
琉
球
使
節
に
よ
る
和
歌
の
詠
作

―
―
読
谷
山
王
子
朝
恒
の
例
を
中
心
に
―
―

錺

武

彦

一

は
じ
め
に

近
世
琉
球
の
人
々
が
詠
作
し
た
和
歌
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
い
く
つ
か
の

（
１
）

論
考
に
よ
っ
て
紹
介
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
、
江
戸
上
り
を
行
っ
た
琉
球

使
節
が
詠
ん
だ
も
の
は
大
い
に
注
目
を
集
め
た
こ
と
が
、
各
種
の
琉
球
物
刊
本
に
収

載
さ
れ
て
流
布
し
た
様
相
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

薩
摩
藩
の
支
配
下
に
置
か
れ
て
い
た
当
時
の
琉
球
王
国
で
は
、
琉
球
独
自
の
文
学

が
隆
盛
し
た
一
方
、
和
文
学
も
広
く
享
受
さ
れ
て
い
た
。
人
々
は
和
語
を
駆
使
し
て

様
々
な
作
品
を
著
し
た
が
、
特
に
王
府
の
官
人
た
ち
に
と
っ
て
和
歌
の
詠
作
が
必
須

の
教
養
で
あ
っ
た
こ
と
や
、
当
時
の
琉
球
に
多
く
の
和
歌
集
や
歌
学
書
類
が
伝
来
し

て
い
た
こ
と
は
、『
大
島
筆
記
』
や
『
阿
嘉
直
識
遺
言
書
』
の
よ
う
な
資
料
よ
り
明

ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

今
回
、
そ
の
和
歌
を
採
り
上
げ
る
読
谷
山
王
子
朝
恒
（
一
七
四
五
〜
一
八
一
一
）

ゆ
ん
た
ん
ざ

は
、
琉
球
王
国
第
十
三
代
国
王
で
あ
る
尚
敬
王
の
次
男
で
、
唐
名
は
尚
和
。
読
谷
山

間
切
（
現
在
の
沖
縄
県
中
頭
郡
読
谷
村
）
の
総
地
頭
と
な
っ
た
こ
と
よ
り
、
読
谷
山

王
子
と
呼
ば
れ
る
。
後
に
朝
憲
と
名
を
改
め
て
も
い
る
が
、
本
稿
で
は
、
江
戸
上
り

時
の
名
で
あ
る
朝
恒
の
呼
称
で
統
一
す
る
。
そ
し
て
、
朝
恒
の
和
歌
を
読
み
解
く
こ

と
で
、
琉
球
使
節
で
あ
っ
た
彼
が
ど
の
よ
う
な
思
い
で
和
歌
を
詠
ん
で
い
た
の
か
を

探
り
、
さ
ら
に
そ
の
詠
作
の
意
義
に
つ
い
て
も
考
え
て
み
た
い
。

二

読
谷
山
王
子
朝
恒
の
詠
作

読
谷
山
王
子
朝
恒
の
文
化
的
事
績
に
つ
い
て
は
、
池
宮
正
治
に
よ
る

（
２
）

紹
介
が
早
く

に
な
さ
れ
て
お
り
、
和
歌
の
他
に
琉
歌
も
詠
み
、
後
に
国
相
と
も
な
っ
た
教
養
人
と

し
て
名
高
い
。
朝
恒
は
、
江
戸
幕
府
第
十
代
将
軍
徳
川
家
治
の
即
位
を
祝
う
た
め
の

慶
賀
使
と
し
て
、
明
和
元
年
（
一
七
六
四
）
江
戸
に
上
っ
た
。
そ
の
際
に
詠
ま
れ
た

と
さ
れ
る
朝
恒
の
和
歌
は
、
歴
代
の
琉
球
使
節
の
中
で
最
も
ま
と
ま
っ
た
数
が
残
さ

れ
て
い
る
。

朝
恒
は
、
琉
球
に
お
け
る
和
歌
の
名
手
と
し
て
、
近
代
以
前
の
歌
人
三
十
六
名
の

和
歌
一
首
ず
つ
を
集
成
し
た
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
宜
湾
朝
保
編
纂
に
よ
る
歌

集
『
沖
縄
集
』
―
―
い
わ
ゆ
る
「
沖
縄
三
十
六
歌
仙
」
に
も
そ
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て

（
３
）

い
る
。

梅

朝
憲

読
谷
山
王
子

玉
だ
れ
の
を
す
の
ひ
ま
も
る
春
風
に
さ
か
ぬ
軒
ば
も
梅
が
香
ぞ
す
る
（
三
）

そ
こ
に
は
、
朝
恒
を
始
め
と
し
て
、
元
禄
頃
に
琉
球
と
薩
摩
の
間
を
行
き
来
し
た
際

の
出
来
事
を
つ
づ
っ
た
和
文
紀
行
文
『
思
出
草
』
の
作
者
・
識
名
盛
命
（
一
六
五
二

〜
一
七
一
五
）
や
、
和
文
物
語
『
苔
の
下
』『
若
草
物
語
』
な
ど
を
遺
し
た
平
敷
屋

朝
敏
（
一
七
〇
一
〜
一
七
三
四
）
も
名
を
連
ね
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
他
に
は
ほ

ぼ
無
名
の
人
物
や
一
首
し
か
和
歌
が
現
存
し
て
い
な
い
よ
う
な
人
物
も
多
い
こ
と
か

ら
、
二
十
首
ほ
ど
の
ま
と
ま
っ
た
作
品
が
現
存
す
る
朝
恒
は
、
琉
球
の
歌
人
の
中
で
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は
注
目
す
べ
き
存
在
と
言
え
る
。

そ
の
和
歌
は
、
近
世
に
多
く
出
版
さ
れ
た
琉
球
物
刊
本
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
で
、

広
く
巷
間
の
人
々
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
朝
恒
の
和
歌
を
収
載
す
る
現
存
資
料

の
う
ち
、
最
も
早
く
に
成
立
し
た
も
の
は
『
三
国
通
覧
図
説
』
で

（
４
）

あ
る
。
著
者
は
林

子
平
。
朝
恒
の
江
戸
上
り
か
ら
約
二
十
年
後
の
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
に
出
版
さ

れ
た
刊
本
で
、
朝
鮮
・
琉
球
・
蝦
夷
に
関
す
る
民
俗
的
な
資
料
で
あ
る
。
そ
の
中
の

「
琉
球
」
の
項
に
、「
前
文
ニ
言
シ
如
ク
清
主
ヨ
リ
ハ
冊
封
使
ヲ
遣
シ
、
印
璽
ヲ
与
ヘ

ラ
ル
レ
ド
モ
只
一
代
一
度
ノ
大
礼
耳
ニ
シ
テ
、
平
生
唐
山
ニ
馴
親
マ
ザ
ル
故
ニ
唐
山

ノ
事
ニ
ハ
習
ハ
ザ
ル
ナ
リ
。
本
邦
ト
ハ
境
モ
近
ク
、
其
上
薩
琉
ノ
交
リ
シ
ゲ
キ
故
、

自
然
ニ
大
国
ノ
風
ニ
化
セ
ラ
レ
テ
、
今
ハ
其
国
ニ
テ
謡
ヲ
モ
ウ
タ
イ
、
能
囃
子
ヲ
モ

興
行
シ
、
或
ハ
大
橋
、
玉
置
等
ノ
日
本
流
ノ
書
法
モ
行
ハ
レ
、
又
本
邦
ノ
平
仮
名
ヲ

ソ
ノ
国
一
統
ニ
用
ル
ナ
リ
。
然
ル
故
ニ
和
歌
ヲ
モ
、
ヨ
ミ
覚
ヘ
シ
由
ナ
リ
。
近
ゴ
ロ

明
和
元
年
ニ
来
聘
使
タ
リ
シ
、
読
谷
山
王
子
朝
恒
ノ
詠
ゼ
シ
和
歌
ア
リ
。
聞
シ
儘
ニ

此
ニ
記
ス
、
琉
球
ノ
本
邦
ニ
化
服
シ
タ
ル
コ
ト
推
テ
知
ベ
シ
」
と
あ
り
、
続
い
て
朝

恒
の
和
歌
を
七
首
掲
載
し
て
い
る
。

明
和
元
年
の
秋
慶
賀
使
と
し
て
武
蔵
の
国
へ
赴
け
る
時
、
肥
前
の
松
浦
と

い
ふ
所
へ
至
り
、
追
風
な
く
て
十
日
余
り
舟
を
停
し
頃
よ
め
る

ヨ
ミ
タ
ン
ザ

ト
モ
ツ
ネ

読
谷
山
王
子
朝
恒

追
手
ふ
く
風
の
た
よ
り
を
松
浦
が
た
幾
夜
う
き
寝
の
数
つ
も
る
ら
ん

伏
見
の
里
に
て
月
を
見
て

同

い
つ
も
か
く
か
な
し
き
も
の
か
草
ま
く
ら
ひ
と
り
ふ
し
み
の
夜
半
の
月
か
げ

深
草
に
て

同

降
雪
に
う
づ
ら
の
床
も
う
づ
も
れ
て
冬
も
あ
は
れ
は
ふ
か
く
さ
の
さ
と

不
二
山
を

同

人
問
は
ゞ
い
か
ゞ
か
た
ら
ん
言
の
葉
も
及
ば
ぬ
ふ
じ
の
雪
の
あ
け
ぼ
の

浮
島
が
原
に
て

同

ふ
じ
の
根
の
雪
吹
お
ろ
す
風
見
へ
て
一
む
ら
く
も
る
浮
し
ま
が
は
ら

霜
月
の
初
つ
か
た
武
蔵
の
国
に
至
り
、
か
の
所
に
月
を
見
て

同

旅
ご
ろ
も
は
る
〴
〵
来
て
も
故
さ
と
に
か
は
ら
ぬ
も
の
は
む
か
ふ
月
か
げ

祝

同

波
か
ぜ
も
お
さ
ま
る
君
が
御
代
な
れ
ば
み
ち
遠
か
ら
ぬ
日
の
本
の
国

こ
の
後
、「
右
朝
恒
ハ
本
朝
ノ
学
ニ
熟
シ
タ
ル
故
、
其
ヨ
ミ
歌
モ
和
歌
ノ
体
ヲ
備
ヘ

タ
リ
ト
云
リ
」
と
あ
り
、
八
丈
島
に
漂
着
し
た
奄
美
大
島
の
「
中
栄
」
な
る
人
物
が

琉
球
方
言
で
詠
ん
だ
和
歌
一
首
を
比
較
対
象
と
し
て
載
せ
、「
右
一
首
ハ
琉
ノ
辺
土

迄
モ
、
本
朝
ノ
風
ニ
化
シ
タ
ル
証
ヲ
見
ス
ル
為
ニ
挙
ル
ナ
リ
」
と
注
す
る
。

こ
う
し
て
見
る
と
、
朝
恒
の
和
歌
は
、
当
時
の
琉
球
で
仮
名
が
用
い
ら
れ
、
和
歌

ま
で
も
詠
ま
れ
て
い
た
状
況
を
紹
介
す
る
た
め
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ

