
日
本
文
学
に
お
け
る
和
漢
併
存
は
、
現
存
資
料
か
ら
み
れ
ば
、
九
世
紀
末
の
寛
平
五
年
（

年
）
に
成
立
し
た

新
撰
万
葉
集

が

そ
の
濫
觴
と
な
ろ
う
。
上
下
二
巻
か
ら
な
る

新
撰
万
葉
集

は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
左
に
、
一
首
の
七
言
絶
句
の
詩
が
合
わ
さ
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
句
題
和
歌

や

和
漢
朗
詠
集
、
さ
ら
に
後
代
の
詩
歌
合
と
い
う
、
歌
と
詩
が
同
じ
集
に
並
べ
ら
れ
る
和
漢
併
存
の
系
譜
に

置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
筆
者
は
従
来
、
新
撰
万
葉
集

の
歌
と
詩
は
単
純
な
翻
訳
関
係
に
は
な
く
、
和
文
学
と
漢
文
学
の
対
比
対
照
の

関
係
に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。

以
上
の
主
張
に
基
づ
い
て
、
本
稿
は
、
新
撰
万
葉
集

と
比
較
し
つ
つ
、
和
漢
併
存
の
系
譜
に
お
か

れ
る
ほ
か
の
作
品
に
お
け
る
和
漢
併
存
の
実
態
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（ ） 和漢併存の系譜
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平
安
時
代
の
和
漢
併
存
の
作
品
は
、
新
撰
万
葉
集

の
ほ
か
に
、
新
撰
万
葉
集

の
成
立
と
相
前
後
す
る
千
里
集
、
い
わ
ゆ
る

句
題

和
歌
（

年
成
立
）
と
、
平
安
中
期
の

和
漢
朗
詠
集
（

年
成
立
）
と
、
平
安
中
期
以
降
の
詩
歌
合
の
系
列
が
文
学
史
に

残
っ
て
い
る
。

儒
臣
の
大
江
千
里
は
意
外
な
こ
と
に
、
漢
詩
文
で
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
大
江
千
里
集

と
い
う
歌
集
で
名
を
揚
げ
て
い
る
。
こ
れ

は
そ
の
独
特
な
形
式
で

句
題
和
歌

と
も
呼
ば
れ
て
来
て
い
る
が
、
千
里
は
成
立
の
い
き
さ
つ
を
献
上
の
言
葉
に
記
し
て
い
る
。

臣
千
里
謹
言
、
去
二
月
十
日
、
参
議
朝
臣
伝
敕
曰
、
古
今
和
歌
、
多
少
献
上
、
臣
奉
命
以
後
、
魂
神
不
安
、
遂
臥
重
痾
、
延
以
至
今
、

臣
儒
門
余

、
側
聴
言
詩
、
未
習
艷
辞
、
不
知
所
為
、
今
臣
纔
捜
古
句
、
搆
成
新
謌
、
別
亦
加
自
詠
十
首
、
惣
百
廿
首
、
悚
恐
震
懾
、

謹
以
挙
進
、
豈
求
駭
目
、
只
欲
解
顎
、
千
里
誠
恐
懼
誠
謹
言
。

（
臣
千
里
謹
ん
で
言
す
、
去
る
二
月
十
日
、
参
議
の
朝
臣
勅
を
伝
へ
て
曰
く
、
古
今
の
和
歌
、
多
少
献
上
せ
よ
と
、
臣
命
を
奉
り
て
以

後
、
魂
神
安
か
ら
ず
、
遂
に
重
痾
に
臥
し
て
、
延
び
て
今
に
至
る
、
臣
は
儒
門
の
余

な
り
、
側
に
言
詩
を
聴
け
ど
も
、
未
に
艷
辞
を

習
は
ざ
れ
ば
、
為
す
所
を
知
ら
ず
、
今
臣
纔
か
に
古
句
を
捜
し
て
、
新
謌
を
搆
成
せ
り
、
別
に
亦
自
ら
詠
ず
る
十
首
を
加
へ
て
、
惣
べ

て
百
廿
首
な
り
、
悚
恐
震
懾
、
謹
ん
で
以
て
挙
進
す
、
豈
に
目
を
駭
か
さ
ん
や
、
只
顎
を
解
せ
し
む
る
を
欲
す
、
千
里
誠
に
恐
懼
す
、

誠
に
謹
ん
で
言
す
。）

古
句
を
捜
し
て
、
新
謌
を
搆
成
せ
り
、
つ
ま
り
漢
詩
の
詩
句
を
捜
し
て
、
そ
れ
を
題
に
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

新
撰

万
葉
集

の
序
に
見
え
る

先
生
非
啻
賞
倭
歌
之
佳
麗
兼
亦
綴
一
絶
之
詩
插
數
首
之
左

（
先
生
啻
倭
歌
の
佳
麗
を
賞
す
る
の
み
に
非
ず
、

兼
ね
て
亦
一
絶
の
詩
を
綴
り
て
數
首
の
左
に
挿
む
）
、
つ
ま
り
詩
を
作
っ
て
歌
の
左
に
配
す
る
こ
と
と
は
正
反
対
の
方
向
に
あ
る
。



さ
ら
に
、
歌
を

艷
辞

と
し
て
詩
に
相
対
さ
せ
る
こ
と
は
、
古
今
集
成
立
前
の
、
歌
の
一
般
的
位
置
づ
け
を
う
か
が
わ
せ
る
。
艷
辞
、

ま
た
は
艶
詞
と
は
、
美
辞
麗
句
を
意
味
す
る
言
葉
だ
が
、
詩
体
と
し
て
言
及
さ
れ
る
と
き
、
多
く
は
閨
怨
情
愛
を
歌
う
詩
を
指
す
。
た
と
え

ば
白
楽
天
が
言
う
よ
う
に
、

郊
廟
登
歌
讃
君
美

郊
廟
登
歌
君
の
美
を
讃
す

樂
府
艶
詞
悦
君
意

樂
府
艶
詞
君
の
意
を
悦
ば
す

若
求
興
諭
規
刺
言

若
し
興
諭
規
刺
の
言
を
求
め
ば

萬
句
千
章
無
一
字

萬
句
千
章
に
一
字
無
し

（
白
氏
文
集
巻
四
、
新
樂
府
之
采
詩
官
之
監
前
王
亂
亡
之
由
也
）

樂
府
艶
詞
君
の
意
を
悦
ば
す
、
君
意
を
悦
ば
せ
る
だ
け
の
も
の
で
、
毛
詩
大
序
に
も
と
づ
い
た
政
治
的
、
道
徳
的
風
諭
の
文
章
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
和
歌
が
台
頭
す
る
機
運
の
な
か
で
、
古
今
集
成
立
前
夜
の
歌
人
た
ち
は
歌
を
詩
と
並
び
称
さ
れ
る
地
位
に
引
き
上
げ
よ
う
と
躍

