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◆ キーワード　琉球歌謡／『おもろさうし』／「一／又」記号／記載の省略／「一
ひとつ

」書き

【
第
四
三
回
大
会
公
開
講
演
】

琉
球
歌
謡
の
文
字
と
の
出
会
い

―『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
「
一
／
又
」
記
載
を
中
心
に
―

波 

照 

間　

永 

吉

処
分
」
＝
「
琉
球
併
合
」
に
よ
っ
て
、
琉
球
国
は
解
体
さ
れ
奄
美
は
鹿
児

島
県
、
沖
縄
・
宮
古
・
八
重
山
は
沖
縄
県
と
な
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
歴
史

の
中
で
、
琉
球
文
化
は
独
自
の
文
字
を
持
ち
得
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
外
間
守
善
は
、
石
刻
絵
文
字
な
ど
の
存
在
か
ら

説
き
起
こ
し
な
が
ら
、
結
縄
文
字
、
ス
ー
チ
ュ
ー
マ
な
ど
の
記
標
文
字
、

カ
イ
ダ
ー
デ
ィ
ー
、
ダ
ー
ハ
ン
、「
時と
き
の双

紙
」「
砂う
る

川か

双
紙
」
な
ど
に
つ
い
て

ふ
れ
て
説
明
を
試
み
た
。
し
か
し
そ
の
結
果
は
、
固
有
の
文
字
の
有
無
に

つ
い
て
は
「
や
は
り
わ
か
り
に
く
い）
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」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

琉
球
か
ら
明
の
太
祖
に
送
ら
れ
た
文
書
（
一
三
七
二
年
）
が
「
科
斗
文
」

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
伊
波
普
猷
・
比
嘉
春
潮
・
仲
原
善
忠

が
す
で
に
ふ
れ
て
い
た）
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。
琉
球
文
書
に
確
認
さ
れ
る
最
も
古
い
文
字
使
用

の
例
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
出
る
「
科
斗
文
」
と
は
、
伴
信
友
に
よ
る

「
科
斗
書
と
い
へ
る
は
仮
字
を
一
字
づ
つ
は
な
ち
書
き
に
し
た
る
こ
と
」
と

い
う
解
釈
に
拠
っ
て
、「
仮
名
文
字
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
仲
原
）
と
し
て
い

る
。
つ
ま
り
、
十
四
世
紀
後
半
に
は
平
仮
名
に
よ
っ
て
外
交
文
書
を
作
成

す
る
状
況
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
伝
え
た
の
は
日

一
．
琉
球
歌
謡
と
文
字

（
１
）
琉
球
固
有
の
文
字
と
琉
球
語
文
の
文
字
記
載
に
つ
い
て

「
琉
球
歌
謡
」
と
い
う
の
は
、
奄
美
・
沖
縄
・
宮
古
・
八
重
山
の
四
つ
の

諸
島
、
す
な
わ
ち
琉
球
語
（
琉
球
諸
語
）
を
マ
ザ
ー
ラ
ン
グ
ェ
ッ
ジ
と
す

る
、
い
わ
ゆ
る
琉
球
文
化
圏
に
生
ま
れ
伝
わ
っ
た
歌
謡
群
を
さ
す
。
こ
の

歌
謡
群
の
文
字
と
の
出
会
い
と
記
載
形
式
の
問
題
を
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

と
そ
の
他
の
近
世
琉
球
で
成
立
し
た
幾
つ
か
の
文
献
に
よ
り
な
が
ら
み
て

み
た
い
。

琉
球
歌
謡
と
文
字
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
琉
球
語
を
書
き
記
す
文
字

は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
上
記
の
四
つ
の
諸
島
は
、
古
く
琉
球
国
の
版
図
で
あ
っ
た
。

一
六
〇
九
年
薩
摩
藩
の
侵
攻
を
受
け
、
そ
れ
ま
で
の
中
国
の
冊
封
国
で
あ

る
と
い
う
関
係
の
上
に
、
徳
川
幕
府
の
支
配
と
い
う
二
重
の
軛
を
受
け
る

国
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
一
八
七
九
年
、
明
治
維
新
国
家
に
よ
る
「
琉
球
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本
か
ら
渡
来
し
た
僧
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
上
記
の
論
者
た
ち
は
、
英
祖
王

（
一
二
六
〇
〜
一
二
九
九
年
）
の
時
代
に
渡
来
し
浦
添
グ
ス
ク
の
近
く
に
極

楽
寺
を
建
て
た
禅
鑑
の
名
を
挙
げ
て
い
る
。

し
か
し
、
平
仮
名
を
用
い
た
資
料
が
具
体
的
に
琉
球
国
内
で
確
認
さ
れ
る

の
は
十
五
世
紀
末
か
ら
で
あ
る
。「
弘
治
七
年
／
お
ろ
く
大
や
く
も
い
／
六

月
吉
日
」
と
記
さ
れ
た
「
小
禄
大
や
く
も
い
石
棺
銘
」
が
一
四
九
九
年
、

「
た
ま
お
と
ん
の
ひ
の
も
ん
」
が
一
五
〇
一
年
、「
園
比
屋
武
御
嶽
の
額
」
が

一
五
一
九
年
、「
真
珠
湊
碑
文
」
が
一
五
二
二
年
、「
田
名
文
書
」
の
一
号
文

書
が
一
五
二
三
年
、「
崇
元
寺
下
馬
碑
」
が
一
五
二
七
年
で
あ
る
。
そ
の
後

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
第
一
巻
が
一
五
三
一
年
に
編
集
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、

琉
球
語
を
仮
名
文
字
で
記
す
文
化
が
十
分
に
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
歌
謡
の
記
録
で
あ
る
こ

と
は
、
本
稿
の
問
題
を
考
え
る
上
で
重
要
で
あ
る
。

（
２
）「
番
字
」
と
琉
球
歌
謡

「
科
斗
」
と
記
さ
れ
た
仮
名
文
字
で
あ
る
が
、
十
六
世
紀
以
降
の
中
国
人

の
記
録
や
琉
球
文
献
で
は
「
番
字
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。「
番
字
」
は
『
日

本
国
語
辞
典
』
や
諸
橋
徹
次
『
大
漢
和
辞
典
』
に
立
項
さ
れ
て
い
な
い
言
葉

で
あ
る
。
し
か
し
、『
漢
語
大
詞
典
）
3
（

』
に
「
番
字
」
は
「
番
文
」
に
同
じ
と

あ
り
、「
番
文
」
は
「
旧
称
少
数
民
族
或
外
国
的
文
字
材
料
」
の
こ
と
と
あ

る
。
冊
封
使
録
で
の
使
用
例
は
夏
子
陽
「
使
琉
球
録
」（
一
六
〇
六
年
）
の

「
僧
は
番
字
を
識
り
、
亦
孔
子
の
書
を
識
る
」、
胡
靖
「
杜
天
使
冊
封
琉
球
真

記
奇
観
」（
一
六
三
三
年
）
の
「
土
人
に
於
て
は
、
学
び
て
番
字
を
写
す
こ

と
、
即
ち
習
業
と
為
す
」、
汪
楫
「
使
琉
球
雑
録
」（
一
六
八
三
年
）
の
「
旙

は
奉
寄
御
幣
の
四
字
を
鑿
す
。
余
は
皆
番
字
の
み
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
汪

楫
の
記
事
で
は
「
奉
寄
御
幣
」
の
四
字
が
漢
字
で
あ
る
こ
と
を
言
い
、
そ
の

他
は
「
番
字
」
と
し
て
い
る
。
波
上
権
現
で
の
見
聞
の
記
事
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
の
「
番
字
」
が
仮
名
文
字
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る）

4
（

。

時
代
が
下
っ
て
琉
球
人
の
記
し
た
文
献
に
も
「
番
字
」
の
記
事
が
見
え
る
。

『
球
陽
）
5
（

』
の
三
一
九
項
に
は
「
三
年　

按
司
向
象
賢
、
琉
球
世
鑑
を
編
修
す
」

と
し
て
「（
前
略
）
旁
く
父
老
を
訪
ひ
、
博
く
籍
典
を
採
り
、
窃
か
に
参
考

を
致
し
、
始
め
て
蕃
字
を
用
ひ
て
琉
球
世
鑑
を
編
修
す
」
と
あ
る
。

一
六
五
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
九
一
五
項
に
は
「
始
め
て
長
月
の
御

崇
及
び
四
度
・
四
品
の
御
物
参
の
例
を
裁
つ
」
と
し
て
「（
前
略
）
そ
の
願

文
は
、
皆
番
字
を
以
て
之
を
述
ぶ
。
若
し
漢
字
を
用
ひ
て
之
を
改
正
せ
ば
、

本
韻
を
失
は
ん
こ
と
を
恐
る
。
故
に
敢
へ
て
正
さ
ず
。」
と
あ
る
。
三
一
九

項
の
記
事
は
、『
中
山
世
鑑
』
が
「
番
字
」
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
言
う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、『
中
山
世
鑑
』
が
基
本
的
に
和
文
に
よ
る

も
の
で
あ
り
、
仮
名
文
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

九
一
五
項
の
記
事
（
尚
敬
王
十
七
＝
一
七
二
九
年
）
は
王
府
で
行
う
「
長
月

の
御
崇
」
の
祈
願
の
祝
詞
（
オ
タ
カ
ベ
）
が
皆
「
番
字
」
で
記
さ
れ
て
お
り
、

こ
れ
を
漢
字
で
記
す
と
「
本
韻
」
を
失
う
恐
れ
が
あ
る
か
ら
敢
え
て
こ
れ
を

漢
字
表
記
に
し
な
い
と
い
っ
て
い
る
。「
漢
字
を
用
ひ
て
之
を
改
正
」
す
る

と
い
う
の
は
、
漢
文
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
、「
本
韻
」
と

は
仮
名
文
字
で
記
さ
れ
た
琉
球
語
の
音
の
響
き
や
意
味
を
表
す
の
で
あ
ろ

う
。
漢
字
表
記
（
漢
文
）
と
仮
名
文
字
と
の
機
能
の
違
い
を
は
っ
き
り
と
認
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識
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
九
一
五
項
の
記
事
と
同
趣
旨
の
文
が

『
古
事
集
』
に
あ
る）

6
（

。
そ
の
う
ち
の
二
、三
例
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

「（
前
略
）祈
意
皆
以
番
字
紀
之
若
以
漢
字
改
正
之
恐
失
本
義
故
不
敢
校
正
」

（「
馬
歯
山
／
風
俗
／
祭
祀
類
」
の
項
）。

「
恭
致
祝
詞
祝
詞
皆
以
番
字
紀
之
若
以
漢
字
正
之
恐
失
本
韻
故
不
敢
正
焉
」

（「
粟
国
島
／
三
月
麦
祭
」
の
項
）。

「
此
時
覡
女
等
又
唱
起
神
歌
神
歌
皆
以
番
字
述
之
若
以
漢
字
正
之
恐
失
本

韻
故
不
敢
正
焉
」（「
渡
名
喜
島
／
五
月
祭
稲
穂
等
」
の
項
）。

最
初
の
記
事
は
、
祭
祀
の
際
に
神
女
に
よ
っ
て
唱
え
ら
れ
る
オ
タ
カ
ベ
の

詞
章
が
全
て
「
番
字
」
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
こ
れ
を

漢
字
で
正
そ
う
と
す
る
と
そ
の
「
本
義
」
を
失
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
敢
え

て
漢
字
で
正
す
こ
と
は
し
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
琉
球
国
由
来

記
』『
仲
里
旧
記
』
な
ど
で
オ
タ
カ
ベ
等
の
詞
章
が
仮
名
文
字
を
主
調
に
一

部
に
漢
字
を
交
え
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
漢
字
・
漢
文
で
の
表

記
が
困
難
で
あ
る
こ
と
を
い
っ
て
い
る
と
解
釈
し
て
よ
い
。
こ
れ
ら
『
古
事

集
』
の
い
う
「
番
字
」
に
よ
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
記
事
が
、『
琉
球

国
由
来
記
』
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
。
最
初
の
記
事
は
『
由
来
記
』
の
巻

一
八
―

二
三
―

三
「
御
オ
タ
カ
ベ
ノ
意
趣
／
此
時
ノ
御
唄
」。
次
は
巻
一
七
―

一
三
の
「
申
上
ノ
言
葉
」
の
詞
章
で
あ
る
。
そ
の
次
の
記
事
は
『
由
来
記
』

巻
一
七
―

一
六
―

九
の
「
此
時
、
ノ
ロ
・
根
神
、
御
唄
」
と
し
て
記
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
る
。

二
．『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法

　
　
　

