
山
部
赤
人
の
対
句
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
そ
の
殆
ど
が
句
の
対
照
及
び
 
 

語
句
の
明
確
な
対
応
を
有
す
る
点
で
、
記
紀
歌
謡
に
多
い
言
い
換
え
、
繰
 
 

り
返
し
と
は
一
線
を
画
す
表
現
と
し
て
据
え
ら
れ
て
き
た
。
か
よ
う
な
傾
 
 

向
は
、
先
立
つ
人
麻
呂
の
対
句
と
比
較
し
て
も
顕
著
で
あ
り
、
赤
人
の
対
 
 

句
に
お
け
る
形
式
的
な
特
徴
と
把
握
さ
れ
よ
う
。
そ
の
要
因
と
し
て
密
接
 
 

に
関
わ
る
と
見
う
る
の
が
、
主
と
し
て
景
物
を
詠
む
際
に
対
句
を
用
い
た
 
 

点
で
あ
る
。
 
 
 

そ
こ
で
、
景
物
に
つ
い
て
の
対
句
を
改
め
て
考
え
る
な
ら
ば
、
長
歌
に
 
 

お
い
て
多
く
末
尾
の
五
七
七
の
前
に
詠
む
点
が
注
意
さ
れ
る
。
た
と
え
 
 

ば
、
「
葛
飾
の
其
間
の
娘
子
が
墓
に
過
る
時
」
 
の
歌
に
お
い
て
は
、
 
 

…
葛
飾
の
 
臭
間
の
手
児
名
が
 
奥
つ
き
を
 
こ
こ
と
は
聞
け
ど
 
 

［
掴
冊
錮
摘
や
茂
り
た
る
ら
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遠
く
久
し
き
 
 

言
の
み
も
 
名
の
み
も
我
は
 
忘
ら
ゆ
ま
し
じ
 
 
（
三
・
四
三
こ
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
か
つ
て
の
娘
子
の
墓
と
覚
し
き
場
所
の
景
物
を
対
句
で
 
 

景
物
と
人
事
 
 

－
－
－
山
部
赤
人
の
対
句
 
 

描
写
し
、
そ
れ
を
受
け
て
末
尾
で
娘
子
の
話
や
名
を
忘
れ
ま
い
と
の
思
い
 
 

を
う
た
う
。
か
か
る
対
句
＋
五
七
七
の
形
式
は
、
次
の
如
く
前
期
常
葉
に
 
 

散
見
す
る
。
 
 

…
そ
の
山
を
 
振
り
放
け
見
つ
つ
 
 

［
㍑
紺
㍍
う
ら
さ
び
暮
ら
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
や
に
哀
し
み
 
 

荒
た
へ
の
 
衣
の
袖
は
 
乾
る
暗
も
な
し
 
 

（
二
・
一
五
九
・
持
統
天
皇
）
 
 

こ
こ
に
見
え
る
対
句
は
、
木
尾
の
故
人
の
死
を
悲
し
む
表
現
と
関
わ
る
具
 
 

体
的
な
叙
述
を
な
す
。
す
な
わ
ち
、
対
句
と
末
尾
の
五
七
七
と
が
直
摘
に
 
 

結
び
付
く
と
い
え
よ
う
。
同
様
の
形
式
は
、
人
麻
呂
「
近
江
の
荒
れ
た
る
 
 

前
の
対
句
に
お
け
る
言
い
換
え
、
繰
り
返
し
は
、
逆
接
の
接
続
助
詞
を
伴
っ
 
 
 

都
に
過
る
時
」
 
 

∴
ニ
‥
 
 

［
銅
…
 
 

も
も
し
き
の
 
大
宮
所
 
見
れ
ば
悲
し
も
 
 

の
歌
の
末
尾
に
お
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
 
 

こ
こ
と
聞
け
ど
も
 
 

こ
こ
と
言
へ
ど
も
 
 

繁
く
生
ひ
た
る
 
 

春
日
の
零
れ
る
 
 

田
 
中
 
真
 
理
 
 

（
一
 
二
九
）
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て
、
後
の
対
句
の
荒
廃
し
た
近
江
大
津
宮
の
描
写
へ
と
移
行
す
る
。
ま
た
、
 
 

末
尾
で
景
物
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
る
思
い
を
う
た
う
点
に
お
い
て
、
持
統
 
 

天
皇
の
例
と
は
少
し
く
異
な
る
も
の
の
、
景
物
の
描
写
か
ら
末
尾
の
五
七
 
 

七
へ
と
集
約
す
る
構
成
を
と
る
点
に
つ
い
て
は
等
し
い
と
認
め
ら
れ
る
。
 
 

他
方
、
人
麻
呂
作
歌
に
、
 
 

夏
草
の
 
思
ひ
し
な
へ
て
 
偲
ふ
ら
む
 
妹
が
門
見
む
 
な
び
け
こ
 
 

0  

（
二
・
一
三
一
）
 
 

の
山
 
 

と
い
う
対
句
＋
五
七
五
七
七
の
形
式
も
見
え
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
対
句
 
 

T
⊥
 
 

内
部
に
お
い
て
視
点
の
転
換
を
意
図
し
た
表
現
と
捉
え
ら
れ
る
。
 
 
 

こ
れ
ら
の
先
立
つ
例
に
見
え
る
形
式
を
取
り
入
れ
つ
つ
、
赤
人
は
、
対
 
 

句
に
よ
る
景
物
の
描
写
と
末
尾
の
表
現
と
を
独
自
に
関
連
さ
せ
て
い
よ
 
 

う
。
た
と
え
ば
、
一
々
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
題
詞
及
び
「
こ
こ
と
は
聞
 
 

け
ど
」
が
「
近
江
の
荒
れ
た
る
都
に
過
る
時
」
 
の
歌
を
、
か
つ
、
末
尾
の
 
 

未
来
を
志
向
す
る
表
現
が
、
「
明
日
香
皇
女
の
城
上
の
確
宵
の
時
」
の
挽
歌
 
 

（
二
・
一
九
六
）
、
及
び
「
高
市
皇
子
尊
の
城
上
の
頸
宮
の
時
」
 
の
挽
歌
 
 

（
二
・
一
九
九
）
 
を
踏
ま
え
る
よ
う
に
、
人
麻
呂
に
倣
う
面
が
多
い
と
せ
 
 

ぎ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
対
句
が
思
い
の
拠
っ
て
来
た
る
所
を
示
し
っ
 
 

つ
も
、
末
尾
で
自
ら
の
感
懐
を
願
わ
に
表
現
せ
ず
、
未
来
を
志
向
す
る
表
 
 

現
を
用
い
た
所
に
赤
人
の
創
意
が
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
対
句
と
末
尾
の
関
 
 

連
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
二
句
対
を
複
数
重
ね
、
か
つ
後
の
対
句
 
 

（
ソ
ニ
 
 

が
前
の
対
句
を
受
け
て
転
換
す
る
、
い
わ
ゆ
る
連
対
で
あ
る
。
赤
人
は
景
 
 

を
叙
す
る
に
際
し
、
し
ば
し
ば
連
対
を
用
い
る
が
、
記
紀
歌
謡
と
は
異
な
 
 

…
万
度
 
か
へ
り
見
す
れ
ど
 
 

｛
 
 

い
や
遠
に
 
里
は
離
り
ぬ
 
 

い
や
高
に
 
山
も
超
え
来
ぬ
 
 

0  

対
句
の
連
続
に
お
け
る
三
笠
山
の
景
物
の
提
示
か
ら
人
事
へ
の
転
換
 
 

（
1
）
 
 

は
、
記
紀
歌
謡
以
来
の
形
式
を
赤
人
が
襲
っ
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
最
初
 
 

の
対
句
で
提
示
さ
れ
た
語
を
、
磐
喩
と
指
示
語
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
 
 

受
け
る
あ
り
よ
う
は
当
該
例
の
み
で
あ
る
が
、
前
二
句
、
後
二
句
は
、
そ
 
 

向
け
れ
ば
、
「
春
日
野
に
萱
り
て
作
る
」
 
 

春
日
を
 
春
日
の
山
の
 
高
座
の
 
 

［
摘
…
錮
悶
紺
㍑
㍍
く
 
 

れ
ぞ
れ
、
 
 

一
∵
‥
‥
‥
＝
 
 
 

［
錮
網
す
 
 

り
尻
取
式
繰
り
返
し
を
伴
わ
な
い
例
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
独
自
 
 

の
表
現
と
し
て
の
連
対
を
赤
人
が
い
か
に
し
て
確
立
し
た
か
、
ま
た
、
そ
 
 

の
機
能
に
つ
い
て
、
対
句
に
よ
る
景
物
の
描
写
と
末
尾
の
人
事
の
表
現
と
 
 

の
関
わ
り
と
い
う
点
か
ら
検
討
を
試
み
る
。
 
 

二
 
 

赤
人
の
連
対
に
お
い
て
、
先
ず
尻
取
式
繰
り
返
し
を
持
つ
も
の
に
日
を
 
 

i
㍉
、
■
∴
 
 

立
ち
て
居
て
 
 

其
が
下
に
 
生
ひ
立
て
る
 
葉
広
 
斎
つ
真
椿
 
 
 

し  

鏡
を
懸
け
 
 

真
玉
を
懸
け
 
 
 

吾
が
思
ふ
妹
 
 
 

吾
が
思
ふ
妻
 
 

心
い
さ
よ
ひ
 
 

片
恋
の
み
に
 
 

思
ひ
そ
我
が
す
る
 
 

］
｛
 
 
 
畳
は
も
 
日
の
こ
と
ご
と
 
 

夜
は
も
 
夜
の
こ
と
ご
と
 
 

連
は
ぬ
児
故
に
 
（
三
ユ
ニ
七
二
）
 
 

歌
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 

三
笠
の
山
に
 
 （

記
歌
謡
・
九
〇
）
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を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
尻
取
式
繰
り
返
し
は
、
景
物
か
ら
「
妹
 
（
妻
）
」
 
 

及
び
 
「
大
君
」
と
い
う
、
人
物
そ
の
も
の
へ
の
転
換
を
行
う
が
、
こ
の
場
 
 

合
、
詠
み
込
ま
れ
る
景
物
が
呪
物
で
あ
り
、
呪
性
が
人
事
に
及
ぼ
さ
れ
る
 
 

こ
と
に
意
味
が
あ
る
。
か
よ
う
な
転
換
は
、
人
麻
呂
「
石
見
の
国
よ
り
妻
 
 

を
別
れ
て
上
り
来
る
時
の
歌
」
 
の
尻
取
式
繰
り
返
し
に
お
い
て
も
見
出
し
 
 

う
る
。
冒
頭
の
、
石
見
の
海
の
情
景
か
ら
「
玉
藻
」
へ
と
焦
点
が
絞
ら
れ
、
 
 

次
の
、
 
 

…
波
の
む
た
 
か
寄
り
か
く
寄
る
 
玉
藻
な
す
 
寄
り
寝
し
妹
を
…
 
 

（
二
・
一
三
一
）
 
 

の
よ
う
に
、
「
妹
」
 
へ
転
換
さ
れ
る
あ
り
よ
う
は
、
景
物
が
呪
物
で
は
な
 
 

い
と
い
う
差
異
は
あ
る
に
せ
よ
、
景
物
か
ら
人
物
そ
の
も
の
へ
の
転
換
が
 
 

行
わ
れ
る
点
で
歌
謡
の
例
に
同
じ
い
。
 
 
 

対
し
て
、
赤
人
「
春
日
野
に
登
り
て
作
る
」
歌
は
、
対
句
で
捷
示
さ
れ
 
 

T
ユ
 
 

る
「
雲
居
」
「
か
ほ
鳥
」
が
、
既
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
従
来
、
主
に
 
 

相
聞
歌
に
お
い
て
詠
み
込
ま
れ
る
景
物
で
あ
り
、
呪
物
で
は
な
い
。
そ
れ
 
 

に
つ
い
て
は
人
麻
呂
作
歌
と
同
然
で
あ
る
が
、
「
雲
居
」
「
か
ほ
鳥
」
か
ら
、
 
 

