
『
風
雅
集
』
真
名
序
の

長
最
」

中
世
和
歌
の
上
に
組
特
の
歌
境
を
ひ
ら
い
た
京
極
派
は
、
弘
安
末

年
に
成
立
し
た
か
と
見
ら
れ
る
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
を
唯
一
の
例
外

と
し
て
、
ま
と
ま
っ
た
歌
論
書
を
持
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
。
こ
と
に

元
弘
二
年
(
一
三
三
三
年
)
に
京
極
為
兼
が
没
し
て
後
、
所
謂
後
期

京
極
派
歌
壇
に
お
い
て
そ
の
和
歌
観
や
作
歌
論
を
窺
い
う
る
資
料
は

決
し
て
多
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
な
か
に
あ
っ
て
、
南
北
朝
期
に
編

纂
さ
れ
た
『
風
雅
和
歌
集
』
序
(
花
園
院
撰
、
一
二
百
四
六
年
成
立
)
は
、

勅
撰
集
の
序
と
い
う
様
式
性
の
つ
よ
い
文
章
で
あ
る
こ
と
を
勘
案
し

て
も
、
同
時
期
の
京
極
派
歌
論
を
考
え
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
位

置
を
占
め
る
。

同
序
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
次
回
香
澄
・
岩
佐
美
代
子
両
氏

『
中
世
の
文
学
風
雅
和
歌
集
』
(
一
一
一
弥
井
書
唐
、
一
九
七
四
年
て
井

上
宗
雄
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
中
世
和
歌
集
』
(
小
学
館
、

に
つ
い
て
|
|
陸
機
「
文
賦
」
か
ら
の
影
響
|
|

中

村

健

史

ニ0
0
0年
、
抄
注
)
、
岩
佐
美
代
子
氏
『
風
雅
和
歌
集
全
注
釈
』
(
笠

間
書
院
、
三
O
O
三
1
0四
年
)
の
三
つ
の
注
釈
が
あ
り
、
中
国
文
学

の
面
か
ら
の
論
及
と
し
て
伊
藤
E
文
氏
「
『
風
雅
和
歌
集
』
の
真
名

序
に
つ
い
て
」
(
『
漬
口
博
章
教
授
退
職
記
念
圃
文
学
論
集
』
所
収
、
一
九

九
O
年
)
が
あ
る
。
し
か
し
な
お
全
体
と
し
て
見
れ
ば
、
『
風
雅
集
』

序
の
注
釈
に
は
手
薄
な
部
分
が
少
な
か
ら
ず
残
り
、
研
究
は
い
ま
だ

発
展
途
上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な

例
の
一
つ
を
取
り
あ
げ
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
先
学
の
訓
話
を
補
う
こ
と
を
試
み
た
い
。

天
皇
親
撲
の
『
新
古
今
集
』
の
例
に
な
ら
い
、
『
風
雅
集
』
に
は

和
漢
二
種
の
序
が
備
わ
る
。
全
体
は
大
き
く
三
段
に
分
か
れ
、
第
一

段
で
は
和
歌
の
本
質
と
起
源
に
つ
い
て
、
第
二
段
で
は
理
想
の
歌
風

に
つ
い
て
論
じ
た
後
、
第
三
段
で
は
撰
集
の
意
図
と
経
緯
が
記
さ
れ

る
。
そ
の
な
か
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。
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担
ほ
む

時
に
貞
和
二
年
十
一
月
九
日
、
概
ね
警
策
を
立
て
、

し
か

大
綱
を
記
す
と
爾
云
ふ
。

(
干
時
貞
和
二
年
十
一
月
九
日
、
概
立
警
策
、
園
記
大
綱
云
爾
。
)

ょ因
り
て

序
の
末
尾
を
し
め
く
く
る
一
文
で
あ
る
。
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
時
に
貞
和
二
年
十
一
月
九
日
、
編
纂
に
あ
た
っ
て
の
概
ね
の
方
針

を
記
す
こ
と
、
か
く
の
ご
と
く
で
あ
る
」
と
い
う
ほ
ど
の
内
容
で
あ

ろ
う
。
仮
名
序
に
「
時
に
貞
和
二
年
十
一
月
九
日
に
な
む
記
し
を
は

り
ぬ
る
」
と
あ
る
の
に
対
応
す
る
文
章
で
あ
る
。

題
号
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
『
風
雅
集
』
は
『
毛
詩
』
の
風

