
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

吉

海

直

人

【要
旨
︼
こ
れ
ま
で
連
載
し
て
き
た
﹁
百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
﹂
の
五

回
目
と
し
て
︑
か
る
た
に
ま
つ
わ
る
様
々
な
資
料
を
提
供
す
る
︒
本
稿
は
︑

か
る
た
の
総
合
研
究
の
た
め
の
基
礎
資
料
集
成
で
あ
る
︒

①
百
人
一
首
か
る
た
の
成
立

一

百
人
一
首
か
る
た
に
つ
い
て
話
す
前
に
︑
百
人
一
首
の
成
立
を
話
さ
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん

(吉
海
﹃
百
人
一
首
か
る
た
の
世
界
﹄
新
典
社
新
書

参
照
)︒
百
人
一
首
の
成
立
と
か
る
た
登
場
の
間
に
は
︑
約
四
百
年
の
空

白
が
あ
り
ま
す
︒
で
す
か
ら
﹁
平
安
時
代
の
か
る
た
取
り
﹂
と
い
う
の
は

全
く
の
幻
想
に
す
ぎ
ま
せ
ん
︒
テ
レ
ビ
で
そ
れ
ら
し
い
も
の
が
出
て
き
た

り
し
ま
す
が
︑
ど
う
か
勘
違
い
な
さ
ら
な
い
よ
う
ご
注
意
下
さ
い
︒

ま
ず
は
藤
原
定
家
撰
と
さ
れ
る
百
人
一
首
で
す
が
︑
今
の
と
こ
ろ
文
暦

二
年

(一
二
三
五
年
)
五
月
二
十
七
日
が
誕
生
日
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ

れ
は
定
家
の
日
記
﹃
明
月
記
﹄
同
日
条
の
記
事
に
依
拠
す
る
も
の
で
す

(こ
れ
以
外
に
確
か
な
資
料
は
あ
り
ま
せ
ん
)
︒
そ
の
後
︑
百
人
一
首
は
百

七
十
年
ほ
ど
の
空
白

(
資
料
不
在
期
間
)
が
あ
り
︑
千
四
百
年
代
に
な
っ

て
か
ら
︑
俄
に
勅
撰
和
歌
の
入
門
書
と
し
て
も
て
は
や
さ
れ
て
い
ま
す
︒

そ
こ
に
は
連
歌
師
宗
祇
の
活
躍

(仕
掛
け
)
が
あ
り
ま
し
た
︒

そ
れ
か
ら
ま
た
百
年
後
の
室
町
末
期

(
千
五
百
年
代
後
半
)
に
︑
ポ
ル

ト
ガ
ル
か
ら
種
子
島

(
鉄
砲
)
や
カ
ス
テ
ラ
な
ど
と
と
も
に
︑
四
十
八
枚

揃
い
の
ト
ラ
ン
プ
系
カ
ル
タ
が
伝
来
し
ま
し
た
︒
こ
れ
は
当
初
輸
出
用
で

は
な
く
︑
船
員
達
の
私
的
な
遊
び
用
だ
っ
た
よ
う
で
す
︒
後
に
三
池

(福

岡
県
大
牟
田
市
)
で
国
産
品

(
天
正
か
る
た
)
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
さ
れ
︑
そ
れ
を
記
念
し
て
一
九
九
一
年

(平
成
三
年
)
に
三
池
か
る

一



た
記
念
館

(現
︑
三
池
カ
ル
タ
・
歴
史
資
料
館
)
が
オ
ー
プ
ン
し
ま
し
た
︒

そ
の
際
︑
精
巧
な
天
正
か
る
た
の
複
製
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
︒

二

お
そ
ら
く
﹁
カ
ル
タ
﹂
と
い
う
外
来
語
の
響
き
や
︑
カ
ル
タ
型
の
札
が

珍
し
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
︑
す
ぐ
に
真
似
て
国
産
の
ト
ラ
ン
プ
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
が
い
わ
ゆ
る
﹁
天
正
か
る
た
﹂
と
称
さ
れ

る
も
の
で
す
︒
そ
れ
だ
け
で
な
く
︑
外
来
の
ト
ラ
ン
プ
の
形
態
を
模
し
て
︑

国
産
の
歌
か
る
た
も
製
作
さ
れ
ま
し
た
︒
も
と
も
と
日
本
に
は
色
紙
と
い

う
紙
の
文
化
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
︑
そ
れ
を
小
型
化
し
た
だ
け
で
す
ぐ
に

札
が
で
き
ま
す
︒
む
し
ろ
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
︑
和
歌
を
上
の
句
と
下
の

句
に
分
け
て
書
く
こ
と

(二
枚
一
組
の
概
念
)
で
し
ょ
う
︒

そ
う
考
え
る
と
︑
四
枚
一
組
の
ト
ラ
ン
プ
と
二
枚
一
組
の
歌
か
る
た
で

は
︑
発
想
が
大
き
く
異
な
り
ま
す
か
ら
︑
ト
ラ
ン
プ
か
ら
歌
か
る
た
へ
ス

ム
ー
ズ
に
移
行
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
こ
で
日
本
古

来
の
貝
覆
い
が
持
ち
出
さ
れ
ま
し
た
︒
こ
ち
ら
も
二
枚
一
組
で
都
合
が
よ

か
っ
た
か
ら
で
す
︒
要
す
る
に
外
来
の
ト
ラ
ン
プ
と
貝
覆
い
が
合
体
し
て
︑

歌
か
る
た
が
誕
生
し
た
と
い
う
誕
生
説
話

(神
話
)
が
醸
成
さ
れ
た
の
で

す
︒

都
合
の
い
い
こ
と
に
︑
貝
覆
い
起
源
説
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
﹁
貝
型

か
る
た
﹂
や
﹁
駒
型
か
る
た
﹂
︑
さ
ら
に
は
﹁
貝
絵
か
る
た
﹂
も
残
っ
て

い
ま
す
︒
そ
う
い
っ
た
も
の
を
見
せ
ら
れ
る
と
︑
い
か
に
も
貝
覆
い
か
ら

歌
か
る
た
へ
の
発
展
が
見
て
と
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
ね
︒
そ
こ
で
貴

重
な
貝
覆
い
の
代
用
品
と
し
て
︑
紙
製
の
歌
か
る
た
が
作
ら
れ
た
と
い
う

説
が
︑
ま
こ
と
し
や
か
に
さ
さ
や
か
れ
た
の
で
す
︒
そ
の
た
め
遊
び
方
に

し
て
も
︑
当
初
は
貝
覆
い
の
遊
び
方
を
踏
襲
し
て
い
た
と
説
明
さ
れ
て
い

ま
す

(ト
ラ
ン
プ
の
神
経
衰
弱
式
)︒
こ
の
場
合
︑
読
み
手
は
い
り
ま
せ

ん
︒

三

と
こ
ろ
が
︑
肝
心
の
貝
覆
い
の
代
用
品
と
お
ぼ
し
き
紙
製
貝
か
る
た
が

伝
存
し
て
い
な
い
の
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
貝
型
の
﹁
源
氏
か
る
た
﹂
は
あ
り

ま
す
が
︑
こ
れ
を
伏
せ
て
貝
覆
い
の
よ
う
に
遊
ぶ
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
︒

ま
た
貝
裏
に
歌
が
書
か
れ
た
貝
も
︑
古
い
物
は
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
絵
貝
に
比
べ
て
現
存
数
が
は
な
は
だ
少
な
い
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
︒
反
対
に
︑
希
少
な
は
ず
の
貝
覆
い
は
︑
そ
の
後
も
ず
っ
と

受
容
が
あ
っ
た
の
で
︑
代
用
品
と
い
う
説
は
怪
し
く
な
っ
て
き
ま
し
た
︒

日
本
最
古
と
さ
れ
て
い
る
滴
翠
美
術
館
蔵
道
勝
法
親
王
か
る
た

(元
和

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

二



頃
)
は
︑
貝
覆
い
か
ら
進
化
し
た
と
さ
れ
て
い
る
﹁
貝
型
か
る
た
﹂
や

﹁
駒
型
か
る
た
﹂
よ
り
古
い
と
さ
れ
る
も
の
で
す
が
︑
な
ん
と
既
に
長
方

形
で
し
た
︒
一
番
古
い
か
る
た
が
長
方
形
だ
と
す
れ
ば
︑
貝
型
や
駒
型
は

必
ず
し
も
進
化
の
過
程
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
バ
リ
エ
ー

シ
ョ
ン
あ
る
い
は
意
匠
と
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
︒
と
い
う
こ
と
で
︑
貝
覆
い
か
ら
歌
か
る
た
発
生
説
は
資
料

的
に
も
論
理
的
に
も
証
明
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
︒

も
と
も
と
ト
ラ
ン
プ
は
︑
札
の
表
を
伏
せ
て
裏
返
し
に
置
く
の
に
対
し

て
︑
歌
か
る
た
は
表
面
を
向
け
て
置
き
ま
す
︒
ま
た
貝
覆
い
は
貝
の
表
面

の
違
い
か
ら
同
一
の
貝
を
見
つ
け
る
遊
び
で
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
均
一
に

裏
張
り
さ
れ
た
か
る
た
で
は
︑
ま
っ
た
く
同
じ
裏
で
す
か
ら
︑
裏
を
見
て

合
わ
せ
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
︒
し
か
も
貝
の
内
側
は
見
え
ま
せ
ん
か

ら
︑

尽
こ
と
ご
と

く
歌
か
る
た
と
は
一
致
し
ま
せ
ん
︒

第
一
︑
古
い
貝
覆
い
の
貝
の
内
側
に
絵
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う

で
す
︒
と
い
う
の
も
︑
貝
覆
い
に
書
か
れ
る
絵
は
︑
原
則
遊
び
に
必
要
な

も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
︒
む
し
ろ
貝
を
豪
華
に
仕
立
て
る
た
め
に
︑
貝

裏
に
金
彩
が
施
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
︒
ま
た
絵
に
よ
っ
て
貝
の
相
棒
を

す
ば
や
く
見
つ
け
る
た
め
に
︑
一
目
で
わ
か
る
よ
う
に
ま
っ
た
く
同
じ
絵

が
描
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
貝
の
裏
の
絵
が
違
っ
て
い
た
ら
︑
役
に
立
ち
ま

せ
ん
︒
そ
れ
は
上
の
句
と
下
の
句
で
も
同
様
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

そ
う
な
る
と
貝
覆
い
は
︑
﹁
絵
合
せ
か
る
た
﹂
の
起
源
と
し
て
は
有
効

か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
神
経
衰
弱
の
よ
う
な
遊
び
な
ら
そ
れ
で
可
能
だ
か
ら

で
す
︒
そ
れ
に
対
し
て
歌
か
る
た
は
︑
上
の
句
と
下
の
句
に
分
け
て
書
く

の
で
す
か
ら
︑
歌
全
体
を
覚
え
て
い
な
け
れ
ば
︑
一
致
し
て
い
る
か
ど
う

か
は
即
座
に
判
断
で
き
ま
せ
ん
︒

四

こ
う
い
う
わ
け
で
︑
私
は
貝
覆
い
起
源
説
を
否
定
的
に
と
ら
え
て
い
た

の
で
す
が
︑
最
近
に
な
っ
て
三
つ
の
証
拠
が
出
て
き
た
の
で
︑
考
え
を
根

本
か
ら
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
︒
一
つ
は
古
い
貝
覆
い
が

発
見
・
報
告
さ
れ
た
こ
と
で
す
︒
奈
良
の
春
日
大
社
に
あ
る
﹁
唐
子
遊
び

図
貝
桶
﹂
は
︑
後
陽
成
天
皇
の
生
母
で
あ
る
新
上
東
門
院
か
ら
寄
進
さ
れ

た
も
の
で
︑
蓋
裏
の
墨
書
か
ら
慶
長
六
年

(一
六
〇
一
年
)
以
前
の
作
と

さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
桶
の
中
に
貝
歌
六
十
三
組
と
絵
貝
百
九
組
が
は

い
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
︒
慶
長
六
年
で
す
か
ら
︑
滴
翠
美
術
館
蔵
道

勝
法
親
王
か
る
た

(元
和
頃
)
よ
り
も
古
い
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
た
だ
し

貝
に
直
接
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
紙
に
書
か
れ
た
歌
が
貝
裏
に
貼

ら
れ
て
い
る
そ
う
で
す
︒
慶
長
六
年
に
貼
ら
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

三



り
ま
せ
ん
︒

二
つ
目
は
貝
裏
に
和
歌
が
書
か
れ
た
例
で
す
︒
こ
れ
も
貝
覆
い
と
は
無

関
係
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑﹃
中
御
門
宣
胤
記
﹄
長
享
三
年

(一
四

八
九
年
)
八
月
九
日
条
に
︑

今
日
自
中
山
黄
門
︑
貝
歌
事
所
望
︑
書
様
事
︑
一
条
亜
相
返
事
如
斯
︑

但
貝
左
右
各
々
一
首
書
之
︑
贈
答
歌
書
之
間
︑
贈
右
︑
答
左
所
書
也
︒

古
今
恋
歌
書
之
︑
貝
裏
歌
事
︑
左
右
一
首
を
わ
け
候
て
御
書
候
は
ば
︑

右
の
出
貝
に
上
句
を
可
書
候
歟
︒

と
あ
る
こ
と
で
︑
無
関
係
と
は
い
え
な
く
な
り
ま
し
た
︒
と
い
う
の
も
︑

﹁
出
貝
﹂
と
い
う
の
は
明
ら
か
に
貝
覆
い
の
用
語
だ
か
ら
で
す
︒

こ
こ
で
は
貝
覆
い
の
貝
に
和
歌
を
書
く
際
の
作
法
と
し
て
︑
ま
ず
一
対

の
貝
の
左
右
に
各
々
歌
一
首
を
書
く
と
あ
り
ま
す
︒
そ
れ
が
贈
答
歌
だ
っ

た
ら
︑
右
に
贈
歌
・
左
に
答
歌
を
書
く
と
あ
り
ま
す
︒
そ
し
て
最
後
に
歌

一
首
を
分
け
て
書
く
場
合
は
︑
右
に
上
の
句

(左
に
下
の
句
)
を
書
く
と

い
う
わ
け
で
す
︒
必
ず
し
も
歌
か
る
た
と
一
致
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
︑
三
番
目
の
上
の
句
・
下
の
句
の
書
き
分
け
こ
そ
は
歌
か
る
た
と
一

致
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
こ
れ
は
貝
覆
い
と
い
う
遊
び
で
は
な
く
︑
貝

