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会 ム
首岡

清

水

彦

一

べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
赤
人
の
作
品
が
、

の
方
向
に
向
か
っ
て
統
一
さ
れ
、

さ

笠
金
村
は
、

か
ら
天
平
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
元
正
・

の
宮

れ
た
秀
作
で
あ
る
と
い

は
、
同
時
に
、
彼
の
作
品
の
世
界
が
、
か
な
り
明

廷
で
活
躍
し
た
宮
廷
歌
人
で
あ
る
。
周
知
の
如
く
、
宮
廷
歌
人
の
伝
統
は
柿
本

確
な
赤
人
的
限
定
を
持
っ
て
い
る
と
い

で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
秀
作
は

人
麻
日
に
始
ま
る
が
、
乙
の
小

で
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
の
は
、
金
村
民

そ
の
時
代
の
文
学
精
神
を
十
全
に
内
包
し
て
い
る
筈
で
あ
り
、
従
っ
て
、
赤
人

お
い
て
、
人
麻
呂
の
伝
統
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
ま
た
、
ど
の
よ
う

の
作
品
を
通
し
て
、
当
時
の
文
学
精
神
を
十
全
に
把
握
す

も
不
可
能
で
は

に
変
質
し
た
か
、
と
い

で
あ
る
。

な
い
。
し
か
し
、
秀
作
と
は
、
時
代
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
そ
れ
を
超
え
得
た
作

金
村
の
時
代
に
は
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
、
な
お
他
比
率
持
千
年
と
山
部
赤
人

品
の

で
も
あ
る
。
従
っ
て
、
秀
作
に
お
い
て
は
、
当
時
の
一
般
的
な
文
学
精

が
知
ら
れ
て
い
る
。
共
に
従
璃
し
た
行
幸
の
き
い
の
、
作
品
の

ど

神
は
、
作
者
の

し
た
思
想
や
感
情
の
表
現
を
頂
点
と
す
る
作
品

造
の
中

か
ら
見
て
、
官
人
と
し
て
の
序
列
は
、
金
村
、
千
年
、
赤
人
の

で
あ
っ
た
ら

で
、
え
て
し
て
表
現
の
底
に
沈
み
が
ち
で
あ
る
。
秀
作
を
通
し
て
そ
の
時
代
の

し
い
が
、
歌
人
と
し
て
は
、
言
う
迄
も
な
く
、
赤
人
を
最
上
位
に
推
さ
ね
ば
な

文
学
精
神
に
迫
る

は
、
必
ら
ず
し
も
常
に
容
易
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

ら
な
い
。
赤
人
の
作
品
は
、

の
方
向
に
向
か
っ
て
統
一
さ
れ
、

さ
れ

赤
人
と
の
比
較
に
お
い
て
、
金
村
の
作
品
で
は
、
な
お
統
一
と

と
が
不

た
秀
作
で
、

こ
の
意
味
で
は
、
赤
人
を
こ
そ
、
当
代
第
一
の
宮
廷
歌
人
と
呼
ぶ

充
分
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
の
作
品
の
多
く
を
、
赤
人
に
匹
敵
す
る
意
味
で
の

笠

金

村

一



笠

金

村

一一

秀
作
と
呼
ぶ
事
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、

乙

は
一
面
、
彼
の
作
品
に
お
い

古
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

の
多
く
が
秀
作
と
し
て
も
っ
と
も
高
く
評
価

て
、
当
時
の
文
学
精
神
を
物
語
る
さ
ま
ざ
ま
の
要
素
が
、
統
一
し
、

さ
れ

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

な
い
か
た
ち
で
、
し
か
し
そ
れ
故
に
か
え
っ
て
明
確
に

し
て
い
る
と
い
う

ζ

の
歌
に
お
け
る
技
法
上
の
一
つ
の
大
き
な
特
色
は
、
葬
送
を
知
ら
な
い
た

で
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
千
年
の
作
品
に
就
い
て
も
ほ
ぼ
同
様
の
事

て
ま
え
の
作
者
が
、
葬
送
者
に
問
う
形
式
を
用
い
る
事
に
よ
っ
て
、
親
王
葬
送

が
言
え
る
が
、
金
村
の
方
が
、
作
品
の
数
も
多
く
、
歌
わ
れ
た
世
界
も
多
様
で

の
悲
し
み
が
、
作
者
な
ら
ぬ
葬
送
者
の
言
葉
や
動
作
と
し
て
述
べ
ら
れ
、
す
こ

あ
る
。

乙
の
意
味
で
、
わ
た
く
し
は
、
当
時
の
宮
廷
歌
の
本
質
を
考
え
よ
う
と

ぷ
る
客
観
的
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
点
に

す
る

、
金
村
乙
そ
、
対
象
と
し
て
も
っ
と
も
実
り
多
い
歌
人
で
は
な
い
か

触
れ
た
従
来
の
諸
説
は
、
お
お
む
ね
こ
れ
を
金
村
の
挽
歌
に
お
け
る
新
ら
し
い

と
思
う
。
そ
し
て
、
金
村
の

は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
を
持
つ

に
よ
っ
て
、

技
法
と
見
て
い
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

赤
人

の
落
穂
拾
い
で
は
な
く
、
も
っ
と
積
極
的
な
、
ま
た
も
っ
と
独
自
な
発

た
し
か
に
、

乙
こ
に
は
、
金
村
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
も
の

一↓一口の

味
を
持
ち
う
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
あ
る
。

が
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、

こ
れ
を
金
村
の
挽
歌
に
お
け
る
新
ら
し
い
技
法
と
呼

ぷ
事
も
許
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
技
法
の
背
後
に
、
そ
れ
を
可
能

一一

な
ら
し
む
る
よ
う
な
、
な
ん
ら
の
文
学
的
伝
統
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

梓
弓

手
に
取
り
持
ち
て

ま
す
ら
を

大
夫
の

さ
つ
矢
手
挟
み

立
ち
向
ふ

高2

う
か
。
従
来
の

の
内
で
、

こ
の
点
に
言
及
し
た
も
の
を
寡
聞
に
し
て
知
ら

円3
山
t乙

春
野
焼
く

野
火
と
見
る
ま
で

も
ゆ
る
火
を

い
か
に
と

な
い
が
、
わ
た
く
し
は
こ
の
問
題
に

連
し
て
、
次
の
三
つ
の
事
柄
を
指
摘
し

〆¥

ば

玉
枠
の

道
来
る
人
の

泣
く
涙

乙
き
め
に
降
れ
ば

白
た
へ

た
い
と
思
う
。

の

衣
ひ
づ
ち
で

立
ち
と
ま
り

吾
に
語
ら
く

何
し
か
も

も
と
な

す
な
わ
ち
、
そ
の

一
は
、
そ
も
そ
も
問
答
形
式
と
い
う
も
の
が
、
歌
謡
以

い
で
ま
し
の

ね
の
み
し
泣

手たか
火びゅ
の
光
ぞ

語
れ
ば

心
ぞ
痛
き

す
め
ろ
き

天
皇

来
の
長
い
伝
統
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い
う
、

い
わ
ば
す
で
に
自
明
の
事
柄
で

と
ぷ
ら
ふ

聞
け
ば

の

神
の
御
子
の

こ
こ
だ
照
り
た
る

あ
る
が
、
第
二
は
、

乙
の
歌
の
骨
格
を
形
成
す
る
重
要
な
幾
つ
か
の
句
が
、
歌

①
 

格
の
強
い
巻
十
三
の
相
聞
歌
(
三
ニ
七
六
)
の
中
に
、
す
で
に
前
例
と

(
巻
ニ
・
二
三

O
)

こ
れ
は
、

王
嘉
去
の
さ
い
の
長
歌
で
、
金
村
の
作
中
で
は
も
っ
と
も

し
て
存
在
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。



百
足
ら
ず

山
田
の
道
を

浪

の

う
る
は
し
妻
と

語
ら
は
ず

ilU 

:
・
渡
る
日
の

れ
ゆ
く
が
と
と

照
る
月
の

隠
る

玉、と
梓、と
の、

沖
使、っ

れ
し
来
れ
ば

速
川
の

行
く
も
知
ら
ず

衣
手
の

帰
る
も
知
ら
ず

の、
百、の
J¥、
ぱ、

し
妹
は

も
み
ち
葉
の

過
ぎ
て
い
行
く
と

の
の
ふ
の

立
ち
て
つ
ま
づ
く
せ
む
す
べ
の
た
づ
き
を
知
ら
に

品

め

っ

ち

だ

ま

八

十

の

心

を

天

地

に

思

ひ

足

ら

は

し

魂

合

は

ぱ

や

さ

か

、

、

、

、

、

、

、

、

吾

が

歎

く

八

尺

の

歎

き

玉

梓

の

道

来

る

人

の

、
、
、
、
、
、
、

い
か
に
と
間
へ
ば

も

馬
じ
も
の

ち、来
と、ま
ま、す
り、や

と

立、君

と
い
う
叙
述
の
あ
る
事
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
た
い
。

わ
た
く
し
は
金
村
の
技
法
の
背
後
に
、
少
な
く
と
も
、
右
に
述
べ
た
三
つ
の

答
へ
や
る

た
づ
き
を
知
ら
に

さ
に

文
学
的
伝
統
が
あ
っ
た
と
思
う
。
し
か
し
、
も
と
よ
り
、
金
村
の
技
法
が
、

乙

つ
ら
ふ

君
が
名
言
は
ば

色
に
出
で
て

人
知
り
ぬ
べ
み

あ
し
ひ
き

れ
ら
に
何
物
を
も
加
え
な
か
っ
た
と
一
一
一
口
う
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
も
大
き
な
相

の

山
よ
り
出
づ
る

月
待
つ
と

人
に
は
雪
口
ひ
て

君
待
つ
吾
を

違
点
は
、
相
聞
歌
に
見
ら
れ
た
共
通
句
ゃ
、
人
麻
呂
の
挽
歌
に
お
け
る
死
の
知

金
村
作
と
の
共
通
句
は
、
傍
点
を
施
し
た
「
玉
枠
の

道
来
る
人
の

立
ち

ら
せ
の
叙
述
に
お
い
て
、
関
わ
れ
る
者
、
告
げ
ら
れ
る
者
で
あ
っ
た
作
者
が
、

と
ま
り

い
か
に
と
問
へ
ば
」
と
い
う
連
続
の
四
句
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
、
間

金
村
作
で
は
問
う
者
の

に
立
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

乙
の
変
化
は

答
的
表
現
を
成
り
立
た
せ
る
為
に
、
欠

の
出
来
な
い

要
な
句
で
あ
る
と

挽
歌
の
対
象
が
親
王
で
、
金
村
が
、
近
親
者
の
死
の
場
合
と
は
違
っ
て
、
直
接

言
え
よ
う
。

嘉
去
を
告
げ
る
使
い
を
受
け
う
る

に
な
か
っ
た
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の

し
か
し
、

よ
り

要
な
第
三
の
事
柄
は
、
他
な
ら
ぬ
挽
歌
に
お
い
て
、
人
の

か
と
思
う
が
、
煎
じ
つ
め
れ
ば
、
金
村
の
創
造
は
乙
の
一
点
に
発
す
る
の
で
あ

死
は
、
し
ば
し
ば
使
い
を
通
し
て
、
突
然
に
知
ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い

り
、
こ
こ
に
、

乙
れ
を
新
ら
し
い
技
法
と
呼
び
う
る
理
由
が
あ
っ
た
と
思
う
の

う
事
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
当
時
の
、
通
い
婚
の

を
基
盤
に
持
つ
も
の
で
あ

で
あ
る
。

る
事
勿
論
で
あ
る
が
、
な
お
、

椀
し
い
者
の
死
の
突
然
の
報
知
が
、
作
者
の

以
上
、
金
村
の
挽
歌
の
背
後
に
あ
る
文
学
的
伝
統
を
探
り
、

こ
の
歌
に
お
け

博
と
悲
歎
を
強
調
す
る
為
の
、
も
っ
と
も
適
切
な
契
機
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ

る
伝
統
と
創
造
の
関
係
を
考
察
し
た
が
、
以
上
の

を
通
し
て
、
わ
た
く
し

う
か
。
実
例
は

の
挽
歌
の
中
に
か
な
り
多
い
が
、
今
は
金
村
が
そ
の
伝
統

が
こ
乙
に
提
言
し
た
い
の
は
、
金
村
の
挽
歌
が
、
私
的
性
格
の
作
品
、
と
り
わ

を
継
承
し
た
人
麻
呂
の
作
中
、
軽
の
妻
の
死
を
歌
っ
た
長
歌
(
巻
二
・
二

O
七
)

け
私
的
な
挽
歌
の
伝
統
に
根
ざ
す
も
の
だ
と
い
う

で
あ
る
。
読
者
は
、
金
村

の
中
に
、

作
と
共
通
の
句
が
、
私
的
性
格
号
本
質
と
す
る
相
聞
歌
に
見
出
さ
れ
た

、
金

笠

金

村

論

一一一



笠

金

村

論

四

村
作
と
類
似
の
技
法
を
持
っ
た
人
麻
日
の
挽
歌
が
、
宮
廷

歌
と
し
て
の
公

的
挽
歌
で
は
な
く
て
、
妻
の
死
を
い
た
む
私
的
な
作
品
で
あ
っ
た

を
想
起
さ

一一一

れ
た
い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
問
答
形
式
と
い
う
も
の
が
、
古
来
多
く
相
聞
歌
の

公
的
な
作
品
へ
の
私
的
な
技
法
の
穆
透
は
、
や
が
て
公
的
な
作
品
に
私
情
が

形
式
で
あ
っ
た
と
い
う
事
を
、

こ
の
さ
い
こ
こ
に
附
記
し
て
お
乙
う
。

歌
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
事
を
予
掴
さ
せ
る
。
さ
す
が
に
、
親
王
の

と
い
う

し
か
し
、
わ
た
く
し
は
こ
の
挽
歌
が
、
金
村
の

と
し
て
、
私
的
な
挽
歌

厳
粛

を
い
た
む
挽
歌
に
は
、
恐
意
的
な
私
情
の
叙
述
は
見
ら
れ
な
か
っ

で
あ
っ
た
と
は
思
わ
な
い
。
そ
れ
は
、
挽
歌
の
対
象

王
で
あ
る
と
い
う
事

た
が
、
金
村
の
作
に
お
い
て
は
、
行
幸
従
駕
歌
の
内
で
、
高
葉
の
そ
れ
ぞ
れ
の

に
よ
っ
て
、
す
で
に
充
分
予
想
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
が
、
さ
ら
に
具
体
的
に
、

時
期
の
作
者
た
ち
が
、
人
麻
呂
の
伝
統
を
も
っ
と
も
強
固
に
守
っ
た
吉
野
讃
歌

こ
の
作
品
の
内
容
か
ら
、
次
の
よ
う

が
考
え
ら
れ
る
と
思
う
。

に
も
、
す
で
に
そ
の
き
ざ
し
は
見
出
さ
れ
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
作
の
冒
頭
に
は
、

「
梓
弓

手
に
取
り
持
ち
て

大
夫
の

さ
つ
矢
手

金
村
の
吉
野
従
駕
歌
に
は
、
養
老
七
年
五
月
の
も
の

(
巻
六
・
九

O
七
l
一

挟
み

立
ち
向
ふ
」
と
い
う
長
文
の
序
が
あ
る
。
金
村
の
作
中
、
か
か
る
長
文

ニ
)
と
、

二
年
五
月
の
も
の

(
巻
六
・
九
二

O
l
一
一
)
と
が
あ
る
。
今
、

の
冒
頭
序
は
、
彼
の
作
中
で
も
つ

歌
的
性
格

な
吉
野
従

読
者
の

照
に
供
す
る
た
め
、
そ
の
全
部
を
左
に
掲
げ
よ
う
。

駕
歌
(
巻
六
・
九

O
七
)

に
も
う
一
例
を
見
出
し
う
る
の
み
で
あ
る
が
、

こ
れ

養
老
七
年
突
亥
夏
五
月
、
吉
野
離
宮
に
幸
し
し
時
、
笠
朝
臣
金
村
作

は
、
金
村
な
り
に
、
人
麻
自
の
宮
廷

礼
歌
の
序
歌
的
技
法
を

し
た
も
の

葬
送
と
自
ら
を
い
っ
た
ん

し
た
と
乙
ろ
に
も
、
か
え
っ
て

い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

れ
る

歌
御一
船首
の 井
山に

高まに短
代Z 歌
l乙瑞ミ

枝え
さ
し

し
じ
に
生
ひ
た
る

と
が栂

の
木
の

と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
自
身
ぞ
問
う
者
の

t乙

い
て
、

王
の

滝
の
上
の

王
に
対
す
る

か
く
し
知
ら
さ
む

み
吉
野
の

と
虚
み
が
感
得
さ
れ
な
く
も
な
い
。

の
宮
は

神
か
ら
か

貴
か
る
ら
む

国
か
ら
か

見
が
欲
し
か
ら
む

金
村
に
と
っ
て
、

こ
れ
は
公
的
挽
歌
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
人
麻
呂
と
の

111 
} 11 
を

清
み
さ
や
け
み

う
べ
し
神
代
ゆ

定
め
げ
ら
し
も

相
違
は
、
金
村
に
お
い
て
は
、
公
的
な
作
品
に
さ
え
、

こ
の
よ
う
に
私
的
な
技

(九
O
七
)

法
治主

透
す
る
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

反
歌
二
首

か
ふ
ち

年
ご
と
に
か
く
も
見
て
し
か
み
吉
野
の
清
き
河
内
の
た
ぎ
っ
白
浪



(九
O
八
)

人
皆
の
い
の
ち
も
吾
も
み
吉
野
の
滝
の
常
磐
の
常
な
ら
ぬ
か
も

し

ら

ゆ

ふ

ぱ

な

山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
た
ぎ
っ
滝
の
河
内
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

(
九
ニ
ニ
)

(九
O
九
)

こ
れ
ら
の
作
品
に
お
け
る
私
情
化
は
、
ま
ず
そ
の
前
提
と
し
て
、
人
麻
呂
の

或
本
の
反
歌
に
日
く

作
に
あ
っ
た
も
ろ
も
ろ
の
神
的
な
要
素
を
除
去
し
、
或
い
は
こ
れ
を
人
間
の
世

神
か
ら
か
見
が
欲
し
か
ら
む
み
吉
野
の
商
の
河
内
は
見
れ
ど

か
ぬ
か
も

界
に
奪
い
取
ろ
う
と
す
る

か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。

(九一

O
)

人

呂
の
作
品
に
お
い
て
、
天
皇
や

①
 

は
神
で
あ
っ
た
。
そ
の
伝
統
を
受

み
吉
野
の

の
川
の
商
代
に
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
ま
た
か
へ
り
見
む

け
て
、

で

(九一

一
'-" 

で
は
な
い
が
、

な
お

し
た
志
貴
親
王
へ
の
挽
歌
で
も
、

神
の
御
子
」
と
表
現
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し

は
、
神
そ
の
も
の

の

め

み

な

わ

泊
瀬
女
の
つ
く
る
木
綿
花
み
吉
野
の
滝
の
水
沫
に
咲
き
に
け
ら
ず
や

こ
の
こ
組
の
吉
野
従
駕
歌
で
は
、
天
皇
は
神
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。

の
み
な

(
九
二
一
)

ら
ず
、
同
時
代
の
赤
人
が
、
人
麻
呂
の

し
て
常
用
し
た
「
や
す
み

神
亀
二
年
乙
丑
夏
五
月
、

に
幸
し
し
時
、
笠
朝
臣
金
村
作

し
し

吾
が

(
と
)
大
君
」
と
い
う
、
天
皇

の
常
套
句
さ
え
姿
を
消
し
て

清
き
を
見
れ
ば

み

山
も

上2さ
辺へや
』乙 t乙
は

落
ち
た
ぎ
っ

河
の
瀬

カ〉し、
くる
し
釘l、ま
ら、 Tこ
さ、、

む養
」老

との
、作

九
O 
七

で
は
、

「
い
や
つ
ぎ
つ
ぎ
に

t乙

れ
る
歌
一
首
井
に
短
歌

の

千
鳥
し

吉
野

下tの
辺へ河
に の
は

「
み
吉
野
の

の
宮
」
の
修
飾
句
の
中
に
で
は

あ
し
ひ
き
の

く

か
は

あ
る
に
し
て
も
、
な
お
天
皇
の
行
為
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、

の
作
(
九
二

づ
妻
呼
ぶ

も
も
し
き
の

大
宮
人
も

を
ち
ニ
ち

遠
近
に

し
じ
に
し
あ
れ
ば

o
l
一一)
で
は
、
天
皇
の
姿
は
も
は
や
ど
乙
に
も
、
言
葉
と
し
て
直
接
に
は
描

見
る
ご
と
に

あ
や
に
と
も
し
み

玉
か
づ
ら

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

高

か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

代
l乙

か
く
し
も
が
も
と

天
地
の

神
を
ぞ
祈
る

か
し
こ
か
れ
ど
も

①
 

人
麻
呂
の
作
品
に
お
い
て
は
、
国
土
も
ま
た
神
で
あ
っ
た
。
金
村
の
作
で
も

(
九
二

O
)

養
老
の
作
中
に
は
、
そ
の
長
歌
(
九

O
七
)
t乙、

「
み
吉
野
の

の
宮
は

反
歌
二
首

神、
か、
ら、
か

貴
か
る
ら
む

国
か
ら
か

見
が
欲
し
か
ら
む
」
、
或
本
の
反
歌

に
見
と
も
飽
か
め
や
み
吉
野
の
た
ぎ
っ
河
内
の
大
宮
処
(
九
一

一
一
)

(九一

O
)
t乙、

「
神
か
ら
か
見
が
欲
し
か
ら
む
み
吉
野
の
滝
の
河
内
は
」
と

笠

金

村

五



笠

金

村

ー』

ノ、

婿
蛤
の
宮
を
中
心
と
す
る
吉
野
の
国
土
を
う
し
は
く
神
の
寄
在
を
認
め
た
表
現

四
句
の
中
か
ら
「
神
か
ら
か
」
と
「
見
が
欲
し
か
ら
む
」
の
二
句
を
選
ぴ
、

乙

が
あ
る
。

こ
こ
に
、
人
麻
呂
の
伝
統
が
、
な
お
払
試
さ
れ
切
れ
ず
に
残
在
し
て

の
二
句
を
直
結
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
土
地
の
神
に
対
す
る
讃
美
が
、

乙
の

い
る
事
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

歌
に
お
い
て
一
歩
景
に
対
す
る
賞
美
の
方
向
に
動
い
て
い
る
事
を
認
め
う
る
と

し
か
し
、
長
歌
(
九

O
七
)

の
叙
述
は
、

ーっ
山
} 11 
を

清
み
さ
や
け
み

つ

思
う
。

べ
し
神
代
ゆ

定
め
け
ら
し
も
」
と

い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
金
村
は
ひ
と

以
上
、
養
老
の
作
の
国
土
の
叙
述
に
お
け
る
神
的
な
表
現
が
、

い
か
ほ
ど
か

た
び
「
神
か
ら
か
」
、

「
国
か
ら
か
」
と
問
う
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
聞
い

景
に
対
す
る
賞
美
の
表
現
に
傾
く
も
の
で
あ
る

述
べ
た
が
、

神

亀

の

作

に
対
し
て
肯
定
的
に
答
え
、
そ
れ
を
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

(
九
二

O
l
一一)
で
は
、
国
土
の
叙
述
に
関
し
て
、
神
的
な
表
現
は
ま
っ
た
く

こ
れ
は
単
な
る
聞
い
っ
放
し
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
金
村
は
「
蹟
蛤
の
宮
」
を

見
ら
れ
な
い
。
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
、
清
く
さ
や
け
き

「
神
代
ゆ

定
め
」
た
理
由
を
、

ーっ
山
JlI 
を

清
み
さ
や
け
み
」
と
い
う
、
眼

吉
野
の

一
そ
の
も
の
で
あ
る
。

(
乙
の

T

は
、
養
老
の
作
に
お
け
る
国
土
の
叙

前
の
景
の
す
が
す
が
し
さ
の
方
に
求
め
て
納
得
し
、
そ
れ
を
強
調
し
て
い
る
の

述
の
内
、
神
的
な
表
現
を
持
た
な
い
歌
や
部
分
の
叙
述
に
就
い
て
も
言
い
う
る

で
あ
る
。

干
で
あ
る
。
)

ら
む
」
と
い
う
、
景
賞
美
の
意
味
を
持
っ
か
と
思
わ
れ
る
句
に
続
い
て
い
る
。

ー「

養
老
の
作
中
に
は
、
「
白
木
綿
花
に
落
ち
た
ぎ
っ
滝
の
河
内
」

友
の
つ
く
る
木
綿
花
み
吉
野
の
滝
の
水
沫
に
咲
き
に
け
ら
ず
や
」

(九
O
九)、

ま
た
、
或
本
の
反
歌
(
九
一

O
)
で
は
、

「
神
か
ら
か
」
は
「
見
が
欲
し
か

九

人
麻
呂
の
作
品
(
巻
二
・
二
二

O
)
で
は
、
「
神
か
ら
か
」
は
「
こ
こ
だ

き
Lー

一
一一、--"
と
、
木
綿
花
を
波
や
水
沫
の

聡
に
用
い
、

或
い
は
乙
れ
に
見
立
て
た

に
、
ま
た
、
「
見
れ
ど
も

か
ぬ
」
は
「
国
か
ら
か
」
か
ら
続
く
句
で
あ
っ
た
。

例
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
の
よ
う
な
例
と
し
て
は
、
集
中
他
に
、

な
っ

山
高
み
白
木
綿
花
に
落
ち
た
ぎ
っ

か
は
と

の
川
門
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

も
っ
と
も
、
右
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
金
村
の
作
品
で
も
、
そ
の
長
歌
(
九

O
七
)

で
は
、

こ
の
伝
統
が
守
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
反
歌
に
お
け
る
「
神
か
ら

(
巻
九
・
一
七
三
六

式
部
大
倭
)

か
見
が
欲
し
か
ら
む
」

は
、
長
歌
に
お
け
る

「
神
か
ら
か

貴
か
る
ら
む

国

と
い
う
、
金
村
作
(
九
O
九
)

の
「
滝
の
河
内
」
が
、
同
じ
吉
野
の
「
夏
見
の

考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
、
金
村
が
長

の

川
門
」
と
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
だ
け
の
類
歌
を
は
じ
め
と
し
て
、

あ
ふ
さ
か

相
坂
を
打
出
で
て
見
れ
ば
近
江
の
海
白
木
綿
花
に
浪
立
ち
渡
る

か
ら
か

見
が
欲
し
か
ら
む
」
の
四
句
を
、
要
約
し
て
反
復
し
た
も
の
だ
と
も



(
巻
十
三
・
三
二
三
八

作
者
未
詳
)

か
れ
ど
も
」
で
あ
る
。

「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」
の
句
は
、
す
で
に
人
麻
呂
の
吉

泊
瀬
川
白
木
綿
花
に
落
ち
た
ぎ
っ
瀬
を
さ
や
け
み
と
見
に
来
し
五
日
を

(巻一

-
一
ニ
六
)

に
前
例
が
あ
り
、
そ
の
歌
の
結
び
は
、

「
此
の
川
の

(
巻
七
・
一
一

O
七

作
者

'-" 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く

此
の
山
の

い
や
高
知
ら
す

み
な
ぎ
ら
ふ

滝
の
み

が
あ
る
。

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
金
村
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
時
期
の
作
ら
し

や
乙
は

見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
」
で
あ
っ
た
。
人
麻
呂
は
「
滝
の
み
や
こ
」
を

い
が
、
金
村
作
と
の
前
後
は
厳
密
に
は
不
明
で
、
従
っ
て
、

こ
の
表
現
が
、
金

天
皇
が
「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
」

「
い
や
高
知
ら
す
」

に
対
し
て
、
な
ん
ら
の

村
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
和
歌
の
世
界
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か

表
現
が
成
立
し
た

ら
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
金
村
、
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
時
期
に
、

