
〔
46
〕〈�「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ
」
―
第
三
の
冒
頭
歌
、「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
か
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
で
謡
わ
れ
た

と
想
定
さ
れ
る
オ
モ
ロ
―
〉

【
本
文
】
第
三
―
八
八

（
あ
お
り
や
へ
が
ふ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
お
り
や
へ
が
ふ
し

一
聞き

こ
ゑ得

大
君ぎ

み

ぎ
や
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
聞
得
大
君
が

　

お
ぼ
つ
吉ゑ

か日　

取と

り
よ
わ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
に
由
来
す
る
吉
日
を
お
取
り
に
な
り�������

　

首
里
杜も

り　

降お

れ
わ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

首
里
杜
に
降
臨
な
さ
っ
て�����������������

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
王
こ
そ
に
聞
得
大
君
が
寄
り
添
っ
て

　

お
ぼ
（
つ
世
わ
）　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ボ
ツ
の
豊
饒
を
奉
る
の
だ
〕

又
鳴と

よ響
む
精せ

だ
か
こ

高
子
が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
鳴
り
響
く
精
高
子
が

　

神か
ぐ
ら
ゑ
か

楽
吉
日　

取と

り
（
よ
わ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
楽
に
由
来
す
る
吉
日
を
お
取
り
に
な
り

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
選
詳
解
Ⅹ
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―
第
三
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冒
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君き

み
て
づ

手
擦
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ご
と
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謡
わ
れ
た
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第
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―
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よ
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し
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49
〕
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―
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○
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計
を
謡
う
オ
モ
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―

〔
50
〕
第
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―
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―
尚
巴
志
誕
生
を
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え
る
オ
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―

〔
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〕
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○
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モ
ロ
の
火
の
神
―
〉

島　

村　

幸　

一
（
一
）　



　

真ま
だ
ま
も
り

玉
杜
）　

降お

れ
わ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
玉
杜
に
降
臨
な
さ
っ
て

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
王
こ
そ
に
聞
得
大
君
が
寄
り
添
っ
て

　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
の
豊
饒
を
奉
る
の
だ
〕

又
か
い
撫な

で
大
こ
ろ
達た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
聞
得
大
君
に
慈
し
ま
れ
た
高
官
達
は

　

そ
の
い
し
や
う
ぎ　

実げ

に　

あ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
そ
の
い
し
や
う
ぎ
」（
未
詳
語
）
が
実
に
あ
っ
て

　

あ
た
襲お

そ

い
に　

依よ

り
降お

れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
君
々
は
）「
あ
た
襲
い
」（
未
詳
語
）
に
降
臨
し
て�

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
王
こ
そ
に
聞
得
大
君
が
寄
り
添
っ
て

　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
の
豊
饒
を
奉
る
の
だ
〕

又
げ
ら
ゑ
真ま

こ
ろ
達た　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
立
派
な
高
官
達
は

　

い
せ
誇ほ

こ

り　

だ
に　

あ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
ば
ら
し
い
喜
び
が
ま
こ
と
に
あ
っ
て

　

か
ら
襲お

そ

い
に　

憑つ

き
降お

れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
君
々
は
）「
か
ら
襲
い
」（
未
詳
語
）
に
降
臨
し
て

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
王
こ
そ
に
聞
得
大
君
が
寄
り
添
っ
て

　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
の
豊
饒
を
奉
る
の
だ
〕

又
年と

し　

三み
と
せ年　

い
ぐ
ま
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
三
年
振
り
の
祭
り
の
準
備
を
意
気
込
ん
で

　

と
声こ

ゑ　

間ま
ぢ
か近

さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
王
の
）
聖
な
る
声
が
間
近
で
あ
り

　

い
け
な
君ぎ

み　

降お

ろ
ち
ゑ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霊
力
を
充
実
さ
せ
た
君
を
オ
ボ
ツ
よ
り
降
臨
さ
せ
て

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
王
こ
そ
に
聞
得
大
君
が
寄
り
添
っ
て

　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
の
豊
饒
を
奉
る
の
だ
〕

又
吉ゑ

か日　

四よ
と
せ年　

さ
せ
わ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
四
年
振
り
の
良
き
日
の
準
備
を
さ
せ
な
さ
る

　

御
事　

真ま
は
や早

さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
王
の
）
御
命
令
が
早
く
も
あ
り

　

成な

り
子き

よ
か
み神　

降お

ろ
ち
ゑ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霊
力
を
充
実
さ
せ
た
成
り
子
を
オ
ボ
ツ
よ
り
降
臨
さ
せ
て

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
王
こ
そ
に
聞
得
大
君
が
寄
り
添
っ
て
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お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
の
豊
饒
を
奉
る
の
だ
〕

又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
赤
口
（
火
の
神
の
美
称
語
）
が
天
上
世
界
に
交
信
し
て

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
ぎ
や　

ゑ
り
ぢ
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

国
王
の
聖
な
る
言
葉
を

　

だ
り
ろ
て
　ゝ

さ
せ
わ
ち
ゑ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

実
に
と
い
っ
て
伝
え
な
さ
っ
て

　

按あ
ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
国
王
こ
そ
に
聞
得
大
君
が
寄
り
添
っ
て

　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
の
豊
饒
を
奉
る
の
だ
〕

【
鑑
賞
】

本
歌
は
第
三
の
冒
頭
に
位
置
す
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
本
歌
に
は
詞
書
き
が
な
い
が
、
本
歌
を
含
め
て
第
三
の
冒
頭
五
首
は
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
か
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
と

い
う
儀
礼
で
謡
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
三
は
、
こ
の
後
、
島
津
に
よ
る
琉
球
侵
攻
に
抗
す
る
オ
モ
ロ
が
排
列
さ
れ
て
い
る
。
第
三
の
冒
頭
に
排
列
さ
れ

て
い
る
オ
モ
ロ
は
、
琉
球
侵
攻
に
抗
う
国
王
の
霊
的
な
力
を
強
化
す
る
君
手
擦
り
の
神
事
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
っ
た
か
。

【
歌
形
】

「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ
」
と
い
う
反
復
部
が
各
節
に
全
て
記
載
さ
れ
て
い
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
対
句
は
二
節
に
跨

る
タ
イ
プ
の
歌
形
で
、
最
終
の
第
七
節
は
対
句
が
な
い
。　

【
語
釈
】

◇
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ　

こ
れ
が
本
歌
の
反
復
部
。
尚
家
本
は
「
お
ぼ
（
つ
世
わ
）」
の
「
つ
世
わ
」
が
欠
字
に

な
っ
て
い
る
。
仲
吉
本
か
ら
補
う
。
反
復
部
は
、
按
司
襲
い
（
国
王
）
こ
そ
に
君
（
聞
得
大
君
）
が
寄
り
添
っ
て
オ
ボ
ツ
の
世
（
豊
饒
）
を
奉
る
の
だ
の

意
。〈
添
わ
る
〉
は
増
し
加
わ
る
、
付
け
加
わ
る
意
。〈
添
う
〉
と
同
じ
。〈
添
え
る
〉
の
自
動
詞
。〈
添
え
る
〉
の
琉
球
語
は
「
ス
ィ
ー
ユ
ン
」（『
沖
縄
語
辞

典
』）。
用
例
は
、「
世　

添そ

わ
て
」
第
一
―
三
他
が
多
い
が
、「
せ
ぢ　

添そ

わ
て
」
第
十
一
―
六
一
四
他
、「
け
お　

添そ

わ
て
」
第
十
二
―
七
三
六
、「
し
ま　

添そ

わ
て
」
第
五
―
二
八
六
が
あ
る
ほ
か
に
、
本
例
に
近
い
「
偲し

の

び
倦あ

ぐ

み
ち
よ
に　

守ま
ぶ

る
神か

み　

添そ

わ
て　

守ま
ぶ

ら
れ
て　

通か
よ

い
」
第
十
三
―
八
六
二
（
偲
び
倦
み

『おもろさうし』選詳解Ⅹ

（
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）　



ち
よ
〈
人
名
〉
に
守
る
神
が
寄
り
添
っ
て
守
ら
れ
て
通
い
）
が
あ
る
。「
お
ぼ
つ
世
」
の
他
の
用
例
は
、
第
一
―
三
九
に
「
お
ぼ
つ
世
の　

真ま
だ
か高

さ　

神か
ぐ
ら楽

世
の　

真ま
だ
か高

さ
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、「
お
ぼ
つ
世
」
を
称
え
た
用
例
で
あ
る
。「
お
ぼ
つ
世
」
は
天
上
世
界
の
オ
ボ
ツ
に
由
来
す
る
世
（
豊
饒
、
霊
力
）。

「
み
お
や
せ
」
は
、『
混
効
験
集
』
に
「
主
上
に
捧
げ
る
物
を
云
也
」
と
あ
る
。
国
王
や
領
主
に
も
の
を
奉
る
こ
と
を
い
う
。
本
歌
で
は
、「
お
ぼ
つ
世
」
が

聞
得
大
君
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
、
こ
れ
が
国
王
に
捧
げ
ら
れ
る
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
王
は
霊
的
に
強
く
守
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

【
歌
形
】
で
も
述
べ
た
が
、
本
歌
は
こ
の
反
復
部
が
全
節
に
亘
っ
て
記
載
さ
れ
て
い
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
オ
モ
ロ
は
珍
し
い
。
オ
モ
ロ
は
基
本

的
に
同
じ
詞
章
で
あ
れ
ば
、
省
略
す
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
同
じ
詞
章
と
は
、
ま
ず
は
反
復
部
の
詞
章
で
あ
る
が
、
連
続
部
の
後
半
部
の
詞
章
も
前
節
と

同
じ
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
り
、
こ
れ
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
は
よ
く
あ
る
。

◆
聞き

こ
ゑ得

大
君ぎ

み

ぎ
や　
お
ぼ
つ
吉ゑ

か日　
取と

り
よ
わ
す　
首
里
杜も

り　
降お

れ
わ
ち
へ
／
鳴と

よ響
む
精せ

だ
か
こ

高
子
が　
神か

ぐ
ら
ゑ
か

楽
吉
日　
取と

り
よ
わ
す　
真ま

だ
ま
も
り

玉
杜　
降お

れ
わ
ち
へ　

尚
家
本
は
本
歌
冒
頭
の
「
ふ
し
名
」
か
ら
「
聞き

こ
ゑ得

大
君ぎ

み

ぎ
や
」
ま
で
の
一
行
が
欠
落
し
て
い
る
。
仲
吉
本
か
ら
補
う
。
本
歌
の
連
続
部
は
、
ほ
ぼ
二
十
七

音
ず
つ
の
対
句
に
な
っ
て
お
り
、
連
続
部
は
高
い
叙
述
性
を
持
つ
対
句
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
長
い
対
句
を
持
つ
連
続
部
が
あ
る
こ
と
が

オ
モ
ロ
の
特
徴
で
も
あ
る
。
特
に
、
君
手
擦
り
の
神
事
を
謡
う
オ
モ
ロ
は
こ
の
よ
う
な
タ
イ
プ
の
オ
モ
ロ
が
多
い
。
聞
得
大
君
・
精
高
子
が
オ
ボ
ツ
・

神
楽
に
由
来
す
る
「
吉ゑ

か日
」（
聖
な
る
日
、
聖
な
る
時
間
）
を
お
取
り
に
な
っ
て
首
里
杜
・
真
玉
杜
に
降
臨
さ
れ
て
の
意
。「
お
ぼ
つ
吉ゑ

か日
」
は
、
他
に

第
十
二
―
六
九
五
・
七
一
二
・
七
三
八
、
第
四
―
二
○
二
に
用
例
が
あ
る
（
他
は
、
こ
れ
ら
と
重
複
す
る
第
二
十
二
の
オ
モ
ロ
の
用
例
）。
こ
の
う
ち
、

六
九
五
・
七
三
八
が
君
手
擦
り
の
詞
書
き
が
あ
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
こ
と
は
、
注
目
さ
れ
る
。「
お
ぼ
つ
吉ゑ

か日
」
は
、
七
三
八
の
「
神か

ぐ
ら楽

き
ら
」
を
除
い
て
、
本

歌
と
同
様
「
神か

ぐ
ら楽

吉ゑ

か日
」
が
対
句
で
あ
る
。
し
か
も
、「
取と

り
よ
わ
ち
へ
」
が
続
く
。「
お
ぼ
つ
吉ゑ

か日
」
は
、
反
復
部
の
「
お
ぼ
つ
世
」
と
呼
応
し
て
い
る
。
こ

の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
本
歌
は
オ
ボ
ツ
世
界
を
「
首
里
杜も

り

／
真ま

だ
ま
も
り

玉
杜
」
に
降
ろ
し
、
そ
こ
で
再
現
す
る
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
取と

り
よ
わ
す
」

は
、
本
例
の
み
。
一
般
的
に
は
「
と
り
よ
わ
ち
へ
」。『
辞
典
』
は
、「「
と
り
よ
わ
ち
へ
す
（
取
り
給
い
て
ぞ
）」
の
「
ち
へ
」
が
脱
落
し
た
形
で
あ
ろ
う
」
と

し
て
い
る
。「
す
」
は
係
助
詞
と
い
う
理
解
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
結
び
の
動
詞
は
「
降お

れ
わ
ち
へ
」
で
あ
り
結
ん
で
い
な
い
。
あ
る
い
は
、
形

式
名
詞
の
「
す
」
が
あ
り
、
用
例
の
中
に
第
十
七
―
一
一
八
七
「
み
ち
や
す
」（
見
た
る
す
〈
者
〉）
が
あ
る
。
こ
れ
と
同
じ
と
考
え
れ
ば
、「
取と

り
よ
わ
す
」

を
お
取
り
に
な
る
者
（「
取と

り
よ
わ
る
す
」）
と
い
う
理
解
も
で
き
る
か
。
た
だ
し
、
こ
れ
で
あ
る
と
不
自
然
な
解
釈
に
な
る
。『
辞
典
』
の
解
釈
に
従
う
。

◆
か
い
撫な

で
大
こ
ろ
達た　
そ
の
い
し
や
う
ぎ　
実げ

に　
あ
て　
あ
た
襲お

そ
い
に　
依よ

り
降お

れ
て
／
げ
ら
ゑ
真ま

こ
ろ
達た　
い
せ
誇ほ

こ
り　
だ
に　
あ
て　
か
ら
襲お

そ
い
に　

憑つ

き
降お

れ
て　
「
か
い
撫な

で
大
こ
ろ
達た

／
げ
ら
ゑ
真ま

こ
ろ
達た

」
の
対
句
は
本
歌
の
み
だ
が
、「
げ
ら
へ
大
こ
ろ
達た

／
か
い
撫な

で
真ま

こ
ろ
（
子こ

）
達た

」
の
対
句
は
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第
三
―
九
三
・
一
○
八
、
第
十
二
―
七
二
七
に
あ
る
。「
大
こ
ろ
達た

」
の
対
語
は
、「
真ま

こ
ろ
達た

」
の
ほ
か
に
第
一
―
三
五
他
「
も
り
あ
へ
子こ

達た

」
が
あ
り
、

こ
れ
が
多
い
。
ま
た
、
第
一
―
三
六
他
「
こ
ろ
〳
〵
」
と
の
対
語
も
あ
る
。『
混
効
験
集
』
は
「
大
ご
ろ
」
を
「
男
の
事
か
」
と
し
、
池
宮
正
治
は
こ
れ
を

「
男
を
褒
め
た
言
い
方
」（『
混
効
験
集
の
研
究
』）
と
し
て
い
る
。
聞
書
は
「
大
男
也
」
等
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
聞
書
は
「
こ
ろ
」
を
「
男
也
」
と
し
て
い

る
。『
久
米
仲
里
旧
記
』
の
オ
タ
カ
ベ
で
も
、「
大
こ
ろ
」
は
「
ひ
や
」（
村
落
の
旧
家
の
当
主
、
根
人
）
を
い
う
語
と
し
て
あ
り
、
村
落
の
神
女
ノ
ロ
を
褒

め
た
語
「
親
の
ろ
」
と
対
応
し
た
語
で
あ
る（

注
１
）。

第
一
―
三
六
の
「
首
里
杜も

り

大
こ
ろ
達た

／
御み

し
ま
か
ず

島
数
こ
ろ
〳
〵
」、
三
七
の
「
げ
ら
へ
大
こ
ろ
達た　

算さ
に
し知

ら
ん
こ

ろ
〳
〵
」
と
い
う
用
例
は
、
一
定
の
限
ら
れ
た
高
位
の
官
人
を
い
う
「
大
こ
ろ
達た

」
に
対
し
、「
こ
ろ
〳
〵
」
は
数
多
の
低
位
の
官
人
を
い
う
語
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。「
大
こ
ろ
」
は
男
性
高
官
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
か
い
撫な

で
」
の
〈
撫
づ
〉
は
『
沖
縄
語
辞
典
』「
ナ
デ
ィ
ユ
ン　

な
で
る
。
手

の
ひ
ら
で
な
で
る
」
だ
が
、「
ナ
デ
ィ
ス
ダ
テ
ィ　

撫
育
。
愛
育
。
か
わ
い
が
っ
て
育
て
る
こ
と
」
が
あ
り
、「
撫な

で
」
は
か
わ
い
が
る
、
慈
し
む
意
だ
と
考

え
ら
れ
る
。
音
便
化
が
確
認
で
き
な
い
の
で
、「
か
い
」
は
「
掻
き
」
が
変
化
し
た
「
掻
い
」（『
辞
典
』）
で
は
な
く
、『
沖
縄
語
辞
典
』「
ケ
ー　

ち
ょ
っ
と

～
す
る
。
軽
く
～
す
る
。
ま
た
、
思
い
切
っ
て
～
す
る
。
～
し
ち
ゃ
う
な
ど
の
意
を
表
す
」
接
頭
辞
に
繋
が
る
語
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。「
か
い
撫な

で
大

こ
ろ
達た

」
は
ヲ
ナ
リ
神
が
慈
し
む
ヱ
ケ
リ
で
あ
る
「
大
こ
ろ
達た

・
真ま

こ
ろ
達た

」（
高
官
達
）
の
意
。「
げ
ら
ゑ
真ま

こ
ろ
達た

」
の
「
げ
ら
へ
」
は
美
し
く
整
え
る

意
の
〈
げ
ら
え
る
〉
が
接
頭
語
に
な
っ
た
も
の
。
整
え
ら
れ
た
美
し
さ
、
す
ば
ら
し
さ
を
意
味
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

「
そ
の
い
し
や
う
ぎ　

実げ

に　

あ
て
／
い
せ
誇ほ

こ

り　

だ
に　

あ
て
」
の
「
そ
の
い
し
や
う
ぎ
」
は
未
詳
語
。
た
だ
、
対
語
の
「
い
せ
誇ほ

こ

り
」
か
ら
こ
の
上
も

な
い
喜
び
を
い
う
語
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
い
せ
誇ほ

こ

り
」
の
「
い
せ
」
は
聞
書
に
「
勝
り
也
」
と
あ
る
。
こ
の
対
句
は
、
第
三
―
一
○
七
の
「
大
こ
ろ
達た　

そ

こ
よ
り
し
や　

よ
り
か
し
や　

も
り
や
へ
子こ

た達　

真ま
う
れ嬉

し
や
」
と
近
い
内
容
の
表
現
と
思
わ
れ
る
。「
そ
こ
よ
り
し
や　

よ
り
か
し
や
」
も
未
詳
語
だ
が
、
対

語
の
「
真ま

う
れ嬉

し
や
」
か
ら
こ
れ
に
近
い
意
味
の
語
だ
と
推
測
さ
れ
る
。『
辞
典
』
は
「
そ
の
い
し
や
う
ぎ
／
い
せ
誇ほ

こ

り
」
を
「
場
所
か
建
物
の
名
ら
し
い
」
と

す
る
が
、
こ
れ
は
首
里
城
の
奉
神
門
を
君
誇
り
と
い
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
た
注
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、「
そ
の
い
し
や
う
ぎ
／
い
せ
誇ほ

こ

り
」
は
第
三
―

一
○
七
の
用
例
と
と
も
に
「
大
こ
ろ
達た

」
の
心
の
状
態
を
示
し
た
表
現
で
、
祭
祀
が
始
ま
る
喜
び
を
あ
ら
わ
し
た
高
官
達
の
表
現
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を

踏
ま
え
て
「
そ
の
い
し
や
う
ぎ
」
は
、『
沖
縄
語
辞
典
』「
い
シ
ョ
ウ
シ
ャ　

う
れ
し
さ
。
楽
し
さ
。
う
き
う
き
す
る
こ
と
」、
ま
た
「
い
シ
ャ
カ
ー
ユ
ン　

喜

び
は
し
ゃ
ぐ
。
手
足
を
動
か
し
て
喜
び
騒
ぐ
」
と
関
係
す
る
語
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
実げ

に　

あ
て
／
だ
に　

あ
て
」
の
対
句
例
は
本
例
の
み
で
あ
る
。

第
三
―
九
六
に
「
あ
よ
な
め
さ　

実げ

に　

あ
て
」
が
あ
る
。「
あ
よ
な
め
さ
」
は
未
詳
語
。
第
一
―
四
○
に
「
誇ほ

こ

る
て
　ゝ

実げ

に　

あ
り
／
そ
こ
る
て
　ゝ

だ

に　

あ
り
」（
誇
ら
し
い
と
い
っ
て
実
に
あ
り
／
嬉
し
い
と
い
っ
て
ま
こ
と
に
あ
り
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
と
本
歌
は
近
い
内
容
を
謡
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
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な
い
。
ほ
か
に
、
第
一
―
三
三
他
に
「
あ
よ　

強ち
よ

く　

実げ

に　

あ
れ
／
肝き

も　

強ち
よ

く　

だ
に　

あ
れ
」
が
あ
る
。「
実げ

に
／
だ
に
」
は
、
強
調
す
る
表
現
で
あ
る
。

「
あ
た
襲お

そ

い
に　

依よ

り
降お

れ
て
／
か
ら
襲お

そ

い
に　

憑つ

き
降お

れ
て
」
の
「
あ
た
襲お

そ

い
／
か
ら
襲お

そ

い
」
は
本
例
の
み
で
、
こ
れ
も
未
詳
語
。
お
そ
ら
く
、
こ
ち

ら
が
建
物
を
い
う
美
称
語
か
と
思
わ
れ
る
。
首
里
城
の
正
殿
を
百
浦
襲
（
ム
ン
ダ
ス
イ
）
と
い
う
が
、
聞
得
大
君
達
が
降
臨
す
る
建
物
を
い
う
の
で
は
な
い

か
。
具
体
的
に
は
、
火
の
神
を
祀
る
御
内
原
に
あ
る
建
物
、
あ
る
い
は
首
里
城
正
殿
の
二
階
部
分
の
お
せ
ん
み
こ
ち
ゃ
の
よ
う
な
部
屋
の
美
称
語
だ
と
想

像
さ
れ
る
。「
依よ

り
降お

れ
て
／
憑つ

き
降お

れ
て
」
の
対
句
は
、
第
三
―
九
二
他
に
「
聞き

こ

ゑ
君き

み
が
な
し

加
那
志　

い
つ
子こ

し
ま島　

依よ

り
降お

れ
て
／
鳴と

よ響
む
君き

み
が
な
し

加
那
志　

此こ

の

御み
し
ま島　

憑つ

き
降お

れ
て
」
が
あ
る
。
九
二
は
本
歌
と
一
連
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
君
手
擦
り
の
神
事
の
オ
モ
ロ
と
考
え
ら
れ
る
。　

◆
年と

し　
三み

と
せ年　

い
ぐ
ま
す　
と
声こ

ゑ　
間ま

ぢ
か近

さ　
い
け
な
君ぎ

み　
降お

ろ
ち
ゑ
／
吉ゑ

か日　
四よ

と
せ年　

さ
せ
わ
す　
御
事　
真ま

は
や早

さ　
成な

り
子き

よ
か
み神　

降お

ろ
ち
ゑ　
「
年と

し　

三み
と
せ年　

い
ぐ
ま
す　

と
声こ

ゑ　

間ま
ぢ
か近

さ
／
吉ゑ

か日　

四よ
と
せ年　

さ
せ
わ
す　

御
事　

真ま
は
や早

さ
」
は
、
こ
れ
も
本
歌
と
一
連
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
九
○
に
あ
る

「
年と

し　

七
年と　

お
ぼ
つ
嶽だ

け　

置お

き
つ
め
／
吉ゑ

か日　

八
年と

せ　

首し
よ
り
も
り

里
杜　

間ま
と
お遠

さ
」
と
結
局
は
同
じ
内
容
を
謡
っ
た
表
現
で
あ
る
。
君
手
擦
り
の
神
事
が
暫
く
行
わ

れ
て
い
な
く
、
こ
れ
が
待
望
さ
れ
て
い
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
い
ぐ
ま
す
」
は
『
混
効
験
集
』
に
「
い
ぐ
ま
ち
へ　

世
上
に
聞
え
て
と
な

り
」、
聞
書
に
「
轟

ト
ヽ
ロ
カす

事
」
と
あ
る
。『
沖
縄
語
辞
典
』
は
「
い
グ
マ
シ
ュ
ン　

意
気
込
ん
で
企
て
る
。
意
気
込
ん
で
用
意
す
る
」。
対
語
に
は
本
歌
の
「
さ
せ
わ

す
」
の
ほ
か
に
、「
も
ち
る
ち
へ
」
第
十
二
―
六
七
三
も
あ
る
。「
と
声こ

ゑ

／
御
事
」
は
聖
な
る
言
葉
の
意
。「
と
声こ

ゑ

」
の
対
語
は
他
に
「
や
声こ

へ

」
第
十
三
―
八
三
三
、

「
ゑ
り
ち
よ
」
第
一
―
一
六
、
第
十
二
―
七
一
二
・
七
二
四
・
七
三
七
が
あ
る
。
こ
の
内
、
七
三
七
は
君
手
擦
り
の
詞
書
き
が
付
く
オ
モ
ロ
で
あ
る
。「
御
事
」

の
用
例
で
も
、
君
手
擦
り
の
詞
書
き
が
付
く
オ
モ
ロ
に
「
王わ

う

に
せ
が
御お

こ
と言　

見み
も
の
あ
す

物
遊
び　

間ま
ど
お遠

さ
」
第
十
二
―
六
九
四
、「
按あ

じ
お
そ

司
襲
い
が
御お

こ
と言　

王わ
う

に
せ
が

御お
こ
と言

」
第
十
二
―
六
九
五
・
七
四
○
が
あ
る
。
本
歌
の
「
と
声こ

ゑ

／
御
事
」
は
、
君
手
擦
り
の
神
事
を
執
行
せ
よ
と
の
国
王
の
御
命
令
の
意
と
理
解
し
て
よ
い
か
。

「
い
け
な
君ぎ

み　

降お

ろ
ち
ゑ
／
成な

り
子き

よ
か
み神　

降お

ろ
ち
ゑ
」
の
「
い
け
な
君ぎ

み

／
成な

り
子き

よ
か
み神

」
は
、
降
臨
す
る
聞
得
大
君
達
の
霊
的
力
が
充
実
し
て
い
る
神
女
の

姿
を
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。『
混
効
験
集
』
は
「
い
け
な
ぎ
み
」
に
「
神
の
名
な
り
」
と
あ
り
、「
な
り
き
よ
又
い
け
な
」
に
「
世
界
の
事
」
と
あ
る
。

聞
書
に
も
「
世
界
也
」「
勝
ル
世
界
」
と
あ
る
。「
世
界
の
事
」
な
ど
と
い
う
注
は
解
釈
が
難
し
い
が
、「
い
け
な
君ぎ

み

／
成な

り
子き

よ
か
み神

」
が
降
臨
し
て
俗
界
に
顕

現
し
た
こ
と
を
い
う
注
か
。
用
例
を
よ
く
み
る
と
、
本
歌
の
よ
う
な
聞
得
大
君
が
冒
頭
に
立
つ
オ
モ
ロ
は
、「
い
け
な
君ぎ

み

／
成な

り
子き

よ
か
み神

」
が
出
る
傾
向
に
あ

り
、
他
の
君
々
が
冒
頭
に
立
つ
場
合
は
、
例
え
ば
君
手
擦
り
の
詞
書
き
が
付
く
用
例
の
第
六
―
二
九
六
に
は
「
聞き

こ

ゑ
精せ

ん
君き

み

ぎ
や　

な
り
子き

よ　

降お

れ
相ふ

さ応
て

／
鳴と

よ響
む
君き

み

鳴と

よ響
み
ぎ
や　

い
け
な　

降お

れ
直な

お

ち
へ
」
と
い
う
よ
う
に
、「
君き

み

／
神か

み

」
が
付
か
な
い
「
な
り
子き

よ

／
い
け
な
」
が
で
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
こ

と
か
ら
、「
い
け
な
君ぎ

み

／
成な

り
子き

よ
か
み神

」
と
い
う
語
は
聞
得
大
君
に
対
す
る
敬
意
を
示
し
た
表
現
で
、
降
臨
す
る
聞
得
大
君
を
含
む
神
女
達
を
い
い
、「
な
り
子き

よ
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／
い
け
な
」
は
聞
得
大
君
を
含
ま
な
い
神
女
達
を
い
う
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。「
い
け
な
君ぎ

み　

降お

ろ
ち
ゑ
／
成な

り
子き

よ
か
み神　

降お

ろ
ち
ゑ
」
は
、
聞
得

大
君
を
含
ん
だ
君
々
が
オ
ボ
ツ
世
界
で
三
年
間
、
あ
る
い
は
四
年
間
、
閉
じ
こ
も
っ
て
い
て
霊
的
な
力
を
充
実
さ
せ
て
、
地
上
に
降
臨
し
た
状
態
を
示
す
表

現
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る（

注
２
）。

◆
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き　
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
ぎ
や
ゑ
り
ぢ
よ　
だ
り
ろ
て
　ゝ
さ
せ
わ
ち
ゑ　
こ
の
連
続
部
の
詞
章
は
対
句
が
な
い
。
最
終
節
は
対
句
を
形
成
し

な
い
ケ
ー
ス
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
オ
モ
ロ
を
終
わ
ら
せ
る
ひ
と
つ
の
か
た
ち
か
と
思
わ
れ
る
。「
赤あ

か
ぐ
ち
や口」

は
聞
書
に
「
火
神
也
」
と
あ
る
。
本
歌
は
対
語
を

持
た
な
い
が
、
多
く
は
「
ぜ
る
ま
ゝ
」
と
対
語
を
作
り
、「
ぜ
る
ま
ゝ
」
に
も
聞
書
は
「
火
神
の
異
名
也
」
と
し
て
い
る
。「
結ゆ

い
着つ

き
」
は
天
上
世
界
に

伝
わ
る
意
か
。『
辞
典
』
は
「
依
り
憑
き
」
と
す
る
が
、
オ
モ
ロ
に
は
Ｒ
音
の
脱
落
、
す
な
わ
ち
「
よ
り
」
が
「
よ
い
」
に
変
化
す
る
現
象
は
確
認
さ
れ
な

い
。
し
た
が
っ
て
、「
よ
い
」
も
し
く
は
「
ゆ
い
」
で
解
釈
し
た
方
が
よ
い
。
ま
た
、
線
香
が
焚
か
れ
祈
り
が
線
香
の
煙
と
と
も
に
天
上
世
界
に
立
ち
の
ぼ

っ
て
願
意
が
届
け
ら
れ
る
こ
と
を
〈
依
り
憑
く
〉
と
い
う
の
か
ど
う
か
の
検
討
も
必
要
だ
と
考
え
る
。「
ゆ
い
つ
き
」
は
、
天
上
世
界
と
交
信
す
る
と
い
う

意
で
〈
結
い
着
く
〉
が
よ
い
か
。
君
手
擦
り
の
神
事
の
詞
書
き
が
付
く
第
十
二
―
六
九
四
に
「
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き　

お
ぼ
つ
嶽だ

け　

鳴と

よ響
で
」�

が
あ
る
。
た

だ
し
、
本
歌
に
は
「
お
ぼ
つ
吉ゑ

か日
」「
お
ぼ
つ
世
」
の
用
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
火
の
神
と
天
上
世
界
（
オ
ボ
ツ
世
界
）
と
の
交
信
と
し
た
が
、
第
一
―
四
○

に
「
又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

撥は

ね
て　

ぜ
る
ま
ゝ
が　

撥は

ね
て　

又
に
る
や
ぎ
や
め　

通と
う

ち
へ　

か
な
や
ぎ
や
め　

通と
う

ち
へ
」
が
あ
り
、
来
訪
神
「
に
る
や
鳴と

よ響
む

大
主ぬ

し

」
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
は
、
火
の
神
は
ニ
ル
ヤ
世
界
と
の
交
信
を
す
る
役
割
を
持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
ぎ
や
ゑ
り
ぢ
よ
」
は
国
王

の
聖
な
る
御
言
葉
、「
ゑ
り
ぢ
よ
」
は
前
節
に
あ
る
「
御
事
」
の
言
い
替
え
と
理
解
さ
れ
る
。
第
十
二
―
七
二
七
に
「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
が
御お

こ
と言

／
た
ゝ
み
子き

よ

が
ゑ

り
ぢ
よ
」
の
対
句
例
が
あ
る
。「
だ
り
ろ
て
　ゝ

さ
せ
わ
ち
ゑ
」
の
「
だ
り
ろ
」
は
、
他
に
「
だ
り
ろ
か
ら　

聞き

ゝ
ゑ
ば　

げ
に
ろ
か
ら　

聞き

ゝ
ゑ
ば
」
第

十
三
―
九
五
五
、「
だ
に
る
か
ら　

来き

よ居
り
」
第
八
―
四
五
四
が
あ
る
。『
辞
典
』
は
「
海
の
彼
方
の
理
想
郷
」
と
し
て
い
る
が
、「
だ
り
ろ
／
げ
に
ろ
」
の

対
語
が
あ
る
よ
う
に
、
だ
に
ぞ
、
げ
に
ぞ
と
解
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。「
ろ
」
は
係
助
詞
。
四
五
四
が
こ
れ
で
解
釈
で
き
る
か
は
検
討
の
余
地
が
あ

