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打

ち

出

で

て

見

れ

ば

逢
坂
山
と
近
江
の
水

島

崎

良

市
内
葉
集
巻
十
三

「
前
葉
集
』
巻
十
三
に
は
、

逢
坂
山
を
詠
み
込
ん
だ
歌
が
四
首
み
ら
れ
る
。

集
全
体
で
は
こ
の
他
に
わ
ず
か
一
二
例
を
数
え
る
の
み
で
あ
る

か
ら
、
半
数
以
上
が
巻
十
三
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
四
首
は
、
大
和
の
都
か
ら
山
背
を
通
り
近
江
へ
の
道
筋
の
土
地

を
詠
み
こ
ん
だ
「
道
行
」
と
い
う
べ
き
歌
群
に
含
ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
近
江
国
に
か
か
わ
る
道
行
を
中
心
と
し
た
歌
が
ひ
と
ま
と
ま
り

に
編
集
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
事
実
が
見
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
応
、
巻
十
三
が
持
つ
性
格
の
特
徴
を
考
え
て
お
く
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
。

わ
ず
か
な
左
注
以
外
詞
書
の
類
を
持
た
な
い
巻
十
三
に
標
．
胞
を
与
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、

つ
無
山
縁
雑
歌
し
と
－
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ

ろ
う
。
す
り
切
れ
た
詞
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
巻
十
三
を
理
解
す
る
に
は
、
対
立
す
る
巻
と
し
て
巻
十
六
を
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
収

録
歌
の
性
格
を
た
ど
る
道
筋
に
い
く
ら
か
の
手
が
か
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
巻
ト
ム
ハ
は
、
他
の
巻
々
と
は
成
立
を
異
に
す
る
と

忠
わ
れ
る
詞
書
・
左
注
に
よ
り
収
録
歌
の
制
作
動
機
、
歴
史
的
前
提
が
説
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
十
九
ハ
の
収
録
歌
が
諸
本
の
目
録
、

- ~1 -



本
文
の
初
め
に
見
え
る
標
題
に
「
有
由
縁
雑
歌
」
と
総
称
さ
れ
て
い
る
の
に
対
照
す
る
と
、
巻
十
三
は
、

い
わ
ば
「
無
由
縁
雑
歌
」
も
し
く

は
「
未
詳
由
縁
雑
歌
L

の
巻
と
称
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

巻
十
三
は
、
雑
歌
・
相
聞
・
問
答
・
警
除
歌
・
挽
歌
と
高
葉
集
の
部
立
を
総
動
員
し
た
形
で
分
類
さ
れ
、
新
し
い
歌
学
の
概
念
が
巻
の
構

成
上
に
働
い
て
い
る
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
（
相
間
以
下
の
部
立
は
、

し
い
て

J

一
一
口
え
ば
広
義
の
雑
歌
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
そ
し
て
さ
ら

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
中
に
一
一
試
み
込
ま
れ
て
い
る
地
名
を
手
が
か
り
と
し
て
、
何
度
の
分
類
・
配
列
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
雑
歌
を
例
に

v
Y｝
ブ

h
v
v
y
）、

大
和
（
m
l
m
）
吉
野
（
捌
l
m
）
伊
勢
（
制
l
郷
）
近
江
（
蹴
1
削
）
美
濃
（
加
）
：
：
：

と
い
っ
た
国
ご
と
の
分
類
配
列
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
二
本
立
の
分
類
万
針
を
見
る
と
、
も
と
も
と
土
地
・
地
名

い
歌
学
の
概
念
で
分
類
編
集
さ
れ
た
と
い
う
成
長
過
程
が
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。
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と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
た
歌
の
数
々
が
あ
る
目
的
を
も
っ
て
集
め
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
山
紋
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
上
か
ら
新
し

山
縁
を
欠
い
た
ま
ま
成
立
し
て
い
る
巻
十
三
の
歌
詳
は
、
伝
承
の
途
上
で
背
景
が
忘
れ
ら
れ
た
か
、
れ
一
一
日
き
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ

り
、
歌
自
身
の
中
か
ら
手
が
か
り
を
探
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
由
縁
を
復
原
で
き
る
可
能
性
を
有
す
る
雑
歌
と
い
う
こ
と
が
が
で
き

る
。
ま
た
、
由
縁
を
正
確
に
説
こ
う
と
し
な
い
ま
ま
伝
承
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
は
、
巻
十
三
の
歌
そ
れ
FH身
で
は
独
立
し
て
存
在
で
き

（

l
〉

ず
、
何
ら
か
の
宗
教
行
事
、
芸
能
神
事
に
付
随
し
て
成
立
し
て
い
た
伝
訓
歌
で
あ
っ
た
姿
を
想
像
さ
せ
る
。

こ
う
し
た
巻
十
三
の
特
徴
を
並
べ
て
み
る
と
、
こ
の
巻
に
収
録
さ
れ
た
歌
の
伝
承
の
背
景
に
は
、
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
伝
承
の
機

会
」
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論
文
で
は
、
『
南
葉
集
』
の
時
代
及
び
そ
れ
以
前
の
逢
坂
山
の
姿
を
う
か
が
わ
せ
る
、
「
右

三
首
」
の
左
注
で
ひ
と
ま
と
め
に
さ
れ
た
三
二
三
六
・
三
二
三
七
（
或
本
歌
日
）
・
二
一
二
三
八

（．比歌）

の
歌
併
を
中
心
に
と
り
あ
げ
、
逢
坂



山
と
近
江
の
水
に
ま
つ
わ
る
信
仰
の
周
辺
及
び
巻
十
三
の
伝
承
の
背
景
を
探
っ
て
み
た
い
。

巻
十
三
の
歌
群
を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
逢
坂
山
の
伝
承
の
変
遷
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

逢

坂

山

逢
坂
山
の
印
象
を
人
々
の
頭
の
中
に
植
え
付
け
、

同
定
さ
せ
る
上
で
大
き
な
員
献
を
し
た
の
は
、

『
後
撰
集
』
巻
十
五
雑
一
に
載
せ
ら
れ

た
蝉
丸
の

あ
ふ
坂
の
関
に
庵
室
を
つ
く
り
て
住
み
は
べ
り
け
る
に
行
き
か
ふ
人
を
見
て

蝉
丸

こ
れ
や
こ
の

行
く
も
帰
る
も

別
れ
つ
つ

知
る
も
知
ら
ぬ
も

逢
坂
の
関

（
一
五
・
一

O
九
O）

と
い
う
歌
で
あ
ろ
う
。

『
後
撰
集
』
の
詞
書
に
よ
る
と
逢
坂
の
関
に
庵
を
む
す
ん
で
住
ん
で
い
た
と
さ
れ
る
蛸
丸
は
、

そ
の
他
に
も
伝
奇
的
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な
生
涯
を
さ
ま
ざ
ま
に
伝
え
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
』
で
は
宇
多
天
皇
の
皇
子
敦
実
親
王
の
雑
色
と
さ
れ
る
一
方
、
豆
1

家
物
語
』
を
は
じ
め

中
世
以
降
の
語
り
物
類
で
は
醍
醐
天
皇
の
第
四
皇
子
と
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、
確
か
な
所
伝
を
持
た
な
い
伝
承
の
人
物
で
あ
る
。
百
人
一
首
に

ミ
の
歌
が
収
録
さ
れ
る
時
代
に
な
る
と
、
逢
坂
の
関
の
あ
た
り
に
住
ん
だ
盲
目
の
琵
琶
の
名
子
と
す
る
伝
え
が
一
般
に
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ

う
で
あ
る
。

」
の
蝉
丸
の
歌
は

こ
れ
こ
そ
逢
坂
の
関
だ
。
行
く
も
の
も
帰
る
も
の
も
、
こ
こ
で
別
れ
別
れ
し
て
い
き
、
そ
し
て
知
っ
た
人
も
知
ら
な
い
人
も
行
き
逢
う

ハ
2
）

て
い
る
と
こ
ろ
の
、
逢
坂
の
関
よ

と
、
長
く
別
れ
て
い
た
者
が
こ
こ
で
偶
然
に
逢
う
と
い
う
逢
坂
の
関
の
名
前
か
ら
生
じ
た
伝
説
を
ふ
ま
え
、
関
の
往
還
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
返
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さ
れ
る
人
生
の
変
転
を
た
く
み
に
一
試
み
込
ん
で
い
る
。

