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と
歌

『
古
来
風
体
抄
』
序
の

「
人
の
心
」

「
占
来
風
体
抄
」
序
文
の
は
じ
め
の
箇
所
に
、
「
か
の
古
今
集
の
序
に

い
へ
る
が

C
と
く
」
と
始
ま
り
「
歌
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、

．．． 

何
を
か
は
も
と
の
心
と
も
す
ぺ
き
。
」
と
結
ば
れ
る
文
が
在
る
。
こ
の
一
文

の
内
容
が
、
本
稿
で
扱
う
問
題
の
中
心
に
な
る
。
序
文
冒
頭
か
ら
数
え
て

三
つ
め
の
文
に
あ
た
る
の
で
、
以
下
で
は
便
宜
の
た
め
「
第
三
文
」
と
こ

れ
を
呼
ぶ
。

第
三
文
に
最
初
に
注
目
し
た
論
者
は
お
そ
ら
く
窪
田
空
穂
氏
で
、
そ
の

見
解
は
「
藤
原
俊
成
の
歌
論
ー
主
と
し
て
艶
と
幽
玄
と
本
歌
取
と
に
つ

き
て
—
ー
」
（
昭
和
七
年
九
月
発
表
、
全
集
第
十
巻
所
収
）
「
藤
原
俊
成

の
歌
学

I
そ
の
現
代
的
示
唆
」
（
昭
和
二
十
一
年
七
月
、
八
月
発
表
、

全
集
第
十
巻
所
収
）
の
二
論
文
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
づ
い
て
田
中

裕
氏
が
「
中
世
文
学
論
研
究
」
所
収
の
論
考
に
お
い
て
、
さ
ら
に
藤
平
春

男
氏
が
「
新
古
今
歌
風
の
形
成
」
中
の
論
考
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
先
行

の
論
を
踏
ま
え
た
上
で
、
第
三
文
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
論
じ
ら
れ
た
。

俊
成
歌
論
の
全
体
的
理
解
に
関
わ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
展
開
さ
れ
て
い
る
三

先
学
の
論
旨
を
、
こ
こ
で
簡
単
に
要
約
す
る
よ
う
な
こ
と
は
無
理
だ
が
、

窪
田
氏
が
論
じ
ら
れ
た
点
の
う
ち
、
第
三
文
が
俊
成
歌
論
の
核
心
に
関
わ

文
ー

山

本

る
言
葉
で
あ
る
と
い
う
見
解
と
、
文
の
思
想
的
背
景
と
し
て
仏
教
教
理
を

想
定
す
る
見
解
と
は
、
田
中
氏
に
よ
っ
て
も
藤
平
氏
に
よ
っ
て
も
甚
本
的

に
は
継
承
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
文
中
の
「
も
と
の
心
」
と
い
う
語
に
注

意
さ
れ
た
田
中
氏
は
、
こ
れ
を
「
本
意
」
の
語
に
当
た
る
と
さ
れ
、
「
物

の
本
性
あ
る
い
は
本
質
」
を
意
味
す
る
と
論
じ
ら
れ
た
が
、
藤
平
氏
は
田

中
氏
の
指
摘
を
受
け
つ
つ
、
「
も
と
の
心
」
の
、
「
主
体
的
に
働
い
て
事

物
の
美
的
本
性
を
捉
え
る
心
」
と
し
て
の
面
を
も
強
詢
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
業
績
に
よ
っ
て
、
第
三
文
、
と
く
に
「
も
と
の
心
」
の
語
が
、

俊
成
の
歌
論
思
想
の
理
解
に
と
っ
て
重
要
な
意
義
を
持
つ
と
い
う
認
識
が

一
般
化
し
た
。
さ
ら
に
家
郷
隆
文
氏
は
、
「
俊
成
の
「
思
ひ
よ
そ
へ
」
思

考
ー
「
古
来
風
体
抄
」
の
場
合
ー
ー
」
（
藤
女
子
大
学
国
文
学
雑
誌

21

•
昭
和
五
十
二
年
四
月
）
で
、
新
し
い
観
点
か
ら
第
三
文
を
取
り
あ
げ
ち

れ
た
が
、
そ
こ
で
は
仏
教
思
想
と
く
に
「
摩
詞
止
観
」
と
の
密
接
な
関
係

を
想
定
し
て
、
第
三
文
と
「
も
と
の
心
」
の
意
義
を
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
諸
先
学
の
業
績
に
、
私
が
多
く
を
負
っ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
が
、
本
稿
で
第
三
文
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
、
先
学
諸
氏
と
は

い
ち
お
う
別
個
の
出
発
点
に
立
つ
。
私
の
前
提
は
、
以
下
の
四
点
に
要
約
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で
苔
る
だ
ろ
う
。

第
一
に
、
第
三
文
冒
頭
の
「
古
今
比
」
仮
名
序
か
ら
の
引
用
文
の
応
味

と
、
こ
の
引
用
か
ら
文
の
後
半
へ
の
論
旨
の
流
れ
と
を
、
で
き
る
か
ぎ
り

明
確
に
す
る
よ
う
ま
ず
努
力
し
た
い
。
第
二
に
、
「
も
と
の
心
」
と
い
う

語
が
、
特
殊
な
歌
論
的
意
味
を
担
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
は
、
俊
成
の

苫
述
中
に
他
に
見
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
「
も
と
の
心
」
が
特
別

な
思
想
内
容
を
持
つ
と
い
う
判
断
は
、
保
留
し
て
お
く
。
第
三
に
、
こ
の

箇
所
の
前
後
に
は
ま
だ
仏
典
関
係
の
引
用
等
は
出
て
こ
な
い
の
で
、
第
三

文
の
罪
解
の
た
め
に
仏
教
思
想
を
援
用
す
る
こ
と
も
保
留
す
る
。
第
四
に
、

序
文
全
体
の
議
論
の
展
開
の
中
で
第
―
二
文
を
了
解
す
る
よ
う
に
し
て
、
第

三
文
に
俊
成
歌
論
の
内
容
が
凝
釈
さ
れ
て
い
る
と
い
う
見
方
に
は
か
な
ら

ず
し
も
囚
わ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
限
定
を
設
け
た
場
合
、
第
三
文
の
文

忍
は
ど
こ
ま
で
解
明
し
得
る
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
を
検
証
し
よ
う
と

す
る
の
が
本
稿
の
意
図
で
あ
る
。

〔
「
古
来
風
体
抄
」
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
「
日
本
歌
学
大
系
」
の
は
か
、

松
野
闇
一
氏
校
注
（
三
弥
井
書
店
刊
中
世
の
文
学
「
歌
誇
集
一
」
所
収
）
、

島
津
忠
夫
氏
校
注
（
岩
波
書
店
刊
日
本
忠
想
大
系
「
古
代
中
世
芸
術
酷
」

所
収
）
有
吉
保
氏
校
注
（
小
学
館
刊
日
本
古
典
文
学
全
集
「
歌
論
集
」
所

収
）
の
活
字
本
を
参
照
し
た
。
本
稿
の
対
象
箇
所
で
は
、
初
撰
、
中
間
、

再
撰
の
各
本
文
に
重
要
な
異
同
は
無
い
よ
う
で
あ
る

C

引
用
に
際
し
て
は

い
ち
お
う
初
撰
本
を
埜
準
と
し
、
各
活
字
本
を
参
考
に
適
宜
表
記
し
た
。

ま
た
「
古
今
集
」
か
ら
の
引
用
は
、
西
下
経
一
氏
、
滝
沢
貞
夫
氏
編
「
古

今
集
校
木
」
に
翻
刻
さ
れ
た
貞
応
二
年
本
を
基
準
と
し
、
濁
点
と
句
読
点

を
適
宜
に
付
し
た
。
〕

冒
頭
か
ら
第
三
文
ま
で
の
「
古
来
風
体
抄
」
の
文
章
は
、
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る

C

や
ま
と
う
た
の
起
こ
り
、
そ
の
き
た
れ
る
こ
と
遠
い
か
な
。
ち
は
や
ぶ

る
神
代
よ
り
始
ま
り
て
、
敷
島
の
国
の
こ
と
わ
ざ
と
な
り
に
け
る
よ
り

こ
の
か
た
、
そ
の
心
お
の
づ
か
ら
六
義
に
わ
た
り
、
そ
の
こ
と
ば
万
代

に
朽
ち
ず
。
か
の
古
今
集
の
序
に
い
へ
る
が
と
と
く
、
人
の
心
を
柚

と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
な
り
に
け
れ
ば
、
春
の
花
を
た
づ
ね
、

秋
の
紅
度
を
見
て
も
、
歌
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
色
を
も
香

