
序「
古
今
和
歌
集
』
（
以
下
「
古
今
集
」
と
す
る
）
に
は
、
仮
名
序

と
真
名
序
と
い
う
二
つ
の
序
文
が
存
在
し
、
そ
の
二
つ
が
誰
の
手
に

よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
や
、
成
立
の
先
後
関

係
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
様
々
な
論
文
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
こ
の
両
序
に
関
し
て
は
、
未
だ
解
決
を
見
な
い
疑
問
点
が

多
く
、
あ
ら
た
め
て
丁
寧
に
読
み
解
い
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の

中
で
、
本
稿
で
は
仮
名
序
の
言
う
「
う
た
の
む
つ
の
さ
ま
」
、
真
名

序
で
言
う
「
六
義
」
に
注
目
を
し
た
い
。
仮
名
序
に
お
い
て
、
「
そ

も
そ
も
、
歌
の
さ
ま
、
六
つ
な
り
。
唐
の
詩
に
も
か
く
ぞ
あ
る
べ
き
。
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
は
、
真
名
序
で
は
「
六
義
」
と
い
う
書
き

方
が
さ
れ
て
い
る
。
真
名
序
と
仮
名
序
を
比
較
し
た
場
合
、
一
方
に

の
み
見
ら
れ
る
文
章
が
あ
っ
た
り
、
序
文
の
中
で
登
場
す
る
箇
所
が

異
な
っ
て
い
た
り
と
、
完
全
に
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
の
中
に
お
い
て
、
六
義
の
記
述
と
い
う
の
は
両
序
の
間
に
相
当
の

違
い
が
あ
る
部
分
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
論
文

（注

2
)

が
発
表
さ
れ
、
六
義
に
関
す
る
研
究
が
行
わ
れ
て
い
る
。

現
在
の
六
義
研
究
は
、
中
国
の
ど
の
六
義
を
参
考
と
し
て
い
る
の

六
義
考
—
『
古
今
集
』序
の
精
神
ー

か
を
疑
問
点
と
し
て
、
そ
れ
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ

て
い
る
。
仮
名
序
の
「
う
た
の
む
つ
の
さ
ま
」
が
、
中
国
文
学
か
ら

影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
い
よ
う
が
無
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
国
文
学
の
六
義
と
の
比
較
に
重
点

を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
で
六
義
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
点
の
解
決
が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
い

る
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。
仮
名
序
に
お
け
る
六
義
を
考
え
る

に
あ
た
っ
て
、
日
本
の
歌
論
の
な
か
で
六
義
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら

れ
て
い
た
の
か
を
辿
る
こ
と
も
、
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
本
稿

で
は
、
「
古
今
集
」
成
立
に
比
較
的
近
い
年
代
に
書
か
れ
た
と
考
え

ら
れ
る
平
安
期
の
注
釈
書
を
中
心
と
し
て
、
仮
名
序
作
者
が
ど
の
よ

う
な
意
図
を
持
っ
て
「
う
た
の
む
つ
の
さ
ま
」
を
記
し
た
か
に
迫
っ

て
い
き
た
い
と
思
う
。

平
安
時
代
の
歌
学
書
を
考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
は
、

「
古
今
集
』
に
付
け
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
古
注
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の

古
注
の
成
立
時
期
や
記
し
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
未
だ
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
な
い
が
、
公
任
注
と
の
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
論
文
も
見
ら

れ
、
無
視
の
で
き
な
い
存
在
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
公
任
注
と
古
注

原

岡

佑

里
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と
の
関
係
を
、
先
行
論
文
を
参
考
と
し
な
が
ら
解
き
あ
か
し
て
い
き

た
い
。

(
-
）
先
行
論
文
の
比
較

「
公
任
卿
注
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
全
文
は
散
逸
し
て
残
っ
て
お

（注

3
)

ら
ず
、
「
古
今
集
顕
昭
注
』
に
「
公
任
卿
注
」
と
い
う
書
き
出
し
で

注
が
付
け
ら
れ
て
い
る
部
分
が
十
九
箇
所
見
ら
れ
る
。
こ
の
注
を
「
古

今
集
』
の
序
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
い
く
と
、
「
公
任
卿
注
」
に
は
、

真
名
序
独
自
の
文
章
に
付
さ
れ
た
注
が
六
箇
所
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
、
仮
名
序
独
自
の
文
章
に
付
さ
れ
た
注
は
な
く
、
こ
の
こ
と

か
ら
、
「
公
任
卿
注
」
は
、
公
任
が
真
名
序
に
つ
け
た
注
で
あ
っ
た

と
い
う
の
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
先
行

す
る
論
文
が
見
ら
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
の
述
べ
る
と
こ
ろ
を
纏
め
た

後
、
再
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

ま
ず
、
小
沢
正
夫
氏
「
平
安
前
期
の
歌
論
と
中
国
詩
論
ー
藤
原
公

（注

4
)

任
の
歌
論
を
中
心
と
し
て
ー
」
で
は
、
「
顕
昭
注
に
い
う
「
古
注
」
と
「
公

任
卿
注
」
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
」
を
問
題
点
と

し
、
「
顕
昭
は
こ
の
二
つ
の
名
称
を
区
別
し
て
使
い
、
両
者
を
混
同

し
て
い
る
こ
と
は
無
い
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
を
加
え
て
い
る
。

そ
し
て
「
顕
昭
の
序
注
に
引
か
れ
た
他
の
公
任
注
も
す
べ
て
真
名
序

の
注
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
顕
昭
は
「
古
注
」
と
「
公
任
注
」
と

の
二
語
を
使
い
分
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
『
顕
昭
注
』
だ
け
を
資
料

と
し
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
公
任
注
」
と
は
真
名
序
だ
け
の
注
だ
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
仮
名
序
古
注
の
筆
者
・
年
代
な
ど
は
明
ら
か

で
な
い
が
、
公
任
は
こ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
真
名
序
を
執
筆
し
な
が

ら
古
注
に
対
し
て
不
満
を
感
じ
た
こ
と
も
あ
っ
た
と
思
う
。
」
と
し
、

「
公
任
卿
注
」
は
公
任
が
既
に
古
注
の
付
け
ら
れ
た
仮
名
序
を
見
な

が
ら
つ
け
た
も
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。

（注

5
)

一
方
、
西
村
加
代
子
氏
「
古
今
集
仮
名
序
「
古
注
」
の
成
立
」
は
、

小
沢
氏
同
様
に
「
「
公
任
卿
注
」
は
真
名
序
独
自
の
記
事
に
つ
い
て

注
し
た
例
が
六
箇
所
あ
り
、
逆
に
、
仮
名
序
独
自
の
記
事
に
つ
い
て

注
し
た
例
は
見
え
な
い
。
こ
の
指
摘
通
り
、
古
今
集
真
名
序
に
つ
い

て
の
注
と
考
え
ら
れ
る
」
と
、
「
公
任
卿
注
」
は
、
古
注
に
対
し
て

真
名
序
注
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
点
で
は
小
沢
氏
と
共

通
し
て
い
る
。
し
か
し
、
西
村
氏
は
、
六
義
の
部
分
に
つ
い
て
詳
細

な
検
討
を
加
え
ら
れ
、
古
注
と
公
任
真
名
序
注
の
説
が
共
通
す
る
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
「
公
任
真
名
序

注
は
、
鄭
衆
注
を
引
用
し
、
孔
疏
は
引
用
し
な
い
。
古
注
は
、
孔
疏
．

鄭
衆
注
の
い
ず
れ
か
に
拠
っ
た
と
も
、
あ
る
い
は
公
任
真
名
序
注
に

拠
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
」
と
、
古
注
は
『
毛
詩
正
義
』
と
密
接
な
関

係
で
あ
る
と
い
う
小
沢
氏
の
論
を
よ
り
深
く
追
求
し
て
い
る
。
そ
の

上
で
、
「
た
だ
ご
と
歌
」
（
真
名
序
で
は
「
雅
」
）
の
「
称
二
誉
時
世
一
也
。
」

及
び
、
「
命

I

I

飲
宴
1

賞
美
花
月
＼
可
，
用
一
此
体
也
」
と
い
う
よ

う
に
、
「
也
」
と
い
う
断
定
の
辞
で
終
わ
る
箇
所
は
、
「
書
物
等
か
ら
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の
引
用
で
は
な
く
、
公
任
が
自
身
の
言
葉
で
解
説
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
」
と
し
、
「
毛
詩
正
義
』
に
出
典
の
見
当
た
ら
な
い
も
の
に

つ
い
て
は
、
公
任
自
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
解
説
さ
れ
た
と
解
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
、
出
典
が
不
明
な
「
八
色
の
雲
」
と
い
う
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
点
、
六
義
説
全
体
を
見
渡
し
た
と
き
、
「
公
任
真
名
序
注

は
孔
疏
と
大
序
を
基
に
記
し
、
鄭
箋
．
孔
疏
に
は
拠
ら
ず
、
大
序
か

公
任
真
名
序
注
に
よ
っ
て
記
し
つ
つ
仮
名
序
批
判
を
行
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
」
と
指
摘
し
、
「
古
注
と
公
任
真
名
序
注
の
説
は
、
互
い

に
よ
く
似
て
矛
盾
す
る
点
が
な
い
」
事
や
、
「
『
毛
詩
正
義
』
の
説
に

関
し
て
、
公
任
真
名
序
注
が
引
用
し
て
い
な
い
部
分
を
、
古
注
が
独

自
に
用
い
て
い
る
例
も
ほ
と
ん
ど
無
い
。
す
な
わ
ち
、
古
注
は
、
『
毛

詩
正
義
』
の
う
ち
公
任
真
名
序
注
が
引
用
し
た
部
分
の
み
を
用
い
た

か
、
あ
る
い
は
公
任
真
名
序
注
そ
の
も
の
を
参
照
し
た
と
見
ら
れ
る
」

と
い
う
見
解
を
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
、
西
村
氏
は

「
古
注
と
公
任
真
名
序
注
の
説
明
の
緊
密
さ
か
ら
、
古
注
も
、
公
任

自
身
の
手
に
な
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
」
と
、
古
注
も
公

任
の
手
に
よ
っ
て
か
か
れ
た
も
の
だ
と
し
、
公
任
が
古
注
を
記
し
た

理
由
と
し
て
は
、
公
任
序
注
で
は
「
奇
稲
田
姫
」
と
書
か
れ
て
い
る

部
分
が
古
注
で
は
「
女
」
に
な
っ
て
い
る
点
、
公
任
序
注
で
は
「
王
仁
」

だ
け
で
あ
る
の
に
対
し
、
古
注
で
は
「
王
仁
と
い
ふ
人
」
と
い
う
表

現
を
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
公
任
が
真
名
序
注
を
作
っ
た

後
に
、
古
注
を
女
性
の
た
め
に
作
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

杉
田
ま
ゆ
子
氏
「
公
任
歌
学
と
古
今
集
序
注
ー
仮
名
序
古
注
と

（
注

6
)

公
任
序
注
の
先
後
ー
—
i
」
で
は
、
先
行
論
文
を
あ
げ
た
後
、
公
任
序

注
の
場
合
、
六
個
所
が
真
名
序
独
自
の
文
章
に
付
さ
れ
た
注
で
あ
り
、

仮
名
序
独
自
の
文
章
に
付
さ
れ
た
も
の
は
な
い
こ
と
か
ら
、
通
説
通

り
、
公
任
序
注
は
真
名
序
注
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
古
注
に
示
さ
れ
る
平
兼
盛
の
歌
を
取
り
上
げ
、
公
任
が
雅
の

説
明
と
し
て
孔
疏
注
を
纏
め
た
後
、
兼
盛
の
歌
か
ら
小
雅
に
注
し
た

孔
疏
注
を
導
き
出
し
た
と
す
る
小
沢
説
に
対
し
、
「
公
任
序
注
に
逐

語
的
に
花
見
の
宴
の
様
子
を
対
応
さ
せ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ

う
」
と
言
わ
れ
、
ま
た
、
古
注
の
六
義
説
が
不
十
分
な
理
解
で
解
釈

が
推
し
進
め
ら
れ
て
い
る
点
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
「
六
歌

仙
の
秀
歌
例
は
、
公
任
の
秀
歌
撰
の
傾
向
と
異
な
る
」
、
「
遍
昭
の
秀

歌
注
は
公
任
注
で
は
な
い
」
、
「
古
注
に
は
藤
原
公
任
が
注
し
た
と
は

考
え
が
た
い
注
記
が
数
箇
所
に
亘
っ
て
出
て
く
る
」
の
に
対
し
、
「
古

注
の
誤
り
に
つ
い
て
公
任
序
注
に
は
何
も
反
応
が
な
い
」
こ
と
を
あ

げ
ら
れ
、
「
公
任
注
が
先
、
古
注
が
後
、
ま
た
古
注
著
者
は
、
公
任

と
別
人
」
と
い
う
見
解
を
示
し
、
古
注
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
古
注

が
通
俊
の
時
代
に
は
著
者
不
明
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
公
任
に

よ
り
近
い
年
代
の
人
物
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
論
文
を
比
較
し
て
み
る
と
、
「
公
任
注
と
古
注
の
作
者

は
別
人
で
あ
り
、
成
立
は
古
注
の
ほ
う
が
先
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
小
沢
説
、
「
公
任
注
及
び
古
注
の
作
者
は
公
任
で
あ
り
、
成
立
は
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公
任
注
の
ほ
う
が
先
]
で
あ
る
と
さ
れ
る
西
村
説
、
「
公
任
注
と
古

注
の
作
者
は
別
人
で
あ
り
、
成
立
は
公
任
注
の
ほ
う
が
先
」
で
あ
る

（注

7
)

と
さ
れ
る
杉
田
説
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
か
ら
、
公
任
注
、

古
注
の
作
者
、
及
び
成
立
の
先
後
に
つ
い
て
、
考
察
す
べ
き
こ
と
が

導
か
れ
て
く
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
参
考
と
し
な
が
ら
、

ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
良
い
の
か
論
を
進
め
て
い
き
た
い
。

（
二
）
成
立
の
先
後

成
立
に
つ
い
て
は
、
小
沢
氏
が
古
注
の
ほ
う
が
先
で
あ
ろ
う
と
述

べ
て
い
る
の
に
対
し
、
西
村
、
杉
田
両
氏
は
公
任
注
の
ほ
う
が
先
で

あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
先
後
関
係
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
い
く
前
に
、

六
義
（
歌
の
六
つ
の
さ
ま
）
に
つ
い
て
公
任
注
と
古
注
を
比
較
し
て

い
き
た
い
。

（注

8
)

風
（
そ
へ
歌
）
以
下
、
公
任
卿
注
11

公
、
古
注
11

古
と
表
記
す
る
。

【
公
】
讐
喩
不
―
―
歴
言
也
。
今
諷
レ
言
体
也
。
風
化
天
下
一
、
正
一
一
夫

婦
＼
故
用
之
郷
人
1

云
々
。
尤
便

i

i

於
恋
歌
l
o

【
古
】
な
し

賦
（
か
ぞ
へ
歌
）

【
公
】
直
陳
二
其
事
一
、
不
二
讐
喩
一
者
、
法
賦
詞
也

【
古
】
こ
れ
は
た
だ
事
に
い
ひ
て
、
も
の
に
た
と
へ
な
ど
も
せ
ぬ
こ
と

こ
の
歌
い
か
に
い
へ
る
こ
と
に
か
あ
ら
む
、
こ
の
心
え
が
た

な
り

比
（
な
ず
ら
へ
歌
）

【
公
】
方
比
二
於
物
一
、
諸
言
如
レ
表
比
詞
一

【
古
】
こ
れ
は
も
の
に
な
ず
ら
へ
て
、
か
や
う
に
な
む
あ
る
と
や
う

に
い
ふ
な
り

こ
の
歌
よ
く
か
な
へ
り
と
も
見
え
ず
、
た
ら
ち
め
の
お
や
の

か
ふ
こ
の
ま
ゆ
ご
も
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
い
も
に
あ
は
ず

て
、
か
や
う
な
る
や
、
こ
れ
に
は
か
な
ふ
べ
き

興
（
た
と
へ
歌
）

【
公
】
託
事
於
物
語
挙
草
木
鳥
獣
一
、
以
見
レ
意
者
、
法
興
詞
也
。

比
顕
興
隠
云
々

【
古
】
こ
れ
は
よ
ろ
づ
の
く
さ
木
と
り
け
だ
も
の
に
つ
け
て
、
心
を

こ
む
る
な
り

こ
の
歌
は
か
く
れ
た
る
所
な
む
な
き

さ
れ
ど
は
じ
め
の
そ
へ
歌
と
お
な
じ
ゃ
う
な
れ
ば
、
す
こ
し

さ
ま
を
か
へ
た
る
な
る
べ
し
、
す
ま
の
あ
ま
の
し
ほ
や
く
け

ぶ
り
風
を
い
た
み
お
も
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り
、
こ
の

歌
な
ど
か
や
ふ
べ
か
ら
む

雅
（
た
だ
ご
と
歌
）

【
公
】
斉
正
為
後
世
一
法
其
道
一
述
其
美
一
云
々
。
称
誉
時
世
一
也
。

又
小
雅
有
1

一
飲
食
賞
労
宴
賜
一
云
々
公
叩
飲
宴
一
賞
一
美
花
月
＼

な
ふ
べ
き

し、

い
つ
つ
に
た
だ
こ
と
歌
と
い
へ
る
な
む
、
こ
れ
に
は
か
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可
レ
用
二
此
体
一
也
。

