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は
じ
め
に

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
い
う
言
葉
が
登
場
し
て
久
し
い
。
昭
和
時
代
にD

baseIII

と
い
う
ソ
フ
ト
を
C
言
語
で
動
か
し
て
和
歌
本
文
の
索
引
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を

作
っ
て
い
た
。
今
か
ら
思
え
ば
、
幼
稚
な
も
の
だ
が
、
紙
の
カ
ー
ド
に
記
入
し

並
べ
直
す
よ
り
も
格
段
に
作
業
が
進
み
、
そ
れ
だ
け
で
研
究
が
出
来
た
よ
う
に

感
じ
て
い
た
。
ま
だ
、
パ
ソ
コ
ン
と
い
う
名
称
も
一
般
化
し
て
い
な
い
、
マ
イ

コ
ン
と
い
う
呼
称
も
併
存
し
て
い
た
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
後

の
技
術
革
新
は
め
ざ
ま
し
く
、
Ｐ
Ｃ
さ
ら
に
ス
マ
ホ
の
な
い
生
活
は
考
え
ら
れ

な
い
時
代
と
な
っ
た
。
人
文
学
の
分
野
で
も
、
専
門
的
な
デ
ー
タ
が
さ
ま
ざ
ま

有
償
無
償
で
公
開
さ
れ
、
私
も
恩
恵
に
浴
し
、
そ
れ
な
く
し
て
は
研
究
が
立
ち

ゆ
か
な
く
な
っ
て
い
る
。

近
時
、
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
、
さ
ら
に
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
、
デ
ジ
タ
ル
人
文
学

な
ど
と
い
う
言
葉
が
、
次
々
と
登
場
し
、
あ
ち
こ
ち
で
聞
か
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。

実
は
日
本
で
は
、
平
安
時
代
に
す
で
に
巨
大
な
和
歌
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
が
構

築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
。鎌
倉
時
代
に
は
、大
部
の
検
索
型
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
も
登
場
し
て
い
る
。
Ａ
Ｉ
（
人
工
知
能
）
が
格
段
に
進
歩
し
、
国
文
学
は
こ

れ
か
ら
新
た
な
段
階
に
入
る
の
か
。
未
来
を
見
通
す
た
め
に
、
過
去
を
ふ
り
返

る
こ
と
は
し
ば
し
ば
有
効
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
。
平
安
時
代
の
ビ
ッ
グ

デ
ー
タ
が
、
鎌
倉
時
代
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
作
ら
れ
、

ど
の
よ
う
に
活
用
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
末
路
は
ど
う
な
っ
た
の
か
、
概
観
し
て

み
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無
意
味
で
は
な
い
と
考
え
る
。

　
　
　

一　

和
歌
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
へ
の
道

院
政
期
以
降
、
特
に
歌
の
家
（
歌
道
家
、
歌
道
宗
匠
家
）
と
呼
ば
れ
る
家
々

の
存
在
が
顕
在
化
し
て
く
る
。
白
河
朝
の
源
経
信
に
発
し
、
そ
の
子
に
し
て
堀

河
院
歌
壇
で
活
躍
、第
五
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
『
金
葉
和
歌
集
』
の
撰
者
と
な
っ

た
俊
頼
か
ら
、
そ
の
子
の
俊
恵
法
師
へ
と
続
い
て
い
く
源
家
。
白
河
院
の
乳
母

子
、
乳
兄
弟
で
あ
る
藤
原
顕
季
を
祖
と
し
、
嫡
子
の
顕
輔
が
第
六
番
目
の
勅
撰

和
歌
集
『
詞
花
和
歌
集
』
の
撰
者
と
な
り
、
さ
ら
に
そ
の
子
で
あ
る
清
輔
へ
と

継
承
さ
れ
た
六
条
藤
家
。
御
堂
関
白
道
長
の
六
男
長
家
に
遡
り
、
そ
の
孫
の
俊
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忠
を
父
に
持
つ
俊
成
（
第
七
番
目
の
勅
撰
和
歌
集
『
千
載
和
歌
集
』
の
撰
者
）

そ
し
て
子
の
定
家
へ
と
伝
え
ら
れ
て
い
く
御
子
左
家
な
ど
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
は
、
古
代
の
和
歌
四
五
〇
〇
余
首
か
ら
成
る
、
一
種
の
デ
ー
タ

の
集
積
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
た
だ
単
に
集
積
さ
れ
た
だ

け
で
は
な
く
、
情
報
が
あ
る
基
準
で
整
理
分
類
さ
れ
、
必
要
な
時
に
自
在
に
取

り
出
せ
る
も
の
を
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
ま
ず
は
歌
題
ご
と
に
分

類
配
列
し
た
類
題
集
『
古
今
和
歌
六
帖
』
な
ど
が
、
古
典
和
歌
に
お
け
る
最
初

の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

平
安
時
代
末
期
、
必
要
な
情
報
を
取
り
出
せ
、
活
用
で
き
る
和
歌
の
巨
大
な

デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
成
立
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
は
六
条
藤
家
の
清
輔
が
キ
ー

パ
ー
ソ
ン
と
し
て
深
く
関
与
し
て
い
た
。
清
輔
は
、
博
識
を
も
っ
て
知
ら
れ
て

い
た
。
俊
恵
法
師
の
弟
子
で
あ
っ
た
鴨
長
明
の
和
歌
随
筆『
無
名
抄
』に
は
、「
清

輔
弘
才
之
事
」
と
い
う
逸
話
が
残
っ
て
い
る
。

　
　

  

勝
命
云
く
、「
清
輔
朝
臣
、
歌
の
方
の
弘
才
は
肩
並
ぶ
人
な
し
。
い
ま
だ

よ
も
見
及
ば
れ
じ
と
お
ぼ
ゆ
る
こ
と
を
、
わ
ざ
と
構
へ
て
求
め
出
で
て
尋

ぬ
れ
ば
、み
な
も
と
よ
り
沙
汰
し
古
さ
れ
た
る
事
ど
も
に
て
な
ん
侍
り
し
。

晴
の
歌
よ
ま
ん
と
て
は
、『
大
事
は
い
か
に
も
古
集
を
見
て
こ
そ
』
と
い

ひ
て
、
万
葉
集
を
ぞ
か
へ
す
が
へ
す
見
ら
れ
侍
り
し
」。

勝
命
は
長
明
の
縁
者
で
、
初
学
期
の
長
明
に
和
歌
の
手
ほ
ど
き
を
し
て
く
れ

た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
勝
命
が
清
輔
を
「
弘
才
」（
該
博
な
知
識
を
持
つ
人
）

と
し
て
絶
賛
し
て
い
た
。
そ
の
「
弘
才
」
ぶ
り
が
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
た
の
は
、

次
の
逸
話
「
こ
の
も
か
の
も
の
論
」
で
あ
る
。

　
　

  　

二
条
院
、
和
歌
好
ま
せ
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
岡
崎
の
三
位
、
御
侍
読

に
て
さ
ぶ
ら
は
れ
け
る
に
、
こ
の
道
の
聞
こ
え
高
き
に
よ
り
て
、
清
輔
朝

臣
召
さ
れ
て
殿
上
に
候
ひ
け
り
。
い
み
じ
き
面
目
な
り
け
る
を
、
或
る
時

の
御
会
に
、
清
輔
い
づ
れ
の
山
と
か
、「
こ
の
も
か
の
も
」
と
い
ふ
こ
と

を
よ
ま
れ
た
り
け
れ
ば
、
三
位
こ
れ
を
難
じ
て
い
は
く
、「
筑
波
山
に
こ

そ
『
こ
の
も
か
の
も
』
と
は
よ
め
。
大
方
、
山
ご
と
に
い
ふ
べ
き
こ
と
に

は
あ
ら
ず
」
と
難
ぜ
ら
れ
け
れ
ば
、
清
輔
申
し
て
い
は
く
、「
筑
波
山
ま

で
は
申
す
べ
き
な
ら
ず
。
河
な
ど
に
も
詠
み
侍
る
べ
き
に
こ
そ
」
と
つ
ぶ

や
き
け
れ
ば
、
三
位
、
あ
ざ
わ
ら
ひ
て
、「
証
歌
を
奉
れ
」
と
申
さ
れ
け

る
に
、
清
輔
の
い
は
く
、「
大
井
川
の
会
に
、
躬
恒
が
序
書
け
る
時
、『
大

井
川
の
こ
の
も
か
の
も
に
』
と
書
け
る
事
、
ま
さ
し
く
侍
る
物
ぞ
」
と
い

ひ
出
で
た
り
け
れ
ば
、
諸
人
、
口
を
閉
ぢ
て
や
み
に
け
り
。

　
　
　

荒
涼
に
物
を
ば
難
ず
ま
じ
き
事
な
り
。

清
輔
が
「
こ
の
も
か
の
も
」
と
い
う
表
現
を
、あ
る
山
に
用
い
た
と
こ
ろ
、「
こ

の
も
か
の
も
」
と
は
筑
波
山
に
し
か
用
い
な
い
特
別
な
表
現
だ
、
あ
り
き
た
り

な
山
に
使
っ
て
よ
い
も
の
で
は
な
い
、と「
岡
崎
三
位
」か
ら
非
難
さ
れ
た
。「
岡

崎
三
位
」
と
は
藤
原
範
兼
で
、
二
条
天
皇
の
東
宮
学
士
、
大
学
頭
を
歴
任
し
た

博
学
の
人
で
あ
り
、
発
言
は
古
歌
の
「
筑
波
嶺
の
こ
の
も
か
の
も
に
陰
は
あ
れ

ど
君
が
御
陰
に
ま
す
か
げ
は
な
し
」（
古
今
和
歌
集
・
東
歌
）
に
依
拠
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
清
輔
が
「
筑
波
山
ど
こ
ろ
か
、
河
な
ど
に
も
詠
む