雅
を
範
と
し
て
仰
ぎ
、
和
歌
を
政
治
や
道
徳
の
手
だ
て
と
し
て
と
ら

え
る
傾
向
が
つ
よ
か
っ
た
。
和
歌
の
政
教
性
を
述
ベ
た
文
章
は
序
に

頻
出
し
、
主
題
的
な
位
置
を
占
め
る
と
言
っ
て
‘
も
過
言
で
は
な
い
。

「
普
策
」
や
「
大
綱
」
す
な
わ
ち
編
集
に
あ
た
っ
て
の
方
針
も
ま
た
、

そ
の
よ
う
な
和
歌
観
に
立
脚
す
る
も
の
と
考
え
て
差
し
っ
か
え
な
い

だ
ろ
う
。
右
に
引
い
た
文
章
の
直
前
に
は
「
傭
へ
に
乾
杭
眠
艇
を
酔

さ

か

が

〈

ん

り
て
一
時
の
観
を
壮
ん
に
す
る
に
非
ず
、
専
ら
正
風
雅
訓
を
挙
げ

て
千
載
の
美
を
遣
さ
ん
と
欲
す
る
者
な
り
」
と
見
え
る
。
措
辞
の

華
麗
さ
よ
り
も
、
世
を
教
え
人
を
導
く
と
い
う
和
歌
の
は
た
ら
き
を

重
視
す
る
こ
と
が
、
『
風
雅
集
』
編
纂
の
基
本
的
な
態
度
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
先
に
掲
げ
た
「
時
に
貞
和
二
年
十
一
月
九
日
」
以
下
の
一

文
に
話
を
戻
せ
ば
、
こ
れ
は
『
新
古
今
集
』
真
名
序
の
や
は
り
末
尾

す

栓

ん

と

こ

に
置
か
れ
た
「
修
撰
の
趣
、
蕊
に
在
ら
ざ
ら
む
や
。
聖
暦
乙
丑
主

し
か

春
三
月
と
爾
云
ふ
」
を
踏
ま
え
た
も
の
で
、
年
月
を
記
し
て
全
体

を
締
め
く
く
る
序
の
定
型
で
あ
り
、
内
容
と
し
て
大
き
な
問
題
は
な

い
。
し
か
し
表
現
の
上
で
一
箇
所
、
や
や
不
審
が
残
る
。
「
普
策
」

と
い
う
言
葉
が
そ
れ
で
あ
る
。

前
後
の
文
脈
、
ま
た
「
概
立
警
策
、
因
記
大
綱
」
と
い
う
整
斉
な

対
句
か
ら
見
て
、
「
警
策
」
と
「
大
綱
」
が
同
じ
よ
う
な
内
容
を
指

す
言
葉
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
し
た
が
っ
て
こ
の

場
合
、
「
普
策
」
が
「
根
本
と
な
る
事
柄
」
の
意
で
あ
り
、
文
脈
上

「
『
風
雅
集
』
撰
集
に
あ
た
っ
て
の
基
本
的
な
方
針
」
を
指
し
て
い

る
、
と
理
解
す
る
の
は
ご
く
自
然
で
あ
る
。
実
際
に
先
行
の
注
釈
は

い
ず
れ
も
こ
の
解
に
よ
り
、
た
と
え
ば
岩
佐
氏
『
全
注
釈
』
は
「
よ

っ
て
撰
集
精
神
の
概
要
を
示
し
、
か
つ
編
纂
方
針
の
基
本
を
記
す
こ

と
、
以
上
の
如
く
で
あ
る
」
と
通
釈
さ
れ
る
。

筆
者
も
ま
た
「
輩
鼎
」
と
「
大
綱
」
が
ほ
ぼ
同
義
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
異
論
が
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
な

ぜ
「
警
策
」
が
「
大
綱
」
と
同
じ
内
容
を
指
し
う
る
の
か
、
と
い
う

点
で
あ
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
本
来
「
警
策
」
に
根
本
、
お
お
も

と
と
い
っ
た
意
味
は
な
い
。
そ
れ
は
原
義
に
お
い
て
も
、
派
生
的
な

用
法
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
先
に
掲
げ
た
『
風
雅
集
』

真
名
序
の
文
章
に
お
い
て
は
、
「
警
策
」
の
語
が
明
ら
か
に
「
根
本

と
な
る
事
柄
、
基
本
方
針
」
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
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めね下用
た 響 、 法
上策まは
でをずい

立はっ
そて「た
の 」 馨 い
淵が策何
源あL....:...-に
と く の 拠
な ま 語 つ
つ で 詰 て
た 例 吾 生
も~たじ
の 的 ど た

毒菌眠 B
え 法 真 な
てで a
み あ 序 で

たき巴聖
日 iすi

由 「 。

罫概i以

「
警
策
」
の
「
警
」
は
い
ま
し
め
る
、
「
策
」
は
鞭
の
意
で
、
馬
に

鞭
を
入
れ
る
こ
と
が
そ
の
原
義
で
あ
る
。
用
例
は
古
く
『
文
選
』
巻

二
十
に
収
め
ら
れ
る
曹
植
「
応
詔
詩
」
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