を
も
知
る
人
も
な
く
、
何
を
か
は
も
と
の
心
と
も
す
べ
含
o
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第
三
文
の
は
じ
め
に
「
か
の
古
今
集
の
序
に
い
へ
る
が
如
く
」
と
し
て
、

「
占
今
集
」
仮
名
序
の
け
頭
文
「
や
ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、

よ
ろ
づ
の
こ
と
の
は
と
ぞ
な
れ
り
け
る
」
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
か

ら
展
開
さ
れ
て
き
た
俊
成
の
論
旨
が
、
こ
の
引
用
文
の
箇
所
へ
と
ど
う
繋

が
っ
て
き
て
い
る
か
を
ま
ず
考
え
て
お
含
た
い
。
第
三
文
ま
で
の
ふ
た
っ

の
文
、
こ
れ
を
第
一
文
、
第
二
文
と
呼
ん
で
お
く
と
す
る
と
、
第
一
文
第

二
文
の
内
容
や
表
現
は
、
次
に
「
仮
名
序
」
の
文
を
持
ち
出
し
て
く
る
た

め
の
下
地
を
、
何
ら
か
の
形
で
準
備
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
部
分
の
表
現
に
す
で
に
「
古
今
集
」
序
の
投
影
が
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

前
掲
の
三
氏
の
注
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
順
序
と
し
て
、

こ
れ
ら
の
表
現
と
川
語
に
つ
い
て
見
よ
う
。



「
古
今
集
」
序
と
の
関
連
が
濃
い
の
は
第
二
文
で
あ
る
。
歌
が
「
ち
は

や
ぶ
る
神
代
よ
り
」
は
じ
ま
っ
た
と
い
う
忍
識
も
、
「
仮
名
序
」
と
関
わ

り
を
持
つ
が
、
「
和
歌
体
十
種
」
「
玄
々
集
」
「
俊
頼
髄
脳
」
な
ど
平
安

時
代
の
歌
書
の
い
く
つ
か
の
序
文
に
も
「
占
来
風
体
抄
」
序
の
場
合
の
よ

う
に
修
辞
化
さ
れ
た
形
で
見
え
て
い
る
の
で
、
か
な
ら
ず
し
も
「
仮
名
序
」

の
影
賜
と
限
定
す
る
必
要
は
無
い
か
も
し
れ
な
い
①
。
問
題
に
な
る
の
は
、

「
し
合
し
ま
の
国
の
こ
と
わ
ざ
と
な
り
に
け
る
よ
り
」
の
「
こ
と
わ
ざ
」
、

「
そ
の
心
お
の
づ
か
ら
六
義
に
わ
た
り
」
の
「
六
義
」
、
こ
の
ふ
た
つ
の

用
語
で
あ
ろ
う
。

「
こ
と
わ
ざ
」
に
つ
い
て
は
問
題
が
す
こ
し
複
雑
な
の
だ
が
、
ま
ず

「
占
今
集
」
仮
名
序
の
「
世
の
中
に
在
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
合
も
の
な

れ
ば
」
の
「
こ
と
わ
ざ
」
は
、
生
活
上
の
諸
事
を
広
く
指
し
、
「
事
業
」

と
い
う
文
字
に
相
当
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
②
。
「
こ
と
わ
ざ
し
げ
答

お
の
が
じ
し
の
営
み
に
ま
ぎ
れ
つ
つ
」
と
い
う
「
源
氏
物
語
」
夕
霧
巻
の

巻
頭
近
く
の
用
例
は
同
じ
意
味
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
俊
成
の
「
し

き
し
ま
の
国
の
こ
と
わ
ざ
と
な
り
に
け
る
よ
り
」
と
い
う
表
現
は
、
「
和

歌
者
、
本
朝
之
風
俗
也
」
（
「
玄
々
船
」
序
）
、
「
や
ま
と
み
こ
と
の
歌

は
、
わ
が
秋
津
州
の
国
の
た
は
ぶ
れ
あ
そ
び
な
れ
ば
」
（
「
俊
頼
髄
脳
」

序
）
な
ど
と
似
通
っ
た
修
辞
で
あ
り
、
「
こ
と
わ
ざ
」
の
語
は
ほ
ぽ
「
風

俗
」
す
な
わ
ち
園
固
打
の
羽
Ii

俗
と
い
う
意
味
に
対
応
す
る
か
に
見
え
る
。

俊
成
の
用
法
に
最
も
近
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
慈
円
が
「
拾
玉
集
」
所
収

の
文
章
に
使
っ
て
い
る
例
で
、
「
そ
れ
や
ま
と
こ
と
ば
と
い
ふ
は
、
わ
が

国
の
こ
と
わ
ざ
と
し
て
、
さ
か
ん
な
る
も
の
な
り
。
五
し

fL
七
七
に
て
、

い
つ
つ
の
句
あ
り
。
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
。
俊
成
と
慈
円
と
の
例
か
ら
、

習
俗
化
し
た
言
語
表
現
の
形
式
、
と
い
う
「
こ
と
わ
ざ
」
の
語
意
が
導
か

れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
般
化
し
た
用
法
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
判

ら
な
い
①
。
他
に
歌
書
で
の
用
例
と
し
て
は
、
「
後
拾
遺
集
」
序
に
も
次

の
二
例
が
有
る
。
「
お
ほ
よ
そ
、
日
の
う
ち
に
よ
ろ
づ
の
こ
と
わ
ざ
お
ほ

か
る
中
に
」
と
い
う
第
一
の
場
合
は
、
「
仮
名
序
」
に
近
い
用
法
と
見
て

問
題
が
無
い
が
、
「
世
に
在
る
人
、
含
く
こ
と
を
か
し
こ
し
と
し
、
み
る

事
を
い
や
し
と
す
る
こ
と
わ
ざ
に
よ
り
て
」
の
方
は
、
単
に
「
習
性
」
と

言
う
に
近
い
怠
味
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
。

俊
成
や
慈
円
の
用
法
が
、
「
こ
と
わ
ざ
」
の
語
の
ひ
と
つ
の
意
味
に
適

っ
て
い
る
の
か
、
も
し
く
は
恣
意
的
な
使
い
方
で
あ
る
の
か
、
今
は
判
定

で
合
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
仮
名
序
」
の
「
こ
と
わ
ざ
」
と
は

い
ち
お
う
別
個
の
用
法
と
見
る
し
か
な
い
。
し
か
し
、
俊
成
が
「
仮
名
序
」

の
用
例
を
念
頭
に
5
い
い
た
上
で
、
「
占
来
風
体
抄
」
の
こ
の
箇
所
を
害
い

た
と
い
う
可
能
性
は
、
依
然
、
否
定
で
合
な
い
と
思
わ
れ
る
い
。

次
に
「
六
義
」
で
あ
る
が
、
こ
の
語
の
場
合
は
、
「
仮
名
序
」
に
「
う

た
の
さ
ま
む
つ
な
り
」
、
「
真
名
序
」
に
「
和
歌
有
六
義
」
と
し
て
掲
げ

る
い
わ
ゆ
る
和
歌
六
義
の
説
が
、
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ

う
。
和
歌
六
義
と
い
う
発
想
が
、
「
毛
詩
」
序
な
ど
中
国
詩
論
に
見
ら
れ

る
「
六
義
」
の
論
に
鯖
発
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、

歌
を
六
体
に
分
類
し
た
具
体
的
な
根
拠
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
確
で
は
な

い
。
「
仮
名
序
」
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
各
体
の
例
歌
か
ら
強
い
て
推
測
す

れ
ば
、
や
は
り
主
に
修
辞
技
法
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ
、
消
輔
の
「
奥
義
抄
」
や
、
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
「
為
家
占
今
序
注
」

国
の
説
が
、
お
お
む
ね
従
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
和
歌
六
義
説
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の
真
の
意
図
は
、
む
し
ろ
、
「
そ
も
そ
も
、
う
た
の
さ
ま
む
つ
な
り
。
か

ら
の
う
た
に
も
か
く
ぞ
あ
る
ぺ
き
こ
と
い
う
「
仮
名
序
」
の
文
言
が
示
す

よ
う
に
、
漢
詩
文
と
和
歌
文
芸
と
の
価
値
の
対
等
を
主
張
す
る
と
こ
ろ
に

在
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
和
歌
が
自
律
的
に
六
義
に
相
当
す
る
も
の
を
具
備

し
た
か
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
、
和
歌
の
技
法
上
、
内
容
上
の
豊
か
さ

が
中
国
文
芸
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
そ
う
と
し
た
と
見
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

