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一　
「
座
談
会
」
の
あ
と
に

　

本
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
て
新
聞
・
テ
レ
ビ
等
の
報
道
で
取
り

上
げ
て
い
た
だ
い
た
お
蔭
で
、
実
践
女
子
大
学
所
蔵
の
伝
後
光
厳
院

筆
『
夜
の
寝
覚
』
断
簡
（
次
頁
写
真
）
は
世
間
に
周
知
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。

　

報
道
以
前
か
ら
当
該
の
断
簡
の
調
査
を
す
す
め
て
い
た
こ
と
は
い

う
ま
で
も
な
い
が
、
稿
者
が
そ
の
中
間
報
告
と
し
て
お
お
や
け
に
し

た
の
が
、
報
道
と
前
後
し
て
刊
行
し
た
編
著
所
収
の
「『
夜
の
寝
覚
』

末
尾
欠
巻
部
断
簡
の
出
現

―
伝
後
光
厳
院
筆
物
語
切
の
正
体（

１
）」

で

あ
る
。

　

そ
こ
で
指
摘
し
た
こ
と
は
、
お
も
に
次
の
よ
う
な
点
で
あ
っ
た
。

　

⑴　

断
簡
冒
頭
に
あ
る
和
歌
「
し
ら
ざ
り
し
や
ま
ぢ
の
月
を
ひ
と

り
み
て
／
よ
に
な
き
身
と
や
思
ひ
い
づ
ら
ん
」
に
よ
っ
て
、
散

佚
資
料
『
拾
遺
百
番
歌
合
』『
風
葉
和
歌
集
』『
夜
寝
覚
抜
書
』

所
収
歌
と
合
致
し
、
ま
さ
に
末
尾
欠
巻
部
に
相
当
す
る
本
文
で

あ
る
こ
と
を
証
明
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
。

　

⑵　

筆
跡
・
料
紙
・
法
量
な
ど
の
一
致
、
類
推
か
ら
、
既
知
の
伝

後
光
厳
院
筆
未
詳
物
語
切
と
一
連
の
断
簡
と
見
な
し
う
る
こ

と
。

　

⑶　

し
た
が
っ
て
、従
来
指
摘
さ
れ
て
い
た
同
類
の
古
筆
切
は『
夜

の
寝
覚
』
の
そ
れ

―
し
か
も
末
尾
欠
巻
部
の
一
部
と
見
て
大

過
な
く
、
仁
平
道
明
が
問
題
提
起
を
し
て（

２
）

以
来
議
論
の
的
と

な
っ
て
き
た
伝
後
光
厳
院
筆
未
詳
物
語
切
一
一
葉
・
全
一
〇
〇

行
を
、そ
の
ま
ま
『
夜
の
寝
覚
』
研
究
に
参
加
さ
せ
う
る
こ
と
。

　

⑷　

当
該
の
実
践
女
子
大
学
蔵
断
簡
に
よ
れ
ば
、
主
人
公
・
寝
覚

『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
復
元
の
問
題
点

― 
新
出
断
簡
分
析
の
方
法
を
模
索
し
て 

―

横　

井　
　
　

孝
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の
上
の
目
に
「
女
三
宮
い
と
う
つ
く
し
う
…
…
」
と
映
じ
て
お

り
、
両
者
が
直
接
の
接
点
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め
る
が
、

こ
れ
ま
で
の
末
尾
欠
巻
部
に
関
す
る
知
見
に
な
か
っ
た
。
欠
巻

部
の
推
定
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、「
推

定
」
と
い
う
も
の
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
反
省
を
せ
ま
る
資
料

で
も
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。

　

特
に
⑴
・
⑵
を
踏
ま
え
て
⑶
が
重
要
な
こ
と
と
考
え
、
新
聞
・
テ

レ
ビ
等
の
取
材
で
も
そ
の
こ
と
を
強
調
し
た
。
仁
平
道
明
が
架
蔵
す

る
未
詳
物
語
切
を
『
夜
の
寝
覚
』
の
、
な
が
ら
く
“
幻
”
と
な
っ
て

い
た
末
尾
欠
巻
部
の
、
し
か
も

―
主
人
公
・
寝
覚
の
上
が
冷
泉
院

に
よ
っ
て
幽
閉
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
「
偽
死
事
件
」
が
惹
起
す
る

―

物
語
の
山
場
に
近
い
場
面
で
は
な
い
か
、
と
問
題
提
起
を
し
て
以

来
、
賛
否
両
論
に
よ
っ
て
い
わ
ば
宙
ぶ
ら
り
ん
状
態
に
さ
ら
さ
れ
て

い
た
一
連
の
伝
後
光
厳
院
筆
切
が
、
こ
れ
を
機
に
定
位
を
え
る
こ
と

に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
学
界
に
と
っ
て
慶
賀
す
べ
き
こ
と
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　

―
と
す
れ
ば
、
問
題
は
ま
た
別
の
と
こ
ろ
か
ら
発
生
す
る
。

　

右
の
私
論
を
掲
載
し
た
書
『
王
朝
文
学
の
古
筆
切
を
考
え
る

―

残
欠
の
映
発
』
の
発
刊
に
先
立
っ
て
、
版
元
（
武
蔵
野
書
院
）
の
主

宰
に
よ
る
座
談
会（

３
）が

も
よ
お
さ
れ
、
斯
界
の
第
一
線
の
研
究
者
た
ち

の
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
を
あ
お
ぐ
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
中

川
照
将
が
つ
ぎ
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
。

横
井
先
生
が
今
回
の
切
を
発
見
し
た
と
初
め
て
聞
い
た
と
き
に

は
、
び
っ
く
り
し
て
、
衝
撃
を
受
け
ま
し
た
、
と
い
う
の
が
最

初
の
感
想
。
で
、
こ
れ
か
ら
『
寝
覚
』
研
究
が
ど
う
な
っ
て
い

く
ん
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
第
二
の
感
想
で
す
。
お
そ
ら
く
横

井
先
生
の
（
発
見
し
た
）
切
は
間
違
い
な
く
『
寝
覚
』
の
も
の
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で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
動
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
周

辺
の
資
料
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
連
動
し
て
い
く
か
と
い
う
点
に

興
味
が
あ
り
ま
す
。
…
…
（
略
）
…
…

ま
あ
、
こ
の
後
ど
う
い
う
ふ
う
な
話
の
流
れ
に
な
っ
て
い
く
か

分
か
ら
な
い
で
す
け
ど
、
最
終
的
に
は
末
尾
欠
巻
部
分
の
復
元

作
業
と
い
う
と
こ
ろ
に
話
が
進
ん
で
い
く
ん
で
す
よ
ね
。
私
な

ん
か
は
、
こ
う
い
う
新
た
な
決
定
的
な
資
料
が
発
見
さ
れ
た
と

な
る
と
、
復
元
に
関
し
て
、
ま
た
『
寝
覚
』
研
究
が
暴
走
す
る

ん
だ
ろ
う
な
っ
て
、
恐
ろ
し
い
な
っ
て
。
そ
の
暴
走
を
ど
こ
ま

で
抑
え
ら
れ
る
か
、
資
料
に
基
づ
い
て
、
い
か
に
理
性
的
に
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
、
一
番
重
要
な
と
こ
ろ
だ
と
思
っ
て

い
ま
す
。
…
…（

４
）

　

専
門
の
近
い
顔
見
知
り
同
士
の
間
の
発
言
な
の
で
表
現
自
体
は
ラ

フ
（rough

）
で
、発
言
の
後
半
部
分
、「
復
元
に
関
し
て
、ま
た
『
寝

覚
』
研
究
が
暴
走
す
る
ん
だ
ろ
う
な
っ
て
、
恐
ろ
し
い
な
っ
て
」
と

あ
る
の
は
、
く
だ
け
て
無
造
作
な
物
言
い
の
よ
う
で
は
あ
る
が
、
内

実
は
服
膺
す
べ
き
発
言
内
容
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
『
夜
の
寝
覚
』
中
間
・
末
尾
の
欠
巻
部
に
対
し
て
、
先
駆
的
な
松

