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は
じ
め
に

　

文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
、
将
軍
侍
講･

成
島
柳
北
は
幕
閣
の
因
循
を
諷

し
た
か
ど
で
、
そ
の
職
を
解
か
れ
、
閉
門
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
閉
門
そ
の
も
の
は

五
十
日
の
達
し
で
あ
っ
た
が
、職
に
復
帰
は
か
な
わ
ず
、慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）

九
月
歩
兵
頭
並
に
任
ぜ
ら
れ
る
ま
で
、
あ
し
か
け
三
年
に
わ
た
り
屏
居
を
余
儀

な
く
さ
れ
る
。
ペ
リ
ー
来
航
に
よ
る
開
国
か
ら
十
年
、
幕
府
崩
壊
の
危
機
が
せ

ま
る
な
か
、
か
ね
て
よ
り
儒
学
へ
の
有
効
性
に
疑
義
を
い
だ
い
て
い
た
柳
北
は
、

屏
居
に
と
も
な
う
幕
閣
と
の
隔
絶
を
絶
好
の
機
会
と
と
ら
え
、
洋
学
へ
の
志
向

に
大
き
く
舵
を
切
っ
て
い
く
。
オ
ラ
ン
ダ
語
の
学
習
を
手
始
め
に
、
や
が
て
英

語
の
学
習
に
ま
で
及
ん
で
い
く
柳
北
は
、
洋
学
者
た
ち
と
の
交
流
を
頻
繁
に
行

な
う
。

　

文
久
三
年
八
月
九
日
に
起
筆
さ
れ
、
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
六
月
十
三
日

ま
で
の
柳
北
の
日
記
『
投
閑
日
録
』
に
は
、
柳
北
邸
を
訪
れ
た
洋
学
者
た
ち
の

名
前
が
し
ば
し
ば
登
場
す
る
。
将
軍
侍
医
で
代
々
続
く
蘭
医
の
桂
川
甫
周
、
語

学
の
天
才
と
う
た
わ
れ
た
柳
河
春
三
、
蕃
書
調
所
の
教
授
神
田
孝
平
、
同
じ
く

箕
作
秋
坪
、
化
学
者
の
宇
都
宮
三
郎
な
ど
、
当
時
の
先
端
を
行
く
洋
学
者
た
ち

で
あ
る
。

　

現
代
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
洋
学
者
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は
ど
こ
か
真
面
目
で

堅
い
印
象
を
も
た
ら
す
が
、
実
は
彼
等
は
風
流
韻
事
を
愛
す
る
文
人
た
ち
で
も

あ
っ
た
の
で
あ
る
。
柳
北
邸
で
の
会
合
は
芸
妓
を
侍
ら
し
、
漢
詩
や
和
歌
（
実

際
は
狂
詩
や
狂
歌
）
を
披
露
し
合
う
、
お
楽
し
み
の
サ
ロ
ン
で
も
あ
っ
た
。

い
つ
ま
で
草
四
巻　

此
草
紙
ハ
余
ガ
青
年
ノ
比
柳
春
三
桂
月
池
等
の
人
々

と
會
合
ス
ル
毎
ニ
各
自
筆
ト
リ
テ
見
聞
キ
シ
コ
ト
ヲ
書
キ
タ
ル
反
故
ナ
リ

（『
花
月
新
誌
』
第
十
七
号
「
土
用
干
ノ
記
」（
第
二
））

　

柳
北
が
回
想
し
て
い
る
よ
う
に
、『
伊
都
満
底
草
』
は
、
洋
学
者
た
ち
の
柳
北

邸
で
の
会
合
で
交
わ
さ
れ
た
詩
文
の
覚
書
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
柳
春
三
は
柳

河
春
三
、
桂
月
池
は
桂
川
甫
周
を
指
す
。
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
の
元
日
か

ら
、
お
そ
ら
く
慶
応
二
年
の
一
月
中
ま
で
の
一
年
間
余
り
の
記
録
で
あ
る
。
残

念
な
が
ら
原
本
は
失
わ
れ
て
お
り
、
現
在
で
は
本
評
釈
で
底
本
と
し
て
使
用
す

成
島
柳
北
『
伊
都
満
底
草
』
評
釈
稿
（
一
）

高　

橋　

昭　

男
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第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

る
『
柳
北
全
集
』（
明
治
三
十
年･

博
文
館
『
文
芸
倶
楽
部
』
臨
時
増
刊
）
中
の

翻
刻
に
よ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
『
柳
北
全
集
』
の
「
柳
北
先
生
略

年
譜
」
に
次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

慶
応
元
年　

戯
筆　
二

伊
都
満
底
草
一

。
成
二

於
屏
居
三
年
無
聊
之
餘
一

云
。

　
　
「
無
聊
の
余
り
」
と
あ
っ
て
、
大
半
は
閑
文
字
を
連
ね
た
詩
文
集
と
い
っ
て

差
し
支
え
な
い
。
ま
さ
に
「
う
つ
け
た
る
事
の
み
好
め
る
」（
後
出
）
態
の
内
容

で
あ
る
。

そ
も
そ
も
文
人
サ
ロ
ン
は
俗
世
間
の
価
値
と
は
別
の
価
値
に
基
づ
く
、
文

雅
を
媒
介
と
し
た
精
神
的
な
共
同
体
と
し
て
生
れ
出
た
も
の
で
あ
っ
た
。

（
揖
斐
高
『
江
戸
の
文
人
サ
ロ
ン
』
一
二
頁
）

　

柳
北
邸
の
サ
ロ
ン
も
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
性
格
を
そ
な
え
た
サ
ロ
ン
で
あ
る

の
に
違
い
は
な
い
が
、
江
戸
の
春
を
謳
歌
し
た
太
平
の
世
は
す
で
に
終
わ
り
を

告
げ
、
風
雲
急
を
告
げ
る
政
治
情
勢
の
中
で
の
、
洋
学
者
た
ち
の
息
抜
き
の
場

と
し
て
の
性
格
の
方
が
勝
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
文
事

に
は
、「
雅
」
よ
り
も
「
俗
」
の
方
に
強
く
傾
斜
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。

さ
ら
に
表
現
方
法
が
、
狂
詩
、
狂
歌
、
和
歌
、
俗
謡
、
戯
文
な
ど
き
わ
め
て
多

岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
他
に
あ
ま
り
類
例
を
見
な
い
詩
文
集
に
な
っ
て
い
る
。

　

屏
居
中
も
柳
北
は
日
記
を
つ
け
た
が
、
慶
応
元
年
（
一
八
六
五
）
一
月
元
旦

か
ら
慶
応
二
年
十
二
月
末
ま
で
を
記
録
し
た
『
春
声
楼
日
乗
』（
大
島
隆
一
『
柳

北
談
叢
』
六
〇
頁
）
を
始
と
す
る
以
降
の
日
記
は
す
べ
て
失
な
わ
れ
て
い
る
（
但

し
『
航
薇
日
記
』
と
『
航
西
日
乗
』
は
刊
本
に
載
る
）。
そ
の
意
味
で
も
、
こ
の

時
期
の
柳
北
の
動
向
を
知
る
こ
と
の
出
来
る
貴
重
な
文
献
と
言
え
よ
う
。

　
『
柳
北
全
集
』
の
編
者
岸
上
質
軒
は
、
凡
例
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

一
時
の
名
流
に
し
て
西
洋
の
學
に
通
ず
る
諸
士
を
家
に
招
き
。
妓
を
聘
し

酒
を
置
き
て
之
を
欵
待
し
、
而
し
て
先
生
は
英
書
を
樓
上
に
讀
み
、
解
せ

ざ
る
あ
れ
ば
諸
士
に
質
し
、
倦
め
ば
則
ち
共
に
酔
ふ
、
一
部
の
伊
都
満
底

草
四
巻
は
則
ち
、
此
際
諸
士
と
共
に
醉
餘
各
々
筆
を
把
り
て
、
互
に
そ
の

本
事
を
録
し
た
る
も
の
也
。
故
に
隠
語
あ
り
謎
語
あ
り
、
解
す
べ
く
解
す

べ
か
ら
ず
、
そ
の
匿
名
の
誰
氏
た
る
も
亦
今
推
し
難
き
多
し
。

　

会
合
の
雰
囲
気
が
よ
く
伝
わ
る
紹
介
で
あ
る
。「
先
生
」
は
柳
北
を
指
す
。
詩

歌
の
応
酬
に
入
る
前
に
、
英
書
の
質
疑
や
、
お
そ
ら
く
当
時
の
社
会
状
況
を
鑑

み
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
交
換
が
な
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
隠
語
あ
り

謎
語
あ
り
」
と
す
る
の
は
、「
酔
餘
各
々
筆
を
把
」
っ
た
詩
文
に
、
仲
間
内
だ
け

で
通
じ
る
楽
屋
落
ち
と
見
ら
れ
る
表
現
が
多
い
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
侍
ら
せ
て
い
る
芸
妓
の
名
を
詠
み
込
ん
で
誰
か
に
宛
て
つ
け
る
こ
と
な
ど
、

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
ま
た
、「
匿
名
の
誰
氏
た
る
」
と
す
る
の
は
、
作
者
の
本

名
が
一
切
使
わ
れ
ず
、
雅
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
が
、

そ
の
場
限
り
の
使
用
例
も
あ
る
よ
う
で
、
柳
北
、
春
三
に
い
た
っ
て
は
、
十
五
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通
り
以
上
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
前
田
愛
氏
を
し
て

柳
北
を
と
り
ま
く
洋
学
者
た
ち
の
楽
屋
落
ち
が
縦
横
に
錯
綜
し
、
一
人
が

い
く
つ
も
の
変
名
を
使
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
そ
の
解
読
は
き
わ
め
て

む
ず
か
し
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
（
朝
日
選
書
『
成
島
柳
北
』
一
三
六
頁
）

と
言
わ
し
め
た
ほ
ど
で
、
こ
れ
ま
で
本
文
の
解
読
作
業
は
殆
ど
行
な
わ
れ
て
い

な
い
。

　

な
お
、
同
様
の
会
合
は
柳
北
の
畏
友
桂
川
甫
周
邸
で
も
し
ば
し
ば
催
さ
れ
て

お
り
、
メ
ン
バ
ー
も
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
際
の
詩
文
の
応

酬
の
覚
書
と
し
て
、『
随
身
巻
子
』
が
遺
さ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
は
原
本
が
早
稲

田
大
学
図
書
館
に
現
存
す
る
。
良
質
の
美
濃
紙
を
二
つ
折
に
し
て
こ
よ
り
で
二

か
所
を
綴
じ
た
も
の
で
、
縦
二
七
・
五
セ
ン
チ
、
横
十
九
セ
ン
チ
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
『
伊
都
満
底
草
』
も
こ
れ
と
似
た
よ
う
な
体
裁
の
手
稿
本
で
あ
っ
た
ろ
う
。

『
随
身
巻
子
』
は
、
慶
応
元
年
七
月
十
七
日
を
も
っ
て
起
筆
さ
れ
、
慶
応
二
年
九

月
十
九
日
の
日
付
を
も
つ
記
事
で
擱
筆
さ
れ
て
い
る
。す
な
わ
ち『
伊
都
満
底
草
』

と
は
半
年
強
の
ズ
レ
を
も
っ
て
書
き
始
め
ら
れ
、
書
き
終
え
ら
れ
て
い
る
。
内

容
的
に
は
『
伊
都
満
底
草
』
と
同
様
で
あ
る
が
、
唯
一
、
日
付
の
入
っ
た
記
事

が
時
折
り
散
見
さ
れ
る
こ
と
が
、
同
時
期
の
柳
北
の
日
記
が
失
わ
れ
て
い
る
現

在
、
柳
北
の
動
向
を
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
知
る
よ
す
が
と
な
る
意
義
は
大
き
い
。

さ
ら
に
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、『
伊
都
満
底
草
』
に
散
見
さ
れ
る
も
の
と
同
じ
作

が
多
く
記
録
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
作
の
成
立
の
背
景
が
時
に
は
具
体
的
に
記
さ

れ
て
い
る
の
で
、『
伊
都
満
底
草
』
解
読
の
た
め
の
重
要
な
資
料
と
も
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
『
随
身
巻
子
』
に
つ
い
て
は
、今
泉
源
吉
氏
の
著
『
蘭
学
の
家　

桂
川
の
人
々
』

の
最
終
巻
に
詳
細
な
解
説
が
あ
る
が
、『
随
身
巻
子
』
の
す
べ
て
を
紹
介
し
て
は

お
ら
ず
、
掲
載
を
漏
ら
し
た
な
か
に
も
、『
伊
都
満
底
草
』
解
読
の
手
掛
か
り
が

遺
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
泉
氏
の
こ
の
労
作
が
な
け
れ
ば
、
本
評
釈
を
書

く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
ち
な
み
に

今
泉
氏
は
、
桂
川
甫
周
の
次
女
で
あ
る
み
ね
の
息
で
あ
り
、
み
ね
は
桂
川
甫
周

の
サ
ロ
ン
を
活
写
し
た
『
名
ご
り
の
夢
』
の
著
者
で
も
あ
る
。

　
　

凡
例

一
、
底
本
は
、『
柳
北
全
集
』
所
収
『
伊
都
満
底
草
』（
博
文
館
発
行
『
文
芸
倶

楽
部
』・
明
治
三
十
年
刊
）
を
使
用
し
た
。
な
お
、
今
回
は
『
伊
都
満
底
草
』
巻

一
の
み
を
取
り
あ
げ
、「
評
釈
稿
（
一
）」
と
し
た
。

一
、
翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
よ
う
な
方
針
で
行
な
っ
た
。
原
文
は
す
べ
て

二
字
下
げ
と
し
た
。
字
体
、
振
り
仮
名
、
傍
線
、
傍
点
、
返
り
点
な
ど
は
す
べ

て
底
本
通
り
と
す
る
が
、
句
読
点
、
濁
点
は
文
意
に
よ
っ
て
適
宜
補
い
、
詞
書

や
注
な
ど
に
は
、
新
に
句
読
点
を
ほ
ど
こ
し
た
。
ま
た
漢
詩
文
の
訓
読
は
、
通

行
の
字
体
を
用
い
た
。

一
、
本
文
は
原
文
（
漢
詩
文
は
訓
読
を
付
け
た
）、
語
注
、
評
釈
の
順
で
あ
る
が
、

解
読
不
能
の
作
に
つ
い
て
は
留
保
し
た
。

一
、
原
文
は
◯
印
を
も
っ
て
一
作
と
し
て
い
る
の
で
、
便
宜
上
、
巻
ご
と
に
①

か
ら
は
じ
ま
る
通
し
番
号
を
つ
け
た
。
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第
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十
一
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（
二
〇
一
三
）

一
、
擬
名
（
匿
名
）
の
作
者
の
特
定
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
を
基
準
と
し
、
擬

名
の
初
出
す
る
作
の
語
注
で
理
由
を
記
す
が
、
作
者
不
明
の
作
に
つ
い
て
は
、

今
後
の
課
題
と
す
る
。

　

