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一

　
　
お
も
し
ろ
き
野
を
ば
　
勿ナ
焼ヤ
き
そ
。 

旧  

草 

フ
ル
ク
サ

に
　 

新  

草 

ニ
ヒ
ク
サ

ま
じ
り
　
生オ

　
　
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
（
万
葉
集
巻
十
四
）

此
歌
は
、
訣
つ
た
事
に
し
て
来
て
ゐ
る
が
、
よ
く
考
へ
れ
ば
、
訣
ら
な
い
。

第
一
、
ど
の
点
に
、
民
謡
と
し
て
の
興
味
を
繋
ぐ
こ
と
が
出
来
た
の
か
。
其

が
見
当
も
つ
か
な
い
。
「
ふ
る
草
に
新
草
ま
じ
り
」
と
い
ふ
句
は
、
喜
ば
れ

さ
う
だ
が
、
昔
の
人
に
も
さ
う
で
あ
つ
た
ら
う
か
。
上
田
秋
成
な
ど
は
「
高

円
の
野
べ
見
に
来
れ
ば
、
ふ
る
草
に
新
草
ま
じ
り
、
鶯
の
鳴
く
」
と
借
用
し

て
ゐ
る
。
だ
が
、
か
う
し
た
興
味
か
ら
だ
け
で
、
も
と
謡
は
れ
た
も
の
と
は
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言
ひ
に
く
い
。
或
は
そ
こ
に
暗
喩
を
感
じ
る
事
が
出
来
た
の
か
と
も
思
ふ
が
、

此
歌
全
体
の
大
体
の
意
義
さ
へ
よ
く
説
か
れ
て
ゐ
な
い
の
は
、
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に

ま
づ
「
お
も
し
ろ
き
此
野
を
ば
、
な
焼
き
そ
。
去
年
の
ふ
る
草
に
、
新
草
の

ま
じ
り
て
、
生オ
ひ
な
ば
生
ふ
る
に
任
せ
よ
」
と
言
ふ
風
に
、
大
体
考
へ
ら
れ

る
様
だ
。
だ
が
、
考
へ
る
と
、
「
生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
」
と
言
ふ
文
法
は
、

普
通
の
奈
良
朝
の
用
語
例
な
ら
ば
、
後
世
の
表
現
法
に
よ
る
と
、
「
生
ふ
る

か
に
」
だ
け
で
済
む
処
だ
。
「
袖
も
照
る
か
に
」
「
人
も
見
る
か
に
」
「
け

ぬ
か
に
、
も
と
な
思
ほ
ゆ
る
か
も
」
な
ど
で
訣
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
古
い
用
法
に
な
る
と
、
「
け
な
ば
け
ぬ
か
に
恋
ふ
と
ふ
我
妹
ワ
ギ
モ
」

と
言
は
ね
ば
、
完
全
に
感
じ
な
か
つ
た
ら
し
い
。
「
け
ぬ
べ
く
思
ほ
ゆ
」
と
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言
ふ
の
と
、
略ほぼ
似
た
用
語
例
に
あ
る
も
の
で
、
万
葉
で
も
新
ら
し
い
の
は
、

べ
く
或
は
音
を
変
へ
て
か
ね
と
言
う
て
ゐ
る
様
だ
。
「
か
」
は
句
を
体
言
化

す
る
接
尾
語
で
、
「
に
」
は
副
詞
の
限
定
辞
で
あ
る
。
そ
し
て
「
か
ね
」
を

使
ふ
場
合
は
、
そ
れ
以
下
の
文
句
を
省
い
て
ゐ
る
か
、
前
の
方
へ
跳
ね
戻
る

　
　
句
の
倒
置
　
　
か
ゞ
常
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
な
ど
も
、
説
明
句
を
省
い

た
か
、
上
へ
返
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
「
生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
な
焼
き

そ
」
と
な
る
の
か
、
そ
れ
と
も
「
生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
…
…
せ
よ
」
と
言
ふ

文
法
か
で
あ
る
。
と
に
か
く
「
か
に
」
が
あ
る
と
、
文
章
全
体
が
命
令
に
な

つ
て
来
る
の
が
新
し
く
て
、
古
い
も
の
で
は
、
も
つ
と
自
由
な
様
で
あ
る
。

又
「
生
ひ
ば
生
ふ
べ
く
…
…
」
と
か
「
生
え
れ
ば
生
え
る
程
に
…
…
」
と
訳

し
て
よ
い
様
だ
が
、
「
生
ひ
ば
」
と
言
ふ
条
件
式
な
言
ひ
方
は
、
此
文
の
発
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想
か
ら
言
ふ
と
、
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
風
に
訳
す
れ
ば
、
な
い
の

と
一
つ
に
見
る
の
が
、
ほ
ん
と
う
な
の
だ
。
「
け
ぬ
か
に
」
「
け
な
ば
け
ぬ

か
に
」
が
、
等
し
く
「
消
ぬ
べ
く
」
の
義
と
同
様
で
あ
る
の
は
、
訣
が
あ
る
。

古
い
日
本
の
文
法
に
は
、
自
動
詞
に
も
目
的
格
が
あ
つ
た
。
即
、
有
対
自
動

詞
の
形
を
と
る
の
で
あ
る
。
さ
う
せ
ぬ
と
、
完
全
に
文
章
感
覚
が
出
て
来
な

か
つ
た
ら
し
い
。
「
言
へ
ば
え﹅
に﹅
」
或
は
「
言
へ
ば
え○

言﹅
は﹅
に○

」
の
略
せ
ら

れ
た
形
で
あ
つ
た
。
言
ふ
に
言
は
れ
な
い
で
の
義
で
あ
る
。
こ
れ
が
え
に
・

え
ん
に
と
な
る
の
を
見
れ
ば
、
け
な
ば
　
　
け
ぬ
れ
ば
と
同
じ
い
　
　
を
省

い
て
、
け
ぬ
か
に
と
す
る
道
筋
も
明
ら
か
で
あ
る
。

生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
の
「
生
ひ
ば
」
は
、
自
動
詞
「
生
ふ
」
の
目
的
で
、
現

代
の
言
語
情
調
に
は
、
這
入
り
き
ら
ぬ
文
法
感
で
あ
る
。
即
「
生
ふ
る
か
に
」
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の
意
味
に
説
い
て
さ
し
つ
か
へ
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
ふ
る
草
に
新
草
ま
じ

り
生
ふ
る
か
に
…
…
」
と
言
ふ
義
の
、
長
い
副
詞
句
で
あ
る
。
こ
の
「
…
…
」

の
部
分
は
「
生
ふ
べ
く
見
ゆ
」
「
生
ふ
べ
く
あ
り
」
な
ど
ゝ
も
考
へ
ら
れ
る
。

又
「
生
ふ
る
か
に
勿ナ
焼
き
そ
」
で
あ
る
ら
し
く
も
あ
る
。
ま
づ
仮
り
に
、
後

の
方
と
き
め
て
、
他
の
部
分
を
考
へ
て
置
か
う
。

　
　
　
　
　
　
　
お
も
し
ろ
き
野
を
ば

「
お
も
し
ろ
き
」
は
訣
つ
た
や
う
で
、
や
は
り
知
り
難
い
語
で
あ
る
。
此
は

お
も
し
る
君
・
お
も
し
る
妹
な
ど
言
ふ
「
お
も
し
る
」
の
形
容
詞
化
し
た
も

の
と
考
へ
る
の
が
正
し
か
ら
う
。
「
お
も
し
る
」
は
顔
を
知
つ
て
ゐ
る
だ
け

で
は
な
く
、
「
な
ぢ
み
深
い
」
と
か
、
「
な
つ
か
し
い
」
と
か
言
ふ
事
ら
し

い
。
万
葉
巻
十
六
の
竹
取
翁
の
長
歌
に
は
、
「
お
も
し
ろ
み
」
と
「
な
つ
か
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し
み
」
が
対
に
な
つ
て
ゐ
る
。
「
お
も
し
ろ
し
」
も
天
窟
戸
の
物
語
に
、
神