も
の
だ
」
と
つ
ぶ
や
い
た
の
で
、「
証
歌
」（
根
拠
や
典
拠
を
証
明
す
る
歌
）
を

要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
三
位
、
あ
ざ
わ
ら
ひ
て
」
と
あ
る
の
で
、
そ

ん
な
歌
な
ど
は
聞
い
た
こ
と
も
な
い
ぞ
、
と
い
う
自
信
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
清
輔
は
根
拠
を
提
示
し
て
見
せ
、
立
場
は
逆
転
、
範
兼
が
嘲
弄
の
対

象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

こ
こ
で
決
め
手
と
な
っ
た
の
は
、
証
歌
の
存
在
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
は
、

証
歌
を
ど
れ
だ
け
知
っ
て
い
る
か
が
、
歌
人
の
力
量
を
は
か
る
バ
ロ
メ
ー
タ
ー

と
し
て
機
能
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
歌
界
の
先
達
は
歌
の
勝
劣
の
判
定
を
託
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さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
、
和
歌
に
関
す
る
広
範
な
知
識
は
、
歌
人
と
し

て
一
目
置
か
れ
る
た
め
の
必
要
な
条
件
で
あ
り
、
そ
の
た
め
歌
道
家
の
人
々
は

多
く
の
資
料
を
蓄
え
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。膨
大
な
デ
ー
タ
の
中
か
ら
、

情
報
が
自
在
に
引
き
出
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　

二　

日
本
最
大
の
和
歌
ベ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
扶
桑
葉
林
』

『
夫
木
和
歌
抄
』
は
三
十
六
巻
、
一
七
〇
〇
〇
余
首
か
ら
成
り
、
中
世
を
通

じ
て
最
大
の
私
撰
集
に
し
て
類
題
集
で
あ
る
。
こ
の
『
夫
木
和
歌
抄
』
に
つ
い

て
小
川
剛
生
氏
は
、『
幽
斎
事
紀
』
の
「
攀
枝
抄
」
逸
文
の
識
語
に
「
夫
木
と

い
え
る
は
、
扶
桑
葉
林
集
と
て
こ
の
や
ま
と
う
た
を
さ
な
が
ら
あ
つ
め
た
る
物

あ
り
と
か
、そ
の
か
た
は
し
を
書
き
ぬ
き
て
名
付
た
る
に
や
と
ぞ
を
ぼ
え
侍
る
」

と
あ
る
こ
と
、
ま
た
彰
考
館
文
庫
蔵
『
本
朝
書
籍
目
録
』
に
「
扶
桑
葉
林
二
百

巻　

清
輔
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
を
手
が
か
り
に
、
膨
大
な
和
歌
の
集
成
が
清
輔

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
詳
細
に
跡
づ
け
、
さ
ら
に
存
在
す
ら
忘
れ
去

ら
れ
て
い
た
こ
の
『
扶
桑
葉
林
』
が
近
時
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
か
ら
断
片
が

出
現
し
（
現
在
確
認
さ
れ
る
唯
一
の
伝
本
）、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
四
十
六

巻
『
和
漢
朗
詠
集 

和
漢
兼
作
集 

尚
歯
会
和
歌
』（
朝
日
新
聞
社
、二
〇
〇
五
年
）

に
「
尚
歯
会
和
歌
」
と
し
て
収
載
さ
れ
た
こ
と
な
ど
に
も
言
及
さ
れ
た
。

小
川
氏
は
「『
扶
桑
葉
林
』
は
第
一
に
古
来
の
歌
合
証
本
の
集
成
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
た
形
跡
が
見
て
と
れ
る
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
和
歌
の
判
定
は
、

典
拠
と
な
る
証
歌
の
有
無
が
勝
ち
負
け
を
大
き
く
左
右
し
た
こ
と
は
、
先
述
し

た
『
無
名
抄
』
の
記
事
な
ど
か
ら
も
明
ら
か
で
、
博
覧
強
記
の
清
輔
の
学
識
を

支
え
て
い
た
も
の
は
、
こ
う
し
た
典
拠
と
な
る
膨
大
な
和
歌
の
集
成
で
あ
り
、

そ
の
な
か
で
も
特
筆
さ
れ
る
の
が
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
『
扶
桑
葉
林
』
で
あ
っ
た
こ

と
に
な
る
。

け
れ
ど
も
長
明
の
『
無
名
抄
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
話
は
、
そ
う
し
た
証
歌

を
称
揚
す
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
い
。「
連
（
つ
づ
け
）
が
ら
善
悪
あ
る
事
」

の
章
段
を
見
て
み
た
い
。

　
　

  　

歌
は
、
た
だ
同
じ
詞
な
れ
ど
、
続
け
が
ら
、
い
ひ
が
ら
に
て
、
よ
く
も

あ
し
く
も
聞
こ
ゆ
る
な
り
。
か
の
友
則
が
歌
に
、「
友
ま
ど
は
せ
る
千
鳥

鳴
く
な
り
」
と
い
へ
る
、
優
に
聞
こ
ゆ
る
を
、
同
じ
古
今
の
恋
歌
の
中
に
、

「
恋
し
き
に
わ
び
て
魂
ま
ど
ひ
な
ば
」
と
も
い
ひ
、
又
「
身
の
ま
ど
ふ
だ

に
知
ら
れ
ざ
る
ら
ん
」
な
ど
い
へ
る
は
、
そ
の
歌
に
と
り
て
善
悪
あ
る
べ

き
故
な
り
。

　
　

  　

た
だ
同
じ
詞
な
れ
ど
、
お
び
た
た
し
く
聞
こ
ゆ
る
は
、
み
な
続
け
が
ら

な
り
。
さ
れ
ば
、
古
歌
に
た
し
か
に
し
か
じ
か
あ
り
な
ど
証
を
出
だ
す
事

は
、
や
う
に
よ
る
べ
し
。（
以
下
略
）

長
明
は
、
た
と
え
同
じ
詞
で
あ
っ
て
も
一
首
全
体
の
構
想
や
趣
向
、
さ
ら
に
他

の
詞
と
の
関
係
に
よ
っ
て
輝
き
を
放
つ
場
合
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と

を
説
い
て
い
る
。
こ
の
詞
は
確
か
に
古
歌
に
あ
る
、
だ
か
ら
善
い
の
だ
、
と
証

歌
を
挙
げ
て
も
、
歌
の
善
悪
（
よ
し
あ
し
）
の
判
断
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。

師
で
あ
る
俊
恵
の
秀
歌
観
を
伝
え
た
「
歌
半
臂
句
」
の
章
段
も
、
続
け
が
ら

に
関
す
る
章
段
の
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　

俊
恵
、
物
語
の
つ
い
で
に
問
ひ
て
い
は
く
、「
遍
昭
僧
正
歌
に
、

　
　
　
　

  
た
ら
ち
ね
は
か
か
れ
と
て
し
も
む
ば
た
ま
の
我
が
黒
髪
を
撫
で
ず
や

あ
り
け
ん

　
　

  

こ
の
歌
の
中
に
、
い
づ
れ
の
詞
か
こ
と
に
す
ぐ
れ
た
る
、
お
ぼ
え
む
ま
ま

1
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に
の
給
へ
」
と
い
ふ
。
予
い
は
く
、「『
か
か
れ
と
て
し
も
』
と
い
ひ
て
『
む

ば
た
ま
の
』と
休
め
た
る
ほ
ど
こ
そ
は
、こ
と
に
め
で
た
く
侍
れ
」と
い
ふ
。

「
か
く
な
り
か
く
な
り
。
は
や
く
歌
は
境
に
入
ら
れ
に
け
り
。
歌
よ
み
は

か
や
う
の
こ
と
に
あ
る
ぞ
。（
以
下
略
）

こ
の
章
段
で
は
、遍
昭
の
歌
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
を
尋
ね
ら
れ
た
長
明
が
、「『
か

か
れ
と
て
し
も
』
と
い
ひ
て
『
む
ば
た
ま
の
』
と
休
め
た
る
ほ
ど
こ
そ
は
、
こ

と
に
め
で
た
く
侍
れ
」、
勘
所
は
句
の
続
け
具
合
に
あ
る
、
と
し
た
解
答
を
、

師
の
俊
恵
が
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

こ
う
し
た
「
か
か
れ
と
て
し
も
」
や
「
む
ば
た
ま
の
」
な
ど
「
句
」
を
そ
の

ま
ま
に
引
用
し
て
、
続
け
具
合
に
よ
っ
て
歌
の
出
来
不
出
来
を
判
定
す
る
方
法

は
、
渡
部
泰
明
氏
に
よ
っ
て
「〈
一
句
引
用
〉
の
姿
」
と
名
付
け
ら
れ
、
俊
成

判
詞
の
独
特
な
用
法
で
あ
る
こ
と
が
析
出
さ
れ
て
い
る
。「
歌
半
臂
句
」
に
つ

い
て
も
、
氏
に
よ
っ
て
「
長
明
の
語
る
俊
恵
の
和
歌
意
識
が
、
俊
成
の
そ
れ
に

極
め
て
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
う
重
要
な
指
摘
が
、
す
で
に

な
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
俊
成
の
判
詞
が
残
る
現
存
最
古
の
歌
合
、
永
万
二

年
（
一
一
六
六
）
催
行
の
『
中
宮
亮
重
家
朝
臣
家
歌
合
』「
雪
」
題
の
結
番
を

引
き
、
歌
判
に
お
い
て
、
句
の
連
接
、
続
け
が
ら
を
重
視
す
る
手
法
が
す
で
に

見
て
取
れ
、
そ
の
後
も
俊
成
は
こ
の
方
法
を
一
貫
し
て
用
い
て
い
た
と
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　

十
四
番　

左　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

心
覚

　
　

一
一
一　

  

ふ
る
雪
に
ま
き
の
そ
ま
山
跡
た
え
て
を
の
の
ひ
び
き
も
今
朝
は

き
こ
え
ず

　
　
　
　
　
　
　
　

右
勝　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

俊
恵

　
　

一
一
二　

  

