
稽
古
す
る
｜
｜
連
歌
の
身
体
性
を
め
ぐ
る
覚
書

初
心
の
稽
古

何
事
に
限
ら
ず
、
歴
史
と
い
う
時
間
軸
に
そ
っ
て
通
史
的
に
あ
る

事
象
を
見
渡
す
と
き
、
大
き
な
転
機
と
呼
ぴ
う
る
瞬
間
と
い
う
の
は
、

確
か
に
あ
る
も
の
だ
。
連
歌
の
歴
史
に
と
っ
て
、
そ
の
大
事
な
大
き

な
転
機
を
も
た
ら
し
た
一
人
と
し
て
、
二
条
良
基
の
存
在
は
決
し
て

落
と
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

連
歌
に
お
け
る
彼
の
数
あ
る
功
績
の
う
ち
で
、
特
に
こ
こ
に
ふ
れ

て
お
き
た
い
の
は
、
は
じ
め
て
連
歌
の
「
論
書
」
と
呼
ぴ
う
る
著
作

を
な
し
た
点
で
あ
る
。
実
は
、
江
戸
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
数
多
、

連
歌
の
書
は
作
ら
れ
て
き
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
大
半
は
作
法
書

と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い
も
の
で
、
連
歌
の
理
論
に
つ
い
て
言
及
し
た

も
の
は
稀
に
し
か
な
い
。
し
て
み
る
と
、
連
歌
の
革
新
に
あ
た
り
、

良
基
が
理
論
と
実
践
と
い
う
両
面
に
ま
こ
と
に
バ
ラ
ン
ス
よ
く
気
配

り
を
し
て
い
た
こ
と
が
よ
く
判
る
。

鈴

木

JC 

『
筑
波
問
答
』

を
取
り
上
げ
な

こ
こ
で
は
、
彼
の
代
表
的
連
歌
論

が
ら
話
を
進
め
よ
う
。

日
本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集
俳
論
集
』
（
岩
波
書
店
、

一
九
六
一
年
）
の
解
説
に
お
い
て
、
木
藤
才
蔵
氏
が
「
良
基
の
所
説

の
中
に
は
、
連
歌
の
本
質
論
を
初
め
、
表
現
論
・
用
語
論
・
修
行
論
・

会
席
論
そ
の
他
、
連
歌
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
」

と
記
す
よ
う
に
、
良
基
の
筆
は
多
方
面
に
及
ん
で
い
る
が
、
特
に
注

目
し
た
い
の
は
、
修
行
論
に
あ
た
る
箇
所
で
あ
る
。
修
行
あ
る
い
は

稽
古
と
い
う
面
か
ら
嚢
能
と
の
接
点
を
さ
ぐ
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な

光
景
が
見
え
る
の
か
、
そ
ん
な
問
題
意
識
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
。

そ
の
表
題
の
と
お
り
、
『
筑
波
問
答
』
は
様
々
な
話
題
を
問
答
体

に
よ
り
解
説
し
て
ゆ
く
。
た
と
え
ば
第
五
の
問
い
は
こ
う
だ
。
以
下
、

同
書
の
引
用
は
上
記
大
系
本
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。

問
ひ
て
云
は
く
、
初
心
の
時
は
い
か
や
う
に
稽
古
し
て
連
歌
は

好
み
侍
る
べ
き
や
。
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初
心
者
は
、
ど
の
よ
う
に
稽
古
を
つ
め
ば
よ
い
の
か
と
い
う
、
入

門
の
階
梯
に
関
す
る
問
い
か
け
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
様
々
な
誓

識
を
駆
使
し
た
長
い
答
え
が
続
く
。
そ
の
論
理
は
、
か
な
り
屈
折
し

て
い
る
の
で
、
要
所
要
所
を
抜
き
出
し
な
が
ら
、
そ
の
展
開
を
追
っ

て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

答
へ
て
云
は
く
、
人
情
さ
ま
介
＼
な
る
物
な
り
。
古
な
ど
は
申

し
か
へ
侍
る
。

唐
突
な
印
象
が
強
い
の
だ
が
、
ま
ず
は
人
の
心
（
人
情
）
は
様
々

な
の
だ
、
と
い
う
説
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
返
答
は
始
ま
る
。
こ
の

後
。
「
古
（
人
）
」
の
説
と
し
て
紹
介
さ
れ
る
の
は
、
古
代
中
国
の
三

人
の
思
想
家
の
書
か
ら
の
引
用
。
す
な
わ
ち
、
『
孟
子
』
『
萄
子
」
『
揚

子
（
法
言
）
』
に
基
づ
く
性
善
・
性
悪
の
説
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
、

当
時
の
貴
族
や
禅
僧
た
ち
の
間
で
は
、
こ
う
し
た
話
題
が
し
き
り
に

取
り
沙
汰
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
小
川
剛
生

氏
の
『
二
条
良
基
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
二

O
O
五
年
）
に
詳
述
さ

れ
て
い
る
。
答
者
の
見
解
で
は
、
そ
れ
ら
三
者
の
説
に
は
各
々
「
い

は
れ
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
人
の
性
善
・
性
悪
に
つ
い
て
の
立
場

を
保
留
し
つ
つ
、
次
の
よ
う
に
本
題
た
る
連
歌
の
話
題
に
接
続
さ
せ

て
い
く
。連

歌
も
生
ま
れ
つ
き
よ
り
天
性
を
得
た
る
上
手
も
あ
る
べ
し
。

又
、
生
得
の
い
た
づ
ら
者
も
あ
り
。
是
ぞ
古
人
の
、
「
上
智
と

下
愚
と
は
移
ら
ず
」
と
て
、
い
か
に
す
れ
ど
も
善
き
は
善
き
ま
、

に
て
と
ほ
り
、
悪
し
き
は
悪
し
き
ま
〉
に
て
は
つ
る
也
。
又
、

善
悪
の
ま
じ
り
た
る
性
は
稽
古
に
よ
る
べ
き
に
や
。
う
る
は
し

く
無
上
の
物
の
上
手
に
な
る
は
、
此
の
世
一
な
ら
ぬ
事
な
り
。

連
歌
に
お
い
て
も
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
上
手
も
あ
ろ
う
し
、
ま
た

逆
に
生
ま
れ
な
が
ら
の
鈍
根
も
あ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
を
指
し
て
「
子

日
、
唯
上
智
与
下
愚
不
移
」
（
『
論
語
』
陽
貨
篇
）
と
古
人
は
説
い
た

の
で
あ
り
、
善
い
も
の
は
善
く
、
悪
い
も
の
は
悪
い
ま
ま
で
終
わ
る

も
の
、
と
い
う
。
ま
こ
と
に
と
り
つ
く
島
も
な
い
言
い
ぐ
さ
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
で
も
「
人
の
性
は
も
と
よ
り
善
悪
ま
じ
る
も
の
」
と
し

て
紹
介
さ
れ
た
揚
子
説
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
善
悪
の
混
じ
っ
た
性
で

あ
れ
ば
稽
古
に
よ
り
そ
の
力
量
も
左
右
さ
れ
ょ
う
か
、
と
述
べ
て
稽

古
の
奨
励
へ
と
話
を
進
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
上
な
き
上
手
と
な
る

に
は
、
「
此
の
世
一
な
ら
ぬ
事
」
と
い
う
が
、
こ
の
最
後
の
部
分
が

や
や
判
り
に
く
い
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
現
代
語
訳
で
は
、

「
き
ち
ん
と
整
っ
た
こ
の
上
な
い
達
人
に
な
る
た
め
の
道
は
、
こ
の

世
に
一
つ
だ
け
で
は
な
い
」
と
す
る
が
、
こ
こ
は
「
物
の
上
手
と
な

る
の
は
、
並
一
通
り
の
こ
と
で
は
な
い
」
の
意
と
解
す
る
の
が
よ
い

ヲ

か
と
思
う
。
『
丈
明
本
節
用
集
』
に
は
「
世
」
に
註
し
て
「
品
川
年
日

二
世
一
」
と
あ
り
、
「
世
一
な
ら
ぬ
」
と
は
「
長
い
時
間
を
要
す
る

も
の
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
あ
る
い
は
成
句
と
し
て
は
、
藤
原

定
家
の
堀
川
百
首
題
の
詠
百
首
和
歌
、
恋
十
首
の
内
に
、

ゆ
く
す
ゑ
を
思
ふ
も
か
な
し
心
か
ら
こ
の
世
ひ
と
つ
の
う
ら
み
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剖
引
制
ば
（
『
新
編
国
歌
大
観
』
所
収
『
拾
遺
愚
草
員
外
』
）

と
あ
る
の
を
参
考
に
し
て
も
よ
い
。
久
保
田
淳
氏
校
訂
・
訳
『
藤
原

定
家
全
歌
集
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二

O
一
七
年
）
に
よ
れ
ば
、

下
句
は
「
こ
の
恨
み
は
こ
の
世
だ
け
で
な
く
、
後
世
に
も
持
ち
越
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」
と
解
さ
れ
、
現
世
だ
け
に
収
ま
ら
ぬ
意
と
と

っ
て
い
る
。
『
筑
波
問
答
』
第
四
の
聞
い
に
も
「
連
歌
は
善
き
事
に

で
あ
れ
ば
、
此
の
世
一
な
ら
ず
、
菩
提
の
因
縁
に
も
な
り
侍
る
べ
し
」

と
の
言
い
回
し
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
私
解
の
補
強
と
な
ろ
う
。

