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〈
な
ご
り
〉
考 

　
　
「
土
地
の
名
」
を
中
心
に　
　

大
野　

ロ
ベ
ル
ト

は
じ
め
に
―
雪
の
な
ご
り

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ジ
ャ
ム
︵
一
八
六
八
︱
一
九
三
八
︶
の
﹁
ア
ル
マ
イ
ー
ド
・
デ
ー
ト
ル
モ
ン
﹂
と
い
う
作
品
に
︑
次
の
よ
う
な
箇
所

が
あ
る
︒

Tant d’orageux Étés ont m
arqué m

on visage d’ineffaçables rides! Tant de frim
as ont laissé sur m

on front un peu 

de la neige éternelle qui m
’avertit que je dois bientôt atteindre les prem

iers som
m

ets d’un autre Em
pire-C

éleste! 

(Jam
m

es 1922, p. 173)

い
く
つ
も
の
嵐
の
夏
が
︑
私
の
顔
に
消
す
こ
と
の
で
き
な
い
皺
を
刻
み
ま
し
た
！　

い
く
つ
も
の
凍
て
つ
く
冬
が
︑
私
の
額
の
う



(136)

え
に
置
い
て
い
っ
た
万
年
雪
の
わ
ず
か
な
名
残
は
︑
私
が
間
も
な
く
天
界
の
頂
き
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
！
︶
1
︵

両
親
を
亡
く
し
︑
恋
人
も
お
ら
ず
︑
孤
独
の
な
か
に
い
る
二
十
五
歳
の
ア
ル
マ
イ
ー
ド
は
︑
友
人
の
結
婚
式
で
耳
に
し
た
さ
る
老
貴

族
に
よ
る
こ
の
演
説
に
︑
大
き
く
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
自
分
の
顔
に
も
や
が
て
皺
が
で
き
︑
白
髪
が
生
え
︑
老
い
て
ゆ

く
だ
ろ
う
と
い
う
不
安
が
潜
ん
で
い
た
︒

そ
の
不
安
は
︑
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
﹃
無
名
草
子
﹄
の
な
か
で
︑
主
人
公
の
老
尼
が
託
つ
も
の
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
︒

そ
れ
は
ま
る
で
︑
十
三
世
紀
を
生
き
た
老
女
が
︑
二
十
世
紀
を
生
き
る
娘
の
そ
の
後
の
姿

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
の
よ
う
だ
︒

あ
ま
た
年
経
ぬ
れ
ば
︑
い
よ
い
よ
頭
の
雪
積
も
り
︑
面
の
波
も
畳
み
て
︑
い
と
ど
見
ま
う
く
な
り
ゆ
く
鏡
の
影
も
︑
我
な
が
ら
う

と
ま
し
け
れ
ば

顔
に
皺
を
刻
む
も
の
が
夏
の
風
雨
な
の
か
︑
波
な
の
か
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
︑
両
者
と
も
に
白
髪
を
雪
と
譬
え
︑
時
の
流
れ
と
老

い
の
実
感
を
表
現
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
一
致
は
何
を
意
味
す
る
の
か
︒

詩
的
言
語
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
︑
意
味
の
み
な
ら
ず
︑
詩
法
を
も
内
包
す
る
︒
し
た
が
っ
て
近
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
も
︑
中
世
の
日
本
に
お
い
て
も
︑
降
り
し
き
る
雪
を
白
髪
に
譬
え
た
詩
を
︑
ほ
か
に
も
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
︒
一
方
︑﹁
ア
ル
マ
イ
ー
ド
・
デ
ー
ト
ル
モ
ン
﹂
や
﹃
無
名
草
子
﹄
を
手
に
取
っ
た
読
者
が
︑
そ
の
比
喩
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
︑
比
較
的
な
視
点
を
い
っ
た
ん
離
れ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
寄
り
添
う
必
要
が
あ
る
︒

永
ら
く
和
歌
に
親
し
ん
で
き
た
﹃
無
名
草
子
﹄
の
読
者
の
場
合
︑﹁
頭
の
雪
﹂
や
﹁
鏡
の
影
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
次
の
よ
う
な
歌
を
連

想
さ
せ
た
だ
ろ
う
︒

む
ば
た
ま
の
わ
が
黒
髪
に
年
暮
れ
て
鏡
の
影
に
触
れ
る
白
雪

 

︵
紀
貫
之
︑
拾
遺
集
︑
雑
秋
︑
一
一
五
八
︶

あ
ら
た
ま
の
年
の
を
は
り
に
な
る
ご
と
に
雪
も
わ
が
身
も
ふ
り
ま
さ
り
つ
つ

 

︵
在
原
元
方
︑
古
今
集
︑
冬
︑
三
三
九
︶

行
く
年
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
真ま

す
か
が
み

澄
鏡
見
る
影
さ
へ
に
く
れ
ぬ
と
思
へ
ば

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
冬
︑
三
四
二
︶

一
首
目
で
は
︑
鏡
を
覗
き
込
む
と
い
う
行
為
を
経
由
し
て
︑﹁
黒
髪
﹂
と
﹁
白
雪
﹂
の
対
照
が
︑
年
の
暮
れ
と
老
い
と
を
重
層
的
に
表

現
し
て
い
る
︒
二
首
目
で
対
照
さ
れ
る
の
は
﹁
あ
ら
た
ま
﹂
と
﹁
を
は
り
﹂
で
︑
駆
け
足
で
過
ぎ
る
一
年
が
︑
降
り
し
き
る
雪
に
託
さ

れ
て
い
る
︒
三
首
目
で
は
雪
は
降
っ
て
い
な
い
が
︑
再
び
鏡
が
登
場
す
る
︒
こ
の
﹁
真
澄
鏡
﹂
は
︑
時
を
経
る
ほ
ど
に
﹁
増
す
﹂
思
い

出
と
︑
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
感
情
を
映
す
鏡
で
あ
る
︵
ク
リ
ス
テ
ワ
二
〇
〇
一
︶︒
む
ろ
ん
一
年
の
終
わ
り
で
あ
る
冬
は
︑
人
生
の
冬
を
象

徴
す
る
︒

︵
1
︶ 

拙
訳
︒
手
塚
伸
一
に
よ
る
訳
は
︑
ジ
ャ
ム
二
〇
一
二
︑
一
三
二
頁
を
参
照
︒
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え
に
置
い
て
い
っ
た
万
年
雪
の
わ
ず
か
な
名
残
は
︑
私
が
間
も
な
く
天
界
の
頂
き
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
を
教
え
て
い
ま
す
！
︶
1
︵

両
親
を
亡
く
し
︑
恋
人
も
お
ら
ず
︑
孤
独
の
な
か
に
い
る
二
十
五
歳
の
ア
ル
マ
イ
ー
ド
は
︑
友
人
の
結
婚
式
で
耳
に
し
た
さ
る
老
貴

族
に
よ
る
こ
の
演
説
に
︑
大
き
く
心
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
は
︑
自
分
の
顔
に
も
や
が
て
皺
が
で
き
︑
白
髪
が
生
え
︑
老
い
て
ゆ

く
だ
ろ
う
と
い
う
不
安
が
潜
ん
で
い
た
︒

そ
の
不
安
は
︑
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
﹃
無
名
草
子
﹄
の
な
か
で
︑
主
人
公
の
老
尼
が
託
つ
も
の
と
ほ
と
ん
ど
区
別
が
つ
か
な
い
︒

そ
れ
は
ま
る
で
︑
十
三
世
紀
を
生
き
た
老
女
が
︑
二
十
世
紀
を
生
き
る
娘
の
そ
の
後
の
姿

0

0

0

0

0

で
あ
る
か
の
よ
う
だ
︒

あ
ま
た
年
経
ぬ
れ
ば
︑
い
よ
い
よ
頭
の
雪
積
も
り
︑
面
の
波
も
畳
み
て
︑
い
と
ど
見
ま
う
く
な
り
ゆ
く
鏡
の
影
も
︑
我
な
が
ら
う

と
ま
し
け
れ
ば

顔
に
皺
を
刻
む
も
の
が
夏
の
風
雨
な
の
か
︑
波
な
の
か
と
い
う
違
い
こ
そ
あ
れ
︑
両
者
と
も
に
白
髪
を
雪
と
譬
え
︑
時
の
流
れ
と
老

い
の
実
感
を
表
現
し
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
な
一
致
は
何
を
意
味
す
る
の
か
︒

詩
的
言
語
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
た
テ
ク
ス
ト
は
︑
意
味
の
み
な
ら
ず
︑
詩
法
を
も
内
包
す
る
︒
し
た
が
っ
て
近
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い

て
も
︑
中
世
の
日
本
に
お
い
て
も
︑
降
り
し
き
る
雪
を
白
髪
に
譬
え
た
詩
を
︑
ほ
か
に
も
見
つ
け
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
︒
一
方
︑﹁
ア
ル
マ
イ
ー
ド
・
デ
ー
ト
ル
モ
ン
﹂
や
﹃
無
名
草
子
﹄
を
手
に
取
っ
た
読
者
が
︑
そ
の
比
喩
を
ど
の
よ
う
に
受
け
取
る
の

か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る
に
は
︑
比
較
的
な
視
点
を
い
っ
た
ん
離
れ
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
に
寄
り
添
う
必
要
が
あ
る
︒

永
ら
く
和
歌
に
親
し
ん
で
き
た
﹃
無
名
草
子
﹄
の
読
者
の
場
合
︑﹁
頭
の
雪
﹂
や
﹁
鏡
の
影
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
次
の
よ
う
な
歌
を
連

想
さ
せ
た
だ
ろ
う
︒

む
ば
た
ま
の
わ
が
黒
髪
に
年
暮
れ
て
鏡
の
影
に
触
れ
る
白
雪

 

︵
紀
貫
之
︑
拾
遺
集
︑
雑
秋
︑
一
一
五
八
︶

あ
ら
た
ま
の
年
の
を
は
り
に
な
る
ご
と
に
雪
も
わ
が
身
も
ふ
り
ま
さ
り
つ
つ

 

︵
在
原
元
方
︑
古
今
集
︑
冬
︑
三
三
九
︶

行
く
年
の
惜
し
く
も
あ
る
か
な
真ま

す
か
が
み

澄
鏡
見
る
影
さ
へ
に
く
れ
ぬ
と
思
へ
ば

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
冬
︑
三
四
二
︶

一
首
目
で
は
︑
鏡
を
覗
き
込
む
と
い
う
行
為
を
経
由
し
て
︑﹁
黒
髪
﹂
と
﹁
白
雪
﹂
の
対
照
が
︑
年
の
暮
れ
と
老
い
と
を
重
層
的
に
表

現
し
て
い
る
︒
二
首
目
で
対
照
さ
れ
る
の
は
﹁
あ
ら
た
ま
﹂
と
﹁
を
は
り
﹂
で
︑
駆
け
足
で
過
ぎ
る
一
年
が
︑
降
り
し
き
る
雪
に
託
さ

れ
て
い
る
︒
三
首
目
で
は
雪
は
降
っ
て
い
な
い
が
︑
再
び
鏡
が
登
場
す
る
︒
こ
の
﹁
真
澄
鏡
﹂
は
︑
時
を
経
る
ほ
ど
に
﹁
増
す
﹂
思
い

出
と
︑
蓄
積
さ
れ
て
ゆ
く
感
情
を
映
す
鏡
で
あ
る
︵
ク
リ
ス
テ
ワ
二
〇
〇
一
︶︒
む
ろ
ん
一
年
の
終
わ
り
で
あ
る
冬
は
︑
人
生
の
冬
を
象

徴
す
る
︒

︵
1
︶ 

拙
訳
︒
手
塚
伸
一
に
よ
る
訳
は
︑
ジ
ャ
ム
二
〇
一
二
︑
一
三
二
頁
を
参
照
︒
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要
す
る
に
老
尼
の
嘆
き
に
は
︑
過
去
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
和
歌
の
表
現
に
よ
る
連
想
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒﹁
頭
の
雪
﹂︑

﹁
鏡
の
影
﹂
な
ど
の
語
句
を
手
が
か
り
に
︑
読
者
が
右
の
よ
う
な
歌
を
想
起
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
か
ら
こ
そ
︑
語
り
手
は
老
い
へ
の

悲
嘆
に
加
え
て
︑
限
り
あ
る
人
生
に
対
す
る
普
遍
的
な
情
念
を
︑
少
な
い
言
葉
で
織
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
)
2
(

︒

つ
ま
り
詩
的
言
語
に
お
い
て
は
︑
そ
の
語
句
単
体
が
持
つ
意
味
よ
り
も
︑
ま
さ
に
溶
け
残
っ
た
雪
の
よ
う
な
︑
意
味
の
痕
跡
を
と
ど

め
た
︿
な
ご
り
﹀
と
し
て
の
作
用
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
︑
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
視
点
か
ら
︑

と
く
に
古
典
文
学
に
お
け
る
詩
的
言
語
の
意
味
生
成
を
検
討
し
た
う
え
で
︑
そ
の
視
点
に
時
代
や
文
化
を
問
わ
な
い
柔
軟
性
が
具
わ
っ

て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
い
︒

一
、〈
名
残
〉
と
〈
余
波
〉

ま
ず
は
先
に
も
登
場
し
た
貫
之
の
有
名
な
歌
を
挙
げ
よ
う
︒
最
初
の
勅
撰
集
で
あ
る
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
中
心
的
な
撰
者
で
あ
り
︑

さ
ら
に
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
で
仮
名
に
よ
る
表
現
の
地
平
を
切
り
拓
い
た
貫
之
の
歌
は
︑
同
時
代
は
も
と
よ
り
後
世
の
歌
人
に
と
っ
て
も
︑

歌
こ
と
ば
の
用
法
を
検
討
す
る
う
え
で
一
つ
の
基
準
を
提
供
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
)
3
(

︒

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
波
ぞ
立
ち
け
る

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
春
下
︑
八
九
︶

四
季
の
部
立
で
は
︑
歌
は
季
節
の
推
移
に
沿
っ
て
並
べ
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
春
下
の
巻
に
あ
る
こ
の
歌
で
は
︑
す
で
に
春
は
た
け

な
わ
︑
桜
も
散
り
始
め
て
い
る
︒

︽
風
が
桜
を
散
ら
し
た
そ
の
な
ご
り
に
︑
水
の
な
い
は
ず
の
空
に
波
が
立
っ
て
い
る
︾
と
︑
詠
者
は
風
に
吹
か
れ
て
舞
い
散
る
花
を
見

て
︑
ま
る
で
水
の
な
い
空
に
波
が
立
つ
よ
う
だ
と
詠
嘆
す
る
︒
吹
き
抜
け
た
風
の
な
ご
り
=
余
波
が
︑
空
に
文
字
通
り
の
波
を
起
こ
し

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
率
直
な
歌
で
は
あ
る
が
︑﹁
空
に
水
が
な
い
﹂
と
い
う
当
然
の
事
実
を
い
っ
た
ん
疑
う
こ
と
で
︑
詩
的
な
問

い
が
生
じ
て
い
る
︒
風
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
言
葉
に
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
自
分
が
ど
の
よ
う
に
風
景
を
見
た
の
か
︑
と
い
う
認
識
論
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
︒
こ
の
歌
が
し
ば
し
ば
技
巧
的
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
︒

実
は
﹃
古
今
集
﹄
に
は
︑︿
な
ご
り
﹀
は
こ
の
一
度
し
か
登
場
し
な
い
︒
古
典
に
お
い
て
は
語
彙
は
拡
充
さ
れ
る
よ
り
も
精
選
さ
れ
る

