
、
１
ｈ
二

戸
１
１
』

（
卦
誕
１
今
）

大
阪
府
泉
北
地
方
に
伝
わ
る
「
こ
を
ど
り
』
（
踊
は
九
種
）
の
中
の
一
つ
に

「
御
山
踊
」
と
言
う
の
が
残
っ
て
い
る
。
そ
の
歌
は
四
番
か
ら
成
っ
て
い
て
、

歌
詞
を
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

さ
て
も
珍
ら
し
み
山
の
し
ゃ
く
な
げ

あ
れ
こ
そ
若
衆
の
土
産
に
し
よ

○
こ
れ
か
ら
詣
れ
ば
愛
宕
の
お
山

さ
て
も
珍
ら
し
み
山
の
し
き
び

あ
れ
こ
そ
若
衆
の
土
産
に
し
よ
．

○
こ
れ
か
ら
詣
れ
ぱ
金
剛
の
お
山

さ
て
も
珍
ら
し
み
山
の
笹
葉

あ
れ
こ
そ
若
衆
の
土
産
に
し
よ

○
こ
れ
か
ら
詣
れ
ぱ
高
野
の
お
山

さ
て
も
珍
ら
し
承
山
の
板
は

○
こ
れ
か
ら
詣
れ
ぱ
山
上
の
お
山

大
阪
府
泉
北
地
方
に
伝
わ
る

「
こ
を
ど
り
」
中
の
「
御
山
踊
」
小
考

9

一
見
し
て
解
る
よ
う
に
、
お
山
と
植
物
の
名
を
四
通
り
に
変
え
、
他
の
部
分
は

同
じ
句
を
繰
り
返
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
い
っ
た
い
こ
の
「
御
山
踊
」
な

る
も
の
は
、
も
と
も
と
ど
の
よ
う
な
行
事
・
場
で
歌
わ
れ
、
ど
の
よ
う
な
性
格

を
有
す
る
民
謡
、
乃
至
は
民
俗
行
事
で
あ
っ
た
か
と
云
う
事
を
、
行
事
や
歌
詞

の
面
か
ら
瞥
見
し
て
み
よ
う
。

引ｆ

こ
の
「
こ
を
ど
り
」
に
つ
い
て
、
藤
里
好
古
氏
は
、

こ
を
ど
り
は
同
村
（
泉
北
郡
上
神
谷
村
）
郷
土
史
家
小
谷
方
明
君
に
依
れ
ば
、

此
踊
は
同
村
大
字
鉢
ヶ
峯
寺
の
法
道
寺
の
旧
鎮
守
で
あ
っ
た
式
内
「
国
神
社
」

の
秋
祭
り
旧
八
月
廿
七
日
に
鉢
ケ
峯
の
若
中
及
び
小
供
中
に
よ
り
奉
仕
さ
れ

（
註
２
）

る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
な
お
、
昭
和
七
年
、
日
本
青
年
館
の
郷
土
舞
踊
と
民
謡

の
会
に
お
い
て
も
上
演
さ
れ
、
現
在
も
無
事
保
存
さ
れ
て
い
る
よ
う
す
で
あ
る
。

グ
』

必

あ
れ
こ
そ
若
衆
の
土
産
に
し
よ

（
〔
泉
北
地
方
の
民
謡
集
一
〕
幟
櫻
桶
）

真
鍋
昌
弘

四



踊
り
は
、
天
狗
（
二
人
）
と
鬼
（
二
人
）
が
中
踊
を
つ
と
め
、
外
踊
は
笠
を
か

む
り
、
太
鼓
を
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
ゆ
る
い
テ
ン
ポ
で
打
ち
な
が
ら
踊
る
も
の