続
け
て
、
答
え
の
中
で
は
歌
学
書
『
八
雲
御
抄
』
か
ら
「
歌
の
道

も
大
聖
文
殊
の
智
恵
よ
り
お
こ
る
」
の
一
節
を
引
き
、
ま
た
若
く
し

て
数
々
の
名
歌
を
な
し
た
例
と
し
て
定
家
卿
の
名
を
挙
げ
る
。
い
ず

れ
も
先
の
「
天
性
を
得
た
る
上
手
」
に
対
応
す
る
事
例
と
し
て
よ
い
。

し
か
し
、
連
歌
へ
の
導
き
の
糸
た
る
初
学
者
向
け
の
著
述
の
中
で
は
、

「
天
性
を
得
た
る
上
手
」
は
あ
ま
り
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、

「
連
歌
も
器
量
の
人
は
、
初
学
よ
り
面
白
き
秀
逸
を
ば
し
侍
る
べ
き

事
な
り
。
さ
れ
ど
も
、
う
る
は
し
き
稽
古
入
り
て
こ
そ
句
体
は
そ
ろ

ひ
侍
る
ベ
け
れ
」
と
、
再
び
稽
古
の
重
要
性
へ
と
戻
っ
て
い
く
。
即

ち
、
和
歌
に
限
ら
ず
器
を
備
え
た
人
で
あ
れ
ば
、
は
じ
め
か
ら
「
面

白
き
秀
逸
」
の
句
を
詠
む
も
の
。
さ
れ
ど
も
、
稽
古
を
経
て
こ
そ
「
句

の
姿
（
匂
体
）
」
は
揃
っ
て
く
る
（
即
ち
、
出
来
不
出
来
の
差
が
な

く
な
る
）
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

枝
葉
末
節
と
は
見
え
よ
う
が
、
こ
こ
で
少
し
立
ち
止
ま
ろ
う
。
「
う

る
は
し
き
稽
古
入
り
」
と
い
う
言
い
回
し
に
は
、
注
意
を
払
っ
て
お

い
た
方
が
よ
い
。
こ
こ
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
『
筑
波
問
答
」
よ

り
も
や
や
後
に
著
さ
れ
た
、
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
が
参
考
と
な

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
巻
一
一
「
物
学
条
々
」
の
う
ち
「
老
人
」
の
一
節
、

「
冠
・
直
衣
、
烏
帽
子
・
狩
衣
の
老
人
の
姿
、
得
た
ら
む
人
な
ら
で

は
似
合
ふ
べ
か
ら
ず
。
欄
割
削
瑚
利
引
、
位
上
ら
で
は
似
合
ふ
べ
か

ら
ず
」
の
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
表
章
氏
が
思
想
大
系
『
世
阿
弥

禅
竹
』
の
頭
註
に
記
す
よ
う
に
、
稽
古
の
「
年
功
を
積
む
」
意
で
理

解
し
て
違
和
感
は
な
い
。
こ
の
箇
所
に
至
る
ま
で
の
花
伝
の
記
述
も
、

年
を
追
っ
て
の
稽
古
の
あ
り
方
を
述
べ
る
所
で
あ
っ
た
。
一
方
、
『
筑

波
問
答
』
に
は
「
功
」
の
文
字
は
な
い
が
、
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ

に
差
は
な
い
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
後
に
掲
げ
る
『
九
州
問

答
』
に
も
、
「
功
入
テ
」
と
い
う
表
現
が
確
か
に
見
ら
れ
る
。
な
お

念
の
た
め
、
花
伝
の
「
法
師
」
の
条
に
は
「
こ
れ
（
即
ち
、
法
師
の

「
物
ま
ね
」
｜
引
用
者
註
）
は
、
此
道
に
あ
り
な
が
ら
、
稀
な
れ
ば
、

さ
の
み
の
欄
剖
刈
引
利
」
と
の
例
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
「
要
ら
ず
」

の
宛
字
的
用
法
と
見
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

さ
て
、
次
に
は
具
体
的
レ
ッ
ス
ン
の
指
南
と
な
る
。

初
心
の
人
お
ほ
く
は
連
歌
の
つ
ま
り
侍
る
也
。
か
ま
へ
て
初
学

に
は
う
き
ノ
＼
と
句
ば
ゃ
に
、
ち
と
ど
こ
と
も
な
き
ゃ
う
な
る

事
を
散
々
に
し
て
、
上
手
に
ま
じ
り
て
、
次
第
に
調
を
も
み
が

き
風
情
を
も
め
ぐ
ら
し
侍
る
べ
き
事
也
。
最
初
よ
り
上
手
め
き
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面
白
か
ら
ん
と
案
じ
て
、
句
の
つ
ま
り
た
ち
ぬ
れ
ば
、
次
第
に

詞
も
か
せ
心
も
失
せ
て
、
す
べ
て
あ
が
る
事
の
な
き
な
り
。
お

ほ
く
昔
よ
り
上
手
と
い
ふ
人
の
初
心
の
時
を
尋
ね
し
か
ば
、
「
胸

の
中
に
句
が
お
ほ
く
湧
き
て
、
た
ぶ
／
＼
と
句
、
は
や
に
し
侍
り

け
る
」
と
の
み
う
け
給
は
り
置
き
侍
り
し
也
。
さ
れ
ば
と
て
、

そ
の
ま
〉
に
て
ま
た
稽
古
な
か
ら
ん
に
は
、
た
ず
節
皮
の
あ
る

荒
木
に
て
ぞ
や
む
べ
き
。
美
し
く
削
り
磨
き
て
こ
そ
、
う
る
は

し
き
良
材
に
も
な
り
侍
る
べ
け
れ
。

概
し
て
感
覚
的
な
用
語
が
多
用
さ
れ
、
具
体
的
に
把
握
し
づ
ら
い

の
が
こ
の
手
の
丈
章
の
常
で
あ
り
、
解
釈
の
苦
労
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
ま
ず
、
初
心
者
の
多
く
は
連
歌
に
お
い
て
句
に
詰
ま
る
の
も
の

だ
、
と
い
う
。
で
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
。
学
、
び
の
は
じ
め
に
は
、

つ
つ
き
う
き
と
句
早
に
」
「
ち
と
ど
こ
と
も
な
き
ゃ
う
な
る
事
を
散
々

に
し
」
て
、
し
か
る
後
に
上
手
の
連
衆
に
ま
じ
る
こ
と
で
、
次
第
に

詞
を
み
が
き
趣
向
を
凝
ら
す
よ
う
に
し
て
い
く
も
の
だ
、
と
述
べ
る
。

「
う
き
う
き
と
」
と
は
、
い
か
に
も
感
覚
的
か
っ
口
語
的
言
い
回

し
と
見
え
る
も
の
だ
が
、
良
基
の
好
ん
だ
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
で
、

今
川
了
俊
に
答
え
た
『
九
州
問
答
』
で
も
、
「
付
ニ
ク
キ
連
寄
ヲ
パ

ナ
ニ
ト
付
候
ベ
キ
ヤ
」
と
の
聞
い
に
、
「
上
手
ノ
句
ハ
景
物
ス
ク
ナ

ク
心
深
、
詞
ホ
ソ
ク
シ
ホ
レ
テ
、
ウ
キ
ノ
＼
ト
ナ
ル
様
ニ
ス
ル
問
、

イ
カ
ナ
ル
匂
モ
付
吉
也
」
（
『
高
野
山
正
智
院
連
歌
資
料
集
成
』
思
文

閤
出
版
）
と
指
導
し
て
い
る
。
前
句
に
付
け
煩
っ
た
場
合
も
、
句
に

詰
ま
る
わ
け
な
の
で
、
同
じ
よ
う
な
指
導
法
と
な
る
の
も
道
理
で
あ

ろ
う
。
実
は
こ
れ
も
、
世
阿
弥
の
伝
書
に
見
ら
れ
る
用
語
で
あ
り
、

同
じ
く
花
伝
の
第
一
二
、
能
に
お
い
て
陰
陽
の
調
和
が
大
事
と
す
る
所

論
の
中
で
、
「
夜
は
又
陰
な
れ
ば
、
い
か
に
も
淵
剖
ハ
川
引
、
や
が

て
よ
き
能
を
し
て
、
人
の
心
花
め
く
は
、
陽
也
。
こ
れ
、
夜
る
の
陰

に
陽
気
の
和
す
る
成
就
な
り
」
と
論
じ
て
い
た
。
続
く
「
ち
と
ど
こ

と
も
な
き
ゃ
う
な
る
事
を
散
々
に
し
て
」
は
、
古
典
文
学
大
系
の

頭
註
の
解
説
の
よ
う
に
「
ど
の
点
に
力
を
い
れ
て
思
案
し
た
と
も

見
え
な
い
よ
う
な
句
を
思
う
存
分
に
詠
出
し
て
」
と
の
趣
旨
で
解

し
て
よ
か
ろ
う
が
、
「
散
々
」
の
語
感
は
当
時
に
あ
っ
て
も
、
通
常

は
好
ま
し
い
事
態
に
は
用
い
な
い
の
が
一
般
と
し
て
よ
い
。
『
日
葡

辞
書
』
を
偏
重
し
過
ぎ
る
の
も
好
ま
し
く
は
な
い
が
、
「
不
格
好
な

（目白

5
5）
こ
と
、
醜
悪
な
（
向
。
白
）
こ
と
、
ま
た
は
不
幸
な
結
果
に

な
る
（
8
2号
。
自
由
］
）
よ
う
な
こ
と
」
（
訳
は
『
邦
訳
日
葡
辞
書
』

∞S
N
S
）
に
用
い
る
と
す
る
の
が
、
用
例
か
ら
し
て
も
妥
当
な
理

解
で
あ
る
。

た
だ
し
、
良
基
に
と
っ
て
の
用
語
法
か
ら
す
る
と
、
「
初
心
ノ
程

ハ
：
：
心
ヲ
ウ
キ
／
＼
ト
持
ナ
シ
テ
シ
ヅ
ム
ベ
カ
ラ
ズ
、
地
連
寄
ハ
イ

タ
ク
能
ナ
ク
ト
モ
ロ
ガ
ロ
ニ
刑
刈
刈
川
斗
付
テ
：
・
」
（
『
連
歌
十
様
』
、

『
高
野
山
正
智
院
連
歌
資
料
集
成
』
）
と
い
う
よ
う
に
、
手
当
た
り
次

第
に
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
と
理
解
し
て
よ
く
、
「
ウ
キ
ウ
キ
」
と
共

