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は
じ
め
に

　

折
口
信
夫
・
釈
迢
空
（
以
後
迢
空
）
は
研
究
論
文
と
同
様
に
、

短
歌
制
作
の
上
で
も
独
自
の
語
彙
を
多
く
生
み
出
し
て
い
る
。

中
で
も
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
は
際
立
っ
て
輝
き
を
放

つ
語
彙
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
輝
き
は
常

に
同
じ
で
は
な
く
作
品
に
接
す
る
す
る
た
び
に
複
雑
で
微
妙
な

色
彩
を
み
せ
て
や
ま
な
い
不
思
議
な
魅
力
を
持
つ
。

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

釈
迢
空
短
歌
語
彙
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
消
長

―
―
第
三
歌
集
以
後
―
―

中
　
西
　
洋
　
子

　

こ
の
よ
う
な
二
語
に
関
し
て
筆
者
は
既
に
二
編注
１

の
試
論
を
済

ま
せ
て
い
る
。
つ
ま
り
初
編
で
は
二
語
の
造
語
と
し
て
の
誕
生

と
そ
の
背
景
を
、
続
編
で
は
そ
の
複
雑
に
変
化
す
る
働
き
の
諸

相
を
追
う
と
共
に
、
造
語
に
よ
る
迢
空
的
抒
情
の
独
自
性
、
多

様
性
に
そ
れ
ぞ
れ
迫
ろ
う
と
し
て
き
た注
２

。
続
く
終
編
と
し
て
本

稿
で
は
、
二
語
が
ど
の
よ
う
に
各
歌
集
に
浸
透
し
消
長
を
遂
げ

て
い
っ
た
か
、
さ
ら
に
全
歌
集
の
中
で
ど
の
よ
う
な
意
義
を
持
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つ
語
彙
で
あ
っ
た
か
。
な
ど
を
第
三
歌
集
以
後
の
用
例
を
検
討

し
な
が
ら
考
え
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
続
編
に
お
い
て
提
示
し
た
よ
う
に
、
各
歌
集
に
見
ら
れ

る
二
語
の
使
用
例
を
再
確
認
し
て
お
き
た
い
。

Ａ
『
海
山
の
あ
ひ
だ
』（
22
）

Ｂ
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』（
28
）

Ｃ
『
水
の
上
』（
19
）

Ｄ
『
遠
や
ま
ひ
こ
』（
12
）

Ｅ
『
天
地
に
宣
る
』（
2
）

Ｆ
『
倭
を
ぐ
な
』（
8
）

Ｇ
『
私
家
版
自
筆
歌
集
』（
2
）

Ｈ
『
短
歌
拾
遺
』（
3
）

（
以
下
、
歌
集
名
は
記
号
で
呼
ぶ
）

　

以
上
Ａ
～
Ｆ
の
歌
集
と
Ｇ
、
Ｈ
の
二
集
は
二
語
の
用
例
の
合

計
数
で
あ
り
、
全
体
で
は
96
例
で
あ
っ
た
。
加
え
て
二
語
は
ほ

ぼ
同
数
と
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
二
語
が
全
歌
集
に
お
い
て

ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
か
が
把
握
出
来
る
だ
ろ
う
。
前
半

歌
集
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
使
用
例
数
か
ら
後
半
歌
集
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｆ
、

Ｇ
の
分
布
状
態
が
目
に
み
え
て
減
少
し
て
い
く
の
が
よ
く
分
か

る
。

　

一

　

で
は
さ
っ
そ
く
Ｃ
（『
水
の
上
』）
か
ら
始
め
た
い
。

　

本
歌
集
は
一
九
四
八
年
（
昭
23
）
好
學
社
よ
り
『
釋
迢
空
短

歌
綜
集
三
』
と
し
て
刊
行
。
一
九
三
〇
年
（
昭
5
）
五
月
よ
り

一
九
三
五
年
（
昭
10
）
七
月
（
作
者
43
歳
よ
り
48
歳
）
ま
で
の

作
品
四
六
六
首
を
収
め
る
。
巻
末
の
「
追
ひ
書
き
」
に
は
「
昭

和
五
年
五
月
以
後
、
十
年
七
月
に
到
る
間
の
作
物
、
本
で
言
へ

ば
、
前
歌
集
「
春
の
こ
と
ぶ
れ
」
に
つ
ぐ
、
お
よ
そ
、
四
百
八

十
首
を
ひ
と
纏
め
に
、
仮
り
に
つ
け
て
あ
っ
た
「
水
の
上
」
と

い
ふ
名
を
そ
の
ま
ゝ
の
集
を
出
す
」
と
あ
る
（
筆
者
註　

歌
数

に
や
や
相
違
）。

　

こ
の
時
期
も
前
歌
集
に
ひ
き
続
き
、
遠
野
、
恐
山
、
男
鹿
、

南
部
、
津
軽
、
北
陸
、
平
泉
、
早
池
峰
な
ど
主
に
東
北
採
訪
の

旅
を
精
力
的
に
行
っ
て
き
た
。遠
野
で
は
佐
々
木
喜
善
が
同
行
。

ま
た
、
春
洋
を
伴
っ
て
の
三
回
目
の
沖
縄
旅
行
を
果
た
し
た
。

し
か
し
、
南
部
や
津
軽
旅
行
の
後
体
調
を
崩
し
た
り
（
昭
6
）、

信
州
旅
行
の
途
次
、
下
川
原
で
腰
部
神
経
痛
の
原
因
と
な
る
落
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馬
を
す
る
な
ど
も
経
験
し
た
。
一
方
、
短
歌
活
動
で
は
「
婦
人

公
論
」
の
歌
壇
選
者
（
昭
5
）
や
改
造
社
よ
り
創
刊
の
「
短
歌

研
究
」
の
選
者
（
昭
7
）、
或
い
はJO

A
K

か
ら｢

万
葉
集
講

座｣
を
12
回
放
送
し
（
昭
8
）、
古
泉
千
樫
七
年
忌
法
要
・
追

悼
会
に
お
け
る
北
原
白
秋
と
の
講
演
（
同
）
を
務
め
て
い
る
。

　

さ
ら
に
研
究
活
動
で
は
『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
2
の
刊
行

（
昭
5
）
を
始
め
、
学
位
論
文
「『
古
代
研
究
』
国
文
学
篇
中
、

万
葉
集
に
関
す
る
研
究
」
に
よ
り
文
学
博
士
と
な
る
（
昭
7
）。

ま
た
、
民
間
伝
承
の
会
を
発
足
さ
せ
た
（
昭
10
）。
こ
の
よ
う

に
前
年
刊
行
し
た
『
古
代
研
究
』
民
俗
学
篇
1
お
よ
び
国
文
学

篇
の
二
冊
と
合
わ
せ
て
大
き
な
柱
と
な
る
研
究
成
果
が
得
ら
れ

た
五
年
間
で
あ
っ
た
。

　

実
生
活
に
お
け
る
主
な
出
来
事
で
は
、
同
居
中
の
藤
井
春
洋

が
金
沢
歩
兵
連
隊
に
入
営
し
（
昭
6
・
1
）、
同
年
末
除
隊
し

て
い
る
。
さ
ら
に
春
洋
、
國
學
院
大
學
講
師
と
な
る
。
ま
た
、

姉
あ
ゐ
の
死
去
、
同
居
人
の
鈴
木
金
太
郎
が
大
阪
に
転
勤
と
な

り
（
昭
9
）、同
年
、春
洋
の
療
養
の
た
め
夏
中
別
荘
を
借
り
る
。

大
阪
木
津
の
折
口
家
か
ら
分
家
し
た
の
は
次
の
年
（
昭
10
）
で

あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
実
生
活
の
上
で
は
、
主
と
し
て

春
洋
に
対
す
る
一
般
的
な
師
弟
関
係
以
上
の
世
話
が
顕
著
に

な
っ
た
期
間
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。　

　

作
歌
活
動
で
は
『
釈
迢
空
集
』
の
出
版
（
昭
5
、
現
代
短
歌

全
集
13
改
造
社
）
の
他
、
ひ
き
続
き
採
訪
旅
行
に
取
材
し
た
作

品
を
ベ
ー
ス
に
、
居
住
す
る
近
辺
や
日
常
生
活
に
取
材
し
た
作

が
多
く
み
ら
れ
る注
３

。
こ
の
よ
う
に
東
北
、沖
縄
へ
の
採
訪
旅
行
、

研
究
活
動
、
作
歌
活
動
な
ど
前
歌
集
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
の
期

間
と
変
わ
ら
ず
精
力
的
に
行
動
し
な
が
ら
、
全
般
的
に
ど
こ
か

沈
ん
だ
気
分
の
た
だ
よ
う
印
象
を
受
け
る
の
は
ど
う
し
て
だ
ろ

う
。
こ
の
問
題
も
合
わ
せ
て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

で
は
、Ｃ『
水
の
上
』に
お
け
る「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」（
活

用
形
、
複
合
名
詞
、
既
成
の
類
似
語
も
含
む
）
は
ど
の
よ
う
に

用
い
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、「
ひ
そ
け
し
」
か
ら
（
傍
線
筆
者
）。

１　

大オ
ホ
ト
シ歳
の
村
を
ぞ
思
ふ
。
山
々
の
冬
木
の
立
ち
の
あ
は
れ

ひ
そ
け
さ

２　

春
既ハ
ヤ

く　

弥
生
の
山
と
な
り
行
け
ど
、
黒
木
か
こ
め
る

村
の　

ひ
そ
け
さ

３　

う
つ
そ
み
の　

人
を
思
へ
り
。
咽ノ

ド喉
ゑ
ご
き
し
は
ぶ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

し
き
る
―
―
こ
ゑ
ひ
そ
め
つ
ゝ
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４　

忘
れ
つ
　ゝ

音
吹
き
起
る
山
お
ろ
し
に
、
な
ほ
ひ
そ
や 

か
に
散
る　

花
あ
り

５　

ひ
そ
や
か
に　

す
ぎ
に
し
人
か
―
―
。
な
に
は
寺
夕
庭 

白
く　

な
り
ま
さ
り
つ
ゝ

６　

い
き
の
を
に
思
ひ
ゝ
そ
め
て　

あ
り
し
か
ば
、
逢
ふ
こ 

と
も
な
く　

人
は
な
り
つ
も

７　

ひ
そ
か
な
る
阪
を
越
え
来
つ
。
山
の
木
の
深
き
と
よ
み 

を　

我
は
聴
く
な
り

８  

ひ
そ
や
か
に　

蟬
の
声
す
も
。
こ
ゝ
過
ぎ
て
、
お
の
も 

〳
〵
に　

別
れ
け
ら
し
も

９　

鳥
の
声
ま
れ
に
な
り
ゆ
く
山
な
か
に
、
来
向
ふ
秋
は 

ひ
そ
け
か
り
け
り

10  

ほ
の
〴
〵
と　

思
ひ
見
る
す
ら
雪
深
き　

睦
月
の
山 

は
、
ひ
そ
か
な
り
け
り

　

以
上
10
首
提
示
し
た
。
こ
の
内
、
造
語
「
ひ
そ
け
し
」（
活

用
形
を
含
む
）の
用
例
は
9
と
1
、2
で
あ
る
。9
は
連
用
形「
ひ

そ
け
か
り
け
り
」
は
「
ひ
そ
け
し
」
の
連
用
形
に
過
去
の
助
動

詞
「
け
り
」
が
加
わ
っ
た
形
で
あ
り
、造
語
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

名
詞
「
ひ
そ
け
さ
」
1
、
2
は
問
題
な
い
。

　

1
は
小
題
「
正
月
籠
居
」
4
首
の
中
の
3
首
目
の
作
。
正
月

を
家
に
籠
も
っ
て
庭
の
落
葉
に
積
も
っ
た
霜
を
眺
め
た
り
、
賀

状
の
山
を
整
理
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
う
し
た
何
と
な
く
鬱
々

と
し
た
状
態
に
あ
っ
て
、
民
俗
採
訪
の
旅
を
し
て
き
た
村
々
の

大
晦
日
を
思
い
出
し
て
い
る
。
―
―
生
活
の
け
し
て
ら
く
で
は

な
い
あ
の
村
は
ど
の
よ
う
な
大
歳
の
日
を
迎
え
る
の
だ
ろ
う

か
。
餅
を
つ
く
こ
と
が
出
来
た
だ
ろ
う
か
。
め
ぐ
り
の
山
々
の
、

枯
れ
て
立
つ
木
々
の
ひ
そ
か
な
た
た
ず
ま
い
が
あ
り
あ
り
と
眼

に
浮
か
ん
で
く
る
―
―
。
年
末
の
旅
は
こ
の
す
ぐ
前
に
「
年
か

は
る
山
」
9
首
、
そ
の
前
に
は
「
発
哺
」
9
首
が
配
置
さ
れ
て

お
り
、
9
月
末
か
ら
12
月
に
到
る
長
野
か
ら
北
陸
に
か
け
て
の

旅
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。「
発
哺
」
9
首
中
に
は
「
黄
な

る
樺カ
ン
バ
の
葉
」
や
「
穂
薄
」
が
歌
い
込
ま
れ
、「
年
か
は
る
山
」

で
は
歳
末
か
ら
雪
降
る
正
月
の
村
の
情
景
が
抒
情
的
気
分
を
揺

曳
し
な
が
ら
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
「
山
び
と
の　

言

ひ
ゆ
く
こ
と
の
か
そ
け
さ
よ
。
き
そ
の
夜
、
鹿
の　

峰
を
わ
た

り
し
」
は
よ
く
知
ら
れ
た
一
首
で
あ
っ
た
。

　