【
古
】
こ
れ
は
こ
と
の
と
と
の
ほ
り
た
だ
し
き
を
い
ふ
な
り

こ
の
歌
の
心
さ
ら
に
か
な
は
ず
、
と
め
歌
と
や
い
ふ
べ
か
ら
む

山
桜
あ
く
ま
で
色
を
見
つ
る
か
な
花
散
る
べ
く
も
風
ふ
か
ぬ

よ
に

頌
（
い
は
ひ
歌
）

【
公
】
美
一
盛
徳
之
形
容
へ
告
神
明
一
也
。
祝
歌
之
体
也
。

【
古
】
こ
れ
は
世
を
ほ
め
て
神
に
告
ぐ
る
な
り
。
こ
の
歌
、
い
は
ひ

歌
と
は
見
え
ず
な
む
あ
る
。

春
日
野
に
若
菜
摘
み
つ
つ
万
世
を
い
は
ふ
心
は
神
や
し
る
ら
む

こ
れ
ら
や
、
す
こ
し
か
な
ふ
べ
か
ら
む
。

＿
公
】
抑
風
雅
頌
者
異
レ
体
、
賦
比
興
者
異
レ
詞
。
以
ー
一
彼
一
二
詞
届
竺

些
厖
云
々
。

【
古
】
お
ほ
よ
そ
、
六
種
に
分
か
れ
む
こ
と
は
、
え
あ
る
ま
じ
き
こ

と
に
な
む
。

六
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
並
べ
る
と
、
こ
の
よ
う

に
な
る
。
風
に
つ
い
て
は
「
公
任
卿
注
」
に
は
記
載
が
あ
る
も
の
の
、

古
注
に
は
記
載
が
無
い
。
「
公
任
卿
注
」
に
み
ら
れ
る
風
の
説
明
は
、

「
毛
詩
」
大
序
に
「
風
之
始
也
所
下
以
風
ー
天
下
一
而
正
中
夫
婦
上
也
故

用
：
一
之
郷
人
一
焉
用
：
一
之
邦
国
1

焉
」
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
こ
と
か

ま
と
め

ら
考
え
て
、
「
毛
詩
j

大
序
を
参
照
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
公
任
卿
序
」

の
文
末
が
「
i
云
々
」
で
閉
め
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
は
、
西

村
氏
（
前
掲
論
文
）
が
、
雅
の
箇
所
の
「
公
任
卿
序
」
を
例
に
挙
げ
て
、

「
と
こ
ろ
で
、
公
任
真
名
序
注
の
波
線
二
箇
所
（
「
称
誉
時
世
也
。
」
の
部
分

及
び
、
「
命
飲
宴
賞
美
花
月
、
可
用
此
体
也
。
」
）
は
、
「
毛
詩
正
義
」
に
そ
の
ま

ま
同
じ
文
言
は
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
公
任
真
名
序
注
の
実
線
部

と
点
線
部
、
つ
ま
り
「
毛
詩
正
義
」
か
ら
引
用
し
た
部
分
は
「
斉
正

…
…
其
美
云
々
」
「
小
雅
•
…
・
・
宴
賜
云
々
」
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
も

「
云
々
」
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
波
線
部
の
末
尾
は
「
称
一
一
誉

時
世
他
。
」
「
命
飲
宴
…
…
可
レ
用
二
此
体
一
也
」
の
よ
う
に
、
「
也

」
と
い
う
断
定
の
辞
で
終
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
公
任
真
名
序

注
の
波
線
部
二
箇
所
は
、
書
物
か
ら
の
引
用
で
は
な
く
、
公
任
自
身

の
言
葉
で
説
明
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
と
、
説
明
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
雅
以
外
の
箇

所
に
見
ら
れ
る
「
ー
云
々
」
、
及
び
「
ー
也
」
で
終
わ
る
箇
所
で
あ

る
。
「
也
」
と
い
う
断
定
の
辞
で
終
え
る
箇
所
は
、
雅
の
部
分
以
外

に
も
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
賦
の
「
公
任
卿
注
」
で
は
、
「
直
陳
二
其
事
＼

不

馨
I

喩
者
、
法
賦
詞
也
」
と
い
う
説
明
が
さ
れ
て
お
り
、
雅
の
「
公

任
卿
注
」
と
同
様
、
こ
の
説
明
が
公
任
独
自
の
考
え
に
拠
っ
た
も
の

か
と
い
わ
れ
れ
ば
決
し
て
そ
う
で
は
な
く
、
『
毛
詩
正
義
」
に
は
、
「
直

陳
其
事
不
誓
喩
者
皆
賦
詞
也
」
と
い
う
記
載
が
あ
る
。
「
法
」

と
「
皆
」
と
い
う
違
い
は
あ
る
が
、
し
か
し
全
く
同
様
の
箇
所
が
見
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ら
れ
な
い
雅
の
部
分
と
は
違
い
、
ほ
ぼ
『
毛
詩
正
義
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
箇
所
は
賦
の
説
明
の

み
で
は
な
く
、
興
の
部
分
で
は
、
「
託

i

i

事
於
物
一
諸
挙

I

I

草
木
鳥
獣
＼

以
見
レ
意
者
、
法
興
詞
也
。
比
顕
興
隠
云
々
」
と
い
う
説
明
に
対
し
、

『
毛
詩
正
義
』
に
は
「
諸
挙
1

一
草
木
鳥
獣
1

、
以
見
，
意
者
、
皆
興
辞
也
。
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
頌
に
つ
い
て
も
、
「
毛
詩
』
大
序
に
「
美
盛
：
一
徳

之
形
容
い
以
其
成
功
告

i

i

於
神
明
王
者
也
」
と
、
「
公
任
卿
注
」
に
み
ら

れ
る
「
美
-

1

盛
徳
之
形
容
＼
告
：
一
神
明
1

也
。
」
と
同
様
の
一
文
を
見

つ
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
逆
に
、
「
＼
云
々
」
で
終
わ
る
箇
所
に
目

を
移
せ
ば
、
興
に
見
ら
れ
る
「
比
顕
興
隠
云
々
」
と
い
う
箇
所
に
つ

い
て
は
、
「
毛
詩
正
義
』
に
「
比
顕
而
興
隠
当
先
」
に
続
く
文
章
も

見
ら
れ
、
細
か
い
点
で
は
違
い
も
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
も
『
毛
詩
正

義
』
か
ら
の
引
用
と
い
え
る
。
ま
た
、
六
義
に
つ
い
て
纏
め
た
箇
所

に
も
、
「
以
彼
三
詞
成
此
三
形
云
々
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。

こ
の
箇
所
に
関
し
て
は
、
全
く
一
致
す
る
文
章
は
見
ら
れ
な
い
も
の

の
、
「
六
義
者
賦
比
興
之
詩
之
所
＇
用
風
雅
頌
之
詩
之
成
，
形
用

i

i

彼
三

事
一
成
此
三
事
」
と
、
分
類
等
「
公
任
卿
注
」
と
似
た
箇
所
が
あ
る
。

公
任
が
、
六
義
の
ま
と
め
に
お
い
て
こ
の
部
分
を
引
用
し
た
可
能
性

に
つ
い
て
は
、
小
沢
氏
が
前
掲
論
文
に
お
い
て
「
「
異
詞
」
の
「
詞
」

は
『
正
義
』
の
「
辞
」
を
「
詞
」
に
変
え
、
「
以
彼
」
以
下
八
字
は
『
正
義
』

の
長
い
注
釈
の
中
間
を
省
略
し
、
最
後
の
「
彼
用
三
字
。
形
此
三
字
」

を
言
い
換
え
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
の
解
説
を
加
え
て
い
る
点
も

参
考
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
を
参
考
と
す
れ
ば
、
六
義
の
纏
め
の
部
分

に
お
い
て
も
、
公
任
が
『
毛
詩
正
義
』
を
元
に
し
た
部
分
と
考
え
ら

れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
「
＼
云
々
」
で
締
め
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
関

し
て
は
、
西
村
氏
の
言
う
よ
う
に
、
『
毛
詩
」
も
し
く
は
『
毛
詩
正
義
』

か
ら
の
引
用
を
述
べ
た
箇
所
で
あ
ろ
う
が
、
「
＼
也
」
と
い
う
辞
で

終
わ
る
箇
所
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
公
任
独
自
の
考
え
を
述
べ
た

箇
所
で
は
な
く
、
引
用
元
の
『
毛
詩
』
も
し
く
は
『
毛
詩
正
義
』
の

文
章
が
「
也
」
で
締
め
ら
れ
て
い
る
場
合
、
其
の
通
り
に
引
用
し
て

い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
公
任
は
、
真
名
序
注
に
お
い
て
、
『
毛
詩
』

大
序
も
し
く
は
『
毛
詩
正
義
』
を
引
用
し
、
尚
且
つ
自
身
の
考
え
も

述
べ
て
い
る
と
い
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
古

注
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

小
沢
氏
は
「
い
つ
は
り
」
の
歌
を
指
し
、
「
こ
れ
は
、
い
つ
わ
り

の
な
い
世
の
中
を
尋
ね
求
め
る
歌
、
す
な
わ
ち
、
『
覚
め
歌
』
で
は

あ
る
が
、
真
正
の
『
雅
』
に
は
ま
だ
い
く
ら
か
の
距
離
が
あ
る
。
そ

れ
で
本
当
に
時
世
を
称
誉
し
、
現
世
を
謳
歌
す
る
雅
の
見
本
を
示
せ

と
い
う
な
ら
、
『
山
桜
あ
く
ま
で
色
を
み
つ
る
か
な
…
…
』
が
適
当

で
あ
ろ
う
ー
|
と
‘
古
注
は
言
う
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
古
注
が

最
初
で
あ
る
と
い
う
解
釈
を
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
西
村
氏

は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
た
だ
こ
と
歌
」
の
例
歌
を
あ
げ
、
「
山
さ

く
ら
あ
く
ま
で
色
を
み
つ
る
か
な
」
と
い
う
、
花
見
の
折
の
歌
を
提
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示
し
て
い
る
の
は
、
公
任
真
名
序
注
の
「
賞
ー
一
美
花
月
一
、
可

'EEEII

此

体
也
」
と
関
連
し
、
「
花
ち
る
べ
く
も
か
ぜ
ふ
か
ぬ
世
に
]
は
‘
「
称

1

1

誉
時
批
也
」
に
適
合
す
る
た
め
、
こ
の
歌
は
公
任
の
解
説
に
適
っ

た
歌
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
「
「
た
だ
ご
と
歌
」
の
例
で
、

公
任
真
名
序
注
の
み
に
見
え
る
独
自
の
説
明
が
あ
っ
て
こ
そ
、
古
注

の
例
歌
「
山
ざ
く
ら
あ
く
ま
で
色
を
：
…
．
」
の
適
切
さ
が
十
分
理
解

で
き
た
。
こ
れ
ら
の
点
か
ら
推
せ
ば
、
公
任
真
名
序
注
が
ま
ず
成
立

し
、
そ
の
公
任
真
名
序
注
を
基
に
し
て
古
注
が
作
ら
れ
た
よ
う
に
考

え
ら
れ
る
。
」
と
、
古
注
に
お
い
て
添
え
ら
れ
た
例
歌
と
、
「
公
任
卿

注
」
に
お
い
て
公
任
自
身
の
言
葉
で
述
べ
ら
れ
た
箇
所
と
が
一
致
す

る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
古
注
の
ほ
う
が
後
に
成
立
し
た
と
考
え
て

い
る
。
成
立
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
杉
田
氏
も
前
掲
論
文
に
お

い
て
、
こ
の
例
歌
を
挙
げ
、
「
公
任
が
雅
の
説
明
と
し
て
孔
疏
注
を

ま
と
め
た
後
、
兼
盛
の
歌
か
ら
小
雅
に
注
し
た
孔
疏
注
を
導
き
出
し

た
と
す
る
よ
り
も
、
公
任
序
注
に
逐
語
的
に
花
見
の
様
子
を
対
応
さ

せ
た
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
」
と
、
西
村
氏
に
従
う
考
え
を
述

べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
ち
ら
が
先
に
成
立
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え

る
に
あ
た
っ
て
、
西
村
、
杉
田
両
氏
は
、
古
注
の
和
歌
が
公
任
注
に

独
自
に
付
け
ら
れ
た
注
の
部
分
と
合
致
す
る
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
て

い
る
。
こ
の
二
つ
が
合
致
す
る
こ
と
に
関
し
て
疑
う
余
地
は
無
い

が
、
し
か
し
そ
れ
を
成
立
の
先
後
関
係
と
結
び
付
け
て
し
ま
う
こ
と

に
は
、
少
々
疑
問
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。
と
い
う
の
も
、
六
義
説

に
お
い
て
、
公
任
独
自
の
考
え
を
述
べ
て
い
る
箇
所
は
、
こ
の
「
雅
」

の
部
分
の
み
で
は
な
い
。
「
風
」
の
「
公
任
卿
注
」
に
注
目
す
れ
ば
、

そ
の
説
明
の
最
後
に
、
「
尤
便
：
一
於
恋
歌
」
と
、
「
風
は
恋
歌
に
お
い

て
使
う
」
と
い
う
一
文
が
追
加
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
、
『
毛
詩
』

や
『
毛
詩
正
義
』
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
公
任
独
自
の
考
え

で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
『
古
今
集
』
仮
名
序
に
お
い

て
、
「
風
」
に
対
応
す
る
「
そ
へ
歌
」
に
添
え
ら
れ
て
い
る
例
歌
は
、

「
難
波
津
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
恋
歌
と
捉
え
る
こ
と
が
出

来
る
か
と
い
わ
れ
れ
ば
、
詞
書
か
ら
考
え
て
も
そ
れ
は
不
可
能
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
「
風
」
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
公
任

独
自
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
古
注
に
は
そ
の

歌
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
公
任

は
、
「
雅
」
の
部
分
に
関
し
て
は
、
真
名
序
注
に
記
し
た
自
分
の
意

見
を
反
映
さ
せ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
「
風
」
に
関
し
て
は
そ
れ
を
し

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
六
義
の
ま
と
め
の
部
分
に
つ
い
て

も
注
目
し
た
い
。
「
公
任
卿
注
」
に
お
い
て
、
六
義
の
纏
め
は
、
「
抑

風
雅
頌
者
異
レ
体
、
賦
比
興
者
異
レ
詞
。
以
ー
一
彼
三
詞
一
成
ご
此
三
形
↓

云
々
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
毛
詩
正

義
』
を
引
用
し
つ
つ
、
六
義
に
つ
い
て
一
応
の
ま
と
め
を
加
え
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
古
注
で
は
、
「
お
ほ
よ
そ
む
く
さ
に
わ
か
れ
ん

こ
と
は
、
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
ん
」
と
、
歌
が
六
種
類
に
分
か
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れ
る
と
い
う
こ
と
が
；
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
ク
と
否
定
し
て
し
ま
っ

て
い
る
。
確
か
に
古
注
は
「
仮
名
序
」
に
付
け
ら
れ
た
注
で
あ
り
、
「
公

任
卿
注
」
は
「
真
名
序
」
に
付
け
ら
れ
た
注
で
あ
る
か
ら
、
う
た
の

む
つ
の
様
と
六
義
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
と
の
違
い
は
あ
る
が
、
『
毛

詩
正
義
』
を
参
考
と
し
な
が
ら
一
応
の
ま
と
め
を
加
え
た
も
の
に
対

し
、
「
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
い
う
ふ
う
（
六
義
の
風
と
紛
ら
わ

し
い
の
で
仮
名
に
す
る
）
に
言
い
切
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
し
て
疑

問
が
残
る
の
で
あ
る
。
古
注
も
公
任
の
付
し
た
注
で
あ
る
と
い
う
の

で
あ
れ
ば
、
「
公
任
卿
注
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
纏
め
に
対

す
る
言
及
が
あ
っ
て
よ
い
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
を
無
視
し
て
歌
の
六

つ
の
様
を
否
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
や
は
り
古
注

と
「
公
任
卿
注
」
の
作
者
が
同
一
で
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
は
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
成
立
の
先

後
関
係
に
つ
い
て
も
、
真
名
序
注
に
お
い
て
結
論
の
出
さ
れ
て
い
る

六
義
の
説
明
に
対
し
て
、
「
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
い
う
注
を
加

え
た
と
考
え
る
よ
り
も
、
先
に
「
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
」
と
記
す
古

注
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
公
任
が
真
名
序
注
に
お
い
て
は
『
毛
詩