同
じ
類
型
で
あ
る
『
前
向
葉
集
』
巻
一
所
載
の

越
一
勢
能
山
一
時
阿
閃
皇
女
御
作
歌

」
れ
や
こ
の

大
和
に
し
て
は

わ
が
恋
ふ
る

紀
路
に
あ
り
と
い
ふ

名
に
れ
ふ
勢
の
山
（
一
・
一
二
五

と
い
う
阿
問
日
女
（
後
の
一
克
明
天
皇
）

〈

3
）

の
歌
は
、
勢
の
山
を
越
え
る
時
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
紀
州
路
の
境
の
神
に
手
向
け

た
挨
拶
、
次
美
の
歌
と
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
逢
坂
山
の
歌
に
な
る
と
、

っ
こ
れ
や
こ
の
」
と
い
う
一
試
い
出
し
ゃ
「
体
言
止
」
の
結

句
と
い
う
同
じ
型
式
を
持
ち
な
が
ら
、
関
の
付
近
に
居
を
構
え
て
い
た
州
丸
を
作
者
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
抑
丸
内

（

4
〉

身
が
関
の
神
と
し
て
現
在
も
ま
つ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
謡
曲
「
州
丸
」
に
登
場
す
る
仰
丸
の
姉
が
負
う
「
逆
髪
」
の
名
の
背
景
に
は
っ
坂

-28ー

神
L

の
印
象
を
見
出
す
と
い
っ
た
点
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
附
丸
の
背
後
に
は
関
の
神
の
盗
の
投
影
を
色
濃
く
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
逢
坂
山
の
関
の
神
へ
の
手
向
け
の
歌
が
、
関
の
神
と
ひ
と
続
き
の
位
置
に
あ
っ
た
抑
丸
を
作
者
と
す
る
歌
へ
成
長
し
、
や
が
て

そ
の
仰
九
が
一
内
び
関
の
神
と
し
て
ま
つ
ら
れ
て
い
っ
た
道
筋
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
、
重
要
な
子
向
け
の
土
地
と
し
て
近
江
同
と
山
背
国
の
境
を
成
す
逢
坂
山
が
文
献
の
上
に
表
わ
れ
る
の
は
、

於
レ
是
比
ハ
将
軍
既
伝
レ
詐
、

叫
レ
ー
り
蔵
レ
正
（
。

雨
白
二
頂
髪
巾
1

採
コ
出
設
以
一
十
一
川
一
山
町
L
r
f張
追
松
下
。

故
、
逃
沼
地
逢
坂

1

封
立
亦
戦
。
雨
追

追
敗
レ
於
－
一
沙
沙
那
美
一
悉
斬
一
一
其
軍
4

（
『
古
事
記
』
仲
哀
天
皇
条
）

を
も
っ
て
最
初
と
し
て
い
る
。
白
山
長
市
日
責
命
が
大
和
に
還
り
上
ろ
う
と
す
る
時
、
主
伎
を
ね
ら
っ
て
軍
を
お
こ
し
待
ち
迎
え
た
仲
京
天
皇

の
皇
子
忍
熊
王
は
、
建
振
熊
命
を
将
軍
と
す
る
息
長
吊
日
責
命
の
御
方
の
軍
に
喪
船
に
よ
り
敗
か
れ
、
山
代
の
地
ま
で
撃
退
さ
れ
る
。
こ
こ

で
陣
容
を
建
て
直
し
、
両
軍
共
に
一
歩
も
退
か
ず
戦
う
う
ち
、
建
振
熊
命
は
丙
び
計
略
を
川
い
、
そ
れ
に
破
れ
た
忍
熊
王
の
軍
は
最
後
の
防



禦
線
と
し
た
逢
坂
で
の
抵
抗
も
空
し
く
、
逢
坂
を
近
江
側
へ
下
っ
た
湖
岸
の
沙
沙
那
美
の
地
で
打
ち
破
ら
れ
た
。

同
じ
戦
を
『
日
本
書
紀
』
の
記
事
に
よ
っ
て
見
て
ゆ
く
と
、

忍
熊
王
知
レ
被
レ
欺
、
謂
一
一
倉
見
別
・
五
十
狭
茅
宿
禰
一
円
、
五
円
既
被
レ
敗
、
今
無
二
侃
丘
（
↓
良
可
レ
得
レ
戦
乎
、
曳
レ
丘
ハ
梢
退
。
武
内
宿
一
帰
出
一
一

精
兵
一
而
追
之
。
適
遇
ニ
．
十
逢
坂
一
以
破
。
故
駿
一
一
其
魔
一
日
二
逢
坂
一
也
。

（
神
功
皇
后
政
元
年
三
月
）

と
あ
り
、
両
軍
が
た
ま
た
ま
逢
坂
に
て
対
附
し
た
こ
と
か
ら
そ
の
地
を
つ
逢
ふ
坂
し
と
名
付
け
た
と
い
う
『
古
事
記
」
に
は
見
ら
れ
な
い
地

名
起
源
の
説
明
を
載
せ
て
い
る
。

こ
の
地
名
起
源
の
伝
承
は
『
古
事
記
』
山
神
天
皇
の
条
に
見
え
る

故
、
大
見
古
命
者
、
防
－
先
命
一
而
、
罷
コ
行
高
志
園
刊
雨
白
一
一
東
方
一
所
レ
造
建
沼
河
別
町
ハ
－
共
父
大
毘
古
一
共
、
往
ヨ
遇
子
一
一
相
津
叩
故
、
其
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地
謂
二
相
津
一
也
。

な
ど
の
伝
え
と
同
じ
よ
う
に
、
人
と
人
が
出
会
っ
た
こ
と
に
ち
な
み
、
そ
の
土
地
に
相
洋
・
逢
坂
と
い
っ
た
地
名
を
付
け
る
と
い
う
類
型
伝

承
の
一
つ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
逢
坂
の
地
名
を
構
成
す
る
「
逢
ふ
」
と
い
う
語
の
背
後
に
は
、
単
に
人
が
出
会
う
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま

ら
ず
、

「
戦
う
、
争
う
L

と
い
う
内
界
を
あ
ら
わ
す
「
あ
ふ
’
一
の
怠
が
、
古
く
地
名
の
成
立
段
階
に
お
い
て
強
く
働
き
か
け
て
い
た
こ
と
が

う
か
が
わ
れ
る
。
同
じ
神
功
紀
元
年
の
条
に
載
せ
ら
れ
た
、
忍
熊
王
の
軍
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
歌
謡
の
中
で

ァ

：
親
友
は
も
親
友
ど
ち
い
ざ
阿
波
な
我
は
：
：
：

（
日
本
書
紀
歌
謡
お

と
い
う
句
が
用
い
ら
れ
、

「
さ
あ
闘
お
う
我
々
は
」
と
詠
っ
て
い
る
こ
と
も
時
一
不
的
で
あ
る
。

記
紀
の
伝
承
で
は
、
戦
の
最
終
激
戦
地
と
な
り
得
る
重
要
な
土
地
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
た
逢
坂
山
は
、
三
閃
の
一
つ
と
し
て
確
固
た
る
伏

買
を
き
や
す
い
て
ゆ
く
。
一
二
関
は
不
動
の
鈴
鹿
・
不
破
を
除
い
て
、
時
代
に
よ
り
愛
発
か
ら
逢
坂
へ
の
変
化
が
あ
り
、
有
職
故
実
の
書
物
の
中



（

5
）
 

に
は
勢
多
を
あ
げ
て
い
る
も
の
も
あ
る
0

年
代
に
よ
っ
て
多
少
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
三
関
は
い
ず
れ
も
都
の
所
在
地
よ
り
東
に
位
置
し

宮
廷
の
勢
力
範
囲
が
商
か
ら
東
へ
拡
大
す
る
途
上
の
あ
る
時
期
に
半
ば
儀
式
的
に
固
定
し
た
姿
を
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
鈴
鹿
・
不
破
・

愛
発
の
一
二
つ
の
地
点
を
境
界
と
し
て
と
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
い
う
と
、
近
江
朝
を
一
つ
の
目
安
と
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

近
江
大
津
の
都
を
守
護
す
る
怠
識
の
も
と
に
定
め
ら
れ
た
三
つ
の
境
の
地
点
が
三
関
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

平
安
京
に
遷
都
が
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鈴
鹿
・
不
破
・
愛
発
の
一
二
つ
の
関
が
京
都
の
宮
廷
の
遠
い
守
り
で
あ
り
、
近
い
守
り
は