て
日
本
文
化
が
遠
く
琉
球
に
も
及
ん
で
い
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
、
琉
球
王
国
が
幕

府
に
従
属
す
る
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
も
誇
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
五
年
後
の
寛
政
二
年
（
一
七
九
〇
）、『
琉
球
談
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
著

者
は
森
島
中
良
で
あ
る
。
掲
載
箇
所
の
冒
頭
部
分
を
次
に
引
用

（
５
）

す
る
。

○
読
谷
山
王
子
の
和
歌

林
子
平
が
『
三
国
通
覧
図
説
』
中
の
、
琉
球
図
説
に
、「
明
和
元
年
来
聘
せ
し
、

読
谷
山
王
子
朝
恒
が
、

日
本
の
如
く

名
乗
る
な
り

詠
ぜ
し
和
歌
を
伝
聞
せ
り
」
と
て
、
わ
づ
か
に

七
首
を
載
た
り
。
予
が
父
国
訓
法
眼
、
明
和
の
は
じ
め
、
竹
公
主
の
御
前
に
侍

り
し
時
、
読
谷
山
王
子
が
、
手
づ
か
ら
書
て
、
笑
覧
に
そ
な
へ
奉
り
た
る
、
道

行
ぶ
り
の
和
歌
十
四
首
を
、
御
前
に
侍
ら
ひ
け
る
女
房
に
、
写
さ
せ
て
た
ま
は

り
た
る
を
、
こ
よ
な
く
秘
蔵
せ
ら
れ
し
が
、
今
は
む
な
し
き
紀
念
と
な
り
ぬ
。

原
書
の
ま
ゝ
を
左
に
記
し
て
、
宇
留
摩
の
国
人
の
、
我
国
の
風
に
、
か
く
ま
で

な
び
き
た
る
を
し
め
す
の
み
。

こ
の
後
に
朝
恒
の
和
歌
十
四
首
が
収
載
さ
れ
る
が
、『
三
国
通
覧
図
説
』
の
も
の
と
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は
六
首
が
重
複
し
て
い
る
。
後
に
他
の
資
料
に
拠
り
す
べ
て
引
用
す
る
の
で
、
こ
こ

で
は
割
愛
す
る
。

な
お
、
著
者
の
森
島
中
良
が
こ
の
和
歌
資
料
を
入
手
し
た
経
緯
と
し
て
こ
こ
に
記

さ
れ
る
の
は
、
明
和
年
間
の
初
め
頃
、
幕
府
の
奥
医
師
で
あ
っ
た
桂
川
甫
三
が
「
竹

公
主
」
な
る
人
物
に
伺
候
し
て
い
た
際
に
、「
読
谷
山
王
子
」
朝
恒
自
筆
の
和
歌
十

四
首
を
近
侍
の
女
房
に
書
写
さ
せ
て
賜
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の「
竹
公
主
」

は
、
徳
川
綱
吉
・
吉
宗
の
養
女
で
島
津
継
豊
側
室
と
な
っ
た
竹
姫
だ
と
考
え
ら
れ
て

（
６
）

い
る
。
彼
女
は
後
に
島
津
重
豪
を
養
育
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、
重
豪
は
明
和

元
年
の
時
点
で
の
島
津
家
当
主
で
あ
り
、
朝
恒
の
江
戸
上
り
に
際
し
て
最
も
重
要
な

役
割
を
担
っ
て
い
た
人
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
読
谷
山
王
子
が
、
手
づ
か
ら
書
て
、

笑
覧
に
そ
な
へ
奉
り
た
る
、
道
行
ぶ
り
の
和
歌
十
四
首
」
と
い
う
書
き
方
は
、
当
時

江
戸
在
住
の
竹
姫
が
直
接
朝
恒
か
ら
和
歌
懐
紙
を
贈
ら
れ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る

が
、
実
際
に
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
、
こ
の
件
に
関
し
て
は
改
め
て
検
討
す
る
。

そ
の
約
半
世
紀
後
、
天
保
三
年
（
一
八
三
二
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
中
山
聘
使
略
』

は
、
琉
球
の
地
図
や
風
俗
、
江
戸
上
り
に
関
す
る
様
々
な
事
柄
を
掲
載
し
た
折
本
形

式
の
書
物
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
も
朝
恒
を
始
め
と
す
る
琉
球
の
何
名
か
の
和
歌
が
紹

介
さ
れ
て

（
７
）

い
る
。
作
者
は
、
奥
書
に
は
「
阪
本
純
宅
甫
」、
本
に
よ
っ
て
は
「
阪

宅
甫
」
と
記
さ

（
８
）

れ
る
が
、
後
者
は
「
本
純
」
が
欠
落
し
た
も
の
と
思
し
い
。
こ
こ
に

は
、『
三
国
通
覧
図
説
』
の
七
首
、『
琉
球
談
』
の
十
四
首
を
す
べ
て
含
む
、
二
十
一

首
の
朝
恒
の
和
歌
が
収
載
さ
れ
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
以
外

の
琉
球
物
刊
本
等
に
も
朝
恒
の
和
歌
は
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
『
三
国
通

覧
図
説
』
や
『
琉
球
談
』
か
ら
の
孫
引
き
の
よ
う
な
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

こ
の
『
中
山
聘
使
略
』
が
現
時
点
で
は
最
多
と
な
る
数
の
朝
恒
の
和
歌
を
ま
と
め
た

資
料
と
な
る
。

で
は
、
該
当
部
分
を
見
て
み
よ
う
。「
和
歌
」
の
項
に
「
国
人
和
歌
を
よ
く
す
る

ま
ゝ

み
く
に

め
ぐ
み
と
を
く

し
ま
�
�

い
た

よ
つ

も
の
往
々
あ
り
。
是

皇
国
の
淳
化
遠
裔
の
島
嶼
に
届
る
を
知
る
べ
し
。
因
て
し
る

す
」
と
あ
り
、
ま
ず
池
城
親
方
と
真
壁
親
方
の
和
歌
二
首
が
掲
げ
ら
れ
る
。

元
禄
中
清
の
北
京
に
ま
い
り
て
国
に
か
へ
り
な
ん
と
せ
し
時
よ
み
侍
る

池
城
親
方

た
れ
も
見
よ
今
ぞ
ま
こ
と
の
か
ら
に
し
き
き
た
の
み
や
こ
を
た
ち
い
づ
る
袖

忍
恋

真
壁
親
方
賢
寛

こ
ゝ
ろ
の
み
か
よ
は
ぬ
時
は
な
け
れ
ど
も
よ
そ
目
に
か
ゝ
る
ほ
ど
ぞ
く
る
し
き

朝
恒
の
和
歌
は
、
そ
の
後
に
続
い
て
二
十
一
首
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
次
に
す
べ
て

引
用
し
、
後
の
考
察
の
た
め
に
便
宜
上
○
数
字
を
付
し
た
。

松
浦
と
い
ふ
所
に
い
た
り
て
九
月
十
三
夜
の
月
を
見
て

読
谷
山
王
子
朝
恒

①
秋
ご
と
に
見
し
を
と
も
と
て
ふ
る
さ
と
の
そ
ら
な
つ
か
し
く
み
ゆ
る
月
影

追
風
な
し
と
て
か
の
所
に
十
日
あ
ま
り
舟
を
と
ゞ
め
し
こ
ろ

②
追
風
ふ
く
か
ぜ
の
た
よ
り
を
ま
つ
ら
が
た
い
く
夜
う
き
ね
の
数
つ
も
る
ら
ん

須
磨
の
浦
に
て
敦
盛
の
塚
を
見
て

③
須
磨
の
う
ら
に
ち
り
う
く
は
な
の
跡
と
へ
ば
あ
は
れ
と
し
ら
ぬ
ま
つ
風
ぞ
ふ
く

伏
見
の
里
に
て

④
た
れ
も
か
く
さ
び
し
き
も
の
か
く
さ
ま
く
ら
ひ
と
り
ふ
し
み
の
夜
半
の
月
影

辛
崎
の
松

⑤
う
ら
風
も
え
だ
を
な
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ
ば
猶
も
さ
か
え
ん
か
ら
さ
き
の
ま
つ

真
野
の
入
江

⑥
し
も
む
す
ぶ
尾
ば
な
が
袖
に
つ
き
さ
え
て
ま
の
ゝ
い
り
江
に
千
ど
り
鳴
な
り

鏡
山

⑦
く
も
り
な
き
御
代
の
か
ゞ
み
の
山
な
れ
ば
き
み
が
千
と
せ
の
か
げ
も
見
へ
け
れ

田
子
の
浦
に
て
ふ
じ
の
山
を
み
て

⑧
お
も
ひ
き
や
田
子
の
浦
辺
に
う
ち
い
で
ゝ
ふ
じ
の
た
か
ね
の
ゆ
き
を
み
ん
と
は

ふ
じ
の
山
を
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⑨
人
と
は
ゞ
い
か
ゞ
こ
た
へ
ん
こ
と
の
葉
の
お
よ
ば
ぬ
ふ
じ
の
ゆ
き
の
白
た
へ