起
に
な
っ
て
、
盛
ん
に
詩
の
字
句
や
手
法
を
取
り
入
れ
て
歌
の
新
体
を
創
出
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
千
里
の

句
題
和
歌

は
こ
の
よ
う
な

機
運
の
な
か
に
あ
る
一
つ
の
独
特
な
実
験
で
あ
る
。

句
題
和
歌

に
つ
い
て
は
、
先
学
の
詳
細
な
研
究
が
あ
り
、
こ
の
考
察
も
先
蹤
研
究
を
踏
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。

大
曽
根
章
介
は

句
題
和
歌

を
評
し
て
、

句
題
和
歌
と
は
、
一
般
に
漢
詩
の
一
句
を
取
っ
て
和
歌
に
翻
案
改
作
し
た
も
の
を
い
う
。
平
安
時
代
詩
会
に
お
い
て
句
題
の
題
詠
が
行

わ
れ
た
が
、
寛
平
年
間
に
な
る
と
一
歩
を
進
め
て
句
題
に
よ
り
和
歌
を
詠
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
漢
詩
文
の
表
現
や
思
想
を
和

歌
の
上
に
表
現
し
、
和
歌
の
世
界
に
新
境
地
を
開
拓
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
そ
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
本
作
で
あ
る
。

と
す
る
一
方
、
原
詩
句
を
直
訳
し
た
稚
拙
生
硬
な
も
の
が
多
い

と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
の

稚
拙
生
硬

な
歌
を
見
て
み
る
と
、
た
と

え
ば

（ ） 和漢併存の系譜
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一
、
咽
霧
山
鶯
啼
尚
少

や
ま
ふ
か
み
た
ち
く
る
霧
に
む
す
れ
ば
や
な
く
鶯
の
声
の
ま
れ
な
る

二
、
鶯
声
誘
引
来
花
下

う
ぐ
ひ
す
の
な
き
つ
る
こ
ゑ
に
さ
そ
は
れ
て
花
の
も
と
に
ぞ
我
は
来
に
け
る

三
三
、
月
照
平
砂
夏
夜
霜

月
影
に
な
べ
て
ま
さ
ご
の
照
り
ぬ
れ
ば
な
つ
の
夜
ふ
れ
る
霜
か
と
ぞ
み
る

六

、
新
愁
多
待
夜
長
来

あ
た
ら
し
き
う
れ
へ
は
お
ほ
く
さ
む
き
夜
の
な
が
き
よ
り
こ
そ
は
じ
ま
り
に
け
れ

七
六
、
非
暖
非
寒
漫
漫
風

あ
つ
か
ら
ず
さ
む
く
も
あ
ら
ず
よ
き
ほ
ど
に
ふ
き
く
る
風
は
や
ま
ず
も
あ
ら
な
ん

一
一
一
、
自
覚
浮
雲
無
所
着

我
が
身
を
ば
う
か
べ
る
雲
に
な
せ
れ
ば
ぞ
つ
く
か
た
も
な
く
は
か
な
か
り
け
る

と
い
う
よ
う
に
、
ほ
ぼ
原
詩
句
を
逐
語
訳
に
近
い
形
で
歌
に
翻
案
し
た
も
の
が
大
半
を
占
め
る
。
鶯
声
誘
引

う
ぐ
ひ
す
の
な
き
つ
る

こ
ゑ
に
さ
そ
は
れ
て
、
新
愁

あ
た
ら
し
き
う
れ
へ
、
非
暖
非
寒

あ
つ
か
ら
ず
さ
む
く
も
あ
ら
ず
よ
き
ほ
ど
に

と
い
う
よ
う

な
表
現
に
は
、
た
し
か
に

生
硬

の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
面
が
認
め
ら
れ
る
。

し
か
し
同
時
に
、
そ
の
生
硬
さ
に
は
、
和
歌
表
現
の
拡
大
を
図
る
革
新
的
意
欲
が
読
み
取
れ
る
場
合
も
あ
る
。
た
と
え
ば
漢
語
の

灰

の
対
訳
で
あ
る
和
語
の

は
ひ

を
歌
に
取
り
入
れ
る
実
験
が
以
下
の
歌
に
見
ら
れ
る
。

四
一
、
心
緒
逢
秋
一
似
灰

も
の
を
思
ふ
心
の
秋
に
あ
ひ
ぬ
れ
ば
ひ
と
つ
は
ひ
と
ぞ
み
え
わ
た
り
け
る



六
一
、
心
灰
不
及
炉
中
火

も
の
思
ふ
心
は
は
ひ
と
く
だ
く
れ
ど
あ
つ
き
お
き
に
ぞ
お
よ
ば
ざ
り
け
る

一
一

、
憂
喜
皆
成
灰

か
な
し
き
も
う
れ
し
き
こ
と
も
大
か
た
は
こ
こ
ろ
の
は
ひ
と
成
り
ぬ
べ
ら
な
り

は
ひ

が
歌
に
詠
ま
れ
る
例
は

万
葉
集

の

思
ひ
し
妹
が

灰
に
て
い
ま
せ
ば
（
巻
第
二
、

）
に
見
ら
れ
る
が
、
心
は
は

ひ

と
い
う
よ
う
に
、
一
種
の
心
理
的
境
地
を
表
す
の
に
使
う
こ
と
は
、
た
し
か
に
歌
に
し
て
は
新
奇
さ
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
和

歌
の
歌
語
歌
想
に
も
新
奇
さ
と
豊
富
さ
と
を
も
た
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
自
然
な
道
行

で
あ
っ
て
、
心
情
表
現
の
語
彙
の
拡
大
を
意
図
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、

四
五
、
悲
秋
縁
命
老

す
ぎ
て
行
く
秋
の
か
な
し
と
み
え
つ
る
は
お
い
な
む
事
を
思
ふ
な
り
け
り

の
よ
う
に
、
悲
秋

を

す
ぎ
て
行
く
秋
の
か
な
し
と
み
え
つ
る

と
翻
案
し
て
い
る
句
に
は
、
漢
語
的
表
現
を
和
語
に
馴
ら
す
、
和
化

さ
せ
る
工
夫
が
読
み
取
れ
る
。
こ
こ
に
は
ま
た

は
ひ

の
例
と
異
な
る
側
面
の
実
験
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
側
面
は
、

