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一

ほ
う
っ
と
す
る
程
長
い
白
浜
の
先
は
、
ま
た
目
も
届
か
ぬ
海
が
揺
れ
て
ゐ
る
。

其
波
の
青
色
の
末
が
、
自オノ
づ
と
伸ノ
し
上
る
様
に
な
つ
て
、
頭
の
上
ま
で
拡
が

つ
て
来
て
ゐ
る
空
だ
。
其
が
又
、
ふ
り
顧カヘ
る
と
、
地
平
を
く
ぎ
る
山
の
外
線

の
、
立
ち
塞
つ
て
ゐ
る
処
ま
で
続
い
て
ゐ
る
。
四
顧
俯
仰
し
て
目
に
入
る
も

の
は
、
此
だ
け
で
あ
る
。
日
が
照
る
程
風
の
吹
く
ほ
ど
、
寂
し
い
天
地
で
あ

つ
た
。
さ
う
し
た
無
聊
な
目
を
睜ミハ
ら
せ
る
物
は
、
忘
れ
た
時
分
に
ひ
よ
つ
く

り
と
、
波
と
空
と
の
間
か
ら
生
れ
て
来
る
　
　
誇
張
な
し
に
　
　
鳥
と
紛
れ

さ
う
な
刳ク
り
舟
の
姿
で
あ
る
。
遠
目
に
は
磯
の
岩
か
と
思
は
れ
る
家
の
屋
根
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が
、
ひ
と
か
た
ま
り
づ
ゝ
、
ぽ
っ
つ
り
と
置
き
忘
ら
れ
て
ゐ
る
。
琉
球
の
島

々
に
は
、
行
つ
て
も
〳
〵
、
こ
ん
な
島
ば
か
り
が
多
か
つ
た
。

我
々
の
血
の
本
筋
に
な
つ
た
先
祖
は
、
多
分
か
う
し
た
島
の
生
活
を
経
て
来

た
も
の
と
思
は
れ
る
。
だ
か
ら
、
此
国
土
の
上
の
生
活
が
始
つ
て
も
、
ま
だ

 

万 

葉 

人 

マ
ン
ネ
フ
ビ
ト
ま
で
は
、
生
の
空
虚
を
叫
ば
な
か
つ
た
。
「
つ
れ
／
″
＼
」
「
さ

う
／
″
＼
し
さ
」
其
が
全
内
容
に
な
つ
て
ゐ
た
、
祖
先
の
生
活
で
あ
つ
た
の

だ
。
こ
ん
な
の
が
、
人
間
の
一
生
だ
と
思
ひ
つ
め
て
疑
は
な
か
つ
た
。
又
さ

う
し
た
考
へ
で
、
ち
よ
つ
と
見
当
の
立
た
な
い
程
長
い
国
家
以
前
の
、
先
祖

の
邑
落
の
生
活
が
続
け
ら
れ
て
来
た
の
に
は
、
大
き
に
謂
は
れ
が
あ
る
。
去

年
も
今
年
も
、
又
来
年
も
、
恐
ら
く
は
死
ぬ
る
日
ま
で
繰
り
返
さ
れ
る
生
活

が
、
此
だ
と
考
へ
出
し
た
日
に
は
、
た
ま
る
ま
い
。
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郵
便
船
さ
へ
月
に
一
度
来
ぬ
勝
ち
で
あ
り
、
島
の
木
精
が
ま
だ
一
度
も
、
巡

査
の
さ
あ
べ
る
の
音
を
口
ま
ね
た
様
な
事
の
な
い
処
、
巫ノ
女ロ
や
郷
巫
ツ
カ
サ
な
ど
が

依
然
、 
女  
君 
ジ
ヨ
ク
ン

の
権
力
を
持
つ
て
ゐ
る
離
島
ハ
ナ
レ
で
は
、
ど
う
か
す
れ
ば
ま
だ
、

さ
う
し
た
古
代
が
遺
つ
て
ゐ
る
。
稀
に
は
、
那
覇
の
都
に
ゐ
た
為
、
生
き
詮
カ
ヒ

な
さ
を
知
つ
て
、
青
い
顔
し
て
戻
つ
て
来
る
若
者
な
ど
も
、
波
と
空
と
沙
原

と
の
故
郷
に
、
寝
返
り
を
打
つ
て
居
る
と
、
い
つ
か
屈
托
な
ど
言
ふ
贅
沢
な

語こと
ばは
、
け
ろ
り
と
忘
れ
て
し
ま
ふ
。
我
々
の
先
祖
の
村
住
ひ
も
、
正
に
其
と

ほ
り
で
あ
つ
た
。
村
に
は
歴
史
が
な
か
つ
た
。
過
去
を
考
へ
ぬ
人
た
ち
が
、

来
年
・
再
来
年
を
予
想
し
た
筈
は
な
い
。
先
祖
の
村
々
で
、
予
め
考
へ
る
事

の
出
来
る
時
間
が
あ
る
と
し
た
ら
、
作
事
サ
ク
ジ
は
じ
め
の
初
春
か
ら
穫ト
り
納イ
れ
に

到
る
一
年
の
間
で
あ
つ
た
。
昨
年
以
前
を
意
味
す
る
「
こ
そ
」
と
言
ふ
語
は
、
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昨
日
以
前
を
示
す
「
き
そ
」
か
ら
、
後
代
分
化
し
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。
後ア

   
年 

ト
ヽ
シ
だ
か
ら
、
仮
字
遣
ひ
は
お
と
ゝ
し
と
、
合
理
論
者
が
き
め
た
一
昨
年
も
、

ほ
ん
と
う
は
さ
う
で
な
い
。
を
と
ゝ
し
の
「
を
と
」
に
は
、
中
に
介
在
す
る

も
の
を
越
し
た
彼
方
を
意
味
す
る
「
を
ち
」
と
言
ふ
語
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
の

だ
。
去
年
の
向
う
に
な
つ
て
ゐ
る
前
年
の
義
で
「 

彼  

年 

ヲ
チ
ト
シ

」
で
あ
る
。
一
つ

宛
隔
て
ゝ
、
同
じ
状
態
が
来
る
と
言
ふ
考
へ
方
が
、
邑
落
生
活
に
稍
歴
史
観

が
現
れ
か
け
る
時
に
な
つ
て
、
著
し
く
見
え
て
来
る
。
祖
父
と
子
が
同
じ
者

で
あ
り
、
父
と
孫
と
の
生
活
は
繰
り
返
し
で
あ
る
と
言
ふ
信
仰
の
あ
つ
た
事

は
、
疑
ふ
こ
と
の
出
来
ぬ
事
実
だ
。
ひ
よ
つ
と
す
る
と
、
其
頃
に
な
つ
て
、

暦
の
考
へ
が
此
様
に
進
ん
で
来
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

去コ
年ソ
と
今
年
コ
ト
シ
と
を
対
立
さ
せ
て
居
た
の
で
あ
る
。
其
違
つ
た
条
件
で
進
む
二
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つ
の
年
が
、
常
に
交
替
す
る
も
の
と
し
て
ゐ
た
と
言
う
て
も
、
よ
さ
ゝ
う
で

あ
る
。
此
暦
法
の
型
で
行
け
ば
、
こ
と
し
と
を
と
ゝ
し
の
こ
そ
の
と
し
は
、

を
と
ゝ
し
先
の
年
（
万
葉
）
の
く
り
返
し
で
あ
る
。
完
全
に
来
年
・
再
来
年

を
表
す
古
語
の
、
出
来
ず
じ
ま
ひ
に
す
ん
だ
古
代
に
も
、
段
々
、
今
年
の
く

り
返
し
は
再
来
年
、
来
年
は
去
年
の
状
態
が
反
覆
せ
ら
れ
る
も
の
と
の
考
へ

が
、
出
て
来
て
ゐ
た
か
と
思
ふ
。

其
が
又
、
一
年
の
中
に
も
、
二
つ
の
年
の
型
を
入
れ
て
来
た
。
国
家
以
後
の

考
へ
方
と
思
ふ
が
、
一
年
を
二
つ
に
分
け
る
風
が
出
来
た
。
此
は
帰
化
外
人

・
先
住
漢
人
な
ど
の
信
仰
伝
承
が
、
さ
う
し
た
傾
向
を
助
長
さ
せ
た
ら
し
い
。

つ
ま
り
中
元
の
時
期
を
界
に
し
て
、
年
を
二
つ
に
分
け
る
考
へ
で
あ
る
。
第

一
に
「
大
祓
へ
」
が
、
六
月
と
十
二
月
の 

晦  
日 

ツ
ゴ
モ
リ

に
行
は
れ
る
様
に
な
つ
た
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の
に
目
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
遠
い
海
の
彼
方
な
る
常
世
ト
コ
ヨ
の
国
に
鎮
る
村
の
元

祖
以
来
の
霊
の
、
村
へ
戻
つ
て
来
る
の
が
、
年
改
ま
る
春
の
し
る
し
で
あ
つ

た
。

其
が
後
に
は
、
仏
説
を
習
合
し
て
、
七
月
の
盂
蘭
盆
を
主
と
す
る
様
に
な
つ

た
。
だ
が
、
其
以
前
か
ら
既
に
、
秋
の 

御 

霊 

迎 

ミ
タ
マ
ム
カ

へ
は
、
本
来
の
春
の 

霊  

タ
マ
ヽ

祭 ツ
り
に
対
照
し
て
、
考
へ
出
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
つ
た
。
常
世
神
の
来
訪

を
忘
れ
て
了
ふ
様
に
な
る
と
、
春
来
る
御
霊
ミ
タ
マ
は 

歳  

神 

ト
シ
ガ
ミ

・ 

歳 

徳 

様 

ト
シ
ト
ク
サ
マ
な
ど
言

ふ
、
日
本
陰
陽
道
特
有
の
廻
り
神
に
な
つ
て
了
う
た
。
さ
う
し
て
肝
腎
の
霊

祭
り
は
秋
が
本
式
ら
し
く
な
つ
た
。
坊
様
に
、
棚
経
を
読
ん
で
貰
は
ね
ば
納

ら
ぬ
、
と
言
つ
た
仏
法
式
の
姿
を
と
つ
て
行
つ
た
。

極ゴク
の
近
代
ま
で
あ
つ
た
、
不
景
気
の
世
な
ほ
し
に
、
秋
に
再
び
門
松
を
立
て
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た
り
、
餅
を
搗
い
た
り
し
た
二
度
正
月
の
風
習
は
、
笑
ひ
切
れ
な
い
人
間
苦

の
現
れ
で
あ
る
。
が
、
此
と
て
由
来
は
古
い
の
で
あ
る
。
こ
と
し
型
の
暦
は

わ
る
か
つ
た
か
ら
、
こ
そ
型
の
暦
で
行
か
う
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

だ
が
、
其
一
つ
前
の
暦
は
こ
と
し
だ
け
で
あ
つ
た
。
さ
う
言
ふ
一
年
よ
り
外

に
、
回
顧
も
予
期
も
な
か
つ
た
邑
落
生
活
の
記
念
が
、
国
家
時
代
ま
で
、
又

更
に
近
代
ま
で
、
ど
う
い
ふ
有
様
に
残
つ
て
ゐ
た
か
を
話
し
た
い
。

　
　
　
　
　
二

鹿
島
の
言
触
コ
ト
ブ
れ
も
春
の
予
言
に
歩
か
な
く
な
り
、
三
島
暦
の
板
木
も
、
博
物

館
物
に
な
り
さ
う
に
な
つ
て
了
う
た
世
の
中
で
あ
る
。
神
宮
司
庁
の 

大 

麻 

タ
イ
マ
レ
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暦 キ
さ
へ
忘
れ
た
様
な
古
暦
の
く
り
言ゴト
も
、
地
震
の
年
を
ゆ
り
返
し
た
様
な