は
確
か
だ
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
と
思

h

こ
の

疑
い
を
も
括
ん
で
は
い
な
い
。
し
か
し
、
金
村
は

、
、
、
、
、
、
、
、

天
地
の
神
を
ぞ
祈
る
」

「
絶
ゆ
る
こ
と
な
く

高
代

l乙

か
く
し
も
が
も
と

と
一
一
一
日
っ
て
い
る
。

金
村
に

と
っ
て
、
吉
野
の
宮
の
盛
況
ぞ
無
窮
な
ら
し
む
る
為
に
は
、
そ
れ
を
神
に
祈
る

木
綿
花
と
は
、
木
綿
を
材
料
と
し
て
乙
し
ら
え
た
造
花
の
事
で
あ
る
。

乙
れ

他
な
か
っ
た
の
だ
が
、
わ
た
く
し
は
乙
の
行
為
の
根
底
に
、

や
人
聞
の
文

ら
の
作
品
に
お
い
て
は
、
そ
の
木
綿
花
を
波
や
水
沫
の

い
仏
慨
に
用
い
、

或
い
は

化
が
有
限
で
あ
る
事
に
つ
い
て
の
、
す
こ
ぶ
る
理
性
的
・
人
間
的
な

を
見

乙
れ
に
見
立
て
る

に
よ
っ
て
、
波
や
水
沫
の
美
し
さ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る

出
し
う
る
と
思
う
し
、
ま
た
、
有
限
な
人

人
間
の
文
化
を
無
窮
な
ら
し
め

が
、
乙
の
事
は
、
人
工
の
美
を
も
っ
て
自
然
の
美
を
強
調
し
た

を
意
味
す

'」、ー，帽、

J
i
v
u
v
j
〈

?
V

は
、
こ
れ
ま
た
す
こ
ぶ
る

な
願
い
だ
と
思
う
の
で
あ

る
。
か
つ
て
自
然
は
神
で
あ
り
、
人
力
の
及
ば
な
い
威
力
ゃ
、
人
工
の
及
ぱ
な

句。。

い
美
し
さ
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
、
人
工
の
美
が
自
然

乙
の
作
の
反
歌
第
二
首
(
九
二
二
)
lま

の
美
の
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
こ
こ
に
、
金
村
を
も
含
め
て
、
そ

人
皆
の
い
の
ち
も
吾
も
み
吉
野
の
滝
の
常
磐
の
常
な
ら
ぬ
か
も

の
前
後
の
時
期
の
人
々
が
、
人
麻
日
の
作
に
お
け
る
神
的
な
要
素
を
人
聞
の
世

で
あ
る
。

乙
乙
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
事
が
言
え
る
が
、

こ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
願
い

界
に
奪
い
取
っ
た
、

い
わ
ば
も
っ
と

な
一
例

し
う
る
と
思
う
の

が
、
吉
野
の
宮
の
盛
況
の
無

で
は
な
く
て
、
吾
を
も
含
め
た
人
皆
の
寿
命
の

で
あ
る
。

無
窮
へ
の

い
で
あ
り
、
そ
れ
が
作
者
を
も
含
め
た
人
皆
一
人
一
人
の
、

L 、
わ

神
亀
の
作
に
お
け
る
長
歌
(
九
二

O
)
の
結
び
は
、

「
玉
か
づ
ら

絶
ゆ
る

ぱ
私
の
心
に
存
在
す
る
人
間
的
な
願
い
で
も
あ
る
が
故
に
、

一
方
で
こ
の
叙
述

乙
と
な
く

高
代
に

か
く
し
も
が
も
と

天
地
の

神
を
ぞ
祈
る

か
し
こ

が
な
お
賀
歌
と
し
て
の
意
味
を
持
ち
う
る

は
確
か
で
あ
る
に
し
て
も
、

一

笠

金

村

七



笠

金

村

/¥ 

方
、
乙
れ
は
す
で
に
私
情
の
叙
述
と
も
呼
ぴ
う
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
言
え

き

ず

み

名
寸
隅
の

船
瀬
ゆ
見
ゆ
る

淡
路
島

大手海ぁ松
夫主人ま帆
のをの

と 浦
めに

朝
凪
に

玉
藻

辺
に
は

か
は
づ
妻
呼
ぶ
」
と
い
う
対
句
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
吉
野
の
景
物
と

女め
の

思
ひ
た
わ
み
て

た
も
と
ほ
り

吾
は
ぞ
恋
ふ
る

JLi' 
は
無

船主し
椙Et乙
を
無
み

あ
り
と
は

手た聞
弱右け

ょ
う
。

刈
り
つ
つ

タ
凪
に

塩
焼
き
つ
つ

神
亀
の
作
の
長
歌
(
九
二

O
)
乙
ま
、

「
上
辺
に
は

千
鳥
し
ぱ
鳴
く

下

ど

見
に
行
か
む

よ
し
の
無
け
れ
ば

し
て
の
千
鳥
と
河
鹿
の

く
き
ま
を
通
し
て
、
吉
野
の
景
の
罪
し
さ
を
述
べ
た

(
巻
六
・
九
三
五
)

句
で
あ
る
が
、

こ
の
内
の
「
か
は
づ
妻
呼
ぶ
」
に
は
、
河
鹿
の

の
相
聞
の

反

一一

さ
ま
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

こ
れ
は
も
と
も
と
人
聞
の
男
女
聞
に

玉
藻
刈
る
海
人
を
と
め
ど
も
見
に
行
か

も
が
も
浪
高
く
と
も

お
け
る

の
情
を
、
河
鹿
の
上
に
移

に
よ
っ
て
成
立
し
た
情
的
な
景
で

(
九
一
ニ
六
)

あ
る
。
従
っ
て
、

こ
こ
に
は
、
河
麗
と
い
う
景
物
を
介
し
て
間
接
に
で
は
あ
る

行
き
め
ぐ
り
見
と
も
飽
か
め
や
名
寸
隅
の
船
瀬
の
浜
に
し
き
る
白
浪

が
、
す
で
に
相
聞
の
私
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
も
の
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

①
 

(
こ
の
よ
う
な
表
現
は
、
ほ
ぼ
こ
の
前
後
の
時
期
に
成
立
し
た
も
の
で
、

(
九
三
七
)

L 、。

こ
れ
は
、

三
年
九
月
、
播

印
南
野
行
幸
の
き
い
の
、
金
村
の
従

金
村
の
作
中
に
は
、
天
平
五
年
間
三
月
の
入
唐
使
に
贈
る
歌
〈
巻
八
・
一
四
五

で
あ
る
が
、

こ
の
作
品
の
長
歌
(
九
三
五
)
と
反
歌
第
一
首
(
九
三
六
)
l乙

一
二
〉
の
中
に
、

「
タ
き
れ
ば

た
づ
が
妻
呼
ぶ
」
と
い
う
例
が
も
う
一

つ
あ

は
、
淡
路
島
の
松
帆
の
浦
で
玉
藻
を
刈
り
、
藻
塩
を
焼
く
海
人
お
と
め
を
見
に

る
。
)
な
お
ま
た
、
養
老
の
作
の
或
本
の
反
歌
(
九
二
一
)
で
は
、
先
に
述
べ

「
泊
瀬
女
の
つ
く
る
木
綿
花
」
と
歌
っ
て
い
る
が
、
泊
瀬
女
は

行
き
た
い
と
い
う
、

「
吾
」
の
私
的
な
願
望
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、

た
木
綿
花
を
、

乙
の
作
品
は
、
長
歌
の
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
作
者
の
現
在
地
、

「
名
寸
隅

相
聞
の
対
象
と
も
な
り
う
る
女
性
で
あ
り
、
従
っ
て
、

ζ

の
よ
う
な
発
想
に
も

の

の
浜
」
に
「
し
き
る
白
浪
」
を
賞
美
す
る
内
容
の
歌
(
九
三
七
)
で
結

金
村
の
吉
野
従
駕
歌
に
お
け
る
、
相
聞
の
私
情
へ
の
傾
斜
を
見
出
し
う
る
も
の

ば
れ
て
居
り
、
そ
の
為
に
全
篇
が

の
性
格
を
持
ち
、
海
人
お
と
め
も
、

、
と
し
て
の

味
を

と
考
え
る
。

松
帆
の
浦

を
構
成
す
る
為
の
、

い
わ
ば

四

持
つ
も
の
の
よ
う
で
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
そ
う
解
釈
す
べ
き
で
、

こ
の
点
で

こ
の
歌
は
危
う
く
公
的
な
行
幸
従
駕
歌
に
止
ま
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
。



し
か
し
、
作
者
が
見
に
行
き
た
い
と
思
っ
た
の
が
、
松
帆
の
浦
の
自
然
の
同

が
土
佐
国
に
配
せ
ら
れ
た
時
の
歌
(
巻
六
・
一

O
一
九
)

布
留
の
尊
は

い
そ
の
か
み

に
お
け
る
「
石
上

で
は
な
く
、
そ
の
中
心
に
海
人
お
と
め
を
配
し
た
景
で
あ
っ
た
と
い

t乙、

手
弱
女
の

惑
ひ
に
よ
り
て
」
と
い
う
、
客
観
的
な
語
り
の
形

ま
っ
た
く
特
別
の
意
味
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
す
な
わ
ち
、

乙

式
の
叙
述
を
除
く
他
の
六
例
は
、

い
ず
れ
も
作
者

が
み
ず
か
ら
を

「
手
弱

乙
に
は
や
は
り
、
旅
先
で
聞
い
た
松
帆
の
浦

人
お
と
め
に
対
す
る
、
作
者

女
」
と
云
っ
た
例
で
あ
る
。
内
二
例
(
巻
十
三
・
三
二
二
三
、
巻
十
・
一
九
八

の
相
聞
的
な
私

い
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、

で
述

ニ
)
は
作
者
未
詳
で
あ
る
が
、
他
は
坂
上
郎
女
(
巻
三
・
三
七
九
、
巻
四
・
六

べ
た
吉
野
従
駕
歌
の
「
泊
瀬
女
」
と
比
較
し
た

、
乙
乙
に
は
海
人
お
と
め

一
九
)
、
坂
上
大
娘
(
巻
四
・
五
八
一
一
)
、
狭
野
茅
上
娘
子
(
巻
十
五
・
一
二
七

を
見
に
行
き
た
い
と
い
う
作
者
の
願
望
一
が
き
わ
め
て
明
確
に
、
ま
た
、
き
わ
め

五
三
)
の
作
で
、

迄
も
な
く
、
作
者
は
女
性
で
あ
る
。

て
切
実
に
述
べ
ら
れ
て
居
り
、
前
者
よ
り
も
、
相
聞
の
私
情
が
か
な
り
あ
ら
わ

「
手
弱
女
」
と
い
う
言

は
、
本
来
男
性
に
対
し
て
、
女
性
が
み
ず
か
ら
を

に
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

云
っ
た
言

で
あ
り
、

み
ず
か
ら
弱
き
者
で
あ

め
る

に
よ
っ
て
、

「
海
人
を
と
め
」
と
い
う
言

は

乙
の
作
に
見
え
る
ニ
例
の
他
に
、
金
村

男
性
の
庇
護
や

を
求
め
る
心
を
あ
ら
わ
し
た
言
葉
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言

の
作
中
、

行
幸
従

の
作
の
反
歌
(
巻
六
・
九
三

O
)
と
、
角
鹿

で

葉
を
、
金
村
は
彼
の
作
中
に
ニ
・
度
ま
で
用
い
て
い
る
の
だ
が
、
彼
の
文
脈
の
中

船
に
乗
っ
た
時
の
作
(
巻
三
・
三
六
六
)
と
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
乙
の
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

で
、
以
上
は
金
村
の
海
浜
で
の
作
の
す
べ
て
で
あ
る
。
金
村
は
海
人
お
と
め
の

い
な
い
海
浜
の
景
に

示
し
て
は
い
な
い
の
だ
。
吉
野
従
駕
歌
の
「
泊
瀬

彼
の
二
例
中
、
そ
の
一
例
(
巻
四
・
五
四
一
二
)
で
は
、

身
に
し
あ
れ
ば
」
と
、
右
に
述
べ
た
女
性
の
諸
作
と
同
じ
発
想
で
歌
わ
れ
て
い

「
手
弱
女
の

吾
が

女
」
を
も
加
え
て
、
金
村
に
は
、
旅
先
の
釘
性
へ
の
接
近
の
欲
望
が
か
な
り
濃

る
。
男
性
の
金
村
が
、

乙
乙
で
こ
の
よ
う
に
歌
い
得
た
の
は
、

こ
れ
が
娘
子
の

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

為
の
代
作
歌
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
う
一
つ
の
例
、
す
な
わ

ま
た
、
右
の
播
磨
行
幸
従
駕
歌
(
九
三
五
)

の
中
に
、

「
手
弱
女
の
」
と
い

ち

(
九
三
五
)

の
場
合
に
は
、

乙
の
語
は
「
手
弱
女
の
」
と

う
句
が
あ
る
。

こ
の
「
手
弱
女
」
と
い

は
、
金
村
の
作
中
、
紀
伊
行
幸

い
う
か
た
ち
で
、
作
者
の
思
い
屈
す
る
心
の

を
あ
ら
わ
し
た
、

「
思
ひ
た

に
従
駕
し
た
人
に
贈
る
為
に
、
娘
子
に
説
え
ら
れ
た
歌
(
巻
四
・
五
四
一
ニ
)
の

わ
み
て
」
と
い
う
句
の
枕
調
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
こ
で

中
t乙

え
る
が
、
金
村
の
こ
の
こ
例
を
除
く
集
中
の
七
例
中
、
石
上
乙
麻
呂

は
「
手
弱
女
」
を
自
身
の
心
の
状

の
響
職
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
の
で
あ

笠

金

村

九



笠

金

村
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り

「
手
弱
女
」
は
ま
さ
に
作
者
の
心
の
内
に
住
む
も
の
と
し
て
表
わ
さ
れ
て

し
て
は
古
風
な
も
の
で
あ
る
が
、

い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
用
法
は
集
中
他
に
例
が
な
い
が
、
わ
た
く
し
は

と
述
べ
、
続
け
て
、

乙
こ
に
、
金
村
の
、
愛
す
べ
き
「
手
弱
女
」
と
の
、
強
い
結
合
の
欲
求
を
感
ぜ

一
方
で
は
長
歌
で
あ
り
、
不
自
然
な
ま
で
の
激
情
と
し
て
詠
ん
で
い
る
も

ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

の
で
、
そ
の
点
、
時
代
の
過
渡
的
な
面
を
思
わ
せ
て
い
る
。

「
天
地
の
神

二
一
番
の
原

旅
の
や
ど
り
に

玉
枠
の

道
の
行
き
ゐ
ひ
に

の

祇
辞
よ
せ
て
」
と
、

こ
う
し
た
個
人
的
な
こ
と
に
、
畏
い
こ
と
を
い
っ
て

い
る
の
も
、
同
じ
く
時
代
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
...• 

よ
そ
の
み
見
つ
つ

言
聞
は
む

よ
し
の
無
け
れ
ば

秋
の
夜
の

百tし
夜よき
のた
長 へ
くの

J心
衣の
手み
交か
へ む
て せ

つ

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
引
用
部
分
の
前
半
に
就
い
て
は
ま
っ
た
く

つ
あ
る
に

天
地
の

神
乙
と
よ
せ
て

お
白
つ
ま

己
妻
と

た
の
め
る
今
宵

あ
り
こ
せ
ぬ
か

賛
成
で
あ
る
が
、
後
半
の
部
分
に
関
し
て
は
、
若
干
の

を
提
出
せ
ざ
る
を

も

(
巻
四
・
五
四
六
)

得
な
い
。

反
歌

た
し
か
に
、

「
不
自
然
な
ま
で
の
激
情
と
し
て
」
の
詠
出
ゃ
、

「
個
人
的
な

天
雲
の
よ
そ
に
見
し
よ
り
吾
妹
子
に
心
も
身
き
へ
寄
り
に
し
も
の
を

こ
と
に
、
畏
い
こ
と
を
い
」
う
と
い
っ
た
、

一
種
の
誇
張
的
表
現
は
、
金
村
の

(
五
四
七
)

時
代
の
作
品
に
も
見
出
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
長
歌
の
よ
う
に
句
数

今
宵
の
早
く
明
け
な
ば
す
べ
を
無
み
秋
の
百
夜
を

ひ
っ
る
か
も

が
多
い
の
は
謡
い
物
の
特
色
で
あ
る
し
、
ま
た
、
窪
田
民
に
よ
っ
て
、

「
個
人

(
五
四
八
)

的
な
こ
と
に
、
畏
い
こ
と
を
い
っ
て
い
る
」
も
の
と
評
さ
れ
た
、

「
天
地
の

こ
れ
は
、

二
年
三
月
、
一
ニ

t乙

し
た
さ
い
の
作
で
あ

神
こ
と
よ
せ
て
」
と
い
っ
た
内
容
の
言
葉
は
、
或
る
種
の
謡
い
物
の
中
で
も
、

る
。
乙
の
歌
の
長
歌
(
五
四
六
)

に
就
い
て
、
窪
田
民
の
評
釈
に
は
、

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、

「
天
地
の

-
・
・
・
多
い
恋
の
歌
で
あ
る
が
、
歓
喜
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
も
の
は
き
わ
め

神
」
と
い
う
言
葉
な
ら
、
謡
い
物
的
な
性
格
が
強
い
と
言
わ
れ
る
巻
十
三
の
、

を
詠
ん
だ
も
の
は
、
お
そ
ら
く
諜
い
物
系
統
の
も
の
の
み
で
は
な
い

相
聞
、
問
答
、
挽
歌
の
部
に
収
め
ら
れ
た
私
的
な
歌
の
中
に
も
し
ば
し
ば
あ
ら

@
 

わ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
た
く
し
が
乙
の
金
村
作
の
背
後
に
予
想
し
て
い
る
の

て
稀
れ
で
、
ほ
と
ん
ど
全
部
、
訴
え
で
あ
り
誓
い
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
は
そ
の
謡
い
物
系
統
の
上
に
立
っ
た
、
当
時
と

は
、
公
的
(
高
葉
の
分
類
で
言
え
ば

な
謡
い
物
と
し
て
の
祝
婿
歌
ま
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一
つ
に
は
こ
の
歌
の
巾
の
、

で
あ
る
。
そ
れ
は
、

た
の
め
る
今
宵
」
や
、

「
秋
の
夜
の

百
夜
の
長
く
L

な
ど
と
い
っ
た
句
が
、

「
己
実
と

て
」
も
、
視
婚
歌
や
擢
歌
会
歌
の
言
葉
で
あ
っ
て
お
か
し
く
は
な
い
。
わ
た
く

し
は
窪
田
氏
の
後
半
の
叙
述
を
こ
の
よ
う
に
訂
正
解
釈
し
、

こ
れ
を
も
、
金
村

新
婚
ま
た
は
擢
歌
会
の
夜
の
言
葉
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
考
え
る
か
ら

の
こ
の
歌
を
「
謡
い
物
系
統
の
上
に
立
っ
た
」
も
の
と
さ
れ
る
氏
の
卓
見
の
、

で
あ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、

こ
の
歌
が
、
窪
田
民
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
歓
喜

い
わ
ば
も
う
一
つ
の
根
拠
と
し
て
加
え
た
い
の
で
あ
る
。

を
歌
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
わ
た
く
し
は
現
存
す
る
上
代
の
視

以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
で
、
わ
た
く
し
は
金
村
の
こ
の
作
の
背
後
に
、

婿
歌
や
嬉
歌
会
歌
の
巾
に
、
「
天
地
の
神
」
と
か
「
天
地
の

公
的
な
謡
い
物
と
し
て
の
初
婚
歌
ま
た
は

会
歌
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え

神
こ
と
よ
せ
て
」

と
い
っ
た
句
そ
の
も
の
を
持
っ
た
歌
を
見
出
す
事
は
出
来
な
い
。
し
か
し
、
例

①
 

な
考
証
の
結
果
祝
婚
歌
と
規
定
さ
れ
た
巻
十
三
の
雑

え
ば
伊
藤
博
氏
が
、
詳

歌
一
組
の
内
、
そ
の
長
歌
、

高ま葦
神づ原
のの

あ

も
天
降
り
ま
し
げ
む

瑞
穂
の
国
に

手
向
す
と

神
代
よ
り

一
A

一一口ひ

ぎ
来
た
る

神
南
備
の

三
諸
の
山
は

し
か
し
、

乙
の
歌
に
は
、
旅
先
で
一
夜
妻
と
し
て
の
娘
子
を
得
た
作
者
の
歓

春
き
れ
ば

春
霞
立
ち

く
れ
な

水みゐ
脈をに
早ほ
みふ

リ
火
一
プ
十
ノ
ま

4
t
q
λ
イ

t
p
U
P
U
-

諸
石与の
が神
+艮の
の

帯
ば
せ
る

明
日
香

新号の
夜;r同j
の の

す
ま
で
に

さ
き
く
通
は
む

か

与
dり

夢
に
見
せ
こ
そ

斎
ひ
祭
れ
る

神
に
し
ま
さ
ぱ

剣
大
刀

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、

こ
の
歌
に
も
な
お
、
或
る
種
の
公
的
、
儀
礼

歌
的
な
格
一

五"

(
そ
れ
は
枕
詞
を
含
ん
だ
歌
い
出
し
の
荘
重
な
叙
述
ゃ
、
誇
張
さ

、

、

、

、

、

、

、

、

れ
た
抽
象
的
な
表
現
、
例
え
ば
「
天
地
の
神
こ
と
よ
せ
て
」
、
「
秋
の
夜
の

、
、
、
、
、

百
夜
の
長
く
」
な
ど
か
ら
感
得
さ
れ
る
。
)
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。

千ち

生む神
し南
7こ備
めの
難

喜
が
、

に
は
ば
か
る
と
こ
ろ
な
く
歌
わ
れ
て
い
る
。
金
村
は
こ
の
一
夜
の

長
き
事
を
願
い
つ
つ
、
享
楽
の
一
夜
を
過
す
事
に
な
る
の
だ
が
、
行
幸
従
駕
歌

の
中
に
、

こ
の
よ
う
に
享
楽
的
な
歓
喜
の
私
情
が
歌
わ
れ
た
例
は
、
集
中
他
に

乙
れ
を
求
め

が
出
来
な
い
。

(
巻
十
三
・
一
二
二
二
七
)

五

の
中
に
は
、
長
文
の
序
や
結
句
の
部
分
に
、
神
を
引
合
い
に
出
し
て
の
「
畏
い
」

叙
述
が
見
ら
れ
る
し
、
高
橋
虫
麻
呂
の

歌
(
巻
九
・
一
七
五
九
)
に
も
、

や
は
り
神
を
引
合
い
に
出
し
た
、

禁
め
ぬ
わ
ざ
ぞ
」
と
い
っ
た
句
が
あ
る
。
金
村
作
の
「
天
地
の

「
比
の
山
を

う
し
は
く
神
の

笠

金

村

論

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
、
金
村
の
公
的
挽
歌
に
は
私
的
な
技
法
f

透
し
て

昔
よ
り

居
り
、
さ
ら
に
、
行
幸
従
駕
歌
に
は
私
情
の
叙
述
が
見
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ

神
こ
と
よ
せ

r 
私

は
、
主
と
し
て
旅
先
の
女
性
を
対
象
と
し
て
の
、
相
間
的
・
享
楽
的
な

一
一



笠

金

村

論

一
一一

性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
金
村
は
紀
伊
行
幸
に

た
人
に
贈
る
為

妻
を、

は
っ
き
り
と
心
の
中
心
に

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

に
、
娘
子
に
説
え
ら
れ
た
歌
(
巻
四
・
五
回
一
ニ
)

の
中
で
、

「
草
枕

旅
を
よ

こ
の

は、

当
時
、
宮
廷
世
界
こ
そ
、
も
っ
と

な
享
楽
的
生
活
を

ろ
し
と

思
ひ
っ
つ

君
は
あ
ら
ひ
と
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
旅
を
よ
ろ
し
と

可
能
に
す
る
場
で
あ
っ
た

を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
宮
廷

し

る
思
考
が
、

は
じ
め
て

に
和
歌
の
世
界
に
あ
ら
わ
れ
た

人
は
、
宮
廷
世
界
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
享
楽
的
生
活
を
経
験
し
う
る
事

の
は
こ
の
時
期
の
こ
と
で
あ
る
。

を
、
特
権
と
し
て
誇
っ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
金
村
自
身
も
そ
の
一
人
で
あ
っ

と
こ
ろ
で
、

こ
こ
で
も
う
一
つ
指
摘
し
て
お
き
た
い
の
は
、
行
幸
従
駕
歌
を

た
が
、
同
時
に
、
宮
廷
歌
人
と
じ
て
、
宮
廷
人
の
享
楽
的
感
情
を
満
足
さ
せ
る

含
め
た
金
村
の
旅
の
歌
の
中
で
、
旅
を
一
字

る
こ
の
思
考
は
、
か
え
っ
て
行

為
に
、
彼
は
あ
の
よ
う
な
行
幸
従
駕
歌
を
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

幸
従

歌
の
方
に
濃
厚
だ
と
い

で
ゐ
る
。
例
え
ば
非
従
駕
歌
の
一
例
、
天

で
あ
る
。

三

の
作
(
巻
四
・
五
四
六
!
八
)
が
、
先
に
述
べ
た

平
元
年
十
二
月
、
布
留
の
里
に
宿
泊
し
た
時
の
歌
は
、
そ
の
反
歌
第
二
首
、

ゆ

吾
妹
子
が
結
ひ
て
し
紐
を
解
か
め
や
も
絶
え
ば
絶
ゆ
と
も
た
だ
に
逢
ふ
ま

よ
う
に
、
公
的
な
謡
い
物
と
し
て
の
祝
婚
歌
ま
た
は

歌
会
軟
ら
』
ふ
ま
え
た
も

の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

乙
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る

が、

金
村
の
実
際
の

で
l乙

(
巻
九
・
一
七
八
九
)

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
疑
わ
し
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
金
村
の

歌
l乙

が
も
っ
と
も
よ
く
象
徴
し
て
い
る
よ
う
に
、
都
に
残
し
て
来
た
妻
を
思
う
誠
実

見
ら
れ
た
私
情
は
、
私
情
と
は
言
う
も
の
の
、
金
村
に
岡
有
の
も
の
で
は
な
く

で
は
、 J

れ
て
い
る
。
ま
た
、
角
鹿
津
で
船
に
乗
っ
た
時
の
作
(
巻
三
・
三

た
ゆ
日

手
結
が
浦
に

て、

当
時
の
宮
廷
人
一

般
が
晴
好
し
た
、

い
わ
ば
宮
廷
人

一
般
に
共
通
の
私

な
心
に

六
六
)

「
大
夫
の

海
人
を
と
め

塩
焼
く
け
ぶ
り
」

と
で
も
呼
ぶ

べ
き
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
、
例
の
「
海
人
を
と
め
」
を
中
心
に
据
え
た
鼠
を
歌
っ
て
は
い
る
が
、

こ
れ

ら
の
句
は
、

「
草
枕

旅
に
し
あ
れ
ば

ひ
と
り
し
て

見
る
し
る
し
な
み

-王-君臨

わ
た
つ
み
の

手
に
巻
か
し
た
る

玉
た
す
き

か
け
て
し
の
ひ
っ

大
和
島

①
 

こ
の
歌
の
結
旬
、

「
あ
し
ひ
き
の

山
よ
り
出
づ
る

月
待
つ
と

人

根
を
」
に
続
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

「
海
人
を
と
め
」
を
中
心
と
す
る
美
景

に
は
一
冨
ひ
て

君
待
つ
吾
を
」
と
い
っ
た
発
想
は
、
古
今
を
通
じ
て
歌
謡

も
、
旅
先
で
一
人
で
見
る
の
で
は
見
る
甲
斐
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