逢
坂
関
と
合
理
的
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
た
め
、
都
に
最
も
近
擁
し
た
逢
坂
関
の
持
つ
意
味
が
非
常
に
重
要
に
な
り
、
他
の
ど

（

6
）
 

の
関
よ
り
も
大
き
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

逢
坂
関
は
そ
の
伝
承
の
中
に
、

お
よ
そ
関
と
い
う
も
の
が
持
つ
べ
き
す
べ
て
の
要
素
を
包
含
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
、
長
い
年

- ~rn ー

代
、
多
く
の
方
面
に
わ
た
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
与
え
て
く
れ
る
。
そ
の
巾
か
ら
こ
の
論
文
で
は
、
平
安
遷
都
が
お
こ
な
わ
れ
逢
坂
関
と

し
て
重
要
視
さ
れ
る
以
前
の
逢
坂
山
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
、
ど
う
い
っ
た
意
識
で
人
々
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
た
か
を
、

前
述
の
「
局
葉
集
』
巻
十
二
一
の
歌
群
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
き
た
い
。

山

背

の

水

そ
ら
み
つ

大
和
の
同

あ
お
に
よ
し

奈
良
山
越
え
て

IU 
-rr 
{/) 

管
木
の
原

ち
は
や
ぶ
る

宇
治
の
渡
り

滝
屋
の

zuた
己

V
れド
λ
L
Z
I－－
I
j

の
原
を

千

欠
く
る
こ
と
な
く

万
代
に

あ
り
通
は
む
と

山
科
の

J
I

－－〉
L
L
〉

J
f
仁

1
6
吊
m
d一

す
め
神
に
幣
取
り
向
け
て

我
は
越

え
行
く

逢
坂
山
を

（三一一一一一六

こ
の
長
歌
は
、
奈
良
山
を
越
え
山
背
国
に
入
り
、
管
木
の
原
l
宇
治
の
渡
り
滝
陪
｜
阿
後
尼
の
原
l
山
科
の
石
田
の
祉
の
順
に
詳
し
く
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地
名
を
た
ど
り
つ
つ
逢
坂
山
を
越
え
て
い
よ
い
よ
近
江
国
へ
入
ろ
う
と
し
て
一
首
が
終
っ
て
い
る
。

ま
ず
最
初
に
、
大
和
と
近
江
を
つ
な
ぐ
交
通
路
で
あ
る
山
背
国
の
中
の
詠
わ
れ
る
べ
き
地
名
に
つ
い
て
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
大

和
の
都
か
ら
奈
良
坂
を
越
え
山
背
国
に
入
る
と
管
木
の
原
に
出
る
。
木
津
川
が
両
角
に
方
向
を
変
え
北
上
す
る
右
岸
の
平
野
部
に
あ
た
り
、

『
和
名
抄
』
に
「
綴
吉
町
」
郡
、
「
綴
喜
一
川
J
郷
を
載
せ
、
綴
喜
郡
の
名
を
今
に
残
し
て
い
る
。
管
木
の
原
の
多
賀
・
久
世
な
ど
の
地
を
過

ぎ
る
と
下
治
の
渡
で
あ
る
。
下
治
は
三
二
三
七
・
一
二
一
一
四

O
の
長
歌
に
も
詠
み
こ
ま
れ
、
山
背
国
の
土
地
の
中
で
も
詠
っ
て
お
く
必
要
の
あ

る
土
地
と
し
て
度
々
登
場
し
て
い
る
。
続
く
滝
口
庶
・
阿
後
尼
の
原
は
所
在
不
明
の
土
地
で
あ
る
が
、
道
行
の
順
序
か
ら
見
て
宇
治
と
石
田
の

中
間
に
あ
た
り
、
木
幡
の
付
近
の
地
名
と
忠
わ
れ
る
。

滝
障
は
旧
訓
「
タ
キ
ノ
ヤ
」
と
さ
れ
て
い
た
も
の
を
、

『
山
域
風
土
記
』
逸
文
に
採

択
さ
れ
た
多
田
義
俊
『
創
棋
排
h

の

と
い
う
記
載
か
ら
、
古
典
大
系
本
『
市
内
葉
集
h

を
は
じ
め
と
し
て
「
タ
ギ
ヅ
ヤ
L

と
改
め
て
い
る
。

そ
し
て
石
田
の
枇
は
、

『
大
日
本
地
名

- 32 -
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（
子
治
組
津
尽

誠
一
い
也
一
五
々

辞
書
』
所
引
の
『
山
城
名
勝
志
h

に
よ
る
と

天
棺
日
命
明
神
は
延
喜

h

十
人
宇
治
郡
に
見
ゆ
、

A
f
石
田
森
の
川
巾
明
神
と
一
五
者
日
正
也

に
幣
を
手
向
け
て
い
る
が
、
こ
の
神
は
主
神
を
ぷ
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
山
科
の
地
方
を
領
有
す
る
土

（

7
）
 

地
の
神
で
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
須
馬
神
い

三
二
三
六
の
長
歌
は
「
千
年
に
欠
く
る
事
無
く
、
万
代
に
あ
り
通
は
む
と
し
と
い
う
神
に
対
す
る
慰
問
、

「
す
め
神
に
幣
取
り
向
け
て
」

と
い
っ
た
奉
仕
の
旬
か
ら
見
て
、
旅
の
道
中
の
要
所
要
所
に
踊
附
す
る
土
地
の
神
へ
幣
白
山
を
た
む
け
る
時
の
歌
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
こ
の
長
歌
に
一
一
試
わ
れ
て
い
る
「
宇
治
の
渡
り
し
と
っ
沌
尿
」
の
水
辺
の
一
一
ケ
所
で
は
、
水
に
関
係
し
た
手
向
け
の
神
事
が
お
こ
な
わ



れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
『
山
城
風
土
記
』
逸
文
の
記
事
は
後
代
の
も
の
で
あ
り
、
資
料
と
し
て
の
価
値
は
い
く
ぶ
ん
劣
る
も
の
の
「
誠
一
い
也
ー

と
い
う
点
は
陪
一
不
的
で
あ
る
。
奈
良
山
と
逢
坂
山
で
は
境
の
手
向
け
が
、
石
田
の
枇
で
は
そ
の
地
方
の
神
に
幣
を
取
り
向
け
、
宇
治
の
渡
・

滝
屋
な
ど
の
川
に
両
し
た
重
要
な
土
地
を
通
過
す
る
際
に
は
、
模
・
械
の
要
素
が
渋
い
水
辺
の
手
向
け
が
お
こ
な
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

山
背
国
は
、
大
和
の
背
後
に
あ
る
土
地
と
し
て
、
木
津
川
・
宇
治
川
と
い
っ
た
盟
か
な
水
の
印
象
が
非
常
に
強
い
土
地
で
あ
る
。
そ
の
土

地
を
経
て
近
江
国
へ
と
む
か
つ
て
ゆ
く
。

或
本
歌
日

あ
お
に
よ
し

奈
良
山
過
ぎ
て

も
の
の
ふ
の

慮
女
ら
に
逢
坂
山
に

ト灼

く
れ
く
れ
と
ひ
と
り
そ
我
が
来
る

宇
治
川
渡
り

下
iロ1
け

幣
取
り
置
き
て

我
妹
子
に

- :i:i -

近
江
の
海
の

沖
つ
波

来
寄
る
浜
辺
を

妹
が
日
を
欲
り

（
三
二
三
七

「
或
本
歌
日
し
と
し
て
配
列
さ
れ
た
長
歌
で
あ
る
が
、
一
二
‘
一
一
二
六
の
匹
、
伝
と
は

J

一
パ
い
難
く
、
大
和
か
ら
近
江
へ
の
道
行
歌
の
類
型
と
い
う

こ
と
で
並
べ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
つ
一
二
三
六
が
歌
の
後
半
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
様
な
安
な
の
に
対
し
て
、
こ
の
長
歌
で
は
逢
坂
山
を
越

え
て
近
江
国
に
入
っ
て
か
ら
の
情
景
を
不
完
全
な
が
ら
も
伝
え
て
い
る
。
編
者
も
こ
の
・
一
肖
を
故
べ
て
配
列
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
瓦
い
に
足

り
な
い
部
分
を
補
お
う
と
し
て
い
る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
二
首
目
の
長
歌
は
道
行
の
詞
章
と
し
て
は
非
常
に
省
略
さ
れ
て
お
り
、
山
背
国
の
七
地
は
宇
治
を
中
継
す
る
だ
け
で
逢
坂
山
に

