
1
ー

玉
向
必
心
・
馴
甫
寸
土
ま
造
甦
調
↑
温
り
茜
一
こ
つ
八
℃
、
「
野
へ
Ｄ
華
Ｊ
ま
生
逗
ヨ
狼
と
ハ
員
ノ
霊
胸
Ｄ
一
ｍ
血

を
÷へ

I れ美て知にで風て
、
色
を
な
ら
べ
た
巻
二
五
「
孝
徳
天
皇
大
化
三
年
」
・
巻
二
九
「
天
武
天
皇

Ｉ
’
四
年
」
・
巻
三
○
「
持
統
天
皇
四
年
」
な
ど
の
各
条
に
は
見
当
ら
な
い
。
土

「
黄
」
を
中
心
と
し
て
示
さ
れ
て
、
い
る
が
、
そ
の
「
黄
」
は
日
本
書
紀
に
お
い

光
知
博
士
は
古
事
記
の
色
に
つ
い
て
、
「
黄
の
字
は
黄
泉
と
い
う
語
の
一
部

な
し
て
い
る
が
、
色
の
名
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
衣
服
は

万
葉
集
に
お
け
る
「
黄
葉
」

、

こ
の
「
も
み
ち
」
と
い
う
語
は
い
わ
ゆ
る
古
代
歌
謡
に
は
全
く
あ
ら
わ
れ
ず
、

②

土
記
に
「
春
花
開
時
秋
葉
黄
節
」
と
用
い
ら
れ
て
い
る
の
を
承
る
ば
か
り

あ
る
。
ま
た
万
葉
集
に
お
い
て
「
も
み
ち
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が

万
葉
集
に
お
け
る
「
黄
葉
」
に
つ
い
て
考
え
よ
う
と
す
る
過
程
の
ひ
と
つ
と

て
、
一
二
八
八
及
び
二
一
八
九
の
歌
の
解
釈
に
ふ
れ
て
み
た
い
。

「
黄
葉
」
は
沢
潟
久
孝
博
士
が
「
万
葉
集
注
釈
」
（
巻
第
一
ゞ
・
一
八
一
頁
）

弓
黄
葉
」
を
モ
ミ
チ
と
訓
む
。
…
…
「
モ
ミ
ヂ
の
チ
は
、
仮
名
書
の
例
、

の
字
を
用
ゐ
、
清
音
で
あ
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
』
。
と
全
注
釈
に
注
意
さ
れ

ゐ
る
や
う
に
、
動
詞
に
用
ゐ
た
場
合
も
「
毛
美
多
比
、
二
‐
毛
美
知
多
里
」
『
毛

都
』
『
毛
美
照
」
と
あ
っ
て
濁
音
の
仮
名
は
用
ゐ
ら
れ
て
い
な
い
烏
と
記
さ

て
い
る
の
に
し
た
が
っ
て
「
も
み
ち
」
と
清
音
に
よ
む
。

万

集
に
お
け
る
一
‐
黄

’
三
灸
’
三
発
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て

白
梼
の
他
に
、
青
摺
の
服
を
赤
（
紅
）
紐
で
結
ん
だ
よ
う
で
あ
る
が
、
色
の
名

称
は
こ
れ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
」
（
「
古
代
伝
説
と
文
学
」
・
四

七
頁
）
と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
万
葉
集
以
前
に
は
色
と
し
て
の

「
黄
」
は
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
風

土
記
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
「
秋
葉
黄
節
：
…
・
遊
楽
栖
遅
」
と
い
う
風
習
が
あ
っ

た
こ
と
は
、
万
葉
集
・
一
七
五
八
・
「
筑
波
嶺
乃
須
蘇
廻
乃
田
井
爾
秋
田

刈
妹
許
将
遣
黄
葉
手
折
奈
」
と
と
も
に
、
「
も
み
ち
」
が
そ
う
い
う
風
習

の
象
徴
と
し
て
見
ら
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
が
万
葉
集
に
入
る
と
、
名
詞
・
動
詞
そ
し
て
枕
詞
な
ど
を
あ
わ
せ
て
一

○
五
例
・
一
○
一
首
が
ゑ
う
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
も
東
歌
に
は
三
四
九

四
・
「
児
毛
知
夜
麻
和
可
加
倣
流
産
能
毛
美
都
麻
氏
宿
毛
等
和
波
毛
布

汝
波
安
杼
可
毛
布
」
の
一
例
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
ま
た
、
作
者
を
記
し
て

い
な
い
歌
に
翠
ら
れ
る
四
一
例
は
、
巻
一
○
の
二
八
例
、
巻
一
三
の
六
例
に
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
あ
つ
ま
っ
て
い
る
。
作
者
を
記
し
て
い
る
歌
六
四
例
に
つ
い
て

み
る
と
、
皇
族
（
天
皇
・
皇
子
・
王
等
）
の
作
が
一
○
例
、
人
麻
呂
あ
る
い
は

人
麻
呂
歌
集
と
示
さ
れ
て
い
る
も
の
一
三
例
、
家
持
の
九
例
、
な
ど
で
あ
り
、

そ
の
他
の
作
者
に
つ
い
て
も
、
当
時
の
知
識
階
級
に
あ
た
る
者
が
多
い
よ
う
に

九

本
田
姜
寿
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思
わ
れ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
六
四
例
の
中
、
宴
に
関
し
て
の
作
が
一
三
例
象
と

め
ら
れ
る
。
｝
」
の
よ
う
に
、
万
葉
集
に
お
い
て
に
わ
か
に
「
も
ぶ
ち
」
が
う
た

わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
曾
田
文
雄
氏
の
「
日
本
語
の
色
名
は
『
明
ｌ
暗
』