雪
降
れ
ば
木
木
の
木
ず
ゑ
に
咲
き
そ
む
る
枝
よ
り
ほ
か
の
は
な

も
ち
り
け
り

　
　
　
　
　
　
　

  

左
、
歌
ざ
ま
は
い
と
き
よ
げ
に
見
ゆ
る
を
、
ま
き
の
そ
ま
山

に
雪
ふ
り
、
を
の
の
お
と
き
こ
え
ず
な
ど
い
へ
る
こ
と
、
常

に
き
こ
ゆ
る
こ
と
に
や
、
右
は
、「
木
木
の
梢
に
さ
き
そ
む

る
枝
」
と
つ
づ
け
る
ほ
ど
ぞ
、
い
か
に
ぞ
や
き
き
ま
が
へ
ら

る
る
心
ち
す
れ
ど
、「
枝
よ
り
ほ
か
の
」
な
ど
い
へ
る
姿
、

い
と
を
か
し
け
れ
ば
、
以
右
為
勝

勝
ち
判
が
与
え
ら
れ
た
俊
恵
の
歌
は
、
他
な
ら
ぬ
俊
成
の
手
に
よ
っ
て
『
千
載

和
歌
集
』
に
撰
び
入
れ
ら
れ
た
。
早
い
段
階
で
俊
恵
の
歌
が
、
句
の
続
け
が
ら

を
称
揚
さ
れ
俊
成
か
ら
勝
ち
判
を
得
て
い
た
こ
と
は
、
い
さ
さ
か
目
を
引
く
。

な
お
、
こ
の
歌
合
の
主
催
者
は
六
条
藤
家
の
重
家
だ
が
、
兄
の
清
輔
で
は
な
く
、

自
家
と
対
抗
す
る
御
子
左
家
の
俊
成
に
判
を
委
ね
て
い
た
。
重
家
の
子
に
は
、

俊
成
や
定
家
の
歌
風
に
近
い
有
家
が
お
り
、
後
鳥
羽
院
に
歌
才
を
認
め
ら
れ
て

『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
五
人
に
加
え
ら
れ
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
る
。

歌
の
勝
り
劣
り
を
判
定
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
存
在
し

て
い
た
。
歌
合
の
主
催
者
へ
の
配
慮
や
出
詠
者
の
地
位
、
政
治
力
な
ど
に
忖
度

が
働
く
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
文
芸
の
方
面
か
ら
は
、
表
現

の
奇
抜
さ
歌
語
の
珍
し
さ
を
よ
り
重
視
し
、
そ
の
た
め
の
根
拠
と
し
て
証
歌
を

必
要
と
す
る
立
場
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
句
の
連
接
、
調
べ
に
重
き
を

置
く
立
場
と
が
、
す
で
に
併
存
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
か
ら
建
仁
三
年
（
一
二
〇
三
）
の
間
に
催
行
さ
れ

た
歌
合
を
網
羅
的
に
調
査
し
、
六
条
藤
家
か
ら
御
子
左
家
へ
と
、
歌
壇
の
覇
権

が
移
動
し
た
こ
と
を
検
証
し
た
の
は
、谷
山
茂
氏
で
あ
っ
た
。
氏
が「
一
二
〇
〇

年
代
に
入
る
と
、
正
治
二
年
か
ら
建
仁
三
年
ま
で
の
僅
か
四
年
間
の
間
に
、
歌

合
の
上
で
は
御
子
左
家
の
圧
倒
的
勝
利
、六
条
家
の
徹
底
的
敗
北
と
い
う
、は
っ

き
り
し
た
結
果
が
出
て
し
ま
う
」
と
結
論
づ
け
た
期
間
は
、
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
以
降
の
こ
と
、
突
如
と
し
て
後
鳥
羽
院
に
よ
る
歌
壇
経
営
が
活

3
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発
化
し
た
時
期
と
重
な
る
。
そ
れ
は
歌
合
の
歌
判
に
お
い
て
、
証
歌
の
存
在
が

必
ず
し
も
絶
対
的
な
価
値
を
持
た
な
く
な
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
。

　
　
　

三　

検
索
型
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
『
撰
集
佳
句
部
類
』

後
鳥
羽
院
政
の
終
焉
は
承
久
三
年
（
一
二
二
一
）、
承
久
の
乱
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
先
ん
じ
て
藤
原
定
家
は
源
実
朝
の
和
歌
指
導
を
行
っ
て
お
り
、
嫡
男
為

家
の
正
室
に
は
関
東
の
有
力
御
家
人
で
あ
る
宇
都
宮
頼
綱
女
を
迎
え
て
い
た
。

乱
の
翌
年
、
そ
の
為
家
と
頼
綱
女
と
の
間
に
は
定
家
の
嫡
孫
、
為
氏
が
生
ま
れ

て
い
る
。
六
波
羅
探
題
が
設
置
さ
れ
、
北
条
氏
の
有
力
者
を
は
じ
め
御
家
人
た

ち
が
在
京
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
京
と
鎌
倉
と
の
交
流
は
進
み
、
和
歌
を
嗜
む

武
士
も
陸
続
と
出
現
、
宇
都
宮
氏
の
よ
う
に
本
所
で
の
歌
壇
活
動
を
活
発
化
さ

せ
る
例
も
顕
著
に
な
る
。
文
暦
二
年
（
一
二
三
五
）
に
成
立
し
た
『
新
勅
撰
和

歌
集
』（
藤
原
定
家
単
独
撰
）
で
は
武
士
（
も
の
の
ふ
）
の
歌
が
多
く
入
集
し
、

柿
本
人
麻
呂
の
古
歌
「
も
の
の
ふ
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
波
の

行
く
へ
知
ら
ず
も 

」
か
ら
「
宇
治
川
集
」
と
い
う
異
名
が
つ
い
た
と
い
う
（
井

蛙
抄
）。
続
く
後
嵯
峨
院
政
下
に
は
、『
続
後
撰
和
歌
集
』『
続
古
今
和
歌
集
』

の
二
つ
の
勅
撰
和
歌
集
が
編
ま
れ
た
が
、
後
者
で
は
、
鎌
倉
の
将
軍
宗
尊
親
王

が
第
一
位
の
入
集
を
数
え
る
に
至
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
第
一
位
が
紀
貫
之

で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
隔
世
の
感
が
あ
る
。
鎌
倉
に
お
け
る
歌
壇
活
動
は

ま
す
ま
す
活
況
を
呈
し
、
和
歌
は
京
洛
の
貴
族
の
手
か
ら
、
一
気
に
地
方
へ
と

伝
播
し
、
大
衆
化
の
道
を
た
ど
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

宝
治
二
年
（
一
二
四
八
）、後
嵯
峨
院
は
勅
撰
和
歌
集
を
企
図
し
（
後
の
『
続

後
撰
和
歌
集
』）、
そ
の
た
め
に
同
時
代
の
和
歌
資
料
を
集
め
よ
う
と
百
首
歌
の

詠
進
を
歌
人
た
ち
に
命
じ
た
。『
宝
治
百
首
』
で
あ
る
。
以
後
、
勅
撰
和
歌
集

の
撰
進
に
は
、
こ
う
し
た
百
首
が
定
例
化
し
た
。
元
号
を
冠
さ
れ
る
大
規
模
な

百
首
は
、
応
制
百
首
と
呼
ば
れ
る
。『
宝
治
百
首
』
に
は
四
十
名
の
歌
人
が
召

し
に
応
じ
た
が
、
こ
の
百
首
に
は
類
似
表
現
が
数
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
に
着
目

し
た
の
は
、
藤
平
泉
氏
で
あ
っ
た
。
氏
が
取
り
上
げ
た
の
は
「
泡
雪
」「
五
月

雨
の
比
（
空
）」「
夕
立
の
空
（
雨
）」
な
ど
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
五
月
雨
の

こ
ろ
（
空
）」
は
十
七
名
、「
夕
立
の
空
（
雨
）」
は
過
半
の
二
十
一
名
が
、
第

五
句
に
同
一
表
現
を
用
い
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
し
一
首
の
中
に
用
い
ら
れ
る
語
は
、
歌
題
に
よ
っ
て
大
き
く
規
制
さ
れ

る
。
鶯
や
郭
公
、
月
な
ど
が
歌
題
に
含
ま
れ
れ
ば
、
そ
の
文
字
を
正
面
か
ら
読

み
据
え
な
い
と
題
落
ち
の
誹
り
を
免
れ
な
い
。
た
と
え
ば
「
五
月
雨
の
こ
ろ

（
空
）」
は
、『
正
治
後
度
百
首
』
で
は
十
一
名
の
歌
人
に
よ
っ
て
二
十
首
が
、

ま
た
摂
関
家
の
主
催
だ
が『
洞
院
摂
政
家
百
首
』で
は
二
十
三
名
の
歌
人
に
よ
っ

て
四
十
四
首
の
作
例
が
確
認
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
百
首
で
は「
五
月
雨
」

題
は
五
首
が
割
り
振
ら
れ
て
い
た
か
ら
、勢
い
数
が
増
す
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

ま
た
『
宝
治
百
首
』
に
は
「
渓
五
月
雨
」「
夕
立
」
の
題
が
あ
り
、
こ
の
文
字

を
詠
み
据
え
る
と
な
れ
ば
「
五
月
雨
の
こ
ろ
（
空
）」「
夕
立
の
空
（
雨
）」
の

作
例
が
目
立
つ
の
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
け
れ

ど
も
、
藤
平
氏
が
注
目
さ
れ
た
「
泡
雪
」
は
、「
春
雪
」
題
で
の
作
例
で
あ
り
、

こ
ち
ら
は
氏
の
指
摘
の
と
お
り
、
類
似
の
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注

意
さ
れ
て
よ
い
。

　
　

  
み
ふ
ゆ
つ
ぎ
こ
れ
や
形
見
に
残
る
ら
ん
春
を
も
よ
ほ
す
峰
の
泡
雪 

 

（
八
二
・
春
雪
・
道
助
法
親
王
）

　
　

