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【
鑑
賞
】

本
歌
は
、
安
谷
屋
に
あ
る
松
樹
（「
若わ

か
ま
つ松

」）
を
称
え
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
で
は
、
松
樹
等
の
植
物
を
称
え
た
オ
モ
ロ
は
珍
し
い
。「
若わ

か
ま
つ松

」
に
対

す
る
信
仰
や
、
そ
れ
が
植
え
ら
れ
て
い
る
安
谷
屋
グ
ス
ク
を
称
え
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
本
歌
に
は
「
く
じ
」（
故
事
）
が
付
き
、「
若わ

か
ま
つ松

」
は

「
ま
つ
」
と
い
う
「
安
谷
屋
辺
」
の
「
童
子
」
の
名
と
し
て
い
る
。「
く
じ
」
は
、「
名
人
」
と
記
す
オ
モ
ロ
歌
唱
者
「
あ
か
の
こ
」（
阿
嘉
の
子
）
が
「
童

子
」
を
称
え
た
オ
モ
ロ
に
し
て
い
る
。

【
語
釈
】

安あ

谷だ
に

屋や

の
若わ

か
ま
つ松

／
肝き

も

倦あ
ぐ

み
の
若わ

か
ま
つ松　

「
安あ

谷だ
に

屋や

」
は
現
在
の
北
中
城
村
安
谷
屋
。
安
谷
屋
に
は
、
安
谷
屋
グ
ス
ク
が
あ
り
、「
そ
の
グ
ス
ク
の
尾
根
に
は
、
太

平
洋
戦
争
直
後
ま
で
、
松
の
大
木
が
数
多
く
見
ら
れ
た
。
現
在
で
も
わ
ず
か
に
残
存
し
て
い
る
」（「『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
み
る
中
城
」）
と
い
う
。「
安あ

谷だ
に

屋や

」
は
安
谷
屋
グ
ス
ク
の
こ
と
で
、「
安あ

谷だ
に

屋や

の
若わ

か
ま
つ松

」
と
は
そ
こ
に
あ
る
「
若わ

か
ま
つ松

」
だ
と
思
わ
れ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
四
「
中
城
間
切　

安
谷
屋

村
」
に
は
「
安
谷
屋
城
嶽　

神
名　

コ
ン
キ
ヤ
ネ
イ
シ
ラ
ゴ
ノ
御
イ
ベ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
十
五
―
一
一
一
二
に
は
、
御
嶽
の
松
を
称
え
た
「
日ひ

傘が
さ

松ま
つ

」
の
用
例
が
あ
る
（
後
述
）。『
北
中
城
村
史　

民
俗
編
』
に
よ
れ
ば
、
グ
ス
ク
一
帯
は
「
ウ
ガ
ン
ヤ
マ
（
御
願
山
）
と
呼
ば
れ
、
古
老
た
ち
は
聖
地
で
あ

る
こ
と
か
ら
こ
の
場
所
に
み
だ
り
に
立
ち
入
る
こ
と
を
い
ま
し
め
て
き
た
」
と
あ
る（

注
１
）。「

安あ

谷だ
に

屋や

の
若わ

か
ま
つ松

」
は
、「
安
谷
屋
城
嶽
」
に
あ
る
「
若わ

か
ま
つ松

」
を
い
う

の
で
は
な
い
か
。　

オ
モ
ロ
は
第
二
「
中
城
越
来
の
お
も
ろ
」
全
四
十
六
首
の
前
半
二
十
九
首
は
中
城
間
切
の
オ
モ
ロ
だ
が
、
前
半
二
十
九
首
の
末
尾
部
第
二
―
六
五
か
ら
七

○
ま
で
の
六
首
が
「
安あ

谷だ
に

屋や

」
の
オ
モ
ロ
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
一
番
歌
が
本
歌
で
あ
る
。
本
歌
の
後
に
は
、「
安あ

谷だ
に

屋や

」（
安
谷
屋
グ
ス
ク
）
の
神
女
と
思

わ
れ
る
「
鬼お

に

の
君き

み

」
や
「
安
谷
屋
城
嶽
」
だ
と
推
測
さ
れ
る
「
安あ

谷だ
に

屋や

の
杜も

り

」
等
が
謡
わ
れ
る
が
、
そ
の
六
首
す
べ
て
が
「
安あ

谷だ
に

屋や

／
肝き

も

倦あ
ぐ

み
」
の
対
語
で

で
る
。
さ
ら
に
、「
安あ

谷だ
に

屋や

」
は
第
二
以
外
に
も
、
第
八
―
四
四
一
、
第
九
―
五
○
四
、
第
十
四
―
一
○
三
一
・
一
○
四
六
に
も
で
る
。
そ
の
内
、
第
十
四
―

一
○
三
一
は
「
一
桑く

わ

江い

に　

居お

て
や
ち
よ
も　

押お

し
上あ

げ　

居お

て
や
ち
よ
も　

安あ

谷だ
に

屋や

の　

綾あ
や

踊よ

り　

奇く

せ
踊よ

り　

見み

ら
な
」（
北
谷
間
切
の
「
桑く

わ

江い

」
に

い
て
も
「
安あ

谷だ
に

屋や

の　

綾あ
や

踊よ

り　

奇く

せ
踊よ

り
」
を
見
た
い
も
の
だ
）
で
あ
り
、
間
切
を
越
え
て
「
安あ

谷だ
に

屋や

」
の
踊
り
が
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
第

二
「
中
城
越
来
の
お
も
ろ
」
の
前
半
、
中
城
間
切
関
連
の
二
十
九
首
の
う
ち
、
そ
の
中
心
に
あ
る
「
中
城ぐ

す
く

」（
中
城
グ
ス
ク
）
関
連
は
第
二
の
冒
頭
か
ら

十
五
首
に
わ
た
っ
て
謡
わ
れ
て
い
る
。「
安あ

谷だ
に

屋や

」
の
オ
モ
ロ
は
、
そ
れ
に
次
い
で
中
城
間
切
の
オ
モ
ロ
で
は
多
く
謡
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
は
は
っ
き
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り
と
は
知
れ
な
い
が
、
第
十
四
―
一
○
三
一
の
よ
う
な
オ
モ
ロ
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、「
安あ

谷だ
に

屋や

」（
安
谷
屋
グ
ス
ク
）
は
中
城
間
切
に
お
い
て
中
城
グ

ス
ク
に
次
い
で
有
力
な
グ
ス
ク
で
あ
り
、
謡
わ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
な
お
、「
安あ

谷だ
に

屋や

」
の
用
例
が
あ
る
第
八
―
四
四
一
に
は
、「
阿あ

か嘉
の

子こ

」
が
登
場
す
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
本
歌
に
付
く
「
く
じ
」（
故
事
）
と
の
関
連
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。

「
肝き

も

倦あ
ぐ

み
」
は
、『
古
語
大
辞
典
』
は
「
人
々
か
ら
待
ち
望
ま
れ
て
い
る
、
敬
愛
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
と
い
う
意
で
、
人
物
・
森
な
ど
の
美
称
」
と
し

て
い
る
。
ま
た
『
辞
典
』
の
「
倦あ

ぐ

で
」
に
は
「
あ
ぐ
ん
で
。
待
ち
望
ん
で
」
と
あ
る
。「
倦あ

ぐ

で
」
の
用
例
は
、
第
十
三
―
七
五
○
「
倦あ

ぐ

で
居お

ち
や
る　

幸か
う

地ち

ぢ
よ　

袖そ
で　

垂た

れ
て　

渡わ
た

た
る
」（「
幸か

う

地ち

」
は
船
名
）、
第
十
四
―
九
八
二
「
百も

ゝ

ぢ
や
ら
の　

倦あ
ぐ

で
居お

ち
や
る　

庫こ

裡ち
や

口ぐ
ち　

謝ぢ
や

名な

思も

い
し
ゆ　

開あ

け
た
れ
」、

第
十
四
―
九
九
七
「
吾あ

が
思お

ひ
ぎ
や　

倦あ
ぐ

で
居お

ち
や
る
／
吾あ

が
思お

ひ
ぎ
や　

住す

ま
て
お
ち
や
る
」
が
あ
る
。
琉
球
語
は
「
―
ア
グ
ヌ
ン　

あ
ぐ
む
。
で
き

ず
に
も
て
余
す
」
と
い
う
意
で
、
動
詞
に
接
続
し
て
「
ア
ッ
チ
ア
グ
ヌ
ン　

あ
る
き
あ
ぐ
む
」、「
シ
ー
ア
グ
ヌ
ン　

し
あ
ぐ
む
」
な
ど
と
い
う
（『
沖
縄
語

辞
典
』）。『
古
語
大
辞
典
』
や
『
辞
典
』
の
注
は
、
オ
モ
ロ
の
用
例
か
ら
の
解
釈
だ
と
思
わ
れ
る
。〈
倦
む
〉
が
名
詞
に
接
続
す
る
例
は
、「
肝き

も

倦あ
ぐ

み
」
が
唯

一
だ
が
、〈
見
倦
む
〉〈
遣
り
倦
む
〉
の
例
が
、
第
十
三
―
八
四
四
「
見み

倦あ
ぐ

む
神か

み

ぐ
す
く
」、
第
五
―
二
七
七
「
見み

倦あ
ぐ

も
て
だ
」、
第
十
八
―
一
二
五
四
「
見み

ち
へ
ど　

見み

倦あ
ぐ

も
」、
第
十
三
―
八
二
一
「
聞き

　ゝ

見み

倦や
ぐ

む
せ
ぢ
」
等
や
第
六
―
三
○
九
「
左さ

う右
ぜ　

遣や

り
倦あ

ぐ

で
」
の
用
例
が
あ
る
。〈
倦
む
〉
は
、
充
分
に

満
た
さ
れ
た
気
持
ち
に
な
る
意
か
ら
転
じ
て
、
も
う
た
く
さ
ん
だ
と
思
う
、
い
や
に
な
る
の
意
の
〈
飽
く
〉
に
意
味
の
展
開
が
似
た
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

〈
倦
む
〉
は
、
現
在
の
琉
球
語
は
「
で
き
ず
に
も
て
余
す
」
意
だ
が
、
オ
モ
ロ
で
は
こ
ち
ら
が
躊
躇
す
る
ぐ
ら
い
に
す
ば
ら
し
く
思
う
、
こ
ち
ら
が
躊
躇
す

る
ぐ
ら
い
に
充
実
し
た
状
態
に
な
る
意
の
語
で
、
そ
れ
が
転
じ
て
「
で
き
ず
に
も
て
余
す
」
意
の
語
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
肝き

も

倦あ
ぐ

み
」
は
、
心
を
持
て

余
す
ほ
ど
に
す
ば
ら
し
い
意
の
語
で
あ
ろ
う
。「
肝き

も

倦あ
ぐ

み
」
は
、
全
て
「
安あ

谷だ
に

屋や

」
と
対
語
の
用
例
と
し
て
で
る
。
こ
の
よ
う
に
地
名
と
そ
の
対
語
（
後
に

で
る
対
語
は
、
前
の
対
語
を
美
称
す
る
場
合
が
多
い
）
の
関
係
が
強
く
結
び
付
い
て
い
る
例
は
他
に
「
勝か

つ
れ
ん連

／
肝き

も
た
か高

」
が
あ
る
が
、
用
例
と
し
て
は
珍
し
い
。

「
若わ

か
ま
つ松

」
は
、
本
歌
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
た
だ
、「
松ま

つ

」
の
用
例
は
、
船
の
〈
生
産
叙
事
〉
に
か
か
わ
る
第
十
三
―
八
七
八
「
小こ

松ま
つ

」、
第
十
三
―

九
四
三
「
撫な

で
松ま

つ

」
が
あ
り
、
王
都
の
造
営
に
か
か
わ
る
第
五
―
二
八
一
「
並な

み

松ま
つ

」、
第
五
―
二
八
四
、
第
七
―
三
八
四
「
松ま

つ
な
み並

」
が
あ
る（

注
２
）。

ま
た
、
御

嶽
の
松
を
称
え
た
第
十
五
―
一
一
一
二
「
日ひ

傘が
さ
ま
つ松

」
が
あ
る
。
本
歌
の
「
松ま

つ

」
は
、
祭
場
で
あ
る
「
城ぐ

す
く

間ま

の
飽あ

か
ず
庭み

や

」
の
松
を
称
え
た
と
思
わ
れ
る
第

十
五
―
一
一
一
二
「
日ひ

傘が
さ
ま
つ松

」
の
用
例
に
近
い
と
思
わ
れ
る
。「
日ひ

傘が
さ
ま
つ松

」
は
、
祭
場
に
降
り
て
く
る
霊
力
の
依
代
と
な
る
松
で
は
な
い
の
か
。　

あ
は
れ　

若わ
か
ま
つ松　

本
歌
の
反
復
部
の
想
定
は
難
し
い
が
、
こ
の
句
以
下
が
反
復
部
か
。
あ
る
い
は
、
こ
の
句
も
連
続
部
で
あ
り
（
し
た
が
っ
て
、
第
二
節
の

連
続
部
「
肝き

も

倦あ
ぐ

み
の
若わ

か
ま
つ松

」
の
後
に
「
あ
は
れ　

若わ
か
ま
つ松

」
の
表
記
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
）、
次
の
「
枝よ

だ　

差さ

ち
へ　

浦う
ら
お
そ襲

う　

若わ
か
ま
つ松

」
が

『おもろさうし』選詳解Ⅳ

（
一
六
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反
復
部
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
あ
は
れ
」
は
「
聞
書
」
に
「
余
能
也
」、「
天
晴
男
と
云
事
な
り
」（「
あ
は
れ　

真ま
へ
ゑ
く
が男

」
の
「
聞
書
」）
が
あ
る
。
琉
球
語
は

「
ア
ワ
リ　

①
あ
わ
れ
。
あ
あ
。
②
あ
わ
れ
。
つ
ら
い
こ
と
。
み
じ
め
さ
。
苦
労
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）
だ
が
、
八
重
山
方
言
等
で
は
「
ア
ッ
パ
リ
シ
ャ
ー

ン　

美
し
い
。
き
れ
い
で
あ
る
」、「
ア
ッ
パ
リ
ピ
ゥ
ト
ゥ　

美
人
」、「
ア
ッ
パ
レ
ー　

あ
っ
ぱ
れ
。
偉
い
。
素
晴
ら
し
い
」（『
石
垣
方
言
辞
典
』）
が
あ
る
。

本
歌
の
「
あ
は
れ
」
は
、「
聞
書
」
の
注
や
八
重
山
方
言
が
示
す
意
で
あ
る
。「
あ
は
れ　

若わ
か
ま
つ松

」
は
、
美
し
い
若
松
、
見
事
な
若
松
の
意
。「
あ
は
れ
」
の

他
の
用
例
は
、
第
一
―
三
五
他
「
あ
は
れ　

愛か
な

し
君き

み

南は

ゑ風
」、
第
十
四
―
一
○
一
三
「
あ
は
れ　

真ま
へ
ゑ
く
が男

」
が
あ
る
。

枝よ
だ　

差さ

ち
へ　

浦う
ら
お
そ襲

う　

若わ
か
ま
つ松　

「
枝よ

だ

」
は
、
琉
球
語
で
も
「
ユ
ダ
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
に
は
「
ゆ
だ
」
の
表
記
も
あ
る
。
そ
の
用
例

は
、
第
五
―
二
八
一
「
末す

ゑ　

勝ま
さ

て　

枝ゆ
だ　

差さ

ち
ゑ　

ち
よ
わ
れ
」
で
あ
り
、
本
歌
と
同
様
「
枝よ

だ　

差さ

ち
へ
」
と
い
う
用
例
で
あ
る
。「
枝よ

だ

」
の
用
例
も
、
第

四
―
一
七
五
「
末す

ゑ　

勝ま
さ

て　

枝よ
だ　

差さ

ち
へ　

ち
よ
わ
れ
」
で
あ
る
。
第
五
―
二
八
一
や
第
四
―
一
七
五
の
用
例
は
、
と
も
に
反
復
部
で
あ
り
「
ち
よ
わ
れ
」

と
い
う
語
で
終
わ
っ
て
い
る
が
、「
ち
よ
わ
れ
」
は
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
モ
ロ
が
称
え
る
国
王
に
対
す
る
敬
語
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

注
３
）。

し
か
し
、
第
五
―

二
八
一
は
「
お
ぎ
や
か
思も

い
」（
尚
真
王
）
が
植
え
た
「
並な

み

松ま
つ

」
が
謡
わ
れ
る
オ
モ
ロ
で
、「
ち
よ
わ
れ
」
は
「
並な

み

松ま
つ

」
に
対
す
る
敬
語
表
現
の
よ
う
に
も
理

解
さ
れ
る
。
本
歌
の
「
く
じ
」
が
、「
ま
つ
」
と
い
う
「
童
子
」
と
し
て
「
若わ

か
ま
つ松

」
を
理
解
し
て
い
る
の
も
、「
浦う

ら
お
そ襲

う　

若わ
か
ま
つ松

」
と
い
う
表
現
が
擬
人
的
な

比
喩
と
し
て
理
解
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
本
歌
は
、
植
物
と
し
て
の
松
、
そ
の
も
の
を
称
え
た
オ
モ
ロ
と
し
て
特
異
で
あ
る
が
、
そ
う
で
あ
る
が
故
に
そ
れ

を
擬
人
化
し
た
ウ
タ
と
し
て
理
解
す
る
解
釈
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
称
え
ら
れ
る
地
で
あ
る
安
谷
屋
に
あ
る
松
、
神
の
依
代
で
あ
る
松
、
そ
の
松
自

体
を
称
え
る
ウ
タ
が
オ
モ
ロ
に
あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。

「
枝よ

だ　

差さ

ち
へ
」
は
、
第
十
五
―
一
一
一
二
に
「
日ひ

傘が
さ
ま
つ松

」
が
謡
わ
れ
、
そ
れ
が
称
え
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
、
横
に
広
が
っ
た
松
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
霊
威
あ
る
松
と
し
て
「
浦う

ら
お
そ襲

う　

若わ
か
ま
つ松

」
と
謡
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
浦う

ら
お
そ襲

う
」
の
用
例
は
、
本
例
の
み
。「
浦う

ら

」
の
用
例
は
、
ほ
か

に
「
浦う

ら

鳴と

よ響
む
」
が
あ
る
。
第
二
―
五
二
「
浦う

ら

鳴と

よ響
む
鼓つ

ゞ
み

」、
第
十
三
―
九
○
八
「
浦う

ら

鳴と

よ響
む
羽は

ね

打う

ち
富と

み

」（
船
名
）
等
が
あ
る
。
ま
た
、
首
里
以
前
の
王

都
の
名
は
「
浦う

ら

添お
そ
い

」（
浦
添
は
慣
用
的
表
記
）
で
あ
る
。
神
の
領
域
、
神
の
住
ま
う
場
所
〈
岬
〉（
御
先0

）
に
対
し
て
、〈
浦
〉（
裏0

）
は
、
人
の
領
域
、
人

の
住
ま
う
場
所
で
あ
る
。「
襲お

そ

う
」
と
は
、
琉
球
語
「
ウ
ス
ユ
ン　

①
お
お
う
。
う
ぶ
せ
る
。
上
に
掛
け
る
。
②
押
さ
え
る
。
③
（
巣
に
つ
い
て
卵
を
）
抱

く
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）。「
浦う

ら
お
そ襲

う
」
と
は
、
人
の
住
む
領
域
を
お
お
い
守
る
こ
と
を
い
う
。
な
お
、「
若わ

か
ま
つ松

」
は
、「
若わ

か

て
だ
」「
若わ

か

君ぎ
み

」「
若わ

か

司づ
か
さ

」「
若わ

か

の

ろ
」「
若わ

か

主ぬ
し

」「
若わ

か

夏な
つ

」
等
の
語
が
あ
り
、
生
命
力
が
あ
る
も
の
を
美
称
す
る
語
と
し
て
あ
る
。「
若わ

か
ま
つ松

」
だ
か
ら
こ
そ
、「
枝よ

だ　

差さ

ち
へ
」「
浦う

ら
お
そ襲

う
」
松
な

の
で
あ
る
。
琉
歌
に
も
若
松
は
、「
二
九
八
一　

年
や
秋
す
れ
て　

冬
枯
れ
に
な
て
も　

肝
ゆ
若
松
の　

春
の
み
ど
り
」（
年
齢
は
秋
が
過
ぎ
て
冬
枯
れ
に

立正大学文学部研究紀要　第33号

（
一
六
二
）　



な
っ
て
も
、
心
は
若
松
の
春
の
緑
の
よ
う
に
若
や
か
で
あ
る
）、「
四
三
四
○　

恵
み
あ
る
露
に　

千
代
の
色
深
く　

染
め
る
若
松
の　

な
だ
る
き
よ
ら
さ
」

（
恵
み
が
あ
る
露
に
長
寿
の
色
に
深
く
染
ま
っ
た
若
松
が
並
ん
で
い
る
の
が
美
し
い
）
と
歌
わ
れ
て
い
る
。
オ
モ
ロ
は
、
若
松
の
枝
の
広
が
り
を
謡
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
琉
歌
は
若
松
の
緑
の
色
の
美
し
さ
を
歌
っ
て
い
る
。

【
解
説
】

本
歌
に
は
、
ま
と
ま
っ
た
「
く
じ
」（
故
事
）
が
付
い
て
い
る
。「
く
じ
」
は
語
注
を
中
心
と
す
る
「
聞
書
」
の
ひ
と
つ
で
、
ほ
か
に
第
五
―
二
六
五
か
ら

二
六
七
に
か
け
て
、
三
首
の
オ
モ
ロ
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
本
歌
に
付
く
「
く
じ
」
は
、
こ
の
オ
モ
ロ
が
「
名
人
」
阿
嘉
の
子
が
「
童
子
」「
ま

つ
」
を
称
え
る
為
に
下
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
五
―
二
六
五
か
ら
二
六
七
に
か
け
て
付
い
た
「
く
じ
」
も
、
や
は
り
「
名
人
」「
な

を
ぢ
子き

よ

」
に
か
か
わ
る
伝
承
で
あ
る
。
二
つ
の
「
く
じ
」
は
、
い
ず
れ
も
オ
モ
ロ
歌
唱
者
に
か
か
わ
る
伝
承
で
あ
り
、
こ
れ
を
「
名
人
」
と
記
し
、
さ
ら
に

は
「
国
中
」
を
「
周
流
」（
第
五
に
付
く
「
く
じ
」）
す
る
者
と
し
て
記
し
て
い
る
。「
聞
書
」
は
尚
家
本
（
御
城
本
）
に
は
付
い
て
お
ら
ず
、
お
も
ろ
主
取

家
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
っ
た
安
仁
屋
本
系
の
諸
本
に
付
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
第
三
―
一
三
七
に
付
い
た
「
直
伝
」
を
含
め
て
、
お
も
ろ
主
取
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
。

本
歌
に
付
く
「
く
じ
」
に
は
阿
嘉
の
子
が
登
場
す
る
が
、
こ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
オ
モ
ロ
歌
唱
者
の
始
祖
、
お
も
ろ
音
揚
が
り
と
阿
嘉
の
お
ゑ
つ
き
を

謡
う
巻
で
あ
る
第
八
―
四
四
一
に
安
谷
屋
が
で
る
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
オ
モ
ロ
は
、
以
下
で
あ
る
。

一
阿あ

か嘉
の
子こ

が　

嬉う
れ

し
按あ

ぢ司　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
阿
嘉
の
子
の
嬉
し
按
司
に

世よ

が掛
け
拍ひ

や

子し　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
世
掛
け
拍
子
を
奉
れ
〕

又
饒ね

は波
の
子こ

が　

嬉う
れ

し
按あ

ぢ司　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
饒
波
の
子
の
嬉
し
按
司
に        

又
安あ

谷だ
に

屋や

の   

嬉う
れ

し
按あ

ぢ司　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
安
谷
屋
の
嬉
し
按
司
に

又
安あ

谷だ
に

屋や

掟お
き
て　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
安
谷
屋
掟
の

よ
た
い
子き

よ

は　

聞き

く
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
よ
た
い
子
は
聞
く
の
だ
〕
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解
釈
の
難
し
い
オ
モ
ロ
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
第
三
節
ま
で
の
内
容
は
「
阿あ

か嘉
の
子こ

」
が
「
安あ

谷だ
に

屋や

」
の
按
司
に
「
世よ

が掛
け
拍ひ

や

子し

」
を
奉
る
と
い
う
も

の
か
。
第
八
は
お
も
ろ
音
揚
が
り
と
阿
嘉
の
お
ゑ
つ
き
を
謡
う
巻
で
あ
る
が
、
実
は
四
四
一
は
む
し
ろ
例
外
で
、
二
人
の
歌
唱
者
が
謡
う
地
域
は
王
都
の
首

里
以
外
沖
縄
本
島
南
部
の
西
部
地
域
が
中
心
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
点
で
、「
く
じ
」
に
記
さ
れ
る
「
周
流
」
す
る
「
名
人
」
の
姿
は
窺
え
な
い
。
し
か
し
、

四
四
一
以
外
に
も
第
十
四
―
一
○
二
五
「
一
阿あ

か嘉
犬い

ん

お
ゑ
つ
き　

饒ね

は波
犬い

ん

お
ゑ
つ
き　

又
今み

や
き
ぜ
ん

帰
仁　

上の
ぼ

て　

鳴と

よ響
み
国　

上の
ぼ

て
」、
第
十
七
―
一
二
一
六
に

は
「
一
阿あ

か嘉
の
子こ

が　

伊い
ぢ
へ
な

是
名　

居お

て　

見み

れ
ば　

又
饒ね

は波
の
子こ

が　

伊ゑ

ひ

や
平
屋
に　

居お

て　

見み

れ
ば
」
が
あ
り
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
自
体
に
、「
阿あ

か嘉
犬い

ん

お

ゑ
つ
き
」「
阿あ

か嘉
の
子こ

」
の
流
浪
す
る
姿
が
僅
か
に
窺
え
る
。
第
八
の
前
半
に
謡
わ
れ
る
お
も
ろ
音
揚
が
り
に
比
べ
、
後
半
に
謡
わ
れ
る
阿
嘉
の
お
ゑ
つ
き

は
、「
阿あ

か嘉
の
お
ゑ
つ
き
」
以
外
に
「
阿あ

か嘉
犬い

ん

お
ゑ
つ
き
」「
阿あ

か嘉
犬い

ん

子こ

」「
阿あ

か嘉
の
子こ

」
の
異
称
が
み
ら
れ
る
こ
と
も
、「
阿あ

か嘉
の
お
ゑ
つ
き
」
の
方
が
よ
り

伝
承
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
四
「
浦
添
城
内
殿
」
の
記
事
に
記
さ
れ
る
割
注
に
も
「
ア
カ
ノ
コ
ウ
」
が
で
る
が
、
こ
れ
も
流
浪
す
る
「
名
人
」、「
阿あ

か嘉
の
子こ

」

伝
承
で
あ
る
。

中
間
村
ハ
子
丑
日
、
稲
種
子
不
レ
取
也
。
由
来
ハ
、
中
古
、
ア
カ
ノ
コ
ウ
ト
云
人
宿
ヲ
カ
リ
ケ
ル
ニ
、
往
古
ヨ
リ
種
子
ノ
日
ハ
、
人
ニ
宿
ヲ
不
レ
借
ル
例
也
。

因
、
イ
ヤ
ト
云
ケ
レ
バ
、
彼
人
腹
立
シ
テ
、
此
村
子
丑
日
ニ
種
子
取
バ
鳥
類
喰
尽
ベ
シ
ト
云
ケ
ル
ガ
、
其
日
タ
ネ
ヲ
マ
キ
ケ
レ
バ
、
カ
ナ
ラ
ズ
喰
尽
故
、
至

二
于
今
一
、
タ
ネ
ヲ
不
レ
下
也
。
御
唄
ニ
「
浦
添
ノ
島
ノ
、
子
丑
日
ニ
、
タ
ネ
ト
ラ
バ
、
大
島
ノ
ガ
鳥
、
ボ
レ
ガ
ア
々
」

『
琉
球
国
由
来
記
』
の
割
注
は
、
流
浪
す
る
「
阿あ

か嘉
の
子こ

」
の
姿
と
、
播
種
の
日
に
宿
を
借
り
よ
う
と
す
る
が
そ
れ
を
断
ら
れ
た
「
阿あ

か嘉
の
子こ

」
が
怒

っ
て
、「
子
丑
日
」
に
種
取
り
（
播
種
）
を
す
る
と
「
ガ
鳥
」
が
稲
種
子
を
食
い
尽
く
す
と
い
う
呪
歌
（「
御
唄
」）
を
謡
っ
た
「
名
人
」
が
記
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
は
、
流
浪
す
る
ウ
タ
の
「
名
人
」「
阿あ

か嘉
の
子こ

」
の
姿
が
こ
こ
に
も
あ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
の
こ
の
記
事
は
、『
琉
球
国
旧
記
』（
一
七
三
一

年
）、『
遺
老
説
伝
』（
一
七
四
五
年
）
に
も
引
き
継
が
れ
る
。「
聞
書
」
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
き
改
め
」（
一
七
一
○
年
）
の
際
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る

が
、
本
歌
の
「
く
じ
」
は
、
オ
モ
ロ
歌
唱
者
に
か
か
わ
る
一
連
の
伝
承
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

本
歌
の
「
安あ

谷だ
に

屋や

の
若わ

か
ま
つ松

」
は
、
本
来
は
「
若わ

か
ま
つ松

」
そ
の
も
の
を
称
え
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
く
じ
」
に
窺
え
る
よ
う
に
若
松
を
あ
る

時
期
か
ら
人
名
と
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
東
恩
納
寛
惇
は
、「『
道
成
寺
』
と
『
執
心
鐘
入
』」
の
中
で
『
章
姓
上
間
親
方
系
譜
』
に
「
始
祖
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乃
安
谷
屋
之
生
、
名
若
松
、
時
人
安
谷
屋
若
松
」
が
あ
る
と
記
し
て
い
る（

注
４
）。

こ
れ
は
、
若
松
を
『
章
姓
上
間
親
方
系
譜
』
の
「
始
祖
」
と
す
る
記
事
で
あ
る
。

『
北
中
城
村
史
』
に
よ
れ
ば
、
若
松
は
尚
円
の
子
で
あ
り
、
円
が
国
王
に
な
っ
た
後
に
安
谷
屋
グ
ス
ク
の
城
主
に
命
じ
ら
れ
、
そ
の
後
「
上
間
村
の
地
頭
職

に
つ
き
章
氏
の
始
祖
に
な
っ
た
」
と
あ
る（

注
５
）。「

章
氏
」
と
安
谷
屋
と
の
結
び
付
き
は
、『
氏
集　

首
里
・
那
覇
』
の
二
番
に
「
一
九
三　

大
宗
章
邦
俊
安
谷
屋

親
雲
上
正
勝　

章
氏
外
間
親
雲
上
」
等
の
記
事
が
み
え
る（

注
６
）。「

大
宗
章
邦
俊
安
谷
屋
親
雲
上
正
勝
」
は
、
一
六
二
〇
年
に
は
安
谷
屋
の
地
頭
職
に
あ
り
、
そ

の
子
孫
「
正
房
」、「
正
盛
」
も
安
谷
屋
の
地
頭
職
で
あ
っ
た
。
章
氏
と
安
谷
屋
と
の
結
び
付
き
は
、
強
か
っ
た
の
で
あ
る（

注
７
）。

若
松
は
組
踊
『
執
心
鐘
入
』
の

主
人
公
「
中
城
若
松
」
の
モ
デ
ル
に
な
る
人
物
で
あ
る
と
さ
れ
る（

注
８
）。

本
歌
に
付
く
「
く
じ
」
に
「
阿あ

か嘉
の
子こ

」
に
か
か
わ
る
記
事
が
あ
る
の
は
、「
安あ

谷だ
に

屋や

の
若わ

か
ま
つ松

」
が
『
章
姓
上
間
親
方
系
譜
』
の
「
始
祖
」
と
さ
れ
る
人

物
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。「
章
姓
」
に
は
、
安
仁
屋
家
以
前
の
お
も
ろ
主
取
の
ひ
と
り
で
あ
る
「
章
氏
中
地
親
雲
上
」（
生
歿
年
不
明
、
尚
永
王

万
暦
年
間
〈
一
五
七
三
～
一
五
八
八
〉
に
「
御
唄
勢
頭
部
」
と
な
る
）
や
そ
の
甥
の
「
玉
寄
親
雲
上
」（
生
歿
年
不
明
、
尚
豊
王
時
〈
一
六
二
一
～
一
六
四

○
〉
に
「
御
唄
勢
頭
部
」
と
な
る（

注
９
））

が
い
て
、「
安あ

谷だ
に

屋や

の
若わ

か
ま
つ松

」
と
オ
モ
ロ
歌
唱
者
を
結
び
付
け
た
伝
承
が
形
成
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が

