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優

主
や
誰
問
へ
ど
自
玉
言
は
な
く
に
さ
れ
ば
な

べ
て
や
哀
と
思
は
ん

こ
れ
は
恋
ど
雑
と
の
対
偶
で
あ
る
が
、
そ
の
基
準

は

「自
玉
」
で
あ
る
。
同
様
に
　
．

武
士
の
八
十
宇
治
川
の
網
代
木
に
た
だ
よ
ふ

宗
の
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も

忘
ら
る
る
身
を
宇
治
川
の
中
た
え
て
こ
な
た

か
な
た
に
人
も
通
は
ず

は
、

「宇
治
川
」
で
対
偶
す
る
。
久
松
潜

一
先
生

が
、
日
本
文
学
評
論
史
形
態
論
篇
の
中
で
、
不
審

・　
新
撰
和
歌
は
、
紀
貫
之
の
撰
と
い
は
れ
る
。
し

か
し
、
近
来
は
そ
れ
を
疑
ふ
説
も
出
て
ゐ
る
。
つ

ま
り
新
撰
和
歌
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ

と
問
題
が
あ
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
そ
れ
ら
の
問

題
解
明
の
一
助
に
も
と
、
自
分
の
調
査
ノ
ー
ト
か

ら
、
新
撰
和
歌
の
排
列
上
の
特
殊
性
に
関
す
る
部

一分
を
こ
こ
に
抄
録
し
て
お
く
。

一　
ま
づ
、
新
撰
和
歌
は
三
百
六
十
首
か
ら
出
来
上

¨
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
、
日
氏
家
集
の

「貞
観
元

新
撰

和
歌

の
歌

の
排

列
に

つ
い
て

今

月
集

（
一
名
三
百
六
十
首
歌
）
と
同
系
列
の
も
の

で
、
も
と
漢
詩
の
方
で
は
じ
ま
つ
た
も
の
を
和
歌

に
も
応
用
し
た
も
の
で
、
陰
陽
術
数
の
宇
宙
論
的

思
想
か
ら
出
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
そ
つ
歌
の
排
列
は
、
春
秋
、
夏
冬
、
恋

