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一

茲
に
は
主
と
し
て
、
神
事
に
使
は
れ
た
花
の
事
を
概
括
し
て
、
話
し
て
見
た

い
と
思
ふ
。

平
安
朝
中
頃
の
歌
の
主
題
に
な
つ
て
居
た
歌
枕
の
中
に
、
特
に
、
非
常
な
興

味
を
持
た
れ
た
も
の
は
、
東
国
の
歌
枕
で
あ
る
。

東
国
の
も
の
は
、
異
国
趣
味
を
附
帯
し
て
、
特
別
に
歌
人
等
の
歓
迎
を
受
け

た
。
其
が
未
だ
に
吾
々
の
間
に
勢
力
を
持
つ
て
居
る
。
譬
へ
ば
関
東
に
は

「
迯に
げ
水
」
の
実
在
が
信
ぜ
ら
れ
て
居
た
。
そ
れ
は
、
先
へ
行
け
ば
行
く
程
、

水
が
逃
げ
て
行
く
と
考
へ
ら
れ
て
居
た
も
の
で
あ
る
。
又
「
入
間
イ
ル
マ
言
葉
」
な
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ど
も
、
大
分
後
に
な
つ
て
、
歌
枕
に
這
入
つ
て
来
た
。
其
は
、
人
の
言
葉
を

何
で
も
反
対
に
言
ふ
と
信
ぜ
ら
れ
て
居
る
も
の
で
あ
る
。
「
ほ
り
か
ね
の
井
」

な
ど
言
ふ
も
の
も
、
後
に
な
つ
て
出
来
た
。
下
野
に
は
「
室
の
八
島
」
が
あ

る
。
此
類
の
も
の
は
他
に
も
沢
山
あ
る
。
旅
行
者
が
、
旅
路
の
見
聞
談
を
敷

衍
し
て
話
し
た
為
に
、
都
の
人
々
は
非
常
な
興
味
を
持
つ
て
居
た
。
「
常
陸

帯
」
の
由
来
も
其
一
つ
で
あ
る
。
総
じ
て
東
国
の
も
の
は
、
奥
州
に
跨
つ
て
、

異
国
趣
味
を
唆
る
事
が
強
か
つ
た
。

そ
ん
な
事
の
中
に
、 

錦  

木 

ニ
シ
キ
ギ

を
門
に
樹
て
る
こ
と
が
あ
る
。
里
の
男
が
、
懸

想
し
た
女
の
家
の
門
へ 

錦  

木 

ニ
シ
キ
ギ

を
切
つ
て
来
て
樹
て
る
の
で
あ
る
。
美
し
い

女
の
家
の
門
に
は
、
村
の
若
者
に
よ
つ
て
、
沢
山
の
錦
木
が
樹
て
ら
れ
る
。

ど
れ
が
誰
の
か
、
判
断
は
ど
う
し
て
つ
け
る
の
か
訣
ら
ぬ
が
、
女
が
其
中
か
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ら
、
自
分
の
気
に
入
つ
た
男
の
束
を
取
り
入
れ
る
。
其
は
、
女
が
承
諾
し
た

事
を
示
す
。
此
は
、
平
安
朝
の
末
頃
、
陸
奥
の
結
婚
に
は
か
う
言
ふ
話
が
あ

つ
た
、
と
言
ふ
諸
国
噺
の
一
つ
と
し
て
、
語
り
伝
へ
ら
れ
て
、
歌
枕
に
な
つ

た
の
で
あ
る
が
、
よ
く
考
へ
て
見
る
と
、
さ
う
言
ふ
事
で
な
い
の
か
も
知
れ

ぬ
。

此
は
恐
ら
く
、
正
月
の
門
松
の
御
竈
木

ミ
カ
マ
ギ

と
同
じ
物
で
、
他
人
の
家
の
外
に
、

知
ら
ぬ
間
に
、
木
を
樹
て
に
来
る
も
の
で
は
な
か
つ
た
ら
う
か
。
其
樹
を
何

故
、
錦
木
と
言
ふ
の
で
あ
ら
う
か
。
錦
木
と
言
ふ
木
な
の
か
、
或
は
其
樹
て

た
木
を
錦
木
と
言
う
た
の
か
、
問
題
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
婚
の
為
で
は
な

く
、
私
は
外
か
ら
来
る
あ
る
人
が
、
土
産
と
し
て
、
樹
て
ゝ
行
つ
た
こ
と
の
、

一
つ
の
説
明
な
の
だ
ら
う
と
思
ふ
。
御
竈
木
の
古
い
形
を
見
た
の
は
、
三
・
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信
境
の
山
間
、
遠
州
の
山
奥
辺
の
風
俗
で
あ
つ
た
。
三
河
の
奥
で
、
初
春
行

は
れ
る
祭
り
に
「
花
祭
り
」
と
い
ふ
の
が
あ
る
。
昔
は
、
前
年
の
霜
月
に
行

は
れ
た
。
即
、
春
の
と
り
越
し
祭
り
で
あ
る
。
此
祭
り
の
意
味
か
ら
言
ふ
と
、

来
年
の
村
の
生
活
は
此
と
ほ
り
だ
、
と
言
ふ
こ
と
を
、
山
人
が
見
せ
て
く
れ

る
の
で
あ
つ
た
。
其
時
、
山
人
の
持
つ
て
来
る
山
苞
に
は
色
々
あ
つ
た
。
更

に
、
其
が
種
々
に
分
れ
て
来
た
。
鬼
木
と
も
言
ひ
、
に
う
木
（
丹ニ
生フ
木ギ
か
）

と
も
言
ふ
木
の
外
に
、
雑
多
な
も
の
を
持
つ
て
来
る
。

花
祭
り
と
、
に
う
木
が
門
に
樹
て
ら
れ
る
事
と
は
、
別
の
時
で
は
あ
る
が
、

今
は
正
月
の
初
め
と
小
正
月
前
後
に
当
る
か
ら
、
近
づ
い
て
来
た
の
で
あ
る
。

中
世
で
は
、
に
う
木
の
樹
て
ら
れ
る
初
春
と
、
花
祭
り
の
行
は
れ
る
霜
月
と

は
、
間
が
あ
い
て
居
た
け
れ
ど
も
、
も
つ
と
古
い
時
代
に
は
、
に
う
木
の
樹
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て
ら
れ
る
時
と
、
花
祭
り
の
時
と
は
同
じ
時
で
、
其
が
次
第
に
岐
れ
て
来
た

の
で
あ
ら
う
と
推
定
出
来
る
。

花
祭
り
の
行
事
は
「
花
育
て
」
と
い
ふ
行
事
が
演
芸
種
目
の
中
心
に
な
つ
て

ゐ
る
。
竹
を
割
い
て
、
先
を
幾
つ
に
も
分
け
て
、
其
先
へ
花
を
つ
け
た
花
の

杖
を
つ
い
て
、
花
祭
り
を
行
ふ
場
所
、
其
は
普
通
舞
屋
マ
ヒ
ヤ
と
言
ふ
家
の
土
間
、

即
ま
ひ
と
を
廻
る
の
で
あ
る
。
其
中
央
に
、
大
き
な
釜
が
あ
つ
て
、
湯
が
た

ぎ
つ
て
居
る
。
昂
奮
し
て
来
る
と
、
見
物
人
ま
で
も
参
加
し
て
、
其
周
囲
を

ま
は
る
。
其
人
々
の
中
心
に
、
山
伏
姿
の
み
よ
う
ど
と
云
ふ
者
が
居
つ
て
、

花
の
荘
厳
（
唱
言
、
或
は
処
に
よ
つ
て
、
唱
文
と
も
言
う
て
居
る
）
と
言
ふ

文
句
を
唱
へ
る
。
此
花
の
唱
言
は
、
場
合
に
よ
つ
て
は
、
非
常
に
戯
曲
的
に

な
つ
て
居
る
事
も
あ
る
。
か
う
し
た
儀
式
は
、
必
し
も
花
祭
り
で
な
く
と
も
、
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行
は
れ
て
居
た
様
に
思
は
れ
る
事
で
あ
る
が
、
何
故
、
か
う
し
た
行
事
を
し

た
か
は
、
大
き
な
問
題
に
な
る
。
尠
く
と
も
、
半
解
の
問
題
で
あ
る
。

私
の
考
へ
を
述
べ
る
と
、
み
よ
う
ど
は
即
、
私
の
言
ふ
山
人
で
あ
る
。
其
山

人
は
、
山
か
ら
多
く
の
眷
属
を
連
れ
て
、  

群    

行  

グ
ン
ギ
ヤ
ウ

し
て
来
る
。
其
時
山
人

は
杖
を
つ
い
て
来
て
、
去
る
時
に
は
、
其
山
人
の
し
る
し
な
る
杖
を
、
地
面

に
突
き
挿
し
て
帰
る
。
其
杖
か
ら
根
が
生
え
る
と
、
此
祭
り
の
唱
言
が
効
果

を
奏
し
て
、
村
の
農
業
生
活
が
幸
福
に
な
る
。
根
が
生
え
な
い
時
は
効
力
が

な
い
事
に
な
る
と
信
じ
た
。
其
杖
は
、
普
通
根
の
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
場

合
に
よ
つ
て
は
、
根
の
な
い
も
の
も
あ
る
。
桑
の
木
な
ど
は
、
根
が
な
く
と

も
著
き
易
い
木
で
、
祝
詞
に
も
「
生イカ
し
八
桑
枝

ヤ
ク
ハ
エ

の
如
く
」
な
ど
ゝ
書
か
れ
て

居
て
、
枝
の
繁
る
木
で
あ
る
。
と
も
か
く
、
山
人
は
根
の
附
い
て
居
る
棒
、
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或
は
根
の
な
い
棒
を
持
つ
て
来
て
、
其
を
挿
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

昔
の
人
は
、
杖
を
倒
に
突
い
て
、
梢
の
方
を
下
に
し
て
居
る
。
此
杖
を 

叉  

マ
タ
ブ

杖 リ
と
言
ふ
。
昔
は
乞
食
房
主
が
此
を
持
つ
て
歩
い
た
。
此
は
西
洋
に
も
、

何
処
に
で
も
あ
る
形
で
、
物
を
探
つ
て
行
く
為
の
も
の
で
あ
る
。
杖
に
は
根

が
あ
る
。
後
世
の
人
に
は
、
杖
を
立
て
た
の
に
、
芽
の
出
る
事
は
非
常
に
、

不
思
議
に
感
ぜ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
此
は
、
杖
に
対
す
る
観
念
が
変
化
し
て