尾
聡
の
研
究（

５
）以

来
、
こ
れ
ま
で
散
佚
資
料
を
駆
使
し
た
「
復
元
」
案

が
数
多
く
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
い
ま
さ
ら
い
う
ま
で
も

な
か
ろ
う
。
作
品
を
論
ず
る
こ
と
自
体
が
復
元
案
の
様
相
を
呈
す
る

の
が
『
寝
覚
』
研
究
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
復
元
案
は

微
に
入
り
細
に
入
り
、

―
い
ま
申
し
た
ご
と
く
「
散
佚
資
料
を
駆

使
」
し
、
徹
底
的
な
読
み
込
み
の
も
と
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
研
究

の
名
の
も
と
に
は
必
然
の
な
が
れ
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
中
川

は
そ
の
状
況
を
「
ま
た
『
寝
覚
』
研
究
が
暴
走
す
る
ん
だ
ろ
う
な
」

と
い
い
、「
恐
ろ
し
い
な
」
と
表
現
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

を
服
膺
す
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、
稿
者
な
り
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、

散
佚
資
料
が
右
の
よ
う
な
「
駆
使
」
に
堪
え
う
る
も
の
な
の
か
、
資

料
批
判
が
十
分
な
さ
れ
て
き
た
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
い
た
い
の
で

あ
る
。

　

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
座
談
で
あ
る
こ
と
を
よ
い
こ
と
に
、
稿
者

も
勢
い
で
、
か
な
り
ラ
フ

―
こ
の
場
合
は
、
中
川
と
違
っ
て
「
不

用
意
に
」「
が
さ
つ

0

0

0

に
」
の
意
味
で

―
に
発
言
し
て
い
る
。

た
だ
、
私
の
文
章
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
逸
文
資
料
に
ち
ょ
っ
と

疑
い
を
抱
い
て
い
る
部
分
が
あ
っ
た
ん
で
す
が
、
踏
み
切
れ
な

か
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
や
っ
ぱ
り
逸
文
資
料
は
、
一

応
絶
対
の
も
の
だ
っ
て
い
う
固
定
観
念
が
あ
っ
た
も
の
で
す
か

ら
。
な
に
せ
『
拾
遺
百
番
（
歌
合
）』
は
定
家
で
す
か
ら
ね
。

こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
慎
重
に
か
か
ら
な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

や
っ
ぱ
り
定
家
な
り
の
“
改
作
”
が
あ
る
と
考
え
な
い
と
、『
拾

遺
百
番
』
を
使
う
の
は
、
今
後
は
も
っ
と
慎
重
に
な
ら
な
い
と

い
け
な
い
。

（
６
）

　

そ
れ
こ
そ
、
研
究
の
方
法
に
つ
い
て
の
発
言
は
、
も
っ
と
慎
重
に
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な
ら
な
い
と
い
け
な
い
。
た
だ
し
、
右
の
直
後
の
発
言
に
あ
る
よ
う

に
、「
散
逸
資
料
に
は
バ
イ
ア
ス
が
か
か
っ
て
い
る
」
は
ず
な
の
で

あ
る
。
そ
の
資
料
批
判
を
十
分
に
済
ま
さ
ぬ
ま
ま
の
議
論
は
、
当
然

消
化
し
き
れ
ぬ
捻
れ
が
生
じ
る
可
能
性
を
払
拭
で
き
な
い
は
ず
で
も

あ
る
。

　

本
稿
は
、
右
の
ラ
フ
な
発
言
が
真
に
が
さ
つ
で
不
用
意
で
あ
っ
た

の
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
検
討
す

る
余
地
の
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
は
た
ま
た
、
座
談
会
の
後
始
末

と
し
て
み
ず
か
ら
責
任
を
と
り
き
れ
る
も
の
か
否
か
、
あ
る
程
度
の

見
通
し
を
立
て
た
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
。

二　
『
源
氏
』
本
文
の
問
題
点

　

い
ま
さ
ら
注
釈
を
つ
け
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
座
談
会
で
「
な

に
せ
『
拾
遺
百
番
』
は
定
家
で
す
か
ら
ね
」
と
い
っ
た
の
は
、
藤
原

定
家
に
対
す
る
世
評
に
寄
り
か
か
っ
た
も
の
。

　

廣
田
收
・
久
保
田
孝
夫
と
『
紫
式
部
集
』
に
つ
い
て
の
鼎
談
を
お

こ
な
っ
た
際
、
廣
田
か
ら
そ
の
師
匠
・
南
波
浩
に
よ
る
定
家
評
と
し

て
「
先
生
は
定
家
が
大
嫌
い
だ
っ
た
。
定
家
は
必
ず
手
を
入
れ
る
。

だ
か
ら
、先
生
は
…
…
『
定
家
は
的て

き

屋や

だ
』『
定
家
は
香や

し
具
師
だ
』
と
」

（
７
） 

い
っ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
物
語
の
テ
キ
ス
ト
を
つ
く
る
際
に
は
か

な
ら
ず
底
本
に
非
定
家
本
を
採
用
し
て
い
た
、
と
教
わ
っ
た
。
こ
れ

な
ど
は
、
そ
の
「
世
評
」
の
最
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

す
で
に
わ
れ
わ
れ
は
、
御
物
本
『
土
佐
日
記
』
に
よ
っ
て
、
紀
貫

之
自
筆
本
に
ど
の
よ
う
な
「
手
を
入
れ
」
た
か
、
定
家
の
操
作
の
実

例
を
知
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ほ
か
に
も
、
定
家
本
と
非
定
家
本
の

双
方
が
存
在
す
る
古
典
籍
の
実
例
を
見
て
い
る
。
現
存
本
の
す
べ
て

が
定
家
本
に
淵
源
を
も
つ
、
た
と
え
ば
『
更
級
日
記
』
の
よ
う
な
作

品
で
も
、外
部
資
料

―
了
悟
「
光
源
氏
物
語
本
事
」（『
幻
中
類
林
』）

―
の
あ
げ
る
非
定
家
本
の
本
文
が
、
か
な
り
の
差
異
を
有
す
る
ら

し
い
こ
と
を
示
す
こ
と
が
で
き
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
、
特
に
詞

書
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
物
語
の
紹
介
（
梗
概
）
が
定
家
に
よ
っ
て
「
改

作
」
さ
れ
た
こ
と
を
十
全
に
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
。
藤
原
定
家

撰
の
す
べ
て
を
疑
っ
て
い
て
は
、『
寝
覚
』
の
欠
巻
部
の
ご
と
き
資

料
に
欠
け
る
部
分
の
研
究
な
ど
で
き
た
の
で
は
な
い
。
さ
り
と
て
、

一
部
と
は
い
え
定
家
書
写
本
の
実
態
を
垣
間
見
て
し
ま
っ
た
わ
れ
わ

れ
は
、
も
は
や
無
邪
気
に
気
楽
に
そ
れ
を
利
用
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か

な
い
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
は
ま
だ
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
全
体
に
つ
い
て
論
じ
る
用
意

は
な
い
。
も
っ
ぱ
ら
『
寝
覚
』
と
そ
れ
に
番
わ
れ
て
い
る
『
源
氏
』

の
詞
章
（
の
一
部
）
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　

た
と
え
ば
、
十
七
番
の
本
文
。

　
　
　

左 

　

す
ま
の
う
ら
へ
お
ぼ
し
た
ち
し
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こ
ろ
、
院
の
御
は
か
に
ま
い
む
ら
せ

 

　

た
ま
ひ
て

な
き
か
げ
も
い
か
ゞ
見
る
ら
む
よ
そ
へ
つ
ゝ

な
が
む
る
月
も
く
も
が
く
れ
ぬ
る 

（
二
三
三
）

　
　
　

右 

　
「
は
ゝ
う
へ
か
く
れ
た
ま
ひ
ぬ
」
と
き

 

　

こ
え
し
時
よ
り
、
き
た
や
ま
に
こ

 

　

も
り
ゐ
て
、
つ
ぎ
の
と
し
の
春
、
さ

 

　

く
ら
に
つ
け
て
中
宮
に

 

　
　
　
　
　

右
大
将

し
ら
ざ
り
し
宮
ま
が
く
れ
の
花
の
い
ろ
を

あ
は
れ
む
か
し
と
な
く
〳
〵
ぞ
見
る（

８
） 

（
二
三
四
）

　