望
城
不
過

面
邑
不
遊

僕
夫
瞥
策

平
路
是
由

よ
智

城
を
望
め
ど
も
過
ら
ず
、

い

ふ

む

か

巨
に
面
へ
ど
も
遊
ば
ず
。

ぽ
《
ふ

僕
夫
輩
卑
し
、

よ

平
路
に
是
れ
由
る
。

まに征馬寄「
す恕E賦 車る天
のひ」はこ子
意て昌平との
に以文路な詔
用て豆をくに
い 憧f蝋 ひ 、よ

えを TE哲三
ド済主〕 E E L

売るにる急入

」も"<:聖
と iii.い 御る
あ闘んう者た

眠郷開はめ
を に し‘

=発あき途
二しそり市
.て ーにの
も盤活馬町
鞭長話にに
で 亡 か 鞭も
馬、潜を村
を黄品岳入に
は T「 れ も
げ巷す西 、立

し
か
し
す
で
に
六
朝
期
に
は
「
普
策
」
に
派
生
的
用
法
が
生
じ
て

い
た
。
た
と
え
ば
梁
の
鍾
蝶
が
撰
し
た
『
詩
巴
序
に
は
「
独
り
勧

お

も

み

つ

ひ

し

づ

れ
ば
瞥
策
と
謂
為
ふ
も
、
衆
観
れ
ば
終
に
平
鈍
に
檎
む
」
と
見
え

る
。
こ
れ
は
「
自
分
で
は
す
ぐ
れ
た
表
現
と
思
っ
て
い
た
も
の
も
、

ほ
か
の
人
か
ら
見
れ
ば
平
凡
に
過
ぎ
な
い
」
の
意
で
、
「
警
策
」
は

詩
文
中
の
秀
句
を
指
す
。
鞭
を
入
れ
て
馬
を
走
ら
せ
る
よ
う
に
、
秀

句
は
一
篇
を
要
所
で
引
締
め
前
進
さ
せ
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
こ
ろ
で

あ
ろ
う
。
同
様
の
例
は
後
に
触
れ
る
陸
機
「
文
轡
に
も
見
ら
れ
る

ほ
か
、
時
代
は
く
だ
る
が
、
宋
代
の
詩
話
『
詩
人
玉
屑
』
巻
三
に
古

人
の
秀
句
を
集
め
た
項
の
標
題
を
「
警
策
」
と
す
る
。
日
本
で
は
『
本

朝
文
粋
』
巻
三
に
収
め
ら
れ
た
大
江
朝
綱
の
策
文
「
文
章
を
論
ず
」

に
「
詞
に
普
策
無
く
ん
ぽ
何
ぞ
文
章
の
駅
嗣
に
立
つ
こ
と
を
思
は

ん
」
、
気
の
利
い
た
秀
句
で
も
な
け
れ
ば
ど
う
し
て
衆
に
優
れ
た
文

章
を
書
く
こ
と
が
で
き
よ
う
、
と
あ
る
の
が
そ
の
例
で
あ
る
。

ま
た
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
転
じ
て
、
単
に
一
句
の
み
で
は
な
く
、
一

篇
の
詩
文
を
指
し
て
、
こ
と
に
そ
の
優
れ
た
も
の
を
「
警
策
」
と
い

う
場
合
が
あ
っ
た
。
先
に
同
じ
く
鍾
瞭
『
詩
品
』
序
に
、
曹
植
「
贈

弟
」
、
王
祭
「
七
哀
詩
」
以
下
二
十
数
篇
を
列
挙
し
た
上
で
「
皆
五

言
の
警
策
な
る
者
な
り
」
と
し
、
白
居
易
「
劉
蘇
州
に
与
ふ
る
書
」

ょ

に
も
「
警
策
の
篇
多
く
彼
唱
此
和
の
中
に
困
り
て
之
を
得
」
と
見
え

る
。
日
本
で
は
『
菅
家
文
草
』
巻
五
所
収
「
七
夕
」
詩
の
左
注
に
「
詩

情
針
艇
、
ラ
軒
や
し
く
絶
句
を
た
U
A
つ
る
。
叫
ん
や
警
策
に
非
ら
ん
を
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や
。
伏
し
て
厚
顔
を
増
す
」
と
あ
る
の
が
、

け
で
は
な
い
が
、
厚
か
ま
し
く
も
呈
上
す
る
」

も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
お
そ
ら
く
日
本
独
自
の
用
法
と
し
て
、
詩
文
を
離
れ
、

優
れ
た
も
の
、
よ
い
も
の
一
般
を
「
警
策
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ロ