美
景

・

風
景

を
翻
案
し
た
句
に
と
り
わ
け
明
ら
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

一
四
、
花
下
忘
帰
因
美
景

花
を
み
て
か
へ
ら
む
こ
と
を
わ
す
る
る
は
色
こ
き
か
ぜ
に
よ
り
て
な
り
け
り

七
七
、
風
景
属
閑
人

さ
だ
め
な
く
吹
き
く
る
風
を
さ
し
わ
け
て
な
ど
か
し
づ
け
き
人
に
つ
く
ら
む

八
七
、
欲
偸
風
景
暫
遊
春

（ ） 和漢併存の系譜
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吹
く
風
の
ひ
か
り
を
と
め
ん
と
お
も
へ
ば
ぞ
し
ば
し
も
春
に
あ
そ
ぶ
べ
ら
な
る

こ
の
三
つ
の
例
に
は
、
風
景

と
い
う
あ
る
程
度
抽
象
的
な
漢
語
を
そ
の
一
字
の
訓
で
あ
る

風
（
か
ぜ
）
に
う
つ
し
て
、
漢
語
の

風

景

の
意
味
を
も
搭
載
さ
せ
、
風

と
い
う
歌
語
に
、
風

と

景

の
両
方
の
意
味
を
担
わ
せ
よ
う
と
す
る
一
面
が
見
ら
れ
る
一
方
、
美

景

色
こ
き
か
ぜ
（
美
景

を

風
景

の
同
類
語
と
し
て

か
ぜ

に
翻
案
し
た
の
だ
ろ
う
）、
風
景

吹
き
く
る
風
・
吹
く
風

の
ひ
か
り

と
い
う
和
漢
の
対
応
を
、
題
と
句
を
読
み
比
べ
る
、
そ
の
往
復
交
通
に
お
い
て
両
者
の
異
同
を
読
む
側
に
発
見
さ
せ
、
吟
味
さ

せ
、
楽
し
ま
せ
る
趣
も
う
か
が
え
よ
う
。
後
者
の
点
に
お
い
て
は

新
撰
万
葉
集

に
お
け
る
和
漢
の
対
応
と
軌
を
一
に
す
る
面
白
さ
が
見

受
け
ら
れ
、
句
題
和
歌

の
歌
を
た
だ
稚
拙
生
硬
で
片
付
け
ら
れ
な
い
、
も
う
一
つ
の
顔
を
う
か
が
わ
せ
て
く
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
両
者

の
序
に
、
そ
れ
ぞ
れ

豈
に
目
を
駭
か
さ
ん
や
、
只
顎
を
解
せ
し
む
る
を
欲
す
（
句
題
和
歌
）
と

前
世
の
美
を
偸
み
尽
く
し
て
、
後

世
の
頤
を
解
せ
し
め
ん
（
新
撰
万
葉
集
）
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
と
も
に
和
漢
の
対
応
に
比
較
対
照
の
面
白
さ
を
寓
し
て
い
る
と

思
わ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
比
較
の
面
白
さ
と
い
う
類
似
点
が
あ
る
と
は
い
え
、
新
撰
万
葉
集

に
お
け
る
和
漢
併
存
と
比
較
す
る
と
、
や
は
り
漢
詩
の

形
式
の
違
い
に
目
を
向
け
さ
せ
ら
れ
る
。
一
つ
の
歌
に
一
首
の
七
言
絶
句
が
対
応
す
る

新
撰
万
葉
集

と
違
っ
て
、
句
題
和
歌

の
方
は
、

五
言
ま
た
は
七
言
の
漢
詩
一
句
に
一
つ
の
歌
が
対
応
す
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
は

新
撰
万
葉
集

に
見
受
け
る
よ
う
な
詩
想
や
主

題
の
対
応
が
ほ
と
ん
ど
あ
り
え
な
い
。
実
際
、
右
に
掲
げ
た
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
後
ろ
の
離
別
と
述
懐
の
部
を
除
い
て
、
題
と
し
て
選

ば
れ
た
句
は
ほ
と
ん
ど
花
鳥
風
月
の
域
を
出
な
い
。
そ
こ
で
、
新
撰
万
葉
集

に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
歌
と
一
つ
の
完
全
な
詩
的
世
界
と

の
比
較
対
応
、
和
漢
の
主
題
的
・
詩
想
的
対
応
は
と
う
て
い
無
理
な
こ
と
で
、
技
巧
と
表
現
の
レ
ベ
ル
で
の
翻
案
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
点
に

お
い
て
、
新
撰
万
葉
集

の
性
格
は

句
題
和
歌

と
根
本
的
に
違
っ
て
い
る
。

句
題
和
歌

と

新
撰
万
葉
集

に
は
、
ウ
ツ
セ
ミ
を
詠
む
歌
が
そ
れ
ぞ
れ
一
首
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
両
集
の
違
い
が
端
的
に
あ
ら

わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。



句
題
和
歌
、
二
六
、
蝉
不
待
秋
鳴

空
蝉
の
身
と
し
成
り
ぬ
る
我
な
れ
ば
秋
を
ま
た
ず
ぞ
鳴
き
ぬ
べ
ら
な
る

新
撰
万
葉
集
、
上
夏

、
蛻
蝉
之
侘
敷
物
者
夏
草
之
露
丹
懸
禮
留
身
丹
許
曾
阿
里
藝
禮

（
う
つ
せ
み
の
わ
び
し
き
も
の
は
な
つ
く
さ
の
つ
ゆ
に
か
ゝ
れ
る
み
に
こ
そ
あ
り
け
れ
）

蝉
人
運
命

相
同

蝉
人
運
命

べ
て
相
ひ
同
じ

含
露
殉

暫
養
躬

露
を
含
み

に
殉
じ
て
暫
く
躬
を
養
ふ

三
夏
優
遊
林
樹
里

三
夏

林
樹
の
裡
に
優
遊
す
れ
ど

四
時
喘
息
此
寰
中

四
時

此
寰
の
中
に
喘
息
す

句
題
和
歌

の
方
は
、
蝉
の
鳴
き
声
に
託
さ
れ
て
い
る
老
衰
の
象
徴
を
敏
感
に
読
み
取
り
、
歌
に
お
い
て
、
ウ
ツ
セ
ミ
と
い
う
語
に
、
蝉

と
は
か
な
い
人
生
と
い
う
両
意
を
担
わ
せ
て
い
る
。
し
か
し

新
撰
万
葉
集

の
方
は
、
詩
に
お
い
て
、
歌
の
ウ
ツ
セ
ミ
に
託
さ
れ
た
表
裏

一
体
の
両
意
を
分
離
し
、
悠
然
自
適
な
蝉
と
無
常
な
人
生
を
送
る
人
間
と
を
対
立
さ
せ
て
、
和
漢
の
違
い
を
わ
ざ
と
際
立
た
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。

