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平
家
正
節
の
象
「
コ
上
」
の
発
声
法
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本
題
に
入
る
前
に
本
稿
の
記
述
を
理
解
す
る
上
で
必
要
な
若
干
の
知
識
を
述
べ
て
お
こ
う
。
平
家
物
語
を
琵
琶
の
伴
奏
で
語
る
芸
能
を

「
平へ
い
き
よ
く曲」
と
呼
ぶ
。
芸
能
を
伝
承
し
て
い
る
専
門
家
の
間
で
は
平
家
と
呼
ぶ
が
、
こ
こ
で
は
一
般
的
な
呼
称
を
用
い
る
。
平
家
物
語
の
本
文

の
右
傍
に
、
語
る
と
き
の
発
声
法
を
指
示
し
た
様
々
な
記
号
を
書
き
添
え
た
写
本
を
、「
平
曲
譜ふ

本ほ
ん

」
と
呼
ぶ
。
平
家
物
語
の
本
文
を
歌
詞

に
し
た
楽
譜
の
よ
う
な
性
格
の
書
物
で
あ
る
。

　

平へ
い
け家
正ま
ぶ
し節
は
そ
の
最
善
本
で
あ
る
。
京
都
か
ら
尾
張
藩
に
招
か
れ
て
藩
士
た
ち
に
平
曲
を
教
え
た
荻
野
検
校
が
、
晴
眼
者
に
助
け
ら
れ
て

書
き
、
安
永
五
年
（
一
七
七
六
）
年
に
完
成
し
た
譜
本
で
あ
る
。
原
本
が
そ
の
ま
ま
荻
野
検
校
の
娘
婿
の
子
孫
で
あ
る
尾
崎
家
に
所
蔵
さ
れ

て
名
古
屋
市
の
指
定
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
。
平
家
正
節
は
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
江
戸
に
伝
え
ら
れ
て
急
速
に
普
及
し
た
。
今
日
、

平
曲
は
名
古
屋
に
正
統
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
ほ
か
東
北
地
方
と
北
陸
地
方
で
も
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
す
べ
て
が
平
家
正
節
に
よ
る
前
田

流
の
語
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
平
家
正
節
は
平
曲
譜
本
の
な
か
で
は
比
較
的
に
新
し
い
。
現
在
残
っ
て
い
る
譜
本
で
最
も
古
い
も
の
は
最
終
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節
で
あ
げ
る
高
橋
氏
旧
蔵
の
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
書
写
本
で
あ
る
。
薦
田
治
子
氏
が
公
刊
し
た
も
の
を
利
用
で
き
る
（「『
貞
享
四
年
写

本
』
平
家
譜
本　

影
印
紹
介
」『
お
茶
の
水
音
楽
論
集
』
第
6
号2004

）。
秦
野
流
の
語
り
で
あ
る
が
、
全
体
の
一
部
の
写
本
で
あ
る
。
秦

野
流
の
語
り
は
現
存
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
平
家
正
節
の
以
前
に
、
平
家
吟ぎ
ん

譜ふ

と
よ
ば
れ
る
前
田
流
の
譜
本
が
長
く
流
行
し
て
い
た
。
こ
の

系
統
の
語
り
も
現
存
し
な
い
。
富
山
県
の
宮
崎
文
庫
記
念
館
蔵
の
平
家
物
語
が
、
そ
の
善
本
で
あ
る
と
判
明
し
、
村
上
光
徳
氏
と
鈴
木
孝
庸

氏
が
『
平
家
吟
譜
』
と
し
て
複
製
刊
行
し
た
（
瑞
木
書
房2007

）。
本
稿
で
は
こ
れ
を
平
家
吟
譜
と
呼
ぶ
。
本
稿
の
考
察
は
平
家
正
節
の
記

号
の
一
つ
を
対
象
と
す
る
が
、
平
家
物
語
で
同
一
の
箇
所
が
平
家
吟
譜
や
貞
享
四
年
写
本
で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
に
最
終
節
で
ふ
れ

る
。

　

平
曲
や
謡
曲
な
ど
の
本
文
の
右
傍
に
書
き
添
え
ら
れ
て
発
声
法
を
指
示
す
る
記
号
類
を
一
般
に
「
墨ぼ
く

譜ふ

」
と
呼
ぶ
。
平
家
正
節
で
は
凡
例

で
「
象し
よ
う」
と
呼
ん
で
い
る
。
本
稿
で
は
、
平
家
正
節
以
外
の
平
曲
譜
本
に
使
わ
れ
て
い
る
記
号
を
墨
譜
、
平
家
正
節
の
を
象
と
区
別
し
て
呼

ぶ
こ
と
に
す
る
。
墨
譜
や
象
に
つ
い
て
の
全
般
的
な
解
説
は
先
行
研
究
が
多
々
あ
る
の
で
省
く
。
平
家
正
節
の
象
は
、
荻
野
検
校
の
保
持
し

て
い
た
平
曲
の
発
声
法
を
晴
眼
者
が
学
ぶ
た
め
の
規
範
と
し
て
付
け
ら
れ
て
い
る
。
現
代
の
平
曲
伝
承
者
た
ち
の
演
奏
を
聴
く
と
、
象
の
指

示
と
驚
く
ほ
ど
一
致
す
る
。
そ
れ
は
、
検
校
か
ら
検
校
へ
の
盲
人
伝
承
で
は
、
文
字
に
よ
ら
ず
も
っ
ぱ
ら
口
伝
え
に
よ
っ
て
き
た
こ
と
の
幸

福
な
結
果
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
現
代
の
音
楽
演
奏
の
あ
り
よ
う
を
想
起
す
る
と
、
演
奏
者
は
、
譜
面
に
従
い
な
が
ら
、
音
符
を
そ
れ
ぞ
れ
に
解
釈
し
て

実
際
の
声
や
音
に
す
る
。
同
じ
曲
で
あ
っ
て
、
し
か
も
そ
の
都
度
「
違
う
曲
」
と
し
て
奏
で
る
。
同
じ
演
奏
者
で
あ
っ
て
も
演
奏
時
が
違
え

