
1

田
）、
六
三
・
六
五
・
六
七
（
寳
槻
）、
六
八
・
七
一
・
七
二
・
八
一
・
九
六
・
九

七
・
九
八
・
一
〇
〇
・
一
〇
四
・
一
〇
五
（
曾
和
）。

凡
　
例

一	

本
注
釈
は
、
資
経
本
（
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
『
資
経
本
私
家
集
二
』
朝
日
新

聞
社
二
〇
〇
一
年
所
収
）
を
底
本
と
す
る
。

二	

本
文
の
校
合
に
用
い
た
本
は
、
以
下
の
通
り
（（　

）
内
は
、
異
同
を
掲
出
す

る
際
の
略
称
）。

宮
内
庁
書
陵
蔵
本
（
510
・
12
）（
御
）
※
原
稿
中
で
は
、
御
所
本
と
称
す
。

西
本
願
寺
本
（
西
）

前
田
家
旧
蔵	

現
出
光
美
術
館
蔵　

伝
西
行
筆
本
（
前
）

奈
良
女
子
大
学
蔵
歌
仙
家
集
本
（
歌
）

三	

和
歌
本
文
は
読
解
の
便
の
た
め
、
適
宜
仮
名
を
漢
字
に
、
漢
字
を
仮
名
に
改
め

た
。
ま
た
、
詞
書
内
に
は
必
要
に
応
じ
て
句
読
点
を
施
し
て
い
る
。
校
訂
し
た

古
今
集
歌
人
伊
勢
の
娘
、
中
務
の
家
集
を
取
り
上
げ
、
注
釈
を
試
み
る
。
本
紀
要

五
八
号
「
中
務
集
注
釈
（
一
）」
以
来
、
六
三
号
「
中
務
集
注
釈
（
六
）」
に
至
る
六

回
に
お
い
て
、
中
務
集
二
類
本
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
資
経
本
二
九
八
首
の
注
釈

の
試
み
を
終
了
し
た
。
さ
ら
に
六
四
号
「
中
務
集
注
釈
（
七
）」
及
び
六
五
号
「
中

務
集
注
釈
（
八
）」
に
お
い
て
、
資
経
本
に
収
載
さ
れ
ず
、
西
本
願
寺
蔵
三
十
六
人
集
、

歌
仙
家
集
本
お
よ
び
旧
前
田
本
の
み
に
存
在
す
る
歌
の
注
釈
を
行
っ
た
。
ま
た
前
号

「
中
務
集
注
釈
（
九
）」
に
お
い
て
は
、「
中
務
集
注
釈
（
一
）」
及
び
「
中
務
集
注
釈

（
二
）」
が
、
研
究
会
で
問
題
と
な
っ
た
歌
を
抜
粋
し
た
注
釈
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
こ

で
省
略
し
た
歌
を
改
め
て
検
討
し
補
遺
と
し
て
掲
載
し
た
。
本
号
は
そ
の
続
き
で
あ

り
、
補
遺
も
本
号
「
中
務
集
注
釈
（
一
〇
）」
に
て
完
結
す
る
。

「
中
務
集
注
釈
（
一
）
〜
（
九
）」
に
つ
い
て
、
ご
教
示
を
賜
っ
た
皆
様
に
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る
。

各
歌
の
文
責
を
次
に
示
す
。
三
九
・
四
〇
・
四
二
・
七
三
・
七
六
・
七
七
（
加

藤
）、
四
四
・
四
六
・
四
七
・
七
九
・
八
二
（
斎
藤
）、
四
九
・
五
二
・
五
四
・
八

七
・
八
八
・
八
九
（
高
野
瀬
）
五
五
・
五
八
・
六
二
・
九
〇
・
九
二
・
九
三
（
森

中
務
集
注
釈
（
一
〇
）

高
野
晴
代
・
高
野
瀬
惠
子
・
加
藤
裕
子

森
田
直
美
・
斎
藤
由
紀
子
・
曾
和
由
記
子

寳
槻
た
ま
き
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も
、
の
意
。「
月
を
だ
に
あ
か
ず
と
思
ひ
て
寝
ぬ
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
さ
へ
鳴
き
わ

た
る
か
な
」（
貫
之
・
三
五
）。

［
通
釈
］　

花
を
惜
し
む
、
帰
る
雁
が
鳴
く

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
散
っ
て
ゆ
く
花
を
惜
し
ん
で
い
る
と
、
帰
る
雁
ま
で
が
鳴

い
て
飛
ん
で
ゆ
き
、
ま
す
ま
す
惜
し
む
気
持
を
募
ら
せ
る
。

［
補
説
］　

散
る
花
を
惜
し
み
帰
る
雁
を
惜
し
ん
で
行
く
春
を
惜
し
ん
で
い
る
。
帰
雁

と
花
を
取
り
合
わ
せ
た
歌
は
「
春
霞
立
つ
を
見
捨
て
て
ゆ
く
雁
は
花
な
き
里
に
住
み

や
な
ら
へ
る
」（
古
今
・
春
上
・
三
一　

伊
勢
）、「
見
れ
ど
飽
か
ぬ
花
の
盛
り
に
帰

る
雁
な
ほ
ふ
る
さ
と
の
春
や
恋
し
き
」（
拾
遺
・
春
・
五
五　

よ
み
人
し
ら
ず
）
な

ど
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、
晩
春
の
景
と
し
て
落
花
と
と
も
に
詠
ま
れ
た
例
は
珍
し

い
。
屛
風
絵
と
し
て
見
て
も
、
帰
雁
と
落
花
の
取
り
合
わ
せ
は
特
異
で
あ
る
。
村
上

朝
月
次
屛
風
歌
歌
群
の
一
首
で
あ
る
。

四
〇
番
歌

五
月
五
日
、
田ゐ

舎中

の
家
に
女を
ん
など
も
ゐ
て
、
糸い
と

繰く

り
、
菖さ
う
ぶ蒲
つ
け
り

あ
や
め
草
手て

引
き
の
糸い
と

を
手て

に
か
け
て
長な
が

き
ひ
ぐ
ら
し
人
ぞ
恋
し
き

［
異
同
］　

○
ゐ
中
の
家
に
→
ゐ
な
か
い
へ
に
（
西
・
前
・
歌
）
○
ゐ
て
→
い
そ
く

（
歌
）
○
さ
う
ふ
つ
け
り
→
さ
う
ふ
つ
き
た
り
（
西
）、
さ
う
ふ
つ
け
な
と
し
た
り

（
前
）、
さ
う
ふ
ゝ
け
り
（
歌
）
○
て
引
の
い
と
を
→
て
ひ
き
の
い
と
も
（
西
）、
て

ひ
き
の
糸
の
（
歌
）
○
て
に
か
け
て
→
身
に
か
け
て
（
西
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
五
月
五
日　

端
午
の
節
会
が
行
わ
れ
た
。
○
菖
蒲
つ
け
り　
「
菖
蒲
」

は
、
端
午
の
節
会
に
邪
気
を
払
う
も
の
と
し
て
家
の
軒
に
挿
し
た
り
、
鬘
（
髪
飾
り
）

箇
所
や
仮
名
漢
字
表
記
を
改
め
た
箇
所
は
、
右
に
ル
ビ
で
底
本
で
の
表
記
を
示

し
た
。

四	
底
本
を
校
合
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
箇
所
は
、［
語
釈
］
も
し
く
は
、［
補
説
］

に
、
そ
の
理
由
と
共
に
明
記
し
た
。

三
九
番
歌

花
惜を

し
む
、
帰か
へ

る
雁
鳴
く

と
どゝ
ま
ら
ぬ
花
を
惜ゝ
し
む
に
い
と
どゝ
し
く
帰か
へ

る
雁か
り

さ
へ
鳴な

き
わ
た
る
か
な

［
異
同
］　

○
花
を
し
む
か
へ
る
→
春
を
ゝ
し
む
ま
に
か
へ
る
か
り
な
く
（
西
）、
花

お
し
む
に
か
へ
る
雁
な
く
（
歌
）、
は
な
を
ゝ
む
と
こ
ろ
に
か
り
な
く
（
前
）
○
花

を
ゝ
し
む
に
→
は
な
お
し
む
ま
に
（
前
）
○
な
き
わ
た
る
か
な
→
な
き
わ
た
る
ら
ん

（
西
・
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
帰
る
雁
鳴
く　

底
本
は
「
花
を
し
む
か
へ
る
」。
こ
れ
で
は
意
味
が
通

じ
な
い
た
め
、
他
本
を
参
照
し
「
か
り
な
く
」
が
脱
し
た
も
の
と
見
て
補
っ
た
。
○

と
ど
ま
ら
ぬ
花
を
惜
し
む
に　

散
り
行
く
花
は
い
く
ら
惜
し
ん
で
も
と
ど
ま
る
こ
と

が
な
い
。「
と
ど
む
べ
き
も
の
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
散
る
花
ご
と
に
た
ぐ
ふ
心

か
」（
古
今
・
春
下
・
一
三
二　

躬
恒
）。
○
い
と
ど
し
く　
「
い
と
ど
し
」
は
、
い
っ

そ
う
、
は
な
は
だ
し
い
意
。「
色
深
く
染
め
し
袂
の
い
と
ど
し
く
涙
に
さ
へ
も
濃
さ

ま
さ
る
か
な
」（
後
撰
・
恋
一
・
五
八
七　

師
輔
）。
こ
こ
で
は
、「
鳴
き
わ
た
る
か

な
」
に
か
か
り
、
散
っ
て
ゆ
く
花
を
惜
し
ん
で
い
る
と
、
北
へ
帰
る
雁
の
声
が
聞
こ

え
て
き
て
、
ま
す
ま
す
惜
し
む
気
持
ち
が
募
る
の
で
あ
る
。
○
帰
る
雁
さ
へ　
「
さ

へ
」
は
、
添
加
の
副
助
詞
。
と
ど
ま
ら
ず
に
散
っ
て
ゆ
く
花
に
加
え
て
帰
る
雁
ま
で
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特
異
か
。「
五
月
、
人
家
に
菖
蒲
つ
き
、
女
な
ど
出
で
ゐ
た
る
と
こ
ろ
／
昨
日
ま
で

よ
そ
に
思
ひ
し
あ
や
め
草
今
日
我
が
宿
の
つ
ま
と
見
る
か
な
」（
能
宣
・
一
三
七
）、

「
五
月
五
日
、
人
の
家
に
菖
蒲
ふ
き
、
女
ど
も
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
聞
き
侍
る
と
こ
ろ

／
あ
や
め
草
ひ
き
か
け
た
る
は
ほ
と
と
ぎ
す
ね
を
く
ら
べ
に
や
我
が
宿
に
鳴
く
」

（
書
陵
部
蔵
（
五
一
〇
・
一
二
）
能
宣
・
一
一
）。

四
二
番
歌

田た

守ま
も

る
庵い
を

に
臥ふ

せ
る
人
、
鹿し
か

の
食は

む
を
知し

ら
で
寝ね

た
り

守ま
も

り
く
る
山
田
の
い
ね
に
ま
ど
ふ
夜
は
夢ゆ
め

と
ぞ
鹿し
か

の
鳴な

く
も
聞き

こ
ゆ
る

［
異
同
］　

○
た
ま
も
る
い
を
に
ふ
せ
る
人
→
田
ま
も
る
人
（
西
）、
た
ま
も
る
い
へ

に
ひ
と
（
前
）、
田
ま
も
る
家
に
（
歌
）
○
し
か
の
は
む
を
→
む
ま
の
は
む
を
（
西
）、

し
ゝ
の
は
む
を
も
（
歌
）
○
ま
と
ふ
夜
は
→
す
ま
ふ
よ
は
（
西
）、
ま
と
ふ
に
は
（
前
）

○
な
く
も
き
こ
ゆ
る
→
ね
を
も
な
き
け
る
（
西
）、
ね
を
は
き
ゝ
け
る
（
前
・
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
田
守
る
庵　

鳥
獣
か
ら
稲
を
守
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
仮
小
屋
。
○
山

田　

山
あ
い
の
田
。「
山
田
も
る
秋
の
か
り
い
ほ
に
置
く
露
は
い
な
お
ほ
せ
ど
り
の

涙
な
り
け
り
」（
古
今
・
秋
下
・
三
〇
六　

忠
岑
）。
○
い
ね
に
ま
ど
ふ
夜
は　
「
い

ね
」
は
、「
稲
」
に
寝
る
こ
と
、
眠
る
こ
と
の
意
の
「
寝
ね
」
を
響
か
せ
る
。「
秋
の

田
の
か
り
そ
め
伏
し
も
し
て
け
る
が
い
た
づ
ら
い
ね
を
何
に
積
ま
ま
し
」（
後
撰
・

恋
四
・
八
四
五　

藤
原
成
国
）。「
ま
ど
ふ
」
は
、
思
い
乱
れ
る
、
心
乱
れ
る
意
か
。

「
稲
」
と
の
つ
な
が
り
が
わ
か
り
に
く
い
が
、
稲
を
守
る
こ
と
に
心
を
砕
い
て
い
る

意
に
解
し
た
。
○
夢
と
ぞ
鹿
の
鳴
く
も
聞
こ
ゆ
る　

鹿
が
鳴
く
声
を
も
夢
の
中
の
こ

と
と
聞
い
て
目
を
覚
ま
さ
ず
、
稲
を
食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
山
里
は

や
薬
玉
に
し
て
身
に
着
け
た
。「
内
裏
の
御
絵
に
、
五
月
五
日
、
菖
蒲
つ
け
た
る
家

／
我
が
宿
の
つ
ま
に
か
か
れ
る
あ
や
め
草
山
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
音
絶
え
ず
は
」（
尊