佳
句
と
歌
と
の
対
応
と
、
完
全
な
詩
形
の
七
言
絶
句
と
歌
と
の
対
応
と
の
相
違
は
、
字
数
の
多
少
に
と
ど
ま
る
問
題
で
は
な
く
、
そ
こ
に

表
現
や
技
巧
の
比
較
を
超
え
て
、
歌
想
と
詩
想
、
和
漢
文
学
の
実
践
的
理
念
の
異
同
の
比
較
を
は
ら
ん
で
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

（ ） 和漢併存の系譜



（ ）

創
作
と
撰
集
の
相
違
を
措
い
て
、
詩
形
の
点
で
言
え
ば
、
和
漢
朗
詠
集

に
選
ば
れ
た
漢
詩
の
位
置
づ
け
は

新
撰
万
葉
集

よ
り

句

題
和
歌

に
近
い
。
と
い
う
の
は
、
和
漢
朗
詠
集

に
選
ば
れ
た
漢
詩
の
佳
句
は
、
ほ
と
ん
ど
は
二
句
一
聯
の
も
の
で
、
絶
句
や
律
詩
の

よ
う
な
完
全
な
詩
形
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
和
漢
朗
詠
集

は
成
立
年
不
詳
で
あ
る
が
、
十
一
世
紀
の
初
頭
に
藤
原
公
任
に
よ
っ
て
編

ま
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
、
和
漢
併
存
の
作
品
の
中
で
一
番
読
ま
れ
た
も
の
で
、
後
世
の
日
本
和
漢
文
学
両
方
に

多
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
。
後
に

千
字
文
、
李

百
詠
、
蒙
求

と
と
も
に

四
部
ノ
書

と
称
さ
れ
、
幼
学
の
教
科
書
と
し
て
読

ま
れ
て
い
た
こ
と

は
、
後
代
の
教
養
に
お
け
る

和
漢
朗
詠
集

の
意
味
の
大
き
さ
を
示
し
て
い
る
と
同
時
に
、
中
国
文
学
の
滋
養
の
吸

収
に
お
け
る
表
現
技
法
中
心
の
趨
勢
を
も
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

和
漢
朗
詠
集

は
上
下
二
巻
か
ら
な
る
も
の
で
、
上
巻
は
春
夏
秋
冬
と
い
う
四
季
の
四
部
の
も
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し

い
小
部
立
て
が
設
け
ら
れ
、
下
巻
は
雑
の
部
の
も
と
に
、
自
然
や
人
事
の
小
部
立
て
か
ら
な
る
。
各
小
部
立
て
に
は
、
中
国
漢
詩
・
日
本
漢

詩
・
歌
と
い
う
順
で
、
佳
詩
句
と
佳
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
の
小
部
立
て
に
は
漢
詩
・
歌
が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
自
然
に
漢
文
学
と
和
文
学
の
比
較
の
場
と
な
る
。
こ
こ
で
秋
の
も
と
に

あ
る

鹿

と
い
う
小
部
立
て
の
内
容
を
引
い
て
、
そ
の
比
較
の
現
場
を
見
て
み
よ
う
。

蒼
苔
路
滑
僧
帰
寺

紅
葉
声
乾
鹿
在
林

温
庭

蒼
苔
路
滑
ら
か
に
し
て
僧
寺
に
帰
る

紅
葉
声
乾
い
て
鹿
林
に
在
り

暗
遣
食
苹
身
変
色

更
随
加
草
徳
風
来

白
鹿

紀



暗
に
苹
を
食
つ
て
身
の
色
を
し
て
変
ぜ
し
む

更
に
草
に
加
ふ
る
徳
風
に
随
う
て
来
る

も
み
ぢ
せ
ぬ
と
き
は
の
山
に
す
ん
鹿
は
お
の
れ
な
き
て
や
秋
を
し
る
ら
む

能
宣

ゆ
ふ
づ
く
よ
小
倉
の
山
に
な
く
鹿
の
こ
ゑ
の
う
ち
に
や
秋
は
く
る
ら
む

貫
之

二
首
目
の
漢
詩
は
紀
長
谷
雄
に
よ
る
作
品
で
あ
る
。
吉
祥
の
印
と
し
て
の
白
鹿
が
詠
ま
れ
て
、
ほ
か
の
三
作
品
と
は
異
質
で
あ
る
が
、
漢
詩

に
お
け
る
鹿
の
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
せ
て
い
る
。
温
庭

の
詩
は

毛
詩

小
雅

の

鹿
鳴

篇
を
踏
ま
え
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
秋

の
実
際
の
風
情
を
描
出
し
て
い
る
。
こ
の
詩
は
能
宣
と
貫
之
の
歌
と
と
も
に
、
鹿
の
声
に
秋
の
季
節
感
を
寓
し
て
い
る
も
の
で
、
新
撰
万

葉
集

の
歌
と
詩
に
み
る
妻
恋
い
と
宴
・
友
情
の
詩
想
的
対
照
・
比
較
が
発
見
で
き
な
い
。
実
際
、
漢
詩
に
お
け
る
鹿
は
歌
と
は
違
っ
て
、

さ
ほ
ど
秋
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ

和
漢
朗
詠
集

が
、
詩
を
歌
の
季
節
に
合
わ
せ
て
選
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

妻
恋
い
と
い
え
ば
、
同
じ
く
秋
の
部
の
も
と
に
あ
る

萩

に
は
、

秋
の
野
の
萩
の
に
し
き
を
ふ
る
さ
と
に
鹿
の
ね
な
が
ら
う
つ
し
て
し
が
な

元
輔

と
あ
る
が
、
こ
の
小
部
立
て
に
漢
詩
が
一
作
品
だ
け
、
し
か
も
他
な
ら
ぬ

新
撰
万
葉
集

か
ら
選
ば
れ
て
い
る
。

暁
露
鹿
鳴
花
始
発

百
般
攀
折
一
枝
情

（
新
撰
万
葉
集
上
巻
秋

）

暁
の
露
に
鹿
鳴
の
花
始
め
て
発
く

百
般
攀
折
す
一
枝
の
情

こ
こ
の

鹿
鳴

は
、
下
の
花
と
い
っ
し
ょ
に

鹿
鳴
の
花

と
読
む
こ
と
と
、
鹿
鳴
い
て

と
読
む
と
い
う
二
つ
の
読
み
方
が
で
き
る
。

萩
は
日
本
で
鹿
鳴
草
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
鹿
鳴
花

と
い
う
言
い
方
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
部
立
て
に
も
、
詩
想
の
異
同
・