―
―
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
そ
の
記
載
法
の
特
徴

十
六
世
紀
に
入
る
と
「
た
ま
お
ど
ん
の
碑
」（
一
五
〇
一
年
）、「
真
珠
湊

の
碑
」（
一
五
二
二
年
。「
石
門
の
西
の
ひ
の
も
ん
」
と
も
）、「
国
王
頌
徳
碑
」

（
一
五
二
二
年
。「
石
門
之
東
之
碑
文
」
と
も
）、「
か
た
の
は
な
の
碑
」

（
一
五
四
三
年
）、「
添
継
御
門
南
之
碑
」（
一
五
四
六
年
）、「
ヤ
ラ
ザ
杜
ぐ
す

く
の
碑
」（
一
五
五
四
年
）、
な
ど
、
王
府
が
建
て
た
碑
に
琉
球
語
の
文
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
「
み
せ
せ
る
」（
呪
詞
）
が
そ
の
ま
ま
記
さ
れ

た
も
の
が
あ
り
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
並
ん
で
、
琉
球
歌
謡
詞
章
の
文
字

化
の
初
期
事
例
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
琉
球
歌
謡
の
記
事
は
、
古

琉
球
期
の
文
学
の
背
景
と
ミ
セ
セ
ル
と
オ
モ
ロ
の
関
係
を
考
え
る
資
料
と
し

て
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
碑
文
の
記
事
に
基
づ
い
て
、
聞

得
大
君
ら
の
君
神
が
活
躍
す
る
古
琉
球
の
首
里
王
府
の
祭
祀
と
歌
謡
文
学
の

あ
り
方
に
つ
い
て
は
別
で
考
え
た
の
で
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い）

7
（

。「
石
門
の

西
の
ひ
の
も
ん）

8
（

」
を
例
に
示
そ
う
。

首
里
の
王
お
き
や
か
も
い
か
な
し
天
の
み
御
み
事
に　

ま
玉
み
な
と
の

み
ち
つ
く
り
／
は
し
わ
た
し
申
候
時
の
ひ
の
も
ん

嘉
靖
元
年
み
つ
の
へ
む
ま
の
と
し
四
月
九
日
き
の
と
の
と
り
の
へ
に　

き
こ
ゑ
大
き
み
き
／
み
〳
〵
の
お
れ
め
し
よ
わ
ち
へ
ま
う
は
ら
い
の
時

に
御
せ
ゝ
る
た
ま
わ
り
申
候
／
と
よ
み
も
り
よ
そ
い
も
り
お
く
の
み
よ

く
り
（
マ
マ
）こ

と
ま
り
に
ま
玉
は
し
く
に
の
ま
／
た
や
わ
た
し
よ
わ
ち
へ
つ
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か
し
よ
わ
ち
へ
た
し
き
や
く
き
つ
さ
し
よ
わ
ち
へ
あ
／
さ
か
か
ね
と
ゝ

め
わ
ち
へ
み
し
ま
よ
ね
ん
み
く
に
よ
ね
ん
て
ゝ
御
ゆ
わ
い
め
し
よ
／
わ

ち
や
事
千
人
の
さ
と
ぬ
し
へ
あ
く
か
へ
そ
ろ
て
御
は
い
お
か
み
申
候
こ

の
は
し
／
は
く
に
の
あ
ん
し
け
す
の
た
め
に
（
以
下
略
）

掲
げ
た
碑
文
の
中
に
神
託
と
さ
れ
る
ミ
セ
ゼ
ル
が
含
ま
れ
て
い
る
。
碑
文

で
は
「
御
せ
ゝ
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
の
「
御
せ
ゝ
る
」
本
文
は
、
サ

イ
ド
ラ
イ
ン
の
施
さ
れ
た
「
と
よ
み
も
り
」
か
ら
3
行
下
の
「
み
く
に
よ
ね

ん
」
ま
で
で
あ
る
。
地
の
文
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、流
し
書
き
さ
れ
て
い
る
。

碑
文
の
内
容
そ
の
も
の
を
十
分
に
理
解
し
な
い
と
把
握
が
難
し
い
。
碑
文
は

上
の
例
の
よ
う
に
句
読
点
も
な
く
文
を
連
ね
て
書
い
て
い
る
。
ミ
セ
ゼ
ル
は

碑
文
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
形
で
あ
る
。

こ
れ
と
比
較
す
る
と
同
時
代
に
成
立
し
た
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
第
一
巻

（
一
五
三
一
年
）
は
画
期
的
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
は
古
琉
球
期
の
琉
球
国
の
北

半
の
地
（
北
琉
球
）
に
生
ま
れ
た
歌
謡
で
あ
る
が
、
尚
家
本
『
お
も
ろ
さ
う

し
』
巻
一
―
一
は

　
あ
お
り
や
へ
が
節  

　
　
簡
訳

一　

き
こ
ゑ
大
き
み
き
や 

1　

聞
得
大
君
神
が

　
　

お
れ
て
あ
そ
ひ
よ
わ
れ
は 

　
　

降
り
て
遊
び
な
さ
い
ま
し
た
ら

　
　

て
に
か
し
た
た
い
ら
け
て 

　
　

天
の
下
を
平
ら
げ
て

　
　

ち
よ
わ
れ 

　
　

ま
し
ま
せ

又　

と
よ
む
せ
た
か
こ
か 

2　

鳴
響
む
精
高
子
が  

又　

し
よ
り
も
り
く
す
く 

3　

首
里
杜
グ
ス
ク
に  

又　

ま
た
ま
も
り
く
す
く 

4　

真
玉
杜
グ
ス
ク
に

と
記
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
目
に
付
く
の
は
「
一
」「
又
」
と
い
う
記
号
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
一
」

の
部
分
に
四
行
の
歌
詞
、「
又
」
の
各
行
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
行
の
歌
詞
が
記

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
が
行
く
だ
ろ
う
。
こ
の
「
一
」「
又
」
と
い
う

記
号
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
し
て
、
何
故
「
一
」
と
「
又
」
の
所
で
記

さ
れ
た
詞
章
の
語
数
が
異
な
る
の
か
。
こ
れ
こ
そ
が
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の

も
っ
と
も
根
本
的
な
問
題
で
あ
り
、
オ
モ
ロ
と
文
字
と
の
出
会
い
の
中
で
編

み
出
さ
れ
た
「
一
／
又
」
記
載
法
で
あ
る
ゆ
え
の
問
題
で
あ
る
。

オ
モ
ロ
本
文
や
節
名
は
平
仮
名
表
記
が
ほ
と
ん
ど
で
時
に
漢
字
が
用
い
ら

れ
る
。
漢
字
は
上
記
の
例
で
「
き
こ
ゑ
大
き
み
」
と
あ
る
よ
う
に
大
体
は
画

数
の
少
な
い
漢
字
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
存
す
る
最
古
の
写
本
で
あ
る
「
尚

家
本
お
も
ろ
さ
う
し
」
に
は
、
濁
点
・
半
濁
点
、
句
読
点
な
ど
は
一
切
施
さ

れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
そ
の
記
載
法
が
一
様
で
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
歌
詞
の
前
に
小
字
で
「
あ
お
り
や
へ
が
節
」
と

節
名
が
記
さ
れ
、
歌
詞
の
行
頭
に
「
一
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
下
に
一
行
十
字
程
度
で
一
節せ
つ

分
の
歌
詞
が
記
さ
れ
る
（
3
行
か
ら
5
、

6
行
）。
次
の
節
の
始
ま
り
に
は
、
行
頭
に
「
又
」
が
記
さ
れ
、
そ
の
下
に

歌
詞
が
記
さ
れ
る
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
巻
変
わ
ら
な
い
。

「
一
」「
又
」
と
い
う
記
号
で
歌
謡
の
節せ
つ
の
切
り
替
わ
り
を
示
す
の
は
、
琉

球
歌
謡
で
は
オ
モ
ロ
だ
け
で
あ
る
。
琉
球
古
文
書
で
も
こ
の
形
式
は
稀
で
、

行
政
文
書
と
し
て
宮
古
文
書
に
一
例
と
久
米
島
文
書
な
ど
に
数
例
を
見
い
だ

す
だ
け
で
あ
る）

9
（

。
薩
摩
文
書
に
も
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
り
、
歌
詞
記
載
に

つ
い
て
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
独
自
の
工
夫
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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こ
の
「
一
」「
又
」
記
載
法
に
は
大
き
な
発
明

0

0

が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
第

一
節
な
ど
前
節
に
出
た
詞
句
（
フ
レ
ー
ズ
）
は
後
ろ
の
節
で
は
記
載
を
省
略

す
る
、
と
い
う
行
き
方
で
あ
る
。
こ
れ
を
上
記
の
巻
一
―

一
で
み
る
と
、
第

一
節
す
な
わ
ち
「
一
」
の
部
分
は
四
行
か
ら
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
最

初
の
「
又
」
か
ら
3
番
目
の
「
又
」
ま
で
は
そ
れ
ぞ
れ
一
行
ず
つ
し
か
記
さ

れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
第
2
行
目
「
お
れ
て　

あ
す
び
よ
わ
れ
ば
」
か
ら

第
3
・
4
行
目
の
「
て
に
が
し
た　

た
い
ら
げ
て　

ち
よ
わ
れ
」
が
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
歌
謡
の
歌
詞
の
実
態
と
し
て
は
〝
不
思
議
な
形
〞

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
謡
は
原
則
、
一
定
の
長
さ
を
持
つ
旋
律
と
そ
れ
に

載
せ
て
謡
わ
れ
る
歌
詞
の
統
合
体
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
第
一
節
の
み
が

三
一
音
で
、
そ
れ
以
外
は
第
二
節
八
音
、
第
三
節
七
音
、
第
四
節
八
音
だ
け

と
い
う
現
状
は
、
歌
謡
の
原
則
か
ら
外
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

の
問
題
を
根
本
的
に
解
明
し
た
の
は
玉
城
政
美
の
「
オ
モ
ロ
の
構
造
」
で
あ

る
。
玉
城
は
こ
の
論
考
で
オ
モ
ロ
の
記
載
法
の
根
底
に
は
「
省
略
」
が
あ
る

こ
と
を
突
き
止
め
た
。
玉
城
は
オ
モ
ロ
が
対
句
部
と
反
復
部
か
ら
な
る
も
の

で
あ
り
、
反
復
部
の
歌
詞
は
記
載
上
省
略
さ
れ
る
こ
と
を
基
本
に
据
え
、
こ

れ
が
全
節
に
わ
た
っ
て
完
全
に
記
載
さ
れ
る
も
の
を
「
完
全
記
載
」、
こ
れ

が
一
部
分
の
み
記
さ
れ
る
（
結
果
、
反
復
句
の
後
半
分
が
省
略
さ
れ
る
）
も

の
を
「
部
分
記
載
」、
そ
し
て
、
第
二
節
以
下
で
そ
の
全
部
が
省
略
さ
れ
る

も
の
を
「
省
略
記
載
」
と
し
た
。
玉
城
に
よ
る
と
「
完
全
記
載
」
は
わ
ず
か

四
七
篇
、
部
分
記
載
が
七
五
篇
、
そ
れ
以
外
の
一
四
三
二
篇
の
オ
モ
ロ
は

「
省
略
記
載
」
で
あ
る
と
い
う
。
上
記
の
例
で
言
う
と
、
第
二
節
以
下
で
は

第
2
行
〜
第
5
行
の
詞
句
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
従
っ

て
、
こ
の
オ
モ
ロ
を
解
釈
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
ら
の
詞
句
を
補
っ
て
、
各

節
全
体
が
三
〇
音
程
度
の
詞
章
と
し
て
復
元
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
）
10
（

。
三
．�『
お
も
ろ
さ
う
し
』
以
後
の
沖
縄
諸
島
の
文
献
の
オ
モ
ロ
記
載

（
１
）『
中
山
世
鑑
』
収
載
の
オ
モ
ロ
の
記
載
形
式

と
こ
ろ
で
、
オ
モ
ロ
の
記
載
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
限
定
さ
れ
な
い
。

『
中
山
世
鑑
』（
以
下
『
世
鑑
』）
に
は
オ
モ
ロ
が
四
篇
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
尚
宣
威
王
の
即
位
の
故
事
の
中
に
記
さ
れ
た
「
首
里
ヲ
ハ
ル
テ
ダ
コ

ウ
カ
ヲ
モ
ヒ
子
ノ
／
ア
ソ
ヒ
ミ
モ
ノ
ア
ソ
ヒ
ナ
ヨ
レ
ハ
ミ
／
モ
ノ
」
も
加
え

る
と
五
篇
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
オ
モ
ロ
は
故
事
を
記
す
記
事
の
中
に
引

用
の
形
で
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
他
の
四
篇
の
記
載
の
あ
り
方
と
は
明
ら
か
に

