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わ
れ
さ
へ
や
　
竟つひ
に
来
ざ
ら
む
。
と
し
月
の
い
や
さ
か
り
ゆ
く
　
お
く
つ
き
ど
こ
ろ

こ
と
し
は
寂
し
い
春
で
あ
っ
た
。
目
の
せ
い
か
、
桜
の
花
が
殊
に
潤うる
ん
で
見
え
た
。
ひ
き
続
い
て
は
出
遅

れ
た
若
葉
が
長
い
事
か
じ
け
色
を
し
て
い
た
。
畏
友
い
ゆ
う
島
木
赤
彦
を
、
湖
に
臨
む
山
墓
に
葬
っ
た
の
は
、
そ

う
し
た
木
々
に
掩おお
わ
れ
た
山
際
の
空
の
、
あ
か
る
く
澄
ん
だ
日
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
か
ら
「
下しも
の
諏
訪
」

へ
下
る
途みち
す
が
ら
、
ふ
さ
ぎ
の
虫
の
か
か
っ
て
来
る
の
を
、
却
し
り
ぞけ
か
ね
て
居
た
。
一
段
落
だ
。
は
な
や
か

で
あ
っ
た
万
葉
復
興
の
時
勢
が
、
こ
こ
に
来
て
向
き
を
換
え
る
の
で
は
な
い
か
。
赤
彦
の
死
は
、
次
の
気

運
の
促
し
に
な
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
い
や
寧
む
し
ろ、
そ
れ
の
暗
示
の
、
寂しず
か
な
姿
を
示
し
た
も
の
と
見
る

べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

私
は
歩
き
な
が
ら
、
瞬
間
歌
の
行
き
つ
い
た
涅
槃
那

ね
は
ん
な

の
姿
を
見
た
。
永
い
未
来
を
、
遥
か
に
予か
ね
て
言
お

う
と
す
る
の
は
、
知
れ
き
っ
た
必
滅
を
説
く
事
で
あ
る
。
唯
近
い
将
来
に
、
歌
が
ど
う
な
っ
て
行
こ
う
と

し
て
居
る
か
、
其
が
言
う
て
見
た
い
。
ま
ず
歌
壇
の
人
た
ち
の
中
で
、
憚
は
ば
かり
な
く
言
う
て
よ
い
こ
と
は
、

歌
は
こ
の
上
伸
び
よ
う
が
な
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
更
に
、
も
少
し
臆
面
な
い
私
見
を
申
し
上
げ
れ
ば
、

歌
は
既
に
滅
び
か
け
て
居
る
と
言
う
事
で
あ
る
。
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批
評
の
な
い
歌
壇

歌
を
望
み
な
い
方
へ
誘
う
力
は
、
私
だ
け
の
考
え
で
も
、
尠
す
く
なく
と
も
三
つ
は
あ
る
。
一
つ
は
、
歌
の
享う
け

た
命
数
に
限
り
が
あ
る
こ
と
。
二
つ
に
は
、
歌
よ
み
　
　
私
自
身
も
恥
し
な
が
ら
其
一
人
で
あ
り
、
こ
う

し
た
考
え
を
有
力
に
導
い
た
反
省
の
対
象
で
も
あ
る
　
　
が
、
人
間
の
出
来
て
居
な
過
ぎ
る
点
。
三
つ
に

は
、
真
の
意
味
の
批
評
の
一
向
出
て
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
三
番
目
の
理
由
か
ら
、
話
の
小
口
こ
ぐ
ち
を
ほ

ぐ
し
て
ゆ
く
。

歌
壇
に
唯
今
、
専
ら
行
わ
れ
て
居
る
、
あ
の
分
解
的
な
微
に
入
り
、
細
に
入
り
、
作
者
の
内
的
な
動
揺
を

洞
察
　
　
時
と
し
て
は
邪
推
さ
え
し
て
ま
で
、
丁
寧
心
切
を
極
め
て
居
る
批
評
は
、
批
評
と
認
め
な
い
の

か
と
い
き
ま
く
人
が
あ
ろ
う
。
私
は
誠
意
か
ら
申
し
あ
げ
る
。
「
そ
う
で
す
。
そ
ん
な
批
評
は
お
よ
し
な

さ
い
。
宗
匠
の 

添  

刪 

て
ん
さ
ん

の
態
度
か
ら
幾
ら
も
進
ま
な
い
そ
ん
な
処
に 

彽  

徊 

て
い
か
い

し
て
、
寂
し
い
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
。
勿
論
私
も
、
さ
び
し
く
て
為
方
が
な
い
の
で
す
。
」
居﹅
た﹅
け﹅
高﹅
な﹅
と
思
わ
れ
れ
ば
恥
し
い
が
、

此
だ
け
は
私
に
言
う
権
利
が
あ
る
。
実
は
あ
あ
し
た
最
初
の
流
行
の
俑よう
を
作
っ
た
の
は
、
私
自
身
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
、
と
言
う
自
覚
が
ど
う
し
て
も
、
今
一
度
正
し
い
批
評
を
発
生
さ
せ
ね
ば
申
し
訣わけ
の
な
い
気

に
な
ら
せ
る
の
で
あ
る
。  

海 

上 

胤 

平 

翁  

う
な
か
み
た
ね
ひ
ら
お
う

の
し
た
論
難
の
態
度
が
、
は
じ
め
て
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
に
、
私
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の
書
い
た
物
を
載
せ
て
貰
う
様
に
な
っ
た
時
分
の
、
い
き
ん
だ
、
思
い
あ
が
っ
た
心
持
ち
の
上
に
、
極
め

て
適
当
に
現
れ
て
居
た
こ
と
を
、
今
に
な
っ
て
反
省
す
る
。
歌
は
感
傷
家
程
度
で
挫
折
ざ
せ
つ
し
た
が
、
批
評
の

方
で
は
さ
す
が
と
思
わ
せ
た
故
中
山
雅
吉
君
が
、
当
時
唯
一
人
、
私
の
態
度
の
誤
り
を
指
摘
し
て
居
る
。

な
ん
の
、
そ
ん
な
事
言
う
の
が
、
既
に
概
念
論
だ
。
こ
れ
ほ
ど
、
実
証
的
な
や
り
口
が
あ
る
も
の
か
、
と

其
頃
も
っ
と
わ﹅
か﹅
ら﹅
ず﹅
や﹅
で
あ
っ
た
私
は
、
か
ま
わ
ず
、
そ
う
し
た 

啓  

蒙 

け
い
も
う

批
評
を
い
い
気
に
な
っ
て
続

け
て
居
た
。
今
世
間
に
行
わ
れ
て
居
る
批
評
の
径
路
を
考
え
て
見
る
と
、
申
し
訣
な
い
が
、
私
の
や
っ
た

行
き
な
り
次
第
の
分
解
批
評
が
、
大
分
煩
い
し
て
居
る
の
に
思
い
臻いた
っ
て
、
冷
汗
を
覚
え
る
。
此
が
歌
壇

の
進
歩
の
助
勢
に
な
っ
た
事
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
に
自
慢
の
出
来
る
事
か
と
思
う
と
残
念
だ
。
其
私
自
身

が
言
う
の
だ
か
ら
、
尠
く
と
も
、
此
方
面
に
関
し
て
だ
け
は
、
間
違
い
は
言
わ
な
い
筈
で
あ
る
。

難
後
拾
遺
集
・
難
千
載
集
以
後
歌
集
の
論
評
は
、
既
に
師
範
家
意
識
が
出
て
居
て
、 

対 

踵 

地 

た
い
し
ょ
う
ち
に
在
る
作

者
や
、
団
体
に
向
け
て
の
排
斥
運
動
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
私
に
も
、
そ
う
し
た
師
範
家
に
似
た
気
持
ち
が
、

全
然
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
の
が
恥
し
い
。
そ
の
如
何
に
も
批
評
ら
し
い
批
評
が
い
け
な
い
と
す
れ
ば
、

ど
ん
な
態
度
を
採
る
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
。

批
評
の
本
義
を
述
べ
立
て
る
の
は
、
こ
と
ご
と
し
い
様
で
、
気
お
く
れ
を
感
じ
る
が
、
他
の
文
学
に
そ
う

し
た
種
類
の
「
月
毎
評
判
記
」
め
い
た
も
の
が
行
わ
れ
て
居
る
か
ら
、
少
し
は
言
っ
て
も
さ
し
つ
か
え
の
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な
い
気
が
す
る
。
批
評
は
作
物
の
従
属
で
な
い
と
言
う
事
は
、
議
論
で
は
き
ま
っ
て
居
る
様
で
い
て
、
実

際
は
な
か
な
か
、
昔
な
が
ら
で
あ
る
。
作
家
が
批
評
家
を
見
く
だ
し
無
視
し
よ
う
と
す
る
気
位
は
、
ま
ず

あ
り
う
ち
の
正
し
く
な
い
態
度
で
あ
る
が
、
前
に
言
っ
た
「
月
毎
評
判
記
」
の
類
で
は
、
評
家
自
身
は
、

作
物
の
一
附
属
と
し
て
の
批
評
を
綴
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
ほ
ん
と
う
の
批
評
は
、
作
物

