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は
じ
め
に

　

日
本
最
古
の
書
物
と
い
わ
れ
る
『
万
葉
集
』（
全
二
十
巻
）
に
は
四
五
一
六
首
の

歌
が
収
め
ら
れ
、
そ
の
年
代
は
五
世
紀
初
頭
の
仁
徳
朝
か
ら
奈
良
淳じ

ゆ
ん
に
ん仁
朝
天
平
宝

字
三
年
（
七
五
九
）
正
月
ま
で
の
約
三
五
〇
年
に
わ
た
り
ま
す
。
た
だ
し
、
舒じ

よ
め
い明

朝
以
前
の
作
は
後
代
の
人
に
よ
る
仮
託
歌
と
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
実
際
の
制
作
年

代
は
舒じ

よ
め
い明
朝
（
六
二
九
）
か
ら
淳じ
ゆ
ん
に
ん仁
朝
（
七
五
九
）
の
約
一
三
〇
年
間
と
な
り
ま

す
。

　
『
万
葉
集
』
に
は
、
一
五
〇
種
類
以
上
の
植
物
が
歌
わ
れ
て
お
り
、
植
物
に
関
係

す
る
歌
は
二
千
首
近
く
に
達
し
ま
す
。
そ
の
多
く
は
食
用
・
薬
用
・
衣
料
・
染
料
・

建
築
用
・
工
芸
用
な
ど
の
実
用
的
な
植
物
で
あ
り
、
観
賞
用
と
し
て
の
植
物
は
少
な

く
、
植
物
を
含
め
季
節
の
景
物
に
対
す
る
文
芸
意
識
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
平
城
遷

都
（
七
一
〇
）
以
後
の
天て

ん
ぴ
よ
う平
初
期
で
す
。

　

そ
こ
で
本
講
座
で
は
、
風
流
の
対
象
と
し
て
歌
わ
れ
た
植
物
で
は
な
く
、
人
生
の

節
目
に
万
葉
の
人
々
と
共
に
あ
っ
た
植
物
に
焦
点
を
当
て
、
植
物
を
通
し
当
時
の

彼
ら
の
想
い
に
迫
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
は
、『
万
葉
集
』
の
三
大

部
立
の
う
ち
の
挽ば

ん
か歌
、
そ
の
は
じ
め
で
あ
る
有あ
り
ま
の
み
こ

間
皇
子
の
自
傷
歌
を
取
り
上
げ
、
そ

こ
に
歌
わ
れ
た
椎
の
葉
を
通
し
、
有
間
皇
子
の
悲
し
み
に
迫
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
本
学
に
は
『
万
葉
集
』
に
歌
わ
れ
た
四
一
種
の
植
物
を
歌
と
と
も
に
鑑
賞
で

き
る
よ
う
に
し
た
さ
さ
や
か
な
施
設
「
万
葉
の
杜も

り
」
が
ご
ざ
い
ま
す
。
本
講
座
で
は
、

最
後
に
「
万
葉
の
杜
」
を
動
画
に
て
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

一　
『
万
葉
集
』
概
略

　

有
間
皇
子
の
歌
を
鑑
賞
す
る
前
に
、『
万
葉
集
』
の
概
略
を
お
話
し
し
て
お
き
ま

す
。

　

ま
ず
『
万
葉
集
』
の
年
代
で
す
が
、
成
立
年
は
不
明
で
す
。
収
載
歌
の
最
下
限
が

七
五
九
年
（
天
平
宝
字
三
年
）
正
月
の
大お

ほ
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
の
歌
で
す
の
で
、
そ
こ
か
ら
収

載
歌
の
作
歌
年
代
は
仁
徳
朝
（
五
世
紀
初
頭
）
か
ら
淳
仁
朝
七
五
九
年
正
月
と
分
か

り
ま
す
。
た
だ
、
先
程
も
少
し
申
し
上
げ
ま
し
た
が
、
仁
徳
朝
か
ら
推
古
朝
の
作
は
、

三
百
年
も
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
人
の
歌
人
の
も
の
し
か
収
録
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
の
三
人
は
磐い

わ
の
ひ
め
の
お
ほ
き
さ
き

姫
皇
后
、
軽か
る
の
お
ほ
い
ら
つ
め

大
郎
女
、
雄ゆ
う
り
や
く
て
ん
の
う

略
天
皇
と
い
ず
れ
も
伝
承
上
の

有
名
人
ば
か
り
で
す
の
で
、
後
代
の
人
が
伝
承
に
仮
託
し
て
作
っ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
従
っ
て
舒
明
朝
（
六
二
九
～
六
四
一
）
以
後
の
約
百
二
、三
十
年
が
実
質

的
な
制
作
年
代
で
す
。

　

こ
の
一
三
〇
年
間
を
便
宜
上
四
期
に
分
け
る
こ
と
が
多
い
で
す
。
第
一
期
は
舒
明

朝
か
ら
壬じ

ん
し
ん申
の
乱
ま
で
を
指
し
、
宮
廷
儀
礼
関
連
の
歌
が
多
く
、
作
者
に
皇
族
が

目
立
つ
と
い
う
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
今
日
取
り
上
げ
る
有
間
皇
子
は
第
一
期
の
典
型

的
な
歌
人
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
皇
族
以
外
の
歌
人
で
は
額ぬ

か
た
の
お
ほ
き
み

田
王
な
ど
が
い
ま

す
。

　

第
二
期
は
奈
良
平
城
京
遷
都
ま
で
を
さ
し
ま
す
。
第
二
期
の
歌
は
乱
後
の
安
定
と

［
公
開
講
座  

人
物
で
語
る
日
本
文
化  

講
演
録
３
］
二
〇
一
一
年
ニ
月
一
九
日
講
演
実
施

万
葉
人
の
愛
し
た
植
物

―
本
学
・
万
葉
の
杜
を
歩
く
―栃

尾
　
有
紀
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万葉人の愛した植物―本学・万葉の杜を歩く―

繁
栄
の
中
に
あ
る
と
い
わ
れ
、
皇
族
以
外
の
歌
も
増
え
ま
す
。
有
名
な
歌
人
で
は

柿か
き
の
も
と
の
ひ
と
ま
ろ

本
人
麻
呂
や
高た
け
ち
の
く
ろ
ひ
と

市
黒
人
が
い
ま
す
。

　

第
三
期
は
遷
都
以
後
の
主
な
歌
人
の
活
動
が
終
わ
る
七
三
三
年
頃
ま
で
を
指
し

ま
す
。
律
令
制
下
で
風
雅
な
歌
が
志
向
さ
れ
ま
し
た
。
山や

ま
の
べ
の
あ
か
ひ
と

辺
赤
人
、
笠か
さ
の
か
な
む
ら

金
村
、

車く
る
ま
も
ち
の
ち
と
せ

持
千
年
な
ど
の
宮
廷
歌
人
、
筑ち
く
し紫
歌
壇
を
形
成
し
た
大お
ほ
と
も
の
た
び
と

伴
旅
人
、
山や
ま
の
う
え
の
お
く
ら

上
憶
良

な
ど
の
貴
族
、
官
僚
、
他
に
伝
説
を
歌
っ
た
高た

か
は
し
の
む
し
ま
ろ

橋
虫
麻
呂
が
い
ま
す
。

　

第
四
期
は
天
平
文
化
の
時
代
で
あ
り
、
内
乱
が
続
発
し
律
令
体
制
に
ひ
び
が
入
っ

た
時
代
で
も
あ
り
ま
し
た
。
家
持
関
係
の
貴
族
に
よ
る
宴え

ん
せ
き
か

席
歌
、
相そ
う
も
ん
ぞ
う
と
う
か

聞
贈
答
歌
が
多

い
と
い
う
特
徴
が
あ
り
、
坂さ

か
の
う
え
の
い
ら
つ
め

上
郎
女
、
笠か
さ
の
い
ら
つ
め

女
郎
、
狭さ
の
の
お
と
が
み
の
を
と
め

野
弟
上
娘
子
な
ど
女
性
歌

人
が
目
立
ち
ま
す
。
ま
た
他
に
防さ

き
も
り
う
た

人
歌
が
あ
り
ま
す
。

　

次
に
『
万
葉
集
』
の
成
立
に
つ
い
て
で
す
が
、『
万
葉
集
』
全
二
十
巻
は
一
回
的

に
成
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
歌
集
の
構
造
や
編
纂
方
法
な
ど
の
内
部
微
証
か
ら
、
そ

の
編
纂
過
程
は
複
数
次
に
わ
た
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
の
姿
に
整

え
ら
れ
た
の
は
平
安
朝
初
期
の
桓
武
・
平
城
朝
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
ま
す
。『
古
事
記
』

が
七
一
二
年
に
成
立
し
、『
日
本
書
紀
』
が
七
二
〇
年
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
考

え
る
と
、『
万
葉
集
』
は
意
外
に
新
し
い
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

原
核
と
な
っ
た
歌
集
の
最
初
の
結
果
は
持
統
朝
か
ら
文
武
朝
に
か
け
て
の
こ
と

で
、
持
統
上
皇
存
命
中
の
文
武
朝
に
現
巻
一
前
半
部
の
五
三
首
本
と
し
て
成
立
し
ま

し
た
。
編
纂
の
発
意
は
持
統
上
皇
で
、
そ
の
意
図
は
舒
明
皇
統
と
そ
の
繁
栄
を
寿
ぐ

と
こ
ろ
に
あ
っ
た
よ
う
で
す
。「
持
統
」
と
い
う
諡し

ご
う号
が
血
統
を
維
持
す
る
と
い
う

意
味
で
あ
る
こ
と
を
思
う
と
、
持
統
が
こ
の
よ
う
な
歌
集
を
編
も
う
と
考
え
た
意
図

も
十
分
に
理
解
で
き
ま
す
。

　