  

泡
雪
の
ふ
る
や
の
軒
の
梅
が
え
に
春
さ
く
花
の
色
ぞ
か
さ
な
る 

 

（
八
七
・
春
雪
・
親
隆
）

　
　

  

あ
わ
雪
は
ふ
り
も
や
ま
な
む
ま
だ
き
よ
り
ま
た
る
る
花
の
ち
る
と
ま
が
ふ

5
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に 

（
八
八
・
春
雪
・
為
家
）

　
　

  

ふ
り
消
え
て
野
に
も
山
に
も
た
ま
ら
ね
ど
さ
す
が
に
さ
む
き
春
の
泡
雪 

 

（
九
五
・
春
雪
・
頼
氏
）

　
　

  
か
き
く
ら
し
ふ
る
と
は
す
れ
ど
か
つ
消
え
ぬ
か
す
め
る
空
の
春
の
あ
は
雪 

 

（
九
六
・
春
雪
・
有
数
）

　
　

  

う
ち
な
び
き
春
は
き
た
れ
ど
今
も
猶
つ
ぎ
て
ふ
り
し
く
野
べ
の
泡
雪 

 

（
一
〇
一
・
春
雪
・
顕
氏
）

　
　

  

い
ま
は
又
花
を
待
つ
べ
き
み
よ
し
の
の
山
か
き
く
ら
す
春
の
あ
は
雪 

 

（
一
〇
七
・
春
雪
・
経
朝
）

　
　

  

か
つ
消
え
て
つ
も
り
も
あ
へ
ず
さ
わ
ら
び
の
も
ゆ
る
春
日
の
野
べ
の
泡
雪 

 

（
一
一
一
・
春
雪
・
禅
信
）

　
　

  

谷
ふ
か
み
よ
そ
よ
り
春
や
立
ち
ぬ
ら
ん
猶
消
え
あ
へ
ず
つ
も
る
あ
わ
ゆ
き 

 
（
一
一
二
・
春
雪
・
高
倉
）

　
　

  

ひ
か
り
な
き
谷
の
と
ぼ
そ
は
猶
さ
え
て
よ
り
こ
ぬ
春
の
泡
雪
ぞ
降
る 

 

（
一
一
六
・
春
雪
・
俊
成
女
）

　
　

  

お
の
づ
か
ら
ふ
り
し
く
と
し
も
な
け
れ
ど
も
猶
ぞ
あ
ま
ぎ
る
春
の
泡
雪 

 

（
一
一
八
・
春
雪
・
弁
内
侍
）

　
　

  

な
に
と
こ
の
春
の
名
た
て
に
泡
雪
の
ち
る
て
ふ
花
の
色
に
み
ゆ
ら
ん 

 

（
一
一
九
・
春
雪
・
但
馬
）

俊
成
女
は
「
よ
り
こ
ぬ
春
の
泡
雪
ぞ
降
る
」
と
句
割
れ
で
使
用
し
て
お
り
、
他

の
歌
人
と
は
異
な
る
捌
き
方
を
見
せ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
に

触
れ
る
。
こ
こ
で
は
体
言
止
め
の
第
五
句
に
着
目
し
た
い
。「
あ
は
（
淡
）
雪
」

も
含
め
る
と
「
春
の
泡
（
淡
）
雪
」
を
四
十
名
中
四
人
が
、類
似
の
「
峰
の
泡
雪
」

「
野
べ
の
泡
雪
」「
つ
も
る
あ
わ
ゆ
き
」
を
加
え
れ
ば
七
人
が
、
第
五
句
で
使
用

し
て
い
た
。

こ
う
し
た
傾
向
は
、『
新
後
撰
和
歌
集
』
に
お
け
る
応
制
百
首
、
嘉
元
元
年

（
一
三
〇
三
）
の
『
嘉
元
百
首
』
で
は
、
い
っ
そ
う
顕
著
と
な
る
。
作
者
の

二
十
七
名
（『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
本
に
よ
る
）
の
中
で
の
べ
十
六
人
が
詠
み
、

特
に
第
五
句
で
の
使
用
が
十
三
例
（「
春
の
あ
は
雪
」
十
例
、「
あ
は
雪
ぞ
ふ
る
」

三
例
）
と
相
当
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
。

　
　

  

あ
さ
嵐
に
枝
は
こ
ほ
れ
る
み
山
木
の
花
待
ち
つ
け
ぬ
春
の
あ
は
雪 

 

（
五
・
春
雪
・
亀
山
院
）

　
　

  

空
に
の
み
ち
り
て
み
だ
る
る
あ
は
雪
の
き
え
ず
は
花
に
ま
が
へ
は
て
ま
し 

 

（
一
〇
五
・
春
雪
・
後
宇
多
院
）

　
　

  

白
妙
の
色
は
ま
が
ひ
ぬ
あ
は
雪
の
か
か
れ
る
枝
の
む
め
の
は
つ
花 

 

（
一
〇
八
・
梅
・
後
宇
多
院
）

　
　

  

か
つ
き
ゆ
る
庭
に
は
跡
も
み
え
わ
か
で
草
葉
に
う
す
き
春
の
あ
は
雪 

 

（
二
〇
四
・
春
雪
・
基
忠
）

　
　

  

朝
日
さ
す
檐
の
た
る
ひ
は
と
け
や
ら
で
は
な
の
え
さ
む
く
あ
は
雪
ぞ
ふ
る 

 

（
三
〇
三
・
春
雪
・
空
性
）

　
　

  

吹
き
た
む
る
嵐
の
つ
て
の
か
き
ね
に
は
し
ば
し
ぞ
み
ゆ
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
六
〇
一
・
春
雪
・
内
実
）

　
　

  

ま
だ
さ
か
ぬ
花
の
お
も
か
げ
さ
き
だ
て
て
風
に
ち
り
く
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
八
〇
一
・
春
雪
・
実
泰
）

　
　

  

ふ
れ
ば
か
つ
露
と
そ
そ
き
て
つ
も
ら
ぬ
は
草
の
わ
か
葉
の
春
の
あ
は
雪 

 

（
九
〇
一
・
春
雪
・
為
世
）

　
　

  
空
は
は
や
春
と
ば
か
り
に
か
す
め
ど
も
な
ほ
風
さ
む
み
あ
は
雪
ぞ
ふ
る 

 

（
一
〇
〇
一
・
春
雪
・
公
顕
）

　
　

  

か
つ
き
ゆ
る
跡
よ
り
や
が
て
庭
の
お
も
の
ぬ
れ
て
た
ま
ら
ぬ
春
の
あ
は
雪 

 

（
一
一
〇
一
・
春
雪
・
実
教
）
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う
づ
も
れ
ぬ
に
ほ
ひ
を
し
ら
で
梅
が
え
の
ふ
り
ま
が
へ
た
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
一
一
〇
三
・
梅
・
実
教
）

　
　

  
た
ま
る
か
と
み
る
も
程
な
き
梢
よ
り
く
だ
け
て
お
つ
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
一
六
〇
〇
・
春
雪
・
重
経
）

　
　

  

さ
え
よ
わ
る
風
に
ち
り
く
る
あ
は
雪
は
こ
ほ
ら
で
庭
に
消
ゆ
る
な
り
け
り 

 

（
一
七
〇
〇
・
春
雪
・
為
信
）

　
　

  

山
か
ぜ
の
吹
き
ま
く
雲
に
か
つ
き
え
て
庭
ま
で
ふ
ら
ぬ
春
の
あ
は
雪 

 

（
一
八
〇
五
・
春
雪
・
為
相
）

　
　

  

吹
き
ま
よ
ふ
い
そ
山
あ
ら
し
春
さ
え
て
お
き
つ
し
ほ
あ
ひ
に
あ
は
雪
ぞ
ふ

る 

（
一
九
〇
五
・
春
雪
・
為
藤
）

　
　

  

嵐
吹
く
霞
の
う
ち
に
か
つ
き
え
て
さ
そ
は
れ
は
て
ぬ
春
の
あ
は
雪 

 
（
二
三
〇
四
・
春
雪
・
定
為
）

鎌
倉
時
代
末
期
、『
続
千
載
和
歌
集
』
の
応
制
百
首
、文
保
二
年
（
一
三
一
八
）

下
命
の
『
文
保
百
首
』
に
は
歌
題
は
な
く
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
・
雑
と
い

う
大
き
な
括
り
で
部
立
が
示
さ
れ
た
。『
宝
治
百
首
』『
嘉
元
百
首
』
に
存
在
し

た
歌
題
「
春
雪
」
が
な
い
た
め
、
歌
材
の
豊
富
な
春
の
二
十
首
に
お
い
て
、
特

に
「
泡
（
淡
）
雪
」
の
語
を
詠
ま
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
存
し
な
い
。
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
泡
雪
（
淡
雪
）」
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
三
十
四
名
（
書

陵
部
本
）
の
う
ち
十
人
、
十
一
例
を
拾
う
こ
と
が
で
き
、
し
か
も
そ
の
位
置
は

判
で
押
し
た
よ
う
に
、
ほ
ぼ
す
べ
て
が
第
五
句
で
あ
っ
た
。

　
　

  

か
す
め
ど
も
猶
空
さ
む
き
山
風
に
さ
そ
は
れ
て
降
る
は
る
の
あ
は
雪 

 

（
七
・
忠
房
）

　
　

  

ま
だ
き
よ
り
か
つ
ち
る
花
と
み
ゆ
る
か
な
梅
さ
く
や
ど
の
春
の
あ
は
雪 
 

（
五
〇
五
・
実
兼
）

　
　

  

心
と
は
咲
き
ち
る
花
を
お
そ
し
と
や
さ
く
ら
に
か
か
る
は
る
の
あ
は
雪 

 

（
五
〇
八
・
実
兼
）

　
　

  

あ
は
雪
の
ふ
る
の
の
草
葉
下
も
え
て
ま
だ
春
あ
さ
き
鶯
の
こ
ゑ 

 