居
る
か
ら
で
あ
る
。
高
僧
た
ち
が
突
き
さ
し
て
行
つ
た
一
夜
竹
・
一
夜
松
の

如
き
も
、
此
が
伝
説
化
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
さ
う
し
て
、
弓
矢
で
も
根

が
生
え
る
様
に
、
変
つ
て
考
へ
ら
れ
て
行
つ
た
の
だ
。

此
等
は
杖
の
信
仰
で
あ
る
。
祝
福
の
効
果
が
あ
る
か
、
ど
う
か
の
試
み
で
あ

る
。
此
効
果
の
現
れ
る
こ
と
を
「
ほ
」
が
現
れ
る
と
も
「
う
ら
」
が
現
れ
る
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と
も
言
ふ
。
此
杖
は
即
「
花
育
て
」
の
花
杖
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。
杖
の
先

に
花
の
咲
く
事
が
あ
る
。
三
河
の
花
祭
り
に
、
杖
の
先
に
稲
の
穂
を
附
け
て

来
た
と
い
ふ
が
、
此
で
は
、
意
味
が
訣
ら
な
く
な
る
。
花
杖
は
、
今
年
の
稲

の
花
を
祝
福
す
る
為
の
も
の
で
あ
る
。
花
祭
り
の
花
は
、
稲
の
花
の
象
徴
で

あ
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
二

花
と
言
ふ
語
こ
と
ばは
、
簡
単
に
言
ふ
と
、
ほ
・
う
ら
と
意
の
近
い
も
の
で
、
前
兆

・
先
触
れ
と
言
ふ
位
の
意
味
に
な
る
ら
し
い
。
ほ
す
ゝ
き
・
は
な
す
ゝ
き
が

一
つ
物
で
あ
る
な
ど
を
考
へ
併
せ
れ
ば
わ
か
る
。
物
の
先
触
れ
と
言
う
て
も
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よ
か
つ
た
の
で
あ
る
。

雪
は
豊
年
の
貢
、
と
言
う
た
。
雪
は
、
土
地
の
精
霊
が
、
豊
年
を
村
の
貢
と

し
て
見
せ
る
、
即
、
予
め
豊
年
を
知
ら
せ
る
為
に
降
ら
せ
る
の
だ
と
考
へ
た
。

雪
は
米
の
花
の
前
兆
で
あ
る
。
雪
を
稲
の
花
と
見
て
居
る
。
ほ
ん
と
う
は
、

山
に
か
ゝ
つ
て
居
る
雪
を
主
と
す
る
の
で
あ
る
が
、
後
に
は
、
地
上
の
雪
も

山
の
雪
と
同
様
に
見
る
や
う
に
な
つ
た
。
稲
の
花
の
一
種
の
象
徴
な
の
で
あ

る
。
処
が
、
か
う
し
た
意
味
の
花
は
沢
山
あ
る
。
譬
へ
ば
、
冬
の
祭
り
、
殊

に
宮
廷
の
冬
祭
り
な
る
鎮
魂
祭
に
持
ち
出
す
桙
は
、
柊
で
作
つ
た
も
の
で
あ

る
。
日
本
紀
・
続
日
本
紀
を
見
る
と
、
八
尋
桙
根
と
言
ふ
の
が
国
々
か
ら
奉

ら
れ
て
居
る
。
此
は
恐
ら
く
、
棒
で
は
な
く
て
、
柊
を
立
ち
樹
の
ま
ゝ
抜
い

て
来
た
も
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
で
、
根
の
字
が
着
い
て
居
る
の
で
あ
ら
う
。
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此
で
以
て
地
面
を
ど
ん
〳
〵
と
、
胴
突
き
し
て
廻
つ
た
の
で
あ
る
。
「
柊
」

の
字
も
「
椿
」
の
字
も
国
字
で
あ
る
。

榎
・
楸
の
如
き
字
も
、
何
故
問
題
に
な
る
の
か
。
其
は
村
々
国
々
に
よ
つ
て

特
殊
な
祭
り
に
、
手
草
タ
グ
サ
と
し
て
使
用
す
る
も
の
で
あ
つ
た
か
ら
、
木
偏
に
其

季
を
附
け
て
表
し
た
の
で
あ
ら
う
。
勿
論
、
柊
の
花
は
冬
咲
く
も
の
で
あ
る

が
、
其
花
の
咲
き
方
で
占
つ
た
り
、
或
は
柊
の
桙
で
突
い
て
、
占
つ
た
も
の

と
思
は
れ
る
。
春
に
な
る
と
雪
が
、
今
言
う
た
や
う
に
、
花
に
な
る
。
其
外
、

卯
月
に
卯
の
花
、
五
月
に
皐
月
サ
ツ
キ
・
躑
躅
ツ
ヽ
ジ
な
ど
が
あ
る
。

花
祭
り
の
花
は
稲
の
花
の
象
徴
で
あ
る
が
、
其
中
心
に
な
る
人
は
、
今
で
は

修
験
道
の
後
々
の
、
前
述
の
み
よ
う
ど
が
勤
め
る
。
其
前
の
形
は
、
山
伏
の

前
型
な
る
山
人
が
勤
め
た
。
其
つ
く
杖
に
、
今
年
の
農
業
に
関
す
る
先
触
れ
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が
現
れ
る
の
で
、
此
杖
を
以
て
、
土
地
を
突
き
廻
つ
た
。
村
人
に
此
象
徴
を

見
せ
て
廻
る
と
同
時
に
、
土
地
の
精
霊
に
、
か
う
言
ふ
風
に
せ
よ
、
と
約
束

さ
せ
る
の
で
あ
る
。
更
に
溯
れ
ば
、
土
地
の
精
霊
が
自
ら
示
し
た
も
の
で
あ

る
。
今
年
も
、
此
杖
に
附
い
て
居
る
と
ほ
り
、
稲
の
花
が
咲
く
だ
ら
う
と
言

ふ
徴
シ
ル
シで
あ
る
。

三
月
の
木
の
花
は
桜
が
代
表
し
て
居
る
。
屋
敷
内
に
桜
を
植
ゑ
て
、
其
を
家

桜
と
言
つ
た
。
屋
敷
内
に
植
ゑ
る
木
は
、
特
別
な
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

桜
の
木
も
元
は
、
屋
敷
内
に
入
れ
な
か
つ
た
。
其
は
、
山
人
の
所
有
物
だ
か

ら
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
昔
の
桜
は
、
山
の
桜
の
み
で
あ
つ
た
。

遠
く
か
ら
桜
の
花
を
眺
め
て
、
そ
の
花
で
稲
の
実
り
を
占
つ
た
。
花
が
早
く

散
つ
た
ら
大
変
で
あ
る
。
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考
へ
て
見
る
と
、
奈
良
朝
の
歌
は
、
桜
の
花
を
賞
め
て
居
な
い
。
鑑
賞
用
で

は
な
く
、
寧
、
実
用
的
の
も
の
、
即
、
占
ひ
の
為
に
植
ゑ
た
の
で
あ
つ
た
。

万
葉
集
を
見
る
と
、
は
い
か
ら
連
衆
は
梅
の
花
を
賞
め
て
ゐ
る
が
、
桜
の
花

は
賞
め
て
居
な
い
。
昔
は
、
花
は
鑑
賞
用
の
も
の
で
は
な
く
、
占
ひ
の
為
の

も
の
で
あ
つ
た
の
だ
。
奈
良
朝
時
代
に
、
花
を
鑑
賞
す
る
態
度
は
、
支
那
の

詩
文
か
ら
教
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
打
ち
靡ナビ
き
春
さ
り
来ク
ら
し
。
山
の
際マ
の
遠
き
木
末
コ
ヌ
レ
の
咲
き
行
く
　
見
れ

　
　
ば
（
万
葉
巻
十
）

の
如
き
歌
も
あ
る
が
、
此
は
花
を
讃
め
た
歌
で
は
な
い
。
名
高
い
藤
原
広
嗣

の
歌

　
　
此
花
の
一
弁
ヒ
ト
ヨ
の
中ウチ
に
、 

百  

種 

モ
ヽ
ク
サ

の
言コト
ぞ
籠
れ
る
。
お
ほ
ろ
か
に
す
な
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（
万
葉
巻
八
）

は
女
に
与
へ
た
も
の
で
あ
る
。
此
は
桜
の
枝
に
つ
け
て
遣
つ
た
も
の
で
あ
ら

う
。

　
　
此
花
の
一
弁
ヒ
ト
ヨ
の
中ウチ
は
、
百
種
の
言コト
保モ
ち
か
ね
て
、
折
ら
え
け
ら
ず
や

　
　
（
万
葉
巻
八
）

此
は
返
歌
で
あ
る
。
此
二
つ
の
歌
を
見
て
も
、
花
が
一
種
の
暗
示
の
効
果
を

持
つ
て
詠
ま
れ
て
居
る
こ
と
が
訣
る
。
こ
ゝ
に
意
味
が
あ
る
と
思
ふ
。
桜
の

花
に
絡
ん
だ
習
慣
が
な
か
つ
た
と
し
た
ら
、
此
歌
は
出
来
な
か
つ
た
は
ず
で

あ
る
。
其
歌
に
暗
示
が
含
ま
れ
た
の
は
、
桜
の
花
が
暗
示
の
意
味
を
有
し
て

居
た
か
ら
で
あ
る
。

此
意
味
を
考
へ
る
と
、
桜
は
暗
示
の
為
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
一
年
の
生
産
の
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前
触
れ
と
し
て
重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
花
が
散
る
と
、
前
兆
が
悪
い
も

の
と
し
て
、
桜
の
花
で
も
早
く
散
つ
て
く
れ
る
の
を
迷
惑
と
し
た
。
其
心
持

ち
が
、
段
々
変
化
し
て
行
つ
て
、
桜
の
花
が
散
ら
な
い
事
を
欲
す
る
努
力
に

な
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。
桜
の
花
の
散
る
の
が
惜
し
ま
れ
た
の
は
其
為
で
あ