左
方
の
『
源
氏
』
歌
は
詞
書
に
記
さ
れ
る
と
お
り
、
須
磨
の
巻
、

旅
立
ち
の
準
備
の
さ
な
か
、
藤
壺
の
宮
を
お
と
ず
れ
た
後
、
桐
壺
院

の
陵
前
で
「
な
き
か
げ
」
の
歌
を
詠
ず
る
。
明
融
本
（
実
践
女
子
大

学
本
）
の
本
文
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
あ
す
と
て
の
く
れ
に

は
、
院
の
御
は
か
を
が
み
て
ま
い
り
給
と
て
、
北
山

へ
ま
う
で
給
ふ
。
あ
か
月
か
け
て
、
月
い
づ
る

こ
ろ
な
れ
ば
、
ま
づ
入
道
の
宮
に
ま
う
で

給
。
…
…
…
…
（
略
）
…
…
…
「
御
山

に
ま
い
り
侍
る
を
、
御
こ
と
づ
て
や
」
と
き
こ
え

給
に
、
…
…
…
…
（
略
）
…
…
…
月
ま
ち

い
で
ゝ
い
で
給
。
御
と
も
に
た
ゞ
五
六
人
許
、
し
も

人
、
む
つ
ま
し
き
か
ぎ
り
し
て
、
御
む
ま
に

て
ぞ
お
は
す
る
。
さ

ラゝ

な
る
こ
と
な
れ
ど
、
あ
り
し

世
の
御
あ
り
き
に
こ
と
な
り
、
み
な
い
と
か
な
し
う

お
も
ふ
中
に
、
か
の
み
そ
ぎ
の
日
、
か
り
の
ず
ひ
じ
ん
（
随
身
）

に
て
つ
か
う
ま
つ
り
し
右
近
の
ぞ
う
（
将
監
）
の
蔵

人
、
う
べ
き
か
う
ぶ
り
も
ほ
ど
す
ぎ
つ
る
を
、
つ

ゐ
に
み
ふ
だ
（
御
簡
）
け
・づ

ら
れ
・て

つ
か
さ
も
と
ら
れ
て
は

し
た
な
け
れ
ば
、御
と
も
に
ま
い
る
う
ち
な
り
。
か
も
（
賀
茂
）

の
し
も
の
御
や
し
ろ
を
、
か
れ
と
み
わ
た
す
ほ

ど
、
ふ
と
思
ひ
い
で
ら
れ
て
、
お
り
て
御
馬
を
の

く
ち
を
と
る
。

　
　

ひ
き
つ
れ
て
あ
ふ
ひ
か
ざ
し
ゝ
そ
の
か
み
を

お
も
へ
ば
つ
ら
し
か
も
の
み
づ
が
き
」
と
い
ふ
を
、
げ
に

い
か
に
お
ふ
ら
ん
と
人
よ
り
け
に
は
な
や
か
な
り
し

も
の
と
お
ぼ
す
も
心
ぐ
る
し
。
君
も
御
馬
よ
り
を
ち

給
て
、
み
や
し
ろ
の
か
た
を
お
が
み
給
と
て
、
神
に

ま
か
り
申
給
。

　
　

う
き
世
を
ば
い
ま
ぞ
わ
か
る
ゝ
と
ゞ
ま
ら
む

名
を
ば
た
ゞ
す
の
神
に
ま
か
せ
て
」
と
の
給
さ
ま
、

物
め
で
す
る
わ
か
き
人
に
て
、
身
に
し
み
て
あ
は

れ
に
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
る
。
御
山
に
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ま
う
で
給
て
、
お
は
し
ま
し
ゝ
御
あ
り
さ
ま
の
め
の

ま
へ
の
や
う
に
お
ぼ
し
出
ら
る
ゝ
。
か
ぎ
り
な
き
に

て
も
、
よ
に
な
く
な
り
ぬ
る
人
ぞ
、
い
さ
む
る
か
た
な
く

く
ち
お
し
き
わ
ざ
な
り
け
る
。
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
な

く
〳
〵
申
給
て
も
、
そ
の
こ
と
は
り
を
あ
ら
は
に

え
う
け
た
ま
は
り
た
ま
は
ね
ば
、
さ
ば
か
り
お
ぼ
し

の
給
は
せ
し
さ
ま
〴
〵
の
御
ゆ
ひ
ご
む
は
、
い
づ
く
へ
か

き
う
せ
に
け
ん
と
い
ふ
、
か
ひ
な
し
。
御
は
か
は
み

ち
の
草
し
げ
く
な
り
て
、
わ
け
い
り
給
（
ふ
）
程
、
い
と
ゞ

露
け
き
に
、
月
も
雲
が
く
れ
て
、
も
り
の
木
だ
ち

木
ぶ
か
く
心
す
ご
し
。
か
へ
り
出
ん
か
た
も
な
き

心
ち
し
て
、
お
が
み
給
に
、
あ
り
し
御
面
か
げ
さ

や
か
に
み
にえ

給
へ
る
。
そ
ゞ
ろ
さ
む
き
ほ
ど
な
り
。

　
　

な
き
か
げ
や
い
か
ゞ
み
る
ら
ん
よ
そ
へ
つ
ゝ

　
　

な
が
む
る
月
も
雲
が
く
れ
ぬ
る
」
あ
け
は
つ
る

程
に
か
へ
り
給
て
、
春
宮
に
御
せ
う
そ
こ
き
こ
え
給
。
…
…

（
17
ウ
５
行
目
～
21
オ
４
行
目
＝
四
〇
七
頁
９
～
四
一
〇
頁
４（

９
））

　

い
ま
、底
本
の
改
行
の
ま
ま
に
本
文
を
掲
げ
た
。
右
近
将
監
の「
ひ

き
つ
れ
て
」、
対
す
る
源
氏
の
「
う
き
世
を
ば
」
の
二
首
は
、
ほ
か

に
も
例
が
多
い
歌
の
書
式

―
改
行
一
字
か
二
字
下
げ
、
歌
末
は
地

の
文
に
接
続
し
て
改
行
な
し
、
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
い
る
が
、『
拾

遺
百
番
歌
合
』
の
依
拠
す
る
「
な
き
か
げ
」
の
歌
の
み
、
上
の
句
末

で
改
行
、
下
の
句
は
地
の
文
に
つ
づ
け
る
と
い
う
書
記
法
に
な
っ
て

い
る
。

　
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
本
文
に
ふ
れ
る
ま
え
に
、
こ
の
歌
の
書
式

に
つ
い
て
寄
り
道
し
て
お
こ
う
。

　

明
融
本
の
須
磨
の
巻
は
墨
付
四
九
丁
。
二
六
丁
６
行
目
の
途
中
か

ら
明
融
を
伝
称
筆
者
と
す
る
筆
跡
に
交
代
す
る
が
、
当
該
箇
所
は
不

明
。
巻
中
四
九
首
の
歌
を
お
さ
め
る
が
、
こ
の
不
明
氏
の
書
写
部
分

の
一
九
首
を
ふ
く
め
、
右
の
引
用
「
な
き
か
げ
」
の
歌
以
外
は
、
す

べ
て
改
行
・
字
下
げ
に
す
る
も
の
の
、
下
の
句
も
つ
づ
け
書
き
す
る
、

例
の
多
い
本
文
形
態
な
の
で
あ
る
。

　

近
年
、
物
語
本
文
内
の
和
歌
の
書
記
法
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
論

じ
る
好
論）

（1
（

が
あ
い
つ
い
で
お
り
、
本
稿
の
指
標
と
な
り
う
る
も
の
で

あ
り
、こ
の
情
勢
は
あ
り
が
た
い
。
そ
こ
で
整
理
さ
れ
て
い
る
の
は
、

加
藤
洋
介
の
ま
と
め
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、

　

Ａ　

和
歌
独
立
型
。
和
歌
二
行
書
、
第
一
・
二
行
と
も
に
地
の
文

よ
り
一
～
二
字
下
げ
て
書
き
始
め
、
二
行
で
書
き
終
わ
り
、
続

く
地
の
文
は
改
行
し
て
、
行
頭
か
ら
空
き
字
な
し
に
書
く
。

　

Ｂ　

地
の
文
融
合
型
。和
歌
二
行
書（
三
行
に
な
る
こ
と
も
あ
り
）、

第
一
の
み
改
行
し
て
地
の
文
よ
り
一
～
二
字
下
げ
て
書
き
始

め
、
二
行
目
は
地
の
文
と
同
じ
高
さ
に
書
き
、
続
く
地
の
文
は

改
行
せ
ず
に
和
歌
に
続
け
て
書
く
。

　

