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「
月
立
ち
」
考

─
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
の
唱
和
歌
謡
に
つ
い
て
─

烏
　
谷
　
知
　
子

は
じ
め
に

　
問
題
と
す
る
歌
謡
の
場
面
は
『
古
事
記
』
に
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

其
の
国
よ
り
科
野
国
に
越
え
て
、
乃
ち
科
野
之
坂
神
を
言
向
け
て
、
尾
張
国
に
還
り
来
て
、

先
の
日
に
期
れ
る
美
夜
受
比
売
の
許
に
入
り
坐
し
き
。
是
に
、
大
御
食
を
献
り
し
時
に
、

其
の
美
夜
受
比
売
、
大
御
酒
盞
を
捧
げ
て
献
り
き
。
爾
く
し
て
、
美
夜
受
比
売
、
其
の
、

お
す
ひ
の
襴
に
、
月
経
を
著
け
た
り
。
故
、
其
の
月
経
を
見
て
、
御
歌
に
曰
は
く
、

ひ
さ
か
た
の
　
天
の
香
具
山
　
と
鎌
に
　
さ
渡
る
鵠
　
弱
細
　
撓
や
腕
を
　
枕
か
む

と
は
　
吾
は
す
れ
ど
　
さ
寝
む
と
は
　
吾
は
思
へ
ど
　
汝
が
着
せ
る
　
襲
衣
の
襴
に
　

月
立
ち
に
け
り�

（
第
二
七
番
）

爾
く
し
て
、
美
夜
受
比
売
、
御
歌
に
答
へ
て
曰
は
く
、

高
光
る
　
日
の
御
子
　
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
　
あ
ら
た
ま
の
　
年
が
来
経
れ
ば
　

あ
ら
た
ま
の
　
月
は
来
経
行
く
　
う
べ
な
　
う
べ
な
　
う
べ
な
　
君
待
ち
難
に
　
我

が
着
せ
る
　
襲
衣
の
襴
に
　
月
立
た
な
む
よ�

（
第
二
八
番
）

故
爾
く
し
て
、
御
合
し
て
、
其
の
御
刀
の
草
那
芸
剣
を
以
て
、
其
の
美
夜
受
比
売
の
許
に

置
き
て
、
伊
服
岐
能
山
の
神
を
取
り
に
幸
行
し
き
。

宮
岡
薫
氏
は
、
こ
の
問
答
歌
に
表
れ
る
「
ひ
さ
か
た
の
」
の
枕
詞
を
冠
す
る
「
天
の
香

具
山
」
の
用
例
は
万
葉
集
巻
十
、
一
八
一
二
番
の
み
で
か
な
り
限
定
的
な
表
現
で
あ
り
、

「
あ
ら
た
ま
の
」
の
枕
詞
を
用
い
た
成
立
年
代
の
明
ら
か
な
歌
は
、
天
平
以
後
に
多
く
、

「
高
光
る
　
日
の
御
子
」
は
、
天
武
・
持
統
お
よ
び
天
武
の
皇
子
た
ち
に
使
用
さ
れ
、

巻
一
・
二
・
三
に
集
中
的
に
分
布
し
、
加
え
て
「
や
す
み
し
し
」
は
巻
六
に
も
分
布
し

ほ
ぼ
同
様
な
傾
向
を
示
す
と
し
、
二
首
の
歌
謡
の
構
成
時
期
を
持
統
朝
と
推
測
す
る（
1
（

。

「
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
」「
高
光
る
　
日
の
御
子
」
の
称
詞
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、

古
事
記
に
お
い
て
は
仁
徳
天
皇
と
雄
略
天
皇
で
あ
り
、
二
つ
の
表
現
を
あ
わ
せ
も
つ
倭

建
命
は
両
天
皇
に
匹
敵
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
古
い
時
代
の
観
想

を
残
し
つ
つ
も
天
武
・
持
統
朝
の
天
皇
観
を
反
映
し
、
後
世
の
限
定
的
な
枕
詞
と
称
詞

を
詠
み
込
ん
で
構
成
さ
れ
た
こ
の
問
答
歌
に
は
、
古
事
記
編
纂
者
の
意
図
が
色
濃
く
反

映
さ
れ
て
い
よ
う
。
内
藤
磐
氏
は
、
こ
の
問
答
歌
と
八
千
矛
神
と
沼
河
比
売
、
雄
略
天

皇
と
三
重
婇
の
や
り
と
り
に
共
通
す
る
の
は
、
月
の
障
り
の
解
消
で
あ
り
、
歌
の
唱
和

の
末
に
、
男
女
の
間
を
隔
て
て
い
た
不
和
が
解
消
さ
れ
め
で
た
い
結
末
を
迎
え
る
点
で
、

不
浄
が
浄
化
さ
れ
て
御
合
の
結
末
に
至
る
語
り
ご
と
で
あ
る（
（
（

と
指
摘
す
る
。
特
に
雄
略

記
の
天
語
歌
は
、
新
嘗
祭
の
大
御
盞
に
浮
か
ん
だ
槻
の
葉
と
憑
き
の
観
想
が
絡
み
合
い
、

槻
の
葉
を
国
土
創
世
か
ら
の
、
高
天
原
・
東
・
鄙
の
霊
威
が
時
空
を
超
越
し
て
あ
ま
ね
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く
依
り
憑
い
た
も
の
と
詠
い
な
す
三
重
婇
の
歌
謡
が
、
死
罪
を
免
れ
る
事
態
を
も
た
ら

す
点
に
、
障
害
を
解
消
し
て
御
合
に
至
る
当
該
歌
謡
と
の
共
通
性
を
も
つ
。「
長
谷
の

斎
槻
が
下
に
わ
が
隠
せ
る
妻
　
茜
さ
し
照
れ
る
月
夜
に
人
見
て
む
か
も
」（
万
葉
集
巻

11
・
二
三
五
三
）
と
歌
わ
れ
る
よ
う
に
、
照
り
輝
く
月
と
槻
（
憑
き
）
の
聖
木
と
神
婚
の

観
想
は
関
わ
っ
て
い
た
。
婚
姻
に
望
ま
し
く
な
い
「
月
立
ち
に
け
り
」
の
状
況
は
ど
の

よ
う
に
し
て
御
合
に
転
換
さ
れ
た
の
か
。
古
事
記
が
二
首
の
歌
謡
を
通
し
て
景
行
朝
の

倭
建
命
を
ど
の
よ
う
に
描
い
た
の
か
、
二
首
の
問
答
歌
と
し
て
の
解
釈
の
可
能
性
を
探

り
な
が
ら
考
察
し
た
い
。

一
　「
月
立
ち
に
け
り
」

　
第
二
七
番
歌
に
詠
ま
れ
た
天
の
香
具
山
は
、
万
葉
集
巻
一
・
二
番
歌
に
は
国
見
が
な

さ
れ
る
王
権
に
関
わ
る
山
と
し
て
詠
わ
れ
る
。
釋
日
本
紀
所
引
伊
豫
國
風
土
記
逸
文
に

は
、
天
に
あ
っ
た
山
が
地
上
に
下
り
二
つ
に
分
か
れ
、
一
つ
が
倭
の
天
加
具
山
と
な
っ

た
と
あ
り
、
香
具
山
に
「
天
の
」
が
冠
す
る
由
来
が
語
ら
れ
る
。
天
の
石
屋
戸
神
話
に

お
い
て
、
天
照
大
御
神
の
復
活
再
生
を
期
し
て
石
屋
か
ら
導
き
出
す
た
め
に
行
わ
れ
た

祭
祀
で
は
、
高
天
原
の
「
天
の
香
山

4

4

4

4

の
真
男
鹿
の
肩
を
内
抜
き
に
抜
き
て
、
天
の
香
山

4

4

4

4

の
天
の
は
は
か
を
取
り
て
、
占
合
ひ
ま
か
な
は
し
め
て
、
天
の
香
山

4

4

4

4

の
五
百
津
真
賢
木

を
、
根
こ
じ
に
こ
じ
て
、
上
つ
枝
に
八
尺
の
勾
璁
の
五
百
津
の
御
す
ま
る
の
玉
を
取
り

著
け
、
…
…
」（
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。
以
下
波
線
も
同
じ
）
と
あ
り
、
天
の
香
山
の
動
植

物
が
卜
占
に
関
わ
り
、
そ
の
地
に
存
す
る
賢
木
が
神
霊
を
寄
り
憑
か
せ
る
神
木
と
さ
れ

る
。
こ
の
記
述
か
ら
、
天
皇
家
の
皇
祖
神
の
祭
祀
の
根
源
が
高
天
原
の
天
の
香
山
に
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
神
武
紀
に
は
神
武
天
皇
が
天
神
の
夢
の
お
告
げ
に
従
っ
て
、
天
香

山
の
社
の
中
の
土
で
天
平
瓮
と
厳
瓮
を
作
り
天
神
地
祇
を
敬
祭
し
よ
う
と
し
て
椎
根
津

彦
と
弟
猾
に
、「
汝
二
人
、
天
香
山

4

4

4

に
到
り
、
潜
に
其
の
巓
の
土
を
取
り
て
来
旋
る
べ
し
。

基
業
の
成
否
は
、
汝
を
以
ち
て
占
は
む
。」
と
命
じ
る
（
即
位
前
紀
戊
午
年
九
月
条
）。
香

具
山
の
土
は
大
和
国
の
物
実
と
さ
れ
、
霊
的
な
祭
祀
の
実
修
が
天
香
山
に
由
来
す
る
こ

と
が
記
さ
れ
る
。
青
木
周
平
氏
は
、
当
該
歌
謡
の
歌
い
起
こ
し
に
王
権
に
関
わ
る
香
具

山
を
上
げ
る
こ
と
で
倭
建
が
自
己
を
標
榜
し
た（
（
（

と
指
摘
す
る
。
高
天
原
と
い
う
天
皇
家

の
原
郷
と
大
八
嶋
国
の
王
権
の
中
心
大
和
を
結
ぶ
垂
直
軸
に
な
る
の
が
天
香
具
山
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。「
ひ
さ
か
た
の
」
の
枕
詞
は
集
中
五
〇
例
あ
り
、「
天
」
に
か
か
る

例
三
三
例
、
天
の
同
音
で
「
雨
」
に
か
か
る
例
一
例
、「
月
（
夜
）」
に
か
か
る
例
五
例
、

都
に
か
か
る
例
一
例
な
ど
が
あ
り
、
か
か
り
方
は
天
を
主
と
し
、
語
義
は
未
詳
で
あ
る

が
、
共
に
天
の
広
大
無
窮
を
表
す
ほ
め
言
葉
と
さ
れ
る
。「
ひ
さ
か
た
の
」
は
、「
ひ
さ

か
た
の
　
天
金
機
　
雌
鳥
が
　
織
る
金
機
　
隼
別
の
　
御
襲
料
」（
紀
第
五
九
番
）
の
よ

う
に
、
天
に
由
来
の
あ
る
神
聖
性
を
示
す
。
ま
た
、「
う
ら
さ
ぶ
る
情
さ
ま
ね
し
ひ
さ

か
た
の
天
の
し
ぐ
れ
の
流
ら
ふ
見
れ
ば
」（
1
・
八
二
）・「
わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ

