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か 
お 

る

　
　
　
―
― 

香
と
連
歌 

―
―

日
本
語
日
本
文
学
科　

鈴
木
　
　
元

　

香こ
う

を
焚
き
そ
の
香か

を
愛
で
る
と
い
う
行
為
が
、
遊
戯
化
や
様
式
化

を
経
て
芸
能
と
化
し
、
流
派
を
形
成
し
、
そ
し
て
香
道
へ
と
至
る
重

要
な
節
目
は
室
町
後
期
に
あ
っ
た
。

　

香
道
形
成
期
に
あ
た
る
こ
の
時
期
の
香
儀
礼
の
実
態
に
つ
い
て

は
、
関
連
す
る
資
料
の
紹
介
も
未
だ
十
分
で
は
な
く
、
既
知
の
古
伝

書
に
つ
い
て
も
、
こ
の
当
時
の
状
況
を
知
る
た
め
の
資
料
と
し
て
適

当
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
に
、
資
料
の
成
立
時
期
や
性
格
の
認

定
に
、
ま
だ
多
く
の
労
を
費
や
す
必
要
を
残
す
段
階
で
あ
る
よ
う

だ
。
た
だ
し
、
幾
つ
か
の
資
料
か
ら
は
、
室
町
期
の
聞
香
の
文
化
が

連
歌
と
密
接
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
を
、
確
か
に
読
み
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ
こ
で
以
下
に
は
、
香
道
形
成
期
に
お
け
る
連
歌
（
あ
る

い
は
連
歌
師
）
と
香
の
つ
な
が
り
を
紹
介
し
、
江
戸
時
代
の
資
料
を

も
参
照
し
な
が
ら
、
香
道
の
世
界
が
連
歌
を
い
か
に
取
り
込
ん
で
様

式
化
し
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
と
し
た
い
。

香
道
宗
匠

　

江
戸
時
代
刊
行
の
香
道
伝
書
の
ひ
と
つ
『
香
道
千
代
の
秋
』（
元

文
元
一
七
三
六
年
七
月
刊
）は
大
枝
流
芳
の
編
。こ
こ
に「
洛
西
三
雙
巒
」

の
付
し
た
序
を
開
き
見
れ
ば
、

…
香
を
翫
の
事
既
に
ふ
れ
り
、
文
亀
の
頃
よ
り
上
に
逍
遙
院
公

あ
り
て
下
に
志
野
氏
世
に
出
、
香
道
是
よ
り
定
り
ぬ
。
志
野
は

三
世
家
声
を
堕
ず
、
こ
れ
に
つ
げ
る
も
の
は
建
部
氏
な
り
。

其
後
米
川
氏
、
志
野
の
古
流
を
受
継
で
、
か
へ
つ
て
己
が
一
流

を
起
す
。
其
比
の
諸
士
に
卓
越
す
と
い
へ
ど
も
、
其
後
継
る
も

の
な
し
。
名
の
み
残
て
其
書
世
に
多
く
伝
は
ら
ず
。
何
を
以
か

継
て
お
こ
す
も
の
あ
ら
む
哉
。
米
川
没
て
香
道
衰
微
せ
り
。
爰

に
先
師
流
芳
子
、
御
家
の
末
流
を
汲
て
其
余
の
流
を
集
て
大
成

し
、
香
道
の
古
法
を
起
む
と
は
か
る
。

そ
の
記
述
は
逍
遙
院
公
（
即
ち
三
条
西
実
隆
）
に
始
ま
り
、
香
道
の

家
と
し
て
の
志
野
家
の
登
場
、
建
部
、
米
川
の
各
氏
が
出
て
香
道
の

流
派
を
形
成
し
た
こ
と
に
ふ
れ
、
そ
の
流
れ
を
う
け
た
流
芳
子
が
衰

微
し
た
香
道
の
古
法
を
起
こ
そ
う
と
し
て
著
し
た
の
が
、
本
書
に
他

な
ら
ぬ
と
の
事
情
を
明
か
す
。

　

こ
の
よ
う
な
序
文
の
記
述
に
対
応
す
る
よ
う
に
、本
文
中
で
は「
香

道
宗
匠
」
と
い
う
一
項
目
が
あ
り
、
京
極
佐
渡
判
官
入
道
道
誉
、

慈
照
院
義
政
公
、
志
野
三
郎
右
衛
門
宗
信
以
下
、「
宗
匠
」
の
名
が

列
挙
さ
れ
て
い
る
。
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
婆
娑
羅
大
名
と

し
て
名
を
馳
せ
た
、
佐
々
木
導
誉
。
奇
矯
な
ふ
る
ま
い
で
知
ら
れ
た

導
誉
が
、
香
の
遊
び
に
つ
い
て
も
際
だ
っ
た
催
し
を
実
施
し
て
い
た

こ
と
は
、
太
平
記
な
ど
に
伝
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
本
誌
第
五
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号
、拙
稿
「
よ
り
あ
う
」
参
照
）。
ど
こ
に
始
ま
り
を
置
く
か
に
は
、

見
解
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
は
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
香
が
遊
び
と

な
る
エ
ポ
ッ
ク
メ
イ
キ
ン
グ
に
導
誉
を
位
置
づ
け
る
の
は
、
一
つ
の

見
識
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
同
書
で
は
同
時
に
「
香
の
御
家
は
三
条

西
殿
也
、
逍
遙
院
公
よ
り
今
に
御
相
承
な
り
」
と
も
記
し
、
香
道
の

家
の
起
源
を
実
隆
を
祖
と
す
る
三
条
西
家
に
あ
り
、
と
の
立
場
を
と

る
。
序
に
お
い
て
「
逍
遙
院
公
」
の
名
を
ま
ず
記
し
、「
香
道
是
よ

り
定
り
ぬ
」
と
す
る
の
も
、
同
じ
理
解
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