傾
向
に
あ
り
︑﹃
古
今
集
﹄
で
は
お
よ
そ
三
〇
〇
〇
で
あ
る
)
4
(

︒
そ
れ
は
頻
出
す
る
語
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
︑
例
え
ば
こ
の
歌

に
も
あ
る
﹁
花
﹂︑﹁
風
﹂︑﹁
水
﹂
は
︑﹃
古
今
集
﹄
に
そ
れ
ぞ
れ
一
九
〇
回
︑
七
三
回
︑
四
三
回
も
登
場
す
る
︵
大
野
二
〇
一
九
︑
三
三

一
頁
︶︒
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
一
度
し
か
詠
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
貫
之
が
そ
れ
だ
け
︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
語
に
価
値
を
認
め

て
い
た
こ
と
を
︑
逆
説
的
に
証
拠
立
て
て
い
よ
う
︒

貫
之
は
当
然
︑
過
去
の
用
例
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒

︵
2
︶ 

﹃
無
名
草
子
﹄
と
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
拙
論
︵
二
〇
一
一
︶
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
︒

︵
3
︶ 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
貫
之
の
功
績
を
再
検
討
し
た
の
が
拙
著
︵
二
〇
一
九
︶
で
あ
る
︒

︵
4
︶ 

国
立
国
語
研
究
所
の
開
発
し
た
﹁
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

平
安
時
代
編
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹃
古
今
集
﹄
に
登
場
す
る
﹁
異
な
り
語
数
﹂
は
︑﹁
短
単

位
﹂
で
二
五
五
三
︑﹁
長
単
位
﹂
で
は
三
〇
一
〇
で
あ
る
︵
国
立
国
語
研
究
所
二
〇
一
四
︶︒



〈なごり〉考 (139)

要
す
る
に
老
尼
の
嘆
き
に
は
︑
過
去
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
き
た
和
歌
の
表
現
に
よ
る
連
想
が
生
か
さ
れ
て
い
る
の
だ
︒﹁
頭
の
雪
﹂︑

﹁
鏡
の
影
﹂
な
ど
の
語
句
を
手
が
か
り
に
︑
読
者
が
右
の
よ
う
な
歌
を
想
起
す
る
こ
と
が
期
待
で
き
た
か
ら
こ
そ
︑
語
り
手
は
老
い
へ
の

悲
嘆
に
加
え
て
︑
限
り
あ
る
人
生
に
対
す
る
普
遍
的
な
情
念
を
︑
少
な
い
言
葉
で
織
り
込
む
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
)
2
(

︒

つ
ま
り
詩
的
言
語
に
お
い
て
は
︑
そ
の
語
句
単
体
が
持
つ
意
味
よ
り
も
︑
ま
さ
に
溶
け
残
っ
た
雪
の
よ
う
な
︑
意
味
の
痕
跡
を
と
ど

め
た
︿
な
ご
り
﹀
と
し
て
の
作
用
こ
そ
が
重
要
で
あ
る
︑
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
本
稿
で
は
︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
視
点
か
ら
︑

と
く
に
古
典
文
学
に
お
け
る
詩
的
言
語
の
意
味
生
成
を
検
討
し
た
う
え
で
︑
そ
の
視
点
に
時
代
や
文
化
を
問
わ
な
い
柔
軟
性
が
具
わ
っ

て
い
る
こ
と
も
確
認
し
た
い
︒

一
、〈
名
残
〉
と
〈
余
波
〉

ま
ず
は
先
に
も
登
場
し
た
貫
之
の
有
名
な
歌
を
挙
げ
よ
う
︒
最
初
の
勅
撰
集
で
あ
る
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
の
中
心
的
な
撰
者
で
あ
り
︑

さ
ら
に
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
で
仮
名
に
よ
る
表
現
の
地
平
を
切
り
拓
い
た
貫
之
の
歌
は
︑
同
時
代
は
も
と
よ
り
後
世
の
歌
人
に
と
っ
て
も
︑

歌
こ
と
ば
の
用
法
を
検
討
す
る
う
え
で
一
つ
の
基
準
を
提
供
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
)
3
(

︒

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
波
ぞ
立
ち
け
る

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
春
下
︑
八
九
︶

四
季
の
部
立
で
は
︑
歌
は
季
節
の
推
移
に
沿
っ
て
並
べ
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
春
下
の
巻
に
あ
る
こ
の
歌
で
は
︑
す
で
に
春
は
た
け

な
わ
︑
桜
も
散
り
始
め
て
い
る
︒

︽
風
が
桜
を
散
ら
し
た
そ
の
な
ご
り
に
︑
水
の
な
い
は
ず
の
空
に
波
が
立
っ
て
い
る
︾
と
︑
詠
者
は
風
に
吹
か
れ
て
舞
い
散
る
花
を
見

て
︑
ま
る
で
水
の
な
い
空
に
波
が
立
つ
よ
う
だ
と
詠
嘆
す
る
︒
吹
き
抜
け
た
風
の
な
ご
り
=
余
波
が
︑
空
に
文
字
通
り
の
波
を
起
こ
し

て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
︒
率
直
な
歌
で
は
あ
る
が
︑﹁
空
に
水
が
な
い
﹂
と
い
う
当
然
の
事
実
を
い
っ
た
ん
疑
う
こ
と
で
︑
詩
的
な
問

い
が
生
じ
て
い
る
︒
風
景
を
あ
り
の
ま
ま
に
言
葉
に
す
る
こ
と
よ
り
も
︑
自
分
が
ど
の
よ
う
に
風
景
を
見
た
の
か
︑
と
い
う
認
識
論
に

重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
だ
︒
こ
の
歌
が
し
ば
し
ば
技
巧
的
と
評
さ
れ
る
所
以
で
あ
ろ
う
︒

実
は
﹃
古
今
集
﹄
に
は
︑︿
な
ご
り
﹀
は
こ
の
一
度
し
か
登
場
し
な
い
︒
古
典
に
お
い
て
は
語
彙
は
拡
充
さ
れ
る
よ
り
も
精
選
さ
れ
る

傾
向
に
あ
り
︑﹃
古
今
集
﹄
で
は
お
よ
そ
三
〇
〇
〇
で
あ
る
)
4
(

︒
そ
れ
は
頻
出
す
る
語
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
︑
例
え
ば
こ
の
歌

に
も
あ
る
﹁
花
﹂︑﹁
風
﹂︑﹁
水
﹂
は
︑﹃
古
今
集
﹄
に
そ
れ
ぞ
れ
一
九
〇
回
︑
七
三
回
︑
四
三
回
も
登
場
す
る
︵
大
野
二
〇
一
九
︑
三
三

一
頁
︶︒
そ
の
な
か
に
あ
っ
て
一
度
し
か
詠
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
︑
貫
之
が
そ
れ
だ
け
︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
語
に
価
値
を
認
め

て
い
た
こ
と
を
︑
逆
説
的
に
証
拠
立
て
て
い
よ
う
︒

貫
之
は
当
然
︑
過
去
の
用
例
を
知
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒﹃
万
葉
集
﹄
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
︒

︵
2
︶ 

﹃
無
名
草
子
﹄
と
そ
の
構
造
に
つ
い
て
は
拙
論
︵
二
〇
一
一
︶
で
も
取
り
上
げ
て
い
る
︒

︵
3
︶ 

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
貫
之
の
功
績
を
再
検
討
し
た
の
が
拙
著
︵
二
〇
一
九
︶
で
あ
る
︒

︵
4
︶ 

国
立
国
語
研
究
所
の
開
発
し
た
﹁
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス　

平
安
時
代
編
﹂
に
よ
れ
ば
︑﹃
古
今
集
﹄
に
登
場
す
る
﹁
異
な
り
語
数
﹂
は
︑﹁
短
単

位
﹂
で
二
五
五
三
︑﹁
長
単
位
﹂
で
は
三
〇
一
〇
で
あ
る
︵
国
立
国
語
研
究
所
二
〇
一
四
︶︒



(140)

難
波
潟
潮
干
の
な
ご
り
よ
く
見
て
む
家
な
る
妹
が
待
ち
問
は
む
た
め

 

︵
神か
み
こ
そ
の
お
ゆ
ま
ろ

社
老
麻
呂
︑
万
葉
集
︑
巻
六
︑
九
七
六
︶

歌
人
の
名
も
風
変
わ
り
だ
が
︑
歌
も
負
け
て
い
な
い
︒︽
難
波
潟
の
潮
が
引
い
た
あ
と
に
残
る
も
の
を
よ
く
見
て
お
こ
う
︒
家
で
待
っ

て
い
る
妻
が
︑
き
っ
と
聞
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
︾
と
い
う
の
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
﹃
万
葉
集
﹄
は
︑
平
仮
名
が
成
立
す
る
以
前
の
書
記
体
系
で
あ
る
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
お
り
︑
当
時
の
表
記
に
戻

せ
ば
︑﹁
な
ご
り
﹂
は
﹁
奈
凝
﹂
と
な
る
︒
万
葉
仮
名
で
は
︑
漢
字
の
音
だ
け
で
は
な
く
意
味
も
利
用
し
た
共
示
的
表
現
が
意
図
的
に
な

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︵
石
川
二
〇
一
一
︶︑
こ
こ
で
は
さ
ら
さ
ら
し
た
水
と
い
う
よ
り
も
︑
潮
水
が
凝
り
固
ま
っ
た
よ
う
な

ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

現
在
の
大
阪
市
中
心
部
に
相
当
す
る
難
波
潟
は
遠
浅
の
海
を
臨
む
低
湿
地
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
場
所
で
潮
が
引
い
た
あ
と
に
残

る
も
の
と
い
え
ば
︑
海
藻
や
貝
類
が
思
い
浮
か
ぶ
︒
し
か
し
そ
ん
な
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
し
っ
か
り
見
届
け
て
︑
妻
へ
の
土
産
話
に
す
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
老
麻
呂
の
歌
に
は
続
き
が
あ
る
︒

直た
だ
こ
え越
の
こ
の
道
に
し
て
お
し
て
る
や
難
波
の
海
と
名
付
け
け
ら
し
も

 

︵
神
社
老
麻
呂
︑
万
葉
集
︑
巻
六
︑
九
七
七
︶

﹁
直
越
﹂
と
は
ま
っ
す
ぐ
に
越
え
る
こ
と
︒﹁
お
し
て
る
や
﹂
は
﹁
押
す
﹂
と
﹁
照
る
﹂
で
﹁
一
面
に
光
を
照
り
返
す
﹂
の
意
に
な
り
︑

﹁
難
波
﹂
と
い
う
地
名
の
枕
詞
で
あ
る
︒
だ
が
こ
こ
で
の
﹁
お
し
て
る
や
﹂
は
︑
一
般
的
な
枕
詞
の
よ
う
な
修
飾
的
な
用
い
ら
れ
方
は
し

て
い
な
い
︒

歌
意
は
︑︽
海
に
ま
っ
す
ぐ
続
く
こ
の
道
か
ら
見
下
ろ
し
て
︑﹁
お
し
て
る
や
難
波
の
海
﹂
と
名
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︾

で
あ
る
︒
海
を
臨
む
道
に
立
つ
と
︑
水
面
が
広
く
照
り
輝
い
て
い
る
︒
な
る
ほ
ど
︑
だ
か
ら
難
波
の
枕
詞
は
﹁
お
し
て
る
や
﹂
な
の
か
︑

と
納
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
歌
は
︑
実
際
の
風
景
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
枕
詞
と
い
う
詩
的
な
装
置
が
作
ら
れ
た
の
か

を
読
み
解
こ
う
と
す
る
︑
非
常
に
理
知
的
な
歌
な
の
だ
︒
そ
の
意
味
で
は
貫
之
の
歌
に
負
け
ず
劣
ら
ず
技
巧
的
と
言
っ
て
よ
い
︒

改
め
て
考
え
よ
う
︒
一
首
目
の
詠
者
は
︑
本
当
に
潮
が
引
い
た
あ
と
の
物
質
的
な
︿
な
ご
り
﹀
だ
け
を
目
に
焼
き
つ
け
よ
う
と
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
二
首
目
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
詠
者
は
︑﹁
難
波
﹂
と
い
う
地
名
が

本
当
に
﹁
お
し
て
る
や
﹂
と
い
う
言
葉
の
︿
な
ご
り
﹀
を
残
し
て
い
る
の
か
︑
そ
れ
を
知
ろ
う
と
い
う
の
だ
︒
そ
れ
は
退
潮
す
る
海
と

干
潟
の
濡
れ
た
砂
が
一
面
に
照
り
輝
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
い
う
︑
具
体
的
な
作
業
を
伴
う
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
重
要

な
の
は
︑
も
し
そ
こ
に
︿
な
ご
り
﹀
が
な
け
れ
ば
︑
難
波
は
﹁
お
し
て
る
や
﹂
と
い
う
枕
詞
を
冠
す
る
資
格
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︑

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︿
な
ご
り
﹀
は
︑
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
側

面
を
併
せ
持
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

老
麻
呂
の
歌
だ
け
を
見
れ
ば
︑︿
な
ご
り
﹀
は
あ
く
ま
で
歌
枕
に
関
わ
る
概
念
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
)
5
(

︒
だ
が
以
下
で
検
討
す
る
よ
う

︵
5
︶ 

老
麻
呂
の
歌
は
︑
先
に
挙
げ
た
二
首
し
か
現
存
し
な
い
︒
老
麻
呂
は
ま
る
で
︑
後
世
の
読
者
に
︿
な
ご
り
﹀
に
つ
い
て
伝
え
る
た
め
だ
け
に
生
き

た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒



〈なごり〉考 (141)

難
波
潟
潮
干
の
な
ご
り
よ
く
見
て
む
家
な
る
妹
が
待
ち
問
は
む
た
め

 

︵
神か
み
こ
そ
の
お
ゆ
ま
ろ

社
老
麻
呂
︑
万
葉
集
︑
巻
六
︑
九
七
六
︶

歌
人
の
名
も
風
変
わ
り
だ
が
︑
歌
も
負
け
て
い
な
い
︒︽
難
波
潟
の
潮
が
引
い
た
あ
と
に
残
る
も
の
を
よ
く
見
て
お
こ
う
︒
家
で
待
っ

て
い
る
妻
が
︑
き
っ
と
聞
く
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
︾
と
い
う
の
で
あ
る
︒

周
知
の
よ
う
に
﹃
万
葉
集
﹄
は
︑
平
仮
名
が
成
立
す
る
以
前
の
書
記
体
系
で
あ
る
万
葉
仮
名
で
書
か
れ
て
お
り
︑
当
時
の
表
記
に
戻

せ
ば
︑﹁
な
ご
り
﹂
は
﹁
奈
凝
﹂
と
な
る
︒
万
葉
仮
名
で
は
︑
漢
字
の
音
だ
け
で
は
な
く
意
味
も
利
用
し
た
共
示
的
表
現
が
意
図
的
に
な

さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
︵
石
川
二
〇
一
一
︶︑
こ
こ
で
は
さ
ら
さ
ら
し
た
水
と
い
う
よ
り
も
︑
潮
水
が
凝
り
固
ま
っ
た
よ
う
な

ど
ろ
ど
ろ
し
た
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
︒

現
在
の
大
阪
市
中
心
部
に
相
当
す
る
難
波
潟
は
遠
浅
の
海
を
臨
む
低
湿
地
で
あ
っ
た
︒
そ
の
よ
う
な
場
所
で
潮
が
引
い
た
あ
と
に
残

る
も
の
と
い
え
ば
︑
海
藻
や
貝
類
が
思
い
浮
か
ぶ
︒
し
か
し
そ
ん
な
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
し
っ
か
り
見
届
け
て
︑
妻
へ
の
土
産
話
に
す
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
︒
老
麻
呂
の
歌
に
は
続
き
が
あ
る
︒