Ｃ　

折
衷
型
。
和
歌
二
行
書（
三
行
に
な
る
こ
と
も
あ
り
）、第
一
・
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二
行
と
も
に
地
の
文
よ
り
一
～
二
字
下
げ
て
書
き
始
め
る
が
、

続
く
地
の
文
は
改
行
せ
ず
に
和
歌
に
続
け
て
書
く
。

な
ど
（
Ｂ
の
亜
種
で
あ
る
Ｄ
を
含
め
て
）
が
お
も
な
書
式
と
な
る
と

い
う
。

　

明
融
本
の
須
磨
の
巻
は
お
お
む
ね
Ｂ
型
な
の
だ
が
、
問
題
と
す
る

箇
所
は
Ｃ
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
加
藤
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
桐
壺

の
巻
以
下
の
東
海
大
学
蔵
明
融
本
九
帖
・
尊
経
閣
文
庫
蔵
定
家
自
筆

本
二
帖
は
Ｂ
型
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
、
他
書
式
が
混
在
し
て
い
る

と
い
う
。
実
践
女
子
大
学
蔵
の
明
融
本
も
須
磨
の
巻
な
ど
は
同
様
に

い
い
う
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
加
藤
が
「
不
統
一
性
が
書
写
者
に
起

因
し
て
い
る
可
能
性
」
を
い
う
と
お
り
、
伝
明
融
の
筆
跡
の
部
分
は

他
巻
で
も
ほ
ぼ
一
貫
し
て
お
り
、
不
明
氏
の
部
分
で
右
の
よ
う
に
生

起
し
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
べ
き
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
右
の
須
磨
の
本
文
で
気
が
か
り
な
の
は
、
傍
線
を
ほ
ど

こ
し
た
よ
う
に
、『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
光
源
氏
の
独
詠
の
初
句
を

「
な
き
か
げ
も
」
と
す
る
と
こ
ろ
、『
源
氏
物
語
』
で
は
「
な
き
か
げ

や
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
右
に
は
明
融
本
本
文
で
引
い
た

が
、『
源
氏
物
語
大
成
』
未
所
収
の
飯
島
本
・
保
坂
本
・
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
蔵
本）

（（
（

・
伏
見
天
皇
本
・
三
条
西
家
日
大
本
・
幽
斎
本
・
公
条

本
（
実
践
女
子
大
学
山
岸
文
庫
蔵
）・
古
活
字
本
・
湖
月
抄
等
々
の

諸
本
に
異
同
が
な
い
。

　

定
家
自
筆
本
た
る
『
歌
合
』
撰
集
時
に
彼
の
座
右
に
あ
っ
た
『
源

氏
』
本
文
が
、
現
存
の
定
家
本
『
源
氏
』
と
一
致
し
な
い
と
い
う
の

は
、
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。『
歌
合
』
巻
末
の
奥
書
に
、

此
哥
先
年
依
後
京
極
殿
仰

給　

宣
陽
門
院
御
本
物
語
所

撰
進
也　
私
草
被
借
失
了

仍
更
求
書
写
本
令
書
留
之

と
あ
る
よ
う
に
、
京
極
良
経
の
仰
せ
に
よ
っ
て
撰
進
さ
れ
た
当
時
、

定
家
の
「
私
草
」
が
失
わ
れ
て
お
り
、
あ
ら
た
め
て
写
し
た
本
を
手

許
に
書
き
留
め
て
お
い
た
、
と
い
う
。
伊
井
春
樹
は
、
こ
の
「
更
求

書
写
本
」
と
『
明
月
記
』
嘉
禄
元
年
（
一
二
二
五
）
二
月
一
六
日
条

に
「
建
久
之
比
、
被
盗
失
了
」
そ
の
た
め
「
家
中
無
此
物
」
だ
っ
た

が
、
こ
の
ほ
ど
「
源
氏
物
語
五
十
四
帖
」
書
写
が
完
成
し
た
と
い
う

記
事
と
の
関
連
を
も
と
め
、「
現
存
す
る
定
家
筆
本
の
出
現
に
は
二

段
階
の
成
長
が
あ
」
り
、
そ
の
は
ざ
ま
に
『
拾
遺
百
番
歌
合
』
の
撰

進
が
あ
っ
た
と
い
う）

（1
（

。

　
『
拾
遺
百
番
』
依
拠
の
本
文
が
「
青
表
紙
本
成
立
以
前
の
定
家
本
」

で
あ
り
、
そ
れ
が
嘉
禄
元
年
の
校
訂
本
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
可
能

性
を
読
も
う
と
す
る
安
宅
克
己
の
論）

（1
（

が
あ
る
一
方
で
、
河
内
本
・
別

本
と
も
一
致
す
る
本
文
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
青
表
紙
本
成

立
以
前
の
状
況
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
こ
と
を
評
価
す
る
加
藤
洋

介
の
意
見）

（1
（

も
あ
る
。
今
後
の
検
討
課
題
で
あ
る
。
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三　

詞
書
の
方
法

　

さ
て
、
寄
り
道
が
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
稿
の
問
題
意
識
に

い
そ
ぎ
戻
る
こ
と
に
し
よ
う
。『
拾
遺
百
番
歌
合
』
十
七
番
の
本
文

に
つ
い
て
、
で
あ
っ
た
。

　
『
拾
遺
百
番
』
の
左
方
の
詞
書
は
「
す
ま
の
う
ら
へ
お
ぼ
し
た
ち

し
こ
ろ
、
院
の
御
は
か
に
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
て
」
に
つ
い
て
、
前
半

は
物
語
展
開
を
縮
約
し
た
も
の
で
、
直
接
『
源
氏
』
本
文
を
引
い
た

も
の
で
は
な
い
。
後
半
「
院
の
御
は
か
に
…
…
」
は
、
ま
っ
た
く
合

致
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
本
文
に
「
院
の
御
は
か
を
が
み
て
ま
い

り
給
と
て
」「
御
山
に
ま
い
り
侍
る
を
」「
御
山
に
ま
う
で
給
て
」
な

ど
類
似
の
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、「
な
き
か

げ
や
」
の
歌
は
、「
い
か
ゞ
み
る
ら
ん
」
と
桐
壺
院
に
向
け
て
の
訴

え
の
姿
勢
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
詞
書
の
「
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ

て
」
と
い
う
縮
約
は
不
当
な
も
の
で
は
な
い
。

　

一
方
の
右
方
『
寝
覚
』
の
そ
れ
は
、
右
大
将
（「
ま
さ
ご
」
で
あ

ろ
う
）
が
母
寝
覚
の
上
の
死
の
報
に
接
し
た
衝
撃
の
た
め
に
北
山
に

籠
も
っ
た
と
あ
る
が
、「
は
ゝ
う
へ
か
く
れ
た
ま
ひ
ぬ
」
が
物
語
中

の
台
詞
を
直
接
引
用
し
た
本
文
な
の
か
、
あ
る
い
は
台
詞
を
変
型
さ

せ
た
も
の
か
、『
源
氏
』
須
磨
の
例
を
も
っ
て
類
推
す
る
と
し
て
も
、

判
断
の
材
料
が
な
い
。
い
わ
ゆ
る
末
尾
欠
巻
部
の
歌
と
見
な
せ
る
た

め
、
本
文
と
照
合
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
梗
概
・
あ
ら
す
じ
の
よ
う
に
物
語
を
圧
縮
し
て
提
示

す
る
た
め
に
は
、次
の
よ
う
な
方
法
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑴　

点
綴

⑵　

省
略

⑶　

取
意

　

⑴
は
引
用
本
文
を
も
っ
て
点
綴
す
る
方
法
。
⑶
は
本
文
か
ら
離
れ

て
全
体
を
圧
縮
す
る
方
法
。
⑵
も
ま
た
似
た
よ
う
な
も
の
だ
が
、
⑴

⑶
の
中
間
的
方
法
と
し
て
あ
げ
て
み
た
。
い
ず
れ
も
截
然
と
区
切
れ

る
わ
け
で
は
な
く
、
⑴
⑵
⑶
の
境
界
線
は
そ
れ
ぞ
れ
曖
昧
だ
が
、
縮

約
の
要
素
を
認
識
す
る
ひ
と
つ
の
目
安
、
い
わ
ば
便
宜
で
あ
る
。
し

か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
は
複
合
的
に
用
い
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
だ