「
古
来
風
体
抄
」
の
俊
成
の
用
法
も
、
「
そ
の
心
お
の
づ
か
ら
六
義

に
わ
た
り
」
の
「
お
の
づ
か
ら
」
に
注
目
す
る
な
ら
、
「
仮
名
序
」
の
立

場
に
一
致
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
俊
成
の

文
言
の
意
味
は
、
和
歌
が
自
律
的
に
発
展
し
て
、
漢
詩
に
匹
敵
す
る
多
様

性
を
手
に
入
れ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
俊
成
は
こ
こ
で

六
義
を
歌
の
「
心
」
す
な
わ
ち
表
現
内
容
と
結
び
つ
け
て
い
て
、
「
仮
名

序
」
の
和
歌
六
義
が
修
辞
技
法
の
分
類
だ
と
す
る
と
そ
の
間
に
ず
れ
が
有

る
こ
と
に
な
る
が
、
お
そ
ら
く
こ
の
相
違
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
で
は
な
く
、

俊
成
は
「
仮
名
序
」
の
六
義
説
の
主
張
を
受
け
継
い
だ
と
見
て
よ
い
で
あ

ろ
う
。こ

の
よ
う
に
、
第
二
文
で
「
占
今
集
」
序
に
関
係
の
有
る
語
が
使
わ
れ

た
の
は
、
第
一
―
一
文
の
は
じ
め
の
「
仮
名
序
」
の
引
用
が
、
屑
突
な
印
象
を

与
え
な
い
た
め
の
配
慮
か
ら
で
も
有
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も

こ
れ
ら
の
用
語
の
他
に
、
文
章
の
全
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
も
、
第
一
文

第
二
文
と
「
占
今
集
」
序
と
く
に
「
仮
名
序
」
と
の
間
に
は
、
関
連
性
が

認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
、
第
三
文
は

じ
め
の
引
用
を
引
き
出
す
潜
在
的
な
脈
絡
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
点
を
節
を
改
め
て
考
え
て
み
た
い
。

①
和
歌
の
起
源
説
を
め
ぐ
る
俊
成
の
見
方
と
「
占
今
集
」
両
序
と
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
松
野
陽
一
氏
校
注
前
掲
書
の
補
注
に
説
か
れ
て
い

る。

②
契
沖
「
古
今
余
材
抄
」
に
、
「
こ
と
わ
ざ
は
事
業
な
り
。
諺
に
は
あ

ら
ず
。
」

131
「
慈
鎮
和
尚
自
歌
合
」
の
俊
成
の
判
詞
の
は
じ
め
に
も
「
歌
の
道
は

秋
津
島
の
な
ら
い
、
日
の
本
の
国
の
こ
と
わ
ざ
と
な
り
に
け
れ
ば
：
J

と
使
わ
れ
、
「
千
載
集
」
序
に
も
用
例
か
在
る
。

い
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
、
島
津
忠
夫
氏
は
前
掲
書
の
頭
注
に
、
「
「
事

業
繁
き
も
の
な
れ
ば
」
（
古
今
序
）
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
言
葉
の
忌

味
に
用
い
る
。
」
と
さ
れ
、
有
吉
保
氏
は
前
掲
書
の
頭
注
に
「
言
葉
の

な
す
技
芸
の
こ
と
で
、
「
古
今
集
」
仮
名
序
の
「
こ
と
わ
ざ
」
の
行

為
・
事
業
と
は
異
な
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。

固
片
桐
洋
一
氏
「
中
世
占
今
集
注
釈
書
解
題
一
」
所
収
。
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「
古
来
風
体
抄
」
第
一
文
第
―
―
文
は
、
簡
潔
な
表
視
な
が
ら
、
和
歌
が

長
い
発
展
の
歴
史
を
持
つ
こ
と
、
そ
の
歴
史
の
中
で
作
品
が
蓄
積
さ
れ
、

表
現
内
容
が
豊
か
に
多
彩
に
な
っ
て
き
た
こ
と
、
こ
の
二
点
を
叙
述
し
得

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
二
点
、
和
歌
の
歴
史
の
長
さ
と
、
そ
の
中
で
の



和
歌
作
品
の
量
的
増
大
と
質
的
拡
大
と
は
、
「
仮
名
序
」
に
お
い
て
も
ず

で
に
素
朴
な
が
ら
強
く
意
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
し
か
も
そ

れ
ら
の
点
へ
の
関
心
と
、
冒
頭
文
に
示
さ
れ
た
和
歌
観
と
の
間
に
は
、
思

想
的
な
連
関
が
認
め
得
る
の
で
あ
る
。

や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
A

ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の

葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。

こ
の
冒
頭
文
に
は
、
和
歌
が
人
間
の
心
情
か
ら
発
生
す
る
、
と
い
う
ひ
と

つ
の
原
則
が
示
さ
れ
る
。
こ
の
原
則
は
次
の
文
で
は
い
く
ら
か
具
体
化
さ

t
て、

4
4
 世

中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
お
も
ふ
こ
と

を
、
見
る
も
の
き
く
も
の
に
つ
け
て
い
ひ
い
だ
せ
る
な
り
。

人
が
生
活
の
中
で
出
会
う
諸
も
ろ
の
事
象
が
、
多
様
な
心
情
を
生
み
出
す

起
因
と
な
り
、
こ
れ
ら
の
心
情
が
歌
へ
と
表
現
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
説
明

さ
れ
る
。
生
活
惣
情
か
ら
和
歌
表
現
へ
の
こ
の
転
換
が
、
自
然
の
促
し
に

よ
る
必
然
的
な
筋
道
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
、

花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ
に
す
む
か
は
づ
の
こ
ゑ
を
き
け
ば
、
い
き

と
し
い
け
る
も
の
い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。

と
い
う
、
他
生
物
へ
の
類
比
の
仕
方
か
ら
窺
わ
れ
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
冒
頭
部
分
が
主
題
と
し
て
い
た
の
は
、
和
歌
を
人
間
の
心
情
生

活
の
密
接
な
相
関
者
だ
と
見
る
思
想
で
あ
る
。
こ
の
主
題
は
、
こ
れ
に
つ

づ
く
和
歌
の
起
源
に
つ
い
て
の
叙
述
で
は
、
い
っ
た
ん
文
章
の
表
面
か
ら

退
く
。
し
か
し
、
す
こ
し
後
の
部
分
、

か
く
て
ぞ
、
花
を
め
で
、
と
り
を
う
ら
や
み
、
か
す
み
を
あ
は
れ
び
、

つ
ゆ
を
か
な
し
ぶ
心
こ
と
ば
、
お
ほ
く
さ
ま
ん
＼
に
な
り
に
け
る
。
と

を
き
所
も
い
で
た
つ
あ
し
も
と
よ
り
は
じ
ま
り
て
年
月
を
わ
た
り
、
た

か
含
山
も
ふ
も
と
の
ち
り
ひ
ち
よ
り
な
り
て
、
あ
ま
ぐ
も
た
な
び
く
ま

で
お
ひ
の
ぼ
れ
る
ご
と
く
に
、
こ
の
う
た
も
か
く
の
こ
と
く
な
る
べ
し
。

で
は
、
異
な
る
様
相
を
も
見
せ
な
が
ら
再
現
し
て
く
る
。
「
花
を
め
で
、

鳥
を
う
ら
や
む
」
人
間
の
心
情
い
い
か
え
れ
ば
「
人
の
心
」
の
諸
相
は
、

そ
れ
そ
れ
に
適
切
な
表
蜆
を
得
て
、
多
様
多
彩
な
「
心
こ
と
ば
」
の
歌
と

成
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
不
十
分
な
表
現
し
か
な
し
得
な
か
っ
た
発

生
期
の
和
歌
が
、
長
い
年
月
の
間
に
表
現
の
体
験
を
積
み
重
ね
、
多
く
の

作
品
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
の
、
そ
の
結
果
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
歌
が
「
人
の
心
」
の
表
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
原
則
が
、

実
際
の
歌
の
在
り
様
の
上
に
実
現
さ
れ
る
に
は
、
ま
ず
歌
の
表
現
機
能
が

心
佑
を
自
在
に
形
象
化
で
き
る
ま
で
に
充
実
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

そ
の
た
め
に
は
長
い
発
達
の
期
間
が
必
要
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

こ
こ
で
、
「
仮
名
序
」
前
半
の
ふ
た
つ
の
主
要
主
題
、
冒
頭
部
分
の
原
則

論
的
な
和
歌
観
と
、
つ
づ
い
て
言
わ
れ
た
和
歌
が
は
る
か
な
瓶
史
を
持
っ

て
い
る
と
い
う
観
点
と
が
、
桑
朴
な
形
な
が
ら
思
想
的
に
結
び
合
わ
さ
れ
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て
い
く
の
が
見
ら
れ
る
。