去
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
続
く
後
半
は
「
我
妹
子
に
近
海
の
海
」
と
い
う
句
か
ら
歌
の
主
題
が
転
換
し
て
相
開
発
想
へ
と
方
向
を
変
え
て
し
ま

っ
て
い
る
。
雑
歌
の
部
立
に
配
列
さ
れ
、
道
行
の
詞
章
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
こ
の
長
歌
は
も
と
も
と
旅
の
宴
会
の
場
で
詠
わ

れ
た
相
開
発
想
の
歌
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
同
類
の
歌
が
何
度
も
繰
り
返
し
て
詠
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
作
者
個
人
の
境
遇
が
入
り
こ



み
、
こ
の
よ
う
な
形
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

打
ち
出
で
て
見
れ
ば

反
歌

逢
坂
を

打
ち
出
で
て
見
れ
ば

工一・
Ih
〉
一
降

、ュ、
J
d
ぱ

υ

白
木
綿
花
に

波
立
ち
渡
る

ヘゴ
J

・
J

ゴ一
T
K

f

一一一一－一一↑一，ノ

」
の
反
歌
は
一
見
何
の
変
哲
も
無
い
歌
で
あ
り
、

一
般
的
に
「
大
和
か
ら
の
旅
人
が
、
逢
坂
山
を
越
え
て
広
大
な
琵
琶
湖
を
目
に
し
た
時

の
感
動
を
率
直
に
う
た
っ
た
歌
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、

」
れ
だ
け
で
片
付
け
て
は
し
ま
え
な
い
多
く
の

問
題
を
合
ん
だ
歌
な
の
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
注
目
す
べ
き
は
「
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
」
と
い
う
旬
で
あ
る
。

「
逢
坂
を
打
ち
出
で
て
見
る
」
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
情

- ~H -

景
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
逢
坂
山
か
ら
湖
水
を
見
下
ろ
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
か
、
湖
水
の
岸
辺
ま
で
下
り
て
来
て
詠
ん
だ
も
の
か

こ
の
歌
か
ら
だ
け
で
は
き
め
か
ね
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
句
か
ら
思
い
出
さ
れ
る
山
部
赤
人
の

因
子
の
浦
ゆ

打
ち
出
で
て
見
れ
ば

真
白
に
ぞ

富
士
の
高
嶺
に
汚
は
降
り
け
る

（
三
・
コ
二
八

の
短
歌
を
類
型
と
し
て
と
ら
え
な
が
ら
解
釈
を
試
み
て
み
た
い
。

色、

赤
人
の
歌
で
も
「
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
」
と
い
う
句
は
も
う
一
つ
は
っ
き
り
し
な
い
。
海
上
へ
舟
で
出
て
い
っ
た
の
か
、
海
岸
に
い
る
の

（

8
）
 

「
田
子
の
浦
」
の
「
浦
」
の
解
釈
次
第
で
動
揺
す
る
。
だ
が
、
右
の
短
歌
を
反
歌
に
持
つ
長
歌
は
、
旅
の
宿
り
に
お
け
る
宴
会
の
席
で

富
士
山
を
詠
っ
た
も
の
と
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
こ
の
短
歌
も
海
上
か
ら
の
眺
望
と
ま
で
考
え
な
く
て
も
良
い
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
時
間
的
に
富
士
山
を
詠
っ
た
長
歌
に
対
し
て
、

「
田
子
の
浦
の
海
岸
を
ば
、
先
の
方
ま
で
歩
い
て
行
っ
て
、
そ
こ



か
ら
見
る
と
い
う
と
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
在
の
眼
前
の
光
景
で
あ
る
富
士
山
を
直
叙
し
た
も
の
と
、
作
者
の
存
在
す
る
時
間
と
空
間
の
位

置
を
一
応
決
め
て
か
か
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
打
ち
出
で
て
見
れ
ば
」
と
い
う
句
を
、
赤
人
の
短
歌
を
参
考
に
し
て
こ
の
よ
う
な
手
順
を
踏
ん
で
考
え
て
み
る
と
、
三
二
三
八
の
反
歌

に
し
て
も
、
逢
坂
山
を
越
え
て
淡
海
の
湖
岸
を
見
下
ろ
せ
る
所
に
立
ち
、
そ
こ
か
ら
岸
辺
に
寄
せ
来
る
波
を
眺
め
る
と
い
う
作
者
の
空
間
的

位
置
が
決
ま
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

「
打
ち
出
で
て
見
る
」
と
い
う
句
の
類
型
を
考
え
る
に
は
、
・
亦
人
の
短
歌
に
続
い
て
黒
人
の
覇
旅
歌

を
と
り
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。
『
寓
葉
集
』
巻
三
「
高
市
連
黒
人
聴
旅
歌
八
首
」
の
う
ち

四
極
山

う
ち
越
え
見
れ
ば

笠
縫
の

島
漕
ぎ
か
く
る

棚
無
し
小
丹

二
・
二
七
二
）

の
歌
は
、
四
極
山
・
笠
縫
の
島
共
に
掻
津
・
一
二
河
等
に
擬
す
る
諸
説
が
あ
る
が
、
そ
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
積
極
的
な
根
拠
は
み
つ
か
ら

つ
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
面
か
ら
の
考
察
も
十
分
に
は
い
か
な
い
。

- 35 -

な
い
。
ま
た
八
首
の
配
列
の
上
に
手
が
か
り
を
求
め
る
に
し
て
も
、
近
代
短
歌
の
連
作
の
よ
う
に
、
同
じ
時
の
引
き
続
い
た
進
展
を
追
い
つ

し
か
し
一
方
で
こ
の
歌
は
、
後
世
に
「
し
は
つ
山
ぶ
り
」
の
名
の
も
と
に
伝
一
泊
さ
れ
て
お
り
、

し
は
つ
山
ぶ
り

し
は
つ
山

う
ち
い
で
て
み
れ
ば

か
さ
ゆ
ひ
の

的
こ
ぎ
か
く
る

た
な
な
し
小
舟（

『
古
今
集
』
二
十
・
一

O
七
三
大
歌
所
御
歌
）

と
あ
っ
て
、
声
楽
の
分
野
で
も
て
は
や
さ
れ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

「
し
は
つ
山
ぶ
り
L

と
し
て
『
古
今
集
』
に
収
録
さ
れ
る
段
階
で
は

「
う
ち
越
え
見
れ
ば
」
の
句
が
「
う
ち
い
で
て
み
れ
ば
」

に
変
化
し
て
、
伝
承
の
途
中
で
赤
人
の
短
歌
等
の
類
型
旬
が
働
き
か
け
た
様
子
も

う
か
が
わ
れ
る
。
さ
ら
に
下
っ
て
、
旅
の
口
・
品
詞
章
で
あ
る
道
行
文
に
こ
の
類
型
詞
章
が
受
け
継
が
れ
て
ゆ
く
が
、
声
楽
の
分
野
か
ら
の
影



響
を
考
え
る
と
こ
の
継
承
も
自
然
に
理
解
さ
れ
る
。
道
行
文
と
し
て
は
『
平
家
物
語
』
の
「
海
道
下
」

：
：
逢
坂
山
を
う
ち
こ
え
て
、
勢
田
の
唐
橋
駒
も
と
ど
ろ
に
ふ
み
な
ら
し
：

（
巻
十

ま
た
『
太
平
記
』
の
「
俊
基
朝
臣
再
関
東
下
向
事
」

』主

：
憂
ヲ
パ
留
ヌ
相
坂
ノ
、
閥
ノ
清
水
一
一
袖
焔
テ
、
末
ハ
山
路
ヲ
打
出
ノ
演
、
沖
ヲ
造
見
渡
セ
パ
、
塩
ナ
ラ
ヌ
海
一
一
コ
ガ
レ
行
、
身
ヲ

浮
舟
ノ
浮
沈
ミ
、

（
巻
二
）

と
い
っ
た
類
型
詞
章
を
残
し
て
い
る
。

打
出
浜
｜
寄
せ
来
る
波

そ
し
て
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

『
太
平
記
』
の
道
行
に
も
詠
み
こ
ま
れ
て
い
た
よ
う
に
、

逢
坂
山
を
越
え
て
眼
下
に
見
下
ろ
す
大
津
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市
松
本
・
石
場
の
前
面
の
浜
が
古
来
「
打
出
浜
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