ろ
う
が
、
本
歌
や
九
五
五
は
だ
に
ぞ
、
げ
に
ぞ
で
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
火
の
神
が
天
上
世
界
と
交
信
し
、
国
王
の
御
言
葉
を
実
に
と
い
っ
て
伝
え
、

君
手
擦
り
の
神
事
の
実
行
を
さ
せ
な
さ
る
と
い
う
意
で
あ
る
。

【
解
説
】

本
歌
は
全
て
の
節
に
「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
し
よ　

君き
み　

添そ

わ
て　

お
ぼ
つ
世
わ　

み
お
や
せ
」
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
各
節
に
繰
り
返
さ
れ
る
反
復
部
で
あ

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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る
こ
と
が
知
れ
る
。
小
野
重
朗
が
「
分
離
解
読
法
」
で
想
定
し
た
オ
モ
ロ
の
各
節
に
あ
る
連
続
部
と
反
復
部
と
い
う
二
つ
の
パ
ー
ト
、
特
に
反
復
部
の
想
定
が

本
歌
の
よ
う
な
オ
モ
ロ
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る（

注
３
）。

玉
城
政
美
は
本
歌
の
よ
う
な
反
復
部
が
各
節
に
記
載
さ
れ
る
オ
モ
ロ
を
「
完
全
記
載
」
と
分
類
さ
れ
る
オ

モ
ロ
と
し
た（

注
４
）。

玉
城
に
よ
れ
ば
、「
完
全
記
載
」
の
オ
モ
ロ
は
『
お
も
ろ
さ
し
』
全
体
で
十
四
首
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
。
本
歌
は
そ
の
貴
重
な
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

本
歌
は
、
第
三
「
聞き

こ
ゑ得

大
君ぎ

み

加か

那な

志し

お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
の
一
番
歌
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
本
歌
の
冒
頭
は
聞
得
大
君
か
ら
謡
い
だ
さ
れ
る
オ
モ
ロ
に
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
本
歌
の
次
の
オ
モ
ロ
の
八
九
が
「
首
里
大
君ぎ

み

ぎ
や
」
と
謡
い
出
さ
れ
る
オ
モ
ロ
、
九
○
が
「
聞き

こ

ゑ
精せ

の
君き

み

ぎ
や
」
と
謡
い
出
さ
れ
る
オ

モ
ロ
、
さ
ら
に
九
一
は
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
が
、
九
二
は
「
聞き

こ

ゑ
君き

み

加か

那な

志し

」
が
謡
い
出
さ
れ
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
第
三
の
冒
頭
五
首
は
「
聞き

こ
ゑ得

大

君ぎ
み

加か

那な

志し

お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
で
あ
り
な
が
ら
、
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
が
連
続
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
大
き
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
排
列
の
観
点
か
ら

見
る
と
、
こ
の
よ
う
な
排
列
は
、
第
十
二
「
色い

ろ

々〳
〵

の
遊あ

す

び
お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
が
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
と
い
う
詞
書
き
が
付
く
一
連
の

オ
モ
ロ
を
想
起
さ
せ
る
。
君
手
擦
り
の
オ
モ
ロ
は
、
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
を
最
初
に
謡
い
、
次
に
下
位
の
高
級
神
女
（
君
々
）
を
謡
う
オ
モ
ロ
が
続
く
ケ
ー

ス
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
（
例
外
は
、
君
加
那
志
の
オ
モ
ロ
の
七
三
三
・
七
三
四
と
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
の
七
三
五
の
排
列
）。

第
三
は
大
き
く
い
え
ば
、
第
一
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
を
巻
の
前
半
（
八
八
～
一
一
三
）
に
入
れ
、
後
半
（
一
一
四
～
一
五
一
）
に

は
他
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
る
聞
得
大
君
関
連
の
オ
モ
ロ
を
、
第
二
節
ま
で
を
切
り
取
る
か
た
ち
で
収
録
す
る
構
成
を
と
る
。
少
な
く
と
も
、
第
三
の
冒
頭
の

オ
モ
ロ
（
八
八
か
ら
九
二
）
は
、
詞
書
き
が
な
い
も
の
の
同
じ
年
に
数
日
置
い
て
行
わ
れ
た
二
度
に
亘
る
君
手
擦
り
の
百
果
報
事
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
を
収

め
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
排
列
は
、
例
え
ば
第
十
二
―
七
三
五
の
万
暦
六
年
（
一
五
七
八
）
十
月
十
五
日
に
あ
っ
た
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
が
ほ
う
ご
と

果
報
事
」

が
聞
得
大
君
の
七
三
五
か
ら
始
ま
り
、
七
三
六
が
聞
ゑ
煽
り
へ
の
オ
モ
ロ
で
あ
り
、
続
く
十
月
十
九
日
の
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
が
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
が
七
三
七
の
差
笠
の

オ
モ
ロ
、
七
三
八
の
首
里
大
君
の
オ
モ
ロ
に
な
っ
て
い
る
事
例
や
万
暦
三
十
五
年
（
一
六
○
七
）
十
月
十
日
に
あ
っ
た
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
が
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
が

七
四
○
・
七
四
一
の
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
で
始
ま
り
、
七
四
二
は
聞
ゑ
煽
り
へ
の
オ
モ
ロ
で
あ
り
、
続
く
十
月
十
五
日
の
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
が
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
が

七
四
三
の
差
笠
の
オ
モ
ロ
、
七
四
四
が
首
里
大
君
、
七
四
五
が
精
ん
君
の
オ
モ
ロ
に
な
っ
て
い
る
事
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
も
、
同
じ
年
に
謡
わ
れ
る
オ
モ
ロ
の
場
合
は
、
前
半
の
オ
モ
ロ
に
出
る
詞
章
と
後
半
で
出
る
詞
章
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
特
徴
が
あ
る
が
、
そ
の
特
徴

と
も
第
三
の
冒
頭
の
五
首
は
一
致
す
る
。
本
歌
に
で
る
「
年と

し　

三み
と
せ年　

い
ぐ
ま
す　

と
声こ

ゑ　

間ま
ぢ
か近

さ
／
吉ゑ

か日　

四世
と
せ年　

さ
せ
わ
す　

御
事　

真ま
は
や早

さ
」
や
本

歌
に
続
く
一
連
の
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
九
○
の
「
年と

し　

七
年と　

お
ぼ
つ
嶽だ

け　

置お

き
つ
め
／
吉ゑ

か日　

八
年と

せ　

首し
よ
り
も
り

里
杜　

間ま
と
お遠

さ
」
は
、
七
三
五
「
お
ぼ

つ
嶽だ

け　

置お

き
つ
め
／
神か

ぐ
ら
だ
け

楽
嶽　

置お

き
つ
め
」
や
七
四
○
「
又
年と

し　

八
年と

せ　

成な

る
ぎ
や
め　

吉ゑ

か日　

八
年と

せ　

成な

る
ぎ
や
め　

又
君き

み
て
づ

手
擦
り　

間ま
ど
う遠

さ　

見み
も
の
あ
そ

物
遊
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び　

間ま
ど
う遠

さ
」
と
重
な
る
表
現
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
君
手
擦
り
の
神
事
が
同
じ
年
に
二
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
る
ケ
ー
ス
を
謡
う
オ
モ
ロ
は
、
前
半
の
ウ

タ
は
君
手
擦
り
が
暫
く
な
く
そ
れ
を
待
望
す
る
表
現
や
祭
祀
が
執
り
行
わ
れ
る
準
備
が
謡
わ
れ
る
詞
章
が
オ
モ
ロ
に
謡
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
君

手
擦
り
の
後
半
の
オ
モ
ロ
は
、
神
事
の
核
心
的
な
場
面
を
謡
う
「
又
聞き

こ
ゑ得

大
君ぎ

み

ち
よ　

と
声こ

ゑ　

遣や

り
（
交か

わ
ち
へ
）　

又
鳴と

よ響
む
精せ

だ
か
こ

高
子
と　

ゑ
り
ぢ
よ　

遣や

り
交か

わ
ち
へ
」
七
三
七
や
「
又
良よ

か日　

七な
ん
か日　

遊あ
す

で　

あ
ま
こ　

合あ

わ
ち
へ
か
ら
は　

又
吉ゑ

か日　

七な
ん
か日　

遊あ
す

で　

御み
き
や
う顔　

合あ

わ
ち
へ
か
ら
は
」
七
三
二
と

い
う
表
現
が
で
る
。
本
歌
に
続
く
一
連
の
オ
モ
ロ
の
後
半
の
オ
モ
ロ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
九
二
に
も
「
な
さ
い
子き

よ
も思

い
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い　

あ
ま
こ　

寄よ

り
交か

わ
ち

へ
」（
君
加
那
志
と
国
王
が
あ
ま
こ
を
寄
り
交
わ
し
て
）
と
い
う
詞
章
が
あ
る
。
本
歌
は
【
語
注
】
で
も
、
度
々
ふ
れ
た
よ
う
に
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
が
ほ
う
ご
と

果
報
事
」

を
詞
書
き
と
す
る
オ
モ
ロ
に
で
る
語
の
用
例
が
重
な
る
。
こ
れ
も
本
歌
が
、
詞
書
き
が
な
く
と
も
君
手
擦
り
の
儀
礼
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
の
ひ
と
つ
の
証
し

に
な
る
。
第
六
「
首
里
大
君
精せ

ん
君き

み

君き
み

加が

那な

志し

百も
ゝ
と
ふ

年
踏
み
揚あ

が
り
君き

み

の
つ
ん
じ
の
お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
で
も
、
冒
頭
の
七
首
（
首
里
大
君
と
精
ん
君
の
オ
モ

ロ
）
は
君
手
擦
り
の
百
果
報
事
で
謡
わ
れ
た
一
連
の
オ
モ
ロ
が
排
列
さ
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
第
三
に
つ
い
て
も
、
冒
頭
の
五
首
は
君
手
擦
り
の
オ
モ
ロ
が

配
置
さ
れ
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
。

本
歌
を
含
む
一
連
の
九
二
か
ら
続
く
、
九
三
か
ら
少
な
く
と
も
九
七
ま
で
の
オ
モ
ロ
は
、
琉
球
侵
攻
に
首
里
王
府
が
抗
す
る
オ
モ
ロ
に
な
っ
て
い
る
。
本

歌
を
含
む
一
連
の
君
手
擦
り
の
五
首
と
そ
れ
に
続
く
、
少
な
く
と
も
九
七
ま
で
の
五
首
ま
で
の
オ
モ
ロ
を
繋
げ
て
考
え
れ
ば
、
第
三
の
冒
頭
五
首
は
琉
球
侵

攻
に
抗
し
て
の
王
権
の
霊
的
力
を
強
化
す
る
た
め
の
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
が
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
と
推
定
で
き
る
。
第
十
二
―
七
四
○
か
ら
七
四
五
は
、

琉
球
侵
攻
（
一
六
○
九
年
）
の
直
前
と
も
い
え
る
「
万
暦
三
十
五
年
」（
一
六
○
七
）
に
行
わ
れ
た
君
手
擦
り
の
神
事
で
あ
る
。
本
歌
を
冒
頭
と
す
る
一
連

の
五
首
は
、「
万
暦
三
十
五
年
」
を
含
む
前
後
期
に
行
わ
れ
た
君
手
擦
り
の
儀
礼
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
と
想
定
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

【
注
】

（
注
１
）　

拙
論
「
琉
球
文
学
の
表
現
、
唱
え
ら
れ
る
神
話
―
『
久
米
仲
里
旧
記
』
を
資
料
と
し
て
―
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
五
十
号
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
二
○
二
三
年
）。

（
注
２
）　

拙
論
「
古
琉
球
末
期
の
オ
モ
ロ
、
尚
寧
王
の
君
手
擦
り
百
果
報
事
を
中
心
に
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
）。

（
注
３
）　

小
野
重
朗
「
朝
凪
・
夕
凪
の
オ
モ
ロ
―
分
離
解
読
法
提
唱
―
」（『
沖
縄
文
化
』
第
三
十
八
号
、
沖
縄
文
化
協
会
、
一
九
七
二
年
、『
南
日
本
の
民
俗
文
化
８　

増
補
南
島
の

古
歌
謡
』
第
一
書
房
、
一
九
九
五
年
所
収
）。

（
注
４
）　

玉
城
政
美
「
オ
モ
ロ
の
構
造
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
三
号
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
一
九
七
六
年
）。

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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〔
47
〕〈「
首し

よ
り里　

お
わ
る　

て
だ
子こ

が　

思お
も

い
子ぐ

わ

の
遊あ

す

び
」
―
『
中
山
世
鑑
』
に
引
か
れ
た
オ
モ
ロ
―
〉

【
本
文
】

第
十
二
―
六
六
三

た
く
し
た
ら
な
つ
け
が
ふ
し

一
首し

よ
り里　

お
わ
る　

て
だ
子こ

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
首
里
グ
ス
ク
に
お
ら
れ
る
国
王
が

　

思お
も

ひ
子ぐ

わ

の
遊あ

す

び　

見み

物
遊あ

す

び　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
愛
し
い
子
の
神
遊
び　

見
事
な
神
遊
び

　

な
よ
れ
ば
の　

見み
も
ん物　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

踊
る
と
見
事
〕

又
ぐ
す
く　

お
わ
る　

て
だ
子こ

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
首
里
グ
ス
ク
に
お
ら
れ
る
国
王
が

又
鷲わ

し

の
羽は

ね　

差さ

し
よ
わ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
鷲
の
羽
を
お
差
し
に
な
っ
て

【
鑑
賞
】

本
歌
の
第
一
節
は
、「
尚
円
公
ノ
御
舎
弟
」
で
あ
る
尚
宣
威
が
即
位
す
る
時
に
「
宣
託
」
さ
れ
た
オ
モ
ロ
と
し
て
、『
中
山
世
鑑
』（
一
六
五
○
年
）
巻
四

の
巻
末
に
記
さ
れ
て
い
る
。
宣
威
は
こ
れ
を
聞
い
て
自
分
に
国
王
と
し
て
の
「
徳
」
が
な
い
こ
と
を
悟
り
、
在
位
六
ヶ
月
に
し
て
尚
円
王
の
子
で
あ
る
尚
真

に
位
を
譲
る
。
本
歌
は
正
史
の
歴
史
叙
述
に
組
み
込
ま
れ
た
稀
有
な
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

【
歌
形
】

　

第
一
・
二
節
の
連
続
部
は
、
対
句
が
二
節
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。
第
三
節
目
は
対
句
が
な
い
。
反
復
部
は
、「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

の
遊あ

す

び��

見み

物
遊あ

す

び　

な
よ
れ
ば

の　

見み
も
ん物

」
で
あ
る
。
こ
れ
が
各
節
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

【
語
釈
】

◇
思お

も

ひ
子ぐ

わ

の
遊あ

す

び  

見み

物
遊あ

す

び　

な
よ
れ
ば
の　

見み
も
ん物　

こ
の
詞
章
が
、
本
歌
の
反
復
部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

」
は
「
思お

も

い
子ぐ

わ

」
の
表
記

も
あ
る
。〈
思
い
子
〉
は
『
沖
縄
語
辞
典
』
に
「
う
ミ
ン
グ
ワ　

お
子
さ
ん
。
他
人
の
子
の
敬
称
」
と
あ
る
。「
ゆ
き
あ
が
り
が　

思お
も

い
子ぐ

わ

」「
君き

み

々〳
〵

が　

思お
も
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い
子ぐ

わ

」
第
一
―
四
一
、「
大〳

〵主
が　

思お
も

い
子ぐ

わ

」
第
十
一
―
五
五
六
、「
鳴な

る
金か

ね

の　

思お
も

い
子ぐ

わ

」
第
十
三
―
八
三
三
、「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
ぎ
や　

思お
も

い
子ぐ

わ

」
第
五
―

二
五
七
、「
按あ

ん
じ
お
そ

司
襲
い
が　

思お
も

い
子ぐ

わ

」
第
十
一
―
六
三
四
、「
按あ

ん
じ
お
そ

司
襲
い
が　

思お
も

い
子ぐ

わ

／
後の

ち
よ良

か
る
思お

も

ひ
子ぐ

わ

」
第
十
二
―
七
一
八
等
の
用
例
が
あ
る
。
神
女
や

神
の
〈
思
い
子
〉、「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
」
の
〈
思
い
子
〉
の
用
例
が
あ
る
が
、「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

す　

十と
ひ
や
く
さ

百
歳
よ　

ち
よ
わ
れ
」
第
五
―
二
五
六
、「
十と

も
ゝ
す
ゑ

百
末　

思お
も

ひ
子ぐ

わ

す　

ち
よ
わ
れ
」
第
十
五
―
一
○
八
一
、「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

す　

掛か

け
て　

相ふ

さ応
よ
わ
れ
」
第
十
四
―
一
○
三
八
、「
北き

た
た
ん谷

の
て
だ
の　

思お
も

ひ
子ぐ

わ

は　

生な

し
よ
わ
れ
」
第

十
五
―
一
一
○
六
等
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
〈
思
い
子
〉
は
男
性
を
い
う
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、「
思お

も

い
子ぐ

わ

／
わ
り
金か

ね

」
第
十
―
五
三
八
、「
思お

も

い
子ぐ

わ

／

君き
み
よ良

し
」
第
十
一
―
五
六
七
の
対
語
例
も
あ
り
、
第
十
四
―
一
○
二
六
に
「
聞き

こ

ゑ
金か

ね
ま
る丸

が　

思お
も

ひ
子ぐ

わ

の
君き

み

の　

遊あ
す

べ
ば
／
鳴と

よ響
む
金か

ね
ま
る丸

が　

お
な
り
神が

み

の　

遊あ
す

べ
ば
」
が
あ
り
、
神
女
を
い
う
「
思お

も

い
子ぐ

わ

」
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
歌
を
『
中
山
世
鑑
』
の
記
事
と
切
り
離
し
て
考
え
れ
ば
、「
思お

も

い
子ぐ

わ

」
は
必
ず

し
も
男
性
を
意
味
す
る
用
例
だ
け
で
は
な
く
、「
て
だ
子こ

」（
国
王
）
の
「
思お

も

い
子ぐ

わ

」（
王
女
）
の
神
遊
び
を
謡
っ
た
用
例
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

「
遊あ

す

び
」
は
神
遊
び
、
神
事
。「
見み

物
」「
見み

も
ん物

」
は
、『
沖
縄
語
辞
典
』
に
「
ミ
ー
ム
ン　

見
も
の
。
見
て
お
も
し
ろ
い
も
の
」
と
あ
る
。『
辞
典
』
は
「
美

し
い
、
み
ご
と
で
あ
る
、
立
派
で
あ
る
の
意
」
と
あ
る
。『
今
帰
仁
方
言
辞
典
』
に
は
「
ミ
ー
ム
ン　

見
物
。
演
劇
・
相
撲
・
競
馬
な
ど
動
的
な
も
の
で
心
を

動
か
す
も
の
を
い
う
」
と
あ
る
。
本
歌
は
「
見み

物
遊あ

す

び
」
で
あ
る
「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

」
の
踊
り
が
見
事
で
あ
る
、
感
動
す
る
と
謡
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。「
見み

物
」

「
見み

も
ん物

」
は
、
ほ
か
に
「
み
も
の
」
の
表
記
も
あ
る
。
本
歌
の
よ
う
に
名
詞
・
形
容
詞
語
幹
に
接
続
し
て
「
見み

も
の
き
み

物
君
」、「
見み

も
の
は
し

物
橋
」、「
見み

も
の
み
や
ぶ

物
屏
風
」、「
見み

物

鈴す
づ
な鳴

り
」（
神
女
名
）、「
見み

物
清き

よ

ら
」（
旗
・
笠
の
美
称
語
）、「
見み

も
ん
い
ち
や
ぢ
や

物
板
門
」
等
の
用
例
が
あ
る
。
ま
た
、
本
歌
の
よ
う
な
反
復
部
の
末
尾
の
表
現
「
御み

ち
や
づ

駄
連

れ
が　

見み

物
」
第
十
八
―
一
二
五
三
（
第
十
七
―
一
二
二
三
）、「
地ち

よ
ら裏

の
花は

な

の　

う
ら
〳
〵
と　

鳴と

よ響
で　

見み
も
ん物

」
第
一
―
二
○
、「
君き

み
よ寄

せ　

き
ら
奇く

せ　

見み
も
ん物

」
第
五
―
二
二
五
（
第
十
二
―
六
七
五
）
等
が
あ
る
。「
な
よ
れ
ば
の
」
の
「
の
」
は
、
動
詞
の
已
然
形
に
付
い
て
「
二
つ
の
も
の
を
軽
く
結
び
つ
け
る

役
割
を
し
て
い
る
」
助
詞
で
あ
る
（
高
橋
俊
三
「
助
詞
「
が
」「
の
」
考
」『
お
も
ろ
さ
う
し
の
国
語
学
的
研
究
』）。〈
な
よ
る
〉
は
『
混
効
験
集
』
に
「
な
よ

れ　

皷
に
て
お
も
ろ
の
拍
子
を
打
舞
候
風
情
の
事
な
り
」
と
あ
り
、
聞
書
に
も
同
様
の
注
が
あ
る
。〈
よ
り
〉
と
と
も
に
踊
り
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。

◆
首し

よ
り里　

お
わ
る　
て
だ
子こ

が
／
ぐ
す
く  

お
わ
る　
て
だ
子こ

が　
首
里
城
に
お
ら
れ
る
国
王
の
意
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
は
〈
首
里
ぐ
す
く
〉
と
い
う

語
は
な
く
、「
首し

よ
り里

」
は
古
琉
球
期
の
辞
令
書
に
あ
る
の
と
同
様
、
首
里
城
、
首
里
王
府
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
。〈
首
里
〉
は
「
し
ゆ
り
」
の
表
記
が
あ
っ

て
も
よ
い
が
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
表
記
は
一
貫
し
て
「
し
よ
り
」
で
あ
り
、
規
範
的
な
表
記
に
な
っ
て
い
る
。「
首し

よ
り里

／
ぐ
す
く
」
も
常
套
的
な
対
語
で

あ
る
。「
お
わ
る
」
は
〈
有
り
〉〈
居
り
〉〈
来
〉
の
敬
語
。「
て
だ
子こ

」
は
国
王
、
領
主
、
太
陽
を
意
味
す
る
「
て
だ
」
に
接
尾
敬
称
辞
「
子こ

」
が
付
い
た
語

で
、
国
王
を
意
味
す
る
。
聞
書
に
「
首
里
天
が
な
し
の
御
事
」、『
混
効
験
集
』
に
「
帝
ノ
御
事
」
と
あ
る
。
オ
モ
ロ
歌
唱
者
の
オ
モ
ロ
に
用
例
が
で
る（

注
１
）。
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◆
鷲わ

し
の
羽は

ね　
差さ

し
よ
わ
ち
へ　
国
王
が
鷲
の
羽
を
お
差
し
に
な
っ
て
の
意
。「
鷲わ

し

の
羽は

ね

」
の
用
例
は
本
例
の
み
。『
辞
典
』
は
「
鷲わ

し

の
羽は

ね

」
を
「
神
女
の
神
飾

り
」、「
風か

ざ
な
お直

り
」
第
十
―
五
一
三
・
第
十
三
―
八
四
七
・
八
五
三
を
「
ノ
ロ
の
頭
の
飾
り
」
と
す
る
。
確
か
に
、『
南
島
雑
話
』
に
は
「
阿あ

ら

ふ

り

良
不
利
」
と
い

う
「
十
二
才
よ
り
十
五
才
迄
、
願
ほ
ど
き
二
人
の
娘
女
」
の
髪
飾
り
を
「
鷲
の
羽
」
と
し
て
い
る
図
が
記
さ
れ
て
い
る（

注
２
）。

し
か
し
、
本
歌
は
国
王
が
「
鷲わ

し

の

羽は
ね

」
を
髪
飾
り
に
し
て
い
る
用
例
で
あ
る
。
第
七
―
三
五
九
に
「
一
聞き

こ

ゑ
照て

る
君き

み

が　

世
持も

ち
鷲わ

し　

捕と

り
よ
わ
ち
へ　

島し
ま
う討

ち
奇く

せ　

按あ
ん
じ
お
そ

司
襲
い
に　

み
お

や
せ
」
が
あ
る
。「
羽は

ね　

差さ

し
遣や

り　

奇く

せ　

差さ

し
遣や

り
」
第
十
二
―
七
○
五
、「
綾あ

や
さ
ば
ね

差
羽　

差さ

し
よ
わ
れ
／
奇く

せ
差さ

ば
ね羽　

差さ

し
よ
わ
れ
」
第
十
三
―
九
○
三

が
あ
り
、「
島し

ま
う討

ち
奇く

せ
」
は
「
鷲わ

し

の
羽は

ね

」
で
作
っ
た
髪
飾
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
七
―
三
五
九
は
国
王
「
按あ

ん
じ
お
そ

司
襲
い
」
の
「
鷲わ

し

の
羽は

ね

」
の
髪
飾
り

を
作
る
た
め
に
、
神
女
「
聞き

こ

ゑ
照て

る
君き

み

」
が
「
鷲わ

し

」
を
お
捕
り
に
な
っ
て
と
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
七
―
三
五
九
に
は
「
精せ

い
く
さ軍　

発た

つ

と
ゑ
ば
」、
第
十
三
―
九
○
三
に
も
「
軍い

く
さ
ば
な端　

立た

ち
よ
わ
ば
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、
戦
闘
に
臨
む
者
が
「
鷲わ

し

の
羽は

ね

」
を
身
に
着
け
て
い
る
こ
と
を
謡
っ

て
い
る
。
猛
禽
類
で
あ
る
「
鷲わ

し

」
に
は
、
霊
的
な
力
が
あ
る
と
信
じ
ら
れ
「
鷲わ

し

の
羽は

ね

」
を
髪
飾
り
に
し
て
身
に
着
け
る
者
が
霊
的
な
力
を
持
つ
こ
と
に
な
る

と
考
え
ら
れ
て
い
た
。『
遺
老
説
伝
』
外
巻
一
（
60
）
に
は
、「
竜
宮
界
」
に
行
っ
て
「
鼓
練
祭
」
を
授
け
ら
れ
て
帰
っ
て
き
た
「
祢
間
伊
嘉
利
」（
真
角

与
那
盤
殿
の
二
男
）
は
、「
白
鷲
の
尾
」
を
「
串
連
し
て
冠
と
為
し
、
白
衣
を
穿
ち
、
此
の
冠
を
帯
び
」
て
祭
祀
を
行
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る（

注
３
）。

伊
波

普
猷
は
「
か
ざ
な
お
り
考
」
の
「（
附
記
）」
で
「
思
ふ
に
、「
鷲
の
羽
」「
あ
や
さ
ば
ね
」
の
二
つ
は
国
王
・
神
人
・
武
人
何
れ
の
場
合
に
も
用
ゐ
ら
れ
た
で

あ
ら
う
が
、「
か
ざ
な
お
り
」
は
隔
年
一
度
の
久
高
島
渡
海
の
関
係
か
ら
出
来
た
名
称
で
、
神
人
の
場
合
に
の
み
用
ゐ
ら
れ
た
で
あ
ら
う
」
と
記
し
て
い
る（

注
４
）。

【
解
説
】

本
歌
は
『
中
山
世
鑑
』
巻
四
の
巻
末
に
、
引
か
れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。『
中
山
世
鑑
』
に
は
、
巻
五
に
君
手
擦
り
の
百
果
報
事
に
か
か
わ
る
詞
書
き
が
付

く
、
第
十
二
―
六
九
四
・
六
九
五
・
七
三
三
・
七
三
四
の
オ
モ
ロ
が
引
か
れ
る
が
、
正
史
の
叙
述
に
組
み
込
ま
れ
て
登
場
す
る
オ
モ
ロ
は
、
本
歌
だ
け
で
あ

る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
叙
述
は
、
以
下
で
あ
る
。

○
成
化
十
二
年
丙
甲
、
七
月
二
十
八
日
、
尚
円
公
、
御
在
位
七
年
、
寿
六
十
九
ニ
シ
テ
薨
給
。
世
子
久
米
中
城
王
子
、
嗣
テ
立
給
ベ
カ
リ
シ
ニ
、
群
臣
僉
議

有
テ
、
世
子
久
米
中
城
王
子
ハ
、
今
幼
少
ニ
御
坐
ケ
ル
間
、
成
長
シ
給
程
ハ
、
御
舎
弟
越
来
王
子
ヲ
、
主
君
ト
シ
奉
ン
ト
テ
、
越
来
王
子
ヲ
ゾ
、
即
位
成
奉

ル
。
是
為
二
尚
宣
威
一
。
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（
途
中
省
略
）

○
御
即
位
ノ
年
ノ
二
月
ニ
、
陽
神
キ
ミ
テ
ズ
（
リ
）、
現
ジ
給
ケ
レ
バ
、
尚
宣
威
、
是
ハ
必
定
、
我
ガ
慶
賀
ノ
為
ニ
、
ヲ
リ
ナ
セ
給
、
神
ニ
テ
ゾ
ア
ル
ラ
ン

ト
、
悦
思
召
テ
、
ヲ
ヌ
シ
ハ
帝
座
ニ
付
セ
給
テ
、
久
米
中
城
王
子
ヲ
バ
、
帝
坐
ノ
腋
ニ
ゾ
立
給

旧
例
ニ
ハ
、
君
々
・
神
々
、
内
原
ヨ
リ
出
給
テ
、
キ
ミ
ホ
コ
リ
ノ
前
ニ
、
東
面
ニ
立
給
ケ
ル
ガ
、
今
度
ハ
例
ニ
替
リ
、
西
面
ニ
ゾ
、
立
給
ケ
ル
。

去
程
ニ
、
上
君
ヲ
初
ト
シ
テ
、
下
老
若
男
女
ニ
至
ル
マ
デ
、
是
ハ
ソ
モ
何
事
ヤ
ラ
ン
ト
、
魂
ヲ
冷
シ
、
手
ヲ
握
リ
、
カ
タ
ヅ
ヲ
飲
テ
、
居
タ
ル
処
ニ
、
宣
託

有
ケ
ル
ハ

　

首
里
ヲ
ハ
ル
テ
ダ
コ
ウ
ガ
、
ヲ
モ
ヒ
子
ノ
ア
ソ
ビ
、
ミ
モ
ノ
ア
ソ
ビ
、
ナ
ヨ
レ
バ
ノ
ミ
モ
ノ

ト
、
ヲ
モ
ロ
ヲ
ゾ
、
メ
サ
レ
ケ
ル
。
尚
宣
威
、
聞
召
給
テ
、
我
其
徳
ニ
非
ズ
シ
テ
、
帝
坐
ヲ
汚
シ
タ
ル
事
、
是
天
ト
ガ
メ
、
有
ケ
ル
ゾ
ヤ
ト
テ
、
在
位
六
箇

月
ニ
シ
テ
、
御
位
ヲ
ノ
ガ
レ
テ
、
世
子
久
米
中
城
王
子
ヲ
ゾ
、
即
位
成
奉
リ
給
。
是
為
二
尚
真
公
一
。

記
事
の
大
意
は
、
成
化
十
二
年
（
一
四
七
六
）
に
第
二
尚
氏
初
代
の
王
、
円
（
金
丸
）
が
六
十
九
歳
で
死
去
し
た
後
、
世
子
久
米
中
城
王
子
（
尚
真
）

が
即
位
す
べ
き
と
こ
ろ
、
臣
下
の
者
達
が
僉
議
し
て
尚
真
は
ま
だ
幼
い
と
い
う
こ
と
で
円
の
弟
で
あ
っ
た
越
来
王
子
（
尚
宣
威
）
を
国
王
と
し
て
立
て
た
。

（
途
中
省
略
）
即
位
の
年
の
二
月
に
陽
神
キ
ミ
テ
ズ
リ
が
あ
ら
わ
れ
、
自
分
（
宣
威
）
の
国
王
即
位
を
祝
う
た
め
に
降
臨
し
た
神
で
あ
る
と
喜
ん
で
、
自
分

は
玉
座
に
着
き
真
を
そ
の
脇
に
立
た
せ
た
。
旧
例
で
あ
る
と
、
即
位
式
で
は
神
女
等
は
内
原
（
内
宮
）
か
ら
出
て
君
誇
り
（
奉
神
門
）
の
前
に
東
を
向
い
て

立
つ
が
、
今
回
は
西
を
向
い
て
立
っ
た
。
そ
れ
で
、
上
官
か
ら
下
の
者
で
あ
る
老
若
男
女
ま
で
が
ど
う
し
た
こ
と
か
と
驚
き
、
固
唾
を
呑
ん
で
待
っ
て
い
る

と
、
託
宣
が
あ
っ
て
「
首
里
ヲ
ハ
ル
テ
ダ
コ
ウ
ガ
、
ヲ
モ
ヒ
子
ノ
ア
ソ
ビ
、
ミ
モ
ノ
ア
ソ
ビ
、
ナ
ヨ
レ
バ
ノ
ミ
モ
ノ
」
と
、
オ
モ
ロ
が
謡
わ
れ
た
。
宣
威
は

そ
れ
を
聞
き
、
自
分
に
は
国
王
と
し
て
の
徳
が
な
く
玉
座
を
汚
し
た
こ
と
を
天
が
咎
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
悟
り
、
在
位
六
ヶ
月
で
位
を
退
い
て
、
世
子
久

米
中
城
王
子
が
即
位
し
た
。
こ
れ
が
尚
真
王
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

記
事
は
、
即
位
儀
礼
に
臨
む
神
女
等
の
式
場
で
の
立
ち
方
が
旧
例
と
は
異
な
り
、
神
女
等
に
よ
っ
て
本
歌
の
第
一
節
に
あ
た
る
オ
モ
ロ
が
謡
わ
れ
、
そ
れ
が
円

の
「
御
舎
弟
」
で
は
な
く
円
の
「
ヲ
モ
ヒ
子
」（
子
）
の
見
事
な
る
神
遊
び
を
称
え
た
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
宣
威
は
神
の
意
志
と
し
て
自
分
が
国
王
に
就
く

べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
悟
り
、
王
位
を
退
い
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
。『
中
山
世
鑑
』
の
叙
述
は
、
神
女
等
の
力
で
後
継
の
国
王
が
示
さ
れ
た
と
す
る
も
の
だ
が
、