擬
名
一
覧　
（　

）
内
は
相
似
す
る
雅
号

成
島
柳
北　

誰
園
（
誰
そ
の
ゝ
あ
る
じ　

誰
園
主
人　

誰
園
漫
士　

誰
園
生
）　

唯
好
（
た
ゝ
好
の
朝
臣　

た
ゞ
唯
好
の
朝
臣　

唯
好
朝
臣
）　

無
趾
仙　

鴨

斎
主
人　

鎖
春
仙
史　

小
逋
仙
（
小
逋
）
可
愛
叟　

情
痴
生　

桂
川
甫
周　

早
樹
（
寝
覚
の
早
樹　

寝
覚
早
樹　

は
や
き　

寝
さ
め
の
早
樹
）　

晴
蓑　

愛
篁
（
愛
篁
子
）
臥
孟
第
二
世
（
臥
孟
第
二
）

柳
河
春
三　

春
蔭
（
柳
の
屋
の
あ
る
じ
春
蔭　

春
影
）　

喫
霞
仙
客
（
喫
霞
楼　

仙
客　

武
昌
喫
霞
仙
史　

仙
客　

喫
霞
小
僊
）
臥
孟
（
臥
孟
生
）　

淑
麿　

（
柳
屋
の
主
人
淑
麿　

き
の
よ
し
ま
ろ　

よ
し
麿　

き
の
よ
し
麿
）
柳
屋　

生　

藐
姑
射
仙
人　

孫
生
（

孫
）　　

神
田
孝
平　

唐
通
（
唐
通
居
士
）　

河
淮
経
略
姑
蘇
監
田
唐
通　

箕
作
秋
坪　

伊
賀
麻
呂
（
栗
の
や
の
伊
賀
麻
呂
）　

小
湖
山
人

水
品
楽
太
郎　

多
喜
児
（
多
喜
子
）

不
明　

田
子
の
浦
人　

さ
か
き
た
か
邨　

苫
屋
の
千
鳥　

靡
糸　

遁
崙
居
士　

小

林
氏　

遁
崙　

千
子　

蓋
係　

鼻
撫
宿
祢　

濯
娘　

学
子　

風
車
生　

星

槎　

歩
柳　

繁
華
女
史　

烏
有
居
士　

無
常
斎　

む
さ
し
野
の
花
子　

鶴

浜
女
史
岐
山
処
士　

紫
老　

鳥
子　

あ
き
子　

あ
や
子　

か
つ
ら
子　
（
一

名
政
子
）
万
真　

桃
花
生　

香
雪
山
人　

河
氏
女
禽
児　

さ
た
む
る　

子

大
野　

禽
児　

万
子　

毎
兆
生　

楽
窩
生

＊
『
伊
都
満
底
草
』
に
記
述
さ
れ
て
い
る
作
品
数
は
◯
印
が
合
計
２
１
９
で
あ

る
が
、
一
つ
の
◯
印
に
複
数
の
作
が
記
述
さ
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
作
者
別

の
作
品
数
の
内
訳
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

成
島
柳
北　

４
４
作

桂
川
甫
周　

５
０
作

柳
河
春
三　

５
７
作

箕
作
秋
坪　
　

４
作

神
田
孝
平　
　

２
作

水
品
楽
太
郎　

３
作

不
明　
　
　

８
１
作
（
擬
名
が
不
明
の
ほ
か
、
無
記
名
、
詠
み
人
し
ら
ず
を
含
）

　

不
明
の
８
１
作
の
特
定
が
ど
こ
ま
で
出
来
る
か
が
課
題
で
あ
る
が
、『
伊
都
満

底
草
』
は
柳
北･

甫
周･

春
三
の
三
人
が
中
心
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

＊
桂
川
甫
周
の
『
随
身
巻
子
』
の
原
本
は
、
早
稲
田
大
学
古
典
藉
ア
ー
カ
イ
ブ

ス
よ
り
複
写
し
た
。
判
読
に
困
難
な
箇
所
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
課
題
で
あ
る
。
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伊
都
満
底
草
巻
之
一

　
　

こ
の
草
紙
を
か
く
名
づ
け
た
る
は
、
あ
る
人
の
、
お
こ
と
等
は
な
ど
て
、
か
く
い
つ
ま
で
も
、
う
つ
け
た
る
事
の
み
好
め

る
に
や
と
、
詰
り
し
こ
と
の
あ
り
け
る
を
。
思
ひ
出
し
ま
ゝ
、
か
く
定
め
け
る
に
な
む

　
　
　

乙
丑
の
元
日
何
と
な
く
春
の
聲
す
る
高
ど
の
に

	
	

誰
そ
の
ゝ
あ
る
じ
し
る
す

［
語
注
］　

○
あ
る
人
＝
諸
本
か
ら
推
定
す
る
と
、
福
沢
諭
吉
の
可
能
性
が
あ
る
。
福
沢
は
柳
北
邸
に
は
殆
ど
来
て
い
な
い
が
、
甫
周

邸
に
は
、
住
居
が
近
い
こ
と
も
あ
っ
て
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
た
。
柳
北
の
洋
学
者
仲
間
の
一
人
と
し
て
み
て
よ
い
。
◯
お
こ
と
＝
相

手
に
対
し
て
親
愛
の
心
を
こ
め
て
呼
ぶ
語
。
御
身
。
そ
な
た
。
◯
う
つ
け
＝
空
。
虚
。
か
ら
っ
ぽ
。
お
ろ
か
。
○
乙
丑
＝
慶
応
元
年
。

◯
春
の
声
す
る
高
と
の
＝
春
声
楼
。
柳
北
の
書
斎
の
号
。
○
誰
そ
の
ゝ
あ
る
じ
＝「
誰
そ
の
」は
誰
園
で
、柳
北
の
下
谷
の
邸
の
庭
の
名
。

訓
み
は
「
た
が
そ
の
」
で
あ
り
、
柳
北
を
さ
す
。

［
評
釈
］　
『
伊
都
満
底
草
』
の
名
称
の
由
来
と
す
る
、「
う
つ
け
た
る
事
」
云
々
の
発
言
者
を
福
沢
諭
吉
と
考
え
る
理
由
の
一
つ
は
、

巻
の
二
の
冒
頭
に
あ
る
柳
北
邸
で
の
会
合
の
折
に
、
福
沢
が
社
中
の
留
め
る
の
も
聞
か
ず
に
退
席
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
。
そ
し
て
桂
川

甫
周
邸
で
の
洋
学
者
仲
間
の
会
合
を
回
想
し
た
次
の
よ
う
な
証
言
で
あ
る
。「
そ
う
し
て
福
沢
さ
ん
は
、
ど
う
も
遊
び
仲
間
と
は
ち
が

う
よ
う
に
私
の
頭
に
の
こ
っ
て
い
ま
す
。
始
終
ふ
と
こ
ろ
は
本
で
一
ぱ
い
に
ふ
く
ら
ん
で
い
ま
し
た
。
い
つ
も
本
の
こ
と
ば
か
り
心

に
掛
け
て
、
桂
川
か
ら
洋
書
を
か
り
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
」（
今
泉
い
ね
『
名
ご
り
の
夢
』
三
四
頁
）。「
か
く
い
つ
ま
で
も
。
う
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つ
け
た
る
事
の
み
好
め
る
に
や
」
と
「
あ
る
人
」
に
言
わ
し
め
た
、
柳
北
と
洋
学
者
た
ち
の
サ
ロ
ン
に
お
け
る
行
為
は
、
い
か
な
る

状
況
を
背
景
に
も
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
等
の
心
情
を
前
田
愛
氏
は
次
の
よ
う
に
推
測
す
る
。

下
谷
の
成
島
邸
、
鉄
砲
洲
の
桂
川
邸
は
、
い
わ
ば
攘
夷
の
嵐
が
頭
上
を
吹
き
す
ぎ
る
の
を
待
ち
望
む
洋
学
者
た
ち
の
避
難
港
で

あ
っ
た
。
ま
た
か
れ
ら
を
翻
訳
職
人
と
し
て
酷
使
す
る
ば
か
り
で
、
そ
の
豊
富
な
洋
学
の
知
識
を
活
用
し
よ
う
と
は
し
な
い
幕

府
上
層
部
へ
の
不
満
を
発
散
さ
せ
る
場
で
も
あ
っ
た
。
成
島
邸
や
桂
川
邸
で
演
ぜ
ら
れ
た
か
ず
か
ず
の
「
う
つ
け
た
る
事
」
は
、

逆
に
か
れ
ら
を
と
ら
え
て
い
た
憂
悶
の
深
さ
を
証
し
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
伊
都
満
底
草
』
の
陽
気
な
言
葉
あ
そ

び
は
、
そ
の
背
後
に
思
い
の
ほ
か
に
苦
い
心
を
か
く
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
か
れ
ら
の
内
面
に
演
じ
ら
れ
た
劇
に

お
の
ず
か
ら
深
浅
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
「
無
用
の
人
」
の
自
意
識
に
も
っ
と
も
醒
め
て
い
た
の
は
、
主
人

役
の
甫
周
と
柳
北
で
あ
っ
た	

（
前
田･

前
掲
書
一
四
二
頁
）

①　

元
日
朝
ま
だ
き
よ
り
、
例
の
人
々
唯
好
の
も
と
に
つ
ど
ひ
け
る
折
、
扇
に
も
の
か
け
と
あ
り
け
れ
ば	

田
子
の
浦
人

　
　

青
柳
を
東
風
の
相
手
と8

定
め
け
り8

［
語
注
］　

◯
朝
ま
だ
き
＝
朝
、
ま
だ
夜
が
明
け
き
ら
な
い
時
。
○
唯
好
＝
柳
北
を
指
す
。
○
例
の
人
々
＝
こ
の
頃
、
柳
北
邸
に
集
ま
っ

た
洋
学
者
グ
ル
ー
プ
。桂
川
甫
周
、柳
河
春
三
、神
田
孝
平
、箕
作
秋
坪
な
ど
。○
田
子
の
浦
人
＝
不
明
。◯
東
風
＝
春
に
東
か
ら
吹
く
風
。
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こ
ち
。
○
傍
点
の
付
い
た
「
と
」
と
「
り
」
＝
と
り
→
鳥
で
、
柳
北
が
馴
染
ん
だ
柳
橋
の
芸
妓
お
鳥
を
詠
み
込
む
。

［
評
釈
］　

元
日
の
早
朝
よ
り
、
い
つ
も
の
メ
ン
バ
ー
が
唯
好
の
邸
に
集
ま
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
柳
北
邸
で
の
洋
学
者
た

ち
の
サ
ロ
ン
は
か
な
り
以
前
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
柳
北
が
蘭
学
を
は
じ
め
る
の
は
文
久
三
年
八
月
十
一

日
の
『
投
閑
日
録
』
に
「
余
本
日
讀
蘭
文
典
」
と
あ
り
、
文
久
四
年
一
月
十
日
の
同
じ
日
記
に
は
「
英
学
起
業
」
と
あ
っ
て
、
英
学

も
柳
河
春
三
、神
田
孝
平
ら
に
学
び
始
め
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
ま
た
次
の
よ
う
な
証
言
が
あ
る
。「
こ
の
と
し
二
月
十
九
日
か
ら
、（
慶

応
元
年
の
『
春
声
楼
日
乗
』
に
は
）
曜
日
を
み
な
、
英
語
で
書
い
て
い
る
」（
大
島
・
前
掲
書
六
〇
頁
）。

　

風
に
柳
は
決
り
文
句
だ
が
、お
鳥
さ
ん
に
は
柳
北（
青
柳
）さ
ん
と
い
う
こ
ち（
東
風
）の
人（
相
手
）が
お
決
り
で
し
た
よ
ね
、と
い
っ

た
挨
拶
の
句
で
あ
る
。

②　

年
毎
の
た
め
し
な
れ
ど
、
去
年
の
く
れ
は
こ
と
さ
ら
に
恐
ろ
し
げ
な
る
鬼
ど
も
の
い
で
來
て
、
ふ
く
ろ
の
物
み
な
奪
ひ
去

に
け
れ
ば
、
こ
の
春
淋
し
く
覺
へ
て
か
く
は
よ
め
り
け
る	

た
ゞ
好
の
朝
臣

　
　

梅
櫻
い
か
に
咲
と
も
や
ま
吹
の
は
な
な
き
宿
は
淋
し
か
り
け
る

［
語
注
］　

◯
鬼
＝
催
鬼
。
借
金
と
り
。
◯
ふ
く
ろ
の
物
＝
財
布
の
な
か
の
金
。
◯
た
ゞ
好
の
朝
臣
＝
唯
好
。
柳
北
の
こ
と
。
◯
や
ま

吹
＝
（
山
吹
色
の
）
金
の
こ
と
。
太
田
道
灌
の
山
吹
の
里
の
故
事
に
か
け
て
い
る
。
ち
な
み
に
、「
七
重
八
重
花
は
咲
け
ど
も
山
吹
の

実
の
ひ
と
つ
だ
に
な
き
ぞ
か
な
し
き
」
は
、
中
務
卿
兼
明
親
王
の
歌
。
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［
評
釈
］　

柳
北
は
旗
本
で
あ
る
か
ら
、
屏
居
し
て
無
職
の
間
で
も
扶
持
は
あ
っ
た
が
、
収
入
減
で
あ
る
こ
と
に
違
い
は
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
、
手
元
不
如
意
と
ま
で
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
正
月
に
詠
ん
だ
歌
だ
け
に
、
暮
れ
に
押
し
寄
せ
て
き

た
借
金
と
り
の
攻
勢
が
、
な
ま
な
ま
し
く
思
い
お
こ
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

③　

お
な
じ
年
の
元
日
つ
と
め
て
、
起
出
け
る
を
り
、
よ
め
り
け
る	

柳
の
屋
の
あ
る
じ
春
影

　
　

麗う
ら

〳
〵
と
匂
ふ
朝
日
の
影
み
れ
ば
今
年
も
春
は
長
閑
な
る
べ
し

　
　
　
　
　

な
を
い
か
ば
か
り
う
か
れ
あ
り
き
つ
ら
ん
、
お
ぼ
つ
か
な
し
や

［
語
注
］　

◯
柳
の
屋
の
あ
る
じ
春
影
＝
柳
河
春
三
を
さ
す
。
柳
河
春
三
は
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
～
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）。

名
古
屋
に
生
ま
る
。
元
治
元
年
（
一
八
六
四
）
開
成
所
の
教
授
に
就
任
。
洋
書
の
翻
訳
に
努
め
る
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
に
は
、

我
が
国
最
初
の
雑
誌
『
西
洋
雑
誌
』
を
刊
行
、
翌
明
治
元
年
に
は
『
中
外
新
聞
』
を
発
行
す
る
。
語
学
の
天
才
と
い
わ
れ
た
。

［
評
釈
］　

正
月
を
寿
ぐ
歌
で
あ
る
か
ら
、「
今
年
も
」
長
閑
な
春
で
あ
ろ
う
と
い
う
の
だ
が
、
現
実
の
世
の
中
は
、
天
狗
党
の
乱
が
平

定
さ
れ
た
ば
か
り
で
あ
り
、
長
州
の
動
向
は
一
時
の
油
断
も
許
さ
れ
な
い
状
況
下
に
あ
っ
た
。
無
論
、
春
三
と
て
こ
う
し
た
情
報
は

承
知
の
上
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
、
こ
れ
は
こ
れ
、
正
月
の
目
出
度
い
気
分
を
、
謳
歌
し
よ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

④　

か
つ
て
い
ひ
よ
り
け
る
女
の
、
お
と
こ
を
ば
子
日
の
松
と
同
じ
さ
ま
に
引
つ
ゝ
遊
ぶ
心
の
あ
り
て
、
い
と
〳
〵
に
く
け
れ
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ば
、
今
年
は
逢
ま
じ
と
思
ひ
定
め
て
、
春
の
は
じ
め
、
消
そ
こ
の
は
し
に
か
き
て
遣
は
し
け
る	

た
ゞ
好
の
朝
臣

　
　

我
宿
に
黄
金
な
る
て
ふ
樹
を
植
て
花
さ
く
後
は
逢
ん
と
ぞ
思
ふ

［
語
注
］　

◯
子
日
＝
子ね

の
日
。
正
月
の
最
初
の
子
の
日
を
い
う
こ
と
が
多
い
。
こ
の
日
、
野
に
出
て
小
松
を
引
き
若
菜
を
摘
み
、
遊

宴
し
て
千
代
を
祝
う
。
◯
消
そ
こ
＝
消
息
。
手
紙
の
こ
と
。

［
評
釈
］　

か
つ
て
自
分
が
言
い
寄
っ
た
女
と
は
、
柳
橋
あ
た
り
の
芸
妓
で
あ
ろ
う
。
子
の
日
の
松
を
引
く
よ
う
に
、
男
心
を
弄
ぶ
憎

