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神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

は
じ
め
に

万
葉
集
巻
六
に
は
、
次
の
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

れ
み
の
こ
た
ち

四
年
丁
卯
の
春
正
月
、
諸
の
王
・
諸
の
臣
子
等
に
勅
し
て
、
授
万
寮

に
散
禁
せ
し
む
る
時
に
作
る
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

ま
葛
延
ふ
春
日
の
山
は

上
に
霞
た
な
び
き

伴
の
雄
は

あ
り
せ
ば

う
ち
な
び
く

春
さ
り
行
く
と

山
の

鵡
鳴
き
ぬ

も
の
の
ふ
の

J¥ 

高
円
に

雁
が
音
の
来
継
ぐ
こ
の
こ
ろ
か
く
継
ぎ
て
常
に

友
並
め
て
遊
ば
む
も
の
を
馬
並
め
て
行
か
ま
し

待
ち
か
て
に
我
が
せ
し
春
を
か
け
ま
く
も
あ
や
に
か

し
こ
し
い
は
ま
く
も
ゆ
ゆ
し
く
あ
ら
む
と
あ
ら
か
じ
め
か

ね
て
知
り
せ
ば
千
鳥
鳴
く
そ
の
佐
保
川
に
岩
に
生
ふ
る
菅

の
根
取
り
て
し
の
ふ
草
械
へ
て
ま
し
を
行
く
水
に
模
ぎ
て

ま

し

を

大

君

の

命

か

し

こ

み

大

宮

人

の

枠
の
道
に
も
出
で
ず

反
歌
一
首

里
を

も
も
し
き
の

恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ

(
6
・
九
四
八

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

本す

右
富
実

田

梅
柳

と
ど
ろ
に

(
6
・
九
四
九
)

遊
ば
む
こ
と
を

宮
も

過
ぐ
ら
く
惜
し
み

佐
保
の
内
に

玉

あ

ま

た

み

こ

も

4
Lろ
打

み

の

こ

た

む

右
、
神
亀
四
年
正
月
、
数
の
王
子
と
諸
の
臣
子
等
と
、
春
日

わ
や
う

F
う

あ

そ

び

野
に
集
ひ
て
打
越
の
楽
を
な
す
。
そ
の
日
忽
ち
に
天
陰
り

い

仕

び

か

句

う

も

じ

じ

ゅ

じ

止

い

雨
ふ
り
雷
電
す
。
こ
の
時
に
、
宮
の
中
に
侍
従
と
侍
衛
と
な

し
。
勅
し
て
刑
罰
に
行
な
ひ
、
皆
、
授
刀
寮
に
散
禁
せ
し
め
、

妄
り
て
道
路
に
出
づ
る
こ
と
得
ざ
ら
し
む
。
時
に
惜
憤
み
し
、

即
ち
こ
の
歌
を
作
る
。
作
者
、
未
だ
詳
ら
か
な
ら
ず
。

神
亀
四
年
(
七
二
七
)
正
月
、
平
城
京
に
「
雷
電
」
が
あ
り
、
こ
の
時
、

宮
中
に
詰
め
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
の
「
数
の
王
子
と
諸
の

臣
子
等
」
は
、
「
春
日
野
」
で
「
打
盤
の
楽
」
に
興
じ
て
い
た
。
結
果
、
彼

ら
は
「
授
万
寮
」
に
「
散
禁
」
さ
れ
、
「
道
路
』
に
出
る
こ
と
も
許
さ
れ
ず
、

「
他
憤
」
し
て
こ
の
歌
を
作
っ
た
。
以
上
が
左
注
か
ら
知
ら
れ
る
当
該
歌
の

成
立
事
情
で
あ
る
。
当
該
歌
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
「
当
事
者
は
散
禁

の
間
を
不
満
と
し
て
此
の
作
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
」
(
『
私
注
百
)
と
、
剖

へ
の
不
満
を
詠
ん
だ
も
の
と
さ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『
釈

九
九



注
』
は
、「

但
憤
」
を
主
題
に
し
、
禁
足
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
の
不
運
の
状
態
を

み

や

び

と

化

し

て

い

く

遊

び

が

あ

る

(

『

釈

注

』

)

と
、
当
該
歌
に
遊
び
心
を
見
出
し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
の
二
つ
の
解
釈
は

排
他
的
に
対
立
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
歌
の
読
み
が
安
定
し
て
い
る
と

は
い
え
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
歌
は
先
行
研
究
に
恵
ま
れ
な
い
。

管
見
に
入
っ
た
限
り
、
当
該
歌
を
中
心
に
論
じ
た
も
の
は
三
編
だ
け
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
は
時
代
状
況
を
論
じ
る
材
料
と
し
て
当
該
歌
が
利

用
さ
れ
て
お
り
、
当
該
歌
を
中
心
と
し
た
論
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
あ
ら
た
め
て
当
該
歌
の
歌
表
現
を
追
う
こ
と
に

よ
っ
て
、
当
該
歌
の
方
法
を
論
じ
る
。
そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
左
注
の
「
也

憤
」
に
着
目
し
た
い
。
た
と
え
ば
、
『
新
大
系
』
は
、
『
襲
文
類
衆
』
を
引

用
し
つ
つ
、
こ
れ
を
怒
り
の
表
現
と
解
す
る
。
ま
た
、
集
中
に
「
但
憤
」

の
文
字
列
は
菟
原
娘
子
挽
歌
に
一
例
見
え
、
「
い
ぶ
せ
む
」
と
付
制
さ
れ
る
。

見
て
し
か
と
倒
側
吋
4
4

こ
も
り
で
を
れ
ば

垣
穂
な
す
人
の
説
ふ
時
i
(
9
・
一
八
O
九
)

こ
の
「
但
憤
」
は
、
家
の
外
に
出
て
こ
な
い
菟
原
娘
子
を
一
目
見
よ
う

と
集
ま
っ
て
く
る
男
た
ち
の
感
情
を
表
現
し
て
い
る
。
ま
た
、
集
中
の
「
い

ぶ
せ
む
(
し
ご
は
、
他
に
九
例
を
数
え
る
。
う
ち
、
六
例
が
相
聞
歌
で
あ

り
、
思
い
人
に
逢
い
た
く
て
も
逢
え
な
い
状
態
が
続
い
て
い
る
時
の
感
情

ー
う
つ
ゆ
ふ
の

一O
O

表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
れ
が
「
い
ぶ
せ
む
(
し
ご
の
一
般
的
な
用

法
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
う
ち
二
例

(
8
・
一
四
七
九
、

8
-

一
五
六
八
)
は
雨
な
ど
の
原
因
に
よ
っ
て
外
に
出
ら
れ
な
い
状
況
を
歌
い
、

当
該
歌
の
状
況
と
重
な
る
。
こ
れ
ら
の
例
に
共
通
す
る
も
の
は
、
自
分
の

意
志
で
は
ど
う
に
も
な
ら
ず
、
イ
ラ
イ
ラ
が
募
っ
て
い
る
状
態
と
見
て
間

違
い
な
い
だ
ろ
う
。

以
下
、
こ
の
点
を
前
提
に
当
該
歌
を
読
み
進
め
る
が
、
そ
の
前
に
、
当

該
長
歌
の
訓
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

十
一

1
十
四
句
に
相
当
す
る
原
文
は
、
「
折
木
四
央
之
来
継
比
日

知
此
繍
常
丹
有
脊
者
」
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
折
木
四
英
之
」

が
難
読
で
あ
っ
た
た
め
も
あ
っ
て
か
、
早
く
に
本
文
が
壊
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
万
葉
代
匠
記
初
稿
本
』
が
「
雁
が
音
」

の
訓
を
提
示
し
、
『
致
誼
』
が
、

そ
も
そ
も
、
折
木
四
、
切
木
四
な
ど
を
、
か
り
の
般
字
と
し
た
る
は
、

和
名
抄
雑
芸
類
に
、
兼
名
苑
云
、
樗
浦
、
一
名
、
九
采
。
〔
和
名
、
加

利
宇
知
。
]
ま
た
、
雑
纂
具
に
、
陸
詞
云
、
拝
。
[
音
粁
加
利
。
]
痔
子
、

樗
滞
采
名
也
と
あ
り
て
、
古
し
へ
、
博
戯
の
采
の
名
を
、
か
り
と
云

し
也
。

(
『
致
設
』
)

と
、
論
じ
た
よ
う
に
、
「
折
木
四
」
の
部
分
は
博
打
の
一
種
で
あ
る
樗
蒲
の

用
語
を
使
用
し
た
戯
書
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。



ま
た
、
こ
れ
に
続
く
「
来
継
比
日
如
此
繍
常
丹
有
脊
者
」
の
部
分

の
原
文
は
、
「
来
継
皆
石
此
繍
常
丹
有
脊
者
」
で
あ
る
。
写
本
間
に
大
き
な

異
同
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
付
訓
で
き
ず
、
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
『
略
解
』
が
、
提
唱
し
て
以
来
通
訓
と
な
っ
て
い
る
、
「
来
継
ぐ
こ