の
中
か
ら
作
家
の
個
性
を
と
お
し
て
に
じ
み
出
し
た
主
題
を
見
つ
け
る
処
に
あ
る
。
こ
の
主
題
も
、
近
代

劇
に
よ
く
扱
わ
れ
て
い
る
　
　
而
も
菊
池
寛
氏
が
、
其
を
極
め
て
む
き
出
し
な
方
法
で
示
し
て
い
る
　
　

様
な
の
を
言
う
と
す
る
人
々
に
同
じ
た
く
な
い
。
主
題
を
意
識
の
上
の
事
と
す
る
か
ら
、
そ
う
言
っ
た
作

物
と
な
っ
て
現
れ
も
し
、
読
者
た
ち
に
も
極
め
て
単
純
に
し
て
、 

聡  

明 

そ
う
め
い

な
る
に
似
た
印
象
を
与
え
る
の

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
主
題
と
言
う
も
の
は
、
人
生
及
び
個
々
の
生
命
の
事
に
絡
ん
で
、
主
と
し
て
作
家
の

気
分
に
の
し
か
か
っ
て
来
た
問
題
　
　
と
見
る
事
す
ら
作
家
の
意
識
に
は
な
い
事
が
多
い
　
　
な
の
で
あ

る
。
其
を
と
り
出
し
て
具
体
化
す
る
事
が
、
批
評
家
の
ほ
ん
と
う
の
為
事
し
ご
と
で
あ
る
。
さ
す
れ
ば
主
題
と
言

う
も
の
は
、
作
物
の
上
に
た
な
び
い
て
い
て
、
読
者
を
し
て
む
せ
っ
ぽ
く
、
息
苦
し
く
、
時
と
し
て
は
、

故
知
ら
ぬ
浮
れ
心
を
さ
え
誘
う
雲
気
う
ん
き
の
様
な
も
の
に
譬たと
え
る
事
も
出
来
る
。
そ
う
し
た 

揺  

曳 

よ
う
え
い

に
気
の
つ

く
事
も
、
批
評
家
で
な
く
て
は
出
来
ぬ
事
が
多
い
。
更
に
そ
の
雲
気
が
胸
を
圧おさ
え
る
の
は
、
ど
う
言
う
暗

示
を
受
け
た
か
ら
で
あ
る
か
を
洞
察
す
る
事
に
な
る
と
、
作
家
及
び
読
者
の
為
事
で
な
い
。
そ
う
し
た
人
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々
の
出
来
る
事
は
、
た
か
だ
か
近
代
劇
の
主
題
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
批
評
家
は
此
点
で
、
や
は
り
哲
学

者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
当
来
の
人
生
に
対
す
る
暗
示
や
、
生
命
に
絡
ん
だ
兆
し
が
、
作
家
の
気
分
に
融

け
込
ん
で
、
出
て
来
る
も
の
が
主
題
で
あ
る
。
其
を
又
、
意
識
の
上
の
事
に
移
し
、
其
主
題
を
解
説
し
て
、

人
間
及
び
世
界
の
次
の
「
動
き
」
を
促
す
の
が
、
ほ
ん
と
う
の
文
芸
批
評
な
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
狭
い
意
味
で
は
、
そ
の
将
来
の
方
角
を
見
出
し
て
、
作
家
の
個
性
を
充
し
て
行
け
る
様
に
導
い
て

行
く
の
が
批
評
家
の
為
事
で
あ
り
、
も
少
し
広
く
す
る
と
、
人
間
生
命
の
裏
打
ち
に
な
っ
て
い
る
性
格
の

発
生
を
、
更
に
自
由
に
、
速
や
か
な
ら
し
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
外
的
に
言
え
ば
人
間
生
活
の

上
の
事
情
を
、
違
っ
た
方
角
へ
導
い
て
、
新
し
い
世
の
中
を
現
じ
よ
う
と
す
る
目
的
を
持
っ
た
も
の
で
あ

る
こ
と
で
あ
る
。

小
説
・
戯
曲
の
類
が
、
人
生
の
新
主
題
を
齎
も
た
らし
て
来
る
様
な
向
き
に
は
、
詩
歌
は
本
質
の
上
か
ら
行
け
な

い
様
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
、
多
く
は
個
々
の
生
命
の
問
題
に
絡
ん
だ
暗
示
を
示
す
方
角
へ
行

く
様
で
あ
る
。
狭
く
し
て
深
い
生
命
の
新
し
い
兆
し
は
、
最
鋭
い
ま
な
ざ
し
で
、
自
分
の
生
命
を
見
つ
め

て
い
る
詩
人
の
感
得
を
述
べ
て
る
処
に
寓すま
っ
て
来
る
。
ど
の
家
の
井いど
で
も
深
け
れ
ば
深
い
程
、
竜
宮
の
水

を
吊
り
上
げ
る
事
の
出
来
る
様
な
も
の
で
あ
る
。
此
水
こ
そ
は
、
普
遍
化
の
期
待
に
湧
き
た
ぎ
っ
て
い
る

新
し
い
人
間
の
生
命
な
の
で
あ
る
。
叙
事
の
匂
い
の
つ
き
纏まと
っ
た
長
詩
形
か
ら
見
れ
ば
、
短
詩
形
の
作
物
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は
、
生
命
に
迫
る
事
に
は
、
一
層
の
得
手
を
持
っ
て
い
る
訣わけ
で
あ
る
。

　
　
　
短
詩
形
の
持
つ
主
題

俳
句
と
短
歌
と
で
見
る
と
、
俳
句
は
遠
心
的
で
あ
り
、
表
現
は
撒
叙
式
で
あ
る
。
作
家
の
態
度
と
し
て
は

叙
事
的
で
あ
っ
て
、
其
が
読
者
の
気
分
に
よ
る
調
和
を
、
目
的
と
し
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
短
歌
の

方
は
、
求
心
的
で
あ
り
、
集
注
式
の
表
現
を
採
っ
て
居
る
。
だ
か
ら
作
物
に
出
て
来
る
拍
子
は
、
し
な
や

か
で
い
て
弾
力
が
あ
る
。
読
者
が
、
自
分
の
気
持
ち
を
自
由
に
持
ち
出
す
事
は
、
正
し
い
鑑
賞
態
度
で
は

な
い
。
と
こ
ろ
が
芭
蕉
の
句
は
ま
だ
、
様
式
的
に
は
短
歌
か
ら
分
離
し
き
っ
て
居
な
い
。
そ
れ
は
、
き﹅
れ﹅

字﹅
の
効
果
の
、
ま
だ
後
の
俳
句
程
に
行
っ
て
居
な
い
点
か
ら
も
観
察
せ
ら
れ
る
。
芭
蕉
の
句
に
、
し﹅
お﹅
り﹅

の
多
い
の
も
、
此
か
ら
出
て
居
る
。
併
し
な
が
ら
元
々
、
不
離
不
即
を
理
想
に
し
た
連
俳
出
の
俳
句
が
、

本
質
の
上
に
求
心
的
な
動
き
を
欠
い
て
居
る
事
は
、
確
か
で
あ
る
。
此
点
に
於
て
、
短
歌
は
俳
句
よ
り
も
、

一
層
生
命
に
迫
っ
て
行
く
適
応
性
を
持
っ
て
居
る
こ
と
は
訣わか
る
で
あ
ろ
う
。
唯
、
明
治
・
大
正
の
新
短
歌

以
前
は
、
そ
の
発
生
の
因
縁
か
ら
し
て
、
か﹅
け﹅
あ﹅
い﹅
・ 

頓  
才 

と
ん
さ
い

問
答
・
あ
げ
足
と
り
・
感
情
誇
張
・
劇
的

表
出
を
採
る
癖
が
離
れ
き
ら
な
い
で
居
た
。
其
為
に
、
万
葉
集
以
後
は
、
平
安
末
・
鎌
倉
初
期
に
二
三
人
、
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玉
葉
・
風
雅
に
二
三
人
、
江
戸
に
入
っ
て
亦
四
五
人
、
此
位
の
纔わず
か
な
人
数
が
、
求
心
努
力
を
短
歌
の
上

に
試
み
た
き
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
点
か
ら
見
れ
ば
、
短
歌
の
匂
い
を
襲つ
い
で
、
而
も
釈
教
歌
か
ら
展
開

し
て
来
た
さ﹅
び﹅
を
、
凡
人
生
活
の
上
に
移
し
て
基
調
と
し
た
芭
蕉
の
出
た
所
以
ゆ
え
ん
も
、
納
得
が
ゆ
く
。
同
時

に
長
い
年
月
を
空
費
し
た
短
歌
か
ら
見
る
と
、
江
戸
の
俳
句
の
行
き
あ
し
は
遥
か
に
進
ん
で
居
る
。

而
も
俳
句
が
さ﹅
び﹅
を
芸
の
醍
醐
味

だ
い
ご
み

と
し
、
人
生
に
「
ほ
っ
と
し
た
」
味
を
寂
し
く  

哄    

笑  

こ
う
し
ょ
う

し
て
居
る
外

な
か
っ
た
間
に
、
短
歌
は
自
覚
し
て
来
て
、
値
う
ち
の
多
い
作
物
を
多
く
出
し
た
。
が
、
批
評
家
は
思
う

た
よ
う
に
は
現
れ
な
か
っ
た
。
個
性
の
内
の
拍
子
に
乗
っ
て
顕
あ
ら
われ
る
生
命
も
、
此
を
見
出
し
て
く
れ
る
人