正
義
』
の
解
釈
を
用
い
た
と
考
え
る
の
が
適
当
か
と
思
わ
れ
る
。
ま

た
、
西
村
氏
は
、
古
注
が
公
任
卿
注
の
作
で
あ
る
と
い
う
根
拠
と
し

て
、
典
拠
不
明
の
「
八
色
の
雲
」
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。

「
八
色
の
雲
」
と
い
う
語
に
関
し
て
は
、
確
か
に
典
拠
は
不
明
で
は

あ
る
が
、
公
任
以
後
に
あ
っ
て
は
、
『
俊
頼
髄
脳
』
に
「
八
雲
た
つ
」

の
歌
の
解
説
と
し
て
、
「
こ
れ
は
素
釜
嗚
尊
と
申
す
神
の
、
出
雲
の

國
に
く
だ
り
給
ひ
て
、
足
な
づ
ち
手
な
づ
ち
の
神
の
い
つ
き
む
す
め

を
と
り
て
、
諸
共
に
住
み
給
は
む
と
て
宮
づ
く
り
し
給
ふ
時
に
よ
み

給
へ
る
御
歌
な
り
。
こ
れ
な
む
旬
を
と
、
の
へ
、
文
字
の
敷
を
さ
だ

め
給
へ
る
歌
の
は
じ
め
な
る
。
八
雲
た
っ
と
い
ふ
は
じ
め
の
五
文
字

は
、
そ
の
所
に
八
色
の
雲
の
立
ち
た
り
け
る
と
ぞ
書
き
博
へ
た
る
。
」

と
い
う
記
述
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
そ
れ
以
降
に
も
、
『
古

（注

9
)

来
風
罷
抄
』
に
「
三
十
一
字
の
う
た
の
は
じ
め
は
さ
ら
に
申
も
こ
と

ふ
り
に
た
れ
ど
、
そ
さ
の
を
の
み
こ
と
の
い
づ
も
の
く
に
、
い
た
り

て
、
み
や
づ
く
り
し
た
ま
ふ
と
き
、
や
い
ろ
の
く
も
の
た
ち
け
る
に

よ
み
た
ま
へ
る
う
た
」
と
い
う
記
述
が
登
場
す
る
等
、
古
注
及
び
「
公

任
卿
注
」
だ
け
に
見
ら
れ
る
特
別
な
記
述
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
よ

う
で
あ
る
。
「
八
雲
」
と
い
う
表
現
は
、
現
在
に
お
い
て
は
「
み
ご

と
な
雲
」
と
い
っ
た
解
釈
を
す
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
古
注
の
記
述
に
し
た
が
っ
て
「
八
色
の
雲
」
と
い
う
解

釈
を
加
え
て
い
る
歌
論
書
が
見
ら
れ
る
た
め
、
典
拠
不
明
の
「
八
色

の
雲
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
が
、
古
注
ま
で
も
が
公
任
の
手
に
よ
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
へ
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
は
出
来
な
い

だ
ろ
う
。
無
論
、
後
世
の
歌
論
書
が
古
注
の
影
響
を
受
け
た
と
も
考

え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
公
任
卿
注
」
に
お
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言

え
る
。
既
に
古
注
が
あ
り
、
そ
れ
を
見
て
公
任
が
注
を
加
え
た
と
考

え
る
な
ら
ば
、
「
公
任
卿
注
」
に
お
い
て
「
八
色
の
雲
」
と
い
う
語
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が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
ご
く
自
然
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
西
村
氏
は
、
奇
稲
田
姫
と
い
う
名
を
あ
げ
ず
に
「
女
」
と

い
う
解
説
だ
け
で
済
ま
し
て
い
る
点
、
公
任
注
で
は
「
王
仁
」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
古
注
で
は
「
王
仁
と
い
う
人
」
と
紹
介

さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
例
に
挙
げ
、
「
古
注
は
日
本
書
紀
等
の
知

識
の
乏
し
い
人
を
念
頭
に
、
優
し
く
説
い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
漢
語
文
と
仮
名
文
の
違
い
を
考
え
て
も
、
「
王

仁
」
と
「
王
仁
と
い
う
人
」
と
の
間
に
意
味
的
な
違
い
が
あ
る
よ
う

に
は
思
わ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
古
注
で
「
女
」
と
い
う
解
説
し
か
為

さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
古
注
作
者
が
日
本
書
紀
等
へ
の
知
識
が
乏
し

い
た
め
で
あ
り
、
公
任
は
古
注
に
対
し
よ
り
詳
し
い
注
を
つ
け
た
と

も
考
え
う
る
。
ま
た
、
古
注
の
成
立
と
、
公
任
注
の
成
立
と
の
先
後

関
係
に
あ
っ
て
は
、
杉
田
氏
も
古
注
と
「
公
任
卿
注
」
と
の
作
者
は

別
で
あ
る
と
し
た
上
で
、
古
注
の
成
立
の
ほ
う
が
後
で
あ
る
と
考
え

て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
同
氏
は
古
注
の
「
素
釜
嗚
尊
は
天
照

大
神
兄
な
り
」
を
示
し
、
「
素
釜
嗚
尊
を
「
天
照
大
神
の
兄
」
と
す

る
の
は
古
注
の
み
で
あ
る
。
（
略
）
果
た
し
て
天
照
大
神
と
素
蓋
嗚

尊
の
関
係
を
誤
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
、
こ
の
二
人
の
関
係
を
誤
っ

て
い
る
こ
と
に
対
し
て
の
疑
問
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
古

注
は
藤
原
公
任
が
犯
し
そ
う
も
な
い
誤
り
を
書
き
加
え
た
こ
と
に
な

り
、
よ
っ
て
二
作
品
は
別
人
の
手
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、

公
任
序
注
は
古
注
よ
り
後
の
作
で
あ
れ
ば
、
教
長
や
顕
昭
同
様
こ
の

点
を
指
摘
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
先
後
関
係
は
明
ら
か
で
あ
る
」

と
し
、
古
注
に
お
け
る
誤
り
が
公
任
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

を
根
拠
と
し
て
、
公
任
注
の
成
立
は
古
注
よ
り
先
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
古
注
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
顕
昭
も
自
身
の
注
に
お
い

て
「
而
古
注
二
、
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
ハ
、
ア
マ
テ
ル
オ
ホ
ン
神
ノ

コ
ノ
カ
ミ
ナ
リ
ト
イ
ヘ
ル
、
如
何
」
と
い
う
ふ
う
に
疑
問
を
提
示
し

て
お
り
、
現
在
に
お
い
て
は
、
竹
岡
正
夫
氏
が
「
古
今
和
歌
集
全
評

釈
」
に
お
い
て
「
素
釜
嗚
尊
11

天
照
大
神
の
イ
ロ
セ
・
ナ
セ
11

兄
II

コ
ノ
カ
ミ
と
誤
解
さ
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
し
、
そ
の
誤

り
の
原
因
の
明
確
な
理
由
は
推
察
の
域
を
出
な
い
が
、
古
注
の
記
述

は
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
古
注

の
誤
り
を
公
任
が
指
摘
し
て
い
な
い
こ
と
が
、
先
後
関
係
に
直
接
関

わ
っ
て
く
る
か
と
い
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
は
疑
問
で
あ
る
。
そ
の
理
由

と
し
て
、
現
在
、
「
公
任
卿
注
」
は
、
顕
昭
注
に
引
用
さ
れ
て
い
る

部
分
で
し
か
そ
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
顕
昭
が
、
「
公
任
卿
注
」
の
全
て
を
引
用
し
て
い

る
か
否
か
に
つ
い
て
は
定
か
で
は
な
い
が
、
全
文
が
発
見
さ
れ
て
い

な
い
段
階
で
、
「
公
任
が
誤
り
に
触
れ
て
い
な
い
」
と
言
い
切
っ
て

し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
顕
昭
が
引
用

し
た
公
任
注
が
ど
の
て
い
ど
正
確
な
ま
ま
の
姿
で
伝
わ
っ
て
い
る
の

か
と
い
う
点
に
お
い
て
も
疑
問
が
残
る
。

小
沢
氏
は
、
前
掲
の
論
文
に
お
い
て
、
「
公
任
注
を
み
る
と
「
三
詞
」
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ケ
フ
ハ
セ
ト
ナ
ル

キ
ミ
ガ
ヨ
ハ
チ
ョ
ニ
ャ
チ
ョ
ニ
サ
ゞ
レ
石
ノ
イ
ハ
ホ
ト
ナ
リ
テ

コ
ケ
ノ
ム
ス
マ
デ

と
い
う
部
分
が
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
「
公
任
卿
注
」

に
見
ら
れ
る
「
君
が
代
」
の
歌
で
あ
る
。
仮
名
序
の
文
章
は
、
「
公

任
卿
注
」
の
述
べ
る
歌
を
念
頭
に
お
い
て
書
か
れ
た
部
分
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
が
、
「
古
今
集
」
中
に
み
ら
れ
る
「
君
が
代
」

歌
は
、

ヨ
ノ
ナ
カ
ハ
ナ
ニ
カ
ツ
ネ
ナ
ル
カ
ス
カ
ゞ
ハ
キ
ノ
ウ
ノ
ウ
チ
ゾ

す
な
わ
ち
不
比
興
を
「
彼
」
と
呼
び
、
「
＿
―
-
形
」
即
ち
風
雅
頌
を
「
此
」

と
呼
ん
で
い
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
？
」
と
、
「
顕
昭
注
』
に
引
用

さ
れ
た
公
任
注
で
は
意
味
が
通
ら
な
い
こ
と
に
言
及
し
、
「
現
行
の

「
顕
昭
注
」
で
い
つ
脱
落
し
た
の
か
私
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
公
任

注
が
『
正
義
」
の
こ
の
語
句
を
削
除
し
て
、
「
彼
」
と
「
此
」
を
そ

の
ま
ま
に
し
て
お
い
て
は
意
味
を
な
さ
ぬ
と
思
う
」
と
、
脱
落
の
可

能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
の
ほ
か
の
部
分
に
お
い
て
も
、
「
顕
昭
注
」
の
正
確
性
に
疑
問

が
残
る
箇
所
が
あ
る
。
「
公
任
卿
注
」
中
に
、

【
仮
名
序
】

今
は
、
明
日
香
河
の
瀬
に
な
る
恨
み
も
聞
え
ず
、
さ
ざ
れ
石
の

巌
と
な
る
喜
び
の
み
ぞ
あ
る
べ
き
。

【
公
任
卿
注
】

わ
が
君
は
千
代
に
八
千
代
に
細
れ
石
の
巌
と
成
り
て
苔
の
む
す

ま
で

(
3
4
3
)

と
、
初
旬
が
異
な
っ
て
い
る
。
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
に
は
、

こ
の
こ
と
に
関
し
て
、
「
第
一
旬
を
「
君
が
代
は
」
と
す
る
こ
と
は
、

顕
昭
の
「
古
今
集
序
注
』
に
引
か
れ
る
公
任
卿
注
が
初
見
で
あ
ろ
う
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
顕
昭
注
以
前
の
歌
論
集
に
お
い
て
は
、
壬
生

忠
本
『
和
歌
橙
十
種
」
や
、
藤
原
清
輔
「
奥
義
抄
』
に
も
登
場
す
る
が
、

こ
れ
ら
も
「
わ
が
君
は
」
の
歌
で
あ
る
。
こ
の
「
君
が
代
」
歌
に
つ

い
て
は
、
「
和
漢
朗
詠
集
』
に
つ
い
て
も
同
じ
歌
が
見
ら
れ
る
事
が

注
目
さ
れ
よ
う
。
「
和
漢
朗
詠
集
」
は
、
藤
原
公
任
撰
の
歌
集
で
あ

る
た
め
、
「
公
任
卿
注
」
と
の
関
わ
り
も
深
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の

中
で
は
、わ

が
き
み
は
千
代
に
八
千
代
に
さ
ゞ
れ
石
の
巌
と
な
り
て
苔
の

む
す
ま
で

(
7
7
6
)

と
、
『
古
今
集
』
と
同
様
、
「
わ
が
君
」
に
な
っ
て
い
る
。
「
和
漢
朗
詠
集
』

（
注
ー

2
)

の
諸
本
の
異
同
を
見
る
と
、
「
古
梓
堂
文
庫
所
蔵
古
紗
本
」
に
、
「
君

が
代
」
と
の
例
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
他
の
諸
本
は
「
わ
が
君
」
と

（注

1
3
)

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
安
倍
直
明
筆
本
を
み
る
と
、

わ
か
き
み
は
ち
よ
に
や
ち
よ
に
さ
、
れ
い
し
の
い
は
ほ
と
な
り

て
こ
け
の
む
す
ま
で

＼
キ
ミ
カ
ヨ
ハ
チ
ョ
ニ
ャ
チ
ョ
ニ
ヒ
ト
タ
ヒ
ヰ
ル
チ
リ
ノ
シ
ラ

ク
モ
カ
、
ル
ヤ
マ
ト
ナ
ル
マ
テ
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と
、
順
の
歌
を
小
文
字
で
併
記
し
て
い
る
例
も
見
ら
れ
、
「
わ
が
君

は
」
で
始
ま
る
歌
に
若
干
の
揺
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
記
が
4
3

こ
の

（注
1
5
)

こ
と
に
つ
い
て
は
、
柿
村
重
松
「
和
漢
朗
詠
集
考
證
』
に
、
「
平
安

末
ご
ろ
か
ら
は
、
歌
詞
も
「
君
が
代
は
」
と
変
わ
り
、
宴
会
歌
舞
の

後
に
は
必
ず
本
歌
を
歌
っ
て
祝
い
お
さ
め
る
こ
と
に
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
」
と
の
注
釈
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
「
わ
が
君
は
」
と
し
て
詠

ま
れ
た
歌
が
、
次
第
に
「
君
が
代
は
」
に
変
化
し
た
と
考
え
る
こ
と

が
出
来
よ
う
。
た
だ
、
公
任
が
既
に
「
わ
が
君
は
」
の
歌
を
「
君
が

代
は
」
と
捉
え
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
の
こ
る
。
そ
れ
は
、
「
和

漢
朗
詠
集
』
の
選
者
が
藤
原
公
任
で
あ
り
、
異
同
な
ど
を
見
る
限
り
、

「
和
漢
朗
詠
集
」
に
お
い
て
は
、
「
わ
が
君
は
」
と
表
記
さ
れ
て
い
た

可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
、
「
公

任
卿
注
」
に
あ
っ
た
ま
ま
の
形
で
「
顕
昭
注
」
に
採
ら
れ
た
と
考
え

る
よ
り
も
、
顕
昭
の
手
に
よ
っ
て
普
段
歌
い
な
れ
て
い
る
歌
に
書
き

換
え
ら
れ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
良
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
例
を
見
れ

ば
、
「
顕
昭
注
」
に
見
ら
れ
る
「
公
任
卿
注
」
が
ど
の
程
度
も
と
の

形
を
保
っ
て
い
た
か
に
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
が
解
る
だ
ろ
う
。

杉
田
氏
の
言
う
よ
う
に
、
古
注
の
誤
り
を
公
任
が
訂
正
し
て
い
な

い
た
め
に
、
「
公
任
卿
注
」
の
成
立
が
後
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
「
顕

昭
注
」
に
見
ら
れ
る
部
分
が
「
公
任
卿
注
」
の
全
て
と
は
言
い
切
れ

な
い
点
、
ま
た
、
ど
の
程
度
正
確
に
引
用
さ
れ
て
い
る
か
に
疑
問
が

残
る
点
を
考
慮
す
る
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
先
後
関
係
を
断
定
し

て
し
ま
う
こ
と
は
出
来
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

以
上
、
西
村
氏
、
杉
田
氏
の
論
文
を
比
較
検
討
し
な
が
ら
、
「
公

任
卿
注
」
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
て
き
た
。
こ
こ
ま
で
の
考
え
を
纏

め
る
と
、

・
公
任
卿
注
と
古
注
と
で
同
じ
よ
う
な
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

根
拠
と
し
て
作
者
が
同
じ
と
の
論
が
あ
る
が
、
古
注
が
先
に
成
立

し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
古
注
を
参
考
に
し
て
注
を
つ
け
た
た
め

同
じ
語
が
登
場
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。

・
公
任
卿
注
が
先
に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
任
卿
注

に
書
か
れ
て
い
る
部
分
が
古
注
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
に
つ

い
て
も
触
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
え
、
「
公
任
卿
注
」
の
成
立
は
、
「
古
注
」
よ
り
後
で
あ
り
、
公

任
が
古
注
を
見
な
が
ら
真
名
序
に
注
を
つ
け
た
た
め
、
似
通
っ
た
表

現
が
見
ら
れ
る
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
勿
論
古
注
の
作
者
に
つ
い
て
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

し
か
し
公
任
が
古
注
ま
で
記
し
た
と
い
う
に
は
証
拠
不
足
で
あ
り
、

（注
1
6
)

時
代
的
に
は
平
兼
盛
か
ら
公
任
の
間
に
在
っ
た
人
と
考
え
る
べ
き
だ

と
思
う
。

の
六
義
論

（
三
）
「
古
注
」

一
、
か
ぞ
へ
歌

第
二
節
で
考
え
た
よ
う
に
、
「
古
注
」
と
「
公
任
卿
注
」
と
で
は
、
「
古
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注
」
の
成
立
の
ほ
う
が
早
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
す
れ
ば
、
六

義
に
関
す
る
注
釈
で
一
番
『
古
今
集
』
に
近
い
の
は
「
古
注
」
と
い

う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ま
ず
は
「
古
注
」
の
六
義
論
に
つ
い
て
考
え

て
い
き
た
い
。

「
古
注
」
に
お
い
て
、
「
六
義
」
は
「
お
ほ
よ
そ
、
六
種
に
分
か
れ

む
こ
と
は
、
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
む
。
」
と
纏
め
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
中
国
の
六
義
を
和
歌
に
あ
て
は
め
て
解
釈
し
た
仮
名
序
を