一
方
2
は
続
い
て
「
寂
し
き
春
」
5
首
の
内
、
4
首
目
に
収

録
さ
れ
た
作
。
村
人
の
営
む
養
蚕
の
出
来
具
合
や
椎
茸
の
生
育

を
心
配
し
、
そ
れ
に
換
え
る
収
益
を
ひ
た
す
ら
頼
み
と
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
心
細
さ
に
寄
り
添
っ
て
歌
わ
れ
る
。
―
―
見
渡

す
山
々
は
芽
吹
き
始
め
て
山
鳥
が
鳴
き
、
す
で
に
春
め
い
た
装

い
で
あ
る
が
、
そ
の
の
ど
か
さ
と
は
裏
腹
に
黒
木
（
こ
の
場
合

は
針
葉
樹
）
に
囲
ま
れ
て
い
る
こ
の
村
の
ひ
そ
け
さ
は
、
一
体

ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
五
首
目
「
日
の
ゆ
ふ
べ　

つ
ゝ
音
聞

き
し
宵
遅
く
、
春
山
鳥
の　

つ
く
り
身
を
喰
ふ
」
に
わ
ず
か
に

見
え
る
も
の
の
、
人
々
の
営
み
が
何
と
も
乏
し
く
感
じ
ら
れ
る

―
―
。
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
迢
空
の
歌
に
登
場
す
る

村
は
単
な
る
通
り
過
ぎ
て
来
た
村
々
や
そ
の
周
囲
の
情
景
で
は

な
い
。
山
道
を
難
儀
し
て
訪
れ
た
村
に
何
日
か
逗
留
し
て
人
々

と
親
し
く
接
し
、
生
活
状
態
を
知
り
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い

古
く
か
ら
伝
わ
る
祭
や
年
中
行
事
、
土
地
に
根
付
い
た
言
い
伝

え
、
物
語
な
ど
を
調
査
す
る
対
象
と
し
て
の
村
々
で
あ
っ
た
。

従
っ
て
「
ひ
そ
け
さ
」
に
は
村
人
や
そ
の
営
み
の
様
々
な
事
柄

が
含
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、「
ひ
そ
け
さ
」
に
は
既
に
用
例
を
も
っ

て
指
摘
し
て
き
た
と
同
様
の
、「
山
々
の
冬
木
の
立
ち
」
を
受

け
て
用
い
た
の
で
は
く
、「
大
歳
の
村
」
を
も
ふ
く
め
た
用
い

方
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
9
で
は
、
そ

う
し
た
村
や
村
人
の
営
み
と
は
無
縁
の
、
周
囲
の
情
景
描
写
の

よ
う
に
み
え
る
が
、「
鳥
」
と
い
う
生
き
物
に
関
わ
る
点
で
の

用
例
と
し
て
納
得
出
来
る
。

　

他
に
類
似
的
用
例
と
し
て
は
3
「
声
ひ
そ
め
る
」
6
「
思
ひ

ひ
そ
め
る
」、
4
「
ひ
そ
や
か
に
散
る　

花
あ
り
」
5
「
ひ
そ

や
か
に
す
ぎ
に
し
人
か
―
。」
8
「
ひ
そ
や
か
に
蟬
の
声
す
も
。」

7
「
ひ
そ
か
な
る
阪
を
越
え
来
つ
。」
10
「
睦
月
の
山
は
、
ひ

そ
か
な
り
け
り
」
な
ど
が
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
内
、
3
，
6

は
そ
れ
ぞ
れ
「
声
」「
思
ひ
」
と
い
う
人
間
に
関
わ
る
言
葉
を

受
け
て
お
り
、
問
題
の
な
い
用
例
で
あ
る
。
ま
た
4
，
5
，
8

で
は
5
と
8
は
そ
れ
ぞ
れ
「
人
」「
蟬
」
に
関
し
て
人
間
、
生

き
物
と
い
う
点
で
問
題
な
い
が
、
4
で
は
「
散
る
花
」
に
対
し

て
用
い
て
い
る
用
例
で
あ
る
の
が
注
意
を
引
く
。
中
に
は
こ
う

し
た
例
外
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。
一
方
10
は
形
容
動
詞
「
ひ
そ
か

な
り
」
に
過
去
の
助
動
詞
の
加
わ
っ
た
形
で
あ
る
。
こ
ち
ら
も

睦
月
の
山
を
受
け
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
が
、
上
句
の
抒
情
的

気
分
に
支
え
ら
れ
て
の
用
例
と
見
て
お
き
た
い
。

で
は
「
か
そ
け
し
」
の
方
は
ど
う
か
。

１　

雪
ふ
み
て
、
さ
夜
の
ふ
か
き
に
還
る
な
り
。
わ
れ
の
み 

立
つ
る
音
の　

か
そ
け
き
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２　

山
び
と
の　

言
ひ
行
く
こ
と
の
か
そ
け
さ
よ
。
き
そ
の

夜
、
鹿
の　

峰
を
わ
た
り
し

３　

正
月
の
山
に
し
づ
る
ゝ
雪
の
お
と
―
―
。
か
そ
か
な
り

け
り
。
ゆ
ふ
べ
に
聴
け
ば

４　

行
き
つ
ゝ
も　

餌エ

バ啄
み
と
ぼ
し
き
鳥
の
こ
ゑ
―
―
国
の

境
の
山
の　

か
そ
け
さ

５　

深
山
木
の　

冬
の
し
げ
り
の　

深
き
山
。
た
ゞ
ひ
と
木

あ
る
花
の　

か
そ
け
さ

６　

夏
山
の
青
草
の
う
へ
を
行
く
風
の　

た
ま
さ
か
に
し

て
、
か
そ
け
き
も
の
を

７　

元
日
の
山
に　

消
え
ゆ
く
暫
く
は
、
鉄
砲
の
お
と
も　

　
　

か
そ
け
く　

思
ほ
ゆ

８  

山
び
と
の　

歳
木
樵
り
つ
む
音
な
ら
し
。
夕
日
と
な
れ

る
庭
に　

か
そ
け
き

９　

山
窪
の
草
敷　

ふ
か
く
入
り
来
た
り
、
松
の
花
散
る
か

そ
け
さ
を　

見
つ

10  

山
中
に
来
入
り　

か
そ
け
き
心
な
り
。
松
の
葉ミ

ド
リ黄

は
、　

伸
び
は
て
に
け
り

11　

除
夜
の
鐘
な
り
し
づ
ま
り
ぬ
。
か
そ
か
な
る
そ
よ
ぎ
を

お
ぼ
ゆ
。
門
松
の
う
れ
に

12  

か
そ
か
な
る
睦
月
の　

山
の
昼
曇
り
。ひ
た
す
ら
聞
ゆ
。 

枯
れ
原
の　

お
と

13　

ひ
と
り
神
我
を　

お
ふ
し
ゝ
我
が
姉
の
、
言
ひ
し
語コ

ト

こ

そ　

か
そ
け
か
り
け
れ

14　

草
の
葉
に　

て
ん
た
う
虫
の
居
る
音
も
、
か
そ
け
き
山

の
音
に　

立
ち
つ
ゝ

15　

を
さ
な
等
は　

い
づ
こ
に
ゆ
き
て
生
き
ぬ
ら
む
―
―
。 

か
そ
け
く
思
ほ
ゆ
。
親
々
の
願
ひ

16　

鶯
の
身
じ
ろ
く
音
の　

あ
は
れ
な
り
。
命
死
な
ざ
る
も 

の
ゝ
か
そ
け
さ

17　

よ
む
歌
も　

み
な
心
に
か
な
ひ
行
く　

や
み
て
こ
の
頃

　
　
　

か
そ
か
な
る
ら
し

18　

春
深
き
信
濃
の
寺
に
、
思
へ
ど
も
―
―
、
か
そ
け
か
り 

け
り
。
父
母
の
う
へ

　

用
例
は
以
上
18
首
。
こ
の
内
、
2
、
4
、
5
、
9
、
16
が
名

詞
と
し
て
、
ま
た
1
、
6
、
7
、
8
、
10
、
13
、
14
、
15
、
18

の
9
首
が
形
容
詞
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
造
語
で

あ
る
。
他
に
類
似
語
と
し
て
形
容
動
詞
「
か
そ
か
な
り
」
が

3
、
11
、
12
、
17
の
4
首
。
先
の
「
ひ
そ
け
し
」
に
比
し
て
複
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雑
な
類
似
語
が
少
な
い
。

　

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
造
語
「
か
そ
け
し
」
は
多
く
物

音
に
関
し
て
表
現
さ
れ
て
き
た
語
で
あ
っ
た
。
1
は
巻
頭
に
続

く
「
山
霞
む
日
」
五
首
の
内
の
最
後
尾
の
作
。
い
ず
れ
も
民
俗

採
訪
で
訪
れ
た
山
深
い
夜
の
情
景
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
り
、
互

い
に
ひ
び
き
合
っ
て
連
作
を
形
作
っ
て
い
る
。
四
首
目
の
「
木

立
深
く
ふ
み
ゆ
く
足
の
、
た
ま
さ
か
は
、
ふ
み
た
め
て
思
ふ
。

山
の
深
さ
を
」、
と
と
も
に
夜
深
い
木
立
の
中
に
あ
っ
て
、
山

の
深
さ
を
実
感
し
つ
つ
雪
を
踏
む
と
い
う
、
自
分
の
立
て
る
音

に
つ
い
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
雪
を
踏
む
自
ら
の
足
音
を
聴

く
こ
と
か
ら
は
内
省
的
な
気
分
が
濃
厚
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

た
だ
、二
句
三
句
に
あ
る「
さ
夜
の
ふ
か
き
に
還
る
な
り
」は
、

こ
の
一
首
の
み
で
は
何
が
還
る
の
か
、
意
味
が
よ
く
読
み
と
れ

な
い
。
右
の
四
首
目
、
あ
る
い
は
三
首
目
の
「
山
の
夜
に
音
さ

や
さ
や
し
、
聴
え
ゐ
て
、
夜
ふ
く
る
山
の
霧
を
お
も
へ
り
」
と

も
合
わ
せ
る
と
、
夜
の
深
さ
の
中
に
音
が
戻
っ
て
ゆ
く
と
も
考

え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
に
関
連
し
て
、
右
の
三
首
目
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
読

み
が
あ
る
。
紹
介
し
て
お
き
た
い注
４

。

・
聴
覚
か
ら
山
の
夜
霧
を
想
起
す
る
と
い
う
視
覚
へ
の
展

開
が
、
少
し
唐
突
な
感
じ
も
す
る
が
、
清
澄
な
印
象
を

お
ぼ
え
る
歌
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
（
一
ノ
関
忠
人
）

・
都
会
の
霧
と
違
っ
て
、
山
深
い
所
の
霧
は
し
め
や
か
な

音
ま
で
立
て
て
流
れ
て
行
く
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
感

慨
に
は
、
都
会
人
迢
空
の
好
奇
さ
が
表
れ
て
い
る
よ
う

に
思
う
の
だ
が
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畠
山
英
治
）

・
ど
の
歌
も
の
び
や
か
な
韻
き
だ
。
深
い
山
中
で
の
思
い

を
、
静
か
だ
け
れ
ど
深
く
湛
え
て
い
る
。（
中
略
）
一

瞬
を
切
り
取
る
の
で
は
な
い
長
い
時
間
の
経
過
で
あ

り
、
同
時
に
山
の
生
活
の
ど
の
時
代
の
誰
も
が
聞
い
た

韻
き
と
も
な
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
成
瀬
有
）

・
第
三
句
「
聴
え
ゐ
て
」
が
深
い
。
凄
然
と
流
れ
る
夜
空

の
水
滴
に
思
い
い
る
。「
霧
を
お
も
」う
、と
い
う
の
も
、

つ
ぎ
の
う
た
に
「
…
…
思
ふ
。
山
の
深
さ
を
」
と
あ
り
、

そ
れ
の
さ
き
に
は
「
さ
夜
の
ふ
か
き
に
還
る
」（
＝
音

が
闇
に
吸
い
取
ら
れ
て
行
く
）
と
あ
る
、
ぜ
ん
ぶ
同
一

の
こ
と
を
詠
む
、
と
知
ら
れ
る
。　
　
　
（
藤
井
貞
和
）

・「
山
の
夜
の
」
と
い
う
表
現
は
山
の
音
と
い
う
よ
り
も
、

こ
れ
は
夜
の
音
。こ
の
ほ
う
が
空
間
に
広
が
り
を
も
ち
、
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「
さ
や
さ
や
」
と
い
う
音
を
自
然
な
も
の
に
し
て
い
る
。

家
の
中
で
、
あ
る
い
は
夜
の
床
の
中
で
、
全
身
で
聴
い

て
い
る
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
井
昌
一
）

　