当
時
の
王
府
に
お
け
る
神
女
の
力
が
そ
れ
ほ
ど
強
か
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、
背
後
に
尚
円
の
妃
、
尚
真
の
母
オ
ギ
ャ
カ
が
い
て
女
官
・
神
女

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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に
宣
威
の
国
王
即
位
を
阻
む
計
略
が
伝
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
歴
史
の
真
実
は
不
明
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
『
中
山
世
鑑
』
の
叙
述
は
、
オ
モ
ロ
の
力
に

よ
り
宣
威
に
国
王
と
し
て
の
「
徳
」
が
な
い
こ
と
を
知
ら
せ
し
め
た
と
い
う
叙
述
に
な
っ
て
い
る
。
オ
モ
ロ
は
、「
宣
託
」
と
し
て
下
さ
れ
、「
君
々
・
神
々
」
に

よ
っ
て
謡
わ
れ
た
も
の
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
第
六
―
二
九
六
（
第
四
―
二
一
○
・
第
十
二
―
七
三
九
・
第
二
十
―
一
三
七
九
）
に
付
く

「
精せ

ん
君き

み

の
御
前ま

へ

の
憑か

か
り
変か

わ
り
召め

さ
れ
候
時
に
給
候
」
と
あ
る
詞
書
き
か
ら
精
ん
君
が
憑
依
し
て
謡
わ
れ
た
と
い
う
記
事
や
第
六
―
三
四
二
・
三
四
三

に
入
る
聞
書
も
こ
れ
と
同
じ
で
、
オ
モ
ロ
は
原
則
と
し
て
天
上
世
界
か
ら
降
り
て
き
て
神
女
や
オ
モ
ロ
歌
唱
者
（
男
性
）
の
身
体
を
通
し
て
謡
わ
れ
る
と
い

う
建
前
に
な
っ
て
い
る（

注
５
）。

オ
モ
ロ
か
ら
見
れ
ば
、『
中
山
世
鑑
』
に
引
か
れ
た
本
歌
は
、
い
わ
ば
オ
モ
ロ
の
ウ
タ
の
力
を
示
す
歌
徳
譚
と
し
て
あ
る
。

本
歌
は
前
述
し
た
よ
う
に
、『
中
山
世
鑑
』
の
歴
史
叙
述
に
組
み
込
ま
れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
い
っ
て
い
い
が
、
当
初
か
ら
そ
れ
が
尚
宣
威
の
国
王
即
位

に
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
と
し
て
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。【
語
釈
】
で
述
べ
た
よ
う
に
、
オ
モ
ロ
そ
の
も
の
は
「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

」
が
「
て
だ
子こ

」（
国
王
）

の
男
子
、
す
な
わ
ち
世
子
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、
ま
た
「
て
だ
子こ

」
の
娘
、
神
女
と
も
考
え
ら
れ
る
。
第
十
四
―
一
○
二
六
は
、
円
と
解
釈
し
て
よ
い

「
金
丸
」
が
謡
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
娘
と
考
え
ら
れ
る
「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

の
君き

み

」
が
謡
わ
れ
て
い
る
。

第
十
四
―
一
○
二
六

一
聞き

こ

ゑ
金か

ね
ま
る丸

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
名
高
い
金
丸
の

　

思お
も

ひ
子ぐ

わ

の
君き

み

の　

遊あ
す

べ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

愛
し
い
子
の
君
が
神
遊
び
を
す
れ
ば

　

見み

ぼ欲
し
や
し
よ
わ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
見
た
く
な
さ
っ
て
〕

又
鳴と

よ響
む
金か

ね
ま
る丸

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
轟
く
金
丸
の

　

お
な
り
神が

み

の　

遊あ
す

べ
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
な
り
神
が
神
遊
び
を
す
れ
ば

こ
の
オ
モ
ロ
が
尚
円
王
の
娘
「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

の
君き

み

」、
初
代
の
聞
得
大
君
、
音
智
殿
茂
金
（『
中
山
世
譜
』）
を
謡
っ
た
ウ
タ
だ
と
解
釈
さ
れ
る
な
ら
ば
、
本
歌

の
「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

」
は
円
の
男
子
、
尚
真
を
謡
っ
て
い
る
と
解
釈
さ
れ
て
、
こ
れ
が
『
中
山
世
鑑
』
の
叙
述
に
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
本

歌
は
「
て
だ
子こ

」
と
と
も
に
「
思お

も

ひ
子ぐ

わ

」
が
踊
っ
て
い
る
（
遊
ん
で
い
る
）
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
本
歌
と
関
連
す
る
オ
モ
ロ
と
し
て
理
解

さ
れ
る
オ
モ
ロ
は
、
第
十
三
―
七
五
四
で
あ
る
。
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第
十
三
―
七
五
四

し
よ
り
ゑ
と
の
ふ
し

一
首し

よ
り里　

お
わ
る　

て
だ
子こ

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
首
里
グ
ス
ク
に
お
ら
れ
る
国
王
が

　

み
て
づ
か
ら　

立た

ち
よ
わ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
自
ら
お
立
ち
に
な
ら
れ
て

　

群ぶ

れ
鷹た

か

の　

舞ま

や合
う
様や

に　

清き
よ

ら
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

群
れ
鷹
が
舞
合
う
様
に
踊
ら
れ
る
の
が
美
し
い
〕

又
ぐ
す
く　

お
わ
る　

て
だ
子こ

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
首
里
グ
ス
ク
に
お
ら
れ
る
国
王
が

第
十
三
―
七
五
四
を
参
考
に
し
て
本
歌
を
理
解
す
れ
ば
、「
鷲わ

し

の
羽は

ね

」
を
お
差
し
な
さ
っ
た
国
王
と
「
思お

も

い
子ぐ

わ

」
と
が
と
も
に
鷲
が
舞
い
合
う
よ
う
に
踊

っ
て
い
る
姿
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
れ
が
「
見み

物
遊あ

す

び
」（
す
ば
ら
し
い
神
事
）
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
鷲
や
鷹
の
姿
で
舞
う
の
は
、

猛
禽
類
の
霊
的
な
力
を
体
現
し
て
い
る
国
王
と
王
子
の
姿
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
に
本
歌
を
理
解
す
る
と
、
本
歌
は
国
王
と
そ
の
子
と
が

踊
る
様
子
を
謡
う
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
当
初
か
ら
尚
宣
威
の
国
王
即
位
に
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
、
す
な
わ
ち
国
王
円
と
そ
の
子
、
真
が
踊

っ
て
い
る
姿
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
本
歌
が
国
王
円
、
世
子
真
、
親
子
が
踊
る
オ
モ
ロ
と
し
て
理
解
さ
れ
、

尚
宣
威
の
国
王
即
位
か
ら
約
一
七
○
年
余
り
後
の
『
中
山
世
鑑
』
の
叙
述
に
組
み
込
ま
れ
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。『
中
山
世
鑑
』
の
叙
述
は
、「
宣

託
」（
神
託
）
と
し
て
下
さ
れ
た
オ
モ
ロ
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
神
託
は
概
し
て
具
体
的
で
は
な
く
示
唆
的
な
表
現
が
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。『
お
も
ろ

さ
う
し
』
に
あ
っ
て
は
、〈
て
だ
子
〉
と
〈
思
い
子
〉
が
と
も
に
で
る
オ
モ
ロ
は
、
本
歌
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
本
歌
が
、『
中
山
世
鑑
』
の
叙

述
に
入
っ
た
唯
一
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
理
由
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

記
紀
歌
謡
は
、
歌
が
歴
史
叙
述
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
存
在
し
て
い
る
歌
謡
群
で
あ
る
が
、
琉
球
に
お
い
て
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
編
纂
が
正
史
や

地
誌
、
旧
記
類
の
編
纂
に
先
行
し
て
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
叙
述
に
オ
モ
ロ
が
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
僅
か
に
、
本
歌
と
一
部
の
家
譜
（『
夏

姓
家
譜
（
内
嶺
家
）』）
や
第
一
尚
家
を
始
祖
と
戴
く
氏
の
由
来
記
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
に
引
か
れ
る
程
度
で
あ
る（

注
６
）。

こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
琉
球
に

お
け
る
ウ
タ
と
散
文
と
の
関
係
を
考
え
る
際
の
問
題
と
な
り
、
琉
球
文
学
と
日
本
文
学
と
の
差
異
を
考
え
る
時
の
大
事
な
要
点
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る
。

な
お
、
本
歌
は
『
定
本
』
等
で
は
安
仁
屋
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
最
後
に
入
る
第
二
十
二
―
一
五
五
四
の
オ
モ
ロ
と
重
複
す
る
オ
モ
ロ
と
し
て
い
る
。

第
二
十
二
―
一
五
五
四
は
尚
家
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
は
な
い
オ
モ
ロ
で
、
一
七
一
○
年
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
あ
ら
た
め
」
以
降
に
付
け
加
え
ら

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
ま
た
、
一
五
五
四
は
以
下
に
引
く
よ
う
に
本
歌
と
は
詞
章
等
も
異
な
る
。
重
複
の
考
え
方
に
も
よ
る
が
、
別
の
オ
モ
ロ
と
し
て
理
解

し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

御
冠
船
之
御
時
お
も
ろ

第
二
十
二
―
一
五
五
四

し
よ
り
ゑ
と
ふ
し

一
首し

よ
り里　

お
わ
る　

て
だ
子こ

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
首
里
グ
ス
ク
に
お
ら
れ
る
国
王
が

　

思お
も

い
子ぐ

わ

の
遊あ

す

び　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
愛
し
い
子
の
神
遊
び

　

な
よ
り
ば
の　

見み
も
ん物　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

踊
る
と
見
事
〕

詞
章
が
本
歌
に
あ
る
「
見み

物
遊あ

す

び
」
が
な
い
と
い
う
点
で
、
一
五
五
四
と
は
異
な
る
。『
中
山
世
鑑
』
が
引
く
オ
モ
ロ
は
、
第
二
十
二
―
一
五
五
四
で
は
な

く
第
十
二
に
入
る
本
歌
で
あ
る
。
ま
た
、「
ふ
し
名
」
も
異
な
っ
て
い
る
。
第
二
十
二
―
一
五
五
四
は
、「
御
冠
船
之
御
時
お
も
ろ
」
と
い
う
詞
書
き
が
あ
り
、

中
国
か
ら
の
御
冠
船
（
冊
封
使
節
）
を
迎
え
て
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
一
七
一
○
年
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
あ
ら
た
め
」
以
降
の
最
初
に
来
琉
し
た

冊
封
使
は
、
一
七
一
九
年
の
正
使
海
宝
、
副
使
徐
葆
光
で
あ
る
。
徐
葆
光
が
著
し
た
冊
封
使
録
『
中
山
伝
信
録
』
に
は
、「
老
人
登
場
ヲ
作ナ

シ
テ
、
楽
ヲ
作オ

コ

サ
ズ
。
惟
ダ
神
歌
ヲ
唱
フ
。（
途
中
省
略
）
首
メ
ニ
神
歌
ヲ
唱
起
ス
。
黄
髪
ノ
老
人
、
百
拝
稽
首
シ
テ
、
恭
シ
ク
皇
上
ノ
恩
徳
天
ノ
如
ク
、
国
王
ノ
帯
礪
百

世
ナ
ル
ヲ
頌
ス
」
と
あ
る（

注
７
）。

こ
れ
は
冊
封
使
節
を
迎
え
て
催
さ
れ
た
「
中
秋
宴
」
で
の
「
神お

も
ろ歌

こ
ね
り
」
の
記
事
で
あ
る
。「
老
人
」
は
お
も
ろ
主
取
で
あ

っ
た
安
仁
屋
親
雲
上
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
安
仁
屋
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
最
後
に
一
五
五
四
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
本
歌
で
は
「
な
よ

れ0

ば
の　

見み
も
ん物

」
と
な
っ
て
い
る
詞
章
が
、「
な
よ
り0

ば
の　

見み
も
ん物

」
と
な
っ
て
い
る
の
も
琉
球
語
の
新
し
い
変
化
を
反
映
し
た
表
記
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

一
七
一
九
年
の
冊
封
使
節
を
迎
え
て
の
御
冠
船
芸
能
で
は
、
玉
城
朝
薫
が
創
始
し
た
組
踊
が
初
め
て
演
じ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、「
神お

も
ろ歌

こ
ね
り
」
と
組

踊
の
上
演
は
、
と
も
に
一
七
一
九
年
の
冊
封
使
節
を
迎
え
て
演
じ
ら
れ
る
最
初
の
御
冠
船
芸
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
七
一
九
年
の
海
宝
・
徐
葆
光
を
迎

え
た
冊
封
使
節
歓
待
の
御
冠
船
芸
能
は
、
大
き
な
改
革
の
元
に
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る（

注
８
）。

一
五
五
四
の
唱
詠
は
「
中
秋
宴
」
の
冒
頭
に
演
じ
ら
れ
る
芸
能

で
あ
る
。
一
五
五
四
を
謡
う
「
黄
髪
ノ
老
人
」
を
村
落
の
芸
能
で
あ
る
長
者
の
大
主
の
大
主
と
比
定
す
れ
ば
、
一
五
五
四
は
、
こ
れ
に
続
く
御
冠
船
芸
能
全
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体
を
「
老
人
」
の
「
思お

も

い
子ぐ

わ

の
遊あ

す

び
」
と
し
た
オ
モ
ロ
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
、
正
史
の
叙
述
に
組
み
込
ま
れ
た
本
歌
を
踏
ま
え
て
一
五
五
四

が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、「
思お

も

い
子ぐ

わ

」
は
王
位
を
継
ぐ
世
子
で
あ
り
、
中
国
か
ら
の
国
王
即
位
儀
礼
の
使
節
を
迎
え
て
謡
わ
れ
る
の
に
相
応
し
い
オ
モ
ロ
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
長
者
の
大
主
が
引
き
連
れ
て
芸
能
を
演
ず
る
「
思
い
子
」（
子
孫
）
と
は
異
な
っ
た
理
解
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
点
か
ら
も
、
本
歌
と
第

二
十
二
―
一
五
五
四
と
が
重
複
歌
で
あ
る
か
は
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、
本
歌
は
正
史
の
叙
述
に
組
み
込
ま
れ
た
唯
一
の
オ
モ
ロ
で
あ

り
、
そ
れ
を
部
分
的
に
変
え
る
か
た
ち
で
冊
封
使
節
歓
待
の
芸
能
で
上
演
し
た
オ
モ
ロ
が
一
五
五
四
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
で
、

本
歌
は
重
要
な
オ
モ
ロ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る（

注
９
）。

【
注
】

（
注
１
）　

拙
論
「
神
女
オ
モ
ロ
と
歌
唱
者
オ
モ
ロ
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
）。

（
注
２
）　

名
越
佐
源
太
、
国
分
直
一
・
恵
良
宏
校
注
『
東
洋
文
庫
432　

南
島
雑
話　

幕
末
奄
美
民
俗
誌
』
２
（
平
凡
社
、
一
九
八
四
年
）。

（
注
３
）　

嘉
手
納
宗
徳
編
訳
『
球
陽
外
巻　

遺
老
説
伝　

原
文
・
読
み
下
し
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
八
年
）。

（
注
４
）　

伊
波
普
猷
「
か
ざ
な
お
り
考
」（『
を
な
り
神
の
島
』
楽
浪
書
院
、
一
九
三
八
年
、『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
五
巻
、
平
凡
社
、
一
九
七
四
年
）。

（
注
５
）　

拙
著
『
お
も
ろ
さ
う
し
選
詳
解
』（
文
学
通
信
、
二
○
二
三
年
）
所
収
の
「〔
15
〕〈「
あ
ま　

鳴
ら
ち
へ　

さ
し
ふ　

助
け
わ
ち
へ
」
―
家
譜
に
引
か
れ
た
オ
モ
ロ
―
〉。

（
注
６
）　

注
５
と
本
論
〔
50
〕。

（
注
７
）　

企
画
部
市
史
編
集
室
『
那
覇
市
史　

冊
封
使
録
関
係
資
料
（
読
み
下
し
編
）』
第
一
巻
三
（
那
覇
市
役
所
、
一
九
七
七
年
）。

（
注
８
）　

拙
論
「
琉
球
と
唐
・
ヤ
マ
ト
の
交
際
・
交
叉
―
一
七
一
四
年
の
江
戸
立
を
中
心
に
し
て
」（
染
谷
智
幸
編
『
東
ア
ジ
ア
文
化
講
座　

は
じ
め
に
交
流
あ
り
き　

東
ア
ジ
ア
の

文
学
と
異
文
化
交
流
』
第
一
巻
、
文
学
通
信
、
二
○
二
一
年
）、
同
「〔
63
〕〈「
御
肝
愛
し
ぎ
や
／
御
顔
愛
し
ぎ
や
」
―
新
オ
モ
ロ
―
〉、
注
５
の
拙
著
所
収
。

（
注
９
）　

実
は
一
五
五
四
の
冒
頭
に
、「
尚
穆
様
御
冠
船
之
御
時
よ
り
お
き
も
か
な
し
き
と
云
お
も
ろ
ニ
成
ル
文
句
上
座
ニ
有
ル
」
と
い
う
聞
書
が
あ
り
、
こ
れ
は
一
七
五
六
年
に
来

琉
し
た
尚
穆
王
の
冊
封
使
節
（
正
使
全
魁
、
副
使
周
煌
）
歓
待
の
芸
能
か
ら
お
も
ろ
主
取
が
唱
え
る
「
神お

も
ろ歌

こ
ね
り
」
は
、「
お
き
も
か
な
し
き
と
云
お
も
ろ
」（
第
二
十
二

―
一
五
五
二
）
に
な
っ
た
と
い
う
注
記
で
あ
る
。
一
五
五
四
は
、
次
の
冊
封
使
節
歓
待
の
芸
能
か
ら
別
の
オ
モ
ロ
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
な
ん
で
あ
っ
た
の
か

興
味
深
い
。
一
五
五
四
が
「
中
秋
宴
」
の
冒
頭
に
唱
え
ら
れ
る
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
一
七
一
○
年
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
あ
ら
た
め
」

の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
な
い
オ
モ
ロ
で
あ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
様
々
な
理
由
が
考
え
ら
れ
る
。
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〔
48
〕〈「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
や　

世
の
主ぬ

し

ぢ
よ　

待ま

ち
居よ

る
」
―
沖
永
良
部
島
の
英
雄
「
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

」
―
〉

【
本
文
】

第
十
三
―
九
三
六

首
里
ゑ
と
の
ふ
し

一
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
永
良
部
世
の
主
が

　

選ゑ
ら

で
お
ち
や
る　

御み
ち
や
ぶ

駄
群
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
び
勝
っ
た
御
駄
群
れ
（
馬
の
群
れ
）

　

御み
ち
や
ぶ

駄
群
れ
や　

世
の
主ぬ

し

ぢ
よ　

待ま

ち
居よ

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
御
駄
群
れ
が
世
の
主
こ
そ
を
待
っ
て
い
る
の
だ
〕

又
離は

な

れ
世
の
主ぬ

し

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
離
れ
世
の
主
が

　
（
選ゑ

ら

で
お
ち
や
る　

御み
ち
や
ぶ

駄
群
れ
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
選
び
勝
っ
た
御
駄
群
れ
）

又
金
鞍く

ら　

掛か

け
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
（
世
の
主
は
）
金
鞍
を
掛
け
て

　

与よ
わ
ど
ま
り

和
泊　

降お

れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
和
泊
に
降
り
て

【
鑑
賞
】

沖
永
良
部
島
の
英
雄
、
世
の
主
を
称
え
た
オ
モ
ロ
で
あ
ろ
う
。
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
オ
モ
ロ
だ
が
、
道
の
島
（
奄
美
諸
島
等
）
の
オ
モ
ロ
は
、
首

里
王
府
と
の
交
易
、
交
通
を
謡
う
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
本
歌
は
世
の
主
が
馬
を
養
い
飼
育
し
て
そ
れ
を
与
和
泊
か
ら
首
里
王
府

に
納
め
る
こ
と
を
謡
っ
た
ウ
タ
と
考
え
る
。
そ
れ
が
、
世
の
主
を
称
え
た
オ
モ
ロ
に
な
る
と
理
解
さ
れ
る
。

【
歌
形
】

第
一
・
二
節
は
対
句
が
二
節
に
跨
っ
て
い
る
歌
形
。
第
三
節
は
対
句
が
な
い
か
た
ち
。
反
復
部
は
「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
や　

世
の
主ぬ

し

ぢ
よ　

待ま

ち
居よ

る
」
で
、
係

り
結
び
に
な
っ
て
い
る
。
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【
語
釈
】

◇
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
や　

世
の
主ぬ

し

ぢ
よ　

待ま

ち
居よ

る　

こ
の
句
が
本
歌
の
反
復
部
と
考
え
ら
れ
る
。「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
」
は
馬
の
群
れ
の
意
か
。
用
例
は
本
例
の
み
。

「
み
ち
や
」
の
用
例
に
「
馬う

ま

」
と
対
語
に
な
っ
た
「
馬う

ま
ひ曳

き
の
御み

ち
や
ひ

駄
曳
き
の
小こ

た

ら
太
郎
」
第
十
四
―
九
八
六
、「
馬う

ま
み
ち
や

御
駄
も
鷲わ

し
げ毛

／
乗り

り
御み

ち
や駄

も
鷲わ

し
げ毛

」
第
十
五

―
一
○
七
八
が
あ
る
。「
み
ち
や
」
は
馬
と
理
解
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。〈
駄
〉
の
意
味
の
ひ
と
つ
に
「
に
う
ま
」（
荷
馬
）
が
あ
る
が
、「
御み

ち
や駄

」
は
馬

の
美
称
語
か
。
た
だ
し
、『
採
訪
南
島
語
彙
集
』
や
『
図
説
琉
球
語
辞
典
』
の
「
馬
」
の
項
に
〈
み
ち
や
〉〈
み
た
〉〈
た
〉
に
繋
が
る
語
は
確
認
で
き
な
い
。

反
復
部
は
、
馬
の
群
れ
が
永
良
部
世
の
主
を
待
っ
て
い
る
の
だ
、
あ
る
い
は
馬
の
群
れ
を
永
良
部
世
の
主
が
待
っ
て
い
る
と
も
解
釈
で
き
る
。「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
」

と
近
い
語
と
し
て
、「
御み

ち
や
づ

駄
連
れ
」
が
あ
る
。『
辞
典
』
は
「
御み

ち
や
づ

駄
連
れ
」
を
「
乗
馬
の
人
々
」
と
し
て
い
る
。
用
例
は
、
第
十
八
―
一
二
五
三
（
第
十
七
―

一
二
二
三
）
に
「
世
掛が

け
に
せ
按あ

ぢ司
の
御み

ち
や
づ

駄
連
れ
が　

見み

物
」
が
あ
る
。「
御み

ち
や
づ

駄
連
れ
」
の
用
例
は
こ
れ
一
例
で
あ
る
が
、『
辞
典
』
は
こ
れ
か
ら
「
乗
馬
の

人
々
」
と
い
う
解
釈
を
し
た
の
か
。
用
例
が
少
な
く
、
こ
れ
以
上
な
ん
と
も
い
え
な
い
が
、
こ
れ
に
倣
い
「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
」
も
乗
馬
し
て
い
る
人
々
の
群
れ
と

も
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
」
を
馬
の
群
れ
と
理
解
す
れ
ば
、「
御み

ち
や
づ

駄
連
れ
」
は
ひ
と
纏
ま
り
の
馬
の
群
れ
と
い
う
よ
う
な
理

解
が
で
き
る
か
。
す
な
わ
ち
、「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
」
と
「
御み

ち
や
づ

駄
連
れ
」
に
つ
い
て
、
一
方
が
馬
の
群
れ
と
い
う
解
釈
を
し
、
も
う
一
方
を
乗
馬
し
た
人
の
姿
と
す

る
解
釈
を
す
る
か
だ
が
、
二
語
に
そ
の
違
い
を
認
め
る
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
。
今
の
と
こ
ろ
本
歌
に
つ
い
て
は
、
馬
の
群
れ
と
理
解
し
て
お
く
。「
待ま

ち
居よ

る
」
の
他
の
用
例
は
、「
な
さ
へ
（
い
）
子き

よ

が　

い
き
よ
い
ぢ
よ　

待ま

ち
居よ

る
」
第
十
二
―
六
九
○
、
第
十
九
―
一
三
○
八
（
な
さ
へ
子
が
持
て
な
し

を
し
よ
う
と
待
っ
て
い
る
の
だ
）、「
使つ

か

い
ど　

待ま

ち
居よ

る
」
第
十
二
―
六
九
九
（
使
者
を
待
っ
て
い
る
の
だ
）、「
按あ

ん
じ
お
そ

司
襲
い
て
だ
の
御お

う
ね船

ど　

待ま

ち
居よ

る
」

第
十
三
―
八
九
二
（
国
王
の
船
を
待
っ
て
い
る
の
だ
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
は
、
い
ず
れ
も
反
復
部
の
用
例
で
あ
る
。
本
歌
の
「
世
の
主ぬ

し

ぢ
よ　

待ま

ち

居よ

る
」
を
世
の
主
を0

待
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
か
、
世
の
主
が0

待
っ
て
い
る
と
解
釈
す
る
か
は
決
定
し
に
く
い
が
、
以
上
の
用
例
か
ら
「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
」
が
世

の
主
を0

待
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
お
く
。「
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ
」
は
連
続
部
で
「
選ゑ

ら

で
お
ち
や
る　

御み
ち
や
ぶ

駄
群
れ
」
と
謡
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
選
り
勝
っ
た
馬
の
群

れ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
世
の
主ぬ

し

ぢ
よ　

待ま

ち
居よ

る
」
は
係
り
結
び
に
な
っ
て
い
る
。

◆
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

の
／
離は

な

れ
世
の
主ぬ

し

の　

沖
永
良
部
島
の
世
の
主
の
意
。
他
に
同
じ
対
語
例
が
本
歌
の
ひ
と
つ
前
の
第
十
三
―
九
三
五
と
八
六
一
に
で

る
。「
永ゑ

ら

ぶ
良
部
／
離は

な

れ
」
の
対
語
例
は
、
ほ
か
に
も
第
十
三
―
八
五
九
・
九
四
二
他
、
五
例
に
で
る
。
対
句
の
「
離は

な

れ
」
の
用
例
は
、「
津つ

け
ん堅

伊い

は波
ぐ
す
く
／

離は
な

れ
伊い

は波
ぐ
す
く
」
第
十
四
―
一
○
一
○
、「
伊い

ゑ江
の
東あ

が
る
い方

／
離は

な

れ
東あ

が
る
い方

」
第
十
七
―
一
二
一
八
、「
伊い

ぢ
ゑ
な
お
や

是
名
親
の
ろ
／
離は

な

れ
親お

や

の
ろ
」
第
十
三
―
九
一
九
、

「
伊い

ゑ

や
平
屋
大
屋や

こ子
／
離は

な

れ
大
屋や

こ子
」
第
十
三
―
九
五
一
、「
久く

め米
の
若わ

か
き
よ清

ら
／
離は

な

れ
若わ

か
き
よ清

ら
」
第
十
三
―
七
八
四
、「
与よ

ろ
ん論

こ
い
し
の
／
離は

な

れ
こ
い
し
の
」
第
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十
三
―
九
三
一
、「
請う

け

の
鳥と

り

／
離は

な

れ
鳥と

り

」
第
十
四
―
九
九
○
等
で
あ
る
。
津
堅
島
、
伊
江
島
、
伊
是
名
島
、
伊
平
屋
島
（
伊
是
名
・
伊
平
屋
の
総
称
か
）、
久

米
島
、
与
論
島
が
用
例
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
、「
離は

な

れ
」
の
用
例
は
沖
縄
本
島
の
周
辺
離
島
と
意
識
さ
れ
る
島
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
外
の
請
島
は
、

奄
美
大
島
の
離
れ
と
理
解
し
て
よ
い
か
。
す
な
わ
ち
、
沖
永
良
部
島
の
対
語
に
「
離は

な

れ
」
が
多
く
で
る
の
は
、
沖
永
良
部
島
が
琉
球
侵
攻
以
前
に
あ
っ
て
は
、

津
堅
島
、
伊
江
島
等
と
並
ぶ
沖
縄
本
島
の
離
島
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
後
述
す
る
道
の
島
を
謡
う
用
例
が
、
与
論
島
、
沖
永

良
部
島
が
取
り
わ
け
多
い
問
題
と
も
繋
が
る
。

第
十
三
―
八
六
○
に
「
永ゑ

ら

ぶ
良
部
ま
こ
は
つ
／
離は

な

れ
（
ま
こ
は
つ
）」
が
で
る
。
こ
れ
は
世
の
主
と
同
一
人
物
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
い
る
が
、『
辞
典
』
等
は

後
蘭
孫
八
（
後
蘭
村
の
孫
八
）
と
い
う
人
物
か
と
し
て
い
る
。
近
世
期
の
資
料
で
あ
る
『
世
之
主
由
緒
書
』（
一
八
五
○
年
）
と
い
う
資
料
に
は
、「
世
の
主

か
な
し
」
は
「
幼
名
真
松
千
代
」
と
い
い
、「
北
山
の
御
二
男
」
で
沖
永
良
部
島
に
「
御
領
分
」
を
下
さ
れ
渡
海
し
、「
上
玉
城
村
金
の
塔
」
に
館
を
構
え
住

ん
で
い
た
と
こ
ろ
、
世
の
主
が
「
古
里
村
の
下
、
与
和
海
に
御
差
越
」
し
た
と
こ
ろ
、「
大
城
村
川
内
の
百
」
と
い
う
者
か
ら
「
大
城
村
」
の
「
古
城
地
」

に
居
城
を
築
く
の
が
よ
い
と
い
わ
れ
、「
後
蘭
孫
八
と
申
す
も
の
」
に
築
城
を
命
じ
て
三
年
間
を
か
け
て
築
城
し
た
と
あ
る
。『
辞
典
』
等
が
記
す
よ
う
に
、

孫
八
と
世
の
主
は
別
人
と
い
う
記
載
で
あ
る
。『
世
之
主
由
緒
書
』
に
、
世
の
主
と
「
与
和
」
と
の
か
か
わ
り
が
記
さ
れ
て
お
り
興
味
深
い
。『
世
之
主
由
緒

書
』
よ
り
古
い
資
料
「
世
之
主
に
関
す
る
記
録
」（
一
七
一
一
年
）
に
よ
れ
ば
、
上
城
村
の
「
ぬ
る
久
米
」（
ノ
ロ
子
思
い
の
意
。
ノ
ロ
の
尊
称
）
が
代
替
わ

り
の
時
に
「
美
々
敷
其
上
器
量
衆
人
に
勝
れ
」
た
「
十
四
五
歳
」
の
娘
を
連
れ
て
琉
球
に
上
っ
た
と
こ
ろ
、
娘
は
国
王
の
目
に
と
ま
り
懐
妊
し
出
生
し
た
。

生
ま
れ
た
子
供
（
世
の
主
）
は
沖
永
良
部
島
を
下
賜
さ
れ
帰
島
し
て
、
内
城
村
に
御
城
を
普
請
し
た
と
あ
る
。
二
つ
の
資
料
を
繋
げ
て
理
解
す
れ
ば
、「
幼

名
真
松
千
代
」
と
い
う
「
北
山
の
御
二
男
」
は
上
城
村
の
「
ぬ
る
久
米
」
の
娘
の
子
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
た
だ
し
、
二
つ
の
資
料
が
記
す
世
の
主
の
居

城
が
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
現
在
は
「
世
之
主
城
跡
」
と
称
す
る
も
の
や
世
の
主
の
墓
は
、
内
城
に
あ
る
。
沖
縄
本
島
の

資
料
で
も
同
様
で
あ
る
が
、
オ
モ
ロ
が
謡
う
内
容
が
近
世
期
の
資
料
に
そ
の
ま
ま
確
認
さ
れ
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
稀
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
が
盛
ん
に
謡
わ
れ
て

い
た
十
六
世
紀
と
、
多
く
の
資
料
が
確
認
さ
れ
る
十
八
世
紀
と
の
間
に
は
、
か
な
り
大
き
な
変
動
が
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。　

奄
美
地
域
を
謡
う
オ
モ
ロ
の
内
、
沖
永
良
部
島
を
謡
う
オ
モ
ロ
は
本
歌
を
含
め
て
都
合
八
首
あ
り
、「
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

」「
永ゑ

ら

ぶ
良
部
ま
こ
は
つ
」
と
い
う
島

の
英
雄
的
な
人
物
を
謡
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
与
論
島
の
オ
モ
ロ
が
都
合
七
首
あ
っ
て
、「
か
ゑ
ふ
た
の
親お

や

の
ろ
」「
与よ

ろ
ん論

こ
い
し
の
」
と
い
う
神
女
を
謡
っ

て
い
る
の
と
対
照
的
で
あ
る
。
徳
之
島
や
奄
美
大
島
の
オ
モ
ロ
で
は
、
特
定
の
英
雄
や
神
女
を
謡
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
第
十
三
に
は
沖
縄
本

島
西
海
岸
を
北
上
す
る
か
た
ち
で
謡
う
オ
モ
ロ
群
（
九
○
二
～
九
二
七
）
に
連
続
す
る
か
た
ち
で
道
の
島
と
い
わ
れ
る
奄
美
地
域
を
謡
う
オ
モ
ロ
群
二
十
二
首
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（
九
二
八
～
九
四
九
）
が
あ
る（

注
１
）。

こ
の
内
、
与
論
島
関
連
と
沖
永
良
部
関
連
を
合
わ
せ
て
十
五
首
、
徳
之
島
関
連
は
二
首
、
奄
美
大
島
関
連
は
五
首
で
あ
る
。
与

論
島
と
沖
永
良
部
島
で
七
割
弱
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
謡
わ
れ
る
数
か
ら
い
っ
て
も
南
の
二
島
が
首
里
王
府
と
の
関
連
性
が
強
い
こ
と
を
物
語
る
。
前
述
し
た
よ

う
に
、
与
論
島
、
沖
永
良
部
島
は
「
離は

な

れ
」
が
対
語
に
な
っ
て
で
る
。
し
か
も
、
特
定
の
英
雄
や
神
女
を
謡
う
点
で
も
、
徳
之
島
や
奄
美
大
島
の
オ
モ
ロ
と
異