霜
月
の
初
つ
か
た
む
さ
し
の
国
に
い
た
り
か
の
所
に
月
を
み
て

⑩
た
び
ご
ろ
も
は
る
〴
〵
き
て
も
ふ
る
郷
に
か
は
ら
ぬ
も
の
は
む
か
ふ
月
か
げ

藤
枝
と
い
ふ
所
に
て
雪
つ
も
り
け
る
あ
し
た

⑪
夜
の
ほ
ど
は
く
さ
の
ま
く
ら
に
月
さ
え
て
あ
さ
た
つ
の
べ
に
つ
も
る
し
ら
雪

松
尾
山

⑫
と
き
は
な
る
い
ろ
こ
そ
み
へ
ね
松
尾
や
ま
み
ね
も
ふ
も
と
も
雪
の
ふ
れ
ゝ
ば

深
草
の
里

⑬
ふ
る
ゆ
き
に
う
づ
ら
の
床
も
う
づ
も
れ
て
冬
ぞ
あ
わ
れ
は
ふ
か
く
さ
の
里

あ
る
人
へ
か
へ
し

⑭
そ
で
の
ゆ
き
あ
は
れ
を
か
け
し
こ
と
の
葉
に
君
が
こ
ゝ
ろ
の
ほ
ど
も
し
ら
な
ん

祝
の
心
を

⑮
な
み
風
も
お
さ
ま
る
き
み
が
御
代
な
れ
ば
み
ち
遠
か
ら
ぬ
日
の
本
の
国

初
春

⑯
あ
づ
さ
ゆ
み
は
る
き
に
け
ら
し
あ
け
わ
た
る
遠
の
た
か
ね
に
か
す
み
た
な
引

山
家
花

⑰
は
る
き
て
も
花
な
か
り
せ
ば
や
ま
ざ
と
は
な
に
の
た
よ
り
に
人
め
ま
た
ま
し

竹
林
灯

⑱
す
む
や
た
れ
竹
の
は
や
し
の
ふ
か
き
世
に
あ
る
か
な
き
か
の
と
も
し
び
の
か
げ

ふ
た
ゝ
び
東
に
お
も
む
く
時

⑲
冨
士
の
ね
は
め
づ
ら
し
け
れ
ば
い
く
た
び
も
は
じ
め
て
む
か
ふ
こ
ゝ
ち
こ
そ
す

れ

浮
島
が
は
ら
に
て

⑳
ふ
じ
の
根
の
ゆ
き
吹
お
ろ
す
や
ま
風
に
ひ
と
む
ら
く
も
る
う
き
し
ま
が
原

二
階
氏
に
贈
る

㉑
ふ
み
そ
め
し
あ
と
を
む
か
し
の
ち
ぎ
り
に
て
な
を
し
る
べ
せ
よ
し
き
し
ま
の
道

こ
の
後
、
東
風
平
里
之
子
・
宜
野
湾
王
子
・
中
栄
の
和
歌
各
一
首
が
挙
げ
ら
れ
る
。

中
栄
の
詠
は
、
前
述
の
『
三
国
通
覧
図
説
』
所
収
の
も
の
と
全
く
同
じ
で
あ
る
。

淀
の
舟
に
て
女
に
物
を
贈
る
と
て

東
風
平
里
之
子

ぬ
し
や
た
れ
う
き
名
た
つ
と
も
空
だ
き
の
け
ぶ
り
く
ら
ぶ
る
こ
と
も
あ
ら
ば
や

寛
政
己
酉
来
聘
の
時

宜
野
湾
王
子

か
ぎ
り
な
き
山
を
い
く
え
か
な
が
め
き
て
そ
れ
ぞ
と
し
る
き
雪
の
ふ
じ
の
ね

な
か
ゑ
い

八
丈
ヶ
島
に
て

中
栄

流

故

御

上

様

拝

仰

得

嬉

し

き

な
が
れ
舟
よ
ゑ
に
お
ん
か
み
さ
ま
を
が
で
お
よ
せ
う
る
事
の
う
な
つ
か
し
ゆ
な

ん

ぞ
く
と
う

や
く

末
の
一
首
は
か
の
属
島
大
島
の
人
さ
き
の
年
八
丈
に
漂
流
し
け
る
に
士

に
ん

う
れ

つ
た
な
き

官
の
あ
つ
き
め
ぐ
み
に
あ
ひ
し
を
嬉
し
う
お
ぼ
え
し
余
り
己
が
陋
拙
を

お
も
ひ

の
べ

い
ば
ん

あ
ふ

わ
す
れ
て
胸
懐
を
述
し
な
り
是
ま
た

皇
化
の
夷
蛮
に
及
ぶ
を
仰
ぐ
べ

し

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
和
歌
の
う
ち
、
池
城
親
方
安
憲
の
詠
作
は
、
こ
れ
と
ほ
ぼ
同

じ
も
の
が
『
沖
縄
集
』
等
に
採
ら
れ
て
い
て
、
か
な
り
人
口
に
膾
炙
し
て
い
た
ら

（
９
）

し
い
。
真
壁
親
方
賢
寛
は
、
正
し
く
は
賢
宣
で
あ
り
、『
正
木
の
か
つ
ら
』
に
こ
の

歌
も
収
載
さ
れ
て

（
１０
）

い
る
。
宜
野
湾
王
子
朝
陽
は
朝
恒
の
甥
に
当
た
る
人
物
で
、
寛
政

二
年
（
一
七
九
〇
）
に
慶
賀
正
使
と
し
て
江
戸
上
り
を
し
て
お
り
、
東
風
平
里
之
子

朝
行
は
そ
の
際
に
同
行
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
中
栄
に
つ
い
て
は
前
述
。
こ
う

し
て
見
る
と
、
や
は
り
歌
数
か
ら
し
て
も
朝
恒
は
群
を
抜
い
て
い
る
。
そ
れ
以
上
に

多
く
の
和
歌
を
詠
ん
だ
歌
人
が
い
れ
ば
、
お
そ
ら
く
何
ら
か
の
形
で
詠
作
が
伝
来
す

る
は
ず
な
の
で
、
朝
恒
が
近
世
琉
球
に
お
け
る
歌
人
と
し
て
は
随
一
の
人
物
と
見
な

さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
朝
恒
の
和
歌
①
〜
㉑
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
挙
げ
た
琉
球
物
刊
本
の
ほ

か
、
文
政
十
一
年
（
一
八
二
八
）
に
薩
摩
の
川
畑
篤
実
が
編
纂
し
た
『
松
操
和
歌
集
』

に
も
七
首
が
収
め
ら
れ
る
。『
松
操
和
歌
集
』
は
、
主
に
薩
摩
歌
壇
に
お
け
る
様
々
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な
人
物
の
詠
作
を
集
め
た
私
撰
集
で
、
そ
の
中
に
琉
球
の
人
物
の
和
歌
も
計
十
六
首

収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
朝
恒
の
和
歌
は
七
首
あ
り
、
い
ず
れ
も
先
行
す
る

『
琉
球
談
』
収
録
の
十
四
首
と
一
致
す
る
。

ま
た
、
も
う
一
つ
新
た
に
紹
介
し
て
お
き
た
い
資
料
が
あ
る
。『
読
谷
山
王
子
旅

中
の
す
さ
み
』
は
、
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
に
旧
三
条
家
文
書
と
し
て
所
蔵
さ
れ

て
い
る
写
本
で
、
朝
恒
の
和
歌
十
四
首
を
収
め
た
の
み
の
小
さ
な
歌
集
で
あ
る
。『
琉

球
談
』
の
詠
と
は
一
首
の
み
入
れ
替
わ
り
が
あ
り
、
そ
の
一
首
は
『
三
国
通
覧
図
説
』

に
は
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
い
つ
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
た
も
の
か
は
不
明
だ

が
、
い
ず
れ
の
資
料
と
も
収
載
歌
が
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
は
な
い
点
は
注
意
さ
れ

る
。次

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
で
朝
恒
の
和
歌
が
ど
の
よ
う
な
順
序
で
掲
載
さ
れ
て
い

る
か
を
示
す
。
こ
れ
ま
で
に
紹
介
し
た
五
つ
の
資
料
の
う
ち
、
朝
恒
の
和
歌
の
収
載

歌
数
が
多
い
の
は
『
中
山
聘
使
略
』
で
あ
る
の
で
、『
中
山
聘
使
略
』
に
お
け
る
配

列
順
序
を
基
準
と
す
る
。
前
に
『
中
山
聘
使
略
』
で
引
用
し
た
○
数
字
の
和
歌
が
、

各
資
料
で
は
ど
の
順
で
収
載
さ
れ
て
い
る
の
か
を
、
下
の
各
欄
に
数
字
で
記
し
た
も

の
が
下
の
〔
表
１
〕
で
あ
る
。
ま
た
、『
松
操
和
歌
集
』
は
歌
番
号
で
表
記
し
て

（
１１
）

い
る
。

こ
れ
を
見
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
配
列
が
資
料
ご
と
に
入
り
乱
れ
て
い
る

こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
今
回
採
り
上
げ
た
朝
恒
の
和
歌
は
、
主
に
江
戸
上
り
の
旅

の
道
中
に
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
配
列
が
こ
の
よ
う
に
錯
綜
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
こ
の
歌
群
が
琉
球
の
人
物
が
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
喧
伝
さ
れ
て
流
布

し
て
い
く
中
で
、
本
来
の
歌
順
が
判
然
と
し
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
が
原
因
か
と
考

え
ら
れ
る
。
率
直
に
考
え
て
み
る
と
、
最
も
歌
数
が
多
い
『
中
山
聘
使
略
』
の
本
文

が
い
ず
れ
の
資
料
よ
り
も
正
し
く
原
態
を
留
め
て
い
る
も
の
と
推
察
さ
れ
る
が
、
そ

の
仮
定
に
基
づ
き
、
そ
の
歌
順
に
従
っ
て
こ
れ
ら
の
和
歌
を
見
て
い
く
と
、
詞
書
や

歌
の
内
容
か
ら
、
次
の
よ
う
に
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
中
山
聘
使
略
』