寂
し
い
春
の
つ
れ
／
″
＼
を
、
も
一
つ
飜カヘ
し
て
、
常
世
の
国
の
初
だ
よ
り
の

吉
兆
を
言
ひ
立
て
る
事
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

洋
中
の
孤
島
に
渡
ら
ず
と
も
、
お
な
じ
「
つ
れ
／
″
＼
」
は
、
沖
縄
本
島
に

も
充
ち
満
ち
て
ゐ
る
。
首
里
王
朝
盛
時
な
ら
、
生
き
な
が
ら 

髯  

長  

矯  

風 

ヒ
ヂ
ナ
ガ
ユ
ナ
ホ
シ
ノ

 

大  

主 

ウ
フ
ヌ
シ

と
で
も
、
今
頃
は
神
名
を
島
人
か
ら
受
け
て
居
さ
う
な
、
島
の
わ
が

親
友
は
、
島
の
朋
党
か
ら
け
ぶ
た
が
ら
れ
て
、
東
京
へ
出
て
来
た
。
あ
ん
な

恩
知
ら
ず
の
人
々
の
為
に
、
其
で
も
懲
り
ず
に
、
ま
だ
書
い
て
ゐ
る
。
先
年

出
版
し
た
「
孤
島
苦
の
琉
球
」
な
ど
も
、
千
何
百
年
を
所
在
な
く
暮
し
た
島

人
の
吐
息
を
、
一
人
で
一
返
に
吐
き
出
し
た
様
な
、
勝
ち
方
の
国
の
我
々
を

さ
へ
、
寂
し
が
ら
せ
る
書
物
で
あ
る
。
首
里
宮
廷
の
勢
力
の
強
く
及
ん
だ
島
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尻
・
中
頭
は
其
で
も
よ
か
つ
た
。
君
主
の
根
じ
ろ
で
あ
つ
た
島
の
北
部 

国  

ク
ニ
ガ

頭 ミ
郡
に
は
、
や
は
り
伝
来
の
「
さ
う
／
″
＼
し
さ
」
が
充
ち
て
ゐ
て
、
今

で
は
そ
ろ
〳
〵
は﹅
け﹅
口﹅
を
探
し
出
し
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
海
岸
の
村
々
を
歩

い
て
、
ぞ
つ
と
さ
せ
ら
れ
た
。
孤
島
苦
が
人
間
の
姿
を
仮
り
て
出
た
様
な
、

い
ぶ
せ
く
い
た
ま
し
い
老
人
の
倦
い
眦
に
遭
う
た
時
の
気
持
ち
で
あ
る
。
山

多
き
が
故
に 

山  

原 

ヤ
ン
バ
ル

で
通
つ
て
ゐ
る
国
頭
郡
の
山
中
に
は
、
新
暦
の
正
月
に

赤
い
桜
が
咲
く
さ
う
で
あ
る
。
私
は
二
度
ま
で
国
頭
の
地
を
踏
ん
だ
が
、
い

つ
も
東
京
で
さ
へ
暑
い
盛
り
の
時
ば
か
り
で
あ
つ
た
。
一
度
は
、
緋
桜
の
花

の
、
熱
帯
性
の
濶
葉
ヒ
ロ
バ
の
緑
の
木
の
間
か
ら
、
あ
は
れ
に
匂
う
て
ゐ
る
様
が
見

た
い
と
は
、
思
う
た
ば
か
り
で
縁
が
な
い
。
其
桜
は 

日 

本 

旅 

ヤ
マ
ト
タ
ビ

の
家
づ
と
に
、

昔
誰
か
ゞ
持
ち
還
つ
た
も
の
か
。
元
々
島
の
根
生
ひ
で
あ
つ
た
か
。
其
側
の
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学
者
に
は
、
既
に
訣
つ
て
ゐ
る
事
か
も
知
れ
ぬ
。

加
納
諸
平
の
「
鰒
玉
集
」
に
は
、
島
の
貴
族
の
作
つ
た
や
ま
と
歌
が
載
つ
て

ゐ
る
。
薩
摩
の
八
田
氏
な
ど
か
ら
供
給
せ
ら
れ
た
材
料
で
あ
ら
う
。
其
頃
か

ら
も
う
、
伊
勢
物
語
を
な
ぞ
つ
た
様
な
、
島
の
貴
族
の
自
叙
伝
も
出
来
て
ゐ

た
。
源
氏
や
古
今
や
万
葉
も
、
手
に
触
れ
た
人
は
尠
く
な
か
つ
た
。
国
の
古

蹟
・
家
の
由
緒
を
語
る 
碑  

文 
ヒ
ノ
ム
ン

の
平
仮
名
が
、
正
確
で
弾
力
の
な
い
御
家
流

で
あ
る
如
く
、
島
人
の
倭
文
・
倭
歌
は
、
つ
れ
／
″
＼
の
結
晶
か
と
思
は
れ

る
程
、
類
型
の
重
く
る
し
さ
を
湛
へ
て
ゐ
る
。
島
の
孤
島
苦
の
目
醒
め
に
は
、

島
津
氏
な
ど
の
や
り
方
が
、
大
分
原
因
に
な
つ
て
ゐ
る
。
や
ま
と
人
と
言
へ

ば
薩
摩
者
。
こ
は
ら
し
い
人
ば
か
り
の
様
に
想
像
せ
ら
れ
て
も
、
や
つ
ぱ
り

何
か
心
惹
く
も
の
が
あ
つ
た
ら
う
。
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お
も
ろ
草
紙
の
古
語
に
も
、
生
き
た
首
里
の 

内 

裏 

語 

ダ
イ
リ
コ
ト
バ
に
も
、
や
ま
と
の
古

い
語
が
、
到
る
処
に
交
り
こ
ん
で
ゐ
た
。
首
里
宮
廷
の
巫
女
の
伝
へ
た
古
詞

に
は
、
島
渡
り
し
て
来
た
山
城
の
都
の 

御 

曹 

司 

オ
ン
ゾ
ウ
シ

の
俤
が
語
ら
れ
た
。
島
々

は
島
々
で
、
遠
い
海
を
越
え
て
来
た
と
言
ふ
何
も
り
の
神
な
る
平
家
の 

公  

キ
ン
ダ

達 チ
を
思
は
せ
る
名
の
神
が
多
か
つ
た
。
弓
張
月
以
前
に
も
、
舜
天
王
の
父

を
、
此
山
城
の
都
か
ら
来
た
貴
公
子
に
す
る
考
へ
の
動
い
て
ゐ
た
こ
と
は
察

せ
ら
れ
る
。
古
く
岐
れ
た
一
つ
流
れ
の
民
族
で
あ
つ
た
事
は
忘
れ
て
も
、
又

か
う
し
た
新
し
い
因
縁
を
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
程
、
深
い
血
筋
の
自
覚
が
あ
つ

た
の
で
あ
る
。
尤
、
孤
島
苦
が
生
み
出
し
た
い
ぶ
せ
い
事
大
主
義
か
ら
も
、

さ
う
は
な
つ
た
で
あ
ら
う
が
。
問
題
は
其
よ
り
も
根
本
的
の
も
の
で
あ
つ
た
。

島
の
木
立
ち
に
、
仮
令
た
と
ひ
忘
れ
た
様
に
で
も
、
桜
の
花
が
ま
じ
り
咲
い
た
。
か
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う
し
た
現
実
が
、
歌
や
物
語
や
、
江
戸
貢
進
使
の
上
り
・
下
り
の
海
道
談
に
、

夢
想
を
走ハ
せ
勝
ち
の
や
ま
と
の
、
茲
も
血
を
承
け
た
、
強
い
証
拠
ら
し
い
気

を
起
さ
せ
た
で
あ
ら
う
。
問
ひ
つ
め
れ
ば
、
理
に
も
な
ら
ぬ
は
か
な
い
花
の

姿
が
、
気
持
ち
の
上
に
は
実
証
的
な
力
を
以
て
迫
つ
た
で
も
あ
ら
う
。
歌
に

詠
ま
れ
た
ま
し
ら
の
影
は
見
ら
れ
ず
と
も
、
妻
恋
ふ
る
鹿
は
、
現
に
居
た
。

西
の
海
中
ト
ナ
カ
の
離
島
ハ
ナ
レ
の
一
つ
に
は
「
か
ひ
よ
〳
〵
」
の
声
も
聞
か
れ
る
。
島
に

も
、
優
美
な
歌
枕
が
あ
る
。
か
う
し
た
こ
と
が
、
な
ん
ぼ
う
張
り
合
ひ
に
な

つ
た
こ
と
か
。
や
ま
と
の
人
の
誇
り
書
き
に
す
る
「
も
の
ゝ
あ
は
れ
」
は
島

人
も
知
つ
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
事
か
ら
こ
み
あ
げ
て
来
る
親
し
み
心
は
、
島

人
の
所
謂
「
他
府
県
人
」
な
る
我
々
に
も
、
凡
お
よ
そ想
像
は
つ
く
。

此
頃
に
な
つ
て
、
又
一
つ
の
島
人
の
誇
り
が
殖
え
て
来
た
。
鮎
と
言
ふ
魚
は
、
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日
本
の
版
図
以
外
に
は
棲
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
。
其
南
部
だ
け
に
、
此
魚
の
溯

る
川
あ
る
樺
太
も
、
だ
か
ら
、
日
本
の
領
土
に
な
つ
た
。
か
う
言
ふ
噂
が
伝

つ
て
来
た
と
こ
ろ
が
、
沖
縄
に
も
唯
一
个
処
な
が
ら
鮎
の
棲
む
川
が
あ
つ
た
。

宿
命
的
に
い
や
、
血
族
的
に
や
ま
と
人
た
る
証
拠
に
違
ひ
な
い
。
か
う
し
た

考
へ
が
起
る
に
連
れ
て
、
支
那
と
薩
摩
を
両
天
秤
に
か
け
た
頃
の
く
す
ん
だ

気
持
ち
は
、
段
々
と
り
払
は
れ
て
行
く
様
で
あ
る
。

其
の
鮎
の
獲
れ
る
場
処
と
言
ふ
の
は
、 

国  

頭 

ク
ニ
ガ
ミ

海
道
の
難
処
、
源
河
の
里
の

水
辺
で
あ
る
。
里
の
処
女
の
姿
や
、
情
ナ
サ
ケを
謡
ふ
事
が
命
の
琉
球
の
民
謡
に
は
、

村
の
若
者
の
と
り
と
め
ぬ
や
る
せ
な
さ
の
沁
み
出
た
も
の
が
多
い
。

　
　
　
　
　
三
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東
京
へ
引
き
出
し
て
も
、
不
覚
オ
ク
レ
は
と
ら
な
か
つ
た
筈
の
琉
球
学
者
末
吉
安
恭

さ
ん
は
、
島
の
旧
伝
承
の
生
き
た
大
き
な
庫
で
あ
つ
た
。
さ
う
し
て
、
私
た

ち
が
、
幾
ら
も
其
知
識
を
惹
き
出
さ
な
い
間
に
、
那
覇
の
入
り
江
か
ら
彼
岸
ニ
ラ
イ

浄
土
カ
ナ
イ
の
大
主
神

ウ
フ
ヌ
シ

が
呼
び
と
つ
て
了
う
た
。

　
　
源 

河 

奔 

川 

ヂ
ン
カ
ハ
イ
カ
ア

や
、
水
か
。
湯
か
。
潮
ウ
シ
ユか
。

　
　
源
河 

女  

童 

ミ
ヤ
ラ
ビ

の
　
御ウ
す
ぢ
ど
こ
ろ
（
源
河
節
）

此
源
河
節
に
対
す
る
疑
問
な
ど
は
、
私
に
と
つ
て
、
此
学
者
の
記
念
カ
タ
ミ
に
な
つ

た
。

私
は
其
前
年
か
に
、
宮
古
島
か
ら
戻
つ
て
来
て
、
今
大
阪
外
国
語
学
校
に
居

る
に
こ
ら
い
・
ね
ふ
す
き
い
さ
ん
か
ら
、
一
つ
の
好
意
に
充
ち
た
抗
議
を
受
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け
て
ゐ
た
。
私
の
旧
著
万
葉
集
辞
典
と
言
ふ
の
は
、
今
で
は
人
に
噂
せ
ら
れ