人
物
で
は
な
く
自
ら
の
心
情
へ
の
転
換
を
行
う
点
が
注
意
さ
れ
よ
う
。
 
 
 

こ
こ
で
、
景
物
と
し
て
の
 
「
雲
居
」
 
「
か
ほ
鳥
」
に
着
目
す
れ
ば
、
赤
 
 

人
は
、
反
歌
に
お
い
て
「
か
ほ
鳥
」
を
次
の
よ
う
に
詠
む
。
 
 

0
0
0
0
 
 

高
座
の
三
笠
の
山
に
鳴
く
鳥
の
止
め
ば
継
が
る
る
恋
も
す
る
か
も
 
 

（
三
二
二
七
三
）
 
 
 

「
三
笠
の
山
」
 
の
景
物
と
し
て
、
「
鳥
」
を
詠
む
例
は
他
に
見
出
せ
な
い
 
 

∴
‥
 
 

照
り
坐
し
 
 

広
り
坐
す
は
 
 

｝
 
 

大
君
ろ
か
も
 
 
（
記
歌
謡
・
五
七
）
 
 

が
、
顆
歌
と
し
て
、
作
者
未
詳
歌
の
、
 
 

0
0
0
0
 
 

君
が
着
る
三
笠
の
山
に
居
る
雲
の
立
て
ば
継
が
る
る
恋
も
す
る
か
も
 
 

〇  

（
十
一
 
二
六
七
五
）
 
 

を
挙
げ
う
る
。
こ
れ
は
、
赤
人
の
反
歌
と
は
景
物
を
異
に
す
る
の
み
で
、
 
 

第
三
旬
ま
で
が
序
と
し
て
継
続
す
る
 
「
恋
」
 
へ
と
か
か
る
構
成
に
お
い
て
 
 

等
し
い
。
加
え
て
、
次
の
、
 
 

0
0
0
0
0
 
 

妹
待
つ
と
三
笠
の
山
の
山
菅
の
止
ま
ず
や
恋
ひ
む
命
死
な
ず
は
 
 

（
十
二
二
ニ
〇
六
六
）
 
 

の
よ
う
に
、
「
三
笠
の
山
」
 
か
ら
「
山
背
」
を
起
こ
し
、
「
止
ま
」
な
い
 
 

「
恋
」
 
へ
と
か
か
る
序
の
例
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
赤
人
の
反
歌
と
、
 
 

巻
十
∴
十
二
の
例
に
共
通
す
る
の
は
、
景
物
か
ら
抽
出
さ
れ
た
継
続
す
 
 

る
あ
り
よ
う
が
、
ひ
た
す
ら
に
思
い
続
け
る
「
恋
」
の
さ
ま
と
結
ば
れ
る
 

一
 
 

点
で
あ
ろ
う
。
一
方
で
、
「
三
笠
の
山
」
 
の
 
「
雲
」
に
よ
っ
て
「
君
」
を
 
1
3
 
 

一
 
 

想
起
す
る
、
 
 

〇
〇
〇
〇
 
 

春
日
な
る
三
笠
の
山
に
居
る
雲
を
出
で
見
る
ご
と
に
君
を
し
そ
思
ふ
 
 

（
十
二
二
二
二
〇
九
）
 
 

の
如
き
例
も
あ
る
が
、
赤
人
が
こ
の
発
想
を
用
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
長
 
 

歌
の
尻
取
式
繰
り
返
し
に
お
い
て
、
景
物
か
ら
人
物
そ
の
も
の
へ
と
転
換
 
 

す
る
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
心
の
あ
り
よ
う
へ
転
換
す
る
こ
と
と
通
底
し
 
 

て
い
よ
う
。
 
 
 

ま
た
、
「
か
ほ
鳥
」
に
つ
い
て
は
、
「
雲
」
 
の
場
合
と
同
じ
く
、
恋
心
の
 
 

継
続
す
る
さ
ま
を
詠
む
例
と
し
て
、
 
 

0
0
0
0
 
 

か
ほ
鳥
の
間
な
く
し
ば
鳴
く
春
の
野
の
草
根
の
繁
き
恋
も
す
る
か
も
 
 

（
十
・
一
八
九
八
）
 
 

で
ヱ
 
 

が
見
え
、
さ
ら
に
、
時
代
の
下
る
例
を
除
け
ば
、
次
の
一
例
、
 
 
 



0
0
0
 
 
 

朝
ゐ
で
に
来
場
く
か
ほ
鳥
汝
だ
に
も
君
に
恋
ふ
れ
や
時
終
え
ず
鳴
く
 
 

（
十
・
一
八
二
三
）
 
 

を
検
出
し
う
る
。
こ
れ
も
「
か
ほ
鳥
」
の
鳴
き
声
が
継
続
す
る
「
恋
」
を
 
 

表
す
が
、
赤
人
と
同
旬
の
、
「
間
な
く
し
ば
鳴
く
」
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
 
 

類
例
と
し
て
は
前
者
の
方
に
重
み
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

如
上
の
 
「
雲
居
」
 
「
か
ほ
鳥
」
 
の
例
を
勘
案
す
る
に
、
赤
人
は
、
両
者
 
 

を
「
三
笠
の
山
」
の
景
物
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
継
続
す
る
あ
り
よ
う
を
 
 

以
て
対
と
し
、
か
つ
、
反
歌
で
 
「
か
ほ
鳥
」
 
の
方
を
用
い
た
と
い
え
る
。
 
 

賛
歌
と
の
先
後
関
係
は
判
然
と
し
な
い
が
、
か
か
る
表
現
が
、
お
そ
ら
く
 
 

作
歌
の
際
に
赤
人
の
念
頭
に
あ
っ
た
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
な
お
、
第
二
対
 
 

句
の
前
二
句
、
「
そ
の
鳥
の
 
片
恋
の
み
に
」
は
、
人
麻
呂
の
明
日
香
皇
 
 

7
エ
 
 

女
挽
歌
、
「
ぬ
え
鳥
の
 
片
恋
づ
ま
」
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
と
す
る
な
 
 

ら
ば
、
「
雲
居
」
 
「
か
ほ
鳥
」
は
、
長
歌
に
お
い
て
自
ら
の
揺
れ
る
恋
心
に
 
 

転
換
さ
れ
、
か
つ
、
反
歌
に
お
い
て
は
、
序
か
ら
継
続
す
る
あ
り
よ
う
に
 
 

転
換
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
 
 
 

ま
た
、
先
立
つ
表
現
を
踏
ま
え
た
第
三
対
句
「
昼
は
も
 
日
の
こ
と
ご
 
 

と
 
夜
は
も
 
夜
の
こ
と
ご
と
」
も
見
過
ご
せ
な
い
だ
ろ
ケ
。
こ
れ
は
、
 
 

「
夜
は
も
…
昼
は
も
…
」
と
い
う
表
現
で
額
田
王
の
挽
歌
（
二
・
一
五
五
）
 
 

に
見
え
、
置
始
束
人
の
挽
歌
（
二
ニ
ー
〇
四
）
 
に
は
、
そ
の
逆
の
 
「
畳
は
 
 

も
…
夜
は
も
…
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
そ
れ
に
加
え
、
一
日
の
景
を
 
 

具
体
的
に
叙
述
し
た
相
聞
歌
の
例
、
「
畳
は
 
日
の
馨
る
る
ま
で
 
夜
は
 
 

夜
の
明
く
る
極
み
」
 
（
四
・
四
八
五
・
斉
明
天
皇
）
 
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
 
 

の
三
例
の
う
ち
、
「
雲
居
」
「
か
ほ
鳥
」
を
「
畳
－
夜
」
の
対
と
と
も
に
、
 
 

七
音
旬
の
語
句
と
対
応
さ
せ
る
こ
と
に
赤
人
の
意
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
 
 

先
ず
斉
明
天
皇
の
対
句
が
想
起
さ
れ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
末
尾
の
「
立
ち
 
 

て
居
て
」
及
び
反
歌
と
の
関
連
に
お
い
て
、
継
続
す
る
さ
ま
を
示
す
置
始
 
 

東
人
の
表
現
の
方
が
、
第
三
対
句
と
し
て
取
り
入
れ
る
の
に
相
応
し
い
と
 
 

の
判
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 
 

つ
ま
り
、
「
春
日
野
に
登
り
て
作
る
」
歌
に
お
い
て
は
、
賽
尾
で
自
ら
 
 

の
心
情
を
直
接
に
は
表
さ
ず
、
落
ち
着
か
な
い
さ
ま
を
う
た
う
の
み
に
と
 
 

ど
ま
る
一
方
、
景
物
か
ら
抽
出
さ
れ
る
二
つ
の
状
態
を
、
自
ら
の
心
情
と
 
 

し
て
長
歌
と
反
歌
に
お
い
て
重
層
的
に
表
し
た
次
第
と
な
ろ
う
。
 
 
 

さ
ら
に
、
赤
人
は
、
「
敏
馬
の
浦
に
過
る
時
」
の
歌
に
お
い
て
も
、
次
 
 

の
よ
う
な
尻
取
式
繰
り
返
し
を
用
い
る
。
 
 
 

御
食
向
か
ふ
 
淡
路
の
為
に
 
直
向
か
ふ
 
敏
馬
の
浦
の
 
 

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
は
、
同
様
の
尻
取
式
繰
り
返
し
、
及
び
「
深
海
 
 

松
」
の
語
を
持
つ
、
人
麻
呂
「
石
見
の
国
よ
り
妻
を
別
れ
て
上
り
来
る
時
 
 

の
歌
」
、
第
二
長
歌
の
表
現
で
あ
る
。
 
 

つ
の
さ
は
ふ
 
石
見
の
海
の
 
吉
さ
へ
く
 
辛
の
崎
な
る
 
 

0
0
0
 
 
 

「
い
く
り
に
そ
 
深
海
松
生
ふ
る
 
 
 

人
麻
呂
は
、
対
句
に
よ
っ
て
石
見
の
海
の
景
物
で
あ
る
「
深
海
松
1
玉
藻
」
 
 

を
提
示
し
、
「
妹
」
を
深
く
思
う
こ
と
へ
と
転
換
す
る
。
こ
の
例
を
含
め
 
 
 

［
…
㌍
…
 
 
 

［
酎
射
い
…
 
 

0
0
0
0
0
 
 

0
0
0
0
 
 

深
海
松
の
 
見
ま
く
欲
し
け
ど
 
な
の
り
そ
の
 
己
が
名
僧
し
み
 
 

間
使
ひ
も
 
迫
ら
ず
て
我
は
 
生
け
り
と
も
な
し
 
 

（
六
・
九
四
六
）
 
 

0
0
0
0
 
 

0
0
0
0
 
 

玉
藻
な
す
 
な
び
き
寝
し
児
を
 
深
海
松
の
 
 

0
 
 
0
 
 
0
 
 

深
海
桧
探
り
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
 

な
の
り
そ
刈
る
 
 

0
0
 
 

玉
藻
は
生
ふ
る
 
 

深
め
て
思
へ
ど
…
 
 

（
二
 
一
三
五
）
 
 

14  



た
赤
人
以
外
の
例
で
は
、
「
深
海
松
」
は
尻
取
式
繰
り
返
し
か
ら
「
深
む
」
 
 

｛
【
⊥
 
 

へ
と
続
く
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
に
対
し
、
赤
人
は
「
深
海
松
」
に
 
 

「
な
の
り
そ
」
を
合
わ
せ
て
独
自
の
対
と
し
、
か
つ
 
「
深
海
松
」
か
ら
 
 

「
見
ま
く
欲
し
け
ど
」
 
へ
と
転
換
す
る
。
「
な
の
り
そ
」
 
の
語
は
、
他
に
 
 

も
赤
人
自
身
が
、
 
 

0
0
0
0
0
 
 

み
さ
ご
屠
る
磯
廻
に
生
ふ
る
な
の
り
そ
の
名
は
告
ら
し
て
よ
親
は
知
 
 

る
と
も
 
 

（
三
二
二
六
二
）
 
 

と
用
い
て
お
り
、
戎
本
歌
に
、
 
 