（
七
〇
三
・
公
顕
）

　
　

  

か
げ
ろ
ふ
の
小
野
の
草
葉
の
下
も
え
に
つ
も
る
と
も
な
き
春
の
淡
雪 
 

（
一
二
〇
三
・
俊
光
）

　
　

  

ふ
れ
ば
か
つ
空
よ
り
き
え
て
日
影
さ
す
庭
に
た
ま
ら
ぬ
春
の
あ
は
雪 

 

（
二
一
〇
一
・
隆
教
）

　
　

  

ふ
れ
ば
か
つ
軒
の
雫
に
音
た
て
て
し
ば
し
つ
も
ら
ぬ
春
の
あ
は
雪 

 

（
二
二
〇
四
・
雅
孝
）

　
　

  

け
ぬ
が
う
へ
に
降
る
か
と
ぞ
見
る
梅
が
え
の
花
に
あ
ま
ぎ
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
二
五
〇
二
・
為
定
）

　
　

  

松
か
ぜ
の
は
ら
ひ
も
あ
へ
ず
か
つ
消
え
て
し
づ
く
に
お
つ
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
二
六
〇
一
・
国
冬
）

　
　

  

消
え
の
こ
る
上
ば
か
り
に
ぞ
た
ま
り
け
る
こ
ぞ
の
か
き
ね
に
ふ
れ
る
淡
雪 

 

（
二
八
〇
二
・
雲
雅
）

　
　

  

色
さ
む
き
梢
の
梅
の
は
な
の
上
に
さ
え
て
か
さ
な
る
春
の
淡
雪 

 

（
二
九
〇
三
・
道
順
）

『
新
千
載
和
歌
集
』
の
応
制
百
首
、延
文
元
年
（
一
三
五
六
）
の
『
延
文
百
首
』

は
「
春
雪
」
題
を
も
つ
。
そ
れ
だ
け
に
三
十
三
名
の
歌
人
の
う
ち
十
九
人
（
二
十

例
）
が
用
い
て
お
り
、
や
は
り
第
五
句
の
出
現
率
が
き
わ
め
て
高
い
。

　
　

  
あ
や
な
く
も
花
の
名
た
て
に
あ
は
雪
の
梅
が
え
に
し
も
ち
り
ま
が
ふ
ら
ん 

 

（
六
・
春
雪
・
後
光
厳
天
皇
）

　
　

  

は
る
な
れ
ば
花
の
ま
た
る
る
木
木
の
う
へ
に
さ
く
か
と
み
せ
て
ふ
れ
る
淡

雪 

（
三
〇
六
・
春
雪
・
公
蔭
女
）

　
　

  

か
れ
は
て
し
か
き
ね
の
草
の
し
た
も
え
に
き
ゆ
る
を
い
そ
ぐ
春
の
淡
雪 
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（
四
〇
六
・
春
雪
・
顕
実
母
）

　
　

  

さ
か
ぬ
ま
の
花
に
よ
そ
へ
て
み
る
べ
き
に
し
ば
し
な
き
え
そ
春
の
あ
は
雪 

 

（
五
〇
六
・
春
雪
・
法
守
）

　
　

  
か
き
く
れ
て
ふ
る
の
の
を
ざ
さ
一
夜
だ
に
つ
も
ら
で
き
ゆ
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
六
〇
六
・
春
雪
・
尊
胤
）

　
　

  

あ
は
雪
の
ふ
る
ほ
ど
ば
か
り
風
あ
れ
て
は
る
る
日
影
ぞ
さ
す
が
の
ど
け
き 

 

（
七
〇
六
・
春
雪
・
覚
誉
）

　
　

  

お
の
づ
か
ら
の
こ
る
が
う
へ
に
ふ
り
そ
へ
て
よ
そ
に
つ
も
ら
ぬ
春
の
淡
雪 

 

（
九
〇
六
・
春
雪
・
為
重
）

　
　

  

空
に
の
み
あ
ま
ぎ
る
ま
で
は
み
え
な
が
ら
さ
て
つ
も
ら
ぬ
や
春
の
あ
は
ゆ

き 

（
一
一
〇
六
・
春
雪
・
公
賢
）

　
　

  

き
え
ぬ
ま
も
つ
も
ら
ん
も
の
か
な
ほ
さ
ゆ
る
嵐
の
す
ゑ
の
春
の
あ
は
雪 

 
（
一
二
〇
六
・
春
雪
・
経
教
）

　
　

  

う
ち
い
づ
る
波
の
花
か
と
み
ゆ
る
ま
で
こ
ほ
り
の
う
へ
に
あ
は
雪
ぞ
ふ
る 

 

（
一
三
〇
六
・
春
雪
・
道
嗣
）

　
　

  

つ
も
ら
ぬ
を
な
ら
ひ
に
な
し
て
き
え
や
す
き
春
を
も
と
き
と
あ
は
雪
ぞ
ふ

る 

（
一
五
〇
六
・
春
雪
・
公
清
）

　
　

  

ま
き
も
く
の
檜
原
の
あ
ら
し
な
ほ
さ
え
て
消
が
て
に
ふ
る
春
の
あ
は
雪 

 

（
一
六
〇
六
・
春
雪
・
尊
氏
）

　
　

  

は
ら
は
ね
ど
袖
に
つ
も
ら
ぬ
あ
は
雪
の
ふ
る
野
に
も
ゆ
る
わ
か
な
を
ぞ
つ

む 

（
一
八
〇
五
・
若
菜
・
実
夏
）

　
　

  

さ
え
か
へ
る
嵐
も
空
に
か
よ
ひ
き
て
霞
の
ま
よ
り
あ
は
雪
ぞ
ふ
る 

 

（
一
八
〇
六
・
春
雪
・
実
夏
）

　
　

  

ち
る
は
う
き
花
に
し
も
な
ど
ま
が
ふ
ら
ん
風
に
あ
ま
ぎ
る
春
の
淡
雪 

 

（
一
九
〇
六
・
春
雪
・
実
継
）

　
　

  

風
に
ち
る
梢
の
花
と
み
ゆ
る
か
な
空
に
た
だ
よ
ふ
は
る
の
あ
は
ゆ
き 

 

（
二
〇
〇
六
・
春
雪
・
実
俊
）

　
　

  

あ
ま
の
河
空
よ
り
消
え
て
と
ま
ら
ぬ
や
な
が
る
る
み
を
の
春
の
あ
は
雪 

 

（
二
二
〇
六
・
春
雪
・
釈
空
）

　
　

  

か
つ
き
え
て
た
ま
ら
ぬ
春
の
あ
は
雪
も
ぬ
れ
た
る
庭
に
跡
は
み
え
け
り 
 

（
二
三
〇
六
・
春
雪
・
空
静
）

　
　

  

ま
だ
あ
さ
き
春
は
い
く
か
も
あ
ら
ち
山
み
ね
も
ふ
も
と
も
淡
雪
ぞ
ふ
る 

 

（
二
四
〇
六
・
春
雪
・
有
光
）

　
　

  

と
き
し
も
あ
れ
も
ゆ
る
草
葉
を
か
ご
と
に
て
き
ゆ
る
や
い
か
に
春
の
淡
雪 

 

（
三
一
〇
六
・
春
雪
・
為
遠
）

鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
初
期
に
か
け
て
の
、
こ
う
し
た
傾
向
は
ど
の
よ
う
に

し
て
生
じ
た
の
か
。

特
定
の
表
現
が
句
ご
と
に
集
中
し
て
現
れ
る
現
象
に
は
、『
撰
集
佳
句
部
類
』

の
存
在
が
少
な
か
ら
ず
関
与
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。『
撰
集
佳
句
部
類
』
は
、

『
新
勅
撰
和
歌
集
』
ま
で
の
勅
撰
和
歌
集
か
ら
、
特
定
の
語
を
含
む
和
歌
を
集

積
分
類
し
、
そ
の
事
項
・
歌
語
が
含
ま
れ
て
い
る
句
ご
と
に
、
初
句
（
第
一
句
）

か
ら
第
五
句
の
順
で
配
列
し
、
和
歌
一
首
を
そ
の
ま
ま
掲
出
し
た
私
撰
集
で
あ

る
。
完
本
は
現
存
せ
ず
、
わ
ず
か
に
鎌
倉
時
代
の
書
写
と
さ
れ
る
天
理
大
学
附

属
天
理
図
書
館
蔵
本
な
ど
四
本
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
残
存
す
る
の
は
一

部
で
「
一
七
巻
約
五
五
〇
〇
首
」
だ
が
「
全
体
構
成
は
三
〇
巻
で
あ
っ
た
と
推

定
さ
れ
る
」
と
い
う
。
大
部
な
検
索
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
で
も
い
う
べ
き
編
纂

物
で
あ
っ
た
。
そ
の
成
立
は「
宇
治
川
集
」の
異
名
を
と
っ
た『
新
勅
撰
和
歌
集
』

が
世
に
出
て
間
も
な
い
頃
で
あ
り
、
作
歌
人
口
の
拡
大
が
、
先
行
歌
を
参
照
す

る
た
め
の
、
こ
う
し
た
検
索
型
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
誕
生
さ
せ
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。
現
に
、
そ
の
後
の
和
歌
界
で
は
、
大
い
に
重
宝
さ
れ
た
ら
し
く
、
鎌
倉

6
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中
期
か
ら
南
北
朝
に
か
け
て
、
盛
ん
に
書
写
さ
れ
、
作
歌
の
際
に
大
い
に
利
用

さ
れ
た
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
、
現
存
す
る
古
筆
切
の
断
簡
か
ら
も
窺
い
知
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
伝
承
筆
者
を
こ
の
時
代
に
活
躍
し
た
歌
人
、為
家
、

西
園
寺
実
氏
、
慶
雲
、
二
条
為
明
と
極
め
る
古
筆
切
が
残
っ
て
い
る
。

　
　
　