か
た
の
天
よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も
」（
5
・
八
二
二
）
で
は
、
時
雨
や
雪
に
見
立
て
た

落
花
に
天
の
霊
威
を
受
け
た
神
秘
性
を
み
る
。
西
宮
一
民
氏
は
、「
歌
で
は
、
国
見
儀

礼
の
聖
山
（
天
の
香
久
山
）
が
点
出
さ
れ
、
穀
霊
の
表
象
「
鵠
」（
白
鳥
）
が
素
材
と
な
り
、

命
は
「
日
の
御
子
」「
わ
が
大
君
」
と
天
皇
の
資
格
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
と
す
る
と
、

国
覓
ぎ
か
ら
聖
婚
へ
、
と
い
う
順
序
で
、
歌
と
地
の
文
は
自
然
な
形
で
連
続
し
て
い

る
（
（
（

」
と
述
べ
る
。「
さ
渡
る
」
は
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
用
い
ら
れ
る
。
鳥
の
「
さ

渡
る
」
様
は
、「
物
思
ふ
と
寝
ね
ぬ
朝
明
に
霍
公
鳥
鳴
き
て
さ
渡
る

4

4

4

す
べ
な
き
ま
で
に
」

（
10
・
一
九
六
〇
）、「
高
山
に
た
か
べ
さ
渡
り

4

4

4

高
高
に
わ
が
待
つ
君
を
待
ち
出
で
む
か
も
」

（
11
・
二
八
〇
四
）
の
よ
う
に
、
切
な
い
恋
情
表
出
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
渡
り
鳥
で
あ

る
鵠
は
、
地
上
世
界
と
天
を
、
大
和
と
そ
の
他
の
地
域
を
結
ぶ
垂
直
的
、
水
平
的
空
間

を
自
由
に
行
き
来
出
来
る
性
格
を
有
す
る
と
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
西
宮
氏
が
説

く
よ
う
に
天
の
香
具
山
を
背
景
に
詠
ま
れ
る
鵠
は
、
倭
建
命
を
暗
喩
し
て
い
る
の
で
は
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な
い
か
。
当
芸
野
に
お
い
て
命
は
、「
吾
が
心
、
恒
に
虚
よ
り
翔
り
行
か
む

4

4

4

4

4

4

4

4

と
念
ふ
。

然
れ
ど
も
、
今
吾
が
足
歩
む
こ
と
得
ず
し
て
、
た
ぎ
た
ぎ
し
く
成
り
ぬ
」
と
述
懐
す
る
。

ま
た
、
物
語
の
終
極
部
に
お
い
て
倭
建
命
が
化
し
た
な
づ
き
田
か
ら
飛
翔
し
た
八
尋
白

智
鳥
は
、「
天
に
翔
り
て

4

4

4

4

4

、
浜
に
向
ひ
て
飛
び
行
き
き
。」
と
あ
り
、
さ
ら
に
河
内
国
の

志
幾
の
白
鳥
の
御
陵
か
ら
「
其
地
よ
り
更
に
天
に
翔
り
て

4

4

4

4

4

飛
び
行
き
き
。」
と
あ
る
。

景
行
天
皇
に
成
り
代
わ
り
、
伊
勢
の
天
照
大
御
神
信
仰
を
奉
じ
て
東
征
を
成
し
遂
げ
る
、

穀
霊
の
体
現
者
の
性
格
を
も
つ
倭
建
命
の
比
喩
と
し
て
、
天
の
香
具
山
を
背
景
に
描
か

れ
る
鵠
は
ふ
さ
わ
し
い
。「
と
か
ま
」
は
説
が
分
か
れ
る
が
、「
燒や
き

鎌が
ま

の
敏と

鎌が
ま

も
ち
て
、

う
ち
掃は
ら

ふ
事
の
如
く
」（
延
喜
式
六
月
晦
大
祓
祝
詞
）
に
あ
る
よ
う
に
、
鋭
い
鎌
の
意
と

と
る
。
鋭
い
鎌
の
よ
う
な
湾
曲
し
た
形
状
を
も
つ
「
と
鎌
に
　
さ
渡
る
鵠
」
は
東
国
平

定
の
た
め
に
各
地
を
連
戦
し
て
よ
う
や
く
尾
張
の
美
夜
受
比
売
の
も
と
に
た
ど
り
着
い

た
倭
建
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
つ
つ
、「
さ
渡
る
鵠
」
に
待
ち
焦
が
れ
た
恋
情
を
内
包
さ
せ
て
、

そ
の
鵠
の
首
の
よ
う
に
と
序
詞
的
に
用
い
て
「
ひ
は
ぼ
そ
　
た
わ
や
が
ひ
な
」
の
美
夜

受
比
売
の
腕
を
喚
び
起
こ
し
て
い
く
。
こ
の
実
り
の
行
き
き
ら
な
い
よ
う
な
か
弱
い
腕

の
形
容
は
、
同
じ
く
共
寝
へ
の
希
求
を
歌
う
、「
栲
綱
の
　
白
き
腕
」「
真
玉
手
　
玉
手

差
し
枕
き
」（
第
三
・
五
番
）、「
つ
ぎ
ね
ふ
　
山
代
女
の
　
木
鍬
持
ち
　
打
ち
し
大
根
　

根
白
の
　
白
腕
　
枕
か
ず
け
ば
こ
そ
　
知
ら
ず
と
も
言
は
め
」（
第
六
一
番
）
の
腕
の
形

容
と
は
趣
が
異
な
る
。
平
舘
英
子
氏
は
、
倭
建
命
が
東
征
の
初
め
に
尾
張
国
に
立
ち
寄

り
な
が
ら
結
婚
を
果
た
さ
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、「
実
質
的
に
は
、
服
属
が
成
功

し
な
か
っ
た
と
い
う
事
を
含
む
の
で
あ
ろ
う
が
、『
古
事
記
』
の
物
語
性
と
し
て
は
、

婚
姻
の
延
期
を
美
夜
受
比
売
の
幼
さ
に
託
し
た
構
成
性
を
見
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

少
女
と
の
婚
姻
へ
の
た
め
ら
い
が
倭
建
命
譚
の
構
成
を
支
え
て
い
る
と
読
む
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
「
枕
か
む
と
は
　
吾
は
す
れ
ど
　
さ
寝
む
と
は
　
吾
は
思
へ
ど
」
と
歌
う
事
と

の
関
連
性
が
あ
ろ
う（
5
（

。」
と
指
摘
す
る
。
首
肯
さ
れ
る
見
解
と
思
わ
れ
る
。

　
次
に
「
月
立
ち
に
け
り
」
は
、
景
の
表
現
を
含
み
う
る
の
か
ど
う
か
を
見
て
い
く
。

管
見
に
入
っ
た
万
葉
集
の
「
月
立
つ
」
の
用
例
は
次
の
一
〇
例
で
あ
る
。

①
月
立
ち
て

4

4

4

4

た
だ
三
日
月
の
眉
根
掻
き
日
長
く
恋
ひ
し
君
に
逢
へ
る
か
も

�

（
6
・
九
九
三
）

②
朝
づ
く
日
向
ひ
の
山
に
月
立
て
り

4

4

4

4

見
ゆ
　
遠
妻
を
持
ち
た
る
人
し
見
つ
つ
思
は
む

�

（
7
・
一
二
九
四
）

③
あ
ら
た
ま
の
月
立
つ

4

4

4

ま
で
に
来
ま
さ
ね
ば
夢
に
し
見
つ
つ
思
ひ
そ
あ
が
せ
し

�

（
8
・
一
六
二
〇
）

④
こ
の
夜
ら
は
さ
夜
更
け
ぬ
ら
し
雁
が
音
の
聞
ゆ
る
空
ゆ
月
立
ち
渡
る

4

4

4

4

4

4

�

4

（
10
・
二
二
二
四
）

⑤
小
筑
波
の
嶺
ろ
に
月
立
し

4

4

4

間
夜
は
さ
は
だ
な
り
の
を
ま
た
寝
て
む
か
も

�

（
1（
・
三
三
九
五
）

⑥
あ
し
ひ
き
の
山
も
近
き
を
ほ
と
と
ぎ
す
月
立
つ

4

4

4

ま
で
に
何
か
来
鳴
か
ぬ

�

（
17
・
三
九
八
三
）

⑦
…
…
幣
奉
り
　
吾
が
乞
ひ
祈
ま
く
　
愛
し
け
や
し
　
君
が
正
香
を
　
ま
幸
く
も
　

あ
り
徘
徊
り
　
月
立
た
ば

4

4

4

4

　
時
も
か
は
さ
ず
　
石
竹
花
が
　
花
の
盛
り
に
　
相
見

し
め
と
そ�

（
17
・
四
〇
〇
八
）

⑧
卯
の
花
の
咲
く
月
立
ち
ぬ

4

4

4

4

ほ
と
と
ぎ
す
来
鳴
き
響
め
よ
含
み
た
り
と
も

�

（
18
・
四
〇
六
六
）

⑨
…
…
卯
の
花
の
　
咲
く
月
立
て
ば

4

4

4

4

　
め
づ
ら
し
く
　
鳴
く
ほ
と
と
ぎ
す
　
菖
蒲

草
　
珠
貫
く
ま
で
に
　
昼
暮
ら
し
　
夜
渡
し
聞
け
ど
…
…�

（
18
・
四
〇
八
九
）

⑩
月
立
ち
し

4

4

4

4

日
よ
り
招
き
つ
つ
う
ち
思
ひ
待
て
ど
来
鳴
か
ぬ
霍
公
鳥
か
も

�

（
19
・
四
一
九
六
）
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①
、
②
、
④
、
⑤
は
月
の
様
が
実
景
を
伴
い
、
逢
会
が
叶
え
ら
れ
た
喜
び
、
月
が
恋
人

を
偲
ぶ
よ
す
が
と
さ
れ
た
様
、
月
の
運
行
に
時
間
の
経
過
を
感
じ
る
様
が
歌
わ
れ
て
お

り
、
景
と
し
て
の
月
が
詠
ま
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。「
諾
児
な
は
吾
に
恋
ふ
な
も
立4

と
月

4

4

の
流
な
へ
行
け
ば
恋
し
か
る
な
も
」（
1（
・
三
四
七
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、　
月
の