が
な
い
間
は
、
一
種
の
技
工
と
し
て
、
意
識
せ
ら
れ
、
当
人
の
屡
し
ば
し
ば同
一
手
法
に
安
住
す
る
こ
と
は
勿
論
、

追
随
者
に
よ
っ
て
摸
倣
も
ほ
う
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
島
木
赤
彦
が
苦
し
ん
で
引
き
出
し
た
内
律
、
そ
う
し
て
更

に
其
に
伴
っ
て
出
た
生
命
は
、
一
片
の
技
工
に
化
し
て
了
っ
た
様
な
場
合
の
多
か
っ
た
事
を
思
う
。
茂
吉

さ
ん
の
見
出
し
た
新
生
命
は
、
其
知
識
を
愛
す
る
　
　
と
言
う
よ
り
、
知
識
化
し
よ
う
と
冀ねが
う
　
　
性
癖

か
ら
し
て
、
『
赤
光
』
時
代
に
は
概
念
と
な
り
、
谷
崎
潤
一
郎
の
前
型
と
現
れ
た
。

正
岡
子
規
に
戻
っ
て
見
る
。
こ
の
野
心
に
充
ち
た
気
分
か
ら
は
、
意
識
的
に
動
き
そ
う
に
見
え
な
が
ら
、

態
度
は
そ
の
反
対
に
、
極
め
て
関
心
の
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
平
明
な
日
常
語
を
標
準
と
し
た
表
現

と
、
内
容
と
し
て
の
若
干
の
「
と
ぼ
け
」
趣
味
が
、
彼
の
歌
を
新
詩
社
一
流
の
、
あ
つ
い
息
ざ
し
を
思
わ
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せ
る
も
の
と
は
懸
け
離
れ
た
、
淡
い
境
地
を
拓ひら
か
し
た
の
で
あ
る
。

芭
蕉
に
は
「
さ
び
」
の
意
識
が
あ
り
過
ぎ
て
、
概
念
に
過
ぎ
な
い
も
の
や
、
自
分
の
心
に
動
い
た
暗
示
を

具
体
化
し
損
じ
て
、
と
ん
で
も
な
い
見
当
違
い
の
発
想
を
し
た
も
の
さ
え
多
い
。
「
く
た
ぶ
れ
て
、
宿
か

る
頃
や
　
藤
の
花
」
な
ど
の
「
し
お
り
」
は
、
俳
句
に
は
じ
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
短
歌
の
引
き
継
ぎ
に

過
ぎ
な
い
。
で
も
「
さ
び
」
に
囚とら
わ
れ
な
い
で
、
あ
る
生
命
　
　
実
は
、
既
に
拓
か
れ
た
境
地
だ
が
　
　

を
見
よ
う
と
し
て
居
る
。
「
山
路
来
て
　
何
や
ら
、
ゆ
か
し
。
菫
す
み
れぐ
さ
」
。
こ
れ
な
ど
は
確
か
に
新
し
い

開
拓
で
あ
っ
た
。
「
何
や
ら
」
と
概
念
的
に
言
う
外
に
、
表
し
方
の
発
見
せ
ら
れ
な
か
っ
た
処
に
、
仄ほの
か

な
生
命
に
動
き
が
見
え
る
。
こ
れ
も
「
し
お
り
」
の
領
分
で
あ
る
。
歌
は
早
く
か
ら
「
し
お
り
」
に
は
長た

け
て
居
た
。
「
さ
び
」
は
芭
蕉
が
完
成
者
で
も
あ
り
、
批
評
家
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　
　
　
子
規
の
歌
の
暗
示

子
規
は
月
並
風
の
排
除
に
努
め
て
来
た
習
わ
し
か
ら
、
と
も
す
れ
ば
、
脚
を
と
る
泥
沼
な
る
「
さ
び
」
に

囚
わ
れ
ま
い
と
努
め
努
め
し
て
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
安
ら
か
な
言
語
情
調
の
上
に
、
「
し
お
り
」
を
持
ち

来
し
そ
う
に
な
っ
て
居
た
。
而
も
あ
れ
ほ
ど
、
「
口
ま
め
」
で
あ
っ
た
に
拘
か
か
わら
ず
、
其
が
「
何
や
ら
ゆ
か

10歌の円寂する時



し
」
の
程
度
に
止
っ
て
、
説
明
を
遂
げ
る
ま
で
に
、
批
評
家
職
能
を
伸
べ
な
い
う
ち
に
亡
く
な
っ
て
行
っ

た
。

　
　
て
い
ぶ
る
の
　
脚
高
づ
く
ゑ
と
り
か
く
み
、
緑
の
陰
に
　
茶
を
啜すす
る
夏

平
明
な
表
現
や
、
と
ぼ
け
た
顔
の
う
ち
に
、
何
か
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
空
虚
な
笑
い
を
ね
ら
っ

た
ば
か
り
と
見
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
尻
き
れ
と
ん
ぼ
う
の
「
し
お
り
」
の
欠
け
た
姿
が
、
久く
良ら
岐き
ら

の
「
へ
な
ぶ
り
」
の
出
発
点
を
つ
く
っ
た
こ
と
を
う
な
ず
か
せ
る
。

　
　
霜
ふ
せ
ぐ
　
菜
畠
の
葉
竹
　
早
立
て
ぬ
。
筑
波
嶺
お
ろ
し
　
雁がん
を
吹
く
こ
ろ

「
し
お
り
」
は
、
若
干
あ
る
が
、
俳
句
う
つ
し
の
配
合
と
季
題
趣
味
と
が
あ
り
剰あま
っ
て
居
る
。
殊
に
岡
麓

氏
の
伝
え
ら
れ
た
子
規
自
負
の
「
が
ん
」
と
言
う
訓よ
み
方
な
ど
も
、
平
明
主
義
と
共
に
、
俳
句
式
の
修
辞

で
あ
る
。
（
又
思
う
、
か﹅
り﹅
と
訓
む
と
、
一
味
の
哀
愁
が
漂
う
よ
う
な
処
の
あ
る
の
を
、
気
に
し
た
の
か

も
知
れ
な
い
。
）
何
に
し
て
も
、
此
歌
は
字
義
ど
お
り
の
写
生
の
出
発
点
を
見
せ
て
い
る
の
で
、
生
命
の

暗
示
な
ど
は
、
問
題
に
も
な
っ
て
居
な
い
の
だ
。

　
　
若
松
の
芽
だ
ち
の
葉
黄
み
ど
り
　
な
が
き
日
を
　
夕
か
た
ま
け
て
、
熱
い
で
に
け
り

本
質
的
に
見
た
短
歌
と
し
て
は
、
あ
る
点
ま
で
完
成
に
近
づ
い
た
も
の
と
言
え
よ
う
。
平
明
派
で
あ
り
、

日
常
語
感
を
重
ん
じ
る
作
家
と
し
て
の
子
規
で
あ
る
。
古
語
の
使
用
は
、
一
種
の
変
っ
た
味
い
の
為
の
加
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薬
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
用
語
の
上
の
享
楽
態
度
が
、
は
っ
き
り
見
え
て
居
る
の
だ
。
弟
子
の
左
千
夫
の
使

う
た
古
語
ほ
ど
も
、
内
的
に
は
生
き
て
居
な
い
。
人
生
の
「
む
せ
っ
ぽ
さ
」
を
紛
ま
ぎ
らす
為
の
「
ほ
っ
と
し
た
」

趣
味
な
の
で
あ
る
。
此
歌
の
如
き
は
、
主
観
融
合
の
境
に
入
っ
て
居
な
が
ら
、
序
歌
は
調
和
以
上
に
利
い

て
居
る
。
頓
才
さ
え
頭
を
出
し
て
居
る
で
は
な
い
か
。
「
夕
か
た
ま
け
て
…
…
」
も
内
律
と
調
和
せ
ぬ
ほ

ど
の
朗
ら
か
さ
と
張
り
と
が
あ
る
。
没
理
想
か
ら
受
け
た
弊
で
あ
ろ
う
。

　
　
瓶
に
さ
す
藤
の
花
ぶ
さ
　
短
か
け
れ
ば
、
畳
の
う
へ
に
　
と
ど
か
ざ
り
け
り

こ
の
歌
ま
で
来
る
と
、
新
生
命
の
兆
し
は
、
完
全
に
紙
の
上
に
移
さ
れ
て
居
る
。
根
岸
派
で
は
、
子
規
は

じ
め
門
流
一
同
進
む
べ
き
方
向
を
見
つ
け
た
気
の
し
た
こ
と
、
正
風
に
於
け
る
「
古
池
や
」
と
一
つ
事
情

に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
が
、
さ
て
其
を
具
体
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
了
っ
た
。
そ
の
引
き
続
き
と
し

て
、
此
歌
は
漠
然
た
る 

鑽  

仰 

さ
ん
こ
う

の
め﹅
ど﹅
に
立
っ
て
居
る
。
此
歌
と
は
比
較
に
も
な
ら
ぬ
、
と
ぼ
け
歌
や
英

雄
主
義
　
　
子
規
の
外
生
活
に
著
し
く
見
え
た
　
　
を
俤
お
も
か
げに
し
た
た﹅
か﹅
く﹅
く﹅
り﹅
の
歌
な
ど
の
「
は
て
な
の

