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心
敬
を
主
な
対
象
に
し
て
連
歌
の
研
究
を
続
け
て
来
ら
れ
た
岡
本
氏
が
、

こ
の
た
び
、
既
発
表
の
論
考
を
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
本
誌
『
論
究
日
本

文
学
』
や
『
立
命
館
文
学
」
『
ポ
ト
、
ナ
ム
』
な
ど
に
分
載
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
こ
の
上
梓
に
よ
っ
て
容
易
に
そ
の
全
貌
に
接
す
る
事
の
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
の
を
嬉
し
く
思
う
も
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
第
一
章
「
連
歌
」
、

第
二
章
「
心
敬
」
、
第
三
章
「
連
歌
私
抄
」
の
三
章
よ
り
成
る
。
以
下
、
そ

の
概
要
を
紹
介
し
つ
つ
、
読
後
の
感
想
を
述
べ
へ
て
み
た
い
。

第
一
章
は
連
歌
一
般
よ
り
三
つ
の
問
題
を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
第
一
「
文

芸
意
識
の
諸
側
面
」
は
、
短
連
歌
と
長
連
歌
の
性
格
を
「
問
答
」
「
遊
び
」

．
座
性
」
．
回
性
」
な
ど
の
諸
側
面
か
ら
ま
と
め
た
序
説
ふ
う
の
一
編
。

諸
家
に
よ
っ
て
通
時
的
に
も
共
時
的
に
も
詳
し
く
追
求
さ
れ
て
い
る
根
本
的

な
問
題
で
あ
る
だ
け
に
新
説
を
出
し
に
く
い
所
で
あ
る
が
、
穏
当
な
ま
と
め

で
あ
る
。
第
二
「
付
合
の
意
識
」
で
は
、
連
歌
の
付
合
で
短
句
，
（
七
七
）
よ

り
長
句
（
五
七
五
）
に
続
く
場
合
に
長
句
ｌ
↓
短
句
と
逆
置
し
て
読
む
和
歌

的
上
下
句
意
識
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
を
論
じ
て
お
り
、
そ
の
意

識
は
原
則
と
し
て
は
な
い
は
ず
だ
が
、
和
歌
的
情
趣
の
濃
厚
な
純
正
連
歌
に
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あ
っ
て
は
、
そ
の
意
識
の
混
入
す
る
場
合
が
あ
る
、
と
結
ぶ
。
第
三
「
連
歌

と
－
し
万
葉
集
』
」
は
、
両
者
の
結
び
つ
き
を
言
う
旧
説
に
対
し
批
判
を
加
え

た
も
の
。
第
二
、
第
三
、
共
に
結
論
に
は
同
感
で
あ
る
。
第
二
に
関
連
し
て

は
付
合
一
般
論
を
、
ま
た
、
第
三
に
関
連
し
て
は
「
古
今
集
』
「
新
古
今
集
』

と
連
歌
と
い
う
詳
論
も
書
き
お
ろ
し
で
加
え
て
い
た
だ
き
た
か
っ
た
所
で
あ

る
が
、
心
敬
の
付
合
論
や
「
新
古
今
集
」
へ
の
関
心
に
つ
い
て
は
第
二
章
で

触
れ
る
部
分
も
あ
る
の
で
、
意
識
的
に
省
略
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
・

本
書
の
中
心
は
、
や
は
り
、
心
敬
を
と
り
あ
げ
た
第
二
章
で
あ
ろ
う
。
．
第

一
「
序
説
」
、
第
二
「
美
的
理
念
ｌ
『
や
せ
、
さ
む
く
、
ひ
え
、
こ
ほ
り
た
る
』

も
の
の
分
析
Ｉ
」
、
第
三
「
思
索
的
特
質
」
、
第
四
「
創
作
の
方
法
と
そ
の

意
義
」
、
第
五
「
文
芸
的
態
度
」
、
第
六
「
批
評
意
識
と
批
評
実
践
」
、
第
七

「
心
敬
と
芭
蕉
」
、
第
八
「
烏
臓
的
見
取
図
」
と
い
う
内
容
で
、
心
敬
へ
の

多
角
的
な
接
近
が
見
ら
れ
る
。
第
一
の
「
序
説
」
で
は
連
歌
を
「
閉
さ
れ
た

場
に
お
け
る
文
芸
」
と
性
格
づ
け
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
大
筋
に
お
い

