
し
て
ゐ
を
｡
敦
賀
よ
り
見
て
酉
之
鳥
の
む
の
よ
-
7
暦
新
し
い
様
に
息
は
れ
る
-
粗
面
岩
ー
･玄
武
岩
は
桝
に
本
膳
を

質
-
も
の
で
あ
る
｡

要
す
る
に
本
島
第
三
紀
暦
は
局
部
的
鼻
勤
を
受
け
各
暦
相
互
を
封
此
す
る
罫
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
が
中
新
世
以
後
の

新
雪

嘉

圏
に
屈
し
本
島
各
種
火
成
岩
の
常
勤
舞
毒
で
あ
る
事
は
疑
ひ
の
無
い
軍
資
で
あ
篭

奥
丹
後
地
震
被
害
分
布
固
説
翌

日
(固
整

版
珊)

本

間

不

三

男

昭
和
二
年
三
月
七
日
午
後
六
時
二
十
八
分
､
闘
尭
地

定
の
後
三
皮
目
の
天
災
を
ば
我
々
は
叉
距
戯
せ
し
め
ら

れ
た
｡
r此
の
不
串
に
遭
遇
さ
れ
た
人
々
に
封
守
る
同
情

は
勿
論
到
底
言
酢
を
以
っ
て
言
ひ
表
は
し
林
る
も
の
で

は
な
い
.
然
し
我
々
の
立
場
だ
し
て
は
革
に
斯
か
a
戚

傷
に
経
っ
て
居
ら
れ
る
葦
で
も
な
か
っ
た
か
ら
早
速
貸

地
粗
悪
或
は
研
究
室
に
於
け
る
調
査
に
着
手
L
t
震
故

地
に
於
い
て
は
中
村
､
桧
山
補
数
接
が
早
-
も
郷
村
及

び
掴
辻
(
或
は
山
肘
)
両
断
暦
を
磯
見
せ
ら
れ
'
其
の
研

喚
舟
校
地
怒
撒
解
分
布
樹
詑
明
智

兜
は
丹
後
牛
島
の
被
審
分
布
聞
ビ
共
に
昨
年
四
月
本
誌

上
に
報
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
o
其
の
後
研
究
室
か
ら

は
小
川
数
授
の
指
揮
に
従
ひ
.
雛
型
の
機
室

二
通
の
静

間
薯
が
兼
は
長
野
僻
､
酉
は
島
状
螺
'
由

は
和
歌
山
膳

臥
南
端
迄
の
大
部
分
の
市
町
村
及
び
警
察
に
磯
せ
ら
れ

其
の
解
答
を
統

1
し
て
(
聞
版
第
五
版
)
に
掲
げ
た
る
被

客
分
布
閲
を
作
っ
た
の
で
あ
る
｡
本
間
は
既
に
昨
年
五

月
東
京
地
質
学
骨
牌
骨
が
京
都
に
於
い
て
開
催
せ
ら
れ

た
る
時
に
掲
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
'
未
だ
於
に
せ
ら

孟

叫

三
七
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三
八

後
も
田
中
元
之
進
撃
士
は
戯
-
各
地
畝
路
牽
し
て

其
の
経
基
を
提
供
せ
ら
れ
又
事
務
に
閥
L
で
は
春

本
撃
士
の
援
助
に
侯

つ
所
が
甚
だ
多
い
｡
結
局
本

圃
は
震
英
地
の
賓
状
を
報
せ
ら
れ
た
る
数
千
の
人

々
だ
鑑
接
に
此
の
仕
事
に
開
輿
せ
ら
れ
た
る
以
上

の
諮
教
授
及
び
撃
士
の
非
力
に
依
′つ
て
成
っ
た
も

の
で
散
で
筆
者
が
作
製
せ
り
ビ
解

し

得
る
も
の
で

は
な
い
の
で
あ
る
0

本
岡
に
表
は
れ
た
る
朗
の
幾
つ
か
の
特
徴
を
以

下
に
精
通
す
れ
ば

山
.
震
源
地
附
近
の
液
も
披
審
滞

古
き
低
域
の

外
形
は
北
兼
兼
'
南
野
閣
ビ
北
北
閥
､
歯
南
兼
ど

の
方
向
に
依
っ
て
玉
章
を
播
い
て
居
る
事
｡
之
れ

は
丹
後
牛
島
の
北
速
を
割
す
る
海
岸
近
-
に
山
田

断
層
に
平
行
な
る
､
も

1
つ
の
断
瀞
が
生
じ
た
の

-
で
叔
な
か
つ
た
だ
ら
,An
か
三
二ロ
ふ
串
を
想
像
せ
し

め

る
0

紅
で
屠
ら
な
い

か
ら
此
塵
に

改
め
て
磯
未
す
る
革
に
し

花
の
で
あ
る
｡
成
典
地
の
調
査
が
T
敵
-
終
っ
て
か
-

二

'

山
田
村
附
近
を
中
心
に
し
て
放
射
状
に
被

審
甚
し
き
地
帯
が
分
布
す
る
事
J)
之
丸
は
多
く
低
地
に

潜
ふ
て
屠
る
の
で
あ
る
が
令
然
奴
州ら
ざ
る
朗
も
あ
-
､.