違
う
か
ら
、
こ
こ
で
は
外
し
て
考
え
る
。

そ
の
四
篇
は
い
ず
れ
も
『
世
鑑
』
の
第
五
巻
の
後
半
部
に
出
る
。
尚
清
王

の
事
績
を
記
す
部
分
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
か
た
の
は
な
の
碑
文
」
や

「
や
ら
ざ
も
り
ぐ
す
く
の
碑
文
」
な
ど
と
並
ん
で
、
オ
モ
ロ
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
碑
文
と
オ
モ
ロ
は
『
世
鑑
』
の
他
の
記
事
が
細
筆
に
よ
る

漢
字
・
カ
タ
カ
ナ
の
楷
書
体
で
記
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
墨
痕
も
鮮
や
か

に
漢
字
・
変
体
仮
名
の
草
書
体
で
記
さ
れ
ひ
と
き
わ
目
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。

オ
モ
ロ
に
つ
い
て
は
一
行
二
一
字
〜
一
五
字
程
度
で
（
他
の
記
事
で
は
一
行

一
五
字
、
と
き
に
一
字
台
頭
が
あ
る
）、
一
頁
の
行
数
は
他
の
頁
と
同
じ
く

八
行
で
あ
る
。
例
と
し
て
四
首
の
内
の
三
番
目
の
オ
モ
ロ
を
『
世
鑑
』
の
と
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お
り
に
掲
げ
る
。

　
一
き
こ
ゑ
き
み
か
な
し
さ
し
ふ
お
れ
か
わ
て

　

し
よ
り
も
り
お
れ
わ
ち
へ
な
さ
い
き
よ
も
い
し
よ

　

き
み
ふ
さ
て
ち
よ
わ
れ　
（
改
頁
）

　

と
よ
む
き
み
か
な
し
む
つ
き
お
れ
な
お
ち
へ

　
ま
た
ま
も
り
お
れ
わ
ち
へ
な
さ
い
き
よ
も
い 

※
傍
線
部
尚
家
本
に
な
し

　

し
よ
き
み
ふ
さ
て
ち
よ
わ
れ

　

な
さ
い
き
よ
も
い
あ
ん
し
お
そ
い
み
ま
ふ
て
す

　

お
れ
わ
れ

　

あ
か
か
い
な
て
あ
ん
し
お
そ
い
か
い
な
て
す
お
れ

　

た
れ

　

て
る
か
は
ゝ
の
た
て
ゝ
す
へ
と
め
て
お
れ
わ
ち
へ　
（
改
頁
）

　

て
る
し
の
は
の
た
て
ゝ
ま
せ
と
め
て
お
れ
わ
ち
へ

　

な
さ
い
き
よ
も
い
あ
ち
お
そ
い
し
よ
り
も
り

　

ち
よ
わ
ち
へ
大
き
み
に
し
な
わ

こ
の
オ
モ
ロ
の
記
載
で
す
ぐ
に
気
が
つ
く
こ
と
は
、「
又
」
の
記
号
が
使

わ
れ
て
な
い
こ
と
で
あ
る
。
オ
モ
ロ
の
始
ま
り
は
「
一
」
で
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
オ
モ
ロ
の
詞
章
は
、
意
味
の
切
れ
目
に
句
読
点
な
り
、
字
間
ア
キ

な
ど
を
設
け
る
こ
と
な
く
、
原
則
、
一
対
句
素
を
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て

一
行
に
記
し
、
次
の
対
句
素
は
改
行
し
て
記
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
興
味

を
引
く
の
は
、
最
初
の
オ
モ
ロ
（
一
二
―
六
九
四
に
当
た
る
）
を
除
い
て

他
の
三
篇
で
は
、
第
一
節
目
反
復
句
の
下
は
空
白
を
置
い
て
、
第
二
節
と
の

間
に
区
画
を
設
け
て
い
る
ら
し
い
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
節
の
終

わ
り
と
第
二
節
の
始
ま
り
を
こ
の
数
文
字
分
の
空
白
で
明
確
に
示
そ
う
と
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
て
、
各
節
は
一
対
句
素
ご
と
の
意
味
の
ま
と

ま
り
と
し
て
捉
え
ら
れ
、
改
行
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
み
る
と
『
世
鑑
』
の
オ
モ
ロ
記
載
は
、「
一
」
記
号
の
み
で
あ
る
が
、

「
節
」（
旋
律
の
繰
り
返
し
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
詞
章
の
あ
ら
た
ま
り
）
を

意
識
し
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
れ
が
、
何
故
、
現
存
す
る

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
よ
う
に
「
又
」
記
号
を
用
い
た
表
記
に
な
っ
て
い
な

い
か
と
い
う
の
が
、
問
題
で
あ
る
。

『
世
鑑
』
の
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
は
池
宮
正
治
が
す
で
に
そ
の
問
題
点
を
指
摘

し
て
い
た）

11
（

。
池
宮
は
、『
世
鑑
』
オ
モ
ロ
と
尚
家
本
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
と
の

間
の
異
同
か
ら
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
は
元
は
複
数
の
写
本
が
伝
来
し
て
い
た

こ
と
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
妥
当
な
指
摘
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
本
稿
の
テ
ー

マ
に
即
し
て
み
る
と
、『
世
鑑
』
が
元
本
を
忠
実
に
写
本
し
た
と
す
る
と
、
そ

の
元
本
に
は
「
又
」
記
号
は
使
用
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
）
12
（

。
す
る
と
、「
又
」
記
号
の
使
用
は
何
時
、
ど
の
本
が
な
し
た
か
と
い
う
こ

と
が
問
題
と
な
る
。
一
七
一
〇
年
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
再
編
纂
時
点
で

使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
可
能
性
の
あ
る
推
測

で
あ
ろ
う
。
上
に
書
い
た
よ
う
に
、『
世
鑑
』
オ
モ
ロ
で
は
「
節
」
の
あ
ら
た

ま
り
は
意
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
「
節
」
の
あ
ら
た
ま
り
を
明

確
に
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
の
が
「
又
」
記
号
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
も
う
一
つ
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、『
世
鑑
』
オ
モ

ロ
で
も
第
二
節
以
下
で
反
復
句
の
記
載
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

同
一
詞
句
の
記
載
を
省
略
す
る
と
い
う
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
の
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一
大
特
徴
は
す
で
に
成
立
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
例
と
し

て
掲
げ
た
三
番
目
の
オ
モ
ロ
で
は
反
復
句
は
第
二
節
に
も
記
さ
れ
て
お
り
、

玉
城
政
美
の
指
摘
す
る
「
部
分
記
載
」
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
れ
ら
か
ら
す
る
と
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
は
一
七
一
〇

年
の
再
編
纂
時
点
で
の
〝
発
明
〞
で
は
な
く
、『
世
鑑
』
オ
モ
ロ
の
元
本
、

そ
し
て
現
存
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
元
本
の
時
点
で
す
で
に
成
立
し
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、一
六
二
三
年
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』

の
第
三
回
目
の
編
集
時
点
で
の
、
こ
の
記
載
法
の
存
在
を
示
す
も
の
と
考
え

て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
第
三
回
目
の
編
集
時
点
で
の
発
明
で
な

け
れ
ば
、
第
二
回
、
さ
ら
に
は
第
一
回
目
の
編
集
以
来
の
も
の
で
あ
っ
た
可

能
性
を
も
示
唆
す
る
。

（
2
）『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
』
の
オ
モ
ロ
の
記
載
形
式

で
は
、『
世
鑑
』
以
後
の
文
献
で
オ
モ
ロ
は
ど
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
）
13
（

』（
一
六
九
七
年
〜
一
七
〇
六

年
の
成
立
）
に
そ
の
事
例
が
あ
る
。
同
書
に
「
仲
里
城
祭
礼
之
時
お
も
ろ
」

と
い
う
題
名
で
一
四
の
「
一
」
書
き
の
詞
章
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
冒
頭
の

一
篇
は
オ
モ
ロ
で
は
な
く
、
ク
ェ
ー
ナ
、
あ
る
い
は
ウ
ム
イ
と
思
わ
れ
る
。

次
の
「
一
」
書
き
以
下
の
都
合
一
三
の
「
一
」
書
き
詞
章
が
オ
モ
ロ
で
あ
る
。

こ
れ
を
以
下
に
同
書
の
記
載
の
と
お
り
に
記
す
。
後
の
記
述
の
た
め
に
行
末

に
整
理
番
号
を
付
す
。
／
は
改
行
を
表
す
。

一　

久
米
の
仲
城
た
け
三
次
し
ま
か
う
へ
に
ち
や
う
わ
る 

①

一　

と
よ
む
仲
城
森
三
次
く
に
き
や
う
へ
に
ち
や
う
わ
る 

②

一　

 

ち
い
あ
ふ
あ
い
や
き
み
や
き
み
く
ら
の
ぬ
き
は
な
こ
か
ね
と
り
玉

の
と
り
あ
そ
は
ち
い
／
あ
ふ
や
わ
い
お
れ
み
が
と
お
れ
た
る 

③

一　

 

ち
い
あ
ふ
あ
い
や
と
も
り
み
ま
か
り
か
け
て
か
く
ら
の
げ
お
の
内

ど
か
に
／
や
る 

④

一　

 

お
も
ひ
き
み
が
こ
か
ね
門
に
お
よ
と
し
や
う
ち
い
な
さ
き
よ
ら
や

い
ち
／
よ
ゑ
と
ま
ち
よ
る 

⑤

一　

ち
い
あ
ふ
（
あ
ひ
）
た
け
三
次
し
ま
か
う
へ
に
ち
や
う
わ
る 

⑥

一　

と
よ
む（
あ
ふ
）あ
い
森
三
次
く
に
き
や
う
へ
に
ち
や
う
わ
る 

⑦

一　

 

け
ふ
の
よ
か
る
日
に
か
ほ
う
そ
る
て
あ
か
な
さ
き
よ
う
の
ち
ま
さ

り
／
て
つ
ら 

⑧

一　

 

け
ふ
の
き
や
か
る
日
に
か
ほ
う
そ
る
て
わ
か
の
ろ
や
の
ち
ま
さ
り

て
つ
ら 

⑨

一　

久
米
の
仲
城
月
の
か
す
夏
な
ち
あ
ま
い
よ
る
城
い
け
ほ
こ
ら 

⑩

一　

と
よ
む
仲
城
月
の
か
す
夏
な
ち
あ
ま
い
よ
る
城
い
け
ほ
こ
ら 

⑪

一　

 

あ
ま
み
や
き
み
は
い
か
嶋
そ
へ
に
お
し
あ
か
て
お
れ
ふ
し
や
の
／

ま
き
よ
う 

⑫

一　

 

け
お
の
（
き
み
は
）
い
か
嶋
そ
へ
に
お
し
や
あ
か
て
お
れ
ふ
し
や

の
く
だ 

⑬

こ
の
「
一
」
書
き
詞
章
が
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
オ
モ
ロ
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
な
い
。
主
に
対
句
関
係
に
着
目
し
て
ま
と
め
る
と
、
こ
れ
ら
は
①
②
、
③
、

④
、
⑤
、
⑥
⑦
、
⑧
⑨
、
⑩
⑪
、
⑫
⑬
と
い
う
形
に
な
る
が
、
さ
ら
に
ま
と

め
る
と
①
②
⑥
⑦
、
③
、
④
、
⑤
、
⑧
⑨
、
⑩
⑪
、
⑫
⑬
で
そ
れ
ぞ
れ
一
篇

の
オ
モ
ロ
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
七
篇
の
オ
モ
ロ
を
一
三
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の
「
一
」
書
き
の
詞
章
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
詞
章
に
つ
い

て
は
仲
原
善
忠
が
「
校
注　

君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
」
で
す
で
に
で
と

り
あ
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
現
存
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
ど
の
オ
モ
ロ
と
対
応
す

る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

14
（

。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
オ
モ
ロ
が
現
存
『
お
も
ろ

さ
う
し
』
の
オ
モ
ロ
と
完
全
に
対
応
し
て
い
な
い
こ
と
を
と
り
あ
げ
、「
お

も
ろ
が
伝
承
さ
れ
て
い
る
間
に
唱
え
方
も
歌
詞
も
だ
ん
だ
ん
忘
れ
ら
れ
て

行
っ
た
あ
と
が
わ
か
る
」
と
言
っ
て
い
る）

15
（

。
つ
ま
り
オ
モ
ロ
一
首
の
意
味
が

忘
失
さ
れ
、
た
だ
、
オ
モ
ロ
を
謡
う
と
い
う
祭
式
的
行
為
に
意
味
を
見
い
だ

す
、
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
み
る
と
、
何
故
、
①
②
、
⑥
⑦
、
⑧
⑨
、
⑩
⑪
、
⑫

