
「
下
衆
の
詞
に
は
、
か
な
ら
ず
文
字
あ
ま
り
た
り
」
考

安
　
　
東

の
理
由
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

は
じ
め
に

　
　
『
枕
草
子
』
に
、
次
の
一
文
が
あ
る
。

　
お
な
じ
こ
と
な
れ
ど
も
き
き
坪
こ
と
な
る
も
の
　
　
法
師
の
言
葉
。

　
を
の
こ
の
こ
と
ば
。
女
の
詞
。

　
下
衆
の
詞
に
は
、
か
な
ら
ず
文
字
あ
ま
り
た
り
。
　
　
（
六
段
）

　
こ
の
文
は
、
階
級
に
よ
っ
て
使
用
す
る
言
葉
に
、
違
い
の
あ
る
こ
と

を
、
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
言
葉
で
は
あ
る
が
、
聞
い
た
場
合

の
感
じ
の
違
う
も
の
と
し
て
、
法
師
の
言
葉
・
男
の
言
葉
・
女
の
言
葉
・

下
衆
の
言
葉
を
挙
げ
て
い
る
。
法
師
・
男
・
女
の
言
葉
に
つ
い
て
は
、

ど
こ
が
ど
う
だ
と
い
う
こ
と
は
、
言
っ
て
い
な
い
が
、
下
衆
の
場
合
は

　
「
か
な
ら
ず
文
字
あ
ま
り
た
り
」
と
、
そ
の
「
き
き
耳
こ
と
な
る
」
理

由
を
述
べ
て
い
る
、

　
さ
て
、
こ
こ
で
は
、
下
衆
の
詞
は
な
ぜ
文
字
あ
ま
り
す
る
の
か
。
そ

犬
　
　
隆

　
そ
の
問
題
に
つ
い
て
、
考
察
す
る
前
に
先
ず
、
下
衆
の
言
葉
が
文
字

余
り
し
て
い
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
を
、
先
入
の
説
に
よ
り
な
が

ら
、
概
観
し
て
お
こ
う
。

江
戸
時
代
の
北
打
率
吟
（
存
曙
抄
）

士
気

ｊ

　
是
も
上
服
の
詞
と
こ
と
な
る
事
な
る
べ
し
。
徒
然
草
に
古
は
車
も
た

　
げ
よ
火
か
か
げ
よ
と
こ
そ
い
ひ
し
を
。
も
て
あ
げ
よ
か
き
あ
げ
よ
と

　
い
ふ
目
を
し
と
侍
る
も
い
や
し
き
さ
ま
似
た
る
に
や

と
、
述
べ
、
『
徒
然
草
』
の
二
十
二
股
の
例
を
引
い
て
、
説
明
し
て
い
る
。

　
ま
た
、
嘉
藤
信
彦
（
盤
奇
抄
）
は
、

　
玉
鬘
巻
云
、
此
お
は
し
ま
す
ら
ん
女
甘
、
す
ぢ
こ
と
に
う
け
給
は
れ

　
ば
、
い
と
翁
な
し
。
た
だ
何
が
し
ら
が
、
私
の
君
と
思
ひ
ま
う
し
て

　
い
た
だ
き
に
な
む
さ
さ
け
奉
る
べ
き
云
々
。
す
や
つ
ば
ら
を
、
ひ
と
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し
な
み
に
は
し
侍
り
な
む
。
わ
が
君
を
、
き
さ
き
の
位
に
お
と
し
奉

　
ら
し
物
を
や
云
々
。
是
等
大
夫
監
が
詞
也
。
い
や
し
き
心
、
思
ひ
合

　
べ
し
。

と
、
解
説
し
て
い
る
。

　
そ
の
他
、
明
治
以
後
に
お
い
て
も
、
種
々
解
説
が
あ
る
が
、
『
枕
草
子

解
環
』
（
萩
谷
朴
氏
）
に
要
領
よ
く
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
繰
り
返

す
こ
と
は
避
け
た
い
。
そ
し
て
、
『
枕
草
子
解
環
』
で
は
、
「
下
衆
の
言
葉

が
文
字
余
り
」
し
て
い
る
原
因
を
、
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
ら
れ
る
。

