
良
基
遵
歌
論
に
お
け
る
い
「
て
に
、
を
は
」
の
意
義金

　
子
　
金
・
治
．
郎

’
⊥

良
基
の
連
歌
表
現
論
の
方
法
体
系
を
整
理
す
る
一
環
と
し
て
、
「
て
に
を

は
」
を
取
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
い
。
「
て
に
を
は
」
は
、
心
と
詞
の
〓
系
列

の
内
、
詞
の
系
列
に
属
し
て
い
る
が
、
他
方
の
心
の
系
列
に
つ
い
て
は
、
さ
き

に
少
し
く
整
理
し
て
い
る
の
で
、
（
注
．
1
）
こ
こ
で
は
、
詞
の
釆
列
の
中
か
ら

ま
ず
「
て
に
を
は
」
の
問
題
を
取
り
あ
げ
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
詞
の
系
列

の
中
で
は
、
別
に
扱
う
こ
と
に
し
て
い
る
「
か
か
り
」
と
並
ん
で
、
重
要
な
役

割
を
負
う
も
の
と
考
え
を
か
ら
で
あ
る
。

「
て
に
を
は
」
　
の
鞋
理
に
当
っ
て
は
、
次
の
二
つ
が
主
要
な
着
眼
点
に
な

る
。A

連
歌
表
現
論
で
は
、
詞
の
持
つ
い
ろ
い
ろ
な
性
質
が
間
画
に
さ
れ
い
て
る

が
、
「
て
に
を
は
」
は
、
そ
の
内
主
と
し
て
ど
l
り
う
性
質
が
問
題
に
さ
れ
た

か
。B

連
歌
表
現
論
は
、
・
い
く
つ
か
の
部
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
「
て
に

を
は
」
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
主
と
し
て
ど
の
部
面
に
お
い
て
で
あ
っ
た

か
。こ

の
二
つ
の
着
眼
点
か
ら
、
「
て
に
を
は
」
の
位
置
を
見
定
め
よ
う
と
す

る
の
が
、
こ
の
整
理
の
大
要
と
な
る
。
た
だ
そ
の
筋
遠
の
混
雑
を
避
け
る
た
め

に
、
初
め
に
お
よ
そ
の
方
向
だ
け
を
掲
げ
て
お
く
．
こ
と
に
し
た
い
。

A
の
詞
の
詣
性
質
の
点
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
面
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

が
、
良
基
の
連
歌
論
に
即
し
て
分
短
し
て
み
る
と
、
お
よ
そ
次
の
四
つ
に
な
る

か
と
思
う
。

機
能
の
面
。
（
い
わ
ゆ
る
切
字
の
説
に
見
ら
れ
る
．
こ
と
き
。
）

意
味
の
両
。
（
山
類
・
水
辺
、
体
・
用
、
四
季
な
ど
の
詞
の
分
類
に
見
ら

．
れ
る
ど
と
き
。
）

歴
史
の
両
。
（
本
歌
・
本
説
の
詞
、
寄
合
の
詞
な
ど
に
見
ら
れ
る
と
′
と

き
。
）

感
覚
の
面
。
（
詞
の
強
・
弱
等
々
、
あ
る
い
は
相
通
・
連
声
な
ど
に
見
ら

れ
る
．
こ
と
き
。
）

こ
の
四
つ
の
分
類
の
中
で
、
．
「
て
に
を
は
」
が
主
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の

は
、
機
随
の
面
で
あ
る
。

B
表
璃
論
の
楕
戊
は
、
連
歌
の
特
殊
な
形
態
に
即
応
し
て
、
次
の
四
つ
が
主

要
な
部
面
と
な
っ
て
い
る
。
。

一
句
の
叙
述

二
句
の
付
合

三
句
の
移
り
一

l

一
巻
の
布
躍
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こ
の
四
部
画
の
内
で
、
「
て
に
を
は
」
が
主
と
し
で
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、

二
句
の
付
合
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
A
B
二
つ
の
観
点
を
合
わ
せ

て
い
え
ば
、
二
句
の
付
合
に
お
い
て
、
そ
の
機
能
的
性
質
を
発
揮
す
る
の
が

「
て
に
を
は
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
が
「
て
に
を
は
」
怒
理
の
大
要
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
主
と
し
て
」

と
い
う
条
件
付
き
の
荒
筋
で
あ
っ
で
、
そ
こ
だ
け
に
限
定
す
る
の
は
、
契
際
に

合
わ
な
い
。
関
係
す
る
と
こ
ぢ
の
多
方
面
に
わ
た
る
・
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

2
．

二
つ
の
兢
点
か
ら
整
理
し
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、
順
序
と
し

て
、
「
て
に
を
は
」
の
名
称
が
何
を
指
し
た
か
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。

さ
ら
に
そ
の
前
に
、
・
「
て
に
を
は
」
と
「
て
に
は
」
と
の
両
用
が
、
一
応
の

問
題
に
な
る
。
す
巧
に
、
八
雲
御
抄
の
才
に
を
は
」
、
「
夜
の
鶴
」
の
「
て

に
は
」
が
指
摘
さ
れ
て
き
た
が
．
、
良
基
の
達
歌
論
書
に
は
、
そ
の
両
者
が
併
用

さ
れ
て
い
る
。
右
の
問
に
何
等
か
の
区
別
を
設
け
て
い
た
か
ど
う
か
が
問
題
に

な
る
が
、
結
論
的
に
い
っ
て
、
区
別
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。
説
明
は
省
略

し
、
後
に
引
用
す
る
実
例
に
、
い
っ
さ
い
を
委
ね
た
い
と
思
う
。

「
て
に
を
は
」
の
名
称
で
指
し
て
い
た
も
の
は
、
ほ
ぼ
二
つ
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
・

①
そ
の
語
を
指
す

◎
そ
の
機
能
を
指
す
．

の
二
つ
で
あ
る
。
こ
れ
は
山
田
孝
雄
博
士
が
、
八
雲
御
抄
の
「
て
に
を
は
」
、

「
夜
の
鶴
L
b
「
て
に
は
」
辻
つ
い
て
、
そ
れ
ら
が
　
「
た
だ
そ
の
　
『
て
に
を

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ほ
』
そ
れ
個
々
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
用
絡
、
ま
た
措
辞
の
上
に
ま
で
及
ん

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

で
ゐ
る
も
の
で
、
ひ
ろ
く
語
柏
と
い
ふ
程
の
意
を
含
ん
で
ゐ
る
」
　
（
注
2
）
と

1
1

指
摘
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
対
応
す
る
か
と
思
う
。
良
基
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
個

々
の
吾
を
指
す
も
の
と
、
ま
た
そ
の
膠
能
を
指
す
も
の
と
が
存
し
て
い
る
。
も

っ
と
も
後
者
の
場
合
、
そ
の
語
か
ら
離
れ
て
、
単
に
機
能
だ
け
を
指
す
と
い
っ

て
は
、
い
い
過
ぎ
に
な
る
が
、
機
能
に
重
点
の
あ
る
と
だ
け
は
い
え
る
。

こ
の
二
つ
の
用
法
の
例
を
あ
げ
る
前
に
、
も
う
一
つ
断
わ
っ
て
お
か
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
だ
名
称
と
し
て
十
分
に
概
念
化
さ
れ
な
い
場
合
の
あ
る

こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
僻
遠
抄
討
目
部
「
て
ノ
に
を
け
の
覇
」
の
条
に
、

、

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

．

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

に
と
と
ま
り
た
る
句
に
て
七
は
不
可
付
之
。
但
衣
手
と
い
ふ
句
に
は
、
に

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

、
の
字
不
可
憧
之
。
他
唯
之
。
凡
て
に
を
は
比
等
の
字
を
あ
ひ
あ
ほ
せ
て
す

る
串
な
し
。

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

と
あ
る
ど
と
き
で
あ
る
。
こ
れ
は
文
意
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
・
「
て
・
に
・
を

ヽ

・
は
ハ
比
等
の
字
」
と
ー
個
々
の
語
を
列
挙
し
た
も
の
で
あ
．
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
一

ぅ
列
挙
し
た
の
も
、
概
念
化
し
た
「
て
に
を
は
」
の
名
称
に
対
応
し
て
い
る
と
　
3
8

°

　

　

　

　

　

　

　

　

3

考
え
て
よ
い
が
、
こ
こ
で
の
用
法
は
、
あ
く
ま
で
も
個
々
の
列
挙
で
あ
る
。
こ
　
一

の
種
の
場
合
は
、
他
に
も
存
す
る
が
、
控
に
出
て
く
る
と
思
う
の
で
、
∵
」
れ
だ

け
の
指
摘
に
留
め
る
。

ま
ず
0
の
そ
の
語
を
指
す
名
称
と
し
て
の
「
て
．
に
を
は
」
l
で
あ
る
が
、
前
に

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

あ
げ
た
式
目
部
の
「
て
に
を
は
の
等
し
の
　
「
て
に
を
は
」
　
の
ど
と
き
は
、
す

で
に
そ
の
例
と
見
て
よ
い
と
思
う
。
し
か
し
も
ク
と
は
っ
き
り
し
た
例
と
し
て

、

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

1

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ほ
、
「
か
な
は
発
句
な
ら
ね
ど
も
右
輿
て
に
は
也
」
　
（
僻
遠
、
H
7
3
）
　
「
や
ら

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

ヽ

ヽ

ヽ

ん
・
せ
ん
・
け
ん
・
・
な
ら
ん
、
此
四
の
て
に
は
、
と
芋
り
所
に
す
べ
か
ら
ず
」

（
図
書
寮
未
知
違
、
口
聖
な
ど
が
あ
。
、
他
に
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

次
に
◎
の
機
能
を
指
す
名
称
と
し
て
の
「
て
に
を
は
」
の
例
を
見
よ
う
。
僻

遠
の
脇
句
の
条
に
、



ヽ

　

ヽ

　

ヽ

所
詮
物
名
に
で
、
校
風
と
も
置
の
草
と
も
と
む
れ
ば
、
て
に
は
の
た
が
は

ぬ
也
。

と
あ
る
。
（
連
理
は
こ
の
部
分
削
除
）
l
－
し
れ
ほ
．
発
句
に
対
す
る
貼
句
の
付
け

方
を
説
い
た
部
分
で
、
脇
句
の
句
末
を
幼
名
留
め
に
す
れ
ば
、
発
句
に
対
し
て

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

よ
く
付
く
と
い
う
の
が
諭
旨
で
あ
る
。
そ
れ
を
「
て
に
は
の
た
が
は
ぬ
也
」
と

述
べ
た
の
で
一
、
こ
の
「
て
に
は
」
の
ど
と
き
は
、
付
き
具
合
と
い
っ
た
機
能
を

指
す
用
法
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
さ
ら
に
明
瞭
に
見
え
る
の
は
、
東
北
大
本

系
の
知
達
抄
が
い
う
「
歌
て
に
は
」
「
心
て
に
は
」
等
の
名
称
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
後
に
譲
る
。

名
称
と
し
て
の
「
て
に
を
は
」
が
指
す
二
つ
の
面
に
つ
い
て
は
、
以
上
の
簡

単
な
記
述
に
留
め
て
お
く
。
が
、
こ
こ
で
の
に
関
連
し
て
、
「
て
に
を
は
」
の

名
称
が
指
す
個
々
の
語
を
あ
げ
て
お
く
こ
と
す
に
る
。
そ
れ
が
今
後
の
記
述
を

具
体
的
に
す
る
と
思
う
の
で
、
艮
基
連
歌
諭
の
中
か
ら
拾
一
つ
て
、
列
挙
す
る
こ

と
に
す
る
。
′

て
（
僻
連
・
連
理
）
　
　
し
て

は
（
同
）
　
　
の
（
僻
達
）

撃
蒙
）
　
　
ぞ
（
僻
遠
・
知
達
）

て
も
（
僻
遠
）
　
　
と
も
（
同
）

せ
ん
　
（
同
）
　
　
け
ん
（
同
）

（
同
）
　
　
に
（
同
）
　
．
を
（
同
）

や
ら
ん
（
知
連
）

ざ
る
ら
ん

よ
（
僻
遠
・
撃
蒙
）
　
　
か
な
．
（
僻
達
・

そ
（
撃
芸
）
　
　
も
（
撃
芸
）

は
（
撃
豪
）
　
　
ざ
れ
は
（
知
達
）

l
な
ら
ん
（
同
）
　
　
ら
ん
（
僻
遠
）

（
同
）
　
　
ぎ
り
け
り
（
同
）
　
　
つ
つ

「
　
（
僻
遠
・
整
蒙
）

こ
れ
ら
は
、
請
書
が
明
ら
か
に
「
て
に
を
ほ
」
と
呼
ぶ
も
の
、
お
よ
び
そ
れ
に

葦
ず
る
も
の
で
あ
る
。
助
詞
、
助
動
詞
、
お
よ
び
、
そ
の
接
合
し
た
ま
ま
の
も

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
は
湖
に
、
僻
遠
抄
は
、
発
句
の
切
れ
る
詞
と

し
て
、

※
か
な
　
け
。
な
し
　
け
れ
　
な
れ
　
※
ら
ん

を
あ
げ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
切
字
で
あ
る
。
こ
の
内
※
印
の
も
の
は
、
「
て
に

を
は
」
と
し
て
、
別
の
と
こ
ろ
．
で
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
前
に
列

挙
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
他
の
も
l
の
も
、
あ
る
い
は
「
て
に
を
は
」
と
呼

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

ん
で
よ
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
発
句
の
場
合
に
は
、
か
な
・
ら
ん
も
含
め

て
、
こ
れ
ら
を
「
て
に
を
は
」
と
は
呼
ん
で
い
な
い
。
少
々
間
芯
で
あ
る
。
そ

れ
は
別
に
考
え
る
べ
き
こ
せ
か
と
思
う
が
、
所
詮
推
察
の
撃
を
出
な
い
の
で
、

こ
こ
で
記
し
て
お
く
と
、
「
て
に
を
は
」
と
呼
ぶ
と
き
は
、
付
合
に
関
孫
す
る

が
、
発
句
の
均
字
に
は
、
そ
の
関
係
が
な
い
か
ら
、
．
あ
え
て
「
て
に
を
は
」
と

呼
は
な
か
．
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

3

整
理
の
本
筋
に
は
い
る
こ
と
に
す
る
P
初
め
に
、
二
句
の
付
合
に
お
い
て
、

そ
の
糖
能
的
性
質
を
発
揮
す
る
の
が
、
「
て
に
を
は
」
．
だ
と
い
う
大
理
を
掲
げ

て
お
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
主
と
し
て
」
と
い
う
条
件
付
き
で
あ
っ

