
　
　

序

　

『
ば
け
物
三
十
六
歌
仙
』
は
、
今
治
市
村
上
海
賊
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
（
旧
称
、
今
治
市
村
上
水
軍
博
物
館
、
以
下
「
ミ
ュ
ー

ジ
ア
ム
」
）
に
所
蔵
さ
れ
る
江
戸
時
代
後
期
の
か
る
た

0

0

0

で
あ

る
。
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
は
当
該
資
料
を
元
に
制
作
さ

れ
た
複
製
品
が
展
示
さ
れ
て
い
る
が
、
未
だ
本
格
的
な
研
究

は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
に
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
撮
影
し
た
原
本

資
料
写
真
を
元
に
、
翻
刻
並
び
に
読
解
を
初
め
て
試
み
、
そ

の
稀
少
性
を
広
く
紹
介
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

中
世
期
に
お
け
る
瀬
戸
内
水
軍
と
し
て
の
活
躍
が
知
ら
れ

る
村
上
家
の
伝
来
品
が
現
所
蔵
先
に
移
管
さ
れ
た
経
緯
は
、

『
今
治
市
村
上
水
軍
博
物
館
保
管　

村
上
家
文
書
調
査
報
告

書
』
（
二
〇
〇
五
年
、
以
下
「
調
査
報
告
書
」
）
に
詳
し
い) 1

(

。

村
上
景
親
の
子
孫
、
山
口
県
周
防
大
島
町(

旧
・
大
島
郡
東

和
町
）
に
伝
来
す
る
多
数
の
文
書
類
が
「
村
上
文
書
Ⅰ
」
と

し
て
い
っ
た
ん
整
理
さ
れ
、
追
加
整
理
さ
れ
た
「
村
上
文
書

Ⅱ
」
に
は
文
書
の
他
に
什
器
・
図
書
・
道
具
類
が
新
た
に
含

ま
れ
て
お
り
、
当
該
資
料
も
調
査
報
告
書
の
目
録
に
以
下
の

通
り
記
載
さ
れ
て
い
る
。
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今
治
市
村
上
海
賊
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵

　
　
『
ば
け
物
三
十
六
歌
仙
』
を
読
む

髙
杉　

遊
葉　
　

名
護　

崚
河

平
田　

沙
帆　
　

三
宅　
　

遥

境　
　
　

海　
　

藤
井　

佐
美

（
尾
道
市
立
大
学
伝
承
文
化
研
究
会
）



名
称　

化
け
物
三
十
六
歌
仙

員
数　

72

箱
１
点　

絵
札
36
点　

読
み
札
34
点　

小
冊
子
１
点

整
理
番
号　

道
具
0010

　

そ
の
後
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
残
さ
れ
た
常
光
徹
氏
の
閲
覧

時
所
見
（
二
〇
一
〇
年
）
に
よ
れ
ば
、
絵
札
35
点
、
読
み
札

34
点
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る) 2

(

。
こ
の
時
点
で
絵

札
（
取
り
札
）
の
枚
数
が
一
枚
少
な
い
点
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム

で
も
目
録
作
成
時
の
誤
記
と
推
測
さ
れ
て
お
り
、
長
年
に
わ

た
る
保
存
・
整
理
上
の
事
情
等
が
推
測
さ
れ
る
。
い
ず
れ
に

せ
よ
、
常
光
氏
の
閲
覧
が
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
に
お
け
る

複
製
品
の
制
作
と
展
示
に
結
び
つ
き
、
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
は

原
本
資
料
の
部
分
展
示
が
行
わ
れ
て
い
る
。

　

従
来
、
当
該
資
料
に
関
す
る
本
格
的
研
究
が
行
わ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
絵
札
と
読
み
札
が
不
揃
い
と

い
う
欠
損
に
加
え
、
札
に
よ
っ
て
は
甚
大
な
破
損
が
あ
る
点

も
理
由
と
い
え
よ
う
。
三
十
六
歌
仙
の
本
歌
に
基
づ
く
和
歌

と
化
け
物
を
結
び
つ
け
る
魅
力
的
な
内
容
で
あ
り
な
が
ら
、

伝
来
品
と
し
て
理
想
的
な
形
態
が
保
た
れ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
ら
の
点
が
読
み
札
の
翻
刻
を
は
じ
め
、
絵
札
に
描

か
れ
た
化
け
物
の
解
説
、
そ
し
て
札
の
組
み
合
わ
せ
に
関
わ

る
分
析
を
困
難
に
し
て
き
た
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
後
期
に

お
け
る
「
妖
怪
か
る
た
」
の
系
譜
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
化
け

物
と
和
歌
を
結
び
つ
け
る
室
内
遊
具
と
し
て
他
に
類
を
見
な

い
珍
品
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
形
態
の
不
完
全
さ
に
基
づ
く
諸
問
題
も
併
せ