る
。

平
安
朝
に
な
つ
て
文
学
態
度
が
現
れ
て
来
る
と
、
花
が
美
し
い
か
ら
、
散
る

の
を
惜
し
む
事
に
な
つ
て
来
る
。
け
れ
ど
も
、
実
は
、
か
う
云
ふ
処
に
、
其

基
礎
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
意
味
で
、
花
の
散
る
の
を
惜
し
む
と

い
ふ
昔
の
習
慣
は
吾
々
の
文
学
の
上
に
は
見
ら
れ
な
く
な
つ
て
来
た
が
、
民

間
に
は
依
然
と
し
て
伝
は
つ
て
居
る
。

文
学
の
上
の
例
と
し
て
、
謡
曲
の
泰
山
府
君
を
見
る
と
、
桜
の
命
乞
ひ
の
話
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が
あ
る
。
泰
山
府
君
は
仏
教
の
閻
魔
と
同
様
な
も
の
で
、
唐
か
ら
叡
山
の
麓

に
将
来
し
た
赤
山
明
神
で
あ
る
。
此
神
に
願
を
懸
け
て
、
桜
の
命
乞
ひ
を
し

た
桜
町
中
納
言
（
信
西
の
子
）
の
話
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
風
流
な
話
で
あ
る

が
、
実
生
活
に
は
何
ら
の
意
味
も
な
い
。
だ
が
、
こ
ゝ
に
理
由
が
あ
る
の
だ
。

即
、
桜
の
命
乞
ひ
を
す
る
必
要
が
あ
つ
た
の
だ
。
此
習
慣
か
ら
、
実
生
活
に

入
つ
て
、
桜
町
中
納
言
を
持
ち
出
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
三

平
安
朝
の
初
め
か
ら
著
し
く
な
つ
て
来
る
も
の
に
、 

花  

鎮 

ハ
ナ
シ
ヅ

め
の
祭
り
が
あ

る
。
鎮
花
祭
は
、
近
世
の
念
仏
踊
り
・
念
仏
宗
の
源
と
な
り
、
田
楽
に
も
影

17



響
を
及
し
て
居
る
。

鎮
花
祭
の
歌
詞
は
今
も
残
つ
て
ゐ
る
が
、
田
歌
で
あ
つ
て
、
か
う
い
ふ
語
で

終
つ
て
居
る
。

　
　
や
す
ら
へ
。
花
や
。
や
す
ら
へ
。
花
や
。

普
通
は
「
や
す
ら
ひ
花
や
」
と
し
て
ゐ
る
。
「
や
す
ら
へ
」
は
「
や
す
ら
ふ
」

の
命
令
法
で
あ
つ
て
、
ぐ
づ
〳
〵
す
る
事
で
あ
る
。
ぐ
づ
〳
〵
し
て
、
一
寸

待
つ
て
居
て
く
れ
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
鎮
花
祭
を
「
や
す
ら

ひ
祭
り
」
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

こ
の
祭
り
の
対
象
に
な
る
神
は
三
輪
の
狭サ
井ヰ
の
神
で
あ
つ
て
、
尠
く
と
も
、

大
和
か
ら
持
ち
越
し
た
神
に
相
違
な
い
。
田
の
稲
の
花
が
散
る
と
困
る
と
言

ふ
歌
を
歌
つ
て
、
踊
つ
た
の
で
あ
る
。
其
が
だ
ん
〳
〵
と
芸
術
化
し
、
宗
教

18花の話



化
し
て
来
た
。
最
初
は
花
の
咲
い
て
居
る
時
に
行
う
た
の
で
あ
る
が
、
後
に

は
、
花
の
散
つ
て
し
ま
う
て
か
ら
行
は
れ
る
様
に
な
つ
た
。
此
で
は
何
の
役

に
も
た
ゝ
な
い
。

日
本
人
の
古
い
信
仰
で
は
、
色
々
関
係
の
近
い
事
柄
は
皆
、
並
行
し
て
居
る

と
考
へ
て
ゐ
た
。
譬
へ
ば
田
に
蝗
が
出
る
と
、
人
間
の
間
に
も
疫
病
が
流
行

す
る
と
考
へ
て
居
た
の
も
、
其
だ
。
平
安
朝
の
末
に
な
る
と
、
殊
に
、
衛
生

法
が
行
届
か
な
く
な
つ
て
、
死
人
は
加
茂
の
河
原
や
西
院
に
捨
て
ゝ
置
か
れ

た
程
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
普
通
の
考
へ
で
は
、
春
と
夏
と
の
交
叉
期
、
即
ゆ

き
あ
ひ
の
時
期
に
、
予
め
起
つ
て
来
さ
う
な
疫
病
を
退
散
さ
せ
る
為
に
、
鎮

花
祭
は
行
は
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
て
居
る
が
、
実
は
さ
う
で
は
な
い
。

此
以
前
に
、
も
つ
と
大
切
な
意
味
が
あ
つ
た
の
だ
。
即
、
最
初
は
花
の
や
す
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ら
ふ
事
を
祈
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
其
が
、
蝗
が
出
る
と
、
人
の
体
に
も
疫
病

が
出
る
と
言
ふ
の
で
、
其
を
退
散
さ
せ
る
為
の
群
集
舞
踏
に
な
つ
た
の
だ
。

此
に
よ
つ
て
も
、
桜
が
農
村
生
活
と
関
係
あ
つ
た
事
は
訣
る
と
思
ふ
。
さ
う

言
ふ
意
味
で
、
山
の
桜
は
、
眺
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

其
後
に
な
る
と
、
卯
の
花
が
咲
き
、
躑
躅
が
咲
き
、
皐
月
が
咲
く
。
卯
の
花

は
、
卯
月
に
咲
く
か
ら
卯
の
花
だ
と
言
は
れ
て
居
る
。
此
説
に
は
私
は
少
し

疑
ひ
を
持
つ
て
居
た
が
、
近
頃
で
は
却
つ
て
、
此
考
へ
に
同
情
し
て
来
た
。

卯
月
と
卯
の
花
と
は
関
係
が
あ
る
と
思
ふ
。
此 ut 

は
、
何
か
農
村
の
呪
法

に
関
係
が
あ
る
様
だ
。
私
は
卯
月
と
言
ふ
月
は
、
此
と
月
と
結
合
し
て
出
来

た
語
で
あ
り
、
卯
の
花
の u 

と ut 

と
は
同
じ
も
の
と
見
て
居
る
。

正
月
に
使
用
す
る
う
づ
ゑ
（
卯
杖
）
・
う
づ
ち
（
卯
槌
）
な
ど
ゝ
言
ふ
も
の
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が
あ
る
。
形
は
支
那
か
ら
来
て
居
る
が
、
其
元
の
信
仰
は
日
本
の
も
の
で
あ

る
。
う
つ
に
は
、
意
味
が
あ
る
。
捨
て
る
も
「
う
つ
」
で
あ
る
。
う
つ
ち
や

る
・
な
げ
う
つ
も
、
捨
て
る
事
で
あ
る
。
古
い
処
で
は
「
う
つ
」
は
、
放
擲

す
る
と
言
ふ
事
に
使
用
さ
れ
て
居
る
。
だ
か
ら
、
私
は
、
卯
杖
・
卯
槌
は
、

地
べ
た
の
も
の
を
追
ひ
払
ふ
為
に
、
た
ゝ
く
も
の
だ
と
考
へ
て
居
る
。
土
を

敲
く
の
は
、
土
の
精
霊
を
呼
び
醒
す
事
で
あ
り
、
土
地
の
精
霊
を
追
ひ
払
ふ

事
と
も
考
へ
て
居
た
。

十
月
の
卯
の
日
に
玄
猪
の
行
事
を
す
る
。
土
龍
モ
グ
ラ
を
嚇
す
と
言
ふ
の
は
後
の
附

会
で
、
地
中
に
潜
ん
で
居
る
精
霊
を
追
ひ
や
る
の
で
あ
る
。
初
春
に
杖
を
も

つ
て
、
ま
づ
地
面
を
打
つ
て
置
き
、
い
よ
〳
〵
田
の
行
事
に
か
ゝ
る
四
月
に

な
る
と
、
復
此
行
事
を
繰
り
返
す
。
即
、
も
一
度
田
の
行
事
を
す
る
の
で
あ
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る
。
此
為
、
卯
月
と
言
ふ
の
だ
と
す
る
の
が
、
私
の
仮
説
で
あ
る
。

卯
月
に
咲
く
山
の
花
な
る
卯
の
花
は
、
空
木
ウ
ツ
ギ
の
花
だ
と
言
ふ
説
も
あ
る
が
、

た
ま
〳
〵
卯
の
花
を
空
木
の
花
で
あ
る
と
言
ふ
の
に
は
、
原
因
が
あ
る
の
で

あ
る
。
卯
杖
ウ
ヅ
ヱ
・
卯
槌
ウ
ヅ
チ
を
空
木
で
作
り
、
そ
し
て
、
空
木
は
鬼
や
ら
ひ
に
用
ゐ

る
木
な
の
で
あ
る
。
即
、
卯
の
花
が
占
ひ
の
象
徴
に
な
つ
て
居
る
と
思
ふ
。

卯
の
花
が
早
く
腐
る
と
困
る
処
か
ら
、
卯
の
花
く
た
し
と
言
ふ
名
が
、
雨
に

ま
で
附
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
卯
の
花
の
咲
く
時
分
に
、
長
雨
が
降
る
。
卯

の
花
を
腐
ら
せ
る
雨
に
、
気
を
病
ん
で
居
る
人
々
が
作
つ
た
詞
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
は
、
幾
ら
で
も
、
象
徴
の
花
が
出
て
来
る
。
卯
月
に
入
る
と
、
女

達
の
物
忌
み
が
始
ま
る
。
此
事
は
、
柳
田
国
男
先
生
が
、
最
初
に
注
意
さ
れ

た
。
私
が
、
躑
躅
の
花
を
竿
の
先
に
つ
け
て
外
に
出
す
習
慣
の
行
は
れ
て
居
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る
四
月
八
日
の
、
て
ん
た
う
ば
な
（
天
道
花
）
の
由
来
を
書
い
た
時
に
、
柳