た
。
で
は
他
に
ど
ん
な
部
面
が
あ
る
か
。
表
現
諭
を
構
成
す
る
ど
の
部
面
で
、

「
て
に
を
は
」
の
性
質
の
ど
の
面
が
間
瓢
に
な
っ
て
い
る
か
。
そ
の
点
か
ら
決

っ
て
行
く
ー
．
」
と
に
す
る
。

〇
一
句
の
叙
述
に
関
連
し
て

一
句
を
組
成
す
る
要
崇
と
し
て
の
「
て
に
を
は
」
が
、
一
句
の
叙
述
に
つ
い

て
だ
け
問
題
に
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
も
と
よ
り
あ
る
。
そ
の
場
合
、
「
て
に

を
は
」
の
性
質
の
二
つ
の
面
が
閏
岩
に
な
る
。
そ
の
一
つ
は
、
㊥
表
現
機
能
の

面
で
あ
る
。
辟
達
の
「
患
け
打
の
こ
と
」
の
条
に
、
救
済
・
旧
覚
・
信
昭
の
句
風

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

を
比
較
し
、
「
ヨ
の
す
へ
真
、
て
に
を
は
博
の
字
な
ど
ま
で
も
、
皆
お
も
ひ
／
＼

に
し
か
へ
た
る
に
や
」
と
辻
．
へ
て
、
そ
の
違
い
を
あ
げ
て
い
る
。
そ
の
い
う
と

・．－339－



こ
ろ
を
表
に
し
て
あ
げ
て
入
る
と
、

（
詞
の
す
へ
様
）

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

救
済
　
　
鏡
き
ゝ
で

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

順
党
　
　
錨
な
り
て
．

ヽ

　

ヽ

信
昭
　
　
鏡
の
音
（
鏑
の
芦
）

（
て
に
を
は
の
字
）

ヽ

秋
風
ぞ
吹
く

ヽ

、
秋
風
の
吹
く

ヽ

秋
風
は
吹
く

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

と
な
る
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
ぞ
・
の
・
は
の
「
て
に
を
は
の
字
」
で

あ
る
。
個
々
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
人
に
よ
っ
て
使
い
変

え
る
こ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
句
風
の
違
い
を
生
む
と
見
る
と
こ
ろ
に
、
一
句
の

叙
述
に
対
す
る
役
割
が
睾
誼
き
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
．
積
の
機
能
の
面

に
関
す
る
例
聡
、
他
に
も
二
一
存
す
る
が
、
特
に
積
極
的
な
説
明
を
加
え
た
も

の
は
見
ら
れ
な
い
。
と
は
い
え
、
発
句
に
つ
い
て
、
、
い
わ
ゆ
る
切
字
が
言
い
切

り
の
作
用
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ち
、
そ
の
点
か
ら
粧
し
て

考
え
る
と
、
発
句
以
外
の
「
て
に
を
は
」
に
つ
い
て
も
、
何
等
か
の
表
現
機

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

能
が
意
識
さ
れ
て
い
た
ろ
う
と
思
う
。
ぞ
・
の
・
は
な
ど
、
そ
．
の
一
つ
で
あ
っ

た
と
し
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
次
は
、
㊥
音
調
の
画
で
あ
る
。
詞
の
感
覚
的
側
面

の
内
の
一
つ
で
、
こ
れ
が
や
は
り
関
知
に
な
っ
て
い
る
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

五
指
相
通
と
云
は
大
事
也
。
凡
運
膏
の
切
め
に
あ
ら
ん
ず
る
て
に
は
の
字

の
ひ
ゞ
き
、
・
お
な
じ
く
か
よ
ふ
様
に
字
を
躍
要
望
嘉
本
知
導
口
聖

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
五
韻
相
通
は
、
五
輿
望
丹
と
と
も
に
、
一
句
の
音

調
に
係
わ
る
問
題
で
、
そ
の
分
析
は
略
す
る
が
（
注
3
）
、
こ
こ
で
は
軍
す
る

に
、
「
て
に
を
は
」
の
音
声
的
な
画
が
、
一
句
の
表
現
に
係
わ
る
と
い
う
の
で

▼
あ
そ
こ
れ
に
触
れ
た
の
は
、
．
こ
の
例
ぐ
ら
い
で
、
決
し
て
多
く
見
え
る
の
で

は
な
い
。
・

要
す
る
に
、
一
句
の
牢
辻
に
関
連
す
る
の
は
、
⑦
㊥
の
二
癌
で
、
そ
の
内
、

責
瑛
技
能
に
関
す
る
或
は
、
い
わ
ゆ
る
切
字
の
言
い
切
り
を
外
に
す
れ
ば
、
そ

れ
ほ
ど
狭
く
問
題
に
さ
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

◎
三
旬
の
移
り
に
関
連
し
て

三
句
の
移
り
、
つ
ま
り
打
越
の
変
化
に
関
連
し
て
、
句
末
に
立
つ
「
て
に
を

は
」
が
聴
り
あ
げ
ら
れ
て
い
薫
僻
違
式
目
部
「
韻
字
」
の
条
に
、

物
の
名
と
詞
の
字
と
不
可
雄
之
。
物
の
名
と
物
の
名
と
女
不
可
嫌
之
。
可

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

ヽ

旺
打
越
之
詞
、
つ
ゝ
・
か
な
・
覧
・
し
て
ー
他
唯
之
。
如
此
之
類
可
椋
之
。

（H聖

ヽ

　

ヽ

と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
連
理
・
応
安
新
式
（
長
谷
寺
本
）
と
も
に
、
つ
1

ヽ

　

ヽ

の
次
に
、
け
り
を
加
え
て
い
る
。
こ
こ
に
に
「
詞
の
孝
」
と
あ
っ
て
、
「
て
に

を
は
」
と
は
あ
げ
て
い
な
い
が
、
艮
基
達
歌
論
で
は
、
「
詞
」
は
、
し
ば
し
ば

「
て
に
を
は
」
　
を
包
含
す
る
概
念
で
使
用
さ
れ
て
い
．
．
る
か
ら
、
あ
げ
た
実
例

は
、
「
て
に
を
は
」
と
考
え
て
い
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
僻
遠
秘
抄
（
平
校
本
）

ヽ

　

ヽ

の
こ
の
部
分
は
、
l
々
の
語
例
の
代
り
に
、
蛍
に
「
て
に
は
」
と
L
、
「
て
に

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

1

　

1

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

は
、
可
拉
打
越
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
1
・
け
り
・
か
な
・
覧
・
し
て
、
な

ど
の
「
て
に
を
は
」
が
、
中
一
句
を
隔
て
て
、
打
越
の
句
末
に
来
る
の
を
制
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
意
味
で
打
越
を
蛙
う
か
と
い
え
ば
、
同
じ
「
て