ば
「
違
う
曲
」
と
し
て
実
現
す
る
。
江
戸
時
代
も
同
じ
だ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
平
家
正
節
に
記
録
さ
れ
て
い
る
平
曲
に
は
、
あ
る
時
の
荻
野

検
校
に
よ
る
演
奏
の
姿
と
い
う
一
面
も
あ
る
。
荻
野
検
校
の
奏
で
た
平
曲
は
、
常
に
同
じ
曲
で
あ
り
、
か
つ
、
具
体
的
に
声
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
も
の
は
そ
の
都
度
「
違
う
曲
」
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
荻
野
検
校
の
三
人
の
弟
子
、
星
野
検
校
、
山
本
検
校
、
中
村
検
校
の
演
奏
に
お

い
て
も
、
同
じ
曲
で
あ
り
か
つ
「
違
う
曲
」
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
以
下
、
本
稿
で
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
こ
う
し
た
演
奏
時
の
事
情
を
前
提
と

す
る
。
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と
こ
ろ
で
、
平
家
正
節
を
は
じ
め
と
す
る
平
曲
譜
本
は
、
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
の
重
要
な
資
料
と
し
て
研
究
さ
れ
て
き
た
。
象
や
墨
譜

は
音
楽
と
し
て
の
発
声
法
を
表
現
し
た
記
号
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
音
程
の
高
低
に
抽
象
化
し
て
、
近
世
京
都
言
葉
の

ア
ク
セ
ン
ト
の
抑
揚
を
知
る
た
め
の
資
料
に
す
る
。
金
田
一
春
彦
氏
、
奥
村
三
雄
氏
、
秋
永
一
枝
氏
ら
に
よ
っ
て
研
究
が
積
み
重
ね
ら
れ
、

上
野
和
昭
氏
が
現
時
点
の
集
大
成
を
な
し
つ
つ
あ
る
。
そ
の
研
究
は
、
邦
楽
の
音
楽
的
抑
揚
は
日
本
語
の
言
語
的
抑
揚
を
土
台
と
し
て
付
け

ら
れ
る
こ
と
を
大
前
提
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
平
家
正
節
の
「
那
須
与
市
」
の
句
に
あ
る
「
来き
た

る
」
と
い
う
語
に
「
上
上
上
」

と
い
う
象
が
付
い
て
い
る
。「
上
」
は
声
を
高
く
す
る
こ
と
を
指
示
す
る
の
で
、「
き
た
る
」
に
高き

高た

高る

と
い
う
抑
揚
が
再
現
さ
れ
る
。
こ
れ

は
現
代
の
京
都
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
一
致
し
、
近
世
の
京
都
で
も
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
が
音
楽
と
し
て
の
節
付
け
に
反
映
し
て
い
る
と
推

定
す
る
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
朗
読
で
な
く
音
楽
で
あ
る
以
上
、
言
葉
と
は
異
な
る
抑
揚
を
付
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
き
が
あ
る
。
た
と
え
ば
平
家
正
節
の

「
紅こ
う
よ
う葉
」
の
句
の
末
尾
に
「
奉
つ
る
」
と
い
う
語
が
あ
る
。「
奉
」
の
右
傍
に
「
折
ル
」「
張
ル
」
の
象
、「
つ
」
に
「
大
廻
シ
」、「
る
」
に
「
入
リ
」

の
象
が
付
い
て
い
る
。
こ
れ
を
抑
揚
に
解
釈
す
る
と
、
低
く
「
た
」
で
は
じ
め
て
「
ま
」
で
上
げ
「
つ
」
で
華
麗
な
上
げ
下
げ
を
行
い
「
る
」

で
急
に
下
げ
る
と
い
う
指
示
で
あ
る
。
動
詞
「
た
て
ま
つ
る
」
の
語
ア
ク
セ
ン
ト
は
近
世
の
京
都
言
葉
で
は
低た

て

ま

つ

低
高
高
高る

で
あ
っ
た
と
推
定

さ
れ
て
い
る
。
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
が
続
く
と
き
、
普
通
に
発
音
す
れ
ば
ゆ
る
や
か
に
下
が
り
、
急
な
下
降
は
生
じ
な
い
の
で
、「
る
」
で
急

に
下
げ
る
指
示
は
言
語
的
抑
揚
と
一
致
し
な
い
。
こ
こ
は
句
全
体
の
末
尾
で
あ
る
か
ら
、「
大
廻
シ
」
で
技
巧
的
な
節
回
し
が
行
わ
れ
た
後
、

語
末
に
あ
た
る
「
る
」
の
位
置
の
音
程
を
明
瞭
に
下
げ
な
く
て
は
音
楽
の
演
奏
と
し
て
お
さ
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。
象
や
墨
譜
を
ア
ク
セ
ン

ト
資
料
と
し
て
利
用
す
る
と
き
は
、
こ
の
よ
う
な
要
素
を
配
慮
し
な
が
ら
研
究
が
す
す
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
題
に
入
る
。
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平
家
正
節
の
象
の
一
つ
に
「
コ
上
」
が
あ
る
。
一
般
に
コ
ジ
ョ
ウ
と
読
ま
れ
、使
用
頻
度
は
大
き
い
。
こ
れ
が
本
稿
の
対
象
で
あ
る
。「
上
」

が
右
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
声
の
音
程
を
上
げ
る
こ
と
を
指
示
す
る
の
で
、「
小
上
＝
少
し
高
い
」
を
指
示
す
る
記
号
で
あ
る
か
の
よ
う
に
意

識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　

具
体
例
と
し
て
、
ま
ず
平
家
正
節
の
「
紅
葉
」
の
句
の
末
尾
近
く
に
あ
る
「
先
の
よ
り
遙
に
色
美
き
が
参
り
た
る
を
ぞ
」
と
い
う
語
句
を

取
り
上
げ
る
。
曲
節
は
「
口く
ど
き説
」
で
あ
る
。
平
曲
は
そ
れ
ぞ
れ
の
句
が
音
楽
的
な
性
格
の
異
な
る
複
数
の
部
分
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
て
い

る
。
そ
の
個
々
の
部
分
を
「
曲
節
」
と
呼
ぶ
。「
口
説
」
は
抑
揚
が
あ
ま
り
上
下
し
な
い
朗
読
に
近
い
語
り
方
の
部
分
で
あ
る
の
で
、
音
楽