一
則
顕
ｌ
漠
』
と
い
う
二
つ
の
光
の
系
列
を
く
ず
し
て
、
シ
ロ
と
ク
ロ
と
を
両
極

に
お
い
て
、
ア
カ
・
ア
ヲ
が
そ
の
中
間
に
あ
っ
て
シ
ロ
か
ら
ク
ロ
の
方
向
へ
、

ク
ロ
か
ら
シ
ロ
の
方
向
へ
、
光
の
度
・
色
彩
の
濃
淡
を
変
え
な
が
ら
色
名
の
位

置
を
与
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
「
日
本
語
に
お
け
る
色
名
の
発
生
」
・
国
語

国
交
・
三
六
巻
・
九
号
．
二
八
頁
）
と
言
わ
れ
る
時
期
で
、
色
に
つ
い
て
の
意

識
が
発
達
し
つ
つ
あ
っ
た
か
ら
で
で
も
あ
ろ
う
し
へ
ま
た
中
国
文
学
の
影
響
に

③

よ
る
も
の
で
も
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
「
主
と
し
て
題
材
及
び
作
歌
の
態
度
等
に
お

い
て
支
那
の
詩
に
学
」
ん
だ
も
の
で
あ
る
ら
し
い
・
青
木
正
児
博
士
が
「
支
那

文
学
芸
術
考
」
に
記
さ
れ
て
い
る
菊
に
つ
い
て
の
「
元
来
此
の
花
は
九
月
九
日

の
重
陽
の
節
に
酒
に
淀
べ
て
飲
む
風
習
に
因
り
培
養
せ
ら
れ
て
人
に
親
し
ま
れ
、

古
く
は
黄
花
と
称
し
て
黄
が
本
来
の
色
で
あ
っ
た
が
園
芸
に
よ
り
種
々
の
異
品

を
出
す
よ
う
に
な
っ
た
」
（
四
四
八
頁
）
と
い
う
こ
と
も
、
菊
が
万
葉
集
に
は

一
度
も
あ
ら
わ
れ
な
い
こ
と
と
も
に
、
「
黄
花
ｌ
黄
葉
」
と
何
か
の
関
係
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
「
も
ぷ
ち
」
に
つ
い
て
感
じ
ら
れ
て
い
た
意
識

の
上
に
新
し
い
知
識
を
導
入
し
、
文
学
の
題
材
と
し
て
と
り
あ
つ
か
う
よ
う
に

な
っ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
国
崎
望
久
太
郎
先
生
が
「
日
本
文
学

の
古
典
的
構
造
」
（
法
律
文
化
社
・
昭
和
三
五
・
第
二
刷
）
の
中
で
「
（
民
謡
の
）

発
想
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
新
し
い
文
学
意
識
に
摂
取
さ
れ
た
時
、
万
葉
集
の
杼

情
詩
的
達
成
の
可
能
性
が
始
め
て
獲
得
さ
れ
る
。
こ
の
可
能
性
は
、
当
然
中
国

の
詩
文
の
影
響
を
う
け
た
宮
廷
貴
族
層
の
中
に
し
か
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
。
貴

族
文
学
と
し
て
の
万
葉
集
は
、
作
者
が
貴
族
で
あ
っ
た
か
ら
と
い
う
よ
り
、
文

鐸

一
寸

学
意
識
を
も
ち
え
た
も
の
が
貴
族
以
外
に
な
か
っ
た
と
い
う
歴
史
的
制
約
か
ら

〃き
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
作
品
の
多
く
は
、
歌
謡
的
性
質
を
も
ち
、
伝
承
的
な

物
語
の
母
班
を
も
っ
た
ま
ま
記
録
さ
れ
て
い
る
。
」
（
八
一
頁
）
と
述
べ
て
居
ら

れ
る
と
う
り
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
「
も
み
ち
」
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
も
の
だ
ろ
う
か
。

「
秋
葉
黄
節
」
が
は
じ
め
は
た
だ
時
を
示
す
言
葉
で
し
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
が
毎
年
そ
の
「
も
み
ち
」
の
あ
る
場
で
行
わ
れ
る
歌
垣
と
結
び
つ
き
、
そ

の
歌
垣
に
お
い
て
は
誰
も
が
相
手
を
持
つ
筈
で
あ
る
と
い
う
予
想
か
ら
、
そ
の

「
も
み
ち
」
を
か
ざ
す
と
い
う
こ
と
が
二
人
の
問
を
結
び
つ
け
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
妹
許
将
遣
」
と
う
た
う
と
こ
ろ
、
こ
の
よ
う
な
意

識
が
あ
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
本
田
義
窓
が
「
古
代
祭
式
こ
と
に
成
女
祭

式
に
葉
や
花
を
か
ざ
す
悩
習
一
三
’
三
三
○
九
か
ら
出
て
、
花
嫁
は
葉
や
花
を

飾
る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
印
象
も
ふ
え
る
、
一
三
’
三
二
二
三
。
そ
し
て
そ

れ
を
と
も
に
わ
か
つ
こ
と
は
象
徴
的
な
も
の
に
よ
る
象
徴
的
行
為
と
し
て
ふ
た

り
の
間
が
一
つ
に
と
り
も
た
れ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」
（
「
柿
本
人

麻
呂
に
お
け
る
白
鳥
問
題
の
痕
跡
」
奈
良
女
子
大
学
研
究
年
報
Ⅱ
・
一
九
五
九
．

三
、
四
九
頁
）
と
い
う
象
徴
的
な
も
の
と
し
て
こ
の
「
も
み
ち
」
が
感
じ
ら
れ

て
い
た
ら
し
い
。
即
ち
「
も
象
ち
」
を
題
材
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
必
ず