な
る
。
こ
れ
も
含
め
て
、
沖
永
良
部
島
、
与
論
島
の
二
島
は
、
首
里
王
府
と
の
接
近
性
が
あ
る
と
い
え
る
。
琉
球
音
階
の
境
界
線
は
、
沖
永
良
部
島
と
徳
之
島

の
間
に
あ
る
。
一
括
り
に
奄
美
地
域
と
い
っ
て
も
、
首
里
王
府
と
の
か
か
わ
り
で
い
え
ば
、
南
の
二
島
と
北
の
二
島
と
の
間
に
は
大
き
な
違
い
が
存
在
す
る
。

◆
選ゑ

ら
で
お
ち
や
る　
御み

ち
や
ぶ

駄
群
れ　
選
り
勝
っ
た
馬
の
群
れ
の
意
か
。「
選ゑ

ら

で
お
ち
や
る
」
の
他
の
用
例
は
、「
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

の　

選ゑ
ら

で
お
ち
や
る　

の
さ　

あ
く
か
」
第
十
三
―
八
六
一
、「
百ひ

や
く
な
う
ち

名
内
に　

選ゑ
ら

で
お
ち
や
る　

真ま

人
」
第
十
八
―
一
二
六
八
（
第
十
七
―
一
二
三
八
）
が
あ
る
。
特
に
、
八
六
一
の
用
例

は
本
歌
を
考
え
る
際
の
参
考
に
な
る
（【
解
説
】）。「
選ゑ

ら

で
」
は
第
十
や
第
十
三
に
多
く
で
る
常
套
句
、
例
え
ば
「
又
船ふ

な
こ子　

選ゑ
ら

で　

乗の

せ
て　

又
手て

か
ぢ楫　

選ゑ
ら

で　

乗の

せ
て
」
第
十
―
五
一
五
（
船
子
を
選
び
勝
っ
て
、
漕
ぎ
手
を
選
び
勝
っ
て
）
が
あ
る
よ
う
に
、〈
選
ぶ
〉
は
選
り
勝
る
意
で
対
象
を
称
え
る
語
で

あ
る
。
こ
れ
は
美
称
語
に
も
な
り
、
用
例
に
「
中
西に

し

の
選ゑ

ら

び
真ま

人
」
第
十
五
―
一
○
六
○
が
あ
り
、
ま
た
、
下
接
す
る
美
称
語
の
用
例
が
「
按あ

ぢ司
選ゑ

ら

び
」
第

十
三
―
八
一
五
（
選
り
勝
っ
た
按
司
）、「
神か

み

選ゑ
ら

び
」
第
十
六
―
一
一
五
二
（
選
り
勝
っ
た
神
〈
神
女
〉）、「
立た

ち
選ゑ

ら

び
／
筋す

ぢ

選ゑ
ら

び
」
第
十
四
―
九
八
三
（
選

り
勝
っ
た
立
ち
姿
の
も
の
／
選
り
勝
っ
た
筋
の
も
の
〈
芭
蕉
の
美
称
語
〉）
等
に
あ
る
。

◆
金
鞍く

ら　
掛か

け
て　
与よ

わ
ど
ま
り

和
泊　
降お

れ
て　
金
で
装
束
さ
れ
た
美
し
い
鞍
を
馬
に
乗
せ
て
、
与
和
の
泊
に
降
り
て
の
意
。
与
和
泊
は
現
在
古さ

と
ぅ里

村
の
海
岸
に

「
与
和
の
浜
」
が
あ
り
、
こ
こ
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
（『
地
名
大
系　

鹿
児
島
県
』）。
沖
永
良
部
島
の
港
と
し
て
は
近
世
期
、
和
泊
港
、
伊
延
港
（
以
上
、
和

泊
町
）、
沖
泊
港
（
知
名
町
）
が
利
用
さ
れ
て
い
た
が
、
か
つ
て
は
「
与よ

わ
ど
ま
り

和
泊
」
も
王
府
へ
の
交
易
港
と
し
て
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
資
料
に

見
ら
れ
る
世
の
主
が
居
城
に
し
た
内
城
村
、
あ
る
い
は
大
城
村
は
「
与よ

わ
ど
ま
り

和
泊
」
に
近
く
、
こ
こ
が
古
琉
球
期
に
は
重
要
な
港
で
あ
っ
た
の
か
。「
金
鞍く

ら　

掛か

け
て
」
は
馬
の
美
し
い
装
束
を
謡
う
表
現
で
、
神
女
や
貴
人
の
馬
に
よ
る
巡
行
叙
事
表
現
で
あ
る
。
有
名
な
オ
モ
ロ
で
あ
る
「
又
真ま

し
ら
ば

白
馬
に　

金こ
が
ね
く
ら鞍　

掛か

け

て　

又
前ま

へ

鞍く
ら

に　

て
だ
の
形か

た　

描ゑ
が

ち
へ　

又
後し

る
い
く
ら鞍に　

月
の
形か

た　

描ゑ
が

ち
へ
」
第
十
四
―
九
八
六
が
あ
る（

注
２
）。

他
に
「
又
雪よ

き

の
早は

や
み
ち
や

御
駄
に　

金こ
が
ね
く
ら鞍　

掛か

け
て　

又

雪ゆ
き

の
そ
よ
め
き
に　

銀
な
む
ぢ
や
く
ら

鞍��

掛か

け
て
」
第
十
一
―
五
八
三
（「
そ
よ
め
き
」
は
鬣
が
靡
く
も
の
の
意
で
馬
の
美
称
語
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
綾あ

や

も
ど
ろ
」（
着

物
か
、
鎧
か
）
を
着
て
、「
選よ

り
出い

ぢ
ゑ
金こ

が
ね」（

刀
か
）
を
差
し
た
武
装
し
た
久
米
島
の
領
主
が
馬
に
乗
っ
て
巡
行
す
る
こ
と
を
称
え
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
も

う
一
例
、
聞
得
大
君
が
乗
馬
し
て
与
那
覇
浜
・
馬
天
浜
に
下
り
、
知
念
・
玉
城
間
切
へ
行
幸
す
る
巡
行
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
「
又
雪よ

き

の
色い

ろ

の
爪つ

ま
ぐ
ろ黒　

又

真ま
し
ら
よ
き
や

白
雪
の
爪つ

ま
ぐ
ろ黒　

又
金
ぎ
や
鞍く

ら　

依よ

り
掛か

け　

又
銀

な
む
ぢ
やぎ

や
鞍く

ら　

依よ

り
掛か

け　

又
玉た

ま
し
り
ぎ
や

尻
帯　

依よ

り
掛か

け　

又
玉
前く

み
ぎ
や帯　

依よ

り
掛か

け　

又
て
お
の
絹い

と　

真ま
は
る
び

腹
帯

『おもろさうし』選詳解Ⅹ

（
二
一
）　



　

又
雲く

も
こ
た
づ
な

子
手
綱　

依よ

り
掛か

け　

又
大
君ぎ

み

の　

召め

し
よ
わ
ち
へ　

又
国く

に
も
り守

ぎ
や　

召め

し
よ
わ
ち
へ　

又
与よ

な
は
ば
ま

那
覇
浜　

降お

れ
わ
ち
へ　

又
馬ば

て
ん
ば
ま

天
浜　

降お

れ
わ
ち

へ
」
第
十
―
五
一
四
（「
爪つ

ま
ぐ
ろ黒

」
は
馬
の
美
称
語
）
が
あ
る
。
こ
の
オ
モ
ロ
は
、
馬
に
よ
る
巡
行
が
海
へ
向
か
う
と
い
う
点
で
本
歌
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ

し
、
そ
れ
を
浜
へ
向
か
う
と
表
現
す
る
か
、
泊
へ
向
か
う
と
す
る
か
で
は
大
き
く
異
な
る
表
現
に
な
る
と
考
え
る
。
奄
美
に
伝
わ
る
ユ
タ
の
成
巫
式
で
唱
え

ら
れ
る
呪
詞
「
ま
れ
が
た
れ
」（
生
ま
れ
語
り
）
は
、
以
下
で
あ
る
（『
南
島
歌
謡
大
成　

奄
美
篇
』
古
ナ
ガ
レ
）。

二
二�

ま
れ
が
た
れ

前
半
省
略

三
三�

に
ぎ
り
あ
ぐ
ん　

は
べ
ら
が
た
ど
よ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
鐙
は
蝶
の
絵
だ

三
四�

ひ
じ
や
り
あ
ぐ
ん　

ま
へ
じ
ゃ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
の
鐙
は
ま
へ
じ
ゃ
（
不
明
、
蜻
蛉
か
）

三
五�

う
ん
だ
ぐ
ち　

わ
れ
は
み
て
ぃ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ん
だ
ぐ
ち　

わ
れ
は
み
て
ぃ
（
不
明
）

三
六�

に
ぎ
り
ど
や　

く
が
ね
ぐ
ち
ど
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
右
の
ど
（
不
明
）
は
金
口
だ

三
七�

な
み
だ
ぐ
ち
ど
ー
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
銀
の
口
だ

三
八�

ひ
じ
ゃ
り
て
ぃ
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
手
は

三
九�

い
と
た
づ
な
や
あ
ら
ん
ど　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
絹
の
手
綱
で
は
な
い
ぞ

四
○�

あ
が
ん
が
り　

き
よ
ら
し
や
る
よ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ん
な
に
美
し
い
よ

四
一�

ゆ
う
の
み
ち　

ば
ば
ぬ
み
ち
よ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
う
（
不
明
）
の
道
、
馬
場
の
道
よ　

四
二�

あ
し
ゆ
な
ら
し　

つ
め
な
ら
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
足
を
馴
ら
し
爪
馴
ら
し

四
三�

し
ょ
ー
じ
ば
ま　

う
り
て
ぃ
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
精
進
浜
に
降
り
て
よ

四
四�

い
つ
の
な
み　

か
み
り
ゆ
り
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
の
波
を
い
た
だ
い
て
い
て
よ

四
五�

な
な
の
な
み　

か
み
り
ゆ
り
よ
ー　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
の
波
を
い
た
だ
い
て
い
て
よ

四
六�

か
み
て
ぃ　

か
み
ぎ
ょ
ら
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
た
だ
い
て
い
た
だ
き
美
し
く

　
　

�

と
り
ぎ
ょ
ら
く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
取
り
美
し
く
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（
以
下
省
略
）

山
下
欣
一
に
よ
る
と
「
ま
れ
が
た
れ
」
は
「
奄
美
の
成
巫
過
程
の
儀
式
の
な
か
に
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
（
水
の
神
を
拝
む
場
所
）
を
選
定
し
、
シ
ト
ギ
と
線
香
を

供
え
て
拝
む
儀
式
」
が
あ
り
、
ユ
タ
は
選
定
し
た
「
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
で
白
衣
を
着
て
、
シ
ト
ギ
と
線
香
を
た
て
、
正
座
し
て
、
マ
レ
ガ
タ
レ
と
い
う
呪
詞
を
唱

え
る
」
と
い
う
。
そ
の
呪
詞
の
「
定
型
的
な
部
分
」
は
、「（
１
）
馬
に
乗
り
、（
２
）
海
辺
に
行
き
、（
３
）
潮
を
い
た
だ
き
、（
４
）
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
に
登
る

と
い
う
四
段
階
」
で
あ
り（

注
３
）、

引
用
し
た
詞
章
は
（
２
）
と
（
３
）
を
表
現
し
た
詞
章
で
あ
る
。
成
巫
す
る
ユ
タ
に
と
っ
て
は
、
浜
に
下
っ
て
潮
花
（
白
く
砕

け
る
波
）
に
よ
っ
て
霊
的
な
力
を
身
に
つ
け
て
身
を
清
め
た
上
で
ユ
タ
の
生
ま
れ
ジ
マ
（
出
身
集
落
）
の
シ
ョ
ー
ジ
ゴ
に
赴
い
て
、
最
終
的
な
成
巫
の
儀
式

を
執
り
行
う
と
い
う
段
取
り
に
な
る
。「
し
ょ
ー
じ
ば
ま　

う
り
て
ぃ
よ
」
と
は
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
表
現
で
あ
る
。

第
十
―
五
一
四
「
又
与よ

な
は
ば
ま

那
覇
浜　

降お

れ
わ
ち
へ　

又
馬ば

て
ん
ば
ま

天
浜　

降お

れ
わ
ち
へ
」
も
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
「
五
六　

浜
ノ
御
殿　

神
名　

ア
マ
オ

レ
ツ
カ
サ　

与
那
原
村
」
の
記
事
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
首
里
城
か
ら
与
那
原
に
下
っ
て
き
た
聞
得
大
君
一
行
が
「
浜
ノ
御
殿
」
の
「
ア
マ
オ
レ
司
御

イ
ベ
ノ
前
」
で
与
那
原
ノ
ロ
が
オ
タ
カ
ベ
を
し
た
後
、「
親
川
」（
井
戸
）
に
向
か
い
「
親
川
」
の
水
で
水
撫
で
の
儀
式
を
し
、
聞
得
大
君
は
そ
こ
で
「
御

輿
」
か
ら
「
白
馬
」
に
乗
り
替
え
「
与
那
覇
浜
」
に
向
か
う
。
そ
こ
で
与
那
原
ノ
ロ
が
「
ナ
デ
ル
ワ
ノ
御
セ
ジ
（
汀
ニ
テ
東
方
ヘ
向
、
有
二
御
崇
一
）
御
崇

仕
也
」
と
あ
る
。「
ナ
デ
ル
ワ
ノ
御
セ
ジ
」
は
東
方
世
界
（
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
）
に
あ
る
セ
ヂ
（
霊
力
）
で
あ
る
。
こ
の
儀
式
は
こ
れ
を
拝
み
、
そ
の
セ
ヂ
を

身
に
つ
け
る
儀
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
は
ユ
タ
の
成
巫
儀
礼
で
い
え
ば
、
浜
に
下
っ
て
潮
花
（
白
く
砕
け
る
波
）
に
よ
っ
て

霊
的
な
力
を
身
に
つ
け
て
、
身
を
清
め
る
儀
礼
に
相
当
す
る
。
そ
の
浜
に
赴
く
の
が
、
わ
ざ
わ
ざ
「
御
輿
」
か
ら
「
白
馬
」
に
乗
り
替
え
て
乗
馬
し
て
行
く

と
い
う
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
第
十
―
五
一
四
の
オ
モ
ロ
と
ユ
タ
の
呪
詞
「
ま
れ
が
た
れ
」
に
み
る
神
女
の
馬
に
乗
る
巡
行
叙
事
は
、
そ
の
よ
う
な
表
現

と
し
て
あ
る
。

し
か
し
、
本
歌
は
浜0

に
降
り
る
と
は
謡
わ
ず
、
泊0

に
降
り
る
と
謡
っ
て
い
る
の
が
、
英
雄
の
馬
に
よ
る
巡
行
叙
事
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
神
女
は

儀
式
に
赴
く
表
現
と
し
て
馬
の
巡
行
叙
事
が
あ
る
が
、
男
性
で
あ
る
英
雄
は
そ
れ
と
は
異
な
る
表
現
に
な
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
浜
は
神
の
世
界
、
異

界
へ
通
ず
る
場
所
で
あ
り
、
泊
は
あ
く
ま
で
人
と
人
、
シ
マ
と
シ
マ
と
を
結
ぶ
交
通
の
窓
口
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
奄
美
地
域
の
オ

モ
ロ
は
基
本
的
に
首
里
王
府
と
の
交
通
、
交
易
を
謡
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
前
提
に
す
れ
ば
、
本
歌
は
沖
永
良
部
島
の
英
雄
、
世
の
主
が
馬
を
首
里
王
府
に

交
易
品
、
あ
る
い
は
貢
ぎ
物
と
し
て
献
上
し
よ
う
と
す
る
巡
行
叙
事
表
現
が
「
金
鞍く

ら　

掛か

け
て　

与よ
わ
ど
ま
り

和
泊　

降お

れ
て
」
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
（【
解

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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説
】）。
し
か
し
、
沖
永
良
部
島
か
ら
馬
を
貢
納
し
て
い
た
と
す
る
資
料
は
、
管
見
の
限
り
見
当
た
ら
な
い
。
こ
の
点
が
課
題
で
あ
る
。
な
お
、「
享
保
内
検
」

の
資
料
だ
が
、「
大
御
支
配
次
第
帳
（
抄
）」
に
よ
れ
ば
、
沖
永
良
部
島
で
は
牛
五
千
九
八
疋
・
馬
三
○
五
疋
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
の
奄
美
地
域
の
資
料

は
、
大
島
が
牛
二
一
四
九
疋
、
馬
一
二
一
六
疋
、
喜
界
島
が
牛
一
四
三
二
疋
、
馬
一
○
七
二
疋
、
徳
之
島
が
牛
三
八
九
三
疋
、
馬
一
九
○
○
疋
、
与
論
島
が

牛
五
八
七
疋
、
馬
五
一
疋
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
沖
永
良
部
島
は
牛
が
多
く
む
し
ろ
馬
が
少
な
い
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る（

注
４
）。　

�����������������������������������������

【
解
説
】

道
の
島
と
い
わ
れ
る
奄
美
地
域
の
オ
モ
ロ
の
基
本
は
、
第
十
三
「
船
ゑ
と
の
お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
奄
美
地
域

は
一
六
○
九
年
の
琉
球
侵
攻
に
よ
っ
て
薩
摩
藩
に
割
譲
さ
れ
た
。
古
琉
球
期
に
お
い
て
は
奄
美
地
域
は
琉
球
王
国
の
版
図
に
あ
り
、
琉
球
語
も
そ
の
ひ
と

つ
で
あ
る
が
、
文
化
的
に
奄
美
地
域
は
先
島
と
い
わ
れ
る
宮
古
・
八
重
山
地
域
よ
り
も
沖
縄
本
島
と
そ
の
周
辺
地
域
と
近
い
関
係
に
あ
る
。『
お
も
ろ
さ
う

し
』
は
、
先
島
を
地
方
オ
モ
ロ
と
し
て
謡
う
こ
と
は
な
く
、
先
島
は
首
里
王
府
の
八
重
山
侵
攻
の
オ
モ
ロ
と
し
て
謡
わ
れ
る
。
奄
美
地
域
を
謡
う
オ
モ
ロ

は
、
沖
縄
本
島
の
各
間
切
と
そ
の
周
辺
離
島
地
域
を
謡
う
地
方
オ
モ
ロ
と
し
て
、
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
、「
嘉
靖
十

年
」（
一
五
三
一
）
に
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
第
一
を
除
い
て
、
琉
球
侵
攻
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
書
で
あ
り
、
薩
摩
藩
に
割
譲
さ
れ
た
奄
美
地
域
の
オ
モ
ロ
は

琉
球
王
国
の
「
地
方
」
を
謡
う
地
方
オ
モ
ロ
と
し
て
編
纂
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
奄
美
地
域
の
オ
モ
ロ
の
一
部
を

第
十
三
に
組
み
入
れ
て
編
纂
し
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
前
述
し
た
よ
う
に
本
歌
を
含
め
、
第
十
三
に
お
け
る
奄
美
地
域
の
オ
モ
ロ
は
九
二
八

の
与
論
島
の
オ
モ
ロ
か
ら
九
四
九
の
奄
美
大
島
を
謡
う
オ
モ
ロ
ま
で
連
続
し
た
排
列
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
南
か
ら
北
へ
ほ
ぼ
与
論
島
か
ら
沖
永

良
部
島
、
徳
之
島
、
奄
美
大
島
へ
と
順
番
に
謡
っ
て
い
る
。

こ
の
奄
美
地
域
の
オ
モ
ロ
群
は
、
九
○
二
の
浦
添
間
切
を
謡
う
航
海
の
オ
モ
ロ
を
起
点
と
し
て
、
沖
縄
本
島
の
西
海
岸
の
岬
を
中
心
に
南
か
ら
北
上
す

る
浦
添
間
切
か
ら
国
頭
間
切
の
海
洋
を
順
番
に
謡
う
一
連
の
オ
モ
ロ
（
九
○
二
～
九
二
七
）
の
延
長
に
位
置
す
る
と
い
う
排
列
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、

九
○
二
か
ら
九
四
九
ま
で
の
オ
モ
ロ
は
一
連
の
ウ
タ
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
注
目
す
れ
ば
、
奄
美
地
域
の
オ
モ
ロ
の
基
本
は
沖
縄
本
島
か
ら
奄

美
地
域
へ
行
く
航
海
歌
で
あ
り
、
あ
る
い
は
奄
美
地
域
と
首
里
王
府
と
の
通
交
や
交
易
を
謡
っ
た
ウ
タ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
は
、
奄
美
地
域
の

オ
モ
ロ
は
地
方
オ
モ
ロ
の
よ
う
に
そ
の
地
域
（
間
切
）
の
大
型
グ
ス
ク
の
讃
美
、
グ
ス
ク
の
領
主
、
神
女
讃
美
の
オ
モ
ロ
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
歌
を
沖
永
良
部
島
の
英
雄
が
、
馬
を
首
里
王
府
に
献
上
す
る
、
あ
る
い
は
交
易
品
と
し
て
送
り
だ
そ
う
と
し
て
い
る
オ
モ
ロ
と
理
解
し
た
の
は
そ
れ
を
理
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由
と
し
て
い
る
。【
語
注
】
の
「
選ゑ

ら

で
お
ち
や
る
」
で
ふ
れ
た
第
十
三
―
八
六
一
は
未
詳
語
が
あ
り
、
分
か
り
に
く
い
が
本
歌
の
参
考
に
な
る
オ
モ
ロ
で
は

な
い
か
。

第
十
三
―
八
六
一

し
よ
り
ゑ
と
の
ふ
し

一
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
永
良
部
世
の
主
が

　

選ゑ
ら

で
お
ち
や
る　

の
さ　

あ
く
か　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
び
勝
っ
た
の
さ
あ
く
か
（
未
詳
語
）

　

百む
ゝ
よ
み読

の
真ま

き
ん絹　

取と

て　

み
（
お
）
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
細
か
な
織
り
の
絹
物
を
取
っ
て
国
王
に
奉
れ
〕

又
離は

な

れ
世
の
主ぬ

し

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
離
れ
世
の
主
が

　

選ゑ
ら

で
お
ち
や
る　
（
の
さ　

あ
く
か
）�　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
び
勝
っ
た
（
の
さ
あ
く
か
）

本
歌
と
八
六
一
は
、
共
に
「
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

の　

選ゑ
ら

で
お
ち
や
る
」
と
い
う
共
通
し
た
表
現
を
持
つ
。「
の
さ　

あ
く
か
」
は
未
詳
語
だ
が
、
本
歌
か
ら

推
測
す
れ
ば
「
の
さ　

あ
く
か
」
を
言
い
替
え
た
語
が
「
百む

ゝ
よ
み読

の
真ま

き
ん絹

」、
あ
る
い
は
「
百む

ゝ
よ
み読

の
真ま

き
ん絹

」
を
作
り
提
供
す
る
者
が
「
の
さ　

あ
く
か
」
と
い

う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、「
み
お
や
せ
」
は
多
く
は
国
王
や
領
主
へ
物
を
奉
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
八
六
一
を
参
考
に
す
れ
ば
、

本
歌
は
「
御み

ち
や駄

」
を
王
府
に
納
め
る
オ
モ
ロ
と
し
て
読
め
る
の
で
は
な
い
か
。
本
歌
の
ひ
と
つ
前
と
本
歌
の
二
首
後
の
オ
モ
ロ
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。

第
十
三
―
九
三
五

し
よ
り
ゑ
と
の
ふ
し

一
永ゑ

ら

ぶ

よ

良
部
世
の
主ぬ

し

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
永
良
部
世
の
主
が

　

御お
う
ね船　

橋は
し　

し
よ
わ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

船
を
橋
と
な
さ
っ
て

　

永ゑ
ら
ぶ
し
ま

良
部
島　

な
ち
や
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
永
良
部
島
に
し
た
〕

又
離は

な

れ
世
の
主ぬ

し

の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
離
れ
世
の
主
が
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第
十
三
―
九
三
八

し
よ
り
ゑ
と
の
ふ
し

一
勝か

つ
れ
ん連

が　

船ふ
な

遣や

れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
勝
連
の
船
出

　

請う
け　

与よ

ろ路
は　

橋は
し　

し
遣や

り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

請
島
、
与
路
島
を
橋
に
し
て

　

徳と
く　

永ゑ

ら

ぶ
良
部　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
を

　

頼た
よ

り
な
ち
へ　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

頼
み
と
な
る
者
（
縁
者
）
と
し
て
貢
物
を
奉
れ
〕

又
ま
し
ふ
り
が　

船ふ
な

遣や

れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
ま
し
ふ
り
の
船
出

九
三
五
は
、
永
良
部
世
の
主
が
船
を
橋
と
な
さ
っ
て
と
謡
っ
て
い
る
。「
聞
書
」
は
「
は
し
し
よ
わ
ち
へ
」
に
「
た
よ
り
し
て
な
り
」
と
注
を
付
け
て
い
る
。

永
良
部
世
の
主
が
船
を
頼
り
、
手
段
に
な
さ
っ
て
と
連
続
部
で
謡
い
、
反
復
部
で
は
そ
の
こ
と
が
沖
永
良
部
島
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
謡
っ
て
い
る
と
理
解

さ
れ
る
。
九
三
八
は
、
奄
美
大
島
南
部
に
位
置
す
る
加
計
呂
麻
島
の
さ
ら
に
離
島
の
請
島
、
与
路
島
と
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
と
い
う
都
合
四
つ
の
島
が
謡

わ
れ
る
興
味
深
い
オ
モ
ロ
だ
が
、
こ
の
オ
モ
ロ
は
沖
永
良
部
島
が
謡
わ
れ
る
排
列
（
九
三
五
～
九
四
二
）
の
中
に
あ
る
。「
請う

け　

与よ

ろ路
は　

橋は
し　

し
遣や

り
」
は
、

請
島
、
与
路
島
が
航
海
の
目
印
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
徳
之
島
、
沖
永
良
部
島
を
「
頼た

よ

り
」（
タ
ユ
イ　

頼
り
と

す
る
者
、
縁
故
）
と
し
て
、
貢
ぎ
物
を
奉
れ
と
謡
っ
て
い
る
オ
モ
ロ
だ
と
思
わ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
オ
モ
ロ
は
奄
美
大
島
か
ら
貢
ぎ
物
を
納
め
る
こ
と

を
謡
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
た
だ
、
オ
モ
ロ
と
し
て
は
沖
永
良
部
島
の
オ
モ
ロ
の
排
列
の
中
に
あ
り
、
沖
永
良
部
島
が
そ
の
「
頼た

よ

り
」
に
な
る
と
い
う

位
置
付
け
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
冒
頭
の
「
勝か

つ
れ
ん連

が　

船ふ
な

遣や

れ
／
ま
し
ふ
り
が　

船ふ
な

遣や

れ
」
と
い
う
句
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
が

あ
る
。
こ
の
句
は
、
次
の
九
三
九
に
も
連
続
し
て
で
る
。
課
題
と
し
た
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
歌
を
含
む
沖
永
良
部
島
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
は
、
沖
縄
本

島
、
首
里
王
府
と
の
交
通
、
交
易
、
貢
納
関
係
を
謡
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

〔
38
〕
で
与
論
島
の
神
女
「
か
ゑ
ふ
た
の
親お

や

の
ろ
」
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
を
取
り
上
げ
た
が（

注
５
）、

奄
美
地
域
の
神
女
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
は
、
ほ
と
ん
ど
が
航
海

守
護
神
と
し
て
の
神
女
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
地
方
オ
モ
ロ
に
謡
わ
れ
る
神
女
は
、
そ
の
地
域
（
間
切
）
の
大
型
グ
ス
ク
の
祭
祀
を
担
う
神
女
が
称
え

ら
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
航
海
守
護
神
と
し
て
の
性
格
が
表
に
は
出
て
こ
な
い（

注
６
）。

こ
の
点
が
、
大
き
な
違
い
と
し
て
あ
る
。
や
は
り
、
奄
美
地
域
の
オ

モ
ロ
の
基
本
的
な
性
格
は
、
地
方
オ
モ
ロ
的
な
内
容
で
は
な
く
、
沖
縄
本
島
、
首
里
王
府
と
の
交
通
を
謡
っ
た
航
海
歌
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
第
十
三
に
収
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録
さ
れ
て
い
る
奄
美
地
域
の
オ
モ
ロ
は
、
あ
く
ま
で
も
「
船
ゑ
と
」
と
し
て
の
オ
モ
ロ
で
あ
り
、
沖
縄
本
島
の
間
切
を
基
本
単
位
と
し
て
謡
う
地
方
オ
モ
ロ

と
は
異
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

（
注
１
）　

拙
論
「『
お
も
ろ
さ
う
し
』
第
十
三
の
排
列
」（『
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
』
第
五
十
五
号
、
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
、
二
○
一
八
年
）。

（
注
２
）　

拙
著
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選
056　

お
も
ろ
さ
う
し
』（
笠
間
書
院
、
二
○
一
二
年
）
の
〔
17
〕
参
照
。�

（
注
３
）　

山
下
欣
一
『
奄
美
説
話
の
研
究
』（
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
七
九
年
）
所
収
「
第
十
三
章　

奄
美
の
ユ
タ
の
呪
詞
「
マ
レ
ガ
タ
レ
」
に
つ
い
て
」。

（
注
４
）　
「
大
御
支
配
次
第
帳
（
抄
）」（『
福
岡
大
学
研
究
所
資
料
叢
書
第
一
冊　

道
之
島
代
官
記
集
成
』
所
収
、
福
岡
大
学
研
究
所
、
一
九
六
八
年
）。

（
注
５
）　

拙
著
『
お
も
ろ
さ
う
し
選
詳
解
』（
文
学
通
信
、
二
○
二
三
年
）
所
収
の
「〔
38
〕〈「
か
ゑ
ふ
た
の
親
の
ろ　

親
御
船
よ　

守
り
よ
わ
」
―
与
論
島
の
親
の
ろ
〉」。

（
注
６
）　

注
５
の
所
収
の
〔
52
〕「
第
十
八
―
一
二
五
七
・
一
二
五
八
―
百
名
に
吹
く
二
つ
の
風
―
」
は
、
地
方
オ
モ
ロ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
例
外
的
に
航
海
歌
で
あ

る
こ
と
か
ら
こ
の
二
首
の
オ
モ
ロ
の
意
味
を
考
察
し
た
。

〔
49
〕〈「
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ　

東あ
が
る
い方

に　

通か
よ

て
」「
伊い

け計
ぐ
す
く
親お

や

の
ろ　

綾あ
や
ご
ば
し

子
橋　

掛か

け
わ
ち
へ
」
―
伊
計
を
謡
う
オ
モ
ロ
―
〉

【
本
文
】

第
十
六
―
一
一
四
九

う
ら
お
そ
い
ふ
し

一
丈た

け
き
よ清

ら
（
の
親お

や

の
ろ
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
丈
清
ら
の
親
の
ろ
は

　

東あ
が
る
い方

に　

通か
よ

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
方
に
通
っ
て

　

世
の
つ
ほ
に　

お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
〔
世
の
つ
ほ
に
を
尚
真
王
に
奉
れ
〕

又
け
さ
殿と

の

親お
や

の
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
け
さ
殿
親
の
ろ
は

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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第
十
六
―
一
一
五
○

う
ら
お
そ
い
ふ
し

一
伊い

け計
ぐ
す
く
親お

や

の
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
伊
計
グ
ス
ク
の
親
の
ろ
は

　

綾あ
や
ご
ば
し

子
橋　

掛か

け
わ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

美
し
い
橋
を
お
掛
け
な
さ
っ
て

　

島し
ま　

か
ね
て　

お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
〔
島
を
統
治
し
て
尚
真
王
に
奉
れ
〕

又
ま
ぢ
ら
ず
の
親お

や

の
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
混
じ
ら
ず
の
親
の
ろ
は

【
鑑
賞
】

与
勝
諸
島
に
属
す
る
伊
計
島
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
、
平
安
座
・
宮
城
・
伊
計
島
の
オ
モ
ロ
（
一
一
四
八
～
一
一
五
四
）
を

第
十
六
の
勝
連
間
切
の
オ
モ
ロ
の
末
尾
に
置
く
。
伊
計
島
は
三
島
の
中
に
あ
っ
て
沖
縄
本
島
か
ら
一
番
離
れ
た
島
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、「
東あ

が
る
い方

に　

通か
よ

て
」、「
綾あ

や
ご
ば
し

子
橋　

掛か

け
わ
ち
へ
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

【
歌
形
】

二
首
は
い
ず
れ
も
、
対
句
が
二
節
に
跨
る
歌
形
で
あ
る
。
反
復
部
は
一
一
四
九
が
「
世
の
つ
ほ
に　

お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ
」、
一
一
五
○
が

「
島し

ま　

か
ね
て　

お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
四
九
の
二
節
目
の
連
続
部
の
後
半
の
詞
章
「
東あ

が
る
い方

に　

通か
よ

て
」、
一
一
五
○

の
二
節
目
の
連
続
部
の
後
半
の
詞
章
「
綾あ

や
ご
ば
し

子
橋　

掛か

け
わ
ち
へ
」
は
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。�

【
語
釈
】

◇
世
の
つ
ほ
に　
お
ぎ
や
か
思も

い
に　
み
お
や
せ　
第
十
六
―
一
一
四
九
の
反
復
部
で
あ
る
。
同
じ
用
例
が
、
第
十
四
―
一
○
四
一
に
あ
る
。「
世
の
つ
ほ

に
」
は
未
詳
語
で
あ
る
が
、
第
十
七
―
一
二
一
八
に
「
世
の
つ
ほ
に　

御み
し
や
く

神
酒　

御お
ま
か
な
い

真
貢
」、
第
七
―
三
七
一
、
第
十
九
―
一
二
九
八
に
「
世
の
つ
ほ
に　

御
み
神し

や
く酒

」
が
あ
り
、「
世
の
つ
ほ
に
」
は
、「
御み

し
や
く

神
酒
」
と
並
ぶ
祭
礼
に
献
上
す
る
貢
ぎ
物
の
ひ
と
つ
か
。
本
歌
の
場
合
も
、「
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ
」
が