⑬
の
オ
モ
ロ
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
「
一
」
書
き
と
し
て
記
さ
れ
た
か
、
が

問
題
で
あ
る
。
仲
原
の
指
摘
ど
お
り
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詞
章
が
独
立

し
た
詞
章
と
意
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
オ
モ
ロ
の
祭

儀
に
お
け
る
機
能
の
問
題
と
も
関
わ
る
事
柄
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
う
で

は
な
く
、
後
述
の
宮
古
・
八
重
山
の
歌
謡
資
料
に
み
る
よ
う
に
一
つ
の
歌
謡

の
各
節
を
「
一
」
書
き
で
記
す
方
法
が
採
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
。
そ
う
す
る
と
、
①
②
⑥
⑦
、
⑧
⑨
、
⑩
⑪
、
⑫
⑬
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
お

も
ろ
さ
う
し
』
風
に
書
く
と
「
一
／
又
」
二
節
の
オ
モ
ロ
と
な
る
。
問
題
は

「
一
／
又
」
で
は
な
く
「
一
／
一
」
と
記
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
『
世

鑑
』
が
「
一
」
と
の
み
記
し
て
全
詞
章
を
記
し
た
の
と
は
別
の
方
法
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
後
代
資
料
に
み
る
歌
謡
記
載
の
一
般
的
方
法
と
な
る
「
一
」
書

き
に
よ
る
、
各
節
詞
章
の
省
略
の
な
い
歌
詞
記
載
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
オ
モ
ロ
で
は
反
復
句
と
本
歌
詞
の
区
別
は
簡
単
で
な
い
。
⑩
⑪

の
オ
モ
ロ
の
「
い
け
ほ
こ
ら
」
は
反
復
句
で
あ
ろ
う
。
⑫
⑬
の
「
お
れ
ふ
し

や
の
ま
き
よ
う
」
と
「
お
れ
ふ
し
や
の
く
だ
」
は
反
復
句
と
す
る
と
、「
ま

き
よ
う
」
と
「
く
だ
」
の
部
分
が
異
な
っ
て
お
り
、
一
つ
の
オ
モ
ロ
に
二
種

類
の
反
復
句
の
あ
る
オ
モ
ロ
と
な
っ
て
、
特
殊
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
こ

ま
で
対
句
部
と
見
な
す
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
と
も
あ
れ
、
⑩
⑪
の
あ
り
か

た
か
ら
み
て
、
一
節
の
詞
章
を
全
部
記
載
す
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
採
用
す
る
反
復
句
の

第
2
節
以
下
で
の
記
載
の
省
略
が
な
さ
れ
て
い
な
い
、
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
ら
の
オ
モ
ロ
が
短
い
詞
章
で
完
結
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の
文
書
が
、
本
来
長
く
謡
わ
れ
て
い
る
も

の
を
記
載
の
段
階
で
省
略
し
て
短
い
詞
章
と
し
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
は
他
の
ク
ェ
ー
ナ
や
オ
タ
カ
ベ
な
ど
が
省
略
無
く
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
。
仲
原
が
言
う
よ
う
に
、
長
い
歴
史
の
中
で
オ
モ

ロ
の
伝
承
が
混
乱
と
忘
失
と
い
う
局
面
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
に
記
さ
れ
る
よ
う
な
長
大
な
詞
章
は
忘
れ
去
ら

れ
、
一
篇
ご
と
の
区
別
も
分
か
ら
な
く
な
り
つ
つ
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
あ
た
か
も
独
立
し
た
オ
モ
ロ
で
あ
る

よ
う
に
記
す
「
一
」
書
き
の
記
載
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
れ
を『
お
も
ろ
さ
う
し
』に
倣
っ
て
整
理
す
る
と
次
の
例
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

一　

久
米
の
仲
城

　
　

た
け
三
次　

し
ま
か
う
へ
に　

ち
や
う
わ
る 

①

又　

と
よ
む
仲
城

　
　

森
三
次　

く
に
き
や
う
へ
に　

ち
や
う
わ
る 

②
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又　

ち
あ
ふ
（
あ
ひ
）

　
　

た
け
三
次　

し
ま
か
う
へ
に　

ち
や
う
わ
る 

⑥

又　

と
よ
む
（
あ
ふ
）
あ
い

　
　

森
三
次　

く
に
き
や
う
へ
に　

ち
や
う
わ
る 

⑦

こ
れ
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
一
一
―

六
三
〇
番
オ
モ
ロ
に
対
応
す
る
も

の
で
あ
る
。
六
三
〇
番
で
は
反
復
句
は
「
た
け
み
つ
き　

し
ま
の
つ
ぢ　

ち

よ
わ
れ
」
の
一
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
た
け　

み
つ
き　

し
ま
か
う
へ
」

「
も
り　

み
つ
き　

く
に
き
や
う
へ
」
と
二
つ
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
節

の
順
も
⑥
⑦
①
②
の
順
と
異
な
り
、
全
体
は
八
節
の
オ
モ
ロ
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
オ
モ
ロ
が
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の

オ
モ
ロ
と
本
来
同
一
の
形
を
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、「
一
」、

「
又
」
記
号
に
よ
る
整
理
と
い
う
も
の
が
ど
れ
ほ
ど
合
理
的
な
も
の
で
あ
っ

た
か
を
示
し
て
い
る
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
3
）『
仲
里
旧
記
』
の
歌
謡
の
記
載
形
式

こ
の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
歌
謡
記
載
法
は
、
そ
の
他
の
琉
球
歌
謡
の
資

料
と
見
比
べ
る
と
、
そ
の
合
理
性
が
よ
く
わ
か
る
。
こ
れ
を
幾
つ
か
の
例
で

確
認
し
て
み
る
。
一
七
〇
三
年
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
久
米
仲
里
旧
記
）
16
（

』

か
ら
み
る
。
本
書
に
は
全
四
二
編
の
歌
謡
（
呪
詞
の
マ
ジ
ナ
イ
ゴ
ト
、
祝
詞

の
オ
タ
カ
ベ
も
含
む
）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
記
載
は
次
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

右
同
時
み
す
づ
ろ

一 

ほ
う
わ
い
ほ
う
わ
い
ほ
う
わ
い
や
ほ
う
嶽
の
ほ
う
わ
い
も
り
の
ほ
う

わ
い
お
ろ

　

 

し
ほ
う
わ
い
い
み
や
し
ほ
う
わ
い
ほ
う
わ
い
ほ
う
わ
い
ほ
う
わ
い
や

ほ
う

　
　
　
　
　

右
同
時
か
う
い
に
や

一 

む
か
し
か
ら
あ
る
や
に
け
さ
し
か
ら
す
る
や
に
お
し
わ
き
の
お
や
の

ろ
お
し

　

 

わ
き
の
わ
い
ぬ
し
五
の
神
あ
と
お
ゐ
て
七
の
神
揃
へ
て
せ
の
ぐ
せ
に

お
れ
て

　

 

け
を
の
も
り
お
れ
て
お
れ
て
お
れ
な
ふ
ち
へ
い
み
や
ち
へ
い
み
や
な

ふ
ち
へ
（
以
下
略
）

「
み
す
づ
ろ
」
と
い
う
の
は
ミ
セ
ゼ
ル
の
こ
と
で
、
本
源
的
に
は
「
神
の

託
宣
」
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
琉
球
歌
謡
全
体
で
も
現
在
の
と
こ
ろ
一
九

篇
し
か
例
が
な
い
。
本
書
に
は
こ
の
一
篇
だ
け
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。「
か

う
い
に
や
」
は
ク
ヮ
イ
ニ
ャ
、
あ
る
い
は
ク
ェ
ー
ナ
と
称
さ
れ
る
も
の
で
、

対
語
・
対
句
を
重
ね
て
事
件
・
事
柄
を
叙
事
的
に
展
開
す
る
歌
謡
で
あ
る）

17
（

。

そ
の
歌
謡
の
記
載
で
あ
る
が
、
最
初
に
歌
謡
の
表
題
が
あ
っ
て
、
次
の
行

に
詞
章
全
文
の
始
ま
り
を
示
す
「
一
」
書
き
が
あ
り
、
そ
の
下
か
ら
詞
章
が

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
句
読
点
や
、
歌
謡
の
旋
律
の
繰
り
返
し
を

示
す
節
番
号
な
ど
は
一
切
無
く
、
詞
章
そ
の
も
の
を
流
し
書
き
で
書
き
連
ね

て
い
る
。
改
行
は
意
味
の
切
れ
目
を
考
慮
す
る
こ
と
な
く
、
丁
面
の
行
末
に

く
る
と
一
語
の
途
中
か
ら
で
も
折
り
返
し
て
い
る
。「
み
す
づ
ろ
」
の
例
を

漢
字
表
記
を
交
え
て
整
理
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
　

ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
や
ほ
う
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1　

嶽
の
ほ
う
わ
い
、
杜
の
ほ
う
わ
い

　

2　

下
ろ
し
ほ
う
わ
い
、
座
い
み
やし

ほ
う
わ
い
、

　
　
　

ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
や
ほ
う

あ
る
い
は
、

　
　
　

ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
や
ほ
う

　

1　

嶽
の
ほ
う
わ
い
、

　

2　

杜
の
ほ
う
わ
い

　

3　

下
ろ
し
ほ
う
わ
い

　

4　

座
い
み
やし

ほ
う
わ
い
、

　
　
　

ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
や
ほ
う　

と
い
う
形
も
考
え
ら
れ
る）

18
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
最
初
の
行
と
最
後
の
行

の
「
ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
、
ほ
う
わ
い
や
ほ
う
」
は
ハ
ヤ
シ
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
省
略
せ
ず
に
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
か
う
い
に
や
」
の
例
は
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
漢
字
を
あ
て
る
。

　

1　

昔
か
ら
有
る
様や

に
、
け
さ
し
か
ら
す
る
様や

に

　

2　

お
し
わ
き
の
親
の
ろ
、
お
し
わ
き
の
わ
い
主

　

3　

五
の
神
あ
と
お
ゐ
て
、
七
の
神
揃
へ
て

　

4　

セ
ノ
ク
ゼ
に
降お

れ
て
、
気け
を

の
杜も
り

降
れ
て
、

　

5　

降
れ
て
降
れ
直な
ふ
ち
へ
、
座
い
み
やち
へ
座
い
み
や
直な
ふ
ち
へ
（
以
下
略
）

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
対
句
項
ご
と
に
節
が
分
か
れ
て
い
た
と
す
る
と

　

 

1　

昔
か
ら
有
る
様や

に
、
／
2　

け
さ
し
か
ら
す
る
様や

に
／
3　

お

し
わ
き
の
親
の
ろ
、
／
4　

お
し
わ
き
の
わ
い
主
／
…
…

と
い
う
具
合
に
な
る
。
節
数
は
倍
に
増
え
、
こ
れ
だ
と
各
節
が
短
い
旋
律

と
詞
章
で
構
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
「
か
う

い
に
や
」
に
は
ハ
ヤ
シ
の
文
句
の
記
載
は
な
く
、
本
歌
詞
の
み
が
記
載
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
が
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
よ
う
に
旋
律
の
繰
り
返
し
に

よ
っ
て
節せ
つ

が
変
わ
る
こ
と
を
表
す
方
法
は
採
ら
れ
て
な
い
。
歌
詞
を
節
ご
と

に
分
け
て
示
す
と
い
う
、「
分
節
化
」
の
作
業
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ

か
る
。

ま
た
、「（
右
之
時
仲
里
）
間
切
く
わ
い
に
や）

19
（

」
で
は
、

あ
は
れ
か
な
し
き
み
は
い
久
米
の
き
み
は
い
あ
は
れ
か
な
し
き
み
は
い

／
お
と
ゝ
き
み
は
い
あ
は
れ
か
な
し
き
み
は
い
か
し
ら
か
う
の
と
ま
り

あ
は
／
れ
か
な
し
き
み
は
い
か
し
ら
か
う
の
み
な
と
（
以
下
略
）

の
よ
う
に
、
各
節
の
頭
に
「
あ
は
れ
か
な
し
き
み
は
い
」（
天
晴
れ
愛か
な

し
君

南
風
）
が
ハ
ヤ
シ
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
が
、
こ
れ
を
煩
瑣
な
ま
で
に
、
最

後
ま
で
き
っ
ち
り
と
書
い
て
い
る
。
お
陰
で
こ
の
「
く
わ
い
に
や
」
で
は
節

の
構
成
が
明
か
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
効
用
が
あ
る
の
も
事
実
で
は
あ
る
。

（
4
）『
琉
球
国
由
来
記
』
の
ウ
ム
イ
の
記
載

こ
の
問
題
は
『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
』
と
同
年
代
に
成
立
し
た
他