て
、
瀬
戸
内
、
村
上
海
賊
に
伝
来
し
て
き
た
知
の
世
界
を
解

き
明
か
す
。

【
担
当
】

○
読
み
札
の
翻
刻
、
絵
札
の
整
合
作
業
、
欠
損
の
諸
問
題
（
研

究
会
全
員
）

○
絵
札
と
読
み
札
の
解
説
文
（
髙
杉
遊
葉
、
名
護
崚
河
、
平

田
沙
帆
、
三
宅
遙
）

○
解
説
文
の
補
足
、
傍
証
資
料
等
の
情
報
提
供
（
境
海
、
名

護
崚
河
、
藤
井
佐
美
）

○
掲
載
写
真
と
原
稿
デ
ー
タ
の
整
備
、
凡
例
、
参
考
文
献
一

覧
と
索
引
作
成
（
名
護
崚
河
）

○
写
真
撮
影
、
序
、
結
、
注
、
付
記
、
入
稿
整
備
（
藤
井
佐
美
）

【
道
具
箱
】

箱　

縦
11.5
糎　
　

横
８
糎　
　

高
さ
２
糎

絵
札
と
読
み
札　
　

縦
4.5
糎　
　

横
3.2
糎
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解
説

　

『
ば
け
物
三
十
六
歌
仙
』
は
、
藤
原
公
任
に
よ
っ
て
選
定

さ
れ
た
平
安
時
代
の
優
れ
た
歌
人
三
十
六
人
、
三
十
六
歌
仙

の
詠
歌
を
本
歌
と
し
て
、
化
物
に
関
連
し
た
内
容
に
詠
み
か

え
ら
れ
た
化
物
か
る
た
で
あ
る
。

　

論
文
化
に
当
た
り
、
試
み
に
化
物
を
「
付
喪
神
」
「
名
の

あ
る
化
物
」
「
そ
の
他
」
の
三
つ
に
分
け
て
分
類
し
た
。
か

る
た
に
見
え
る
化
物
を
右
の
三
つ
に
分
類
し
、
更
に
歌
人
の

五
十
音
順
で
細
か
く
配
列
を
組
ん
で
い
る
。

　

「
付
喪
神
」
の
項
目
に
は
、
日
常
の
道
具
が
化
物
化
し
て

い
る
も
の
で
、
「
風
呂
桶
の
化
物
」
の
よ
う
に
固
有
の
化
物

名
を
有
さ
な
い
も
の
を
配
し
た
。
「
名
の
あ
る
化
物
」
の
項

目
に
は
、
固
有
の
化
物
名
を
持
つ
も
の
を
中
心
に
配
し
て
あ

る
。
「
そ
の
他
」
の
項
目
に
は
、
以
上
の
二
項
目
に
属
さ
な

い
も
の
を
配
し
て
お
り
、
動
物
名
と
同
一
名
で
記
載
さ
れ
て

い
る
も
の
や
当
研
究
会
の
見
解
と
し
て
「
付
喪
神
」
の
定
義

外
と
し
た
も
の
な
ど
を
ま
と
め
た
。
ま
た
、
化
物
名
が
明
ら

か
で
な
い
絵
札
の
み
の
も
の
は
「
欠
損
の
諸
問
題
」
に
別
立

し
た
。

　

ま
た
都
合
上
「
か
わ
太
郎
」
「
か
わ
う
そ
」
に
つ
い
て
は
、

い
ず
れ
も
20
番
と
し
て
同
項
で
の
立
項
と
し
た
。
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当
研
究
会
で
は
、
読
み
札
と
絵
札
の
組
み
合
わ
せ
を
暫
定

的
に
決
め
、
そ
れ
ぞ
れ
に
基
本
解
説
や
鑑
賞
を
付
し
た
。
担

当
箇
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

〈
担
当
箇
所
〉

髙
杉
遊
葉　

6
、
7
、
11
、
13
、
21
、
22
、
28
、
29
、
32

名
護
崚
河　

2
、
4
、
8
、
12
、
18
、
19
、
27
、
34
、
35

平
田
沙
帆　

5
、
10
、
17
、
20
、
23
、
24
、
25
、
31

三
宅　

遥　

1
、
3
、
9
、
14
、
15
、
16
、
26
、
30
、
33

　

ま
た
、
化
物
の
名
称
に
つ
い
て
は
基
本
的
に
読
み
札
の
呼

称
に
よ
っ
た
が
、
読
み
札
に
名
称
が
出
て
き
て
い
な
い
も
の

や
化
物
の
特
定
が
難
し
い
も
の
は
、
検
討
の
上
で
化
物
名
を

特
定
、
或
い
は
暫
定
的
に
そ
の
モ
チ
ー
フ
の
名
称
を
付
し
た
。

 