「
東あ

が
る
い方

に　

通か
よ

て
」、
獲
得
し
た
霊
的
力
が
充
溢
し
た
貢
ぎ
物
を
「
お
ぎ
や
か
思も

い
」（
尚
真
王
）
に
献
上
す
る
こ
と
か
。
第
十
三
―
七
四
九
、
第
六
―
三
四
○
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は
「
世
の
つ
ほ
に　

世
の
つ
く
せ　

み
お
や
せ
」
と
あ
る
。
ま
た
、
第
十
二
―
六
五
四
に
「
世
の
つ
ほ
に　

取と

り
よ
わ
ち
へ
／
世
の
つ
く
せ　

取と

り
よ
わ
ち

へ
」
と
い
う
例
も
あ
る
。
対
語
は
「
世
の
つ
く
せ
」。「
つ
く
せ
」
は
、『
辞
典
』
等
に
「
貢
物
。
貢
租
」
と
あ
る
が
、
語
義
不
明
の
語
で
あ
る
。

◇
島し

ま　
か
ね
て　
お
ぎ
や
か
思も

い
に　
み
お
や
せ　
第
十
六
―
一
一
五
○
の
反
復
部
で
あ
る
。
同
じ
用
例
が
、
第
十
三
―
九
三
一
、
第
十
五
―
一
一
○
二
、

第
十
九
―
一
三
○
二
に
あ
り
、
い
ず
れ
も
反
復
部
の
用
例
で
あ
り
、
常
套
的
な
表
現
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
島し

ま　

か
ね
て
」
は
、『
辞
典
』
で
は
「
囲
っ

て
。
統
べ
て
」
の
意
と
し
て
い
る
。
た
だ
、『
沖
縄
語
辞
典
』
で
は
囲
う
は
「
カ
ク
ユ
ン
」
で
あ
り
確
認
で
き
な
い
。「
か
ね
て
」
の
用
例
は
、「
手て

が
ね
ま
る

金
丸　

島し
ま　

か
ね
て　

来き

よ居
り
」
第
八
―
四
二
○
、「
百ひ

や
く
な名

か
ら　

か
ね
て
／
崎さ

き
よ
だ枝

か
ら　

か
ね
て
」
第
十
八
―
一
二
六
一
（
第
十
七
―
一
二
三
一
）�

が
あ
る
。
古

語
の
〈
か
ね
る
〉
は
、
ひ
と
つ
の
こ
と
だ
け
で
は
な
く
他
の
こ
と
も
合
わ
せ
含
め
る
意
で
、
ひ
と
つ
の
シ
マ
（
島
、
集
落
）
だ
け
で
は
な
く
、
幾
つ
か
の
シ

マ
を
合
わ
せ
て
の
意
が
「
島し

ま　

か
ね
て
」
だ
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
計
島
の
ノ
ロ
は
三
島
の
「
親お

や

の
ろ
」
で
あ
り
、
こ
れ
ら
三
島
の
貢
ぎ
物
を
合
わ

せ
る
か
た
ち
で
、「
お
ぎ
や
か
思も

い
」（
尚
真
王
）
に
献
上
す
る
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
の
か
。
二
首
の
伊
計
島
の
オ
モ
ロ
は
「
お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や

せ
」
と
謡
う
。
平
安
座
島
を
謡
っ
た
二
首
の
オ
モ
ロ
に
も
こ
の
表
現
が
で
る
が
、
地
方
オ
モ
ロ
と
し
て
は
例
が
少
な
い
（
後
述
）。

◆
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ
／
け
さ
殿と

の

親お
や

の
ろ　
一
一
四
九
は
地
名
が
謡
わ
れ
て
い
な
い
が
、「
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ
」
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
四
「
各
処
祭

祀
」
に
記
さ
れ
る
「
455
城
内
之
イ
ベ　

神
名　

タ
ケ
キ
ヨ
ラ
ノ
御
神
」（
伊
計
村
）
と
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ
」
は
、
伊
計
島
の

「
城
内
之
イ
ベ
」、
す
な
わ
ち
伊
計
グ
ス
ク
の
神
女
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
一
五
○
の
「
伊い

け計
ぐ
す
く
親お

や

の
ろ
」
と
同
じ
神
女
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
二
首

は
、
伊
計
グ
ス
ク
を
祭
祀
す
る
神
女
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
伊
計
グ
ス
ク
は
、『
海
東
諸
国
紀
』
の
「
琉
球
国
之
図
」
に
で
る
「
池
具

足
城
」
か
。
伊
計
グ
ス
ク
は
、
総
面
積
が
四
万
四
○
○
○
平
方
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
平
場
を
有
す
る
琉
球
列
島
有
数
の
グ
ス
ク
で
あ
る
と
い
う
（『
沖
縄
の
名

城
を
歩
く（

注
１
）』）。

離
島
で
あ
る
伊
計
島
の
グ
ス
ク
が
「
琉
球
列
島
有
数
の
グ
ス
ク
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
意
外
で
あ
る
が
、
伊
計
グ
ス
ク
は
第
九
―
四
九
九
に

も
「
伊い

け計
の
杜も

り

ぐ
す
く
／
上ぢ

や
く
に国

杜も
り

ぐ
す
く
」
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
オ
モ
ロ
は
、
反
復
部
で
「
き
や
寄よ

せ
接は

ぎ
上あ

が
り
や　

波な
み
お
そ襲

う
早は

や

み
御お

う
ね船

」
と
謡

い
、
第
三
節
の
連
続
部
に
「
又
小こ

た
ら
わ
か
ざ
い
く

太
郎
若
細
工
」
が
で
る
。「
小こ

た
ら
わ
か
ざ
い
く

太
郎
若
細
工
」
は
船
大
工
で
あ
ろ
う
。
伊
計
島
で
船
足
が
速
い
勝
れ
た
船
（「
早は

や

み
御お

う
ね船

」）

が
造
船
さ
れ
、
そ
の
船
の
航
海
安
全
が
「
伊い

け計
の
杜も

り

ぐ
す
く
」
の
祭
場
で
祈
ら
れ
た
の
か
。
本
歌
で
は
、「
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ
」
と
謡
っ
て
い
る
が
、「
親お

や

の

ろ
」
と
謡
う
の
は
単
な
る
美
称
で
は
な
く
与
勝
諸
島
の
中
心
と
な
る
ノ
ロ
が
伊
計
グ
ス
ク
の
ノ
ロ
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
後
述
す
る
が
、
伊
計
島
は
勝
連

半
島
か
ら
最
も
離
れ
た
外
洋
に
面
し
た
島
で
あ
る
。
こ
こ
が
、
他
の
二
島
よ
り
も
外
界
と
の
交
通
の
接
点
で
あ
り
、
航
海
安
全
が
担
わ
れ
る
祭
祀
が
行
わ

れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
伊
計
グ
ス
ク
が
「
琉
球
列
島
有
数
の
グ
ス
ク
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
地
理
的
な
条
件
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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「
丈た

け
き
よ清

ら
」
は
、
ほ
か
に
第
六
―
三
○
六
に
「
丈た

け
き
よ清

ら
や
は　

酔ゑ

う
や
ち
へ　

神か
み

々〳
〵　

歓あ
ま

へ
る　

清き
よ

ら
や
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
首
里
の
神
女
か
。「
丈た

け
き
よ清

ら
」

が
神
酒
を
飲
ん
で
赤
ら
顔
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
の
姿
は
神
々
（
神
女
達
）
が
喜
ぶ
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
を
美
し
い
と
謡
っ
て
い
る
。
も
う
一

例
、「
い
け
な
の
よ
ゝ
清き

よ

ら
ゑ
け
り
／
い
け
な
の
丈た

け
き
よ清

ら
ゑ
け
り
」
第
十
四
―
九
九
三
が
あ
る
。「
よ
ゝ
清き

よ

ら
／
丈た

け
き
よ清

ら
」
と
い
う
対
語
か
ら
す
ら
っ
と
し
た

長
身
の
「
ゑ
け
り
」（
男
兄
弟
）
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。
た
だ
、
こ
れ
は
「
た
け
」
が
物
の
長
さ
を
い
う
語
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
る
が
、「
よ
ゝ
」

の
「
よ
」
が
〈
時
間
〉
を
い
う
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
長
寿
を
称
え
た
名
称
か
も
し
れ
な
い
。
長
寿
で
、
背
丈
が
す
ら
っ
と
し
た
「
ゑ
け
り
」
を
称
え
た
語
が

「
よ
ゝ
清き

よ

ら
ゑ
け
り
／
丈た

け
き
よ清

ら
ゑ
け
り
」
と
い
う
表
現
で
あ
る
か
。

対
語
の
「
け
さ
殿と

の

親お
や

の
ろ
」
は
、
第
十
三
―
九
七
一
に
「
つ
ほ
に　

け
さ
殿と

の

」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
一
語
で
あ
る
の
か
、
二
語
な
の
か
不
明
な
用
例
で

あ
る
。「
け
さ
」
は
祭
場
に
設
え
た
建
物
の
美
称
語
と
思
わ
れ
る
「
け
さ
げ
ら
へ
」
第
十
三
―
七
八
五
、「
け
さ
げ
ら
へ
／
ゑ
ん
げ
ら
へ
」
第
十
三
―
九
六
八

が
あ
る
。
ま
た
「
け
さ
細さ

ゑ
く工

」
第
十
三
―
九
○
八
と
い
う
用
例
も
あ
る
。「
け
さ
」
は
「
昔む

か

」
と
の
対
語
（
第
四
―
一
七
二
等
）
の
「
け
さ
」
と
関
係
す
る

か
。
ま
た
、「
け
さ
に
子こ

」
第
一
―
四
○
他
（
対
語
は
「
あ
ま
に
子こ

」）
の
「
け
さ
」
と
も
関
係
す
る
か
。

◆
東あ

が
る
い方

に　
通か

よ
て　
同
じ
用
例
が
、「
一
聞き

こ

へ
差さ

す
か
さ笠

が　

東あ
が
る
い方

に　

通か
よ

て　

又
鳴と

よ響
む
差さ

す
か
さ笠

が　

て
だ
が
穴あ

な

に　

通か
よ

て
」
第
四
―
一
九
八
、「
一
か
い
ふ
た
の

親お
や

の
ろ　

東あ
が
る
い方

に　

通か
よ

て
／
又
金か

な
も
り杜

の
親お

や
お
き
て掟　

て
だ
が
穴あ

な

に　

通か
よ

て
」
第
十
四
―
一
○
○
九
が
あ
る
。
神
女
が
東
方
の
異
界
に
通
ず
る
と
い
う
表
現
で
あ

る
。「
東あ

が
る
い方

」
と
い
う
語
は
、
こ
の
ほ
か
に
第
十
一
―
五
五
七
に
「
東あ

が
る
い方

に　

咲さ

く
花は

な

」
が
一
例
あ
る
も
の
の
、
後
は
第
十
「
歩あ

り

き
ゑ
と
の
お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」

に
集
中
し
て
用
例
が
で
る
。
第
十
―
五
一
四
・
五
二
四
・
五
五
一
・
五
五
三
が
そ
の
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
「
東あ

が
る
い方

に
」〈
歩
む
〉
と
い
う
用
例
で
で
る
。

ほ
か
に
、
五
二
二
は
「
東あ

が
る
い方

に
」〈
見
遣
る
〉、
五
四
八
は
「
東あ

が
る
い方

に
」〈
向
か
う
〉
と
い
う
例
が
あ
る
。
第
十
の
内
容
は
国
王
や
聞
得
大
君
の
知
念
・
久
高

島
行
幸
を
多
く
謡
う
巡
行
歌
を
基
本
と
し
て
い
る
と
考
え
る
が
、「
東あ

が
る
い方

に
」
に
〈
歩あ

よ

む
〉
や
「
東あ

が
る
い方

に
」
に
〈
向
か
う
〉、「
東あ

が
る
い方

に
」
に
〈
見
遣
る
〉
と

い
う
表
現
は
、
久
高
島
、
あ
る
い
は
久
高
島
の
先
に
想
念
さ
れ
る
ニ
ル
ヤ
世
界
を
意
識
し
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
本
歌
や
第

十
四
―
一
○
○
九
の
「
東あ

が
る
い方

に　

通か
よ

て
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
。『
沖
縄
語
辞
典
』
で
は
、〈
通
う
〉
は
カ
ユ
ユ
ン
、〈
歩
む
〉
は
ア
ユ

ヌ
ン
で
ど
ち
ら
も
文
語
で
あ
る
。〈
通
う
〉
の
用
例
に
は
、
オ
モ
ロ
で
は
珍
し
い
恋
歌
の
用
例
「
又
昼ひ

る

な
れ
ば　

肝き
も　

通か
よ

い　

通か
よ

て　

又
夜よ

る

な
れ
ば　

夢い
め　

通か
よ

い　

通か
よ

て
」
第
十
四
―
九
九
六
が
あ
り
、「
千せ

ん

の　

祈い
の

り　

し
よ
わ
ち
へ　

万ま
ん

の
余よ

ね
ん年　

通か
よ

て
」
第
三
―
一
○
八
が
あ
る
。〈
通
う
〉
に
は
繰
り
返
し
行
く
、

何
度
も
通
じ
る
と
い
う
よ
う
な
意
味
が
あ
り
、
想
念
的
な
世
界
と
の
不
断
の
交
信
と
い
う
よ
う
な
意
味
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
一
方
、〈
歩
む
〉
は
多
く
の

用
例
が
第
十
「
歩あ

り

き
ゑ
と
の
お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
に
あ
り
、
着
実
に
一
歩
ず
つ
歩
き
近
づ
く
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持
っ
た
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
東あ

が
る
い方

」
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を
め
ぐ
る
〈
通
う
〉
と
〈
歩
む
〉
の
用
例
の
違
い
は
、
注
目
さ
れ
る
。

◆
伊い

け計
ぐ
す
く
親お

や
の
ろ
／
ま
ぢ
ら
ず
の
親お

や
の
ろ　
「
伊い

け計
ぐ
す
く
親お

や

の
ろ
」
は
「
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ
」
の
こ
と
か
。
あ
る
い
は
、
同
じ
伊
計
グ
ス
ク
の
神
女

で
あ
る
が
別
の
神
女
か
。
第
十
七
―
一
一
八
七
に
「
聞き

こ

へ
い
け
ぐ
す
く
／
鳴よ

む響
む
い
け
ぐ
す
く
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
羽
地
間
切
に
あ
る
「
い
け
ぐ
す
く
」

で
あ
る
。「
伊い

け計
ぐ
す
く
親お

や

の
ろ
」
は
本
歌
の
み
だ
が
、
対
語
の
「
ま
ぢ
ら
ず
の
親お

や

の
ろ
」
は
他
に
「
浦う

ら
お
そ
い添の

親お
や

の
ろ
」
第
十
五
―
一
○
八
四
と
の
対
語
と

し
て
、
ま
た
「
ま
ぢ
ら
ず
」
は
「
こ
い
し
の
」
第
十
一
―
六
四
八
他
、「
よ
き
な
わ
」
第
六
―
三
三
九
他
と
の
対
語
と
し
て
で
る
。「
君き

み
よ良

し
君き

み

の　

君き
み
お
そ襲

い

君き
み

の　

混ま

ぢ
ら
た　

見め

居よ

り
」
第
九
―
四
八
○
（
君
良
し
君
が
君
襲
い
君
が
他
と
紛
れ
な
い
で
際
だ
っ
て
見
え
る
）、
第
十
三
―
八
七
九
に
「
撓し

な

い
富と

み　

混ま

ぢ
ら
た
な　

見め

居よ

り
」（
撓
い
富
〈
船
名
〉
は
、
他
と
紛
れ
な
い
で
際
だ
っ
て
見
え
る
船
の
意
）
と
い
う
表
現
が
あ
る
が
、「
ま
ぢ
ら
ず
」
は
他
に
混
じ
ら
ず
、

際
だ
っ
て
い
る
意
の
美
称
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

◆
綾あ

や
ご
ば
し

子
橋　
掛か

け
わ
ち
へ　
「
綾あ

や
ご
ば
し

子
橋
」
は
本
例
の
み
。「
綾あ

や
ご子

」
が
冠
せ
ら
れ
る
語
は
他
に
「
綾あ

や
ご
ば
ま

子
浜
」
第
一
―
四
○
他
が
あ
る
。
橋
の
美
称
語
と
し
て

は
、「
雲く

も
こ
ば
し

子
橋�

掛か

け
わ
ち
へ
／
見み

も
の
ば
し

物
橋�
掛か

け
わ
ち
へ
」
第
十
二
―
七
四
一
の
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
浦
添
城
の
前
の
碑
文
」（
一
五
九
七
年
）
と
か
か
わ

る
オ
モ
ロ
で
、
尚
寧
王
が
首
里
グ
ス
ク
か
ら
浦
添
グ
ス
ク
へ
の
道
路
の
石
畳
化
と
大
平
橋
を
石
橋
に
し
た
架
け
替
え
工
事
を
行
っ
た
事
績
を
称
え
た
オ
モ
ロ

で
あ
る
。「
雲く

も
こ
ば
し

子
橋
／
見み

も
の
ば
し

物
橋
」
は
大
平
橋
を
さ
す
。〈
橋
を
架
け
る
〉
と
す
る
用
例
は
、
本
歌
の
ほ
か
は
こ
の
一
例
で
あ
る
。「
橋は

し

」
の
用
例
は
第
十
三
―

七
七
一
・
九
三
五
・
九
三
八
に
あ
る
が
、「
又
渡と

な

き
名
喜　

橋は
し　

し
よ
わ
ち
へ　

慶け

ら

ま
良
間　

橋は
し　

し
よ
わ
ち
へ
」
第
十
三
―
七
七
一
と
あ
り
、〈
橋
に
す
る
〉
と

い
う
表
現
で
あ
る
。
他
に
「
那な

は
み
な
と

覇
港　

橋は
し　

渡わ
た

ち
へ　

道み
ち
へ　

渡わ
た

ち
」
第
二
十
―
一
三
五
四
と
い
う
用
例
が
あ
る
。　

�������������

【
解
説
】

現
在
、
与
勝
諸
島
と
い
わ
れ
る
島
々
は
、
平
安
座
、
宮
城
、
伊
計
、
浜
比
嘉
、
藪
地
（
無
人
島
）、
津
堅
島
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
う
る
ま
市
に
属
す
る
が
、

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
は
、
平
安
座
、
宮
城
、
伊
計
、
浜
比
嘉
島
は
第
十
六
「
勝
連
具
志
川
お
も
ろ
の
御
双さ

う
し紙

」
の
前
半
に
位
置
す
る
勝
連
間
切
の
オ
モ
ロ

の
中
に
登
場
す
る
。
こ
の
内
の
平
安
座
、
宮
城
、
伊
計
島
の
三
島
は
一
一
四
八
か
ら
一
一
五
四
ま
で
七
首
、
連
続
し
て
謡
わ
れ
て
い
る
。
平
安
座
島
の
オ
モ

ロ
が
一
一
四
八
・
一
一
五
四
、
伊
計
島
が
一
一
四
九
・
一
一
五
○
、
宮
城
島
が
一
一
五
○
～
一
一
五
三
に
謡
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
勝
連
間
切
の
オ
モ

ロ
の
末
尾
部
に
排
列
さ
れ
て
い
る
。
浜
比
嘉
島
は
、
第
十
六
―
一
一
三
一
に
伊
計
や
平
安
座
と
と
も
に
謡
わ
れ
る
。
一
一
三
一
は
勝
連
グ
ス
ク
を
謡
っ
た
オ

モ
ロ
（
一
一
二
七
～
一
一
四
七
）
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
、「
浜は

ま　

平ひ
や
も
ざ

安
座　

見み

や遣
れ
ば
」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
こ
と
で
分
か
る
よ
う
に
、
勝
連
グ
ス
ク
か
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ら
眺
め
ら
れ
た
島
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
と
理
解
さ
れ
る
。
平
安
座
、
宮
城
、
伊
計
島
を
謡
っ
た
一
一
四
八
か
ら
一
一
五
四
の
オ
モ
ロ
は
、
島
そ
れ
自
体
を
謡
っ

た
オ
モ
ロ
で
あ
り
、
一
一
三
一
と
は
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
藪
地
島
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
は
謡
わ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
津
堅
島
は
第
十
四
―
一
○
一
○
に
「
津つ

け
ん
ゑ
は

堅
伊
波
ぐ
す
く　

津つ
け
ん堅

せ
や
ぐ
す
く
」
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
津
堅
島
は
旧
勝
連
町
に
属
し
、『
琉
球
国
由

来
記
』
で
も
勝
連
間
切
に
属
し
て
い
る
が
、『
絵
図
郷
村
帳
』
や
『
琉
球
国
高
究
帳
』
に
は
西
原
間
切
に
所
属
す
る
島
と
し
て
あ
る
。
ま
た
、「
向
姓
富
島
親

方
家
譜
」
の
「
天
啓
六
年
（
一
六
二
六
）
丙
寅
六
月
十
六
日
」
の
記
事
に
は
「
任
島
添
大
里
間
切
津
堅
神
谷
地
頭
職
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、
そ
れ
以
前
に

は
大
里
間
切
に
属
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
以
上
、『
地
名
大
系　

沖
縄
県
』）。
少
な
く
と
も
、
津
堅
島
が
第
十
六
で
謡
わ
れ
て
い
な
い
の
は
、
古
琉
球

期
に
お
い
て
は
津
堅
島
は
勝
連
間
切
に
所
属
す
る
島
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
琉
歌
に
「
四
九
三　

行
け
ば
伊
計
離
戻
て
浜
平
安
座　

遊
び
浮
き
上
が

ゆ
る
津
堅
久
高
」（
遊
び
に
行
く
な
ら
伊
計
島
、
遊
び
か
ら
戻
っ
て
ま
た
遊
ぶ
の
は
浜
比
嘉
島
や
平
安
座
島
、
遊
ん
で
楽
し
い
の
は
海
上
に
浮
か
ん
で
見
え

る
津
堅
島
や
久
高
島
で
あ
る
）
が
あ
る
。
津
堅
久
高
と
並
称
さ
れ
る
の
は
、
や
は
り
津
堅
島
が
与
勝
の
島
々
と
は
別
で
あ
っ
た
こ
と
の
名
残
で
あ
ろ
う
。

一
一
四
八
か
ら
一
一
五
四
が
謡
う
平
安
座
、
宮
城
、
伊
計
の
島
々
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
四
で
は
与
那
城
間
切
に
属
す
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
与
那
城
間
切
が
勝
連
間
切
か
ら
分
か
れ
て
立
て
ら
れ
る
の
は
、
一
六
八
七
年
で
あ
る
。
第
十
六
「
勝
連
具
志
川
お
も
ろ
の
御
双さ

う
し紙

」
の
前
半
に
位

置
す
る
勝
連
間
切
を
謡
っ
た
排
列
に
こ
れ
ら
の
オ
モ
ロ
が
位
置
し
て
い
る
の
は
、
古
琉
球
期
に
は
勝
連
間
切
に
属
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
三
島
は
、
勝
連

半
島
か
ら
近
い
順
に
平
安
座
、
宮
城
、
伊
計
と
並
ぶ
。
一
一
四
八
か
ら
一
一
五
四
の
オ
モ
ロ
は
、
一
一
四
八
が
「
平ひ

や
む
ざ
か
な
も
り

安
座
金
杜
」
を
謡
い
、
一
一
五
四
で
も

「
平ひ

や
む
ざ

安
座
よ
さ
ぎ
川が

わ

」
を
謡
っ
て
い
る
。
そ
の
間
に
、
伊
計
島
、
宮
城
島
を
謡
う
オ
モ
ロ
が
排
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
注
目
す
れ
ば
、
勝
連
半
島
に
近
い

平
安
座
島
か
ら
謡
い
だ
し
、
次
ぎ
に
勝
連
半
島
か
ら
一
番
遠
い
伊
計
島
を
謡
っ
て
、
次
ぎ
に
勝
連
半
島
に
近
く
な
る
宮
城
島
を
謡
っ
て
、
平
安
座
島
に
戻
っ

て
く
る
と
い
う
排
列
に
な
っ
て
い
る
。
一
一
四
八
の
「
平ひ

や
む
ざ
か
な
も
り

安
座
金
杜
」
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
四
の
「
449
森
城　

神
名　

島
添
大
神
之
御
イ
ベ
」
を

い
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
は
、
平
安
座
西
グ
ス
ク
と
い
わ
れ
て
い
る
（『
地
名
大
系　

沖
縄
県
』）。
一
一
五
四
の
「
平ひ

や
む
ざ

安
座
よ
さ
ぎ
川が

わ

」
は
現
在
で
も
、
拝

ま
れ
て
い
る
拝
所
で
あ
る
。
一
一
五
一
か
ら
一
一
五
三
は
宮
城
島
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
が
、
こ
の
三
首
は
い
ず
れ
も
神
女
の
「
踊よ

り
」
を
謡
っ
て
い

る
。
一
一
五
一
は
神
女
「
選ゑ

ら

び
出い

ぢ
へ
の
真ま

か
ね金

」
の
「
島し

ま

踊よ

り
や　

勝ま
さ

り
」
と
謡
い
、
一
一
五
二
は
「
神か

み
ゑ
ら選

び
ぎ
や　

け
お
の
踊よ

り　

し
よ
わ
て
ゝ
」（
神

女
、
神
選
び
が
す
ば
ら
し
い
踊
り
を
な
さ
る
と
い
っ
て
）、
一
一
五
三
は
「
し
つ
ら
い
の
の
ろ
の　

け
お
の
踊よ

り　

し
よ
わ
れ
ば
」
と
あ
る
。『
琉
球
国
由
来

記
』
巻
十
四
の
宮
城
島
の
記
事
に
「
452
城
内
之
嶽　

二
御
前　

壱
御
前　

神
名　

イ
ベ
ノ
森
ガ
ナ
シ　

壱
御
前　

神
名　

カ
ネ
ノ
森
ガ
ナ
シ
」（
宮
城
村
）

が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
一
一
五
二
の
「
宮み

や
ぐ
す
く
も
り

城
杜
」
は
「
452
城
内
之
嶽
」
を
さ
す
か
。
ま
た
、
一
一
五
一
に
で
る
「
選ゑ

ら

び
出い

ぢ
へ
の
真ま

か
ね金

」
は
「
宮み

や
ぐ
す
く
も
り

城
杜
」
の
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神
女
を
指
し
、「
452
城
内
之
嶽
」
の
「
壱
御
前　

神
名　

カ
ネ
0

0

ノ
森
ガ
ナ
シ
」
と
関
連
す
る
か
。

　

宮
城
島
を
謡
う
三
首
が
神
女
の
「
踊よ

り
」
を
謡
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
本
歌
の
伊
計
島
の
オ
モ
ロ
は
、
い
ず
れ
も
反
復
部
が
「
お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み

お
や
せ
」
と
い
う
共
通
す
る
詞
章
を
謡
っ
て
い
る
。
連
続
部
に
一
一
四
九
が
「
東あ

が
る
い方

に　

通か
よ

て
」、
一
一
五
○
が
「
綾あ

や
ご
ば
し

子
橋　

掛か

け
わ
ち
へ
」
と
い
う
詞
章

が
で
る
の
は
伊
計
島
が
勝
連
半
島
か
ら
最
も
離
れ
た
島
で
あ
る
か
ら
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
東
方
の
海
上
彼
方
の
ニ
ル
ヤ
カ
ナ
ヤ
の
世
界
に
繋
が
る
島
と
し

て
、「
東あ

が
る
い方

に　

通か
よ

て
」
と
い
う
詞
章
が
謡
わ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
故
に
「
綾あ

や
ご
ば
し

子
橋　

掛か

け
わ
ち
へ
」
と
い
う
詞
章
も
謡
わ
れ
る
と
理
解
さ

れ
る
。「
綾あ

や
ご
ば
し

子
橋
」
は
勝
連
半
島
と
繋
が
る
交
通
の
ル
ー
ト
と
い
う
よ
り
も
、
首
里
王
府
、
首
里
グ
ス
ク
に
繋
が
る
関
係
、
東
方
世
界
の
霊
的
な
力
を
含
め

た
貢
ぎ
物
を
首
里
城
へ
納
め
る
関
係
を
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
首
の
オ
モ
ロ
の
反
復
部
が
「
お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ
」
と
謡
っ
て
い
る
の

は
、
そ
れ
を
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
伊
計
島
の
「
丈た

け
き
よ清

ら
の
親お

や

の
ろ
」
が
東
方
の
ニ
ル
ヤ
世
界
に
通
じ
て
も
た
ら
さ
れ
る
霊
的
な
力
を

含
め
た
貢
納
物
を
、
尚
真
王
に
献
上
せ
よ
と
謡
う
オ
モ
ロ
だ
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
一
連
の
オ
モ
ロ
の
最
後
の
一
一
五
四
で
も
「
国く

に
て
も
ち

手
持
ち　

お
ぎ
や
か

思も

い
に　

み
お
や
せ
」
と
謡
っ
て
い
て
、
重
ね
て
尚
真
王
へ
の
献
上
を
謡
っ
て
い
る
。
地
方
オ
モ
ロ
に
こ
れ
だ
け
集
中
し
て
尚
真
王
へ
の
献
上
を
謡
う
オ
モ

ロ
は
、
こ
こ
以
外
に
は
な
い（

注
２
）。

殊
更
に
「
お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ
」
を
謡
う
の
は
、
か
つ
て
繁
栄
を
極
め
た
勝
連
グ
ス
ク
の
勢
力
へ
の
首
里
王
府
の

記
憶
が
あ
る
の
か
。
興
味
深
い（

注
３
）。

【
注
】

（
注
１
）　

上
里
隆
史
・
山
本
正
昭
『
沖
縄
の
名
城
を
歩
く
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
○
一
九
年
）。

（
注
２
）　

地
方
オ
モ
ロ
に
「
お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ
」
が
で
る
の
は
、
第
十
五
―
一
○
八
○
と
第
十
九
―
一
二
八
七
・
一
二
八
九
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
浦
添
と
佐
敷
の
オ

モ
ロ
で
あ
る
（
拙
著
『
お
も
ろ
さ
う
し
選
詳
解
』（
文
学
通
信
、
二
○
二
三
年
）
所
収
「〔
43
〕
第
十
四
―
一
○
一
四
―
佐
敷
と
浦
添
と
―
」）。

（
注
３
）　

勝
連
グ
ス
ク
の
勢
力
の
強
さ
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
は
、
拙
著
「〔
18
〕〈「
勝か

つ
れ
ん連

の
阿あ

ま

わ

り

摩
和
利　

十と
ひ
や
く
さ

百
歳　

ち
よ
わ
れ
―
称
え
ら
れ
る
「
地
方
」
の
英
雄
―
〉（『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

日
本
歌
人
選
056　

お
も
ろ
さ
う
し
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
二
年
）
や
注
２
の
拙
著
「〔
49
〕
第
十
六
―
一
一
六
四
―
勝
連
グ
ス
ク
の
力
」
で
論
じ
た
。

【
参
考
文
献
】

・
拙
論
「『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
地
方
オ
モ
ロ
」
論
―
排
列
と
『
琉
球
国
由
来
記
』「
各
処
祭
祀
」
の
記
載
か
ら
―
」（『
立
正
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
三
十
六
号
、
二
○
二
○
年
）。
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〔
50
〕〈「
与よ

な
み
ね

那
嶺
の
大
屋や　

綾
あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯　

遊あ
す

ば
ち
ゑ
」
―
尚
巴
志
誕
生
を
伝
え
る
オ
モ
ロ
―
〉

【
本
文
】

第
十
九
―
一
二
九
四

う
ら
お
そ
い
の
お
や
の
ろ
が
ふ
し

一
与よ

な
み
ね

那
嶺
の
大
親や

　

綾
あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯　

遊あ
す

ば
ち
ゑ

　

今い
み
やか

ら
ど　

い
み
気き

や　

勝ま
さ

る

又
苗な

わ
し
ろ代

の
大
親や

　

綾あ
や

【
鑑
賞
】

第
十
九
の
オ
モ
ロ
に
は
多
く
の
聞
書
が
付
く
。
聞
書
の
多
く
は
語
注
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
第
十
九
の
聞
書
に
は
第
一
尚
氏
に
か
か
わ
る
伝
承
が
記
さ
れ

る
。
本
歌
の
「
苗な

わ
し
ろ代

の
大
親や

」
に
付
く
「
此
人
佐
敷
小
按
司
の
御
父
な
り
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
本
歌
は
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
に
も
引
か
れ
る
。

第
十
九
の
オ
モ
ロ
の
一
部
は
、
第
一
尚
氏
父
子
と
か
か
わ
る
ウ
タ
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。

【
歌
形
】

対
句
が
二
節
に
跨
る
歌
形
。
反
復
部
は
「
今い

み
やか

ら
ど　

い
み
気き

や　

勝ま
さ

る
」
か
。
第
二
節
に
連
続
部
の
後
半
の
「
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯　

遊あ
す

ば
ち
ゑ
」
の
一
部
「
綾あ

や

」
が

記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
以
下
の
詞
章
の
表
記
が
、
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

【
語
注
】

◇
今い

み
やか

ら
ど　
い
み
気き

や　
勝ま

さ
る　
同
じ
表
現
が
、
第
十
四
―
一
○
○
九
に
あ
る
。
こ
れ
と
近
い
用
例
に
、「
今い

み
やど　

い
み
気き

や　

勝ま
さ

る
」
第
八
―
三
九
三
、

「
今い

み
やか

ら
ど　

越ご
ゑ
く来

は　

い
み
気き

や　

勝ま
さ

る
」
第
二
―
七
九
が
あ
る
。
ほ
か
に
、「
按あ

じ
お
そ

司
襲
い
や　

今い
み
やか

ら
ど　

末す
ゑ　

勝ま
さ

て　

ち
よ
わ
る
」
第
七
―
三
六
○
等
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の
用
例
も
あ
る
。「
今い

み
やか

ら
ど
」
～
「
勝ま

さ

る
」
は
常
套
表
現
で
あ
る
。「
今い

み
や」

は
『
混
効
験
集
』
に
「
今
也
」、
聞
書
に
も
「
今
事
」「
今
也
」
等
の
注
が
付
く
。

今
（
イ
マ
）
が
ｉ
母
音
に
よ
っ
て
「
い
み
や
に
」
に
口
蓋
化
し
て
い
る
。
こ
の
語
に
語
注
が
付
く
の
は
、
十
八
世
紀
の
初
頭
期
に
は
「
ナ
マ　