四　

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
の
末
路

和
歌
の
勝
り
劣
り
の
判
定
に
は
、「
証
歌
」
の
有
無
に
重
き
を
置
く
よ
り
も
、

歌
語
や
句
の
「
続
け
が
ら
」
に
力
点
が
置
か
れ
る
よ
う
な
変
化
が
見
ら
れ
た
。

そ
の
た
め
「
証
歌
」
の
ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
『
扶
桑
葉
林
』
は
、
歌
壇
の
指
導
者
、

特
に
歌
合
の
判
者
に
と
っ
て
、そ
の
必
要
性
が
低
下
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。

『
宝
治
百
首
』
に
つ
い
て
は
「
新
古
今
時
代
以
降
な
か
っ
た
大
規
模
な
百
首

と
な
っ
た
が
、
内
容
は
、
類
型
的
で
共
通
す
る
表
現
が
多
数
見
え
る
な
ど
、
新

古
今
時
代
か
ら
の
有
力
歌
人
た
ち
と
新
進
歌
人
た
ち
と
の
力
量
の
差
が
如
実
に

表
れ
て
い
る
」
と
い
う
評
価
が
定
着
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
先
述
し
た
よ
う

に
俊
成
女
は
、
第
五
句
に
「
春
の
泡
（
淡
）
雪
」
を
そ
の
ま
ま
置
く
歌
人
が
目

立
つ
中
で
、「
よ
り
こ
ぬ
春
の
泡
雪
ぞ
降
る
」と
句
割
れ
で
使
用
し
て
い
た
。『
無

名
抄
』
は
「
俊
成
卿
女
宮
内
卿
両
人
哥
の
よ
み
や
う
か
は
る
事
」
に
お
い
て
、

　
　

  

俊
成
卿
女
は
、
晴
の
歌
詠
ま
ん
と
て
は
、
ま
づ
日
ご
ろ
か
け
て
、
も
ろ
も

ろ
の
集
ど
も
を
繰
り
返
し
よ
く
よ
く
見
て
、思
ふ
ば
か
り
見
終
り
ぬ
れ
ば
、

み
な
取
り
置
き
て
、
火
か
す
か
に
灯
し
、
人
遠
く
音
無
く
し
て
ぞ
案
ぜ
ら

れ
け
る
。

と
、
彼
女
が
秀
歌
を
詠
む
た
め
に
並
々
な
ら
ぬ
執
着
を
見
せ
て
い
た
こ
と
を
伝

え
て
い
る
。
同
じ
女
房
歌
人
の
宮
内
卿
に
つ
い
て
も
、

　
　

  

宮
内
卿
は
、
始
め
よ
り
終
り
ま
で
、
草
子
・
巻
物
取
り
込
み
て
、
切
灯
台

に
火
近
々
と
灯
し
つ
つ
、
か
つ
が
つ
書
付
け
書
付
け
、
夜
も
昼
も
怠
ら
ず

な
む
案
じ
け
る
。
こ
の
人
は
あ
ま
り
歌
を
深
く
案
じ
て
病
に
な
り
て
、
一

度
は
死
に
外
れ
し
た
り
き
。
父
の
禅
門
、「
何
事
も
身
の
あ
る
上
の
こ
と

に
て
こ
そ
あ
れ
。
か
く
し
も
病
に
な
る
ま
で
は
、
い
か
に
案
じ
給
ふ
ぞ
」

と
諫
め
ら
れ
け
れ
ど
も
用
ゐ
ず
。
つ
ひ
に
命
も
な
く
て
や
み
に
し
は
、
そ

の
つ
も
り
に
や
あ
り
け
ん
。

と
書
き
記
し
て
い
た
。
新
古
今
時
代
は
、
歌
人
た
ち
の
秀
歌
を
得
よ
う
と
す
る

執
着
度
が
、
熱
病
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。
長
明
自
身
「
和
歌
所
の
寄
人
に

な
り
て
後
、
常
の
和
歌
の
会
に
歌
参
ら
せ
な
ど
す
れ
ば
、
ま
か
り
出
づ
る
事
も

な
く
、
夜
昼
奉
公
怠
ら
ず
」（
源
家
長
日
記
）、
和
歌
所
か
ら
退
出
す
る
こ
と
も

な
く
、
昼
夜
を
分
か
た
ぬ
精
勤
ぶ
り
で
、
詠
歌
や
撰
集
作
業
に
打
ち
込
ん
で
い

た
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
寂
蓮
が
「
口
た
が
ひ
小
便
色
変
は
り
て
こ
そ
、
秀
歌

は
出
で
く
れ
」（
京
極
中
納
言
相
語
）、
食
べ
物
の
味
が
変
わ
り
血
尿
が
出
る
ほ

ど
、
つ
ま
り
体
に
変
調
を
き
た
す
ほ
ど
打
ち
込
ん
で
、
は
じ
め
て
秀
歌
を
得
る

こ
と
が
で
き
る
の
だ
、
と
語
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
も
思
い
起
こ
さ
れ
る
。
そ
し

て
、
時
代
の
先
頭
に
立
っ
て
歌
人
た
ち
を
率
い
て
い
た
の
が
後
鳥
羽
院
自
身
で

あ
っ
た
。

後
鳥
羽
院
は
埋
も
れ
て
い
た
才
能
を
広
く
博
捜
し
、
次
々
と
自
ら
の
歌
壇
に

組
み
入
れ
て
い
た
。
定
家
や
藤
原
家
隆
は
『
正
治
初
度
百
首
』（
一
二
〇
〇
年
）

で
の
和
歌
の
出
来
映
え
か
ら
側
近
へ
と
取
り
立
て
ら
れ
、『
新
古
今
和
歌
集
』

の
撰
者
へ
と
昇
り
つ
め
て
い
っ
た
。
同
じ
く
撰
者
と
な
る
飛
鳥
井
雅
経
は
、
父

が
伊
豆
に
流
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
後
を
追
っ
て
自
ら
も
関
東
に
下
り
、
大
江
広

元
女
を
妻
に
迎
え
土
着
し
て
い
た
が
、
院
の
差
配
で
和
歌
と
蹴
鞠
に
長
け
て
い

た
こ
と
か
ら
、
鎌
倉
よ
り
召
還
さ
せ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
定
家
の
異
父
兄
で
あ

る
藤
原
隆
信
が
和
歌
、
い
や
む
し
ろ
似
絵
（
肖
像
画
）
の
腕
前
か
ら
召
さ
れ
た

7
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の
と
同
様
に
、
長
明
の
場
合
も
和
歌
に
加
え
琵
琶
の
技
量
が
買
わ
れ
て
、
親
近

の
機
会
を
得
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

後
嵯
峨
院
や
亀
山
院
、
後
宇
多
院
、
後
光
厳
院
ら
も
、
ひ
と
か
ど
の
歌
人
で

は
あ
っ
た
が
、
後
鳥
羽
院
の
和
歌
へ
の
熱
意
、
ま
た
歌
人
と
し
て
の
力
量
に
お

い
て
も
隔
た
り
は
歴
然
と
し
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
。後
鳥
羽
院
歌
壇
の
面
々
と
、

鎌
倉
中
期
か
ら
南
北
朝
初
期
に
か
け
て
の
、
い
く
つ
か
の
応
制
百
首
に
応
じ
た

人
々
と
で
は
、
詠
歌
に
対
す
る
執
着
の
度
合
い
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
捉

え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

和
歌
は
類
型
の
文
芸
で
あ
る
。
一
首
は
、五
七
五
七
七
の
三
十
一
音
（
文
字
）

で
出
来
て
い
る
。「
や
ま
ざ
く
ら
」「
ほ
と
と
ぎ
す
」
な
ど
の
季
節
の
景
物
、「
よ

し
の
や
ま
」「
た
つ
た
が
は
」
な
ど
の
名
所
歌
枕
、さ
ら
に
は
「
春
の
あ
け
ぼ
の
」

「
秋
の
夕
暮
れ
」
等
々
に
至
る
ま
で
、「
歌
語
」「
歌
こ
と
ば
」
と
呼
ば
れ
る
語

に
は
、
五
文
字
、
七
文
字
の
か
た
ま
り
が
多
い
。
こ
う
し
た
五
文
字
、
七
文
字

の
句
の
順
列
組
み
合
わ
せ
で
、
和
歌
は
出
来
上
が
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
専

門
歌
人
な
ら
と
も
か
く
、
一
首
や
二
首
と
は
異
な
り
、
ま
と
ま
っ
た
百
首
の
歌

を
詠
む
の
は
骨
の
折
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
治
天
の
君
か
ら
の
下

命
に
応
じ
て
は
み
た
も
の
の
、
詠
歌
に
そ
れ
ほ
ど
熱
心
で
は
な
い
人
々
に
と
っ

て
は
、
初
句
か
ら
第
五
句
ま
で
必
要
な
語
が
、
そ
の
語
を
含
む
一
首
ま
る
ご
と
、

し
か
も
大
量
に
参
照
で
き
る
三
十
巻
に
も
及
ぶ
検
索
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
撰
集

佳
句
部
類
』は
、重
宝
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
必
要
は
発
明
の
母
と
い
う
が
、『
続

後
撰
和
歌
集
』『
続
古
今
和
歌
集
』『
続
拾
遺
和
歌
集
』
を
対
象
に
し
た
、
続
編

に
あ
た
る
『
続
佳
句
部
類
抄
』
も
作
ら
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
作
歌
人
口
の
拡
大
を
背
景
に
し
た
検
索
型
の
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
の
流
行
と
時
を
同
じ
く
し
て
、『
扶
桑
葉
林
』
も
別
な
需
要
か
ら
世
間