経
閣
文
庫
蔵
元
輔
・
一
五
七
）、「
…
ほ
と
と
ぎ
す	

鳴
く
さ
つ
き
に
は	

あ
や
め
草	

花

橘
を	

玉
に
貫
き	
か
づ
ら
に
せ
む
と
…
」（
万
葉
・
巻
三
・
四
二
三　

山
前
王
）。「
つ

け
り
」
は
、『
元
輔
集
』
の
例
か
ら
菖
蒲
を
家
の
軒
に
付
け
て
い
る
と
も
解
し
得
る

が
、
糸
を
繰
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
糸
で
貫
い
て
鬘
に
付
け
て
い
る
意
に
解
す
べ
き

か
。
○
あ
や
め
草　

ど
こ
に
か
か
る
の
か
明
確
で
な
い
。「
あ
や
め
草
に
結
び
つ
け

る
手
引
き
の
糸
を
」
と
言
葉
を
補
っ
て
解
し
た
。
○
手
引
き
の
糸　

手
で
引
き
出
す

糸
。「
夏
引
き
の
手
引
き
の
糸
を
く
り
か
へ
し
こ
と
し
げ
く
と
も
絶
え
む
と
思
ふ
な
」

（
古
今
・
恋
四
・
七
〇
三　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○
手
に
か
け
て　

手
に
か
け
て
糸
を

繰
り
出
し
て
い
る
様
。「
手
に
か
け
て
く
る
夏
ご
と
に
わ
ぎ
も
こ
が
多
く
の
糸
を
引

き
て
け
る
か
な
」（
東
宮
学
士
義
忠
歌
合
・
七
）。
○
長
き
ひ
ぐ
ら
し　

夏
の
長
い
日

を
過
ご
し
、
一
日
中
の
意
。
一
日
を
過
ご
す
意
の
「
く
ら
し
」
に
、
一
日
中
、
朝
か

ら
晩
ま
で
の
意
の
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
重
ね
る
。「
た
く
な
は
の
夏
の
ひ
ぐ
ら
し
恋
し

く
て
な
ど
か
く
長
き
今
日
に
か
あ
る
ら
む
」（
麗
花
・
九
四
・
中
務
）、「
つ
く
づ
く

と
春
の
ひ
ぐ
ら
し
降
る
雨
は
月
見
る
秋
の
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
」（
寂
然
法
師
・
一

四
）。
こ
こ
は
、
夏
の
長
い
日
を
過
ご
し
、
一
日
中
あ
の
人
の
こ
と
が
恋
し
い
意
。

［
通
釈
］　	

五
月
五
日
、
田
舎
の
家
に
女
た
ち
が
座
っ
て
、
糸
を
繰
り
、
菖
蒲
を
つ
け

て
い
る

あ
や
め
草
に
結
び
つ
け
る
手
引
き
の
糸
を
手
に
か
け
て
長
い
夏
の
日
を
過
ご

し
、
一
日
中
あ
の
人
の
こ
と
が
恋
し
く
思
わ
れ
る
。

［
補
説
］　

三
九
番
と
同
じ
村
上
朝
月
次
屛
風
歌
歌
群
の
中
の
一
首
。
画
面
に
は
、
田

舎
の
家
で
女
た
ち
が
糸
を
手
で
繰
っ
て
い
る
景
が
描
か
れ
て
い
た
か
。
画
中
の
一
人

の
女
の
立
場
で
、
糸
を
繰
り
な
が
ら
一
日
中
恋
し
い
人
の
こ
と
を
思
う
心
の
内
を
詠

む
。
田
舎
の
家
で
女
た
ち
が
糸
を
繰
っ
て
い
る
景
は
、
五
月
五
日
の
画
面
と
し
て
は
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十
二
月
つ
こ
も
り
に
（
歌
）、
く
る
ら
ん
→
こ
ゆ
ら
ん
（
西
）
ゆ
く
ら
ん
（
前
・
歌
）

［
他
出
］　

万
代
和
歌
・
冬
・
一
五
三
六
、
新
続
古
今
・
雑
上
・
一
八
〇
三

［
語
釈
］　

○
春
に
も
あ
は
で
年
の
暮
る
ら
ん　
「
春
」
と
暮
れ
て
い
く
「
年
」
を
擬

人
化
し
て
い
る
。
前
田
家
本
、
歌
仙
家
集
本
お
よ
び
他
出
の
歌
集
で
は
五
句
を
「
ゆ

く
ら
ん
」
と
し
て
、「
来
／
行
く
」
の
対
表
現
と
し
て
い
る
。
年
内
立
春
の
場
合
「
年

の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
こ
ぞ
と
や
い
は
む
こ
と
し
と
や
い
は
む
」

（
古
今
・
春
・
一　

在
原
元
方
）
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
が
、
そ
う
で
な
い
年
に
は

暮
れ
て
ゆ
く
「
年
」
は
「
新
春
」
に
会
え
な
い
。
当
然
の
こ
と
を
「
い
か
な
れ
ば
」

と
問
う
こ
と
で
、
春
を
待
ち
き
れ
な
い
気
持
ち
を
諧
謔
的
に
表
現
し
て
い
る
。

［
通
釈
］　

師
走
の
晦
日

春
が
直
ぐ
近
く
ま
で
来
て
い
る
と
い
う
の
に
、
ど
う
し
て
会
わ
ず
に
こ
の
年
は

暮
れ
て
ゆ
く
の
で
し
ょ
う
か
。

四
六
番
歌

稲い
な
り
ま
う
て

荷
詣

稲い
な
り荷
山
行ゆ

き
交か

ふ
人
を
おゝ
き
な
が
ら
よ
そ
な
る
人
を
な
が
め
て
ぞ
来く

る

［
校
訂
］　

底
本
「
人
を
ゝ
き
な
が
ら
」
を
歌
意
に
よ
り
改
め
た
。

［
異
同
］　

な
し
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
稲
荷
山　

山
城
国
紀
伊
郡
伏
見
の
歌
枕
。「
い
な
り
」
に
願
い
が
「
意

成
る
」
を
掛
け
て
詠
ま
れ
る
。
参
詣
が
盛
ん
な
様
子
は
『
枕
草
子
』「
羨
ま
し
げ
な

る
も
の
」
な
ど
に
も
見
え
る
。「
い
な
り
の
山
こ
ゆ
る
と
こ
ろ
／
い
な
り
や
ま
ゆ
き

か
ふ
人
は
き
み
が
よ
を
ひ
と
つ
こ
こ
ろ
に
い
の
り
や
は
せ
ぬ
」（
伊
勢
・
二
〇
五
）

秋
こ
そ
こ
と
に
わ
び
し
け
れ
鹿
の
鳴
く
音
に
目
を
さ
ま
し
つ
つ
」（
古
今
・
秋
上
・

二
一
四　

忠
岑
）。

［
通
釈
］　	
田
を
守
る
庵
に
横
に
な
っ
て
い
る
人
が
、
鹿
が
稲
を
食
べ
て
い
る
の
を
知

ら
ず
に
眠
っ
て
い
る

守
っ
て
き
た
山
田
の
稲
に
心
を
砕
き
寝
入
っ
て
し
ま
っ
た
夜
は
、
鹿
が
鳴
く
声

も
夢
の
中
の
こ
と
と
聞
こ
え
て
し
ま
っ
た
。

［
補
説
］　

画
面
に
は
、
山
田
を
守
る
庵
に
横
た
わ
る
人
物
と
、
稲
を
食
べ
て
い
る
鹿

が
描
か
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
庵
の
中
で
稲
を
守
る
様
を
描
い
た
屛
風
絵
は
、

「
田
守
る
庵
あ
る
と
こ
ろ
／
か
り
ほ
に
て
日
さ
へ
経
に
け
り
秋
風
に
早
稲
田
か
り
が

ね
は
や
も
鳴
か
な
む
」（
貫
之
・
一
五
三
）、「
延
喜
御
時
、
月
次
御
屛
風
の
歌
／
刈

り
て
干
す
山
田
の
稲
を
干
し
わ
び
て
守
る
か
り
ほ
に
幾
夜
経
ぬ
ら
む
」（
拾
遺
・
雑

秋
・
一
一
二
五　

躬
恒
）、「
田
守
る
家
に
、
人
ゐ
た
る
と
こ
ろ
／
と
も
す
れ
ば
ひ
き

お
ど
ろ
か
す
小
山
田
の
ひ
た
す
ら
寝
ね
ぬ
秋
の
夜
な
夜
な
」（
和
泉
式
部
・
一
一
六
）

な
ど
他
に
も
見
ら
れ
る
が
、
鹿
が
稲
を
食
べ
て
い
る
様
を
描
い
た
絵
は
特
異
と
言
え

よ
う
。
庵
の
中
の
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
絵
に
描
か
れ
た
鹿
を
聴
覚
で
と
ら
え
、

鹿
の
鳴
く
声
を
夢
の
中
の
こ
と
と
聞
い
て
目
を
覚
ま
さ
な
か
っ
た
た
め
に
稲
を
鹿
に

食
べ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
悔
し
さ
を
詠
ん
だ
。
画
中
人
物
の
視
点
と
絵
を
外
側
か
ら
見

る
視
点
が
融
合
し
て
い
る
。

四
四
番
歌

師し
は
す走

の
晦つ
ご
も
り日

ほ
ど
近ち

か

く
来き

ぬ
な
る
も
の
を
い
か
な
れ
ば
春
に
も
あ
は
で
年と
し

の
暮く

る
ら
ん

［
異
同
］　

し
は
す
の
つ
こ
も
り
→
十
二
月
つ
こ
も
り
（
西
）
十
月
つ
こ
も
り
（
前
）
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［
補
説
］　

絵
を
見
て
い
る
人
が
、
自
分
の
立
場
で
「
都
の
人
に
教
え
て
あ
げ
た
い
」

と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。

四
九
番
歌

又

袖そ
で

の
う
ら
の
波な
み

吹ふ

き
か
へ
す
浜は
ま

風
に
雲く
も

の
上う
へ

ま
で
す
ず
し
か
ら
な
ん

［
異
同
］　

又
→
ナ
シ
（
西
・
前
・
歌
）、
は
ま
風
に
→
は
ま
か
せ
は
（
西
）
あ
き
か

せ
は
（
前
・
歌
）、
く
も
の
→
そ
ら
の
（
西
）

［
他
出
］　

新
古
今
一
四
九
七
、
歌
枕
名
寄
六
八
六
二

［
語
釈
］　

○
袖
の
う
ら　

本
来
、
衣
の
袖
が
裏
ま
で
涙
に
濡
れ
る
さ
ま
を
「
浦
」
に

た
と
え
て
言
う
表
現
。
や
が
て
地
名
の
意
識
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
平
安
後
期

に
は
出
羽
国
の
歌
枕
と
さ
れ
た
。
当
該
歌
で
は
、「（
袖
の
）
浦
」「
波
」「
浜
」
が
縁

語
関
係
。「
逢
ふ
こ
と
の
な
ぎ
さ
は
い
つ
も
か
は
ら
ね
ど
け
さ
こ
そ
袖
の
う
ら
は
こ

と
な
れ
」（
兼
澄
・
八
三
）。
○
吹
き
か
へ
す　

平
安
和
歌
で
は
中
期
頃
か
ら
使
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
表
現
。
当
該
歌
は
そ
の
早
い
例
。
万
葉
歌
の
影
響
か
。「
采
女
の

袖
吹
き
か
へ
す
明
日
香
風
都
を
と
ほ
み
い
た
づ
ら
に
吹
く
」（
万
葉
・
巻
一
・
五
一　

志
貴
皇
子
）。
○
浜
風　

こ
の
歌
語
も
、
平
安
和
歌
で
は
当
該
歌
は
比
較
的
早
い
例
。

「
い
は
で
思
ふ
心
あ
り
そ
の
は
ま
風
に
た
つ
し
ら
浪
の
よ
る
ぞ
わ
び
し
き
」（
後
撰
・

恋
二
・
六
八
九　

よ
み
人
し
ら
ず
）。

［
通
釈
］　

ま
た
、

袖
の
浦
の
波
を
吹
き
返
す
浜
の
風
に
よ
っ
て
、
雲
の
上
、
宮
中
ま
で
も
涼
し
く

あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
で
す
。

［
補
説
］　
「
北
の
宮
の
中
に
奉
り
給
ふ
御
扇
に
」
の
詞
書
を
持
つ
四
八
番
歌
と
同
じ

○
お
き
な
が
ら　

さ
し
お
い
て
。
○
よ
そ
な
る
人
を
な
が
め
て
ぞ
来
る　
「
よ
そ
な

る
人
」
は
他
所
の
ひ
と
。
ま
た
、
疎
遠
な
人
。
特
に
、「
わ
す
れ
た
る
女
の
い
へ
に

あ
ま
宿
り
し
て
ゐ
た
る
を
、
い
ま
は
こ
こ
に
か
と
い
ひ
た
り
／
古
郷
は
雲
ゐ
の
ほ
か

に
飛
ぶ
雁
を
よ
そ
な
る
ひ
と
の
か
へ
る
と
や
見
む
」（
元
真
・
二
〇
五
）
の
よ
う
に
、

自
分
に
つ
れ
な
い
異
性
の
意
で
詠
ま
れ
る
例
が
散
見
す
る
。
こ
こ
で
も
、「
よ
そ
な

る
人
」
は
も
の
思
い
の
対
象
で
あ
る
た
め
、
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
恋
人
を
思
っ