々
の
面
の
著
し
く
明
る
く
な
つ
た
事
か
ら
、
あ
な
面
白
だ
な
ど
言
ふ
の
は
、

た
ゞ
の
物
語
で
、
語
原
・
意
義
は
別
で
あ
る
。
「
な
ぢ
み
深
く
髣
髴
著

オ
モ
シ
ル

く
浮

べ
得
る
」
と
言
ふ
だ
け
の
内
容
は
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

を﹅
ば﹅
」
に
「
を
ば
」
を
代
へ
る
風
は
、
容
易
に
出
て
は
来
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。
「
ば﹅
」
は
強
い
感
動
語
尾
で
あ
る
か
ら
、
「
を
ば
」
は
、
を
よ
・
を
や

な
ど
訳
し
て
切
り
、
次
の
語
句
へ
す
ぐ
さ
ま
続
け
ぬ
様
に
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

「
…
…
此
野
を
よ
」
「
…
…
此
野
な
る
も
の
を
や
」
な
ど
釈
い
て
、
現
代
の

語
感
の
た
め
に
は
「
を
よ
。
そ
れ
を
…
…
」
と
言
ふ
風
に
で
も
訳
す
れ
ば
よ

か
ら
う
。
さ
う
す
る
と
「
懐
し
い
野
で
あ
る
こ
と
よ
。
そ
れ
に
、
此
野
を
焼

か
う
と
言
ふ
の
か
。
…
…
焼
い
て
く
れ
る
な
」
と
懐
旧
の
情
を
起
し
て
ゐ
る
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の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
古
草
に
新
草
ま
じ
り

「
古
草
に
新
草
ま
じ
り
…
…
」
は
二
様
に
と
れ
る
。
「
へ﹅
た﹅
に
焼
い
て
、
古

草
に
新
草
ま
じ
つ
て
生
え
る
様
な
風
に
は
焼
く
な
」
と
言
ふ
風
に
と
る
の
が
、

文
法
の
正
面
だ
が
、
さ
う
は
と
れ
な
い
。

「
野
を
ば
な
焼
き
そ
」
と
印
象
強
く
言
う
て
ゐ
る
の
を
見
る
と
、
「
野
」
と

「
な
焼
き
そ
」
と
の
関
係
は
放
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
野
…
…
を
よ
。
其

は
、
…
…
ま
じ
り
生
ふ
べ
く
あ
る
様
に
と
思
ふ
野
な
る
を
焼
く
な
」
の
義
で

あ
る
。
「
な﹅
」
の
禁
止
感
は
「
生
ふ
べ
く
焼
く
こ
と
」
を
支
配
す
る
の
で
は

な
い
。
「
生
ふ
べ
き
為
に
焼
く
な
」
と
「
焼
く
」
だ
け
に
か
ゝ
る
制
止
で
あ

る
。
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残
り
の
部
分
を
口
訳
す
る
と
「
…
…
ふ
る
草
に
ま
じ
つ
て
新
草
の
生
え
る
や

う
に
は
か
ら
う
て
、
焼
か
ず
に
居
れ
。
此
野
の
野
守
り
よ
」
と
言
ふ
事
に
な

る
。

　
　
わ
す
れ
草
、
我
が
紐
に
つ
く
。
香
具
山
の
ふ
り
に
し
里
を
、
忘
れ
ぬ
が

　
　
た
め
（
万
葉
集
巻
三
）

大
伴
旅
人
の
此
歌
と
、
お
な
じ
風
で
あ
る
。
「
忘
れ
な
い
様
に
と
望
ん
で
…

…
」
と
説
く
の
が
尤
も
つ
と
もら
し
い
が
、
忘
れ
る
為
の
わ
す
れ
草
を
、
印
象
的
に
第

一
に
出
し
て
居
る
。
其
故
「
忘
れ
な
い
為
に
忘
れ
よ
う
と
思
つ
て
…
…
」
と

言
ふ
義
に
極
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

此
場
合
は
間
違
ふ
人
も
な
い
筈
だ
が
、
一
応
は
反
対
論
も
作
つ
て
見
ね
ば
な

ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
尚
問
題
が
あ
る
。
「
古
草
の
な
か
ま
に
入
れ
て
（
ま
じ
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り
）
新
草
ま
で
焼
く
な
。
新
草
は
生
ふ
べ
く
あ
る
に
」
と
言
ふ
や
う
に
も
、

と
れ
る
こ
と
だ
。
む
づ
か
し
い
様
だ
が
、
此
は
言
へ
る
事
で
あ
る
。
「
古
草

に
新
草
ま
じ
り
、
お
も
し
ろ
き
野
を
ば
勿ナ
焼
き
そ
。
生
ひ
ば
生
ふ
る
か
に
…

…
」
と
転
置
し
て
み
れ
ば
正
し
い
解
釈
な
の
が
知
れ
よ
う
。
又
、
同
じ
考
へ

方
で
「
古
草
に
新
草
ま
じ
る
様
の
お
も
し
ろ
い
野
を
よ
。
其
を
焼
く
な
。
新

草
は
生
ふ
べ
く
見
ゆ
る
に
」
と
も
と
れ
る
。
併
し
さ
う
す
る
と
「
お
も
し
ろ

き
」
が
、
近
代
的
の
内
容
し
か
持
た
な
く
な
る
。

私
は
や
は
り
、
此
「
お
も
し
ろ
き
」
に
力
点
を
お
い
て
見
て
ゐ
る
。
ふ
る
草
、

即
、
去
年
の
草
、
其
に
懐
し
い
印
象
が
あ
る
。
「
此
ふ
る
草
の
伸
び
の
盛
り

に
籠
つ
た
こ
と
の
あ
る
野
、
其
草
か
げ
に
は
、
は
や
新
草
の
生
ふ
べ
く
見
え

て
ゐ
る
。
去
年
の
如
く
、
又
生
ひ
盛
る
べ
き
草
の
野
を
、
焼
か
う
と
す
る
人
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が
あ
る
。
焼
く
こ
と
を
や
め
て
く
れ
ゝ
ば
よ
い
に
」
と
見
る
の
で
あ
る
。
少

し
く
ど
い
様
だ
が
、
か
う
す
れ
ば
、
此
歌
の
謡
は
れ
た
理
由
が
出
て
来
る
。

　
　
　
　
　
二

今
の
人
か
ら
見
れ
ば
、
春
も
や
ゝ
深
く
、
早
萌
え
よ
う
と
す
る
新
草
も
あ
る

の
に
、
其
新
ら
し
い
草
の
焼
か
れ
る
事
を
思
う
た
も
の
、
草
の
上
に
も
愛
し

み
の
及
ん
だ
歌
と
見
た
か
ら
う
が
、
さ
う
い
ふ
洗
煉
と
感
傷
と
は
、
此
時
代

の
人
の
心
に
は
な
い
も
の
と
見
る
の
が
、
正
当
で
あ
る
。

ふ
る
草
に
新
草
ま
じ
る
様
が
、
ど
う
し
て
、
昔
人
の
鑑
賞
に
入
る
か
。
考
へ

ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
「
生
ふ
る
か
に
」
で
見
る
と
、
ま
だ
ほ
ん
と
う
に
生
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ひ
て
見
え
る
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
益
ま
す
ま
す、
お
も
し
ろ
い
　
　
今
の
定
義
の
　

　
理
由
が
訣
ら
ぬ
。

　
　
佐
保
川
の
岸
の
つ
か
さ
の
柴
な
刈
り
そ
ね
。
あ
り
つ
ゝ
も
　
春
し
来
た

　
　
ら
ば
、
立
ち
隠
る
が
ね
（
万
葉
集
巻
四
）

　
　
池
の
辺
の
小
槻
の
下
の
篠シヌ
な
刈
り
そ
ね
。
そ
れ
を
だ
に
、
君
が
か
た
み

　
　
に
、
見
つ
ゝ
偲
ば
む
（
万
葉
集
巻
七
）

此
ら
の
歌
を
見
る
と
、
草
の
高
い
野
と
言
ふ
と
、
直
に
逢
ひ
か
た
ら
ふ
若
い

男
女
の
幻
影
を
浮
べ
も
し
、
歌
の
上
の
類
型
に
も
な
つ
て
ゐ
た
頃
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
野
の
ふ
る
草
と
言
へ
ば
、
其
処
に
こ
も
つ
た
懐
し
い
記
憶
あ
る
べ