五
首
の
内
、
こ
の
三
首
目
を
境
に
し
て
四
、
五
首
は
雪
を
踏

む
自
ら
の
音
を
聴
く
歌
に
な
っ
て
い
る
。
右
の
五
人
か
ら
は
そ

れ
ぞ
れ
歌
に
沿
っ
た
見
方
を
示
し
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
よ
く

ま
と
ま
っ
た
印
象
を
受
け
た
。
こ
と
に
傍
線
部
分
の
、
一
瞬
を

切
り
取
る
の
で
は
な
く
長
い
時
間
の
経
過
が
あ
る
こ
と
。
そ
う

し
た
山
の
生
活
の
ど
の
時
代
の
誰
も
が
聞
い
た
韻
き
と
も
な

る
。
と
と
ら
え
た
成
瀬
の
見
方
に
よ
り
迢
空
的
な
近
さ
を
感
じ

た
。
ま
た
、「
山
の
夜
の
」
は
多
く
夜
の
音
に
重
心
が
あ
っ
て
、

こ
の
ほ
う
が
空
間
に
広
が
り
と
「
さ
や
〳
〵
」
と
い
う
音
を

自
然
な
も
の
に
し
て
い
る
。
と
述
べ
る
中
井
の
鑑
賞
に
も
注
目

し
た
。

　

な
お
、「
さ
夜
の
ふ
か
き
に
還
る
」
に
つ
い
て
は
藤
井
貞
和

が
（ 

）
内
の
よ
う
に
「
音
が
闇
に
吸
い
取
ら
れ
て
行
く
」
と

解
釈
し
た
。
こ
の
発
言
に
従
っ
て
鑑
賞
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

聴
覚
の
恐
ろ
し
い
ほ
ど
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
一
首
だ
と
あ
ら
た
め

て
思
う
。

　

2
は
名
詞
と
し
て
の
用
例
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
山
び
と

の
言
ひ
行
く
こ
と
」
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
通
常
で
は

な
い
点
に
注
目
さ
れ
る
。
同
じ
く
諸
氏
の
「
か
そ
け
さ
」
に
つ

い
て
の
と
ら
え
方
に
触
れ
て
み
た
い
。

・
山
人
は
新
し
い
年
を
迎
え
る
厳
か
な
気
持
ち
の
な
か

で
、
峰
を
渡
る
鹿
を
み
た
。（
中
略
）
そ
の
興
奮
を
心

に
残
し
つ
つ
、
平
地
人
に
、
見
た
ま
ま
の
光
景
を
単
に

事
実
を
告
げ
る
よ
う
に
語
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
語
り
方

で
は
、
鹿
の
神
聖
さ
に
反
応
す
る
平
地
人
は
い
な
か
っ

た
。「
か
そ
け
さ
」
は
、
山
人
の
言
葉
が
宙
に
浮
い
た

よ
う
な
形
に
な
っ
て
い
る
の
を
言
っ
た
の
で
は
な
い

か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
畠
山
英
治
）

・
鹿
の
話
を
誰
か
に
す
る
の
を
山
人
か
ら
聞
い
た
時
、
ま

ず
知
識
と
し
て
の
「
鹿
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
が
、「
山

び
と
」は「
民
俗
」に
関
わ
り
が
な
い
か
に
告
げ
て
去
る
。

鹿
に
ま
つ
わ
る
民
俗
を
、「
山
び
と
」
は
知
識
と
し
て

知
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
の
韻
き
を
聞
く
。
劇
的

に
告
げ
ら
れ
た
の
で
は
な
い
。
か
す
か
な
痕
跡
と
し
て

の
民
俗
の
在
り
よ
う
に
、
深
く
頷
い
て
い
る
迢
空
で
は
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な
い
か
。
こ
の
一
首
に
も
《
温
か
さ
》
が
あ
る
。
あ
わ

あ
わ
と
消
え
て
し
ま
い
そ
う
で
あ
り
な
が
ら
、
内
実
と

し
か
言
い
よ
う
の
な
い
も
の
を
感
覚
し
た
と
の
《
温
か

さ
》
を
交
え
た
「
か
そ
け
さ
」、
と
解
し
た
い
。

（
成
瀬
有
）

・
迢
空
を
代
表
す
る
名
歌
で
あ
る
。（
中
略
）
し
か
し
突
っ

込
ん
で
質
問
さ
れ
る
と
、
容
易
に
答
え
ら
れ
な
い
難
解

な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
ず
は「
か
そ
け
さ
」、次
い
で「
鹿

の
峰
を
わ
た
り
し
」
と
、
ど
う
し
て
「
山
び
と
」
は
知

り
え
た
の
か
。「
か
そ
け
さ
」
は
、
た
だ
ひ
そ
ひ
そ
と

言
う
の
で
は
な
く
、
慎
み
を
こ
め
た
も
の
言
い
と
、
そ

れ
を
聞
く
作
者
の
不
思
議
と
同
意
の
気
持
ち
を
込
め
た

表
現
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
井
昌
一
）

　

な
お
、
一
ノ
関
と
藤
井
は
「
か
そ
け
さ
」
そ
の
も
の
に
つ
い

て
直
接
な
に
も
触
れ
て
い
な
い
が
、
一
ノ
関
は
「（
前
略
）
挨

拶
の
言
葉
と
は
い
え
、
山
の
鹿
の
動
向
が
話
題
に
な
る
よ
う
な

生
活
の
静
寂
を
、
迢
空
は
い
と
お
し
ん
で
い
る
よ
う
な
感
触
を

こ
の
歌
は
も
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
「
山
の
鹿
の

動
向
が
話
題
に
な
る
よ
う
な
生
活
の
静
寂
」
が
「
か
そ
け
さ
」

の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
い
と
お
し
ん
で
い

る
」と
い
う
迢
空
の
思
い
に
ま
で
届
こ
う
と
し
て
い
る
読
み
だ
。

そ
し
て
成
瀬
の
傍
線
部
分
の
《
温
か
さ
》
に
こ
れ
は
通
じ
て
い

る
。
ま
た
、「
ひ
そ
け
さ
」
は
「（
前
略
）
慎
み
を
込
め
た
も
の

言
い
」
で
あ
り
、「
そ
れ
を
聞
く
作
者
の
不
思
議
と
同
意
の
気

持
ち
を
込
め
た
表
現
」
と
す
る
中
井
の
読
み
に
も
重
な
る
要
素

を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
迢
空
の
用
い
る
「
か
そ
け
さ
」
の
中
で
は
明
ら
か
に

例
外
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
。
普
通
な
ら
ば
「
ひ

そ
け
さ
」
と
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
に
も
関
わ
ら
ず
「
か
そ
け
さ
」

と
す
る
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
畠
山
に
「
山
の
神

聖
さ
」
と
い
う
言
葉
が
見
ら
れ
る
が
、
飛
躍
を
承
知
で
言
う
な

ら
ば
「
山
」
と
い
う
自
然
そ
の
も
の
を
神
聖
視
す
る
と
こ
ろ
か

ら
用
い
た
表
現
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。「
ひ
そ
け
さ
」「
か

そ
け
さ
」
に
は
こ
う
し
た
例
外
的
用
例
が
あ
っ
て
、
理
解
に
苦

し
む
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
そ
れ
故
に
却
っ
て
味
わ
い
深
さ
が

生
ま
れ
る
こ
と
を
承
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
う
。　

　

形
容
詞
と
し
て
の
用
例
で
は
、
10
の
「
山
中
に
来
入
り
か
そ

け
き
心
な
り
、
松
葉
の
葉ミ
ド
リ黄
は
、
伸
び
は
て
に
け
り
」
が
見
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
連
体
形
と
し
て
「
心
」
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
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や
は
り
上
述
の
「
か
そ
け
さ
」
と
同
様
の
用
い
方
で
あ
る
の
は

明
ら
か
だ
。
ま
た
、
13
で
は
「（
我
が
姉
の
）
言
ひ
し
語コ
ト

こ
そ

か
そ
け
か
り
け
り
」
と
あ
っ
て
、
形
容
詞
連
用
形
に
過
去
（
或

い
は
詠
嘆
）
の
助
動
詞
終
止
形
が
加
わ
っ
た
も
の
。
や
は
り
10

の
場
合
と
同
様
の
用
例
で
あ
る
。

　

14
で
は
音
に
か
か
る
用
例
で
問
題
な
く
、
15
は
「
思
ほ
ゆ
」

に
か
か
る
用
例
で
、
10
の
場
合
と
同
様
。
16
も
「
命
死
な
ざ
る

も
の
」
を
受
け
た
か
た
ち
と
な
っ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
10
と
同

様
で
あ
る
。
ま
た
18
で
も
「
父チ
チ
ハ
ハ母
の
う
へ
」
に
か
か
っ
て
お
り
、

こ
れ
も
ま
た
10
と
同
様
の
用
法
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
形
容
動
詞
を
み
る
と
、3
で
は
「
雪
の
音
」
を
受
け
、

11
で
は
「（
門
松
の
う
れ
の
）
そ
よ
ぎ
」
に
、
12
も
「
枯
れ
原

の
お
と
」
に
そ
れ
ぞ
れ
か
か
っ
て
お
り
問
題
は
な
い
。
ま
た
17

は
「
や
み
て
（
病
み
て
）
こ
の
頃
」
を
う
け
て
の
用
法
で
あ
り
、

10
に
含
ま
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
造
語
「
か
そ
け
し
」
は
「
ひ
そ
け
し
」
と
と
も
に

迢
空
が
示
し
た
用
法
の
区
別
を
は
み
出
し
て
、
或
い
は
混
同
し

て
「
ひ
そ
け
し
」
的
に
微
妙
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
現
す
る
の
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
水
の

う
へ
』
は
こ
う
し
た
点
に
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
う
い
え
ば

第
一
歌
集
『
海
山
の
あ
ひ
だ
』
に
も
す
で
に
「
若
松
の
み
ど
り

い
き
る
ゝ
山
は
ら
に
、
わ
が
足
お
と
の　

い
と
も
か
そ
け
さ
」、

｢

人
も　

馬
も　

道
ゆ
き
つ
か
れ
死
に
ゝ
け
り
。
旅
寝
か
さ
な

る
ほ
ど
の
か
そ
け
さ｣

な
ど
が
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
も
忘
れ
て

は
な
ら
な
い
。
時
と
場
合
に
応
じ
て
柔
軟
に
用
い
よ
う
と
し
た

と
考
え
て
も
よ
い
の
だ
ろ
う
。

　
二

　

続
い
て
Ｄ
第
四
歌
集
『
遠
や
ま
ひ
こ
』
を
見
て
お
こ
う
。
同

集
は
一
九
四
八
年
（
昭
23
）
三
月
一
日
好
學
社
よ
り
釋
迢
空
短

歌
綜
集
三
『
水
の
う
へ
』
に
相
次
い
で
同
綜
集
四
と
し
て
刊
行

さ
れ
た
。
こ
こ
に
は
一
九
三
四
年
十
一
月
（
昭
9
）
よ
り
一
九

四
一
年
（
昭
16
）
五
月
（
作
者
四
十
八
歳
か
ら
五
十
四
歳
）
ま

で
の
作
品
四
八
二
首
を
収
め
る
。
そ
の
内
、六
三
首
の
作
品（
改

作
を
含
む
）
が
Ｅ
『
天
地
に
宣
る
』
よ
り
再
録
さ
れ
た
も
の
と

い
う注
５

。
Ｃ
に
ひ
き
続
き
こ
の
間
も
民
俗
採
訪
旅
行
に
余
念
な

か
っ
た
。
平
泉
の
延
年
の
舞
・
早
池
峰
の
神
楽
の
見
学
、
信
州

小
谷
温
泉
旅
行
（
下
川
原
で
落
馬
）、
春
洋
を
伴
っ
た
三
回
目

の
沖
縄
採
訪
旅
行
、
山
形
県
の
黒
川
能
の
見
学
、
箱
根
明
神
ケ

岳
（
道
に
迷
い
一
夜
野
宿
）、
近
江
比
良
山
（
道
に
迷
い
一
夜
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野
宿
）、
大
和
万
葉
旅
行
、
東
北
民
謡
試
聴
団
の
旅
行
に
参
加
、

中
国
に
旅
行
し
北
京
に
て
講
演
す
る
。
な
ど
な
ど
で
あ
る
。

　

一
方
、
研
究
、
学
会
、
短
歌
に
関
す
る
活
動
で
は
民
間
伝
承

の
会
の
発
足
、
國
學
院
郷
土
研
究
会
大
会
に
お
け
る
講
演
「
琉

球
国
王
の
出
自
」、「
短
歌
研
究
」
に
連
載
し
始
め
た
「
新
古
今

前
後
」、短
歌
文
学
全
集『
釋
迢
空
篇
』の
刊
行（
第
一
書
房
）、『
新

万
葉
集
』
の
選
歌
、自
選
歌
五
十
首
を
『
新
万
葉
集
』
に
掲
載
、

Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
国
民
講
座
に
お
け
る「
短
歌
の
歴
史
」「
短
歌
の
本
質
」