で
、
そ
の
他
、
新
発
意
、
鐘
、
扇
の
役
、
そ
れ
に
笠
で
顔
を
覆
っ
た
音
頭

が
つ
く
。
こ
れ
ら
の
登
場
人
物
の
中
で
我
々
の
興
味
を
引
く
の
は
中
踊
の
「
鬼

神
」
と
「
天
狗
」
で
あ
る
。
藤
里
氏
の
前
述
の
報
告
に
も
あ
る
よ
う
に
、
鬼
神

は
、

背
に
竹
の
婦
人
用
繩
を
お
ひ
、
産
衣
（
か
ぶ
せ
）
を
着
せ
る
。
そ
の
上
に

「
ヒ
メ
己
と
て
数
本
の
紙
花
を
さ
す
も
の
・

と
さ
れ
、
そ
の
姿
は
ち
ょ
う
ど
小
児
を
産
衣
に
つ
つ
ん
で
背
負
う
恰
好
で
、
天

狗
は三

尺
許
り
の
棒
の
両
端
に
三
色
の
切
掛
け
紙
を
附
け
た
棒
振
り
の
棒
を
も
つ

こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
踊
り
は
す
べ
て
神
社
の
境
内
で
行
わ
れ
、

「
ヒ
メ
コ
」
と
云
う
紙
花
を
魔
除
け
に
授
与
し
た
そ
う
で
あ
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、
今
も
そ
の
ヒ
メ
コ
を
人
々
が
競
っ
て
持
ち
帰
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

さ
て
、
こ
の
鬼
は
、
か
の
有
名
な
八
重
山
の
「
ア
カ
マ
タ
・
ク
ロ
マ
タ
」
や
東

北
の
「
生
剥
」
又
は
「
ス
ネ
カ
」
な
ど
と
同
様
、
本
来
は
五
穀
豊
穣
の
予
祝
に

遠
く
や
っ
て
く
る
「
山
の
神
」
の
一
粉
装
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
天
狗
も
又
そ

れ
と
似
通
っ
た
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
そ
れ
に
加

う
る
に
「
ヒ
メ
ご
な
る
も
の
は
一
見
し
て
解
る
よ
う
に
、
花
さ
き
農
作
物
豊

か
な
る
吉
兆
を
約
束
す
る
も
の
で
、
そ
れ
が
ゆ
え
に
人
灸
の
争
奪
の
ま
と
に
な

る
事
は
、
羽
黒
山
の
花
祭
（
高
い
棒
の
先
に
つ
い
た
多
く
の
造
花
が
、
祭
に
集

っ
た
人
々
に
よ
っ
て
あ
と
か
・
た
も
な
く
む
し
り
取
ら
れ
、
そ
れ
は
無
事
息
災
を

（
註
３
）

も
た
ら
す
も
の
と
し
て
各
家
に
持
ち
帰
ら
れ
る
）
な
ど
と
筋
立
て
を
同
じ
う
す

「
こ
を
ど
り
」
中
の
「
御
山
踊
」
小
考

紋

■
］

る
所
で
あ
る
。

な
お
「
こ
を
ど
り
』
と
云
う
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
は
っ
き
り
し
な
い
。

○

外
踊
が
太
鼓
を
打
っ
て
踊
る
故
と
言
ひ
、
亦
鬼
神
二
人
が
繩
を
負
ひ
そ
の
上

へ
「
か
ぶ
せ
」
と
方
言
せ
る
産
衣
を
慨
へ
る
よ
り
云
ふ
〃
の
両
説
あ
り
。
（
中

略
）
後
説
に
よ
れ
ば
、
児
踊
・
籠
踊
の
両
様
に
漢
字
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き

る
。
又
国
神
社
の
社
説
や
新
擬
地
の
舞
型
な
ど
か
ら
考
察
す
れ
ば
、
鴻
踊
と

（
註
４
）

も
言
へ
る
。
（
以
下
、
引
用
文
に
ほ
ど
こ
し
た
・
は
筆
者
）

』
）

と
色
々
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
の
常
識
か
ら
し
て
「
鼓
踊
」
も
良
い
の
で
あ
る
が
、