安
仁
屋
家
に
伝
わ
り
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』「
書
き
改
め
」
の
際
に
記
さ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。「
書
き
改
め
」
に
は
、「
お
も
ろ
主
取　

宜
野
湾
間
切
大
山
村

　

安
仁
屋
親
雲
上
」（『
お
も
ろ
さ
う
し
』
奥
書
）
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
注
１
）
北
中
城
村
史
編
纂
委
員
会
『
北
中
城
村
史　

民
俗
編
』
第
二
巻
、
北
中
城
村
役
場
、
一
九
九
六
年
刊
。

（
注
２
）
王
都
の
造
営
に
か
か
わ
る
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
は
、
拙
論
〔
02
〕〈「
お
ぎ
や
か
思も

い
ぎ
や　

お
こ
の
み
の　

並な
み

松ま
つ

」
―
み
や
こ
を
造
る
王
―
〉（「『
お
も
ろ
さ
う
し
』
選
詳
解
Ⅰ
」

参
照
）。
船
の
〈
生
産
叙
事
〉
に
か
か
わ
る
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
オ
モ
ロ
の
表
現
―
〈
生
産
叙
事
〉
の
視
点
か
ら
―
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、

二
○
一
○
年
刊
）
参
照
。　

（
注
３
）
第
四
―
一
七
五
に
は
国
王
に
当
た
る
詞
章
が
で
な
い
も
の
の
、「
ち
よ
わ
れ
」
は
国
王
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

（
注
４
）
東
恩
納
寛
惇
「『
道
成
寺
』
と
『
執
心
鐘
入
』」（『
東
恩
納
寛
惇
全
集
』
第
八
巻
、
第
一
書
房
、
一
九
八
○
年
刊
）。

（
注
５
）
安
里
永
太
郎
『
北
中
城
村
史
』
北
中
城
村
役
所
、
一
九
七
〇
年
刊
。

（
注
６
）
那
覇
市
市
民
文
化
部
歴
史
博
物
館
『
氏
集　

首
里
・
那
覇
（
増
補
改
訂
版
）』
那
覇
市
市
民
文
化
部
歴
史
博
物
館
、
二
○
○
八
年
刊
。
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（
注
７
）
北
中
城
村
史
編
纂
委
員
会
『
北
中
城
村
史　

文
献
資
料
編
』
第
七
巻
、
北
中
城
村
役
場
、
二
〇
一
二
年
刊
。

（
注
８
）
徐
葆
光
の
『
中
山
伝
信
録
』（
一
七
一
九
年
）
の
巻
第
二
「
重
陽
宴
」
の
「
鐘
摩
の
事
」
の
記
事
に
は
、
主
人
公
中
城
若
松
を
「
中
城
縣
久
場
村
ノ
農
家
、
陶
姓
ニ
児
ア
リ
。

松
寿
ト
名
ク
。
年
十
五
歳
ニ
シ
テ
、
白
皙
端
麗
ナ
リ
」（
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
）』
那
覇
市
役
所
、
一
九
七
七
年
刊
）
と
記

し
て
い
る
。                         

（
注
９
）
池
宮
正
治
「
お
も
ろ
主
取
家
元
祖
由
来
記
（
解
説
）」（
宜
野
湾
市
史
編
集
委
員
会
『
宜
野
湾
市
史
』
第
四
巻
、
宜
野
湾
市
、
一
九
八
五
年
刊
）。

【
参
考
論
文
】

・
大
城
盛
光
「
第
一
章
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
み
る
中
城
」（
注
７
の
同
書
）。

・
拙
論
「
歌
唱
者
の
テ
ク
ス
ト
―
安
仁
屋
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
―
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
刊
）。

〔
14
〕〈「
蒲こ

ば葵
島し

ま

の
神か

み

く々　

お
さ
ん
為し

ち
へ　

守ま
ぶ

り
よ
は
」
―
見
下
ろ
し
見
守
る
神
々
―
〉

【
本
文
】

第
十
三
―
七
六
九

は
つ
に
し
や
が
ふ
し

一
み
ぢ
へ
り
子き

よ

が　

も
ぢ
よ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
み
ぢ
へ
り
子
の
き
ら
め
き

神か
み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
に
し
や
の
き
ら
め
き

で　

吾わ
ん　

此こ

れ　

言い

ち
へ　

走は

り
や
に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
さ
あ
、
私
は
こ
れ
を
言
っ
て
船
を
走
ら
せ
よ
う
〕

又
選ゑ

ら

ぶ

く　
選ゑ

ら

ぶ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
選
び
に
選
ん
だ

百も
ゝ

選ゑ
ら

び
の
親お

や

御お

船う
ね　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

た
く
さ
ん
の
中
か
ら
選
ん
だ
王
の
船

又
選ゑ

ら

ぶ

く　
選ゑ

ら

ぶ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
選
び
に
選
ん
だ

八や

そ十
選ゑ

ら

び
の
親お

や

御お

船う
ね　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
く
か
ら
選
ん
だ
王
の
船
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又
百も

ゝ
そ　

乗の

る　

船ふ
な

子こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
た
く
さ
ん
乗
る
船
子
（
船
員
）

七な
ゝ
そ十　

乗の

る　

船ふ
な

子こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

多
く
乗
る
船
子
（
船
員
）

又
い
や

く
真ま

こ
ろ
子く

が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
す
ば
ら
し
い
真
こ
ろ
子
（
舵
取
り
）
の

い
ち
の
楫か

ぢ　

真ま

強ぢ
よ

く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

勝
れ
た
楫
取
り
は
頼
も
し
く
あ
れ

又
蒲こ

ば葵
島し

ま

の
神か

み

く々　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
慶
良
間
の
蒲
葵
島
（
久
場
島
）
の
神
々
が

お
さ
ん
為し

ち
へ　

守ま
ぶ

り
よ
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
所
か
ら
見
下
ろ
し
て
お
見
守
り
下
さ
れ
ば

又
連つ

れ
島し

ま

の
神か

み

く々　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
連
れ
島
（
群
島
）
の
神
々
が

お
さ
ん
為し

ち
へ　

守ま
ぶ

り
よ
わ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

高
所
か
ら
見
下
ろ
し
て
お
見
守
り
下
さ
れ
ば

又
那な

は覇
泊ど

ま
り　

貫ぬ

き
当あ

て
　ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
那
覇
湊
を
ま
っ
す
ぐ
目
当
て
に
し
て
走
る

親お
や

泊ど
ま
り   

貫ぬ

き
当あ

て
　ゝ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

親
泊
を
ま
っ
す
ぐ
目
当
て
に
し
て
走
る

【
鑑
賞
】

「
蒲こ

ば葵
島し

ま

／
連つ

れ
島し

ま

」
は
、
慶
良
間
諸
島
の
島
々
の
こ
と
。
本
歌
は
、
久
米
島
沖
を
無
事
通
過
し
て
、
那
覇
を
目
指
し
航
海
し
て
い
る
船
が
、
久
米
島
と

那
覇
の
途
中
に
あ
る
慶
良
間
諸
島
の
神
々
に
見
守
ら
れ
て
、
無
事
に
航
海
し
て
ほ
し
い
と
い
う
願
い
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
多
く
の
中
か
ら
選
ば
れ
た

「
親お

や

御お

船う
ね

」
と
は
、
王
府
の
船
を
指
す
。
そ
れ
に
「
百も

ゝ
そ人

／
七な

ゝ

そ
十
人
」
が
乗
る
と
は
、
規
模
が
大
き
な
船
を
い
っ
て
い
る
。
そ
の
船
が
那
覇
を
目
指
し
て
航

行
す
る
と
は
、
王
国
の
繁
栄
を
謡
っ
て
も
い
る
。

【
語
釈
】

み
ぢ
へ
り
子き

よ

が　

も
ぢ
よ
る
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
る　
『
混
効
験
集
』
の
「
み
ぢ
へ
り
き
よ
」
に
「
神
の
名
な
り
」
と
あ
る
。「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」
は
、

「
み
ぜ
り
子き

よ

」
の
表
記
も
あ
り
、
濁
音
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
み
ぜ
り
子き

よ

」
が
元
の
か
た
ち
に
近
く
、
こ
れ
が
口
蓋
化
し
た
か
た
ち
が
、「
み
ぢ
へ
り

子き
よ

」
で
あ
ろ
う
。
表
記
に
「
み
じ
へ
り
子き

よ

」
等
が
あ
っ
て
も
よ
い
が
、
ど
う
い
う
わ
け
か
こ
の
表
記
は
な
い
。
さ
ら
に
、
第
五
―
二
二
一
「
お
な
り
神が

み

／

く
せ
ぜ
り
子き

よ

」、
第
十
―
五
二
一
「
聞き

こ

ゑ
蒲こ

ば葵
ぜ
り
子き

よ

／
鳴と

よ響
む
蒲こ

ば葵
ぜ
り
子き

よ

」
等
、
第
十
―
五
二
三
「
十と

島し
ま

島し
ま

襲お
そ

い
／
聞き

こ

ゑ
国く

に

ぜ
り
子き

よ

」
と
い
う
「
―
ぜ

『おもろさうし』選詳解Ⅳ
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り
子き

よ

」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」
は
、「
せ
り
子き

よ

」
に
接
頭
美
称
辞
「
み
」（
御
）
が
付
い
た
語
と
考
え
ら
れ
、
こ
れ
が
口
蓋
化
し
た
語
か
。
第

十
三
―
九
四
八
に
「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」
が
で
る
が
、
次
の
九
四
九
に
「
有あ

る

屋や

く奇
せ
ぜ
り
子き

よ

」
が
で
る
の
は
、「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」
と
「
―
ぜ
り
子き

よ

」
と
は
同
じ
語

義
の
語
だ
か
ら
で
は
な
い
か
。「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

／
神か

み

に
し
や
」
の
対
語
例
は
、
本
歌
の
前
後
の
オ
モ
ロ
、
第
十
三
―
七
六
七
・
七
六
八
・
七
七
○
と
第
十
八
―

一
二
六
六
（
第
十
七
―
一
二
三
六
）
に
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
対
語
の
用
例
か
ら
第
十
三
―
七
六
七
か
ら
七
七
○
ま
で
は
一
連
の
オ
モ
ロ
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
の
他
の
「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」「
み
ぜ
り
子き

よ

」
の
用
例
は
、
第
三
―
九
一
「
真ま

壁か
べ

杜も
り
お
や親

の
ろ
／
み
ぢ
ゑ
り
子き

よ

の
親お

や

の
ろ
」、
第
六
―
三
三
三
「
金か

ね
も
り杜

の
親お

や

の

ろ
／
み
ぜ
り
子き

よ

の
親お

や

の
ろ
」、
第
十
二
―
七
一
二
「
真ま

壁か
べ

の
ろ
／
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」、
第
十
三
―
七
九
八
「
泊と

ま
り

み
ぜ
り
子き

う

／
や
わ
れ
み
ぢ
へ
り
子き

う

」、
第
十
三
―

八
七
九
「
あ
ま
の
み
ぢ
へ
り
子き

よ

／
て
く
の
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」、
第
十
三
―
九
三
四
「
国く

に

の
撫な

で
し
の
／
国く

に

の
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」、
第
十
三
―
九
七
一
「
辺へ

ど土
の
み
ぢ

へ
り
子き

よ

／
辺へ

ど土
の
な
よ
ぜ
り
子き

よ

」、
第
十
二
―
六
九
九
「
わ
く
の
し
つ
ら
へ
／
わ
く
の
み
ぜ
り
子き

よ

」、
第
十
四
―
一
○
一
九
「
平ひ

ら

田た

み
ぢ
ゑ
り
子き

よ

」
が
あ
る
。

第
十
三
―
九
七
一
「
辺へ

ど土
の
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」、
第
十
四
―
一
○
一
九
「
平ひ

ら

田た

み
ぢ
ゑ
り
子き

よ

」
等
の
用
例
か
ら
、〈
み
ぢ
へ
り
子
〉
は
各
地
に
い
た
神
女
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
―
九
一
、
第
六
―
三
三
三
、
第
十
二
―
七
一
二
は
、
三
平
等
大
阿
武
志
良
礼
（
上
級
神
女
）
の
ひ
と
り
、
真
壁
大
阿
武
志
良
礼

の
こ
と
で
、
そ
の
「
神
名
」
を
い
っ
て
い
る
。
本
歌
は
「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

／
神か

み

に
し
や
」
が
謡
い
出
さ
れ
る
一
連
の
オ
モ
ロ
の
ひ
と
つ
（
第
十
三
―
七
六
七
）

に
、
久
米
島
の
「
金か

な
ふ
く福

」（「
具ぐ

し志
川か

わ

」
と
対
語
を
と
る
）
が
謡
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、「
具ぐ

し志
川か

わ

」（
具
志
川
グ
ス
ク
）
と
か
か
わ
り
が
深
い
神
女
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
（
後
述
）。

「
神か

み

に
し
や
」
は
、
第
十
三
―
七
六
五
「
お
し
か
と
」、
第
十
三
―
八
○
六
「
お
し
や
へ
こ
」、
第
十
四
―
一
○
五
一
「
君き

み

良よ

し
」、
第
十
一
―
五
九
四
「
こ

し
ら
へ
」
等
、
多
く
の
神
女
と
対
語
を
と
る
語
で
あ
る
。「
―
に
し
や
」
は
、「
君き

み

に
し
や
」、「
の
ろ
に
し
や
」、「
あ
れ
に
し
や
」
等
、
神
女
名
を
形
成
す
る

語
、
も
し
く
は
神
、
神
女
の
接
尾
敬
称
辞
と
な
る
語
で
、
こ
の
語
は
「
男お

と
く

に
せ
」「
誇ふ

く

り
に
せ
」「
王わ

う

に
せ
」「
世
掛か

け
に
せ
」
等
の
国
王
、
領
主
名
を
形
成

す
る
語
、
も
し
く
は
国
王
、
領
主
の
接
尾
敬
称
辞
と
な
る
語
で
あ
る
「
―
に
せ
」
と
対
に
な
る
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

「
も
ぢ
よ
る
」
は
、『
混
効
験
集
』「
聞
書
」
に
「
き
よ
ら
か
成
事
な
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
も
ぢ
よ
る
」
は
「
も
ぢ
よ
ろ
」
の
表
記
も
あ
り
、「
も
ぢ

よ
る
な
ち
へ
」「
も
ぢ
よ
ろ
な
ち
へ
」
の
用
例
や
、
動
詞
〈
も
ぢ
よ
ろ
へ
る
〉
が
想
定
さ
れ
る
「
も
ぢ
よ
ろ
ゑ
て
」
の
用
例
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
体
言
的
な

語
（
動
詞
の
語
幹
）
か
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
と
関
連
し
た
動
詞
〈
も
ぢ
ろ
く
〉
が
想
定
で
き
る
「
も
ぢ
ろ
き
よ
る
」「
も
ぢ
ろ
く
様や

に
」「
も
ぢ
ろ

ち
へ
」
他
、〈
も
ぢ
ろ
か
す
〉
が
想
定
で
き
る
「
も
ぢ
ろ
か
ち
へ
」
他
が
あ
る
。
ま
た
、
動
詞
〈
も
ぢ
ろ
く
〉〈
も
ぢ
ろ
か
す
〉
の
語
幹
が
修
飾
語
に
な
っ
た

「
も
ぢ
ろ
内う

ち

」「
も
ぢ
ろ
弥や

帆ほ
う

」
が
あ
る
。〈
も
ぢ
よ
ろ
〉
と
〈
も
ぢ
ろ
〉
は
関
連
が
あ
る
語
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
動
詞
を
作
り
、
ま
た
〈
も
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ぢ
よ
ろ
〉
は
本
歌
の
よ
う
に
「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

が　

も
ぢ
よ
る
」
と
い
う
よ
う
な
用
例
を
持
つ
が
、〈
も
ぢ
ろ
〉
は
こ
の
よ
う
な
例
は
な
い
。
逆
に
、〈
も
ぢ
よ

ろ
〉
は
、
こ
れ
が
修
飾
語
に
な
っ
た
〈
も
ぢ
よ
ろ
―
〉
と
い
う
例
は
な
い
。
ま
た
、「
明あ

け
も
ど
ろ
」、「
綾あ

や

も
ど
ろ
」
等
の
「
―
も
ど
ろ
」
も
、〈
も
ぢ
よ

ろ
〉〈
も
ぢ
ろ
〉
と
関
連
が
あ
る
語
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
三
語
の
意
味
的
な
違
い
や
関
係
は
、
課
題
で
あ
る
。

本
歌
と
同
じ
用
例
で
あ
る
「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

が　

も
ぢ
よ
る
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
る
」
は
、
本
歌
の
前
後
の
第
十
三
―
七
六
七
・
七
六
八
と
八
○
五
に

あ
り
、
第
十
三
の
用
例
に
は
こ
の
か
た
ち
が
多
く
、
七
六
五
は
「
お
し
か
と
が　

も
ぢ
よ
る
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
る
」、
七
七
一
・
七
七
三
「
よ
き
な

わ
が　

も
ぢ
よ
る
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
る
」、
七
八
一
「
な
よ
く
ら
が　

も
ぢ
よ
ろ
」、
七
九
○
「
鈴す

ず
か
ね金

が　

神か
み

に
し
や　

も
ぢ
よ
る
」、
九
五
○
「
そ

よ
め
き
が　

も
ぢ
よ
る
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
る
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
も
、〈
神
女
＋
が
＋
も
ぢ
よ
る
（
ろ
）〉
で
あ
り
、
他
の
巻
に
も
第
五
―
二
三
三

「
国く

に
か
さ笠

が　

も
ぢ
よ
る
」、
第
二
十
一
―
一
五
○
○
「
ほ
の
こ
ら
が　

も
ぢ
よ
ろ
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
ろ
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
。
ほ
か
に
第
一
―
三
四

「
島し

ま

討う

ち
せ
ぢ　

も
ぢ
よ
ろ
／
国く

に

討う

ち
せ
ぢ　

も
ぢ
よ
ろ
」、
第
一
―
三
七
・
四
○
、
第
十
二
―
七
二
三
、
第
二
十
二
―
一
五
一
八
「
け
お
の
内う

ち

の　

も
ぢ
よ

ろ
／
も
ぢ
ろ
内う

ち

の　

も
ぢ
よ
ろ
」、
第
七
―
三
四
六
「
も
ぢ
ろ
内う

ち

の　

も
ぢ
よ
ろ
」、
第
四
―
一
六
八
「
千
万
の　

も
ぢ
よ
る
」、
第
七
―
三
五
七
「
も
ぢ
よ

ろ　

愛か
な

し
け
や
」、
第
十
四
―
一
○
二
九
「
あ
ま
み
子き

よ

が　

初は
ぢ

め
ど　

も
ぢ
よ
る
」、
第
十
七
―
一
二
四
○
「
銀な

む
ぢ
や
こ
が
ね金　

 

も
ぢ
よ
る　

清き
よ

ら
や
」
が
あ
る
。
用

例
と
し
て
は
、
本
歌
の
よ
う
に
〈
神
女
＋
が
＋
も
ぢ
よ
る
（
ろ
）〉
が
多
い
。
用
例
に
「
銀な

む
ぢ
や
こ
が
ね金　

 

も
ぢ
よ
る　

清き
よ

ら
や
」
が
あ
る
が
、
金
銀
が
光
り
輝
く
美

し
さ
、
さ
ら
に
は
、
セ
ヂ
（
霊
力
）
や
神
女
や
聖
地
で
あ
る
「
け
お
の
内う

ち

」
の
状
態
を
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
も
ぢ
よ
る
」
は
霊
的
な
き
ら
め
き
、
輝

き
の
美
し
さ
を
意
味
し
て
い
る
語
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
興
味
が
持
た
れ
る
の
は
、
神
女
や
「
あ
ま
み
子き

よ

」
の
場
合
で
あ
る
と
、「
―
が　

も
ぢ
よ
る
（
ろ
）」

で
あ
り
、
聖
地
「
け
お
の
内う

ち

」
だ
と
「
―
の　

も
ぢ
よ
る
（
ろ
）」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
琉
球
語
に
お
い
て
主
格
を
あ
ら
わ
す
〈
が
〉
は
、

「
人
名
や
一
部
の
人
代
名
詞
な
ど
の
主
格
は
ふ
つ
う-nu

を
用
い
ず-ga
に
よ
っ
て
示
す
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）
こ
と
と
関
係
し
て
い
る
か
。
オ
モ
ロ
の
助
詞

〈
が
〉
と
〈
の
〉
の
働
き
の
違
い
は
分
か
り
に
く
い
が
、
こ
の
よ
う
な
用
例
に
そ
の
違
い
が
窺
え
る
の
か
、
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
、「
島し

ま

討う

ち
せ
ぢ　

も
ぢ
よ

ろ
／
国く

に

討う

ち
せ
ぢ　

も
ぢ
よ
ろ
」「
銀な

む
ぢ
や
こ
が
ね金　

 

も
ぢ
よ
る　

清き
よ

ら
や
」
に
は
助
詞
が
な
い
が
、
助
詞
〈
が
〉〈
の
〉
の
有
無
は
オ
モ
ロ
全
体
を
通
し
て
、
多
分

に
四
音
の
名
詞
に
助
詞
が
付
い
て
五
音
を
作
っ
て
い
る
傾
向
も
窺
え
、
名
詞
が
五
音
以
上
の
場
合
に
は
、
助
詞
が
付
か
な
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
本
歌
の
「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

が　

も
ぢ
よ
る
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
る
」
は
、
神
女
が
霊
的
な
力
を
発
揮
し
て
輝
い
て
い
る
状
態

を
謡
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
神
女
が
神
祀
り
を
行
っ
て
い
る
状
態
に
あ
る
表
現
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。

で　

吾わ
ん　

此こ

れ　

言い

ち
へ　

走は

り
や
に　

こ
れ
が
、
本
歌
の
反
復
部
に
あ
た
る
。「
で　

吾わ
ん

」
の
か
た
ち
は
常
套
句
と
思
わ
れ
、
第
十
三
―
九
五
○
「
で　

『おもろさうし』選詳解Ⅳ
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吾わ
ん　

し
く
た
ん
か
」、
第
十
一
―
五
七
五
・
六
四
二
、
第
二
十
一
―
一
四
六
○
「
で　

吾わ
ん　

御お

肝ぎ
も　

は
や
さ
」、
第
十
一
―
六
○
七
・
第
二
十
一
―
一
四
二
七

「
で　

吾わ
ん　

御お

肝ぎ
も

に　

撓し
な

わ
」、
第
十
四
―
一
○
○
五
「
で　

吾わ
ん　

遊あ
す

ば　

神か
み

く々
」、
第
二
十
一
―
一
五
○
二
「
で　

吾わ
ん　

吾わ
ん　

神か
ぐ
ら楽

ぎ
や
め　

鳴と

よ響
ま
」
と

い
う
用
例
が
あ
る
。
第
十
三
―
九
五
○
「
で　

吾わ
ん　

し
く
た
ん
か
」
は
不
明
だ
が
、「
で　

吾わ
ん　

走は

り
や
に
」
は
、
他
の
用
例
の
「
で　

吾わ
ん　

は
や
さ
」、

「
で　

吾わ
ん　

撓し
な

わ
」、「
で　

吾わ
ん　

遊あ
す

ば
」、「
で　

吾わ
ん　

鳴と

よ響
ま
」
と
同
じ
表
現
で
、
さ
あ
、
私
は
何
々
し
よ
う
と
い
う
意
志
や
願
い
を
あ
ら
わ
す
。
本
歌
で

は
、
船
上
に
あ
る
船
人
が
「
吾わ

ん

」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
用
例
の
「
吾わ

ん

」
が
ど
の
よ
う
な
立
場
の
者
で
あ
る
か
、
興
味
深
い
。「
で
」
は
、
現
在
の

琉
球
語
で
も
「
で
ぃ
ー　

い
ざ
。
さ
あ
。
目
下
に
対
し
誘
い
か
け
る
語
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）。「
走は

り
や
に
」
は
、〈
走
ら
に
〉（
走
る
の
未
然
形
に
終
助
詞

「
に
」
が
付
い
た
も
の
）
が
変
化
し
た
語
、
他
の
用
例
に
「
走は

り
や
さ
に
」
が
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
〈
走
ら
さ
に
〉（
走
ら
す
の
未
然
形
に
終
助
詞
「
に
」
が

付
い
た
も
の
）
が
変
化
し
た
語
で
あ
る
。「
に
」
は
、
動
詞
の
未
然
形
に
付
い
て
「
希
望
、
願
望
の
意
を
あ
ら
わ
す
」（『
辞
典
』）。

「
此こ

れ　

言い

ち
へ
」
は
、
同
じ
用
例
が
第
五
―
二
五
二
「
此こ

れ　

言い

ち
ゑ　

按あ
ん

司じ

襲お
そ

い　

は
や
せ
」
と
あ
る
。
た
だ
、
両
例
と
も
「
此こ

れ
」
が
な
に
を
指

す
の
か
が
、
分
か
ら
な
い
。「
此こ

れ
」
は
、
船
を
安
全
に
走
ら
す
祈
り
の
言
葉
、
あ
る
い
は
呪
言
の
よ
う
な
も
の
か
。
伊
波
普
猷
の
「
あ
ま
み
や
考
」
に

「
私
は
独
木
舟
に
乗
つ
て
、
採
訪
に
出
か
け
た
時
、
勝
連
の
岬
に
さ
し
か
ゝ
る
と
、
船
頭
が
帆
を
お
ろ
し
、
櫂
を
立
て
ゝ
、
唱
え
ご
と
を
す
る
の
を
見
た
」

と
記
し
て
い
る（

注
１
）。

本
歌
の
蒲
葵
島
（
久
場
島
）
に
つ
い
て
記
し
た
『
座
間
味
村　

ふ
る
さ
と
昔
の
話
』
に
も
、
興
味
深
い
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る（

注
２
）。

そ
れ
は

久
場
島
の
嶽
の
頂
上
に
あ
る
お
宮
の
真
下
に
高
い
岩
壁
が
あ
り
、
海
上
ま
で
続
い
て
い
る
。
船
か
ら
手
を
伸
ば
せ
ば
届
く
よ
う
な
高
さ
の
岩
壁
に
キ
ラ
キ
ラ

光
る
黄
金
が
あ
り
、
そ
れ
を
「
黄ク

金ガ
ニ

加カ

ナ

シ
那
志
」
と
呼
ん
で
い
た
と
あ
り
、
あ
る
時
、
そ
れ
を
見
つ
け
た
者
が
船
を
近
づ
け
て
取
ろ
う
と
し
た
ら
光
る
黄
金
が

上
の
方
に
飛
び
移
っ
て
し
ま
い
、
突
然
嵐
が
起
こ
っ
て
船
は
難
破
し
た
と
い
う
。
島
の
年
輩
の
漁
師
は
、
畏
怖
の
念
が
強
く
「
黄
金
加
那
志
」
の
話
を
し
た

が
ら
な
い
。
阿
嘉
島
か
ら
屋
嘉
比
や
久
場
島
に
行
く
場
合
に
は
そ
の
近
く
に
来
る
と
、
櫂
を
漕
ぐ
手
を
休
め
、
久
場
島
に
向
か
い
、
手
を
合
わ
せ
「
航
海

安
全
」
を
祈
り
、
今
で
も
漁
師
た
ち
は
「
黄
金
加
那
志
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
ら
上
を
見
た
ら
大
変
な
事
に
な
る
」
と
言
っ
て
決
し
て
見
上
げ
た
り
は
し
な
い
。

ま
た
、
大
声
を
出
し
て
騒
ぐ
よ
う
な
こ
と
も
し
な
い
と
い
う
（「
久
場
島
の
黄
金
加
那
志
①
」）。
こ
の
話
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
光
る
黄
金
は
そ
こ
に
神

が
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
そ
こ
を
通
過
す
る
際
は
神
に
祈
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
祈
ら
な
か
っ
た
者
に
神
が
怒
り
、
船

を
難
波
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
本
歌
の
「
此こ

れ　

言い

ち
へ
」
と
の
関
係
を
い
え
ば
、
久
場
島
付
近
を
通
過
す
る
際
は
、
櫂
を
漕
ぐ
手
を
休
め
大
声

を
出
し
て
騒
ぐ
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、
久
場
島
に
向
か
い
手
を
合
わ
せ
、
祈
り
の
唱
え
を
し
て
無
事
な
通
過
を
は
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
進

貢
船
に
は
「
総
官
」
と
い
う
貢
船
に
奉
安
さ
れ
て
い
る
天
妃
神
（
媽
祖
神
）
を
祀
る
者
が
い
る
が
、
船
が
岬
や
航
海
の
目
印
等
の
海
上
の
要
所
を
通
過
す
る
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際
、
船
人
は
そ
こ
の
神
や
神
女
に
「
唱
え
ご
と
」
を
し
て
祈
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
此こ

れ　

言い

ち
へ
」
と
は
、
そ
れ
を
差
す
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
具
体

的
に
示
さ
な
い
の
は
、
そ
の
言
葉
を
明
ら
か
に
し
な
い
作
法
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。　

選ゑ
ら

ぶ

く　
選ゑ

ら

ぶ　

百も
ゝ

選ゑ
ら

び
の
親お

や

御お

船う
ね

／
選ゑ

ら

ぶ

く　
選ゑ

ら

ぶ　

八や

そ十
選ゑ

ら

び
の
親お

や

御お

船う
ね　

「
選ゑ

ら

ぶ

く　
選ゑ

ら

ぶ
」
は
、
選
び
に
選
ん
だ
と
い
う
表
現
。
オ
モ
ロ

に
お
い
て
、
同
じ
語
を
三
度
も
重
ね
る
表
現
は
珍
し
い
。「
百も

ゝ

選ゑ
ら

び
／
八や

そ十
選ゑ

ら

び
」
は
、
た
く
さ
ん
の
中
か
ら
選
ん
だ
と
い
う
意
だ
が
、
第
十
―
五
三
六

「
百も

ゝ

選ゑ
ら

び
は　

押お

し
浮う

け
て
／
八や

そ十
選ゑ

ら

び
は　

押お

し
浮う

け
て
」
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
船
の
美
称
語
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。「
―
選ゑ

ら

び
」
は
、
下
接
す
る
美
称

語
の
ひ
と
つ
で
「
按あ

じ司
選ゑ

ら

び
」（
選
ば
れ
た
按
司
）、「
神か

み

選ゑ
ら

び
」（
選
ば
れ
た
神
）、「
立た

ち
選ゑ

ら

び
／
筋す

ぢ

選ゑ
ら

び
」（
選
ば
れ
た
繊
維
）、「
吉ゑ

か日
選ゑ

ら

び
」（
選
ば
れ
た

吉
日
）
の
用
例
が
あ
る
。
選
ぶ
は
神
に
よ
っ
て
選
り
す
ぐ
ら
れ
た
も
の
の
意
で
あ
る（

注
３
）。『

お
き
の
え
ら
ぶ
昔
話
』（
岩
倉
市
郎
、
古
今
書
院
、
一
九
五
五
年

刊
）
に
入
る
「
猫
の
面
」
に
は
伊
平
屋
に
い
る
主
人
公
が
首
里
に
登
る
時
、「
馬
は
百
の
馬
か
ら
五
十
選
び
（inadi

）、
五
十
の
馬
か
ら
三
十
選
び
、
十
の

馬
か
ら
五
つ
選
び
、
五
つ
の
馬
か
ら
一
つ
選
び
出
ち
、
前
鞍
は
月
型
、
尻
鞍
は
太
陽
型
（tidagata

）
右
の
ホ
ー
キ
は
扇
型
、
左
の
ホ
ー
キ
は
イ
チ
ュ
ビ
型
、

九
寸
九
分
ユ
リ
落
し
の
脇
差
は
左
元
に
差
ち
、
一
丈
二
尺
の
鎗
は
肩
に
担
め
」
と
い
う
よ
う
な
出
で
立
ち
で
出
発
す
る
。
こ
れ
は
、
馬
の
美
し
い
装
い
で
表