ろ
う
。し
い
て
い
え
ば
十
七
番
の
左
方
は
⑵
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、

「
座
談
会
」
で
「
な
に
せ
『
拾
遺
百
番
』
は
定
家
で
す
か
ら
ね
」
と

放
言
し
た
も
の
の
、
す
く
な
く
と
も
十
七
番
の
左
方
の
詞
書
に
限
っ

て
は
、
右
に
見
た
よ
う
に
さ
ほ
ど
不
当
な
縮
約
で
は
な
か
っ
た
。

　

し
か
し
、
問
題
は
実
践
女
子
大
学
の
所
蔵
に
帰
し
た
新
出
の
断
簡

に
か
か
わ
る
部
分
に
顕
在
化
し
て
い
る
。
断
簡
の
本
文
は
こ
の
よ
う

な
も
の
だ
っ
た
（
句
読
濁
点
等
を
付
す
）。

　

し
ら
ざ
り
し
や
ま
ぢ
の
月
を
ひ
と
り
み
て

よ
に
な
き
身
と
や
思
ひ
い
づ
ら
ん
」
と
の
み
な
が
め

い
り
た
ま
ふ
に
、
女
三
宮
い
と
う
つ
く
し
う
も
の

お
も
ひ
し
り
お
よ
ず
け
給
つ
ゝ
、
は
ゝ
の
女
御
の
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御
こ
と
お
ぼ
し
い
づ
る
な
め
り
。
お
ほ
ど
か
に
う
ち
な
が

め
い
で
ゝ
、
つ
ゆ
け
ゞ
な
る
御
袖
の
気
色
も
い
み

じ
く
ら
う
た
げ
な
る
に
、
か
く
こ
そ
は
た
れ
も

お
ぼ
し
い
づ
ら
め
、
と
思
ひ
や
る
に
さ
へ
、
い
と
ゞ
な
が
め

い
づ
る
に
つ
け
て
も
、
な
つ
か
し
く
う
ち
か
た
ら
ひ
、

か
ゝ
る
人
も
お
は
せ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
と
お
も
ふ
に
も

　

こ
の
断
簡
の
直
前
の
本
文
が
ま
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
直

接
の
対
照
が
で
き
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
が
、『
歌
合
』
を
含
む
散

佚
資
料
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

〔『
拾
遺
百
番
歌
合
』
八
番
〕

　

右　
　
　

右
大
将
、
三
ゐ
の
中
将
と
き
こ
え

　
　
　
　
　

し
、「
き
た
や
ま
に
こ
も
り
ゐ
ぬ
」

　
　
　
　
　

と
つ
た
へ
き
ゝ
て

し
ら
ざ
り
し
や
ま
べ
の
月
を
ひ
と
り
見
て

世
に
な
き
身
と
や
お
も
ひ
い
づ
ら
む 

（
二
一
六
）

〔『
風
葉
和
歌
集
』
巻
第
一
七
・
雑
二
〕

世
に
な
き
さ
ま
に
聞
え
て
の
ち
、「
右
大
将
、
北
山
に
こ

も
れ
り
」
と
つ
た
へ
き
ゝ
て
、
月
の
あ
か
ゝ
り
け
る
夜
、

な（
な
か
ら
む
イ
）

か
む
ら
ん
お
も
か
げ
も
み
る
こ
ゝ
ち
し
て
思
ひ
や
ら
れ

け
れ
は 

ね
ざ
め
の
広
沢
の
准
后

し
ら
ざ
り
し
山
べ
の
月
を
ひ
と
り
み
て
世
に
な
き
身
と
や
思
ひ

い
づ
ら
む 

（
一
二
七
〇
）

〔
伝
後
光
厳
院
筆
『
夜
寝
覚
抜
書
』〕

あ
は
れ
我
を
思
い
づ
る
人
も
あ
ら
む
か
し
。
三
位
中
将
、
山
ふ

か
く
あ
と
を
た
ち
、た
え
こ
も
り
た
る
ら
む
心
□
し
の
ほ
ど
よ
。

い
か
で
ゆ
め
□
う
ち
に
も
、
□
く
て
あ
る
ぞ
と
し
ら
せ
て
し
が

な
。
お
さ
な
き
人
〴
〵
の
、
さ
ま
〴
〵
恋
し
さ
な
ど
、
身
を
せ

む
る
や
う
に
、
い
と
た
へ
が
た
□
に
も
、
も
の
お
も
ふ
秋
は
あ

ま
た
へ
に
し
か
ど
、
い
と
か
く
し
も
は
、
お
ぼ
え
ざ
り
き
か
し
。

し
ほ
れ
わ
び
我
ふ
る
さ
と
の
お
ぎ
の
葉
に

　

み
だ
る
と
つ
げ
よ
あ
き
の
ゆ
ふ
か
ぜ

し
ら
ざ
り
し
山
ぢ
の
月
を
ひ
と
り
み
て

　

世
に
な
き
身
と
や
お
も
ひ
い
づ
ら
む

 

（
散
ら
し
書
き
を
便
宜
的
に
整
理
表
記
し
た
）

　
『
拾
遺
百
番
』
詞
書
の
前
半
「
右
大
将
、
三
ゐ
の
中
将
と
き
こ
え

し
」
は
、
十
七
番
左
の
「
す
ま
の
う
ら
へ
お
ぼ
し
た
ち
し
こ
ろ
」
と

同
様
、
物
語
中
の
時
期
・
所
在
を
し
め
す
縮
約
で
あ
り
、
取
意
と
見

な
し
う
る
例
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
直
後
「
き
た
や
ま
に
こ
も
り
ゐ

ぬ
」
は
寝
覚
の
上
に
伝
達
し
た
ひ
と
の
台
詞
の
引
用
の
よ
う
に
見
え

る
が
、『
風
葉
集
』
で
は
「
右
大
将
、
北
山
に
こ
も
れ
り
」
と
あ
り
、

こ
の
表
現
の
相
違
は
誤
写
や
誤
認
の
差
異
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、

大
阪
青
山
大
蔵
『
抜
書
』
に
は
「
三
位
中
将
、
山
ふ
か
く
あ
と
を
た

ち
、
た
え
こ
も
り
た
る
ら
む
心
□
し
の
ほ
ど
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
詞

書
と
直
接
対
応
す
る
本
文
で
は
な
い
と
は
い
い
う
る
に
せ
よ
、
表
現
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は
微
妙
に
錯
綜
す
る
。

　

つ
ま
り
、『
拾
遺
百
番
』
の
「
き
た
や
ま
に
こ
も
り
ゐ
ぬ
」
も
『
風

葉
集
』
の
「
右
大
将
、
北
山
に
こ
も
れ
り
」
も
対
立
し
あ
っ
て
い
る

た
め
、
い
ず
れ
か
一
方
が
『
寝
覚
』
の
散
佚
本
文
を
直
接
引
用
し
た

本
文
と
は
証
し
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
か
ろ
う
じ
て
、

両
者
に
は
「
つ
た
へ
き
ゝ
て
」
の
六
文
字
が
一
致
し
て
、
物
語
の
展

開
に
そ
の
よ
う
な
事
実

―
何
者
か
に
よ
っ
て
寝
覚
の
上
に
「
ま
さ

ご
」
が
北
山
に
隠
棲
し
た
と
の
消
息
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

―
が
あ
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。『
抜
書
』
が
、

寝
覚
の
上
が
「
三
位
中
将
、
山
ふ
か
く
あ
と
を
た
ち
、
た
え
こ
も
り

た
る
ら
む
心
□
し
の
ほ
ど
よ
」
と
い
う
感
懐
を
も
ら
し
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
も
補
強
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
る
。