き
男
女
を
思
ひ
浮
べ
、
新
草
を
見
れ
ば
、
其
伸
び
盛
る
筈
の
日
に
待
ち
心
を

抱
く
若
い
村
人
の
俤
が
ち
ら
つ
く
。
さ
う
し
た
時
代
の
人
々
共
有
の
情
趣
に
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叶
ふ
も
の
で
あ
る
。
ふ
る
草
・
新
草
で
、
此
だ
け
の
聯
想
を
起
し
て
も
、
私

は
を
か
し
く
な
い
と
思
ふ
。

　
　
武
蔵
野
は
（
春
日
野
は
〔
古
今
集
〕
）
今
日
は
勿ナ
焼
き
そ
。
わ
か
く
さ

　
　
の
　
つ
ま
も
こ
も
れ
り
。
わ
れ
も
こ
も
れ
り
（
伊
勢
物
語
）

一
世
紀
は
遅
れ
て
ゐ
る
は
ず
の
此
歌
を
見
て
も
、
同
じ
感
じ
方
を
、
説
明
を

細
や
か
に
し
て
ゐ
る
だ
け
の
違
ひ
な
の
に
気
が
つ
く
で
あ
ら
う
。
「
つ
ま
も

こ
も
れ
り
。
わ
れ
も
こ
も
れ
り
」
と
言
ふ
だ
け
が
、
後
代
風
な
の
だ
。
「
わ

か
く
さ
も
古
草
も
ま
じ
つ
て
ゐ
て
、
娯たの
し
い
時
を
思
は
せ
て
ゐ
る
」
と
言
う

た
表
現
が
、
更
に
文
学
的
に
展
開
し
た
構
想
の
痕
が
見
え
る
。
若
草
を
枕
詞

に
転
じ
た
対
句
の
ぐ
あ
ひ
を
見
て
も
「
お
も
し
ろ
き
野
」
の
歌
が
、
近
代
化

す
れ
ば
、
か
う
な
つ
て
行
く
で
あ
ら
う
と
言
ふ
こ
と
は
考
へ
ら
れ
る
筈
だ
。
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殊
に
、
若
草
を
見
て
も
、
寝
よ
げ
な
る
触
覚
を
空
想
す
る
癖
の
引
き
続
い
て

ゐ
る
時
代
で
は
あ
る
。
此
若
草
の
伸
び
揃
う
た
時
、
其
若
草
の
陰
に
隠
れ
た

事
を
思
ふ
の
に
、
野
守
り
は
春
野
を
焼
き
は
じ
め
て
ゐ
る
。
娯
し
い
春
の
野

遊
び
も
だ
め
に
な
ら
う
と
し
て
ゐ
る
。
か
う
し
た
村
の
人
々
の
幾
代
の
経
験

が
あ
る
。
表
現
の
幾
多
の
類
型
が
あ
る
。

さ
う
言
ふ
共
有
の
い
ろ
ご
の
み
の
心
を
潤
す
の
に
十
分
で
あ
る
。
「
お
も
し

ろ
き
」
一
語
に
、
黙
会
を
予
期
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
「
を
ば
」
に
愛
惜
を

籠
め
、
「
お
も
し
ろ
き
…
…
な
焼
き
そ
」
の
二
句
を
通
じ
て
、
さ
う
し
た
境

遇
を
理
想
化
し
、
微
か
な
が
ら
美
意
識
に
移
し
て
実
感
を
柔
げ
た
、
お
ほ
ま

か
な
調
子
を
出
し
て
ゐ
る
。

此
は
、
あ
る
人
の
あ
る
時
の
痛
感
で
な
く
、
さ
う
し
た
境
涯
に
同
化
し
て
謡
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ひ
娯
し
む
人
々
の
間
に
、
自
ら
孕はら
ま
れ
て
来
る
声
で
あ
つ
た
。
三
句
四
句
へ

の
移
り
方
な
ど
も
、
茅
の
帳
・
芝
の
毳カモ
を
夢
み
る
様
に
、
鮮
や
か
で
ゐ
て
、

豊
か
な
波
を
う
つ
て
進
ん
で
ゐ
る
。
第
五
句
な
ど
も
、
拍
子
は
転
換
し
て
結

ん
で
ゐ
る
。
が
更
に
緩
や
か
に
な
つ
て
来
て
ゐ
る
。
実
感
で
な
く
気
分
だ
か

ら
で
あ
る
。

叙
事
的
な
　
　
寧
、
劇
的
な
民
謡
も
多
く
あ
る
東
歌
の
中
に
、
今
一
面
か
う

し
た
気
分
本
位
の
温
か
い
、
生
活
を
美
化
し
た
も
の
も
ま
じ
つ
て
ゐ
る
。
つ

ま
り
、
い
や
が
上
に
刺
戟
し
て
慰
み
を
感
じ
る
の
と
、
未
来
の
世
界
の
俤
に

も
似
た
「
あ
こ
が
れ
」
と
「
や
す
ら
ひ
」
と
の
姿
を
寓
し
た
物
と
が
あ
る
の

で
あ
る
。

此
な
ど
は
、
ふ
る
草
を
見
て
お
も
し
ろ
み
し
、
新
草
を
目
に
し
て
心
を
ど
り

16古代民謡の研究



す
る
生
活
の
ま
だ
ま
る
〳
〵
伝
説
化
し
な
い
時
代
で
あ
つ
た
れ
ば
こ
そ
、
直

に
流
れ
こ
ん
で
来
る
内
容
を
持
つ
た
歌
な
の
だ
。
仄ほの
か
な
軽
い
目
く
ば
せ
で

相
手
の
心
を
合
点
す
る
。
さ
う
し
た
柔
ら
い
だ
理
会
か
ら
来
て
ゐ
る
無
拘
泥

な
の
で
あ
る
。
「
今
日
は
な
焼
き
そ
」
と
「
…
…
な
刈
り
そ
ね
」
と
を
両
方

か
ら
支
柱
に
か
つ
て
、
は
じ
め
て
訣
る
程
度
の
か
す
か
な
も
の
に
な
つ
て
ゐ

る
。

此
歌
、
又
、
何
と
な
く
あ
る
恋
情
を
暗
喩
す
る
ら
し
い
様
な
気
も
す
る
。
古

草
と
若
草
と
を
、
老
若
の
女
又
は
男
と
見
て
、
其
若
い
の
は
よ
い
が
老
い
た

の
も
棄
て
難
い
。
か
う
い
つ
た
類
の
解
釈
は
、
幾
ら
で
も
試
み
ら
れ
る
。
併

し
、
ど
う
も
野
を
焼
く
と
言
ふ
譬
喩
が
、
適
当
に
は
ま
る
境
涯
が
思
は
れ
な

い
。
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ふ
ゆ
ご
も
り
　
春
の
大
野
を
や
く
人
は
、
や
き
飽
か
ぬ
か
も
。
我
が
心

　
　
や
く
（
万
葉
集
巻
七
）

な
ど
に
比
べ
る
と
、
譬
喩
と
言
ふ
べ
き
も
の
で
も
な
さ
ゝ
う
だ
。
そ
れ
よ
り

も
や
は
り
、
気
分
に
深
く
入
つ
て
ゐ
る
の
で
、
今
日
か
ら
は
、
や
ゝ
象
徴
的

な
印
象
さ
へ
受
け
る
。
新
草
を
い
つ
く
し
ん
だ
り
、
ふ
る
草
を
も
共
に
あ
は

れ
ん
だ
り
す
る
詩
人
式
の
情
愛
を
寓
す
る
歌
で
は
、
決
し
て
な
い
。
野
を
焼

く
こ
と
が
、
ま
だ
実
世
界
の
経
済
生
活
に
関
係
深
か
つ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。

さ
れ
ば
こ
そ
、
若
い
享
楽
の
壊
さ
れ
る
事
の
不
満
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
程
無
風
流
な
生
活
行
事
で
あ
つ
た
。

枕
詞
・
序
歌
に
使
ひ
、
又
其
行
事
を
非
難
す
る
物
は
あ
る
が
、
此
中
か
ら
美

を
見
出
す
風
流
は
ま
だ
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
草
刈
る
事
を
非
難
す
る
表
現
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に
馴
れ
た
人
々
で
あ
る
。
野
を
焼
く
を
悪にく
む
発
想
に
到
ら
な
い
は
ず
は
な
い
。