る
さ
へ
、
肩
身
の
窄
ま
る
思
ひ
の
す
る
恥
し
い
本
で
あ
る
。
其
中
に
「
変ヲ
若チ

水ミヅ
」
と
言
ふ
万
葉
の
用
語
に
関
し
た
解
釈
を
書
い
て
ゐ
た
。
万
葉
に
「 

月  

ツ
キ
ヨ

読 ミ
の
持モ
た
る
変
若
水

ヲ
チ
ミ
ヅ

」
と
言
ふ
語
が
あ
る
。
此
月
読
神
は
恐
ら
く
山
城
綴

城
郡
の
月
神
で
、
帰
化
漢
人
の
祀
つ
た
も
の
ゝ
事
で
あ
ら
う
と
言
ふ
推
定
か

ら
、
此
変
若
水
の
思
想
は
、
其
等
帰
化
人
の
将
来
し
た
信
仰
が
拡
つ
た
も
の

で
あ
ら
う
と
言
ふ
仮
説
を
立
て
ゝ
ゐ
た
。
ち
よ
う
ど
神
仙
説
の
盛
ん
に
行
は

れ
、
仙
術
修
行
に
執
心
す
る
者
の
多
か
つ
た
時
代
の
事
だ
か
ら
、
と
言
ふ
の

で
、
不
老
不
死
泉
の
変
形
だ
ら
う
と
感
じ
た
こ
と
を
書
い
た
。
と
こ
ろ
が
、

ね
ふ
す
き
い
さ
ん
は
か
う
言
う
た
。

宮
古
方
言
し
ぢ
ゆ
ん
　
　
日
本
式
に
言
ふ
と
、
し
で
る
　
　
は
、
若
返
る
と
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言
ふ
の
が
、
其
正
し
い
用
語
例
で
あ
る
。
沖
縄
諸
島
の
真
の
初
春
に
当
る
清

明
節
の
朝
汲
ん
だ
水
は
、
神
聖
視
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
あ
る
地
方
で
は
「
節シチ
の

 

若  

水 

ワ
カ
ミ
ヅ

」
と
言
ひ
、
あ
る
処
で
は
「
節シチ
の
し
ぢ
水
」
と
称
へ
て
ゐ
る
。
言
ふ

ま
で
も
な
く
、
日
本
の
正
月
の
若
水
だ
。
か
う
し
た
信
仰
の
残
つ
て
ゐ
る
以

上
は
、
支
那
起
原
説
は
あ
ぶ
な
い
。
此
、
日
本
人
の
細
か
い
感
情
の
隈
ま
で

知
つ
た
異
人
は
、
日
本
の
民
間
伝
承
は
何
で
も
、
固
有
の
信
仰
の
変
態
だ
と

説
き
た
が
る
私
の
癖
を
知
り
過
ぎ
て
ゐ
た
。
極
め
て
稀
に
、
う
つ
か
り
発
表

し
た
外
来
起
原
説
を
嗤
ふ
事
が
、
強
情
な
国
粋
家
の
心
魂
に
徹
す
る
効
果
を

あ
げ
る
事
を
知
つ
て
ゐ
た
。
さ
う
し
て
皮
肉
ら
し
い
笑
ひ
で
、
私
を
見
た
。

さ
う
い
ふ
茶
目
吉
さ
ん
だ
つ
た
。
其
か
ら
年
数
が
た
つ
て
ゐ
る
の
で
、
大
分

私
の
考
へ
が
這
入
つ
て
来
て
ゐ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
が
大
体
か
う
し
た
心
切
で
、
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且
痛
い
注
意
で
あ
つ
た
。

な
ん
で
も
月
が
ま
つ
白
に
照
つ
て
、
あ
る
旧
王
族
の
御
殿
オ
ド
ン
だ
つ
た
と
か
言
ふ

其
屋
敷
の
石
垣
の
外
に
、
う
ら
声
を
曳
く
若
い
男
の
謡
が
、
替
る
／
″
＼
聞

え
る
夜
で
あ
つ
た
。
首
里
の
川
平
朝
令
さ
ん
の
家
へ
、
末
吉
さ
ん
と
二
人
で
、

お
よ
ば
れ
に
行
つ
て
ゐ
た
。
し
ぢ
ゆ
ん
は
卵
の
孵
る
こ
と
だ
か
ら
、
お
尋
ね

の
「
節
の
若
水
」
の
し
ぢ
ゆ
ん
と
は
別
か
も
知
れ
ぬ
。
私
は
源
河
節
に
あ
る

「
お
す
ぢ
ど
こ
ろ
」
を
永
く
疑
う
て
ゐ
た
が
、
其
す
ぢ
と
一
つ
で
、
洗
ふ
事

で
は
あ
る
ま
い
か
。
水
浴
す
る
こ
と
も
、
手
足
を
洗
ふ
こ
と
も
一
つ
だ
か
ら
、

首
里
な
ど
で
も
、
以
前
は
言
う
た
語
で
あ
る
。
か
う
話
さ
れ
た
時
、

『
末
吉
さ
ん
。
此
間
も
聞
い
た
よ
。 

中  
城  
御  

殿 

ナ
カ
グ
ス
ク
オ
ド
ン

　
　
旧
王
家
の  

女    

ニ
ヨ
シ
ヤ

性  ウ
た
ち
の
残
り
住
ん
で
居
ら
れ
る
、
今
の
尚
家
の
首
里
邸
　
　
へ
此
人
を

19



案
内
し
た
時
も
、
手
水
盥
に
水
を
汲
ん
で
「
御
す
ぢ
み
し
よ
う
れ
（
み
し
よ

う
れ
＝
ま
せ
）
」
と
言
う
た
つ
け
。
』

か
う
川
平
さ
ん
も
、
口
を
挿
ん
だ
。
私
は
、
残
念
で
も
ね
ふ
す
き
い
さ
ん
の

説
が
、
段
々
確
か
に
な
つ
て
来
る
の
を
感
じ
た
。

『
お
二
人
さ
ん
。
私
の
考
へ
は
か
う
で
す
。
今
の
お
話
で
、
し
ぢ
ゆ
ん
に
二

義
あ
る
事
が
知
れ
ま
し
た
。
孵
る
義
と
、
沐
浴
に
関
す
る
義
と
で
す
。
此
は

一
つ
の
原
義
か
ら
出
た
の
で
、
や
つ
ぱ
り
先
か
ら
言
う
て
ゐ
る
「
若
が
へ
る
」

と
言
ふ
事
に
帰
す
る
の
で
せ
う
。
清
明
節
に
若
水
を
国
王
に
進
め
る
時
に
言

う
た
語
で
「
若
が
へ
り
ま
せ
」
の
義
で
あ
つ
た
。
其
が
、
水
を
ま
ゐ
ら
せ
る

時
の
き
ま
り
文
句
と
し
て
、
常
の
朝
の
手
水
に
も
申
し
上
げ
た
。
い
つ
か

「
若
や
ぎ
遊
ば
せ
」
位
の
軽
い
意
に
と
ら
れ
て
、
国
王
以
外
の
人
々
に
も
、
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鄭
重
な
感
じ
を
以
て
言
は
れ
る
様
に
な
つ
て
「
顔
手
足
を
お
洗
ひ
な
さ
い
」

の
古
風
な
言
ひ
ま
は
し
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
す
。
教
へ
て
頂
い
た
源
河

節
な
ど
も
、
清
明
節
の
浜
下
ハ
マ
ウ
り
・
川
下
り
の
風
か
ら
出
た
歌
で
、
節
の
水
で

身
禊
ぎ
を
す
る
村
人
の
群
れ
に
、
娘
た
ち
も
ま
じ
つ
た
。
其
を
窺
ひ
見
た
が

る
若
者
の
心
持
ち
な
の
で
せ
う
。
清
明
節
以
外
の
祭
り
の
日
に
も
、
川
下
り

し
た
り
、
水
浴
び
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
か
く
や
は
り
「
若
や
ぐ

（
若
が
へ
る
よ
り
も
軽
い
意
で
）
様
に
」
と
の
水
浴
び
で
、
唯
の
「
洗
ふ
」

「
浄
め
る
」
で
は
あ
り
ま
す
ま
い
。
』

こ
ん
な
話
な
ど
を
し
て
那
覇
の
宿
へ
引
き
と
つ
た
。
其
後
四
五
日
経
つ
て
、

先
島
の
方
へ
出
掛
け
た
。
宮
古
島
で
も
や
は
り
孵
る
事
ら
し
い
。
八
重
山
の

四シ
箇カ
で
は
、
孵
る
の
に
も
言
ふ
が
、
蛇
や
蟹
の
皮
を
蛻ヌ
ぐ
事
に
も
用
ゐ
ら
れ
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て
ゐ
る
。
此
島
に
は
、
物
識
り
が
多
か
つ
た
。
気
象
台
の
岩
崎
卓
爾
翁
は
固

よ
り
、
喜
舎
場
永
珣
氏
其
他
が
申
し
合
せ
た
様
に
証
歌
を
あ
げ
て
説
か
れ
た
。

「
や
く
ぢ
ゃ
ま
節
」
な
ど
に
あ
る
「
ま
れ
る
（
＝
う
ま
れ
る
）
か
い
、
す
で

る
（
＝
し
ぢ
る
）
か
い
」
の
す
で
る
は
、
ま
れ
る
の
対
句
だ
か
ら
、
や
は
り

「
生
れ
る
甲
斐
」
で
あ
る
。
し
ぢ
ゆ
ん
の
孵
る
も
、
実
は
生
れ
る
と
い
ふ
義

か
ら
出
た
の
だ
。
か
う
言
ふ
主
張
は
、
四
五
人
か
ら
聞
い
た
。

此
島
出
の
最
初
の
文
学
士
で
、
琉
球
諸
島
方
言
の
採
訪
と
研
究
と
に
一
生
を

捧
げ
る
決
心
の
宮
良
当
壮
君
の
「
採
訪
南
島
語
彙
稿
」
の
「
孵
る
」
の
条
を

見
る
と
、
凡
琉
球
ら
し
い
色
合
ひ
の
あ
る
島
と
言
ふ
島
は
、
道
の
島
々
・
沖

縄
諸
島
・
先
島
列
島
を
通
じ
て
、
大
抵
し
ぢ
ゆ
ん
・
し
ぢ
る
ん
・
す
で
ゆ
ん

な
ど
に
近
い
形
で
、
一
般
に
使
は
れ
て
ゐ
る
事
が
知
れ
る
。
謂
は
ゞ
沖
縄
の
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標
準
語
で
あ
る
。
宮
良
君
の
苦
労
に
よ
つ
て
訣
つ
た
事
は
、
し
ぢ
ゆ
ん
が
唯

の
「
生
れ
る
」
こ
と
で
な
い
ら
し
い
事
で
あ
る
。
今
度
、
宮
良
君
が
島
々
を

歩
く
時
に
は
、
「
若
返
る
」
「
沐
浴
す
る
」
「
禊
す
る
」
な
ど
に
当
る
方
言

を
集
め
て
来
て
く
れ
る
様
に
頼
ま
う
。

清
明
節
の
し
ぢ
水
に
、
死
ん
だ
蛇
が
は
ま
つ
た
ら
、
生
き
還
つ
て
這
ひ
去
つ

た
。
其
が
し
ぢ
水
の
威
力
を
知
つ
た
初
め
だ
と
説
く
の
が
、
先
島
一
帯
の
若

水
の
起
原
説
明
ら
し
い
。
此
語
は
其
以
前
ね
ふ
す
き
い
さ
ん
も
、
宮
古
・
離

島
に
採
訪
し
て
来
た
様
で
あ
る
。
あ
る
種
の
動
物
に
は
す
で
る
と
言
ふ
生
れ

方
が
あ
る
。
蛇
や
鳥
の
様
に
、
死
ん
だ
様
な
静
止
を
続
け
た
物
の
中
か
ら
、

又
新
し
い
生
命
の
強
い
活
動
が
始
ま
る
事
で
あ
る
。
生
れ
出
た
後
を
見
る
と
、

卵
が
あ
り
、
殻
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
か
う
し
た
生
れ
方
を
、
母
胎
か
ら
出
る
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「
生
れ
る
」
と
区
別
し
て
、
琉
球
語
で
は
す
で
る
と
言
う
た
の
で
あ
る
。
気

