
- 1 -

「
家
持
歌
日
記
の
研
究
」
概
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書
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本
研
究
は
、
家
持
歌
日
記
と
し
て
の
性
格
を
有
す
る
万
葉
集
末
四
巻
（
巻
十
七
～
巻
二
十
）
を
主
た
る

考
察
の
対
象
と
し
、
そ
の
組
織
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
こ
れ
ら
四
巻
が
万
葉
集
二
十
巻
の
中

で
い
か
な
る
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
私
見
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

万
葉
集
末
四
巻
は
、
家
持
歌
日
記
の
性
格
を
持
ち
な
が
ら
も
、
同
時
に
万
葉
集
の
掉
尾
を
飾
る
歌
巻
と

し
て
、
全
二
十
巻
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
。
本
研
究
と
し
て
も
当
該
四
巻
を
独
立
し
た
歌
集
の
よ
う
に

捉
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
巻
が
家
持
歌
日
記
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

否
定
す
べ
く
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
末
四
巻
が
い
か
に
し
て
家
持
歌
日
記
た
り
え
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
な
る
と
、
論
者
に
よ
っ
て
か
な
り
認
識
に
隔
た
り
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

末
四
巻
を
一
様
に
「
歌
日
記
」
と
捉
え
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
さ
え
、
共
通
認
識
が

あ
る
と
は
言
い
が
た
い
。

し
か
し
末
四
巻
は
、
家
持
歌
を
軸
に
原
則
と
し
て
日
付
順
に
配
列
す
る
と
い
う
点
で
一
貫
し
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
内
容
的
に
も
何
か
一
貫
し
た
方
針
に
基
づ
い
て
編
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

の
が
本
研
究
の
問
題
意
識
で
あ
る
。
思
う
に
、
原
資
料
の
様
態
を
推
測
し
、
そ
の
資
料
間
の
相
違
を
論

う
よ
り
も
、
む
し
ろ
末
四
巻
の
中
で
一
貫
し
て
い
る
要
素
の
方
に
よ
り
多
く
目
を
向
け
る
べ
き
で
は
な

か
ろ
う
か
。
増
築
を
繰
り
返
し
た
家
屋
で
も
、
最
終
的
に
増
築
を
施
し
た
者
の
考
え
が
建
物
全
体
に
及

ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
十
分
に
あ
り
う
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
研
究
は
、

１
、
末
四
巻
は
い
か
に
し
て
家
持
歌
日
記
た
り
え
て
い
る
か
。

２
、
家
持
歌
日
記
の
性
格
を
持
つ
末
四
巻
が
万
葉
集
に
取
り
込
ま
れ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
ど
う

考
え
る
か
。

と
い
う
視
点
か
ら
、
歌
日
記
の
問
題
を
三
部
に
分
け
て
考
察
し
て
い
く
。
第
一
部
で
は
歌
日
記
の
主
題

に
関
わ
る
問
題
を
、
第
二
部
で
は
伝
聞
歌
の
問
題
を
、
第
三
部
で
は
題
詞
・
左
注
の
問
題
を
、
そ
れ
ぞ

れ
中
心
に
扱
っ
た
が
、
こ
の
分
類
も
便
宜
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
問
題
意
識
は
全
て
右
に
述
べ
た
こ

と
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。

＊

第
一
部
で
は
、
家
持
歌
の
解
釈
を
通
し
て
、
末
四
巻
に
底
流
す
る
主
要
な
テ
ー
マ
の
い
く
つ
か
に
つ

い
て
考
察
す
る
。
具
体
的
に
は
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
と
暦
法
の
問
題
、
交
友
・
君
臣
和
楽
の
問
題
、
孤
愁
の

問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
ら
の
主
題
が
末
四
巻
の
中
で
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