「
恋
」
が
示
さ
れ
、
「
も
ゑ
ち
」
を
手
折
り
か
ざ
す
と
い
う
こ
と
が
「
恋
」
の

象
徴
的
行
為
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
「
も
染
ち
」
も

万
葉
集
の
後
期
と
な
る
と
象
徴
的
な
意
味
を
失
い
、
し
だ
い
に
、
た
だ
観
賞
さ

れ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
場
合
が
多
く
な
る
よ
う
で

あ
る
。ま

た
、
挽
歌
に
こ
の
「
恋
」
を
予
想
さ
せ
た
「
も
み
ち
」
が
用
い
ら
れ
る
の

ノ

●



一
○
’
三
一
八
八
、
秋
雑
歌
・
泳
並
葉

黄
葉
之
丹
穂
日
者
繁
然
鞆
妻
梨
木
乎
手
折
可
佐
寒

一
○
’
一
二
八
九
、
秋
雑
歌
・
詠
黄
葉

露
霜
乃
寒
夕
之
秋
風
丹
黄
葉
爾
来
毛
妻
梨
之
木
者
．
・

二
一
八
八
に
つ
い
て
武
田
祐
吉
博
士
は
万
葉
集
全
注
釈
（
第
八
巻
・
二
六
一

頁
）
に
、「

黄
葉
の
美
し
い
の
は
沢
山
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
わ
た
し
は
、
妻
梨
の

木
を
折
っ
て
挿
頭
に
し
よ
う
・
」

「
シ
マ
ナ
シ
は
、
そ
う
い
う
名
の
樹
極
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
妻
は
序

詞
で
、
妻
無
し
の
し
ゃ
れ
に
、
梨
の
木
を
引
き
起
す
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

ナ
シ
の
葉
は
美
し
い
黄
色
に
変
色
す
る
。
」

と
注
し
、
「
評
語
」
に
お
い
て
、

「
黄
葉
の
多
種
あ
る
が
中
に
も
、
特
に
葉
の
ま
か
い
ナ
シ
の
黄
葉
を
愛
し

て
い
る
。
そ
れ
に
妻
ナ
シ
と
い
う
言
い
懸
け
を
し
た
心
は
、
作
者
が
無
き
妻

万
葉
集
に
お
け
る
「
黄
葉
」

木
を
折
つ
一

と
口
語
訳
し
、

は
、
そ
れ
が
散
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
か
な
し
柔
に
つ
な
が
る
か
ら
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
挽
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
も
み
ち
」
ば
、
春
の
花
と
対
照
的

に
用
い
ら
れ
る
場
合
を
除
い
て
、
ほ
と
ん
ど
が
散
り
す
ぎ
て
ゆ
く
「
も
み
ち
」

な
の
で
あ
る
。
散
る
こ
と
に
よ
り
「
恋
」
の
破
局
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
一
方
、
相
聞
の
歌
に
も
「
競
葉
乃
散
飛
見
乍
」
（
五
四
三
）
と
用
い
ら

れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
「
親
之
吾
者
不
念
」
と
修
飾
・
被
修
飾
の
関
係

を
か
た
ち
づ
く
る
。
こ
の
「
恋
」
を
象
徴
す
る
も
の
と
し
て
の
「
も
み
ち
」
と

い
う
語
を
も
つ
歌
に
つ
い
て
少
し
考
え
て
み
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

●
」

「
古
典
に
親
し
む
上
に
、
従
来
訓
話
注
釈
的
研
究
が
不
可
欠
の
前
提
と
さ
れ

た
の
も
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
を
通
じ
て
で
な
け
れ
ば
、
古
典
の
世
界
は
扉
を
か

た
く
閉
じ
た
ま
ま
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
日
本
文
学
研
究
の
本
質
的
郁

門
を
な
す
か
の
ど
と
く
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
誤
り
と
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
（
日

本
文
学
の
古
典
的
描
造
・
一
九
頁
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
一
二
八
八
・

一
二
八
九
の
歌
も
、
せ
ま
い
意
味
で
の
歌
詞
の
訓
詰
・
注
釈
と
い
う
点
か
ら
す

を
思
う
人
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
秋
深
き
園
に
下
り
立
っ
て
、
特
に
妻
梨
の

一
枝
を
折
る
作
者
の
心
を
掬
む
く
き
で
あ
る
。
常
人
で
は
妻
梨
の
修
辞
は
な

さ
ざ
る
所
だ
。
」

と
さ
れ
て
い
る
。

一
二
八
九
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
評
語
」
に
、

「
前
の
歌
と
連
作
を
な
す
も
の
だ
ろ
う
。
妻
梨
の
語
に
托
し
て
自
分
の
境

涯
を
憐
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
だ
。
秋
風
に
色
づ
い
た
と
い
う
の
が
よ
く
ひ

び
い
て
い
る
。
」

と
記
し
て
居
ら
れ
る
。

ま
た
、
日
本
古
典
文
学
大
系
・
万
葉
集
三
（
高
木
市
之
助
博
士
他
校
注
・
一

二
一
頁
）
で
は
二
一
八
八
に
つ
い
て
、

「
黄
葉
の
色
美
し
い
の
は
い
つ
ぱ
い
に
繁
っ
て
い
る
が
、
私
は
あ
ま
り
美

し
く
な
い
梨
の
木
の
黄
葉
を
折
っ
て
か
ざ
し
に
し
よ
う
・
」

と
大
意
を
示
し
、
二
一
八
九
に
つ
い
て
、

「
前
の
歌
の
連
作
と
見
る
説
と
、
前
の
歌
へ
の
女
性
の
答
歌
と
見
る
説
と

あ
る
。
」

と
記
さ
れ
て
い
る
。

､今
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そ
こ
で
、
あ
る
い
は
「
美
し
い
」
と
い
わ
れ
、
あ
る
い
は
「
あ
ま
り
美
し
く