裏
を
色
紙
に
見
立
て
た
和
歌
の
書
き
様
だ
と
す
れ
ば
︑
矛
盾
な
く
説
明
で

き
そ
う
で
す
︒

三
つ
目
は
︑
細
川
忠
興
自
筆
の
扇
面
歌
留
多
が
現
存
し
て
い
る
こ
と
で

す
︒
こ
れ
ま
で
は
道
勝
法
親
王
か
る
た
が
最
古
の
か
る
た
と
さ
れ
て
い
た

の
で
︑
貝
型
か
ら
方
形
へ
の
移
行
が
説
明
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
が
︑
最

古
の
か
る
た
が
方
形
で
は
な
く
扇
形
だ
っ
た
と
す
る
と
︑
方
形
を
原
初
形

態
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
り
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
扇
形
と
貝
型
は
異
質

で
す
が
︑
そ
れ
で
も
今
ま
で
の
論
理
で
は
説
明
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
︒

こ
う
し
て
三
つ
の
資
料
が
浮
上
し
た
こ
と
に
よ
り
︑
歌
か
る
た
成
立
に

お
け
る
貝
覆
い
説
は
再
び
混
沌
と
し
て
き
た
の
で
す
︒
貝
覆
い
と
い
う
遊

び
と
貝
裏
の
活
用
を
別
個
に
考
え
れ
ば
︑
遊
び
と
は
別
の
要
素
と
し
て
︑

貝
裏
に
和
歌
を
書
く
こ
と
が
貴
族
文
化
と
し
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
︒

五

も
と
も
と
か
る
た
の
札
は
器

(
お
盆
)
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
ら
︑
そ

こ
に
大
抵
の
物
は
載
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
で
す
か
ら
百
人
一
首
に
限

ら
ず
︑﹁
古
今
集
か
る
た
﹂・﹁
源
氏
物
語
か
る
た
﹂・﹁
伊
勢
物
語
か
る

た
﹂・﹁
三
十
六
歌
仙
か
る
た
﹂・
﹁
自
讃
歌
か
る
た
﹂・﹁
新
古
今
集
か
る

た
﹂
な
ど
も
作
ら
れ
ま
し
た
︒
載
せ
よ
う
と
思
え
ば
た
い
て
い
の
も
の
は

か
る
た
に
仕
立
て
ら
れ
る
の
で
す
︒
要
す
る
に
か
る
た
は
︑
内
容
を
表
わ

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)
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す
用
語
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
︒

こ
こ
で
も
う
一
度
確
認
し
て
お
き
ま
す
︒
歌
か
る
た
の
特
徴
は
︑
上
の

句
と
下
の
句
に
分
離
し
て
い
る
こ
と
で
す
︒
で
す
か
ら
二
枚
一
組
と
は

い
っ
て
も
︑
貝
覆
い
と
は
最
初
か
ら
性
格
が
違
っ
て
い
ま
し
た
︒
む
し
ろ

高
貴
な
貴
族
の
知
的
遊
戯
と
し
て
み
る
と
︑
最
初
は
和
歌
の
暗
記
カ
ー
ド

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
は
ず
で
す
︒
和
歌
の
暗
記
が
前
提
と
な
っ
て
︑

初
め
て
上
の
句
に
マ
ッ
チ
す
る
下
の
句
が
選
べ
る
か
ら
で
す
︒
要
す
る
に

歌
か
る
た
の
最
大
の
特
徴
は
︑
歌
の
暗
記
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

で
す
か
ら
当
初
は
ご
く
一
部
の
教
養
あ
る
人
の
遊
び
に
留
ま
っ
て
い
た
の

で
す
︒

な
お
歌
か
る
た
は
︑
外
来
の
賭
博
カ
ル
タ
と
の
同
一
化
を
嫌
っ
た
た
め

に
生
じ
た
名
称
の
よ
う
で
す
︒
そ
の
た
め
に
あ
え
て
漢
字
を
宛
て
て
歌
留

多
・
加
留
多
・
歌
賀
留
多
と
し
た
り
︑
さ
ら
に
天
智
天
皇
歌
か
ら
﹁
刈

田
﹂
と
い
う
当
て
字
を
思
い
つ
い
た
り
し
て
い
ま
す
︒
男
性
用

(賭
博

用
)
の
カ
ル
タ
と
︑
女
性
用

(遊
戯
用
)
の
歌
か
る
た
で
は
次
元
が
異

な
っ
て
い
た
の
で
す
︒

そ
れ
で
も
飽
き
足
ら
ず
︑
カ
ル
タ
と
い
う
名
称
を
捨
て
︑
日
本
古
来
の

伝
統
遊
戯
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
る
た
め
︑﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
伊

勢
斎
宮
譚
か
ら
﹁
松
明

つ
い
ま
つ

﹂
と
い
う
名
称
を
借
り
て
き
ま
し
た
︒
こ
れ
は
斎

宮
か
ら
歌
の
上
の
句
が
届
い
た
際
に
︑
昔
男
が
松
明
の
墨
で
下
の
句
を
書

い
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
も
の
で
す
︒
確
か
に
上
の
句
と
下
の
句
に
分
か

れ
て
い
ま
す
が
︑
こ
れ
は
二
人
に
よ
る
歌
の
合
作

(連
歌
)
で
す
か
ら
︑

も
と
も
と
歌
か
る
た
の
誕
生
と
は
無
縁
の
も
の
で
し
た
︒
か
な
り
強
引
に

こ
じ
つ
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
︒

そ
う
い
っ
た
努
力
が
︑
か
え
っ
て
か
る
た
の
起
源
を
不
明
瞭
な
も
の
に

し
た
よ
う
で
す
︒
そ
し
て
そ
の
努
力
の
甲
斐
も
な
く
︑
結
局
か
る
た
と
い

う
名
称
を
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
現
在
で
は
何
事
も
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
普
通
に
か
る
た
と
称
さ
れ
て
い
ま
す
ね
︒

も
う
ひ
と
つ
︑
か
る
た
の
並
べ
方
で
す
が
︑
こ
れ
も
最
初
は
貝
覆
い
に

引
き
ず
ら
れ
て
︑
中
央
に
上
の
句
札
の
山
を
作
り
︑
周
囲
に
丸
く
下
の
句

札
を
並
べ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
対
の
相
方
を
探
す
点
は
貝
覆
い
と
一
致

し
て
い
ま
す
が
︑
や
は
り
探
し
方
が
異
な
っ
て
い
ま
す
︒
歌
を
暗
記
し
て

い
な
い
と
合
う
札
が
探
せ
な
い
か
ら
で
す
︒

六

そ
の
後
︑
読
み
手
が
必
要
に
な
る
と
︑
貝
覆
い
形
式
か
ら
よ
う
や
く
開

放
さ
れ
︑
歌
か
る
た
独
自
の
道
を
歩
む
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
中
央
に
積
ん

だ
上
の
句
札
を
読
み
手
が
預
か
る
わ
け
で
す
︒
そ
う
な
っ
た
こ
と
で
︑
か

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)
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る
た
を
取
る
人
に
と
っ
て
︑
上
の
句
札
の
存
在
は
不
要
に
な
り
ま
し
た
︒

で
す
か
ら
も
は
や
上
の
句
と
下
の
句
を
合
わ
せ
取
る
こ
と
も
な
く
な
り
ま

す
︒
競
技
は
下
の
句
札
だ
け
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
︒
こ
れ

が
最
初
の
大
き
な
か
る
た
の
変
化
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

百
人
一
首
は
わ
ず
か
百
枚
で
す
が
︑
そ
れ
で
も
全
部
並
べ
る
と
な
る
と

相
当
な
ス
ペ
ー
ス
が
必
要
に
な
り
ま
す
︒
百
人
一
首
版
本
な
ど
の
挿
絵
を

見
る
と
︑
最
初
は
び
っ
し
り
隙
間
な
く
百
枚
並
べ
ら
れ
た
よ
う
で
す
︒
高

貴
な
お
姫
様
は
自
身
で
札
を
取
ら
ず
︑
小
女
と
い
う
下
女
に
取
ら
せ
た
と

い
う
記
述
も
あ
り
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
競
技
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
︑
早
く

取
っ
た
り
た
く
さ
ん
取
る
の
は
は
し
た
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒

今
の
競
技
か
る
た
と
は
根
本
的
に
違
っ
て
い
た
よ
う
で
す
︒

な
お
か
る
た
の
起
源
と
い
う
の
は
︑
ど
れ
も
後
か
ら
補
完
さ
れ
た
も
の

で
す
か
ら
︑
ど
の
説
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
ど
れ
も
決

定
的
な
証
拠
が
な
い
か
ら
で
す
︒
正
直
に
い
う
と
︑
資
料
不
足
で
ま
だ
よ

く
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
最
も
正
し
い
答
え
で
す
︒
わ
ざ
わ
ざ
か

る
た
の
遊
び
方
に
つ
い
て
書
き
残
す
人
な
ど
い
な
か
っ
た
の
で
す
︒

②
﹁
布
製
か
る
た
﹂
に
つ
い
て

か
る
た
の
素
材
に
関
し
て
は
︑
紙
製
が
主
流
で
す
が
︑
も
ち
ろ
ん
そ
れ

以
外
の
素
材
で
作
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
紙
の
代
わ
り
に
絹
地

を
用
い
た
豪
華
な
﹁
絹
地
か
る
た
﹂
は
珍
し
く
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
滴
翠
美

術
館
に
は
﹁
蒔
絵
製
﹂
の
高
級
か
る
た
も
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
︒
当
然
の

こ
と
な
が
ら
﹁
板
製
か
る
た
﹂
も
少
な
か
ら
ず
作
ら
れ
て
い
ま
す
︒

そ
ん
な
中
︑
山
口
吉
郎
兵
衛
氏
の
﹃
う
ん
す
ん
か
る
た
﹄
に
は
﹁
布
製

か
る
た
﹂
の
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
︒
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
に
古
い

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

山
口
氏
は
久
保
田
米
所

(
米
斎
)
氏
の
﹁
三
木
竹
二
さ
ん
の
思
い
出
﹂

伝
記
四
︑
五
・
昭
和
12
年
5
月
を
あ
げ
ら
れ
︑
該
当
部
分
を
︑

三
木
竹
二
さ
ん

(と
呼
ば
せ
て
下
さ
い
)
に
は
じ
め
て
逢
っ
た
の
は
︑

私
の
二
十
歳
の
春
で
︑
洋
画
家
原
田
直
次
郎
先
生
の
御
宅
の
新
年
カ

ル
タ
会
で
あ
り
ま
し
た
︒
あ
の
時
分
の
大
学
に
緑
会
と
い
ふ
チ
ャ
ン

ピ
オ
ン
の
会
が
あ
り
ま
し
て
︑
上
の
句
を
一
二
字
読
め
ば
直
ぐ
抜
い

て
し
ま
ふ
︑
と
い
ふ
物
凄
い
連
中
が
揃
っ
て
い
た
︒
そ
れ
に
拮
抗
し

た
在
野
党
の
カ
ル
タ
会
が
原
田
先
生
の
と
こ
ろ
に
あ
っ
た

(
先
生
も

緑
会
位
の
力
が
あ
り
ま
し
た
)︒
先
生
の
と
こ
ろ
の
カ
ル
タ
は
一
風

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究
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変
っ
て
い
ま
し
た
︒
白
木
綿
を
四
五
寸
位
に
縫
っ
た
糠
袋
み
た
い
な

も
の
で
︑
は
じ
め
の
字
だ
け
大
き
く
書
い
て
︑
あ
と
は
小
さ
な
字
に

な
っ
て
い
る
か
ら
遠
く
か
ら
で
も
よ
く
見
え
た
︒
そ
し
て
指
が
端
へ

か
か
れ
ば
︑
直
ぐ
抜
く
の
に
便
利
で
あ
っ
た
︒
紙
の
カ
ル
タ
で
は
怪

我
す
る
こ
と
も
あ
る
が
︑
布
の
カ
ル
タ
で
は
絶
対
に
な
い
︒
そ
う
い

ふ
カ
ル
タ
会
が
催
さ
れ
る
︒
そ
の
来
会
者
の
中
に
鷗
外
先
生
兄
弟
も

加
は
っ
て
居
ら
れ
た
の
で
す
︒

と
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
こ
に
名
の
出
て
い
る
三
木
竹
二
は
鷗
外
の
弟

で
︑
本
名
は
森
篤
次
郎
で
し
た

(そ
の
妹
が
小
金
井
喜
美
子
で
す
)︒

こ
こ
に
競
技
か
る
た
の
緑
会
と
︑
そ
れ
に
対
抗
す
る
原
田
直
次
郎
画
伯

の
か
る
た
会
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
競
技
か
る
た
で
は
使
用
す
る

札
が
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
以
外
で
あ
れ
ば
制
約
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

と
い
う
こ
と
で
原
田
画
伯
の
と
こ
ろ
で
は
手
製
の
布
製
か
る
た
が
用
い
ら

れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
︒
和
歌
の
書
き
方
は
旧
来
の
変
体
仮
名
︑
あ
る
い

は
﹁
下
の
句
板
か
る
た
﹂
に
近
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
︒

な
お
布
製
は
出
て
き
ま
せ
ん
が
︑
小
金
井
喜
美
子
氏
の
﹃
森
鷗
外
の
系

族
﹄
の
﹁
次
ぎ
の
兄
﹂
に
も
︑
原
田
直
次
郎
画
伯
の
家
で
開
か
れ
た
か
る

た
会
の
話
が
出
て
い
ま
し
た
︒

そ
の
茅
屋
の
住
宅
で
十
五
年
前
の
正
月
の
あ
る
夜
︑
骨
牌
の
大
会
が

催
さ
れ
た
時
︑
森
鷗
外
先
生
の
御
令
弟
で
︑
﹃
し
が
ら
み
草
紙
﹄
に

い
つ
も
名
の
載
っ
て
い
る
三
木
竹
二
君
と
聞
い
て
︑
自
分
は
妙
に
そ

れ
に
注
目
し
て
︑
骨
牌
の
方
は
留
守
が
ち
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
︑

︿
中
略
﹀
と
こ
ろ
で
鷗
外
先
生
は
大
抵
読
み
役
に
廻
っ
て
い
ら
れ
た

が
︑
と
に
か
く
暁
ま
で
起
き
て
︑
お
い
で
で
し
た
が
︑
何
時
の
間
に

か
三
木
君
は
炬
燵
の
中
で
寝
て
い
ら
れ
ま
し
た
︒
(岩
波
文
庫
136
頁
)

こ
れ
も
﹁
こ
の
春
亡
く
な
ら
れ
た
久
保
田
米
斎
氏
が
昔
書
か
れ
た
の

に
﹂
と
あ
り
ま
す
か
ら
︑
二
つ
の
記
事
は
重
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
︒
た