私
は
、
鬼
神
、
天
狗
の
性
格
、
さ
ら
に
「
ヒ
メ
こ
の
象
徴
す
る
も
の
な
ど
か

ら
ご
く
普
通
に
考
え
て
、
子
供
が
生
れ
子
孫
が
栄
え
る
と
言
う
観
念
を
豊
作
物

の
上
に
も
た
ら
し
得
る
「
子
（
児
）
踊
」
の
名
が
う
な
ず
け
る
よ
う
に
思
え
る

が
、
早
急
に
決
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
よ
く
な
い
。

１に

次
に
歌
詞
を
見
る
に

（
註
５
）

「
こ
れ
か
ら
詣
れ
ぱ
山
上
の
お
山
」
と
は
、
‐
所
謂
〃
山
上
参
り
″
を
意
味
し
て

い
る
。
近
松
の
「
女
殺
油
地
獄
響
に
も

お
ん
油
屋
仲
間
の
山
上
か
う
、
ぞ
く
た
い
な
が
ら
す
ど
の
お
山

と
あ
る
よ
う
に
、
一
般
に
民
間
行
事
と
し
て
山
上
ヶ
嶽
す
な
わ
ち
大
峯
の
山
へ

登
る
な
ら
わ
し
は
古
く
か
ら
馴
ま
れ
て
い
る
。

男
子
十
五
歳
二
至
レ
バ
「
山
上
詣
リ
」
卜
称
シ
、
白
衣
菅
笠
ノ
装
束
ニ
テ
、

手
二
珠
数
ト
金
剛
杖
ヲ
持
チ
、
役
ノ
行
者
ノ
旧
蹟
ダ
ル
大
和
大
台
ヶ
原
二
詣

ズ
ル
ヲ
例
ト
ナ
シ
、
男
子
ニ
シ
テ
斯
ノ
経
験
ナ
キ
モ
ノ
ハ
一
人
前
一
一
非
ズ
ト

称
セ
ラ
ル
。
（
〔
岸
和
田
志
〕
嘩
諦
壷
輪
刊
）

一
五

姑

『巳
qゴ



●
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
お
山
を
山
上
ヶ
嶽
の
す
ぐ
隣
り
に
あ
る
大
台
ヶ
原
に
し

て
い
る
と
こ
ろ
も
少
か
ら
ず
あ
り
、
信
貴
山
脈
の
西
麓
附
近
の
村
で
は

八
月
、
山
上
参
り
と
称
し
て
男
子
十
一
・
二
歳
よ
り
十
五
・
六
歳
に
至
れ
ば

必
ず
金
峰
山
に
詣
ず
。
古
来
男
子
の
初
旅
と
な
す
。
（
〔
堅
下
村
誌
〕
）

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
そ
の
土
地
に
よ
っ
て
少
食
目
的
地
を
異
に
す
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
し
か
し

抑
も
、
入
峰
修
行
の
壇
場
た
る
所
謂
「
峰
中
」
と
云
ふ
は
、
熊
野
よ
り
吉
野

（
註
６
）

迄
の
重
畳
た
る
連
山
を
言
ふ
。

と
し
て
よ
く
、
そ
の
あ
た
り
の
山
食
は
、
古
来
山
伏
の
道
が
通
ず
る
神
聖
な
る

道
場
で
あ
っ
た
と
言
う
点
で
は
す
べ
て
共
通
し
、
一
般
の
村
の
行
事
と
し
て
も
、

そ
れ
ら
の
お
山
め
ぐ
り
を
一
括
し
て
「
山
上
参
り
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。

次
の
「
愛
宕
の
お
山
」
、
「
金
剛
の
お
山
」
も
や
は
り
修
験
道
に
は
か
上
せ
ぬ
お

山
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
役
小
角
、
雲
遍
上
人
の
発
願
に
よ
っ
て
阿
多

（
註
７
）

古
神
社
が
建
て
ら
れ
た
と
言
わ
れ
て
お
り
、
後
者
に
つ
い
て
も
、

山
頂
は
（
中
略
）
往
昔
、
役
の
小
角
の
開
基
に
伝
わ
る
金
剛
山
寺
、
又
の
名

を
最
上
乗
院
、
転
法
輪
寺
の
堂
塔
伽
藍
が
建
て
並
ん
で
真
に
修
験
道
の
霊
場

（
註
８
）

で
あ
っ
た
。

と
云
っ
た
よ
う
な
、
ご
く
簡
単
な
名
所
案
内
も
見
え
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
山
伏
の