盈
虚
は
月
日
の
経
過
と
密
接
に
関
わ
る
た
め
、
①
は
「
味
酒
の
三
諸
の
山
に
立
つ
月

4

4

4

の

見
が
欲
し
君
が
馬
の
音
そ
為
る
」（
11
・
二
五
一
二
）
の
よ
う
に
、
月
の
出
と
恋
人
の
訪

れ
を
不
可
分
に
受
け
止
め
て
い
る
。
ま
た
②
は
「
立
ち
か
は
り
月
重
な
り
て

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

逢
は
ね
ど

も
さ
ね
忘
ら
え
ず
面
影
に
し
て
」（
9
・
一
七
九
四
）
の
よ
う
に
月
の
満
ち
欠
け
が
時
間

の
経
過
を
伴
い
つ
つ
も
、
月
に
恋
人
の
面
影
を
見
て
偲
ん
だ
り
、「
君
を
思
ひ
吾
が
恋

ひ
ま
く
は
あ
ら
た
ま
の
立
つ
月

4

4

4

ご
と
に
避
く
る
日
も
あ
ら
じ
」（
15
・
三
六
八
三
）
と
、

時
の
経
過
に
よ
っ
て
恋
人
へ
の
思
慕
が
さ
ら
に
強
ま
る
こ
と
が
詠
ま
れ
る
。
挽
歌
で
は

「
…
…
御
袖
　
行
き
触
れ
し
松
を
　
言
問
は
ぬ
　
木
に
は
あ
れ
ど
も
　
あ
ら
た
ま
の
　

立
つ
月

4

4

4

ご
と
に
　
天
の
原
　
ふ
り
放
け
見
つ
つ
　
玉
襷
　
懸
け
て
偲
は
な
　
畏
か
れ
ど

も
」（
1（
・
三
三
二
四
）
の
よ
う
に
、
亡
き
君
へ
の
変
わ
ら
ぬ
偲
び
の
心
が
歌
わ
れ
る
。

い
つ
も
同
じ
場
所
で
眺
め
る
月
の
出
や
盈
虚
を
歌
う
こ
と
が
恋
情
の
表
出
と
密
接
に
関

わ
っ
て
い
る
。
③
は
「
あ
ら
た
ま
の
」
の
枕
詞
を
冠
す
る
暦
日
が
改
ま
る
例
で
あ
る
。

④
は
東
か
ら
上
り
西
に
渡
っ
て
行
く
丸
い
月
が
歌
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
⑤
は
筑

波
嶺
を
煌
々
と
照
ら
す
月
が
歌
わ
れ
、
逢
え
な
い
夜
が
重
な
っ
た
切
な
さ
と
、
共
寝
の

願
望
が
歌
わ
れ
る
。
⑥
は
大
切
な
人
に
会
う
、
⑦
、
⑧
、
⑨
、
⑩
は
卯
の
花
が
咲
く
待

ち
望
ん
だ
時
節
に
な
っ
た
の
で
、
霍
公
鳥
が
鳴
く
の
を
願
う
様
で
あ
り
、
月
が
改
ま
る

様
を
詠
む
。「
正
月
立
ち

4

4

4

4

春
の
来
ら
ば
か
く
し
こ
そ
梅
を
招
き
つ
つ
楽
し
き
を
経
め
」

（
5
・
八
一
五
）
と
同
様
の
用
法
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ら
の
う
ち
②
は
古
事
記
傳
に
、「
婦ヲ
ミ
ナ人
の
月
ツ
キ
ノ
サ
ハ
リ
水
は
、
月
々
に
め
ぐ
り
て
出
る
物

な
る
故
に
、
其ソ
レ

が
着ツ
キ

て
見
え
た
る
を
、
天ソ
ラ

に
月
の
出
た
る
に
比ヨ
ソ

へ
て
、
如カ

此ク

云
ヒ
な
し

給
へ
る
な
り
、」
と
あ
り
、
古
事
記
傳
以
来
「
月
経
の
比
喩
か
」
と
捉
え
ら
れ
る
歌
で

あ
る
。
青
木
周
平
氏（
6
（

・
寺
田
恵
子
氏（
7
（

は
、
集
中
の
「
月
立
つ
」
の
用
例
を
検
討
し
、
当

該
歌
謡
の
「
月
立
ち
に
け
り
」
に
景
と
し
て
成
立
す
る
条
件
を
み
る
。
寺
田
氏
は
、「
前

半
か
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
景
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
る
月
で
あ
り
、
ヒ
メ
の
裾
に
あ
ら

わ
れ
た
現
象
を
姿
を
現
わ
し
た
月
に
な
ぞ
ら
え
る
表
現
で
あ
る
。」
と
し
、「
景
と
し
て

の
月
が
ヒ
メ
の
衣
へ
う
つ
さ
れ
た
婉
曲
表
現
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。」
と
指
摘
す
る
。

和
田
明
美
氏
は
「
と
か
ま
に
」
は
「
彎
状
の
鎌
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
て
、
新
月
の
さ
や

か
な
光
と
形
を
具
象
化
す
る
語
」
で
あ
り
、「
鵠
の
さ
わ
た
る
場
所
＝
新
月
を
表
わ
し

て
い
る
」
と
し
、「「
ひ
は
細
た
わ
や
腕
」
を
導
く
序
と
し
て
、「
白
鳥
の
持
つ
清
浄
さ
と
、

香
具
山
の
上
に
輝
く
新
月
の
表
現
効
果
と
が
相
俟
っ
て
」、「
純
白
で
神
秘
的
な
美
し
さ

を
具
え
た
美
夜
受
媛マ
マ

を
造
型
化
す
る
」」
役
割
を
果
し
て
い
る（
8
（

と
述
べ
る
。

　
従
来
の
説
で
は
、
鵠
の
首
の
形
状
と
相
俟
っ
て
「
月
立
に
け
り
」
の
「
月
」
は
三
日

月
を
連
想
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
確
か
に
万
葉
集
の
「
月
立
ち
て
た
だ

三
日
月
の
眉
根
掻
き
日
長
く
恋
ひ
し
君
に
逢
へ
る
か
も
」（
6
・
九
九
三
）
で
は
、
眉
が

痒
く
な
る
の
を
恋
人
に
会
え
る
前
兆
と
捉
え
、
月
が
出
て
い
る
夜
が
逢
会
が
許
さ
れ
る

期
間
と
捉
え
た（
9
（

奈
良
時
代
に
は
、
蛾
眉
に
喩
え
ら
れ
る
三
日
月
が
夜
空
に
見
え
始
め
る

こ
と
を
「
月
立
つ
」
と
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
青
木
周
平
氏
が
説
く
よ
う
に
、「
天

の
香
具
山
」
に
王
権
を
代
表
す
る
倭
建
命
を
重
ね
る
発
想
が
認
め
ら
れ
、
比
喩
的
序
と

し
て
の
「
景
」
の
表
現
と
す
れ
ば
、「
月
立
ち
に
け
り
」
と
さ
れ
る
「
月
」
は
美
夜
受

比
売
の
月
経
を
呼
び
起
こ
す
と
共
に
、
香
具
山
の
背
景
に
昇
る
月
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
月
の
は
じ
め
を
表
す
新
月
は
厳
密
に
は
見
え
な
い
。
暦
の
朔
と
月
立

ち
（
月
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
）
は
一
致
し
な
い
。「
月
立
ち
」
を
新
月
や
三
日
月
と
捉
え

る
通
説
に
一
考
の
余
地
は
な
い
の
か
。
以
下
検
討
を
行
い
た
い
。
古
代
社
会
の
暦
法
は

太
陰
太
陽
暦
で
あ
っ
た
。
大
和
王
権
が
成
立
す
る
、
四
、
五
世
紀
頃
の
日
本
で
は
、
農
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耕
を
中
心
と
す
る
自
然
暦
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
地
域
社
会
を
超
え
た
国
家
に

よ
る
政
治
的
な
統
一
暦
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
景
行
朝
に
設
定
さ
れ
る
当

該
条
の
「
月
立
つ
」
が
統
一
暦
の
存
在
し
な
い
、
元
嘉
暦
・
儀
鳳
暦
が
導
入
さ
れ
る
以

前
の
こ
と
を
描
い
て
い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
月
立
つ
」
の
形
状
の
捉
え
方
も
変
わ
る

可
能
性
が
あ
ろ
う
。
柳
田
國
男
が
「
我
々
日
本
人
の
民
間
暦
の
進
歩
、
す
な
わ
ち
輸
入

暦
法
の
文
字
知
識
以
前
に
、
自
然
の
体
験
に
よ
っ
て
少
し
ず
つ
、
覚
え
貯
え
て
い
た
法

則
が
あ
っ
た（
（1
（

。」
と
す
る
の
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
柳
田
は
、「
ツ
イ
タ
チ
は
す
な
わ
ち
月

の
初
現
で
あ
っ
て
、
強
い
て
見
よ
う
と
す
れ
ば
新
月
の
縷い
と

の
ご
と
き
も
の
を
、
西
の
山

の
端
に
望
み
得
ぬ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
な
お
満
月
の
ま
ん
丸
く
、
夜
す
が
ら
空
を
行

く
著
し
さ
に
は
如し

か
な
か
っ
た
。
暦
の
推
理
に
は
い
ま
だ
習
熟
せ
ず
、
主
と
し
て
天
然

の
観
測
に
よ
っ
て
、
季
節
の
移
り
変
り
を
知
っ
た
人
々
に
は
、
二
者
い
ず
れ
が
標
準
に

採
り
や
す
か
っ
た
か
は
、
深
く
論
ず
る
ま
で
も
な
い
こ
と
と
思
う（
（（
（

。」
と
指
摘
す
る
。

つ
ま
り
、
朔
─
望
─
朔
で
は
な
く
、
望
─
朔
─
望
の
二
九
・
五
日
周
期
が
最
も
わ
か
り

や
す
い
一
か
月
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
月
の
盈
虚
は
循
環
す
る
。
多
田
一
臣
氏
は
、「
立

つ
」
は
霊
的
な
も
の
が
出
現
す
る
意
で
、
月
に
は
強
い
呪
力
が
感
じ
ら
れ
た
か
ら
、
月

が
出
る
こ
と
、
月
が
現
れ
る
こ
と
を
、
月
立
ツ
と
呼
ん
だ
と
す
る
。「
月
の
光
が
最
も

強
ま
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
満
月
の
夜
で
あ
る
。
小
正
月
（
正
月
一
五
日
）
や
盆

（
七
月
一
五
日
）
な
ど
大
切
な
祭
り
の
中
心
が
こ
の
満
月
の
夜
に
営
ま
れ
る
こ
と
が
多

い
の
は
、
こ
の
月
の
光
に
宿
る
呪
力
を
受
け
る
た
め
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る（
（1
（

。」
と

指
摘
す
る
。
柳
田
が
述
べ
る
よ
う
に
、
古
い
時
代
に
満
月
を
月
立
ち
と
捉
え
た
と
す
れ

ば
、
ま
た
、
多
田
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
満
月
は
光
や
呪
力
が
最
も
強
い
と
さ
れ
て
い
た

で
あ
ろ
う
か
ら
、
王
権
と
関
わ
る
山
で
あ
る
香
具
山
の
東
の
空
に
輝
く
満
月
の
景
は
、

煌
々
と
照
ら
す
月
の
光
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
る
香
具
山
を
渡
る
鵠
と
相
俟
っ
て
、
日

継
御
子
で
あ
る
倭
建
命
の
象
徴
と
し
て
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
。
第
二
七
番
歌
の
月

の
形
状
は
確
定
は
で
き
な
い
が
、
第
二
八
番
歌
に
お
い
て
美
夜
受
比
売
が
捉
え
直
し
た

「
月
」
は
、
望
月
の
イ
メ
ー
ジ
を
呼
び
起
こ
す
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
あ
か
ね
さ
す
日
は
照
ら
せ
れ
ど
ぬ
ば
た
ま
の
夜
渡
る
月4