①
今
。
ま

た
、
現
在
②
い
ま
に
。
も
う
。
も
う
す
ぐ
。
や
が
て
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）
が
一
定
程
度
浸
透
し
て
い
た
か
ら
か
。「
い
み
気き

」
は
、『
辞
典
』『
大
辞
典
』
と

も
「
土
地
の
霊
気
」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。『
南
島
』
第
三
輯
の
「
お
も
ろ
さ
う
し
研
究
」
で
は
、「
い
み
気き

」
を
「
神
威
の
意
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い

る（
注
１
）。

た
だ
、
現
在
の
琉
球
語
と
し
て
は
確
認
で
き
な
い
。「
今い

み
やか

ら
ど
」
～
「
勝ま

さ

る
」
の
表
現
に
は
、「
今い

み
やか

ら
ど　

御
酒さ

け

や　

勝ま
さ

る
」
第
十
四
―
一
○
○
三
、

「
今い

み
やか

ら
ど　

御お
ぎ
も肝

せ
ぢ　

勝ま
さ

る
」
第
十
四
―
一
○
一
二
、「
今い

み
やど　

世
は　

勝ま
さ

る
」
第
八
―
四
二
○
、
第
十
一
―
六
一
五
等
が
あ
り
、「
御
酒さ

け

」「
せ
ぢ
」

「
世
」（
豊
饒
）、
あ
る
い
は
第
七
―
三
六
○
の
「
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
や　

今い
み
やか

ら
ど　

す
ゑ　

勝ま
さ

て　

ち
よ
わ
る
」
の
「
す
ゑ
」
を
「
精す

ゑ

」
と
い
う
解
釈
を
す
れ
ば
、

「
精す

ゑ

」
も
含
め
て
こ
れ
ら
に
近
い
語
が
「
い
み
気き

」
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
大
辞
典
』『
文
庫
本
』
は
第
五
―
二
六
五
の
「
い
み
き
も
り
」
を
「
い
神

酒
盛
り
」
と
解
釈
し
て
「「
い
」
は
良
い
の
意
の
「
え
」
か
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、「
今い

み
やか

ら
ど　

御
酒さ

け

や　

勝ま
さ

る
」
第
十
四
―
一
○
○
三

が
あ
り
、「
い
み
気き

」
は
「
良い

み

き
神
酒
」
と
も
理
解
で
き
そ
う
だ
が
、
良
い
意
の
「
い
」
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
。
今
の
段
階
で
は
、
未
詳
語
か
。
な
お
、『
辞

典
』『
大
系
本
』
は
「
い
み
気き

も
り杜

」
と
理
解
し
て
い
る
。
杜
名
と
い
う
理
解
も
否
定
で
き
な
い
。

◆
与よ

な
み
ね

那
嶺
の
大
親や

／
苗な

わ
し
ろ代

の
大
親や　

同
じ
対
語
は
、
本
歌
の
次
の
オ
モ
ロ
一
二
九
三
に
も
で
る
。「
与よ

な
み
ね

那
嶺
の
大
親や

」
に
「
苗
代
の
大
親
事
な
り
」、「
苗な

わ
し
ろ代

の
大
屋や

」
に
「
此
人
佐
敷
小
按
司
の
御
父
な
り
」
と
い
う
聞
書
が
付
く
（
後
述
）。『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
「
佐
敷
間
切
」
に
は
「
与
那
嶺
村
」
の
記
事

が
あ
り
、「
二
六
八　

森
山
ノ
嶽　

神
名　

ア
ツ
メ
ク
ダ
ノ
御
イ
ベ
」「
二
八
二　

殿
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
森
山
ノ
嶽
」「
殿
」
は
「
佐
敷
巫
」
が
「
祭
祀
」

を
し
て
い
る
。
ま
た
、「
佐
敷
村
」
に
あ
る
「
美
里
之
殿
」
に
は
割
注
で
「
与
那
嶺
大
屋
子
根
所
也
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。『
地
名
大
系　

沖
縄
県
』
の
「
与

那
嶺
村
」
に
は
「
佐
敷
村
の
南
東
に
位
置
す
る
。
与
那
嶺
は
佐
敷
按
司
（
尚
巴
志
）
の
旧
居
で
、
神
名
に
父
祖
の
「
サ
メ
ガ
ワ
大
ヌ
シ
」
の
名
を
も
つ
御

嶽
も
あ
る
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
新
里
村
」
に
あ
る
「
二
六
九　

上
バ
テ
ン
ノ
嶽
」
の
こ
と
か
。「
苗な

わ
し
ろ代

」
に
つ
い
て
は
、『
絵
図
郷
村
帳
』
に

「
な
わ
し
る
村
」
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、「
当
時
無
之
」
と
あ
る
と
い
う
。
後
に
佐
敷
村
に
編
入
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
（『
地
名
大
系　

沖
縄
県
』）。『
琉
球
国

由
来
記
』
巻
十
三
「
佐
敷
間
切
」
の
「
佐
敷
村
」
に
「
二
六
三　

苗
代
ノ
嶽　

神
名　

イ
ヅ
ミ
ク
ダ
ノ
御
イ
ベ
」
が
あ
る
。「
大
親や

」
は
村
（
字
）
の
有
力
者
。

「
大
や
」
は
〈
大
親
〉
だ
と
解
釈
し
「
大
親や

」
の
字
を
あ
て
る
が
、〈
大
お
や
〉
の
表
記
は
オ
モ
ロ
に
は
な
い
。〈
大
屋
〉
の
可
能
性
も
あ
る
。「
大
親や

子こ

」
は

「
大
親や

」
よ
り
も
上
の
ク
ラ
ス
の
有
力
者
を
い
う
か
。
後
に
問
題
に
な
る
第
十
四
―
一
○
一
八
に
は
「
手て

ど
こ
ん

登
根
の
大
親や

子こ

／
手て

ど
こ
ん

登
根
の
里さ

と
ぬ
し主

」
の
対
語
が
で
る
。

◆
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯　
遊あ

す

ば
ち
ゑ　
「
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯
」
の
用
例
は
、
本
歌
の
み
。
他
に
「
山や

ま

の
鵯

ひ
よ
ど
り」

と
い
う
語
が
、「
山や

ま

の
鵯

ひ
よ
ど
りや　

御う

け気　

取と

り
遣や

り　

吹ふ

く
様や

に
」
第
十
三
―
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七
七
九
に
あ
る
。
オ
モ
ロ
は
「
御う

け気
満み

つ
鳴な

り
襲お

そ

い
」
と
い
う
名
の
鼓
の
音
が
、「
山や

ま

の
鵯

ひ
よ
ど
り」

が
「
御う

け気
」
を
取
っ
て
鳴
く
よ
う
だ
と
い
う
内
容
の
オ
モ
ロ

で
あ
る
。
鼓
の
音
と
「
山や

ま

の
鵯

ひ
よ
ど
り」

の
鳴
く
音
を
重
ね
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
が
、
鼓
の
名
は
「
御う

け気
満み

つ
鳴な

り
襲お

そ

い
」
で
あ
る
。
鼓
の
名
は
、「
山や

ま

の
鵯

ひ
よ
ど
り」

が

「
御う

け気
」
を
取
っ
て
鳴
く
と
い
う
の
と
呼
応
し
て
い
る
。「
御う

け気
」
の
「
気け

」
は
、「
大
君ぎ

み

ぎ
や　

気け　

遣や

り
よ
わ
る
」
第
一
―
一
二
、「
気け

や遣
る
精せ

い
や遣

り
富と

み

／

「
気け

や遣
る
て
よ
り
富と

み

」
第
一
―
三
三
（
第
十
三
―
八
七
六
）（
船
名
）、「
気け

や遣
る
世よ

寄ゝ
す
富と

み

／
精せ

や遣
る
浮お

き
め
づ珍

ら
」
第
三
―
九
七
、「
精せ

の
君き

み

や　

気け　

遣や

り
よ

わ
ば
」
第
十
一
―
六
三
一
（
第
二
十
一
―
一
四
九
一
）
に
で
る
「
気け

」
に
接
頭
辞
「
御
」
が
付
い
た
語
か
と
思
わ
れ
る
。「
気け

」
は
霊
威
を
意
味
す
る
語
だ

と
思
わ
れ
る
。〈
鵯
〉
の
用
例
は
こ
の
二
例
で
あ
る
が
、
第
十
三
―
七
七
九
の
「
山や

ま

の
鵯

ひ
よ
ど
り」

の
鳴
く
音
が
鼓
の
音
に
譬
え
ら
れ
て
い
る
用
例
は
注
目
さ
れ
る
。

「
遊あ

す

ば
ち
ゑ
」
の
用
例
に
、「
玉
の
鳥と

り　

金こ
が
ね
と
り鳥　

遊あ
す

ば
ち
へ
」
第
十
二
―
六
八
八
、「
一
佐さ

し
き
か
な
も
り

敷
金
杜
に　

お
わ
も
り
は　

遊あ
す

ば
ち
へ
」
第
十
四
―
一
○
一
七
が
あ
る
。

六
八
八
は
本
歌
と
同
じ
く
、
鳥
を
遊
ば
す
と
い
う
用
例
で
あ
る
。
鳥
は
ヲ
ナ
リ
神
の
表
象
で
あ
る
。
一
○
一
七
に
神
女
「
お
わ
も
り
は　

遊あ
す

ば
ち
へ
」
と
い
う

用
例
が
で
る
の
は
、
そ
れ
を
物
語
る
。
本
歌
の
連
続
部
は
「
与よ

な
み
ね

那
嶺
の
大
親や

／
苗な

わ
し
ろ代

の
大
親や

」
が
ヲ
ナ
リ
神
の
表
象
で
あ
る
「
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯
」（
美
し
い
鵯
）
を
神
遊

び
さ
せ
て
の
意
。
そ
の
遊
び
の
庭
は
、
一
二
九
二
の
「
苗な

わ
し
ろ代

の
庭み

や

」、
あ
る
い
は
一
二
九
一
の
「
佐さ

し
き
ぢ
や
う
ぐ
ち

敷
門
口
」、
一
二
八
四
等
の
「
佐さ

し
き
か
な
も
り

敷
金
杜
」
を
考
え
て
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
の
神
遊
び
の
結
果
と
し
て
、
本
歌
の
反
復
部
「
今い

み
やか

ら
ど　

い
み
気き

や　

勝さ
ま

る
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
来
は
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

る
オ
モ
ロ
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
が
聞
書
と
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
は
、「
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯
」
と
誕
生
し
た
男
子
（
巴
志
）
を
重
ね
て
理
解
し
て
い
る
（【
解
説
】）。

【
解
説
】

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
は
、
第
一
尚
氏
の
始
祖
思
詔
・
巴
志
父
子
の
名
は
具
体
的
に
は
あ
ら
わ
れ
な
い
。
も
っ
と
も
、
オ
モ
ロ
は
第
二
尚
氏
に
つ
い
て
も
、

固
有
名
詞
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
第
二
尚
氏
の
三
代
目
の
真
王
（「
お
ぎ
や
か
思も

い
」）
の
用
例
が
多
い
が
、
四
代
目
の
清
王
（「
天
続つ

ぎ

」）、
六
代
目
の
永
王

（「
英ゑ

ぞ祖
に
や
末す

ゑ

」）、
七
代
目
の
寧
王
（「
て
だ
が
末す

ゑ

」）
が
僅
か
に
謡
わ
れ
る
が
、
な
か
に
は
一
般
名
詞
と
思
わ
れ
る
用
例
も
あ
り
、
全
体
的
に
は
は
っ
き
り

と
し
た
固
有
名
詞
が
確
認
で
き
る
用
例
は
少
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
明
ら
か
な
歴
史
的
な
人
物
が
謡
わ
れ
て
い
る
の
は
、「
阿あ

ま

わ

り

摩
和
利
」
が
あ
が
る
ぐ
ら
い
で

あ
る
。
オ
モ
ロ
は
、
総
じ
て
固
有
名
詞
を
謡
わ
な
い
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
。　

こ
の
中
に
あ
っ
て
、
本
歌
や
第
十
九
―
一
二
九
○
・
一
二
九
二
、
第
十
四
―
一
○
一
八
に
付
く
聞
書
は
、
第
一
尚
氏
に
か
か
わ
る
伝
承
が
付
き
、
さ
ら
に

は
第
一
尚
氏
を
始
祖
と
戴
く
氏
の
物
語
（
家
譜
に
相
当
す
る
）
と
考
え
ら
れ
る
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
に
、
本
歌
や
第
十
九
―
一
二
九
○
・
一
二
九
二
、

第
十
四
―
一
○
一
八
が
「
お
も
ろ
」「
神
歌
」
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
。『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
の
五
（
第
六
条
）
の
記
事（

注
２
）に

、
本
歌
や
第
十
九
―
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一
二
九
○
・
一
二
九
二
が
連
続
し
て
引
か
れ
る
。

そ
の
記
事
は
、
苗
代
大
比
屋
（
尚
思
詔
）
が
美
里
の
子
の
娘
を
見
初
め
娘
は
懐
妊
す
る
。
そ
れ
が
父
の
怒
り
を
か
う
こ
と
に
な
り
、
家
を
出
て
苗
代
樋
川
で
男

子
を
出
産
す
る
。
娘
は
男
子
を
殺
す
ほ
か
な
い
と
思
っ
て
い
る
と
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
翁
が
現
れ
て
、「
こ
の
男
子
は
国
主
に
な
る
幸
運
の
生
ま
れ
の
者
で
あ
る
。

父
親
（
思
詔
）
の
元
へ
渡
し
申
し
上
げ
よ
う
」
と
い
い
翁
は
母
親
を
連
れ
て
、
道
す
が
ら
「
神
歌
」
を
謡
っ
て
苗
代
大
比
屋
に
男
子
を
引
き
渡
し
た
。
そ
の
神
歌

は
「
佐
敷
苗
代
に
、
す
で
物
、
ま
も
の
、
真
玉
の
と
む
や
か
る
、
み
し
や
。
又
も
た
い
苗
代
に
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
第
十
九
―
一
二
九
○
に
相
当
）。
そ
し

て
、
翁
は
男
子
を
苗
代
大
比
屋
に
渡
す
と
消
え
た
。
其
の
時
に
「
苗
代
の
大
ひ
や
、
あ
や
ひ
ど
り
、
あ
す
ば
ち
や
、
八
み
や
か
ら
ど
、
い
み
き
ま
さ
る
」
と
い
う

「
神
の
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
が
あ
っ
た
（
本
歌
に
相
当
）。
苗
代
大
比
屋
の
庭
に
は
月
白
と
い
う
霊
石
が
あ
り
、
こ
れ
が
世
を
照
ら
す
御
子
（
生
ま
れ
た
男
子
）
の

行
く
末
を
尊
ん
で
お
守
り
く
だ
さ
る
。
そ
の
霊
石
を
言
祝
ぐ
「
苗
代
の
庭
に
、
月
白
は
手
摺
て
、
月
白
す
、
な
ち
や
く
も
い
、
守
り
よ
わ
。
又
け
よ
の
よ
か
る
日

に
」（
第
十
九
―
一
二
九
二
に
相
当
）
と
い
う
「
神
歌
」
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
の
六
（
第
七
・
八
条
）
の
記
事
に
は
、
小
按
司
（
巴
志
）

が
琉
球
を
ひ
と
つ
の
国
に
統
一
し
て
中
山
王
に
即
位
し
、
さ
ら
に
中
国
皇
帝
か
ら
王
と
し
て
冊
封
さ
れ
る
こ
と
を
乞
う
た
め
に
、
平
田
大
比
屋
の
男
子
、
手
登
根

大
比
屋
を
唐
に
派
遣
し
て
冊
封
使
の
派
遣
を
要
請
し
、
勅
使
（
冊
封
使
）
が
琉
球
に
渡
海
し
て
冊
封
さ
れ
、
尚
巴
志
王
と
名
乗
り
申
し
上
げ
た
。
そ
の
喜
び
は
限

り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
に
手
登
根
大
比
屋
が
唐
へ
の
道
（
中
国
と
の
冊
封
関
係
）
を
切
り
開
い
た
と
す
る
「
て
と
こ
ん
の
大
比
屋
、
た
う
の
道
あ
け
て
、

て
と
こ
ん
す
、
御
府
の
内
や
豊
む
」（
第
十
四
―
一
○
一
八
に
相
当
）
と
い
う
「
神
歌
」
が
謡
わ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
以
下
の
オ
モ
ロ
に
相

当
す
る
。

第
十
九
―
一
二
九
○

う
ら
お
そ
い
の
お
や
の
ろ
が
ふ
し

一
佐さ

し
き
な
わ
し
ろ

敷
苗
代
に

　

孵す

で
物　

真ま

物　

真ま
だ
ま玉

の

　

取と

り
揚や

が
り　

み
し
や
こ

又
も
た
い
苗な

わ
し
ろ代

に�
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第
十
九
―
一
二
九
二

う
ら
お
そ
い
の
お
や
の
ろ
が
ふ
し

一
苗な

わ
し
ろ代

の
庭み

や

に

　

月
白し

ろ

は　

手て

づ擦
て

　

月つ
き
し
ろ白

す　

な
さ
い
子き

よ
も思

い　

守ま
ぶ

り
よ
わ
め

又
今け

よ日
の
良よ

か
る
日ひ

に

第
十
四
―
一
○
一
八

一
手て

ど
こ
ん

登
根
の
大
屋や

こ子

　

唐た
う

の
道み

ち　

開あ

け
わ
ち
へ

　

手て
ど
こ
ん

登
根
す　

日に
ほ
ん
う
ち

本
内
に　

鳴と

よ響
め

又
手て

ど
こ
ん

登
根
の
里さ

と
ぬ
し主

『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
は
、
第
十
九
―
一
二
九
○
と
一
二
九
二
、
第
十
四
―
一
○
一
八
が
「
神
歌
」、
本
歌
が
「
神
の
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
と
記
す
。

そ
の
記
述
か
ら
本
歌
に
相
当
す
る
オ
モ
ロ
が
特
別
な
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
オ
モ
ロ
と
『
佐
銘
川
大
ぬ
し

由
来
記
』
が
引
く
ウ
タ
と
を
比
べ
る
と
、「
み
し
や
子ご

」
を
「
み
し
や
」、「
な
さ
い
子き

よ
も思

い
」
を
「
な
ち
や
く
も
い
」
と
し
て
い
る
な
ど
、『
佐
銘
川
大
ぬ
し

由
来
記
』
は
オ
モ
ロ
を
正
確
に
引
い
て
い
な
い
。
ま
た
、
第
十
四
―
一
○
一
八
の
「
日に

ほ
ん
う
ち

本
内
」
を
「
御
府
の
内
」
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
ち
ら
は
意
識
的
に

別
の
語
に
替
え
て
い
る
か
。
一
二
九
○
と
一
二
九
二
は
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
記
載
さ
れ
た
オ
モ
ロ
を
正
確
と
は
い
え
な
い
も
の
の
全
体
を
引
い
て
お
り
、

本
歌
と
一
○
一
八
は
第
一
節
を
引
い
て
い
る
。

そ
れ
ぞ
れ
を
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
一
二
九
○
に
あ
た
る
ウ
タ
は
道
す
が
ら
の
「
神
歌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
道
行
き
歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。【
語
注
】

で
述
べ
た
よ
う
に
、「
孵す

で
物
」
に
「
誕
生
之
事
」、「
真ま

物
」
に
「
男
子
之
事
」、「
み
し
や
こ
」
は
「
能
か
事
と
云
事
也
」
と
い
う
聞
書
が
付
き
、
苗
代
樋

川
で
の
男
子
誕
生
を
称
え
る
オ
モ
ロ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
謡
い
な
が
ら
苗
代
大
比
屋
の
と
こ
ろ
に
行
き
男
子
が
引
き
渡
さ
れ
る
と
、「
神
の
御
託
宣
の
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お
も
ろ
」（
本
歌
）
が
下
る
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
本
歌
に
は
、「
与よ

な
み
ね

那
嶺
の
大
親や

」
に
「
苗
代
の
大
親
事
な
り
」、「
苗な

わ
し
ろ代

の
大
親や

」
に
「
此
人
佐
敷
小
按
司

の
御
父
な
り
」
と
い
う
聞
書
が
付
く
。
こ
の
こ
と
か
ら
「
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
の
大
意
は
、「
佐
敷
小
按
司
」（
尚
巴
志
）
の
父
の
も
と
で
「
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯
」
が
神
遊

び
す
る
こ
と
が
、
苗
代
の
地
の
「
い
み
気き

」（
霊
気
）
が
盛
ん
に
な
る
と
い
う
理
解
が
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
鳥
は
本
来
は
ヲ
ナ
リ
神
の
徴
表
と
し
て
捉

え
ら
れ
る
が
、
本
歌
で
は
「
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯
」
に
誕
生
し
た
男
子
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
一
二
九
○
と
本
歌
は
、
内
容
的
に
繋
が
っ
た
ウ
タ
に
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、

興
味
深
い
の
は
一
二
九
○
と
連
続
す
る
一
二
九
一
を
「
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
と
せ
ず
、
な
ぜ
一
二
九
四
の
本
歌
を
「
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
と
し
た
か
で
あ
る
。

一
二
九
一
は
以
下
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

第
十
九
―
一
二
九
一

う
ら
お
そ
い
の
お
や
の
ろ
が
ふ
し

一
佐さ

し
き
ぢ
や
う
ぐ
ち

敷
門
口
に

　

鬼お
に
わ
し鷲

の　

羽は
ね
う打

ち
す
る　

見み
も
ん物

又
西に

し

の
門ぢ

や
う
ぐ
ち口に

翁
が
誕
生
し
た
男
子
を
抱
い
て
苗
代
大
親
の
と
こ
ろ
へ
向
か
う
と
い
う
こ
と
か
ら
、
一
二
九
一
を
門
口
で
霊
鳥
で
あ
る
「
鬼お

に
わ
し鷲

」
が
羽
ば
た
い
て
迎
え
る

と
い
う
オ
モ
ロ
と
解
す
れ
ば
、
排
列
の
上
で
も
一
二
九
一
が
「
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
に
相
応
し
い
と
考
え
る
。
し
か
し
、『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
は
そ

う
し
て
い
な
い
。
聞
書
は
「
鬼お

に
わ
し鷲

」
に
「
誕
生
之
子
か
な
く
事
鬼
々
鷲
〳
〵
と
す
る
事
に
云
か
け
た
そ
」、「
羽は

ね
う打

ち
す
る
」
に
「
子
か
手
足
差
上
勤
は
た
ら

く
事
を
い
ふ
な
り
」
と
注
を
付
け
て
い
る
。「
鬼
々
鷲
〳
〵
と
す
る
事
に
云
か
け
た
そ
」
と
い
う
点
は
理
解
し
づ
ら
い
が
、
聞
書
は
明
ら
か
に
「
鬼お

に
わ
し鷲

」
と

男
子
を
重
ね
た
理
解
で
あ
り
、
な
ぜ
こ
ち
ら
を
「
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
と
し
な
か
っ
た
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
。
本
歌
の
「
綾

あ
や
ひ
よ
ど
り

鵯
」
よ
り
も
一
二
九
一
の

「
羽は

ね
う打

ち
す
る
」「
鬼お

に
わ
し鷲

」
の
方
が
、
誕
生
し
た
男
子
を
重
ね
る
の
に
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
一
二
九
一
を
「
御

託
宣
の
お
も
ろ
」
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
こ
れ
に
苗
代
と
い
う
語
が
で
な
い
た
め
に
排
列
を
飛
び
越
え
て
、
本
歌
を
「
御
託
宣
の
お
も
ろ
」
と
し
た
か
。

一
二
九
二
に
相
当
す
る
ウ
タ
は
本
歌
や
一
二
九
○
と
違
い
、「
月
白し

ろ

」
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。「
月
白し

ろ

」
に
「
苗
代
の
大
や
庭
ニ
御
座
有
霊
石
之
事
な

り
」、「
な
さ
い
子き

よ
も思

い
」
に
「
父
親
ノ
事
也
」
と
い
う
聞
書
が
付
い
て
い
る
。
聞
書
の
注
を
踏
ま
え
れ
ば
、「
月つ

き
し
ろ白

す　

な
さ
い
子き

よ
も思

い　

守ま
ぶ

り
よ
わ
め
」

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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は
、
月
代
（
霊
石
）
こ
そ
が
な
さ
い
子
思
い
（
思
詔
）
を
お
守
り
に
な
る
と
い
う
解
釈
に
な
る
。
あ
る
い
は
、
月
代
（
霊
石
）
こ
そ
を
な
さ
い
子
思
い

（
思
詔
）
が
お
守
り
に
な
る
（
拝
所
と
し
て
祀
る
）
と
い
う
理
解
も
で
き
な
く
は
な
い
が
、
係
助
詞
〈
す
〉
＋
〈
守
る
〉
の
表
現
は
、「
大
君ぎ

み

す　

守ま
ぶ

ら
め
」

第
一
―
三
、「
立た

ち
撫な

で
す　

守ま
ぶ

り
よ
わ
」
第
十
三
―
八
○
○
、「
又
君き

み

し
ゆ　

守ま
ぶ

り
よ
わ
れ　

主ぬ
し

し
ゆ　

守ま
ぶ

り
よ
わ
れ
」
第
十
二
―
六
六
五
、「
照て

る
か
は

す　

守ま
ぶ

て
」
第
五
―
二
三
一
等
、
全
て
神
女
（
神
）
が
守
護
す
る
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
な
さ
い
子
思
い
が
お
守
り
に
な
る
と
い
う
理
解
は
、
考
え
づ
ら
い
。

ま
た
、「
月
白し

ろ

」
を
霊
石
と
す
る
聞
書
の
記
述
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
の
「
二
七
七　

苗
代
之
殿
（
此
殿
ノ
庭
ニ
月
白
ト
云
イ
ベ
ア
リ
。
祭
之
時
ニ

尊
二
敬
之
一
也
」
と
呼
応
し
て
い
る
が
、
オ
モ
ロ
の
用
例
か
ら
す
れ
ば
「
月
白し

ろ

」
は
神
女
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。「
月
白し

ろ

」
の
用
例
は
、
第
一
―
五
に

「
又
月
白し

ろ

は　

さ
だ
け
て　

又
物
知し

り
は　

さ
だ
け
て
」（
又
月
白
を
先
頭
に
し
て　

又
物
知
り
を
先
頭
に
し
て
）
が
あ
り
、
神
女
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

第
十
三
―
八
五
○
に
「
月
白し

ろ

の
大
主ぬ

し

」
の
用
例
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
一
二
九
二
は
「
月
白し

ろ

」
と
「
な
さ
い
子き

よ
も思

い
」
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
た
オ
モ

ロ
で
あ
り
、
一
二
九
一
や
本
歌
と
は
異
な
る
オ
モ
ロ
に
な
る
。
聞
書
は
一
二
九
一
と
本
歌
を
巴
志
を
称
え
た
オ
モ
ロ
と
し
て
、
一
二
九
二
を
「
月
白し

ろ

」
と
思

詔
を
称
え
た
オ
モ
ロ
と
し
て
理
解
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
月
白
は
苗
代
大
比
屋
の
庭
に

あ
る
霊
石
で
あ
り
、
こ
れ
が
世
を
照
ら
す
御
子
（
生
ま
れ
た
男
子
）
の
行
く
末
を
尊
ん
で
お
守
り
く
だ
さ
る
と
い
う
、
巴
志
に
焦
点
を
あ
て
た
叙
述
を
し

て
い
る
。
細
か
く
い
え
ば
こ
の
点
が
異
な
り
、
聞
書
と
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
の
叙
述
は
同
じ
で
は
な
い
。
た
だ
し
、『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
の

「
苗
代
大
ひ
や
庭
に
、
月
白
と
云
霊
石
有
」
と
い
う
記
述
は
、
聞
書
の
「
苗
代
の
大
や
庭
ニ
御
座
有
霊
石
之
事
な
り
」
と
よ
く
似
て
お
り
、
両
者
は
相
互
に

関
係
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

第
十
四
―
一
○
一
八
は
、
尚
巴
志
が
琉
球
を
統
一
し
て
中
山
王
に
な
り
、
中
国
皇
帝
へ
の
冊
封
の
要
請
の
た
め
に
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
使
者
、
手
登
根
大

比
屋
を
称
え
た
「
神
歌
」
と
し
て
引
か
れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。「
手て

ど
こ
ん

登
根
の
大
屋や

こ子
」
に
、「
昔
大
唐
へ
初
而
参
た
る
人
の
よ
し
な
り
」
と
い
う
聞
書
が
付
く
。

『
混
効
験
集
』
に
は
こ
の
語
に
つ
い
て
の
注
は
な
い
。『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
に
は
手
登
根
大
比
屋
の
父
は
平
田
の
大
比
屋
と
あ
り
、
巴
志
の
兄
弟
に
美

里
大
比
屋
、
大
平
田
大
比
屋
、
佐
敷
の
ろ
く
も
い
が
い
て
「
繁
昌
」
し
て
い
る
と
記
す
。
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
巻
四
（
尚
思
詔
王
）
に
は
「
遺
老
伝
」
と

し
つ
つ
も
、
巴
志
の
兄
弟
に
美
里
大
親
と
平
田
大
親
が
い
た
と
し
て
い
る
。
ま
た
、『
孫
姓
家
譜
（
平
田
家
）』
の
序
で
も
、
大
平
田
大
比
屋
は
思
詔
の
次
男

で
、
巴
志
が
佐
敷
小
按
司
だ
っ
た
こ
ろ
に
仕
え
る
も
早
世
し
た
と
記
し
て
い
る
と
あ
る
。
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
、
手
登
根
大
比
屋
は
巴
志
の
兄
弟
の
大
平
田

大
比
屋
（
平
田
大
親
）
の
子
で
、
巴
志
の
甥
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
附
に
は
、
平
田
大
比
屋
は
南
山
と
の
合
戦
の
時

に
「
か
く
り
矢
」
に
当
た
っ
て
討
ち
死
に
し
、
平
田
大
ひ
や
と
仲
屋
比
久
大
ひ
や
と
い
う
二
人
の
子
が
い
る
と
あ
る
。
討
ち
死
に
し
た
者
が
巴
志
の
兄
弟
な
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ら
ば
、
そ
の
人
物
の
子
の
平
田
大
ひ
や
の
子
が
手
登
根
大
比
屋
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
辺
り
の
こ
と
は
細
か
く
は
不
詳
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も

手
登
根
大
比
屋
は
巴
志
の
血
筋
の
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
か（

注
３
）。『

佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
の
叙
述
は
、
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
巻
三
（「
洪
武
五
年

壬
子
〈
一
三
七
二
〉」）
が
記
す
察
度
王
が
「
弟
泰
期
」
を
派
遣
し
て
、「
奉
レ
表
称
レ
臣
。
貢
二
方
物
一
。
太
祖
。
賜
二
王
大
統
暦
。
及
金
織
文
綺
紗
羅
各
五
疋
一
。

賜
二
泰
期
衣
幣
一
。
有
レ
差
。
由
レ
是
琉
球
。
始
通
二
中
国
一
。」
と
す
る
記
事
と
繋
が
る
叙
述
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
オ
モ
ロ
で
は
「
手て

ど
こ
ん

登
根
す　

日に
ほ
ん
う
ち

本
内
に　

鳴と

よ響
め
」
を
「
て
と
こ
ん
す
、
御
府
の
内
や
豊
む
」
と
し
て
い
る
。
敢
え
て
替
え
て
い
る

と
理
解
す
れ
ば
、「
御
府
」
は
琉
球
国
を
意
味
し
て
い
る
か
。
蔡
温
本
『
中
山
世
譜
』
巻
一
（
歴
代
総
紀
）
の
「
尚
巴
志
立
」
の
末
尾
記
事
の
割
注
に
「
本

国
有
二
三
府
及
三
十
六
島
一
。
総
二
称
之
一
曰
二
琉
球
一
」
と
あ
る
。「
御
府
」
は
こ
の
「
三
府
」
の
こ
と
か
。
第
十
四
―
一
○
一
八
は
、
一
○
一
三
か
ら
一
○
一
九

ま
で
佐
敷
間
切
の
オ
モ
ロ
が
八
首
連
続
し
て
排
列
さ
れ
て
い
る
中
に
位
置
し
、
次
の
一
○
一
九
は
「
平ひ

ら
た田

み
ぢ
ゑ
子き

よ

」
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
手
登
根
、
平
田

は
、
佐
敷
間
切
に
あ
る
隣
接
す
る
村
で
あ
る
（『
地
名
大
系　

沖
縄
県
』）。「
手て

ど
こ
ん

登
根
」
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
は
第
十
四
―
一
○
一
八
が
唯
一
の
用
例
で

あ
る
。『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
で
は
、
そ
れ
を
取
り
出
し
て
引
い
て
い
る
。
聞
書
の
「
昔
大
唐
へ
初
而
参
た
る
人
の
よ
し
な
り
」
に
合
わ
せ
る
か
た
ち

で
、
巴
志
の
血
縁
と
さ
れ
る
平
田
大
比
屋
の
子
と
さ
れ
る
手
登
根
大
比
屋
を
称
え
る
「
神
歌
」
を
記
載
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

第
十
九
「
知ち

ゑ
ね
ん
さ
し
き
は
な
ぐ
す
く

念
佐
敷
玻
名
城
お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
全
二
十
二
巻
中
、
多
く
の
聞
書
が
付
さ
れ
た
巻
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
率
に
す
れ
ば
、

全
四
十
一
首
の
う
ち
五
十
四
箇
所
に
聞
書
が
付
く
第
一
（
一
三
○
パ
ー
セ
ン
ト
余
）
に
は
及
ば
な
い
が
、
第
十
九
は
全
五
十
首
、
六
十
箇
所
に
聞
書
が
付
い

て
い
る
（
一
二
○
パ
ー
セ
ン
ト
）。
三
番
目
に
聞
書
が
多
く
付
く
の
が
、
全
六
十
四
首
に
対
し
て
五
十
箇
所
に
聞
書
が
付
く
第
三
（
八
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
）