難
行
苦
行
は
も
と
真
言
な
ど
の
山
嶽
密
教
に
関
係
大
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
し

も
、
「
高
野
の
お
山
」
の
霊
山
と
し
て
の
貫
録
は
大
き
か
っ
た
。

さ
て
、
こ
れ
ら
四
つ
の
お
山
が
、
と
も
に
修
験
道
と
関
係
深
い
こ
と
は
解
っ

た
の
で
あ
る
が
、
実
は
こ
の
歌
全
体
を
通
し
て
考
え
る
と
き
、
そ
の
も
う
一
歩

奥
に
あ
る
と
云
う
か
、
も
う
一
つ
古
い
、
根
本
的
な
民
俗
風
習
と
照
ら
し
あ
わ

せ
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
単
に
「
霊
山
を
ほ
め
る

４
－

一
一
ハ

（
註
９
）

唄
」
で
は
な
に
か
も
の
た
り
な
い
。

他
の
霊
山
に
も
よ
く
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
唄
わ
れ
た
お
山
も
や
は
り
女
人
の

登
拝
を
禁
じ
て
い
た
。
一
般
に
知
ら
れ
る
大
峯
連
山
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
金

峯
山
、
高
野
山
も
そ
う
で
あ
っ
た
し
、
金
剛
も
、

殊
に
六
月
七
日
は
役
の
行
者
堂
の
前
に
て
柴
燈
の
護
摩
の
行
ひ
有
り
、
諸
人

参
詣
の
群
を
な
す
。
し
か
れ
ど
も
女
人
は
結
界
の
山
な
り
・
（
〔
河
内
鑑
名
所

・
記
〕
）

と
さ
れ
る
よ
う
に
例
外
で
は
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
修
験
道
が
一
つ

の
大
系
さ
れ
た
宗
教
と
し
て
成
立
し
た
と
き
、
つ
ま
り
和
歌
森
太
郎
氏
の
言
わ

（
註
皿
）

れ
る
「
道
化
」
せ
ら
れ
た
と
き
お
こ
る
徒
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
前
に
は

。

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
元
来
山
と
言
う
も
の
は
農
民
の
実

生
活
に
直
接
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
り
、
水
を
は
じ
め
色
々
の
宝
物
を
さ
ず
け

て
下
さ
る
山
の
神
の
城
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
村
上
俊
雄
氏
も
お
っ
し
ゃ
る
如

く
、
修
験
道
の
道
場
た
る
葛
域
や
大
峯
に
し
ろ
、
元
来
上
代
人
の
農
耕
生
活

に
お
い
て
は
、
山
祇
神
や
水
分
神
が
住
承
、
こ
れ
ら
の
神
を
祭
る
種
女
の
宗

教
的
行
事
の
行
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
「
延
喜
式
」
に
出
て
く
る

○
○
Ｃ
Ｏ

「
祈
雨
神
祭
八
十
五
社
」
の
中
に
、
後
の
修
験
道
霊
場
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

（
註
、
）

神
社
が
な
ら
ん
で
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
し
て
も
、
山
の
本
来
の
姿
を
想
像
で
き

ヲ
（
》
口

四に

そ
こ
で
思
い
合
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
は
、
年
中
行
事
と
な
っ
て
残
っ
て
い
る
全

国
的
な
「
春
山
入
り
」
が
実
は
そ
う
云
っ
た
山
伏
の
習
俗
の
底
に
流
れ
て
い
る

根
本
的
な
民
俗
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
地
方
に
よ
っ
て
時
期
的
に
は