の
こ
ろ
か
く
継
ぎ
て
常
に
あ
り
せ
ば
」
に
従
い
た
い
。

以
上
の
点
を
踏
ま
え
、
以
下
、
便
宜
的
に
長
歌
を
五
段
に
分
割
し
、
順

次
述
べ
て
行
く
。ま

葛
延
ふ
春
日
の
山
は

1
高
円
に
鴬
鳴
き
ぬ

第
一
段
で
は
、
春
の
到
来
と
春
日
山
の
春
の
景
色
が
歌
わ
れ
る
。
「
山
の

上
に
霞
た
な
び
く
高
円
に
鴬
鳴
き
ぬ
」
の
部
分
は
対
句
的
表
現
で

は
あ
る
が
、
「
山
の
上
」
と
「
高
円
」
と
で
は
、
対
句
の
構
成
要
素
と
し
て

明
ら
か
に
釣
り
合
わ
な
い
。

ま
た
、
こ
の
部
分
は
「
春
日
の
山
は
、
山
の
上
に
霞
が
た
な
び
き
、
高

円
に
鴬
が
鳴
い
た
」
と
い
う
意
味
と
な
る
が
、
「
春
日
の
山
」
と
い
う
大
地

名
の
中
の
「
高
円
」
と
い
う
小
地
名
を
歌
っ
て
い
る
こ
と
に
で
も
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
集
中
に
お
い
て
一
首
の
中
に
「
春
日
」
と
「
高
円
」

と
が
共
起
す
る
歌
は
、

調
叶
矧
吋
し
ぐ
れ
降
る
見
ゆ

明
日
よ
り
は

黄
葉
か
ざ
さ
む

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

高
円
の
山

(
8
・
一
五
七
二

の
一
例
の
み
で
あ
り
、
大
地
名
、
小
地
名
の
関
係
で
捉
え
て
よ
い
か
ど
う

か
も
不
安
が
残
る
。

さ
ら
に
、
第
五
句
「
山
の
上
に
」
を
元
暦
校
本
に
の
み
見
え
る
「
山
ヒ
」

の
本
文
を
採
用
し
、
「
や
ま
か
ひ
に
」
と
す
る
注
釈
が
多
い
が
、
こ
れ
は
、

「
山
の
上
に
霞
た
な
び
く
」
と
い
う
歌
わ
れ
方
の
不
自
然
さ
を
考
慮
し

て
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
「
慢
」
が
山
の
上
に
「
た
な
び
く
」

と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
変
わ
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
た
だ
、

立
っ
と
も
居
と
も

劃
A
A
倒

君

た
ま
き
は
る
我
が
山
の
』
に

が
ま
に
ま
に

(m-
一
九
一
二
)

の
例
も
あ
り
、
表
現
と
し
て
成
立
し
な
い
と
は
い
え
ず
、
独
自
異
文
で
あ

る
元
暦
校
本
の
本
文
を
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

当
該
歌
回
目
頭
部
は
、
粗
雑
な
表
現
の
羅
列
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
が
、
そ
の
内
容
は
、
自
分
た
ち
が
「
打
越
」
を
楽
し
ん
だ
「
春
日
」
の

地
に
春
が
訪
れ
た
時
の
佳
景
を
表
現
し
た
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

も
の
の
ふ
の
八
十
伴
の
緒
は

ー
待
ち
か
て
に
我
が
せ
し
春
を

第
二
段
は
、
「
常
に
あ
り
せ
ば
」
を
「
も
の
を
」
、
「
里
を
」
、
「
春
を
」
と

三
つ
の
「
を
」
が
三
連
対
の
よ
う
な
形
で
受
け
る
と
い
う
珍
し
い
形
式
に

。



な
っ
て
い
る
。
そ
の
表
現
内
容
は
、
「
平
穏
無
事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
友
と

と
も
に
遊
ぼ
う
も
の
を
、
馬
を
並
べ
て
行
く
は
ず
の
里
だ
っ
た
の
に
、
待

ち
に
待
っ
た
春
な
の
に
」
と
、
反
実
仮
想
を
並
べ
立
て
た
、
い
わ
ば
愚
痴

の
述
続
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
の
表
現
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味

す
る
と
こ
ろ
は
暖
昧
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
雁
が
音
の
来
継
ぐ
こ
の
こ

ろ
」
は
季
節
か
ら
見
て
、
帰
雁
を
表
す
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
帰
雁
を
「
来

継
ぐ
」
と
表
現
す
る
の
は
耳
に
立
つ
。
ま
た
、
こ
の
「
来
継
ぐ
こ
の
こ
ろ

か
く
継
ぎ
て
常
に
あ
り
せ
ば
」
は
文
脈
把
慢
が
困
難
で
あ
る
。
お
そ
ら

く
は
、
尋
問
電
事
件
も
な
く
普
通
の
春
で
あ
っ
た
な
ら
ば
」
と
い
う
こ
と
を

歌
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
歌
表
現
か
ら
、
そ
れ
を
帰
納
す
る
こ
と
は

不
可
能
で
あ
る
。
も
っ
と
も
韻
文
と
い
う
文
学
形
式
が
表
現
の
外
部
情
報

へ
の
依
存
度
が
高
い
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
こ
こ
も
当
該
歌
を
享

受
す
る
人
々
の
問
で
は
理
解
で
き
た
と
す
る
よ
り
あ
る
ま
い
。

続
く
三
連
対
の
よ
う
に
見
え
る
最
初
の
「
友
並
め
て
」
と
い
う
表
現
も

標
準
的
と
は
い
え
な
い
。
集
中
の
「
並
め
て
」
を
見
る
と
、

馬
並
め
て
↓
1
・四、

1
・
四
九
、
3
・
二
三
九
、

6
・
九
二
六
、

6
・
九
四
八
、

7
・
一
一

O
四、

7
・
一
一
四
八
、

9
・
一
七
二

O
、

m
・
二
一

O
三
、
ロ
・
三
九
五
回
、
口
・
三
九
九

m
・
一
八
五
九
、

一
、
白
・
四
二
四
九

船
並
め
て
↓
1
・
三
六
、

6
・
九

。

楯
並
め
て
↓
口
・
三
九

O
八

と
、
い
ず
れ
も
人
間
以
外
の
も
の
を
並
べ
る
行
為
で
あ
り
、
当
該
歌
の
よ

う
に
「
友
と
連
れ
だ
っ
て
」
と
い
う
表
現
は
な
い
。
第
二
連
の
「
.
馬
投
め

て
」
と
の
対
応
関
係
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
表
現
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

な
お
違
和
感
が
残
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
三
連
対
を
図
示
す
れ
ば
、

一
「
友
並
め
て
遊
ば
む
も
の
を
一

か
く
継
ぎ
て
常
に
あ
り
せ
ば
〈
「
馬
並
め
て
行
か
ま
し
里
を
手

一
待
ち
か
て
に
我
が
せ
し
春
を
」
一

と
な
る
。
こ
の
構
成
も
一
般
的
と
は
い
え
な
い
。

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
る
と
、
当
該
歌
は
、
明
確
な
構
成
を
持
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
即
興
に
近
い
性
質
を
持
っ
て
い

る
と
い
っ
て
よ
い
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
制
作
意
図
と
い
う
こ
と
ば
を

持
ち
込
め
ば
、
指
晦
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
は

問
わ
な
い
。
万
葉
集
の
中
に
あ
っ
て
、
特
殊
な
こ
と
ば
繋
が
り
の
多
い
こ

と
を
確
認
し
て
先
に
進
む
。

四

か
け
ま
く
も
あ
や
に
か
し
こ
し

sあ
ら
か
じ
め
か
ね
て
知
り
せ
ば

第
三
段
落
は
、
「
か
ね
て
知
り
せ
ば
」
と
仮
定
を
述
べ
る
部
分
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
の
「
か
け
ま
く
も
あ
や
に
か
し
こ
し
い
は
ま
く
も

ゆ



ゆ
し
く
あ
ら
む
」
は
定
型
表
現
で
あ
り
、
類
例
は
、
万
葉
集
に
十
例
、
続

日
本
紀
宣
命
に
三
十
七
例
、
祝
詞
(
出
雲
国
造
神
賀
調
)
に
一
例
を
数
え
る
。

こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
『
全
注
』
に
詳
細
な
論
が
あ
る
。
多
少
長
い
が
、

引
用
す
る
。

ユ
ユ
シ
は
神
聖
な
事
に
触
れ
る
こ
と
を
つ
つ
し
む
心
を
あ
ら
わ
す
。

ユ
ユ
シ
ク
ア
レ
ド
の
訓
は
諸
注
に
な
く
、
諸
注
の
訓
は
ユ
ユ
シ
ク
ア

リ
ト
、
ユ
ユ
シ
カ
ラ
ム
ト
、
ユ
ユ
シ
ク
ア
ラ
ム
ト
と
あ
っ
て
、
次
の

「
あ
ら
か
じ
め
か
ね
て
知
り
せ
ば
」
に
か
け
て
解
釈
す
る
。
「
知
る
」

の
は
作
者
で
あ
り
、
何
を
知
る
か
と
い
う
と
作
者
が
罰
せ
ら
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
カ
シ
コ
キ
こ
と
、
ユ
ユ
シ
キ
こ
と
が
作
者
た

ち
の
処
罰
に
な
っ
て
し
ま
う
。
「
か
け
ま
く
も
」
以
下
回
句
と
類
想
の

表
現
は
、

2
・
一
九
九
、
3
・
四
七
五
、
四
七
八
、
日
・
三
三
二
四
、

目
・
四
一
一
一
、
却
・
四
三
六

O
お
よ
び
「
出
雲
国
造
神
賀
詞
」
な

ど
に
見
え
る
が
、
諸
注
に
み
え
る
よ
う
な
用
い
方
は
全
く
な
く
、
こ

み

こ

み

こ

と

れ
ら
の
表
現
は
、
神
、
天
皇
、
皇
子
の
命
を
対
象
と
し
て
使
用
さ
れ

て
い
る
。
そ
れ
故
こ
こ
も
「
心
に
か
け
て
思
う
こ
と
さ
え
天
皇
に
対

し
て
お
そ
れ
多
く
、
口
に
か
け
て
い
う
の
も
天
皇
に
対
し
て
謹
ま
れ

ま
す
」
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
最
後
の
「
跡
」

は
ト
で
な
く
、

2
・
一
九
九
の
一
云
の
よ
う
な
逆
接
の
ド
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ユ
ユ
シ
ク
ア
レ
ド
が
字
足
ら
ず
で
あ
れ
ば
、
「
ユ
ユ