「
短
歌
の
鑑
賞
」
の
放
送
、
小
説
「
死
者
の
書
」
を
「
日
本
評

論
」
に
掲
載
、
自
選
歌
の
朗
詠
を
コ
ロ
ム
ビ
ア
・
レ
コ
ー
ド
に

吹
き
込
む
、
抒
情
詞
曲
「
山
家
集
」
を
Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
で
放
送
、
京

都
帝
国
大
学
史
学
科
特
別
講
師
と
し
て
神
道
を
中
心
に
し
た
特

別
講
義
、日
本
文
学
大
系
『
近
代
短
歌
』
の
刊
行
（
河
出
書
房
）、

Ｊ
Ｏ
Ａ
Ｋ
国
文
講
座
に
お
け
る
「
明
治
時
代
の
短
歌
」
放
送
、

宮
中
歌
会
始
の
儀
の
召
人
と
な
る
、
室
生
犀
星
と
の
対
談
「
古

典
に
つ
い
て
」
を
雑
誌
「
む
ら
さ
き
」
に
掲
載
、『
橘
曙
覧
評
伝
』

を
刊
行
（
教
学
局
）
す
る
。
な
ど
民
俗
採
訪
旅
行
と
平
行
し
て

精
力
的
な
活
動
と
収
穫
が
認
め
ら
れ
る
。
研
究
、
短
歌
活
動
と

も
に
油
の
乗
っ
た
充
実
し
た
年
代
で
あ
っ
た
。

　

な
お
、
こ
の
時
期
の
身
辺
を
み
て
お
こ
う
。
先
ず
姉
の
あ
ゐ

の
死
去
（
五
六
歳
）、
門
弟
の
鈴
木
金
太
郎
が
大
阪
へ
転
勤
す

る
、
二
十
一
年
間
の
同
居
で
あ
っ
た
。
藤
井
春
洋
の
療
養
の
た

め
に
北
軽
井
沢
法
政
大
学
村
の
別
荘
を
借
り
る
。
叔
母
え
い
を

家
に
招
く
。
大
阪
木
津
の
折
口
家
か
ら
分
家
す
る
。
箱
根
仙
石

原
に
山
荘
「
叢
隠
居
」
を
建
て
休
暇
の
大
半
を
過
ご
す
よ
う
に

な
る
。
太
平
洋
戦
争
が
起
こ
り
藤
井
春
洋
応
召
す
る
。
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
る
。
鈴
木
金
太
郎
の
転
勤
や｢

叢
隠
居｣

を
建
て
た

こ
と
、
春
洋
の
応
召
が
そ
の
主
な
出
来
事
で
あ
っ
た注
６

。

　

で
は
こ
の
歌
集
で
は
「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」（
活
用
形
、

複
合
名
詞
、
既
成
の
類
似
語
も
含
む
）
は
ど
の
よ
う
に
用
い
ら

れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、「
ひ
そ
け
し
」
か
ら
（
傍
線
筆
者
）。

１　

波
の
音
暮
れ
て　

ひ
そ
け
し
。
火
を
消
ち
て　

我
は
く

だ
れ
り
。
百モ
ヽ
ヂ
ヤ
ナ

按
司
の
墓

２　

崖
し
た
に　

干
潟
ひ
ろ
が
り
物
も
な
し
。
ひ
そ
け
き
ゆ

ふ
べ　

浪
の
よ
る
音

３  
寺
の
子
は　

寺
の
子
さ
び
て
遊
ぶ
な
り
。
声
に
立
て
ど

も
、
音
ぞ
ひ
そ
け
き
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４　

海
工
廠
の
町
に
入
り
来
て
、
あ
ま
り
に
も　

春
ひ
そ
け

き
を　

思
ひ
つ
ヽ
と
ほ
る

５　

桜
の
後　

風
荒
れ
過
ぎ
ぬ
。
山
な
か
は　

真
日
ひ
そ
け

く
て
、
霜
崩
え
の
音

６　

た
ヾ
一
人　

ふ
た
り
と　

肩
を
並
べ
行
き　

ひ
そ
か
に

別
る
ヽ
こ
と　

欲ホ

る
ら
む
か

７　

大
き
家
は　

響
き
と
い
ふ
も
稀
な
れ
ば
、
こ
と
ひ
そ
や

か
に　

妻
と
も
の
言
ふ

　

以
上
7
首
提
示
し
た
。
こ
の
内
、
造
語
「
ひ
そ
け
し
」
は

1
、
2
、
3
、
4
、
5
の
五
例
、
6
は
形
容
動
詞
「
ひ
そ
か
な

り
」
の
連
用
形
、
7
は
形
容
動
詞
「
ひ
そ
や
か
な
り
」
の
連
用

形
で
あ
る
。

　

1
～
5
に
お
け
る
造
語
の
用
い
方
を
み
る
と
、
1
の
終
止

形
「
ひ
そ
け
し
」
は
す
ぐ
前
の
「
波
の
音
暮
れ
て
」
に
対
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
作
は
沖
縄
採
訪
旅
行
に
取
材
し
た
連

作
「
は
る
か
な
る
島
」
九
首
の
一
首
。
場
所
は
源
為
朝
の
舟
は

て
し
た
と
伝
え
る
国
頭
郡
運
天
港
の
辺
り
の
日
暮
れ
ど
き
、
崖

の
高
処
、
低
処
の
至
る
処
に
古
代
の
按
司
の
墓
と
伝
え
て
、
陶

甕
に
骨
を
収
め
た
塚
穴
が
幾
十
と
な
く
散
在
し
て
い
る
と
、
迢

空
は
説
明
し
て
い
る
。
按
司
は
地
方
首
長
に
対
す
る
呼
称
。
後

に
王
族
の
一
族
に
任
じ
ら
れ
た
と
い
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
高

い
身
分
で
あ
る
。
こ
う
し
た
背
景
か
ら
想
像
で
き
る
の
は
、
港

に
近
い
崖
下
に
点
在
す
る
数
多
く
の
（
按
司
の
）
骨
壺
の
情
景

で
あ
る
。
波
の
音
が
聞
こ
え
る
だ
け
の
う
す
暗
さ
と
静
か
さ
で

あ
っ
た
。
そ
れ
は
ど
こ
で
も
見
か
け
る
空
間
で
は
な
く
、（
按

司
た
ち
の
）
墓
場
と
い
う
尋
常
で
は
な
い
景
観
で
あ
っ
た
。
そ

れ
を
「
火
を
消
ち
て
」
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
迢
空
に
と
っ

て
三
度
目
の
、
沖
縄
採
訪
旅
行
に
お
け
る
初
体
験
の
場
所
で

あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
按
司
の
骨
壺
で
は
な
か
っ
た
が
、
か
つ

て
筆
者
も
沖お
き
の
え
ら
ぶ
じ
ま

永
良
部
島
で
似
た
よ
う
な
体
験
を
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。そ
こ
は
骨
壺
が
ひ
し
め
く
よ
う
に
集
め
ら
れ
て
お
り
、

遺
骨
が
壺
か
ら
は
み
出
し
て
い
る
と
い
う
、
昼
で
も
薄
暗
い
窪

地
の
墓
所
で
あ
っ
た
と
記
憶
し
て
い
る
。

　

百モ
モ
ヂ
ヤ
ナ

按
司
の
墓
の
歌
は
こ
の
一
首
の
み
で
た
だ
事
実
だ
け
を
客

観
的
に
詠
っ
て
お
り
、
心
情
的
な
言
葉
は
一
切
み
ら
れ
な
い
。

そ
れ
が
却
っ
て
現
場
の
凄
さ
を
物
語
っ
て
効
果
的
で
あ
る
。
加

え
て
こ
の
場
合
の
「
ひ
そ
か
な
り
」
は
「
波
の
音
」
に
対
し
て

用
い
ら
れ
て
お
り
、
作
者
本
来
の
用
例
か
ら
す
れ
ば
「
か
そ
か

な
り
」
と
あ
る
べ
き
だ
が
、
外
れ
て
い
る
点
に
注
目
さ
れ
る
。
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墓
が
按
司
と
い
う
人
間
で
あ
る
こ
と
に
関
わ
る
か
ら
だ
ろ
う

か
。

　

そ
う
い
え
ば
、
2
、
3
、
5
に
み
ら
れ
る
「
ひ
そ
け
き
」「
ひ

そ
け
く
」
も
「
音
」
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
気

づ
く
。

　

2
は
「
波
の
色
」
八
首
中
の
三
番
目
の
作
。
一
連
の
場
所
は

新
潟
柏
崎
の
浜
辺
、
海
風
が
吹
き
、
佐
渡
も
見
え
る
夕
べ
の
広

い
風
景
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
1
と
同
様
「（
浪
の
よ
る
）
音
」

が
「
ひ
そ
け
き
ゆ
ふ
べ
」
に
関
わ
っ
て
お
り
、「
か
そ
け
き
ゆ

ふ
べ
」
で
は
な
か
っ
た
。
3
は
「
曾
我
の
里
」
十
一
首
中
の
六

首
目
の
作
。
場
所
は
小
田
原
市
の
東
、曽
我
山
西
麓
一
帯
の
地
。

五
首
目
に
「
曽
我
寺
の
岡
に
の
ぼ
れ
ば
、
～
」
と
あ
り
、「
寺

の
子
」
は
こ
の
寺
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
曽
我
氏
ゆ
か
り
の
寺
で

あ
る
。
こ
こ
も
民
俗
採
訪
旅
行
の
場
所
で
あ
っ
た
。
直
前
の
作

に
、
曽
我
寺
を
訪
れ
た
迢
空
は
寺
の
子
ら
が
古
木
の
仏
像
を
眺

め
て
遊
ん
で
い
る
様
子
を
見
て
「
ひ
そ
か
な
る
笑
み
を
こ
ら
へ

ぬ
。」、
と
あ
る
。「
笑
み
」
に
対
し
て
「
ひ
そ
か
な
る
」
は
本

来
の
用
例
で
あ
る
。
し
か
し
3
で
は
「
声
に
立
て
ど
も
、音
ぞ
」

に
対
し
て
「
か
そ
け
き
」
で
は
な
く
「
ひ
そ
け
き
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
や
は
り
迢
空
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
の
こ

と
だ
ろ
う
。
5
は
「
夏
鳥
」
一
五
首
中
の
九
首
目
の
作
。
場
所

は
ど
こ
か
の
山
村
の
よ
う
だ
。
民
俗
採
訪
の
徒
歩
に
よ
る
旅
で

あ
る
が
、一
連
に
は
地
名
が
一
箇
所
も
な
い
。
こ
の
直
前
の「
湘

南
電
車
を
お
り
て
」
に
続
き
編
集
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す

る
と
、
伊
豆
半
島
北
部
の
国
市
辺
り
か
と
思
わ
れ
る
。
一
連
の

八
首
目
（
3
が
こ
れ
に
続
く
）
に
「
山
峡
の
一
樹
の
桜　

見
え

て
ゐ
て
、
暮
れ
ゆ
く
村
に
、
こ
よ
ひ
寝
む
と
す
」
と
あ
る
。
当

地
は
長
岡
温
泉
で
知
ら
れ
た
場
所
。

　
『
折
口
信
夫
手
帖
』（
昭
62
・
10
折
口
信
夫
博
士
記
念
古
代
研

究
所
編
集
・
発
行
）
に
よ
る
と
、
一
九
四
三
年
十
一
月
末
（
昭

18
）、
上
京
し
た
叔
母
え
い
と
加
藤
守
雄
を
伴
っ
て
古
奈
温
泉

に
遊
び
、
翌
日
長
岡
温
泉
に
一
泊
し
た
、
と
記
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
一
連
の
季
節
は
辛
夷
が
散
り
、
桜
が
咲
い
て
い
る
か
終

わ
る
春
深
い
頃
で
あ
る
。
し
か
も
一
首
目
に
「
今
日
も　

と
ぼ

し
き
村
を
の
み　

過
ぐ
」、
二
首
目
に
「
山
深
く　

か
く
入
り

立
ち
て
、
我
は
還
ら
じ
」、
十
三
首
目
に
は
「
か
ら
だ
冷
え
つ
　ゝ

ひ
と
り
歩
め
り
」
な
ど
と
詠
わ
れ
て
お
り
、
一
人
の
旅
で
あ
っ

た
。
叔
母
や
加
藤
を
伴
っ
た
ゆ
っ
た
り
し
た
気
分
と
は
ほ
ど
遠

い
、も
の
寂
し
さ
を
嚙
み
し
め
て
い
る
よ
う
な
歩
み
で
あ
っ
た
。

「
我
は
還
ら
じ
」
に
は
ど
の
よ
う
な
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る



釈迢空短歌語彙「ひそけさ」「かそけさ」の消長 58

の
か
不
明
だ
が
、
強
い
意
志
と
緊
張
を
感
じ
さ
せ
る
。「
山
深

く　

か
く
入
り
立
ち
て
」
に
何
か
ヒ
ン
ト
が
得
ら
れ
る
か
も
知

れ
な
い
。
と
に
か
く
一
連
の
舞
台
は
人
里
か
ら
さ
ほ
ど
遠
く
な

い
山
村
で
あ
っ
た
。

　