だ
し
こ
ち
ら
は
鷗
外
が
読
み
役
だ
っ
た
こ
と
以
外
︑
か
る
た
に
つ
い
て
は

ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
︒

③
百
人
一
首
か
る
た
の
形
態
的
な
変
遷

一

か
る
た
の
形
態
的
な
変
遷
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
︒
ま
ず
は
一

番
古
い
と
さ
れ
て
い
る
道
勝
法
親
王
か
る
た
で
す
が
︑
こ
れ
を
基
本
に
す

る
と
︑
肉
筆
絵
入
り
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
し
か
も
工
芸
品
的
な
箱

や
秩
が
つ
い
て
い
る
の
で
︑
当
初
は
上
層
部
の
公
家
・
大
名
の
子
女
の
花

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)
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嫁
道
具
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
︒
も
ち
ろ
ん
か
る
た
だ

け
が
単
品
で
作
ら
れ
る
わ
け
は
な
く
︑
花
嫁
道
具
一
式
の
中
の
一
つ
に
か

る
た
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
時
代
は
や
や
下
り
ま
す

(宝
永
頃
)

が
︑
洛
東
遺
芳
館
に
は
花
嫁
道
具
と
同
じ
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
百
人
一

首
か
る
た
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
︒

か
る
た
を
扱
う
店
は
︑
ど
う
や
ら
二
条
に
﹁
か
る
た
処
﹂
と
い
う
専
門

店
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
︒
絵
師
に
歌
仙
絵
を
書
か
せ
︑
恐
ら
く
公
家
に
和

歌
を
書
い
て
も
ら
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
︒
で
す
か
ら
公
家
の
い
る
京
都

で
な
け
れ
ば
か
る
た
は
製
作
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
︒
し
か
も
そ
の
か
る

た
に
合
わ
せ
て
秩
や
漆
の
箱

(工
芸
品
)
も
作
成
さ
れ
る
の
で
す
か
ら
︑

や
は
り
か
る
た
は
京
都
で
な
け
れ
ば
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
れ
が
何
十

年
何
百
年
に
亘
っ
て
作
ら
れ
た
の
で
す
か
ら
︑
そ
の
総
数
は
た
い
へ
ん
な

数
だ
っ
た
は
ず
で
す
︒

最
近
︑
居
初
津
奈
と
い
う
女
流
書
家
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
︒

彼
女
は
奈
良
絵
本
の
作
成
に
も
携
わ
っ
て
い
る
の
で
す
が
︑
な
ん
と
絵
も

書
も
で
き
る
二
刀
流
で
し
た
︒
そ
の
津
奈
は
三
十
六
歌
仙
や
百
人
一
首
か

る
た
も
手
が
け
て
お
り
︑
初
め
て
書
家
・
絵
師
の
名
が
わ
か
っ
た
か
る
た

が
︑
な
ん
と
女
性
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
︒
一
人
の
人
間
が

一
生
の
う
ち
に
で
き
る
数
と
い
っ
た
ら
数
百
点
は
超
す
で
し
ょ
う
か
ら
︑

今
後
も
津
奈
の
か
る
た
が
い
く
つ
か
発
見
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
と
思
い

ま
す
︒

二

な
お
肉
筆
か
る
た
に
は
二
種
類
あ
っ
て
︑
歌
仙
絵
入
り
の
A
絵
入
り
か

る
た
と
歌
仙
絵
の
な
い
B
色
紙
型
か
る
た
に
分
け
ら
れ
ま
す
︒
ま
た
絵
入

り
か
る
た
は
歌
仙
絵
だ
け
で
な
く
︑
江
戸
中
期
に
は
歌
意
図
入
り
の
か
る

た
も
登
場
し
て
い
ま
す
︒
み
な
さ
ん
は
歌
仙
絵
入
り
が
普
通
だ
と
思
わ
れ

て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑
絵
の
な
い
色
紙
型
か
る
た
も
案
外
た
く
さ

ん
あ
り
ま
す
︒
ま
た
百
人
一
首
以
外
の
歌
か
る
た
は
︑
む
し
ろ
歌
意
図
入

り
の
方
が
一
般
的
で
し
た
︒
と
い
う
の
も
︑
読
み
人
知
ら
ず
を
含
ん
で
い

た
り
︑
歌
人
が
重
複
し
て
入
っ
て
い
た
り
し
て
い
る
の
で
︑
歌
仙
絵
で
は

区
別
で
き
な
い
も
の
が
多
い
か
ら
で
す
︒﹁
伊
勢
物
語
か
る
た
﹂
な
ど
昔

男

(業
平
)
ば
か
り
で
す
よ
ね
︒

歌
仙
絵
系

百
人
一
首
・
三
十
六
歌
仙

歌
意
図
系

源
氏
物
語
・
伊
勢
物
語
・
古
今
集
・
新
古
今
集
・
自
讃

歌
か
る
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
寛
文
年
間
に
成
立
し
た
狩
野
探
幽
の

﹁
百
人
一
首
画
帖
﹂
は
︑
歌
仙
絵
の
上
方
に
歌
意
図
が
描
か
れ
て
い
ま
す
︒

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)
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ま
た
延
宝
六
年
に
菱
川
師
宣
の
絵
に
よ
る
﹁
百
人
一
首
像
讃
抄
﹂
が
刊
行

さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
こ
こ
で
は
歌
仙
絵
と
歌
意
図
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
︒

そ
う
い
っ
た
も
の
が
か
る
た
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
で
し
ょ
う
︒
歌
意
図

入
り
の
か
る
た
の
み
な
ら
ず
︑
両
方
を
有
す
る
か
る
た
も
出
現
し
て
い
ま

す
︒特

筆
す
べ
き
は
尾
形
光
琳
の
い
わ
ゆ
る
光
琳
か
る
た
で
す
︒
日
本
で
一

番
装
飾
の
進
ん
だ
も
の
と
言
え
そ
う
で
す
が
︑
上
の
句
に
は
歌
仙
絵
︑
下

の
句
に
は
歌
意
図
と
︑
従
来
の
二
系
統
を
合
体
さ
せ
る
こ
と
で
︑
よ
り
豪

華
絢
爛
な
か
る
た
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
ま
す
︒

三

ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
︑
木
版
に
よ
る
比
較
的
安
い
か
る
た
も
出
回
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
︒
そ
れ
は
版
彩
色
と
い
う
手
法
で
作
ら
れ
た
も
の
で
す
︒

文
字
は
手
書
き
で
す
が
︑
歌
仙
絵
の
下
絵
を
木
版
で
刷
り
︑
そ
れ
に
わ
ず

か
ば
か
り
色
を
付
け
る
こ
と
で
︑
絵
師
の
工
程
を
省
略
し
て
い
ま
す

(専

門
絵
師
不
要
)︒
も
ち
ろ
ん
文
字
も
公
家
に
頼
ま
ず
︑
も
っ
と
庶
民
的
な

字
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

こ
れ
が
さ
ら
に
進
む
と
︑
歌
仙
絵
の
色
付
け
も
木
版
で
行
い
︑
つ
い
で

に
和
歌
の
字
も
木
版
に
彫
り
込
む
こ
と
で
︑
手
書
き
の
工
程
が
一
切
な
く

な
り
ま
し
た

(
書
き
手
も
不
要
)
︒
ま
た
紙
を
も
っ
と
も
効
率
よ
く
使
用

す
る
た
め
に
︑
美
濃
判
に
五×

五
計
二
十
五
枚
の
札
を
印
刷
す
る
こ
と
で
︑

計
八
枚
の
紙
で
か
る
た
一
セ
ッ
ト
が
揃
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

こ
れ
で
一
挙
に
大
量
生
産
が
可
能
と
な
っ
た
わ
け
で
す
︒
さ
ら
に
文
字

を
木
版
に
す
る
こ
と
で
︑
漢
字
に
ル
ビ
を
施
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な

り
︑
平
仮
名
さ
え
読
め
れ
ば
大
丈
夫
と
い
う
こ
と
で
︑
よ
り
大
衆
化
し
た

か
る
た
が
誕
生
し
た
の
で
す
︒
も
ち
ろ
ん
や
や
大
き
め
の
四×

四
計
十
六

枚
も
あ
り
ま
す
が
︑
こ
れ
だ
と
ど
う
し
て
も
端
数
が
で
ま
す
︒
で
す
か
ら

こ
の
大
き
さ
の
か
る
た
は
値
段
が
割
高
に
な
り
ま
す
︒

こ
う
い
っ
た
か
る
た
は
専
門
の
か
る
た
屋
よ
り
も
︑
錦
絵
や
書
物
を
扱

う
店
の
方
が
扱
い
な
れ
て
い
た
よ
う
で
す
︒
絵
は
浮
世
絵
師
が
担
当
し
ま

す
︒
そ
の
た
め
光
琳
か
る
た
の
廉
価
版
の
よ
う
な
下
の
句
に
歌
意
図
を
入

れ
た
錦
絵
か
る
た
も
容
易
に
作
ら
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
代
表
例
が
葛
飾
北

斎
の
﹃
百
人
一
首
う
ば
が
え
と
き
﹄
で
し
ょ
う
︒
こ
れ
は
乳
母
が
子
供
に

歌
の
意
味
を
絵
で
教
え
る
と
い
う
も
の
で
す
︒
た
だ
し
必
ず
し
も
わ
か
り

や
す
い
絵
と
は
い
え
ま
せ
ん
︒

ま
た
紙
製
双
六
に
も
応
用
さ
れ
て
お
り
︑
一
般
的
な
歌
仙
絵
双
六
が
あ

る
一
方
︑
歌
意
図
が
描
か
れ
た
双
六
も
複
数
作
成
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
う

し
て
百
人
一
首
は
︑
一
般
的
な
歌
仙
絵
と
歌
意
図
と
二
つ
の
絵
を
獲
得
し

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)
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た
の
で
す
︒
必
然
的
に
浮
世
絵
に
も
歌
意
図
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
も
の
が

刷
ら
れ
て
い
ま
す
︒

四

面
白
い
こ
と
に
歌
か
る
た
は
︑
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
賭
博
用
の
か
る
た
と

は
袂
を
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
が
︑
近
世
後
期
に
な
る
と
賭
博
か
る
た
の

方
で
﹁
む
べ
山
か
る
た
﹂
と
い
う
賭
博
用
に
改
良
さ
れ
た
か
る
た
を
作
り
︑

百
人
一
首
に
接
近
し
て
き
ま
す
︒﹁
む
べ
山
﹂
と
い
う
の
は
︑
文
屋
康
秀

の
﹁
む
べ
山
風
を
嵐
と
い
ふ
ら
む
﹂
歌
を
短
縮
し
た
も
の
で
す
︒

こ
れ
は
下
の
句
に
面
白
い
歌
意
図
が
施
さ
れ
て
い
ま
す
︒
寂
蓮
の
﹁
霧

立
ち
の
ぼ
る
﹂
を
︑
霧
の
木
に
登
っ
て
い
る
絵
に
し
た
り
︑
持
統
札
は
洗

濯
物
を
干
し
て
い
る
絵
に
な
っ
て
お
り
︑
庶
民
の
遊
び
心
が
う
か
が
え
ま

す
︒
サ
イ
ズ
は
さ
ら
に
小
さ
く
︑
花
札
あ
る
い
は
い
ろ
は
か
る
た
と
同
じ

大
き
さ
な
の
が
特
徴
で
す
︒
も
う
一
つ
︑
札
に
歌
番
号
が
入
っ
て
い
ま
す
︒

歌
番
号
入
り
か
る
た
は
案
外
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
︒

中
に
は
か
る
た
取
り
の
便
宜
を
考
え
な
い
か
る
た
も
あ
り
ま
す
︒
そ
れ

が
雛
か
る
た
で
す
︒
か
な
り
小
型
化
さ
れ
る
し
︑
薄
く
て
扱
い
に
く
い
の

で
︑
か
る
た
取
り
に
は
不
向
き
な
の
で
す
︒
そ
の
た
め
歌
の
末
尾
が
省
略

さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
︒
そ
ん
な
か
る
た
を
見
て
い
た
ら
︑
面
白

い
か
る
た
が
出
て
き
ま
し
た
︒
一
般
の
か
る
た
は
︑
上
の
句
札
と
下
の
句

札
に
分
か
れ
て
い
ま
す
︒
そ
の
上
の
句
札
に
歌
仙
絵
が
入
る
わ
け
で
す
か

ら
︑
ス
ペ
ー
ス
的
に
歪

い
び
つ

に
な
り
ま
す
よ
ね
︒
だ
か
ら
﹁
む
べ
山
か
る
た
﹂

の
よ
う
に
下
の
句
札
に
絵
を
入
れ
る
の
は
︑
下
の
句
の
方
が
字
数
が
少
な

い
の
で
︑
む
し
ろ
合
理
的
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
歌
仙
絵
の
あ
る
上
の
句
に
は
五
・
七
の

十
二
文
字
し
か
な
く
︑
絵
の
な
い
下
の
句
に
五
・
七
・
七
を
当
て
た
か
る

た
が
あ
り
ま
し
た
︒
か
る
た
取
り
の
こ
と
さ
え
考
え
な
け
れ
ば
︑
字
の
配

分
と
し
て
は
む
し
ろ
合
理
的
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
︒
も
ち
ろ
ん
十
二
文
字

を
読
ん
で
十
九
文
字
の
札
を
取
る
と
い
う
遊
び
か
あ
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ

ん
よ
ね
︒

五

さ
て
こ
こ
ま
で
が
か
る
た
の
大
ま
か
な
変
遷
で
す
︒
日
本
は
明
治
維
新

を
経
て
大
き
く
近
代
化
へ
進
み
ま
す
が
︑
実
は
か
る
た
の
世
界
も
幕
末
か

ら
明
治
初
期
に
か
け
て
大
き
な
改
良
が
あ
り
ま
し
た
︒
し
か
し
そ
れ
に
つ

い
て
解
説
書
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
た
め
か
︑
そ
の
事
実
を
知
ら
な
い

人
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
い
う
よ
り
︑
現
在
の
か
る
た
を
見
て
︑
昔

も
そ
の
形
態
の
ま
ま
だ
っ
た
と
思
っ
て
い
る
人
が
ほ
と
ん
ど
で
は
な
い
で

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

一
〇



し
ょ
う
か
︒

江
戸
時
代
に
お
い
て
︑
か
る
た
は
大
衆
化
の
道
を
辿
り
ま
し
た
︒
そ
れ

で
も
ま
だ
足
り
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
と
い
う
の
も
︑
か
る
た
は
原
則
歌