和
歌
の
表
現
が
多
様
化
し
て
人
間
心
情
の
諸
相
に
対
応
し
て
い
く
と
い

う
事
へ
の
「
仮
名
序
」
の
関
心
は
、
「
い
に
し
へ
の
世
々
の
帝
」
の
下
で

の
和
歌
の
盛
行
を
述
べ
た
後
に
、
以
下
の
よ
う
な
長
い
文
が
旱
を
付
け
加
え

て
い
る
所
に
も
窺
え
る
。

し
か
あ
る
の
み
に
あ
ら
ず
、
さ
ゞ
れ
い
に
し
に
た
と
へ
、
つ
く
ば
山
に

か
け
て
き
み
を
ね
が
ひ
、
よ
ろ
こ
び
身
に
す
ぎ
、
た
の
し
び
こ

A

ろ
に

あ
ま
り
、
ふ
じ
の
け
ぶ
り
に
よ
そ
へ
て
人
を
こ
ひ
、
ま
つ
む
し
の
ね
に

と
も
を
し
の
び
、
た
か
さ
こ
す
み
の
え
の
ま
つ
も
あ
ひ
お
ひ
の
や
う
に

お
ぽ
え
、
お
と
こ
山
の
む
か
し
を
お
も
ひ
い
で

A

、
を
み
な
え
し
の
ひ

と
ヽ
合
を
く
ね
る
に
も
、
う
た
を
い
ひ
て
ぞ
な
ぐ
さ
め
け
る
。
（
以
下

略）

こ
こ
に
は
「
占
今
集
」
中
の
歌
が
い
く
つ
も
修
辞
的
に
点
綴
さ
れ
て
い
る

が
、
前
後
の
関
係
か
ら
見
て
、
「
奈
良
の
帝
」
の
頃
ま
で
の
和
歌
の
状
況

を
描
い
た
文
章
と
受
け
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
時
期
ま
で
に
和
歌
は
、

生
活
豚
情
の
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
部
面
に
関
わ
り
を
持
つ
所
ま
で
発
展
し

て
い
た
と
、
「
仮
名
序
」
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
私
の
理
解
は
、
「
仮
名
序
」
解
釈
と
し
て
は
あ
る
い
は

一
面
的
に
す
ぎ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
す
く
な
く
と
も
、
「
人
の
心

を
た
ね
と
し
て
」
と
い
う
冒
頭
文
の
原
理
諭
を
、
そ
れ
以
下
の
展
開
と
考

え
合
わ
せ
て
理
解
す
る
こ
と
の
可
能
性
は
、
認
め
ら
れ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

冒
頭
文
は
一
見
、
中
国
詩
論
を
匝
訳
し
た
抽
象
的
な
言
説
の
よ
う
に
も
見

る
が
、
じ
つ
は
そ
う
ば
か
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
「
仮
名
序
」
の
論

の
展
開
の
中
で
、
冒
頭
文
の
「
人
の
心
」
が
意
味
す
る
の
は
、
抽
象
的
な

原
理
と
し
て
の
「
人
間
精
神
」
と
い
っ
た
も
の
で
な
く
、
人
間
心
情
の
具

体
的
諸
相
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
。
ま
た
「
よ
ろ

づ
の
こ
と
の
は
」
も
、
た
だ
歌
の
多
様
性
を
修
辞
的
に
言
っ
た
と
い
う
に

停
ま
ら
ず
、
長
い
年
月
の
発
展
の
中
で
生
み
出
さ
れ
積
み
重
ね
ら
れ
て
き

た
無
数
の
和
歌
作
品
を
忍
味
し
て
い
る
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
て
く
る
の
で

あ
る
。

さ
て
、
「
占
来
風
体
抄
」
第
三
文
中
で
の
「
仮
名
序
」
冒
頭
文
に
つ
い

て
も
、
「
仮
名
序
」
前
半
部
に
展
開
さ
れ
て
い
る
思
想
を
そ
こ
に

I
ね
合

わ
せ
て
解
釈
す
る
こ
と
が
、
よ
り
適
切
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
占

来
風
体
抄
」
第
一
文
と
第
二
文
は
、
全
体
と
し
て
「
仮
名
序
」
前
半
部
と

同
じ
よ
う
に
、
和
歌
が
辿
っ
て
き
た
肝
史
の
長
さ
、
そ
の
中
で
の
表
現
の

多
様
化
、
作
品
の
累
積
を
述
べ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
の
文
芸
論
的
な
意
味

を
、
「
人
の
心
を
種
と
」
し
た
和
歌
が
、
「
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
」
成
っ

た
と
い
う
言
い
方
で
総
括
し
た
の
が
、
第
三
文
は
じ
め
の
「
仮
名
序
」
引

用
の
役
割
に
他
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
原
理
論
か
ら
和
歌
の
発
展
の

様
相
へ
と
進
ん
だ
「
仮
名
序
」
の
論
の
展
開
を
、
い
わ
ば
縮
約
し
た
形
で

逆
方
向
に
辿
っ
た
の
が
「
古
来
風
体
抄
」
冒
叫
部
分
だ
っ
た
と
言
っ
て
も

よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
第
三
文
の
は
じ
ま
り
方
を
、
抽
象

的
原
理
論
の
突
然
の
出
現
と
受
け
取
る
必
要
は
無
い
。
つ
ま
り
、
俊
成
の

引
用
の
文
脈
に
お
い
て
も
、
「
人
の
心
」
と
は
太
占
以
来
う
た
わ
れ
続
け

て
含
た
さ
ま
ざ
ま
の
人
間
感
情
で
あ
り
、
「
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
」
は
、
そ

れ
を
定
着
し
た
多
彩
な
作
品
群
の
積
み
重
な
り
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
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[
付
記
。
こ
の
節
お
よ
び
前
節
を
書
く
に
あ
た
っ
て
、
学
生
社
刊
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
日
本
文
学

2
「
占
今

l
」
所
収
の
片
桐
洋
一
氏
の
報
告
（
「
仮
名

序
」
か
ら
み
た
「
古
今
集
」
撰
集
の
意
図
）
お
よ
び
各
氏
の
討
論
か
ら
示

昭
を
受
け
た
点
が
有
る
が
、
恣
意
的
な
罪
解
に
な
っ
て
い
る
所
が
あ
れ
ば

全
て
私
の
資
任
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
」

「
仮
名
序
」
引
用
文
は
、
前
節
に
述
べ
た
よ
う
に
第
一
文
第
二
文
の
論

述
を
受
け
止
め
る
一
方
で
、
第
三
文
じ
た
い
の
巾
で
は
下
出
の
「
歌
と
い

ふ
も
の
」
と
い
う
語
の
内
容
を
も
規
定
し
て
い
る
。
第
三
文
の
内
容
の
中

心
に
在
る
の
は
、
上
占
以
来
の
和
歌
作
品
が
そ
れ
ぞ
れ
に
「
人
の
心
」
の

現
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
前
提
の
上
で
、
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の

「
歌
と
い
ふ
も
の
」
が
存
在
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
人
び
と
の
心
情
生
活

は
ど
の
よ
う
に
担
わ
れ
た
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
ろ
う
。

春
の
花
を
た
づ
ね
、
秋
の
紅
億
を
見
て
も
、
歌
と
い
ふ
も
の
な
か
ら
ま

し
か
ば
、
色
を
も
香
を
も
知
る
人
も
な
く
、
何
を
か
は
も
と
の
心
と
も

す
べ
含

0

こ
こ
で
「
歌
と
い
ふ
も
の
」
と
い
う
語
は
、
「
人
の
心
」
の
表
現
と
し
て

化
み
出
さ
れ
て
き
た
作
品
群
の
府
の
、
厄
み
と
頂
み
と
に
対
応
す
る
と
考

え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
抽
象
的
な
歌
一
般
と
は
異
な
る
。
し
か
し
、

藤
平
春
男
氏
や
家
郷
隆
文
氏
の
見
解
の
よ
う
に
、
万
葉
集
や
代
々
勅
撰
集

の
作
品
群
を
主
に
指
す
と
い
う
所
ま
で
は
限
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
「
古
来
風
体
抄
」
全
体
の
主
題
に
こ
の
箇
所
を
直
接
に
結

び
つ
け
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
限
定
も
た
し
か
に
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の

箇
所
の
文
言
じ
た
い
の
中
に
は
そ
う
し
た
理
解
を
示
唆
す
る
も
の
は
と
く

に
認
め
に
く
い
の
で
あ
る
。
「
仮
名
序
」
的
に
言
え
ば
、
「
奈
良
の
帝
」

の
時
代
ま
で
に
歌
は
名
実
と
も
に
「
人
の
心
」
の
表
わ
れ
と
し
て
の

「
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
」
に
成
り
お
お
せ
て
い
た
と
解
さ
れ
る
。
和
歌
の
質