琉

球

物

刊

本

歌

集

『
三
国
通
覧
図
説
』

『
琉
球
談
』

『
松
操
和
歌
集
』
『
旅
中
の
す
さ
み
』

①
あ
き
ご
と
に

１

秋
・
４２４

１

②
お
ひ
て
ふ
く

１

２

羈
旅
・
８２３

２

③
す
ま
の
う
ら
に

３

３

④
た
れ
も
か
く

２

１１

⑤
う
ら
か
ぜ
も

４

４

⑥
し
も
む
す
ぶ

５

羈
旅
・
７４０

５

⑦
く
も
り
な
き

６

６

⑧
お
も
ひ
き
や

７

羈
旅
・
７４２

７

⑨
ひ
と
と
は
ば

４

８

羈
旅
・
７４３

８

⑩
た
び
ご
ろ
も

６

９

羈
旅
・
７４４

９

⑪
よ
の
ほ
ど
は

１０

１０

⑫
と
き
は
な
る

１１

１２

⑬
ふ
る
ゆ
き
に

３

１２

羈
旅
・
７４１

１３

⑭
そ
で
の
ゆ
き

１４

⑮
な
み
か
ぜ
も

７

１３

１４

⑳
ふ
じ
の
ね
の

５

〔
表
１
〕
各
資
料
に
お
け
る
和
歌
の
収
載
状
況

（
注
）
○
数
字
は
『
中
山
聘
使
略
』
の
配
列
順
、
数
字
は
各
資
料
に
お
け
る
配
列
順
を
表
す
。

『
松
操
和
歌
集
』
は
部
立
・
歌
番
号
を
示
す
。

『
旅
中
の
す
さ
み
』
は
『
読
谷
山
王
子
旅
中
の
す
さ
み
』。
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①
②

…
肥
前
国
松
浦
で
の
詠
作
（
詞
書
に
よ
る
）

③

…
摂
津
国
須
磨
で
の
詠
作
（
詞
書
に
よ
る
）

④

…
山
城
国
伏
見
で
の
詠
作
（
詞
書
に
よ
る
）

⑤
⑥
⑦

…
近
江
国
の
歌
枕
「
辛
崎
の
松
」「
真
野
の
入
江
」「
鏡
山
」
を
詠
む

⑧

…
駿
河
国
田
子
の
浦
で
富
士
山
を
詠
む
（
詞
書
に
よ
る
）

⑨

…
富
士
山
を
詠
む

⑩

…
江
戸
で
の
詠
作
（
詞
書
に
よ
る
）

⑪

…
駿
河
国
藤
枝
で
の
詠
作
（
詞
書
に
よ
る
）

⑫
⑬

…
山
城
国
の
歌
枕
「
松
尾
山
」「
深
草
の
里
」
を
詠
む

⑭

…
贈
答
歌
の
返
歌

⑮

…
祝
の
歌

⑯
⑰
⑱

…
題
詠
歌

⑲

…
富
士
山
を
詠
む
（
二
度
目
の
上
京
時
？
）

⑳

…
駿
河
国
浮
島
原
で
の
詠
作
（
詞
書
に
よ
る
）

㉑

…
二
階
堂
氏
へ
贈
っ
た
歌

こ
の
う
ち
、
①
〜
⑬
は
歌
枕
や
地
名
が
和
歌
や
詞
書
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
詠

作
順
序
を
考
え
る
上
で
の
判
断
材
料
と
な
り
得
る
。
但
し
、
詠
作
事
情
に
不
審
が
あ

る
の
は
⑲
で
、
詞
書
に
「
ふ
た
ゝ
び
東
に
お
も
む
く
時
」
と
記
さ
れ
、
富
士
山
が
詠

ま
れ
て
い
る
が
、
朝
恒
が
江
戸
上
り
を
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
は
、
明
和
元
年

の
一
度
だ
け
で
あ
る
。
後
に
琉
球
か
ら
薩
摩
ま
で
は
二
度
訪
れ
て
い
る
こ
と
が
『
中

山
世
譜
』
よ
り
確
認
で
き
る
が
、
当
時
の
琉
球
の
高
官
の
人
物
が
そ
う
何
度
も
江
戸

ま
で
行
く
こ
と
が
で
き
た
と
は
思
え
な
い
の
で
、
こ
の
詞
書
に
は
疑
問
が
残
る
。
さ

ら
に
、
こ
の
後
の
⑳
は
配
列
か
ら
す
る
と
二
度
目
の
江
戸
上
り
の
際
の
詠
と
い
う
こ

と
に
な
り
、
や
は
り
同
様
に
不
審
が
残
る
。
な
お
、
最
後
の
㉑
の
詞
書
に
あ
る
「
二

階
氏
」
と
は
、
薩
摩
の
「
二
階
堂
氏
」
だ
ろ
う
か
。

こ
の
区
分
と
前
掲
〔
表
１
〕
に
見
た
各
資
料
の
配
列
を
考
え
合
わ
せ
た
場
合
、
矛

盾
が
生
じ
る
の
は
、
次
の
三
点
で
あ
る
。〈
１
〉『
三
国
通
覧
図
説
』
や
『
松
操
和
歌

集
』
で
は
、
⑬
「
ふ
る
ゆ
き
に
」
詠
が
往
路
で
の
詠
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

〈
２
〉『
琉
球
談
』
に
は
収
め
ら
れ
な
い
④
「
た
れ
も
か
く
」
詠
が
『
旅
中
の
す
さ
み
』

で
は
復
路
で
の
詠
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。〈
３
〉前
述
の
よ
う
に
、『
琉
球
談
』

に
収
載
さ
れ
た
朝
恒
の
和
歌
が
江
戸
滞
在
時
に
竹
姫
へ
直
接
託
さ
れ
た
も
の
と
す
る

と
、
藤
枝
で
詠
ま
れ
た
旨
が
詞
書
に
記
さ
れ
る
⑪
「
夜
の
ほ
ど
は
」
詠
が
往
路
の
詠

と
見
な
さ
れ
る
。

次
に
、
こ
の
三
点
を
解
決
す
る
た
め
に
、
現
存
す
る
記
録
類
を
辿
り
な
が
ら
、
朝

恒
の
江
戸
上
り
の
具
体
的
な
日
程
を
調
べ
て
み
た
い
。

三

朝
恒
の
江
戸
上
り

琉
球
王
国
の
正
史
『
中
山
世
譜
附
巻
』（
巻
四
、
尚
穆
王
）
に
は
、
琉
球
・
薩
摩
・

江
戸
の
三
地
点
の
発
着
に
関
す
る
大
ま
か
な
日
程
の
み
が
次
の
よ
う
に
記
さ

（
１２
）

れ
る
。

（
乾
隆
）
二
十
九
年
甲
申
。
為
慶
賀

将
軍
家
治
公
。
膺
襲
封
事
。
遣
正
使
。

尚
氏
読
谷
山
王
子
朝
恒
。
副
使
。
向
氏
湧
川
親
方
朝
喬
。
六
月
二
十
日
。
到
薩

州
。
十
一
月
初
九
日
。
到
江
府
。
翌
年
二
月
初
四
日
。
回
到
薩
州
。
三
月
十
六

日
。
回
国
。

一
方
、
薩
摩
藩
側
の
記
録
で
あ
る
『
旧
記
雑
録
追
録
』（
巻
一
二
一
、
重
豪
公
）

で
は
、
往
路
・
復
路
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
記
さ

（
１３
）

れ
る
。

〈
往
路
〉

嚮
是

故
大
樹
家
重
公
譲
政
務
於

右
大
将
家
治
公
退
休
于

西
城
、
由
是
琉

球
国
司
尚
穆
従
先
躅
、
遣
賀
使
読
谷
山
王
子
於
江
府
、
献
方
物
於

将
軍
家
、

以
故
今
茲
王
子
葦
航
来
于
麑
府
、
八
月
二
十
三
日
発
麑
府
赴
東
武
、
令
家
老
川

田
伊
織
国
福
・
用
人
岩
下
佐
次
右
衛
門
方
峰
・
近
習
役
島
津
矢
柄
久
籌
・
留
守

居
有
川
勇
馬
貞
厚
・
使
番
矢
野
清
右
衛
門
清
香
等
附
護
之
、
晦
日
解
纜
於
薩
州

久
見
崎
港
、
九
月
二
十
九
日
繋
長
州
赤
間
関
、
十
月
九
日
着
船
于
摂
州
大
坂
、
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到
是
留
滞
五
日
、
十
五
日
遡
河
流
、
昱
日
到
于
城
州
伏
見
、
三
宿
而
発
伏
見
、

経
美
濃
路
東
海
道
、
十
一
月
九
日
到
著
于
江
府
芝
邸
、
即
日
遣
留
守
居
于
老
中

之
第
、
報
琉
使
来
着
之
事
、

〈
復
路
〉

中
山
王
信
使
王
子
読
谷
山
嚮
以
使
節
礼
畢
故
、
迄
尾
張
黄
門
宗
睦
卿
・
紀
伊
黄

門
宗
将
卿
・
水
戸
参
議
宗
翰
卿
・
徳
川
参
議
宗
武
卿
・
同
参
議
宗
尹
卿
・
同
三

位
中
将
重
好
卿
及
台
老
・
京
都
所
司
代
・
大
坂
城
代
・
若
年
寄
以
下
管
事
庶
達

官
等
謝
之
贈
物
、
各
有
差
矣
、
既
而
今
茲
十
二
月
十
一
日
琉
使
発
於
江
府
、
令

家
老
川
田
伊
織
国
福
・
用
人
島
津
登
久
連
・
近
習
役
関
山
新
左
衛
門
金
郷
・
使

番
本
田
六
左
衛
門
親
相
附
護
之
、
即
経
歴
東
海
道
美
濃
路
、
閏
十
二
月
四
日
到

大
坂
、
同
九
日
発
大
坂
、
駕
船
回
西
海
、
昱
年
正
月
廿
八
日
着
船
于
薩
州
久
見

崎
港
、
二
月
四
日
到
着
于
薩
府
、
自
是
琉
人
期
順
風
、
泛
船
而
南
帰
、

こ
れ
を
見
る
と
、
さ
ら
に
詳
細
な
日
程
と
し
て
、
鹿
児
島
を
出
発
し
た
一
行
は
久
見

崎
（
現
在
の
薩
摩
川
内
市
）
か
ら
船
で
大
坂
へ
、
そ
こ
か
ら
淀
川
を
遡
上
し
て
伏
見

へ
、
そ
の
後
東
海
道
美
濃
路
を
経
て
江
戸
へ
赴
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ

は
当
時
の
江
戸
上
り
の
一
般
的
な
ル
ー
ト
だ
っ
た
よ
う
で

（
１４
）

あ
る
。

そ
し
て
、
琉
球
使
節
自
身
に
よ
る
旅
の
記
録
も
、
琉
球
の
家
譜
に
残
さ
れ
て
い
る
。

明
和
元
年
の
琉
球
使
節
の
氏
名
は
『
通
航
一
覧
』
等
で
明
ら
か
に
な
る
が
、
そ
の
家

譜
が
現
存
す
る
者
の
う
ち
、
正
使
に
次
ぐ
任
と
な
る
副
使
を
務
め
た
湧
川
親
方
の
家

譜
「
向
姓
家
譜
（
湧
川
家
）」（
十
二
世
朝
喬
）
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ

（
１５
）

れ
る
。

（
乾
隆
二
十
九
年
）
六
月
初
七
日
那
覇
港
候
風
之
時
又
蒙

王
上
遣
使
賜
于
（
干

カ
）
菓
子
一
籠
初
九
日
開
船
十
一
日
板
敷
祝
之
時
復
蒙

王
上
及

国
祖
母

国
母

国
妃
各
遣
使
道
喜
併
賜
御
花
一
籠
御
玉
貫
一
双
十
三
日
船
至
山
川
二
十

日
到
麑
府
七
月
十
一
日
上
城
行
朝
覲
礼
〈
此
時
乗
轎
並
有
路
次
楽
行
列
旧
例
随

太
守
公
同
赴
江
戸
今
番

太
守
公
懼
寒
而
先
赴
不
偕
球
人
往
也
〉
二
十
一
日
拝

謁
大
雄
山
宮
及
南
泉
院
進
献
大
官
香
各
四
把
〈
此
時
奏
音
楽
着
漢
衣
冠
乗
轎
並

有
路
次
楽
行
列
〉
二
十
二
日
謁
福
昌
寺
浄
光
明
寺
亦
献
大
官
香
各
二
把
八
月
初

一
日
進
城
行
賀
朔
礼
併
献
礼
物
初
三
日
謁
諏
訪
宮
〈
着
漢
衣
冠
乗
轎
並
有
路
次

楽
行
列
〉
二
十
三
日
麑
府
起
程
十
月
十
一
日
到
大
坂
薩
州
公
館
蒙
令
看
竹
田
絡

及
做
戯
狂
言
併
賜
宴
席
十
五
日
発
棹
十
一
月
初
九
日
到
江
府
先
入
芝
殿
朝
見

太
守
公
礼
畢
退
入
公
館
食
宴
…
（
中
略
）
…
（
十
二
月
）
十
一
日
江
府
起
身
於

翌
年
閏
二
月
初
四
日
到
麑
府
進
城
謁
見
御
家
老
禀
明
江
戸
公
務
十
八
日
蒙

令

許
回
併
荷

太
守
公
賜
御
茶
十
斤
白
麻
十
五
束
二
十
八
日
登
舟
三
月
初
三
日
麑

府
開
船
到
山
川
十
一
日
収
大
島
住
用
浦
十
六
日
帰
国

こ
れ
を
見
る
と
、薩
摩
に
お
け
る
到
着
地
点
は
鹿
児
島
の
外
港
で
あ
っ
た
山
川
港（
現

在
の
指
宿
市
）
で
、
そ
の
後
鹿
児
島
に
二
ヶ
月
ほ
ど
滞
在
し
て
寺
社
参
詣
な
ど
の
行

事
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
大
坂
で
は
「
竹
田
絡
及
做
戯
狂
言
」
―
―

竹
田
座
の
か
ら
く
り
人
形
や
芝
居
、
狂
言
を
鑑
賞
し
て
お
り
、
使
節
の
人
々
が
日
本

の
流
行
芸
能
に
触
れ
る
機
会
も
用
意
さ
れ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
後
の
最
終
目

的
地
で
あ
る
江
戸
に
お
い
て
も
様
々
な
催
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
『
通
航
一
覧
』
等
に

詳
し
い
が
、
本
稿
で
は
割
愛
す
る
。

同
様
の
旅
の
記
録
は
、
使
節
に
同
行
し
た
楽
正
・
小
禄
親
雲
上
や
楽
童
子
・
田
島

里
之
子
の
家
譜
な
ど
に
も
あ
り
、
小
禄
親
雲
上
の
家
譜「
向
姓
家
譜（
小
禄
家
）」（
九

世
馬
亮
功
）
に
は
「
十
月
十
一
日
到
大
坂
同
十
三
日
蒙

旨
看
竹
田
絡
併
躍
狂
言
同

十
五
日
起
棹
次
日
到
伏
見
同
十
九
日
起
程
十
一
月
初
九
日
到
江
府
即
日
朝
見

太
守

公
同
」「（
十
二
月
）
十
一
日
江
府
起
程
翌
年
正
月
朔
日
回
到
伏
見
同
初
三
日
到
大
坂

同
十
三
日
開
船
二
月
二
十
八
日
到
薩
州
京
泊
閏
二
月
初
四
日
回
到
麑
府
」
の
如
く
、

湧
川
親
方
の
家
譜
よ
り
も
多
少
詳
し
く
道
程
が
記
さ
れ
て

（
１６
）

い
る
。
前
掲
の
薩
摩
の
記

録
と
比
較
す
る
と
、
特
に
薩
摩
〜
大
坂
間
は
航
海
の
都
合
か
ら
か
船
の
到
着
日
に
多

少
の
日
程
の
ず
れ
が
あ
る
ほ
か
、
閏
月
が
薩
摩
の
暦
で
は
明
和
元
年
の
閏
十
二
月
、

琉
球
の
暦
は
翌
明
和
二
年
の
閏
二
月
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
違
い
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
薩
摩
で
は
宝
暦
暦
を
使
用
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
琉
球
で
は
清
朝
と
同
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じ
時
憲
暦
を
基
本
と
し
た
暦
を
使
用
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で

（
１７
）

あ
る
。
但
し
、

前
掲
の
『
中
山
世
譜
附
巻
』
は
薩
摩
と
同
じ
宝
暦
暦
に
従
っ
て
お
り
、
資
料
に
よ
っ

て
異
な
る
暦
が
採
用
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
ら
の
記
録
を
総
合
し
て
み
る
と
、
左
に
掲
げ
た
〔
表
２
〕
の
よ
う
に
、
朝
恒

の
江
戸
上
り
の
日
程
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
上
で
、
前
節
の
最
後
に
提

起
し
た
問
題
点
〈
１
〉
〜
〈
３
〉
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み
よ
う
。〈
１
〉
⑬
「
ふ

る
ゆ
き
に
」
詠
は
お
そ
ら
く
題
詠
歌
な
の
で
、
明
確
に
往
路
・
復
路
ど
ち
ら
の
詠
で

あ
る
の
か
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
歌
枕
「
深
草
の
里
」
を
詠
む
⑬
の
歌

が
、「
松
尾
山
」
を
詠
む
⑫
の
歌
と
共
に
地
理
的
に
も
近
い
伏
見
滞
在
時
に
詠
ま
れ

た
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
二
首
共
に
雪
が
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
伏
見
滞
在
が

初
冬
で
あ
っ
た
往
路
よ
り
、
冬
の
終
わ
り
頃
で
あ
っ
た
復
路
で
の
詠
作
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。〈
２
〉
④
「
た
れ
も
か
く
」
詠
は
『
中
山
聘
使
略
』
の
詞
書
で

は
「
伏
見
の
里
に
て
」
と
あ
る
が
、
朝
恒
が
伏
見
に
滞
在
し
た
の
は
、
往
路
は
十
月

半
ば
、
復
路
は
一
月
初
め
（
時
憲
暦
）
で
あ
り
、
こ
の
歌
が
実
際
に
「
夜
半
の
月
影
」

を
見
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
す
る
と
、
復
路
で
は
夜
半
に
月
が
出
て
い
る
は
ず
が
な
く
、

日
程
的
に
あ
り
得
な
い
。
お
そ
ら
く
は
往
路
に
詠
ま
れ
た
も
の
と
し
て
間
違
い
な
い

で
あ
ろ
う
。〈
３
〉
⑪
「
夜
の
ほ
ど
は
」
詠
は
、『
中
山
聘
使
略
』
の
詞
書
で
は
「
藤

枝
と
い
ふ
所
に
て
雪
つ
も
り
け
る
あ
し
た
」
と
あ
る
が
、
朝
恒
が
藤
枝
を
通
過
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
往
路
は
十
一
月
初
め
頃
、
復
路
は
十
二
月
半
ば
頃
と
計
算
で

き
る
。
和
歌
に
は
「
夜
の
ほ
ど
は
く
さ
の
ま
く
ら
に
月
さ
え
て
」
と
詠
ま
れ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
は
復
路
で
な
い
と
あ
り
得
な
い
。

以
上
か
ら
、
歌
の
配
列
に
関
し
て
は
、
⑬
が
前
に
置
か
れ
る
『
三
国
通
覧
図
説
』、

④
が
後
に
置
か
れ
る
『
読
谷
山
王
子
旅
中
の
す
さ
み
』
に
は
錯
誤
が
生
じ
て
お
り
、

こ
れ
ら
の
資
料
よ
り
も
『
中
山
聘
使
略
』
の
配
列
が
正
し
い
と
見
な
さ
れ
る
。
ま
た
、

『
琉
球
談
』
収
載
の
十
四
首
は
、
森
島
中
良
の
言
に
拠
る
と
、
朝
恒
の
江
戸
滞
在
時

に
竹
姫
へ
直
接
渡
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
復
路
の
京
以
西
の
地
点
に
お
い
て
記
さ

れ
た
朝
恒
の
直
筆
歌
稿
が
、
お
そ
ら
く
は
薩
摩
藩
の
人
物
を
介
在
し
て
間
接
的
に
竹

姫
に
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
。
そ
れ
が
、
琉
球
王
国
の
王
子
が