に
迎
え
入
れ
ら
れ
、伝
播
流
布
し
て
い
た
ら
し
い
。
小
川
氏
は
連
歌
資
料
の『
野

坂
本
賦
物
集
』
を
引
用
し
な
が
ら
、
正
統
的
な
和
歌
で
は
な
く
、
こ
の
時
代
に

流
行
し
た
賦
物
の
連
歌
で
「
証
歌
が
さ
か
ん
に
穿
鑿
さ
れ
た
た
め
」「
珍
奇
な

題
材
を
詠
ん
だ
和
歌
を
も
数
多
く
集
め
る
」『
扶
桑
葉
林
』
が
「
証
歌
を
示
す

の
に
利
用
さ
れ
た
」
と
し
、「
鎌
倉
後
期
か
ら
南
北
朝
期
の
歌
学
書
に
頻
繁
に

引
用
さ
れ
、
と
り
わ
け
は
じ
め
の
二
十
巻
の
歌
合
の
部
が
単
行
で
流
布
し
て
い

た
と
も
推
測
さ
れ
、
二
条
良
基
ら
が
大
い
に
利
用
し
た
が
、
室
町
時
代
以
後
は

ほ
ぼ
痕
跡
を
断
つ
こ
と
」
を
論
証
し
て
い
る
。

ビ
ッ
グ
デ
ー
タ
『
扶
桑
葉
林
』
や
検
索
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
『
撰
集
佳
句
部
類
』

の
、
こ
う
し
た
消
長
の
歴
史
は
、
重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
　
　

五　

お
わ
り
に 

― 

国
文
学
と
Ａ
Ｉ

数
年
前
か
ら
、
古
文
の
解
釈
な
ど
は
人
工
知
能
が
完
璧
に
現
代
語
へ
と
ト
ラ

ン
ス
レ
ー
ト
し
て
く
れ
る
よ
う
な
時
代
が
く
る
、古
典
文
学
の
注
釈
分
野
か
ら
、

い
ず
れ
人
間
は
駆
逐
さ
れ
る
、
と
い
う
声
が
研
究
者
の
間
で
も
ち
ら
ほ
ら
聞
か

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
口
頭
発
表
に
も
接
し
た
こ
と
が
あ
る
。
席

上
、
発
表
後
の
質
疑
応
答
で
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
、
と
質
問
（
と

い
う
よ
り
も
や
や
感
情
的
な
反
論
）
が
、
高
齢
の
研
究
者
た
ち
か
ら
相
次
い
で

な
さ
れ
た
。私
も
手
を
上
げ
、「
文
学
作
品
と
し
て
の
和
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
と
、

古
い
言
葉
を
現
代
語
訳
に
置
き
換
え
る
こ
と
は
同
じ
で
し
ょ
う
か
。歌
を
読
む
、

と
い
う
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
」
と
質
問
を
切
り
出
し

た
。
さ
ら
に
「
一
首
の
意
味
を
把
握
し
た
後
で
、
ほ
ん
と
う
の
〈
読
み
〉
が
は

じ
ま
る
の
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と
も
自
分
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
」

と
私
見
を
述
べ
た
。

9
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俵
万
智
の
『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』
に
、

　
　

胸
も
と
に
去
年
の
水
着
の
跡
を
持
つ
女
が
海
に
誘
わ
れ
て
い
る

と
い
う
一
首
が
あ
る
。
現
代
の
短
歌
作
品
な
の
で
、
も
と
よ
り
現
代
語
訳
は
不

要
で
あ
る
。
す
る
と
、
人
工
知
能
は
、
こ
こ
で
仕
事
を
終
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

意
味
は
誰
で
も
わ
か
っ
て
い
る
。

し
か
し
は
た
し
て
、
そ
れ
で
終
了
、
こ
の
歌
を
解
釈
し
ま
し
た
、
読
み
解
き

ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
ど
う
か
。

こ
の
歌
は
、
海
に
誘
わ
れ
て
い
る
女
性
が
逡
巡
し
て
い
る
歌
の
よ
う
に
思
わ

れ
て
な
ら
な
い
。
女
性
の
胸
元
に
は
、
去
年
、
海
に
出
か
け
て
、
そ
の
時
に
日

に
焼
け
た
水
着
の
跡
が
、夏
の
思
い
出
さ
な
が
ら
に
く
っ
き
り
と
残
っ
て
い
る
。

一
人
で
出
か
け
た
の
か
、
友
だ
ち
と
か
、
あ
る
い
は
特
定
の
親
し
い
男
性
と
出

か
け
た
の
か
。
い
ま
、
誘
わ
れ
て
い
る
の
は
、
去
年
、
誘
っ
て
く
れ
た
相
手
と

は
違
う
人
な
の
だ
ろ
う
か
。
今
年
の
誘
い
人
は
、
お
そ
ら
く
別
の
男
性
で
は
な

い
か
。
水
着
の
跡
を
見
て
、
あ
れ
っ
、
ず
い
ぶ
ん
と
日
に
焼
け
て
る
ね
？　

と

声
を
か
け
ら
れ
た
時
に
、
い
ま
は
も
う
つ
き
合
う
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
去
年

の
男
性
の
こ
と
を
、
新
し
い
恋
の
相
手
に
話
を
す
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
は
ぐ

ら
か
す
か
。
そ
ん
な
行
き
つ
戻
り
つ
の
感
情
が
、
こ
の
三
十
一
文
字
の
背
後
に

は
隠
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。

「
女
が
」
と
あ
る
の
で
、
第
三
人
称
だ
か
ら
「
私
が
」
誘
わ
れ
て
い
る
訳
で

は
な
い
、
だ
か
ら
私
は
ど
う
し
た
ら
い
い
の
？　

と
い
う
第
一
人
称
的
な
解
釈

は
間
違
い
と
、
そ
の
段
階
で
人
工
知
能
に
は
ダ
メ
出
し
を
喰
ら
う
だ
ろ
う
か
。

け
れ
ど
も
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
遙
か
昔
に
答
が
出
て
い
る
。『
無

名
抄
』
の
「
我
と
人
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
の
だ
。

　
　

  　

ま
た
同
じ
所
に
て
、
こ
く
な
は
と
い
ひ
し
女
房
、「
夏
を
契
」
と
い
ふ

題
に
、

　
　
　
　

  

惜
し
む
べ
き
春
を
ば
人
に
厭
は
せ
て
そ
ら
頼
め
に
や
な
ら
ん
と
す
ら

む

　
　

  

と
詠
め
り
し
を
、「
よ
ろ
し
」
な
ど
人
々
定
め
侍
り
し
ほ
ど
に
、
あ
る
人

の
い
は
く
、「『
春
を
ば
人
に
』
と
言
へ
る
、
少
し
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
む
。

た
だ
『
春
を
ば
我
に
』
と
言
ひ
た
ら
ば
、
確
か
に
て
勝
り
な
ん
か
し
」
と

言
ふ
。

　
　

  　

こ
れ
同
ず
る
人
多
く
侍
り
し
を
、
俊
恵
、
聞
き
て
、「
無
下
に
心
劣
り

せ
ら
る
る
事
を
の
た
ま
ふ
か
な
。『
人
に
』
と
言
ひ
た
り
と
て
も
、
他
人

と
や
は
思
ひ
た
ど
る
べ
き
。『
我
に
』
と
言
ひ
て
は
、
う
た
て
、
こ
と
の

他
に
品
な
く
聞
こ
ゆ
る
も
の
を
。
歌
は
花
麗
を
先
と
す
。
人
を
ば
知
ら
ず
。

お
の
れ
は
た
と
い
難
あ
り
と
も
、『
人
に
』
と
詠
ま
ん
」
と
ぞ
、
申
し
侍

り
し
。

夏
に
な
っ
た
ら
逢
お
う
と
い
う
相
手
の
約
束
の
せ
い
で
、
惜
し
む
べ
き
季
節
で

あ
る
春
を
私
に
厭
わ
せ
、
は
や
く
夏
に
な
れ
と
期
待
さ
せ
て
お
い
て
、
結
局
、

約
束
は
空
手
形
だ
っ
た
、
そ
ん
な
趣
向
の
歌
が
詠
ま
れ
た
。
席
上
、
好
意
的
に

受
け
と
め
ら
れ
た
も
の
の
、「
人
」
で
は
誰
の
こ
と
か
判
然
と
し
な
い
か
ら
「
我
」

と
鮮
明
に
す
れ
ば
当
事
者
が
確
か
に
な
り
、
よ
り
よ
い
作
品
に
な
る
と
の
発
言

が
あ
り
、
こ
れ
に
賛
同
す
る
人
が
多
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
こ
の
話
を
聞
い
た
俊

恵
は
、「
我
に
」
で
は
あ
ま
り
に
品
が
な
い
、他
人
が
ど
う
言
お
う
と
私
な
ら
「
人

に
」
と
詠
む
、
と
語
っ
た
と
い
う
。
平
安
時
代
の
末
期
に
生
き
た
俊
恵
は
、
歌

は
論
理
で
は
な
い
、
説
明
に
な
っ
て
は
い
け
な
い
、
と
弟
子
の
長
明
に
教
え
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
長
明
は
肯
定
的
に
受
け
止
め
、
書
き
残
す
こ
と
で

後
進
へ
と
伝
え
て
い
た
の
だ
っ
た
。

俊
成
の
判
詞
に
は
、
た
と
え
ば
『
六
百
番
歌
合
』
を
見
て
も
、「
姿
は
優
に

侍
る
を
」「
姿
詞
、優
美
に
見
え
侍
り
」「
上
下
相
応
し
て
を
か
し
く
見
え
侍
れ
」
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「
い
ま
す
こ
し
幽
玄
に
侍
る
」「
を
か
し
く
と
が
な
く
聞
こ
ゆ
」「
字
づ
か
ひ
艶

に
は
侍
る
」
な
ど
、「
姿
」「
姿
詞
」
ま
た
「
字
づ
か
ひ
」
な
ど
に
つ
い
て
「
優
美
」

「
幽
玄
」「
艶
」
な
ど
の
美
的
概
念
が
ふ
ん
だ
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
た
。
彼
の
歌

論
書
『
古
来
風
躰
抄
』
に
は
、有
名
な
一
節
だ
が
、次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

　
　

  