の
隠
ら
く
惜
し
も
」（
（
・
一

六
九
）
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
月
は
日
と
並
ぶ
王
権
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
皇
太
子
を

さ
す
。「
望
月

4

4

の
　
満
し
け
む
と
」（
（
・
一
六
七
）
の
よ
う
に
、
欠
け
た
と
こ
ろ
が
な

い
満
月
こ
そ
が
、
景
行
天
皇
の
太
子
の
一
柱
と
記
さ
れ
る
倭
建
命
の
比
喩
と
し
て
相
応

し
い
。
ま
た
、「
ひ
さ
か
た
の
天
光
る
月4

の
隠
り
な
ば
何
に
な
そ
へ
て
妹
を
偲
は
む
」

（
11
・
二
四
六
三
）
で
は
、
月
は
愛
し
い
恋
人
の
面
影
を
見
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
東
征

の
は
じ
め
に
婚
姻
の
約
束
を
交
わ
し
、
い
つ
果
て
る
と
も
わ
か
ら
ぬ
連
戦
の
中
で
、
恋

人
た
ち
は
互
い
に
月
に
相
手
の
面
影
を
見
て
、
再
会
し
て
約
束
が
果
た
さ
れ
る
日
を
心

待
ち
に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
望
み
が
達
成
さ
れ
る
夜
に
輝
く
月
は
、「
望
月

4

4

の
　

満
れ
る
面
わ
に
」（
9
・
一
八
〇
七
）
と
あ
る
よ
う
に
、
恋
人
の
満
ち
足
り
た
顔
を
連
想

さ
せ
る
望
月
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。
東
征
を
成
し
遂
げ
て
よ
う
や
く
美
夜
受
比
売

と
の
聖
婚
に
臨
ん
だ
倭
建
命
は
、
美
夜
受
比
売
の
襲
の
裾
に
月
経
が
つ
い
て
い
る
の
を

見
る
。
美
夜
受
比
売
の
月
経
は
、
倭
建
命
の
来
臨
と
と
も
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
に
な

ろ
う
。
折
口
信
夫
は
、「
月
經
を
以
て
、
神
の
召
さ
れ
る
し
る
し
と
見
な
し
て
、
月
一
度
、

槻
の
齋
屋
に
籠
ら
し
た
の
だ
。
月
の
は
じ
め
は
、
高
級
巫
女
の
「
つ
き
の
も
の
」
の
見

え
た
日
を
以
て
し
た
。
月
の
發
つ
日
で
、
同
時
に
此
が
「
つ
き
た
ち
」
で
あ
る
。
神
の

來
る
日
が
、
元
旦
で
あ
り
、
縮
つ
て
は
、
朔
日
で
あ
る
と
考
へ
た（
（1
（

。」
と
す
る
。
川
上

順
子
氏
は
折
口
説
を
受
け
て
、「
原
初
に
お
い
て
各
共
同
体
に
そ
れ
ぞ
れ
あ
っ
た
「
つ

き
た
ち
」
の
日
と
祭
り
は
、
ヤ
マ
ト
朝
廷
の
統
一
事
業
の
進
展
に
つ
れ
て
、
統
一
さ
れ

た
「
つ
き
た
ち
」
に
な
る（
（1
（

。」
と
述
べ
る
。
万
葉
集
の
用
例
は
す
で
に
、
元
嘉
暦
・
儀

鳳
暦
が
導
入
さ
れ
た
時
代
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
倭
建
命
の
美
夜
受
比
売

に
対
す
る
「
月
立
ち
に
け
り
」
の
歌
い
か
け
と
、
美
夜
受
比
売
の
歌
の
「
月
立
た
な
む
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よ
」
に
は
、
統
一
さ
れ
た
「
つ
き
た
ち
」
以
前
の
古
い
観
念
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
。
美
夜
受
比
売
は
「
尾
張
国
造
の
祖
」
と
記
さ
れ
、
神
の
来
臨
を
仰
ぎ
、
神

を
祀
る
巫
女
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
。「
汝
が
着
せ
る
」
と
尊
敬
の
意
が
表
さ
れ
、

月
経
の
始
ま
り
が
倭
建
命
の
来
訪
と
重
な
る
月
の
呪
力
が
最
も
大
き
い
満
月
に
よ
っ
て

も
た
ら
さ
れ
、
そ
れ
を
も
っ
て
月
立
ち
と
し
た
可
能
性
は
あ
ろ
う
。

二
　「
月
立
た
な
む
よ
」

　
待
ち
望
ん
だ
婚
姻
の
成
就
に
あ
た
っ
て
忌
避
さ
れ
る
事
態
を
憂
う
倭
建
の
問
い
か
け

に
対
し
て
、
美
夜
受
比
売
は
、「
高
光
る
　
日
の
御
子
　
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
」

と
歌
い
起
こ
す
。
青
木
周
平
氏
は
、「「
高
光
る
　
日
の
御
子
」
は
、
こ
こ
で
は
「
天
の

香
具
山
」
と
問
答
と
し
て
対
応
す
る
こ
と
に
よ
り
、
倭
建
命
が
皇
統
を
引
き
継
ぐ
讃
美

表
現
と
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。天
照
大
御
神
の
直
系
た
る〈
日

の
御
子
〉
と
し
て
、
草
那
芸
剣
の
使
用
者
と
し
て
の
権
威
を
も
保
障
し
て
い
る（
（1
（

。」
と

指
摘
す
る
。
ま
た
、
平
舘
英
子
氏
は
天
皇
家
に
対
す
る
臣
下
と
し
て
、
非
常
に
強
い
寿

性
を
奉
る
、
服
属
へ
の
誓
い
が
強
調
さ
れ
て
い
る（
（1
（

と
指
摘
す
る
。
美
夜
受
比
売
は
尾
張

国
造
の
祖
と
あ
る
。
尾
張
連
の
始
祖
は
新
撰
姓
氏
録
に
火
明
命
と
あ
る
。
日
本
書
紀
第

九
段
本
文
に
は
、
鹿
葦
津
姫
が
誓
約
を
し
て
生
ま
れ
た
御
子
を
「
火
明
命
と
号
す
。
是

尾
張
連
等
が
始
祖
な
り
。」
と
あ
る
。
ま
た
、
一
書
第
六
に
は
、「
一
書
に
曰
く
、
天
忍

穂
根
尊
、
高
皇
産
霊
尊
の
女
子
栲
幡
千
千
姫
万
幡
姫
命
、
亦
は
高
皇
産
霊
尊
の
児
火
之

戸
幡
姫
の
児
千
千
姫
命
と
云
ふ
、
を
娶
り
て
、
児
天
火
明
命
を
生
み
た
ま
ふ
。
…
…
其

の
天
火
明
命
の
児
天
香
山
は
、
是
尾
張
連
等
が
遠
祖
な
り
。」
と
あ
る
。
一
書
第
八
に
は
、

「
一
書
に
曰
く
、
正
哉
吾
勝
勝
速
日
天
忍
穂
耳
尊
、
高
皇
産
霊
尊
の
女
天
万
栲
幡
千
幡

姫
を
娶
り
、
妃
と
し
て
児
を
生
み
、
天
照
国
照
彦
火
明
命
と
号
す
。
是
尾
張
連
等
が
遠

祖
な
り
。」
と
あ
る
。
松
前
健
氏
は
、
天
照
国
照
彦
火
明
命
と
あ
る
の
は
天
地
を
照
ら

す
光
輝
、
太
陽
を
神
格
化
し
た
も
の
で
太
陽
神
と
捉
え
る（
（1
（

。『
海
部
氏
勘
注
系
圖
』
は

火
明
命
を
祖
と
す
る
。
海
人
族
尾
張
氏
が
太
陽
信
仰
を
奉
じ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
と

思
わ
れ
、「
天
照
国
照
」
の
形
容
は
、「
高
光
る
　
日
の
御
子
」
に
も
相
当
し
よ
う
。
火

明
命
の
子
が
天
香
山
と
称
さ
れ
る
の
も
、
当
該
歌
謡
と
の
つ
な
が
り
を
思
わ
せ
る
。「
高

光
る
」
は
天
上
高
く
自
ら
光
を
発
す
る
形
容
で
あ
り
、
太
陽
信
仰
を
奉
じ
る
尾
張
氏
が

東
国
平
定
を
成
し
遂
げ
た
倭
建
命
を
自
ら
の
一
族
よ
り
上
に
立
つ
存
在
と
認
め
、「
汝

が
着
せ
る
」「
我
が
着
せ
る
」
と
尊
貴
性
を
も
っ
て
語
ら
れ
る
一
族
の
長
で
あ
る
美
夜

受
比
売
に
よ
っ
て
、
天
照
大
御
神
の
直
系
の
日
の
御
子
・
大
君
と
し
て
承
認
さ
れ
た
こ

と
に
意
義
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
歌
謡
に
は
東
征
の
は
じ
め
に
結
婚
の
約
束
を
交
わ
し
て
か
ら
の
長
い
年
月
が
、「
あ

ら
た
ま
の
」
の
枕
詞
を
冠
し
て
、
時
間
の
経
過
が
動
か
し
難
い
摂
理
の
よ
う
に
歌
わ
れ

る
。
多
田
一
臣
氏
は
、
月
の
移
り
変
わ
り
は
、
年
の
あ
ら
た
ま
り
と
同
様
、
魂
の
切
り

替
わ
り
の
時
と
考
え
ら
れ
、
月
の
満
ち
欠
け
の
繰
り
返
し
が
、
魂
の
再
生
を
促
す
神
秘

な
力
を
感
じ
と
ら
せ
た（
（1
（

と
指
摘
す
る
。
丹
後
国
風
土
記
逸
文
浦
嶼
子
伝
承
に
お
い
て
神

仙
女
は
、「
賤
妾
が
意
は
、
天
地
の
共
畢
り
日
月
の
俱
極
ら
む

4

4

4

4

4

4

4

と
な
り
。」
と
相
手
へ
の

変
わ
る
こ
と
の
な
い
恋
情
の
永
遠
性
を
訴
え
る
。「
か
く
の
み
や
息
衝
き
居
ら
む
あ
ら

4

4

た
ま
の

4

4

4

来
経
往
く
年
の
限
知
ら
ず
て
」（
5
・
八
八
一
）
の
よ
う
に
新
魂
の
年
が
や
っ
て

来
て
去
っ
て
い
く
の
は
際
限
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
新
た
な
月
の
よ
み
が
え
り
と
と
も

に
、
恋
人
へ
の
想
い
は
育
ま
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
慕
の
念
の
強
さ
が
美
夜

受
比
売
の
月
経
を
も
た
ら
し
た
と
も
思
わ
せ
る
よ
う
な
訴
え
で
あ
る
。「
諾
な
諾
な
　

母
は
知
ら
じ
　
諾
な
諾
な
　
父
は
知
ら
じ
」（
1（
・
三
二
九
五
）
の
よ
う
に
、「
諾
」
は

相
手
の
言
動
へ
の
納
得
・
肯
定
の
言
葉
で
あ
る
。
倭
建
の
言
葉
を
受
け
止
め
な
が
ら
美

夜
受
比
売
は
事
態
を
ど
の
よ
う
に
切
り
返
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
万
葉
集
の
「
待
ち