に
初
心
の
心
得
の
鍵
を
な
す
用
語
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
良
基
の
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連
歌
論
の
影
響
を
強
く
受
け
た
究
灯
庵
の
『
長
短
抄
」
、
そ
の
上
巻

に
「
連
歌
稽
古
ノ
コ
ア
テ
（
小
宛
）
ノ
事
」
と
す
る
一
項
が
あ
る
が
、

そ
こ
で
「
初
心
ノ
人
我
ト
句
ヲ
用
捨
ス
ル
事
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
、
心
ニ

ウ
カ
ピ
タ
ラ
ン
句
ヲ
パ
軽
々
ト
云
出
ベ
キ
也
、
善
悪
ハ
先
達
ニ
可
任
、

心
ヲ
ウ
キ
ノ
＼
ト
モ
チ
テ
案
ゼ
ヨ
、
連
豆
町
ハ
ア
ガ
ル
ニ
ツ
ケ
テ
大
事

ニ
ナ
ル
也
」
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
）
と
記
さ
れ
る
「
軽
々
ト
云
出
」

と
い
う
の
に
近
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
後
半
で
は
上
手
の
人
の
初
心
の
時
を
表
す
こ
と
ば
と
し

て
、
胸
中
に
次
々
と
句
が
湧
き
い
で
「
た
ぶ
ノ
＼
と
句
ば
ゃ
に
」
し

た
も
の
だ
、
と
の
回
想
を
紹
介
す
る
。
こ
こ
で
「
た
ぶ
た
ぶ
」
と
い

う
擬
態
語
が
用
い
ら
れ
る
が
、
『
日
葡
辞
書
』
が
い
う
よ
う
に
「
容

れ
物
の
中
な
ど
で
水
や
酒
が
揺
れ
動
く
さ
ま
、
ま
た
は
、
容
れ
物
に

一
杯
に
な
る
ま
で
注
ぐ
時
に
、
そ
れ
ら
が
だ
ぶ
つ
く
さ
ま
」
（
『
邦
訳
』

斗
与
三
恒
吉
・
）
が
原
義
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
を
湧
き
出
る
匂
の
表
出

の
類
推
に
用
い
る
と
こ
ろ
は
、
や
は
り
感
覚
的
な
言
い
回
し
と
い
っ

て
よ
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
特
徴
的
言
い
回
し
は
、
必
ず
と
い
っ

て
よ
い
ほ
ど
良
基
の
連
歌
論
に
と
っ
て
の
鍵
と
な
り
、
繰
り
返
し
用

い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
『
九
州
問
答
』
の
例
を
示
そ
う
。

初
心
ノ
人
サ
ン
六
＼
ニ
思
マ
、
ニ
タ
ク
サ
ン
ニ
句
ヲ
シ
テ
、

少
々
破
ル
、
ヲ
モ
知
ラ
ズ
列
オ
パ
リ
叶
ス
レ
パ
、
功
入
テ
次
第

二
句
ガ
ヤ
サ
シ
ク
モ
ナ
ダ
ラ
カ
ニ
モ
ナ
ル
也
ト
教
事
モ
ア
リ

良
基
が
初
心
者
の
指
導
に
対
し
、
一
貫
し
て
類
似
し
た
言
い
回
し

を
繰
り
返
し
て
い
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
タ

ブ
タ
ブ
」
と
い
う
聡
え
も
世
阿
弥
が
好
ん
で
能
楽
伝
書
に
お
い
て
継

承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
も
は
や
例
示
は
し
な
い
け
れ
ど
も
、

中
村
格
氏
編
『
世
阿
弥
伝
書
用
語
索
引
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
八
五
年
）

な
ど
を
使
え
ば
一
目
で
わ
か
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
単
に
用
語
に
限
ら
ず
、
世
阿
弥
の
能
楽
論
に

同
時
代
も
し
く
は
そ
れ
以
前
の
歌
学
や
良
基
の
連
歌
論
の
影
響
が

及
ん
で
い
よ
う
こ
と
は
、
小
西
甚
一
『
能
楽
論
研
究
』
（
塙
書
房
、

一
九
六
一
年
）
以
来
、
説
き
古
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
と
さ

ら
目
新
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
、
敢
え
て
こ
ま
ご
ま
と
註
を
付

し
確
認
を
促
し
て
き
た
の
は
、
初
心
者
の
指
導
、
即
ち
稽
古
の
論
を

連
歌
論
と
し
て
な
す
こ
と
の
意
味
、
そ
し
て
、
そ
れ
が
能
の
稽
古
論

へ
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
の
意
味
を
、
も
う
一
度
虚
心
に
考
え
て

み
る
必
要
を
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
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蹴
鞠
の
喰
え

良
基
の
稽
古
論
は
、
先
の
引
用
部
に
続
け
て
次
の
よ
う
な
蹴
鞠
の

喰
え
に
移
っ
て
い
く
。

む
か
し
難
波
の
三
位
入
道
殿
、
人
に
鞠
を
教
へ
給
ひ
し
を
承

り
し
に
、
「
手
持
ち
は
如
何
程
も
聞
き
た
る
が
よ
き
」
と
教
へ

ら
れ
き
。
其
の
次
の
日
、
又
あ
ら
ぬ
人
に
あ
ひ
て
、
「
鞠
の
手



持
ち
ゃ
う
、
如
何
程
も
す
わ
り
た
る
よ
き
」
と
仰
せ
ら
れ
き
。

是
は
其
の
人
の
気
に
対
し
て
教
へ
か
へ
ら
れ
侍
る
に
や
。
後
日

に
尋
ね
申
し
侍
り
し
か
ば
、
「
其
の
事
侍
り
。
さ
き
の
人
は
手

が
す
わ
り
た
り
し
ほ
ど
に
、
拡
げ
た
る
が
本
に
で
あ
る
と
教
へ
、

後
の
人
は
手
の
拡
ご
り
た
れ
ば
、
す
わ
り
た
る
が
本
に
で
あ
る

と
申
せ
し
な
り
」
。

ま
ず
、
「
難
波
の
三
位
入
道
殿
」
と
は
、
大
系
本
頭
註
に
も
記
さ

れ
る
通
り
難
波
宗
緒
。
重
代
の
蹴
鞠
の
家
の
人
で
あ
り
、
小
川
剛
生

氏
『
三
条
良
基
研
究
』
が
説
く
よ
う
に
、
良
基
は
蹴
鞠
の
稽
古
に
つ

い
て
慢
に
問
う
て
お
り
、
そ
の
問
答
は
「
宗
清
百
問
答
』
他
の
書
名

で
伝
わ
る
。
同
書
に
は
直
接
右
の
記
述
に
合
致
す
る
問
答
は
記
さ
れ

て
い
な
い
が
、
小
川
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
宗
緒
の
鞠
稽
古
論
は

良
基
の
連
歌
論
に
様
々
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る
。

引
用
部
の
直
後
に
「
仏
の
衆
生
の
気
に
対
し
て
万
の
法
を
説
き
給

へ
る
も
、
み
な
か
く
の
ご
と
し
」
と
す
る
よ
う
に
、
右
の
喰
え
は
、

要
は
仏
教
に
お
け
る
対
機
説
法
と
同
じ
で
、
教
え
と
は
対
象
者
の
天

性
の
質
に
合
わ
せ
る
べ
き
も
の
、
と
説
く
論
理
で
あ
る
。
連
歌
の
稽

古
を
説
く
に
あ
た
り
、
先
例
と
な
る
理
論
と
し
て
は
対
機
説
法
で
こ

と
足
り
る
と
こ
ろ
を
、
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
蹴
鞠
に
寄
せ
て
語
ろ
う
と

す
る
意
識
の
あ
り
方
に
は
注
意
を
払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く

こ
こ
は
、
単
な
る
類
推
か
ら
偶
発
的
に
蹴
鞠
の
喰
え
を
も
ち
だ
し
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
と
思
う
。

『
筑
波
問
答
』
第
十
一
間
に
、
連
歌
の
「
会
衆
の
多
少
」
を
問
う

く
だ
り
が
あ
る
。
そ
こ
で
も
、
わ
ざ
わ
ざ
鞠
の
例
を
引
き
な
が
ら
七
、

八
人
の
会
衆
に
よ
る
一
座
を
理
想
と
す
る
旨
を
述
べ
、
座
の
雰
囲
気

の
浮
き
沈
み
に
話
題
を
移
行
さ
せ
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

大
か
た
、
秀
逸
の
出
で
来
ぬ
れ
ば
、
其
の
あ
た
り
の
二
・
三

句
は
さ
め
き
て
面
白
き
也
。
下
品
の
句
出
で
来
ぬ
れ
ば
、
又
二
・

三
句
は
必
ず
つ
ま
る
事
な
れ
ば
、
か
ま
へ
て
／
＼
上
手
を
撰
み

て
会
合
あ
る
べ
き
事
に
や
。
一
座
の
沈
み
た
ち
ぬ
れ
ば
、
い
か

に
も
興
有
る
事
の
な
き
也
。
物
念
な
ら
で
、
し
か
も
う
き
ノ
＼

と
し
な
す
べ
き
也
。
難
波
の
三
位
入
道
の
、
「
鞠
は
淀
川
の
水

の
様
に
あ
る
べ
し
」
と
常
に
申
さ
れ
し
な
り
。
静
か
に
て
下
早

き
な
り
。
連
歌
も
お
な
じ
事
な
り
。
上
手
の
打
越
連
歌
な
ど
は
、

な
か
ノ
＼
興
あ
る
事
に
て
侍
る
と
ぞ
。

会
衆
（
即
ち
参
会
者
）
の
質
と
数
が
、
お
の
ず
と
一
座
の
運
営
や

百
韻
で
あ
れ
ば
百
句
全
体
の
運
び
、
出
来
に
影
響
す
る
以
上
、
こ
と

は
「
会
衆
の
多
少
」
の
話
題
と
無
関
係
で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
こ