て
参
詣
す
る
画
中
の
人
物
の
視
点
か
ら
詠
ん
だ
も
の
と
し
て
解
し
た
。

［
通
釈
］　

稲
荷
詣
で

願
い
が
成
る
と
い
う
稲
荷
山
を
行
き
交
う
人
々
を
さ
し
お
い
て
、
こ
こ
に
は
い

な
い
つ
れ
な
い
方
の
こ
と
を
想
っ
て
や
っ
て
き
ま
し
た
。

四
七
番
歌

逢あ
ふ

坂さ
か

待ま

ち
つ
ら
ん
都宮
こ

の
人
に
逢あ
ふ

坂さ
か

の
関
ま
で
来き

ぬ
と
告つ

げ
や
やゝ
ら
ま
し

［
異
同
］　	

な
し
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

金
玉
・
七
四
、
三
十
人
撰
・
一
二
六
、
新
撰
朗
詠
・
雑
・
六
一
〇
、
三
十

六
人
撰
・
一
四
六
、
大
鏡

［
語
釈
］　

○
逢
坂　

近
江
国
の
歌
枕
。
万
葉
以
来
畿
内
と
東
国
と
の
境
界
と
し
て
、

東
国
へ
赴
く
人
と
の
別
れ
を
惜
し
み
、
ま
た
都
へ
と
迎
え
入
れ
る
場
と
し
て
詠
ま
れ

て
き
た
。
当
該
歌
は
後
者
。

［
通
釈
］　

逢
坂

待
っ
て
い
る
だ
ろ
う
都
の
人
に
逢
坂
の
関
ま
で
来
た
と
告
げ
て
さ
し
あ
げ
よ
う

か
し
ら
。



6

し
る
き
香か

も
匂
ふ
な
る
か
な
あ
や
め
草ぐ
さ

今け

ふ日
こ
そ
玉た
ま

に
抜ぬ

く
日ひ

な
り
け
れ

［
異
同
］　

し
る
き
か
も
→
し
る
く
か
も
（
前
）、
に
ほ
ふ
な
る
→
な
ほ
は
な
る
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
し
る
き
香
も
匂
ふ
な
る
か
な　

明
ら
か
に
そ
れ
と
わ
か
る
香
が
に
お
う

こ
と
だ
よ
。
○
あ
や
め
草　

サ
ト
イ
モ
科
の
多
年
草
で
あ
る
菖
蒲
。
四
〇
番
歌
参

照
。
○
玉
に
抜
く　

玉
の
よ
う
に
緒
に
通
す
。「
ほ
と
と
ぎ
す
待
て
ど
来
鳴
か
ず
あ

や
め
草
玉
に
ぬ
く
日
を
い
ま
だ
と
ほ
み
か
」（
万
葉
・
巻
八
・
一
四
九
四　

大
伴
家

持
）。

［
通
釈
］　

五
月
五
日

は
っ
き
り
あ
や
め
草
と
わ
か
る
香
が
に
お
う
こ
と
よ
。
今
日
こ
そ
は
あ
や
め
草

を
玉
に
抜
き
飾
る
日
で
あ
る
こ
と
だ
。

［
補
説
］　

こ
れ
も
五
〇
番
歌
か
ら
の
屛
風
歌
。
菖
蒲
や
薬
玉
の
絵
な
ど
が
あ
っ
た
も

の
か
。
絵
に
つ
け
る
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
嗅
覚
を
前
面
に
出
し
た
歌
い
ぶ
り
が
面
白

い
。

水
が
く
れ
て
お
ふ
る
さ
月
の
あ
や
め
草
香
を
た
づ
ね
て
や
人
の
引
く
ら
ん

（
古
今
六
帖
・
一
〇
〇
）

香
を
と
め
て
と
ふ
人
あ
る
を
あ
や
め
草
あ
や
し
く
駒
の
す
さ
め
ざ
り
け
る

（
後
拾
遺
・
夏
・
二
一
〇　

恵
慶
法
師
）

『
古
今
六
帖
』
の
歌
は
貫
之
の
作
と
し
て
『
和
歌
童
蒙
抄
』
に
も
引
か
れ
て
い
る
が
、

菖
蒲
の
香
を
詠
む
歌
は
、
中
務
と
恵
慶
法
師
が
詠
ん
だ
ほ
か
に
は
、
平
安
後
期
か
ら

院
政
期
に
数
首
詠
ま
れ
た
程
度
で
、
多
く
は
な
い
。

折
の
歌
。「
中
務
集
注
釈
（
一
）」
を
参
照
。
他
系
統
本
で
は
「
又
」
と
い
う
詞
書
が

無
く
、
歌
が
二
首
並
ぶ
。
前
田
本
・
歌
仙
本
の
三
句
が
「
秋
風
」
と
あ
る
の
は
、
四

八
番
歌
に
「
秋
の
風
」
と
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
の
内
容
か
ら
、
扇
に
は
浜

辺
の
景
等
が
描
か
れ
て
い
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。

五
二
番
歌

近ち
か

き
山
の
桜
さ
く
ら

わ
が
宿や
ど

し
春は
る

の
山
辺べ

の
つ
ま
な
れ
ば
ほ
か
の
花
と
も
思お
も

ほ
え
ぬ
か
な

［
異
同
］　

ち
か
き
山
の
さ
く
ら
→
ち
か
き
山
さ
く
ら
（
前
）
ち
か
き
山
の
ま
へ

（
歌
）、
わ
か
や
と
し
→
わ
か
や
と
ゝ
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
つ
ま　

物
の
端
の
部
分
。
○
ほ
か　

こ
こ
は
、
空
間
的
・
平
面
的
に
、

あ
る
範
囲
や
区
画
な
ど
の
外
側
の
場
所
の
意
か
。

［
通
釈
］　

近
い
山
の
桜

私
の
家
が
春
を
迎
え
た
山
辺
の
端
に
あ
る
の
で
、
山
の
桜
は
よ
そ
の
家
の
花
と

も
思
わ
れ
な
い
こ
と
だ
。

［
補
説
］　

五
〇
番
歌
か
ら
始
ま
る
「
村
上
先
帝
御
時
の
月
次
の
御
屛
風
」
の
歌
。
屛

風
絵
に
は
、
桜
咲
く
山
の
ほ
と
り
に
家
が
描
か
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
家
に

住
む
人
の
気
持
ち
に
な
っ
て
詠
ん
だ
も
の
。

五
四
番
歌

五
月
五
日
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と
を

む
す
ぶ
手
も
涼
し
か
り
け
り
み
な
月
の
岩
ま
の
水
に
秋
や
か
よ
へ
る

（
後
葉
・
一
〇
八　

藤
原
公
保
）

五
八
番
歌

冬ふ
ゆ

ご
も
り
し
け
る
池い
け

こ
ほ
り
ゐ
る
池い
け

の
汀み
ぎ
はは

水み
づ

鳥と
り

の
羽は

風か
ぜ

に
波な
み

も
さ
は
が
ざ
り
け
り

［
異
同
］　

冬
こ
も
り
し
け
る
→
冬
こ
ほ
り
し
た
る
（
西
）
こ
ほ
り
た
る
（
前
）、
い

け
→
い
へ
（
歌
）

［
他
出
］　

続
後
撰
・
冬
・
五
〇
〇
、
太
宰
大
弐
資
通
卿
家
歌
合
・
二
三
（
作
者
／
僧

そ
う
す
ん
）

［
語
釈
］　

○
冬
ご
も
り
し
け
る
池　

西
本
願
寺
本
で
は
「
冬
こ
ほ
り
し
た
る
」、
前

田
本
で
は
「
こ
ほ
り
た
る
」
と
あ
る
。
和
歌
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
「
凍
り
」
と
あ

る
方
が
し
っ
く
り
く
る
が
、
ひ
と
ま
ず
校
訂
は
し
な
か
っ
た
。
〇
こ
ほ
り
ゐ
る
池
の

汀
は
水
鳥
の　

凍
っ
た
池
と
水
鳥
を
詠
む
場
合
、「
飛
び
か
よ
ふ
鴛
の
羽
風
の
寒
け

れ
ば
池
の
氷
ぞ
さ
え
ま
さ
り
け
る
」（
拾
遺
・
冬
・
二
三
二　

紀
友
則
）、「
池
水
に

む
れ
ゐ
る
鳥
の
羽
風
に
は
葦
間
の
氷
さ
え
や
ま
さ
ら
む
」（
堀
河
百
首
・
一
〇
一
二	

師
頼
）
な
ど
、
羽
風
に
よ
っ
て
一
層
冷
え
込
む
と
表
現
す
る
歌
が
多
い
。「
温
度
」

で
は
な
く
「
音
」
や
「
波
」
に
着
目
し
た
と
こ
ろ
に
、
当
該
歌
の
特
徴
が
あ
る
。

［
通
釈
］　

冬
ご
も
り
し
て
い
る
池

氷
が
張
っ
て
い
る
池
の
汀
は
、
水
鳥
の
羽
風
に
も
波
音
を
た
て
な
い
の
だ
っ
た
。

五
五
番
歌

泉

下し
た

く
ぐゞ
る
水み
づ

に
秋
こ
そ
か
よ
ふ
ら
し
む
す
ぶ
泉い
づ
みの
手て

さ
へ
涼す
ゞ

し
き

［
異
同
］　

詞
書
ナ
シ
（
歌
）

［
他
出
］　

新
千
載
・
夏
・
三
〇
二
、
和
漢
朗
詠
・
一
六
六
、
夫
木
・
三
六
六
五
、
三

十
人
・
一
二
八
、
三
十
六
人
・
一
四
八
、
麗
華
・
四
三
（
詞
書
「
ま
へ
の
い
づ
み
を

見
て
、
秋
の
ち
か
け
れ
ば
」）、
秋
風
・
二
二
一
（
詞
書
「
夏
の
う
た
の
中
に
」）

［
語
釈
］　

〇
手
さ
へ
涼
し
き　

水
を
掬
う
手
に
感
じ
ら
れ
た
涼
し
さ
か
ら
、「
水
底

に
は
地
上
に
先
駆
け
て
秋
が
通
っ
て
い
る
ら
し
い
」
と
想
像
す
る
。

［
通
釈
］　

泉

地
下
を
潜
り
ぬ
け
る
水
に
秋
が
通
っ
て
い
る
ら
し
い
。
泉
の
水
を
掬
う
手
に
さ

え
涼
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
だ
よ
。

［
補
説
］　
「
夏
と
秋
と
行
き
か
ふ
空
の
通
ひ
路
か
た
へ
す
ず
し
き
風
や
ふ
く
ら
む
」

（
古
今
・
夏
・
一
六
八	

躬
恒
）
な
ど
、
一
般
的
に
は
「
秋
の
訪
れ
を
、
風
の
涼
し
さ

に
よ
っ
て
感
じ
取
る
」
と
表
現
す
る
歌
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
、「
泉
の
水
の
冷
た

さ
か
ら
秋
の
近
さ
を
感
じ
る
」
と
表
現
し
た
の
が
当
該
歌
の
特
徴
と
言
え
る
。
後
代

に
も
比
較
的
多
く
本
歌
取
り
さ
れ
て
お
り
、「
涼
風
」
に
偏
っ
て
い
た
晩
夏
か
ら
初

秋
へ
の
季
節
の
変
わ
り
目
の
表
現
に
、
広
が
り
を
与
え
た
一
首
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

泉
、
夜
に
い
り
て
寒
し
と
い
ふ
心
を
よ
み
は
べ
り
け
る

さ
よ
ふ
か
き
泉
の
水
の
音
聞
け
ば
む
す
ば
ぬ
袖
も
す
ず
し
か
り
け
り

（
後
拾
遺
・
夏
・
二
三
三　

源
師
賢
）

新
院
に
て
人
人
歌
つ
か
う
ま
つ
り
け
る
に
、
泉
の
辺
に
す
ず
む
と
い
ふ
こ
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［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
う
ち
は
へ
て　

長
き
に
渡
っ
て
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
待
つ
。「
わ
が
せ

こ
が
旅
の
衣
を
う
ち
は
へ
て
待
つ
雁
が
音
の
今
も
な
か
な
む
」（
内
裏
歌
合
・
九
）。

○
待
ち
つ
る
道　

底
本
「
ま
ち
く
る
み
ち
」。
西
本
願
寺
本
に
よ
っ
て
改
め
た
。「
夏

衣
た
ち
て
し
日
よ
り
郭
公
と
く
聞
か
ん
と
ぞ
待
ち
わ
た
り
つ
る
」（
貫
之
・
五
二

七
）。
○
た
だ
一
声
や
聞
き
て
や
み
な
ん　
「
や
」
は
疑
問
。
た
だ
一
声
だ
け
聞
い
て

鳴
き
止
ん
で
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
、
の
意
。「
奥
山
の
峰
を
飛
び
越
し
初
雁
の
は
つ

か
に
だ
に
も
見
で
や
や
み
な
ん
」（
躬
恒
・
三
四
五
）。

［
通
釈
］　

道
行
く
人
が
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
く

長
い
間
ず
っ
と
待
っ
て
い
た
道
の
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
は
、
た
だ
一
声
聞
い
た
だ

け
で
鳴
き
止
ん
で
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。

六
五
番
歌

初
雁
旅
人
聞き

く

初は
つ

雁か
り

の
旅た
び

の
空そ
ら

な
る
声
聞き

け
ば
我わ

が
身
を
置ゝ
き
て
あ
は
れ
な
る
か
な

［
異
同
］　

初
雁
→
は
つ
か
り
を
（
西
・
歌
）、
あ
は
れ
な
る
か
な
→
あ
は
れ
と
そ
き

く
（
西
・
前
）

［
他
出
］　

万
代
・
秋
上
・
九
〇
一
、
玉
葉
・
旅
歌
・
一
一
五
七

［
語
釈
］　

○
初
雁　

年
の
秋
に
は
じ
め
て
渡
っ
て
く
る
雁
。「
初
雁
の
我
も
そ
ら
な

る
ほ
ど
な
れ
ば
君
も
物
う
き
旅
に
や
あ
る
ら
ん
」（
後
撰
・
離
別
・
一
三
一
五　

よ

み
人
し
ら
ず
）。
○
旅
の
空
な
る　

雁
が
旅
先
の
空
に
い
る
こ
と
と
、
旅
先
で
の
心

も
と
な
い
様
を
重
ね
る
。「
草
枕
我
の
み
な
ら
ぬ
雁
が
音
も
旅
の
空
に
て
鳴
き
渡
る

な
り
」（
能
宣
・
七
六
）。
○
我
が
身
を
置
き
て　

旅
の
途
中
で
あ
る
自
分
よ
り
も
雁

六
二
番
歌

柳
あ
り

く
り
か
へ
し
春
は
来き

ぬ
れ
ど
青あ
を

柳や
ぎ

の
糸い
と

は
ふ
り
ず
も
見み

ゆ
る
色
か
な

［
異
同
］　

く
り
か
へ
し
→
く
り
か
へ
す
（
西
）
く
り
か
へ
り
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
く
り
か
へ
し　
「
柳
」「
く
る
」「
糸
」
は
縁
語
。「
あ
さ
み
ど
り
く
る
春