さ
く
な
帰
依
府
び
と
は
、
し
ぢ
水
と
も
若
水
と
も
言
ふ
か
ら
、
す
で
る
・
し

ぢ
ゆ
ん
に
若
返
る
と
言
ふ
義
の
あ
る
事
を
考
へ
た
の
で
あ
る
。
さ
う
説
け
る

用
例
の
、
本
島
に
も
あ
つ
た
こ
と
を
述
べ
た
。

さ
う
説
く
の
が
早
道
で
も
あ
り
、
あ
る
点
ま
で
同
じ
事
だ
が
、
論
理
上
に
可

な
り
の
飛
躍
が
あ
つ
た
。
す
で
る
は
母
胎
を
経
な
い
誕
生
で
あ
つ
た
の
だ
。

或
は
死
か
ら
の
誕
生
（
復
活
）
と
も
言
へ
る
で
あ
ら
う
。
又
は
、
あ
る
容
れ

物
か
ら
の
出
現
と
も
言
は
れ
よ
う
。
し
ぢ
水
は
誕
生
が
母
胎
に
よ
ら
ぬ
物
に

は
、
実
は
関
係
の
な
い
も
の
で
、
清
明
節
の
若
水
の
起
原
説
明
の
混
乱
か
ら

出
て
ゐ
る
事
を
指
摘
し
た
の
は
、
此
為
で
あ
る
。
す
で
る
こ
と
の
な
い
人
間

が
、
此
に
よ
つ
て
す
で
る
力
を
享
け
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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四

な
ぜ
、
す
で
る
こ
と
を
願
う
た
か
。
ど
う
し
て
ま
た
、
此
か
ら
言
ふ
様
に
、

す
で
る
能
力
の
あ
る
人
間
が
間
々
あ
つ
て
、
其
が
人
間
中
の
君
主
・
英
傑
に

限
つ
て
あ
る
こ
と
な
の
か
。
此
説
明
は
若
水
の
起
原
の
み
か
、
日
・
琉
古
代

霊
魂
崇
拝
の
解
説
に
も
な
り
、
其
上
、
暦
法
の
問
題
・
祝
詞
の
根
本
精
神
・

日
本
思
想
成
立
の
根
柢
に
横
よ
こ
た
はつ
た
統
一
原
理
の
発
見
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

す
で
る
と
言
ふ
語
に
は
、
前
提
と
し
て
あ
る
期
間
の
休
息
を
伴
う
て
ゐ
る
。

植
物
で
言
ふ
と
枯
死
の
冬
の
後
、
春
の
枝
葉
が
さ
し
、
花
が
咲
い
て
、
皆
去

年
よ
り
太
く
、
大
き
く
、
豊
か
に
さ
へ
な
つ
て
来
る
。
此
週
期
的
の
死
は
、
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更
に
大
き
な
生
の
為
に
あ
つ
た
。
春
か
ら
冬
ま
で
来
て
、
野
山
の
草
木
の
一

生
は
終
る
。
翌
年
復
春
か
ら
冬
ま
で
の
一
生
が
あ
る
。
前
の
一
年
と
後
の
一

年
と
は
互
に
無
関
係
で
あ
る
。
冬
の
枯
死
は
、
さ
う
し
た
全
然
違
つ
た
世
界

に
入
る
為
の
準
備
期
間
だ
と
も
言
へ
る
。

だ
が
、
か
う
し
た
考
へ
方
は
、
北
方
か
ら
来
た
先
祖
の
中
に
は
強
く
動
い
て

ゐ
て
も
、
若
水
を
伝
承
し
た
南
方
種
の
祖
先
に
は
、
結
論
は
お
な
じ
で
も
、

直
接
の
原
因
に
は
な
つ
て
ゐ
な
い
。
動
物
の
例
を
見
れ
ば
、
も
つ
と
明
ら
か

に
此
事
実
が
訣
る
。
殊
に
熱
帯
を
経
て
来
た
も
の
と
す
れ
ば
、
一
層
動
物
の

生
活
の
推
移
の
観
察
が
行
き
届
い
て
ゐ
る
筈
だ
。
蛇
で
も
鳥
で
も
、
元
の
殻

に
は
収
ま
り
き
ら
ぬ
大
き
さ
に
な
つ
て
、
皮
や
卵
殻
を
破
つ
て
出
る
。
我
々

か
ら
見
れ
ば
、
皮
を
蛻
ぐ
ま
で
の
間
は
、
一
種
の
ね
む
り
の
時
期
で
あ
つ
て
、
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卵
は
誕
生
で
あ
る
。
日
・
琉
共
通
の
先
祖
は
、
さ
う
は
考
へ
な
か
つ
た
。
皮

を
蛻ヌ
ぎ
、
卵
を
破
つ
て
か
ら
の
生
活
を
基
礎
と
し
て
見
た
。
其
で
、
人
間
の

知
ら
ぬ
者
が
、
転
生
身
を
獲
る
準
備
の
為
に
、
籠
る
の
で
あ
つ
た
。
殊
に
空

を
自
在
に
飛
行
す
る
事
か
ら
、
前
身
の
非
凡
さ
を
考
へ
出
す
。
畢
竟
卵
や
殻

は
、
他
界
に
転
生
し
、
前
身
と
は 

異  

形 

イ
ギ
ヤ
ウ

の
転
身
を
得
る
為
の
安
息
所
で
あ

つ
た
。
蛇
は
卵
を
出
て
後
も
、
幾
度
か
皮
を
蛻
ぐ
。
茲
に
、
這
ふ
虫
の
畏
敬

せ
ら
れ
た
訣
が
あ
る
。

南
島
で
は
屡
、
蝶
を
鳥
と
同
様
に
見
て
ゐ
る
。
神
又
は
悪
魔
の
使
女
ヴ
ナ
ヂ
と
し
て

ゐ
る
の
は
、
鳥
及
び
蝶
で
あ
つ
た
。
わ
が
国
で
も
、
て
ふ
と
り
の
名
で
、
蝶

を
表
し
て
ゐ
た
。
蛇
よ
り
も
、
蝶
の
変
形
は
熱
帯
ほ
ど
激
し
か
つ
た
。
蝶
だ

と
思
う
て
ゐ
る
と
、
卵
の
内
に
こ
も
つ
て
し
ま
ひ
、
ま
た
毛
虫
に
な
つ
て
出
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て
来
る
。
此
が
第
二
の
卵
な
る
繭
に
籠
つ
て
出
て
来
る
と
、
見
替
す
美
し
さ

で
、
飛
行
自
在
の
力
を
得
て
来
る
。
だ
か
ら
卵
や
殻
・
繭
な
ど
が
神
聖
視
せ

ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

朝
鮮
で
は
、
鳥
の
卵
を
重
く
見
る
や
う
に
な
つ
て
ゐ
た
。
卵
か
ら
出
た
君
主

・
英
雄
の
話
が
あ
る
。
古
代
君
主
の
姓
か
ら
、
卵
か
ら
と
言
ふ
よ
り
瓠
か
ら

出
た
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
も
あ
る
。
日
本
で
は
朝
鮮
同
様
、
殻
其
他
の
容

れ
物
に
入
つ
て
、
他
界
か
ら
来
る
こ
と
に
な
つ
て
ゐ
る
。
他
界
と
他
生
物
と

の
違
ひ
で
あ
る
が
、
生
物
各
別
の
天
地
に
生
き
て
、
時
々
他
の
住
居
を
訪
ふ

も
の
と
見
て
ゐ
た
時
代
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
畢
竟
お
な
じ
事
に
な
る
の
だ
。

秦ハタ 

河  

勝 

カ
ハ
カ
ツ

の
壺
・
桃
太
郎
の
桃
・
瓜
子
姫
子

ウ
リ
コ
ヒ
メ
コ
の
瓜
な
ど
皆
、
水
に
よ
つ
て
漂

ひ
つ
い
た
事
に
な
つ
て
ゐ
る
。
だ
が
此
は
、
常
世
か
ら
来
た
神
の
事
を
も
含
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ん
で
あ
る
の
だ
。
瓢
・
う
つ
ぼ
舟
・
無
目
堅
間

マ
ナ
シ
カ
タ
マ
な
ど
に
入
つ
て
、
漂
ひ
行
く

神
の
話
に
分
れ
て
行
く
。
だ
か
ら
、
何
れ
、
行
か
ず
と
も
、
他
界
の
生
を
受

け
る
為
に
、
赫
耶
姫
は
竹
の 

節  

間 

ヨ
ノ
ナ
カ

に
籠
つ
て
ゐ
た
。
此
籠
つ
て
ゐ
る
、
異

形
身
を
受
け
る
間
の
生
活
の
記
憶
が
人
間
の
こ
も
り
・
い
み
と
な
つ
た
。
い

み
や
に
ひ
た
や
こ
も
り
す
る
こ
と
が
、
人
か
ら
身
を
受
け
る
道
と
考
へ
ら
れ

た
。
尚
厳
重
な
も
の
は
、
衾
に
裹
ま
れ
て
、
長
く
ゐ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

か
う
し
た
殻
皮
な
ど
の
間
に
ゐ
る
間
が
死
で
あ
つ
て
、
死
に
よ
つ
て
得
る
も

の
は
、
外
来
の
あ
る
力
で
あ
る
。
其
威
力
が
殻
の
中
の
屍
に
入
る
と
、
す
で

る
と
い
ふ
誕
生
様
式
を
と
つ
て
、
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
確
に
言
へ
ば
、

外
来
威
力
の
身
に
入
る
か
入
ら
ぬ
か
ゞ
境
で
あ
る
が
、
ま
づ
殻
を
も
つ
て
、

前
後
生
活
の
岐
れ
目
と
言
う
て
よ
い
。
だ
か
ら
別
殊
の
生
を
得
る
の
だ
。
一
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方
時
間
的
に
連
続
さ
せ
て
考
へ
る
様
に
な
る
と
、
よ
み
が
へ
り
と
考
へ
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
す
で
る
は
「
若
返
る
」
意
に
近
づ
く
前
に
「
よ
み
が
へ
る
」

意
が
あ
り
、
更
に
其
原
義
と
し
て
、
外
来
威
力
を
受
け
て
出
現
す
る
用
語
例

が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

大
国
主
は
形
か
ら
謂
へ
ば
、
七
度
ま
で
も
死
か
ら
蘇
つ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。

夜
見
の
国
で
は
、
恋
人
の
入
れ
智
慧
で
、
死
を
免
れ
て
ゐ
る
。
此
は
死
か
ら

外
来
威
力
の
附
加
を
得
た
こ
と
の
変
化
で
あ
ら
う
。
智
恵
も
一
つ
の
外
来
威

力
を
与
ふ
る
と
こ
ろ
だ
つ
た
の
で
あ
る
。

よ
み
が
へ
り
の
一
つ
前
の
用
語
例
が
、
す
で
る
の
第
一
義
で
、
日
本
の
「
を

つ
」
も
其
に
当
る
。
彼
方
か
ら
来
る
と
言
ふ
義
で
、
を
ち
の
動
詞
化
の
様
に

見
え
る
が
、
或
は
自
ら
す
る
を
を
つ
、
人
の
す
る
時
を
を
く
（
招
）
と
言
う
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た
の
か
。
さ
う
す
れ
ば
、
語
根
「
を
」
の
意
義
ま
で
溯
る
事
が
出
来
よ
う
。