菅
原
道
真
「
早
春
宴
に
侍
し
て
同
じ
く
「
物
と
し
て
春
に
逢
は
ざ
る

な
し
」
と
い
へ
る
を
賦
す
」
詩
の
序
に
「
臣
聞
く
な
ら
く
、
春
は
一

年
の
警
策
に
し
て
、
四
時
の
光
粉
な
り
と
」
(
『
本
朝
文
粋
』
巻
入
)
と

言
い
、
藤
原
周
光
「
早
春
言
志
」
詩
に
「
上
月
下
旬
警
策
の
程
、
王

春
芳
節
始
め
て
相
迎
ふ
」
(
本
朝
無
題
詩
)
と
呈
一
回
う
の
は
、
い
ず
れ
も

春
を
「
輩
凧
」
と
詠
っ
た
も
の
。
一
年
の
好
時
節
、
春
に
過
ぐ
る
も

の
な
し
、
と
い
う
こ
こ
ろ
で
あ
る
。
和
文
で
は
「
き
ゃ
う
さ
く
(
き

ゃ
う
ぎ
く
)
」
と
読
ん
で
形
容
動
調
化
し
、
や
は
り
何
事
に
よ
ら
ず

よ
陪
ひ

優
れ
て
い
る
こ
と
を
言
う
。
「
こ
こ
ら
の
齢
に
て
、
明
王
の
御
代
、

四
代
を
な
む
見
は
ベ
り
ぬ
れ
ど
、
こ
の
た
び
の
や
う
に
文
ど
も

主
ラ

f

f

警
策
に
、
舞
、
楽
、
も
の
の
音
ど
も
と
と
の
ほ
り
て
、
齢
延
ぶ
る

こ
と
な
む
は
べ
ら
ざ
り
つ
る
」
(
『
源
氏
物
語
』
花
宴
)
は
文
章
に
つ
い

き
や

2く

て
、
「
人
柄
の
あ
た
ら
し
く
、
警
策
に
も
の
し
た
ま
ふ
君
な
れ
ば
、

我
も
我
も
と
婿
に
取
ら
ま
ほ
し
く
す
る
人
の
多
か
な
る
に
」
(
聞
東

屋
}
は
人
柄
に
つ
い
て
用
い
た
例
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
警
策
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
と
ひ
ろ
が
り
を
持
つ

言
葉
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
管
見
の
か
ぎ
り
そ
こ
に
「
根
本

「
優
れ
た
詩
と
い
う
わ

の
意
で
用
い
ら
れ
た

と
な
る
事
柄
、
基
本
方
針
」
と
い
っ
た
内
容
を
認
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
語
誌
を
た
ど
る
と
、
後
世
長
墨
東
」
は
む
し
ろ
原
義
を
離
れ

た
派
生
的
意
義
に
お
い
て
頻
用
さ
れ
た
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る

が
、
そ
れ
も
あ
く
ま
で
「
詩
文
を
中
心
と
し
て
優
れ
た
も
の
を
指
す
」

と
い
う
範
囲
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
本
来
「
大
綱
」
と
同
義
に
用
い

う
る
よ
う
な
言
葉
で
は
な
い
よ
う
に
恩
わ
れ
る
。
つ
ま
り
前
に
引
い

お

ほ

む

よ

た
『
風
雅
集
』
真
名
序
の
「
概
ね
警
策
を
立
て
、
因
り
て
大
綱
を

記
す
」
と
い
う
一
節
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
警
策
」
の
語
誌
、
用
法
か

ら
大
き
く
外
れ
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
く
だ
り
、
次
回
・
岩
佐
両
氏
『
中
世
の
文
学
』
が
、

文
章
の
中
の
肝
要
の
短
句
。
全
篇
を
そ
れ
を
も
っ
て
活
か
す
。

馬
を
警
め
て
走
ら
せ
る
の
に
策
を
用
い
る
こ
と
に
替
え
る
。
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と
し
て
一
般
的
な
「
警
策
」
の
意
味
を
紹
介
す
る
に
と
E
め
、
岩
佐

氏
『
全
注
釈
』
が

馬
を
走
ら
せ
る
た
め
に
打
つ
む
ち
。
転
じ
て
文
章
中
の
重
要
な

句
。
こ
こ
で
は
原
意
に
近
く
、
肝
要
な
指
針
の
意
か
。

と
慎
重
な
態
度
を
取
っ
て
お
ら
れ
る
の
も
、
右
の
よ
う
な
事
情
を
踏

ま
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
(
井
上
氏
『
新
編
全
集
』
で
は
省
略
、
伊
藤



氏
論
文
で
は
言
及
が
な
い
)
。

前
後
の
文
脈
か
ら
推
測
さ
れ
る
「
警
策
」
の
意
味
と
、
用
例
か
ら

帰
納
さ
れ
る
「
普
策
」
の
意
味
と
が
う
ま
く
重
な
ら
な
い
こ
と
が
、

こ
の
場
合
、
解
釈
の
上
で
最
大
の
難
点
と
な
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
真
名
序
に
お
け
る
「
警
策
」

独
創
に
拠
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

た
し
か
に
先
行
す
る
諸
作
品
の
う
ち
に
「
警
策
」
を
「
大
綱
」
と

同
義
に
用
い
た
例
は
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
「
文

賦
」
に
次
の
よ
う
な
例
を
認
め
う
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。

の
用
法
は
筆
者
花
園
院
の

Eま

或
い
は
文
繁
く
理
富
め
ど
も
、
意
指
適
せ
ず
。
極
り
て
両
致

I
I
l
l
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
を

I
l
-
-

無
く
、
尽
き
て
益
す
べ
か
ら
ず
。
片
言
を
立
て
て
要
に
届
ら
し

叫
引
同

1
時
叫
↓
創
例
制
剣
刻
列
。
衆
辞
の
条
有
り
と
略

も
、
必
ず
磁
を
待
ち
て
績
を
媒
す
。
曜
に
功
多
く
し
て
累
馬

か

し
、
故
に
足
る
を
取
り
て
易
へ
ず
。

(
或
文
繁
理
官
、
而
宜
不
指
適
.
極
無
南
致
、
壷
不
可
益
。
立
片
言

而
居
要
、
乃
一
篇
之
普
策
。
雄
衆
酔
之
有
僚
、
必
待
慈
市
教
績
。

亮
功
多
而
累
寡
、
故
取
且
而
不
易
J

「
文
賦
」
は
晋
の
陸
機
の
作
、
『
文
選
』
巻
十
七
・
論
文
に
収
め
る
。

六
朝
を
代
表
す
る
文
学
論
で
あ
り
、
文
学
の
創
作
が
い
か
な
る
い
と

な
み
で
あ
る
か
を
、
書
き
手
の
内
面
に
立
っ
て
論
じ
た
独
特
の
作
品

で
あ
る
。
文
学
の
社
会
的
意
味
づ
け
や
、
個
別
的
な
作
品
批
評
が
ほ

と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
中
国
の
文
学
論
と
し
て
た
い
へ
ん
め