で
良
基
は
連
歌
手
｝
動
態
に
お
い
て
捉
え
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
懐
紙
に
記
さ
れ
固
定
化
し
た
後
の
作
品
を
問
題
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
こ
と
に
、
改
め
て
注
意
を
払
う
べ
き
な
の
だ
。

名
手
に
よ
る
秀
逸
の
句
が
出
て
く
る
と
、
沸
き
立
つ
よ
う
な
華
や

ぐ
よ
う
な
面
白
さ
が
あ
る
。
し
か
し
、
出
来
の
悪
い
句
が
出
て
く
る
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と
匂
に
詰
ま
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
会
衆
は
選
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
の
だ
。

一
座
が
沈
ん
で
は
興
ざ
め
と
な
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
騒
が
し
か
ら
ず

し
か
も
浮
き
立
つ
よ
う
に
運
ば
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
。
文
中
に

出
て
く
る
「
さ
め
き
」
「
沈
み
た
ち
」
「
う
き
う
き
と
」
、
こ
れ
ら
は

座
に
列
し
句
を
詠
み
同
時
に
そ
れ
を
観
賞
す
る
場
の
雰
囲
気
に
か
か

わ
る
評
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
た
も
、
良
基
は
「
難
波
の
三
位
入
道
」

の
こ
と
ば
と
し
て
「
鞠
は
淀
川
の
水
の
様
に
あ
る
べ
し
」
を
引
い
て

い
る
。
表
面
は
静
か
に
、
水
面
下
は
速
く
と
い
う
趣
旨
で
、
会
の
進

行
の
喰
え
に
用
い
た
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
座
の
運
営
に
か
か
わ

る
話
題
で
蹴
鞠
の
類
推
に
説
き
及
ぶ
点
も
、
や
は
り
象
徴
的
で
あ
る
。

連
歌
の
理
論
的
大
成
を
め
ざ
す
良
基
に
と
っ
て
、
連
歌
が
も
っ
（
今

日
的
意
味
で
の
）
「
雲
能
」
的
側
面
に
意
識
的
に
な
ら
、
ざ
る
を
え
な

か
っ
た
、
あ
る
い
は
言
い
方
を
変
え
る
な
ら
ば
、
連
歌
の
「
雲
能
」

性
を
意
識
的
に
説
く
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
聡
え
が
必
然
的
に
要
請

さ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
こ
に
導
入
さ
れ
た
の
が
、
身
体
嚢
と

し
て
の
蹴
鞠
の
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
同
じ
こ
と

が
、
稽
古
論
に
続
く
第
六
の
問
答
に
も
い
え
る
。
聞
い
は
、
「
連
歌

は
い
つ
も
同
じ
ゃ
う
に
上
手
は
し
侍
る
に
や
、
又
ち
と
風
情
も
変
は

る
事
あ
る
べ
き
に
や
」
と
い
う
よ
う
に
、
一
見
、
何
を
問
題
と
し
て

い
る
の
か
判
然
と
し
な
い
言
い
回
し
だ
が
、
要
は
、
連
歌
の
進
行
は

一
本
調
子
で
よ
い
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け
。
答
え
は
あ
れ
こ
れ
に

及
ぶ
が
、
ま
ず
は
千
匂
と
百
韻
と
で
は
条
件
が
違
う
と
説
く
。

千
句
の
初
め
の
一
・
二
百
韻
な
ど
を
ば
、
ち
と
思
は
せ
て
し
侍

る
べ
き
に
や
。
当
座
の
百
韻
は
、
如
何
程
も
う
き
／
＼
と
さ
ず

め
か
し
て
、
面
白
き
ゃ
う
に
す
べ
し
。
千
句
な
ど
に
成
り
ぬ
れ

ば
、
発
句
よ
り
、
長
高
く
き
ず
も
な
き
連
歌
の
ま
こ
と
し
き
を
、

し
と
ノ
＼
と
し
侍
る
事
な
り
。

百
韻
十
座
か
ら
成
る
規
模
の
大
き
な
催
し
で
あ
る
千
句
の
場
合
、

最
初
の
二
座
あ
た
り
ま
で
は
「
ち
と
思
は
せ
」
（
多
少
思
案
を
凝
ら

す
よ
う
促
す
こ
と
ば
と
し
て
よ
か
ろ
う
）
る
こ
と
を
求
め
る
が
、
長

丁
場
に
お
よ
ぶ
こ
と
か
ら
、
後
半
に
ま
で
精
神
の
緊
張
を
持
続
さ
せ

る
こ
と
は
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
こ
れ
が
「
当
座
の
百

韻
」
（
即
ち
、
そ
の
場
で
思
い
立
っ
て
催
さ
れ
る
百
韻
の
会
）
で
は
、

ひ
た
す
ら
面
白
き
様
を
心
が
け
よ
と
い
う
。
こ
こ
で
も
「
う
き
う
き

と
」
と
い
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
「
さ
、
ざ
め
か
」
す
と
い
う
表
現
が

用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
も
良
基
が
よ
く
利
用
す
る
言
い
回
し
だ
が
、
そ

れ
は
『
日
葡
辞
書
』
の
語
釈
に
よ
れ
ば
祝
祭
的
な
防
一
騒
を
イ
メ
ー
ジ

さ
せ
令
そ
れ
に
対
し
千
句
で
は
正
調
を
崩
さ
ず
、
穏
や
か
に
静
か

に
通
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
と
い
う
趣
旨
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
「
し

と
し
と
と
」
と
い
う
形
容
で
表
す
が
、
現
代
と
同
様
、
当
時
に
あ
っ

て
も
雨
の
降
る
さ
ま
に
用
い
ら
れ
た
り
す
る
擬
態
語
で
あ
り
、
「
う

き
う
き
と
」
と
対
照
的
な
意
味
で
用
い
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

さ
て
こ
こ
で
、
よ
う
や
く
通
常
の
百
韻
連
歌
の
場
合
に
話
題
が
及

ぶ。
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た
ず
の
連
歌
に
も
、
一
の
懐
紙
の
面
の
程
は
、
し
と
や
か
の
連

歌
を
す
べ
し
。
て
に
は
も
浮
き
た
る
様
な
る
事
を
ば
せ
ぬ
事
也
。

二
の
懐
紙
よ
り
さ
め
き
匂
を
し
て
、
三
・
四
の
懐
紙
を
こ
と
に

逸
興
あ
る
様
に
し
侍
る
事
な
り
。
楽
に
も
序
・
破
・
急
の
あ
る

に
や
。
連
歌
も
一
の
会
紙
は
序
、
一
一
の
会
紙
は
破
、
三
・
四
の

会
紙
は
急
に
で
あ
る
べ
し
。
鞠
に
も
か
や
う
に
侍
る
と
ぞ
其
の

道
の
先
達
は
申
さ
れ
し
。

会
の
進
行
を
「
し
と
や
か
」
か
ら
「
さ
め
き
」
、
そ
し
て
「
逸
興

あ
る
様
に
」
と
の
展
開
と
し
て
語
り
、
そ
れ
を
楽
（
舞
楽
）
の
序
破

急
に
た
と
え
る
。
記
述
の
順
序
か
ら
は
、
そ
こ
か
ら
蹴
鞠
へ
連
想
が

及
ん
だ
よ
う
な
書
き
ぶ
り
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘

の
あ
る
通
り
、
む
し
ろ
蹴
鞠
の
理
論
か
ら
の
影
響
の
も
と
連
歌
論
へ

応
用
し
て
い
る
と
見
な
し
て
よ
い
。

石
井
倫
子
氏
は
こ
の
良
基
の
序
破
急
論
に
も
ふ
れ
な
が
ら
、
も
っ

ぱ
ら
世
阿
弥
『
花
鏡
』
の
「
序
破
急
之
事
」
に
焦
点
を
あ
わ
せ
た
文

脈
の
中
で
、
世
阿
弥
が
「
良
基
を
通
じ
て
蹴
鞠
伝
書
の
序
破
急
論
を

知
り
得
た
可
能
性
」
の
高
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
更
に

蹴
鞠
伝
書
の
古
典
の
一
つ
『
成
通
卿
口
伝
日
記
』
の
「
見
所
の
事
」

を
引
き
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
「
蹴
鞠
が
単
に
回
数
を
競
う
だ
け
で
は
な

く
、
見
所
（
観
客
）
を
常
に
意
識
し
て
い
る
、
い
わ
ば
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
的
な
性
格
を
も
有
す
る
ゲ
l
ム
で
あ
っ
た
こ
と
」
を
確
認
し
、