血
統
を
維
持
す
る
と
い
う
持
統
の
願
い
も
空
し
く
孫
・
文
武
は
二
五
歳
の
若
さ

で
亡
く
な
り
、
文
武
の
母
・
阿あ

べ
の
ひ
め
み
こ

閉
皇
女
が
即
位
し
元
明
朝
と
な
り
、
つ
い
で
文
武

の
姉
・
氷ひ

た
か
の
ひ
め
み
こ

高
皇
女
が
即
位
し
元
正
朝
と
な
り
ま
す
。
文
武
の
遺
児
で
あ
る
首お
び
と
皇の
み
こ子

（
聖
武
）
即
位
ま
で
の
中
継
ぎ
の
天
皇
と
し
て
即
位
し
た
こ
の
二
人
の
女
帝
の
時
代

に
追
補
の
発
意
が
あ
り
、
現
巻
一
の
原
形
と
現
巻
二
の
原
形
と
が
形
成
さ
れ
ま
し

た
。
巻
一
は
雑ぞ

う
か歌
を
収
め
た
巻
で
あ
り
、
巻
二
に
は
相そ
う
も
ん聞
と
挽
歌
が
治
め
ら
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
巻
一
・
巻
二
を
も
っ
て
雑
歌
・
相
聞
・
挽
歌
の
三
大
部
立
が
出
揃
っ
た

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
、
聖
武
即
位
の
七
四
五
年
頃
に
再
び
本
格
的
な
増
補
が
行
わ
れ
、
本
編

十
五
巻
（
現
在
巻
一
～
十
五
）、
付
録
一
巻
（
現
巻
十
六
）
か
ら
な
る
大
部
の
歌
集

へ
と
成
長
を
遂
げ
ま
す
。
古
く
か
ら
『
万
葉
集
』
の
編
者
の
一
人
と
さ
れ
て
き
た
大

伴
家
持
の
関
与
は
、
こ
の
七
四
五
年
頃
の
こ
と
で
す
。

　

時
を
経
て
、
桓
武
朝
の
七
八
一
年
、
皇
太
子
早さ

わ
ら良
親
王
の
春
宮
大
夫
を
兼
務
す
る

こ
と
に
な
っ
た
大
伴
家
持
に
よ
り
二
十
巻
本
に
向
け
て
本
格
的
な
作
業
が
開
始
さ

れ
、
皇
統
賛
美
歌
集
と
し
て
成
長
を
遂
げ
て
き
た
『
万
葉
集
』
は
集
大
成
へ
の
道
を

見
出
し
ま
す
。『
万
葉
集
』
と
い
う
書
名
は
、
ど
の
時
点
で
つ
け
ら
れ
た
の
か
不
明

で
す
が
、
皇
統
の
維
持
を
望
ん
だ
天
皇
と
臣
下
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
経
緯
を

も
つ
歌
集
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
「
万
世
」「
万
代
」
の
意
で
し
ょ
う
。

　
『
万
葉
集
』
の
概
略
の
最
後
に
、
歌
体
と
編
纂
方
法
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
ま
す
。

『
万
葉
集
』
の
歌
体
に
は
、
短
歌
と
長
歌
、
そ
の
ほ
か
に
少
数
で
す
が
旋せ

ど
う
か

頭
歌
と

仏ぶ
つ
そ
く
せ
き
か

足
石
歌
が
あ
り
ま
す
。
九
割
を
超
え
る
短
歌
が
中
心
を
な
し
て
い
て
、
短
歌
以
外

の
歌
体
は
時
代
が
下
る
ほ
ど
減
少
し
て
い
く
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

編
纂
方
法
は
、『
文も

ん
ぜ
ん選
』
な
ど
の
漢
詩
集
に
倣
っ
た
雑
歌
・
相
聞
・
挽
歌
な
ど
の

部
立
に
よ
る
内
容
別
類
聚
方
式
が
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
雑
歌
は
、
各
種
の
宮
廷

儀
礼
・
行
幸
・
饗
宴
な
ど
の
歌
を
中
心
と
し
て
お
り
、
公
的
要
素
が
強
い
と
い
う
特

徴
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
巻
一
の
巻
頭
を
飾
る
雄
略
天
皇
の
歌
は
、
内
容
だ
け
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を
見
る
と
恋
の
歌
で
す
が
、
春
の
若
菜
摘
み
を
歌
っ
た
宮
廷
に
伝
わ
る
儀
礼
歌
で
当

時
は
所
作
を
伴
っ
た
歌
謡
劇
の
一
部
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

相
聞
は
、
男
女
間
を
中
心
と
し
て
兄
弟
・
親
族
・
朋
友
の
間
で
個
人
の
心
情
を
伝
え

る
歌
を
い
い
ま
す
が
、
九
五
％
を
恋
の
歌
が
占
め
て
い
ま
す
。

　

挽
歌
は
、
人
の
死
を
悲
し
む
歌
で
す
。
漢
詩
に
お
い
て
は
葬
儀
の
際
に
柩
を
挽ひ

く

者
の
歌
っ
た
歌
を
意
味
し
ま
し
た
が
、『
万
葉
集
』
で
は
臨
死
の
歌
、
殯ひ

ん
き
ゆ
う宮
の
儀

礼
に
お
け
る
歌
、
亡
き
人
を
偲
ぶ
哀
傷
の
歌
な
ど
を
広
く
含
ん
だ
部
立
と
な
っ
て
い

ま
す
。
殯
宮
と
は
貴
人
を
埋
葬
す
る
ま
で
遺
体
を
安
置
し
て
お
く
こ
と
を
言
い
、
殯

宮
挽
歌
が
万
葉
挽
歌
の
中
心
を
な
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
部
立
に
よ
る
編
纂
方
針
が
貫
か
れ
て
い
る
の
は
巻
一
か
ら
巻
十
六
ま

で
で
す
。
巻
十
七
か
ら
巻
二
十
ま
で
の
四
巻
は
、
家
持
と
彼
に
関
係
す
る
歌
を
内
容

に
関
わ
ら
ず
年
月
日
順
に
配
列
し
た
も
の
で
家
持
日
記
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
そ
れ

以
前
の
巻
と
は
構
造
的
に
異
な
り
ま
す
。

　

ま
た
家
持
日
記
の
末
四
巻
を
の
ぞ
く
巻
一
か
ら
巻
十
六
ま
で
は
、
は
じ
め
に
古
い

歌
を
置
き
、
そ
の
後
に
今
の
歌
を
置
く
古
今
構
造
で
貫
か
れ
て
い
ま
す
。
古
い
も
の

に
意
義
を
見
出
し
規
範
と
し
て
部
立
の
は
じ
め
を
飾
っ
た
わ
け
で
す
。
巻
一
の
巻
頭

に
は
雑
歌
の
は
じ
め
と
し
て
雄
略
天
皇
の
歌
が
あ
り
、
巻
二
の
相
聞
の
は
じ
め
に
は

仁
徳
天
皇
の
后
で
あ
る
磐
姫
皇
后
の
歌
、
そ
し
て
巻
二
後
半
の
挽
歌
の
は
じ
め
に
は

有
間
皇
子
の
歌
が
あ
り
ま
す
。
雄
略
天
皇
や
磐
姫
皇
后
に
比
べ
る
と
有
間
皇
子
は

ず
っ
と
後
の
時
代
の
人
で
す
が
、
当
時
す
で
に
悲
劇
の
皇
子
と
し
て
伝
説
的
な
人
物

で
あ
っ
た
の
で
真
っ
先
に
慰
撫
・
鎮
魂
が
必
要
な
対
象
と
し
て
認
識
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
意
味
で
挽
歌
の
は
じ
め
を
飾
る
に
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

二　

有
間
皇
子
自
傷
歌
と
そ
の
歴
史
的
背
景

　

そ
れ
で
は
、
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
の
鑑
賞
に
入
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
講
座

は
、
歌
に
歌
わ
れ
た
植
物
、
椎
の
葉
を
通
し
て
皇
子
の
思
い
に
迫
る
こ
と
を
テ
ー
マ

と
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
問
題
点
を
整
理
し
た
上
で
、
椎
の

葉
を
鍵
と
し
て
読
ん
だ
時
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
る
の
が
最
も
良
い
か
を
考
え
ま

す
。

　

歌
の
背
景
と
し
て
、
有
間
皇
子
が
弱
冠
十
九
歳
で
処
刑
さ
れ
た
経
緯
を
確
認
し
て

お
き
ま
す
。
有
間
皇
子
謀
反
事
件
に
つ
い
て
は
『
日
本
書
紀
』
斉
明
三
年
九
月
か
ら

四
年
十
一
月
に
詳
し
い
記
述
が
あ
り
ま
す
。

　

九な
が
つ
き月
に
、
有
間
皇
子
、

性
ひ
と
と
な
り

黠さ
と

く
し
て
陽う
ほ
り
く
る
ひ狂
す
と
、
云し
か
し
か
い
ふ云
。

牟む

ろ

の

ゆ

婁
温
湯
に
往
き
て
、
病
を
療を
さ

む
る
偽ま
ね

し
て
来ま
う
き
、
国
の
體な

り勢
を
讃ほ

め
て
曰い

は
く
、「
纔ひ
た
だ

彼
の
地と
こ
ろ

を
觀
る
に
、
病
自
づ
か
ら
に

の
ぞ
こ消
り
ぬ
」
と
、
云
云
。

天す
め
ら
み
こ
と皇
、
聞き
こ
し
め
し
悦よ
ろ
こ
び
た
ま
ひ
て
、
往お
は
し
ま
し
て
觀
み
そ
な
は
さ
む
と
思お
も
ほ欲
す
。