が
て
」
の
例
は
次
の
一
二
例
で
あ
る
。
た
だ
し
、
⑳
と
㉒
は
近
似
す
る
。
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⑪
何
す
と
か
使
の
来
つ
る
君
を
こ
そ
か
に
も
か
く
に
も
待
ち
が
て
に

4

4

4

4

4

す
れ

�

（
（
・
六
二
九
）

⑫
鶯
の
待
ち
か
て
に

4

4

4

4

4

せ
し
梅
が
花
散
ら
ず
あ
り
こ
そ
思
ふ
子
が
た
め�

（
5
・
八
四
五
）

⑬
春
さ
れ
ば
吾
家
の
里
の
川
門
に
は
鮎
子
さ
走
る
君
待
ち
が
て
に

4

4

4

4

4�

（
5
・
八
五
九
）

⑭
待
ち
か
て
に

4

4

4

4

4

わ
が
す
る
月
は
妹
が
着
る
三
笠
の
山
に
隠
り
て
あ
り
け
り

�

（
6
・
九
八
七
）

⑮
春
日
山
山
高
か
ら
し
石
の
上
の
菅
の
根
見
む
に
月
待
ち
が
た
し

4

4

4

4

4�

（
7
・
一
三
七
三
）

⑯
己
が
夫
と
も
し
き
子
ら
は
泊
て
む
津
の
荒
磯
枕
き
て
寝
君
待
ち
が
て
に

4

4

4

4

4

4

�

4

（
10
・
二
〇
〇
四
）

⑰
夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
萩
末
若
み
露
に
そ
枯
る
る
秋
待
ち
か
て
に

4

4

4

4

4�

（
10
・
二
〇
九
五
）

⑱
敷
栲
の
衣
手
離
れ
て
玉
藻
な
す
靡
き
か
寝
ら
む
吾
を
待
ち
か
て
に

4

4

4

4

4

（
11
・
二
四
八
三
）

⑲
夕
さ
れ
ば
床
の
辺
去
ら
ぬ
黄
楊
枕
何
し
か
と
汝
は
主
待
ち
が
て
に

4

4

4

4

4

（
11
・
二
五
〇
三
）

⑳
相
見
て
は
千
歳
や
去
ぬ
る
否
を
か
も
わ
れ
や
然
思
ふ
君
待
ち
か
て
に

4

4

4

4

4

4

�

4

（
11
・
二
五
三
九
）

㉑
能
登
の
海
に
釣
す
る
海
人
の
漁
火
の
光
に
い
往
け
月
待
ち
が
て
り

4

4

4

4

4

�

（
1（
・
三
一
六
九
）

㉒
あ
ひ
見
て
は
千
年
や
去
ぬ
る
否
を
か
も
吾
や
然
思
ふ
君
待
ち
が
て
に

4

4

4

4

4

�

（
1（
・
三
四
七
〇
）

⑪
は
結
果
と
し
て
裏
切
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
使
い
の
便
り
で
は
な
く
相
手
の
訪

れ
を
待
ち
望
む
心
情
、
⑫
、
⑬
は
待
ち
か
ね
た
春
到
来
の
時
節
の
情
景
が
恋
情
に
転
換

さ
れ
て
い
る
。
⑭
、
⑮
、
㉑
は
月
の
出
を
待
ち
か
ね
る
様
、
⑯
は
め
っ
た
に
逢
え
な
い

夫
を
待
ち
か
ね
る
織
女
の
様
、
⑰
は
秋
を
待
つ
こ
と
が
出
来
ず
に
枯
れ
し
お
れ
る
萩
、

⑱
は
恋
人
の
訪
れ
を
待
ち
か
ね
た
女
性
の
姿
態
、
⑲
は
男
の
通
い
が
途
絶
え
た
の
に
も

拘
わ
ら
ず
枕
が
床
か
ら
去
ら
な
い
様
、
⑳
、
㉒
は
逢
え
ず
に
い
る
期
間
の
心
理
的
に
感

じ
る
長
さ
が
歌
わ
れ
る
。
い
ず
れ
も
待
つ
当
事
者
の
耐
え
ら
れ
な
い
程
の
心
象
が
表
さ

れ
る
。
寺
田
恵
子
氏
は
万
葉
集
の
「
待
ち
が
て
に
」
は
、「
待
つ
対
象
の
到
来
以
前
の

待
っ
て
い
る
間
の
出
来
事
や
心
情
を
訴
え
て
い
る（
（1
（

」
と
す
る
。
時
を
刻
む
月
の
運
行
は

恋
の
内
省
的
時
間
の
推
移
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
美
夜
受
比
売
の
耐
え
難
い
ほ
ど

待
ち
わ
び
た
希
求
は
倭
建
と
結
ば
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
叶
え
る
の
が
「
月
立

た
な
む
よ
」
の
言
葉
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
語
句
を
め
ぐ
っ
て
は
解
釈
上
の
論
議
が
絶
え
な
い
。
諸
本
「
都
紀

多
々
那
牟
余
」
に
異
同
が
な
く
、
文
字
列
か
ら
い
え
ば
「
月
立
た
」
の
未
然
形
に
「
な

む
」
が
接
続
し
た
形
と
思
わ
れ
る
。「
な
む
」
が
誂
え
、
他
者
へ
の
願
望
を
表
す
な
ら
ば
、

「
月
が
立
っ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
解
釈
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
文
脈
に
沿
う
よ
う
に
思

え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
音
転
が
生
じ
た
と
考
え
て
違
和
感
を
解
消
す
る
試
み

が
な
さ
れ
て
き
た
。
宣
長
は
契
沖
説
を
う
け
て
「
多タ

知チ

那ナ

牟ム

の
意
」（
古
事
記
傳
）
と
し

た
が
、
土
橋
寛
氏
は
こ
れ
を
説
明
不
十
分
と
し
て
、「
立
チ
ア
リ
」
→
「
立
タ
リ
」、「
立

た
な
む
よ
」
は
、「
立
タ
リ
ナ
ム
ヨ
」
の
リ
の
脱
落
と
し
た
。
し
か
し
後
に
、
阪
倉
篤

義
氏
の
「
月
立
タ
ラ
ム
ヨ
」
の
ラ
が
ナ
に
変
化
し
た
も
の
（「『
古
代
歌
謠
集
』
讀
後
覺
え
書
」

『
萬
葉
』
第
二
十
六
号
　
一
九
五
八
年
一
月
）
の
説
に
従
っ
て
い
る
（『
古
代
歌
謡
全
注
釈
　

古
事
記
編
』
一
九
七
二
年
一
月
　
角
川
書
店
）。
こ
の
音
転
を
考
え
る
方
法
に
対
し
て
佐
佐

木
隆
氏
は
、
音
転
を
生
じ
た
結
果
の
表
現
が
文
脈
に
合
わ
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う

と
い
う
の
は
、
想
定
の
あ
り
か
た
が
逆
転
し
て
お
り
、「
月
立
た
並
む
よ
」
と
解
し
、「
月

が
幾
度
も
立
ち
ま
す
よ
」
と
い
う
解
釈
を
提
示
す
る（
11
（

。
佐
佐
木
氏
の
姿
勢
は
支
持
す
る

が
、
こ
の
解
釈
も
文
脈
に
沿
う
と
は
思
わ
れ
な
い
。

　
問
題
の
所
在
は
、
当
該
歌
謡
の
文
字
列
と
、
意
味
が
齟
齬
を
き
た
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
点
で
あ
る
。
文
字
列
は
「
月
立
た
」
の
よ
う
に
動
詞
の
未
然
形
に
「
な
む
」
が
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接
続
し
た
形
で
あ
る
。
未
然
形
＋
「
な
む
」
は
誂
え
・
他
者
へ
の
願
望
、
～
し
て
ほ
し

い
、
の
意
を
表
す
の
で
、「
月
立
た
な
む
」
の
解
釈
は
、
月
が
立
っ
て
ほ
し
い
、
と
な
る
。

だ
が
こ
の
歌
謡
は
、
唱
和
と
み
な
す
時
、
無
根
拠
で
感
覚
的
で
は
あ
る
が
文
脈
上
、「
月

が
立
っ
て
い
る
、
そ
り
ゃ
、
立
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
、
立
っ
て
い
る
の
で
す
よ
」
と
解

釈
し
た
い
と
い
う
思
い
が
働
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
と
思
わ
れ
る
解
釈
に

た
ど
り
着
く
た
め
に
、
文
字
列
を
「
月
立
ち
」
連
用
形
＋
「
な
む
」
に
変
更
し
、「
な
」

を
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
と
と
り
、
強
意
「
ぬ
」
＋
推
量
「
む
」
と
解
し
、

き
っ
と
～
だ
ろ
う
、
～
に
ち
が
い
な
い
、
と
し
て
自
然
と
思
わ
れ
る
解
釈
に
た
ど
り
着

か
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
文
字
列
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
入
れ
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、

内
容
解
釈
の
筋
を
通
す
方
法
を
小
松
英
雄
氏
は
批
判
し
、
解
釈
の
た
め
に
文
字
列
を
改

変
す
る
こ
と
な
く
、「
月
立
た
な
む
よ
」
の
部
分
的
解
釈
を
文
法
通
り
に
行
っ
た
上
で
、

独
自
説
を
展
開
す
る
。「
新
し
い
暦
月
が
始
ま
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
す
よ
、
ね
え
、

そ
う
で
し
ょ
う
、
あ
な
た
を
待
ち
き
れ
な
く
て
」
は
、
一
見
も
と
の
歌
謡
を
た
ど
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
小
松
説
に
従
え
ば
、
元
の
文
字
列
の
ど
こ
に
も
な
い
「
新
し
い

暦
日
が
始
ま
っ
て
い
る
の
は
当
然
で
す
よ
」
を
挿
入
し
、
こ
れ
を
支
え
に
自
説
の
「
つ

ぎ
の
暦
日
が
早
く
始
ま
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
の
で
す
よ
」
の
解
釈
を
導
き
出
そ
う
と
し

て
い
る（
1（
（

。
小
松
説
の
「
月
立
た
な
む
」
と
い
う
部
分
の
局
所
的
解
釈
、「
月
が
立
っ
て

ほ
し
い
」
と
願
う
こ
と
に
は
納
得
が
い
く
と
し
て
も
、「
襲
衣
の
襴
に
月
が
立
っ
て
ほ

し
い
」
と
願
う
こ
と
に
は
つ
な
が
っ
て
い
か
な
い
。
加
え
て
「
当
然
で
す
よ
」
の
意
に

と
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
文
字
列
を
離
れ
て
、
自
然
に
解
釈
し
た
い
意
向
が
う
か