対
照
と
い
う
意
味
で
の
和
漢
比
較
の
意
図
が
読
み
取
れ
な
い
。

し
か
し
、
意
図
的
に
せ
よ
、
意
図
的
で
な
い
に
せ
よ
、
和
漢
朗
詠
集

か
ら
詩
と
歌
、
乃
至
中
国
詩
と
日
本
詩
・
歌
の
間
に
、
詠
ま
れ

（ ） 和漢併存の系譜



（ ）

た
も
の
の
季
節
の
差
が
顕
著
に
出
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
夏
の
部
の
も
と
に
あ
る

蝉

と
い
う
小
部
立
て
の
詩
句
と
歌
を
見
て
み
よ

う
。

嫋
々
兮
秋
風

山
蝉
鳴
兮
宮
樹
紅

驪
宮
高

白

嫋
々
た
る
秋
の
風
に

山
蝉
鳴
い
て
宮
樹
紅
な
り

千
峯
鳥
路
含
梅
雨

五
月
蝉
声
送
麥
秋

李
嘉
祐

千
峯
の
鳥
路
は
梅
雨
を
含
め
り

五
月
の
蝉
の
声
は
麦
秋
を
送
る

鳥
下
緑
蕪
秦
苑
寂

蝉
鳴
黄
葉
漢
宮
秋

許
渾

鳥
緑
蕪
に
下
り
て
秦
苑
寂
か
な
り

蝉
黄
葉
に
鳴
い
て
漢
宮
秋
な
り

歳
去
歳
來
聴
不
変

莫
言
秋
後
遂
為
空

紀

歳
去
り
歳
來
つ
て
聴
け
ど
も
変
ぜ
ず

言
ふ
こ
と
な
か
れ
秋
の
後
に
遂
に
空
し
く
為
ん
な
む
と
す
と
い
ふ
こ
と
を

夏
山
の
み
ね
の
こ
ず
ゑ
し
た
か
け
れ
ば
空
に
ぞ
蝉
の
声
も
き
こ
ゆ
る

季
節
の
言
葉
が
出
て
い
る
も
の
だ
け
引
い
た
の
だ
が
、
夏
と
い
う
部
の
も
と
に
収
め
ら
れ
な
が
ら
、
夏

の
歌
一
首
に
対
し
て
、
秋

の

詩
が
三
首
と
な
っ
て
い
る
。
撰
者
が
か
な
ら
ず
し
も
意
識
的
に
和
の
セ
ミ
の
夏
に
漢
の
秋
を
対
応
さ
せ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
が
、
や
は

り
佳
句
佳
歌
を
選
ん
で
い
る
う
ち
に
、
そ
の
ズ
レ
が
自
然
に
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。

結
果
的
に
い
え
ば
、
歌
と
詩
に
詠
ま
れ
た
も
の
の
時
節
の
ズ
レ
を
楽
し
め
る
の
は

和
漢
朗
詠
集

だ
け
で
、
同
じ
く
セ
ミ
を
詠
む
前
掲



句
題
和
歌

二
六
の

蝉
不
待
秋
鳴

と
い
う
題
と
そ
の
歌

空
蝉
の
身
と
し
成
り
ぬ
る
我
な
れ
ば
秋
を
ま
た
ず
ぞ
鳴
き
ぬ
べ
ら
な
る

か
ら
は
、
同
じ
面
白
さ
が
得
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
中
国
の
漢
詩
が
歳
時
記
的
に
詠
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
四
季
の
変
化
に
対
す
る
日

本
文
学
特
有
の
繊
細
な
美
意
識
が
こ
の
よ
う
に
和
漢
同
居
の

和
漢
朗
詠
集

の
部
立
て
に
影
響
し
た
の
で
あ
っ
て
、
実
際
そ
の
小
部
立
て

の
立
て
方
は
歌
の
季
節
分
類
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
漢
詩
が
歌
の
季
節
分
類
に
合
わ
さ
れ
て
い
る
な
か
に
、
セ
ミ
の
小

部
立
て
の
よ
う
な
ズ
レ
も
自
然
に
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
九
月
尽
と
い
う
小
部
立
て
に
収
め
ら
れ
て
い
る
作
品
に
お
い
て
、我
々
は
詩
と
歌
の
景
物
の
季
節
的
ズ
レ
と
い
う
よ
り
、中
国（
詩
）

と
日
本
（
詩
と
歌
）
に
よ
る
季
節
の
詠
み
方
の
ズ
レ
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
九
月
尽
と
は
、
九
月
三
十
日
、
秋
の
最
後
の
日
に
詠
ん
だ
惜
秋

の
詩
や
歌
で
あ
る
。

縱
以

函
爲
固

難
留
蕭
瑟
於
雲
衢

縱
令
孟
賁
而
追

何
遮
爽
籟
於
風
境

順

た
と
ひ

函
を
も
つ
て
固
め
と
す
と
も

蕭
瑟
を
雲
衢
に
留
め
難
し

た
と
ひ
孟
賁
を
し
て
追
は
し
む
と
も

何
ぞ
爽
籟
を
風
境
に
遮
ら
む

頭
目
縱
隨
禪
客
乞

以
秋
施
与
太
應
難

順

頭
目
を
ば
た
と
ひ
禪
客
の
乞
は
む
に
隨
ふ
と
も

秋
を
も
つ
て
施
し
與
へ
ん
こ
と
は
は
な
は
だ
難
か
る
べ
し

文
峰
案
轡
白
駒
景

詞
海
艤
舟
紅
葉
声

以
言

文
峰
に
轡
を
案
ず
白
駒
の
景

詞
海
に
舟
を
艤
ふ
紅
葉
の
声

（ ） 和漢併存の系譜



（ ）

山
さ
び
し
秋
も
す
ぎ
ぬ
と
つ
ぐ
る
か
も
槙
の
葉
ご
と
に
置
け
る
あ
さ
し
も

八
束

く
れ
て
ゆ
く
秋
の
か
た
み
に
お
く
も
の
は
わ
が
も
と
ゆ
ひ
の
霜
に
ぞ
あ
り
け
る

兼
盛

二
首
の
歌
に
対
し
て
、
選
ば
れ
た
漢
詩
は
全
部
日
本
の
漢
詩
人
に
よ
る
作
品
で
、
中
国
詩
人
の
作
品
は
一
つ
も
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
太
田

郁
子
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
九
月
尽
と
い
う
、
九
月
の
最
終
日
に
秋
を
送
る
こ
と
は
、
白
居
易
が
始
め
た
春
尽
、
つ
ま
り
三
月
尽
か
ら
発
想