0
0
0
0
0
 
 

み
さ
ご
居
る
荒
磯
に
生
ふ
る
な
の
り
そ
の
よ
し
名
は
告
ら
せ
親
は
知
 
 

る
と
も
 
 

（
三
■
三
六
三
）
 
 

と
い
う
巽
文
を
持
つ
。
ま
た
、
こ
れ
と
第
四
句
の
み
を
異
に
す
る
類
歌
、
 
 

0
0
0
0
0
 
 

み
さ
ご
居
る
荒
磯
に
生
ふ
る
な
の
り
そ
の
よ
し
名
は
告
ら
じ
親
は
知
 
 

る
と
も
 
 

（
十
二
二
ニ
〇
七
七
）
 
 

も
、
歌
の
構
成
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
。
加
え
て
、
 
 

0
0
0
0
0
 
 
 

住
吉
の
敷
津
の
浦
の
な
の
り
そ
の
名
は
告
り
て
し
を
逢
は
な
く
も
怪
 
 

し
 
 

（
十
二
二
二
〇
七
六
）
 
 

0
0
0
0
0
 
 

志
賀
の
海
人
の
磯
に
刈
り
干
す
な
の
り
そ
の
名
は
告
り
て
し
を
何
か
 
 

連
ひ
雛
き
 
 

（
十
二
二
ニ
ー
七
七
）
 
 

の
如
く
、
「
な
の
り
そ
」
か
ら
の
連
想
で
あ
る
「
名
を
告
げ
る
」
と
い
う
 
 

行
為
と
共
に
、
そ
れ
に
反
す
る
「
逢
は
ず
」
 
「
連
ひ
難
き
」
と
い
う
状
況
 
 

が
う
た
わ
れ
る
例
も
見
え
る
。
既
に
指
摘
が
あ
る
細
く
、
赤
人
が
「
敏
馬
」
 
 

ニ
ュ
 
 

と
同
音
の
 
「
見
ぬ
妻
」
を
踏
ま
え
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
 
 

赤
人
が
対
句
に
お
い
て
「
深
海
松
1
な
の
り
そ
」
を
用
い
た
こ
と
と
、
こ
 
 

れ
ら
の
作
者
未
詳
歌
の
例
は
関
わ
り
を
持
つ
と
推
測
さ
れ
る
。
 
 
 

加
え
て
重
要
な
の
は
、
対
句
で
「
深
海
松
」
「
な
の
り
そ
」
を
、
敏
馬
 
 

の
浦
の
景
物
と
し
て
の
み
な
ら
ず
「
採
る
」
「
刈
る
」
も
の
と
し
て
詠
む
 
 

点
で
あ
る
。
後
続
の
表
現
か
ら
察
す
る
に
、
「
深
海
松
」
を
「
採
り
」
、
「
な
 
 

の
り
そ
」
を
「
刈
る
」
 
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
女
性
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
 
 

暗
示
し
て
い
よ
う
。
か
つ
、
尻
取
式
繰
り
返
し
に
お
け
る
、
「
深
海
松
」
 
 

の
よ
う
に
「
見
ま
く
欲
し
け
ど
」
と
思
う
が
、
「
な
の
り
そ
」
の
如
く
「
己
 
 

が
名
僧
し
み
」
と
い
う
、
自
ら
の
遽
巡
す
る
思
い
の
表
現
は
、
景
物
に
よ
っ
 
 

て
自
ら
の
相
反
す
る
心
情
の
両
面
を
提
示
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。
他
 
 

方
、
末
尾
に
お
い
て
、
心
情
を
直
接
的
に
表
現
し
な
い
点
に
つ
い
て
は
、
 
 

「
春
日
野
に
登
り
て
作
る
歌
」
と
同
様
の
態
度
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
 
 

か
ろ
う
か
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
赤
人
は
、
景
物
の
提
示
か
ら
尻
取
式
に
転
換
す
る
過
程
に
 
 

お
い
て
、
自
ら
の
心
情
を
表
す
べ
く
景
物
を
詠
み
込
み
、
か
つ
意
味
を
重
 
 

層
さ
せ
て
用
い
て
い
よ
う
。
か
か
る
尻
取
式
繰
り
返
し
は
、
記
紀
歌
謡
以
 
 

来
の
形
式
を
変
え
て
用
い
た
赤
人
の
技
法
と
捉
え
ら
れ
る
。
 
 

l
ニ
 
 

景
物
を
対
句
に
よ
っ
て
提
示
し
、
人
事
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
詠
み
込
 
 

む
例
と
し
て
、
さ
ら
に
、
次
の
年
代
の
明
ら
か
な
最
初
の
作
、
「
紀
伊
国
 
 

に
幸
せ
る
時
」
 
の
歌
の
対
句
が
挙
げ
ら
れ
る
。
 
 

や
す
み
し
し
 
わ
ご
大
君
の
 
常
宮
と
 
仕
へ
奉
れ
る
 
雑
賀
野
ゆ
 
 

そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
 
沖
つ
島
 
涌
き
渚
に
 
 

［
錮
錯
…
銅
錮
臓
㍗
 
 

神
代
よ
り
 
然
そ
貴
き
 
玉
津
鳥
山
 
 

（
六
・
九
一
七
）
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対
句
の
前
二
句
「
風
吹
け
ば
 
白
波
騒
き
」
は
、
次
の
、
人
麻
呂
「
石
中
 
 

の
死
人
を
見
て
」
作
る
歌
の
後
二
句
、
 
 
 

…
継
ぎ
来
る
 
中
の
湊
ゆ
 
船
浮
け
て
 
我
が
漕
ぎ
来
れ
ば
 
 

を
踏
ま
え
る
。
人
麻
呂
は
、
讃
岐
の
海
を
渡
り
、
狭
琴
島
に
至
る
際
に
見
 
 

え
る
景
物
と
し
て
「
風
」
に
立
つ
「
波
」
を
詠
み
込
み
、
動
作
の
主
体
の
 
 

視
点
を
「
沖
－
辺
」
と
移
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
「
波
」
を
空
間
の
広
が
り
 
 

と
と
も
に
描
い
た
。
対
し
て
、
赤
人
の
対
句
は
前
二
句
と
後
二
旬
が
と
も
 
 

に
遠
景
を
示
す
。
ま
た
、
「
風
」
「
波
」
「
玉
藻
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
、
 
 

人
麻
呂
「
石
見
の
固
よ
り
妻
を
別
れ
て
上
り
来
る
時
の
歌
」
、
第
一
長
歌
 
 

の
景
物
を
取
り
入
れ
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
 
 

石
見
の
海
 
角
の
浦
廻
を
 
 

人
こ
そ
見
ら
め
 
［
錮
門
∵
云
、
磯
な
し
と
〉
人
こ
晶
ら
め
 
 

［
H
㍑
門
＝
綱
…
パ
H
㌶
は
〉
な
く
と
も
 
 
 

い
さ
な
と
り
 
海
辺
を
さ
し
て
 
に
き
た
づ
の
 
荒
磯
の
上
に
 
か
 
 
 

青
く
生
ふ
る
 
玉
藻
沖
つ
藻
 
 

∴
」
∵
∵
∴
 
 
 

波
の
む
た
 
 

時
つ
風
 
雲
居
に
吹
く
に
 
 

風
こ
そ
寄
せ
め
 
 

披
こ
そ
来
寄
れ
 
 

か
寄
り
か
く
寄
る
 
 沖

見
れ
ば
 
 
と
ゐ
波
立
ち
 
 

辺
を
見
れ
ば
 
白
波
騒
く
 
 

（
二
二
≡
○
）
 
 

玉
藻
な
す
 
寄
り
寝
し
妹
を
…
 
 

（
二
二
三
こ
 
 

人
麻
呂
は
、
石
見
の
海
か
ら
尻
取
式
繰
り
返
し
を
介
し
て
「
妹
」
へ
と
焦
 
 

点
を
絞
る
際
、
そ
の
替
喰
で
あ
る
「
玉
藻
」
に
「
朝
1
夕
」
の
一
日
の
対
 
 

を
用
い
、
「
妹
」
が
我
に
寄
り
添
い
寝
て
い
た
時
間
の
長
さ
を
暗
示
さ
せ
る
。
 
 

そ
れ
に
対
し
て
、
赤
人
の
対
句
は
、
敏
の
主
体
が
措
を
「
そ
が
ひ
に
見
」
 
 

た
時
点
を
示
し
て
い
よ
う
。
注
意
さ
れ
る
の
は
、
七
音
句
で
景
物
の
描
写
 
 

で
あ
る
「
白
波
騒
き
」
に
「
玉
藻
刈
り
つ
つ
」
と
い
う
人
々
の
奉
仕
の
表
 
 

（
り
こ
 
 

現
を
合
わ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
か
か
る
表
現
の
常
例
は
多
い
が
、
景
物
と
 
 

対
に
し
た
例
は
他
に
は
見
出
し
難
い
。
前
二
旬
「
風
吹
け
ば
 
白
波
騒
き
」
 
 

が
、
寄
せ
て
は
返
す
波
の
様
子
か
ら
永
続
的
な
時
間
を
想
起
さ
せ
、
か
つ
、
 
 

後
二
句
「
玉
藻
刈
り
つ
つ
」
が
時
間
的
継
統
を
示
す
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
 
 

「
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
」
の
歌
に
お
け
る
対
句
は
、
景
物
と
人
々
の
奉
仕
 
 

の
表
現
と
を
、
そ
の
永
続
性
に
お
い
て
意
識
的
に
対
に
し
た
赤
人
の
試
み
 
 

で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

こ
れ
と
関
連
し
て
、
冒
頭
部
に
見
え
る
「
常
宮
」
が
注
意
さ
れ
る
。
「
常
 
 

宵
」
 
は
人
麻
呂
が
、
 
 
 

…
あ
さ
も
よ
し
 
城
上
の
宮
を
 
矧
矧
と
 
 

が
ら
 
鎮
ま
り
ま
し
ぬ
…
 
 
 

…
 御
食
向
か
ふ
 
城
上
の
宮
を
 
矧
矧
と
 
 

さ
は
ふ
 
日
吉
も
絶
え
ぬ
…
 
 

の
よ
う
に
、
亡
き
皇
子
及
び
皇
女
が
住
む
永
久
に
変
わ
ら
な
い
宮
殿
を
表
 
 

現
す
る
た
め
用
い
た
語
で
あ
る
。
赤
人
は
、
そ
れ
を
長
歌
末
尾
の
「
神
代
 
 

よ
り
 
然
そ
貴
き
 
玉
津
畠
山
」
と
関
わ
ら
せ
、
現
在
か
ら
未
来
へ
向
か
 
 

（
川
）
 
う
時
間
を
示
す
た
め
に
用
い
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
眼
前
の
景
を
宮
の
繁
 
 

栄
の
根
拠
と
す
る
表
現
に
つ
い
て
は
、
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
 
常
葉
集
 
 

一
』
、
伊
藤
博
氏
『
常
葉
集
搾
注
一
』
が
指
摘
す
る
如
く
、
奈
良
朝
の
讃
 
 
 

高
く
し
た
て
て
 
神
な
 
 

（
二
・
一
九
九
）
 
 

定
め
た
ま
ひ
て
 
あ
ぢ
 
 

（
二
・
一
九
六
）
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歌
に
お
い
て
散
見
す
る
。
た
と
え
ば
、
笠
金
村
の
吉
野
行
幸
従
駕
歌
に
、
 
 

滴
の
上
の
 
三
船
の
山
に
 
瑞
枝
さ
し
 
繁
に
生
ひ
た
る
 
栂
の
木
 
 

の
 
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
 
万
代
に
 
か
く
し
知
ら
さ
む
 
み
吉
野
の
 
 

秋
津
の
宮
は
 
 

［
銅
柚
㍑
掴
㌫
㍑
ら
む
 
 

山
川
を
 
摘
み
さ
や
け
み
 
う
べ
し
神
代
ゆ
 
定
め
け
ら
し
も
 
 

（
六
・
九
〇
七
）
 
 