連
歌
研
究
の
側
か
ら
す
れ
ば
、
実
隆
の
名
か
ら
ま
ず
真
っ
先
に
想

起
す
る
の
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
』。
准
勅
撰
の
こ
の
連
歌
撰
集
の
成

立
に
は
、
実
隆
の
多
大
な
貢
献
が
あ
っ
た
。
ま
た
彼
自
身
連
歌
を
好

み
、
多
く
の
句
を
残
し
て
い
る
。
連
歌
に
ゆ
か
り
深
い
人
物
で
あ

る
。
ま
ず
は
そ
う
し
た
人
物
が
香
道
の
祖
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
に

至
っ
た
こ
と
を
、
興
味
深
い
事
実
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。

ま
た
、
同
じ
く
「
香
道
宗
匠
」
の
中
に
は
、
肖
柏
、
玄
清
の
名
が
上

が
っ
て
い
る
こ
と
も
注
目
し
て
よ
い
。
い
ず
れ
も
当
代
有
数
の
連
歌

作
者
で
あ
る
。

実
隆

　

だ
が
、
こ
の
よ
う
な
伝
書
の
常
と
し
て
、
記
載
の
内
容
を
そ
の
ま

ま
に
鵜
呑
み
に
し
て
よ
い
の
か
、
必
ず
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
は
た
し
て
史
実
で
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。

　

話
題
の
人
物
実
隆
は
、
膨
大
な
量
の
日
記
を
残
し
て
い
る
。『
実

隆
公
記
』
と
呼
ば
れ
る
記
録
で
、
当
時
の
公
家
生
活
を
は
じ
め
、
世

相
や
文
化
全
般
の
理
解
に
欠
か
す
事
の
で
き
な
い
史
料
で
あ
る
。
実

は
『
実
隆
公
記
』
を
見
る
と
、
大
枝
流
芳
の
香
道
伝
書
が
実
隆
を
香

道
の
祖
と
祭
り
上
げ
る
の
も
、
故
な
し
と
し
な
い
事
情
が
確
か
に
認

め
ら
れ
る
。
本
間
洋
子
氏
が
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、『
実
隆

公
記
』
や
禁
中
女
官
の
日
記
『
御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
等
か
ら
は
、

貴
族
た
ち
の
間
で
当
時
た
び
た
び
香
の
会
が
催
さ
れ
て
い
た
、
ま

た
、
そ
う
し
た
会
に
実
隆
が
度
々
参
加
し
て
い
た
こ
と
も
確
認
さ
れ

て
い
る
（「「
香
道
の
祖
」
三
条
西
実
隆
に
つ
い
て
の
再
検
討
」『
武

蔵
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
論
集
』
一
号
、
二
〇
〇
一
年
）。

人
が
寄
り
合
い
、
香
を
楽
し
む
会
が
頻
り
に
催
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

時
代
相
の
中
、
そ
の
中
心
に
い
た
貴
族
の
一
人
が
実
隆
で
あ
っ
た
こ

と
は
、
紛
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

た
だ
し
混
乱
の
な
い
よ
う
、
ま
ず
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
本
間
氏
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
実
隆
が
そ
の
よ
う
な

香
の
会
で
指
導
的
役
割
を
担
っ
て
い
た
事
実
は
認
め
が
た
い
と
さ
れ

る
。
故
に
「
香
道
の
祖
」
と
い
う
の
は
、後
代
に
附
会
さ
れ
た
イ
メ
ー

ジ
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
記
録
類
の
伝
え
る
当

時
の
香
会
の
状
況
か
ら
は
、
連
歌
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
幾
つ
か

の
興
味
深
い
事
実
を
知
る
事
が
で
き
る
。
一
つ
は
実
隆
邸
で
催
さ
れ

た
香
会
に
お
い
て
は
、
実
は
連
歌
師
の
宗

が
運
営
に
あ
た
っ
て
大

き
な
関
与
を
し
て
い
た
様
子
が
窺
わ
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
予
て
よ

り
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
般
に
香
会
の
席
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で
は
連
歌
や
歌
会
あ
る
い
は
十
種
茶
な
ど
が
併
せ
て
催
さ
れ
る
こ
と

で
あ
る
。

　

連
歌
師
の
関
与
や
、
同
じ
席
で
歌
や
茶
の
遊
び
が
演
じ
ら
れ
る
こ

と
そ
の
も
の
は
、
所
詮
、
現
象
面
に
関
す
る
指
摘
に
し
か
過
ぎ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
会
席
と
い
う
空
間
を
共
有
す
る
こ
と
が
内

実
の
面
で
な
に
が
し
か
の
影
響
関
係
を
も
た
ら
し
て
い
く
で
あ
ろ
う

こ
と
も
、ま
た
自
ず
と
予
測
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。
本
間
氏
は「
香

り
と
文
学
の
融
合
」
と
称
し
て
、
幾
つ
か
の
興
味
深
い
事
例
を
紹
介

し
て
い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
特
に
連
歌
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
、

明
応
八
（
一
四
九
九
）
年
三
月
十
五
日
の
記
事
を
示
し
て
み
よ
う
。

　
『
実
隆
公
記
』
に
よ
れ
ば
、こ
の
日
、勧
修
寺
政
顕
、富
小
路
俊
通
、

宗

、
宗
長
と
い
っ
た
面
々
が
実
隆
邸
を
訪
れ
酒
宴
が
行
わ
れ
た
ら

し
い
。
座
興
と
し
て
連
歌
が
詠
ま
れ
た
が
、
酒
の
席
ゆ
え
懐
紙
に
は

書
き
と
ど
め
な
か
っ
た
よ
う
で
、
詠
み
捨
て
の
数
句
の
み
が
日
記
に

記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
聯
句
に
な
っ
た
ら
し
く
、

　
　

花
紅
香
荷
葉　

俊
通
朝
臣

　
　

柳
緑
酒
青
楼　

予
如
此
対
之

と
の
一
聯
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
前
句
は
俊
通
の
句
で
、
そ

