
日
の
丸
を
国
旗
と
し
、
「
君
が
代
」
を
国
歌
と
す
る
こ
と
の
是
非
を
問

う
声
が
揚
が
る
な
ど
、
大
正
生
ま
れ
の
私
ら
に
は
う
た
た
味
気
な
い
ご
時

世
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
「
君
が
代
」
の
歌
が

ど
う
い
う
意
味
な
の
か
、
そ
の
確
か
な
解
釈
は
な
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い

う
と
、
歴
史
的
見
地
か
ら
信
念
を
も
っ
て
説
く
人
は
い
て
も
、
国
語
国
文

学
の
方
面
か
ら
そ
れ
を
説
明
し
証
明
し
た
人
が
あ
っ
た
こ
と
を
残
念
な
が

ら
私
は
聞
い
て
い
な
い
。
今
の
時
世
に
触
発
さ
れ
て
、
急
逮
私
は
駕
馬
に

鞭
う
ち
、
こ
の
事
の
解
明
に
乗
り
出
し
た
い
と
思
う
。

「
君
が
代
」
の
歌
で
、
「
君
」
は
天
皇
（
聖
上
）
を
、
「
代
」
は
御
代
を
、

「
君
が
代
」
は
聖
上
の
御
治
世
（
聖
代
）
を
意
味
す
る
と
と
る
の
が
、
一

般
的
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
こ
の
歌
の
原
歌
（
実
は
異
伝
歌
）
と
見
ら

れ
る
古
今
歌
は
、

わ
が
君
は
千
代
に
八
千
代
に
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
り
て
苔
の
む
す
ま

で
（
古
今
三
四
―
-
、
題
し
ら
ず
、
詠
人
し
ら
ず
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
そ
の
異
伝
歌
と
見
ら
れ
る

「
村
が
代
」

考

わ
が
君
は
千
代
に
ま
し
ま
せ
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
り
て
苔
の
む
す
ま

で
（
新
撰
和
歌
一
六
一
）
（
古
今
六
帖
二
二
三
四
）

（
便
宜
上
、
本
稿
の
引
用
歌
に
は
適
宜
漢
字
を
入
れ
る
。
又
そ
の
詞

書
な
ど
作
歌
事
情
を
示
す
叙
述
は
、
要
点
の
み
を
略
記
す
る
。
）

の
歌
と
見
合
わ
せ
て
、
「
わ
が
君
は
千
代
に
八
千
代
に
ま
し
ま
せ
、
さ
ざ

れ
石
の
巌
と
な
り
て
苔
の
む
す
ま
で
」
の
意
味
構
造
と
考
え
ら
れ
、
そ
こ

か
ら
、
こ
の
歌
の
も
う
―
つ
の
異
伝
歌
と
見
ら
れ
る
「
君
が
代
」
の
歌
の

「
よ
」
は
寿
命
の
意
で
、
「
君
が
代
」
の
語
を
聖
上
の
御
寿
命
（
聖
寿
）

の
意
と
と
る
説
が
出
て
来
る
。
こ
う
し
て
「
君
が
代
」
の
語
に
聖
代
と
聖

寿
の
二
様
の
と
り
方
が
出
て
来
る
の
で
あ
る
が
、
中
古
・
中
世
の
賀
歌
に

数
多
く
見
出
だ
さ
れ
る
「
君
が
代
」
の
語
の
用
例
に
は
、
聖
代
・
聖
寿
の

ど
ち
ら
も
あ
る
中
に
、
聖
代
の
方
が
隔
段
に
多
い
よ
う
で
あ
る
。
例
を
挙

げ
る
と
、奥

山
の
八
峯
の
椿
君
が
代
に
幾
度
蔭
を
更
へ
ん
と
す
ら
ん
（
千
載
六

一
七
、
祝
、
基
俊
）

君
が
代
に
逢
へ
る
は
誰
も
う
れ
し
き
に
花
は
色
に
も
出
で
に
け
る
か

な
（
新
古
今
七
三
二
、
二
條
院
御
時
の
献
歌
、
範
兼
）

君
が
代
の
数
に
は
足
ら
じ
限
な
き
千
坂
の
浦
の
真
砂
な
り
と
も
（
続

桑

田

明
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詞
花
三
五
六
、
今
上
大
嘗
会
歌
、
俊
憲
）

君
が
代
は
長
井
の
浦
に
隙
も
無
く
群
れ
居
る
た
づ
の
齢
な
る
べ
し

（
堀
河
院
百
首
一
五
八
九
、
祝
詞
、
師
頼
）

の
前
二
例
は
聖
代
の
方
、
後
二
例
は
聖
寿
の
方
で
あ
る
。

さ
て
、
問
題
の
古
今
歌
「
わ
が
君
は
」
の
歌
の
大
意
は
、
そ
の
異
伝
歌

と
考
え
ら
れ
る
前
出
の
「
わ
が
君
は
千
代
に
ま
し
ま
せ
」
の
歌
の
そ
れ
と

同
じ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
そ
の
こ
と
を
認
め
た
上
で
で
あ
ろ
う
、
北
村
季

吟
の
八
代
集
抄
の
こ
の
歌
の
註
に
は
、
ま
ず
そ
の
二
旬
を
「
君
は
千
世
に

や
千
但
を
か
さ
ね
、
さ
ざ
れ
石
の
岩
保
と
な
る
ま
で
久
し
く
ま
し
ま
せ
と

な
り
」
と
解
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
や
」
は
助
詞
で
「
千
代
に
」
を
詠

嘆
的
に
繰
り
返
し
強
調
し
た
言
い
方
だ
と
解
し
た
の
で
あ
り
、
そ
う
解
し

た
上
で
、
「
千
世
に
と
よ
み
切
て
、
や
ち
ょ
と
よ
む
と
い
ふ
説
も
あ
り
」
、

す
な
わ
ち
「
千
代
に
八
千
代
に
」
の
詠
み
方
を
と
る
説
も
あ
る
こ
と
を
併

記
し
て
い
る
。
同
じ
形
の
句
は

め
づ
ら
し
き
今
日
の
ま
と
ゐ
は
君
が
た
め
ち
ょ
に
や
ち
ょ
に
た
だ
か

く
し
こ
そ
（
万
代
三
七
六
五
、
行
成
）

朝
日
影
さ
し
さ
か
え
ゆ
く
竹
の
園
ち
ょ
に
や
ち
ょ
に
猶
ぞ
重
ね
む

（
夫
木
一
六
五

0
七
、
為
家
）

の
よ
う
な
歌
例
に
も
あ
り
、
ま
た

枝
ご
と
に
千
代
も
や
ち
よ
も
色
か
へ
ぬ
平
野
の
松
は
君
が
ま
に
ま
に

（
夫
木
一
三
七
三
五
）

の
二
旬
の
よ
う
に
、
「
ち
よ
も
や
ち
よ
も
」
の
例
も
出
て
来
る
。
し
か
し
、

わ
が
齢
君
が
や
ち
ょ
に
と
り
そ
へ
て
留
め
お
き
て
は
思
ひ
い
で
に
せ

よ
（
古
今
三
四
六
）
（
四
句
の
「
は
」
は
清
音
で
強
調
の
助
詞
。
）

君
が
代
は
朝
日
の
山
の
玉
椿
ち
り
も
く
も
ら
で
や
ち
ょ
こ
そ
経
め

（
夫
木
一
三
八
四
0
)