（
中
略
）

　
　
　

冬
十か

む
な
づ
き月
の
庚か
の
え
い
ぬ戌
の
朔
つ
い
た
ち

甲
き
の
え
さ
る
の
ひ
子
に
、
紀き

の

ゆ
温
湯
に
幸い
で
ま
す
。

　
　
（
中
略
）

　

十し
も
つ
き
一
月
の
庚か
の
え
た
つ辰
の
朔
つ
い
た
ち

壬
み
ず
の
え
の
う
ま
の
ひ
午
に
、
留
と
ど
ま
り
ま
も
る
つ
か
さ

守
官
蘇そ
が
の我
赤あ
か
え
の兄
臣お
み
、
有

間
皇
子
に
語
り
て
曰
は
く
、「
天
皇
の
治し

ら
す
政ま
つ
り
ご
と事
、
三
つ
の
失
あ
や
ま
ち

有
り
。

大
き
に
倉く

ら庫
を
起た

て
て
、

民
お
ほ
み
た
か
ら
の
た
か
ら
財

を
積
み
聚あ
つ

む
る
こ
と
、
一
つ
。
長
く

渠み

ぞ水
を
穿ほ

り
て
、
公
ひ
と
の
く
ら
ひ
も
の
粮
を
損お
と
し
費
す
こ
と
、
二
つ
。
船
に
石
を
載
み
て
、

運
び
積
み
て
丘
に
す
る
こ
と
、
三
つ
」
と
い
ふ
。
有
間
皇
子
、
乃
ち
赤
兄
が
己

に
善う

る
は

し
き
こ
と
を
知
り
て
、
欣よ
ろ
こ然
び
て
報こ

た答
へ
て
曰
は
く
、「
吾
が
年
始
め

て
兵い

く
さ

を
用
ゐ
る
べ
き
時
な
り
」
と
い
ふ
。
甲
き
の
え
さ
る
の
ひ
申
に
、
有
間
皇
子
、
赤
兄
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が
家
に
向ゆ

き
て
、
樓
た
か
ど
の
に
登
り
て
謀
る
。
夾お
し
ま
づ
き膝
自
づ
か
ら
に
斷お

れ
ぬ
。
是
に
、

相し
る
ま
し

の
不さ
が
な
き
こ
と祥
を
知
り
て
、
倶と
も

に
盟ち
か

ひ
て
止や

む
。
皇
子
歸か
へ

り
て
宿や
ど
る
。
是
の

夜よ
な
か半
に
、
赤
兄
、
物も
の
の
べ
の部
朴え
の
ゐ
の井
連む
ら
じ

鮪し
び

を
遣
し
て
、
宮み
や
つ
く造
る
丁よ
ほ
ろ

を
率
ゐ
て
、

有
間
皇
子
を
市い

ち
ぶ經
の
家
に
圍か
く
む
。
便す
な
は
ち
驛は
い
ま使
を
遣
し
て
、
天
皇
の
所
に
奏ま
う
す
。

戊つ
ち
の
え
ね
の
ひ
子
に
、
有
間
皇
子
と
、
守も
り
の
き
み君
大お
ほ
い
は石
・
坂さ
か
ひ
べ
の

合
部
連む
ら
じ

藥く
す
り
・
鹽し
ほ
や
の屋
連
む
ら
じ

こ
の
し
ろ魚

と
を
捉と
ら

へ
て
、
紀き

の

ゆ
温
湯
に
送
り
た
て
ま
つ
り
き
。
舎と
ね
り人
新に
ひ
た
べ
の

田
部
米こ
め
ま
ろ

麻
呂
、

從み
と
も

な
り
。
是
に
、
皇ひ
つ
ぎ
の
み
こ

太
子
、
親み
づ
か

ら
有
間
皇
子
に
問
ひ
て
曰の
た
ま

は
く
、「
何
の

故
か
謀み

か
ど
か
た
ぶ反
け
む
と
す
る
」
と
の
た
ま
ふ
。
答
へ
て
曰ま
う
さ
く
、「
天あ
め
と
赤
兄
と

知
ら
む
。
吾
全も

は

ら
解し

ら
ず
」
と
ま
う
す
。
庚
か
の
え
と
ら
の
ひ
寅
に
、
丹た
ぢ
ひ
の比
小を
ざ
は
の澤
連む
ら
じ

國く
に
そ襲

を
遣
し
て
、
有
間
皇
子
を
藤ふ

ぢ
し
ろ
の
さ
か

白
坂
に
絞く
び
ら
し
む
。
是
の
日
に
、
鹽し
ほ
や
の屋
連む
ら
じ　

   

こ
の
し
ろ魚

・
舎と
ね
り人
新に
ひ
た
べ
の

田
部
米こ
め
ま
ろ
麻
呂
を
藤
白
坂
に
斬
る
。

 

（『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀　

下
』
岩
波
書
店　

昭
和
四
〇
年
）

　

有
間
皇
子
謀
反
事
件
は
、
中な

か
の
お
ほ
え

大
兄
皇
子
（
天
智
）
が
自
己
の
政
策
の
断
行
や
皇

位
継
承
の
た
め
に
障
害
と
な
る
人
物
を
次
々
と
抹
殺
し
て
い
っ
た
疑
獄
事
件
の
最
後

と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
大
化
の
改
新
後
す
ぐ
六
四
五
年
（
大
化
元
）
九
月
に
中

大
兄
の
異
母
兄
・
古ふ

る
ひ
と
の
お
ほ
え

人
大
兄
皇
子
が
、
六
四
九
年
（
大
化
五
）
三
月
に
右
大
臣
・

蘇そ
が
の我
倉く
ら
や
ま
だ

山
田
石い
し
か
は
の川
麻ま

ろ呂
が
討
た
れ
て
い
ま
す
。

　
『
日
本
書
紀
』
に
あ
る
有
間
の
言
葉
「
天あ

め
と
赤
兄
と
知
ら
む
。
吾
全も
は

ら
解し

ら
ず
」

か
ら
も
皇
子
の
無
念
を
窺
い
知
る
こ
と
が
出
来
る
気
が
し
ま
す
。
若
く
し
て
悲
劇
的

な
最
期
を
遂
げ
た
皇
子
に
対
し
て
は
深
い
同
情
が
寄
せ
ら
れ
て
い
た
と
見
え
、『
万

葉
集
』
で
は
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
の
次
に
、
長な

が
の
お
き
ま
ろ

意
麻
呂
、
柿
本
人
麻
呂
、
山
上
憶
良

な
ど
有
名
歌
人
に
よ
る
有
間
へ
の
追
和
歌
を
載
せ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
レ
ジ
ュ
メ
の
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
を
読
み
ま
す
。
以
下
、
○
で
囲
ん
だ

数
字
は
『
万
葉
集
』
の
巻
数
を
、
そ
の
下
の
数
字
は
歌
番
号
を
示
し
ま
す
。
ま
た
『
万

葉
集
』
本
文
は
す
べ
て
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
ま
す
。

　
　

有あ
り
ま
の
み
こ

間
皇
子
自み
づ
か
ら
傷い
た
み
て
松
が
枝え

を
結
ぶ
歌
二
首

②
141　

岩い
は
し
ろ代
の　

浜
松
が
枝え

を　

引
き
結
び　

ま
幸さ
き
く
あ
ら
ば　

ま
た
か
へ
り
見
む

②
142　

家
に
あ
れ
ば　

笥け

に
盛
る
飯い
ひ
を　

草
枕　

旅
に
し
あ
れ
ば　

椎し
ひ
の
葉
に
盛
る

（
岩
代
の
浜
松
の
枝
を
結
び
、
無
事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
立
ち
帰
っ
て
こ
の
松

を
見
よ
う
。）

（
家
に
い
る
時
は
笥け

に
盛
っ
て
食
べ
る
飯
を
（
草
枕
）
旅
に
出
て
い
る
の
で
椎
の
葉

に
盛
る
。）

　

こ
こ
で
簡
単
に
語
釈
に
触
れ
て
お
き
ま
す
。
歌
に
あ
る
「
岩
代
」
は
現
在
の
和
歌

山
県
日
高
郡
南
部
町
で
あ
り
、
斉
明
天
皇
が
湯
治
に
行
か
れ
た
紀
の
温ゆ泉
（
西
牟
婁

郡
白
浜
町
の
湯
崎
温
泉
）
か
ら
二
十
数
キ
ロ
の
地
で
す
。
田
辺
湾
を
挟
ん
で
対
岸
に

紀
の
温
泉
を
臨
む
こ
と
が
で
き
、
有
間
が
処
刑
さ
れ
た
藤
白
と
紀
の
温
泉
と
の
中
間

に
あ
り
ま
す
。

　
「
浜
松
が
枝
を
引
き
結
」
ぶ
と
は
、
草
や
木
の
枝
を
結
ぶ
こ
と
で
旅
の
安
全
を
祈

る
ま
じ
な
い
の
習
俗
で
す
。
ち
ょ
う
ど
同
じ
頃
、
有
間
の
自
傷
歌
の
少
し
前
に
次
の

よ
う
な
歌
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
　

中な
か
つ
す
め
ら
み
こ
と

皇
命
、
紀
の
温ゆ泉
に
往ゆ

く
時
の
御
歌

①
10　

君
が
代
も　

我
が
代
も
知
る
や　

岩い
は
し
ろ代
の　

岡
の
草く
さ
ね根
を　

い
ざ
結
び
て
な

①
11　

我
が
背
子
は　

仮か
り
い
ほ廬
作
ら
す　

草か
や
な
く
は　

小
松
が
下も
と
の　

草く
さ
を
刈
ら
さ
ね

①
12　

我あ

が
欲ほ

り
し　

野の
し
ま島
は
見
せ
つ　

底
深
き　

阿あ

ご

ね
胡
根
の
浦
の　

珠た
ま
そ
拾ひ
り
は
ぬ

　
　