れ
に
実
隆
が
対
句
仕
立
て
で
付
け
た
と
い
う
こ
と
だ
。
禅
語
「
柳
は

緑
、花
は
紅
」
を
踏
ま
え
つ
つ
、「
香
」
に
「
酒
」
と
応
じ
た
形
に
な
っ

て
い
る
。
後
述
す
る
よ
う
に
、
同
時
代
の
連
歌
作
者
肖
柏
は
『
三
愛

記
』
な
る
一
文
を
残
し
て
お
り
、
そ
こ
に
は
彼
の
愛
し
た
と
い
う

「
花
」「
香
」「
酒
」
の
三
つ
に
つ
い
て
綴
ら
れ
て
い
る
。
同
記
に
よ

れ
ば
、「
荷
葉
」
と
は
、
当
時
の
薫た

き

物も
の

（
練
香
と
も
。
複
数
の
香
料
を
練

り
合
わ
せ
て
調
合
し
た
も
の
。

）
の
名
で

も
あ
っ
た
。
香
と
酒
と
は
、
当
時
の
文
人
た
ち
に
は
自
ず
と
対
を
な

す
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
一
句
、
あ
る
い
は
二
句
一

聯
で
見
て
も
、
句
意
に
あ
ま
り
論
理
性
は
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う

が
、
対
句
に
よ
る
付
句
で
は
、
い
か
に
対
の
構
成
を
作
る
か
に
主
眼

が
あ
り
、
あ
ま
り
意
味
内
容
は
重
視
し
な
い
傾
向
に
あ
る
。

　

さ
て
注
意
し
た
い
の
は
、『
実
隆
公
記
』
の
同
日
条
に
は
こ
の
聯

句
の
下
に
「
薫
落
葉 

一
炷
之
間
如
此
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う

点
で
あ
る
。「
如
此
（
か
く
の
ご
と
し
）」
の
指
す
具
体
的
内
容
が
必

ず
し
も
明
瞭
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
本
間
氏
の
指
摘
す
る
よ
う

に
、
薫
物
「
落
葉
」
を
焚
き
つ
つ
聯
句
を
行
い
、
そ
の
芳
香
漂
う
間

を
刻
限
と
し
て
付
句
に
興
じ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
嗅
覚

を
楽
し
ま
せ
る
香
り
を
時
間
に
変
換
し
つ
つ
、
そ
れ
を
タ
イ
マ
ー
代

わ
り
に
用
い
、
聯
句
の
遊
戯
に
活
か
す
洒
落
た
催
し
で
あ
っ
た
。

　

聯
句
中
の
語
「
青
楼
」
は
妓
楼
の
こ
と
。「
酒
」
か
ら
「
青
楼
」
が

導
か
れ
る
の
は
、
酒
は
妓
楼
で
飲
む
酒
が
一
番
と
い
う
よ
う
な
一
般
的

な
連
想
と
取
る
よ
り
は
、
こ
こ
は
杜
牧
の
「
遣
懐
」
詩
を
念
頭
に
置
く

も
の
と
見
た
い
。
当
時
の
聯
句
作
者
に
と
っ
て
は
座
右
の
書
で
あ
っ
た

と
思
し
い
『
韻
府
群
玉
』
で
は
、「
青
楼
」
の
語
は
同
詩
の
一
句
「
贏

得
青
楼
薄
倖
名
」と
と
も
に
掲
げ
ら
れ
る（
巻
八
・
平
声
尤
韻
）。「
遣
懐
」

詩
は
、
南
北
朝
期
に
日
本
で
も
刊
行
さ
れ
た
総
集
『
聯
珠
詩
格
』
の
巻

六
に
収
め
ら
れ
、
漢
詩
に
関
心
を
も
つ
知
識
人
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
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と
思
わ
れ
る
。

　
　

落
魄
江
湖
載
酒
行
（
江
湖
に
落
魄
し
て
酒
を
載
せ
行
く
）

　
　

楚
腰
繊
細
掌
中
軽
（
楚
腰
繊
細
、
掌
中
に
軽
し
）

　
　

十
年
一
覚
揚
州
夢
（
十
年
一
覚
揚
州
の
夢
）

　
　

贏
得
青
楼
薄
倖
名
（
贏
ち
得
た
り
、
青
楼
薄
倖
の
名
）

　

た
だ
し
こ
こ
で
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
所
掲
の
句
が
、
こ
の
詩

を
ふ
ま
え
て
い
な
い
と
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
酒
」

か
ら
「
青
楼
」
が
連
想
さ
れ
る
知
識
基
盤
と
し
て
、
杜
牧
詩
が
想
定
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
そ
こ
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ま
た
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く
必
要
は
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い

が
、『
実
隆
公
記
』
の
記
事
に
見
え
る
「
落
葉
」
と
は
こ
れ
も
薫
物
の

一
種
で
、
荷
葉
と
と
も
に
古
来
よ
り
「
む
く
さ
（
六
種
）」
の
薫
物
と

称
さ
れ
る
。
後
小
松
院
の
作
と
伝
え
ら
れ
る
『
む
く
さ
の
た
ね
』
に
よ

れ
ば
、「
荷
葉
は
な
つ
の
は
ち
す
の
す
ゞ
し
き
香
に
…
落
葉
は
ふ
ゆ
の

木
の
は
の
ち
る
こ
ろ
、
は
ら
柿
鈎
と
に
ほ
ひ
く
る
に
」（
新
校
群
書
類

従
）
通
う
と
さ
れ
た
。

香
道
伝
書
よ
り

　

香
の
世
界
に
お
い
て
は
、
古
来
よ
り
名
香
の
一
覧
を
列
挙
す
る
こ

と
に
、あ
る
種
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
。書
簡
文
例
の
体
裁
を
と
っ