を
暗
記
し
て
い
な
い
と
遊
べ
な
い
と
い
う
教
養
の
ハ
ー
ド
ル
が
あ
っ
た
か

ら
で
す
︒
上
の
句
札
と
下
の
句
札
を
使
用
し
た
場
合
︑
読
み
手
は
上
の
句

札
を
使
っ
て
読
み
ま
し
た
︒
し
か
し
そ
こ
に
下
の
句
は
書
い
て
な
い
の
で
︑

下
の
句
ま
で
読
み
あ
げ
る
の
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
取
る
側
に
し
て

み
れ
ば
︑
下
の
句
ま
で
読
ま
れ
れ
ば
︑
そ
れ
で
な
ん
と
か
読
ま
れ
た
札
を

探
す
こ
と
が
で
き
ま
す
か
ら
︑
さ
ら
な
る
大
衆
化
に
は
下
の
句
ま
で
読
み

あ
げ
る
こ
と
が
必
須
条
件
だ
っ
た
の
で
す
︒
確
認
の
た
め
か
︑
下
の
句
札

の
裏
に
上
の
句
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
︒

そ
こ
で
二
つ
の
道
が
考
案
さ
れ
ま
し
た
︒
一
つ
は
上
の
句
札
を
放
棄
し

て
︑
市
販
さ
れ
て
い
た
安
価
な
百
人
一
首
の
木
版
本
を
用
い
る
こ
と
で
す
︒

そ
こ
に
は
歌
一
首
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
︑
下
の
句
ま
で
読
む
こ
と
が
で

き
ま
す
︒
た
だ
し
本
は
綴
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
︑
順
番
を
変
え
て
読
む
こ

と
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒

も
う
一
つ
の
道
は
︑
上
の
句
札
に
下
の
句
の
一
部
か
全
部
を
書
き
加
え

る
こ
と
で
す
︒
そ
う
い
っ
た
加
筆
さ
れ
た
か
る
た
も
時
々
目
に
す
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
︒
こ
こ
ま
で
く
る
と
︑
最
初
か
ら
歌
一
首
に
し
た
か
る
た
を

製
作
販
売
す
る
業
者
が
出
現
し
て
も
お
か
し
く
あ
り
ま
せ
ん
︒
と
い
う
こ

と
で
百
人
一
首
か
る
た
は
︑
上
の
句
札
・
下
の
句
札
か
ら
︑
読
み
札
・
取

り
札
の
時
代
に
突
入
し
た
の
で
す
︒
こ
れ
を
逆
手
に
取
れ
ば
︑
読
み
札
に

歌
一
首
が
書
か
れ
て
い
る
札
は
︑
そ
ん
な
に
古
い
も
の
で
は
な
い

(明
治

以
降
)
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

六

興
味
深
い
こ
と
に
︑
こ
う
い
っ
た
改
良
は
百
人
一
首
だ
け
に
と
ど
ま
り
︑

他
の
歌
か
る
た
に
は
波
及
し
て
い
ま
せ
ん
︒
恐
ら
く
そ
れ
ほ
ど
遊
ば
れ
て

い
な
か
っ
た
の
で
︑
そ
こ
ま
で
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
︒
そ

し
て
こ
の
読
み
札
の
出
現
に
よ
り
︑
か
る
た
界
に
お
け
る
百
人
一
首
か
る

た
の
一
人
勝
ち
が
決
定
的
に
な
り
ま
し
た
︒
他
の
か
る
た
は
急
激
に
廃
れ

て
い
っ
た
か
ら
で
す
︒
教
養
が
な
け
れ
ば
遊
ぼ
う
に
も
遊
べ
ま
せ
ん
︒
試

し
に
漢
詩
か
る
た
で
遊
ん
で
み
れ
ば
︑
そ
の
難
し
さ
が
わ
か
る
は
ず
で
す
︒

な
お
明
治
に
な
っ
て
徐
々
に
木
版
が
廃
れ
︑
変
わ
っ
て
西
洋
の
近
代
印

刷
技
術
が
導
入
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
︑
百
人
一
首
も
そ
の
影
響
を
受
け

て
︑
石
版
刷
り
や
銅
板
刷
り
の
か
る
た
も
登
場
し
ま
す
︒
そ
し
て
遂
に
近

代
印
刷
に
よ
る
活
字
か
る
た
が
登
場
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

以
上
が
明
治
期
ま
で
の
か
る
た
の
歴
史
的
変
遷
で
す
︒
こ
の
か
る
た
が

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)
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明
治
三
十
七
年
に
も
う
一
度
大
き
な
改
良
を
経
て
︑
遂
に
競
技
か
る
た
が

誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
か
る
た
は
二
度
も
三
度
も
大
き
く
変
遷
し

て
い
た
の
で
す
︒
だ
か
ら
今
日
ま
で
生
き
残
れ
た
の
で
す
︒

④
尾
崎
紅
葉
﹃
金
色
夜
叉
﹄

か
る
た
会
を
描
い
た
小
説
と
し
て
︑
真
っ
先
に
あ
げ
ら
れ
る
の
が
尾
崎

紅
葉
の
﹃
金
色
夜
叉
﹄
で
す
︒
こ
れ
は
読
売
新
聞
に
明
治
三
十
年
一
月
一

日
か
ら
明
治
三
十
五
年
五
月
十
一
日
ま
で
断
続
的
に
連
載
さ
れ
た
新
聞
小

説
で
し
た
︒
そ
の
最
初
の
部
分
に
歌
留
多
会
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
描

写
さ
れ
て
い
ま
す
︒

三
十
人
に
余
ん
ぬ
る
若
き
男
女
は
二
分
に
輪
作
り
て
︑
今
を
盛
り
と
歌

留
多
遊
を
為す

る
な
り
け
り
︒
蝋
燭
の
焔
と
炭
火
の
熱
と
多
人
数
の
熱
蒸

い

き

れ

と

混
じ
た
る
一
首
の
温
気
は
殆
ど
凝
り
て
動
か
ざ
る
一
間
の
内
を
︑
茛

た
ば
こ

の

煙
と
燈
火
の
油
煙
と
は
互
い
に
縺も

つ

れ
て
渦
巻
き
つ
ゝ
立
迷
へ
り
︒
込
合
へ

る
人
々
の
面
は
皆
赤
う
な
り
て
︑
白
粉
の
薄
剥
げ
た
る
あ
り
︑
髪
の
解ほ

つ

れ

た
る
あ
り
︑
衣
の
乱
次

し

ど

な

く
着
頽
れ
た
る
あ
り
︒
女
は
粧
ひ
飾
り
た
れ
ば
︑

取
乱
し
た
る
が
特こ

と

に
著
る
く
見
ゆ
る
な
り
︒
男
は
シ
ャ
ツ
の
腋
の
裂
け
た

る
も
知
ら
で
胴
着

ち
ょ
っ
き

ば
か
り
に
な
れ
る
あ
り
︑
羽
織
を
脱
ぎ
て
帯
の
解
け
た

る
尻
を
突
出
す
も
あ
り
︑
十
の
指
を
ば
四
ま
で
紙
に
て
結
ひ
た
る
も
あ
り
︑

然
し
も
息
苦
し
き
温
気
も
︑
烟
は
さ
る
ゝ
煙
の
渦
も
︑
皆
狂
し
て
知
ら
ざ

る
如
く
︑
寧
ろ
喜
び
て
罵
り
喚わ

め

く
声
︑
笑
頽
る
ゝ
声
︑
捩
合
ひ
︑
踏
破し

だ

く

犇
き
︑
一
斉
に
揚
ぐ
る
響
動

と

よ

み

な
ど
︑
絶
間
無
き
騒
動
の
中
に
狼
藉
と
し
て

戯
れ
遊
ぶ

為
体

て
い
た
ら
く

は
︑
三
綱
五
常
も
糸
瓜
の
皮
と
地
に
塗ま

み

れ
て
︑
唯
是
修

羅
道
を
打
覆
し
た
る
ば
か
り
な
り
︒

た
だ
し
こ
れ
を
読
ん
で
も
︑
当
時
の
か
る
た
取
り
の
実
態
は
よ
く
わ
か

り
ま
せ
ん
︒
三
十
人
を
半
分
に
し
て
も
十
五
人
︑
こ
の
人
数
で
は
多
す
ぎ

な
い
で
し
ょ
う
か
︒
し
か
も
説
明
で
は
︑
か
な
り
激
し
い
取
り
合
い
を
し

て
い
る
よ
う
に
読
め
ま
す
︒
こ
れ
は
明
治
期
の
か
る
た
取
り
に
共
通
す
る

よ
う
で
︑
必
ず
し
も
板
か
る
た
特
有
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
察
せ

ら
れ
ま
す
︒
こ
の
激
し
さ
が
男
女
の
恋
愛
に
必
要
で
あ
る
か
の
よ
う
な
書

き
方
で
す
ね
︒

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

一
二



⑤
斎
藤
緑
雨
﹃
門
三
味
線
﹄

斎
藤
緑
雨
が
明
治
二
十
八
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
読
売
新
聞
に
連

載
し
た
﹃
門
三
味
線
﹄
に
は
︑
か
る
た
取
り
の
中
に
百
人
一
首
の
歌
の
言

葉
が
巧
み
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
︑
興
味
深
い
文
章
に
な
っ
て
い
ま
す
︒

又
賑
や
か
に
笑
の
種
を
撒
き
直
す
百
人
一
首
︑
わ
が
衣
手
の
紛
ら
は
し

き
露
と
雪
︑
ふ
り
行
く
も
の
と
故
郷
寒
く
と
︑
書
き
し
字
の
似
つ
こ
ら
し

き
に
間
違
ひ
は
今
一
た
び
︑
御
幸
と
逢
ふ
こ
と
と
お
手
附
三
枚
三
番
ほ
ど

は
忽
ち
済
み
て
︑
い
つ
も
涙
に
ふ
く
ろ
背
負
ひ
し
多
吉
の
か
こ
ち
顔
や
︑

菅
家
こ
の
た
び
は
息
も
つ
き
あ
へ
ず
二
手
に
分
れ
︑
紅
葉
の
錦
散
ら
し
と

て
膝
前
ま
せ
︑
和
田
の
原
の
一
声
に
漕
出
づ
る
も
早
し
海
士
の
釣
舟
︑
御

坐
り
ま
し
た
と
取
上
ぐ
る
を
そ
れ
で
は
な
い
︑
沖
津
白
浪
と
読
な
が
ら
の

人
に
拾
は
る
る
も
あ
れ
ば
︑
身
を
尽
く
し
て
と
の
み
聞
き
て
恋
渡
る
べ
き

の
末
ま
で
聞
か
ず
︑
慥
こ
こ
ら
に
逢
は
ん
と
ぞ
思
ふ
と
︑
右
を
左
に
目
を

配
る
も
を
か
し
く
︑
我
名
は
ま
だ
き
と
読
む
に
つ
れ
て
︑
人
知
れ
ず
こ
そ

何
処
に
往
き
た
る
︑
彼
処
な
る
は
人
こ
そ
知
ら
ね
︑
此
処
な
る
は
人
に
知

ら
れ
て
︑
人
を
も
人
づ
て
人
の
命
︑
人
に
は
告
げ
よ
人
目
も
草
も
︑
い
で

そ
よ
人
々
索
む
る
に
誰
れ
も
見
当
ら
ず
︑
如
何
に
し
た
る
と
一
顧
瞻
廻
し

た
る
お
濱
の
心
利
か
し
て
︑
お
筆
が
袂
に
掩
れ
た
る
を
若
し
や
と
︑
手
を

伸
ば
す
も
疾
し
遅
し
お
筆
も
認
け
︑
二
人
一
度
に
颯
と
押
へ
て
互
に
退
か

ず
︒｢わ

が
衣
手
の
紛
ら
は
し
き
露
と
雪
﹂
は
︑
﹁
我
が
衣
手
に
雪
は
降
り
つ

つ
﹂
と
﹁
我
が
衣
手
は
露
に
濡
れ
つ
つ
﹂
が
間
違
い
や
す
い
二
枚
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
︒﹁
ふ
り
行
く
も
の
と
故
郷
寒
く
﹂
は
必
ず

し
も
間
違
い
や
す
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
︑
こ
こ
で
は
﹁
書
き
し
字

の
似
つ
こ
ら
し
き
﹂
と
あ
っ
て
︑
書
か
れ
た
文
字
が
わ
か
り
に
く
か
っ
た

よ
う
で
す
︒

｢今
一
た
び
﹂
の
あ
と
の
﹁
御
幸
待
た
な
む
﹂
と
﹁
逢
ふ
こ
と
も
が
な
﹂

は
間
違
い
や
す
い
札
の
ひ
と
つ
で
す
︒﹁
い
つ
も
涙
に
﹂﹁
多
吉
の
か
こ
ち

顔
﹂
は
︑﹁
か
こ
ち
顔
な
る
我
が
涙
か
な
﹂
を
踏
ま
え
た
も
の
で
す
︒﹁
こ

の
た
び
は
息
も
つ
き
あ
へ
ず
﹂
と
は
︑
菅
家
の
﹁
こ
の
た
び
は
幣
も
取
り

あ
へ
ず
﹂
を
も
じ
っ
た
表
現
で
す
︒

｢和
田
の
原
﹂
は
大
山
札
で
︑
し
か
も
﹁
漕
ぎ
出
﹂
を
共
有
し
て
い
る

の
で
︑
お
手
つ
き
し
や
す
い
札
の
代
表
で
す
︒
こ
こ
も
﹁
海
士
の
釣
舟
﹂

を
取
っ
た
と
こ
ろ
︑
そ
れ
で
は
な
く
﹁
沖
つ
白
浪
﹂
の
札
が
正
し
か
っ
た

よ
う
で
す
︒
同
様
に
﹁
身
を
尽
く
し
て
﹂
に
も
﹁
恋
渡
る
べ
き
﹂
な
の
か

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

一
三



﹁
逢
は
ん
と
ぞ
思
ふ
﹂
な
の
か
の
判
断
が
必
要
で
す
︒

｢我
名
は
ま
だ
き
﹂
は
﹁
人
知
れ
ず
こ
そ
思
ひ
そ
め
し
か
﹂
で
す
が
︑

﹁
人
﹂
か
ら
始
ま
る
歌
が
多
い
こ
と
か
ら
︑﹁
人
こ
そ
知
ら
ね
・
人
に
知
ら

れ
て
・
人
を
も
身
を
も
・
人
づ
て
な
ら
で
・
人
の
命
の
・
人
に
は
告
げ

よ
・
人
目
も
草
も
・
い
で
そ
よ
人
を
﹂
が
羅
列
さ
れ
て
い
ま
す
︒

か
る
た
取
り
で
間
違
い
や
す
い
札
が
見
事
に
文
章
化
さ
れ
て
い
ま
す
︒

⑥
三
島
由
紀
夫
﹃
春
の
雪
﹄
(昭
和
四
十
四
年
刊
)