の
よ
う
な
例
の
「
や
ち
よ
」
は
、
明
瞭
に
「
八
千
代
」
と
認
め
ら
れ
る
。

そ
こ
で
問
題
の
歌
の
場
合
や
続
け
て
挙
げ
た
諸
例
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
そ

の
当
該
箇
所
の
あ
り
方
と
し
て
、
「
千
代
に
〔
も
〕
や
千
代
に
〔
も
〕
」

（
「
千
代
に
〔
も
〕
」
を
た
だ
詠
嘆
的
に
繰
り
返
し
強
調
す
る
言
い
方
）
と
、

「
千
代
に
〔
も
〕
、
イ
ヤ
ソ
レ
ド
コ
ロ
カ
八
千
代
に
〔
も
〕
」
（
そ
の
数
を

言
い
直
し
飛
躍
さ
せ
て
強
調
す
る
言
い
方
）
と
を
較
べ
て
見
れ
ば
、
後
者

の
方
が
発
想
の
巧
み
さ
と
印
象
の
効
果
に
お
い
て
ま
さ
る
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
で
後
世
の
人
は
皆
後
者
の
取
り
方
に
従
い
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
だ

と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
千
代
・
八
千
代
の
「
代
」
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。

古
に
君
が
三
代
経
て
仕
へ
け
り
吾
が
大
主
は
七
代
申
さ
ね
（
万
葉
十

九
ー
四
二
五
六
）
（
大
伴
家
持
が
左
大
臣
橘
諸
兄
に
贈
っ
た
賀
歌
。
）

こ
の
「
よ
」
は
人
の
当
主
と
し
て
活
動
す
る
期
間
を
意
味
し
、
「
君
が

三
代
」
は
「
君
の
御
代
三
つ
」
す
な
わ
ち
「
聖
上
御
三
代
の
御
治
世
」
を

意
味
す
る
。
元
来
「
よ
」
と
は
竹
の
節
と
節
と
の
間
の
よ
う
に
‘
―
つ
の

単
位
と
な
る
区
間
を
意
味
す
る
語
で
、
時
間
的
に
は
世
代
・
時
代
、
さ
ら

に
過
去
、
現
在
、
未
来
の
三
世
、
内
質
的
に
は
人
の
世
、
六
つ
の
世
界

（
六
道
）
、
あ
の
担
と
こ
の
世
、
世
間
、
そ
れ
か
ら
一
生
、
生
涯
の
よ
う

な
意
味
に
使
わ
れ
る
。
す
る
と
千
代
・
八
千
代
・
万
代
等
の
「
代
」
は
ど

ん
な
意
味
か
。
も
し
「
君
が
代
」
の
「
代
」
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば

ど
う
な
る
か
。
「
君
が
代
は
千
代
に
八
千
代
に
…
…
」
は
「
聖
寿
は
千
の

御
寿
命
、
八
千
の
御
寿
命
に
…
…
」
で
は
通
じ
な
い
。
「
聖
代
は
千
の
御

治
世
、
八
千
の
治
世
に
…
…
」
の
意
味
に
と
る
な
ら
、
そ
れ
は
「
（
体
制

と
し
て
の
）
聖
上
御
統
治
の
御
代
は
永
遠
に
繰
り
返
し
存
続
な
さ
る
よ
う
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に
…
…
」
の
よ
う
な
意
味
と
な
り
そ
う
で
あ
る
が
、
「
君
が
代
」
の
語
を

体
制
と
し
て
の
堕
上
御
統
治
の
御
代
の
意
に
と
っ
て
も
通
じ
る
よ
う
な
用

例
の
歌
は
、
私
の
見
出
し
得
た
も
の
極
め
て
少
く
、
そ
し
て
「
君
が
代
」

の
語
の
ま
ず
す
べ
て
の
用
例
で
、
そ
の
「
君
」
は
「
わ
が
君
」
（
「
私
ノ
オ

仕
エ
ス
ル
君
」
又
は
「
ワ
ガ
親
愛
ナ
ル
君
」
）
の
意
と
解
さ
れ
る
。
従
っ

て
「
君
が
代
」
の
「
代
」
と
「
千
代
・
八
千
代
」
の
「
代
」
と
が
同
一
の

歌
の
中
で
同
じ
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
普
通
に
は
無
い
と
見
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。考

え
ら
れ
る
こ
と
は
、

君
が
代
は
な
が
す
の
滝
に
年
を
経
て
千
年
重
ぬ
る
つ
る
の
毛
衣
（
夫

木
―
二
三
六
八
）

君
が
代
は
亀
の
を
山
に
す
む
鶴
の
毛
衣
さ
へ
や
千
代
を
重
ね
ん
（
未

木
―
二
五
九
五
）

松
風
の
里
に
む
れ
ゐ
る
ま
な
づ
る
は
千
年
重
ぬ
る
心
ち
こ
そ
す
れ

（
夫
木
一
四
七

0
六）

な
み
立
て
る
松
が
崎
な
る
芦
た
づ
は
千
代
を
重
ぬ
る
た
め
し
な
り
け

り
（
夫
木
―
ニ
―
五
三
）

の
よ
う
な
例
で
、
「
千
年
」
と
「
千
代
」
と
は
同
義
に
使
わ
れ
て
お
り
、

こ
の
「
よ
」
は
年
の
意
と
見
る
外
な
い
。
ま
こ
と
に
、
年
は
春
夏
秋
冬
一

巡
し
て
一
単
位
を
な
す
期
間
で
、
「
よ
」
の
―
つ
で
あ
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
千
代
・
八
千
代
・
万
代
」
と
い
う
語
は
千
年
・

八
千
年
・
万
年
の
意
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
か
に
推
定
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
問
題
の
歌
は
「
わ
が
君
（
聖
上
）
は
千
年
に
、
い
や
八
千
年
に

亘
っ
て
…
…
す
こ
や
か
に
ま
し
ま
せ
」
、
「
君
が
代
」
の
歌
は
「
君
の
御
治

世
〔
御
寿
命
〕
（
聖
代
〔
聖
寿
〕
）
は
千
年
、
い
や
八
千
年
に
亘
っ
て
…
…

存
続
な
さ
れ
ま
す
よ
う
に
」
の
よ
う
な
意
味
と
見
て
通
ず
る
わ
け
で
あ

る。
と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
ま
た
新
た
な
問
題
が
生
ず
る
。
そ
れ
は
賀
歌
に
お

い
て
一
般
に
、
そ
の
慶
賀
す
る
対
象
の
人
を
「
君
」
と
呼
称
す
る
習
恨
の

あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
例
歌
を
挙
げ
よ
う
。

1

君
が
代
は
千
代
に
ひ
と
た
び
ゐ
る
塵
の
白
雲
か
か
る
山
と
な
る
ま
で

（
後
拾
遺
四
四
九
、
三
條
院
の
皇
太
子
の
時
、
大
江
嘉
言
）

春
来
れ
ば
宿
に
ま
づ
咲
く
梅
の
花
君
が
千
年
の
か
ざ
し
と
ぞ
見
る

（
古
今
三
五
二
、
本
康
の
皇
子
の
七
十
の
賀
に
、
紀
貫
之
）

2

老
い
ぬ
れ
ば
同
じ
事
こ
そ
せ
ら
れ
け
れ
君
は
千
代
ま
せ
君
は
千
代
ま

せ
（
拾
遺
二
七
一
、
藤
原
誠
倍
の
元
服
に
、
源
順
）

君
が
代
を
何
に
臀
へ
ん
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
ら
ん
ほ
ど
も
飽
か
ね
ば