」
の
浜
は
、
可
枕
草
子
」
が
「
浜
は
打
出
の
浜
」
と
載

せ
、
『
淡
海
録
』
所
引
の

「
方
角
集
L

で
は

む
か
し
の
東
路
は
相
坂
の
峠
よ
り
六
七
町
下
り
、
右
の
手
の
山
下
を
通
り
松
本
の
浜
辺
へ
出
ず
。
此
問
を
打
出
浜
と
云
。

（

9
）
 

と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
大
和
物
語
』
の
一
七
一
一
段
に
よ
る
と
、

こ
の
浜
で
大
作
思
主
が
辛
子
の
帝
に
歌
を
奉
っ
て
い
る
。

平
子
の
帝
の

石
山
寺
へ
の
御
参
詣
が
度
重
な
る
の
で
近
江
国
の
国
司
が
費
則
や
労
役
の
負
担
を
明
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
を
聞
き
つ
け
た
帝
が
他
の
国
々
の

荘
園
な
ど
に
準
備
を
申
し
つ
け
御
参
詣
な
さ
っ
た
。
近
江
の
守
は
こ
の
行
卒
を
嘆
き
恐
れ
て
、
そ
の
ま
ま
全
く
の
御
扶
拶
も
な
く
お
通
し
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
、

お
帰
り
の
途
中
の
打
出
の
浜
に
立
派
な
行
在
所
を
た
て
、
聞
い
い
…
主
た
だ
一
人
を
そ

F

」
に
お
い
て
お
い
た
。
じ
怖
が
お
通

り
に
な
り
「
ど
う
し
て
こ
こ
に
い
る
の
か
」
と
お
尋
ね
あ
そ
ば
さ
れ
た
の
で
、
叩
一
…
主
は
問
い
に
答
え
て



さ
さ
ら
波

ま
も
な
く
岸
を

洗
ふ
め
り

な
ぎ
さ
清
く
は

打
と
ま
れ
と
か

と
詠
ん
だ
と
こ
ろ
、
こ
の
歌
に
お
心
を
引
か
れ
て
お
と
ま
り
に
な
っ
た
と
す
る
。

に
よ
っ
て
亭
子
の
帝
の
怒
れ
る
魂
を
鎮
め
た
点
に
お
い
て
、

『
大
和
物
語
』
の
挿
話
は
、
『
古
今
集
』
で
は
醍
醐
天
皇
の
大
嘗
祭
の
風
俗
歌
の
作
者
で
あ
る
大
伴
忠
主
が
、
く
に
ぶ
り
の
歌
を
詠
む
こ
と

（

m）
 

『
前
向
葉
集
』
の
浅
香
山
の
采
女
の
歌
と
同
じ
類
型
の
話
で
あ
る
。

そ
の
黒
主
が

控
え
て
い
た
浜
が
打
出
の
浜
で
あ
り
、
歌
に
よ
る
と
、
さ
さ
ら
波
が
間
断
な
く
打
ち
寄
せ
て
岸
を
洗
っ
て
い
る
と
こ
ろ
の
治
で
あ
る
。

巻
十
一
二
・
三
二
三
七
の
長
歌
で
つ
沖
つ
波
来
寄
る
浜
辺
を
」
と
詠
み
、
そ
の
反
歌
三
二
一
二
八
で
は
「
’
日
木
棉
花
に
波
立
ち
渡
る
L

と
詠
わ

れ
た
淡
海
の
湖
岸
は
、

「
大
和
物
語
』

で
黒
主
が
「
さ
さ
ら
波
ま
も
な
く
岸
を
洗
ふ
め
り
・
：
」
と
詠
ん
だ
打
出
浜
と
場
所
を
具
に
し
な
い
で

あ
ろ
う
。
打
出
の
浜
l
淡
海
の
湖
岸
は
っ
沖
つ
波
」
「
白
木
綿
花
と
描
写
さ
れ
る
波
」
っ
さ
さ
ら
波
し
が
打
ち
寄
せ
て
来
る
か
ら
こ
そ

1

消
き

」
こ
で
重
ね
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
、

」
の
地
が

つ
狭
々
波
の
合
以
山
L

「
狭
々
一
伎
の
志
賀
し

と
も
呼
ば
れ
て
い
る
事
実
で

治
」
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

「
楽
波
の
大
津
」
と
い
っ
た
言
い
方
は
、
近
江
国
の
楽
波
の
地
に
続
い
て
い
る
大
津
と
い
う
こ
と
で
、
近
江
に
限
ら
ず
分
布
の
広
い

（
日
）

大
津
と
い
う
地
名
を
限
定
す
る
た
め
、
隣
接
地
名
を
並
列
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
っ
さ
さ
な
み
」
か
ら
は
近
江
の
湖
水
の
小
浪
が
辿
想
さ
れ

あ
る
。

や
す
い
が
、
志
賀
と
比
良
と
の
中
程
あ
た
り
の
地
名
で
あ
る
。

っ
さ
さ
な
み
L

の
百
円
葉
集
』
に
お
け
る
別
字
例
を
整
理
す
る
と

神
集
撃
波

神
業
波

巣
波
・
築
浪

左
散
難
鋪
・
左
佐
浪



と
あ
り
、
正
確
に
書
か
れ
た
「
神
築
聾
波
」
と
い
う
表
記
か
ら
は
、

「
さ
さ
L

と
い
う
音
が
、
最
も
良
く
神
楽
の
雰
囲
気
を
言
い
表
わ
し
得

る
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
次
第
に
使
い
慣
れ
る
に
従
っ
て
「
聾
」
を
省
き
、

「
神
」
を
略
し
て
「
築
波
」
だ
け
で
も
「
さ
さ

な
み
」
を
表
わ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

「
さ
さ
」
と
い
う
音
は
、
楽
器
の
音
、
人
長
の
持
つ
採
り
物
の
音
、

ひ
い
て
は
神
の
寄
り
来

る
音
等
の
印
象
に
よ
っ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
ど
れ
と
に
わ
か
に
決
定
は
で
き
な
い
。

」
の
「
さ
さ
な
み
」
は
『
高
葉
集
』
の
用
字
例
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、

「
さ
さ
」
と
い
う
特
殊
な
音
を
た
て
て
寄
せ
て
来
る
と
こ
ろ
の

波
で
あ
り
、
「
さ
ざ
な
み
」
と
濁
っ
て
訓
ん
で
単
に
小
さ
な
浪
の
意
に
解
し
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
。
「
び
ん
ざ
さ
ら
」
か
ら
「
さ
ん
さ
時

雨
」
に
至
る
ま
で
、

日
本
の
芸
能
の
歴
史
の
上
で
「
さ
さ
」
と
い
う
印
象
深
い
音
が
そ
の
名
称
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
例
は
数
多
く
見
受
け

ら
れ
る
。児

ら
に
恋
ひ

朝
戸
を
聞
き

五
ロ
が
居
れ
ば

常
世
の
浜
の

浪
の
音
聞
こ
ゆ
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ま
た
『
丹
後
風
土
記
』
逸
文
が
伝
え
た
浦
興
子
の
伝
承
の
中
の
歌

な
ど
を
並
べ
て
み
る
と
、
常
世
波
と
呼
ば
れ
る
神
聖
な
波
に
は
「
さ
さ
」
と
い
う
音
で
代
表
さ
れ
る
波
音
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
が
思
わ
れ

る

こ
う
ぞ

打
出
の
浜
ー
ー
ー
淡
海
の
湖
岸
に
寄
せ
来
る
波
は
、
白
木
棉
花
に
も
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。
木
棉
花
は
格
の
皮
を
さ
ら
す
な
ど
し
て
紺
状

し
で

に
し
た
垂
の
こ
と
で
、
そ
の
白
さ
が
花
に
見
た
て
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
波
の
白
さ
が
再
度
そ
の
白
木
棉
花
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
こ
の
場
合
、
単
純
に
波
の
白
さ
を
白
木
棉
花
で
表
現
し
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
波
頭
を
白
く
崩
し
て
寄
せ
て
来
る
波

と
白
い
格
で
作
ら
れ
た
垂
の
聞
に
は
、
水
辺
で
行
わ
れ
る
神
事
を
背
景
と
し
て
直
接
的
な
結
び
つ
き
が
あ
っ
た
が
た
め
に
、
こ
う
し
た
形
に

伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
と
思
う
。



波
を
花
に
見
た
て
る
手
法
と
し
て
は
、
『
古
今
集
』
に
収
録
さ
れ
た
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
の
源
当
純
の
歌

山
風
に

と
く
る
氷
の

ひ
ま
ご
と
に

う
ち
出
づ
る
波
や

春
の
初
花

〆’戸町、、

一． 

一一一、」J

が
注
文
通
り
で
あ
る
。
こ
の
歌
「
う
ち
出
づ
る
波
」
と
い
う
表
現
と
い
い
、
波
の
描
写
の
集
大
成
を
思
わ
せ
る
。

淡
海
を
見
る
1
1
1
近
江
の
水
の
信
仰

逢
坂
山
を
「
打
ち
出
で
て
見
る
」
対
象
と
さ
れ
て
い
る
淡
海
の
湖
面
に
立
つ
波
は
、
先
に
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
古
い
時
代
の
常
世
波
の

信
仰
を
思
わ
せ
、
打
出
浜
の
名
を
持
つ
定
め
ら
れ
た
場
所
に
寄
せ
来
る
「
さ
さ
な
み
」
と
名
付
け
ら
れ
る
べ
き
波
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
何
故
「
波
」
を
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
次
の
問
題
と
な
る
。

三
二
三
八
の
反
歌
や
赤
人
の
短
歌
に
詠
み
こ
ま
れ
た
「
打
ち
出
で
て
見
る
」
と
い
う
類
型
旬
、

「
海
道
下
」
等
の
道
行
文
の
中
に
な
か
ば
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固
定
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
類
型
詞
章
と
し
て
の
「
逢
坂
山
を
打
ち
こ
え
て
凡
打
出
浜
と
い
う
地
名
の
存
在
と
い
っ
た
事
例
を
重

ね
あ
わ
せ
て
い
く
と
、

「
何
か
を
見
る
」
と
い
う
目
的
を
も
っ
て
定
め
ら
れ
た
場
所
へ
「
打
ち
出
で
る
」
と
い
う
型
式
が
存
在
し
た
こ
と
が

浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
の
型
式
の
存
在
を
さ
ら
に
補
強
し
得
る
素
材
と
し
て
そ
の
語
型
、
内
容
の
類
似
と
い
う
点
か
ら
注
目

さ
れ
る
の
が
「
ハ
マ
イ
デ
マ
ツ
リ
」

「
ハ
マ
オ
リ
」
等
の
名
称
で
各
地
に
広
く
分
布
す
る
民
俗
行
事
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
民
俗
行
事
は
そ
の
土
地
固
有
の
様
々
な
型
式
を
有
し
て
い
る
場
合
が
多
い
が
、
祭
に
際
し
て
海
浜
ま
た
は
河
岸
に
出
て
お
こ
な

う
潮
水
の
浄
威
力
を
尊
ん
だ
棋
が
行
事
の
中
心
を
な
し
て
い
る
。

ま
た
記
録
の
上
で
は
古
く
『
吾
妻
鑑
』
に

建
永
二
年
丁
卯

正
月
大



八
日

甲
午

ノ

ニ

ン

ゾ

将
軍
塚
。
二
所
御
精
進
始
。
局
一
一
浴
レ
潮
給
一
御
演
出
也
。

「
吾
妻
鑑
』
巻
十
八
）

の
よ
う
に
、
浜
出
神
事
が
度
々
行
わ
れ
た
記
録
が
見
出
さ
れ
、
百
円
我
物
語
』
に
も

梶
原
が
、
演
出
し
て
か
へ
り
さ
ま
に
、
此
女
の
も
と
に
う
ち
よ
り
て
、
伐
と
共
に
あ
そ
び
け
り
口

（
守
的
問
我
物
語
』
巻
第
五
「
五
郎
、
女
に
情
か
け
し
事
L

）

と
い
っ
た
「
演
出
」
の
例
が
見
え
る
。
そ
し
て
幸
若
舞
の
「
舞
三
十
六
書
L

中
に
「
は
ま
出
（
別
名
注
莱
山
）
い
の
名
が
あ
り
、
そ
の
余
流
で

あ
る
福
岡
県
山
門
郡
瀬
高
町
大
江
の
幸
若
所
伝
の
曲
中
に
「
浜
出
」
の
名
を
持
つ
山
が
伝
え
ら
れ
る
な
ど
、
十
日
く
か
ら
特
別
の
神
事
と
し
て

執
り
行
わ
れ
て
い
た
痕
跡
も
残
し
て
い
る
。

こ
う
い
っ
た
「
ハ
マ
イ
デ
」
の
名
を
持
つ
民
俗
行
事
が
棋
の
思
想
を
巾
心
に
持
っ
て
い
る
点
に
日
を
と
め
る
と
、
打
出
の
浜
か
ら
淡
海
の

大
君
の
命
か
し
こ
み

見
れ
ど
飽
か
ぬ
奈
良
山
越
え
て
・
：
（
巾
略
）
・
：
近
江
路
の
逢
坂
山
に
子
向
け
し
て
技
が
越
え
行
け
ば
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湖
岸
を
北
上
し
た
半
崎
の
地
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。
こ
の
平
崎
は
守
的
内
葉
集
』
巻
十
三
で
は

さ
さ
な
み

の
志
賀
の
半
崎
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
か
へ
り
み
む
・
：
（
後
略
）
・
：

（
十
三
・
一
一
一
二
四

O
）

と
、
類
型
詞
章
を
と
も
な
っ
て
詠
わ
れ
る
有
力
地
名
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
叶
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
な
ど
で
布
名
な
よ
う
に
、
平
安
朝
で
は
模

の
名
所
で
あ
っ
た
。
『
か
げ
ろ
ふ
日
記
』
で
は
辛
崎
で
の
棋
と
共
に
、
逢
坂
山
を
越
え
て
湖
水
の
壮
観
を
日
に
し
た
時
の
印
象
を
、

闘
の
山
路
、
あ
は
れ
／
’
＼
と
お
ぼ
え
て
、
ゆ
く
さ
き
を
見
や
り
た
れ
ば
、
ゆ
く
ゑ
も
し
も
り
、
ず
み
え
わ
た
り
て
、
鳥
の
二
三
ゐ
た
る
と
見

ゆ
る
も
の
を
、

し
ゐ
て
思
へ
ば
、
釣
舟
な
る
べ
し
、
そ
こ
に
て
ぞ
、
え
涙
は
と
ど
め
ず
な
り
ぬ
る
。

と
記
し
て
い
る
。
逢
坂
山
か
ら
見
下
ろ
す
湖
岸
の
眺
め
に
よ
っ
て
揺
り
起
こ
さ
れ
る
作
者
の
感
動
の
源
に
は
、
忘
れ
去
ら
れ
た
な
識
下
の
伝

承
が
大
き
く
働
き
か
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
打
出
の
浜
か
ら
辛
附
に
か
け
て
の
淡
海
の
湖
岸
は
、
湖
水
の
浄
政
力
を
求
め
る
税
減
の
神
事



と
深
い
つ
な
が
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
打
出
る
」
と
い
う
型
式
を
有
し
、
打
出
浜
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
定
め
ら
れ
た
場
所
を
必
要
と
し
た
行
事
は
、
時
代
が
下
る
と
棋
の
様
式

が
表
面
を
お
お
っ
て
し
ま
い
、
清
ら
か
な
潮
水
を
求
め
る
と
い
う
而
だ
け
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
段
階
前
の
形
を

考
え
て
み
る
と
、
定
め
ら
れ
た
神
聖
な
渚
に
寄
せ
来
る
波

l
l
こ
れ
も
「
さ
ざ
な
み
」
と
名
付
け
ら
れ
、
山
本
綿
花
と
描
写
さ
れ
る
よ
う
に

一
つ
の
型
を
必
要
と
し
た
で
あ
ろ
う
1

ー
を
「
見
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
波
の
持
つ
浄
政
力
を
一
身
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し

て
い
た
、
と
い
う
筋
道
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

淡
海
の
湖
水
を
「
見
る
」
と
い
う
記
録
も
い
く
つ
か
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

木
棉
晶
宜

手
向
け
の
山
を

今
日
越
え
て

い
づ
れ
の
野
辺
に

山
肌
せ
む
い
九
什

六
・
一

O
一
七

十 ／11ー

夏
四
月
大
伴
坂
上
郎
女
奉
レ
拝
一
一
賀
茂
神
社
一
之
時
便
越
二
相
坂
山
一
望
一
一
見
近
江
海
一
而
晩
一
政
泣
栄
作
歌
一
首