ご
と
に
た
え
ね
ど
も
猶
め
づ
ら
し
き
青
柳
の
糸
」（
元
輔
・
四
四
）。
〇
ふ
り
ず
も
見

ゆ
る
色
か
な　

当
該
歌
は
、「
朱
雀
院
の
若
宮
の
御
も
ぎ
の
屛
風
」
の
一
首
。
年
を

経
て
な
お
鮮
や
か
な
柳
を
詠
み
、
若
宮
の
行
く
末
を
予
祝
す
る
。
ま
た
、
底
本
に
は
、

当
該
歌
に
近
い
詠
み
ぶ
り
の
歌
と
し
て
、「
く
り
か
へ
す
年
へ
て
見
れ
ど
青
柳
の
糸

は
ふ
り
せ
ぬ
み
ど
り
な
り
け
り
」（
一
三
九
）
が
あ
る
。

［
通
釈
］　

柳
が
あ
る

繰
り
か
え
し
春
は
や
っ
て
来
る
け
れ
ど
、
青
柳
の
糸
は
古
び
る
こ
と
な
く
見
え

る
鮮
や
か
な
色
で
あ
る
こ
と
よ
。

六
三
番
歌

路
行行く
人
郭
公
を
聞聞く

う
ち
は
へえ

て
待ま

ち
つく

る
道み
ち

の
ほ
と
とゝ
ぎ
す
た
だゝ
一ひ
と

声
や
聞き

きゝ
て
や
み
な
ん

［
異
同
］　

路
行
人
→
み
ち
ゆ
く
に
（
西
）
み
ち
ゆ
く
ほ
と
に
（
前
）
道
を
行
人
（
歌
）、

郭
公
を
聞
→
ほ
と
ゝ
き
す
な
く
（
前
）、
ま
ち
く
る
→
ま
ち
つ
る
（
西
）
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七
）。
○
折
れ
る
榊
は
色
も
変
は
ら
じ　

底
本
「
を
れ
か
さ
か
き
」。
歌
意
を
汲
ん

で
、
西
本
願
寺
本
、
歌
仙
本
に
よ
っ
て
改
め
た
。
当
該
歌
で
は
榊
が
常
緑
樹
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
神
聖
な
力
を
持
つ
山
人
に
よ
っ
て
折
ら
れ
た
こ
と
に
よ

り
、
霜
が
置
い
て
も
色
が
変
わ
ら
な
い
、
と
詠
む
か
。「
ち
は
や
ぶ
る
神
垣
山
の
榊

葉
は
し
ぐ
れ
に
色
も
変
は
ら
ざ
り
け
り
」（
躬
恒
・
二
六
四
）。

［
通
釈
］　

神
楽
を
し
て
い
る
所

夜
が
更
け
て
霜
が
置
い
て
も
、
神
聖
な
力
を
持
つ
山
人
が
折
っ
た
榊
は
色
も
変

わ
ら
な
い
。

六
八
番
歌

高た
か

き
山
に
雪
ふ
れ
る
所

滝た
き

の
糸い
と

も
み
な
と
ぢ
つ
ら覧ん
吉よ
し

野の

山や
ま

雪
の
高た
か

さ
に
音を
と

は
変か

へ
つ
つゝ

［
異
同
］　

た
か
き
山
に
→
た
か
や
ま
に
（
西
）
た
き
に
（
前
）、
雪
ふ
れ
る
所
→
ゆ

き
ふ
る
（
前
）、
た
き
の
い
と
も
→
た
き
の
い
と
は
（
西
・
前
・
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
滝
の
糸　

滝
の
落
ち
る
様
子
を
糸
に
見
立
て
た
表
現
。「
な
が
れ
よ
る

た
き
の
糸
こ
そ
よ
わ
か
ら
し
ぬ
け
ど
乱
れ
て
お
つ
る
白
玉
」（
貫
之
・
六
三
）。
○
と

ぢ
つ
ら
ん　

今
頃
凍
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
の
意
。「
よ
し
の
山
た
き
の
い
と
さ
へ
と

ぢ
つ
れ
ど
は
や
く
し
り
に
し
こ
ゑ
は
わ
す
れ
ず
」（
一
条
摂
政
・
六
七
）。
○
吉
野
山　

金
峰
山
・
水
分
山
・
高
城
山
・
青
根
が
峰
な
ど
広
範
囲
に
わ
た
る
山
岳
地
帯
の
総

称
。
平
安
時
代
以
降
、
雪
深
い
地
や
桜
の
名
所
と
し
て
歌
に
詠
ま
れ
た
。
当
該
歌
の

よ
う
に
「
吉
野
山
・
雪
・
滝
」
の
三
つ
を
含
む
例
は
少
な
い
。「
ふ
り
つ
み
し
雪
は

み
え
ね
ど
よ
し
の
や
ま
た
き
の
お
と
こ
そ
春
は
し
り
け
れ
」（
六
条
斎
院
歌
合
・

を
思
い
や
る
。「
朝
顔
の
つ
ゆ
の
わ
が
身
を
置
き
な
が
ら
ま
づ
消
え
に
け
る
人
ぞ
か

な
し
き
」（
新
勅
撰
・
雑
三
・
一
二
四
七　

賀
茂
重
保
）。
○
あ
は
れ
な
る
か
な　

し

み
じ
み
と
あ
わ
れ
に
思
わ
れ
る
こ
と
よ
、
の
意
。「
秋
風
に
あ
は
れ
そ
へ
む
と
雲
路

わ
け
羽
ふ
り
わ
け
て
雁
は
来
に
け
り
」（
賀
茂
保
憲
女
・
八
〇
）。

［
通
釈
］　

初
雁
の
声
を
旅
人
が
聞
く

初
雁
が
旅
の
空
で
鳴
い
て
い
る
声
を
聞
く
と
、
同
じ
旅
人
で
あ
る
我
が
身
を
差

し
置
い
て
、
し
み
じ
み
と
あ
わ
れ
に
思
わ
れ
る
こ
と
よ
。

六
七
番
歌

神か
ぐ
ら楽
し
た
る
所

さ
夜
ふ
け
て
霜し

も

は
置を

く
と
も
山
人
の
折を

れ

か
れ
る
榊さ
か
きは
色
も
変か

は
ら
じ

［
異
同
］　

ふ
け
て
→
ふ
か
く
（
歌
）、
を
れ
か
さ
か
き
は
→
を
れ
る
さ
か
き
の
（
西
・

歌
）、
色
も
→
い
ろ
は
（
西
・
歌
）

［
他
出
］　

雲
葉
・
冬
・
八
三
三
、
新
拾
遺
・
神
祇
・
一
四
四
八

［
語
釈
］　

○
神
楽
し
た
る
所　

神
楽
を
し
て
い
る
所
を
詠
ん
だ
歌
。
舞
人
が
神
楽
を

舞
う
際
、
採
物
と
し
て
榊
を
手
に
持
つ
。「
足
曳
の
山
の
榊
の
と
き
は
な
る
か
げ
に

さ
か
ゆ
る
神
の
き
ね
か
も
」（
貫
之
・
一
八
七
）。
○
さ
夜
ふ
け
て
霜
は
置
く
と
も　

夜
が
更
け
て
霜
は
置
く
と
し
て
も
、
の
意
。
霜
が
置
く
と
植
物
は
変
色
し
て
し
ま
う

が
、
常
緑
樹
で
あ
る
榊
は
そ
の
色
が
変
わ
ら
な
い
。「
置
く
霜
に
色
も
変
は
ら
ぬ
榊

葉
は
香
を
や
は
人
の
と
め
て
来
つ
ら
ん
」（
貫
之
・
一
七
）
○
山
人　

神
聖
な
力
を

持
つ
者
と
し
て
「
逢
坂
を
今
朝
越
え
く
れ
ば
山
人
の
我
に
く
れ
た
る
山
杖
ぞ
こ
れ
山

杖
ぞ
こ
れ
」（
拾
遺
・
神
楽
歌
・
五
八
〇
）
の
よ
う
に
神
楽
歌
に
詠
ま
れ
る
。「
山
人

の
た
け
る
庭
火
の
お
き
あ
か
し
こ
ゑ
ご
ゑ
遊
ぶ
か
み
の
や
を
と
め
」（
能
宣
・
三
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で
」
で
は
不
自
然
な
た
め
前
田
家
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
。「
春
き
て
ぞ
人
も
と
ひ

け
る
山
ざ
と
は
花
こ
そ
や
ど
の
あ
る
じ
な
り
け
れ
」（
拾
遺
・
雑
春
・
一
〇
一
五　

公
任
）。
○
呉
竹　

呉
か
ら
渡
来
し
た
竹
で
、
丈
低
く
、
節
が
多
く
葉
の
細
い
竹
。

内
裏
の
清
涼
殿
東
庭
に
、
河
竹
に
対
し
て
北
側
仁
寿
殿
寄
り
に
植
え
ら
れ
て
い
る
も

の
が
有
名
。「
よ
（
代
・
世
・
夜
）」
や
「
節
」
に
掛
か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
。「
君
が
た
め
う
つ
し
て
う
く
る
く
れ
竹
に
千
代
も
こ
も
れ
る
心
地
こ

そ
す
れ
」（
後
撰
・
慶
賀
・
一
三
八
三　

清
正
）。
○
よ
よ
の
数
も
し
ら
れ
ず　
「
よ

よ
」
は
竹
の
「
節
」
と
「
世
」
の
掛
詞
。
屛
風
の
持
ち
主
の
行
く
末
を
祝
う
。「
我

が
宿
に
生
ひ
た
る
竹
の
葉
を
し
げ
み
数
も
知
ら
れ
ず
い
く
よ
な
る
ら
む
」（
元
輔
・

十
六
）。

［
通
釈
］　

ま
た
、
別
の
御
屛
風
に
、
筍
を
抜
く
所

筍
が
土
を
分
け
て
生
え
る
春
が
き
て
見
る
と
、
呉
竹
に
こ
も
っ
て
い
る
た
く
さ

ん
の
節
の
数
も
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
あ
な
た
様
の
世
々
の
数
も
数

え
尽
く
せ
ま
せ
ん
。

七
二
番
歌

柳

吹ふ

く
風か
ぜ

に
乱み
だ

れ
ぬ
岸き
し

の
青あ
を

柳や
ぎ

は
い
と
どゝ
浪な
み

さ
へ
よ
れ
ば
な
り
け
り

［
異
同
］　

詞
書
→
ナ
シ
（
西
・
前
）、
ふ
く
か
せ
に
→
吹
風
の
（
歌
）、
み
た
れ
ぬ
→

み
た
れ
る
、
よ
れ
は
→
を
れ
は
（
歌
）

［
他
出
］　

新
勅
撰
・
春
上
・
二
五

［
語
釈
］　

○
吹
く
風
に
乱
れ
ぬ　

青
柳
は
古
今
集
時
代
か
ら
「
春
ご
と
に
た
え
せ
も

の
は
青
柳
の
風
に
み
だ
る
る
糸
に
ぞ
あ
り
け
る
」（
貫
之
・
二
八
三
）
や
「
め
に
み

一
）。
○
雪
の
高
さ
に
音
を
変
へ
つ
つ			

降
り
積
も
る
雪
の
高
さ
で
、
少
し
ず
つ

凍
っ
て
、
音
を
変
え
な
が
ら
の
意
。
時
間
の
経
過
に
よ
る
変
化
を
表
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
工
夫
が
あ
る
。
反
対
に
凍
っ
た
水
が
季
節
の
経
過
に
と
も
な
っ
て
溶
け
て
ゆ
く

と
し
た
歌
に
「
袖
ひ
ち
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
と
く
ら

む
」（
古
今
・
春
上
・
二　

貫
之
）
が
あ
る
。

［
通
釈
］　

高
い
山
に
雪
が
降
っ
て
い
る
所
を

吉
野
山
は
、
今
頃
は
滝
の
水
も
み
な
凍
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
降
り
積
も
る
雪
の

高
さ
に
、
少
し
ず
つ
凍
っ
て
は
音
を
変
え
な
が
ら
。

七
一
番
歌

又
、
異こ
と

屛
風
、
た
か
う
な
抜ぬ

く
所

土つ
ち

分わ

く
る
春
きま

て
み
れ
ば
呉く
れ

竹た
け

の
こ
も
れ
る
よ
よゝ
の
数か
ず

も
知し

ら
れ
ず

［
異
同
］　

詞
書
→
た
か
う
な
ほ
る
と
こ
ろ
（
西
・
前
）
た
か
う
な
お
る
所
（
歌
）、

春
ま
て
み
れ
は
→
に
は
き
て
み
て
は
（
西
）
は
る
き
て
み
れ
は
（
前
）
春
に
て
み
れ

ば
（
歌
）、
よ
ゝ
の
→
は
る
の
（
西
・
前
）、
か
す
も
し
ら
れ
ぬ
→
よ
と
も
し
ら
れ
ぬ

（
西
）
ほ
と
も
し
ら
れ
ぬ
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
異
御
屛
風　