な
い
」
と
い
わ
れ
る
「
妻
梨
木
」
（
「
妻
梨
之
木
」
）
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
ツ
マ
ナ
シ
ノ
キ
」
と
い
う
語
は
こ
の
二
例
だ
け
で
他
に
な
い
が
、

九
’
一
七
九
五
、
挽
歌
・
宇
治
若
郎
子
宮
所
歌
一
首
・
人
麻
呂
歌
集

妹
等
許
今
木
乃
嶺
茂
立
蠕
待
木
者
古
人
見
祁
牟

に
お
い
て
「
蠕
待
木
」
と
い
う
か
た
ち
が
あ
り
、
「
ツ
マ
ナ
シ
ノ
キ
」
も
同
様

に
懸
詞
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ツ
マ
ナ
シ
ノ
キ
」
が
「
美

し
い
」
と
か
「
美
し
く
な
い
」
と
か
い
う
の
は
、
特
に
と
り
あ
げ
る
必
要
の
な

い
こ
と
で
、
こ
の
歌
の
興
味
の
中
心
は
「
シ
マ
ナ
シ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

即
ち
「
梨
」
の
「
黄
葉
」
の
美
し
さ
に
は
無
関
係
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

実
際
に
梨
の
木
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
「
シ
マ
ナ
シ
」
（
妻

が
な
い
）
と
い
う
こ
と
が
言
い
た
い
の
で
あ
っ
て
、
極
端
に
言
え
ば
、
実
際
に

は
梨
の
木
で
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
「
妻
が

な
い
」
と
い
う
こ
と
が
眼
目
な
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
梨
の
葉
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
時
代
は
少
し
下
る
け
れ
ど
も
枕
草

子
に
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
池
田
亀
鑑
博
士
他
校
注
・
八
四
頁
・
三
七
段
）

「
梨
の
花
、
よ
に
す
さ
ま
じ
き
も
の
に
し
て
、
ち
か
う
も
て
な
さ
ず
、
は

か
な
き
文
つ
け
な
ど
だ
に
せ
ず
。
愛
敬
お
く
れ
た
る
人
の
顔
な
ど
を
見
て
は
、

れ
ぱ
、
も
う
こ
れ
ら
以
上
に
解
釈
を
す
す
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
が
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
異
っ
た
解
釈
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
、

何
か
ま
だ
考
え
得
る
余
地
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
の
歌
が
い
か
な
る

場
に
お
い
て
、
い
か
な
る
目
的
を
も
っ
て
歌
わ
れ
た
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

甘

た
と
ひ
に
い
ふ
も
、
げ
に
、
葉
の
色
よ
り
は
じ
め
て
、
あ
い
な
く
見
ゆ
る
を
、

も
ろ
こ
し
に
は
限
り
な
き
も
の
に
て
、
ふ
み
に
も
作
る
。
な
ほ
さ
り
と
も
や

う
あ
ら
ん
と
、
せ
め
て
見
れ
ば
、
花
び
ら
の
は
し
に
、
を
か
し
ぎ
匂
ひ
こ
そ

心
も
と
な
う
つ
き
た
め
れ
。
楊
貴
妃
の
帝
の
御
使
に
あ
ひ
て
泣
き
け
る
顔
に

似
せ
て
、
「
梨
花
一
枝
、
春
、
雨
を
帯
び
た
り
」
な
ど
い
ひ
た
る
は
、
お
ぼ

ろ
げ
な
ら
じ
と
お
も
ふ
に
、
な
ほ
い
み
じ
う
め
で
た
き
こ
と
は
た
ぐ
ひ
あ
ら

じ
と
お
ぼ
え
た
り
。
」

と
あ
っ
て
、
梨
の
花
は
「
も
ろ
こ
し
」
で
は
「
限
り
な
き
も
の
」
と
い
わ
れ
て

い
る
が
こ
こ
で
は
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
で
あ
り
、
葉
は
「
あ
い
な
く
」
見
え

る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
時
代
も
新
し
く
、
黄
葉
に
つ
い
て

で
も
な
い
の
で
参
考
と
な
る
に
と
ど
ま
る
。
と
こ
ろ
が
四
○
段
（
八
八
頁
）
に

は
、

「
ね
ず
み
も
ち
の
木
、
人
な
み
な
み
に
な
る
べ
き
に
も
あ
ら
ね
ど
、
葉
の

い
み
じ
う
こ
ま
か
に
ち
ひ
さ
き
が
を
か
し
き
な
り
。
棟
の
木
。
山
橘
。
山
梨

の
木
・
」

と
も
あ
っ
て
、
先
の
「
葉
の
色
よ
り
は
じ
め
て
、
あ
い
な
く
見
ゆ
る
」
に
対
し

て
「
葉
の
い
ゑ
じ
う
こ
ま
か
に
ち
ひ
さ
き
が
を
か
し
ぎ
な
り
」
と
彼
女
の
見
方

も
固
定
し
な
い
。
「
山
梨
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
「
葉

の
ち
ひ
さ
き
」
も
の
で
あ
っ
て
色
彩
に
ふ
れ
て
い
る
の
で
な
い
。
同
じ
段
で

（
八
七
頁
）
「
た
そ
ば
の
木
、
：
：
：
こ
ぎ
も
み
ち
の
つ
や
め
き
て
…
・
・
」
や
、

ま
た
「
か
へ
で
の
木
の
さ
さ
や
か
な
る
に
、
も
え
い
で
た
る
葉
末
の
あ
か
み
て

．
…
・
・
」
な
ど
と
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
象
れ
ぱ
、
こ
の
梨
の
「
も
象
ち
」
は