　
『
拾
遺
百
番
』
の
詞
書
が
ど
の
よ
う
な
基
準
で
作
ら
れ
て
い
る
か

に
つ
い
て
は
、
贈
答
の
贈
歌
あ
る
い
は
答
歌
の
み
を
採
用
す
る
際
の

片
割
れ
に
つ
い
て
の
あ
つ
か
い
を
論
じ
た
米
田
明
美
の
論）

（1
（

ほ
か
、
積

極
的
に
説
い
て
い
る
も
の
は
（
も
と
よ
り
管
見
で
は
あ
る
が
）
見
か

け
な
い
。
米
田
は
、

（
Ａ
）
詞
書
に
贈
歌
一
首
を
記
し
、
そ
の
答
歌
で
あ
る
こ
と
を
示

す
も
の
。

（
Ｂ
）
詞
書
に
贈
歌
の
一
部
を
記
し
、
そ
の
答
歌
で
あ
る
こ
と
を

示
す
も
の
。

の
二
種
の
書
き
わ
け
が
あ
る
と
い
い
、『
拾
遺
百
番
』
で
は
（
Ａ
）

が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の
贈
歌
が
『
歌
合
』
内
に
採
用
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
、
ま
た
（
Ｂ
）
の
場
合
に
は
ほ
ぼ
『
歌
合
』
内
に
そ
の
歌
が

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。

（
Ａ
）
の
例
は
、
た
と
え
ば
『
拾
遺
百
番
』
十
一
番
。

　
　
　

左 

　

か
し
は
木
の
権
大
納
言
、
を
き
て

 

　

ゆ
く
そ
ら
も
し
ら
れ
ぬ
し
の
ゝ
め
に

 

　

い
づ
こ
の
つ
ゆ
の
か
ゝ
る
そ
で
な
り
、

 

　

と
う
れ
へ
き
こ
え
け
る
か
へ
し

 

　
　
　
　
　

二
品
内
親
王
朱
雀
院
第
三

あ
け
ぐ
れ
の
そ
ら
に
う
き
身
は
き
え
な
ゝ
む

ゆ
め
な
り
け
り
と
見
て
も
や
む
べ
く 

（
二
二
一
）

　
　
　

右 

　

ね
ざ
め
の
な
げ
き
の
は
じ
め
、

 

　

あ
か
月
の
わ
か
れ
に
、
世
に
し
ら

 

　

ぬ
つ
ゆ
け
さ
な
り
や
わ
か
る
れ
ど

 

　

ま
た
い
と
か
ゝ
る
あ
か
月
ぞ
な
き
、

 

　

と
侍
り
け
る
か
へ
し

 

　
　
　
　
　

民
部
卿
室

し
ら
つ
ゆ
の
か
ゝ
る
ち
ぎ
り
を
見
る
人
も

き
え
て
わ
び
し
き
あ
か
月
の
そ
ら 

（
二
二
二
）

（
Ｂ
）
の
例
は
、
た
と
え
ば
『
拾
遺
百
番
』
十
四
番
。

　
　
　

左 
　

宮
す
ん
所
か
く
れ
て
の
ち
、
内
よ
り
、

 

　

み
や
木
の
ゝ
つ
ゆ
ふ
き
む
す
ぶ
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こ
が
ら
し
に
、
と
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
け
れ
ば

 

　
　
　
　
　

桐
壺
更
衣
母

あ
ら
き
か
ぜ
ふ
せ
ぎ
し
か
げ
の
か
れ
し
よ
り

こ
は
ぎ
が
う
へ
ぞ
し
づ
心
な
き　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
七
）

　
　
　

右 

　

中
納
言
の
君
、
き
え
か
へ
り
て
も
い
つ
か

 

　

わ
す
れ
む
、
と
き
こ
え
け
る
か
へ
し

 

　
　
　
　
　

右
大
将

ふ
き
は
ら
ふ
あ
ら
し
に
わ
び
て
あ
さ
ぢ
ふ
の

つ
ゆ
の
こ
ら
じ
と
君
に
つ
た
へ
よ 

（
二
二
八
）

　

十
四
番
左
歌
の
「
み
や
木
の
」
は
前
『
百
番
』
の
五
十
六
番
歌
左

歌
（
一
一
一
）
に
あ
り
、
右
歌
「
き
え
か
へ
り
て
」
は
十
三
番
右

歌
（
二
二
六
）
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
定
家
の
撰
集
方
針
が
看
取
で

き
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
米
田
は
、『
拾
遺
百
番
』
に
お
け
る
（
Ａ
）

（
Ｂ
）
の
差
異
は
「
歌
の
重
複
を
避
け
る
た
め
」
の
配
慮
で
あ
り
、「
定

家
が
工
夫
を
重
ね
」
た
結
果
だ
、
と
説
い
た
。
こ
の
、
贈
答
歌
の
引

き
か
た
に
対
す
る
判
断
に
は
、
い
ま
異
論
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
物

語
本
文
の
梗
概
化
、
圧
縮
の
方
法
に
つ
い
て
直
接
論
じ
た
も
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
、
右
の
論
中
に
「
詞
書
を
付
す
こ
と
に
、
定
家
は
細

心
の
注
意
を
払
っ
た
」「
工
夫
を
重
ね
、
何
ど
も
見
直
し
た
で
ろ
う
」

と
推
定
し
て
い
る
こ
と
に
、
本
稿
で
は
こ
だ
わ
り
た
い
の
で
あ
る
。

　

十
一
番
右
の
詞
書
「
ね
ざ
め
の
な
げ
き
の
は
じ
め
、
あ
か
月
の
わ

か
れ
」
は
、
現
存
巻
一
の
法
性
寺
僧
都
の
九
条
邸
で
の
主
人
公
と
中

納
言
の
出
会
い
の
直
後
、
但
馬
守
女
と
誤
認
し
た
ま
ま
「
月
も
入
」

る
こ
ろ
、
夜
の
闇
の
な
か
に
わ
か
れ
る
際
の
中
納
言
と
対
の
君
（
の

ち
民
部
卿
室
）
と
の
贈
答
を
さ
す
。「
世
に
し
ら
ぬ
…
…
」
は
中
納

言
の
歌
。
そ
れ
へ
の
答
歌
が
「
し
ら
つ
ゆ
の
…
…
」
な
の
で
あ
る
。

詞
書
の
し
め
す
と
こ
ろ
は
、
物
語
本
文
が
現
存
し
て
い
る
の
で
芋
を

と
る
の
は
容
易
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
文
の
支
援
な
し
に
詞
書
だ
け

で
展
開
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
の
は
、
か
な
り
困
難
と
い
う
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

十
四
番
右
歌
の
場
合
は
な
お
さ
ら
で
、
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
和
歌

の
下
句
を
の
ぞ
け
ば
、
詞
書
は
「
中
納
言
の
君
…
…
と
き
こ
え
け
る

か
へ
し
」
と
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
う
し
た
詞
書
の
あ
り
よ
う
は
、
す
で
に
物
語

の
展
開
を
承
知
し
て
い
る
人
間
に
対
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
だ
。

詞
書
が
物
語
内
容
の
圧
縮
を
免
れ
ぬ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
縮
約
を
は

か
る
撰
者
の
バ
イ
ア
ス
が
か
か
る
こ
と
は
必
然
化
す
る
。「
点
綴
」「
省

略
」「
取
意
」
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
何
を
選
択
す
る
か
、
そ
れ
を

ど
う
表
現
す
る
か
は
個
人
差
が
生
じ
る
。
そ
の
「
個
人
差
」

―
つ

ま
り
、
特
定
個
人
に
よ
る
方
法
意
識

―
を
見
き
わ
め
る
努
力
が
要

請
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
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四　

伝
後
光
厳
院
筆
断
簡
の
さ
き
へ

　

今
回
の
古
筆
切
発
見
を
め
ぐ
っ
て
、
座
談
会
で
中
川
照
将
の
発
言

は
、
一
見
挑
発
的
な
放
言
に
似
て
い
た
。

―
「
こ
う
い
う
新
た
な

決
定
的
な
資
料
が
発
見
さ
れ
た
と
な
る
と
、
復
元
に
関
し
て
、
ま
た

『
寝
覚
』
研
究
が
暴
走
す
る
ん
だ
ろ
う
な
っ
て
、恐
ろ
し
い
な
っ
て
」。

―
散
佚
資
料
に
対
す
る
徹
底
的
な
読
み
込
み
の
果
て
、
結
果
的
に

は
論
者
の
数
だ
け
復
元
案
が
あ
る
と
い
う
現
状
へ
の
皮
肉
以
外
の
な

に
も
の
で
も
な
い

　
『
夜
の
寝
覚
』
は
、
先
に
も
ふ
れ
た
こ
と
の
く
り
か
え
し
に
な
る

け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
論
ず
る
こ
と
自
体
が
（
一
定
程
度
以
上
に
）
復