を
個
々
の
作
品
に
即
し
て
見
て
い
き
た
い
。
家
持
は
先
行
す
る
巻
の
中
か
ら
こ
れ
ら
の
主
題
を
継
承
し
、

そ
れ
を
展
開
さ
せ
る
形
で
末
四
巻
を
編
ん
で
い
る
も
の
と
見
通
さ
れ
る
が
、
そ
の
展
開
の
相
は
あ
た
か



- 3 -

も
複
数
の
主
題
の
絡
み
合
う
変
奏
曲
の
ご
と
く
で
あ
る
。
末
四
巻
が
か
く
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
葉

集
の
中
の
い
く
つ
か
の
主
題
に
光
が
当
て
ら
れ
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
「
和
歌
史
」
が
構
築
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
以
下
、
各
章
の
概
要
を
記
す
。

第
一
章
「
大
伴
家
持
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠

万
葉
集
末
四
巻
と
立
夏

」
で
は
、
家
持
が
越
中
国
守
時

代
を
中
心
に
展
開
し
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
の
意
義
に
つ
い
て
、
主
に
暦
法
と
い
う
方
面
か
ら
考
察
し
た
。

万
葉
集
末
四
巻
に
は
「
立
夏
」
あ
る
い
は
「
四
月
一
日
」
を
以
て
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
鳴
く
と
い
う
観
念
が

散
見
す
る
が
、
こ
の
よ
う
な
発
想
は
和
歌
史
的
に
見
て
極
め
て
異
例
な
も
の
で
あ
る
。
特
に
「
立
夏
」

と
ホ
ト
ト
ギ
ス
を
関
わ
ら
せ
る
よ
う
な
歌
は
、
巻
十
六
以
前
に
確
認
で
き
な
い
ば
か
り
か
、
平
安
中
期

頃
ま
で
を
視
野
に
入
れ
て
も
類
例
を
見
出
し
が
た
い
。
末
四
巻
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
は
、
そ
れ
以
前
の
巻

に
潜
在
す
る
暦
法
意
識
に
光
を
当
て
、
そ
れ
を
展
開
さ
せ
る
形
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
末
四
巻
が

い
か
に
編
ま
れ
て
い
る
か
を
端
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
二
章
「
家
持
と
書
持
の
贈
答

『
橘
の
玉
貫
く
月
』
を
め
ぐ
っ
て

」
で
は
、
巻
十
七
冒
頭
歌
群

の
一
角
を
構
成
す
る
家
持
と
書
持
の
贈
答
歌
群
を
取
り
上
げ
、
家
持
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
新
見
を
提
示

す
る
と
共
に
、
こ
の
よ
う
な
歌
が
巻
十
七
の
こ
の
位
置
に
載
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
考

察
し
た
。
家
持
と
書
持
の
こ
の
贈
答
に
底
流
す
る
「
四
月
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
い
う
主
題
は
、
万
葉
集

全
体
の
中
で
は
異
例
な
も
の
に
属
す
る
が
、
歌
日
記
に
お
け
る
そ
の
後
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
に
は
繰
り
返

し
現
れ
る
。
こ
の
主
題
が
巻
八
や
巻
十
に
胚
胎
す
る
要
素
を
展
開
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

注
意
し
た
い
。
当
該
歌
群
は
、
単
に
歌
日
記
最
初
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
主

題
上
の
展
開
と
い
う
点
か
ら
見
て
も
、
歌
日
記
に
お
け
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
の
導
入
た
り
え
て
い
る
と
言

う
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
章
「
万
葉
集
の
餞
宴
の
歌

家
持
送
別
の
宴
を
中
心
と
し
て

」
で
は
、
万
葉
集
の
餞
宴
の
歌

を
取
り
上
げ
、
餞
宴
に
お
い
て
季
節
の
風
物
を
共
有
し
交
友
の
情
を
尽
く
す
と
い
う
発
想
が
末
四
巻
に

偏
っ
て
現
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
発
想
は
そ
れ
以
前
の
巻
に
お
い
て
は
大
伴
旅
人
関
係
の
歌
群