美
し
い
も
の
と
見
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら

の
詮
恐
れ
ば
、
二
一
八
八
の
大
意
と
し
て
は
日
本
古
典
文
学
大
系
の
示
す
も
の

串q

汀
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の
方
が
よ
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
ぜ
美
し
い
の
を
さ
け
て
わ

ざ
わ
ざ
美
し
く
な
い
の
を
か
ざ
そ
う
と
す
る
の
か
。
「
シ
こ
が
な
け
れ
ば
な

ぜ
美
し
い
の
を
か
ざ
さ
な
い
の
か
、
ば
つ
き
り
し
な
い
。

か
く
て
「
シ
マ
ナ
シ
」
を
考
え
な
お
す
必
要
か
で
て
く
る
。
土
橋
寛
先
生
の

「
万
葉
解
釈
に
お
け
る
ア
キ
レ
ス
の
踵
」
（
「
万
葉
」
・
三
四
号
・
昭
三
五
・
一
、

二
三
頁
’
四
○
頁
）
を
み
れ
ば
、

七
’
一
二
八
五
・
雑
歌
人
麻
呂
歌
集

春
日
尚
田
立
高
公
哀
若
草
嬬
無
公
田
立
礒

に
つ
い
て
、

「
歌
垣
風
の
行
事
の
歌
に
、
相
手
の
な
い
こ
と
を
歌
う
こ
と
が
笑
い
の
手

段
と
し
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
場
合
、
相
手
の
こ
と
を

『
妹
一
と
も
「
妻
』
と
も
言
う
こ
と
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
。
古
代
文
献
に

採
録
さ
れ
て
い
る
確
実
な
歌
垣
風
の
行
事
の
歌
は
五
首
で
あ
る
が
、

筑
波
徹
に
逢
は
む
と
言
ひ
し
子
は

誰
が
言
聞
け
ば
か
み
寝
逢
は
ず
け
む

筑
波
微
に
庵
り
て
妻
な
し
に

わ
が
寝
む
夜
ろ
は
早
も
明
け
ぬ
か
も

高
浜
の
下
風
さ
や
く

妹
を
恋
ひ
妻
と
言
は
ぱ
や
醜
乙
女
賤
も

は
そ
の
内
の
三
首
で
、
相
手
の
こ
と
を
妻
と
よ
び
始
め
の
二
首
は
相
手
の
な

い
こ
と
を
笑
い
の
手
段
と
し
て
歌
っ
て
い
る
。
二
首
と
も
そ
れ
を
自
分
の
こ

と
と
し
て
歌
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
実
際
に
相
手
を
得
な
か
っ
た
男
が
自
分

の
体
験
を
皆
の
前
で
歌
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
誰
も
が
相
手
を
持

っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
や
が
て
持
つ
筈
で
あ
る
と
い
う
実
情
に
お
い
て
誰
が

万
葉
集
に
お
け
る
「
黄
葉
」

歌
っ
て
も
い
い
歌
な
の
で
あ
る
。
．
…
・
・
」

「
こ
の
よ
う
な
歌
垣
の
場
の
歌
の
性
格
か
ら
見
る
と
、
右
の
「
塘
無
公
」

も
山
遊
び
の
行
事
で
、
相
手
の
な
い
男
を
意
味
す
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
が

可
能
で
あ
り
、
．
…
．
．
｜

「
そ
う
い
う
男
を
素
材
に
し
た
、
か
ら
か
い
の
歌
、
な
い
し
笑
わ
せ
歌
で

あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
あ
げ
た
筑
波
山
の
歌
垣
の
歌
で
、
相
手
の
な
い
男
を

「
わ
れ
』
の
形
で
歌
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
、
そ
う
し
た
悪
口
に
よ
っ
て
す

べ
て
の
者
を
集
団
的
な
行
事
の
中
に
ひ
き
こ
も
う
と
す
る
意
図
も
あ
る
の
で

あ
る
。
…
…
」

と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
「
ツ
マ
ナ
シ
ノ
キ
」
も
梨
の
木
の
美
し
さ
に

問
題
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
妻
が
な
い
、
相
手
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
を

示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
「
手
折
可
佐
寒
」
も
「
も

ぶ
ち
」
を
か
ざ
す
こ
と
に
よ
る
象
徴
的
な
も
の
に
よ
る
象
徴
的
行
為
を
う
け
て

う
た
わ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
て
、
こ
の
四
・
．
五
句
は
相
手
の
な
い
こ
と
を
う
た
っ

た
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
「
然
鞆
」
と
い
う
逆
接
の
語
に
注
意
し
た
い
。
「
ど
（
と
）
」
や
「
ど

も
（
と
も
）
」
は
古
代
歌
謡
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
、
万
葉
集
に
お
い
て

も
、
一
三
三
「
小
竹
之
葉
者
三
山
毛
清
爾
乱
友
吾
者
妹
思
別
来
礼
婆
」

の
よ
う
に
、
別
離
の
情
と
一
‐
清
爾
一
あ
る
も
の
と
を
対
比
さ
せ
て
い
る
。
こ
れ

と
同
様
に
「
然
輌
」
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
上
下
の
関
係
が
考
え
ら
れ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
と
は
い
う
も
の
の
、
「
然
鞆
」
は
「
ど
」
や
「
ど
も
」
と
は