元
案
の
様
相
を
呈
し
て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
。
断
片
的
な
資
料
を
通

じ
て
欠
巻
部
を
遠
望
し
た
う
え
で
現
状
を
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
散
佚
資
料
は
貴
重
な
証
言
者
で
は
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
資
料
批

判
に
た
え
う
る
も
の
か
、
今
後
は
い
っ
そ
う
慎
重
に
は
か
ら
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　

さ
り
と
て
、
散
佚
資
料
が
か
ぎ
ら
れ
て
い
た
一
時
期
の
研
究
段
階）

（1
（

の
よ
う
に
、
欠
巻
部
を
“
幻
”
の
か
な
た
に
押
し
や
っ
て
、
現
存
形

態
で
の
決
着
を
急
ぐ
の
は
、
現
状
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
実
践
女
子
大
学

蔵
の
新
出
断
簡
を
は
じ
め
と
す
る
一
連
の
伝
後
光
厳
院
筆
切
だ
け
で

も
、
二
〇
一
四
年
九
月
現
在
、
一
六
葉
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
る
。

前
稿
（
注
１
論
文
）
の
段
階
か
ら
一
歩
だ
け
先
に
進
ん
だ
一
覧
表
を

次
に
あ
げ
て
お
こ
う
。

①
個
人
蔵
古
筆
手
鑑
所
収
・『
古
筆
学
大
成　

第
二
十
五
巻　

漢

籍
・
仏
書
・
其
の
外
』
所
載
切 

…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
行　

②
永
青
文
庫
蔵
古
筆
手
鑑
『
墨
叢
』
所
収
・
伝
後
光
厳
院
筆
物
語

切 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
八
行　

③
徳
川
黎
明
会
蔵
古
筆
手
鑑
『
集
古
帖
』
所
収
・
伝
後
光
厳
院
筆

物
語
切 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
行　

④
思
文
閣
『
名
家
古
筆
手
鑑
集
』「
古
筆
手
鑑
（
５
）」
所
収
・
伝

後
光
厳
院
筆
物
語
切 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
行　

⑤
仁
平
道
明
蔵
・
伝
後
光
厳
院
筆
物
語
切 

…
…
…
…
…
…
九
行　

⑥
東
北
大
学
附
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
・
伝
後
光
厳
院
筆
切

 
 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
行　

⑦
専
修
大
学
図
書
館
蔵
古
筆
手
鑑
『
墨
跡
彙
考
』
所
収
・
伝
後
光

厳
院
筆
切 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九
行　

⑧
個
人
蔵
古
筆
手
鑑
所
収
（
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
蔵
写
真
帳
所

載
）
切 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
行　

⑨
善
光
寺
大
勧
進
蔵
古
筆
手
鑑
（
貼
交
屏
風
）
所
収
・『
善
光
寺

本
坊
大
勧
進
宝
物
集
』
所
載
切 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
六
行　

⑩
池
田
和
臣
蔵
・
伝
後
光
厳
院
筆
物
語
切 

…
…
…
…
…
一
一
行　

⑪
小
林
茂
俊
蔵
古
筆
手
鑑
『
か
た
ば
み
帖
』
所
収
・
伝
後
光
厳
院

筆
物
語
切 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
一
行　



― 13 ―

⑫
実
践
女
子
大
学
蔵
伝
後
光
厳
院
筆
『
夜
の
寝
覚
』
切

 
 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
行　

⑬
西
尾
市
岩
瀬
文
庫
蔵
『
芳
翰
模
彙
』
所
収
・
伝
後
光
厳
院
筆
物

語
切 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
行　

⑭
南
園
文
庫
蔵
・
伝
後
光
厳
院
筆
切 

…
…
…
…
…
…
…
一
〇
行　

⑮
出
光
美
術
館
蔵
古
筆
手
鑑
『
墨
寶
』
所
収
・
伝
後
光
厳
院
筆
物

語
切）

（1
（

 

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一
〇
行　

⑯
個
人
蔵
・
伝
後
光
厳
院
筆
切 
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三
行　

　

こ
こ
で
は
一
四
三
行
、
約
二
五
五
〇
字
の
末
尾
欠
巻
部
の
本
文
が

出
そ
ろ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
四
〇
〇
字
詰
め
の
原
稿
用
紙

に
換
算
し
て
六
・
三
六
枚
。
末
尾
欠
巻
部
の
総
体
か
ら
み
れ
ば
ご
く

ご
く
僅
か
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
が
、
推
理
と
憶
測
で
補
完
す
る
散
佚

資
料
と
は
異
な
り
、
本
文
そ
の
も
の
が
こ
れ
だ
け
研
究
者
の
前
に
供

せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ゼ
ロ
か
ら
一
気
に
二
五
〇
〇
字
あ
ま
り
の
本

文
を
手
に
入
れ
た
の
は
大
き
な
収
穫
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
強
調

す
る
に
足
る
現
実
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
伝
慈
円
筆
六
半
切
二
葉）

（1
（

（
二
六
行
・
五
三
三
字
）

が
あ
り
、
伝
寂
蓮
筆
国
宝
『
寝
覚
物
語
絵
巻
』
詞
書
が
あ
り
、
伝
後

光
厳
院
筆
『
夜
寝
覚
抜
書
』
が
あ
る
。
今
後
は
こ
れ
ら
の
古
筆
資
料

を
「
駆
使
」
す
る
段
階
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
古
筆
切
の
配
列
も
、

い
ま
だ
さ
だ
か
で
は
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
散
佚
資
料
自
体
の
徹
底
的
検
証
が
必
須
の
作
業
と
し
て

前
に
横
た
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
も
っ
ぱ
ら
『
拾
遺
百
番
歌
合
』

の
問
題
点
を
あ
げ
つ
ら
っ
た
が
、『
風
葉
集
』
の
詞
書
も
ま
た
、
同

様
な
検
証
作
業
が
も
と
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
の
前
段
階
と

し
て
、
先
の
「
座
談
会
」
で
の
稿
者
の
放
言
を
反
省
し
つ
つ
、
さ
さ

や
か
な
問
題
提
起
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

注（
１
） 

横
井
「『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
の
出
現

―
伝
後
光
厳

院
筆
物
語
切
の
正
体
」（
横
井
・
久
下
裕
利
編
『〈
考
え
る
シ
リ
ー

ズ
Ⅱ
〉
①

知
の

挑
発　

王
朝
文
学
の
古
筆
切
を
考
え
る

―
残
欠
の
映
発
』

武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
四
年
五
月
刊
、
所
収
）。

（
２
） 

仁
平
道
明
「『
夜
の
寝
覚
』
末
尾
欠
巻
部
断
簡
考

―
架
蔵
切
後

光
厳
院
筆
切
を
中
心
に
」（
久
下
裕
利
編
『
狭
衣
物
語
の
新
研
究

―
頼
通
の
時
代
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年
七
月
刊
、

所
収
。
の
ち
『
物
語
論
考
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
九
年
三
月
刊
、

所
収
）。

（
３
） 横
溝
博
（
司
会
）・
大
槻
福
子
・
久
保
木
秀
夫
・
中
川
照
将
・
仁

平
道
明
・
横
井
「
特
集　

座
談
会　

夜
の
寝
覚
」（『
武
蔵
野
文
学
』

二
〇
一
四
増
刊
春
号
、
二
〇
一
四
年
五
月
）、
表
紙
に
「
寝
覚
め
る

古
筆
切
」
と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
・コ
ピ
ー
を
付
す
。
以
下
、
単
に
「
座

談
会
」
と
略
称
す
る
。
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（
４
） 注
３
「
座
談
会
」、
六
～
七
頁
。

（
５
） 
当
該
方
面
の
研
究
で
は
常
識
的
な
著
書
で
あ
る
が
一
応
挙
げ
て
お

く
。
松
尾
聡
『
平
安
時
代
物
語
の
研
究

―
散
佚
物
語
四
十
六
篇

の
形
態
復
原
に
関
す
る
試
論
』（
東
宝
書
房
、
一
九
五
五
年
六
月

刊
）。

（
６
） 注
３
「
座
談
会
」、
三
〇
～
三
一
頁
。

（
７
） 「
鼎
談
『
紫
式
部
集
』
研
究
の
現
状
と
課
題　

Ⅰ
」（
廣
田
收
・
久

保
田
孝
夫
・
横
井
『
紫
式
部
集
か
ら
の
挑
発

―
私
家
集
研
究
の

方
法
を
模
索
し
て
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
五
月
刊
、
所
収
）、