に
し
か
確
認
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
家
持
は
末
四
巻
に
お
け
る
餞
宴
の
歌
を
そ
の
旅
人
の
世
界
に

連
な
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
背
景
に
は
、
友
と
美
景
を
共
有
す
る
こ
と

を
志
向
す
る
漢
風
の
交
友
観
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
四
章
「
大
伴
家
持
の
宮
廷
讃
歌

長
歌
体
讃
歌
の
意
義

」
で
は
、
長
歌
体
を
取
る
家
持
の
宮
廷

讃
歌
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
家
持
の
宮
廷
讃
歌
四
篇
は
全
て
末
四
巻
に
載
録
さ
れ
る
が
、
越
中
を
離
れ

て
か
ら
家
持
の
詠
ん
だ
長
歌
七
篇
の
う
ち
三
篇
ま
で
が
宮
廷
讃
歌
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
帰
京
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前
後
の
長
歌
が
宮
廷
讃
歌
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
讃
歌
の
制
作
は
、
歌

を
媒
介
と
し
た
君
臣
の
交
流
が
宴
に
お
い
て
実
現
す
る
こ
と
を
理
想
と
す
る
家
持
の
和
歌
観
に
支
え
ら

れ
て
お
り
、
讃
歌
の
制
作
が
帰
京
前
後
に
集
中
す
る
の
は
、
帰
京
に
あ
た
っ
て
そ
う
し
た
宴
を
現
実
の

中
に
求
め
よ
う
と
す
る
家
持
の
意
識
を
物
語
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

第
五
章
「
大
伴
家
持
の
春
愁
歌
」
で
は
、
春
愁
歌
と
通
称
さ
れ
る
巻
十
九
巻
末
の
三
首
に
つ
い
て
、

こ
れ
ら
が
い
ず
れ
も
交
友
へ
の
志
向
を
基
層
に
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に
お
い
て
和
歌
史
的
な
枠

組
み
か
ら
大
き
く
外
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
し
か
し
、
二
十
三
日
作
歌
か
ら
二
十
五
日
作
歌
へ
と

詠
み
継
が
れ
る
過
程
に
お
い
て
、
友
の
不
在
と
い
う
こ
と
か
ら
誘
発
さ
れ
る
も
っ
と
本
質
的
な
孤
独
感

へ
と
悲
愁
が
昇
華
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
た
。
ま
た
、
「
鶯
」
「
竹
」
な
ど
の
歌
語
や
、
巻
十

九
巻
末
歌
に
見
ら
れ
る
歌
論
意
識
が
、
巻
五
か
ら
末
四
巻
へ
と
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
も

言
及
し
た
。

第
六
章
「
大
伴
家
持
の
陳
私
拙
懐
一
首

万
葉
讃
歌
の
終
焉

」
で
は
、
家
持
の
最
後
の
宮
廷
讃
歌

に
つ
い
て
考
察
し
た
。
当
該
歌
は
防
人
検
校
の
折
に
難
波
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
あ
た
か
も
天
皇
が

難
波
宮
に
行
幸
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
し
か
る
に
、
当
時
は
皇
太
后
宮
宮
子
の
諒
闇
中
で
、

行
幸
な
ど
あ
る
は
ず
が
な
い
。
長
歌
の
表
現
に
は
天
平
十
六
年
の
聖
武
行
幸
の
面
影
が
顕
著
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
家
持
が
当
時
の
こ
と
を
追
懐
し
つ
つ
、
そ
の
記
憶
を
核
に
今
現
在
の
行
幸
を
「
幻
想
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
当
該
歌
が
離
宮
讃
歌
の
様
式
に
拠
っ
て
い
る
の
は
、
天
平
十
六
年
の
行
幸
を
追
慕
し
、

行
幸
従
駕
の
場
を
仮
想
し
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
は
家
持
の
君
臣
和
楽
の
場
に
対