に
例
の
多
い
も
の
で
、

l干I

l乙
も

り
、
乙
こ
で
も
、
作
者
は
「
海
人
を
と
め
」
で
は
な
く
て
、
都
に
残
し
て
米
た

あ
し
ひ
き
の
山
よ
り
出
づ
る
月
待
つ
と
人
に
は
凸
ひ
て
妹
待
つ
吾
を



(
巻
十
二
・
三

O
O
二
)

@ 

と
い
っ
た
、
今
の
句
の
「
君
」
が
「
妹
」

に
転
じ
た
だ
け
の
歌
を
は
じ
め

④ 

と
し
て
、笠

な
し
と
人
に
は
言
ひ
て
雨
つ
つ
み
留
り
し
君
が
姿
し
思
ほ
ゆ

(
巻
十
一
・
ニ
六
八
四
)

⑤ 

玉
Tこ
オl
の
小を

の
す
げ
き
に
入
り
通
ひ
来
ね
た
ら
ち
ね
の
母
が
問
は

き
ば
風
と
申
さ
む

(
巻
十
一
・
二
三
六
四
)

@ 

の
よ
う
な
倒
を
、
作
者
不
明
の
、
歌
謡
的
性
格
の

い
作
品
の
中
に
見
出

し
う
る
。
ま
た
、

乙
の
歌
で
、
歌
わ
れ
た
相
手
は
、
前
半
で
は
「
妻
」
、

後
半
で
は
「
君
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
前
半
の
「
妻
」
に
就

⑦ 

い
て
は
、
代
匠
記
(
精

「
此
妻
ハ
夫
ナ
リ
」
と
言
い
、
全
釈
、

本

で

全
註
釈
な
ど
は
乙
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、
別
れ
て
他
行
す
る
の
は
夫
で
あ

り
、
残
る
の
は
妻
で
あ
る
の
が
普
通
で
、
原
文
の
「
愛
妻
」
の
字

に
従

「
妻
」
の
意
と
解
す
る
の
が

や
か
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、

っ
て
、

の
歌
、
前
半
と
後
半
と
で
歌
い
手
が
変
わ
る

こ

に
な
る
が
、

こ
れ
も
ま
た

歌
謡
に
例
の
多
い
現
象
で
あ
る
。

② 

天
皇
を
神
と
言
っ
た
例
↓
巻
一
・
二
九
、
一
二
八
、
一
ニ
九
、
巻
二
・

一六

F七

一
九
九
、
巻
三
・
二
三
五
。

子
を
神
と
言
っ
た
倒
↓
巻
一
・
四
五
、
巻
三
・
二
三
五
或
本
、
二
四

-
0 

笠

金

村

巻
一
・
三
八
、
巻
二
・
二
二

O
参
照
。

人
麻
呂
の
高
市
皇
子
へ
の

歌
(
巻
二
・

一
九
九
)

の
中
に
、

一寸

木
綿

祐
の
」
と
い
う
句
が
あ
る
が
、

乙
れ
は
「
栄
ゆ
」
の
枕
詞
で
、
「
木
綿
布
」

を
自
然
と
の
関
係
で
用
い
た
も
の
で
は
な
い
。

拙
稿
「
情
と

歌
と
そ
の
周
辺

I 

(
『
寓
葉

集
』
〈
桜

社
〉
所
収
)
参
照
。

巻
十
三
に
お
け
る
「
天
地
の
神
」
の
用
倒
は
、
三
二
五

O
、
三
二
八
四
、

三
二
八
六
、
三
二
八
七
、
三
二
八
八

(
以
上
相
聞
の
部
)
、
一
ニ
三

O
六、

三
三

O
八

(
以
上
問
答
の
部
)
、
コ
一
三
四
六

(
挽
歌
の
部
)

に
あ
る
。

伊

博
氏
「
雑
歌
成
立
の
一
形
態
|
新
婚
の
こ
と
ほ
ぎ
歌
を
め
ぐ
っ
て

I 

(
「
蔦
葉
」
第
十
五
号
)
参
照
。

一一一一



の

巻
十
五
・
三
七
七
一
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て

一

や
す
い

宮
人
の
安
宿
も
寝
ず
て
今
日
今
日
と
待
つ
ら
む
も
の
申
匂
見
え
ぬ
君
か
も

(
巻
十
五
・
三
七
七
一
)

乙
の
歌
は
、
中
臣
宅
守
と
の
問
に
、
熱
烈
な

の
歌
群
を
残
し
た
狭
野
茅

上
娘
子
の
歌
の
中
に
見
ら
れ
る
一
首
で
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
に
お
い
て
、
私
は

以
前
よ
り
通
説
に

が
で
き
な
い
で
い
る
。
例
え
ば
ど
う
か
と
い
う
と
、
相
伴

潟
久
孝
博
士
の

注
釈
」

乙
立
、

宮
仕
へ
の
人
達
が
安
眠
も
せ
ず
に
、

今
日
は
、
今
日
は
と
待

っ
て
ゐ
る
で

あ
ら
う
に
、
お
見
え
に
な
ら
な
い
君
で
あ
る
よ
。

と
口
訳
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
来
「
我
」
と
「
汝
」
と
の
融
合
の
世
界
を

歌
い
あ
げ
る
男
役
の
必
愛
歌
に
お
い
て
、
介
入
の
阻
止
さ
れ
る
べ
き
第
三
者
と

し
て
の
宮
仕
え
の
人
達
が
、
茅
上
娘
子
の
必
人
で
あ
る
宅
守
を
「
安
眠
も
せ
ず

四

に
、
今
日
は
、
今
日
は
と
待
っ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
」
と
、
当
の
茅
上
娘
子
が
想

像
し
て
歌
を
詠
ん
で
い
る
と
い

ぃ
。
ム
寸
一
つ
に

ず
は
、
ど
う
も
納
得
ゆ
き

lま

乙
の
歌
の
前
に
は
、

安
治
麻
野
に
宿
れ
る
君
が
帰
り
こ
む
時
の
迎
へ
を
何
時
と
か
待
た
む

(
巻
十
五
・
三
七
七

O
)

と
い
う
歌
が
見
え
て
お
り
、

こ
乙
で
は
、
越
前
固
に
配
流
さ
れ
て
い
る
宅
守
が

帰
っ
て
く
る
時
の
近
づ
く
の
を
待
ち
わ
び
て
い
る
の
は
、
茅
上
娘
子
な
の
で
あ

り
、
叉
、
後
に
は
、

帰
り
け
る
人
来
れ
り
と
云
ひ
し
か
ぱ
ほ
と
ほ
と
死
に
き
君
か
と
思
ひ
て

(
巻
十
五
・
三
七
七
二
)

と
い
う
歌
が
並
ん
で
お
り
、

こ
こ
で
も
、
赦
免
さ
れ
て
帰
っ
た
人
が
や
っ
て
来

た
と
聞
き
、
宅
守
が
帰
っ
た
の
か
と
思
っ
て
、
あ
や
う
く
死
ぬ
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
と
い
う
の
は
、
茅
上
娘
子
な
の
で
あ
っ
て
、

一二
七
七
一
の
歌
の
前
後
い
ず
れ



も
、
宅
守
の
帰
り
を
切
に
待
ち
わ
び
る
、
茅
上
娘
子
の
心

と
な
っ
て
お

と
い
う
歌
か
ら
推
し
て
も
、
茅
上
娘
子
が
宅
守
を
恋
う
る
事
の
強
さ
は
、
他
の

り

具
合
か
ら
考
え
て
も
、
そ
の
聞
に
、

「
宮
仕
へ
の
人
達
が
・
・
・
・
待
つ

人
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
程
の
も
の
で
あ
れ
ば
、

「
宮
人
」
と
い
う
言
葉
を
用

て
ゐ
る
で
あ
ら
う
に
」
な
ど
と
、
第
三
者
た
る
宮
人
の
心
情
が
歌
わ
れ
て
い
る

い
て
、
そ
れ
に
茅
上
娘
子
が
自
分
の
恋
う
る
心
を
托
し
た
と
は
考
え
難
い
。
叉

の
は
不
自
然
で
あ
る
。
殊
に
、
三
七
七
二
の
歌
な
ど
は
、

『
高
葉
代
匠
記
』
に
は
、

君
が
行
く
道
の
長
て
を
繰
り
畳
ね
焼
き
亡
ぼ
さ
む
天
の
火
も
が
も

宮
人
は
宅
守
の
父
兄
弟
等
を
云
欺

(
巻
十
五
・
三
七
二
四
)

と
し
て
あ
る
が
、

「
宮
人
」
と
い
う
一
般
的
な
言

で
も
っ
て
、
父
兄
弟
等
の

の
歌
と
共
に
、
茅
上
娘
子
の
情
熱
的
な
歌
群
の
中
で
も
、

と
し
て
、
人
口

こ
と
を
い
い
表
わ
し
て
い
る
と
考
え
る
の
は
、
無
理
で
あ
ろ
う
。

『
高
葉
集
童

の
推
測 突
とさ
い れ
うる
の歌
でで
はあ
、る

落だ
ちけ
着に
か
なそ
いの
。①前

t乙

す
る
歌
が
、
宮
人
の
心
情

抄
』
で
は

I乙

此
宮
人
は
心
得
難
し
。
家
人
の
誤
な
ら
ん
。
宮
と
家
と
は
よ
く
誤
り
や
す

一一

し
。
決
し
て
家
人
な
る
べ
し
。
宮
人
と
は
朝
廷
の
人
を
き
し
て
云
ふ
。
宅

守
に
宮
人
と
云
ふ
義
あ
る
べ
か
ら
ず
。
宅
守
が
家
人
の
今
日
か
今
日
か
と

も
っ
と
も
、

こ
の
辺
の
具
合
は
、
古
人
も
気
に
し
て
い
た
と
見
え
、

待
つ
ら
む
に
、

え
ぬ
君
か
も
と
は
、
宅
守
を
き
し
て
君
か
も
と
也
。

淵
の
『
高
葉
考
』
に
は
、

と
し
て
、
家
人
説
を
挙
げ
、
古
議
・
略
解
も
同
じ
く
家
人
説
を
取
っ
て
い
る
の

宅
守
も
と
殿
上
人
な
る
べ
し
。

ζ

乙
に
云
宮
人
は
も
と
の
同
僚
を
指
て
娘

で
あ
る
が
、
宮
人
が
宅
守
を
待
つ
よ
り
も
、
家
人
が
待
つ
と
し
た
方
が
説
得
力

子
の
い
ふ
な
り
。
即
娘
子
の
恋
る
こ
〉
ろ
と
な
る
な
り
。

Iま

い
に
し
て
も
、
誤
字
説
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
点
で
苦
し
く
、
叉
家
人
に

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
果
た
し
て
、
元
の
同
僚
が
宅
守
を
待
つ
乙
と
を
、

て
も
、
矢
張
、
宅
守
と
茅
上
娘
子
の
二
人
の
愛
恋
世
界
に
お
い
て
、
第
三
者
で

「
即
娘
子
の
恋
る
こ
〉
ろ
な
り
」
な
ど
と
、
簡
単
に
い
い
う
る
も
の
で
あ
ろ
う

あ
る
こ
と
に
は
変
り
な
く
、
前
述
の
疑
問
は
消
し
難
い
。

か

ぁ

天
地
の
そ
乙
ひ
の
う
ら
に
吾
が
如
く
君
に
恋
ふ
ら
む
人
は
さ
ね
あ
ら
じ

一一一

(
巻
十
五
・
三
七
五

O
)

と
ζ

ろ
で
、

ζ

の

は
果
た
し
て
、
宮
人
の
心
情
を
推

し
た
も
の
と
し
な

宮
人
の
安
宿
も
寝
ず

一
五



宮
人
の
安
宿
も
寝
ず

一
六

け
れ
ば
、
解
釈
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
私
が

し
た
い
の

そ
の
一
と
し
て
『
上
代
』

Lー

語
国
文
』
第
二
十
五
巻
第
八
号
)

は

に
詳
し
い
が
、

「
宮
人
の
安
宿
」
に
お
い
て
も
、

「
宮
人
の
」
を
「
安
宿
」
を

て
は
し
き
ゃ
し
君
が
目
す
ら
を
欲
り
し
歎
か
ふ

す
る
連
体
格
と
解
す
る
乙
と
は
可
能
で
あ
る
。

「
人
の
寝
る
味
宿
」
に
お

(
巻
十
一
・
二
三
六
九
)

い
て
は
、

「
人
」

「
味
宿
」
両
体
言
聞
に
修
飾
語
と
し
て
用
言
「
寝
る
」
が
介

臼
た
へ
の
手
本
寛
け
く
人
の
寝
る
味
宿
は
寝
ず
や
恋
ひ
渡
り
な
む

在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

乙
れ
は
、
も
と
も
と
「
味
宿
」
と
い
う
語
に
、
そ
の

(
巻
十
ニ
・
二
九
六
三
)

質
的
限
定
と
し
て
「
人
の
」
を
分
出
し
、
更
に
「
人
の
」
と
「
味
宿
」
と
の
間

-
・
・
・
白
た
へ
の

吾
が
衣
手
を

折
り
か
へ
し

独
し
寝
れ
ば

ぬ
ば
玉

に
「
寝
る
」
を
介
在
さ
せ
る
形
で
分
出
し
た
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
叉
、
容

く
ら
に

思
ひ
っ
つ

吾
が
寝
る
夜
ら
を

味
宿
は
寝

数ょず
みて
も
あ
J¥ 

む
か
も

大
舟
の

ゆ
く
ら
ゆ

に
合
入
し
た
形
で
表
現
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
の
よ
う
な
、
連
体
修

の

き
て

人
の
寝
る

(
巻
十
三
・
三
二
七
四
)

飾
語
t乙
お

海|け
人|る
の|用
燭、言
せ、の
る、分
漁|出
火l ム

ロ
入
は

(
巻
十
九
・
四
二
一
八
)

-
・
・
朝
に
は

出
で
ゐ
て
歎
き

タ
に
は

入
り
ゐ
恋
ひ
っ
つ

ぬ
ぱ
玉

海
人
の
漁
火

(
巻
十
二
・
三
一
六
九
)

の

髪
敷
き
て

人
の
寝
る

昧
宿
は
寝
ず
に

大
船
の

ゆ
く
ら
ゆ

鷺
の
来
鳴
く
春
へ

(
巻
六
・
一

O
五
三
)

く
ら
に

思
ひ
っ
つ

吾
が
寝
る
夜
ら
は

数
み
も
あ
へ
ぬ
か
も

(
巻
十
三
・
三
三
ニ
九
)

(
巻
十
・
一
八
四
五
)

な
ど
の
歌
に

え
る
「
人
の
寝
る
味
宿
は
寝
ず
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
。

他

、
、
、

か
ぎ
ろ
ひ
の
も
ゆ
る
春
へ

(巻
十
・

一
八
三
五
)

人
ガ
寝
ル
味
宿
ハ
寝
ナ
イ
デ
」
と
い
う
乙
の
表
現
は
、
当
面
の
歌
の
解
釈
に

か
ぎ
ろ
ひ
の
春

(
巻
六
・
一

O
四
七
)

と
な
り
は
し
な
い
か
。
即
ち
、
私
は
三
七
七
一
の
歌
を
、

「
宮
人
ガ
寝
ル
安
宿

モ
寝
ナ
イ
デ
・
:
・
」
と
、
解
釈
し
た
ら
ど
う
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

さ
ぞ
鹿
の
妻
呼
ぶ
声

(
巻
十
・
二
一
五
一
)

助
詞
「
の
」
が
、

A
を
承
け
て
、
す
ぐ
次
に

臨
す
る
体
言
B
に
つ
づ

さ
を
鹿
の
声

(
巻
十
・
二
一
四
六
)

く
連
体
格
用
法
を
有
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
浅
見
徹
民
の
「
『
の
』
の
歴
史

等
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
宮
人
の
安
宿
」
に
お
い
て
は
、

「
人
の
寝
る



味
宿
」
の

と
異
な
り
単
に
「
人
」
と
い
う
の
で
な
く
「
宮
人
」
と
い
う
語

ヤ
ス
イ
は
「
安
ら
か
な
眠
り

安
眠
」
と
す
る
の
が
、

一
致
し
た
意
見
の
よ
う

を
用
い
た
為
の
音
数
の
関
係
、
叉
既
に
慣
用
的
に
な
っ
て
き
て
い
る
表
現
を
踏

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

ウ
マ
イ
は
、
単
に

「
熟
睡
」
と
い
う
意
を
も
っ
語
で
あ

ま
え
て
い
る
占
山
、

「
宿
」
と
い
う
体
言
自
体
が
作
用
性
の
強
い
語
で
あ
る
点
、

ろ
う
か
。
私
は
、
お
そ
ら
く
ウ
マ
イ
の
本
義
は
、
男
女
共
寝
で
寝
る
こ
と
で
あ

等
か
ら
「
宮
人
」
と
「
安
宿
」
と
の
聞
に
用
一
一
一
口
「
寝
る
」
を
介
在
さ
せ
る
形
で

ろ
う
、
と
考
え
て
い
る
。
先
に
載
せ
た
集
中
の
ウ
マ
イ
の
全
用
例
四
例
(
日
・

分
出
さ
せ
は
し
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
三
六
九

ロ
・
二
九
六
三

日
・
一
ニ
二
七
四

三
三
二
九
)
と
も
、
異
性
に

こ
の
よ
う
に
、
前
例
と
し
て
の
「
人
の
寝
る
味
宿
は
寝
ず
」
と
い
う
表
現
を

相
会
え
ず

一
人
寝
し
て
い
る
者
の
歌
で
あ
り
、
且
つ

「
臼
た
へ
の
手
本
寛
げ

ま
え
て
、

「
宮
人
の
安
宿
も
寝
ず
」
と
歌
っ
た
と
考
え
る
時
、
ど
う
し
て
、

く
」
と
か
、

「
臼
た
へ
の

吾
が
衣
手
を

②
 

黒
髪
敷
き
て
」
等
、

折
り
か
へ
し

独
し
寝
れ
ば
」
、

わ
ぎ
わ
ざ
「
味
宿
は
」
と
い
わ
ず
「
安
宿
も
」
と
い
っ
た
か
問
題
と
な
ろ
う
。

叉
「
ぬ
ば
玉
の

一
人
寝
で
あ
る
こ
と
の
描
写
に
、
か
な

ζ

れ
は
、

一
つ
に
は
宅
守
の
歌
の

り
の
句
ぞ

し
て
い
る
乙
と
か
ら
考
え
て
も
、
ど
う
も
、
た
だ
熟
睡
と
解
す
る

、
、
、
、
、
、

さ
寝
る
夜
は
多
く
あ
れ
ど
も
物
思
は
ず
安
く
寝
る
夜
は
さ
ね

き
も
の
を

だ
け
で
は
物
足
り
な
い
。

ウ
マ
イ
の
四
例
が
、
な
ぜ
「
人
の
寝
る
ウ
マ
イ
」
で

(
巻
十
五
・
三
七
六
O
)

あ
っ
て
、

「
人
の
寝
る
ヤ
ス
イ
」
で
あ
り
え
な
い
の
か
。
そ
れ
に
は
、
彼
等
が

に
応
じ
て
、

「
安
宿
」
と
詠
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
、
大
き
な
理
由
で
は
あ
ろ
う

羨
望
し
て
い
た
の
が
ウ
マ
イ
で
あ
り
、

ヤ
ス
イ
で
は
な
か
っ
た
と
解
す
る
の
が

が
、
単
に
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
は
な
く
、
更
に
、
茅
上
娘
子
と
宅
守
と
の

こ
人

自
然
で
あ
る
。
恋
人
と
会
え
な
い
で
一
人
寝
し
て
い
る
者
が
欲
し
い
の
は
、
安

の
聞
に
は
、

「
味
宿
」
な
ど
は

い
も
及
ば
ぬ
不

、
と
考
え
ら
れ
て
い

ら
か
な
眠
り
と
い
う
よ
り
も
、
恋
人
と
の
共
寝
で
あ
る
。
継
体
紀
七
年
の
歌
謡

て
、
発
想
に
入
り
得
な
か
っ
た
の
で
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
は
、

lと，
lま

ウ
マ
イ
に
つ
い
て

栄
葛

妹
手たが
抱だ手
きを
あ
ぎ
は

我
に
枕
か
し
め

我
が
手
を
ば

妹
に
枕
か
し
め

真ま

「
味
宿
」
と
「
安
宿
」
と
の
意
味
上
の
差
異
を
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
乙
で

見
て
み
る
に
、

『
時
代
別
国
語
大
辞
典

』
に
は
、

宍
串
ろ

-と

う
ま
い
寝
し
聞
に

庭
つ

鶏

は
「
快
く
寝
入
る
こ
と
。
安
眠
。

L

と
し
て
あ
り
、

ヤ
ス
イ

K
つ
い
て
は
「
安

は

な

り

野
一コ

維
は

む

愛
し
け
く
も

い
ま
だ
一
一白
は
ず
で

眠

睡
。
」
と
し
て
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
意
味
上
の

に
は
触
れ
て
い
な

明
げ
に
け
り
我
妹

、.、〉、

'Lu--ぜ

A

に
で
諸
注
釈
に
当
っ
た
限
り
で
は
、
ほ
ぽ
、
ウ
マ
イ
は
「
熟
睡
」
、

と
、
ウ
マ
イ
が
歌
い
込
ま
れ
て
い
る
が
、

乙
の
場
合
は

ま
が
り
お
ひ
ね

「
九
月
、
勾
の
大
兄
の

宮
人
の
安
宿
も
寝
ず

七



宮
人
の
安
宿
も
寝
ず

一
八

日
の

め

女
を
鳴
し
た
ま
ひ
き
。

も

曲

が

た

り

お

乙
乙
に
月
の
夜
、
清
談
し
て
天

•••• 

玉

く
ま
で
に

め

安
宿
寝
し
め
ず

君
を
悩
ま

暁
る
を
覚
え
た
ま
は
ず
、

乃
ち
口
づ
か

せ

(
巻
十
九
・
四
一
七
七
)

ひ
た
ま
ひ
し
く
」
と
い
う
前
文
も
合
せ
考
え
て
、

ウ
マ
イ

す
る
よ
り

ほ
と
と
ぎ

き
を
し
つ
つ
吾
が
背
子
を
安
宿
な
寝
し
め
ゆ
め
心
あ
れ

共
寝
と
す
る
方
が
よ
か
ろ
う
。

(
巻
十
九
・
四
一
七
九
)

こ
の
よ
F

つ
に
、

ウ
マ
イ
を
「
男
女
共
寝
で
寝
る
こ
と
」
と
解
し
て
、
集
中
の

は
、
家
持
が
池
主
に

っ
た
歌
で
あ
る
が
、

ζ

れ
も
、
共
寝
を
さ
せ
な
い
で
君

ヤ
ス
イ
の
用
例
に
当
た
る
と
、

を
悩
ま
せ
、

で
は
可
笑
し
く
、

ヤ
ス
イ
ネ
シ
メ
ズ
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う

瓜
食
め
ば

子
供
思
ほ
ゆ

栗
食
め
ば

ま
し
て
偲
は
ゆ

何
処
よ
り

ζ

と
に
な
り
、

い
ず
れ
も
ヤ
ス
イ
と
歌
っ
た
必
然
性
が

に
な
り
、
実
に
都

来
り
し
も
の
そ

ま
な
か
ひ
に

も
と
な
か
か
り
て

や
す
い
し
な
さ
ぬ

合
が
よ
い
。

(
巻
五
・
八

O
二
)

こ
こ
に
、
茅
上
娘
子
と
宅
守
は
遥
か
国
を

て
、
ウ
マ

イ

(
共
寝
)
で
寝
る

で
は
、
憶
良
が
子
供
を
思
っ
て
作
っ
た
歌
で
あ
れ
ば
、

ウ
マ
イ
シ
ナ
サ
ヌ
で
は

乙
と
は
、
初
め
か
ら
考
え
る
べ
く
も
な
い
こ
と
で
あ
り
、

せ
め
て
ヤ
ス
イ

安

あ
り
え
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
り

ら
か
な
眠
り
)
で
も
寝
ら
れ
る
と
よ
い
け
れ
ど
、
人
皆
が
享
受
す
る
も
の
で
あ

吾
妹
子
に
叉
も
あ
ふ
み
の
安
の
河
安
宿
も
寝
ず
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も

る
そ
の
ヤ
ス
イ
さ
え
愛
恋
の
思
い
深
き
が
故
駄
目
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
か

(
巻
十
二
・

三

一
五
七
)

ら

「安
宿
も
」
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

lま

の
作
で
あ
れ
ば
、
ウ
マ
イ
は
考
え
ら
れ
な
く
(
ウ
マ
イ
モ
ネ
ズ
ニ

四

コ
ヒ
ワ
タ
ル
カ
モ
で
は
、
旅
先
で
浮
気
も
し
な
い
で
妹
に
恋
う
、
と
い
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
)
、
叉

さ
て
、
上
記
の
よ
う
に
解
す
る
時
、
先
に
述
べ
た
疑
問
は
氷
解
す
る
で
あ
ろ

あ
は
し
ま
の
逢
は
じ
と
思
ふ
妹
に
あ
れ
や
安
宿
も
寝
ず
て
吾
が
恋
ひ
渡
る

ぅ
、
が
、
そ
う
す
る
と

「
今
日
今
日
と
待
つ
ら
む
も
の
を
」
は
ど
う
解
す
れ
ば

(
巻
十
五
・
三
六
三
三
)

よ
い
だ
ろ
う
。
先
ず
、
前
後
の
歌
か
ら
判

し
て
、

「
待
つ
ら
れ
U

」
の
主
語
は

で
は
、

車
新
羅
使
人
の
歌
で
あ
り
、

二
人
は
海
山
遠
く
隔
た
っ
て
お
り
、
共
寝

茅
上
娘
子
と
と
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の

に
は

「
ら
む
」

な
ど
製
む
べ
く
も
な
い
こ
と
故
ヤ
ス
イ
モ
ネ
ズ
テ
と
詠
ん
だ
わ
け
で
あ
り
、

が
一
人
称
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

「
ら
む
」
を

一
人



調
や
疑
問
調
で
「
胸
イ
ブ
セ
キ
」

「
心
深
メ
テ
思
ヘ
ル
」

「
歎
キ
恋
フ
」

つネ

称
に
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
と
し
て
、

4イ)(吋~'> 伺(;f占付(め例

t乙
は

今
更
に
妹
に
逢
は
め
や
と
思
へ
か
も
こ
こ
だ
吾
が
胸
い
ぶ
せ
か
る
ら
む

モ
コ
ロ
ゴ
ロ
ニ
田
川
ヘ
ル
」

こ
と
の
原
因
を
考
え
て
の

で
あ
り
、
原
因
推
究

(
巻
四
・
六
一
一
)

の
「
ら
む
」
と
し
て
自
分
に
使
っ
た
も
の
、
と
考
え
ら
れ
、
付
制
は
同
じ
く
疑

広
瀬
川
袖
つ
く
ば
か
り
浅
き
を
や
心
深
め
て
吾
が
思
へ
る
ら
む

聞
の
助
詞
ぞ
伴
い
、
付
は
妹
と
の
対
比
上
、
的
は
人
と
の
対
比
上
自
分
を
客
観

(
巻
七
・
一
三
八
一
)

的
に
見
て
い
る
と
こ
ろ
に
「
ら
む
」
が
用
い
ら
れ
る
故
が
あ
っ
た
も
の
で
あ
る

---P
つ
っ
せ
み
の

人
な

こる
乙我
J思もや
J¥ 

ば

一
日
一
夜
も

と
者
え
ら
れ
、

い
ず
れ
も
当
面
の
歌
を
一
人
称
に
解
す
る
乙
と
の
用
例
と
は
な

れ

な
に
す
と
か

(
巻
八
・
二
ハ
二
九
)

畏
い
。
併
の
歌
は
、
的
か
ら
仰
の
歌
の
例
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る

、

、

、

が
、
こ
れ
に
で
も
「
何
処
向
き
て
か
」
と
い
う
疑
問
詞
と
呼
応
し
た
形
で
表
現

居
て

歎
き
恋
ふ
ら
む

し

こ
そ
痛
き
・
・
・
.