即
ち
、
「
当
時
の
平
安
市
民
の
中
で
、
下
衆
と
呼
ば
れ
る
下
層
階
級
を
、

形
成
し
て
い
た
人
々
は
、
地
方
人
で
あ
る
。
そ
し
て
其
れ
等
の
人
々
は

方
言
を
使
用
し
て
い
た
。
よ
っ
て
、

　
本
段
で
い
う
「
下
種
の
言
葉
の
文
字
余
り
」
と
は
、
主
と
し
て
方
言

に
根
差
す
、
冗
言
・
剰
語
と
考
え
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
ご

と
、
結
論
し
て
お
ら
れ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
冗
言
・
剰
語
」
が
、
文
字
余
り
の
内
容
で
あ
る
、
と
い
う

の
は
、
ど
の
説
も
異
論
の
無
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
萩
谷
氏
は
又
、
そ
の

原
因
に
つ
い
て
も
、
達
見
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
　
　
二

　
下
衆
の
言
葉
が
、
文
字
余
り
し
て
冗
長
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

逆
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
下
衆
以
外
の
人
（
上
衆
）
の
言
葉
は
、
文
字

余
り
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
文
字
余
り
し
て

い
な
い
上
衆
の
言
葉
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
、
確
認

し
て
お
き
た
い
。

　
言
葉
を
発
す
る
と
い
う
場
合
、
概
ね
、
会
話
の
形
を
と
る
こ
と
が
多

い
。
そ
の
例
を
引
い
て
、
上
衆
の
言
葉
を
み
て
み
よ
う
。

　
頭
の
中
将
佐
原
斉
信
と
の
、
関
わ
り
を
描
い
た
段
（
八
二
段
）
に
は
、

次
の
様
に
あ
る
。
頭
の
中
将
が
、
清
少
納
言
に
つ
い
て
の
「
す
ず
ろ
な

る
そ
ら
言
」
を
聞
い
て
、
「
何
し
に
人
と
ほ
め
け
ん
」
と
、
ひ
ど
く
非
難

し
て
い
た
。

　
長
押
の
下
に
火
ち
か
く
と
り
よ
せ
て
、
さ
し
つ
ど
ひ
て
扁
を
ぞ
つ
く
。

　
　
「
あ
な
う
れ
し
。
と
く
お
は
せ
」
な
ど
、
見
つ
け
て
い
へ
ど
、
す
さ

　
ま
じ
き
心
地
し
て
、
な
に
し
に
の
ば
り
つ
ら
ん
と
覚
ゆ
。
炭
櫃
の
も

　
と
に
ゐ
た
れ
ば
、
そ
こ
に
ま
た
あ
ま
た
ゐ
て
、
物
な
ど
い
ふ
に
、
「
な

　
に
が
し
さ
ぶ
ら
ふ
」
と
、
い
と
は
な
や
か
に
い
ふ
。
「
あ
や
し
、
い
づ

　
れ
の
ま
に
、
何
斜
の
あ
る
ぞ
」
と
問
は
す
れ
ば
、
生
殺
司
な
り
け
り
。

　
　
「
た
だ
こ
こ
も
と
に
、
人
伝
な
ら
で
中
す
べ
き
乍
」
な
ど
い
へ
ば
、

　
さ
し
出
で
て
問
ふ
に
、
「
こ
れ
、
頭
の
殿
の
奉
ら
せ
給
ふ
。
御
返
り
ご

　
と
と
く
ト
と
言
ふ
。

　
　
い
み
じ
く
に
く
み
給
ふ
に
、
い
か
な
る
文
な
ら
ん
と
思
へ
ど
、
た

　
だ
今
い
そ
ぎ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
、
「
往
ね
。
い
ま
き
こ
へ
ん
」

　
と
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
ひ
き
入
れ
て
入
り
ぬ
。
な
け
人
の
物
い
ふ
問
き