直た
だ
こ
え越
の
こ
の
道
に
し
て
お
し
て
る
や
難
波
の
海
と
名
付
け
け
ら
し
も

 

︵
神
社
老
麻
呂
︑
万
葉
集
︑
巻
六
︑
九
七
七
︶

﹁
直
越
﹂
と
は
ま
っ
す
ぐ
に
越
え
る
こ
と
︒﹁
お
し
て
る
や
﹂
は
﹁
押
す
﹂
と
﹁
照
る
﹂
で
﹁
一
面
に
光
を
照
り
返
す
﹂
の
意
に
な
り
︑

﹁
難
波
﹂
と
い
う
地
名
の
枕
詞
で
あ
る
︒
だ
が
こ
こ
で
の
﹁
お
し
て
る
や
﹂
は
︑
一
般
的
な
枕
詞
の
よ
う
な
修
飾
的
な
用
い
ら
れ
方
は
し

て
い
な
い
︒

歌
意
は
︑︽
海
に
ま
っ
す
ぐ
続
く
こ
の
道
か
ら
見
下
ろ
し
て
︑﹁
お
し
て
る
や
難
波
の
海
﹂
と
名
づ
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︾

で
あ
る
︒
海
を
臨
む
道
に
立
つ
と
︑
水
面
が
広
く
照
り
輝
い
て
い
る
︒
な
る
ほ
ど
︑
だ
か
ら
難
波
の
枕
詞
は
﹁
お
し
て
る
や
﹂
な
の
か
︑

と
納
得
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
つ
ま
り
こ
の
歌
は
︑
実
際
の
風
景
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
枕
詞
と
い
う
詩
的
な
装
置
が
作
ら
れ
た
の
か

を
読
み
解
こ
う
と
す
る
︑
非
常
に
理
知
的
な
歌
な
の
だ
︒
そ
の
意
味
で
は
貫
之
の
歌
に
負
け
ず
劣
ら
ず
技
巧
的
と
言
っ
て
よ
い
︒

改
め
て
考
え
よ
う
︒
一
首
目
の
詠
者
は
︑
本
当
に
潮
が
引
い
た
あ
と
の
物
質
的
な
︿
な
ご
り
﹀
だ
け
を
目
に
焼
き
つ
け
よ
う
と
し
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
︒
二
首
目
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
そ
う
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
詠
者
は
︑﹁
難
波
﹂
と
い
う
地
名
が

本
当
に
﹁
お
し
て
る
や
﹂
と
い
う
言
葉
の
︿
な
ご
り
﹀
を
残
し
て
い
る
の
か
︑
そ
れ
を
知
ろ
う
と
い
う
の
だ
︒
そ
れ
は
退
潮
す
る
海
と

干
潟
の
濡
れ
た
砂
が
一
面
に
照
り
輝
い
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
す
る
と
い
う
︑
具
体
的
な
作
業
を
伴
う
か
も
し
れ
な
い
︒
だ
が
重
要

な
の
は
︑
も
し
そ
こ
に
︿
な
ご
り
﹀
が
な
け
れ
ば
︑
難
波
は
﹁
お
し
て
る
や
﹂
と
い
う
枕
詞
を
冠
す
る
資
格
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
︑

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︿
な
ご
り
﹀
は
︑
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
︑﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
側

面
を
併
せ
持
つ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
︒

老
麻
呂
の
歌
だ
け
を
見
れ
ば
︑︿
な
ご
り
﹀
は
あ
く
ま
で
歌
枕
に
関
わ
る
概
念
と
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
)
5
(

︒
だ
が
以
下
で
検
討
す
る
よ
う

︵
5
︶ 

老
麻
呂
の
歌
は
︑
先
に
挙
げ
た
二
首
し
か
現
存
し
な
い
︒
老
麻
呂
は
ま
る
で
︑
後
世
の
読
者
に
︿
な
ご
り
﹀
に
つ
い
て
伝
え
る
た
め
だ
け
に
生
き

た
か
の
よ
う
で
あ
る
︒
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に
︑︿
な
ご
り
﹀
の
間
口
は
遥
か
に
広
く
︑
あ
ら
ゆ
る
詩
的
言
語
の
意
味
生
成
に
関
連
す
る
︒
そ
れ
を
歌
枕
と
い
う
一
つ
の
技
術
的
な
用

語
に
回
収
し
て
し
ま
う
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
︒︿
な
ご
り
﹀
は
む
し
ろ
︑
詩
的
言
語
の
最
小
単
位
と
も
言
え
る
︿
名
﹀
の
作
用
そ
の

も
の
を
包
括
す
る
の
で
あ
る
︒

再
び
貫
之
の
歌
に
目
を
向
け
よ
う
︒

さ
く
ら
ば
な
ち
り
ぬ
る
か
ぜ
の
な
ご
り
に
は
み
ず
な
き
そ
ら
に
な
み
ぞ
た
ち
け
る

発
音
し
て
み
る
と
︑﹁
な
﹂
が
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒︿
な
ご
り
﹀
の
﹁
な
﹂
は
﹁
名
残
﹂
の
﹁
名
﹂︑
す
な
わ

ち
﹁
名
前
﹂
の
﹁
名
﹂
で
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
余
波
﹂
と
書
く
と
き
の
﹁
波
﹂
の
字
に
も
﹁
な
﹂
の
音
が
あ
る
︒
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い

だ
ろ
う
︒
老
麻
呂
の
歌
の
舞
台
と
な
っ
た
﹁
難
波
﹂
も
︑
そ
れ
が
土
地
の
﹁
名
﹂
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
︑﹁
な
﹂
で
始
ま
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
︒

貫
之
の
歌
で
も
同
様
に
︑
読
者
の
意
識
は
自
然
と
︿
な
ご
り
﹀
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
桜
を
散
ら
せ
た
風
が
空
に
残
し

た
花
び
ら
﹂
と
い
う
物
質
的
な
︿
な
ご
り
﹀
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
判
断
の
た
め
に
も
︑
桜
を
詠
ん
だ
一
連
の
歌
を
引
き
︑

歌
群
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
い
︒

桜
花
と
く
散
り
ぬ
と
も
お
も
ほ
え
ず
人
の
心
ぞ
風
も
吹
き
あ
へ
ぬ

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
春
下
︑
八
三
︶

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

 
 ︵

紀
友
則
︑
八
四
︶

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
見
む

 

︵
藤
原
好
風
︑
八
五
︶

雪
と
の
み
降
る
だ
に
あ
る
を
さ
く
ら
花
い
か
に
散
れ
と
か
風
の
吹
く
ら
む

 

︵
凡
河
内
躬
恒
︑
八
六
︶

山
高
み
見
つ
つ
わ
が
来
し
桜
花
風
は
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り

 

︵
紀
貫
之
︑
八
七
︶

春
雨
の
降
る
は
涙
か
さ
く
ら
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

 

︵
大
友
黒
主
︑
八
八
︶

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
波
ぞ
立
ち
け
る

 

︵
紀
貫
之
︑
八
九
︶

八
三
番
の
歌
は
︑︽
桜
は
風
に
吹
か
れ
て
す
ぐ
に
散
っ
て
し
ま
う
と
言
う
け
れ
ど
︑
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
︒
む
し
ろ
風
に
吹
か
れ
も

せ
ず
に
変
わ
る
の
は
︑
人
の
心
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︾
と
問
い
か
け
て
い
る
︒

八
四
番
の
歌
は
︑︽
の
ど
か
な
春
の
日
で
は
あ
る
け
れ
ど
︑
花
が
散
っ
て
ゆ
く
と
思
う
と
︑
心
は
静
か
に
落
ち
着
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
︾
と
嘆
く
︒﹁
風
﹂
は
こ
の
歌
に
は
直
接
に
は
登
場
し
な
い
も
の
の
︑
桜
は
ま
さ
に
先
ほ
ど
の
歌
に
吹
い
て
い
た
風
の
︿
な
ご
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に
︑︿
な
ご
り
﹀
の
間
口
は
遥
か
に
広
く
︑
あ
ら
ゆ
る
詩
的
言
語
の
意
味
生
成
に
関
連
す
る
︒
そ
れ
を
歌
枕
と
い
う
一
つ
の
技
術
的
な
用

語
に
回
収
し
て
し
ま
う
こ
と
は
現
実
的
で
は
な
い
︒︿
な
ご
り
﹀
は
む
し
ろ
︑
詩
的
言
語
の
最
小
単
位
と
も
言
え
る
︿
名
﹀
の
作
用
そ
の

も
の
を
包
括
す
る
の
で
あ
る
︒

再
び
貫
之
の
歌
に
目
を
向
け
よ
う
︒

さ
く
ら
ば
な
ち
り
ぬ
る
か
ぜ
の
な
ご
り
に
は
み
ず
な
き
そ
ら
に
な
み
ぞ
た
ち
け
る

発
音
し
て
み
る
と
︑﹁
な
﹂
が
執
拗
に
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
︒︿
な
ご
り
﹀
の
﹁
な
﹂
は
﹁
名
残
﹂
の
﹁
名
﹂︑
す
な
わ

ち
﹁
名
前
﹂
の
﹁
名
﹂
で
あ
り
︑
さ
ら
に
﹁
余
波
﹂
と
書
く
と
き
の
﹁
波
﹂
の
字
に
も
﹁
な
﹂
の
音
が
あ
る
︒
こ
れ
は
偶
然
で
は
な
い

だ
ろ
う
︒
老
麻
呂
の
歌
の
舞
台
と
な
っ
た
﹁
難
波
﹂
も
︑
そ
れ
が
土
地
の
﹁
名
﹂
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
︑﹁
な
﹂
で
始
ま
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
と
さ
え
思
わ
れ
る
︒

貫
之
の
歌
で
も
同
様
に
︑
読
者
の
意
識
は
自
然
と
︿
な
ご
り
﹀
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
﹁
桜
を
散
ら
せ
た
風
が
空
に
残
し

た
花
び
ら
﹂
と
い
う
物
質
的
な
︿
な
ご
り
﹀
に
過
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
︒
そ
の
判
断
の
た
め
に
も
︑
桜
を
詠
ん
だ
一
連
の
歌
を
引
き
︑

歌
群
と
し
て
読
み
解
い
て
み
た
い
︒

桜
花
と
く
散
り
ぬ
と
も
お
も
ほ
え
ず
人
の
心
ぞ
風
も
吹
き
あ
へ
ぬ

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
春
下
︑
八
三
︶

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

 
 ︵

紀
友
則
︑
八
四
︶

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
見
む

 

︵
藤
原
好
風
︑
八
五
︶

雪
と
の
み
降
る
だ
に
あ
る
を
さ
く
ら
花
い
か
に
散
れ
と
か
風
の
吹
く
ら
む

 

︵
凡
河
内
躬
恒
︑
八
六
︶

山
高
み
見
つ
つ
わ
が
来
し
桜
花
風
は
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り

 

︵
紀
貫
之
︑
八
七
︶

春
雨
の
降
る
は
涙
か
さ
く
ら
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

 

︵
大
友
黒
主
︑
八
八
︶

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
な
ご
り
に
は
水
な
き
空
に
波
ぞ
立
ち
け
る

 

︵
紀
貫
之
︑
八
九
︶

八
三
番
の
歌
は
︑︽
桜
は
風
に
吹
か
れ
て
す
ぐ
に
散
っ
て
し
ま
う
と
言
う
け
れ
ど
︑
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
︒
む
し
ろ
風
に
吹
か
れ
も

せ
ず
に
変
わ
る
の
は
︑
人
の
心
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︾
と
問
い
か
け
て
い
る
︒

八
四
番
の
歌
は
︑︽
の
ど
か
な
春
の
日
で
は
あ
る
け
れ
ど
︑
花
が
散
っ
て
ゆ
く
と
思
う
と
︑
心
は
静
か
に
落
ち
着
い
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
な
い
︾
と
嘆
く
︒﹁
風
﹂
は
こ
の
歌
に
は
直
接
に
は
登
場
し
な
い
も
の
の
︑
桜
は
ま
さ
に
先
ほ
ど
の
歌
に
吹
い
て
い
た
風
の
︿
な
ご
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り
﹀
に
吹
か
れ
て
︑
い
ま
に
も
散
り
そ
う
な
の
だ
︒

次
の
歌
は
︑
風
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
︒︽
ど
う
か
花
を
避
け
て
吹
い
て
み
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︑
花
が
自
ら
の
意
思
で
散
る
の
か

ど
う
か
知
り
た
い
か
ら
︾
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
風
は
︑
も
ち
ろ
ん
注
文
な
ど
き
か
な
い
︒
八
六
番
の
歌
で
は
︑︽
た
だ
で
さ
え
雪

が
降
る
か
の
よ
う
に
散
っ
て
ゆ
く
桜
な
の
に
︑
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
風
が
吹
き
つ
け
る
︾
と
そ
の
容
赦
な
い
力
強
さ
が
描
写
さ

れ
る
︒
八
七
番
の
歌
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
風
は
人
間
と
は
違
い
自
然
の
勢
力
で
あ
る
か
ら
︑︽
自
分
に
は
見
る
こ
と
で
精
一
杯
の
山
の
上

の
桜
で
さ
え
︑
風
は
思
う
さ
ま
吹
き
散
ら
し
て
し
ま
う
︾
の
で
あ
る
︒

一
説
に
は
貫
之
作
と
も
さ
れ
る
八
八
番
の
歌
に
は
︑﹁
風
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
雨
﹂
が
登
場
す
る
︒︽
桜
の
散
る
の
を
惜
し
い
と
思
わ
な

い
人
な
ど
い
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
春
雨
が
降
っ
て
い
る
の
だ
︾
と
︑
春
雨
を
涙
に
譬
え
て
い
る
︒

こ
う
し
て
八
九
番
の
歌
に
接
続
す
る
の
だ
が
︑
歌
群
の
流
れ
を
意
識
し
て
み
れ
ば
︑
こ
の
歌
に
登
場
す
る
﹁
水
﹂
や
﹁
波
﹂
が
︑
直

前
の
歌
の
﹁
涙
﹂
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
よ
う
︒﹁
風
﹂
の
︿
な
ご
り
﹀
で
あ
る
﹁
波
﹂
と
は
花
吹
雪
の
み
な
ら
ず
﹁
涙
﹂

で
も
あ
り
︑
水
な
き
空
に
波
が
立
つ
の
は
︑
詠
者
が
散
っ
た
桜
を
惜
し
む
涙
を
浮
か
べ
て
空
を
見
上
げ
て
い
る
か
ら
だ
︑
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

以
上
が
︑
歌
群
を
連
続
的
に
読
み
解
い
た
場
合
の
︑
一
つ
の
意
味
内
容
と
言
え
る
︒
た
だ
し
和
歌
の
主
題
は
自
然
で
あ
る
と
共
に
人

の
心
で
あ
り
︑
そ
れ
も
し
ば
し
ば
恋
す
る
心
で
あ
る
か
ら
︑
一
連
の
歌
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
に
は
︑
恋
の
物
語
と
し
て
も
読
み
直
す

必
要
が
あ
る
︒
以
下
に
示
す
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
歌
の
境
界
を
示
す
︒

︽
桜
よ
り
も
儚
く
散
っ
て
し
ま
う
も
の
︑
そ
れ
は
恋
で
あ
る
︒
人
は
す
ぐ
に
心
変
わ
り
す
る
か
ら
だ
︒
／
そ
れ
を
思
え
ば
︑
平
穏
な
関

係
が
続
い
て
い
る
と
き
も
安
心
は
で
き
な
い
︒
／
心
を
乱
す
風
が
な
ん
で
あ
れ
︑
こ
の
恋
は
避
け
て
吹
い
て
ほ
し
い
︒
そ
れ
で
も
心
変