的
騒
的
な
発
展
が
そ
う
し
た
一
定
の
水
準
ま
で
到
達
し
た
時
点
は
、
「
仮

名
序
」
に
お
い
て
も
、
ま
た
俊
成
自
身
に
よ
っ
て
も
、
明
確
に
何
時
と
歴

史
の
上
に
限
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
が
、
と
も
か
く
十
分
に
古
い
そ
の

時
点
よ
り
以
降
に
つ
い
て
一
般
に
当
て
は
ま
る
よ
う
な
問
題
と
し
て
、
第

三
文
の
論
は
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
第
三

文
の
立
言
は
、
直
い
伝
統
を
背
負
っ
た
俊
成
同
時
代
の
和
歌
の
状
況
の
、

そ
の
特
殊
な
条
件
を
対
象
と
し
て
意
識
し
た
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

解
釈
の
基
本
的
立
場
を
以
上
の
よ
う
に
定
め
て
お
い
て
、
次
に
そ
れ
ぞ

れ
の
沿
句
を
検
討
し
て
い
合
た
い
。
ま
ず
「
春
の
花
を
た
づ
ね
、
秋
の
紅

葉
を
見
て
」
は
、
四
季
の
美
し
い
景
物
を
探
賞
す
る
行
為
を
、
花
と
紅
策

を
見
る
こ
と
に
代
表
さ
せ
て
言
っ
た
も
の
と
解
し
て
、
と
く
に
問
囮
は
無

い
だ
ろ
う
。
た
だ
こ
こ
で
、
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い
に
し
へ
の
世
々
の
み
か
ど
、
春
の
花
の
あ
し
た
、
秋
の
月
の
よ
こ
と

に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人

A
＼
を
め
し
て
、
こ
と
に
つ
け
つ

A

う
た
を
た
て
ま



つ
ら
し
め
た
ま
ふ
°

と
い
う
「
仮
名
序
」
の
文
や
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
と
思
わ
れ
る
「
後
拾
遺

集
」
序
の
、

花
の
春
、
月
の
秋
、
折
に
つ
け
事
に
の
ぞ
み
て
、
む
な
し
く
す
ぐ
し
が

た
く
な
ん
お
は
し
ま
す
。

と
い
う
文
な
ど
を
想
い
起
こ
す
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
無
慈
味
で
は
あ
る
ま

い
。
「
月
」
が
俊
成
で
は
「
紅
葉
」
と
な
る
相
違
は
有
る
が
、
古
来
、
春

秋
の
景
物
は
歌
を
詠
み
出
す
べ
き
格
好
の
機
会
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
先
人
観
を
踏
ま
え
た
場
合
に
「
歌
と
い
ふ
も
の

な
か
ら
ま
し
か
ば
」
と
い
う
仮
想
が
鋭
い
意
味
を
持
ち
得
た
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
歌
の
不
在
は
、
四
季
の
自
然
美
と
の
触
れ
合
い
の
場
に
ど
の
よ
う

な
阻
害
を
も
た
ら
す
と
想
定
さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。

「
色
を
も
香
を
も
知
る
人
も
な
く
」
は
、
田
中
裕
氏
が
指
摘
さ
れ
た

「
占
今
集
」
春
上
の
歌
‘

梅
花
を

A

り

て

人

に

を

く

り

け

る

と

も

の

り

き
み
な
ら
で
誰
に
か
み
せ
ん
梅
花
色
を
も
か
を
も
し
る
人
ぞ
し
る

に
基
い
た
修
辞
で
あ
る
。
歌
意
は
「
あ
な
た
で
な
く
て
い
っ
た
い
誰
に
こ

の
梅
花
を
見
せ
ら
れ
よ
う
か
。
こ
の
色
も
こ
の
香
も
、
本
当
に
そ
の
良
さ

を
見
分
け
ら
れ
る
人
に
し
か
判
り
は
し
な
い
の
だ
か
ら
。
」
と
い
っ
た
も
の

で
、
梅
を
贈
ら
れ
る
相
手
の
「
君
」
こ
そ
が
「
色
を
も
香
を
も
し
る
」
人

だ
と
す
る
含
み
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
「
色
を
も
香
を
も
し
る
」
と
は
、

い
ち
お
う
栴
の
花
の
真
の
美
を
感
得
す
る
こ
と
、
や
や
広
く
取
れ
ば
美
に

対
す
る
感
受
性
を
備
え
て
い
る
こ
と
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
言
、
そ
れ
に

依
っ
て
「
古
来
風
体
抄
」
の
「
色
を
も
香
を
も
知
る
人
も
な
く
」
を
考
え

る
と
、
「
以
物
の
貞
の
美
し
さ
を
刑
解
で
き
る
人
も
無
く
」
と
い
う
よ
う

に
な
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
よ
う
に
解
し
た
場
合
、
「
歌
と
い
ふ
も
の
」
の
機
能
は
、

い
わ
ば
自
然
美
の
本
質
郎
解
の
た
め
の

f
段
と
い
う
所
に
在
る
こ
と
に
な

り
、
そ
う
な
る
と
先
の
「
仮
名
序
」
引
用
の
部
分
と
の
つ
な
が
り
の
理
解

に
、
や
や
無
理
が
生
じ
る
。
歌
が
「
人
の
心
」
の
密
接
な
相
関
者
で
あ
る

と
い
う
立
言
と
の
間
に
、
論
理
の
脈
絡
が
見
い
出
し
に
く
い
か
ら
で
あ
る

l̀o 
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そ
こ
で
も
う
一
度
、
「
占
今
集
」
の
友
則
の
歌
に
目
を
戻
し
て
み
よ
う
。

詞
書
に
示
さ
れ
た
状
況
を
含
め
て
考
え
る
時
、
梅
を
賠
ら
れ
る
相
手
の
美

的
観
賞
力
ヘ
の
評
価
が
、
社
交
的
な
意
味
か
ら
誇
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は

当
然
に
想
像
で
¥
る
。
窪
田
空
穂
氏
「
占
今
和
歌
集
評
釈
」
に
「
あ
い
さ

つ
の
歌
」
と
在
る
の
も
、
そ
の
よ
う
な
面
を
考
え
て
の
評
で
あ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
、
「
こ
れ
が
判
る
の
は
あ
な
た
だ
け
だ
」
と
強
く
限
定
し
た
所
に

は
、
単
な
る
社
交
辞
令
よ
り
は
切
実
な
怠
味
が
託
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
。
つ
ま
り
贈
り
手
は
、
梅
の
花
枝
に
託
し
て
、
何
ら
か
特
定
の
心
情

内
容
を
相
手
に
伝
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
を
洞
察
し
て
く
れ
る

こ
と
を
相
手
に
促
す
意
味
で
、
相
手
の
洞
察
力
を
高
く
評
価
す
る
意
の
歌



を
添
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
色
を
も
香
を
も
し

る
」
と
は
、
梅
の
美
を
解
す
る
と
い
う
表
面
上
の
意
味
を
超
え
て
、
詠
み

手
か
ら
相
手
へ
と
向
け
ら
れ
た
何
ら
か
の
心
情
の
、
性
質
や
深
さ
を
理
解

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

も
ち
ろ
ん
「
古
今
集
」
の
詞
書
か
ら
は
、
贈
り
手
が
相
手
に
識
っ
て
も

ら
い
た
か
っ
た
内
容
は
具
体
的
に
は
判
ら
な
い
。
金
子
元
臣
氏
「
昭
和
新

版
古
今
和
歌
集
評
釈
」
が
「
歌
の
底
意
は
述
懐
」
と
し
た
の
も
ひ
と
つ
の

見
方
で
あ
ろ
う
。
契
沖
「
余
材
抄
」
が
こ
の
歌
の
項
に
参
考
と
し
て
引
い

て
い
る
「
つ
ら
か
ら
ん
か
た
こ
そ
あ
ら
め
君
な
ら
で
誰
に
か
見
せ
む
白
菊

の
花
」
（
後
拾
遺
集
秋
下
、
定
頼
集
）
が
、
離
れ
が
ち
の
男
へ
の
女
の
恨

み
を
こ
め
た
歌
で
あ
る
こ
と
や
、
「
信
明
集
」
で
、
「
あ
た
ら
夜
の
月
と

花
と
を
同
じ
く
は
あ
は
れ
知
れ
ら
ん
人
に
見
せ
ば
や
」
と
い
う
信
明
の

歌
に
、
女
が
返
歌
と
し
て
こ
の
友
則
の
歌
を
用
い
て
い
る
こ
と
、
な
ど
も

注
意
さ
れ
る
。
友
則
歌
そ
の
も
の
は
恋
の
歌
で
な
い
と
し
て
も
、
男
女
の

や
り
と
り
に
利
用
さ
れ
得
る
よ
う
な
含
み
を
、
こ
の
歌
の
表
現
じ
た
い
が

持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う

12
。
な
お
ま
た
「
続
後
撰
集
」
春
上
の
、

紅
梅
を
折
り
て
中
納
言
兼
輔
に
遺
し
け
る

参
議
玄
上

君
が
た
め
わ
が
を
る
宿
の
梅
の
花
い
ろ
に
ぞ
出
づ
る
ふ
か
き
心
は

は
、
梅
の
花
色
に
贈
り
手
の
「
ふ
か
き
心
」
が
託
さ
れ
て
い
る
と
明
言
し

た
例
と
し
て
、
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
⑬
°

友
則
の
歌
を
、
い
わ
ば
詠
み
手
の
「
人
の
心
」
を
相
手
に
伝
え
よ
う
と

し
た
歌
で
あ
る
と
見
る
な
ら
、
「
古
来
風
体
抄
」
の
修
辞
の
意
味
も
、
そ

れ
に
応
じ
て
拡
大
ず
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
色
を
も
香
を
も
し
る
」