を
得
て
、
惜
春
か
ら
惜
秋
へ
拡
大
し
た
結
果
に
あ
る
。

白
居
易
が
春
尽
、
三
月
尽
と
い
う
テ
ー
マ
を
ひ
ら
い
た
の
で
あ
る
が
、
中
国
の
漢
詩
に
は
秋
尽
、
九
月
尽
と
い
う
テ
ー
マ
は
存
在
し
な
い
。

ゆ
え
に
、
九
月
尽

の
小
部
立
に
は
、
歌
と
日
本
の
漢
詩
し
か
選
ば
れ
て
お
ら
ず
、
そ
こ
に
中
国
文
学
と
日
本
文
学
に
お
け
る
時
節
の
詠

み
方
の
相
違
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
以
上
は
二
つ
の
顕
著
な
例
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
よ
う
な
和
漢
比
較
対
照
の
視
点
か
ら
ほ
か
の
部
立
も
つ
ぶ

さ
に
読
ん
で
み
れ
ば
、
和
漢
朗
詠
集

は
ま
た
隠
さ
れ
て
い
た
新
鮮
な
読
み
味
を
我
々
の
眼
前
に
供
し
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
四

季
折
々
の
景
物
と
い
う
和
文
学
的
感
性
で
漢
詩
が
選
集
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
お
の
ず
か
ら
比
較
の
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
、
我
々
の
発
見
を

待
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。

和
漢
の
比
較
対
照
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
み
れ
ば
、
詩
歌
合
ほ
ど
恰
好
な
材
料
は
な
か
ろ
う
。
ほ
ぼ
一
方
通
行
の

句
題
和
歌

と
、
佳

句
の
撰
集
で
あ
る

和
漢
朗
詠
集

と
比
べ
て
、
歌
と
詩
を
同
じ
場
で
一
番
ず
つ
競
詠
さ
せ
、
判
者
が
優
劣
を
判
定
す
る
と
い
う
詩
歌
合
は
、

和
漢
の
比
較
そ
の
も
の
で
あ
る
。



し
か
し
、詩
歌
合
は
平
安
時
代
の
後
期
に
成
立
し
た
も
の
の
、そ
の
大
成
を
見
た
の
は
鎌
倉
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
た
め
、
新

撰
万
葉
集

と

句
題
和
歌

と

和
漢
朗
詠
集

な
ど
に
代
表
さ
れ
る
、
平
安
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
、
古
今
集
成
立
前
後
と
い
う

時
代
的
背
景
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
学
史
に
お
け
る
意
味
が
お
の
ず
か
ら
異
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
詩
歌
合
の
成
立
に
は
、
和
漢
朗
詠
集

の
影
響
が
大
き
い
と
言
わ
れ
て
い
る
面
も
あ
っ
て
、
新
撰
万
葉
集

・

句

題
和
歌

・

和
漢
朗
詠
集

・
詩
歌
合
と
い
う
和
漢
併
存
の
系
譜
の
中
で
考
察
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

峯
岸
義
秋
は
平
安
初
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
の
時
代
に
孕
ま
れ
て
い
た
漢
詩
と
和
歌
を
対
照
さ
せ
る
興
味
に
つ
い
て
論
じ
た
と
き
、
新

撰
万
葉
集

を
取
り
上
げ
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
や
う
に
、
古
今
集
和
漢
序
、
ひ
い
て
は
和
漢
朗
詠
集
に
ま
で
統
を
ひ
く
、
思
想
史
的
裏
づ
け
の
濃
い
系
譜
の
最

初
の
段
階
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
詩
歌
合
以
前
の
様
式
で
あ
る
。（
中
略
）
ま
た
、
朗
詠
系
統
が
詩
歌
合
成
立
の
原
動

力
と
な
つ
て
ゐ
る
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
認
識
し
て
お
く
の
で
あ
る
。

朗
詠
系
統
の
影
響
に
よ
る
も
の
ゆ
え
か
、
初
期
の
詩
歌
合
は
一
つ
の
歌
と
詩
の
一
聯
を
番
え
る
も
の
が
多
い
。
元
久
詩
歌
合

と

文
安

詩
歌
合

は
詩
歌
合
の
双
璧
と
並
び
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
詩
歌
合
の
様
式
を
確
立
さ
せ
た

元
久
詩
歌
合
（

年
）
に
お

い
て
は

水
郷
春
望

と

山
路
秋
行

と
い
う
二
つ
の
題
の
も
と
で
、
歌
一
首
と
七
言
漢
詩
の
対
句
一
聯
ず
つ
が
三
十
八
番
競
い
合
っ
た

（
た
だ
し
、
現
存
の
伝
本
に
お
い
て
は
二
十
六
番
以
降
の
詩
が
欠
け
て
い
る
）。

元
久
詩
歌
合

の
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
諸
家
が
す
で
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が

、
水
郷
春
望

の
題
の
も
と
の
名
所
詩
歌

的
な
と
こ
ろ
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
た
と
え
ば
三
十
八
番
の
歌
と
詩
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

七
五
、
風
緑
杭
州
春
柳
岸

煙
青
呉
郡
暮
江
松

七
六
、
志
賀
の
浦
の
お
ぼ
ろ
月
夜
の
名
残
と
て
く
も
り
も
は
て
ぬ
曙
の
空

詩
は
杭
州
・
呉
郡
と
い
う
中
国
の
景
色
の
名
所
を
詠
み
、
歌
は
志
賀
の
浦
と
い
う
日
本
の
名
所
を
詠
ん
で
い
る
。
日
本
の
漢
詩
は
必
ず
し
も

（ ） 和漢併存の系譜
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中
国
の
こ
と
だ
け
を
詠
ん
で
い
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
詩
は
中
国
の
景
色
、
歌
は
日
本
の
名
所
と
い
う
按
配
で
詠
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は

詩
歌
合
と
い
う
文
芸
形
式
に
よ
る
も
の
で
、
詩
歌
競
詠
・
和
漢
対
照
の
意
識
か
ら
出
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

し
か
し
一
方
、
歌
と
詩
の
競
い
合
い
は
和
漢
の
特
質
を
際
立
た
せ
る
と
反
対
の
方
向
に
、
歌
風
と
詩
風
を
歩
み
寄
ら
せ
て
い
る
と
い
う
意

見
も
出
て
い
る
。
歌
の
方
に
つ
い
て
は
、
峯
岸
は
宗
祇
の
吾
妻
問
答
を
引
用
し
て
、

歌
も
詩
歌
合
の
時
は
、
長
高
く
よ
め
と
申
す
事
侍
る
と
か
や

と
あ
る
の
も
、
つ
ま
り
詩
歌
合
が
も
た
ら
し
た
新
古
今
時
代
の
和
歌

へ
の
影
響
を
物
語
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
詩
の
方
に
つ
い
て
は
、
堀
川
貴
司
は