わ
り
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
本
人
の
意
思
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
ら
︒
／
放
っ
て
お
い
て
も
散
る
で
あ
ろ
う
恋
は
︑
乱
れ
る
心
に

よ
っ
て
な
お
さ
ら
早
く
散
っ
て
し
ま
う
︒
／
私
に
は
と
て
も
手
が
届
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
人
の
心
に
も
︑
私
よ
り
も
優
れ
た
者
で
あ

れ
ば
易
々
と
近
づ
き
︑
乱
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
／
い
ず
れ
に
せ
よ
恋
は
終
わ
り
︑
当
然
な
が
ら
︑
私
は
春
雨
の
よ
う
な
涙

を
流
し
て
い
る
︒
／
そ
し
て
散
っ
て
し
ま
っ
た
恋
の
な
ご
り
を
味
わ
い
な
が
ら
︑
涙
ぐ
ん
だ
目
で
虚
空
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ
︾

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
貫
之
の
歌
に
あ
る
︿
な
ご
り
﹀
に
は
︑
な
お
さ
ら
多
層
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
花
を
散
ら

す
﹁
風
﹂
と
い
う
現
象
は
一
連
の
歌
の
な
か
で
︑
徐
々
に
﹁
心
の
乱
れ
を
生
じ
さ
せ
︑
恋
を
終
わ
ら
せ
る
も
の
﹂
と
い
う
意
味
合
い
を

獲
得
し
て
ゆ
く
︒
し
た
が
っ
て
貫
之
が
﹁
風
の
な
ご
り
﹂
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
き
︑
そ
れ
は
た
だ
吹
き
抜
け
た
﹁
風
﹂
の
物
資
的

な
︿
な
ご
り
﹀
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑﹁
風
﹂
と
い
う
歌
こ
と
ば
の
﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
を
問
題
に
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒
空
に
波
が
立
つ
の
は
︑
散
る
花
に
残
る
意
味
の
痕
跡
か
ら
恋
の
終
わ
り
を
感
じ
取
っ
た
詠
者
が
︑
思
わ
ず
涙
を
流

し
た
か
ら
な
の
だ
︒
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
悲
し
み
の
涙
か
も
し
れ
な
い
が
︑
言
葉
の
力
に
対
す
る
感
動
の
涙
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

二
、『
土
佐
日
記
』
と
〈
名
〉

歌
を
詠
む
こ
と
は
︑
風
景
や
心
情
を
た
だ
言
語
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
言
語
化
の
過
程
そ
の
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

と
く
に
﹃
古
今
集
﹄
選
者
と
し
て
当
代
の
文
学
を
牽
引
し
た
貫
之
に
と
っ
て
︑
歌
こ
と
ば
を
鍛
え
る
こ
と
は
使
命
と
も
感
じ
ら
れ
た
は

ず
だ
︒
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り
﹀
に
吹
か
れ
て
︑
い
ま
に
も
散
り
そ
う
な
の
だ
︒

次
の
歌
は
︑
風
に
対
し
て
呼
び
か
け
る
︒︽
ど
う
か
花
を
避
け
て
吹
い
て
み
て
く
れ
な
い
だ
ろ
う
か
︑
花
が
自
ら
の
意
思
で
散
る
の
か

ど
う
か
知
り
た
い
か
ら
︾
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
し
風
は
︑
も
ち
ろ
ん
注
文
な
ど
き
か
な
い
︒
八
六
番
の
歌
で
は
︑︽
た
だ
で
さ
え
雪

が
降
る
か
の
よ
う
に
散
っ
て
ゆ
く
桜
な
の
に
︑
追
い
打
ち
を
か
け
る
よ
う
に
風
が
吹
き
つ
け
る
︾
と
そ
の
容
赦
な
い
力
強
さ
が
描
写
さ

れ
る
︒
八
七
番
の
歌
に
も
あ
る
よ
う
に
︑
風
は
人
間
と
は
違
い
自
然
の
勢
力
で
あ
る
か
ら
︑︽
自
分
に
は
見
る
こ
と
で
精
一
杯
の
山
の
上

の
桜
で
さ
え
︑
風
は
思
う
さ
ま
吹
き
散
ら
し
て
し
ま
う
︾
の
で
あ
る
︒

一
説
に
は
貫
之
作
と
も
さ
れ
る
八
八
番
の
歌
に
は
︑﹁
風
﹂
の
代
わ
り
に
﹁
雨
﹂
が
登
場
す
る
︒︽
桜
の
散
る
の
を
惜
し
い
と
思
わ
な

い
人
な
ど
い
な
い
︒
だ
か
ら
こ
そ
春
雨
が
降
っ
て
い
る
の
だ
︾
と
︑
春
雨
を
涙
に
譬
え
て
い
る
︒

こ
う
し
て
八
九
番
の
歌
に
接
続
す
る
の
だ
が
︑
歌
群
の
流
れ
を
意
識
し
て
み
れ
ば
︑
こ
の
歌
に
登
場
す
る
﹁
水
﹂
や
﹁
波
﹂
が
︑
直

前
の
歌
の
﹁
涙
﹂
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
が
感
じ
ら
れ
よ
う
︒﹁
風
﹂
の
︿
な
ご
り
﹀
で
あ
る
﹁
波
﹂
と
は
花
吹
雪
の
み
な
ら
ず
﹁
涙
﹂

で
も
あ
り
︑
水
な
き
空
に
波
が
立
つ
の
は
︑
詠
者
が
散
っ
た
桜
を
惜
し
む
涙
を
浮
か
べ
て
空
を
見
上
げ
て
い
る
か
ら
だ
︑
と
解
釈
す
る

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

以
上
が
︑
歌
群
を
連
続
的
に
読
み
解
い
た
場
合
の
︑
一
つ
の
意
味
内
容
と
言
え
る
︒
た
だ
し
和
歌
の
主
題
は
自
然
で
あ
る
と
共
に
人

の
心
で
あ
り
︑
そ
れ
も
し
ば
し
ば
恋
す
る
心
で
あ
る
か
ら
︑
一
連
の
歌
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
に
は
︑
恋
の
物
語
と
し
て
も
読
み
直
す

必
要
が
あ
る
︒
以
下
に
示
す
の
は
そ
の
一
例
で
あ
る
︒
ス
ラ
ッ
シ
ュ
は
歌
の
境
界
を
示
す
︒

︽
桜
よ
り
も
儚
く
散
っ
て
し
ま
う
も
の
︑
そ
れ
は
恋
で
あ
る
︒
人
は
す
ぐ
に
心
変
わ
り
す
る
か
ら
だ
︒
／
そ
れ
を
思
え
ば
︑
平
穏
な
関

係
が
続
い
て
い
る
と
き
も
安
心
は
で
き
な
い
︒
／
心
を
乱
す
風
が
な
ん
で
あ
れ
︑
こ
の
恋
は
避
け
て
吹
い
て
ほ
し
い
︒
そ
れ
で
も
心
変

わ
り
す
る
な
ら
︑
そ
れ
は
本
人
の
意
思
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
ら
︒
／
放
っ
て
お
い
て
も
散
る
で
あ
ろ
う
恋
は
︑
乱
れ
る
心
に

よ
っ
て
な
お
さ
ら
早
く
散
っ
て
し
ま
う
︒
／
私
に
は
と
て
も
手
が
届
か
な
い
と
思
っ
て
い
た
人
の
心
に
も
︑
私
よ
り
も
優
れ
た
者
で
あ

れ
ば
易
々
と
近
づ
き
︑
乱
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
︒
／
い
ず
れ
に
せ
よ
恋
は
終
わ
り
︑
当
然
な
が
ら
︑
私
は
春
雨
の
よ
う
な
涙

を
流
し
て
い
る
︒
／
そ
し
て
散
っ
て
し
ま
っ
た
恋
の
な
ご
り
を
味
わ
い
な
が
ら
︑
涙
ぐ
ん
だ
目
で
虚
空
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ
︾

以
上
を
踏
ま
え
る
と
︑
貫
之
の
歌
に
あ
る
︿
な
ご
り
﹀
に
は
︑
な
お
さ
ら
多
層
的
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
︒
花
を
散
ら

す
﹁
風
﹂
と
い
う
現
象
は
一
連
の
歌
の
な
か
で
︑
徐
々
に
﹁
心
の
乱
れ
を
生
じ
さ
せ
︑
恋
を
終
わ
ら
せ
る
も
の
﹂
と
い
う
意
味
合
い
を

獲
得
し
て
ゆ
く
︒
し
た
が
っ
て
貫
之
が
﹁
風
の
な
ご
り
﹂
と
い
う
言
い
方
を
す
る
と
き
︑
そ
れ
は
た
だ
吹
き
抜
け
た
﹁
風
﹂
の
物
資
的

な
︿
な
ご
り
﹀
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑﹁
風
﹂
と
い
う
歌
こ
と
ば
の
﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
を
問
題
に
し
て
い
る
︑
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
︒
空
に
波
が
立
つ
の
は
︑
散
る
花
に
残
る
意
味
の
痕
跡
か
ら
恋
の
終
わ
り
を
感
じ
取
っ
た
詠
者
が
︑
思
わ
ず
涙
を
流

し
た
か
ら
な
の
だ
︒
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
悲
し
み
の
涙
か
も
し
れ
な
い
が
︑
言
葉
の
力
に
対
す
る
感
動
の
涙
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
︒

二
、『
土
佐
日
記
』
と
〈
名
〉

歌
を
詠
む
こ
と
は
︑
風
景
や
心
情
を
た
だ
言
語
化
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
言
語
化
の
過
程
そ
の
も
の
を
追
求
す
る
こ
と
で
も
あ
る
︒

と
く
に
﹃
古
今
集
﹄
選
者
と
し
て
当
代
の
文
学
を
牽
引
し
た
貫
之
に
と
っ
て
︑
歌
こ
と
ば
を
鍛
え
る
こ
と
は
使
命
と
も
感
じ
ら
れ
た
は

ず
だ
︒
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そ
の
没
後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
︑
貫
之
の
業
績
と
し
て
何
よ
り
も
大
き
く
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
の
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
で
あ
る
︒

日
記
文
学
の
嚆
矢
と
も
︑
紀
行
文
学
の
濫
觴
と
も
評
さ
れ
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
詠
歌
の
方
法
を
模
索
し
つ
つ
実
践
す
る
︑
能
動
的
な

歌
論
書
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
)
6
(

︒

し
た
が
っ
て
﹃
土
佐
日
記
﹄
か
ら
も
︑
言
葉
の
意
味
や
痕
跡
と
い
う
も
の
に
対
し
て
貫
之
が
持
っ
て
い
た
意
識
を
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
る
は
ず
だ
︒
こ
こ
で
は
︑
あ
る
意
味
で
︿
な
ご
り
﹀
よ
り
さ
ら
に
直
截
な
︿
名
﹀
と
い
う
語
を
焦
点
化
し
た
い
︒

ま
ず
は
︑
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
る
︒

ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
所
羽
根
な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
都
へ
も
が
な
︶
7
︵

 

︵
一
月
十
一
日
︶

︽
こ
の
場
所
が
そ
の
名
の
通
り
︑
本
当
に
羽
根
で
あ
る
な
ら
︑
私
た
ち
も
飛
ぶ
よ
う
に
速
く
都
へ
帰
れ
れ
ば
い
い
の
に
︾
と
い
う
こ
の

歌
は
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
に
い
く
つ
か
登
場
す
る
童
の
歌
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
貫
之
が
詠
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
︑
作
中
で
は
あ
く

ま
で
童
の
歌
と
い
う
設
定
で
あ
り
︑
言
葉
遣
い
が
ど
こ
と
な
く
単
純
に
見
受
け
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
の
作
為
で
あ
ろ
う
︒

周
知
の
通
り
﹃
土
佐
日
記
﹄
と
は
︑
任
果
て
た
国
守
が
︑
土
佐
か
ら
京
へ
と
帰
る
旅
程
の
記
録
で
あ
る
︒
喜
び
に
あ
ふ
れ
た
日
記
と

な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず
だ
が
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
は
基
本
的
に
暗
い
色
調
に
包
ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
四
︑
五
年
も
の
あ
い
だ
留
守

に
し
て
い
た
京
へ
戻
る
こ
と
へ
の
潜
在
的
な
不
安
で
も
あ
り
︑
何
よ
り
こ
の
旅
が
︑
在
任
中
に
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
国
守
の
娘
に
対

す
る
哀
悼
に
︑
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
る
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
感
覚
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
し
か
も
船
旅
は
決

し
て
快
適
で
は
な
い
の
だ
︒
一
行
は
船
酔
い
し
︑
い
つ
海
賊
に
襲
わ
れ
る
と
も
し
れ
な
い
恐
怖
と
闘
う
︒
な
お
か
つ
物
忌
み
や
天
候
の

乱
れ
で
︑
む
や
み
に
足
止
め
を
食
う
︒
そ
の
た
び
に
募
る
焦
燥
感
が
︑
な
お
さ
ら
幼
子
を
喪
っ
た
悲
し
み
を
煽
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
よ
う
な
状
況
の
真
っ
只
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
自
ず
か
ら
変
わ
っ
て
く
る
︒
ひ
と
ま
ず
の

中
継
地
点
と
し
て
室
津
を
目
指
す
一
行
は
︑
途
中
で
﹁
羽
根
﹂
と
い
う
土
地
に
到
着
し
た
︒
す
る
と
あ
る
幼
子
が
﹁
ま
る
で
鳥
の
羽
根

の
よ
う
だ
﹂
と
頑
是
な
い
こ
と
を
言
っ
た
の
で
︑
大
人
た
ち
は
笑
い
だ
す
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
︑
も
う
す
こ
し
年
長
の
童
女
が
︑
右

の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
︒
一
行
は
︑
な
か
な
か
都
へ
帰
れ
な
い
自
分
た
ち
の
境
遇
を
思
い
知
ら
さ
れ
︑
そ
の
う
え
亡
く
な
っ
た
子
の

こ
と
ま
で
思
い
出
し
︑
す
っ
か
り
打
ち
ひ
し
が
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

強
調
し
て
お
く
べ
き
は
︑
こ
の
歌
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
地
名
と
い
う
︿
名
﹀
の
力
で
あ
る
こ
と
だ
︒
一
行
は
﹃
万
葉
集
﹄
で
老

麻
呂
が
﹁
難
波
﹂
と
い
う
地
名
の
︿
な
ご
り
﹀
に
感
動
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
羽
根
﹂
と
い
う
土
地
の
︿
名
﹀
の
︑
飛
翔
す
る
か
の

如
き
速
や
か
な
帰
郷
を
連
想
さ
せ
る
力
に
︑
涙
を
誘
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
こ
の
歌
に
は
︑
参
考
に
供
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
過
去
の
歌
が
あ
る
︒
そ
れ
は
貫
之
が
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る

業
平
の
も
の
で
あ
る
︒

︵
6
︶ 

﹃
土
佐
日
記
﹄
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
や
︑
歴
史
を
通
じ
て
の
評
価
に
つ
い
て
は
︑
拙
著
︵
二
〇
一
九
︶
第
七
章
お
よ
び
第
九
章
を
参
照
︒

︵
7
︶ 

﹃
土
佐
日
記
﹄
か
ら
の
引
用
は
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版
に
よ
る
︒
な
お
末
尾
の
括
弧
内
は
︑
各
記
事
の
本
文
中
の
日
付
で
あ
る
︒
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そ
の
没
後
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
︑
貫
之
の
業
績
と
し
て
何
よ
り
も
大
き
く
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
の
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
で
あ
る
︒