い
女
に
宛
て
た
手
紙
の
は
し
に
書
き
付
け
た
歌
と
い
う
体
裁
に
し
て
あ
る
。
今
年
は
会
わ
な
い
と
決
め
た
上
で
、
あ
な
た
と
は
お
金

の
関
係
な
の
で
、
お
金
が
出
来
た
ら
会
お
う
と
言
い
つ
つ
も
、
実
際
は
も
う
こ
れ
き
り
に
し
よ
う
と
伝
え
て
い
る
。

⑤　

戀
の
歌
よ
み
け
る
中
に	

寢
覺
の
早
樹

　
　

と
り
が
ね
も
絶
ず
聞
え
て
嬉
し
き
は
み
山
隠
れ
ぬ
我
身
な
り
鳧

［
語
注
］　

◯
寝
覚
の
早
樹
＝
桂
川
甫
周
の
こ
と
。
桂
川
甫
周
は
、
文
政
九
年
（
一
八
二
六
）
～
明
治
一
四
年
（
一
八
八
一
）。
江
戸
に

生
ま
る
。
家
代
々
の
将
軍
侍
医
。
写
本
の
蘭
和
辞
書
「
ズ
ー
フ
・
ハ
ル
マ｣
を
、安
政
元
年
（
一
八
五
八
）『
和
蘭
字
彙
』
と
題
し
て
刊
行
。

維
新
後
に
は
『
東
京
医
事
新
誌
』
を
編
刊
し
た
。
○
と
り
が
ね
＝
「
鳥
が
音ね

」
で
鳥
の
鳴
き
声
。
こ
れ
に
「
鳥
」
と
「
兼
」
と
い
う
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柳
橋
の
芸
妓
の
名
を
詠
み
込
ん
だ
。
◯
鳧
＝
け
り
。
助
動
詞
「
け
り
」
の
宛
字
。

［
評
釈
］　

我
身
は
深
山
に
隠
遁
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
鳥
の
鳴
き
声
が
い
つ
も
聞
こ
え
て
く
る
の
は
（
お
鳥
と
お
兼
の
声

が
い
つ
も
聞
え
て
く
る
の
は
）、
嬉
し
い
ね
、
と
い
っ
た
歌
意
か
。
甫
周
邸
の
サ
ロ
ン
に
も
、
芸
妓
が
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
は
、『
名

ご
り
の
夢
』
に
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
る
。

⑥　

春
の
あ
し
た
よ
め
る	

栗
の
や
の
伊
賀
麻
呂

　
　

つ
く
ば
ね
の
落
ち
て
は
あ
が
る
中
空
に
猶
（
ま
だ
イ
）
い
と
け
な
き
春
は
来
に
け
り

［
語
注
］　

◯
あ
し
た
＝
朝
。
◯
栗
の
や
の
伊
賀
麻
呂
＝
箕
作
秋
坪
の
こ
と
。
箕
作
秋
坪
は
文
政
八
年
（
一
八
二
五
）
～
明
治
一
九
年

（
一
八
八
六
）。
津
山
の
生
ま
れ
。
蘭
学
者
箕
作
阮
甫
の
養
子
。
安
政
六
年
、蕃
書
調
所
教
授
手
伝
。
文
久
元
年（
一
八
六
四
）、ヨ
ー
ロ
ッ

パ
へ
出
張
。
維
新
後
、
明
六
社
結
成
に
参
加
す
。
◯
つ
く
ば
ね
＝
衝
羽
根
。
追
い
羽
根
。
◯
（
ま
た
イ
）
＝
異
本
に
は｢

猶
」
の
と
こ

ろ
が
「
ま
だ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
。

⑦　

む
か
し
契
り
し
人
に
讀
て
遣
は
し
け
る	

早　
　
　

樹

　
　

い
か
に
せ
む
人
の
園
生
の
姫
小
松
ひ
く
も
心
の
儘
な
ら
ぬ
身
は
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高
橋
昭
男　

成
島
柳
北
『
伊
都
満
底
草
』
評
釈
稿
（
一
）

［
語
注
］　

◯
読
む
＝
歌
を
詠
む
。
◯
姫
小
松
＝
子
の
日
の
小
松
引
き
に
か
け
て
、
他
人
の
も
の
に
な
っ
た
女
を
い
う
。

［
評
釈
］　

園
生
の
姫
小
松
が
「
誰
園
生
」
の
姫
小
松
と
な
る
と
、
す
で
に
柳
北
の
側
室
と
な
っ
て
い
る
お
蝶
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
す
る
と
、
仲
間
内
で
の
遊
び
に
は
、
あ
る
種
の
暗
黙
の
ル
ー
ル
が
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
、
柳
北
の
側
室
に
甫
周
が
懸
想
す
る
内

容
の
歌
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
遊
び
の
許
容
範
囲
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

⑧　

題
し
ら
ず	

春　
　
　

影

　
　

ひ
と
り
立
岸
の
岩
根
の
姫
小
松
か
ね
て
千
と
せ
の
陰
は
み
に
鳧

［
語
注
］　

◯
「
と
り
」「
か
ね
」「
千
」
＝
と
も
に
柳
橋
の
芸
妓
を
詠
み
込
む
。

⑨　

唯
好
の
も
と
に
て
よ
め
る	

さ
か
き
た
か
邨

　
　

今
日
も
ま
た
涎
た
ら
し
て
す
ぎ
に
け
り

［
語
注
］　

◯
さ
か
き
た
か
邨
＝
不
明
。
◯
涎
を
た
ら
す
＝
美
し
い
も
の
な
ど
を
見
て
か
わ
い
い
、
ほ
し
い
な
ど
と
い
う
気
持
の
強
く

な
る
さ
ま
に
い
う
。
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成
蹊
人
文
研
究　

第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

［
評
釈
］　

さ
か
き
た
か
邨
は
⑩
で
は
榊
た
か
村
に
宛
て
て
い
る
が
、
柳
北
、
甫
周
以
外
の
人
物
で
あ
り
、
春
三
あ
た
り
で
あ
ろ
う
か
。

⑩　

榊
た
か
村
の
問
け
る
は
、
古
よ
り
い
ま
だ
た
れ
を
竹
帛
に
し
る
す
事
を
き
か
ず
と
。
其
折
早
樹
の
、
古
人
い
は
ず
や
、
功

名
を
竹
帛
に
た
る
ゝ
と
答
へ
し
か
ば	

苫
屋
の
千
鳥

　
　

竹
帛
に
た
れ
て
う
れ
し
き
浮
名
か
な

［
語
注
］　

◯
竹
帛
に
た
る
ゝ
＝
竹
帛
は
書
物
、
特
に
歴
史
書
。
竹
帛
に
垂
る
は
、
文
字
に
書
き
残
す
、
功
名
や
手
柄
が
書
き
の
せ
ら

れ
て
後
世
に
ま
で
伝
わ
る
の
意
。
◯
苫
屋
の
千
鳥
＝
不
明
。

［
評
釈
］　

詞
書
の
「
た
れ
」
は
「
誰
」
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
竹
帛
に
「
垂
る
」
と
掛
け
て
お
り
、
女
と
の
浮
名
が
文
字
で
伝
わ
る

と
し
た
ら
嬉
し
い
こ
と
だ
、
と
い
う
句
意
か
ら
す
る
と
、「
た
れ
」
は
落
語
家
な
ど
が
よ
く
使
う
、「
女
」
の
隠
語
に
相
当
す
る
か
。

⑨
の
「
涎
た
ら
し
て
」
に
よ
っ
て
、
⑩
の
「
竹
帛
に
た
れ
て
」
が
引
き
出
さ
れ
て
い
る
と
見
れ
ば
、
⑨
と
⑩
は
関
連
が
あ
り
、
⑨
は

柳
北
の
邸
で
詠
ん
で
い
る
の
で
、
⑩
の
苫
屋
の
千
鳥
は
柳
北
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
さ
か
き
た
か
邨
は
春
三
あ
た
り
か
と

推
測
さ
れ
る
。

⑪　

あ
る
園
の
梅
を
見
て
よ
め
る	

靡　
　
　

糸
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高
橋
昭
男　

成
島
柳
北
『
伊
都
満
底
草
』
評
釈
稿
（
一
）

　
　

夜
は
風
に
つ
て
な
忘
れ
そ
梅
の
は
な

［
語
注
］　

◯
あ
る
園
＝
柳
北
邸
の
元
旦
の
集
い
で
詠
ま
れ
た
句
で
あ
る
か
ら
、
柳
北
邸
の
庭
で
あ
る
誰
園
で
あ
る
。
◯
靡
糸
＝
不
明
。

◯
つ
て
＝
こ
と
づ
て
。

［
評
釈
］　

菅
原
道
真
の
「
東
風
吹
か
ば
に
ほ
ひ
を
こ
せ
よ
梅
の
花
あ
る
じ
な
し
と
て
春
な
忘
れ
そ
」
の
古
歌
を
踏
ま
え
た
句
で
あ
る
。

⑫　

新
撰
長
恨
歌
録
三	

喫
霞
樓
仙
客

　
　

い
ろ
に
な
る
み
の
襦
袢
も
ぬ
い
で

　
　

春
寒
賜
レ

浴
華
清
池　

温
泉
水
滑
洗
二

凝
脂
一

　
　
　
　

す
は
だ
自
慢
の
夏
の
富
士

　
　

ま
つ
に
し
の
ん
で
夜
長
の
秋
を

　
　

遲
々
鐘
皷
初
長
夜　

耿
々
星
河
欲
レ

曙
天

　
　
　
　

あ
か
し
か
ね
た
る
床
の
う
ち

　
　

義
理
を
か
い
て
も
か
う
な
る
か
ら
は
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在
レ

天
願
作
二

比
翼
鳥
一　

在
レ

地
願
作
二

連
理
枝
一

　
　
　
　

あ
く
ま
で
女
房
に
も
つ
こ
ゝ
ろ

［
語
注
］　

○
新
撰
長
恨
歌
録
三
＝
白
居
易
の
「
長
恨
歌
」
中
の
三
聨
を
撰
び
、
都
々
逸
風
の
パ
ロ
デ
ィ
に
仕
立
て
て
い
る
。
桂
川
甫

周
の
「
太
平
春
詞
」（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
。
今
泉
源
吉
『
桂
川
の
人
々
』
最
終
篇
所
収
）
に
同
じ
趣
向
の
作
例
が
あ
る
（
後
出
）。

◯
喫
霞
樓
仙
客
＝
柳
河
春
三
の
こ
と
。
◯
い
ろ
に
な
る
み
の
襦
袢
＝
情
人
（
イ
ロ
）
に
鳴
（
成
る
）
海
絞
り
の
襦
袢
。

［
評
釈
］　

一
聨
目
。
春
寒
浴
を
賜
ふ
華
清
の
池
。
温
泉
水
滑
か
に
し
て
凝
脂
を
洗
ふ
。
楊
貴
妃
が
華
清
池
の
温
泉
に
つ
か
っ
て
い
る

妖
艶
な
姿
を
、夏
の
富
士
の
雪
解
け
の
山
容
に
見
立
て
て
、藍
染
め
の
襦
袢
を
さ
ら
り
と
脱
い
だ
女
の
素
肌
に
例
え
て
い
る
。
二
聨
目
。

遅
々
た
る
鐘
皷
初
め
て
の
長
き
夜
。
耿
々
た
る
星
河
曙あ
け

ん
と
欲
す
る
の
天
。
秋
の
夜
長
ひ
た
す
ら
玄
宗
を
待
つ
楊
貴
妃
の
悶
々
と
し

た
気
分
を
、
情
人
を
待
つ
妓
女
に
見
立
て
る
。
三
聨
目
。
天
に
在
り
て
は
願
く
は
比
翼
の
鳥
と
作
り
。
地
に
在
り
て
は
連
理
の
枝
と

作な

ら
ん
こ
と
を
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
の
固
い
絆
の
よ
う
に
、
世
間
の
義
理
を
欠
い
て
も
相
手
の
女
を
女
房
に
し
よ
う
と
い
う
、
男
の
女

に
対
す
る
強
い
愛
情
表
現
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

＊
参
考
「
太
平
春
詞
」

　
　

鳥
も
通
は
ぬ
げ
ん
か
い
灘
を

　
　

雲
耶
山
耶
呉
耶
越　

水
天
髣
髴
青
一
髪
（
頼
山
陽
「
泊
天
草
洋
」）

　
　
　
　

誰
を
め
あ
て
に
か
よ
は
ん
す
（
二
十
三
裏
）
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高
橋
昭
男　

成
島
柳
北
『
伊
都
満
底
草
』
評
釈
稿
（
一
）

（
こ
の
作
に
つ
い
て
、今
泉
源
吉
氏
は
「
山
陽
の
有
名
な
詩
を
入
れ
た
あ
た
り
、柳
河
作
ら
し
い
に
お
い
が
す
る
」
と
注
し
て
い
る
）（
今

泉
源
吉
・
前
掲
書
二
五
一
頁
））

　
　

月
夜
か
ら
す
に
ふ
と
め
を
さ
ま
し

　
　

姑
蘇
城
外
寒
山
寺　

夜
半
鐘
聲
至
二

客
船
一

（
張
継
「
楓
橋
夜
泊
」）

　
　
　
　

身
ニ
つ
ま
さ
れ
て
な
き
ね
い
り
（
二
十
四
表
）

　
　

か
た
い
約
束
の
ち
の
よ
か
け
て

　
　

在
レ

天
願
作
二

比
翼
鳥
一　

在
レ

地
願
作
二

連
理
枝
一

　
　
　
　

と
は
い
え
女
房
の
あ
る
お
ま
へ
（
二
十
四
裏
）

⑬　

戀
の
歌
よ
め
と
人
の
い
ひ
け
れ
ば	

唯
好
の
朝
臣

　
　

我
か
戀
は
す
ま
の
浦
半
の
と
も
千
鳥
か
よ
ふ
浪
路
の
關
守
や
誰

［
語
注
］　

◯
戀
の
歌
の
本
歌
＝
「
淡
路
島
か
よ
ふ
千
鳥
の
鳴
く
声
に
い
く
よ
寢
覺
め
ぬ
須
磨
の
關
守
」（
源
兼
昌
「
金
葉
集
」
冬

二
七
〇
）。
◯
浦
半
＝
浦
回
。
入
り
組
ん
だ
海
岸
。
浜
辺
。
◯
と
も
千
鳥
＝
友
千
鳥
。
群
れ
集
ま
っ
て
い
る
千
鳥
。「
千
」
と
「
鳥
」
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成
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人
文
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第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

は
芸
妓
の
名
。

［
評
釈
］　

源
兼
昌
の
名
吟
を
本
歌
に
し
て
い
る
。「
須
磨
の
関
守
」
は
屏
居
中
の
柳
北
が
芸
妓
の
も
と
に
通
う
の
を
邪
魔
す
る
人
で
あ

り
、
自
分
の
恋
路
を
邪
魔
す
る
者
は
誰
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
柳
北
は
時
に
は
外
出
も
し
た
よ
う
で
あ
る
。「（
先
生
）

閉
門
を
命
ぜ
ら
る
、
居
柳
原
の
北
に
あ
り
、
頗
る
柳
橋
と
相
近
し
、
先
生
乃
ち
家
門
を
閉
じ
て
別
に
邸
後
に
小
門
を
開
き
、
屡
々
酔

を
柳
橋
に
買
ひ
、
云
々
」（
岸
上
質
軒
『
柳
北
全
集
』
凡
例
）。

⑭　

早
樹
に
よ
み
て
贈
り
け
る	

春　
　
　

影

　
　

鯨
と
る
舟
人
き
く
や
み
く
ま
の
ゝ
浦
半
の
月
に
千
鳥
な
く
こ
ゑ

［
語
注
］　

◯
鯨
＝
通
常
、和
歌
で
は
イ
サ
ナ
と
訓
む
と
こ
ろ
だ
が
、こ
こ
で
は
ク
ジ
ラ
と
訓
み
た
い
。

は
柳
橋
の
芸
妓
政
吉
の
仇
名
。

○
み
く
ま
の
＝
御
熊
野
。
三
熊
野
。
熊
野
の
こ
と
。
あ
る
い
は
、
熊
野
三
山
の
こ
と
。
○
千
鳥
＝
芸
妓
の
お
千
と
お
鳥
。