茶
碗
」
式
な
信
仰
を
繋つな
い
で
居
る
類
と
、
一
つ
こ
と
に
讃たた
え
ら
れ
て
居
る
。
私
に
も
ま
だ
よ
く
は
此
歌
の

含
む
き
ざ
し
は
説
明
出
来
そ
う
も
な
い
が
、
一
つ
言
う
て
み
よ
う
。
畳
と
藤
の
花
ぶ
さ
の
距
離
に
注
意
が

集
っ
て
、
そ
こ
に
瞬
間
の
驚
異
に
似
て
、
も
っ
と
安
ら
か
な
気
分
に
誘
う
発
見
感
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
淡
い
哀
愁
な
ど
言
う
語
で
表
す
事
は
出
来
な
い
。
常
臥
と
こ
ぶ
し
の
身
の
、
臥
し
な
が
ら
見
る
幽かす
か
な
境
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地
で
あ
る
。
主
観
排
除
せ
ら
れ
て
、 

虚  

心  

坦  

懐 

き
ょ
し
ん
た
ん
か
い

の
気
分
に
ぽ
っ
か
り
浮
き
出
た
「
非
人
情
」
な
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
漱
石
の
非
人
情
論
は
、
主
旨
は
よ
く
て
説
明
の
あ
く
ど
い
為
に
、
論
理
が
は
ぐ
れ
て
了

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
結
局
藤
の
花
の
歌
は
、
こ
う
し
た
高
士
の
幽
情
と
は
違
っ
た
、
凡
人
の
感
得
出
来
る

「
か
そ
け
さ
」
の
味
い
を
詠
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

最
近
の
茂
吉
さ
ん
の
歌
に
、
良
寛
で
も
な
い
あ
る
一
つ
の
境
地
が
顕
あ
ら
われ
か
け
た
の
は
、
こ
れ
の
具
象
せ
ら

れ
て
来
た
の
で
は
な
い
か
と  

心    

愉  

こ
こ
ろ
た
の

し
ん
で
見
て
居
る
。
氏
は
用
語
に
於
い
て
、
子
規
よ
り
も
内
律
を

重
ん
じ
た
先
師
左
千
夫
の
気
質
を
承つ
い
で
、
更
に
古
語
に
よ
ら
な
け
れ
ば
表
さ
れ
な
い
程
の
気
魄
き
は
く
を
持
っ

て
居
る
。
赤
彦
の
創はじ
め
た
『
切
火
』
の
歌
風
は
、
創
作
家
の
新
感
覚
派
に
八
九
年
先
ん
じ
て
出
て
、
お
な

じ
手
法
で
進
も
う
と
す
る
技
工
本
位
の
運
動
で
あ
っ
た
。
其
が
、
赤
彦
の
嗜たし
む
古
典
の
が
っ
し
り
調
子
と

行
き
あ
っ
て
、
方
向
を
転
じ
て
了
う
た
が
、
『
氷
魚
』
の
末
か
ら
『
太
虗
集
』
へ
渉わた
る
歌
口
な
の
だ
。
そ

の
か
み
「
切
火
評
論
」
を
書
い
た
私
な
ど
は
、
此
方
角
を
赤
彦
の
為
に
示
す
だ
け
の
力
の
な
い
、
微
々
た

る
あ
げ
脚
と
り
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
義
理
に
も
、
批
評
の
な
い
歌
壇
を
慨
嘆
す
る
様
な
顔

も
出
来
る
所
で
は
な
い
の
だ
っ
た
が
。

文
芸
の
批
評
は
単
に
作
家
の
為
に
方
角
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、
我
々
の
生
命
に
深
さ
と
新
し
さ
と
を
抽ひ
き

出
し
て
来
ね
ば
な
ら
ぬ
。
そ
の
上
、
我
々
の
生
活
の
上
に
、
進
ん
だ
型
と
、
普
通
の
様
式
と
を
示
さ
ね
ば
、
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意
義
が
な
い
。
短
詩
形
が
、
人
生
に
与
あ
ず
かる
こ
と
の
少
い
こ
と
は
言
う
た
が
、
社
会
的
に
は
、
そ
う
言
う
て

も
確
か
な
様
で
あ
る
。
併
し
そ
の
影
響
が
深
く
個
性
に
沁し
み
入
っ
て
、
変
っ
た
内
生
活
を
拓ひら
く
こ
と
は
あ

る
。
芭
蕉
の
為
事
し
ご
と
の
大
き
い
の
は
、
正
風
に
触
れ
る
と
触
れ
ぬ
と
の
論
な
く
、
ほ
う
っ
と
し
た
笑
い
と
、

人
か
ら
離
れ
て
人
を
懐
し
む
ゆ
と
り
と
を
、
凡
人
生
活
の
上
に
寄
与
し
た
こ
と
に
あ
る
。

私
は
、
歌
壇
の
批
評
が
、
実
は
あ
ま
り
に
原
始
の
状
態
に
止
っ
て
居
る
の
を
恥
じ
る
。
も
っ
と
人
間
と
し

て
の
博ひろ
さ
と
、
祈
り
と
、
そ
う
し
て
美
し
い
好
し
み
が
あ
っ
て
よ
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
歌
人
の
生
活
態
度
か
ら
来
る
歌
の
塞
り

短
歌
の
前
途
を
絶
望
と
思
わ
せ
る
第
二
の
理
由
は
、
歌
人
が
人
間
と
し
て
苦
し
み
を
し
て
居
な
過
ぎ
る
こ

と
で
あ
る
。
謂い
わ
ば
、  

懐    

子  

ふ
と
こ
ろ
ご

或
は
上
田
秋
成
の
用
語
例
に
従
え
ば
、
「
ふ
と
こ
ろ
お
や
じ
」
で
あ
る

人
さ
え
多
す
ぎ
る
為
で
あ
る
。
も
っ
と
言
い
換
え
る
の
も
よ
い
か
も
知
れ
ぬ
。
生
み
の
苦
し
み
を
わ
り
あ

い
に
平
気
で
過
し
て
い
る
人
が
多
い
と
。
尤
も
っ
と
も、
お﹅
べ﹅
ん﹅
ち﹅
ゃ﹅
ら﹅
で
な
し
に
、
私
の
友
人
た
ち
は
勿
論
、
未

知
の
若
い
人
々
の
間
に
も
、
私
の
心
配
と
う
ら
は
ら
な
立
派
な
生
活
の
生
き
証
拠
と
し
て
の
歌
を
発
表
す

る
人
も
、
随
分
と
あ
る
。
併
し
概
し
て
、
作
物
の
短
い
形
で
あ
る
と
言
う
事
は
、
安
易
な
態
度
を
誘
い
易
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い
も
の
と
見
え
て
、
口
か
ら
出
任
せ
や
、
小
技
工
に
住
し
な
が
ら
、
あ
っ
ぱ
れ
辛
苦
の
固
り
と
言
っ
た
妄

覚
を
持
っ
て
居
る
人
が
多
い
。
口
か
ら
出
任
せ
も
、
吉
井
勇
さ
ん
の
様
な
の
は
、 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

悪
人
　
　
失
礼

だ
が
、
譬たと
え
が
　
　
成
仏
に
徹
す
る
望
み
は
十
分
に
あ
る
。
ふ
と
こ
ろ
子
・
ふ
と
こ
ろ
爺
の
生なま
述
懐
に
到

っ
て
は
、
し﹅
ろ﹅
う﹅
と﹅
本
位
で
あ
る
短
歌
の
、
昔
か
ら
の
風
習
が
呪
の
ろ
わし
く
さ
え
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

短
歌
は
、
成
立
の
最
初
か
ら
、
即
興
詩
で
あ
っ
た
。
其
が
今
に
お
き
、
多
く
の
作
家
の
心
を
、
わ
る
い
意

味
で
支
配
し
て
居
る
。
つ
ま
り
は
、
認
識
の
熟
せ
な
い
、
反
省
の
ゆ
き
届
か
な
い
も
の
を
ほ
う
り
出
す
と

こ
ろ
に
、
作
家
の
日
常
の
安
易
な
生
活
態
度
が
の
り
出
し
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
苦
し
む
こ
と

が
、
亡
き
赤
彦
の
所
謂 

鍛 
煉 
道 

た
ん
れ
ん
ど
う
の
本
義
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
そ
、
人
間
価
値
も
技
工
過
程
に
於
て
高

め
ら
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
そ
こ
ま
で
の
こ﹅
ら﹅
え﹅
じ﹅
ょ﹅
う﹅
の
な
い
の
が
、
今
の
世
の
歌
人
た

ち
の
心﹅
い﹅
き﹅
で
あ
る
。
そ
れ
は
鼻
唄
も
ど
き
の
歌
ば
か
り
作
っ
て
居
た
私
自
身
の
姿
を
解
剖
し
て
も
、
わ

か
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
表
現
の
苦
悩
を
積
む
ほ
か
に
、
唯
一
つ
の
違
っ
た
方
法
が
、
技
工
の
障
壁
を
突
破
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。