現
す
る
陸
行
の
〈
巡
行
叙
事
〉
に
当
た
る
が（

注
４
）、

そ
の
際
に
勝
れ
た
馬
を
選
び
出
す
表
現
が
繰
り
返
さ
れ
る
。〈
選
ぶ
〉
と
い
う
語
は
、
多
く
の
中
か
ら
選
り

す
ぐ
ら
れ
た
も
の
を
示
す
重
要
な
語
で
あ
る
。

「
親お

や

御お

船う
ね

」
は
、
国
王
の
船
、
王
府
の
船
等
の
意
。
第
十
三
―
八
○
四
「
按あ

ぢ司
襲お

そ

い
が
親お

や

御お

船う
ね

」、
七
五
九
・
八
八
五
「
首し

よ

里り　

お
わ
る　

て
だ
子こ

が　

親お
や

御お

船う
ね　

押お

し
浮う

け
て
」
等
の
用
例
が
あ
る
。
一
方
、「
御お

船う
ね

」
の
用
例
に
は
第
七
―
三
七
一
「
聞き

こ

ゑ
羽は

ね

地じ

御お

船う
ね

」、
第
十
三
―
七
九
○
「
按あ

ぢ司
御お

船う
ね

／
下げ

す司
御お

船う
ね

」（
こ
こ
の
「
按あ

ぢ司
御お

船う
ね

」
は
地
方
領
主
の
船
の
意
か
）
が
あ
り
判
定
が
難
し
い
用
例
も
あ
る
が
、「
御お

船う
ね

」
は
一
定
程
度
「
親お

や

御お

船う
ね

」
よ
り
も
、
ラ
ン
ク

が
下
が
る
船
を
指
し
て
い
る
か
。
つ
ま
り
は
、〈
親
〉
が
接
頭
の
敬
語
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
ほ
か
「
み
御お

船う
ね

」
も
あ
り
こ
ち
ら
は
用
例
が

少
な
く
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
オ
モ
ロ
に
お
け
る
敬
語
表
現
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
検
証
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
際
に
音
数
的
な
問
題
も
配
慮

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
オ
モ
ロ
は
、
敬
語
の
働
き
と
音
数
（
打
ち
出
し
の
五
音
を
作
る
等
）
を
ど
ち
ら
を
優
先
す
る
の
か
、
あ
る
一
定
の
傾

向
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
ウ
タ
に
よ
っ
て
こ
れ
が
個
々
に
異
な
る
の
か
な
ど
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

百も
ゝ
そ　

乗の

る　

船ふ
な

子こ

／
七な

ゝ
そ十　

乗の

る　

船ふ
な

子こ　
『
混
効
験
集
』
に
は
「
な
ゝ
そ
」
に
「
七
十
」、「
や
そ
」
に
「
八
十
」、「
も
ゝ
そ
」
に
「
百
人
」
と
い
う
注
が

あ
る
。「
聞
書
」
の
「
な
ゝ
そ
」
は
「
七
十
人
也
」
と
「
七
十
」、「
や
そ
」
は
「
八
十
」、「
も
ゝ
そ
」
は
「
百
人
」
と
「
百
」
と
い
う
注
が
あ
る
。『
混
効
験

集
の
研
究
』
は
、「「
そ
」
に
は
「
人
」
を
意
味
す
る
根
拠
が
な
い
」
と
記
し
て
い
る
。
確
か
に
、「
そ
」
は
「
十
」
を
い
う
が
「
人
」
の
意
味
は
な
く
、『
混
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効
験
集
』
や
「
聞
書
」
の
一
部
の
注
は
意
を
と
っ
た
注
か
。
た
だ
、「
も
ゝ
そ
」
を
「
百
」
と
い
う
の
も
、
厳
密
に
は
〈
百
十
〉
と
な
り
千
を
い
う
こ
と
に

な
る
。
問
題
は
残
る
が
、「
も
ゝ
そ
／
な
な
そ
」
は
、
多
く
の
、
た
く
さ
ん
の
と
い
う
意
だ
ろ
う
。「
船ふ

な

子こ

」
は
、『
混
効
験
集
』
に
「
水
主
の
事
」、「
聞
書
」

は
「
加
子
也
」
と
あ
る
。「
百も

ゝ
そ　

乗の

る　

船ふ
な

子こ

／
七な

ゝ
そ十　

乗の

る　

船ふ
な

子こ

」
は
、
た
く
さ
ん
の
船
員
が
乗
る
大
き
な
船
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
し
か
も
、
前
節

か
ら
の
繋
が
り
を
い
え
ば
、
そ
の
船
は
選
び
に
選
ん
だ
船
で
あ
り
、「
船ふ

な

子こ

」
も
選
び
抜
か
れ
た
者
達
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

い
や

く
真ま

こ
ろ
子く

が　

い
ち
の
楫か

ぢ　

真ま

強ぢ
よ

く　
「
い
や

く
」
は
お
ど
り
字
で
あ
る
が
、「
い
や
ゝ
」
で
あ
ろ
う
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
、
厳
密
に
は
お

ど
り
字
「

く
」
と
「
ゝ
」
の
区
別
が
な
い
。「
い
や

く
」
の
表
記
は
、
本
歌
以
外
に
一
例
、「
い
や

く
珍め

づ

ら
し
や
」（
神
女
名
）
が
あ
る
が
、「
い
や
ゝ
」

「
い
や
や
」
は
「
い
や
や
吾あ

が
な
さ
い
子き

よ

」「
い
や
や
大
親や

こ子
」「
い
や
ゝ
大
な
さ
い
子き

よ

」「
い
や
ゝ
と
よ
た
主し

ゆ

」
他
が
あ
る
。
音
数
か
ら
い
っ
て
も
一
字
の
お

ど
り
字
と
理
解
し
た
方
が
、
八
音
（
三
音
＋
五
音
）
と
な
り
オ
モ
ロ
の
音
数
の
傾
向
と
見
合
う
。『
混
効
験
集
』
は
「
い
や

く
」
に
「
誉
拍
子
の
事
な
り
」、

「
聞
書
」
も
「
は
や
す
な
り
」
と
い
う
注
を
付
け
て
い
る
。
二
つ
の
注
は
、「
い
や

く
」
の
意
味
を
記
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
働
き
（「
拍
子
」）
を
記
し
て

い
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。『
辞
典
』『
古
語
大
辞
典
』
は
、「
弥
々
」
を
当
て
「
い
よ
い
よ
、
ま
す
ま
す
」
の
意
と
し
て
い
る
。
不
明
だ
が
こ
れ
に
し
た

が
え
ば
、
い
よ
い
よ
勝
れ
た
、
ま
す
ま
す
盛
ん
な
と
い
う
よ
う
な
意
の
語
か
。「
真ま

こ
ろ
子く

」
は
、「
聞
書
」
に
「
人
名
也
」「
男
也
」「
真
男
也
」「
男
人
也
」

と
い
う
注
が
付
く
。「
真ま

こ
ろ
子く

」
は
、「
ま
こ
ろ
こ
」
の
表
記
も
あ
る
。
オ
モ
ロ
で
は
珍
し
く
対
語
の
用
例
が
な
い
が
、
第
九
―
五
○
五
「
渡と

か嘉
敷し

き

の
真ま

こ

ろ
子く　

真ま

こ
ろ
子く

は　

根ね　

し
遣や

り
」、
第
十
一
―
六
○
三
「
仲な

か

地ち

真ま

こ
ろ
子く　

鳴と

よ響
み
居よ

る　

使つ
か

い　

真ま

こ
ろ
子く

が　

げ
ら
へ
」、
第
二
十
一
―
一
五
○
二

「
真ま

こ
ろ
子く

が　

持も

ち
な
し　

寄よ

り
上あ

げ
杜も

り　

降お

れ
わ
ち
へ
」
と
い
う
用
例
か
ら
、「
真ま

こ
ろ
子く

」
は
、
集
落
の
長
的
な
人
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な

わ
ち
、「
真ま

こ
ろ
子く

」
は
「
こ
ろ
」
に
接
頭
辞
「
真
」
と
接
尾
敬
称
辞
「
子こ

」
が
付
い
た
語
で
あ
り
、
本
歌
で
は
前
節
の
「
船ふ

な

子こ

」
な
ど
で
は
な
く
、
格
の

高
い
役
の
舵
取
り
的
な
人
物
が
想
定
さ
れ
る
。

「
い
ち
の
楫か

ぢ

」
の
「
い
ち
の
」
の
他
の
用
例
は
、
第
二
十
一
―
一
三
九
五
「
い
ち
の
お
も
や
け
」、
第
十
三
―
九
四
○
他
「
い
ち
の
た
し
」、
第
九
―
五
○

五
「
い
ち
の
艫と

も
お
そ襲

い
」、
第
二
十
一
―
三
三
九
他
「
い
ち
の
踊な

よ

り
子き

よ

」（
神
女
名
）
が
あ
る
。
本
歌
と
近
い
用
例
は
、
第
十
三
―
九
四
○
他
「
い
ち
の
た
し　

真ま

強ぢ
よ

く
」
で
あ
る
。『
辞
典
』
等
は
、「
た
し
」
を
「
櫂
」
と
す
る
が
琉
球
語
と
し
て
は
確
認
で
き
ず
、
意
味
は
不
詳
で
あ
る
。「
い
ち
の
」
の
用
例
は
、
神

女
等
の
人
名
、
あ
る
い
は
神
名
を
修
飾
す
る
用
例
か
と
思
わ
れ
、
そ
れ
ら
を
誉
め
称
え
た
語
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、
不
明
で
あ
る
。『
辞
典
』
等
は

こ
れ
を
「
一
の
」
と
す
る
が
、
琉
球
語
の
〈
一
〉
は
「
テ
ー
チ
」（「
ピ
テ
ツ
」
に
遡
る
）
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
は
成
り
立
つ
可
能
性
は
少
な
い
。「
真ま

強ぢ
よ

く
」

は
、『
混
効
験
集
』
に
「
真
張
」
と
あ
り
、「
張
」
は
「
強
」
の
誤
り
か
と
思
わ
れ
る
。〈
強
く
〉
は
「
つ
よ
く
」
と
表
記
さ
れ
そ
う
だ
が
、
オ
モ
ロ
や
古
琉
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球
期
の
平
仮
名
碑
文
で
も
「
ち
よ
く
」
で
あ
る
（『
混
効
験
集
の
研
究
』）。
用
例
を
み
る
と
、
第
三
―
九
三
「
あ
よ
が
内う

ち

や　

真ま

強ぢ
よ

く　

あ
れ
／
肝き

も　

強ち
よ

く

　

真ま

だ
に　

あ
れ
」、
第
六
―
二
九
三
他
「
末す

へ

に
ぎ
や
め　

真ま

強ぢ
よ

く　

ち
よ
わ
れ
」、
第
十
三
―
八
九
三
「
守ま

ぶ

る
神か

み

さ
ら
め　

真ま

強ぢ
よ

く　

あ
れ　

見み

守ま
ぶ

ら
」
等
、

「
真ま

強ぢ
よ

く　

あ
れ
」
が
多
く
、
そ
れ
に
準
じ
た
「
真ま

強ぢ
よ

く　

ち
よ
わ
れ
」
が
あ
る
。
本
歌
も
「
い
や

く
真ま

こ
ろ
子く

が　

い
ち
の
楫か

ぢ　

真ま

強ぢ
よ

く
」
の
後
に

「
あ
れ
」
を
補
っ
て
理
解
し
た
方
が
分
か
り
や
す
い
。
こ
の
一
連
の
句
は
、
い
よ
い
よ
勝
れ
た
真
こ
ろ
子
が
「
い
ち
の
」（
不
明
）
楫
を
力
強
く
取
っ
て
あ
れ

と
い
う
よ
う
な
意
で
あ
ろ
う
。

蒲こ

ば葵
島し

ま

の
神か

み

く々
／
連つ

れ
島し

ま

の
神か

み

く々　
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
は
ク
バ
（
ビ
ロ
ウ
、
ア
ジ
マ
サ
）
の
生
え
る
島
の
意
で
、
琉
球
に
は
ク
バ
島
と
い
わ
れ
る
島
が
幾
つ
か
あ

り
、
ま
た
ク
バ
は
神
が
降
り
て
く
る
聖
な
る
木
と
も
考
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
に
因
む
御
嶽
の
名
が
幾
つ
も
あ
る
。「
聞
書
」
は
本
歌
の
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
に

「
久
高
津
堅
し
ま
の
事
な
り
」
と
注
を
付
け
て
お
り
、
対
語
の
「
連つ

れ
島し

ま

」
に
も
同
じ
注
を
付
け
て
い
る
。「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
に
「
久
高
津
堅
し
ま
の
事
な
り
」
と

い
う
注
が
付
く
の
は
、
か
つ
て
国
王
等
が
行
幸
し
た
久
高
島
に
「
コ
バ
ウ
ノ
森
」（『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
）
が
あ
り
、
ま
た
津
堅
島
に
も
「
コ
バ
ウ
ノ

嶽
」（『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
四
）
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
第
十
三
―
八
五
三
・
八
五
四
に
久
高
島
の
「
蒲こ

ば

葵お

杜も
り

」
を
謡
っ
た
用
例
が
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
が
本
歌
は
「
蒲こ

ば

葵お

杜も
り

」「
コ
バ
ウ
ノ
嶽
」
で
は
な
く
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
で
あ
り
、
前
後
の
排
列
か
ら
本
歌
の
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
は
「
座
間
味

村
阿
嘉
島
の
南
西
約
三
キ
ロ
に
位
置
す
る
慶
良
間
諸
島
最
西
端
の
島
。
現
在
無
人
島
」（『
歴
史
地
名
大
系　

沖
縄
県
』）
で
あ
る
久
場
島
で
あ
る
。
久
場
島

は
『
正
保
国
絵
図
』
で
は
「
け
ら
ま
嶋
之
内　

こ
ば
嶋　

人
居
な
し
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

注
５
）。『

琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
八
「
座
間
味
間
切　

阿
嘉
村
」
に
は
、

「
久
場
島
御
嶽　

神
名　

ク
セ
ツ
キ
ヨ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。「
蒲こ

ば葵
島し

ま

の
神か

み

く々
」
と
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』
が
記
す
と
こ
ろ
の
「
久
場
島
御
嶽
」
に
祀
ら

れ
る
神
々
、
あ
る
い
は
、「
久
場
島
御
嶽
」
を
祀
る
神
女
「
ク
セ
ツ
キ
ヨ
」
等
を
さ
し
て
い
る
か
。
笹
森
儀
助
の
『
南
島
探
検
』
に
は
、
宮
古
島
に
向
か
う

笹
森
に
船
長
、
伊
知
地
が
久
場
島
を
通
過
す
る
際
「
船
長
伊
知
地
氏
甲
板
ニ
出
テ
指
示
シ
テ
云
フ
、
近
海
暗
礁
・
浅
瀬
多
シ
。
然
リ
ト
雖
、
先
嶋
諸
嶋
ヨ
リ

那
覇
港
ヘ
出
入
ハ
勿
論
、
那
覇
ヨ
リ
他
府
県
ヘ
向
ケ
出
入
ス
ル
モ
皆
針
路
ヲ
コ
ヽ
ニ
取
ラ
サ
ル
ヲ
得
ス
。
殊
ニ
遠
洋
航
海
ス
ル
モ
ノ
ハ
、
船
ノ
所
在
位
置
ヲ

正
ス
ニ
便
利
至
要
ノ
地
ナ
レ
ハ
、
久
波
嶋
南
端
ニ
燈
台
建
築
必
用
ヲ
感
ス
ル
也
」
と
説
い
た
と
記
し
て
い
る（

注
６
）。『

座
間
味
村
史
』
上
に
は
、「
島
の
南
西
側
に

海
抜
二
七
○
・
一
メ
ー
ト
ル
の
久
場
島
の
岳
が
あ
り
、
こ
れ
は
慶
良
間
列
島
に
お
け
る
最
高
所
で
あ
る
。
頂
上
に
は
御
嶽
が
あ
り
、
平
坦
地
と
な
っ
て
い

る
」
と
あ
る（

注
７
）。

前
述
し
た
『
座
間
味
村　

ふ
る
さ
と
昔
の
話
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
久
場
島
の
ク
ボ
ー
の
宮
」
に
よ
れ
ば
、「
久
場
島
の
天
辺
に
は
、「
ク
ボ
ー
の
宮
」

と
い
う
拝
所
が
あ
り
、
そ
こ
は
石
垣
を
積
ん
で
囲
っ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
が
記
す
「
久
場
島
御
嶽
」
と
は
、
こ
の
「
ク
ボ
ー
の
宮
」
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の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
久
場
島
の
ク
ボ
ー
の
宮
」
は
続
け
て
「
鰹
業
の
盛
ん
だ
っ
た
頃
に
は
、
座
間
味
に
二
つ
、
阿
佐
、
阿
真
に
一
つ
ず
つ
、
四
つ

の
組
合
が
あ
っ
て
、
毎
年
四
月
に
は
、
各
々
「
ク
ボ
ー
の
お
宮
」
へ
お
参
り
に
行
き
ま
し
た
。
船
は
航
海
す
る
時
に
山
を
目
当
て
に
し
ま
す
。
ケ
ラ
マ
の
鰹

漁
船
が
、
宮
古
・
八
重
山
辺
り
の
漁
か
ら
戻
る
時
に
、
一
番
先
に
見
え
て
く
る
の
が
、
久
場
島
の
山
で
す
。
そ
の
次
に
屋
嘉
比
が
見
え
て
き
ま
す
。
そ
れ
で
、

久
場
島
は
航
海
の
目
印
に
な
っ
て
い
ま
す
。
鰹
組
合
に
と
っ
て
は
、「
航
海
安
全
」
の
大
切
な
拝
所
で
し
た
」
と
記
し
て
い
る
。
本
歌
で
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

の
神か

み

く々
」

が
謡
わ
れ
る
の
は
、
久
場
島
が
「
慶
良
間
諸
島
最
西
端
の
島
」
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
久
場
島
の
岳
が
「
慶
良
間
列
島
に
お
け
る
最
高
所
で
あ
る
」
た
め
に
、

中
国
や
先
島
、
あ
る
い
は
日
本
か
ら
那
覇
湊
を
目
指
し
て
航
行
す
る
船
の
目
印
に
な
る
島
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。「
連つ

れ
島し

ま

」
は
、
本
例
の
み
の
用
例
で
あ

る
。「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
の
対
語
。「
連つ

れ
」
は
、
琉
球
語
「
チ
リ
ユ
ン　

連
れ
る
。
同
伴
す
る
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）
が
あ
り
、
慶
良
間
諸
島
が
多
く
の
島
々
か
ら

な
る
群
島
で
あ
る
こ
と
か
ら
付
い
た
語
か
。

お
さ
ん
為し

ち
へ　

守ま
ぶ

り
よ
は　
「
お
さ
ん
」
は
、『
混
効
験
集
』
や
「
聞
書
」
に
「
遠
々
と
見
お
ろ
す
事
な
り
」、「
お
さ
ん
し
ち
み
よ
れ
ば
」
に
「
見
下
ろ
し

て
見
た
ま
え
ば
」
と
注
が
付
い
て
い
る
。『
混
効
験
集
』
に
は
さ
ら
に
「
お
さ
ん
し
ち
み
よ
れ
ば
」
の
対
句
「
ざ
り
ゆ
く
し
ち
み
よ
れ
ば
」
に
も
、「
返
し

の
詞
。
高
所
よ
り
下
を
臨
見
る
心
也
」
と
い
う
注
が
付
く
。
本
歌
は
対
語
が
な
い
が
、「
お
さ
ん
」
の
対
語
は
「
ざ
り
よ
こ
」「
ざ
よ
こ
」
で
、
第
二
十
一
―

一
四
一
一
他
に
は
「
お
ぼ
つ　

居お

て　

見み

れ
ば　

ざ
り
よ
こ
為し

ち
へ　

見み

れ
ば
」
が
あ
り
、「
お
ぼ
つ　

居お

て　

見み

れ
ば
」
の
言
い
換
え
が
「
ざ
り
よ
こ
為し

ち
へ　

見み

れ
ば
」
と
い
う
行
為
で
あ
る
。『
混
効
験
集
』
に
「
天
上
の
事
を
云
」
と
注
が
付
く
「
お
ぼ
つ
」
か
ら
見
る
行
為
が
、「
ざ
り
よ
こ
為し

ち
へ　

見み

れ

ば
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、
オ
モ
ロ
の
「
お
さ
ん
」
の
用
例
に
は
、
琉
球
の
創
成
神
話
を
謡
っ
た
と
さ
れ
る
第
十
―
五
一
二
「
又
て
だ
い
ち
ろ

子く

が　

又
て
だ
は
ち
ろ
子く

が　

又
お
さ
ん
為し

ち
へ　

見み

お居
れ
ば　

又
ざ
よ
こ
為し

ち
へ　

見み

お居
れ
ば
」
が
あ
る
。「
て
だ
い
ち
ろ
子く

／
て
だ
は
ち
ろ
子く

」
は
詳

し
く
は
分
か
ら
な
い
が
、
五
一
二
の
反
復
部
に
登
場
す
る
「
て
だ
子こ

大
主ぬ

し

」
の
異
称
で
あ
り
、
国
王
（
て
だ
子
）
の
始
祖
で
あ
る
日
神
、『
中
山
世
鑑
』
の

「
琉
球
開
闢
之
事
」
に
で
る
「
天
帝
」
を
い
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
が
天
上
世
界
か
ら
眼
下
を
眺
め
て
国
土
を
造
る
べ
き
地
を
選
ん
で
い
る
表
現
が
、「
又
お

さ
ん
為し

ち
へ　

見み

お居
れ
ば　

又
ざ
よ
こ
為し

ち
へ　

見み

お居
れ
ば
」
で
あ
る
。「
お
さ
ん
」
と
そ
の
対
語
「
ざ
り
よ
こ
」「
ざ
よ
こ
」
は
、
語
義
は
不
明
だ
が
高
所

か
ら
眺
め
る
意
の
語
だ
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
「
大
里
間
切　

与
那
覇
村
」
に
「
オ
サ
ン
嶽　

神
名　

コ
バ
ヅ
カ
サ
ノ
御
イ
ベ
」

が
あ
り
、
正
史
『
球
陽
』
の
外
巻
で
あ
る
漢
文
説
話
集
『
遺
老
説
伝
』
外
巻
三
に
そ
の
由
来
譚
が
記
さ
れ
て
い
る（

注
８
）。

「
蒲こ

ば葵
島し

ま

の
神か

み

く々
」
が
居
る
と
考
え
ら
れ
る
「
久
場
島
御
嶽
」
は
、「
慶
良
間
列
島
に
お
け
る
最
高
所
」
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」（
久
場
島
）
の

「
神か

み

く々
」
は
「
お
さ
ん
」
し
て
、
島
を
通
過
す
る
船
を
見
守
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
海
上
か
ら
見
え
る
岬
や
御
嶽
の
神
々
に
祈
る
常
套
句
「
吾あ

ん　

守ま
ぶ

て　

此
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海と　

渡わ
た

し
よ
わ
れ
」
を
反
復
部
に
持
つ
、
第
十
三
―
九
四
一
「
一
永ゑ

ら

ぶ
良
部
や
む
ま
嶽だ

け　

お
さ
ん
為す

る　

神か
み

く々
／
離は

な

れ
や
む
ま
嶽だ

け　
（
お
さ
ん
為す

る　

神か
み

く々
）」

も
本
歌
と
同
様
に
、「
や
む
ま
嶽だ

け

」
の
「
神か

み

く々
」
が
「
此
海と

」
を
行
く
船
を
高
所
か
ら
見
守
っ
て
い
る
オ
モ
ロ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
オ
モ
ロ
の
反
復
部
は
、
そ

れ
を
船
上
の
船
人
が
御
嶽
に
祈
っ
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
本
歌
も
「
で　

吾わ
ん

」
以
下
の
反
復
部
は
、
船
上
の
船
人
か
ら
の
表
現
と
み
ら
れ
共
通
す
る
。
ま
た
、

第
十
―
五
三
六
に
「
又
雨あ

め　

降ふ

り
遣や

り　

澄す

み
上あ

が
て　

又
く
れ　

降ふ

り
遣や

り　

澄す

み
上あ

が
て　

又
お
さ
ん
嶽だ

け　

貫ぬ

き
当あ

て
れ　

又
真ま

こ

ち
東
風
穴あ

な　

貫の

き
当あ

て

れ
」
が
あ
る
。「
お
さ
ん
嶽だ

け

」
が
ど
こ
な
の
か
は
不
明
だ
が
、
五
三
六
に
本
歌
の
隣
の
間
切
で
あ
る
「
渡と

か嘉
敷し

き

」
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。「
お
さ
ん
嶽だ

け

」

は
渡
嘉
敷
間
切
（
渡
嘉
敷
島
・
前
慶
良
間
島
等
）
に
あ
る
御
嶽
で
、
航
行
す
る
船
の
目
印
に
な
る
御
嶽
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る（

注
９
）。

こ
の
オ
モ
ロ
は
、
雨
が
晴

れ
上
が
る
と
視
界
が
開
け
て
、
目
当
て
に
な
る
御
嶽
が
あ
ら
わ
れ
る
様
子
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
御
嶽
は
神
々
が
高
所
か
ら
航
海
す
る
船
を
見
守
る
御
嶽

で
あ
る
。
こ
れ
も
、
船
上
か
ら
の
視
点
で
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。「
真ま

こ

ち
東
風
穴あ

な　

貫の

き
当あ

て
れ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
船
は
西
方
か
ら
東
方
に
向
か
っ

て
航
海
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
や
宮
古
・
八
重
山
か
ら
「
那な

は覇
泊ど

ま
り

／
親お

や

泊ど
ま
り

」
を
目
指
す
船
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
（
後
述
）。
や
や
細

か
く
な
る
が
、
本
歌
が
「
お
さ
ん
為し

ち
へ　

守ま
ぶ

り
よ
は
（
わ
）」
と
仮
定
条
件
の
形
で
あ
る
の
は
、「
み
ぜ
り
子き

よ

」
が
久
米
島
の
具
志
川
グ
ス
ク
と
か
か
わ
る

神
女
で
、
そ
の
神
女
の
側
か
ら
謡
わ
れ
て
い
る
為
に
座
間
味
の
久
場
島
の
神
々
の
行
為
が
仮
定
条
件
の
か
た
ち
に
な
っ
て
、「
守ま

ぶ

り
よ
は
（
わ
）」
と
な
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。　

那な

は覇
泊ど

ま
り　

貫ぬ

き
当あ

て
ゝ
／
親お

や

泊ど
ま
り   

貫ぬ

き
当あ

て
　ゝ
「
那な

は覇
泊ど

ま
り

／
親お

や

泊ど
ま
り

」
は
、
琉
球
国
の
港
都
、
那
覇
湊
の
こ
と
。
こ
の
対
語
例
は
、
久
米
島
か
ら
那
覇
湊
に

向
か
う
船
を
謡
っ
た
第
十
三
―
七
九
二
「
又
那な

は覇
泊ど

ま
り　

走は

り
合や

へ
ば
／
親お

や

泊ど
ま
り　

走は

り
合や

へ
ば
」
や
第
十
五
―
一
○
五
二
「
又
天あ

め

久く

口ぐ
ち　

親お
や

泊ど
ま
り　

又
那な

は覇

泊ど
ま
り　

親お
や

泊ど
ま
り

」
が
あ
る
。
オ
モ
ロ
以
外
に
も
、
那
覇
湊
を
親
泊
と
謡
う
用
例
は
『
君
南
風
由
来
並
位
階
且
公
事
』
に
入
る
「（
右
之
時
）
具
志
川
間
切
く
わ
い

に
や
」
に
「
な
は
の
こ
が
ね
ぐ
ち
／
な
は
の
お
や
と
ま
り
」（
那
覇
の
黄
金
口
／
那
覇
の
親
泊
）
等
が
あ
る
。
オ
モ
ロ
の
「
親お

や

泊ど
ま
り

」
の
用
例
は
、
第
十
三
―

八
七
二
を
除
い
た
ほ
か
は
す
べ
て
那
覇
湊
を
示
し
た
例
で
あ
り
、
琉
球
国
の
中
心
の
港
を
い
っ
た
語
が
「
親お

や

泊ど
ま
り

」
で
あ
る
。「
貫ぬ

き
当あ

て
ゝ
」
は
、
真
っ
直

ぐ
目
指
し
て
と
い
う
意
。
琉
球
語
「
ヌ
チ
ュ
ン
」〈
貫
く
〉
は
、「
①
ぬ
く
。
貫
く
。
穴
に
通
す
。
糸
を
通
す
」
の
意
以
外
に
、「
②
突
く
。
差
す
。
指
先
や

棒
の
先
で
突
く
。
指
さ
す
」
意
が
あ
る
（『
沖
縄
語
辞
典
』。
本
稿
〔
16
〕
の
【
語
釈
】「
穂ほ

う
ば
な花　

取と

て　

貫ぬ

き
上あ

げ
」
参
照
）。〈
貫
く
〉
に
差
し
貫
く
の

意
が
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、〈
貫
き
当
て
る
〉
は
目
的
地
を
指
し
当
て
、
目
指
す
意
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
オ
モ
ロ
の
他
の
用
例
は
、
前
述
し
た
第
十
―

五
三
六
に
あ
る
。
理
想
的
な
航
海
は
、
目
的
地
に
真
っ
直
ぐ
快
走
す
る
航
行
で
あ
る
。
第
十
三
―
九
○
○
に
「
島し

ま　

見み

ら
ば　

久く

め

あ

ら

米
阿
良　

明あ
ち
や日

わ　

那な

は覇

泊ど
ま
り

」（
島
を
見
た
な
ら
ば
、
久
米
島
の
阿
良
岳
だ
、
明
日
は
も
う
那
覇
泊
に
着
く
）
が
あ
る
。
ま
た
、
有
名
な
琉
歌
、
花
風
節
も
「
四
一
三
五　

三
重
城
に

『おもろさうし』選詳解Ⅳ

（
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の
ぼ
て　

手
巾
持
ち
上
げ
れ
ば　

早
船
の
な
ら
ひ
や　

一
目
ど
見
ゆ
る
」（
三
重
グ
ス
ク
に
登
っ
て
手
巾
を
振
っ
た
が
、
早
船
の
た
め
し
と
し
て
一
目
し
か

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）
が
あ
る
。
快
走
す
る
姿
の
船
が
、
航
海
安
全
を
願
う
理
想
の
航
行
な
の
で
あ
る
。
那
覇
湊
を
「
貫ぬ

き
当あ

て
ゝ
」
と
す
る
表
現
の

背
景
に
は
、
そ
の
よ
う
な
理
想
的
な
航
海
が
思
い
描
か
れ
て
い
る
。

【
解
説
】

本
歌
は
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
に
付
い
た
「
聞
書
」
に
「
久
高
津
堅
し
ま
の
事
な
り
」
と
い
う
注
が
付
い
て
い
る
た
め
に
、『
辞
典
』
等
で
も
久
高
島
が
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
前
述
し
た
通
り
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
は
座
間
味
村
の
久
場
島
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
岩
波
文
庫
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
既
に
訂
正
さ
れ
て
い
る
。

「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」
が
座
間
味
村
の
久
場
島
で
あ
る
こ
と
は
、
八
重
山
歌
謡
で
も
、
以
下
の
よ
う
に
謡
わ
れ
て
お
り
、
確
認
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

）
（注

（
注

。

ジ
ラ
バ
22　

春う
る
じ
ん

ぬ
前ま

い

ぬ
渡
（
石
垣
島
大
浜
村
）

（
前
半
省
略
）

５
黒く

る
し
ま島

ぬ　

先
島
ぬ　

上
な
が                     　
　
　
　
　
　

黒
島
の
先
島
の
上
に

６
白し

る
く
む雲

ぬ　

ぬ
り
雲く

む

ぬ　

ば
し
ゆ
か
ら               　
　
　
　
　

白
雲
の
積
雲
の
時
に

７
吹
き
で
ぃ
た
る　

す
ぎ
ぃ
で
ぃ
た
る　

に
ー
ぬ
風か

じ　
　
　
　
　

吹
き
だ
し
た
過
ぎ
だ
し
た
根
の
風

８
く
ぬ
風か

じ

や　

ぶ
ば
ま
け
ー
ら
ぬ　

に
が
い
風か

じ　
　
　
　
　
　
　

こ
の
風
は
姉
妹
達
の
願
い
風

９
く
ぬ
う
い
や　

ぶ
な
り
け
ー
ら
ぬ　

に
が
い
う
い　
　
　
　
　

こ
の
追
い
風
は
姉
妹
達
の
願
う
追
風

10
か
り
ゆ
し
や　

く
ぬ
風か

じ

に　

い
だ
し
ょ
う
り　
　
　
　
　
　
　

嘉
礼
吉
（
船
の
美
称
語
）
は
こ
の
追
い
風
に
出
し
て
下
さ
い

11
い
し
や
じ
よ
う
や　

く
ぬ
う
い
に　

む
ち
ぁ
し
よ
う
り　
　
　

石
垣
船
は
こ
の
追
い
風
に
持
た
し
て
下
さ
い

12
今き

ゆ日
走は

ら
し　

明あ
ち
や日

あ
か
ら
し　

見
り
ば
ど
ぅ　
　
　
　
　
　

今
日
走
ら
せ
明
日
上
ら
せ
て
見
れ
ば

13
前ま

い

慶き

ら

ま
良
間　

く
ぶ
や
た
き　

う
が
ま
り               　
　
　
　

前
慶
良
間
の
蒲
葵
嶽
が
拝
ま
れ

14
ま
た
ん
走は

ら
し  

明あ
ち
や日

あ
か
ら
し　

見
り
ば
ど
ぅ      　
　

 　