と
は
、
自
然
美
を
認
識
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
景
物
に
託
し
て
歌
に
詠
み

出
さ
れ
て
き
た
人
間
の
心
情
の
、
隈
ぐ
ま
を
洞
察
す
る
こ
と
を
意
味
し
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
然
の
美
を
ひ
と
つ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、
詠

み
手
と
受
け
手
と
の
間
に
微
妙
な
心
情
が
通
い
あ
う
こ
と
こ
そ
が
「
色
を

も
香
を
も
し
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
「
人
の
心
」
の
表

わ
れ
と
し
て
の
「
歌
と
い
ふ
も
の
」
の
働
き
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
、
容

易
に
了
解
で
き
る
。
「
仮
名
序
」
引
用
部
分
と
の
つ
な
が
り
は
、
い
ち
お

う
無
理
な
く
辿
り
得
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
こ
の
観
点
に
立
っ
て
、
第
一
―
一
文
結
尾
の
「
な
に
を
か
は
も
と
の

心
と
も
す
べ
き
」
を
考
え
て
み
る
。
「
も
と
の
心
」
の
語
の
典
拠
と
し
て
、

や
は
り
「
古
今
集
」
に
在
る
次
の
歌
を
指
摘
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
て
く
る
。
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い
に
し
へ
の
野
中
の
し
水
ぬ
る
け
れ
ど
も
と
の
心
を
し
る
人
ぞ
く
む

「
古
今
集
」
雑
上
の
ほ
か
、
「
仮
名
序
」
の
文
中
に
も
使
わ
れ
、
「
占
今

和
歌
六
帖
」
の
「
昔
ぁ
へ
る
ひ
と
」
、
「
和
漠
朗
詠
集
」
の
「
懐
旧
」
、

「
奥
義
抄
」
な
ど
に
も
見
え
て
い
る
。
従
来
の
論
考
＇
、
注
釈
に
こ
の
歌
が

利
用
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
引
歌
と
す
る
に
は
「
古
来
風
体
抄
」
の
字
句

と
の
一
致
度
合
が
す
く
な
い
こ
と
に
よ
る
他
、
田
中
裕
氏
が
「
即
ち
こ
こ

に
い
ふ
「
も
と
の
心
」
と
は
懐
旧
の
意
味
で
な
い
こ
と
は
確
か
な
の
で
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
解
釈
の
た
め
に
も
不
適
切
と
考
え
ら
れ
た



か
ら
だ
ろ
う
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
歌
の
下
句
「
も
と
の
心
を
し
る
人
そ
く
む
」
と
、
先

の
友
則
の
歌
の
ド
句
「
色
を
も
否
を
も
し
る
人
ぞ
し
る
」
が
よ
く
似
て
い

る
こ
と
や
、
こ
の
歌
が
諸
書
に
引
か
れ
て
か
な
り
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ

と
を
考
え
る
と
、
友
則
の
歌
と
と
も
に
一
対
の
引
歌
だ
っ
た
可
能
性
は
い

ち
が
い
に
否
定
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
の
歌
を
考
え
に
入
れ
る
と
、
「
も

と
の
心
」
と
い
う
語
に
つ
い
て
も
、
友
則
の
歌
の
場
合
と
似
た
手
つ
づ
き

に
よ
っ
て
、
そ
の
忌
味
す
る
と
こ
ろ
を
「
人
の
心
」
と
結
び
つ
け
て
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

「
い
に
し
へ
の
」
の
歌
の
い
ち
お
う
の
歌
意
は
、
「
今
は
生
ぬ
る
く
な

っ
て
い
る
野
中
の
府
水
だ
が
、
そ
れ
が
か
つ
て
名
の
高
か
っ
た
清
水
だ
と

知
っ
て
い
る
人
は
、
立
ち
寄
っ
て
汲
ん
で
い
く
。
」
と
い
っ
た
も
の
で
、
「
も

と
の
心
」
は
物
の
本
来
の
意
味
、
こ
こ
で
は
泉
の
由
緒
を
指
す
だ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
や
は
り
、
人
事
に
関
わ
る
陪
喩
と
解
さ
れ
る
べ
合
だ
と
思

わ
れ
る
。
顕
附
の
「
袖
中
抄
」
は
、
「
野
中
の
間
水
」
の
品
に
「
も
と
の

女
を
云
」
と
注
す
る
「
能
因
歌
枕
」
の
説
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る

140

そ
の
ゆ
ゑ
な
く
、
も
と
の
め
を
野
中
の
し
水
と
云
べ
き
に
あ
ら
ず
。
あ

ら
ま
し
こ
と
に
、
の
な
か
の
し
水
は
ぬ
る
く
と
も
、
も
と
そ
の
し
水
を

知
た
ら
ん
人
の
く
ま
ん
や
う
に
、
む
か
し
心
を
つ
く
し
い
み
じ
く
お
ぽ

え
し
人
の
お
と
ろ
へ
た
ら
ん
を
も
、
も
と
の
あ
り
さ
ま
し
り
た
れ
ば
、

猶
む
す
ぶ
よ
し
を
よ
め
り
け
る
を
本
と
し
て
、
も
と
の
妻
を
ば
野
中
の

し
水
と
云
な
ら
は
し
た
る
に
こ
そ
。

J

こ
に
示
さ
れ
た
「
い
に
し
へ
の
」
の
歌
の
解
釈
に
拠
れ
ば
、
「
も
と
の

心
を
し
る
人
ぞ
く
む
」
と
い
う
表
現
に
は
、
か
つ
て
交
さ
れ
た
愛
情
の
記

岱
を
晩
ぴ
剃
ま
す
こ
と
が
、
賠
―
小
さ
れ
て
い
る
。
「
占
今
知
」
秋
上
の
、

む
か
し
あ
ひ
し
り
て
侍
け
る
人
の
、
秋
の

A

に
あ
ひ
て
、
も
の
が
た

り
し
け
る
つ
い
で
に
よ
め
る

み
つ
ね

秋
は
ぎ
の
ふ
る
え
に
さ
け
る
花
み
れ
ば
本
の
心
は
わ
す
れ
ざ
り
け
り

で
も
、
「
も
と
の
心
」
は
過
去
の
交
情
関
係
に
関
わ
る
よ
う
に
見
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
雑
の
部
に
詞
書
も
な
く
収
め
ら
れ
て
い
る
「
い
に
し
へ
の
」

の
歌
を
、
過
去
の
恋
愛
の
同
想
に
関
わ
る
と
断
定
的
に
解
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
た
と
え
ば
金
子
元
臣
氏
「
昭
和
新
版
古
今
和
歌
集
評
釈
」
で
は
、

か
つ
て
盛
り
に
在
っ
て
今
は
没
落
し
た
人
物
の
心
情
と
さ
れ
、
竹
岡
正
夫

氏
「
古
今
和
歌
集
全
評
釈
」
で
は
「
老
人
の
述
懐
」
と
況
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
か
つ
て
の
交
情
を
想
い
起
こ
し
て
く
れ
る
こ
と
を
相
手
に
期
待

す
る
、
も
し
く
は
想
い
起
こ
し
て
く
れ
た
こ
と
を
相
手
に
感
謝
す
る
、
そ

う
し
た
含
意
を
感
じ
さ
せ
る
点
は
否
定
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ

ま
り
こ
の
歌
は
、
詠
み
手
の
変
わ
ら
ぬ
本
心
を
相
手
に
伝
え
よ
う
と
す
る

歌
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
見
る
な
ら
、
「
も
と
の
心
を
し
る
人
]

と
い
う
表
現
は
、
歌
に
託
さ
れ
た
詠
み
手
の
「
心
」
を
よ
く
洞
察
し
得
る

人
物
と
し
て
、
相
手
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
言
い
方
な
の
で
あ
る
。