す
る
憧
憬
の
念
が
う
か
が
わ
れ
る
。

補
論
「
家
持
亡
妾
悲
傷
歌
の
構
想
」
で
は
、
巻
三
に
載
録
さ
れ
る
家
持
の
亡
妻
挽
歌
を
取
り
上
げ
た
。

当
該
歌
群
は
、
い
わ
ゆ
る
家
持
歌
日
記
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
題
詞
と
歌
の
総
体
で
一
つ

の
作
品
世
界
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
ま
た
、
季
節
の
推
移
に
従
っ
て
歌
が
配
列
さ
れ
て

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
歌
日
記
的
な
手
法
の
先
駆
を
な
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
論
の
趣
意

は
当
該
歌
群
の
解
釈
に
新
見
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
暦
法
と
季
節
の
風
物
の
関
係

を
論
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
家
持
歌
日
記
の
問
題
を
考
え
る
た
め
の
一
助
と
し
た
。

＊

第
二
部
で
は
、
い
わ
ゆ
る
「
伝
聞
歌
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
万
葉
集
末
四
巻
が
家
持
歌
を

軸
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
誰
の
目
に
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
四
巻
に
家
持

以
外
の
作
者
の
歌
が
少
な
か
ら
ず
採
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
中
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に
は
家
持
の
同
席
す
る
宴
で
披
露
さ
れ
た
歌
や
、
家
持
と
の
贈
答
歌
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
採
録

の
事
情
が
全
く
不
明
で
あ
る
た
め
に
、
家
持
と
の
関
係
が
一
見
明
ら
か
で
な
い
作
も
見
受
け
ら
れ
る
。

と
り
わ
け
巻
十
九
の
後
半
か
ら
巻
二
十
に
か
け
て
は
そ
の
傾
向
が
強
い
。
本
研
究
で
は
こ
れ
ら
を
便
宜

的
に
「
伝
聞
歌
」
と
総
称
し
て
い
る
が
、
家
持
歌
日
記
の
性
格
を
有
す
る
末
四
巻
に
、
こ
の
よ
う
な
他

人
の
作
が
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ど
う
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。

仮
に
自
他
の
作
を
無
作
為
に
蒐
集
し
、
そ
れ
を
日
付
順
に
並
べ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

う
し
た
歌
巻
を
「
家
持
歌
日
記
」
な
ど
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
で
そ
れ
ほ
ど
意
味
の
あ
る
こ
と
と
は
言
え
ま

い
。
そ
も
そ
も
伝
聞
歌
を
多
量
に
抱
え
込
む
巻
二
十
な
ど
は
「
歌
日
記
」
と
呼
べ
な
く
な
っ
て
し
ま
う

お
そ
れ
す
ら
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
問
題
は
「
伝
聞
歌
」
が
家
持
の
「
生
」
に
ど
う
関
わ
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
無
論
、
個
々
の
「
伝
聞
歌
」
に
即
し
て
見
れ
ば
そ
の
採
録
の
事
情
は
様
々

で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
ら
の
歌
と
家
持
と
の
関
係
性
も
一
様
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し

て
見
れ
ば
「
伝
聞
歌
」
は
や
は
り
家
持
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
「
歌
日
記
」
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
末
四
巻
の
各
巻
に
散
在
す
る
「
伝
聞
歌
」
を
総
体
と
し
て
捉
え
た
と
き
に
、
そ
の

採
録
に
あ
た
っ
て
何
ら
か
の
基
準
が
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
度
考
え
て
み
る
べ
き
問
題
だ
と