古
代
詩
に
著
し
く
現
れ
た
情
熱
で
あ
る
。
そ
の
激
し
い
律
動
が
、
表
現
の
段
階
を
一
挙
に
飛
躍
せ
し
め
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、 

澆  

季 

ぎ
ょ
う
き

芸
術
の
上
に
、
情
熱
の
古
代
的  

迸    

出  

へ
い
し
ゅ
つ

を
望
む
こ
と
は
出
来
な
い
。

我
々
の
内
生
活
を
咄
嗟
と
っ
さ
に
整
理
統
一
し
て
、
単
純
化
し
て
く
れ
る
感
激
を
待
ち
望
む
こ
と
が
出
来
な
い
と
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す
れ
ば
、
も
っ
と
深
い
反
省
、
静
か
な
観
照
か
ら
、
ひ
そ
か
な
内
律
を
ひ
き
出
す
様
に
す
る
事
が
、
更
に

歌
を
よ
く
し
、
人
間
と
し
て
の
深
み
を
加
え
る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
こ
こ
に
、
一
つ
考
え
ね
ば
な
ら

ぬ
事
は
、
我
々
の
祖
先
の
残
し
た
多
く
の
歌
謡
が
、
果
し
て
真
の
抒
情
詩
か
ど
う
か
、
と
言
う
事
に
な
る

と
、
尠
す
く
なく
と
も
私
だ
け
は
、
二
の
足
を
踏
ま
な
い
で
は
居
ら
れ
な
い
。
古
典
と
し
て
の
匂
い
が
光
被
し
て
、

鹸あく
や
、
脂
気
を
変
じ
て
、
人
に
迫
る
力
と
し
て
い
る
こ
と
も
、
否
ま
れ
な
い
。

　
　
巌
門
い
は
と
破わ
る
手た
力
も
が
も
。
嫋
た
わ
やき
女
を
み
なに
し
あ
れ
ば
、
す
べ
の
知
ら
な
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
手
持
女
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
巻
三
、
四
一
九
）

こ
れ
は
挽
歌
ば
ん
か
と
し
て
、
死
霊
を
和なご
め
る
為
の
誇
張
し
た
愛
情
で
あ
る
。

　
　
稲
つ
け
ば
、
皸かゝ
る
我
が
手
を
　
今
宵
も
か
　
殿
の
若
子
わ
く
ご
が
と
り
て
な
げ
か
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
巻
十
四
、
三
四
五
九
）

こ
れ
が 

婢  

奴 

め
や
っ
こ

の
独
語
と
す
れ
ば
、
果
し
て
誰
が
聞
き
伝
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
必
、
劇
的
誇
張
を

以
て
、
共
通
の
や
る
せ
な
さ
を
唆そそ
ろ
う
と
す
る
叙
事
詩
脈
の
物
の
断
篇
に
違
い
な
い
。
こ
う
し
た
古
代
の

歌
か
ら
、
我
々
が
正
し
く
見
る
こ
と
の
出
来
る
は
、
結
局
生
活
力
の
根
強
さ
だ
け
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
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万
葉
集
に
よ
る
文
芸
復
興

赤
彦
が
教
職
を
棄
て
て
上
京
し
て
以
来
の
辛
苦
は
、
誠
に
『
十
年
』
で
あ
る
。
而
も
其
間
に
、
酬むく
い
ら
れ

過
ぎ
る
ほ
ど
に
、
世
間
は
響
応
し
た
。
却
か
え
って
、
世
間
が
文
芸
復
興
に
似
た
気
運
に
向
い
て
い
た
処
だ
か
ら
、

「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
働
き
が
、
有
力
に
と
り
こ
ま
れ
た
も
の
、
と
見
る
方
が
正
し
い
の
か
も
知
れ
ぬ
。
子
規

以
来
の
努
力
は
、
万
葉
び
と
の
気
魄
き
は
く
を
、
今
の
心
に
生
か
そ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
「
ア

ラ
ラ
ギ
」
歌
風
が
　
　
新
詩
社
盛
時
に
は
、
我
ひ
と
共
に
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
程
に
　
　
世
間
に
と
り

容
れ
ら
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
た
。
時
勢
が
古
代
人
の
純
な
生
命
を
と
り
こ
も
う
と
し
、
又
多
少
、
そ
う
し

た
生
活
様
式
に
近
づ
い
て
来
て
い
た
か
ら
、
と
も
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
而
も
此
を
直
に
分
解
し
て
、

個
々
の
人
の
上
に
も
、
同
じ
事
情
を
見
よ
う
と
す
る
と
、
案
外
な
事
だ
ら
け
で
あ
る
。
な
る
程
世
間
は
張

っ
て
居
る
。
可
な
り
太
く
強
く
動
い
て
居
る
。
併
し
そ
の
影
響
か
ら
、
万
葉
の
気
魄
や
律
動
を
、
適
当
に

感
じ
、
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
様
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
短
歌
の
作
者
が
、
必
し
も
皆
強
く
生
き
て

居
る
も
の
と
は
、
き
め
ら
れ
な
い
。
事
実
、
流
行
化
し
た
文
芸
復
興
熱
に
ひ
き
ず
ら
れ
た
盲
動
に
過
ぎ
な

か
っ
た
こ
と
は
、
悲
観
す
る
外
は
な
い
。
だ
か
ら
、
一
両
年
此
方
、
段
々
あ
る
落
ち
つ
き
場
処
を
求
め
獲え

た
様
子
を
見
る
と
、
万
葉
の
外
殻
を
被かぶ
っ
て
、
叙
景
詩
に
行
き
止
っ
た
も
の
は
、
ま
だ
し
も
、
多
少
の
生
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き
た
気
魄
を
感
じ
る
こ
と
は
出
来
る
が
、
外
々
の
者
は
、
皆
一
列
に
な
ま
ぬ
る
い
拍
子
を
喜
ぶ
様
に
な
っ

て
、
甚
し
い
の
は
、
前
に
も
言
っ
た
新
古
今
あ
た
り
に
泥なず
み
寄
ろ
う
と
し
て
居
る
。
而
も
「
ア
ラ
ラ
ギ
」

自
身
す
ら
、
漸
よ
う
やく
其
拍
子
を
替
え
て
来
た
の
に
心
づ
か
な
い
人
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
が
、
世
間
に
は

存
外
、
『
十
年
』
一
冊
の
初
め
と
し﹅
ま﹅
い﹅
と
に
見
え
る
韻
律
の
変
化
に
気
づ
か
な
い
人
も
あ
る
様
で
あ
る
。

此
変
化
は
、
主
と
し
て
茂
吉
が
主
動
に
な
っ
て
居
る
様
で
あ
る
。
そ
の
洋
行
前
、
従
来
な
る
べ
く
避
け
た
、

所
謂
「
捨
て
や
」
な
る
助
辞
を
、
子
規
・
左
千
夫
の
歌
に
対
す
る
親
し
み
か
ら
、
極
め
て
す
な
お
に
と
り

こ
ん
で
い
た
。
ア
ラ
ラ
ギ
派
で
は
す
べ
て
の
人
が
、
新
し
い
発
想
法
を
見
出
し
て
貰
っ
た
程
の
喜
び
で
、

な﹅
ぞ﹅
っ﹅
て﹅
行
っ
た
。
茂
吉
帰
朝
後
、
作
る
歌
に
も
作
る
歌
に
も
、
す
べ
て
の
人
が
不
満
の
意
を
示
し
た
。

が
、
私
は
茂
吉
自
身
の
心
に
ひ
ら
め
く
暗
示
を
、
具
体
化
し
よ
う
と
し
て
あ
せ
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
、

時
と
し
て
は
、
其
が
大
分
明
ら
か
に
姿
を
見
せ
か
け
て
来
る
の
を
喜
び
眺
め
た
。
此
が
的
を
は
ず
れ
て

（
？
）
、
従
来
の
持
ち
味
及
び
、
子
規
流
の
「
と
ぼ
け
」
か
ら
す
る
、
変
態
趣
味
の
外
皮
を
破
っ
て
「
家

を
い
で
て
わ
が
来
し
時
に
、
渋
谷
川
（
？
）
卵
の
殻
が
流
れ
居
に
け
り
」
の
代
表
す
る
一
類
の
歌
と
な
っ

て
現
れ
た
。
其
後
、
茂
吉
は
長
い
万
葉
調
の
論
を
書
い
た
。  

畢    

竟  

ひ
っ
き
ょ
う

其
主
張
は
、
以
前
の
、
気
魄
強
さ

に
力
点
を
置
い
た
の
か
ら
、
転
化
し
て
来
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
恐
ら
く
内
容
の
単
純
化
か
ら
、

更
に
進
ん
で
気
分
の
斉
正
と
い
う
処
ま
で
出
て
来
た
と
言
わ
れ
よ
う
。
良
寛
か
ら
「
才
」
を
と
り
の
け
た
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様
な
物
を
、
築
き
上
げ
る
過
程
に
あ
る
ら
し
い
。
此
を
以
て
茂
吉
は
尚
、
万
葉
調
と
称
し
て
居
る
が
、
実