別
の
御
屛
風
。
七
十
二
番
歌
の
他
出
に
よ
る
と
、『
新
勅

撰
和
歌
集
』
入
集
歌
（
二
五
番
）
の
詞
書
に
は
「
天
暦
御
時
屛
風
」
と
あ
る
。
歌
の

内
容
か
ら
賀
の
屛
風
と
考
え
ら
れ
る
。
○
た
か
う
な　

筍
の
こ
と
。「
竹
の
葉
に
散

り
か
か
ら
な
む
梅
の
花
雪
の
中
の
も
春
と
見
ゆ
べ
く
」（
伊
勢
・
六
三
）。
○
土
分
く

る　

筍
が
土
を
分
け
て
生
え
て
く
る
様
。「
土
分
く
る
」
は
他
例
が
見
出
せ
な
い
表

現
。
○
春
き
て
み
れ
ば　

底
本
「
は
る
ま
て
み
れ
ば
」。
時
間
を
限
定
す
る
「
春
ま
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二
）。

［
通
釈
］水

底
に
影
が
映
っ
て
い
る
青
柳
は
、
波
が
寄
っ
て
縒
り
合
わ
せ
た
糸
と
見
え
る

こ
と
だ
。

［
補
説
］　

水
に
映
る
柳
を
詠
む
。
当
時
の
類
型
に
則
っ
て
柳
の
枝
を
糸
に
見
立
て
、

さ
ら
に
「
寄
り
」
と
「
縒
り
」
を
掛
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
柳
と
波
を
言
葉
の
上
で

関
係
づ
け
た
。
中
務
の
孫
に
あ
た
る
藤
原
光
昭
（
中
務
の
娘
と
一
条
摂
政
藤
原
伊
尹

と
の
子
）
の
歌
に
「
池
水
に
影
う
つ
し
け
る
青
柳
の
糸
を
ば
波
や
わ
け
て
よ
る
ら
む
」

（
光
昭
少
将
家
歌
合
・
四
）
が
あ
り
、
当
該
歌
と
の
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
。

七
六
番
歌

卯卯

花
の
花

卯う

の
花
の
盛さ
か

り
に
の
み
や
山
が
つ
の
垣か
き

根ね

を
し
る
く
人
は
見み

る
ら覧む

［
異
同
］　

○
詞
書
→
ナ
シ
（
西
・
歌
・
前
）
○
山
か
つ
の
→
や
ま
さ
と
（
カ
ツ
）
の

（
西
）
○
垣
根
を
し
る
く
→
か
き
ね
も
し
ろ
く
（
西
）、
か
き
ね
も
し
る
く
（
歌
）、

か
き
ほ
も
し
る
く
（
前
）
○
人
は
み
る
覧
→
人
の
（
も
）
み
る
ら
む
（
西
）、
ひ
と

の
み
る
ら
む
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
卯
の
花
の
盛
り
に
の
み
や　
「
の
み
」
は
限
定
。
卯
の
花
の
盛
り
を
取

り
立
て
限
定
す
る
。
○
山
が
つ
の
垣
根　
「
山
が
つ
」
は
、
山
中
に
生
活
す
る
猟
師

や
木
こ
り
を
指
し
、
卑
し
く
情
趣
を
解
せ
な
い
人
と
し
て
詠
ま
れ
た
。「
山
が
つ
と

人
は
い
へ
ど
も
郭
公
待
つ
初
声
は
我
の
み
ぞ
聞
く
」（
拾
遺
・
夏
・
一
○
三　

是

則
）。「
山
が
つ
の
垣
根
」「
山
が
つ
の
垣
穂
」
な
ど
の
よ
う
に
そ
の
住
ま
い
の
垣
根

え
で
風
は
ふ
く
と
も
青
柳
の
な
び
く
か
た
に
ぞ
花
は
ち
り
け
る
」（
躬
恒
・
一
五

八
）」
等
、
風
に
な
び
く
も
の
、
乱
れ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
に
対
し
て
、
当

該
歌
は
「
乱
れ
ぬ
」
と
逆
の
発
想
で
詠
む
。「
青
柳
の
糸
の
細
し
さ
春
風
に
乱
れ
ぬ

い
間
に
見
せ
む
児
も
が
も
」（
万
葉
・
巻
一
〇
・
一
八
五
一　

作
者
未
詳
）。
○
い
と

ど
浪
さ
へ
よ
れ
ば
な
り
け
り　
「
い
と
」
は
「
い
と
」
と
「
糸
」、「
よ
る
」
は
「
寄
る
」

と
「
縒
る
」
の
掛
詞
。「
水
底
に
か
げ
の
う
つ
れ
る
青
柳
は
浪
の
よ
り
け
る
糸
と
こ

そ
み
れ
」（
底
本
・
七
三
）。

［
通
釈
］　

柳

吹
く
風
に
乱
れ
る
こ
と
の
な
い
岸
辺
の
青
柳
は
、
枝
の
糸
を
浪
ま
で
が
寄
っ
て

ま
す
ま
す
縒
る
か
ら
な
の
だ
っ
た
。

七
三
番
歌

水み
な

底そ
こ

に
影か
げ

の
う
つ
れ
る
青あ
を

柳や
ぎ

は
波浪

の
よ
り
け
る
糸い
と
ゝと
こ
そ
見み

れ

［
異
同
］　

○
詞
書
→
御
屛
風
い
け
の
ほ
と
り
の
や
な
き
（
西
・
前
）
○
い
と
ゝ
こ
そ

み
れ
→
か
け
と
こ
そ
み
れ
（
西
）、
あ
は
と
こ
そ
み
れ
（
歌
）、
あ
と
ゝ
こ
そ
み
れ

（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
水
底
に
影
の
う
つ
れ
る　

水
面
に
映
っ
た
影
は
水
の
底
に
あ
る
も
の
と

詠
ま
れ
た
。「
水
底
に
影
を
う
つ
せ
る
菊
の
花
波
の
を
る
に
ぞ
色
ま
さ
り
け
る
」（
新

勅
撰
・
冬
・
三
七
八　

醍
醐
天
皇
）。
○
波
の
よ
り
け
る　
「
よ
り
」
は
、「
寄
り
」

（
波
が
寄
る
）
と
、「
縒
り
」（
糸
を
縒
る
）
を
掛
け
、「
縒
り
」
は
「
糸
」
の
縁
語
と

な
る
。
○
糸
と
こ
そ
見
れ　

青
柳
の
枝
を
糸
に
見
立
て
る
。
当
時
の
類
型
的
表
現
。

「
水
の
あ
や
の
乱
る
る
池
に
青
柳
の
糸
の
影
さ
へ
底
に
見
え
つ
つ
」（
貫
之
・
五
〇
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［
他
出
］　

麗
花
・
二
八
、
元
輔
・
二
三
三	

初
句
「
行
く
先
も
」

［
語
釈
］　

○
行
く
道
も
は
る
け
き
も
の
を　
「
は
る
け
き
」
は
、
こ
れ
か
ら
行
く
道

が
非
常
に
遠
い
さ
ま
。「
君
を
の
み
い
つ
は
た
と
思
ふ
越
な
れ
ば
行
き
き
の
道
は
は

る
け
か
ら
じ
を
」（
後
撰
・
離
別
羈
旅
・
一
三
三
六　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○
声
に
心

の
と
ま
り
ぬ
る
か
な　
「
と
ま
り
」
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
に
魅
せ
ら
れ
「
心
が
と

ま
る
」
意
と
、
旅
人
が
「
立
ち
止
ま
る
」
意
を
重
ね
る
。「
ふ
る
さ
と
は
ま
だ
遠
け

れ
ど
も
み
ぢ
葉
の
色
に
心
の
と
ま
り
ぬ
る
か
な
」（
後
拾
遺
・
秋
下
・
三
四
五　

藤

原
兼
房
）。

［
通
釈
］　

道
行
く
人
が
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
を
聞
い
て
い
る

こ
れ
か
ら
行
く
道
も
は
る
か
遠
い
と
い
う
の
に
、
ほ
と
と
ぎ
す
の
声
に
心
が
と

ま
り
、
立
ち
止
ま
っ
て
し
ま
っ
た
。

［
補
説
］　

ほ
と
と
ぎ
す
の
声
に
惹
か
れ
て
立
ち
止
ま
る
旅
人
を
詠
む
。
ほ
と
と
ぎ
す

の
声
に
執
着
し
て
足
を
止
め
る
旅
人
を
詠
ん
だ
歌
に
「
行
き
や
ら
で
山
路
く
ら
し
つ

ほ
と
と
ぎ
す
い
ま
一
声
の
聞
か
ま
ほ
し
さ
に
」（
拾
遺
・
夏
・
一
〇
六　

公
忠
）、「
ほ

と
と
ぎ
す
待
つ
一
声
の
あ
か
ぬ
ゆ
ゑ
越
え
く
ら
し
て
む
今
日
の
山
道
」（
兼
澄
・
一

一
）
な
ど
が
あ
る
。
当
該
歌
の
場
合
、「
と
ま
り
」
に
「
止
ま
り
」
を
重
ね
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
行
く
」
と
対
に
し
た
と
こ
ろ
に
表
現
上
の
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
。

七
九
番
歌

秋
の
野ゝ
、
花
見み

る
所

花
の
色
にの

飽あ

か
ぬ
限か
ぎ

り
し
帰か
へ

ら
ず
は
宿や
ど

とゝ
も
秋あ
き

の
野の

辺べ

や
な
り
な
ん

［
異
同
］　

詞
書
→
屛
風
の
う
た
あ
き
は
な
み
る
（
前
）、
御
屛
風
に
、
秋
の
ゝ
に
花

み
る
と
こ
ろ
（
西
）、
御
屛
風
に
秋
の
ゝ
は
な
見
る
（
歌
）、
色
の
→
い
ろ
に
（
前
）、

が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
あ
な
恋
し
今
も
見
て
し
が
山
が
つ
の
垣
穂
に
咲
け
る

大
和
撫
子
」（
古
今
・
恋
四
・
六
九
五　

よ
み
人
し
ら
ず
）。
○
し
る
く
人
は
見
る
ら

む　
「
し
る
く
」
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
さ
ま
を
い
う
が
、「
白
」
と
同
源
の
語
と

見
ら
れ
て
お
り
、
卯
の
花
の
白
さ
を
も
表
わ
す
か
。「
今
宵
よ
り
今
日
や
ち
と
せ
の

ゆ
き
つ
ま
む
し
る
く
も
空
に
い
ち
じ
る
き
か
な
」（
書
陵
部
蔵
（
五
一
〇
・
一
二
）

能
宣
・
一
二
二
）。

［
通
釈
］　

卯
の
花

卯
の
花
の
盛
り
の
時
に
だ
け
、
山
が
つ
の
垣
根
を
は
っ
き
り
と
人
は
見
る
の
だ

ろ
う
か
。

［
補
説
］　

山
が
つ
の
垣
根
に
咲
く
卯
の
花
を
詠
む
。
普
段
は
目
に
と
め
る
こ
と
の
な

い
山
が
つ
の
垣
根
だ
が
、
卯
の
花
が
真
っ
白
に
咲
く
時
だ
け
は
人
が
は
っ
き
り
と
認

識
す
る
の
で
あ
る
。
卯
の
花
が
山
が
つ
の
垣
根
で
白
く
咲
く
さ
ま
を
詠
ん
だ
歌
に

「
山
が
つ
の
垣
根
に
咲
け
る
卯
の
花
は
た
が
白
妙
の
衣
か
け
し
ぞ
」（
拾
遺
・
夏
・
九

三　

よ
み
人
し
ら
ず
）、「
卯
の
花
の
さ
け
る
垣
根
の
山
が
つ
は
ま
だ
白
雪
の
消
え
ぬ

と
や
見
る
」（
尊
経
閣
文
庫
蔵
元
輔
・
六
五
）
が
あ
る
。
当
該
歌
の
場
合
、「
し
る
く
」

に
同
源
の
「
白
く
」
の
意
を
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
目
を
引
く
卯
の
花
の
白
さ

を
表
現
し
た
と
こ
ろ
に
工
夫
が
認
め
ら
れ
る
。

七
七
番
歌

道路

行
行
く
人
、
ほ
郭

公

と
と
ぎ
す
を
聞聞く

行
く
道み

ち

も
は
る
け
き
も
の
を
ほ
と
と
ぎ
す
声こ
ゑ

に
心
の
と
ま
り
ぬ
る
か
な

［
異
同
］　

○
詞
書
→
道
行
人
郭
公
き
く
（
歌
）
○
は
る
け
き
も
の
を
→
は
る
け
き
ほ

と
は
（
西
）
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の
色
が
変
わ
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
末
永
く
変
わ
る
こ
と
な
く
あ
り
た
い
の
意
。
榊

の
普
遍
性
を
祝
意
と
し
て
詠
ん
だ
。「
霜
八
度
置
け
ど
も
枯
れ
せ
ぬ
榊
葉
の
立
ち
栄

ゆ
べ
き
神
の
巫
覡
か
も
」（
古
今
・
神
遊
び
の
歌
・
一
〇
七
五
）

［
通
釈
］　

神
楽

毎
年
毎
年
、
神
に
祈
る
こ
と
で
す
。
榊
葉
の
色
が
変
わ
ら
な
い
の
と
同
様
に
、

末
永
く
変
わ
る
こ
と
な
く
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
う
の
で
。

［
補
説
］　
『
中
務
集
』
の
他
本
や
『
伊
勢
集
』、
ま
た
『
古
今
六
帖
』
の
本
文
は
ど
れ

も
第
五
句
が
「
を
ら
ん
と
思
へ
ば
」
で
あ
る
。
そ
の
中
で
木
船
注
釈
や
関
根
慶
子
氏

『
私
家
集
全
釈
叢
書　

伊
勢
集
全
釈
』（
風
間
書
房
・
平
8
）
で
は
、「
を
ら
ん
」
は

「
折
る
」
と
「
居
る
」
の
掛
け
詞
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
す
る
と
「
榊