思
わ
れ
る
。
以
下
、
各
章
の
概
要
を
記
す
。

第
一
章
「
万
葉
集
末
四
巻
の
伝
聞
歌

家
持
歌
日
記
の
方
法

」
で
は
、
末
四
巻
に
お
け
る
「
伝
聞

歌
」
の
問
題
を
総
括
的
に
論
じ
た
。
第
二
部
の
根
幹
を
な
す
論
で
あ
る
。
末
四
巻
は
家
持
歌
日
記
の
様

相
を
呈
し
な
が
ら
、
一
見
家
持
と
は
無
関
係
と
も
思
わ
れ
る
他
人
の
歌

便
宜
的
に
「
伝
聞
歌
」
と

総
称
す
る

が
多
数
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
本
章
は
そ
の
「
伝
聞
歌
」
の
全
て
に
つ
い
て
検
討
し
、

末
四
巻
の
編
纂
手
法
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
の
分
析
に
よ
れ
ば
、
末
四
巻
は
、
家
持

に
直
接
関
わ
る
歌
だ
け
で
な
く
、
伝
聞
歌
を
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
家
持
の
興
味
・
関
心
が
ど
こ
に

あ
っ
た
か
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
二
章
「
大
宰
の
時
の
梅
花
に
追
和
す
る
新
し
き
歌

万
葉
集
の
梅
柳

」
で
は
、
巻
十
七
冒
頭
歌

群
に
含
ま
れ
る
伝
聞
歌
の
中
か
ら
大
伴
書
持
の
歌
を
取
り
上
げ
、
そ
の
解
釈
に
新
見
を
提
示
す
る
と
共

に
、
こ
の
よ
う
な
作
が
こ
の
位
置
に
配
列
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
梅
と
柳
を
取
り

合
わ
せ
て
詠
ん
だ
万
葉
歌
は
ほ
ぼ
奈
良
朝
官
人
の
宴
歌
に
限
ら
れ
、
そ
の
多
く
が
梅
花
の
宴
に
関
わ
る

作
で
あ
る
。
本
章
で
は
漢
籍
と
の
比
較
を
通
し
、
「
梅
柳
」
の
受
容
が
「
漢
籍
→
長
屋
王
の
詩
宴
→
梅
花

の
宴
→
当
該
歌
群
」
と
い
う
流
れ
の
中
で
捉
え
う
る
こ
と
を
論
じ
た
。

第
三
章
「
射
水
郡
の
駅
館
の
屋
の
柱
に
題
著
せ
る
歌

題
壁
と
駅

」
で
は
、
伝
聞
歌
の
一
つ
で
あ
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る
四
〇
六
五
番
歌
を
比
較
文
学
的
に
考
究
し
、
こ
れ
が
「
題
壁
詩
」
や
「
駅
の
詩
文
」
と
い
っ
た
漢
籍

へ
の
興
味
か
ら
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、
歌
日
記
に
お
い
て
当
該
歌
が
家
持

自
身
の
関
心
の
所
在
を
示
す
役
割
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
。

第
四
章
「
大
伴
家
持
の
防
人
関
係
長
歌

行
路
死
人
歌
の
系
譜

」
で
は
、
家
持
が
防
人
歌
の
蒐
集

に
関
わ
っ
て
詠
ん
だ
三
篇
の
長
反
歌
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
が
行
路
死
人
歌
の
発
想
に
拠
っ
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
し
、
歌
日
記
の
中
で
い
か
な
る
意
義
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

官
命
の
ま
ま
に
家
族
と
離
れ
て
旅
行
く
防
人
た
ち
に
、
家
持
は
か
つ
て
の
自
分
の
姿
を
投
影
し
つ
つ
作

歌
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
歌
日
記
は
そ
の
こ
と
を
積
極
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ

る
。
集
中
随
一
の
伝
聞
歌
群
と
見
な
さ
れ
る
勝
宝
七
歳
防
人
歌
を
、
家
持
の
視
点
か
ら
歌
日
記
の
中
に

位
置
づ
け
て
い
る
の
が
防
人
関
係
長
歌
な
の
で
あ
る
。

補
論
一
「
防
人
関
係
長
歌
の
構
想
」
で
は
、
第
四
章
で
取
り
上
げ
た
三
篇
の
長
反
歌
に
つ
い
て
、
そ

の
表
現
方
法
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
た
。
三
篇
の
長
反
歌
は
一
見
す
る
と
同
じ
趣
向
で
は
あ
る
が
、
表
現
の