た
物
尽
く
し
の
書
、室
町
期
の
往
来
物
『
尺
素
往
来
』『
新
札
往
来
』

等
に
、「
名
香
ノ
品
々
」（『
尺
素
往
来
』
巻
上
、『
日
本
教
科
書
大
系
』）

が
並
べ
ら
れ
た
り
す
る
と
こ
ろ
に
も
、
当
時
の
香
の
隆
盛
が
し
の
ば

れ
る
。

　

名
香
の
一
覧
は
、
当
然
な
が
ら
香
道
伝
書
に
も
及
ぶ
。

　

今
日
に
伝
わ
る
伝
書
の
一
つ
に
『
名
香
録
』
が
あ
る
。
天
文
四
年

の
宗
温
奥
書
を
も
つ
由
緒
あ
る
資
料
で
は
あ
る
が
、『
習
見
聴
諺

集
』（

興
福
寺
僧
、
実
暁

の
書
き
留
め
記
録

）
に
よ
り
そ
の
奥
書
の
信
憑
性
が
保
証
さ
れ
た
こ
と

で
、
安
心
し
て
室
町
期
の
伝
書
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
（
矢
野
環
氏
「
香
道
の
古
伝
書
―
『
習
見
聴
諺
集
』
所
収
伝
書

な
ど
―
」『
儀
礼
文
化
』
第
二
十
三
号
、
一
九
九
六
年
）。
同
書
は
そ

の
名
の
と
お
り
、
古
今
の
名
香
を
リ
ス
ト
化
し
た
も
の
だ
が
、
単
に

名
を
上
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
各
香
名
の
下
に
は
春
夏
秋
冬
や
恋
・

雑
・
名
所
と
い
っ
た
分
類
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
他
、
源
・
夜
分
・

朝
時
分
・
居
所
・
水
辺
と
い
う
分
類
も
あ
る
。
連
歌
に
馴
染
ん
だ
者

で
あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
分
類
用
語
を
一
目
見
た
だ
け
で
、
そ
れ
ら
が

連
歌
の
用
語
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
察
知
で
き
る
は
ず

だ
。「
朝
時
分
」
だ
け
は
聞
き
慣
れ
ぬ
こ
と
ば
だ
が
、「
夜
分
」
と
の

対
に
な
る
よ
う
に
新
た
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

香
名
に
こ
の
よ
う
な
分
類
が
為
さ
れ
る
理
由
は
、
香
道
の
用
語
で

い
う
「
炷た

き

継つ
ぎ

香こ
う

」
と
関
わ
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。
炷
継
香
と
は
要
す
る
に
、
前
の
香
に
付
け
る
感
覚
で
次
の
香
を

選
ん
で
炷
く
遊
び
で
、
そ
の
変
化
と
連
続
を
楽
し
む
と
こ
ろ
に
眼
目

が
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
。
炷
継
香
と
い
う
用
語
は
室
町
期
に
は
見
ら

れ
な
い
の
だ
が
、
こ
れ
も
矢
野
氏
が
指
摘
（
前
掲
論
文
）
し
て
い
る

よ
う
に
、
茶
道
書
『
烏
鼠
集
四
巻
書
』
巻
四
に
含
ま
れ
る
香
道
関
係
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記
事
の
中
に
、「
源
氏
の
香
」（
先
の
分
類
で
い
う
「
源
」）
の
次
に
は
、

同
じ
く
「
源
氏
の
香
」
を
続
け
て
炷
く
こ
と
を
指
示
す
る
規
則
が
記

さ
れ
て
お
り
、
連
続
し
て
香
を
炷
く
作
法
の
存
在
と
、
続
け
て
炷
く

香
に
前
の
香
と
の
関
わ
り
を
問
題
と
す
る
意
識
の
自
覚
が
、
こ
の
当

時
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
連
歌
の
式
目
か
ら
の
類
推
で
、

こ
う
し
た
香
の
規
則
と
分
類
が
作
ら
れ
て
い
た
と
見
て
誤
り
あ
る
ま

い
。
ま
た
『
烏
鼠
集
四
巻
書
』
は
、
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

一
、
香
は
先
に
た
く
と
て
賞
翫
に
あ
ら
ず
。
後
に
た
く
程
思
惟

工
夫
あ
る
也
。
す
ま
う
、
法
問
の
如
也
。
銘
香
は
初
の
に
指

合
ぬ
や
う
に
た
く
也
。
乍
去
、
四
季
・
恋
・
雑
の
口
伝
あ
り
。

（
今
日
庵
文
庫
蔵
本
、『
茶
道
文
化
研
究
』
第
一
輯
）

故
に
「
後
に
炷
く
程
、
思
惟
・
工
夫
」
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
同
書
で
は
そ
れ
を
、「
相
撲
（
す
ま
う
）・
法
問
の
如
し
」
と
喩

え
「
連
歌
の
ご
と
し
」
と
は
言
わ
な
い
が
、す
ぐ
直
後
に
現
れ
る
「
指

合
ぬ
や
う
に
」
と
い
う
注
意
の
指
示
の
用
語
も
や
は
り
、
連
歌
で
の

用
法
に
近
い
、あ
る
い
は
連
歌
を
意
識
し
た
用
法
、と
言
っ
て
よ
い
。

　
　

指さ
し

合あ
い 

連
歌
又
ハ
き
ん
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
和
漢
通
用
集
』）

こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
「
四
季
・
恋
・
雑
」
に
言
及
し
て
い
る
こ
と

を
、
や
は
り
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
と
こ

ろ
に
も
、
連
歌
師
の
関
与
と
い
う
も
の
が
（
直
接
的
で
あ
っ
た
か
否

か
は
と
も
あ
れ
）
窺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

香
道
の
作
法
や
様
式
化
に
は
、
同
じ
く
会
席
の
芸
能
・
文
芸
で

あ
っ
た
連
歌
が
、
濃
厚
に
影
を
落
と
し
て
い
る
よ
う
だ
。
伝
書
の
記

述
内
容
に
関
し
て
い
う
な
ら
ば
、
両
者
の
影
響
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
連