大
伴
坂
上
郎
女
の
『
蔦
葉
集
』
巻
六
の
短
歌
は
、
題
詞
に
「
相
坂
山
を
越
え
、
近
江
の
海
を
望
み
見
て
し
と
あ
る
よ
う
に
、
近
江
の
湖
水

を
眺
望
す
る
目
的
を
持
っ
て
逢
坂
山
を
越
え
る
と
い
う
こ
と
が
こ
の
時
代
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
事
実
を
示
し
て
い
る
。

題
詞
の
つ
夏
四
月
」
は
、
巻
六
の
歌
の
配
列
に
よ
る
と
天
平
九
年
（
七
三
七
年
）

に
あ
た
り
、
問
月
の
賀
茂
祭
に
際
し
て
大
伴
坂
上
郎
女

も
賀
茂
神
社
に
参
拝
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
賀
茂
祭
は
下
社
賀
茂
御
祖
神
社
と
上
社
何
日
戊
別
市
神
社
共
に
四
月
中
の
酉
の
日
に
行
わ
れ
、

可
続
日
本
紀
』
文
武
二
年
の
条
に

二
年
三
月
半
己
、
禁
一
一
山
背
園
賀
茂
祭
日

命
同
レ
衆
騎
射

と
あ
る
の
を
は
じ
め
、
度
々
騎
射
を
禁
止
す
る
制
令
が
出
さ
れ
て
お
り
、
大
伴
氏
で
あ
る
坂

k
郎
’
釘
が
お
や
拝
す
る
よ
う
に
、
賀
茂
一
族
の
祭



紀
と
い
う
範
囲
を
越
え
都
か
ら
も
多
く
の
見
物
が
訪
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

坂
上
郎
女
の
一
行
は
賀
茂
神
社
へ
奉
拝
し
た
後
、
奈
良
へ
の
帰
り
道
に
近
江
の
湖
を
望
見
す
る
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
逢
坂
山
を
越
え
て
い
る

の
で
あ
り
、
見
下
ろ
し
て
い
る
湖
岸
が
前
述
の
打
出
浜
で
あ
る
。
ま
た
題
討
に
は
っ
晩
頭
に
還
り
来
て
」
と
も
あ
り
、
こ
の
短
歌
は
そ
の
日

の
夜
の
宴
会
で
昼
間
の
情
景
を
頭
に
浮
か
べ
つ
つ
作
ら
れ
て
い
る
。
歌
の
興
味
の
焦
点
は
、
こ
の
日
畿
内
の
境
で
あ
る
逢
坂
山
を
越
え
て
か

ら
引
き
返
し
て
き
た
の
だ
か
ら
、
道
の
国
へ
足
を
踏
み
入
れ
る
た
い
へ
ん
な
旅
を
し
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
感
慨
に
か
た
む
き
、
軽
い
滑
稽

味
を
添
え
て
旅
愁
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

歌
そ
の
も
の
は
旅
の
宿
り
の
方
面
へ
興
味
が
集
中
し
て
い
る
た
め
、
逢
坂
山
か
ら
湖
水
を
望
見
し
た
と
い
う
昼
間
の
経
験
を
直
接
描
写
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
も
し
、
逢
坂
山
で
の
情
景
を
詠
ん
だ
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
と
し
た
な
ら
、

逢
坂
を

打
ち
出
で
て
見
れ
ば

近
江
の
海

白
木
棉
花
に

波
立
ち
渡
る

J

A

a

－－

4
1
、、J

－
一
一
一
一
一
F
ノ
」
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の
反
歌
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
状
況
な
の
で
あ
ろ
う
。

と
に
か
く
題
詞
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
坂
上
郎
女
の
一
行
が
逢
坂
山
へ
立
ち
寄
る
日
的
は
近
江
の
湖
水
を
「
見
る
」
と
い
う
点
に
あ
っ
た

」
と
が
注
目
さ
れ
る
。

淡
海
を
眺
望
す
る
と
い
う
記
録
は
、

も
う
一
つ
女
帝
の
行
幸
に
関
連
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

ロ
杭
日
本
紀
』
養
老
元
年
九
月
の
条
を
見

る
と
、
元
正
天
皇
が
美
濃
国
に
行
幸
さ
れ
る
途
中

戊
申
。
行
至
一
一
近
江
圏
一
観
司
望
淡
海
一
。

と
、
淡
海
を
観
望
さ
れ
た
こ
と
が
特
別
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
行
幸
の
道
す
が
ら
近
江
国
の
行
在
所
で
は
、
山
陰
・
山
陽
・
南
海
道
の

各
国
の
国
司
等
が
詣
し
て
「
土
風
歌
憐
」
を
奏
し
、
美
濃
国
に
至
っ
て
か
ら
は
、
東
海
・
東
山
・
北
陪
道
の
諸
国
の
国
司
が
行
在
所
に
て



「
風
俗
雑
伎
し
を
奏
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

丙
辰
。
幸
一
一
首
者
郡
一
。
賢
一
多
度
山
美
泉
一
。

と
あ
る
よ
う
に
、
多
度
山
の
美
泉
を
御
覧
に
な
る
こ
と
に
こ
の
行
事
の
目
的
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
多
度
山
の
美
泉
の
う
る
わ
し
き
こ
と
を

愛
で
た
元
正
天
皇
は
、
こ
の
年
の
十
一
月
後
漢
の
階
泉
の
故
事
に
ち
な
み
、
年
号
を
霊
亀
か
ら
養
老
と
改
元
す
る
に
至
っ
て
い
る
。

女
帝
が
聖
水
を
求
め
て
行
な
っ
た
一
連
の
行
幸
の
う
ち
の
一
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
記
事
で
あ
る
が
、

い
わ
ば
、
淡
海
と
多
度
山
の
美

泉
を
対
立
、
並
置
し
て
お
り
、
そ
の
記
載
の
し
か
た
が
「
淡
海
を
観
望
し
し
「
美
泉
を
覧
す
」
と
い
う
表
現
に
な
っ
て
い
る
点
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。
ニ
の
記
載
は
、
清
ら
か
な
水
を
求
め
て
行
幸
さ
れ
る
時
に
「
淡
海
し
っ
美
泉
」
を
「
見
る
」
と
い
う
具
体
的
な
行
動
に
よ
っ
て
行

幸
の
目
的
が
達
成
さ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

海
人
の
す
む

民
の
し
る
べ
に

浦
見
む
と
の
み

人
の
一
一
一
一
口
ふ
ら
む

（
十
四
・
七
二
七

- 4.1ー

淡
海
、
泉
を
「
見
る
」
と
い
う
行
動
を
念
頭
に
お
い
て
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
い
く
と
、
『
古
今
集
』
の
小
野
小
町
の
歌

あ
ら
な
く
に

（ロ）

に
伝
え
ら
れ
て
い
る
「
浦
見
む
」
と
い
う
語
や
、
由
来
を
明
ら
か
に
し
な
い
ま
ま
数
多
く
残
さ
れ
て
い
る
潮
見
坂
と
い
う
名
を
持
つ
坂
に
ま

（臼）

で
興
味
は
広
が
っ
て
ゆ
く
。
こ
れ
ら
の
例
は
何
の
目
的
で
浦
を
潮
を
見
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
直
接
な
手
が
か
り
を
全
く
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
残
し
て
い
な
い
。
し
か
し
、
淡
海
の
湖
水
や
逢
坂
山
に
関
連
す
る
数
々
の
伝
承
を
並
べ
て
み
る
と
、
浦
を
見
る
、
潮
を
見
る
と

い
う
こ
と
に
も
、
由
来
の
遠
い
信
仰
行
事
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
重
な
り
あ
う
古
い
常
世
波
の
信
仰
が
思
わ
れ
る
。

都
の
人
々
が
近
江
国
を
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
時
、
最
も
強
い
印
象
を
も
っ
て
思
い
出
さ
れ
る
の
が
淡
水
の
巨
大
な
湖
で
あ
る
。
内
陸
に
生

活
す
る
都
人
が
こ
の
水
に
対
し
て
持
つ
印
象
は
、
都
が
山
背
へ
移
っ
て
か
ら
形
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
早
く
大
和
に
都
が
造
営