そ
う
し
た
点
に
能
と
蹴
鞠
と
の
共
通
性
を
見
い
だ
す
の
だ
が
、
両
者

の
聞
を
良
基
の
連
歌
論
が
繋
い
で
い
る
こ
と
こ
そ
が
、
小
稿
に
と
っ

て
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
。

良
基
の
連
歌
論
が
、
連
歌
の
本
質
論
に
は
じ
ま
り
様
々
な
面
に
ふ

れ
る
こ
と
は
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
理
論
化
の
推
進
に
際

し
て
、
歌
論
の
引
用
や
応
用
、
あ
る
い
は
中
国
詩
論
の
導
入
に
よ
り
、

従
来
の
説
の
延
長
上
で
展
開
で
き
る
話
題
と
、
ど
う
に
も
そ
こ
か
ら

漏
れ
て
し
ま
う
話
題
と
、
そ
の
両
面
に
つ
い
て
い
や
で
も
良
基
は
意

識
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
で
は
歌
論
や
詩
論
の
延
長

か
ら
は
漏
れ
て
し
ま
う
も
の
を
、
い
か
に
形
に
し
て
掬
い
上
げ
て
い

く
べ
き
か
、
そ
こ
に
浮
上
し
た
の
が
、
身
体
塞
の
類
推
で
あ
っ
た
と

い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

『
筑
波
問
答
』
で
は
「
会
衆
の
多
少
」
に
続
く
第
十
二
聞
に
お
い

て
、
「
連
歌
稽
古
に
は
何
か
肝
要
の
物
に
て
侍
る
べ
き
」
と
、
こ
れ

も
稽
古
に
か
か
わ
る
間
い
が
発
せ
ら
れ
る
が
、
一
見
、
学
習
内
容
に

関
す
る
話
題
を
引
き
出
す
も
の
と
見
え
つ
つ
、
事
実
、
確
か
に
答
え

で
は
「
源
氏
物
語
・
伊
勢
物
語
・
古
今
以
来
代
々
の
撰
集
」
を
は
じ

め
と
し
て
「
万
葉
」
や
「
日
本
紀
・
風
土
記
」
に
至
る
学
習
が
促
さ

れ
て
は
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
は
「
た
ず
先
づ
上

手
を
集
め
て
、
一
・
二
万
句
も
座
功
を
入
れ
て
、
我
が
物
に
な
し
給

ふ
よ
り
ほ
か
の
事
は
あ
る
ま
じ
き
に
や
」
と
、
実
践
の
奨
励
へ
と
誘

導
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
実
践
を
重
視
す
る
、
ま
た
重
視
せ
ざ
る
を
え

な
い
と
い
う
白
覚
も
、
身
体
塞
へ
の
類
推
を
促
し
た
と
見
て
誤
る
ま
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ぃ
。
連
歌
の
体
系
的
理
論
化
の
始
発
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
自
覚

の
も
と
に
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
甚
だ
重
要
で
あ
ろ
う
と

回？っ。

稽
古
と
身
体
性

と
こ
ろ
で
、
先
に
も
ふ
れ
た
小
西
甚
一
氏
『
能
楽
論
研
究
』
は
、

そ
の
序
説
に
お
い
て
「
稽
古
」
の
語
義
に
言
及
し
、
「
現
代
語
の
「
稽
古
」

は
、
だ
い
た
い
司
自
の
江
田
町
と
か

E
E
aと
か
に
当
た
る
が
、
そ
れ

は
本
来
の
意
味
で
は
な
い
」
と
注
意
を
促
し
て
い
た
。
即
ち
、
本
来

む

か

し

ま

な

の
意
味
で
の
稽
古
と
は
「
古
に
稽
ぶ
」
こ
と
で
あ
り
、
「
「
む
か
し
」

す
な
わ
ち
「
既
に
存
在
す
る
も
の
」
に
ま
な
ぶ
と
い
う
性
格
」
を
も
ち
、

そ
の
よ
う
な
性
格
は
「
中
世
に
お
け
る
「
稽
古
」
の
な
か
で
も
、
ま

だ
消
え
て
は
い
な
か
っ
た
」
と
説
い
て
い
る
。
勿
論
、
中
世
に
は
既

に
「
唱

B
E
gと
か

E
Eロ
∞
と
か
」
の
意
味
を
帯
、
び
る
よ
う
に
な
っ

て
い
た
こ
と
も
、
『
日
葡
辞
書
』
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と
で
は

あ
る
。
ま
た
、
両
者
を
厳
密
に
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
い
し
、
分
離

さ
せ
て
考
え
る
こ
と
で
取
り
こ
ぼ
す
も
の
も
多
い
は
ず
で
あ
る
。
だ

が
、
良
基
が
た
び
た
び
用
い
る
「
座
功
」
の
語
は
、
多
分
に

J
E
E
B

と
か

E
E
E
m
と
か
」
に
傾
斜
し
た
意
味
を
も
つ
も
の
と
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
対
比
的
に
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
が
、
為
家
の
『
詠
歌
一
体
』

冒
頭
の
よ
く
知
ら
れ
た
一
節
で
あ
る
。

和
謂
を
詠
事
か
な
ら
ず
才
学
に
よ
ら
ず
、
た
？
心
よ
り
お
こ
れ

る
事
と
申
た
れ
ど
、
欄
討
な
く
て
は
上
手
の
お
ぼ
え
と
り
が
た

し
。
を
の
づ
か
ら
秀
逸
を
よ
み
出
し
た
れ
ど
、
後
に
比
興
の
事

な
ど
し
つ
れ
ば
、
さ
き
の
高
名
も
け
が
れ
て
、
い
か
な
る
人
に

あ
つ
ら
へ
た
り
け
る
や
ら
む
と
誹
詩
せ
ら
る
〉
也
。
さ
様
に
成

ぬ
れ
ば
、
物
う
く
て
豆
町
を
す
つ
る
事
も
あ
り
。
こ
れ
す
な
は
ち

此
道
の
荒
廃
な
る
べ
し
。
さ
れ
ば
、
あ
る
べ
き
す
ぢ
を
よ
く

／
＼
心
得
い
れ
て
、
寄
ご
と
に
お
も
ふ
所
を
よ
む
べ
き
な
り
。

（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
続
後
撰
和
歌
集
為
家
歌
学
』
に
よ
る
）

和
歌
を
詠
ず
る
こ
と
に
つ
い
て
、
は
じ
め
に
三
つ
の
要
素
を
提
示

す
る
。
「
才
学
」
「
心
」
「
稽
古
」
で
あ
る
。
冒
頭
の
一
文
の
構
成
か

ら
す
れ
ば
、
祖
父
俊
成
以
来
の
家
説
と
し
て
「
和
歌
は
才
学
で
な
く

心
か
ら
生
ず
る
も
の
」
と
い
う
考
え
が
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
「
上
手

と
評
さ
れ
る
に
は
稽
古
」
が
大
事
、
と
い
う
為
家
の
見
解
が
提
示
さ

れ
る
形
に
な
っ
て
い

h
v
以
下
は
、
何
故
「
稽
古
」
が
大
事
な
の
か

の
説
明
だ
が
、
仮
に
「
秀
逸
」
の
歌
を
詠
ん
だ
と
し
て
も
そ
の
後
に

「
比
興
の
事
な
ど
」
を
し
た
な
ら
ば
、
最
初
の
「
高
名
も
け
が
れ
」
「
誹

誘
」
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
、
と
い
う
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
「
あ

る
べ
き
す
ぢ
」
を
よ
く
得
心
し
て
、
一
首
一
首
に
「
（
心
に
）
思
う
所
」

を
よ
む
べ
き
な
の
だ
、
と
な
る
。

引
用
部
の
論
の
骨
格
を
ま
と
め
直
せ
ば
、
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し
て
の
「
心
」
は
大
事
だ
が
、
「
稽
古
」
に
よ
り
「
あ
る
べ
き
筋
」

を
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
「
比
興
の
事
（
あ
さ
ま
し
い
こ
と
こ
に

な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
と
こ
ろ
で
、
中
世
和
歌
に
お
け
る
「
心
」

の
用
法
に
は
大
き
く
一
一
一
種
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
こ
は
「
古
今
集
』

仮
名
序
の
「
や
ま
と
う
た
は
人
の
心
を
種
と
し
て
」
を
ふ
ま
え
た
、
「
人

間
の
喜
怒
哀
楽
に
わ
た
る
精
神
作
用
」
の
意
の
「
心
」
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
「
あ
る
べ
き
筋
」
と
は
和
歌
に
求
め
ら
れ
る
、
ふ
ま
え
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筋
目
・
道
理
の
こ
と
で
あ
り
、
具
体
的
に
は

こ
の
冒
頭
序
部
分
に
続
く
「
詠
歌
一
体
』
本
丈
の
内
容
が
そ
れ
に
あ

た
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
為
家
の
い
う
「
稽
古
」
に

よ
り
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
詠
歌
一
体
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
「
あ

る
べ
き
筋
」
の
学
習
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
「
稽

古
」
は
「
才
学
に
よ
ら
ず
・
：
と
申
し
た
れ
ど
」
と
、
い
っ
た
ん
は
否

定
さ
れ
た
「
才
学
」
を
身
に
付
け
る
こ
と
と
い
っ
て
も
さ
ほ
ど
大
き

な
違
い
は
な
い
。

即
ち
、
為
家
の
和
歌
稽
古
論
は
、
基
本
的
に
は
学
び
に
傾
斜
し
た

指
導
法
で
あ
り
、
実
践
を
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
る
も
の
を

求
め
る
良
基
の
連
歌
稽
古
論
は
、
そ
れ
と
は
や
や
質
の
違
っ
た
も
の

と
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
く
為
家
の
い
う

「
稽
古
」
を
問
題
と
さ
れ
た
中
川
博
夫
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
既

に
『
袋
草
紙
』
の
「
雑
談
」
や
『
八
雲
御
抄
』
巻
六
の
用
意
部
に
も
「
稽

古
」
に
よ
り
名
を
上
げ
る
歌
人
が
話
題
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
際
の