ザ

』



少
し
ず
れ
が
あ
る
よ
う
だ
が
、
農
耕
儀
礼
の
一
つ
と
し
て
の
「
卯
月
八
日
」
を

中
心
と
す
る
行
事
で
、
男
女
が
と
も
に
山
に
登
る
こ
と
は
各
地
の
な
ら
わ
し
と

（
註
辿
）

し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
〔
大
阪
府
下
年
中
行
事
集
〕
（
和
泉
郷
土
研
究
会
、
南
要
綱
、
昭
和
十

四
年
刊
謄
写
版
刷
）
に
採
集
さ
れ
て
い
る
「
山
行
き
」
「
春
ご
と
」
「
春
祭
」

の
例
を
少
し
抜
き
出
し
て
承
よ
う
。

三
月
三
日
（
或
は
三
月
二
十
一
日
）
・

ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

○
南
河
内
滝
畑
で
は
「
川
遊
び
」
と
言
っ
て
、
煮
物
を
作
っ
て
、
心
易
い
男

Ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｑ
○
○
ｐ
ｏ
Ｏ
Ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ

女
が
山
で
ヤ
ッ
ト
コ
セ
を
唄
っ
て
遊
ぶ
。

四
月
三
日
「
春
祭
」
「
春
ご
と
」

○
豊
能
小
曾
根
で
は
春
祭
と
て
山
行
き
を
す
る
。

○
箕
面
村
同
様
。

。
。
。
。
○
０
。

○
泉
北
池
田
村
で
も
御
馳
走
し
て
山
へ
遊
び
に
ゆ
く
。
若
衆
は
こ
れ
を
頁

Ｃ
ｏ
ｏ
ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｃ
Ｏ

ル
ゴ
ト
」
と
称
し
て
い
る
。

四
月
八
日

。

。
○
０
。

○
泉
南
西
蔦
城
村
で
は
山
行
き
を
す
る
が
、
女
が
葛
城
山
で
七
色
の
花
と
て
、

シ
、
ジ
、
フ
ジ
、
ア
ナ
ッ
ポ
（
イ
タ
ド
リ
）
、
カ
ナ
メ
、
ビ
シ
ヤ
コ
、
松
、

茶
の
花
、
を
取
っ
て
く
る
。

四
月
十
八
日
「
山
行
き
」

○
三
島
三
宅
村
で
は
老
若
男
女
裏
山
へ
弁
当
持
参
で
遊
び
に
行
く
。

○
同
じ
く
宮
島
村
で
は
川
の
堤
で
遊
ぶ
が
、
こ
れ
も
山
行
き
と
言
う
。

Ｃ
Ｏ
○
○
ｃ
ｃ
Ｏ
Ｏ
Ｃ
ｏ
Ｑ
ｏ
ｏ

○
摂
津
小
曾
根
村
で
も
こ
の
日
、
子
供
や
若
い
娘
が
桃
や
菜
種
の
花
を
見
に

０
０

見
く
。

以
上
の
よ
う
な
例
の
中
で
、
こ
の
「
御
山
踊
」
を
あ
つ
か
う
場
合
、
特
に
女
が

言
」
を
ど
り
」
中
の
「
御
山
踊
」
小
考

ー

℃

山
に
行
く
と
い
う
、
泉
南
の
西
葛
城
村
や
最
後
の
摂
津
小
曾
根
村
の
例
は
、

四
月
三
日
春
事
、
地
方
に
よ
り
一
定
せ
ざ
れ
ど
も
、
概
し
て
三
月
十
六
日

‐
。
Ｏ

最
も
多
し
。
此
の
日
一
般
業
を
休
み
、
餅
を
搗
き
、
児
女
等
弁
当
を
携
え
て

野
山
に
遊
山
す
。
（
〔
中
河
内
郡
誌
〕
大
正
十
二
年
刊
）

な
ど
、
児
女
の
春
山
入
り
遊
山
化
の
例
と
共
に
、
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
後
に
も
、
ふ
れ
る
が
、
「
あ
れ
こ
そ
若
衆
の
土
産
に
し
よ
」
と
唄
っ

て
い
る
の
は
女
性
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
春
山
入
り
の
行
事
の
中
で
、
女
が