田
先
生
は
、
此
時
に
女
の
山
籠
り
の
習
慣
が
あ
つ
て
、
此
女
た
ち
が
山
か
ら

帰
つ
て
来
る
際
に
、
躑
躅
の
花
を
持
つ
て
来
る
が
、
此
と
関
係
が
あ
る
事
を

指
摘
さ
れ
た
。
其
為
に
、
私
の
考
へ
は
変
つ
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。

　
　
　
　
　
四

女
の
物
忌
み
と
し
て
、
田
を
植
ゑ
る
五サ
月ウ
処ト
女メ
を
選
定
す
る
行
事
は
、
卯
月

の
中
頃
の
あ
る
一
日
に
「
山
籠
り
」
と
し
て
行
は
れ
る
。
さ
う
し
て
、
山
か

ら
下
り
る
時
に
は
、
躑
躅
の
花
を
か
ざ
し
て
来
る
。
山
籠
り
は
、
処
女
が
一

日
山
に
籠
つ
て
、
あ
る
資
格
を
得
て
来
る
の
が
本
義
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、

23



後
に
は
、
此
が
忘
れ
ら
れ
て
、
山
に
行
き
、
野
に
行
き
し
て
、
一
日
籠
つ
て

来
る
の
は
、
た
ゞ
の
山
遊
び
・
野
遊
び
に
な
つ
て
し
ま
う
た
。
「
山
行
き
」

と
い
ふ
言
葉
は
、
山
籠
り
の
な
ご
り
で
あ
る
。
か
う
し
て
山
籠
り
は
、
一
種

の
春
の
行
楽
に
な
つ
て
了
う
た
が
、
昔
は
全
村
の
女
が
村
を
離
れ
て
、
山
籠

り
を
し
た
。
即
、
皐
月
の
田
植
ゑ
前
に
、
五サ
月ウ
処ト
女メ
を
定
め
る
為
の
山
籠
り

を
し
た
の
で
あ
る
。

此
山
籠
り
の
帰
り
に
、
処
女
た
ち
は
、
山
の
躑
躅
を
、
頭
に
挿カ
頭ザ
し
て
来
る
。

此
が
田
の
神
に
奉
仕
す
る
女
だ
と
言
ふ
徴
シ
ル
シで
あ
る
。
そ
し
て
此
か
ら
ま
た
厳

重
な
物
忌
み
の
生
活
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
此
か﹅
ざ﹅
し﹅
の
花
は
、
家
の
神
棚

に
供
へ
る
事
も
あ
り
、
田
に
立
て
る
事
に
も
な
つ
た
。
此
が
一
種
の
成
り
物

の
前
兆
に
な
る
の
で
あ
る
。
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四
月
八
日
を
中
心
と
し
た
此
日
は
、
普
通
「
山
籠
り
」
の
日
と
言
う
て
居
る
。

此
日
、
村
の
娘
が
五サ
月ウ
処ト
女メ
と
し
て
の
資
格
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
う
と
め

と
音
便
で
呼
ば
れ
る
語
形
さ
を
と
め
の
結
合
は
、
近
世
で
は
出
来
な
い
結
合

で
あ
る
。
処
女
ヲ
ト
メ
は
神
事
に
仕
へ
る
女
、
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
を
と
こ
も
神
事

に
仕
へ
る
男
の
意
で
あ
る
。
処
女
が
花
を
摘
み
に
行
つ
て
、
花
を
か
ざ
し
て

来
る
事
は
、
神
聖
な
資
格
を
得
た
事
で
あ
つ
て
、
此
時
に
「
成
女
戒
」
が
授

け
ら
れ
る
。
此
は
一
年
の
中
、
二
度
か
三
度
行
は
れ
た
が
、
も
と
は
一
度
で

あ
つ
て
、
男
を
避
け
て
暮
す
の
が
習
慣
で
あ
る
。

処
女
が
其
資
格
を
得
よ
う
と
す
る
徴
シ
ル
シに
花
か
ざ
し
を
す
る
。
躑
躅
が
用
ゐ
ら

れ
た
。
一
種
の  

山    

蔓  

ヤ
マ
カ
ヅ
ラ

で
あ
る
。
こ
ゝ
に
何
か
秘
密
な
行
事
が
あ
る
の
で
、

其
時
に
花
を
さ
し
た
と
言
ふ
事
が
、
成
女
戒
を
授
け
ら
れ
た
事
に
な
る
。
此
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は
毎
年
生
れ
か
は
る
形
で
あ
る
の
で
、
毎
年
受
け
る
も
の
な
の
だ
が
、
一
生

の
中
に
、
二
度
う
け
る
様
に
も
な
つ
た
。
だ
が
、
昔
は
、
事
実
は
お
な
じ
女

性
が
つ
と
め
て
も
、
毎
年
別
の
人
が
生ア
れ
出
て
来
る
と
信
じ
て
居
た
。

男
は
五
歳
か
ら
十
歳
頃
ま
で
に 

袴  

着 

ハ
カ
マ
ギ

を
行
ひ
、
女
は
裳モ
着ギ
を
す
る
。
此
袴

着
・
裳
着
は
、
幼
時
に
一
度
行
ふ
ば
か
り
で
な
く
、
大
き
く
な
つ
て
か
ら
今

一
度
行
ふ
。
貴
族
の
男
児
は
、
成
年
戒
に
は
黒
幘
を
つ
け
る
。
其
形
は
日
本

在
来
の
鬘
の
形
で
、
後
方
で
結
ん
で
居
て
、
植
物
の
蔓
を
頭
へ
巻
い
た
と
同

じ
形
で
あ
る
。
物
忌
み
の
間
に
つ
け
る
蔓
の
形
が
、
支
那
の
幘
の
形
と
合
し

て
、
黒
幘
と
な
つ
た
の
だ
。

此
に
対
し
て
女
は
「
は
ね
か
づ
ら
」
を
着
け
る
。
万
葉
集
に
は
「
は
ね
か
づ

ら
」
と
言
ふ
語
が
四
个
所
に
出
て
来
る
。
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は
ね
蔓
今
す
る
妹
を
夢
に
見
て
、
心
の
中ウチ
に
恋
ひ
わ
た
る
か
も
（
家
持

　
　
　
　
巻
四
）

　
　
は
ね
蔓
今
す
る
妹
は
な
か
り
し
を
。
如
何
な
る
妹
ぞ
、
許
多
コ
ヽ
ダ
恋
ひ
た
る

　
　
（
童
女
報
歌
）

　
　
は
ね
蔓
今
す
る
妹
を
う
ら
若
み
、
い
ざ
、
率イザ
川
の
音
の
さ
や
け
さ
（
巻

　
　
七
）

　
　
は
ね
蔓
今
す
る
妹
が
う
ら
若
み
、
笑ヱ
み
ゝ
、
怒イカ
り
み
、
つ
け
し
紐
解
く

　
　
（
巻
十
一
）

即
「
は
ね
蔓
カ
ヅ
ラ今
す
る
妹
」
と
い
ふ
様
な
形
に
な
つ
て
ゐ
る
。
此
は
ね
か
づ
ら

は
花
か
づ
ら
の
事
で
あ
ら
う
、
と
言
ふ
説
が
あ
る
。
其
は
と
に
か
く
、
此
は

は
ね
か
づ
ら
を
着
け
る
事
か
ど
う
か
判
明
し
な
い
が
、
尠
く
と
も
、
純
粋
の

27



処
女
の
時
代
で
あ
つ
て
、
手
の
触
れ
ら
れ
な
い
事
を
意
味
す
る
物
忌
み
の
徴
シ
ル
シ

の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。

処
女
を
犯
す
と
、
非
常
な
穢
れ
に
触
れ
る
の
だ
。
曾
て
私
は
、
小
田
原
で
猟

師
の
歌
つ
て
ゐ
る
唄
を
聞
い
た
。
其
は
「
下
田
の
沖
の
け
な
し
島
。
け
の
な

い
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
は
か
は
ら
け
だ
。
か
は
ら
け
ヽ
ヽ
す
り
や
七
日
の
穢
れ
。
七
日

ど
こ
ろ
か
一
生
の
穢
れ
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
即
、
け
な
し
島
と
言
ふ
所
に
、

処
女
の
期
間
を
意
味
し
て
居
る
。
つ
ま
り
処
女
犯
に
は
、
七
日
の
つ
ゝ
し
み

を
経
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
言
ふ
事
で
、
即
、
神
事
に
仕
へ
な
い
女
は
、
女
で

は
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
神
事
に
仕
へ
る
と
、
神
の
成
女
戒
を
受
け
る
。
神

の
た
め
し
を
受
け
て
、
始
め
て
、
男
に
媾
ふ
事
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

処
女
が
は
ね
か
づ
ら
を
す
る
の
は
、
成
女
戒
の
前
で
あ
る
。
成
女
戒
が
済
め
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ば
、
其
鬘
カ
ツ
ラを
取
つ
て
し
ま
ふ
。
は
ね
か
づ
ら
は
、
花
で
な
く
て
も
、
尠
く
と

も
植
物
で
は
あ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
此
は
結
局
、
今
日
か
ら
は
解
く
事
は
出

来
な
い
。
た
だ
当
時
は
、
此
だ
け
で
、
皆
了
解
出
来
た
の
で
あ
ら
う
。
と
に

か
く
、
こ
れ
が
、
男
の
黒
幘
に
な
つ
た
も
の
と
同
様
に
、
女
の
物
忌
み
の
徴

で
あ
つ
た
。

壱
岐
で
は
、
独
身
者
が
死
ぬ
と
、 

頭 

陀 

袋 

ヅ
ダ
ブ
ク
ロ

を
首
に
懸
け
さ
せ
て
、
道
々
花

を
摘
ん
で
は
入
れ
て
や
る
。
こ
の
意
味
は
、
女
房
を
も
た
ぬ
男
が
死
ぬ
と
、

地
獄
へ
行
つ
て
、
手
で
筍
を
掘
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
其
を
助
け
る
為
と
言
ひ
、