「
稽
古
」
と
は
、
例
え
ば
『
毎
月
抄
』
の
次
の
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

多
分
に
実
践
に
傾
い
て
い
る
。

抑
寄
は
た
ず
日
来
し
る
し
申
候
し
ご
と
く
、
万
葉
よ
り
こ
の
か

た
の
勅
集
を
し
づ
か
に
御
ら
ん
ぜ
ら
れ
候
て
、
か
は
り
ゆ
き
候

け
る
す
が
た
ど
も
を
御
心
得
候
へ
。
そ
れ
に
と
り
て
、
勅
撰
の

寄
な
れ
ば
と
て
、
か
な
ら
ず
寄
ご
と
に
わ
た
り
て
ま
な
ぶ
べ
か

ら
ず
。
人
に
と
も
な
ひ
世
に
し
た
が
ひ
て
、
寄
の
興
廃
み
え
侍

り
。
万
葉
は
げ
に
代
も
あ
が
り
人
の
心
も
さ
え
て
、
今
の
世
に

は
ま
な
ぶ
と
も
更
に
及
べ
か
ら
ず
。
こ
と
に
初
心
の
時
を
の
づ

か
ら
古
駄
を
こ
の
む
事
有
べ
か
ら
ず
。
但
、
稽
古
年
か
さ
な
り

風
骨
よ
み
さ
だ
ま
る
後
は
、
又
万
葉
の
様
を
存
ぜ
ざ
ら
ん
好
士

は
、
無
下
の
事
と
ぞ
覚
侍
る
。
稽
古
の
、
ち
よ
む
べ
き
に
と
り

て
も
、
心
あ
る
べ
き
に
や
。
．

（
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
「
五
代
簡
要
定
家
歌
学
」
朝
日
新
聞
社
）

し
か
し
「
毎
月
抄
』
と
て
も
、
「
万
葉
よ
り
こ
の
か
た
の
勅
集
」

（
「
勅
集
」
を
「
撰
集
」
と
す
る
本
も
あ
り
）
の
学
習
を
前
提
と
し
て

い
る
の
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
、
学
び
な
の
か
実
践
な
の
か
と
い
う
一
一

者
択
一
的
発
想
そ
の
も
の
が
実
態
に
合
わ
な
い
と
も
い
え
そ
う
で
は

あ
る
。
と
も
あ
れ
、
良
基
の
稽
古
論
が
多
分
に
身
体
性
を
重
視
し
た

稽
古
の
論
と
な
っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
確
認
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

演
ず
る
者
と
、
観
る
者
と
。

演
劇
の
空
間
で
は
、

通
常
、
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区
別
さ
れ
る
。
し
か
も
連
歌
に
お
い
て
、
主
た
る
営
み
は
勾
を
詠
み

つ
な
い
で
い
く
こ
と
で
あ
り
、
身
体
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
見
せ
る

も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
異
質
性
の
方
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
た
が

た
め
に
、
蹴
鞠
か
ら
連
歌
そ
し
て
能
へ
と
い
う
理
論
的
展
開
を
、
ひ

と
つ
な
が
り
の
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
を
妨
げ
て
い
た
の
で
は

な
か
っ
た
か
。

た
と
え
ば
良
基
か
ら
は
時
代
が
下
る
が
、
『
禅
鳳
雑
談
』
上
に
、

一
、
専
順
の
連
歌
の
事
、
一
句
出
候
へ
共
、
や
が
て
わ
っ
と
は

不
レ
申
。
後
に
息
を
詰
め
候
て
、
勘
に
堪
へ
候
や
う
に
。
能

も
か
や
う
に
あ
り
た
き
物
に
て
候
。

（
日
本
思
想
大
系
『
古
代
中
世
芸
術
論
』
）

と
の
一
条
が
あ
る
。
連
歌
か
ら
能
の
詞
章
へ
の
影
響
を
論
じ
、
能
の

調
章
が
い
か
に
連
歌
的
表
現
を
吸
収
し
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
大
谷

節
子
氏
『
世
阿
弥
の
中
世
」
第
二
章
第
五
節
「
規
模
の
こ
と
ば

連
歌
と
能
」
（
岩
波
書
店
、
二

O
O
七
年
）
は
、
右
の
一
条
を
今
春

禅
鳳
時
代
に
お
け
る
能
と
連
歌
の
交
渉
の
ひ
と
こ
ま
と
し
て
取
り
上

げ
、
連
歌
か
ら
の
影
響
が
世
阿
弥
の
個
性
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く
、
ま
た
良
基
（
あ
る
い
は
『
菟
玖
波
集
』
）
か
ら
の
影
響
に
限

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
唆
さ
れ
た
。
ま
た
、
石
井
倫
子

氏
は
茶
人
、
古
市
澄
胤
の
周
辺
に
あ
る
文
化
的
環
境
を
論
ず
る
中
で
、

右
の
一
条
と
そ
れ
に
続
く
次
の
一
条
を
取
り
上
げ
、
禅
鳳
が
澄
胤
を

通
じ
て
連
歌
界
の
言
説
に
ふ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
の
推
論
へ
導
い

て
い
く
（
同
氏
「
風
流
能
の
時
代
今
春
禅
鳳
と
そ
の
周
辺
』

出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
。

一
、
宗
棚
、
此
れ
ん
豆
町
を
被
レ
申
候
と
て
、
ね
り
ぬ
き
に
よ
き

か
た
な
を
つ
〉
み
候
や
う
に
と
候
。

後
の
一
条
は
必
ず
し
も
判
り
や
す
い
喰
え
と
は
一
言
尽
え
な
い
が
、
石

井
氏
は
宗
祇
の
『
老
の
す
さ
み
』
に
見
え
る
「
此
作
者
の
句
は
、
面

に
や
す
ら
か
な
る
様
に
て
、
甚
深
の
こ
と
わ
り
多
き
な
り
候
」
と
の

専
順
評
を
援
用
し
、
「
表
面
上
は
穏
や
か
で
平
明
で
あ
る
が
、
よ
く

味
わ
え
ば
深
み
が
あ
る
」
と
の
評
価
を
、
右
の
一
条
に
も
適
用
で
き

る
と
論
じ
て
い
く
。
後
者
に
つ
い
て
は
確
か
に
そ
う
し
た
理
解
で
よ

い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
二
条
が
並
べ
記
さ
れ
る
こ
と

で
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
の
は
、
後
者
は
句
の
表
現
に
か
か
わ
る
評
で
あ

り
、
こ
と
ば
の
レ
ベ
ル
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
の
一
条
は
出

句
の
際
の
所
作
、
み
ぶ
り
を
話
題
に
し
た
も
の
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。

句
の
内
容
も
無
論
重
要
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
句
の
出
し
方
そ
の
も
の

が
、
こ
の
よ
う
な
眼
で
観
察
さ
れ
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
詠

出
行
為
ま
で
も
含
め
た
一
連
の
表
現
行
為
と
し
て
連
歌
の
座
が
あ
っ

た
こ
と
を
、
右
の
証
言
は
伝
え
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

能
を
い
か
に
演
ず
る
べ
き
か
、
世
阿
弥
以
来
、
試
行
錯
誤
し
な
が

ら
能
楽
論
は
積
み
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
様
々
な

誓
喰
類
推
を
駆
使
し
て
言
語
化
の
試
み
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
推
測
さ

れ
る
。
そ
う
し
た
辛
苦
の
中
、
演
じ
手
に
と
っ
て
連
歌
が
い
か
に
身

東
京
大
学
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体
性
を
伴
っ
た
も
の
と
し
て
見
え
て
い
た
の
か
、
そ
の
感
覚
を
忘
れ

て
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
見
方
に
立
つ
時
、
同
じ
く

禅
鳳
に
よ
る
次
の
よ
う
な
発
言
も
得
心
が
ゆ
く
の
で
は
な
か
ろ
う

，刀。

一
、
能
に
も
謡
に
も
持
を
結
い
候
。
ま
づ
よ
く
習
ひ
候
て
の
上

の
工
夫
に
て
候
。
習
ひ
候
は
で
は
何
と
か
工
夫
は
あ
る
べ
く

候
。
よ
く
工
夫
・
稽
古
候
て
、
さ
て
楽
屋
を
出
候
て
坪
を
破

り
候
。
こ
れ
が
、
内
を
真
に
、
場
を
草
に
と
申
事
也
。
歌
・

連
歌
を
習
い
候
に
、
一
期
の
聞
の
歌
・
連
歌
を
習
い
候
て
お

き
候
は
ぬ
物
に
て
候
へ
共
、
稽
古
の
上
に
て
、
よ
き
歌
・
連

歌
、
当
座
に
出
事
に
て
候
也
。
下
手
の
、
自
然
よ
き
句
を
し
候
。

そ
れ
は
天
然
物
に
て
候
。
今
一
句
と
申
時
、
得
し
候
ま
じ
く

候
。
是
に
な
ぞ
ら
へ
知
る
べ
く
候
。
：
・
（
『
禅
鳳
雑
談
』
中
）

能
に
せ
よ
謡
い
に
せ
よ
、
ま
ず
基
本
を
固
め
る
（
「
玲
を
結
い
候
切
）

こ
と
が
肝
要
で
、
そ
れ
が
あ
っ
て
そ
の
上
で
こ
そ
の
工
夫
で
あ
る
と

い
う
。
そ
し
て
、
楽
屋
（
「
内
」
）
に
お
い
て
の
「
工
夫
・
稽
古
」
を

前
提
と
し
て
、
舞
台
（
「
場
」
）
へ
出
て
「
持
」
（
規
範
）
を
破
る
も

の
だ
と
説
き
進
め
、
こ
こ
で
「
真
」
と
「
草
」
と
の
警
聡
が
持
ち
出

さ
れ
る
。
い
わ
ず
と
知
れ
た
書
体
の
警
轍
で
あ
り
、
こ
れ
に
続
け
る

形
で
「
歌
・
連
歌
」
の
「
稽
古
」
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
引
用
で
は
省
略
し
た
が
、
こ
の
後
に
引
か
れ
て
い
る
の
が
兵