的
な
事
情
に
よ
る
抑
揚
を
そ
れ
ほ
ど
配
慮
せ
ず
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
「
遙
」
字
の
右
傍
中
央
に
「
コ
上
」
の
象
が
付
い
て
い
る
。
最
終
節
の
図
⑧
A
を
参
照
さ
れ
た
い
。「
は
る
か
」
と
い
う
語
の
京
都

方
言
ア
ク
セ
ン
ト
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
低は

る

か
高
低
で
安
定
し
て
い
る
。
こ
の
象
の
付
き
方
も
、
象
の
付
い
て
い
な
い
（
以
下
、「
無
譜
」
と

記
述
す
る
）「
は
」
と
「
か
」
が
低
く
、「
る
」
が
高
い
ア
ク
セ
ン
ト
を
「
コ
上
」
で
そ
の
ま
ま
に
反
映
し
て
い
る
と
、
一
見
、
み
え
る
。
と

こ
ろ
が
、現
在
演
奏
活
動
を
行
っ
て
い
る
今
井
検
校
の
発
声
を
聴
く
と
、音
程
が
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
。「
は
」
を
低
く
は
じ
め
た
後
、「
る
」

の
出
だ
し
を
押
さ
え
込
む
よ
う
に
さ
ら
に
下
げ
て
、
母
音
の
ウ
を
伸
ば
し
な
が
ら
「
か
」
に
向
か
っ
て
跳
ね
上
げ
る
よ
う
に
上
が
り
、「
に
」

で
下
が
る
。「
コ
上
」
は
「
上
」
の
類
で
あ
り
な
が
ら
、
実
際
の
発
声
で
は
、
そ
の
位
置
の
音
程
が
下
が
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
上
の
音
声
分
析
ソ
フ
ト
、
杉
藤
研
究
室
開
発
のSU

G
I speech analyzer

を
用
い
て
図
示
し
よ
う
。

　

図
①
は
、『「
平
家
正
節
」
盲
人
伝
承
八
句―

ラ
イ
ブ
映
像
と
検
索―

』
に
収
録
さ
れ
た
今
井
検
校
の
語
り
を
音
源
と
し
て
抽
出
し
た
、
当

該
部
分
の
音
程
の
動
き
と
音
色
の
変
化
で
あ
る
。

　

図
の
上
の
段
は
、
左
か
ら
右
へ
約
2
秒
の
時
間
の
流
れ
に
そ
っ
て
、
発
音
し
て
い
る
と
き
の
音
量
の
変
化
を
あ
ら
わ
す
。
そ
の
下
に
「
は
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る
か
に
」
の
相
当
位
置
を
「
h 

a 

r 

u  

u 

k 

a 

n 

i
」
と
ロ
ー
マ
字
で
示

し
た
の
を
目
安
に
し
て
理
解
さ
れ
た
い
。「
は
」
と
「
か
」
の
母
音
ア
の
と

こ
ろ
で
音
量
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。「
る
」
の

母
音
ウ
と
「
に
」
の
母
音
イ
は
音
量
が
小
さ
い
。

　

二
段
目
が
音
程
の
変
化
で
あ
る
。
左
端
に
音
程
をH

z

で
示
し
て
い
る
。

「
は
」
が170H

z

あ
た
り
で
安
定
し
た
後
、「
る
」
の
出
だ
し
が100H

z

あ

た
り
ま
で
下
が
り
、「
う
」の
後
半
で230H

z

あ
た
り
ま
で
急
上
昇
し
て「
か
」

で210H
z

前
後
を
保
つ
。「
に
」
の
音
程
の
映
像
が
出
て
い
な
い
が
、
音
量

が
小
さ
く
な
っ
た
の
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
分
析
し
て
図
に
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
聴
覚
上
で
は
「
に
」
が
下
が
っ
て
い
る
と
確
認
で
き

る
。
D 

V 

D
を
お
持
ち
の
方
は
検
索
し
て
確
認
さ
れ
た
い
。
こ
の
図
に
よ
っ

て
も
「
か
」
の
母
音
ア
の
音
程
曲
線
が
末
尾
で
下
向
き
に
垂
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。

　

三
段
目
は
子
音
と
母
音
の
音
色
を
あ
ら
わ
す
。
濃
い
横
縞
模
様
の
出
て
い

る
と
こ
ろ
が
母
音
で
あ
る
。
ハ
行
子
音
は
母
音
ア
の
前
の
高
い
周
波
数
に
あ

る
雑
音
、
ラ
行
子
音
は
母
音
ア
か
ら
母
音
ウ
へ
の
連
続
的
な
変
化
の
途
中
の

音
色
、
カ
行
子
音
は
母
音
ア
の
前
の
縦
線
（
息
が
破
裂
し
た
音
）、
ナ
行
子

音
は
母
音
の
前
の
低
い
周
波
数
に
あ
る
微
弱
な
雑
音
で
あ
る
。
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他
の
「
コ
上
」
が
付
い
て
い
る
位
置
を
観
察
し
て
み
よ
う
。
図
②
は
、図
①
に
続
く
語
句
「
色
美う
つ
く
しき
」
で
あ
る
。
平
家
正
節
の
原
文
で
は
、

「
色
」
の
右
上
傍
に
「
上
」
の
象
が
付
い
て
い
る
。「
い
」
上
＝
高
、「
ろ
」
無
譜
＝
低
の
指
示
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
色
」
と
い
う
語
の
ア
ク

セ
ン
ト
高い

低ろ

に
合
致
す
る
。「
美
」
の
右
傍
に
「
上
上
コ
上
」
の
象
が
付
い
て
い
る
。
原
文
は
送
り
仮
名
を
「
き
」
か
ら
書
い
て
い
る
か
ら
、

象
の
指
示
は
「
う
」
上
＝
高
、「
つ
」
上
＝
高
、「
く
」
コ
上
＝
少
し
高
い
？
、「
し
」
無
譜
＝
低
で
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
。「
美
し
き
」
の
近

世
京
都
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
高う

高つ

高く

低し

低き（
低が

）で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。理
論
的
に
推
定
さ
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
い
位
置
に「
上