［
評
釈
］　

甫
周
あ
て
に
春
三
が
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
が
、
舟
人
は
甫
周
で
、
政
吉
ば
か
り
に
目
を
や
ら
な
い
で
、
お
千
や
お
鳥
に
も

顔
を
向
け
ろ
と
い
う
心
か
。「
政
吉
は
も
う
年
増
の
方
で
、
何
で
も
三
十
ぐ
ら
い
の
人
ら
し
く
、
し
っ
か
り
し
て
い
ま
し
た
。
う
け
出

し
て
妾
に
し
よ
う
な
ど
と
言
わ
れ
た
っ
て
行
き
ま
せ
ん
。（
中
略
）
そ
れ
だ
け
に
芸
が
あ
っ
て
、
み
ん
な
か
ら
ね
え
さ
ん
ね
え
さ
ん
と

い
わ
れ
て
お
り
ま
し
た
。（
中
略
）
こ
の
政
吉
と
い
う
の
は
芸
者
で
も
柳
河
さ
ん
と
お
友
達
に
な
る
く
ら
い
の
才
が
あ
り
ま
し
た
」（
今

泉
み
ね
・
前
掲
書
一
九
八
頁
）。
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高
橋
昭
男　

成
島
柳
北
『
伊
都
満
底
草
』
評
釈
稿
（
一
）

⑮　

春
の
夕
早
樹
の
も
と
へ
消
息
遣
は
す
と
て	

唯
好
朝
臣

　
　

か
く
ば
か
り
う
る
さ
き
物
と
し
ら
ざ
り
き
お
の
こ
ば
か
り
の
國
や
尋
ね
ん

［
評
釈
」
こ
の
⑮
か
ら
⑰
ま
で
は
、
柳
北
と
甫
周
の
往
復
書
簡
に
付
け
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。

⑯　

か
へ
し	

早　
　
　

樹

　
　

世
の
な
か
に
お
な
ご
ば
か
り
の
國
も
が
な
う
る
さ
き
物
は
男
な
り
け
り

⑰　

同
じ
消
息
の
は
し
に	

早　
　
　

樹

　
　

い
せ
の
海
難
波
の
橋
の
河
風
に
友
ま
ど
は
せ
て
千
鳥
な
く
な
り

［
語
注
］　

○
い
せ
＝
伊
勢
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
芸
妓
の
名
か
。
○
難
波
の
橋
＝
新
橋
の
土
橋
近
く
に
同
名
の
橋
が
あ
っ
た
。
○
伊

勢
と
難
波
で
、
難
波
の
葦
は
伊
勢
の
浜
荻
（
難
波
で
葦
と
呼
ぶ
草
を
、
伊
勢
で
は
浜
荻
と
い
う
。
地
方
に
よ
り
風
俗
習
慣
が
異
な
る

こ
と
）
を
踏
ま
え
る
か
。
◯
千
鳥
＝
お
千
と
お
鳥
で
芸
妓
の
名
。
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⑱　

春
の
歌
よ
み
け
る
な
か
に	

春　
　
　

影

　
　

岩
根
ふ
み
あ
こ
が
れ
出
て
百
千
鳥
さ
へ
づ
る
山
の
梅
や
尋
ね
ん

［
語
注
］　

○
「
ふ
み
」、「
千
」、｢

鳥
」、「
梅
」
み
な
芸
妓
の
名
。

［
評
釈
］　

名
前
を
挙
げ
る
芸
妓
た
ち
を
引
き
連
れ
て
、
梅
見
に
出
掛
け
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
、
と
い
う
心
か
。

⑲　

花
の
も
と
に
人
々
つ
ど
ひ
け
る
折
よ
め
る	

遁
崙
居
士

　
　

手
の
長
き
人
は
な
け
れ
ど
は
な
の
下
長
き
友
垣
あ
そ
ぶ
春
の
日

　
　
　
　
　
　
　

評
者
云
、
女
に
は
手
の
長
き
人
も
少
か
ら
ぬ
に
や

［
語
注
」
○
遁
崙
居
士
＝
不
明
。
○
手
の
長
き
人
＝
手
く
せ
の
悪
い
人
。
盗
癖
の
あ
る
人
。
◯
は
な
の
下
長
き
友
垣
＝
女
に
甘
い
友
人
。

◯
評
者
＝
柳
北
で
あ
ろ
う
。
こ
の
評
は
、
日
頃
つ
き
合
っ
て
い
る
芸
妓
た
ち
へ
の
宛
て
つ
け
か
。
男
女
の
関
係
で
の
手
く
せ
を
ほ
の

め
か
し
て
い
る
よ
う
だ
。

⑳　

述
懐
の
歌
よ
み
け
る
な
か
に　
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唐
通
居
士

　
　

大
任
を
下
す
つ
も
り
か
積
り
な
ら
我
も
其
氣
で
一
が
ま
ん
せ
む

	
	

唯
好
朝
臣

　
　

大
任
を
下
さ
ば
下
せ
そ
れ
ま
で
は
我
も
ゆ
る
り
と
一
ね
入
せ
む

	
	

早　
　

樹

　
　

大
任
を
下
さ
ば
下
せ
く
だ
す
と
も
狸
ね
入
り
の
我
れ
は
動
か
ず

	
	

伊
賀
麻
呂

　
　

大
任
も
屎
も
へ
ち
ま
も
い
る
物
か
モ
子
ー
の
外
は
我
は
動
か
じ

［
語
注
］　

◯
述
懐
＝
自
分
の
思
い
を
述
べ
る
。
言
志
。
◯
唐
通
居
士
＝
神
田
孝
平
の
こ
と
。
唐
通
は
、「
河か
わ
い
け
り
や
こ
そ
か
ん
だ
か
ら
か
よ
ふ

淮
経
略
姑
蘇
監
田
唐
通
」

と
い
う
擬
名
の
略
。
神
田
孝た
か
ひ
ら平
は
天
保
元
年（
一
八
三
〇
）～
明
治
三
一
年（
一
八
九
八
）。
美
濃
に
生
ま
る
。
文
久
二
年（
一
八
六
二
）、

蕃
書
調
所
教
授
出
役
。
の
ち
に
開
成
所
教
授
、同
頭
取
。『
経
済
小
学
』
を
翻
訳
し
、西
洋
経
済
学
を
紹
介
。
◯
屎
＝
く
そ
。
○
モ
子
ー

＝
マ
ネ
ー
。

［
評
釈
］　
「
大
任
を
下
す
」
の
出
典
は
、『
孟
子
』
告
子
章
句
下
に
あ
る
「
故
に
天
の
将ま
さ

に
大
任
を
是
の
人
に
降
さ
ん
と
す
る
や
、
必

ず
先
ず
其
の
心
志
を
苦
し
め
、
其
の
筋
骨
を
労
せ
し
め
、
云
々
」
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
続
い
て
次
の
よ
う
な
く
だ
り
が
あ
る
。「
人

恒
に
過
ち
て
然
る
後
に
能
く
改
め
、
心
に
困く
る

し
み

慮
お
も
ん
ば
か
り

に
衝み

ち
て
、
然
る
後
に
作お
こ

り
、
色
か
お
い
ろ

に
徴あ
ら

わ
れ
声
に
発
し
て
、
然
る
後
に

喩さ
と

る
。
入
り
て
は
則
ち
法
家
（
法
度
の
世
臣
）
拂ひ

つ
し子

（
補
弼
の
賢
士
）
な
く
、
出
で
て
は
則
ち
敵
国
外
患
な
き
者
は
、
国
恒
に
亡
ぶ
。
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然
る
後
に
憂
患
に
生
じ
て
安
楽
に
死
す
る
を
知
る
な
り
」。
四
人
と
も
、『
孟
子
』
は
必
読
書
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
と
、
当
時
の
政
治
情
勢
は
他
人
事
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
京
都
で
の
攘
夷
派
の
跋
扈
と
い
う
内
患
、
欧
米
諸
国
へ
の

外
憂
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
幕
府
は
軍
制
改
革
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
不
安
定
な
政
治
情
勢
の
な
か
で
、
彼
等
は
ひ
そ
か

に
自
ら
の
出
番
が
来
る
の
を
意
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
孝
平
、
柳
北
、
甫
周
、
秋
坪
の
四
人
が
、
大
任
が
下
り
た
と
き
の
身
の
処

し
方
を
述
べ
る
。
蕃
書
調
所
の
教
授
で
あ
る
孝
平
は
、
そ
の
と
き
が
来
る
ま
で
、
今
の
役
目
を
忠
実
に
行
な
う
。
屏
居
中
の
柳
北
は
、

無
役
の
身
ゆ
え
、
昼
寝
で
も
し
て
待
つ
し
か
な
い
。
将
軍
侍
医
の
甫
周
は
立
場
上
、
狸
寝
入
り
で
も
す
る
し
か
な
い
。
蕃
書
調
所
教

授
手
伝
の
秋
坪
は
、
幕
府
に
見
切
り
を
付
け
た
よ
う
に
、
役
職
な
ど
欲
し
く
も
な
い
、
金
を
く
れ
る
方
が
は
る
か
に
マ
シ
と
い
う
。

そ
れ
ぞ
れ
が
「
述
懐
の
歌
」
を
狂
歌
に
仕
立
て
て
、
幕
閣
へ
の
憤
懣
を
吐
露
し
、
心
中
の
憂
悶
を
笑
い
の
め
し
て
い
る
。　

㉑　

春
興	

喫
霞
仙
客

　
　

江
村
宜
二

散
歩
一　
　

江
村　

宜
く
散
歩
す
べ
し

　
　

正
是
暮
春
天　
　
　

正
に
是
れ　

暮
春
の
天

　
　

花
發
多
二

風
雨
一　
　

花
発ひ
ら

け
ば　

風
雨　

多
し

　
　

天
公
不
レ

雨
レ

錢　
　

天
公　

銭
を
雨ふ

ら
さ
ず

　
　
　

譯
云　

花
の
さ
か
り
に
同
じ
く
な
ら
ば
。
か
ね
が
天
か
ら
降
ば
よ
い
。
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［
語
注
］　

◯
江
村
＝
川
に
沿
っ
た
村
。
◯
花
發
多
風
雨
＝
于
武
陵
「
勧
酒
」
詩
の
「
勧
君
金
屈
巵
。
満
酌
不
須
辞
。
花
發
多
風
雨
。

人
生
足
別
離
」
を
踏
ま
え
る
。
◯
天
公
＝
天
帝
。
天
の
神
様
。

　
　

	

小
林
氏

　
　
　
　

散
歩
開
レ

花
節　
　
　

散
歩
す　

花
を
開
く
節

　
　
　
　

江
村
欲
レ

暮
天　
　
　

江
村　

暮
ん
と
欲
す
る
天

　
　
　
　

一
瓢
傾
尽
後　
　
　　

一
瓢　

傾
け
尽
す
後

　
　
　
　

不
二

復
恨
一
レ

無
レ

錢　　

復
た
銭
無
き
を
恨
み
ず

　
　
　
　
　

譯
云　

花
の
夕
べ
に
酔
ひ
た
る
跡
は
。
か
ね
が
な
く
て
も
面
白
い
。

［
語
注
］　

◯
一
瓢
＝
酒
の
入
っ
た
瓢
箪
。
○
小
林
氏
＝
不
明
。
柳
北
の
同
僚
で
あ
っ
た
侍
講
の
小
林
栄
太
郎
か
。

	
	

無
趾
仙

　
　
　
　

何
時
能
散
歩　
　
　

何
れ
の
時
か　

能
く
散
歩
せ
ん

　
　
　
　

困
臥
落
花
天　
　
　

困
臥
す　

落
花
の
天

　
　
　
　

嗟
彼
蒼
々
者　
　
　

嗟あ
あ　

彼
の
蒼
々
た
る
者

　
　
　
　

奪
二

吾
脚
與
一
レ

銭　　

吾
が
脚
と
銭
と
を
奪
ふ
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譯
云　

花
の
三
月
達
磨
で
困
る
。
あ
し
と
お
あ
し
が
あ
れ
ば
よ
い
。

［
語
注
」
○
無
趾
仙
＝
趾
（
あ
し
）
が
無
い
仙
人
で
、
達
磨
の
こ
と
。
三
年
に
わ
た
る
屏
居
で
、
行
動
の
自
由
が
束
縛
さ
れ
て
た
柳
北

を
あ
ら
わ
す
。
◯
蒼
々
＝
『
荘
子
』
逍
遥
遊
に
「
天
の
蒼
蒼
た
る
は
、
そ
れ
正
色
か
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
天
を
さ
す
。
◯
お
あ
し

＝
銭
の
こ
と
。

［
評
釈
］　

㉑
の
春
興
と
題
さ
れ
た
五
言
絶
句
は
、
三
人
の
作
者
の
一
首
ず
つ
で
、
狂
詩
に
近
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
都
々
逸
に
よ
る
訳
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
手
元
不
如
意
の
三
人
が
花
見
を
す
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。
江
村
を
敢
て
比
定
す
れ
ば
、
隅
田
川
沿
い
の
向
島

あ
た
り
で
あ
ろ
う
。
一
首
目
は
花
に
嵐
は
つ
き
も
の
だ
が
、
ど
う
せ
降
る
な
ら
銭
を
降
ら
し
て
く
れ
と
、
あ
か
ら
さ
ま
で
あ
る
。
二

首
目
は
夜
桜
に
変
わ
ろ
う
と
す
る
夕
暮
れ
時
、
酔
い
も
十
分
に
ま
わ
っ
て
、
風
流
の
極
み
、
銭
が
ど
う
し
た
と
、
気
分
上
々
。
三
首

目
は
都
々
逸
訳
が
言
い
つ
く
し
て
い
る
。
天
は
我
を
見
捨
て
た
も
う
た
か
、
と
自
ら
の
境
遇
を
歎
く
。

㉒　

囊
中
自
ら
錢
の
な
く
な
り
に
け
れ
ば	

遁　
　

崙

　
　

鍋
釜
に
か
な
け
ば
か
り
の
世
た
い
か
な

［
語
注
］　

◯
囊
中
＝
財
布
の
中
。
◯
か
な
け
＝
金
気
。
○	

世
た
い
＝
世
帯
。
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㉓　

い
た
づ
ら
に
過
し
を
恨
み
て	

早　
　

樹

　
　

と
り
と
め
ぬ
物
と
し
り
つ
ゝ
年
月
を
仇
に
契
り
て
我
は
過
に
き

［
語
注
］　

◯
仇
に
契
る
＝
仇
に
結
ぶ
。
男
女
の
か
り
そ
め
の
交
わ
り
。
は
か
な
い
関
係
。

［
評
釈
］　

㉓
か
ら
㉕
ま
で
の
三
作
の
「
と
り
」
は
、
芸
妓
の
「
お
鳥
」
で
あ
ろ
う
。
三
人
三
様
の
お
鳥
と
の
関
係
を
詠
み
合
う
。
甫

周
は
捕
ま
え
損
な
っ
て
、
煮
え
切
ら
な
い
ま
ま
、
何
年
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
悔
や
む
。

㉔　

同
じ
こ
ゝ
ろ
を	

唯　
　

好

　
　

言
よ
る
も
遠
山
と
り
の
し
だ
り
尾
の
長
き
月
日
を
仇
に
暮
し
つ

［
語
注
］　

○
本
歌
＝
「
あ
し
引
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
長
々
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む
」（
柿
本
人
麿
）。

［
評
釈
］　

柳
北
は
、
言
い
寄
っ
て
は
は
ぐ
ら
か
さ
れ
る
の
は
、
毎
度
の
こ
と
で
飽
き
も
せ
ず
よ
く
続
く
よ
、
と
自
嘲
す
る
。