の
文
献
に
は
み
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。『
琉
球
国
由
来
記
』
に
は
ミ
セ
ゼ
ル

一
〇
篇
、
オ
タ
カ
ベ
四
七
篇
、
ウ
ム
イ
四
一
篇
な
ど
、
多
数
の
呪
詞
・
歌
謡

が
収
録
さ
れ
て
い
る）

20
（

。
こ
れ
ら
の
中
で
上
記
の
問
題
と
類
似
す
る
と
思
わ
れ

る
歌
謡
が
玉
城
間
切
の
部
に
「
○
○
巫
歌
」（
○
○
に
は
地
名
が
入
る
）
と

し
て
記
さ
れ
て
い
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
で
は
オ
モ
ロ
を
意
味
す
る
歌
謡

は
「
神
歌
」「
神
唄
」「
御
唄
」
と
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら



11

す
る
と
「
○
○
巫
唄
」
と
い
う
の
は
オ
モ
ロ
と
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

―
―
オ
モ
ロ
は
王
府
の
公
事
に
謡
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、〝
地
方
の
オ
モ
ロ
〞

は
オ
モ
ロ
と
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
―
―
か
も
し
れ
な
い
。

『
琉
球
国
由
来
記
』
で
は
こ
れ
ら
の
「
○
○
巫
唄
」
は
、
例
え
ば
こ
れ
を

玉
城
間
切
「
397 
中
栄
間
之
殿
」
で
示
す
と
「
稲
二
祭
之
時
、
五
水
八
合
宛

玉城
掟
ホ
ウ
タ
レ
十
九
器
・
神
酒
三
宛
玉
城
村

百
姓
中
供
レ
之
。
玉
城
巫
祭
祀
也
／
右
祭
之

時
玉
城
巫
唄
／
中
森
国
ノ
根
ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ
イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ
ヨ
ゝ
レ
タ

ル
」
と
あ
る
よ
う
に
、
地
の
文
に
埋
め
込
ま
れ
、
詞
章
の
始
ま
り
を
示
す

「
一
」
書
き
も
な
い
。
し
か
も
詞
章
は
節
の
あ
ら
た
ま
り
は
お
ろ
か
、
意
味

の
区
切
れ
を
示
す
よ
う
な
句
読
点
や
字
間
ア
キ
も
な
く
、
た
だ
書
き
連
ね
ら

れ
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
原
文
と
し
て
、「
一
／
又
」
記
号
を
用
い
て
整

理
し
て
示
す
と
次
の
様
に
な
る
。

　

一　

中
森

　
　
　

国
ノ
根　

　
　
　

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ

　
　
　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

こ
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
る
ウ
ム
イ
が
二
二
篇
も
あ
る
。
こ
の
形
の
ウ
ム
イ

は
玉
城
間
切
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
22
篇
の
ウ
ム
イ
は
大
別
す
る
と
A

「
400 

根
所
前
之
殿
」
の
「
ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　
ト
ウ
サ
ヤ　
ア
ヨ
レ
ド
モ
／
マ
ヘ
マ

キ
ヨ
ノ　

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
ガ
／
イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
の
よ
う
に

「
ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ
」（
オ
ボ
ツ
山
は
遠
く
は
あ
る
け

れ
ど
も
）
で
始
ま
る
型
と
、
B
「
ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ
」

を
欠
い
て
上
記
「
中
栄
間
之
殿
」
の
「
中
森　

国
ノ
根　

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ

／
イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
の
よ
う
に
、「
地
名
＋
ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ

ガ
」
で
始
ま
る
型
が
あ
る
。
ま
た
、
A
・
B
そ
れ
ぞ
れ
で
歌
詞
の
最
後
が
上

記
「
400 

根
所
前
之
殿
」
の
よ
う
に
「
イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
で

終
わ
る
も
の
（
①
）
と
、「
442 

奥
間
之
殿
」
の
「
奥
間
ノ　
ク
ダ　
ヲ
ヒ
ヤ
コ

メ
イ
ガ　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル　

シ
ラ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ
ヨ
リ　

ト
テ　
ア
マ
チ
ヤ
ネ
ガ　
ヲ
ナ
フ
サ　
ト
テ　
ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
の
よ
う
に
「
シ

ラ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ
ヨ
リ　

ト
テ　

ア
マ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ
ナ
フ
サ　

ト
テ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
が
付
加
さ
れ
る
形
（
②
）
が
あ
る
。
こ
れ
を
総
合
す
る
と
A

型
は
A
①
型
・
A
②
型
に
、
B
型
は
B
①
型
・
B
②
型
に
別
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
玉
城
の
稲
の
豊
穣
予
祝
と
感
謝
の
祭
祀
で
謡
わ
れ
た

二
二
篇
の
ウ
ム
イ
に
は
特
徴
的
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
が
短
い
文
で

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
B
①
型
の
よ
う
に
一
つ
の
文
で
構
成
さ
れ

る
も
の
、
A
①
型
や
B
②
型
の
よ
う
に
二
つ
の
文
的
要
素
で
構
成
さ
れ
る
も

の
が
大
部
分
で
あ
る
。
最
も
長
い
A
②
型
で
も
三
つ
の
文
的
要
素
を
基
本
と

し
て
い
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
）。
す
な
わ
ち
こ
の
形
は
、
対
語

対
句
を
重
ね
て
叙
事
的
に
展
開
す
る
ウ
ム
イ
や
ク
ェ
ー
ナ
の
形
式
か
ら
す
る

と
異
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
少
な
い
語
句
で
も
っ
て
一
つ
の
事
柄
・
出
来

事
の
表
現
を
完
了
す
る
形
式
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
の

事
例
が
「
ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
と
連
体
形
止
め
で
文
が
終
止
し
て
い
る
こ
と
か
ら

も
言
え
る
。
つ
ま
り
、
表
現
史
的
に
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
中
の
二
節
で

終
わ
る
オ
モ
ロ
の
方
向
へ
の
傾
斜
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る）

21
（

。

こ
れ
を
A
②
型
の
「
398 

神
ア
シ
ア
ゲ
」
と
「
409 

恩
納
之
殿
」
で
み
て
み

よ
う
。
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前
者
の
「
稲
二
祭
之
時
の
玉
城
巫
唄
」
は
以
下
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

　

一　

ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ

　
　

カ
イ
ム
タ
ノ　

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ

　
　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

又　

カ
ゴ
ラ
ヤ
マ  

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ

　
　

ケ
ル
ヨ
サ　

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ

　
　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

こ
れ
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
二
節
で
終
わ
る
オ
モ
ロ
と
同
じ
形
と
言
っ

て
良
い
。

後
者
の
「
麦
穂
祭
・
稲
二
祭
之
時
の
垣
花
巫
唄
」
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

一　

ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ

　
　

ヲ
ン
ナ
マ
キ
ヨ
ウ　

ヲ
ン
ナ
ク
ダ　

　
　

ヲ
ヒ
ヤ
コ
メ
イ
ガ　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

又　

ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ

　
　

ヲ
ン
ナ
マ
キ
ヨ
ウ　

ヲ
ン
ナ
ク
ダ　

　
　

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

又　

ア
ラ
モ
ギ
ヤ　

ヲ
ヨ
リ　

ト
テ

　
　

モ
キ
ヤ
ラ　

ナ
フ
サ　

ト
テ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

こ
の
例
で
は
第
一
「
又
」
部
の
冒
頭
句
が
「
一
」
の
「
ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ
」
と

同
一
で
あ
る
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
誤
り
で
、
前
者
の
例
の
よ
う
に
「
カ
ゴ
ラ

ヤ
マ
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
前
者
の
例
と
同
様
に
第
一

節
と
第
二
節
で
対
文
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
に
第
三
節
と
し
て
「
ア
ラ

モ
ギ
ヤ
〜
ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
が
付
加
さ
れ
た
形
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
整
理
す
る
と
そ
の
A
①
の
例
で
は
、
例
え
ば
「
400 

根
所
前

之
殿
（
百
名
村
）  

麦
穂
祭
・
稲
二
祭
之
時
の
玉
城
巫
唄
」
の
「
ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ
／
マ
ヘ
マ
キ
ヨ
ノ　

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ
／
イ
シ
ユ

ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
は

　

一　

ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ

　
　
　

マ
ヘ
マ
キ
ヨ
ノ  

ヲ
ヒ
ヤ
ク
メ
イ
ガ

　
　
　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

と
い
う
一
節
の
み
の
形
に
整
理
で
き
る
し
、B
②
の
例
で
は
、「
441 

上
間
之

殿
（
富
名
腰
村
）」
の
「
稲
二
祭
之
時
の
富
名
腰
巫
唄
」
の
「
上
間
ノ　

ヲ

ヒ
ヤ
コ
メ
イ
ガ　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル　

シ
ラ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ

ヨ
リ　

ト
テ　

ア
マ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ
ナ
フ
サ　

ト
テ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」
は

　

一　

上
間
ノ　

ヲ
ヒ
ヤ
コ
メ
イ
ガ

　
　
　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

　

又　

シ
ラ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ
ヨ
リ　

ト
テ

　
　
　

ア
マ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ
ナ
フ
サ　

ト
テ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル

と
い
う
形
に
整
理
で
き
る
だ
ろ
う
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
に
似
て

く
る
。
問
題
は
音
楽
的
に
「
一
」
の
部
分
と
「
又
」
の
部
分
が
同
一
で
あ
る

か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
が
同
一
で
あ
れ
ば
、
こ
の
整
理
は
当
を
得
た

も
の
と
な
る
。

と
も
あ
れ
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
最
後
の
編
纂
か
ら
九
十
年
後
の
時
点

で
は
「
一
／
又
」
記
載
ど
こ
ろ
か
「
一
」
書
き
す
ら
も
意
識
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記

載
法
が
如
何
に
突
出
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
が
わ
か
る
。
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四
．
宮
古
・
八
重
山
文
献
の
歌
謡
の
記
載
形
式

（
1
）『
宮
古
島
旧
記
』（「
雍
正
旧
記
」）
の
歌
謡
記
載

次
に
宮
古
島
の
事
例
を
み
よ
う
。
宮
古
の
歌
謡
は
十
八
世
紀
初
葉
〜
中
葉

に
か
け
て
成
立
し
た
旧
記
類
に
筆
録
さ
れ
る
よ
う
に
な
る）

22
（

。『
宮
古
島
旧
記
』

（
一
七
二
七
年
。「
雍
正
旧
記
」
と
も
）
に
一
〇
篇
、『
宮
古
島
記
事
仕
次
』

（
一
七
四
八
年
）
に
一
篇
の
、
都
合
一
一
篇
の
歌
謡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
は
グ
ス
ク
時
代
か
ら
十
六
世
紀
初
葉
に
い
た
る
宮
古
島
の
社
会
的
事

件
と
英
雄
達
の
活
躍
と
悲
劇
を
謡
っ
て
お
り
、
宮
古
の
歌
謡
研
究
の
み
な
ら

ず
歴
史
・
文
学
研
究
の
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。
短
い
一
篇
を
例
と
し

て
挙
げ
る
。

　
　
　

四
嶋
の
親
橋
積
あ
や
こ

一　

首
里
天
の
美
御
ふ
け
玉
天
の
美
御
ふ
け
／
お
や
け
め
す
あ
か
り

一　

狩
俣
の
親
な
れ
嶋
尻
原
主
な
れ
お
や
け
め
す
あ
か
り

一　

大
神
か
め
か
け
そ
へ
池
間
か
め
か
け
そ
へ
お
や
け
め
す
あ
か
り

一　

 

あ
ん
せ
そ
や
む
す
て
か
ら
四
原
て
や
む
そ
へ
て
か
ら
／
お
や
け
め

す
あ
か
り

一　

渡
地
は
積
あ
け
瀬
は
積
あ
け
お
や
け
め
す
あ
か
り

一　

積
上
は
ら
い
か
ら
や
き
よ
い
わ
ら
い
か
ら
や
お
や
け
め
す
あ
か
り

一　

上
や
上
ふ
こ
り
嶋
や
嶋
ふ
こ
り
お
や
け
め
す
あ
か
り

本
歌
は
「
雍
正
旧
記
」
に
記
さ
れ
た
歌
謡
一
〇
編
（「
飛
鳥
爺
葬
礼
の
時
の

歌
」
も
含
め
た
）
に
含
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
全
七
節
で
、
各
節
は
「
一
」

書
き
で
始
ま
る
。
漢
字
・
平
仮
名
交
じ
り
で
、
語
句
の
切
れ
目
は
示
さ
れ
て

い
な
い
。
そ
し
て
「
お
や
け
め
す
あ
か
り
」（
富
貴
な
る
メ
ス
ア
ガ
リ
。
メ

ス
ア
ガ
リ
は
人
名
だ
ろ
う
）
が
ハ
ヤ
シ
と
し
て
各
節
最
後
に
繰
り
返
さ
れ
る

こ
と
が
、
そ
の
記
載
か
ら
わ
か
る
。

1　

 