葉
を
折
る
」
の
意
味
が
訳
出
し
に
く
く
、
表
現
と
し
て
効
果
的
で
は
な
い
た
め
、
底

本
の
ま
ま
で
「
あ
ら
ん
」
の
本
文
と
し
た
。

ま
た
、
当
該
歌
は
『
伊
勢
集
』
で
は
「
北
の
宮
の
御
裳
た
て
ま
つ
る
に
、
か
む
の

お
と
ど
の
御
送
物
の
御
屛
風
歌
、
こ
こ
に
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
か
ぎ
り
」
と
詞
書
さ

れ
た
屛
風
歌
の
一
首
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
。
伊
勢
の
歌
が
混
入
し
た
と
考
え
ら

れ
る
。
歌
の
内
容
は
北
の
宮
へ
の
祝
意
を
込
め
た
歌
で
あ
る
た
め
、
当
該
歌
の
詞
書

は
「
神
楽
」
の
み
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
。

八
二
番
歌

若
宮
の
御
裳も

着ぎ

を
書か

き
落を

と
し
け
る

菅す
が

の
根ね

の
長な
が

くし

思お
も

ひ
し
春は
る

の
日
も
花は
な

の
辺あ
た

り
は
暮く

れ
易や
す

き
か
な

［
異
同
］　

な
し
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

な
し

あ
き
の
→
あ
か
き
の
（
御
）、
の
へ
や
→
の
や
は
（
前
）、
な
り
な
ん
→
な
る
ら
ん

（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
花
の
色
に
飽
か
ぬ
限
り
し
帰
ら
ず
は　

底
本
「
花
の
色
の
」
を
前
田
家

本
「
花
の
色
に
」
と
歌
意
に
よ
り
校
訂
し
た
。
花
の
美
し
さ
に
飽
き
足
り
ず
に
い
つ

ま
で
も
帰
ら
な
い
で
い
た
ら
。「
花
を
し
む
と
こ
ろ
に
て
／
か
つ
見
つ
つ
ち
と
せ
の

は
る
を
く
ら
す
と
も
い
つ
か
は
花
の
い
ろ
に
あ
く
べ
き
」（
是
則
・
四
）。
○
宿
と
も

秋
の
野
辺
や
な
り
な
ん　

い
つ
ま
で
も
花
の
美
し
さ
に
満
足
す
る
こ
と
は
な
い
の
で

離
れ
ら
れ
ず
、
秋
の
野
辺
に
宿
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
、
の
意
。

［
通
釈
］　

秋
の
野
に
花
を
見
て
い
る
と
こ
ろ

花
の
美
し
さ
に
満
足
し
な
い
限
り
帰
ら
な
け
れ
ば
、
秋
の
野
辺
は
私
の
宿
に
な

る
だ
ろ
う
か
。

八
一
番
歌

神か
ぐ
ら楽

年と
し

ご
と
に
神
を
ぞ
祈い
の

る
榊
さ
か
き

葉
の
色
も
か
は
ら
で
あ
ら
ん
と
思
へ
ば

［
異
同
］　

か
ぐ
ら	

→
ナ
シ
（
前
）、
と
し
ご
と
に
→
年
を
へ
て
（
歌
）、
あ
ら
ん
→

を
ら
ん
（
西
・
前
・
歌
）

［
他
出
］　

伊
勢
・
八
一
、
古
今
和
歌
六
帖
・
第
一
・
二
二
七
（
作
者
伊
勢
）

［
語
釈
］　

○
神
楽　

神
に
奉
納
す
る
舞
楽
。
狭
義
に
は
、
宮
中
で
行
わ
れ
る
御
神

楽
。「
十
一
月
神
楽
／
置
く
霜
に
色
も
か
は
ら
ぬ
榊
葉
に
香
を
や
は
人
の
と
め
て
き

つ
ら
む
」（
貫
之
・
一
九
）。
○
榊
葉　

神
事
に
用
い
る
常
緑
樹
の
葉
。
神
楽
の
楽
人

が
舞
の
際
に
採
物
と
し
て
持
つ
も
の
。
○
色
も
か
は
ら
で
あ
ら
ん
と
思
へ
ば		

榊
葉
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『
夫
木
抄
』
は
「
知
ら
ね
ど
も
」。「
知
れ
ね
ど
も
」
の
形
は
、
当
該
歌
の
他
に
用
例

を
見
出
せ
な
い
が
、
こ
こ
は
底
本
に
従
っ
て
お
く
。
○
清
滝　

清
滝
川
を
い
う
。
清

滝
川
は
京
都
市
西
部
の
高
雄
付
近
を
流
れ
て
保
津
川
に
合
流
す
る
川
で
、
古
来
か
ら

白
く
た
ぎ
る
渓
流
の
美
し
さ
が
詠
ま
れ
た
。「
清
滝
の
瀬
々
の
白
糸
く
り
た
め
て
山

わ
け
衣
お
り
て
着
ま
し
を
」（
古
今
・
雑
上
・
九
二
五　

神
退
法
師
）。
○
底
な
る
花　

こ
こ
は
川
底
に
映
じ
て
い
る
桜
を
言
う
。「
二
つ
こ
ぬ
春
と
思
へ
ど
影
み
れ
ば
水
底

に
さ
へ
花
ぞ
散
り
け
る
」（
貫
之
・
二
九
八
）。
水
底
に
映
っ
て
見
え
る
桜
を
、
散
っ

て
沈
ん
だ
花
と
見
て
、
春
は
一
年
に
一
回
し
か
な
い
も
の
を
、
散
っ
て
い
る
か
ら
に

は
既
に
一
度
春
が
あ
っ
た
の
だ
と
気
付
い
た
と
い
う
趣
旨
。

［
通
釈
］　

又
、
桜

山
桜
は
咲
い
て
も
人
に
知
ら
れ
な
い
け
れ
ど
、
今
ご
ろ
は
清
滝
川
の
水
底
に
盛

り
の
花
影
が
映
っ
て
水
も
一
段
と
白
く
な
り
、
そ
れ
が
流
れ
出
し
て
い
る
こ
と

だ
ろ
う
か
。

［
補
説
］　

八
五
番
歌
以
降
の
屛
風
歌
に
つ
い
て
は
、「
中
務
集
注
釈
（
二
）」
の
八
五

番
歌
の
［
語
釈
］
と
［
補
説
］
を
参
照
さ
れ
た
い
。

水
底
に
映
る
花
は
、

延
喜
御
時
御
屛
風
に
、
水
の
ほ
と
り
に
梅
の
花
見
た
る
所　

貫
之

梅
の
花
ま
だ
散
ら
ね
ど
も
ゆ
く
水
の
底
に
う
つ
れ
る
影
ぞ
見
え
け
る

（
拾
遺
・
春
・
二
五
）

の
よ
う
に
、
早
春
の
梅
花
を
は
じ
め
、

清
慎
公
家
に
て
、
池
の
ほ
と
り
の
桜
の
花
を
よ
み
侍
り
け
る　

元
輔

桜
花
底
な
る
影
ぞ
惜
し
ま
る
る
沈
め
る
人
の
春
と
思
へ
ば

（
拾
遺
・
雑
春
・
一
〇
四
八
）

手
も
ふ
れ
で
惜
し
む
か
ひ
な
く
藤
の
花
底
に
う
つ
れ
ば
浪
ぞ
を
り
け
る

（
拾
遺
・
夏
・
八
七　

躬
恒
）

［
語
釈
］　

○
菅
の
根
の
長
く　

底
本
は
「
長
し
」。
こ
れ
で
は
歌
意
が
取
り
に
く
い

た
め
「
し
」
は
「
く
」
の
誤
字
と
見
て
「
長
く
」
に
校
訂
し
た
。「
菅
の
根
」
は
「
長

く
」
に
掛
か
る
枕
詞
。「
三
月
に
人
人
ち
る
は
な
み
る
所
／
ち
り
ぬ
べ
き
花
み
る
と

き
は
す
が
の
ね
の
な
が
き
は
る
日
も
み
じ
か
か
り
け
り
」（
清
正
・
九
）
○
花
の
辺

り
は
暮
れ
易
き
か
な　

日
が
長
く
な
る
春
で
あ
る
が
、
桜
を
愛
で
て
時
を
忘
れ
、
気

が
つ
け
ば
あ
っ
と
い
う
間
に
暮
れ
方
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
心
境
。「
十
月
ば
か
り
、

帥
の
宮
よ
り
、
い
か
に
つ
れ
づ
れ
と
の
た
ま
へ
れ
ば
／
花
見
に
と
く
ら
し
し
と
き
は

春
の
日
ぞ
い
と
か
く
な
が
き
心
ち
や
は
せ
じ
」（
和
泉
・
二
三
二
）

［
通
釈
］　

若
宮
の
御
裳
着
に
詠
ん
だ
歌
で
、
書
き
落
と
し
た
も
の

長
い
と
思
っ
て
い
た
春
の
日
も
、
花
の
咲
い
て
い
る
あ
た
り
で
は
す
ぐ
に
暮
れ

て
し
ま
う
こ
と
だ
。

八
七
番
歌

又
桜
さ
く
ら

山
桜
人
知し

れ
ね
ど
も
清き
よ

滝た
き

の
底そ
こ

な
る
花は
な

や
流な
が

れ
出い

づ
ら覧ん

［
異
同
］　

又
さ
く
ら
→
ナ
シ
（
西
・
歌
）、
人
し
れ
ね
と
も
→
人
し
ら
ね
と
も
（
歌
）、

き
よ
た
き
→
き
に
滝
（
歌
）、
な
か
れ
い
つ
覧
→
い
て
ぬ
ら
ん
（
西
・
歌
）

［
他
出
］　

夫
木
・
一
二
三
七
六

［
語
釈
］　

○
又
桜　

当
該
歌
を
含
む
八
五
番
歌
以
降
の
七
首
は
、
藤
原
師
輔
の
五
十

賀
に
中
宮
安
子
が
誂
え
た
屛
風
の
た
め
の
歌
と
見
ら
れ
、「
又
」
は
前
の
八
四
番
歌

と
同
じ
屛
風
の
料
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
他
本
で
は
詞
書
が
な
く
歌
が
並
ぶ
。［
補

説
］
参
照
。
○
人
知
れ
ね
ど
も　

人
に
知
ら
れ
な
い
け
れ
ど
。
底
本
及
び
西
本
願
寺

本
は
、
自
動
詞
（
ラ
行
下
二
段
活
用
）
の
「
知
る
」
を
用
い
る
が
、
歌
仙
歌
集
本
と
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以
来
、
池
の
ほ
と
り
の
藤
の
花
、
と
り
わ
け
当
該
歌
の
よ
う
に
松
が
枝
に
藤
の
花
房

が
咲
き
懸
か
っ
て
い
る
景
は
、
屛
風
絵
と
し
て
多
か
っ
た
も
の
と
み
え
て
、
同
工
異

曲
の
歌
が
多
数
見
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、

藤
の
花
、
松
に
か
か
れ
り

岸
も
な
き
松
に
懸
か
れ
る
藤
波
は
昔
の
春
の
な
ご
り
な
る
べ
し（

元
輔
・
四
）

は
、
当
該
歌
と
修
辞
の
面
で
は
酷
似
し
つ
つ
、「
岸
も
な
き
」
と
あ
っ
て
、
池
の
ほ

と
り
で
は
な
い
点
が
少
し
面
白
い
。

な
お
、
前
田
家
本
で
は
、
当
該
歌
の
下
句
は
八
九
番
歌
の
下
句
と
な
っ
て
い
て
、

八
七
・
八
九
番
歌
に
あ
た
る
歌
を
欠
い
て
い
る
。

八
九
番
歌

又

住す
み

吉よ
し

の
岸
の
藤ふ
ぢ

波な
み

春は
る

深ふ
か

く
い
く
し
ほ
に
か
は
色
ま
さ
る
ら覧ん

［
異
同
］　

又
→
ナ
シ
（
西
・
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
住
吉　

三
〇
番
歌
［
語
釈
］
参
照
。
○
春
深
く　

晩
春
に
な
っ
て
い
る

の
意
。
ま
た
「
深
く
」
は
色
の
深
さ
を
も
表
し
、「
し
ほ
（
入
）」
及
び
「
色
」
と
縁

語
関
係
を
作
る
。　

○
い
く
し
ほ
に
か
は
色
ま
さ
る
ら
ん　
「
し
ほ
」
は
、
住
吉
の

浜
の
海
水
の
「
潮
」
と
、
染
色
で
染
料
に
浸
す
度
数
を
言
う
「
入
」
と
を
掛
け
る
。

何
回
染
料
に
浸
し
て
染
め
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
ん
な
に
濃
い
紫
色
に
な
っ
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