上
コ
上
」
の
象
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
一
見
、
期
待
ど
お
り
に
象
が
付
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
今
井
検
校
に
よ

る
実
際
の
発
声
を
聴
く
と
、
や
は
り
、「
く
」
の
位
置
で
音
程
が
下
が
る
。

　

図
②
の
と
お
り
、「
い
」
は230H

z

あ
た
り
の
高
さ
で
出
て
「
ろ
」
は160H

z

あ
た
り
に
下
が
る
。
象
の
指
示
ど
お
り
の
発
声
で
あ
る
。

し
か
し
、「
美
し
き
（
が
）」
は
、「
う
」
が230H

z
あ
た
り
の
高
さ
で
出
た
後
、「
つ
」
は
「
色
」
の
「
ろ
」
と
同
じ
高
さ
に
下
が
り
、「
く
」

で300H
z

に
と
ど
く
ほ
ど
に
急
上
昇
し
て
、「
し
き
（
が
）」
は
「
つ
」「
ろ
」
と
同
じ
音
程
に
下
が
る
。「
は
る
か
」
の
場
合
は
「
る
」
が

2
拍
分
に
伸
ば
さ
れ
て
そ
の
内
部
で
押
し
下
げ
と
急
上
昇
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
つ
」
1
拍
が
低
く
押
さ
え
込
ま
れ
て
「
く
」

の
内
部
で
急
上
昇
し
て
い
る
。
そ
の
違
い
は
あ
る
が
、「
コ
上
」
の
位
置
で
音
程
が
下
が
っ
て
急
上
昇
す
る
動
き
と
し
て
見
れ
ば
同
じ
と
言

え
る
。

　

図
③
は
図
②
に
続
く
「
参
り
た
る
」
の
部
分
で
あ
る
。
平
家
正
節
の
原
文
で
は
、「
参
」
字
の
右
下
傍
に
「
コ
上
」
付
い
て
い
る
。「
参
る
」

の
近
世
京
都
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
低ま

低い

高る

で
あ
っ
た
か
ら
、
連
用
形
も
低ま

低い

高り

と
な
る
。
こ
の
場
合
も
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
高
い
こ
と

が
期
待
さ
れ
る
位
置
に
「
コ
上
」
の
象
が
付
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

今
井
検
校
の
発
声
は
、「
り
」
の
内
部
で
急
上
昇
す
る
。
一
見
、「
は
る
か
」
の
「
る
」、「
う
つ
く
し
き
」
の
「
く
」
の
よ
う
な
急
上
昇
の
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前
の
下
げ
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
よ
く
観
察
す
る
と
「
り
」
の
ラ
行
子
音
か
ら
母
音
イ
に
移
っ
た
頭
の
と
こ
ろ
で
音
程
が
や
や
下
が
っ

て
か
ら
上
昇
し
て
い
る
。
前
の
二
例
ほ
ど
の
下
げ
で
は
な
い
が
、
音
型
と
し
て
見
れ
ば
同
じ
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

1
の
3

　

右
の
三
例
を
つ
う
じ
て
、「
コ
上
」
の
位
置
で
行
わ
れ
る
発
声
法
を
次
の
よ
う
に
帰
納
で
き
る
。
こ
れ
が
平
曲
の
演
奏
者
の
間
で
「
コ
上
の

あ
と
ア
タ
リ
」
と
言
わ
れ
る
発
声
法
（「
口
説
」
以
外
の
「
拾
」「
シ
オ
リ
下
ゲ
」
な
ど
の
曲
節
で
は
ア
タ
リ
の
象
が
記
さ
れ
る
。）
の
音
声

上
の
実
態
で
あ
る
。

　

実
際
の
演
奏
の
流
れ
の
な
か
で
は
、
押
さ
え
込
む
よ
う
に
音
程
を
下
げ
る
度
合
い
は
臨
機
で
あ
る
。「
遙
か
」の「
る
」と「
美
し
き
」の「
つ
」

で
は
無
譜
の
音
の
音
程
ま
で
明
瞭
に
下
が
っ
て
い
る
が
、「
参
り
」
の
「
り
」
は
拍
の
出
だ
し
が
や
や
下
が
る
の
み
で
あ
る
。
下
げ
る
位
置

と
そ
の
後
に
急
上
昇
さ
せ
る
位
置
も
若
干
の
前
後
の
違
い
が
あ
る
。「
遙
か
」
の
「
る
」
と
「
参
り
」
の
「
り
」
は
1
拍
の
内
部
で
そ
れ
が

実
現
し
、「
美
し
き
」
の
「
つ
」
は
1
拍
分
下
が
っ
て
次
の
拍
へ
移
る
位
置
で
跳
ね
上
が
る
。
お
そ
ら
く
、
語
形
の
長
短
や
前
後
の
抑
揚
や

演
奏
者
の
生
理
的
事
情
に
よ
っ
て
変
動
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
発
声
法
は
、
身
体
運
動
に
お
い
て
、
跳
躍
す
る
前
に
膝

を
屈
す
る
動
作
に
似
て
い
る
。
音
程
を
跳
ね
上
げ
る
準
備
の
動
作
と
し
て
結
果
的
に
そ
の
音
自
体
を
下
げ
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
筆

者
の
感
想
に
対
し
て
、
平
曲
研
究
所
代
表
の
鈴
木
ま
ど
か
氏
は
演
奏
者
と
し
て
の
実
感
が
一
致
す
る
旨
を
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

日
本
語
研
究
者
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、>

状
に
い
っ
た
ん
下
げ
た
後
で
急
上
昇
す
る
音
程
の
動
き
は
、
関
西
方
言
の
低
起
式
ア
ク
セ
ン

ト
で
語
末
に
核
の
あ
る
型
に
酷
似
す
る
。「
雨
（
ア
メ
ェ
）」
な
ど
の
2
拍
目
の
拍
内
下
降
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
1
拍
目
末
尾
を
少
し
下
げ
、
2

拍
目
に
移
っ
て
急
上
昇
、
拍
の
後
半
で
急
下
降
と
し
て
実
現
さ
れ
る
。「
コ
上
の
あ
と
ア
タ
リ
」
の
音
楽
的
な
技
巧
は
、
言
語
に
お
け
る
そ
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れ
を
基
盤
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