否
定
的
な
態
度
で
捉
え
て
い
る
。
た
だ
、
風
に
つ
い
て
は
、
「
古
注
」

は
何
も
触
れ
て
い
な
い
。
風
は
、
他
の
五
つ
と
は
違
い
、
歌
の
前
に
「
大

鱚
鶉
の
帝
を
そ
へ
奉
れ
る
歌
」
と
い
う
語
が
添
え
て
あ
り
、
そ
の
歌

が
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
解
り
や
す
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
注
が

加
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
風
だ
け
で
あ
り
、
あ
と
の
五
つ
は
新
し
い

例
歌
を
添
え
な
が
ら
独
自
の
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
の
五
つ
を
検

討
し
、
「
古
注
」
に
お
け
る
六
義
論
を
考
え
て
い
く
。

「
古
注
」
に
お
け
る
六
義
論
の
特
徴
は
、
六
義
を
和
歌
に
あ
て
は

め
よ
う
と
し
た
姿
勢
を
否
定
し
な
が
ら
、
新
た
な
考
え
に
お
い
て
「
歌

の
む
つ
の
様
」
を
展
開
し
て
い
こ
う
と
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

古
注
に
し
た
が
っ
て
例
歌
を
添
え
る
。

そ
へ
う
た‘

 

か
ぞ
へ
歌

い
つ
は
り
の
な
き
世
な
り
せ
ば
い
か
ば
か
り
人
の
言
の
葉
う

ら
む

な
ず
ら
へ
歌

た
ら
ち
め
の
親
の
か
う
蚕
の
繭
こ
も
り
い
ぶ
さ
く
も
あ
る

か
妹
に
逢
は
ず
て

た
と
へ
歌

須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
方
に
た
な

び
き
に
け
り

た
だ
ご
と
歌

山
桜
飽
く
ま
で
色
を
見
つ
る
か
な
花
散
る
べ
く
も
風
吹
か

ぬ
世
に

い
は
ひ
歌

春
日
野
に
若
菜
摘
み
つ
つ
万
世
を
い
は
ふ
心
は
神
ぞ
知
る

歌
の
む
つ
の
さ
ま
そ
れ
ぞ
れ
に
対
し
、
古
注
の
提
示
す
る
例
歌
は
右

の
よ
う
に
な
る
。
か
ぞ
へ
歌
の
部
分
に
は
、
た
だ
ご
と
歌
の
例
歌
が

相
応
し
い
と
さ
れ
、
あ
と
の
部
分
は
新
し
い
例
歌
が
付
せ
ら
れ
て
い

る
。
か
ぞ
へ
歌
に
関
し
て
、
「
咲
く
花
に
」
の
歌
が
相
応
し
く
な
い

理
由
と
し
て
、
古
注
は
「
こ
れ
は
直
言
に
い
ひ
て
、
も
の
に
讐
へ
な

、
、
、
、
、
、

ど
も
せ
ぬ
も
の
な
り
」
と
、
「
か
ぞ
へ
歌
は
、
直
言
に
い
っ
て
、
も

の
に
瞥
え
た
り
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
こ
の
歌
、

い
か
に
い
へ
る
に
か
あ
ら
む
。
そ
の
心
え
が
た
し
。
」
と
、
例
歌
の

言
い
回
し
を
疑
問
視
し
て
い
る
。
直
言
と
い
う
の
は
、
『
毛
詩
正
義
』

れ
し
か
ら
ま
し
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の
「
直
に
其
事
を
陳
べ
る
」
に
対
応
す
る
箇
所
と
考
え
ら
れ
て
い

（注
l
7
)

る
。
こ
れ
か
ら
解
釈
す
れ
ば
、
た
だ
単
に
「
あ
り
の
ま
ま
に
陳
べ
て

警
喩
な
ど
し
な
い
歌
」
と
い
う
風
に
捉
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う
で
あ

る
が
、
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
「
直
言
」
と
い
う
語
に
注
目
し
た
い
。
「
直
言
」
と
い
う

言
葉
は
、
中
国
「
礼
記
』
、
「
春
秋
左
氏
伝
」
の
中
で
も
用
い
ら
れ
て

い
る
語
で
あ
る
。

「
礼
記
」
に
は
、

内
以
治
一
ー
宗
廟
之
證
一
、
足
―
―
一
以
配
ー
天
地
是
神
明
一
。
出
以
治
二

（注
1
8
)

直
言
之
直
、
足
三
以
立
＝
上
下
之
敬
一
。
（
哀
公
問
第
二
十
七
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
前
編
が
魯
の
哀
公
の
孔
子
に
対
す
る
質
問
と
、

孔
子
の
応
答
と
い
う
形
を
と
り
な
が
ら
礼
節
や
正
論
を
述
べ
た
も
の

と
な
っ
て
い
る
中
の
一
文
で
あ
り
、
政
治
の
根
本
を
述
べ
た
部
分
で

あ
る
。
こ
の
部
分
の
み
で
は
「
直
言
」
の
意
味
は
取
り
づ
ら
い
が
、

時
代
は
く
だ
る
が
「
礼
記
』
の
注
釈
で
あ
る
「
礼
記
訓
纂
」
を
見
る
と
、

「
直
、
猶
正
也
。
正
言
、
謂
出
政
教
也
」
と
い
う
記
載
も
見
ら
れ
る
。

こ
れ
な
ど
は
ま
さ
し
く
、
「
直
言
」
を
「
正
言
」
と
理
解
し
、
政
教

的
な
意
味
合
い
の
語
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ

ば
こ
の
箇
所
の
意
味
は
「
内
は
宗
廟
の
礼
を
怠
ら
ず
に
天
地
の
神
が

み
の
御
働
き
を
助
け
、
外
で
は
公
正
の
政
言
を
実
施
し
て
上
下
臣
民

の
尊
敬
を
集
め
る
こ
と
に
努
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
思
う
。

ま
た
、

「
春
秋
左
氏
伝
」
に
は
、

初
、
伯
宗
毎
レ
朝
、
其
妻
必
戒
レ
之
曰
、
盗
憎
1

一
主
人
一
、
民
悪
一

（注

2
o) 

其
上
一
、
子
好
二
直
言
ー
。
必
及
二
於
難
ー
。
（
「
成
公
十
五
年
」
）

と
あ
る
。
こ
れ
は
、
毎
朝
妻
が
伯
宗
に
向
か
っ
て
、
「
盗
人
は
己
の

主
人
を
ね
た
み
民
は
上
の
人
を
憎
む
。
あ
な
た
は
直
言
を
好
ん
で
憚

ら
な
い
た
め
、
き
っ
と
禍
に
か
か
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
と

い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
直
言
」
も
、
文
脈
か
ら
捉
え
て

「
正
言
」
で
あ
り
、
「
政
教
的
な
発
言
」
と
解
釈
し
て
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
中
国
文
学
に
お
い
て
、
「
直
言
」
と
い
う
語
が

政
治
と
関
係
あ
る
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
次
に

漢
字
の
面
か
ら
考
え
る
上
で
、
字
書
類
を
見
て
い
き
た
い
。

「
直
」
と
い
う
語
は
、
「
説
文
解
字
j

を
見
る
と
「
正
見
也
」
と
記

さ
れ
て
お
り
、
「
広
韻
』
に
は
「
正
也
」
と
見
ら
れ
る
。
「
正
」
に
つ

い
て
は
、
「
釈
文
』
に
「
正
、
本
文
又
作
政
、
謂
政
教
也
。
」
と
い
う

記
述
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
「
詩
経
』
大
序
に
、
「
故
正
得
失
、
動
天
地
、

感
鬼
神
、
葵
近
於
詩
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
「
毛
詩
正
義
」
に
「
本

又
作
政
。
謂
政
教
也
。
両
通
近
如
字
」
と
の
注
が
加
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
か
ら
考
え
て
も
、
「
政
」
に
通
じ
る
漢
字
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
と
、
「
直
言
」
と
い
う
の
は
「
正
言
」
で
あ
り
、
「
政

言
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
「
古
注
」
が
示
し
て
い
る
の
は
、

た
だ
単
純
に
「
直
に
其
事
を
陳
べ
た
」
「
警
喩
な
ど
し
な
い
歌
」
と
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い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
「
政
言
」
で
「
警
喩
な
ど
し
な
い
歌
」

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
『
毛
詩
』

鄭
玄
注
に
み
ら
れ
る
、
「
賦
云
舗

1

1

陳
今
之
政
教
善
悪
1

」
と
い
う
記

述
に
通
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

古
注
の
か
ぞ
へ
歌
の
注
に
関
し
て
は
、
小
沢
氏
が
『
古
代
歌
学
の

形
成
』
の
中
で
、
「

(
l
)
か
ぞ
へ
歌
と
は
修
辞
上
の
直
叙
の
歌
で
あ

る
こ
と
、

(
2
)
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
仮
名
序
が
た
だ
ご
と
歌
の
例

と
し
て
挙
げ
た
「
い
つ
は
り
の
な
き
世
な
り
せ
ば
：
・
…
」
の
方
が
適

当
で
あ
る
こ
と
、
の
二
点
に
帰
す
る
。
」
と
さ
れ
て
お
り
、
古
注
が

こ
の
よ
う
な
理
解
を
示
し
た
背
景
に
は
、
「

(
l
)
が
『
毛
詩
正
義
』

の
「
直
に
そ
の
事
を
陳
べ
、
讐
喩
せ
ざ
る
も
の
…
…
」
に
よ
っ
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
れ
は
仮
名
序
が
賦
の
語
義
に
つ

い
て
当
時
の
人
々
が
持
っ
て
い
た
社
会
通
念
に
大
ま
か
に
よ
っ
て
い

る
の
を
、
古
注
が
例
の
ご
と
く
、
『
正
義
」
を
引
き
合
い
に
出
し
て

批
評
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
小
沢
氏
は
、
こ
の
場
合
古
注

の
論
旨
は
政
教
主
義
の
立
場
か
ら
で
は
な
く
、
修
辞
上
の
立
場
か
ら

進
め
ら
れ
、
そ
の
結
果
、

(
2
)
の
よ
う
に
「
い
つ
は
り
の
」
の
歌

を
例
歌
に
し
よ
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
」
と
、
全
体
に
政
教
的
な

解
釈
を
加
え
て
い
る
『
毛
詩
正
義
』
と
は
異
な
り
、
古
注
の
「
か
ぞ

ヽ

ヘ
歌
」
は
政
教
的
な
意
味
を
排
除
し
た
解
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
と

し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
古
注
」
に

み
ら
れ
る
直
言
は
政
教
的
な
意
味
を
持
つ
言
葉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
か
ら
、
「
か
ぞ
へ
歌
」
の
解
説
に
関
し
て
も
、
「
毛
詩
正
義
』
と
同
様
、

政
教
的
な
意
味
を
含
ん
だ
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。

例
歌
に
目
を
移
す
と
、
古
注
は
、
仮
名
序
で
は
「
た
だ
ご
と
歌
」

に
相
応
し
い
と
さ
れ
て
い
た
「
い
つ
は
り
の
」
の
歌
を
引
用
し
て
い

る
。
こ
れ
は
『
古
今
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
お
り
、
巻
第
十
四
恋
歌

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
男
女
の
関
係
を
表
現
し
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
偽
り
の
無
い
世
の
中
を
求
め
て
い
る
歌
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

確
か
に
、
修
辞
上
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
「
直
に
そ
の
事
を
陳
べ
、

警
喩
せ
ざ
る
も
の
」
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
こ
の
歌
の
意
味

は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

こ
こ
で
、
た
だ
ご
と
歌
の
古
注
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
こ
に
は
、

「
こ
れ
は
事
の
と
と
の
ほ
り
、
た
だ
し
き
を
い
ふ
な
り
。
こ
の
歌
の

心
さ
ら
に
か
な
は
ず
。
と
め
歌
と
や
い
ふ
べ
か
ら
む
」
と
あ
る
。
つ

ま
り
、
仮
名
序
に
お
い
て
た
だ
こ
と
歌
に
付
せ
ら
れ
て
い
る
例
歌
で

あ
る
「
い
つ
は
り
の
」
の
歌
は
、
「
と
め
歌
」
で
あ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
「
と
め
歌
」

11

「
か
ぞ
へ
歌
」
と
い
う
解

釈
が
、
古
注
で
は
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
め
歌
に
つ

い
て
は
、
小
沢
氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
『
余
材
抄
』
の
記
述
を
例
に

あ
げ
、
「
「
と
め
」
と
は
「
尋
ね
求
め
る
」
の
意
味
で
は
な
か
ろ
う
か
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
片
桐
洋
一
氏
は
『
古
今
和
歌
集
全
評

釈
』
に
お
い
て
、
「
と
め
歌
」
は
他
に
用
例
が
見
ら
れ
な
い
た
め
確
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言
は
出
来
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
「
い
つ
は
り
の
な
き
世
」
の
歌
を
、

「
無
い
も
の
ね
だ
り
の
歌
で
は
な
い
か
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

「
と
め
歌
」
は
、
お
そ
ら
く
「
も
と
め
歌
」
で
あ
ろ
う
。
」
と
述
べ
ら

れ
て
お
り
、
両
者
と
も
「
と
め
」
は
「
求
め
」
で
あ
り
、
「
い
つ
は

り
の
な
き
世
」
の
歌
は
、
「
尋
ね
求
め
る
心
を
表
現
し
た
歌
」
と
い

う
点
で
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
に
お
い
て
注
目

し
た
い
の
は
、
小
沢
氏
が
、
こ
れ
は
「
い
つ
は
り
の
な
い
世
の
中
を

尋
ね
求
め
る
歌
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
確
か
に
、

こ
の
歌
は
「
求
め
て
い
る
歌
」
で
あ
る
が
、
求
め
て
い
る
も
の
は
「
い

つ
は
り
の
な
い
世
」
で
あ
り
、
「
道
義
的
」
な
歌
で
あ
る
。
そ
う
考

え
れ
ば
、
た
だ
こ
と
歌
の
古
注
で
と
め
歌
と
さ
れ
た
「
い
つ
は
り
の

な
き
世
」
の
歌
が
、
「
こ
れ
は
直
言
に
い
ひ
て
、
も
の
に
誓
へ
な
ど

も
せ
ぬ
も
の
な
り
」
つ
ま
り
は
、
「
政
言
で
あ
り
、
瞥
喩
な
ど
し
な

い
歌
」
に
当
て
は
ま
る
と
言
え
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
古
注
の
か
ぞ

え
歌
の
理
解
は
、
「
毛
詩
正
義
」
の
賦
の
説
明
と
同
様
、
政
教
的
な

意
味
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
な
ず
ら
へ
歌
・
た
と
へ
歌

つ
づ
く
な
ず
ら
へ
歌
で
あ
る
が
、
古
注
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い

る
「
た
ら
ち
め
の
」
の
歌
と
は
、
「
万
葉
集
」
の
、

た
ら
ち
ね
の
母
が
飼
ふ
蚕
の
繭
隠
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
妹
に

逢
は
ず
し
て

（注
2
3
)

と
い
う
歌
で
あ
ろ
う
。
多
少
の
異
同
は
見
ら
れ
る
も
の
の
、
こ
の
歌

が
仮
名
序
古
注
作
者
の
意
図
す
る
歌
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ

ろ
う
。
こ
の
「
た
ら
ち
ね
の
」
の
歌
は
、
「
万
葉
集
」
の
「
寄
物
陳
思
」

の
歌
で
あ
る
。
「
寄
物
陳
思
」
と
は
、
「
物
に
寄
せ
て
思
い
を
陳
べ
る
歌
」

で
あ
り
、
「
毛
詩
正
義
」
に
見
ら
れ
る
鄭
玄
の
「
比
託

I

I

於
物
1

」
と

い
う
記
述
や
、
鄭
氏
農
の
「
比
者
比
方
於
者
」
に
相
当
す
る
。
こ
の

注
だ
け
を
見
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
君
に
今
朝
明
日
の
霜
を
お
き
て
い

な
ば
恋
し
き
ご
と
に
消
え
や
わ
た
ら
む
」
と
い
う
歌
は
、
霜
に
心
を

寄
せ
て
い
る
歌
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
、
そ
こ
ま
で
「
毛
詩

正
義
」
の
説
明
と
離
れ
た
歌
と
は
い
え
ま
い
。
た
だ
、
古
注
が
仮
名

序
の
例
歌
を
「
こ
の
歌
、
よ
く
か
な
へ
り
と
も
見
え
ず
」
と
否
定
し

て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
つ
ぎ
の
た
と
へ
歌
、
と

も
関
係
し
て
く
る
こ
と
で
あ
る
た
め
、
ま
ず
は
た
と
へ
歌
に
つ
い
て

考
え
た
い
。

古
注
の
言
う
、
「
こ
れ
は
よ
ろ
づ
の
く
さ
木
と
り
け
だ
も
の
に
つ

け
て
心
を
見
す
る
な
り
」
と
は
、
「
毛
詩
正
義
」
に
お
け
る
、
鄭
氏

農
の
「
興
者
託

I

I

事
於
物
↓
則
興
者
起
也
取
警
引
類
起
発
心
己
心
詩
文

諸
挙
直
＇
木
鳥
獣
ー
以
見
，
意
者
皆
興
辞
也
」
に
拠
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
。
で
は
、
こ
の
仮
名
序
の
示
し
た
「
わ
が
恋
は
よ
む
と
も
尽
き