　
な
ど
す
る
、
す
な
は
ち
た
ち
帰
り
来
て
、
「
さ
ら
ば
、
そ
の
あ
り
つ
る

　
御
文
陽
り
て
来
」
と
な
ん
仰
せ
ら
る
る
。
と
く
と
く
」
と
い
ふ
が
、

　
あ
や
し
う
、
い
せ
の
物
語
な
り
や
と
て
見
れ
ば
、
青
き
薄
様
に
、
い

　
と
き
よ
げ
に
書
き
給
へ
り
。
心
と
き
め
き
し
つ
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ

　
り
け
り
。

こ
の
文
章
の
中
で
、
括
弧
「
　
」
に
入
っ
て
い
る
箇
所
は
、
概
ね
会
話

♂
－
『
１
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の
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
見
る
と
、
次
の
点
に
気
付
く
。

　
イ
、
倒
菱
形
に
な
っ
て
い
る
文
が
多
い
。

　
ロ
、
終
止
形
で
終
わ
っ
て
い
る
文
が
少
な
い
。
兄
四
分
形
・
体
言
等
で

　
　
　
終
止
し
て
い
る
し

っ
ま
り
、
文
章
を
最
後
ま
で
、
完
全
に
言
い
尽
く
し
て
し
ま
う
と
い
う

の
で
は
な
く
、
途
中
で
言
い
残
し
て
置
く
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
叉
、

必
要
な
用
件
の
み
を
、
筒
使
に
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
、
上

京
の
言
葉
の
内
容
で
あ
る
。
。
『
枕
草
子
』
の
他
の
例
を
見
て
も
、
大
体
こ

の
よ
う
な
こ
と
が
、
裏
付
け
ら
れ
る
。
上
衆
の
言
葉
の
、
今
述
べ
た
よ

う
な
特
徴
に
対
し
て
、
下
衆
の
言
葉
は
、
言
い
残
す
こ
と
無
し
に
、
全

部
を
言
い
尽
く
し
て
し
ま
う
も
の
で
、
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
が
、
結
果

的
に
冗
言
と
い
う
印
象
を
、
与
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
そ
こ
で
牛
題
に
か
え
っ
て
、
な
ぜ
下
衆
の
言
葉
は
、
文
字
あ

ま
り
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
み
た
い
。
勿
論
、
こ
れ
は
、

結
果
的
に
は
、
上
京
の
言
葉
が
、
ど
う
し
て
文
字
あ
ま
り
し
な
い
の
か
、

と
い
う
問
題
と
、
相
関
関
係
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
『
源
氏
物
語
』
な
ど
を
見
る
と
、
貴
族
の
会
話
は
、
よ
く
和
歌
を
媒

介
と
し
て
、
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
夕
顔
ノ
巻
」
の
始
め
に
あ
る
、

源
氏
と
随
身
の
会
話
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
き
り
か
け
だ
つ
特
に
、

蔓
い
か
か
っ
て
い
る
白
い
花
を
見
た
源
氏
は
。

　
　
「
遠
方
の
人
に
物
申
す
」
と
、
ひ
と
り
ご
ち
給
ふ
を
、
御
随
身
つ
い

　
居
て
、
「
か
の
白
く
咲
け
る
を
な
む
夕
顔
と
申
し
侍
べ
る
。
花
の
名
は

　
人
め
き
て
、
か
う
あ
や
し
き
垣
根
に
な
む
、
咲
き
侍
り
け
る
」
と
申

　
す
。

　
白
く
咲
い
て
い
る
、
夕
顔
の
花
を
見
た
、
源
氏
と
随
身
と
の
、
和
歌
を

　
介
し
て
の
応
答
で
あ
る
。

　
　
一
例
で
は
あ
る
が
、
和
歌
を
媒
介
と
し
て
の
会
話
は
、
当
時
の
汽
族

　
の
常
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
又
、
和
歌
を
上
手
に
、
詠
み
こ
な
す
よ
う