相
思
は
ず
あ
る
も
の
を
か
も
菅
の
根
の
ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に
吾
が
思
へ
る
ら

さ
れ
て
い
る
の
で
、
今
の
歌
の
場
合
の
用
例
と
な
し
難
か
ろ
う
。
た
だ
、

む

(
巻
十
二
・
一
ニ

O
五
四
)

久
孝
博
士

葉
集
注
釈
』
で
は
、
例
の
歌
に
つ
い
て
の
訓
釈
の
条
で
「
な
ほ

う
る
は
し
と
吾
が
思
ふ
妹
を
思
ひ
っ
つ
行
け
ば
か
も
と
な
行
き
あ
し
か
る

第
五
句
の
結
び
『
ら
む
』
に
つ
い
て
も
諸
注
に
何
の
説
明
も
さ
れ
て
ゐ
な
い

ら
む

(
巻
十
五
・
三
七
二
九
)

が
、
乙
の
『
ら
む
』
は
通
例
な
ら
ば
『
別
れ
む
』
と
あ
っ
て
よ
い
と
こ
ろ
で
あ

か
き
っ
ぱ
た

吾
の
み
や
か
く
恋
す
ら
む
社
若
丹
つ
ら
ふ
妹
は
い
か
に
か
あ
る
ら
む

り
、
そ
こ
を
特
に
『
別
る
ら
む
』
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
作
者
の
期
す
る
と
乙
ろ

(
巻
十
・
一
九
八
六
〉

い
づ
こ
を
見
て
も
我
が
身
は
な
み
な
み
な
ら
ぬ

別
の
思
ひ

が
あ
っ
た
の
で
、

白

の
妾あ
の た
みな

かぴ
もく

国
の

に
終
る
事
に
な
ら
う
か
、
と
云
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ら
う
。
」
と
述
べ
ら
れ

向
伏
す
国
の

の

下
な
る

の

も
、
三
七
七

O
の
で
・
・
・
時
の
迎
へ

人
は

君
に
恋
ふ
れ
ば

で
あ
り
、
乙
れ
に
よ
る
と
今
の
歌
の

、
、
、
、
、
、
、

を
何
時
と
か
待
た
む
」
を
う
け
て
「
今
日
今
日
と
待
た
む
も
の
を
」
と
い
う
と

君
に
恋
ふ
ら
む

吾
の
み
か
も

天
地
に

(
巻
十
三
・
三
三
二
九
)

満
ち
足
ら
は
し
て
・
:
.

い
づ
も

た
ら
ち
し
の
母
が
目
見
ず
て
お
ほ
ほ
し
く
何
処
向
き
て
か
吾
が
別
る
ら
む

「
今
日
今
日
と
待
つ
ら
む
も
の
を
」
と
云
っ
た
も
の
と
見
て
、

ア
ナ

乙
ろ
を
、

(
巻
五
・
八
八
七
)

タ
ガ
帰
ッ
テ
ク
ル
マ
デ
ハ
宮
人
ノ
寝
ル
安
宿
モ
私
ハ
シ
ナ
イ
デ
今
日
オ
帰
リ
カ

等
が
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、

乙
の
内
の
的
同
判
例
同
ω酬
の
例
は
、
各
々
疑
問
の
助

今
日
オ
帰
リ
カ
ト
待
ツ
コ
ト
ニ
ナ
ロ
ウ
モ
ノ
ヲ
オ
見
エ
ニ
ナ
ラ
ナ
イ
ア
ナ
タ
ナ

宮
人
の
安

九

も
寝
ず



宮
人
の
安
宿
も
寝
ず

二

O

ノ
カ
ナ
ァ
、

と
云
っ
た
も
の
と
一
人
称
に
解
釈
し
て
可
能
の
如
く
思
え
る
が
、

、、

い
に
し
へ
に
恋
ふ
ら
む
烏
は

公
烏
け
だ
し
ゃ

き
し
吾
が
念
へ
る
ご
と

例
の
歌
の
解
釈
自
体
が
問
題
で
あ
り
、

ζ

の
一
例
に
て
当
面
の
歌
を
一
人
称
に

③
 

解
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
吉
永
登
博
士
は

(
巻
二
・
一
一
一
一
)

通
説
を
疑
う
』

〆'、、

/I、

の
額
田
王
歌
に
見
ら
れ
る
「
ら
b
」
の
如
く
、

「
伝
聞
し
た
こ
と
の
上
に
、
伝

「
行
き
来
と
見
ら
む
紀
人
と
も
し
も
」
)

の
中
で
、

「
『
ら
む
』
が
上
述
の
よ

聞
内
容
を
肯
定
し
つ
つ
さ
ら
に

に
そ
れ
を
享
受
し

す
る
意
味
」

つ
な

以
外
に
用
い
ら
れ
る
と
い
う
性
質
の
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

高

に
お
け
る
『
ら
む
』
と
『
と
い
ふ
』
と
の
交
渉
」
『
高

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
『
ら
む
』
が
一
人
称
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
別
に

葉
』
第
五
十
八
号
参
照
)

の
「
ら
む
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、

口

不

と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
問
題
の
『
行
き
来
と
見

訳
す
れ
ば

ら
む
』
を
、
私
注
の
よ
う
に
、
行
き
来
に
つ
け
て
見
る
で
あ
ろ
う
紀
州
の
人
と

ア
ナ
タ

〔
宅
守
〕

ハ
、
宮
人
ノ
寝
ル
安
宿
モ
寝
ナ
イ
デ
、
帰
レ
ル
日
ヲ
今

解
し
て
、

『
見
る
』
を
一
人
称
す
な
わ
ち
作
者
の
行
為
と
解
す
る
こ
と
は
可
能

日
今
日
ト
待
ッ
テ
イ
ル
ト
イ
ウ
コ
ト
ナ
ノ
ニ

、
帰
ッ
テ
コ
ナ
イ
ア
ナ

で
あ
ろ
う
。
」
と
し
て
、

タ
ナ
ノ
カ
ナ
ァ
。

(
巻
一
・
五
五
)

と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
茅
上
娘
子
は
前
歌
に
「
安
治
麻
野
に
宿

れ
る
君
が
帰
り
こ
む
時
の
・
・
・
・
(
三
七
七

O
)
」
と
宅
守
を
想
っ
て
お
り
、
そ

あ
さ
も
よ
し
紀
人
と
も
し

土
山
行
き
来
と
見
ら
む
紀
人
と
も
し
も

の
歌
を
「
行
き
あ
ふ
紀
伊
の
人
が
稀
々
で
あ
る
。
真
土
山
巻
行
き
来
す
る
の
に

れ
か
ら
更
に
伝
聞
内
容
を
具
体
的
に
想
像
し
た
所
に
、

乙
の
一
首
が
生
ま
れ
た

紀
伊
の
人
に
あ
ふ
で
あ
ら
う
が
、
其
の
紀
伊
の
人
々
が
実
に
稀
々
で
あ
る
。

L

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
一
首
は
、
茅
上
娘
子
が
宅
守
の
こ
と
を
組
う
こ

と
解
す
る
『
高
葉
集
私
注
』
土
屋
文
明
の
説
を
支
持
し
て
お
ら
れ
、
そ
れ
に
従

と
に
よ
っ
て
相
会
え
ぬ
己
が
身
の
上
を
悲
歎
し
た
も
の
と
と
れ
る
。

え
ば
、
当
面
の
歌
も
一
人
称
に
用
い
た
も
の
と
し
て
、
難
な
く
解
釈
で
き
る

以
上
、
三
七
七
一
の
歌
の
解
釈
に
つ
い
て
、
従
来
の
説
に
疑
問
を
呈
出
し
異

が
、
猶
集
中
の
用
例
か
ら
見
れ
ば
不
安
で
あ

、
現①

 

段
階
で
は
「
待
つ
ら
む
」
の
主
語
を
茅
上
娘
子
と
考
え
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

に
は
主
張
し

見
を
と
な
え
て
み
た
。
諸
賢
の
御
出
正
を
仰
ぎ
た
い
。

か
く
し
て
、

「
待
つ
」
の
主
語
は
宅
守
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、

注

「
ら
む
」
は
ど
う
解
釈
す
る
の
か
と
い
う
に
、

①
 
土
橋
寛
先
住
は
「
中
臣
宅
守
流
刑
の
原
因
に
つ
い
て
」

(
『
同
志
社
国



文
学
』
第

2
号
)

に
お
い
て

も
の
で
あ
れ
ば
、
第
三
者
と
し
て
の
創
作
者
の
祖
定
に
よ
る
「
ら
む
」
の

さ
す
竹
の
大
宮
人
は
今
も
か
も
人
な
ぷ
り
の
み
好
み
た
る
ら
ひ

呈
、
と
し
て
解
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

こ
の
観
点
に
立
つ
と

一
一
玄
ム
寸

さ
へ
や

(
巻
十
五
・
一
ニ
七
五
八
)

大
潰
巌
比
古
先
生
(
『
寓

大
成
4
』
)
及
ぴ
伊
藤
博
民
(
「
高
葉

の
歌
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宅
守
流
罪
の
原
因
を
、
宅
守
ま
た
は

相
聞
の
世
界
』
、

「
高
葉
の
歌
物
語
」

『
言
語
と
文
芸
』
第
六
十
号
等
の

新
婚
の
妾
茅
上
娘
子
が
大
宮
人
た
ち
の
「
人
な
ぷ
り
」
的
な
悪
口
の
槍
玉

民
の
一

の
論
孜
)

の
巻
十
五
に
対
す
る
御
見
解

巻
十
五
の

作
性

に
あ
げ
ら
れ
、
度
が
過
ぎ
た
た
め
に
か
っ
と
な
っ
た
宅
守
が
同
僚
を
殺
害

を
勘
合
し
て
、
三
七
七
一
の
「
ら
む
」
も
或
い
は
「
一
人
の
創
作
詩

し
て
流
罪
に
な
っ
た
も
の
で
な
い
か
と
担

し
て
お
ら
れ
、
も
し
そ
う
だ

人
」
の
は
し
な
く

呈
し
た
第
三
人
称
の
「
ら
む
」
と
解
せ
な
く
も
な

と
す
れ
ば
宮
人
達
が
宅
守
を
待
ち
こ
が
れ
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
り
、

L 、。

葉
集
に
お
け
る
虚
構
性
の
様
相
を
考
え
る
時
、
心
魅
か
れ
る
見
方

更
に
通
説
は
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
な
る
。
猶
、
土
橋
先
住
は
「
宮
人

で
は
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
証
明
不
可
能
な
仮
定
で
あ
り
指
摘
す
る
に
と

の
安
宿
も
寝
ず
て
」
の
解
釈
を
通
説
に
よ
っ
た
た
め
、

蒙
抄
等
の
家
人

ど
め
る
。

説
を
採
っ
て
お
ら
れ
る
が
、

乙
の

に
お
け
る
私
解
に
よ
る
と
、

こ
れ

④ 

蜂
矢
宜
朗
先
生
の
「
蔦
葉
集
に
お
け
る
書
換
へ
の
問
題
」

(
『
国
語
国

は
宮
人
に
て
可
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
悲
し
み
に
洗
む
宅
守
と
茅
上
娘

文
』
第
三
十
五
巻
第
六
号
)

に
お
い
て
云
わ
れ
る
如
く
、
巻
十
五
が
も
と

子
の
ニ
人
と
は
対
眠
的
な
宮
人
を
詠
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、

一

二
人
の

正
訓
を
主
と
す
る
巻
十
一
・
二
な
ど
の
よ
う
な
表
記
か
ら
、
今
見
る
よ
う

悲
哀
を
、
き
わ
だ
た
せ
た
る
歌
と
見
ら
れ
よ
う
。

な
仮
名
表
記
に
書
換
え
ら
れ
た
も
の
で
な
い
か
と
考
え
る
時
、

蜂
矢

② 

乙
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
注
釈
・
全
註
釈
で
は
下
旬
の
人
ノ
寝
ル
の
修

先
住
は
こ
の
考
え
か
ら
巻
十
五
・
三
七
五
四
の
「
多
我
子
爾
毛
」
の
難
訓

飾
と
見
て
い
る
が
、
黒
髪
敷
キ
テ
の
他
の
用
例
(
日
・
二
六
三
一

4 

を
、
そ
の
原
表
記
が
「
誰
子

毛
」
で
あ
っ
た
と
推
定
し
、
本
来
イ
ヅ
レ

四
九
三

口
・
三
九
六
二

m
-
四
三
三
一
)
四
例
共
に
一
人
寝
の
時
の

ノ
コ
ニ
モ
と
訓
む
は
ず
の
と
こ
ろ
を
、
書
換
え
の
際
に
タ
ガ
コ
ニ
モ
と
誤

描
写
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
私
注
・
古
典
大
系
本
の
い
う
よ
う
に
一
人
寝

読
し
た
た
め
に
現
行
の
表
記
と
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、

の
様
を
い
う
と
と
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
に
同
じ
よ
う
に
訓
に
問
題
の
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
五
例
の
歌
を
と
り
挙

① 

乙
の
歌
、
大
伴
熊

の
歌
と
し
て
出
る
も
の
で
創
作
性
が
考
え
ら
れ
る

げ
て
、
原
表
記
の
推
定
に
よ
っ
て
解
決
し
よ
う
と
読
み
て
い
る

、
当

宮
人
の
安
宿
も
寝
ず

一一一



宮
人
の
安
宿
も
寝
ず

不
朽
の
名

之
著

小
島

面
の
歌
も
マ
ツ
ラ
ム
モ
ノ
ヲ
の

記
「
将
待
物
乎
」
と
で
も
あ
っ
て
、

マ
チ
ナ
ム
モ
ノ
ヲ
と

ん
で
「
待
つ
」
の
主
語
を
茅
上
娘
子
と
す
る
は
ず

出

の
と
乙
ろ

待、を
つ、、
ら、三
む、六
も、九
の、ー
を、に

一「

幸
く
し
も

出
で

を
中
心
と
し
た
比
較
文
学
的

i

全
三
巻

各

A

5
判
特
製
本

上

巻

(古
事
記
・
日
本
書
紀
・
風
土
記
)

七
三

O
O円

中

巻

(

万

葉

集

)

五

五

O
O
円

下
巻
(
懐
風
藻
他
漢
詞
集
)

六
五

O
O円

各
巻
新
た
に
補
注
を
付
す
。
昭
和
四
十
年
度
恩
賜
賞
受
賞

小
島
憲
之
著

A
5
判

特

製

本

上

巻

一

回

O
O円

あ
る
ら
む
如
く

見
つ
つ

世
の
中
の

人
の
歎
は
・
・
・
・
」
と
あ
っ
た

こ
と
な
ど
に
ひ
か
れ
て
、

マ
ツ
ラ
ム
モ
ノ
ヲ
と
誤
読
し
た
も
の
と
考
え
る

乙
と
も
で
き
る
。

マ
チ
ナ
ム
と
い
う
表
現
は

か
く
だ
に
も
妹
を
待
ち
な
む
さ
夜
更
け
て
出
で
来
し
月
の
傾
く
ま
で

上

の

t乙

(
巻
十
一
・
ニ
八
二

O
)

つ
」
の
主
語
を
茅
上
娘
子
と
と
る
乙
と
で
解
釈
で
き
る
が
、
巻
十
五
の

と
し
て
の
上
代
文
学
|

国
風
の
・
中
に
歌
い
あ
げ
ら
れ
た
漢
風
的
要
素
を
論
じ
た
価
値

高
い
か
解
釈
の
書
勺
全
四
巻
。
中
巻
ノ
上
近
日
発
行
予
定

佐
竹
/
木
下
/
小
島
共
著

A
5
判
工
製
本
穀
ハ
一
一
∞
∞
∞
閉

3

E

時

邑

同

(

本

文

篇

)

ノ
弔
フ
告
別
(
各
句
索
引
篇
)

塙
本
万
葉
集
と
し
て
校
訂
本
の
王
座
に
君
臨
、
広
く
愛
用
さ

れ
て
い
る

一
冊
本
。
索
引
は
ど
の

一
句
か
ら
で
も
検
索
可
能

佐
竹
/
木
下
/
小
島
共

A
5
判

上

製

本

灯

年

2
月
刊

の
例
か
ら
考
え
ら
れ
る
。
上
記
の
よ
う
に
ラ
ム
を
ナ
ム
と
す
れ
ば
、

ー「

待

換
え
に
つ
い
て
は
猶
仮
説
の
域
を
出
ず
、

且
つ
「
将
待
物
乎
」
の
表
記
推

定
も
一
つ
の
推
定
に
す
ぎ
ず
、
今
は
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
指
摘
す
る
に

と
ど
め
て
お
い
て
、

乙
乙
で
は
「
待
つ
」
の
主
語
は
宅
守
と
解
し
て
お
き

，】、。
f
e
-
b
 

文

訳

、h圃.，

内

(本
文
篇
)
の
姉
妹
篇
を
な
す
、
全

一
冊
本
。
教
師
・
一
般
読
者
に
最
適

之
編

A
5
判

上

製

本

灯

年

3
月
刊

近刊

五

25文定
;早読評

フ予2
ノj、し塙
島の本

一

現
万
葉
学
の
高
峰
を
極
め
る
研
究
者
の
、
鋭
利
な
新
稿
論
文

を
収
め
た
必
読
の
論
文
集
。
毎
年

一
回
(
四
月
)
発
行
予
定

8782 東京振替3-6 東京文京



」寸

、

し

毛

利

正

守

一

諺
の
あ
り
し
な
り
、
と
い
へ
る
は
、

乙
〉
に
よ
し
な
し
、

さ
る
は
こ
冶
は

明
来
ぱ
云
云
、
と
一
五
よ
り
つ
Y
き
て
、
寝
る
時
を
云
こ
と
な
ら
ね
ば
な
り

は
し
き
よ
し

妻
の
命
も

明
け
来
れ
ば

門
に
侍
り
立
ち

衣
手
を

と
反
論
し
た
。
津
鴻
先
生
は
『
高
葉
集
注
釈
』
の
中
で
、

こ
れ
ら
の
説
を
紹
介

折
り
反
し
つ
つ

タ
さ
れ
ば

床
う
ち
払
ひ

ぬ
ば
た
ま
の

黒
髪
敷
、
き

さ
れ
、
種
々
論
じ
ら
れ
た
上
で
.
史
に
、

て

何
時
し
か
と

か
す
ら
む
そ

こ
こ
は
「
門
に
惰
り
立
ち
」
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
帰
り
を
待
つ
心
の
あ
ら

こ
れ
は
巻
十
七
の
長
歌
三
九
六
二
の
一
部
で
、
大
伴
家
持
が
天
平
十
九
年
春

は
れ
と
見
ら
れ
、
私
注
に
「
或
は
人
の
帰
の
早
き
ら
}
希
ふ
習
俗
で
あ
ら
う

二
月
、

中
国
に
て
病
臥
し
、
悲
し
み
傷
ん
で
作
っ
た
と
き
の
作
で
あ
る
。

こ

か
」
と
い
ふ
や
う
な
と
こ
ろ
に
落
ち
着
く
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

り
が
何
時
か
と
待
ち
嘆
い
て
ゐ
る
に
想
ひ
を

①
 

寄
せ
て
う
た
っ
た
所
で
あ
る
。
作
中
の
「
衣
手
を
折
り
反
し
つ
、
こ
に
つ
い

こ
は
い
と
し
い
妻
が
自
分
の

と
述
べ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
の
諸
注
釈
書
を
み
る
に
、
問

は
「
袖
を
折
り
返

す
」
行
為
が
、
ど
う
い
ふ
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
か
で
あ
っ
て
、
揮
潟
先
生

て、

『
高
葉
考
』
は
「
衣
手
を
折
り
か
へ
す
は
夢
に
見
ん
と
て
の
こ
と
わ
ぎ
も

Iま

に
こ
の
歌
に
お
い
て
は
、
帰
り
を
待
つ
心
の
あ
ら
は
れ
で
あ
る
と

て
云
也
」
と
述
べ
、

略
解
』
も
「
衣
手
ヲ
云
云
は
袖
ぞ
折
返
し
寝
れ

し
て
、
私
注
の
考
へ
を
支
持
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
考
・
略
解
に
続
い
て

に
見
る
と
言
ふ
諺
有
り
し
な
り
。
」
と
説
明
し
た
の
に
対
し
て
、

『
高
葉

日
本
古
典
文
学
大
系
本
『
高
葉
集
」

(
以
下
、
大
系
本
と
称
す
)
で
は
、

乙
の

集
古
義
』
で
は
、

歌
の
説
明
で
「
袖
を
折
り
か
え
し
て
寝
る
と
、
相
手

に
見
る
と
い

に
、
衣
手
を
折
返
し
は
、
袖
を
折
か
へ
し
ぬ
れ
ば
、
夢
に
見
る
と
云

が
あ
っ
た
o

」
と
頭
注
を
施
し
て
、
夢
の
方
の
立
場
を
と
っ
た
。
も
っ
と
も
、

「
袖
折
り
返
し
」
考

一一一一一



「
袖
折
り
返
し
」
考

二
四

大
系
本
の
「
大

」
の
所
で
は
「
い
と
し
い
妻
も
、
朝
を
迎
え
れ
ば
門
に
よ
り

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

か
か
っ
て
立
ち
、
夕
方
に
な
る
と
、
わ
が
帰
り
の
早
い
よ
う
に
と
袖
を
折
り
返

る
に
あ
た
っ
て
も
、
問
答
歌
等
の
先
入
観
な
し
に
先
づ
考
へ
て
ゆ
き
た
い
と
思

ふ
が
、
さ
う
い
ふ

で
こ
の
歌

る
と
、
や
は
り
乙
の
歌
で
「
衣
手
を
折

し
て
、
」
と
訳
し
て
あ
る
か
ら
、

で
は
「
袖
を
折
り
返
す
」
こ
と
の
一
般

り
反
し
つ
つ
」
は
「
タ
さ
れ
ば
」
の
句
の
前
に
き
て
ゐ
て
、

「
明
け
来
れ
ば
」

説
を
述
べ
た
も
の
と
思
は
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

「
袖
を
折
り
返
し
て
」
が

に
続
い
て
を
h
ノ、

こ
の

は
見
逃
す
事
が
出
来
ず
、
従
っ
て
「
袖
を
折
り
返

「
夕
方
に
な
る
と
」
の
後
で
訳
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
、
や
は
り
、
頭
注
の
説
明
に

す
」
行
為
を
寝
る
前
と
限
定
し
て
し
ま
ひ
、
夢
を
見
る
た
め
だ
と
き
め
て
し
ま

ひ
か
れ
た
も
の
と
考
へ
ら
れ
る
。

い
づ
れ
に
し
て
も
、
大
系
本
で
は
「
袖
を
折

ふ
こ
と
に
は
問
題
が
残
り
、
更
に
「
明
け
来
れ
ば
、
一
五
々
」
、

「
タ
さ
れ
ば
、

り
返
す
」
歌
の
い
く
つ
か
の
用
例
に
対
し
、
夢
の
万
の
立
場
と
、

さ
う
で
な
い

云
々
」
が
共
に
「
何
時
し
か
と
嘆
か
す
ら
む
そ
し
に
か
か
っ
て
行
く
ζ

と
を
考

立
場
と
が
両
方
と
ら
れ
て
ゐ
る
。

へ
A
日
せ
る
と
、

い
と
し
い
妻
が
、
夫
(
家
持
)

の
早
く
帰
っ
て
き
て
く
れ
ん
こ

さ
て
、

そ
こ
で
か
う
し
た
「
袖
を
折
り
返
す
」
行
為
が
、
菌
葉
時
代
に
お
い

と
を
希
っ
て
袖
を
折
り
返
し
、
門
に
よ
り
か
か
っ
て
待
っ
て
ゐ
る
姿
を
わ
れ
わ

て、

一
般
に
ど
う
い
ふ
目
的
を
も
っ
て
な
さ
れ
た
か
に
つ
き
、
右
の
歌
を
は
じ

れ
は
容
易
に
組
像
す
る
乙
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

め
と
し
て
、
他
の
い
く
つ
か
の
用
例
を
検
討
し
つ
つ
考
へ
て
み
よ
う
と
す
る
の

こ
の
や
う
に
こ
の
歌
そ
の
も
の
か
ら
す
れ
ば
、
袖
を
折
り
返
す
行
為
は
、
相

が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

手
を
夢
に
見
ん
た
め
、
叉
は
相
手
の
夢
に
現
は
れ
ん
た
め
と
み
る
よ
り
も
、
組

ひ
を
寄
せ
る
人
に
直
接
逢
ひ
た
い
、
早
く
現
実
に
逢
ひ
た
い
と
願
ふ
気
持
ち
か

一一

ら
で
あ
る
と
み
る
ほ
う
が
よ
り
自
然
だ
と
考
へ
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
次
の
歌

袖
を
折
り
返
し
て
寝
る
と
思
ふ
人
(
相
手
)
ぞ
夢
に
見
る
、

と
か
或
い
は
袖

か
ら
も
云
へ
き
う
で
あ
る
。

を
折
り
返
し
て
寝
る
と
相
手
の
夢
に
現
は
れ
る
と
か
と
一
五
っ
た
解
釈
は
従
来
よ

大
君
の

命
の
ま
に
ま

大
夫
の

心
を
持
ら
て

あ
り
廻
り

事
し
終

ノ
、
一
丁
よ
ま

1
て、
J

る
f

、

〈

f
l
y
I
4
4
T
F
Z
カ

こ
れ
は
巻
十
一
の
二
八
一
二
、
二
八
二
ニ
の
問
答
歌

ら
ば

つ
つ
ま
は
ず

帰
り
来
ま
せ
と

斎
金
を

床
辺
に
す
え
て

臼

等
の
解
釈
に
依
拠
す
る
所
が
非
常
に
大
き
い
と
考
へ
ら
れ
る
。

し
か
し
、

後
t乙

持
の

袖
折
り
反
し

ぬ
ば
た
ま
の

黒
髪
敷
き
て

長
、
き
日
を

一イミずF 
ち

述
べ
る
や
う
に
、

こ
れ
ら
問
答
歌
等
は
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
わ
た
く
し

か
も
必
ひ
む

愛
し
き
妻
ら
は

(
加
・
四
三
三
一
)

は
者
へ
て
ゐ
る
の
で
、

は
じ
め
に
挙
げ
た
歌
の
寸
衣
手
を
折
り
反
し
」
を
解
す

こ
の
長
歌
も
家
持
の
作
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
い
と
し
い
妻
の
「
白
梼
の
袖
折



り
反
」
す
行
為
を
う
た
っ
て
ゐ
る
が
、

乙
れ
も
や
は
り
、
単
に

家
持
の
夢

の

ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
に
思
ひ
っ
つ

わ
が
寝
る
夜
ら
を

数
み
も
敢

を
見
た
い
た
め
に

(
家
持
の

に
現
は
れ
て
も
ら
ひ
た
い
た
め
に
)
袖
を
折
り

へ
む
か
も

(
日
・
三
二
七
回
)

返
す
と
み
る
よ
り
も
、

現
実
に
お
い
て
逢
ひ
た
い
た
め
に
さ
う
し
た
と

乙
の
的
、

例
は
ほ
と
ん
ど
同
じ
歌
で
あ
る
が
、

一
所
に
歌
辞
の
相
違
が
み
ら
れ

み
る
方
が
よ
り
妥
当
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
歌
全
体
の
調
子
か
ら
云
へ
る
事
で

(
助
詞
な
ど
の
相
違
は
い
ま
の
論
に
直
接
関
係
な
い
の
で
問
題
と
し
な
い
)
。

す
な
は
ち
、
挽
歌
の
三
三
二
九
が
「
タ
に
は

る

あ
る
が
、
何
よ
り
も
「
帰
り
来
ま
せ
と
」
や
「
待
ち
か
も
恋
ひ
む
」
の
如
き
表

現
と
共
に
「
袖
折
り
反
レ
」
が
う
た
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
そ
れ
を
よ
く
示
し
て