に
を
催
し
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
は
未
詳
で
あ
る
。
推
嘩

す
れ
ば
、
同
じ
「
て
に
を
は
」
で
留
る
の
は
、
二
．
句
の
付
合
が
同
℃
よ
う
に
な

る
か
ら
と
い
う
理
由
が
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

以
上
の
㊤
の
外
、
表
現
諭
の
括
戊
に
は
、
「
二
句
の
付
合
」
の
問
題
、
「
一

巻
の
布
置
」
の
問
題
が
あ
る
が
」
後
者
に
関
連
し
た
両
で
は
、
「
て
に
を
は
」

は
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
残
る
の
は
、
、
「
二
句
の
付
合
」
に
関
連
し
た
両

で
あ
る
が
、
最
初
の
兄
と
お
し
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
て
に
を
は
」
が
主
と
し

て
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
付
合
の
薗
に
お
い
C
で
あ
る
。
そ
れ
に
較
べ
、

る
と
、
の
◎
で
見
て
来
た
と
こ
ろ
は
、
決
し
て
大
き
ノ
＼
ほ
な
い
。
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．4

「
て
に
を
は
」
が
「
二
句
の
付
合
」
に
調
達
し
て
振
り
あ
げ
ら
れ
、
付
合
と

い
う
表
現
鞘
能
に
参
与
す
る
も
の
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
た
点
を
、
や
や
詳
し

ぐ
見
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
良
基
連
歌
講
書
の
中
で
、
「
て
に
を
は
」
を
独
立

項
目
と
し
宅
、
集
中
的
に
扱
っ
て
い
る
の
は
、
僻
遠
抄
▼
（
そ
れ
払
修
訂
し
た
連

理
秘
抄
）
と
璧
雲
抄
で
あ
り
・
さ
ら
に
東
北
大
本
系
の
知
達
抄
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
順
に
検
討
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
』

癖
連
抄
の
「
て
に
を
は
」
の
項
目
か
ら
で
あ
る
が
、
畠
文
な
の
で
、
そ
の

前
半
分
を
挙
げ
る
。
（
傍
拍
部
分
は
連
理
に
な
く
、
括
弧
内
は
連
理
に
あ
る
も

の
。
）

て
に
を
は
、
大
事
の
物
也
。
心
き
ゝ
た
る
人
小
宛
と
い
ふ
も
、
ま
こ
と
に

叫
尋
看
也
。
さ
れ
ば
、
a
て
に
を
ほ

の
字
を
き
ら
ふ
も
、
こ

の
故

聖
い
か
に
よ
き
句
も
、
b
て
に
を
け
（
の
）
た
が
ひ
ね
れ
ば
、
惣
じ
て
付

ぬ
也
。
事
に
よ
り
（
様
に
し
た
が
ひ
）
て
・
殊
に
掛
軸
す
．
へ
．
し
。
珂
樹
上
上
帝

に
物
の
名
な
ど
に
て

軒
の
松
、
秋
の

我
心
、
な
ど
憎
め
た
る
ほ
、
い

の
み
存
す
べ
か
ら
す
と
い

ヘ
ビ
も
、
C
句
の
て

に
を
は
に
よ
り
て
、

何
と
も
す
べ
し
。

ヽ

に
の
字
は
、
上
（
の
）
句
に
て
ほ
よ
し
。
下
（
の
句
）
に

て
は
刊
曲
磐
き
き
よ
か
ら
ず
）
。
も
の
字
又
上
の
句
に
て
上
し
。
下
の
句

に
で
は
わ
ろ
し
。
加
様
の
肇
も
せ
で
か
な
ふ
ま
じ
き
所
の
あ
む
む
に
は
遠

ふ
・
へ
き
に
あ
ら
ず
・
時
に
し
た
が
ひ
、
体
に
上
る
ペ
し
。
（
a
b
C
は
、
私

に
付
け
た
も
の
）

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

謁
の
主
眼
点
は
、
「
い
か
に
よ
き
句
も
、
て
に
を
は
（
の
）
た
が
ひ
ね
れ
ば
、

慧
じ
て
付
ね
也
」
と
い
う
に
あ
る
。
連
理
の
修
訂
で
も
生
か
さ
れ
た
部
分
で
あ

る
。
「
て
に
を
は
」
の
用
法
が
う
ま
く
適
合
し
な
い
場
合
は
、
付
か
な
い
▼
と
いゝ

－

う
の
で
・
「
て
に
を
声
山
が
、
付
合
に
重
噴
な
役
コ
を
号
？
も
の
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
「
心
き
1
た
る
人
小
等
し
い
ふ
も
、
号
」
と
に
は

こ
れ
に
壬
H
也
」
と
指
摘
す
る
の
も
、
付
合
の
契
円
L
L
し
く
の
「
て
に
を
は
」

の
重
要
性
の
故
で
も
一
る
。
こ
こ
に
い
う
小
宛
は
、
良
基
の
し
ば
し
ば
用
い
る
術

語
で
、
付
合
の
庸
点
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
「
小
宛
と
い
ふ
も
、
き
し
と
に

は
」
「
て
に
を
は
」
に
あ
る
と
い
っ
た
の
は
、
「
て
に
を
は
」
が
付
合
の
鰐
点

と
し
て
重
要
な
こ
と
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
ま
た
写
し
の
引
用
部
分
に
は
、
「
て
に
を
ほ
」
の
、
概
念
を
異
に
す
る
用

例
が
元
さ
れ
て
い
る
。
a
は
「
て
・
に
・
を
・
は
の
字
」
と
読
ん
で
当
る
と
℃

ろ
、
b
は
・
a
と
同
様
に
読
め
る
が
、
個
々
l
の
語
を
指
す
楠
吾
と
し
て
概
念
化

さ
れ
た
趣
き
が
漬
い
っ
C
の
「
句
の
て
に
を
は
」
は
、
句
の
付
け
具
合
を
指
す

楠
詔
た
な
っ
て
い
る
。
a
b
は
、
ふ
る
い
は
区
別
し
が
た
い
に
し
て
も
、
個
々

の
語
を
指
す
「
て
龍
を
は
」
の
外
に
、
付
合
の
機
能
を
指
す
「
て
に
を
は
」
の

用
例
が
、
早
く
こ
こ
に
翌
響
）
て
い
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
。
そ
れ
が
知
遠

の
　
「
歌
て
に
は
」
．
「
心
て
に
は
」
　
に
到
っ
て
、
い
っ
そ
う
躍
認
さ
れ
る
こ
と

は
、
後
に
触
れ
る
。
そ
の
前
に
、
付
合
に
対
し
て
重
要
な
役
割
を
負
っ
て
い
る

「
て
に
を
空
が
、
亨
」
し
て
句
末
に
立
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
莞
心
を
向

け
て
み
た
い
。

群
澤
の
前
抱
の
部
分
に
は
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
説
明
を
加
え
て
い
な
い

が
、
省
略
し
た
後
半
分
に
は
、
い
く
つ
か
の
「
て
に
を
は
」
の
詔
を
あ
げ
た
中

ヽ

に
、
「
は
と
と
ゞ
む
る
は
常
の
萱
也
」
と
あ
っ
て
、
例
を
あ
げ
て
説
明
し
て
い

る
が
、
い
ず
れ
も
句
末
の
　
「
て
に
を
は
」
　
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ヽ

　