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

シ
ク
ア
ラ
メ
ド
」
で
も
よ
い
。

『
全
注
』
は
、
集
中
の
他
の
類
型
表
現
か
ら
帰
納
し
た
当
該
歌
の
意
味
内

容
と
、
通
説
に
よ
っ
て
当
該
歌
の
文
脈
を
理
解
し
よ
う
と
し
た
時
の
意
味

内
容
と
の
聞
の
矛
盾
を
指
摘
し
、
そ
の
矛
盾
を
改
訓
に
よ
っ
て
集
中
の
類

型
表
現
に
適
合
さ
せ
、
解
決
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
原
文
は
、
「
湯
々

敷
有
跡
」
で
あ
り
、
こ
の
「
跡
」
を
濁
音
に
訓
む
こ
と
は
可
能
な
の
だ
ろ

う
か
。
た
と
え
ば
、
巻
六
に
は
、
三
十
五
例
の
「
跡
」
が
あ
り
、
次
の

よ
う
に
分
布
す
る
。

(
『
全
注
』
)

消
音
の
ト
で
訓
む
例

か

〈

L
も

が

も

と

と

み

す

晶

お

e
て

み

'Jに
し
さ

k

知
是
霜
願
跡
(
九
二

o
b
g
、
跡
見
居
置
而
(
九
二
六
¥
g
、

古

郷

跡
(
九
二
八
¥
品
)
、
京
師
跡
成
宿
(
九
二
九
¥
旬
)
、
有
跡
者
難
問
(
九
三

な

み

か

た

た

U

と

は

る

さ

"

ゆ

く

ル

』

時

五
¥
-
。
)
、
浪
可
将
立
跡
(
九
四
五
¥
N
)

、
調
封
倒
酬
」
刈
凹
刈
司
、
湯

ゆ

し

く

あ

ら

り

と

さ

か

ひ

た

ま

ふ

と

い

へ

と

す

り

川
別
補
.
酬
」
刈
副
社
割
、
界
賜
跡
(
九
五
o
b
)
、
家
跡
住
(
九

ど

や

ま

と

お

ひ

て

か

し

こ

み

と

I
e
ん
を

五
五
¥
ω
)

、
名
見
山
跡
負
而
(
九
六
一
ニ
ミ
、
恐
跡
(
九
六
五
¥
ω
)

、
大
夫

ゆ

く

と

い

ふ

み

ら

そ

な

に

は

跡
(
九
六
八
¥
】
)
、
去
跡
云
道
曽
(
九
七
四
¥
N
)

、
難
波
乃
海
跡
(
九
七

ゆ

く

九

を

な

み

と

き

み

こ

む

と

七
¥
色
、
去
方
平
無
跡
(
九
八
四
¥
M
)

、
君
来
跡
(
九
八
六
¥
ω
)

、
梅
咲
有

毒

み

さ

ま

さ

U

と

い

止

ま

を

な

み

と

跡
(
一

O

二
¥
N
)

、
公
来
座
武
跡
(
一

O
二二
¥
N
)

、
暇
元
跡
(
一

さ

き

く

と

そ

お

も

ふ

つ

ね

な

き

も

の

O
二
六
¥
土
、
好
性
跡
其
念
(
一

O
三
一
¥
切
)
、
常
無
物
跡
(
一

O
四

ら

し

ま

さ

む

と

ふ

る

き

み

や

こ

と

よ

ろ

し

き

五
¥
N
)

所
知
座
跡
(
一

O
四
七
¥
巳
)
、
古
京
跡
(
一

O
四
八
¥
N
)

、
宜

く

に

と

た

む

あ

ふ

さ

と

と

お

は

み

や

二

こ

と

国
跡
(
一

O
五
O
¥呂
)
、
立
合
郷
跡
(
一

O
五
O¥-N)
、
大
宮
此
跡
(
一

一
O
三



と

し

め

さ

し

し

ら

し

め

さ

む

と

O
五
O
K
S
、
此
跡
標
刺
(
一

O
五
一
¥
品
)
、
所
知
食
跡
(
一

O
五
三

み

や

こ

と

な

り

由

あ

り

よ

し

と

は

つ

る

¥
N
丘
、
京
師
跡
成
宿
(
一

O
五
六
¥
印
)
、
在
吉
跡
(
一

O
五
九
¥
ご
、
泊

と
ま
り
と

停
跡
(
一

O
六
五
¥
色

濁
音
の
ド
で
訓
む
可
能
性
の
あ
る
例か

は

の

く

に

み

れ

r

見
巻
欲
跡
(
九
四
六
¥
呂
)
、
田
跡
河
之
(
一

O
三
五
¥
己
、
国
見
跡
(
一

O
五
九
¥
己
)

た
し
か
に
「
ド
」
と
訓
む
可
能
性
の
あ
る
例
も
あ
る
が
、
圧
倒
的
に
多

い
の
は
清
音
「
ト
」
に
宛
て
た
例
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
当
該

歌
の
「
は
る
さ
り
ゆ
く
叫
」
に
お
い
て
は
、
明
ら
か
に
清
音
仮
名
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。
当
該
部
を
「
ゆ
ゆ
し
く
あ
れ
剖
」

と
訓
じ
る
た
め
に
は
、
単
に
「
跡
」
が
清
濁
両
用
仮
名
だ
と
い
う
だ
け
で

は
な
く
、
当
該
部
の
「
跡
」
を
濁
音
に
訓
む
に
足
る
積
極
的
な
外
部
論
理

が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
や
は
り
こ
こ
は
他
の
集
中
の
類
型

的
な
表
現
と
は
違
い
、
自
分
た
ち
が
起
こ
し
て
し
ま
っ
た
事
態
が
こ
れ
ほ

ど
に
な
る
と
は
思
い
も
し
な
か
っ
た
と
い
う
通
説
の
理
解
が
正
し
い
こ
と

に
な
ろ
う
。
一
見
類
型
的
な
玉
権
讃
美
の
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
実

態
は
自
分
た
ち
の
行
為
に
対
す
る
後
悔
の
念
の
表
出
と
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。そ

し
て
続
く
「
あ
ら
か
じ
め
か
ね
て
知
り
せ
ば
」
は
、
た
し
か
に
内

田
賢
徳
氏
「
漢
字
表
現
の
応
用
と
内
化
」
(
『
万
葉
集
研
究
』
第
二
十
一
集
・
一

一O
四

九
九
七
年
三
月
/
『
上
代
日
本
語
表
現
と
訓
詰
』
所
収
)
も
述
べ
る
よ
う
に
、
「
あ

ら
か
じ
め
」
と
「
か
ね
て
」
と
の
あ
い
だ
に
は
語
義
の
差
が
あ
る
と
は
い

え
、
集
中
に
は
、
こ
の
両
方
が
一
首
中
に
共
起
す
る
こ
と
は
他
に
な
く
、

元
長
な
表
現
で
あ
る
こ
と
は
否
め
ま
い
。
こ
の
段
落
も
こ
れ
ま
で
同
様
、

一
般
的
と
は
い
え
な
い
表
現
が
連
続
し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

続
い
て
、
「
も
し
も
罰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ら
」
と
い

う
仮
定
表
現
を
受
け
る
部
分
へ
と
論
を
進
め
る
。

五

千
鳥
鳴
く
そ
の
佐
保
川
に

ー
行
く
水
に
喫
ぎ
て
ま
し
を

話
者
は
、
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
ら
、
「
蹴
へ
て
ま
し
を
」
、

「
棋
ぎ
て
ま
し
を
」
と
歌
う
。
一
般
に
こ
の
く
だ
り
は
、
「
誠
へ
」
や
「
模

ぎ
」
を
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
解
釈
さ
れ
る
し
、
そ
れ
自
体
は
間
違
い

で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
歌
い
方
は
、
一
般
的
な
「
誠
へ
」
や
「
捜
ぎ
」

と
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
岩
に
生
ふ
る

菅
の
根
」
に
つ
い
て
の
通
説
を
『
全
注
』
に
見

て
み
よ
う
。

お
お
は
ら
内
の
の
り
と

ス
ガ
は
ス
ゲ
の
交
替
形
。
「
大
破
祝
詞
」
の
な
か
に
「
天
津
管
内
本

苅
断
末
苅
切
忌
八
針
が
取
砕
丘
天
津
祝
詞
乃
太
祝
詞
事
乎
宣
礼
」
と
あ

り
、
菅
曾
(
す
げ
の
繊
維
)
が
臓
の
場
合
に
大
き
な
役
割
を
も
っ
て
い



る
こ
と
が
わ
か
る
。
ス
ガ
ノ
ネ
の
ネ
は
「
石
が
根
」

(
3
・三
O
一)

と
同
じ
く
意
味
を
も
た
ぬ
と
考
え
て
よ
い
。
(
『
全
注
』
)

す
げ

通
説
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
①
「
菅
」
は
「
誠
へ
」
に
用
い
ら
れ
る
具
で
あ

る
、
②
「
菅
の
根
」
の
「
根
」
は
添
え
た
だ
け
で
意
味
の
な
い
も
の
で
あ

す
げ

る
、
と
い
う
こ
点
に
集
約
さ
れ
る
。
た
し
か
に
、
「
菅
」
は
『
全
注
』
に
引

用
さ
れ
て
い
る
「
六
月
晦
日
大
赦
」
の
祝
詞
に
あ
る
よ
う
に
「
誠
へ
」
の

具
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
六
月
晦
日
大
級
」
の

祝
調
に
は
、

ー
天
津
菅
曽
乎
本
苅
断
末
苅
切

調
事
平
宣
礼
。

1

(

「
六
月
晦
日
大
蹴
」
)