㉕　

お
な
じ
心
を	

春　
　

影
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し
ば
し
だ
に
手
な
る
と
な
ら
ば
か
ら
と
り
の
立
ん
う
き
名
も
お
し
か
ら
な
く
に

［
語
注
］　

◯
手
な
る
＝
手
馴
る
。
手
に
な
じ
む
。
扱
い
な
れ
る
。
◯
か
ら
と
り
＝
唐
鳥
で
、
鸚
鵡
な
ど
の
外
国
産
の
鳥
の
こ
と
だ
が
、

こ
こ
で
は
空か
ら
と
り
ひ
き

取
引
に
掛
け
て
、
実
体
の
な
い
男
女
関
係
を
意
味
し
て
い
る
。

［
評
釈
］　

春
三
は
、
ほ
ん
の
少
し
の
間
で
い
い
か
ら
馴
染
ん
で
く
れ
た
な
ら
ば
、
浮
名
が
立
っ
て
も
惜
し
く
は
な
い
の
に
、
と
た
め

息
を
つ
く
。

㉖　

す
て
ら
れ
し
を
恨
み
て
よ
め
る	

千　
　

子

　
　

千
里
行
く
身
を
ば
思
は
で
ひ
ば
り
毛
の
駒
の
み
い
か
で
人
の
め
づ
ら
む

［
語
注
］　

○
千
子
＝
不
明
。
仙
史
の
も
じ
り
と
す
る
と
、
喫
霞
仙
史
の
春
三
か
。
○
千
里
行
く
＝
「
惚
れ
て
通
へ
ば
千
里
も
一
里
」

を
踏
ま
え
る
か
。
な
お
「
千
里
」
と
「
駒
」（
馬
）と
は
縁
語
。
◯
ひ
ば
り
毛
＝
ひ
ば
り
げ
。
雲
雀
毛
。
馬
の
毛
色
の
名
。
黄
と
白
の
ま

だ
ら
で
、
た
て
が
み
と
尾
と
背
の
中
央
部
と
が
黒
い
も
の
。
雲
雀
鹿
毛
。
○
「
千
」、「
ひ
ば
り
」、「
駒
」
み
な
芸
妓
の
名
。

［
評
釈
］　

千
里
の
道
も
遠
し
と
せ
ず
、
と
ま
で
思
っ
て
い
る
私
を
見
捨
て
る
お
駒
ば
か
り
を
、
ど
う
し
て
人
は
も
て
は
や
す
の
か
。

㉗　

む
か
し
男
あ
り
け
り
。
あ
る
友
の
も
と
よ
り
。
い
と
あ
ざ
や
か
に
粧
ひ
し
佩
楯
て
ふ
物
を
か
り
て
。
久
し
く
と
ど
め
置
け
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る
に
。
其
友
よ
り
か
へ
せ
と
の
消
息
あ
り
け
れ
ば
。
ひ
つ
の
う
ち
よ
り
取
出
て
。
き
ぬ
に
つ
ゝ
み
に
け
る
を
。
は
し
た
女

の
か
い
ま
見
て
。
い
ち
早
く
男
の
側
女
に
さ
ゝ
や
き
て
い
ふ
樣
。
あ
る
じ
の
君
は
い
づ
こ
よ
り
か
。
い
と
は
で
や
ぎ
し
錦

織
の
帯
一
す
じ
と
ゝ
の
へ
給
ひ
ぬ
。
思
ふ
に
う
た
ひ
女
に
。
そ
と
贈
り
給
ふ
な
る
ら
め
と
。
う
ら
や
み
心
に
口
さ
が
な
く

語
り
し
か
ば
。
そ
の
側
女
日
ご
ろ
野
邊
の
若
草
つ
の
ぐ
む
こ
と
を
の
み
。
明
暮
の
樂
み
と
な
せ
し
お
な
子
な
り
け
れ
ば
。

そ
は
口
惜
し
と
い
ひ
つ
ゝ
。お
の
が
胸
も
。か
き
さ
ば
く
ば
か
り
の
け
し
き
し
て
。あ
る
じ
の
か
た
へ
に
は
し
り
來
に
け
り
。

あ
る
じ
何
こ
ゝ
ろ
な
く
。
お
こ
と
は
な
に
と
て
か
く
は
息
づ
き
あ
へ
ず
。
は
し
り
廻
り
給
ふ
に
や
と
問
ふ
に
。
な
に
事
と

は
お
こ
が
ま
し
。
此
き
ぬ
の
う
ち
こ
そ
。
い
と
も
腹
だ
ゝ
し
や
と
て
。
き
ぬ
か
な
ぐ
り
す
て
ゝ
見
れ
ば
。
こ
は
い
か
に
お

の
れ
も
か
つ
て
み
し
ら
ぬ
物
の
具
に
て
あ
り
け
れ
ば
。あ
ま
り
に
興
醒
て
。は
て
は
笑
に
堪
兼
て
。こ
ろ
び
あ
り
き
に
け
り
。

そ
の
折
あ
る
じ
の
口
ず
さ
み
け
る
と
て
人
の
傳
へ
け
る
。

　
　

白
黒
の
色
目
も
わ
か
ぬ
は
し
た
女
に
お
ど
さ
れ
た
り
や
佩
楯
の
糸

［
語
注
］　

◯
佩
楯
＝
は
い
だ
て
。
甲
冑
の
小
道
具
の
一
種
。
草
摺
と
臑
当
と
の
間
の
大
腿
部
の
防
御
具
。
歩
兵
用
と
し
て
室
町
時
代

か
ら
盛
ん
に
用
い
ら
れ
た
。
◯
側
女
＝
そ
ば
め
。
本
妻
以
外
で
夫
婦
の
関
係
に
あ
る
女
。
側
室
。
◯
う
た
ひ
女
＝
歌
女
。
歌
な
ど
で

そ
の
場
の
興
を
助
け
る
の
を
業
と
す
る
女
。
芸
者
。
芸
妓
。
◯
そ
と
＝
そ
っ
と
。
こ
っ
そ
り
。
◯
つ
の
ぐ
む
＝
角
ぐ
む
。
芦
や
マ
コ

モ
な
ど
が
、
芽
を
水
上
や
地
上
に
角
を
出
す
よ
う
に
出
始
め
る
こ
と
。
◯
か
き
さ
ば
く
＝
切
り
裂
く
。
か
っ
さ
ば
く
。
◯
息
づ
き
あ

へ
ず
＝
息
づ
き
敢
へ
ず
。
息
づ
く
は
苦
し
そ
う
に
呼
吸
す
る
。
敢
へ
ず
は
こ
ら
え
る
。
◯
お
こ
が
ま
し
＝
癪
に
に
さ
わ
る
。
◯
お
ど
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す
＝
「
脅お
ど

す
」
と｢

縅お
ど

す
」（
鎧
の
札
を
糸
や
革
な
ど
の
緒
で
綴
り
合
わ
せ
る
）
の
掛
詞
。

［
評
釈
］　

柳
北
の
気
に
入
り
の
文
と
見
え
、『
花
月
新
誌
』
十
七
号
の
「
土
用
干
ノ
記
」
第
二
に
こ
れ
と
同
じ
全
文
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、

刊
本
で
は
『
花
月
新
誌
』
が
初
出
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
が
、
初
出
も
同
様
に
作
者
名
も
な
く
、
出
典
が
明

ら
か
で
な
い
が
、
お
そ
ら
く
柳
河
春
三
の
「
似
せ
物
語
」
の
一
部
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
春
三
作
「
似
せ
物
語
」
が
ど
の
よ
う
な
内

容
の
も
の
な
の
か
は
、
ご
く
一
部
し
か
分
か
ら
ず
、
写
本
な
の
か
刊
本
な
の
か
も
不
明
で
あ
る
。
尾
佐
竹
猛
著
『
新
聞
雑
誌
の
創
始

者　

柳
河
春
三
』
に
そ
の
一
部
の
引
用
が
あ
る
。「
春
三
の
「
似
せ
物
語
」
に　

む
か
し
男
ふ
る
さ
と
に
あ
り
わ
び
て
、
法
師
に
な
り

て
も
の
ま
な
び
に
い
で
た
つ
と
て
よ
め
り
け
る　

う
し
ろ
髪
わ
が
か
し
ら
に
は
な
か
り
け
り　

ひ
か
る
ゝ
も
の
や
心
な
る
ら
ん
云
々
」

（『
近
代
学
芸
資
料
叢
書
第
九
輯
』
一
〇
八
頁
）
と
あ
っ
て
、
こ
の
作
が
存
在
し
た
こ
と
だ
け
は
事
実
で
あ
る
。

㉘　

聞
下

社
友
携
二

四
佳
人
一

遊
中

江
東
上

書
レ

之
以
寄	

鴨
齋
主
人

　
　

社
友
、
四
佳
人
を
携
へ
て
江
東
に
遊
ぶ
を
聞
き
、
之
を
書
し
て
以
て
寄
す

　
　

文
壇
若
卜
二

春
遊
地
一　

文
壇　

若
し
春
遊
の
地
を
卜ぼ
く

せ
ば

　
　

好
鳥
啼
邊
芳
草
繁　
　

好
鳥　

啼
く
辺
り　

芳
草
繁
し

［
語
注
］　

◯
社
友
＝
柳
北
邸
に
集
ま
る
洋
学
者
達
か
。
○
鴨
斎
主
人
＝
柳
北
で
あ
ろ
う
。
後
出
㊳
の
語
注
参
照
。
○
四
佳
人
＝
文
（
お

文
）、
若
（
お
若
）、
鳥
（
お
鳥
）、
繁
（
お
繁
）
の
四
人
の
芸
妓
を
指
し
、
句
中
に
は
そ
の
名
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。
◯
文
壇
＝
文
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人
た
ち
の
仲
間
。
◯
卜
＝
さ
だ
め
る
。

［
評
釈
］　

江
東
は
隅
田
川
の
東
側
で
あ
る
か
ら
、
鳥
が
啼
き
、
芳
草
生
い
茂
る
土
地
と
い
え
ば
、
風
光
明
媚
な
向
島
で
あ
る
。
当
時

の
向
島
は
、
江
戸
市
中
に
住
居
す
る
豪
商
の
寮
が
点
在
し
、
清
遊
す
る
客
達
を
迎
え
る
料
理
屋
が
繁
盛
し
て
い
た
。

㉙　

古ふ
る
こ
と
ふ
み

事
記
曰
此
天ス
メ
ラ
ミ
コ
ト皇
あ
め
の
下
し
ろ
し
め
し
き
◯
素ソ
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト

戔
嗚
尊
く
そ
ま
り
散
ら
し
給
ひ
き
◯
き
た
な
き
物
奉
つ
る
と
み
て
大

げ
つ
姫
を
こ
ろ
し
給
ひ
き
◯
な
ど
い
ふ
古
語
あ
り
。
し
か
る
に
今
の
世
に
も
猶
さ
ま
ざ
ま
の
尊
た
ち
天
く
だ
り
給
ひ
て
。

あ
や
し
く
く
し
き
こ
と
ど
も
す
く
な
か
ら
ず
。
そ
の
う
ち
に
わ
き
て
と
ふ
と
む
べ
き
こ
と
を
次
に
し
る
す

　
　
　
　

放ヒ
リ
ヤ
ス
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

屁
安
姫
命

　
　

き
た
な
き
物
た
て
ま
つ
り
て
く
そ
ま
り
ち
ら
し
給
ひ
き

　
　
　
　

箱ハ
コ
ヤ
カ
ラ
カ
サ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト

屋
傘
主
尊

　
　

駒
姫
の
み
と
に
め
で
ヽ
天
の
さ
か
鉾
下
ろ
し
給
ひ
き

　
　
　
　

秋ア
キ
ノ
ミ
ズ
ホ
ノ
ミ
コ
ト

水
穂
尊

　
　

こ
が
ね
姫
が
き
た
な
き
物
奉
ら
ぬ
と
い
ひ
て
。
ヒ
ズ
ま
り
ち
ら
し
給
ひ
き

　
　
　
　

化バ
ケ
イ
カ
ヅ
チ
ノ
ミ
コ
ト

雷
電
尊

　
　

日
な
し
姫
に
む
か
ひ
て
天ス

メ
ラ
ガ
オ
ホ
ミ
コ
ト
ノ
リ
テ
キ
コ
シ
メ
セ
ト
ノ
タ
マ
ヒ

皇
我
勅
命
乎
聞
食
止
宣
比
き

　
　
　
　

木キ
ド
マ
モ
リ
ノ
ミ
コ
ト

戸
護
尊　
一
本　

御ミ
キ
ド
モ
リ
オ
ノ
ミ
コ
ト

木
戸
守
男
尊
ニ
作
ル
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あ
ま
の
ふ
み
か
き
姫
の
き
た
な
き
も
の
し
ろ
し
め
し
き

　
　
　
　

不ネ
カ
サ
ズ
ノ
ミ
コ
ト

得
睡
尊

　
　

と
こ
闇
に
天
の
火
柱
を
振
た
て
ま
し
ま
し
き

　
　
　
　

角ツ
ノ
デ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

出
姫
尊

　
　

き
た
な
き
物
（
一
本
錦
の
御
帳
に
作
ル
）
た
て
ま
つ
る
と
見
て
あ
ま
の
大
角
を
は
や
し
給
ひ
き

　
　
　
　

衣キ
ヌ
ス
ス
ギ
ヒ
メ
ノ
ミ
コ
ト

濯
姫
尊

　
　

八
ッ
ひ
ら
主ぬ

し

の
尊
よ
り
十ト
ツ
カ
ノ
ツ
ル
ギ

握
劍
を
授
か
り
給
ひ
き

　
　
　
　

千チ
タ
ヒ
マ
ウ
デ
ノ
ミ
コ
ト

日
詣
尊

　
　

き
た
な
き
物
た
て
ま
つ
れ
と
い
ひ
て
興ヲ

キ
ツ
ヒ
メ

津
姫
を
抱
き
給
ひ
き

［
語
注
］　

○
素
戔
嗚
尊
く
そ
ま
り
ち
ら
し
給
ひ
き
＝
『
古
事
記
』
上
巻
に
「（
素
戔
嗚
尊
）
天
照
大
御
神
の
縈つ
く
だ田
の
阿
を
離
ち
、
其
の

溝
を
埋
め
、亦
其
の
大
嘗
を
聞
看
す
殿
に
屎く
そ
ま
り

麻
理
散
ら
し
き
」。
○
大
げ
つ
姫
＝
大
気
津
比
売
。「
爾
に
大
気
津
比
売
、鼻
口
及
尻
よ
り
、

種
種
の
味
物
を
取
り
出
し
て
、
種
種
作
り
具
へ
て
進
る
時
に
、
速
須
佐
之
男
命
、
其
の
態
を
立
ち
伺
ひ
て
、
穢
汚
し
て
奉
進
る
と
為

ひ
て
、
乃
ち
其
の
大
気
津
比
売
神
を
殺
し
き
」（『
古
事
記
』
上
巻
）。
◯
あ
や
し
く
く
し
き
＝
不
思
議
か
つ
神
秘
的
。
◯
わ
き
て
＝
別

き
て
。
と
り
わ
け
。
◯
箱
屋
＝
三
味
線
を
箱
に
入
れ
て
持
ち
歩
く
と
こ
ろ
か
ら
い
う
。
宴
席
に
出
る
芸
者
の
供
を
し
て
、
三
味
線
な

ど
を
持
っ
て
行
く
男
。
春
三
は
甫
周
をB

oxm
an

（
箱
屋
）
と
呼
ん
で
い
た
（
今
泉
源
吉
・
前
掲
書
三
三
七
頁
）
の
で
、
箱
屋
傘
主
尊

は
甫
周
を
指
し
て
い
る
か
。
◯
傘
主
＝
雨
の
日
は
芸
者
に
傘
を
差
し
掛
け
る
の
も
箱
屋
の
仕
事
。
◯
駒
姫
＝
お
駒
と
い
う
芸
妓
を
指
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す
か
。
三
味
線
の
駒
か
ら
駒
は
箱
屋
の
縁
語
で
も
あ
る
。
◯
み
と
＝
女
性
の
陰
部
。
◯
天
の
さ
か
鉾
＝
こ
の
場
合
は
陽
物
。
◯
秋
水