元
久
詩
歌
合

の
詩
に
つ
い
て

詩
と
歌
と
を
合
わ
せ
る
と
い
う
困
難
さ
を
、
形
式
・
内
容
と
も
に
詩
の
側
か
ら
歌
へ
す
り
寄
る
よ
う
な
形
で
克
服
し
た
こ
と
は
、
詩
に

と
っ
て
は
必
ず
し
も
有
益
で
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
譬
喩
・
比
興
・
本
文
と
い
っ
た
表
現
を
自
ら
封
じ
た
こ
と
は
、
そ
の
独
自
性
を

失
わ
せ
、
ひ
い
て
は

王
朝
漢
詩

そ
の
も
の
の
衰
退
に
も
つ
な
が
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
が
な
さ
れ
る
の
は
、
漢
詩
は
一
聯
だ
け
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
原
因
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
。
一
つ
の
歌
に
絶
句
一

首
の
詩
を
番
え
る
と
い
う
詩
歌
合
に
お
い
て
は
、
こ
の
指
摘
は
さ
ほ
ど
問
題
に
し
な
く
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
て
一
句
ま
た
は
一
聯
で
は
な
く
、
一
首
全
体
を
詠
ん
だ
の
は
、
康
長
二
年
（

年
）
に
行
わ
れ
た

五
十
四
番
詩
歌
合

で
あ
る
。
こ
の
詩
歌
合
で
と
く
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
絶
句
全
体
を
そ
の
ま
ま
提
示
し
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
朗
詠
様
式
的
な
も

の
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
と
い
ひ
得
る

と
評
さ
れ
る
よ
う
に
、
以
降
の
詩
歌
合
に
新
し
い
道
を
開
い
て
い
る
。

こ
の
詩
歌
合
は
詩
歌
合
の
題
と
し
て
は
珍
し
く
、
幽
思
不
窮

と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
の
も
と
に
競
詠
さ
れ
た
歌
と
詩
を
一
番
引
い

て
み
る
と
、

五
九
、
花
落
鳥
啼
深
掩
門

疎
鐘
寂
寞
亦
黄
昏

恩
情
空
去
絃
歌
絶

独
対
春
風
拭
涙
痕



六

、
こ
ひ
し
な
ば
け
ぶ
り
と
な
り
て
う
き
人
に
の
ち
の
世
ま
で
も
た
ち
や
そ
は
ま
し

と
い
う
よ
う
に
、
実
は
詩
は
閨
怨
、
歌
は
恋
と
い
う
按
配
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
題
に
お
け
る

幽
思

と
い
う
字
の
詠
ま
れ
方
に
は
、
閨

怨
詩
と
恋
歌
の
対
応
が
見
ら
れ
る
ほ
か
、
も
っ
と
広
い
意
味
で
使
わ
れ
る

幽
思

の
二
字
が
こ
こ
で
閨
怨
・
恋
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。
詩
歌
合
に
お
い
て
詩
の
テ
ー
マ
が
大
い
に
歌
に
合
わ
さ
れ
、
歌
想
と
詩
想
が
接
近
し
て
い
る
例
と
な
ろ
う
。

五
十
四
番
詩
歌
合

よ
り
有
名
な

文
安
詩
歌
合
（

年
）
に
は
、
各
歌
に
一
首
の
七
言
絶
句
が
番
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で

は
な
く
、
競
詠
の
判
詞
も
つ
い
て
い
る
。
野
外
秋
望

・

仙
家
見
菊

・

松
声
入
琴

と
い
う
三
つ
の
題
の
も
と
で
歌
と
詩
が
詠
ま
れ
、

競
い
合
っ
た
の
で
あ
る
が
、
三
つ
の
題
は
あ
き
ら
か
に
漢
文
学
の
背
景
を
も
っ
て
お
り
、
と
く
に
後
二
者
は
漢
詩
的
故
実
が
題
と
な
っ
て
い

る
。
野
外
秋
望

の
も
と
に
詠
ま
れ
た
一
番
を
見
て
み
る
と
、

五
、
行
尽
京
塵
芳
草
紅

携

野
外
立
西
風

山
裁
錦
繍
江
羅
帯

万
里
雲
天
一
目
中

六
、
雲
は
る
る
い
は
た
の
を
野
の
秋
風
に
山
の
は
み
え
て
月
ぞ
さ
や
け
き

と
あ
る
。
そ
の
判
詞
は

唐
律
の
詩
は
、
い
か
に
も
三
四
句
一
意
に
い
ひ
く
だ
さ
る
べ
き
に
や
、
山
錦
江
羅
の
勝
景
を
す
て
て
忽
渺
茫
た
る
万
里
の
雲
空
に
目
を

あ
そ
ば
し
む
べ
き
事
、
い
か
が
と
お
ぼ
え
侍
り
、
又
い
は
た
の
小
野
の
秋
風
に
山
の
は
見
え
て
月
さ
や
か
な
る
風
情
は
、
い
づ
く
の
野

べ
に
て
も
い
ふ
べ
き
に
や
、
う
す
く
こ
き
は
は
そ
の
も
み
ぢ
に
山
路
し
ぐ
れ
て
月
か
げ
の
う
つ
ろ
ひ
侍
ら
ん
や
、
な
ほ
み
ど
こ
ろ
は
侍

ら
ん

と
い
う
よ
う
に
、
詩
の
方
は
絶
句
の
起
承
転
結
の
基
本
的
作
法
よ
り
逸
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
歌
の
勝
ち
と
し
た
こ
と
で
、
詩
の
あ
る

べ
き
姿
、
歌
の
あ
る
べ
き
姿
を
見
定
め
て
判
定
を
く
だ
し
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

（ ） 和漢併存の系譜
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以
上
、
句
題
和
歌

・

和
漢
朗
詠
集

・
詩
歌
合
を
一
つ
の
系
譜
と
し
て
、
和
漢
併
存
の
文
芸
様
式
の
流
れ
を
考
察
し
て
み
た
。
そ

こ
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
は
、
歌
と
詩
を
理
念
的
に
同
一
な
も
の
と
し
て
見
る
ま
な
ざ
し
で
は
な
か
ろ
う
か
。
句
題
和
歌

は
句
題
詩
と
い

う
形
式
の
胴
体
を
歌
に
す
げ
替
え
て
作
成
し
た
も
の
で
、
句
題
と
和
歌
と
の
間
の
往
復
交
通
を
楽
し
む
と
い
う
鑑
賞
の
仕
方
が
あ
る
と
は
い