の

入
り
居
恋
ひ
っ
つ

黒
髪
敷
き
て
」
と
な
っ
て
ゐ
る
の
に
対
し
て
、
相
聞
の
三

二
七
四
は
「
タ

白
務
の
わ
が
衣
手
を
折
り
反
し

ぬ
ば
た
ま

ゐ
る
と
云
へ
ょ
う
。

tζ 
は

入
り
居
て
偲
ひ

独
り
し
寝
れ

lま

ぬ
ば
た
ま
の

き
て
」
と
、
袖
を
折
り
返
す
行
為
が
加
は
っ
て
ゐ

4イ)

為
む
為
方
の

た
ど
き
を
知
ら
に

石
が
根
の

し
き
道

る。

の

石
床
の

根
延
へ
る
門
に

朝
に
は

出
で
居
て
嘆
き

タ
に
は

挽
歌
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
既
に
亡
く
な
っ
た
人
を
し
の
び
う
た
っ
た
も
の

入
り
屈
恋
ひ
っ
つ

ぬ
ば
た
ま
の

黒
髪
敷
き
て

人
の
寝
る

味

で
あ
る
。
現
実
に
お
い
て
直
接
逢
ふ
事
の
あ
り
得
な
い
悲
し
み
を
三
三
二
九
に

眠
は
寝
ず
に

大
船
の

ゆ
く
ら
ゆ
く
ら
に

思
ひ
っ
つ

わ
が
寝
る

続
く
三
三
三

O
の
長
歌
は
、

夜
ら
は

数
み
も
敢
へ
ぬ
か
も

衣
こ
そ
ば

そ
れ
破
れ
ぬ
れ
ば

継
ぎ
つ
つ
も

ま
た
も
合
ふ
と

〆¥

こ
れ
は
巻
十
三
・
三
三
二
九
の
歌
で
、
挽
歌
の
中
に
収
ま
っ
て
ゐ
る
。
乙
乙

玉
こ
そ
ば

の
絶
え
ぬ
れ
ば

括
り
つ
つ

ま
た
も
合
ふ
と
言
へ

ま

に
挙
げ
た
部
分
は
前
半
を
省
略
し
た
後
半
部
で
あ
る
。
こ
の
後
半
部
に
非
常
に

た
も
逢
は
ぬ
も
の
は

妻
に
し
あ
り
け
り

よ
く
似
た
歌
が
同
じ
巻
十
三
の
う
ち
の
相
聞
の
部
に
入
っ
て
ゐ
る
。

の
如
く
う
た
っ
て
ゐ
る
が
、

こ
の
や
う
に
そ
の
悲
痛
及
び
痛
苦
を
う
た
っ
た
歌

M
W
、
為
む
為
方
の

た
づ
き
を
知
ら
に

石
が
根
の

こ
と
し
き
道
を

lま

く
、
ま
た
、
非
常
に
逢
ひ
た
い
と
い
ふ
切
な
る
気
持
を
う
た
っ
た
歌

岩
床
の

根
延

白、へ
杯、る
の、門

を
ゎ、
が、朝
衣、に
手、は
を、

出
で
居
て
嘆
き

タ
に
は

入

も
数
少
な
く
な
い
。
同
時
に
、
次
の
如
く
、

り
居
て
偲
ひ

折
り
反
し

味
眠
は
寝
ず
て

独
り
し
寝
れ
ば

大
船

•••• 

わ
が
恋
ふ
る
君

玉
な
ら
ば

手
に
巻
き
持
ち
て

衣
な
ら
ば

ぬ
ば
た
ま
の

黒
髪
敷
き
て

人
の
寝
る

脱
く
時
も
な
く

わ
が
恋
ふ
る

君
そ
咋
の
夜

に
見
え
つ
る

「
袖
折
り
返
し
」
考

二
五



「
袖
折
り
返
し
」
考

一一六

(
2
・
一五

O
)

り
得
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
と
き
、

「
袖
を
折
り
返
す
」
行
為
は
、
単
に

三
諸
の
神
の
神
杉
夢
に
だ
に
見
む
と
す
れ
ど
も
寝
ね
ぬ
夜
ぞ
多
き

で
は
な
し
に
、
現
実
を
ふ
ま
へ
て
う
た
は
れ
た
も
の
、

つ
ま
り
直
接
思
ふ
人
に

(
2
・
一
五
六
)

逢
へ
る
乙
と
を
ふ
ま
へ
た
上
で
う
た
は
れ
た
も
の
と
考
へ
て
よ
い
と
思
は
れ
る

す
で
に
亡
く
な
っ
た
人

に
見
る
、

あ
る
い
は
夢
に
見
ょ
う
と
す
る
と
い
っ

の
で
あ
る
。

た
用
例
も
み
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
相
聞
の
歌
に
対
し
、

乙
の
や
う
に
思

一一一

ふ
人
が
夢
に
は
あ
ら
は
れ
で
も
現
実
に
逢
ふ

の
出
来
な
い
挽
歌
に
お
い
て

「
袖
を
折
り
返
す
」
歌
は
一
首
も
う
た
は
れ
て
ゐ
な
い
。
い
ま
、

、
、
、
、

り
に
「
袖
を
折
り
返
す
」
行
為
が
夢
を
見
る
た
め
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

』ま

か

こ
の
や
う
に
、
袖
を
折
り
返
す
の
は
思
ふ
人
に
直
接
逢
ひ
た
い
時
に
と
っ
た

一
般
に

行
為
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
、
現
在
一
般
に
、
袖
を
折
り
返
す

挽
歌
に
お
い
て
そ
れ
が
う
た
は
れ
で
も
よ
い
。
し
か
し
、
挽
歌
に
お
い
て
「
袖

の
は
相
手
を
夢
に
見
る
た
め
、
相
手
の
夢
に
現
は
れ
て
も
ら
ひ
た
い
た
め
で
あ

を
折
り
返
す
」
歌
が
一
首
も
み
ら
れ
な
い

は
、
そ
れ
が
は
た
し
て
単
に
夢
中
そ

る
と
説
か
れ
て
を
り
、
直
接
逢
ひ
た
い
た
め
だ
と
い
ふ
考
へ
方
は
、
む
し
ろ
付

見
る
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
な
は
だ
疑
は
し
い
と
云
は
ね
ば
な
ら

随
的
な
か
た
ち
で
し
か
説
か
れ
て
ゐ
な
い
。
た
と
へ
ば
、
『
高

釈
』
で
、

な
い
。
た
だ
、
挽
歌
に
一
首
も
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
、

あ
る
い
は
偶
然
の
結
果

二
八
二
一
の
歌
に
「
袖
を
反
す
の
は
思
ふ
人

に
見
る
為
で
、

さ
う
し
た
俗

に
よ
る
と
考
へ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
が
、

し
か
し
一

も
み
ら
れ
な
い
こ
と
に

が
あ
っ
た
。
」
と
説
明
し
て
あ
る
の
を
は
じ
め
と
し
て
、

二
九
三
七
の

〔評〕

加
へ
て
、
右
の
刷
、
併
の
歌
を
み
る
と
き
、

ほ
と
ん
ど
両
者
間
じ
歌
で
あ
り
な

及
び
、
三
九
七
八
、

四
三
三
一
の
歌
で
同
じ
説
明
が
く
り
か
へ
さ
れ
て
を
り
、

が
ら
、
挽
歌
の
三
三
二
九
の
歌
的
で
「
袖
を
折
り
返
す
」

が
う
た
は
れ
ず
、

ま
た
、

に
『
高
葉
集
注
釈
』
で
も

「
袖
を
折
り
返
す
」
歌
の
四
例
に
「
袖

相
聞
の
三
二
七
四
併
で
「
わ
が
衣
手
ぞ

折
り
反
し
」
が
加
は
っ
て
ゐ
る
と
云

を
折
返
し
て
ね
る
と
思
ふ
人
を
夢
に
見
る
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
。
」
の
如
く
説

ふ
具
体
的
な

lま

た
ま
た
ま
集
中
の
挽
歌
で
「
袖
を
折
り
返
す
」

カZ

つ

明
さ
れ
、
他
の
一
例
の
み
〆-、

で
最
初
に
挙
げ
た
例
で
あ
る
)
む
し
ろ
例
外

た
は
れ
な
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
、

と
い
ふ

な

で
は
到
底
済
ま
さ
れ
な

的
に
夢
で
な
い
万
の
立
場
を
説
か
れ
て
ゐ
る
に
す
ぎ
な
い
。

い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
恐
ら
く
的
、
同
刊
に
お
い
て
、
挽
歌
的
の
方
に
「
わ
が

と
こ
ろ
で
こ
の
や
う
に
説
か
れ
る
多
く
の
根
拠
が
二
八
一

二
、
ニ
八
一
三
の

衣
手
を
折
り
反
し
」
が
加
は
り
、
相
聞
伺
の
方
に
そ
れ
が
な
い
と
云
ふ

も
あ

問
答
歌
等
に
あ
る
こ
と
を
前
に
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
次
に
こ
の
問
答
歌
及
び
、



そ
の
他
の
用
例
に
つ
い
て
更
に
検
討
を
加
へ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

る
の
で
は
な
い
。

「
白
梼
の
袖
反
し
し
は
夢
に
見
え
き
や
」
で
あ
っ
て
、

ωの

ω、
吾
妹
子
に
恋
ひ
て
為
方
な
み
白
梼
の
袖
反
し
し
は
夢
に
見
え
き
や

軟
に
比
べ
て
「
袖
反
し
」
と

と
は
直
接
理
由
関
係
を
示
し
て
は
ゐ
な
い
。

(
日
・
二
八
一

二
)

だ
か
ら
乙
の
附
の
意
を
汲
ん
で
解
す
る
な
ら
ば
、

吾
妹
子
が
恋
し
く
て
仕
方
な

側
、
わ
が
背
子
が
袖
反
す
夜
の
夢
な
ら
し
ま
こ
と
も
君
に
逢
へ
り
し
如
し

い
の
で
、

、
、
、
、
、
、
、

(
直
接
お
逢
ひ
す
る

、
、
、
、
、
、

が
出
来
な
い
か
と
)
袖
を
折
り
返
し
ま
し
た

(
日
・
ニ
八
一

三
)

カf

(
こ
の
や
う
に
恋
し
て
ゐ
る
の
が
、

あ
な
た
の
)
夢
に
あ
ら
は
れ
た
で
し

大
系
本
は
こ
の
問
答
歌
の

二
八
一
二
の
歌
の
頭
注
で
「
袖
反
し
し
は

袖

ょ
う
か
、

と
云
ふ
の
で
あ
る
。
袖
を
折
り
返

が
こ
の
や
う
に
直
接
逢
ひ
た

を
折
り
か
え
し
た
の
は
。
袖
ぞ
反
せ
ば
恋
人
の
夢
に
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
俗
信

い
た
め
の
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
乙
そ
、

倒
の
答
へ
は
、

〔
わ
が
背
子
が
袖
を
折

が
あ
っ
た
」
と
述
べ
、

い
ま
み
た
や
う
に

「昔
の
袖

り
返
し
た
夜
の
夢
な
の
で
し
ょ
う
、
〕
直
接
あ
な
た
に
お
逢
ひ
し
た
か
の
や
う

は
桁
が
手
よ
り
長
い
の
で
、
袖
口
を
折
返
す

が
出
来
た
の
で
、
袖
を
折
返
し

に
思
は
れ
た
、
と
う
た
っ
た
の
で
あ
る
。
従
来
、
倒
の
「
ま
こ
と
も
君
に
逢
へ

て
ね
る
と
思
ふ
人
を
夢
に
見
る
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
。
し
と
説
明
し
て
あ
る
。

り
し
如
し
」
に
つ
い
て
特
別
注
意
を
払
っ
た

を
み
な
い
が
、

こ
の
部
分

一
般
に
乙
の
問
答
歌
を
も
っ
て
、
袖
を
折
り
返
す
と
思
ふ
人
を
夢
に
見
る

(ま

は
重
視
し
て
よ
い
と
わ
た
く
し
は
考
へ
る
。
す
な
は
ち
、

「
夢
な
ら
し
」
は

た
は
、
思
ふ
人

に
現
は
れ
る
)
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
と
云
ふ
の
で
あ
る
。

接
で
あ
っ
て
、

「
夢
で
は
あ
る
が
、
直
接
逢
っ
た
か
の
や
う
に
思
は
れ
た
」
と

し
か
し
、

は
た
し
て
こ
の
間
答
歌
は
そ
の
や
う
に
理
解
す
べ
き
歌
で
あ
ら
う

逆
接
的
に
う
た
っ
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
乙
と
に

す
れ
ば
、
容
易
に

「
ま
乙

か

と
も
君
に
逢
へ
り
し
如
し
」
の
原
因
が
、

「
袖
反
す
」
乙
と
に
あ
る
こ
と
が
了

ω、
話
妹
子
を
夢
に
見
え
来
と
大
和
路
の
渡

ご
と
に
手
向
そ
わ
が
す
る

解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
当
時
、
袖
を
折
り
返
す
行
為
が
、
思
ふ
人
に
直
接
逢
ひ

(
ロ
・
三
一
二
八
)

た
い
た
め
に
行
な
は
れ
、
ま
た
、
そ
の
行
為
が
思
ふ
人
に
直
接
逢
へ
る
と
信
じ

乙
の

ωの
歌
で
手
向
け
を
す
る
の
は
夢
を
見
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
す
な

ら
れ
て
ゐ
た
か
ら
乙
そ
、
夢
の
中
で
「
ま
こ
と
も
君
に
逢
へ
り
し
如
し
」
で
あ

は
ち
、
夢
に
見
え
来
と
手
向
け
を
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ωの
歌
の
「
袖

っ
た
と
答
へ
た
の
で
あ
る
。
逆
に
云
へ
ば
、
「
ま
こ
と
も
君
に
逢
へ
り
し
如
し
」

を
返
す
」
は
夢
を
見
る
た
め
の
手
段
と
し
て
う
た
は
れ
て
ゐ
る
で
あ
ら
う
か
。

、、

乙
乙
は
何
も
「
袖
を
折
り
返
し
た
か
ら
夢
を
見
た
で
し
ょ
う
か
」
と
問
う
て
ゐ

は
、
袖
を
折
り
返

が
、
直
接
逢
ふ
た
め
の
行
為
で
あ
る
乙
と
を
如
実
に
示

し
た
一
文
と
云
ひ
得
る
で
あ
ら
う
。

乙
の
や
う
に
解
し
て
乙
そ
、

こ
の
一
文
も

「
袖
折
り
返
し
」
考

二
七



「
袖
折
り
返
し
」
考

二
八

活
か
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

O
臼
持
の
袖
折
り
反
し
恋
ふ
れ
ば
か
妹
が
姿
の
夢
に
し
見
ゆ
る

(
立
・
二
九
三
七
)

四

す
な
は
ち
、

「
〔
現
実
に
逢
ひ
た
い
と
〕
袖
を
折
り
返
し
て
こ
ん
な
に
も
恋

に
思
は
れ
て
ゐ
る
と
夢
を
見
る
と
云
っ
た
歌
の
用
例
は

中
多
い
。

し
て
ゐ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
、
妹
の
姿
が
夢
に
見
え
る
こ
と
で
す
よ
」
と
云
ふ

①
 

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
歌
の
み
を
見
る
と
、
夢
を
み
た
い
た
め
に
袖
を

と
こ
ろ
で
、
相
手
の
事
を
思
っ
て
ゐ
る
と
そ
の
人
の
夢
を
見
る
、
と
か
相
手

ω、
朝
柏
閏
八
川
辺
の
小
竹
の
芽
の
偲
ひ
て
寝
れ
ば
夢
に
見
え
け
り

折
り
返
し
た
、
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
し
、

右

(ωtω)
に
み
た
や
う

(
日
・
二
七
五
四
)

l乙、

一
般
に
相
手
を
恋
し
く
思
っ
て
ゐ
る
と
夢
を
み
る
の
で
あ
っ
て
、
さ
う
い

ω、
旅
に
去
に
し
君
し
も
継
ぎ
て
夢
に
見
ゆ
吾
が
片
恋
の
繁
け
れ
ば
か
も

ふ
趨
ひ
の
う
ち
で
も
、
直
接
逢
ひ
た
い
と
願
ふ
気
持
(
袖
を
折
り
返
し
た
と
き

(
汀
・
三
九
二
九
)

の
気
持
)
は
、
そ
の
想
ひ
の
最
た
る
時
で
あ
り
、
そ
の
と
き
、
普
通
恋
し
く
思

(3) 

の
思
ひ
乱
れ
て
か
く
ば
か
り
な
ね
が
恋
ふ
れ
そ
夢
に
見
え
け
る

っ
て
ゐ
る
時
と
同
様
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
相
手
が
夢
に
現
は
れ
で
も

(
4
・
七

二
四
)

ふ
し
ぎ
で
は
な
い
。
直
接
お
逢
ひ
し
た
い
と
袖
を
折
り
返
し
た
夜
に
、
夢
を
見

(4) 

心
尽
し
て
思
へ
か
も
此
処
に
も
も
と
な
夢
に
し
見
ゆ
る

る
例
が
あ
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
、
何
ら
不
自
然
で
は
な
い
の
で
は
な
か

(ロ・一
ニ
二
ハ
二
)

ら
う
か
。
そ
の
意
味
で
、

ー..，

を
み
た
い
と
恋
う
て
ゐ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
、

(ω
・
ωは
自
分
が
相
手
を
思
ふ
か

を
見
る
例
、

ω
・
ωは
相
手

夢
に
み
え
る
こ
と
で
す
よ
」
と
い
ふ

も
一
応
考
へ

ら
れ
る
が、

し
か
し
「
直

に
錦
は
れ
て
ゐ
る
か
ら
夢
を
見
る
例
)

接
逢
ひ
た
い
と
恋
う
て
ゐ
る
か
ら
で
し
ょ
う
か
、

夢
に
み
え
る
乙
と
で
す
よ
」

袖
を
折
り
返
す
事
と
は
関
係
な
く
、
ζ

の
や
う
に
相
手
の
事
を
思
っ
て
ゐ
る

と
考
へ
る
の
も
決
し
て
無
理
で
は
な
い
。
他
の
用
例
に
、
帰
っ
て
き
て
ほ
し

と
夢
に
現
ば
れ
た
り
、
思
は
れ
て
ゐ
る
と
夢
に
現
ば
れ
た
り
す
る
用
例
は
多

ぃ
、
早
く
現
実
に
お
い
て
逢
ひ
た
い
と
願
ふ
気
持
と
共
に
袖
を
折
り
返
す
例
が

く
、
乙
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
用
例
を
み
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
歌
も
、
結
局

み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
用
例
の
一
連
の
も
の
と
し
て
、

乙
の
例
を
み
る
と

恋
し
く
思
っ
て
ゐ
る
か
ら
夢
を
見
る
と
云
ふ
例
で
あ
っ
て
、

乙
れ
ら

ω
t仙
の

き
、
や
は
り
こ
れ
も
直
接
逢
ひ
た
い
気
持
で
袖
を
折
り
返
し
た
と
み
て
よ
い
と

例
と
同
じ
で
あ
ら
う
。

思
は
れ
る
。



抜
逢
へ
る
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
袖
を
折
り
返
し
て
み
た
が
、

と
う
た
っ
て
を
り
、

(
刀
・
三
九
八
一
)

、
、
、
、
、

山
を
隔
て
て
遠
、
ざ
か
っ
て
ゐ
る
け
れ
ど
も
、
心
が
か
よ
ふ

さ
て
、

こ
の
や
う
に
一
般
に
袖
を
折
り
返
す
と
思
ふ
人
に
現
実
に
お
い
て
直

夢
に
は
見
て
も
、
現
実
で
は
な
か
な
か
逢
へ
な
い
、
と
云
っ
た
如
き
、
あ
る
意

の
で
夢
に
見
え
る
こ
と
よ
、
と
云
っ
て
ゐ
る
。
心
が
か
よ
ふ
、
す
な
は
ら
相
手

味
で
、
当
時
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
る
事
を
疑
ふ
や
う
な
歌
が
あ
っ
て
も
よ
い

①
 

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
さ
う
い
ふ
用
例
を
汁

を
想
っ
て
ゐ
る
か
ら
夢
を
見
る
、
と
云
ふ
の
で
あ
っ
て
、

こ
れ
は
前
に
挙
げ
た

ー
に
み
な
い
が
、

一
般
に
相
手
を
思
っ
て
ゐ
る
と
夢
に
現
は
れ
る
と
云
ふ
例
と
同
じ
で
あ
る
。

つ

次
の
如
、
き
歌
は
そ
の
辺
の
事
情
を
窺
は
し
め
る
や
う
で
も
あ
る
。

ま
り
、

こ
の
場
合
、

「
心
し
行
け
ば
」
相
手
を
夢
見
る
の
で
あ
っ
て
、
長
歌
の

大
君
の

命
良
み

あ
し
ひ
き
の

山
越
え
野
行
き

天
離
る

部
治
め

「
敷
林
の

袖
皮
し
つ
つ
」
は
本
当
は
直
接
逢
ひ
た
い
た
め
に
し
て
ゐ
る
行
為

lこ
と

別
れ
来
し

そ
の
日
の

み

あ
ら
た
ま
の

年
往
き
返
り

春

で
は
あ
る
が
、
し
か
し
実
際
に
は
夢
ば
か
り
で
あ
っ
て
、
直
接
逢
ふ
事
は
な

花
の

移
ろ
ふ
ま
で
に

相
見
ね
ば

甚
も
為
万
な
み

敷
拡
併
の

袖
反

く
、
思
ひ
は
つ
の
る
ば
か
り
で
あ
る
、
と
云
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

「
怒
し
げ

し
つ
つ

寝
る
夜
帯
ち
ず

夢
に
は
見
れ
ど

射
に
し

直
に
あ
ら
ね
ば

く

千
重
に
積
り
ぬ
」
に
続
い
て
、
家
持
は
「
近
く
あ
ら
ば

吊
り
こ
で
乙
も

f
t
j
t
 

恋
し
げ
く

に
積
り
ぬ

•••• 

討
を
待
つ
と

寝
す
ら
む
妹
を

打
ち
行
き
て

妹
が
手
枕

指
し
交
へ
て

寝
て
も
来
ま
し
を
云
々
」
と
も

逢
ひ
て
早
見
む

(
臼
・
三
九
七
八
)

う
た
っ
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
妻
と
の

の
遠
近
は
別
に
し
て
も
、
と
も
か
く

こ
の
長
歌
も
所
謂
家
持
の
作
で
あ
っ
て
、
結
局
家
持
は
集
中
、
袖
を
折
り
返

長
歌
の
結
句
で
つ
討
を
待
つ
と

寝
す
ら
む
妹
ぞ

逢
ひ
て
早
見
む
」
と
結
ん

す
歌
を
三
首
う
た
っ
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
が
、
三
首
の
う
ち
こ
の
歌
の
「
袖
反

で
を
り
、
反
歌
で
「
ぬ
ば
た
ま
の

に
は
も
と
な
相
見
れ
ど
直
に
あ
ら
ね
ば
怨

し
つ
つ
」
が
一
般
に
夢
を
見
る
た
め
に
し
た
行
為
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か

ひ
止
ま
ず
け
り
」

(
刀
・
一
二
九
八

O
)

返
し
う
た
っ
て
ゐ
る
や
う
に
、

し
、
は
じ
め
の
方
で
み
て
き
た
や
う
に
、
同
じ
作
者
で
あ
る
家
持
の
歌
、
一
ニ
九

夢
で
は
満
足
出
来
ず
、

一
時
も
早
く
逢
ひ
た
い
の
で
あ
る
。

さ
う
い
ふ
願
ひ
が

六
二
、
四
三
三
一
の
二
首
と
同
様
、

こ
れ
も
直
接
逢
ひ
た
い
た
め
に
し
た
行
為

常
に
あ
っ
て
、
そ
の
気
持
が
袖
を
折
り
返
へ
さ
せ
た
と
み
て
よ
い
の
で
は
な
か

と
み
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
と
云
ふ
の
も
、

こ
の
長
歌
に
つ
づ
く
反
歌
に
お

ら
う
か
。

い
て
、
家
持
は
、

あ
し
ひ
き
の
山
来
隔
り
て
遠
け
ど
も
心
し
行
け
ば
夢
に
見
え
け
り

と
こ
ろ
で
前
の
「
白
梼
の
袖
折
り
反
し
恋
ふ
れ
ば
か
妹
が
姿
の
夢
に
し
見
ゆ

「
袖
折
り
返
し
」
考

二
九



「
袖
折
り
返
し
」
考

三
O

る」

(
ロ
・
ニ
九
三
七
)

の
「
袖
折
り
反
し
」

に
見
た
い
た
め
で
あ
る
と

て
、
袖
と
は
違
ふ
が
)

の
如
く
う
た
っ
た
歌
が
、
少
な
く
と

の
「
袖

い
ふ
解
釈
に
基
づ
い
て
、
高

の
口
頭
発
表
の
席
上
で
、
井
手
至
氏
か
ら

反
す
」
歌
に
は
み
ら
れ
な
い
の
を
は
じ
め
と
し
て
、
袖
を
折
力
返
す
こ
と
が
、

袖
を
折
り
返
す
の
は
、
夢
で
あ
れ
、
現
実
で
あ
れ
、
逢
ひ
た
い
時
に
と
っ
た
行

「
吾
妹
子
を
夢
に
見
え
来
と
大
和
路
の
渡
瀬
ご
と
に
手
向
そ
わ
が
す
る
」
、

う
け

「
都
路
を
遠
み
か
妹
が
ζ

の
乙
ろ
は
析
ひ
て
宿
れ

に
見
え
来
ぬ
」

(
4
・

為
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
御
指
摘
が
あ
っ
た
。
あ
る

い
は
さ
う
い
ふ

に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
だ
用
例
を
見
わ
た
し
て
み

七
六
七
)

〔
こ
れ
は
結
局
は
夢
に
み
な
か
っ
た
こ
と
を
う
た
っ
て
ゐ
る
の
で
あ

る
と
、
最
初
に
挙
げ
た
例
が
、
夜
が
明
け
朝
を
迎
へ
て
か
ら
袖
を
折
り
返
す
用

る
が
〕

の
歌
の
や
う
に
、

な
手
段
と
し
て
は
う
た
は

例
で
あ
っ
て
、
前
述
の
通
り
、

こ
れ
は
先
づ
乙
の
行
為
が
決
し
て
夜
に
の
み
限

っ
た
も
の
で
は
な
い
乙
と
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て

で
あ
り
、

乙
の
歌
を
ふ

れ
な
い
で
、
た
と
へ
夢
を
み
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
い
づ
れ
も
「
白
赫
の
袖
反

し
し
は

に
見
え
き
や
」
、

「
・
日
赫
の
袖
折
り
反
し
恋
ふ
れ
ば
か
妹
が
姿
の

ま
へ
て
、
更
に
思
ふ
人
を
現
実
に
待
ち
こ
が
れ
る
歌
辞
(
帰
り
来
ま
せ
、
待
ち

に
し
見
ゆ
る
」
と
い
ふ
表
現
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る

r、
な

か
も
恋
ひ
む
等
)
と
共
に
「
袖
反
し
」
が
う
た
は
れ
、
ま
た
、
問
答
歌
で
袖
を

の
歌
は
家
持
の
作
で
あ
る
が
、
袖
を
反
す
歌
を
三
首
う

う
げ

た
っ
て
ゐ
る
家
持
が
、
夢
を
み
た
い
時
は

「
析
ひ
」
を
す
る
と
う
た
っ
て
ゐ
る

lま

(
4
・
七
六
七
)