穂
＝
秋
水
は
宇
都
宮
三
郎
の
雅
号
で
あ
る
が
。
○
こ
が
ね
姫
＝
芸
妓
の
お
兼
を
指
す
か
。
◯
ヒ
ズ
＝
ひ
ず
。
穂
出
づ
が
変
化
し
た
も
の
。

穂
が
出
る
こ
と
。
◯
ま
り
＝
ま
る
。
大
小
便
を
す
る
こ
と
。
◯
日
な
し
＝
借
金
を
毎
日
少
し
ず
つ
返
済
し
て
い
く
こ
と
。
○
木
戸
護

尊　

一
本　

御
木
戸
守
男
尊
ニ
作
ル
＝
一
本
は
㉝
の
戯
文
を
指
す
。
◯
ふ
み
か
き
＝
踏
み
欠
く
か
。
踏
ん
で
こ
わ
す
。
◯
と
こ
闇
＝

常
闇
。
永
久
に
く
ら
や
み
で
あ
る
こ
と
。
◯
衣
濯
姫
尊
＝
㊴
、
㊵
に
濯
娘
と
あ
る
。

［
評
釈
］　

作
者
不
明
。
こ
う
い
う
手
の
込
ん
だ
作
は
、
柳
河
春
三
が
よ
く
す
る
。
序
に
「
今
の
世
に
も
猶
さ
ま
さ
ま
の
尊
た
ち
天
く

だ
り
給
ひ
て
」
と
あ
る
の
で
、
洋
学
者
仲
間
の
誰
そ
れ
、
あ
る
い
は
馴
染
み
の
芸
妓
な
ど
を
、『
古
事
記
』
の
神
々
に
な
ぞ
ら
え
て
、

パ
ロ
デ
ィ
ー
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
難
解
で
あ
る
。
ま
た
、
な
ぜ
ス
カ
ト
ロ
ジ
―
風
に
し
た
の
か
も
問
題
で
あ
る
。
さ
ら

に
㉝
と
の
関
連
も
見
逃
せ
な
い
。

㉚　

百
化
新
語
抜
萃　

蓋
係
追
記

　
　

蜆
化
し
て
河
豚
と
な
る　

評
曰
あ
き
れ
る
哉　

Ta.

　
　

蝶
々
化
し
て
さ
ゞ
ゐ
と
な
る　

評
曰
こ
ま
る
哉　

T.

　
　

龍
化
し
て
鯨
と
な
る　

評
曰
ま
だ
賣
レ
な
い
哉　

K.

　
　

涎
化
し
て
し小

便い
と
な
る　

評
曰
や
け
な
る
哉　

W.

　
　

涙
化
し
て
は纏

頭な
と
な
る　

評
曰
か
な
し
い
哉　

F.
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ゲGi
r
l

ー
ル
化
し
て
ゲ鼻

涕

ロ
〳
〵
と
な
る　

評
曰
お
そ
れ
る
哉　

Y.

［
語
注
］　

○
蓋
係
追
記
＝
蓋
し
追
記
に
係
る
。後
か
ら
追
記
し
た
の
で
あ
ろ
う
。◯
纏
頭
＝
は
な
。芸
妓
な
ど
に
与
え
る
心
付
け
、祝
儀
。

［
評
釈
］　

そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
末
尾
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
あ
り
、
作
者
の
頭
文
字
で
あ
ろ
う
が
、
姓
な
の
か
、
号
な
の
か
も
分
か
ら
ず
、

見
当
も
つ
か
な
い
。
六
つ
の
語
は
み
な
、
芸
妓
へ
の
あ
て
つ
け
の
よ
う
に
見
え
な
く
も
な
い
。「
涙
化
し
て
は纏

頭な
と
な
る
」
は
、
嘘
泣

き
し
て
祝
儀
を
せ
し
め
る
芸
妓
で
あ
り
、「
ゲ
ー
ル
化
し
て
ゲ
ロ
ゲ
ロ
」
も
水
っ
洟
を
見
せ
て
、
客
の
気
を
引
く
芸
妓
の
手
練
手
管
で

あ
る
か
ら
。
柳
北
の
側
室
と
な
っ
た
お
蝶
に
持
病
が
あ
り
、
そ
れ
を
柳
北
は
ゲ
ロ
ゲ
ロ
と
呼
ん
で
い
た
。『
礼
記
』「
月が
つ
り
ょ
う令」
篇
に
「
腐

草
変
為
螢
」
が
あ
る
。

㉛　

世
は
う
た
て
き
も
の
と
か
こ
ち
て	

唯
好
朝
臣

　
　

咲
花
は
數
々
あ
れ
ど
世
の
な
か
に
色
あ
る
も
の
は
櫻
山
吹

［
語
注
］　

◯
う
た
て
し
＝
い
と
わ
し
い
。
◯
か
こ
つ
＝
歎
く
。
◯
色
＝
物
の
情
趣
。
風
情
。
◯
桜
山
吹
＝
表
に
は
花
を
指
す
が
、
裏

に
は
「
桜
」
は
一
分
銀
、｢

山
吹｣

は
小
判
を
い
う
か
。

［
評
釈
］　

人
の
世
は
ま
こ
と
に
厄
介
で
嘆
か
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
花
を
見
れ
ば
心
も
慰
め
ら
れ
る
。
な
か
で
も
桜
（
一
分
銀
）

と
山
吹
（
小
判
）
は
、
も
っ
と
も
趣
の
あ
る
、
あ
り
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
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㉜　

醉
後
口
占	

鎖
春
仙
史

　
　

満
地
香
風
梅8

占8

レ

春8　
　

満
地
の
香
風　

梅　

春
を
占
め

　
　

一
簾
微
雨
鳥8

呼8

レ

人8　
　

一
簾
の
微
雨　

鳥　

人
を
呼
ぶ

　
　

世
間
休
レ

問
神
仙
趣　
　

世
間　

問
ふ
を
休
め
よ　

神
仙
の
趣

　
　

畢
竟
神
仙
屬
二

此
身
一　
　

畢
竟　

神
仙　

此
の
身
に
属
す

　
　
　

神
仙
指
浦
島　
　
　
　
　

神
仙
は
浦
島
を
指
す

［
語
注
］　

○
口
占
＝
詩
を
口
ず
さ
む
こ
と
。
○
鎖
春
仙
史
＝
『
柳
橋
新
誌
』
初
編
序
の
終
り
に
「
安
政
屠
維
協
洽
の
歳
、
早
梅
将
に

綻
び
ん
と
す
る
の
月
、
鎖
春
楼
の
南
軒
に
書
す
」
と
あ
り
、
柳
北
の
こ
と
。
序
が
記
さ
れ
た
当
時
、
柳
北
の
邸
は
下
谷
御お
か
ち
ま
ち

徒
町
に
あ
り
、

鎖
春
楼
は
柳
北
の
書
斎
の
名
。
屠
維
は
十
干
の
己
つ
ち
の
と

、
協
洽
は
十
二
支
の
未ひ
つ
じ

の
異
称
で
安
政
己
未
の
歳
は
安
政
六
年
。
◯
梅　

鳥
＝

芸
妓
の
名
を
詠
み
込
む
。

［
評
釈
」　

閉
門
後
、三
年
に
わ
た
る
屏
居
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
柳
北
は
、自
ら
を
浦
島
太
郎
に
な
ぞ
ら
え
て
い
た
。
注
の「
神
仙
指
浦
島
」

は
そ
れ
を
意
味
す
る
。
鎖
春
も
ま
た
屛
居
を
連
想
さ
せ
る
。
心
地
よ
い
風
に
梅
の
花
が
開
き
、
一
雨
通
り
過
ぎ
れ
ば
鳥
が
さ
え
ず
る

春
爛
熳
の
時
節
に
、
お
梅
や
お
鳥
を
連
れ
て
出
掛
け
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
屏
居
の
身
で
は
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
。
こ
の
鬱
屈
を
察

し
て
く
れ
と
い
う
七
言
絶
句
。

㉝　

六ム
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ
タ
チ
ノ
ミ
コ
ゝ
ロ
ユ
キ
ノ
ハ
ラ
ヒ

柱
神
御
意
向
祓
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高タ
カ
マ
ノ
ハ
ラ

天
原
仁ニ

神カ
ミ
ト
ゞ
マ止
利リ
マ
ス
麻
須

八ヤ
ヲ
ヨ
ロ
ズ
ノ

百
萬
御ミ
ウ
ツ
ハ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト

器
主
尊
者ハ

日ヒ
ナ
シ
ヒ
メ

成
姫
仁ニ

古フ
ル
記キ

事コ
ト
カ
タ語
里リ

聞き
か
勢セ

給タ
マ
比ヒ
テ而

穢キ
タ
ナ
記キ

物モ
ノ
タ
テ
マ
ツ奉
羅ラ
セ
ン
ト

勢
武
比

思オ
モ
比ヒ

宣タ
マ
比ヒ
キ記

神カ
グ
ラ
メ
ノ
ミ
ウ
ツ
ハ
モ
リ
ノ
ミ
コ
ト

楽
女
御
器
護
尊
者ハ

高コ
マ
ヒ
メ

麗
姫
仁ニ

絶コ
ト約ゞ
乎ヲ

渡ワ
タ
志シ

九ク
ソ
ヨ
ロ
ヅ
ノ
コ
ト

十
萬
之
事
遠ヲ

打ウ
チ
ス
テ捨
而テ

唐カ
ラ
ト
リ鳥
之ノ

翼ツ
バ
サ
遠ヲ

下シ
タ
ム
シ
ロ筵
仁ニ

爲ヤ
武ン
ト
ノ
ミ

登
農
美

思オ
モ
比ヒ

給タ
マ
比ヒ
キ記

御ミ
キ
ド
モ
リ
オ
ノ

木
戸
護
男
尊ミ
コ
ト
者ハ

黄コ
ガ
子
シ
ロ
ガ
子

金
白
銀
遠ヲ

始ハ
ジ
女メ
ト
シ
登
志

種ク
サ
グ
サ々
之ノ	

寶タ
カ
ラ
遠ヲ

聚ア
ツ
メ
而テ

文フ
ミ
ヒ
メ姫
登ト

御ミ
ウ
タ
ウ
タ

歌
謡
和ワ
ン
ト
無
登

思オ
モ
比ヒ

給タ
マ
比ヒ
キ記

仲ナ
カ
ド
ノ
ヌ
シ
ノ
ミ
コ
ト

殿
主
尊
者ハ

遠ト
ホ
津ツ

相サ
ガ
ミ
ノ
ミ
ヤ

模
宮
仁ニ

在マ
シ
マ
須ス

皇オ
ゝ
ギ
サ
キ后
遠ヲ

近チ
カ
津ツ

下シ
モ
フ
サ總
之ノ

宮ミ
ヤ
仁ニ

移ウ
ツ
志シ

奉
タ
テ
マ
ツ
羅ラ
ン
ト
武
登

思オ
モ
比ヒ

給タ
マ
比ヒ
キ記

御ミ
ナ
ガ
ヤ
ノ
オ
ヂ
オ
ノ
ミ
コ
ト

永
屋
伯
父
男
尊
者ハ

皇ミ
コ
ミ
ハ
シ
ラ

子
三
柱
之ノ

神カ
ミ
遠ヲ

猛タ
ケ
記キ

神カ
ミ
登ト

爲ナ
志シ

次ツ
ギ
仁ニ

衣キ
ヌ
ス
ゝ
ギ濯
之ノ

媼ウ
バ
仁ニ

侍
カ
シ
ヅ
カ
禮レ

給タ
マ
波ハ
ン
ト
武
登

思オ
モ
比ヒ

給タ
マ
比ヒ
キ記

駝ダ
ゝ
ラ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト

惰
羅
遠
尊
者ハ

八ヤ
ホ
ヨ
ロ
ヅ
ノ
メ
ガ
ミ

百
萬
女
神
遠ヲ

神カ
ミ
ア
ツ
メ集
仁ニ

集ア
ツ
女メ

給タ
マ
比ヒ

神カ
ミ
ハ
カ
リ測
仁ニ

測ハ
カ
里リ

給タ
マ
比ヒ

彼カ
ナ
タ
コ
ナ
タ

方
此
方
仁ニ

放ユ
バ
リ
マ
リ
チ
ラ

尿
散
志シ

給タ
マ
波ハ
ン
ト
武
登

思オ
モ
比ヒ

給タ
マ
比ヒ
キ記

此コ
ノ
ム
ハ
シ
ラ
ノ
カ
ミ

六
柱
神
者ハ

國ク
ニ
津ツ

大オ
ホ
ミ
タ
カ
ラ

御
寶
遠ヲ

如ヤ
マ
ノ
ゴ
ト
ウ
マ

山
生
勢セ
ン
ト
武
登

思オ
モ
比ヒ

給タ
マ
比ヒ
キ記

此コ
ノ
ミ
コ
ゝ
ロ
ユ
キ

御
意
向
遠ヲ

天ア
メ
ツ
チ地
之ノ

神カ
ミ
ツ
ド會
比ヒ

給タ
マ
比ヒ
テ而

小サ

ヲ

シ

カ

男
志
花
之ノ

八ヤ
津ツ
ノ之

御オ
ン
ミ耳ゝ
遠ヲ

振フ
リ
タ
ツ立
而テ

聞キ
コ
シ
メ
セ食
止ト

申モ
ー
須ス

	
	

鼻ハ
ナ
ナ
デ
ノ
ス
ク
子

撫
宿
禰
敬
白

［
語
注
］　

◯
六
柱
神
御
意
向
祓
＝
祝
詞
の
パ
ロ
デ
ィ
と
考
え
ら
れ
る
。
祓
は
災
禍
を
払
い
す
て
る
宗
教
的
行
事
の
こ
と
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
㉙
と
同
じ
く
、
洋
学
者
仲
間
や
馴
染
み
の
芸
妓
な
ど
を
、
六
種
の
神
名
に
な
ぞ
ら
え
た
戯
文
で
あ
る
。
◯
高
天
原
仁

神
止
利
麻

須

八
百
万
＝
大
祓
の
次
の
詞
の
転
用
。「
高
天
の
原
に
神
留
り
ま
す
、
皇
親
神
ろ
き
・
神
ろ
み
の
命
も
ち
て
、
八
百
万
の
神
等
神
集
へ

集
へ
た
ま
ひ
、
云
々
」。
◯
日
成
姫
＝
㉙
で
は
日
な
し
姫
。
◯
高
麗
姫
＝
㉙
で
は
駒
姫
。
◯
絶
約
＝
こ
と
ど
。
配
偶
者
と
の
縁
を
切
る

た
め
の
呪
言
の
意
と
さ
れ
る
。
◯
九
十
万
之
事
＝
九
十
は
屎
で
あ
ろ
う
。
穢
き
物
の
縁
語
。
◯
唐
鳥
＝
㉕
に
「
か
ら
と
り
」
の
用
例

あ
り
。
◯
御
木
戸
護
男
尊
＝
㉙
で
は
「
木
戸
護
尊
」。
◯
文
姫
＝
㉙
で
は
「
ふ
み
か
き
姫
」。
◯
衣
濯
の
媼
＝
㉙
の
衣
濯
姫
命
に
つ
な

が
る
か
。
◯
駝
惰
羅
遠
尊
＝
遊
里
で
、
金
銭
を
湯
水
の
よ
う
に
浪
費
し
て
あ
そ
ぶ
こ
と
を
、
駄
駄
羅
遊
び
と
い
う
。
○
鼻
撫
宿
禰
＝

鼻
を
撫
で
る
ク
セ
が
あ
っ
た
の
は
宇
都
宮
三
郎
ら
し
い
。「
宇
都
宮
さ
ん
も
い
つ
も
の
お
く
せ
で
一
本
指
で
お
鼻
の
わ
き
を
ぐ
る
っ
と