じ
荒
磯
海
の
浜
の
真
砂
は
よ
み
尽
す
と
も
」
に
対
し
、
「
こ
の
歌
は
、

隠
れ
た
る
所
な
む
な
き
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
そ
れ
も
「
毛
詩
正
義
』
に
答
え
が
あ
る
。
比
と
興
の
説
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明
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
比
興
之
先
比
之
輿
雖
＇
同
是
附
託
こ
外
物
一

比
レ
顕
而
興
レ
隠
」
と
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
に
由
来
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
つ
ま
り
「
比
興
は
同
じ
よ
う
に
他
の
も
の
に
託
し
て
読
む
も

の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
比
は
顕
に
し
、
興
は
隠
す
も
の
だ
」
、
す
な

わ
ち
同
じ
喩
え
る
歌
で
あ
っ
て
も
比
は
顕
喩
、
興
は
隠
喩
で
あ
る
こ

と
を
『
毛
詩
正
義
』
は
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

仮
名
序
に
見
ら
れ
る
「
君
に
今
朝
」
の
歌
は
、
物
に
託
し
た
顕
喩

の
歌
で
あ
り
、
『
毛
詩
正
義
』
の
説
明
に
一
致
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
わ
が
恋
は
」
の
歌
は
、
古
注
が
否
定
す
る
よ
う
に
、
隠
喩
で
は
な

く
む
し
ろ
顕
喩
の
歌
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
は
『
毛
詩
正
義
』
の
説

明
に
一
致
し
な
い
。
『
毛
詩
正
義
』
の
中
で
合
わ
せ
て
説
明
さ
れ
て

い
る
比
と
興
が
、
仮
名
序
に
お
い
て
一
方
は
説
明
に
即
し
て
い
る
も

の
の
も
う
一
方
は
説
明
に
即
し
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
古
注
の
「
ょ

く
か
な
へ
り
と
も
見
え
ず
」
と
い
う
説
明
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

こ
こ
で
古
注
が
違
う
例
歌
を
提
示
し
て
い
る
背
景
と
し
て
、
小
沢

氏
は
前
掲
書
に
お
い
て
、
「
君
に
今
朝
」
の
歌
は
「
意
味
が
ご
た
ご

た
し
て
い
て
す
っ
き
り
し
た
と
こ
ろ
が
な
く
、
少
な
く
と
も
、
こ
の

よ
う
な
例
に
上
げ
る
歌
と
し
て
適
当
で
は
」
無
い
た
め
、
「
こ
の
歌

よ
く
か
な
へ
る
と
も
み
え
ず
」
と
批
評
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
古
注
は
「
『
正
義
』
の
説
を
読
ん
だ
上
で
、
顕
喩
（
な

ず
ら
へ
歌
）
•
隠
喩
（
た
と
へ
歌
）
の
区
別
を
た
て
、
例
歌
も
ま
た

そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
あ
げ
て
い
る
」
と
、
古
注
は
『
毛
詩
正

義
』
を
前
提
と
し
、
き
ち
ん
と
区
別
し
た
上
で
改
め
て
例
歌
を
加
え

た
と
述
べ
る
。
確
か
に
、
古
注
が
「
な
ず
ら
へ
歌
」
に
添
え
て
い
る

「
た
ら
ち
ね
の
」
の
歌
は
顕
喩
で
あ
る
か
ら
、
『
毛
詩
正
義
』
の
説
明

に
ぴ
っ
た
り
と
嵌
る
歌
を
選
ん
で
い
る
。
ま
た
、
「
た
と
へ
歌
」
に

添
え
て
い
る
「
須
磨
の
海
人
の
塩
焼
く
煙
風
を
い
た
み
思
は
ぬ
方
に

た
な
び
き
に
け
り
」
の
歌
は
、
「
古
今
集
』
巻
第
十
四
恋
歌
に
収
録

さ
れ
て
お
り
、
「
煙
雲
」
を
相
手
の
気
持
ち
に
寄
せ
、
気
持
ち
が
そ

む
い
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
歌
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
ま

た
『
毛
詩
正
義
』
の
説
明
に
一
致
す
る
。
古
注
が
「
毛
詩
正
義
』
に

し
た
が
っ
て
例
歌
を
選
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
た
だ
、

『
毛
詩
正
義
』
の
説
明
に
そ
む
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
「
君
に
今
朝
」

の
歌
を
「
よ
く
か
な
へ
り
と
も
見
え
ず
」
と
い
い
、
「
た
ら
ち
め
の
」

の
歌
を
添
え
た
の
は
、
小
沢
氏
の
言
う
よ
う
に
、
こ
の
歌
が
例
歌
に

相
応
し
く
な
い
歌
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
加
え

て
、
古
注
作
者
が
、
仮
名
序
作
者
が
こ
の
例
歌
を
付
し
た
意
図
を
測

り
か
ね
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な
ず
ら
へ
歌
の
例
歌
は
『
毛

詩
正
義
』
の
「
比
」
の
説
明
に
当
て
は
ま
る
が
、
そ
の
一
方
で
た
と

ヘ
歌
の
例
歌
は
、
『
毛
詩
正
義
』
の
「
興
」
の
説
明
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
。

そ
の
た
め
仮
名
序
作
者
が
『
毛
詩
正
義
』
の
「
比
」
と
「
興
」
を
意

識
し
て
例
歌
を
付
し
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
り
、
古
注
作
者
も
其

の
点
を
疑
問
に
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
解
し
て
付
し
て
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い
る
の
で
あ
れ
ば
仮
名
序
の
例
歌
は
適
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
考
え
が
、
「
よ
く
か
な
へ
り
と
も
見
え
ず
」
と
い
う
曖
昧
な
言
い

方
に
現
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
古
注
作
者
は
「
お
ほ
よ
そ
、

六
種
に
分
か
れ
む
こ
と
は
、
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
む
」
と
、
「
歌

の
さ
ま
六
つ
」
に
否
定
的
な
態
度
で
注
釈
を
加
え
て
い
る
。
そ
の
否

定
的
な
態
度
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
よ
り
「
毛
詩
正
義
」
の
説
明

に
即
し
て
い
る
「
寄
物
陳
思
」
に
属
す
る
歌
を
加
え
る
こ
と
に
意
味

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
た
だ
,
J

と
歌
・
い
は
ひ
歌

た
た
ご
と
歌
に
関
し
て
、
古
注
は
「
い
つ
は
り
の
世
」
の
歌
を
と
め

歌
で
あ
る
と
し
、
「
山
桜
飽
く
ま
で
色
を
見
つ
る
か
な
花
散
る
べ
く

も
風
吹
か
ぬ
世
に
」
の
歌
を
新
た
に
示
し
て
い
る
。
「
い
つ
は
り
の

世
」
の
歌
に
関
し
て
は
、
「
か
ぞ
へ
歌
」
の
項
で
触
れ
た
た
め
、
こ

こ
で
は
詳
し
く
述
べ
な
い
。
『
詩
経
』
序
は
「
雅
」
に
関
し
て
、
「
雅

者
正
也
言
主
政
之
所
ー
」
と
記
し
て
お
り
、
雅
は
政
治
の
こ
と
を
述

べ
て
い
る
歌
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
ら
ば

「
い
つ
は
り
の
世
」
の
歌
で
も
「
た
だ
ご
と
歌
」
に
相
応
し
く
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
古
注
が
「
こ
れ
は
、
事
の
と
と
の
ほ
り
、
た
だ
し

き
を
い
ふ
な
り
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
「
毛
詩
正
義
』
に
「
雅
者

訓
為
＇
正
也
由
天
子
以
-

1

政
教
齋
一
正
天
下
故
民
述
こ
天
子
之
政
還
ー
以

齋
正
為
王
子
齋
正
天
下
得

i

i

其
道
1

則
述
こ
其
美
一
雅
之
正
経
及
宣
王
之

美
詩
之
也
」
と
あ
る
の
に
拠
る
。
そ
の
た
め
、
「
偽
り
の
無
い
世
を

求
め
て
い
る
」
歌
で
は
「
す
で
に
整
っ
て
い
る
世
の
中
」
の
歌
に
は

当
て
は
ま
ら
な
い
た
め
、
「
こ
の
歌
の
心
さ
ら
に
か
な
は
ず
」
と
述

べ
て
い
る
。
そ
こ
で
古
注
が
提
示
し
て
い
る
の
は
「
山
桜
飽
く
ま
で

色
を
見
つ
る
か
な
花
散
る
べ
く
も
風
吹
か
ぬ
世
に
」
と
い
う
、
平
兼

盛
の
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
兼
盛
集
」
に
「
小
野
の
宮
の
お
と
ゞ
の
、

桜
の
花
御
覧
に
お
は
し
ま
し
た
り
し
に
」
と
い
う
詞
書
と
と
も
に
収

（注
2
4
)

録
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
「
論
衡
』
（
是
応
）
の
、
「
論

こ
太
平
瑞
応
。
（
中
略
）
風
不
レ
鳴
レ
條
、
雨
不
レ
破
レ
塊
」
と
い
う
故

（注

2
6
)

事
を
基
に
し
た
歌
で
あ
る
か
ら
、
「
桜
の
花
の
散
る
風
さ
え
吹
か
な

い
ほ
ど
整
っ
て
い
る
太
平
の
世
」
を
表
現
し
て
い
る
歌
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
「
毛
詩
正
義
」
に
は
、
「
小
雅
所
陳
有
飲
食
賓
客
賞
労
」
と

い
う
記
述
も
見
ら
れ
、
宴
の
場
で
歌
わ
れ
て
い
る
兼
盛
の
歌
と
一
致

す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

い
は
ひ
歌
に
関
し
て
、
古
注
は
「
こ
の
殿
は
む
べ
も
富
み
け
り
三

枝
の
み
つ
ば
よ
つ
ば
に
殿
づ
く
り
せ
り
」
の
歌
を
、
い
は
ひ
歌
は
「
世

を
ほ
め
て
神
に
告
ぐ
」
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
の
歌
、
い
は
ひ
歌

と
は
見
え
ず
な
む
あ
る
」
と
否
定
し
、
新
た
に
「
春
日
野
に
若
菜
摘

み
つ
つ
万
世
を
い
は
ふ
心
は
神
ぞ
知
る
ら
む
」
の
歌
を
提
示
し
て
い

る
。
仮
名
序
に
み
ら
れ
る
「
こ
の
殿
は
」
の
歌
は
、
催
馬
楽
歌
で
あ
る
。

こ
こ
に
み
ら
れ
る
催
馬
楽
歌
は
、
多
く
の
殿
舎
が
立
ち
並
ぶ
中
で
も
、

（注

2
7
)

特
に
こ
の
殿
が
立
派
だ
と
解
釈
で
き
る
歌
で
、
催
馬
楽
歌
と
は
、
主
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（注

2
8
)

に
平
安
時
代
の
宮
廷
を
中
心
と
す
る
貴
族
社
会
で
行
わ
れ
た
歌
謡
の

ひ
と
つ
で
あ
る
。
．

こ
の
歌
に
関
し
て
は
、
「
御
殿
の
建
築
が
見
事
な
様
」
を
歌
っ
た

も
の
で
あ
る
か
ら
『
詩
経
』
大
序
の
「
頌
者
美
盛
ー
一
徳
之
形
容
1

以
其

成
功
」
に
当
て
は
ま
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
下
に
「
告

1

神
明
也
」
と
続
く
こ
と
が
、
古
注
の
「
世
を
ほ
め
て
神
に
告
ぐ
」

と
い
う
言
葉
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
は
無
視
で
き
な
い
特
徴
で
あ

る
。
『
毛
詩
正
義
』
を
み
れ
ば
、
「
頌
者
至
神
明
者
」
や
、
「
以
其
成

功
告
於
神
明
解
頌
謄
也
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
な
ど
、
政
教
的

な
意
味
を
も
っ
て
六
義
を
解
こ
う
と
す
る
「
毛
詩
正
義
』
で
あ
る

か
ら
、
「
政
治
が
上
手
く
い
っ
て
い
る
こ
と
を
神
に
告
げ
る
」
と
い

う
解
釈
に
偏
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
『
毛
詩
正
義
』
の
考
え

に
、
「
古
注
」
も
従
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
れ
ば
「
こ

の
殿
は
」
の
歌
よ
り
も
、
「
春
日
野
に
」
の
歌
の
方
が
『
毛
詩
正
義
』

の
意
味
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
改
め
て
例
歌
の
提
示
を
行
っ

た
と
い
え
よ
う
。

こ
こ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
古
注
は
『
毛
詩
正
義
』
の
解
釈
に

よ
っ
て
「
む
つ
の
歌
の
さ
ま
」
を
解
こ
う
と
試
み
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
が
、
こ
こ
で
「
毛
詩
正
義
』
の
「
風
雅
頌
同
為
レ
政
（
中
略
）

動
之
初
則
名
之
日
風
台
其
齊
正
之
後
則
名
之
日
雅
風
俗
既
齋
然
後
得

能
容
物
故
功
成
乃
謂
之
頌
」
と
い
う
記
述
に
注
目
し
た
い
。
「
風
雅

頌
は
同
じ
政
治
を
為
す
こ
と
を
い
う
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、
風
は
政

治
が
動
き
始
め
た
こ
と
を
い
い
、
そ
の
政
治
が
正
し
く
行
わ
れ
た
後

を
雅
と
い
い
、
そ
し
て
風
俗
が
既
に
整
っ
た
後
の
事
を
言
う
の
が
頌

で
あ
る
」
と
「
毛
詩
正
義
』
は
述
べ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
古
注
の

そ
へ
歌
、
た
だ
ご
と
歌
、
い
は
ひ
歌
に
目
を
向
け
た
い
。

そ
へ
歌
に
関
し
て
は
、
古
注
は
特
に
何
も
述
べ
て
い
な
い
か
ら
、

仮
名
序
に
従
う
と
い
う
こ
と
で
よ
い
の
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば

そ
へ
歌
（
風
）

難
波
津
に
咲
く
や
木
の
花
冬
こ
も
り
今
は
春
べ
と
咲
く
や

木
の
花

た
だ
ご
と
歌
（
雅
）

山
桜
飽
く
ま
で
色
を
み
つ
る
か
な
花
ち
る
べ
く
も
風
ふ
か

ぬ
世
に

い
は
ひ
歌
（
頌
）

春
日
野
に
若
菜
摘
み
つ
つ
万
世
を
い
は
ふ
心
を
神
ぞ
知
る

と
い
う
流
れ
に
な
ろ
う
。
こ
れ
ら
三
つ
の
例
歌
を
見
た
と
き
、
ま
ず

「
難
波
津
の
歌
」
は
「
そ
ろ
そ
ろ
即
位
す
る
と
き
が
来
た
」
と
い
う

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
政
治
が
動
き
始
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い

え
よ
う
。
次
に
「
山
桜
」
の
歌
で
、
太
平
の
世
が
来
た
こ
と
を
示
し
、

正
し
い
政
治
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
歌
い
、
そ
し
て
い
は
ひ
歌
で

万
世
の
繁
栄
を
願
う
と
い
う
展
開
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
す
れ
ば
、
古
注
作
者
は
例
歌
を
添
え
る
に
当
っ
て
、
「
毛
詩
正
義
』

ら
む
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（
四
）
公
任
卿
注
に
お
け
る
六
義

の
「
風
雅
頌
同
為
レ
政
」
以
下
に
続
く
記
述
を
も
理
解
し
、
用
い
て

い
た
と
推
測
で
き
る
。

古
注
作
者
は
、
「
歌
の
さ
ま
六
つ
」
の
説
明
を
締
め
る
に
あ
た
り
、

「
お
ほ
よ
そ
、
六
種
に
別
れ
む
こ
と
は
、
え
あ
る
ま
じ
き
こ
と
に
な
む
」

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
無
論
『
毛
詩
正
義
』
に
拠
っ
た
説
明
で

は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
古
注
作
者
が
『
毛
詩

正
義
』
の
「
六
義
論
」
に
あ
て
は
め
て
「
歌
の
さ
ま
六
つ
」
を
解
こ

う
と
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

西
村
氏
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、
「
古
注
は
、
鄭
箋
．
孔
疏
に
は

よ
ら
ず
、
大
序
か
公
任
真
名
序
注
に
よ
っ
て
記
し
つ
つ
、
仮
名
序
批

判
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
し
、
つ
ま
り
「
古
注
は
『
毛
詩

正
義
』
の
う
ち
公
任
真
名
序
注
が
引
用
し
た
部
分
の
み
を
用
い
た
か
、

あ
る
い
は
公
任
真
名
序
注
そ
の
も
の
を
参
照
し
た
と
見
ら
れ
る
」
と

の
結
論
を
導
い
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

古
注
の
作
者
が
参
照
し
て
い
る
の
は
、
「
公
任
卿
注
l

に
見
ら
れ
る

注
に
収
ま
る
部
分
だ
け
で
は
な
い
。
古
注
作
者
は
、
よ
り
広
い
範
囲

で
『
毛
詩
正
義
』
に
目
を
通
し
、
理
解
し
た
う
え
で
仮
名
序
を
批
判

し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
古
注
の
作
者
を
特
定
す
る
こ
と
は
難
し
い

が
、
「
毛
詩
正
義
』
を
深
く
理
解
し
て
い
た
人
物
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
と
い
え
る
。