［
通
釈
］　

又

と
、
桜
や
藤
、
山
吹
等
々
、
様
々
な
花
が
詠
ま
れ
る
。

八
八
番
歌

岸
近ち
か

き
松
に
藤
懸か

かゝ
れ
り

岸
近ち

か

き
松
に
懸か

かゝ
れ
る
藤ふ
ぢ

波な
み

は
春は
る

の
な
ご
り
に
立た

ち
と
ま
ら
な
ん

［
異
同
］　

詞
書
→
ナ
シ
（
西
・
前
・
歌
）、
ち
か
き
→
ち
か
く
（
前
）、
か
ゝ
れ
る
→

か
ゝ
れ
り
（
前
）、
は
る
の
な
ご
り
に
た
ち
と
ま
ら
な
ん
→
い
く
し
ほ
に
か
は
い
ろ

ま
さ
る
ら
ん
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
松
に
懸
か
れ
る
藤
波　

池
な
ど
の
ほ
と
り
の
松
に
藤
の
蔓
が
か
ら
み
、

花
房
が
垂
れ
て
い
る
様
。「
波
」
は
「
岸
」
の
縁
語
。「
岸
近
き
松
に
懸
か
れ
る
藤
の

花
波
さ
へ
お
り
て
返
す
め
る
か
な
」（
元
真
・
五
）。
○
春
の
な
ご
り
に
立
ち
と
ま
ら

な
ん　
「
な
ご
り
」
は
残
余
の
意
の
「
名
残
」
に
「
余
波
」
を
重
ね
る
。「
立
ち
と
ま

ら
な
ん
」
は
立
ち
留
ま
っ
て
ほ
し
い
。「
的
な
ら
で
弓
張
り
な
が
ら
い
る
月
は
山
の

端
に
だ
に
立
ち
と
ま
ら
な
ん
」（
円
融
院
御
・
二
九
）。
当
該
歌
の
場
合
、「
立
つ
」

は
「
波
」
の
縁
語
。
風
が
や
ん
で
も
し
ば
ら
く
余
波
が
立
つ
よ
う
に
、
藤
波
も
春
の

名
残
と
し
て
咲
き
続
け
て
ほ
し
い
、
の
意
。

［
通
釈
］　

岸
近
く
の
松
に
藤
が
懸
か
っ
て
い
る

岸
近
く
の
松
に
咲
き
懸
か
っ
て
い
る
藤
の
花
房
は
、
過
ぎ
行
く
春
の
な
ご
り
と

し
て
立
ち
留
ま
っ
て
咲
き
続
け
て
ほ
し
い
。

［
補
説
］　
『
古
今
集
』
夏
の
巻
頭
歌
、

わ
が
宿
の
池
の
藤
波
咲
き
に
け
り
山
ほ
と
と
ぎ
す
い
つ
か
来
鳴
か
む

（
一
三
五　

よ
み
人
し
ら
ず
）
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我
行
き
て
色
見
る
ば
か
り
住
吉
の
岸
の
藤
波
を
り
な
つ
く
し
そ

（
天
徳
内
裏
歌
合
・
一
九
）

で
あ
る
。
こ
れ
以
後
の
「
藤
波
」
と
「
住
吉
」
の
組
合
せ
に
は
、『
相
如
集
』
の
例

が
挙
げ
ら
れ
る
。

枇
杷
殿
に
て
、
小
弓
の
賭
け
物
に
せ
ら
れ
た
る

住
吉
の
岸
に
咲
く
て
ふ
藤
な
ら
で
何
を
か
春
の
末
に
か
く
べ
き
（
一
五
）

か
へ
し

住
吉
の
岸
な
ら
ず
と
も
藤
浪
の
心
を
我
に
か
け
て
み
よ
か
し
（
一
六
）

右
の
贈
答
で
は
「
住
吉
の
藤
波
」
は
、
例
え
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
平
安
中
期
の
歌
で
は
他
に
は
『
重
之
女
集
』
に
一
例
見
ら

れ
る
の
み
で
、
以
後
の
例
は
、
慈
円
の

家
を
出
で
て
た
づ
ね
き
た
れ
ば
目
に
ぞ
た
つ
藤
浪
か
か
る
住
之
江
の
松

（
拾
玉
・
一
五
六
二
）

を
は
じ
め
、
平
安
末
期
以
降
の
歌
ば
か
り
で
、
二
十
首
程
度
が
見
ら
れ
る
。

九
〇
番
歌

山
吹

山
吹ぶ

き

の
花
の
さ
か
り
は
蛙か
は
づな

く
井ゐ

手で

に
や
春は
る

も
た
ち
ど
ま
る
ら覧ん

［
異
同
］　

は
る
も
→
は
る
の
（
西
）

［
他
出
］　

雲
葉
・
春
下
・
二
三
九
、
風
雅
・
春
下
・
二
七
二
、
歌
枕
名
寄
・
八
五
〇

［
語
釈
］　

○
山
吹
の
花
の
さ
か
り
は
蛙
な
く　

和
歌
に
詠
ま
れ
る
晩
春
の
景
物
と
し

て
、
川
辺
の
山
吹
と
蛙
の
取
り
合
わ
せ
は
『
万
葉
集
』
以
来
の
常
套
。「
山
吹
の
花

の
汀
に
に
ほ
へ
ば
や
沢
に
蛙
の
声
聞
こ
ゆ
ら
ん
」（
忠
見
・
七
八
）。
〇
井
手　

京
都

住
吉
の
岸
に
咲
く
藤
波
は
、
春
が
深
ま
り
、
何
度
染
料
に
浸
け
て
こ
の
よ
う
に

花
の
紫
色
が
濃
く
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

［
補
説
］　

当
該
歌
の
詞
書
の
「
又
」
は
、
同
じ
屛
風
の
歌
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、

前
歌
の
詞
書
の
「
岸
近
き
藤
波
」
を
も
承
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
当
該
歌
の
場
合
、

松
は
詠
ま
れ
て
い
な
い
が
、
岸
近
い
場
所
を
松
で
知
ら
れ
る
住
吉
の
海
岸
と
し
、
そ

こ
に
藤
が
咲
い
て
い
る
と
い
う
、
従
来
よ
り
も
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
な
藤
波
の
景
を
詠

ん
で
い
る
。

「
わ
が
宿
の
池
の
藤
波
」
と
詠
ま
れ
て
い
た
藤
波
が
、
海
岸
の
景
に
な
る
例
と
し

て
最
も
古
い
の
は
、
延
喜
十
三
（
九
一
三
）
年
三
月
十
三
日
の
『
亭
子
院
歌
合
』
に

お
け
る
右
方
・
兼
行
王
の
歌
、

風
ふ
け
ば
思
ほ
ゆ
る
か
な
住
之
江
の
岸
の
藤
波
い
ま
や
咲
く
ら
む

（
亭
子
院
歌
合
・
三
二
）

で
あ
り
、
こ
れ
に
は
、

左
持																							　

躬
恒

か
け
て
の
み
見
つ
つ
ぞ
し
の
ぶ
紫
に
い
く
し
ほ
染
め
し
藤
の
花
ぞ
も（

三
三
）

右　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

是
則

水
底
に
し
づ
め
る
花
の
影
み
れ
ば
春
の
深
く
も
な
り
に
け
る
か
な
（
三
四
）

の
二
首
が
続
く
が
、
実
の
と
こ
ろ
中
務
は
、
こ
の
三
首
か
ら
表
現
を
取
り
、
当
該
歌

と
し
て
再
構
成
し
た
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

当
該
歌
は
「
海
岸
の
藤
波
」
詠
と
し
て
は
古
い
例
に
属
す
る
。
こ
の
屛
風
歌
が
求

め
ら
れ
た
師
輔
五
十
賀
は
、
天
徳
元
（
九
五
七
）
年
四
月
二
十
二
日
の
こ
と
で
あ
っ

た
が
、
当
該
歌
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
歌
が
「
天
徳
内
裏
歌
合
」
に
見
え
、
そ
れ
は

天
徳
四
（
九
六
〇
）
年
三
月
三
十
日
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
歌
は
、
右
方
の
平
兼
盛

の
詠
、
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で
お
く
れ
。

九
三
番
歌

夏な
つ

衣ご
ろ
もた
ち
け
る
今け

ふ日
は
花
桜ざ
く
らか
た
み
の
色い
ろ

を
ぬ
ぎ
や
か
ふ
ら
ん

［
異
同
］　

な
し
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

袋
草
紙
・
三
四
八
、
金
葉
三
・
夏
・
九
七

［
語
釈
］　

○
夏
衣
た
ち
け
る　

夏
衣
を
裁
っ
て
仕
立
て
る
こ
と
に
、「
立
夏
」
の
意

を
重
ね
る
。
夏
の
更
衣
。
〇
か
た
み
の
色　

桜
色
に
染
め
た
衣
服
を
、
散
っ
て
し

ま
っ
た
桜
の
形
見
と
見
る
表
現
。「
桜
色
に
衣
は
深
く
染
め
て
着
む
花
の
散
り
な
む

後
の
か
た
み
に
」（
古
今
・
春
上
・
六
六　

紀
有
朋
）。

［
通
釈
］夏

衣
を
裁
つ
今
日
は
、
桜
の
形
見
の
色
の
装
束
を
脱
ぎ
か
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

九
六
番
歌

又
、
麗れ
い

景け
い

殿で
ん

の
女
御
、
中
宮
に
た
て
ま
つ
り
給給ふ
雛ひ
ゝ
い
なの
裳も

に
葦あ
し

手で

に
て

白
波
に
そ
ひ
て
ぞ・

秋あ
き

は
立た

ち
来く

ら
し
汀み
ぎ
はの
葦あ
し

も
そ
よ
と
い
ふ
な
り

［
異
同
］　

又
→
ナ
シ
（
西
・
前
・
歌
）、
た
て
ま
つ
り
給
→
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ

（
前
）、
ひ
ゝ
い
な
の
も
に
→
あ
ふ
き
に
（
西
）
ひ
ゐ
な
の
も
の
ぬ
に
（
前
）
ひ
ゝ
な

の
も
の
に
（
歌
）、
そ
ひ
て
→
そ
ひ
て
そ
（
西
・
歌
）
そ
ゐ
て
そ
（
前
）、
あ
き
は
→

あ
き
も
（
前
）
た
ち
く
ら
し
→
立
ぬ
ら
し
（
歌
）、
い
ふ
な
り
→
い
は
な
ん
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

府
南
部
の
地
名
。
古
来
、
山
吹
と
蛙
の
名
所
と
し
て
知
ら
れ
る
。「
蛙
鳴
く
井
手
の

山
吹
散
り
に
け
り
花
の
さ
か
り
に
あ
は
ま
し
も
の
を
」（
古
今
・
春
下
・
一
二
五	

よ

み
人
し
ら
ず
）。
〇
春
も
た
ち
ど
ま
る
ら
ん　

春
を
擬
人
化
し
、
美
し
い
山
吹
と
蛙

の
鳴
き
声
に
心
惹
か
れ
、
人
々
の
み
な
ら
ず
、
過
ぎ
行
く
春
す
ら
立
ち
止
ま
る
だ
ろ

う
か
と
想
像
し
、
井
手
の
美
景
を
称
賛
す
る
。

［
通
釈
］　

山
吹

山
吹
の
花
の
さ
か
り
に
は
、
蛙
が
鳴
く
井
手
に
春
も
立
ち
止
ま
る
だ
ろ
う
か
。

九
二
番
歌

村
上
御
時
歌
合
右
方
に
て

年と
し

ご
と
に
来き

つ
つ
わ
が
見
る
桜
さ
く
ら

花
か
す
み
も
い
ま
は
た
ち
な
か
く
し
そ

［
異
同
］　

な
し
（
底
本
・
御
所
本
の
み
の
所
収
歌
）

［
他
出
］　

新
千
載
・
春
下
・
一
一
四

［
語
釈
］　

○
村
上
御
時
歌
合　

天
徳
四
年
（
九
六
〇
）
三
月
三
十
日
、
村
上
天
皇
が

主
催
し
た
歌
合
。
判
者
は
左
大
臣
藤
原
実
頼
。
左
か
ら
藤
原
朝
忠
・
大
中
臣
能
宣
・

壬
生
忠
見
他
、
ま
た
、
右
か
ら
平
兼
盛
・
藤
原
元
真
・
中
務
他
の
歌
が
出
詠
さ
れ
た
。

規
模
、
形
式
、
和
歌
の
全
て
に
秀
で
、
後
の
歌
合
の
模
範
と
な
っ
た
。
〇
た
ち
な
か

く
し
そ　

霞
や
霧
、
雲
な
ど
に
対
し
て
「
美
し
い
景
物
を
覆
い
隠
さ
な
い
で
お
く
れ
」

と
呼
び
か
け
る
詠
み
ぶ
り
は
常
套
的
。「
香
を
と
め
て
誰
折
ら
ざ
ら
む
梅
の
花
あ
や

な
し
霞
た
ち
な
か
く
し
そ
」（
躬
恒
・
三
〇
三
）、「
千
鳥
鳴
く
佐
保
の
川
霧
佐
保
山

の
紅
葉
ば
か
り
は
立
ち
な
か
く
し
そ
」（
順
・
一
六
五
）。

［
通
釈
］　

村
上
御
時
歌
合
に
、
右
方
か
ら
出
詠
し
た
歌

毎
年
毎
年
、
私
が
訪
ね
来
て
は
見
て
い
る
桜
花
を
、
霞
も
今
は
立
ち
隠
さ
な
い
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［
通
釈
］　

ま
た

織
女
の
牽
牛
に
逢
い
た
い
と
い
う
心
が
空
に
通
じ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
七
夕
の

今
日
、
天
の
川
霧
が
一
面
に
立
ち
渡
っ
て
い
ま
す
。

［
補
説
］　
「
七
夕
」
は
、
織
女
を
指
す
場
合
や
、
牽
牛
ま
た
は
両
方
を
指
す
場
合
も

あ
る
。
当
該
歌
で
は
、「
天
の
川
霧
立
ち
渡
り
彦
星
の
梶
の
音
聞
こ
ゆ
夜
の
更
け
行

け
ば
」（
万
葉
・
巻
十
・
二
〇
四
四
）
な
ど
の
よ
う
に
、
天
の
川
に
霧
が
立
ち
渡
る

の
は
牽
牛
が
舟
を
漕
ぎ
だ
し
た
か
ら
だ
と
す
る
内
容
の
歌
が
多
く
み
ら
れ
る
こ
と
か

ら
、
織
女
と
解
釈
し
た
。

詞
書
の
「
又
」
は
、
前
の
九
五
・
九
六
番
歌
を
受
け
て
い
る
。
九
五
番
歌
の
詞
書

に
は
「
村
上
御
時
、
中
宮
の
雛
遊
び
に
、
七
月
七
日
、
河
原
に
女
房
車
あ
り
、
州
浜

な
ど
し
て
」
と
あ
り
、
七
夕
に
行
わ
れ
た
中
宮
の
雛
遊
び
の
歌
で
あ
る
。
九
五
番
か

ら
九
七
番
ま
で
は
こ
の
雛
遊
び
の
折
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
。