す
げ

と
あ
る
よ
う
に
、
「
菅
」
の
上
下
を
切
り
取
り
、
そ
れ
を
裂
い
て
い
る
も
の

す
げ

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
械
へ
」
の
具
と
な
る
「
菅
」
は
そ
も
そ
も
「
根
」
が

切
り
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
諸
注
が
、
「
根
」
は
添
え
た

だ
け
で
あ
り
意
味
を
持
た
な
い
と
注
す
る
の
は
、
こ
の
点
を
考
慮
し
て
の

こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
「
菅
の
根
」
と
「
菅
」
と
を
同
一
視
す
る
こ

と
は
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

す
げ

A
6
}

寸
が

集
中
に
は
「
菅
」
三
十
七
例
、
そ
の
交
替
形
の
「
菅
」
三
十
九
例
を
数

え
る
。
う
ち
、
「
菅
の
根
」
は
二
十
一
例
。
こ
の
二
十
一
例
中
、
「
ね
も
こ

ろ
」
を
起
こ
す
歌
が
、
十
二
例
と
過
半
数
を
占
め
る
。
こ
こ
か
ら
だ
け
で

も
「
菅
の
根
」
に
と
っ
て
「
根
」
が
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

天
津
祝
詞
乃
太
祝

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

ま
た
、
「
長
」
を
起
こ
す
「
菅
の
根
」
が
三
例
あ
り

B
・
一
九
二
一
、

ω
・

一
九
三
四
、

m
・
四
四
八
四
て
こ
れ
も
、
「
根
」
に
表
現
の
中
心
が
あ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
「
思
ひ
乱
れ
」
を
起
こ
す
「
菅
の
根
」
が

一例。

強
ひ
め
や
我
が
背

制
樹
4
4

尉
叫
削
州
司

恋
'(} 

否
と
言
は
ぱ

っ
つ
も
あ
ら
む

(
4
・
六
七
九
)

こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、
『
冠
辞
考
』
が
、
「
こ
は
山
菅
な
り
、
糸
の
知
き

根
の
多
く
長
く
道
乱
る
物
な
れ
ば
、
さ
る
語
に
冠
ら
せ
た
り
」
(
『
冠
辞
考
』
)

と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
根
」
が
焦
点
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
「
絶
ゆ
」
を
起
こ
す
「
菅
の
根
」
も
一
例
あ
る
。

部
蹴
叫
可
制
叫
と
や
君
が

か
き
つ
は
た
佐
紀
沢
に
生
ふ
る

え
ぬ
こ
の
こ
ろ
(
ロ
・
三
O
五
二
)

こ
れ
は
、
『
全
注
』
が
「
菅
の
根
は
引
け
ば
切
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
『
絶

ゆ
』
と
い
う
た
め
の
序
」
と
述
べ
る
よ
う
に
、
「
根
」
に
表
現
の
中
心
が
あ

る
と
理
解
し
て
よ
い
。

見

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
十
七
例
は
、
「
菅
の
根
」
が
、
枕
詞
あ
る
い
は
序

詞
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
全
例
「
根
」
が
表
現
の
中
心
と
な

っ
て
い
た
。
次
に
枕
調
や
序
調
に
用
い
ら
れ
な
い
例
は
、
三
例
。
い
ず
れ

も
、
普
轍
歌
に
分
類
さ
れ
、
思
い
人
の
警
喰
に
な
っ
て
い
る
。

あ
し
ひ
き
の
岩
根
こ
ご
し
み
都
蹴
件
刊
村
崎
難
み
と

標
の

一O
玉



み
そ
結
ふ

(
3
・
四
一
四
)

真
烏
住
む
雲
梯
の
祉
の

、
も
が
、
も

(
7
・
一
三
四
四
)

山
高
か
ら
し

す

が

の

ね

を

菅
根
平

衣
に
か
き
付
け

着
せ
む
児

菅1:'
根;2
4割み
見lむ
かに

春
日
山

石
の
上
の

月
待
ち
難
し

(
7
・
一
三
七
三
)

第
二
例
の

7
・
一
三
四
四
番
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
鵬
首
輪
か
不
明
で
は
あ

る
が
、

3
・
四
一
四
番
歌
は
、
「
引
か
ば
難
み
」
と
歌
う
以
上
、
「
菅
の
根
」

の
「
根
」
が
鵬
首
輸
の
対
象
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

7
・
二
ニ
七
三

番
歌
は
、
強
い
て
い
え
ば
、
「
菅
の
根
」
で
は
な
く
、
「
菅
」
と
見
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
な
い
が
、
「
石
の
上
の
」
と
歌
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る

と
、
石
を
這
う
「
根
」
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、

少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、
当
該
歌
を
除
く
二
十
例
の
「
菅
の
根
」
の
う
ち
、

十
八
例
ま
で
が
「
菅
の
根
」
を
焦
点
と
し
て
歌
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

す

げ

す

げ

一
方
、
「
菅
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
三
十
七
例
あ
る
「
菅
」
の
中
に
は
、

い
は
も
と
す
げ
を

奥

山

の

磐

本

菅

平

樹

淵

州

寸

結

び

し

心

忘

れ

か

ね

つ

も

3 

九
七

難2
波は
乃の
定主す
国げ

之の

刈
叫
斗
引
叫

君
が
聞
こ
し
て

年
深

お
し
照
る

か湊
も に
(長
11 樹2く
二延:I~ し
面主:言
し官。へ
δ ぱ
)ぬ t

す(
ま 4

はよ
ず三

九

く

あ
り
か
て
ぬ

君
に
恋
ひ
っ
つ

一
O
六

見
渡
し
の

京izi
定住す 'I.t&!i白、工

心，げ・百5

11 

四
ーじ

片
思
ひ
ぞ

刈
叫
叶
叶
引
制
同

三
室
の
山
の

す
る

石区云

本t=
菅55豆
乃のあ

山
の

奥
山
の

思
ほ
ゆ
る
か
も

我
が
恩
ひ
妻

れ 1 は
iた (
(づ 12
18 が二

一一四;?七
、‘ ームー

六奈な)
)呉ご

r工ぇ
能の
須す
筑げ
能的

思
ひ
む
す
ぽ

の
よ
う
に
、
強
く
「
根
」
を
志
向
す
る
表
現
も
あ
る
。
た
だ
し
、
三
れ
ら

す
げ

は
「
菅
」
だ
け
で
「
根
」
を
歌
う
の
で
は
な
く
、
歌
の
表
現
上
に
「
ね
」

の
音
が
存
在
す
る
点
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
例
は
、

「
菅
」
が
単
独
で
は
、
「
菅
の
根
」
を
意
味
し
な
い
こ
と
を
証
し
て
い
る
こ

と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、

み
し
ま
す
げ

三
嶋
菅

菅
笠
(
ロ
・
二
八
三
六
)

の
よ
う
に
、
女
性
の
響
轍
と
し
て
用
い
ら
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
。
今
、
用

す
げ

例
は
省
略
し
た
が
、
「
菅
」
が
女
性
の
響
輸
と
し
て
用
い
ら
れ
る
も
の
は
、

す
べ
て
「
菅
の
根
」
で
は
な
く
「
菅
」
そ
の
も
の
が
女
性
の
普
轍
と
な
っ
て

い
る
。

い
ま
だ
苗
な
り

時
待
た
ば

三
島

着
ず
ゃ
な
り
な
む

す
げ

一
方
、
枕
調
や
序
調
に
用
い
ら
れ
る
「
菅
」
を
そ
の
使
用
例
ご
と
に
ま

と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



「
真
野
の
棟
原
」
に
か
か
る
例
↓
3
・
二
八

O
、
3
・
二
八
一
、

7
・

一
三
五
四

「
乱
る
」
に
か
か
る
例
↓
U
・
二
四
七
四
、
ロ
・
三
二

O
四

「
な
み
な
み
に
」
に
か
か
る
例

l
u
・
二
四
七
一

「
押
し
伏
せ
」
に
か
か
る
例
↓
U
・
二
四
七
七

「
有
問
菅
」
か
ら
「
あ
り
」
に
か
か
る
例
↓
ロ
・
二
七
五
七
、
ロ
・
三

O
六
四

「
白
管
」
か
ら
「
知
ら
せ
」
に
か
か
る
例
↓
ロ
・
二
七
六
八

「
山
菅
」
か
ら
「
止
ま
ず
」
に
か
か
る
例
↓
ロ
・
二
八
六
二
、

O
五
五
、
ロ
・
三

O
六
六

「
山
菅
」
か
ら
「
そ
が
ひ
」
に
か
か
る
例
↓
M

・
三
五
七
七

先
に
述
べ
た
「
菅
の
根
」
と
は
対
照
的
に
、
多
様
な
用
い
ら
れ
方
を
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
「
菅
」
の
属
性
を
基
本
に
し
た
も
の
で
は