「
今
日
は
な
焼
き
そ
」
の
一
種
叙
事
詩
化
し
た
以
前
、
既
に
幾
多
の
怨
み
歌

が
出
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。
こ
の
歌
は
、
強
ひ
て
言
へ
ば
、
寒
気
に
閉
ぢ
ら

れ
た
冬
は
去
つ
て
、
春
の
喜
び
に
充
ち
て
ゐ
る
。
村
を
囲
む
山
へ
か
け
て
の
、

曠
野
の
往
き
来
も
自
由
に
な
つ
た
。
娯
し
い
野
山
の
行
き
会
ひ
を
思
ふ
時
、

も
う
野
山
に
火
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
る
。
暫
く
は
又
、
草
木
の
伸
び
る
の
を
待

た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
に
も
な
ら
ぬ
落
胆
で
あ
る
。

　
　
武
蔵
野
は
　
今
日
は
　
勿ナ
焼
き
そ
。
わ
か
草
の
嫩ツ
芽マ
も
こ
も
れ
り
、
冬

　
　
草
ま
じ
り

こ
ん
な
形
に
し
て
見
る
と
、
発
想
展
開
の
順
序
に
見
当
が
つ
く
。
「
…
…
と
、

予
期
ア
ラ
マ
し
た
る
野
を
ば
勿
焼
き
そ
。
ふ
る
草
に
新
草
ま
じ
り
、
生
ふ
べ
く
な
れ
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る
を
」
　
　
こ
ん
な
に
し
て
見
る
と
、
大
分
は
つ
き
り
し
て
来
る
。
若
草
・

紫
草
・
菅
其
他
に
、
恋
愛
の
聯
想
の
つ
き
纏
う
て
ゐ
る
の
も
、
此
側
に
一
つ

の
大
き
な
原
因
が
あ
る
の
だ
。

　
　
　
　
　
三

草
木
を
伐
り
、
野
を
焼
く
を
嫌
ふ
原
因
は
、
ま
だ
外
に
も
あ
る
様
だ
。

　
　
山
城
の
久
世
の
社
に
　
草
な
手タ
折ヲ
り
そ
。
し
が
時
と
、
立
ち
栄
ゆ
と
も
、

　
　
草
な
た
を
り
そ
（
万
葉
巻
七
）

此
は
禁
忌
で
あ
る
。
か
う
し
た
神
の
標シメ
野
を
犯
す
事
を
忌
む
こ
と
の
影
響
も

あ
る
。
其
に
今
一
つ
考
へ
ら
れ
る
の
は
、
木
を
伐
り
出
す
時
の
「
山
口
祭
り
」
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の
様
に
、
野
を
占
め
て
焼
く
時
の
呪
詞
が
あ
つ
た
ら
う
と
い
ふ
事
だ
。 

御  

ミ
ア
ガ

県 タ
の
神
の
祭
り
に
似
て
、
尚
す
こ
し
畏
怖
の
情
の
深
い
、
野
の
神
の
祭
り

が
行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
の
づ
ち
は
野
雷
ノ
ヅ
チ
で
、
野
の
蛇
神
で
あ
る
。
か
や

の
ひ
め
は
葺
草
場
の
神
で
あ
ら
う
。
其
外
色
々
ゐ
る
神
に
対
つ
て
す
る
呪
詞

が
、
必
、
あ
つ
て
忘
却
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

か
う
し
た
野
の
神
々
を
鎮
圧
す
る
の
が
、
村
に
対
す
る
山
の
神
の
務
め
で
あ

る
。
さ
う
し
た
呪
詞
の
断
篇
化
し
、
又
は
、
拗
曲
し
た
の
が
、
更
に
時
代
生

活
に
合
理
化
せ
ら
れ
て
行
つ
た
。
草
木
を
伐
り
、
野
を
焼
く
の
を
忌
む
と
い

ふ
に
適
し
た
恋
愛
境
遇
に
一
致
さ
せ
て
来
た
の
ら
し
い
。
さ
な
く
て
も
、
田

畠
・
移
動
耕
地
の
精
霊
は
草
を
刈
り
つ
め
ら
れ
、
火
に
焚
か
れ
て
、
神
と
な

る
風
で
あ
つ
た
か
ら
、
此
行
事
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
記
憶
も
、
変
化
し
て
、
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こ
ん
な
類
型
を
作
る
一
因
と
な
つ
た
事
で
あ
ら
う
。

右
の
順
序
を
逆
に
言
へ
ば
、
古
代
邑
落
の
男
女
媾
会
の
一
方
法
が
知
れ
る
。

野
山
を
刈
り
焚
い
て
新
神
を
作
つ
た
風
。
其
と
対
等
の
原
因
と
し
て
、
精
霊

の
所
有
な
る
未
開
拓
地
を
墾ひら
く
方
式
。
此
が
双
方
か
ら
歩
み
よ
つ
て
、
叙
事

詩
で
は
、
大
国
主
及
び
や
ま
と
た
け
る
の
焼
け
野
の
難
の
話
に
な
つ
た
。
其

呪
詞
の
一
部
が
「
さ
ね
さ
し
相
摸
サ
ガ
ム
の
小ヲ
野ヌ
に
燃
ゆ
る
火
の
、
炎
中
ホ
ナ
カ
に
立
ち
て
、

と
ひ
し
君
は
も
」
（
記
）
と
な
り
、
或
は
「
萱
な
刈
り
そ
ね
」
「
野
を
ば
勿ナ

焼
き
そ
」
な
ど
ゝ
、
夜
の
訪
れ
以
外
に
、
昼
も
野
山
で
会
ふ
と
い
ふ
結
婚
法

と
相
互
に
影
響
し
合
う
て
、
実
生
活
の
上
の
顕
著
な
様
式
を
形
づ
く
つ
た
。

更
に
三
転
し
て
、
草
野
に
こ
も
る
男
女
と
、
焼
き
囲
む
野
火
と
の
聯
想
が
、

小
説
的
に
な
つ
て
、
民
謡
に
栄
え
、
更
に
文
学
に
ま
で
も
入
る
事
に
な
つ
た
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の
で
あ
る
。
万
葉
で
は
既
に
さ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
実
生
活
と
ば
か
り
も
言

へ
な
い
の
で
あ
る
。
誇
張
と
空
想
と
芸
術
化
と
が
加
つ
て
ゐ
る
の
だ
。
必
し

も
、
歌
が
生
活
の
反
映
で
あ
つ
た
と
は
言
へ
な
い
。

す
べ
て
伝
承
の
詞
曲
の
上
の
事
を
、
悉
く
実
在
し
た
事
と
見
る
事
は
出
来
な

い
。
多
く
は
、
詞
曲
に
の
み
あ
る
事
で
あ
つ
た
り
、
其
が
反
対
に
、
実
生
活

に
移
さ
れ
た
り
、
実
生
活
様
式
と
合
一
し
た
り
し
た
物
な
る
事
を
考
へ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
殊
に
、
其
生
活
か
ら
、
庶
民
の
生
活
を
抜
き
出
す
事
の
出
来
ぬ
、

高
級
神
人
・
巫
女
の
上
に
限
つ
た
伝
承
で
あ
る
事
は
、
勿
論
で
あ
る
。
伝
承

に
出
る
至
上
階
級
の
行
動
も
、
神
・
人
の
区
別
が
な
い
。
だ
か
ら
、
人
の
世

の
事
と
思
へ
ば
、
神
話
で
あ
つ
た
り
す
る
。
草
刈
り
・
野
焼
き
の
歌
な
ど
も
、

す
べ
て
経
験
か
ら
出
て
ゐ
る
と
は
言
へ
な
い
。
歌
論
の
上
の
慣
例
を
追
う
た
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に
止
る
事
の
多
い
事
を
思
ふ
べ
き
だ
。

此
歌
の
捉
へ
処
の
な
い
様
に
見
え
る
の
は
、
或
は
既
に
、
神
の
真
言
化
し
て

考
へ
ら
れ
、
呪
文
と
せ
ら
れ
て
ゐ
た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
天
な
る
　
ひ
め
菅
原
の
茅
な
刈
り
そ
ね
。
み
な
の
わ
た
　
か
ぐ
ろ
き
髪