日
記
文
学
の
嚆
矢
と
も
︑
紀
行
文
学
の
濫
觴
と
も
評
さ
れ
る
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
︑
詠
歌
の
方
法
を
模
索
し
つ
つ
実
践
す
る
︑
能
動
的
な

歌
論
書
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
)
6
(

︒

し
た
が
っ
て
﹃
土
佐
日
記
﹄
か
ら
も
︑
言
葉
の
意
味
や
痕
跡
と
い
う
も
の
に
対
し
て
貫
之
が
持
っ
て
い
た
意
識
を
読
み
解
く
こ
と
が

で
き
る
は
ず
だ
︒
こ
こ
で
は
︑
あ
る
意
味
で
︿
な
ご
り
﹀
よ
り
さ
ら
に
直
截
な
︿
名
﹀
と
い
う
語
を
焦
点
化
し
た
い
︒

ま
ず
は
︑
最
も
わ
か
り
や
す
い
例
を
挙
げ
る
︒

ま
こ
と
に
て
名
に
聞
く
所
羽
根
な
ら
ば
飛
ぶ
が
ご
と
く
に
都
へ
も
が
な
︶
7
︵

 

︵
一
月
十
一
日
︶

︽
こ
の
場
所
が
そ
の
名
の
通
り
︑
本
当
に
羽
根
で
あ
る
な
ら
︑
私
た
ち
も
飛
ぶ
よ
う
に
速
く
都
へ
帰
れ
れ
ば
い
い
の
に
︾
と
い
う
こ
の

歌
は
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
に
い
く
つ
か
登
場
す
る
童
の
歌
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
実
際
に
は
貫
之
が
詠
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
︑
作
中
で
は
あ
く

ま
で
童
の
歌
と
い
う
設
定
で
あ
り
︑
言
葉
遣
い
が
ど
こ
と
な
く
単
純
に
見
受
け
ら
れ
る
の
も
そ
の
た
め
の
作
為
で
あ
ろ
う
︒

周
知
の
通
り
﹃
土
佐
日
記
﹄
と
は
︑
任
果
て
た
国
守
が
︑
土
佐
か
ら
京
へ
と
帰
る
旅
程
の
記
録
で
あ
る
︒
喜
び
に
あ
ふ
れ
た
日
記
と

な
っ
て
も
お
か
し
く
な
い
は
ず
だ
が
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
は
基
本
的
に
暗
い
色
調
に
包
ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
四
︑
五
年
も
の
あ
い
だ
留
守

に
し
て
い
た
京
へ
戻
る
こ
と
へ
の
潜
在
的
な
不
安
で
も
あ
り
︑
何
よ
り
こ
の
旅
が
︑
在
任
中
に
幼
く
し
て
亡
く
な
っ
た
国
守
の
娘
に
対

す
る
哀
悼
に
︑
一
つ
の
区
切
り
を
つ
け
る
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︑
と
い
う
感
覚
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
し
か
も
船
旅
は
決

し
て
快
適
で
は
な
い
の
だ
︒
一
行
は
船
酔
い
し
︑
い
つ
海
賊
に
襲
わ
れ
る
と
も
し
れ
な
い
恐
怖
と
闘
う
︒
な
お
か
つ
物
忌
み
や
天
候
の

乱
れ
で
︑
む
や
み
に
足
止
め
を
食
う
︒
そ
の
た
び
に
募
る
焦
燥
感
が
︑
な
お
さ
ら
幼
子
を
喪
っ
た
悲
し
み
を
煽
る
の
で
あ
っ
た
︒

そ
の
よ
う
な
状
況
の
真
っ
只
中
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
す
れ
ば
︑
歌
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
も
自
ず
か
ら
変
わ
っ
て
く
る
︒
ひ
と
ま
ず
の

中
継
地
点
と
し
て
室
津
を
目
指
す
一
行
は
︑
途
中
で
﹁
羽
根
﹂
と
い
う
土
地
に
到
着
し
た
︒
す
る
と
あ
る
幼
子
が
﹁
ま
る
で
鳥
の
羽
根

の
よ
う
だ
﹂
と
頑
是
な
い
こ
と
を
言
っ
た
の
で
︑
大
人
た
ち
は
笑
い
だ
す
︒
と
こ
ろ
が
そ
の
直
後
︑
も
う
す
こ
し
年
長
の
童
女
が
︑
右

の
歌
を
詠
ん
だ
の
で
あ
る
︒
一
行
は
︑
な
か
な
か
都
へ
帰
れ
な
い
自
分
た
ち
の
境
遇
を
思
い
知
ら
さ
れ
︑
そ
の
う
え
亡
く
な
っ
た
子
の

こ
と
ま
で
思
い
出
し
︑
す
っ
か
り
打
ち
ひ
し
が
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

強
調
し
て
お
く
べ
き
は
︑
こ
の
歌
を
可
能
に
し
て
い
る
の
が
地
名
と
い
う
︿
名
﹀
の
力
で
あ
る
こ
と
だ
︒
一
行
は
﹃
万
葉
集
﹄
で
老

麻
呂
が
﹁
難
波
﹂
と
い
う
地
名
の
︿
な
ご
り
﹀
に
感
動
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
︑﹁
羽
根
﹂
と
い
う
土
地
の
︿
名
﹀
の
︑
飛
翔
す
る
か
の

如
き
速
や
か
な
帰
郷
を
連
想
さ
せ
る
力
に
︑
涙
を
誘
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
こ
の
歌
に
は
︑
参
考
に
供
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
過
去
の
歌
が
あ
る
︒
そ
れ
は
貫
之
が
強
い
憧
れ
を
抱
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る

業
平
の
も
の
で
あ
る
︒

︵
6
︶ 

﹃
土
佐
日
記
﹄
の
こ
の
よ
う
な
捉
え
方
や
︑
歴
史
を
通
じ
て
の
評
価
に
つ
い
て
は
︑
拙
著
︵
二
〇
一
九
︶
第
七
章
お
よ
び
第
九
章
を
参
照
︒

︵
7
︶ 

﹃
土
佐
日
記
﹄
か
ら
の
引
用
は
︑
新
日
本
古
典
文
学
大
系
版
に
よ
る
︒
な
お
末
尾
の
括
弧
内
は
︑
各
記
事
の
本
文
中
の
日
付
で
あ
る
︒
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名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や
と

  

︵
在
原
業
平
︑
古
今
集
︑
羇
旅
︑
四
一
一
︶

長
い
詞
書
に
よ
れ
ば
︑
こ
の
歌
は
都
を
遠
く
離
れ
︑
現
在
の
東
京
と
千
葉
の
境
を
流
れ
る
隅
田
川
で
め
ず
ら
し
い
鳥
を
見
つ
け
︑
そ

れ
が
﹁
都
鳥
﹂
と
い
う
名
と
知
っ
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
詠
者
は
︑︽
都
と
い
う
名
を
持
つ
鳥
な
ら
ば
尋
ね
て
み
よ
う
︑
都
の
あ

の
人
は
ま
だ
私
を
待
っ
て
い
る
の
か
︑
い
な
い
の
か
と
︾
と
思
い
立
つ
︒
こ
の
歌
と
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
歌
と
は
︑
旅
の
途
次
で
詠
ま
れ

て
い
る
こ
と
も
︑
新
た
に
知
っ
た
︿
名
﹀
が
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
同
じ
で
あ
る
し
︑
そ
の
︿
名
﹀
が
本
当
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
も
の
で
あ
る
か
を
問
う
︑
と
い
う
構
造
の
点
で
も
共
通
し
て
い
る
︒
土
地
の
︿
名
﹀
は
﹁
羽
根
﹂
で
あ
る
か
ら
︑
ど
ち
ら
も
鳥
に

関
連
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
︒

﹃
土
佐
日
記
﹄
は
折
に
ふ
れ
て
︿
名
﹀
に
固
執
す
る
が
︑
旅
の
記
録
で
あ
る
以
上
︑
重
要
な
の
は
や
は
り
土
地
の
名
で
あ
る
︒

か
ゝ
る
間
に
︑
人
の
家
の
︑
池
と
名
あ
る
所
よ
り
︑
鯉
は
な
く
て
︑
鮒
よ
り
は
じ
め
て
︑
川
の
も
海
の
も
︑
他こ

と
も
の物
ど
も
︑
長
櫃
に

担
ひ
続
け
て
お
こ
せ
た
り
︒
若
菜
ぞ
今
日
を
ば
知
ら
せ
た
る
︒
歌
あ
り
︒
そ
の
歌
︑

　

浅
茅
生
の
野
辺
に
し
あ
れ
ば
水
も
な
き
池
に
摘
み
つ
る
若
菜
な
り
け
り

 

︵
一
月
七
日
︶

こ
れ
は
︑
足
止
め
を
食
っ
て
い
た
大
湊
と
い
う
港
で
供
さ
れ
た
食
事
に
若
菜
が
入
っ
て
い
た
こ
と
を
喜
ん
だ
の
で
あ
る
︒
そ
の
気
配

り
の
お
か
げ
で
︑
そ
の
日
が
若
菜
を
食
す
習
慣
の
あ
る
正
月
七
日
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
︑
季
節
感
を
味
わ
う
こ
と
が
で
き
た
︒

と
こ
ろ
が
詠
ま
れ
た
歌
は
謝
意
を
表
す
る
も
の
で
は
な
く
︑︽
浅
茅
の
生
え
て
い
る
野
辺
に
あ
っ
て
︑
こ
れ
は
水
の
な
い
池
で
摘
ん
で

き
た
若
菜
だ
︾
と
い
う
︑
何
や
ら
滑
稽
な
も
の
で
あ
っ
た
︒
食
事
を
用
意
し
て
く
れ
た
ひ
と
が
池
と
い
う
土
地
︵
現
在
で
も
高
知
市
に
そ

の
名
が
残
っ
て
い
る
︶
に
住
ん
で
い
る
と
い
う
事
情
を
知
っ
た
の
で
︑﹁
池
か
ら
届
け
ら
れ
た
食
事
に
︑
野
辺
の
も
の
で
あ
る
若
菜
が

入
っ
て
い
る
﹂
と
お
ど
け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

さ
し
て
面
白
く
も
な
い
諧
謔
だ
が
︑
本
文
で
は
わ
ざ
わ
ざ
﹁
い
と
を
か
し
か
し
︒
こ
の
池
と
い
ふ
は
所
の
名
な
り
﹂
と
補
足
ま
で
し

て
い
る
か
ら
︑
ど
う
し
て
も
可
笑
し
み
を
伝
え
た
い
の
だ
ろ
う
︒
も
っ
と
も
︑
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
﹁
水
面
で
は
な
い
の
に
池
と
い

う
地
名
が
つ
い
て
い
る
﹂
と
い
う
事
実
よ
り
も
︑
そ
の
矛
盾
に
す
ぐ
さ
ま
気
づ
き
︑
こ
れ
を
歌
に
よ
っ
て
指
摘
す
る
と
い
う
機
知
の
ほ

う
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
︒
こ
こ
に
も
︑︿
名
﹀
が
も
た
ら
す
連
想
と
そ
の
実
体
の
ず
れ

0

0

に
向
け
ら
れ
た
鋭
い
意
識
が
感
じ
ら
れ
る
︒

一
方
︑
前
節
で
取
り
上
げ
た
︿
な
ご
り
﹀
に
近
い
効
果
を
持
つ
︿
名
﹀
の
力
が
︑
明
白
に
発
揮
さ
れ
る
箇
所
も
あ
る
︒

お
も
し
ろ
き
所
に
船
を
寄
せ
て
︑﹁
こ
ゝ
や
何
処
﹂
と
問
ひ
け
れ
ば
︑﹁
土
佐
の
泊
﹂
と
言
ひ
け
り
︒
昔
︑
土
佐
と
言
ひ
け
る
所
に

住
み
け
る
女
︑
こ
の
船
に
交
れ
り
け
り
︒
そ
が
言
ひ
け
ら
く
︑﹁
昔
︑
し
ば
し
あ
り
し
所
の
な
く
ひ
に
ぞ
あ
な
る
︒
あ
は
れ
﹂
と
い

ひ
て
よ
め
る
歌
︑

　

年
ご
ろ
を
住
み
し
所
の
名
に
し
負
へ
ば
来
寄
る
波
を
も
あ
は
れ
と
ぞ
見
る

 

︵
一
月
二
十
九
日
︶
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し
や
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一
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い

ひ
て
よ
め
る
歌
︑

　

年
ご
ろ
を
住
み
し
所
の
名
に
し
負
へ
ば
来
寄
る
波
を
も
あ
は
れ
と
ぞ
見
る

 

︵
一
月
二
十
九
日
︶



(150)

土
佐
と
い
う
土
地
に
住
ん
で
い
た
女
が
︑
そ
れ
と
同
名
の
港
の
存
在
を
認
識
し
た
と
た
ん
︑
過
去
の
日
々
を
思
い
出
し
て
﹁
あ
は
れ
﹂

を
覚
え
る
の
で
あ
る
︵﹁
な
く
ひ
﹂
と
は
﹁
名な

た
ぐ
ひ類
﹂︑
つ
ま
り
﹁
同
名
﹂
を
意
味
す
る
語
の
略
で
あ
る
と
さ
れ
る
︶︒
し
か
も
歌
に
は
︽
数

年
を
過
ご
し
た
場
所
と
同
じ
名
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
寄
せ
る
波
さ
え
あ
は
れ
に
見
え
る
︾
と
あ
り
︑
あ
は
れ
を
催
し
た
の
は
土
地
の
︿
名
﹀

ゆ
え
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
︒
な
お
﹁
名
に
し
お
ふ
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
先
ほ
ど
の
業
平
の
歌
と
同
じ
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
﹁
土
佐
﹂
と
い
う
︿
名
﹀
が
あ
え
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
テ
ク
ス
ト
の
舞
台
が
土
佐
で
あ
り
︑
中
心

人
物
が
土
佐
守
で
あ
る
以
上
︑﹁
土
佐
﹂
は
作
品
全
体
を
総
括
す
る
︿
名
﹀
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
箇
所
は
︑

土
地
の
︿
名
﹀
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
抽
出
し
︑
心
を
感
応
さ
せ
る
と
い
う
行
為
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
生
成
そ
の
も
の
を
支
え
て
い
る
の

だ
と
い
う
宣
言
と
も
と
れ
る
だ
ろ
う
︒

三
、〈
な
ご
り
〉
と
〈
名
〉

再
び
﹃
古
今
集
﹄
に
目
を
向
け
︑
今
度
は
︿
な
ご
り
﹀
で
は
な
く
︿
名
﹀
に
関
す
る
歌
を
探
し
て
み
る
と
︑
貫
之
に
次
の
よ
う
な
歌

が
あ
る
︒

　
　

難
波
へ
ま
か
り
け
る
時
︑
田
蓑
の
島
に
て
雨
に
あ
ひ
て
よ
め
る

雨
に
よ
り
田
蓑
の
島
を
今
日
ゆ
け
ど
名
に
は
隠
れ
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
雑
上
︑
九
一
八
︶

﹁
難
波
へ
出
か
け
た
と
き
︑
田
蓑
の
島
で
雨
に
降
ら
れ
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
﹂
と
い
う
詞
書
を
抜
き
に
し
て
︑
歌
を
理
解
す
る
こ
と
は

難
し
い
︒
歌
意
は
以
下
で
あ
る
︒︽
雨
が
降
っ
た
の
で
田
蓑
の
島
へ
行
っ
て
み
た
が
︑
や
は
り
濡
れ
て
し
ま
っ
た
︒
田
蓑
と
い
う
︑﹁
蓑
﹂