が
え
る
の
で
あ
る
。
倉
野
憲
司
氏
は
、
文
法
的
説
明
を
加
え
ず
に
「
月
が
出
る
で
あ
り

ま
し
よ
う
よ
。（
月
経
の
血
も
つ
き
ま
し
よ
う
よ
。）」
と
解
釈
す
る（
11
（

が
、
こ
れ
が
外
形
に

こ
だ
わ
ら
な
い
自
然
な
解
釈
と
思
わ
れ
る
。
残
る
方
向
性
は
、
自
然
な
解
釈
を
と
り
な

が
ら
、
文
字
列
を
改
変
し
な
い
と
い
う
方
法
が
あ
り
う
る
か
で
あ
ろ
う
。『
時
代
別
国

語
大
辞
典
　
上
代
篇
』（
二
〇
〇
七
年
　
三
省
堂
）
に
は
、「
ナ
行
系
の
終
助
詞
に
よ
る
希

望
表
現
」
に
は
、「
三
人
称
的
な
も
の
に
お
い
て
成
立
す
る
状
態
の
実
現
希
望
」
が
あ

る
が
、「
ナ
ム
・
ナ
モ
」
に
は
、「
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
の
例
外
が
あ
る
。」
と
す
る
。

　
未
然
形
に
「
な
む
」
が
接
続
す
る
用
法
は
当
該
歌
謡
と
常
陸
国
風
土
記
の
歌
謡
の
、

言
痛
け
ば
　
小
泊
瀬
山
の
　
石
城
に
も
　
率
て
籠
も
ら
な
む

4

4

　
勿
恋
ひ
そ
我
妹

で
あ
る
。
濱
田
敦
氏
は
、
こ
れ
等
は
い
ず
れ
も
一
般
の
未
然
形
接
続
の
「
な
む
」
と
は

異
な
り
、
む
し
ろ
用
言
の
連
用
形
に
接
続
す
べ
き
所
謂
未
来
完
了
の
「
な
む
」
の
意
に

近
い
も
の
で
あ
り
、「
月
が
立
つ
で
し
ょ
う
よ
」、「
率
て
隠
り
ま
し
ょ
う
」
の
意
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い（
11
（

、
と
指
摘
す
る
。

　
未
然
形
に
「
な
む
」
が
接
続
す
る
用
法
に
お
い
て
、
未
然
形
接
続
の
「
な
む
」
は
管

見
に
よ
れ
ば
集
中
一
九
例
（
1（
・
三
四
〇
五
の
或
本
歌
を
含
む
）、
た
だ
し
そ
の
中
に
「
な

も
」
と
よ
ま
れ
る
仮
名
で
書
か
れ
る
も
の
を
含
め
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
管
見
に
入
っ

た
希
求
・
あ
つ
ら
え
の
意
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
用
例
は
次
の
一
二
例
で
あ
る
。〈
　
〉

内
は
九
頁
に
引
用
す
る
先
行
研
究
の
見
解
で
あ
る
。

㉓
三
輪
山
を
し
か
も
隠
す
か
雲
だ
に
も
情
あ
ら
な
む

4

4

隠
さ
ふ
べ
し
や�

（
1
・
一
八
）

�

〔「
な
も
」
の
読
み
を
と
る
説
も
あ
る
〕

㉔
明
日
の
夕
照
ら
む
月
夜
は
片
よ
り
に
今
夜
に
寄
り
て
夜
長
く
あ
ら
な
む

4

4

�

（
7
・
一
〇
七
二
）〈
木
下
氏
　
未
来
指
向
〉

㉕
足
代
過
ぎ
て
糸
鹿
の
山
の
桜
花
散
ら
ず
あ
ら
な
む

4

4

還
り
来
る
ま
で

�

（
7
・
一
二
一
二
）〈
木
下
氏
　
未
来
指
向
〉

㉖
大
船
に
楫
し
も
あ
ら
な
む

4

4

君
無
し
に
潜
せ
め
や
も
波
立
た
ず
と
も

�

（
7
・
一
二
五
四
）〈
山
口
氏
　
希
求
と
は
と
れ
な
い
例
〉
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㉗
吾
妹
子
は
釧
に
あ
ら
な
む

4

4

左
手
の
わ
が
奥
の
手
に
纏
き
て
去
な
ま
し
を

�

（
9
・
一
七
六
六
）〈
後
藤
氏
　
焦
心
的
希
求
〉

㉘
黙
然
も
あ
ら
む
時
も
鳴
か
な
む

4

4

晩
蝉
の
も
の
思
ふ
時
に
鳴
き
つ
つ
も
と
な

�

（
10
・
一
九
六
四
）

㉙
吾
妹
子
は
衣
に
あ
ら
な
む

4

4

秋
風
の
寒
き
こ
の
こ
ろ
下
に
着
ま
し
を

�

（
10
・
二
二
六
〇
）〈
後
藤
氏
　
焦
心
的
希
求
〉

㉚
白
栲
の
袖
離
れ
て
寝
る
ぬ
ば
た
ま
の
今
夜
は
は
や
も
明
け
ば
明
け
な
む

4

4

4

�

4

（
1（
・
二
九
六
二
）〈
木
下
氏
　
未
来
指
向
〉

㉛
年
も
経
ず
帰
り
来
な
む

4

4

と
朝
影
に
待
つ
ら
む
妹
し
面
影
に
見
ゆ�

（
1（
・
三
一
三
八
）

�

〈
木
下
氏
　
未
来
指
向
〉

㉜
耳
無
の
池
し
恨
め
し
吾
妹
子
が
来
つ
つ
潜
か
ば
水
は
涸
れ
な
む

4

4�

4（
16
・
三
七
八
八
）

�

〈
木
下
氏
　
反
過
去
〉

㉝
ほ
と
と
ぎ
す
な
ほ
も
鳴
か
な
む

4

4

も
と
つ
人
か
け
つ
つ
も
と
な
吾
を
ね
し
泣
く
も

�

（
（0
・
四
四
三
七
）〈
木
下
氏
　
未
来
指
向
〉

㉞
う
ち
な
び
く
春
と
も
し
る
く
う
ぐ
ひ
す
は
植
木
の
木
間
を
鳴
き
渡
ら
な
む

4

4

4

�

4

（
（0
・
四
四
九
五
）〈
木
下
氏
　
未
来
指
向
〉

　
濱
田
敦
氏
は
こ
れ
ら
の
用
例
を
検
討
し
、「「
希
求
」、
即
ち
話
者
以
外
の
も
の
に
対

す
る
話
者
の
希
求
の
意
を
表
わ
し
て
」
お
り
、「
そ
の
希
求
は
や
は
り
直
接
相
手
に
迫

る
も
の
で
は
な
く
、
自
然
現
象
や
動
物
な
ど
に
対
す
る
は
か
な
い
「
ね
が
い
」、
ね
が

い
の
か
な
え
ら
れ
な
い
「
な
げ
き
」
を
表
わ
し
た
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る（
11
（

。」
と
指

摘
す
る
。
ま
た
、
後
藤
和
彦
氏
は
、「
な
も
・
な
む
」
が
実
現
度
の
低
い
希
求
、
話
し

手
の
如
何
と
も
な
し
が
た
い
じ
れ
0

0

と
も
言
え
る
願
い
を
表
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を

「
焦
心
的
希
求
」
と
呼
ぶ
。
引
用
の
下
に
〈
焦
心
的
希
求
〉
と
入
れ
た
も
の
が
そ
の
用

例
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
を
「
反
実
に
さ
へ
も
通
り
う
る
希
求
の
実
現
度
の
ひ
く
い
も
の
、

焦
心
的
希
求
の
実
現
に
あ
っ
た（
11
（

」
と
す
る
。
木
下
正
俊
氏
は
、
反
事
実
を
反
過
去
と
反

現
実
と
に
分
け
、
ナ
ム
は
反
過
去
、
ヌ
カ
（
モ
）・
モ
ガ
（
モ
）
を
反
現
在
と
み
る
。

反
現
在
は
未
来
指
向
の
一
種
で
あ
る
の
に
対
し
て
ナ
ム
は
反
過
去
が
本
来
で
あ
り
、
第

一
二
一
二
番
歌
の
よ
う
に
未
来
指
向
の
例
も
あ
る
が
、
当
該
歌
謡
の
「
な
む
」
は
「
内

容
的
に
言
っ
て
、
反
事
実
、
未
来
指
向
の
い
ず
れ
に
解
し
て
も
希
求
の
ナ
ム
と
は
考
え

ら
れ
な
い（
11
（

。」
と
し
て
「
な
む
」
で
表
さ
れ
る
願
望
の
実
現
可
能
性
の
低
さ
を
論
じ
る
。

木
下
説
を
受
け
て
山
口
佳
紀
氏
は
、
ナ
ム
の
例
で
確
実
に
未
来
指
向
と
言
い
得
る
も
の

は
万
葉
集
に
は
な
く
、
ナ
ム
は
、
然
あ
れ
ば
よ
い
の
に
と
、
怨
み
あ
る
い
は
嘆
き
を
述

べ
た
も
の
と
し
、
ナ
ム
は
、
眼
前
の
事
態
を
動
か
し
が
た
い
も
の
と
し
て
捉
え
る
非
現

実
的
希
求
で
あ
る（
11
（

と
指
摘
す
る
。
㉓
は
、
雲
だ
け
で
も
心
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
を
、
㉔

は
、
月
は
今
宵
に
寄
っ
て
今
夜
は
長
く
あ
っ
て
ほ
し
い
、
㉕
は
、
桜
の
花
よ
、
散
ら
ず

に
あ
っ
て
ほ
し
い
、
㉖
は
、
楫
を
揃
え
た
大
船
の
如
く
あ
っ
て
ほ
し
い
、
㉗
は
、
わ
が

妻
は
釧
で
あ
っ
た
ら
な
あ
、
㉘
は
、
晩
蝉
は
、
文
句
も
言
わ
ず
に
す
む
よ
う
な
時
に
鳴

い
て
ほ
し
い
、
㉙
は
、
吾
妹
子
は
衣
で
あ
っ
て
ほ
し
い
、
㉚
は
、
早
く
明
け
る
な
ら
明

け
て
も
よ
い
、
㉛
は
、
一
年
も
経
た
ず
帰
っ
て
来
る
だ
ろ
う
と
、
待
ち
わ
び
る
、
㉜
は
、

吾
妹
子
が
や
っ
て
来
て
身
を
投
げ
た
ら
、
水
は
涸
れ
て
ほ
し
い
も
の
を
、
㉝
は
、
霍
公

鳥
は
も
っ
と
鳴
い
て
く
れ
、
㉞
は
、
う
ぐ
い
す
は
植
木
の
木
の
間
を
鳴
き
渡
っ
て
ほ
し

い
、
の
よ
う
に
、
他
者
へ
の
希
求
・
あ
つ
ら
え
を
表
す
が
、
そ
の
大
抵
が
実
現
不
可
能

と
知
り
つ
つ
あ
え
て
希
望
し
て
い
る
。「
な
む
」
は
、
第
三
者
の
動
作
の
場
合
に
用
い

る
こ
と
が
あ
り
、
話
し
か
け
る
相
手
へ
の
願
望
を
表
す
こ
と
が
あ
る
。
先
行
研
究
が
説

く
よ
う
に
、「
未
然
形
＋
な
む
」
に
非
現
実
・
希
求
と
い
う
要
素
が
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
当
該
歌
謡
の
「
月
立
た
な
む
」
に
お
い
て
、