と
あ
る
よ
う
に
、
未
来
へ
の
時
間
を
示
す
「
万
代
」
に
加
え
、
現
在
の
吉
 
 

野
の
宮
を
讃
め
る
対
句
、
及
び
、
末
尾
に
お
い
て
、
「
う
べ
し
神
代
ゆ
 
 

0
 
 

定
め
け
ら
し
も
」
と
い
う
表
現
が
見
え
る
。
こ
れ
は
、
神
代
か
ら
現
在
ま
 
 

で
の
時
間
を
視
野
に
収
め
、
現
在
の
景
を
宮
の
繁
栄
の
根
拠
と
し
て
定
位
 
 

す
る
表
現
で
あ
る
。
赤
人
は
、
お
そ
ら
く
先
立
つ
金
村
の
歌
に
倣
っ
て
か
 
 

か
る
構
成
の
歌
を
詠
ん
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
 
 
 

た
だ
し
、
両
者
は
、
景
の
叙
述
に
お
け
る
導
入
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
 
 
 

相
違
す
る
。
金
村
の
例
は
、
「
秋
津
の
宮
は
」
と
あ
る
細
く
「
地
名
＋
は
」
 
 

の
形
式
を
と
る
。
か
よ
う
な
形
式
を
持
つ
も
の
に
は
、
た
と
え
ば
、
 
 

0
 
 
 
大
和
は
 
国
の
ま
ほ
ろ
ば
 
た
た
な
づ
く
 
青
垣
 
山
ご
も
れ
る
 
 

大
和
し
う
る
は
し
 
 

（
記
歌
謡
二
二
〇
）
 
（
紀
歌
謡
二
一
二
）
 
0
 
 

隠
国
の
 
泊
瀬
の
山
は
 
 

な
ど
の
例
が
あ
る
が
、
滴
水
克
彦
氏
は
こ
れ
ら
を
「
は
型
」
と
分
類
し
、
 
 

［
…
㍑
…
の
嘗
き
山
 
 
 
 
 
 
 
 
宜
し
き
山
の
 
 

隠
国
の
 
泊
瀬
の
山
は
 
あ
や
に
う
ら
ぐ
は
し
 
 
 

し
 
 

○  

あ
や
に
う
ら
ぐ
は
 
 

（
紀
歌
謡
・
七
七
）
 
 

ハ
‖
■
 
 

の
よ
う
に
、
讃
め
詞
が
対
句
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
 
 

こ
れ
は
、
「
場
所
＋
は
」
と
い
う
提
示
の
後
、
対
句
で
そ
の
具
体
的
な
形
 
 

状
を
取
り
上
げ
て
讃
め
る
点
か
ら
、
列
挙
的
発
想
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
 
 

る
。
金
村
の
例
に
つ
い
て
も
、
こ
の
よ
う
な
歌
謡
以
来
の
形
式
を
踏
襲
し
 
 

た
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
 
 
 

対
し
て
、
赤
人
「
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
」
の
歌
に
つ
い
て
、
清
水
氏
は
、
 
 

「
そ
が
ひ
に
見
ゆ
る
」
と
い
う
表
現
に
着
目
し
、
赤
人
が
基
本
的
に
 
「
見
 
 

れ
ば
型
」
を
踏
ま
え
つ
つ
も
少
し
変
形
を
加
え
た
と
位
置
づ
け
て
お
ら
れ
 
 

る
。
「
見
れ
ば
型
」
 
は
、
 
 

0
0
0
 
 

千
葉
の
 
葛
野
を
見
れ
ば
 
百
千
足
る
 
家
庭
も
見
ゆ
 
国
の
秀
も
 
 

見
ゆ
 
 

（
記
歌
謡
・
四
一
）
 
（
紀
歌
謡
・
三
四
）
 
 

「
場
所
＋
は
」
 
の
後
に
讃
め
詞
を
有
す
る
点
を
指
摘
さ
れ
た
 
 

0
 
 

（
‖
）
 
 

の
例
は
、
記
紀
歌
謡
ま
で
遡
り
う
る
が
、
な
か
で
も
古
事
記
、
 
 

の
条
に
お
け
る
、
 
 

纏
向
の
 
日
代
の
宮
は
 
 

（
一
二
一
・
鮮
明
天
皇
）
 
 

の
よ
う
に
、
具
体
的
な
景
物
の
叙
述
を
持
つ
形
式
で
あ
る
。
赤
人
は
、
こ
 
 
 

…
 

∴
∵
 
 

竹
の
棍
の
 
 
根
足
る
宮
 
 

木
の
根
の
 
 
根
草
ふ
宮
 
 

八
百
土
よ
し
 
い
杵
築
の
宮
 
 

（
記
歌
謡
・
一
〇
〇
）
 
 

0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
0
 
 

登
り
立
ち
 
国
見
を
す
れ
ば
 
 

日
照
る
宮
 
 

日
影
る
宮
 
 

｛
 
 

海
原
は
か
ま
め
立
ち
立
つ
 
 

国
原
は
煙
立
ち
立
つ
 
 

「
は
型
」
 
 

雄
略
天
皇
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賜
事
止
衆
受
被
レ
賜
而
、
恐
実
仕
奉
利
一
晶
久
止
詔
命
平
衆
聞
宣
。
 
 

（
『
続
日
本
紀
』
慶
雲
四
年
七
日
）
 
 

と
の
関
連
を
指
摘
す
る
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
宣
命
の
例
が
 
「
天
地
・
長
 
 

ひ
つ
き
 
 

－
日
月
・
遠
」
 
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
の
に
対
し
、
赤
人
の
対
句
に
お
い
 
 

ひ
つ
き
 
 

て
は
、
「
天
地
・
遠
－
日
月
・
長
」
と
す
る
点
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
『
常
葉
 
 

ひ
つ
き
 
 

集
』
及
び
『
風
土
記
歌
謡
』
な
ど
に
も
、
「
天
地
」
「
日
月
」
を
並
べ
て
掲
 
 

（
〓
一
 
 

ひ
つ
き
 
 

げ
る
例
が
見
え
る
が
、
そ
の
場
合
、
「
日
月
」
が
概
ね
太
陽
と
月
を
指
す
 
 

こ
と
も
看
過
し
え
な
い
。
 
 

し
っ
げ
つ
 
 
 

詩
文
に
お
け
る
「
天
地
1
日
月
」
 
の
例
は
、
以
下
の
如
く
見
え
る
。
 
 

0
0
 
 
 

0
0
 
 
 

夫
大
人
者
、
与
二
天
地
一
合
二
其
徳
∴
与
・
白
月
一
合
二
其
明
一
、
与
■
四
 
 
 

時
一
合
二
其
序
∴
与
二
鬼
神
↓
合
二
其
吉
凶
㌔
 
 
（
『
周
易
』
 
丁
乾
）
 
 

れ
ら
を
踏
ま
え
、
継
続
す
る
あ
り
よ
う
を
以
て
景
物
と
人
々
の
奉
仕
の
表
 
 

現
を
対
に
し
た
と
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
 
 
 

加
え
て
、
そ
の
翌
年
と
覚
し
き
難
波
宮
行
幸
に
お
い
て
、
赤
人
は
、
次
 
 

の
よ
う
に
詠
ん
で
い
る
。
 
 

二
」
‥
バ
‥
∴
∵
∵
∵
 
 

お
し
て
る
 
難
波
の
宮
に
 
わ
ご
大
君
 
国
知
ら
す
ら
し
 
御
食
つ
 
 

国
 
日
の
御
調
と
 
淡
路
の
 
野
島
の
海
人
の
 
海
の
底
 
沖
つ
い
 
 
 

く
り
に
 
鮨
玉
 
さ
は
に
潜
き
出
 
舟
並
め
て
 
仕
へ
奉
る
が
 
貴
 
 

（
六
・
九
三
三
）
 
 

き
見
れ
ば
 
 

冒
頭
の
対
句
に
つ
い
て
、
吉
井
巌
氏
『
常
葉
集
会
注
 
巻
第
六
』
 
は
、
次
 
 

の
元
明
天
皇
即
位
の
謂
の
一
節
、
 
 

与
二
日
月
一
 
 

走
者
関
母
威
岐
近
江
大
津
宮
御
字
大
倭
根
子
天
皇
乃
、
与
二
天
地
五
ハ
長
 
 

共
遠
不
レ
改
常
興
止
立
賜
此
敷
賜
覇
留
法
平
、
受
被
レ
賜
坐
而
行
 
 

な
ど
、
枚
挙
に
暇
な
い
が
、
歳
月
を
示
す
 
 

O 

ー
〓
¶
 
 

例
は
一
般
的
に
見
出
し
難
い
。
さ
ら
に
、
 
 

次
の
よ
う
な
例
を
検
出
し
う
る
。
 
 

山
川
阻
且
遠
、
別
促
会
日
長
。
 
 

（
魂
曹
子
建
（
植
）
 
 

0  

及
び
輝
か
し
き
こ
と
に
お
い
て
対
と
な
る
。
た
だ
し
、
 
 

じ
っ
げ
つ
 
 

お
い
て
も
、
「
日
月
」
が
太
陽
と
月
を
指
す
。
か
つ
、
 
 
 

し
っ
げ
つ
 
 

『
周
易
』
 
の
例
で
は
、
「
天
地
」
 
の
恩
徳
に
「
日
月
」
 
 

じ
っ
げ
つ
 
 

れ
て
お
り
、
聖
人
の
徳
に
つ
い
て
の
 
「
天
地
－
日
月
」
 
 

し
っ
げ
つ
 
 

ま
た
、
『
楚
辞
』
 
の
場
合
は
、
「
天
地
」
 
「
日
月
」
が
、
 
 

と
す
る
例
は
、
 
 

0
0
0
0
 
 

人
生
寿
促
、
天
地
長
久
。
 
 

（
貌
愁
康
「
四
言
贈
二
見
秀
才
入
F
軍
詩
」
 
 
 

O 

0   

『
文
選
』
 
二
十
・
祖
餞
）
 
 

路
遠
寄
レ
詩
空
織
レ
錦
、
宵
長
夢
反
欲
レ
驚
レ
魂
。
 
 

（
陳
張
正
見
「
賦
二
得
任
期
㌫
帆
不
レ
帰
詩
」
、
 
 

買
方
文
顆
衆
』
人
部
十
六
・
間
借
）
 
 

こ
れ
ら
は
宣
命
及
び
赤
人
の
場
合
と
異
な
り
、
空
間
と
時
間
の
対
で
あ
る
 
 

が
、
か
よ
う
な
対
の
例
が
見
え
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。
 
 

し
「
け
り
 
 

つ
ま
り
、
宣
命
の
例
に
お
い
て
は
、
「
天
地
！
日
月
」
の
対
が
先
ず
念
頭
 
 
 

0
0
0
 
 

天
地
長
不
レ
授
、
山
川
無
二
改
時
T
。
 
 

（
晋
陶
潜
「
形
贈
レ
影
」
 
 

し
っ
げ
つ
 
 

0
0
 
 

0
0
 
 

管
主
窒
讐
今
食
二
玉
英
∴
与
二
天
地
一
号
比
レ
寿
、
与
二
日
月
一
号
斉
し
光
。
 
 

（
『
楚
辞
』
 
九
章
・
渉
江
）
 
 

「
長
1
速
」
 
の
対
に
つ
い
て
は
、
 
 

「
日
月
」
を
 
 

「
送
二
応
氏
一
詩
二
首
」
其
二
、
 
 

い
ず
れ
の
場
合
に
 
 

「
天
地
」
を
「
長
し
」
 
 

の
明
徳
が
対
置
さ
 
 

の
対
が
見
え
る
。
 
 

そ
の
長
き
こ
と
、
 
 

十
八
草
・
其
七
、
 
 
 

『
皆
康
集
』
一
）
 
 

『
陶
淵
明
集
』
 
三
 
 

「
達
し
」
と
す
る
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に
あ
り
、
「
天
地
」
を
「
長
し
」
と
す
る
詩
文
の
例
を
踏
ま
え
、
そ
こ
に
 
 