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
第
一
と
第
三
の
聞
得
大
君
の
オ
モ
ロ
に
は
関
心
が
高
く
、
聞
書
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
第
十
九
に
多

く
の
聞
書
が
付
く
理
由
は
な
に
か
。
そ
れ
は
第
十
九
が
国
王
や
聞
得
大
君
の
知
念
・
久
高
島
行
幸
に
関
連
し
た
巻
で
あ
る
か
ら
だ
と
判
断
さ
れ
る
。
第
十
九

が
「
知ち

ゑ
ね
ん
さ
し
き
は
な
ぐ
す
く

念
佐
敷
玻
名
城
お
も
ろ
御
双さ

う
し紙

」
と
あ
り
な
が
ら
、
オ
モ
ロ
の
排
列
は
佐
敷
間
切
、
知
念
間
切
の
順
に
な
っ
て
い
る
の
が
そ
れ
を
物
語
る
。
佐
敷
、

知
念
の
オ
モ
ロ
の
排
列
は
、
首
里
城
か
ら
の
道
行
き
の
順
で
あ
る
。
第
十
九
に
多
く
の
聞
書
が
付
く
理
由
は
、
こ
れ
が
国
王
・
聞
得
大
君
等
の
行
幸
に
か
か

わ
る
巻
で
あ
り
、
こ
の
巻
に
対
す
る
関
心
が
高
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
と
合
わ
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
第
十
九
の
中
で
も

佐
敷
間
切
の
オ
モ
ロ
（
一
二
八
一
～
一
二
九
九
）
十
九
首
に
三
十
九
箇
所
（
二
○
五
パ
ー
セ
ン
ト
）
も
の
聞
書
が
、
集
中
し
て
い
る
理
由
で
あ
る（

注
４
）。

し
か
も
、

こ
れ
ら
に
は
『
混
効
験
集
』
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
語
が
多
く
あ
る
。
実
は
こ
れ
ら
の
う
ち
、
一
二
九
○
や
一
二
九
二
、
本
歌
（
一
二
九
四
）
で
問
題
に
し

て
き
た
尚
思
詔
や
巴
志
父
子
に
か
か
わ
る
聞
書
は
、
聞
書
に
注
が
付
き
な
が
ら
『
混
効
験
集
』
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
語
か
、
立
項
さ
れ
て
い
て
も
『
混
効

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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験
集
』
の
注
と
大
き
く
違
う
注
に
な
っ
て
い
た
り
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
聞
書
が
他
の
オ
モ
ロ
に
付
く
聞
書
と
違
う
注
に
な
っ
て
い
た
り
す
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
そ
の
良
い
例
は
、
一
二
八
九
の
「
孵す

で
水み

づ

」
に
付
く
聞
書
「
佐
敷
小
按
司
お
ほ
御
水
の
事
也
」
で
あ
る
。「
孵す

で
水み

づ

」
は
、
第
七
―
三
四
六
の
聞
書

に
「
お
ふ
川
の
水
を
撫
ル
事
也
」
と
あ
り
、『
混
効
験
集
』
で
は
「
人
誕
生
の
時
明
方
の
井
川
よ
り
水
を
と
り
撫
さ
す
る
也　

其
水
を
す
で
水
と
云
也
」
と

あ
る
。
こ
れ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
一
二
八
九
に
付
く
「
孵す

で
水み

づ

」
の
注
は
「
佐
敷
小
按
司
」（
巴
志
）
に
特
化
し
た
注
で
あ
り
、
他
の
聞
書
や
『
混
効
験

集
』
の
「
孵す

で
水み

づ

」
は
「
孵す

で
水み

づ

」
の
一
般
的
な
意
味
を
記
し
た
語
注
で
あ
る
。
第
十
九
の
聞
書
は
、
尚
思
詔
・
巴
志
父
子
に
か
か
わ
る
伝
承
を
記
し
て
い

る
こ
と
に
特
徴
が
あ
る
と
い
え
る
。『
混
効
験
集
』
の
注
に
は
、
第
一
尚
氏
に
か
か
わ
る
よ
う
な
注
は
み
あ
た
ら
な
い
。

『
混
効
験
集
』
坤
巻
は
、
乾
巻
が
女
官
言
葉
の
語
注
で
あ
る
の
に
対
し
て
オ
モ
ロ
の
語
注
を
中
心
と
し
て
い
る
。「
言
葉
聞
書
」（
聞
書
）
は
、
首
里
城
炎
上

に
よ
る
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
焼
失
よ
り
急
遽
始
ま
っ
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
あ
ら
た
め
」（
再
編
纂
）
の
事
業
の
際
に
、
安
仁
屋
本
に
付
さ
れ
た
オ
モ
ロ

語
注
を
主
な
内
容
に
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
先
行
し
て
い
た
『
混
効
験
集
』
の
坤
巻
の
編
纂
事
業
が
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
あ
ら
た
め
」
の
編
纂
事
業
に

急
遽
切
り
替
わ
り
、
そ
の
時
作
ら
れ
た
二
本
の
内
の
一
本
（
安
仁
屋
本
）
に
、「
言
葉
聞
書
」
と
し
て
『
混
効
験
集
』
坤
巻
の
オ
モ
ロ
語
注
が
反
映
さ
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
と
理
解
さ
れ
る（

注
５
）。『

混
効
験
集
』
編
纂
者
は
「
奉
行　

松
村
按
司
／
主
取　

座
喜
味
親
雲
上　

前
津
灞
親
雲
上　

立
津
親
雲
上
／
筆
者　

瑞

慶
田
筑
登
之
親
雲
上
」
で
あ
る
が
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
あ
ら
た
め
」
の
ス
タ
ッ
フ
は
「
奉
行　

津
嘉
山
按
司
朝
睦
／
主
取　

座
喜
味
親
雲
上
景
典　

津

灞
親
雲
上
実
昌　

立
津
親
雲
上
全
明
／
筆
者　

伊
良
皆
（
筑
登
）
之
親
雲
上
重
休　

並
里
（
筑
登
）
之
親
雲
上
嗣
喜　

瑞
慶
田
（
筑
登
）
之
親
雲
上
正
方　

小
登
筑
登
之
元
敷　

嘉
数
子
宗
宜　

お
も
ろ
主
取　

宜
野
湾
間
切
大
山
村　

安
仁
屋
親
雲
上
」
で
あ
る
。『
混
効
験
集
』
の
「
奉
行　

松
村
按
司
」
と
「
書

あ
ら
た
め
」
の
「
奉
行　

津
嘉
山
按
司
朝
睦
」
と
は
同
一
人
物
で
あ
る（

注
６
）。

す
な
わ
ち
、『
混
効
験
集
』
と
「
書
あ
ら
た
め
」
の
「
奉
行
」
と
「
主
取
」
は
同

じ
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
書
あ
ら
た
め
」
は
当
初
か
ら
短
い
期
間
（
七
ヶ
月
余
）
で
事
業
を
完
了
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
か
、『
混
効
験
集
』
の
「
筆

者
」
瑞
慶
田
に
加
え
て
、「
筆
者
」
を
大
き
く
増
員
し
て
伊
良
皆
、
並
里
、
小
登
、
嘉
数
を
新
た
に
ス
タ
ッ
フ
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
お
も
ろ
主
取
」
の

安
仁
屋
も
加
え
て
い
る
。『
混
効
験
集
』
オ
モ
ロ
語
注
と
聞
書
と
が
連
続
す
る
事
業
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
基
本
的
に
は
語
注
の
内
容
が
一
致
、
も
し
く
は
近

い
の
は
、『
混
効
験
集
』
の
ス
タ
ッ
フ
が
「
書
あ
ら
た
め
」
の
ス
タ
ッ
フ
に
そ
の
ま
ま
異
動
し
て
い
る
こ
と
が
理
由
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
中
に

あ
っ
て
本
歌
で
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
第
十
九
の
佐
敷
間
切
を
中
心
に
し
た
オ
モ
ロ
に
『
混
効
験
集
』
に
は
み
ら
れ
な
い
第
一
尚
氏
に
か
か
わ
る
伝
承
的
な

聞
書
が
み
ら
れ
る
の
は
、
ど
う
し
て
な
の
か
。

こ
れ
は
、「
書
あ
ら
た
め
」
事
業
に
筆
者
と
し
て
加
わ
っ
た
並
里
（
筑
登
）
之
親
雲
上
嗣
喜
が
関
係
し
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
並
里
は
『
孫
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姓
家
譜
（
平
田
家
）』
か
ら
康
煕
四
年
（
一
六
六
五
）
に
生
ま
れ
乾
隆
四
年
（
一
七
三
九
）
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。『
孫
姓
家
譜
（
平
田
家
）』
序
に
よ
れ
ば
、

孫
姓
の
始
祖
、
直
修
大
平
田
之
大
比
屋
は
、
苗
代
大
比
屋
（
思
詔
）
の
次
男
で
佐
敷
小
按
司
（
巴
志
）
に
仕
え
た
が
早
世
し
た
と
あ
る
。
直
修
に
は
䳍
摂
平
田

子
が
い
て
、
直
修
の
後
を
継
ぎ
平
田
地
頭
職
に
な
り
尚
巴
志
に
多
年
仕
え
、
そ
の
功
に
よ
り
「
御
形
見
」
の
「
赤
地
龍
四
爪
縫
付
緞
子
衣
一
領
」
を
授
か
っ
た
。

䳍
摂
に
は
高
莊
平
田
と
中
屋
比
久
大
屋
子
と
い
う
二
人
の
子
が
い
て
、
高
莊
平
田
が
平
田
家
の
祖
に
な
り
、
中
屋
比
久
大
屋
子
が
孫
氏
苗
代
親
雲
上
の
祖
に
な

っ
た
。
高
莊
平
田
の
子
は
休
林
親
雲
上
、
休
林
の
子
は
雲
際
親
雲
上
嗣
嵩
で
、
こ
れ
が
平
田
家
の
直
接
の
祖
（
一
世
）
で
あ
る
。
䳍
摂
は
授
か
っ
た
「
赤
地

龍
四
爪
縫
付
緞
子
衣
一
領
」
を
中
屋
比
久
大
屋
子
に
も
分
け
与
え
て
、
祖
先
の
忠
節
を
後
の
子
孫
に
伝
え
し
め
る
「
珍
宝
」
に
し
た
と
記
し
て
い
る
。「
書
あ

ら
た
め
」
筆
者
、
並
里
（
筑
登
）
之
親
雲
上
嗣
喜
は
、
平
田
家
の
七
世
に
あ
た
る
。『
孫
姓
家
譜
（
平
田
家
）』
の
康
煕
四
十
九
年
（
一
七
一
○
）
七
月
の
記
事

に
「
唄
御
双
紙
書
改
奉
行
向
氏
国
場
按
司
朝
睦
筆
者
」
に
な
り
、
翌
年
五
月
二
十
二
日
に
「
島
上
布
一
端
」
を
賞
と
し
て
賜
っ
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
（
以
上
、

『
那
覇
市
史　

家
譜
資
料
（
三
）
首
里
系
』）。�

孫
姓
の
家
に
「
珍
宝
」
と
し
て
伝
わ
る
「
赤
地
龍
四
爪
縫
付
緞
子
衣
一
領
」
は
、
冊
封
使
を
通
し
て
中
国
皇
帝

か
ら
下
賜
さ
れ
た
皮
弁
官
服
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
が
家
蔵
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
驚
く
。
第
一
尚
氏
を
始
祖
に
戴
く
氏
の
象
徴
的
な
遺
品
に
な
っ
て
い
た
の

で
あ
ろ
う
。

『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
は
第
十
八
に
出
る
与
那
嶺
の
記
事
が
最
後
で
、
康
煕
六
十
年
（
一
七
二
一
）
の
記
事
で
終
わ
る
。
与
那
嶺
は
康
煕
二
十
一
年

（
一
六
八
二
）
の
生
ま
れ
。
並
里
（
筑
登
）
之
親
雲
上
嗣
喜
と
同
時
代
の
人
物
で
あ
る
。
第
十
四
―
一
○
一
八
に
謡
わ
れ
る
「
手て

ど
こ
ん

登
根
の
大
屋や

こ子
」
と
さ
れ

る
手
登
根
大
比
屋
も
孫
姓
に
連
な
る
人
物
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
孫
姓
の
中
興
の
祖
と
考
え
ら
れ
る
屋
比
久
大
や
く
も
い
は
、
第
一
尚
氏
最
後
の
王
、
徳
の

子
で
、
三
歳
の
時
に
あ
っ
た
世
替
わ
り
の
際
、
乳
母
に
抱
か
れ
て
佐
敷
の
苗
代
の
先
祖
の
屋
敷
に
連
れ
て
来
ら
れ
て
育
て
ら
れ
た
と
あ
る
（
第
九
条
）。
そ

の
乳
母
も
孫
姓
に
繋
が
る
人
で
あ
る
こ
と
が
、
第
九
条
の
附
に
記
さ
れ
て
い
る
。『
球
陽
』
巻
十
四
「
尚
敬
三
十
一
年
」（
一
七
四
三
）
の
記
事
に
は
、「
佐

敷
間
切
に
今
尚
徳
王
の
裔
孫
有
り
。
世
々
其
の
神
主
を
万
寿
寺
に
祭
る
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の
『
球
陽
』
記
事
は
、『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
第

九
条
の
記
事
と
重
な
る
。
第
十
九
の
特
に
第
一
尚
氏
に
か
か
わ
る
聞
書
の
記
述
は
、「
書
あ
ら
た
め
」
筆
者
、
孫
姓
並
里
（
筑
登
）
之
親
雲
上
嗣
喜
が
か
か

わ
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
の
最
後
の
記
事
が
康
煕
六
十
年
（
一
七
二
一
）
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
の
書

の
成
立
に
あ
た
っ
て
も
並
里
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

実
は
、
オ
モ
ロ
が
家
譜
に
引
か
れ
そ
れ
が
聞
書
と
関
連
し
て
い
る
事
例
は
、『
夏
姓
家
譜
（
内
嶺
家
）』
の
序
に
相
当
す
る
「
夏
氏
祖
源
宗
徳
総
攷
」
に
第

六
―
三
四
二
・
三
四
三
等
が
断
片
的
に
引
か
れ
て
、
そ
れ
が
第
六
―
三
四
二
と
三
四
三
に
付
く
長
い
聞
書
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
聞
書
は
、

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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鬼
大
城
が
「
逆
臣
阿
摩
和
利
」
の
元
か
ら
王
妃
（
阿
摩
和
利
の
妻
）
と
と
も
に
脱
出
し
、
首
里
城
に
漸
く
帰
還
し
、
そ
の
後
、
鬼
大
城
が
「
阿
摩
和
利
征

伐
」
の
王
命
を
請
け
て
王
命
を
果
た
し
て
凱
旋
す
る
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
記
事
が
、『
夏
姓
家
譜
（
内
嶺
家
）』
の
「
夏

氏
祖
源
宗
徳
総
攷
」
に
第
六
―
三
四
二
・
三
四
三
等
の
オ
モ
ロ
が
引
か
れ
る
か
た
ち
で
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（「〔
15
〕
第
六
―
三
四
二
・
三
四
三
―
家

譜
に
引
か
れ
た
オ
モ
ロ
―
」『
お
も
ろ
さ
う
し
選
詳
解
』
文
学
通
信
、
二
○
二
三
年
）。『
夏
姓
家
譜
（
内
嶺
家
）』
に
オ
モ
ロ
が
引
か
れ
て
い
る
の
は
、『
夏

姓
家
譜
（
内
嶺
家
）』
の
元
祖
が
琉
球
古
典
音
楽
（
三
線
音
楽
）
湛
水
流
を
興
し
た
夏
徳
庸
（
湛
水
親
方
賢
忠
。
一
六
二
三
～
一
六
八
四
年
）
で
あ
る
か
ら

だ
と
推
測
さ
れ
る
。
記
事
は
、
オ
モ
ロ
を
め
ぐ
る
霊
験
譚
、
歌
徳
譚
だ
と
い
っ
て
い
い
。
家
譜
の
叙
述
は
、
特
に
オ
モ
ロ
が
鬼
大
城
（
夏
居
数
、
夏
氏
の
始

祖
）
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
窮
状
を
脱
す
る
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
オ
モ
ロ
歌
唱
者
の
歌
徳
譚
と
も
い
え
る
聞
書
は
、
他
に
第
二
―
六
五
、
第

五
―
二
六
五
～
二
六
七
に
「
お
も
ろ
名
人
」
を
記
す
長
い
「
く
じ
」（
故
事
）
と
し
て
、
ま
た
、
第
三
―
一
三
七
に
は
「
お
も
ろ
主
取
」
の
安
仁
屋
が
「
直

伝
」
し
た
長
い
聞
書
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
オ
モ
ロ
歌
唱
者
に
か
か
わ
る
聞
書
で
、「
お
も
ろ
主
取
」
の
家
に
蓄
積
さ
れ
た
オ
モ
ロ
歌

唱
者
に
か
か
わ
る
伝
承
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
「
書
あ
ら
た
め
」
の
時
に
聞
書
と
し
て
、
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
聞
書
は
『
混
効
験
集
』

に
み
え
な
い
。
お
そ
ら
く
、「
書
あ
ら
た
め
」
の
際
に
新
た
に
加
わ
っ
た
「
お
も
ろ
主
取　

安
仁
屋
親
雲
上
」
が
こ
れ
を
伝
え
、
聞
書
と
し
て
記
さ
れ
た
と

推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
第
十
九
の
第
一
尚
氏
に
関
連
し
た
伝
承
が
「
書
あ
ら
た
め
」
の
新
し
い
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
加
わ
っ
た
並
里
に
よ
っ
て
記

さ
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
と
、
同
じ
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
第
十
九
の
オ
モ
ロ
に
付
く
第
一
尚
氏
に
関
連
し
た
伝
承
を
記
し
た
聞
書
は

語
注
を
越
え
た
性
格
の
も
の
で
、
第
六
―
三
四
二
・
三
四
三
に
付
い
た
鬼
大
城
を
め
ぐ
る
聞
書
と
同
質
の
性
格
を
持
つ
聞
書
だ
と
い
え
る
。
本
歌
と
第
十
九

―
一
二
九
○
・
一
二
九
二
に
付
い
た
聞
書
は
、
そ
の
よ
う
な
背
景
が
考
え
ら
れ
る
。

【
注
】

（
注
１
）　

南
島
発
行
所
『
南
島
』
第
三
輯
（
台
湾
出
版
文
化
株
式
会
社
、
一
九
四
四
年
）。
第
三
輯
は
第
二
の
注
釈
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
注
釈
者
は
比
嘉
盛
章
、
川
平
朝
申
、
須
藤

利
一
、
金
関
丈
夫
等
。

（
注
２
）　

以
下
の
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
の
記
事
は
、
島
村
幸
一
・
小
此
木
敏
明
・
屋
良
健
一
郎
『
訳
注　

琉
球
文
学
』
勉
誠
出
版
、
二
○
二
二
年
に
よ
る
。

（
注
３
）　

注
２
の
『
佐
銘
川
大
ぬ
し
由
来
記
』
六
（
第
七
・
八
条
）
の
注
釈
12
で
は
、
手
登
根
大
比
屋
は
思
詔
の
五
男
（
庶
子
）
と
す
る
記
事
が
あ
る
と
記
し
て
い
る
（
当
真
莊
平

『
月
代
の
神
々
』
大
永
、
一
九
八
五
年
）。
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（
注
４
）　

拙
論
「『
混
効
験
集
』
オ
モ
ロ
語
注
と
『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
言
葉
聞
書
」
に
つ
い
て
の
考
察
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
所
収
）。

（
注
５
）　

嘉
手
苅
千
鶴
子
「『
お
も
ろ
さ
う
し
』
書
き
改
め
と
『
混
効
験
集
』
編
纂
に
つ
い
て
」（『
お
も
ろ
と
琉
歌
の
世
界
』
森
話
社
、
二
○
○
三
年
所
収
）。

（
注
６
）　

池
宮
正
治
「
混
効
験
集　

解
説
」（『
琉
球
古
語
辞
典　

混
効
験
集
の
研
究
』
所
収
）。

　
【
参
考
文
献
】

・
拙
論
「『
佐
銘
川
大
主
由
来
記
』
論
―
第
一
尚
氏
を
始
祖
に
戴
く
氏
の
物
語
―
」、「
琉
球
の
「
歴
史
」
叙
述
―
夏
氏
（
内
嶺
家
）・
毛
氏
（
豊
見
城
家
）
の
家
譜
記
事
と
正
史
叙
述

を
中
心
に
―
」（
以
上
、『
琉
球
文
学
の
歴
史
叙
述
』
勉
誠
社
、
二
○
一
五
年
収
録
）。

〔
51
〕〈「
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

照て

る
地ぢ

ろ炉
／
ぜ
る
ま
ゝ
が　

照て

る
地ぢ

ろ炉
」
―
オ
モ
ロ
の
火
の
神
―
〉

【
本
文
】

第
二
十
一
―
一
五
○
六
（
重
複
、
第
十
一
―
五
八
一
）

う
ら
そ
い
お
も
ろ
の
ふ
し

一
精せ

だ
か
こ

高
子
は　

だ
に　

真ま

御
み
事
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
精
高
子
（
久
米
島
の
領
主
）
は
実
に
御
言
葉
こ
そ
を

　

こ
ゑ
し
の
す　

も
ぢ
よ
ろ
ゑ
て　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
〔
こ
え
し
の
（
神
女
）
こ
そ
は
美
し
く
輝
い
て
奉
る
の
だ
〕

又
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
や　

だ
に　

真ま

御
み
事
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
按
司
襲
い
は
実
に
御
言
葉
こ
そ
を

又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

照て

る
地ぢ

ろ炉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
赤
口
（
火
の
神
）
の
輝
く
地
炉
（
炉
）
に

又
ぜ
る
ま
ゝ
が　

照て

る
地ぢ

ろ炉　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
ゼ
ル
マ
マ
（
火
の
神
）
の
輝
く
地
炉
に

又
さ
し
ふ
は　

お
も
ろ
は　

知せ

ら
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
さ
し
ふ
（
こ
え
し
の
）
は
オ
モ
ロ
を
伝
え
る

又
む
つ
き
は　

せ
る
む
は　

知し

ら
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
む
つ
き
（
こ
え
し
の
）
は
セ
ル
ム
を
伝
え
る

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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【
鑑
賞
】

火
の
神
が
謡
わ
れ
て
い
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
赤
口
、
ぜ
る
ま
ま
は
、
火
の
神
の
美
称
語
で
あ
る
。
火
の
神
は
、
神
女
の
願
い
を
線
香
の
煙
と
と
も
に
天
上

世
界
に
届
け
る
仲
介
者
で
あ
る
。
本
歌
で
は
、
火
の
神
へ
の
願
い
は
精
高
子
（
久
米
島
の
領
主
）
の
「
真ま

御
み
事
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
久
米
島
の
神
女
、
こ

え
し
の
が
サ
シ
フ
の
状
態
に
な
っ
て
火
の
神
に
オ
モ
ロ
を
伝
え
る
と
謡
っ
て
い
る
。

【
歌
形
】

対
句
が
二
節
に
跨
る
タ
イ
プ
。
反
復
部
は
「
こ
ゑ
し
の
す　

も
ぢ
よ
ろ
ゑ
て　

み
お
や
せ
」
で
係
り
結
び
に
な
っ
て
い
る
。

【
語
釈
】

◇
こ
ゑ
し
の
す　
も
ぢ
よ
ろ
ゑ
て　
み
お
や
せ　
「
こ
ゑ
し
の
」
は
久
米
島
の
神
女
。「
久く

め米
の
こ
い
し
の
／
百も

ゝ
う
ら浦

こ
い
し
の
」
第
十
―
五
四
七
・
第
二
十
一

―
一
四
四
七
他
と
い
う
対
句
で
多
く
の
用
例
が
あ
る
。
ま
た
、
本
歌
の
よ
う
に
「
久く

め米
の
」
が
冠
せ
ら
れ
な
い
用
例
も
、
ほ
と
ん
ど
が
久
米
島
の
オ
モ
ロ
が

謡
わ
れ
る
第
十
一
や
第
二
十
一
に
で
る
用
例
で
あ
り
、
第
十
一
や
第
二
十
一
の
オ
モ
ロ
以
外
の
用
例
の
第
十
三
―
七
七
五
・
七
九
二
も
前
後
が
久
米
島
を

謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
久
米
島
の
「
こ
ゑ
し
の
」
を
謡
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
第
十
三
―
九
三
一
・
九
三
二
に
「
与よ

ろ
ん論

こ
い
し
の
／
離は

な

れ
こ
い
し
の
」
の
用
例
が
あ
り
、
与
論
島
に
も
「
こ
い
し
の
」
が
い
た
こ
と
が
分
か
る
。『
混
効
験
集
』
に
は
「
こ
ゑ
し
の
」「
く
め
の
こ

ゑ
し
の
」
が
立
項
さ
れ
、「
右
同
（
神
女
名
）」
と
あ
る
。
聞
書
に
も
「
こ
ゑ
し
の
」「
く
め
の
こ
ゑ
し
の
」
に
「
名
人
也
」
と
注
が
付
く
。「
名
人
」
は
、
第

二
―
六
五
に
付
く
聞
書
（「
く
じ
」）
に
「
あ
か
の
こ
」（
阿
嘉
の
子
）
を
い
う
事
例
と
し
て
で
る
。
す
な
わ
ち
、
聞
書
に
お
い
て
は
、「
名
人
」
は
い
わ
ゆ
る

オ
モ
ロ
歌
唱
者
を
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
こ
ゑ
し
の
」「
く
め
の
こ
ゑ
し
の
」
の
理
解
が
、『
混
効
験
集
』
と
聞
書
で
は
異
な
っ
て
い
る
可
能

性
が
あ
る
。
た
だ
し
、
聞
書
は
オ
モ
ロ
の
担
い
手
と
し
て
、
神
女
と
オ
モ
ロ
歌
唱
者
を
区
別
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
名
人
」
が
勝
れ
た
歌

い
手
と
い
う
意
で
あ
る
な
ら
ば
、
神
女
「
こ
ゑ
し
の
」
も
そ
の
よ
う
に
認
識
し
た
注
か
。「
も
ぢ
よ
ろ
ゑ
て
」
は
、
美
し
く
輝
い
て
の
意
。「
こ
ゑ
し
の
」
の

霊
的
な
力
が
充
溢
し
て
い
る
状
態
を
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
も
ぢ
よ
ろ
ゑ
て
」
の
用
例
は
本
例
と
重
複
歌
の
み
だ
が
、「
も
ぢ
よ
る
」「
も
ぢ
よ
ろ
」

「
も
ぢ
よ
る
な
ち
へ
」「
も
ぢ
よ
ろ
な
ち
へ
」、「
も
ぢ
ろ
き
ゆ
る
」「
も
ぢ
ろ
き
よ
る
」「
も
ぢ
ろ
く
」「
も
ぢ
る
ち
へ
」「
も
ぢ
ろ
ち
へ
」
等
の
関
連
語
が
あ
る
。

「
も
ぢ
る
ち
へ
」
は
「
い
ぐ
ま
ち
へ
」
と
の
対
語
例
が
あ
る
（
第
十
二
―
六
七
三
）。『
混
効
験
集
』
の
「
も
ぢ
よ
る
」
に
「
き
よ
ら
か
成
事
な
り
」
と
あ
る
。
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池
宮
正
治
は
こ
れ
を
「「
も
ど
ろ
」
に
同
じ
。
霊
力
が
発
散
す
る
視
覚
的
な
表
現
」（『
混
効
験
集
の
研
究
』）
と
し
て
い
る
。
聞
書
に
は
「
も
ち
ろ
ち
へ
」
に

「
清
く
遊
な
り
」
と
い
う
注
も
あ
る
。「
み
お
や
せ
」
は
〈
み
お
や
す
〉
の
已
然
形
。
係
助
詞
「
す
」
の
結
び
に
な
っ
て
い
る
。〈
み
お
や
す
〉
も
の
は
、
本

歌
で
は
「
精せ

だ
か
こ

高
子
」
の
「
真ま

御
み
事
」
を
「
こ
ゑ
し
の
」
が
「
さ
し
ふ
／
む
つ
き
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
て
、「
お
も
ろ
／
せ
る
む
」
と
し
て
火
の
神
に
申

し
上
げ
る
こ
と
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。〈
み
お
や
す
〉
も
の
が
「
真ま

御
み
事
」
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
第
八
―
四
一
一
に
「
お
も
ろ
よ　

み
お
や
せ　

せ

る
む
よ　

み
お
や
せ
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
本
歌
の
連
続
部
の
最
終
部
は
「
さ
し
ふ
は　

お
も
ろ
は　

知せ

ら
す
／
む
つ
き
は　

せ
る
む
は　

知し

ら
す
」
だ

が
、
反
復
部
は
こ
れ
と
内
容
が
呼
応
し
、
重
な
る
の
で
は
な
い
か
。

◆
精せ

だ
か
こ

高
子
は　
だ
に　
真ま

御
み
事
ろ
／
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
や　
だ
に　
真ま

御
み
事
ろ　
「
精せ

だ
か
こ

高
子
／
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
」
は
久
米
島
の
領
主
を
指
す
。
第
十
二
―
七
○
三
に

「
久く

め米
の
精せ

だ
か
こ

高
子
／
久く

め米
の
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
」
と
い
う
対
句
例
が
あ
る
。「
精せ

だ
か
こ

高
子
」
は
通
例
「
大
君ぎ

み

」（
聞
得
大
君
）
と
対
語
を
作
る
が
、
久
米
島
オ
モ
ロ
に
限

っ
て
は
、
こ
の
よ
う
に
久
米
島
の
領
主
を
指
し
て
い
る
。
し
か
も
、
対
句
は
聞
得
大
君
の
場
合
は
「
大
君ぎ

み

／
精せ

だ
か
こ

高
子
」
と
い
う
か
た
ち
だ
が
、
久
米
島
の
領

主
を
い
う
場
合
は
、
本
歌
の
よ
う
に
「
精せ

だ
か
こ

高
子
」
が
先
に
来
る
「
精せ

だ
か
こ

高
子
／
按あ

ぢ
お
そ

司
襲
い
」
と
い
う
対
句
が
ほ
ん
ん
ど
で
あ
る
。
久
米
島
オ
モ
ロ
に
は
他
巻
と

は
異
な
る
例
外
的
な
対
句
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る（

注
１
）。「

だ
に
」
は
実
に
の
意
。『
混
効
験
集
』
に
「
だ
に　

誠
に
と
云
。
げ
に
も
と
云
心
に

も
叶
」
と
あ
る
。
聞
書
も
対
句
の
「
げ
に
」
に
「
実
也
」
と
あ
り
、「
だ
に
」
に
「
同
」
と
あ
る
。「
真ま

御
み
事
」
は
重
複
以
外
に
は
、
第
十
一
―
五
七
六
・

第
二
十
一
―
一
四
八
九
に
用
例
が
あ
る
。
こ
の
二
首
も
重
複
す
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
し
か
も
、
本
歌
の
よ
う
に
次
の
節
に
「
又
だ
に　

真ま

御
み
事
る　

又

実げ

に　

真ま

御
み
事
る　

又
赤あ

か
ぐ
ち
や口に　

結ゆ

い
着つ

ち
へ　

又
ぜ
る
ま
ゝ
に　

結ゆ

い
着つ

ち
へ
」
と
い
う
よ
う
に
、
火
の
神
が
登
場
す
る
展
開
に
な
っ
て
い
る
（
後

述
）。
オ
モ
ロ
に
は
「
御
み
事
」
の
用
例
は
な
い
が
、
古
琉
球
期
の
辞
令
書
は
「
し
よ
り
の
御
ミ
事
」（
万
暦
三
十
四
年
〈
一
六
○
六
〉
の
喜
界
島
関
係
文

書
）
と
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
。「
真ま

御
み
事
」
は
古
琉
球
期
の
辞
令
書
の
表
記
「
御
ミ
事
」
も
含
め
て
こ
れ
と
繋
が
る
語
で
あ
り
、「
御
ミ
事
」
に
さ
ら

に
「
真ま

」
を
冠
し
た
語
で
あ
る
。
な
お
、
近
世
期
の
辞
令
書
に
な
る
と
「
し
よ
り
の
御
ミ
事
」
は
、「
首
里
之
詔
」
と
い
う
表
記
に
変
わ
る
（
乾
隆
四
十
五

年
〈
一
七
八
○（

注
２
）〉）。「

真ま

御
み
事
」
は
、
久
米
島
の
領
主
の
「
詔
」（
御
言
葉
、
御
命
令
）
と
理
解
さ
れ
る
。「
真ま

御
み
事
ろ
」
の
「
ろ
」
は
係
助
詞
。

◆
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

照て

る
地ぢ

ろ炉
／
ぜ
る
ま
ゝ
が　
照て

る
地ぢ

ろ炉　
「
赤あ

か
ぐ
ち
や口」「

ぜ
る
ま
ゝ
」
は
、
火
の
神
の
美
称
語
。「
赤あ

か
ぐ
ち
や口」「

ぜ
る
ま
ゝ
」
は
、
聞
書
に
「
火
神
也
」

「
火
神
の
異
名
也
」
と
あ
る
。『
辞
典
』
は
「（
赤
口
）
火
の
神
。
日
神
。
原
義
は
赤
口
。
火
の
神
は
太
陽
の
化
身
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。（
途
中
省
略
）

対
語
「
せ
る
ま
ゝ
」。「
あ
か
く
ち
や
せ
る
ま
ゝ
が
な
し
」
と
い
う
。「
せ
る
」
は
地
炉
（
ヂ
イ
ル
）、「
ま
ゝ
」
は
娘
を
意
味
す
る
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
辞
典
』

は
「
照て

る
地ぢ

ろ炉
」
を
「
地
炉
（
火
の
神
の
依
り
ま
し
）
の
中
で
燃
え
る
火
」
と
し
て
い
る
。『
沖
縄
語
辞
典
』「
ヂ
ー
ル　

炉
」
を
『
辞
典
』
は
「
ぜ
る
ま
ゝ
」

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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の
「
ぜ
る
」
と
し
て
い
る
が
、「
照て