（
拾
遺
二
七
七
、
清
慎
公
の
五
十
の
賀
に
、
清
原
元
輔
）

3

万
代
を
松
に
ぞ
君
を
祝
ひ
つ
る
千
年
の
蔭
に
住
ま
ん
と
思
へ
ば
（
古

今
三
五
六
、
良
客
の
つ
ね
な
り
が
四
十
の
賀
に
、
む
す
め
に
代
り
て
、

素
性
法
師
）

雲
わ
く
る
天
の
羽
衣
う
ち
着
て
は
君
が
千
年
に
あ
は
ざ
ら
め
や
は

（
後
撰
一
三
七

0
、
父
宰
相
の
賀
に
、
玄
朝
法
師
の
贈
衣
を
謝
し
て
、

典
侍
明
子
）

4

君
が
た
め
松
の
千
年
も
尽
き
ぬ
べ
し
こ
れ
よ
り
増
さ
ん
神
の
よ
も
が

な
（
後
撰
一
三
七
六
、
女
の
も
と
に
、
よ
み
人
し
ら
ず
）

右
の
諸
例
で
、
「
君
」
は

1
で
は
臣
下
が
皇
太
子
や
親
王
に
対
し
て
の
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呼
称
、

2
で
は
同
じ
貴
族
仲
間
に
対
す
る
呼
称
、

3
で
は
子
が
親
に
対
す

る
呼
称
で
あ
り
、

1
は
と
も
か
く
、

2
3
は
相
手
を
単
に
長
上
の
人
と
し

て
尊
称
し
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
4
と
な
る
と
、
こ
れ
は
単
な

る
愛
人
に
対
し
て
の
呼
称
で
あ
り
、
尊
称
と
い
う
よ
り
親
称
と
か
愛
称
と

か
い
う
も
の
と
見
ら
れ
る
。
慶
賀
す
る
こ
と
を
「
祝
ふ
」
と
い
う
が
、
こ

の
語
は
元
来
「
言
ふ
」
か
ら
来
て
お
り
、
祈
り
を
そ
の
本
質
と
す
る
も
の

で
、
荘
重
な
言
莱
を
用
い
、
そ
の
言
霊
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
希
求
す
る

結
果
を
招
こ
う
と
す
る
呪
術
で
あ
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
も

あ
っ
て
か
、
元
来
君
主
を
意
味
す
る
「
君
」
が
転
じ
て
、
君
主
な
ら
ぬ
人

へ
の
尊
称
に
も
親
称
•
愛
称
に
も
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て

か
く
し
つ
つ
と
に
も
か
く
に
も
長
ら
へ
て
君
が
八
千
代
に
あ
ふ
よ
し

も
が
な
（
古
今
三
四
七
、
僧
正
遍
昭
の
七
十
の
賀
に
、
光
孝
天
皇
）

の
歌
で
は
、
実
に
聖
上
が
臣
下
た
る
人
を
「
君
」
と
呼
称
し
て
お
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
き
、
問
題
の
古
今
歌
の
「
君
」
も

例
外
で
は
な
く
、
聖
上
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
ず
、
単
な
る
尊
称
・
親
称

と
し
て
ア
ノ
オ
方
・
ア
ナ
タ
様
・
ア
ナ
タ
の
よ
う
な
意
味
と
と
る
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
現
在
国
語
学
・
国
文
学
の
学
者
の
間
に
も
、
そ
の
よ
う

な
意
見
が
多
数
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
う
か
が
え
る
。
も
う
一
例
、

長
浜
の
真
砂
の
数
も
何
な
ら
ず
尽
き
せ
ず
見
ゆ
る
君
が
御
代
か
な

（
金
菓
三
五
二
、
天
喜
四
年
皇
后
宮
の
歌
合
に
、
後
冷
泉
院
）

の
歌
は
、
聖
上
の
御
製
で
あ
る
が
、
歌
合
の
主
催
者
皇
后
（
寛
子
）
を

「
君
」
と
尊
称
な
い
し
親
称
し
て
お
ら
れ
る
も
の
と
と
る
外
な
い
で
あ
ろ

、。

ろ
つ
力「

君
」
が
ま
ち
が
い
な
く
聖
上
を
さ
す
と
見
ら
れ
る
賀
歌
は
、

蒲
生
野
の
玉
の
を
山
に
住
む
鶴
の
千
年
は
君
が
御
代
の
数
な
り

（
拾
遺
二
六
五
、
仁
利
の
御
時
、
大
嘗
会
の
歌
、
詠
人
不
知
）

万
代
に
か
は
ら
ぬ
花
の
色
な
れ
ば
い
づ
れ
の
秋
か
君
は
見
ざ
ら
む

（
拾
遺
二
九
四
、
天
暦
の
御
時
、
前
栽
の
御
宴
に
、
小
野
宮
太
政
大

臣）君
が
代
は
尽
き
じ
と
ぞ
思
ふ
神
風
や
御
裳
濯
川
の
澄
ま
ん
限
り
は

（
後
拾
遺
四
五
〇
、
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
に
、
民
部
卿
経
信
）

君
が
代
の
数
に
較
べ
ば
何
な
ら
じ
千
色
の
浜
の
真
砂
な
り
と
も
（
堀

河
院
百
首
和
歌
一
五
八
六
、
藤
原
公
実
）

の
よ
う
に
、
大
嘗
会
や
宮
中
の
御
宴
の
歌
や
、
内
裏
の
歌
合
の
歌
、
聖
上

の
お
召
し
に
よ
る
定
数
歌
な
ど
に
多
く
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
哩
上
を
対
象

と
し
て
賀
意
を
表
し
奉
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
「
君
」
は
ア
ナ
タ

サ
マ
の
通
義
が
場
面
の
特
殊
性
に
よ
っ
て
刑
上
を
さ
す
こ
と
に
な
っ
た
の

だ
と
見
て
も
通
じ
そ
う
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
君
」
を
ア
ナ
タ
サ
マ
の
よ
う
な
意
と
と
る
こ
と

が
ほ
と
ん
ど
通
説
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
果
た
し
て

妥
当
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
題
の
歌
や

渡
つ
海
の
浜
の
真
砂
を
数
へ
つ
つ
君
が
千
年
の
あ
り
数
に
せ
ん

今
三
四
四
）

し
ほ
の
山
さ
し
で
の
蟻
に
住
む
千
鳥
君
が
御
代
を
ば
八
千
代
と
ぞ
鳴

く
（
古
今
三
四
五
）

（古
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わ
が
齢
君
が
八
千
代
に
と
り
そ
へ
て
留
め
お
き
て
は
思
い
出
に
せ
よ

（
古
今
三
四
六
）

君
が
代
は
天
の
羽
衣
稀
に
来
て
撫
づ
と
も
尽
き
ぬ
巌
な
ら
な
む
（
拾

遺
二
九
九
）

君
が
代
を
何
に
璧
へ
む
と
き
は
な
る
松
の
緑
も
千
代
を
こ
そ
経
れ

（
後
拾
遺
四
三
―
-
）

君
が
代
は
限
り
も
あ
ら
じ
浜
椿
ふ
た
た
び
色
は
改
ま
る
と
も
（
後
拾

遺
四
三
五
）

の
諸
例
は
皆
「
題
知
ら
ず
詠
人
し
ら
ず
」
の
歌
で
、
そ
の
詠
ま
れ
た
場
面

は
皆
不
明
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
「
君
」
の
さ
す
対
象
を
推
定
す
る
こ