ま
た
走
ら
せ
明
日
上
が
ら
せ
て
見
れ
ば

15
那な

は覇
港み

な
と
ぅ　

寺て
ぃ
ら

ぬ
す
ば　

か
き
と
ぅ
め　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

那
覇
の
港
波
上
権
現
の
側
に
船
を
着
け
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16
綱ち

な

う
る
し　

か
り
う
る
し　

ば
か
む
ぬ　
　
　
　
　
　
　
　
　

綱
を
降
ろ
せ
碇
を
降
ろ
せ
若
者

（
以
下
、
省
略
）

こ
の
ウ
タ
の
「
前ま

い

慶き

ら

ま
良
間
」
と
は
、
渡
嘉
敷
村
の
前
島
を
い
う
の
で
は
な
く
、
八
重
山
か
ら
航
海
し
て
き
た
時
に
最
初
に
見
え
る
久
場
島
を
い
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
。『
座
間
味
村　

ふ
る
さ
と
昔
の
話
』
の
「
久
場
島
の
ク
ボ
ー
の
宮
」
に
記
さ
れ
た
「
宮
古
・
八
重
山
辺
り
の
漁
か
ら
戻
る
時
に
、
一
番
先

に
見
え
て
く
る
の
が
、
久
場
島
の
山
で
す
」
と
あ
る
「
く
ぶ
や
た
き
」
が
、
本
歌
の
「
蒲こ

ば葵
島し

ま

」（
久
場
島
）
で
あ
る
。
前
述
し
た
第
十
―
五
三
六
の
「
お

さ
ん
嶽だ

け

」
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
渡
嘉
敷
間
切
の
島
々
、
本
歌
の
久
場
島
の
あ
る
座
間
味
間
切
の
島
々
、
あ
る
い
は
二
間
切
（
具
志
川
間
切
・
仲
里
間
切
）

が
あ
る
久
米
島
、
さ
ら
に
は
渡
名
喜
島
、
粟
国
島
は
、
王
国
の
玄
関
口
と
も
い
え
る
那
覇
湊
に
出
入
り
す
る
船
の
風
待
ち
の
島
、
通
過
地
の
島
で
あ
る
。
そ

う
い
う
点
で
、
こ
れ
ら
の
島
は
航
行
す
る
船
に
と
っ
て
重
要
な
地
で
あ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
八
「
座
間
味
間
切
」
に
は
、
以
下
二
つ
の
「
御
拝
」

が
記
さ
れ
て
い
る
（「
渡
唐
船
」
は
帰
唐
船
の
誤
り
か
）。

渡
唐
船
ノ
為
御
拝

毎
年
五
月
ニ
渡
唐
船
ノ
為
メ
、
座
間
味
ノ
ロ
火
神
ノ
前
ニ
、
サ
バ
ク
リ
・
頭
頭
・
百
姓
中
ニ
テ
仙
香
焼
上
ゲ
、
御
立
願
ノ
御
拝
仕
リ
、
帰
帆
ノ
時
、
仙
香
・

御
酒
祭
リ
、
結
願
仕
也　

　走
渡
唐
船
御
拝

秋
、
走
渡
唐
船
二
艘
ノ
時
、
御
船
手
ヨ
リ
御
願
物
、
焼
酎
一
沸
六
合
・
御
花
米
五
升
・
今
焼
マ
カ
リ
三
十
枚
請
取
、
座
間
味
ノ
ロ
火
神
ノ
前
・
阿
佐
村
ノ
ト

ノ
・
阿
真
村
シ
ン
マ
ノ
ト
ノ
ニ
祭
奠
、
ノ
ロ
御
タ
カ
ベ
ニ
テ
、
サ
バ
ク
リ
中
御
拝
仕
申
也

　

附　

唐
船
一
艘
ノ
時
ハ
御
願
物
、
右
ノ
半
分
也
（
但
、
船
走
出
ケ
ル
ヲ
見
テ
、
御
タ
カ
ベ
ハ
仕
ル
例
也
）

『
琉
球
国
由
来
記
』
に
お
け
る
唐
船
に
関
す
る
「
御
拝
」
の
記
事
は
、
ほ
か
に
「
粟
国
島
」
や
「
伊
江
島
」
に
も
「
帰
唐
船
祈
願
」
が
あ
る
。
そ
の
内
の

「
粟
国
島
」
の
「
祈
願
」
は
、
以
下
で
あ
る
。
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帰
唐
船
祈
願

五
月
朔
日
ニ
「
帰
唐
船
ノ
フ
ゴ
ト
モ　

百
ガ
ホ
ウ　

ア
ル
ヤ
ニ　

御
見
守
メ
シ
ヨ
ワ
チ
ヘ　

那
覇
ノ
湊
ニ　

乗
リ
ア
ル
ヤ
ニ
」
ト
、
ノ
ロ
火
神
・
八
重
ノ
御

嶽
・
ガ
ダ
ノ
コ
御
嶽
、
三
御
前
ニ
麦
神
酒
二
ツ
・
御
香
・
麦
・
御
花
九
合
ヅ
ヽ
居
上
ゲ
、
ノ
ロ
・
根
神
、
御
タ
カ
ベ
。
サ
バ
ク
リ
・
頭
頭
相
揃
、
三
十
三
拝

九
拝
仕
ル
也

「
座
間
味
間
切
」
の
「
御
拝
」
も
「
五
月
」
に
行
う
も
の
で
あ
る
が
、「
五
月
」
は
南
風
が
安
定
的
に
吹
く
季
節
で
あ
る
。「
粟
国
島
」
の
「
五
月
」
の

「
御
タ
カ
ベ
」（「
帰
唐
船
ノ
フ
ゴ
ト
モ
」
以
下
）
は
、
琉
球
の
帰
唐
船
が
何
事
も
な
く
無
事
で
多
く
の
好
運
が
あ
る
よ
う
に
御
見
守
り
下
さ
っ
て
、
那
覇
の

湊
に
乗
り
着
け
る
よ
う
に
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
座
間
味
間
切
」
の
「
五
月
」
の
「
御
拝
」
と
、「
粟
国
島
」
の
「
祈
願
」
は
、
中
国
に
渡
っ
た
琉
球
船
が

無
事
に
帰
っ
て
来
る
祭
祀
を
記
し
た
記
事
で
あ
る
。
一
方
、
北
風
が
吹
く
季
節
の
「
秋
、
走
渡
唐
船
御
拝
」
は
中
国
に
渡
る
琉
球
船
の
「
御
拝
」
だ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、『
琉
球
国
由
来
記
』
の
「
座
間
味
間
切
」
の
記
事
に
は
、
帰
唐
・
渡
唐
に
か
か
わ
る
「
御
拝
」
が
記
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
島
が
琉
球
か

ら
中
国
へ
の
往
還
の
要
所
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、「
雍
正
十
三
年
」（
一
七
三
五
）
の
『
久
米
仲
里
間
切
公
事
帳
』
に
記
さ
れ
る
「
唐
船

方
」
に
は
、
那
覇
湊
か
ら
「
唐
船
」
が
出
船
す
る
際
に
久
米
島
の
最
高
神
女
、
君
南
風
等
が
祈
願
す
る
「
海
上
安
全
之
御
た
か
へ
」
を
「
渡
合
之
さ
は
く

り
」（
沖
縄
島
に
出
張
し
た
役
人
）
が
受
け
取
り
、
そ
れ
を
神
女
等
に
届
け
て
お
い
て
「
唐
船
出
船
」
近
く
に
「
御
た
か
へ
」
す
る
と
い
う
記
事
が
あ
る

）
（（

（
注

。

一
唐
船
出
船
之
時
久
米
嶋
君
南
風
殿
内
兼
城
の
ろ
殿
内
宇
根
の
ろ
殿
内
中
城
嶽
合
四
所
江
海
上
安
全
之
御
た
か
へ
為
造
用
八
月
限
御
船
手
よ
り
渡
合
之
さ
は

　

く
り
ニ
而
請
取
持
渡
銘
々
相
届
置
唐
船
出
船
近
御
た
か
へ
仕
候
事

『
琉
球
国
由
来
記
』
の
久
米
二
間
切
の
記
事
に
は
、
特
に
唐
船
に
か
か
わ
る
祈
願
は
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
公
事
帳
』
等
に
は
祭
祀
を
含
め
た
「
唐
船
」

に
か
か
わ
る
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
久
米
島
は
、
座
間
味
や
渡
嘉
敷
、
渡
名
喜
、
粟
国
以
上
に
、
中
国
や
宮
古
・
八
重
山
へ
の
航
路
の
要
衝
に

な
っ
た
島
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（注

（
注

。

本
歌
と
同
様
「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

が　

も
ぢ
よ
る
」
で
謡
い
出
す
オ
モ
ロ
は
、
本
歌
を
挟
ん
で
七
六
七
か
ら
七
七
○
と
四
首
連
続
す
る
が
、
七
六
七
に
は
久
米

島
の
「
具ぐ

し志
川か

わ

」（
具
志
川
グ
ス
ク
）
と
対
語
を
と
る
「
金か

な
ふ
く福

」
が
で
る
。
詳
細
は
不
明
だ
が
、「
み
ぢ
へ
り
子き

よ

」
は
久
米
島
の
具
志
川
グ
ス
ク
と
か
か
わ
る
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神
女
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
四
首
は
久
米
島
の
側
か
ら
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
だ
と
思
わ
れ
る
。
次
の
七
七
一
か
ら
七
七
三
は
神
女
「
よ
き
な
わ
」
が
で
る
が
、
こ

れ
も
「
金か

な
ふ
く福

」
が
謡
わ
れ
、
や
は
り
久
米
島
か
ら
謡
わ
れ
た
オ
モ
ロ
で
は
な
い
か
。
七
七
一
に
は
、「
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
」
と
い
う
表
現
が
で
る
が
、
こ
れ
は
久
米
島
か
ら
那
覇
湊
の
途
中
に
あ
る
「
渡と

な

き
名
喜
／
慶け

ら

ま
良
間
」
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。「
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
」
と
は
、
久
米
島
の
神
女
「
よ
き
な
わ
」
が
久
米
島
と
那
覇
の
間
に
あ
る
「
渡と

な

き
名
喜
／
慶け

ら

ま
良
間
」
を
、
交
通

の
架
け
橋
に
な
っ
た
場
所
で
あ
る
と
謡
っ
た
オ
モ
ロ
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
本
歌
を
挟
ん
だ
七
六
七
か
ら
七
七
○
と
そ
れ
に
続
く
七
七
一
か
ら

七
七
三
は
、
パ
ラ
レ
ル
な
関
係
に
あ
る
オ
モ
ロ
群
で
、
久
米
島
の
神
女
が
久
米
島
と
那
覇
湊
の
間
に
あ
る
「
渡と

な

き
名
喜
／
慶け

ら

ま
良
間
」（
慶
良
間
は
座
間
味
間
切

と
渡
嘉
敷
間
切
か
ら
な
る
）
を
謡
い
、
そ
こ
を
安
全
な
航
行
で
通
過
す
る
こ
と
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
七
七
一
と
七
七
三
は
「
よ
き
な
わ
が

も
ぢ
よ
ろ
／
神か

み

に
し
や
が　

も
ぢ
よ
ろ
」
と
謡
い
だ
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
本
歌
を
含
む
七
六
七
か
ら
七
六
九
と
神
女
は
変
わ
る
が
同
じ
表
現
の
オ
モ
ロ
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
同
様
の
表
現
が
連
続
す
る
一
連
の
オ
モ
ロ
は
、
な
ん
ら
か
の
関
連
性
を
持
っ
た
オ
モ
ロ
群
で
あ
る
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
ひ
と
つ
ず
つ
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
、
オ
モ
ロ
の
詳
細
な
読
解
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
本
歌
は
ど
の
湊
を
出
航
し
た
船
な
の
か
。
先
に
引
い
た
八
重
山
の
歌
謡
が
あ
っ
た
が
、
本
歌
は
お
そ
ら
く
中
国
か
ら
帰
る
琉
球
船
を
謡
っ
た

ウ
タ
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
な
に
を
謡
う
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
が
、
地
方
オ
モ
ロ
に
宮
古
や
八
重
山
の
先
島
世
界
が
入

っ
て
い
な
い
こ
と
や
先
島
世
界
が
謡
わ
れ
る
の
は
、
首
里
王
府
の
「
八
重
山
侵
攻
」
に
関
連
し
た
オ
モ
ロ
が
中
心
で
あ
る
こ
と
等
を
考
え
る
と
、
本
歌
は
ま

ず
は
中
国
か
ら
沖
縄
島
に
帰
る
帰
唐
船
の
航
海
の
安
全
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
は
な
い
か
。
先
に
引
い
た
『
琉
球
国
由
来
記
』
は
、
帰
唐
・
渡
唐
の
「
御
拝
」

で
あ
る
。
日
本
へ
の
航
行
は
、「
吾あ

ん　

守ま
ぶ

て　

此
海と　

渡わ
た

し
よ
わ
れ
」
と
い
う
常
套
句
を
反
復
部
と
す
る
オ
モ
ロ
に
み
ら
れ
る

）
（注

（
注

。
つ
ま
り
は
、『
お
も
ろ
さ
う

し
』
が
主
に
謡
う
航
海
歌
は
中
国
や
日
本
へ
の
航
海
が
中
心
で
、
そ
れ
に
準
じ
た
奄
美
地
域
、
あ
る
い
は
久
米
島
と
の
航
海
が
主
に
謡
わ
れ
る
と
想
像
さ
れ

る
。
こ
れ
も
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
持
つ
性
格
に
起
因
す
る
問
題
に
な
ろ
う
。

【
注
】

（
注
１
）
伊
波
普
猷
「
あ
ま
み
や
考
」（『
日
本
文
化
の
南
漸
―
を
な
り
神
の
島
続
篇
―
』
楽
浪
書
院
、
一
九
三
九
年
刊
、『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
五
巻
所
収
）。

（
注
２
）「
座
間
味
村
ふ
る
さ
と
昔
の
話
」
編
集
委
員
会
『
座
間
味
村　

ふ
る
さ
と
昔
の
話
』
座
間
味
村
教
育
委
員
会
、
二
○
一
三
年
刊
。

（
注
３
）
拙
論
「
オ
モ
ロ
の
美
称
語
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
刊
）。
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（
注
４
）
拙
論
「
琉
球
弧
の
ウ
タ
に
あ
ら
わ
れ
た
〈
巡
行
叙
事
〉
表
現
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
刊
）。

（
注
５
）
沖
縄
県
教
育
庁
文
化
課
『
琉
球
国
絵
図
史
料
集
第
一
集
―
正
保
国
絵
図
及
び
関
連
史
料
―
』
沖
縄
県
教
育
委
員
会
、
一
九
九
二
年
刊
。

（
注
６
）
笹
森
儀
助
・
東
喜
望
校
注
『
南
嶋
探
検　

１
』
平
凡
社
、
一
九
八
二
年
刊
。

（
注
７
）
座
間
味
村
史
編
集
委
員
会
『
座
間
味
村
史
』
上
、
座
間
味
村
役
場
、
一
九
八
九
年
刊
。　

（
注
８
）
拙
論
「
沖
縄
の
こ
と
ば
―
神
歌
か
ら
、
神
の
眼
差
し
―
」（『
悠
久　

特
集 

古
代
語
の
世
界
』
第
一
四
五
号
、
お
う
ふ
う
、
二
○
一
六
年
刊
）。

（
注
９
）「
お
さ
ん
嶽だ

け

」
の
候
補
地
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
テ
ィ
ラ
ダ
キ
」（
渡
嘉
敷
村
字
阿
波
連
富
里
登
原
五
七
九
番
地
）
が
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
は
「
唐
船
が
来
た
と
き
に
王
府
に

知
ら
せ
る
狼
煙
を
上
げ
る
場
所
で
、
ヒ
ー
タ
テ
ィ
ヤ
ー
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。
ま
た
出
船
・
入
船
の
時
に
は
、
こ
の
場
所
で
見
送
っ
た
と
い
う
。
中
国
、
台
湾
、
先
島
に
行

く
船
が
あ
る
と
き
に
は
、
最
近
ま
で
こ
こ
に
登
っ
て
見
送
り
を
し
て
い
た
」
場
所
で
あ
る
と
い
う
（
渡
嘉
敷
村
史
編
集
委
員
会
『
渡
嘉
敷
村
史　

資
料
編
』
渡
嘉
敷
村
役
場
、

一
九
八
七
年
刊
）。

（
注
10
）
引
用
は
、『
南
島
歌
謡
大
成
Ⅳ　

八
重
山
篇
』
に
よ
る
が
、
口
語
訳
は
私
意
に
よ
る
。
な
お
、
こ
の
外
に
「
ジ
ラ
バ　

17
浦う

ら

船ふ
ね
ー

じ
ら
ば
（
石
垣
島
登
野
城
村
）」
等
に
も
「
前ま

い

慶き

ら

ま
良
間　

く
ぶ
や
た
き
」
の
詞
章
が
み
ら
れ
る
。

（
注
11
）
沖
縄
久
米
島
調
査
委
員
会
『
沖
縄
久
米
島　

資
料
篇
』
弘
文
堂
、
一
九
八
三
年
刊
。

（
注
12
）
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
刊
）。

（
注
13
）
嘉
手
苅
千
鶴
子
「
我あ

ん
ま
ぶ守

て
此こ

の
海と

渡わ
た

し
よ
わ
れ
」（
お
も
ろ
研
究
会
『
お
も
ろ
さ
う
し
精
華
抄
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
八
七
年
刊
）。

〔
15
〕〈「
精せ

声く
い　

聞き

ゝ
欲ぼ

し
や　

国く
に

鳴と

よ響
み
」
―
鼓
の
声
―
〉

【
本
文
】

第
二
十
一
―
一
四
七
八
（
重
複
、
第
十
一
―
五
九
一
）

あ
お
り
や
へ
が
ふ
し

一
久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
久
米
の
こ
い
し
の
が
（
オ
モ
ロ
を
謡
わ
れ
る
）

百も
ゝ
う
ら浦

こ
ゑ
し
の
が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
浦
こ
い
し
の
が
（
オ
モ
ロ
を
謡
わ
れ
る
）
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精せ

声く
い　

聞き

ゝ
欲ぼ

し
や　

国く
に

鳴と

よ響
み　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
霊
妙
な
る
声
を
聞
き
た
い
国
鳴
響
み
（
鼓
の
美
称
語
）
よ
〕

又
綾あ

や
み
ね嶺

に　

在あ

つ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
美
し
い
嶺
に
ず
っ
と
あ
っ
た

大う
き
お
ほ
ぢ

祖
父
が　

植う

ゑ
木け　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ウ
キ
オ
ホ
ヂ
の
植
木

又
綾あ

や
み
や庭

に　

在あ

つ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
美
し
い
庭
に
ず
っ
と
あ
っ
た

大う
き
は
わ

祖
母
が　

植う

ゑ
木け　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ウ
キ
ハ
ワ
の
植
木

又
宇う

ね根
に　

居お

て　

打う

て
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
（
そ
れ
で
造
っ
た
鼓
を
）
宇
根
に
居
て
打
つ
と

大
里ざ

と

に　

鳴と

よ響
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
里
に
ま
で
鳴
り
響
い
て

又
大
里ざ

と

に　

打う

て
ば　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
（
そ
れ
で
造
っ
た
鼓
を
）
大
里
で
打
つ
と

大
国く

に

に　

鳴と

よ響
で　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

沖
縄
に
ま
で
鳴
り
響
い
て

【
鑑
賞
】

鼓
を
称
え
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
は
、
三
線
で
謡
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
鼓
が
オ
モ
ロ
の
重
要
な
楽
器
で
あ
り
、
祭
具
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
命
あ
る

も
の
と
し
て
謡
わ
れ
る
。
そ
の
鼓
が
、
聖
な
る
場
所
で
久
米
島
の
始
祖
と
思
わ
れ
る
ウ
キ
オ
ホ
ヂ
・
ウ
キ
ハ
ワ
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
木
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
と
謡
う
の
は
、
鼓
の
聖
な
る
起
源
に
遡
っ
て
賛
美
す
る
〈
生
産
叙
事
〉
と
い
う
表
現
様
式
に
よ
る
。
称
え
ら
れ
た
鼓
は
、
大
国
（
沖
縄
）
に
ま
で
鳴
り
響

く
、
霊
妙
な
声
を
持
つ
と
謡
っ
て
い
る
。

【
語
釈
】

久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
／
百も

ゝ
う
ら浦

こ
ゑ
し
の　
「
久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
」
は
、『
混
効
験
集
』
に
は
「
右
同
（
神
の
名
な
り
）」
と
あ
る
。「
聞
書
」
は
本
歌
と
第
二
十
一

―
一
四
三
四
に
「
名
人
也
」「
名
人
之
事
」
と
い
う
注
が
付
く
。「
名
人
」
と
い
う
注
は
こ
の
二
例
だ
け
で
あ
る
が
、「
名
人
」
と
い
う
語
は
一
般
に
オ
モ
ロ

歌
唱
者
の
こ
と
を
い
う
（〔
13
〕
参
照
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、「
聞
書
」
は
こ
れ
を
オ
モ
ロ
歌
唱
者
と
誤
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
神
女
と
オ
モ
ロ
歌
唱
者
と

を
分
け
る
考
え
方
は
あ
く
ま
で
研
究
上
の
事
柄
で
あ
り
、
オ
モ
ロ
を
上
手
に
謡
う
者
は
「
名
人
」
だ
と
す
る
認
識
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
様
な

点
で
、
本
歌
の
「
久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
」
に
付
い
た
「
名
人
」
と
い
う
注
は
、
貴
重
で
あ
る
。

『おもろさうし』選詳解Ⅳ

（
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「
久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
」
の
用
例
は
「
久く

め米
の
こ
い
し
の
」
の
表
記
も
あ
り
、
久
米
島
の
「
二
間
切
」（
具
志
川
間
切
、
仲
里
間
切
）
を
謡
っ
た
第
二
十
一

（
第
十
一
）
に
で
る
が
、
第
十
二
や
第
十
三
に
も
で
る
。
ま
た
、「
こ
ゑ
し
の
」「
こ
い
し
の
」
も
第
十
三
―
七
七
五
と
七
九
二
に
で
る
が
、
こ
れ
も
そ
れ

ぞ
れ
ひ
と
つ
手
前
の
オ
モ
ロ
が
久
米
島
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
久
米
島
の
〈
こ
い
し
の
〉
を
謡
っ
た
用
例
だ
ろ
う
。
も
う
一
例
、
第
二
十
二
―

一
五
五
三
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
久
米
島
の
オ
モ
ロ
と
重
複
す
る
も
の
で
、
こ
れ
も
久
米
島
の
〈
こ
い
し
の
〉
で
あ
る
。〈
こ
い
し
の
〉
は
外
に
、
第
十
三
―

九
三
一
「
与よ

論ろ
ん

こ
い
し
の
／
離は

な

れ
こ
い
し
の
」、
第
十
三
―
九
三
二
「
与よ

論ろ
ん

こ
い
し
の
／
根ね

国く
に

こ
い
し
の
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
は
久
米
島
の
神
女
を
い

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
百も

ゝ
う
ら浦

こ
ゑ
し
の
」
は
「
久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
」
の
対
語
だ
が
、「
百も

ゝ
う
ら浦

こ
ゑ
し
の
」「
百も

ゝ
う
ら浦

こ
い
し
の
」
は
、
例
外
な
く
「
久く

め米

の
こ
ゑ
し
の
」「
久く

め米
の
こ
い
し
の
」
の
対
語
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、〈
こ
い
し
の
〉
は
、「
ま
ぢ
ら
ず
」
第
十
一
―
六
四
八
・
六
四
九
・
第
二
十
一
―

一
四
三
四
、「
神か

み

に
し
や
」
第
十
三
―
七
七
五
、「
お
な
り
神が

み

」
第
十
三
―
七
九
二
と
、
そ
れ
ぞ
れ
対
語
を
と
っ
て
い
る
。           

〈
こ
い
し
の
〉
と
久
米
島
と
の
地
名
の
か
か
わ
り
を
み
る
と
、
第
十
一
―
六
一
一
・
第
二
十
一
―
一
四
六
七
に
中
城
、
第
十
一
―
五
八
○
・
六
四
七
・
第

十
二
―
七
八
三
・
第
二
十
一
―
一
五
○
五
に
具
志
川
、
第
十
三
―
七
八
五
に
伊
敷
索
が
で
る
。
中
城
・
具
志
川
・
伊
敷
索
は
、
久
米
島
の
主
要
な
グ
ス
ク
で

あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
本
歌
は
宇
根
と
い
う
地
名
、
あ
る
い
は
グ
ス
ク
名
（
宇
根
グ
ス
ク
）
が
で
る
が
、
宇
根
を
謡
っ
た
ウ
タ
で
は
な
く
、
君
南
風
の
住

ま
い
で
あ
る
君
南
風
御
殿
、
具
志
川
間
切
の
仲
地
「
綾あ

や
み
や庭

」
を
中
心
に
し
た
ウ
タ
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
他
の
〈
こ
い
し
の
〉
の
用
例
と
は
矛
盾
し
な
い
。

〈
こ
い
し
の
〉
は
久
米
島
の
特
定
の
村
落
の
神
女
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
久
米
島
全
体
を
代
表
す
る
よ
う
な
神
女
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

精せ

声く
い　

聞き

ゝ
欲ぼ

し
や　

国く
に

鳴と

よ響
み　

本
歌
の
反
復
部
で
あ
る
。「
精せ

声く
い

」
は
霊
妙
な
る
音
、
霊
力
あ
る
音
の
意
。「
精せ

」
は
船
の
美
称
語
、
も
し
く
は
船
名
で

あ
る
第
三
―
九
七
「
気け

有や

る
世よ

寄ゝ
す
富と

み

／
精せ

有や

る
浮お

き
珍め

づ

ら
」
や
、「
精せ

」
と
「
気け

お

」
を
並
べ
比
較
す
る
興
味
深
い
用
例
、
第
十
九
―
一
二
九
七
「
精せ

有や

ら

ば　

気け
お

並く
な

べ　

為せ

ら
に
」
が
あ
っ
て
、「
気け

」「
気け

お

」
と
の
対
語
や
そ
れ
と
比
較
す
る
語
に
な
っ
て
い
る
。「
聞
書
」
は
こ
の
「
精せ

」
に
「
勢
軍
の
事
也
」
と

い
う
注
を
付
け
て
い
る
。「
気け

」「
気け

お

」
は
霊
的
力
に
充
ち
た
聖
域
「
け
お
の
内う

ち

」「
け
よ
の
内う

ち

」
の
「
け
お
」「
け
よ
」
と
同
じ
語
だ
と
理
解
さ
れ
る
。『
辞

典
』
は
「
精せ

」
を
「
セ
ヂ
。
不
可
視
の
霊
力
。「
せ
い
」「
せ
へ
」「
す
へ
」「
す
ゑ
」「
し
ひ
」
に
同
じ
」
と
し
て
い
る
。

本
歌
が
鼓
の
音
を
「
精せ

声く
い

」
と
謡
っ
て
い
る
よ
う
に
、
オ
モ
ロ
で
は
鼓
の
音
は
、〈
声
〉
と
表
現
さ
れ
る
。
鼓
の
声
と
す
る
用
例
は
、
日
本
の
古
典
（『
源

氏
物
語
』「
御
法
」、『
春
日
権
現
験
記
』
等
）
に
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
本
歌
に
で
る
「
聞き

ゝ
欲ぼ

し
や
」
が
で
る
用
例
に
、
第
十
七
―
一
二
○
五
「
鼓つ

ゞ
み

声こ
へ　

聞き

ゝ
欲ぼ

し
や
」
が
あ
る
。
ま
た
、
第
十
三
―
八
二
七
に
「
声こ

へ

加が

那な

し

な
志
鳴
り
清き

よ

ら
」、
第
十
―
五
一
三
に
も
「
声こ

ゑ
か
ず数

の
鳴な

り
清き

よ

ら
」
と
い
う
鼓
の
美
称
語
も
で

る
。
オ
モ
ロ
に
は
、
音
（
お
と
）
の
用
例
は
な
く
、
音
（
ね
）
の
用
例
は
神
女
「
よ
き
な
わ
」
が
オ
モ
ロ
の
音
頭
を
と
る
こ
と
を
謡
っ
た
第
六
―
三
三
九
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「
よ
き
な
わ　

音ね　

取と

て
」
が
あ
る
だ
け
で
、
鼓
の
音お

と

、
鼓
の
音ね

と
す
る
用
例
は
な
い
。
鼓
の
音お

と

、
鼓
の
音ね

を
鼓
の
声
と
表
現
す
る
の
は
、
鼓
が
物
で
は
な

く
霊
的
な
力
が
宿
っ
た
も
の
と
し
て
神
格
化
し
た
捉
え
方
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
十
三
―
八
二
七
に
「
声こ

へ

加が

那な

し

な
志
鳴
り
清き

よ

ら
」
と
い
う
用
例
が
あ

っ
た
が
、〈
―
加
那
志
〉（
加
那
志
は
形
容
詞
「
か
な
し
」
を
語
義
と
す
る
下
接
す
る
修
飾
語
。
折
口
信
夫
が
い
う
逆
語
序
）
は
一
般
的
に
、
神
や
神
女
、
国

王
等
の
神
名
や
人
名
、
あ
る
い
は
神
や
神
女
、
国
王
等
を
敬
称
す
る
語
を
形
成
す
る
接
尾
敬
称
語
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
鼓
は
〈
声
加
那
志
〉
の
外

に
第
四
―
一
九
一
他
「
鳴な

り
加が

な

し
那
志
」、
第
八
―
四
三
四
「
聞き

ゝ
加が

な

し
那
志
」
と
い
う
用
例
を
持
つ
。
な
お
、
神
や
神
女
、
国
王
等
の
神
名
や
人
名
の
ほ
か
に

〈
―
加
那
志
〉
の
用
例
を
持
つ
の
は
、
馬
の
敬
称
第
八
―
四
○
○
「
乗の

り
加が

な

し
那
志
」、
聖
地
、
嶽
・
杜
を
神
格
化
し
た
第
十
四
―
九
八
九
「
嶽た

け

加が

な

し
那
志
／
杜も

り

加が

な

し
那
志
」
が
あ
る（

注
１
）。

「
国く

に

鳴と

よ響
み
」
は
、
鼓
の
美
称
語
で
あ
る
。
他
に
第
十
九
―
一
三
二
四
・
一
三
二
五
他
に
も
で
る
。
一
三
二
五
の
用
例
は
「
鼓つ

ゞ
み

の
按あ

ぢ司　

国く
に

鳴と

よ響
み
」
で

あ
り
、
最
高
に
す
ば
ら
し
い
鼓
で
あ
る
「
国く

に

鳴と

よ響
み
」
と
称
え
た
表
現
を
し
て
い
る
。
た
だ
、「
国く

に

鳴と

よ響
み
」
は
鼓
に
限
定
し
た
美
称
語
で
は
な
く
、
第
七

―
三
六
七
に
は
「
国く

に

鳴と

よ響
み　

煽あ
お

ら
ち
へ
／
国く

に
め
づ珍

ら　

煽あ
お

ら
ち
へ
」
と
い
う
よ
う
に
幡
や
冷
傘
、
あ
る
い
は
扇
の
美
称
語
の
用
例
も
あ
る
。
ま
た
、
第
七
―

三
六
三
に
は
「
見み

物も
ん
あ
す遊

び　

間ま

遠と
う

さ
／
国く

に

鳴と

よ響
み　

間ま

遠と
う

さ
」
も
あ
り
、
こ
れ
は
祭
祀
の
美
称
語
だ
と
思
わ
れ
る
。「
国く

に

鳴と

よ響
み
」
は
、
国
を
鳴
り
響
か
す

も
の
、
国
を
名
高
く
す
る
も
の
の
意
で
あ
る
が
故
に
、
様
々
な
意
味
の
美
称
語
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。〈
―
鳴
響
み
〉
は
〈
―
加
那
志
〉
と
同
じ
く
下
接
す

る
修
飾
語
で
、
神
名
や
人
名
、
美
称
語
等
の
特
殊
な
語
を
作
る
。
鼓
の
美
称
語
と
し
て
は
、
第
一
―
三
七
「
鳴な

り
鳴と

よ響
み
」
が
あ
る
。
ま
た
、
船
の
美
称
語

に
も
第
十
三
―
八
五
五
「
君き

み

鳴と

よ響
み
／
浮う

き
鳴と

よ響
み
」、
第
五
―
二
七
九
「
浦う

ら

鳴と

よ響
み
」
が
あ
る
。

綾あ
や
み
ね嶺

に　

在あ

つ
る
／
綾あ

や
み
や庭

に　

在あ

つ
る　

重
複
の
オ
モ
ロ
は
「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
で
は
な
く
、「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
ね嶺