な
で
あ
げ
な
が
ら
」（
今
泉
み
ね
・
前
掲
書
二
六
頁
）
こ
の
項
目
はhttp://hom

e.b-star.jp/~foresta/1/narushim
h/itsu1.htm

l/



−93−

高
橋
昭
男　

成
島
柳
北
『
伊
都
満
底
草
』
評
釈
稿
（
一
）

伊
都
満
底
草
巻
の
一

に
負
う
。

［
評
釈
］
㉙
と
の
関
連
が
き
わ
め
て
大
き
い
戯
文
で
あ
る
が
、
難
解
で
あ
る
。

㉞　

椋
鮭
説　
本
草
綱
目
云
椋
鯨
者
鮭
之
牡
也

　
　

椋
鮭
者
。大
魚
也
。産
二

於
南
海
一

。其
色
白
而
美
。形
如
二

大
鼓
8

8

一

。頭
生
8

8

二

毛
髪
8

8

一

。其
聲
類
レ

絃
。性
好
二

遊
泳
一

。好
食
二

螺
貝
一

。

及
二

其
老
大
一

。
能
嚙
二

小
駒
8

8

一

。
竟
化
而
爲8

レ

鳥8

。
莊
子
所
レ

謂
北
溟
之
鯤
。
化
而
爲
レ

鳥
。
徙
二

於
南
溟
一

者
。
則
指
二

此
魚
一

耶
。

　
　

椋
鮭
の
説　
本
草
綱
目
に
云
ふ
。
椋
鯨
は
鮭
の
牡
な
り
。

　
　

椋
鮭
は
、
大
魚
な
り
。
南
海
に
産
す
。
其
の
色
白
く
し
て
美
な
り
。
形
は
大
鼓
の
如
し
。
頭
は
毛
髪
を
生
じ
、
其
の
声
は

絃
に
類
す
。
性
、
遊
泳
を
好
み
、
好
ん
で
螺ら

ば
い貝
を
食
ふ
。
其
の
老
大
に
及
ぶ
や
、
能
く
小
駒
を
嚙
む
。
竟
に
化
し
て
鳥
と

為
る
。
荘
子
の
謂
ふ
所
の
、
北
溟
の
鯤
、
化
し
て
鳥
と
為
り
、
南
溟
に
徙
る
者
は
、
則
ち
此
の
魚
を
指
す
か
。

［
語
注
］　

○
作
者
不
明
で
あ
る
が
、
荘
子
の
「
逍
遥
遊
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
荘
子
を
敬
愛
す
る
柳
北
作
で
あ
ろ
う
か
。

◯
椋
鮭
＝
仲
間
の
誰
か
を
指
す
擬
名
で
あ
ろ
う
。
◯
本
草
綱
目
＝
中
国
の
本
草
書
。
五
二
巻
。
明
の
李
時
珍
の
撰
。
万
歴
二
四
年

（
一
五
九
六
）
刊
。
過
去
の
本
草
書
を
整
理
し
、
薬
の
正
名
を
綱
、
釈
名
を
目
と
し
て
、
薬
と
な
る
品
目
一
九
〇
三
種
を
分
類
し
産
地
・
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形
状
・
処
方
な
ど
を
記
し
た
書
。
日
本
に
は
慶
長
一
二
年
（
一
六
〇
七
）
伝
来
、
日
本
の
本
草
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
も
ち

ろ
ん
『
本
草
綱
目
』
に
は
、
椋
鯨
も
椋
鮭
も
み
あ
た
ら
な
い
。
○
絃
＝
絃
の
音
楽
。
○
螺
貝
＝
ら
ば
い
。
巻
貝
。
ほ
ら
が
い
。
こ
こ

で
は
、
女
性
を
暗
喩
し
て
い
る
か
。
○
老
大
＝
年
を
と
る
。
◯
小
駒
＝
お
駒
と
い
う
名
の
芸
妓
か
。
◯
鳥
＝
芸
妓
の
名
。
◯
北
溟
の

鯤
＝
北
溟
は
北
に
あ
る
大
き
い
海
。「
北
溟
に
魚
有
り
、
其
の
名
は
鯤
。
鯤
の
大
き
さ
は
幾
千
里
た
る
か
知
ら
ざ
る
也
」（
荘
子
・
逍

遥
遊
）。
◯
南
溟
＝
南
に
あ
る
大
き
い
海
。

［
評
釈
］　
『
荘
子
』
の
「
逍
遥
遊
」
の
パ
ロ
デ
ィ
ー
で
あ
る
が
、
椋
鮭
な
る
も
の
が
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
㊳
の
語
注
に
示
し
た

よ
う
に
、
甫
周
を
鮭
と
宛
て
て
い
る
こ
と
か
ら
、
甫
周
の
人
物
像
を
と
ら
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
椋
の
意
が
分
か
ら
な
い
。

「
性
、
遊
泳
を
好
み
」
は
花
柳
の
巷
を
遊
び
歩
く
甫
周
を
さ
し
、「
好
ん
で
螺
貝
を
食
ふ
」
は
女
好
き
を
意
味
し
て
い
る
。「
其
の
色
は

白
に
し
て
美
な
り
」
は
、
甫
周
の
次
女
で
あ
る
今
泉
み
ね
の
、
父
甫
周
に
つ
い
て
の
回
想
が
参
考
に
な
る
。「
私
達
か
ら
見
れ
ば
、
重
々

し
い
中
に
も
ま
た
ど
こ
か
粋
の
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
、
ち
ょ
っ
と
役
者
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。（
中
略
）
い
っ
た
い
奥

医
は
、
手
足
を
み
が
い
て
、
香
な
ど
た
き
し
め
た
い
い
着
物
を
ぞ
ろ
っ
と
着
て
駕
籠
に
乗
っ
て
歩
い
て
い
ま
し
た
か
ら
、
ま
る
で
婦

人
の
よ
う
で
し
た
。
と
い
っ
て
武
芸
の
嗜
み
が
全
然
な
か
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
公
方
さ
ま
の
お
手
を
執
る
か
ら
と
い
う

の
で
、
自
分
の
身
は
き
よ
め
に
き
よ
め
て
あ
ら
ぶ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
い
ま
し
た
」（
今
泉
み
ね
・
前
掲
書
四
六
頁
）。
小
駒
も
鳥
も

芸
妓
の
名
で
あ
ろ
う
。「
其
の
老
大
に
及
ぶ
や
、
能
く
小
駒
を
嚙
む
」
は
、
食
べ
て
し
ま
い
た
い
ほ
ど
お
駒
を
愛
し
、「
竟
に
化
し
て

鳥
と
為
る
」
は
、
と
う
と
う
お
鳥
に
ま
で
手
を
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

㉟　

唯
好
の
許
へ
消
息
の
は
し
に	

春　
　

影
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千
た
ひ
来
れ
ど
も
足
さ
へ
と
め
ず
の
き
の
燕
歟
影
ば
か
り

　
　

風
に
柳
の
す
な
ほ
な
ぬ
し
に
す
ね
る
櫻
の
氣
が
し
れ
ぬ

［
語
注
］　

○
千
＝
千
は
芸
妓
の
名
。
◯
燕
＝
千
と
い
う
芸
妓
の
年
下
の
愛
人
の
男
を
指
す
か
。
○
風
に
柳
＝
柳
北
宛
の
手
紙
に
添
え

ら
れ
て
い
る
か
ら
、
柳
は
柳
北
を
さ
し
て
い
る
。
◯
桜
＝
芸
妓
の
名
か
。
柳
と
桜
は
つ
き
も
の
な
の
に
、
ど
う
し
て
す
ね
る
の
か
と

い
う
心
。

［
評
釈
］　

春
三
は
多
芸
な
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
色
里
で
流
行
っ
た
俗
謡
の
作
詞
も
多
く
手
が
け
て
い
る
。
共
に
都
々
逸
の
詞

で
あ
る
が
、
色
恋
ざ
た
の
扱
い
方
も
手
馴
れ
た
も
の
で
あ
る
。
春
三
作
の
俗
謡
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。「
後
髪
ひ

か
る
ゝ
方
を
眺
む
れ
ば
駒
形
あ
た
り
有
明
の　

月
が
鳴
い
た
と
思
ひ
し
は
誰
を
待
乳
の
杜
鵑　

今
一
聲
の
聞
き
た
さ
に
ま
た
も
乘
込

む
山
谷
堀　

と
い
ふ
の
が
あ
り
、
眞
に
一
唱
三
嘆
の
妙
が
あ
る
。
か
へ
り
な
む
い
ざ
と
は
い
へ
ど
綾
錦　

た
ゝ
ま
く
を
し
き
花
の
か

げ
か
な　

春
影
。
こ
の
句
の
綾
錦
と
い
ふ
の
は
吉
原
に
於
け
る
寵
娼
の
名
で
あ
る
。
四
手
駕
で
吉
原
か
ら
開
成
所
へ
出
勤
し
た
頃
の

作
で
あ
る
」。（
尾
佐
竹
猛
・
前
掲
書
九
七
頁
）

㊱　

五
月
雨
ふ
る
比
よ
め
る	

早　
　

樹

　
　

か
ら
傘
の
末
廣
が
り
し
借
金
を
い
つ
か
す
ぼ
め
ん
五
月
雨
の
比
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［
語
注
］　

◯
い
つ
か
す
ぼ
め
ん
＝
広
げ
た
傘
を
す
ぼ
め
る
よ
う
に
、
嵩
ん
だ
借
金
を
返
せ
る
だ
ろ
う
、
五
月
雨
の
こ
ろ
に
は
、
と
い

う
意
。

［
評
釈
］　

甫
周
の
家
の
経
済
事
情
は
か
な
り
厳
し
か
っ
た
よ
う
で
、
後
出
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
も
見
ら
れ
る
。

㊲　

戯
に
よ
め
り
け
る	

唯　
　

好

　
　

世
の
中
を
屁
と
も
思
は
ぬ
連
中
は
Ｐ
と
Ｂ
と
で
日
を
暮
す
な
り

［
語
注
］　

◯
Ｐ
と
Ｂ
＝
Ｐ
は
プ
ラ
ム
で
梅
、
Ｂ
は
バ
ー
ド
で
鳥
。
と
も
に
柳
北
や
仲
間
の
馴
染
み
の
芸
妓
の
名
。

㊳　

戯
寄
柳
月
两
先
生　
　
　

戯
れ
に
柳
・
月
両
先
生
に
寄
す	

喫
霞
仙
史

　
　
　

六
々
樓
頭
遇
二

美
人
一　
　

六
々
楼
頭　

美
人
に
遇
ふ

　
　
　

愁
容
可
レ

掬
涙
沾
レ

巾　
　

愁
容　

掬
す
べ
し　

涙　

巾
を
沾
す

　
　
　

慇
懃
囑
レ

我
煩
二

傳
語
一　
　

慇
懃　

我
に
嘱
し
て　

伝
語
を
煩
は
す

　
　
　

道
是
蕭
郎
薄
倖
人　
　
　

道
ふ
是
れ　

蕭
郎
は　

薄
倖
の
人
と

　
　
　

蕭
郎
は
誰
と
尋
ね
し
に
、
只	an　

anim
al	

と
の
み
答
申
し
候
。
再
び
鴨
と
鮭
の
區
別
を
問
ひ
候
暇
な
く
候
。
何
れ
二
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一
）

種
の
内
と
存
候
。

［
語
注
］　

◯
柳
月
両
先
生
＝
柳
北
と
月
池
（
桂
川
甫
周
）。
○
六
々
楼
＝
隅
田
川
畔
の
料
亭
。
こ
の
詩
の
詠
ま
れ
た
五
年
前
の
『
硯
北

日
録
』
万
延
元
年
六
月
十
六
日
に
次
の
よ
う
な
記
事
を
見
る
。

此
の
日
盤
渓
及
び
遠
木
堂･

桂
月
池
・
本
梅
顚
来
り
酌
む
。
午
飰
し
て
舟
を
放
ち
濹
に
遊
ぶ
。
二
喬
こ
れ
に
陪
す
。
六
々
楼
に
上

り
詩
賦
有
り
。
月
白
く
風
清
く
絶
叫
の
景
也
。

盤
渓
は
大
槻
盤
渓
（
儒
者
）、
遠
木
堂
は
遠
田
木
堂
（
幕
府
医
官
）、
桂
月
池
は
桂
川
甫
周
、
本
梅
顚
は
未
詳
。
二
喬
は
柳
北
の
愛
人

で
喬
氏
と
記
さ
れ
た
お
蝶
と
、
そ
の
妹
分
の
小
喬
と
記
さ
れ
た
芸
妓
。

○
美
人
＝
顔
見
知
り
の
芸
妓
。
◯
愁
容
＝
悲
し
む
容
子
。
愁
い
顔
。
◯
慇
懃
＝
男
女
の
思
慕
の
情
。
◯
䔥
郎
＝
愛
す
る
男
の
こ
と
。

○
鴨
と
鮭
＝
と
も
に
仲
間
内
の
人
物
の
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
で
あ
ろ
う
が
、
柳
月
両
先
生
に
寄
せ
た
詩
で
あ
る
か
ら
、
鴨
は
柳
北
、
鮭
は

甫
周
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
◯
薄
倖
の
人
＝
浮
気
者
。
薄
情
者
。

［
評
釈
］　

美
人
の
愁
い
顔
く
ら
い
男
心
を
そ
そ
る
も
の
は
な
い
。
つ
い
、
ち
ょ
っ
か
い
を
出
し
た
く
な
る
の
だ
。
あ
の
人
に
言
づ
て

を
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
、
と
頼
ま
れ
た
の
で
、
そ
の
色
男
は
誰
な
ん
だ
い
、
と
尋
ね
た
。
す
る
と
、
美
人
が
ア
ン　

ア
ニ
マ
ル
と
だ

け
答
え
た
と
い
う
の
が
、
当
時
と
し
て
は
、
洋
学
者
た
ち
の
仲
間
内
に
だ
け
通
じ
る
楽
屋
落
ち
で
あ
る
。
薄
倖
の
人
は
、
可
哀
そ
う

な
人
で
は
な
く
、
浮
気
者
の
意
で
、
杜
牧
「
遺
懐
」
の
「
落
魄
江
湖
載
酒
行　

楚
腰
繊
細
掌
中
軽　

十
年
一
夢
揚
州
夢　

贏
得
青
楼

薄
倖
名
」
を
踏
ま
え
る
。
揚
州
の
歓
楽
街
に
遊
ぶ
こ
と
三
年
。
往
時
を
懐
古
し
た
晩
唐
の
詩
人
杜
牧
の
絶
唱
で
あ
る
。
幕
末
の
柳
暗

の
地
に
出
遊
す
る
三
人
の
洋
学
者
た
ち
。
柳
北
、
甫
周
の
両
先
生
を
伊
達
男
に
仕
立
て
、
杜
牧
を
気
取
っ
て
詩
を
吟
じ
る
春
三
。『
伊
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都
満
底
草
』
に
は
、
こ
の
三
人
の
遊
び
を
通
し
た
男
の
友
情
の
ア
ト
モ
ス
フ
ェ
ア
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。

㊴　

寄
二

濯
娘
一　
　
　
　
　
　
　

	

濯た
く
じ
よ
う娘
に
寄
す	

多
喜
子

　
　
　

生
憎
氷
老
妬
二

情
縁
一　
　
　

生あ
や
に
く憎
す　

氷
老
の
情
縁
を
妬
む
を

　
　
　

香
夢
無
レ

端
忽
杳
然　
　
　
　

香
夢　

端
無
く
も　

忽
ち
杳
然

　
　
　

莫
レ

説
䔥
郎
在
二

天
外
一　
　
　

説
く
莫
れ　

蕭
郎　

天
外
に
在
る
を

　
　
　