雑
と
い
ふ
風
に
す
べ
て
対
偶
さ
せ
て
あ
る
が
、
こ

の
対
偶
０
基
準
は
、
歌
の
中
の
言
葉
に
共
通
す
る

も
の
の
あ
る
の
を
組
合
は
せ
て
あ
る
。
た
と
へ
ば
、

つ
つ
め
ど
も
袖
に
た
ま
ら
ぬ
白
玉
は
人
を
見

ぬ
め
の
涙
な
り
け
り

一　
年
春
年
調
三
百
六
十
首
フ
献
ズ
」
や
曽
丹
集
の
毎



を
た
て
ら
れ
て
ゐ
る
。

袖
ひ
ぢ
て
結
び
し
水
の
氷
れ
る
を
春
立
つ
け

ふ
の
風
や
と
く
ら
ん

秋
き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風

の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る

の
対
偶
の
如
き
も
、
右
の
例
か
ら
推
定
す
れ
ば
、

「風
」
に
よ
つ
て
対
偶
せ
し
め
た
こ
と
に
な
る
。

ま
た
、風

吹
け
ば
沖
つ
自
波
立
田
山
夜
半
に
は
君
が

一　
　
ひ
と
り
こ
ゅ
ら
む

あ
や
な
く
て
ま
た
き
浮
名
の
立
田
川
渡
ら
で

や
ま
む
も
の
な
ら
な
く
に

の
如
き
は
い

「立
田
山
」
と

「立
田
川
」
で
対
比

さ
せ
て
ゐ
る
。　
　
　
　
　
　
　
´

右
の
や
う
に
対
偶
さ
せ
る
関
係
上
、
た
と
へ
ば
、

春
の
歌
と
秋
の
歌
と
が
交
互
に
一
首
お
き
に
列
ベ

ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
現
象
が
生
じ
て
ゐ
る
。
と
こ

ろ
が
、
春
秋
の
対
偶
を
考
慮
に
入
れ
な
い
で
、
今
、

一
首
お
き
に
春
の
歌
ば
か
り
を
順
次
抜
き
出
し
て

み
る
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
編
纂
方
針
と
い
ふ
も
の

が
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
内
容
の
項
目
の
類

別
を
以
て
列
べ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
へ
る
の
で

あ
る
一
雨
も
そ
の
類
別
の
排
列
が
、
古
今
六
帖
に

近
似
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
そ
の
最

も
顕
著
な
例
は
、
桜
の
歌
で
あ
る
。

さ
く
ら
花
咲
き
に
け
ら
し
な
足
ひ
き
の
山
の

か
ひ
よ
り
見
ゆ
る
自
雲
　
　
　
　
´

み
よ
し
野
の
山
べ
に
さ
け
る
さ
く
ら
花
し
ら

雲
と
の
み
あ
や
ま
た
れ
つ
つ

山
高
み
雲
ゐ
に
み
ゆ
る
さ
く
ら
花
心
の
行
き

て
折
ら
ぬ
日
ぞ
な
き

山
ざ
く
ら
わ
が
見
に
く
れ
ば
春
か
す
み
み
ね

に
も
尾
に
も
立
ち
か
く
し
つ
つ

み
て
の
み
や
人
に
か
た
ら
ん
山
さ
く
ら
手
こ

と
に
折
り
て
家
つ
と
に
せ
ん

見
る
人
も
な
き
山
里
の
さ
く
ら
花
ほ
か
の
散

り
な
ん
後
ぞ
さ
が
ま
し

新
撰
和
歌
で
は
右
の
如
き
順
序
で
、
そ
の
間
に
秋

の
歌
を
一
首
づ
つ
差
し
は
さ
み
な
が
あ
並
ん
で
ゐ

る
の
で
あ
る
が
、
右
六
首
は

「山
ざ
く
ら
」
と
い

ふ
類
項
を
以
て
集
め
並
べ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
元
来
新
撰
和
歌
は
、
古
今
集
の
歌

を
三
百
八
十
一
首
も
含
ん
で
を
り
、
ま
た
、
賀
哀
、

別
旅
の
二
巻
な
ど
で
は
、
そ
の
歌
の
排
列
順
序
が

古
今
集
で
こ
れ
ら
の
歌
が
出
て
く
る
順
序
に
な
つ

て
ゐ
る
等
、
古
今
集
と
深
い
関
係
に
あ
る
も
の
の

如
く
思
へ
る
の
で
あ
る
が
、
右
の
六
首
の
場
合
は

古
今
集
の
排
列
基
準
と
は
違
つ
て
ゐ
る
。
す
な
は

ち
、
古
今
集
で
は
、

「山
高
み
」
の
歌
は
賀
の
部

に
属
し
て
ゐ
る
し
、
そ
の
他
の
歌
も
違
つ
た
標
準

で
分
類
さ
れ
て
春
上
の
部
の
各
所
に
ば
ら
ば
ら
に

散
在
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、
新
撰
和
歌
で
は

「山
さ
く
ら
」
と
い
ふ
基
準
項
目
に
一
括
さ
れ
た

と
考
へ
ら
れ
る
。
と
こ

ヽ
ろ
で
、
こ
の

「山
高
み
」

の
歌
は
古
今
六
帖
で
は

「山
桜
」
の
題
名
下
に
分

類
排
列
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
新
撰
和
歌
の
列
べ
方
は

古
今
六
帖
風
な
の
で
あ
る
。
　
　
・

思
ふ
と
も
恋
ふ
と
も
逢
は
む
も
の
な
れ
や
結

ふ
て
も
た
ゆ
く
解
く
る
下
紐

思
ひ
や
る
心
や
行
き
て
人
知
れ
ず
君
が
下
紐

解
き
わ
た
る
ら
む

あ
ひ
見
ぬ
も
憂
き
も
我
身
の
唐
衣
思
ひ
し
ら

ず
も
解
く
る
下
紐

こ
れ
は
新
撰
和
歌
の
恋
雑
の
中
の
恋
の
歌
ば
か
り

を
順
次
に
と
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
が
、
古
今
集
で

は
、

「思
ふ
と
も
恋
ふ
と
も
」
の
歌
は
巻
十
一
、

「あ
ひ
見
ぬ
も
憂
き
も
」
の
歌
は
巻
十
五
に
あ
り
、

「思
ひ
や
る
心
は
」
の
歌
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
が
、
新
撰
和
歌
で
は

「紐
」
と
い
ふ
類
別
で
こ

の
三
首
を
同
一
個
所
に
並
べ
た
の
で
あ
ら
う
。
古

今
扶
椰
暮
一』

賀 「翻
¨
授
ぃ
い
規
協
椰
』
一
ｒ
一
君

を
か
け
ぬ
日
ぞ
な
き
（古
今
で
は
恋

一
）

久
し
く
も
な
り
に
け
る
か
な
住
の
江
の
松
は

千
歳
の
も
の
に
ぞ
あ
ヶ
け
る

（古
今
で
は
恋

五
）

恋
せ
じ
と
み
た
ら
し
川
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は

う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な
（古
今
恋

一
）

三
輪
の
山
い
か
に
待
ち
見
む
年
経
と
も
た
づ

ぬ
る
人
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
（古
今
恋
五
）



右
は
恋
雑
の
内
、
雑
の
歌
を
一
首
お
き
に
除
い
て

接
続
す
る
四
首
だ
が
、
こ
の
四
首
は
一
括
し
て
、

神
と
か
社
と
か
い
ふ
項
目
で
類
別
出
来
る
で
あ
ら

う
。

「千
早
振
」
の
歌
は
古
今
六
帖
で
は

「社
」

の
題
名
下
に
あ
る
。

桜
の
歌
の
ほ
か
に
も
、
か
う
い
ふ
風
に
、
類
別

排
列
の
あ
と
は
、
い
た
る
所
に
指
摘
出
来
る
の
で

あ
る
が
、
そ
の
類
別
標
準
は
古
今
六
帖
と
頗
る
似

て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
さ
う

い
ふ
点
で
は
、
古
今
集
と
は
違
つ
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、
新
撲
和
歌
は
六
帖
風
な
類
題
的
編
集
手
法