此
袋
の
事
を
「
花
摘
み
袋
」
と
言
ふ
。
信
州
松
本
辺
で
も
聞
く
話
で
あ
る
。

吾
々
は
、
花
が
な
け
れ
ば
、
村
の
人
間
の
行
つ
て
居
る
処
へ
、
行
く
事
が
出

来
ぬ
。
即
、
村
人
の
魂
の
居
る
所
へ
行
く
に
は
、
花
の
鬘
が
必
要
で
あ
つ
た
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の
で
あ
る
。

沖
縄
で
は
、
子
供
の
墓
と
大
人
の
墓
と
は
区
別
さ
れ
て
居
る
。
花
摘
み
袋
の

習
慣
が
、
仏
教
の
輸
入
後
、
頭
陀
袋
を
利
用
す
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

近
頃
で
は
、
男
の
習
慣
ば
か
り
が
残
つ
て
ゐ
る
。
と
も
か
く
、
男
で
も
女
で

も
、
花
が
成
年
戒
を
受
け
た
徴
に
な
つ
て
ゐ
た
と
思
は
れ
る
。
此
が
、
夏
の

田
植
ゑ
の
為
の
神
人
を
定
め
る
行
事
で
あ
り
、
又
、
田
の
実
り
の
前
兆
を
見

る
行
事
の
意
味
に
附
帯
し
て
来
る
。
田
の
畔
に
躑
躅
の
花
を
樹
て
る
の
も
、

此
習
慣
か
ら
で
あ
る
。
躑
躅
は
、
桙
や
杖
と
関
係
が
少
く
な
つ
て
来
て
、
か

ざ
し
の
方
に
近
づ
い
て
来
る
。

　
　
　
　
　
五
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椿
の
花
は
疑
ひ
も
な
く
、
山
茶
花
の
事
で
あ
る
。
海
石
榴
と
書
い
て
居
る
の

が
、
ほ
ん
と
う
で
あ
る
。
椿
に
は
意
味
が
あ
る
。
大
和
に
も
豊
後
に
も
、
海ツ

石バ
榴イ
市チ
が
あ
つ
た
。
市
は
、
山
人
が
出
て
来
て
鎮
魂
し
て
行
く
所
で
あ
る
。

此
時
、
山
人
が
持
つ
て
来
た
杖
に
よ
つ
て
、
市
の
名
が
出
来
た
も
の
で
あ
る
。

椿
の
杖
を
持
つ
て
来
て
、
魂タマ
ふ
り
を
し
た
為
に
、
海
石
榴
市
と
称
せ
ら
れ
た

の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
豊
後
風
土
記
を
見
る
と
、
海
石
榴
市
の
説
明
は
よ
く

訣
る
。

椿
の
枝
は
、
近
世
ま
で
民
間
伝
承
に
深
い
意
味
が
あ
つ
て
、
八
百
比
丘
尼
の

持
ち
物
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
八
百
比
丘
尼
は
よ
く
訣
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

室
町
時
代
に
は
出
て
来
て
居
り
、
其
形
か
ら
見
る
と
、
山
姥
が
仏
教
的
に
説
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明
せ
ら
れ
た
も
の
に
違
ひ
な
い
。
何
時
ま
で
も
若
く
又
は
、
死
な
ぬ
長
寿
者

で
あ
つ
て
、
熊
野
の
念
仏
比
丘
尼
が
諸
国
を
廻
つ
た
も
の
と
、
山
姥
の
考
へ

と
が
結
合
し
た
も
の
で
あ
る
。
山
姥
は
、
椿
の
枝
を
山
か
ら
持
つ
て
来
て
、

春
の
言
触
コ
ト
フ
れ
を
す
る
の
で
あ
る
。
春
の
報シラ
せ
に
は
、
山
茶
花
は
早
く
咲
く
か

ら
、
都
合
の
よ
い
木
で
あ
る
。
即
、
山
姥
が
、
椿
で
う
ら
を
示
し
た
の
で
あ

る
。

口
か
ら
吐
く
唾﹅
と
花
の
椿
と
は
、
関
係
が
あ
つ
て
、
人
間
の
唾
も
占
ひ
の
意

味
を
含
ん
で
ゐ
た
の
は
事
実
だ
。
つ﹅
は
つ﹅
ば﹅
は
つ﹅
ば﹅
き﹅
に
占
ひ
の
意
味
が
含

ま
れ
て
ゐ
る
。
だ
か
ら
、
椿
と
言
ふ
字
が
出
来
て
来
る
。
春
に
使
わ
れ
る
木

だ
か
ら
椿
の
宛
て
字
が
出
来
た
。

私
は
、
椿
の
古
い
信
仰
は
、
熊
野
の
宗
教
に
伴
う
て
残
つ
た
も
の
で
は
な
い
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か
と
思
ふ
。
熊
野
の
男
の
布
教
者
は
、
梛ナギ
を
も
つ
て
歩
き
、
女
の
布
教
者
は
、

椿
を
も
つ
て
歩
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
此
は
、
私
の
仮
説
で
あ
る
。
と

に
か
く
、
山
人
が
椿
の
桙
を
持
つ
て
来
た
か
ら
、
海
石
榴
市
で
あ
る
。

榎
も
、
今
言
ふ
様
な
も
の
で
は
な
い
。
え﹅
の
音
の
木
は
沢
山
あ
る
。
朴
の
木
、

橿カシ
の
木
の
一
種
に
も
お
な
じ
名
が
あ
る
。
此
は
「
斎ユ
」
と
関
係
が
あ
る
ら
し

い
。
柳
ヤ
ナ
ギは
斎ユ
の
木キ
で
あ
る
。
矢ヤ
の
木
で
は
な
く
て
、
斎ユ
の
木
、
即
、
物
忌
み

の
木
で
あ
る
。
ゆ
の
ぎ
が
や
な
ぎ
に
な
つ
て
来
た
の
で
あ
る
。
万
葉
集
・
古

今
集
な
ど
に
青
や
ぎ
と
あ
る
が
、
や
ぎ
は
不
自
然
で
あ
る
。

田
の
中
に
は
、
躑
躅
で
な
け
れ
ば
、
柳
を
さ
す
。
七
部
集
の
「
田
中
な
る
こ

ま
ん
が
柳
」
な
ど
言
ふ
の
も
、
此
で
あ
る
。
田
の
中
へ
柳
を
さ
す
事
は
、
今

で
も
行
は
れ
て
居
る
。
柳
は
枝
が
多
く
、
根
の
著
き
易
い
も
の
で
あ
つ
て
、
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一
種
の
花
な
の
で
あ
る
。
此
系
統
か
ら
行
く
と
、
正
月
飾
る
も
の
は
、
皆
斎ユ

の
木
で
あ
る
。
餅
花
・
花
の
木
・
繭
玉
・
若
木
・
物
作
り
の
如
き
は
、
枝
が

沢
山
出
て
居
る
か
ら
、
花
の
代
り
に
な
る
。
其
だ
け
で
は
、
物
足
り
な
い
か

ら
、
物
の
形
の
餅
や
、
稲
穂
・
粟
穂
・
稗
穂
・
繭
玉
の
如
き
も
の
を
つ
け
る
。

此
が
斎
の
木
の
標
本
的
の
も
の
で
あ
る
。
夏
に
な
る
と
、
柳
で
あ
る
。
熊
野

の
信
仰
で
は
、
榎
の
方
の
ゆ
の
木
を
用
ゐ
た
。
「
榎
」
の
音
に
も
斎ユ
の
木
の

聯
想
が
あ
る
も
の
と
思
ふ
。

秋
は
、
楸
を
用
ゐ
る
。
楸
は
梓
の
一
種
で
あ
つ
た
。
棒
に
す
る
に
は
、
極ゴク
都

合
の
良
い
木
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
秋
の
祭
り
に
楸
の
木
を
使
用
し
た
も
の
で

あ
ら
う
。

万
葉
集
・
懐
風
藻
等
を
見
て
も
、
柘ツミ
枝エ
の
仙
女
伝
説
が
あ
る
。
日
本
の
昔
は
、
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神
と
人
間
と
の
結
婚
の
形
は
、
神
が
一
旦
他
の
物
に
化
つ
て
、
其
か
ら
人
間

の
形
に
な
る
事
に
な
つ
て
居
る
。
柘
枝
の
仙
女
は
、
柘
枝
で
作
つ
た
杖
の
信

仰
で
あ
る
。

万
葉
集
を
見
る
と
「
花
に
」
と
云
ふ
副
詞
が
あ
る
。
は﹅
な﹅
づ﹅
ま﹅
が
あ
る
の
で

あ
ら
う
。

　
　 

足  

柄 

ア
シ
ガ
リ

の
箱
根
の
嶺ネ
ろ
の
に
こ
草
の
　
花
妻
な
れ
や
、
紐
解
か
ず
寝
む

　
　
（
万
葉
巻
十
四
）

は
、
花
妻
な
れ
ば
知
ら
ぬ
こ
と
、
花
妻
で
な
い
か
ら
、
紐
解
か
ず
に
寝
ら
れ

な
い
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
花
妻
の
「
花
」
と
言
ふ
の
が
、
古
い
語
の
意
味

に
近
い
。
手
の
触
れ
ら
れ
な
い
妻
、
見
る
だ
け
の
妻
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。

即
、
処
女
で
あ
る
間
の
女
で
あ
る
。
「
花
に
」
と
言
ふ
語
は
、
も﹅
ろ﹅
く﹅
で
あ

35



る
、
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
一
番
最
初
に
花
と
言
ふ
の
は
、
花
の
咲
い
て
居
る