ず
ら
し
い
。
右
に
引
い
た
の
は
、
そ
の
「
文
賦
」
の
な
か
で
も
文
章

の
技
術
的
な
問
題
、
こ
と
に
何
ら
か
の
欠
陥
を
持
つ
文
章
に
つ
い
て
、

い
か
に
す
れ
ば
そ
れ
を
改
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
を
論
じ
た
数
節
中

の
一
で
あ
る
。

陸
機
の
言
う
に
は
、
表
現
、
内
容
と
も
に
充
分
豊
か
で
あ
り
な
が

ら
、
論
旨
が
ぼ
や
け
て
し
ま
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
論
は
ゆ
き
づ

ま
っ
て
こ
れ
以
上
ど
こ
に
も
展
開
し
ょ
う
が
な
く
、
言
う
べ
き
こ
と

は
言
い
つ
く
し
て
い
る
の
で
、
新
し
い
こ
と
を
付
け
く
わ
え
る
わ
け

に
も
ゆ
か
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
し
た

言
葉
{
片
言
)
を
重
要
な
筒
所
に
置
い
て
や
る
こ
と
で
、
文
章
全
体

の
「
盤
墨
凧
」
と
な
る
こ
と
が
あ
る
。
ど
れ
ほ
E
多
く
の
言
葉
が
条
理

に
拠
っ
て
並
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
こ
の
「
警
策
」
と
な
る
一
句
が

あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
力
を
発
揮
す
る
。
ほ
ん
の
少
し
の
こ
と
で
大

き
な
成
果
を
も
た
ら
す
の
で
、
そ
の
ほ
か
の
手
直
し
を
す
る
必
要
が

な
く
な
る
の
で
あ
る
|
|
。

h
i

ん

げ

ん

を

こ
こ
に
言
う
「
普
策
」
と
は
、
前
に
「
片
言
を
立
て
て
要
に
居

ら
し
む
る
」
と
あ
る
と
お
り
、
短
く
て
し
か
も
文
章
全
体
を
ひ
き
し
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め
る
効
果
を
持
っ
た
句
を
指
す
。
『
文
選
』
李
善
注
に
は

なに文
る困ょを
をり以
喰てて
ふ輔2馬
争駁?に
r，tす喰E
1 、ふ

以る
てな
文り
の。

片言
言ふ
をこ
資も wち、ー
ゐろ
ては
益
と 馬
明は

主葉

「
鞭
に
よ
っ
て
馬
を
走
ら
せ
る
よ
う
に
、
ち
ょ
っ
と
し
た
言
葉
に
よ

っ
て
文
章
の
論
旨
を
明
確
に
す
る
」
と
い
う
解
が
備
わ
る
。

通
常
、
こ
の
「
普
策
」
は
秀
句
(
優
れ
た
句
、
気
の
利
い
た
名
句
)

を
指
す
と
さ
れ
る
。
時
代
は
二
盲
年
ほ
ど
下
る
が
、
先
に
触
れ
た
鍾

み

縛

も

み

つ

ひ

蝶
『
詩
品
』
序
の
「
独
り
観
れ
ば
警
策
と
調
為
ふ
も
、
衆
観
れ
ば
終

し
づ

に
平
鈍
に
論
む
」
と
い
う
文
章
が
、
明
ら
か
に
秀
句
の
意
で
「
警

策
」
を
用
い
る
こ
と
か
ら
し
て
‘
も
、
妥
当
な
解
釈
と
い
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
風
雅
集
』
真
名
序
の
そ
れ
と
は
指
し

し
め
す
内
容
を
異
に
す
る
。

し
か
し
虚
心
に
「
文
賦
」
の
文
章
だ
け
を
読
ん
で
み
る
と
、
じ
つ

は
「
警
策
」
と
「
秀
句
」
と
い
う
言
葉
の
あ
い
だ
に
い
さ
さ
か
の
隔

た
り
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
し
て
先
ま
わ
り
し
て
言
う
な
ら
ば
、

そ
の
隔
た
り
の
う
ち
に
こ
そ
『
風
雅
集
』
の
「
警
策
」
を
考
え
る
た

め
の
手
が
か
り
が
潜
む
の
で
あ
る
。

「
文
賦
」
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
警
策
」
は
「
意
指
適
せ
ず
」
、

全
体
の
論
旨
が
う
ま
く
定
ま
ら
ず
、
焦
点
が
ぼ
や
け
て
い
る
の
を
改

善
す
る
手
段
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
李
善
注
に
言
う
よ
う
に
、
そ