て
は
賛
成
で
あ
る
が
和
次
の
よ
う
な
考
え
方
も
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

作
品
と
し
て
は
比
較
的
に
等
質
の
文
芸
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
連
歌
の
張
行
の

座
そ
の
も
の
は
異
質
な
人
々
の
寄
り
合
う
開
か
れ
た
場
と
し
て
の
性
格
を
も

逆
説
的
に
あ
わ
せ
持
つ
、
と
。

第
二
「
美
的
理
念
」
の
分
析
は
、
質
量
と
も
に
、
本
書
の
中
で
も
っ
と
も

備
わ
っ
た
一
編
で
、
荒
木
良
雄
氏
著
「
心
敬
」
（
昭
和
四
・
２
）
の
す
ぐ
れ
た

感
性
が
継
承
さ
れ
発
展
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
第
二
か
ら
第
六
ま
で
の
各
編
で

心
敬
の
連
歌
論
の
主
な
問
題
は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
第
七
「
心
敬
と
芭
蕉
」
は
、
両
者
の
相
似
に
重
点
を
置
く
従
来

五
七
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の
論
考
に
対
し
、
そ
の
相
違
に
力
を
入
れ
て
考
察
し
た
一
編
。
そ
の
態
度
は
、

第
八
の
１
の
発
句
「
日
の
御
影
花
に
匂
へ
る
あ
し
た
か
な
」
を
扱
っ
た
断
章

に
も
一
貫
し
て
い
る
。

第
八
「
烏
倣
的
見
取
図
」
１
１
９
は
短
歌
雑
誌
に
載
せ
た
も
の
だ
け
に
平

明
な
エ
ッ
セ
イ
ふ
う
の
文
章
で
あ
る
。
内
容
と
し
て
は
６
１
８
な
ど
他
の
部

分
と
や
や
重
複
し
て
い
る
所
も
あ
る
が
、
あ
わ
せ
読
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

特
に
１
１
５
の
心
敬
の
発
句
・
付
句
・
和
歌
を
と
り
あ
げ
て
鑑
賞
し
た
文
章

を
読
む
の
は
楽
し
い
。
２
の
項
で
は
、
心
敬
の
代
表
的
な
付
句
、

我
心
た
れ
に
か
た
ら
ん
秋
の
空

荻
に
夕
風
雲
に
か
り
が
ね

を
と
り
あ
げ
て
い
る
が
、

「
た
れ
に
か
た
ら
ん
」
と
す
が
り
つ
き
そ
う
な
前
句
を
、
心
敬
は
二
つ

の
景
、
景
と
も
い
え
な
い
概
念
、
い
や
概
念
と
い
っ
て
ば
強
す
ぎ
る
、

二
つ
の
練
抄
た
る
感
概
を
蔵
し
た
こ
と
ば
の
か
た
ま
り
だ
、
そ
れ
を
ぽ

つ
ん
と
ぶ
ち
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
冷
酷
に
も
つ
き
は
な
し
、
そ
し
て

あ
た
た
か
く
拾
い
あ
げ
て
い
る
。
『
新
古
今
」
の
歌
（
大
蔵
卿
行
宗
「
身

の
ほ
ど
を
お
も
ひ
つ
づ
く
る
夕
ぐ
れ
の
荻
の
上
葉
に
風
わ
た
る
な
り
」

な
ど
）
で
は
出
な
い
味
で
あ
る
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
あ
り
ふ
れ
た
秋
の

景
物
二
つ
が
、
前
句
に
寄
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
ぎ
り
な
い
生
気
を
得

る
。
こ
こ
が
連
歌
の
神
髄
で
あ
り
、
心
敬
の
手
腕
で
あ
っ
た
。

と
い
う
く
だ
り
は
、
魅
力
の
あ
る
文
章
で
あ
る
。
こ
の
付
合
は
、
岡
本
氏
の

よ
う
に
心
敬
の
言
う
疎
句
付
の
典
型
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る