は
既
に
茂
吉
調
で
あ
っ
て
、
万
葉
の
八
・
十
、
或
は
十
七
・
十
八
・
十
九
・
二
十
な
ど
と
も
違
っ
た
よ
い

意
味
の 
後 

世 

風 
お
と
つ
よ
ぶ
り
で
あ
る
こ
と
は
、
疑
う
こ
と
の
出
来
ぬ
事
実
で
あ
る
。
私
は
世
間
の
万
葉
調
な
る
も
の

が
、
こ
う
し
た
新
し
い
調
子
に
出
て
、
陣
痛
期
を
脱
し
よ
う
と
す
る
の
か
と
考
え
て
い
る
。

尚
他
の
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
人
々
で
見
る
と
、
文
明
の
、
あ
の
歌
を
鴎
外
で
行
っ
た
よ
う
な
態
度
か
ら
、
更

に
違
っ
た
方
角
に
向
お
う
と
し
て
居
る
の
に
注
意
し
た
い
。
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
同
人
中
、
最
形
の
論
理
的
に

整
う
て
居
た
文
明
の
作
風
が
、
『
ふ
ゆ
く
さ
』
以
後
、
自
ら
語
の
正
確
さ
を
疑
い
出
し
た
も
の
か
、
此
ま

で
ど
お
り
明
確
・
端
正
を
保
っ
て
居
な
が
ら
、
あ
る
点
に
達
す
る
と
手
を
抜
く
、
と
言
う
様
な
手
法
を
発

見
し
た
様
で
あ
る
。
よ
い
計
画
だ
と
思
う
が
、
私
の
疑
念
を
抱
く
所
は
、
初
期
新
傾
向
の
俳
句
の
流
行
句

法
で
あ
っ
た
「
…
…
し
が
」
と
言
う
近
頃
は
じ
め
た
表
現
法
は
、
万
葉
の
「
…
…
し
か
ば
」
を
逆
に
行
っ

た
様
で
も
あ
り
、
又
堅
固
な
言
語
情
調
を
喜
び
過
ぎ
て
居
る
様
に
も
感
ぜ
ら
れ
る
。
と
も
か
く
も
、
こ
の

手
を
抜
く
手
法
か
ら
来
る
散
文
に
近
い
印
象
を
、
或
は
一
種
の
兆
し
と
誤
認
し
て
居
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
、
と
案
じ
て
い
る
。
茂
吉
風
・
文
明
風
が
、
今
後
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
上
で
、
著
し
い
違
い
目
を
見
せ
て

来
る
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
こ
う
し
て
懐
し
い
万
葉
ぶ
り
の
歌
風
は
過
ぎ
去
っ
て
、
竟つい
に
お
さ
ま
る
べ
き
処

に
お
さ
ま
る
事
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
、
万
葉
調
に
追
随
し
て
来
た
人
々
は
、
又
更
に
新
し
い
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調
子
の
跡
を
追
お
う
と
し
て
居
る
。

こ
の
以
外
に
も
、
「
日
光
」
そ
の
他
に
つ
い
て
述
べ
た
い
が
、
今
は
流
行
の
歌
風
に
つ
い
て
論
じ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
ま
だ
そ
の
中
心
た
る
地
位
を
保
っ
て
居
る
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
ば
か
り
を
、
め﹅
ど﹅
に
据
え
た
の
で

あ
る
。
思
え
ば
世
間
は
、
お
お
よ
そ
は
旗
ふ
る
人
の
手
さ
ば
き
の
ま
ま
で
あ
る
。
歌
の
上
に
於
て
、
我
々

を
喜
ば
し
た
文
芸
復
興
は
、
こ
れ
で
姑しば
ら
く
は
、
中
入
り
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
歌
人
の
享
楽
学
問

こ
の
様
に
考
え
て
来
る
と
、
信
頼
出
来
る
様
に
見
え
た
古
人
の
気
魄
き
は
く
再
現
の
努
力
も
、
一
般
の
歌
人
に
は
、

不
易
性
を
具そな
え
ぬ
流
行
と
し
て
過
ぎ
去
り
そ
う
で
あ
る
。
年
少
不
良
の
徒
の
歌
に
、
私
は
屡
し
ば
し
ば、
飛
び
あ
が

る
様
に
新
し
く
て
、
強
い
気
息
を
聴
い
て
、
密ひそ
か
に
羨
う
ら
やみ
喜
ん
だ
事
も
、
挙
げ
よ
と
な
ら
若
干
の
例
を
示

す
事
が
出
来
る
。
不
良
の
と
も
が
ら
も
、
其
生
命
を
寓ぐう
す
る
に
適
し
た
強
い
拍
子
に
値
う
て
、
胸
を
張
っ

て
い
た
の
だ
。
其
程
感
に
堪
え
た
万
葉
風
の
過
ぎ
去
る
の
は
、
返
す
返
す
も
惜
し
ま
れ
る
。
歌
壇
に
遊
ぶ

こ
う
し
た
年
少
不
良
で
、
享
楽
党
の
人
々
は
、
万
葉
ぶ
り
に
依
っ
て
こ
そ
、
正
し
い
表
現
法
を
見
出
す
こ

と
が
出
来
た
の
だ
。
其
が
今
後
、
段
々
気
魄
の
薄
い
歌
風
の
行
わ
れ
よ
う
と
す
る
時
勢
に
、
ど
う
言
う
歩
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み
を
と
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

私
の
今
一
つ
思
案
に
あ
ぐ
ね
て
居
る
の
は
、
歌
人
の
間
に
お
け
る
学
問
ば
や
り
の
傾
向
で
あ
る
。
此
は
一

見
頗
す
こ
ぶ
る結
構
な
事
に
似
て
、
実
は
困
っ
た
話
な
の
で
あ
る
。
文
学
の
絶
え
ざ
る
源
泉
は
古
典
で
あ
る
。
だ
か

ら
ど
ん
な
方
法
で
で
も
、
古
典
に
近
づ
く
事
は
、
文
学
者
と
し
て
は
わ
る
い
態
度
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、

其
も
、
断
片
知
識
の  

衒    

燿  

ひ
け
ら
か
し

や
、
随
筆
的
な
気
位
の
高
い
発
表
ば
か
り
が
多
い
の
で
は
困
る
。
唯
の
閑ひ

   

人 

ま
じ
ん
の
為
事
し
ご
と
な
ら
、
ど
う
で
も
よ
い
。
文
学
に
携
る
人
々
が
こ
れ
で
は
、
其
作
物
が
固
定
す
る
。
白
状
す

れ
ば
、
私
な
ど
も 

僭  
越 

せ
ん
え
つ

な
が
ら
其
発
頭
人
の
一
人
で
あ
る
。
作
物
の
上
に
長
く
煩
い
し
た
学
問
の
囚
と
ら
われ

か
ら
、
や
や
逃
げ
道
を
見
出
し
た
と
思
っ
て
、
私
の
ほ
っ
と
息
つ
く
時
に
、
若
い
人
々
の
此
態
度
を
見
る

の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
此
方
面
に
於
け
る
私
の
責
任
な
ど
は
、
極
々
軽
微
な
も
の
で
あ
る
。
が﹅
ら﹅
が
大

き
い
だ
け
に
影
響
も
大
き
か
っ
た
茂
吉
の
負
担
す
べ
き
も
の
は
、
実
に
重
い
。
童
馬
漫
語
類
の
与
え
た
影

響
は
、
よ
い
様
で
居
て
極
め
て
わ
る
い
も
の
で
あ
る
。
で
も
其
は
な﹅
ぞ﹅
る﹅
者
が
わ
る
い
の
で
、
茂
吉
の
せ

い
で
は
、
ほ
ん
と
う
の
処
は
な
い
の
で
あ
る
。

私
は
、
気
鋭
の
若
人
ど
も
の
間
に
行
き
渉わた
っ
て
居
る
一
種
の
固
定
し
た
気
持
ち
、
語
を
換
え
て
言
え
ば
、

宗
匠
風
な
態
度
に
、
ぞ
っ
と
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
人
々
の
試
み
る
短
歌
の
批
評
が
、
分
解
批
評
や
、

統
一
の
な
い 

啓  

蒙 

け
い
も
う

知
識
の
誇
示
以
上
に
出
な
い
の
は
、
尤
も
っ
と
もで
あ
る
。
私
は
そ
ん
な
中
か
ら
、
可
な
り
ほ
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ん
き
な
正
し
い
態
度
の
批
評
を
、
近
頃
聴
く
こ
と
が
出
来
て
、
久
し
ぶ
り
の
喜
び
を
感
じ
た
位
で
あ
る
。

寧むし
ろ、
素
朴
な
意
味
の
芸
術
批
評
で
も
試
み
れ
ば
よ
い
。
其
感
銘
を
、
認
識
不
熟
の
ま
ま
に
分
解
し
た
上
に
、

学
問
の
見﹅
て﹅
く﹅
れ﹅
が
伴
う
か
ら
い
け
な
い
の
だ
。
私
は
、
此
等
の
人
々
に
、
あ
る
期
間
先
輩
の
作
風
を
な

ぞ
っ
た
後
、
早
く
個
性
の
方
角
を
発
見
し
て
、
若
き
が
故
の
賚
た
ま
も
のな
る
鮮
や
か
な
感
覚
を
自
由
に
迸
ほ
と
ば
しら
そ
う
、