さ
れ
て
い
た
時
代
か
ら
、
都
の
背
後
、
山
の
北
陰
に
あ
る
神
聖
な
水
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
水
に
関
す
る
信
仰
が
山
背
と
い
う
国

名
を
生
み
、
奈
良
坂
を
越
え
た
木
津
川
、
宇
治
川
の
あ
た
り
を
神
秘
な
水
の
巾
心
と
し
て
と
ら
え
、
さ
ら
に
は
近
江
国
の
淡
水
の
湖
を
も
考

え
に
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
は
、
住
か
な
水
の
持
つ
浄
威
力
を
問
題
に
し
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
な
い
。
天
智
天
皇
の
御
世
に
造
営

さ
れ
た
近
江
同
大
津
の
引
も
、
伝
仰
上
か
ら
は
淡
海
の
豊
富
な
水
を
求
め
た
と
い
う
こ
と
が
遊
都
の
第
一
理
山
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
、
近
江
国
に
ま
つ
わ
る
伝
仰
の
最
も
重
要
な
部
分
を
水
の
信
仰
が
占
め
て
い
る
と
一
一
一
一
口
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
信
仰
を
断

片
な
が
ら
日
パ
体
的
に
示
し
て
い
る
の
が
喜
内
葉
集
』
の
逢
坂
山
に
関
連
す
る
歌
昨
で
あ
る
口
す
な
わ
ち
、
神
の
指
定
し
た
神
聖
な
洛
に
古
い

常
世
波
の
信
仰
の
印
象
を
と
ど
め
た
沖
の
波
が
寄
せ
て
来
る
、
そ
の
波
を
「
見
る
し
と
い
う
所
に
近
江
の
水
の
信
仰
の
要
点
、
が
あ
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
淡
海
の
水
の
信
仰
を
具
体
的
に
表
象
す
る
土
地
で
あ
る
逢
坂
山
は
、
さ
さ
な
み
・
打
出
・
平
崎
な
ど
の
地
と
共
に
近
江

の
逢
坂
と
し
て
中
央
の
人
々
に
早
く
か
ら
立
識
さ
れ
て
い
た
。

- ;j.1 -

＊
 

池
田
鋪
一
二
郎
先
生
は
、
慶
応
義
塾
大
学
に
お
け
る
最
終
年
度
に
あ
た
る
附
和
五
十
四
年
度
の
講
義
に
お
い
て
、
大
学
院
の
芸
能
史
を
中
心

と
し
て
「
見
る
」
「
聞
く
し
1

食
う
L

と
い
う
人
間
の
基
本
的
行
為
の
裏
側
に
ひ
そ
む
、
文
学
伝
承
・
芸
能
伝
承
・
信
仰
生
活
等
に
つ
い
て
、

様
々
な
観
点
か
ら
精
情
な
考
察
を
展
開
さ
れ
た
。

そ
の
研
究
の
一
端
は
オ
見
る
l

と
い
う
こ
と
｜
観
客
論
序
説
｜
」
（
「
襲
能
史
研
究
」
第

六
七
号
）

や
「
見
る
・
聞
く
・
食
べ
る
L

（
地
人
会
講
演
、
昭
和
田
・

1
・日）

と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
私
の
こ
の
論
文
は
、
講
義
と
一

連
の
論
考
に
多
大
な
恩
恵
を
受
け
つ
つ
成
立
し
た
も
の
で
あ
り
、
池
問
先
生
が
構
築
さ
れ
つ
t
A

あ
る
「
日
比
る
し
「
聞
く
」
「
食
う
」
に
絡
む
伝

承
の
研
究
の
中
で
、

一
つ
の
具
体
例
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
筆
者
の
望
外
の
幸
福
で
あ
る
。



注（

1
）
 

（
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）
 

『
折
口
信
夫
人
土
年
』
第
三
巻
所
収
「
雛
祭
り
の
話
」
五

O
H参
照
。

池
田
禰
三
郎
先
生
『
γH
人
一
昨
故
事
物
証
川
』
ゴ
一
五
頁
参
照
。

『
日
本
書
紀
』
孝
徳
天
阜
大
化
二
年
正
月
の
改
新
之
前
に
は

電

戸

」

、

L

r

u

l

－－

Ea

－
－
－
－

凡
畿
内
、
点
r
リ
一
名
墾
横
川
一
以
来
、
市
’
円
二
紀
伊
兄
山
一
以
来
、
却
し
向
。
内
FHJ亦
行
櫛
淵
一
以
来
、

内
同
↓

と
あ
り
、
紀
伊
見
山
と
近
江
狭
々
一
波
合
坂
山
が
等
し
く
畿
内
の
境
と
し
て
と
ら
え
九
れ
て
い
る
。

京
都
市
山
科
か
ん
逢
坂
山
と
背
羽
山
の
鞍
部
を
越
え
て
大
作
山
へ
む
か
う
周
辺

I
U線
沿
い
に
は
、
「
大
谷
町
、
蝿
丸
神
社
」
「
閃
大
明
神
、
間
抑

九
神
社
上
社
」
「
逢
坂
二
丁
目
、
閃
蜘
丸
神
社
」
の
一
二
社
が
わ
ず
か
な
間
隔
を
お
く
だ
け
で
枚
ぃ
止
し
て
い
る
。

守
二
中
限
』
市
町
山
山
町
燃
『
め
芥
抄
』
訂
俳
部
第
七
で
は
三
間
に
勢
多
・
鈴
鹿
・
不
岐
を
あ
げ
る
。

井
口
樹
生
氏
「
上
代
に
お
け
る
問
に
つ
い
て
の
研
究
」
（
『
上
代
文
午
研
冗
と
資
料
・
同
文
学
諭
広
市
内
桁
』
）
参
照
。

日
本
古
典
文
学
大
系
『
持
葉
集
一
一
』
同
三
九
瓦
、
八
九
円
舟
（
巻
冗
）
補
注
参
照
。

『
高
葉
集
』
巻
一
一
一
、
山
部
赤
人
「
明
不
尽
山
歌
」
の
長
歌
を
あ
げ
て
お
く
。

天
地
の
分
れ
し
川
ゆ
神
さ
び
て
古
川
く
貴
き
駿
川
な
る
布
土
の
向
山
似
を
天
の
川
郎
振
り
放
げ
見
れ
ば
渡
る
日
の
影
も
隠
ら
ひ

照
る
月
の
光
も
は
え
ず
’
日
出
も
い
行
き
は
ば
か
り
川
じ
く
宇
一
一
小
ー
は
昨
り
け
る
店
り
継
ぎ
一
一
一
一
H

ひ
継
ぎ
行
か
む
不
謹
の
高
債
は

会
二
七
）
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北
山
ニ
近
江
狭
々
波
合
坂
山
一
以
来
、

局
－
一
畿

4 
（

5
）
 

（

6
）
 

（

7
）
 

（

8
）
 

10 9 

近
江
史
料
シ
リ
ー
ズ
（

4
）
『
淡
海
録
』
滋
賀
県
地
万
史
研
究
家
述
絡
会
川
一

O
H参
照
。

叶
前
向
葉
集
』
巻
十
六

安
積
香
山
影
さ
ヘ
見
ゆ
る
山
の
井
の
浅
き
心
を
わ
が
閉
山
は
な
く
に
（
一
一
一
八

O
じ、

の
歌
の
左
注
に
、
陸
奥
国
の
采
女
が
こ
の
歌
を
詠
み
克
城
主
の
怒
り
を
鎮
め
た
と
あ
る
。

『
折
口
伝
犬
全
集
』
第
九
巻
所
収
「
南
葉
集
講
義
」
二
八
八
十
八
参
照
。

西
村
亨
氏
『
王
朝
恋
河
川
の
研
究
』
四
一
一
二
頁
参
照
。
「
浦
日
比
」
が
川
い
ん
れ
た
例
と
し
て
内
げ
を
あ
げ
、

12 11 
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浦
見
と
い
う
こ
と
ば
が
こ
れ
だ
け
熟
し
て
用
い
ら
れ
る
背
後
に
は
、
浦
比
が
単
に
海
辺
の
見
物
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
特
殊
な
生
活
行
事
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
成
り
立
ち
そ
う
で
あ
る
。

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

池
田
禰
三
郎
先
生
『
「
見
る
」
と
い
う
こ
と

l
観
客
論
序
説

i
』
（
整
能
史
研
究
・
第
六
七
り
）
「
正
、
潮
見
・
国
見
・
山
見
・
同
見
」
等
参
照
。
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