歌
か
ら
香
道
へ
と
い
う
関
係
と
見
て
よ
い
。
連
歌
伝
書
を
見
わ
た
し

て
も
、
そ
の
記
述
の
中
に
は
ほ
と
ん
ど
香
道
か
ら
の
影
響
は
感
じ
取

れ
な
い
。
無
論
、
中
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
が

な
い
で
も
な
い
。

…
さ
て
一
座
の
剋
限
兼
て
定
ま
り
な
ば
、
そ
の
折
を
過
さ
ず
進

み
よ
り
て
、
座
列
す
べ
し
。
名
香
の
匂
ひ
空
薫
物
な
ど
、
心
に

く
く
燻
り
出
た
る
に
、
発
句
よ
き
程
に
読
進
し
、
静
ま
り
は
て

た
る
、
殊
勝
也
。　
　
（『
若
草
記
』、『
連
歌
論
集
四
』
所
収
）

同
書
は
明
応
六
一
四
九
七

年
、
後
土
御
門
天
皇
の
叡
覧
を
経
て
以
降
に

流
布
し
た
作
法
書
。
引
用
部
は
「
会
席
の
様
は
、
い
か
に
構
へ
、
い

か
に
あ
る
が
よ
ろ
し
き
物
に
や
」
と
の
問
い
に
、
兼
載
と
い
う
連
歌

師
が
答
え
た
箇
所
で
あ
る
。
但
し
こ
れ
は
、
既
に
「
よ
り
あ
う
」

で
触
れ
た
よ
う
に
、
座
敷
飾
り
の
香
炉
か
ら
燻く

ゆ

り
出
る
も
の
で
、

香
会
に
続
け
て
の
連
歌
会
と
い
う
場
を
想
定
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ

う
。
様
式
化
し
た
香
会
が
整
え
ら
れ
る
以
前
に
、
香
や
薫
物
は
会
席

の
床
飾
り
と
し
て
連
歌
の
場
に
入
り
込
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

深
見
草
香

　

さ
て
、
最
後
は
少
し
趣
向
を
変
え
た
話
題
で
締
め
括
ろ
う
。

　

安
永
三
一
七
七
四
年
刊
の
『
香
道
袖
の
橘
』
は
、上
野
宗
吟
が
「
古
書
」

よ
り
「
先
祖
の
教
、
香
道
の
条
目
百
十
八
箇
条
」
を
示
す
た
め
、
板
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に
起
こ
し
た
と
自
叙
に
述
べ
る
香
道
書
で
あ
る
。
そ
の
内
容
を
時
代

的
に
ど
こ
ま
で
溯
ら
せ
る
こ
と
が
可
能
な
の
か
、
そ
の
点
は
今
後
の

研
究
に
委
ね
保
留
し
て
お
こ
う
と
思
う
。

　

上
巻
冒
頭
に
は
「
新
組
香
拾
五
品
」
と
し
て
、
伝
来
の
組
香
を
紹

介
し
て
い
る
。
こ
の
組
香
と
は
、
あ
る
主
題
の
も
と
に
複
数
の
香
を

組
合
せ
、
そ
れ
ら
を
順
次
炷
き
上
げ
て
い
き
、
香
名
を
当
て
る
と
い

う
遊
び
で
あ
る
。
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
い
と
考
え
る
の
は
、
そ
の
一

品
「
深
見
草
香
」
の
記
事
で
あ
る
。
香
名
の
下
に
「
一
二
三
軒
組
之
」

と
あ
り
、「
一
二
三
軒
」
な
る
人
物
の
創
作
に
な
る
も
の
ら
し
い
。

そ
の
解
説
を
読
み
進
め
て
み
よ
う
。

百
首
御
哥

夏
木
立
庭
の
野
す
ぢ
の
石
の
上
に
み
ち
て
色
よ
き
ふ
か
み
草

か
な

　

ま
ず
は
一
首
の
歌
が
掲
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
新
作
組
香
の
命
名
に

は
、
古
歌
等
を
ふ
ま
え
る
の
が
倣
い
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
右
の
歌

は
新
古
今
時
代
の
僧
侶
歌
人
慈
円
の
歌
で
、
そ
の
私
家
集
『
拾
玉

集
』
所
収
歌
で
あ
る
。
同
じ
歌
は
類
題
和
歌
集
（

歌
を
題
で
分
類

編
成
し
た
歌
集

）『
夫
木

和
歌
抄
』
に
も
収
め
ら
れ
て
お
り
、
確
証
は
な
い
が
「
百
首
御
哥
」

と
い
う
典
拠
表
示
か
ら
推
測
す
る
に
、
お
そ
ら
く
は
『
拾
玉
集
』
か

ら
直
接
で
な
く
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
よ
っ
て
引
用
し
た
の
で
は
な
い

か
と
睨
ん
で
い
る
。
歌
に
詠
み
込
ま
れ
た
素
材
ご
と
に
分
類
配
列
さ

れ
た
こ
の
歌
集
は
、
連
歌
師
な
ど
に
重
宝
さ
れ
、
江
戸
時
代
に
至
る

迄
か
な
り
活
用
さ
れ
た
書
物
で
あ
る
。

　

こ
の
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
組
香
は
牡
丹
花
の
号
を
有
す
る

肖
柏
に
ち
な
み
、
牡
丹
の
花
を
用
い
る
と
こ
ろ
に
趣
向
が
あ
る
。
そ

の
趣
向
を
活
か
し
組
香
に
命
名
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
証
歌
を
探

す
の
に
『
夫
木
和
歌
抄
』
の
よ
う
な
類
題
歌
集
は
甚
だ
重
宝
で
あ
っ

た
だ
ろ
う
。
浄
照
坊
蔵
『
名
香
録
』（
組
香
の
命
名
者
の
記
事
か
ら
推
測

す
る
に
、
江
戸
前
期
の
内
容
を
伝
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
国
文
学
研
究
資
料
館