な
く
、
「
剖
問
菅
あ
り
」
、
「
白
菅
の
知
ら
せ
む
」
、
「
叫
菅
の
止
ま

ず
」
、
「
山
到
の
引
料
ひ
」
な
ど
、

ロ
・
三

が
多

ぬか 山2い
ば寝菅Zの
たら之のも
まむ 特
の(実徴

4 成の

五与 一
/、 v日--::コ
四 こで
)とあ

をる

同
音
の
繰
り
返
し
を
利
用
し
た
用
法

さ
ら
に
、

我
に
寄
せ

昌
は
れ
し
君
は

誰
と

黒
髪
山
の

や
ま
す
げ
に

山

草

T
レ
/
¥
1
レ
/
¥

小
雨
降
り
し
き

思
ほ
ゆ

(
U
・
二
四
五
六

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

我
妹
子
が

袖
を
頼
み
て

小
菅
乃
笠
平

着
ず
て
来

真
野
の
浦
の

け
り

12 

t~ 石
同げ七
:sv.をーー

笠ぎ)
がに

人
の
遠
名
を

立
つ
ベ

真
野
の
池
の

縫
は
ず
し
て

き
も
の
か

l2 

開3-
沼白石
之の七
~す一
回-げごっ

平を

笠
に
縫
ひ

か
き
つ
は
た

着
む
日
を
待
つ
に

年
そ

経

け
る

竪主 2
止u.t

能の二
古こ八

雲;五
乃の

あ
ぜ
か
ま
か
さ
む

児
ろ
せ

足
柄
の

菅
枕

古こ手
須す枕
気げ(
呂ろ 14

乃山コ

九

あ
ど
す
す
か

か
な
し
け
児
ろ
を

末
吹
く
風
の

思
ひ
過
ご
さ
む
(
凶
・
三
五
六
四
)

の
よ
う
に
、
作
品
世
界
に
お
け
る
実
景
で
あ
る
も
の
や
、
特
定
の
土
地
の

景
物
な
ど
も
あ
り
、
「
菅
」
の
表
現
は
多
岐
に
わ
た
る
。
「
菅
の
根
」
に
比

べ
て
明
ら
か
に
表
現
の
求
心
力
に
欠
け
る
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

す
げ

ま
た
、
「
喫
ぎ
」
の
具
と
し
て
「
菅
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
用
例
も
あ
る
。

危

な

み

す

げ

さ
さ
ら
の
小
野
の
七
相
菅
手
に
取
り
持
ち
て
ひ

天

の

川

原

に

欄

剖

寸

刻

U
剖

1

t
E
天
な
る

さ
か
た
の

出
で
立
ち
て

(
3
・
四
二
O
)

や
は
り
、
「
模
ぎ
」
や
「
被
へ
」
に
使
用
さ
れ
る
「
菅
」
は
「
菅
」
そ
の

も
の
で
あ
り
、
「
菅
の
根
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

以
上
、
万
葉
歌
に
あ
っ
て
「
菅
の
根
」
と
歌
わ
れ
る
も
の
は
、
そ
の
「
根
」

一
O
七



す
げ

の
属
性
に
こ
そ
意
味
が
あ
り
、
「
菅
」
と
は
違
う
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
っ
た
。
一
方
、
「
誠
へ
」
の
具
と
し
て
使
わ
れ
る
も
の
は
「
菅
」
で

あ
っ
て
「
菅
の
根
」
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
の
よ
う
に
載
然

た
る
区
別
が
あ
る
以
上
、
当
該
歌
に
あ
っ
て
も
、
「
誠
へ
」
の
具
と
し
て
は

用
い
ら
れ
る
は
ず
も
な
い
「
菅
の
根
」
を
使
っ
て
「
蹴
へ
」
を
す
る
と
歌

っ
て
い
る
と
解
釈
せ
ざ
る
を
え
ま
い
。

一
方
、
続
く
「
し
の
ふ
草
」
に
つ
い
て
は
、

孜
証
に
ク
サ
を
種
の
意
と
し
て
い
る
の
が
よ
い
。
「
手
向
草
」

(
1
・

三
四
)
、
「
目
さ
ま
し
く
さ
」
(
ロ
・
三
O
六
二
、
尋
問
ら
ひ
く
さ
」
(
口
・

四
O
O
O
)
と
同
じ
く
、
心
ひ
か
れ
る
思
い
の
意
。
(
『
全
注
』
)

と
さ
れ
る
の
が
通
説
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
岩
に
生
ふ
る
菅
の
根
取
り
て

し
の
ふ
草
級
へ
て
ま
し
を
」
は
、

岩
に
生
え
て
い
る
菅
の
根
を
抜
き
採
り
、
憂
い
を
も
た
ら
す
舗
を
蹴
っ

て

お

け

ば

よ

か

っ

た

の

に

(

『

釈

註

』

)

と
解
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
し
の
ふ
く
さ
」
の
「
ク
サ
」

を
「
思
い
の
種
」
の
よ
う
な
「
種
」
の
意
と
取
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
『
全

注
』
が
掲
げ
た
例
お
よ
び
、
そ
れ
に
類
似
し
そ
う
な
用
例
を
見
て
み
よ
う
。

な
お
、
明
ら
か
に
具
体
的
な
植
物
名
を
示
し
て
い
る
も
の
に
は
、
最
後
に

「
植
」
と
記
し
た
。

た

む

吋

ぐ

さ

た

む

げ

ぐ

さ

手
向
草

(
l
・
一
二
四
、
日
・
三
二
三
七
)
手
酬
草

(
9
・
一
七
二
ハ
)

一O
八

わ
す
れ
ぐ
さ

萱
草

(
3
・
三
三
四
、

4
・
七
二
七
、
ロ
・
三
O
六
O
、ロ・コ一
O
六
二

こ
ひ
わ
す
れ
ぐ
さ

恋
忘
草

(
U
・
二
四
七
五
植
)

お
も
ひ
ぐ
さ

恩
草

(m
・
二
二
七
O

植
)

め

さ

ま

し

ぐ

さ

目
不
酔
草
(
ロ
・
三
O
六
こ

か

た

ら

ひ

ぐ

さ

可
多
良
比
具
佐
(
ロ
・
四
O
O
O
)

通
訓
(
ル
ピ
を
も
っ
て
記
し
た
)
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
用
例
は
全
て

「
動
調
の
連
用
形
+
ク
サ
」
と
な
る
。
個
別
に
見
て
も
、
仮
名
書
き
例
で
あ

る
口
・
四

O
O
O番
歌
は
「
か
た
ら
ひ
ぐ
さ
」
と
動
調
の
連
用
形
に
ク
サ

が
連
接
し
て
い
る
し
、
「
た
む
け
ぐ
さ
」
、
「
わ
す
れ
ぐ
さ
」
も
、

白
波
の
浜
松
が
技
の
制
判
剣
倒
倒
幾
代
ま
で
に
か

植)、

年
の
経

ぬ
ら
む

(
『
歌
経
探
式
』
一
五
)

一
名
忘
憂
(
萱
音
崎
、
演
説
抄
一
五
、
刑
制

資
草

兼
名
苑
云
、
笠
草
、

樹

州

倒

)

(

『

和

名

抄

』

巻

十

・

七

・

ウ

)

の
用
例
か
ら
「
た
む
け
ぐ
さ
」
「
わ
す
れ
ぐ
さ
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
蓋
然
性

が
高
く
、
こ
れ
ら
も
連
用
形
+
ク
サ
の
形
で
あ
る
。
残
る
用
例
は
「
め
さ

ま
し
ぐ
さ
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
代
の
用
例
で
は
あ
る
も
の
の
、

お
ひ
し
げ
る
ね
ぶ
り
の
も
り
の
し
た
に
こ
そ
叫
剖
剖

u
q剖
は
う
う

べ

か

り

け

れ

(

『

散

木

奇

歌

集

』

二

二

三

三

)

が
あ
る
。
「
動
詞
の
連
用
形
+
ク
サ
」
と
い
う
形
は
動
く
ま
い
。
そ
し
て
当

該
歌
の
原
文
は
「
之
努
布
草
」
と
一
字
一
音
の
表
記
を
持
ち
、
「
し
の
ふ
く



さ
」
と
し
か
訓
め
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
「
し
の
ふ
く
さ
」
は
、

一
名
昔
耶

1
中
略

i
和
名
刻
川
村
川
倒
一
名
古
介

士百

衣
垣
衣

(
『
本
草
和
名
』

一
名
、
烏
韮
、
(
刻
川
羽
州
倒
)

三
五
・
ウ
)

本
草
云
、
垣
衣
、

(
『
和
名
抄
』
巻
十
・
七
四
・
ウ
)

韮

コ
ミ
ラ
)
:
中
略
S
烏

|

{谷

主
字

背
玖

(
『
類
来
名
義
抄
』
僧
上
・
二
十
・
ウ
)

と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
す
る
に
、
当
該
歌
の
「
し
の
ふ
く
さ
」

は
、
『
本
草
和
名
』
に
ご
名
古
介
」
と
あ
る
よ
う
に
苔
の
一
種
と
し
て

理
解
す
る
よ
り
な
い
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
当
該
部
の
解
釈
の
可
能
性

と
し
て
は
、
「
菅
の
根
」
や
「
し
の
ふ
く
さ
」
で
「
被
へ
」
を
行
え
ば
よ

か
っ
た
と
す
る
か
、
「
し
の
ふ
く
さ
」
を
「
誠
ふ
」
の
枕
詞
と
し
て
「
菅

の
根
」
で
「
赦
へ
」
を
行
え
ば
よ
か
っ
た
と
す
る
か
、
そ
の
程
度
の
解
釈

の
幅
し
か
残
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
し
の
ふ
く
さ
」
を
ど
う
理
解
す
る
に
し

て
も
、
こ
の
部
分
は
、
本
来
「
誠
へ
」
に
は
適
さ
な
い
も
の
を
用
い
て
「
誠

へ
」
を
す
れ
ば
よ
か
っ
た
と
悔
い
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
も
う
一
方
の
「
棋
ぎ
て
ま
し
を
」
に
論
を
進
め
る
。
こ
ち
ら
は
「
佐