 
右
、
山
上
憶
良
大だ
い
ぶ夫
の
類る
い
じ
う
か
り
ん

聚
歌
林
に
検た
だ

す
に
、
曰い
は

く
、「
天
皇
の
御
製
歌
な
り
云し
か
じ
か々
」

と
い
ふ
。

（
あ
な
た
の
命
も　

私
の
命
を
も
司
る　

岩
代
の　

岡
の
草
を　

さ
あ
結
び
ま
し
ょ
う
）

（
我
が
君
は　

仮
の
庵
を
お
作
り
に
な
る
草
が
な
い
な
ら　

あ
の
小
松
の
も
と
の
草
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を
お
刈
り
な
さ
い
）

（
私
が
見
た
い
と
思
っ
て
い
た
野
島
は
見
せ
て
も
ら
っ
た
。
で
も
ま
だ
底
深
い
阿
胡

根
の
浦
の
真
珠
は
拾
っ
て
い
ま
せ
ん
）

　

作
者
・
中
皇
命
は
、
舒
明
と
斉
明
の
娘
で
、
中
大
兄
と
大お

ほ
あ
ま
海
人
の
同
母
の
姉
妹
で

あ
り
、
孝
徳
天
皇
の
后
で
あ
っ
た
間は

し
ひ
と
の
ひ
め
み
こ

人
皇
女
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
皇
命
と
い
う

呼
び
名
は
神
と
天
皇
と
の
間
を
取
り
持
つ
人
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
そ
の
役
に
相
応

し
い
の
は
直
系
の
皇
女
で
し
た
。
ま
た
、
皇
女
を
育
て
た
間は

し
ひ
と人
氏
は
中な
か
と
み臣
氏
の
一

族
で
神
事
を
司
る
家
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

有
間
皇
子
事
件
の
発
端
と
な
っ
た
斉
明
の
紀
の
温
泉
へ
の
行
幸
に
は
宮
中
の
主

立
っ
た
人
が
同
行
し
ま
し
た
。
皇
太
子
・
中
大
兄
、
大
海
人
、
中
皇
命
（
間
人
皇

女
）、
額
田
王
な
ど
で
す
。
中
皇
命
の
歌
は
紀
の
温
泉
へ
の
往
路
で
歌
わ
れ
た
も
の

で
あ
り
、
全
体
的
に
弾
む
よ
う
な
明
る
い
気
分
が
あ
り
ま
す
。
歌
の
中
で
中
皇
命
は

「
岩
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な
」
と
一
行
の
旅
の
安
全
を
祈
っ
て
草
を
結
ぶ

ま
じ
な
い
を
し
よ
う
と
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
に
あ
る

枝
結
び
と
同
じ
習
俗
で
す
。
ほ
ぼ
同
時
期
に
同
じ
場
所
で
同
じ
ま
じ
な
い
を
歌
い
な

が
ら
、
中
皇
命
の
歌
と
有
間
皇
子
の
歌
は
対
照
的
な
雰
囲
気
を
持
っ
て
い
ま
す
。
そ

れ
だ
け
に
有
間
の
安
全
を
祈
る
結
び
の
ま
じ
な
い
は
悲
し
く
響
き
ま
す
。

　

次
に
「
ま
幸
く
あ
ら
ば
」
で
す
が
、
マ
は
接
頭
語
、
サ
キ
ク
は
無
事
に
、
の
意
味

で
す
の
で
口
語
訳
を
す
る
と
「
無
事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
」
と
な
り
ま
す
。「
ま
た
か

へ
り
見
む
」
は
、
ミ
ム
の
ム
を
推
量
と
と
る
か
、
意
志
と
と
る
か
で
説
が
分
か
れ
ま

す
。
推
量
と
と
れ
ば
「
ま
た
立
ち
返
っ
て
こ
の
松
を
見
る
だ
ろ
う
」
と
な
り
、
意
志

と
と
れ
ば
「
ま
た
立
ち
返
っ
て
こ
の
松
を
見
よ
う
」
と
い
う
風
に
な
る
わ
け
で
す
。

た
だ
、
こ
こ
は
、
次
の
歌
の
例
に
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
意
志
と
と
る
の
が
い
い
と
思

い
ま
す
。

（
例
）
⑫
3056　

妹
が
門か
ど　

行
き
過
ぎ
か
ね
て　

草
結
ぶ　

風
吹
き
解と

く
な　

ま
た
か

へ
り
見
む　
一
に
云
ふ
「
直た
だ
に
逢
ふ
ま
で
に
」

　

右
の
歌
も
草
結
び
を
歌
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
次
に
逢
う
時
ま
で
気
持
ち
が
離

れ
て
い
か
な
い
よ
う
に
と
別
れ
際
に
恋
人
同
士
が
衣
の
紐
を
結
び
合
う
ま
じ
な
い
と

似
通
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
ほ
か
に
、
旅
か
ら
無
事
で
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
よ
う
願
い

を
込
め
て
紐
を
結
ん
だ
り
も
し
ま
す
が
、
こ
れ
ら
は
全
て
何
か
が
失
わ
れ
る
こ
と
が

な
い
よ
う
願
い
を
結
び
止
め
る
と
い
う
意
味
を
も
つ
ま
じ
な
い
で
す
。

　

例
に
挙
げ
た
巻
十
二
の
歌
は
、
恋
人
の
家
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
こ
と
が
出
来
ず
、

せ
め
て
草
結
び
を
し
て
い
く
か
ら
風
よ
強
く
吹
い
て
結
び
を
解
い
て
く
れ
る
な
、
ま

た
き
っ
と
帰
っ
て
き
て
こ
の
草
結
び
と
彼
女
の
家
を
見
よ
う
と
歌
っ
て
い
ま
す
。
末

尾
の
「
見
む
」
に
は
、
彼
女
に
会
お
う
と
い
う
決
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
す

か
ら
意
志
の
意
味
だ
と
解
釈
で
き
ま
す
。

　

こ
の
例
歌
と
同
様
に
有
間
皇
子
の
歌
の
場
合
も
、
無
事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
必
ず
や

祈
り
を
込
め
て
結
ん
だ
松
を
も
う
一
度
見
よ
う
と
解
釈
し
て
、
き
っ
と
生
き
て
帰
ろ

う
と
い
う
皇
子
の
悲
痛
で
強
い
意
志
を
読
み
取
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
の
う
ち
一
首
目
を
口
語
訳
す
る
と
「
岩
代
の
浜
松
の

枝
を
結
び
、
そ
の
ま
じ
な
い
通
り
無
事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
立
ち
返
っ
て
こ
の

松
を
見
よ
う
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。
悲
し
い
と
も
辛
い
と
も
歌
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、

謀
反
人
と
し
て
連
行
さ
れ
て
い
く
自
分
が
無
事
に
帰
れ
る
は
ず
は
な
い
と
知
り
つ
つ

も
、
枝
結
び
を
し
て
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
死
の
瀬
戸
際
ま
で
追
い

詰
め
ら
れ
た
有
間
皇
子
の
切
羽
詰
ま
っ
た
気
持
ち
が
凝
縮
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

続
い
て
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
二
首
目
に
移
り
ま
し
ょ
う
。

②
142　

家
に
あ
れ
ば　

笥け

に
盛
る
飯い
ひ
を　

草
枕　

旅
に
し
あ
れ
ば　

椎し
ひ
の
葉
に
盛
る

　

ま
ず
簡
単
な
語
釈
か
ら
入
り
ま
す
が
、「
家
に
あ
れ
ば
」
と
は
、
家
に
い
る
と
き
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は
い
つ
も
、
と
い
う
意
味
、「
笥
に
盛
る
飯
を
」
と
は
「
笥
」
は
食
器
で
す
か
ら
、

相
応
し
い
食
器
に
盛
る
ご
飯
を
、
の
意
味
と
な
り
ま
す
。
当
時
の
食
器
の
多
く
は
竹

製
あ
る
い
は
木
製
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
銀
製
の
も
の
も
使
わ
れ
て
い
た
ら
し
く

記
録
が
残
っ
て
い
ま
す
。
特
別
な
場
合
に
は
銀
の
器
を
使
用
す
る
場
面
が
あ
っ
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
「
椎
の
葉
に
盛
る
」
は
、
い
つ
も
な
ら
ば
食
器
に
盛
っ
て
食
べ
る
ご
飯
を
椎
の
葉

に
盛
っ
て
食
べ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
中
大
兄
皇
子
の
取
り
調
べ
を
受
け
る
た
め
に

罪
人
と
し
て
連
行
さ
れ
て
い
く
途
中
の
こ
と
な
の
で
、
本
来
な
ら
こ
の
よ
う
な
食
事

を
す
る
は
ず
の
な
い
身
分
で
あ
り
な
が
ら
、
貧
し
く
寂
し
い
食
事
を
と
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
辛
さ
が
歌
わ
れ
て
い
ま
す
。
き
っ
と
同
行
し
て
い
た
者
た
ち
の
涙
を
さ