さ
て
、

古
注
は
仮
名
序
の
「
六
つ
の
歌
の
様
」
を
『
毛
詩
正
義
』

に
よ
っ
て
解
こ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
次
に
「
公
任

卿
注
」
に
目
を
移
し
た
い
。
第
一
、
二
節
で
、
「
古
注
」
と
「
公
任
卿
注
」

の
関
係
と
先
後
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
で
は
「
公

任
卿
注
」
の
六
義
論
と
は
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
る
の
か
。
先
に
述

べ
た
よ
う
に
「
公
任
卿
注
」
は
、
仮
名
序
に
附
さ
れ
た
物
で
は
な
く
、

真
名
序
注
だ
が
、
こ
の
当
時
の
六
義
に
対
す
る
理
解
を
考
え
る
上
で

は
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
る
。

「
公
任
卿
注
」
は
、
「
古
注
」
と
同
様
に
『
毛
詩
正
義
』
の
影
響
を

色
濃
く
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
公
任
が
『
毛
詩
正
義
』
か
ら
引
用
し
た
点
と
、
引

用
し
な
か
っ
た
点
、
そ
し
て
公
任
が
自
ら
付
け
加
え
た
説
明
で
あ
る
。

ま
ず
、
こ
の
点
に
つ
い
て
言
及
す
る
先
行
論
文
を
見
て
い
き
た
い
。

（
注

2
9
)

山
口
博
氏
は
「
古
今
和
歌
集
の
序
と
中
国
詩
論
]
の
中
で
、
「
中

（注

3

co) 

国
詩
論
に
基
づ
い
て
並
々
な
ら
ぬ
政
教
思
想
で
書
か
れ
た
古
今
序

を
、
公
任
は
必
ず
し
も
正
当
に
継
承
し
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
」

と
述
べ
、
「
六
義
に
お
い
て
も
、
和
歌
に
適
し
て
い
る
と
は
い
え
な

い
政
教
カ
ラ
ー
を
退
け
、
実
作
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
、
取
る
べ
き

面
を
採
っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
、
「
公
任
卿
注
」
は
政
教
的
カ
ラ
ー

が
省
か
れ
た
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
小
沢
氏
は
「
平
安
前
期
の
歌
論
と
中
国
詩
論
」
に

お
い
て
、
「
公
任
の
考
え
て
い
た
和
歌
は
『
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
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よ
り
も
い
っ
そ
う
個
人
の
生
活
を
重
ん
じ
、
ま
た
、
そ
れ
だ
け
漢
文

学
か
ら
独
立
し
た
和
歌
の
世
界
を
求
め
た
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
」
と

述
べ
、
「
要
す
る
に
、
公
任
は
自
由
な
立
場
か
ら
漢
文
学
に
接
し
て

い
た
が
、
そ
れ
を
「
古
今
集
』
の
撰
者
た
ち
と
較
べ
る
な
ら
ば
、
時

代
の
変
還
で
あ
る
と
と
も
に
、
身
分
の
相
違
に
よ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
が
公
任
注
に
み
ら
れ
る
漢
籍
の
自
由
な
引
用
方
に
も
影
響

し
て
」
い
る
と
指
摘
、
公
任
の
六
義
論
は
、
彼
自
身
の
置
か
れ
た
環

境
か
ら
く
る
も
の
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
氏
は
「
公
任
の
序
注
は
、

真
名
序
が
そ
の
名
称
だ
け
を
上
げ
て
説
明
を
ま
っ
た
く
し
な
か
っ
た

六
義
を
、
『
正
義
』
の
政
教
主
義
的
文
学
論
に
よ
っ
て
解
釈
し
よ
う

と
し
た
も
の
で
、
日
本
化
さ
れ
た
仮
名
序
の
六
義
論
（
歌
の
さ
ま
）

と
は
対
照
的
で
あ
る
」
と
し
、
公
任
も
『
毛
詩
正
義
』
の
政
教
的
意

味
を
踏
襲
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
山
口
氏
と
意
見
を
異
に
し
て
い

る。
確
か
に
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
公
任
卿
注
」
は
「
毛
詩
正
義
』

と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
為
、
全
く
政
教
的
観
念
が
見
ら
れ
な
い
わ

け
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
は
「
六
義
」
を
『
毛
詩
正
義
』
を
基
に

お
い
て
解
こ
う
と
す
る
試
み
の
た
め
に
生
じ
た
現
象
で
あ
り
、
公
任

が
故
意
に
政
教
的
観
念
を
注
に
組
み
込
ん
だ
よ
う
に
は
考
え
ら
れ
な

（注

3
1
)

い
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
風
に
関
す
る
説
明
を
み
て
み
た
い
。
「
璧
喩
不
こ
斥
言
一
也
。

今
諷
百
体
也
。
風
化
天
下
一
、
正
夫
婦
、
故
用
之
郷
人
一
云
々
。
」

と
の
説
明
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
詩
経
』
大
序
の
「
風
天
下

而
正
夫
婦
也
故
用
之
郷
人
」
を
引
用
し
、
「
云
々
」
で
締
め
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
た
だ
、
公
任
は
こ
こ
で
、
「
詩
経
」
大
序
に
見
ら
れ
る
「
焉

用
之
邦
国
焉
」
を
省
き
、
新
た
に
「
尤
便
こ
於
恋
歌
。
」
と
い
う
説

明
を
加
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
『
詩
経
』
大
序
に
見
ら
れ
た
、

「
国
政
と
の
か
か
わ
り
」
に
関
す
る
部
分
は
な
く
な
り
、
「
正
夫
婦
」

の
部
分
が
強
調
さ
れ
る
形
で
「
恋
歌
に
用
い
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
締

め
方
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
き
な
特
色
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「
醤

喩
不
斥
言
也
。
」
と
い
う
の
は
、
「
毛
詩
正
義
』
の
「
風
化
風
刺
皆
謂

警
喩
不
斥
言
也
」
を
引
用
し
て
い
る
の
は
明
白
だ
が
、
そ
れ
も
「
風

化
風
刺
」
と
い
う
箇
所
を
省
き
、
政
教
的
意
味
合
い
を
な
く
し
て
、

修
辞
的
な
意
味
だ
け
を
採
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
公
任

注
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
は
、
風
の
部
分
の

み
で
は
な
い
。
続
く
賦
の
部
分
で
は
、
「
公
任
卿
注
」
は
「
直
陳

i

i

其

事
、
不
讐
喩
者
、
法
賦
詞
也
」
、
比
の
部
分
は
「
方
比
於
物
＼

諸
言
如
表
比
詞
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
賦
」
は
『
毛
詩
正
義
』

で
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
賦
云
舗

i

i

陳
今
之
政
教
善
悪
」
と

政
教
的
な
意
味
を
含
ん
だ
語
で
あ
る
が
、
「
公
任
卿
注
」
で
は
、
そ

の
意
味
は
排
除
し
て
、
修
辞
的
な
意
味
だ
け
と
な
っ
て
お
り
、
比
も

ま
た
、
「
毛
詩
正
義
』
の
「
比
物
比
方
於
物
緒
言
如
者
皆
辞
也
」
と

い
う
箇
所
を
引
用
し
つ
つ
、
比
の
修
辞
的
な
用
い
方
に
つ
い
て
説
明

し
た
形
と
な
っ
て
い
る
。
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興
に
関
し
て
も
、
「
公
任
卿
注
」
が
述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
託

i

i

事
於

物
1

諸
挙
草
・
木
鳥
獣
1

、
以
見
＇
意
者
。
法
興
詞
也
。
比
顕
興
隠
云
々
」

は
、
「
毛
詩
正
義
』
を
引
用
し
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。
元
々
、
『
毛
詩

正
義
」
に
お
い
て
比
興
と
も
其
の
説
明
が
政
教
的
意
味
を
含
ん
だ
も

の
で
は
な
い
た
め
、
「
公
任
卿
注
」
も
そ
の
ま
ま
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

雅
に
関
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
風
と
同
様
、
公
任
独
自
の
意
見
が
加

え
ら
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
「
斉
正
為
一
1

後
世
法
一
其
道
述

i

i

其
美
一

云
々
。
称
-

1

誉
時
世
一
也
。
又
小
雅
有
：
ー
飲
食
賞
労
宴
賜
1

云
々
。
」
こ

こ
ま
で
は
、
「
毛
詩
正
義
」
の
「
諸
挙

i

i

草
木
鳥
獣
ー
、
以
見
，
意
者
。

皆
興
辞
也
」
を
引
用
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
か
ら
、
「
命
：
紐
飲
宴
1

賞こ

美
花
月
＼
可
面
四
此
体
一
也
。
」
に
つ
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
先
に
古
注
に
つ
い
て
考
察
し
た
部
分
で
、

「
小
雅
有
：
一
飲
食
賞
労
宴
賜
↓
」
と
い
う
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
述

べ
た
よ
う
に
、
「
毛
詩
正
義
』
に
も
宴
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
部
分

が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
「
毛
詩
正
義
』
で
は
、
公
任
が
引
用
し
た
箇
所
の
後

に
「
群
臣
燕
賜
以
懐
諸
侯
征
伐
以
強
中
国
楽
得

i

i

賢
者
養
育
1

人
材
於

天
子
之
政
皆
小
事
也
」
と
続
く
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
部
分
を
見
れ
ば
、

雅
に
つ
い
て
も
「
毛
詩
正
義
」
が
政
教
的
な
解
釈
を
持
っ
て
説
こ
う

と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
詳
し
く
見
て
い

け
ば
「
雅
者
訓
為
レ
正
也
由
天
子
以
政
教
齋
正
天
下
故
」
と
い
う
記

載
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
公
任
が
書
き
加
え
て
い
る
よ
う
な
「
花
月
を

賞
す
る
と
き
の
宴
歌
」
と
い
っ
た
意
味
合
い
は
薄
い
。
そ
う
考
え
れ

ば
、
「
公
任
卿
注
」
は
「
毛
詩
正
義
』
に
お
い
て
、
政
教
的
意
味
を

持
っ
て
説
か
れ
て
い
る
箇
所
を
省
き
、
た
だ
宴
の
場
で
読
ま
れ
る
と

い
う
こ
と
だ
け
を
強
調
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
違
い
は
明
白
で
あ

ろ
う
。
ま
た
、
頌
に
つ
い
て
も
「
美
：
盛
徳
之
形
容
＼
告
-

1

神
明
1

也。」

と
い
う
「
詩
経
」
大
序
の
記
述
の
ほ
か
に
「
祝
歌
之
体
也
。
」
と
い

う
言
葉
を
付
け
加
え
て
い
る
こ
と
が
「
公
任
卿
注
」
の
特
色
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
神
に
告
げ
る
歌
で
あ
る
と
し
て
「
頌
者
至
神
妙
者
」
と

い
う
政
教
的
な
意
味
を
強
調
す
る
「
毛
詩
正
義
」
と
は
異
な
り
、
祝

賀
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
前
面
に
押
し
出
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
「
公

任
卿
注
」
が
政
教
的
な
意
味
の
部
分
を
省
い
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、

『
古
今
集
序
注
（
顕
昭
注
）
』
と
比
較
し
た
と
き
、
よ
り
そ
の
傾
向
が

明
ら
か
と
な
る
。
「
古
今
集
序
注
j

の
六
義
の
説
明
の
部
分
で
は
、

ま
ず
本
文
、
そ
し
て
古
注
が
記
さ
れ
、
其
の
後
に
「
公
任
卿
注
云
」

の
形
で
公
任
の
注
の
引
用
が
為
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、

「
私
考
」
以
下
、
顕
昭
独
自
の
解
説
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
形
に
な
っ

て
い
る
。
こ
こ
で
、
「
私
考
」
以
下
の
部
分
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。

以
下
、
顕
昭
注
「
私
考
」
の
部
分
を
記
す
(
|
部
分
は
公
任
卿
注
と
も
一
致

す
る
部
店
可

私
考
：
ー
毛
詩
序1云
、
風
諷
也
。
上
以
風
一1化
下
＼
々
以
~
こ
刺

上
也
。
主
文
而
譲
諌
、
言
＇
之
者
無
＇
罪
、
聞
，
之
者
足

1

1

以
自

戒
＼
故
日
，
風
。
正
義
云
、
風
言
こ
賢
聖
治
道
之
遺
化
l
o
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私
考
正
義
＝
云
、
賦
之
言
鋪
。
固
釧
]
圏
今
之
政
教
善
悪
1

私
考
正
義
云
、
比
見
今
之
失
、
不
敢
斥
言
ー
、
取
比
類

g-――戸之。

私
考
正
義
云
、
興
者
見
今
之
美
、
嫌
於
媚
諫
一
。
取
善

事
以
喩
勧
之

I

o
 

私
考
毛
詩
1

云
、
言

i

i

天
下
之
事
＼
形
四
方
之
風
＼
謂
之

雅
。
々
者
正
也
。
政
有
小
大
、
故
有
小
雅
一
焉
、
有
大

雅
焉
。
正
義
云
、
言
斧
之
正
者
、
以
為
後
世
法
云
々

私
考
至
詩
云
、
美
盛
徳
之
形
容
、
以
其
成
功
一
告
一
於
神

晴
也
。
正
義
云
、
頌
之
言
誦
也
容
也
。
今
之
徳
廣
以
美
＇
之
。

顕
昭
注
は
、
「
私
考
」
以
下
、
「
毛
詩
」
も
し
く
は
「
正
義
云
」
で

始
ま
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
『
毛
詩
正
義
』
に
見
え
る
文
面
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
参
考
と
し
て
い
る
書
物
と
し
て
は
、
「
公
任
卿
注
」
と

同
様
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
文
面
が
一
致
す
る
箇
所
は
少
な

い
。
そ
こ
で
公
任
と
顕
昭
が
引
用
し
て
い
る
箇
所
の
違
い
を
見
比
べ

れ
ば
、
両
者
の
六
義
の
捉
え
方
の
違
い
が
背
景
に
有
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。ま

ず
、
「
風
」
に
関
し
て
は
、
「
公
任
卿
注
」
で
は
引
用
さ
れ
て
い

た
「
正
夫
婦
」
の
部
分
が
省
か
れ
、
「
正
義
云
、
風
言

I

I

賢
聖
治
道
之

ヽ

遺
化
1
0

」
と
い
う
政
教
的
な
意
味
の
部
分
を
引
用
し
て
い
る
点
で
、

「
公
任
卿
注
」
に
見
ら
れ
る
「
尤
便

1

1

於
恋
歌
―
。
」
と
い
う
記
述
と
の

違
い
が
確
か
と
な
っ
て
い
る
。
「
比
」
「
興
」
に
関
し
て
は
、
『
毛
詩
正
義
』

に
お
い
て
も
政
教
的
意
味
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
た
め
、
顕
昭
注
に

お
い
て
も
修
辞
的
な
意
味
の
中
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
「
賦
」
で
は
、

「
今
之
政
教
善
悪
」
と
い
う
政
教
的
意
味
を
述
べ
て
い
る
部
分
を
持

ち
出
し
て
い
る
。
ま
た
、
雅
に
関
し
て
は
、
「
齋
正
為
後
世
法
其
道
」

と
、
政
教
的
意
味
は
含
み
な
が
ら
も
、
花
月
を
愛
で
る
宴
会
で
の
歌

と
纏
め
て
い
る
「
公
任
卿
注
」
と
は
異
な
り
、
小
雅
・
大
雅
の
違
い

に
ま
で
言
及
す
る
等
、
『
毛
詩
正
義
』
に
書
か
れ
て
い
る
政
教
的
な

意
味
の
部
分
を
中
心
と
し
て
抜
き
出
し
て
い
る
こ
と
が
解
る
。
そ
れ

は
「
頌
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
祝
い
の
歌
で
あ
る
と
述
べ
る
「
公

任
卿
注
」
に
対
し
、
顕
昭
は
『
毛
詩
正
義
』
を
引
用
す
る
に
留
め
て

い
る
。
こ
れ
も
、
政
教
的
な
意
味
を
省
こ
う
と
試
み
た
公
任
と
は
対

照
的
な
態
度
で
あ
り
、
顕
昭
は
公
任
と
は
異
な
っ
て
六
義
を
政
教
的

な
意
味
の
濃
い
も
の
と
捉
え
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
姿
勢
は
、

古
注
と
近
い
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
「
公
任
卿
注
」
も
「
古
注
」
と
同
様
に

『
毛
詩
正
義
』
を
参
考
と
し
て
六
義
を
説
い
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、

一
方
は
政
教
的
意
味
を
前
面
に
押
し
出
し
、
も
う
一
方
は
政
教
的
な

意
味
を
出
来
る
だ
け
省
こ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
山

口
氏
は
、
公
任
が
政
教
的
な
意
味
を
省
い
た
理
由
と
し
て
、
「
『
新
撰

髄
脳
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
公
任
は
中
国
詩
論
引
き
写
し
の
歌
病

を
拒
否
し
て
い
る
」
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
。
確
か
に
、
公
任
は
「
新

撰
髄
脳
』
に
お
い
て
「
こ
と
を
あ
ま
た
あ
る
中
に
、
む
ね
と
去
る
べ
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き
事
は
、
二
所
に
同
じ
事
の
あ
る
な
り
。
但
し
言
葉
同
じ
け
れ
ど
も
、