れ
は
文
章
の
主
旨
を
「
益
と
明
ら
か
」
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

い

h
E

こ
れ

は
ず
で
あ
る
。
「
衆
辞
の
条
有
り
と
雌
も
、
必
ず
蕊
を
待
ち
て
績

を
鉱
す
」
、
す
で
に
連
ね
ら
れ
た
言
葉
が
「
警
策
」
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
効
果
を
発
揮
す
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
事
情
に
基
づ
く
。
「
警

策
」
の
役
割
は
「
衆
辞
」
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
き
た
論
理
を
分
か

り
ゃ
す
く
提
示
し
な
お
す
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
一

篇
の
論
旨
と
無
関
係
に
は
成
立
し
え
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
文
賦
」
の
文
脈
か
ら
把
握
さ
れ
る
「
普
策
」
と
は
、
「
(
文

章
の
肝
要
な
と
こ
ろ
に
あ
っ
て
)
全
体
の
論
旨
を
端
的
に
示
す
一
句
」

と
い
う
ほ
ど
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
こ
う
し
た
内
容
を
満
た

す
表
現
が
、
し
ば
し
ば
気
の
利
い
た
名
句
、
す
な
わ
ち
秀
句
と
な
る

こ
と
は
容
易
に
相
像
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
秀
句
」
と
「
警

策
」
が
事
実
上
重
な
り
あ
う
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
に

し
て
も
、
概
念
上
は
一
応
別
物
で
あ
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
本
稿
は
「
文
賦
」
に
お

け
る
長
亙
鼎
」
の
解
釈
を
問
題
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ

読
者
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
「
文
賦
」
の
文
章
は
右
の
よ
う
に
読
む

こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
は
な
い
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
か
ぎ
り
『
罪
集
』
真
名
序
の
「
時
ね

k
 

警
策
を
立
て
、
因
り
て
大
綱
を
記
す
」
と
い
う
例
は
さ
ほ
ど
突
飛
な

も
の
と
は
言
え
な
い
。
「
文
章
全
体
の
論
旨
を
端
的
に
示
す
一
句
」
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と
い
う
内
容
を
比
喰
と
し
て
用
い
れ
ば
、
「
あ
る
物
事
全
体
に
一
貫

す
る
趣
旨
を
短
く
ま
と
め
た
も
の
」
と
い
う
一
般
的
な
意
味
に
な
る
。

和
歌
に
つ
い
て
言
う
場
合
、
「
勅
撰
集
編
纂
上
の
基
本
的
方
針
を
端

的
に
ま
と
め
た
も
の
」
と
い
う
解
釈
も
充
分
に
成
り
た
ち
う
る
で
あ

ろ
う
。
本
来
の
意
義
か
ら
す
れ
ば
一
種
の
誤
用
で
あ
る
が
、
両
者
の

中
聞
に
「
文
賦
」
を
想
定
す
れ
ば
、
「
警
策
」
に
そ
の
よ
う
な
誤
用

が
生
じ
た
道
の
り
は
思
い
の
ほ
か
自
然
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
文
曾
を
抜
き
に
し
て
は
、
真
名
序
の
「
警
策
」
が
基
本
方
針
と

い
う
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
説
明
は
つ
か
な
い
の
で
は

な
し
由
。

さ
ら
に
「
文
賦
」
と
真
名
序
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ

見
逃
せ
な
い
共
通
点
が
あ
る
。
真
名
序
で
は
「
時
ね
警
策
を
立
て
」

〔
概
立
普
策
)
と
動
調
「
立
」
が
「
警
策
」
を
目
的
語
に
取
る
が
、

漢
文
の
語
法
と
し
て
「
立
警
策
」
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
こ
れ
は
「
文
賦
」
の
「
企
片
言
而
居
要
、
乃
一
篇
之
普
賢
」
に

基
づ
く
表
現
と
見
て
誤
り
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
く
だ
り
に
は
字

句
の
点
か
ら
も
「
文
賦
」
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
『
風
雅
集
』
真
名
序
の
「
警
策
」
は
、
意
味
の
上
で

も
、
表
現
の
上
で
も
、
そ
の
背
景
に
「
文
賦
」
の
存
在
を
相
定
す
る

こ
と
が
も
っ
と
も
自
然
な
の
で
あ
る
。
花
園
院
は
「
時
ね
重
県
を

立
て
」
と
い
う
文
章
を
「
文
賦
」
に
拠
っ
て
書
い
た
と
見
て
よ
い
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
同
賦
は
花
園
院
の
読
書
の
範
囲
に
含
ま
れ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

先
に
述
べ
た
と
お
り
「
文
賦
」
は
『
文
選
』
巻
十
七
に
収
め
、
ま

た
『
和
漢
朗
詠
集
』
文
調
・
四
七

O
に
も
摘
句
が
あ
る
。
主
朝
人
に

親
し
ま
れ
た
著
作
で
あ
る
こ
と
は
こ
の
点
か
ら
も
容
易
に
推
測
さ
れ

る
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
空
海
『
文
鏡
秘
府
論
』
巻
四
に
全
文
が
載