保
川
の
水
で
模
ぎ
を
し
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
歌
わ
れ
る
。
諸
注
特
に

注
を
加
え
て
い
な
い
が
、
「
佐
保
川
」
は
「
模
ぎ
」
に
適
し
た
川
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
集
中
に
十
七
例
あ
る
「
佐
保
(
の
)
川
」
に
は
、
当
該
歌
以
外

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

に
「
棋
ぎ
」
や
「
誠
へ
」
の
場
所
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
、

古
事
記
、
日
本
書
紀
、
続
日
本
紀
に
も
、
そ
う
し
た
用
例
は
存
在
し
な
い
。

わ
ず
か
に
、
神
護
景
雲
三
年
(
七
六
九
)
五
月
二
九
日
の
第
四
三
詔
に
、

控
畏
天
皇
大
御
髪
乎
盗
給
波
利
豆
、
刷
刻
刻
倒
削
側
川
周
耐
蝕
都
入
豆

大
宮
内
和
持
参
入
来
豆
、
厭
魅
爵
流
己
止
三
度
世
利
。

と
あ
る
の
が
目
に
つ
く
が
、
「
き
た
な
き
佐
保
川
の
開
館
」
と
あ
る
よ
う
に
、

模
ぎ
に
は
適
さ
な
い
川
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
証
す
る
こ
と
に

も
な
り
か
ね
な
い
。
ま
た
、
「
佐
保
」
の
地
は
、
「
八
島
の
う
ち
」

(
6
・一

O
五

O
)
を
除
け
ば
、
唯
一
地
名
に
「
の
内
」
が
下
接
す
る
例
で
あ
る
。
当

時
の
官
人
た
ち
に
と
っ
て
極
め
て
身
近
な
場
所
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ

ろ
う
。
平
城
遷
都
に
際
し
て
流
路
に
変
更
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
(
『
新
大

系
統
日
本
紀
』
補
注
)
「
佐
保
川
」
を
、
「
襖
ぎ
」
を
行
う
に
適
し
た
場
所

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
や
は
り
で
き
ま
い
。

こ
の
よ
う
に
理
解
を
進
め
て
く
る
と
、
当
該
歌
は
、
春
日
ま
で
出
向
い

て
遊
ぶ
こ
と
な
く
、
佐
保
川
付
近
で
「
誠
へ
」
や
「
模
ぎ
」
の
ま
ね
ご
と

を
し
て
お
け
ば
、
こ
ん
な
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
に
と
い
う
後
悔
の

念
を
「
恒
憤
」
し
つ
つ
吐
き
出
し
て
い
る
歌
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
読
み
進
め
れ
ば
、
当
該
歌
は
、
も
は
や
自
分
た
ち
の
引
き
起

こ
し
た
事
件
の
顛
末
に
つ
い
て
反
省
す
る
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
最
後
の
段
落
に
論
を
進
め
る
。

一
O
九
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大
君
の
命
か
し
こ
み

1
道
に
も
出
で
ず

恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ

最
後
の
段
落
も
前
段
落
の
「
か
け
ま
く
も

1
」
と
似
た
機
能
を
持
つ
「
大

君
の
命
か
し
こ
み
」
と
い
う
定
型
句
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
こ
こ
も
、

集
中
の
他
の
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
と
比
較
し
て
み
る
と
、
表
現
の

類
似
の
み
に
と
ど
ま
り
、
そ
の
指
し
示
す
内
容
が
全
く
違
う
こ
と
に
気
づ

か
さ
れ
る
。
集
中
の
「
大
君
の
命
か
し
こ
み
」
は
二
十
八
例
。
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
天
皇
の
命
に
よ
る
他
国
へ
の
旅
を
歌
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

見
ら
れ
る
の
は
、
天
皇
を
頂
点
と
す
る
王
権
へ
の
讃
美
と
、
大
宮
人
と
し

て
の
持
持
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
当
該
歌
に
あ
っ
て
は
、
「
大
君
の
」
命
令
に

従
っ
て
、
や
む
を
え
ず
、
道
に
出
る
こ
と
も
な
く
散
禁
に
甘
ん
じ
て
い
る

と
い
う
内
容
で
あ
る
。
当
該
歌
と
多
少
な
り
と
も
共
通
す
る
可
能
性
の
あ

る
も
の
に
、

大
破
の

時
に
は
あ
ら
ね
ど

雲
隠
り
ま

到
君

す

(
3
・
四
四

s大
君
の

天
ざ
か
る

夷
辺
に
罷
る

古
衣

土
山
よ
り

命
カ
し
こ
み

帰
り
来
ぬ
か
も

(
6
・一

O
一
九

ブd

は
し
き
や

国
に
出
で
ま
す

さ
し
並
ぶ

し

二
O

の
謀
反
や
配
流
の
例
が
あ
る
が
、
仮
に
当
該
歌
と
同
じ
解
釈
を
施
せ
た
と

し
て
も
罪
の
軽
重
を
考
え
る
と
類
例
と
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
ま
た
、

飽

か

ぬ

因

子

の

浦

命

か

し

こ

み

昼
見
れ
ど

る
か
も

(
3
・
二
九
七

大
君
の

夜
見
つ

真

は
自
分
の
気
持
ち
と
し
て
は
日
中
に
見
た
い
「
田
子
の
浦
」
だ
が
、
大
君

の
命
で
夜
見
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
当
該
歌

に
近
い
用
例
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

当
該
歌
の
「
命
か
し
こ
み
」
は
、
「
道
に
も
出
で
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
恐

れ
多
い
の
で
」
の
意
で
は
な
く
、
「
お
そ
ろ
し
く
て
」
散
禁
状
態
に
甘
ん
じ

て
い
る
と
の
意
に
し
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
他
の
「
大
君
の
命
か
し

こ
み
」
と
は
決
定
的
に
違
っ
て
お
り
、
先
ほ
ど
の
「
か
け
ま
く
も
1
」
と

全
く
閉
じ
構
成
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ろ
う
。

な
お
、
結
旬
、
「
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ
」
は
文
脈
か
ら
は
何
を
恋
う
て
い
る

か
が
不
分
明
で
あ
る
。
舌
足
ら
ず
の
感
は
否
め
ま
い
。
ま
た
、
こ
の
「
恋

ふ
る
こ
の
こ
ろ
」
は
「
来
継
ぐ
こ
の
こ
ろ
」
と
呼
応
す
る
は
ず
で
あ
る
。
「
友

並
め
て
」
遊
ん
で
い
る
は
ず
の
「
来
継
ぐ
こ
の
こ
ろ
」
と
、
「
散
禁
」
の
憂

き
目
に
あ
っ
て
い
る
「
恋
ふ
る
こ
の
こ
ろ
」
と
が
呼
応
し
、
そ
の
落
差
を

歌
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
歌
の
構
成
が
粗
雑
な
こ
と
に
起
因

し
て
か
、
こ
の
二
つ
が
見
事
に
呼
応
し
て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
歌
の

評
価
と
い
う
面
か
ら
い
え
ば
、
褒
め
ら
れ
た
も
の
で
な
い
こ
と
は
た
し
か



だ
ろ
う
。

当
該
長
歌
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
自
ら
犯
し
た
罪
に
対
し
て
、

後
悔
こ
そ
す
れ
、
反
省
の
か
け
ら
も
な
い
歌
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
だ
ろ

う
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
長
歌
に
対
し
て
、
反
歌
は
ど
の
よ
う
に
歌
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

七

梅
柳
過
ぐ
ら
く
惜
し
み
佐
保
の
内
に

遊
ば
む
こ
と
を
宮
も
と
ど
ろ
に

反
歌
の
具
体
的
な
解
釈
に
入
る
前
に
、
訓
の
問
題
に
つ
い
て
、
二
点
触

れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ま
ず
、
第
二
句
「
過
良
久
惜
」
は
、

「
す
ぐ
ら
く
を
し
み
」
(
通
訓
)
、
「
す
ぐ
ら
く
を
し
き
」
(
『
増
訂
全
註

釈
』
)
、
「
す
ぐ
ら
く
を
し
も
」
(
『
講
談
社
文
庫
』
)

の
三
訓
に
分
か
れ
る
。
他
に
適
当
な
訓
も
見
当
た
ら
ず
、
こ
の
三
訓
か
ら

選
択
的
に
考
え
る
し
か
な
い
。
『
増
訂
全
註
釈
』
の
主
張
す
る
「
す
ぐ
ら
く

を
し
き
」
は
、
そ
の
意
味
が
「
梅
柳
が
過
ぎ
る
の
が
惜
し
い
佐
保
の
内
」

と
な
っ
て
し
ま
い
、
修
飾
語
と
被
修
飾
語
と
の
関
係
に
ず
れ
を
生
じ
て
し

ま
う
。ま

た
、
集
中
に
見
え
る
「
惜
し
も
」
は
三
十
七
例
あ
る
が
、
結
旬
以
外

に
用
い
ら
れ
た
例
は
、

見
渡
せ
ば

む
か
ひ
の
野
辺
の

な
で
し
こ
が

散
ら
ま
く
惜
し
も

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

雨
な
降
り
そ
ね

(ω
・
一
九
七

O
)

の
一
例
の
み
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

m
-
一
九
七

O
番
歌
に
し
て
も
第

四
句
と
結
句
と
が
並
列
の
形
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
見
る
に
「
す