九
八
番
歌

絵ゑ

に
書か

き
た
る
荒あ

れ
た
る
家い
ゑ

に
男
お
と
こ

来き

た
り
。
時し
ぐ
れ雨
ふ
る

神か
み

無な

月づ
き

空そ
ら

の
時し
ぐ
れ雨
も
ふ
る
さ
と
に
君き
み

た
づ
ね
来く

る
袖そ
で

も
か
わ
か
ず

［
異
同
］　

詞
書
→
け
ふ
に
あ
れ
た
る
所
に
し
ぐ
れ
ふ
る
を
と
こ
き
た
り
（
西
）
ゑ
に

あ
れ
た
る
と
こ
ろ
に
し
く
れ
ふ
る
を
と
こ
き
た
り
（
前
）、
ゑ
に
あ
れ
た
る
い
へ
に

し
く
れ
ふ
る
を
と
こ
き
た
り
（
歌
）、
し
く
れ
も
→
し
く
れ
は
（
前
）、
た
つ
ね
く
る

→
た
つ
ね
た
る
（
前
）、
そ
て
も
か
わ
か
す
→
そ
ら
も
か
は
ら
ず
（
前
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
神
無
月　

陰
暦
十
月　

○
時
雨
も
ふ
る
さ
と　

ふ
る
さ
と
の
「
ふ
る
」

に
時
雨
も
「
降
る
」
を
掛
け
る
。「
ふ
る
さ
と
」
は
、
か
つ
て
住
ん
だ
と
こ
ろ
、
か

［
語
釈
］　

○
又
、
麗
景
殿
の
女
御
、
中
宮
に
た
て
ま
つ
り
給
ふ
雛
の
裳
に
葦
手
に
て　

「
又
」
は
内
容
的
に
九
五
番
を
受
け
る
。
麗
景
殿
の
女
御
は
村
上
天
皇
女
御
荘
子
内

親
王
。
中
宮
は
村
上
天
皇
中
宮
安
子
。
安
子
が
行
っ
た
雛
遊
び
の
際
に
、
人
形
の
裳

に
葦
手
書
き
し
て
差
し
上
げ
た
歌
。「
中
務
集
注
釈
（
二
）」
九
五
番
［
語
釈
］・［
補

説
］
を
参
照
。
○
そ
ひ
て
ぞ　

底
本
は
「
そ
ひ
て
」。
他
本
に
よ
り
「
そ
ひ
て
ぞ
」

に
本
文
を
校
訂
し
た
。
○
立
ち
来
ら
し　

白
波
が
立
ち
寄
せ
る
こ
と
と
、
秋
立
を
掛

け
る
。「
立
ち
来
ら
し
」
を
採
っ
た
が
、「
そ
ひ
て
ぞ
」
と
し
た
場
合
、
歌
仙
本
の
「
立

ち
ぬ
ら
し
」
が
穏
当
か
。
○
そ
よ
と
い
ふ
な
り　
「
そ
よ
」
は
葦
の
葉
が
風
に
そ
よ

ぐ
音
と
、「
そ
う
よ
」
と
相
づ
ち
を
打
つ
意
を
掛
け
る
。「
我
が
恋
は
難
波
の
葦
の
う

ら
な
れ
や
浪
の
よ
る
よ
る
そ
よ
と
聞
き
つ
つ
」（
信
明
・
六
）

［
通
釈
］　	

ま
た
、
麗
景
殿
の
女
御
が
、
中
宮
に
差
し
上
げ
な
さ
る
雛
の
裳
に
、
葦
手

書
き
で

立
ち
寄
せ
て
く
る
白
波
に
添
っ
て
秋
は
や
っ
て
く
る
よ
う
で
す
。
風
に
そ
よ
ぐ

汀
の
葦
の
葉
も
「
そ
う
よ
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

［
補
説
］　

西
本
願
寺
本
の
詞
書
で
は
「
あ
ふ
ぎ
」
と
あ
り
、
扇
に
葦
手
書
き
し
て

送
っ
た
と
あ
る
。
風
に
そ
よ
ぐ
葦
の
音
を
詠
み
込
ん
だ
歌
の
内
容
か
ら
は
「
扇
」
の

方
が
趣
旨
と
も
合
う
。

九
七
番
歌

又

七た
な
ば
た夕
の
心こ
ゝ
ろや
空そ
ら

に
通か
よ
ふふ
ら
ん
今け

ふ日
た
ち
渡
る
天
の
河
霧

［
異
同
］　

又
→
ナ
シ
（
西
・
前
・
歌
）、
か
よ
ふ
ら
ん
→
か
よ
ふ
ら
し
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し
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い
か
で
か
は
過す

ぎ
て
行ゆ

く
ら
ん
川か
は

波な
み

の
た
ち
ど
ま
ら
る
る
宿や
ど

の
前ま
へ

よ
り

［
異
同
］　

川
な
か
れ
た
り
→
水
な
か
れ
た
る
（
西
）
た
き
な
か
れ
た
る
（
歌
）、
馬

引
と
ゝ
め
た
る
→
ナ
シ
（
西
）
む
ま
と
ゝ
め
た
る
と
こ
ろ
（
前
）、
お
と
こ
あ
り
→

男
あ
り
け
り
（
西
）
ナ
シ
（
前
）、
た
ち
と
ま
ら
る
る
→
た
き
と
ま
ら
る
る
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
家
の
前
よ
り　
「
よ
り
」
は
通
過
点
の
意
か
。
○
川
波
の
た
ち
ど
ま
ら

る
る　
「
た
ち
」
は
「
川
波
が
立
つ
」
意
と
、「
立
ち
止
ま
る
」
意
の
掛
詞
。

［
通
釈
］　

人
の
家
の
前
を
川
が
流
れ
て
い
る
。
馬
を
引
き
留
め
て
い
る
男
が
い
る
。

い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
過
ぎ
行
く
の
で
し
ょ
う
か
。
川
波
だ
っ
て
自
然
と
立
ち

留
ま
る
家
の
前
を
。

［
補
説
］　

詞
書
か
ら
、
馬
を
引
き
留
め
て
い
る
男
に
、
宿
の
主
人
が
「
ち
ょ
っ
と
立

ち
寄
っ
て
欲
し
い
」
と
軽
い
挨
拶
と
し
て
詠
み
掛
け
て
い
る
歌
と
解
釈
し
た
。

一
〇
四
番
歌

漁あ
さ

り
し
け
る
と
こ
ろ

漁あ
さ

り
し
て
か
ひ
あ
り
け
り
と
思お
も

ふ
身
を
う
ら
み
と
侘わ

ぶ
と
人
や
み
つ
ら
ん

［
異
同
］　

あ
さ
り
し
け
る
→
あ
さ
り
し
た
る
（
西
・
前
・
歌
）、
か
ひ
あ
り
け
り
と

→
か
ひ
あ
り
と
（
前
）、
う
ら
み
と
わ
ぶ
と
→
う
ら
み
て
ふ
る
と
（
西
・
歌
）
は
ま

に
た
の
み
て
く
る
と
（
前
）、
み
つ
ら
ん
→
み
る
ら
ん
（
西
・
前
・
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
漁
り
し
て　

人
が
海
辺
で
魚
貝
類
や
海
藻
を
採
る
こ
と
。「
潮
の
ま
に

あ
さ
り
す
る
あ
ま
も
お
の
が
世
世
か
ひ
有
り
と
こ
そ
思
ふ
べ
ら
な
れ
」（
後
撰
・
恋

つ
て
訪
れ
た
と
こ
ろ
の
意
。

［
通
釈
］　

絵
に
描
か
れ
て
い
る
荒
れ
て
い
る
家
に
男
が
や
っ
て
来
た
。
時
雨
が
降
っ

て
い
る
。

十
月
の
空
の
時
雨
も
降
っ
て
い
る
昔
馴
染
み
の
私
の
家
に
、
あ
な
た
が
訪
ね
て

来
て
く
だ
さ
っ
た
。
あ
な
た
は
時
雨
に
濡
れ
、
私
は
喜
び
の
涙
に
濡
れ
て
袖
も

乾
き
ま
せ
ん
。

［
補
説
］　

当
該
歌
は
一
首
の
中
で
主
語
が
変
わ
る
の
で
、
違
和
感
が
あ
る
が
試
み
に

解
釈
し
た
。

当
該
歌
の
よ
う
に
、
忘
れ
ら
れ
た
荒
れ
た
家
、
時
雨
の
中
再
び
男
が
訪
れ
る
と
い

う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
、『
伊
勢
集
』
冒
頭
二
首
を
思
わ
せ
る
。
は
じ
め
の
詞
書

は
省
略
す
る
が
、
恋
仲
で
あ
っ
た
男
が
、
他
の
人
の
婿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
後
、
久

し
ぶ
り
に
送
っ
て
き
た
歌
と
そ
れ
に
対
す
る
女
の
返
歌
で
あ
る
。

人
住
ま
ず
荒
た
る
宿
を
来
て
み
れ
ば
今
ぞ
木
の
葉
は
錦
お
り
け
る
（
一
）

女
、
い
と
心
憂
き
も
の
か
ら
、
あ
は
れ
に
お
ぼ
え
け
れ
ば

涙
さ
へ
時
雨
に
そ
へ
て
ふ
る
さ
と
は
紅
葉
の
色
も
濃
さ
ぞ
ま
さ
れ
る
（
二
）

『
伊
勢
集
』
で
は
、
久
々
の
男
の
訪
れ
に
嬉
し
さ
は
感
じ
る
も
の
の
「
紅
葉
の
色
も

濃
さ
ぞ
ま
さ
れ
る
」
と
悲
し
み
の
涙
で
、
紅
葉
の
色
も
ま
さ
り
嘆
き
が
深
く
な
る
こ

と
を
詠
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
当
該
歌
は
時
雨
の
中
、
久
し
ぶ
り
に
男
が
訪
ね
て
く
れ
た
喜
び
の

涙
を
詠
む
点
で
、
伊
勢
と
は
逆
の
発
想
で
工
夫
し
て
い
る
。

一
〇
〇
番
歌

人
の
家い
ゑ

の
前ま
へ

よ
り
川か
わ

流な
が

れ
た
り
。
馬
引引き
留と
ゞ

め
た
る
男お
と
こあ

り
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を
導
く
。
歌
意
は
私
の
も
と
に
長
く
通
っ
て
く
る
人
は
い
な
い
と
い
う
女
心
を
詠
ん

だ
歌
。

高
野　

晴
代　
（
日
本
女
子
大
学
教
授
）

高
野
瀬
惠
子　
（
日
本
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

加
藤　

裕
子　
（
日
本
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
単
位
取
得
満
期
退
学
）

森
田　

直
美　
（
日
本
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

斎
藤
由
紀
子　
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
単
位
取
得
満
期
退
学
）

曾
和
由
記
子　
（
日
本
女
子
大
学
学
術
研
究
員
）

寳
槻
た
ま
き　
（
日
本
女
子
大
学
大
学
院
博
士
課
程
後
期
在
学
）

三
・
七
五
八　

長
谷
雄
）。
○
か
ひ
あ
り
け
り　
「
か
ひ
」
は
「
甲
斐
」
と
「
貝
」
を

掛
け
る
。「
漁
り
す
る
浦
も
の
ど
か
に
波
た
て
て
今
日
は
か
ひ
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」

（
中
務
（
資
経
本
）・
三
一
）。
○
う
ら
み
て　

底
本
は
「
う
ら
み
と
」。
歌
意
が
と
り

に
く
い
た
め
、
他
本
に
よ
り
校
訂
し
た
。「
う
ら
み
」
は
「
浦
見
」
と
「
恨
み
」
を

掛
け
る
。

［
通
釈
］　

漁
り
を
し
て
い
た
所

生
き
て
い
る
甲
斐
が
あ
る
と
思
う
わ
が
身
で
あ
る
が
、
恨
ん
で
つ
ら
く
思
っ
て

い
る
と
人
は
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
〇
五
番
歌

身
を
捨す

て
てゝ
底そ
ら

か
づ
く
と
も
栲た
く

縄な
は

を
な
が
く
く
る
人
あ
ら
じ
と
そ
思お
も

ふ

［
異
同
］　

そ
ら
か
つ
く
と
も
→
そ
こ
か
は
今
も
（
歌
）

［
他
出
］　

な
し

［
語
釈
］　

○
そ
こ
か
づ
く
と
も　

底
本
は
「
そ
ら
か
つ
く
と
も
」。
こ
れ
で
は
解
釈

し
難
く
、
ま
た
「
ら
」
と
「
こ
」
は
字
形
が
似
て
い
る
た
め
歌
仙
本
の
本
文
に
よ
っ

て
「
そ
こ
」
と
校
訂
し
た
。
海
女
が
海
の
底
に
潜
っ
て
貝
や
海
藻
を
と
る
こ
と
。
○

栲
縄　

海
女
が
腰
に
つ
け
て
い
る
命
綱
。「
か
づ
き
す
る
あ
ま
の
栲
縄
う
ち
は
へ
て

も
の
嘆
か
し
く
思
ほ
ゆ
る
か
な
」（
相
模
・
五
七
九
）。
栲
縄
か
ら
「
な
が
く
」「
繰

る
」
の
言
葉
を
導
く
。「
く
る
」
は
「
繰
る
」
と
「
来
る
」
を
掛
け
る
。

［
通
釈
］自

分
が
身
を
捨
て
て
海
の
底
に
潜
っ
て
漁
り
を
し
て
も
、
栲
縄
を
長
く
繰
る
人

は
い
な
い
よ
う
に
、
私
の
も
と
に
長
く
通
っ
て
来
る
人
は
い
ま
い
と
思
う
。

［
補
説
］　

当
該
歌
は
「
身
を
捨
て
て
そ
こ
か
づ
く
と
も
栲
縄
を
」
ま
で
が
「
な
が
く
」