昔
も
今
も
、
歌
の
式
と
い
ひ
、
髄
脳
・
歌
枕
な
ど
い
ひ
て
、
あ
る
い
は
疑

は
し
き
こ
と
を
明
か
し
な
ど
し
た
る
も
の
は
、
家
々
、
わ
れ
も
わ
れ
も
と

書
き
置
き
た
れ
ば
、
お
な
じ
こ
と
の
や
う
な
が
ら
、
あ
ま
た
世
に
見
ゆ
る

も
の
な
り
。
た
だ
、
こ
の
歌
の
姿
詞
に
お
き
て
、
吉
野
川
良
し
と
は
い
か

な
る
を
い
ひ
、
難
波
江
の
葦
（
よ
し
）
の
悪
（
あ
）
し
と
は
い
づ
れ
を
分

く
べ
き
ぞ
と
い
ふ
こ
と
の
、
な
か
な
か
い
み
じ
く
説
き
述
べ
が
た
く
、
知

れ
る
人
も
少
な
か
る
べ
き
な
り
。（
中
略
）
歌
は
た
だ
よ
み
あ
げ
も
し
、

詠
じ
も
し
た
る
に
、
何
と
な
く
艶
に
も
あ
は
れ
に
も
聞
こ
ゆ
る
事
の
あ
る

な
る
べ
し
。
も
と
よ
り
詠
歌
と
い
ひ
て
、
声
に
つ
き
て
よ
く
も
あ
し
く
も

聞
こ
ゆ
る
も
の
な
り
。

歌
の
姿
詞
の
善
し
悪
し
に
つ
い
て
は「
な
か
な
か
い
み
じ
く
説
き
述
べ
が
た
く
、

知
れ
る
人
も
少
な
か
る
べ
き
」
と
し
、「
何・

と・

な・

く・

艶
に
も
あ
は
れ
に
も
聞
こ

ゆ
る
」「
声・

に・

つ・

き・

て・

よ
く
も
あ
し
く
も
聞
こ
ゆ
る
」
と
説
い
て
い
る
。

『
無
名
抄
』
の
「
近
代
古
体
」
も
、「
歌
の
姿
」
特
に
「
幽
玄
」
を
論
じ
る
際

に
よ
く
引
か
れ
る
有
名
な
章
段
だ
が
、
そ
こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
記
載
が
存
し

て
い
る
。

　
　

  

問
云
、「
こ
と
の
趣
は
お
ろ
お
ろ
心
得
侍
り
に
た
り
。
そ
の
幽
玄
と
か
い

ふ
ら
む
体
に
い
た
り
て
こ
そ
、
い
か
な
る
べ
し
と
も
心
得
難
く
侍
れ
。
そ

の
や
う
を
う
け
給
は
ら
む
」
と
い
ふ
。

　
　

  

答
云
、「
す
べ
て
歌
の
姿
は
心
得
に
く
き
事
に
こ
そ
。
古
き
口
伝
、
髄
脳

な
ど
に
も
、難
き
事
ど
も
を
ば
手
を
取
り
て
教
ふ
ば
か
り
に
尺
し
た
れ
ど
、

姿
に
い
た
り
て
は
確
か
に
見
え
た
る
事
な
し
。
い
は
む
や
幽
玄
の
体
、
ま

づ
名
を
き
く
よ
り
ま
ど
ひ
ぬ
べ
し
。
み
づ
か
ら
も
い
と
心
得
ぬ
こ
と
な
れ

ば
、
さ
だ
か
に
い
か
に
申
す
べ
し
と
も
お
ぼ
え
侍
ら
ぬ
を
、
よ
く
境
に
入

れ
る
人
の
申
さ
れ
し
趣
は
、
詮
は
た
だ
詞
に
あ
ら
は
れ
ぬ
余
情
、
姿
に
見

え
ぬ
気
色
な
る
べ
し
。

幽
玄
と
は
何
か
、
と
い
う
初
学
者
か
ら
の
問
い
に
対
し
て
、「
詞
に
あ
ら
は
れ

ぬ
余
情
、
姿
に
見
え
ぬ
気
色
」
で
あ
る
、
と
長
明
は
説
い
て
み
せ
た
。
俊
成
の

説
く
幽
玄
と
は
、
微
妙
に
差
異
が
あ
る
点
は
諸
氏
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、

し
か
し
、
和
歌
を
嗜
み
は
じ
め
た
同
時
代
の
初
学
者
へ
の
解
答
と
し
て
は
、
咀

嚼
し
て
十
分
す
ぎ
る
説
得
力
が
あ
る
。

日
本
に
お
け
る
人
工
知
能
研
究
の
先
駆
者
に
し
て
小
説
家
で
も
あ
る
西
垣
通

氏
は
「
Ａ
Ｉ
と
私
た
ち　

本
質
を
理
解
す
る
」
の
中
で
、「
西
洋
的
世
界
観
で
は
、

要
素
の
論
理
的
組
み
合
わ
せ
と
し
て
対
象
を
分
析
し
ま
す
が
、
東
洋
的
世
界
観

で
は
、
要
素
同
士
が
互
い
に
関
連
し
、
共
鳴
し
合
う
と
考
え
る
の
で
、
分
析
だ

け
で
は
な
く
身
体
的
直
感
を
重
ん
じ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
Ａ
Ｉ
に
と
っ
て
は
と
て

も
難
し
い
点
で
あ
り
、
Ａ
Ｉ
を
う
ま
く
活
用
す
る
際
の

に
な
る
概
念
だ
と
い

え
る
で
し
ょ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
氏
の
説
く
「
身
体
的
直
感
力
」
と
い
う
タ
ー

ム
は
、
古
典
和
歌
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て
、
極
め
て
重
い
の
で
は
な
い
か
、

と
思
え
て
な
ら
な
い
。

幽
玄
と
は
そ
も
そ
も
「
か
す
か
に
し
て
く
ら
し
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
長

明
に
よ
れ
ば
、
し
か
も
そ
れ
は
言
外
の
余
情
「
あ
ま
り
あ
る
な
さ
け
」
と
、
目

に
見
え
な
い
気
色
「
け
は
い
」
だ
と
い
う
。
言
語
化
さ
れ
ず
可
視
化
も
さ
れ
な

い
曖
昧
な
美
は
、
フ
ァ
ジ
ー
な
ア
ナ
ロ
グ
の
世
界
の
も
の
で
、
0
か
1
か
二
進

法
の
デ
ジ
タ
ル
技
術
に
よ
っ
て
具
現
化
す
る
の
は
難
し
い
。
五
七
五
七
七
の
、

論
理
を
超
え
た
リ
ズ
ム
や
調
べ
に
こ
そ
和
歌
の
本
質
が
潜
ん
で
い
る
と
、
は
る
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か
昔
の
先
人
た
ち
は
感
じ
取
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
デ
ジ
タ
ル
人
文
学
」
と
い
う
言
葉
は
、
国
文
学
研
究
の
将
来
に
夢
の
世
界

が
広
が
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
響
き
を
与
え
る
。
西
欧
社
会
と
は
ま
た
異
な
っ

た
視
点
か
ら
、
国
文
学
と
Ａ
Ｉ
と
の
共
存
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
い
ま
問
わ

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

注1　
清
輔
は
自
身
の
著
作
、
歌
学
書
『
袋
草
紙
』
に
お
い
て
「
古
跡
を
尋
ね
て
こ
れ
と

難
ず
べ
し
。」（
先
例
を
探
し
究
め
て
か
ら
論
難
は
す
べ
き
で
あ
る
。）
と
記
し
て
い

る
。（
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

二
一
六
頁
）

2　

小
川
剛
生
氏
「
古
歌
の
集
積
と
再
編
―
『
扶
桑
葉
林
』
か
ら
『
夫
木
和
歌
抄
』
へ
―
」

（『
夫
木
和
歌
抄　

編
纂
と
享
受
』
風
間
書
房　

二
〇
〇
八
年
）

3　

渡
部
泰
明
氏
『
中
世
和
歌
の
生
成
』
の
「
第
二
章
第
一
節　
〈
一
句
引
用
〉
の
姿
」（
若

草
書
房　

一
九
九
九
年
）。
初
出
は「
藤
原
俊
成
に
お
け
る「
姿
」―　
〈
一
句
引
用
〉

の
姿
に
つ
い
て
―
」（『
玉
藻
』
二
四　

一
九
八
九
年
）、「〈
一
句
引
用
〉
と
「
姿
」

―
引
歌
か
ら
歌
合
判
詞
へ
―
」（『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
紀
要
』
二
四　

一
九
八
九

年
）

4　

谷
山
茂
氏
「
歌
合
を
め
ぐ
る
六
条
家
と
御
子
左
家
」（
本
論
編
）（『
国
語
国
文
』

一
九
三
九
年
四
月
）、『
谷
山
茂
著
作
集
四　

新
古
今
時
代
の
歌
合
と
歌
壇
』（
角
川

書
店　

一
九
八
二
年
）
所
収
。

5　

藤
平
泉
氏
「『
宝
治
百
首
』
流
行
の
表
現
」（『
神
女
大
国
文
』
六
号　

一
九
九
五
年

三
月
）

6　
『
和
歌
大
辞
典
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）web

版
。「
宝
治
百
首
」
の
執
筆
担
当
は

藏
中
さ
や
か
氏
。

7　

国
文
学
研
究
資
料
館
学
術
情
報
リ
ポ
ジ
ト
リhttps://kokubunken.repo.nii.

ac.jp/records/4704

「
古
筆
切
所
収
情
報
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
久
保
木
秀
夫
氏
作
成
）

に
よ
る
。

8　
『
和
歌
大
辞
典
』（
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）web

版
。「
宝
治
百
首
」
の
執
筆
担
当
は

藤
平
泉
氏
。

9　

前
掲
注
⑴
論
文
。

10　

西
垣
通
氏
『
朝
日
新
聞
』
オ
ピ
ニ
オ
ン
面
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
（
二
〇
二
三
年
八
月

二
十
五
日
朝
刊
）
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