一
五
六
頁
。
こ
の
鼎
談
は
二
〇
一
二
年
九
月
一
〇
日
・
一
一
日
の

二
日
間
に
お
こ
な
っ
た
。

（
８
） 『
拾
遺
百
番
歌
合
』
本
文
は
、
日
本
古
典
文
学
影
印
叢
刊
『
物
語

二
百
番
歌
合　

風
葉
和
歌
集
桂
切
』（
日
本
古
典
文
学
会
貴
重
本

刊
行
会
、
一
九
八
〇
年
八
月
刊
）
に
よ
る
。

（
９
） 『
源
氏
物
語
』
本
文
は
明
融
本
（
実
践
女
子
大
学
本
）
に
よ
り
、

句
読
濁
点
等
の
記
号
を
付
し
た
。『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
の

頁
数
に
よ
っ
て
所
在
を
示
し
た
。

（
10
） お
も
な
文
献
と
し
て
つ
ぎ
の
ご
と
き
が
あ
る
。

　

⒜ 

阿
部
秋
生「
解
説
」（
陽
明
叢
書『
源
氏
物
語
・一（
翻
刻
・
解
説
篇
）』

思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
刊
、
所
収
）

　

⒝ 

田
村
悦
子
「
散
文
（
物
語
・
草
子
類
）
中
に
お
け
る
和
歌
の
書
式

に
つ
い
て
」（『
美
術
研
究
』
第
三
一
七
号
、
一
九
八
一
年
七
月
）

　

⒞ 

田
中
新
一
「
王
朝
物
語
本
に
お
け
る
和
歌
書
式
」（
樋
口
芳
麻
呂

編『
王
朝
和
歌
と
史
的
展
開
』笠
間
書
院
、一
九
九
七
年
一
二
月
刊
、

所
収
）

　

⒟ 

今
野
真
二
『
仮
名
表
記
論
攷
』（
清
文
堂
出
版
、
二
〇
〇
一
年
一

月
刊
）

　

⒠ 

池
田
和
臣
「
源
氏
物
語
の
文
体
形
成

―
仮
名
消
息
と
仮
名
文
の

表
記
」（『
国
語
と
国
文
学
』第
七
九
巻
第
二
号
、二
〇
〇
二
年
二
月
）

　

⒡ 

加
藤
昌
嘉
「『
源
氏
物
語
』
は
、
手
で
か
か
れ
た
も
の
に
他
な
り

ま
せ
ん
。」（『
日
本
文
学
誌
要
』
第
八
〇
号
、
二
〇
〇
九
年
七
月
）

　

⒢ 

加
藤
洋
介
「
大
島
本
源
氏
物
語
の
本
文
成
立
事
情

―
若
菜
下
巻

の
場
合
」（
中
古
文
学
会
関
西
部
会
編
『
大
島
本
源
氏
物
語
の
再

検
討
』
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
九
年
一
〇
月
刊
、
所
収
）

　

⒣ 

今
野
真
二
『
日
本
語
の
考
古
学
』（
岩
波
新
書
・
岩
波
書
店
、

二
〇
一
四
年
四
月
刊
）

　

⒤ 

加
藤
昌
嘉
「
和
歌
の
書
記
法
」（
伊
井
春
樹
編
『
日
本
古
典
文
学

研
究
の
新
展
開
』笠
間
書
院
、二
〇
一
一
年
三
月
刊
、の
ち
加
藤『『
源

氏
物
語
』
前
後
左
右
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
年
六
月
刊
、
所
収
）

　

⒥ 

岡
田
貴
憲
「『
和
泉
式
部
物
語
』
諸
本
論
の
再
検
討

―
和
歌
様
式

の
問
題
を
手
が
か
り
に
」（『
中
古
文
学
』
第
九
〇
号
、
二
〇
一
二 

年
一
一
月
）

 

　

先
行
研
究
に
つ
い
て
は
加
藤
昌
嘉
の
⒡
⒤
に
教
え
ら
れ
る
と
こ

ろ
大
き
い
。
田
村
⒝
は
表
題
の
テ
ー
マ
で
は
先
駆
的
な
論
で
あ
り
、
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な
お
か
つ
現
在
も
基
本
文
献
た
り
う
る
が
、
加
藤
以
外
に
引
く
と

こ
ろ
が
な
い
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

（
11
） 伊
藤
鉄
也
編『
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
美
術
館
蔵『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」』

（
新
典
社
、
二
〇
一
三
年
一
〇
月
刊
）
に
よ
る
。

（
12
） 伊
井
春
樹
「
物
語
二
百
番
歌
合
の
本
文

―
定
家
所
持
本
源
氏
物

語
の
性
格
」（
大
阪
大
学
『
語
文
』
第
四
八
輯
、一
九
八
七
年
二
月
。

の
ち
『
源
氏
物
語
論
と
そ
の
研
究
世
界
』
風
間
書
房
、
二
〇
〇
二

年
一
一
月
刊
、
所
収
）。

（
13
） 安
宅
克
己
「
青
表
紙
本
源
氏
物
語
成
立
以
前
の
定
家
本
」（『
学
習

院
大
学
国
語
国
文
学
会
誌
』
第
二
六
号
、
一
九
八
三
年
二
月
）。

（
14
） 加
藤
洋
介
「
河
内
本
に
つ
い
て
」（
秋
山
虔
・
室
伏
信
助
編
『
源

氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
二
〇
〇
三
年
六
月
、
所
収
）。

（
15
） 米
田
明
美
「「
物
語
二
百
番
歌
合
」
の
詞
書
一
考

―
贈
答
歌
の

記
述
」（
樋
口
芳
麻
呂
編
『
王
朝
和
歌
と
史
的
展
開
』
笠
間
書
院
、

一
九
九
七
年
一
二
月
刊
、
所
収
）。

（
16
） 野
口
元
大
「『
夜
の
寝
覚
』
の
主
題
と
構
造
（
上
・
下
）

―
「
夜

の
寝
覚
た
ゆ
る
よ
な
く
と
ぞ
」」（『
文
学
』
第
三
五
巻
第
四
・
五

号
、一
九
六
七
年
四
・
五
月
。
の
ち
『
夜
の
寝
覚
研
究
』
笠
間
書
院
、

一
九
九
〇
年
五
月
刊
、
所
収
）
な
ど
。

（
17
） 実
践
女
子
大
学
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
企
画
「
宮
廷
の
華
・
源
氏

物
語
」
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
源
氏
物
語
と
古
筆
切
」（
二
〇
一
四

年
六
月
七
日
、
於
実
践
女
子
大
学
創
立
一
二
〇
周
年
記
念
館
）
に

お
け
る
別
府
節
子
「
出
光
美
術
館
蔵
の
古
筆
手
鑑
所
収
の
源
氏
物

語
切
を
中
心
に
」
の
発
表
に
よ
る
。

（
18
） 『
古
筆
学
大
成
』
第
二
五
巻
、
漢
籍
・
仏
書
・
其
の
外
（
講
談
社
、

一
九
九
三
年
一
一
月
刊
）
所
収
の
「
伝
藤
原
有
家
筆
未
詳
物
語
切
」

（
二
七
六
頁
）
は
、
寸
法
（
二
一・
〇
㎝
×
一
八
・
二
㎝
）、
料
紙
（
鳥

の
子
）、
一
面
行
数
（
一
三
行
）、
筆
跡
な
ど
、
こ
の
伝
慈
円
筆
『
夜

の
寝
覚
』
切
と
一
致
す
る
。
末
尾
欠
巻
部
の
断
簡
と
見
て
間
違
い

あ
る
ま
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
田
中
登
『
古
筆
切
の
国
文
学
的
研

究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
七
年
九
月
刊
）、
同
『
失
わ
れ
た
書
を

求
め
て

―
私
の
古
筆
収
集
物
語
』（
青

舎
、
二
〇
一
〇
年
四

月
刊
）
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
。

（
よ
こ
い　

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）