法
稽
古
の
話
題
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

参
考
ま
で
に
述
べ
て
お
く
と
、
身
体
性
の
イ
メ
ー
ジ
を
介
し
て
能

か
ら
兵
法
へ
の
連
想
と
い
う
の
は
、
必
ず
し
も
禅
鳳
の
み
の
特
殊
な

類
推
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

士
卒
ノ
心
ガ
一
味
シ
テ
斉
ナ
ウ
テ
ハ
ナ
ル
マ
ジ
キ
ゾ
、
故
ニ
在

ヒ
ト
シ
キ
ニ

二
子
心
之
斉
一
ト
云
ゾ
、
タ
ト
ヘ
パ
猿
楽
ヲ
ス
ル
モ
、
一
番
ノ

能
ノ
ツ
カ
サ
ヲ
パ
大
夫
ガ
一
人
シ
テ
ト
ル
ゾ
、
笛
ヲ
フ
キ
鼓
ヲ

ウ
チ
、
ウ
タ
イ
ヲ
ウ
タ
イ
、
狂
言
ヲ
シ
、
ア
イ
ノ
モ
ノ
ヲ
云
イ
、

ワ
キ
ヲ
ス
ル
コ
ト
ハ
、
座
ノ
者
ガ
フ
キ
ハ
ヤ
サ
イ
デ
ハ
ナ
ラ
ヌ

ゾ
、
マ
イ
ハ
マ
イ
、
楽
ハ
楽
ト
、
ハ
ナ
レ
ノ
＼
ニ
シ
テ
ハ
ナ
ル

マ
ジ
キ
ゾ
、
座
ノ
者
ノ
心
ガ
斉
ク
ナ
ラ
イ
デ
ハ
シ
ム
マ
イ
ゾ
、

大
夫
ガ
何
ノ
能
ヲ
ス
ベ
キ
ゾ
ト
云
イ
出
ス
ゾ
、
座
ノ
者
ウ
ケ
ト

リ
テ
其
用
意
ヲ
ス
ル
ゾ

（
京
都
大
学
清
家
丈
庫
蔵
、
講
者
未
詳
六
冊
本
『
三
略
抄
』
第

四
冊
十
二
丁
裏
）

兵
法
書
『
三
略
』
の
講
義
の
中
か
ら
出
て
き
た
話
題
、
だ
が
、
講
者

は
こ
こ
で
連
歌
に
言
い
及
び
こ
そ
し
な
い
が
、
全
体
の
調
和
と
い
う

話
題
か
ら
は
、
さ
ら
に
連
歌
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
て
も
不
思
議

は
な
い
。
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ヨ
ク
ス
レ
パ
、
敵
ノ
謀
ゴ
ト
ガ
味
方
ノ
謀
ゴ
ト
ニ
ナ
ル
者
ゾ
、

連
歌
ノ
前
句
ニ
ヨ
リ
テ
下
ノ
句
ガ
面
白
ク
デ
ク
ル
ホ
ド
ノ
コ
ト



ゾ
、
敵
ノ
ハ
カ
リ
ゴ
ト
ノ
ヨ
キ
ホ
ド
、
味
方
ノ
利
モ
ア
ル
ゾ
、

ソ
レ
ニ
タ
ヨ
リ
テ
其
上
手
ヲ
シ
テ
ユ
ク
ゾ
、
上
ノ
匂
モ
ナ
キ
ニ

ハ
下
ノ
句
ハ
出
キ
ヌ
ヤ
ウ
ニ
、
敵
ノ
謀
ガ
何
ト
モ
知
ラ
レ
ネ
パ
、

一

大

事

ゾ

（

同

第

三

一

冊

四

了

表

）

右
は
話
題
が
『
太
平
御
覧
』
巻
三
二
二
所
引
の
呂
氏
春
秋
の
一
節

「
因
二
敵
之
謀
一
以
為
－
一
己
事
一
」
（
兵
部
「
勝
」
）
に
及
ぶ
中
で
、
そ
れ

を
敷
街
し
つ
つ
講
じ
ら
れ
た
内
容
。
す
べ
て
を
身
体
性
と
い
う
言
い

方
で
片
付
け
る
の
は
、
牽
強
付
会
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
が
、
兵
法
の

講
者
の
意
識
は
、
駆
け
引
き
の
巧
拙
と
い
う
話
題
を
介
し
て
い
と
も

容
易
く
連
歌
へ
と
飛
期
し
て
、
再
び
兵
法
へ
と
舞
い
戻
る
。
こ
と
ほ

ど
さ
よ
う
に
、
中
世
に
お
け
る
連
歌
の
実
践
は
一
方
的
な
表
出
の
行

為
で
は
な
く
、
動
き
と
応
酬
の
表
現
行
為
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て

い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

『
連
歌
比
況
集
』
が
様
々
な
誓
聡
を
駆
使
し
て
連
歌
の
特
性
を
表

そ
う
と
す
る
中
で
、
歌
を
「
城
責
」
に
、
連
歌
を
「
合
戦
」
に
喰
え

て
み
せ
る
の
も
、
か
よ
う
な
認
識
の
拡
が
り
を
背
景
に
理
解
す
べ
き

こ
と
な
の
で
あ
る
。

註
（1
）
こ
の
あ
た
り
、
当
時
の
『
論
畳
間
』
解
釈
の
あ
り
ょ
う
を
反
映
さ
せ
た

も
の
と
見
て
よ
い
よ
う
で
、
応
、
水
二
十
七
年
本
『
論
語
抄
」
（
抄
物
体

系
、
勉
誠
社
）
に
よ
れ
ば
、
「
聖
人
ハ
・
イ
カ
ナ
ル
悪
人
ニ
交
レ
ド
モ
、

悪
ニ
移
ル
ナ
シ
、
下
愚
ハ
イ
カ
ナ
ル
善
ニ
ア
レ
ド
モ
、
善
ニ
移
ル
コ
ト

ナ
シ
、
故
ニ
上
知
ト
下
愚
ト
ノ
二
ハ
移
ラ
ズ
ト
云
リ
、
善
ニ
ア
ヘ
パ
ヨ

ク
ナ
リ
、
悪
ニ
ア
ヘ
パ
悪
ク
ナ
ル
ハ
、
上
知
ヨ
リ
以
下
、
下
愚
ヨ
リ
以

上
ノ
コ
ト
也
」
と
の
三
分
説
で
説
か
れ
て
い
る
。

（2
）
あ
る
い
は
「
ざ
め
く
」
か
。
そ
の
語
感
に
つ
い
て
は
、
『
四
河
入
海
』
（
『
抄

物
資
料
集
成
』
所
収
の
古
活
字
版
に
よ
る
）
の
次
の
例
が
参
考
と
な
る
。

一
云
沙
l
言
ハ
杭
州
ノ
沙
河
塘
ニ
ハ
ツ
ヨ
ウ
灯
寵
ヲ
ト
ボ
ス
ゾ
、

其
灯
火
ガ
照
山
紅
ナ
ゾ
、
サ
テ
ソ
コ
ニ
ハ
歌
鼓
l
ゾ
、
灯
ヲ
ト
ボ

シ
酒
ヲ
飲
テ
刑
刈
列
ゾ
（
巻
九
之
一
）

今
度
ハ
長
篇
ノ
詩
ヲ
作
テ
其
詩
ノ
意
モ
サ
メ
キ
テ
春
花
ノ
サ
キ
ミ

ダ
レ
タ
ル
時
ノ
如
ニ
詩
ヲ
作
ラ
レ
ヨ
ト
云
ゾ
（
巻
十
九
之
二

（3
）
「
嚢
能
」
と
は
、
か
つ
て
は
し
か
る
べ
き
人
物
が
「
教
養
と
し
て
身

に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
各
種
の
才
芸
、
技
芸
」
で
あ
り
、
ま

た
身
に
付
け
た
「
能
力
」
を
指
す
語
で
あ
っ
た
（
『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』
小
学
館
、
二

0
0
0｜
二

O
O
二
年
、
参
照
）
。
今
日
の
嚢

能
史
研
究
に
お
け
る
「
嚢
能
」
の
定
義
と
も
か
か
わ
り
、
考
え
る
べ
き

点
は
多
い
の
だ
が
、
何
ら
か
の
演
技
を
伴
う
行
為
と
し
て
の
「
嚢
能
」

の
語
義
が
一
般
に
な
る
時
期
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
少
な
く
と
も
中
世

に
お
け
る
「
嚢
能
」
は
、
『
日
葡
辞
書
」
の
記
載
な
ど
か
ら
し
て
も
原

義
か
ら
ほ
と
ん
ど
離
れ
て
い
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（4
）
『
日
葡
辞
書
』
で
は
、
「
さ
さ
め
く
」
（
回
世
田
問
自
由
告
・
）
か
「
ざ
ざ
め
く
」

（N
胆

N
5
2ロ
）
と
な
ろ
う
が
、
語
義
的
に
前
者
は
考
え
難
い
。
後
者

に
つ
い
て
は
「
喜
び
事
の
た
め
に
騒
々
し
い
、
あ
る
い
は
、
が
や
が
や

し
て
い
る
」
（
「
邦
訳
』

N
R白
B
Z－
の
項
）
と
記
し
て
い
る
が
、
例
文

「
、
ざ
ざ
め
き
わ
た
る
」
に
は
「
た
と
え
ば
、
慶
祝
の
た
め
に
（
g
E
C
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円
四
町
内
町
田
冨
）
、
ど
こ
も
か
し
こ
も
騒
々
し
く
、
は
な
や
い
で
い
る
」
、
あ