「
長
－
遠
」
 
の
対
を
意
識
し
て
、
「
適
し
」
を
合
わ
せ
た
の
だ
ろ
う
。
な
 
 

げ
つ
し
っ
 
 

お
、
詩
文
に
お
け
る
「
月
日
」
が
い
ず
れ
も
歳
月
を
示
す
こ
と
を
考
え
合
 
 

ひ
つ
き
 
 

わ
せ
れ
ば
、
「
天
地
－
日
月
」
 
の
対
は
、
浬
語
の
対
を
意
識
し
、
「
天
地
」
 
 

つ
き
ひ
 
 

に
和
語
の
 
「
月
日
」
を
転
倒
し
て
合
わ
せ
た
と
判
断
し
う
る
。
 
 
 

ま
た
、
赤
人
の
例
の
よ
う
に
、
「
天
地
」
を
「
達
し
」
 
と
す
る
例
も
一
 
 

■
ト
一
 
 

般
的
と
は
言
い
難
い
。
た
だ
し
、
先
掲
、
曽
根
の
詩
の
前
半
に
、
 
 

0
0
 
 

0
0
 
 

天
地
無
二
終
極
▲
、
人
命
若
∴
朝
霜
・
。
 
 

と
い
う
、
「
天
地
」
が
悠
久
で
あ
る
こ
と
と
「
人
命
」
 
の
は
か
な
さ
と
を
 
 

対
比
す
る
表
現
が
見
え
る
こ
と
に
は
留
意
さ
れ
て
よ
い
。
そ
こ
に
お
い
 
 

て
、
「
天
地
無
二
終
極
こ
を
「
天
地
の
果
て
が
無
い
こ
と
」
と
捉
え
る
こ
 
 

と
が
、
「
天
地
」
を
「
達
し
」
と
詠
む
契
機
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
 
 

じ
っ
げ
つ
 
 

さ
ら
に
、
「
日
月
」
を
「
長
し
」
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
詩
の
 
 

、
 
 

0
0
0
 
 
 

自
予
抱
二
蹄
思
∴
抄
輿
二
日
月
山
長
。
 
 

（
貌
王
微
「
詠
レ
愁
詩
」
、
『
芸
文
頬
幣
』
 
人
部
十
九
・
愁
）
 
 

ひ
つ
き
 
 

に
加
え
て
、
人
麻
呂
作
歌
の
 
「
日
月
の
 
数
多
く
な
り
ぬ
れ
」
 
（
二
・
山
 
 

ひ
つ
き
 
 

六
七
）
、
及
び
 
「
ひ
さ
か
た
の
天
知
ら
し
ぬ
る
君
故
に
日
月
も
知
ら
ず
恋
 
 

ひ
わ
た
る
か
も
」
 
（
二
二
一
〇
〇
）
 
を
参
考
に
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
す
 
 

な
わ
ち
、
赤
人
は
件
の
対
句
の
詠
出
に
あ
た
り
、
宣
命
と
同
様
に
、
「
天
 
 

し
っ
げ
つ
 
 

地
1
日
月
」
 
の
対
を
意
識
し
た
と
寮
せ
ら
れ
る
。
そ
の
上
で
、
空
間
と
時
 
 

間
の
対
比
と
と
も
に
、
お
そ
ら
く
曹
楯
の
、
「
天
地
」
と
「
人
命
」
と
を
 
 

対
比
す
る
例
を
意
識
し
、
「
天
地
」
 
の
悠
久
で
あ
る
こ
と
を
難
波
宮
の
永
 
 

ひ
つ
き
 
 

遠
性
に
及
ぼ
す
べ
く
、
「
天
地
－
日
月
」
と
「
達
し
1
長
し
」
と
を
組
み
 
 

合
わ
せ
て
詠
ん
だ
と
い
え
よ
う
。
 
 

語
り
継
ぎ
 
言
ひ
継
ぎ
行
か
む
 
富
士
の
高
嶺
は
 
（
三
・
三
一
七
）
 
 

三
並
対
に
詠
み
込
ま
れ
た
 
「
日
」
 
「
月
」
 
「
雲
」
 
は
、
富
士
山
に
よ
っ
て
隔
 
 

て
ら
れ
る
も
の
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
か
よ
う
な
対
は
常
 
 

葉
集
で
は
他
に
例
が
な
く
、
詩
賦
に
お
い
て
も
見
出
し
難
い
が
、
そ
の
空
 
 

間
的
な
配
置
に
つ
い
て
は
、
あ
る
い
は
、
次
の
人
麻
呂
の
表
現
、
 
 
 

劇
剖
動
．
思
ひ
し
な
え
て
 
列
凰
叫
 
か
行
き
か
く
行
き
 
刃
矧
叫
 
 

た
ゆ
た
ふ
見
れ
ば
…
 
 

（
二
・
一
九
七
）
 
 

に
お
け
る
、
枕
詞
に
よ
っ
て
 
「
野
」
 
「
空
」
 
「
海
」
 
の
広
が
り
を
示
す
技
法
 
 

を
意
識
し
た
か
と
繁
せ
ら
れ
る
。
加
え
て
、
早
く
『
代
匠
記
』
が
指
摘
す
 
 
 

（
川
）
 
 
 

こ
の
難
波
行
幸
歌
に
つ
い
て
は
、
板
本
信
幸
氏
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
 
 

こ
れ
も
「
見
れ
ば
型
」
 
の
系
列
に
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
長
歌
後
半
部
 
 

に
お
け
る
、
人
々
の
奉
仕
の
さ
ま
を
諦
め
る
表
現
は
、
難
波
宵
の
永
続
性
 
 

の
根
拠
と
し
て
歌
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
前
半
部
に
お
い
て
未
来
へ
向
 
 

か
う
時
間
が
示
さ
れ
、
後
半
部
に
そ
の
永
純
性
を
保
証
す
る
眼
前
の
景
物
 
 

の
叙
述
が
見
え
る
点
で
、
「
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
」
 
の
歌
と
相
似
す
る
。
 
 

つ
ま
り
、
「
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
」
 
の
歌
、
難
波
行
幸
歌
に
お
け
る
、
現
 
 

在
の
景
を
根
拠
と
す
る
表
現
を
、
赤
人
は
現
在
と
過
去
の
時
間
的
な
繋
が
 
 

り
を
認
識
す
る
た
め
に
用
い
た
と
い
え
る
。
 
 
 

か
よ
う
な
赤
人
の
長
歌
に
お
け
る
時
間
的
な
構
成
は
、
早
い
時
期
の
作
 
 

と
見
う
る
も
の
に
既
に
認
め
ら
れ
る
。
 
 

天
地
の
 
分
か
れ
し
時
ゆ
 
神
さ
び
て
 
高
く
貴
き
 
駿
河
な
る
 
 

富
士
の
高
嶺
を
 
天
の
原
 
板
り
放
け
見
れ
ば
 
 

…
 
 

渡
る
日
の
 
影
も
隠
ら
ひ
 
 

照
る
月
の
 
光
も
見
え
ず
 
 

白
雲
も
 
 
い
行
き
は
ば
か
り
 
 ｝
 
 

時
じ
く
そ
 
雪
は
降
り
け
る
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に
つ
い
・
て
も
同
様
の
構
成
が
見
え
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
紀
伊
 
 

■
「
」
 
 

る
、
次
の
例
、
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば
人
う
 
ふ
つ
う
つ
 
 
n
ゆ
う
L
ゆ
う
ろ
っ
ト
ゆ
つ
 
 
L
ふ
愛
人
L
ん
 
し
 
 
 
0
 
0
 
 

其
山
則
盤
紆
鵜
鬱
、
隆
崇
寮
寧
、
琴
釜
参
差
、
日
日
蔽
願
、
交
錯
糾
 
 

0
0
0
0
 
 
 

紡
、
上
干
二
青
雲
一
。
 
 

（
漢
司
馬
長
慶
（
相
如
）
 
「
子
虚
賦
」
 
『
文
選
』
七
・
牧
猟
上
）
 
 

を
踏
ま
え
て
、
「
日
－
月
－
雲
」
を
対
に
し
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
次
 
 

の
、
 
 

0
0
 

童
夜
蔽
二
日
月
㌔
冬
夏
共
霜
雪
。
 
 

（
宋
謝
悪
運
「
軍
産
山
絶
頂
一
望
二
諸
嶋
一
詩
」
 
 

冒
古
文
類
緊
』
山
部
上
・
底
山
）
 
 

は
、
「
山
」
が
「
日
」
「
月
」
を
揮
い
隠
す
さ
ま
に
加
え
、
そ
の
冠
雪
を
詠
 
 

ん
だ
も
の
で
、
赤
人
は
こ
れ
を
参
考
に
、
無
限
の
空
間
の
広
が
り
を
示
し
、
 
 

か
つ
 
「
時
じ
く
そ
 
雪
は
降
り
け
る
」
を
導
く
た
め
の
前
提
と
し
て
三
並
 
 

対
を
詠
ん
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
長
歌
は
、
お
そ
ら
く
人
麻
呂
の
高
市
皇
 
 

子
挽
歌
、
明
日
香
皇
女
挽
歌
に
倣
い
、
過
去
の
叙
述
か
ら
う
た
い
お
こ
 
 

0
 
 

し
、
現
在
の
景
物
を
描
き
、
未
来
へ
の
思
い
を
表
明
す
る
構
成
を
持
つ
。
 
 

同
じ
く
初
期
の
作
と
さ
れ
る
、
 
 

…
葛
飾
の
 
異
聞
の
手
兜
名
が
 
奥
つ
き
を
 
こ
こ
と
は
聞
け
ど
 
 

［
絹
錮
摘
や
茂
り
た
る
ら
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
遠
く
久
し
き
 
 
 

言
の
み
も
 
名
の
み
も
我
は
 
忘
ら
ゆ
ま
し
じ
 
 
（
三
・
四
三
一
）
 
 
 

…
み
渇
の
上
の
 
木
群
を
見
れ
ば
 
 

［
踊
川
銅
…
 
 

透
き
世
に
 
神
さ
び
行
か
む
 
行
幸
処
 
 

生
ひ
継
ぎ
に
け
り
 
 

声
も
変
は
ら
ず
 
 

（
三
・
三
二
二
）
 
 
 

に
も
見
え
、
両
者
が
と
も
に
塩
を
焼
く
さ
ま
を
う
た
う
こ
と
か
ら
、
松
帆
 
 

の
浦
、
藤
井
の
浦
と
い
う
相
違
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
景
で
あ
っ
た
可
能
 
 

性
も
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
赤
人
の
場
合
、
人
麻
呂
の
「
石
見
の
国
よ
り
妻
 
 

を
別
れ
て
上
り
来
る
時
の
歌
」
、
第
一
長
歌
と
の
関
連
を
無
視
し
え
な
い
。
 
 

「
石
見
の
国
よ
り
妻
を
別
れ
て
上
り
来
る
時
の
歌
」
 
で
は
、
石
見
の
海
に
 
 

対
す
る
個
人
的
な
愛
着
を
示
す
の
に
、
「
浦
な
し
と
 
人
こ
そ
見
ら
め
 
潟
 
 
 

あ
り
通
ひ
 
見
さ
く
も
著
し
 
 

最
初
の
対
句
に
お
け
る
「
塩
焼
く
」
 
 

金
柑
の
歌
、
 
 

国
に
幸
せ
る
時
」
 
の
歌
に
お
い
て
は
、
過
去
か
ら
未
来
へ
と
い
う
構
成
を
 
 

と
ら
ず
、
そ
の
逆
の
、
未
来
か
ら
過
去
へ
と
遡
及
す
る
構
成
を
用
い
た
こ
 
 

と
に
な
る
。
 
 
 

そ
こ
で
参
考
と
な
る
の
が
、
次
の
、
印
南
野
行
幸
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
 
 

「
紀
伊
国
に
幸
せ
る
時
」
 
の
歌
及
び
難
波
宮
行
幸
歌
の
彼
の
作
と
据
え
ら
 
 

れ
る
が
、
そ
れ
ら
と
同
様
の
構
成
を
見
出
し
う
る
。
 
 