」
の
か
た
ち
で
あ
る
。
用
例
と
し
て
は
、

「
綾あ

や
み
ね嶺

」
は
少
な
く
「
綾あ

や
み
や庭

」
が
多
い
。「
綾あ

や

」
は
「
奇く

せ
」
と
対
語
を
作
り
、
第
十
三
―
八
三
七
「
綾あ

や

木き

／
奇く

せ
木き

」、
九
六
五
「
綾あ

や

蝶は
べ
る

／
奇く

せ
蝶は

べ
る

」
等
が

あ
る
。
霊
妙
な
美
し
さ
を
い
う
語
で
あ
る
。「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
の
対
語
は
、
重
複
も
含
め
て
四
例
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
久
米
島
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
久
米
島

の
地
名
と
の
関
係
を
い
え
ば
、「
中
地ち

」
に
あ
る
「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
綾あ

や
み
や庭

」
の
用
例
に
は
、
第
十
四
―
一
○
○
一
「
越ご

ゑ
く
あ
や
み
や

来
綾
庭
／
揚あ

が
ろ
綾あ

や
み
や庭

」、
首
里
城
内
の
祭
場
を
い
っ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
第
七
―
三
七
○
他
「
き
や
の
内う

ち

綾あ
や
み
や庭

」、
場
所
が
不
詳
で
あ
る
第
十
三
―
七
九
五
「
泊と

ま
り

綾あ
や
み
や庭

／
や
わ
れ
綾あ

や
み
や庭

」
が
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
は
す
べ
て
久
米
島
オ
モ
ロ
に
で
る
用
例
で
、
第
二
十
一
―
一
五
一
四
他
は
「
中
地ち

綾あ
や
み
や庭

」、
第
十
一
―
五
六
四
は

「
君き

み

南は

ゑ風
」
と
と
も
に
で
る
用
例
で
あ
る
。
仲
地
は
、
君
南
風
の
住
ま
い
、
君
南
風
御
殿
が
あ
る
集
落
で
あ
り
、「
綾あ

や
み
や庭

」
は
君
南
風
御
殿
の
庭
を
い
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
在あ

つ
る
」
は
、〈
有
り
〉
に
完
了
の
助
動
詞
〈
つ
〉
の
連
体
形
〈
つ
る
〉
が
付
い
た
か
た
ち
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
七
―
三
七
一
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「
鳴と

よ響
み
居よ

つ
る
」
の
「
居よ

つ
る
」（〈
居
り
〉
＋
〈
つ
る
〉）
と
、「
在あ

つ
る
」
の
か
た
ち
し
か
用
例
が
な
い
特
殊
な
語
で
あ
る
。
他
の
用
例
は
、
第
二
―

五
三
「
中
城ぐ

す
く　

在あ

つ
る　

浦う
ら

鳴と

よ響
む
鼓つ

ゞ
み

」（「
中
城ぐ

す
く

」
は
中
城
グ
ス
ク
の
意
）、
第
五
―
三
六
九
他
「
神か

ぐ
ら楽　

在あ

つ
る　

金
精す

ゑ

」
等
が
あ
り
、「
在あ

つ
る
」
は

聖
な
る
場
所
、
称
え
ら
れ
る
場
所
に
始
原
の
世
か
ら
ず
っ
と
存
在
し
て
い
た
意
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
在あ

つ
る
」
の
用
例

か
ら
「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
は
「
神か

ぐ
ら楽

」
や
中
城
グ
ス
ク
に
相
当
す
る
場
所
で
あ
り
、「
綾あ

や
み
ね嶺

に　

在あ

つ
る
／
綾あ

や
み
や庭

に　

在あ

つ
る
」
と
い
う
表
現
は
、
久
米
島
の

最
高
神
女
、
君
南
風
の
祭
場
で
あ
る
君
南
風
御
殿
の
庭
に
ず
っ
と
存
在
し
て
い
た
と
い
う
意
の
表
現
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

大う
き
お
ほ
ぢ

祖
父
が　

植う

ゑ
木け

／
大う

き
は
わ

祖
母
が　

植う

ゑ
木け　

 

「
大う

き
お
ほ
ぢ

祖
父
」
は
「
お
き
お
ふ
ち
」「
お
き
お
ほ
ち
」「
お
き
よ
お
ほ
ち
」
の
表
記
が
あ
り
、「
聞
書
」
に
「
祖

父
」「
祖
父
也
」
と
注
が
あ
る
。「
大う

き
は
わ

祖
母
」
は
重
複
歌
と
本
歌
し
か
用
例
が
な
く
、「
聞
書
」
に
「
祖
母
也
」
と
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
、〈
大
祖
父
〉
は

第
十
三
―
七
七
八
に
で
る
以
外
は
、
久
米
島
オ
モ
ロ
に
し
か
用
例
が
な
い
。
し
か
し
、
第
十
三
―
七
七
八
の
次
の
オ
モ
ロ
（
第
十
三
―
七
七
九
）
は
久
米

島
の
オ
モ
ロ
で
あ
り
、
七
七
八
も
久
米
島
の
オ
モ
ロ
の
可
能
性
が
高
い
。
つ
ま
り
は
、〈
大
祖
父
〉
は
す
べ
て
久
米
島
の
オ
モ
ロ
に
し
か
用
例
を
み
な
い
語

で
、
こ
の
語
は
久
米
島
の
始
祖
と
捉
え
ら
れ
そ
う
な
語
だ
と
い
え
る（

注
２
）。

た
だ
、
第
二
十
一
の
一
番
歌
、
一
三
九
四
は
「
一
あ
ま
み
や
み
る
や
に
や　

ま
き
よ

　

選ゑ
ら

で
す　

降お

れ
た
れ
／
又
し
ね
り
や
み
る
や
に
や　

ふ
た　

選ゑ
ら

で
す　
（
降お

れ
た
れ
）」「
新あ

ら
か
き垣

の
庭み

や

に　

ま
き
よ　

選ゑ
ら

で
す
（
降お

れ
た
れ
）
／
大お

き
お
ふ
ぢ

祖
父
の

庭み
や

に　
（
ふ
た　

選ゑ
ら

で
す　

降お

れ
た
れ
）」
で
あ
り
、
沖
縄
本
島
の
創
成
神
ア
マ
ミ
キ
ョ
・
シ
ネ
リ
キ
ョ
に
相
当
す
る
久
米
島
の
創
成
神
か
と
思
わ
れ
る
「
あ

ま
み
や
み
る
や
に
や
／
し
ね
り
や
み
る
や
に
や
」
が
、「
大お

き
お
ふ
ぢ

祖
父
の
庭み

や

」
に
天
降
り
す
る
と
謡
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、「
あ
ま
み
や
み
る
や
に
や
」
と
〈
大

祖
父
〉
と
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
が
、
今
ひ
と
つ
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
大お

き
お
ふ
ぢ

祖
父
の
庭み

や

」
と
対
語
で
で
る

「
新あ

ら
か
き垣

の
庭み

や

」
は
、
久
米
島
の
始
原
的
な
聖
地
と
も
い
え
る
場
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
、
新
垣
は
西
銘
の
小
字
名
で
あ
る
が
、
西
銘
は
新
垣
や
垣
花
と

い
う
集
落
を
統
合
し
て
出
来
た
集
落
だ
と
い
う
。
西
銘
は
、
久
米
島
に
お
け
る
最
初
の
開
発
地
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
て
い
る（

注
３
）。〈

大
祖
父
〉
は
、「
新あ

ら
か
き垣

」

の
ほ
か
に
前
述
し
た
君
南
風
御
殿
が
あ
る
「
仲な

か

地ち

」（
第
二
十
一
―
一
四
一
一
他
）
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
に
し
か
用
例
が
で
な
い
。「
仲な

か

地ち

」
も
「
新あ

ら
か
き垣

」
に
並

ぶ
久
米
島
の
中
心
、
始
原
的
な
場
所
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

「
植う

ゑ
木け

」
は
、
重
複
す
る
オ
モ
ロ
の
ほ
か
に
第
十
三
―
七
七
九
に
「
綾あ

よ
み
ね嶺

に　

在あ

つ
る　

大う
き
よ
お
ほ
ぢ

祖
父　

植う

ゑ
木け

」
が
あ
る
。
細
か
く
は
「
あ
や
み
ね
」
で

は
な
く
「
あ
よ
み
ね
」
で
あ
る
が
、
同
じ
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
木
〉
を
「
け
」
と
表
記
す
る
の
は
、
オ
モ
ロ
で
は
第
十
七
―
一
二
○
二
「
桑く

わ

木け

／
な
で
す
」、
第
二
―
七
五
「
金こ

が
ね
げ木

」（
柑
橘
類
の
ク
ガ
ニ
ー
を
い
う
）
等
が
あ
る
。
現
在
の
琉
球
語
で
も
〈
木
〉
は
「
チ
ー
」
で
は
な
く
、「
キ
ー
」
で
あ

り
、「
け
」
と
い
う
表
記
は
古
い
琉
球
語
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
又
綾あ

や
み
ね嶺

に　

在あ

つ
る　

大う
き
お
ほ
ぢ

祖
父
が　

植う

ゑ
木け　

又
綾あ

や
み
や庭

に　

在あ

つ
る　
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大う
き
は
わ

祖
母
が　

植う

ゑ
木け

」
と
い
う
一
連
の
表
現
は
、
久
米
島
の
最
高
神
女
、
君
南
風
の
御
殿
の
祭
場
に
始
原
の
世
か
ら
あ
っ
た
、
始
祖
「
大う

き
お
ほ
ぢ

祖
父
／
大う

き
は
わ

祖
母
」

の
植
え
木
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
が
次
節
に
展
開
す
る
鼓
の
聖
な
る
起
源
を
謡
っ
た
表
現
で
あ
る
。

宇う

ね根
に　

居お

て　

打う

て
ば　

大
里ざ

と

に　

鳴と

よ響
で　
「
宇う

ね根
」
は
、
旧
仲
里
間
切
東
部
に
位
置
す
る
集
落
。
仲
里
間
切
は
、
沖
縄
本
島
側
に
面
す
る
間
切
で
あ

る
。「
旧
集
落
は
登
武
那
覇
御
嶽
・
宇
根
ノ
ロ
殿
内
の
あ
る
山
の
中
腹
に
あ
っ
た
が
、
順
治
五
年
（
一
六
四
八
）
真
謝
村
に
居
住
し
て
い
た
宮
平
親
雲
上
と

比
屋
定
目
差
が
王
府
に
願
出
て
低
地
の
宇
茶
武
（
ウ
チ
ャ
ム
）
に
家
立
て
し
、
集
落
移
動
後
に
旧
集
落
宇
根
を
村
名
と
し
た
と
い
う
（
球
陽
・
公
孫
姓
家

譜
）」（『
歴
史
大
系　

沖
縄
県
の
地
名
』）。「
宇う

ね根
」
の
用
例
は
、
第
十
一
―
五
六
八
「
宇う

ね根
ぐ
す
く　

げ
ら
へ
／
大
ぐ
す
く　

げ
ら
へ
」
が
あ
り
、
第
十
三

―
七
八
二
は
本
歌
と
同
じ
表
現
「
宇う

ね根
に　

居お

て　

打う

て
ば　

大
里ざ

と

に　

鳴と

よ響
で
」（
第
三
節
）
が
あ
る
。
七
八
二
は
本
歌
と
よ
く
似
て
お
り
、
第
一
・
二
節

は
「
一
久く

め米
の
た
う
山や

ま

に　

植う

へ
て　

在あ

つ
る　

麗う
る
わ

し
御う

け

み
気
満
つ
鳴な

り
襲お

そ

い
鼓つ

み　

又
離は

な

れ
た
う
山や

ま

に
」
で
あ
る
。
本
歌
で
い
え
ば
、「
た
う
山や

ま

」
が
「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
に
な
り
、「
た
う
山や

ま

」
が
ど
こ
で
あ
る
か
知
り
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
不
明
で
あ
る
。
本
歌
の
問
題
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
明

ら
か
に
久
米
島
の
始
原
的
な
中
心
地
、
聖
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
仲
地
の
「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
に
由
来
の
あ
る
鼓
を
、
な
ぜ
仲
里
間
切
の
「
宇う

ね根
」
で
打
つ
と
と
、

表
現
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
点
で
、
七
八
二
の
「
た
う
山や

ま

」
が
ど
の
よ
う
な
地
名
で
あ
る
か
、
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
二
首

の
オ
モ
ロ
が
「
宇う

ね根
」
で
打
つ
と
謡
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
「
宇う

ね根
」
は
「
旧
集
落
は
登
武
那
覇
御
嶽
・

宇
根
ノ
ロ
殿
内
の
あ
る
山
の
中
腹
に
あ
っ
た
」
と
い
う
旧
集
落
の
宇
根
を
差
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
「
宇う

ね根
ぐ
す
く
」（
登
武
那
覇
グ
ス
ク
）
で
あ
る

の
か
も
、
問
題
と
な
ろ
う
。
そ
れ
と
か
か
わ
っ
て
、「
大
里ざ

と

」
が
ど
こ
を
差
す
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
久
米
島
の
オ
モ
ロ
に
で
る
「
大
里ざ

と

」
の
用
例

は
、
第
二
十
一
―
一
四
一
二
・
第
十
一
―
五
六
○
「
新あ

ら
か
き垣

の
大う

き
お
ほ
ぢ

祖
父
が
杜も

り

／
大
里ざ

と

の
鳴と

よ響
み
杜も

り

」、「
大
里ざ

と

の
根ね

た立
て
杜も

り

／
新あ

ら
か
き垣

の
稲い

な
み
ね嶺

」、
第
九
―
四
七
九

「
大
里ざ

と

の
鳴と

よ響
み
杜も

り

」（
前
後
か
ら
久
米
島
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
）
で
あ
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、「
大
里ざ

と

」
が
具
体
的
な
地
名
で
あ
る
か
確
認
が
で
き
な
い
が
、

「
新あ

ら
か
き垣

」
の
中
に
あ
る
地
名
か
、「
新あ

ら
か
き垣

」
を
称
え
た
語
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、「
宇う

ね根
に　

居お

て　

打う

て
ば　

大
里ざ

と

に　

鳴と

よ響

で
」
と
い
う
表
現
は
、
久
米
島
の
始
原
的
な
中
心
地
、
聖
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
仲
地
の
「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
に
起
源
す
る
鼓
を
、
隣
の
仲
里
間
切
の
宇
根
、
あ

る
い
は
宇
根
グ
ス
ク
で
打
つ
と
、
そ
の
音
は
鼓
が
作
ら
れ
た
地
に
近
い
新
垣
に
ま
で
鳴
り
響
く
と
い
う
意
だ
と
解
釈
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、「
大
里ざ

と

」
が
宇

根
に
近
い
仲
里
間
切
の
ど
こ
か
の
地
名
だ
と
考
え
れ
ば
、
具
志
川
間
切
の
仲
地
に
由
来
が
あ
る
鼓
が
隣
の
仲
里
間
切
の
宇
根
で
打
た
れ
る
と
近
隣
の
集
落
、

大
里
に
ま
で
鳴
り
響
く
と
い
う
よ
う
な
意
味
に
な
ろ
う
。　

大
里ざ

と

に　

打う

て
ば　

大
国く

に

に　

鳴と

よ響
で　
『
辞
典
』
の
索
引
は
、
語
の
排
列
か
ら
「
大
国く

に

」
を
〈
だ
い
く
に
〉
か
ら
変
化
し
た
〈
だ
く
に
〉
と
理
解
し
て
い

『おもろさうし』選詳解Ⅳ
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る
。
確
か
に
、
第
二
―
四
二
、
第
四
―
一
八
九
、
第
十
二
―
七
二
一
に
は
「
た
く
に
」
が
あ
り
、
七
二
一
は
「
た
し
ま
／
た
く
に
」（
大
島
／
大
国
）
の
対

語
例
が
あ
る
。
し
か
し
、
オ
モ
ロ
の
表
記
は
「
大
き
み
」「
大
ぬ
し
」「
大
さ
と
」
等
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
お
お
」「
お
ほ
」
と
訓
で
読
ま
れ
る
語
は
原

則
と
し
て
漢
字
「
大
」
で
表
記
さ
れ
、「
お
お
」「
お
ほ
」
が
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
用
例
は
み
ら
れ
な
い（

注
４
）。

本
歌
の
表
記
は
「
大
く
に
」
で
あ
り
、
読
み
は

〈
お
お
く
に
〉
で
あ
ろ
う
。「
大
国く

に

」
の
用
例
は
、
本
歌
と
重
複
歌
を
除
く
と
実
質
二
例
を
数
え
る
が
、
い
ず
れ
も
久
米
島
の
オ
モ
ロ
だ
け
に
み
ら
れ
る
。
第

二
十
一
―
一
四
七
三
・
第
十
一
―
五
八
六
「
沖お

き
な
わ縄

に　

鳴と

よ響
む
／
大
国く

に

に　

鳴と

よ響
む
」、
第
二
十
一
―
一
四
八
一
・
第
十
一
―
六
二
三
「
大
国く

に

に　

鳴と

よ響
む

　

兼か
ね

城ぐ
す
く

／
沖お

き
な
わ縄

に　

鳴と

よ響
む  

兼か
ね

城ぐ
す
く

」
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
用
例
を
み
れ
ば
分
か
る
通
り
、
対
語
か
ら
「
大
国く

に

」
は
「
沖お

き
な
わ縄

」
を
差
す
。
地
方
オ
モ
ロ
に
み

る
「
沖お

き
な
わ縄

」
の
用
例
は
、
第
十
九
―
一
三
二
九
と
そ
の
重
複
オ
モ
ロ
の
第
二
十
―
一
三
九
一
「
沖お

き
な
わ縄

玻は

な名
城ぐ

す
く

ち
や
ら
／
沖お

き
な
わ縄

玻は

な名
城ぐ

す
く

て
だ
」
の
実
質
一
例

で
あ
り
、
久
米
島
オ
モ
ロ
に
こ
れ
が
本
歌
を
含
め
三
例
を
み
る
の
は
、
久
米
島
と
い
う
離
島
故
の
立
ち
位
置
か
ら
沖
縄
本
島
を
外
部
化
し
た
視
点
を
持
た
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
と
、
久
米
島
が
安
定
的
に
中
山
の
支
配
圏
に
入
る
の
は
沖
縄
本
島
の
諸
地
域
よ
り
も
遅
れ
、
む
し
ろ
宮
古
・
八
重
山
が
中
山
の
支
配
圏
に

入
る
の
に
近
い
こ
と
に
よ
っ
た
、
久
米
島
の
一
定
の
歴
史
的
な
独
自
性
等
が
背
景
に
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る（

注
５
）。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
「
大
里ざ

と

に　

打う

て
ば　

大
国く

に

に　

鳴と

よ響
で
」
と
は
、
久
米
島
の
大
里
で
鼓
を
打
つ
と
、
そ
の
音
が
沖
縄
本
島
に
ま
で
鳴
り
響

く
と
謡
う
、
久
米
島
の
始
原
的
な
中
心
地
、
仲
地
の
綾
庭
に
植
え
ら
れ
、
久
米
島
の
始
祖
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
歴
史
的
な
来
歴
を
持
つ
鼓
の
賛
歌
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
大
里
が
ど
こ
に
あ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
大
里
が
具
志
川
間
切
に
あ
る
地
名
な
ら
ば
、
久
米
島
の
始
原
的
な
中
心
地
に
由
来
す

る
鼓
が
、
仲
里
間
切
の
宇
根
で
打
た
れ
る
と
そ
の
響
き
は
、
間
切
を
越
え
て
遠
く
の
ゆ
か
り
の
地
で
あ
る
大
里
に
ま
で
響
き
（
第
四
節
）、
さ
ら
に
は
そ
の

大
里
で
鼓
を
打
つ
と
そ
れ
は
沖
縄
に
ま
で
響
く
と
い
う
鼓
の
賛
歌
で
あ
る
（
第
五
節
）。
ま
た
、
大
里
が
仲
里
間
切
に
あ
る
地
名
な
ら
ば
、
久
米
島
の
始
原

的
な
中
心
地
に
由
来
す
る
鼓
が
、
仲
里
間
切
の
宇
根
で
打
た
れ
る
と
そ
の
響
き
は
、
近
隣
の
大
里
に
ま
で
響
き
（
第
四
節
）、
さ
ら
に
は
そ
の
大
里
で
鼓
を

打
つ
と
そ
れ
は
沖
縄
に
ま
で
響
く
と
い
う
鼓
の
賛
歌
で
あ
る
（
第
五
節
）。
後
者
の
解
釈
を
と
る
な
ら
ば
、
鼓
の
響
き
は
、
久
米
島
の
中
心
地
、
仲
地
綾
庭

か
ら
宇
根
、
大
里
、
沖
縄
と
直
線
的
に
沖
縄
へ
向
か
っ
て
響
く
こ
と
に
な
る
。
鼓
を
宇
根
で
打
つ
と
謡
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
理
由
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
一
見
分
か
り
易
く
魅
力
的
な
解
釈
に
な
る
が
、
久
米
島
と
沖
縄
と
の
結
び
つ
き
は
、
地
理
的
な
距
離
感
で
は
な
く
、
神
話
的
な
繋
が
り
と

し
て
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
久
米
島
と
沖
縄
の
結
び
つ
き
は
、
久
米
島
の
神
話
的
な
中
心
地
と
沖
縄
の
神
話
的
な
中
心
地

と
が
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
は
、
大
里
の
用
例
か
ら
も
大
里
は
新
垣
と
対
語
を
と
り
、
具
志
川
間
切
側
に
あ
る
地
名
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
。
そ
う
な
る
と
や
は
り
、
鼓
は
隣
の
宇
根
で
打
っ
て
も
ゆ
か
り
の
あ
る
久
米
島
の
中
心
地
に
ま
で
響
き
、
そ
こ
で
打
つ
と
今
度
は
沖
縄
の
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神
話
的
な
中
心
地
、
首
里
に
ま
で
響
く
の
だ
と
い
う
解
釈
が
よ
い
か
。
こ
ち
ら
の
方
が
、
オ
モ
ロ
の
思
考
に
適
う
理
解
で
あ
る
と
考
え
る
。

【
解
説
】

本
歌
は
、
君
南
風
の
住
ま
い
で
あ
る
仲
地
の
「
綾あ

や
み
ね嶺

／
綾あ

や
み
や庭

」
に
植
え
ら
れ
、
久
米
島
の
始
祖
神
と
も
捉
え
ら
れ
る
「
大う

き
お
ほ
ぢ

祖
父
／
大う

き
は
わ

祖
母
」
に
よ
っ
て
育

て
ら
れ
た
木
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
鼓
の
賛
歌
で
あ
る
。
称
え
ら
れ
る
鼓
が
、
始
原
的
な
場
所
で
始
祖
神
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
た
と
謡
う
の
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
も
の
を
始
原
に
遡
っ
て
謡
う
〈
生
産
叙
事
〉
と
い
う
表
現
様
式
に
因
る（

注
６
）。「

大う
き
お
ほ
ぢ

祖
父
／
大う

き
は
わ

祖
母
」
の
語
注
で
多
く
問
題
に
し
た
が
、
本
歌
は
久
米
島
の

神
話
的
な
始
原
の
場
所
に
由
来
し
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
沖
縄
（
首
里
）
に
ま
で
届
く
と
い
う
鼓
の
声
（
霊
力
）
は
、
そ
れ
が
作
ら
れ
た
場
所
が
久
米
島
の
神

話
的
な
始
原
の
地
に
由
来
し
た
か
ら
で
あ
る
。

地
方
オ
モ
ロ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
を
遍
く
謡
う
わ
け
で
は
な
く
、
大
型
グ
ス
ク
を
中
心
に
、
あ
る
い
は
大
型
グ
ス
ク
に
ゆ
か
り
の
あ
る
領
主
や
神
女
、
聖

地
を
謡
う
こ
と
が
多
い
。
そ
の
点
で
は
、
久
米
島
の
オ
モ
ロ
も
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
久
米
島
の
オ
モ
ロ
は
、
久
米
島
の
神
話
を
巻
の
冒
頭

に
配
置
し
て
謡
っ
て
い
る
特
徴
を
持
つ
。「
大う

き
お
ほ
ぢ

祖
父
／
大う

き
は
わ

祖
母
」
の
語
注
で
記
し
た
第
二
十
一
の
一
番
歌
、
一
三
九
四
「
一
あ
ま
み
や
み
る
や
に
や　

ま
き

よ　

選ゑ
ら

で
す　

降お

れ
た
れ
／
又
し
ね
り
や
み
る
や
に
や　

ふ
た　

選ゑ
ら

で
す　
（
降お

れ
た
れ
）」「
新あ

ら
か
き垣

の
庭み

や

に　

ま
き
よ　

選ゑ
ら

で
す
（
降お

れ
た
れ
）
／
大お

き
お
ふ
ぢ

祖
父

の
庭み

や

に　
（
ふ
た　

選ゑ
ら

で
す　

降お

れ
た
れ
）」
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
は
沖
縄
本
島
の
創
成
神
ア
マ
ミ
キ
ョ
・
シ
ネ
リ
キ
ョ
に
相
当
す
る
久
米
島
の
創
成
神
か

と
思
わ
れ
る
「
あ
ま
み
や
み
る
や
に
や
／
し
ね
り
や
み
る
や
に
や
」
が
、「
大お

き
お
ふ
ぢ

祖
父
の
庭み

や

」
に
天
降
り
す
る
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
。「
久く

め米
の
二
間
切
お
も

ろ
」
を
収
録
し
た
第
二
十
一
の
一
番
歌
は
、
久
米
島
の
神
話
を
謡
う
オ
モ
ロ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
第
二
十
一
の
冒
頭
部
の
十
六
首
（
一
三
九
四
～
一
四

○
九
の
前
半
）
は
、
第
十
一
と
も
重
複
し
て
い
な
い
オ
モ
ロ
で
、
新
垣
や
具
志
川
、
仲
地
、「
あ
ま
み
や
み
る
や
に
や
」
や
〈
大
祖
父
〉、
君
南
風
を
謡
っ
て

お
り
、
そ
れ
に
続
く
一
四
一
○
か
ら
一
四
一
三
ま
で
は
、
君
南
風
の
久
米
島
渡
来
神
話
と
、
君
南
風
が
か
か
わ
る
と
さ
れ
る
八
重
山
侵
攻
が
謡
わ
れ
て
い
る

（
こ
れ
ら
は
第
十
一
と
重
複
す
る
）。「
久く

め米
の
二
間
切
お
も
ろ
」
で
い
え
ば
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
具
志
川
間
切
に
か
か
わ
り
が
強
く
、
久
米
島
の
オ
モ
ロ

を
謡
う
第
二
十
一
は
、
具
志
川
間
切
を
優
先
す
る
考
え
方
が
あ
る
。
こ
の
考
え
方
は
『
琉
球
国
由
来
記
』
で
も
同
じ
で
あ
り
、
久
米
島
を
記
載
し
た
巻
十
九

は
「
久
米
具
志
川
間
切
」
か
ら
始
ま
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
は
、
鼓
の
〈
生
産
叙
事
〉
が
幾
首
か
あ
る
。
第
十
七
―
一
二
○
二
も
そ
の
一
首
で
あ
る
。

『おもろさうし』選詳解Ⅳ
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よ
ゝ
せ
き
み
の
ふ
し

一
内う

ち

間ま

掟お
き
て　

鬼お
に

さ
ん
子こ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
内
間
掟
の
鬼
さ
ん
子
は

ゑ　

け　

誇ほ
こ

ら　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 〔
ゑ　

け　

誇
ろ
う
〕

又
辺あ

た

り
山や

ま　

垣か
く
ち内

山や
ま　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
辺
り
山
、
垣
内
山
に

又
桑く

わ

木け　

植う

ゑ
て　

な
で
す　

植う

ゑ
て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
桑
の
木
を
植
え
で
、
ナ
デ
ス
を
植
え
て

又
鼓つ

ゞ
み　

造つ
く

て　

鳴な

り
呼よ

ぶ　

造つ
く

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
鼓
を
造
っ
て
、
鳴
り
呼
ぶ
（
鼓
の
美
称
語
）
を
造
っ
て

こ
の
オ
モ
ロ
は
鼓
の
聖
な
る
起
源
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、「
桑く

わ

木け

」
に
よ
っ
て
造
ら
れ
る
こ
と
が
〈
生
産
叙
事
〉
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。『
琉
球

国
由
来
記
』
巻
二
「
官
爵
位
階
職
之
事
」
の
「
宮
古
御
蔵
」
に
「
鞍
打
用
」
と
し
て
「
桑
木
」
が
記
さ
れ
て
い
て
、「
桑
木
」
が
実
際
に
鞍
の
材
木
と
し
て

使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
十
三
に
は
「
東
風
平
間
切
当
銘
村
」
の
御
嶽
名
・
御
殿
名
に
「
ク
ワ
ゲ
ホ
ク
嶽
」「
桑
木
ホ

ク
之
殿
」
が
あ
っ
て
、
桑
木
が
聖
な
る
木
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
。
ま
た
、
後
述
す
る
粟
国
島
の
「
キ
ー
ト
マ
ー
」、
与
那
国
島
の
「
か
ん
た
ゆ
〈
ど
ん
た
〉」

等
で
も
、
鼓
は
桑
木
で
造
ら
れ
る
と
謡
わ
れ
て
い
る
。
な
お
、「
桑く

わ

木け

」
の
対
語
「
な
で
す
」
も
、
琉
球
語
で
は
桑
の
実
の
こ
と
を
「
ナ
ン
デ
ー
シ
ー
」（『
沖

縄
語
辞
典
』）
と
い
い
、
八
重
山
な
ど
で
は
、
シ
マ
グ
ワ
（
島
桑
）
の
こ
と
を
「
ナ
ネ
ー
ズ
」（
石
垣
）、「
ナ
ネ
ン
キ
」（
石
垣
川
平
）、「
ナ
ン
ヂ
ー
」（
波
照

間
）
等
と
い
う（

注
７
）。

本
歌
と
関
連
し
そ
う
な
第
十
三
―
七
七
九
は
、
以
下
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

し
よ
り
ゑ
と
の
ふ
し

一
久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
久
米
の
こ
ゑ
し
の
が
（
オ
モ
ロ
を
謡
わ
れ
る
）

百も
ゝ
う
ら浦

こ
ゑ
し
の
が　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

百
浦
こ
ゑ
し
の
が
（
オ
モ
ロ
を
謡
わ
れ
る
）

御う

け

み
気
満
つ
鳴な

り
襲お

そ

い　

告つ

げ
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
御
気
満
つ
鳴
り
襲
い
（
鼓
の
美
称
語
）
は
響
け
〕

又
綾あ

よ
み
ね嶺

に　

在あ

つ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
綾
嶺
に
ず
っ
と
あ
っ
た

大う
き
お
ほ
ぢ

祖
父
が　

植う

ゑ
木け　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
祖
父
（
始
祖
）
が
植
え
た
木

又
山や

ま

の
鵯ひ

よ
ど
り

や　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
山
の
鵯
が
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御う

け気　

取と

り
遣や

り　

吹ふ

く
様や

に　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

霊
気
を
取
っ
て
鳴
く
よ
う
に
（
鼓
は
響
け
）

「
綾あ

や
み
ね嶺

」
と
「
綾あ

よ
み
ね嶺

」
と
違
い
が
あ
る
が
、
本
歌
と
同
様
「
久く

め米
の
こ
ゑ
し
の
」
か
ら
謡
い
だ
さ
れ
「
綾あ

よ
み
ね嶺

に　

在あ

つ
る
大う

き
お
ほ
ぢ

祖
父
が　

植う

ゑ
木け

」
が
〈
生

産
叙
事
〉
に
な
っ
て
い
て
、
鼓
が
称
え
ら
れ
て
い
る
。
興
味
深
い
の
は
、
鼓
の
声
を
「
山や

ま

の
鵯ひ

よ
ど
り

」
が
「
吹ふ

く
様や

に
」
と
謡
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。「
吹ふ

く
」
は
、
第
十
四
―
九
九
一
に
「
東あ

が
る
い方

の
真ま

下し
た

に　

桑く
わ

木げ

下も
と　

吹ふ

く
鳥と

り

」
と
い
う
用
例
が
あ
っ
て
、
鳥
が
鳴
く
こ
と
を
「
吹ふ

く
」
と
謡
っ
て
い
る
。
し
か

も
、
そ
の
鳥
は
「
東あ

が
る
い方

の
真ま

下し
た

」「
桑く

わ

木げ

下も
と

」
に
い
る
鳥
で
あ
り
、
聖
な
る
鳥
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
そ
の
音
を
「
告つ