重
点
が
微
妙
に
異
な
り
、
三
者
三
様
の
世
界
を
構
築
し
て
い
る
。
こ
れ
は
表
現
方
法
を
め
ぐ
る
家
持
の
様
々

な
試
み
の
過
程
に
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
ら
の
防
人
関
係
長
歌
が
防
人
歌
と
混
在
す
る
形

で
載
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
つ
に
は
、
そ
う
し
た
家
持
の
試
み
が
防
人
歌
と
響
き
合
う
形
で
な
さ
れ
て

い
っ
た
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

補
論
二
「
防
人
歌
の
蒐
集
と
家
持
」
は
、
第
四
章
や
補
論
一
の
補
助
的
考
察
と
し
て
、
天
平
勝
宝
七
歳

防
人
歌
は
家
持
の
個
人
的
関
心
に
よ
っ
て
蒐
集
さ
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
こ
と
を
論
じ
た
。
少
な
く
と
も

現
存
す
る
文
献
に
よ
る
限
り
、
勝
宝
七
歳
以
前
に
か
く
も
大
規
模
な
蒐
集
が
行
わ
れ
て
い
た
と
い
う
痕
跡

は
見
出
し
が
た
い
。
こ
の
論
で
は
、
家
持
が
事
前
に
各
国
庁
に
蒐
集
の
命
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
す

る
説
に
対
し
て
、
そ
の
説
の
成
り
立
た
な
い
こ
と
を
論
証
し
、
一
案
と
し
て
朝
集
使
の
利
用
と
い
う
こ
と

を
提
示
し
た
。
伝
聞
歌
蒐
集
の
一
端
に
つ
い
て
歴
史
的
側
面
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

＊

第
三
部
で
は
、
末
四
巻
に
お
け
る
題
詞
左
注
の
問
題
を
集
中
的
に
取
り
上
げ
た
。
万
葉
集
末
四
巻
に
は
、

歌
と
題
詞
左
注
と
が
一
体
と
な
っ
て
一
つ
の
作
品
世
界
を
作
っ
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
が
往
々
に
し
て
見

受
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
題
詞
左
注
の
中
に
は
比
較
的
長
文
の
も
の
も
あ
り
、
序
や
書
簡
を
伴
う
も
の
さ
え

あ
る
。
総
じ
て
、
末
四
巻
の
題
詞
左
注
は
散
文
と
し
て
の
性
格
を
濃
厚
に
有
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

但
し
、
題
詞
左
注
の
散
文
的
な
性
格
は
、
そ
の
長
短
と
本
質
的
に
は
無
関
係
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
た
と

え
短
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
家
持
の
生
き
ざ
ま
や
心
情
に
関
わ
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
散
文
的
な
表
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現
と
し
て
そ
の
意
義
が
追
究
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
は
歌
日
記
の
中
で
は
家
持
を
語
る
「
地
の

文
」
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
題
詞
左
注
の

中
に
は
、
原
資
料
の
段
階
か
ら
付
さ
れ
て
い
た
も
の
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
万
葉
集
に
取
り
込
ま

れ
て
い
る
以
上
、
こ
れ
ら
の
題
詞
左
注
は
最
終
的
に
編
者
に
よ
っ
て
統
括
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。
家
持
自
身
が
編
者
の
立
場
か
ら
題
詞
左
注
を
付
す
こ
と
に
よ
り
、
自
ら
の
軌
跡
を
よ
り
効

果
的
に
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
以
下
、
各
章
の
概
要
を
記
す
。