返
し
た
夜
の
夢
が
や
は
り

「
ま
こ
と
も
君
に
逢
へ
り
し
如
し
」
で
あ
っ
た
と
云

ふ
如
き
表
現
を
み
る
こ
と
ゃ
あ
る
い
は

で
逢
へ
で
も
実
際
に
逢
ふ

の
出
来

の
は
興
味
深
い
)
。

な
い
挽
歌
で
は
一
首
も
う
た
は
れ
て
ゐ
な
い
と
い
っ
た
事
実
が
、
集
中
の
袖
を

右
の
立
場
に
立
っ
て
、
更
に
巻
十
三
・
三
二
七
六
の
男
友
の
掛
け
合
ひ
の
歌

折
り
返
す
状
態
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、

「
袖
を
折
り
返
す
」
行
為
自
体

を
主

の
前
半
(
男
の
歌
)
ぞ
み
る
と
、

に
と
ら
へ
る
べ
き
か
、
現
実
を
主
に
と
ら
へ
る
べ
き
か
、
と
云
っ
た

の
し

し
妻
と

、、
反
る
も
知
ら
に
」
と
あ
っ
て
、

、、
ゐ
る
が
、
こ
の
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
衣
手
(
袖
)
を
返
す
と
は
、
か
へ
す
や

諮
ら
は
ず

の

愛

別
れ
し
来
れ
ば
速
川
の

行
く
も
知
ら
に

衣

手

の

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
衣
手
の
し
は

「
帰
る
」
の
枕
詞
と
な
っ
て

一百
足
ら
ず

山
田
の
道
を

方
も
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
さ
う
い
ふ
意
味
で
わ
た
く
し
は
現
実

を
主
に
考
へ
た
く
、
夢
を
従
と
考
へ
た
い
。
夢
が
従
と
一
五
ふ
の
は
、
あ
く
ま
で

袖
を
折
り
返
し
た
結
果
、
夢
を
み
る
と
い
ふ
程
度
に
考
へ
た
い
と
云
ふ
こ
と
で

う
に
、
か
へ
っ
て
き
て
も
ら
ひ
た
い
た
め
の

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

あ
る
。
そ
れ
は
、
古
今
集
の
巻
十
二
、
恋
歌
二
の
「
い
と
せ
め
て
こ
ひ
し
き
時

も
考
へ
ら
れ
る
し
、
な
ほ
、

口
一崩
発
表
の
後
、

一U

藤
博
氏
か
ら
、
共
寝
す
る
時

は
む
ば
た
ま
の
夜
の
衣
を
か
へ
し
て
ぞ
き
る
し

(
乙
れ
は
衣
を
か
へ
ず
で
あ
っ

五
ひ
に
袖
ぞ
折
り
返
し
て
手
枕
し
た
と
こ
ろ
か
ら
、

は
や
く
共
寝
を
し
た
い
と



希
ふ
気
持
で
と
っ
た
行
為
と
考
へ
ら
れ
る
、
と
い
ふ
御
教
示
を
得
た
が
、
と
す

上
、
述
べ
て
き
た
意
味
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
、
従
来
、
袖
を
折
り
返
す
と

れ
ば
、
き
は
め
て
現
実
的
な
乙
と
か
ら
と
ら
れ
た
行
為
で
あ
っ
て
、
袖
を
折
り

思
ふ
人

に
見
る
と
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
、
と
説
か
れ
て
き
た
も
の

返
す
動
作
そ
の
も
の
も
、
や
は
り
も
と
も
と
夢
と
は
直
接

係
な
か
っ
た
と
云

を
、
基
本
的
に
、
袖
を
折
り
返
す
と
思
ふ
人
に
直
接
逢
ふ

が
出
来
る
と
一
般

へ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

に
信
じ
ら
れ
て
ゐ
た
、
と
い
ふ
や
う
に
改
め
る
べ
き
だ
と
結
論
-
つ
け
た
い
。

な
ほ
、
本
稿
で
は
、
夢
と
現
実
を
一
応
区
別
し
て
論
じ
て
き
た
し
、
ま
た
挽

注

歌
と
相
聞
も
同
じ
や
う
に
区
別
し
て
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
夢
と
現
実
、
あ

① 

「
こ
ろ
も
で
」
と
「
そ
で
」
に
つ
い
て
、

『
高
葉
代
匠
記
』
(
初
稿
本
)

る
い
は
挽
歌
と
相
聞
が
当
時
そ
れ
ほ
ど
淫
庭
の
あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
と
い
ふ

に
「
此

に
は
、
お
も
ふ
人
を
ゆ
め
に
み
ん
と
で
は
、
衣
を
か
へ
す
と
も

乙
と
に
な
る
と

が
あ
る
わ
け
で
、

た
と
へ
ば
前
の

ω
の
挽

〆-、
一一一一一一一一

袖
を
か
へ
す
と
も
よ
め
り
。
衣
を
か
へ
き
〉
れ
は
、
袖
も
か
へ
ら
さ
れ
は

九
)
も
さ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
他
、
挽
歌
に
収
ま
っ
て
ゐ
る
、

O 

て
し
秋
の
月
夜
は
渡
れ
ど
も
相
見
レ
妹
は
い
や
年
さ
か
る

袖
を
か
へ
す
は
、
や
か
て
衣
を
か
へ
す
な
り
。
ゆ
ひ
は
手
に
つ
き
た
る
物

な
れ
と
、
ゆ
ひ
を
折
を
、
手
を
〉
る
と
い
ふ
に
准
す
へ
し
」
と
あ
る
が
、

(
2
・
二
一
四
)

し
か
し
集
中
「
衣
手
を
か
へ
す
」
例
は
あ
る
が
「
衣
を
か
へ
す
」
例
は
な

O
隠
口
の
泊
瀬
の
山
の
山
の
際
に
い
き
よ
ふ

は
妹
に
か
も
あ
ら
む

く
、
そ
の
点
、

『
寓
葉

注
釈
』
に
「
乙
ろ
も
で
も
文
字
通
り
「
衣
」
の

(
3
・
四
二
八
)

「
手
」
で
袖
の
意
。

」
と
あ
る
の
に
従
ふ
べ
き
で
あ
る
。

な
ど
、
思
ふ
人
を
恋
ひ
こ
が
れ
る
表
現
は
相
聞
と
ど
れ
ほ
ど
も
か
け
離
れ
て
は

① 

乙
の

合
、
自
分
が
袖
を
返
し
た
の
か
、
妹
が
袖
ぞ
返
し
た
の
か
問

ゐ
な
い
や
う
で
あ
る
。

と
現
実
に
お
い
て
も
同
じ
ゃ
う

が
云
へ
き
う
で

で
あ
る
が
、

乙
れ
に
つ
い
て
は
断
定
し

、
従
っ
て
本
稿
で
は
さ
う
い

あ
っ
て
、
両
者
に
そ
れ
ぞ
れ
確
た
る
一
線
が
ひ
げ
る
も
の
で
は
な
い
と
思
は
れ

ふ
点
に
つ
い
て

を
く
ば
っ
て
ゐ
な
い
こ
と
を
断
は
っ
て
お
く
。

る
。
が
、
し
か
し
本
稿
で
は
あ
く
ま
で
「
袖
折
り
反
す
」
行
為
を
中
心
に
み
て

③ 

た
と
へ
ば
、
本
文
に
引
用
し
た
七
六
七
の
歌
、
及
び
「
荒
雄
ら
を
来
む

き
た
わ
け
で
あ
っ
て
、

乙
の
行
為
を

を
中
心
に
と
ら
へ
る
か
、
現
実
を
中
心

か
来
じ
か
と

盛
り
て
門
に
出
で
立
ち
待
て
ど
来
ま
さ
ぬ
」

(
日
・
一
二
八

に
と
ら
へ
る
か
と
い
ふ
問
題
は
そ
の
こ
と
と
は
ま
た
別
な
問
題
で
あ
り
、
以

六
一
)
の
如
き
倒
が
み
ら
れ
る
。

館
大

「
袖
折
り
返
し
」
考

一一一一



一一一一一

ム

ノ

キ。

ロ

堀

も

(
作
者
未
詳
)

一

カミ

三
六

O

一

え

主
4
h

き

暫
し
く
も
独
あ
り
得
る
も
の
に
あ
れ
や
島
の
室
の

れ
で
あ
る

に
は
ム
ロ
ノ
キ
に
室
木
・
室
乃
樹
・
牟
漏
能
木
・
天
木
香
樹
・
四
番

ら
む

〆'、、

、ー... 

同

樹
と
い
う
よ
う
な
字
を
用
い
、

こ
れ
を
詠
ん
だ
歌
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が

以
上
六
首
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
詠
ん
だ
場
所
に
つ
い
て
の
考
証
は
で
き
て
い

あ
る
。四

四
六

四
四
七

四
四
八

二
四
八
八

三
六

0
0

F
h

、e
〉

、

f
i
u
カ

い
づ
れ
も
海
岸
の
磯
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
表
土
の
少
な
い
岩

吾
妹
子
が
見
し
鞘
の
浦
の
室
の
木
は
常
世
に
あ
れ
ど
見
し
人
ぞ
亡

で
あ
る
が
よ
く
栄
え
、

な
大
木
と
な
り
、

木
と
い
う
か
、

神
木
と
い

き

(
大
伴
旅
人
)

う
か
、
人
々
の
心
を
捉
え
尊
崇
の
念
を
起
き
し
た
木
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を

鞘
の
浦
の
磯
の
室
の
木
見
む
毎
に
相
見
し
紙
は
忘
ら
え
め
や
も

感
じ
る
の
で
あ
る
。

(同

人

一一
イ
ブ
キ
と
ネ
ズ
の
は
え
る
場
所

磯
の
上
に
根
蔓
ふ
室
の
木
見
し
人
を
何
在
と
聞
は
ば
語
り
つ
げ
む

か

同

人

は
、
磯
の

と
こ
ろ
が
今
日
私
ど
も
の
い
っ
て
い
る
ネ
ズ

(
古
名
ム
ロ
ノ
キ
)

磯
の
上
に
立
て
る
回
香
樹
心
い
た
く
何
に
深
め
て
思
い
始
め
け
な

上
で
日
当
り
が
よ
く
、
表
土
が
少
な
く
、
夏
な
ど
は
極
度
に
乾
燥
し
、
時
に
は

(
柿
本
人
麿
)

海
水
で
根
が
洗
は
れ
、
台
風
の
と
き
な
ど
は
潮
風
を
ま
と
も
に
受
け
て
、
全
身

離
磯
に
立
て
る
室
の
木
う
た
か
た
も
久
し
き
時
を
過
ぎ
に
け
る
か

が
海
水
で
洗
は
れ
る
よ
う
な
所
に
、
よ
く
育
っ
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い



て
、
お
お
い
に
疑
問
を
も
つ
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
は

の

ろ
で
な
い
と
育
た
な
い
か
ら
、

に
考
え
て
も
菖
葉
集
に
読
ま
れ
て
い
る

上
に
は
え
て
栄
え
た
い
う
の
は
、
ネ
ズ
で
な
く
イ
ブ
キ
で
あ
る
と
思
う
の
で
あ

ム
ロ
ノ
キ
は
、
や
は
り
イ
ブ
キ
と
解
し
た
い
の
で
あ
る
。

る

に
は
え
て
い
る
の
ぞ
見
て
も
、
ネ
ズ
は
イ
ブ
キ
の
よ
う
な
大
木
を
見
る

つ
ぎ
に
ネ
ズ
で
は
た
と
え
大
木
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
気
品
が
高
く
人
々
の

こ
と
が
少
な
く
、
ま
た
た
と
え
大
木
と
な
っ
た
と
し
て
も
イ
ブ
キ
よ
り
は
る
か

心
を
と
ら
え
尊
崇
の
念
を
起
さ
せ
る
よ
う
な

と
い
う
の
に
は
、
甚
だ
ふ
れ
U

に
見
劣
り
が
す
る
か
ら
、

と
し
て
尊
敬
す
る
の
に
は
ピ
い
ぶ
ん
無
理
な
よ

き
の
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

う
な
気
が
す
る
。

そ
こ
で
蔦

に
出
て
い
る
ム
ロ
ノ
キ
(
現
在
名
ネ
ズ
)
は
、
い
ま
の

私
は
和
歌
山
県
に
生
れ
、
海
岸
の

に
つ
い
て
は
、

つ
ぶ
さ
に
踏
査
し
て

で
い
う
、
不
ズ
で
な
く
、
大
伴
旅
人
が
磯
の
ム
ロ

ノ
キ
と
か
、
磯
の
上
に

い
る
か
ら
、
そ
の
結
果
を
紹
介
し
よ
う
。

根
は
う
ム
ロ
ノ
キ
と
い
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

る
と
、
磯
の
岩
の
上
に
大
き

日
高
郡
美
浜
町
三
尾
と
い
え

葉
集
で
お
馴
染
の
三
橋
の
浦
と
か
、
三
穂

く
根
舎
は
っ
た
よ
ほ
ど
の
大
木
で
、
舟
人
達
が
上
陸
し
て
憩
の

と
な
っ
て
い

の
石
室
な
ど
と
詠
ま
れ
て
い
る
所
で
あ
る
が
、

い
ま
は
岬
の
上
に
竜
王
神
社
が

た
よ
う
で
、
人
々
か
ら
は

と
し
て
尊
敬
さ
れ
て
い
た
も
の
と
す
れ
ば
、

ζ 

祭
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
北
・
西
の
岩
壁
に
は
吉
田

氏
の
調
査
で
は
十
三
本
の

乙
に
詠
ま
れ
て
い
る
ム
ロ
ノ
キ
は
、
現
在
い
っ
て
い
る
イ
ブ
キ
の
方
が
ふ
さ
わ

イ
ブ
キ
が
あ
り
、
そ
の
う
ち
胸
高
で
ま
わ
り
一
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
は
五
本

し
と
思
う
の
で
あ
る
。

あ
る
と
い
う
。
そ
の
う
ち
北
面
に
は
五
本
あ
り
、
最
下
位
の
も
の
は
太
い
根
で

な
お

葉
集
に
は
ム
ロ
ノ
キ
を
天
木
香
樹
と
い
う
字
を
用
い
た
と
こ
ろ
が
あ

が
っ
ち
り
と
岩
を
抱
き
、
雄
々
し
く
直
立
し
て
い
る
姿
は
ま
さ
し
く
輔
の
浦
の

る
が
、

こ
れ
ぞ
天
に
向
っ
て
伸
び
る
よ
い
木
と
解
す
れ
ば
、

こ
れ
も
イ
ブ
キ
の

イ
ブ
キ
を

さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
樹
令
か
ら
い
え
ば
一

0
0

方
が
適
当
で
、
ネ
ズ
で
は
幼
・
若
木
で
は
天
に
向
っ
て
伸
び
る
が
、
老
木
に
な

と
思
わ
れ
、
直
径
も
胸
高
で
四

0
セ
ン
チ
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
、
今
後
一

0
0

る
と
枝
葉
が
垂
れ
下
る
の
が
普
通
で
あ
る
か
ら
、
天
に
向
っ
て
す
く
す
く
伸
び

年
も
す
れ
ば
磯
の
上
に
立
つ

々
し
い

と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
に
十
分
な
大

る
よ
い
木
と
表
現
す
る
の
は
ネ
ズ
で
は
如
何
と
思
う
の
で
あ
る
。

木
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ネ
ズ
は
た
と
え
海
の
近
く
で
大
木
に
育
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
表
土
が
深
く

少
し
南
に
行
っ
て
西
牟
婁
郡
す
さ
み
町
江
須
崎
の
南
岸
は
、
太
平
洋
の
荒
波

排
水
も
よ
く
、
塩
水
が
全
身
に
か
か
ら
な
い
と
い
う
好
条
件
に
恵
ま
れ
た
と
こ

を
ま
と
も
に
受
け
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

乙
乙
の

一

に
は
並
木
の
よ
う
に

。
ム
ロ
ノ
キ
h
q

考

ー} 

一一ー一
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な
っ
て
栄
え
て
い
る
の
は
ク
ロ
マ
ツ
よ
り
も
イ
ブ
キ
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。

の
下
で
は
ま
わ
り
八
メ
ー
ト
ル
、

そ
の
上
お
よ
そ
三
メ
ー
ト
ル
位
の
と
こ
ろ
で

こ
れ
に
続
く
岩
壁
に
も
大
木
に
な
っ
て
栄
え
て
い
る
の
は
、

イ
ブ
キ
の
古
木
が

こ
の
イ
ブ
キ
は
昔
か
ら
名
木
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
と

び
ゃ
く
し
ん

見
え
、
下
柏
と
い
う
地
名
は
イ
ブ
キ
の
こ
と
ぞ
柏
槙
と
い
う
か
ら
で
あ
る
。

五
本
に
分
れ
て
い
る
。

一
番
多
い
。

乙
の
二
カ
所
に
は
ネ
ズ
の
古
木
は
一
木
も
な
く
、
幼
木
さ
え
も
見
当
ら
な

(3) 

吹
町
八
幡
神
社
の
イ
ブ
キ
は
、
社
殿
の
前
に
並
ん

ぃ
。
ネ
ズ
は
も
っ
と
表
土

く
、
根
元
が
あ
ま
り
乾
焼
し
な
い
所
で
な
い
と

で
二
本
あ
り
、

い
づ
れ
雌
も
株
で
、
社
殿
に
向
っ
て
右
の
も
の
は
少
し
大
き
く

大
木
に
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

目
通
り
ま
わ
り
四
・
三
メ
ー
ト
ル
、

高
さ
約
二
五
メ
ー
ト
ル
。
左
の
も
の
は
目

通
り
ま
わ
り
三
・
九
三
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
二
二
メ
ー
ト
ル
。
下
部
は
朽
ち
て

一一一
瀬
戸
内
海
方
面
に
あ
る
イ
ブ
キ
の
名
木

い
る
が
樹
勢
は
よ
い
。

乙
の

二
本
は
神
木
と
し
て
お
そ
ら
く
植
え
た
も
の
で
あ

以
上
あ
げ
た
の
は
和
歌
山
県
の
例
で
あ
る
が
、
輔
の
浦
は
広
島
県
で
あ
る
か

ろ
う
。

ら
瀬
戸
内
海
沿
岸
方
面
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
乙
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
は
文

(4) 

愛

泉
郡
重
信
町
北
吉
井
大
蓮
寺
の
境
内
に
あ
る
も
の
は
、
根
元

部
省
が
指
定
し
た
天
然
記
念
物
を
あ
げ
る
と
よ
い
。

戸
内
海
方
面
で
指
定
さ

の
ま
わ
り
約
七
メ
ー
ト
ル
、
地
上
二
メ
ー
ト
ル
位
の
と
乙
ろ
で
ニ
枝
に
分
れ
、

れ
た
も
の
は
つ
ぎ
の
六
件
で
あ
る
が
、
ネ
ズ
は
一
本
も
な
い
。

の
枝
は
ま
わ
り
三
メ
ー
ト
ル
、
西
の
技
は
ま
わ
り
三

・
九
メ
ー
ト
ル
。

こ
の

)
 

4
E
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香
川
県
小
豆
島
土
庄
町
測
崎
宝
生
院
に
あ
る
も
の
は
、

お
そ
ら
く
イ
ブ

二
校
は
お
そ
ら
く
一
本
で
あ
っ
た
も
の
が
さ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
。

キ
と
し
て
は
日

で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
に
誇
る
巨
木
で
あ
る
。

(5) 

山
口
市
法
泉
寺
の
も
の
は
海
岸
か
ら
少
し

れ
て
い
る
が
巨
木
と
し
て

私
は
そ
の
根
株
に

っ
て
見
た
が
、
威
圧
さ
れ
る
よ
う
な
感
じ
を
受
け
た
。
地

知
ら
れ
て
い
る
。
地
上
で
す
ぐ
三
枝
に
分
れ
、
北
枝
は
ま
わ
り
三

・
八
メ
l
ト

上
か
ら
す
ぐ
三
枝
に
分
か
れ
、
枝
は
南
・
西
・
北
に
向
っ
て
伸
び
、

そ
の
根
元

ル
。
南
枝
は
ま
わ
り
一
二
・

一
メ
ー
ト
ル
。
西
枝
は
地
土
に
は
っ
て
い
る
か
ら

で
は
ま
わ
り
一
五
メ
ー
ト
ル
位
あ
り
、
内
部
は
朽
ち
て
空
洞
に
な
っ
て
い
る
が

定
は
困
難
で
あ
る
が
、
前
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
太
い
。

樹
勢
が
よ
く
、
見
る
か
ら
に

で

あ

る

。

愛
媛
県
伊
予
三
島
市
下
柏
の
も
の
は
、
高
さ
一
五
メ
ー
ト
ル
位
。
根
元

法
泉
寺
は
大
内
議
弘
(
一

三
五
六

t
一
三
九
九
)

の
菩
提
寺
で
あ
っ
た
か

(2) 

ら

こ
の
木
は
そ
の
頃
か
ら
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

の
ま
わ
り
一

一
メ
ー
ト
ル
。
地
上
一
メ
ー
ト
ル
位
の
と
こ
ろ
に
癌
が
あ
り
、

そ

)
 

角
的

υ
's

，、

山
口
県
豊
浦
郡
豊
北
町
大
字
神
田
思

の
境
内
に
あ
る
も
の
は
、
目



通
り
の
ま
わ
り
二
・
九
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
か
ら
、
巨
木
と
い
え
な
い
が
、
枝
が

ス
ノ
キ
、

ク
ロ
マ
ツ
等
で
あ
る
が
、
神
仏
混
靖
時
代
に
は
神
社
に
も
イ
ブ
キ
を

多
く
、

そ
れ
が
ね
じ
れ
、
全
体
が
竜
蛇
の
如
く
屈
曲
し
て
い
る
の
で
、
普
通
に

植
え
た
も
の
で
あ
る
。
中
で
も
イ
ブ
キ
は
寺
院
特
に
禅
宗
の
寺
院
に
植
え
た
も

ム
ス
ピ
ピ
ヤ
ク
シ
ン
と
い
い
、

一
種
の
奇
形
で
あ
る
。

こ
の
木
は
天
明
四
年

の
で
古
木
が
多
い
。
し
か
し
京
都
、
大
阪
、
奈
良
、
東
京
な
ど
の
寺
院
で
は
、

(
一
七
八
四
)
に
書
い
て
恩
徳
寺
縁
起
に
も
大
木
と
し
て
見
え
て
い
る
由
緒
あ

た
と
え
禅
宗
と
い
え
ど
も
見
な
い
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、

こ
れ
ら
の
都
市

る
記
念
木
で
あ
る
。

で
は
空
気
が
不
浄
の
た
め
大
木
に
育
た
な
い
の
で
あ
る
。
一
万
来
、
海
岸
育
ち
で

以
上
六
例
の
う
ち
に
は
自
生
で
な
く
神
木
・
霊
木
と
し
植
え
た
も
の
も
多
い

空
気
の
た
い
そ
う
き
れ
な
い
所
に
育
つ
木
で
、
近
頃
の
言
葉
で
い
え
ば
公
害
に

と
思
わ
れ
る
が
、
瀬
戸
内
海
沿
岸
地
帯
は
イ
ブ
キ
の
適
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と

弱
い
木
で
あ
る
。

の
資
料
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
例
と
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
は
東
大
阪
市
平
岡
神
社
に
は
樹
令
一

0
0

狭
い
私
の
観
察
で
あ
る
が
、

ム
ロ
ノ
キ
の
大
木
は
兵

四

O
年
位
と
思
は
れ
る
イ
ブ
キ
の

な
大
木
が
あ
っ
た
が
、
残
念
な
こ
と
に
一

光
寺
に
あ
る
も
の
は
目
通
り
の
ま
わ
り
三
・
ゴ
一
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
三

O
メ
l

O
年
位
前
に
枯
れ
、

い
ま
で
は
地
上
三
メ
ー
ト
ル
位
の
と
こ
ろ
か
ら
切
り
取
り

ト
ル
。
和
歌
山
県
金
屋
町
小
川
の
白
岩
丹
生
神
社
の
も
の
は
県
下

も
の
で

根
元
を
保
存
し
て
い
る
。

い
ま
一
例
は
和
歌
山
県
御
坊
市
日
高
別
院
の
も
の

ま
わ
り
ニ
・
三
六
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
藤
田
浩
一
二
氏
の
調
査
で
は
広
島
県
沼
隈

は
、
県
の
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
た
ほ
ど
の
名
木
で
あ
っ
た
が
、

乙
れ

郡
金
江
村
本
谷
に
あ
る
も
の
は
胸
高
で
ま
わ
り
五
・
五
メ
ー
ト
ル
と
い
う
こ
と

も
二

O
年
位
前
に
枯
死
し
た
。

で
あ
る
か
ら
稀
有
の
大
木
で
あ
ろ
う
。
写
真
で
見
る
と
こ
の
木
の
枝
は
随
分
垂

乙
れ
ら
は
共
に
都
市
公
害
に
よ
る
も
の
と
思
は
れ
る
の
で
あ
る
が
、
逆
に
イ

れ
下
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ブ
キ
の
よ
く
育
つ
と
こ
ろ
は
空
気
の
清
浄
な
と
こ
ろ
、
健
康
な
人
間
生
活
を
保

証
す
る
と
こ
ろ
と
思
っ
て
差
し
っ
か
え
な
い
。

四

神
木
ま
た
は

と
い
わ
れ
る
木

の
寺
院
で
は
ニ

0
0
1
三
O
O年
生
と
思
は
れ
る
イ
ブ
キ
は
さ
し

古
く
か
ら
神
木
と
し
て
神
社
に
植
え
る
木
は
サ
カ
キ
、

オ
ガ
タ
マ
ノ
キ
、
寒

て
珍
ら
し
く
な
い
。
私
は

査
で
お
恥
か
し
い
話
で
あ
る
が
、

倉
は
古
来

い
と
こ
ろ
で
は
イ
チ
イ

(
一
名
ア
ラ
ラ
ギ
)
。
寺
院
で
は
ボ
ダ
イ
ジ
ュ
、

コ
ウ

禅
宗
の
お
寺
の
多
い
所
と
聞
い
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
寺
院
に
は
イ
ブ
キ
の
古

ヤ
マ
キ
、

イ
ブ
キ
、

イ
チ
ョ
ウ
。
社
寺
共
通
の
木
と
し
て
ス
ギ
、

ヒ
ノ
キ
、

ク

木
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
組
像
す
る
の
で
あ
る
。

高
葉
集
汐
ム
ロ
ノ
キ
h
q

考

三
五
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ま
た
、

あ
る
地
方
で
は
イ
ブ
キ
を

se r

と
い
っ
て
墓
地
に
植
え
る
木
で
あ
る

ほ
ど
の
大
木
で
あ
っ
た
と
組
像
す
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
も
ネ
ズ
で
な
く
イ
ブ