え
、
制
作
に
お
い
て
は
、
基
本
的
に
は
詩
か
ら
歌
へ
の
一
方
通
行
の
性
質
が
強
く
見
受
け
ら
れ
る
。
和
漢
朗
詠
集

は
和
漢
の
佳
句
を
四

季
中
心
に
編
纂
し
て
併
置
さ
せ
た
作
品
で
、
そ
こ
に
は
和
漢
の
差
異
を
意
図
的
に
顕
在
化
さ
せ
る
ま
な
ざ
し
が
見
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
和
漢
が

同
じ
文
学
理
念
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
よ
う
な
編
纂
方
針
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
詩
歌
合
は
、
佳
句
集
の
編
纂
で
は
な
く
、

詩
歌
制
作
の
現
場
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
や
は
り
比
較
対
照
と
い
う
よ
り
、
歌
か
ら
詩
へ
と
、
詩
か
ら
歌
へ
と
の
歩
み
寄
り
と
気
配
り
が
目

立
つ
。

そ
う
で
あ
れ
ば
、
句
題
和
歌

・

和
漢
朗
詠
集

・
詩
歌
合
と
い
う
系
譜
は
、
古
今
集
序
に
代
表
さ
れ
る
和
漢
文
学
の
観
念
的
同
一

へ
の
志
向
と
い
う
時
代
の
気
運
の
中
に
お
い
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
、
句
題
や
佳
句
と
い
う
変
形
さ
れ
た
漢
詩
の
場
に
和
歌
を

持
っ
て
き
て
対
応
さ
せ
、
和
漢
融
合
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
視
線
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
ま
な
ざ
し
は
歌
人
ま
た
は
歌
の
視
点
か
ら

詩
を
見
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
系
譜
に

新
撰
万
葉
集

を
置
い
て
見
れ
ば
、
和
漢
の
対
照
的
対
応
と
い
う
異
質
性
が
鮮
明

に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
新
撰
万
葉
集

は
漢
詩
、
ま
た
は
漢
詩
人
の
立
場
で
和
歌
を
見
る
ま
な
ざ
し
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
時
代

的
気
運
か
ら
の
逸
脱
は
、
あ
る
い
は

漢
か
ら
和
へ

と

和
か
ら
漢
へ

と
い
う
複
眼
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
序
に
お
け
る
理
論
的
言
説
に
は
あ
ら
わ
れ
ず
、
作
品
の
中
に
お
い
て
実
現
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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和
歌
と
漢
詩
・
詩
的
世
界
の
出
会
い

新
撰
万
葉
集

を
め
ぐ
っ
て

比
較
文
学
研
究

号
（
東
大
比
較
文
学
会
、

年

月
）、

和
歌
と
漢
詩
の
出
会
い

新
撰
万
葉
集

に
お
け
る

あ
や
め
草

と

菖
蒲

を
め
ぐ
っ
て

文
学
・
語
学

号
（
全
国
大
学
国
語

国
文
学
会
、

年

月
）、

新
撰
万
葉
集

に
お
け
る
漢
詩
へ
の
一
視
点

夏
の

蝉

を
め
ぐ
っ
て

国
語
と
国
文
学

巻

号
（
東

京
大
学
国
語
国
文
学
会
、

年

月
）
参
照
。

本
稿
に
お
け
る

句
題
和
歌

の
引
用
は
群
書
類
従
本
に
よ
る
。
な
お
、
本
稿
に
お
け
る
引
用
は
、
句
題
和
歌

に
限
ら
ず
、
す
べ
て
通
用
漢
字

を
使
用
す
る
。

本
稿
に
お
け
る

新
撰
万
葉
集

の
引
用
は
、
寛
文
七
年
版
本
（
浅
見
徹
・
木
下
正
俊

新
撰
万
葉
集
・
校
本
篇

私
家
版
）
に
よ
る

白
氏
文
集
は
四
部
叢
刊

白
氏
長
慶
集
（
商
務
印
書
館
影
印
本
）
に
よ
る
。

金
子
彦
二
郎

平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集

句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
篇
（
培
風
館
、

・

）、
第
七
章
、
第
二
節

句
題
和
歌

に
於
け
る
千
里
の
作
歌
技
巧
、
三
二
三

三
四
九
頁
。

小
沢
正
夫

古
今
集
の
世
界
（
増
補
版
）
（
塙
書
房
、

・

）、
第
九
章
、
三

古
今
集
時
代
の
句
題
和
歌
、
二
九
七

三
一
六
頁
。

日
本
古
典
文
学
大
辞
典
（
岩
波
書
店
）
句
題
和
歌

と
い
う
項
目
。

金
子
彦
二
郎

平
安
時
代
文
学
と
白
氏
文
集

句
題
和
歌
・
千
載
佳
句
研
究
篇
、
三
四
二
頁
。

小
論

新
撰
万
葉
集

に
お
け
る
漢
詩
へ
の
一
視
点

夏
の

蝉

を
め
ぐ
っ
て

、
注

を
参
照
。

大
曽
根
章
介
・
堀
内
秀
晃

和
漢
朗
詠
集

新
潮
古
典
集
成
（
新
潮
社
、

・

）、
三
一
九
頁
。

本
稿
に
お
け
る

和
漢
朗
詠
集

の
引
用
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
、

・

）
に
よ
る
。

柿
村
重
松

和
漢
朗
詠
集
考
証
（
藝
林
舎
、

・

）、
二
五

頁
。

小
野
泰
央

和
漢
朗
詠
集

の

蝉

に
つ
い
て
（
白
門
国
文
七
号
、

・

）
を
参
照
。

太
田
郁
子

和
漢
朗
詠
集

の

三
月
尽

と

九
月
尽

（
国
文
学

言
語
と
文
芸
、
九
十
一
号
、

・

）。

歌
合
の
研
究
（
三
省
堂
、

）、
四

八

四

九
頁
。

田
尻
嘉
信

名
所
歌
小
考

元
久
詩
歌
合

臆
断

（
国
文
学
研
究
、
第
四
十
三
集
、

・

。

本
稿
に
お
け
る
詩
歌
合
の
引
用
は
、
す
べ
て
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
）
に
よ
る
。



（ ）

注

と
同
じ
、
四
一
四
頁
。

元
久
詩
歌
合

に
つ
い
て

詩

の
側
か
ら
（
国
語
と
国
文
学
、

巻

号
、

・

）、
二
七
頁
。

注

と
同
じ
、
四
二
三
頁
。