詠
ん
だ
珍
し
い
和
歌
と
い
う
名
目
で
、
竹
姫
に
近
侍
し
た
森
島
中
良
の
父
で
あ
る
桂

川
甫
三
が
入
手
し
て
、
後
に
『
琉
球
談
』
に
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
そ
う
す
る
と
、
一
方
で
は
薩
摩
に
も
そ
の
元
と
な
っ
た
朝
恒
の
歌
稿
が
存
在
し

て
い
た
と
仮
定
で
き
る
が
、
そ
れ
が
『
中
山
聘
使
略
』
に
ま
と
ま
っ
て
掲
載
さ
れ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。『
三
国
通
覧
図
説
』
著
者
の
林
子
平
も
何
ら
か
の
経
路
で
朝
恒

の
和
歌
を
聞
き
知
っ
て
い
た
訳
で
あ
る
か
ら
、
当
時
、
朝
恒
が
優
れ
た
和
歌
を
詠
む

と
い
う
話
が
か
な
り
広
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
歌
稿
が
い
く
つ
か
の
ル
ー
ト
で
書
写
を

繰
り
返
さ
れ
て
流
布
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
資
料
に
よ
っ
て
収
載
歌
や
歌
の
配
列
が

異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ほ
ど
、
朝
恒

の
和
歌
は
当
時
の
人
々
に
多
大
な
関
心
を
も
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

琉
球

山
川

鹿
児
島

久
見
崎

（
京
泊
）

大
坂

伏
見

江
戸

往 路

６／９発
↓

６／１３（１２）着
↓

６／２０（２１）着
８／２３発

↓

８／３０発
（★赤間関

９／２９着）
↓

☆１０／１１着
（★１０／９）
１０／１５発

↓

１０／１６着
１０／１９発

↓

１１／９着

復 路

３／１６着

↑
３／３着
３／１０発

（住用浦
３／１１着）
↑

☆閏２／４着
（★２／４）

３／３発

↑
☆２／２８着

（★１／２８）

↑
☆１／３着

（★閏１２／４）
☆１／１３発

（★閏１２／９）

↑
☆１／１着

↑
１２／１１発

〔
表
２
〕
朝
恒
の
江
戸
上
り
日
程
（
明
和
元
年
〜
二
年
）

（
注
）
☆
…
琉
球
の
家
譜
に
お
け
る
日
付
。
★
…
薩
摩
の
記
録
に
お
け
る
日
付
。
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四

朝
恒
の
和
歌
を
読
む

で
は
、
次
に
朝
恒
の
江
戸
上
り
に
お
け
る
和
歌
を
読
み
、
そ
の
特
質
を
確
認
し
て

お
き
た
い
。
前
節
で
歌
の
配
列
は
『
中
山
聘
使
略
』
の
も
の
が
正
し
い
と
述
べ
た
が
、

各
資
料
間
に
お
け
る
和
歌
本
文
の
主
な
異
同
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
な
お
、

各
資
料
を
表
す
記
号
は
、
Ａ
『
三
国
通
覧
図
説
』、
Ｂ
『
琉
球
談
』、
Ｃ
『
中
山
聘
使

略
』、
Ｄ
『
松
操
和
歌
集
』、
Ｅ
『
読
谷
山
王
子
旅
中
の
す
さ
み
』
と
す
る
。

①
結
句

Ｂ
Ｅ

見
つ
る
月
影

―

Ｃ

み
ゆ
る
月
影

―

Ｄ

向
ふ
月

か
げ

③
結
句

Ｂ

春
風
ぞ
ふ
く

―

Ｃ
Ｅ

ま
つ
風
ぞ
ふ
く

④
初
句

Ａ
Ｅ

い
つ
も
か
く

―

Ｃ

た
れ
も
か
く

二
句

Ａ
Ｅ

か
な
し
き
も
の
か

―

Ｃ

さ
び
し
き
も
の
か

⑨
二
句

Ａ
Ｂ
Ｄ

い
か
ゞ
か
た
ら
ん

―

Ｃ
Ｅ

い
か
ゞ
こ
た
へ
ん

結
句

Ａ
Ｄ

雪
の
あ
け
ぼ
の

―

Ｂ
Ｃ
Ｅ

雪
の
白
妙

⑮
結
句

Ａ
Ｃ

日
の
本
の
国

―

Ｂ
Ｅ

日
の
本
の
里

⑳
三
句

Ａ

風
見
へ
て

―

Ｃ

や
ま
風
に

こ
れ
を
見
て
み
る
と
、
③
の
Ｂ
「
春
風
ぞ
吹
く
」
と
い
う
本
文
は
、
こ
の
配
列
順
序

か
ら
す
る
と
須
磨
を
訪
れ
た
の
は
往
路
で
あ
り
、
時
期
は
晩
秋
と
な
る
た
め
、
Ｃ
Ｅ

の「
ま
つ
風
ぞ
ふ
く
」が
本
来
の
形
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
須
磨
で
の
戦
い
に
散
っ

た
敦
盛
を
喩
え
た
「
ち
り
う
く
は
な
の
跡
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
た
め
の
誤
写
で
あ

ろ
う
か
。
ま
た
、
⑮
も
、
Ａ
Ｃ
の
「
日
の
本
の
国
」
が
正
し
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
そ
の
他
に
関
し
て
は
い
ず
れ
の
本
文
で
も
差
し
当
た
り
解
釈
は
可
能
だ
が
、
最

も
歌
数
の
多
い
Ｃ
の
『
中
山
聘
使
略
』
の
本
文
が
や
は
り
最
も
整
っ
て
い
る
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
前
掲
の
『
中
山
聘
使
略
』
の
本
文
に
拠
り
つ
つ
、
以
下

に
各
歌
に
関
す
る
考
察
を
加
え
て
い
き

（
１８
）

た
い
。

ま
ず
、
朝
恒
の
和
歌
二
十
一
首
を
詠
作
機
会
別
に
次
の
三
つ
に
分
類
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
歌
の
表
現
に
も
注
目
し
な
が
ら
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。

１

旅
情
を
詠
ん
だ
歌

①
②
③
④
・
⑧
⑨
⑩
⑪
・
⑲
⑳

２

題
詠
歌

⑤
⑥
⑦
・
⑫
⑬
・
⑮
⑯
⑰
⑱

３

贈
答
歌

⑭
・
㉑

１
〈
旅
情
を
詠
ん
だ
歌
〉
の
十
首
は
、
江
戸
上
り
の
旅
に
お
け
る
朝
恒
の
様
々
な

思
い
が
率
直
に
表
れ
て
い
る
詠
作
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
①
〜
④
、
⑧
〜
⑪
は
そ
れ

ぞ
れ
、
松
浦
・
須
磨
・
伏
見
・
田
子
の
浦
・
富
士
山
を
望
む
地
・
江
戸
・
藤
枝
に
お

い
て
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
数
は
少
な
い
な
が
ら
、
和
歌
を
順
に
詠
む
こ
と
で
ま

さ
に
旅
日
記
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
だ
、
⑲
⑳
の
二
首
は
、
詞
書
に

あ
る
よ
う
に
本
当
に
二
度
目
の
上
京
時
の
も
の
な
の
か
、
実
際
は
明
和
元
年
時
の
上

京
時
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
他
人
の
詠
作
で
あ
る
の
か
は
現
時
点
で
は
不
明
と

せ
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
れ
ら
の
歌
を
見
て
み
る
と
、
①
②
④
⑩
の
郷
愁
の
念
を
詠
ん
だ
歌
が
ま
ず
目
に

付
く
。
や
は
り
、
海
の
向
こ
う
の
琉
球
か
ら
遥
か
遠
く
の
地
へ
来
た
こ
と
に
よ
る
心

細
さ
は
想
像
す
る
に
難
く
な
い
。
こ
う
し
た
詠
に
お
い
て
、
先
行
歌
と
類
似
し
た
表

現
を
用
い
た
例
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
①
「
秋
ご
と
に
見
し
を
と
も
と

て
ふ
る
さ
と
の
そ
ら
な
つ
か
し
く
み
ゆ
る
月
影
」
は
、『
十
六
夜
日
記
』
に
お
け
る

鎌
倉
の
阿
仏
尼
と
京
の
為
子
と
の
贈
答
歌
「
東
路
の
空
な
つ
か
し
き
か
た
み
だ
に
忍

ぶ
涙
に
く
も
る
月
か
げ
」（
一
一
五
・
為
子
）、「
か
よ
ふ
ら
し
都
の
外
の
月
み
て
も

空
な
つ
か
し
き
お
な
じ
な
が
め
は
」（
一
一
六
・
阿
仏
尼
）
と
状
況
や
表
現
が
共
に

近
い
。
ま
た
、
②
「
追
風
ふ
く
か
ぜ
の
た
よ
り
を
ま
つ
ら
が
た
い
く
夜
う
き
ね
の
数

つ
も
る
ら
ん
」
は
、「
恋
ひ
わ
ぶ
る
袖
の
み
な
と
の
浪
枕
い
く
夜
う
き
ね
の
数
つ
も

る
ら
む
」（
新
続
古
今
集
・
恋
二
・
一
一
三
五
・
忠
良
）
の
下
の
句
と
、
④
「
た
れ
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も
か
く
さ
び
し
き
も
の
か
く
さ
ま
く
ら
ひ
と
り
ふ
し
み
の
夜
半
の
月
影
」
は
、「
い

つ
も
か
く
さ
び
し
き
も
の
か
つ
の
く
に
の
あ
し
や
の
さ
と
の
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」（
続

古
今
集
・
秋
上
・
三
五
九
・
家
隆
）
の
上
の
句
、「
と
こ
と
は
に
誰
が
こ
と
の
は
を

か
つ
こ
む
ら
ん
ひ
と
り
伏
見
の
里
の
月
か
げ
」（
建
保
名
所
百
首
・
七
三
二
・
伏
見

里
・
康
光
）
の
下
の
句
と
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
表
現
を
用
い
て
お
り
、
朝

恒
が
こ
う
し
た
中
世
和
歌
に
触
れ
る
機
会
が
十
分
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
。