と
い
う
言
葉
が
入
っ
た
土
地
な
の
に
︑
そ
の
名
に
隠
れ
て
い
れ
ば
濡
れ
ず
に
す
む
︑
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
だ
︾

主
題
は
明
ら
か
に
︿
名
﹀
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
な
し
に
は
歌
の
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
詞
書
を
付
し
︑
さ
ら
に
﹁
難
波
﹂

と
い
う
地
名
を
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
︑
貫
之
が
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
︿
な
ご
り
﹀
の
理
論
を
充
分
に
承
知
し

た
う
え
で
︑
そ
れ
を
︿
名
﹀
に
収
斂
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
津
の
国
の
な
に
は
立
た
ま
く
惜
し
み
こ
そ
す

く
も
た
く
火
の
下
に
こ
が
る
れ
﹂︵
紀
内
親
王
︑
後
撰
集
︑
恋
三
︑
七
六
九
︶
の
よ
う
に
︑﹁
難
波
﹂
と
﹁
名
に
は
﹂
の
結
節
点
を
示
す

歌
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
初
心
に
か
え
り
︑︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
言
葉
の
語
源
を
検
討
し
て
お
こ
う
︒
国
語
学
者
の
大
槻
文
彦
︵
一
八
四
七
︱
一
九
二

八
︶
が
︑
西
欧
列
強
で
相
次
ぐ
辞
書
編
纂
を
横
目
に
遅
れ
て
は
な
ら
じ
と
編
ん
だ
﹃
言
海
﹄
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
︑﹁
な
ご
り
﹂
の
項

目
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
)
8
(

︒

︵
8
︶ 

以
下
︑﹃
言
海
﹄
か
ら
の
引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
に
拠
る
︒
同
書
は
一
九
〇
四
年
刊
の
い
わ
ゆ
る
﹁
小
型
版
﹂
の
︑
一
九
三
一
年
の
刷
り
を

再
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒



〈なごり〉考 (151)

土
佐
と
い
う
土
地
に
住
ん
で
い
た
女
が
︑
そ
れ
と
同
名
の
港
の
存
在
を
認
識
し
た
と
た
ん
︑
過
去
の
日
々
を
思
い
出
し
て
﹁
あ
は
れ
﹂

を
覚
え
る
の
で
あ
る
︵﹁
な
く
ひ
﹂
と
は
﹁
名な

た
ぐ
ひ類
﹂︑
つ
ま
り
﹁
同
名
﹂
を
意
味
す
る
語
の
略
で
あ
る
と
さ
れ
る
︶︒
し
か
も
歌
に
は
︽
数

年
を
過
ご
し
た
場
所
と
同
じ
名
で
あ
れ
ば
こ
そ
︑
寄
せ
る
波
さ
え
あ
は
れ
に
見
え
る
︾
と
あ
り
︑
あ
は
れ
を
催
し
た
の
は
土
地
の
︿
名
﹀

ゆ
え
で
あ
る
こ
と
を
正
面
か
ら
認
め
て
い
る
︒
な
お
﹁
名
に
し
お
ふ
﹂
と
い
う
表
現
は
︑
先
ほ
ど
の
業
平
の
歌
と
同
じ
で
あ
る
︒

も
ち
ろ
ん
﹁
土
佐
﹂
と
い
う
︿
名
﹀
が
あ
え
て
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
︒
テ
ク
ス
ト
の
舞
台
が
土
佐
で
あ
り
︑
中
心

人
物
が
土
佐
守
で
あ
る
以
上
︑﹁
土
佐
﹂
は
作
品
全
体
を
総
括
す
る
︿
名
﹀
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
こ
の
箇
所
は
︑

土
地
の
︿
名
﹀
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
抽
出
し
︑
心
を
感
応
さ
せ
る
と
い
う
行
為
が
︑
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
生
成
そ
の
も
の
を
支
え
て
い
る
の

だ
と
い
う
宣
言
と
も
と
れ
る
だ
ろ
う
︒

三
、〈
な
ご
り
〉
と
〈
名
〉

再
び
﹃
古
今
集
﹄
に
目
を
向
け
︑
今
度
は
︿
な
ご
り
﹀
で
は
な
く
︿
名
﹀
に
関
す
る
歌
を
探
し
て
み
る
と
︑
貫
之
に
次
の
よ
う
な
歌

が
あ
る
︒

　
　

難
波
へ
ま
か
り
け
る
時
︑
田
蓑
の
島
に
て
雨
に
あ
ひ
て
よ
め
る

雨
に
よ
り
田
蓑
の
島
を
今
日
ゆ
け
ど
名
に
は
隠
れ
ぬ
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

 

︵
紀
貫
之
︑
古
今
集
︑
雑
上
︑
九
一
八
︶

﹁
難
波
へ
出
か
け
た
と
き
︑
田
蓑
の
島
で
雨
に
降
ら
れ
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
﹂
と
い
う
詞
書
を
抜
き
に
し
て
︑
歌
を
理
解
す
る
こ
と
は

難
し
い
︒
歌
意
は
以
下
で
あ
る
︒︽
雨
が
降
っ
た
の
で
田
蓑
の
島
へ
行
っ
て
み
た
が
︑
や
は
り
濡
れ
て
し
ま
っ
た
︒
田
蓑
と
い
う
︑﹁
蓑
﹂

と
い
う
言
葉
が
入
っ
た
土
地
な
の
に
︑
そ
の
名
に
隠
れ
て
い
れ
ば
濡
れ
ず
に
す
む
︑
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
よ
う
だ
︾

主
題
は
明
ら
か
に
︿
名
﹀
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
な
し
に
は
歌
の
成
立
が
危
ぶ
ま
れ
る
よ
う
な
詞
書
を
付
し
︑
さ
ら
に
﹁
難
波
﹂

と
い
う
地
名
を
織
り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
︑
貫
之
が
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
い
て
示
さ
れ
た
よ
う
な
︿
な
ご
り
﹀
の
理
論
を
充
分
に
承
知
し

た
う
え
で
︑
そ
れ
を
︿
名
﹀
に
収
斂
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
津
の
国
の
な
に
は
立
た
ま
く
惜
し
み
こ
そ
す

く
も
た
く
火
の
下
に
こ
が
る
れ
﹂︵
紀
内
親
王
︑
後
撰
集
︑
恋
三
︑
七
六
九
︶
の
よ
う
に
︑﹁
難
波
﹂
と
﹁
名
に
は
﹂
の
結
節
点
を
示
す

歌
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
︒

こ
こ
で
初
心
に
か
え
り
︑︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
言
葉
の
語
源
を
検
討
し
て
お
こ
う
︒
国
語
学
者
の
大
槻
文
彦
︵
一
八
四
七
︱
一
九
二

八
︶
が
︑
西
欧
列
強
で
相
次
ぐ
辞
書
編
纂
を
横
目
に
遅
れ
て
は
な
ら
じ
と
編
ん
だ
﹃
言
海
﹄
を
ひ
も
と
い
て
み
る
と
︑﹁
な
ご
り
﹂
の
項

目
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
)
8
(

︒

︵
8
︶ 

以
下
︑﹃
言
海
﹄
か
ら
の
引
用
は
ち
く
ま
学
芸
文
庫
版
に
拠
る
︒
同
書
は
一
九
〇
四
年
刊
の
い
わ
ゆ
る
﹁
小
型
版
﹂
の
︑
一
九
三
一
年
の
刷
り
を

再
現
し
た
も
の
で
あ
る
︒



(152)

余
波
︹
波
残
リ
︑
ノ
略
ト
云
︺︵
一
︶
海
上
ニ
︑
風
吹
キ
止
ミ
テ
︑
尚
︑
波
ノ
鎮
マ
ラ
ヌ
ヿコ
ト

︒︵
二
︶
転
ジ
テ
︑
汀
ニ
︑
波
ノ
引
去
リ

テ
後
ニ
︑
尚
︑
コ
コ
カ
シ
コ
ニ
波
水
残
レ
ル
モ
ノ
︒

注
目
す
べ
き
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
語
義
の
用
例
と
し
て
歌
が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
漢
文
調
の
表
記
で
は
わ
か
り
に
く
い
の
で

仮
名
で
記
す
と
︑︵
一
︶
の
例
歌
は
︑

な
ご
の
海
の
あ
さ
け
の
な
ご
り
け
ふ
も
か
も
磯
の
浦う

ら
み回
に
乱
れ
て
あ
ら
む

 

︵
よ
み
人
し
ら
ず
︑
万
葉
集
︑
巻
七
︑
一
一
五
五
︶

で
あ
り
︑︵
二
︶
は
と
言
え
ば
︑

難
波
潟
潮
干
の
な
ご
り
よ
く
見
て
む
家
な
る
妹
が
待
ち
問
は
む
た
め

 

︵
神
社
老
麻
呂
︑
万
葉
集
︑
巻
六
︑
九
七
六
︶

な
の
で
あ
る
︒
な
お
こ
の
二
首
に
つ
い
て
は
︑﹁
奈
凝
﹂
の
表
記
が
採
ら
れ
て
い
る
︒

さ
ら
に
頁
を
繰
る
と
︑﹃
言
海
﹄
に
は
も
う
一
つ
﹁
な
ご
り
﹂
の
項
目
が
あ
る
︒



〈なごり〉考 (153)

名
残
︹
前
条
ノ
語
ノ
転
︺︵
一
︶
物
事
ノ
過
ギ
去
レ
ル
後
ニ
︑
其
気
ノ
残
レ
ル
ヿ
︒
余
韻
︵
二
︶
漏
レ
残
ル
ヿ
︒
遺
漏
︵
三
︶
転
ジ

テ
︑
別
レ
ム
後
ニ
︑
心
ノ
残
ル
ベ
キ
ヿ
︒

用
例
と
し
て
上
が
る
の
は
︑︵
一
︶
が
︑

夕
さ
れ
ば
君
来
ま
さ
む
と
待
ち
し
夜
の
な
ご
り
ぞ
今
も
寝
ね
か
て
に
す
る

 

︵
よ
み
人
し
ら
ず
︑
万
葉
集
︑
巻
十
一
︑
二
五
八
八
︶

で
︑﹁
な
ご
り
﹂
の
表
記
は
﹁
名
凝
﹂︒︵
二
︶
の
用
例
に
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
紅
葉
賀
﹂
の
一
節
︑﹁
男
御
子
生
ま
れ
た
ま
ひ
ぬ
れ
ば
︑

な
ご
り
な
く
︑ 

内
裏
に
も
宮
人
も
喜
び
き
こ
え
た
ま
ふ
﹂
が
挙
げ
ら
れ
︑︵
三
︶
に
は
︑

う
つ
く
し
と
見
る
た
び
ご
と
に
撫
子
の
花
の
な
ご
り
は
を
し
く
や
は
あ
ら
ぬ

 

︵
六
帖
︑
三
六
三
二
︶

と
﹃
古
今
和
歌
六
帖
﹄
に
収
め
ら
れ
た
一
首
が
示
さ
れ
る
︒
こ
の
歌
は
﹃
家
持
集
﹄
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
︵
伊
藤
二
〇
〇

七
︶︑
真
偽
の
ほ
ど
は
ど
う
あ
れ
︑
大
伴
家
持
の
歌
と
し
て
受
容
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒

つ
ま
り
﹃
言
海
﹄
に
拠
る
か
ぎ
り
︑
歌
こ
と
ば
︿
な
ご
り
﹀
は
万
葉
時
代
に
は
す
で
に
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
︑
そ
れ
は
﹁
波
﹂



(154)

が
﹁
残
る
﹂
と
い
う
物
質
的
な
現
象
に
こ
と
よ
せ
た
︑
事
物
が
去
っ
た
の
ち
に
も
残
る
﹁
気
﹂
や
﹁
心
﹂
の
表
現
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ

う
な
歌
こ
と
ば
が
︑﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
を
担
う
概
念
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
用
例
の
一
つ
に
あ
っ
た
﹁
名

凝
﹂
の
表
記
も
︑
こ
の
見
方
を
支
持
す
る
よ
う
だ
︒︿
名
﹀
の
凝
縮
さ
れ
た
も
の
こ
そ
︑︿
な
ご
り
﹀
な
の
で
あ
る
︒

﹁
凝
﹂
と
い
う
字
に
さ
ら
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
︑﹃
言
海
﹄
の
﹁
こ
こ
ろ
﹂
の
項
の
冒
頭
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

心
︹
凝コ
ロ
コ
ロ凝
ノ
約
ト
云
︺︵
一
︶
心
ノ
臓
︒

﹁
心
﹂
の
語
源
と
し
て
﹁
コ
ロ
コ
ロ
﹂
と
い
う
語
が
挙
げ
ら
れ
︑﹁
凝
﹂
の
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑︿
な
ご
り
﹀
同
様
に
﹁
残

る
﹂
も
の
と
し
て
の
﹁
心
﹂
の
性
質
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
第
一
義
と
し
て
心
臓
と
い
う
内
臓
が
挙
が
っ
て
い

る
こ
と
は
︑
こ
の
生
命
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
器
官
が
︑
あ
た
か
も
︿
な
ご
り
﹀
を
体
現
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

す
る
だ
ろ
う
︒﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
は
﹁
感
情
の
痕
跡
﹂
で
も
あ
る
の
だ
︒
そ
れ
は
和
辻
哲
郎
︵
一
八
八
九
︱
一
九
六
〇
︶
が
﹃
日
本
古
代

文
化
﹄︵
一
九
五
一
︶
で
示
し
た
よ
う
な
︑
心
と
肉
体
と
を
峻
別
し
な
い
世
界
観
を
如
実
に
反
映
し
て
も
い
る
︒

名
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
―
結
び
に
か
え
て
　

和
辻
と
並
ん
で
近
代
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
︵
一
八
七
〇
︱
一
九
四
五
︶
は
︑
人
間
の
存
在
根
拠
と
し
て

﹁
場
所
﹂
を
措
定
し
た
が
︑︿
な
ご
り
﹀
と
︿
名
﹀
の
詩
学
は
こ
の
よ
う
な
発
想
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
)
9
(

︒﹃
万
葉
集
﹄
で
︿
な
ご
り
﹀

と
い
う
言
葉
を
考
察
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
﹁
難
波
﹂
と
い
う
場
所
で
あ
っ
た
︒﹃
土
佐
日
記
﹄
で
︿
名
﹀
の
試
金
石
と
な
っ
た

の
も
︑
ほ
と
ん
ど
が
地
名
で
あ
る
︒
様
々
な
空
間
を
舞
台
に
︑
歌
人
た
ち
は
心
を
追
求
す
る
︒
心
も
ま
た
︑
様
々
な
記
憶
や
感
情
が
交

錯
す
る
﹁
場
所
﹂
な
の
だ
︒

と
は
い
え
本
稿
で
扱
っ
た
よ
う
な
詩
的
言
語
の
意
味
生
成
の
あ
り
方
は
︑
和
歌
と
い
う
形
式
を
最
大
限
に
生
か
し
て
い
る
点
で
は
日

本
文
化
に
特
有
の
も
の
と
言
え
る
反
面
︑
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
学
に
い
う
﹁
ト
ポ
ス
﹂
な
ど
の
概
念
と
比
較
し
て
み
れ
ば
︑
文
学
の
営

み
に
と
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
普
遍
的
な
も
の
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
︒
と
く
に
地
名
と
の
兼
ね
合
い
に
お
い
て
は
︑
マ
ル
セ
ル
・
プ

ル
ー
ス
ト
︵
一
八
七
一
︱
一
九
二
二
︶
の
試
み
が
注
目
に
値
す
る
︒
そ
の
記
念
碑
的
な
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
第
一
篇
第
三
部