る
い
は
「
ざ
ざ
め
か
す
」
に
つ
い
て
も
「
喜
び
祝
っ
て
（
口
白
色
町
句
5

2
p
m
g）
、
に
ぎ
や
か
に
騒
ぎ
た
て
る
」
（
N
R
m
E
m
m
a－
－
）
と
い
う
よ
う

に
、
た
び
た
び
同
町
田
宮
（
パ
ジ
ェ
ス
『
日
仏
』
で
あ
れ
ば
吉
田
）
と
い
う

語
が
説
明
に
用
い
ら
れ
る
。

（5
）
渡
辺
融
・
桑
山
浩
然
両
氏
『
蹴
鞠
の
研
究
公
家
鞠
の
成
立
』
（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
九
四
年
）
、
石
井
倫
子
氏
『
風
流
能
の
時
代
金
春

禅
鳳
と
そ
の
周
辺
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
）
第
五
章
一

「
蹴
鞠
を
め
ぐ
っ
て
」
、
小
川
剛
生
氏
『
二
条
良
基
研
究
』
（
笠
間
書
院
、

二
O
O
五
年
）
第
三
篇
第
二
章
第
二
節
「
宗
清
百
問
答
と
遊
庭
秘
抄
」

参
照
。

（6
）
『
詠
歌
一
体
」
の
こ
の
序
の
部
分
を
精
密
に
読
解
し
た
先
行
研
究
と

し
て
、
佐
藤
恒
雄
氏
『
藤
原
為
家
研
究
』
（
笠
間
書
院
、
二

O
O
八
年
）

第
四
章
第
一
節
「
詠
歌
一
体
考
」
（
初
出
、
一
九
九
五
年
）
、
中
川
向
犬

氏
「
『
詠
歌
一
体
』
を
読
む
」
（
池
田
利
夫
氏
編
『
野
鶴
群
芳
出
代
中

世
国
文
学
論
集
』
笠
間
書
院
、
二

O
O
二
年
）
が
あ
り
、
こ
れ
ら
先
学

の
成
果
に
負
い
つ
つ
述
べ
て
い
る
。

（7
）
「
比
興
」
の
語
義
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
喜
代
治
氏
『
国
語
語
葉
の
歴

史
的
研
究
』
（
明
治
書
院
、
一
九
七
一
年
）
所
収
「
漢
語
雑
考
」
参
照
。

そ
こ
に
引
か
れ
て
い
る
定
家
『
明
月
記
』
の
例
も
示
し
て
お
く
。
定
家

が
日
前
宮
の
奉
幣
使
を
勤
め
た
際
の
記
事
で
あ
る
。
「
過
満
願
寺
之
問
、

僧
等
忽
喚
入
、
毎
度
日
前
御
幣
使
参
此
寺
云
々
、
怒
参
入
、
庁
官
相
具

御
諭
経
物
、
僧
等
称
乏
少
之
由
不
似
先
制
、
顔
比
興
也
」
（
建
仁
元
年
十
川

八
日
条
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
童
日
別
巻
二
『
翻
刻
明
月
記
一
』
朝
日
新

聞
社
）
と
あ
り
、
「
先
例
に
似
ず
」
に
続
け
「
比
胆
ハ
」
の
語
が
用
い
ら

れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

（8
）
小
西
甚
一
氏
『
日
本
文
義
史
E
』
（
講
談
社
、
一
九
八
六
年
）
二

O
三百円。

氏
の
所
説
に
よ
る
と
、
大
き
く
「
表
出
さ
れ
る
心
」
と
「
表
出
す
る
心
」

に
分
か
れ
、
こ
の
内
前
者
が
さ
ら
に
「
主
観
的
な
心
」
と
「
客
体
的
な

心
」
と
に
分
か
れ
る
。
『
古
今
集
』
仮
名
序
の
「
心
」
は
「
主
観
的
な

心
」
に
該
当
す
る
。
な
お
、
註
（
6
）
前
掲
の
中
川
氏
論
考
に
は
、
『
↓
一
亦

歌
一
体
』
の
当
該
箇
所
は
直
接
的
に
は
順
徳
院
『
八
雲
御
抄
』
巻
六
・

用
意
部
の
「
歌
を
よ
む
事
は
、
心
の
発
こ
る
と
こ
ろ
也
」
を
ふ
ま
え
る

と
す
る
。
そ
の
場
合
で
も
、
「
心
」
の
含
意
は
変
わ
ら
な
い
。

（9
）
計
（
7
）
前
掲
の
佐
藤
氏
論
考
に
は
、
「
比
興
L

と
と
も
に
「
オ
学

（
党
こ
の
語
誌
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
用
法
と
語
義
の
史
的
変
遷

の
詳
細
に
つ
い
て
は
同
論
に
譲
る
と
し
て
、
肝
要
な
点
の
み
を
ま
と
め

て
お
く
と
、
才
学
は
字
の
ご
と
く
「
才
」
と
「
学
L

と
二
面
に
わ
た
る

意
味
を
も
ち
、
時
代
や
使
用
の
局
面
に
よ
り
意
味
に
幅
が
出
る
が
、
時

代
や
文
脈
か
ら
参
考
と
な
る
の
は
『
卜
訓
抄
」
一
ノ
二
十
二
「
す
べ
て

欣
の
判
は
、
そ
の
才
学
は
さ
る
こ
と
に
て
品
高
く
、
世
に
も
重
む
、
ぜ
ら

る
る
人
の
す
べ
き
と
ぞ
」
が
参
考
と
な
ろ
う
。
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
が
註
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
は
「
和
歌
の
才
能
や
歌
学
」
と
と
っ
て
も

違
和
感
は
な
い
が
、
同
主
百
六
ノ
二
十
八
の
「
粟
田
左
大
臣
在
衡
は
、
刻

学
あ
な
が
ち
に
人
に
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
は
な
け
れ
ど
も
、
帝
の
問
ひ
給

ふ
ほ
ど
の
こ
と
を
ば
、
必
ず
明
か
に
申
さ
れ
け
り
。
内
へ
参
る
道
に
、

れ
に
し
え
一
巻
を
持
ち
て
見
ら
れ
け
り
。
問
は
せ
給
ふ
こ
と
、
今
日
見
る

と
こ
ろ
の
文
の
こ
と
な
り
。
こ
れ
に
よ
り
て
、
帝
深
く
才
学
あ
る
よ
し

を
お
ぼ
し
め
し
け
り
」
な
ど
を
勘
案
す
る
と
、
佐
藤
氏
論
考
の
説
く
よ

う
に
、
学
識
の
方
に
傾
斜
し
た
理
解
が
な
さ
れ
て
い
た
語
と
見
る
べ
き
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ょ
、
つ
だ
。

（
叩
）
註
（
6
）
中
川
論
参
照
。

（
日
）
こ
の
点
に
関
連
し
、
鶴
崎
裕
雄
氏
「
見
ら
れ
聞
か
れ
る
連
歌

l
連
歌

張
行
の
本
質
」
（
『
芸
能
史
研
究
』
第
二

O
三
号
、
二

O
一
三
年
）
が
興

味
深
い
論
点
を
打
ち
出
し
て
い
る
。

（
ロ
）
玲
は
馬
場
の
周
囲
の
柵
が
原
義
。
「
匠
材
集
』
巻
二
に
「
ら
ち
を
ゆ

ふ
馬
を
い
る
冶
所
な
り
、
結
玲
」
（
古
活
字
版
、
伊
地
知
銭
男
氏
編
『
連

歌
資
料
集
3
』
ゆ
ま
に
書
房
）
。
そ
こ
か
ら
派
生
し
規
則
等
の
意
味
も

も
つ
が
、
思
想
大
系
が
「
規
矩
」
と
註
す
る
よ
う
に
、
当
該
の
文
脈
で

は
規
範
ほ
ど
の
意
と
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
。

（
日
）
な
お
「
禅
鳳
雑
談
』
に
ふ
れ
た
つ
い
で
に
、
ひ
と
こ
と
言
及
し
て
お

き
た
い
の
は
、
心
敬
の
稽
古
論
と
の
関
係
で
あ
る
。
特
に
珍
し
い
用
語

で
は
な
い
た
め
、
つ
い
見
過
ご
し
が
ち
に
な
る
の
だ
が
、
禅
鳳
が
先
の

引
用
部
に
お
い
て
「
工
夫
」
と
「
稽
古
」
と
い
う
用
語
を
用
い
て
説
明

す
る
点
で
、
心
敬
遠
歌
論
と
の
関
係
が
気
に
か
か
る
。
心
敬
の
場
合
、

仏
道
と
連
歌
が
一
如
と
な
っ
た
修
行
論
と
し
て
の
連
歌
論
と
い
う
点
に

特
徴
が
あ
り
、
理
論
化
の
基
礎
に
は
濃
厚
な
禅
の
影
響
が
あ
っ
た
よ
う

な
の
だ
が
、
禅
鳳
の
場
合
に
お
い
て
も
そ
う
し
た
影
響
を
考
え
て
読
む

べ
き
な
の
か
、
ど
う
か
。
後
考
に
委
ね
る
。
心
敬
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
中
世
和
歌
史
に
お
け
る
「
禅
」
の
向
題
」
（
天
野
文
雄
氏
監
修
『
禅

か
ら
み
た
日
本
中
世
の
文
化
と
社
会
」
ぺ
り
か
ん
社
、
二

O
一ムハ年）

に
述
べ
た
。
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