そ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

ご
覧
い
た
だ
い
て
い
る
ス
ラ
イ
ド
で
は
、
上
村
松
篁
さ
ん
の
描
か
れ
た
有
間
皇
子

の
絵
を
表
示
し
て
お
り
ま
す
。
ご
存
じ
の
方
も
多
く
お
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
井

上
靖
さ
ん
の
小
説
『
額
田
王
』
の
挿
絵
原
画
で
す
。
ど
こ
か
の
山
か
林
の
中
で
、
土

の
上
に
一
枚
だ
け
布
を
敷
き
、
有
間
皇
子
が
座
っ
て
い
ま
す
。
皇
子
の
前
に
は
椎
の

葉
に
盛
っ
た
粗
末
な
食
事
が
あ
り
、
皇
子
の
側
近
く
に
仕
え
る
舎
人
た
ち
が
涙
を
流

し
て
い
る
場
面
で
す
。
正
確
に
は
、
こ
の
歌
は
往
路
の
も
の
か
復
路
の
も
の
か
分
か

ら
な
い
の
で
す
が
、
旧
暦
の
十
一
月
九
日
か
十
日
と
言
え
ば
、
現
在
の
暦
で
は
十
二

月
三
日
あ
る
い
は
四
日
に
あ
た
り
ま
す
。
絵
を
見
ま
す
と
、
木
枯
ら
し
が
吹
き
、
落

ち
葉
が
舞
っ
て
い
て
、
寒
さ
が
身
に
し
み
て
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま

す
。

　

さ
て
本
講
座
の
鍵
で
あ
り
五
句
目
に
登
場
す
る
椎
で
す
が
、
シ
イ
と
い
う
呼
び
名

は
ス
ダ
ジ
イ
と
ツ
ブ
ラ
ジ
イ
と
を
合
わ
せ
て
言
っ
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
皆
様
も
不

思
議
に
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
が
、
椎
の
葉
と
い
う
の
は
小
さ
く
、
そ

の
上
に
ご
飯
を
盛
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
古
く
か
ら
疑
問
視
さ
れ

て
き
ま
し
た
。
本
日
皆
様
の
お
手
元
に
レ
ジ
ュ
メ
と
一
緒
に
椎
の
葉
を
一
枚
ず
つ
お

配
り
し
ま
し
た
。
椎
も
本
学
の
「
万
葉
の
杜
」
に
あ
り
ま
す
が
、
現
在
は
ま
だ
斜
面

の
急
な
と
こ
ろ
に
植
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
の
で
、
本
日
お
配
り
し
た
椎
の
葉
は
グ
ラ

ウ
ン
ド
の
裏
の
木
か
ら
取
っ
て
き
た
も
の
で
す
。「
万
葉
の
杜
」
の
椎
も
近
々
も
う

少
し
見
や
す
い
場
所
に
移
植
さ
れ
る
予
定
で
す
。

　

お
手
元
の
葉
を
見
て
い
た
だ
き
ま
す
と
分
か
り
ま
す
よ
う
に
、
椎
の
葉
と
い
う
の

は
精
々
長
さ
七
セ
ン
チ
程
度
の
も
の
で
、
幅
も
五
セ
ン
チ
ほ
ど
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
な
小
さ
な
葉
に
ど
う
し
て
ご
飯
を
よ
そ
っ
た
の
か
が
研
究
者
の
悩
み
の
種

で
し
た
。
旅
の
こ
と
で
あ
り
合
わ
せ
の
物
で
間
に
合
わ
せ
る
し
か
な
く
、
た
ま
た
ま

椎
の
葉
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
解
釈
が
一
般
的
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
江
戸

時
代
の
国
学
者
で
あ
る
賀
茂
真
淵
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

　

今
も
檜
の
葉
を
折
敷
て
強
飯
を
盛
こ
と
あ
る
が
如
く
、
旅
の
行
方
に
て
は
、

そ
こ
に
有
あ
ふ
椎
の
小
枝
を
折
敷
て
盛
つ
ら
ん
、
椎
は
葉
の
こ
ま
か
に
繁
く
て

平
ら
か
な
れ
ば
、
か
り
そ
め
に
物
を
盛
べ
き
も
の
也

 

（『
萬
葉
考
』
宝
暦
十
『
賀
茂
真
淵
全
集
第
一
巻
』
所
収
）

　

ま
た
、
同
じ
よ
う
に
昭
和
の
万
葉
学
者
で
あ
る
澤
瀉
久
孝
も
『
萬
葉
集
注
釋
』
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
握に

ぎ
り
い
ひ飯
」
の
枕
詞
は
常
陸
国
風
土
記
に
も
見
え
て
、
旅
に
握
飯
を
用
ゐ
る

事
昔
も
今
も
か
は
ら
ぬ
事
と
見
て
よ
く
、
従
つ
て
葉
は
小
さ
く
と
も
枝
な
が
ら

敷
並
べ
れ
ば
不
都
合
は
な
く
、
た
だ
檜
葉
の
方
が
よ
り
適
当
し
て
ゐ
る
事
は
認

め
ら
れ
る
が
、
現
に
あ
り
あ
は
せ
た
も
の
を
ま
に
あ
は
せ
用
ゐ
た
と
見
れ
ば
よ

い
で
あ
ら
う
。

 

（
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釋　

巻
第
二
』
中
央
公
論
社　

昭
和
三
三
年
）
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こ
の
澤
瀉
さ
ん
の
解
釈
と
同
じ
よ
う
に
、
ス
ラ
イ
ド
の
松
篁
さ
ん
の
絵
で
も
椎
の

葉
を
重
ね
並
べ
て
敷
き
、
そ
の
上
に
食
べ
物
を
置
い
て
い
る
様
子
が
見
て
取
れ
ま

す
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
問
題
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
た
だ
、
椎
の
葉
に

盛
っ
た
と
い
う
こ
と
に
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
そ
う
と
す
る
見
解
も
あ
り
ま
す
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
全
体
的
な
歌
の
解
釈
と
関
わ
っ
て
き
ま
す
の
で
後
で
詳
し
く
触
れ
る

こ
と
に
し
ま
す
。

　

こ
こ
ま
で
二
首
目
の
歌
の
語
釈
を
見
て
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
二
首
目
を
口
語
訳
し

ま
す
と
「
家
で
の
食
事
な
ら
ば
ち
ゃ
ん
と
器
に
盛
っ
て
食
べ
る
ご
飯
を
旅
の
こ
と
な

の
で
椎
の
葉
に
盛
っ
て
食
べ
る
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
と
な
り
、
常
な
ら
ぬ
厳
し
い

立
場
に
置
か
れ
て
い
る
有
間
皇
子
が
自
分
自
身
の
境
遇
を
嘆
く
歌
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　

語
釈
と
歴
史
的
背
景
の
把
握
と
し
て
最
後
に
、
有
間
皇
子
処
刑
に
至
る
飛
鳥
か
ら

紀
の
温
泉
、
藤
白
の
坂
ま
で
の
行
程
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

『
日
本
書
紀
』
に
よ
る
と
、
皇
子
は
十
一
月
五
日
の
夜
半
に
捕
ら
え
ら
れ
、
九
日
に

紀
の
温
泉
に
移
送
さ
れ
、
十
日
に
藤
白
の
坂
で
処
刑
さ
れ
て
い
ま
す
。
飛
鳥
か
ら
紀

の
温
泉
ま
で
の
距
離
は
約
一
八
〇
キ
ロ
あ
り
ま
す
。
徒
歩
で
の
移
動
距
離
は
一
日
約

三
三
キ
ロ
で
す
の
で
、
飛
鳥
か
ら
紀
の
温
泉
ま
で
は
五
日
半
か
か
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
十
一
月
五
日
夜
半
に
捕
ら
え
ら
れ
て
す
ぐ
に
移
送
さ
れ
た
と
し
て
も
九
日
に
紀

の
温
泉
に
着
く
の
は
難
し
い
で
し
ょ
う
。
馬
で
あ
れ
ば
一
日
約
四
六
キ
ロ
移
動
で
き

る
の
で
、
飛
鳥
か
ら
紀
の
温
泉
ま
で
に
か
か
る
日
数
は
四
日
で
す
。
捕
ら
え
ら
れ
て

す
ぐ
に
移
送
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
ぎ
り
ぎ
り
間
に
合
う
行
程
で
す
。

　

で
は
、
九
日
に
紀
の
温
泉
で
中
大
兄
皇
子
の
尋
問
を
受
け
、
十
日
に
藤
白
の
坂
で

処
刑
さ
れ
る
行
程
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
紀
の
温
泉
か
ら
藤
白
の
坂
ま
で
は
約
一
〇
〇

キ
ロ
あ
り
ま
す
の
で
、
馬
で
一
日
約
四
六
キ
ロ
を
移
動
し
た
と
し
て
も
二
日
以
上
を

要
す
る
距
離
で
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
想
像
す
る
に
、
有
間
は
九
日
の
早
い
時
間
に
紀

の
温
泉
に
到
着
し
、
す
ぐ
に
中
大
兄
の
尋
問
を
受
け
、
休
む
間
も
な
く
再
び
藤
白
の

坂
ま
で
連
行
さ
れ
て
十
日
の
夜
に
処
刑
さ
れ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

皇
子
の
自
傷
歌
は
、
往
路
で
の
作
か
復
路
で
の
作
か
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
い