げ
れ
」
と
も
表
現
し
て
い

る
。
七
七
九
は
鼓
を
「
御う

け

み
気
満
つ
鳴な

り
襲お

そ

い
」
と
謡
っ
て
い
る
が
、「
―
襲お

そ

い
」
は
君
襲
い
や
按
司
襲
い
の
よ
う
に
支
配
者
や
神
女
を
示
す
語
を
作
る
下
接

す
る
敬
称
語
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
鼓
を
人
格
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
オ
モ
ロ
で
は
、
鼓
は
霊
力
「
御う

け気
」
が
満
ち
て
お
り
、
聖
な
る
鳥

と
「
御う

け気
」
を
交
感
し
て
（「
取と

り
遣や

り
」）、「
吹ふ

く
」（
鳴
く
）
よ
う
に
響
か
せ
よ
と
謡
っ
て
い
る
。
山
内
盛
彬
は
、
オ
モ
ロ
を
謡
う
こ
と
は
「
フ
チ
ュ
ン
」

（
吹
く
）
と
い
う
と
記
し
て
い
る（

注
８
）。

つ
ま
り
は
、
聖
な
る
鳥
が
鳴
く
こ
と
、
鼓
の
響
き
、
オ
モ
ロ
を
謡
う
こ
と
は
、
い
ず
れ
も
〈
吹
く
〉
と
い
う
語
で
表
現

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。〈
吹
く
〉
が
霊
的
な
力
の
発
散
と
い
う
よ
う
な
意
味
を
持
つ
語
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
三
者
を
と
も
に
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

第
十
三
―
七
七
九
は
、
鼓
の
音
の
霊
的
な
力
を
謡
っ
た
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
久
米
島
で
打
っ
た
鼓
の
音
が
沖
縄
（
首
里
）
ま
で
響
く
と
謡
う
本
歌
と
は
ま
た
別

の
表
現
で
、
鼓
の
音
の
霊
的
な
力
を
謡
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
オ
モ
ロ
以
外
の
ウ
タ
に
あ
ら
わ
れ
た
鼓
の
〈
生
産
叙
事
〉
を
み
る（

注
９
）。

四
○
六　

キ
ー
ト
マ
ー
（
粟
国
村
）

一 

き
ー
と
ま
ー
よ  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

今
日
の
今
の
時
よ

二 

あ
が
り
む
い
ぬ  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
杜
の

三 

う
ん
く
ゎ
ー
ぎ
ぬ　

ゆ
ゆ
ぬ
ち
ゅ
ら
さ  　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
桑
木
の
節
々
の
美
し
さ

四 

い
ら
で
取
て  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

選
ん
で
取
っ
て

五 

す
す
て
取
て  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
す
で
取
っ
て

六 

や
ひ
じ
ひ
じ　

ひ
じ
あ
か
ち  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
髭
髭
を
引
き
分
か
し
て
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七 

と
ひ
じ
ひ
じ　

ひ
じ
取
や
い  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

十
髭
髭
を
引
き
取
っ
て

八 

う
ち
ゅ
ぶ
作
て  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

打
ち
呼
ぶ
（
鼓
の
美
称
語
）
を
造
っ
て

九 
な
い
ぶ
作
て  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳴
り
呼
ぶ
（
鼓
の
美
称
語
）
を
造
っ
て

一
○ 
さ
ん
い
ー
に　

う
さ
ぎ
あ
ぎ
て  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
ん
井
に
捧
げ
て

一
一 

く
ば
む
い
に　

く
ま
ぎ
や
い  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

蒲
葵
杜
に
踏
み
上
げ
て

「
キ
ー
ト
マ
ー
」
で
は
、
す
ば
ら
し
い
鼓
の
根
拠
に
な
る
表
現
は
、
一
節
か
ら
七
節
ま
で
の
表
現
で
特
に
鼓
が
「
あ
が
り
む
い
ぬ　

う
ん
く
わ
ー
ぎ
」（
東

杜
の
こ
の
桑
木
）
で
造
ら
れ
た
と
す
る
叙
事
で
あ
る
。
与
那
国
島
の
「
か
ん
た
ゆ
〈
ど
ん
た
〉」
は
、
さ
ら
に
〈
生
産
叙
事
〉
が
展
開
し
た
ウ
タ
で
あ
る
。

二
三
五　

か
ん
た
ゆ
〈
ど
ん
た
〉（
与
那
国
島
）

一 

ん
か
ち
ど
ち　

か
ん
た
ゆ
ぬ　

ま
に
ど
す 　
　
　
　
　
　
　

 

昔
年
神
の
世
の
真
似
ぞ
す
る

二 

う
や
ぎ
ど
ち　

か
ん
た
ど
ち　

な
り
よ
う
り
ば  　
　
　
　
　

豊
穣
な
年
神
の
年
に
お
な
り
に
な
れ
ば

三 

し
と
む
て
ら　

あ
さ
ば
ん
で　

に
う
ぎ
て  　
　
　
　
　
　
　

早
朝
か
ら
朝
早
く
か
ら
起
き
て

四 

ば
が
さ
し
ぐ
ん　

ば
が
て
ぶ
ぬ
ん　

と
り
ゃ
む
て  　
　
　
　

我
が
刀
我
が
手
斧
を
取
り
持
っ
て

五 

ば
が
ち
で
ん　

こ
れ
な
い
む
ぬ
ん　

み
ぬ
た
ば  　
　
　
　
　

我
が
鼓
こ
れ
の
鳴
り
物
も
な
か
っ
た
か
ら

六 

ま
い
ぬ
だ
ま
に　

う
り
と
む
り　

は
い
り
て  　
　
　
　
　
　

前
の
山
そ
れ
を
探
し
に
入
っ
て

七 

ち
ま
さ
ぐ
り　

な
ぎ
さ
ぐ
り　

み
り
ば
ど  　
　
　
　
　
　
　

幅
を
探
り
長
さ
を
探
っ
て
み
た
ら

八 

な
ち
む
し
き　

ん
に
に
す
み　

ね
ぬ
た
ば  　
　
　
　
　
　
　

夏
六
月
気
に
入
り
が
な
か
っ
た
の
で

九 

ど
ぬ
さ
ふ
み　

ふ
み
や
か
え
し　

や
む
ど
り  　
　
　
　
　
　

同
じ
足
を
踏
み
踏
み
返
し
て
家
に
戻
り

一
○ 

ど
ぐ
て
す
ば　

と
ん
で
む
ゆ
た
る　

は
ぬ
て
き  　
　
　
　

門
の
側
に
と
び
出
て
生
え
た
桑
の
木

一
一 

ま
む
て
か
ん
だ　

ぐ
し
く
か
ん
だ　

は
ゆ
た
ば  　
　
　
　

ま
む
て
蔓
石
垣
蔓
が
生
え
て
い
た
か
ら

一
二 

ぐ
し
く
か
ん
だ　

ま
む
て
か
ん
だ　

と
り
や
は
ん
し  　
　

石
垣
蔓
ま
む
て
蔓
を
取
り
外
し
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一
三 

い
つ
か
い
し　

な
な
き
り　

き
り
う
と
し  　
　
　
　
　
　

五
つ
か
え
し
七
切
り
切
り
落
と
し

一
四 

さ
い
ぐ
ひ
と
ば　

し
ぐ
ひ
と
ば　

た
る
み
よ
う
り  　
　
　

細
工
人
を
大
工
人
を
頼
み
な
さ
り

一
五 
う
ち
ぬ
か
ば　

う
ま
ぬ
か
ば　

ゆ
し
き
よ
う
り  　
　
　
　

牛
の
皮
馬
の
皮
を
集
め
な
さ
り

一
六 
ば
が
な
い
む
ぬ　

く
り
な
い
む
ぬ　

ぱ
い
り
て
ど  　
　
　

我
が
鳴
り
物
こ
れ
鳴
り
物
を
張
っ
て
こ
そ

一
七 

ひ
と
む
と
に
や　

あ
ん
と
り
ま
で
ん　

ち
か
り
よ
う
り 　

 

一
打
ち
で
は
網
取
ま
で
聞
こ
え
な
さ
り

一
八 

ふ
た
も
と
に
や　

い
り
む
て
に
ん　

ち
か
り
う
り  　
　
　

二
打
ち
で
は
西
表
ま
で
聞
こ
え
て
い
て

一
九 

み
む
と
う
て
ば　

て
ん
ま
で  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
打
ち
打
つ
と
天
ま
で

 　
　

ち
か
り
よ
う
り
た
る　

ば
が
ち
で
ん  　
　
　
　
　
　
　
　

聞
こ
え
な
さ
っ
た
我
が
鼓

二
○ 

ば
が
な
い
か
に
ん　

く
り
な
い
か
に
ん  　
　
　
　
　
　
　

我
が
鳴
り
鉦
も
こ
れ
鳴
り
鉦
も

　
　

 

ゆ
ぬ
す
ぶ
さ  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

同
じ
勝
負

「
か
ん
た
ゆ
〈
ど
ん
た
〉」
は
、
豊
か
な
年
に
な
っ
た
の
で
祭
の
準
備
を
す
る
た
め
に
、
始
原
の
時
間
に
立
ち
戻
っ
て
、
鼓
を
造
る
た
め
に
山
に
入
っ
て

相
応
し
い
木
を
探
し
求
め
た
が
、
相
応
し
い
木
が
な
い
の
で
家
に
戻
っ
て
き
た
。
そ
う
す
る
と
家
の
門
に
桑
の
木
が
あ
り
、
石
垣
に
あ
っ
た
蔓
を
採
っ
て
、

牛
・
馬
の
皮
を
集
め
て
鼓
を
造
る
と
、
一
打
ち
す
る
と
西
表
の
網
取
ま
で
聞
こ
え
、
二
打
ち
す
る
と
西
表
に
ま
で
聞
こ
え
、
三
打
ち
す
る
と
天
に
ま
で
聞

こ
え
た
。
自
分
の
鳴
り
鉦
と
い
い
勝
負
を
す
る
ほ
ど
の
立
派
な
鼓
だ
、
と
い
う
内
容
の
ウ
タ
で
あ
る
。
一
打
ち
す
る
と
網
取
ま
で
聞
こ
え
る
と
い
う
網
取
は
、

西
表
島
の
南
西
部
あ
る
村
で
、
与
那
国
島
に
一
番
近
い
村
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
二
打
ち
す
る
と
西
表
に
ま
で
聞
こ
え
る
と
い
う
の
は
、
西
表
島
の
西
部
の

中
心
、
西
表
村
（
慶
田
城
村
）
に
ま
で
聞
こ
え
た
と
謡
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
西
表
島
全
体
に
聞
こ
え
た
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。「
か
ん
た
ゆ
」

は
、
三
打
ち
す
る
と
天
に
ま
で
聞
こ
え
た
と
謡
っ
て
い
る
が
、
鼓
を
打
つ
ご
と
に
響
く
範
囲
が
広
が
っ
て
い
く
と
い
う
表
現
は
、
本
歌
と
同
じ
で
あ
る
。
宮

古
八
重
山
の
歌
謡
世
界
は
、
長
詩
形
の
歌
謡
が
発
達
し
て
お
り
、
鼓
の
由
来
が
詳
し
く
謡
わ
れ
る
。

宮
古
の
多
良
間
島
に
伝
わ
る
「
す
つ
う
ぷ
な
か
の
ニ
ル
（
多
良
間
仲
筋
）」
は
、
一
一
二
節
に
も
及
ぶ
ウ
タ
で
、
そ
の
内
容
は
、
英
雄
（
神
）
嘉
手
苅
の

親
が
新
築
し
た
家
の
お
祝
い
の
祭
り
の
た
め
に
、
鼓
を
求
め
て
伊
良
部
に
船
旅
を
し
て
島
の
人
に
交
渉
し
、
鼓
を
造
る
木
を
手
に
入
れ
て
多
良
間
に
戻
り
、

鼓
を
造
っ
て
ニ
ル
（
神
歌
の
名
）
を
謡
い
上
げ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
終
部
を
以
下
に
示
す
。
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九　

す
つ
う
ぷ
な
か
の
ニ
ル
（
多
良
間
仲
筋
）

（
前
半
省
略
）

九
七 

チ
ジ
ん
か
た　

チ
ふ
り  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鼓
型
を
造
り

九
八 
な
ル
キ
か
た　

チ
ふ
り  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鳴
る
木
型
を
造
り

九
九 

う
シ
が
う
シ　

か
う
し  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

牛
の
皮
を
被
せ
に
被
せ

一
○
○ 

な
や
か
き
て
ぃ　

し
み
て
ぃ  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

縄
掛
け
て
締
め
て

一
○
一 

う
て
ぃ
ば　

シ
ま
う
し
ゅ
い  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

打
て
ば
シ
マ
襲
い

一
○
二 

う
て
ぃ
ば　

ふ
ん
う
し
ゅ
い  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

打
て
ば
ク
ニ
襲
い

一
○
三 

な
う
て
ぃ
が
し　

な
ー
や
ふ
ぃ
ー  　
　
　
　
　
　
　
　

何
と
い
う
名
を
呉
れ
よ
う

一
○
四 

い
き
ゃ
て
ぃ
が
し　

な
ー
や
ふ
ぃ
ー  　
　
　
　
　
　
　

如
何
な
る
名
を
呉
れ
よ
う

一
○
五 

シ
ま
う
し
ゅ
や
て
ぃ　

な
ー
や
ふ
ぃ
ー  　
　
　
　
　
　

シ
マ
襲
い
と
い
う
名
を
呉
れ
よ
う

一
○
六 

ふ
む
し
ゅ
や
て
ぃ　

な
ー
や
ふ
ぃ
ー  　
　
　
　
　
　
　

ク
ニ
襲
い
と
い
う
名
を
呉
れ
よ
う

一
○
七 

び
ゅ
ー
て
ぃ
に
ル　

に
ら
ぎ  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

座
ニ
ル
を
謡
い
あ
げ
る
と

一
○
八 

た
チ
て
ぃ
に
ル　

に
ら
ぎ  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

立
ち
ニ
ル
を
謡
い
あ
げ
る
と

一
○
九 

い
チ
く
い
ど
ぅ　

か
ん
が
ゑ
ー  　
　
　
　
　
　
　
　
　

五
声
（
五
音
）
こ
そ
神
の
上
に
響
く

一
一
○ 

な
な
く
い
ど
ぅ　

か
ん
が
ゑ
ー  　
　
　
　
　
　
　
　
　

七
声
（
七
音
）
こ
そ
神
の
上
に
響
く

一
一
一 

か
ん
が
ゑ
ー
ぬ　

か
ぎ
し
ゃ  　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
の
上
の
美
し
い
こ
と

一
一
二 

か
ん
が
ゑ
ー
ぬ　

ち
ゅ
ら
し
ゃ  　
　
　
　
　
　
　
　
　

神
の
上
の
清
ら
か
な
こ
と

　「
す
つ
う
ぷ
な
か
の
ニ
ル
」
は
、
ま
さ
に
祭
で
謡
わ
れ
る
ニ
ル
（
神
歌
）
の
由
来
で
も
あ
り
、
そ
の
ウ
タ
の
楽
器
で
あ
る
鼓
（「
シ
ま
う
し
ゅ
／
ふ
む
し
ゅ
」）

の
聖
な
る
起
源
を
謡
っ
た
ウ
タ
で
も
あ
る
。
鼓
の
名
が
「
シ
ま
う
し
ゅ
／
ふ
む
し
ゅ
」（
シ
マ
襲
い
／
ク
ニ
襲
い
）
と
い
う
の
は
、
第
十
三
―
七
七
九
に
で
る

鼓
の
名
「
御う

け

み
気
満
つ
鳴な

り
襲お

そ

い
」
の
「
―
襲お

そ

い
」
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
、
鼓
の
響
き
を
「
い
チ
く
い
／
な
な
く
い
」（
五
声
／
七
声
）
と
謡
う
の
は
、
本
歌
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の
「
精せ

声く
い

」
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
は
底
流
で
、
こ
の
よ
う
に
宮
古
八
重
山
の
歌
謡
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
。

【
注
】

（
注
１
）
拙
論
「
オ
モ
ロ
の
美
称
語
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
刊
）。

（
注
２
）
拙
著
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選　

お
も
ろ
さ
う
し
』
中
の
〔
20
〕〈「
綾あ

や
み
や庭

の　

珍め
づ

ら
し
や
」
―
高
級
神
女
、
君
南
風
の
将
来
―
」〉。

（
注
３
）
仲
村
昌
尚
『
久
米
島
の
地
名
と
民
俗
』
刊
行
委
員
会
、
一
九
九
二
年
刊
。

（
注
４
）〈
大
祖
父
〉
の
「
う
き
お
ほ
ち
」「
お
き
お
ふ
ち
」「
お
き
お
ほ
ち
」「
お
き
よ
お
ほ
ち
」
の
「
お
ほ
」「
お
ふ
」
の
語
義
が
「
大
」
だ
と
す
る
と
こ
れ
が
唯
一
、
例
外
に
な
る
か
。

（
注
５
）
こ
の
外
に
、
久
米
島
は
中
国
へ
の
渡
航
の
航
路
に
あ
る
島
で
あ
り
、
宮
古
・
八
重
山
の
入
り
口
に
あ
る
島
で
、
首
里
王
府
に
と
っ
て
要
衝
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
様
々

に
絡
み
合
っ
て
、
久
米
島
の
オ
モ
ロ
は
地
方
オ
モ
ロ
で
は
捉
え
き
れ
な
い
独
自
な
内
容
、
特
殊
な
表
現
を
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「「
地
方
」
で
謡
わ
れ
た

オ
モ
ロ
、
久
米
島
オ
モ
ロ
の
特
殊
性
」「
久
米
島
オ
モ
ロ
と
『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
』
所
収
の
「
仲
里
城
祭
礼
之
時
お
も
ろ
」」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』

笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
刊
）
で
一
部
を
記
し
た
。

（
注
６
）
古
橋
信
孝
「
古
代
の
う
た
の
表
現
の
論
理
―
〈
生
産
叙
事
〉
か
ら
の
読
み
―
」（『
古
代
和
歌
の
発
生
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
八
年
刊
）。

（
注
７
）
天
野
鉄
夫
『
琉
球
列
島
植
物
方
言
集
』
新
星
図
書
、
一
九
七
九
年
刊
。

（
注
８
）
山
内
盛
彬
『
琉
球
王
朝
秘
曲
の
研
究
』
自
家
版
、
一
九
六
四
年
刊
（『
山
内
盛
彬
著
作
集
』
第
二
巻
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、
一
九
九
三
年
刊
）。

（
注
９
）
以
下
、「
キ
ー
ト
マ
ー
」
は
『
歌
謡
大
成
Ⅰ　

沖
縄
篇　

上
』、「
か
ん
た
ゆ
〈
ど
ん
た
〉」
は
『
歌
謡
大
成
Ⅳ　

八
重
山
篇
』、「
す
つ
う
ぷ
な
か
の
ニ
ル
（
多
良
間
仲
筋
）」

『
歌
謡
大
成
Ⅲ　

宮
古
篇
』
か
ら
引
用
す
る
。
た
だ
し
、
口
語
訳
の
一
部
は
私
意
に
よ
っ
て
い
る
。

【
参
考
論
文
】

・
嘉
手
苅
千
鶴
子
「
桑く

わ

木げ

の
鼓つ

づ
み

」（
お
も
ろ
研
究
会
『
お
も
ろ
さ
う
し
精
華
抄
』
ひ
る
ぎ
社
、
一
九
八
七
年
刊
）。

・
池
宮
正
治
「
お
も
ろ
の
「
鼓
」」（『
沖
縄
芸
能
文
学
論
』
光
文
堂
企
画
出
版
部
、
一
九
八
二
年
刊
）。

・
拙
論
「
オ
モ
ロ
の
表
現
―
〈
生
産
叙
事
〉
の
視
点
か
ら
―
」（『『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
琉
球
文
学
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
○
年
刊
）。
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〔
16
〕〈「
穂ほ

う
ば
な花　

取と

て　

ぬ
き
上あ

げ
は　

塵ち
り
さ
び錆

は　

付つ

け
る
な
〉
―
稲
穂
祭
を
謡
う
―

【
本
文
】

稲
の
穂
祭
之
時
お
も
ろ

第
二
十
二
―
一
五
○
八
（
重
複
、
第
五
―
二
四
二
）

あ
お
り
や
へ
が
ふ
し

一
あ
ま
み
子き

よ

が　

御う

ざ差
し
し
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
ア
マ
ミ
キ
ョ
が
（
天
帝
の
）
ご
命
令
で
こ
そ

此こ

の
大
島し

ま　

降お

れ
た
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
沖
縄
に
降
り
て
き
た
の
だ

十と
も
ゝ
す
へ

百
末　

お
ぎ
や
か
思も

い
す　

ち
よ
わ
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
永
遠
に
尚
真
王
こ
そ
は
ま
し
ま
す
の
だ
〕

又
穂ほ

う
ば
な花　

取と

て　

貫ぬ

き
上あ

げ
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
穂
花
を
取
っ
て
献
上
す
れ
ば

塵ち
り
さ
び錆

は　

付つ

け
る
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
菌
は
付
く
こ
と
は
な
い

【
鑑
賞
】

本
歌
は
、「
稲
の
穂
祭
之
時
お
も
ろ
」
の
一
番
歌
で
あ
る
。「
稲
の
穂
祭
」
は
旧
暦
五
月
に
行
わ
れ
、
そ
こ
で
は
九
首
の
オ
モ
ロ
が
う
た
わ
れ
る
。
オ
モ
ロ

は
琉
球
の
創
成
神
、
ア
マ
ミ
キ
ョ
が
天
帝
の
命
令
で
天
降
り
し
、
穂
孕
み
が
恙
な
く
行
わ
れ
る
こ
と
が
謡
わ
れ
て
い
る
。
オ
モ
ロ
は
、
ア
マ
ミ
キ
ョ
が
稲
種

を
携
え
て
琉
球
に
天
降
り
し
た
と
い
う
前
提
で
謡
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
国
土
を
治
め
る
王
、
尚
真
王
「
お
ぎ
や
か
思も

い
」
の
末
長
い
存
続
が
、
こ
の
オ
モ
ロ

の
テ
ー
マ
で
あ
る
。

【
語
釈
】

あ
ま
み
子き

よ

が　

御う

ざ差
し
し
よ　

此こ

の
大
島し

ま　

降お

れ
た
れ　
「
あ
ま
み
子き

よ

」
は
、
琉
球
の
創
成
神
。『
中
山
世
鑑
』
で
は
「
阿
摩
美
久
」
と
表
記
さ
れ
る
。
本
歌

は
対
語
が
な
い
が
、
後
述
す
る
重
複
オ
モ
ロ
、
第
五
―
二
四
二
に
は
「
あ
ま
み
子き

よ

」
は
「
し
ね
り
や
子こ

」
と
対
語
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
対
語
の
か
た
ち
は

第
五
―
二
四
一
に
も
あ
り
、
第
五
―
二
四
○
も
「
あ
ま
み
子き

よ

が
真ま

細ざ
い

工く

／
し
ね
り
や
子こ

が
真ま

細ざ
い

工く

」
の
対
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
五
―
二
八
一
、
第
十
―

五
一
二
は
「
あ
ま
み
子き

よ

／
し
ね
り
子き

よ

」
の
対
語
が
あ
り
、「
あ
ま
み
」
に
対
す
る
対
語
は
音
数
の
関
係
か
ら
「
し
ね
り
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
裏
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付
け
る
よ
う
に
「
あ
ま
み
や
／
し
ね
り
や
」
の
対
語
例
は
、
第
三
―
九
六
・
九
九
を
は
じ
め
と
し
て
多
数
み
ら
れ
る
。『
混
効
験
集
』
に
は
「
あ
ま
み
き
よ
う

し
ね
り
き
よ
う
」
に
「
琉
球
開
闢
の
男
女
の
神
な
り
」
と
い
う
注
が
付
く
。『
琉
球
神
道
記
』
第
五
は
「
天
ヨ
リ
男
女
二
人
下
リ
シ
。
男
ヲ
シ
ネ
リ
キ
ユ
ト
．

女
ヲ
ア
マ
ミ
キ
ユ
ト
云
」
と
あ
る
。
こ
の
認
識
は
、『
中
山
世
譜
』
や
『
球
陽
』
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。『
混
効
験
集
』
が
記
す
の
は
、
男
神
「
あ
ま

み
き
よ
う
」、
女
神
「
し
ね
り
き
よ
う
」
を
い
っ
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
『
琉
球
神
道
記
』
と
同
じ
こ
と
を
記
し
て
い
る
か
は
、
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
、

『
中
山
世
鑑
』
や
『
琉
球
国
由
来
記
』、
あ
る
い
は
『
聞
得
大
君
御
殿
并
御
城
御
規
式
之
御
次
第
』
に
は
、「
阿
摩
美
久
」
は
登
場
す
る
も
の
の
、「
シ
ネ
リ
キ

ユ
」
に
当
た
る
神
は
登
場
し
な
い
。
こ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
女
神
を
「
ア
マ
ミ
キ
ユ
」
と
す
る
認
識
と
も
通
じ
、
重
要
な
神
、
あ
る
い
は
実
質
性
の
あ
る
神

は
「
あ
ま
み
子き

よ

」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
オ
モ
ロ
の
一
般
的
な
対
語
・
対
句
の
関
係
は
、
前
出
の
対
語
・
対
句
が
実
質
的
な
意
味
を
あ
ら
わ
す
語
で

あ
り
、
後
出
の
対
語
・
対
句
が
前
出
の
語
を
美
称
し
た
言
い
換
え
で
あ
る
が
、
オ
モ
ロ
の
用
例
は
「
あ
ま
み
や
／
し
ね
り
や
」、「
あ
ま
み
子き

よ

／
し
ね
り
子き

よ

」、

「
あ
ま
み
子き

よ

／
し
ね
り
や
子こ

」
の
対
語
で
あ
り
、
そ
れ
が
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
例
は
な
く
、
本
歌
の
よ
う
に
「
あ
ま
み
き
よ
」「
あ
ま
み
や
」
が
単
独
で
で
る

例
は
あ
っ
て
も
、「
し
ね
り
子き

よ

」「
し
ね
り
や
」
が
単
独
で
で
る
用
例
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
あ
ま
み
子き

よ

」
と
い
う
神
が
重
要
な
神
、
実
質
的
な
神
で
あ
っ

て
、「
し
ね
り
子き

よ

」「
し
ね
り
や
子こ

」
は
そ
の
言
い
換
え
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
た
だ
し
、「
あ
ま
み
子き

よ

」
が
主
要
な
神
で
あ
る
に
し
て
も
、
琉
球
の
創
成

神
が
本
来
、
単
神
で
あ
っ
た
か
、
男
女
一
対
の
神
で
あ
っ
た
か
は
俄
に
は
判
断
し
が
た
い
。

「
あ
ま
み
子き

よ

」
の
語
義
は
、「
あ
ま
み
」
と
「
き
よ
」
に
分
か
れ
る
。「
き
よ
」
は
接
尾
敬
称
辞
〈
子
〉
で
あ
り
、
こ
れ
が
口
蓋
化
し
た
も
の
。「
あ
ま
み
」

は
『
混
効
験
集
』
の
「
あ
ま
み
や
か
ら
」
に
「
む
か
し
よ
り
と
云
心
」、「
聞
書
」
に
「
む
か
し
か
ら
と
云
」
と
い
う
注
が
付
い
て
い
る
。
ま
た
「
聞
書
」

は
、「
あ
ま
み
や
」
に
「
昔
也
」「
む
か
し
の
事
な
り
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
が
参
考
に
な
る
か
。「
あ
ま
み
や
」
は
「
あ
ま
み
や
か
ら
」
と
い
う
用
例
が
多

く
、「
―
か
ら
」
が
付
か
な
い
「
あ
ま
み
や
」
の
用
例
で
あ
っ
て
も
第
三
―
九
九
「
あ
ま
み
や　

始は
ぢ

め
て
／
し
ね
り
や　

の
だ
て
ゝ
」、
第
五
―
二
三
九
・
第

二
十
二
―
一
五
一
六
「
あ
ま
み
や　

始は
ぢ

ま
た
る
／
し
ね
り
や　

始は
ぢ

ま
た
る
」
で
あ
り
、「
む
か
し
」
と
い
う
始
原
の
時
間
を
い
う
ら
し
い
用
例
に
な
っ
て
い

る
。「
あ
ま
み
や
」
に
は
、
こ
れ
が
美
称
語
に
な
っ
て
い
る
用
例
が
多
数
あ
り
、
第
十
一
―
六
一
七
他
「
あ
ま
み
や
君き

み

南は

へ風
」
は
古
来
か
ら
続
く
と
い
う
意

の
神
女
、
君
南
風
と
い
う
例
や
、
こ
の
外
に
も
第
三
―
一
○
二
「
あ
ま
み
や
世
」、
第
十
―
五
一
二
「
あ
ま
み
や
衆す

ぢ
や生

」、
第
十
―
五
四
○
「
あ
ま
み
や
ふ

た
」（「
ふ
た
」
は
村
の
意
）、
第
十
二
―
六
六
○
「
あ
ま
み
や
す
へ
」（「
す
へ
」
は
セ
ヂ
か
）
等
の
用
例
が
あ
っ
て
、
始
原
、
お
よ
び
始
原
か
ら
続
く
も
の
、

始
原
に
由
来
す
る
も
の
の
美
称
語
例
が
確
認
で
き
る
。
そ
の
対
語
は
「
し
ね
り
や
」
で
あ
る
。「
あ
ま
み
」
も
こ
れ
に
準
じ
た
語
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
第

十
四
―
一
○
○
六
「
あ
ま
み
金か

ね

ぐ
す
く
」、
第
十
一
―
六
三
二
他
「
あ
ま
み
玉た

ま

ち
な
」（「
玉た

ま

ち
な
」
は
玉
綱
か
）
と
い
う
用
例
が
あ
る
。「
あ
ま
み
や
」
と
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「
あ
ま
み
」
と
の
違
い
が
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
が
、
対
語
の
「
し
ね
り
や
」
が
「
あ
ま
み
や
」
と
「
あ
ま
み
」
の
双
方
に
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
接
近

し
た
意
味
の
語
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
。

「
あ
ま
み
」
は
、
現
在
の
奄
美
大
島
の
奄
美
と
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
繋
が
り
の
あ
る
語
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
琉
球
の
創
成
神
の
渡
来
が
北
方
に
あ
る

こ
と
と
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
（『
混
効
験
集
の
研
究
』
の
「
あ
ま
み
や
か
ら
」
の
項
）。
た
だ
し
、「
あ
ま
み
」「
あ
ま
み
や
」
は
前
述
し
た
通
り
、
オ
モ
ロ

の
用
例
を
み
る
限
り
時
間
を
あ
ら
わ
す
語
で
あ
り
、
こ
れ
が
空
間
（
地
名
）
を
い
う
奄
美
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
が
問
題
で
あ
る
。
奄
美
が
地
名
を

意
味
し
た
語
で
あ
る
こ
と
は
、
古
く
は
『
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
（
六
九
八
）
の
記
事
に
「
南
嶋
奄
美
」
が
で
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
れ
を
考
え
る
と
、

地
名
を
い
っ
た
語
が
、
少
な
く
と
も
オ
モ
ロ
で
は
時
間
を
意
味
す
る
語
に
転
換
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、〈
や
〉
に
そ
れ
を
促
す
意
が
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
か
。
あ
る
い
は
、「
あ
ま
み
や
」
と
「
あ
ま
み
」
で
は
や
は
り
意
味
に
違
い
が
あ
り
、「
あ
ま
み
や
」
は
元
来
、
時
間
を
意
味
す
る
語
で
あ

っ
た
可
能
性
も
あ
り
、「
あ
ま
み
」
は
空
間
（
地
名
）
を
い
う
語
で
あ
る
か
。
な
お
、
考
察
の
余
地
を
多
く
残
す
。

「
御う

ざ差
し
」
は
、『
混
効
験
集
』
に
「
命
ぜ
ら
れ
る
也
」
と
あ
る
。「
御う

ざ差
し
」
は
、〈
差
し
〉
に
接
頭
辞
〈
御
〉
が
付
い
た
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ご

命
令
と
い
う
意
の
語
。
用
例
に
〈
差
し
〉
は
な
く
、
全
て
〈
御
差
し
〉
の
か
た
ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
、〈
差
し
〉
の
主
体
が
基
本
的
に
は
神
や
神
の
立
場
に

あ
る
者
が
発
す
る
こ
と
に
か
か
わ
る
。
池
宮
正
治
は
「「
お
さ
し
」
に
は
王
が
指
さ
し
て
命
ず
る
感
じ
と
、
太
陽
（
王
）
が
光
さ
し
て
太
陽
霊
を
授
け
る
ニ

ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
」（『
混
効
験
集
の
研
究
』）
と
指
摘
し
て
い
る
。「
御う

ざ差
し
」「
御お

ざ差
し
」
の
用
例
は
、
第
四
―
一
九
五
・
第
七
―
三
四
五
「
て
だ
が　

御う

ざ差
し
／
い
ち
る　

御う

ざ差
し
」、
第
三
―
一
○
七
・
第
四
―
二
○
二
・
第
七
―
三
五
七
「
て
だ
が　

御う

ざ差
し
」、
第
三
―
九
○
・
第
六
―
三
三
四
・
第
十
二
―

七
三
四
他
「
て
る
か
は
が　

御う

ざ差
し
」、
第
一
―
三
九
・
第
十
一
―
六
二
八
・
第
二
十
一
―
一
四
五
七
「
て
る
か
は
が　

御う

ざ差
し
／
て
る
し
の
が　

御う

ざ差
し
」、

第
十
一
―
六
二
八
・
第
二
十
一
―
一
四
五
七
「
大
君ぎ

み

が　

御う

ざ差
し
／
精せ

高だ
か

子こ

が　

御う

ざ差
し
」、
第
十
五
―
一
○
八
八
「
三さ

ぶ

郎ろ

こ子
が　

御う

ざ差
し
／
真ま

こ
ろ
子こ

が

　

御う

ざ差
し
」、
第
二
十
一
―
一
五
○
二
「
な
よ
く
ら
が　

御う

ざ差
し
」
で
あ
る
。
用
例
は
「
て
だ
」
や
「
て
る
か
は
／
て
る
し
の
」
が
「
御う

ざ差
し
」
と
す
る
も

の
が
多
い
。『
混
効
験
集
』
や
「
聞
書
」
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
「
さ
し
ぼ
」（
対
語
は
「
む
つ
き
」

〈
物
憑
き
〉）
の
「
さ
し
」
と
「
御う

ざ差
し
」
の
「
差さ

し
」
と
は
、
同
じ
語
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、「
宮
古
島
の
狩
俣
で
は
祈
願
を
す
る
神
人
を
サ
ス
と
呼
ん
で
い

る
」（『
琉
球
列
島
民
俗
語
彙
』「
サ
ス
」
の
項（

注
１
））

の
「
サ
ス
」
も
、「
御う

ざ差
し
」
の
「
差さ

し
」
と
関
連
す
る
語
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
首
里
城
の
下
庫
裡
と
大
庫

裡
に
あ
る
玉
座
を
ウ
サ
ス
カ
（
御
差
床
）
と
い
う
が
、
こ
れ
も
「
御う

ざ差
し
」
を
発
す
る
場
所
と
理
解
さ
れ
る
。

「
あ
ま
み
子き

よ

が　

御う

ざ差
し
」
の
用
例
は
、
本
歌
と
重
複
だ
け
で
あ
る
。
第
四
―
一
九
五
「
又
い
し
ゑ
け
り
按あ

ぢ司
襲お

そ

い　

て
だ
が　

御う

ざ差
し　

ち
よ
わ
れ
」
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や
第
二
十
一
―
一
五
○
二
「
な
よ
く
ら
が　

御う

ざ差
し
し
よ　

よ
ら
ふ
さ
は　

降お

ろ
ち
や
れ
」
等
は
、「
て
だ
」
の
ご
命
令
、「
な
よ
く
ら
」
の
ご
命
令
と
理

解
で
き
、「
あ
ま
み
子き

よ

が　

御う

ざ差
し
」
も
ア
マ
ミ
キ
ョ
の
ご
命
令
と
い
う
解
釈
に
な
り
そ
う
だ
が
、
こ
れ
だ
と
「
此こ

の
大
島し

ま

」
に
天
降
り
し
た
の
は
、
誰
な

の
か
が
問
題
に
な
る
。
反
復
部
の
「
お
ぎ
や
か
思も

い
」（
尚
真
王
）
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
オ
モ
ロ
の
場
合
は
〈
降
れ
る
〉
と
い
う
動
詞
の
主
体
は
通
常
は

神
女
で
あ
り
、
王
等
の
男
性
的
な
人
物
が
主
体
と
な
る
こ
と
は
な
い
こ
と
か
ら
、
問
題
と
な
る
。『
中
山
世
鑑
』「
琉
球
開
闢
之
事
」
は
、「
阿
摩
美
久
」
に

天
降
り
を
「
下
知
」
し
た
の
は
、「
天
帝
」
だ
と
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
従
え
ば
「
あ
ま
み
子き

よ

」
が
「
天
帝
」
の
「
下
知
」
＝
「
御う

ざ差
し
」
で
こ
そ
「
此こ

の
大
島し

ま

」
に
天
降
り
し
た
と
い
う
理
解
が
で
き
る
。
ま
た
、
第
二
節
目
の
「
穂ほ

う
ば
な花

」（
稲
の
穂
花
）
に
か
か
わ
る
「
五
穀
ノ
種
子
」
を
「
天
帝
」
に
乞
う
て
、

「
久
高
嶋
」
や
「
知
念
大
川
」
に
蒔
い
た
の
も
「
あ
ま
み
子き

よ

」
で
あ
る
（
詳
し
く
は
、
後
述
）。「
御う

ざ差
し
」「
御お

ざ差
し
」
の
用
例
で
あ
る
〈
が
〉
を
所
有
格
に

と
っ
た
〈
ア
マ
ミ
キ
ョ
の
御
差
し
〉
と
い
う
解
釈
が
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
本
歌
全
体
を
考
え
る
と
〈
が
〉
を
主
格
に
と
り
、「
あ
ま
み
子き

よ

」
が

「
天
帝
」
の
「
御う

ざ差
し
」
で
「
此こ

の
大
島し

ま

」
に
天
降
り
し
た
と
い
う
理
解
が
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。『
中
山
世
鑑
』
の
記
事
も
あ
り
、
創
成
神
ア

マ
ミ
キ
ョ
で
あ
れ
ば
、
神
女
の
動
作
と
し
て
使
わ
れ
る
〈
降
れ
る
〉
と
い
う
語
の
主
体
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、「
御う

ざ差
し
し
よ
」
は
「
降お

れ
た
れ
」
と
係
り
結
び
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
か
た
ち
は
、
第
六
―
三
三
四
・
第
十
二
―
七
三
四
、
第
十
一
―

六
二
八
・
第
二
十
一
―
一
四
五
七
、
第
十
五
―
一
○
八
八
に
も
あ
る
が
、
本
歌
の
よ
う
に
結
ん
で
い
る
の
は
、
第
十
五
―
一
○
八
八
だ
け
で
あ
る
。
一
○

八
八
は
次
節
の
連
続
部
と
結
ん
で
い
る
ほ
か
、
反
復
部
と
も
結
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
連
続
部
と
反
復
部
と
の
意
味
的
な
繋
が
り
が
、
直
接
的
な
も
の
に
な

っ
て
い
る
事
例
と
な
る
。

「
此こ

の
大
島し

ま　

降お

れ
た
れ
」
の
「
大
島し

ま

」
は
、
沖
縄
本
島
の
こ
と
。「
大
」
は
聞
得
大
君
も
そ
う
で
あ
る
が
、
例
外
な
く
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
表
記
は
漢

字
表
記
で
あ
り
、「
お
ほ
」「
お
お
」
等
の
表
記
は
な
い
。
重
複
オ
モ
ロ
に
は
対
句
の
「
此
大だ

島し
ま

」
が
あ
る
。「
大だ

島し
ま

」
は
ダ
イ
シ
マ
の
イ
が
落
ち
た
も
の
と
理

解
さ
れ
る
。「
降お

れ
た
れ
」
は
係
助
詞
の
結
び
（
已
然
形
）
に
な
っ
て
、
第
四
―
二
○
八
他
「
さ
し
ふ　

五
こ
ろ
に　

見み

守ま
ぶ

て
す　

降お

れ
た
れ
／
む
つ
き　

七

こ
ろ
に　

か
い
撫な

で
ゝ
す　

降お

れ
た
れ
」
と
い
う
用
例
が
多
い
。
用
例
は
、
神
女
の
神
霊
が
そ
の
神
女
の
憑
依
者
で
あ
る
「
さ
し
ふ　

五
こ
ろ
／
む
つ
き　

七
こ
ろ
」
に
降
り
て
い
る
の
だ
と
解
釈
す
る
表
現
で
あ
る
。
本
歌
の
用
例
「
此こ

の
大
島し

ま　

降お

れ
た
れ
」
と
近
い
用
例
は
、
第
十
四
―
一
○
○
五
「
大
こ
る
が

　

使つ
か

い
し
よ　

此こ

の
大だ

島し
ま　

降お

れ
た
れ
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
「
大
こ
ろ
」
が
〈
降
り
る
〉
と
解
釈
で
き
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ

こ
は
神
迎
え
の
オ
モ
ロ
と
理
解
し
て
、
大
こ
ろ
の
「
使つ

か

い
」（
招
待
）
で
こ
の
大
島
に
神
、
あ
る
い
は
神
女
が
降
り
て
き
た
の
だ
と
い
う
解
釈
を
し
た
方
が

よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
降お

れ
た
れ
」
の
用
例
に
第
二
十
一
―
一
三
九
四
「
あ
ま
み
や
み
る
や
に
や　

ま
き
よ　

選ゑ
ら

で
す　

降お

れ
た
れ
／
し
ね
り
や
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み
る
や
に
や　

ふ
た　

選ゑ
ら

で
す　

降お

れ
た
れ
」
が
あ
る
が
、
こ
の
オ
モ
ロ
は
「
あ
ま
み
や
み
る
や
に
や
／
し
ね
り
や
み
る
や
に
や
」
が
「
あ
ま
み
子き

よ

／
し
ね

り
子き

よ

（
し
ね
り
や
子こ

）」
に
相
当
す
る
久
米
島
新
垣
の
始
祖
神
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
久
米
島
に
は
、
沖
縄
本
島
と
は
違
う
独
自
の
始

祖
神
が
い
る
こ
と
に
な
る
か
、
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る（

注
２
）。                  

十と
も
ゝ
す
へ

百
末　

お
ぎ
や
か
思も

い
す　

ち
よ
わ
れ　

こ
れ
が
、
本
歌
の
反
復
部
で
あ
る
。「
ち
よ
わ
れ
」
は
、
係
助
詞
〈
す
〉
の
結
び
に
な
っ
て
い
る
。
反
復
部
は
、

こ
の
よ
う
な
一
連
の
句
が
係
り
結
び
に
な
っ
た
表
現
が
多
い
。
こ
れ
は
、
元
来
、
反
復
部
と
連
続
部
の
関
係
は
、
意
味
的
に
直
接
繋
が
っ
た
句
で
は
な
い
こ

と
を
物
語
る
。「
お
ぎ
や
か
思も

い
」
は
尚
真
王
の
こ
と
。
反
復
部
は
、
尚
真
の
末
長
い
繁
栄
と
長
寿
を
言
祝
い
だ
表
現
で
あ
る
。
幾
つ
も
同
じ
用
例
が
あ
り

そ
う
で
あ
る
が
、
本
例
が
唯
一
の
例
で
あ
る
。
一
般
に
は
、
称
え
る
人
物
を
「
按あ

ん

司じ

襲お
そ

い
」
と
謡
っ
て
い
る
、
第
一
―
六
「
按あ

ん

司じ

襲お
そ

い
す　

十と
も
ゝ
す
へ

百
末　

ち
よ

わ
れ
」
等
が
多
く
、
第
十
一
―
五
五
八
「
十と

も
ゝ
す
へ

百
末　

按あ
ん

司じ

襲お
そ

い
す　

ち
よ
わ
れ
」
も
み
ら
れ
る
。
本
歌
は
、
称
え
る
人
物
を
特
に
尚
真
王
に
し
た
表
現
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
一
連
の
句
は
、
多
く
が
反
復
部
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

穂ほ
う
ば
な花　

取と

て　

貫ぬ

き
上あ

げ
は　

詞
書
き
か
ら
本
歌
の
「
穂ほ

う
ば
な花

」
は
、
稲
の
穂
花
の
こ
と
。
第
九
―
五
○
五
「
新あ

ら

麦む
ぎ
や

が　

お
ろ
麦む

ぎ
や

が　

穂ほ

花ば
な

」
と
い
う
麦
の

「
穂ほ

花ば
な

」
を
い
う
用
例
も
あ
る
。
第
十
三
―
八
七
五
に
「
穂ほ

花ば
な

」（
対
語
は
「
ゆ
ま
た
」）
が
あ
り
、「
穂ほ

う

」
は
穂
の
長
音
表
記
だ
と
思
わ
れ
る
。
琉
歌
（『
琉

歌
大
成
』）
に
も
「
二
五
二
四　

立
ち
寄
や
り
見
れ
ば　

穂
花
咲
き
そ
ろ
て　

お
す
風
に
な
び
く　

稲
の
き
よ
ら
さ
」（
田
に
立
ち
寄
っ
て
み
る
と
稲
の
穂
花

が
一
斉
に
咲
き
そ
ろ
っ
て
い
て
、
穂
孕
み
が
進
む
穏
や
か
な
風
に
靡
く
稲
穂
が
美
し
い
）
が
あ
る
。「
穂ほ

う
ば
な花

」「
穂ほ

花ば
な

」
の
用
例
は
、
本
歌
と
重
複
歌
、
第
九

―
五
○
五
の
三
例
で
あ
る
。

「
貫ぬ

き
上あ

げ
は
」
の
用
例
は
、
第
五
―
二
八
五
「
御み

し
や
く

神
酒　

貫ぬ

き
上あ

げ
は
」、
第
二
十
一
―
一
四
二
八
「
御お

み
神し

や
く酒　

貫ぬ

き
上あ

げ
は
」、
第
十
九
―

一
二
九
八
「
御
み
神し

や
く酒　

貫ぬ

き
上や

げ
ば
」
で
あ
る
。
意
味
が
不
明
な
第
一
―
三
九
「
み
よ
た
ち
や
は　

貫ぬ

き
上あ

げ
て
／
よ
お
た
ち
や
は　

押お

し
上あ

げ
て
」、

第
三
―
九
七
「
ま
さ
け
な
よ　

貫ぬ

き
上あ

げ
て
」
以
外
の
「
貫ぬ

き
上あ

げ
」「
貫ぬ

き
上あ

げ
れ
」「
貫ぬ

き
上あ

げ
わ
ち
へ
」
の
用
例
は
、「
御み

し
や
く

神
酒
」
や
「
御お

み
神し

や
く酒

」

を
〈
貫
き
上
げ
る
〉
で
あ
る
。「
御お

み
神し

や
く酒

」
は
『
混
効
験
集
』
に
「
お
む
し
や
く　

御
神
酒
の
事
也
。
む
し
や
く
、
み
き
共
云
」
と
あ
る
。「
む
し
や
く
」

は
「
御み

し
や
く

神
酒
」
の
こ
と
。「
聞
書
」
も
「
み
し
や
く
」
に
「
神
酒
之
事
」
と
あ
る
。
琉
球
語
で
「
ウ
ン
サ
ャ
ク　

甘
酒
。
昔
は
若
い
娘
が
か
み
砕
い
た
な
ま

米
か
ら
作
っ
た
。
神
に
供
え
る
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）、「
御み

し
や
く

神
酒
」
も
「
ミ
サ
ク
」「
ミ
シ
ャ
ク
」
と
い
う
（『
琉
球
列
島
民
俗
語
彙
』）。
八
重
山
で
豊
年
祭

等
で
謡
わ
れ
る
歌
謡
「
フ
ミ
シ
ャ
ギ
ィ
」
は
、「
御お

み
神し

や
く酒

」
が
変
化
し
た
語
、「
み
し
ゃ
ぐ
ぱ
ー
し
ぃ
」
の
「
み
し
ゃ
ぐ
」
は
「
御み

し
や
く

神
酒
」
が
変
化
し
た
語

で
あ
る
。
オ
モ
ロ
の
「
貫ぬ

き
上あ

げ
は
」
の
用
例
は
、
神
酒
を
〈
貫
き
上
げ
る
〉
と
す
る
例
が
多
く
、
本
歌
は
用
例
と
し
て
は
例
外
的
な
用
例
と
な
る
。〈
貫
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き
上
げ
る
〉
は
、
第
十
一
―
五
八
六
「
貫ぬ

き
上あ

げ
れ　

御み
し
や
く

神
酒
／
捧さ

ゝ

げ
れ　

御み
し
や
く

神
酒
」
が
あ
り
、〈
捧
げ
る
〉
に
近
い
意
味
の
語
だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

第
一
―
三
九
の
用
例
は
、「
押お

し
上あ

げ
て
」
と
の
対
句
例
で
あ
っ
た
。『
辞
典
』
は
「
差
し
上
げ
る
」
と
い
う
解
釈
を
し
て
い
る
。
琉
球
語
「
ヌ
チ
ュ
ン
」

〈
貫
く
〉
は
、「
①
ぬ
く
。
貫
く
。
穴
に
通
す
。
糸
を
通
す
」
の
外
に
、「
②
突
く
。
差
す
。
指
先
や
棒
の
先
で
突
く
。
指
さ
す
」
意
が
あ
る
（『
沖
縄
語
辞

典
』）。
伊
是
名
方
言
や
与
論
方
言
に
も
「
ヌ
チ
ュ
ン
」〈
貫
く
〉
に
「
差
す
」
と
い
う
意
が
あ
る（

注
３
）。「

ヌ
チ
ュ
ン
」（
貫
く
）
の
意
味
を
勘
案
す
る
と
、
オ
モ

ロ
の
〈
貫
き
上
げ
る
〉
に
は
捧
げ
物
を
捧
げ
る
対
象
に
向
か
っ
て
、
下
か
ら
上
へ
直
線
的
に
差
し
出
し
、
献
上
す
る
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
語
か
。
琉

球
語
の
申
し
上
げ
る
は
「
ウ
ン
ヌ
キ
ユ
ン
」（『
沖
縄
語
辞
典
』）
と
い
う
が
、
こ
れ
は
〈
貫
き
上
げ
る
〉
に
接
頭
辞
〈
オ
〉〈
ミ
〉
が
付
い
た
語
で
は
な
い
か
。

下
の
者
が
上
の
者
に
直
線
的
に
言
葉
を
捧
げ
る
こ
と
が
、
申
す
と
い
う
意
に
な
っ
た
語
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。

本
歌
は
稲
の
穂
祭
り
に
際
し
て
、
選
び
出
さ
れ
た
稲
穂
を
宮
中
に
献
上
す
る
意
で
あ
る
が
、
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
国
王
や
神
女
に
差
し
出
す
、

献
上
す
る
と
い
う
表
現
な
の
で
あ
ろ
う
（
後
述
）。
第
九
―
四
八
三
の
「
舞
い
の
手
」
に
「
う
ち
へ
の
き
や
け
て
こ
ね
る
」
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
手
拍
子
を

打
っ
て
、
貫
き
上
げ
て
「
こ
ね
る
」
と
理
解
さ
れ
る
。「
舞
い
の
手
」
は
神
事
の
所
作
に
起
源
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
差
し
上
げ
る
」
は
神
や
国
王
に
も

の
を
献
上
す
る
所
作
だ
と
い
う
こ
と
を
裏
付
け
る
。

本
歌
は
「
稲
の
穂
祭
之
時
お
も
ろ
」
と
い
う
詞
書
き
が
付
く
オ
モ
ロ
の
一
番
歌
で
あ
る
。「
稲
の
穂
祭
」
は
、『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
「
王
城
之
公
事
」

に
記
さ
れ
る
「
稲
之
穂
祭
」
に
よ
れ
ば
、「
稲
之
穂
祭
者
、
五
月
中
択
レ
日
、
三
日
前
、
於
二
西
之
御
殿
一
設
レ
席
、
其
日
令
辰
、
三
平
等
之
大
阿
武
志
良
礼
・

首
里
根
神
阿
武
志
良
礼
、
各
座
、
以
有
二
祭
祀
一
也
。
詳
見
二
西
之
御
殿
御
タ
モ
ト
ノ
記
一
。
於
二
西
之
御
殿
一
、
祭
祀
畢
、　

聖
主
出
二
御
於
下
庫
裡
一
、
有
二
美

御
前
揃
之
御
規
式
一
。
謡
二
御
唄
一
也
。
亦
自
二
真
和
志
・
南
風
原
・
西
原
、
三
箇
間
切
一
、
献
二
上
稲
穂
于
御
内
原
一
。
入
御
之
後
、
賜
二
穂
及
酒
於
出
仕
之
官

員
一
、
且
賜
二
神
酒
一
也
」
と
い
う
も
の
で
、
記
事
の
大
意
は
、
旧
暦
五
月
中
に
日
が
選
ば
れ
る
と
そ
の
三
日
前
か
ら
祭
祀
の
準
備
が
、
首
里
城
北
殿
（「
西

之
御
殿
」）
に
お
い
て
行
わ
れ
、
三
平
等
之
大
阿
武
志
良
礼
と
首
里
根
神
阿
武
志
良
礼
の
祭
祀
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
。
北
殿
で
の
祭
祀
が
終
わ
る
と
、
国
王
が

首
里
城
一
階
の
下
庫
裡
に
出
御
さ
れ
、
美
御
前
揃
之
御
規
式
が
行
わ
れ
、
そ
の
際
に
オ
モ
ロ
（「
御
唄
」）
が
謡
わ
れ
、
畿
内
で
あ
る
真
和
志
・
南
風
原
・
西

原
の
三
箇
間
切
か
ら
取
ら
れ
た
稲
穂
が
御
内
原
に
献
上
さ
れ
る
。
国
王
が
退
席
さ
れ
た
後
、
出
仕
の
官
員
達
に
稲
穂
や
酒
、
神
酒
が
下
賜
さ
れ
る
と
い
う
も

の
で
あ
る
。「
謡
二
御
唄
一
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、
本
歌
は
ま
さ
に
こ
の
時
に
謡
わ
れ
る
の
で
あ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
の
記
事
を
参
考
に
す
れ
ば
「
穂ほ

う
ば
な花

　

取と

て　

貫ぬ

き
上あ

げ
は
」
は
、
畿
内
三
箇
間
切
か
ら
取
ら
れ
た
稲
穂
を
御
内
原
に
献
上
す
る
こ
と
を
い
っ
た
表
現
で
あ
る
。

塵ち
り
さ
び錆

は　

付つ

け
る
な　
「
塵ち

り
さ
び錆

」
は
『
辞
典
』
は
「
稲
の
病
菌
の
こ
と
ら
し
い
」
と
し
て
い
る
。『
沖
縄
語
辞
典
』
に
は
、
チ
リ
サ
ビ
の
語
は
な
い
が
、「
チ

『おもろさうし』選詳解Ⅳ

（
一
九
九
）　



リ
」
は
「
塵
。
ご
み
」、「
サ
ビ
」
は
「
わ
ざ
わ
い
。
悪
い
で
き
ご
と
」
と
あ
る
。
重
複
の
第
五
―
二
四
二
に
は
、「
か
う
錆さ

び

」
が
対
語
に
な
っ
て
い
る
。
ま

た
、
第
三
―
九
七
に
は
本
歌
と
よ
く
似
た
表
現
「
き
り
さ
べ
も　

付つ

け
る
な
／
こ
う
錆さ

び

も　

付つ

け
る
な
」
が
あ
る
。『
辞
典
』
は
「
塵ち

り
さ
び錆

」
と
「
き
り
さ
べ
」

を
同
じ
語
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
オ
モ
ロ
の
表
記
の
原
則
か
ら
す
る
と
二
つ
は
別
語
と
な
る
。『
沖
縄
語
辞
典
』
に
は
「
さ
べ
」
に
対
応
す
る
可
能
性
が
あ

る
語
に
「
サ
ベ
ー　

①
害
虫
の
名
。
②
小
児
の
か
か
る
皮
膚
病
の
名
」
が
あ
り
、「
疥
癬
に
か
か
っ
た
者
」
を
「
コ
ー
サ
ー
」
と
い
う
と
あ
る（

注
４
）。「

コ
ー
」
が

「
こ
う
錆さ

び

」
の
「
こ
う
」
で
あ
る
な
ら
、「
さ
べ
」
と
「
こ
う
」
は
近
い
意
味
の
語
か
も
し
れ
な
い
。
第
三
―
九
七
は
、
島
津
侵
攻
を
呪
詛
す
る
オ
モ
ロ
の
一

首
で
、
島
津
軍
を
迎
え
撃
つ
琉
球
側
の
軍
勢
を
言
祝
ぐ
表
現
と
し
て
あ
り
、「
き
り
さ
べ
／
こ
う
錆さ

び

」
は
琉
球
側
の
軍
勢
を
衰
え
さ
せ
る
災
い
の
よ
う
な
物

を
い
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。「
塵ち

り
さ
び錆

」
と
第
三
―
九
七
「
き
り
さ
べ
」
が
同
一
の
語
か
ど
う
か
は
課
題
だ
が
、「
塵ち

り
さ
び錆

」
は
穂
孕
み
を
阻
害
す
る
「
わ
ざ
わ

い
」、
病
菌
と
い
う
も
の
か
。「
塵ち

り
さ
び錆

は　

付つ

け
る
な
」
は
、
差
し
出
し
た
稲
穂
が
、
見
事
に
結
実
す
る
こ
と
を
強
く
願
っ
た
表
現
で
あ
る
。

【
解
説
】

本
歌
は
、
第
五
―
二
四
二
の
重
複
歌
で
あ
る
。
重
複
歌
は
、
以
下
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

あ
お
り
や
へ
が
ふ
し

一
あ
ま
み
子き

よ

が　

御う

ざ差
し
し
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
ア
マ
ミ
キ
ョ
が
（
天
帝
の
）
ご
命
令
で
こ
そ

此こ

の
大
島し

ま　

降お

れ
た
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
沖
縄
に
降
り
て
き
た
の
だ

十と

百も
ゝ

末す
へ　

お
ぎ
や
か
思も

い
す　

ち
よ
わ
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
永
遠
に
尚
真
王
こ
そ
は
ま
し
ま
す
の
だ
〕

又
し
ね
り
や
子こ

が　

御う

ざ差
し
し
よ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
シ
ネ
リ
ヤ
子
が
（
天
帝
の
）
ご
命
令
で
こ
そ

此
大だ

島　

降お

れ
た
れ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
の
沖
縄
に
降
り
て
き
た
の
だ

又
穂ほ

う
ば
な花　

取と

て　

貫ぬ

き
上あ

げ
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
穂
花
を
取
っ
て
献
上
す
れ
ば

塵ち
り
さ
び錆

は　

付つ

け
る
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
菌
は
付
く
こ
と
は
な
い

又
穂ほ

う
ざ
き先　

取と

て　

貫ぬ

き
上あ

げ
は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
穂
先
を
取
っ
て
献
上
す
れ
ば

か
う
錆さ

び

も　

付つ

け
る
な　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

病
菌
は
付
く
こ
と
は
な
い
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第
五
―
二
四
二
が
本
歌
の
重
複
歌
と
い
っ
て
も
、
本
歌
は
二
四
二
の
第
一
節
と
第
三
節
と
が
重
な
っ
て
い
る
特
殊
な
重
複
の
在
り
方
を
し
て
い
る
。
第

二
十
二
は
四
十
六
（
安
仁
屋
本
は
四
十
七
首
）
の
オ
モ
ロ
が
入
る
が
、
一
五
一
三
と
一
五
五
二
以
外
の
四
十
四
首
は
他
巻
と
重
複
関
係
に
あ
る
オ
モ
ロ
で
、

こ
の
う
ち
「
雨
乞
の
時
お
も
ろ
」
と
い
う
詞
書
き
を
持
つ
一
五
四
六
（
全
六
節
あ
る
）
以
外
は
、
い
ず
れ
も
第
二
十
二
が
第
二
節
ま
で
の
短
い
オ
モ
ロ
に
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
近
世
期
に
入
り
オ
モ
ロ
が
衰
え
、
王
府
の
公
事
の
場
で
謡
わ
れ
る
場
合
、
冒
頭
の
二
節
ま
で
し
か
謡
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
よ
る

と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
窺
わ
れ
る
の
は
、
安
仁
屋
本
だ
け
に
あ
る
一
五
五
四
の
オ
モ
ロ
は
、
三
節
あ
る
第
十
二
―
六
六
三
と
重
複
す
る
が
、
一
五
五
四
は
一

節
だ
け
の
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
六
六
三
の
第
一
節
目
の
詞
章
の
一
部
を
欠
い
た
か
た
ち
の
重
複
に
な
っ
て
い
る
。
山
内
盛
彬
が
伝
え
る
「
五

曲
六
種
（
節
）」
と
い
う
オ
モ
ロ
も
、
第
一
節
目
し
か
謡
っ
て
い
な
い（

注
５
）。

こ
れ
も
山
内
に
伝
え
た
最
後
の
お
も
ろ
主
音
が
、
第
一
節
目
し
か
謡
っ
て
い
な
か

っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
第
二
十
二
の
オ
モ
ロ
は
、
近
世
期
の
衰
え
た
オ
モ
ロ
の
状
況
を
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、「
雨
乞

の
時
お
も
ろ
」
で
あ
る
一
五
四
六
は
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
冒
頭
の
二
節
だ
け
の
詞
章
で
は
「
雨
乞
」
を
謡
う
の
に
は
充
分
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
二
節
だ

け
の
短
い
オ
モ
ロ
と
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
と
同
様
に
、
本
歌
も
「
稲
の
穂
祭
之
時
お
も
ろ
」
と
し
て
は
、
ど
う
し
て
も
三
節
以
下
の
詞
章

を
謡
う
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
は
「
稲
の
穂
祭
之
時
お
も
ろ
」
と
し
て
は
「
穂ほ

う
ば
な花

」
以
下
の
詞
章
を
謡
う
必
要
が
あ
り
、
第
一
節
と
第

三
節
の
変
則
的
な
重
複
を
詞
章
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
第
三
節
目
に
は
「
穂ほ

う
ば
な花

」「
塵ち

り
さ
び錆

」
と
い
う
語
が
で
る
が
、
本
歌
と
関
連
性
が
窺
わ
れ
る
琉
歌
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
七
六
二
年
に
土
佐
国
に
漂
着

し
た
琉
球
船
の
乗
組
員
か
ら
儒
者
戸
部
良
煕
が
聞
書
し
て
記
し
た
『
大
島
筆
記
』
に
入
る
附
録
「
琉
球
歌
」（
琉
歌
）
で
、
五
十
六
首
の
琉
歌
に
は
そ
れ
ぞ

れ
に
注
が
入
っ
て
い
て
貴
重
で
あ
る
。
そ
こ
に

穂
花
咲
し
れ
ば　

ち
り
ひ
ち
も
つ
か
ぬ　

し
ら
ち
や
ね
や
靡
き　

あ
ぼ
し
ま
く
ら　

（
稲
穂
の
花
が
咲
き
出
る
と
塵
や
泥
も
付
か
な
い
。
白
種
〈
米
の
美
称
語
〉
が
重
く
垂
れ
て
畦
を
枕
に
し
て
い
る
）

と
い
う
琉
歌
が
入
り
、「
こ
れ
は
至
て
久
し
き
曲
な
る
よ
し
。
稲
祭
の
時
の
神
楽
に
も
用
ゆ
と
い
へ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
は
作ち

く
で
ん
ぶ
し

田
節
で
歌
わ
れ
、

多
く
の
琉
歌
集
に
入
る
。
最
古
の
琉
歌
集
『
琉
歌
百
控
』
に
は
、
上
巻
（
乾
柔
節
流
、
一
七
九
五
年
）
の
冒
頭
「
初
段
古
節
部
」
に
置
か
れ
、「
赤
犬
子
神

音
東
神
両
人
作
」
と
「
作
者
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、「
赤
犬
子
神
音
東
神
」
と
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
第
八
に
で
る
お
も
ろ
歌
唱
者
の

『おもろさうし』選詳解Ⅳ

（
二
〇
一
）　



始
祖
で
あ
る
「
お
も
ろ
音ね

や揚
が
り
」
と
「
阿あ

か嘉
犬い

ん

子こ

」
で
あ
る
が
、『
琉
歌
百
控
』
で
は
こ
の
ウ
タ
を
「
お
も
ろ
音ね

や揚
が
り
」
と
「
阿あ

か嘉
犬い

ん

子こ

」
が
作
っ
た

と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、『
大
島
筆
記
』
が
記
す
「
こ
れ
は
至
て
久
し
き
曲
な
る
よ
し
」
と
い
う
記
述
と
も
符
合
す
る
認
識
を
示
し
て
い