と
は
、
全
く
困
難
で
あ
る
。

た
だ
問
題
の
歌
に
限
っ
て
だ
が
、
難
問
解
決
の
緒
が
、
実
は
古
今
序
の

文
中
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
ず
仮
名
序
に
は
、
歌
心
を
興
し
て
歌
を
詠

ん
だ
代
表
的
事
例
と
し
て
、

1

さ
ざ
れ
石
に
臀
へ
、
筑
波
山
に
係
け
て
君
を
ね
が
ひ
、

2

喜
び
身
に
過
ぎ
、
楽
し
び
心
に
餘
り
、

3

富
士
の
煙
に
よ
そ
へ
て
人
を
恋
ひ
、
松
虫
の
音
に
友
を
偲
び
、

4

高
砂
住
の
江
の
松
も
相
生
の
や
う
に
覚
え
、

5

男
山
の
昔
を
思
ひ
出
で
て
女
郎
花
の
一
時
を
く
ね
る

の
五
つ
の
場
合
が
挙
げ
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
心
を
興
す
主
要
な
動
機

事
例
と
し
て

1

君
を
ね
が
う

2

喜
び
楽
し
み
が
度
を
過
ぎ
る

3

人
を

恋
い
友
を
偲
ぶ

4

物
に
触
発
さ
れ
る

5

懐
旧
の
情
に
堪
え

ら
れ
ぬ

の
五
つ
が
挙
げ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、

「
君
を

ね
が
う
」
が
「
人
を
恋
い
友
を
偲
ぶ
」
と
区
別
せ
ら
れ
、
し
か
も
そ
れ
が

「
喜
び
楽
し
み
が
度
を
過
ぎ
る
」
よ
り
も
先
に
第
一
番
に
挙
げ
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
、
「
君
」
に
対
す
る
心
持
が
最
も
大
切
な
心
の
あ
り
方
と
し
て

重
要
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
の
「
君
」
は
勿
論
君
主
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
「
人
や
友
」
が
「
わ
が
大
切
に
思
う
人
や
友
」
で
あ
る

よ
う
に
、
単
な
る
君
主
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
「
わ
が
大
切
に
思
う
君
」

す
な
わ
ち
「
わ
が
主
君
」
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
し
て
ー
は
勿
論
古
今

三
四
三
の
問
題
の
歌
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、

筑
波
嶺
の
こ
の
面
か
の
面
に
蔭
は
あ
れ
ど
君
が
御
蔭
に
ま
す
蔭
は
無

し
（
古
今
一

0
九
五
、
ひ
た
ち
う
た
）

の
歌
を
も
踏
ま
え
て
い
る
。
右
の
歌
は
元
来
常
陸
歌
で
、
こ
の
「
君
」
は

地
方
君
主
を
さ
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
敢
え
て
「
わ
が

主
君
」
の
頌
歌
と
し
て
例
歌
に
用
い
た
の
は
、

1
の
重
要
な
項
目
を
成
立

さ
せ
て
問
題
の
歌
の
本
質
を
明
か
に
す
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
「
君
を
ね
が
う
」
の
意
味
を
考
え
よ
う
。
「
ね
が
う
」
に
は

こ
の
意
味
の
漢
語
に
念
願
．
願
望
・
渇
望
・
祈
願
・
誓
願
等
が
あ
っ
て
、

具
体
的
に
は
「
そ
う
あ
り
〔
し
〕
た
い
と
願
う
」
「
そ
う
あ
っ
〔
し
〕
て

ほ
し
い
と
願
う
」
「
そ
れ
を
得
た
い
と
願
う
」
の
よ
う
な
種
別
が
考
え
ら

れ
よ
う
。
そ
こ
で
「
君
を
ね
が
う
」
で
あ
る
が
、
仮
名
序
の
用
例
で
は
こ

れ
は
「
君
に
得
た
い
と
願
う
」
の
意
味
に
は
と
れ
ず
、
「
君
に
つ
い
て
顧

う
」
「
君
に
対
し
て
願
う
」
の
よ
う
な
意
味
に
と
る
外
な
い
。
そ
れ
で
さ
っ

き
の
詠
歌
の
動
機
事
例
1
の
記
事
は
、
「
さ
ざ
れ
石
が
成
長
し
て
巌
と
な

る
」
と
い
う
璧
喩
を
使
っ
て
、
君
の
万
歳
ま
し
ま
す
こ
と
を
願
い
、
筑
波

山
に
蔭
多
き
こ
と
に
関
係
づ
け
て
、
何
物
に
も
ま
さ
る
君
の
御
蔭
（
御
庇

護
）
を
蒙
る
こ
と
を
願
う
」
の
よ
う
な
意
味
に
と
っ
て
よ
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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仮
名
序
に
は
ま
た
、

①
今
す
べ
ら
ぎ
の
天
の
下
し
ろ
し
め
す
こ
と
…
…
あ
ま
ね
き
お
ほ
ん

う
つ
く
し
み
の
波
八
洲
の
外
ま
で
流
れ
、
広
き
お
ほ
ん
恵
み
の
か

げ
筑
波
山
の
麓
よ
り
も
繁
く
お
は
し
ま
し
て
、

②
よ
ろ
づ
の
ま
つ
り
ご
と
を
聞
し
召
す
い
と
ま
、
諸
々
の
事
を
棄
て

給
は
ぬ
あ
ま
り
に
、
い
に
し
へ
の
事
を
も
忘
れ
じ
、
古
り
に
し
事

を
も
興
し
た
ま
ふ
と
て
、
（
古
今
和
歌
集
を
撰
せ
し
め
給
う
た
。
）

③
（
こ
う
し
て
撰
集
ま
で
も
行
わ
れ
た
の
で
、
）
今
は
飛
鳥
川
の
瀬

に
な
る
恨
み
も
聞
え
ず
、
さ
ざ
れ
石
の
巌
と
な
る
喜
び
の
み
ぞ
あ

る
べ
き
。

と
書
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
を
真
名
序
に
照
応
さ
せ
る
と
、

①
陛
下
御
宇
干
レ
今
九
載
。
仁
流
秋
津
洲
之
外
＼
恵
茂
筑
波
山
之

饂゚
③
渕
変
為
レ
瀬
之
声
、
寂
々
閉
レ
ロ
、
砂
長
為
レ
巌
之
頌
、
洋
々
満
レ
耳
゜

②
思
レ
継
既
絶
之
風
二
欲
レ
興
二
久
魔
之
道
＿
o

と
な
る
。
そ
し
て
両
序
の
③
の
相
応
す
る
部
分
は
、
「
古
い
よ
き
も
の
が

消
滅
す
る
と
い
う
恨
み
の
声
も
無
く
な
り
、
微
小
だ
っ
た
も
の
も
成
長
し

て
偉
大
な
も
の
に
な
れ
る
の
だ
と
い
う
喜
び
の
声
が
大
き
く
な
っ
た
」
の

よ
う
な
意
味
で
、
そ
れ
と
そ
の
前
後
の
部
分
と
の
つ
な
が
り
は
、
仮
名
序

で
は
「
陛
下
の
仁
恵
の
御
政
治
に
加
え
て
、
古
今
集
ま
で
も
撰
せ
し
め
給

う
た
の
で
」
の
意
で
前
に
つ
な
が
る
が
、
真
名
序
で
は
前
と
は
「
陛
下
の

御
仁
恵
に
よ
り
」
、
後
と
は
「
そ
う
い
う
状
況
に
お
い
て
」
の
意
で
つ
な

が
る
。こ

の
両
序
に
お
い
て
、
①
で
は
「
陛
下
の
御
恩
恵
が
筑
波
山
の
蔭
よ
り

も
繁
い
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
一

0
九
五
の
歌
の
解
が
示
さ
れ
て
お
り
、
又

③
で
は
「
（
陛
下
の
御
仁
恵
に
よ
っ
て
）
さ
ざ
れ
石
さ
え
も
成
長
し
て
巌

と
な
る
の
だ
、
と
い
う
喜
び
の
ほ
め
声
が
あ
が
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
、