　
　
に
　
芥
し
着
く
も
（
万
葉
巻
七
）

譬
へ
ば
、
此
歌
な
ど
も
、
叙
事
詩
か
ら
断
篇
化
し
た
歌
ら
し
い
。
軽
大
郎
女

を
憐
ん
だ
歌
だ
ら
う
と
言
ふ
人
も
あ
る
程
だ
。
処
が
、
此
旋
頭
歌
は
、
呪
文

に
使
は
れ
た
も
の
と
見
る
方
が
よ
さ
ゝ
う
だ
。
す
る
と
「
お
も
し
ろ
き
」
も

野
焼
き
の
火
に
過
ち
な
き
様
に
な
ど
言
ふ
原
義
を
没
し
た
用
途
を
持
つ
て
ゐ

た
の
か
も
知
れ
ぬ
。

　
　
妹
な
ろ
が
　
つ
か
ふ
川
門
カ
ハ
ト
の
さ
ゝ
ら
荻ヲギ
　
あ
し
と
ひ
と
言コト
　
語
り
よ
ら
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し
も
（
万
葉
巻
十
四
）

東
歌
で
は
此
な
ど
も
、
お
な
じ
種
類
ら
し
く
思
へ
る
。

さ
て
、
ふ
り
返
つ
て
、
此
歌
の
謡
は
れ
、
又
記
録
せ
ら
れ
た
理
由
を
纏
め
よ

う
。
文
学
的
な
繊
細
さ
で
、
知
ら
れ
た
物
と
見
る
か
、
性
生
活
の
期
待
を
豊

か
に
感
じ
さ
せ
る
為
か
、
或
は
又
、
其
意
義
か
ら
退
化
し
て
、
呪
文
と
し
て

用
ゐ
ら
れ
て
来
た
も
の
か
。
か
う
し
て
見
る
と
、
最
初
の
問
題
は
、
大
分
は

つ
き
り
し
て
来
た
。

東
歌
の
悉
く
が
、
採
集
者
や
、
万
葉
集
編
纂
者
に
、
必
し
も
訣
つ
て
ゐ
た
も

の
で
な
い
事
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
此
方
面
、
即
鑑
賞
法
を
問
題

に
す
る
必
要
は
な
い
。
東
人
等
が
、
と
も
に
興
味
を
持
ち
得
た
で
あ
ら
う
か
。

其
等
の
追
窮
を
試
み
た
い
の
で
あ
る
。

25



今
の
処
私
は
、
や
は
り
第
二
説
で
あ
る
。
「
わ
が
立
ち
隠
る
べ
き
、
お
も
し

ろ
の
野
を
焼
く
な
。
野
は
ふ
る
草
ま
じ
り
新
草
生
ひ
て
、
寝ネ
好ヨ
げ
に
見
ゆ
る

を
」
と
、
か
う
説
い
て
姑
し
ば
らく
私
の
考
へ
の
、
更
に
熟
す
る
の
を
待
ち
た
い
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
四

　
　  

雨    

障  

ア
マ
ヅ
ヽ
ミ

常
す
る
君
は
、
久
方
の
き
の
ふ
の
雨
に
、
懲
り
に
け
む
か
も

　
　
（
万
葉
巻
四
）

　
　
笠
な
し
と
　
人
に
は
い
ひ
て
、 

雨 
乍 
見 

ア
マ
ヅ
ヽ
ミ

　
と
ま
り
し
君
が
　
容
儀
ス
ガ
タ
し

　
　
　
お
も
ほ
ゆ
（
万
葉
巻
十
一
）
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…
…
と
ぶ
と
り
の
　 

飛 

鳥 

壮 

ア
ス
カ
ヲ
ト
コ
が
、  

霖    

禁  

ナ
ガ
メ
イ
ミ

　
縫
ひ
し
黒
沓
　
さ
し

　
　
は
き
て
、
庭
に
た
ゝ
ず
み
…
…
（
万
葉
巻
十
六
、
竹
取
翁
の
歌
）

　
　
　
　
　
　
　
田
あ
そ
び

此
等
の
創
作
歌
及
び
民
謡
は
「
田
遊
び
」
の
行
事
に
触
れ
て
ゐ
る
。
田
遊
び

全
体
、
春
ま
つ
り
の
一
部
で
あ
つ
た
も
の
が
、
を
り
〳
〵
に
く
り
返
さ
れ
る

の
で
あ
つ
た
。
後
代
は
、
五
月
田
植
ゑ
の
際
に
行
ふ
の
を
本
位
と
す
る
様
だ
。

併
し
、
初
春
に
一
年
中
の
田
の
行
事
や
作
が
ら
を
祝
福
す
る
為
、
劇
的
な
動

作
や
歌
舞
を
行
ふ
の
が
、
春
田
打
ち
で
あ
つ
た
。
だ
が
、
此
は
、
演
者
は
神

の
資
格
で
す
る
の
だ
か
ら
、
第
二
義
以
下
の
祭
り
で
は
な
い
。
　
　
祭
り
の

語
義
と
、
用
語
例
推
移
に
つ
い
て
は
、
別
の
を
り
に
書
く
　
　
神
が
呪
詞
を

宣
す
る
第
一
義
の
祭
り
の
一
部
分
で
あ
つ
て
も
、
全
体
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
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田
遊
び
（
歌
舞
ア
ソ
ビ
）
で
は
あ
つ
て
も
、
田
祭
り
と
は
言
へ
な
い
の
だ
。
此
田
遊

び
が
、 
呪  

師 
ノ
ロ
ン
ジ

出
の
法
体
芸
人
の
手
に
移
つ
て
演
芸
化
し
た
も
の
が
、 

田  

デ
ン
ガ

楽 ク
で
あ
つ
た
。
農
村
々
々
に
よ
つ
て
、
村
人
自
身
行
ふ
処
と
、
田
楽
師
を

迎
へ
る
処
と
が
出
来
て
来
た
。
春
の
田
遊
び
が
、
五
月
の
田
植
ゑ
の
時
に
移

し
行
は
れ
て
盛
ん
に
な
る
の
は
、
如
何
に
も
、
実
感
に
適
す
る
か
ら
で
あ
る
。

田
植
ゑ
に
、
田
遊
び
を
行
ふ
の
は
、
春
田
打
ち
に
臨
ん
だ
神
で
、
や
は
り
初

春
と
一
つ
の
積
り
で
来
て
行
つ
た
の
が
、
古
い
形
だ
。
だ
か
ら
、
田
遊
び
を

行
ふ
人
は
、
異
形
を
装
ひ
、
他
界
の
霊
物
の
し
る
し
な
る
簑
を
着
て
、
顔
は

笠
其
外
の
物
で
隠
し
て
ゐ
る
。
此
に
対
し
て
、
五サ
月ヲ
処ト
女メ
（
そ
お
と
め
と
発

音
す
る
）
は
、
巫
女
の
資
格
を
持
つ
。
神
人
と
お
な
じ
く
、
頭
髪
を
深
く
、

布
・
帯
の
類
で
包
み
、
其
上
に
赭
土
・
白
粉
　
　
後
は
多
く
此
方
に
な
る
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を
塗
つ
て
、
身
を
や
つ
し
た
。

赭
土
を
「
さ
に
」
と
い
ふ
。
そ
の
「
さ
」
は
五
月
の
行
事
に
関
係
の
多
い

「
さ
」
で
あ
ら
う
。
さ
月
・
五
月
夜
・
五
月
蠅
・
さ
苗
・
さ
を
と
め
の
類
の

「
さ
」
で
あ
る
。
水
口
祭
り
と
言
ふ
の
が
、
田
植
ゑ
行
事
の
一
つ
に
あ
る
の

は
、
遠
処
の
水
の
神
に
水
を
乞
ひ
初
め
、
山
の
花
を
挿
し
て
、
稲
の
花
の
象

徴
と
す
る
行
事
で
、
此
花
の
様
に
稲
の
咲
き
実
る
様
に
と
、
日
中
に
、
神
の

贄
飯
を
ま
つ
る
の
で
あ
る
。

水
口
と
言
ふ
の
は
、
後
に
考
へ
た
水
か
け
の
口﹅
で
は
、
元
な
か
つ
た
。
水
の

灌
け
は
じ
め
で
、
口﹅
あ﹅
け﹅
も
、
山
の
上
り
口
の
神
を
ま
つ
る
も
の
と
見
て
ゐ

る
が
、
山
の
木
の
伐
り
出
し
初
め
に
す
る
行
事
、
即
其
々
の
山
の
斧
入
れ
に

当
つ
て
、
物
を
ま
つ
ら
れ
る
神
な
の
で
あ
つ
た
。
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田
植
ゑ
の
後
、
夜
、
さ
な
ぶ
り
を
行
ふ
の
が
普
通
で
あ
る
。
早
苗
饗
応
だ
と