や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
の
 
神
な
が
ら
 
高
知
ら
せ
る
 
印
南
野
 
 

の
 
大
海
の
原
の
 
荒
た
へ
の
 
藤
井
の
浦
に
 
 

［
錮
門
＝
…
㍑
鰻
あ
る
 
 

名
寸
隅
の
 
 

仙
り
叫
■
1
－
‥
‥
‥
‥
‥
い
‥
‥
‥
 
 
 

海
人
娘
子
 
 

［
銅
㍑
摘
 
 玉

藻
刈
り
つ
つ
 
 

藻
塩
焼
き
つ
つ
 
 

あ
り
と
は
聞
け
ど
…
 
 

（
六
・
九
三
五
）
 
 

船
瀬
ゆ
見
ゆ
る
 
 

う
べ
も
釣
は
す
 
 

う
べ
も
塩
焼
く
 
 

（
六
・
九
三
八
）
 
 

涌
き
白
浜
 
 

の
語
は
、
同
じ
行
幸
時
の
作
で
あ
る
 
 

淡
路
島
 
松
帆
の
浦
に
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な
し
と
 
人
こ
そ
見
ら
め
」
「
よ
し
ゑ
や
し
 
浦
は
な
く
と
も
 
よ
し
ゑ
や
 
 

し
 
潟
は
な
く
と
も
」
 
と
逆
接
的
に
係
る
対
句
の
連
続
が
用
い
ら
れ
る
。
 
 

赤
人
は
そ
れ
を
意
識
し
つ
つ
も
、
海
人
の
釣
や
塩
を
焼
く
奉
仕
の
さ
ま
を
 
 

【
川
）
 
 

胃
定
的
に
詠
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
藤
井
の
浦
を
諦
め
、
そ
の
景
観
の
良
さ
 
 

を
、
人
々
の
生
活
、
及
び
行
幸
の
継
続
の
根
拠
と
し
て
示
し
た
と
い
え
よ
 
 

う
。
こ
の
場
合
、
現
在
か
ら
未
来
へ
向
か
う
時
間
に
つ
い
て
は
特
に
明
示
 
 

さ
れ
な
い
が
、
景
観
を
継
続
性
の
根
拠
と
す
る
表
現
に
、
「
紀
伊
国
に
幸
 
 

せ
る
時
」
 
の
歌
、
難
波
行
幸
歌
と
と
も
に
、
一
貫
し
た
赤
人
の
態
度
を
認
 
 

め
う
る
の
で
は
な
い
か
。
 
 
 

と
す
れ
ば
、
赤
人
歌
に
お
け
る
景
物
の
叙
述
は
、
現
在
と
い
う
時
間
を
、
 
 

過
去
及
び
未
来
と
繋
が
る
連
綿
と
し
た
時
間
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
 
 

意
図
さ
れ
た
表
現
と
い
え
る
。
な
か
で
、
未
来
か
ら
過
去
へ
と
遡
る
構
成
 
 

に
つ
い
て
は
、
未
来
を
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
詠
み
、
眼
前
の
景
物
を
人
 
 

事
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
連
綿
と
し
た
時
間
の
中
に
位
置
づ
け
る
赤
人
 
 

の
意
識
が
認
め
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
 
 

四
 
 

述
べ
来
た
っ
た
よ
う
な
、
長
歌
に
お
け
る
時
間
的
な
構
成
を
、
赤
人
は
、
 
 

「
神
岳
に
登
り
て
作
る
」
歌
に
お
い
て
も
用
い
る
。
こ
の
歌
は
、
同
時
に
、
 
 

連
対
に
よ
る
景
物
の
表
現
が
見
え
る
が
、
尻
取
式
繰
り
返
し
の
場
合
と
は
 
 

異
な
る
あ
り
よ
う
を
呈
す
る
。
 
 

み
も
ろ
の
 
神
奈
備
山
に
 
五
百
根
さ
し
 
し
じ
に
生
ひ
た
る
 
つ
 
 

が
の
木
の
 
い
や
継
ぎ
継
ぎ
に
 
玉
音
 
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
 
あ
り
 
 

つ
つ
も
 
止
ま
ず
通
は
む
 
明
日
香
の
 
古
き
都
は
 
 

見
る
ご
と
に
 
音
の
み
し
鳴
か
ゆ
 
古
思
へ
ば
 
 
（
三
二
二
二
四
）
 
 

こ
の
場
合
、
第
二
対
句
か
ら
第
三
対
句
に
か
け
て
、
各
旬
が
山
川
の
情
景
 
 

を
う
た
い
つ
つ
も
具
体
的
な
景
物
が
受
け
継
が
れ
る
訳
で
は
な
い
。
注
目
 
 

さ
れ
る
の
は
、
「
明
日
香
の
 
古
き
都
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
は
型
」
を
 
 

と
る
点
で
あ
る
。
第
一
対
句
に
お
い
て
授
示
し
た
 
「
山
」
 
「
川
」
を
、
第
 
 

二
長
歌
に
お
い
て
諦
め
詞
と
と
も
に
詠
み
込
む
点
に
お
い
て
、
従
前
の
「
は
 
 

型
」
の
構
成
を
踏
ま
え
て
い
よ
う
。
ま
た
、
第
三
長
歌
に
お
け
る
「
朝
雲
」
 
 

は
、
常
葉
集
に
お
い
て
唯
一
の
例
で
あ
り
、
「
朝
雲
－
夕
霧
」
 
の
対
も
他
 
 

｛
川
）
 
 

に
は
見
出
し
難
い
。
漢
詩
文
に
お
い
て
も
一
般
的
な
対
と
は
言
え
な
い
 
 

（
訓
）
 
が
、
「
山
」
 
「
川
」
 
の
景
物
と
し
て
の
 
「
雲
」
 
「
霧
」
 
の
例
は
多
数
見
ら
れ
 
 

る
ゆ
え
、
「
朝
－
夕
」
と
「
雲
－
霧
」
 
の
対
を
合
わ
せ
た
と
捉
え
う
る
。
 
 

ま
た
、
「
鶴
1
か
は
づ
」
 
の
対
も
、
常
葉
集
で
は
他
に
見
出
せ
な
い
が
、
 
 

「
か
は
づ
」
 
の
例
は
、
赤
人
と
同
時
代
の
も
の
で
、
対
句
と
し
て
の
使
用
 
 

例
が
あ
り
、
 
 

一
∴
二
 
 

［
川
…
摘
腑
ば
 
 

の
如
く
、
川
の
景
物
と
し
て
詠
み
込
ま
れ
る
。
金
村
の
例
の
よ
う
に
、
通
 
 
 

山
高
み
 
 

川
と
ほ
し
ろ
し
 
 

［
桐
…
椚
…
 
 

一
∴
二
－
‥
 
 千

鳥
し
ば
鳴
く
 
 

か
ば
づ
妻
呼
ぶ
 
 
 

朝
霧
立
ち
 
 
 

か
は
づ
鳴
く
な
へ
 
 
 

山
し
兇
が
欲
し
 
 

川
し
さ
や
け
し
 
 

鶴
は
乱
れ
 
 

か
は
づ
は
騒
く
 
 

（
六
・
九
二
〇
・
笠
金
村
）
 
 

（
六
・
九
一
三
・
車
持
千
年
）
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次
の
如
く
で
あ
る
。
 
 

や
す
み
し
し
 
 

［
…
…
塁
く
 
 
 

∴
∴
 
 
 

∴
∵
∴
 
 

も
も
し
き
の
 
 

（
2
1
）
 
 

常
、
「
か
は
づ
」
と
対
に
な
る
鳥
は
「
千
鳥
」
で
あ
る
が
、
「
山
」
の
景
と
 
 

し
て
「
鶴
」
 
の
方
が
相
応
し
く
、
か
つ
、
と
も
に
妻
を
求
め
る
動
物
で
あ
 
 

る
ゆ
え
、
「
か
は
づ
」
の
対
と
し
て
合
わ
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
と
す
 
 

る
な
ら
ば
、
第
一
、
第
二
対
句
は
、
多
少
の
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
概
ね
 
 

「
は
型
」
 
の
形
式
に
則
っ
て
詠
ま
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
第
三
対
句
は
、
 
 

後
続
す
る
「
見
る
ご
と
に
」
と
の
関
連
に
お
い
て
、
明
日
香
の
景
物
を
時
 
 

間
的
対
と
と
も
に
詠
み
込
ん
だ
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
、
「
見
れ
ば
」
で
 
 

は
な
く
「
見
る
ご
と
に
」
と
詠
む
こ
と
に
は
、
「
は
型
」
に
よ
る
列
挙
的
 
 

発
想
が
あ
る
と
見
う
る
。
 
 
 

同
じ
く
連
対
が
見
え
る
、
神
亀
元
年
の
吉
野
行
幸
従
駕
歌
と
天
平
八
牛
 
 

の
吉
野
行
幸
従
駕
歌
に
お
い
て
、
赤
人
は
、
「
は
型
」
を
尻
取
式
繰
り
返
 
 

し
と
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
。
ま
ず
、
神
亀
元
年
の
吉
野
行
幸
従
駕
歌
は
 
 
 

反
歌
二
首
 
 

み
吉
野
の
象
山
の
際
の
木
末
に
は
こ
こ
だ
も
願
く
鳥
の
声
か
も
 
 

（
九
二
四
）
 
 

ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
ふ
け
ゆ
け
ば
久
木
生
ふ
る
涌
き
川
原
に
千
鳥
し
ば
 
 

わ
ご
大
君
の
 
高
知
ら
す
 
吉
野
の
宵
は
 
 

青
垣
隠
り
 
 

涌
き
河
内
そ
 
 

花
咲
き
を
を
り
 
 

霧
立
ち
渡
る
 
 
 

い
や
ま
す
ま
す
に
 
 
 

絶
ゆ
る
こ
と
な
く
 
 

大
宮
人
は
 
常
に
適
は
む
 
 

（
六
・
九
二
三
）
 
 

（
九
二
五
）
 
 

鳴
く
 
 

最
初
の
対
句
で
提
示
さ
れ
た
「
山
－
川
」
を
対
句
の
連
続
が
受
け
継
い
で
 
 

ゆ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
景
物
へ
と
慮
点
を
叔
る
。
周
知
の
如
く
、
こ
の
歌
は
、
 
 

語
句
及
び
そ
の
構
成
に
お
い
て
、
人
麻
呂
の
吉
野
行
幸
従
駕
歌
、
第
一
長
 
 

歌
を
襲
っ
て
い
る
。
 
 

や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
の
 
聞
こ
し
を
す
 
天
の
下
に
 
国
は
し
 
 

ー
ー
」
み
な
そ
そ
く
 
消
の
み
や
こ
は
 
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も
 
 

〓
・
三
六
）
 
 

波
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
、
赤
人
が
語
句
の
大
部
分
を
負
っ
て
い
る
の
は
 
 

瞭
然
で
あ
る
が
、
加
え
て
、
「
山
」
「
川
」
の
溜
め
詞
か
ら
景
物
の
叙
述
を
 
 

経
て
、
指
示
語
を
介
し
、
尻
取
式
に
転
換
す
る
構
成
に
つ
い
て
も
人
麻
呂
 
 

の
吉
野
行
幸
従
鵜
歌
を
取
り
入
れ
て
い
よ
う
。
ま
た
、
第
二
対
句
の
語
句
 
 

は
、
人
麻
呂
の
吉
野
行
幸
従
駕
歌
、
第
二
長
歌
（
三
八
）
 
に
お
け
る
、
山
 
 

の
叙
述
、
「
璧
な
は
る
 
青
垣
山
」
 
「
春
へ
に
は
 
花
か
ぎ
し
持
ち
 
秋
立
 
 

て
ば
 
黄
築
か
ざ
せ
り
」
を
踏
ま
え
る
。
と
す
れ
ば
、
神
亀
元
年
の
吉
野
 
 

行
幸
従
駕
歌
は
、
第
一
対
句
に
お
い
て
試
め
詞
を
詠
み
込
む
点
で
、
「
は
型
」
 
 