三
島
由
紀
夫
の
大
作
﹃
豊
饒
の
海
﹄
の
第
一
巻
と
し
て
書
か
れ
た
﹃
春

の
雪
﹄
に
︑
百
人
一
首
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
は
︑
映
画
に
よ
っ
て
知
り

ま
し
た
︒
清
顕
と
聡
子
が
︑
か
る
た
で
遊
ん
で
い
る
回
想
シ
ー
ン
で
す
︒

そ
こ
で
聡
子
が
崇
徳
院
の
﹁
瀬
を
早
み
﹂
歌
を
読
み
あ
げ
︑
私
の
好
き
な

歌
と
い
っ
て
そ
の
札
を
清
顕
に
渡
し
ま
す
︒
そ
の
意
味
を
問
わ
れ
た
清
顕

は
︑
ま
だ
幼
く
て
わ
か
り
ま
せ
ん
︒

い
ず
れ
に
し
て
も
崇
徳
院
の
札
を
︑
二
人
で
持
ち
合
う
わ
け
で
す
か
ら
︑

こ
れ
が
今
後
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
お
け
る
重
要
な
伏
線
で
あ
る
こ
と
は

察
せ
ら
れ
ま
す
︒
そ
し
て
最
後
に
︑
聡
子
が
自
分
の
持
っ
て
い
た
札
を
清

顕
に
渡
し
て
い
ま
す
︒
分
割
さ
れ
て
い
た
歌
が
︑
こ
こ
で
再
び
一
つ
に

な
っ
た
の
で
す
が
︑
皮
肉
な
こ
と
に
二
人
の
恋
は
成
就
し
ま
せ
ん
で
し
た
︒

映
画
だ
け
を
観
た
人
は
︑
当
然
こ
れ
も
三
島
の
原
作
に
書
か
れ
て
い
る

と
思
う
こ
と
で
し
ょ
う
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
一
件
は
︑
原
作
に
は
一
切
書
か

れ
て
い
ま
せ
ん
︒
す
べ
て
は
映
画
の
創
作
だ
っ
た
の
で
す
︒
こ
れ
を
仕
掛

け
た
の
は
行
定
勲
監
督
で
し
ょ
う
か
︒

確
認
の
た
め
︑﹃
春
の
雪
﹄
を
最
初
か
ら
読
ん
で
い
く
と
︑
実
に
そ
っ

け
な
く
︑

歌
留
多
の
札
の
一
枚
が
な
く
な
っ
て
さ
え
︑
こ
の
世
界
の
秩
序
に
は
︑

何
か
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
罅ひ

び

が
入
る
︒

(新
潮
文
庫
47
頁
)

と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
こ
れ
だ
け
で
︑
何
の
進
展
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
察

す
る
に
こ
こ
か
ら
か
る
た
取
り
の
シ
ー
ン
が
思
い
つ
か
れ
た
こ
と
に
な
り

ま
す
︒
確
か
に
崇
徳
院
の
札
一
枚
が
清
顕
に
渡
さ
れ
た
の
で
︑
か
る
た
の

札
は
不
揃
い
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
︒

さ
ら
に
読
み
進
め
て
い
く
と
︑
よ
う
や
く
﹁
二
十
四
﹂
ま
で
来
て
い
き

な
り
︑藤

原
忠
通
の
法
性
寺
流
に
流
れ
を
発
す
る
古
い
和
様
の
書
を
︑
能
書

の
伯
爵
は
熱
心
に
教
え
て
く
れ
た
が
︑
あ
る
と
き
習
字
に
飽
き
た
二

人
を
興
が
ら
せ
よ
う
と
し
て
︑
巻
物
に
小
倉
百
人
一
首
を
一
首
ず
つ

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

一
四



交
互
に
書
か
せ
て
く
れ
た
の
が
残
っ
て
い
る
︒
源
重
之
の
﹁
風
を
い

た
み
岩
う
つ
波
の
お
の
れ
の
み
く
だ
け
て
物
を
お
も
ふ
こ
ろ
か
な
﹂

と
い
う
一
首
を
清
顕
が
書
く
と
︑
そ
の
か
た
わ
ら
に
︑
大
中
臣
能
宣

の
﹁
み
か
き
も
り
衛
士
の
た
く
火
の
夜
は
も
え
昼
は
消
え
つ
つ
物
を

こ
そ
思
へ
﹂
と
い
う
一
首
を
︑
聡
子
が
書
い
て
い
る
︒

(
204
頁
)

と
書
か
れ
て
い
ま
す
︒
か
つ
て
二
人
は
︑
巻
物
に
百
人
一
首
を
交
互
に
書

い
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
す
︒
こ
れ
が
映
画
に
生
か
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
︒

た
だ
し
原
作
に
は
﹁
風
を
い
た
み
﹂
と
﹁
み
か
き
も
り
﹂
と
あ
る
の
で
す

か
ら
︑
歌
も
入
れ
替
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

こ
れ
く
ら
い
原
作
を
書
き
換
え
る
の
は
︑
映
画
で
は
普
通
な
の
で
し
ょ

う
か
︒
そ
れ
と
も
か
な
り
思
い
切
っ
た
書
き
換
え
な
の
で
し
ょ
う
か
︒
気

に
な
る
の
は
︑
三
島
が
百
人
一
首
に
つ
い
て
ど
の
程
度
の
知
識
・
関
心
が

あ
っ
た
か
で
す
︒

そ
の
後
も
う
一
度
︑

彼
は
再
び
幼
い
聡
子
と
互
み
に
書
い
た
手
習
い
の
百
人
一
首
を
取
り

出
し
て
眺
め
︑
十
四
年
前
の
聡
子
の
焚
き
し
め
た
香
の
薫
り
が
ま
だ

残
っ
て
い
は
し
な
い
か
と
考
え
て
︑
そ
の
巻
紙
に
鼻
を
寄
せ
た
︒

(
217
頁
)

と
出
て
き
ま
す
が
︑
も
は
や
百
人
一
首
で
は
な
く
聡
子
の
香
の
方
に
主
体

が
移
っ
て
い
ま
す
︒
結
局
︑
原
作
の
﹃
春
の
雪
﹄
に
お
け
る
百
人
一
首
は
︑

伏
線
と
し
て
も
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
︒
そ
れ
を
物
足
ら

な
く
感
じ
た
行
定
勲
監
督
が
︑
あ
え
て
か
る
た
に
置
き
換
え
︑
印
象
的
な

崇
徳
院
を
持
ち
出
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

〔注
︺

畑
恵
里
子
氏
﹁
三
島
由
紀
夫
原
作
︑
行
定
勲
監
督
﹃
春
の
雪
﹄
が
も
た

ら
す
﹃
小
倉
百
人
一
首
﹄
の
効
果
﹂
日
本
文
学
64
-
8
・
平
成
27
年
8
月
参

照
︒

⑦
三
浦
綾
子
著
﹃
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫
人
﹄
(昭
和
五
十
年
刊
)

一

細
川
忠
興
に
嫁
い
だ
明
智
光
秀
の
娘
玉
は
︑
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
者
で
し

た

(洗
礼
名
は
ガ
ラ
シ
ャ
)︒
そ
の
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
て
お
り
︑
そ
れ

も
あ
っ
て
三
浦
綾
子
は
︑
そ
の
玉
を
主
人
公
に
し
た
﹃
細
川
ガ
ラ
シ
ャ
夫

人
上
下
﹄
(新
潮
文
庫
)
と
い
う
長
編
小
説
を
書
い
て
い
ま
す
︒

で
は
こ
の
小
説
の
上
巻
﹁
丹
後
の
海
﹂
の
中
に
︑
か
る
た
の
話
が
出
て

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

一
五



い
る
こ
と
は
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
︒
忠
興
が
手
製
の
か
る
た
を
三
年
が
か

り
で
こ
し
ら
え
て
︑
玉
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
と
こ
ろ
で
す
︒

二

珍
し
く
忠
興
は
冗
談
を
い
っ
た
︒
こ
れ
は
よ
く
よ
く
機
嫌
が
よ
い
に
ち

が
い
な
い
︒
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
戸
惑
う
玉
子
に
︑

｢実
は
の
う
︒
そ
ち
に
も
う
一
つ
見
せ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
﹂

と
︑
忠
興
は
楽
し
げ
に
書
院
棚
の
文
箱
を
あ
け
た
︒
そ
れ
は
九
曜
の
紋
の

つ
い
た
黒
塗
り
の
大
き
な
文
箱
で
︑
決
し
て
手
を
ふ
れ
て
は
な
ら
ぬ
と
言

わ
れ
て
い
た
文
箱
で
あ
っ
た
︒

｢ま
︑
何
で
ご
ざ
り
ま
し
ょ
う
﹂

玉
子
も
や
さ
し
く
首
を
か
し
げ
た
︒

｢こ
れ
じ
ゃ
﹂

｢ま
あ
︑
き
れ
い
な
⁝
⁝
︒
こ
れ
は
歌
留
多
で
は
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
か
﹂

厚
紙
に
金
箔
を
貼
っ
た
扇
型
の
か
る
た
が
沢
山
︑
文
箱
か
ら
出
さ
れ
た
︒

｢ど
う
だ
？
お
玉
﹂

得
意
げ
に
忠
興
は
玉
子
を
見
た
︒
玉
子
は
お
長
を
そ
っ
と
下
に
置
き
︑

｢何
と
み
や
び
や
か
な
！
﹂

玉
子
は
目
を
見
張
っ
て
︑
そ
の
一
つ
を
手
の
ひ
ら
に
お
い
た
︒

｢こ
れ
は
︑
い
っ
た
い
ど
な
た
さ
ま
よ
り
の
賜
り
物
⁝
⁝
﹂

｢も
ら
っ
た
も
の
で
は
な
い
わ
︒
実
は
な
︑
そ
な
た
を
娶
っ
た
時
か
ら
︑

ひ
ま
ひ
ま
に
︑
こ
っ
そ
り
わ
し
が
作
っ
た
も
の
だ
﹂

照
れ
た
よ
う
に
笑
う
夫
の
顔
を
︑
玉
子
は
ま
じ
ま
じ
と
見
て
︑

｢ま
あ
︑
そ
れ
で
は
⁝
⁝
こ
の
金
箔
も
殿
が
？
﹂

｢お
う
︑
わ
し
が
貼
っ
た
︒
張
り
方
は
︑
以
前
に
屏
風
師
に
習
っ
て
あ
っ

た
︒
そ
な
た
を
喜
ば
せ
よ
う
と
手
が
け
た
の
が
三
年
前
︒
だ
が
︑
戦
さ
つ

づ
き
で
︑
な
か
な
か
時
間
も
と
れ
ぬ
︒
よ
う
や
く
先
程
百
枚
つ
く
り
あ
げ

た
わ
﹂

｢殿
！
﹂

玉
子
の
白
い
頬
に
︑
涙
が
つ
ー
っ
と
走
っ
た
︒
思
い
が
け
な
い
夫
の
優

し
さ
だ
っ
た
︒

｢も
っ
た
い
の
う
⁝
⁝
ご
ざ
り
ま
す
﹂

｢お
う
︑
喜
ん
で
く
れ
る
か
︒
わ
し
も
う
れ
し
い
︒
そ
ん
な
に
喜
ん
で
く

れ
る
と
は
思
わ
な
ん
だ
﹂

玉
子
は
︑
一
枚
一
枚
を
そ
の
形
の
よ
い
指
で
︑
そ
っ
と
つ
ま
む
よ
う
に

し
て
持
っ
た
︒
金
箔
の
上
に
︑
忠
興
の
見
事
な
筆
で
百
人
一
首
が
書
か
れ

て
い
る
︒

君
が
た
め
惜
し
か
ら
ざ
り
し
命
さ
へ
な
が
く
も
が
な
と
思
ひ
け
る
哉
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諸
共
に
哀
と
思
へ
山
桜
花
よ
り
外
に
知
る
人
も
な
し

低
く
読
み
な
が
ら
︑
玉
子
は
幸
せ
な
思
い
に
満
た
さ
れ
て
い
た
︒

結
婚
以
来
三
年
︑
忠
興
は
優
し
い
と
思
え
ば
い
ら
立
ち
︑
怒
っ
て
い
る

と
思
え
ば
︑
俄
か
に
激
し
く
愛
撫
す
る
夫
で
︑
ど
う
に
も
気
心
が
捉
え
ら

れ
な
か
っ
た
︒
い
つ
も
︑
何
か
気
ま
ぐ
れ
に
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
︑
誇

り
高
い
玉
子
は
︑
内
心
腹
に
す
え
か
ね
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
何
か
し
み
じ

み
と
︑
二
人
の
間
に
通
う
も
の
の
な
い
淋
し
さ
が
あ
っ
た
︒

そ
の
淋
し
さ
︑
う
つ
ろ
さ
が
︑
や
が
て
は
忠
興
に
抱
か
れ
な
が
ら
︑
高

山
右
近
の
幻
影
に
抱
か
れ
る
と
い
う
不
倫
な
思
い
に
︑
玉
子
を
誘
っ
た
の

か
も
知
れ
な
か
っ
た
︒
だ
が
︑
い
ま
︑
忠
興
手
作
り
の
優
雅
な
か
る
た
を

手
に
し
て
︑
玉
子
の
心
は
や
さ
し
く
解
き
ほ
ぐ
さ
れ
て
い
く
思
い
だ
っ
た
︒

妻
の
自
分
を
喜
ば
せ
よ
う
と
し
て
︑
激
し
い
戦
さ
の
ひ
ま
ひ
ま
に
︑
ひ
そ

か
に
厚
紙
で
型
を
と
り
︑
金
箔
を
貼
り
つ
け
︑
細
字
を
書
き
こ
ん
で
い
く

忠
興
の
姿
が
︑
ほ
う
ふ
つ
と
し
て
玉
子
の
瞼
に
浮
か
ん
だ
︒

｢一
生
︑
わ
た
く
し
の
宝
と
い
た
し
ま
す
︒
殿
︑
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま

す
﹂ふ

か
ぶ
か
と
両
手
を
つ
い
て
礼
を
い
う
玉
子
を
︑
忠
興
は
満
足
そ
う
に

う
な
づ
い
て
眺
め
た
︒

｢さ
ぞ
か
し
根
気
の
い
る
お
仕
事
と
存
じ
ま
す
る
﹂

玉
子
は
飽
か
ず
に
一
枚
一
枚
か
る
た
を
眺
め
て
行
っ
た
︒
こ
の
百
枚
を
︑

三
年
か
か
っ
て
つ
く
っ
て
く
れ
た
と
思
え
ば
︑
あ
だ
や
お
ろ
そ
か
に
は
思

わ
れ
ぬ
︒
そ
の
様
子
を
見
て
︑
忠
興
も
ま
た
玉
子
の
真
心
が
じ
か
に
伝
わ

る
思
い
だ
っ
た
︒

類
な
い
美
貌
の
女
性
で
あ
る
と
の
思
い
は
︑
初
め
て
玉
子
を
見
て
以
来
︑

変
り
は
し
な
か
っ
た
が
︑
し
か
し
心
根
は
い
か
に
も
冷
た
い
女
に
思
わ
れ

た
︒
女
性
に
似
合
わ
ず
︑
も
の
事
に
批
判
的
で
︑
夫
の
忠
興
の
な
す
こ
と

言
う
こ
と
に
︑
冷
笑
を
浴
び
せ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
が
間
々

あ
っ
た
︒
そ
れ
が
い
ま
︑
こ
う
し
て
︑
涙
を
も
っ
て
深
々
と
礼
を
い
い
︑

百
枚
の
か
る
た
の
一
枚
を
も
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
︑
次
々
と
興
深
げ
に
見
つ

め
て
く
れ
て
い
る
︒
い
ま
玉
子
は
︑
自
分
の
気
持
を
あ
や
ま
り
な
く
受
け

と
め
て
く
れ
て
い
る
の
だ
︒
忠
興
は
し
み
じ
み
う
れ
し
か
っ
た
︒

玉
子
の
美
し
さ
︑
賢
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
︑
忠
興
は
最
初
か
ら
劣
等
感
を

抱
い
て
い
た
の
だ
︒
が
︑
こ
の
日
以
来
︑
忠
興
と
玉
子
の
間
に
あ
っ
た
目

に
見
え
ぬ
垣
は
︑
取
り
払
わ
れ
た
よ
う
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
︑
熊
千
代
お

長
と
い
う
愛
ら
し
い
二
人
の
子
が
恵
ま
れ
て
も
︑
な
お
取
り
払
い
得
な
い

垣
で
あ
っ
た
の
だ
︒

な
お
︑
こ
の
忠
興
手
づ
く
り
の
百
人
一
首
は
︑
現
在
も
細
川
家
に
伝
え

ら
れ
て
数
枚
が
残
っ
て
い
る
︒

(新
潮
文
庫
263
頁
)
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三

こ
の
か
る
た
は
下
巻
に
も
再
度
登
場
し
て
い
ま
す
︒
明
智
光
秀
が
豊
臣

秀
吉
軍
に
敗
れ
た
こ
と
で
︑
忠
興
が
玉
を
ひ
そ
か
に
山
中
に
隠
し
住
ま
わ

せ
る
と
こ
ろ
で
す
︒﹁
味
土
野

み

ど

の

の
春
﹂
に
は
短
く
次
の
よ
う
に
出
て
い
ま

す
︒朝

食
の
あ
と
︑
玉
子
は
忠
興
が
自
分
の
た
め
に
︑
三
年
の
歳
月
を
費
や

し
て
作
っ
て
く
れ
た
か
る
た
を
手
に
︑
一
枚
一
枚
読
ん
で
い
た
︒
金
箔
を

貼
っ
た
扇
形
の
優
雅
な
か
る
た
で
あ
る
︒

百
人
一
首
の
ど
れ
も
が
︑
し
み
じ
み
と
心
に
沁
み
た
︒
自
分
が
こ
の
山

奥
に
住
ん
で
い
る
た
め
に
︑
心
に
沁
み
る
の
か
と
思
い
な
が
ら
︑
そ
の
あ

ま
り
に
も
淋
し
く
切
な
い
歌
の
多
い
の
に
︑
玉
子
は
今
更
の
よ
う
に
お
ど

ろ
い
て
い
た
︒

(新
潮
文
庫
110
頁
)

玉
子
は
忠
興
と
別
れ
て
山
中
に
隠
遁
す
る
際
︑
か
る
た
を
持
っ
て
い
っ

た
の
で
す
︒
そ
し
て
も
う
一
個
所
︑﹁
人
の
心
と
天
の
心
と
﹂
に
も
短
く

引
用
さ
れ
て
い
ま
す
︒

忠
興
は
玉
子
の
た
め
に
︑
扇
形
の
か
る
た
に
一
枚
一
枚
金
箔
を
貼
り
︑

心
を
こ
め
て
百
人
一
首
を
つ
く
っ
て
く
れ
た
︒

都
合
三
度
︑
忠
興
手
作
り
の
扇
形
百
人
一
首
か
る
た
が
引
用
さ
れ
て
い

ま
し
た
︒
そ
の
記
述
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
︑
現
在
ま
で
細
川
家
に
は

忠
興
筆
と
さ
れ
る
扇
面
歌
留
多
が
伝
来
し
て
い
ま
し
た
︒
そ
の
た
め
小
説

の
信
憑
性
が
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
し
か
し
こ
の
記
述
に
は
鵜
呑

み
に
は
で
き
な
い
問
題
が
あ
り
ま
す
︒

一
つ
は
百
人
一
首
か
る
た
を
﹁
百
枚
﹂
と
し
て
い
る
こ
と
で
す
︒
か
る

た
に
詳
し
く
な
い
人
で
も
︑
か
る
た
は
二
百
枚
で
一
組
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
知
っ
て
い
る
は
ず
で
す
︒
し
か
も
札
に
書
か
れ
た
百
人
一
首
が
︑

君
が
た
め
惜
し
か
ら
ざ
り
し
命
さ
へ
な
が
く
も
が
な
と
思
ひ
け
る
哉

諸
共
に
哀
と
思
へ
山
桜
花
よ
り
外
に
知
る
人
も
な
し

と
引
用
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
奇
妙
で
す
︒
と
い
う
の
も
︑
江
戸
時
代

の
か
る
た
は
上
の
句
札
と
下
の
句
札
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
す
か
ら
︑
普

通
だ
っ
た
ら
上
の
句
し
か
引
用
で
き
な
い
は
ず
で
す
︒
あ
る
い
は
三
浦
綾

子
は
︑
現
代
の
活
字
か
る
た
を
頭
に
浮
か
べ
て
︑
歌
一
首
を
書
い
て
い
る

の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
し
か
し
歌
一
首
が
書
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

明
治
以
降
で
す
︒
い
ず
れ
に
し
て
も
百
枚
で
は
揃
い
の
か
る
た
に
は
な
り

百
人
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ま
せ
ん
︒
こ
れ
は
単
な
る
色
紙
で
す
︒

も
う
一
つ
︑
細
川
家
に
は
確
か
に
扇
面
歌
留
多

(二
〇
〇
枚
)
が
伝
来

し
て
い
ま
す
︒
そ
の
図
録
の
説
明
を
見
る
と
︑
十
七
世
紀
成
立
と
さ
れ
て

い
ま
し
た
︒
明
智
玉

(細
川
ガ
ラ
シ
ャ
)
が
亡
く
な
っ
た
の
が
ち
ょ
う
ど

一
六
〇
〇
年
で
す
か
ら
︑
も
し
こ
れ
が
本
当
に
玉
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た

も
の
で
あ
れ
ば
︑
成
立
は
十
六
世
紀
後
半
と
さ
れ
る
は
ず
で
す
︒
そ
う

な
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
こ
れ
は
玉
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
さ
れ
た
か
る

た
で
は
な
い
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
︒
む
し
ろ
玉
に
贈
ら
れ
た
か
る
た
は
︑

三
浦
綾
子
の
創
作
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
あ
る
い
は
玉
が
亡
く
な
っ
た

時
に
︑
一
緒
に
焼
け
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
︒

仮
に
忠
興
が
玉
に
手
作
り
の
か
る
た
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
た
と
す
る

と
︑
そ
の
か
る
た
は
最
古
の
か
る
た
の
可
能
性
が
高
く
な
り
ま
す
︒
現
存

最
古
の
か
る
た
は
︑
一
六
二
〇
年
以
前
の
道
勝
法
親
王
筆
か
る
た

(滴
翠

美
術
館
所
蔵
)
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
れ
よ
り
も
成
立
が
古
く
な
る
か

ら
で
す
︒

し
か
も
そ
の
形
が
扇
面
と
な
る
と
︑
か
る
た
成
立
期
に
お
い
て
は
形
が

長
方
形
に
固
定
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑

そ
こ
か
ら
蛤
型
が
導
か
れ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
が
︑
こ
れ
を
踏
ま
え

る
と
か
る
た
の
成
立
論
が
ま
す
ま
す
や
や
こ
し
く
な
っ
て
し
ま
い
そ
う
で

す
︒
こ
れ
は
か
る
た
型
で
は
あ
っ
て
も
︑
か
る
た
で
は
な
く
扇
面
に
書
か

れ
た
百
人
一
首
と
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
︒

⑧
江
住
陽
子
﹁
下
の
句
か
る
た
﹂

一

下
の
句
か
る
た
に
関
す
る
文
章
が
︑
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
に
眠
っ
て
い
ま
し

た
︒
島
津
忠
夫
先
生
古
希
記
念
論
文
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
﹃
日
本
文
学

史
論
﹄
(世
界
思
想
社
・
平
成
9
年
9
月
)
の
﹁
随
想
編
﹂
の
中
に
書
か

れ
て
い
た
の
で
す
が
︑
刊
行
さ
れ
た
頃
は
ま
だ
板
か
る
た
に
興
味
が
な

か
っ
た
の
で
︑
見
落
と
し
て
い
た
の
で
す
︒
今
読
ん
で
み
る
と
︑
下
の
句

か
る
た
の
貴
重
な
証
言
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
全
文
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
く

次
第
で
す
︒二

下
の
句
か
る
た

江
住
陽
子

(
大
阪
女
子
大
・
昭
和
二
九
年
卒
)

昭
和
五
七
年
四
月
︑
主
人
の
転
勤
で
北
海
道
の
羊
蹄
山
麓
に
あ
る
農
水

省
の
農
場
に
移
住
し
た
私
は
︑
農
場
職
員
と
家
族
︑
分
校
の
先
生
と
家
族

百
人
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が
集
ま
る
正
月
の
お
楽
し
み
会
を
控
え
て
︑
次
男
が
練
習
を
始
め
た
こ
と

で
下
の
句
か
る
た
に
出
会
い
ま
し
た
︒

五
八
年
の
年
賀
状
に
﹁
北
海
道
の
か
る
た
は
下
の
句
を
読
ん
で
下
の
句

の
板
札
を
と
る
の
で
す
﹂
と
書
き
添
え
た
と
こ
ろ
︑
先
生

(島
津
忠
夫
)

か
ら
の
年
賀
状
に
﹁
い
つ
か
ま
た
︑
詳
し
く
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
﹂
と
の

添
え
書
き
を
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
こ
れ
に
お
応
え
を
と
気
に
懸
け
つ
つ
早

十
数
年
が
す
ぎ
ま
し
た
︒
こ
の
度
記
念
論
文
集
へ
の
お
誘
い
を
機
に
下
の

句
か
る
た
の
紹
介
を
思
い
立
ち
ま
し
た
︒

一
一
月
︑
根
雪
に
な
る
頃
︑
小
学
校
の
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
タ
イ
ム
で

か
る
た
の
練
習
が
始
ま
る
︒
北
海
道
初
め
て
の
正
月
を
迎
え
る
次
男
は
︑

家
で
も
練
習
を
し
な
い
と
仲
間
入
り
が
で
き
そ
う
に
な
い
︒
早
速
札
幌
で

買
い
求
め
て
き
て
︑
朴
板
に
墨
書
き
さ
れ
た
漢
字
仮
名
混
じ
り
の
下
の
句

を
読
む
こ
と
か
ら
始
め
た
︒
特
に
大
き
な
頭
文
字
を
絵
と
し
て
︑
又
自
分

流
の
意
味
付
け
を
し
て
覚
え
こ
む
︒
独
特
の
崩
し
字
で
昭
和
六
〇
年
当
時

規
格
品
は
﹁
潮
流
﹂
と
道
新
記
事
に
あ
る
の
で
こ
れ
も
多
分
そ
う
だ
と
思

う
が
﹁
潮
流
﹂
に
つ
い
て
は
手
元
の
資
料
で
は
わ
か
ら
な
い
︒

正
月
︑
農
場
の
集
会
所
で
お
楽
し
み
会
の
日
︒
双
六
︑
福
笑
い
︑
ト
ラ

ン
プ
︑
囲
碁
︑
将
棋
に
興
じ
る
中
︑
畳
の
床
に
ズ
ッ
ク
の
シ
ー
ト
を
敷
き
︑

七
人
の
小
学
生
に
︑
か
る
た
好
き
の
大
人
が
加
わ
っ
て
︑
か
る
た
が
始
ま

る
︒
三
人
一
組
の
チ
ー
ム
対
抗
で
︑
右
か
ら
守
備
︑
中
堅
︑
突
き
手
︑
の

順
に
並
ぶ
︒
試
合
開
始
時
の
持
ち
札
は
守
備
四
〇
枚
︑
中
堅
︑
突
き
手
各

五
枚
が
一
般
的
︒
誰
が
ど
ん
な
札
を
持
つ
か
は
重
要
な
策
戦
で
︑
突
き
手

は
得
意
の
札
を
手
元
に
揃
え
︑
守
備
は
句
の
頭
文
字
別
に
並
べ
る
等
札
の

置
き
方
に
も
工
夫
す
る
︒
立
ち
膝
で
腰
を
や
や
浮
か
せ
た
前
傾
姿
勢
で
開

戦
を
待
つ
︒
読
み
手
の
先
生
が
審
判
を
兼
ね
る
︒
最
初
の
一
首
は
上
の
句

か
ら
読
み
上
げ
る
が
こ
れ
は
カ
ラ
札
︒
そ
の
下
の
句
を
再
読
し
て
︑
息
を

つ
が
ず
に
︑
一
番
目
の
取
り
札
の
下
の
句
の
始
め
の
七
文
字
へ
と
続
け
る
︒

例
え
ば
﹁
大
江
山
い
く
野
の
道
の
遠
け
れ
ば
ま
だ
ふ
み
も
み
ず
天
の
橋

立
﹂
息
を
つ
が
ず
に
﹁
外
山
の
霞
﹂
と
続
け
て
読
む
︒
七
文
字
で
は
決
ま

ら
な
い
札
の
場
合
︑
例
え
ば
﹁
今
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
﹂
と
少
し
詠
み
足
す
︒