も
の
で
は
な
く
、
先
触
れ
に
う
ら
・
ほ
と
し
て
出
て
来
る
も
の
で
、
先
触
れ

の
木
で
あ
る
。
咲
く
花
で
な
い
証
拠
に
は
、
花
の
木
と
言
ふ
も
の
が
あ
る
。

此
は
、
一
種
の
匂
ひ
の
高
い
木
で
、
花
で
は
な
く
、
樒
な
ど
が
用
ゐ
ら
れ
た
。

樒
の
花
は
、
問
題
に
な
る
程
目
に
つ
く
花
で
は
な
く
、
榊
に
近
い
も
の
で
あ

る
。
何
か
の
前
兆
に
な
る
神
の
木
で
、
榊
の
一
種
類
で
あ
つ
た
。
昔
、
問
題

に
さ
れ
た
木
に
は
、
却
つ
て
、
花
の
咲
か
な
い
も
の
が
多
く
、
咲
く
花
の
み

に
、
捉
は
れ
は
し
な
か
つ
た
。
古
く
、
花
と
言
ふ
語
は
、
最
多
く
副
詞
に
な

つ
て
現
れ
て
ゐ
る
。
物
の
先
触
れ
と
言
ふ
処
か
ら
、
空
虚
な
も
の
に
使
用
せ

ら
れ
る
、
浮
い
た
言
葉
な
の
で
あ
る
。

秋
の
花
の
中
に
は
、
秋
の
七
草
が
あ
る
。
此
に
対
し
て
、
春
の
七
草
も
あ
る
。
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春
の
七
草
は
、
近
世
で
は
禁
厭
ま
じ
な
ひ
の
物
で
あ
る
。
秋
の
七
草
は
、
禁
厭
ひ
の

意
味
は
何
も
訣
ら
ぬ
が
、
鑑
賞
目
的
の
為
に
の
み
数
へ
あ
げ
ら
れ
た
と
ば
か

り
は
、
考
へ
ら
れ
な
い
も
の
が
あ
る
。
此
点
は
ま
だ
考
へ
ら
れ
な
い
。

木
や
木
の
花
を
式
に
使
ふ
事
は
、
魂
を
鎮
め
る
為
と
、
予
め
今
年
一
年
の
農

作
の
結
果
を
前
触
れ
す
る
為
の
象
徴
に
使
用
す
る
の
と
、
二
様
あ
る
。
鎮
魂

の
方
は
、
主
に
桙
で
、
先
触
れ
の
方
は
、
花
で
あ
る
。
木
に
就
て
、
此
両
面

が
分
れ
て
居
る
。

　
　
　
　
　
六

ふ
ゆ
は
触フ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ふ
ゆ
と
ふ
る
と
は
同
じ
事
で
あ
る
。
ふ
ゆ
は
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物
を
附
加
す
る
事
で
あ
る
が
、
も
と
は
物
を
分
割
す
る
意
味
で
あ
る
。
ふ
る

は
ま
な
（
外
来
魂
）
を
人
体
に
附
加
す
る
事
で
、
冬
に
な
る
と
総
て
の
も
の

を
き
り
替
へ
る
の
で
、
魂
に
も
、
外
か
ら
来
る
勢
力
あ
る
魂
を
附
加
す
る
の

で
あ
る
。
発
音
が
ふ
る
と
も
ふ
ゆ
と
も
言
ふ
為
に
、
附
加
す
る
事
を
意
味
し

て
居
る
。
そ
れ
が
次
第
に
変
化
し
て
、
魂
の
信
仰
も
変
つ
て
来
、
自
分
の
体

の
魂
を
分
割
し
て
与
へ
る
様
に
な
る
。
即
、
魂
に
枝
が
出
来
る
。
勝
手
に
分

岐
す
る
の
で
あ
る
。
ふ
ゆ
は
、
分
岐
す
る
か
ら
、
増
殖
す
る
と
言
ふ
意
味
が

出
て
来
る
。

魂
を
附
加
す
る
の
は
、
鎮
魂
祭
で
あ
る
。
此
を
魂タマ
ふ
り
と
言
ひ
、
そ
の
儀
式

が
厳
冬
に
行
は
れ
る
。
魂
ふ
り
は
ま
な
を
内
部
に
附
加
し
て
了
ふ
事
で
あ
る

が
、
支
那
の
鎮
魂
は
内
の
魂
を
出
さ
な
い
様
に
す
る
事
で
あ
る
。
此
が
変
化
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し
て
来
て
、
時
の
変
り
目
に
、
内
在
魂
が
発
散
す
る
か
ら
、
此
を
防
ぐ
為
の

魂
を
鎮
め
る
行
事
と
な
つ
た
。
此
が
た
ま
し
づ
め
で
あ
る
。

た
ま
ふ
り
か
ら
た
ま
し
づ
め
に
変
る
中
に
、
ふ
ゆ
な
る
増
殖
分
岐
を
考
へ
た
。

も
と
は
人
が
魂
を
附
加
し
て
く
れ
る
。
此
が
、
自
分
の
魂
の
分
岐
増
殖
し
た

の
を
、
分
け
て
与
へ
る
様
に
な
る
。
み
た
ま
の
ふ
ゆ
は
、
此
で
あ
る
。
魂
を

祭
る
冬
祭
り
と
言
ふ
観
念
が
、
一
緒
に
く
つ
ゝ
い
て
居
る
。
御
魂
祭
り
は
生

人
・
死
人
の
魂
を
祭
る
事
で
あ
る
。
平
安
朝
時
代
は
、
専
、
御
魂
祭
り
を
す

る
と
考
へ
て
居
た
。
意
味
が
固
定
し
て
、
古
典
的
に
な
つ
て
居
た
の
で
あ
る
。

以
前
は
、
み
た
ま
の
ふ
ゆ
を
「
恩
賚
」
と
書
い
て
居
る
。
天
皇
の
恩
顧
を
蒙

る
事
を
み
た
ま
の
ふ
ゆ
の
義
と
考
へ
て
居
る
が
、
実
は
、
天
皇
或
は
高
貴
の

方
の
魂
の
分
岐
し
て
居
る
の
を
貰
ふ
為
に
、
恩
賚
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
み
た
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ま
の
ふ
ゆ
は
、
魂
の
分
岐
し
た
も
の
を
人
に
頒
け
て
や
る
、
其
分
れ
た
魂
、

増
殖
し
た
魂
の
事
を
言
ふ
。
分
割
せ
ら
れ
た
魂
を
頒
け
て
貰
へ
ば
、
自
分
も

偉
く
な
る
の
で
、
其
が
、
恩
賚
と
宛
て
る
や
う
に
な
つ
た
所
以
で
あ
る
。

た
ま
ふ
り
に
は
、
鎮
魂
を
行
ふ
意
味
と
、
魂
を
分
割
す
る
意
味
と
が
あ
る
。

春
夏
秋
冬
の
冬
は
、
魂
の
分
割
を
考
へ
た
時
代
に
出
来
た
名
で
あ
る
と
思
ふ
。

冬
の
時
期
に
は
、
山
び
と
が 

山  

苞 

ヤ
マ
ヅ
ト

を
持
つ
て
出
て
来
る
。
山
苞
の
中
の
寄ホ

生
木
ヤ

（
昔
は
ほ
よ
）
は
、
魂
を
分
割
す
る
木
の
意
味
で
ふ
ゆ
と
言
ふ
の
で
あ

る
。
初
春
の
飾
り
に
使
ふ
栢カヘ
（
榧
）
も
、
変
化
の
意
で
、
元
へ
戻
る
、
即
、

回
・
還
の
意
味
で
あ
る
。
か
は
・
か
ひ
・
か
ふ
・
か
ふ
・
か
へ
と
活
き
、
同

時
に
、
か
へ
・
か
へ
・
か
ふ
・
か
ふ
る
・
か
ふ
れ
の
活
用
を
す
る
故
に
、
か

へ
る
・
か
ふ
る
と
あ
つ
て
も
同
様
で
あ
る
。
栢
の
木
は
、
物
が
元
へ
戻
る
徴
シ
ル
シ
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の
木
で
あ
つ
た
。
此
木
を
も
つ
て
、
色
々
の
作
用
を
起
さ
せ
る
。
魂
の
分
割

の
木
は
、
寄
生
木
で
、
春
の
か
へ
る
意
味
に
、
栢
が
使
は
れ
る
の
で
あ
る
。

か
う
言
へ
ば
、
段
々
年
末
か
ら
春
へ
か
け
て
の
植
物
の
説
明
が
附
い
て
来
る
。

此
等
の
木
は
、
た
ぐ
さ
と
し
て
、
呪
ま
じ
なひ
を
す
る
木
と
言
ふ
事
で
あ
る
。
た
ぐ

さ
は
踊
り
を
踊
る
時
に
、
手
に
持
つ
物
で
、
呪
術
の
力
を
発
揮
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
ゝ
に
、
と
う
て
み
ず
む
と
し
て
の
植
物
に
関
聯
し
た
も
の
ゝ
俤
が

見
え
る
。

と
う
て
み
ず
む
に
つ
い
て
、
私
の
ま
づ
動
か
な
い
と
思
ふ
考
へ
は
、
吾
々
と

吾
々
の
祖
先
と
が
鉱
物
な
り
、
動
物
な
り
、
植
物
な
り
か
ら
分
れ
て
来
た
元

の
形
が
、
そ
れ
だ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
吾
々
の
生
活
条
件
に
必
要

な
あ
る
も
の
か
ら
、
吾
々
が
、
分
岐
し
て
来
た
其
も
の
、
即
、
生
活
条
件
が
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吾
々
と
並
行
し
て
居
る
も
の
と
す
る
の
で
も
な
い
。
私
は
、
と
う
て
み
ず
む

は
、
吾
々
の
ま
な
の
信
仰
と
密
接
し
て
居
る
も
の
、
と
す
る
の
で
あ
る
。
吾

々
と
同
一
の
ま
な
に
は
、
動
物
に
宿
る
も
の
も
あ
り
、
植
物
に
宿
る
も
の
も

あ
り
、
或
は
鉱
物
に
宿
る
も
の
も
あ
る
。
そ
し
て
、
吾
々
と
同
一
の
ま
な
が

宿
る
植
物
な
り
、
動
物
な
り
を
使
用
す
れ
ば
、
呪
力
が
附
加
す
る
と
信
じ
て

居
た
の
だ
。
此
を
古
語
で
「
成
る
」
と
言
ふ
。
「
成
る
」
は
内
在
す
る
事
で
、

其
中
へ
物
が
入
り
込
む
事
で
も
あ
る
。
即
、
同
一
の
と
う
て
む
を
有
す
る
動

物
・
植
物
・
鉱
物
な
り
を
た
ぐ
さ
と
し
て
振
り
ま
は
せ
ば
、
非
常
な
偉
力
が

体
内
へ
這
入
つ
て
来
る
、
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

と
う
て
む
は
人
間
以
外
に
、
外
の
物
へ
入
る
事
も
あ
つ
て
、
此
中
、
日
本
で

は
、
動
物
の
信
仰
と
植
物
の
信
仰
と
が
、
明
ら
か
に
分
れ
て
了
う
た
。
日
本
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で
も
、
光
線
を
と
う
て
む
に
使
用
し
た
痕
跡
が
あ
る
し
、
ま
た
、
信
仰
的
に
、