と
な
ぜ
努
め
な
い
の
か
、
と
言
い
た
い
。
併
し
、
此
は
無
理
か
も
知
れ
な
い
。
短
歌
の
天
寿
は
早
、
涅
槃
ね
は
ん

を
そ
こ
に
控
え
て
居
る
。
私
は
又
、
此
等
の
人
々
か
ら
、
印
象
批
評
で
も
よ
い
、
ど
う
ぞ
分
解
し
な
い
で
、

其
ま
ま
聞
か
し
て
貰
い
た
い
と
思
う
。
何
に
し
て
も
、
あ
ま
り
に
享
楽
者
が
多
い
。
短
詩
国
の
日
本
に
特

有
の
、
こ
う
し
た
「
読
者
の
な
い
文
学
」
と
言
っ
た
、
状
態
か
ら
脱
せ
な
い
間
は
、
清
く
厳
か
に
澄
み
き

っ
た
人
々
の
気
息
ま
で
も
、
寝
ぐ
さ
い
息
吹
き
が
濁
し
勝
ち
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
短
歌
の
宿
命

何
物
も
、
生
れ
落
ち
る
と
同
時
に
、
「
こ
と
ほ
ぎ
」
を
浴
び
る
と
共
に
、
「
の
ろ
い
」
を
負
っ
て
来
な
い

も
の
は
な
い
。
短
歌
は
、
ほ
ぼ
飛
鳥
あ
す
か
朝
の
末
に
発
生
し
た
。
其
が
完
成
せ
ら
れ
た
の
は
、
藤
原
の
都
の
事

と
思
わ
れ
る
。
一
体
、
日
本
の
歌
謡
は
、
出
発
点
は
享
楽
者
の
手
か
ら
で
は
な
か
っ
た
。 

呪  

言 

じ
ゅ
ご
ん

・ 

片  

か
た
う
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哥 た
・
叙
事
詩
の
三
系
統
の
神
言
が
、
専
門
家
の
口
頭
に
伝
承
せ
ら
れ
て
い
た
の
が
、
国
家
以
前
か
ら
の

状
態
で
あ
る
。
其
が
各
、
寿
詞
よ
ご
と
・
歌
垣
の 

唱  

和 

か
け
あ
い

・
新
叙
事
詩
な
ど
を
分
化
し
た
。
か﹅
け﹅
あ﹅
い﹅
歌
が
、
乞ほ

  

食 
者 

か
い
び
と

の
新
叙
事
詩
の
影
響
を
と
り
入
れ
て
行
く
中
に
、
し
ろ
う
と
の
口
に
も
、
類
型
風
の
発
想
が
く
り

返
さ
れ
る
事
に
な
っ
た
。
そ
う
し
て
其
が
民
謡
を
生
み
、
抒
情
詩
と 

醇  

化 

じ
ゅ
ん
か

し
て
行
っ
た
。
而
も
日
本
の

古
代
文
章
の
発
想
法
は
、  

囑    

目  

し
ょ
く
も
く

す
る
物
を
羅
列
し
て
語
を
つ
け
て
行
く
中
に
、
思
想
に
中
心
が
出
来

て
来
る
と
い
っ
た
風
の
も
の
で
あ
っ
た
為
、
外
界
の
事
象
と
内
界
と
が
、
常
に
交
渉
し
て
居
た
。
其
結
果

と
し
て
、
序
歌
が
出
来
、  
枕    

詞  
ま
く
ら
こ
と
ば
が
出
来
た
。
交
渉
の
緊
密
な
も
の
は
、
象
徴
的
な
修
辞
法
に
な
っ
た

場
合
も
あ
る
。
一
方 

外  

物  
託  
言 

が
い
ぶ
つ
た
く
げ
ん

が
叙
景
詩
を
分
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
関
係
か
ら
、
短
歌

に
は
叙
景
・
抒
情
の
融
合
し
た
姿
が
栄
え
た
。
万
葉
集
は
固もと
よ
り
、
以
後
益
隆さか
ん
に
な
っ
て
、
短
歌
に
於

け
る
理
想
的
な
形
さ
え
考
え
ら
れ
る
様
に
な
っ
た
。
（
日
本
に
於
け
る
叙
景
詩
の
発
生
は
、
雑
誌
「
太
陽
」

七
月
臨
時
増
刊
号
に
書
い
た
か
ら
、
こ
こ
に
は
輪
郭
だ
け
に
止
め
る
　
　
全
集
第
一
巻
　
　
。
）

と
こ
ろ
が
一
方
、
古
く
、
片
哥
と
旋
頭
歌

せ
ど
う
か

を
標
準
の
形
と
し
た
歌
垣
の
唱
和
が
、
一
変
し
て
短
歌
を
尊
ぶ

様
に
な
っ
て
、
こ
こ
に
短
歌
は
様
式
が
定
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
発
生
的
に
、
性
欲
恋
愛
の
気
分
を

離
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
奈
良
朝
に
な
っ
て
も
、
そ
う
し
た
意
味
の
贈
答
を
主
と
し
て
居
た
為
、
兄
妹

・
姉
妹
・ 

姑  

姪 

お
ば
お
い

の
相
聞
往
来
に
も
、
恋
愛
気
分
の
豊
か
な
も
の
を
含
め
た
短
歌
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
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其
引
き
続
き
と
し
て
、
平
安
朝
の
始
め
に
、
律
文
学
の
基
本
形
式
と
し
て
用
い
ら
れ
る
様
に
な
り
、
民
謡

か
ら
段
々
遠
く
な
っ
て
来
て
も
、
や
は
り
恋
愛
気
分
は
持
ち
続
け
ら
れ
た
。
そ
う
言
う
長
い
歴
史
が
、
短

歌
を
宿
命
的
に
抒
情
詩
と
し
た
。
だ
か
ら
、
抒
情
詩
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
な
く
と
も
、
抒
情
気
分
を

脱
却
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
此
例
か
ら
も
叙
景
・
抒
情
融
合
の
姿
の
説
明
は
つ
く
。
性
霊
を

写
す
と
言
う
処
ま
で
進
ん
だ
「
ア
ラ
ラ
ギ
」
の
写
生
説
も
、
此
短
歌
の
本
質
的
な
主
観 

纏  

綿 

て
ん
め
ん

の
事
情
に

基
く
と
こ
ろ
が
多
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
短
歌
と
近
代
詩
と

短
歌
は
、
万
葉
を
見
て
も
、
奈
良
の
盛
期
の
大
伴
旅
人
・
山
上
憶
良
あ
た
り
に
も
、
既
に
古
典
と
し
て
の

待
遇
を
受
け
て
い
る
。
旅
人
の
子
家
持
の
作
物
に
な
る
と
、
一
層
古
典
復
活
の
趣
き
が
著
し
く
見
え
る
。

其
点
か
ら
も
、
短
歌
に
於
け
る
抒
情
分
子
の
存
在
が
、
必
須
条
件
と
な
っ
て
居
た
理
由
を
考
え
る
こ
と
が

出
来
る
。
古
典
と
し
て
の
短
歌
は
、
恋
愛
気
分
が
約
束
と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

こ
う
言
う
本
質
を
持
っ
た
短
歌
は
、
叙
事
詩
と
し
て
は
、
極
め
て
不
都
合
な
条
件
を
具
え
て
居
る
訣わけ
だ
。

24歌の円寂する時



抒
情
に
帰
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
短
歌
を
、
叙
事
詩
に
展
開
さ
し
ょ
う
と
試
み
て
、
私
は
非
常
に
醜
い
作

物
を
作
り
作
り
し
た
。
そ
う
し
て
と
ど
の
つ
ま
り
、
短
歌
の
宿
命
に
思
い
臻いた
っ
た
。
私
は
自
分
の
あ
き
ら

め
を
以
て
、
人
に
も
強
い
る
の
で
は
な
い
。
石
川
啄
木
の
改
革
も
叙
事
の
側
に
進
ん
だ
の
は
、
悉
こ
と
ご
とく
失
敗

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
唯
啄
木
の
こ
と
は
、
自
然
主
義
の
唱
え
た
「
平
凡
」
に
注
意
を
蒐あつ
め
た
点
に
あ
る
。

彼
は
平
凡
と
し
て
見
逃
さ
れ
勝
ち
の
心
の
微
動
を
捉
え
て
、
抒
情
詩
の
上
に
一
領
域
を
拓ひら
い
た
の
で
あ
っ

た
。
併
し
其
も
窮
極
境
に
な
れ
ば
、
万
葉
人
に
も
、
平
安
歌
人
に
も
既
に
一
致
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
唯
、
新
様
式
の
生
活
を
と
り
入
れ
た
も
の
に
、
稍やや
新
鮮
味
が
見
え
る
ば
か
り
だ
。
そ
う
し
て
、
全

体
と
し
て
の
気
分
に
統
一
が
失
わ
れ
て
い
る
。
此
才
人
も
、
短
歌
の
本
質
を
出
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

古
典
な
る
が
故
に
、
稍
変
造
せ
ね
ば
、
新
時
代
の
生
活
は
と
り
容
れ
難
く
、
宿
命
的
に 

纏  

綿 

て
ん
め
ん

し
て
い
る

抒
情
の
匂
い
の
為
に
、
叙
事
詩
と
な
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
れ
で
は
短
歌
の
寿
命
も
知
れ
て
居
る
。
戯