旅
魂
泊
レ

月
柳
橋
邊　
　
　
　

旅
魂　

月
に
泊
す　

柳
橋
の
辺

　
　
　
　
　
自
註
云
、
か
く
書
し
て
ヘ
ル
ニ
贈
ラ
ン
ト
ス
。
恨
ラ
ク
ハ
シ
ー
解
セ
サ
ル
ヲ

［
語
注
］　

◯
濯
娘
＝
濯
娘
と
は
誰
か
。
濯
は
あ
ら
う
、
す
す
ぐ
の
意
で
あ
る
が
、
濯
濯
に
は
、
な
ま
め
か
し
く
美
し
い
さ
ま
、
姿
の

み
や
び
や
か
で
美
し
い
さ
ま
の
意
が
あ
る
。
名
前
は
特
定
で
き
な
い
が
、
水
品
楽
太
郎
の
馴
染
み
の
美
人
の
芸
妓
を
指
す
か
。
㉝
の

戯
文
に
は
「
衣
濯
之
媼
」
と
い
う
表
現
が
見
え
て
い
る
。
◯
多
喜
子
＝
幕
臣
水
品
楽
太
郎
。
水
品
楽
太
郎
は
、
外
国
奉
行
支
配
組
頭
。

水
品
は
か
つ
て
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）、
江
戸
・
大
坂
・
兵
庫
・
新
潟
の
開
市
・
開
港
の
延
期
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
に
認
め
さ
せ
る

こ
と
を
主
目
的
に
し
た
訪
欧
使
節
団
の
随
員
（
外
国
奉
行
支
配
調
役
並
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
詩
を
詠
ん
だ
こ
の
時
は
、
横
須
賀
製
鉄

所
設
立
準
備
の
た
め
、
水
品
は
二
度
目
の
外
遊
で
パ
リ
に
い
た
。
パ
リ
か
ら
甫
周
に
宛
て
た
手
紙
が
あ
る
。
次
の
証
言
も
あ
る
。「
水

品
さ
ん
は
（
中
略
）
父
と
は
ご
く
親
し
く
、「
多
喜
さ
ん
」
と
か
「
多
喜
次
郎
」
と
か
「
多タ

キ
ー
ル

喜
児
」
と
か
渾
名
で
よ
ん
で･･･

」（
今
泉
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み
ね
・
前
掲
書
四
〇
頁
）。
◯
生
憎
＝
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
。
意
地
悪
い
。
◯
氷
老
＝
月
下
老
と
氷
上
人
。
と
も
に
縁
結
び
の
神
、

仲
人
の
意
。
◯
杳
然
＝
は
る
か
な
さ
ま
。
○
蕭
郎
＝
愛
人
の
男
。
◯
ヘ
ル
＝
オ
ラ
ン
ダ
語
で
ミ
ス
タ
ー
の
意
。
◯
シ
ー
＝
英
語
の

she

。

［
評
釈
］　

自
註
に
あ
る
と
お
り
、
パ
リ
に
滞
在
中
の
水
品
楽
太
郎
が
愛
人
の
濯
姫
に
寄
せ
た
纏
綿
た
る
慕
情
を
七
言
絶
句
に
仕
立
て
、

甫
周
宛
の
手
紙
に
添
え
た
。
甫
周
宛
の
水
品
の
手
紙
を
摘
録
す
る
。（『
桂
川
の
人
々
』
４
６
１
頁
）

小
子
儀
今
十
七
日
当
巴
里
に
着
仕
候
。
航
中
無
恙
御
放
念
可
被
下
候
。
真
じ
め
之
事
ハ
既
ニ
誰
園
大
家
江
書
送
せ
し
な
れ
ば
爰

ニ
贅
せ
ず
。
扨
近
来
風
流
事
情
之
御
得
意
如
何
。
ミ
ッ
シ
ス
竹
婦
人
と
御
接
待
振
巨
細
之
御
様
子
伺
度
。
云
々
。

ま
た
、濯

氏
近
日
如
何
な
る
状
を
成
す
哉
甚
憶
に
往
来
せ
り
。
不
相
替
君
等
之
愛
顧
を
得
る
な
ら
ん
。
僕
亦
乞
ふ
、
シ
ー
若
君
等
之
意

趣
ニ
戻
る
事
あ
ら
バ
、
宜
敷
教
諭
叱
咤
し
給
へ
。
決
、
棄
て
給
ふ
勿
れ
。
然
れ
と
も
路
傍
之
花
柳
、
胡
堪
攀
折
。
故
ニ
僕
必
し

も
シ
ー
の
爲
に
乞
わ
ず
。
君
必
僕
之
負
惜
み
な
る
を
咲
ひ
給
ハ
ん　

ボ
ッ
ト
ア
イ　

ド
ン
ト
ケ
ー
ル
（But	I	don ’t	care

）。

　

な
お
、「
真
じ
め
之
事
ハ
既
に
誰
園
大
家
江
書
送
せ
し
な
れ
ば
奚
ニ
贅
せ
ず
」
と
あ
っ
て
、
柳
北
に
も
パ
リ
か
ら
手
紙
が
出
さ
れ
て

い
た
。
甫
周
に
は
、
ま
ず
甫
周
の
愛
人
で
あ
る
「
ミ
ッ
シ
ス
竹
婦
人
」
＝
お
竹
へ
の
御
機
嫌
伺
い
を
、
そ
つ
な
く
記
し
た
後
、
本
題

と
も
い
う
べ
き
水
品
の
愛
人
濯
娘
へ
の
切
々
た
る
恋
情
を
吐
露
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
詩
は
甫
周
宛
て
の
手
紙
に
書
か

れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、『
伊
都
満
底
草
』
に
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
水
品
の
書
簡
を
、
柳
北
と
甫
周
の
二
人
は
互
い
に

見
せ
合
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
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㊵　

答
二

多
喜
子
一　
　
　

多
喜
子
に
答
ふ	

濯　
　

娘

　
　

好
因
縁
似
惡
因
縁　

好
き
因
縁
は　

悪
し
き
因
縁
に
似
た
り

　
　

鴈
北
燕
南
心
悵
然　

鴈
は
北
へ　

燕
は
南
へ　

心　

悵
然
た
り

　
　

人
道
蕭
郎
甚
薄
倖　

人
は
言
ふ　

蕭
郎　

甚
だ
薄
倖
と

　
　

別
來
夢
落
阿
誰
邊　

別
来　

夢
は
落
つ　

阿
誰
の
辺

　
　
　
自
註
云
蕭
郎
多
情
ニ
シ
テ
油
斷
カ
ナ
ラ
ヌ

［
語
注
］　

◯
鴈
北
燕
南
＝
雁
が
北
に
渡
り
、
燕
が
南
に
赴
く
よ
う
に
、
旅
の
境
遇
に
あ
る
こ
と
。
○
悵
然
＝
な
げ
く
さ
ま
。
◯
蕭
郎

＝
水
品
楽
太
郎
の
こ
と
。
◯
薄
倖
＝
浮
気
者
。

［
評
釈
］　

愡
れ
た
が
因
果
と
い
う
も
の
の
、
お
互
い
に
遠
く
離
れ
ば
な
れ
の
身
の
上
、
あ
の
人
が
浮
気
者
な
の
は
今
更
だ
け
ど
、
一

体
ど
な
た
の
夢
を
見
て
い
る
の
か
し
ら
ん
。
こ
れ
を
濯
娘
の
作
と
す
る
が
、
㊴
の
詩
の
自
註
に
「
恨
ラ
ク
ハ
シ
ー
解
セ
サ
ル
ヲ
」
と

あ
る
よ
う
に
、
本
人
の
作
で
は
な
く
、
甫
周
あ
た
り
の
代
作
で
あ
ろ
う
。
水
品
の
恋
情
に
対
し
て
、
か
ら
か
い
半
分
に
代
作
を
す
る

甫
周
。「
蕭
郎
多
情
ニ
シ
テ
油
断
ガ
ナ
ラ
ヌ
」
な
ど
と
自
註
さ
せ
て
、
芸
の
細
か
い
と
こ
ろ
を
見
せ
つ
つ
、
仲
間
内
な
ら
で
は
の
諧
謔

を
弄
し
て
い
る
。

㊶　

對
語
新
聞　
日
本
千
八
百
六
十
五
年
五
月
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ａ
ｂ
ｃ
を
し
ら
ぬ
お
や
じ
ゲ
レ
ー
ト
マ
ス
ト
ル
ヲ
縛
ら
ん
と
欲
す

　
　

芝
居
を
そ
こ
ね
し
婆
ば
あ
木
戸
番
を
殺
さ
ん
と
謀
る

　
　

息
を
切
て
仲
ど
ん
四
分
の
一
を
み
が
く

　
　

夜
を
深
し
て
ね
ヘ
さ
ん
パ
ス
を
鬪
は
す

　
　

大
盡
を
怒
て
お
い
ら
ん
始
て
木
登
り
を
な
す

　
　

藪
醫
者
を
や
め
て
坊
さ
ん
新
に
竹
細
工
を
習
ふ

　
　

一
つ
か
み
の
ぬ
か
能
く
鬼
の
目
を
つ
ぶ
し

　
　

一
疋
の
蛟
た
く
み
に
龜
の
甲
を
奪
ふ

［
語
注
］　

◯
対
語
＝
対
に
な
っ
た
言
葉
。
対
句
に
同
じ
。
◯
新
聞
＝
新
し
く
聞
い
た
話
題
。
◯
日
本
千
八
百
六
十
五
年
＝
慶
応
元
年
。

◯
ゲ
レ
ー
ト
マ
ス
ト
ル
＝
グ
レ
ー
ト
マ
ス
タ
ー
か
。
◯
パ
ス
＝
未
詳
。
◯
蛟
＝
み
ず
ち
。
水
の
霊
の
意
。
蛇
に
似
た
想
像
上
の
動
物
。

［
評
釈
］　

作
者
名
な
し
。
仲
間
内
の
話
題
を
二
句
ず
つ
の
対
句
に
寓
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
寓
意
を
解
し
が
た
い
。

㊷　

述
懷	

早　
　

樹



−102−

成
蹊
人
文
研
究　

第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

　
　

呉
竹
の
う
き
ふ
し
茂
き
世
の
中
を
よ
そ
に
の
み
し
て
澄
る
月
影

［
語
注
］　

◯
呉
竹
＝
は
ち
く
（
淡
竹
）
の
異
称
。
呉
竹
の
、
に
は
、
呉
竹
の
節
（
よ
）
の
意
味
が
あ
り
、
世
、
夜
、
よ
る
に
掛
か
る
。

節
を
「
ふ
し
」
と
読
む
場
合
は
、
ふ
し
、
伏
、
伏
見
に
掛
か
る
。
こ
こ
は
、
甫
周
の
情
人
で
あ
る
芸
妓
お
竹
を
寓
意
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

仝

　
　

江
東
第
一
風
流
地　
　

江
東　

第
一　

風
流
の
地

　
　

涼
宵
時
擁
竹8

夫
人　
　

涼
宵　

時
に
擁
す　

竹
夫
人

　
　
　
　

評
曰
時
當
レ

作
レ

須
、
或
云
作
レ

未
稍
可

　
　
　
　

評
に
曰
ふ
、
時
は
当
に
須
に
作
る
べ
し
と
。
或
は
云
ふ
、
未
に
作
る
も
稍
可
な
り
と
。

［
語
注
］　

◯
竹
夫
人
＝
暑
中
に
寝
る
と
き
用
い
る
抱
き
籠
。
お
竹
を
掛
け
る
。

小
逋
仙

　
　

江
東
第
一
風
流
地　
　
　

江
東　

第
一　

風
流
の
地

　
　

第
一
才
名
屬
二

阿
誰
一　
　

第
一
の
才
名　

阿
誰
に
属
す
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［
語
注
］　

◯
小
逋
仙
＝
逋
仙
は
、
宋
の
詩
人
で
西
湖
の
孤
山
に
隠
棲
し
た
林
逋
を
意
味
す
る
の
で
、
こ
の
時
点
で
隠
棲
し
て
い
る
柳

北
を
指
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
◯
阿
誰
＝
だ
れ
。

［
評
釈
］　

甫
周
の
愛
人
お
竹
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
。
浮
き
沈
み
の
多
い
世
の
中
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
恋
の
浮
き
沈
み
も
変
り
は
な
い
、

そ
ん
な
俗
世
を
知
ら
ぬ
げ
に
、
月
は
冴
え
渡
っ
て
い
る
。
そ
の
和
歌
に
、
甫
周
は
漢
詩
の
一
聯
を
つ
け
た
。
折
角
の
江
東
一
の
風
流

な
地
に
い
な
が
ら
、
お
竹
な
ら
ぬ
竹
の
抱
き
枕
を
抱
い
て
、
涼
風
の
通
り
ぬ
け
る
宵
に
、
身
を
横
た
え
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
柳
北
が
評
を
つ
け
た
。「
時
」
の
字
を
「
須
」
に
変
え
て
、「
須
く
擁
す
べ
し
竹
夫
人
」
と
す
る
か
、「
未
」
に
変
え
て
、「
未

だ
擁
せ
ず
竹
夫
人
」
で
も
良
か
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
甫
周
の
作
に
対
し
、
柳
北
は
そ
の
江
東
一
の
風
流
の
地
に
一
番
似
あ
い
の

才
子
は
ど
な
た
な
ん
で
し
ょ
う
と
、
返
し
て
い
る
。

㊸　

唯
好
ぬ
し
の
も
と
よ
り
五
月
雨
の
降
り
つ
ヾ
き
し
こ
ろ
か
き
く
れ
て
晴
ぬ
思
ひ
と
聞
え
し
御
返
し	

學　
　

子

　
　

五
月
雨
も
い
つ
し
か
晴
て
す
む
月
の
光
を
み
が
く
和
歌
の
浦
人

　
　
　

と
祈
り
申
候

　
　
　

唯
好
謹
而
白
ス
至
極
む
ま
き
は
な
し
の
樣
に
候
へ
ど
も
六
十
あ
ま
り
の
老
宮き

ゆ
う
あ
い娃
御
推
も
じ
〳
〵

［
語
注
］　

◯
學
子
＝
柳
北
は
謹
み
て
申
す
と
し
て
、
返
し
の
歌
の
作
者
は
、
六
十
あ
ま
り
の
老
宮
娃
（
宮
中
に
仕
え
る
美
女
）
と
し

て
い
る
が
、
た
と
え
ば
柳
北
が
盆
暮
に
挨
拶
に
出
向
く
よ
う
な
関
係
が
あ
る
、
御
三
卿
の
一
つ
田
安
家
に
仕
え
る
老
女
な
ど
が
考
え
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第
二
十
一
号
（
二
〇
一
三
）

ら
れ
る
か
。◯
か
き
く
れ
て
＝
空
が
す
っ
か
り
暗
く
な
っ
て
。心
が
暗
く
な
っ
て
。◯
み
が
く
＝
磨
く
。◯
御
推
も
じ
＝
御
す
文
字
。「
す

も
じ
」
は
「
す
」
で
始
ま
る
言
葉
の
後
半
を
略
し
、「
文
字
」
を
そ
え
た
も
の
。
女
房
詞
「
す
も
じ
」
の
丁
寧
語
。
こ
の
場
合
は
、
御

推
察
の
意
。

［
評
釈
］　

唯
好
謹
み
て
申
ス
云
々
と
あ
っ
て
、
御
推
も
じ
が
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
巻
ご
と
に
「
伊
都
満
底
草
」
が
回
覧
さ

れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
㊶
の
「
対
語
新
聞
」
が
五
月
の
日
付
に
な
っ
て
お
り
、
㊸
の
和
歌
に
五
月
雨
が
入
っ
て

い
る
の
で
、
巻
の
一
は
正
月
元
旦
か
ら
、
五
ヶ
月
に
わ
た
る
例
会
の
記
録
に
な
る
。
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叢
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節
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佐
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猛
『
新
聞
雑
誌
の
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始
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叢
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第
九
輯　

湖
北
社　

一
九
八
五
年