取
っ
た
の
を
見
て
︑
﹁
今
ひ
と
た
び
の
あ
ふ
こ
と
も
が
な
﹂
と
復
唱
し
て
︑

二
番
目
の
取
り
札
の
下
の
句
へ
と
読
み
続
け
る
︒
対
面
す
る
相
手
の
札
し

か
取
れ
な
い
場
合
と
︑
ど
の
札
を
取
っ
て
も
よ
い
場
合
が
あ
る
︒﹁
お
手

つ
き
﹂
等
で
相
手
に
送
る
札
は
慎
重
に
選
ぶ
︒
中
堅
︑
突
き
手
の
札
が
五

枚
を
切
っ
た
後
は
三
枚
以
上
︑
三
枚
を
切
っ
た
後
は
各
チ
ー
ム
の
自
由
︒

先
に
札
が
無
く
な
っ
た
方
が
勝
ち
︒
上
手
な
人
は
中
指
の
先
で
取
り
札
だ

け
を
は
じ
く
の
で
周
り
の
札
を
乱
す
こ
と
は
な
い
が
︑
両
手
を
使
っ
て
右

に
左
に
時
に
は
天
井
へ
と
激
し
い
札
の
は
じ
き
合
い
で
し
ば
し
ば
混
乱
︒

百
人
一
首
か
る
た
の
研
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寒
さ
を
吹
き
飛
ば
し
て
の
攻
防
が
続
く
︒
参
加
し
た
が
上
の
句
を
聞
い
て

暗
記
し
て
い
る
下
の
句
を
取
る
の
と
は
勝
手
が
違
い
︑
下
の
句
か
る
た
は

前
の
歌
の
下
の
句
の
余
韻
が
長
い
︒
私
は
そ
の
切
れ
目
を
素
早
く
聞
き

取
っ
て
反
射
的
に
札
を
は
じ
く
ス
ピ
ー
ド
に
欠
け
︑
殆
ど
取
れ
ず
焦
る
と

お
手
つ
き
と
な
る
︒

今
回
集
め
た
資
料
で
︑﹁
一
枚
札
﹂
き
さ
す
つ
と
ぬ
ね
の
七
枚

(上
の

句
か
る
た
の
﹁
一
字
き
ま
り
﹂
む
す
め
ふ
さ
ほ
せ
の
七
枚
と
偶
然
の
一
致

が
お
も
し
ろ
い
︒
)︑
お
手
つ
き
注
意
の
自
重
札

(七
︑
六
字
目
迄
が
同

じ
)
半
自
重
札

(四
︑
三
︑
二
字
目
迄
が
同
じ
)︑
頭
文
字
が
カ
行
や
タ

行
の
よ
う
に
︑
前
句
の
余
韻
が
一
瞬
切
れ
る
﹁
切
り
札
﹂
を
知
り
︑
島
津

先
生
の
﹁
百
人
一
首
﹂
を
参
照
し
分
類
し
た
︒

当
時
︑
こ
れ
ら
の
事
を
知
っ
て
い
た
ら
昭
和
六
〇
年
春
ま
で
下
の
句
か

る
た
を
よ
り
楽
し
め
た
だ
ろ
う
︒

北
海
道
新
聞
昭
和
六
一
年
一
二
月
二
四
日
版
﹁
板
か
る
た
と
戊
辰
戦

争
﹂
の
中
で
中
川
之
範
氏
は
明
治
初
期
会
津
藩
士
が
北
海
道
に
伝
え
た
も

の
と
み
て
い
る
︒
同
紙
︑
昭
和
六
〇
年
一
月
一
七
日
﹁
れ
じ
ゃ
ー
﹂
で
は
︑

﹁
開
拓
当
時
︑
紙
の
代
わ
り
に
群
生
し
て
い
る
朴
や
白
樺
の
木
札
に
︑
ラ

ン
プ
の
下
で
も
よ
く
見
え
る
大
き
い
字
体
の
漢
字
か
な
併
用
で
書
か
れ
た
︒

わ
か
り
や
す
い
の
で
樺
太
で
も
流
行
っ
た
︒
地
域
で
ル
ー
ル
︑
札
と
も
ば

ら
ば
ら
で
あ
っ
た
が
︑
戦
後
は
﹁
全
日
本
下
の
句
か
る
た
協
会
﹂
が
統
一
︒

昭
和
六
〇
年
一
月
現
在
協
会
は
五
一
支
部

(
東
京
を
含
む
)
競
技
人
口
約

一
五
〇
〇
人
︑
一
月
か
ら
各
地
区
大
会
が
開
か
れ
︑
段
︑
級
も
あ
る
︒﹂

と
し
て
い
る
︒

北
海
道
を
離
れ
て
十
数
年
︑
次
男
の
恩
師
鈴
木
重
規
氏
︑
尾
久
潔
氏
の

書
簡
で
は
︑
今
︑
北
海
道
の
正
月
の
楽
し
み
方
︑
独
特
の
遊
び
方
も
全
国

並
に
独
自
性
を
な
く
し
つ
つ
あ
る
由
︒
札
幌
︑
小
樽
の
電
話
帳
に
﹁
下
の

句
か
る
た
協
会
﹂
の
名
は
な
く
︑
両
市
の
図
書
館
に
も
︑
北
海
道
新
聞
社

出
版
目
録
に
も
﹁
下
の
句
か
る
た
﹂
関
連
の
図
書
は
見
当
た
ら
な
い
︒

﹁
北
海
道
百
科
事
典
﹂
﹁
正
月
の
遊
び
﹂
の
項
に
﹁
明
治
の
中
期
頃
か
ら
北

海
道
で
は
朴
の
木
札
に
墨
で
下
の
句
を
書
い
た
板
か
る
た
が
普
及
し
た
︒

下
の
句
を
読
み
下
の
句
の
札
を
取
る
の
が
北
海
道
特
有
と
い
え
る
︒

云
々
﹂
と
あ
っ
た
の
み
︒
今
と
な
っ
て
は
︑
こ
こ
に
紹
介
し
た
遊
び
方
が

協
会
の
統
一
ル
ー
ル
に
沿
っ
た
も
の
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
す
べ
は
な
い
︒

三

以
上
が
そ
の
全
文
で
す
︒
外
部
の
目
か
ら
見
た
貴
重
な
資
料
で
す
ね
︒

最
初
に
あ
る
﹁
潮
流
﹂
と
い
う
の
は
︑
中
村
北
潮
自
筆
の
板
か
る
た
の
こ

と
で
す
が
︑
京
都
に
移
住
し
て
い
た
こ
と
も
あ
っ
て
︑
そ
の
頃
に
は
北
海

百
人
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か
る
た
の
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道
で
も
珍
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う

(現
在
は
印
刷
さ
れ
た

札
)︒
そ
の
販
売
権
利
を
有
し
て
い
た
井
上
圭
司
さ
ん
が
令
和
3
年
に
亡

く
な
ら
れ
ま
し
た
︒
板
か
る
た
が
北
海
道
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
︑

そ
し
て
北
潮
の
記
念
館
を
建
立
す
る
こ
と
が
井
上
さ
ん
の
夢
で
あ
り
悲
願

で
し
た
︒

末
尾
部
分
に
は
︑
平
成
9
年
頃
に
は
下
の
句
か
る
た
が
廃
れ
て
い
る
よ

う
に
記
し
て
あ
り
ま
す
が
︑
現
在
は
む
し
ろ
復
活
し
て
全
道
で
盛
ん
に
競

技
さ
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
こ
こ
に
書
か
れ
た
ル
ー
ル
と
︑
現
在
の
協
会
の

ル
ー
ル
も
違
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
で
す
︒

な
お
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
下
の
句
か
る
た
関
連
の
図
書

は
今
も
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の
で
︑
な
る
べ
く
早
め
に
協
会

の
ル
ー
ル
・
早
取
法
・
歴
史
な
ど
を
一
書

(ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
)
に
ま
と
め

て
い
た
だ
け
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
︒
そ
の
た
め
に
も
︑
下
の
句
か
る

た
が
北
海
道
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
る
こ
と
を
心
か
ら
願
っ
て
い
ま
す
︒

〔注
︺

島
津
忠
夫
先
生
も
平
成
28
年
に
亡
く
な
ら
れ
ま
し
た
︒
私
に
と
っ
て
︑

百
人
一
首
研
究
に
お
け
る
最
大
の
恩
師
で
し
た
︒﹃
新
版
百
人
一
首
﹄
(角

川
文
庫
)
は
今
で
も
座
右
の
書
で
す
︒

⑨
百
人
一
首
の
歌
仙
絵

一

百
人
一
首
の
歌
仙
絵
に
関
し
て
は
︑
今
ま
で
関
心
が
薄
か
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
︒
か
る
た
を
取
る
人
で
も
︑
歌
が
好
き
な
人
で
も
︑
歌

仙
絵
に
注
目
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
そ
れ
は
歌
仙

絵
が
競
技
と
は
無
関
係

(
む
し
ろ
邪
魔
)
だ
か
ら
で
し
ょ
う
︒

と
こ
ろ
が
歌
仙
絵
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
そ
こ
に
興
味
深
い
問
題
が
潜

ん
で
い
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
ま
す
︒
そ
も
そ
も
歌
仙
絵
は
︑
似
顔
絵
に
近

い
も
の
と
思
っ
て
い
ま
せ
ん
か
︒
し
か
し
な
が
ら
歌
仙
絵
の
顔
は
︑
決
し

て
歌
人
の
似
顔
絵
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
天
智
天
皇
や
持
統
天
皇
の
顔
な
ど
︑

誰
も
わ
か
ら
な
い

(見
た
こ
と
が
な
い
)
か
ら
で
す
︒
で
は
ど
の
よ
う
に

し
て
百
人
も
の
人
を
描
き
分
け
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
︒

二

そ
の
要
素
の
一
つ
が
衣
装
に
あ
り
ま
す
︒
か
つ
て
の
貴
族
は
︑
身
分
や

職
掌
に
よ
っ
て
着
る
衣
装
に
違
い
が
あ
っ
た
か
ら
で
す
︒
ま
ず
は
男
性
と

女
性
の
違
い
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
︒﹁
清
少
納
言
﹂
や
﹁
伊
勢
大
輔
﹂
な
ど
︑

名
前
か
ら
で
は
男
女
の
区
別
が
つ
き
に
く
い
も
の
も
あ
り
ま
す
ね
︒
ま
た

百
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男
性
で
は
俗
体
と
僧
体
の
違
い
が
あ
り
ま
す

(﹁
尼
﹂
は
一
人
も
存
在
し

ま
せ
ん
)︒
法
師
や
僧
は
︑
法
衣
を
着
せ
ら
れ
る
こ
と
で
俗
体
と
の
違
い

が
は
っ
き
り
し
ま
す
︒
た
だ
し
﹁
入
道
﹂
と
あ
っ
て
も
︑
俗
体
に
描
か
れ

て
い
る
場
合
が
あ
る
の
で
要
注
意
で
す
︒
蝉
丸
な
ど
僧
体
に
も
隠
遁
者
に

も
描
か
れ
て
お
り
︑
さ
ら
に
琵
琶
の
有
無
で
も
異
な
っ
て
い
ま
す
︒

俗
体
の
場
合
︑
身
分
の
低
い
人
は
狩
衣
や
水
干
な
ど
の
衣
装
で
描
か
れ

て
い
ま
す
︒
身
分
の
高
い
人
は
束
帯
や
直
衣
に
な
っ
て
い
ま
す
︒
ま
た
文

官
と
武
官
の
違
い
も
あ
り
ま
す
︒
武
官
に
は
弓
が
添
え
て
あ
る
し
︑
顔
に

は

緌
お
い
か
け

が
付
け
ら
れ
て
お
り
︑
簡
単
に
描
き
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す

(参
議
等
が
何
故
武
官
姿
な
の
か
は
謎
で
す
)︒
さ
ら
に
天
皇
皇
族
の
場
合
︑

敷
い
て
あ
る
畳
に
よ
っ
て
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
︒
普
通
の
臣
下
は

高
麗
縁
の
畳
で
す
が
︑
天
皇
皇
族
は
繧
繝
縁
の
畳
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で

す
︒で

は
こ
こ
で
持
統
天
皇
に
注
目
し
て
み
ま
し
ょ
う
︒
持
統
天
皇
の
歌
仙

絵
は
︑
も
ち
ろ
ん
繧
繝
縁
畳
に
な
っ
て
い
ま
す
し
︑
几
帳
も
付
い
て
い
ま

す
︒
そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の
は
︑
平
安
時
代
の
衣
装
を
身
に
纏
っ
て
い
る

こ
と
で
す
︒
こ
れ
は
明
ら
か
に
時
代
錯
誤
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
誰
も
お
か
し
い
と
い
う
声
を
あ
げ
て
い
ま
せ
ん
︒

そ
れ
に
連
動
し
て
式
子
内
親
王
の
歌
仙
絵
を
見
る
と
︑
古
い
か
る
た
は

ほ
と
ん
ど
後
ろ
向
き
に
描
か
れ
て
い
ま
し
た
︒
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
持
統
天

皇
の
歌
仙
絵
を
百
八
十
度
回
転
さ
せ
て
︑
後
ろ
向
き
に
し
た
よ
う
な
絵
で

す
︒
繧
繝
縁
で
几
帳
が
あ
っ
て
後
ろ
向
き
の
女
性
が
い
た
ら
︑
そ
れ
が
式

子
内
親
王
の
典
型
的
な
歌
仙
絵
と
い
う
わ
け
で
す
︒
ど
う
し
て
そ
う
な
っ

て
い
る
か
と
い
う
と
︑
二
人
の
モ
デ
ル
が
﹁
三
十
六
歌
仙
﹂
の
斎
宮
女
御

だ
か
ら
で
す
︒
斎
宮
女
御
を
モ
デ
ル
に
し
た
か
ら
こ
そ
︑
持
統
天
皇
は
平

安
時
代
の
衣
装
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒

な
お
任
天
堂
か
る
た
の
式
子
内
親
王
は
︑
前
向
き
で
口
を
袖
で
覆
っ
て

い
ま
す
︒
こ
れ
こ
そ
﹁
佐
竹
本
三
十
六
歌
仙
﹂
の
斎
宮
女
御
の
模
倣
そ
の

も
の
で
す
︒
た
だ
し
直
接
に
模
写
し
た
の
で
は
な
く
︑
冷
泉
為
恭
画
﹃
聯

珠
百
人
一
首
﹄
の
式
子
内
親
王
像
を
経
由
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