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

（
す
で
に
あ
げ
た
僻
遠
式
日
部
「
て
に
を
は
の
睾
」
の
条
に
、
「
に
と
と
ま
り

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

ヽ

た
る
句
に
て
と
は
不
可
付
之
」
　
と
あ
り
同
部
韻
字
の
条
に
句
末
の
　
「
て
に
を

一

は
」
の
語
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
も
想
起
し
た
い
。
）
辟
達
「
て
に
を
は
」
の
項
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∴
．
．
－
．

二

－

1

．

．

．

．

1

．

．

・

－

’

l

I

1

1

－

－

I

・

・

i

．

1

◆

は
、
・
上
句
末
に
立
つ
こ
と
の
可
否
、
下
句
末
に
立
つ
こ
と
．
の
可
否
を
論
じ
た
も

の
で
、
．
句
末
に
立
つ
こ
と
ば
の
範
関
は
、
実
は
「
物
の
名
」
・
「
詞
の
字
」

（
後
半
に
出
て
く
る
。
「
て
に
を
は
」
　
と
区
別
す
る
と
き
は
、
主
と
し
て
用

言
。
注
4
）
　
「
て
に
を
は
」
に
わ
た
っ
て
い
ち
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
、
式

目
部
韻
字
の
条
が
、
「
物
の
名
」
　
「
詞
の
字
」
　
（
「
て
に
を
は
」
含
む
）
に
わ

た
っ
て
句
末
表
現
の
規
定
で
あ
っ
た
こ
と
と
対
応
す
る
。
繰
り
返
え
す
こ
と
に

な
る
が
、
僻
遠
の
「
て
に
を
は
」
は
、
句
末
に
立
つ
語
を
問
題
に
し
て
い
た
の

で
あ
る
。

撃
芸
に
移
っ
て
み
て
も
、
句
末
を
閃
電
に
し
て
い
る
こ
と
は
変
ら
な
い
。
そ

の
巻
首
に
、
「
惣
録
」
と
し
て
、
日
次
を
掲
げ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
「
轟
字
」

と
あ
る
の
が
、
本
文
の
「
て
に
を
は
」
の
条
に
該
当
す
る
。
句
末
を
同
属
に
し

て
い
る
こ
と
が
、
よ
く
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
文
の
そ
の
項
は
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
に
を
は
は
、
い
か
な
る
を
よ
し
と
も
、
わ
ろ
L
と
も
串
が
た
し
。
但
上
の

ヽ

　

ヽ

句
の
か
な
、
菟
句
の
外
は
用
べ
か
ら
す
。
上
旬
に
一
向
停
止
。
塑
つ
ら
し
き

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
に
は
、
さ
き
の
句
に
し
た
が
ひ
て
、
な
に
と
も
出
来
す
べ
き
事
也
。
偽
少

々
是
を
し
ろ
す
。

に
始
ま
り
、
以
下
十
六
首
の
何
句
を
あ
げ
、
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

内
九
首
に
つ
い
て
は
、
「
て
に
を
は
」
の
語
を
指
摘
し
た
説
明
が
あ
る
。
い
ず

れ
も
句
末
に
立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。
列
挙
し
て
お
く

と
、

、

ノ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

＼

ノ

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

ノ

　

ヽ

ヽ

　

　

　

、

l

ノ

目
上
を
き
て
見
上
　
偲
上
心
せ
よ
．
廟
上
恩
つ
つ
　
樹
上
も
ろ
な
れ

′

－

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

′

．

t

ヽ

、

　

　

　

　

）

、

1

ノ

　

　

　

　

　

　

、

　

1

　

　

　

　

、

ノ

、

ノ

　

　

′

　

　

　

1

　

1

　

　

　

　

1

ノ

1

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

ば
　
1
1
下
き
ゞ
す
か
な
　
1
2
下
袖
の
冠
か
な
　
1
4
上
な
り
や
せ
ん

r
l
　
（
（
　
　
．
＋
．
、
∴
月
（
　
　
、
　
．
（
（

…
拝
呈
な
と
ど
め
そ
　
誹
は
な
く
く
も
　
（
注
。
番
号
に
大
女
に

ヽ
一
ノ
ヽ
ノ

列
賞
し
た
棍
看
。
上
下
は
、
上
旬
・
下
旬
を
元
す
）

〔
（

の
ど
と
く
で
あ
る
。
指
摘
の
な
一
い
も
グ
も
、
句
末
を
問
題
に
し
て
い
る
と
邑

て
、
ま
ず
誤
り
が
な
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
句
末
の
「
て
に
を
は
」
が
、
「
や
つ

ら
し
き
て
に
は
、
さ
き
の
旬
に
し
た
が
ひ
て
、
な
に
と
も
出
来
す
べ
き
等
也
」

と
あ
る
ご
と
て
、
付
合
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
、
閑
寂
に
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
、
（
後
で
も
一
部
触
れ
る
が
）
ま
ず
言
っ
て
お
い
て
よ
い
と
思
う
。

句
末
が
閏
規
に
さ
れ
て
い
た
と
い
う
脱
で
、
さ
ら
に
知
違
抄
に
移
っ
て
み
上

ぅ
。
常
北
大
本
知
達
抄
は
、
三
儀
五
体
を
内
容
と
す
る
が
、
そ
の
一
二
儀
の
内
の

第
一
が
「
て
に
を
は
」
　
に
な
っ
て
い
る
。
序
論
に
よ
る
と
、
「
て
に
を
は
」

は
、
「
六
の
次
第
」
と
「
三
極
」
に
分
け
て
い
る
が
、
契
際
は
「
六
の
次
第
」

の
六
項
と
、
「
三
踵
」
に
は
含
ま
れ
な
い
「
重
て
に
は
」
の
一
項
｛
都
合
七
項

を
あ
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
順
次
に
例
句
一
首
ず
つ
あ
げ
て
お
く
。

‖
歌
て
に
は

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

、
も
ろ
く
な
り
ゆ
く
花

う
き
を
し
る
旅
の

涙
の　の

日・夕
に・風
そ・
へヽ

て、

上　下
旬　句
末→頭

（
本
歌
）
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（
「
針
轟
…
針

吻
心
て
に
は

、
さ
て
は
心
に
か
な
ふ
呈
ざこ

と．と
ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

は
か
り

甘
謂
取
て
に
は

ヽ

ヽ

　

ヽ

（
瑠
摘
銅
鰭
招

槻
か
け
て
に
は

ヽ

　

ヽ（
折
損
招
沼
璽
り

ヽ
　
　
ヽ
　
　
ヽ

樹
捨
て
に
は

上　下　　　下　士
句　句・　句　句
末→頭　　頭・一末

（
縁
語
）

（
縁
語
）



二
㍉
十
三
∵

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

㈲
召
て
に
注
（
平
絞
太
「
谷
て
に
は
」

（
…
H
H
畏
縮
…

ヽ

　

ヽ

の
重
て
に
は

上　下
句　句
末→頭

（
本
歌
）

が
よ
い
）

僻
浬
の
「
て
に
を
は
」
の
条
に
は
、
次
の
上
う
に
あ
っ
た
。
．

物
の
名
な
ど
に
か
さ
ね
た
る
、
当
時
つ
ね
に
見
ゆ
。
仮
令
、
ま
つ
夕
ぐ
れ
と

下
旬
に
あ
ら
ば
、
軒
の
校
と
上
旬
に
と
ゞ
、
め
、
柴
の
い
は
と
上
旬
に
と
ゞ
め

た
ち
ば
、
し
ば
し
と
下
旬
の
は
じ
且
を
く
風
情
也
。

一

右
を
、
知
達
で
行
っ
た
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ヽ

　