録
さ
れ
る
こ
と
、
貌
慶
之
『
詩
人
宝
屑
』
巻
六
「
語
要
警
策
」
に
「
陸

を

す

な

は

土
衡
文
賦
に
云
く
、
片
言
を
立
て
て
以
て
要
に
居
ら
し
む
る
は
、
乃

ち
一
篇
の
普
策
な
り
と
。
此
れ
要
論
な
り
。
文
章
普
策
無
く
ん
ば
則

ち
以
て
世
に
伝
ふ
る
に
足
ら
ず
」
云
々
な
る
記
事
が
見
え
る
こ
と
は

注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
両
書
が
院
の
歌
論
に
お
い
て
軽
か
ら
ざ
る

位
置
を
占
め
る
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
花
園
院
展
記
』

E
中
二

年
十
二
月
二
十
八
日
〔
一
三
-
一
六
年
)
条
の
裏
書
に
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に脳ろ弘
、 な な 法

歌りり大
の。。師

義和近の
自宮歌代文
Zの新筆

ら義渡眼
蒙との心
を全書
披Eく有専ミ
くー異りら ξ

ベな o 為
しら詩兼
。 ず 人 の

。 宝 歌

此屑義
れと
等号依

皇て事
を詩る
見のと
る髄こ

と
見
え
る
と
お
り
で
、
「
為
兼
の
説
は
空
海
の
文
論
に
拠
り
、
『
詩

人
玉
屑
』
と
偶
然
の
符
合
を
見
る
」
と
す
る
の
が
そ
の
基
本
的
な
理

解
で
あ
っ
た
(
『
文
筆
眼
心
抄
』
は
『
瓦
鏡
秘
府
論
』
を
抄
出
し
た
著
作
で



あ
る
が
、
『
為
兼
卿
和
歌
抄
』
で
は
『
文
筆
眼
心
抄
』
の
署
名
の
も
と
『
瓦

鏡
秘
府
論
』
独
自
の
瓦
章
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
轟
兼
周
辺
で
司
書
部
受
容

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
右
『
花
園
院
展
記
』
中
町
「
瓦
筆
眼
心
」

に
つ
い
て
も
『
文
鏡
秘
府
論
』
を
含
め
た
空
海
の
文
論
を
指
し
て
い
る
可
極

性
部
考
え
ら
れ
よ
う
)
。

こ
れ
ら
の
点
か
ら
、
花
園
院
が
「
文
賦
」
を
手
に
し
た
可
能
性
は

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四

以
上
、
ご
く
些
細
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
『
風
雅
集
』
真
名
序
に

あ
ら
わ
れ
る
長
亙
凧
」
の
語
に
陸
機
「
文
賦
」
の
影
警
か
見
ら
れ
る

こ
と
を
検
討
し
て
き
た
。
細
部
の
字
句
に
も
し
か
る
べ
き
文
献
に
拠

っ
た
語
を
用
い
よ
う
と
す
る
態
度
は
、
い
か
に
も
好
学
の
帝
主
花
園

院
ら
し
い
。

管
見
の
か
ぎ
り
、
真
名
序
に
お
い
て
「
文
賦
」
が
典
拠
と
な
っ
た

句
制
限
む

と
考
え
ら
れ
る
箇
所
は
、
本
稿
で
取
り
あ
げ
た
「
概
ね
重
県
を
立

て
」
が
唯
一
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
影
響
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
、
真
名
序
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
「
文
賦
」
は
措
辞
の
面
で
ご

く
部
分
的
に
参
照
さ
れ
た
に
と
ど
ま
り
、
序
の
主
題
や
論
旨
と
い
っ

た
本
質
面
に
深
く
か
か
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
と
結
論
で
き
よ
う
。

些
細
な
問
題
と
称
す
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
「
文
賦
」
が
全
体
の
主
題
、
論
旨
に
影
響
を
与
え

な
か
っ
た
と
い
う
事
実
そ
の
も
の
は
、
『
風
雅
集
』
の
序
を
考
え
る

上
で
き
わ
め
て
興
味
深
い
示
唆
を
与
え
る
。
前
述
の
と
お
り
「
文
賦
」

は
六
朝
期
を
代
表
す
る
文
学
論
の
古
典
で
あ
り
、
日
本
に
与
え
た
影

響
も
決
し
て
小
さ
く
は
な
か
っ
た
。
花
園
院
の
読
書
の
範
囲
に
あ
っ

た
こ
と
も
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

両
者
の
関
係
が
措
辞
の
面
に
の
み
限
定
さ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
理

由
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
興
膳
宏
氏
は
「
文
賦
」
を
先
行
す
る
曹
歪
『
典
論
』
論

文
篇
と
比
較
し
、
個
別
の
作
品
に
対
す
る
批
評
や
文
学
の
社
会
的
効

用
を
論
ず
る
こ
と
が
な
い
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
と
し
た
上
で
、
次

の
よ
う
に
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
(
『
中
国
詩
文
選
潜
岳
瞳
機
』
筑
摩