問
題
の
歌
の
三
旬
以
下
の
解
が
示
さ
れ
て
い
よ
う
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ

で
右
の
「
陛
下
の
御
仁
恵
に
よ
っ
て
」
と
い
う
の
は
①
②
な
い
し
①
か
ら

の
続
き
柄
に
よ
っ
て
生
ず
る
意
味
で
は
あ
る
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
璧
喩
の
内
容
が
『
余
材
抄
』
に
引
く
よ
う
に
、
「
酉

陽
雑
俎
云
、
利
州
臨
江
寺
石
得
二
之
水
中
一
。
初
方
如
レ
拳
゜
置
二
仏
殿
中
＼

石
遂
長
不
レ
己
。
経
レ
年
重
四
十
斤
。
」
と
い
う
記
事
か
ら
来
て
い
る
も
の

と
考
え
る
と
、
こ
の
記
事
で
は
そ
の
石
は
仏
徳
に
よ
っ
て
成
長
し
た
も
の

と
解
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
さ
ざ
れ
石
さ
え
も
が
陛
下
の
御
仁
恵
に

よ
っ
て
巌
に
ま
で
成
長
す
る
と
い
う
想
念
が
生
ず
る
の
も
、
こ
れ
ま
た
自

然
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
問
題
の
歌
は

わ
が
大
君
（
陛
下
）
は
、
ど
う
ぞ
千
年
に
、
い
や
八
千
年
に
亘
っ
て
、

そ
の
御
仁
恵
に
よ
っ
て
、
伝
え
聞
く
あ
の
さ
ざ
れ
石
が
成
長
し
て
巌

と
な
っ
て
苔
が
生
え
る
に
至
る
が
如
く
、
し
が
な
い
民
草
の
私
ど
も

が
堂
々
た
る
状
態
に
ま
で
成
長
繁
栄
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
そ
の
時
ま

で
、
ど
う
ぞ
御
す
こ
や
か
に
お
い
で
な
さ
れ
て
、
こ
の
国
を
お
治
め

下
さ
い
ま
せ
。

の
よ
う
に
意
訳
で
き
る
歌
意
だ
と
、
そ
の
撰
者
貰
之
ら
は
解
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

前
節
に
は
古
今
序
の
文
中
か
ら
問
題
の
歌
の
歌
意
解
釈
を
導
き
出
し
て

四

-6-



見
た
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
っ
、
こ
の
歌
意
解
釈
を
助
け
る
労
誌
と
な
る

も
の
が
、
実
は
『
詩
経
』
の
中
に
見
出
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
小
雅
鹿
鳴
之

什
に
あ
る
天
保
と
い
う
詩
で
あ
る
。
こ
の
詩
は
天
子
を
祝
福
す
る
詩
で
あ

る
。
こ
の
詩
に
は
、
天
が
天
子
の
位
を
安
定
し
て
隆
盛
な
ら
し
め
、
あ
ら

ゆ
る
福
禄
を
授
け
ら
れ
、
民
も
生
活
安
定
し
、
君
徳
を
成
就
さ
せ
る
で
あ

ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
九
つ
の
讐
喩
を
使
っ
て
叙
べ
る
の
で
、
こ
の
事
を

天
保
九
如
と
い
う
。
こ
の
詩
は
長
く
且
つ
む
ず
か
し
い
の
で
、
『
中
国
古

典
文
学
大
系
15
、
詩
経
・
楚
辞
』
の
目
加
田
誠
氏
訳
の
中
、
全
部
で
六
節

あ
る
中
の
第
一
節
と
、
九
如
の
こ
と
を
記
し
た
第
三
節
•
第
六
節
と
だ
け

を
掲
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

き

み

や

す

ん

天
爾
が
位
を
安
定
ず
る
こ
と
／
げ
に
い
と
固
＜
／
爾
を
い
や
厚
く
恵

あ
た

み
て
／
い
か
な
る
福
を
か
予
え
ざ
ら
む
／
爾
を
い
や
増
し
に
増
し
て

／
よ
ろ
ず
多
か
ら
ず
と
い
う
こ
と
な
し

や
す
ん

天
爾
が
位
を
安
定
じ
て
／
盛
ん
な
ら
ず
と
い
う
も
の
な
し
／
山
の

お

か

お

か

ご
と
く
阜
の
ご
と
く
／
岡
の
如
く
陸
の
ご
と
く
／
川
の
み
な
ぎ
り
至

る
が
ご
と
く
／
い
や
増
し
に
増
さ
ぬ
こ
と
な
し

月
の
み
ち
ゅ
＜
如
＜
／
日
の
昇
る
が
ご
と
く
／
南
山
の
い
の
ち
永
き

み
す
え

く
ず

が
ご
と
く
／
か
け
ず
崩
れ
ず
／
松
柏
の
茂
る
が
ご
と
＜
／
子
孫
い
や

つ
ぎ
つ
ぎ
に
継
ぎ
ゆ
き
ま
さ
む

こ
の
詩
と
古
今
の
問
題
歌
と
は
そ
の
内
容
に
親
近
性
が
あ
る
。
天
保
の

詩
で
は
、
天
が
天
子
を
護
っ
て
其
の
位
を
安
定
さ
せ
、
こ
れ
に
あ
ら
ゆ
る

福
禄
を
授
け
て
下
さ
る
と
い
う
の
に
対
し
、
古
今
歌
の
方
は
嬰
上
の
御
仁

恵
が
発
し
て
長
久
に
下
々
に
及
ぶ
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
発
想
の
ち
が
い

は
あ
る
が
、
天
子
を
祝
福
し
て
そ
の
徳
を
頌
め
る
賀
歌
で
あ
る
こ
と
に
お

い
て
は
、
趣
を
同
じ
く
す
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

慈
円
の
拾
玉
集
中
の
詠
百
首
和
歌
は
「
以
―
―
古
今
玉
匹
其
題
目
＿
」
と

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
が
古
今
集
中
の
歌
を
と
っ
て
そ
れ
を
題
目
と
し

て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
そ
の
題
目
と
さ
れ
た

古
今
歌
中
に
は
現
存
本
の
と
対
比
し
て
語
句
の
異
同
が
か
な
り
あ
っ
て
、

そ
の
中
の
祝
五
首
の
各
題
歌
中
に
入
っ
て
い
る
問
題
の
歌
に
相
当
す
る
歌

は
、
初
旬
が
「
君
が
代
は
」
と
な
っ
て
い
る
。
又
顕
昭
の
古
今
躾
註
に
は

問
題
の
歌
の
と
こ
ろ
の
初
二
旬
が
「
わ
が
き
み
は
ち
ょ
に
ま
し
ま
せ
」
と

な
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
「
此
歌
つ
ね
に
は
き
み
が
よ
は
ち
ょ
に
や
ち
ょ

に
と
い
へ
り
」
と
記
し
て
あ
る
。
右
の
二
つ
の
事
に
よ
っ
て
、
古
今
の
問

題
歌
の
と
こ
ろ
は
「
君
が
代
は
」
を
初
旬
と
し
た
も
の
も
確
実
に
存
し
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
そ
の
伝
本
が
後
世
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
い
う