一
方
、
明
ら
か
な
古
歌
摂
取
の
例
と
し
て
、
⑩
「
た
び
ご
ろ
も
は
る
〴
〵
き
て
も

ふ
る
郷
に
か
は
ら
ぬ
も
の
は
む
か
ふ
月
か
げ
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
「
か
ら
衣
き

つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」（
第
九
段
・
一

〇
・
男
）
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
男
が
三
河
国
八
橋
で
京
に
残
し
て
き
た
女
を

偲
ぶ
こ
の
古
歌
が
、
同
じ
よ
う
な
状
況
下
で
朝
恒
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い

な
い
。
こ
の
歌
は
、
中
世
に
お
い
て
も
「
旅
衣
は
る
ば
る
き
ぬ
る
八
橋
の
む
か
し
の

跡
に
袖
も
ぬ
れ
つ
つ
」（
新
拾
遺
集
・
羈
旅
・
八
一
〇
・
為
家
）
の
よ
う
に
本
歌
取

り
さ
れ
て
お
り
、
朝
恒
の
摂
取
も
こ
う
し
た
伝
統
に
則
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

同
様
の
古
歌
摂
取
は
、
田
子
の
浦
か
ら
富
士
山
を
望
ん
だ
⑧
「
お
も
ひ
き
や
田
子

の
浦
辺
に
う
ち
い
で
ゝ
ふ
じ
の
た
か
ね
の
ゆ
き
を
み
ん
と
は
」
に
も
顕
著
で
あ
る
。

タ

ゴ

ノ
ウ
ラ
ニ

ウ
チ
イ
デ
テ
ミ
レ
バ

マ
シ
ロ
ニ
ゾ

フ

ジ

ノ
タ
カ
ネ

ニ

ユ
キ
ハ
フ
リ

こ
の
歌
は
、「
田
児
之
浦
従

打
出
而
見
者

真
白
衣

不
尽
能
高
嶺
尓

雪
波
零

ケ

ル
家
留
」（
万
葉
集
・
巻
三
・
三
一
八
・
赤
人
）
を
本
歌
取
り
し
た
も
の
で
あ
る
。『
新

古
今
集
』
に
も
「
た
ご
の
う
ら
に
う
ち
出
で
て
み
れ
ば
白
妙
の
富
士
の
た
か
ね
に
雪

は
ふ
り
つ
つ
」（
冬
・
六
七
五
・
赤
人
）
と
採
ら
れ
、
当
時
の
琉
球
の
文
化
人
な
ら

知
ら
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
朝
恒
は
、
山
部
赤
人
が
田
子
の
浦
で
雄

大
な
富
士
山
の
景
に
感
嘆
し
た
古
歌
を
本
歌
と
す
る
こ
と
で
、
自
ら
も
同
地
に
立
っ

て
そ
の
驚
き
を
追
体
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
⑨
「
人
と
は
ゞ
い
か
ゞ
こ
た
へ
ん
こ
と
の
葉
の
お
よ
ば
ぬ
ふ
じ
の
ゆ
き
の

白
た
へ
」
は
、「
こ
と
の
は
も
お
よ
ば
ぬ
ふ
じ
の
た
か
ね
か
な
都
の
人
に
い
か
が
か

た
ら
ん
」（
続
千
載
集
・
羈
旅
・
八
三
九
・
有
房
）
に
か
な
り
表
現
が
重
複
し
て
い

る
点
に
注
意
さ
れ
る
。
上
の
句
は
「
人
と
は
ば
袖
を
ば
つ
ゆ
と
い
ひ
つ
べ
し
な
み
だ

の
色
を
い
か
が
こ
た
へ
ん
」（
続
後
撰
集
・
恋
一
・
六
八
三
・
俊
成
）
の
よ
う
な
他

例
も
あ
る
が
、
全
体
的
に
類
似
し
て
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
こ
う
し
た
歌
が
念
頭

に
あ
っ
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
偶
然
の
類
似
か
は
断
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
こ

の
朝
恒
の
歌
に
は
、
雄
大
な
富
士
山
に
降
り
積
も
る
真
っ
白
な
雪
を
見
て
言
葉
を
失

う
ほ
ど
に
感
動
し
た
気
持
ち
が
素
直
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

２
〈
題
詠
歌
〉
の
九
首
は
、
⑤
⑥
⑦
は
「
辛
崎
の
松
」「
真
野
の
入
江
」「
鏡
山
」

と
近
江
国
の
歌
枕
を
、
⑫
⑬
は
「
松
尾
山
」「
深
草
の
里
」
と
山
城
国
の
歌
枕
を
詠

む
。
江
戸
上
り
の
経
路
で
あ
る
東
海
道
沿
い
に
位
置
す
る
鏡
山
の
詠
は
旅
中
の
作
と

見
な
す
こ
と
も
可
能
だ
が
、
琵
琶
湖
の
湖
西
に
位
置
す
る
唐
崎
・
真
野
は
東
海
道
か

ら
は
外
れ
る
た
め
、
こ
れ
ら
三
首
は
共
に
、
お
そ
ら
く
近
江
国
の
ど
こ
か
の
地
点
に

お
け
る
歌
会
の
よ
う
な
場
で
詠
ま
れ
た
題
詠
歌
と
想
定
し
た
方
が
良
さ
そ
う
で
あ
る
。

⑮
は
「
祝
の
心
を
」
と
い
う
詞
書
と
歌
の
内
容
か
ら
、
こ
れ
も
何
ら
か
の
公
的
な
場

で
詠
む
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
⑯
⑰
⑱
は「
初
春
」「
山
家
花
」「
竹

林
灯
」
と
、
特
に
前
二
首
は
春
の
歌
題
で
あ
り
、
暦
の
上
で
の
春
に
詠
ま
れ
る
詠
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
れ
も
朝
恒
の
実
作
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
宝
暦
暦
で
は
明

和
元
年
の
閏
十
二
月
十
五
日
が
立
春
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
復
路
の
大
坂
出
航
後
の
ど

こ
か
の
地
点
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。

⑤「
う
ら
風
も
え
だ
を
な
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ
ば
猶
も
さ
か
え
ん
か
ら
さ
き
の
ま
つ
」、

（
へ
）

⑦「
く
も
り
な
き
御
代
の
か
ゞ
み
の
山
な
れ
ば
き
み
が
千
と
せ
の
か
げ
も
見
え
け
れ
」

は
そ
れ
ぞ
れ
、
後
鳥
羽
院
の
治
世
に
言
及
し
た
「
春
風
の
枝
も
な
ら
さ
ぬ
御
代
な
れ

ば
の
ど
か
に
花
の
色
も
見
え
け
り
」（
正
治
初
度
百
首
・
春
・
一
〇
一
七
・
経
家
）、

寛
喜
元
年
女
御
入
内
屏
風
歌
で
あ
る
「
う
ち
は
へ
て
世
は
は
る
な
ら
し
ふ
く
か
ぜ
も

枝
を
な
ら
さ
ぬ
あ
を
や
ぎ
の
い
と
」（
新
勅
撰
集
・
春
上
・
二
八
・
実
氏
）
や
、
神

楽
歌
の
「
み
が
き
け
る
心
も
し
る
く
鏡
山
く
も
り
な
き
よ
に
あ
ふ
が
た
の
し
さ
」（
拾

遺
集
・
神
楽
歌
・
六
〇
六
・
能
宣
）、
天
仁
元
年
大
嘗
会
悠
紀
屏
風
歌
で
あ
る
「
く
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も
り
な
き
き
み
が
御
代
に
は
か
が
み
山
の
ど
け
き
月
の
か
げ
も
見
え
け
り
」（
続
後

撰
集
・
賀
・
一
三
六
七
・
匡
房
）
の
よ
う
な
先
行
例
に
見
ら
れ
る
平
和
な
世
を
祝
う

表
現
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
朝
恒
自
ら
が
将
軍
を
慶
賀
す
る
立
場
に
あ
る
こ
と

を
考
慮
し
つ
つ
、
こ
う
し
た
例
を
踏
ま
え
て
公
的
な
場
で
詠
む
に
ふ
さ
わ
し
い
表
現

を
用
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

ま
た
、
⑥
「
し
も
む
す
ぶ
尾
ば
な
が
袖
に
つ
き
さ
え
て
ま
の
ゝ
い
り
江
に
千
ど
り

鳴
な
り
」
は
、
俊
頼
の
代
表
歌
「
う
づ
ら
な
く
ま
の
の
い
り
え
の
は
ま
か
ぜ
に
を
ば

な
な
み
よ
る
秋
の
ゆ
ふ
ぐ
れ
」（
金
葉
集
・
秋
・
二
三
九
）
を
、
⑬
「
ふ
る
ゆ
き
に

（
わ
）

う
づ
ら
の
床
も
う
づ
も
れ
て
冬
ぞ
あ
は
れ
は
ふ
か
く
さ
の
里
」
は
、
俊
成
の
代
表
歌

「
夕
さ
れ
ば
野
べ
の
あ
き
か
ぜ
身
に
し
み
て
う
づ
ら
鳴
く
な
り
ふ
か
草
の
さ
と
」（
千

載
集
・
秋
上
・
二
五
九
）
を
踏
ま
え
る
が
、
前
者
で
は
「
尾
ば
な
が
袖
」、
後
者
で

は
「
う
づ
ら
の
床
」
と
い
っ
た
先
行
例
は
あ
る
も
の
の
比
較
的
珍
し
い
表
現
を
用
い

て
い
る
。
名
歌
に
拠
り
つ
つ
も
、
独
自
性
を
出
そ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
前

者
は
、
中
世
王
朝
物
語
で
あ
る
『
言
は
で
し
の
ぶ
』
の
「
ち
ぎ
り
こ
し
露
の
こ
と
の

は
ち
り
は
て
て
を
花
が
そ
で
に
し
も
む
す
べ
と
や
」（
二
四
七
・
女
四
の
宮
）
に
か

な
り
類
似
し
て
い
る
が
、
こ
の
歌
の
影
響
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
、
⑮
「
な
み
風
も
お
さ
ま
る
き
み
が
御
代
な
れ
ば
み
ち
遠
か
ら
ぬ
日
の
本