を
と
つ
て
ゐ
る
と
断
言
し
て
差
支
へ
な
か
ら
う
。

新
撰
和
歌
が
六
帖
的
手
法
を
と
つ
て
ゐ
る
こ
と

の
例
証
ど
し
て
は
、
な
お
次
の
や
う
な
こ
と
が
あ

る
。
た
と
へ
ば
、

暉
の
声
聞
け
ば
悲
し
な
夏
衣
う
す
く
や
人
の

な
ら
む
と
思
へ
ば

と
い
ふ
歌
は
新
撰
和
歌
で
は
夏
に
部
類
し
て
ゐ
る

が
、
古
今
集
で
は
恋
四
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
。
内

・
容
か
ら
言
へ
ば
当
然
恋
の
歌
で
あ
る
べ
き
だ
が
、

こ
れ
を
夏
の
歌
と
見
る
の
は
、
六
帖
的
な
見
方
な

の
で
あ
つ
て
、
古
今
六
帖
に
は
、
こ
の
歌
は
「蝉
」

と
い
あ
題
に
な
つ
て
ゐ
る
。
か
う
い
ふ
例
が
ま
た

す
く
な
ぐ
な
い
の
で
あ
る
。

忘
ら
れ
ば
時
し
の
べ
と
ぞ
浜
千
鳥
ゆ
く
へ
も

し
ら
ぬ
あ
と
を
と
ど
む
る

ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
あ
さ
霧
に
島
か
く

ゆ
く
舟
を
し
ぞ
思
ふ

あ
ふ
坂
の
あ
ら
し
の
風
の
さ
む
け
れ
ば
行
く

へ
も
し
ら
ず
わ
び
つ
つ
ぞ
ゆ
く

こ
の
三
首
な
ど
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
前
述
の
類
題

別
排
列
に
あ
て
は
ま
ら
ぬ
や
う
に
も
思

へ
る
け
れ

ど
も
、
よ
く
考
へ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は

「行
く
ヘ

も
し
ら
ず
」
と
い
ふ
点
で
続
括
せ
ら
れ
る
の
で
あ

スリ
。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・

さ
て
、
次
に
注
目
せ
ら
る
べ
き
は
、
新
撰
和
歌

三
百
六
十
首
中
、
古
今
集
に
出
て
ゐ
な
い
歌
は
、

ほ
ぼ
集
中
し
て
、
各
部
の
終
り
に
近
い
と
こ
ろ
に

出
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
春
秋
の
部

の
終
り
の
と
こ
ろ
に
纏
つ
て
古
今
集
に
な
い
歌
が

出
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
夏
冬
の
場
合
も
同
様
で
あ

る
。
こ
の
や
う
に
、
古
今
集
に
な
い
歌
は
新
撰
和

歌
の
中
に
於
て
は
集
中
的
に
集
つ
て
ゐ
て
、
ま
ん

べ
ん
な
く
散
在
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て

そ
の
在
り
ど
こ
ろ
が
原
則
的
に
そ
の
部
の
終
り
近

ぐ
に
あ
る
。
右
の
や
う
な
点
か
ら
、
次
の
や
う
な

こ
と
が
推
測
せ
ら
れ
る
。
す
な
は
ち
、
新
撰
和
歌

の
編
者
は
、
古
今
集
か
ら
第
一
に
歌
を
抜
い
て
お

き
、
そ
れ
を
排
列
し
て
い
つ
て
古
今
集
の
歌
だ
け

で
足
り
な
く
な
る
と
、
適
宜
、
六
帖
そ
の
他
の
集

か
ら
歌
を
抜
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
。

か
う
い
ふ
や
う
な
操
作
と
共
に
、
他
方
で
は
、

さ
き
に
述
べ
た
如
く
、　
一
首
お
き
の
歌
と
歌
と
の

脈
絡
を
考
へ
、
ま
た
隣
接
さ
せ
る
歌
の
対
偶
に
も

心
を
配
り
、
そ
し
て
、
こ
の
集
が
出
来
上
つ
た
の

で
あ
つ
た
。

以
上
、
調
査
ノ
ー
ト
を
こ
こ
に
提
示
し
て
、
以

て
、
新
撰
和
歌
の
編
集
意
識
の
特
殊
相
を
問
題
に

し
て
み
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
の
上
に
立
つ
て

更
に
こ
の
集
の
編
纂
者
や
編
纂
年
代
や
ま
た
そ
の

撰
集
意
識
の
問
題
を
考
へ
よ
う
と
思
ふ
。

―
―

大
阪
大
学
大
学
院
学
生

―
―