と
い
う
の
も
︑
そ
れ
以
外
の
歌
仙
絵
に
も
﹃
聯
珠
百
人
一
首
﹄
か
ら
引
い

て
い
る
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
か
ら
で
す
︒

三

ま
れ
に
女
房
が
繧
繝
縁
で
描
か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
に
し
て

も
女
房
名
に
高
貴
な
女
院
の
名
称
が
付
い
て
お
り
︑
絵
師
が
勘
違
い
し
た

か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒
一
番
古
い
素
庵
本
で
は
︑
祐
子
内
親
王
家

紀
伊
と
待
賢
門
院
堀
河
の
二
人
に
繧
繝
縁
が
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
再
版
本

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

二
三



に
な
る
と
︑
赤
染
衛
門
が
繧
繝
縁
に
な
っ
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
す
が
︑

こ
れ
だ
と
勘
違
い
で
は
説
明
が
つ
き
ま
せ
ん
︒
調
べ
て
み
る
と
︑
素
庵
本

の
か
ぶ
せ
彫
り
に
際
し
て
︑
待
賢
門
院
堀
河
と
赤
染
衛
門
の
歌
仙
絵
が
取

り
違
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
︒
ど
う
や
ら
こ
れ
は
絵
師
の
勘
違
い
で
は

な
く
︑
摺
り
の
問
題
だ
っ
た
よ
う
で
す
︒
要
す
る
に
絵
と
和
歌
は
別
々
の

版
木
だ
っ
た
ら
し
く
︑
そ
の
組
み
合
わ
せ
を
間
違
え
た
の
で
し
ょ
う
︒
面

白
い
こ
と
に
︑
そ
れ
が
古
い
か
る
た
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
︑
繧
繝
縁

畳
に
座
っ
た
赤
染
衛
門
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
ま
す
︒

一
番
や
っ
か
い
な
の
は
女
性
の
顔
で
す
︒
ま
ず
顔
に
年
齢
が
表
れ
て
い

な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
︒
男
性
も
ほ
ぼ
同
様
で
す
が
︑
柿
本
人
丸
な

ど
は
積
極
的
に
白
髭
を
生
や
し
た
老
人
と
し
て
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
そ
れ

に
対
し
て
女
性
は
︑
み
な
若
々
し
い
顔
に
描
か
れ
て
お
り
︑
年
齢
差
で
違

い
を
見
分
け
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
︒
衣
装
に
し
て
も
︑
ほ

と
ん
ど
は
女
房
装
束
に
な
っ
て
お
り
︑
や
は
り
男
性
の
よ
う
に
区
別
す
る

こ
と
は
難
し
い
よ
う
で
す
︒
ま
し
て
紫
式
部
や
小
野
小
町
は
正
面
か
ら
描

か
れ
て
い
る
の
で
︑
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
き
ま
せ
ん
︒

特
徴
的
な
の
は
清
少
納
言
の
横
向
き
の
歌
仙
絵
で
す
︒
た
だ
し
後
ろ
向

き

(見
返
り
)
が
美
人
の
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
横
向
き

は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
横
顔
の
清
少
納
言
を
見
る
と
︑
鼻

の
ラ
イ
ン
が
は
っ
き
り
描
か
れ
て
い
ま
す
︒
ど
う
や
ら
こ
れ
は
身
分
の
低

い
人
か
︑
不
美
人
の
描
き
方
の
よ
う
で
す
︒

も
と
も
と
清
少
納
言
が
美
人
だ
っ
た
と
い
う
評
判
は
聞
い
た
こ
と
が
あ

り
ま
せ
ん
︒
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
不
美
人
だ
っ
た
よ
う
な
の
で
︑
す
ん
な

り
横
向
き
が
選
ば
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
清
少
納
言

だ
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
の
で
す
が
︑
ち
ょ
っ
と
か
わ
い
そ
う
で
す

ね
︒も

ち
ろ
ん
横
向
き
に
な
っ
て
い
な
い
清
少
納
言
も
あ
り
ま
す
が
︑
必
ず

別
の
横
向
き
の
女
性
が
い
る
の
で
︑
こ
れ
も
歌
仙
絵
の
取
り
違
え
が
生
じ

て
い
る
よ
う
で
す
︒

⑩
西
村
茂
樹
の
百
人
一
首
非
難

百
人
一
首
の
特
徴
の
一
つ
に
︑
恋
歌
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
︒

そ
れ
が
女
子
教
育
に
と
っ
て
弊
害
で
あ
る
と
論
じ
た
の
が
西
村
茂
樹
で
し

た
︒
西
村
は
﹁
或
問
十
五
條
﹂
(﹃
西
村
茂
樹
全
集
第
一
巻
﹄
思
文
閣
出
版
︑

初
出
は
明
治
15
年
)
の
中
の
﹁
其
六
小
倉
百
人
一
首
の
事
を
論
ず
﹂
に
お

い
て
︑
あ
る
人
の
︑

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

二
四



本
邦
の
風
俗
に
て
︑
女
子
六
七
歳
に
至
れ
ば
︑
定
家
卿
の
百
人
一
首

を
読
ま
す
る
こ
と
と
な
り
︑
正
月
の
女
子
の
遊
戯
に
も
︑
歌
か
る
た

と
い
ふ
も
の
あ
り
て
︑
貴
賤
と
も
普
く
是
を
玩
べ
り
︒
拙
者
も
女
子

あ
る
に
よ
り
此
百
人
一
首
を
読
ま
す
れ
ど
も
︑
如
何
に
せ
ん
百
首
の

中
の
七
八
分
は
恋
歌
に
し
て
︑
和
歌
の
道
よ
り
い
は
ば
貴
き
謂
は
れ

も
あ
る
べ
き
な
れ
ど
も
︑
人
心
風
俗
よ
り
い
ふ
時
は
淫
靡
に
導
く
恐

れ
な
き
を
得
ず
︑
此
義
い
か
な
る
も
の
に
や
︒

(
1
0
0
7
頁
)

と
い
う
問
い
に
対
し
て
︑
次
の
よ
う
に
答
え
て
い
ま
す
︒

答
て
曰
く
︑
よ
く
も
心
付
か
れ
た
り
︑
百
人
一
首
の
歌
は
何
れ
も
一

首
の
風
体
に
し
て
︑
意
味
極
め
て
曲
折
に
渉
り
︑
容
易
に
其
義
を
解

し
難
き
物
多
し
︑
故
に
幸
に
し
て
女
児
は
唯
是
を
暗
誦
す
る
の
み
な

れ
ど
も
︑
も
し
よ
く
其
意
味
を
解
し
た
ら
ば
︑
甚
だ
不
都
合
な
る
こ

と
多
か
る
べ
し
︑
其
解
せ
ざ
る
を
幸
と
し
て
︑
此
の
如
き
淫
褻

い
ん
せ
つ

の
歌

を
女
児
に
読
ま
し
む
る
は
︑
人
の
父
母
た
る
の
道
に
非
ざ
る
べ
し
︒

(
1
0
0
8
頁
)

こ
れ
を
見
る
と
︑
明
治
15
年
の
と
ら
え
方
と
し
て
︑
女
子
は
六
七
歳
に

な
る
と
百
人
一
首
を
習
い
︑
正
月
に
か
る
た
取
り
を
し
て
い
た
こ
と
が
察

せ
ら
れ
ま
す
︒
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
女
子
教
育
が
そ
の
ま
ま
継
承
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
︒
そ
れ
に
対
し
て
文
明
開
化
に

よ
る
価
値
の
転
換
か
ら
か
︑
恋
歌
を
習
得
さ
せ
る
こ
と
に
対
し
て
女
子
教

育
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒

ま
た
百
人
一
首
の
中
に
恋
歌
は
43
首
あ
り
ま
す
が
︑
こ
こ
で
は
そ
れ
が

﹁
七
八
分
﹂
ま
で
膨
ら
ん
で
い
ま
す
︒
こ
れ
は
部
立
で
数
え
る
と
43
首
で

す
が
︑
恋
歌
の
雰
囲
気
を
内
包
し
て
い
る
歌
は
確
か
に
七
割
以
上
存
し
ま

す(1
)

︒こ
う
い
っ
た
百
人
一
首
批
判
は
︑
こ
の
後
に
賛
否
両
論
の
議
論
を
巻
き

起
こ
し
て
い
ま
す(2

)
︒
西
村
氏
は
そ
の
実
践
と
し
て
︑
あ
ら
た
に
﹃
新
撰
百

人
一
首
﹄
(中
外
堂
︑
明
治
16
年
9
月
)
を
出
版
し
て
い
ま
す
︒
原
則
と

し
て
は
百
人
一
首
の
歌
か
ら
恋
歌
を
除
き
︑
代
わ
り
に
他
の
歌
に
入
れ
替

え
て
い
る
も
の
が
二
十
四
首
ほ
ど
あ
り
ま
す
︒
中
に
は
作
者
を
別
の
歌
人

と
入
れ
替
え
て
い
る
も
の
も
二
十
人
ほ
ど
見
ら
れ
ま
す
︒
た
だ
し
大
半
は

百
人
一
首
の
ま
ま
な
の
で
︑
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
異
種
百
人
一
首
で
は
な
く
︑

新
た
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
見
て
お
き
ま
す
︒
こ
れ
に
類
す
る
も
の
と
し

て
︑
蔦
廼
舎
主
人
撰
﹃
修
正
小
倉
百
首
﹄
(女
学
雑
誌
社
︑
明
治
26
年
9

月
)
も
あ
り
ま
す
︒

〔注
︺

(1
)
吉
海
直
人
﹁
恋
歌
と
し
て
の
﹃
百
人
一
首
﹄﹂﹃
王
朝
和
歌
と
史
的
展

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

二
五



開
﹄
(笠
間
書
院
)
平
成
九
年
一
二
月
参
照
︒

(2
)
岩
井
茂
樹
氏
﹁
恋
歌
の
消
滅
︱
︱
『百
人
一
首
﹄
の
近
代
的
特
徴
に
つ

い
て
﹂
日
本
研
究
二
七
・
平
成
十
五
年
三
月

⑪
漱
石
と
子
規
と
歌
か
る
た

正
岡
子
規
が
編
ん
で
い
る
﹁
俳
句
分
類
﹂
を
見
る
と
︑
明
治
26
年
に

﹁
か
る
た
﹂﹁
歌
か
る
た
﹂
と
い
う
項
目
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
が
︑
そ
こ

に
収
め
ら
れ
た
俳
句
は
ど
れ
も
季
語
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
子
規
は

俳
句
を
甲
乙
丙
丁
の
四
つ
に
分
類
し
て
ま
す
が
︑﹁
か
る
た
﹂﹁
歌
か
る

た
﹂
は
と
も
に
乙
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
︒
乙
は
季
題
以
外
の
言
葉
を
分

類
し
た
も
の
で
す
か
ら
︑
こ
の
時
点
で
﹁
か
る
た
﹂﹁
歌
か
る
た
﹂
は
ま

だ
季
語
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
ま
す
︒

新
年
の
季
語
に
﹁
歌
か
る
た
﹂
が
掲
載
さ
れ
た
の
は
︑
明
治
30
年
代
に

入
っ
て
か
ら
で
し
た
︒
そ
れ
が
季
語
と
し
て
定
着
す
る
の
は
︑
明
治
40
年

代
に
な
っ
て
か
ら
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
そ
ん
な
中
︑
夏
目
漱
石
は
明
治
32

年
に
早
く
も
﹁
招
か
れ
て
隣
に
更
け
し
歌
留
多
か
な
﹂
と
い
う
句
を
詠
ん

で
い
ま
し
た
︒
こ
れ
は
正
月
の
か
る
た
会
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
︑﹁
歌
留

多
﹂
以
外
に
季
語
が
な
い
の
で
︑
漱
石
は
か
る
た
を
季
語
と
し
て
用
い
て

い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒

同
じ
時
に
子
規
も
︑
﹁
歌
が
る
た
恋
な
ら
な
く
に
胴
気
哉
﹂﹁
歌
が
る
た

女
ば
か
り
の
夜
は
更
け
ぬ
﹂
を
詠
ん
で
い
ま
す
︒
さ
ら
に
﹁
蓬
莱
の
一
間

明
る
し
歌
か
る
た
﹂
を
詠
ん
で
い
ま
す
が
︑
こ
の
句
の
季
語
は
新
年
の

﹁
蓬
莱
飾
り
﹂
な
の
で
︑﹁
歌
か
る
た
﹂
は
季
語
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な

り
ま
す
︒
も
う
一
首
︑﹁
歌
か
る
た
知
ら
ぬ
女
と
並
び
け
り
﹂
も
詠
ん
で

い
ま
す
が
︑
こ
こ
に
季
語
ら
し
き
も
の
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
︑﹁
歌
か

る
た
﹂
を
季
語
と
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
︒

漱
石
と
子
規
と
︑
ど
ち
ら
が
先
に
詠
ん
だ
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
︑
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
﹁
歌
か
る
た
﹂
を
季
語
と
し
て
最
初

に
詠
ん
だ
の
は
漱
石
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒
た
だ
し
ほ
ぼ
同
時
に
子
規
が
何

首
も
﹁
歌
か
る
た
﹂
を
詠
ん
で
い
る
の
で
︑
﹁
歌
か
る
た
﹂
が
季
語
に

な
っ
た
こ
と
に
は
子
規
の
影
響
力
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
す
︒
そ
の
証
拠

に
︑
以
後
編
ま
れ
た
歳
時
記
に
は
︑
﹁
歌
か
る
た
﹂
の
例
と
し
て
子
規
の

句
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
︒

で
は
何
故
漱
石
や
子
規
は
︑
明
治
32
年
に
﹁
歌
か
る
た
﹂
の
句
を
詠
ん

だ
の
で
し
ょ
う
か
︒
そ
れ
に
関
し
て
は
︑
二
人
が
通
っ
て
い
た
東
京
帝
国

大
学

(東
京
大
学
)
に
お
い
て
︑
競
技
か
る
た
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
時
期

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

二
六



と
重
な
っ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
ま
す
︒
た
だ
し
当
時
の
大
学
は
男
子
学
生

だ
け
な
の
で
︑﹁
女
ば
か
り
﹂
と
い
う
発
想
は
生
じ
な
い
で
し
ょ
う
︒
む

し
ろ
尾
崎
紅
葉
の
﹃
金
色
夜
叉
﹄
の
方
が
よ
ほ
ど
刺
激
的
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
︒

百
人
一
首
か
る
た
の
研
究

(5
)

二
七
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