の
国
」
に
は
、
朝
恒
の
日
本
と
い
う
国
家
に
対
す
る
意
識
が
見
て
取
れ
る
。
特
に
結

句
の
「
日
の
本
の
国
」
と
い
う
直
截
的
な
表
現
が
目
を
引
く
が
、
こ
れ
に
は
「
代
代

た
え
ず
法
の
し
る
し
を
つ
た
へ
き
て
あ
ま
ね
く
て
ら
す
日
の
本
の
国
」（
続
千
載
集
・

雑
体
・
七
〇
六
・
亀
山
院
）
の
よ
う
な
先
行
例
も
あ
る
。
こ
の
朝
恒
の
詠
は
あ
く
ま

で
公
的
な
和
歌
で
あ
る
が
、
や
は
り
慶
賀
正
使
と
し
て
の
朝
恒
が
自
ら
の
責
務
を
強

く
自
覚
し
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
琉
球
王
国
は
江
戸
幕
府
に
従
属
す
る
立

場
に
は
あ
っ
た
が
、
そ
の
状
態
に
あ
っ
た
と
し
て
も
こ
の
ま
ま
平
和
な
世
が
続
く
こ

と
が
最
も
望
ま
し
い
と
朝
恒
は
願
っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
大
海
で
遠
く
隔

て
ら
れ
た
琉
球
と
日
本
の
「
み
ち
遠
か
ら
ぬ
」
良
好
な
関
係
を
維
持
す
べ
き
と
い
う

思
い
が
、
こ
の
朝
恒
の
和
歌
に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

四

お
わ
り
に
―
―
朝
恒
が
和
歌
を
詠
む
意
味
―
―

朝
恒
自
身
の
思
い
が
最
も
率
直
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
３
〈
贈
答
歌
〉
で
あ
ろ
う
。

（
な
）

⑭「
そ
で
の
ゆ
き
あ
は
れ
を
か
け
し
こ
と
の
葉
に
君
が
こ
ゝ
ろ
の
ほ
ど
も
し
ら
れ
ん
」

は
、
袖
に
降
り
か
か
る
雪
が
詠
ま
れ
る
こ
と
か
ら
こ
の
配
列
位
置
が
妥
当
で
あ
り
、

江
戸
上
り
の
任
も
無
事
に
終
わ
り
が
見
え
て
緊
張
も
ほ
ぐ
れ
た
頃
、「
君
」
な
る
人

物
に
受
け
た
労
わ
り
の
言
葉
に
感
謝
の
念
を
述
べ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
㉑

「
ふ
み
そ
め
し
あ
と
を
む
か
し
の
ち
ぎ
り
に
て
な
を
し
る
べ
せ
よ
し
き
し
ま
の
道
」

は
、
和
歌
の
道
で
自
身
を
導
い
て
く
れ
た
薩
摩
の
二
階
堂
氏
の
あ
る
人
物
に
対
し
て
、

今
後
と
も
引
き
続
き
鞭
撻
を
仰
ぎ
た
い
と
い
う
、
歌
道
の
師
へ
寄
せ
る
信
頼
の
思
い

を
詠
ん
で
い
る
。
朝
恒
が
和
歌
を
重
ん
じ
る
気
持
ち
が
垣
間
見
ら
れ
る
一
首
で
あ
る
。

こ
う
し
た
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
な
ぜ
朝
恒
は
和
歌
を
詠
ん
だ
の
か
、
と
い
う
こ

と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
日
本
文
化
に
造
詣
の
深
か
っ
た
朝
恒
は
、
日
本
の
伝
統
文
芸

で
あ
る
和
歌
の
力
に
よ
っ
て
、
国
家
間
の
枠
を
超
え
、
琉
球
を
代
表
す
る
者
と
し
て
、

徳
川
将
軍
の
治
世
を
寿
ぎ
、
日
本
の
人
々
と
の
交
流
を
試
み
た
。
朝
恒
は
和
歌
を
媒

介
に
し
て
、
琉
球
と
日
本
と
の
間
の
友
好
関
係
を
よ
り
確
か
な
も
の
と
す
る
こ
と
を

自
ら
の
務
め
と
考
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
琉
球
使
節
が
詠
ん
だ
和
歌
に
は
、
他
国

の
文
化
を
巧
み
に
採
り
入
れ
、
国
家
の
繋
が
り
を
尊
重
す
る
こ
と
で
繁
栄
を
築
き
上

げ
て
き
た
琉
球
の
人
々
の
精
神
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
言
え
よ
う
。

注

（
１
）

池
宮
正
治
・
嘉
手
苅
千
鶴
子
・
外
間
愛
子
編
『
近
世
沖
縄
和
歌
集

本
文

と
研
究
』（
ひ
る
ぎ
社
、
平
二
）、
嘉
手
苅
千
鶴
子
「
近
世
沖
縄
の
和
歌
」（『
お

も
ろ
と
琉
歌
の
世
界
―
―
交
響
す
る
琉
球
文
学
―
―
』
森
話
社
、
平
一
五
。
初

出
は
『
歌
謡
―
―
文
学
と
の
交
響
―
―
』
臨
川
書
店
、
平
一
二
）、
中
澤
伸
弘
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「
近
世
後
期
琉
球
と
和
歌
の
受
容
」（『
神
道
宗
教
』
一
九
七
、
平
一
七
・
一
）、

屋
良
健
一
郎
「
琉
球
人
と
和
歌
」（
東
京
大
学
日
本
史
学
研
究
室
紀
要

別
冊

『
中
世
政
治
社
会
論
叢
』、
平
二
五
・
三
）。
ま
た
、
琉
球
使
節
の
行
っ
た
文
学

活
動
に
つ
い
て
は
、
宮
城
栄
昌
『
琉
球
使
者
の
江
戸
上
り
』（
第
一
書
房
、
昭

五
七
）
に
詳
し
い
。

（
２
）
池
宮
正
治
『
近
世
沖
縄
の
肖
像
―
―
文
学
者
・
芸
能
者
列
伝
―
―
』（
ひ
る

ぎ
社
、
昭
五
七
）。

（
３
）
注
（
１
）
前
掲
『
近
世
沖
縄
和
歌
集

本
文
と
研
究
』
よ
り
引
用
。

（
４
）
『
三
国
通
覧
図
説
』
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
の
版
本
を
翻
刻
し
て
引
用
。

（
５
）
『
琉
球
談
』
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
の
版
本
を
翻
刻
し
て
引
用
。

（
６
）
東
喜
望「
森
島
中
良
と
琉
球
使
節
」（『
叢
書
江
戸
文
庫
月
報
』三
二
、
平
六
・

八
）。

（
７
）
『
中
山
聘
使
略
』
は
、『
江
戸
期
琉
球
物
資
料
集
覧
』
第
四
巻
（
本
邦
書
籍
、

昭
五
六
）
よ
り
引
用
。

（
８
）
一
見
す
る
と
同
一
の
版
本
の
よ
う
で
も
、
注
（
７
）
前
掲
書
所
収
本
で
は
前

者
だ
が
、
例
え
ば
琉
球
大
学
図
書
館
仲
原
善
忠
文
庫
蔵
本
で
は
後
者
の
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。

（
９
）
注
（
１
）
前
掲
『
近
世
沖
縄
和
歌
集

本
文
と
研
究
』
参
照
。

（
１０
）
注
（
１
）
前
掲
屋
良
論
文
参
照
。

（
１１
）
『
松
操
和
歌
集
』
の
本
文
・
歌
番
号
は
、
福
井
迪
子
・
橋
口
晋
作
・
田
中
道

雄
編
『
松
操
和
歌
集

本
文
と
研
究
』（
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
地
域
研
究
所
、

昭
五
五
）
に
拠
る
。

（
１２
）
琉
球
資
料
叢
書
『
中
山
世
鑑

中
山
世
譜
附
巻

中
山
世
譜
訂
正
案
』
よ
り

引
用
。

（
１３
）
『
鹿
児
島
県
史
料

旧
記
雑
録
追
録
』
巻
一
二
一
・
重
豪
公
、
往
路
は
一
〇

九
号
、
復
路
は
一
三
三
号
よ
り
引
用
。

（
１４
）
琉
球
の
江
戸
上
り
の
旅
程
に
つ
い
て
は
、
注
（
１
）
前
掲
宮
城
著
書
、
横
山

學
『
琉
球
国
使
節
渡
来
の
研
究
』（
吉
川
弘
文
館
、
昭
六
二
）
等
に
詳
し
い
。

（
１５
）
『
那
覇
市
史

家
譜
資
料
（
三
）
首
里
系
』
よ
り
引
用
。

（
１６
）
同
。

（
１７
）
高
田
紀
代
志「
近
世
琉
球
の
暦

試
論
―
―
大
清
時
憲
暦
と
選
日
通
書
―
―
」

（『
沖
縄
研
究
ノ
ー
ト
』
二
、
平
五
・
二
、
同
「
近
世
琉
球
の
暦
を
め
ぐ
っ
て

試
論
そ
の
２
」（『
沖
縄
研
究
ノ
ー
ト
』
三
、
平
六
・
二
）。

（
１８
）
以
下
、
本
節
に
お
け
る
本
歌
・
参
考
歌
の
引
用
・
歌
番
号
は
、『
新
編
国
歌

大
観
』
に
拠
る
。
ま
た
、『
中
山
聘
使
略
』
の
和
歌
の
引
用
は
、
一
部
仮
名
遣

い
を
改
め
、
本
文
を
校
訂
し
た
箇
所
が
あ
る
が
、
そ
の
場
合
は
元
の
本
文
を
右

傍
（

）
内
に
示
し
た
。

【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
早
稲
田
大
学
国
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け
る
研
究
発

表
「
読
谷
山
王
子
朝
恒
の
和
歌
」
の
一
部
内
容
を
発
展
さ
せ
、
立
教
大
学
日
本
学
研

究
所
平
成
二
十
六
年
一
月
研
究
会
「
琉
球
・
薩
摩
と
東
ア
ジ
ア
―
―
人
と
文
物
の
往

還
―
―
」
に
お
い
て
行
っ
た
研
究
発
表
を
も
と
に
成
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
口
頭
発

表
の
席
上
ご
教
示
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
、
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
神
戸
女
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）

― 64 ―