の
で
す
が
、「
ま
幸
く
あ
ら
ば
ま
た
返
り
見
む
」
と
い
う
歌
の
内
容
か
ら
中
大
兄
皇

子
の
尋
問
を
受
け
る
前
、
つ
ま
り
往
路
の
作
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
皇
子
の
行
程
か
ら
も
、
復
路
で
は
、
歌
を
詠
ん
だ
り
枝
結
び
を
し
た
り
食
事
を

し
た
り
す
る
余
裕
は
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
や
は
り
、
こ
の
自
傷
歌
は
、

ま
だ
い
く
ら
か
の
希
望
を
持
っ
て
い
た
往
路
で
の
歌
で
し
ょ
う
。

三　

自
作
説
と
仮
託
説

　

と
こ
ろ
で
、
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
に
は
、
今
も
っ
て
決
着
を
見
な
い
大
き
な
解
釈

上
の
問
題
が
二
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
、
こ
の
歌
は
皇
子
自
身
に
よ
る
作
か
、

あ
る
い
は
事
件
と
は
直
接
関
係
の
な
い
第
三
者
の
作
か
、
と
い
う
自
作
説
と
仮
託
説

の
問
題
で
す
。
も
う
一
つ
は
、
椎
の
葉
に
盛
っ
た
ご
飯
に
つ
い
て
こ
れ
を
皇
子
の
た

め
の
食
事
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
土
地
の
神
へ
の
お
供
え
物
つ
ま
り
神
饌
と
考
え

る
か
と
い
う
問
題
で
す
。

　

ま
ず
、
皇
子
の
歌
を
歴
史
的
事
実
を
背
景
に
し
て
解
釈
す
る
自
作
説
か
ら
見
て

い
き
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
の
万
葉
学
者
・
契け

い
ち
ゆ
う沖
『
萬
葉
代だ
い
し
よ
う
き

匠
記
︿
初
稿

本
﹀
』（
貞
享
四
年
）
以
来
の
解
釈
で
す
。
お
そ
ら
く
通
説
と
言
っ
て
良
い
と
思
い

ま
す
が
、
自
作
説
で
は
こ
の
二
首
を
有
間
皇
子
の
事
件
と
重
ね
て
享
受
す
る
こ
と
に

よ
り
歌
に
悲
劇
性
を
見
ま
す
。
田
辺
幸
夫
さ
ん
、
中
西
進
さ
ん
、
稲
岡
耕
二
さ
ん
な

ど
の
研
究
者
が
こ
の
立
場
に
立
っ
た
解
釈
を
し
て
い
ま
す
。
特
に
稲
岡
耕
二
さ
ん
の
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説
明
が
非
常
に
説
得
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
の
で
、
こ
こ
で
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。

　

一
首
を
貫
く
の
は
、
強
い
祈
り
の
心
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
中
皇
命
の
「
君

が
代
も
我
が
代
も
知
る
や
岩
代
の
岡
の
草
根
を
い
ざ
結
び
て
な
」
に
は
明
る
く

は
ず
む
よ
う
な
響
き
が
あ
る
の
に
、
こ
の
歌
に
は
暗
い
か
げ
り
が
感
ぜ
ら
れ

る
。
皇
子
は
呪
力
を
信
じ
つ
つ
松
の
枝
を
結
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も

「
真
幸
く
あ
ら
ば
」
と
歌
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
皇
子
の
心
の
亀

裂
が
あ
り
、
悲
劇
が
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
歌
を
事
件
と
の
関
わ
り
の
な
い
作
と

し
て
解
し
よ
う
と
す
る
向
き
も
あ
る
が
、「
引
き
結
び
」
と
「
真
幸
く
あ
ら
ば
」

と
の
間
の
亀
裂
は
、
や
は
り
事
件
を
背
景
に
理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

 

　
（
稲
岡
耕
二
『
萬
葉
集
全
注　

巻
第
二
』
有
斐
閣　

昭
和
六
〇
年
）

　

ま
た
、
最
近
の
も
の
で
は
池
田
枝
実
子
さ
ん
の
論
文
「
有
間
実
子
自
傷
歌
群
の
示

す
も
の
―
挽
歌
冒
頭
歌
と
さ
れ
た
意
味
―
」（『
上
代
文
学
』
八
三
号　

平
成
一
一
年
）

に
こ
の
歌
の
研
究
史
が
詳
細
に
ま
と
め
ら
れ
て
あ
り
、
そ
の
中
で
池
田
さ
ん
は
従
来

こ
の
歌
の
「
ま
幸
く
あ
ら
ば　

ま
た
還
り
見
む
」
の
二
句
に
悲
劇
性
を
認
め
る
か
ど

う
か
が
自
作
か
仮
託
か
の
論
拠
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
「
問
題
に
な

る
の
は
「
真
幸
く
あ
ら
ば　

ま
た
還
り
見
む
」
で
は
な
く
、《
祈
り
の
習
俗
（
＝
結

び
松
）
へ
の
信
頼
＋
「
幸
く
」
あ
る
こ
と
へ
の
仮
定
表
現
＋
ま
た
還
り
見
む
》
と
い

う
固
有
な
悲
劇
性
を
孕
む
可
能
性
を
持
っ
た
不
安
定
な
表
現
形
態
で
あ
る
」
と
指
摘

さ
れ
て
い
ま
す
。
池
田
さ
ん
に
よ
れ
ば
、「
幸
く
」
あ
る
こ
と
の
仮
定
表
現
に
「
見
る
」

又
は
そ
れ
に
類
似
し
た
語
の
推
量
形
が
続
く
表
現
は
五
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
例
が

天
皇
の
乗
物
を
指
弾
し
た
罪
で
配
流
さ
れ
た
穂ほ

づ
み
の
お
ゆ

積
老
の
関
係
歌
で
あ
っ
て
、
し
か

も
こ
の
老
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
三
例
の
う
ち
二
例
に
神
へ
の
祈
り
の
習
俗
が
歌
い
込

ま
れ
て
い
る
そ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
型
か
ら
は
、
祈
り
を
信
頼
し
き
れ
な
い
境

涯
に
お
か
れ
た
人
物
に
固
有
の
心
情
が
浮
か
び
、
そ
こ
に
悲
劇
性
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
も
ま
た
非
常
に
説
得
力
の
あ
る
説
明
だ
と
思

い
ま
す
。

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
自
作
説
に
対
し
、
仮
託
説
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
仮
託
説
は
、
ど
う
や
ら
折
口
信
夫
が
「
萬
葉
集
講
義
」（『
短
歌

講
座　

第
五
巻
』
改
造
社　

昭
和
七
年
、『
折
口
信
夫
全
集　

第
九
巻
』
所
収
）
で

示
唆
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
る
よ
う
で
す
。
こ
の
二
首
に
つ
い
て
言
え
ば
、
直
接
的
な

感
情
表
出
が
な
い
の
で
題
詞
か
ら
切
り
離
し
て
み
た
と
き
類
型
表
現
に
よ
る
一
般
的

な
旅
の
歌
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
本
来
皇
子
と
は
無
関
係
な
旅
の
歌
が
仮
託

伝
承
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
と
な
り
ま
す
。
山
本
健
吉
さ
ん
、
伊
藤

博
さ
ん
、
露
木
悟
義
さ
ん
、
福
沢
健
さ
ん
な
ど
の
研
究
者
が
こ
の
立
場
に
立
っ
て
い

ま
す
。

　

露
木
さ
ん
は
「
有
間
皇
子
と
岩
代
」（『
古
代
史
を
彩
る
万
葉
の
人
々
』
笠
間
書
院

昭
和
五
〇
年
）
に
お
い
て
、
こ
の
二
首
は
旅
の
歌
と
し
か
見
ら
れ
な
い
歌
で
あ
り
、

ま
た
大
和
か
ら
紀
の
温
泉
ま
で
の
日
程
・
距
離
・
護
送
条
件
・
皇
子
の
心
理
な
ど
か

ら
考
え
て
、
斉
明
四
年
の
作
で
は
な
く
、
皇
子
が
前
年
紀
の
温
泉
に
旅
し
た
折
の
作

が
転
用
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
お
ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
福
沢
さ
ん
は
「
有
間
皇
子
自
傷
歌
の
形
成
」（『
上
代
文
学　

五
四
号
』
昭

和
六
〇
年
）
に
お
い
て
「
ま
幸
く
あ
ら
ば
」
か
ら
皇
子
の
固
有
な
体
験
を
読
み
取
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
「
還
り
見
む
」
は
「『
土
地
ぼ
め
』
の
類
型
表
現
」

で
あ
る
の
で
「
歌
の
内
容
か
ら
謀
反
に
失
敗
し
て
護
送
さ
れ
る
有
間
皇
子
の
固
有
の

心
情
は
窺
い
に
く
」
い
と
し
て
、
自
傷
歌
は
「
岩
代
で
の
羇
旅
歌
を
仮
託
・
転
用
す

る
形
で
」
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
し
た
。

　

確
か
に
、
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
は
、
題
詞
を
取
っ
て
し
ま
え
ば
た
だ
の
旅
の
歌
と

見
え
な
く
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
歌
に
は
、
悲
し
い
と
か
辛
い
と
か
直
接
感
情
を
伝
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え
る
よ
う
な
言
葉
は
見
あ
た
り
ま
せ
ん
し
、
悲
劇
性
が
見
ら
れ
る
と
言
わ
れ
て
き
た

「
ま
た
還
り
見
む
」
も
も
う
一
度
そ
の
土
地
を
見
よ
う
見
た
い
と
い
う
旅
の
歌
に
お

け
る
「『
土
地
ぼ
め
』
の
類
型
表
現
」
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
二
首
目
の
椎