男
（
若
衆
）
の
た
め
に
花
を
折
り
帰
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

Ｊ五吃

和
歌
森
太
郎
氏
が
そ
の
著
書
〔
日
本
民
俗
論
〕
に
お
い
て
詳
し
く
述
べ
て
居

ら
れ
る
如
く
、
四
月
八
日
頃
山
に
入
っ
て
山
の
花
を
採
り
、
そ
れ
を
家
に
も
ち

帰
り
、
大
切
に
供
え
て
お
く
事
は
農
民
の
大
き
な
関
心
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
時

の
木
や
花
は
、
大
体

・
松
、
藤
、
石
楠
花
、
柘
植
、
つ
上
じ
、
樒
、
‐
山
吹
、
槇
。

な
ど
が
主
な
も
の
で
、
木
で
あ
れ
ば
常
緑
樹
で
あ
っ
た
り
、
草
花
で
も
多
く
の

花
や
実
が
つ
き
、
叉
そ
の
色
彩
の
豊
か
な
る
も
の
が
撰
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
、

そ
の
よ
う
な
草
木
に
力
強
い
生
命
力
を
キ
ャ
ッ
チ
し
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
山
の
神
信
仰
の
精
神
を
助
長
せ
し
む
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。

先
に
も
あ
げ
た
〔
岸
和
田
志
〕
で
は
槇
を
も
ち
帰
る
の
を
常
と
し
て
い
た
し
、

葛
城
の
ふ
も
と
の
村
で
は
七
色
の
花
と
称
す
る
春
の
花
を
摘
ん
で
来
た
り
、
摂

Ｑ
Ｏ
Ｏ
Ｑ
Ｏ
Ｑ
Ｏ
ｏ

（
註
噌
）

津
の
或
る
村
で
は
、
山
へ
花
を
見
に
行
く
事
の
あ
っ
た
の
が
わ
か
る
。
〔
泉
北

地
方
の
民
謡
集
〕
に
収
め
ら
れ
た
「
笹
踊
り
音
頭
」
に

こ
ん
ご
せ
お
山
を
な
が
む
れ
ば

一
七

Ｕ
』



’

干
よ
の
つ
上
じ
は
い
ま
さ
か
り

と
ほ
め
て
い
る
の
も
、
「
御
山
踊
」
の
歌
詞
と
同
じ
民
俗
行
事
の
断
片
を
う
た

っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
「
御
山
踊
」
の
石
楠
花
、
樒
、
サ
、
、

槇
は
、
山
の
神
信
仰
に
か
か
せ
ぬ
呪
花
の
代
表
で
あ
り
、
花
の
呪
術
的
性
格
を

満
喫
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

。

次
に
「
あ
れ
こ
そ
若
衆
の
土
産
に
し
よ
」
の
一
行
は
今
も
述
べ
た
と
こ
ろ
の
呪

ｃ
ｏ
ｇ
Ｏ
Ｄ
ｏ

花
を
持
ち
帰
る
こ
と
を
、
そ
の
ま
ま
は
っ
き
り
と
歌
っ
て
い
る
珍
ら
し
い
例
で

（
註
辿
）

あ
ろ
う
。
先
に
掲
げ
た
大
阪
府
下
の
「
春
事
」
の
内
容
か
ら
し
て
も
、
こ
こ
で

。
○

は
女
が
男
（
若
衆
）
へ
土
産
を
送
っ
て
い
る
よ
う
で
、
「
春
山
入
り
」
の
民
俗

を
も
と
に
す
る
と
納
得
で
き
る
が
、
女
人
禁
制
を
徒
の
一
つ
と
考
え
た
修
験
道

の
段
階
で
は
意
味
が
つ
か
め
な
い
。
山
で
と
っ
た
木
や
花
を
誰
そ
れ
に
持
ち
帰

る
と
い
う
意
味
の
民
謡
は
、
古
く
か
ら
若
い
男
女
の
間
に
親
し
ま
れ
て
然
る
べ

き
で
あ
っ
た
。Ｊ一

ハｆ

以
上
の
如
く
、
「
御
山
踊
」
な
る
踊
歌
は
そ
の
行
事
内
容
を
一
見
し
て
も
、

又
歌
詞
を
注
意
す
る
事
に
よ
っ
て
も
、
逸
速
く
修
験
道
と
結
び
つ
け
て
考
え
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。