る
。
し
か
も
、「
穂
花
咲
し
れ
ば
」
の
琉
歌
の
前
は
、

天
御
子
の
御
神　

天
下ク

ダ

りリ

め
し
や
う
ち　

作
る
嶋
国
や　

世
々
に
さ
か
る

（
ア
キ
ミ
キ
ョ
の
神
が
天
下
な
さ
れ
て
、
作
っ
た
島
国
は
い
つ
ま
で
も
栄
え
る
）

歌
と
三
味
線
の　

む
か
し
初
や　

犬
子
音
東
の　

神
の
御
作

（
歌
三
線
の
始
ま
り
は
、
犬
子
神
と
音
揚
が
り
神
の
御
作
に
よ
る
も
の
だ
）

で
あ
り
、
こ
れ
は
節
名
が
付
か
な
い
冒
頭
番
外
歌
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
、
節
組
（
歌
わ
れ
る
節
名
の
も
と
に
琉
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
）
で
構
成
さ
れ

て
い
る
『
琉
歌
百
控
』
の
実
質
的
な
冒
頭
は
、「
穂
花
咲
し
れ
ば
」
の
琉
歌
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
琉
歌
百
控
』
は
国
作
り
の
神
話
と
歌
三
線
の
芸
能
の
起

源
を
冒
頭
番
外
に
歌
い
、
節
組
の
巻
頭
は
「
稲
祭
の
時
の
神
楽
に
も
用
ゆ
」
と
い
う
稲
の
豊
作
を
歌
っ
た
琉
歌
を
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う

に
こ
の
琉
歌
は
、
本
歌
に
「
穂ほ

う
ば
な花

」
と
「
塵ち

り
さ
び錆

」
に
近
い
意
味
の
語
と
考
え
ら
れ
る
「
ち
り
ひ
ち
」
が
で
る
ウ
タ
な
の
で
あ
る
。『
琉
歌
百
控
』
は
基
本
二

首
の
琉
歌
で
構
成
し
て
い
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
琉
歌
は

銀ナ
ン
チ
ヤ
ウ
ス舂

な
か
い　

金ク
カ
ネ
チ
ク軸

立
て　

計ハ
カ
テ

て
つ
き
余ア

マ
ソ

そ　

雪
の
真
米

　
（
銀
の
臼
に
黄
金
の
軸
を
立
て
て
、
計
っ
て
碾
い
て
も
余
っ
て
し
ま
う
す
ば
ら
し
い
米
だ
）

で
あ
る
。
作
田
節
の
作
田
（
チ
ク
デ
ン
）
は
歌
の
囃
子
に
由
来
す
る
が
、「
作
田
」
と
い
う
字
を
当
て
る
の
は
詞
章
が
五
穀
（
特
に
米
）
の
豊
穣
を
歌
う
こ

と
に
因
る
。『
琉
歌
百
控
』
は
こ
の
後
、
中
作
田
節
、
揚
作
田
節
と
続
く
が
、『
琉
歌
百
控
』
の
冒
頭
は
、
創
成
神
に
よ
る
国
土
創
成
と
犬
子
音
揚
が
り
に
よ

る
歌
三
味
線
の
神
話
を
謡
う
琉
歌
の
後
に
、
五
穀
の
豊
作
の
琉
歌
を
配
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
大
島
筆
記
』
が
記
す
「
稲
祭
の
時
の
神
楽
」
と
は
詳
し
く

は
知
れ
な
い
が
、『
大
島
筆
記
』
の
上
巻
「
年
中
大
略
」
に
「
六
月
稲
大
祭
ア
リ
」、
そ
こ
に
「
一
首
別
ニ
記
ス
」
と
割
注
が
あ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、「
穂
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花
咲
し
れ
ば
」
の
琉
歌
は
旧
暦
六
月
の
稲
大
祭
で
歌
わ
れ
る
ウ
タ
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
記
事
は
、
琉
歌
が
王
府
の
儀
礼
の
場
で
歌
わ
れ
て
い
る

こ
と
を
記
し
た
貴
重
な
記
事
で
あ
る
。

一
方
、
本
歌
は
旧
暦
五
月
に
行
わ
れ
る
稲
穂
祭
り
で
謡
わ
れ
る
ウ
タ
で
あ
る
。
同
じ
〈
穂
花
〉
を
謡
う
ウ
タ
で
あ
り
な
が
ら
、
オ
モ
ロ
が
稲
穂
祭
り
で
謡

わ
れ
、
琉
歌
が
稲
大
祭
で
歌
わ
れ
る
の
は
、
一
般
に
稲
穂
祭
り
は
物
忌
み
を
伴
っ
た
厳
粛
な
祭
祀
で
あ
り
、
大
祭
は
豊
作
を
祝
う
祝
祭
的
な
祭
祀
で
あ
る
こ

と
に
よ
ろ
う
。『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
一
「
王
城
之
公
事
」「
四
月　

山
留
」
に
は
「
自
二
四
月
朔
日
一
、
至
二
五
月
晦
日
一
、
称
二
山
留
一
、
禁
下
鉦
鼓
・
糸
竹
・

管
弦
・
鳴
物
等
、
或
伐
二
竹
木
・
芭
蕉
一
、
刈
二
芽
葦
一
、
或
入
二
江
河
一
、
婦
女
出
中
於
海
辺
上
。
此
大
風
吹
而
、
恐
レ
害
二
作
毛
一
之
斎
戒
也
」
と
あ
る
。
八
重

山
の
古
文
書
『
慶
来
慶
田
城
由
来
記
』
に
は
、「
害
二
作
毛
一
」
に
つ
い
て
具
体
的
に
「
四
月
十
五
日
之
比
よ
り
稲
之
穂
出
熟
参
り
刈
取
ほ
う
れ
仕
候
間
ハ
、

男
共
迄
茂
磯
下
り
不
申
事
ハ
、
四
月
十
五
日
よ
り
五
月
初
比
、
右
時
分
穂
出
実
な
り
候
時
分
ニ
而
候
間
、
雨
風
ハ
弥
障
成
故
、
磯
下
り
、
湊
あ
さ
り
抔
仕
得

者
、
雨
風
猛
敷
成
、
稲
穂
障
不
熟
仕
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る（

注
６
）。

旧
暦
五
月
に
行
わ
れ
る
稲
穂
祭
り
で
は
、「
御
唄
」（
オ
モ
ロ
）
は
謡
わ
れ
て
も
、
歌
三
線
に

よ
る
「
穂
花
咲
し
れ
ば
」
の
琉
歌
は
、
歌
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
今
日
の
祭
祀
に
あ
っ
て
も
、
祭
祀
の
中
心
的
な
部
分
で
謡
う
神
歌
は
三
線
が
入

る
こ
と
は
な
い
。
三
線
が
入
る
の
は
、
厳
粛
な
祭
祀
が
終
わ
っ
た
直
会
的
な
祝
宴
の
場
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
、
本
歌
が
五
月
の
稲
穂
祭
り
で
謡
わ
れ
た

の
を
受
け
て
、「
穂
花
咲
し
れ
ば
」
の
琉
歌
は
稲
大
祭
で
歌
わ
れ
た
ウ
タ
の
ひ
と
つ
だ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。
本
歌
の
第
三
節
、
第
四
節
が
「
穂ほ

う
ば
な花

」
の
穂

孕
み
が
恙
な
く
果
た
さ
れ
る
こ
と
を
願
っ
た
表
現
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
琉
歌
は
穂
孕
み
が
無
事
に
果
た
さ
れ
た
豊
作
（
畦
枕
）
を
歌
っ
て
い
る
。
本
歌
と

『
大
島
筆
記
』
が
記
し
た
「
穂
花
咲
し
れ
ば
」
の
琉
歌
は
、
王
府
の
儀
礼
歌
と
し
て
、
オ
モ
ロ
と
琉
歌
が
共
存
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
貴
重
な
事
例
を
示

し
て
い
る
。
オ
モ
ロ
と
琉
歌
の
関
係
は
、
ふ
た
つ
の
ウ
タ
が
い
ず
れ
も
八
音
（
五
音
＋
三
音
、
あ
る
い
は
三
音
＋
五
音
）
の
音
数
を
持
つ
、
あ
る
い
は
八
音

の
音
数
を
持
つ
傾
向
が
あ
る
歌
謡
と
し
て
、
同
時
代
性
が
窺
え
る
ウ
タ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
琉
歌
百
控
』
の
冒
頭
番
外
歌
二
首
は
節
組
に
な
っ
て
い
な

い
が
、
こ
れ
は
節
組
の
も
と
に
構
成
さ
れ
て
い
る
「
穂
花
咲
し
れ
ば
」
以
下
の
三
線
歌
謡
、
琉
歌
に
対
し
て
、
三
線
で
歌
う
こ
と
の
な
い
ウ
タ
、
す
な
わ
ち
、

神
歌
と
し
て
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
冒
頭
番
外
歌
二
首
の
『
琉
歌
百
控
』
に
お
け
る
位
置
は
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、『
大
島
筆
記
』
の
記
事
以
外
に
、
王
府
儀
礼
に
歌
三
線
が
入
っ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
資
料
は
、
今
の
と
こ
ろ
ほ
か
に
は
確

認
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
歌
三
線
は
あ
る
時
期
か
ら
宮
廷
音
楽
と
し
て
確
立
し
、
王
府
儀
礼
の
中
に
次
第
に
入
っ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
中
国
か
ら

の
冊
封
使
節
を
迎
え
る
た
め
の
接
待
芸
能
と
し
て
玉
城
朝
薫
が
創
始
し
た
組
踊
（
一
七
一
九
年
）
は
、
そ
れ
が
は
っ
き
り
と
あ
ら
わ
れ
た
ひ
と
つ
で
あ
る
。

『
上
井
覚
兼
日
記
』
の
天
正
三
年
（
一
五
七
五
）
四
月
十
日
の
記
事
に
は
、
鹿
児
島
を
訪
れ
た
琉
球
の
使
節
の
メ
ン
バ
ー
の
「
松
・
か
ね
な
と
云
童
子
二
人

『おもろさうし』選詳解Ⅳ
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参
候
て
、
御
酌
申
候
、
其
後
し
や
ひ
せ
ん
ひ
き
両
人
参
候
て
、
御
椽
に
て
曳
候
、
同
歌
も
う
た
ひ
候（

注
７
）」

と
い
う
記
事
が
あ
り
、
こ
の
時
期
に
は
琉
球
の
士
族

社
会
に
は
歌
三
線
の
嗜
み
が
相
当
に
定
着
し
て
い
て
、
宮
廷
の
式
楽
の
芸
能
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
三
線
音
楽
の
祖
と
い
わ
れ
る
湛
水
親
方
賢

忠
（
夏
徳
庸
。
一
六
二
三
～
一
六
八
四
年
）
以
前
に
、
盲
目
の
三
線
の
名
手
と
い
わ
れ
た
了
線
（
蘇
憲
意
。
一
六
一
五
～
一
六
六
三
年
）
が
い
た
。
了
線
は

尚
豊
・
尚
賢
・
尚
質
の
三
代
の
国
王
に
仕
え
、
寵
愛
を
受
け
た
。『
琉
球
国
由
来
記
』（
一
七
一
三
年
）
巻
四
「
事
始　

坤
」
の
「
三
味
線
造
」
に
は
、「
当

国
、
此
細
工
、
従
二
前
代
一
有
来
也
。
中
古
、
南
風
原
云
人
、
三
味
線
造
善
工
也
（
年
代
不
詳
）。
康
煕
四
十
九
年
庚
寅
（
一
七
一
○
）、
知
念
爾
也
、
叙
二
筑

登
之
座
敷
一
。
公
工
為
二
主
取
一
也
」
と
あ
る
。
ま
た
、『
由
来
記
』
巻
二
「
官
爵
位
階
職
之
事
」
の
「
宮
古
御
蔵
」
に
は
「
黒
木
」
に
「
三
線
作
用
」
と
い

う
割
注
が
付
い
て
い
る
。
八
重
山
か
ら
三
線
の
棹
に
使
わ
れ
る
「
黒
木
」
を
移
入
し
て
い
る
と
い
う
記
事
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
『
由
来
記
』
の
記
事
は
、

王
府
の
事
業
と
し
て
三
線
造
り
が
位
置
付
い
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
湛
水
親
方
賢
忠
（
夏
徳
庸
。
一
六
二
三
～
一
六
八
四
年
）
の
家
譜
『
夏
姓
家
譜
（
内
嶺

家
）』
の
序
に
あ
た
る
「
夏
氏
祖
源
宗
徳
総
攷
」
は
、
始
祖
鬼
大
城
の
王
に
対
す
る
忠
義
と
元
祖
湛
水
親
方
に
繋
が
る
鬼
大
城
が
謡
う
オ
モ
ロ
の
呪
的
な
力

を
示
し
た
歌
徳
譚
が
記
さ
れ
て
い
る（

注
８
）。「

夏
氏
祖
源
宗
徳
総
攷
」
が
い
つ
記
さ
れ
、
そ
れ
が
家
譜
の
「
序
」
に
付
い
た
か
は
不
明
だ
が
、
湛
水
親
方
の
存
命

中
か
そ
れ
よ
り
少
し
遅
れ
た
時
期
に
は
記
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
歌
三
線
の
起
源
を
オ
モ
ロ
に
求
め
る
考
え
方
は
、『
琉
歌
百
控
』
以
前

に
既
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
朝
薫
以
前
の
躍
奉
行
（
一
六
七
二
年
）
で
あ
っ
た
湛
水
親
方
の
家
譜
の
序
に
オ
モ
ロ
に
起
源
を
求
め
る
歌
徳
譚
が
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
王
府
の
儀
式
歌
と
し
て
オ
モ
ロ
と
歌
三
線
が
併
存
し
て
あ
る
状
態
が
、
本
格
的
な
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
編
纂
時
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
第
三

回
目
の
編
纂
時
（
一
六
二
三
年
）
に
は
、
一
定
程
度
進
ん
で
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

先
に
『
琉
歌
百
控
』
の
上
巻
（
乾
柔
節
流
）
冒
頭
の
構
成
が
、
番
外
歌
の
創
成
神
に
よ
る
国
土
創
成
と
犬
子
音
揚
が
り
に
よ
る
歌
三
味
線
の
神
話
の
後
に
、

五
穀
の
豊
穣
が
歌
わ
れ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
実
は
、
本
歌
の
重
複
歌
と
さ
れ
る
第
五
―
二
四
二
の
ひ
と
つ
手
前
の
二
四
一
は
以
下

の
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

一
あ
ま
み
子き

よ

わ　

大
島し

ま

は　

造つ
く

て　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
ア
マ
ミ
キ
ョ
は
（
天
帝
の
命
令
で
）
沖
縄
を
造
っ
て

八や

ち

よ
千
代　

英ゑ

そ祖
に
や
末す

ゑ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔（
こ
の
沖
縄
を
）
末
永
く
英
祖
王
の
末
裔
の

お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

尚
真
王
に
奉
れ
〕

又
し
ね
り
や
子こ

は　

大
島し

ま

は　
（
造つ

く

て
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
シ
ネ
リ
ヤ
子
は
（
天
帝
の
命
令
で
）
沖
縄
を
造
っ
て
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こ
の
オ
モ
ロ
は
、『
琉
歌
百
控
』
の
冒
頭
番
外
歌
の
一
番
歌
「
天
御
子
の
御
神　

天
下ク

ダ

りリ

め
し
や
う
ち　

作
る
嶋
国
や　

世
々
に
さ
か
る
」
と
類
似
す
る

内
容
で
あ
る
と
い
え
る
。
オ
モ
ロ
は
、
こ
の
後
に
オ
モ
ロ
の
起
源
を
謡
う
ウ
タ
を
配
し
て
い
な
い
が
、
オ
モ
ロ
の
第
五
―
二
四
一
・
二
四
二
と
『
琉
歌
百
控
』

の
上
巻
（
乾
柔
節
流
）
の
冒
頭
番
外
歌
の
一
番
歌
と
節
組
の
一
番
歌
と
は
、
並
行
す
る
内
容
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
一
致
が
な
ぜ
に
起
こ
っ

た
の
か
興
味
深
い
が
、
五
穀
の
豊
穣
を
謡
う
こ
と
は
、
五
穀
の
神
話
に
遡
り
、
国
土
創
成
の
神
話
に
遡
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

最
後
に
、
本
歌
と
『
中
山
世
鑑
』「
琉
球
開
闢
之
事
」
と
の
記
事
に
つ
い
て
述
べ
る
。『
中
山
世
鑑
』「
琉
球
開
闢
之
事
」
は
、
以
下
の
記
述
で
あ
る
。

嚢
昔
天
城
ニ
阿
摩
美
久
ト
云
神
御
座
シ
ケ
リ
天
帝
是
ヲ
召
レ
宣
ケ
ル
ハ
此
下
ニ
神
ノ
可
住
霊
処
有
リ
去
レ
ト
モ
未
タ
島
ト
不
成
事
コ
ソ
ク
ヤ
シ
ケ
レ
爾
降
リ

テ
島
ヲ
可
作
ト
ソ
下
知
シ
給
ケ
ル
（
途
中
省
略
）
先
ヅ
一
番
ニ
国
頭
ニ
辺
土
ノ
安
須
森
次
ニ
今
鬼
神
ノ
カ
ナ
ヒ
ヤ
フ
次
ニ
知
念
森
齊
場
嶽
藪
薩
ノ
浦
原
次
ニ

玉
城
ア
マ
ツ
ヾ
次
ニ
久
高
コ
バ
ウ
森
次
首
里
森
真
玉
森
次
ニ
嶋
々
国
々
ノ
嶽
々
森
森
ヲ
バ
作
リ
テ
ケ
リ
（
途
中
省
略
）
人
繁
栄
難
成
ケ
レ
ハ
阿
摩
美
久
天
ヘ

ノ
ホ
リ
五
穀
ノ
種
子
ヲ
乞
下
リ
麦
粟
菽
麦
ノ
数
種
ヲ
ハ
初
テ
久
高
島
ニ
ソ
蒔
給
稲
ヲ
ハ
知
念
大
川
ノ
後
又
玉
城
ヲ
ケ
ミ
ソ
ニ
ソ
藝
給　

本
歌
第
一
節
の
「
あ
ま
み
子き

よ

が　

御う

ざ差
し
し
よ　

此こ

の
大
島し

ま　

降お

れ
た
れ
」
を
、
創
成
神
ア
キ
ミ
キ
ョ
が
「
天
帝
」
の
「
下
知
」
＝
「
御う

ざ差
し
」
で
こ
そ

「
此こ

の
大
島し

ま

」
に
天
降
り
し
た
と
い
う
解
釈
を
し
た
の
は
、
こ
の
『
中
山
世
鑑
』
の
叙
述
に
よ
る
。
さ
ら
に
、「
五
穀
ノ
種
子
」
を
「
天
帝
」
に
乞
う
て
「
久

高
嶋
」
や
「
知
念
大
川
」
に
蒔
い
た
の
も
ア
マ
ミ
キ
ョ
で
あ
り
、
ア
マ
ミ
キ
ョ
が
五
穀
を
将
来
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
稲
の
穂
祭
之
時
お
も
ろ
」
と
い
う

詞
書
き
が
付
く
本
歌
が
、
ア
マ
ミ
キ
ョ
の
天
降
り
か
ら
謡
い
だ
さ
れ
る
の
は
、『
中
山
世
鑑
』
が
叙
述
す
る
と
こ
ろ
の
創
成
神
話
に
よ
る
。
さ
ら
に
、
本
歌

の
反
復
部
が
「
お
ぎ
や
か
思も

い
」（
尚
真
王
）
の
永
遠
の
繁
栄
、
長
寿
を
言
祝
ぐ
表
現
が
成
立
す
る
の
は
、
オ
モ
ロ
に
お
い
て
は
、「
お
ぎ
や
か
思も

い
」
は
第

五
―
二
四
一
に
み
る
よ
う
に
「
英ゑ

そ祖
に
や
末す

ゑ

」
と
謡
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

注
９
）。

英
祖
王
統
の
始
祖
、
英
祖
は
日
光
感
精
説
話
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
王
で
あ

り
、「
天
帝
」
の
「
御
子
」
か
ら
誕
生
し
た
「
天
孫
氏
ノ
後
胤
」（『
中
山
世
鑑
』）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
重
要
な
問
題
は
一
連
の
オ
モ
ロ
が
『
中
山
世
鑑
』
の
叙
述
に
よ
っ
て
解
釈
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
問
題
は
逆
で
成
立
年
か
ら
い
っ

て
も
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
古
く
、
オ
モ
ロ
に
よ
る
琉
球
王
府
の
神
話
に
基
づ
い
て
『
中
山
世
鑑
』
の
「
琉
球
開
闢
之
事
」
が
叙
述
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
ウ
タ
と
し
て
の
神
話
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
か
か
わ
っ
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
第
五
―
二
四
一
の
二

首
前
の
オ
モ
ロ
が
、
以
下
の
ウ
タ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

『おもろさうし』選詳解Ⅳ
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第
五
―
二
三
九

き
こ
ゑ
大
ぎ
み
が
お
れ
て
あ
す
び
や
う
れ
ば
が
ふ
し

一
あ
ま
み
や　

始は
ぢ

ま
た
る　

首し
よ

里り

杜も
り

ぐ
す
く　
　
　
　
　
　
　
　

一
ア
マ
ミ
ヤ
の
世
か
ら
始
ま
っ
た
首
里
杜
グ
ス
ク

此こ

れ
ど　

金こ
が
ね

内う
ち

に　

譬た
と

わ
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
こ
れ
こ
そ
オ
ボ
ツ
の
金
内
に
譬
え
ら
れ
る
〕

又
し
ね
り
や　

始は
ぢ

ま
た
る　

真ま

玉だ
ま

杜も
り

ぐ
す
く　
　
　
　
　
　
　
　

又
シ
ネ
リ
ヤ
の
世
か
ら
始
ま
っ
た
真
玉
杜
グ
ス
ク

第
五
―
二
四
○

う
ら
お
そ
い
の
お
や
の
ろ
が
ふ
し

一
あ
ま
み
子き

よ

が
真ま

細ざ
い

工く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
ア
マ
ミ
子
の
造
営
物
の

首し
よ
り里

杜も
り　

げ
ら
へ
て　

げ
ら
へ
遣や

り　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

首
里
杜
を
造
り
に
造
っ
て

お
ぎ
や
か
思も

い
に　

み
お
や
せ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
尚
真
王
に
奉
れ
〕

又
し
ね
り
や
子こ

が
真ま

細ざ
い

工く　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

又
シ
ネ
リ
ヤ
子
の
造
営
物

真ま

玉だ
ま

杜も
り　

げ
ら
へ
て　
（
げ
ら
へ
遣や

り
）　　
　
　
　
　
　
　
　
　

真
玉
杜
を
造
り
に
造
っ
て

第
五
―
二
三
九
は
「
首し

よ

里り

杜も
り

ぐ
す
く
／
真ま

玉だ
ま

杜も
り

ぐ
す
く
」
の
起
源
が
「
あ
ま
み
や
／
し
ね
り
や
」
の
始
原
の
世
に
あ
る
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
オ
モ
ロ
で

あ
り
、
二
四
○
は
そ
の
「
首し

よ

里り

杜も
り

ぐ
す
く
／
真ま

玉だ
ま

杜も
り

ぐ
す
く
」
が
「
あ
ま
み
子き

よ

／
し
ね
り
や
子こ

」
の
「
真ま

細ざ
い

工く

」（
造
営
）
で
成
っ
た
こ
と
を
謡
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
オ
モ
ロ
も
『
中
山
世
鑑
』
の
「
琉
球
開
闢
之
事
」
が
記
す
国
土
創
成
を
御
嶽
造
り
と
す
る
こ
と
と
内
容
を
同
じ
く
し
て
い
る
。
つ
ま
り

は
、
少
な
く
と
も
第
五
―
二
三
九
か
ら
本
歌
ま
で
は
『
中
山
世
鑑
』
の
「
琉
球
開
闢
之
事
」
の
叙
述
と
対
応
し
て
お
り
、
逆
に
第
五
―
二
三
九
か
ら
本
歌
ま

で
の
オ
モ
ロ
の
内
容
を
叙
述
し
た
記
事
が
、『
中
山
世
鑑
』
の
「
琉
球
開
闢
之
事
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
第
五
は
第
八
と
並
ん
で
オ
モ
ロ
歌
唱

者
（
男
性
）
が
活
躍
す
る
巻
で
あ
る
。
第
五
―
二
四
三
は
「
鍋な

べ
た
る樽

が　

お
も
ろ
／
鍋な

べ
た
る樽

が　

せ
る
む
」
と
始
ま
る
オ
モ
ロ
歌
唱
者
が
謡
う
典
型
的
な
オ
モ
ロ

で
あ
り
、
こ
の
か
た
ち
の
オ
モ
ロ
は
二
四
七
ま
で
続
く
が
、
二
三
九
か
ら
二
四
二
の
一
連
の
オ
モ
ロ
も
オ
モ
ロ
歌
唱
者
を
担
い
手
と
す
る
オ
モ
ロ
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
。「
あ
ま
み
子き

よ

」
を
謡
う
オ
モ
ロ
は
、
神
女
オ
モ
ロ
に
は
な
い
。
ア
マ
ミ
キ
ョ
に
か
か
わ
る
神
話
を
謡
う
オ
モ
ロ
は
、
男
性
歌
唱
者
で
あ
る
オ
モ
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ロ
歌
唱
者
に
よ
っ
て
担
わ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る

）
（注

（
注

。
二
四
○
か
ら
二
四
一
の
三
首
は
「
お
ぎ
や
か
思も

い
」（
尚
真
王
）
を
謡
っ
て
い
る
が
、『
中
山
世
鑑
』
が
記

す
「
琉
球
開
闢
」
神
話
の
淵
源
は
、
尚
真
王
時
代
に
形
成
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
オ
モ
ロ
歌
唱
者
等
が
、
様
々
な
王
府
儀
礼
の
場
で
謡
っ
て
い
た
と

想
像
さ
れ
る
。

第
二
十
二
「
み
お
や
だ
い
り
お
も
ろ
御
さ
う
し
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
モ
ロ
に
そ
れ
が
謡
わ
れ
る
儀
礼
の
場
が
詞
書
き
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
儀

礼
の
場
は
、
お
も
ろ
主
取
等
の
「
職
」
を
記
す
『
琉
球
国
由
来
記
』
の
巻
二
「
官
爵
位
階
職
之
事
」
に
記
さ
れ
る
「
御
唄
」
と
ほ
ぼ
対
応
し
て
い
る

）
（（

（
注

。
す
な

わ
ち
、
こ
の
こ
と
は
第
二
十
二
が
記
す
詞
書
き
（「
み
お
や
だ
い
り
」
の
場
）
は
、
近
世
期
に
お
も
ろ
主
取
に
よ
っ
て
オ
モ
ロ
が
謡
わ
れ
た
場
で
あ
る
と
考

え
て
よ
い
。
つ
ま
り
は
、「
稲
の
穂
祭
之
時
お
も
ろ
」
と
い
う
詞
書
き
を
持
つ
本
歌
は
、
尚
真
王
時
代
に
形
成
さ
れ
オ
モ
ロ
歌
唱
者
に
よ
っ
て
謡
わ
れ
て
い

た
思
わ
れ
る
「
琉
球
開
闢
」
神
話
に
か
か
わ
る
オ
モ
ロ
が
、
近
世
期
に
お
い
て
お
も
ろ
主
取
に
よ
っ
て
王
府
儀
礼
の
場
で
謡
わ
れ
て
い
る
一
端
を
示
し
て
く

れ
る
重
要
な
オ
モ
ロ
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
本
歌
は
王
府
の
稲
作
儀
礼
で
歌
わ
れ
る
琉
歌
と
対
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
オ
モ
ロ
で
、
オ
モ
ロ
と
琉
歌
の
関
係

を
考
え
さ
せ
る
貴
重
な
ウ
タ
で
も
あ
る
。

【
注
】

（
注
１
）
酒
井
卯
作
『
琉
球
列
島
民
俗
語
彙
』
第
一
書
房
、
二
○
○
二
年
刊
。

（
注
２
）
久
米
島
の
オ
モ
ロ
に
は
、
第
二
十
一
―
一
三
九
四
に
「
う
き
お
ほ
ぢ
が
世
」
と
い
う
語
が
で
る
。「
う
き
お
ほ
ぢ
」
は
、「
聞
書
」
に
「
祖
父
」
と
い
う
注
が
付
く
が
、
対
語

の
「
ふ
き
は
わ
」（「
聞
書
」
は
「
祖
母
」）
と
と
も
に
久
米
島
オ
モ
ロ
に
し
か
用
例
が
で
な
い
語
で
あ
る
。
こ
れ
も
久
米
島
独
特
の
始
祖
神
と
解
釈
で
き
る
可
能
性
が
あ
る

（
拙
著
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
日
本
歌
人
選　

お
も
ろ
さ
う
し
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
二
年
刊
の
〔
20
〕
参
照
）。

（
注
３
）
伊
是
名
島
方
言
辞
典
編
集
委
員
会
『
伊
是
名
島
方
言
辞
典
』
伊
是
名
村
教
員
委
員
会
、
二
○
○
四
年
刊
、
菊
千
代
・
高
橋
俊
三
『
与
論
方
言
辞
典
』
武
蔵
野
書
院
、
二
○
○

四
年
刊
。

（
注
４
）
た
だ
し
、「
サ
ベ
ー
」
は
「
サ
バ
エ
」「
サ
バ
イ
」
が
変
化
し
た
可
能
性
が
高
く
、
オ
モ
ロ
の
「
さ
べ
」
と
は
別
語
か
も
し
れ
な
い
。

（
注
５
）
山
内
盛
彬
『
琉
球
の
音
楽
芸
能
史
』
自
家
版
、
一
九
五
九
年
（『
山
内
盛
彬
著
作
集
』
第
一
巻
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、
一
九
九
三
年
刊
）、
同
『
琉
球
王
朝
古
謡
秘
曲
の
研
究
』

自
家
版
、
一
九
六
四
年
（『
山
内
盛
彬
著
作
集
』
第
二
巻
、
沖
縄
タ
イ
ム
ス
、
一
九
九
三
年
刊
）。

（
注
６
）
石
垣
市
総
務
部
市
史
編
集
室
『
石
垣
市
史
叢
書
１　

慶
来
慶
田
城
由
来
記　

富
川
親
方
八
重
山
島
諸
締
帳
』
石
垣
市
役
所
、
一
九
九
一
年
刊
。
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（
注
７
）
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
『
大
日
本
古
記
録　

上
井
覚
兼
日
記
』
中
、
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
刊
。

（
注
８
）
拙
論
「
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
―
」（『
琉
球
文
学
の
歴
史
叙
述
』
勉
誠
出
版
、
二
○
一
五
年
刊
）。

（
注
９
）
な
お
、
前
代
の
王
統
、
舜
天
王
統
の
始
祖
舜
天
は
為
朝
の
子
と
さ
れ
る
人
物
で
あ
る
。
古
琉
球
時
代
の
碑
文
記
（「
国
王
頌
徳
碑
」
一
五
四
三
年
等
）
に
は
「
大
り
う
き
う

国
中
山
王
尚
清
ハ
そ
ん
と
ん
よ
り
こ
の
か
た
二
十
一
代
の
御
く
ら
ひ
を
つ
き
め
し
よ
わ
ち
へ
」（
大
琉
球
国
中
山
王
尚
清
は
尊
敦
〈
舜
天
〉
よ
り
こ
の
方
二
十
一
代
目
の
国
王

の
御
位
を
お
継
ぎ
に
な
ら
れ
て
）
と
あ
り
、
舜
天
を
始
祖
と
す
る
考
え
方
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
違
い
は
興
味
深
い
が
、
少
な
く
と
も
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
国
王
は
テ
ィ

ダ
（
太
陽
）
で
あ
り
、
国
王
を
太
陽
神
と
し
て
捉
え
る
考
え
方
が
強
い
。

（
注
10
）
拙
論
「『
お
も
ろ
さ
う
し
』
選
詳
解
Ⅰ
」
の
「〔
02
〕
第
五
―
二
八
一
―
都
を
造
る
王
―
」（『
立
正
大
学
文
学
部
研
究
紀
要
』
第
三
十
号
、
二
○
一
四
年
刊
）。

（
注
11
）
池
宮
正
治
「
お
も
ろ
さ
う
し
概
説
」（『
琉
球
文
学
総
論
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
五
年
刊
）。

【
参
考
論
文
】

・
池
宮
正
治
「
三
味
線
古
資
料
略
解
」（『
琉
球
芸
能
総
論
』
笠
間
書
院
、
二
○
一
五
年
刊
）。

・
拙
論
「
琉
球
の
詩
歌
（
下
）　

琉
歌
・
和
歌
を
中
心
に
」（『
現
代
短
歌
』
第
四
巻
四
号
、
現
代
短
歌
社
、
二
○
一
六
年
刊
）。

（
二
〇
一
六
年
九
月
六
日
受
理
、
二
〇
一
六
年
九
月
二
十
五
日
採
択
）
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