第
一
章
「
万
葉
集
末
四
巻
に
お
け
る
作
者
無
記
の
歌

歌
日
記
の
編
纂
と
家
持

」
で
は
、
末
四
巻

に
一
貫
す
る
作
者
記
載
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
論
じ
た
。
末
四
巻
に
は
作
者
ま
た
は
伝
誦
者
を
明
示
し
よ

う
と
す
る
態
度
が
徹
底
し
て
貫
か
れ
て
い
る
。
こ
の
中
に
あ
っ
て
作
者
注
記
を
完
全
に
欠
く
歌
が
三
例
認
め
ら

れ
る
が
、
そ
れ
が
家
持
の
「
個
」
に
収
斂
す
る
よ
う
な
作
品
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
家
持
自
身
が
、

作
歌
・
筆
録
・
編
纂
の
全
て
に
関
わ
り
つ
つ
、
自
作
の
歌
を
配
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
歩
み
や
個
人
的

な
思
い
を
語
ろ
う
と
す
る
、
そ
の
日
記
的
な
営
み
が
、
作
者
注
記
の
欠
落
と
い
う
現
象
の
背
後
に
見
て
取
れ
る

の
で
あ
る
。

第
二
章
「
依
興

家
持
歌
日
記
の
問
題
と
し
て

」
で
は
、
家
持
研
究
に
お
け
る
重
要
課
題
と
目

さ
れ
る
「
依
興
」
の
問
題
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
家
持
歌
に
偏
っ
て
現
れ
る
「
依
興
」
と
い
う
記
載
は
、

編
者
が
作
歌
事
情
を
明
瞭
に
示
し
得
な
い
と
認
識
し
た
歌
に
付
し
た
編
纂
上
の
注
記
で
あ
る
。
依
興
歌
に

特
殊
な
歌
が
多
い
の
は
あ
く
ま
で
結
果
で
あ
り
、
家
持
が
予
め
「
興
の
歌
」
な
る
も
の
を
作
ろ
う
と
し
て
詠

ん
だ
も
の
で
は
な
い
。
依
興
と
記
す
こ
と
は
、
い
つ
感
興
に
襲
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
に
目
を
向
け
、
そ
の
心

の
動
き
を
時
系
列
の
上
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
営
為
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
日
記
文
学
に
も
比
す
べ
き
自

照
性
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
章
「
述
懐
―
天
平
十
九
年
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
詠
―
」
で
は
、
万
葉
集
の
述
懐
歌
全
般
に
つ
い
て
比
較

文
学
的
に
検
証
し
、
「
述
懐
」
の
語
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
天
平
十
九
年
の
述
懐
歌
（

・
三

17

九
八
八
）
が
歌
日
記
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
万
葉
集
に
お
け
る
述
懐
歌
は
、

他
の
官
人
の
存
在
を
強
く
意
識
し
つ
つ
、
そ
の
時
相
手
と
共
有
す
べ
き
思
い
を
詠
ん
で
い
る
と
い
う
点
で

共
通
し
て
い
る
。
天
平
十
九
年
の
述
懐
歌
も
同
様
で
、
前
後
の
歌
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
そ
の
「
懐
ひ
」

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
最
後
の
四
巻
が
日
記
文
学
的

に
編
纂
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
の
証
左
と
言
っ
て
よ
い
。

第
四
章
「
拙
懐

帰
京
後
の
家
持

」
で
は
、
「
拙
懐
」
に
つ
い
て
論
じ
た
。
万
葉
集
に
は
題
詞
又
は

左
注
に
「
拙
懐
」
と
い
う
異
例
な
記
載
を
持
つ
歌
が
三
例
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
全
て
帰
京
後
の
歌
日
記
に
お
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け
る
家
持
歌
で
あ
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
過
去
へ
の
追
懐
の
念
を
核
と
し
て
、
あ

り
も
し
な
い
現
在
の
宮
廷
行
事
を
幻
想
す
る
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
あ
り
も
し
な
い
宮
廷
行
事
を
幻
想
し
た
こ
と
に
対
す
る
憚
り
の
念
と
、
私
的
な
追
懐
に
基
づ