の
に
過
ぎ
な
い
。

問
題
の
歌
が
初
句
を
「
君
が
代
は
」
に
更
え
る
と
、
歌
意
は
ど
う
変
わ
っ

て
来
る
で
あ
ろ
う
か
。
古
今
の
両
序
で
言
っ
て
い
る
事
は
、
何
ら
変
更
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
は
ず
。
そ
れ
で
、
そ
の
解
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

わ
が
大
君
（
陛
下
）
の
御
治
世
は
、
千
年
に
、
い
や
八
千
年
に
亘
り
、

そ
の
御
仁
恵
に
よ
っ
て
、
あ
の
さ
ざ
れ
石
が
成
長
し
て
巌
と
な
っ
て

苔
が
生
え
る
に
至
る
よ
う
に
、
し
が
な
い
我
々
民
草
が
り
っ
ば
に
成

長
繁
栄
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
そ
の
日
ま
で
、
ど
う
ぞ
長
く
久
し
く
御

存
続
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
。

そ
し
て
こ
の
場
合
、
「
代
」
は
御
治
但
を
意
味
す
る
が
、

五

そ
れ
は
勿
論
御
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寿
命
の
意
味
を
内
に
含
ん
で
い
る
。

慈
円
の
詠
百
首
和
歌
で
、
「
君
が
代
」
の
歌
を
題
と
す
る
歌
は

さ
ざ
れ
石
の
苔
む
す
岩
と
な
り
て
又
雲
か
か
る
ま
で
君
ぞ
見
る
べ
き

（
拾
玉
三
五
四
二
）

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
内
容
で
あ
る
臀
喩
は
、
「
君
が
代
」
の
歌
と
、

そ
れ
に
倣
っ
た
と
見
ら
れ
る
既
出
の
「
君
が
代
は
千
世
に
一
度
ゐ
る
塵
の

白
雲
か
か
る
山
と
な
る
ま
で
（
後
拾
遺
四
四
九
）
」
の
歌
と
の
両
方
の
そ

れ
を
併
せ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
君
ぞ
見
る
べ
き
」
は

今
年
よ
り
枝
さ
し
そ
む
る
松
の
木
の
花
の
折
々
君
ぞ
見
る
べ
き
（
六

條
修
理
大
夫
六
四
、
鳥
羽
殿
北
寝
殿
に
は
じ
め
て
渡
ら
せ
給
ひ
し
に
、

松
契
返
年
題
）

あ
ま
た
た
び
君
ぞ
見
る
べ
き
海
は
山
山
は
白
浪
立
ち
か
は
る
世
を

（
頼
政
三
四
、
祝
、
二
條
院
御
時
女
房
に
か
は
り
て
）

の
二
例
に
見
る
よ
う
に
、
「
聖
上
が
御
自
身
の
御
治
世
中
に
そ
れ
を
見
給
う

に
ち
が
い
な
い
」
の
意
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
慈
円
は
「
君
が
代
」

の
歌
意
を
承
け
て
こ
れ
に
応
え
た
、
「
陛
下
の
御
仁
恵
に
よ
り
、
あ
の
さ

ざ
れ
石
が
成
長
し
て
苔
む
す
巌
と
な
っ
て
か
ら
、
猶
ま
た
更
に
成
長
し
て

白
雲
か
か
る
山
と
な
る
と
い
っ
た
璧
喩
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
よ
う
な
お
め
で

た
い
世
の
中
が
現
出
す
る
ま
で
、
陛
下
の
御
治
世
は
御
安
泰
で
、
陛
下
ご

自
身
が
そ
の
瑞
相
を
確
か
に
御
覧
遊
ば
さ
れ
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
」

と
い
う
歌
意
と
解
し
得
る
の
で
あ
る
。
慈
円
の
こ
の
歌
は
、
彼
が
「
君
が

代
」
の
歌
意
を
、
前
述
の
貫
之
ら
の
解
し
て
い
た
の
と
全
く
同
じ
よ
う
に

解
し
て
い
た
こ
と
を
、
証
す
る
も
の
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
「
君
が
代
」
に
対
す
る
考
え
は
、
類
似
の
発
想
と
し
て
既
出
の

「
君
が
代
は
天
の
羽
衣
稀
に
来
て
撫
づ
と
も
尽
き
ぬ
巌
な
ら
な
む
（
拾
遺

-.L. 

ノ‘

二
九
九
）
」
や
、
同
じ
く
既
出
の
「
君
が
代
は
千
世
に
一
度
ゐ
る
塵
の
白

雲
か
か
る
山
と
な
る
ま
で
（
後
拾
遺
四
四
九
）
」
の
よ
う
な
讐
喩
の
歌
を

生
ん
だ
。
こ
こ
に
用
い
て
あ
る
讐
喩
は
、
前
者
は
八
代
集
抄
に
「
奥
儀
抄

云
」
と
し
て
引
い
て
あ
る
「
四
十
里
四
方
の
岩
を
三
年
に
一
度
梵
天
よ
り

下
り
て
、
三
蛛
の
衣
に
て
撫
で
て
な
で
つ
く
し
た
る
ほ
ど
を
一
劫
と
い
ふ
」

の
経
説
、
後
者
は
「
塵
積
っ
て
山
と
成
る
」
の
諺
（
日
本
国
語
大
辞
典
に

は
大
智
度
論
九
四
の
「
受
此
業
果
報
一
則
難
レ
可
レ
得
レ
度
、
璧
如
下
積
―
―
微

塵
成
伍
難
上
レ
門
得
移
動
」
に
よ
る
と
す
る
）
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
後
者
の
「
君
」
は
ま
だ
御
即
位
前
の
皇
太
子
を
さ
し
て
い
る
。

こ
ち
ら
の
「
君
が
代
」
は
「
や
が
て
来
る
べ
き
わ
が
君
の
御
治
但
」
の
意

味
と
見
て
も
通
じ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
右
の
両
者
と
も
に
、
そ

の
「
代
」
を
御
治
世
の
意
に
限
定
し
て
解
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

い
か
る
が
や
富
の
緒
川
の
絶
え
ば
こ
そ
わ
が
大
君
の
御
名
を
忘
れ
め

（
拾
遺
一
三
五
一
、
飢
人
の
聖
徳
太
子
へ
の
返
歌
）

こ
の
歌
の
「
わ
が
大
君
」
は
事
実
上
皇
太
子
を
さ
し
て
い
る
が
、
歌
の

心
情
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
絶
対
者
と
も
渇
仰
し
帰
服
す
る
精

神
的
主
君
と
も
言
う
べ
き
尊
者
を
意
味
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う

所
か
ら
発
し
て
、
自
分
の
敬
愛
で
き
る
偉
大
さ
を
も
ち
、
何
ら
か
の
点
で

自
分
が
恩
恵
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
る
よ
う
な
対
象
の
人
を
も
「
君
」
と

し
て
仰
ぎ
、
或
い
は
青
眼
に
視
る
よ
う
に
な
る
の
も
自
然
で
あ
る
。
一
方
、

わ
が
君
と
仰
ぐ
対
象
に
は
、
そ
の
人
に
対
す
る
尊
敬
や
親
愛
の
気
持
が
そ

の
人
の
身
内
に
ま
で
も
拡
張
し
て
及
ぶ
よ
う
に
な
り
、
「
君
」
の
呼
称
も
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少
し
、
新
た
に
問
題
に
な
る
歌
を
挙
げ
て
、
そ
の
解
釈
を
試
み
て
お
こ