繰 出棒 の東南哨 北 るるら甥怨漁に都田甘地汲好

鷲≡

二
‥.州L?.

響

馳
升
鐙
地
位
僻
沓
分

布
脚
#
.卵
沓

明
ら
か
に
地
下
の
放
射
状
製
櫨
が
露
ほ
れ
た
も
の
で

あ
る
じ

三

､

宮
挫
常
か
ら
上
碇
久
野

へ
'
髄
州
沿
ひ
に
大

阪
よ
り
烹
都

へ
､
北
兼
､
南
西
の
蔚
政
に
沿
ふ
て
披

尊
が
起
っ
た
革
｡
此
の
方
向
は
地
質
及
地
形
的
に
屡

々
検
出
さ
れ
る
虞
の
も
の
だ

一
致
す
る
｡

四
.
綾
部
の
西
方
か
ら
亀
山
に
向
か
'

鳥
取
の
尭

方
か
旦

二
田
を
露
て
奈
良
煤
高
岡
に
向
ひ
北
西
､
覇

兼
の
地
帯
上
に
披
番
の
甚
し
き
地
域
あ
る
軍
｡
之
れ

は
帝
囲
地
質
図
に
依
っ
て
漁
忽
せ
ら
る
る
問
の
如
き

構
造
線
の

一
部

ÎJ
l
致
し
､
又
踊
東
地
震
及
び
浪
美

地
震
等
の
大
地
震
胡
起
麓
線
だ
同
方
向
で
祈
る
O

目

玉
､
奈
良
の
北
部
(木
津
)
か
滝
四
月
市
に
舟
ひ

､1.

和
歌
山
か
ら
正
使
に
向
ひ
精
著
し
き
震
動
が
戚
せ
ら

れ
た
る
事
｡
此
の
方
向
は
本
州
轡
或
は
西
南
月
本
の

内
外
帯
を
分
つ
大
穐
断
線
の
方
向
だ
平
行
L
t
安
政

元
年
の
伊
賀
上
野
地
歴
の
超
霞
親
だ
7
敦
す
る
｡

六
､
奈
良
盆
地
の
兼
連
､
大
阪
平
野
の
東
通
の
被

藩
の
太
い
さ
が
南
北
の
線
を
以
っ
て
限
ら
れ
て
居
る

轟
｡
之
れ
は
地
形
及
び
地
質
的
に
検
出
せ
ら
れ
る
商

孟

九

三
九



地

球

節
九
巷

北
の
断
層
ビ

一
致
し
'
比
較
的
近
来
敏
捷
せ
る
新
線
で

あ
る
｡
小
川
数
按
が
大
型
向
毒
に
あ
か
酸
性
脈
岩
の
存

在
か
ら
大
峯
地
震
帯
ビ
命
名
せ
ら
れ
た
も
の
は
賓
に
之

れ
で
あ
っ
て
過
去
に
於
い
て
も
屡
々
京
都
附
近
一宮
脅
か

し
て
居
る
が
非
常
に
大
な
る
地
笈
は
起
さ
な
い
｡

七
.
郷
柑
断
暦
の
南
方
延
長
線
上
に
隙
緒
し
っ
～
被

客
の
大
な
る
線
が
奈
良
櫛
五
確
町
の
西
部
迄
ま
で
追
跡

せ
ら
る
る
事
｡
之
れ
は
賓
に
郵
相
断
層
E
は
北
北
西
'