﹁
土
地
の
名
・
名
﹂
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
︒

そ
れ
ら
の
夢
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
︑
私
は
た
だ
︑
バ
ル
ベ
ッ
ク
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
︑
と
︑
そ
の
名
を
発

音
し
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た

︱
こ
れ
ら
の
名
前
の
な
か
に
は
︑
そ
の
名
の
指
し
示
す
土
地
か
ら
吹
き
こ
ま
れ
た
私
の
欲
望
が
︑

い
つ
の
間
に
か
蓄
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒︵
プ
ル
ー
ス
ト
一
九
九
七
︑
三
六
三
頁
︶

だ
が
思
い
出
や
夢
想
を
ゆ
た
か
に
孕
む
︿
な
ご
り
﹀
と
し
て
定
着
し
た
︿
名
﹀
に
は
︑
現
実
の
対
象
か
ら
遊
離
し
て
ゆ
く
と
い
う
宿

命
も
あ
る
︒
源
俊
頼
は
十
二
世
紀
初
頭
の
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
に
お
い
て
︑
す
で
に
以
下
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
︒

︵
9
︶ 

和
辻
と
西
田
の
思
想
を
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
文
脈
で
論
じ
た
も
の
に
︑
湯
浅
著
︵
一
九
九
〇
︶
が
あ
る
︒
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が
﹁
残
る
﹂
と
い
う
物
質
的
な
現
象
に
こ
と
よ
せ
た
︑
事
物
が
去
っ
た
の
ち
に
も
残
る
﹁
気
﹂
や
﹁
心
﹂
の
表
現
で
あ
っ
た
︒
こ
の
よ

う
な
歌
こ
と
ば
が
︑﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
を
担
う
概
念
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
は
自
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
用
例
の
一
つ
に
あ
っ
た
﹁
名

凝
﹂
の
表
記
も
︑
こ
の
見
方
を
支
持
す
る
よ
う
だ
︒︿
名
﹀
の
凝
縮
さ
れ
た
も
の
こ
そ
︑︿
な
ご
り
﹀
な
の
で
あ
る
︒

﹁
凝
﹂
と
い
う
字
に
さ
ら
に
こ
だ
わ
る
な
ら
ば
︑﹃
言
海
﹄
の
﹁
こ
こ
ろ
﹂
の
項
の
冒
頭
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
︒

心
︹
凝コ
ロ
コ
ロ凝
ノ
約
ト
云
︺︵
一
︶
心
ノ
臓
︒

﹁
心
﹂
の
語
源
と
し
て
﹁
コ
ロ
コ
ロ
﹂
と
い
う
語
が
挙
げ
ら
れ
︑﹁
凝
﹂
の
字
が
充
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
︑︿
な
ご
り
﹀
同
様
に
﹁
残

る
﹂
も
の
と
し
て
の
﹁
心
﹂
の
性
質
が
重
視
さ
れ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
ま
た
第
一
義
と
し
て
心
臓
と
い
う
内
臓
が
挙
が
っ
て
い

る
こ
と
は
︑
こ
の
生
命
そ
の
も
の
と
も
言
え
る
器
官
が
︑
あ
た
か
も
︿
な
ご
り
﹀
を
体
現
す
る
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆

す
る
だ
ろ
う
︒﹁
意
味
の
痕
跡
﹂
は
﹁
感
情
の
痕
跡
﹂
で
も
あ
る
の
だ
︒
そ
れ
は
和
辻
哲
郎
︵
一
八
八
九
︱
一
九
六
〇
︶
が
﹃
日
本
古
代

文
化
﹄︵
一
九
五
一
︶
で
示
し
た
よ
う
な
︑
心
と
肉
体
と
を
峻
別
し
な
い
世
界
観
を
如
実
に
反
映
し
て
も
い
る
︒

名
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
―
結
び
に
か
え
て
　

和
辻
と
並
ん
で
近
代
日
本
を
代
表
す
る
思
想
家
で
あ
る
西
田
幾
多
郎
︵
一
八
七
〇
︱
一
九
四
五
︶
は
︑
人
間
の
存
在
根
拠
と
し
て

﹁
場
所
﹂
を
措
定
し
た
が
︑︿
な
ご
り
﹀
と
︿
名
﹀
の
詩
学
は
こ
の
よ
う
な
発
想
と
も
関
連
す
る
だ
ろ
う
)
9
(

︒﹃
万
葉
集
﹄
で
︿
な
ご
り
﹀

と
い
う
言
葉
を
考
察
す
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
﹁
難
波
﹂
と
い
う
場
所
で
あ
っ
た
︒﹃
土
佐
日
記
﹄
で
︿
名
﹀
の
試
金
石
と
な
っ
た

の
も
︑
ほ
と
ん
ど
が
地
名
で
あ
る
︒
様
々
な
空
間
を
舞
台
に
︑
歌
人
た
ち
は
心
を
追
求
す
る
︒
心
も
ま
た
︑
様
々
な
記
憶
や
感
情
が
交

錯
す
る
﹁
場
所
﹂
な
の
だ
︒

と
は
い
え
本
稿
で
扱
っ
た
よ
う
な
詩
的
言
語
の
意
味
生
成
の
あ
り
方
は
︑
和
歌
と
い
う
形
式
を
最
大
限
に
生
か
し
て
い
る
点
で
は
日

本
文
化
に
特
有
の
も
の
と
言
え
る
反
面
︑
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
学
に
い
う
﹁
ト
ポ
ス
﹂
な
ど
の
概
念
と
比
較
し
て
み
れ
ば
︑
文
学
の
営

み
に
と
っ
て
あ
る
程
度
ま
で
普
遍
的
な
も
の
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
︒
と
く
に
地
名
と
の
兼
ね
合
い
に
お
い
て
は
︑
マ
ル
セ
ル
・
プ

ル
ー
ス
ト
︵
一
八
七
一
︱
一
九
二
二
︶
の
試
み
が
注
目
に
値
す
る
︒
そ
の
記
念
碑
的
な
﹃
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
﹄
の
第
一
篇
第
三
部

﹁
土
地
の
名
・
名
﹂
に
は
︑
以
下
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
︒

そ
れ
ら
の
夢
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
た
め
に
︑
私
は
た
だ
︑
バ
ル
ベ
ッ
ク
︑
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
︑
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
︑
と
︑
そ
の
名
を
発

音
し
さ
え
す
れ
ば
よ
か
っ
た

︱
こ
れ
ら
の
名
前
の
な
か
に
は
︑
そ
の
名
の
指
し
示
す
土
地
か
ら
吹
き
こ
ま
れ
た
私
の
欲
望
が
︑

い
つ
の
間
に
か
蓄
積
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒︵
プ
ル
ー
ス
ト
一
九
九
七
︑
三
六
三
頁
︶

だ
が
思
い
出
や
夢
想
を
ゆ
た
か
に
孕
む
︿
な
ご
り
﹀
と
し
て
定
着
し
た
︿
名
﹀
に
は
︑
現
実
の
対
象
か
ら
遊
離
し
て
ゆ
く
と
い
う
宿

命
も
あ
る
︒
源
俊
頼
は
十
二
世
紀
初
頭
の
﹃
俊
頼
髄
脳
﹄
に
お
い
て
︑
す
で
に
以
下
の
よ
う
に
警
告
し
て
い
る
︒

︵
9
︶ 

和
辻
と
西
田
の
思
想
を
東
西
そ
れ
ぞ
れ
の
哲
学
の
文
脈
で
論
じ
た
も
の
に
︑
湯
浅
著
︵
一
九
九
〇
︶
が
あ
る
︒
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世
に
歌
枕
と
い
ひ
て
︑
所
の
名
書
き
た
る
も
の
あ
り
︒
そ
れ
ら
が
中
に
︑
さ
も
あ
り
ぬ
べ
か
ら
む
所
の
名
を
︑
と
り
て
詠
む
常
の

こ
と
な
り
︒
そ
れ
は
︑
う
ち
ま
か
せ
て
詠
む
べ
き
に
あ
ら
ず
︒ 

常
に
︑
人
の
詠
み
な
ら
は
し
た
る
所
を
︑
詠
む
べ
き
な
り
︒
そ
の
所

に
む
か
ひ
て
︑
ほ
か
の
所
を
詠
む
は
︑
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
︒

前
例
の
な
い
歌
枕
を
用
い
て
み
だ
り
に
新
し
い
空
間
を
詠
み
込
ん
だ
り
︑
眼
前
に
な
い
空
間
を
詠
ん
だ
り
し
て
は
い
け
な
い
︒
想
像

力
を
矯
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
決
ま
り
ご
と
は
︑
か
え
っ
て
和
歌
の
柔
軟
性
を
証
言
す
る
︒
詩
的
な
力
を
帯
び
た
土
地
の
︿
名
﹀

で
あ
る
歌
枕
は
︑
メ
ト
ニ
ミ
ー
的
な
作
用
に
よ
っ
て
易
々
と
﹁
借
景
﹂
を
可
能
に
す
る
︒
そ
の
土
地
を
訪
れ
た
経
験
が
詩
を
生
じ
さ
せ

る
の
で
は
な
く
︑
詩
に
宿
る
︿
な
ご
り
﹀
が
︑
あ
た
か
も
そ
の
土
地
を
訪
れ
た
経
験
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒

イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
︵
一
九
二
三
︱
一
九
八
五
︶
の
﹃
見
え
な
い
都
市
﹄
の
よ
う
に
︑
そ
の
よ
う
な
︿
名
﹀
の
性
質
だ
け
を
よ

す
が
に
書
か
れ
た
小
説
も
あ
る
︒

そ
れ
ゆ
え
に
住
人
た
ち
は
︑
た
だ
ア
グ
ラ
ウ
ラ
と
い
う
名
前
の
上
に
の
み
育
つ
ア
グ
ラ
ウ
ラ
に
住
ん
で
い
る
と
ば
か
り
信
じ
続
け

て
お
り
︑
地
上
に
育
つ
ア
グ
ラ
ウ
ラ
の
街
に
は
気
づ
か
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒︵
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
二
〇
〇
三
︑
八
八
頁
︶

こ
の
作
品
の
主
人
公
が
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
で
あ
り
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
の
一
行
と
同
じ
く
航
海
者
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒

だ
が
︿
な
ご
り
﹀
や
︿
名
﹀
は
︑
過
去
や
虚
構
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
今
日
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
空
間
に
も
︑

そ
の
土
地
の
記
憶
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
)
10
(

︒
大
都
市
で
は
記
憶
も
錯
綜
し
が
ち
だ
が
︑
だ
か
ら
こ
そ
︿
名
﹀
が

味
わ
い
を
増
す
こ
と
も
あ
る
︒

永
井
荷
風
︵
一
八
七
九
︱
一
九
五
九
︶
は
︑
東
京
と
い
う
土
地
に
関
し
て
誰
よ
り
も
深
く
こ
の
愉
し
み
を
味
わ
っ
た
作
家
で
あ
ろ
う
︒

﹃
日
和
下
駄
﹄
で
は
︑
東
京
で
は
土
地
と
名
に
し
ば
し
ば
乖
離
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

島
な
き
場
所
も
柳
島
三
河
島
向
島
な
ぞ
と
呼
ば
れ
︑
森
な
き
処
に
も
烏
森
︑
鷺
の
森
の
如
き
名
称
が
残
さ
れ
て
あ
る
︒
始
め
て
東

京
へ
出
て
来
た
地
方
の
人
は
︑
電
車
の
乗
換
場
を
間
違
え
た
り
市
中
の
道
に
迷
っ
た
り
し
た
腹
立
ま
ぎ
れ
︑
か
か
る
地
名
の
虚
偽

を
以
て
こ
れ
ま
た
都
会
の
憎
む
べ
き
悪
風
と
し
て
観
察
す
る
か
も
知
れ
な
い
︒︵
永
井
一
九
八
六
︑
五
二
頁
︶

荷
風
が
古
地
図
を
片
手
に
隘
路
や
坂
道
を
歩
け
ば
歩
く
ほ
ど
東
京
は
相
対
化
さ
れ
︑
人
工
楽
園
と
し
て
の
素
顔
を
さ
ら
し
は
じ
め
る
︒

そ
こ
に
は
荷
風
の
記
憶
の
な
か
に
あ
る
西
洋
の
都
市
も
︑
蜃
気
楼
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
︒

西
洋
の
都
市
に
お
い
て
も
私
は
紐
育
の
平
坦
な
る Fifth A

venue 

よ
り
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
の
高
台
に
上
る
石
級
を
好
み
︑
巴
里
の
大
通

よ
り
も
遥
に
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
高
台
を
愛
し
た
︒
里リ

オ
ン昂
に
あ
っ
て
は
ク
ロ
ワ
ル
ッ
ス
の
坂
道
か
ら
︑
手
摺
れ
た
古
い
石
の
欄
干
を

越
え
て
眼
下
に
ソ
オ
ン
の
河
岸
通
を
見
下
し
な
が
ら
歩
い
た
夏
の
黄
昏
を
ば
今
だ
に
忘
れ
得
な
い
︒
あ
の
景
色
を
思
浮
べ
る
度
々
︑

︵
10
︶ 

例
え
ば
ボ
ッ
ツ
マ
ン
︵
二
〇
一
六
︶
は
︑
近
代
以
降
の
神
戸
と
い
う
都
市
の
あ
り
方
を
そ
の
歴
史
的
背
景
か
ら
︵
時
間
を
遡
行
す
る
よ
う
に
し

て
︶
跡
づ
け
て
い
る
︒
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世
に
歌
枕
と
い
ひ
て
︑
所
の
名
書
き
た
る
も
の
あ
り
︒
そ
れ
ら
が
中
に
︑
さ
も
あ
り
ぬ
べ
か
ら
む
所
の
名
を
︑
と
り
て
詠
む
常
の

こ
と
な
り
︒
そ
れ
は
︑
う
ち
ま
か
せ
て
詠
む
べ
き
に
あ
ら
ず
︒ 

常
に
︑
人
の
詠
み
な
ら
は
し
た
る
所
を
︑
詠
む
べ
き
な
り
︒
そ
の
所

に
む
か
ひ
て
︑
ほ
か
の
所
を
詠
む
は
︑
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
り
︒

前
例
の
な
い
歌
枕
を
用
い
て
み
だ
り
に
新
し
い
空
間
を
詠
み
込
ん
だ
り
︑
眼
前
に
な
い
空
間
を
詠
ん
だ
り
し
て
は
い
け
な
い
︒
想
像

力
を
矯
め
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
決
ま
り
ご
と
は
︑
か
え
っ
て
和
歌
の
柔
軟
性
を
証
言
す
る
︒
詩
的
な
力
を
帯
び
た
土
地
の
︿
名
﹀

で
あ
る
歌
枕
は
︑
メ
ト
ニ
ミ
ー
的
な
作
用
に
よ
っ
て
易
々
と
﹁
借
景
﹂
を
可
能
に
す
る
︒
そ
の
土
地
を
訪
れ
た
経
験
が
詩
を
生
じ
さ
せ

る
の
で
は
な
く
︑
詩
に
宿
る
︿
な
ご
り
﹀
が
︑
あ
た
か
も
そ
の
土
地
を
訪
れ
た
経
験
を
生
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
︒

イ
タ
ロ
・
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
︵
一
九
二
三
︱
一
九
八
五
︶
の
﹃
見
え
な
い
都
市
﹄
の
よ
う
に
︑
そ
の
よ
う
な
︿
名
﹀
の
性
質
だ
け
を
よ