・
此
踊
は
国
神
社
へ
熊
野
、
金
峯
、
日
山
、
山
王
の
四
柱
の
神
を
配
祀
後
発
生

（
註
巧
）

す
る
？

と
言
っ
た
注
も
、
そ
の
お
山
の
名
か
ら
し
て
、
関
係
あ
り
そ
う
に
見
え
る
の
は

尤
も
な
事
で
は
あ
る
が
、
も
う
一
つ
基
礎
に
な
る
民
俗
の
段
階
を
考
慮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
実
は
さ
ら
に
深
い
、
広
大
な
民
俗
観
念
に
足
を
ふ
ま
え
た
民
謡

で
あ
っ
た
と
言
う
旨
を
、
ま
ず
述
べ
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
ろ
う
。

地

ご
》

一
八

修
験
道
に
関
係
あ
る
「
御
山
」
を
読
皐
込
ん
で
は
い
る
も
の
の
、
そ
の
歌
詞
、

つ
ま
り
「
呪
花
を
珍
ら
し
く
」
歌
い
、
そ
れ
を
若
い
女
が
男
へ
土
産
と
し
て
つ

ん
で
帰
る
と
言
う
面
、
又
「
こ
を
ど
り
」
全
体
が
か
も
し
出
し
て
い
る
行
事
等

か
ら
見
る
と
、
そ
れ
は
山
伏
が
春
峯
入
り
を
す
る
習
わ
し
が
生
れ
る
以
前
の
、

す
で
に
農
耕
生
活
の
中
に
あ
っ
た
生
産
上
の
予
祝
的
及
び
実
際
的
な
意
味
、
さ

ら
に
は
歌
垣
的
な
意
味
の
民
俗
観
念
の
一
端
を
の
ぞ
か
せ
て
い
る
と
見
る
こ
と

が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
霊
山
に
権
威
を
も
つ
山
嶽
宗
教
な
る
も
の
が
、

本
来
農
民
の
土
俗
で
あ
っ
た
「
春
山
入
り
」
や
「
山
遊
び
」
に
そ
の
一
端
を
発

（
註
正
）

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
言
う
事
を
、
こ
の
「
御
山
踊
」
は
比
較
的
は
っ
き
り
と

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。

註
１
若
衆
踊
、
四
季
踊
、
船
形
踊
、
鎌
倉
踊
、
具
足
踊
、
鮎
引
踊
、
館
踊
、

御
山
踊
、
し
の
び
踊
、
な
お
以
上
の
九
種
の
外
、
神
社
へ
参
入
の
時
歌
う

一
‐
道
歌
」
が
あ
る
。

註
２
「
埠
榊
鄙
」
を
ど
り
を
見
る
」
藤
里
好
古
氏
（
〔
上
方
〕
第
”
号
、
昭
和

８
年
３
月
Ｎ
女
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
小
谷
方
明
氏
に
は
、
「
こ
を
ど
り
」

に
関
す
る
調
査
が
二
・
三
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
こ
で
は
参
照
出
来
な
か
っ
た
。

な
お
〔
大
阪
府
全
志
〕
に
よ
る
と
。
法
道
寺
は
、
鉢
ヶ
峯
山
閑
谷
院
と
も
云

い
、
真
言
宗
を
奉
じ
て
い
る
。

註
３
松
平
斉
光
著
〔
祭
〕
（
羽
黒
山
の
花
祭
）
参
照
。

註
４
藤
里
氏
前
掲
論
文
。

註
５
〔
綜
合
日
本
民
俗
詔
錐
〕
と
先
に
あ
げ
た
「
峰
榊
慰
こ
を
ど
り
を
見
る
」

に
は
〃
上
山
の
お
山
″
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
〃
山
上
の
お
山
″
の
誤