の
葉
に
盛
っ
た
食
事
に
し
て
も
、
旅
先
で
の
粗
末
な
食
事
を
嘆
い
た
に
過
ぎ
な
い
と

考
え
れ
ば
、
も
と
も
と
は
有
間
皇
子
の
事
件
と
は
全
く
別
の
機
会
に
作
ら
れ
た
旅
の

歌
が
皇
子
の
悲
劇
と
結
び
つ
け
ら
れ
仮
託
伝
承
さ
れ
た
と
解
釈
し
て
も
お
か
し
く
は

な
い
わ
け
で
す
。

　

し
か
し
、
稲
岡
さ
ん
や
池
田
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
祈
り
つ
つ
も
そ

れ
を
信
じ
ら
れ
な
い
と
い
う
心
の
亀
裂
は
、
事
件
を
背
景
に
解
釈
し
な
け
れ
ば
理
解

で
き
な
い
も
の
の
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
ま
す
。
皆
さ
ん
は
、
ど
の
よ
う
に
お
感
じ

に
な
る
で
し
ょ
う
か
。
自
作
説
と
仮
託
説
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
食
事
説
と
神
饌
説

と
を
見
て
か
ら
も
う
一
度
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。

四　

食
事
説
と
神
饌
説

　

有
間
皇
子
の
自
傷
歌
の
二
首
目
に
あ
る
椎
の
葉
に
盛
っ
た
ご
飯
に
つ
い
て
も
二
つ

の
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
を
皇
子
の
た
め
の
食
事
と
考
え
る
か
、
土
地

の
神
へ
の
供
え
物
と
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で
す
。

　

食
事
説
は
、
一
般
的
解
釈
と
言
っ
て
い
い
と
思
い
ま
す
が
、
有
間
皇
子
が
紀
の

温ゆ泉
へ
護
送
さ
れ
る
旅
中
で
実
際
に
と
っ
た
わ
び
し
い
食
事
を
歌
っ
た
と
考
え
る
説

で
す
。
た
と
え
ば
『
萬
葉
代
匠
記
』
や
『
萬
葉
集
講
義
』
で
は
次
の
よ
う
に
説
明
し

て
い
ま
す
。

　

サ
ラ
ヌ
タ
ニ
旅
ハ
侘
シ
キ
ヲ
、
殊
ニ
謀
反
ノ
事
ニ
ヨ
リ
テ
捕
ハ
レ
テ
、
物
部

ノ
中
ニ
打
囲
マ
レ
テ
オ
ハ
シ
マ
ス
道
ナ
レ
ハ
、
萬
引
カ
ヘ
タ
ル
様
笥
ニ
モ
ル
飯

ヲ
椎
ノ
葉
ニ
盛
ト
ヨ
マ
セ
給
ヘ
ル
ニ
コ
モ
レ
リ
。

 

（『
萬
葉
代
匠
記
︿
精
撰
本
﹀
』
元
禄
三
年
『
契
沖
全
集
第
一
巻
』
所
収
）

　

事
な
く
て
家
に
在
る
時
に
は
然
る
べ
き
飯
笥
に
盛
り
て
食
す
べ
き
飯
を
ば
、

今
は
旅
に
あ
れ
ば
、
椎
の
葉
に
盛
り
て
食
す
る
が
悲
し
く
物
あ
は
れ
な
る
事
よ

と
な
り
。 

（
山
田
孝
雄
『
萬
葉
集
講
義　

巻
第
二
』
昭
和
七
年
）

　

食
事
説
に
対
し
て
神
饌
説
は
戦
後
に
な
っ
て
出
て
き
た
解
釈
で
す
。
神
饌
説
で

は
、
こ
こ
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
有
間
皇
子
の
た
め
の
食
事
で
な
く
、
そ
の
土
地
の

神
で
あ
る
岩
代
の
神
へ
の
供
え
物
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
椎
の
葉
に
盛
っ
た
の
だ
ろ

う
と
考
え
ま
す
。
こ
の
解
釈
を
は
じ
め
に
述
べ
ら
れ
た
の
は
高
崎
正
秀
さ
ん
で
昭
和

三
一
年
の
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

奈
良
で
は
今
で
も
（
昭
和
三
十
年
代
当
時
）
小
さ
な
椎
の
葉
に
少
量
ず
つ
お

供
え
物
盛
り
分
け
て
神
仏
を
巡
拝
し
て
ま
わ
る
習
俗
を
歌
人
の
高
橋
英
子
よ
り

聞
き
、
こ
れ
を
も
と
に
「
家
に
を
れ
ば
、
立
派
な
ち
や
ん
と

0

0

0

0

し
た
御
器
に
盛
つ

て
、
お
供
へ
す
る
の
だ
が
、
今
は
旅
先
の
こ
と
故
、
椎
の
葉
に
盛
つ
て
差
上
げ

ま
す
。
ど
う
ぞ
神
様
よ
、
御
納
受
下
さ
い
ま
せ
」
と
「
紀
州
岩
代
の
道
祖
神
の

神
前
に
供
へ
て
」
旅
路
の
安
全
と
身
の
行
く
末
を
祈
願
し
た
歌
だ
と
述
べ
た
。

 

（
高
崎
正
秀
「
萬
葉
集
の
謎
解
き
」『
文
藝
春
秋
』
昭
和
三
十
一
年
五
月
）

　

神
饌
説
が
出
て
来
た
背
景
に
は
、
恐
ら
く
椎
の
葉
に
ご
飯
を
盛
る
と
い
う
こ
と
の

不
自
然
さ
が
あ
り
ま
す
。
急
な
旅
の
こ
と
で
在
り
合
わ
せ
の
も
の
で
間
に
合
わ
せ
る

し
か
な
か
っ
た
と
は
言
え
、
椎
の
葉
で
は
小
さ
す
ぎ
ま
す
し
、
周
り
に
そ
ん
な
小
さ

な
葉
し
か
な
か
っ
た
と
い
う
の
も
お
か
し
い
と
思
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、

椎
の
葉
に
盛
っ
た
こ
と
に
積
極
的
な
意
味
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
が
神
饌
説
で
す
。

同
じ
く
神
饌
説
を
と
る
犬
養
孝
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。

　
「
家
に
あ
れ
ば
」
の
歌
は
、
戦
時
中
に
た
ん
な
る
寂
し
い
旅
情
と
み
て
皇
室
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の
祖
先
の
質
素
を
賛
え
た
の
は
別
と
し
て
、
戦
後
は
こ
の
暗
い
史
実
に
も
と
づ

い
て
考
え
ら
れ
、
椎
の
葉
に
盛
っ
て
た
べ
ら
せ
ら
れ
る
冷
遇
へ
の
怒
り
や
悲
し

み
と
し
て
多
く
解
釈
さ
れ
て
い
る
中
で
、
一
部
に
椎
の
葉
に
盛
る
の
は
神
饌
で

は
な
い
か
と
す
る
説
が
あ
っ
た
。
皇
子
の
二
歌
が
同
じ
題
詞
の
も
と
に
あ
る
し

前
歌
が
道
の
神
へ
の
祈
り
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
神
饌
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
ん
に
ち
岩
代
の
土
地
で
は
、
こ
の
歌
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、
子
供
が
生
ま

れ
て
三
〇
日
経
過
後
の
朔
日
ま
た
は
一
五
日
に
は
、
米
の
粉
を
こ
ね
た
だ
け
で

煮
て
な
い
ダ
ン
ゴ
を
ヒ
ト
ゲ
と
称
し
て
、
か
し
の
葉
に
二
つ
ひ
と
か
さ
ね
し

て
、
東
西
の
氏
神
に
供
え
る
風
習
を
伝
え
て
い
る
の
も
一
つ
の
傍
証
と
な
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

 

（
犬
養
孝
『
万
葉
の
旅　

中
』
世
界
思
想
社　

昭
和
三
九
年
）

　

神
饌
説
は
、
今
ま
で
納
得
の
い
か
な
か
っ
た
状
況
に
答
え
る
も
の
と
し
て
一
時
は

国
語
の
教
科
書
に
ま
で
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
西
郷
信
綱
さ
ん
は
、
有
間
皇
子
の
自
傷

歌
は
聖
徳
太
子
作
と
伝
え
ら
れ
る
巻
三
・
四
一
五
や
日
本
書
紀
歌
謡
一
〇
四
な
ど
を

先
蹤
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
「
伝
承
歌
を
自
己
の
境
涯
に
お
い
て
鋳
直
し
、
作
り
か

え
て
い
る
わ
け
で
、
だ
か
ら
当
時
の
人
は
「
旅
に
臥
せ
る
こ
の
旅
人
あ
は
れ
」
の
世

界
を
下
地
に
も
ち
、「
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る
」
の
歌
を
う
け
と
っ
た
は
ず

で
、
後
世
風
に
言
え
ば
本
歌
取
の
関
係
が
そ
こ
に
あ
る
」
と
述
べ
、
神
饌
説
を
と
る

と
そ
の
連
想
を
断
ち
切
ら
れ
て
し
ま
う
と
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。