書
一
一
層
、
一
九
七
三
年
)
。
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と
こ
ろ
が
「
文
の
賦
」
で
は
、
こ
う
し
た
時
代
や
社
会
と
か
か

わ
る
具
体
的
・
個
別
的
な
批
評
は
ほ
と
ん
ど
影
を
ひ
そ
め
て
、

論
は
も
っ
ぱ
ら
内
省
を
通
し
て
把
握
さ
れ
た
認
識
を
も
と
と
し

つ
つ
、
彼
一
流
の
修
辞
主
義
的
表
現
に
包
ま
れ
て
組
み
立
て
ら

れ
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
文
学
と
い
う
い
と
な
み
の
神
秘

な
過
程
に
お
い
て
生
ず
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
、
創
作
者
た
る

自
己
の
内
面
の
窓
を
通
し
て
観
察
し
、
そ
こ
か
ら
創
作
す
る
こ

と
の
一
般
法
則
を
帰
納
す
る
意
図
を
も
っ
て
書
か
れ
て
い
る
。



人
は
な
ぜ
、
そ
し
て
い
か
に
文
学
す
る
か
を
彼
は
考
え
た
の
で

あ
り
、
こ
れ
は
い
わ
ば
彼
の
文
学
原
論
な
の
で
あ
る
。

氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
「
文
賦
」
は
「
文
学
が
い
か
に
創
作
さ
れ

る
か
」
と
い
う
点
を
中
心
と
し
て
論
じ
た
「
文
学
原
論
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
の
「
時
代
や
社
会
と
か
か
わ
る
具
体
的
・
個
別
的
な
批
評
」

は
ほ
と
ん
ど
あ
ら
わ
れ
な
い
。
特
に
中
国
の
文
学
論
に
お
い
て
重
視

さ
れ
る
文
学
の
社
会
的
な
意
味
づ
け
|
|
-
政
教
性
を
も
っ
て
文
学
の

存
在
意
義
と
す
る
ー
ー
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
こ
と
は
特
徴
的
で

色町スー思
う
に
、
『
風
雅
集
』
真
名
序
が
主
題
的
な
部
分
に
お
い
て
「
文

賦
」
か
ら
の
影
響
を
受
け
な
か
っ
た
理
由
は
、
こ
こ
に
存
す
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
文
賦
」
の
主
題
は
、
あ
く
ま
で
も
文
学
の
社
会
的
な
意
味
づ
け

に
で
は
な
く
、
「
人
は
な
ぜ
、
そ
し
て
い
か
に
文
学
す
る
か
」
と
い

う
原
論
的
な
問
題
意
識
に
あ
る
。
一
方
、
『
風
雅
集
』
の
序
は
和
歌

の
政
教
性
を
論
ず
る
こ
と
に
力
を
注
ぎ
、
人
聞
の
内
面
に
お
い
て
歌

が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
る
か
と
い
っ
た
問
題
は
ご
く
簡
単
に
触
れ
ら

れ
る
の
み
で
あ
る
。
草
稿
の
段
階
で
内
々
に
序
の
披
見
を
ゆ
る
さ
れ

た
洞
院
公
賢
が
、

又
和
漢
両
序
良
筆
下
し
見
せ
ら
る
。
花
実
相
兼
ね
、
義
理
時

は
ず
。
和
歌
の
根
一
耳
、
鬼
神
を
感
ぜ
し
め
、
人
民
を
和
し
、
政絢

よ

教
を
正
す
。
其
の
徳
一
々
に
述
べ
尽
し
難
し
。
更
に
言
詞
の
車

を
は

ぶ
所
に
非
ず
。
頗
る
感
涙
を
拭
ひ
了
ん
ぬ
。

と
感
想
を
記
し
た
よ
う
に
(
『
圃
太
暦
』
貞
和
二
年
十
月
十
一
日
)
、
「
鬼

神
を
感
ぜ
し
め
、
人
の
心
を
和
ら
げ
、
政
教
を
正
す
」
と
い
っ
た
和

歌
の
徳
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
こ
そ
が
、
同
序
の
主
な
る
目
的
で
あ

っ
た
。
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
花
園
院
個
人
の
和
歌
観
と
と
も
に
、
勅

撰
集
序
と
い
う
様
式
の
要
請
が
は
た
ら
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
文
賦
」
と
『
風
雅
集
』
序
は
と
も
に
文
学
を
論
ず
る
文
章
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
の
主
題
意
識
に
お
い
て
根
本
的
に
一
致
し
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
「
文
轡
か
ら
『
風
雅
集
』
序
へ
の
影
響
は
、
い
わ
ば
「
警

策
」
程
度
の
部
分
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
花
園
院
が
ど

こ
ま
で
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
二

つ
の
文
章
の
主
題
的
な
草
離
は
そ
れ
ほ

E
に
大
き
か
っ
た
の
で
あ

ス》。
「
警
策
」
と
い
う
言
葉
は
ご
く
些
細
な
問
題
に
過
ぎ
な
い
が
、
そ

の
些
細
さ
が
多
く
の
こ
と
を
物
語
る
と
も
言
え
る
。
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(
な
か
む
ら

た
け
し
・
本
字
文
学
部
非
常
勤
講
師
)