を
ち
な
る
語
が
、
人
間
生
活
の
根
本
を
表
し
た
ら
し
い
例
は
、
を
ち
な
し
と

言
ふ
語
で
、
肝
魂
を
落
し
た
者
な
ど
を
意
味
す
る
。
柳
田
国
男
先
生
は
、
ま

な
な
る
外
来
魂
を
稜イ
威ツ
な
る
古
語
で
表
し
た
の
だ
と
言
は
れ
た
が
、
恐
ら
く

正
し
い
考
へ
で
あ
ら
う
。
い
つ
・
み
い
つ
・
い
つ
の
な
ど
使
ふ
の
は
、
天
子

及
び
神
の
行
為
・
意
志
の
威
力
を
感
じ
て
の
語
だ
。

ち
は
や
ぶ
る
の
語
原
は
「
い
ち
は
や
ぶ
る
」
で
あ
る
が
、
皇
威
の
畏
し
き
力

を
ふ
る
ま
ふ
事
に
な
る
。
此
を
う
ち
は
や
ぶ
る
と
も
言
う
て
ゐ
る
か
ら
、
を

ち
と
い
つ
・
い
ち
の
仮
名
遣
ひ
の
関
係
が
訣
る
。
引
い
て
は
、
神
の
憑
り
来

る
事
も
動
詞
化
し
て
い
つ
と
言
ひ
、
体
言
化
し
て
い
つ
か
し
・
い
ち
に
は
な

ど
言
ふ
様
に
な
つ
た
も
の
か
。
い
つ
は
、
後
世
み
た
ま
の
ふ
ゆ
な
ど
言
ひ
、
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古
く
は
を
ち
と
言
う
た
の
で
あ
ら
う
。
を
と
こ
・
を
と
め
な
ど
も
、
壮
夫
・

未
通
女
・
処
女
な
ど
古
く
か
ら
当
て
る
が
、
村
の
神
人
た
る
べ
き
資
格
あ
る

成
年
戒
を
受
け
た
頃
の
者
を
言
う
た
の
が
初
め
で
あ
ら
う
。

う
ず
め
と
言
ふ
職
は
、
鎮
魂
を
司
る
も
の
で
、
葬
式
に
も
う
ず
め
が
出
る
。

此
資
格
の
高
い
も
の
を
鈿
女
命
と
言
ふ
。
臼
女
で
は
な
い
。
恐ヲゾ
し
の
「
を
ぞ
」

と
言
ふ
が
、
や
は
り
仮
名
の
変
化
で
う
つ
め
・
を
つ
め
だ
と
思
ふ
。
魂
を

「
を
ち
ふ
ら
せ
る
」
役
で
あ
ら
う
。
出
現
す
る
意
か
ら
う
つ
・
う
つ
し
と
な

つ
て
、
現
実
的
な
事
を
言
ひ
、
う
つ
ゝ
な
ど
に
変
つ
た
こ
と
は
、
ま
さ
・
ま

さ
し
の
、
元
は
神
意
の
表
出
に
言
ふ
の
と
同
じ
い
。
を
と
こ
・
を
と
め
に
対

し
て
は
、
天
の
ま
す
ひ
と
が
あ
る
。
う
つ
る
・
う
つ
す
も
神
の
人
に
憑
つ
て

の
出
現
で
あ
り
、
う
ち
（
＞
氏
）
も
外
来
神
霊
を
血
族
伝
承
に
よ
つ
て
つ
ぐ
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こ
と
が
行
は
れ
て
か
ら
の
語
で
、
其
を
続
け
て
受
け
る
団
体
の
順
序
が
つ
ぎ

と
言
ふ
具
体
的
な
の
に
、
対
し
て
ゐ
る
。
物
部
の
八
十
氏
川
の
「
氏
」
も
、

実
は
氏
多
き
を
言
ふ
の
で
は
な
く
う
ち
を
多
く
持
つ
こ
と
で
あ
ら
う
か
。

血
族
の
総
体
を
一
貫
し
て
筋
と
言
ひ
、
其
義
か
ら
分
化
し
て
線
・
点
・
処
な

ど
に
用
ゐ
る
。
沖
縄
で
も
や
は
り
す
で
に
は
「
完
全
に
」
の
意
で
あ
る
。
す

つ
・
う
つ
・
う
つ
る
も
皆
「
を
は
る
」
の
意
か
ら
、
投
げ
出
す
の
義
に
な
つ

た
も
の
で
あ
る
。
す
だ
く
は
精
霊
な
ど
の
出
現
集
合
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

か
う
し
て
見
る
と
、
を
つ
・
い
つ
に
対
す
る
す
つ
が
あ
つ
た
様
で
あ
る
。
奥

津
棄
戸
の
す
た
へ
も
霊
牀
の
意
で
あ
ら
う
。
を
つ
・
い
つ
に
当
る
琉
球
の
古

語
「
す
ぢ
」
は
、
せ
ち
・
し
ち
な
ど
色
々
の
形
に
な
つ
て
ゐ
る
。
先
祖
な
ど

も
す
ぢ
と
言
う
た
様
で
あ
る
。
よ
く
見
る
と
、
神
の
義
が
あ
る
。
聞
得
大
君

チ
フ
イ
ヂ
ン
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御
殿
オ
ド
ン
の
三
御
前

ミ
オ
マ
ヘ

の
神
、
即
お
す
ぢ
の
お
前
・
金
の
御
お
す
ぢ
の
御
前
・
御
火

鉢
の
御
前
の
中
、
金
の
み
お
す
ぢ
は
、
米
と
共
に
来
た
霊
で
あ
つ
て
、
後
世

穀
神
に
祀
つ
た
。
お
す
ぢ
の
御
前
は
先
祖
の
神
と
解
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
王

朝
代
々
の
守
護
神
な
る
外
来
魂
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
五

私
は
、
す
ぢ
ぁ
と
い
ふ
「
人
間
」
の
義
の
琉
球
古
語
の
語
原
を
「
す
で
る
者
」

「
生
れ
る
者
（
あ
は
名
詞
語
尾
）
」
の
義
に
解
し
て
ゐ
た
が
、
抑
そ
も
そ
も此
解
釈
の

出
発
点
に
誤
解
の
あ
る
こ
と
を
悟
つ
た
。
す
で
る
者
は
即
、
外
来
魂
を
受
け

て
出
現
す
る
能
力
あ
る
も
の
ゝ
意
で
あ
る
。
だ
が
、
皆
此
語
の
用
例
は
特
殊
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で
あ
る
。
神
意
を
受
け
た
産
出
者
で
あ
る
。
選
ば
れ
た
人
で
あ
る
。
恐
ら
く

神
人
の
義
で
あ
る
こ
と
、
日
本
の
ひ
と
・
ま
す
ひ
と
（
ま
さ
）
と
同
じ
で
、

巫
女
の
古
詞
章
に
出
て
来
る
も
の
は
、
神
人
以
外
の
者
に
は
亘
ら
ぬ
か
ら
、

同
じ
古
詞
の
中
に
も
、
す
ぢ
ぁ
が
一
般
の
人
の
義
に
解
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
世

間
で
も
使
ふ
様
に
な
つ
た
の
だ
と
思
ふ
。
国
王
及
び
貴
人
の
家
族
は
皆
神
人

だ
か
ら
、
す
ぢ
ぁ
で
あ
る
。
す
ぢ
人
と
言
ふ
よ
り
は
、
す
ぢ
り
人
の
意
で
あ

る
。
す
ぢ
の
守
護
か
ら
力
を
生
じ
る
と
し
て
、
す
ぢ
を
言
は
ぬ
世
に
は
ま
ぶ

り
（
守
り
）
を
以
て
魂
を
現
し
た
。
体
外
の
魂
を
正
邪
に
係
ら
ず
も
の
と
言

ふ
様
に
な
つ
た
。

す
ぢ
ぁ
に
見
え
る
思
想
は
、
日
本
側
の
信
仰
を
助
け
と
し
て
見
る
と
、
「
よ

み
が
へ
る
も
の
」
で
も
訣
る
が
、
根
柢
は
違
ふ
。
一
家
系
を
先
祖
以
来
一
人
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格
と
見
て
、
其
が
常
に
休
息
の
後
ま
た
出
て
来
る
。
初
め
神
に
仕
へ
た
者
も
、

今
仕
へ
る
者
も
、
同
じ
人
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
た
の
だ
。
人
で
あ
つ
て
、
神

の
霊
に
憑
ら
れ
て
人
格
を
換
へ
て
、
霊
感
を
発
揮
し
得
る
者
と
言
ふ
の
で
、

神
人
は
尊
い
者
で
あ
つ
た
。
其
が
次
第
に
変
化
し
て
来
た
。
神
に
指
定
せ
ら

れ
た
後
は
、
あ
る
静
止
の
後
転
生
し
た
非
人
格
の
者
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
を

敷
衍
し
て
、
前
代
と
後
代
の
間
の
静
止
（
前
代
の
死
）
の
後
も
、
そ
れ
を
後

代
が
つ
ぐ
の
は
、
と
り
も
な
ほ
さ
ず
す
で
る
の
で
あ
つ
て
、
お
な
じ
資
格
で
、

お
な
じ
人
が
居
る
事
に
な
る
。

か
う
し
て
幾
代
を
経
て
も
、
死
に
依
つ
て
血
族
相
承
す
る
こ
と
を
交
替
と
考

へ
ず
、
同
一
人
の
休
止
・
禁
遏
生
活
の
状
態
と
考
へ
た
の
だ
。
死
に
対
す
る

物
忌
み
は
、
実
は
此
か
ら
出
た
の
で
、
古
代
信
仰
で
は
死
は
穢
れ
で
は
な
か
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つ
た
。
死
は
死
で
な
く
、
生
の
為
の
静
止
期
間
で
あ
つ
た
。
出
雲
国
造
家
の

伝
承
が
さ
う
で
あ
る
。
ほ
か
で
の
祓
へ
を
科
す
る
穢
れ
の
、
神
に
面
す
る
資

格
を
得
る
為
の
物
忌
み
で
あ
る
の
と
は
大
分
違
ふ
。
家
に
よ
り
地
方
に
よ
り
、

此
す
で
る
期
間
に
次
代
の
人
が
物
忌
み
の
生
活
を
す
る
。
休
止
が
二
つ
重
る

わ
け
で
あ
る
。
皇
室
の
は
此
だ
。
だ
か
ら
神
か
ら
見
れ
ば
、
一
系
の
人
は
皆

同
格
で
あ
る
。
日
本
の
天
子
が
日
の
神
・
御
祖
ミ
オ
ヤ
・
ひ
る
め
の
頃
か
ら
、
い
つ

も
血
族
的
に
は
に
ゝ
ぎ
の
命
と
同
格
の
す
め
み
ま
で
あ
り
、
信
仰
的
に
は
忍

穂
耳
命
同
様
日
の
御
子
で
あ
つ
た
。
琉
球
時
代
は
、
天
子
を
て
だ
て
と
言
う

た
。
太
陽
の
子
で
あ
る
。
後
に
太
陽
を
譬
喩
に
し
た
者
と
感
じ
て
、
太
陽
を

さ
へ
て
だ
て
と
言
う
た
。
日
の
御
子
で
あ
る
。

す
で
る
の
原
義
は
、
謂
は
ゞ
出
現
す
る
事
で
あ
つ
た
。
日
本
で
言
へ
ば
、
出
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現
の
意
の
あ
る
と
言
ふ
語
で
あ
る
。
或
は
い
づ
で
あ
る
。
す
ぢ
の
つ
く
動
作

を
言
ふ
語
で
、
即
、
母
胎
に
よ
ら
ぬ
誕
生
で
あ
る
。
あ
る
と
言
ふ
日
本
語
も
、

在
・
有
の
義
と
言
ふ
よ
り
は
、
す
で
る
義
が
あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
。
荒
・