や
や
異
っ
た
も
の
で
、
山
田
孝
雄
博
士
の
「
漢
文
の
訓
読
に
よ
り
て
伝
へ
ら
れ

た
る
語
法
」
（
宝
文
館
・
昭
一
○
、
八
一
頁
’
八
七
頁
）
に
よ
れ
ば
、
「
本
来
純

な
る
国
語
た
る
こ
と
疑
ふ
べ
き
所
の
も
の
な
れ
ど
、
か
く
繁
多
に
川
ゐ
ら
る
る



こ
と
は
こ
れ
亦
漢
文
訓
読
の
余
勢
な
り
と
認
め
ら
る
。
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
こ
と
か
ら
ゑ
れ
ぱ
、
こ
の
一
二
八
八
の
作
者
は
当
時
の
知
識
階
級
で
あ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
が
、
こ
の
「
然
鞆
」
も
、
二
九
八
五
の
「
梓
弓
末
者
師
不
知

誰
然
真
坂
者
君
爾
縁
西
物
乎
」
が
「
一
本
歌
云
」
と
し
て
「
梓
弓
末
乃

多
頭
吉
波
雛
不
知
心
者
君
爾
因
之
物
乎
」
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
あ

る
い
は
「
ど
も
」
と
歌
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の

も
、
山
田
孝
雄
博
士
が
弓
然
」
と
い
ふ
文
字
を
川
ゐ
て
反
接
を
な
す
も
の
に
は

な
ほ
『
然
而
」
「
碓
然
」
な
ど
の
連
字
あ
り
。
」
と
も
示
さ
れ
て
い
る
連
字
と
は

異
っ
た
書
き
方
を
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
万
葉
集
に
お
い
て
は
仮
名
書
き
の

例
以
外
は
す
べ
て
「
雌
然
」
を
用
い
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
一
例
だ

け
が
「
然
鞆
」
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
こ
の
歌
の
作
者
が
漢

文
を
完
全
に
身
に
つ
け
た
知
識
人
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
漢
文
訓
読
の
影
響
を

受
け
る
環
境
に
あ
っ
た
知
識
人
的
な
立
場
に
あ
っ
た
人
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
た
め
に
古
代
歌
謡
に
お
け
る
「
ど
も
」
が
無
意
識
的
な
意
識
と
し
て
背
後

に
ひ
そ
承
、
新
し
い
知
識
と
し
て
の
「
然
鞆
」
が
表
面
に
出
た
も
の
の
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
古
代
歌
謡
に
は
全
く
用
い
ら
れ
な
か
っ

た
「
も
み
ち
」
が
歌
の
題
材
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
、
何
か
新
し
い

知
識
が
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
「
も
み
ち
」
を
手
折
り
か
ざ
す
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
意
味
を
も

っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

八
’
一
五
八
八

平
山
乎
令
丹
黄
葉
手
折
来
而
今
夜
挿
頭
都
落
者
雛
落

八
’
一
五
八
九

露
霜
爾
逢
有
黄
葉
乎
手
折
来
而
妹
挿
頭
都
後
者
落
十
方

b

九
’
一
七
五
八

筑
波
嶺
乃
須
蘇
廻
乃
田
井
雨
秋
田
苅
妹
許
将
遣
黄
葉
手
折
奈

一
三
’
三
二
二
三

扉
藤
之
日
香
天
之
九
月
乃
鐘
礼
乃
落
者
鴫
音
文
未
来
鳴
神

奈
備
乃
清
三
田
崖
乃
垣
津
田
乃
池
之
堤
之
百
不
足
五
十
槻
枝

丹
水
枝
指
秋
赤
葉
真
荊
持
小
鈴
文
由
良
雨
手
弱
女
爾
吾
者

有
友
引
蕊
而
峯
文
十
遠
仁
抹
手
折
吾
者
持
而
往
公
之
頭
刺
荷

一
三
’
三
二
二
四

独
耳
見
者
恋
染
神
名
火
乃
山
黄
葉
手
折
来
君

，
の
よ
う
に
、
手
折
り
か
ざ
す
こ
と
に
よ
り
恋
が
か
な
え
ら
れ
る
と
い
う
、
「
象

徴
的
な
も
の
に
よ
る
象
徴
的
行
為
」
が
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

そ
れ
は
こ
の
「
も
み
ち
」
は
「
に
ほ
ふ
も
の
」
で
あ
る
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
に
ほ
ひ
」
は
大
言
海
に
、
二
一
八
八
の
歌
を
例
に
あ
げ
、
「
色
ノ
ウ

ッ
ク
シ
ク
映
ユ
ル
コ
ト
。
色
ノ
光
ル
コ
ト
。
艶
。
ウ
ッ
ク
シ
キ
艶
ナ
リ
・
」
と

示
さ
れ
て
い
る
が
、
美
し
い
と
い
う
よ
り
も
そ
れ
は
神
秘
的
勢
能
、
即
ち
マ
ナ

の
観
念
を
表
わ
す
語
で
あ
る
。
土
橋
寛
先
生
が
「
タ
マ
の
姿
」
（
国
文
学
・
二

九
号
・
昭
三
五
・
一
○
、
一
六
頁
’
二
六
頁
）
で
述
べ
て
居
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
『
’
一
ホ
フ
』
は
マ
ナ
と
し
て
の
一
一
（
色
・
光
・
香
な
ど
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
）

が
外
に
出
現
す
る
活
動
な
い
し
形
態
を
表
わ
す
の
が
背
通
で
あ
る
ｃ
」
と
考
え
ら

れ
る
。
巻
九
の
挽
歌
に
お
い
て
、
「
右
五
首
、
柿
本
朝
陸
人
麻
呂
之
歌
集
出
」

と
記
さ
れ
て
い
る
歌
の
う
ち
、
一
七
九
六
「
黄
葉
之
過
去
子
等
携
遊
礒

麻
見
者
悲
裳
」
に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
一
七
九
九
の
「
玉
津
島
礒
之
裏

末
之
真
名
子
仁
文
爾
保
比
互
去
名
妹
触
険
‐
｜
を
み
れ
ば
、
「
に
ほ
ひ
」

の
持
つ
力
が
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が

四



こ
の
第
二
句
「
丹
穂
日
者
繁
」
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
繁
」
は
「
黄
葉
」
が