の
マ
イ
ク
ロ
に
よ
っ
た
。）
に
も
、
証
歌
に
「
夫
木
」
と
集
付
の
見
え
る

も
の
が
あ
る
。

　

さ
て
、
歌
の
後
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
続
く
。

永
正
帝
の
頃
、
洛
陽
に
牡
丹
花
老
人
、
名
肖
柏
、
字
夢
庵
と
い

ふ
風
雅
の
隠
士
あ
り
。
具
平
親
王
の
遠
孫
に
し
て
倭
歌
を
嗜

み
、「
春
咲
ぬ
花
や
心
の
深
見
草
」
と
い
ふ
牡
丹
の
発
句
を
作

り
、
夫
よ
り
自
ら
牡
丹
花
と
称
す
。
他
に
出
家
に
は
牛
の
角
を

金
箔
を
以
て
塗
り
、
其
牛
に
乗
て
書
を
読
、
楽
行
く
。
後
年
摂

州
呉
服
里
に
隠
れ
、
小
庵
を
縛

む
す
び

て
夢
庵
と
号
す
。
常
に
酒
香
花

の
三
つ
を
愛
て
三
愛
記
と
い
ふ
書
を
述
し
侍
る
。

　

引
用
部
に
関
し
て
贅
註
を
い
く
つ
か
。

　
「
春
咲
ぬ
」
の
一
句
は
、
実
は
兼
載
句
集
『
園
塵
』
第
二
・
夏
部
に

「
牡
丹
題
に
て
」
と
し
て
見
え
る
も
の
。
そ
も
そ
も
作
者
が
違
う
の
で

あ
る
。『
大
発
句
帳
』（
古
活
字
版
）
に
も
、こ
の
句
は
見
え
ぬ
。
だ
が
、

肖
柏
の
伝
に
こ
の
句
を
載
せ
る
こ
と
は
、『
続
俳
家
奇
人
談
』（
天
保

三
一
八
三
二

年
刊
）
も
共
通
す
る
。『
奇
人
談
』
が
わ
ざ
わ
ざ
香
道
伝
書
を
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参
照
し
て
肖
柏
伝
を
記
し
た
と
も
想
定
し
が
た
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
れ

に
近
い
伝
が
何
ら
か
の
形
で
広
ま
っ
て
い
た
か
。

　
「
牛
の
角
を
金
箔
に
塗
り
」
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
誇
張
し
た
俗
伝
と

も
見
え
よ
う
が
、近
衛
信
尹
の
『
三
藐
院
記
』
別
記
「
古
今
聴
観
」
に
、

「
杜

（
マ
マ
）

丹
花
、
表
徳
号
也
、
夢
庵
ト
イ
ヘ
リ
、
肖
柏
事
也
、
其
身
ハ
中
院

ト
云
々
、
異
壮
な
る
人
也
、
牛
ノ
角
ヲ
黄
薄
ニ
テ
ダ
ミ
、
唐
鞍
ヲ
カ
セ
、

洛
中
ヲ
ノ
リ
タ
ル
人
ト
也
、
主
ハ
頭
ヲ
唐
人
ノ
コ
ト
ク
ニ
シ
テ
居
ラ
レ

タ
ル
ト
云
伝
し
」（
史
料
纂
集
）
と
見
え
て
お
り
、
あ
な
が
ち
虚
構
と

ば
か
り
も
断
じ
得
な
い
。
但
し
、
こ
れ
は
天
正
十
九
一
五
九
一

年
ご
ろ
の

記
事
と
思
わ
れ
、
既
に
肖
柏
没
（
大
永
七
一
五
二
七

年
）
か
ら
で
も
六
十

年
以
上
の
歳
月
が
過
ぎ
て
い
る
。
そ
の
ま
ま
事
実
と
見
る
の
は
危
う
い

だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
奇
矯
な
行
動
の
人
で
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
「
黄
薄
」
と
あ
る
の
は
金
箔
の
こ
と
と
見
て
よ
く
、
東
京
大
学

国
語
学
研
究
室
蔵
の
天
正
四
年
写
『
新
撰
類
聚
往
来
』
に
「
金
薄 

箔
」

と
あ
り
、「
薄
」
と
「
箔
」
は
通
用
。
ま
た
『
日
葡
辞
書
』
に
は
「Q

inbacu. 

Folha de ouro.  q Q
inbacuuo voqu. l, vosu. l, qinbacude dam

u.

」（
金キ

ン

箔バ
ク　

金
箔
を
置
く
、
押
す
、
金
箔
で
だ
む
）
と
あ
り
、
金
箔
を
押
す
こ

と
を
「
だ
む
」
と
い
っ
た
。

　

最
後
に
肖
柏
の
述
作
と
さ
れ
る
「
三
愛
記
」
だ
が
、
彼
の
愛
し
た
花

香
酒
の
三
つ
に
つ
い
て
語
っ
た
文
章
で
、そ
の
中
に
は
先
に
触
れ
た
「
荷

葉
」
に
つ
い
て
、「
香
は
沈
水
を
も
と
と
し
て
、
此
く
に
に
ひ
さ
し
く

侍
り
し
蘭
奢
待
、
紅
塵
、
中
河
な
ど
名
だ
か
き
を
賞
し
、
あ
は
せ
た
き

も
の
は
、
梅
花
、
荷
葉
、
新
枕
等
を
も
て
は
や
し
、
…
」（
新
校
群
書

類
従
）
と
言
及
さ
れ
て
い
る
。

な
ぜ
か
連
歌
師
肖
柏
の
話
題
が
唐
突
に
記
さ
れ
る
の
だ
が
、
ま
ず
そ

の
前
提
と
し
て
「
深
見
草
」
の
何
た
る
か
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
一
、
牡
丹
ハ