邦
楽
研
究
者
の
藤
井
制
心
氏
は
、
昭
和
時
代
に
名
古
屋
で
活
動
し
た
土
居
崎
、
三
品
、

井
野
川
三
人
の
検
校
に
よ
る
平
曲
の
語
り
を
五
線
譜
に
採
譜
し
、『
採
譜
本
平
曲
』（
名
古

屋
市
教
育
委
員
会1966

）
と
し
て
刊
行
し
て
い
る
。
三
品
検
校
と
土
居
崎
検
校
は
今
井

検
校
の
師
で
あ
る
。
そ
の
採
譜
で
は
、「
コ
上
」
の
位
置
を
、
ハ
長
調
で
言
う
ラ
の
音
か

ら
ミ
の
音
へ
下
が
り
シ
へ
急
上
昇
す
る
音
型
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
シ
の
音
符
の
前
に
ラ

の
小
音
符
を
置
い
て
ス
ラ
ー
で
結
ん
で
い
る
。
図
④
に「
那
須
与
市
」の
な
か
の「
十
四
五

騎
」
の
採
譜
を
原
文
の
象
を
添
え
て
掲
げ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
薦
田
治
子
氏

は
『
平
家
の
音
楽
』（
第
一
書
房2003

）
で
「
鱸
」
の
句
に
お
け
る
「
コ
上
」
の
位
置
の

音
程
の
動
き
を
ハ
長
調
で
言
う
上
の
レ
か
ら
ラ
の
音
に
下
が
り
上
の
ミ
へ
上
が
る
形
（
実

音
は
オ
ク
タ
ー
ヴ
下
）
に
採
譜
し
て
い
る
（
同
書
二
三
〇
頁
）。
こ
ち
ら
は
今
井
検
校
の

パ
リ
に
お
け
る
公
演
の
録
音
に
よ
っ
て
い
る
。
音
程
が
全
体
に
高
い
の
は
曲
節
が「
口
説
」

で
な
く
「
拾
」
だ
か
ら
で
あ
っ
て
今
井
検
校
の
個
性
で
は
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
聴
覚

印
象
と
し
て
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
り
、
機
械
に
よ
る
分
析
結
果
は
右
の
動
き
に

な
る
。
邦
楽
の
発
声
の
連
続
的
な
動
き
に
五
線
譜
の
音
符
の
列
を
あ
て
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
。
藤
井
氏
は
、
ま
ず
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
譜
と
し
て
採
っ
て
ピ
ア
ノ
譜
に
書
き
換
え
る
腐

心
を
さ
れ
た
由
で
あ
る
（
藤
井
氏
の
令
嬢
、
辻
本
忍
氏
か
ら
の
教
示
に
よ
る
）。
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2
の
1

　
「
コ
上
」
の
位
置
が
実
演
で
は
音
程
が
下
が
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、

ア
ク
セ
ン
ト
史
の
資
料
と
し
て
の
平
曲
譜
本
の
使
い
方
に
影
響
す
る
と
こ
ろ

が
あ
る
。
右
の
「
十
四
五
」
と
い
う
語
の
近
世
京
都
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト

は
、
秋
永
一
枝
氏
ら
の
『
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
総
合
資
料
』（
東
京
堂
出

版1997

）
で
高じ

高ふ

高し

低ご

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
高
高
高
低
は
「
高

起
式
の
3
拍
目
に
ア
ク
セ
ン
ト
核
の
あ
る
型
」
で
あ
り
、
4
拍
の
名
詞
と
し

て
不
自
然
で
な
い
。
そ
の
根
拠
と
し
て
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
平
家
正
節

の「
奈
須
与
市
」の「
口
説
」の
部
分
に
た
だ
一
例
、図
④
の
と
お
り「
十
四
五

騎
」
に
象
が
付
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
字
に
対
す
る
象
の
配
当
は
「
十
」

に
「
上
上
」、「
四
」
に
「
コ
上
」、「
五
」
は
無
譜
で
あ
る
か
ら
、
先
に
あ

げ
た
「
は
る
か
」「
う
つ
く
し
き
」
と
同
様
に
、「
コ
上
」
の
位
置
の
音
程
を

「
上
」
の
類
＝
高
と
み
な
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、「
コ
上
の
あ
と
ア
タ

リ
」
の
結
果
、「
上
上
コ
上
無
譜
」
の
実
際
の
発
声
に
お
け
る
抑
揚
は
高じ

高ふ

低し

高ご

と
な
る
。
図
⑤
は
、
今
井
検
校
の
発
声
で
あ
る
。「
じ
ゅ
う
」
が
高
く

保
た
れ
た
後
、「
し
」
で
急
に
下
が
り
、「
ご
」
の
母
音
オ
の
末
尾
で
跳
ね
上

げ
る
よ
う
に
上
昇
し
て
い
る
（
図
は
そ
の
後
の
「
騎
」
が
下
が
る
と
こ
ろ
ま

で
示
し
て
い
る
）。
と
こ
ろ
で
、
前
掲
『
日
本
語
ア
ク
セ
ン
ト
史
総
合
資
料
』
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で
「
十
四
五
」
の
現
代
京
都
ア
ク
セ
ン
ト
を
高じ

高ふ

低し

高ご

の
形
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
は
た
し
て
無
関
係
で
あ
ろ
う
か
。

　

高じ

高ふ

低し

高ご

と
い
う
抑
揚
は
、
シ
が
低
、
ゴ
が
高
な
の
で
、「
十
四
」
に
「
五
」
が
連
接
し
た
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
一
つ
の
語

の
ア
ク
セ
ン
ト
と
し
て
不
自
然
で
あ
る
。
日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
規
則
上
、
一
つ
の
語
の
な
か
で
抑
揚
の
下
げ
が
あ
っ
た
後
に
も
う
一
度
上

が
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。「
十
四
五
」
が
一
つ
の
単
語
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
高じ
ゆ
う高
低し

ご低
と
い
う
ア
ク
セ
ン
ト
の
末
尾
が
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス

に
よ
っ
て
上
が
っ
て
高じ

高ふ

低し

高ご

に
な
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
と
は
、
た
と
え
ば
現
代
語
で
「
彼
ら
は
わ
か
ら
な
い
」

の
「
彼
ら
」
を
強
調
し
て
言
う
と
き
高か

れ低
低ら

を
高か

低れ

高ら

で
発
音
す
る
（
大
石
初
太
郎
氏
『
は
な
し
こ
と
ば
論
』
秀
英
出
版1971

）
類
で
あ
る
。

音
声
上
の
強
調
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
平
曲
の
な
か
に
存
在
す
る
こ
と
を
本
稿
の
筆
者
は
確
認
済
み
で
あ
る
。
当
該
の
文
脈
は
、
源
氏
方

に
た
つ
兵
た
ち
が
十
四
五
騎
、
二
十
騎
と
連
れ
だ
っ
て
集
ま
っ
て
く
る
場
面
の
描
写
で
あ
り
、「
二
十
騎
」
に
も
「
コ
上
」
の
象
が
付
け
ら

れ
て
い
る
。
強
調
表
現
が
行
わ
れ
て
も
不
自
然
で
な
い
。

　

プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
で
単
語
の
末
尾
が
上
が
っ
て
高じ

高ふ

低し

高ご

に
な
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
原
形
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
高じ
ゆ
う高
低し

ご低
だ
っ
た
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
形
の
成
り
立
ち
は
ア
ク
セ
ン
ト
史
の
知
識
を
適
用
し
て
説
明
で
き
る
。
近
世
の
高じ

ふ高
高し

ご低
の
ア
ク
セ
ン
ト
核
が
一
つ
前
へ
移
動
し

て
3
拍
目
が
下
が
っ
た
の
で
あ
る
。
実
際
に
近
松
の
浄
瑠
璃
譜
本
に
高じ
ゆ
う高
低し

ご低
の
形
を
示
す
墨
譜
が
「
十
四
五
」
に
付
け
ら
れ
た
例
が
あ
る
。

語
の
末
尾
だ
け
が
低
い
形
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
勢
力
が
弱
く
、「
男
」
と
い
う
語
の
近
世
京
都
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
高を

と

こ
高
低
が
現
代
の
京
都
ア

ク
セ
ン
ト
で
高お

と低
低こ

に
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
、
核
が
一
つ
前
に
移
動
し
や
す
い
。
た
だ
、
京
都
方
言
は
、
た
と
え
ば
「
国
立
国
語
研
究
所
」

の
ア
ク
セ
ン
ト
が
低こ

く低
高り

つ低
低こ

く

ご
高
低
低け

ん低
低き
ゆ
う低
高じ
よ

で
あ
る
よ
う
に
、
意
味
上
で
は
一
つ
の
語
で
あ
っ
て
も
、
語
形
が
長
い
場
合
に
単
語
連
接

の
形
の
ア
ク
セ
ン
ト
で
発
音
す
る
こ
と
が
あ
る
。「
十
四
五
」
の
高じ

ふ

し
高
低
高ご

に
も
同
じ
説
明
が
あ
て
は
ま
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
長
い
語
で

は
な
い
の
で
条
件
が
異
な
る
。
プ
ロ
ミ
ネ
ン
ス
に
よ
る
末
尾
隆
起
と
い
ず
れ
を
是
と
す
る
か
、
今
、
成
案
は
筆
者
に
な
い
が
、
平
家
正
節
の

象
は
、「
コ
上
の
あ
と
ア
タ
リ
」
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
よ
り
新
し
い
時
代
の
京
都
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
反
映
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
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2
の
2

　
「
コ
上
」
の
位
置
が
実
演
で
は
音
程
が
下
が
る
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
、他
に
も
解
明
す
べ
き
課
題
が
生
じ
て
く
る
。「
奈
須
与
市
」
の
「
扇

の
的
」
の
く
だ
り
に
「
一
定
此
若
も
の
仕
ま
つ
べ
う
存
じ
候
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
も
「
口
説
」
の
部
分
で
あ
る
。
武
者
た
ち
が
与

市
な
ら
必
ず
な
し
と
げ
る
に
違
い
な
い
と
は
や
し
た
て
て
言
っ
て
い
る
。

　
「
つ
か
ま
つ
る
」
と
い
う
動
詞
の
近
世
京
都
言
葉
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
低
起
式
無
核
型
の
低つ

か低
低ま

つ低
高る

で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
が
、

平
家
正
節
の
「
仕
ま
つ
べ
う
」
に
付
い
て
い
る
象
は
「
上
上
上
コ
上
無
譜
無
譜
」
で
、「
仕
」
に
「
上
上
」、「
ま
」
に
「
上
」、「
つ
」
に
「
コ
上
」

が
配
当
さ
れ
て
い
る
。「
コ
上
」
を
「
上
」
の
類
と
す
れ
ば
高つ

高か

高ま

高つ

低べ

低う

の
形
が
再
現
さ
れ
る
。
語
の
出
だ
し
が
高
く
は
じ
ま
る
の
は
理

論
的
に
推
定
さ
れ
る
ア
ク
セ
ン
ト
と
一
致
し
な
い
が
、
こ
れ
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
低
起
式
無
核
型
か
ら
高
起
式
無
核
型
に
交
替
し
た
形
と
説

明
で
き
る
。
関
西
方
言
で
は
、
無
核
型
＝
平
板
型
ア
ク
セ
ン
ト
の
語
に
低
起
式
と
高
起
式
の
交
替
が
生
ず
る
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も

は
や
死
語
に
等
し
い
が
「
眼
鏡
屋
」
を
大
阪
で
は
低め

が低
低ね

や高
と
低
起
式
平
板
型
で
発
音
し
、
神
戸
で
は
高め

が高
高ね

や高
と
高
起
式
平
板
型
で
発
音

す
る
。
低
起
式
と
高
起
式
が
違
っ
て
も
意
味
が
支
障
な
く
通
じ
る
。

　

し
か
し
、「
つ
」
に
「
コ
上
」
が
付
い
て
い
る
の
で
、
実
演
で
は
音
程
が
下
が
る
。
図
⑥
は
今
井
検
校
の
発
声
で
あ
る
。
語
頭
の
「
つ
」
の