あ
ら
た
め
て
5
の
用
例
を
み
る
と
、「
ひ
そ
け
く
」
は
「
真

日（
太
陽
）」に
対
し
て
用
い
て
お
り
、同
時
に「（
霜
崩
え
の
）音
」

が
重
な
る
。
昼
の
陽
ざ
し
に
霜
の
崩
れ
る
音
が
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
。「
真
日
」も「
霜
崩
え
」も
自
然
現
象
に
属
し
て
お
り
、

本
来
の
用
例
な
ら
ば
「
か
そ
け
く
」
と
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の

場
合
も
例
外
で
あ
っ
た
。

　

6
は「
孤
独
」五
首
中
二
首
目
の
作
。
こ
の
後
に
続
く「
秋
霜
」

七
首
中
に「
箱
根
明
神
ゲ
嶽
に
迷
ふ
。
十
二
月
一
日
夜
」と
あ
っ

て
、
日
中
戦
争
当
時
と
こ
れ
か
ら
出
征
す
る
兵
士
を
送
る
折
の

歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
送
ら
れ
る
兵
士
た
ち
が
肩
を
並
べ

て
行
く
の
を
見
な
が
ら
、「
ひ
そ
か
に
別
る
ゝ
こ
と
」
を
願
っ

て
い
る
の
だ
ろ
う
、
と
推
察
し
て
い
る
。
用
例
「
ひ
そ
か
に
」

は
「
別
る
ゝ
こ
と
」
に
か
か
っ
て
お
り
こ
の
場
合
何
も
問
題
は

な
い
。
7
は
既
成
の
類
似
語
で
あ
る
。「
山
の
端
」
二
十
二
首

中
の
二
首
目
。
そ
の
中
ほ
ど
に
「
た
ゝ
か
ひ
の
年
は　

か
へ
り

ぬ
。」、
年
譜注
７

に
は
『
新
万
葉
集
』
に
自
選
歌
五
十
首
を
掲
載
し

た
と
あ
っ
て
、
一
九
三
八
年
（
昭
13
）
の
春
も
ま
だ
寒
い
頃
で

あ
っ
た
。「
ひ
そ
や
か
に
」
は
「（
妻
と
）
も
の
言
ふ
」
に
つ
な

が
っ
て
お
り
、
用
い
方
は
7
と
同
様
で
あ
る
。

　

一
方
「
か
そ
け
し
」
は
ど
う
か
。

１　

若
く
し
て
遊
び
暮
ら
し
て
あ
り
し
日
を
思
ふ　

か
そ
け

さ
―
―
。
人
に
知
ら
え
ず

２　

み
冬
つ
き
日
ね
も
す
温ヌ
ク

き
磧
（
カ
ハ
ラ
）べ
に
、
音
か
そ
け
し
も
。

沙
の
う
つ
ろ
ふ

３　

如
月
の
山
の
お
く
が
に
入
り
行
き
て
、
か
そ
け
き
も

の
ヽ
音　

聽
か
む
と
す

４　

年
暮
る
ヽ
山
の
そ
よ
ぎ
の　

か
そ
か
な
る
幾
と
こ
ろ
を

過
ぎ
て
、
我
は
来
に
け
む

５　

山
の
蜾ス
ガ
ル螺
の
ひ
と
つ　

出
で
入
る
道
の
う
へ
に
、
立
ち

ど
ま
り
つ
　ヽ

か
そ
か
な
り
け
り

　

以
上
五
首
提
示
し
た
。
こ
の
内
「
か
そ
け
し
」
は
1
、
2
、

3
で
あ
る
。
1
の
「
か
そ
け
さ
」
は
「（
若
く
し
て
～
あ
り
し
）

日
を
思
ふ
」
を
受
け
て
お
り
、
本
来
の
用
例
な
ら
ば
「
ひ
そ
け

さ
」
と
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
点
に
何
ら
か
の
意
図
が
う
か
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が
わ
れ
よ
う
。
2
及
び
3
の
用
例
で
は
そ
れ
ぞ
れ
音
に
直
接
関

わ
っ
て
お
り
、
順
当
な
用
い
方
が
さ
れ
て
い
る
。

　

4
、
5
「
か
そ
か
な
り
」
は
類
似
語
で
あ
る
。
4
は
「
山
の

そ
よ
ぎ
の　

か
そ
か
な
る
（
幾
と
こ
ろ
を
過
ぎ
て
）」
と
「
山

の
そ
よ
ぎ
」
を
受
け
て
、
造
語
の
場
合
と
同
様
の
問
題
の
な
い

用
い
方
で
あ
る
。
5
の
「
蜾
螺
」
は
蜂
の
一
種
で
じ
が
ば
ち
の

古
称
、
或
い
は
じ
ば
ち
の
異
称
と
も
呼
ぶ
。
作
者
が
山
道
を
歩

い
て
い
る
時
飛
来
し
、
そ
の
音
が
「
か
そ
か
な
り
け
り
」
と
用

い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
や
は
り
4
と
同
様
で
あ
る
。

　

三

　

以
上
用
例
を
挙
げ
て
辿
っ
て
き
た
よ
う
に
、
迢
空
の
造
語
の

用
い
方
に
は
迢
空
が
お
お
よ
そ
思
い
描
い
た
場
合
と
は
、
揺
れ

の
幅
（
或
い
は
ず、

、れ
）
の
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
あ
ら
た
め

て
確
認
す
れ
ば
、
人
間
や
生
き
物
に
関
わ
る
場
合
の
用
例
「
ひ

そ
け
し
」
と
、
自
然
現
象
を
ふ
く
む
音
や
一
般
の
物
音
に
関
わ

る
場
合
の
用
例
「
か
そ
け
し
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
再
度
、
揺
れ

の
幅
の
内
に
入
る
全
作
品
を
、
第
一
歌
集
に
溯
っ
て
列
挙
し
て

お
き
た
い
。
全
歌
集
は
す
で
に
提
示
し
た
本
稿
一
の
記
号
付
き

の
表
で
あ
る
。
以
下
「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」
の
区
別
を

設
け
な
い
。

１　

蜑
の
子
の
か
づ
き
苦
し
み　

吐
け
る
息
を
、
旅
に
し
聞

け
ば
、
か
そ
け
く
あ
り
け
り

２　

若
松
の
み
ど
り
い
き
る
ゝ
山
は
ら
に
、
わ
が
足
お
と
の

　
　
　

い
と
も
か
そ
け
さ

３　

誰
び
と
に　

わ
れ
憚
り
て
、
も
の
言
は
む
。
か
そ
け
き

家
に
、
山
び
と
ゝ
を
り

４　

人
も　

馬
も　

道
ゆ
き
つ
か
れ
死
に
ゝ
け
り
。
旅
寝
か

さ
な
る
ほ
ど
の
か
そ
け
さ

５　

ゆ
き
つ
き
て　

道
に
た
ふ
る
ゝ
生
き
物
の
か
そ
け
き
墓

は
、
草
つ
ゝ
み
た
り

６　

山
の
う
へ
に
、
か
そ
け
く
人
は
住
み
に
け
り
。
道
く
だ

り
来
る
心
は
な
ご
め
り

７　

こ
の
心　

悔
ゆ
と
か
言
は
も
。
ひ
と
り
の　

お
や
を
か

そ
け
く　

死
な
せ
た
る
か
も

８　

青
空
は
、
暫イ
サ
ヽ
メ時
曇
る
。
軒
深
く
こ
も
ら
ふ
人
の　

息
の

か
そ
け
さ

９　

麦
の
花　

ひ
そ
か
な
れ
ど
も
、
目
に
つ
き
て
咲
き
ゐ
る

暮
れ
を　

風
の
さ
び
し
さ

10　

如
月
の
雪
の　

か
そ
け
き
わ
が
は
ぎ
や
。
白
き
光
り
に
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目
を
こ
ら
し
つ
ゝ

11　

霰
ふ
る
雑
木
の
な
か
に
、
鍬ク
ハ

う
て
る　

い
と
　ゞ

女メ
ヲ
ト夫

の
唄
の　

か
そ
け
き

12　

あ
か
と
き
を　

散
る
が
ひ
そ
け
き
色
な
り
し
。
志
摩
の

横
野
の　

空
色
の
花            （『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』）

13　
（
略
）わ
が
歌
の
い
ぶ
せ
さ
。
＼
か
く
し
つ
ゝ
＼
い
と
ゞ

さ
び
し
く　

＼
ま
す
〳
〵
に
、
思
ひ
か
そ
か
に
え
が
た

く
（
略
）

14　

山
川
の
満
ち
あ
ふ
れ
行
く
＼
色
見
れ
ば
、
＼
命
か
そ
け

く
＼
な
ら
む
と
す
る
も

15　

か
そ
か
な
る　

生
き
の
な
ご
り
を
＼
我
は
思
ふ
。
＼
亡

き
人
も
、
＼
よ
く
あ
ら
そ
ひ
に
け
り

16　

霞
ゐ
る
児
湯
の
高
原
＼
行
く
へ
な
く　

出
で
つ
　ゝ

遊

び
＼
か
そ
け
か
り
け
む

17　

国
遠
く
＼
こ
の
若
き
人
を　

住
ま
し
め
て
、
＼
世
の
か

そ
け
さ
を　

知
れ
＼
と　

言
ひ
つ
る

18　

深
川
の　

冬
木
の
池
に
、
＼
青
み
ど
ろ　

浮
き
て
ひ
そ

け
き
＼
こ
の
ゆ
ふ
べ
な
り

19　

山
中
に
＼
わ
が
見
る
夢
の
＼
あ
と
な
さ
よ
。
覚
め
て
思

ふ
も
、
か
そ
け
か
り
け
り

20　

秋
に
む
か
ふ
＼
や
ま
の
た
つ
き
の　

か
そ
け
き
に
＼
こ

と
し
は
早
く
、
＼
雹
ふ
り
に
け
り

21　

息
づ
き
て
＼
か
そ
け
か
り
け
り
。
＼
夏
ふ
か
き　

山
の

木イ

蓮タ

子ビ

に
、
＼
朱
さ
す　

見
れ
ば

22　
　

ひ
そ
か
の
心
に
て　

あ
ら
む
。
＼
旅
に
し
て
、
＼
ま

た　

知
る
人
を
＼
亡ナ

く
な
し
に
け
り

23　

た
ぶ
の
木
の
ふ
る
木
の　

杜モ
リ

に
＼
入
り
か
ね
て
、
＼
木

の
間
あ
か
る
き
＼
か
そ
け
さ
を
見
つ

24　

朝
闇
に
、＼
郭ク
ワ
ク
カ
ウ公が
＼
近
く
鳴
き
に
け
り
。
＼
今
日
は
、

＼
ひ
そ
か
の
心
に
て
あ
ら
む

25　

い
と
ま
つ
げ
て　

い
な
む　

と
思
ふ
。
＼
晝
ふ
け
て
＼

あ
る
じ
の
臥ネ

ド処
は
、
＼
ひ
そ
ま
り
て
居
り

26　

わ
れ
の
世
の
さ
び
し
き
に
、＼
な
ら
ひ　

ゆ
く
な
ら
し
。

＼
か
そ
け
く
生
き
て
、
＼
教
へ
子
は
あ
り

27　

く
ら
き
ま
ど
。
＼
今
日
も
見
て
け
り
。
＼
庭
蔵
の
高
処

の
牕
は
、
＼
ひ
そ
や
か
に　

あ
り

28　

見
え
わ
た
る
山
々
は
＼
み
な　

ひ
そ
ま
れ
り
。
＼
こ
だ

ま
が
へ
し
の　

な
き
＼
夜
な
り
け
り

29　

寺
の
子
ど
も
＼
わ
が
前
を
さ
ら
ず　

語
る
な
り
。
＼
山

の
か
そ
け
さ
は
、
な
れ
が
た
き
か
も
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30　

歳
深
き
山
の
＼
か
そ
け
さ
。
＼
人
を
り
て
、
ま
れ
に
も

の
言
ふ
＼
声
き
こ
え
つ
ゝ       （『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』）

31　

山
び
と
の　

言
ひ
行
く
こ
と
の
か
そ
け
さ
よ
。
き
そ
の

夜
、
鹿
の　

峰
を
わ
た
り
し

32　

大オ
ホ
ト
シ歳
の
村
を
ぞ
思
ふ
。
山
々
の
冬
木
の
立
ち
の
あ
は
れ

　
　
　