く
と
い
う
自
覚
が
、
家
持
を
し
て
「
拙
懐
」
と
記
載
せ
し
め
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

第
五
章
「
未
奏

帰
京
後
の
宴

」
で
は
、
「
未
奏
」
「
不
奏
」
な
ど
と
記
さ
れ
る
歌
を
取
り
上
げ
、
そ
の

背
景
を
検
証
す
る
と
共
に
、
こ
う
し
た
歌
が
帰
京
後
の
家
持
歌
に
偏
っ
て
現
れ
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い

て
考
察
し
た
。
こ
れ
ら
は
第
一
義
的
に
は
家
持
の
奏
上
に
対
す
る
思
い
の
強
さ
を
物
語
る
も
の
と
し
て
読

む
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
の
注
記
の
背
後
に
家
持
の
葛
藤
が
垣
間
見
え
る
と
い
う
こ
と

も
ま
た
否
定
で
き
な
い
。
実
際
に
は
奏
上
の
機
会
が
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
未
奏
」
「
不
奏
」
と

記
し
続
け
る
こ
と
自
体
、
思
う
に
任
せ
ぬ
現
実
を
暗
に
物
語
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
巻
十
九
巻
末
の
春

愁
歌
に
至
る
道
程
を
見
据
え
た
と
き
、
天
平
勝
宝
四
年
十
一
月
八
日
の
日
付
を
持
つ
最
初
の
未
奏
歌
は
、

歌
日
記
に
お
け
る
一
つ
の
転
換
点
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

＊

か
く
し
て
、
末
四
巻
は
そ
の
内
部
に
種
々
の
断
層
を
持
ち
な
が
ら
も
、
全
体
と
し
て
は
家
持
歌
日
記
と

し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
仮
に
増
補
を
繰
り
返
し
て
き
た
も
の
だ
と
し
て
も
、
最
終
的
な

形
態
と
し
て
は
一
貫
し
た
方
針
の
下
に
編
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
末
四
巻
は
そ
の

内
部
で
完
結
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
先
行
す
る
巻
の
達
成
を
受
け
て
、
そ
こ
か
ら
選
び
取
っ
た
い
く

つ
か
の
要
素
を
展
開
さ
せ
る
形
で
編
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
要
素
は
家
持
の
和
歌
観
に
よ
っ
て
選
択
さ

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ま
で
の
和
歌
史

万
葉
集
の
中
に
描
き
出
さ
れ
た
も
の
と

し
て
の

に
対
す
る
家
持
な
り
の
「
解
釈
」
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
先
行
す
る
巻
の
中
に
描
き

出
さ
れ
た
歌
の
世
界
を
、
家
持
が
解
釈
し
、
展
開
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
内
容
を

持
つ
四
巻
が
万
葉
集
の
末
尾
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
万
葉
集
に
撰
集
と
し
て
の
方
向
性
が
付
与

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
要
す
る
に
末
四
巻
は
万
葉
集
の
末
尾
に
あ
る
べ
き
歌

巻
と
し
て
編
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
本
研
究
は
末
四
巻
の
編
者
が
家
持
自
身
で
あ
る
と
い
う
仮
定
の
上
に
立
っ
て
論
述
を
進
め

て
き
た
が
、
考
察
の
範
囲
で
は
そ
の
仮
定
と
矛
盾
す
る
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。
万
葉
集
の
中
に
描
か
れ

た
歌
の
歴
史
は
、
家
持
と
い
う
一
官
人
に
収
斂
す
る
形
で
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
家
持
自
身

に
よ
っ
て
仕
組
ま
れ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
家
持
は
万
葉
集
に
お
け
る
「
和
歌
史
」

を
自
ら
の
生
に
関
わ
る
形
で
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
背
後
に
歌
の
道
を
継
承
す
る
者
と
し

て
の
家
持
の
矜
恃
が
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。