現
・
顕
な
ど
の
内
容
が
あ
つ
た
。
あ
ら
人
神
な
ど
言
ふ
の
も
、
す
ぢ
ぁ
に
し

て
神
な
る
者
と
言
ふ
こ
と
で
、
君
主
の
事
で
あ
る
。
地
方
の
小
君
主
も
あ
ら

人
神
な
る
が
故
に
、
社
々
の
神
主
と
し
て
の
資
格
に
当
る
の
で
、
其
を
回
し

て
、
其
祀
る
神
に
も
言
う
た
。
併
し
古
文
の
用
例
と
し
て
は
、
神
主
を
神
な

る
も
の
と
し
て
言
う
た
と
見
る
方
が
よ
い
様
だ
。
あ
れ
（
幣
）
に
対
し
て
、

い
ち
・
う
た
（
歌
）
が
あ
り
、
い
つ
何
と
言
ふ
用
語
例
も
、
厳
橿
・
厳
さ
か

き
な
ど
に
な
る
と
、
神
出
現
の
木
と
言
ふ
義
を
持
つ
の
か
も
知
れ
ぬ
。
神
名

の
う
し
な
ど
も
う
ち
の
転
化
で
は
な
か
ら
う
か
。
日
本
の
最
古
い
神
名
語
尾
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む
ち
は
う
ち
で
あ
ら
う
（
お
ほ
な
む
ち
・
お
ほ
ひ
る
め
む
ち
・
ほ
む
ち
わ
け

な
ど
）
。  

皇    

睦    

神  

ス
メ
ラ
ガ
ム
ツ
カ
ム

ろ
ぎ
な
ど
言
ふ
睦ムツ
も
誤
解
で
、
い
つ
・
う
つ
で
神

の
義
か
、
い
つ
く
な
ど
に
近
い
義
か
。 

珍  

彦 

ウ
ヅ
ヒ
コ

な
ど
言
ふ
う
づ
の
何
も
い
つ

と
同
じ
だ
ら
う
。
ひ
こ
は
ひ
る
め
の
生
ん
だ
日
の
子
で
あ
り
、
天
子
の
日
の

み
子
と
区
別
し
た
の
で
あ
る
。

神
人
・
巫
女
な
ど
に
日
を
称
し
た
の
も
あ
る
。
に
ぎ
は
や
び
・
た
け
ひ
、
後

世
の
朝
日
・
照
日
な
ど
も
あ
る
。
ひ
と
の
と
も
、
刀ト
禰ネ
な
ど
の
と
で
、
神
の

配
下
の
家
の
意
で
あ
ら
う
か
。
神カミ
の
属
隷
の
義
だ
ら
う
。
神カミ
の
み
・
祇ツミ
（
つ

は
領
格
の
語
尾
）
の
み
な
ど
、
皆
精
霊
の
義
で
あ
ら
う
か
。
女
性
の
神
称
に

多
い
な
み
の
み
も
同
様
で
あ
る
。
な
は
の
で
、
領
格
の
語
尾
で
あ
る
こ
と
は
、

つ
と
同
じ
い
。
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む
ち
は
獣
類
の
名
と
な
つ
て
、
海ミ
豹チ
・
貉
な
ど
の
精
霊
に
、
つ
ち
は
蛇
・
雷

な
ど
の
名
と
な
つ
た
。
餅モチ
も
ひ
よ
つ
と
す
る
と
、
霊
代
に
な
る
も
の
だ
か
ら
、

む
ち
・
い
つ
・
う
つ
の
系
統
か
も
知
れ
ぬ
。
酒キ
・
饌ケ
な
ど
も
神
名
で
あ
ら
う
。

よ
な
ど
も
い
つ
と
関
係
が
あ
る
の
だ
ら
う
。
よ
る
・
よ
す
の
よ
で
、
善ヨ
で
あ

り
、
寿ヨ
で
あ
り
、
穀ヨ
で
あ
る
。
常
世
の
よ
も
或
は
此
か
も
知
れ
ぬ
。
よ
る
は

い
つ
に
対
す
る
再
語
根
で
あ
ら
う
か
。
少
し
横
路
に
外
れ
た
が
、
前
に
回
つ

て
、
を
る
・
を
つ
は
同
根
で
あ
ら
う
。
か
う
し
て
見
る
と
、
二
三
根
の
語
が

始
め
て
一
根
の
語
を
出
し
て
、
又
二
三
根
の
語
を
作
る
様
で
あ
る
。
い
つ
・

う
つ
・
す
つ
・
い
づ
・
あ
る
・
ま
す
な
ど
皆
同
系
の
語
で
あ
つ
た
ら
し
い
。

「
を
く
」
な
ど
も
、
を
つ
か
ら
出
た
逆
用
例
で
あ
ら
う
。
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六

さ
て
、
を
つ
は
ど
う
し
て
繰
り
返
す
意
を
持
つ
か
。
外
来
魂
が
来
る
毎
に
、

世
代
交
替
す
る
。
さ
う
し
て
何
の
印
象
も
な
く
、
初
め
に
出
直
す
と
見
て
ゐ

た
の
が
、
段
々
時
間
の
考
へ
を
容
れ
た
為
、
推
移
す
る
も
の
と
観
じ
て
来
た
。

出
雲
国
造
神
賀
詞
の
「 
彼  

方 
ヲ
チ
カ
タ

の
古
川
岸
、
此
方
の
古
川
岸
に
、
生
ひ
立
て

る
、 

若 

水 

沼 

ワ
カ
ミ
ヌ
マ

の
い
や
若
え
に
み
若
え
ま
し
、
濯スヽ
ぎ
振
る
を
ど
み
の
水
の
、

い
や
を
ち
に
み
を
ち
ま
し
…
…
」
な
ど
に
見
え
る
を
ち
か
た
と
言
ふ
語
に
は
、

寿
詞
を
通
じ
て
を
ち
霊
の
信
仰
が
見
え
る
。
わ
か
ゆ
と
を
つ
と
を
対
照
し
て

ゐ
る
の
は
、
同
義
類
語
と
考
へ
た
の
だ
。
わ
か
ゆ
は
「
わ
か
や
ぐ
」
の
語
原

で
、
若
々
し
く
な
る
義
だ
。
古
く
は
、
若
く
な
る
事
で
あ
つ
た
か
も
知
れ
ぬ
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が
、
此
辺
の
用
語
例
は
を
つ
と
同
じ
に
用
ゐ
て
あ
る
。
く
り
返
す
事
を
一
個

人
に
つ
い
て
謂
へ
ば
、
蘇
る
こ
と
で
あ
り
、
又
毎
年
正
月
に
其
年
の
く
り
返

し
す
る
事
に
も
言
ふ
。
さ
う
す
る
と
「
み
を
ち
ま
せ
」
は
若
返
り
の
事
を
意

味
す
る
の
だ
。

出
雲
国
造
は
親
任
の
時
二
度
、
中
臣
は
即
位
の
時
一
度
だ
け
で
あ
つ
た
が
、

氏
上
の
賀
正
事
に
な
る
と
毎
年
あ
つ
た
。
天
子
の
魂
の
を
つ
る
こ
と
を
祈
る

の
が
初
め
で
、
其
が
繰
り
返
す
こ
と
を
祈
る
の
で
あ
る
。
生
者
だ
か
ら
蘇
る

と
い
ふ
の
で
な
く
、
生
も
死
も
昔
は
魂
に
対
し
て
は
同
待
遇
だ
つ
た
の
だ
。

其
為
、
同
じ
語
も
生
者
に
対
し
て
は
「
く
り
返
す
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

此
が
時
代
の
進
む
に
連
れ
て
若
返
る
事
に
な
る
。
そ
し
て
其
霊
力
の
本
は
食

物
に
あ
つ
た
。
即
、
呪
言
の
ほ
を
捧
げ
る
の
で
あ
る
。

42若水の話



中
臣
天
神
寿
詞
に
は
、
天
つ
水
と
米
と
の
事
が
説
か
れ
て
あ
る
。
米
の
霊
と

水
の
魂
と
が
、
天
子
の
躬
に
入
る
の
で
あ
つ
た
。
此
が
を
つ
る
の
で
あ
り
、

若
返
る
意
に
な
る
。
誄
詞
に
用
ゐ
ら
れ
る
と
、
蘇
生
を
言
ふ
。
正
月
の
賀
正

事
に
も
、
氏
上
は
ほ
を
奉
つ
て
寿
す
る
。
氏
々
を
守
つ
た
此
ほ
の
外
来
魂
を
、

天
子
が
受
け
て
了
は
れ
る
の
で
あ
る
。
天
子
は
氏
々
の
上
に
事
実
上
立
た
れ

た
わ
け
だ
。

降
伏
の
初
め
の
誓
詞
も
、
此
寿
詞
で
あ
る
。
処
が
、
を
つ
と
言
ふ
語
が
、
段

々
健
康
を
ば
か
り
祝
ふ
様
に
な
つ
て
、
年
の
繰
り
返
し
を
言
ふ
の
を
忘
れ
て

行
つ
た
。
飯
食
に
臨
む
外
来
魂
を
と
り
入
れ
る
信
仰
か
ら
、
よ
る
べ
の
水
の

風
習
も
出
て
来
る
。
魂
と
水
と
の
関
係
で
あ
る
。
人
の
死
ん
だ
時
水
を
飲
ま

せ
る
の
も
、
此
霊
力
観
が
段
々
移
つ
て
行
つ
た
の
だ
。
死
屍
に
跨
つ
て
す
る
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起
死
法
も
水
の
な
い
寿
詞
だ
。
唯
身
分
下
の
人
の
為
に
す
る
方
式
だ
つ
た
の

だ
。

呑
む
水
の
信
仰
が
、
従
つ
て
洗
ふ
水
に
な
つ
た
。
初
春
の
日
に
は
、
常
世
か

ら
通
ず
る
す
で
水
が
来
る
。
首
里
朝
時
代
に
は
、
す
で
水
は
、
国
頭
の
極
北

辺ヘ
土ヅ
の
泉
ま
で
汲
み
に
行
つ
た
。
其
が
、
村
の
中
の
き
ま
つ
た
井
に
も
行
く

や
う
に
な
り
、
一
段
変
じ
て
家
々
の
水
で
す
ま
す
事
に
も
な
つ
た
。
此
が
日

本
の
若
水
で
、
原
義
は
忘
れ
ら
れ
て
、
唯
繰
り
返
す
ば
か
り
に
な
つ
た
。
家

長
或
は
き
ま
つ
た
人
が
汲
む
の
は
、
神
主
格
に
な
る
の
で
あ
る
。
又
、
若
水

を
喚
ぶ
式
も
あ
つ
た
。
常
世
の
国
か
ら
通
ふ
地
下
水
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
常

世
浪
は
皆
い
づ
れ
の
岸
に
も
寄
せ
て
、
海
の
村
の
人
の
浜
下
り
、
川
下
り
の

水
に
な
る
。
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但
、
神
が
若
水
を
齎
す
の
は
、
日
本
で
は
、
臣
に
な
つ
た
神
が
主
君
な
る
神

の
為
に
で
あ
つ
た
。
島
の
村
々
の
中
で
は
、
或
は
五
穀
の
種
の
外
に
、
清
き

水
を
も
齎
し
、
壺
の
ま
ゝ
漂
し
た
こ
と
も
あ
ら
う
。
沖
縄
の
島
で
は
、
穀
物

の
漂
著
と
共
に
、
「
う
き
み
ぞ
・
は
ひ
み
ぞ
」
の
由
来
を
説
い
て
ゐ
る
。
此

も
常
世
の
水
が
出
た
の
で
あ
る
。
人
が
呑
む
と
共
に
、
田
畠
も
其
に
よ
つ
て
、

新
し
い
力
を
持
つ
の
だ
。

す
で
る
こ
と
の
出
来
る
人
は
、
君
主
で
あ
つ
た
。
日
本
に
も
母
胎
か
ら
出
な

か
つ
た
神
は
沢
山
あ
つ
た
。
い
ざ
な
ぎ
の
命  

檍    

原  

ア
ハ
ギ
ハ
ラ

で
祓
へ
の
為
に
す
で

る
間
に
、
神
々
は
、
す
で
水
の
霊
力
で
生
れ
た
こ
と
に
な
る
。
永
い
寿
を
言

ふ
の
も
す
で
水
の
信
仰
か
ら
で
あ
る
。
昔
の
国
々
島
々
の
王
者
は
皆
命
が
長

か
つ
た
。
今
の
世
の
人
の
信
じ
な
い
年
数
だ
つ
た
。
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神
皇
正
統
記
の
神
代
巻
の
終
り
な
ど
を
教
へ
る
と
、
若
い
人
た
ち
は
笑
ふ
。