曲
へ
の
歩
み
よ
り
が
、
恐
ら
く
近
代
の
詩
の
本
筋
で
あ
ろ
う
。
叙
事
詩
は
当
来
の
詩
の
本
流
と
な
る
べ
き

も
の
で
あ
る
。
此
点
に
持
つ
短
所
の
、
長
所
と
し
て
現
れ
て
い
る
短
歌
が
、
果
し
て
真
の
意
味
の
生
命
を

持
ち
続
け
る
で
あ
ろ
う
か
。
抒
情
詩
で
あ
る
短
歌
の
今
一
つ
の
欠
陥
は
、
理
論
を
含
む
事
が
出
来
な
い
事

だ
。
三
井
甲
之
は
、
既
に
久
し
く
之
を
試
み
て
、
い
ま
だ
に
此
点
で
は
、
為し
出で
か
さ
な
い
で
居
る
。
詩
歌
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と
し
て
概
念
を
嫌
わ
な
い
も
の
は
な
い
が
、
短
歌
は
、
亦
病
的
な
程
で
あ
る
。
概
念
的
叙
述
の
み
か
、
概

念
を
と
り
こ
ん
で
も
、
歌
の
微
妙
な
脈
絡
は
こ
わ
れ
勝
ち
な
の
で
あ
る
。
近
代
生
活
も
、
短
歌
と
し
て
の

匂
い
に
燻いぶ
し
て
後
、
は
じ
め
て
完
全
に
と
り
こ
ま
れ
、
理
論
の
絶
対
に
避
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
詩
形
が
、

更
に 

幾  
許 

い
く
ば
く

の
生
命
を
つ
ぐ
事
が
出
来
よ
う
。

　
　
　
口
語
歌
と
自
由
小
曲
と

青
山
霞
村
・
鳴
海
う
ら
は
る
其
他
の
歌
人
の
長
い
努
力
を
、
私
は
決
し
て
同
情
と
、
感
謝
な
く
は
眺
め
て

居
な
い
。
併
し
其
が
、
唯
の
同
時
代
人
と
し
て
の
好
し
み
か
ら
に
過
ぎ
な
い
程
、
此
側
の
人
々
の
努
力
は
、

詩
の
神
か
ら
酬むく
い
ら
れ
る
に
値
し
て
居
な
い
様
で
あ
る
。
私
の
こ
れ
ま
で
の
評
論
を
読
ん
で
下
さ
っ
た
人

々
に
は
、
自
ら
口
語
歌
の
試
み
が
、
恐
ら
く
何
時
ま
で
も
試
み
以
上
に
一
歩
も
進
め
ま
い
、
と
言
う
事
に

納
得
が
い
く
事
と
思
う
。
短
歌
の
本
質
に
逆
行
し
た
、
単
に
形
式
が
５
７
５
７
７
の
三
十
一
字
詩
形
で
あ

る
、
と
言
う
点
ば
か
り
の
一
致
を
持
っ
た
だ
け
の
口
語
歌
が
、
こ
れ
程
す
き
嫌
い
の
激
し
い
詩
形
の
中
に
、

割
り
こ
も
う
と
し
て
い
る
の
は
、
お
か
目
の
私
共
に
と
っ
て
は
、
あ
ま
り
に
前
の
見
え
透
い
た
寂
し
い
努

力
だ
と
思
わ
れ
る
。
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短
歌
が
古
典
で
あ
る
と
言
う
点
か
ら
出
て
来
る
、
尚
一
つ
の
論
理
は
、
口
語
歌
の
存
在
を
論
理
的
基
礎
の

な
い
も
の
に
し
て
了
う
で
あ
ろ
う
。
其
は
、
口
語
の
音
脚
並
び
に
其
の
統
合
律
が
、
５
７
を
基
本
と
す
る

短
歌
と
は
調
和
し
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
。
ど﹅
ど﹅
い﹅
つ﹅
の
様
な
芸
謡
の
形
式
が
、
何
の
為
に
派
生
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
文
学
上
の
形
式
と
し
て
固
定
の
ま
ま
守
ら
れ
て
来
た
短
歌
も
、
若も
し
民
謡
と
し
て
真
に

口
語
律
の
推
移
に
任
せ
て
置
い
た
と
し
た
ら
、
同
系
統
の
単
詩
形
な
る 

琉  

歌 

り
ゅ
う
か

同
様
の
形
に
な
っ
て
し
ま

っ
て
居
た
で
あ
ろ
う
。

友
人
伊
波
普
猷
氏
は
、
「
お
も
ろ
双
紙
」
の
中
に
、
短
歌
様
式
か
ら
琉
歌
様
式
に
展
開
し
た
痕あと
を
示
す
も

の
の
見
え
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
。
ど﹅
ど﹅
い﹅
つ﹅
の
古
い
形
と
も
見
る
べ
き
江
戸
初
期
の
な﹅
げ﹅
ぶ﹅
し﹅
や
室

町
時
代
の
閑
吟
集
の
小
唄
類
を
見
て
も
、
口
語
律
の
変
化
が
、
歌
謡
の
様
式
を
推
移
さ
せ
て
行
く
模
様
が

知
れ
る
。
言
語
を
基
礎
と
す
る
詩
歌
が
、
言
語
・
文
章
の
根
本
的
の
制
約
な
る
韻
律
を
無
視
し
て
よ
い
訣
わ
け

は
な
い
。

口
語
歌
は
、
一
つ
の
刺
戟
し
げ
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
永
遠
に
一
つ
の
様
式
と
し
て
、
存
在
の
価
値
を
主
張
す

る
こ
と
は
出
来
な
い
。
私
は
、
口
語
歌
の
進
む
べ
き
道
は
、
も
っ
と
外
に
在
る
と
思
う
。
自
由
な
音
律
に

任
せ
て
、
小
曲
の
形
を
採
る
の
が
ほ
ん
と
う
だ
と
思
う
。
而
も
短
歌
の
形
を
基
準
と
し
て
お
い
て
、
自
由

に
流
れ
る
拍
子
を
把
握
す
る
の
が
、 

肝  

腎 

か
ん
じ
ん

だ
と
考
え
る
。
将
来
の
小
曲
が
、
短
歌
に
則
の
っ
とる
べ
き
だ
と
言
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う
の
は
、
琉
歌
・
な﹅
げ﹅
ぶ﹅
し﹅
等
の
形
か
ら
見
て
も
見
当
が
つ
く
。
日
本
の
歌
謡
は
、
古
代
に
は
、
偶
数
句

並
列
で
あ
っ
た
も
の
が
、
飛
鳥
・
藤
原
に
於
て
、
奇
数
句
の
排
列
と
な
り
、
其
が
又
平
安
朝
に
入
っ
て
、

段
々
偶
数
句
並
列
に
な
っ
て
、
後
世
に
及
ん
だ
。
私
は
民
謡
と
し
て  

口    

誦  

こ
う
し
ょ
う

せ
ら
れ
た
短
歌
形
式
は
、

終
に
二
句
並
列
の
四
行
詩
に
な
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
で
試
み
に
、
音
数
も
短
歌
に
近
く
、
唯
自
由
を

旨
と
し
た
四
行
詩
を
作
っ
て
見
た
。
そ
う
し
て
そ
こ
に
、
短
歌
の
行
く
べ
き
道
が
あ
る
の
を
見
出
し
た
様

に
考
え
て
い
る
。

石
原
純
は
、
更
に
開
放
的
に
、
一
行
の
語
数
の
極
め
て
不
同
な
句
の
、
四
句
・
五
句
、
時
と
し
て
は
六
句

に
及
ぶ
詩
に
於
て
、
短
歌
の
次
の
形
を
発
生
さ
せ
よ
う
と
試
み
て
居
る
。
私
は
そ
の
点
に
於
て
、
臆
病
で

も
あ
り
、
古
典
に
準
拠
も
し
て
い
る
。
さ
て
、
純
な
ら
び
に
私
の
作
に
つ
い
て
感
じ
得
た
こ
と
は
、
口
語

律
が
、
真
の
生
き
た
命
の
ま
ま
に
用
い
ら
れ
る
喜
び
で
あ
る
。
其
か
ら
更
に
、
近
代
生
活
を
も
、
論
理
を

も
、
叙
事
味
の
勝
っ
た
気
分
に
乗
せ
て
出
す
こ
と
が
出
来
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
三
十
一
字
形
の
短
歌
は
、

お
お
よ
そ
は  

円    

寂  

え
ん
じ
ゃ
く

の
時
に
達
し
て
い
る
。
祖
先
以
来
の
久
し
い
生
活
の
伴
奏
者
を
失
う
前
に
、
我
々

は
出
来
る
だ
け
味
い
尽
し
て
置
き
た
い
。
或
は
残
る
か
も
知
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
は
、
芸
術
的
の
生
命

を
失
う
た
、
旧
派
の
短
歌
で
あ
ろ
う
。
私
ど
も
に
と
っ
て
は
、
忌
む
べ
き
寂
し
い
議
論
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
何
と
し
よ
う
。
是
非
が
な
い
。

28歌の円寂する時
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30歌の円寂する時
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