首
里
天
の　

美
御
ふ
け
、
玉
天
の　

美
御
ふ
け　

オ
ヤ
ケ
メ
ス
ア

ガ
リ

2　

狩
俣
の　

親
な
れ
、
嶋
尻
原　

主
な
れ　

オ
ヤ
ケ
メ
ス
ア
ガ
リ

3　

 

大
神
か
め　

か
け
そ
へ
、
池
間
か
め　

か
け
そ
へ   

オ
ヤ
ケ
メ
ス

ア
ガ
リ

4　

 

あ
ん
せ
そ
や
む　

す
て
か
ら
、
四
原
て
や
む　

そ
へ
て
か
ら   

オ

ヤ
ケ
メ
ス
ア
ガ
リ　
（
以
下
省
略
）

こ
れ
を
歌
形
論
的
に
説
明
す
る
と
、
こ
の
歌
は
、
対
句
の
型
が
、
一
つ
の

対
句
が
一
節
内
で
構
成
さ
れ
る
Ⅱ
型
で
、
反
復
句
は
歌
詞
の
後
ろ
に
配
置
さ

れ
る
一
種
類
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。「
一
」
書
き
で
あ
る
ゆ
え
に
、
各
節

で
繰
り
替
え
さ
れ
る
反
復
句
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
後
代
な
ら
第
一

節
に
ハ
ヤ
シ
を
記
し
、
そ
の
後
ろ
に
「（
ハ
ヤ
シ
以
下
略
）」
な
ど
と
し
て
第

二
節
以
下
で
は
記
載
を
省
略
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る）

23
（

。
こ
の
よ
う
に
、
歌
詞
を

「
一
」
書
き
で
書
き
流
し
、
そ
の
下
に
反
復
句
を
各
節
で
繰
り
返
す
方
法
は

『
宮
古
島
旧
記
』
の
中
の
一
〇
篇
の
う
ち
、
ハ
ヤ
シ
の
記
さ
れ
た
歌
謡
六
篇

全
て
に
貫
徹
し
て
い
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
「
と
の
よ
せ
み
や
の
き
ゆ
ら
い
城

ん
」（「
兼
久
按
司
鬱
憤
の
あ
や
こ
」）
の
よ
う
に
意
味
の
あ
る
比
較
的
長
い

ハ
ヤ
シ
も
、「
よ
い
」（「
唐
人
渡
来
の
あ
や
く
」、「
同
人
〈
仲
宗
根
豊
見
親
。

波
照
間
注
〉）
定
納
相
調
初
而
琉
球
へ
差
上
候
時
あ
や
こ
」）
の
よ
う
に
掛
け
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声
的
な
短
い
語
ま
で
、
徹
底
し
て
い
る
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
で
は
そ
の
ハ

ヤ
シ
の
記
載
が
、
な
ん
ら
の
説
明
も
な
し
に
省
略
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
2
）『
八
重
山
島
大
阿
母
由
来
記
』
の
歌
謡
記
載

次
に
八
重
山
の
例
を
み
て
み
よ
う
。
八
重
山
歌
謡
の
記
録
の
最
も
古
い
事

例
は
十
八
世
紀
初
頭
の
成
立
と
み
ら
れ
る
『
八
重
山
島
大
阿
母
由
来
記
）
24
（

』
に

み
え
る
「
こ
い
に
や
」「
あ
や
ご
」
各
一
篇
で
あ
る
。

　
　

 

往
古
悪
鬼
納
嘉
那
志
之
御
手
入
候
時
真
乙
姥
初
て
悪
鬼
納
嘉
那
志

罷
登
り
登
城
仕　

首
里
天
嘉
那
志
美
御
前
御
拝
が
ら
め
き
御
お
ふ

け
被
下
冥
加
至
極
に
付
み
よ
お
の
け
申
こ
い
に
や
之
事

一　

 

め
ど
も
す
る
め
ど
も
の
お
な
ぐ
す
る
お
な
ぐ
の
や
ゑ
ん
き
て
み
お

が
ま
い

一　

 

首
里
道
は
明
て
や
い
み
よ
ま
い
道
し
ら
べ
て
や
ゑ
ん
き
て
み
お
が

ま
い

一　

 

は
ん
す
て
る
た
け
ん
た
ら
羽
も
い
る
た
け
ん
た
ら
や
ゑ
ん
き
て
み

お
か
ま
い

一　

 

お
き
な
と
の
む
な
か
に
か
み
の
と
の
ふ
く
ら
に
や
ゑ
ん
き
て
み
お

か
ま
い
（
以
下
略
）

全
一
一
節
の
歌
謡
で
あ
る
。
漢
字
・
平
仮
名
交
じ
り
で
記
さ
れ
て
い
る
。

各
節
は
「
一
」
書
き
で
書
き
起
こ
さ
れ
、
反
復
句
「
や
ゑ
ん
き
て
み
お
が
ま

い
」（
来
年
来
て
拝
謁
し
ま
し
ょ
う
）
が
全
節
の
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
整
理
し
て
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

1　

 

女め

殿ど
もす

る　
女め

殿ど
もの

、
女お
な

子ご

す
る　
女お
な

子ご

の　
来ヤ
エ
ン
キ

年
来
テ
御ミ
オ
ガ拝

マ
イ

2　

 

首
里
道
は　
開
け
て
、
御み
よ
ま
い

御
前
道　
調
べ
て　
来ヤ
エ
ン
キ

年
来
テ
御ミ
オ
ガ拝

マ
イ

3　

 

我ば

ん
孵す

で
る　

今
日
だ
ら
、
羽　

萌も

い
る　

丈た
け

ん
だ
ら　

来ヤ
エ
ン
キ

年
来

テ
御ミ
オ
ガ拝

マ
イ

4　

 

沖
縄
渡
の　
真ん
な
か中

に
、
神
の
渡
の　
脹ふ
く

ら
に　
来ヤ
エ
ン
キ

年
来
テ
御ミ
オ
ガ拝

マ
イ

後
者
は
「
往
古
悪
鬼
納
嘉
那
志
の
御
手
に
入
貢
納
船
造
立
候
時
諸
人
作
あ

や
ご
」
の
表
題
で
、
全
一
〇
節
で
、
漢
字
・
平
仮
名
交
じ
り
で
記
さ
れ
て
、

各
節
は
「
一
」
書
き
で
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
の
は
前
者
と
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
ち
ら
に
は
反
復
句
の
記
載
は
一
切
な
い
。

こ
の
二
つ
の
歌
謡
の
表
題
に
記
さ
れ
る
「
往
古
悪
鬼
納
嘉
那
志
之
御
手
入

候
」
は
、
一
五
〇
〇
年
に
起
こ
っ
た
首
里
王
府
軍
と
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
に
率

い
ら
れ
た
八
重
山
在
地
勢
力
と
の
間
で
闘
わ
れ
た「
オ
ヤ
ケ
ア
カ
ハ
チ
の
乱
」

が
平
定
さ
れ
、
尚
真
王
統
治
下
に
入
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
る
と
、
こ

の
二
つ
の
歌
謡
は
一
五
〇
〇
年
初
頭
に
は
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
が
約

二
〇
〇
年
後
に
記
録
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
前
者
は
現
在
「
真ま
い
つ乙

姥ば
あ

ゆ
ん
た
」
の
名
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
歌
謡
）
25
（

の
本
来
の
姿
だ
と
す
る
と

「
真ま
い
つ乙

姥ば
あ

ゆ
ん
た
」
は
五
〇
〇
年
以
上
の
伝
承
の
歴
史
を
生
き
て
き
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
五
〇
〇
年
の
歴
史
の
中
で
、
詞
章
の
入
れ
替
え
な
ど
が
起
こ

り
、
現
在
見
る
形
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
）
八
重
山
節
歌
の
記
載
形
式

八
重
山
歌
謡
の
事
例
と
し
て
は
他
に
、
琉
球
国
末
期
か
ら
近
代
に
か
け
て

成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
節
歌
集
が
あ
る）

26
（

。

　
　

赤
馬
節
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一
、
赤
馬
の
い
ら
す
ざ
足
ゆ
ち
や
の
ど
き
に
や
く

一
、
生
る
甲
斐
赤
馬
す
で
る
甲
斐
あ
し
ゆ
ち
や

一
、
浮
名
主
に
望
ま
れ
主
の
前
に
見
の
ふ
さ
れ

一
、
い
ら
さ
ね
さ
今
日
の
日
ど
け
さ
ね
さ
黄
金
日
／
（
以
下
三
節
省
略
）

や
は
り
「
一
」
書
き
で
各
節
と
も
書
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。
歌
唱
の
際
に

は
各
節
と
も
前
の
対
句
項
（
第
一
節
で
い
う
と
「
赤
馬
の
い
ら
す
ざ
」）
の

終
わ
り
に
「
ヒ
ヤ
ル
ガ
ヒ
」、
後
ろ
の
対
句
項
（
第
一
節
で
い
う
と
「
足
ゆ

ち
や
の
ど
き
に
や
く
」）
の
終
わ
り
に
「
ハ
リ
ヌ　

ヒ
ヤ
ル
ガ
ヒ
」
と
い
う

ハ
ヤ
シ
が
入
る
が
、
こ
の
歌
集
で
は
、
原
則
、
歌
詞
の
記
載
の
み
で
あ
る
。

本
歌
集
収
録
の
節
歌
は
現
在
も
盛
ん
に
歌
唱
さ
れ
て
お
り
、
本
歌
詞
と
ハ
ヤ

シ
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
歌
わ
れ
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
す
る
と
ハ
ヤ

シ
を
記
さ
な
い
八
重
山
歌
の
歌
集
は
、
原
則
ハ
ヤ
シ
の
記
載
を
全
部
省
略
す

る
方
向
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
楽
譜
（
工
々
四
）
に
ハ

ヤ
シ
を
記
載
し
て
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
か
も
知
れ
な

い
）
27
（

。
十
八
世
紀
頃
の
文
献
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
近
世
期
の
久
米
島
・
宮
古
・
八
重
山
の
文
献
の
歌
詞
記
載
の
あ
り

様
を
み
た
の
で
あ
る
が
、
基
本
的
に
歌
詞
は
「
一
」
書
き
で
書
き
流
さ
れ
、

ハ
ヤ
シ
は
そ
の
入
る
べ
き
位
置
に
す
べ
て
の
節せ
つ

で
完
全
に
記
さ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
。
こ
れ
と
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
と
の
間
に
は
相
当
な
隔
た

り
が
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
の
用
語
を
借
り

る
と
、
近
世
期
文
献
の
歌
詞
記
載
は
「
完
全
記
載
」
を
大
原
則
と
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
が
如
何
に
合
理
的

な
歌
詞
記
載
の
方
法
を
あ
み
出
し
て
い
た
か
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
の
『
お

も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
、
す
な
わ
ち
反
復
部
の
歌
詞
を
第
1
節
の
み
に
記

し
、
以
下
の
節
で
は
こ
れ
を
記
載
省
略
す
る
方
法
を
採
っ
た
の
が
『
八
重
山

歌
集
』
と
真
境
名
安
興
筆
写
の
『
八
重
山
歌
節
寄
』
の
四
篇
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
こ
れ
と
て
「
一
」
書
き
で
あ
り
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
よ
う
に
「
一

／
又
」
記
載
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
み
て
く
る
と
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の

記
載
法
の
特
殊
性
が
よ
く
わ
か
る
。 

五
．
ま
と
め

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
に
つ
い
て
、
そ
の
記
載
が
同
一
歌
詞
の
後

節
で
の
記
載
の
省
略
を
大
前
提
と
す
る
こ
と
を
説
明
し
た
。
そ
の
方
法
を
可

能
と
し
た
の
は
「
一
」「
又
」
を
用
い
た
記
載
法
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ

の
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
は
、
十
八
世
紀
初
頭
に
書
か
れ
た
『
仲
里

間
切
旧
記
』『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
』、『
宮
古
島
旧
記
』、『
八
重
山

島
大
阿
母
由
来
記
』
な
ど
の
歌
謡
の
記
載
が
、「
一
」
書
き
を
採
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
反
復
句
を
全
節
で
繰
り
返
し
記
載
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
こ

と
と
対
照
す
る
と
、
省
力
化
の
観
点
か
ら
合
理
的
な
方
法
で
あ
っ
た
と
言
っ

て
良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
合
理
化
に
よ
っ
て
後
代
の
オ
モ
ロ
に
ふ
れ

る
人
々
は
一
篇
の
本
来
の
詞
章
の
姿
を
た
ど
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
も

事
実
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
気
づ
き
、オ
モ
ロ
の
読
解
法
を
模
索
し
た
の
が
、