を
踏
襲
し
て
お
り
、
か
つ
、
第
二
、
第
三
対
句
へ
と
綿
く
あ
り
よ
う
に
つ
 
 

い
て
は
、
か
つ
が
つ
人
麻
呂
の
吉
野
行
事
従
駕
歌
に
従
っ
た
と
い
え
よ
う
。
 
 
 

も
 
さ
は
に
あ
れ
ど
も
 
山
川
の
 
涌
き
河
内
と
 
御
心
を
 
吉
野
 
 

の
国
の
 
花
散
ら
ふ
 
秋
津
の
野
辺
に
 
宮
柱
 
太
敷
き
ま
せ
ば
 
 

も
も
し
き
の
 
大
宮
人
は
 
 

朝
川
渡
り
 
 

夕
川
渡
る
 
 

こ
の
川
の
 
絶
ゆ
る
こ
と
な
く
 
 

こ
の
山
の
 
い
や
高
知
ら
す
 
－
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と
見
え
る
が
、
そ
の
前
に
収
め
ら
れ
た
君
讃
め
の
歌
に
対
し
て
大
宮
人
の
 
 

奉
仕
の
さ
ま
が
う
た
わ
れ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
一
∪
同
様
に
、
人
麻
呂
及
び
 
 

赤
人
の
例
に
つ
い
て
も
、
大
宮
人
の
叙
述
は
「
大
君
」
に
対
す
る
も
の
と
 
 

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
た
だ
し
、
人
麻
呂
の
場
合
、
対
句
に
よ
る
大
 
 

宮
人
の
奉
仕
の
表
現
か
ら
、
末
尾
の
宮
讃
め
の
叙
述
へ
と
移
行
す
る
の
に
 
 

対
し
、
赤
人
は
、
宮
讃
め
の
叙
述
か
ら
大
宮
人
の
奉
仕
の
表
現
へ
と
う
た
 
 

い
収
め
、
山
川
の
叙
述
を
宮
の
讃
め
詞
で
は
な
く
、
大
宮
人
が
「
常
に
」
 
 

通
う
と
い
う
一
点
に
収
赦
さ
せ
る
。
こ
の
場
合
、
景
物
に
よ
っ
て
喚
起
さ
 
 

れ
る
思
い
を
直
接
に
う
た
う
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
思
い
を
含
み
持
つ
表
 
 

現
と
し
て
大
宮
人
の
描
写
は
機
能
し
て
い
よ
う
。
 
 
 

同
様
の
対
句
の
連
続
は
、
天
平
八
年
の
吉
野
行
幸
従
駕
歌
に
お
い
て
も
 
 

見
受
け
ら
れ
る
。
 
 

や
す
み
し
し
 
我
が
大
君
の
 
見
し
た
ま
ふ
 
吉
野
の
宮
は
 
 

の
表
現
で
あ
る
。
 
 

…
新
嘗
屋
に
 
 

［
…
…
…
…
 
 

…
 
 

∴
∴
い
ー
 
 

た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
大
宮
人
の
奉
仕
 
 

も
も
し
き
の
 
 

親
鳥
 
 

ま
な
ば
し
ら
 
 

庭
雀
 
 

要
そ
た
な
び
く
 
 

瀬
の
音
そ
涌
き
 
 

古
事
記
、
雄
略
天
皇
の
天
語
歌
 
（
一
〇
二
）
 
に
、
 
 

照
り
坐
す
 
 

広
り
坐
し
 
 
 

0
 
0
 
0
 
 

大
宮
人
は
 
 

領
巾
取
り
掛
け
て
 
 

尾
行
き
合
へ
 
 

う
ず
す
ま
り
ゐ
て
…
 
 

（
記
歌
謡
・
一
〇
二
）
 
 

生
ひ
立
て
る
 
 ｝

 
 

高
光
る
 
日
の
皇
子
に
 
盟
御
酒
 
献
 
 

ら
せ
…
 
 

薬
広
 
斎
つ
其
椿
 
 

（
記
歌
謡
・
一
〇
一
）
 
 

こ
の
場
合
、
第
二
対
句
と
長
歌
末
尾
に
お
い
て
、
神
亀
元
年
の
吉
野
行
幸
 
 

従
駕
款
と
は
異
な
る
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
先
ず
、
冒
頭
部
に
 
「
吉
野
の
 
 

宮
は
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
は
型
」
を
と
る
が
、
後
続
句
に
讃
め
詞
で
 
 

は
な
く
、
景
物
に
つ
い
て
の
対
句
を
用
い
る
点
で
あ
る
。
「
は
型
」
 
に
お
 
 

け
る
従
来
の
あ
り
よ
う
は
、
最
初
に
讃
め
詞
、
次
に
景
物
を
叙
し
て
、
「
こ
 
 

の
山
の
…
こ
の
川
の
…
」
と
続
く
形
式
で
あ
り
、
赤
人
は
、
神
亀
元
年
の
 
 

吉
野
行
事
従
駕
歌
に
お
い
て
も
か
よ
う
な
構
成
を
用
い
た
。
そ
れ
を
、
天
 
 

平
八
年
の
例
に
お
い
て
、
吉
野
の
宮
の
景
物
を
詠
む
第
一
対
句
を
用
い
た
 
 

こ
と
に
、
赤
人
の
意
図
を
認
め
う
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
吉
野
の
 
 

宵
の
景
物
を
描
く
第
一
対
句
を
、
第
二
対
句
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
見
れ
ば
」
 
 

で
受
け
て
、
讃
め
詞
を
詠
み
込
む
。
そ
れ
を
受
け
た
第
三
対
句
「
こ
の
山
 
 

の
…
こ
の
川
の
…
」
 
の
後
に
続
く
、
「
大
宮
所
」
が
「
止
む
」
と
い
う
表
 
 

現
に
よ
っ
て
、
実
際
に
は
滅
び
る
事
の
な
い
眼
前
の
山
及
び
川
を
根
拠
と
 
 

し
て
吉
野
宮
の
永
続
性
を
強
調
し
た
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
対
句
を
連
 
 

ね
て
景
物
を
詠
み
込
み
、
焦
点
を
蔽
っ
て
ゆ
く
方
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
 
 

え
ば
、
次
の
詩
に
見
え
る
技
法
に
倣
っ
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
 
 

［
…
椚
摘
鏑
尻
－
 
 

［
紺
銅
弼
鍼
鱒
 
 

∴
●
．
≒
、
、
 
 

も
も
し
き
の
 
 

［
 
こ
の
山
の
 
 

こ
の
川
の
 
 
 

見
れ
ば
貴
く
 
 

見
れ
ば
さ
や
け
し
 
 
 

尺
、
き
ば
の
み
こ
そ
 
 
 

絶
え
ば
の
み
こ
そ
 
 

大
宮
所
 
止
む
時
も
あ
ら
め
 
 
（
六
・
一
〇
〇
五
）
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［
摘
摘
摘
二
摘
摘
…
 
 

［
錮
銅
㌍
鍼
 
 

［
調
錮
甑
掴
－
 
 

（
貌
曹
子
建
（
植
）
 
「
公
謙
語
一
首
」
、
『
文
選
』
二
十
・
公
訴
）
 
 

こ
の
場
合
、
対
句
の
連
続
に
よ
る
景
物
の
描
写
が
、
人
事
の
永
続
性
を
願
 
 

う
た
め
の
表
現
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
ま
た
、
連
対
に
よ
る
景
物
の
叙
 
 

述
を
「
こ
の
山
」
「
こ
の
川
」
と
指
示
語
で
受
け
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
 
 

尻
取
式
繰
り
返
し
の
み
な
ら
ず
、
次
の
例
、
 
 

［
踊
摘
摘
二
㌍
純
…
 
 

［
銅
絹
踊
摘
…
 
 

0
0
 
 

［
猥
…
輌
摘
 
 

［
鮎
掴
銅
摘
 
 

悠
悠
宇
宙
中
 
 

古
今
迭
先
後
 
 

（
普
湛
方
生
「
帆
人
面
湖
一
詩
」
、
冒
芸
文
頬
幣
』
人
部
十
一
・
行
旅
）
 
 

を
想
起
し
た
か
と
察
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
例
の
景
物
と
人
事
の
あ
 
 

り
よ
う
を
対
比
さ
せ
る
手
法
を
意
識
し
っ
つ
も
、
胤
劇
物
の
叙
述
を
指
示
語
 
 

で
受
け
て
そ
の
永
遠
性
を
う
た
う
こ
と
に
赤
人
の
意
が
あ
っ
た
の
で
は
な
 
 

い
か
。
か
よ
う
な
神
亀
元
年
の
吉
野
行
事
従
駕
歌
と
異
な
る
、
第
一
対
句
 
 

と
第
二
対
句
の
あ
り
よ
う
に
は
、
現
在
の
景
を
根
拠
と
し
て
詠
む
こ
と
が
 
 

抜
き
が
た
く
関
わ
る
。
ま
た
、
第
三
対
句
に
お
け
る
、
「
こ
の
山
の
 
尽
 
 

き
ば
の
み
こ
そ
 
こ
の
川
の
 
絶
え
ば
の
み
こ
そ
」
と
い
う
尻
取
式
繰
り
 
 

返
し
は
、
末
尾
に
お
い
て
喚
起
さ
れ
る
思
い
を
直
接
に
表
さ
ず
、
景
物
と
 
 

人
事
を
等
価
の
も
の
と
し
て
、
大
宮
人
の
叙
述
に
よ
っ
て
示
す
赤
人
の
根
 
 

法
と
い
え
る
。
 
 
 

す
な
わ
ち
、
赤
人
の
連
対
は
、
景
物
を
詠
み
込
む
場
合
に
、
従
前
の
 
 

「
見
れ
ば
型
」
「
は
型
」
と
、
尻
取
式
繰
り
返
し
と
を
組
み
合
わ
せ
、
さ
 
 

ら
に
詩
文
の
例
を
踏
ま
え
て
用
い
た
赤
人
独
自
の
表
現
で
あ
っ
た
と
い
え
 
 

よ
う
。
そ
こ
に
は
、
詩
文
の
例
に
お
け
る
景
物
の
永
遠
性
と
人
事
の
対
比
 
 

の
表
現
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
の
永
遠
性
を
人
事
に
及
ぼ
す
べ
く
景
物
を
詠
 
 

み
込
む
態
度
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
景
を
過
去
、
未
来
 
 

と
の
連
続
的
時
間
に
お
い
て
位
置
づ
け
、
か
つ
、
景
物
を
人
事
と
同
等
の
 
 

も
の
と
し
て
詠
み
込
み
、
連
対
を
人
事
の
永
続
を
願
う
表
現
と
し
て
用
い
 
 

た
こ
と
が
赤
人
の
方
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
 
 

【
注
】
 
 

（
⊥
拙
稿
「
柿
本
人
麻
呂
の
対
句
表
現
」
 
（
「
日
本
語
と
日
本
文
学
」
4
0
、
平
成
1
7
・
 
 

5 4 3 2  

2
）
 
参
照
。
 
 

岡
部
政
裕
氏
「
万
葉
長
歌
考
脱
』
 
Ⅱ
－
五
。
 
 

土
橋
魔
氏
『
古
代
歌
謡
諭
」
第
三
帝
二
節
。
 
 

村
山
出
氏
「
赤
人
の
恋
－
春
恩
歌
の
成
立
」
 
『
奈
良
前
期
万
柴
歌
人
の
研
究
㌔
 
 

他
に
は
、
赤
人
の
例
を
踏
ま
え
た
と
見
う
る
、
「
か
ぎ
ろ
ひ
の
 
春
に
し
な
れ
ば
 
 

0
0
0
0
 
 

…
か
ほ
点
は
 
間
な
く
し
ば
鳴
く
」
 
（
六
・
一
〇
四
七
・
福
麻
呂
）
、
「
山
辺
に
は
 
 

0
0
0
0
 
 

桜
花
散
り
 
か
ほ
鳥
の
 
間
な
く
し
ば
鳴
く
」
 
（
十
ヒ
二
二
九
七
三
・
地
主
）
が
 
 