ヽ

．

い
た
づ
ら
に
こ
そ
身
は
戊
に
け
り

ヽ
ヽ

月
影
の
ひ
害
も
る
椙
の
板

下
旬
頭↓

　
（
畳
音
）

上
句
末

l

・

・

（

ヽ

　

ヽ

ま
つ
夕
ぐ
れ
（
七
言
）
・
七
言
1
－
　
　
　
下
旬
頭

，
　
　
　
　
　
　
　
↓
∴
毘
青
）

五
言
－
・
七
言
　
－
・
軒
の
枚

す
．
へ
て
句
末
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
点
は
、
通
じ
て
い
え
る
。
そ
れ
が
付
合
の

作
用
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
．
「
○
○
て
に
は
」
の
名
称
で
も
察
知

で
き
る
。
こ
こ
の
「
0
0
で
に
は
」
は
、
い
ず
れ
も
す
で
に
、
付
合
の
謡
体
を

元
す
名
称
に
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
も
の
で
、
付
合
の
作
用
そ
の
も
の
を
指

す
名
称
で
あ
っ
た
「
て
に
を
は
」
が
、
固
定
化
し
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

付
合
諸
体
の
柘
類
を
示
す
ま
で
に
国
定
化
し
た
こ
と
は
、
き
わ
め
て
特
異
な
方

向
で
あ
っ
た
が
、
逆
に
い
え
ば
、
「
て
に
を
は
」
が
付
合
に
対
し
て
重
い
役
割

を
負
う
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
て
に
を
は
」
が
付
合
の
作
用
に
参
与
し
、
そ
こ
で
璽
覇
な
役
割
を
負
う
こ

と
、
句
末
に
立
つ
う
て
に
を
は
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
二
点
か
ら
、
以

上
僻
遠
・
撃
蒙
・
知
達
に
つ
い
て
眺
め
て
き
た
。
そ
の
二
点
に
関
す
る
限
り
、

以
上
の
確
か
め
で
十
分
だ
と
思
う
。
た
だ
こ
こ
で
、
知
達
で
ま
と
め
ら
れ
た

「
○
○
て
に
は
」
の
諸
体
が
、
知
達
で
突
然
出
頭
し
た
も
の
で
は
な
く
、
部
分
的

に
は
、
僻
遠
・
撃
蒙
に
も
存
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
と
患
う
。

本
筋
を
逸
脱
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
知
達
で
「
て
に
を
は
」
が
、
付
合
の
名
称
の

ど
と
く
固
定
化
し
た
道
筋
も
い
く
ぷ
ん
汲
み
取
れ
る
と
思
う
か
ら
で
′
あ
る
。

「
㍉
∴
㍉
二
一

上
句
末

上
旬
未↑

　
（
侵
音
）

下
旬
碩

こ
れ
に
撃
雲
「
て
に
を
は
」
の
条
に
あ
げ
て
い
る
例
句
の
中
か
ら
、
次
の
二
つ

を
加
l
誉
接
㌍
∵
∴
　
．
∴
i
．
二

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

芸
…
招
絹
出
精
つ
つ

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

ヽ
＼
鳥
よ
り
径
は
猶
か
ね
の
こ
え

二
㍉
二
∴
∴
∴
こ
　
．
与
・
－

こ
れ
を
、
先
の
知
達
の
諸
例
に
較
べ
て
み
れ
ば
、
そ
の
共
通
性
が
は
つ
き
れ
す

る
。

△
上
旬
未
1
（
珪
音
）
1
下
旬
頭

こ
の
型
の
も
の
に
、
僻
遠
の
の
㊥
、
撃
蒙
の
剛
か
ら
、
知
達
の
柄
へ
と
流
れ
て

い
て
・
知
達
で
「
重
て
紅
は
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た

だ
い
僻
層
・
知
達
が
「
物
の
名
」
留
め
に
対
し
、
無
芸
が
「
て
に
を
は
」
留
め

で
あ
る
と
こ
ろ
に
違
い
が
あ
る
。

、
△
上
旬
未
1
六
本
歌
）
1
下
旬
頭

の
型
は
、
撃
蒙
の
畑
か
ら
知
運
の
川
㈲
へ
と
流
れ
て
い
る
。
軍
握
り
は
こ
れ
を

下
旬
頭↓

　
（
本
歌
）

上
句
末

下
旬
頭
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「
歌
て
に
は
」
と
呼
ん
で
い
る
。
同
じ
刑
の
佃
を
「
捨
て
に
は
」
と
呼
ぶ
に
つ

い
て
は
、
「
い
ひ
き
り
た
る
を
捨
て
に
は
と
云
也
」
と
説
明
し
て
い
る
。
「
立

わ
か
れ
」
で
青
い
切
り
裏
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
所
詮
こ
れ
も
本
歌
に
よ
る

も
の
で
あ
る
。

以
上
で
僻
遠
・
整
毅
と
共
通
す
る
型
の
も
の
は
終
っ
た
が
、
知
達
の
残
り
四

例
の
内
、
柳
初
の
二
例
は
、

△
上
旬
宋
1
（
縁
語
）
1
下
旬
頭

の
型
で
、
こ
れ
も
本
歌
・
望
昆
よ
る
型
の
も
の
と
、
．
そ
れ
ほ
ど
離
れ
て
は
い

な
い
。
（
軌
を
「
謂
取
て
に
は
」
と
呼
び
、
因
を
「
か
け
て
に
は
」
．
と
呼
ぶ
違

い
は
、
前
句
が
上
旬
か
、
あ
る
い
は
下
旬
か
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
）
こ
う
．
男
て

く
る
と
、
知
醇
が
集
成
し
た
も
の
は
、
知
達
で
突
然
出
現
し
た
の
で
な
く
・
僻

遠
・
撃
裳
と
流
れ
て
き
た
も
の
で
、
良
基
の
「
て
に
を
は
」
の
意
識
に
一
貫
し

て
存
し
て
い
美
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
た
だ
頓
の
「
心
て
に
は
」
、
脚
の
「
沓
て
・

に
は
」
の
二
つ
は
、
趣
き
を
異
に
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
」
後
に
扱
い
た
い

と
思
う
。

5

整
理
の
締
め
く
く
り
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
て
に
を
は
」
は
二
句
の

付
合
に
主
と
し
て
係
わ
り
、
付
合
の
機
能
に
参
与
す
る
も
の
だ
と
い
い
、
さ
ら
に

句
末
の
「
て
に
を
は
」
が
注
目
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
て
来
た
9
こ
こ
で
、
．
ど
、

ぅ
い
う
仕
方
で
付
合
に
参
与
．
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

そ
の
点
で
も
っ
と
も
は
っ
き
り
し
て
い
一
る
の
が
、
知
達
を
中
心
に
、
僻
達
・

撃
毅
と
泳
路
を
持
っ
た
前
項
の
一
群
で
ふ
る
。
こ
の
l
一
群
に
共
通
し
て
い
た
こ

と
は
、
す
べ
て
∧
上
句
末
1
下
旬
頭
V
の
型
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら

が
前
句
に
な
り
、
あ
る
い
は
付
句
に
な
っ
た
に
し
六
、
十
云
て
上
句
末
か
ら
一
「

句
頭
へ
紅
く
と
こ
ろ
が
問
感
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
句
末
が
注
目
さ
れ

た
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
す
べ
て
上
旬
の
句
末
が
注
目
さ
れ
た
の
で
あ
る
・
こ

れ
ら
の
句
の
付
合
は
上
句
末
に
注
目
し
、
上
旬
未
か
ら
下
旬
頭
へ
と
続
く
関
係

を
結
ぶ
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
ど
う
い
う
点
が
注
目
さ
れ
た

か
と
い
え
ば
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
本
歌
・
縁
語
・
．
毘
音
と
い
う
点
で

の
ろ
。
そ
れ
を
ひ
っ
く
る
め
て
い
え
ば
、
詞
の
縁
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
詞
付

と
は
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が
そ
の
主
要
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
か
よ
う
な
付
合

を
詞
付
と
略
称
す
れ
ば
：
し
れ
ら
の
例
句
は
、
す
べ
て
、
上
旬
か
ら
下
旬
へ
詞

付
で
付
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
∴
し
う
見
て
く
れ
は
、
「
て
に
を
は
」

が
、
ど
う
い
う
仕
方
で
付
合
に
参
与
し
た
か
と
い
う
点
は
、
自
然
明
ら
か
に
な

る
。
こ
れ
ら
の
一
群
に
お
い
て
は
、
「
て
に
を
は
」
は
、
詞
の
縁
と
い
う
点
で

付
合
に
参
与
し
た
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
ら
の
一
群
は
、
「
物
の
名
」
を
も
包
み
、

下
五
言
の
全
部
に
わ
た
る
場
合
鴻
あ
っ
た
か
ら
、
・
酷
哲
な
「
て
に
を
は
」
と
し

て
は
、
あ
く
ま
で
特
殊
で
あ
る
。
）

右
は
特
別
な
一
群
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
一
般
に
は
ど
う
で
あ
っ

た
か
。
句
末
に
来
る
い
わ
ゆ
る
．
「
て
に
を
は
」
の
語
は
、
ど
う
い
う
仕
方
で
付

合
に
参
与
L
七
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
実
は
十
分
な
説
明
は
与
え
ら
れ
て
い

な
い
。
．
し
た
が
っ
て
、
説
明
の
あ
る
ご
く
少
数
に
つ
い
て
、
個
別
に
見
る
ほ
か

は
な
い
。か

な

ヽ

　

ヽ

．
僻
達
に
は
、
「
か
な
は
発
句
な
ら
ね
ど
も
看
興
て
に
は
也
」
と
あ
っ
た
だ
け

ヽ

　

ヽ

で
あ
る
が
、
韓
蒙
に
ほ
、
「
但
上
の
句
の
か
な
、
発
句
の
外
は
円
べ
か
ら
す
。

上
旬
に
・
一
向
停
止
」
と
規
定
し
て
い
る
。
寄
契
革
毅
が
侃
云
す
る
句
は
、
前
に

ヽ

ヽ

　

　

　

　

　

　

ヽ

－

ノ

ヽ

．

ノ

一

あ
げ
て
お
い
た
よ
う
に
、
い
ず
れ
も
下
句
末
の
か
な
で
あ
っ
た
（
1
1
け
）
。
い

、

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

′

1

1

（

っ
た
い
か
な
は
、
発
句
の
坊
字
と
し
て
、
も
っ
．
と
も
多
く
使
わ
れ
て
い
る
。
そ

3弱



れ
を
同
じ
上
旬
で
も
、
平
句
に
は
禁
止
す
る
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
思
う

に
、
上
旬
を
「
か
な
」
で
言
い
切
年
に
し
て
は
、
上
旬
か
ら
下
旬
へ
の
違
節
を

断
ち
切
る
こ
と
に
な
る
か
ら
よ
く
な
い
と
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
前
に
見

た
一
群
が
、
い
ず
れ
も
上
旬
か
．
ら
下
旬
へ
連
続
す
る
付
け
方
で
あ
っ
た
ご
と

ヽ

　

ヽ

が
、
こ
の
想
像
を
助
け
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
は
か
な
が
付
合
に
参
与
す
る
仕

方
と
し
て
昼
消
隠
肘
で
あ
る
。
言
い
切
る
と
い
う
、
仕
方
で
、
付
合
に
参
加
す
る

ヽ

　

ヽ

面
が
説
か
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
か
な
の
積
極
的
意
味
を
知
る
こ
と
は
で
き
な

ヽ

　

ヽ

い
。
下
句
末
に
訂
し
た
か
な
に
は
、
あ
る
い
は
そ
′
う
し
た
意
蹄
が
認
め
ら
れ
て

い
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
所
詮
不
明
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。

に
・
て

ヽ

耶
達
に
「
に
の
字
は
上
（
の
）
句
に
て
は
よ
し
、
下
の
句
に
て
は
刊
瑚
也

ヽ

（
き
き
よ
か
ら
ず
）
。
て
の
字
又
上
の
句
に
て
よ
し
。
下
の
句
に
て
は
あ
ろ

ヽ

　

ヽ

し
。
」
と
規
定
す
る
。
こ
の
規
定
の
仕
方
か
ら
見
る
と
、
こ
れ
も
か
な
の
場
合

の
よ
う
に
、
上
旬
は
言
い
切
り
に
し
な
い
と
い
う
基
本
的
な
付
合
親
を
想
痘
し
．

去
れ
ば
、
あ
る
程
度
理
解
が
つ
き
そ
う
で
あ
る
。
・
こ
れ
は
か
か
と
は
反
対

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

に
、
上
句
末
は
よ
い
が
、
下
句
末
は
よ
く
な
い
と
い
う
。
に
や
て
は
、
か
な
と

違
っ
て
言
い
切
り
に
な
ら
な
い
「
七
に
を
は
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
上
旬
東
に
許
．

し
た
の
ほ
二
言
い
切
り
に
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
、
上
旬
か
ら
下
旬
へ
と
連

続
す
る
付
合
に
参
与
t
た
も
の
か
と
思
う
。

・

ヽ

　

ヽ

　

　

ヽ

以
上
見
て
来
た
も
の
は
、
知
違
中
心
の
特
興
の
一
群
に
し
ろ
、
か
な
・
に
・

ヽ

て
に
し
ろ
、
す
べ
て
上
旬
か
ら
下
旬
へ
連
続
す
る
付
合
の
場
合
に
限
っ
て
い

た
。
連
続
す
る
形
の
付
合
で
、
、
そ
れ
ら
が
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
か
が
問
題
で

あ
っ
た
。
し
か
し
「
て
に
を
は
」
が
持
つ
意
味
は
、
を
う
し
た
付
合
の
場
合
に

だ
け
認
め
ら
れ
る
も
の
七
は
、
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
ハ
知
達
で
除
外
し
て
お