言
ふ
説
の
当
否
は
と
に
か
く
、
田
植
ゑ
に
臨
ん
だ
神
々
を
、
賓
客
と
し
て
開

い
た
饗
宴
の
遺
風
な
の
は
、
事
実
で
あ
る
。
植
ゑ
初
め
か
ら
、
植
ゑ
了
ふ
ま

で
の
間
は
、
群
神
は
村
に
居
て
、
夜
行
す
る
故
、
此
間
は
居
籠
り
を
守
つ
て

ゐ
る
。
夜
の
、
外
出
は
き
び
し
く
忌
ん
だ
の
で
あ
る
。
神
逗
留
の
間
は
ま
つ

り
と
言
ふ
に
は
当
ら
な
い
。
神
が
能
動
的
に
ふ
る
ま
ひ
、
人
は
水
口
祭
り
以

外
に
は
、
神
に
向
つ
て
す
る
事
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
な
ぶ
り
の
饗
宴
は
、
果
し
て
古
く
か
ら
あ
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
か
。
神
の

行
ふ
べ
き
行
事
は
、
悉
く
田
遊
び
で
尽
き
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
、
此
さ
な
ぶ
り

は
、
田
植
ゑ
に
必
須
条
件
で
は
な
か
つ
た
ら
し
い
。
唯
こ
の
夜
、
家
々
の
男

は
悉
く
外
に
出
て
、
処
女
或
は
巫
女
の
資
格
あ
る
女
が
、
協
同
作
業

ユ

ヒ

の
斎
屋
イ
ミ
ヤ
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或
は
個
々
の
家
　
　
に
待
ち
申
し
て
、
此 

客  

人 

マ
レ
ビ
ト

を
も
て
な
す
事
が
行

は
れ
た
ら
し
い
。
此
が
、
陰
陽
道
の
五
月
の
端
午
の
節
供
に
習
合
せ
ら
れ
た

の
で
あ
つ
た
。
世
間
で
男
の
節
供
と
言
ひ
な
が
ら
、
此
夜
に
限
つ
て
、
家
々

を
女
の
家
と
言
ひ
習
し
て
来
た
　
　
女
殺
油
地
獄
の
中
　
　
の
は
、
男
の
物

忌
み
で
家
に
居
ぬ
日
だ
つ
た
か
ら
で
あ
る
。
殊
に
少
青
年
の
行
動
は
戒
め
ね

ば
な
ら
ぬ
様
で
あ
つ
た
。

端
午
の
節
の
斎
戒
は
、
男
が
守
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
為
、
男
の
節
供
と
し

て
、 

人  

形 

ヒ
ト
ガ
タ

を
据
ゑ
て
穢
邪
を
移
し
、
又
ゆ
き
あ
ひ
ま
つ
り
（
交
叉
期
の
祭

り
）
の
考
へ
か
ら
出
た
邪
鬼
　
　
夜
行
神
の
恐
れ
が
転
じ
て
　
　
の
来
襲
を

防
ぐ
備
へ
を
す
る
日
に
な
つ
た
。
併
し
、
五
月
幟
の
類
は
、
一
つ
は
田
植
ゑ

に
来
訪
す
る
神
を
迎
へ
る
招ヲ
ぎ
代シロ
な
る
青
山
（
標
の
山
の
類
）
の
変
化
で
も
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あ
り
、
又
神
人
た
る
べ
き
若
者
の
、
神
意
に
よ
つ
て
、
指
さ
れ
た
住
む
家
の

目
あ
て
に
な
る
も
の
ら
し
い
。
つ
ま
り
は
、
斎
居
イ
モ
ヰ
の
宿
の
し
る
し
か
ら
拡
つ

た
の
で
あ
る
。

我
が
国
で
は
、
あ
る
時
代
か
ら
、
多
く
四
五
月
の
間
を
、
成
年
戒
・
成
女
戒

を
村
の
青
年
処
女
に
授
け
る
時
期
と
す
る
様
に
な
つ
た
ら
し
い
。
成
年
戒
を

授
か
つ
た
後
の
男
子
は
、
忌
み
日
と
し
て
外
に
集
つ
て
居
籠
る
の
で
は
な
く
、

神
人
の
一
人
と
し
て
、
群
行
神
の
一
人
に
扮
し
て
、
女
の
家
に
訪
れ
て
行
く

資
格
を
得
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
男
に
な
つ
た
し
る
し

古
代
に
は
、
成
年
戒
を
授
か
る
の
は
、
初
春
よ
り
も
、
此
五
月
の
夜
に
多
か

つ
た
ら
し
い
。
中
部
・
西
部
諸
国
に
亘
つ
て
あ
る
或
神
の
氏
子
の
男
の
し
る
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し
の
曲
つ
て
ゐ
る
と
言
ふ
伝
承
は
、
意
外
な
程
広
く
、
多
く
語
ら
れ
て
ゐ
る
。

其
は
、
成
年
戒
を
受
け
た
時
の
印
象
か
ら
出
た
言
ひ
習
し
ら
し
い
。

又
一
方
、
神
人
た
る
資
格
の
有
無
は
、
男
精
に
特
殊
な
形
を
備
へ
て
生
れ
る

も
の
と
も
考
へ
ら
れ
た
か
も
知
れ
な
い
。
其
し
る
し
の
特
徴
を
言
ふ
根
本
の

理
由
は
、
成
年
戒
を
受
け
な
い
で
、
神
人
の
資
格
な
し
に
死
ん
だ
者
は
、
死

者
の
霊
の
到
り
集
つ
て
ゐ
る
彼
岸
の
理
想
国
、
常
世
に
行
く
事
が
出
来
な
い
。

成
年
戒
を
授
か
つ
た
者
は
、
神
と
な
れ
る
神
聖
な
る
神
格
を
受
け
た
の
で
あ

る
。
受
戒
期
間
は
山
に
籠
つ
て
、
花
か
づ
ら
を
す
る
。
其
は
女
も
し
た
。

　
　
は
ね
蘰
カ
ヅ
ラ　
今
す
る
妹
を
う
ら
若
み
、
い
ざ
、
率イザ
川
の
音
の
さ
や
け
さ

　
　
（
万
葉
巻
七
）

此
蘰
の
花
草
が
、
神
人
と
な
つ
た
し
る
し
で
、
兼
ね
て
一
般
成
年
男
子
の
神
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事
奉
仕
の
際
の
斎
み
の
し
る
し
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
受
戒
し
な
い

人
の
葬
式
に
は
、
花
を
摘
ん
で
、
棺
や
頭
陀
袋
に
入
れ
る
風
の
、
処
々
に
あ

る
訣
が
知
れ
る
。
此
花
蘰
が
、
支
那
伝
承
の
端
午
の
信
仰
と
合
体
し
て
、
菖

蒲
鉢
巻
が
、
少
年
の
頭
に
纏
は
れ
る
風
を
生
じ
た
の
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
雨
づ
ゝ
み
・
長
雨
斎
み

万
葉
に
あ
る
「
雨
づ
ゝ
み
」
「
長
雨
斎

ナ
ガ
メ
イ

み
」
な
ど
言
ふ
語
は
、
雨
季
の
五
月

の
居
籠
り
を
言
ふ
の
で
、
雨
の
為
に
出
ら
れ
ず
に
、
こ
も
つ
て
ゐ
る
義
で
は

な
い
。

八
重
山
島
の
あ
る
村
で
は
、
尻
の
亀
の
尾
の
辺
に
、
特
徴
を
与
へ
る
の
が
、

成
年
戒
を
授
け
た
し
る
し
と
す
る
。
兄
若
い
衆
に
当
る
者
が
二
人
で
、
受
戒

者
の
臀
を
下
に
手
足
を
持
つ
て
吊
り
あ
げ
て
、
あ
る
聖
な
る
石
の
上
に
、
尾
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骶
骨
を
打
ち
つ
け
る
。
か
う
し
た
風
も
あ
る
と
思
へ
ば
、
割
礼
を
施
す
以
外