ひ
そ
け
さ

33　

春
既ハ
ヤ

く　

弥
生
の
山
と
な
り
行
け
ど
、
黒
木
か
こ
め
る

村
の　

ひ
そ
け
さ

34　

深
山
木
の　

冬
の
し
げ
り
の　

深
き
山
。
た
ゞ
ひ
と
木

あ
る
花
の　

か
そ
け
さ

35　

山
の
湯
の　

外
湯
あ
か
る
き
湯
の
た
ゝ
へ
に
、
我
あ
り

け
り
と
言
ふ
が　

か
そ
け
き

36　

忘
れ
つ
ゝ
、
音
吹
き
起
る
山
お
ろ
し
に
、
な
ほ
ひ
そ
や

か
に
散
る　

花
あ
り

37　

風
す
ぐ
る　

四
方
の
木
梢
の
ひ
そ
ま
り
に
、
し
は
ぶ
き

し
た
り
。
長
き　

こ
の
夜
ら

38　

山
窪
の
草
藪　

ふ
か
く
入
り
き
た
り
、
松
の
花
散
る
か

そ
け
さ
を　

見
つ

39　

ひ
そ
か
な
る
阪
を
越
え
来
つ
。
山
の
木
の
深
き
と
よ
み

を
我
は
聴
く
な
り

40　

山
中
に
来
入
り　

か
そ
け
き
心
な
り
。
松
の
葉ミ
ド
リ黄
は
、

伸
び
は
て
に
け
り

41　

鳥
の
こ
ゑ　

時
々
き
こ
ゆ
。
村
の
夜
の
ひ
そ
ま
り
行
け

ば
、
と
よ
み
て
聞
こ
ゆ

42　

ひ
と
り
神ガ
ミ

我
を　

お
ふ
し
ゝ
我
が
姉
の
、
言
ひ
し
語コ

ト

こ

そ　

か
そ
け
か
り
け
れ

43　

鳥
の
声
ま
れ
に
な
り
行
く
山
な
か
に
、
来
向
か
ふ
秋
は

　
　
　

ひ
そ
け
か
り
け
り

44　

ほ
の
〴
〵
と　

思
ひ
見
る
す
ら
雪
深
き　

睦
月
の
山

は
、　

ひ
そ
か
な
り
け
り

45　

を
さ
な
等ラ

は　

い
づ
こ
に
ゆ
き
て
生
き
ぬ
ら
む
―
―
。

か
そ
け
く
思
ほ
ゆ
。
親
々
の
願
ひ

46　

鶯
の
身
じ
ろ
く
音
の　

あ
は
れ
な
り
。
命
死
な
ざ
る
も

の
　ゝ

か
そ
け
き

47　

よ
む
歌
も　

み
な
心
に
か
な
ひ
ゆ
く　

や
み
て
こ
の
頃

　
　
　

か
そ
か
な
る
ら
し

48　

春
深
き
信
濃
の
寺
に
、
思
へ
ど
も
―
―
、
か
そ
け
か
り

け
り
。
父
母
の
う
へ     　
　

      　
　
（『
水
の
上
』）

49　

山
の
蜾ス
ガ
ル螺
の
ひ
と
つ　

出
で
入
る
道
の
う
へ
に
、
立
ち

ど
ま
り
つ
　ゝ

か
そ
か
な
り
け
り



釈迢空短歌語彙「ひそけさ」「かそけさ」の消長 62

50　

波
の
音
暮
れ
て　

ひ
そ
け
し
。
火
を
消
ち
て　

我
は
く

だ
れ
り
。
百
按
司
の
墓

51　

崖
し
た
に　

干
潟
ひ
ろ
が
り
物
も
な
し
。
ひ
そ
け
き
ゆ

ふ
べ　

浪
の
よ
る
音

52　

若
く
し
て
遊
び
暮
し
て　

あ
り
し
日
を
思
ふ　

か
そ
け

さ
―
―
。
人
に
知
ら
え
ず

53　

山
鳥
の
道
に
出
で
居
て
お
ど
ろ
か
ぬ
と
こ
ろ
を　

過
ぎ

て
、
な
ほ
ぞ　

幽カ
ソ

け
き

54　

寺
の
子
は　

寺
の
子
さ
び
て
遊
ぶ
な
り
。
声
に
立
て
ど

も
、　

音
ぞ　

ひ
そ
け
き

55　

桜
の
後ノ
チ　

風
荒
れ
過
ぎ
ぬ
。
山
な
か
は　

真
日
ひ
そ
け

く
て
、
霜
崩ク

え
の
音     　
　

     （『
遠
や
ま
ひ
こ
』）

56　

か
そ
け
く
て　

一ヒ
ト
ヨ代

過
ぎ
に
し
宮
び
と
も
、
生
け
る
そ

の
日
は
、
人
を
こ
ろ
し
き

57　

旅
に
し
て
聞
く
は　

か
そ
け
し
。
五
十
戸
の
村　

五イ
ツ
タ
リ人

の　

戦
死
者
を
迎
ふ

58　

海
工
廠
の
町
に
入
り
来
て
、
あ
ま
り
に
も
春
ひ
そ
け
き

を
、思
ひ
つ
　ゝ

と
ほ
る       　

   （『
天
地
に
宣
る
』）

59　

夢
の
如　

思
ほ
ゆ
る
か
も
。
悔
い
深
き
年
も　

か
そ
け

く　

過
ぎ
に
け
ら
し
も

60　

わ
が
兄
の
臨
終
に
来
し　

の
ど
か
な
る
思
ひ
は
、
い
と

も　

か
そ
け
か
り
け
む 　
　
　
　
　
　
（『
倭
を
ぐ
な
』）

61　

か
そ
か
な
る
睦
月
の
山
に　

入
り
ゆ
き
て
、
か
へ
ら
ざ

り
せ
ば
、　

の
ど
か
な
ら
む
か　
　
　
（『
短
歌
拾
遺
』）

　

四

　

以
上
、「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」
及
び
既
成
の
類
似
語
を

ふ
く
む
全
作
品
数
98
例
の
内
、
明
ら
か
に
問
題
の
な
い
用
例
を

除
く
も
の
を
書
き
出
し
て
み
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
歌
集
別
数
で

は
Ａ
12
、
Ｂ
18
、
Ｃ
18
、
Ｄ
7
、
Ｅ
3
、
Ｆ
2
、
Ｇ
1
、
計
61

例
で
あ
っ
た
。前
半
歌
集
Ｃ
、Ｂ
、Ａ
の
順
で
そ
の
大
方
を
占
め
、

後
半
歌
集
で
は
一
桁
の
少
な
さ
で
あ
る
こ
と
が
明
瞭
で
あ
る
。

61
例
の
考
証
、
鑑
賞
に
つ
い
て
は
既
に
済
ま
せ
て
き
た
が
、
重

複
を
避
け
つ
つ
再
度
簡
単
に
説
明
と
確
認
を
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
ず
、
1
の
「
か
そ
け
く
」
は
「
吐
け
る
息
を
旅
に
し
聞
け

ば
」
に
、
2
の
「
か
そ
け
さ
」
は
「
わ
が
足
お
と
」
に
、
3
の

「
か
そ
け
き
」
は
「
家
に
、
山
び
と
ゝ
お
り
」
に
そ
れ
ぞ
れ
か

か
り
、
4
の
「
か
そ
け
さ
」
は
「
旅
寝
か
さ
な
る
ほ
ど
」
を
受

け
る
。
ま
た
、5
の
「
か
そ
け
き
」
は
「
生
き
物
の
墓
」
に
対
し
、

6
の
「
か
そ
け
く
」
は
「
人
は
住
み
に
け
り
」
に
対
し
て
い
る
。
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7
の
「
か
そ
け
く
」
は
「
お
や
を
死
な
せ
た
る
か
も
」
に
か
か

り
、8
の
「
か
そ
け
さ
」
は
「
こ
も
ら
ふ
人
の
息
」
を
受
け
る
。

9
の
「
ひ
そ
か
な
れ
ど
も
」
は
「
麦
の
花
」
を
受
け
、10
の
「
ひ

そ
け
き
」
は
直
接
に
は
「
わ
が
は
ぎ
」
に
か
か
り
、
ま
た
「
如

月
の
雪
」
を
も
受
け
て
い
る
。

　

11
の
「
か
そ
け
き
」
は
「
女メ

オ夫
の
唄
」
を
受
け
、
12
の
「
ひ

そ
け
き
」
は
「
散
る
」
を
受
け
る
と
共
に
「（
空
色
の
花
の
）
色
」

に
か
か
る
。
13
の
「
か
そ
か
に
」
は
「
思
ひ
え
が
た
く
」
に
か

か
り
、
14
の
「
か
そ
け
く
」
は
「
命
」
を
受
け
る
。
15
の
「
か

そ
か
な
る
」
は
「
生
き
の
な
ご
り
」
に
か
か
り
、
16
の
「
か
そ

け
か
り
け
む
」
は
「
出
で
つ
ゝ
遊
び
」
を
受
け
る
。
17
の
「
か

そ
け
さ
」
は
「
世
の
」
を
受
け
、「
知
れ
」
に
か
か
っ
て
い
る
。

18
の
「
ひ
そ
け
き
」
は
「
浮
き
て
」
を
受
け
、「
こ
の
ゆ
ふ
べ
」

に
か
か
る
。
19
の
「
か
そ
け
か
り
け
り
」
は
「
覚
め
て
思
ふ
も
」

を
受
け
、
20
の
「
か
そ
け
き
に
」
も
「
や
ま
の
た
つ
き
の
」
を

受
け
、
21
の
「
か
そ
け
か
り
け
り
」
も
ま
た
「
息
づ
き
て
」
を

受
け
て
い
る
。
22
の
「
ひ
そ
か
の
」
は
「
心
」
に
か
か
り
、
23

の
「
か
そ
け
さ
」
は
「
木
の
間
あ
か
る
き
」
を
受
け
、「
見
つ
」

に
か
か
る
。
24
の「
ひ
そ
か
の
」は
22
と
同
様「
心
」に
か
か
る
。

25
の
「
ひ
そ
ま
り
て
」
は
「
あ
る
じ
の
臥フ

所シ
ド

」
を
受
け
、「
居
り
」

に
か
か
り
、26
の
「
か
そ
け
く
」
も
「
生
き
て
、教
へ
子
は
あ
り
」

に
か
か
っ
て
い
く
。
27
の
「
ひ
そ
や
か
に
」
は
「
高タ
カ
ド処
の
牕マ
ド

」

を
受
け
、「
あ
り
」
に
か
か
る
。
28
の
「
ひ
そ
ま
れ
り
」
は
「
見

え
わ
た
る
山
々
」
を
受
け
る
。
29
の
「
か
そ
け
さ
」
は
「
山
の
」

を
受
け
、「
な
れ
が
た
き
か
も
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
30
の
「
か

そ
け
さ
」
は
「
山
の
」
を
受
け
、「
声
き
こ
え
つ
ゝ
」
に
か
か
っ

て
い
く
。

　

31
の「
か
そ
け
さ
よ
」は「
言
ひ
ゆ
く
こ
と
」を
受
け
、32
の「
ひ

そ
け
さ
」
も
「
冬
木
の
立
ち
の
あ
は
れ
」
を
受
け
る
。
33
の
「
ひ

そ
け
さ
」
は
「
黒
木
か
こ
め
る
村
」
を
受
け
、
34
の
「
か
そ
け

さ
」
も
「
た
だ
ひ
と
木
あ
る
花
の
」
を
受
け
て
い
る
。
35
の
「
か

そ
け
き
」
は
「
言
ふ
が
」
を
受
け
、
36
の
「
ひ
そ
や
か
に
」
は

「
散
る　

花
あ
り
」
に
か
か
る
。
37
の
「
ひ
そ
ま
り
に
」
は
「
四

方
の
木
梢
」
を
受
け
、「
し
は
ぶ
き
し
た
り
」
へ
韻
い
て
い
く
。

38
の
「
か
そ
け
さ
」
は
「
松
の
花
散
る
」
を
受
け
、
39
「
ひ
そ

か
な
る
」は「
阪
を
越
え
き
つ
」に
か
か
る
。
40
の「
か
そ
け
き
」

は
「
心
な
り
」
に
か
か
り
、
41
の
「
ひ
そ
ま
り
は
」「
村
の
夜
」

を
受
け
る
。
42
の
「
か
そ
け
か
り
け
れ
」
は
「
言
ひ
し
語コ
ト

こ
そ
」

に
応
じ
た
も
の
。
43
の「
ひ
そ
け
か
り
け
り
」は「
来
向
か
ふ
秋
」

を
受
け
44
の
「
ひ
そ
か
な
り
け
り
」
も
「
睦
月
の
山
」
を
受
け
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る
。
45
の
「
か
そ
け
く
思
ほ
ゆ
」
は
「
親
々
の
願
ひ
」
に
か
か

り
、「
い
づ
こ
に
ゆ
き
て
生
き
ぬ
ら
む
」を
も
受
け
る
。
46
の「
か

そ
け
き
」
は
「
命
死
な
ざ
る
も
の
」
を
受
け
止
め
る
。

　

47
の
「
か
そ
か
な
る
ら
し
」
は
「
や
み
て
こ
の
頃
」
を
受
け
、

48
の
「
か
そ
け
か
り
け
り
」
は
「
父
母
の
う
へ
」
に
か
か
っ
て

い
る
。
49
の
「
か
そ
か
な
り
け
り
」
は
「
立
ち
ど
ま
り
つ
ゝ
」

を
受
け
る
が
道
に
出
で
入
る
蜾
螺
に
も
か
か
わ
っ
て
い
く
。

　