スノ

君
が
代
は
天
つ
児
屋
根
の
命
よ
り
い
は
ひ
ぞ
そ
め
し
久
し
か
れ
と
は

（
金
葉
三
四
五
、
宇
治
前
太
政
大
臣
家
歌
合
に
、
中
納
言
通
俊
）

君
が
代
は
曇
り
も
あ
ら
じ
三
笠
山
峯
に
朝
日
の
さ
さ
ん
限
り
は
（
金

葉
三
四
六
、
同
じ
く
、
大
蔵
卿
匡
房
）

こ
れ
ら
は
太
政
大
臣
頼
通
の
家
の
歌
合
と
い
う
場
面
か
ら
考
え
て
、
八

代
集
抄
に
「
此
君
は
頼
通
公
な
る
べ
し
」
と
あ
る
の
に
従
う
べ
き
か
の
よ

七

そ
の
身
内
に
ま
で
準
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
、
「
君
」
が
君

主
か
ら
主
君
へ
、
さ
ら
に
転
じ
て
尊
称
と
な
り
、
親
称
と
な
り
、
愛
称
と

な
っ
て
、
「
君
」
に
対
す
る
意
識
も
大
い
に
幅
が
拡
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
に

な
る
。
古
今
以
下
の
賀
歌
に
は
、
そ
の
「
君
」
に
対
す
る
心
情
に
も
多
様

さ
が
う
か
が
え
よ
う
と
思
う
。

従
っ
て
、
君
を
使
用
し
た
一
っ
―
つ
の
歌
は
、
そ
の
詞
書
に
よ
っ
て
場

面
を
考
え
、
そ
の
心
情
を
推
測
し
て
、
歌
意
を
考
え
る
以
外
に
な
い
。
そ

れ
で
、
第
三
説
の
は
じ
め
に
挙
げ
た
、
問
題
の
歌
以
外
の
諸
例
の
よ
う
な

「
題
し
ら
ず
詠
人
し
ら
ず
」
の
歌
で
は
、
「
君
」
の
さ
す
対
象
は
あ
れ
こ

れ
想
察
さ
れ
て
―
つ
に
限
定
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
が
、
こ
れ
は
や
む
を

得
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
う
い
う
事
は
言
え
よ
う
。
「
君
」
が
統
治
者

た
る
主
君
の
意
か
ら
、
尊
者
な
い
し
親
愛
な
る
お
人
の
意
に
変
わ
る
と
、

「
君
が
代
」
の
「
代
」
は
御
治
世
か
ら
変
わ
っ
て
単
な
る
御
寿
命
の
意
に

な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

う
で
も
あ
る
が
、
後
例
の
「
曇
り
も
あ
ら
じ
」
か
ら
は
、
「
代
」
が
寿
命

で
は
合
わ
な
い
。
こ
れ
ら
の
「
君
が
代
」
は
や
は
り
御
当
代
聖
上
の
大
御

代
を
意
味
し
、
天
児
屋
根
命
は
藤
氏
の
祖
神
、
三
笠
山
な
い
し
春
日
の
神

は
藤
氏
の
氏
神
で
あ
る
の
で
、
籐
氏
の
御
守
護
に
よ
り
御
当
代
聖
上
の
大

御
代
は
曇
り
な
き
政
治
が
行
わ
れ
、
久
し
く
栄
え
ま
す
で
あ
ろ
う
と
い
う

歌
意
の
中
に
、
歌
合
の
主
催
者
頼
通
へ
の
敬
意
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
と

と
り
た
い
。

長
浜
の
真
砂
の
数
も
何
な
ら
ず
尽
き
せ
ず
見
ゆ
る
君
が
御
代
か
な

（
金
薬
三
五
二
、
天
喜
四
年
皇
后
宮
の
歌
合
に
祝
の
心
を
、
後
冷
泉
院
）

こ
の
歌
、
八
代
集
抄
に
は
「
長
浜
の
ま
さ
ご
の
」
に
つ
い
て
「
長
浜
、

八
雲
伊
勢
云
々
」
と
あ
る
外
何
の
註
も
無
い
。
こ
の
「
君
が
御
代
」
を
わ

が
大
君
の
御
治
世
の
意
に
と
る
と
、
い
わ
ゆ
る
自
敬
表
現
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
古
今
三
四
七
の
歌
の
場
合
に
準
じ
て
解
す
る
と
、
「
君
」
は

皇
后
寛
子
（
関
白
頼
通
女
）
を
さ
す
こ
と
に
な
り
、
「
君
が
御
代
」
は
ア

ナ
タ
ノ
御
寿
命
の
意
に
な
ろ
う
。
も
し
前
者
の
方
を
と
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

自
敬
表
現
は
実
は
そ
の
御
地
位
を
重
く
見
る
表
現
と
し
て
、
「
君
が
御
代
」

は
「
聖
上
た
る
我
の
祖
神
よ
り
託
さ
れ
た
重
大
な
意
義
の
あ
る
治
世
」
の

よ
う
な
意
味
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
意
味

の
「
君
が
代
」
の
用
例
は
外
に
ま
だ
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
今
は
こ
の

「
君
」
を
尊
称
な
い
し
親
称
の
方
に
見
て
お
き
た
い
。

積
る
べ
し
雪
積
る
べ
し
君
が
代
は
松
の
花
咲
く
千
た
び
見
る
ま
で

（
金
薬
三
五
一
、
返
し
、
六
條
右
大
臣
）

こ
れ
は
、
中
宮
寛
子
が
は
じ
め
て
内
裏
へ
参
上
さ
れ
た
夜
、
雪
が
降
っ

た
。
雪
の
積
も
る
こ
と
は
吉
兆
と
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
こ
れ
を
喜
ん
だ

中
宮
の
養
父
方
の
祖
父
宇
治
太
政
大
臣
頼
通
は
、
「
雪
積
る
年
の
し
る
し
に
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「
君
が
代
」
に
対
し
て
「
わ
が
代
」
と
い
う
語
が
あ
る
。

君
が
代
も
わ
が
代
も
知
る
や
磐
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な

（
万
葉
一

‘
I

0
)
 

の
「
君
が
代
」
「
わ
が
代
」
の
「
よ
」
は
共
に
一
生
・
寿
命
の
意
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
次
の
例
の
「
わ
が
世
」
な
い
し
「
世
」
の
「
よ
」
は
そ
れ
と
は