い
た
偲
「
心
て
に
は
」
㈲
「
替
て
に
は
」
に
つ
い
て
倹
し
、
さ
ら
に
他
の
例

に
及
び
た
い
と
思
う
。

知
連
の
耽
「
心
て
に
は
」
㈲
　
「
答
て
に
は
」
の
例
句
を
も
う
一
度
掲
げ
る

と
、芸

＝
…
律
…
…
∬
鮮
年

e
U

ヽ

　

ヽ

心
の
ま
ゝ
に
よ
し
や
d
d
（
平
校
本
つ
ら
）
か
れ

ヽ

　

ヽ

近
づ
く
が
遠
ざ
か
る
と
ぞ
聞
物
を

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

で
、
前
考
に
は
、
「
都
に
遠
き
事
ば
か
り
こ
そ
う
け
れ
、
さ
て
は
心
に
か
な
ふ

と
せ
し
也
」
と
説
明
が
．
あ
っ
て
句
末
の
「
は
か
り
」
に
注
目
し
た
こ
せ
が
わ

か
る
。
校
名
に
は
、
そ
の
意
味
の
説
明
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
替
め
る
こ
と
ば

の
「
物
を
」
の
あ
る
こ
と
が
、
「
答
て
に
は
」
切
名
称
を
生
ん
だ
理
由
で
あ
ろ

ぅ
か
ら
、
や
は
り
句
末
の
「
物
を
」
に
注
目
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら

も
上
句
末
を
注
目
し
た
こ
と
は
、
他
の
知
達
の
例
と
同
じ
で
あ
る
が
、
付
合
に

参
与
す
る
意
味
は
、
違
っ
て
い
る
。
勘
は
、
「
は
か
り
」
と
制
限
す
る
こ
と
に

ょ
っ
て
、
前
句
の
「
さ
て
は
…
：
」
の
意
葱
の
位
輿
つ
け
を
行
っ
て
お
り
、
柚

は
「
物
を
」
と
替
め
る
こ
と
に
上
っ
て
、
前
句
の
い
く
ら
か
投
げ
や
り
な
意
想

を
位
琶
つ
け
て
い
る
。
「
ば
か
り
」
・
「
物
を
」
が
焦
点
に
な
っ
て
、
前
句
の
意

棚
二
心
）
の
位
軍
つ
け
を
し
た
と
こ
ろ
が
、
↓
心
て
に
は
」
「
答
て
に
は
」
と

呼
ば
れ
る
ゆ
え
ん
で
、
「
答
て
に
は
」
も
「
心
て
に
は
」
と
同
種
と
考
え
て
よ

い
か
と
思
う
。
言
い
切
り
に
な
登
な
ら
な
い
と
い
う
点
か
ら
は
、
ど
ち
ら
も

怒
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
問
題
ほ
そ
こ
を
越
え
て
、
前
句
の
意
想
を
交
配
す

る
と
こ
ろ
に
達
し
て
い
る
。
本
歌
・
縁
語
・
畳
音
な
ど
の
詞
の
縁
で
続
く
も
の

と
は
、
か
な
り
違
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
ら
は
、
心
付
と
呼
ん
で
し
か
る

べ
き
も
の
か
と
思
う
。
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か
よ
う
に
、
意
憩
を
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で
付
合
に
参
与
し
た
例
と
し
て

は
、
達
歌
十
校
に
次
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

、

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

連
覇
ハ
コ
ア
テ
ト
云
物
ア
ル
ベ
シ
。

ハ
、
．
能
付
事
ア
ル
べ
カ
ラ
ズ
膜
也
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

’

ヽ

罪
ノ
ム
ク
ヒ
、
ハ
サ
モ
ア
ラ
．
ハ
7
レ

ヽ

ヽ

ヽ

　

　

　

、

イ

カ

ニ

モ

コ

ア

テ

ノ

ナ

キ

物

ノ

句

注　注　注
4　3．2

山
田
孝
雄
博
士
著
、
国
語
学
史
要
一
〇
九
頁
。

浜
千
代
済
民
「
知
達
抄
存
疑
」
京
都
女
子
大
学
紀
要
第
九
巻

山
軋
孝
雄
博
士
君
、
国
語
学
史
要
一
二
四
頁
以
下
に
、
直
接
良
基
達

ト
云
句
二
、
救
濱
草

月
残
ル
狩
場
ノ
雪
ノ
朝
ボ
ラ
ケ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

下
付
タ
リ
シ
バ
、
是
等
ハ
大
様
二
間
ユ
タ
レ
ド
、
そ
、
サ
モ
ア
ラ
．
ハ
ア
レ
上
云

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ト
コ
ロ
肝
要
也
。
テ
ニ
ハ
ノ
事
コ
ト
更
心
ニ
カ
ケ
チ
案
ゼ
テ
ル
ベ
キ
ニ
ヤ

苗
㌣

説
明
で
わ
か
る
よ
う
に
、
救
済
の
何
句
の
発
想
契
機
に
な
っ
た
の
が
、
前
句
の

「
サ
モ
ア
ラ
．
ハ
ア
レ
」
で
あ
っ
た
。
「
テ
ニ
ハ
ノ
宴
」
の
「
テ
ニ
ハ
」
は
そ
の

「
サ
モ
ア
ヲ
．
ハ
ア
レ
」
　
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
　
「
て
に
を
は
」

評
桐
班
措
買
鴇
鮮
…
誹
璃
頼
類
弔
報
は

こ
の
項
に
、
救
済
の
こ
の
句
を
あ
げ
て
い
る
。
知
連
の
「
心
て
に
は
」
と
向

じ
類
と
目
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
知
達
の
例
を
心
付
と
見
る
な
ら
ば
、
こ
れ

は
も
と
よ
り
心
付
の
勝
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
連
歌
十
校
で
は
、
こ
れ

を
「
コ
ア
テ
」
あ
る
者
の
句
と
し
て
あ
げ
て
い
る
。
そ
れ
は
た
ま
た
ま
、
忌
初

の
僻
達
で
、
「
て
に
を
は
・
大
事
の
物
也
。
心
き
ゝ
た
る
人
小
宛
と
い
ふ
も
、
・

ま
こ
と
に
は
こ
れ
に
て
看
也
」
と
説
い
た
と
こ
ろ
を
、
高
度
の
具
体
例
で
証
明

し
た
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
「
て
に
を
は
」
が
付
合
に
参
与
す
る
仕

方
と
し
て
、
良
基
遵
歌
論
が
示
す
限
り
の
、
こ
れ
は
究
極
の
も
の
で
あ
っ
た
っ

注
1
拙
稿
、
「
艮
基
連
歌
諭
の
方
法
－
意
地
を
坤
心
と
し
て
1
」
国
文
学
致
露

二
十
一
号

歌
論
に
つ
い
て
で
経
な
い
が
、
狭
轟
の
詞
に
つ
い
て
、
当
代
の
用
法

を
整
理
し
て
お
ら
れ
る
。
．
良
基
の
詞
に
、
物
名
・
詞
（
狭
秦
）
・
て
に

を
は
、
の
三
分
数
の
意
協
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
、
同
署
二
三
男

注
　
引
用
文
の
下
に
口
6
の
ど
と
く
記
し
た
の
け
、
古
典
文
庫
本
の
「
良
基

連
歌
論
環
二
」
の
六
頁
を
指
す
。

t

（
広
島
大
学
文
学
部
）
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