に
、
神
秘
の
条
件
に
叶
う
た
ら
し
く
感
ぜ
ら
れ
る
。

神
と
し
て
の
資
格
を
完
全
に
得
る
為
、
物
斎
モ
ノ
イ
み
を
家
に
居
て
す
る
間
の
禁
欲

生
活
を
遂
げ
さ
せ
る
為
、
し
る
し
を
曲
げ
て
縛
つ
て
置
き
な
ど
し
た
信
仰
伝

承
が
あ
つ
た
か
と
思
ふ
。
其
が
諺
化
し
、
伝
承
化
し
て
氏
子
の
特
徴
の
言
ひ

習
し
を
生
ん
だ
ら
し
い
。
古
代
人
は
、
は
か
ま
は
穿
い
て
ゐ
た
が
、
ふ
も
だ

し
は
常
用
し
な
か
つ
た
ら
し
い
。
ふ
も
だ
し
の
、
生
き
物
を
繋
ぐ
用
途
か
ら
、

男
精
を
縛
る
布
の
名
に
も
し
た
の
で
あ
ら
う
。

我
々
の
間
に
段
々
行
は
れ
な
く
な
つ
て
来
た
ふ
ん
ど
し
は
、
実
は
物
忌
み
の

間
、
貞
操
帯
の
様
な
役
を
し
た
物
で
あ
ら
う
。
ど
う
言
ふ
風
に
す
る
か
想
像

出
来
ぬ
が
、
し
る
し
な
る
物
を
堅
く
結
ん
で
あ
つ
た
と
見
え
る
。
其
を
解
き
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ほ
ぐ
し
て
や
る
の
は
長
老
の
権
力
で
、
さ
な
ぶ
り
後
の
一
夜
だ
け
で
あ
つ
た

ら
う
。
次
の
期
の
神
事
の
物
忌
み
ま
で
は
、
褌
ハ
カ
マを
は
く
事
を
許
し
た
も
の
と

見
て
よ
か
ら
う
。

其
故
、
若
い
衆
入
り
に
、
ふ
ん
ど
し
を
緊
め
て
、
初
め
て
若
衆
宿
に
挨
拶
に

行
く
も
あ
り
、
氏
神
へ
詣
る
の
も
あ
る
の
だ
。
神
人
と
し
て
の
物
忌
み
初
め

の
し
き
た
り
で
あ
つ
た
の
だ
。
此
が
段
々
受
戒
者
の
誇
り
と
な
つ
て
、
常
に

も
自
ら
緊
め
て
、
自
由
に
解
き
も
し
、
ふ
も
だ
し
と
し
て
の
厳
し
い
束
縛
を

段
々
緩
く
、
自
由
に
し
て
行
つ
た
の
だ
。

か
う
し
た
ふ
も
だ
し
は
、
若
い
衆
の
常
用
品
と
な
つ
て
来
た
。
新
受
戒
者
は
、

殊
に
厳
重
な
束
縛
か
ら
、
始
め
て
一
夜
ヒ
ト
ヨ
づ
ま
の
居
る
、
女
の
家
に
入
る
。
此

記
憶
が
、
長
く
印
象
を
、
当
然
神
人
の
一
員
と
な
る
べ
き
氏
子
の
男
、
其
し
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る
し
に
加
へ
ら
れ
る
神
秘
の
制
約
、
其
処
の
折
り
曲
げ
ら
れ
る
し
き
た
り
、

此
条
々
が
、
か
う
し
た
氏
子
の
特
徴
を
考
へ
さ
せ
た
、
村
々
の
長
い
信
仰
生

活
が
思
は
れ
る
の
で
あ
る
。

た
ぶ
さ
き
は
、
古
い
語
だ
が
、
ふ
も
だ
し
と
は
、
別
物
で
あ
る
。
緊
め
る
も

の
で
は
な
く
、
腹
と
背
と
の
間
を
越
え
て
、
余
り
を
小
さ
い
き
れ
の
様
に
垂

れ
て
ゐ
た
も
の
ら
し
い
。

た
ぶ
さ
く
と
い
ふ
動
詞
は
、
日
本
紀
に
も
見
え
て
ゐ
る
。
さ
う
し
た
物
の
挟

み
様
や
、
た
ぐ
り
上
げ
方
を
言
ふ
語
の
、
名
詞
化
し
た
物
で
あ
ら
う
。
は
か

ま
は
日
常
に
も
つ
け
る
物
で
、
た
ぶ
さ
き
は
、
神
事
に
著
け
る
品
で
、
奴
隷

と
し
て
の
服
従
を
示
す
も
の
ら
し
い
。
極
端
な
服
従
を
示
す
場
合
に
は
、
此

を
著
け
て
、
相
手
の
前
に
出
て
誓
う
た
ら
し
く
、
其
が
段
々
、
人
々
に
も
使
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は
れ
る
様
に
な
つ
た
の
で
あ
ら
う
。

ふ
も
だ
し
が
物
忌
み
衣
の
一
つ
で
、
男
子
専
用
の
物
で
あ
つ
た
事
は
、
段
々

証
拠
が
あ
る
。
此
を
緊
め
た
裸
身
の
上
か
ら
、
簑
を
著
て
、
田
遊
び
・
夜
田

植
ゑ
、
其
他
の
神
事
に
、
神
の
一
員
と
し
て
出
た
も
の
ら
し
い
。

成
年
戒
授
与
の
儀
は
、
元
、
初
春
に
行
は
れ
た
ら
し
い
が
、
後
に
は
、
色
々

の
日
ど
り
を
、
村
々
で
定
め
た
ら
し
い
。
そ
の
中
で
、
節
分
の
夜
に
行
は
れ

た
形
式
が
、
殊
に
著
し
い
。
だ
が
、
四
月
・
五
月
の
頃
、
田
植
ゑ
前
に
授
戒

し
て
、
長
雨
斎

ナ
ガ
メ
イ

み
を
経
た
後
、
田
遊
び
や
、
五
月
夜

サ

ヨ

の
遊
行
に
出
さ
せ
た
ら

し
い
の
で
あ
る
。

女
の
授
戒
も
、
四
月
上
旬
か
ら
中
旬
に
亘
つ
て
　
　
平
安
朝
か
ら
も
見
え
た

　
　
村
々
で
せ
ら
れ
た
。
山
ご
も
り
に
、
成
女
戒
を
受
け
、
同
時
に
早
処
女

サ
ヲ
ト
メ
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に
出
る
資
格
を
得
た
。

男
の
も
、
恐
ら
く
此
前
後
に
行
は
れ
、
授
戒
の
済
ん
だ
者
は
、
や
は
り
山
ご

も
り
を
長
く
続
け
さ
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
ふ
。
此
が
、
貌かほ
つ
き
を
替
へ
て
、

大
峰
山
上
で
す
る
御
嶽
精
進
に
も
な
つ
た
。
此
は
、
平
安
中
期
に
も
既
に
見

え
た
事
だ
。
と
り
わ
け
、 

新  

達 

シ
ン
ダ
チ

な
ど
俗
に
謂
ふ
初
登
山
の
若
者
は
、
先
達

か
ら
苦
し
め
ら
れ
た
。

石
を
堆つ
ん
で
人
を
埋
め
た
石
こ
つ
み
の
話
、
謡
曲
に
残
る
谷
行
の
作
法
な
ど

は
、
成
年
戒
の
苦
し
み
の
物
語
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
天
狗
が
胯また
を
裂
く
と

い
ふ
信
仰
も
、
此
に
関
係
が
あ
る
様
だ
。
さ
う
し
て
、
山
を
出
る
と
、
精
進

落
し
と
言
ふ
が
、
大
峰
入
り
の
数
を
重
ね
た
年
長
者
が
、 

新  

達 

シ
ン
ダ
チ

を
大
和
・

紀
州
の
平
原
の
田
舎
色
町
に
連
れ
出
し
て
、
女
に
会
う
道
を
知
ら
せ
る
。
こ
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ん
な
し
き
た
り
は
、
伊
勢
参
宮
の
形
で
行
ふ
地
方
も
あ
る
。
国
々
に
は
、
此