な
ま
い
き
な
の
は
、
人
皇
の
代
の
年
数
ま
で
も
其
伝
で
、
可
な
り
為
政
者
等

が
長
め
た
も
の
だ
ら
う
と
言
ふ
。
こ
ん
な
入
れ
智
慧
を
す
る
間
に
、
歴
史
学

研
究
の
方
々
は
も
一
度
す
で
水
で
顔
も
腸
も
洗
う
た
序
に
、
研
究
法
も
す
で

ら
せ
る
が
よ
い
。
日
本
人
に
は
、
そ
ん
な
寿
命
の
人
を
考
へ
る
原
因
が
あ
り
、

歴
史
が
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
同
じ
名
の
同
じ
人
格
の
同
じ
感
情
で
、
同
じ

為
事
を
何
百
年
も
続
け
て
ゐ
た
常
若
な
※
部
カ
ン
ダ
チ
メや
巫
女
が
、
幾
人
も
〳
〵
あ
つ

た
事
を
考
へ
て
見
る
が
よ
い
。
此
一
人
格
の
長
い
為
事
を
ば
小
さ
く
区
ぎ
つ

て
、
歴
史
的
の
個
々
の
人
格
に
割
り
あ
て
た
の
で
あ
る
。
そ
の
今
一
つ
前
は
、

千
年
で
あ
ら
う
が
、
ど
れ
だ
け
続
か
う
が
、
一
続
き
の
日
の
御
子
や
、
ま
へ

つ
ぎ
み
・
※
部
カ
ン
ダ
チ
メの
時
代
が
あ
つ
た
の
だ
。
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日
本
人
が
忘
れ
た
ま
ゝ
で
若
水
を
祝
ひ
、
島
の
人
々
が
ま
だ
片
な
り
に
由
緒

を
覚
え
て
す
で
水
を
使
う
て
ゐ
る
。
日
・
琉
双
方
の
初
春
の
若
水
其
は
、
つ

れ
／
″
＼
を
佗
ぶ
る
事
を
知
ら
ぬ
古
代
の
村
人
ど
も
が
、
春
か
ら
冬
ま
で
の

一
年
の
外
は
、
知
ら
ず
考
へ
ず
に
居
つ
た
時
代
か
ら
、
言
葉
を
換
へ
〳
〵
し

て
続
け
て
来
た
風
習
で
あ
る
。
考
へ
て
見
れ
ば
、
其
様
に
く
り
返
し
〳
〵
、

日
本
の
国
に
生
れ
た
者
は
日
本
国
民
の
名
で
、
永
く
お
の
が
生
命
を
託
す
る

時
代
の
事
だ
と
考
へ
て
来
も
し
、
行
き
も
す
る
の
だ
。
我
々
の
資
格
は
次
の

世
の
資
格
で
あ
る
。
人
の
村
や
国
或
は
版
図
に
対
し
て
は
、
そ
の
寿
詞
を
受

け
る
度
に
其
外
来
魂
を
と
り
入
れ
〳
〵
し
て
、
国
は
段
々
太
つ
て
来
た
。
長

い
伝
統
と
は
言
ふ
が
実
は
、
海
の
村
人
の
如
く
、
全
体
と
し
て
は
夢
の
一
生

を
積
み
〳
〵
し
て
来
た
結
果
で
あ
る
。
す
で
水
を
呑
む
の
は
、
選
ば
れ
た
人
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だ
け
だ
つ
た
。
其
に
も
係
ら
ず
、
人
々
は
皆
其
に
あ
や
か
ら
う
と
し
た
。
せ

め
て
は
自
家
の
井
戸
か
ら
で
も
、
一
掬
の
常
世
の
水
を
吊
ら
う
と
努
力
し
て

来
た
。
さ
う
し
て
家
や
村
に
は
、
と
も
か
く
こ
ん
な
人
が
充
ち
て
ゐ
た
の
だ
。

す
で
人
か
ら
の
あ
や
か
り
も
の
で
あ
る
。
此
機
会
に
「
お
め
で
た
ご
と
」
の

話
を
言
ひ
添
へ
て
置
か
う
。

　
　
　
　
　
七

下
品
な
語
だ
が
「
さ
ば
」
を
読
む
と
言
ふ
。
う
つ
か
り
と
此
話
に
も
「
さ
ば
」

を
読
ん
だ
と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
さ
ば
」
は
産サ
飯バ
で
、
魚
の
鯖
で
は
な
い
。
神

棚
に
上
げ
る
盛
り
飯
の
頭
を
は
ね
て
、
地
べ
た
な
ど
へ
散
し
た
り
す
る
。
頭
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だ
か
ら
「
あ
た
ま
を
は
ね
る
」
と
の
同
義
で
、
さ
ば
は
ね
を
加
へ
て
勘
定
す

る
事
で
あ
る
。
さ
ば
と
い
ふ
語
は
大
分
古
く
か
ら
あ
つ
た
と
見
え
、
尊
者
に

上
げ
る
食
物
を
通
じ
て
さ
ば
と
言
ふ
様
だ
。

春
の
初
め
と
盆
前
の
七
日
以
後
、
後
の
藪
入
り
の
前
型
だ
が
、
さ
ば
を
読
み

に
出
か
け
た
。
親
に
分
れ
て
住
む
者
は
、
親
の
居
る
処
へ
、
舅
・
姑
の
ゐ
る

里
へ
も
、
殊
に
親
分
・
親
方
の
家
へ
は
子
分
・
子
方
の
者
が
、
何
処
に
住
ま

う
が
遠
か
ら
う
が
、
わ
ざ
〳
〵
挨
拶
に
出
か
け
た
。
藪
入
り
の
丁
稚
・
小
女

ま
で
が
親
里
を
訪
れ
る
の
は
、
此
風
な
の
だ
。
だ
か
ら
日
は
替
つ
て
も
、
正

月
・
盆
の
十
六
日
に
な
つ
て
ゐ
る
。

閻
魔
堂
・
十
王
堂
・
地
蔵
堂
な
ど
へ
参
る
の
は
、
皆
が
魂
の
動
き
易
い
日
の

記
念
で
あ
つ
た
の
で
、
魂
を
預
か
る
人
々
の
前
に
挨
拶
に
出
か
け
た
の
だ
。
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此
は
自
分
の
魂
の
為
で
あ
ら
う
。
ま
た
家
へ
帰
る
の
は
、
蕪
村
が
言
う
た

「
君
見
ず
や
。
故
人
太
祇
の
句
。
藪
入
り
の
ね
る
や
一
人
の
親
の
そ
ば
」
。

さ
う
し
た
哀
を
新
に
す
る
為
に
立
ち
よ
る
の
で
は
な
か
っ
た
。
親
へ
の
挨
拶

よ
り
も
、
親
の
魂
へ
の
御
祝
儀
に
も
出
か
け
た
の
だ
。

「
お
め
で
た
う
」
は
お
正
月
の
専
用
語
に
な
つ
た
が
、
実
は
二
度
の
藪
入
り

に
、
子
と
名
の
つ
く
者
即
す
な
は
ち子
分
・
子
方
が
、
親
分
・
親
方
の
家
へ
出
て
言
う

た
語
な
の
で
あ
る
。
上
は
一
天
万
乗
の
天
子
も
、
上
皇
・
皇
太
后
の
内
に
到

ら
れ
た
。
公
家
・
武
家
・
庶
民
を
通
じ
て
、
常
々
目
上
と
頼
む
人
の
家
に

「
お
め
で
た
う
」
を
言
ひ
に
行
つ
た
な
ご
り
で
あ
る
。
「
お
め
で
た
く
お
は

し
ま
せ
」
の
意
で
、
御
同
慶
の
春
を
欣
ぶ
の
で
は
な
い
。
「
お
め
で
た
う
」

を
か
け
ら
れ
た
目
上
の
人
の
魂
は
、
其
に
か
ぶ
れ
て
め
で
た
く
な
る
の
だ
。
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此
が
奉
公
人
・
嫁
壻
の
藪
入
り
に
固
定
し
て
、
「
お
め
で
た
う
」
は
生
徒
に

か
け
ら
れ
る
と
、
先
生
か
ら
で
も
言
ふ
や
う
に
な
つ
て
了
う
た
。
此
は
間
違

ひ
で
、
昔
な
ら
大
変
で
あ
る
。
一
気
に
其
目
下
の
者
の
下
に
つ
く
誓
ひ
を
し

た
こ
と
に
な
る
。
盆
に
「
お
め
で
た
う
」
を
言
う
て
ゐ
る
地
方
は
、
あ
る
か

な
き
か
に
な
つ
た
。
で
も 

生  

盆 

イ
キ
ボ
ン

・ 

生 

御 

霊 

イ
キ
ミ
タ
マ

と
言
ふ
語
は
御
存
じ
で
あ
ら

う
。
聖
霊
迎
へ
の
盆
前
に
、
生
御
魂
を
鎮
め
に
行
く
の
で
あ
つ
た
。
室
町
頃

か
ら
は
「
お
め
で
た
ご
と
」
と
言
う
た
様
で
あ
る
か
ら
、
盆
で
も
「
お
め
で

た
う
」
を
唱
へ
た
の
で
あ
る
。
正
月
の
「
お
め
で
た
う
」
は
年
頭
の
祝
儀
と

し
て
、
本
義
は
忘
れ
ら
れ
、
盆
だ
け
は
変
な
風
習
と
し
て
行
は
れ
て
来
た
の

だ
。

此
日
可
な
り
古
く
か
ら
、
夏
の
最
中
サ
ナ
カ
に
き
ま
つ
て
塩
鯖
の
手
土
産
を
さ
げ
て
、
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親
・
親
方
の
家
へ
挨
拶
に
行
つ
た
。
背
の
青
い
魚
の
代
表
の
様
な
あ
の
魚
も
、

さ
ば
と
言
ふ
名
は
古
い
。
其
時
に
持
つ
て
行
く
物
を
さ
ば
と
言
う
た
か
ら
、

其
土
産
の
肴
ま
で
さ
ば
と
名
を
と
つ
た
と
は
言
は
れ
な
い
。
私
は
、
餅
も
粢
シ
ト
ギ

も
、
米
団
子
も
、
飯
を
握
つ
た
牡
丹
餅
も
持
つ
て
行
つ
た
で
あ
ら
う
が
、
皆

此
ら
は
初
穂
で
拵
へ
た
も
の
で
、
此
風
俗
の
あ
る
時
代
流
行
の
中
心
に
な
つ

た
地
方
の
人
々
の
間
で
、
す
ぐ
腐
る
餅
類
が
大
き
な
家
で
は
た
ま
つ
て
、
ど

う
に
も
な
ら
な
い
と
い
ふ
の
で
、
塩
物
で
も
、
生
腥
を
喜
ぶ
処
ら
し
く
、
塩

魚
を
持
ち
こ
ん
だ
の
が
、
段
々
風
を
な
す
と
言
ふ
風
に
な
つ
て
も
、
や
は
り

此
時
の
進
上
物
に
さ
ば
と
し
か
言
は
な
か
つ
た
。
其
で
「
さ
ば
と
言
ふ
の
に

赤
鰯
は
こ
れ
如
何
に
」
な
ど
ゝ
矛
盾
を
感
じ
出
し
て
、
塩
鯖
に
き
ま
つ
た
の

か
と
思
う
て
ゐ
る
。
子
分
・
子
方
を
沢
山
持
つ
た
豪
家
な
ど
で
は
、
塩
物
屋
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の
様
に
積
み
上
げ
ら
れ
た
事
で
あ
ら
う
。
「
今
年
も
相
変
り
ま
せ
ず
、
御
ひ