が
、
木
藤
才
蔵
氏
著
『
連
歌
史
論
考
、
上
」
（
昭
和
妬
．
ｕ
）
を
対
象
と
し
た

軍

＆

れ
に
語
ら
む
（
よ
み
人
し
ら
ず
）
」
（
『
後
撰
集
』
秋
歌
中
）
と
い
っ
た
趣
に
近

く
ま
と
め
ら
れ
る
。
『
心
敬
句
集
苔
莚
」
で
面
白
体
に
入
れ
て
い
る
の
は
そ

の
よ
う
な
と
り
な
し
方
を
意
識
し
て
の
事
で
は
な
か
ろ
う
か
。
宗
長
著
『
雨

夜
記
』
で
は
「
前
句
に
い
へ
る
事
の
端
的
の
事
を
付
け
た
る
句
」
と
し
て
掲

出
し
て
い
る
。
岡
本
説
は
、
付
句
へ
の
寄
り
所
と
し
て
は
「
秋
の
空
」
の
み

五
八

金
子
金
治
郎
氏
の
書
評
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
嶋
・
３
）
で
、
古
注
『
竹
林

抄
間
書
』
の
解
釈
を
受
け
た
「
荻
と
夕
風
、
雲
と
雁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
た
が
い

に
語
り
慰
む
便
り
も
あ
る
が
、
わ
が
秋
の
悲
哀
は
、
こ
の
虚
空
の
ど
こ
に
も

訴
え
よ
う
が
な
い
ｃ
」
と
い
う
別
解
を
提
示
さ
れ
た
事
も
想
い
起
こ
さ
れ
る

両
氏
の
瞳
尾
に
付
し
て
第
三
の
試
解
を
左
に
記
す
事
を
許
さ
れ
た
い
。

こ
の
前
句
は
、
一
句
と
し
て
は
述
懐
の
句
で
、
「
我
こ
ふ
ろ
た
れ
に
か
た

ら
ん
」
が
主
で
「
秋
の
空
」
は
従
の
立
場
の
添
景
。
そ
の
述
懐
の
内
容
は
、

「
秋
」
の
語
の
感
化
的
内
包
（
情
報
的
内
包
の
対
語
）
と
響
き
合
う
不
如
意

の
恋
心
を
「
忍
ぶ
れ
ば
く
る
し
き
物
を
人
し
れ
ず
思
ふ
て
ふ
こ
と
誰
に
語
ら

む
（
よ
み
人
し
ら
ず
）
」
（
『
古
今
集
』
恋
歌
一
）
と
い
う
和
歌
と
同
系
の
吐
息

と
し
て
洩
ら
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
し
、
ま
た
、
一
般
的
な
述
懐
の
心

を
秋
の
虚
空
に
触
発
さ
れ
て
述
令
へ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
現
存
し
な
い

長
連
歌
中
の
打
越
の
句
（
前
句
の
前
の
句
）
と
の
一
連
で
は
明
確
で
あ
っ
た

で
あ
ろ
う
こ
の
前
句
の
趣
意
は
、
長
連
歌
の
行
様
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
一
句

と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
詩
的
あ
い
ま
い
さ
を
持
つ
。
そ
の
前
句
を
付
句
と
一

連
の
も
の
と
す
る
と
、
従
の
立
場
に
あ
っ
た
「
秋
の
空
」
が
主
の
立
場
に
転

移
し
、
「
我
こ
具
ろ
」
が
秋
の
夕
暮
の
天
地
の
景
物
の
哀
感
に
酔
い
し
れ
る

心
と
と
り
な
さ
れ
、
「
女
郎
花
は
な
の
盛
り
に
あ
き
風
の
ふ
く
夕
ぐ
れ
を
た

塗
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に
と
ど
め
、
他
は
不
即
不
離
と
し
、
金
子
説
は
「
誰
に
か
た
ら
ん
」
に
対
応

す
る
糸
の
か
ら
み
合
い
を
見
て
お
り
、
私
解
は
「
我
心
」
ま
で
「
秋
の
空
」

や
付
句
の
映
像
に
引
き
つ
け
る
、
も
っ
と
も
親
句
付
的
な
解
釈
で
あ
る
。

さ
て
、
本
書
の
第
三
章
は
、
享
徳
二
年
三
月
十
五
日
張
行
『
何
路
百
訓
』

と
『
侍
公
周
阿
百
番
連
歌
合
・
心
敬
連
歌
百
句
付
』
の
注
釈
で
あ
る
。
『
何

路
百
韻
』
を
と
り
上
げ
た
理
由
は
、
宗
醐
・
忍
誓
・
行
助
・
專
順
・
心
敬
と

並
ぶ
連
衆
の
顔
ぶ
れ
に
よ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
全
釈
で
な
い
の
が
惜
し