心
異
な
る
は
去
る
べ
か
ら
ず
」
と
、
拒
否
と
ま
で
は
い
か
な
い
に
し

ろ
、
歌
病
に
従
っ
て
歌
の
良
し
悪
し
を
判
断
す
る
こ
と
に
批
判
的
な

立
場
で
歌
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
彼
の
歌
の
作
風
に
つ
い
て
は
、
宇

（注
3
3
)

佐
美
喜
一
子
八
氏
が
「
藤
原
公
任
の
歌
—
寛
弘
期
の
和
歌
の
性
格
—
」

に
お
い
て
、
公
任
の
歌
は
作
歌
行
動
が
一
っ
の
生
活
態
度
と
な
り
日

常
生
活
に
即
し
た
歌
が
多
く
、
純
粋
の
詠
題
歌
は
比
較
的
に
少
な
い

こ
と
、
ま
た
、
公
任
の
歌
は
「
貴
族
の
日
常
の
情
趣
生
活
と
本
質
的

な
交
渉
を
も
つ
て
読
ま
れ
て
ゐ
る
こ
と
」
を
論
じ
、
公
任
の
歌
は
、

和
歌
が
依
存
し
た
生
活
環
境
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
で
き

（注
3
4
)

な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
竹
鼻
績
氏
は
「
公
任
集
注
釈
」

に
お
い
て
、
右
記
の
よ
う
に
宇
佐
美
氏
の
論
を
纏
め
た
後
、
「
公
任

の
歌
は
、
日
常
生
活
の
場
で
詠
ま
れ
た
歌
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
」
と

さ
れ
、
「
初
期
の
歌
は
「
古
今
集
」
以
来
の
、
伝
統
的
な
発
想
に
よ
っ
て
、

生
活
感
情
を
率
直
に
表
現
し
た
平
明
な
歌
が
多
い
が
、
後
に
は
知
的

な
趣
向
を
用
い
た
優
美
な
歌
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
た

作
家
経
験
を
と
お
し
て
、
理
論
的
に
は
、
心
姿
装
具
を
歌
の
理
想
的

な
表
現
様
式
と
し
て
、
流
麗
な
声
調
と
巧
み
な
趣
向
に
よ
っ
て
微
妙

な
情
調
が
か
も
し
出
さ
れ
る
歌
を
理
想
と
す
る
「
新
撰
髄
脳
」
や
、

心
と
詞
と
が
調
和
し
た
余
情
あ
る
歌
を
最
高
の
も
の
と
す
る
「
九
品

和
歌
」
の
主
張
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
」
と
す
る
な
ど
、
公

任
の
作
風
は
日
常
生
活
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
て
も
、
や
は
り
公
任
が
六

義
を
説
く
に
あ
た
っ
て
、
「
毛
詩
正
義
」
か
ら
政
教
的
意
味
を
取
り

除
こ
う
と
し
た
の
に
は
、
和
歌
の
詠
作
態
度
が
少
な
か
ら
ず
反
映
し

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
公
任
卿
注
」
と
「
顕
昭
注
」
と

の
差
は
、
こ
の
点
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
と
推
測
で
き
る
。

さ
て
、
「
古
注
」
と
「
公
任
卿
注
」
、
ま
た
そ
れ
に
関
連
し
て
「
顕

昭
注
」
の
六
義
論
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
き
た
わ
け
だ
が
、
「
古

今
集
」
成
立
と
比
較
的
年
代
の
近
い
と
考
え
ら
れ
る
歌
論
に
お
い
て

も
「
六
義
」
に
対
す
る
解
釈
が
様
々
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ

ら
三
つ
は
、
「
毛
詩
正
義
」
を
基
に
し
て
解
釈
し
よ
う
と
試
み
て
い

る
も
の
の
、
そ
の
政
教
的
意
味
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
大
き
な
違
い

が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
よ
う
。

結以
上
、
中
古
か
ら
中
世
に
お
い
て
に
お
い
て
六
義
が
ど
の
よ
う
に

論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
考
察
し
て
き
た
。

平
安
期
、
「
古
今
集
」
と
最
も
近
い
年
代
に
添
え
ら
れ
た
で
あ
ろ

う
古
注
は
「
毛
詩
正
義
j

に
沿
い
、
仮
名
序
を
否
定
す
る
姿
勢
か
ら

仮
名
序
六
義
に
注
釈
を
加
え
て
お
り
、
「
古
今
集
」
に
近
い
年
代
で

あ
っ
て
も
既
に
仮
名
序
六
義
に
つ
い
て
の
理
解
が
難
し
い
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
が
解
る
。
「
毛
詩
正
義
」
に
見
ら
れ
る
政
教
的
な
意
味

を
引
き
継
い
だ
形
の
古
注
及
び
顕
昭
注
と
、
政
教
的
な
意
味
を
排
除

-62-



兎
ま
れ
風
は
風
俗
の
風
で
あ
っ
て
諷
刺
の
諷
で
は
な
く
、
雅

し
た
公
任
注
が
存
在
す
る
こ
と
も
、
六
義
の
理
解
を
よ
り
一
層
困
難

な
も
の
と
し
て
い
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
六
義
説
を
「
仮
名
序
」
作
者
が
ど
の
よ
う
な
考
え
の
下
で

記
し
た
の
か
を
解
き
明
か
す
た
め
に
平
安
期
に
お
け
る
六
義
論
を
み

て
き
た
。
『
古
今
集
』
成
立
に
近
い
注
で
あ
っ
て
も
、
仮
名
序
作
者

の
意
図
す
る
と
こ
ろ
の
六
義
を
正
確
に
理
解
す
る
に
は
遠
く
、
一
番

近
い
時
代
に
付
け
ら
れ
た
注
で
あ
る
古
注
に
至
っ
て
も
『
毛
詩
正
義
』

を
持
ち
出
し
て
「
お
ほ
よ
そ
、
む
く
さ
に
わ
か
れ
ん
事
は
、
え
あ
る

ま
じ
き
事
に
な
ん
」
と
い
い
、
否
定
的
な
立
場
か
ら
論
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
一
体
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
よ
う
な
事
を
考
え

て
い
く
と
、
そ
れ
は
六
義
説
が
、
当
時
の
人
々
の
目
に
入
り
う
る
特

定
の
書
物
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
か
と
い
う
考
え
に
至
る
。

六
義
説
に
つ
い
て
、
今
回
は
日
本
の
文
献
か
ら
考
え
て
き
た
。
た

と
ば
、
風
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
従
来
理
解
し
や
す
い
も
の

と
し
て
、
古
く
の
歌
論
も
一
定
の
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

が
、
全
く
疑
問
の
残
ら
な
い
も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
風

は
市
川
氏
に
よ
れ
ば
、
「
周
禍
の
六
詩
」
は
歌
謡
の
品
目
で
あ
り
、
「
風

は
凡
そ
我
が
国
の
風
俗
歌
に
当
た
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
「
風
は
風

俗
の
風
で
あ
っ
て
、
風
刺
の
風
で
は
な
い
筈
で
あ
る
」
と
も
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
、

頌
亦
そ
れ
ぞ
れ
曲
名
で
あ
っ
て
、
決
し
て
内
容
に
名
づ
け
た
も

の
で
は
な
い
。
故
に
雅
に
あ
た
る
催
馬
楽
の
神
楽
の
曲
に
大
前

張
・
小
前
張
が
あ
り
、
大
歌
所
の
歌
に
大
歌
・
小
歌
が
あ
っ
て
、

詩
の
大
雅
・
小
雅
に
な
ら
っ
た
の
は
蓋
し
適
切
な
対
比
で
あ
っ

た
と
思
は
れ
る
。

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
元
来
「
風
」
と
い
っ
た
こ
と
ば
は
、

政
教
的
な
意
味
を
含
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
「
風
俗
歌
」
い
う
な
れ

ば
民
謡
の
意
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
民
謡
的
意

味
を
も
っ
た
「
風
」
と
い
う
言
葉
を
詩
経
の
大
序
が
政
教
的
意
味
を

も
っ
て
解
釈
し
よ
う
と
試
み
た
た
め
、
そ
の
影
響
で
後
々
の
書
物
も

「
風
」
を
歌
謡
的
な
語
で
は
な
く
、
政
教
的
な
語
と
し
て
と
ら
え
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
様
な
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
山
岸
徳
平
氏
の

「
古
今
集
序
文
の
文
学
論
と
六
義
」
で
あ
る
。
山
岸
氏
は
こ
の
中
の
「
六

義
と
風
」
と
い
う
項
に
お
い
て
、
「
六
義
と
か
六
詩
は
、
詩
経
独
自

の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
、
一
般
の
詩
類
に
宛
て
は
め
る
の
は
、
頗

る
無
理
で
あ
る
。
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
そ
れ
を
我
が
国

の
和
歌
に
当
て
は
め
た
た
め
、
貫
之
も
困
っ
て
、
無
理
な
解
明
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
六
詩
が
「
周
覗
」
を
は
じ
め
と
す
る
と
い
っ
た
市
川
氏
と
、

六
詩
や
六
義
は
詩
経
独
自
の
も
の
で
あ
る
と
い
っ
た
山
岸
氏
と
で

は
、
こ
の
点
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
両
氏
に
お
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い
て
共
通
し
て
い
る
の
が
、
「
風
」
の
本
来
的
な
意
味
で
あ
る
。
山

岸
氏
は
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
「
風
」
と
は
、
殆
ど
す
べ
て
が
、
漂
泊
文
学
と
し
て
、

諸
国
の
村
里
や
街
巷
に
、
昔
か
ら
存
在
し
た
民
謡
の
類
を
総
合

し
て
の
呼
称
で
あ
る
。
（
略
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
民
間
文
学
で
、

百
姓
や
町
人
や
婦
人
や
、
牧
童
や
田
夫
野
人
等
の
謳
謡
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
故
に
そ
の
内
容
も
、
あ
と
に
掲
げ
る
よ
う
に
男

女
の
、
怨
恨
と
か
、
相
思
の
情
や
、
感
情
の
苦
痛
や
圧
迫
、
及

び
、
生
活
の
圧
迫
や
環
境
の
刺
戟
な
ど
が
、
素
材
と
な
っ
て
居

る
。
こ
れ
が
「
風
」
な
の
で
あ
っ
て
、
全
く
、
今
日
の
民
謡
な

の
で
あ
り
、
佐
渡
節
や
安
来
節
や
、
追
分
節
と
か
五
木
の
子
守

唄
等
々
の
類
な
の
で
あ
る
。
~

両
氏
に
よ
れ
ば
、
「
風
」
は
詩
経
の
大
序
が
書
か
れ
る
以
前
は
、

政
教
的
意
味
を
示
す
言
葉
で
は
な
く
、
民
謡
を
示
す
語
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
詩
経
の
大
序
が
、
「
風
」
に
政
教

的
意
味
を
持
た
せ
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
そ
の
後
の
書
物
に
お
い

て
「
風
」
は
政
教
的
意
味
を
含
む
語
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
影
響
を
受
け
た
仮
名
序
作
者
も
、
詩
経
の

序
の
「
風
」
と
同
様
な
意
味
を
も
っ
て
、
「
そ
へ
歌
」
と
い
う
言
葉

を
用
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

各
々
の
研
究
者
が
原
拠
と
な
る
文
献
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ

れ
ら
す
べ
て
が
詩
経
を
元
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
詩
経
以
前
の
民
謡

的
要
素
を
省
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
当
に
、

「
風
」
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
「
民
謡
」
と
い
っ
た
要
素
を
、
仮
名

序
作
者
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
点
に
お
い

て
、
例
歌
と
し
て
添
え
ら
れ
た
、
難
波
津
の
歌
を
中
心
に
考
え
て
い

き
た
い
。難

波
津
に
咲
く
や
木
の
花
冬
こ
も
り
今
は
春
べ
と
咲
く
や
木
の
花

こ
の
難
波
津
の
歌
は
、
「
日
本
書
紀
」
「
古
事
記
』
「
万
葉
集
」
な
ど

に
所
見
な
く
、
文
献
と
し
て
は
「
古
今
集
』
の
仮
名
序
に
記
載
さ
れ

て
い
る
の
が
最
初
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
歌
が
、
か
な
り

早
い
時
代
か
ら
手
習
い
歌
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
東
野
治
之
氏
「
平
城

（注
3
6
)

京
出
土
資
料
よ
り
み
た
難
波
津
の
歌
」
に
詳
し
い
（
東
野
氏
の
論
に
つ
い

て
は
後
ほ
ど
触
れ
る
）
。

ま
た
、
難
波
津
歌
が
王
仁
作
と
い
わ
れ
て
い
る
所
以
に
つ
い
て
は
、

片
桐
氏
が
前
掲
書
に
お
い
て
、

王
仁
と
い
ふ
人
11

「
日
本
書
紀
」
巻
十
応
神
天
皇
紀
に
よ
れ
ば
、

百
済
王
の
使
者
と
し
て
渡
来
し
た
阿
直
岐
が
経
典
に
通
じ
て
い

た
の
で
皇
太
子
菟
道
稚
郎
子
の
師
と
し
た
が
、
阿
直
岐
が
自
分

に
勝
る
博
士
と
し
て
の
王
仁
の
名
前
を
あ
げ
た
の
で
、
天
皇
は

直
ち
に
百
済
か
ら
王
仁
を
召
し
皇
太
子
の
学
問
の
師
と
し
た
。

「
古
事
記
」
中
巻
は
こ
の
王
仁
の
こ
と
を
「
和
週
吉
師
」
（
「
吉
師
」

は
朝
鮮
語
で
族
長
に
対
す
る
敬
称
）
と
呼
び
、
「
論
語
」
十
巻
、
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「
千
字
文
』
一
巻
を
持
参
し
た
と
あ
る
。
た
だ
し
、
王
仁
が
「
難

波
津
に
咲
く
や
こ
の
花
＼
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
記
述

は
な
い
。
『
古
今
集
』
当
時
和
歌
説
話
と
し
て
伝
承
さ
れ
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
特
に
記
述
と

し
て
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
歌
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ

た
の
は
『
古
今
集
』
の
仮
名
序
で
あ
る
と
い
う
点
が
注
目
さ
れ
よ
う
。

難
波
津
の
歌
に
関
し
て
は
、
こ
れ
が
上
代
に
読
ま
れ
た
と
い
う
こ

と
を
沢
潟
久
孝
氏
が
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
ら
し
い
。
未
見
の
こ
の
論

に
つ
い
て
は
今
回
は
触
れ
な
い
が
、
そ
の
他
、
難
波
津
歌
の
先
行
研

究
に
関
し
て
は
東
野
氏
の
前
掲
論
文
に
詳
し
い
た
め
引
用
す
る
。

薮
田
（
筆
者
注
、
嘉
一
郎
）
、
荒
木
田
（
同
、
楠
千
代
）
氏

ら
の
研
究
は
、
法
隆
寺
五
重
塔
の
落
書
を
ふ
ま
え
、
い
ず
れ
か

と
い
え
ば
手
習
い
手
本
と
な
る
以
前
の
状
況
を
さ
ぐ
ろ
う
と
し

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
所
説
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
て
い
る

が
、
こ
の
歌
を
当
時
の
民
謡
な
い
し
流
行
り
歌
と
す
る
点
に
共

通
性
が
あ
る
。
な
か
で
も
薮
田
氏
や
板
橋
（
同
、
倫
行
）
氏
の

論
は
、
こ
の
歌
を
『
続
日
本
紀
』
天
平
六
年
二
月
朔
条
に
み
え

る
歌
垣
歌
謡
の
一
っ
「
難
波
曲
」
（
ナ
ニ
ハ
ブ
リ
）
に
比
定
さ

れ
る
点
で
一
層
具
体
的
で
あ
る
。
福
山
敏
男
氏
は
平
安
朝
の
ナ

ハ
ブ
リ
（
ナ
ニ
ハ
ブ
リ
）
の
歌
詞
が
こ
れ
と
異
な
る
こ
と
か
ら
、

か
か
る
比
定
を
却
け
て
お
ら
れ
る
が
、
小
島
憲
之
氏
も
指
摘
さ

れ
て
い
る
通
り
、
上
代
の
ナ
ニ
ハ
ブ
リ
は
い
く
つ
か
の
歌
詞
か

ら
成
っ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
こ
の
歌
が
あ
っ
た
可
能
性
は
あ

ろ
う
。
法
隆
寺
塔
の
落
書
の
性
格
か
ら
み
て
こ
の
歌
が
当
時
の

人
々
の
記
憶
に
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
ナ
ニ
ハ
ブ
リ
の

―
つ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
さ
て
お
い
て
も
、
こ
れ
が
当
時
の

民
謡
な
い
し
流
行
り
歌
で
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
。

ま
た
、
東
野
氏
は
こ
の
論
に
お
い
て
、
難
波
津
歌
は
た
だ
単
に
流
行

り
歌
で
あ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
「
八
世
紀
に
お
い
て
既
に
万
葉
仮

名
の
手
本
と
な
っ
て
い
た
」
た
め
、
制
作
年
代
や
歌
意
と
無
関
係
に

長
く
生
命
を
保
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
お
ら
れ
る
。

難
波
津
歌
に
注
目
し
た
と
き
、
こ
の
歌
が
民
謡
と
し
て
広
ま
っ
て

い
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
定
説
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
平
成
九
年
に
紫
香
楽
宮
跡
か

ら
出
土
し
た
木
簡
に
、
難
波
津
歌
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
近
年