い
き
を
」
と
言
ふ
頼
み
は
後
の
事
で
、
古
く
は
、
今
年
も
あ
な
た
の
子
分
で

す
、
御
家
来
で
す
、
と
誓
ひ
に
行
つ
た
の
だ
。
其
が
目
下
の
人
の
、
齢
を
祝

福
す
る
詞
を
述
べ
る
事
で
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
お
め
で
た
う
」
な
ど
に

な
る
と
、
短
い
極
限
で
あ
る
が
、
其
固
定
に
到
る
ま
で
に
は
、
永
い
歴
史
が

あ
る
様
で
あ
る
。

こ
ゝ
ま
で
来
て
や
つ
と
、
前
の
天
皇
の
賀
正
事
や
神
賀
詞
・
天
神
寿
詞
の
話

に
続
く
こ
と
に
な
る
。
あ
ゝ
し
た
長
い
自
分
の
家
が
、
天
子
の
為
に
忠
勤
を

抽
づ
る
に
到
つ
た
昔
の
歴
史
を
述
べ
た
寿
詞
を
唱
へ
、
其
文
章
通
り
、
先
祖

の
し
た
通
り
自
分
も
、
皇
祖
の
お
受
け
に
な
つ
た
ま
ゝ
を
、
今
上
に
奉
仕
す

る
事
を
誓
ふ
の
で
あ
る
。
さ
う
し
て
其
続
き
に
、
そ
の
か
み
、
皇
祖
の
為
に
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奏
上
し
た
健
康
の
祝
辞
を
連
ね
唱
へ
て
、
陛
下
の
御
身
の
中
の
生
き
御
霊
に

聞
か
せ
る
の
で
あ
つ
た
。

此
風
が
何
時
ま
で
も
残
つ
て
ゐ
て
、
民
間
で
も
「
お
め
で
た
う
」
は
目
下
に

言
う
た
も
の
で
は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
「
を
ゝ
」
と
言
つ
て
、
顎
を
し
や

く
つ
て
居
れ
ば
済
ん
だ
の
だ
。

幾
ら
繁
文
縟
礼
の
、
生
活
改
善
の
と
叫
ん
で
も
、
口
の
下
か
ら
崩
れ
て
来
る

の
は
、
皆
が
や
は
り
や
め
た
く
な
い
か
ら
で
あ
ら
う
。
「
お
め
で
た
う
」
の

本
義
さ
へ
訣
ら
な
く
な
る
ま
で
崩
れ
て
居
て
も
、
永
い
と
だ
け
で
は
言
ひ
切

れ
ぬ
様
な
、
久
し
い
民
間
伝
承
な
る
が
故
に
、
容
易
に
ふ
り
捨
て
る
事
は
出

来
な
い
の
で
あ
る
。

54若水の話



　
　
　
　
　
八

町
人
ど
も
の
羽
ぶ
り
が
よ
く
な
る
時
代
に
な
つ
て
、
互
に
御
得
意
様
で
あ
り
、

ひ
い
き
を
受
け
合
う
て
ゐ
る
や
う
な
関
係
が
出
来
上
つ
て
来
た
。
職
人
歌
合

せ
や
絵
巻
の
類
の
盛
ん
に
出
て
ゐ
た
頃
は
、
保
護
者
階
級
と
供
給
者
の
地
位

と
は
、
は
つ
き
り
分
れ
て
ゐ
た
。
職
人
と
言
ふ
の
が
、
世
間
に
は
檀
那
ば
か

り
で
、
ど
ち
ら
向
い
て
も
頭
の
あ
が
ら
ぬ
業
態
で
、
他
人
の
為
の
生
産
や
労

働
ば
か
り
し
て
ゐ
た
人
々
な
の
で
あ
る
。
中
臣
祓
へ
ば
か
り
唱
へ
て
ゐ
る
様

な
下
級
の
神
主
・
陰
陽
師
、
棚
経
読
ん
で
歩
く
様
な
房
主
を
は
じ
め
、
今
言

ふ
諸
職
人
・
小
前
百
姓
・
猟
師
・
漁
人
な
ど
に
到
る
ま
で
、
多
く
は
土
地
に

固
定
し
た
基
礎
を
持
た
な
い
生
計
を
営
む
者
で
あ
る
。
上
古
の
部
曲
制
度
の
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変
形
を
し
た
も
の
で
、
檀
那
先
は
拡
つ
て
も
、
職
の
卑
し
さ
は
忘
れ
て
貰
は

れ
な
い
時
代
で
あ
つ
た
。

職
人
の
大
部
分
が
浄
化
せ
ら
れ
て
町
人
と
な
り
、
町
人
の
購
買
力
が
殖
え
て

来
て
、
お
互
ど
う
し
の
売
り
買
ひ
が
盛
ん
に
な
つ
た
。
ど
ち
ら
か
ら
も
お
得

意
で
あ
り
、
売
り
手
で
あ
る
と
言
ふ
様
に
な
る
と
、
需
要
供
給
関
係
が
、
目

上
目
下
を
定
め
て
居
た
時
代
の
な
ご
り
で
、
年
頭
の
「
お
め
で
た
う
」
は
、

両
方
か
ら
鉢
合
せ
を
す
る
様
に
な
る
。
か
う
し
て
廻
礼
先
が
む
や
み
に
殖
え

て
、
果
は
祝
福
の
う
け
手
・
か
け
手
の
秩
序
が
狂
う
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。

其
「
お
め
で
た
ご
と
」
を
ど
こ
か
し
こ
と
な
く
唱
へ
て
歩
い
た
一
団
の
職
人

が
あ
つ
た
。
謂
は
ゞ
祝
言
職
で
あ
る
。
此
と
て
も
元
は
、
一
つ
の
家
な
り
、

一
つ
の
社
寺
な
り
、
隷
し
て
ゐ
る
処
が
厳
重
に
き
ま
つ
て
居
た
の
だ
が
、
中
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に
は
条
件
つ
き
で
、
わ
ざ
〳
〵
さ
う
し
た
保
護
の
下
に
の
め
り
こ
ん
で
来
た

連
中
も
あ
つ
て
、
段
々
自
由
が
利
く
様
に
な
つ
て
行
つ
た
。
寺
か
ら
言
へ
ば

 

唱 

門 
師 

シ
ヨ
モ
ジ
ン

、
陰
陽
家
か
ら
言
へ
ば
千
秋
万
歳
、
社
に
も
つ
い
て
散
楽
者
、
む

や
み
に
受
持
ち
の
檀
那
場
を
多
く
し
た
。
あ
る
大
社
専
属
の
神
人
か
と
思
へ

ば
、
同
時
に
あ
る
大
寺
の
童
子
・
楽
人
と
言
ふ
様
な
の
が
多
か
つ
た
。
春
日

の
楽
人
で
ゐ
て
、
薬
師
寺
に
も
属
し
、
其
外
京
の
公
家
・
武
家
・
寺
方
ま
で

も
祝
言
に
行
く
。
祝
言
以
外
に
、
舞
も
狂
言
も
謡
も
謡
ふ
。

か
う
し
た
連
衆
の
中
、
う
ま
く
檀
那
に
と
り
入
つ
て
、
同
朋
か
ら
侍
分
に
と

り
立
て
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
が
、
さ
う
し
た
進
退
の
巧
に
出
来
な
か
つ
た
も

の
は
、
賤
の
賤
と
言
ふ
位
置
に
落
ち
て
了
う
た
。
此
階
級
か
ら
能
役
者
・
万

歳
太
夫
・
曲
舞
々
・
神
事
舞
太
夫
・
歌
舞
妓
役
者
な
ど
が
出
た
。
も
つ
と
気
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の
毒
な
の
は
、
と
て
も
浮
ぶ
瀬
の
な
か
つ
た
者
と
一
つ
に
せ
ら
れ
た
。
祝
シ
ユ
クな

ど
言
ふ
の
は
、
其
で
あ
る
。
「
祝
言
」
の
一
字
を
と
つ
て
称
へ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。
地
方
に
よ
つ
て
は
、
賤
民
階
級
の
部
立
て
や
解
釈
が
ま
ち
〳
〵
で
、

同
じ
名
の
賤
称
を
受
け
た
村
で
も
、
お
な
じ
種
類
の
職
人
村
ば
か
り
で
は
な

か
つ
た
。

だ
が
、
一
度
唱
へ
る
と
不
可
思
議
な
効
果
を
現
す
其
文
句
は
、
千
篇
一
律
で

あ
つ
た
。
後
に
は
色
々
の
工
風
く
ふ
う
が
積
ま
れ
て
、
段
々
に
、
変
つ
た
文
句
も
出

て
来
た
。
此
祝
言
が
段
々
遊
芸
化
し
、
追
つ
て
は
芸
術
化
す
る
始
め
で
あ
つ

て
、
喜
劇
的
な
も
の
は
可
な
り
古
く
か
ら
発
達
し
、
謡
な
ど
は
名
手
は
出
た

が
、
詞
章
の
精
選
が
、
最
遅
れ
た
。

千
篇
一
律
な
る
が
故
に
効
果
の
あ
つ
た
祝
言
は
、
古
い
寿
詞
の
筋
で
あ
つ
た
。
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後
世
の
祝
祭
文
の
様
に
当
季
々
々
の
妥
当
性
を
思
は
な
い
で
も
よ
か
つ
た
の

が
、
寿
詞
の
力
で
あ
つ
た
。
寿
詞
を
一
度
唱
へ
れ
ば
、
始
め
て
其
誓
を
発
言

し
た
と
伝
へ
る
神
の
威
力
が
、
其
当
時
と
同
じ
く
対
象
の
上
に
加
つ
て
来
る
。

其
対
象
に
な
つ
た
精
霊
ど
も
は
、
第
一
回
の
発
言
の
際
に
し
た
通
り
の
効
果

を
感
じ
、
服
従
を
誓
ふ
。
す
べ
て
が
昔
の
儘
に
な
る
。
此
効
果
を
強
め
る
為

に
、
其
寿
詞
の
実
演
を
「
わ
ざ
を
ぎ
」
と
し
て
演
じ
て
、
見
せ
し
め
に
し
た
。

文
句
は
過
去
を
言
ふ
部
分
が
多
く
加
り
変
つ
て
来
て
も
、
詞
章
の
元
来
の
威

力
と
副
演
出
の
わ
ざ
を
ぎ
と
で
、
一
挙
に
村
の
太
古
に
還
る
。
今
日
に
し
て

昔
で
あ
る
。
村
人
は
、
今
始
め
て
神
が
来
て
、
精
霊
に
与
へ
る
効
果
を
も
信

じ
た
の
で
あ
る
。
其
力
の
源
は
、
寿
詞
に
あ
る
。
寿
詞
は
、
物
事
を
更
に
す

る
。
更
は
、
く
り
返
す
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
は
新サラ
の
語
感
を
早
く
か
ら
持
つ
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て
ゐ
た
様
に
、
元
に
還
す
の
で
あ
る
と
言
ふ
よ
り
も
、
寿
詞
の
初
め
其
時
に

な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
は
さ
る
の
副
詞
形
で
あ
る
。
去
来
の
意
の
さ
る
は
、
向
う
か
ら
来
る
こ

と
で
あ
る
。
春
の
初
め
の
猿
楽
も
、
古
く
か
ら
行
は
れ
た
ら
う
と
思
ふ
が
、

さ
る
　
　
今
は
縁
起
を
嫌
ふ
　
　
が
を
つ
と
同
意
義
に
近
か
つ
た
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
猿
女
君
の
さ
る
も
、
昔
を
持
ち
来
す
巫
女
と
し
て
の
職
名
で
あ

つ
た
の
で
は
な
い
か
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
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口
信
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全
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」
中
央
公
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社
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版
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古
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篇
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。
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内
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日
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文
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：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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