意
味
の
初
参
詣
が
、
霊
山
・
聖
地
に
行
は
れ
て
居
も
し
、
居
た
事
は
、
近
頃

も
多
い
。

端
午
が
、
漢
人
伝
来
の
節
の
斎
み
で
あ
る
の
に
、
恰
あ
た
かも
当
る
五
月
の
早
苗
時

の
信
仰
を
持
つ
て
行
つ
た
の
で
あ
つ
た
。

な
が
め
い
み
は
、
皐
月
の
神
と
な
る
物
忌
み
だ
と
言
う
た
。
而
も
、
成
年
戒

に
関
係
深
い
事
を
述
べ
て
お
い
た
。

万
葉
で
は
、
意
義
合
理
化
せ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
女
に
あ
は
ぬ
長
い
間
の
禁
欲

生
活
と
い
ふ
義
を
含
ん
で
ゐ
た
証
拠
を
一
つ
あ
げ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
世
に
経
る
な
が
め

古
事
記
に
あ
る
「
長
目
を
経
し
め
た
ま
ふ
」
と
言
ふ
語
が
、
其
で
あ
る
。
主
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上
の
、
快
か
ら
ぬ
貢
女
に
施
さ
れ
た
冷
遇
法
で
あ
つ
た
。

媾
を
断
つ
て
久
し
い
事
が
、
な
が
め
を
言
ふ
と
説
く
か
、
欲
情
生
活
の
空
虚

か
ら
来
る
、
つ
れ
／
″
＼
な
憂
鬱
ナ
ガ
メ
を
思
ひ
知
ら
し
め
た
事
で
、
な
が
め
は
、

　
　
花
の
色
は
　
移
り
に
け
り
な
。
い
た
づ
ら
に
　
我
が
身
世
に
経
る
　
な

　
　
が
め
せ
し
ま
に
（
古
今
巻
二
）

　
　
起
き
も
せ
ず
　
寝
も
せ
で
　
夜
を
明
し
て
は
、
春
の
物
と
て
　
な
が
め

　
　
暮
し
つ
（
古
今
巻
十
三
）

な
ど
の
な
が
め
だ
と
言
ふ
か
す
れ
ば
、
今
の
処
正
し
い
説
と
見
ら
れ
る
だ
ら

う
。
平
安
朝
の
な
が
め
は
、
禁
欲
或
は
、
人
に
会
ふ
を
得
ぬ
不
満
か
ら
起
る
、

わ
び
し
さ
、
や
る
せ
な
さ
を
用
語
例
と
し
て
ゐ
る
。
だ
が
「
経フ
る
」
は
現
状

の
ま
ゝ
、
時
の
経
つ
事
に
な
る
。
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な
が
め
は
、
な
が
め
い
み
か
ら
出
て
固
定
し
た
語
で
、
五
月
の
「
雨
期
虔

ア
マ
ヅ
ヽ

み
」

と
い
ふ
語
が
あ
る
以
上
、
な
が
め
い
み
は
、
霖
雨
期
に
当
つ
て
の
、
禁
欲
・

不
外
出
の
つ
れ
／
″
＼
を
思
ひ
沁
む
、
成
年
男
子
の
毎
年
の
経
験
か
ら
来
て
、

な
が
め
と
略
し
て
も
訣
る
程
、
広
く
久
し
く
用
ゐ
ら
れ
て
居
た
様
で
あ
る
。

古
事
記
に
、
な
が
め
の
略
形
を
使
う
て
ゐ
る
の
に
、
万
葉
に
な
が
め
い
み
を

使
う
た
の
は
、
年
代
の
上
に
、
異
な
考
へ
を
持
つ
か
も
知
れ
ぬ
。
が
、
此
語

の
出
た
万
葉
の
竹
取
翁
の
長
歌
な
ど
は
、
奈
良
朝
初
期
、
或
は
藤
原
朝
の
儒

者
の
手
に
な
つ
た
も
の
と
考
へ
て
も
よ
い
の
だ
か
ら
、
古
事
記
の
此
条
の
原

文
が
、
口
唱
し
始
め
ら
れ
た
時
代
よ
り
は
遅
れ
て
居
る
か
も
知
れ
ぬ
。
強
ち

に
万
葉
の
方
の
語
を
新
し
く
拗
曲
し
た
、
変
態
の
も
の
と
は
言
へ
ぬ
。

藤
原
・
奈
良
の
間
に
は
、
な
が
め
い
み
と
も
、
な
が
め
と
も
言
う
て
居
た
の
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で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
平
安
期
に
入
つ
て
な
が
め
ば
か
り
を
使
ひ
、
眺
め
の
字

を
宛
て
る
な
が
め
と
混
同
し
て
、
な
が
む
・
な
が
む
る
な
ど
ゝ
も
言
ふ
様
に

な
つ
た
も
の
だ
ら
う
。

な
が
め
い
み
は
、
五
月
の
雨
期
の
忌
み
が
、
飛
鳥
・
藤
原
朝
の
頃
か
ら
、
農

村
の
重
大
事
と
な
つ
て
来
て
、
其
長
期
の
禁
欲
生
活
の
印
象
が
、
此
語
及
び
、

略
形
や
、
其
成
語
な
ど
に
、
媾
事
遮
断

ツ
マ
サ
カ
リ

の
苦
痛
や
、
焦
慮
・
空
虚
感
を
表
す

様
に
導
い
た
と
見
ら
れ
る
。

田
植
ゑ
時
の
村
の
男
の
神
人
生
活
、
五
月
頃
行
は
れ
た
成
年
戒
の
事
情
か
ら
、

氏
子
の
身
の
特
徴
の
言
ひ
習
し
へ
説
き
進
ん
で
、
農
村
の
五
月
前
か
ら
の
物

忌
み
の
、
最
、
長
い
も
の
と
な
つ
た
時
代
の
俤
を
写
し
て
見
た
。
農
村
の
細

民
ま
で
、
一
般
に
服
し
た
斎
忌
だ
か
ら
、
と
り
わ
け
て
著
し
く
な
つ
た
の
だ
。
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他
の
季
節
・
祭
事
の
物
忌
み
は
、
村
・
国
の
長
上
者
や
、
神
官
に
限
る
の
が

多
い
か
ら
、
そ
れ
程
目
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
春
の
祭
り
に
臨

ま
れ
る
ま
で
の
主
上
の
冬
ご
も
り
な
ど
は
、
古
代
に
溯
る
程
、
久
し
く
忍
び

難
い
程
の
静
止
・
精
進
の
生
活
を
経
さ
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
天
つ
罪

天
つ
ゝ
み
の
説
明
伝
説
は
、
記
・
紀
時
代
の
物
語
に
は
、
す
さ
の
を
の
天
上

に
お
け
る
行
為
を
起
原
と
し
て
ゐ
る
。
だ
が
、
此
が
皆
田
植
ゑ
の
行
事
と
関

係
が
あ
り
、
五
月
夜

サ

ヨ

の
事
に
な
り
、
簑
笠
を
言
ふ
処
を
見
る
と
、
昔
か
ら
の

説
は
、
古
代
論
理
を
考
へ
な
さ
過
ぎ
た
為
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

即
、
雨
つ
ゝ
み
の
言
語
情
調
が
変
つ
て
、
天
つ
罪
と
な
つ
た
。
後
世
人
に
は
、
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雨
つ
ゝ
み
と
す
る
の
は
、
天
上
に
お
け
る
す
さ
の
を
の
罪
が
、
此
地
上
に
も

亦
、
天
つ
罪
の
行
は
れ
る
時
だ
か
ら
と
考
へ
た
の
で
あ
る
。

す
さ
の
を
の
天
つ
罪
を
行
う
た
後
、
贖
あ
が
なひ
と
し
て
、
田
を
元
の
如
く
す
る
様

を
、
神
人
と
し
て
演
ず
る
の
だ
、
と
い
ふ
風
に
解
す
る
時
代
が
、
あ
つ
た
に

違
ひ
な
い
。
わ
た
し
は
古
来
難
義
の
「
天
つ
罪
」
は
「 

霖  

斎 

ア
マ
ツ
ヽ

み
」
の
伝
承

か
ら
、
語
義
ま
で
変
つ
た
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
。
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