明
ら
か
に
さ
れ
、
難
波
津
歌
が
古
く
か
ら
手
習
歌
と
し
て
有
名
な
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
も
証
明
さ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
山
岸
徳
平
氏

（
前
掲
書
）
に
見
ら
れ
る
、
「
風
」
は
本
来
、
諸
国
の
村
里
や
街
巷
に
、

昔
か
ら
存
在
し
た
民
謡
の
類
の
総
称
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
貫

之
も
こ
の
「
風
」
に
対
し
て
は
、
十
分
に
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
と

見
え
る
、
と
の
主
張
は
、
納
得
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
仮
名
序
作
者
が
原
拠
と
し
た
「
六
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〈注〉
義
」
を
一
っ
の
書
物
に
限
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
が
多
い
。
し
か
し

な
が
ら
、
仮
名
序
作
者
が
―
つ
の
書
物
を
参
考
に
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
れ
ま
で
中
国
に
広
ま
り
、
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
「
六
義
」
を
、

自
分
な
り
に
解
釈
し
て
「
歌
の
六
つ
の
さ
ま
」
に
表
現
し
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
「
古
今
集
」
が
成
立
し
た
の
と
比

較
的
近
い
年
代
に
記
さ
れ
た
歌
学
書
に
お
い
て
も
混
乱
が
生
じ
た
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
と
れ
ら
の
論
は
未
だ
推
測
の
域
を
で
な
い
。

仮
名
序
六
義
説
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
持
っ
て
書
か
れ
た
の
か
と
い

う
こ
と
は
、
中
国
の
六
義
説
は
勿
論
、
仮
名
序
六
義
に
お
い
て
使
用

さ
れ
て
い
る
語
句
を
丁
寧
に
解
読
し
な
が
ら
、
貰
之
が
表
そ
う
と
し

た
本
来
の
意
味
を
客
観
的
な
立
場
か
ら
読
み
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。

今
回
の
研
究
で
は
、
平
安
期
に
お
い
て
六
義
説
が
ど
の
よ
う
な
論

じ
ら
れ
方
を
し
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
焦
点
を
当
て
た
こ
と

で
、
「
古
今
集
」
成
立
に
近
い
年
代
で
あ
っ
て
も
、
六
義
に
関
す
る

考
え
が
統
一
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
た
だ
、
仮
名
序
六

義
の
意
味
を
解
明
す
る
に
は
、
中
国
文
学
に
み
ら
れ
る
六
義
と
の
比

較
、
真
名
序
六
義
と
の
関
係
な
ど
、
ま
だ
様
々
な
方
面
か
ら
見
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

(
l
)
両
序
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
仮
名
序
に
感
歎
し
て
淑
望
が
真
名
序

を
模
索
し
た
と
い
う
説
と
、
仮
名
序
を
書
く
た
め
に
そ
の
土
台
を
淑
望

に
依
頼
し
た
と
い
う
説
が
あ
り
、
古
来
幾
多
の
研
究
が
な
さ
れ
て
い
る

（
両
序
の
研
究
史
に
つ
い
て
は
「
和
歌
文
学
講
座
12

和
歌
研
究
史
』
昭

和
五
九
年
に
纏
め
ら
れ
て
い
る
）
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
仮
名
序
に
お
け

る
「
う
た
の
む
つ
の
さ
ま
」
に
つ
い
て
追
求
す
る
の
が
目
的
で
あ
り
、

作
者
、
先
後
関
係
に
つ
い
て
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
た
め
触
れ
な
い
こ

と
に
す
る
。

(
2
)
中
島
光
風
「
古
今
序
六
義
説
に
つ
い
て
、
そ
の
一
解
釈
」
（
『
日
本
文
学
論

纂
』
昭
和
七
年
所
収
、
同
氏
著
「
上
代
歌
学
の
研
究
』
昭
和
二
十
年
再
録
）
、

能
勢
朝
次
「
古
今
集
の
六
義
の
再
検
討
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
九
年
八

月
号
）
、
市
川
寛
「
古
今
集
六
義
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和
―
―

年一

0
月
号
）
、
「
古
今
集
序
の
六
義
に
就
い
て
」
（
「
国
語
国
文
」
昭
和

二
七
年
一

0
月
号
）
、
小
西
甚
一
「
文
鏡
秘
府
論
考
』
研
究
編
下
（
昭
和

二
六
年
）
、
松
田
武
夫
「
古
今
集
六
義
説
の
利
用
価
値
」
（
「
平
安
文
学
研

究
」
＋
九
輯
昭
和
三
一
年
）
、
小
沢
正
夫
「
古
代
歌
学
の
形
成
』
（
昭

和
三
八
年
）
、
山
岸
徳
平
「
古
今
集
序
文
の
文
学
論
と
六
義
」
（
『
中
古
文

学
論
考
j

昭
和
四
七
年
）
、
石
井
祐
啓
「
古
今
集
仮
名
序
の
六
義
」
（
「
和

歌
文
学
研
究
」
第
九
十
二
号
平
成
十
八
年
）
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。

(
3
)
「
古
今
集
顕
昭
注
』
は
守
覚
法
親
王
の
命
に
よ
り
、
文
治
元
(
-
―
八
五
）

年一

0
月
八
日
か
ら
―
一
月
一
七
日
の
間
に
八
回
に
分
け
注
進
、
更
に

声
点
を
加
え
て
建
久
二
（
―
-
九
一
）
年
三
月
と
八
月
に
親
王
に
進
献

（
『
和
歌
大
辞
典
」
）
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
4
)
小
沢
正
夫
「
平
安
前
期
の
歌
論
と
中
国
詩
論
ー
藤
原
公
任
の
歌
論
を
中

心
と
し
て
ー
」
（
和
漢
比
較
文
学
叢
書
11
『
古
今
集
と
漢
文
学
』
平
成
四

年
汲
古
書
院
）
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(
5
)
西
村
加
代
子
「
古
今
集
仮
名
序
「
古
注
」
の
成
立
」
（
「
中
古
文
学
」
第

五
十
六
号
平
成
七
年
）

(
6
)
杉
田
ま
ゆ
子
「
公
任
歌
学
と
古
今
集
序
注
ー
仮
名
序
古
注
と
公
任
序

注
の
先
後
ー
」
（
『
和
歌
解
釈
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
平
成
十
年
笠
間
書
院
）

(
7
)
小
西
甚
一
氏
は
『
文
鏡
秘
府
論
考
』
に
お
い
て
、
古
注
と
公
任
注
の
引

用
す
る
『
毛
詩
正
義
』
が
一
致
す
る
と
い
う
点
を
根
拠
に
、
古
注
は
公

任
作
の
仮
名
序
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
先
後
関
係
は
一
致
し
な
い

も
の
の
、
作
者
に
関
す
る
考
え
方
で
い
え
ば
、
こ
の
考
え
方
は
西
村
説

に
受
け
継
が
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
多
く
取
り
上
げ
な
い
。

(
8
)
テ
キ
ス
ト
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
別
巻
四
（
昭
和
五
五
年
風
間
書
房
）

に
よ
っ
た
。

※
引
用
に
関
し
て
、
漢
文
に
は
必
要
に
応
じ
て
返
り
点
を
加
え
た
。

(
9
)
テ
キ
ス
ト
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
に
よ
る
。

(10)
竹
岡
正
夫
「
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
（
昭
和
五
一
年
右
文
書
院
）

(11)
『
和
歌
罷
十
種
』
の
作
者
に
つ
い
て
は
、
壬
生
忠
本
の
著
で
あ
る
か
否
か

両
論
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
山
田
孝
雄
氏
が
、
『
日
本
歌
学
の
源
流
』
（
昭

和
二
七
年
日
本
書
院
）
に
お
い
て
、

忠
客
以
後
の
人
の
歌
は
見
え
ぬ
。
そ
れ
故
、
内
容
か
ら
見
て
、
忠
苓

の
作
で
な
い
と
い
う
べ
き
点
は
存
し
な
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
忠
字
に
近
い
時
代
に
成
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ

ろ
う
。

(12)
「
古
梓
堂
文
庫
所
蔵
古
紗
本
」
に
つ
い
て
は
、
堀
部
正
―
-
『
校
異
和
漢
朗

詠
集
』
（
昭
和
五
六
年
大
学
堂
書
店
）
に
「
奥
書
を
有
し
な
い
が
鎌
倉

末
期
の
書
写
と
思
し
い
古
紗
本
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(13)
安
倍
直
明
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
「
貞
和
三
年

（
―
-
―
-
四
七
年
）
初
秋
十
二
月
写
屹
ん
ぬ
。
前
封
州
勅
使
安
倍
直
明
花
押
」

と
記
さ
れ
て
お
り
、
上
巻
の
書
写
時
期
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(14)
時
代
は
く
だ
る
が
、
菅
原
長
親
校
本
を
底
本
と
し
て
い
る
朽
尾
武
編

『
翌
翡
祖
咋
討
丑
漢
字
総
索
引
附
翻
琵
』
（
新
典
社
総
索
引
叢
書
I

（昭

和
六
十
年
新
典
社
）
）
を
見
る
と
、
影
印
本
に
は
、
「
き
み
か
代
は
」

を
み
せ
け
ち
し
て
、
「
わ
か
き
み
」
と
し
て
い
る
と
い
う
例
も
見
ら
れ
る
。

長
親
本
と
い
う
の
は
、
江
注
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
中
心
に
本
文
の
校

合
作
品
の
評
価
等
の
書
入
れ
が
多
彩
な
本
で
あ
る
。
書
写
年
は
文
化

十
一
年
(
-
八
一
四
）
。
但
し
、
『
顎
翡
暉
翡
翡
紐
ば
漠
字
総
索
引
附
翡
罪
』

解
題
に
お
い
て
「
長
親
本
の
底
本
が
菅
家
系
の
も
の
で
あ
る
の
に
せ
よ

室
町
期
の
写
本
で
あ
る
」
と
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
わ
か
き
み
」
と
記

し
て
い
る
の
は
朱
で
の
訂
正
で
あ
る
。
朽
尾
氏
は
奥
書
や
書
き
入
れ
な

ど
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
、
長
親
本
は
貞
和
本
か
ら
移
黙
し
た
も
の
で
あ

る
が
、
朱
の
訂
正
箇
所
は
、
弘
安
―
―
一
年
(
―
二
八
0
)
に
藤
達
鑑
（
長
英
）

が
朱
・
墨
・
両
貼
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

注
目
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
異
同
は
鎌
倉
期
に
既
に
記
さ
れ
た
も
の
と
い

え
、
こ
の
時
期
に
こ
の
歌
の
表
記
に
揺
れ
が
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。

(15)
柿
村
重
松
「
和
漢
朗
詠
集
考
證
』
（
昭
和
四
八
年
芸
林
舎
）

(16)
平
兼
盛
は
生
年
未
詳
ー
正
暦
元
年
（
九
九

0
)

―
二
月
二
八
日
。
光
孝

天
皇
王
子
の
是
忠
親
王
の
孫
。
篤
行
王
の
子
で
あ
る
。
公
任
は
康
保
三

年
（
九
六
六
）
ー
長
久
一
一
年

(
1
0
四
一
）
正
月
一
日
で
あ
る
。

(17)
小
沢
正
夫
、
注

(
2
)
前
掲
書
な
ど
。

(18)
テ
キ
ス
ト
は
新
釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』
（
昭
和
四
六
ー
五
四
年
明
治
書
院
）

に
よ
る
。

(19)
『
礼
記
訓
纂
』
は
、
清
・
朱
彬
の
手
に
よ
っ
て
成
っ
た
注
釈
書
で
あ
る
。

(
2
0
)テ
キ
ス
ト
は
新
釈
漢
文
大
系
「
春
秋
左
氏
伝
』
（
昭
和
四
六
—
五
六
年

明
治
書
院
）
に
よ
る
。

-67-



(21)
と
め
歌
に
関
し
て
は
、
意
味
が
と
り
難
い
こ
と
か
ら
、
「
こ
の
う
た
な
ど

や
い
ふ
べ
か
ら
む
」
の
誤
り
で
、
次
の
歌
を
指
す
も
の
だ
と
い
う
説
も

あ
る
（
「
日
本
古
典
文
学
大
系
」
）
と
め
歌
と
と
っ
て
も
、
「
こ
の
う
た
」

と
と
っ
た
と
し
て
も
本
論
に
は
直
接
影
響
は
無
い
。

(22)
片
桐
洋
一
「
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』
（
平
成
十
年
講
談
社
）

(23)
「
万
葉
集
j

で
は
、
「
た
ら
ち
ね
の
母
が
飼
ふ
蚕
の
繭
隠
り
い
ぶ
せ
く
も

あ
る
が
妹
に
逢
は
ず
し
て
（
二
九
九
一
）
」
と
あ
る
。

(24)
「
兼
盛
集
』
で
は
「
山
桜
飽
く
ま
で
け
ふ
は
見
つ
る
か
な
花
散
る
べ
く
も

風
吹
か
ぬ
世
に
」
と
な
っ
て
い
る
。

(25)
テ
キ
ス
ト
は
新
釈
漢
文
大
系
「
論
衡
J

(
昭
和
五
一
ー
五
九
年
明
治
書
院
）

に
よ
る
。

(26)
高
橋
正
治
私
家
集
注
釈
叢
刊
4

『
兼
盛
集
注
釈
』
（
平
成
五
年
貴
重

本
刊
行
会
）
に
「
こ
の
表
現
は
「
世
」
そ
の
も
の
が
「
花
が
散
り
そ
う

に
も
風
が
吹
く
と
い
う
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
り
、
事
実
で
は

な
く
「
よ
く
治
ま
っ
た
世
」
と
い
う
意
味
」
と
あ
る
。

(27)
土
橋
寛
・
小
西
甚
一
日
本
古
典
文
学
大
系
3

『
古
代
歌
謡
集
』
（
昭
和

三
二
年
岩
波
書
店
）
よ
り
該
当
歌
を
引
用
す
る
。

こ
の
殿
は

こ
の
殿
は
宜
も
宜
も
富
み
け
り
三
枝
の
あ
は
れ
三
枝
の

は
れ
三
枝
の
三
つ
ば
四
つ
ば
の
中
に
殿
つ
く
り
せ
り
や
殿
づ

く
り
せ
り
や

(
3
7
)

(28)
催
馬
楽
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
は
、
宮
岡
薫
『
古
代
歌
学
の
構
造
j

(昭

和
六
二
年
新
典
社
）
に
お
い
て
、
「
催
馬
楽
は
多
く
の
歌
謡
を
摂
取
し
、

集
成
し
た
も
の
で
「
弘
仁

8
1
0
‘
1
8鯰
年
の
初
年
に
は
す
で
に
存
し
て

い
た
（
三
代
実
録
）
が
、
延
喜

8
1
1
9
2
3

の
公
式
の
譜
が
制
定
さ
れ

た
よ
う
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
謡
に
つ
い
て

の
採
録
状
況
は
明
確
で
は
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(29)
山
口
博
「
古
今
和
歌
集
の
序
と
中
国
詩
論
」
（
「
一
冊
の
講
座

歌
集
』
昭
和
六
二
年
有
精
堂
出
版
）

(30)
山
口
氏
は
『
新
撰
和
歌
』
に
見
ら
れ
る
貫
之
の
書
い
た
序
に
基
づ
き
、

古
今
撰
者
た
ち
は
政
教
思
想
を
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
六
義
を
政
教
的
に
説
こ
う
と
し
た
「
毛
詩
正
義
』
に
し

た
が
っ
た
古
注
と
、
仮
名
序
の
間
に
は
相
当
の
ず
れ
が
見
ら
れ
、
古
今

集
序
文
に
お
け
る
政
教
的
概
念
に
つ
い
て
は
再
考
を
要
す
る
。

(31)
小
西
氏
は
『
文
鏡
秘
府
論
考
j

に
お
い
て
、
「
政
教
的
修
辞
的
意
義
が
毛

詩
六
義
の
実
質
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
捨
象
し
た
「
六
義
」
は
存
し

な
い
」
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
毛
詩
の
六
義
と
政
教
的
意
義
は
切
っ
て

も
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
こ
と
も
参
考

に
出
来
る
だ
ろ
う
。

(32)
テ
キ
ス
ト
は
「
歌
学
大
系
』
別
巻
四
に
よ
る
。

(33)
宇
佐
美
喜
三
八
「
藤
原
公
任
の
歌
ー
寛
弘
期
の
和
歌
の
性
格
ー
」
（
『
和

歌
史
に
関
す
る
研
究
』
昭
和
二
七
年
若
竹
出
版
初
出
、
「
復
刻
版

和
歌
史
に
関
す
る
研
究
j

平
成
四
年
文
進
堂
所
収
）

(34)
竹
鼻
績
私
家
集
注
釈
叢
刊
15
「
公
任
集
注
釈
』
（
平
成
一
六
年
貴
重

本
刊
行
会
）

(35)
山
岸
徳
平
「
古
今
集
序
文
の
文
学
論
と
六
義
」
（
「
中
古
文
学
論
考
』
昭

和
四
七
年
有
精
堂
出
版
）

(36)
東
野
治
之
「
平
城
京
出
土
資
料
よ
り
み
た
難
波
津
の
歌
」
（
「
万
葉
」
第

九
八
号
、
昭
和
五
三
年
）

古
今
和
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