、
廿
日
草
、
ふ
か
み
草
、
山
橘
、
是
等
皆
同
名
云

々
」（
今

川
了
俊
『
言
塵
集
』
巻
五
、
肥
前
島
原
松
平
文
庫
蔵
本
）
と
云
わ
れ

る
よ
う
に
、
ま
ず
「
深
見
草
」
と
は
牡
丹
の
異
名
。
そ
こ
か
ら
の
連

想
で
、「
牡
丹
花
」
の
号
を
持
つ
肖
柏
の
話
題
に
至
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
一
見
迂
遠
な
こ
の
肖
柏
伝
が
、
実
は
、
以
下
に
記
す

よ
う
に
こ
の
香
の
遊
び
の
趣
向
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
次

第
に
明
ら
か
と
な
っ
て
い
く
。
原
文
の
引
用
は
煩
わ
し
い
の
で
、
遊

び
の
概
略
だ
け
述
べ
よ
う
。

　

同
書
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
ま
ず
四
種
の
香
を
用
意
す
る
。
三
種
を

そ
れ
ぞ
れ
「
酒
」「
香
」「
花
」
の
香
と
称
し
五
包
ず
つ
用
意
し
、
残

る
一
種
を
「
深
見
草
の
香
」
と
す
る
。
酒
香
花
の
各
香
を
一
包
み
試

香
し
て
、
香
り
を
覚
え
る
。
そ
れ
が
終
わ
る
と
、
残
る
三
種
十
二
包

を
混
ぜ
合
わ
せ
て
区
別
が
つ
か
な
い
よ
う
に
し
、
中
か
ら
三
包
を
除

く
。
残
り
の
九
包
に
「
深
見
草
香
」
一
包
を
加
え
、
都
合
十
包
と
な

る
。
こ
れ
を
順
に
焚
き
、
連
衆
（
参
会
者
）
が
香
を
聞
く
。

　

香
の
座
に
連
な
る
者
の
意
で
、
参
会
者
を
「
連
衆
」
と
呼
ぶ
が
、
こ

れ
も
本
来
的
に
は
「
連レ

ン

衆シ
ユ

連
歌

衆

」（
学
習
院
大
学
蔵
永
禄
十
一
年
本
『
節

用
集
』）
と
さ
れ
る
よ
う
に
、「
連
歌
衆
」
を
指
す
の
が
本
義
で
あ
っ
た
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と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
用
語
の
一
つ
ひ
と
つ
に
も
、
連
歌
の
影
は

色
濃
い
。

　

さ
て
、
ゲ
ー
ム
の
始
ま
る
前
に
、
各
人
に
は
香
札
と
い
う
も
の
が

配
ら
れ
て
い
る
。
札
の
表
に
は
様
々
な
紋
が
描
か
れ
、
裏
に
は
酒
・

香
・
花
、
及
び
深
見
草
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
札
を
も
っ
て
解
答

を
す
る
の
で
あ
る
。
酒
香
花
の
札
は
そ
れ
ぞ
れ
四
枚
、
深
見
草
の
札

は
一
枚
で
、
計
十
三
枚
が
一
組
を
な
す
。
そ
し
て
も
う
一
つ
こ
の
組

香
で
大
事
な
の
は
、
盤
と
立
物
（

盤
に
立
て
る
人

形
な
ど
の
こ
と

）
の
準
備
で
あ
る
。
盤
の

形
状
と
立
物
の
姿
に
つ
い
て
は
図
を
参
照
し
て
い
た
だ
く
の
が
よ

い
。
お
判
り
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
立
物
に
牡
丹
と
肖
柏
お
よ
び
牧

童
の
人
形
を
用
い
る
と
こ
ろ
が
趣
向
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
盤
は
い
か
よ
う
に
使
う
の
か
。
ま
ず
は
肖
柏
と
牧
童
の
役
を

二
人
に
割
り
当
て
る
。
こ
の
二
人
は
組
と
な
っ
て
ゲ
ー
ム
を
進
め

る
。
残
り
の
者
は
葉
牡
丹
を
一
本
ず
つ
割
り
当
て
ら
れ
る
。
最
初
は

葉
牡
丹
を
盤
の
端
の
孔
に
挿
す
。
図
で
云
え
ば
一
番
下
の
孔
で
あ

る
。
人
形
も
盤
の
溝
の
端
（
同
じ
く
図
の
下
端
）
に
据
え
る
。

　

香
を
聞
き
終
え
た
者
か
ら
、
自
分
の
牡
丹
の
下
に
香
札
を
置
く
。

一
炷
ご
と
に
正
解
が
告
げ
ら
れ
、
当
た
り
で
あ
れ
ば
自
分
の
葉
牡
丹

も
し
く
は
人
形
を
一
つ
上
に
進
め
る
。
要
は
双
六
の
要
領
で
あ
る
。

た
だ
し
客
香
（

試
香
の
行
わ
れ
な
か
っ
た
香
の
こ
と
。

こ
の
場
合
に
は
深
見
草
香
を
指
す
。

）
が
当
た
り
の
場
合
に
は
、
二

つ
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
一
見
し
て
当
た
り
の
多
い

者
が
判
る
わ
け
で
あ
る
。
孔
は
十
個
空
い
て
い
る
の
で
、
誰
か
が
最

上
部
の
十
番
目
の
孔
に
た
ど
り
着
け
ば
、
香
が
残
っ
て
い
て
も
そ
の

人
の
勝
ち
と
な
る
。

　

牡
丹
も
た
だ
単
に
進
む
だ
け
で
な
く
、
な
か
な
か
趣
向
が
凝
ら
さ

れ
て
い
る
。
四
番
目
の
孔
か
ら
五
番
目
の
孔
に
進
む
時
、
葉
牡
丹
か

ら
莟

つ
ぼ
み

牡
丹
に
変
わ
り
、
七
番
目
の
孔
か
ら
八
番
目
の
孔
へ
移
る
時

立物の図（『香道袖の橘』国立国会図書館蔵本による）
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も
、
莟
牡
丹
か
ら
開