ぐ
ら
く
を
し
も
」
の
訓
を
取
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

す
ぐ
ら
く
を
し
み

残
る
通
訓
「
過
良
久
惜
」
は
、
ミ
語
法
の
「
み
」
の
読
み
添
え
が
気

に
な
る
。
し
か
し
、
集
中
の
「
惜
し
み
」
二
十
六
例
中
、
「
ミ
」
の
無
表
記

の
用
例
は
十
二
例
あ
り
、
「
み
」
を
表
記
す
る
十
四
例
中
、
仮
名
書
き
の
巻

の
例
が
四
例
あ
る
の
で
、
訓
字
主
体
表
記
の
巻
に
あ
っ
て
「
惜
し
み
」
の

「
み
」
は
無
表
記
の
用
例
の
方
が
多
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
季
節

の
景
物
が
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
り
散
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と
の
惜
し
さ

を
歌
う
例
の
多
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
恩
わ
れ
る
。
当
該
歌
第
二
句
は

「
過
ぐ
ら
く
惜
し
み
」
と
訓
ん
で
よ
か
ろ
う
。

も
う
一
点
は
、
第
四
句
「
遊
事
平
」
の
訓
で
あ
る
。
「
あ
そ
び
し
こ
と
を
」

が
通
訓
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
『
増
訂
全
註
釈
』
が
、

遊
事
平
ア
ソ
パ
ム
コ
ト
ヲ
。
新
校
の
訓
に
よ
る
。
長
歌
に
ア
ソ
バ

ム
モ
ノ
ヲ
と
あ
る
の
を
受
け
る
。
左
註
に
よ
れ
ば
、
打
盤
の
遊
び
な

ど
を
し
よ
う
と
す
る
を
い
う
。
(
『
噌
訂
全
註
釈
』
)

と
、
「
あ
そ
ば
む
こ
と
を
」
と
訓
む
べ
き
こ
と
を
的
確
に
述
べ
て
い
る
。
長

歌
の
「
跡
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
が
、
原
文
「
遊
」
を
長
歌
の
訓
と

違
え
て
訓
む
に
は
明
確
な
論
理
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
該
反
歌
に



つ
い
て
は
そ
れ
を
組
み
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

通
訓
の
「
遊
び
し
こ
と
を
」
で
は
、
話
者
自
身
が
「
佐
保
の
内
」
で
遊
ん

だ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
左
注
の
記
述
と
髄
舗
を
来
す
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、左

注
に
春
日
野
と
あ
る
か
ら
、
春
日
野
も
サ
ホ
ノ
ウ
チ
の
域
内
と
考
へ

ら
れ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。

(
『
私
注
』
)

散
禁
さ
れ
た
人
た
ち
が
打
鞠
に
興
じ
た
所
は
奈
良
市
東
北
の
春
日
野

で
、
明
ら
か
に
場
所
が
違
う
。
こ
れ
は
、
「
春
日
野
に
遊
び
し
こ
と
を
」

で
は
露
骨
に
な
っ
て
天
皇
に
対
し
て
慨
ら
れ
る
の
で
、
例
年
の
「
佐

保
の
内
」
で
の
「
遊
び
」
を
取
り
あ
げ
て
焼
曲
に
表
現
し
た
の
で
あ

ろ
う
。

と
、
苦
し
い
解
釈
が
施
さ
れ
る
が
、
「
佐
保
の
内
」
と
「
春
日
」
と
の
違

(
『
釈
注
』
)

倒
倒
d
吋
刈
，

鳴
き
行
く
な
る
は

呼
子
鳥

(ω
・
一
八
二
七
)

に
も
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
う
し
た
解
釈
は
取
れ
な
い
。
ま
た
、

諸
注
は
「
遊
び
し
」
の
主
語
を
散
禁
さ
れ
て
い
る
人
々
と
す
る
。
左
注

に
よ
れ
ば
、
散
禁
さ
れ
て
い
る
人
々
が
赴
い
た
の
は
、
今
の
奈
良
市
東

方
の
春
日
野
で
あ
っ
て
、
佐
保
と
は
あ
き
ら
か
に
場
所
が
違
う
。
こ
の

「
遊
び
し
」
人
は
、
他
の
大
宮
人
た
ち
で
あ
ろ
う
。

(
『
全
注
』
)

と
す
る
『
全
注
』
も
あ
る
が
、
こ
こ
に
他
の
「
大
宮
人
」
が
遊
び
に
行
っ

た
こ
と
を
持
ち
出
し
て
く
る
の
は
、
「
遊
び
け
む
こ
と
を
」
な
ら
ば
ま
だ
し

も
、
「
遊
び
し
こ
と
を
」
で
は
、
そ
う
し
た
意
味
に
は
な
る
ま
い
。

結
局
、
当
該
歌
の
訓
は
「
梅
柳
過
ぐ
ら
く
惜
し
み
佐
保
の
内
に
遊

宮
も
と
ど
ろ
に
」
と
な
り
、
こ
の
訓
に
即
し
た
解
釈
が
要

誰

ぱ
む
こ
と
を

求
さ
れ
る
。

梅
や
柳
が
過
ぎ
て
し
ま
う
こ
と
を
惜
し
む
こ
の
歌
は
、
長
歌
が
ひ
た
す

ら
に
現
況
を
嘆
い
た
の
に
対
し
て
、
近
い
未
来
の
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。

直
訳
す
れ
ば
「
梅
や
柳
が
過
ぎ
て
し
ま
う
の
が
惜
し
い
の
で
佐
保
の
内
に

遊
ぼ
う
こ
と
を
、
宮
も
と
ど
ろ
に
響
い
て
い
る
」
と
な
る
。
第
四
句
と
結

句
と
の
聞
に
何
ら
か
の
省
略
が
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ

れ
は
直
前
の
間
投
詞
「
を
」
に
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
た
せ
る
か
に
よ
っ

て
、
歌
の
解
釈
が
変
わ
る
。
歌
の
文
脈
だ
け
を
考
え
れ
ば
、
話
者
が
「
佐

保
の
内
で
遊
ぼ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
宮
も
と
ど
ろ
に
響
い
て
い

る
」
と
な
る
が
、
こ
れ
は
散
禁
状
態
を
考
え
る
と
あ
り
え
な
い
。
す
る
と
、

「
佐
保
の
内
で
遊
ぼ
う
と
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
た
ち
の
行
状
が
宮
も

・
と
ど
ろ
に
響
い
て
い
て
、
と
て
も
か
な
い
そ
う
も
な
い
。
」
と
い
う
意
味

に
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
こ
と
を
」
の
形
で
逆
接
の
意
味
を
持
つ
例
は

少
な
い
が
、

ー
こ
の
く
し
げ
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開
く
な
ゆ
め
と

そ
こ
ら
く
に



玉
く
し
げ

が
あ
る
。

少
し
聞
く
に

1
-
9
・
一
七
四

O
)

こ
の
よ
う
に
理
解
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
当
該
反
歌
は
散
禁
状
態
が

い
つ
ま
で
続
く
か
分
か
ら
な
い
中
、
梅
や
柳
が
過
ぎ
る
頃
ま
で
に
は
「
佐

保
の
内
」
に
遊
び
に
行
き
た
い
と
歌
い
、
「
宮
も
と
ど
ろ
に
」
大
騒
ぎ
に
な

っ
て
い
る
現
況
と
引
き
比
べ
て
、
そ
の
実
現
が
危
ぶ
ま
れ
る
こ
と
を
嘆
い

て
い
る
歌
と
な
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
「
佐
保
」
は
「
佐
保
の
内
」
と
表
現
さ
れ
、
当

時
の
官
人
た
ち
に
取
っ
て
身
近
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
し
か
も
当
該
歌
に

歌
わ
れ
る
「
佐
保
」
は
「
梅
柳
散
ら
ま
く
惜
し
み
」
か
ら
も
わ
か
る
よ

う
に
、
「
梅
柳
」
が
植
え
ら
れ
て
い
る
貴
族
の
庭
闘
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

長
屋
王
の
「
佐
保
宅
」
の
よ
う
な
場
所
を
想
定
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
と
な

る
と
、
「
野
遊
」
が
歌
わ
れ
る
よ
う
な
、
郊
外
で
あ
る
「
春
日
野
」
ま
で
行

き
、
「
打
越
」
を
楽
し
ん
で
い
る
聞
に
、
雷
電
事
件
が
発
生
し
、
禁
足
を
余

儀
な
く
さ
れ
た
彼
ら
は
、
せ
め
て
手
近
な
「
佐
保
の
内
」
で
の
遊
楽
を
夢

見
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

長
反
歌
を
通
し
で
あ
っ
た
も
の
は
、
後
悔
は
し
て
も
反
省
し
な
い
態
度

で
あ
り
、
散
禁
状
態
の
中
で
も
遊
ぶ
こ
と
を
願
う
懲
り
な
い
官
人
の
姿
で

あ
っ
た
。
現
実
の
歌
の
場
へ
の
還
元
は
慎
む
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
歌

が
左
注
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
場
に
提
供
さ
れ
た
と
し
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

こ
の
長
反
歌
は
散
禁
の
人
々
の
聞
に
自
虐
的
な
笑
い
を
惹
起
し
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
冒
頭
に
触
れ
た
、
「
雁
が
音
」
の
表
記
に

賭
博
用
語
の
戯
書
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
も
理
解
が
届
く
で
あ
ろ
う
。
そ

も
そ
も
、
当
該
歌
の
作
歌
背
景
を
正
面
か
ら
捉
え
れ
ば
、
賭
博
用
語
を
用

い
た
戯
書
が
選
ば
れ
る
は
ず
も
な
い
。
戯
書
の
存
在
を
考
え
て
も
、
当
該

歌
に
笑
い
を
見
出
す
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

八

む
す
び

以
上
、
で
き
る
だ
け
歌
表
現
を
万
葉
歌
全
体
の
中
に
相
対
的
に
定
位
さ

せ
つ
つ
読
み
を
進
め
て
き
た
。
対
句
や
三
連
対
の
あ
り
ょ
う
、
個
々
の
表

現
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ら
を
優
れ
た
表
現
と
い
う
こ
と
は
で
き