味
で
あ
ろ
う
。

愛 キ
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
樹
木
名
を
地
名
に
し
た
ζ

と
は
前
に
述
べ
た

『

uvaoH

陣，、

に
下
柏
と
い
う
所
が
あ
る
と
い
っ
た
が
、

乙
れ
も
名
木
・
神
木
・

木

と
い
っ
て
、
忌
む
と
乙
ろ
も
あ
る
と
い
う
が
、

こ
れ
も
や
は
り

木
と
い
う
意

と
感
じ
て
尊
敬
し
た
か
ら
で
あ
る
。

五

イ
ブ
キ
の
古
一
言
は
ム
ロ
ノ
キ
で
あ
る

つ
言
、
民

郡
金

、
川
に
白
岩
丹
生
神
社
と
い
う
旧
村
社

以
上
の
よ
う
に

に
詠
ま
れ
て
い
る
ム
ロ
ノ
キ
は
、

イ
ブ
キ
で
あ
る
と

が
あ
る
。

乙
乙
で
は

の
す
ぐ
そ
ば
に
樹
令
三

O
O年
位
、
ま
わ
り
ニ
・
三

か
し
わ

日
高
郡
日
高
町
柏
と
い
う
と
乙
ろ
と
、

更
に
和
歌
山
県
の
例
に
つ
い
て
、

お
ぞ
い

小
杭
と
い
う
と
こ
ろ
は
共
に
小
さ
い

考
え
て
み
た
い
。

六
メ
ー
ト
ル
と
い
う
ネ
ズ
の
大
木
が
あ
る
。

い
ま
で
は

し
て
鳥
居
の
方
に

考
え
た
い
の
で
あ
る
が
、

傾
い
て
い
る
が
、
昔
は
神
木
と
し
て
植
え
た
も
の
に

な
い
と
思
わ
れ
る
の

港
で
あ
る
が
、

こ
の
聞
に
ム
ロ
ノ
キ

と
い
う
小
さ
い
岬
が
あ
る
。
地
理
調
査

で
あ
る
。
普
通
に
考
え
る
と
ネ
ズ
を
植
え
ず
、

イ
ブ
キ
を
植
え
る
は
ず
で
あ
る

所
発
行
の
五
万
分
の
一
、

二
万
五
千
分
の
一
の
地
図
に
も
明
記
さ
れ
て
い
る
く

カf

こ
の
地
は
少
し

岸
に

L 、

で
あ
る
か
ら
、

イ
ブ
キ
の
適
当
な
も
の

ら
い
で
あ
る
か
ら
、

い
か
が
わ
し
い
地
名
で
は
な
い
。

当
ら
な
か
っ
た
の
で
ネ
ズ
で
代
用
し
た
の
か
、

あ
る
い
は
名
称
が
混
同
さ

乙
れ
も
私
の
考
え
で
は
ム
ロ
ノ
キ
と
い
う
の
は
現
在
名
の
、
ネ
ズ
で
な
く
イ
ブ

れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

キ
と
思
う
の
で
あ
る
が
、

乙
の
沖
あ
い
に
通
称
ム
ロ
オ
キ

(
沖
)
と
い
う
魚
礁

も
う
一
例
に
日

川
辺
町
に
娘
道
成
寺
と
し
て
聞
こ
え
た
有
名
な
道
成
寺

が
あ
り
、
釣
人
達
が
好
ん
で
糸
の
た
れ
る
と
こ
ろ
と
聞
い
て
い
る
。

が
あ
る
。

こ
の
寺
の
前
庭
に
三
代
田
と
い
う
ム
ロ
ノ
キ
(
現
在
名
ネ
ズ
)
が
あ

ム
ロ
ノ
キ
鼻
と
い
う
か
ら
に
は
、

よ
ほ
ど
の
名
木
と
思
わ
れ
る
ム
ロ
ノ
キ
が

る
。
場
所
か
ら
い
っ
て
寺
院
を
象
徴
す
る

木
と
念
じ
て
植
え
た
も
の
と
思
は

自
生
し
て
い
た
と
想
像
す
る
の
で
あ
る
が
、
土
地
の
古
老
に
聞
い
て
み
て
も
方

れ
る
の
で
あ
る
が
、

イ
ブ
キ
で
な
く
ネ
ズ
で
あ
る
。

言
で
ム
ロ
ノ
キ
と
い
う
も
の
は
不
明
で
あ
っ
た
が
、

モ
ロ
ン
ド

(
ネ
ズ
の
こ

こ
の
寺
の
本
堂
と
山
門

時
代
の

と
い
は
れ
、

化
財
に
指

と
)
と
い
う
木
は
近
く
の
数
十
メ
ー
ト
ル
高
い
山
に
は
え
て
い
る
と
い
う
乙
と

定
さ
れ
て
い
る
く
ら
い
で
あ
る
か
ら
、
最
初
に

と
念
じ
て
植
え
た
の
は
お

で、

イ
ブ
キ
を
指
し
て
ム
ロ
ノ
'キ
と
い
う
方
言
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
昔
の

そ
ら
く
イ
ブ
キ
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

乙
れ
は
近
く
の
古
寺
に
ゐ
る
イ

舟
人
達
は

く
か
ら
見
て
航
海
の
目
標
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
か
ら
、
よ

ブ
キ
の
大
木
か
ら
考
え
て
も
、
ネ
ズ
で
な
く
イ
ブ
キ
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。



不
幸
に
も
最
初
に
植
え
た
イ
ブ
キ
が
枯
れ
た
の
で
、
第
二
代
目
を
植
え
る
と

ま
た
、

こ
ん
も
り
と
よ
く
茂
る
木
と
解
す
れ
ば
、

イ
ブ
キ
は
枝
葉
が
よ
く
茂

き
に
誤
っ
て
ネ
ズ
を
植
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
地
は

し
て
ネ

る
か
ら

ふ
さ
わ
し
い
名
称
と
思
わ
れ
、
特
に
こ
の
方
が
適
当
と
思
う
が
加

ズ
に
は
あ
ま
り
適
地
で
な
か
っ
た
か
ら
、
短
命
に
終
っ
た
の
で
三
代
目
に

何
な
も
の
で
し
ょ
う
。
と
一
考
を
願
い
ま
す
。

た
の
が
い
ま
の
ネ
ズ
で
あ
る
。
初
代
・
二
代
目
と
い
う
株
が
商
っ
て
し
ま
わ
ず

に
残
り
、
三
代
目
も
四

O
年
位
の
木
で
あ
る
が
、

乙
れ
も
樹
勢
が
あ
ま
り
旺
盛

(
註
)
ネ
ズ
は
ネ
ズ
ミ
サ
シ
の
略
で
葉
の
先
は
尖
り
、

た
い
そ
う
鋭
い
か
ら

と
は
見
え
な
い
。
も
し
ニ
代
自
に
イ
ブ
キ
を

え
て
い
た
ら
、
樹
令
も
二

0
0

で
あ
る
。

イ
プ
キ
は
背
、
伊
吹
山
に
自
生
し
て
い
た
も
の
を
植
木
屋
が
イ

ー
三

O
O年
で
い
ま
ご
ろ
は
壮
年
樹
と
し
て
栄
え
、
寺
院
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て

ブ
キ
と
い
っ
て
京
都
市
内
に
売
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ふ
さ
わ
し
い
大
木
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

ー
夙
川
短
期

師

あ
と
の
三
例
は
い
ま
の
イ
ブ
キ
を
高
葉
集
と
同
様
に
ム
ロ
ノ
キ
と
い
っ
た
の

か
も
知
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

，品.

"、

ム
ロ
ノ
キ
の
語
源

h
q

む
ろ
h
q

と
い
う
の
は
石
室
、
土
室
、
穴
室
、
乙
う
じ
む
ろ
、
う
る
し
む
ろ
、

で
は
冬
季
野
菜
を
貯
蔵
す
る
室
を
む
ろ
と
い
う
よ
う
に
、
密
閉
さ
れ
た
室

と
い
う
意
味
に
使
は
れ
、
地
名
に
使
は
れ
た
も
の
の
う
ち
内
陸
で
は
こ
ん
も
り

と
よ
く
木
の
茂
っ
た
谷
間
、
小
盆
地
。
海
岸
で
は
室
津
(
兵

、
室
積

(
山
口
県
)
、
牟
婁
(
和
歌
山
県
)
、
師
崎

知
県
)
、

い
ま
は
地
盤
洗
下

で
港
は
な
く
な
っ
た
が
、

の
名
で
残
っ
て
い
る
室
(
広

県
)
な
ど
の
よ

う
に
港
と
考
え
る
と
ム
ロ
ノ
キ
は
港
の
木
と
い
う
よ
う
に
解
し
て
は
如
何
な
こ

と
で
し
ょ
う
。

。
ム
ロ
ノ
キ
h
q

考

三
七



三
八

評

の
展
開
の
様
相
を
巻
十
六
の
有
由
縁

に
さ
ぐ
っ
て
、
巻
十
六
の

に
ま
っ
た
く
斬
新
な
視
点
か
ら
照
明
を
与
え
た

ω高
葉
集
巻
第
十
六
論
ー
そ
の

意
図
を
め
ぐ
っ
て
l
」
の
一

、
お
よ
び
、
平
安
朝
に
お
け
る
高
葉
歌
や

水
克

ーっ

るム
員岡

し一

高
葉
語
の
伝
来
と
推
移
ら
』
綿
密
に
分
析
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
王
朝
和
歌
の
構

造
的
特
質
に
具
体
的
な
照
明
を
与
え
た

ω王
朝
和
歌
序
説

王
朝
文
献
所
収
高

大

久

保

正

葉
歌
を
め
ぐ
っ
て

帥
か
み
か
ぜ
や
|
地
名
の
歌
語
化
に
就
い
て

ω
「
お
も

ふ
」
と
「
も
ふ
」
の
三

計
十

の
論
文
を
収
め
、

巻
末
に

「
あ
と
が

、
著
者
が
『
高
葉
論
序
説
』
を
刊
行
し
た
一
九
六
O
年
以
後
、

ほ
ぼ

き
」
の
ほ
か
、
細
か
い

の
行
き
と
ど
い
た
人
名
・

-
事
項
索
引
、
ぉ

十
年
間
に
わ
た
っ
て
発
表
し
た

の
う
ち
、
前
著
「
柿
本
人
麻
日
l
作
品
研

よ
ぴ
引
用
歌
番
号
索
引
を
附
し
て
い
る
。
中
で
も
い
ち
じ
る
し
い
特
徴
を
持
つ

究

Lー

(
一
九
六
五
年
刊
)

に
収
め
な
か
っ
た
も
の
、
お
よ
び
そ
の
後
に
発
表

の
は
事
項
索
引
で
、
著
者
の

の
展
開
に
重
要
な
か
な
め
と
な
っ
て
い
る
事

さ
れ
た

を

成
し
、
補
訂
し
て
成
っ
た
著
者
第
三
の

で
あ
る
。
内

項
を
、
そ
の
内
容
に
即
し
て

点
的
に
検
索
し
う
る
よ
う
に
作
製
さ
れ
て
い

容
は
、
初
期
高
葉
の
創
造
的
世
界
か
ら
、
白
鳳
期
に
人
麻
呂
と
は
ち
が
っ
た
叙

る。

景
歌
の

を
ひ
ら
い
た
黒
人
を
経
て
、
奈
良
朝
の
「
和
歌
的
世
界
」
の
形
成

著
者
は
以
上
十

の
論
文
に
お
い
て
、
前
著
の
所
論
を
新
た
な
問
題
設
定

に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
赤
人
・
憶
良
・
虫
麻
日
ら
の
諸
作
品
を
織
密
に
分

を
通
じ
て

的
に
い
っ
そ
う
深
く
掘
り
さ
げ
る

(1) 
(4) 
(5) 

(6) 

と
共
に
、
持

析
し
綜
合
し
た
、

ω初
期
高
葉
の
創
造
的
世
界

ω黒
人
に
お
け
る
持
情
の
性
格

情
詩
と
し
て
の
和
歌
の
構
造
の
把
握
に
立
脚
し
た
統
一
的
な
視
点
か
ら
綜
合
し

ω情
と
長

叙
景
歌
と
そ
の
周
辺

1ω
不
変
へ
の
願
い
l
赤
人
の
叙
景
表
現
に

て一

の
ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
史
論
を
う
ち
た
て

(ω)、
さ
ら
に
前
著
「
序
説
」

就
い
て

(5) 

良
の
精
神
構
造

「
語
り
継
ぐ
」

「
言
ひ
継
ぐ
」
を
め
ぐ
っ
て

に
お
い
て
未

r考
察
の
及
ば
な
か
っ
た
歌
人
の
作
品
・

に
領
域
を
拡
大
し

ω山
上
憶
良

歌
人
論
と
し
て

l
m旅
人
の
宮
廷
儀
礼
歌

ω

の
性
格

て
い
る

(2) 
(7) 
(8) 
(9) 
(10) 

ば
か
り
で
な
く
、

そ
れ
ら
歌
人
た
ち
の
創
作
活
動
を

大
伴
旅

司
l
m
w
仙
媛
贈
答
歌
の
性
格

ω伝
説
歌
の
成
立
条
件
1

虫
麻
呂
の
伝

通
じ
て
成
立
し
た
高
葉
集
の
「
和
歌
的
世
界
」
と
新
し
い
和
歌
観
の
成
立
を
通

説
歌
を
中
心
に

の
八
篇
、
そ
こ
に
達
成
さ
れ
た
新
し
い

の
意
味
と
そ

じ
て
生
じ
た
和
歌
の
新
潮
流
に
犀
利
な
限
を
向
け

(ω)
、
進
ん
で
歌
語
や
り



ズ
ム
の
上
に
生
じ
た

な
変
化
を
手
が
か
り
と
し
て
、
高
葉
和
歌
と
平
安
朝

歩
み
と
し
て
ユ
ニ
ー
ク
な
文
学
史
論
に
ま
で
高
め
て
い
る
。
著
者
の
言
葉
を
借

和
歌
と
の
質
的
・
構
造
的
な
差
違
と
い
う
き
わ
め
て
大
き
な
問
題
に
、
独
自
な

り
て
言
え
ば
、
要
す
る
に
著
者
の
高
葉
研
究
の
歩
み
は
、
「
歌
体
か
ら
歌
風
へ
」

視
点
か
ら
具
体
的
に
鋭
い
メ
ス
を
加
え
て
、
今
後
の
新
し
い
研
究
の
方
向
を
示

(
『
寓
葉
論
序
説
』
)
の
歩
み
で
あ
り
、
そ
の
方
法
は
「
主
と
し
て
そ
の
作
品

唆
し
て
い
る

(ωω
帥
)
。

の
言
語
に
即
し
つ
つ
、
分
析
し
、
綜
合
す
る
事
を
通
し
て
」

(
「
柿
本
人
麻
日

本
書
は
著
者
の

な
人
柄
と
、
内
実
を
伴
わ
な
い
粗
大
な
論
著
を
潔
し
と

ー
作
品
研
究
l
』
)
作
家
・
作
品
の
特
質
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ

し
な
い
精
績
な
学
風
を
反
映
し
て
論

の
形
を
と
っ
て
は
い
る
が
、
け
っ
し
て

た
と
言
っ
て
よ
い
が
、
著
者
は

に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
ζ

の
方
法
を
堅
持

孤
立
し
た
論
文
の
寄
せ

め
で
は
な
く
、

の
学
問
の
体
系
と
そ
の
展

の

し
、
対
象
に
即
し
て
問
題
を
深
く
掘
り
下
げ
る
と
共
に
、

の
ほ
ぼ
全
領

跡
を
如
実
に
示
し
て
お
り
、
そ
の
内
容
は
き
わ
め
て
充
実
し
た
も
の
で
あ
る
。

域
に
わ
た
っ
て
し
だ
い
に
そ
の
領
域
を
拡
大
し
、
高
葉
集
の
高
時
と
し
て
そ
ぴ

わ
た
く
し
は
、

の
特
色
と
し
て
第
一
に
方
法
の

一

を
挙
げ
た
い
。

え
立
つ
柿
本
人
麻
呂
の
作
品
の
特
質
を
、
そ
の
代
表
的
作
歌
の
す
べ
て
に
わ
た

著
者
の
方
法
は
、
作
品
を
具
現
し
て
い
る
ζ

と
ば
の

と
機
能
を
分
析
し
、

っ
て
究
め
ら
れ
た
前
著
に
つ
づ
い
て
、
本
書
で
は
高
葉
歌
風
の
全
体
的
な
展
開

綜
合
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
直
観
的
に
↑
仔
証
す
る
文
芸
の
世
界
を
理
論
的
な
認

す
と
乙
ろ
に
ま
で
到
達
さ
れ
た
。
そ
の
問
、
著
者
の
方
法
に
は
い
さ
さ

の
対
象
に

ら
そ
う
と
す
る
文
芸
の
実
証
的
科
学
的
な
研
究
の
具
体
的
な
展

か
の
乱
れ
も
な
く
、

つ
ね
に
対
象
と
し
て
の
作
品
に
即
し
て

実
に
研
究
を
深

で
あ
っ
た
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
が
、
高
葉
集
を
対
象
と
し
て
、
ま
ず

化
し
て
来
ら
れ
た
。
迷
路
に
迷
い
こ
ん
だ
り
、
道
草
を
食
っ
た
り
で
、
未
だ
に

と
い
う
も
っ
と

な
か
た
ち
を
出
発
点
と
し
、

そ
の
方
法
を
堅
め
な
が

確
乎
と
し
た
高
葉
研
究
の
立
場
を

立
し
得
な
い
で
い
る
わ
た
く
し
な
ど
に

ら
、
し
だ
い
に
作
家
の

な
精
神
と
、

-
社
会
的
な
か
た

は
、
ま
こ
と
に
羨
望
に
耐
え
な
い
こ
と
で
あ
り
、
著
者
の
見
事
な
達
成
を
前
に

ち
と
し
て
存
在
す
る
言
語
構
造
の
統
一
と
し
て
成
立
す

の
硲
密
を
、
作

し
て
、
今
更
な
が
ら
一
貫
し
た
方
法
の
強
み
と
、
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
著
者
の

品
に
即
し
て
一
歩
一
歩
具
体
的
に
解
明
し
て
来
ら
れ
た
。

に
お
い
て
は
、

持
続
的
な
努
力
の
重
み
に
感
銘
を
禁
じ
得
な
い
。

前
著
と
あ
わ
せ
て

の
代
表
的
歌
人
の
ほ
ぼ
全
体
に
わ
た
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

第
二
の
特
色
と
し
て
わ
た
く
し
は
、
対
象
に
即
し
つ
つ
問
題
を
主
体
的
・
発

の
歌
風
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
と
共
に
、

そ
の
関
連
を
歴
史
的
に
考
察
す
る

展
的
に
展

し
て
行
く
著
者
の
深
遠
な
思
案
を
挙
げ
た
い
。
わ
た
く
し
は
前
に

こ
と
を
通
じ
て
、
高
葉
集
に
お
け
る

の

を

「
和
歌
的
世
界
」
形
成
の

著
者
の
方
法
の
一
貫
性
を
指
摘
し
た
が
、
学
聞
に
お
け
る
方
法
と
は
、
け
っ
し

書

許ー
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四
O 

て
予
め
敷
か
れ
た
軌
道
を
踏
み
は
ず
さ
ず
に
渡
っ
て
行
く
こ
と
を
意
味
し
な

多
の

積
み

ね
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
疑
い
も
な
く
そ
の
方
法
の

ぃ
。
む
し
ろ
、
対
象
に
即
し
て
軌
道
修
正
を
行
な
い
、
新
し
い
道
を
き
り
ひ
ら

出
発
に
お
け
る
着
眼
の
正
し
さ
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
閏
佑

い
て
行
く
こ
と
で
あ
り
、
方
法
の
一
貫
性
は
そ
の
よ
う
な
創
造
性
と
発
展
性
に

せ
し
め
ず
、
絶
え
ず
新
し
い
発
展
を
可
能
と
し
た
支
え
に
は
、

、
戸
乙

l
v
J
'ハ
R
V

な

支
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

の
方
法
は
け
っ
し
て
静
止

現
象
ぞ
採
り
あ
げ
て
も
、

つ
ね
に
そ
れ
ら
』
文
芸
の
本
質
的
な
問
題
と
の
関
連
に

し
、
固
定
し
た
尺
度
の
如
き
も
の
と
し
て
一

て
い
る
の
で
は
な
く
、

ペコ
ね

お
い
て
考
察
し
、
対
象
の
本
質
に
深
い
思
索
ぞ
め
ぐ
ら
し
つ
申
つ
け
た
著
者
の
姿

に
対
象
と
し
て
生
命
を
持
続
し
て
い
る
作
品
の
こ
と
ば
に

し
て
展
開
し
、
発

勢
が
あ
っ
た
と
わ
た
く
し
は
考
え
る
。
例
え
ば
、

と
い
う
問
題
の
設
定

展
し
て
行
く
と
こ
ろ
の
、
言
わ
ば
文
芸
に
お
け
る
生
の

と
し
て
一

し
て

を
通
じ
て
、
前
著
以
来
の
、
人
麻
呂
・

-
赤
人
・
家
持
ら
の
歌
風
の
本
質

い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
作
者
の
生
の
表
現
と
し
て
成
立
し
た
文
芸
作
品

を
確
認
す
る
と
共
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
関
連
を
明
ら
か
に
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
文

も
、
客
体
的
に
は
一
個
の
物
と
し
て
寄
在
す
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
、
そ
の
文
芸

学
史
的
な
理
解
に
ま
で
高
め
た

ωの
、
ま
た
、
赤
人
の
叙
景
歌
の
表
現
の
基

と
し
て
の

味
を

す
る
た
め
に
は
、

こ
と
ば
の
意
味
と
機
能
を
通
じ
て
そ

底
に
「
不
変
の

い
」
と
い
う
契
機
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
著
に
お
け

の
表
現
を
理
解
し
、

こ
れ

と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
生
の
体

に
も
た
ら
す
ほ

る
「
山
部
赤
入
品

に
お
け

深
め
て
一
新
し
、
そ
の
本
質
の
根
本
か

か
は
な
い
。
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
文
芸
の
鑑
賞
と
呼
ぴ
、
理
解
と
呼
ぶ
の
で
あ

ら
照
ら
し
出
し
た

ωの
論
な
ど
、

い
ず
れ
も
著
者
の
深
い
思
索
の
結
果
と
し
て

る
が
、
そ
れ
は
主
体
的
な
体
験
と
し
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か

も
た
ら
さ
れ
た
方
法
の
発
展
を
示
す
も
の
に
外
な
ら
な
い
。

ら
、
こ
れ
を
客
観
的
な
認
識
の
対
象
と
し
て
理
論
佑
し
、
方
法
佑
し
よ
う
と
す

第
三
の
特
色
と
し
て
、
著
者
の

に
見
ら
れ
る
文
体
の
明
断
を
挙
げ
た

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
作
品
の
具
体
的
な
表
現
を
理
解
す
る
と
共
に
、
わ
れ

ぃ
。
乙
れ
は
著
者
の
思
考
が
対
象
に
即
し
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
乙

わ
れ
の
思
索
を
通
じ
て
こ
れ
を
深
め
、
言
語
を
通
じ
て
こ
れ
を
語
り
つ
づ
け
る

と
、
ま
た
、
思
考
の
過
程
が
十
分
に
整
理
さ
れ
、
練
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と

外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

を

に
つ
な
ぐ
不
断
の
活
動
を
通
じ
て
、

を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
著
者
の
撤
密

理
の

と
表
裏
を
な
す
も
の
と

は
じ
め
て
文
芸
の
研
究
は
方
法
佑
さ
れ
、
文
芸
の
形
象
性
に
即
し
た
生
の
論
理

し
て
敬
服
に
耐
え
な
い
。

い
た
ず
ら
に
ア
ル
バ
イ
ト
の
量
を
誇
っ
た
り
、

tp 

ヤ

と
し
て
発
展
し
て
行
く
こ
と
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ー
ナ
リ
ズ
ム
に
肌
荒
れ
し
た
文

と
は
凡
そ
正
反
対
の
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の

著
者
の
方
法
が
、
上
述
の
如
き
一
貫
性
を
も
っ
て
絶
え
ず
発
展
を
つ
づ
け
、

さ
れ
た
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
珠
玉
の
文
字
を
な
し
て
い
る
の
は
、
高
葉
集



を
そ
の
こ
と
ば
に
即
し
て
ど
こ
ま
で
も
文
芸
と
し
て
研
究
し
よ
う
と
す
る
姿
勢

を

し
て
崩
す
こ
と
の
な
か
っ
た
著
者
の

と
し
て
の
「
和
歌
の
世
界
」
に
向
か
っ
て
初
期
商
事
人
が

「
高
次
の
言
語
」

成
し
た
形
式
・
技

あ
る
乙
と
を
認
め
つ
つ
も
、
そ
の
欠

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
し
い
限
り
で
あ
る
。

巧
と
し
て

な
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
異

は
な
い

以
下
、
各
論
に
つ
い
て
簡
単
に
言
及
し
、
漫
然
た
る
感
想
の
如
き
は
著
者
の

が
、
初
期
高
葉
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、

な
形
式
・
技
巧
の
目
立
つ
、
そ

一
貫
し
た
方
法
の
前
に
は
無
力
と
知
り
つ
つ
、
拙
い
読
後
感
と
望
萄
の
言
を
陳

の

で
は
や
や
特
殊
な
作
品
に
偏
し
て
は
い
ま
い
か
と
い
う
印
象
を
受
け

ね
る
こ
と
と
す
る
。

ザ。。

の
特
質
は
、
作
為
せ
ら
れ
た
技
巧
な
く
し
て
詩
を
達
成
し
て
い

ωは
、
初
期
首
葉
歌
と
歌
謡
と
の
関
係
に
重
点
を
お
い
て
初
期
高
葉
歌
の
創

る
作
品
群
に
よ
り
一
般
的
な
特
質
と
し
て
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
点

造
性
を
考
察
し
た
前
著
の

「
初
期
高

の

」
に
対
し
、
す
で
に

と

l乙

し
て
は
前
著
に
、

の
時
期
を
、

「
そ
れ
じ
た
い
で
は
い
ま
だ
ま

の

を
断
ち
き
っ
た
と
こ
ろ
で
達
成
さ
れ
た
創
造
的
要
素
に
焦
点
を
合
わ
せ

っ
た

味
で
の
独
立
の
世
界
を

し
う
る
に
は
い
た
っ
て
い
な
か
っ
た
当

て
考
察
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
著
者
は
ま
ず
「
額
田
王
近
江
の
国
に
下
り
し

時
の
歌
と
、
時
代
そ
の
も
の
の
劇
的
な
性
格
と
が
結
合
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、

(巻

一
、
汀

-m)
を
採
り
あ
げ
て
、
そ
の
対
句
的
表
現
や
反

復
が
、
技
法
と
し
て
の
表
現
を
実
現
し
て
お
り
、
歌
謡
性
を
否

と
し

た
く
ま
ず
し
て
秀
歌
を
生
み
出
し
え
た
特
殊
な
る
一
時
期
」
と
す
る
、
き
わ
め

あ
っ
た
が
、
そ
の
結
合
に
み
ら
れ
る
、
歌
謡
時
代
に
は

て
正
鵠
を
得
た

時
作
れ
る
歌
」

て
、
積
極
的
に
主
題
た
る
愛
惜
の
情
を
強
調
す
る
た
め
の
有
力
な
役
割
を
果
た

見
ら
れ
な
か
っ
た
現
実
に
対
す
る

の
密
着
に
、
わ
た
く
し
は
「
凝
縮
さ
れ

し
て
い
る
乙
と
を
入
念
に
論
証
す
る
。

つ
い
で
、

の
望
郷
の
歌
(
巻
一
、

た
言
語
」
に
向
か
う
第
一
歩
と
し
て
の
初
期
寓
葉
の
創
造
性
の
一
面
を
認
め
る

を

ん
で
配
列
す
る

さ
れ
た
作
品
で
あ
り
、

「
美
化
さ
れ
た
世
界
」
と
し

葉
の
創
造
性
は
、

乙
の
両
面
を
合
わ
せ
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
期

は
じ
め
て
過
不
足
な
く
評
価
さ
れ
る
乙
と
に
な
る
の
で
は

5
・
6
)
を
採
り
挙
げ
、
そ
れ
が
望
郷
の
愁
い
を
強

す
る
た
め
に
有
効
な
情

べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

て
の
和
歌
の
世
界
を
実
現
し
て
い
る
こ
と

し
、
内
の
野
遊
猟
の
時
の
作

な
か
ろ
う
か
。

(
巻
一
、

3
)
に
、
作
者
の
精
神
の
不
足
を
形
式
技
巧
を

す
る

に
よ
っ

幻
ま
、

，z‘、，
ι曹

の
作
品
に
見
ら
れ
る
「
旅
愁
の
表
現
の
特
色
」
を
、

そ
の
基
底

て
補
お
う
と
す
る
「
長
歌
の
類
罵
」
の
「
萌
芽
」
を
、
ま
た

王
の
作
に
そ
の

l乙、

「
例
え
ば
船
人
た
ち
の
、
歌
と
意

な
い
、
生
活
上
の
実
用
的
言
語
が

一
な
傾
向
」
を
見
る
石
母
田
正
民
の
所
説
を
引
い
て
、
そ
の
よ
う
な
面
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
」
と
推
測
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て