南
南
東
に
走
る
地
下
榛
朋
の
梨
碑
の
上
端
が
問
々
奥
丹

後
に
於
い
て
地
変
に
変
は
れ
た
る
も
の
な
る
革
を
暗
示

す
る
｡
此
の
線
は
地
形
及
地
質
的
に
は
殉
.･JJ確
め
ら
れ

て
居
ら
な
い
の
で
'
恐
ら
-
地
下
溌
所
に
於
い
て
日
下

生
長
し
っ
つ
あ
る
も
の
}J
考

へ
ら
れ
る
.
斯
の
近
江
虎

姫
の
地
震
等
も
此
の
方
向
の
蒸
線
が
活
動
せ
る
･JP
の
で

は
な
か
ら
-
か
｡

入
､
大
阪
革
野
の
被
客
が
線
想
以
上
に

甚
し
か
っ
た

革
｡
之
れ
は
大
阪
平
野
の
地
盤
が
軟
弱
な
る
革
を
羅
明

す
る
は
勿
論
で
あ
る
け
れ
.'r/,
も
此
の
外
に
地
震
の
麓
源

が
授
か
っ
た
轟
を
想
像
せ
し
む
る
有
力
な
る
材
秤
に
L

で
､
北
き
に
(
也
)滞
げ
た
る
特
徴
だ
共
に
奥
丹
後
地
震

第

四
故

買

〇

四
〇

は
地
下
深
所
に
て
日
下
鐘
長
し
っ
つ
あ
る
裂
醇
の
静
動

せ
る
結
尭
押
水
せ
ら
れ
た
る
深
凝
地
震
な
り
ど
の
結
論

に
筆
者
を
誘
導
す
る
も
の
で
あ
る
｡

以
上
運

べ
た
る
八
ケ
億
は
破
審
分
布
岡
上
に
て
何
人

に
も
観
察
し
縛
る
特
徴
を
筆
者

7
流
の
考

へ
を
以
っ
て

判
断
し
た
の
で
あ
る
｡
之
れ
軍
の
特
徴
の
判
断
は
人
々

に
依
っ
て
多
少
選
る
魔
が
あ
ら
-
ビ
恩
ふ
｡
_唯
革
質
は

正
に
同
の
逸
ら
で
あ
る
.
撒
水
斯
-
の
如
き
多
-
の
樹

が
作
製
せ
ら
る
る
な
ら
ば
本
邦
各
地
の
地
盤
の
強
弱
は

白
か
ら
判
明
す

べ
き
で
あ
る
か
ら
葡
者
諸
君
の
御
助
力

を
侯
っ
て
あ
ら
ゆ
る
機
骨
を
利
用
し
て
之
れ
を
貸
現
し

た
い
P,J瓜
ふ
｡

最
後
に

1
言
し
皮
き
は
断
層
凝
生
の
カ
単
的
意
味
を

別
だ
し
て
も
其
の
展
開
に
於
い
て
.
断
暦
は
先
づ
基
に

微
力
な
る
裂
醇
だ
し
て
磯
生
し
､
活
澱
に
し
て
大
な
る

も
の
に
生
長
し
､
や
が
て
老
衰
し
て
蓬
ひ
に
は
死
滅
す

る
も
の
な
る
轟
を
知
っ
て
戴
き
庇
い
｡
即
ち
断
層
は
賓

に

一
個
の
生
物
の
如
-
幼
老
病
死
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

熱
か
の
み
な
ら
や
断
層
の
性
質
に
依
っ
て
其
の
鐘
命
に

長
短
あ
-
､
太
い
さ
に
大
小
あ
-
､
天
性
活
敢
な
る
あ



ーり
不
宿
敵
t･It
る
も
の
が
あ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
地
袋
に

封
し
て
は
此
の
穂
の
研
究
が
甚
だ
必
要
で
あ
る
｡
而
し

て
恐
ら
Y
斯
-
の
如
き
性
質
は

其の
断
層
が
春
在
す
る

塵
の
地
層
ハ塾
･的
位
置
だ
方
向

だ
に
依
っ
て
大
.姿
決
定
せ

ら
る
る
で
あ
ら
う
0

島

崎

市

の

生

産

概

況

(朗糊
配桝
か釦
鰐
聖

森

寿

美

衛

長
崎
市
の
鍾
産
額
の
殆
.F/J

蚤
部
は
工
産
で
農
産
は
極

め
て
微
々
た
る
も
の
で
あ
る

(第

一
衷
)衰
微
し
っ
1
も

長
崎
市
は
や
は
り
商
港

ビ
し
て
の
長
崎
で
あ
る
が
工
業

的
特
色
も
多
分

に
持
っ
て
ゐ
る
｡
長
崎
市
は
工
業
に
よ

っ
て
今
田
の
語
命
を
保
っ
て
ゐ
る
三

(1
つ
て
も
過
言
で

は
tIIb
い
O

l
､
工

産

土
産
の
過
半
は
機
械
器
具
粗
で
其
の
大
部
は
三
菱
の

造
糖
で
あ
る

こ
の
汽
船
の
産
額
は
建
造
ば
か
-
で
な

-
修
繕
も
食
ん
で
ゐ
る
が
修
繕
は
約

一
割
で
あ
る
か
ら

殆
ご
大
部
は
追
贈
で
あ
る
｡
9111菱
兵
器
製
作
所
の
産
街

長
崎

の

出

辞

概

況

は
絶
対
秘
密
に
附
せ
ら
れ
て
知
る
に
由
も
な
い
が
'
従

業
者
よ
-
推
せ
ば
こ
れ
亦
邪
魔
の
互
街
に
蓬
す
る
で
あ

ら
う
｡
三
菱
骨
配
の
生
産
は
本
市
鐘
産
の
大
部
を
占
め

7:一旦

本
市
の
鐘
命
は

1
に
か
磨
っ
て
三

菱
に
あ
る
だ
い
せ

)
だ
が
吊
凍
る

賓
に
港
の
西
岸
立
榊
よ
り
飽

ノ
浦

方

面
に
亙

る
批
大
な

る
造
舶
工
場

船
渠
を
眺
め
た
る
時
､
其
の
ハ

h
J

ヤ

ー
の
署
々
た
る
膏
を
耳
に
す
る
時
p
亡
び
行
-
A

,J
謂

は

れ
る
長
崎
に
も

一
の
活
路
を
我
見
す
る
の
で
あ
る
｡

三
菱
の
景
気
の
好
不
況
は
匿
に
市
況
に
影
響
を
及
ぼ
し

賞
二

四

f