50
の
「
ひ
そ
け
し
」
は
「
波
の
音
暮
れ
て
」
を
受
け
、
51
の

「
ひ
そ
け
き
ゆ
ふ
べ
」
は
「
浪
の
よ
る
音
」
に
か
か
る
。
52
の

「
か
そ
け
さ
―
―
。」
は
「
あ
り
し
日
を
思
ふ
」
を
受
け
、
53
の

「
幽
け
き
」は「
お
ど
ろ
か
ぬ
と
こ
ろ
を　

過
ぎ
て
」に
か
か
る
。

54
の
「
ひ
そ
け
き
」
は
「
声
に
立
て
ど
も
、
音
ぞ
」
を
受
け
、

55
の
「
ひ
そ
け
く
て
」
は
「
山
な
か
は　

真
日
」
を
受
け
て
い

る
。
56
の
「
か
そ
け
く
て
」
は
「
一ヒ
ト
ヨ代
過
ぎ
に
し
宮
人
も
」
に

か
か
り
、
57
の
「
か
そ
け
し
」
は
「
旅
に
し
て
聞
く
は
」
を
受

け
、
58
の
「
春
ひ
そ
け
き
」
は
「
思
ひ
つ
　ゝ

と
ほ
る
」
に
か

か
る
。
59
の「
か
そ
け
く
」は「
過
ぎ
に
け
ら
し
も
」に
か
か
り
、

60
の
「
か
そ
け
か
り
け
む
」
は
「
の
ど
か
な
る
思
ひ
は
」
を
受

け
る
。
ま
た
61
の
「
か
そ
か
な
る
」
は
「
睦
月
の
山
に
」
に
か

か
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
用

法
は
本
来
の
範
疇
（
領
域
）
を
超
え
て
自
由
自
在
な
入
れ
替
わ

り
が
多
数
認
め
ら
れ
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
「
心
」
は
「
ひ
そ

け
さ
」
の
範
疇
で
あ
っ
た
が
40
で
は
「
か
そ
け
き
心
な
り
」
と

用
い
ら
れ
、
50
、
51
で
は
「（
波
の
）
音
」
に
対
し
て
「
か
そ

け
し
」
で
は
な
く
「
ひ
そ
け
し
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
も

注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
は
混
用
で
は
な
く
、歌
そ
の
も
の
の
気
分
、

情
調
に
よ
っ
て
自
在
な
選
択
が
な
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら

れ
る
。
ふ
く
ら
み
や
広
が
り
、
奥
ゆ
き
な
ど
を
配
慮
し
た
も
の

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
あ
ら
た
め
て
Ａ
～
Ｇ
に
み
る
数
字
の
変
化
は
何
を
意

味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
前
半
歌
集
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
、
少
な
く
と
も
Ｄ
の
時
期
ま
で
は
、
す
で
に
説
明
し
た

よ
う
に
民
俗
採
訪
の
旅
が
多
か
っ
た
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
Ｃ

の
「
追
ひ
書
き
」
に
は
、

山
の
歌
の
多
い
の
は
、
民
俗
採
訪
の
為
に
、
自
然
わ
り
あ

ひ
容
易
に
成
跡
の
あ
が
る
、
山
村
旅
行
を
重
ね
て
ゐ
た
為

に
、
さ
う
言
ふ
人
々
・
村
々
の
印
象
が
の
こ
つ
て
ゐ
て
、

さ
う
し
た
動
機
を
追
及
し
て
行
く
と
、
つ
い
其
が
出
て
来
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る
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
箇
所
か
ら
も
容
易
に
首
肯
で
き
る
だ
ろ
う
。「
ひ
そ

け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
は
迢
空
が
幾
日
も
か
け
た
山
村
旅
行
の

中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
独
自
の
語
彙
で
あ
っ
た
。
迢
空
の
旅
に

関
す
る
年
譜
は
、
歌
集
毎
に
そ
の
都
度
掲
げ
て
き
た
が
、
採
訪

旅
行
が
目
的
の
旅
を
自
選
年
譜注
８

に
よ
り
あ
ら
た
め
て
提
示
し
て

お
き
た
い
。

明
治
四
十
五
年
（
大
正
元
年
）
二
四
歳　

八
月
、
志
摩
・

伊
勢
・
紀
伊
に
亘
っ
て
、
熊
野
廻
り
を
す
る
。
同
行
生
徒

伊
勢
清
志
・
上
道
清
一
の
二
人
。

大
正
三
年　

二
七
歳　

三
月
、
生
徒
六
十
六
人
卒
業
。
即

日
辞
職
。
東
上
。
生
徒
鈴
木
金
太
郎
等
十
人
と
同
居
。
三

浦
三
崎
、
赤
城
山
、
塩
原
温
泉
に
遊
ぶ
。

大
正
五
年　

二
九
歳　

一
月
、
小
田
原
に
武
田
祐
吉
を
訪

う
て
、
万
葉
集
の
口
訳
を
す
る
こ
と
を
慂
め
ら
れ
、
其
為

事
に
か
か
る
。

大
正
六
年　

三
〇
歳  

八
月
、
浜
松
・
尾
道
・
久
留
米
に

講
演
す
る
。
続
い
て 

別
府
か
ら
、
阿
蘇
・
霧
島
・
鹿
児

島
を
経
て
大
隅
・
日
向
を
巡
る
。

大
正
八
年　

三
十
二
歳　

三
月
、
会
津
に
行
き
、
鹿
児
島

へ
い
く
。
七
月
、
再
、
鹿
児
島
へ
行
く
。
九
月
、
長
野
県

東
筑
摩
郡
教
育
会
東
部
々
会
に
招
か
れ
て
、
和
田
村
に
講

演
す
る
。
其
後
、
長
野
県
下
各
郡
教
育
会
に
招
か
れ
て
講

演
す
る
こ
と
が
多
い
。
帰
途
、
美
濃
郡
上
に
入
る
。
長
野

諏
訪
郡
玉
川
村
に
講
演
す
る
。

大
正
九
年　

三
三
歳　

三
月
、
福
岡
に
行
く
。
七
月
、
松

本
市
教
育
会
に
講
演
し
、
中
房
温
泉
に
浴
し
、
帰
途
、
美

濃
中
津
川
を
発
足
し
て
、
信
濃
下
伊
那
郡
の
平
谷
・
新
野
・

遠
江
奥
山
・
山
住
か
ら
京
丸
・
熊
切
・
大
井
川
・
藁
科
川

に
通
じ
て
い
る
路
線
に
、民
間
伝
承
を
採
訪
し
て
歩
い
た
。

大
正
十
年　

三
四
歳　

七
月
か
ら
八
月
に
亘
っ
て
、
琉
球

に
旅
行
。
帰
途
、
壱
岐
の
島
に
渡
る
。
共
に
、
ふ
お
く
ろ

あ
採
訪
の
た
め
で
あ
る
。

大
正
十
二
年　
（
三
六
歳
）　

七
月
、
琉
球
及
び
先
島
列
島

民
間
伝
承
採
訪
旅
行
を
す
る
。
九
月
一
日
、
基
隆
か
ら
、

門
司
に
帰
着
。
翌
朝
、
神
戸
に
入
り
、
東
京
大
地
震
の
噂

を
聞
く
。

大
正
十
三
年　
（
三
七
歳
）　

十
月
、
三
上
永
人
同
道
、
石
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見
国
邑
智
郡
口
羽
村
に
同
人
の
生
家
を
訪
ふ
。

大
正
十
四
年　
（
三
八
歳
）　

一
月
、
房
州
千
倉
で
、「
日

本
文
学
の
発
生
」
第
三
稿
を
執
筆
し
始
め
る
。
以
後
、
此

為
に
、
伊
豆
各
地
、
殊
に
箱
根
に
籠
も
る
こ
と
が
多
い
。

五
月
、
第
一
歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
を
改
造
社
よ
り

刊
行
。

大
正
十
五
年　
（
三
九
歳
）　

一
月
、
信
州
下
伊
那
郡
旦
開

村
新
野
雪
祭
り
神
事
を
見
学
し
、
引
き
続
い
て
、
三
州
北

設
楽
郡
豊
根
村
牧
ノ
島
に
、同
村
三
沢
の
花
祭
り
を
見
る
。

二
月
、
修
善
寺
、
湯
个
野
、
土
肥
を
廻
る
。
三
月
、
島
木

赤
彦
亡
く
な
る
。
信
州
諏
訪
へ
会
葬
に
行
く
。
九
月
、
上

高
地
に
遊
び
、
又
、
修
善
寺
か
ら
天
城
を
越
え
て
蓮
台
寺
、

下
田
に
行
く
。

昭
和
二
年　

四
〇
歳　

二
月
、
遠
江
周
智
郡
水ミ

サ
ク
ボ窪

町
西ニ

シ
ウ
レ浦

所シ
ヨ
ノ
ウ能

の
田
楽
を
見
学
。
三
月
、
三
州
北
設
楽
郡
豊
根
村
金キ

ン

越ゴ
シ

に
花
祭
り
を
見
学
。
五
月
、京
都
に
壬
生
念
仏
を
見
学
。

六
月
、
富
山
・
金
沢
を
経
て
、
能
登
国
羽
咋
郡
・
鹿
島
郡

を
採
訪
し
、
気
多
一
宮
に
、
学
生
藤
井
春
洋
の
生
家
を
訪

ふ
。
八
月
、
高
知
に
行
き
、
室
戸
崎
を
見
る
。
伊
予
松
山

を
経
て
、
帰
る
。

昭
和
三
年　
（
四
一
歳
）
八
月
、
名
古
屋
市
に
講
演
、
続

い
て
能
登
半
島
を
一
周
す
る
。
十
二
月
、
能
登
半
島
に
採

訪
旅
行
す
る
。

昭
和
四
年　
（
四
二
歳
）
八
月
、
信
州
別
所
・
上
林
・
発

晡
の
各
温
泉
に
遊
ぶ
。
十
二
月
、
信
州
下
伊
那
新
野
の
雪

祭
り
を
見
学
、三
州
三
沢
の
花
祭
り
衆
の
家
に
滞
留
数
日
。

昭
和
五
年　
（
四
三
歳
）
一
月
、
第
二
歌
集
『
春
の
こ
と

ぶ
れ
』
梓
書
房
よ
り
刊
行
。
三
州
北
設
楽
郡
御
園
村
足ア
シ
コ
メ込

に
花
祭
り
を
見
学
。
二
月
、遠
州
西
浦
田
楽
見
学
。
五
月
、

大
和
・
京
都
に
旅
行
。
七
月
、
日
光
湯
本
に
遊
ぶ
。

　

自
選
年
譜
一
は
昭
和
五
年
で
終
わ
り
、
ひ
き
続
き
自
選
年
譜

二
に
よ
り
昭
和
十
一
年
ま
で
補
う
こ
と
に
す
る注
９

。

昭
和
五
年
（
四
十
四
歳
）
五
月
、
万
葉
旅
行
。
八
月
、
東

北
旅
行
。
陸
中
遠
野
に
入
る
。
南
部
地
方
を
縦
断
し
て
恐

山
に
到
り
、
秋
田
、
男
鹿
其
他
を
廻
り
帰
京
。
途
中
八
戸

ま
で
佐
々
木
喜
善
氏
同
行
。
十
月
、
信
州
下
伊
那
郡
旦
開

村
新
野
に
十
日
間
滞
在
。

昭
和
六
年
（
四
十
五
歳
）
一
月
、長
野
・
愛
知
旅
行
。
八
月
、
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南
部
か
ら
津
軽
へ
の
旅
。
十
和
田
・
三
厩
等
初
見
。
十
月
、

南
部
行
き
。
十
二
月
、
北
陸
旅
行
。

昭
和
七
年
（
四
十
六
歳
）
一
月
、
雪
祭
り
・
花
祭
り
見
学
、

駿
・
遠
・
三
地
方
に
旅
。
五
月
、
万
葉
旅
行
。
河
内
及
び

山
城
南
部
を
加
へ
る
。
八
月
、
福
岡
か
ら
島
原
・
雲
仙
・

霧
島
へ
。
殊
に
明
礬
温
泉
を
喜
び
、
三
日
逗
留
、
鹿
児
島

に
入
る
。
指
宿
・
枕
崎
を
経
て
、
一
路
帰
京
。
九
月
、
岩

手
県
か
ら
鳴
子
・
坂
田
・
鳥
海
山
・
鶴
岡
・
秋
田
・
瀬
波

を
経
て
還
る
。
十
二
月
、山
形
県
温
海
温
泉
に
、『
く
ぐ
ひ
』

同
人
を
会
し
、
後
一
人
旅
。

昭
和
八
年
（
四
十
七
歳
）
一
月
、
十
日
、
信
濃
旅
。
八
月
、

陸
前
青
根
に
逗
留
。
笹
谷
峠
を
越
え
て
、
山
形
に
旧
友
花

輪
郡
蔵
を
訪
ふ
。

昭
和
九
年
（
四
十
八
歳
）
一
月
、
伊
豆
廻
り
。
九
月
、
信

州
神
阪
峠
を
越
え
て
、木
曾
、飛
騨
、富
山
に
出
る
。
十
月
、

石
川
県
下
採
訪
旅
行
。
此
月
又
、
平
泉
の
延
年
舞
・
早
池

峰
の
神
楽
見
学
。

昭
和
十
年
（
四
十
九
歳
）
一
月
、
大
阪
か
ら
、
金
太
郎
・

春
洋
・
吉
松
姉
弟
と
熊
野
廻
り
。
六
月
西
角
井
正
慶
・
春

洋
と
、
栃
木
県
那
須
・
茨
城
県
久
慈
を
歩
く
。
七
月
、
小

谷
温
泉
下
川
原
で
落
馬
。
三
日
、
妙
高
裏
山
を
越
え
て
還

る
。
八
月
、
小
谷
温
泉
に
春
洋
を
伴
ふ
。
九
月
上
旬
、
糸

魚
川
に
出
、
富
山
・
岐
阜
を
経
て
、
東
海
道
を
廻
っ
て
還

る
。
十
月
、
波
多
・
春
洋
と
常
陸
金
砂
権
現
に
行
く
。
此

月
万
葉
旅
行
。
伊
勢
・
志
摩
・
紀
州
・
大
和
に
渉
る
。
十

一
月
、
十
五
日
、
春
洋
同
行
で
沖
縄
に
向
け
て
出
発
。
二

十
日
那
覇
着
。
本
島
・
離
島
に
採
訪
を
続
け
る
。

昭
和
十
一
年
（
五
十
歳
）
一
月
二
十
三
日
午
前
七
時
那
覇　
　

出
発
。
午
後
一
時
大
刀
洗
飛
行
場
着
。
其
夜
宮
島
に
泊
る
。

六
月
、
川
祭
り
。
七
月
先
師
三
矢
重
松
無
先
生
歌
碑
除
幕

の
為
、同
人
十
名
下
向
。
一
人
山
形
在
白
布
高
湯
に
残
る
。

八
月
、
那
須
大
丸
塚
温
泉
に
移
る
。
九
月
、
白
骨
温
泉
か

ら
高
山
に
越
え
、
大
阪
に
出
る
。
十
一
月
、
金
太
郎
結
婚
。

参
列
。
春
洋
同
行
。
帰
途
小
万
葉
旅
行
を
す
る
。
月
末
甲

州
に
遊
び
一
人
別
れ
て
河
口
湖
に
向
ふ
。（
傍
線
筆
者
）

　