ま
れ
る
が
、
著
者
の
興
味
を
引
い
た
付
合
に
つ
い
て
三
句
の
渡
り
に
留
意
し

た
注
解
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。
次
の
「
連
破
合
・
百
句
付
」
に
つ
い
て
は
、

福
井
久
蔵
氏
の
全
釈
が
あ
る
が
（
『
連
歌
文
学
の
研
究
』
昭
和
認
，
３
）
、
そ
の
簡

略
で
あ
る
の
に
対
し
、
岡
本
氏
の
こ
の
注
釈
は
、
選
釈
な
が
ら
詳
細
に
し
て

丹
念
な
も
の
で
あ
る
。
心
敬
の
付
句
の
特
色
を
、

又
こ
が
る
ｘ
に
春
の
わ
か
れ
ぢ

秋
と
を
く
花
野
の
い
る
の
か
す
む
日
に

の
ひ
ね
り
を
き
か
し
た
難
解
な
作
様
、

秋
を
し
れ
と
や
鹿
の
鳴
ら
ん

高
砂
や
松
ふ
く
風
は
色
も
な
し

の
「
も
な
し
」
の
句
末
表
現
、

杉
の
木
間
に
雪
ぞ
見
え
け
る

明
そ
む
る
横
川
の
遠
の
比
艮
の
川

の
景
曲
、ち

か
く
見
え
た
る
杉
の
村
立

朝
ま
だ
き
山
本
あ
を
き
雨
晴
て

『
心
敬
の
世
界
』

し
手

な
ご
り
か
な
し
き
ざ
夜
時
雨
」
（
天
理
図
書
館
杢
と
い
う
句
形
の
異
同
も
あ

風
の
イ

リ
、
「
こ
よ
ひ
の
風
の
何
と
ふ
く
ら
ん
／
く
れ
ぬ
と
て
帰
り
し
花
の
山
里
に
」

と
い
う
付
合
に
つ
い
て
、
心
敬
の
作
意
と
宗
祇
の
享
受
と
の
間
に
ズ
レ
の
見

ら
れ
る
例
も
あ
っ
て
（
『
心
敬
百
句
付
自
注
』
『
雪
の
烟
』
『
竹
聞
』
参
照
）
、
種

々
な
点
で
問
題
に
な
る
作
例
が
少
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
も
、
岡

本
氏
の
詳
細
な
注
釈
が
『
連
歌
合
・
百
句
付
一
の
全
体
に
及
ぶ
事
を
希
望
し

て
お
き
た
い
。

心
敬
の
魅
力
は
、
第
一
に
評
論
と
随
筆
的
散
文
、
第
二
に
連
歌
、
第
三
に

和
歌
と
い
う
事
に
な
る
が
、
従
来
は
連
歌
論
の
研
究
が
先
行
し
、
連
歌
や
和

歌
の
表
現
研
究
に
つ
い
て
は
、
や
や
軽
く
扱
わ
れ
て
い
た
嫌
い
が
な
い
で
は

な
い
。
し
か
し
、
近
年
の
連
歌
腓
究
に
お
い
て
は
、
作
風
の
検
討
を
ふ
ま
え

た
連
歌
史
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
（
伊
地
知
鐡
男
氏
箸
『
連
歌
の
世
界
』

昭
和
躯
・
８
や
前
掲
の
木
藤
才
蔵
氏
の
著
書
な
ど
）
、
特
に
心
敬
の
研
究
に
つ
い

て
も
、
横
山
重
氏
編
『
心
敬
作
品
集
』
（
昭
和
獅
・
３
）
の
刊
行
の
前
後
に
、

、
五
九
．

に
は
、
「
夢
も
あ
だ
な
る
手
枕
の
露
／
う
た
た
れ
を
い
さ
め
が
ほ
な
る
小
夜

時
雨
」
（
大
阪
天
満
宮
文
庫
本
）
ｌ
↓
「
夢
も
あ
だ
な
る
手
枕
の
蕗
／
雲
と
な
る

の
青
の
表
現
な
ど
と
適
確
に
指
摘
し
、
侍
公
（
Ｉ
救
済
）
・
周
阿
の
付
句
と

の
比
較
を
試
み
て
い
る
。
あ
と
が
き
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
注
釈
を
通
し
て