全
く
別
の
意
で
あ
る
。

1

色
は
匂
へ
ど
散
り
ぬ
る
を
わ
が
世
た
れ
ぞ
常
な
ら
む
（
い
ろ
は
歌
）

こ
の
世
を
ば
わ
が
世
と
ぞ
思
ふ
望
月
の
醐
け
た
る
事
も
無
し
と
思

2
 

八

い
と
ど
し
く
千
年
の
松
の
花
咲
く
ぞ
見
る
（
金
莱
三
五

0
)
」
と
い
う
歌

を
中
宮
の
実
父
六
條
右
大
臣
顕
房
の
許
に
遣
し
た
。
そ
の
返
歌
が
右
の
歌

で
あ
る
。
八
代
集
抄
に
、
「
松
花
は
、
万
葉
に
よ
み
し
を
、
童
蒙
抄
に
松

花
は
千
年
に
一
度
咲
云
々
。
此
歌
、
雪
を
松
花
に
見
な
し
給
へ
り
」
と
あ

る
。
贈
歌
は
「
今
年
は
雪
が
積
も
る
め
で
た
い
年
で
あ
る
と
い
う
吉
兆
が

も
た
ら
さ
れ
た
上
に
、
さ
ら
に
加
え
て
、
千
年
に
一
度
の
松
の
花
が
咲
く

の
ま
で
も
見
る
こ
と
だ
」
の
意
。
返
歌
の
意
味
は
、
「
積
も
る
で
し
ょ
う

よ
、
雪
が
き
っ
と
積
も
る
で
し
ょ
う
よ
、
君
が
代
に
お
い
て
は
、
今
年
の

み
か
、
松
の
花
が
咲
く
の
を
千
度
も
繰
り
返
し
て
見
る
ま
で
（
千
年
の
千

倍
に
至
る
年
ま
で
も
）
」
の
意
。
こ
の
「
君
」
は
中
宮
を
さ
し
て
い
る
に

ち
が
い
な
い
が
、
「
代
」
は
寿
命
の
意
で
は
な
く
治
世
の
意
で
な
け
れ
ば

歌
意
が
成
り
立
た
な
い
。
こ
こ
は
中
宮
を
含
め
て
御
当
代
の
皇
室
を
意
味

し
、
そ
の
意
味
で
「
君
が
代
」
は
御
当
代
の
御
治
世
を
意
味
す
る
と
考
え

ら
れ
る
。

九 へ
ば
（
続
古
事
談
五
、
道
長
）

わ
が
庵
は
都
の
巽
し
か
ぞ
栖
む
世
を
う
ぢ
山
と
人
は
言
ふ
な
り

（
古
今
九
八
三
、
喜
撰
法
師
）

1
の
「
わ
が
世
」
は
我
々
ノ
住
ム
世
ノ
中
の
意
、

2
の
「
わ
が
世
」
は

ワ
ガ
物
デ
ア
ル
但
ノ
中
（
自
分
ガ
支
配
ス
ル
世
ノ
中
）
の
意
。

3
の
三
四

旬
は
敷
術
す
る
と
、
「
し
か
（
然
・
鹿
）
ぞ
栖
む
世
デ
ア
ル
モ
ノ
ヲ
誤
解

シ
テ
世
を
憂
ガ
ッ
テ
遁
レ
栖
ム
宇
治
山
ダ
と
」
の
よ
う
に
な
り
、
そ
の

「
然
ぞ
栖
む
世
」
は
「
ゴ
覧
ノ
通
リ
ニ
サ
自
由
気
侭
二
住
ン
デ
イ
ル
わ
が

世
」
の
意
で
、
そ
の
「
わ
が
世
」
は
自
分
ノ
気
二
人
ッ
タ
世
界
の
よ
う
な

意
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
三
通
り
の
「
わ
が
世
」
（
我
ノ
世
）
が
出
て
来
た

が
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
「
世
」
の
「
我
」
に
対
す
る
あ
り
方
は
、

1
と
3

で
は
所
住
概
念
、

2
で
は
所
領
概
念
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
「
君

が
代
」
の
「
代
」
の
「
君
」
に
対
す
る
あ
り
方
は
、
御
治
世
の
場
合
は
所

司
概
念
、
御
寿
命
の
場
合
は
所
享
概
念
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
又
君
ノ
御

治
世
の
意
の
「
君
が
代
」
は
、
少
し
ち
が
っ
た
角
度
か
ら
見
る
と
君
ノ
御

時
世
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
の
詞
書
に
「
仁
和
の
御
時
」
「
後
冷
泉
院

御
時
」
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
御
時
」

は
「
君
」
の
所
在
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

本
稿
の
結
論
を
述
べ
よ
う
。
「
君
が
代
」
の
語
の
本
義
は
「
わ
が
主
君

の
御
代
」
で
あ
り
、
そ
の
「
御
代
」
は
御
寿
命
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
っ

た
が
、
そ
れ
よ
り
も
御
治
世
を
意
味
す
る
方
が
多
く
、
ま
た
御
治
世
の
意

の
中
に
御
寿
命
の
意
を
内
包
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
「
わ
が
主

3
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君
」
が
単
な
る
尊
称
に
転
じ
、
さ
ら
に
親
称
•
愛
称
に
ま
で
転
じ
て
来
る

と
、
「
御
代
」
は
単
に
御
寿
命
を
意
味
す
る
語
に
変
わ
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

「
君
が
代
」
の
語
の
沢
山
の
用
例
の
意
味
は
、
ど
う
し
て
も
詞
書
に
よ
っ

て
歌
の
場
面
を
考
え
な
い
と
解
釈
決
定
が
で
き
な
い
が
、
そ
の
手
順
を
履

ん
で
解
釈
す
れ
ば
、
解
明
は
ま
ず
可
能
だ
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て

「
君
」
が
聖
上
を
、
「
君
が
代
」
が
聖
代
や
聖
寿
を
意
味
す
る
歌
は
、
い

つ
の
時
代
に
も
賀
歌
の
中
心
で
あ
り
、
数
の
上
か
ら
も
最
も
多
か
っ
た
。

国
歌
「
君
が
代
」
は
、
そ
う
し
た
伝
統
の
上
に
立
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の

渕
源
と
な
っ
た
古
今
歌
「
わ
が
君
は
」
な
い
し
「
君
が
代
は
」
の
歌
の
意

味
は
、
古
今
序
に
そ
の
撰
者
紀
貰
之
ら
が
明
か
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
の

で
、
こ
れ
を
あ
れ
こ
れ
と
動
か
す
こ
と
は
出
来
な
い
。
し
か
も
そ
の
「
わ

が
君
は
」
な
い
し
「
君
が
代
は
」
の
歌
の
意
味
は
、
た
と
え
古
今
序
に
何

も
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
「
君
の
御
仁
恵
に
よ
り
」
と
い
う

條
件
が
作
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
さ
ざ
れ
石
の
成
長
し
て

巌
と
な
る
」
の
讐
喩
の
意
味
が
全
く
な
る
の
で
あ
り
、
「
ど
う
ぞ
い
つ
ま

で
も
御
す
こ
や
か
で
、
御
治
世
が
久
し
く
続
い
て
下
さ
い
ま
す
よ
う
に
」

の
願
い
を
籠
め
た
も
の
と
見
て
、
そ
の
歌
意
は
全
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
は
ど
う
し
て
も
聖
上
に
対
す
る
献
歌
な
い
し
頌
歌
で
あ
る
と
見
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
歌
「
君
が
代
」
の
解
釈
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
決
定
で

き
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

な
お
、
古
今
三
四
三
の
「
わ
が
君
は
」
の
歌
に
つ
い
て
、
八
代
集
抄
に

は
、
「
此
歌
、
拾
遺
集
に
は
安
法
法
師
が
歌
也
」
と
記
し
て
あ
る
が
、
現

存
の
拾
遺
集
や
拾
遺
抄
に
は
そ
れ
に
該
当
す
る
よ
う
な
記
事
は
見
当
た
ら

な
い
。
し
か
し
此
の
歌
な
い
し
国
歌
と
な
っ
た
「
君
が
代
」
の
歌
も
、
そ

れ
に
類
す
る
歌
意
の
拾
遺
二
九
九
や
後
拾
遺
四
四
九
の
歌
も
、
皆
仏
教
に

（
く
わ
だ

縁
の
あ
る
説
話
に
璧
喩
の
典
拠
を
も
つ
ら
し
い
こ
と
は
、
興
味
あ
る
こ
と

と
い
え
よ
う
。

あ
き
ら
・
元
就
実
女
子
大
学
教
授
）
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