た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
よ
り
も
「
丹
穂
日
」
が
さ
か
ん
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
・以

上
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
一
二
八
八
の
歌
に
つ
い
て
、
梨
の
「
も
み

ち
」
が
美
し
い
と
か
美
し
く
な
い
と
か
は
問
題
に
し
な
く
て
も
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
歌
の
大
意
は
「
も
み
ち
の
マ
ナ
（
神
秘
的
勢
能
・
感
染

す
る
力
）
は
さ
か
ん
で
あ
る
。
し
か
し
わ
た
し
に
は
そ
れ
を
か
ざ
し
て
求
め
る

妻
が
な
い
。
だ
か
ら
わ
た
し
は
、
そ
う
い
う
「
に
ほ
ひ
」
の
な
い
も
の
を
か
ざ

そ
う
。
」
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
「
も
承
ち
の
恋
を
か
な
え
る

力
は
さ
か
ん
で
あ
る
が
、
わ
た
し
に
は
恋
の
相
手
の
妻
が
な
い
。
」
と
い
う
よ

う
に
考
え
ら
れ
る
。
‐

つ
ま
り
歌
垣
の
場
に
お
い
て
、
「
俗
諺
云
筑
波
峯
之
会
不
得
娚
財
児

女
不
為
芙
」
（
風
土
記
・
口
本
古
典
文
学
大
系
・
四
二
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、

ほ
と
ん
ど
ゑ
な
が
相
手
を
持
つ
て
い
る
時
、
ま
だ
相
手
を
見
出
せ
な
い
男
へ
の

か
ら
か
い
の
歌
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
集
団
の
行
事
の
場
へ
の
誘
い
の
歌
で
も
あ

ろ
う
。
「
相
手
の
な
い
男
を
『
わ
れ
』
の
形
で
歌
っ
て
い
る
の
と
同
様
で
、
そ

う
し
た
悪
口
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
者
を
集
団
的
な
行
事
の
中
に
ひ
き
こ
も
う
と

す
る
意
図
」
を
持
ち
、
そ
の
男
も
や
が
て
相
手
を
得
る
と
い
う
予
想
を
も
持
っ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
「
黄
葉
之
丹
穗
日
者
繁
」
と
う
た
う

こ
と
に
よ
っ
て
、
恋
を
成
り
立
た
せ
る
そ
の
場
の
雰
囲
気
が
い
よ
い
よ
高
め
ら

れ
る
の
で
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

国
崎
望
久
太
郎
先
生
が
「
誕
生
か
ら
成
年
式
、
あ
る
い
は
結
婚
と
死
に
い
た

る
い
わ
ゆ
る
通
過
儀
礼
の
全
部
、
集
団
の
戦
い
や
祖
神
の
祭
祀
、
労
働
の
共
同

的
組
織
ｌ
い
い
か
え
る
と
彼
等
の
愛
も
よ
ろ
こ
び
も
悲
哀
も
、
彼
等
の
生
活

万
葉
集
に
お
け
る
「
黄
葉
」

そ
こ
で
二
一
八
九
を
み
る
と
、
全
注
釈
に
は
そ
の
「
評
語
」
に

「
妻
梨
の
語
に
托
し
て
、
自
分
の
境
涯
を
憐
ん
で
い
る
と
見
る
べ
き
だ
。

秋
風
に
色
づ
い
た
と
い
う
の
が
よ
く
響
い
て
い
る
。
」

と
示
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
前
の
二
一
八
八
と
同
じ
く
「
秋
葉
黄
節
」

の
歌
垣
的
な
行
事
の
場
の
歌
で
、
そ
の
秋
風
に
「
黄
葉
爾
来
毛
妻
梨
之
木
者
」

と
い
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
即
ち
、
「
い
ま
ま
で
は
恋
の
相
手
の
な
か
っ
た
お

ま
え
（
妻
梨
之
木
）
も
、
い
ま
は
も
う
シ
マ
を
持
つ
よ
う
に
も
ゑ
ち
て
い
る

ね
。
」
と
新
し
く
成
年
の
中
に
入
ろ
う
と
す
る
者
に
対
し
て
の
か
ら
か
い
の
歌
で

あ
り
、
ま
た
そ
の
集
団
の
行
事
に
参
加
さ
せ
る
た
め
の
誘
い
の
歌
で
も
あ
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
」
う
か
。

あ
る
い
は
ま
た
、
「
妹
を
恋
ひ
妻
と
言
は
ば
や
醜
乙
女
賤
も
」
に
お
け
る
「
醜

乙
女
賎
」
に
も
、
や
は
り
成
女
と
し
て
女
の
う
る
お
い
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
で

も
い
う
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
男
女
の
区
別
な
く
、
成
人
の
祭
式
に

参
加
す
る
こ
と
を
誘
う
歌
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

の
基
調
に
あ
る
す
べ
て
が
呪
術
的
宗
教
的
行
事
に
よ
っ
て
と
も
な
わ
れ
て
い

た
。
」
（
日
本
文
学
の
古
典
的
椛
造
・
四
一
頁
）
と
い
わ
れ
る
そ
の
よ
う
な
前
代

の
知
識
・
信
仰
な
ど
を
基
礎
に
し
て
、
新
し
い
文
学
と
し
て
の
短
歌
へ
の
び
て

ゆ
こ
う
と
す
る
ひ
と
つ
の
か
た
ち
を
、
こ
の
一
二
八
八
は
示
し
て
い
る
の
で
な

い
だ
ろ
う
か
。
「
も
ゑ
ち
」
と
か
「
し
か
れ
ど
も
」
．
と
か
に
何
か
新
し
い
も
の

が
示
さ
れ
、
同
時
に
集
団
の
場
の
歌
と
い
う
こ
と
は
や
や
か
げ
が
う
す
く
な
っ

て
、
た
だ
こ
の
背
後
に
古
い
時
代
と
な
っ
て
ひ
そ
ん
で
し
ま
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゑ
る
と
、
こ
の
二
首
の
歌
は
問
答
と
か
連
作
と
か
い
う