作
品
論
を
や
ろ
う
」
三
九
一
。
ヘ
ー
ジ
）
と
い
う
ね
ら
い
の
一
端
は
果
た
さ
れ

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
心
敬
百
句
付
』
か
ら
は
宗
祇
の
手
に
よ
っ
て

二
十
七
句
が
『
竹
林
抄
』
に
選
ば
れ
、
十
句
が
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
再
録

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
『
竹
林
抄
』
入
集
句
に
つ
い
て
は
他
の
古
注
を

援
用
さ
れ
て
も
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
『
百
句
付
」
の
中

６
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稲
田
利
徳
氏
稿
「
心
敬
の
和
歌
表
現
の
特
性
ｌ
言
語
の
重
層
効
用
ｌ
」

（
『
中
世
文
芸
』
蝿
昭
和
“
・
皿
）
、
山
根
清
隆
氏
稿
「
心
敬
の
作
風
」
（
『
広
島

音
戸
高
校
紀
要
』
４
、
昭
妬
・
３
）
、
同
右
「
心
敬
に
お
け
る
心
情
表
現
」
（
『
玉

く
げ
』
昭
和
塀
・
ｍ
ｌ
娚
・
５
）
な
ど
、
和
歌
や
連
歌
の
作
品
そ
の
も
の
の
表

現
分
析
を
主
と
す
る
注
目
す
、
へ
き
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
岡
本
氏
は
、

本
吉
の
第
二
章
で
連
歌
論
に
重
点
を
置
い
た
論
述
を
展
開
し
な
が
ら
、
第
三

章
に
お
い
て
連
歌
の
作
品
の
検
討
に
重
点
を
移
し
、
本
書
の
刊
行
後
も
心
敬

独
吟
連
歌
百
韻
の
注
釈
に
手
を
付
け
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
事
は
、
右
に
述
べ

た
最
近
の
連
歌
研
究
の
動
向
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も

の
が
あ
る
。

以
上
を
要
す
る
に
、
本
書
は
、
連
歌
一
般
論
に
も
触
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

書
名
の
示
す
ご
と
く
、
著
者
の
得
意
と
す
る
心
敬
を
主
な
研
究
対
象
に
し
た

も
の
で
あ
る
。
氏
の
心
敬
観
を
端
的
に
示
す
の
は
、
第
二
章
第
一
「
序
説
」

℃
や

》
■

に
記
さ
れ
て
い
る
「
孤
高
な
文
芸
家
」
（
七
二
ペ
ー
ジ
）
と
い
う
言
葉
で
あ
ろ

う
か
。
連
歌
文
芸
の
本
来
的
に
保
有
す
る
「
衆
」
に
対
す
る
「
孤
」
へ
の
傾

斜
と
い
う
心
敬
の
把
握
の
仕
方
は
、
そ
の
秀
抜
な
連
歌
論
書
に
見
ら
れ
る
文

芸
性
志
向
か
ら
見
て
説
得
性
が
あ
り
、
連
歌
史
の
中
に
お
け
る
心
敬
の
位
世

を
そ
の
よ
う
に
見
る
の
は
、
魅
力
的
で
大
方
の
支
持
を
得
ら
れ
る
事
で
あ
ろ

う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
敬
に
お
け
る
衆
と
の
か
か
わ
り
を
も
っ
と
掘
り

起
こ
す
。
へ
き
で
は
な
い
か
、
と
い
う
天
の
邪
鬼
な
考
え
も
私
の
心
の
中
に
は

あ
っ
て
、
心
敬
に
お
け
る
孤
と
衆
と
の
交
錯
の
問
題
が
、
私
と
し
て
は
整
理

で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
は
心
敬
の
実
作
活
動
や
『
私
用
抄
』

の
著
述
な
ど
か
ら
感
じ
る
さ
さ
や
か
な
疑
問
感
想
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ

い
て
も
、
あ
ら
た
め
て
岡
本
氏
の
御
見
解
を
う
か
が
う
事
が
で
き
れ
ば
幸
甚

で
あ
る
。
（
昭
和
四
十
八
年
九
月
十
五
日
刊
、
桜
楓
社
）

（
も
ろ
ず
み
・
・
そ
う
い
ち
山
梨
県
立
女
子
短
期
大
学
助
教
授
）
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