動
物
や
植
物
が
沢
山
出
て
来
る
。
動
物
の
時
は
つ
か
は
し
め
と
な
つ
て
居
り
、

植
物
の
時
は
た
ぐ
さ
と
な
つ
て
居
る
。
こ
れ
が
段
々
変
化
し
て
、
更
に
、
沢

山
の
た
ぐ
さ
が
出
来
た
。
こ
ゝ
に
、
植
物
と
人
間
の
祭
り
と
の
関
係
が
現
れ

て
来
る
。
さ
う
し
て
、
時
代
的
に
合
理
化
せ
ら
れ
て
、
変
化
す
る
。
其
過
程

に
、
桙
を
一
突
き
突
く
と
、
魂
が
め
ざ
め
て
来
た
り
、
花
が
咲
く
と
、
今
年

の
成
り
も
の
の
前
兆
に
な
る
と
言
ふ
考
へ
が
岐
れ
て
出
た
。
つ
ま
り
、
と
う

て
み
ず
む
の
考
へ
か
ら
、
宗
教
の
原
始
的
思
想
に
這
入
つ
て
来
た
。
そ
し
て

人
間
の
魂
を
自
由
に
扱
ふ
事
が
出
来
る
と
言
ふ
考
へ
か
ら
、
ほ
よ
・
は
な
を

考
へ
て
来
た
。
八
尋
桙
根
は
、
柊
の
棒
で
作
つ
た
も
の
で
、
立
ち
木
の
ま
ゝ

で
地
を
胴
突
く
と
花
が
咲
く
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
此
花
を
以
て
、
農
業
の
先
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触
れ
と
し
た
。
柊
は
、
魂
を
く
つ
着
け
る
予
備
行
為
の
為
事
と
、
花
と
し
て

の
為
事
と
の
二
様
の
必
要
が
あ
つ
た
の
だ
。
其
為
、
非
常
に
、
大
切
に
さ
れ

て
居
る
。

三
河
の
奥
の
花
祭
り
は
、
も
と
は
霜
月
の
末
に
行
は
れ
た
の
が
、
近
頃
で
は
、

春
に
な
つ
て
居
る
。
だ
が
、
時
期
か
ら
見
る
と
、
冬
か
ら
春
に
変
る
時
に
、

稲
花
の
様
子
を
示
す
祭
り
で
あ
る
。
山
人
が
、
予
め
準
備
し
て
置
い
た
竹
棒

の
先
に
、
花
を
つ
け
て
、
其
で
土
地
を
突
い
て
歩
く
。
此
が
、
中
心
行
事
で
、

土
地
の
精
霊
が
、
其
に
感
応
し
て
、
五
穀
を
立
派
に
為
上
げ
る
と
言
ふ
信
仰

で
あ
つ
た
。

榊
は
、
神
と
精
霊
と
、
神
と
人
と
の
、
問
答
の
木
で
あ
る
。
さ
か
木
の
語
原

は
訣
ら
ぬ
が
、
一
種
の
通
弁
の
機
関
で
あ
る
。
謡
曲
の
「
百
万
」
を
見
る
と
、
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狂
女
の
背
を
榊
で
打
つ
と
、
も
の
を
言
ひ
出
す
科
シ
グ
サが
あ
る
。
其
は
一
つ
の
例

で
あ
る
。
榊
と
称
す
る
木
に
も
、
沢
山
の
種
類
が
あ
る
。
小
山
田
与
清
の

「
三
樹
考
」
を
見
れ
ば
、
榊
に
属
す
る
木
の
名
は
皆
、
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。

三
河
の
花
祭
り
の
鬼
も
、
榊
で
打
つ
と
物
を
語
り
出
し
、
そ
れ
か
ら
榊
を
中

心
と
し
て
、
問
答
を
す
る
。
榊
に
よ
つ
て
、
言
葉
が
伝
は
つ
て
来
る
の
で
あ

る
。
換
言
す
れ
ば
、
榊
は
も
ど
き
の
木
、
説
明
役
の
木
で
あ
る
。

橘
は
ま
た
違
う
て
、
生
命
を
祝
福
す
る
木
に
相
違
な
い
。
橘
の
実
を
「
と
き

じ
く
の
香カグ
の
木コ
の
実
」
と
言
う
た
。
た
ぢ
ま
も
り
は
、
但
馬
の
人
　
　
私
は

 

出 

石 

人 

イ
ヅ
シ
ビ
ト

と
名
を
つ
け
て
置
く
　
　
で
、
考
古
学
者
は
漢
人
種
の
古
く
移
民

し
て
来
た
も
の
だ
と
言
う
て
居
る
。
此
人
々
の
、
祖
先
の
中
の
一
人
で
あ
つ

た
彼
が
、
垂
仁
天
皇
の
仰
せ
に
よ
り
、
常
世
へ
行
つ
て
、
と
き
じ
く
の
か
ぐ
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の
木
の
実
を
将
来
し
た
。
と
き
じ
く
は
、
常
に
あ
る
意
で
、
か
ぐ
は
よ
い
香

の
あ
る
意
で
あ
る
。
た
ぢ
ま
も
り
が
帰
つ
て
見
る
と
、
天
皇
は
も
う
崩ナ
く
な

つ
て
居
ら
れ
た
為
に
、
哭
い
て
天
皇
の
御
陵
の
前
に
奉
つ
た
事
は
名
高
い
伝

へ
で
あ
る
。

日
本
紀
に
は
、
縵カゲ
四
縵
・
矛
四
矛
を
大
后
に
奉
り
、
縵
四
縵
・
矛
四
矛
を
御

陵
に
奉
つ
た
と
あ
る
。
桙
と
言
う
て
も
、
棒
の
み
を
斥サ
す
も
の
で
は
な
く
、

か
げ
は
冑
を
ま
で
称
せ
ら
れ
た
。
橘
の
細
い
杖
を
撓
め
て
鬘
に
し
、
八
つ
の

縵
と
八
つ
の
矛
と
を
造
つ
て
、
奉
つ
た
の
で
あ
る
。
後
世
か
ら
此
を
辿
る
に
、

其
習
慣
が
、
殆
ど
無
く
な
つ
て
居
る
か
ら
訣
ら
な
い
け
れ
ど
、
常
世
は
、
生

命
の
長
く
、
此
地
と
暦
を
別
に
し
て
居
る
処
で
あ
る
。
常
世
の
木
の
実
は
、

何
時
ま
で
も
落
ち
な
い
も
の
と
考
へ
て
ゐ
た
。
出
石
人
が
、
貴
種
の
葬
ら
れ
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た
墓
所
に
、
魂
を
喚
び
醒
す
為
に
樹
て
た
も
の
で
あ
ら
う
。
か
う
考
へ
れ
ば
、

た
ぢ
ま
も
り
の
話
も
、
浦
島
の
型
の
み
で
は
な
く
、
招
魂
の
呪
ひ
が
あ
り
、

同
時
に
橘
が
長
寿
を
祝
福
す
る
意
味
を
持
つ
た
木
で
あ
る
事
が
、
想
像
出
来

る
の
で
あ
る
。

荻ヲギ
も
亦
信
仰
に
関
係
が
あ
る
。
万
葉
集
の
東
歌
に

　
　
妹イモ
な
ろ
が
つ
か
ふ
川
内
カ
ハ
ツ
の
さ
ゝ
ら
荻ヲギ
。
あ
し
と 

一  

言 

ヒ
ト
コ
ト

語
り
よ
ら
し
も

　
　
（
巻
十
四
）

と
云
ふ
の
が
あ
る
。
吾
妹
子
が
、
誓
ひ
に
用
ゐ
る
川
口
の
小
さ
な
荻
の
類
だ

か
ら
、
あ
し
と
一
言
、
告
げ
が
あ
れ
ば
よ
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
さ
ゝ
ら
荻

は
序
歌
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
ま
た
内
容
に
な
つ
て
居
る
。
荻
が
神
の
告
げ

を
語
る
信
仰
が
あ
つ
て
の
上
に
使
は
れ
た
序
な
の
で
あ
る
。
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日
本
の
信
仰
上
の
現
象
を
見
る
と
、
秋
に
な
つ
て
そ
よ
〳
〵
と
戦
ぐ
荻
が
、

何
と
な
く
目
に
つ
い
て
居
る
様
だ
。
秋
の
草
の
そ
よ
〳
〵
と
揺
れ
る
事
を
そ
ゝ

・
そ
ゝ
や
等
と
言
ふ
語
で
あ
ら
は
し
て
居
る
。
そ
ゝ
・
そ
ゝ
や
は
、
神
の
告

げ
を
表
す
語
で
あ
る
か
ら
、
荻
や
萩
に
は
此
聯
想
が
あ
つ
た
も
の
と
思
は
れ

る
。
そ
し
る
と
言
ふ
こ
と
も
、
神
の
告
げ
で
あ
る
。
を
ぎ
と
言
ふ
名
は
、
霊

魂
を
招
き
寄
せ
る
意
味
で
あ
る
。
を
ぎ
・
を
ぐ
と
は
、
霊
魂
を
呼
び
醒
す
場

合
に
も
用
ゐ
た
。
だ
か
ら
荻
に
も
何
か
信
仰
上
の
関
係
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

神
楽
の
中
に
「
韓
神
」
と
言
ふ
舞
が
あ
つ
て
、
韓
神
が
枯
れ
た
荻
の
葉
を
持

つ
て
、
舞
う
た
事
が
、
平
安
朝
の
文
献
に
見
え
て
居
る
。
韓
神
は
韓
風
の
祭

り
に
使
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
が
、
荻
に
神
霊
を
招
来
す
る
信
仰
が
あ
つ
た
も