「
未
然
形
＋
な
む
」
だ
か
ら
願
望
と
決
め
つ
け
な
い
、
と
い
う
処
理
方
法
が
あ
る
か
ど
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う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
近
年
助
動
詞
を
代
表
と
す
る
付
属
語
に
つ
い
て
、
尾
上
圭

介
・
仁
科
明
氏
が
行
う
、
上
接
活
用
形
に
意
味
を
見
出
す
立
場
が
あ
る
。
仁
科
明
氏
は

終
止
形
接
続
の
助
動
詞
を
「
現
実
を
語
る
が
普
通
に
認
識
で
き
る
現
実
で
は
な
い
」
と

把
握
す
る
。
一
般
に
推
定
と
さ
れ
る
「
ら
し
」、
現
在
推
量
と
さ
れ
る
「
ら
む
」
に
そ

れ
ぞ
れ
「
伝
聞
」
用
法
な
ど
、
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
別
の
意
味
を
指
摘

す
る
。「
ら
し
」
を
「
現
実
で
は
あ
る
が
直
接
観
察
不
可
能
な
事
態
の
承
認
」
と
把
握

す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
も
の
に
関
係
が
深
い
も
の
を
み
て
、

そ
の
も
の
の
存
在
を
知
る
、
と
い
う
の
が
一
般
的
に
「
推
定
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
認
識

の
仕
方
で
あ
る
が
、「
そ
の
も
の
は
直
接
観
察
で
き
な
い
が
そ
の
も
の
の
存
在
を
知
る
」

こ
と
は
、
あ
り
う
る
。
た
と
え
ば
、
上
代
で
「
推
定
」
の
意
で
は
解
釈
困
難
な
万
葉
集

の
「
古
の
七
の
賢
し
き
人
ど
も
も
欲
り
せ
し
も
の
は
酒
に
し
あ
る
ら
し
」（
（
・
三
四
〇
）

は
、
人
か
ら
伝
え
聞
い
た
「
伝
聞
」
で
あ
っ
て
、「
現
実
で
は
あ
る
が
直
接
観
察
不
可

能
な
事
態
の
承
認
」
と
い
う
「
ら
し
」
の
把
握
方
法
か
ら
は
は
ず
れ
な
い（
11
（

。
仁
科
氏
は

ま
た
、「
ら
む
」
を
「
現
在
未
確
認
事
態
の
臆
言
」
と
把
握
し
、
そ
こ
か
ら
現
在
推
量
・

原
因
推
量
と
一
般
に
言
わ
れ
る
用
法
を
導
き
つ
つ
、
現
在
推
量
以
外
の
例
も
認
め
る
。

氏
が
例
に
あ
げ
る
万
葉
集
の
「
古
に
恋
ふ
ら
む
鳥
は
霍
公
鳥
け
だ
し
や
鳴
き
し
わ
が
念

へ
る
如
」（
（
・
一
一
二
）
は
、
お
そ
ら
く
鳴
い
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
の
意
で
あ
り
、「
ら

む
」
は
伝
聞
推
量
で
あ
り
、
現
在
推
量
と
は
と
れ
な
い（
11
（

。
こ
の
よ
う
な
終
止
形
に
対
す

る
見
方
に
類
す
る
立
場
で
、未
然
形
に
関
す
る
議
論
を
し
た
尾
上
圭
介
氏
は
、「
む
」（
現

代
語
：（
ヨ
）
ウ
）
を
「
非
現
実
を
語
る
の
み
」
と
規
定
す
る
。
結
果
的
に
非
現
実
事

態
の
実
際
の
あ
り
よ
う
と
し
て
「
意
志
」「
推
量
」「
婉
曲
」
な
ど
多
様
な
意
味
を
文
に

も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
。た
と
え
ば
、氏
が
非
終
止
法
に
お
け
る
意
味
の〈
一

般
化
し
た
事
態
〉
の
例
と
し
て
あ
げ
る
「
校
長
先
生
と
も
あ
ろ
う
人
が
そ
ん
な
こ
と
を

す
る
な
ん
て
…
…
」
と
い
う
文
で
は
、
実
際
に
校
長
先
生
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
て
お

り
、「
う
」
は
意
志
で
も
推
量
で
も
な
い
。
事
実
と
し
て
は
現
実
だ
が
、
一
度
一
般
論

と
し
て
の
校
長
先
生
を
想
定
し
、「
校
長
先
生
だ
っ
た
ら
普
通
は
こ
う
で
あ
る
（
こ
の

限
り
非
現
実
）、
そ
の
校
長
先
生
が
…
…
。」
の
形
で
、
現
実
に
校
長
先
生
で
あ
る
こ
と

が
確
定
し
て
い
る
も
の
に
対
し
、
表
現
と
し
て
非
現
実
形
式
を
使
う
こ
と
を
説
明
す
る
。

「
非
現
実
の
事
態
の
仮
構
」
な
い
し
「
設
想
」
と
捉
え
る
の
で
あ
る（
11
（

。

　
こ
れ
ま
で
先
行
研
究
を
あ
げ
て
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
未
然
形
＋
「
む
」「
ず
」「
ま

し
」「
じ
」
な
ど
は
す
べ
て
と
も
に
非
現
実
を
語
る
叙
法
と
な
る
。
そ
の
中
で
「
ど
の

よ
う
な
非
現
実
か
」
を
細
分
・
定
義
し
て
説
明
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、
未
然
形
＋

「
な
む
」
も
、
ま
ず
、
非
現
実
と
い
う
括
り
で
把
握
で
き
よ
う
。
非
現
実
の
一
種
と
し

て
願
望
が
あ
り
、
存
在
し
な
い
こ
と
を
描
く
、
そ
れ
を
強
く
望
む
か
ら
願
望
に
な
る
。

存
在
し
な
い
こ
と
を
描
く
、
一
般
論
と
し
て
の
表
現
「
そ
り
ゃ
、
一
般
論
と
し
て
そ
う

で
し
ょ
う
よ
」
と
い
う
用
法
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
、
理
論
上
許
さ
れ
よ
う
。「
月
立

た
な
む
」
が
「
月
が
立
つ
」
と
い
う
こ
と
を
非
現
実
と
し
て
描
い
て
い
る
の
は
間
違
い

な
い
。
一
般
論
に
「
そ
れ
を
求
め
て
い
る
、
望
ま
し
い
も
の
と
し
て
描
い
て
い
る
」
の

で
あ
れ
ば
希
求
で
あ
る
が
、「
一
般
論
に
非
現
実
化
し
て
い
る
」
の
で
あ
れ
ば
、「
そ
り

ゃ
裾
に
月
も
立
つ
で
し
ょ
う
よ
。」
と
い
う
解
釈
も
、
尾
上
氏
の
「
校
長
先
生
と
も
あ

ろ
う
人
」
と
同
様
の
論
理
で
許
さ
れ
よ
う
。「
な
む
」
の
他
者
へ
の
希
求
以
外
の
用
法

と
し
て
、
一
人
称
意
志
は
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
文
字
列
「
月
立
た
（
未
然
形
）
な
む
」

を
そ
の
ま
ま
に
し
、「
未
然
形
＋
な
む
」
と
い
う
形
式
が
文
に
意
味
を
も
た
ら
す
と
考
え
、

そ
の
意
味
を
誂
え
・
他
者
へ
の
願
望
で
は
な
く
、
そ
の
事
態
が
非
現
実
で
あ
る
こ
と
の

表
現
（
そ
れ
は
誂
え
の
表
現
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
）
で
あ
る
と
捉
え
、「
月
も
立
つ

で
し
ょ
う
よ
」
と
解
釈
し
た
い
。
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お
わ
り
に

　
歌
謡
の
唱
和
に
よ
っ
て
、
美
夜
受
比
売
の
月
経
は
倭
建
命
の
訪
れ
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
か
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。
月
立
ち
を
も
た
ら
す
最
も
霊
威
が
強
い
と
考
え
ら
れ

た
満
月
、
そ
れ
は
農
耕
の
重
要
な
祭
儀
と
も
関
わ
る
。
唱
和
の
歌
謡
の
表
現
は
、
穀
霊

の
体
現
者
、
太
子
、
日
の
御
子
と
し
て
描
か
れ
る
倭
建
命
を
讃
美
す
る
の
に
ふ
さ
わ
し

い
も
の
で
あ
る
。
天
皇
家
と
同
じ
よ
う
に
太
陽
信
仰
を
奉
じ
て
い
た
尾
張
氏
が
、
倭
建

を
自
ら
祀
る
天
火
明
命
よ
り
優
れ
た
存
在
と
し
て
認
め
、「
や
す
み
し
し
　
我
が
大
君
」

と
最
大
限
の
敬
意
を
も
っ
て
命
を
迎
え
入
れ
る
。
倭
建
命
は
時
間
を
統
括
す
る
太
陽
や

月
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
、
時
空
を
翔
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。

　
東
征
に
お
い
て
、
倭
建
は
焼
遺
で
火
攻
め
に
あ
い
、
走
水
の
渡
り
で
弟
橘
比
売
命
を

失
う
苦
難
に
遭
遇
し
な
が
ら
も
、
火
難
と
水
難
の
試
練
を
乗
り
越
え
て
東
征
を
果
た
し
、

酒
折
宮
で
御
火
焼
の
老
人
に
迎
え
ら
れ
る
。
老
人
が
「
日
々
並
べ
て
　
夜
に
は
九
夜
　

日
に
は
十
日
を
」（
第
二
六
番
）
と
歌
う
の
は
、
十
月
十
日
の
稲と
う

荷か
ん

夜や

、
収
穫
の
祭
り
の

夜
に
神
が
顕
現
す
る
日
（
倭
建
が
訪
れ
る
日
）
を
言
い
当
て
た
と
す
る
吉
井
巌
氏
の
見

解
（
1（
（

が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
灯
火
の
輝
く
中
に
姿
を
現
す
倭
建
は
、
祭
り
の
夜
に
常

世
か
ら
訪
れ
る
神
の
姿
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
命
は
天
皇
の
よ
う
に
老
人
を

東
の
国
造
に
任
命
す
る
統
治
権
を
有
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
酒
折
宮
か
ら
時
の

経
過
を
た
ど
れ
ば
、
美
夜
受
比
売
の
も
と
で
眺
め
た
「
月
立
ち
」
は
、
秋
か
ら
冬
の
時

節
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
美
夜
受
比
売
に
は
、「
高
光
る
　
日
の
御
子
　
や
す
み
し
し
　