以
上
自
選
年
譜
一
、
二
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
掲
げ
た
。
こ
の

よ
う
に
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
よ
り
昭
和
十
一
年
ま
で

を
辿
っ
て
み
る
と
、
傍
線
部
分
に
明
記
し
た
部
分
以
外
に
も
、

北
は
恐
山
か
ら
南
は
離
島
を
含
む
沖
縄
ま
で
、
時
間
の
あ
る
限
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り
ひ
た
す
ら
採
訪
旅
行
に
費
や
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
と
に
、
大
正
十
四
年
の
Ａ
、
昭
和
五
年
の
Ｂ
、
そ
し

て
Ｃ
は
刊
行
年
は
昭
和
二
三
年
で
あ
る
が
作
品
の
時
期
は
「
昭

和
五
年
五
月
よ
り
同
十
年
七
月
（
作
者
四
十
三
歳
よ
り
四
十
八

歳
）
ま
で
の
作
品
四
六
八
を
収
め
る
」
と
あ
る
通
り
、
や
は
り

こ
の
時
期
に
相
当
す
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
自
選
年
譜
一
、
二
の
附
記
に

こ
の
集
を
読
ん
で
頂
く
方
々
の
為
に
、
何
か
の
参
考
に
な

ら
う
か
と
の
考
へ
か
ら
、
集、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

中
の
歌
に
縁
の
あ
る
事
を
中、

心、

、

、

、

、

と
し
て
、
編
纂
方
針
を
立
て
た
。
―
―
昭
和
五
年
七
月

―
―

此
外
、
相
当
に
大
き
い
旅
行
で
、
忘
れ
て
ゐ
る
の
が
多
か

ら
う
と
思
ふ
。
旅
行
を
記
事
の
中
心
に
し
た
の
は
、
其、

、に

よ、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

っ
て
得
た
印
象
が
、
後
多
く
歌
に
な
る
こ
と
が
多
か
っ

た、

、

、

か
ら
で
あ
る
。　
　
　
　

―
―
昭
和
十
二
年
一
月
―
―

（
傍
点
筆
者
）

　

と
記
す
る
よ
う
に
、「
集
中
の
歌
に
縁
の
あ
る
事
を
中
心
と

し
て
」、「
其
（
旅
）
に
よ
っ
て
得
た
印
象
が
、
後
多
く
歌
に
な

る
こ
と
が
多
か
っ
た
か
ら
…
。」
と
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
て
お
り
、

採
訪
旅
行
を
主
と
し
た
旅
の
年
譜
が
歌
作
に
深
く
関
わ
っ
て
い

た
こ
と
と
重
な
る
。
小
川
直
之
著
の
『
折
口
信
夫
―
「
生
活
の

古
典
」
へ
の
誘
い
』
に
よ
る
と
、

　

自
選
年
譜
に
は
、
と
も
に
歌
集
に
収
め
た
歌
の
理
解
の

助
け
に
な
れ
ば
と
の
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
に
は
そ
れ
だ
け

で
な
く
、
折
口
に
旅
へ
の
特
段
の
思
い
が
あ
っ
た
か
ら
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

と
、
旅
に
重
き
を
お
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
そ
し
て

自
選
の
年
譜
に
見
る
旅
を
明
治
二
九
年
か
ら
昭
和
十
一
年
ま

で
、
原
文
を
引
用
し
、
満
年
齢
を
加
え
る
な
ど
し
て
詳
細
に
記

述
し
て
い
る注1
注

。
筆
者
は
歌
か
ら
旅
を
み
よ
う
と
し
た
が
小
川
は

旅
か
ら
歌
を
眺
め
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

　

あ
ら
た
め
て
述
べ
る
ま
で
も
な
い
が
、
迢
空
歌
語
「
ひ
そ
け

さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
用
例
の
大
半
も
こ
の
時
期
に
用
い
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
Ｄ
を
境
と
し
て
、
昭
和
一
六
年
の
中
国
北
京
へ

の
旅
行
が
あ
る
も
の
の
、
採
訪
旅
行
は
次
第
に
少
な
く
な
っ
て

い
く
。
民
俗
採
訪
、
各
地
に
伝
承
さ
れ
る
祭
見
学
な
ど
か
ら
の
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収
穫
と
成
果
を
ベ
ー
ス
に
し
た
、
古
代
文
学
の
民
俗
学
的
研
究

方
法
を
援
用
し
て
の
諸
論
文
の
矢
継
ぎ
早
の
発
表
、
並
び
に
学

会
活
動
、
歌
論
、
小
説
、
歌
集
、
詩
集
の
刊
行
が
主
と
さ
れ
る

一
方
、
第
二
次
太
平
洋
大
戦
勃
発
、
春
洋
の
応
召
、
学
徒
出
陣

壮
行
会
な
ど
身
辺
も
慌
た
だ
し
く
な
っ
て
い
く
こ
と
な
ど
が
そ

の
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う注注
注

。
何
よ
り
年
齢
的
に
も
五

十
歳
半
ば
を
過
ぎ
つ
つ
あ
っ
た
。

　

迢
空
の
作
品
は
こ
う
し
た
民
俗
学
研
究
の
た
め
の
採
訪
旅
行

と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
。
加
え
て
、「
ひ
そ
け
さ
」

「
か
そ
け
さ
」
の
誕
生
と
歌
語
と
し
て
の
役
割
は
、
述
べ
て
き

た
よ
う
に
そ
の
初
期
に
平
行
し
て
大
き
な
力
を
発
揮
し
た
の
で

あ
り
、
全
歌
集
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
疑

い
よ
う
が
な
い
。
同
時
に
ま
た
、
や
が
て
そ
の
基
本
的
な
範
疇

を
出
入
り
し
て
柔
軽
に
用
い
ら
れ
、歌
に
奥
深
さ
や
ふ
く
ら
み
、

陰
影
を
醸
し
出
し
て
き
た
。
本
稿
で
は
そ
の
消
長
を
第
三
歌
集

以
後
に
追
求
し
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
迢
空
が
切
り
拓
い
た
独

自
の
歌
境
を
、
あ
ら
た
め
て
噛
み
し
め
た
い
。

　〔
注
〕

１  

中
西
洋
子　
「
釈
迢
空
短
歌
語
彙
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」

の
誕
生
―
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
所
収
「
供
養
塔
」
を
中
心
に

―
」　
「
日
本
文
化
研
究
」
第
6
号
國
學
院
大
學
栃
木
短
期
大
学

日
本
文
化
学
科
発
行
二
〇
二
一
年
12
月

　
　

同　
　
「
釈
迢
空
短
歌
語
彙
「
ひ
そ
け
さ
」「
か
そ
け
さ
」
の
ゆ

く
え
―
第
二
歌
集
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」「
日

本
文
化
研
究
」
第
7
号
所
収

２　

 

「
ひ
そ
け
し
」「
か
そ
け
し
」
は
迢
空
の
造
語
と
し
て
誕
生
し

た
の
で
あ
っ
た
が
、「
か
そ
け
し
」
に
つ
い
て
は
す
で
に
万
葉

集
巻
一
九
・
大
伴
家
持
作
春
愁
三
首
の
一
首
「
わ
が
宿
の
い
さ

さ
群
竹(

む
ら
た
け)

吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
夕
（
ゆ

ふ
べ
）
か
も
」
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
断
っ
て
お
き
た
い
。
な

お
こ
こ
で
は
「
音
」
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

３　

折
口
信
夫
著
・
岡
野
弘
彦
編
『
釋
迢
空
全
歌
集
』
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫K

A
D

O
K

A
W

A

二
〇
一
六
年
6
月
所
収
略
年
譜

４　
『
迢
空
百
歌
輪
講
1
―
迢
空
短
歌
の
読
み
方
』
歌
誌
「
白
鳥
」

別
冊　

編
集
発
行
人
成
瀬
有

５　
６　
７　

注
３
参
照

８　
｢

自
選
年
譜
1｣

（
明
治
20
年
～
昭
和
5
年
）「
現
代
短
歌
全
集

第
十
三
巻
釈
迢
空
集
」
昭
和
五
年
9
月
改
造
社
・
折
口
信
夫
全

集
36
中
央
公
論
新
社
二
〇
〇
一
年
2
月
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９
「
自
選
年
譜
Ⅱ
」（
明
治
20
年
～
昭
和
11
年
）「
短
歌
文
学
全
集
釈

迢
空
篇
」
第
一
書
房
・
折
口
信
夫
全
集
36
中
央
公
論
新
社
二
〇

〇
一
年
2
月

10　

小
川
直
之
著
『
折
口
信
夫
―
「
生
活
の
古
典
」
へ
の
誘
い
』
伊

那
民
研
叢
書
8　

柳
田
国
男
記
念
伊
那
民
俗
学
研
究
所
二
〇
二

四
年
5
月

11  

「
日
光
」
創
刊
に
参
加
。「
日
本
文
学
の
発
生
」
第
一
稿
（
晩
年

ま
で
稿
を
重
ね
る
）。「
歌
の
円
寂
す
る
時
」。「
水
の
女
」。『
古

代
研
究
』
民
俗
学
篇
1
、Ⅱ
国
文
学
篇
刊
行
。
学
位
論
文
「『
古

代
研
究
』
国
文
学
篇
中
、
万
葉
集
に
関
す
る
研
究
」。「
短
歌
研

究
」創
刊
、選
者
。
民
間
伝
承
の
会
発
足
。「
琉
球
国
王
の
出
自
」。

短
歌
文
学
全
集「
釈
迢
空
篇
」刊
行
。『
橘
曙
覧
評
伝
』刊
行
。『
死

者
の
書
』
刊
行
。『
日
本
芸
能
史
六
講
』
刊
行
。『
古
代
感
愛
集
』

刊
行
。『
日
本
文
学
の
発
生　

序
説
』刊
行
。『
世
々
の
歌
び
と
』

刊
行
。『
日
本
文
学
啓
蒙
』
刊
行
。（
以
上
昭
和
二
十
五
年
ま
で

の
主
論
文
、
歌
論
な
ど
、
註
2
の
略
年
譜
に
よ
る
。
歌
集
は
Ｄ

ま
で
含
む
）

※　

初
編
、続
編
、本
稿
に
提
示
し
た
各
歌
集
に
お
け
る「
ひ
そ
け
さ
」

「
か
そ
け
さ
」
の
使
用
例
（
訂
正
数
を
含
む
）
は
、
す
で
に
松

本
博
明
著『
折
口
信
夫
の
生
成
』（
お
う
ふ
う
二
〇
一
五
年
３
月
）

の
第
一
章
第
一
節
―
三
信
遠
の
旅
と「
か
そ
け
さ
」「
ひ
そ
け
さ
」

の
境
地
―
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
、
本
稿
と
の
二
語
の

数
字
の
差
異
が
認
め
ら
れ
る
点
に
つ
い
て
は
、
視
点
の
相
違
や

こ
と
ば
の
幅
の
と
ら
え
方
か
ら
く
る
こ
と
に
起
因
す
る
の
で
は

な
い
か
と
思
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
初
編
、
続
編
の
中
で
触

れ
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
こ
に
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　

改
め
て
と
ら
え
直
す
と
共
に
、
刺
激
を
多
く
受
け
た
こ
と
を
感

謝
し
て
い
る
。