の
と
思
は
れ
る
。
此
等
に
も
と
う
て
み
ず
む
の
俤
が
見
え
て
居
る
。
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七

つ
く
り
花
と
言
ふ
の
は
沢
山
あ
る
。
其
中
一
番
古
く
か
ら
あ
つ
て
、
一
番
長

く
伝
は
つ
て
居
る
の
は
、
削ケヅ
り
掛
け
で
あ
る
。
柳
な
ど
の
木
を
削
つ
て
、
ひ

げ
を
沢
山
出
し
て
あ
る
。
此
を
削ケヅ
り
掛
け
、
或
は
削ケヅ
り
花
と
言
ふ
。
此
が
あ

い
ぬ
の
信
仰
に
這
入
つ
て
、
い
な
う
と
言
ふ
も
の
に
な
つ
て
居
る
。
此
は
、

あ
い
ぬ
在
来
の
も
の
で
な
く
、
日
本
の
稲
穂
の
信
仰
様
式
が
あ
い
ぬ
へ
這
入

つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
い
な
う
は
、
日
本
の
御
幣
の
如
き
も
の
で
あ
る
が
、

御
幣
で
は
な
い
。
甲
州
で
は
あ
ぼ
・
へ
ぼ
と
言
ふ
が
、
粟
穂
・
稗
穂
等
と
言

ふ
意
味
で
あ
ら
う
。
削
り
ぐ
あ
ひ
で
、
色
々
あ
る
の
だ
。
稲
穂
は
其
一
種
で
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あ
る
。
此
が
あ
い
ぬ
へ
這
入
つ
て
行
つ
た
の
は
、
近
代
の
事
で
は
な
い
。

　
　
筑
波
嶺
に
雪
か
も
降
ら
る
。
否
諾
イ
ナ
ヲ
か
も
。
愛カナ
し
き
児コ
等ロ
が
布ニヌ
乾ホ
さ
る
か

　
　
も
（
巻
十
四
）

と
い
ふ
歌
が
、
万
葉
集
の
東
歌
の
中
に
あ
る
。
あ
い
ぬ
の
木
幣
イ
ナ
ウ
を
知
つ
て
居

る
学
者
は
、
木
幣
イ
ナ
ウ
と
信
じ
て
、
此
歌
を
も
つ
て
、
あ
い
ぬ
が
此
附
近
に
住
ん

で
居
た
証
と
す
る
が
、
此
は
勿
論
さ
う
で
は
な
い
。

削
り
花
は
早
く
か
ら
あ
る
。
古
今
集
巻
十
の
「 

物  

名 

モ
ノ
ヽ
ナ

」
の
籠
め
題
に
「
二

条
后
の
東
宮
の
御
や
す
ん
所
と
申
し
け
る
時
に
、
め
ど
に
け
づ
り
花
さ
せ
り

け
る
を
詠
ま
せ
た
ま
ひ
け
る
」
と
言
ふ
詞
書
が
あ
つ
て
、

　
　
花
の
木
に
あ
ら
ざ
ら
め
ど
も
　
咲
き
に
け
り
。
ふ
り
に
し
木
の
実
な
る

　
　
時
も
が
な
（
文
屋
康
秀
）
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と
あ
る
。
め﹅
ど﹅
た
も
の
が
、
花
の
徴
シ
ル
シに
な
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
。
卯
杖
と
言

ふ
杖
は
、
土
地
を
つ
ゝ
き
廻
る
と
、
先
の
方
が
さ
ゝ
け
、
根
は
土
の
中
で
著

く
。
此
さ
ゝ
け
が
花
の
徴
シ
ル
シに
な
り
、
そ
し
て
、
最
初
の
形
で
あ
る
と
思
ふ
。

竹
で
す
れ
ば
さ
ゝ
ら
に
な
る
。
簓
サ
ヽ
ラも
一
種
の
占
ひ
の
花
で
あ
つ
た
。
葬
式
等

に
は
髯
籠
ヒ
ゲ
コ
を
作
る
。
此
先
の
さ
ゝ
け
が
肝
腎
で
あ
る
。
其
さ
ゝ
け
の
分
れ
方

で
、
一
種
の
占
ひ
に
な
つ
た
も
の
と
思
ふ
。

此
話
と
関
聯
し
て
、
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
万
葉
集
の
東
歌
や
防

人
歌
な
ど
を
見
る
と
、
は
や
し
と
言
ふ
語
が
沢
山
に
出
て
来
る
事
で
あ
る
。

　
　 

麁  

玉 

ア
ラ
タ
マ

の
伎キ
倍ベ
の
は
や
し
に
名
を
立
て
ゝ
、
行
き
敢カ
つ
ま
し
ゞ
。
寝イ
を

　
　
先
立
サ
キ
ダ
た
に

此
歌
は
難
解
の
歌
で
あ
る
。
「 

麁  

玉 

ア
ラ
タ
マ

の
伎キ
倍ベ
の
は
や
し
」
と
言
ふ
の
は
、
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麁  

玉 
ア
ラ
タ
マ

郡
の
伎キ
倍ベ
の
は
や
し
（
林
）
と
言
ふ
の
か
も
訣
ら
ぬ
。
併
し
、
私
は
、

麁
玉
郡
に
伎キ
倍ベ
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
遠
江
に
同
名
の
地
が
あ
る
か
ら
、
此

を
聯
想
し
た
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
村
境
に
建
て
る
柵
が
「
き
」
で
あ
る
。

そ
こ
へ
、
旅
に
行
く
人
と
別
れ
る
時
、
切
り
は
な
し
た
木
を
樹
て
ゝ
、
其
魂

を
留
め
て
置
く
。
柵キ
辺ベ
に
は
や
し
た
木
を
樹
て
る
の
で
あ
る
。
此
木
を
樹
て

る
と
、
魂
が
留
ま
る
と
信
じ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。
其
が
「
伎キ
倍ベ
の
は
や
し
」

で
あ
る
と
思
ふ
。
「
寝イ
を
先
だ
ゝ
に
」
は
、
そ
ん
な
所
で
は
や
し
の
行
事
を

し
て
居
な
い
で
、
早
く
村
へ
入
つ
て
了
へ
。
お
前
を
立
た
せ
て
置
い
て
は
、

私
が
先
へ
行
き
か
ね
ま
い
、
と
言
ふ
の
で
あ
る
。

　
　
上カミ
つ
毛ケ
野ヌ
　
佐サ
野ヌ
の
く
ゝ
た
ち
折
り
は
や
し
、
吾ワレ
は
待マ
た
む
ゑ
。
今
年

　
　
来コ
ず
と
も
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く
ゝ
た
ち
（
植
物
の
名
か
）
を
折
り
は
な
し
て
来
て
、
何
の
た
よ
り
が
な
く

と
も
、
私
は
待
つ
て
居
り
ま
せ
う
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
此
は
や
す
と
い
ふ
所

に
、
一
種
の
霊
魂
を
移
す
信
仰
が
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
松マツ
の
木ケ
の
な
み
た
る
見
れ
ば
、 

家  

人 

イ
ハ
ビ
ト

の
　
我ワレ
を
見
送
る
と
、
立
た
り

　
　
し
も
こ
ろ

な﹅
む﹅
と
し
て
居
る
事
で
あ
る
。
「
も
こ
ろ
」
は
占
ひ
の
詞
で
あ
る
。
卦
と
言

葉
と
ぴ
つ
た
り
合
ふ
正
占
の
事
で
、
二
つ
の
も
の
が
ぴ
つ
た
り
合
ふ
事
が
も

こ
ろ
で
あ
る
。
も
こ
ろ
は
、
元
は
、
占
ひ
の
語
に
相
違
な
い
。

我﹅
を﹅
見﹅
送﹅
る﹅
と
し
て
、
私
に
災
が
な
い
様
に
、
と
見
守
つ
て
立
つ
て
居
る
の

が
、
眼
に
あ
ざ
や
か
に
浮
ぶ
と
言
ふ
位
の
意
で
あ
る
。

後
世
東
国
で
は
、
家
人
の
誰
か
ゞ
遠
く
旅
を
し
て
居
る
家
で
は
、
家
の
前
に
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祠
を
建
て
ゝ
、
其
人
の
帰
る
迄
置
い
た
。
近
世
の
伊
勢
参
り
の
如
き
も
此
形

で
あ
る
。
魂
を
留
め
る
為
に
、
家
の
門
に
木
を
切
つ
て
立
て
ゝ
置
い
た
。
此

動
作
が
は
や
す
で
あ
る
。
か
う
し
て
解
く
と
、
万
葉
集
の
中
で
、
今
日
ま
で

解
け
な
か
つ
た
歌
が
、
大
分
解
け
て
来
る
。

こ
の
様
に
、
木
の
花
を
以
て
祝
福
し
た
り
、
将
来
の
事
を
占
つ
て
見
た
り
、

魂﹅
ふ﹅
り﹅
を
す
る
習
慣
が
沢
山
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
、
私
は
、
四
季
の
花

を
中
心
と
し
て
、
神
事
に
関
係
あ
る
花
の
事
は
、
大
体
述
べ
た
つ
も
り
で
あ

る
。
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青
空
文
庫
情
報

底
本
：
「
折
口
信
夫
全
集
　2

」
中
央
公
論
社

　
　
　1995
（
平
成7

）
年3

月10

日
初
版
発
行

※
底
本
の
題
名
の
下
に
「
昭
和
三
年
六
月
、
国
学
院
大
学
郷
土
研
究
会
例
会

講
演
筆
記
」
の
記
載
あ
り
。

※
底
本
で
は
「
訓
点
送
り
仮
名
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
文
字
は
本
文
中
に
小

書
き
右
寄
せ
に
な
っ
て
い
ま
す
。

入
力
：
門
田
裕
志

校
正
：
仙
酔
ゑ
び
す

2006

年12

月31

日
作
成
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青
空
文
庫
作
成
フ
ァ
イ
ル
：

こ
の
フ
ァ
イ
ル
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
図
書
館
、
青
空
文
庫
（http://w

w

w
.aozora.gr.jp/

）
で
作
ら
れ
ま
し
た
。
入
力
、
校
正
、
制
作
に
あ
た
っ
た

の
は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
皆
さ
ん
で
す
。
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