声
の
高
さ
は
図
に
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
。
い
わ
ゆ
る
母
音
の
無
声
化
が
お
き
て
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
音
程
を
分
析
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
聴
覚
上
で
は
、
平
曲
の
語
り
方
で
語
頭
に
「
上
」
が
続
く
と
き
最
初
を
下
げ
る
規
則
に
従
っ
て
低
く
出
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
。「
か
」
で
上
が
り
、「
ま
」
で
母
音
ア
を
2
拍
に
発
音
し
て
後
半
の
ア
で
音
程
を
下
げ
て
い
る
。
そ
の
後
「
つ
」
で
飛
躍
的
に
音
程

が
上
が
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
映
像
も
図
に
出
て
い
な
い
。
細
く
高
い
美
し
い
声
が
機
械
に
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
先
代
の
名
古
屋
三
検
校
の
レ
コ
ー
ド
録
音
を
使
っ
て
同
じ
音
声
分
析
を
行
う
。
藤
井
制
心
氏
の
監
修
に
よ
っ
て
フ
ォ
ノ
グ
ラ
ム

か
ら
発
売
さ
れ
た
（1972

）
も
の
で
あ
る
（
こ
れ
も
辻
本
忍
氏
か
ら
提
供
を
う
け
た
）。
は
た
し
て
、
図
⑦
の
と
お
り
、「
ま
」
が
2
拍
に
発
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音
さ
れ
て
後
半
の
ア
で
音
程
が
下
が
り
、「
つ
」
で
跳
ね
上
が
る
様
子
を
明
瞭
に
観
察
で
き
る
。
三
検
校
は
地
声
の
出
る
伝
統
的
な
発
声
法

に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
伝
統
音
楽
と
言
え
ど
も
、
時
代
に
よ
り
個
性
に
よ
り
伝
承
の
間
に
発
声
法
の
変
化
を
被
る
こ
と
が
わ
か
る
。

今
後
、
こ
の
面
の
研
究
が
課
題
に
上
る
で
あ
ろ
う
。

　

当
該
の
語
句
に
象
で
指
示
さ
れ
た
抑
揚
は
、
結
局
、
音
楽
的
な
表
現
と
し
て
次
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
関
西
方
言

の
ア
ク
セ
ン
ト
で
低
起
式
無
核
型
と
高
起
式
無
核
型
と
が
し
ば
し
ば
交
替
す
る
。
そ
れ
を
適
用
し
て
、
ま
ず
、「
つ
か
ま
つ
る
」
の
語
ア
ク

セ
ン
ト
は
低
い
平
板
型
で
あ
る
と
こ
ろ
、
強
調
す
る
た
め
に
高
い
平
板
型
に
か
え
た
。
さ
ら
に
そ
の
上
に
、「
コ
上
の
あ
と
ア
タ
リ
」
の
技

巧
で
音
楽
的
な
強
調
を
行
っ
た
。「
べ
う
」
の
位
置
の
無
譜
は
低
い
音
程
と
解
釈
さ
れ
る
が
、「
つ
」
を
跳
ね
上
げ
た
後
の
生
理
的
な
事
情
と

し
て
低
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
物
語
の
文
脈
か
ら
み
て
、
与
市
が
扇
の
的
を
射
抜
く
に
違
い
な
い
と
、
音
声
上
の
技
巧
を
用
い
て
場
面
を

強
く
印
象
付
け
た
の
で
あ
ろ
う
。

3

　

最
後
に「
コ
上
」と
い
う
象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
筆
者
が
考
え
る
と
こ
ろ
を
述
べ
て
本
稿
を
閉
じ
る
。
第
1
節
の
は
じ
め
に
述
べ
た
と
お
り
、

コ
ジ
ョ
ウ
と
い
う
呼
称
か
ら
、「
小
上
＝
少
し
高
い
」
を
指
示
す
る
記
号
で
あ
る
か
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
金
田
一
春
彦
氏

は
『
平
曲
考
』（
三
省
堂1997

）
で
、荻
野
検
校
の
時
代
の
「
コ
上
」
は
無
譜
よ
り
高
く
「
上
」
よ
り
低
い
音
と
し
て
ハ
長
調
で
言
う
フ
ァ
で
あ
っ

た
と
推
定
し
て
い
る
。
薦
田
治
子
氏
は
、
そ
れ
を
受
け
て
、「
f
は
「
小
上
」
と
い
う
墨
譜
に
対
応
し
て
い
て
、（
中
略
）
音
高
も
安
定
し
て

い
る
」
と
述
べ
て
い
る
（『
平
家
の
音
楽
』
二
四
七
頁
）。
そ
の
根
拠
と
し
て
、「
コ
上
」
が
単
独
で
あ
ら
わ
れ
る
と
き
に
実
際
に
そ
の
音
程

に
な
る
由
で
あ
る
（
薦
田
氏
か
ら
の
教
示
に
よ
る
）。
本
稿
に
述
べ
た
「
コ
上
の
あ
と
ア
タ
リ
」
の
技
巧
に
つ
い
て
金
田
一
氏
は
「
な
お
《
コ
上
》

に
つ
い
て
注
意
す
べ
き
は
、
普
通
は
次
に
《
ア
》
と
い
う
譜
が
来
る
が
、
口
説
に
限
り
《
ア
》
の
譜
が
書
い
て
な
い
。
甲
午
氏
も
名
古
屋
系
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も
口
説
の
場
合
も
他
の
場
合
と
同
様
、
次
の
無
譜
の
音
節
を
《
ア
》
の
フ
シ
で
歌
っ
て
い
る
が
、
こ
う
い
う
習
慣
は
元
来
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
。」
と
述
べ
て
い
る
（『
平
曲
考
』
三
二
八
頁
）。
こ
の
技
巧
が
検
校
か
ら
検
校
へ
の
伝
承
の
間
に
で
き
た
こ
と
を
示
唆
す
る
記
述
で

あ
る
。
現
行
の
平
曲
演
奏
に
お
い
て
、
平
家
正
節
に
「
コ
上
」
の
象
が
な
い
位
置
で
も
同
じ
発
声
法
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
事
実