戦
前
は
、
新
オ
モ
ロ
学
派
と
さ
れ
た
島
袋
全
発
の
「
展
読
法
）
28
（

」、
宮
城
真
治

の
「
補
填
法
）
29
（

」、
世
礼
国
男
の
「
反
覆
法
）
30
（

」
で
あ
っ
た
。
中
で
も
世
礼
の
研

究
は
記
載
法
の
問
題
も
視
野
に
入
れ
て
お
り
注
目
す
べ
き
で
あ
る
が
、
議
論
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が
深
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
が
大
き
く
展
開
し
た
の
は
昭
和
四
十
年
代
に
な
っ
て
小
野
重
朗
が

「
分
離
解
読
法
」
を
提
唱
し
て
か
ら
で
あ
る
。
小
野
は
概
略
次
の
よ
う
に
述

べ
た
。
オ
モ
ロ
の
一
篇
の
構
造
を
叙
事
進
行
部
と
反
復
部
に
分
け
、
叙
事
部

と
反
復
部
を
意
味
的
に
直
結
す
る
べ
き
で
は
な
い
。
反
復
部
は
、
第
三
者
の

謡
う
掛
け
声
で
あ
り
、
ハ
ヤ
シ
で
あ
る
か
ら
、
事
柄
の
展
開
は
、
一
・
又
・

又
・
又
…
…
と
続
く
叙
事
部
の
詞
章
の
み
を
繋
げ
て
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
し
て
反
復
部
は
第
二
節
以
下
で
は
記
さ
れ
な
い
か
ら
、「
一
」
の
第
二
行

以
下
を
「
又
」
に
記
さ
れ
た
対
句
部
詞
章
の
後
に
補
い
挿
入
す
れ
ば
よ
い
。

小
野
の
こ
れ
ら
の
指
摘
は
現
在
の
オ
モ
ロ
研
究
で
は
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
部
分
も
多
い
。
し
か
し
、
小
野
の
指
摘
は
、
オ
モ
ロ
の
解
読
に
あ
た
っ

て
は
記
載
上
省
略
さ
れ
た
反
復
部
を
補
っ
て
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
説
い
て
、
オ
モ
ロ
研
究
の
一
つ
の
分
水
嶺
に
な
っ
た
と
言
え
る
。

小
野
の
「
分
離
解
読
法
」
の
不
備
を
改
め
た
の
は
玉
城
政
美
の
研
究
で

あ
っ
た
。
玉
城
は
「
オ
モ
ロ
の
構
造
」
で
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
に

は
「
完
全
記
載
」「
部
分
記
載
」「
省
略
記
載
」
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

そ
し
て
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
の
大
前
提
は
記
載
の
省
略
に
あ
る

こ
と
を
的
確
に
示
し
た）

31
（

。
そ
の
後
、
オ
モ
ロ
解
釈
の
問
題
と
し
て
、
対
句
部

と
反
復
部
の
区
画
の
判
別
が
重
要
な
問
題
と
し
て
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

玉
城
の
こ
の
指
摘
は
、
琉
球
歌
謡
の
「
歌
形
論
」
研
究
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
オ
モ
ロ
を
琉
球
歌
謡
の
普
遍
的
な
形
式
で
あ
る
「
対
句
法
」

の
観
点
か
ら
分
析
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

玉
城
の
「
歌
形
論
」
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記

載
法
を
よ
り
厳
密
に
検
討
す
る
中
か
ら
、
筆
者
は
『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記

載
の
省
略
は
反
復
部
に
の
み
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
対
句
部
に
お
い
て

も
こ
れ
が
見
ら
れ
る
こ
と
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
「
対
句
部
」
と
「
反
復
部
」

の
境
界
の
線
引
き
に
よ
っ
て
は
、
相
当
な
オ
モ
ロ
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
た
。『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
合
理
的
な
試
み
は
重

要
な
問
題
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
記
載
法
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
オ
モ
ロ
解
読

に
直
結
す
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
以
上
の
よ
う
な
歌
形
論
的
研
究
と
あ
い
ま
っ
て
琉
球
歌
謡
研
究

の
必
須
の
作
業
が
他
に
も
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い
。
高
橋
俊
三
は

『
お
も
ろ
さ
う
し
』
の
表
記
法
―
―
オ
モ
ロ
の
音
韻
を
明
ら
か
に
し
た）

32
（

。
こ

の
オ
モ
ロ
の
音
韻
の
表
記
法
を
基
に
す
る
と
、
瞥
見
し
た
『
仲
里
旧
記
』
な

ど
の
十
八
世
紀
以
降
に
成
立
し
た
文
献
や
宮
古
歌
謡
・
八
重
山
歌
謡
の
歌
詞

の
音
韻
表
記
に
は
相
当
な
問
題
が
あ
る
。
大
方
の
資
料
は
漢
字
・
仮
名
を
用

い
、
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
基
本
に
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
方
言
音
韻
を
正
確

に
記
す
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
よ
う
に
み
え
る
。
こ
れ
は
琉
球
語
の
表
記

の
問
題
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
近
代
以
降
も
同
じ
で
あ
っ
た
と
言
え

る
が
、
そ
の
こ
と
が
明
確
に
意
識
さ
れ
る
の
は
宮
古
で
は
ネ
フ
ス
キ
ー
の
研

究
）
33
（

、
八
重
山
で
は
宮
良
当
壮
の
研
究
）
34
（

が
出
て
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

が
本
格
的
に
な
る
の
は
一
九
七
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
で
あ
り）

35
（

、
歌
唱
の
発

音
通
り
に
歌
詞
を
表
記
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
地
域
の
人
々
に
は
ま
だ
困
難

な
作
業
で
あ
っ
た
。
今
後
の
琉
球
歌
謡
の
研
究
は
多
く
の
歌
謡
集
に
記
さ
れ

た
方
言
音
を
復
元
し
、
正
確
な
語
釈
に
た
ど
り
着
く
と
い
う
作
業
が
求
め
ら
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れ
て
い
る
。
こ
れ
は
歌
謡
集
を
編
む
側
に
と
っ
て
も
重
要
な
視
点
で
あ
る
こ

と
を
言
っ
て
お
き
た
い
。

注（
１
） 

外
間
守
善
『
日
本
語
の
世
界 

9　

沖
縄
の
こ
と
ば
』
一
九
八
一　

中
央

公
論
社　

九
一
頁
。

（
2
） 

伊
波
普
猷
「
日
本
文
学
の
傍
系
と
し
て
の
琉
球
文
学
」
初
出
一
九
二
七　

『
伊
波
普
猷
全
集
』
第
八
巻　

一
九
七
五　

平
凡
社　

三
六
頁
、
比
嘉
春

潮
「
沖
縄
文
化
史
」『
比
嘉
春
潮
全
集
』
第
一
巻　

一
九
七
一　

沖
縄
タ

イ
ム
ス
社　

五
一
八
頁
、
仲
原
善
忠
「
官
生
小
史
」『
仲
原
善
忠
全
集
』

第
一
巻　

一
九
七
七　

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社　

五
三
三
頁
な
ど
。

（
3
） 『
漢
語
大
詞
典
』
一
九
九
一　

漢
語
大
詞
典
出
版
社
。

（
4
） 

他
に
は
『
歴
代
宝
案
』（
読
み
下
し
編　

沖
縄
県
）
二
―

三
一
―

〇
七
・
二

―

三
一
―

二
七
項
に
も
例
が
あ
る
。

（
5
） 『
球
陽
』
は
首
里
王
府
編
。
一
七
四
五
年
成
立
。『
球
陽
』
研
究
会
編
『
球

陽
』（
読
み
下
し
編
）
一
九
七
四　

角
川
書
店
に
よ
る
。
三
一
九
項
は
同

書
一
九
〇
頁
、
九
一
五
項
は
二
九
四
頁
。

（
6
） 

三
一
の
事
例
が
確
認
さ
れ
る
。『
古
事
集
』
は
成
立
年
不
明
だ
が

一
七
三
〇
年
代
に
成
立
し
た
と
み
ら
れ
る
。
拙
編
『
鎌
倉
芳
太
郎
資
料

集
（
ノ
ー
ト
篇
Ⅱ
）
民
俗
・
宗
教
』
二
〇
〇
六　

沖
縄
県
立
芸
術
大
学

附
属
研
究
所
に
所
収
。
そ
の
概
要
に
つ
い
て
は
拙
稿
「『
古
事
集
』
―
―

『
琉
球
国
由
来
記
』
と
『
琉
球
国
旧
記
』
の
間
に
あ
る
も
の
―
―
」『
沖

縄
文
化
』
一
一
六
号　

二
〇
一
四　

沖
縄
文
化
協
会
で
ふ
れ
た
。

（
7
） 

拙
稿
「
金
石
文
に
み
る
古
琉
球
の
王
府
祭
祀
」『
沖
縄
県
史　

各
論
編　

第
三
巻　

古
琉
球
篇
』
二
〇
一
〇　

沖
縄
県
教
育
委
員
会
。
な
お
、
こ

れ
ら
の
碑
文
に
つ
い
て
は
拙
編
『
鎌
倉
芳
太
郎
資
料
集
（
ノ
ー
ト
篇
Ⅲ
）

歴
史
・
文
学
』
二
〇
一
五　

六
七
五
〜
七
一
八
頁
参
照
。

（
8
） 

拙
編
『
鎌
倉
芳
太
郎
資
料
集
（
ノ
ー
ト
篇
Ⅲ
）
歴
史
・
文
学
』

二
〇
一
五　

六
七
八
頁
。
読
点
は
省
い
た
。
／
は
「
鎌
倉
ノ
ー
ト
」
の

改
行
を
表
す
。
ミ
セ
ゼ
ル
に
つ
い
て
は
外
間
守
善
・
玉
城
政
美
編
『
南

島
歌
謡
大
成 

Ⅰ 

沖
縄
篇
上
』
一
九
八
〇　

角
川
書
店　

四
四
頁
参
照
。

（
9
） 

宮
古
島
の
旧
家
に
伝
来
し
た
「
し
よ
り
の
御
み
事
」
と
記
さ
れ
た
「
萬
暦

二
十
三
年
八
月
廿
九
日
」
日
付
の
あ
る
辞
令
書
（『
平
良
市
史　
第
三
巻　

資
料
編
一　
前
近
代
』
一
九
八
一　

平
良
市
役
所　

七
頁
）、
久
米
島
の
旧

家
伝
来
の
辞
令
書
（『
久
米
の
き
み
は
ゑ
5
0
0
年
―
祭
祀
に
み
る
祭
祀

の
世
界
―
』
二
〇
一
〇　
久
米
島
自
然
文
化
セ
ン
タ
ー
）
所
収
。
高
良
倉

吉
『
琉
球
王
国
の
構
造
』
一
九
八
七　
吉
川
弘
文
館
に
も
例
が
あ
る
。

（
10
） 

玉
城
政
美
「
オ
モ
ロ
の
構
造
」『
沖
縄
文
化
研
究
』
三
号　

一
九
七
三　

沖
縄
文
化
研
究
所
。
な
お
、
玉
城
の
指
摘
以
前
、
小
野
重
朗
は
「
朝
凪・

夕
凪
の
お
も
ろ
」『
沖
縄
文
化
』
三
八
号　

一
九
七
二　

沖
縄
文
化
協

会
で
「
分
離
解
読
法
」
を
提
唱
し
た
。
そ
の
後
も
「
オ
モ
ロ
の
抒
情
性

と
作
者
―
分
離
解
読
批
判
に
答
え
て
―
」『
文
学
』
43
巻
1
号　

一
九
七
五　

岩
波
書
店
、「
こ
ね
り
オ
モ
ロ
に
つ
い
て
」『
沖
縄
文
化
』

四
四
号　

一
九
七
五　

沖
縄
文
化
協
会
等
で
こ
れ
を
精
密
化
し
た
。
氏

は
〝
オ
モ
ロ
の
対
句
部
と
反
復
部
の
判
別
は
難
し
く
な
い
。
オ
モ
ロ
の

第
一
行
目
が
対
句
部
で
そ
れ
以
下
は
反
復
部
で
あ
る
〞
と
し
た
。
し
か

し
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
誤
り
で
、
オ
モ
ロ
の
対
句
部
の
認
定
は
簡
単
で

は
な
い
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
オ
モ
ロ
の
対
句
部
と
反
復
部

を
め
ぐ
っ
て
―
―
オ
モ
ロ
の
反
復
を
中
心
に
―
―
」
他
（『
南
島
祭
祀

歌
謡
の
研
究
』
一
九
九
九　

砂
子
屋
書
房
）
で
ふ
れ
た
。
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（
11
） 