　
に
な
る
こ
と
は
、
成
人
と
し
て
の
、
必
須
の
教
養
で
も
あ
っ
か
こ
同
じ

　
　
『
源
氏
物
語
』
の
例
で
あ
る
が
、
「
十
ば
か
り
に
や
あ
ら
む
⑤
万
有
紫
ノ

‘
巻
言
で
、
源
氏
に
見
い
だ
さ
れ
た
紫
上
は
、
二
条
の
院
に
迎
え
ら
れ
て

　
成
人
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
「
葵
ノ
巻
」
（
紫
上
十
四
才
）
で
は
、
賀
茂
の
祭

　
り
の
析
に
、
源
氏
と
和
歌
の
贈
答
を
し
て
い
る
。
そ
の
紫
Ｌ
の
歌
の

　
フ
ら
う
ら
う
し
き
も
の
か
ら
、
若
う
を
か
し
き
を
」
、
源
氏
は
「
め
で
た
し
」

　
と
、
お
ぼ
す
の
で
あ
る
。
紫
上
が
、
源
氏
の
妻
と
な
る
の
は
、
そ
れ
か

　
ら
ま
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
。
和
歌
を
源
氏
と
贈
答
す
る
こ
と
が
、
紫

　
Ｌ
の
成
長
を
側
面
か
ら
、
証
明
し
て
い
る
ｙ
一
と
に
な
ろ
う
。

　
　
ま
た
、
公
任
の
三
舟
の
才
も
、
和
歌
の
教
養
と
し
て
の
必
要
を
、
説

　
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
さ
て
、
以
上
の
こ
と
か
ら
、
上
衆
の
言
菓
に
は
、
和
歌
の
素
養
が
、

　
芭
濃
く
映
じ
る
旨
、
納
得
さ
れ
る
。

　
　
　
　
三

　
そ
の
上
う
な
観
点
で
、
『
枕
草
子
』
に
も
う
一
度
、
目
を
通
し
て
み
る

と
、
次
の
一
段
が
、
注
目
に
値
す
る
。

　
そ
れ
は
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
の
二
月
二
十
日
に
道
隆
が
、
法
岨
ハ

院
内
の
積
善
寺
で
、
女
院
（
束
三
条
院
詮
子
）
や
中
宮
定
子
を
迎
え
て

一
切
経
を
供
養
し
た
時
の
記
収
で
あ
る
。
二
月
一
日
に
中
宮
は
肌
邸
で

ｒ
－
－
－
Ｉ
　
Ｉ
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あ
る
二
条
の
宮
へ
御
渡
り
に
な
る
。
そ
の
御
階
の
も
と
に
、
一
丈
ば
か

り
の
桜
の
造
花
が
、
と
り
つ
け
て
あ
る
。
そ
の
造
花
は
、
「
す
べ
て
、
花

の
に
ほ
ひ
な
ど
つ
ゆ
ま
こ
と
に
お
と
ら
ず
。
い
か
に
う
る
さ
か
り
け
ん
。
」

と
、
思
わ
れ
る
程
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
所
詮
、
造
花
で
あ
る
か
ら
、

　
「
雨
降
ら
は
し
ば
し
ば
み
な
ん
か
し
」
と
、
く
ち
を
し
く
思
っ
て
い
る
。

清
女
の
、
「
泣
き
て
別
れ
け
ん
顔
に
心
お
と
り
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
独
り

言
を
、
中
宮
が
御
聞
き
に
な
っ
て
、
「
げ
に
雨
降
る
け
は
ひ
し
つ
る
ぞ
か

し
」
と
お
っ
し
や
る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
殿
の
方
か
ら
侍
や
下