一
五

画

湖



P

要
す
る
に
「
も
み
ち
」
は
万
葉
集
に
入
っ
て
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
あ
る
が
、
は
じ
め
の
う
ち
は
や
ば
り
マ
ナ
を
も
つ
も
の
、
恋
を
象
徴

す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
呪
物
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
い
た

も
の
が
外
来
の
影
響
を
う
け
て
文
学
と
し
て
の
歌
の
題
材
と
な
り
、
次
第
に
呪

物
と
し
て
の
意
識
を
う
し
な
っ
て
単
に
叙
最
の
対
象
、
観
賞
す
る
も
の
と
な
っ

て
行
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

の
で
は
な
く
、
ど
ち
ら
も
が
歌
垣
的
な
集
団
の
行
事
の
場
で
う
た
わ
れ
た
歌
で

あ
っ
た
た
め
に
、
問
答
・
連
作
と
い
う
よ
う
に
密
接
な
関
連
を
も
っ
て
翠
ら
れ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
の
時
に
う
た
わ
れ
て
も
よ
く
、
ま
た
同
じ
時

に
歌
わ
れ
て
も
よ
い
歌
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
二
九
二
五
「
緑
児
之
為

社
乳
母
者
求
云
乳
飲
哉
君
之
於
毛
求
覧
」
と
二
九
二
六
「
悔
毛
老
爾

来
鴨
我
背
子
之
求
流
乳
母
爾
行
益
物
乎
」
が
問
答
と
記
さ
れ
て
は
い
な

い
け
れ
ど
も
、
問
答
ら
し
い
よ
う
す
を
み
れ
ば
、
二
一
八
八
と
一
二
八
九
が
連

作
で
は
な
い
と
か
、
女
性
の
答
の
歌
で
は
な
い
と
か
断
定
す
る
こ
と
は
ま
だ
で

き
な
い
。
二
一
八
八
で
は
「
妻
梨
木
」
と
書
か
れ
、
一
二
八
九
で
は
「
妻
梨
之

④

木
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
用
字
法
の
ち
が
い
か
ら
作
者
の
ち
が
い
を
考

え
る
一
つ
の
参
考
と
な
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
も
ま
だ
で
き
な
い
。

し
か
し
私
に
は
、
こ
の
二
首
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
歌
で
あ
っ
た
古
い
時
代
の
歌
が
、

同
じ
よ
う
な
場
で
同
じ
目
的
を
も
っ
て
歌
わ
れ
る
歌
で
あ
っ
た
た
め
に
、
そ
し

て
ま
た
「
も
み
ち
」
や
「
ツ
マ
ナ
シ
ノ
キ
」
と
い
う
共
通
の
語
を
も
つ
た
た
め

に
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
の
た
め
に
、
ま
る
で
問
答
や
述
作
で
で
も
あ
る
か
の
よ

う
に
、
こ
こ
に
な
ら
べ
ら
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

恥

一
一

今＝

こ
の
小
稿
は
六
月
三
日
、
立
命
館
大
学
日
本
文
学
会
第
八
回
総
会
で
報
告
し

た
も
の
を
と
り
と
め
も
な
く
記
し
た
も
の
で
、
論
証
の
不
充
分
な
点
は
多
々
あ

る
が
、
「
黄
葉
」
へ
の
過
程
の
一
つ
と
し
て
あ
え
て
示
し
た
次
第
で
あ
る
わ

こ
う
い
う
立
場
か
ら
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
万
葉
集
に
お
け
る

「
も
象
ち
」
（
名
詞
・
動
詞
や
枕
詞
な
ど
す
べ
て
を
含
め
て
）
の
歌
の
解
釈
を

も
う
い
ち
ど
考
え
て
象
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註
〕①

「
古
代
歌
謡
」
・
…
。
．
「
古
代
歌
謡
」
・
日
本
古
典
文
学
大
系
・
土
橋
寛

先
生
校
注
に
よ
る
。
．

②
「
風
土
記
」
…
…
「
風
土
記
」
・
日
本
古
典
文
学
大
系
・
秋
本
吉
郎
氏

校
注
、
常
陸
国
風
土
記
・
筑
波
郡
、
四
○
頁
。

③
「
支
那
文
学
芸
術
考
」
・
脊
木
正
児
博
士
箸
、
弘
文
堂
書
房
、
昭
一
七

年
初
版
、
二
二
頁
。

こ
れ
と
同
様
の
こ
と
は
、

「
古
代
伝
説
と
文
学
」
・
土
居
光
知
博
士
著
、
岩
波
書
店
、
昭
三
五
、
三

七
頁
。

に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

④
「
古
代
伝
説
と
文
学
」
（
一
六
六
頁
）
に
梅
の
花
の
用
字
法
か
ら
、
八

四
九
・
八
五
○
・
八
五
一
・
八
五
二
が
、
従
来
旅
人
の
歌
と
信
ぜ
ら
れ
、

ま
た
少
数
の
学
者
に
よ
っ
て
は
憶
良
の
作
で
あ
ろ
う
と
主
張
さ
れ
て
い
・
る

が
、
そ
う
で
は
な
く
、
四
人
が
一
首
ず
つ
の
連
作
を
し
た
と
思
わ
れ
る
旨

を
記
さ
れ
て
い
る
。
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