ま
い
。
し
か
し
、
当
該
歌
を
通
じ
て
見
え
て
来
た
も
の
は
、
王
権
讃
美
の

詞
章
を
相
対
化
し
、
笑
い
の
題
材
と
す
る
歌
表
現
で
あ
っ
た
。
前
期
万
葉

に
見
ら
れ
た
、
歌
に
よ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
領
導
や
、
歌
に
よ
る
実
体
的

な
王
権
讃
美
と
比
較
す
る
と
、
当
該
歌
に
見
ら
れ
る
王
権
讃
美
表
現
の
相

対
化
は
、
万
葉
第
三
期
に
新
た
に
獲
得
さ
れ
た
歌
の
方
法
と
い
う
こ
と
に

な
る
。こ

れ
を
、
歌
表
現
そ
の
も
の
の
変
質
と
理
解
す
べ
き
こ
と
な
の
か
、
歌

の
場
の
変
質
、
あ
る
い
は
歌
の
場
の
相
違
に
収
敏
す
る
こ
と
な
の
か
、
あ

る
い
は
、
全
く
別
の
要
因
を
考
え
る
べ
き
な
の
か
は
、
簡
単
に
結
論
づ
け

一
一
一一一



ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
吉
野
讃
歌
の
表
現
が
天
皇
讃
美
か
ら

君
臣
和
楽
へ
と
移
っ
て
く
る
こ
と
、
ま
た
、
讃
美
表
現
の
鮮
度
が
下
落
し

て
い
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
今
の
と
こ
ろ
、
歌
表
現
そ
の

も
の
の
変
質
と
し
て
理
解
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
第
三

期
の
他
の
作
品
を
個
別
的
に
見
て
行
っ
て
か
ら
述
べ
た
い
と
考
え
て
い
る

の
で
、
今
は
見
通
し
を
述
べ
る
に
留
め
る
こ
と
と
す
る
。

，-. ，-.注
2 1 】

注
釈
書
の
略
称
は
通
行
の
も
の
に
従
っ
た
。

渡
辺
政
司
氏
「
『
四
年
丁
卯
春
正
月
、
勅
諸
王
諸
臣
子
等
散
禁
於
侵
刀
寮

時
、
作
歌
』
の
背
景
に
つ
い
て
」
(
「
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
披
」
十
四

号
・
一
九
七
八
年
一

O
月
)

島
田
修
三
氏
『
授
万
寮
散
禁
歌
考
|
聖
武
初
期
宵
廷
に
お
け
る
授
万
舎
人

散
禁
事
件
を
め
ぐ
っ
て
|
」
{
『
淑
徳
同
文
」
三
二
号
・
一
九
九
一
年
二

月
)

古
舘
綾
子
氏
「
巻
六
『
授
万
寮
散
禁
歌
群
』
考
|
聖
武
朝
春
日
讃
歌
と
し

て
の
説
み
|
」
(
「
古
代
文
学
」
四
四
号
・
二

O
O五
年
三
月
/
『
大
伴

家
持
自
然
詠
の
生
成
』
所
収
)

「
い
ぶ
せ
む
(
し
)
」
の
用
例
は
以
下
の
通
り
。

4
-
六
一
一
、

4
・
七
六

九、

8
-
一
四
七
九
、

8
・
一
五
六
八
、

m-
二
二
六
三
、
ロ
・
二
七
二

O
、
ロ
・
二
九
四
九
、
ロ
・
二
九
九
一
、
活
・
四
一
一
三
。

「
や
ま
か
ひ
に
」
と
す
る
注
釈
は
次
の
通
り
。
『
評
釈
万
葉
集
』
、
『
窪

田
評
釈
』
、
『
増
訂
全
註
釈
』
、
『
全
集
』
、
『
集
成
』
、
『
全
注
』
、
『
新
編

全
集
』
、
『
釈
注
』
、
『
新
大
系
』
、
『
和
歌
大
系
』
、
『
全
歌
講
義
』

傍
線
は
当
該
歌
、
歌
番
号
の
後
の
数
字
は
句
番
号
を
表
す
。

3 4 5 

一
一
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6 

「
管
」
の
用
例
は
次
の
通
り
。
な
お
、
女
性
の
帥
宮
崎
と
な
っ
て
い
る
用
例

は
ゴ
チ
ッ
ク
に
し
た
。
3
・
二
八

O
、
3
・
二
八
一
、
3
・
三
九
七
、
3
・

四
二

O
、
4
・
五
六
四
、

4
・
六
一
九
、
7
・
一
二
八
四
(
二
例
)
、
7
・

一
三
五
四
、

u
・
二
四
五
六
、

u
・
二
四
七

O
、

u
・
二
四
七
て

u
・

二
四
七
二
(
二
例
)
、

u
・
二
四
七
回
、

u
・
二
四
七
七
、

u
・
二
七
五

七、

u
・
二
七
六
一
、

u
・
二
七
六
八
、

u
・
二
七
七
一
、

u
・
二
七
七

二、

u
・
二
八
一
八
、

u
・
二
八
三
六
、

U
-
二
八
三
七
、
ロ
・
二
八

六
二
、
ロ
・
三

O
五
五
、
ロ
・
三

O
六
四
、
ロ
・
三

O
六
六
、
ロ
・
三
二

O
四
、
自
・
三
三
二
三
(
二
例
)
、

M
・
二
一
三
六
九
、

M
m

・
三
四
四
五
、

u
・
三
四
九
八
、
凶
・
三
五
六
四
、

M
m

・
三
五
七
七
、
鴎
・
四
一
一
六

「
管
」
の
用
例
は
次
の
通
り
。
た
だ
し
、
地
名
な
ど
の
取
り
扱
い
に
よ
り
、

多
少
増
減
す
る
。
ま
た
、
『
す
が
の
ね
」
の
用
例
は
ゴ
チ
ッ
ク
に
し
、
「
ね

も
こ
ろ
」
を
起
こ
す
用
例
に
は
、
傍
線
を
付
し
た
。
1
・
五
二
、
3
-
二

九
九
、

3
・
四
一
回
、
引
ぺ
訓
訂
刈
川
町
、

4
・
六
七
九
、
叫
ぺ
』
訓
叫
寸

6
・

九
四
八
、

7
・
一
一
一
二
六
、

7
-
一
二
五

O
、
7
・
一
二
七
七
、

7
・一

三
四
一
(
二
例
)
、

7
・
一
三
四
回
、

7
・
一
三
七
三
、

8
・
一
六
五
五
、

9
・
一
七
三
四
、

ω・
一
九
二
一
、
叩
・
一
九
三
四
、
川
ぺ
寸
副
司
判
コ
、
日
・

二
七
二
七
、
凶
ぺ
寸
耳
判
判
川
、
日
・
二
八
一
九
、

u
・
二
八
三
六
、
川
つ

ゴ
川
到
廿
、
凶
ィ
ゴ
川
対
ヨ
、
凶
ィ
ヨ

α到
寸
、
ロ
・
三

O
五
二
、
凶
J
1

司
河
国
判
ヨ
、
凶
ペ
オ

α到
剛
、
ロ
・
三

O
八
七
、
ロ
・
三

O
九
二
、
凶
l
叶

司
司
廿
川
四
、
副
ペ
ゴ
寸
汁
川
J

J

M
・
三
三
五
二
、

u
・
三
三
六
九
、
路
・

三
八
七
五
、
創
ぺ
耐
副
叫
到
剛
、

m-
四
四
八
四
、
却
・
四
四
九
一

仮
名
書
き
例
か
ら
推
す
と
、
「
す
叶
の
ね
」
は
存
在
し
な
い
。

注
六
参
照
。

「
佐
保
(
の
)
川
』
(
「
佐
保
渡
り
」
一
例
を
含
む
)
の
用
例
は
次
の
通
り
。

l
・
七
九
、

3
・
三
七
一
、

3
・
四
六

O
、
4
・
五
二
五
、

4
・
五
二
六
、

4
・
五
二
八
、

4
・
五
二
九
、

4
・
六
六
三
、

4
・
七
一
玉
、

6
・
九
四

7 10 9 8 
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八、

6
・一

O
O四、

7
-
一
一
二
三
、

7
・
一
一
二
回
、

7
-
一
二
五

一、

8
・
一
四
三
三
、

8
・
一
六
三
五
、
ロ
・
三

O
一
O
、
却
・
四
四

，a

，目、、

-寸.，，，
「
佐
保
の
内
」
の
用
例
は
次
の
通
り
。

6
・
九
四
九
、

ω
・
一
八
二
七
、

m-
二
二
二
一
、
日
・
二
六
七
七
、
ロ
・
三
九
五
七
(
ニ
例
)

「
惜
し
み
」
の
「
み
」
の
無
表
記
の
用
例
は
放
の
通
り
。
4
・
七
三
一
、

7
・
一
四
一
四
、

8
-
一
四
九
一
、

m
・
一
九
四
回
、

m-
一
九
五
七
、

ω
・二

O
九
九
、

u
・
二
六
九
七
{
二
例
)
、

u
・
二
八
二
て
ロ
・
二

八
六
一
(
二
例
)
、
回
・
三
三
一
ニ

O
(二
例
)
。

，戸、
12 

(
む
ら
た

み
ぎ
ふ
み
・
本
学
教
授
)

本
研
究
は
科
研
費
二
八
五
二

O
一
二
四
)
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
e

神
亀
四
年
正
月
の
雷
電

一
一
五