証
し
よ
う
と
し
た
異

評

四
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四

色
あ
る
試
論
。
著
者
の
鋭
い
詩
的
感
覚
の
う
か
が
わ
れ
る
論
で
あ
る
が
、
そ
の

て
い
る
か
を
具
体
的
に
指
摘
す
る
。
そ
の
精
搬
な
手
法
は
他
に
類
を
見
な
い
著

品
現
の
特
質
も
、

「
采
詩
の
詩
人
」
と
い
う
規
定
も
、

い
ま
だ
十
分
に

者
一
流
の
も
の
で
あ
る
。
か
く
し
て

は
、
そ
の
作
品
の
基
底
を
な
し
た
も

証
さ
れ
な
い
ま
ま
に
、

「
実
用
的
言
語
」
へ
の
共
感
と
導
入
と
い
う
面
が
黒
人

の
が
、
宮
廷
従
駕
の
歌
人
と
し
て
の
運
命
を
生
き
た
赤
人
の
つ
不
変
へ
の
願

の
表
現
全
体
の
特
質
を
蔽
う
契
機
と
し
て
強
く
前
面
に
押
し
出
さ
れ
て
い
る
た

い
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
こ
と
に
見
事
な
論
で
あ
る
が
、
わ

め
に
、
論
旨
全
体
が
か
え
っ
て
弱
め
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
ま
い
か
。
む
し
ろ

た
く
し
は
、
赤
人
が
そ
の
運
命
に
従
順
に
生
き
た
人
で
あ
り
、

つ
い
に
保
守
的

乙
の
発
想
は
、
船
人
ら
の
実
用
的
言
語
に
、

「
人
間
仔
在
の
危
機
を
危
う
く
支

な
生
き
方
を
出
ら
れ
ず
、

し
た
が
っ
て
自
然
の
不
変
な
美
し
き
巻
歌
う
こ
と
に

え
ん
と
す
る
、

い
わ
ば
も
っ
と
も
充
実
し
た
言
語
」
を
感
受
し
得
た
よ
う
な
主

よ
っ
て
宮
廷

美
の
情
を
表
現
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、

そ

体
(
貫
之
は
明
ら
か
に
こ
の
よ
う
な
主
体
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
)

の
問
題

れ
が
宮
廷
讃
歌
の
枠
の
中
で
、

や
は
り
人
聞
の
自
覚
に
つ
な
が
る
動
き
で
あ

っ

と
レ
て
、
よ
り
広
い
歴
史
的
視
野
か
ら
位
世
づ
け
ら
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
こ
と
を
認
め
た
い
。
そ
れ
は
、

か
れ
に
お
け
る
自
然
芙
の
表
制
が
、
呪
術
的

ωの
も
つ
意
義
に
つ
い
て
は
既
に
述
べ
た
の
で
省
略
す
る
が
、
著
者
の
融
密

な
自
然
観
か
ら
の
解
放
を
完
墜
に
し
た
と
い
う
契
機
を
重
視
す
る
か
ら
で
あ

な
作
品
の
理
解
を
綜
合
し
て
得
ら
れ
た
車
抜
な
高

で
あ
る
。
家
持

り
、
そ
ζ

に
赤
人
的
歌
風
が
王
朝
和
歌
に
根
づ
よ
く
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
歴

カよ

「
彼
の

を
こ
の
現
実
が
深
く
支
配
し
、
彼
に
と
っ
て
歌
さ
え
も
、
も

史
的
基
盤
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
わ
た
く
し
は
、
呪
術
的
自
然
観
の
克
服
を
、

は
や
風
雅
な
遊
び
事
で
は
あ
り
得
な
く
な
っ
た
し
時
に
、
も
っ
と
も
優
れ
た
歌

が
現
人
神
信
仰
の
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
成
就
し
た
と
い
う
大
浜

を
生
み
出
し
得
た
と
い
う
指
摘
は
、

一t

高
次
の
言
語
」
と
し
て
の

「
和
歌
的
世

厳
比
古
氏
の
「

(
「
叙
景
歌
と
人
麻
呂
い

「
常
的
葉
L

第
二
十
五
サ
)
を
卓
見
で

界
」
の
構
造
の
、
重
要
な
側
面
に
触
れ
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
、

「天
皇
讃
美
の
情
」
が

「
赤
人
の
時
代
」
に
衰
退

ωは
、
赤
人
に
お
い
て
何
故
に
「
も
っ
と
も
客
観
的
な
鼠
の
表
現
が
成
立
し

し
た
ζ

と
を
指
摘
す
る
ピ
け
で
は
、
赤
人
の

「
客
観
的
芯
鼠
の
叙
述
が
成
立
し

た
」
か
を
、

そ
の
作
品
の
表
現
を
織
密
に
分
析
し
つ
つ
考
察
し
、
赤
人
に
と
っ

た
理
由
」
の
説
明
と
は
な
ら
な
い
と
著
者
が
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
通
り
で
あ

て
は
、

「景
を
闘
定
化
し
、
不
変
化
を

す

こ
そ
が
、
宮
廷
讃
美
の
情

る
が
、
し
か
し
、

に
お
け
る
呪
術
的

の
い
川
服
そ
の
も
の
が
既
に
人

を
あ
ら
わ
す
方
法
で
あ
っ
た
」
こ
と
ぞ
明
ら
か
に
し
、

そ
の
表
現
の
細
部
に
ま

麿
の
叙
設
的
表
現
を
導
き
出
し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
撤
密
な

で
「
設
を
永
続
化
し
、

不
変
化
す
る
た
め
の
技
法
し
が
い
か
に
入
念
に
施
さ
れ

分
析
の
前
提
を
な
す
も
の
と
し
て
、
わ
た
く
し
は
や
は
り
乙
の
歴
史
的
な
契
機



を
重
視
し
た
い
と
考
え
る

Q

や
愛
が
、

「
負
を
背
負
っ
た
日
本
へ

の
愛
」
の

「
自
覚
L

に
連
な
る
も
の
が
あ

的
と

ωは
憶
良
論
。

U
W

ま、

(

l

 
第
三
期
が
、

古
く
か
ら
行
わ
れ
た

「
語
り
継

っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
憾
良
の
精
神
構
造
の
本
質
を
射
当
て
た
卓

ぐ
」
、

「一
一一口
ひ

ぐ
」
と
い
っ
た

が
、
は
じ
め
て
表
現
を
と
っ
た
時
期
で

で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
れ
が
階
級
の

一

5
に
は
遠
い
現
実
の
巾
で
苦
悩
し
て

あ
り
、

乙
の
期
で
も
っ
と
も
多
用
し
た
の
が
憶
良
で
あ
る
乙
と
に
注
目
し
、

乙

い
た
憶
良
の
精
神
の
現
実
で
あ
っ
た
し
、
憶
良
の
作
品
そ
の
も
の
が
そ
の
事
を

の
語
を
手
が
か
り
と
し
て
憶
良
の
精
神
構
造
に
迫
っ
て
い
る
。
そ
し
て
ζ

の
語

証
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

を
表
現
と
し
て
成
立
せ
し
め
た
第
三
期
の
歌
人
の
精
神
の

を
深
く
掘
り

ωωω
の
三
篇
は
旅
人
の
作
品
論
で
あ
る。

ωは
従
来
軽
視
さ
れ
て
き
た
旅

お
乙
し
て
い
る
の
は
さ
す
が
で
あ
る
が
、
憶
良
の
「
出
府
之
時
」
の
歌
(
巻
六
、

人
の

宮
に
お
け
る
奉
勅
歌
(
巻
三
、

山
・
川
)
を
採
り
あ
げ
、
明
確
な

978 

の

、
そ
の

「
語
り
継
ぐ
べ
き
」
自
己
の

「
名
」
そ
の
も
の
が
実
は
不

歴
史
的
位

を
与
え
よ
う
と
し
た
論
で
、

こ
の
長
歌
の
字
面
の
綿
密
な
検
討
を

在
で
あ
る
と
こ
ろ
に
憾
良
の

「
悔
恨
」
を
見
る
と
共
に
、
「
好
去
好
来
歌
」
(
巻

通
じ
て
漢
詩
文
ゃ
、
特
に
聖
武
天
皇
が
即
位
し
、
年
且
勺
ぞ

と
改
め
た
時
の

五、

山
)
に
お
い
て
は
、
言
霊
信
仰
を
信
じ
得
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「一語

宣
命
に
そ
の
出
典
を
も
つ
も
の
が
あ
る
乙
と
を
指
摘
し
、

乙
こ
に
は
「
旅
人
の

ぎ
言
い
継
」
が
れ
て
き
た
呪
文
に
そ
の
願
望
一を
托
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
と

他
の
歌
人
た
ち
と
は
違
っ
た
讃
美
の
叙
述
方
法
」
と
し
て
、

「出
典
を
ふ
ま
え

こ
ろ
に
憶
良
の
も
だ
え
を
見
、

そ
の
悲
劇
性
に
人
麻
呂
の
表
現
の

て

る
と
い
う
方
法
」
が
あ

っ
た
こ
と
を
述
べ
、

そ
れ
が
け
っ
し
て

「
人
麻
日
た
ち

い
る
。
新
し
い
目
醒
め
た
意

も
っ
て
、

し
か
も
古
い
伝
統
に
必
死
に
す
が

の
作
の
単
な
る
縮
小
再
生
産
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の

ら
ぎ
る
を
得
な
い
と
ζ

ろ
に
、
確
か
に
憶
良
の
矛
盾
が
あ
り
、

が
あ
っ

積
極
的
な
意
味
を

じ
て
い
る
。
そ
れ
は
恐
ら
く
字
面
を
重
視
す
る
献
詩
の
方

た
と
考
え
る
。
本
論
は
そ
の
よ
う
な
憶
良
の
精
神

を
具
体
的
に
解
析
す
る

法
t乙

告
さ
れ
て
生
じ
た
新
し
い
現
象
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
和
歌

と
共
に
、

そ
の
矛
盾
を
生
き
ぬ
い
た
憶
良
の
姿
勢
を
温
い
同
情
の
眼
で
見
つ
め

の
記
載
文
学
佑
に
鋭
い
暗
示
を
与
え
る

で
あ
り
、
表
現
の

部
に
深
く
眼

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

良
理
解
の
深
さ
に
つ
な
が
る
。
そ
の
憶
良
理
解
の
深

を
注
ぐ
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
本
質
に
迫
る
著
者
の
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
が
乙
乙
で

さ
を
、
憶
良
の
作
品
を
中
心
に
、
憶
良
の

を

ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、

も
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
、
す
ぐ
れ
た
効
果
を
挙
げ
て
い
る
。

ωは、
当
時
の
中

前
著
所
載
の
「
山
上
憶
良
の
世
界
」

に
深
め
、
憶
良
の
全

国
に
お
け
る
酒
に

す
る
詩
文
と
の
比
較
を
通
じ
て
、

酒
歌
十
三
首
の
性
格

造
型
し
た
の
が
刷
で
あ
る
。
中
で
、
憶
良
の
苦
悩
す
る

へ
の
執
劫
な

』EF

に
照
明
を
与
え
た
も
の
で
あ
る
。

え
ら
れ
る
「
酒
の
世
界
」
の
内
容
に

す

書

評

四
三



香

評

四
四

る
説
明
の
欠
如
に
よ
っ
て
、

「
そ
の
感
情
の
み
の

が
、
か
え
っ
て
自
棄
的

首
と
「
後
人
迫
和
の
詩
」
の
三
首
の
み
が
旅
人
で
他
は
某
別
人
)
を
物
し
た
旅

な
悲
し
み
を

す

と
な
っ
て
い
る
」
と
の
指
摘
は
ま
こ
と
に
具
体
的

人
自
身
が
、
松
浦
河
に
行
け
な
か
っ
た
と
と
を
歌
う
の
は
不
自
然
で
あ
る
こ
と

で
あ
り
、
わ
た
く
し
は

に
よ
っ
て
は
じ
め
て

体
に
漂
う
「
悲
し

を
免
れ
な
い
し
、
憶
良
が
旅
人
に

上
し
た
歌
三
首
(
制

l
m
)
は
、
伊
藤
氏

み

の

」
の
秘
密
が
わ
か
っ
た
と
い
う
感
銘
を
も
っ
た
。

ωは

の
多
い

に
よ
れ
ば
そ
れ
こ
そ

々
後
人
追
和
二
首
と
い
っ
た
形
で
追
和
せ
ず
独
立
の

河
に
遊
ぶ
序
」
を
も
っ
和
歌
十
一
首
(
巻
五
、

に
つ
い
て
、

尺
膿
体
に
仕
立
て
た
」
憶
良
の

「
孤
立
的
姿
勢
」

〆園、、

第
七
十
六
号
)

「
作
品
の
言
語
に
そ
く
す
る
」
著
者
の
立
場
か
ら
そ
の
性
格
を
考
え
る
ζ

と
に

を
示
す
も
の
と
い
う
乙
と
に
な
る
が
、

い
か
に
憶
良
で
も
、

こ
れ
が
「
松
浦
河

よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
す
る
論
で
あ
っ
て
、

は
、
そ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

に
遊
ぶ
」
歌
に
対
し
て
作
ら
れ
た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
旅
人
の
描
き
出
し
た

性
格
を
例
に
よ
っ
て
綿
密
に
分
析
し
、

そ
の
性
格
が
、

「
憶
良
よ
り
も
旅
人
の

松
浦
河
の
光
景
に
ま
っ
た
く
一

も
与
え
る
乙
と
な
し
に
、
突
如
と
し
て
「
領

作
品
の
性
格
」
で
あ
る
乙
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
わ
た
く
し
は
そ
の
文
学

布
振
山
」
や

の
伝
説
を
も
っ
て
こ
れ
に
対
し
た
と
見

に
は
多
少

論
的
解
明
に
ほ
と
ん
ど
う
な
づ
く
こ
と
が
で
き
た
が
、

た
だ
「
追
和
の
詩
三

の
抵
抗
が
あ
り
は
し
ま
い
か
。
し
た
が
っ
て
、

「
帥
老
」
の
注
記
の
問
題
さ
え

首
」
を
「

の
作
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
」
と
い
う
予
想
せ
ら
れ
る
反

解
快
せ
ら
れ
る
な
ら
ば
、

「
追
和
の
詩
三
首
」

を
用
字
法
、
類
組
句
、
ま
た
虚

に
対
し
て
加
え
ら
れ
た
著
者
の
論
述
に
は
な
お
若
干
の
不
安
易
』
覚
え
る
。

者

構
の
世
界
に
積
極
的
な

加
の
姿
勢
を
示
し
て
い
な
い
作
品
で
あ
る
こ
と
を
も

は

良
が
松
浦
路
に
行
け
な
か
っ
た
こ
と

と
し
て
旅
人
に

し
た
三

っ
て
、
憶
良
の
作
で
あ
ろ
う
と
す
る

員
義
氏
の
説
(
『
北
大
古
代
文
学
会

首
の
歌
(
巻
五
、

制

l
m
)
と
が
類
似
す
る
面
と
共
に
、

か
な
り
大
き
い
相

報
』
に
も
、

一
概
に
否
定
で
き
な
い
理
が
あ
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
「
帥
老
」

の
注
記
の
問
題
が
解
決
さ
れ
な
い
限
り
、
わ
た
く
し
と
し
て
は
な
お
判
断
を
保

を
も
っ
乙
と
を
指
摘
し
、

そ
れ
が

m
l
刷
の
八
首
の
世
界
に
現
わ
さ
れ
て
い
る

流
の
世
界
L

へ
の
傾
倒
で
あ
る
と
と
ろ
に
、
追
和
歌
三
首
の
作
者
も
旅
人

留
せ
ざ
る
を
得
ず
、
著
者
の
指
摘
に
耳
を
傾
げ
つ
つ
、

さ
ら
に
考
え
て
み
た
い

で
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
帥
老
」
の
注
記
に
も
支
え
ら
れ
て
強
力
な

と
思
う
。

の
姿
勢
が
見
ら
れ
る
に
し
ろ
、

「
松
浦
河
に
遊
ぶ
序
」
及
び
仙
媛
と
の

タz
cョ

歌

っ
て
、 ωは

虫
麻
呂
の
伝
説
歌
の
性
格
を
そ
の
表
現
に
即
し
て
分
析
す
る
乙
と
に
よ

そ
の
伝
説
歌
成
立
の
条
件
と
し
て
、
「
週
間
り
そ
の
も
の
の
文
学
の
導
入
」

で
あ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
が
、

し
か
し
旅
人
の
作
品
に
い
か
に
輔
晦

八
首

(
稲
岡
耕
二
氏
、
こ
れ
に
従
う
伊
藤
博
氏
の
説
で
は
序
文
と

m
・
仰
の
ニ

が
あ
っ
た
乙
と
を

証
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
用
語
に

「
日
常
語
を
も
含
む



散
文
的
国
語
」
の
寄
在
を
指
摘
し
て
い
る
の
は
鋭
く
、
わ
た
く
し
も
そ
の

と
い
う
問
題
に
も
答
え
得
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

に
ま
っ
た
く
賛
成
で
あ
る
。
虫
麻
呂
の
享
楽
的
傾
向
と
伝
説
歌
と
の
関
連
を
考

最
後
に
、

ωωω
の
三
篇
は
、
既
に
触
れ
た
如
く
、

い
ず
れ
も
高
葉
語
が
王

察
し
た
の
も
卓
見
で
あ
る
。

朝
に
お
い
て
そ
の
意
味
や
措
辞
に
変
化
を
生
じ
て
い
る
と
い
う
現

を
通
じ

ωは
、
ま
ず
標
目
の
「

」
は
誤
で
あ
っ
て
、
目
録
に
従
っ
て

て
、
王
朝
の
和
歌
が
、
高
葉
歌
と
比
較
す
る
と
き
、

「
歌
の
言
語
の
外
な
る

「
有
由
縁

」
と
改
訂
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
乙
と

証
し
、
巻
の
全
体

〈
物
〉
に
即
す

を
や
め
て
、
歌
の
言
語
が
、
一
一
言
語
自
体
に
よ
る
世
界
を
構

が
有
由
縁
雑
歌
で
あ
る
こ
と
を
詳
細
に
述
べ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
作
者

成
し
よ
う
と
す
る
傾
向
」
を
持
つ
こ
と
ぞ
撤
密
に
論
証
し
て
い
る
。
そ
し
て

ω

ゃ
、
事
件
ゃ
、

、
情
と
絶
縁
し
、
そ
こ
か
ら
独
立
」
し
た
「
高
次
の
言
語
」
と

に
お
い
て
は
、

「
本
来
も
っ
と
も
非
歌
語
的
な
地
名
さ
え
も
が
、
王
朝
和
歌
の

し
て
完
成
し
、

「
由
縁
を
必
要
と
す
る
歌
ゃ
、

を
含
む
歌
は
、
既
に
歌
の

一
般
的
傾
向
を
反
映
し
て
、
土
地
そ
の
も
の
と
の
関
係
を
断
ち
、
歌
の
世
界
の

本
道
で
は
あ
り
得
な
い
」
と
い

成
立
し
た
と
乙
ろ
に
生
じ
た
、

「奈

と
し
て
の
、

あ
ら
た
な
意
味
を
荷
な
う
方
向
を
辿
っ
た
事
」
を
、

「
神
風

良
朝
に
お
け
る
新
し
い
和
歌

」
の
所
産
で
あ
り
、

「
和
歌
的
言
語
が
ど
の
よ

の
」
か
ら
「
神
風
や
」
へ
の
変
化
に
代
表
さ
れ
る
「
の
」
か
ら
「
や
」
へ
の
推

フ
t乙

し
た
言
語
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
作
品
を
撰
ぶ
と
こ

移
・
変
化
を
綿
密
に
調
査
し
、
言
語
の
機
能
効
果
に
対
す
る
鍛
密
な
思
索
ぞ
通

ろ
」
に
、

こ
の
巻
の
編
者
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

じ
て
鮮
か
に
論
証
し
て
い
る
。
著
者
の
方
法
の
新
し
い
発
展
と
し
て
剖
目
す
べ

巻
第
十
六
論
と
し
て
も
っ
と
も
ユ
ニ
ー
ク
か
っ
斬
新

で
教
え
ら
れ
る
と
こ

と
言
っ
て
よ
い
。

ろ
が
大
き
い
が
、

た
だ
由
縁
と
の
関
係
に
お
い
て
、
和
歌
的
言
語
と
の
卓
越
性

の
ユ
ニ
ー
ク
な
研
究
は
、
文
芸
研
究
と
し
て
の
も
っ
と
も
本
質
的
な
方

宇
佐
示
す
と
い
う
和
歌
観
を
基
準
と
し
た

点
ば
か
り
で
は
な
く
、

「
高
次
の
言

向

に
方
法
化
し
た
本
格
的

と
し
て
結
日
閉
し
て
お
り
、

そ
の
戦
後

語
」
の
世
界
と
し
て
完
成
し
た
和
歌
が
、
逆
に

を
求
め
、
現
実
と
結
び
つ

の
高
葉
研
究
の
中
に
占
め
る
内
実
は
、

そ
の
外
形
に
比
し
て
遁
か
に
大
き

く
乙
と
を
求
め
る
と
い
う
反

の

き
と
し
て
も
捉
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
の

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
桜
楓
社
・

B
6
版
・
千
円
)

で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
な
い
と
、
平
安
朝
に
お
け
る
歌
物
語
や
、
和
歌
伝

説
に
つ
な
が
る
広
い
文
学
史
的
視
野
を
見
失
う
恐
れ
が
あ
る
ば
か
り
で
は
な

く
、
正

子
規
を
動
か
し
た
巻
十
六
の
野
性
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
何
で
あ
っ
た
か

書

評

四
五



四
六

人
麿
に
お
け
る

「
み
く
ま
の
」
考

新

垣

幸

得

:報:

:笹子:

高‘

集
「
む
ろ
の
き
」
考

堀

勝

と
ぷ
と
り
の
あ
す
か

井

手

至

O
第
二
十
四
回
高
葉
学
会
(
昭
和
四
十
六
年
十
月
三
十
日

t
十
一
月
一
日
)

記
紀
神
話
成
立
に
於
け
る
一
問
題

士
口

井

巌

付
公
開
講
演

十
月
三
十
日
(
土
)
午
後
一
時
半
よ
り
、
奈
良
県

こ
の
日
は
降

い
た
雨
も
あ
が
り
、
来
聴
者
は
時
を
追
っ
て
ふ
え
、
満
員

で
行
な
わ
れ
た
。

と
な
っ
た
会
場
で
は
終
始
真
剣
な

答
が
交
さ
れ
た
。
今
回
は
、
植
物
学

dCト

の

緒

ろ

日
本
大

学
教
授

文

学

博

士

森

脇

一

夫

の
方
か
ら

が
発
表
に

さ
れ
、
ま
た
、
閉
会
の
挨
拶
で
は
代
表
者
代

古

代

の

詩

法

東
北

大
学

教
授

歌

人

畑

忠

雄

行
の
小
島
憲
之
博
士
が
、
新
形
式
の
挨
拶
と
し
て
原
本
系

問
の
話
を
さ
れ
る

雨
の
た
め
、
昨
年
に
較
べ

少
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
だ
け
に
熱
心
に

な
ど
、
ま
乙
と
に
有
意
義
で
あ
っ
た
。
参
加
者
百
十
五
名
。

さ
れ
る
人
が
多
く
、

一
夫
・
扇
畑
忠
雄
両
氏
の
講
演
に
も
熱
が
こ
も

っ
た
。

同
見
学
旅
行

十
一
月

一
日
(
月
)
午
前
九
時
に
天
理
駅
前
集
合
。

同
日
午
後
六
時
よ
り
、
天
理
市
修
学
旅
行
会
館
に
て
懇
親
会
。
盛
会
で
あ
っ

指

導

松
井
喜
三
氏

'』。
ふ，，

心
配
さ
れ
た
天
候
も
快

に
め
ぐ
ま
れ
、

『
天
理
と
山
の
辺
の
道
』

(
保
育

社
刊
・
小
著
)
を
片
手
に
、
国
鉄
奈
良
駅
助
役
で
郷
土
史
家
、

三
民
の

究
同
研
発
表
会

十
月
三
十
一
日
(
日
)
午
前
九
時
半
よ
り
、

ユ
ー
モ
ア
た
っ
ぷ
り
の
案
内
に
導
か
れ
、
帯
解
駅
か
ら
歩
き
は
じ
め
、
山
村
の

館
大
会

で
行
な
わ
れ
た
。
題
目
・
発
表
者
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

里
、
円
照
寺
、
円
照
寺
宮
墓
、
北
口
提
山
石
仏
群
、
正

(
こ
こ
で
た
の
し
い

宮
人
の
安
宿
も
寝
ず
て

坂

本

幸

昼
食
)
、
弘
仁
寺
、

の
里
、

下
神
社
と
清
澄
の
里
を
め
ぐ
り
、
柿
本

「
袖
折
り
返
し
」
考

毛

末日

正

守

人
麻
日
の
歌

の
前
で
解
散
。
か
な
り
の
道
程
で
あ
っ
た
が
み
ん
な
元
気
よ
く

怨

恨

の

歌

!
大
伴
坂
上
郎
女
の
志
向
す
る
世
界
|

小

野

寺

静

子

踏
破
。
ウ
イ
ス
キ
ィ
を
飲
み
な
が
ら
歩
く
、
威
勢
の
い
い
学
生
達
の
姿
も
見
ら

れ
た
。
参
加
者
九
十
八
名。

(
大
浜
記
)



後

iB 

山
地
じ
卜
八
月
号
お
届
け
し
支
ナ
り
山川
り
に
ち
ら

ず
光
山
た
し
た
内
山
什
と
発
行

ω
日
れ

L
断
次
川
似
し
て

ボ
い
ん
で
川
り
ま
す
。
ど
う
か
こ

ω
上
と
も
ん4
U
H
消
氏

の
御
卜
え
川内
令
切
に
お
刷
い
到
し
t
f
η

投

稿

一
、
投
稿
資
格
は

員
に
限
る
。

(トヘ浜
)

一
、
内
容
は

す
る
各
分
野
の
研
究
論
文
。

t乙
闘

て
分
最
は
原
則
と
し
て
四
百
字
詰

紙
三
十

枚
程
度
(
た
だ
し
「
黄
葉
片
々
」

内)。

一、

は
一
切
返
却
し
な
い
。

否
快
定
は

輯

に
一
任
の
乙
と
。

一、

の
際
に
は
本
誌
三
部
を

の
作

賞

じ
め
希
望
の
あ
る
場
合
に
限
る
。

は
十
枚
以

呈
す
る
。

)
は
あ
ら
か

一

、

本

曾

は

曾

と

璃

す

る

。

一
、
首
開
業
研
究
者
、
愛
好
者
は
誰
で
も
申
込
み
に
よ

っ
て
曾
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
、
曾
員
の
研
究
費
表
機
関
誌
と
し
て
季
刊
「
高
葉
」

を
夜
行
す
る
。

一
、
本
世
間
は
随
時
、
前
向
葉
に
関
す
る
見
穆
旅
行
、
文

献
の
展
観
、
研
究
費
表
曾
、
講
習
曾
、
講
演
合
問
、

圃
書
の
出
版
、
そ
の
他
を
行
な
ふ
。

一
、
合
同
員
は
、
年
額
千
圃
の
舎
費
(
誌
代
を
含
む
)
を

年
度
初
に
納
入
す
る
。

一
、
本
曾
の
事
務
は

大
阪
府
吹
田
市
千
里
山
東
三
丁
目

闘
西
大
惨
文
副
学
部
圃
文
犠
研
究
室
内

(
郵
便
議
腕
五
六
四
)
に
お
い
て
行
な
ふ
。

昭
和
四
十
七
年
二
月
十
二
日
印
刷

昭
和
四
十
七
年

二
月
十
五
日
霊
行

慣
二
百
五
十
円

大
阪
府
吹
出
市
千
里
山
三
丁
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関
西
大
場
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事
部
国
文
感
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究
室
内

(
郵
便
番
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五
六
四
)
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葉

事

曾
振
替
犬
阪
二
九
一
四
七

市
南
匝
東
九
僚
西
岩
本
町

大

宝

印

刷

株

式

会

社

側
一
九
一
一
-
一
日
一
三
七
一

霊
行

印
刷
者



昭
和
問
十
じ
年
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月
十
五
日
後
行

高

県;

頒
債

一
一
目
五
十
円