は
、
そ
れ
を
支
え
る
根
拠
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
（
た
だ
し
、
こ
の
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
考
え
方
を
変
え
れ
ば
、
同
じ
事
実
が
反
証
に

な
る
）。
要
す
る
に
、「
コ
上
」
は
、
独
自
の
音
程
を
指
示
す
る
象
で
あ
り
、
そ
の
位
置
で
音
程
の
押
し
下
げ
と
急
上
昇
が
行
わ
れ
る
の
は
後

か
ら
成
立
し
た
技
巧
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
本
稿
の
筆
者
は
再
考
の
余
地
を
覚
え
る
。
平
家
正
節
の
「
コ
上
」
の
位
置
を
他
の
平
曲
譜
本
と
見
比
べ
る
と
、
こ
の
技
巧
が
伝

承
の
間
に
で
き
た
の
で
は
な
く
、
荻
野
検
校
の
時
代
、
す
で
に
平
曲
の
「
口
説
」
に
お
い
て
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
図
⑧

A
は
、
先
に
図
①
で
分
析
し
た
平
家
正
節
の
「
紅
葉
」
の
「
遙
」
に
付
い
て
い
る
象
で
あ
る
。
図
⑧
B
は
、
平
家
吟
譜
の
対
応
箇
所
で
あ
る
。

図
⑨
A
は
、
平
家
正
節
の
「
那
須
与
市
」
の
冒
頭
「
さ
る
ほ
ど
に
」
に
付
い
て
い
る
象
で
あ
る
。
図
⑨
B
は
、
平
家
吟
譜
の
対
応
箇
所
で
あ

る
。
図
⑨
C
は
、
平
家
正
節
の
前
身
に
あ
た
る
写
本
と
言
わ
れ
る
横
井
也
有
本
『
平
語
』
の
対
応
箇
所
で
あ
る
。
図
⑩
は
、
貞
享
四
年
本
の

「
火
燧
合
戦
」
の
句
の
冒
頭
に
あ
る
「
去
程
」
の
例
で
あ
る
。

　

平
家
正
節
で
「
コ
上
」
の
位
置
が
、
平
家
吟
譜
で
は
、
上
げ
ゴ
マ
の
右
に
「
コ
」
の
添
加
と
、
上
げ
ゴ
マ
の
後
ア
タ
リ
の
墨
譜
に
な
っ
て

い
る
。
也
有
本
『
平
語
』
は
平
家
正
節
と
同
じ
で
あ
る
が
「
上
」
に
書
き
添
え
ら
れ
る
「
コ
」
の
形
が
大
き
い
。
こ
れ
ら
を
抑
揚
に
解
釈
す

る
と
、
い
ず
れ
も
、「
さ
る
ほ
ど
」
の
「
さ
」
が
低
く
出
て
、「
る
」
で
上
が
り
、「
ほ
」
で
い
っ
た
ん
下
げ
た
後
に
急
上
昇
に
な
る
。
貞
享

四
年
本
の
墨
譜
は
音
程
の
上
下
を
即
物
的
に
示
し
、
こ
れ
も
、
下
げ
、
上
げ
、
下
げ
、
跳
ね
上
げ
に
見
え
る
。
別
の
句
で
あ
り
語
り
の
系
統

も
異
な
る
の
で
参
考
に
と
ど
ま
る
が
、
句
を
語
り
は
じ
め
る
音
声
表
現
で
あ
る
点
で
は
共
通
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
徴
証
か
ら
、
本
稿
の
筆
者
は
、「
コ
上
」
が
「
上
」
で
あ
る
音
の
位
置
で
「
コ
」
の
技
巧
を
行
う
こ
と
を
指
示
す
る
象
で
あ
っ

た
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
荻
野
検
校
の
時
代
に
す
で
に
存
在
し
た
技
巧
を
平
家
正
節
が
一
つ
の
象
に
し
て
書
き
あ
ら
わ
し
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
「
コ
」
と
は
、
あ
る
い
は
、「
強こ
は

り
」
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
平
家
正
節
に
「
コ
上
」
の
象
が
な
い
位
置
で
同
じ
発
声
法
が
行
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わ
れ
る
こ
と
も
、
む
し
ろ
こ
れ
を
支
え
る
徴
証
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
荻
野
検
校
が
こ
の
技
巧
を
行
う
箇
所
は
一
定
し
て
お
ら
ず
、
あ
る

時
の
演
奏
、
同
じ
曲
で
あ
っ
て
そ
の
都
度
「
違
う
曲
」
の
一
つ
で
行
わ
れ
た
箇
所
に
「
コ
上
」
の
象
が
付
け
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
論
理
が
整

合
す
る
。
こ
れ
を
学
問
と
し
て
唱
え
る
に
は
平
家
正
節
よ
り
古
い
平
曲
の
姿
を
伝
え
る
諸
譜
本
と
の
比
較
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
今
井
検
校

の
演
奏
に
関
し
て
も
、
同
じ
句
を
別
の
機
会
に
演
奏
す
る
と
き
の
違
い
、
三
品
検
校
、
土
居
崎
検
校
の
録
音
と
の
違
い
を
詳
細
に
観
察
す
る

必
要
が
あ
る
。
こ
こ
に
述
べ
た
と
こ
ろ
は
端
緒
に
過
ぎ
な
い
。

　

文
字
文
化
財
研
究
所
は
、創
立
以
来
、荻
野
検
校
顕
彰
会
と
連
携
し
て
、平
曲
の
普
及
と
研
究
の
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
業
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

本
稿
は
、
同
顕
彰
会
と
研
究
所
の
共
催
に
よ
る
第
十
五
回
平
曲
鑑
賞
会
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
二
十
九
日
）
で
「
こ
と
ば
と
譜
と
声
」
と
題
し

て
口
頭
で
述
べ
た
趣
旨
を
も
と
に
、
尾
崎
正
忠
氏
、
薦
田
治
子
氏
は
じ
め
、
先
学
の
教
え
を
受
け
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
調
査
と
分

析
に
は
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
日
本
文
化
専
攻
の
成
田
道
子
氏
、
横
山
知
世
氏
ら
の
助
力
を
受
け
た
。