こ
う
見
る
と
「
も
と
の
心
を
し
る
人
ぞ
く
む
」
の
歌
も
「
色
を
も
香
を

も
し
る
人
ぞ
し
る
」
の
歌
も
、
そ
れ
を
人
事
的
な
面
か
ら
見
た
時
、
歌
の
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表
面
に
は
暗
示
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
詠
み
手
の
側
の
な
ん
ら
か
の
心

情
内
容
を
、
相
手
に
洞
察
さ
せ
よ
う
と
す
る
意
図
を
含
ん
で
い
る
。
俊
成

は
、
二
首
の
性
質
の
こ
の
よ
う
な
類
似
を
念
頭
に
置
き
、
さ
ら
に
両
方
の

下
句
の
語
法
上
の
類
似
を
も
踏
ま
え
て
、
一
対
の
引
き
歌
と
し
て
こ
れ
ら

を
利
用
し
た
と
見
ら
れ
る
。
歌
は
心
情
に
形
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
歌
が
も
し
な
か
っ
た
な
ら
、
春
秋
の
景
物
に
こ
と
よ
せ
て
、
花

の
色
香
に
も
比
す
ぺ
き
微
妙
繊
細
な
心
情
を
相
手
に
通
わ
せ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
な
い
し
、
さ
ま
ざ
ま
の
機
会
に
、
内
心
の
変
わ
ら
ぬ
心
情
を
確

か
め
合
う
こ
と
も
ど
う
し
て
で
き
よ
う
か
。
第
三
文
の
言
お
う
と
す
る
所

を
な
る
べ
く
平
明
に
解
す
れ
ば
、
上
の
よ
う
な
事
に
な
る
か
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
「
何
を
か
は
も
と
の
心
と
も
す
べ
き
」
と
い
う
文
言
は
、
そ

こ
ま
で
の
叙
述
を
「
も
と
の
心
」
な
る
意
味
の
重
い
用
語
で
締
め
く
く
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
歌
の
機
能
効
用
を
さ

ら
に
こ
と
ば
を
加
え
て
説
い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
結
論

的
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
俊
成
が
注
目
し
た
歌
の
機
能
と
は
、
「
人
の
心
」

と
「
人
の
心
」
と
を
通
い
合
わ
せ
る
心
情
交
流
の
働
き
で
あ
り
、
「
色
を

も
香
を
も
」
「
も
と
の
心
」
を
も
知
る
こ
と
と
は
、
自
然
の
美
の
本
質
に

い
き
な
り
分
け
入
る
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、
歌
を
通
し
て
、
歌
を
生

み
出
し
た
「
人
の
心
」
を
細
や
か
に
悔
得
す
る
こ
と
を
意
味
し
た
。

も
ち
ろ
ん
、
第
三
文
に
お
い
て
、
自
然
美
と
歌
と
の
関
わ
り
が
全
く
問

題
に
さ
れ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
「
春
の
花
を
た
づ

ね
、
秋
の
紅
葉
を
見
」
る
行
為
、
言
い
換
え
れ
ば
自
然
美
を
単
に
美
し
い

も
の
と
し
て
賞
味
す
る
行
為
じ
た
い
は
、
「
歌
と
い
ふ
も
の
」
な
し
に
も

い
ち
お
う
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
そ
の
次
の
段
階
、
美
に
接

し
た
感
動
を
表
現
し
、
ま
た
景
物
に
託
し
て
自
己
の
内
面
の
心
情
を
述
ぺ
、

圧
い
に
共
感
し
合
っ
て
い
く
段
階
で
あ
り
、
こ
こ
で
歌
の
存
在
が
意
味
を

持
っ
て
く
る
。
こ
こ
に
到
っ
て
、
自
然
美
は
単
純
な
美
と
し
て
で
は
な
く

さ
ま
ざ
ま
な
感
情
と
結
び
合
わ
さ
れ
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
表
現
を

相
互
に
享
受
し
合
う
中
で
、
人
び
と
の
感
性
は
繊
細
に
な
り
豊
か
に
な
っ

て
い
く
。
そ
れ
は
い
わ
ば
人
間
生
活
の
内
に
自
然
美
が
取
り
込
ま
れ
、
人

間
的
な
感
受
性
を
通
し
て
景
物
が
眺
め
ら
れ
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
な
意
味
で
の
、
和
歌
に
よ
る
自
然
美
認
識
の
進
展
と
い
う
問
題
は
、

俊
成
も
意
識
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
人
閻

の
心
情
生
活
の
こ
の
新
た
な
段
階
は
、
「
歌
と
い
ふ
も
の
」
が
微
妙
多
様

な
「
人
の
心
」
の
表
現
と
相
互
享
受
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
は

じ
め
て
開
か
れ
得
た
、
そ
う
俊
成
は
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
第
三
文
の
基
本
思
想
は
、
「
人
の
心
」
の
表
わ
れ
と

し
て
の
歌
、
と
い
う
「
仮
名
序
」
引
用
文
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
た
前

提
と
、
直
接
に
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
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川
田
中
裕
氏
は
、
前
掲
論
文
で
、
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
「
こ
の
関
係
は

頗
る
晦
渋
」
と
さ
れ
た
上
で
、
「
夭
台
止
観
」
と
の
関
係
、
「
六
義
」

論
と
の
関
連
な
ど
の
面
か
ら
解
明
を
行
な
わ
れ
た
。

121
承
安
三
年
「
三
井
寺
新
羅
社
歌
合
」
の
、
「
談
合
友
恋
」
七
番
右

「
君
な
ら
て
誰
に
か
い
は
む
わ
き
も
こ
が
う
き
も
つ
ら
き
も
し
る
人

そ
し
る
」
に
つ
い
て
、
判
者
俊
成
は
「
右
の
未
の
句
、
か
の
友
則
を

本
と
せ
る
こ
こ
ろ
、
尚
よ
ろ
し
き
に
や
。
」
と
評
し
た
。

131
「
中
納
言
兼
輔
集
」
（
私
家
集
大
成
）
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
の
兼
輔



の
返
歌
は
「
色
も
か
も
と
も
に
に
ほ
へ
る
梅
花
ち
る
う
た
が
ひ
の
あ

る
や
な
に
也
」
で
あ
っ
た
。

田
「
日
本
歌
学
大
系
」
別
巻
二
。

行
る
。

た
だ
し
私
に
読
点
を
補
っ
た
箇
所
が

四

上
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
場
合
の
第
三
文
の
忠
想
は
、
俊
成
の
独
創
的

な
和
歌
観
で
あ
る
と
ぱ
言
い
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
仮
名

序
」
の
、

い
に
し
へ
の
世
々
の
み
か
ど
、
春
の
花
の
あ
し
た
、
秋
の
月
の
よ
こ
と

に
、
さ
ぶ
ら
ふ
人

A
＼
を
め
し
て
、
こ
と
に
つ
け
つ

A

う
た
を
た
て
ま

つ
ら
し
め
た
ま
ふ
。
あ
る
は
花
を
そ
ふ
と
て
た
よ
り
な
き
と
こ
ろ
に
ま

ど
ひ
、
あ
る
は
月
を
お
も
ふ
と
て
し
る
べ
な
き
や
み
に
た
ど
れ
る
こ

A

ろ
／
＼
を
み
た
ま
ひ
て
、
さ
か
し
を
ろ
か
な
り
と
し
ろ
し
め
し
け
む
。

と
い
う
部
分
に
、
す
で
に
歌
を
通
し
て
作
者
の
「
心
こ
こ
ろ
」
、
感
性
や

情
操
の
程
度
が
知
ら
れ
る
と
い
う
思
想
が
見
ら
れ
、
俊
成
の
時
代
に
近
い

為
経
の
「
後
危
和
歌
集
」
序
の
、

ひ
じ
り
の
み
か
ど
の
か
し
こ
き
お
は
ん
時
、
ひ
と
の
心
を
わ
き
ま
へ
、

国
の
ま
つ
り
と
と
を
し
ろ
し
め
す
事
、
敷
し
ま
の
や
ま
と
歌
に
な
ん
あ
り

1
る。

ー・

の
よ
う
な
部
分
も
、
同
じ
観
点
に
立
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る

iI
。
も
ち
ろ

ん
「
占
来
風
体
抄
」
の
文
言
は
、
こ
れ
ら
の
場
合
の
よ
う
に
歌
の
「
政
教

主
義
的
」
な
効
用
を
説
く
に
伶
っ
て
い
な
い
で
、
よ
り
文
芸
論
的
な
観
点

か
ら
人
間
生
活
に
お
け
る
歌
の
働
き
を
問
題
に
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の