紀
104　

し
な
て
る　

片か
た
を
か
や
ま

岡
山
に　

飯い
ひ
に
飢ゑ

て　

臥こ
や

せ
る　

そ
の
旅た
ひ
と人
あ
は
れ　

親お
や

無な

し
に　

汝な
れ

生あ

り
け
め
や　

さ
す
竹た
け
の　

君き
み
は
や
無な

き　

飯い
ひ
に
飢ゑ

て　

臥こ
や

せ
る　

そ
の
旅た

ひ
と人
あ
は
れ 

（『
日
本
古
典
文
学
大
系　

日
本
書
紀　

下
』
既
出
）

上か
み
つ
み
や宮
聖
徳
皇
子
、
竹
原
井
（
大
阪
府
柏
原
市
高
井
田
）
に
出い遊
で
ま
し
し
時

に
、
竜
田
山
の
死
人
を
見
悲
傷
し
て
作
ら
す
歌
一
首

③
415　

家
な
ら
ば　

妹
が
手
ま
か
む　

草
枕　

旅
に
臥こ

や
せ
る　

こ
の
旅た
び
と人
あ
は
れ

　

ま
た
稲
岡
さ
ん
は
、
神
饌
説
の
発
想
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し

て
、
食
事
説
を
と
る
べ
き
こ
と
を
主
張
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
一
四
二
歌
の
形
式
は
「
家
に
あ
れ
ば
…（
Ａ
）…
旅
に
し
あ
れ
ば
…（
Ｂ
）

…
」
で
あ
り
、
Ａ
と
Ｂ
と
の
落
差
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
、
旅
先
で
の
悲
嘆
が
強

調
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
わ
た
し
に
疑
問
に
思
わ
れ
る
の
は
、
道
祖

神
に
手
向
け
を
し
つ
つ
、
そ
れ
と
対
比
的
に
「
家
に
あ
れ
ば
…
」
と
歌
っ
た
と

す
る
、
神
饌
説
に
お
け
る
そ
の
発
想
自
体
と
言
っ
た
ら
良
か
ろ
う
か
。

　

高
崎
説
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
は
家
で
神
に
供
え
物
を
す
る
場
合
（
Ａ
）
と
、

旅
先
で
道
祖
神
に
手
向
け
を
す
る
場
合
（
Ｂ
）
と
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
が
、
道
祖
神
へ
の
手
向
け
が
、
故
郷
の
家
に
お
け
る
氏
神
へ
の
神
饌
の
御
器

を
想
起
さ
せ
、
し
か
も
習
俗
と
し
て
特
定
さ
れ
た
木
の
葉
に
盛
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
粗
末
さ
が
嘆
か
れ
る
と
い
う
の
は
、
こ
の
作
品
の
内
部
か

ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
側
か
ら
強
い
て
構
え
た
発
想
で
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
欠

い
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
端
的
に
言
っ
て
「
葉
に
盛
る
」
習
俗
が
岩
代

な
ら
岩
代
に
固
有
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、（
Ａ
）
と
（
Ｂ
）
と
を
比
較

し
対
照
し
て
歌
う
こ
と
自
体
そ
の
抒
情
的
必
然
性
を
乏
し
く
す
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
歌
は
神
饌
を
歌
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
捕
ら
え
ら
れ
て
紀
伊
湯
へ
護
送

さ
れ
る
途
中
の
食
事
の
有
様
を
、
家
に
居
て
の
食
事
と
対
比
し
つ
つ
淡
々
と
詠

じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
異
常
な
迫
力
は
、
死
を
直
視
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
皇
子
の
立
場
の
、
お
の
ず
か
ら
な
る
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。

 

（『
萬
葉
集
全
注　

巻
第
二
』
既
出
）

　

確
か
に
神
饌
説
は
魅
力
的
な
解
釈
で
す
。
け
れ
ど
、
神
饌
説
を
と
っ
て
し
ま
う
と
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西
郷
さ
ん
の
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
の
歌
の
素
地
が
失
わ
れ
て
し
ま
い
ま
す

し
、
稲
岡
さ
ん
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
道
祖
神
へ
の
お
供
え
に
椎
の
葉
を
使
用

す
る
こ
と
を
嘆
く
と
い
う
不
自
然
な
状
況
を
作
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
、
皇

子
の
実
作
と
し
て
も
、
た
だ
の
旅
の
歌
と
し
て
も
、
訴
え
か
け
て
く
る
も
の
が
少
な

く
な
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

五　

お
わ
り
に

　

こ
こ
ま
で
、
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
を
読
み
、
問
題
点
を
整
理
し
て
き
ま
し
た
。
皆

様
は
、
何
通
り
か
提
示
さ
れ
て
い
る
解
釈
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
良
い

と
お
感
じ
に
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
最
後
に
、
今
一
度
お
手
元
の
椎
の
葉
を
ご
覧
い

た
だ
き
つ
つ
、
私
な
り
の
考
え
を
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
れ
は
少
し
飛
躍
し
過
ぎ
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
私
は
こ
の
歌
の
解
釈
の
鍵
が
椎

の
葉
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
仮
託
説
に
し
ろ
神
饌
説
に
し

ろ
、
こ
の
二
首
の
歌
に
つ
い
て
有
間
皇
子
の
実
作
で
は
な
い
と
疑
っ
た
り
、
皇
子
の

食
事
で
は
な
い
と
疑
っ
て
み
た
り
す
る
説
が
現
れ
た
背
景
に
は
、
こ
の
歌
の
リ
ア
リ

テ
ィ
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
か
ら
で
す
。
処
刑
を
目
前
に
し
た
者
の

深
い
嘆
き
や
悲
し
み
の
表
現
が
な
い
こ
と
、
椎
の
葉
と
い
う
あ
ま
り
に
小
さ
な
葉
で

食
事
を
と
っ
た
こ
と
、
こ
れ
ら
を
リ
ア
ル
で
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
首
の

歌
を
有
間
皇
子
の
自
傷
歌
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
ず
、
食
事
に
つ
い
て
も
何
ら
か
の

説
明
が
必
要
だ
と
感
じ
る
で
し
ょ
う
。

　

し
か
し
、
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
何
な
の
で
し
ょ
う
か
。
事
実
は
小
説
よ
り
も
奇
な
り

と
申
し
ま
す
。
激
し
い
感
情
の
吐
露
が
な
い
の
は
、
勿
論
こ
の
歌
が
万
葉
挽
歌
の
初

期
の
作
品
で
あ
り
当
然
の
手
法
と
し
て
旅
の
歌
の
類
型
表
現
に
乗
っ
取
っ
て
歌
う
し

か
な
く
、
従
っ
て
西
郷
さ
ん
が
指
摘
し
た
よ
う
に
過
去
の
歌
を
下
敷
き
に
し
た
た
め

一
見
た
だ
の
旅
の
歌
と
見
紛
う
ば
か
り
の
淡
々
と
し
た
表
現
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、
も
し
か
す
る
と
人
は
あ
ま
り
に
も
辛
い
場
面
に
遭
遇
し
た
時
は
、

返
っ
て
そ
れ
を
言
い
表
す
言
葉
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
皇
子

は
、
悲
し
い
と
か
辛
い
と
か
い
う
言
葉
で
は
と
て
も
表
現
し
得
な
い
悲
惨
な
状
況
に

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
淡
々
と
歌
う
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。
む
し
ろ
、
こ
の
淡
々
と
し
た
表
現
に
こ
そ
本
物
の
絶
望
、
窮
地
に
立
た
さ
れ
た

人
間
の
孤
独
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

同
じ
よ
う
に
、
椎
の
葉
に
つ
い
て
も
、
ご
飯
を
盛
る
に
は
あ
ま
り
に
小
さ
い
葉
で

あ
っ
た
こ
と
に
こ
そ
、
本
当
に
他
に
何
も
な
か
っ
た
厳
し
い
現
実
が
歌
わ
れ
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
日
常
か
ら
は
到
底
想
像
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
リ
ア
ル

な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
説
明
が
つ
か
な
い
か
ら
と
言
っ
て
納
得
で
き
る
よ
う

に
解
釈
を
曲
げ
て
し
ま
う
の
で
は
受
け
取
る
側
と
し
て
間
違
っ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
感
じ
ま
す
。

　

今
こ
こ
で
実
際
に
椎
の
小
さ
な
葉
を
前
に
し
て
有
間
皇
子
を
思
う
と
、
時
を
超
え

て
当
時
の
状
況
が
ま
ざ
ま
ざ
と
想
像
さ
れ
る
よ
う
な
気
が
い
た
し
ま
す
。
こ
の
一
枚

の
葉
を
通
し
、
非
現
実
的
と
さ
え
思
わ
れ
る
よ
う
な
特
異
な
状
況
を
思
う
と
、
悲
し

み
は
よ
り
リ
ア
ル
に
胸
に
迫
っ
て
き
ま
す
。
私
は
、
こ
の
自
傷
歌
の
表
現
を
そ
の
ま

ま
素
直
に
受
け
取
り
、
有
間
皇
子
の
実
作
で
あ
り
、
椎
の
葉
に
盛
っ
た
食
事
も
皇
子

の
た
め
の
食
事
で
あ
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が
最
も
良
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

折
角
お
越
し
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
の
で
本
来
な
ら
ば
実
際
に
「
万
葉
の
杜
」
を

歩
い
て
ご
鑑
賞
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、
ま
だ
整
備
が
終
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん

し
、
か
な
り
寒
い
時
期
の
こ
と
と
て
、
動
画
に
て
ご
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

設
立
二
〇
周
年
を
迎
え
ま
す
来
年
度
の
春
に
な
り
ま
し
た
ら
、
整
備
も
済
み
花
も
咲
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き
美
し
く
生
ま
れ
変
わ
っ
て
い
る
か
と
思
い
ま
す
の
で
是
非
一
度
足
を
お
運
び
い
た

だ
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

　
（「
万
葉
の
杜
」
動
画
鑑
賞
）

　

そ
れ
で
は
私
の
話
を
終
わ
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ご
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

 
（
と
ち
お
・
ゆ
き　

本
学
日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
）