あ
る
。
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（
6
）
 
奈
良
公
使
氏
「
山
部
赤
人
私
記
－
三
七
二
番
長
歌
の
作
品
性
と
そ
の
意
義
1
」
 
 

「
成
踵
国
文
」
2
4
、
平
3
・
3
。
 
 

（
7
）
「
斬
な
ぎ
に
 
来
寄
る
深
海
松
 
夕
な
ぎ
に
 
来
寄
る
股
梅
松
 
珊
瑚
樹
叫
 
深
 
 

め
し
我
を
 
股
梅
松
の
 
ま
た
行
き
帰
り
…
」
 
（
十
三
二
二
三
〇
こ
、
「
剛
な
ぎ
 
 

に
 
釆
寄
る
深
海
松
 
夕
な
ぎ
に
 
来
寄
る
純
の
り
 
澤
海
松
の
 
深
め
し
児
 
 

ら
を
 
繊
細
引
叫
 
引
け
ば
絶
ゆ
と
や
⊥
 
（
十
三
・
三
三
〇
二
）
。
 
 

（
8
）
清
水
寛
彦
氏
「
敏
馬
の
浦
に
過
る
時
の
歌
…
赤
人
作
歌
の
作
歌
事
情
－
」
 
『
開
架
 
 

論
集
 
第
二
』
 
昭
5
5
・
5
、
桜
楓
社
。
 
 

（
9
）
 
た
と
え
ば
、
実
景
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
な
お
、
次
の
、
 
 

釧
つ
く
答
志
の
崎
に
今
日
を
か
も
大
宮
人
の
玉
滞
刈
る
ら
む
 
 

（
一
・
四
一
・
人
麻
呂
）
 
 

に
加
え
、
碗
旅
歌
の
例
、
 
 

玉
渾
刈
る
敏
馬
を
過
ぎ
て
夏
撃
の
野
島
が
崎
に
船
近
づ
き
ぬ
 
 

（
三
二
一
五
〇
・
人
麻
呂
）
 
 

な
ど
を
意
識
し
た
か
と
思
わ
れ
る
。
 
 

（
1
0
）
 
「
常
宮
」
は
、
従
来
、
永
遠
不
変
の
宮
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
た
だ
し
、
吉
拝
殿
 
 

氏
『
萬
葉
集
金
注
 
巻
第
六
』
は
、
人
麻
呂
の
二
例
の
場
合
は
永
遠
不
変
の
意
が
 
 

強
い
と
し
つ
つ
、
赤
人
の
紀
伊
行
幸
歌
に
お
け
る
「
常
宮
」
に
つ
い
て
は
、
川
端
 
 

孝
明
氏
「
交
代
の
結
合
的
性
格
」
 
（
『
活
用
の
研
究
』
 
1
）
 
を
引
き
、
「
ト
コ
」
が
 
 

そ
の
盛
り
の
状
態
を
意
味
す
る
形
状
言
で
あ
る
と
し
て
、
「
常
宮
」
を
宮
の
讃
称
 
 

と
す
る
。
ま
た
、
「
常
宮
」
と
同
様
の
意
味
を
持
つ
譜
と
し
て
 
「
万
代
」
を
挙
げ
 
 

う
る
。
こ
の
語
は
調
薬
集
に
多
く
見
え
、
た
と
え
ば
、
「
常
宮
」
 
の
語
が
詠
み
込
 
 

ま
れ
る
人
麻
呂
の
二
首
 
（
二
・
一
九
九
、
一
九
六
）
 
の
他
、
笠
金
村
も
数
度
 
 

二
ハ
・
九
一
山
、
六
・
九
二
〇
等
）
 
に
わ
た
っ
て
用
い
、
さ
ら
に
、
旅
人
 
（
三
・
 
 

三
一
五
）
、
憶
良
 
（
六
・
九
七
八
）
 
に
も
例
を
見
出
し
う
る
。
と
す
れ
ば
、
未
来
 
 

を
志
向
す
る
表
現
と
し
て
は
、
先
ず
「
万
代
」
の
語
が
赤
人
の
念
頭
に
あ
っ
た
と
 
 

考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
村
山
出
氏
「
玉
津
島
の
讃
歌
－
基
礎
的
考
察
1
」
 
 

『
奈
良
前
期
万
葉
歌
人
の
研
究
』
が
指
摘
す
る
「
大
殿
」
の
語
に
つ
い
て
も
想
起
 
 

し
た
可
能
性
が
あ
る
が
、
宮
の
永
続
性
が
よ
り
強
調
さ
れ
る
点
で
、
「
常
宮
」
を
 
 

選
び
取
っ
た
と
寮
せ
ら
れ
る
。
 
 

（
‖
）
消
水
克
彦
氏
「
赤
人
に
お
け
る
叙
騎
形
式
の
変
遷
－
仮
称
「
原
赤
人
集
」
の
構
造
 
 

か
ら
ー
」
 
『
前
葉
論
集
 
第
二
」
。
 
 

（
1
2
）
 
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
騎
の
呼
人
の
あ
り
よ
う
と
し
て
、
他
に
、
「
場
所
＋
の
」
を
 
 

指
摘
し
う
る
り
 
こ
の
場
合
、
「
隠
国
の
 
泊
瀬
の
川
の
 
上
つ
湘
に
 
前
代
を
打
 
 

ち
 
下
つ
瀬
に
 
幾
代
を
打
ち
…
」
 
（
紀
歌
謡
・
九
〇
）
 
の
如
く
、
場
所
の
指
示
 
 

0  

を
受
け
て
「
上
つ
漸
－
下
つ
湘
」
な
ど
の
対
鶉
語
が
見
え
、
慌
取
式
繰
り
返
し
へ
 
 

移
行
す
る
の
を
特
徴
と
す
る
。
両
方
、
植
物
な
ど
の
授
示
が
「
～
は
」
と
い
う
形
 
 

で
行
わ
れ
る
場
合
、
「
…
否
妙
し
 
花
橘
は
 
上
つ
枝
は
 
鳥
居
枯
ら
し
 
下
づ
 
 

柏
は
 
人
取
り
枯
ら
し
 
三
つ
栄
の
 
中
つ
桔
の
 
ほ
つ
も
り
 
明
ら
嬢
子
を
 
 

…
」
 
（
記
歌
謡
・
瓦
三
）
 
（
紀
歌
謡
∴
二
五
）
 
の
細
く
、
い
わ
ゆ
る
三
段
選
択
形
式
 
 

と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
 
 

ひ
り
褒
 
 

（
1
3
）
 
「
天
地
 
日
月
と
と
も
に
 
足
り
行
か
む
 
神
の
御
面
と
」
 
（
二
二
二
一
〇
・
人
麻
 
 

ひ
つ
き
 
 

呂
）
、
「
も
も
し
き
の
 
大
宮
人
は
 
天
地
 
日
月
と
と
も
に
 
万
代
に
も
が
」
（
十
 
 

ひ
つ
擾
 
 

九
二
四
二
五
四
・
家
持
）
、
「
天
地
並
斉
、
日
月
共
同
」
 
（
常
陸
国
風
土
記
歌
謡
・
 
 

筑
波
郡
）
 
等
。
 
じ
「
げ
つ
 

0  

0
0
 
 

（
1
4
）
 
歳
月
を
示
す
「
日
月
」
が
過
ぎ
ゆ
く
例
は
、
た
と
え
ば
、
「
今
我
不
レ
楽
、
日
日
 
 

0
0
 
 

具
除
」
 
（
『
毛
詩
』
唐
風
・
雌
蝉
）
 
の
よ
う
に
、
詩
文
に
お
い
て
散
見
さ
れ
る
。
ま
 
 

し
っ
げ
つ
 
 

た
、
「
日
月
」
を
「
適
し
」
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
『
貌
酋
k
に
「
若
姑
亡
必
 
 

0
0
0
0
 
 

不
レ
関
▼
公
子
有
否
∴
閏
レ
喪
則
税
、
不
し
許
二
日
目
遠
近
一
者
、
則
与
二
臣
之
従
し
 
 

君
、
卿
自
不
レ
同
秦
。
」
 
（
一
百
八
・
礼
志
）
 
と
い
う
例
が
残
る
U
 
（
中
華
酋
局
版
 
 

は
、
『
冊
府
元
亀
』
 
に
埋
っ
て
「
許
」
を
「
計
」
と
改
め
る
。
）
 
 

0
0
0
 
 

（
1
5
）
 
た
と
え
ば
、
『
隋
苔
』
 
（
十
九
・
天
文
志
）
 
の
 
「
観
二
陰
陽
之
升
降
∴
搾
夷
地
之
 
 

0
0
 
 

高
速
・
」
を
検
出
し
う
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
「
天
」
と
「
高
」
、
「
地
」
 
 

と
 
「
遠
」
が
対
応
す
る
と
判
断
さ
れ
る
。
 
 

（
1
6
）
 
「
山
部
赤
人
論
」
 
『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
 
第
七
巻
』
。
 
 

（
1
7
）
た
だ
し
、
小
島
憲
之
氏
は
、
赤
人
の
歌
句
が
渾
籍
に
由
来
す
る
と
は
即
断
出
来
な
 
 

い
と
す
る
。
（
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
山
中
、
第
五
車
）
。
 
 

（
1
8
）
な
お
、
逆
接
的
な
対
句
の
連
綿
の
類
例
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
が
挙
げ
ら
れ
 
 

る
。
 
 

天
空
の
 
影
さ
へ
見
ゆ
る
 
こ
も
り
く
の
 
泊
瀬
の
川
は
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［
H
…
門
＝
錮
…
門
‖
 
 

（
十
三
・
三
二
二
五
）
 
 

沖
つ
波
 
凌
ぎ
潜
入
り
来
 
海
人
の
釣
舟
 
 

こ
こ
に
見
え
る
対
句
の
連
続
は
、
景
物
の
撞
示
か
ら
人
事
へ
の
転
換
を
行
う
も
の
 
 

で
は
な
く
、
最
初
の
対
句
で
描
い
た
人
事
か
ら
、
次
の
対
句
に
お
い
て
逆
接
的
に
 
 

末
尾
の
 
「
竣
ぎ
漕
入
り
来
」
 
へ
と
係
る
。
 
 

（
1
9
）
 
「
朝
雲
－
夕
霧
」
の
対
に
つ
い
て
は
、
『
憶
風
藻
』
所
収
、
大
伴
王
「
従
駕
吉
野
 
 

0
0
 
 

0
0
 
 

寓
、
応
謂
、
二
首
」
（
英
一
）
に
、
「
朝
雲
指
二
南
北
血
 
夕
霧
正
二
西
束
一
」
と
見
 
 

え
る
。
 
 

0
0
 
 

0
0
 
 

（
空
「
朝
雲
－
夕
霧
」
の
対
は
、
「
朝
雲
曖
曖
、
夕
霧
溶
溶
。
」
（
梁
任
孝
恭
「
多
宝
寺
碑
 
 

銘
文
」
、
買
方
文
類
宋
』
内
興
下
・
寺
碑
銘
）
を
検
出
し
う
る
b
 
 

（
2
1
）
金
村
の
例
の
他
に
、
川
の
景
物
と
し
て
両
者
を
詠
み
込
む
例
に
、
「
佐
保
川
の
涌
 
 

き
川
原
に
鳴
く
ゃ
か
如
炬
“
ツ
と
二
つ
忘
れ
か
ね
つ
も
」
（
七
・
一
一
二
三
）
が
あ
 
 

る
。
 
 
 

付
記
 
稿
を
成
す
に
際
し
ま
し
て
、
終
始
、
芳
賀
先
生
の
御
指
導
を
仰
ぎ
 
 

ま
し
た
。
末
尾
な
が
ら
、
記
し
て
あ
つ
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
 
 

（
た
な
か
 
ま
り
 
筑
波
大
学
大
学
院
博
士
課
程
 
 

人
文
社
会
科
学
研
究
科
 
日
本
文
学
）
 
 

L
…
H
…
…
 
 舟
の
寄
り
来
ぬ
 
 

海
人
の
釣
せ
ぬ
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