る
地ぢ

ろ炉
」
の
「
地ぢ

ろ炉
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
辞
典
』
は
「
照て

る
」
を
燃
え
る
火
の
こ
と
と
捉
え
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
接
頭
語
と
し
て
あ
る
、
例
え
ば
「
照て

る
真ま

も
の物

」（
神
女
名
）
第
七
―
三
六
七
の
「
照て

る
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
照て

る
地ぢ

ろ炉
」
は

「
地ぢ

ろ炉
」
を
称
え
た
語
、
あ
る
い
は
盛
ん
に
燃
え
て
輝
く
「
地ぢ

ろ炉
」
と
い
う
意
か
と
解
さ
れ
る
。
今
の
と
こ
ろ
、
こ
ち
ら
の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。��������������

◆
さ
し
ふ
は　
お
も
ろ
は　
知せ

ら
す
／
む
つ
き
は　
せ
る
む
は　
知し

ら
す　
「
さ
し
ふ
」
は
『
混
効
験
集
』
に
「
く
で
の
事
也　

又
く
で
と
は
託
女
の
事
也　

今
神
人
と
云
是
也
」
と
あ
る
。
聞
書
も
同
様
な
注
を
付
け
て
い
る
。「
む
つ
き
」
に
聞
書
は
「
さ
し
ふ
也
」「
神
人
異
名
」
等
と
あ
る
。『
辞
典
』『
古
語
大
辞

典
』
で
は
、「
さ
し
ふ
／
む
つ
き
」
を
「
神
の
憑
依
す
る
神
女
（
途
中
省
略
）
天
上
の
神
は
特
定
の
神
女
に
憑
依
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
Ａ
な
る
神
は
Ａ́
な
る

神
女
に
憑
依
し
て
あ
ら
わ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
さ
し
ふ
」
を
神
霊
が
乗
り
移
る
憑
依
を
専
門
と
す
る
「
神
女
」
と
い
う
理
解
を
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
理
解
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
王
府
の
神
女
集
団
に
そ
の
よ
う
な
憑
依
を
専
門
と
す
る
神
女
が
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
な
い
と
と
も
に
、
久
高
島
や
渡
名
喜
島
の
事
例
等
を
見
て
も
「
さ
し
ふ
」
は
む
し
ろ
集
落
の
神
役
、
上
級
の
神
女
を
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら

「
さ
し
ふ
」
は
、
神
霊
が
降
り
る
状
態
に
あ
る
者
、
霊
的
な
高
さ
を
持
つ
者
を
い
う
語
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。「
さ
し
ふ
」
の
用
例
に
「
さ
し
ふ
い

せ
ゑ
け
り
」
第
七
―
三
五
九
、
第
十
三
―
七
六
六
が
あ
る
が
、「
い
せ
ゑ
け
り
」
は
ヲ
ナ
リ
神
か
ら
見
た
勝
れ
た
男
兄
弟
の
意
で
国
王
を
い
う
語
。
こ
れ
に

「
さ
し
ふ
」
が
冠
せ
ら
れ
る
の
は
、「
さ
し
ふ
」
が
憑
依
を
専
門
と
す
る
「
神
女
」
と
い
う
意
で
は
な
く
、
神
霊
が
降
り
る
状
態
に
あ
る
者
、
あ
る
い
は
霊
的

な
高
さ
を
持
つ
者
と
い
う
意
を
あ
ら
わ
す
語
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
さ
し
ふ
い
せ
ゑ
け
り
」
は
、
霊
的
に
高
い
状
態
に
あ
る
王
を
い
う
の
で
は

な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
第
七
―
三
五
九
は
「
島し

ま
う討

ち
奇く

せ
」（「
世よ

も持
ち
鷲わ

し

」
の
羽
飾
り
）
を
身
に
着
け
た
「
さ
し
ふ
い
せ
ゑ
け
り
」（
按
司
襲
い
）
を
い
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
本
歌
で
は
「
さ
し
ふ
」
は
「
こ
ゑ
し
の
」
を
指
す
と
理
解
さ
れ
る
。
オ
モ
ロ
は
こ
の
よ
う
に
連
続
部
、
反
復

部
で
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
語
、
別
の
表
現
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
も
の
を
言
い
替
え
る
表
現
が
時
々
見
ら
れ
る
。

「
お
も
ろ
は　

知せ

ら
す
／
せ
る
む
は　

知し

ら
す
」
の
「
お
も
ろ
／
せ
る
む
」
の
対
語
例
は
、
多
く
は
オ
モ
ロ
歌
唱
者
の
オ
モ
ロ
の
冒
頭
に
、「
あ
か
わ
り
ぎ

や　

お
も
ろ
／
あ
か
わ
り
ぎ
や　

せ
る
む
」
第
五
―
二
五
六
と
い
う
よ
う
に
で
る
。
ほ
か
に
、「
君き

み
が
な
し

加
那
志　

お
も
ろ
為せ

ば
」
第
六
―
三
二
六
、「
お
も
ろ

為す

る
大
親や

」
第
十
一
―
六
○
○
・
第
二
十
一
―
一
四
一
八
と
い
う
例
が
あ
る
。
用
例
は
、
オ
モ
ロ
は
〈
す
る
〉
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
歌
の
「
知せ

ら
す
」

「
知し

ら
す
」
に
続
く
例
は
、
本
歌
の
み
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、「
知せ

ら
す
」
と
「
知し

ら
す
」
は
同
じ
語
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
オ
モ
ロ
の
エ
段
と

イ
段
は
原
則
と
し
て
書
き
分
け
が
あ
り
、
こ
れ
に
し
た
が
え
ば
別
語
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
例
え
ば
〈
精
〉（
霊
力
、
霊
威
）
に
は
「
せ
い
」「
し
ひ
」

「
す
へ
」
の
表
記
が
あ
り
、
サ
行
の
イ
段
、
エ
段
、
あ
る
い
は
ウ
段
に
つ
い
て
は
、
一
部
書
き
分
け
の
乱
れ
が
あ
り
、
セ
と
シ
、
セ
と
ス
、
ス
と
シ
の
音
が
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近
く
な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
本
例
の
「
知せ

ら
す
」
は
〈
知
ら
す
〉
と
解
釈
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。『
沖
縄
語
辞
典
』「
シ
ラ
シ
ュ
ン　

知
ら
せ
る
。

通
知
す
る
」
が
あ
る
。「
知せ

ら
す
」「
知し

ら
す
」
は
知
ら
せ
る
、
伝
え
る
意
と
理
解
す
る
。

興
味
深
い
の
は
、「
さ
し
ふ
／
む
つ
き
」（「
こ
ゑ
し
の
」）
が
「
お
も
ろ
／
せ
る
む
」
を
「
知せ

ら
す
」
と
す
る
表
現
で
は
な
い
か
。
本
歌
は
、
ま
ず
は
「
こ

ゑ
し
の
」
が
火
の
神
に
精
高
子
（
久
米
島
の
領
主
）
の
「
真ま

御
み
事
」（
御
言
葉
、
御
命
令
）
を
オ
タ
カ
ベ
に
よ
っ
て
唱
え
伝
え
る
場
面
を
想
像
す
る
が
、
オ

タ
カ
ベ
に
あ
た
る
も
の
を
「
お
も
ろ
／
せ
る
む
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
。
一
般
的
に
は
、「
お
も
ろ
／
せ
る
む
」
は
歌
謡
と
考
え
ら
れ
、
唱
え
も
の
と
し
て
あ

る
オ
タ
カ
ベ
と
は
別
の
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
は
火
の
神
へ
の
オ
タ
カ
ベ
の
後
に
続
い
て
謡
わ
れ
た
ウ
タ
を
「
お
も
ろ
／
せ

る
む
」
と
い
う
こ
と
な
の
か
。『
久
米
仲
里
旧
記
』
で
は
、
大
雨
乞
い
の
時
に
「
宇
根
の
ろ
火
の
神
前
」
の
「
た
か
へ
言
」
の
後
に
、
瀬
野
久
瀬
御
嶽
で
謡
わ

れ
る
（
唱
え
ら
れ
る
）「
お
も
る
」「
み
す
づ
ろ
」「
か
う
い
に
や
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
、『
歌
謡
大
成
Ⅰ　

沖
縄
篇
上
』
に
よ
り
そ
れ
ら
を
引
く
。

１
右
同
時
〔
大
雨
乞
之
時
〕
せ
野
久
瀬
ニ
而
お
も
る
（
仲
里
村
宇
根
村
）

一�

む
か
し
は
じ
ま
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昔
の
始
ま
り
か
ら

二�

け
さ
し
は
じ
ま
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
さ
し
（
昔
）
の
始
ま
り
か
ら

三�

あ
ま
み
や
は
じ
ま
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま
み
や
（
太
古
）
始
ま
り
か
ら

四�

し
（
ね
り
）
や
は
じ
ま
り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
ね
り
や
（
太
古
）
始
ま
り
か
ら

五�

せ
の
く
ぜ
に　

お
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
野
久
瀬
御
嶽
に
降
り
て

六�

げ
お
の
も
り　

お
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
お
の
杜
に
降
り
て

七�

お
れ
て　

お
れ
な
ふ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
し
く
降
り
て

八�

い
み
や
ち
へ　

い
み
や
な
ふ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
し
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て

九�

あ
が
さ
し
ふ　

お
ろ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
吾
が
サ
シ
フ
を
降
ろ
し
て

一
○�

あ
が
も
じ
は　

お
（
ろ
ち
へ
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

吾
が
ム
ツ
キ
（
物
憑
き
）
を
降
ろ
し
て

一
一�

神
の
ま
ね　

と
よ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
の
真
似
を
取
る

一
二�

ぬ
し
の
ま
ね　

と
よ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
の
真
似
を
取
る

『おもろさうし』選詳解Ⅹ

（
四
九
）　



１
右
同
時
〔
大
雨
乞
之
時
〕
み
す
づ
ろ
（
仲
里
村
宇
根
村
）

一�

ほ
う
わ
い　

ほ
う
わ
い　

ほ
う
わ
い　

や
ほ
う　
　
　
　
　
　
ホ
ウ
ワ
イ　

ホ
ウ
ワ
イ　

ホ
ウ
ワ
イ　

ヤ
ホ
ウ

二�
嶽
の
ほ
う
わ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
嶽
の��

ホ
ウ
ワ
イ

三�
も
り
の
ほ
う
わ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
杜
の��

ホ
ウ
ワ
イ

四�

お
ろ
し
ほ
う
わ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
降
ろ
し　

ホ
ウ
ワ
イ

五�

い
み
や
し
ほ
う
わ
い　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
ら
っ
し
や
る　

ホ
ウ
ワ
イ

六�

ほ
う
わ
い　

ほ
う
わ
い　

ほ
う
わ
い　

や
ほ
う　
　
　
　
　
　
ホ
ウ
ワ
イ　

ホ
ウ
ワ
イ　

ホ
ウ
ワ
イ　

ヤ
ホ
ウ

４
右
同
時
〔
大
雨
乞
之
時
〕
か
う
い
に
や
（
仲
里
村
宇
根
村
）

一�

む
か
し
か
ら　

あ
る
や
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昔
か
ら
あ
る
よ
う
に

二�

け
さ
し
か
ら　

す
る
や
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
さ
し
（
昔
）
か
ら
す
る
よ
う
に

三�

お
し
わ
き
の
お
や
の
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
わ
き
の
親
ノ
ロ
は

四�

お
し
わ
き
の
わ
い
ぬ
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
し
わ
き
の
親
主
は

五�

五
の
神
あ
と
お
ゐ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
の
神
を
集
め
て

六�

七
の
神
揃
へ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
の
神
を
揃
え
て

七�

せ
の
ぐ
せ
に　

お
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
世
野
久
瀬
御
嶽
に
降
り
て

八�

け
を
の
も
り　

お
れ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
お
の
杜
に
降
り
て

九�

お
れ
て　

お
れ
な
ふ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
し
く
降
り
て

一
○�

い
み
や
ち
へ　

い
み
や
な
ふ
ち
へ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
正
し
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て

一
一�

神
の
ま
ね　

と
よ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
の
真
似
を
取
る
の
は

一
二�

ぬ
し
の
ま
ね　

と
よ
す　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
の
真
似
を
取
る
の
は

一
三�

神
の
ま
ね　

お
と
る
し
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
神
の
真
似
は
恐
ろ
し
い
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一
四�

ぬ
し
の
ま
ね　

お
と
る
し
や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
主
の
真
似
は
恐
ろ
し
い

一
五�

お
と
る
し
や　

あ
よ
れ
と
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
ろ
し
い
が

一
六�
や
ぐ
め
さ　

あ
よ
れ
と
も　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恐
れ
多
い
が

（
以
下
省
略
）

特
に
、「
か
う
い
に
や
」
の
詞
章
は
、
火
の
神
の
出
自
、
神
話
が
表
現
さ
れ
た
「
た
か
へ
言
」
の
前
半
部
分
の
定
型
的
な
詞
章
が
終
了
し
た
後
の
詞
章
と

重
な
る
。
ま
た
、「
か
う
い
に
や
」
と
「
お
も
る
」
も
詞
章
が
重
な
っ
て
い
る
が
、「
お
も
る
」
に
は
「
か
う
い
に
や
」
に
で
な
い
「
九�

あ
が
さ
し
ふ　

お

ろ
ち
へ　

一
○�

あ
が
も
じ
は　

お
（
ろ
ち
へ
）�

」
と
い
う
詞
章
が
あ
る
。「
さ
し
ふ
」「
も
じ
は
」
は
、
対
語
か
ら
も
本
歌
の
「
さ
し
ふ
／
む
つ
き
」
に
対

応
す
る
語
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
本
歌
の
「
お
も
ろ
／
せ
る
む
」
は
何
ら
か
の
祭
祀
で
火
の
神
へ
唱
え
ら
れ
た
オ
タ
カ
ベ
の
後
に

続
い
て
謡
わ
れ
た
「
お
も
る
」、
も
し
く
は
「
か
う
い
に
や
」
に
相
当
す
る
ウ
タ
を
指
す
と
い
う
想
定
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

【
解
説
】

「
赤あ

か
ぐ
ち
や口

」（
火
の
神
）
が
謡
わ
れ
る
オ
モ
ロ
は
、
多
く
が
〈
結
い
着
く
〉
と
い
う
語
が
続
く
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。『
辞
典
』
は
こ
れ
を
〈
依
り
憑

く
〉
と
す
る
が
、
オ
モ
ロ
に
は
Ｒ
音
の
脱
落
、
す
な
わ
ち
「
よ
り
」
が
「
よ
い
」
に
変
化
す
る
現
象
は
確
認
さ
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
よ
い
」
も
し
く

は
「
ゆ
い
」
で
解
釈
す
る
の
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
線
香
が
焚
か
れ
祈
り
が
線
香
の
煙
と
と
も
に
天
上
世
界
に
立
ち
の
ぼ
っ
て
願
意
が
届
け
ら

れ
る
こ
と
を
、〈
依
り
憑
く
〉
と
い
う
の
か
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
て
、
火
の
神
が
天
上
世
界
と
交
信
す
る
と
い
う
意
で
〈
結
い
着
く
〉
が

よ
い
と
し
た
。
本
歌
に
は
〈
結
い
着
く
〉
が
で
な
い
が
、「
赤あ

か
ぐ
ち
や口」

が
で
る
多
く
の
用
例
が
オ
モ
ロ
の
最
終
部
分
で
こ
れ
が
で
る
。
そ
の
一
首
、
第
十
二
―

六
九
四
の
後
半
部
分
の
詞
章
は
以
下
で
あ
る
。

（
前
半
省
略
）

又
按あ

ん
じ
お
そ

司
襲
い
が
御お

こ
と言　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
国
王
の
御
命
令
（
御
言
葉
）
は

　

君き
み
て
づ

手
擦
り　

間ま

と遠
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

君
手
擦
り
の
神
事
が
暫
く
な
い

『おもろさうし』選詳解Ⅹ

（
五
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又
王わ

う

に
せ
が
御お

こ
と言　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
王
に
せ
（
国
王
）
の
御
命
令
（
御
言
葉
）
は

　

見み
も
の
あ
そ

物
遊
び　

間ま

と遠
さ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
ば
ら
し
い
神
遊
び
が
暫
く
な
い

又
大
こ
ろ
達た　

揃そ
ろ

へ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
高
官
達
を
揃
え
て

　

も
り
合や

へ
子こ

た達　

集あ
と

へ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
り
合
え
子
達
（
官
人
達
）
を
集
め
て

又
君き

み

い
き
よ
い　

こ
の
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
神
女
の
集
ま
り
を
準
備
せ
よ

　

主ぬ
し
つ
か使

い　

こ
の
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

主
（
神
女
）
の
招
待
を
準
備
せ
よ

又
使
い
て
　ゝ

よ
し
ら
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
招
待
だ
と
い
っ
て
報
告
せ
よ

　

御お
こ
と言

て
　ゝ

よ
し
ら
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

御
命
令
（
御
言
葉
）
だ
と
い
っ
て
報
告
せ
よ

又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
付つ

き　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
火
の
神
が
伝
達
す
る
と

　

お
ぼ
つ
嶽だ

け　

鳴と

よ響
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

オ
ボ
ツ
嶽
が
鳴
り
轟
い
て

又
按あ

ん
じ司

襲お
そ

い
が
御お

こ
と言　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
国
王
の
御
命
令
（
御
言
葉
）
は

　

大
君ぎ

み

に　

撓し
な

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

聞
得
大
君
に
調
和
す
る
も
の
に
な
っ
て

第
十
二
―
六
九
四
の
よ
う
に
「
赤あ

か
ぐ
ち
や口

」
が
オ
モ
ロ
の
最
終
部
分
に
で
る
も
の
は
、
第
十
二
―
六
九
五
・
七
二
二
・
七
二
七
・
七
四
○
、
第
三
―

八
八
・
九
四
で
あ
る
が
、
こ
の
内
、「
君き

み
て
ず

手
擦
り
の
百も

ゝ
か
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
い
う
詞
書
き
が
付
く
も
の
は
引
用
し
た
六
九
四
や

六
九
五
・
七
四
○
で
あ
る
。
こ
れ
ら
以
外
で
も
、
君
手
擦
り
の
神
事
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
も
の
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
論
で
取
り
上
げ
た
〔
46
〕

第
三
―
八
八
は
、
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
考
え
る
。
さ
ら
に
、
九
四
や
七
二
二
を
除
い
て
、「
赤あ

か
ぐ
ち
や口

」
と
と
も
に
共
通
し
て
で
る
語
は
、「
按あ

ん
じ司

襲お
そ

い
が

御お
こ
と言

」「
按あ

ん
じ司

襲お
そ

い
が
ゑ
り
ぢ
よ
」
と
い
う
語
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
オ
モ
ロ
は
、
最
終
的
に
は
国
王
の
御
命
令
（
御
言
葉
）
が
神
女
に
よ
っ
て
火
の
神
に

祈
ら
れ
、
火
の
神
を
通
し
て
天
上
世
界
に
届
け
ら
れ
る
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
謡
っ
た
表
現
が
〈
結
い
着
く
〉
な
の
で
あ
ろ
う
。

七
二
二
に
は
、「
又
雲く

も
こ
み
あ
お

子
御
煽
り　

煽あ
お

ら
ち
へ　

朱あ
け

の
御み

あ
お煽

り��

煽あ
お

ら
ち
へ　

又
百も

ゝ
く
ち口

の
鼓つ

ゞ
み　

八
十そ

く
ち口　

鳴な

り
呼よ

ぶ　

又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き　

ぜ
る
ま
ゝ

が　

結ゆ

い
着つ

き
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
美
し
い
冷
傘
（
あ
る
い
は
旗
）、
朱
の
冷
傘
（
あ
る
い
は
旗
）
が
揺
れ
、
た
く
さ
ん
の
鼓
が
鳴
り
響
く
中
で
、
火
の

神
の
天
上
世
界
へ
の
伝
達
が
あ
る
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
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興
味
深
い
の
は
、〈
結
い
着
く
〉
が
オ
モ
ロ
の
最
終
部
分
で
は
な
く
中
間
部
分
に
で
る
用
例
が
、「
赤あ

か
ぐ
ち
や口が0

」
で
は
な
く
て
、「
赤あ

か
ぐ
ち
や口に0　

結ゆ

い
着つ

ち
へ
」
と

な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
第
十
一
―
五
七
六
・
第
二
十
一
―
一
四
八
九
「
又
だ
に　

真ま

御
み
事
る　

又
実げ

に　

真ま

御
み
事
る　

又
赤あ

か
ぐ
ち
や口に　

結ゆ

い
着つ

ち
へ　

又
ぜ
る
ま
ゝ
に　

結ゆ

い
着つ

ち
へ
」
が
そ
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
領
主
の
御
命
令
（
御
言
葉
）
が
火
の
神
に0

伝
え
ら
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
第
三
―
一
○
七
「
又
按あ

ん
じ
お
そ

司
襲
い
に　

よ
し
ら
れ　

赤あ
か
ぐ
ち
や口に　

着つ

き
よ
わ
ち
へ
」
も
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。「
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き
」

と
い
う
表
現
は
、
火
の
神
が0

天
上
世
界
に
領
主
、
国
王
の
御
命
令
（
御
言
葉
）
を
伝
達
す
る
用
例
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
赤
口
が0

〈
結
い
着
く
〉、
赤
口
に0

〈
結

い
着
く
〉
と
い
う
違
い
だ
が
、
そ
の
表
現
が
で
る
箇
所
に
違
い
が
あ
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
絡
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
赤
口
が0

結
い

着
く
は
オ
モ
ロ
の
最
終
的
な
表
現
と
し
て
こ
れ
が
あ
り
、
赤
口
に0

結
い
着
く
は
あ
く
ま
で
中
間
的
な
叙
述
と
し
て
こ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

首
里
王
府
の
八
重
山
侵
攻
を
謡
っ
た
第
一
―
三
一
他
の
連
続
部
の
最
終
節
の
表
現
は
、「
又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き　

精せ
い
く
さ軍

て
　ゝ

撥は

ね
て
」
と
あ
る
。「
撥は

ね
て
」

は
、
香
炉
に
焚
か
れ
た
線
香
が
弾
け
て
燃
え
上
が
り
一
層
煙
が
上
が
る
よ
う
な
情
景
を
想
像
す
る
。
こ
れ
は
、「
赤あ

か
ぐ
ち
や口」（

火
の
神
）
が
天
上
世
界
に
昇
り
、
こ

の
軍
勢
が
敵
を
打
ち
負
か
す
勝
れ
た
軍
勢
（「
精せ

い
く
さ軍

」）
で
あ
っ
て
ほ
し
い
こ
と
を
ま
さ
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
瞬
間
の
情
景
を
い
っ
た
表
現
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
第
十
二
―
六
九
四
の
次
の
六
九
五
は
、
六
九
四
の
「
又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き　

お
ぼ
つ
嶽だ

け　

鳴と

よ響
で
」
に
対
し
て
、「
又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

結ゆ

い
着つ

き　

せ
ら
ち
へ
ん
に　

鳴と

よ響
で
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
も
興
味
深
い
。
実
は
、
第
十
二
―
六
九
四
と
六
九
五
と
は
、「
嘉
靖
廿
四
年
」（
一
五
四
五
）
に
行

わ
れ
た
「
君き

み
て
づ

手
擦
り
の
百も

ゝ
か
ほ
う
ご
と

果
報
事
」
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
で
、
六
九
四
が
「
八
月
十
九
日
」
と
六
九
五
が
「
八
月
廿
五
日
」
の
も
の
で
あ
る
。
同
じ
年
に
二
度

に
亘
っ
て
行
わ
れ
る
君
手
擦
り
の
神
事
の
場
合
、
初
め
の
オ
モ
ロ
は
君
手
擦
り
の
神
事
が
待
望
さ
れ
て
、
神
事
の
準
備
を
行
う
と
い
う
内
容
を
謡
う
オ
モ
ロ
、

後
の
オ
モ
ロ
は
ま
さ
に
神
事
の
核
心
部
分
で
あ
る
聞
得
大
君
等
の
君
々
か
ら
の
国
王
へ
の
霊
力
の
付
与
を
謡
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
対
面
儀
礼
（「
あ

ま
こ　

合あ

わ
ち
へ　

拝お
が

ま　

御み
か
お
う顔　

手て

づ擦
ら
」）
や
聖
な
る
声
の
遣
り
交
わ
し
儀
礼
（
七
三
七
「
聞き

こ
ゑ得

大
君ぎ

み

ち
よ　

と
声こ

ゑ　

遣や

り
交か

わ
ち
へ
」）
が
謡
わ
れ
る
。

そ
の
オ
モ
ロ
に
一
方
が
「
お
ぼ
つ
嶽だ

け　

鳴と

よ響
で
」、
も
う
一
方
が
「
せ
ら
ち
へ
ん
に　

鳴と

よ響
で
」
と
謡
わ
れ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
興
味

深
い
。「
せ
ら
ち
へ
ん
」
の
用
例
は
、
国
王
と
聞
得
大
君
等
の
久
高
島
渡
航
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
第
十
三
―
八
五
三
に
「
せ
ら
ち
よ
ん
の
君き

み

々〳
〵

し
よ　

守ま
ぶ

れ
」
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
十
一
―
一
四
五
七
に
「
又
照て

る
か
は
が　

御う

ざ差
し
し
よ　

て
ら
ち
ん
の
せ
ぢ　

降お

ろ
ち
へ　

又
照て

る
し
の
が　

御う

ざ差
し

し
よ　

て
ら
ち
ん
の
せ
ぢ　

降お

ろ
ち
へ
」
が
あ
る
。
語
と
し
て
は
、「
せ
ら
ち
へ
ん
」
は
「
て
ら
ち
ん
の
せ
ぢ　

降お

ろ
ち
へ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
せ

ら
ち
よ
ん
」
よ
り
も
「
て
ら
ち
ん
」
が
近
い
の
か
。「
て
ら
ち
ん
」
は
「
お
ぼ
つ
」
と
同
様
、
天
上
世
界
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。「
せ
ら
ち
よ
ん
」
は
海
上

彼
方
の
異
界
を
指
す
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
六
九
四
の
「
お
ぼ
つ
嶽だ

け　

鳴と

よ響
で
」
と
六
九
五
の
「
せ
ら
ち
へ
ん
に　

鳴と

よ響
で
」
の
違
い
は
、
今
後
の
課

『おもろさうし』選詳解Ⅹ
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題
に
な
る
。

も
う
ひ
と
つ
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
は
、
火
の
神
は
天
上
世
界
へ
の
お
通
し
（
伝
達
）
ば
か
り
で
は
な
く
、
ニ
ル
ヤ
・
カ
ナ
ヤ
に
も
通
じ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
―
四
○
に
「
又
赤あ

か
ぐ
ち
や口が　

撥は

ね
て　

ぜ
る
ま
ゝ
が　

撥は

ね
て　

又
に
る
や
ぎ
や
め　

通と
う

ち
へ　

か
な
や
ぎ
や
め　

通と
う

ち
へ
」
と
あ
る
。
四
○
は
冒
頭
に
来
訪
神
と
み
ら
れ
る
「
に
る
や
鳴と

よ響
む
大
主ぬ

し　

か
な
や
鳴と

よ響
む
若わ

か
ぬ
し主

」
が
登
場
す
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
が
、
反
復
部
は
「
に

る
や
せ
ぢ　

み
お
や
せ
」
と
な
っ
て
お
り
、
連
続
部
の
詞
章
に
も
「
又
に
る
や
吉ゑ

か日　

取と

り
よ
ち
へ　

か
な
や
吉ゑ

か日　

取と

り
よ
ち
へ
」
が
で
て
、
ニ
ル
ヤ
・

カ
ナ
ヤ
に
出
自
す
る
セ
ヂ
や
「
吉ゑ

か日
」（
聖
な
る
時
間
）
を
謡
う
オ
モ
ロ
で
あ
る
（『
お
も
ろ
さ
う
し
選
詳
解
』〔
08
〕

（
注
３
））。

し
た
が
っ
て
、「
赤あ

か
ぐ
ち
や口」

が
天
上
世

界
に
昇
り
〈
結
い
着
く
〉
と
す
る
オ
モ
ロ
と
は
別
の
表
現
を
取
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、〈
結
い
着
く
〉
と
い
う
表
現
を
と
ら
ず
「
撥は

ね
て
」

と
い
う
表
現
を
取
っ
て
い
る
理
由
か
。「
撥は

ね
て
」
は
、
前
述
し
た
第
一
―
三
一
他
に
も
で
た
語
で
あ
る
。
そ
れ
と
関
連
す
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
四
○
も

王
府
の
八
重
山
侵
攻
の
オ
モ
ロ
と
し
て
一
連
で
あ
る
こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
語
を
視
点
に
据
え
る
と
み
え
て
く
る
の
か
。
あ
る
い
は
、「
に
る
や
ぎ
や
め　

通と
う

ち
へ　

か
な
や
ぎ
や
め　

通と
う

ち
へ
」
が
続
く
よ
う
に
ニ
ル
ヤ
世
界
に
は
、〈
結
い
着
く
〉
で
は
な
く
〈
通
す
〉
と
い
う
火
の
神
の
別
の
伝
達
の
仕
方
が
あ

る
と
い
う
こ
と
な
の
か
興
味
深
い
。
課
題
と
し
た
い
。

��

な
お
、『
琉
球
神
道
記
』『
久
米
仲
里
旧
記
』『
琉
球
国
由
来
記
』
で
は
、
火
の
神
の
出
自
が
、
ニ
ラ
イ
カ
ナ
イ
世
界
、
あ
る
い
は
「
龍
宮
」
に
あ
る
こ
と

が
記
さ
れ
て
い
る
。『
琉
球
神
道
記
』
巻
五
「
一
、
キ
ン
マ
モ
ン
事
」
に
、「
時
ニ
国
ニ
火
ナ
シ
．
龍
宮
ヨ
リ
．
是
ヲ
求
テ
．
国
成
就
シ
。
人
間
生
長
シ
テ
。

守
護
ノ
神
現
ジ
給
フ
」
と
あ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
五
「
首
里
中
火
神
並
御
嶽
之
事
」「
南
風
之
平
等
」
の
「
十
月
朔
日
、
竃
廻
ノ
時
」
の
「
御
タ
カ
ベ

ノ
意
趣
」
に
は
「
ニ
ル
ヤ　

カ
ナ
ヤ
カ
ラ　

御
ス
デ
始
リ
メ
シ
ヨ
ワ
チ
ヤ
ル　

石
ノ
ヨ
ラ
ム
サ　

火
鉢
ノ
御
セ
ヂ
ガ
ナ
シ
」（
ニ
ル
ヤ
カ
ナ
ヤ
か
ら
ご
誕
生

な
さ
っ
た
石
の
寄
り
物
、
火
鉢
の
御
セ
ヂ
様
）
と
あ
る
。『
久
米
仲
里
旧
記
』「
大
雨
乞
之
時
宇
根
村
ニ
て
宇
根
の
ろ
火
之
神
前
江
た
か
へ
言
」（『
歌
謡
大
成　

沖
縄
篇
上
』
オ
タ
カ
ベ
３
）
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
で
る
。

一
○�

あ
か
ぐ
ち
や
か
な
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
赤
口
加
那
志
（
火
の
神
の
尊
称
）

一
一�

ぜ
ろ
ま
ゝ
か
な
し
ま
へ
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゼ
ル
マ
マ
加
那
志
前
（
火
の
神
様
の
美
称
語
）
の

一
二�

う
ま
れ
く
ち　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誕
生
の
最
初
は

一
三�

は
じ
め
く
ち　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
始
ま
り
の
最
初
は�
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一
四�

あ
か
ろ
い
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
東
方
の

一
五�

て
だ
が
あ
な
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ダ
（
太
陽
）
の
穴
の

一
六�
こ
も
く
せ
の　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雲
子
（
美
し
い
）
干
瀬
の

一
七�
ま
し
た
か
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
下
か
ら

一
八�

ま
な
か
か
ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
真
中
か
ら

一
九�

こ
ゝ
ろ
生
め
し
や
う
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
ろ
（
立
派
な
）
生
ま
れ
を
な
さ
っ
た

二
○�

す
ぐ
れ
生
め
し
や
う
ろ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勝
れ
た
生
ま
れ
を
な
さ
っ
た

二
一�

お
と
ぢ
や
六
と
こ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弟
者
六
ト
コ
ロ

二
二�

こ
ゝ
し
六
と
こ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
コ
シ
六
ト
コ
ロ
は

「
あ
か
ぐ
ち
や
か
な
し
／
ぜ
ろ
ま
ゝ
か
な
し
ま
へ
」
は
東
方
（「
て
だ
が
あ
な
」）
の
干
瀬
「
こ
も
く
せ
」
の
真
下
か
ら
生
ま
れ
た
と
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、

火
の
神
の
出
自
が
海
の
彼
方
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

【
注
】

（
注
１
）　

拙
論
「「
地
方
」
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
、
久
米
島
オ
モ
ロ
の
特
殊
性
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
）。

（
注
２
）　

東
京
国
立
博
物
館
他
編
『
沖
縄
復
帰
50
周
年
記
念　

特
別
展　

琉
球
』
図
録
（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
他
、
二
○
二
二
年
）。

（
注
３
）　

拙
著
『
お
も
ろ
さ
う
し
選
詳
解
』（
文
学
通
信
、
二
○
二
三
年
）。

【
参
考
】

・
注
３
の
拙
著
所
収
「〔
18
〕〈「
百ひ

や
く
さ歳　

成な

る
ぎ
や
め
む　

面お
も
か変

わ
り　

し
よ
る
な
」
―
「
君
手
擦
り
の
百
果
報
事
」
の
オ
モ
ロ
、
国
王
の
永
遠
の
命
を
言
祝
ぐ
―
〉」、
拙
論
「
琉
球

文
学
の
表
現
、
唱
え
ら
れ
る
神
話
―
『
久
米
仲
里
旧
記
』
を
資
料
と
し
て
―
」（『
沖
縄
文
化
研
究
』
第
五
十
号
、
法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所
、
二
○
二
三
年
）。

（
二
〇
二
二
年
十
二
月
一
日
受
理
、
二
〇
二
二
年
十
二
月
二
十
一
日
採
択
）

『おもろさうし』選詳解Ⅹ

（
五
五
）　