観
点
が
、
「
仮
名
序
」
冒
頭
文
の
和
歌
観
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
以
上
、
そ
こ
に
全
く
新
し
い
歌
論
忠
想
の
出
現
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
よ
う
だ
c

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
第
三
文
か
ら
次
の
第
四
文
へ
の
接
続
を
考
え
る

な
ら
、
む
し
ろ
当
然
の
事
だ
っ
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ

ち、
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こ
の
ゆ
へ
に
、
世
々
の
み
か
ど
も
こ
れ
を
掠
て
た
ま
は
ず
、
氏
々
の
も

ろ
人
も
あ
ら
そ
ひ
も
て
あ
そ
ば
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

と
い
う
第
四
文
の
、
「
こ
の
故
に
」
と
い
う
書
き
出
し
を
自
然
に
受
け
取

っ
て
よ
い
な
ら
、
先
だ
っ
第
三
文
に
述
べ
ら
れ
た
歌
の
機
能
効
用
が
、
「
世

々
の
み
か
ど
」
や
「
氏
々
の
も
ろ
人
」
に
と
っ
て
理
解
困
難
な
ほ
ど
深
遠

な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
。
歌
の
人
間
生
活
に
お
け
る
重
要
さ
は
、

「
世
々
の
帝
」
「
氏
々
の
諸
人
」
、
言
い
換
え
れ
ば

E
朝
貴
族
社
会
の
成

員
た
ち
に
、
久
し
い
以
前
か
ら
実
感
的
に
熟
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

「
こ
の
故
に
」
和
歌
は
栄
え
て
き
た
の
で
あ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う

な
、
い
わ
ば
誰
で
も
が
実
感
的
に
理
解
し
て
い
た
歌
の
機
能
と
は
、
内
面



の
心
梢
に
形
を
与
え
、
人
と
人
と
の
間
に
心
を
通
わ
せ
る
働
き
だ
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
古
来
風
体
抄
」
序
文
の
全
体
的
構
成
の
中
で
見
れ
ば
、
第
三
文
第
四

文
ま
で
の
部
分
は
、
い
わ
ば
序
奏
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
俊
成
が

「
古
来
風
体
抄
」
の
杓
述
に
よ
っ
て
追
求
し
よ
う
と
し
た
最
も
直
要
な
中

題
は
、
和
取
作
品
の
優
劣
の
正
確
な
判
断
は
果
た
し
て
可
能
て
あ
る
か
、

可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
い
か
な
る
方
注
に
よ
っ
て
か
、
と
い
う
問
題
で
あ

っ
た
。
こ
の
問
起
は
、
第
四
文
に
つ
づ
く
部
分
で
捉
起
さ
れ
て
い
る
。

よ
り
て
、
止
fl

も
今
も
、
歌
の
式
と
い
ひ
、
髄
脳
・
歌
枕
な
ど
い
ひ
て
[

あ
る
い
は
と
こ
ろ
の
名
を
し
る
し
、
あ
る
い
は
う
た
が
は
し
さ
こ
と
を

あ
か
し
な
ど
し
た
る
も
の
は
、
家
々
、
わ
れ
も
／
＼
と
書
き
お
き
た
れ

ば
、
お
な
じ
こ
と
の
や
う
な
が
ら
、
あ
ま
た
世
に
み
ゆ
る
も
の
な
り
。

た
ゞ
、
こ
の
歌
の
す
が
た
こ
と
ば
に
お
き
て
、
吉
野
川
よ
し
と
は
い
か

な
る
を
い
ひ
、
難
波
江
の
怪
の
あ
し
と
は
い
づ
れ
を
わ
く
べ
き
ぞ
と
い

ふ
こ
と
の
、
な
か
／
＼
、
い
み
じ
く
と
き
の
べ
が
た
く
、
し
れ
る
人
も
す

く
な
か
る
べ
き
な
り
。

「
知
れ
る
人
も
す
く
な
か
る
べ
き
な
り
。
」
と
い
う
俊
成
の
省
察
の
深
刻
さ

は
、
誰
で
も
が
和
歌
の
効
用
を
理
解
し
享
受
し
て
い
る
と
い
う
第
三
文
第

四
文
の
楽
天
的
な
叙
述
と
の
間
に
、
見
事
な
対
照
を
形
づ
く
っ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
和
歌
の
盛
行
を
讃
咬
す
る
文
店
か
ら
論
を
は
じ
め
、
そ
の

盛
行
の
花
や
か
さ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
和
歌
評
価
の
万
法
と
い
う
本
質
的

な
問
題
へ
の
論
及
は
な
お
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
、
鋭
い
指
摘
へ
と
転

じ
る
。
こ
れ
は
、
自
ら
の
主
体
的
な
問
題
忌
識
を
効
果
的
に
捉
示
す
る
た

め
に
、
周
到
に
組
み
立
て
ら
れ
た
諭
述
構
成
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い

ま
引
い
た
箇
所
を
主
題
提
示
の
部
分
と
見
て
よ
い
な
ら
、
第
三
文
第
四
文

は
、
こ
の
箇
所
を
対
照
的
に
浮
ぴ
あ
が
ら
せ
る
た
め
の
「
序
奏
部
」
で
あ

っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

序
文
の
は
じ
め
の
部
分
の
構
成
を
上
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
は
、
本
稿

の
は
じ
め
に
述
べ
た
四
つ
の
的
提
の
う
ち
の
後
二
者
と
結
び
つ
く
。
ま
ず
、

第
三
文
と
仏
教
思
想
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
序
文
の
論
述
の
順
次
的
展
開

を
信
頼
す
る
な
ら
、
和
歌
評
価
の
方
法
の
説
明
の
箇
所
で
仏
典
が
引
用
さ

れ
て
い
る
事
は
、
か
な
ら
ず
し
も
第
二
文
に
ま
で
仏
教
思
想
を
関
連
づ
け

る
根
拠
と
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
三
文
と
俊
成
歌
論
忠
想
の

全
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
第
三
文
の
分
析
か
ら
一
挙
に
俊
成
歌
論
の

核
心
を
捉
え
る
こ
と
は
、
無
理
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
闇

も
ち
ろ
ん
、
諸
先
学
が
若
目
さ
れ
て
き
た
こ
の
文
を
、
単
な
る
序
奏
的

部
分
と
し
て
軽
視
す
る
所
に
私
の
意
図
が
在
る
の
で
は
な
い
。
第
三
文
の

思
想
は
、
歌
人
俊
成
の
創
作
の
境
位
や
、
新
占
今
時
代
へ
と
向
う

M
時
代

の
和
歌
の
状
況
に
対
す
る
俊
成
の
対
応
と
い
っ
た
も
の
に
、
打
接
に
は
結

び
つ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
幅
と
岸
み
と
を
持
っ
た
俊
成
の
和
歌
思

相
の
、
い
わ
ば
基
底
の
府
の
在
り
方
を
示
し
て
い
る
可
能
性
が
行
る
。
俊

成
が
、
和
歌
な
る
も
の
の
原
佐
と
考
え
て
い
た
も
の
の
姿
が
、
第
三
文
か

ら
窺
え
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
和
歌
評
価
の
方
法
、
そ
し
て
和
歌
表
現
の

美
の
様
相
と
い
っ
た
、
複
雑
な
問
囮
の
中
へ
と
思
索
を
進
め
て
い
こ
う
と

す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
人
の
心
」
の
現
わ
れ
と
し
て
の
歌
、
と
い
う
一
見

い
か
に
も
素
朴
な
和
歌
観
が
、
ひ
と
つ
の
足
場
と
し
て
必
要
と
さ
れ
た
の

-27 -



で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
予
想
と
し
て
言
え
ば
、
「
人
の
心
」
と
「
人
の
心
」

の
出
会
い
と
し
て
歌
の
表
現
や
享
受
を
見
る
よ
う
な
観
点
が
、
俊
成
の
和

歌
観
の
中
に
微
妙
に
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

以
上
、
考
え
の
到
ら
な
い
点
は
す
く
な
く
な
い
が
、
第
三
文
解
釈
の
ひ

と
つ
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
の
で
あ
る
。

川
「
御
裳
濯
阿
歌
合
」
序
で
ぱ
‘
俊
成
ぱ
「
豊
芦
原
の
な
ら
ひ
と
し
て
、

難
波
津
の
歌
は
、
人
の
心
を
や
は
ら
ぐ
る
媒
と
成
り
に
け
れ
ば
、
こ

れ
を
よ
ま
ざ
る
人
は
な
か
る
べ
し
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

②
仏
教
囲
想
に
関
し
て
ぱ
‘
拙
倫
「
「
古
来
風
体
抄
」
仏
典
引
用
の
課

題
」
（
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
第
八
号
）
に
若
干
の
私
見
を
述
べ
た
。

（
や
ま
も
と
•
は
じ
め
）
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