池
宮
正
治
「『
中
山
世
鑑
』
所
出
の
オ
モ
ロ
」『
国
文
学
論
集　

琉
球
大

学
法
文
学
部
紀
要
』
三
二
号　

一
九
八
八
。

（
12
） 
池
宮
は
前
掲
注
（
11
）
論
文
で
『
中
山
世
鑑
』
は
「
又
」
記
号
を
省
略

し
た
、
と
考
え
て
い
る
。
池
宮
の
説
の
と
お
り
だ
と
す
る
と
、
本
稿
の

以
下
の
五
行
の
推
測
は
微
妙
に
な
っ
て
く
る
。

（
13
） 『
君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
』
は
成
立
年
不
明
。
一
六
九
七
年
〜

一
七
〇
六
年
の
成
立
と
さ
れ
る
。
琉
球
大
学
附
属
図
書
館
伊
波
普
猷
文

庫
蔵
。
類
本
に
『
君
南
風
之
始
相
伝
記
』（
成
立
年
不
明
）
が
あ
る
。

（
14
） 

仲
原
善
忠
「
校
注　

君
南
風
由
来
并
位
階
且
公
事
」『
仲
原
善
忠
全
集
』

第
三
巻　

一
九
七
七　

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社　

所
収
。

（
15
） 

仲
原
善
忠
前
掲
注
（
14
）
書　

二
七
二
頁
参
照
。

（
16
） 『
久
米
仲
里
間
切
旧
記
』
は
成
立
年
未
詳
。
こ
れ
ま
で
は
一
七
〇
三
年
頃

と
み
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、「
司
馬
姓
家
譜
」
の
「
四
代
比
嘉
筑
登
之　

智
義
」
の
項
の
「
一　

康
熙
四
拾
三
申
年
ヨ
リ
同
四
拾
五
年
迄
（
中
略
）

父
老
方
よ
り
往
古
之
事
聞
合
間
切
旧
記
組
立
候
事
」（
拙
編
『
鎌
倉
芳
太

郎
資
料
集
（
ノ
ー
ト
篇
Ⅰ
）
美
術
・
工
芸
』
二
〇
〇
四　

沖
縄
県
立
芸

術
大
学
附
属
研
究
所　

三
八
八
頁
）
と
い
う
記
述
に
よ
り
、
そ
の
成
立

は
康
熙
四
五
年
（
一
七
〇
六
）
以
後
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

（
17
） 

引
用
の
「
み
す
づ
ろ
」
と
「
か
う
い
に
や
」
は
外
間
守
善
・
玉
城
政
美

編
『
南
島
歌
謡
大
成 

Ⅰ 

沖
縄
篇 

上
』
一
九
八
〇　

角
川
書
店　

一
九

頁
、
一
六
七
頁
に
収
録
。

（
18
） 

前
者
の
形
は
一
節
の
中
で
一
対
が
構
成
さ
れ
る
Ⅱ
型
で
あ
り
、
後
者
の

形
だ
と
二
節
で
一
対
を
構
成
す
る
Ⅰ
型
に
な
る
。
対
句
の
型
に
つ
い
て

は
拙
稿
「
八
重
山
歌
謡
の
歌
形
の
諸
相
」『
沖
縄
文
化
研
究
』
九
号　

一
九
八
一　

法
政
大
学
沖
縄
文
化
研
究
所　

参
照
。

（
19
） 

沖
縄
久
米
島
調
査
委
員
会
編
『
沖
縄
久
米
島
資
料
編
』
一
九
八
三　

弘

文
堂　

六
四
〜
六
六
頁
。
他
に
「（
右
之
時
具
志
川
）
間
切
く
わ
い
に
や
」

六
六
〜
六
八
頁
に
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
方
は
全
四
七
節
だ
が
、

こ
れ
に
も
各
節
冒
頭
に
反
復
句
「
あ
は
れ
か
な
し
き
み
は
い
」
が
記
載

さ
れ
て
い
る
。

（
20
） 

玉
城
政
美
「
出
典
文
献
解
題
」。
外
間
守
善
・
玉
城
政
美
編
『
南
島
歌
謡

大
成 

Ⅰ 

沖
縄
篇 

上
』
一
九
八
〇　

角
川
書
店　

六
六
六
頁
参
照
。

（
21
） 

し
か
し
な
が
ら
、
歴
史
的
な
対
句
法
の
影
響
か
ら
脱
し
て
い
る
わ
け
で

も
な
い
。
例
え
ば
、「
423 

安
次
富
之
殿
（
当
山
村
） 

稲
穂
祭
之
時　

当
山

巫
唄
」
の
「
ヲ
ブ
ツ
ヤ
マ　

ト
ウ
サ
ヤ　

ア
ヨ
レ
ド
モ　

ア
ス
ト
ノ
ク

ダ　

ア
ス
ト
ノ
マ
キ
ヨ
ウ　

ヲ
ヒ
ヤ
コ
メ
イ
ガ　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
」、「
429 

糸
数
城
之
殿
（
糸
数
村
）　

稲
大
祭
之
時　

糸
数
巫

唄
」
の
「
森
城　

ト
ヘ
ル
内　

森
城　

ヤ
ヘ
ル
内　

糸
数
ノ　

ヲ
ヒ
ヤ

コ
メ
イ
ガ　

イ
シ
ユ
ヅ
カ
ヘ
ニ　

ヨ
ゝ
レ
タ
ル
（
以
下
略
）」
や
、「
稲

の
豊
穣
を
祝
福
す
る
為
に
降
り
る
」
を
表
現
す
る
詩
句
が
「
シ
ラ
チ
ヤ

ネ
ガ　

ヲ
ヨ
リ　

ト
テ　

ア
マ
チ
ヤ
ネ
ガ　

ヲ
ナ
フ
サ　

ト
テ　

ヨ
ゝ

レ
タ
ル
」
と
対
句
表
現
が
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
伝
統
的
な
対
句
法
を
採
り
な
が
ら
も
、
二
つ
、
三
つ
の
短
文

で
一
つ
の
詞
章
を
成
立
さ
せ
て
い
る
。

（
22
） 『
平
良
市
史　

第
三
巻　

資
料
編
一　

前
近
代
』
一
九
八
一 

平
良
市
役

所
に
翻
刻
。

（
23
） 
実
際
、
近
代
に
入
っ
て
成
立
し
た
『
宮
古
島
の
歌
』
を
収
録
し
た
『
南

島
歌
謡
大
成　

Ⅲ　

宮
古
篇
』
で
は

 
 

首しゅ
い里
天てんの
美み
お御
ほ
げ
王わう
て
ん天の
美み
お御
ほ
げ

 
 

　

お
や
げ
め
ず
あ
が
り
〈
各
行
の
下
に
つ
く
〉
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狩かり
ま
た俣の
親おや
な
れ
嶋すま
ず
ば
ら
し
ゅ

尻
原
主
な
れ

 
 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
以
下
略
）

 
と
な
っ
て
い
る
。
な
お
、『
宮
古
島
の
歌
』
の
成
立
の
事
情
や
伝
本
に
つ

い
て
は
上
原
孝
三
氏
の
研
究
「『
宮
古
島
の
歌
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」

『
沖
縄
文
化
』
一
一
六
号　

二
〇
一
四　

沖
縄
文
化
協
会
が
あ
る
。

（
24
） 

成
立
年
未
詳
。
十
八
世
紀
初
期
の
成
立
と
み
ら
れ
る
。『
南
島　

第
一
輯
』

一
九
四
〇　

南
島
発
行
所
（
一
九
七
六　

東
京
・
八
重
山
文
化
研
究
会

再
版
）
所
収
本
に
よ
る
。
読
点
と
ハ
ヤ
シ
を
示
す
「　

」
は
省
い
た
。

（
25
） 『
南
島
歌
謡
大
成 

Ⅳ 
八
重
山
篇
』
に
「
真まい
つ
ば
あ

乙
姥
ゆ
ん
た
」〈
石
垣
村
。
全

一
四
節
〉
が
あ
る
。
こ
の
ユ
ン
タ
の
う
ち
、
五
節
が
「
こ
い
に
や
」
の

詞
句
と
重
な
る
。
ま
た
、「
真
乙
姥
あ
よ
う
」〈
新
川
村
。
全
六
節
〉・「
真

乙
姥
の
あ
よ
う
」〈
西
表
島
祖
納
村
。
全
六
節
〉
が
あ
る
が
、
こ
の
方
は

冒
頭
の
一
節
だ
け
が
重
な
り
、
そ
れ
以
下
は
別
詞
章
と
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
テ
ー
マ
は
重
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

（
26
） 

こ
こ
で
は
喜
舎
場
永
珣
筆
写
『
八
重
山
歌
集
』（
石
垣
市
立
八
重
山
博
物

館
所
蔵
）
を
と
り
あ
げ
る
。「
大
浜
用
能
本
ヨ
リ
筆
写　

明
治
四
十
三
年

川
平
に
て
写
」
と
あ
る
。
各
曲
と
も
最
初
に
楽
譜
（
工
々
四
）
が
あ
り
、

そ
の
後
ろ
に
歌
詞
が
「
一
」
書
き
で
書
き
流
さ
れ
て
い
る
。

（
27
） 

例
外
も
あ
る
。「
仲
筋
節
」「
く
い
が
ま
節
」「
な
か
な
ん
節
」「
き
や
い

ぞ
う
節
」
の
四
篇
に
は
第
一
節
の
本
歌
詞
の
後
に
、字
下
げ
を
し
て
「
は

や
し
」
が
記
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
第
一
節
に
記
さ
れ
た
「
は
や
し
」

は
全
節
で
繰
り
返
さ
れ
る
。
他
に
は
「
古
見
の
浦
節
」
に
も
ハ
ヤ
シ
が

記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
歌
は
ハ
ヤ
シ
が
複
数
種
類
あ
る
、
い
わ
ゆ
る

特
殊
反
復
型
で
あ
り
、
本
歌
詞
と
の
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
可
能
性
が

あ
る
。
真
境
名
安
興
筆
写
「
八
重
山
歌
節
寄
」（『
南
島
歌
謡
大
成 

Ⅳ 

八

重
山
篇
』
所
収
）
も
同
じ
。

（
28
） 

島
袋
全
発
「
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
み
方
―
展
読
法
の
研
究
」『
沖
縄
教

育
』
一
九
三
二
。

（
29
） 

宮
城
真
治
「『
お
も
ろ
さ
う
し
の
読
方　

展
読
法
の
研
究
』
に
対
す
る
卑

見
」
末
次
智
『
世
礼
国
男
と
沖
縄
学
の
時
代
―
琉
球
古
典
の
探
求
者
た

ち
一
』
二
〇
一
七　

森
話
社　

一
九
八
〜
二
三
六
頁
所
収
。

（
30
） 

世
礼
国
男
「
琉
球
音
楽
歌
謡
試
論
」『
新
沖
縄
文
学
』
二
三
号
・
二
四
号　

一
九
七
二・一
九
七
三　

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
。

（
31
） 

玉
城
政
美
前
掲
注
（
10
）
論
文
。

（
32
） 

高
橋
俊
三
「
オ
モ
ロ
語
要
説
」
拙
編
『
琉
球
の
歴
史
と
文
化
』

二
〇
〇
七　

角
川
書
店
所
収
。

（
33
） 

ニ
コ
ラ
イ
・
ネ
フ
ス
キ
ー
著
、
狩
俣
繁
久
他
訳
『
宮
古
の
フ
ォ
ー
ク
ロ

ア
』
一
九
九
八　

砂
子
屋
書
房
。

（
34
） 

宮
良
当
壮
・
宮
良
長
包
『
八
重
山
古
謡
』。
第
一
輯
は
一
九
二
八
年
、
第

二
輯
は
一
九
三
〇
年
に
出
た
。
前
者
に
は
ジ
ラ
バ
・
ユ
ン
タ
九
篇
、
第

二
輯
に
は
ユ
ン
タ
な
ど
一
四
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
宮
良
当
壮
は
言

語
学
者
、
宮
良
長
包
は
音
楽
家
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
専
門
的
な
知
識
を
傾

注
し
て
出
来
上
が
っ
た
本
で
あ
る
。

（
35
） 

宮
古
歌
謡
で
は
外
間
守
善
・
新
里
幸
昭
『
宮
古
島
の
神
歌
』
一
九
七
二　

三
一
書
房
、
八
重
山
歌
謡
で
は
喜
舎
場
永
珣
『
八
重
山
民
謡
誌
』

一
九
六
七　

沖
縄
タ
イ
ム
ス
社
、『
八
重
山
古
謡
』
一
九
七
一　

沖
縄
タ

イ
ム
ス
社
な
ど
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

 

（
は
て
る
ま
・
え
い
き
ち
／
沖
縄
県
立
大
学
名
誉
教
授
） 