り
で
あ
ろ
う
。

註
６
「
入
峰
」
藤
里
好
古
氏
（
〔
上
方
〕
第
哩
号
、
昭
和
九
年
６
月
）

今

4
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註
７
〔
大
日
本
地
名
辞
書
〕
蕾
唾
扁
、
愛
宕
神
社
「
神
社
考
一
ど
の
項
参
照
。

註
８
竹
内
実
篇
、
〔
河
南
の
枝
折
〕

註
９
〔
綜
合
日
本
民
俗
語
彙
〕
〃
お
や
ま
を
ど
り
″
の
項
参
照
。

註
加
和
歌
森
太
郎
著
〔
修
験
道
史
研
究
〕
及
び
〔
日
本
民
俗
論
〕
（
春
山
入

り
）
等
。

註
皿
村
上
俊
雄
著
〔
修
験
道
の
発
達
〕
第
一
章
、
発
達
上
の
素
地
及
び
系
統
。

註
哩
オ
ャ
マ
、
と
か
オ
ャ
マ
カ
ヶ
と
か
言
わ
れ
、
例
え
ば
〃
愛
知
県
額
田
郡

山
中
村
で
は
、
毎
年
春
季
に
オ
ャ
マ
と
称
し
て
未
婚
の
男
女
が
盛
装
し
草
刈

龍
を
持
っ
て
山
に
入
り
終
日
歌
い
踊
り
遊
ぶ
風
が
あ
る
″
（
綜
合
日
本
民
俗

語
彙
）
な
ど
と
よ
く
似
た
例
は
少
な
か
ら
ず
知
ら
れ
て
い
る
。
地
方
に
よ
り

時
期
に
は
少
し
ズ
レ
が
あ
り
、
中
山
太
郎
編
「
補
遺
日
本
民
俗
学
辞
典
」
に

引
か
れ
て
い
る
羽
後
の
男
鹿
半
島
で
は
、
六
月
十
五
日
と
な
っ
て
い
る
。
な

お
「
花
見
・
山
遊
び
」
に
つ
い
て
は
、
土
橋
寛
博
士
「
古
代
歌
謡
」
（
岩
波

講
座
日
本
文
学
史
、
第
３
巻
）
、
同
じ
く
、
「
古
代
歌
謡
と
民
俗
」
（
民
俗

「
こ
を
ど
り
」
中
の
「
御
山
踊
」
小
考

G

’
ザ

文
学
講
座
Ⅳ
、
〔
古
代
文
芸
と
民
俗
〕
所
収
）
な
ど
参
照
Ｇ

註
過
土
橋
寛
博
士
「
「
見
る
」
こ
と
の
タ
マ
フ
リ
的
意
義
」
（
〔
万
葉
〕
第
調

号
、
昭
和
調
年
５
月
）
参
照
。

註
皿
東
北
の
「
南
部
牛
方
節
」
に

こ
ん
ど
来
る
と
き
や
持
て
き
て
お
く
れ

奥
の
み
山
の
な
ぎ
の
葉
を
コ
ラ
サ
ン
サ
エ
（
服
部
龍
太
郎
篇
〔
日
本

民
謡
集
〕
）

と
い
う
一
節
が
あ
る
が
、
こ
れ
な
ど
も
人
物
の
関
係
は
と
も
か
く
と
し
て
も
、

「
あ
れ
こ
そ
若
衆
の
土
産
に
し
よ
」
と
呼
応
し
た
意
味
の
つ
な
が
り
を
認
め

得
る
。
呪
花
を
受
け
る
立
場
の
者
が
歌
っ
て
い
る
。

註
巧
藤
里
氏
、
註
２
の
論
文
。

註
妬
和
歌
森
太
郎
氏
〔
日
本
民
俗
論
〕
（
春
山
入
り
）
及
び
同
氏
〔
年
中
行

事
〕
却
燕
率
（
農
事
は
じ
め
）
参
照
。

（
昭
和
師
年
６
月
）

年
も

号

九