ひ
ら
き

牡
丹
に
変
わ
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
る
。
役

割
を
終
え
た
葉
牡
丹
は
三
番
目
の
孔
に
戻
し
、
莟
牡
丹
は
六
番
目
の

孔
に
戻
し
挿
し
た
ま
ま
と
し
て
お
く
。
莟
牡
丹
も
開
牡
丹
も
紅
白
二

種
類
が
用
意
さ
れ
て
い
て
、
隣
同
士
で
紅
白
が
互
い
違
い
に
な
る
よ

う
選
ば
れ
、
盤
上
が
鮮
や
か
に
彩
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
十
番
目
の

孔
に
至
っ
た
牡
丹
に
は
、
所
定
の
短
冊
を
付
け
勝
ち
の
印
と
す
る
。

　

さ
て
、
一
方
の
人
形
の
扱
い
だ
が
、
図
を
御
覧
い
た
だ
け
ば
判
る

よ
う
に
、
肖
柏
の
人
形
と
牧
童
の
人
形
は
紐
で
繋
が
っ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
が
ル
ー
ル
に
も
関
係
し
て
い
る
。
即
ち
、
肖
柏
と
牧
童
と

は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
者
が
担
当
し
て
、
香
名
の
当
り
外
れ
に
よ
り
人
形

の
進
み
方
も
異
な
っ
て
く
る
は
ず
な
の
だ
が
、
両
者
の
間
は
二
目
以

上
差
が
開
か
な
い
よ
う
、
遅
れ
た
者
は
引
き
上
げ
ら
れ
る
決
ま
り
な

の
で
あ
る
。
故
に
一
方
の
み
が
客
香
を
当
て
た
場
合
に
は
、
肖
柏
と

牧
童
と
双
方
を
一
目
ず
つ
進
め
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
肖
柏
の
人

形
が
五
つ
進
む
と
図
に
あ
る
折
枝
を
牛
の
角
に
付
け
、
八
つ
進
む
と

こ
れ
も
図
に
あ
る
巻
物
を
持
た
せ
て
彩
り
を
添
え
る
。
牧
童
の
人
形

が
八
つ
目
に
至
っ
た
時
は
、
竹
の
笞
を
持
た
せ
る
こ
と
に
な
っ
て
い

る
。
な
お
人
形
が
十
目
進
ん
だ
場
合
は
、
辿
り
着
い
た
人
形
を
進
行

方
向
の
逆
に
向
け
る
こ
と
で
勝
ち
を
示
す
。
二
つ
の
人
形
が
同
時
に

勝
ち
と
な
る
場
合
も
あ
り
う
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
紐
が
よ
じ
れ
な

い
よ
う
双
方
を
入
れ
替
え
て
向
き
を
変
え
る
。

　
　
　
　
　

＊　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

念
の
た
め
補
足
し
て
お
く
と
、
盤
上
の
遊
び
を
伴
う
形
式
は
、

こ
の
「
深
見
草
香
」
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
ま
た
、
盤
を
利
用

す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
、
香
り
と
い
う
形
の
な
い
も
の
を
利
用

し
な
が
ら
、
様
々
な
要
素
を
組
合
せ
こ
こ
ま
で
遊
び
と
し
て
昇
華
さ

せ
る
、
そ
の
熱
意
に
は
感
心
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
際
に
連

盤の図（同右図）
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歌
の
及
ぼ
し
た
影
響
力
と
い
う
も
の
を
、
改
め
て
実
感
す
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
最
後
の
深
見
草
香
の
遊
び
は
、
よ
く
考
え
れ
ば
直
接
連

歌
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
付
く
だ
ろ
う
。
け
れ
ど

も
、
肖
柏
と
い
う
連
歌
師
に
絡
め
て
の
こ
の
趣
向
は
、
彼
が
『
三
愛

記
』
に
よ
り
香
を
頌た

た

え
た
と
い
う
縁
だ
け
が
理
由
で
は
あ
る
ま
い
。

や
は
り
、
香
の
世
界
が
連
歌
に
対
す
る
敬

オ
マ
ー
ジ
ュ意

を
忘
れ
な
か
っ
た
事
実

を
表
す
も
の
と
思
う
。

付
記

　

文
章
中
で
紹
介
し
た
以
外
に
、
香
道
に
つ
い
て
は
次
の
文
献
を
参
考
と
さ
せ

て
い
た
だ
い
た
。
た
だ
し
、
な
に
ぶ
ん
門
外
漢
ゆ
え
、
聞
香
の
作
法
等
に
つ
い

て
誤
っ
た
記
述
が
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
。
お
気
づ
き
の
点
が
あ
れ
ば
、
ご
指
摘
い

た
だ
き
た
い
。
ま
た
、
香こ

う

合あ
わ
せ

・
薫
物
合
の
記
録
『
五
月
雨
日
記
』
を
論
じ
た
濱

崎
加
奈
子
氏
「
香
道
・
連
歌
的
切
断
の
美
学
―
『
五
月
雨
日
記
』
考
―
」（『ZEA

M
I

中
世
の
芸
術
と
文
化
』02

号
、
二
〇
〇
三
年
）
も
、
香
と
連
歌
の
関
係
を
論

じ
て
有
益
だ
が
、「
連
歌
的
」
と
い
う
肝
心
の
点
に
つ
い
て
、
そ
の
記
述
は
甚

だ
感
覚
的
で
あ
る
。

・
杉
本
文
太
郎
・
矢
野
環
『

増
補

改
訂

香
道
』（
雄
山
閣
、
一
九
八
四
年
）

・
神
保
博
行
『
香
道
の
歴
史
事
典
』（
柏
書
房
、
二
〇
〇
三
年
）
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