す
が
に
書
か
れ
た
小
説
も
あ
る
︒

そ
れ
ゆ
え
に
住
人
た
ち
は
︑
た
だ
ア
グ
ラ
ウ
ラ
と
い
う
名
前
の
上
に
の
み
育
つ
ア
グ
ラ
ウ
ラ
に
住
ん
で
い
る
と
ば
か
り
信
じ
続
け

て
お
り
︑
地
上
に
育
つ
ア
グ
ラ
ウ
ラ
の
街
に
は
気
づ
か
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
︒︵
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
二
〇
〇
三
︑
八
八
頁
︶

こ
の
作
品
の
主
人
公
が
マ
ル
コ
・
ポ
ー
ロ
で
あ
り
︑﹃
土
佐
日
記
﹄
の
一
行
と
同
じ
く
航
海
者
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
︒

だ
が
︿
な
ご
り
﹀
や
︿
名
﹀
は
︑
過
去
や
虚
構
の
な
か
に
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な
い
︒
例
え
ば
今
日
の
あ
ら
ゆ
る
都
市
空
間
に
も
︑

そ
の
土
地
の
記
憶
が
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
)
10
(

︒
大
都
市
で
は
記
憶
も
錯
綜
し
が
ち
だ
が
︑
だ
か
ら
こ
そ
︿
名
﹀
が

味
わ
い
を
増
す
こ
と
も
あ
る
︒

永
井
荷
風
︵
一
八
七
九
︱
一
九
五
九
︶
は
︑
東
京
と
い
う
土
地
に
関
し
て
誰
よ
り
も
深
く
こ
の
愉
し
み
を
味
わ
っ
た
作
家
で
あ
ろ
う
︒

﹃
日
和
下
駄
﹄
で
は
︑
東
京
で
は
土
地
と
名
に
し
ば
し
ば
乖
離
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒

島
な
き
場
所
も
柳
島
三
河
島
向
島
な
ぞ
と
呼
ば
れ
︑
森
な
き
処
に
も
烏
森
︑
鷺
の
森
の
如
き
名
称
が
残
さ
れ
て
あ
る
︒
始
め
て
東

京
へ
出
て
来
た
地
方
の
人
は
︑
電
車
の
乗
換
場
を
間
違
え
た
り
市
中
の
道
に
迷
っ
た
り
し
た
腹
立
ま
ぎ
れ
︑
か
か
る
地
名
の
虚
偽

を
以
て
こ
れ
ま
た
都
会
の
憎
む
べ
き
悪
風
と
し
て
観
察
す
る
か
も
知
れ
な
い
︒︵
永
井
一
九
八
六
︑
五
二
頁
︶

荷
風
が
古
地
図
を
片
手
に
隘
路
や
坂
道
を
歩
け
ば
歩
く
ほ
ど
東
京
は
相
対
化
さ
れ
︑
人
工
楽
園
と
し
て
の
素
顔
を
さ
ら
し
は
じ
め
る
︒

そ
こ
に
は
荷
風
の
記
憶
の
な
か
に
あ
る
西
洋
の
都
市
も
︑
蜃
気
楼
の
よ
う
に
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
︒

西
洋
の
都
市
に
お
い
て
も
私
は
紐
育
の
平
坦
な
る Fifth A

venue 

よ
り
コ
ロ
ン
ビ
ヤ
の
高
台
に
上
る
石
級
を
好
み
︑
巴
里
の
大
通

よ
り
も
遥
に
モ
ン
マ
ル
ト
ル
の
高
台
を
愛
し
た
︒
里リ

オ
ン昂
に
あ
っ
て
は
ク
ロ
ワ
ル
ッ
ス
の
坂
道
か
ら
︑
手
摺
れ
た
古
い
石
の
欄
干
を

越
え
て
眼
下
に
ソ
オ
ン
の
河
岸
通
を
見
下
し
な
が
ら
歩
い
た
夏
の
黄
昏
を
ば
今
だ
に
忘
れ
得
な
い
︒
あ
の
景
色
を
思
浮
べ
る
度
々
︑

︵
10
︶ 

例
え
ば
ボ
ッ
ツ
マ
ン
︵
二
〇
一
六
︶
は
︑
近
代
以
降
の
神
戸
と
い
う
都
市
の
あ
り
方
を
そ
の
歴
史
的
背
景
か
ら
︵
時
間
を
遡
行
す
る
よ
う
に
し

て
︶
跡
づ
け
て
い
る
︒



(158)

私
は
仏
蘭
西
の
都
会
は
何
処
へ
行
っ
て
も
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
美
し
い
の
で
あ
ろ
う
︒
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
軟
く
人
の
空
想

を
刺
戟
す
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
︑
相
も
変
ら
ず
遣
瀬
な
き
追
憶
の
夢
に
の
み
打
沈
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒︵
同

書
︑
九
一
頁
︶

荷
風
が
最
も
愛
し
た
都
市
は
巴
里
で
あ
っ
た
︵
パ
リ
︑
で
は
な
い
︶︒
だ
が
荷
風
の
肉
体
が
現
実
に
フ
ラ
ン
ス
の
首
府
に
滞
留
し
た
の

は
わ
ず
か
三
ヶ
月
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
れ
で
も
荷
風
は
︑
八
十
年
の
生
涯
の
大
部
分
を
そ
の
土
地
で
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
)
11
(

︒

荷
風
は
そ
の
﹁
土
地
の
名
﹂
か
ら
世
界
を
見
た
︒

そ
れ
は
詩
人
に
の
み
許
さ
れ
る
贅
沢
で
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
私
た
ち
は
誰
し
も
︑︿
な
ご
り
﹀
の
な
か
に
暮
し
て
い
る
︒

︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
J
S
P
S
科
研
費
︵
課
題
番
号JP19K

13150

︶
の
助
成
を
受
け
て
い
る
︒
な
お
︑
目
的
や
射
程
の
点
か
ら
い
っ

て
︑
本
稿
は
二
〇
〇
六
年
に
国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
﹁
手
折
り
︑
名
︑
連
想

︱
﹁
枕
草
子
﹂
と
い
う
方

法
﹂
の
変
奏
で
あ
る
と
言
え
る
︒
む
ろ
ん
指
導
教
授
は
ツ
ベ
タ
ナ
先
生
で
あ
っ
た
︒
爾
来
︑
私
の
研
究
も
ま
た
︑
先
生
か
ら
受
け
た
学

恩
の
︿
な
ご
り
﹀
な
の
だ
︒

︵
11
︶ 

荷
風
の
一
九
一
九
年
の
日
記
は
以
下
の
よ
う
に
幕
を
開
け
る
︒
す
で
に
帰
国
し
て
十
年
が
経
過
し
て
い
る
が
︑
一
杯
の
シ
ョ
コ
ラ
を
啜
れ
ば
︑
あ

た
か
も
プ
ル
ー
ス
ト
が
紅
茶
を
喫
し
た
と
き
の
よ
う
に
︑
目
前
に
フ
ラ
ン
ス
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
︒ 

 

　
　

 

正
月
元
旦
︒
曇
り
て
寒
き
日
な
り
︒
九
時
頃
目
覚
め
て
床
の
内
に
て
一
碗
の
シ
ヨ
コ
ラ
を
啜
り
︑
一
片
の
ク
ロ
ワ
サ
ン
﹇
三
日
月
形
の
パ

ン
﹈
を
食
し
︑
昨
夜
読
残
の
疑
雨
集
を
よ
む
︒
余
帰
朝
後
十
余
年
︑
毎
朝
焼
麵
麭
と
珈
琲
と
を
朝
飯
の
代
り
に
せ
し
が
︑
去
歳
家
を
売
り
旅

亭
に
在
り
し
時
︑
珈
琲
な
き
を
以
て
︑
銀
座
の
三
浦
屋
よ
り
仏
蘭
西
製
の
シ
ヨ
コ
ラ
ム
ニ
ヱ
ー
を
取
り
よ
せ
︑
蓐
中
に
て
こ
れ
を
啜
り
し

に
︑
其
味
何
と
な
く
仏
蘭
西
に
在
り
し
時
の
こ
と
を
思
出
さ
し
め
た
り
︒︵
永
井
二
〇
〇
一
︑
五
五
頁
︶



〈なごり〉考 (159)

私
は
仏
蘭
西
の
都
会
は
何
処
へ
行
っ
て
も
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
美
し
い
の
で
あ
ろ
う
︒
ど
う
し
て
あ
の
よ
う
に
軟
く
人
の
空
想

を
刺
戟
す
る
よ
う
に
出
来
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
︑
相
も
変
ら
ず
遣
瀬
な
き
追
憶
の
夢
に
の
み
打
沈
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒︵
同

書
︑
九
一
頁
︶

荷
風
が
最
も
愛
し
た
都
市
は
巴
里
で
あ
っ
た
︵
パ
リ
︑
で
は
な
い
︶︒
だ
が
荷
風
の
肉
体
が
現
実
に
フ
ラ
ン
ス
の
首
府
に
滞
留
し
た
の

は
わ
ず
か
三
ヶ
月
に
過
ぎ
な
い
︒
そ
れ
で
も
荷
風
は
︑
八
十
年
の
生
涯
の
大
部
分
を
そ
の
土
地
で
送
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
)
11
(

︒

荷
風
は
そ
の
﹁
土
地
の
名
﹂
か
ら
世
界
を
見
た
︒

そ
れ
は
詩
人
に
の
み
許
さ
れ
る
贅
沢
で
は
な
い
︒
お
そ
ら
く
私
た
ち
は
誰
し
も
︑︿
な
ご
り
﹀
の
な
か
に
暮
し
て
い
る
︒

︻
付
記
︼
本
稿
は
︑
J
S
P
S
科
研
費
︵
課
題
番
号JP19K

13150

︶
の
助
成
を
受
け
て
い
る
︒
な
お
︑
目
的
や
射
程
の
点
か
ら
い
っ

て
︑
本
稿
は
二
〇
〇
六
年
に
国
際
基
督
教
大
学
教
養
学
部
に
提
出
し
た
卒
業
論
文
﹁
手
折
り
︑
名
︑
連
想

︱
﹁
枕
草
子
﹂
と
い
う
方

法
﹂
の
変
奏
で
あ
る
と
言
え
る
︒
む
ろ
ん
指
導
教
授
は
ツ
ベ
タ
ナ
先
生
で
あ
っ
た
︒
爾
来
︑
私
の
研
究
も
ま
た
︑
先
生
か
ら
受
け
た
学

恩
の
︿
な
ご
り
﹀
な
の
だ
︒

︵
11
︶ 

荷
風
の
一
九
一
九
年
の
日
記
は
以
下
の
よ
う
に
幕
を
開
け
る
︒
す
で
に
帰
国
し
て
十
年
が
経
過
し
て
い
る
が
︑
一
杯
の
シ
ョ
コ
ラ
を
啜
れ
ば
︑
あ

た
か
も
プ
ル
ー
ス
ト
が
紅
茶
を
喫
し
た
と
き
の
よ
う
に
︑
目
前
に
フ
ラ
ン
ス
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
︒ 

 

　
　

 

正
月
元
旦
︒
曇
り
て
寒
き
日
な
り
︒
九
時
頃
目
覚
め
て
床
の
内
に
て
一
碗
の
シ
ヨ
コ
ラ
を
啜
り
︑
一
片
の
ク
ロ
ワ
サ
ン
﹇
三
日
月
形
の
パ

ン
﹈
を
食
し
︑
昨
夜
読
残
の
疑
雨
集
を
よ
む
︒
余
帰
朝
後
十
余
年
︑
毎
朝
焼
麵
麭
と
珈
琲
と
を
朝
飯
の
代
り
に
せ
し
が
︑
去
歳
家
を
売
り
旅

亭
に
在
り
し
時
︑
珈
琲
な
き
を
以
て
︑
銀
座
の
三
浦
屋
よ
り
仏
蘭
西
製
の
シ
ヨ
コ
ラ
ム
ニ
ヱ
ー
を
取
り
よ
せ
︑
蓐
中
に
て
こ
れ
を
啜
り
し

に
︑
其
味
何
と
な
く
仏
蘭
西
に
在
り
し
時
の
こ
と
を
思
出
さ
し
め
た
り
︒︵
永
井
二
〇
〇
一
︑
五
五
頁
︶
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︑
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要
旨紀

貫
之
は
撰
者
の
中
心
と
な
っ
て
﹃
古
今
和
歌
集
﹄
を
編
纂
し
︑
後
年
に
は
﹃
土
佐
日
記
﹄
の
よ
う
な
斬
新
な
構
造
を
持
つ
テ
ク
ス
ト

を
創
造
し
た
︒
そ
の
間
に
も
和
歌
の
第
一
人
者
と
し
て
︑
歌
合
な
ど
様
々
な
場
で
活
躍
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
︒

そ
の
貫
之
が
︑﹃
古
今
集
﹄
で
た
だ
一
度
詠
ん
だ
の
が
︿
な
ご
り
﹀
と
い
う
言
葉
で
あ
る
︒
古
い
用
例
を
探
る
と
︑﹃
万
葉
集
﹄
で
は
同

じ
言
葉
が
﹁
難
波
﹂
と
い
う
歌
枕
と
の
関
連
で
登
場
し
て
お
り
︑
そ
れ
が
物
質
的
な
残
留
物
の
み
な
ら
ず
︑
意
味
の
痕
跡
を
も
指
す
概
念

で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
そ
れ
を
踏
ま
え
て
貫
之
の
歌
を
分
析
し
て
み
る
と
︑
詠
歌
と
い
う
行
為
を
通
し
て
歌
こ
と
ば
が
ど
の
よ
う
に

新
た
な
意
味
を
獲
得
し
て
ゆ
く
の
か
を
︑
あ
る
程
度
ま
で
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︿
な
ご
り
﹀
は
︑﹁
名
残
﹂
と
表
記
す
る
こ
と
や
︑﹁
な
﹂
で
始
ま
る
音
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
︑︿
名
﹀
と
い
う
語
と
も
重
な

り
合
う
部
分
が
多
い
︒
事
実
﹃
土
佐
日
記
﹄
に
幾
度
も
登
場
す
る
︿
名
﹀
に
注
目
し
て
み
る
と
︑
貫
之
が
そ
こ
に
﹃
万
葉
集
﹄
に
お
け
る

︿
な
ご
り
﹀
と
同
様
の
効
果
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

歌
枕
︑
あ
る
い
は
そ
の
予
備
軍
と
い
う
べ
き
地
名
と
の
関
連
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
︿
な
ご
り
﹀
や
︿
名
﹀
で
は
あ
る
が
︑
そ
れ

ら
を
詩
的
言
語
の
働
き
の
全
体
を
包
括
す
る
概
念
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
で
︑
古
典
文
学
に
お
け
る
意
味
生
成
の
あ
り
方
を
焦
点
化
す
る

こ
と
が
本
稿
の
狙
い
で
あ
る
︒

も
っ
と
も
︑
結
果
と
し
て
見
え
て
き
た
の
は
日
本
文
化
の
特
異
性
と
い
う
よ
り
は
︑
む
し
ろ
普
遍
性
で
あ
っ
た
︒
い
わ
ば
﹁
異
化
﹂
さ

れ
た
名
詞
で
あ
る
﹁
土
地
の
名
﹂
に
多
彩
な
意
味
を
担
わ
せ
る
と
い
う
︑
古
典
の
歌
人
た
ち
が
実
践
し
た
手
法
は
︑
永
井
荷
風
の
よ
う
な

近
代
の
日
本
人
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
︑﹁
ト
ポ
ス
﹂
と
い
う
用
語
を
整
備
し
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
︑
二
十
世
紀
の
プ

ル
ー
ス
ト
や
カ
ル
ヴ
ィ
ー
ノ
に
至
る
ま
で
︑
西
洋
で
も
確
実
に
重
み
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒ 