衆
が
、
や
っ
て
来
て
ひ
そ
か
に
引
倒
し
て
、
収
り
片
付
け
る
。
そ
れ
を

見
た
清
女
は
、

　
「
『
い
け
ば
い
は
な
ん
』
と
、
兼
澄
が
こ
と
を
思
ひ
た
る
に
や
」
と
も
、

　
よ
き
人
な
ら
ば
い
は
ま
ほ
し
け
れ
ど
、
「
彼
の
花
盗
む
は
誰
ぞ
。
あ
し

　
か
め
り
」
と
い
へ
ば
、

と
言
う
。
す
る
と
、
侍
や
下
衆
は
、
「
い
と
ど
逃
げ
て
、
引
き
も
て
」
行
く
。

　
清
女
は
、
造
花
を
片
付
け
に
来
た
人
が
、
「
よ
き
人
」
で
あ
れ
ば
、
「
い

は
ば
い
は
な
ん
」
（
山
守
は
い
は
ば
い
は
な
ん
高
砂
の
尾
の
上
の
桜
析
り

て
か
ざ
さ
む
）
と
い
う
古
歌
を
引
用
し
て
、
話
し
か
け
る
と
こ
ろ
だ
が
、

相
手
が
侍
や
下
衆
で
あ
る
の
で
、
思
い
留
ま
る
。
こ
こ
で
「
よ
き
人
」

と
い
う
の
は
、
よ
う
す
る
に
、
侍
や
下
衆
な
ど
は
「
侍
や
下
衆
」
に
対

す
る
言
葉
で
あ
り
、
所
謂
「
上
衆
」
で
あ
る
。
よ
う
す
る
に
、
侍
や
下

衆
な
ど
に
対
し
て
は
、
歌
を
引
用
し
て
、
話
か
け
た
り
し
て
も
、
仕
方

が
な
い
、
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ
う
し
て
も
、
無
駄
で
あ

ろ
う
と
い
う
意
識
が
、
は
た
ら
い
て
い
る
も
の
と
思
う
。
和
歌
を
利
用

し
て
の
会
話
は
、
貴
族
の
主
に
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
侍
や
下

衆
は
、
そ
れ
程
得
意
で
は
、
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
逆
の
見
方
を
す

る
と
、
彼
ら
は
、
和
歌
を
利
用
し
て
、
会
話
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
環

境
に
、
置
か
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
前
述
し
た
、
下
衆
の
言
葉
が
、
文
字
あ
ま
り
す
る
と
い
う
こ

と
を
、
態
起
し
て
み
よ
う
。
文
字
余
り
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
「
冗
言
・

剰
語
」
で
あ
る
。
二
れ
ら
の
こ
と
は
、
彼
ら
が
、
和
歌
に
堪
能
で
無

い
と
い
う
こ
と
に
、
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
一
方
士
衆
は
、
和
歌

に
堪
能
で
あ
り
、
そ
れ
が
、
日
常
的
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
日
常
の
会

話
も
、
語
数
に
限
り
の
あ
る
和
歌
に
倣
っ
て
、
省
略
し
、
短
く
表
現
し

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
お
わ
り
に

　
以
上
、
「
下
衆
の
詞
に
は
、
か
な
ら
ず
文
字
あ
ま
り
た
り
」
と
い
う
、

　
『
枕
草
子
』
の
一
文
を
あ
げ
て
、
な
ぜ
、
文
字
余
り
す
る
の
か
と
い
う
、

そ
の
理
由
を
考
察
し
て
来
た
。

　
文
字
余
り
の
内
容
は
、
「
冗
言
・
剰
語
」
で
あ
る
。
そ
の
「
冗
言
・
剰

語
」
を
、
も
た
ら
す
理
由
は
、
和
歌
に
い
か
に
習
熟
し
て
お
り
、

’
ま
た
そ
れ
を
、
日
常
生
活
に
利
用
し
て
い
る
か
に
よ
る
。
下
衆
は
上
衆

に
比
し
て
、
和
歌
に
つ
い
て
の
、
習
熟
度
や
利
用
度
が
低
い
。
つ
ま
り
、

和
歌
に
慣
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
為
に
、
日
常
の
会
話
に
お
い

て
も
、
「
冗
言
・
剰
語
」
が
自
然
と
多
く
な
り
、
文
字
あ
ま
り
す
る
と
い

う
印
象
を
、
清
女
に
与
え
た
も
の
と
、
思
わ
れ
る
。

　
　
〈
註
〉

　
　
①
本
文
の
引
用
は
占
典
文
学
力
示
（
岩
波
書
店
）
に
よ
っ
た
。
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②

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ー
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ー
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ー

ー

ー

ー

ー

　

　

　

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

ー

　
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
、

の
も
の
に
依
っ
た
。

朝
日
新
聞
社
刊
の

「
古
典
全
書
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