我
が
大
君
」
と
讃
え
ら
れ
、
比
売
の
月
経
と
い
う
予
想
外
の
負
の
事
態
を
正
に
転
換
す

る
恋
情
を
表
出
し
た
歌
い
か
け
に
よ
っ
て
、
待
ち
わ
び
て
経
過
し
た
年
月
を
月
の
盈
虚

と
重
ね
て
、
両
者
の
思
慕
が
最
高
潮
に
達
し
た
「
月
立
ち
」
の
時
点
で
結
ば
れ
る
の
で

あ
る
。
東
征
の
終
わ
り
に
配
さ
れ
た
二
組
の
問
答
歌
は
、「
御
火
焼
の
老
人
、
御
歌
に

続
ぎ
て
」、「
美
夜
受
比
売
、
御
歌
に
答
へ
て
」
と
あ
る
。
景
行
天
皇
の
「
東
の
方
の
十

二
の
道
の
荒
ぶ
る
神
と
ま
つ
ろ
は
ぬ
人
等
と
を
言
向
け
和
し
平
げ
よ
」
と
い
う
命
令
が

遂
行
さ
れ
、
東
国
が
言こ
と

に
よ
る
問
答
が
可
能
な
世
界
に
な
り
、
言こ
と

に
よ
っ
て
秩
序
化
さ

れ
た
天
下
の
世
界
の
成
立
が
語
ら
れ
る
。
東
征
の
は
じ
め
に
約
束
さ
れ
て
い
た
美
夜
受

比
売
と
の
「
御
合
」
は
、「
言
向
和
平
」
が
実
現
さ
れ
た
証
と
し
て
必
然
性
が
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
月
経
中
の
美
夜
受
比
売
と
交
わ
る
こ
と
が
不
浄
に
ふ
れ
る
、
禁
忌
を
犯

す
こ
と
に
繋
が
る
の
か
、
倭
建
命
が
神
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
は
両
極
端

の
見
解
で
あ
り
、
結
論
が
出
な
い
問
題
ゆ
え
、
ひ
と
ま
ず
保
留
す
る
。
尾
張
を
発
っ
た

後
、
ま
さ
に
望
月
の
よ
う
に
輝
く
存
在
で
あ
っ
た
倭
建
命
が
、
再
び
美
夜
受
比
売
の
も

と
に
戻
る
こ
と
を
期
し
、
草
那
芸
剣
を
自
ら
の
代
わ
り
に
比
売
の
も
と
に
置
い
て
伊
吹

山
に
旅
立
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
天
照
大
御
神
の
御
加
護
を
失
い
、
倭
比
売
命
の
霊
能

の
放
射
を
受
け
る
こ
と
も
出
来
な
く
な
り
、
物
語
は
命
が
放
浪
の
果
て
に
比
売
に
思
い

を
馳
せ
な
が
ら
孤
独
の
う
ち
に
亡
く
な
る
結
末
を
迎
え
る
。
西
征
・
東
征
を
成
し
遂
げ

た
命
は
そ
の
逸
脱
し
た
力
ゆ
え
に
王
権
か
ら
疎
外
さ
れ
、
大
和
に
戻
る
こ
と
は
叶
わ
な

い
。
満
月
が
欠
け
て
い
く
よ
う
に
終
極
に
向
か
う
倭
建
の
命
運
は
「
あ
ら
た
ま
の
　
月

は
来
経
行
く
」
と
い
う
月
の
盈
虧
と
い
う
自
然
の
摂
理
と
重
ね
て
描
か
れ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る
。

注（
1
）�

宮
岡
薫
「
美
夜
受
比
売
伝
承
と
歌
謡
の
構
成
」『
日
本
歌
謡
研
究
』
第
十
七
号
　
一
九

七
八
年
四
月

（
（
）�
内
藤
磐
「
記
伝
承
「
襲
に
立
つ
月
」
の
物
語
─
語
り
ご
と
の
系
譜
と
そ
の
意
義
─
」『
国

文
学
研
究
』
第
百
六
集
　
一
九
九
二
年
三
月

（
（
）�

青
木
周
平
「
倭
建
命
」『
古
代
文
学
の
歌
と
説
話
』
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
　
若
草
書
房

（
（
）�

西
宮
一
民
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
古
事
記
』
一
九
七
九
年
六
月
　
新
潮
社
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（
5
）�

平
舘
英
子
「
ひ
は
細
　
た
わ
や
腕
を
」『
論
集
上
代
文
学
　
第
二
十
八
冊
』
二
〇
〇
六

年
五
月
　
笠
間
書
院

（
6
）�
前
掲
書
（
（
）

（
7
）�
寺
田
恵
子
「
倭
建
命
と
美
夜
受
比
売
の
歌
謡
に
つ
い
て
」『
菅
野
雅
雄
博
士
喜
寿
記
念
　

記
紀
・
風
土
記
論
究
』
二
〇
〇
九
年
三
月
　
お
う
ふ
う

（
8
）�

和
田
明
美
「
上
代
語
「
と
か
ま
」
に
つ
い
て
─
古
事
記
歌
謡
「
久
方
の
天
の
香
具
山
と

か
ま
に
さ
渡
る
鵠
」
の
言
語
イ
メ
ー
ジ
を
中
心
に
─
」
名
古
屋
大
学
『
国
語
国
文
学
』

第
五
四
号
　
一
九
八
四
年
七
月

（
9
）�

古
橋
信
孝
「
月
夜
の
逢
い
引
き
」『
古
代
の
恋
愛
生
活
─
万
葉
集
の
恋
歌
を
読
む
─
』

一
九
八
七
年
一
〇
月
　
日
本
放
送
出
版
協
会

（
10
）�

柳
田
國
男
「
海
上
の
道
」（
民
間
新
嘗
の
残
留
）『
柳
田
國
男
全
集
Ⅰ
』
一
九
八
九
年
九
月
　

筑
摩
書
房

（
11
）�

柳
田
國
男
「
新
た
な
る
太
陽
」（
民
間
暦
小
考
一
二
）『
柳
田
國
男
全
集
16
』
一
九
九
〇

年
五
月
　
筑
摩
書
房

（
1（
）�

前
半
は
、『
萬
葉
集
辞
典
』
一
九
九
三
年
五
月
　
武
蔵
野
書
院
　
多
田
一
臣
の
「
つ
き

た
つ
」
の
項
の
指
摘
。
後
半
の
引
用
は
、
多
田
一
臣
「
一
年
と
い
う
時
間
」『
万
葉
歌

の
表
現
』
一
九
九
一
年
七
月
　
明
治
書
院�

に
よ
る
。

（
1（
）�

折
口
信
夫
「
小
栗
判
官
論
の
計
畫
」『
折
口
信
夫
全
集
　
第
三
巻
　
古
代
研
究
（
民
俗

学
篇
（
）』
一
九
七
五
年
一
一
月
　
中
央
公
論
社
　「
月
お
よ
び
槻
の
文
学
─
部
曲
文
学

㈥
─
」『
折
口
信
夫
全
集
　
ノ
ー
ト
編
　
第
二
巻
』
一
九
七
〇
年
一
〇
月
　
中
央
公
論
社

（
1（
）�

川
上
順
子
「「
つ
き
た
ち
」
考
」『
悠
久
』
第
三
号
　
一
九
八
一
年
一
〇
月

（
15
）�

前
掲
書
（
（
）

（
16
）�

前
掲
書
（
5
）

（
17
）�

松
前
健
「
天
照
御
魂
神
考
」『
松
前
健
著
作
集
　
第
九
巻
　
日
本
神
話
論
Ⅰ
』
一
九
九

八
年
六
月
　
お
う
ふ
う

（
18
）�

前
掲
書
（
1（
）

（
19
）�

前
掲
書
（
7
）

（
（0
）�

佐
佐
木
隆
『
古
事
記
歌
謡
　
簡
注
』
二
〇
一
〇
年
一
一
月
　
お
う
ふ
う

（
（1
）�

小
松
英
雄
「
都
紀
多
々
那
牟
余
─
表
現
解
析
か
ら
テ
ク
ス
ト
解
析
へ
の
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ

ク
─
」『
駒
沢
女
子
大
学
　
研
究
紀
要
』
第
二
号
　
一
九
九
五
年
一
二
月

（
（（
）�

倉
野
憲
司
『
古
事
記
全
註
釈
　
第
六
巻
　
中
巻
篇
（
下
）』
一
九
七
九
年
一
一
月
　
三

省
堂

（
（（
）�

濱
田
敦
「
上
代
に
於
け
る
希
求
表
現
に
つ
い
て
」『
国
語
史
の
諸
問
題
』
一
九
八
六
年

五
月
　
和
泉
書
院

（
（（
）�

前
掲
書
（
（（
）

（
（5
）�

後
藤
和
彦
「
未
然
形
承
接
の
終
助
詞
「
な
・
な
も
・
ね
」」
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
『
玉

藻
』
第
二
号
　
一
九
六
七
年
三
月

（
（6
）�

木
下
正
俊
「
終
助
詞
「
な
む
」
の
反
事
実
性
」『
国
文
学
』
関
西
大
学
国
文
学
会
　
第

五
十
号
　
一
九
七
四
年
六
月

（
（7
）�

山
口
佳
紀
「
希
望
表
現
形
式
の
成
立
─
ナ
行
系
希
望
辞
を
め
ぐ
っ
て
─
」『
古
代
日
本

語
文
法
の
成
立
の
研
究
』
一
九
八
五
年
一
月
　
有
精
堂
出
版

（
（8
）�

仁
科
明
「
見
え
な
い
こ
と
の
顕
現
と
承
認
─
「
ら
し
」
の
叙
法
的
性
格
─
」『
国
語
学
』

第
一
九
五
集
　
一
九
九
八
年
一
二
月

（
（9
）�

仁
科
明
「
上
代
の
「
ら
む
」
─
述
語
体
系
内
の
位
置
と
用
法
─
」『
国
語
と
国
文
学
』

第
千
百
八
号
　
二
〇
一
六
年
三
月

（
（0
）�

尾
上
圭
介
「
文
の
構
造
と
〝
主
観
的
〟
意
味
─
日
本
語
の
文
の
主
観
性
を
め
ぐ
っ
て
・

そ
の
（
」『
言
語
』
第
二
八
巻
第
一
号
　
一
九
九
九
年
一
月
　
尾
上
氏
は
、「「
未
然
形

＋
ム
」
と
い
う
述
定
形
式
は
そ
の
形
式
固
有
の
述
べ
方
を
持
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
「
話

者
の
現
実
世
界
に
存
在
し
て
い
な
い
事
態
（
話
者
の
立
っ
て
い
る
現
実
世
界
で
話
者
が

経
験
的
に
把
握
し
て
い
な
い
事
態
）
を
頭
の
中
で
一
つ
の
画
面
と
し
て
思
い
描
く
」
と

い
う
述
べ
方
で
あ
る
。」
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
未
然
形
に
対
す
る
把
握
は
、
美
夜
受

比
売
の
歌
謡
の
「
立
た
な
む
」（
想
定
外
の
事
態
の
切
り
返
し
）
の
表
現
に
も
あ
て
は

ま
ろ
う
。

（
（1
）�

吉
井
巌
『
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
』
一
九
七
七
年
九
月
　
学
生
社

＊�
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
「
な
む
」
の
解
釈
の
可
能
性
に
つ
い
て
、
須
永
哲
矢
先
生
の
ご
教
示
を

賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

＊�

古
事
記
・
日
本
書
紀
・
風
土
記
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
た
だ
し
、
古

事
記
第
二
七
番
歌
謡
の
「
鋭
喧
に
」
は
「
と
鎌
に
」
に
改
め
た
。

＊�

万
葉
集
は
中
西
進
『
万
葉
集
　
全
訳
注
原
文
付
』
講
談
社
文
庫
に
よ
る
。

�

（
か
ら
す
だ
に
　
と
も
こ
　
　
日
本
語
日
本
文
学
科
）