な
お
、
当
解
説
の
鑑
賞
に
お
け
る
通
釈
に
は
意
訳
を
多
く

含
む
。

〈
凡
例
〉

一
、
底
本
は
、
今
治
市
村
上
海
賊
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
『
ば

け
物
三
十
六
歌
仙
』
で
あ
る
。

一
、
各
項
目
に
は
、
か
る
た
の
絵
札
と
読
み
札
を
挿
画
し
た
。

一
、
翻
刻
の
方
針
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

イ
、
字
体
及
び
表
記
は
底
本
の
通
り
と
し
た
。

ロ
、
歌
人
名
は
各
項
目
冒
頭
に
化
物
名
と
共
に
付
し
た
。

ハ
、
和
歌
は
行
取
り
を
あ
ら
た
め
、
翻
刻
本
文
は
濁
点
等

付
さ
ず
に
お
い
た
。

ニ
、 

翻
刻
不
能
箇
所
に
つ
い
て
は 

〇 

に
よ
っ
て
代
替

し
、
ま
た
、
翻
刻
に
お
い
て
当
該
箇
所
に
文
字
の
仮

候
補
が
上
が
っ
た
場
合
は
、
そ
の
候
補
を
括
弧
書
き

で
記
し
た
。
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付
喪
神

1 

風
呂
桶
―
凡
河
内
躬
恒

翻
刻
：
い
つ
く
と
も
わ
か
す
ゆ
と
の
の
と
く
風
呂
も
お
の
れ

と
も
や
す
口
そ
火
か
ふ
る

本
歌
：
い
づ
く
と
も
は
る
の
ひ
か
り
は
わ
か
な
く
に
ま
た
み

よ
し
の
の
山
は
雪
ふ
る
（
『
後
撰
和
歌
集
』
一
九
）

風
呂
桶
：
器
物
に
長
い
年
月
が
経
つ
こ
と
で
魂
（
霊
）
が
宿

り
、
化
け
た
も
の
を
付
喪
神
と
い
う
。
名
前
に
は
神
が
入
っ

て
い
る
が
妖
怪
と
し
て
扱
わ
れ
、
こ
こ
で
は
口
の
よ
う
に
描

か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
薪
を
く
べ
、
湯
を
わ
か
す
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
ど
こ
で
も
わ
か
す
…
…
ひ
と
り
で
に
燃
や
す
口
に

は
火
が
つ
い
て
い
る
。

　

通
釈
が
し
づ
ら
い
が
、
勝
手
に
沸
く
風
呂
が
あ
れ
ば
便
利

な
の
に
と
い
う
願
望
が
現
れ
た
歌
か
。
中
の
水
は
青
く
な
っ

て
お
り
、
沸
い
た
風
呂
と
い
う
よ
り
は
水
風
呂
、
こ
れ
か
ら

沸
か
す
風
呂
に
見
え
る
。
本
歌
の
雪
に
合
わ
せ
て
寒
々
し
く

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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2 

酒
壺
―
大
中
臣
頼
基
朝
臣

翻
刻
：
一
つ
ほ
に
千
世
を
こ
め
た
る
酒
な
れ
は
つ
く
と
も
盡

し
わ
れ
か
さ
か
つ
き

本
歌
：
ひ
と
ふ
し
に
千
世
を
こ
め
た
る
杖
な
れ
ば
つ
く
と
も

つ
き
じ
君
が
齢
は
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
二
七
六
）

酒
壺
：
酒
を
入
れ
て
た
く
わ
え
る
壺
。

鑑
賞

【
通
釈
】
一
壺
に
「
幾
千
年
先
ま
で
繁
栄
せ
よ
」
と
い
う
験

を
備
え
た
酒
な
の
で
、
私
の
盃
は
い
く
ら
注
が
れ
て
も
尽
き

る
こ
と
は
あ
る
ま
い
よ
。

　

絵
札
に
描
か
れ
た
酒
壺
は
、
壺
に
手
が
生
え
、
側
面
に
顔

が
あ
る
。
壺
の
蓋
を
盃
に
し
て
酒
壺
自
ら
が
自
身
に
蓄
え
ら

れ
た
酒
を
飲
ん
で
い
る
様
子
で
あ
る
。
読
み
札
の
「
つ
ぐ
と

も
盡
じ
」
と
い
う
の
は
酒
壺
が
「
蓄
え
る
」
と
「
呑
む
」
の

両
方
を
行
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。

　

通
釈
は
あ
く
ま
で
暫
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
本
歌
と
読
み

札
に
共
通
の
「
千
世
を
こ
む
」
と
い
う
表
現
は
、
本
歌
に
則
っ

て
訳
し
た
が
、
「
か
る
た
」
と
い
う
事
を
考
え
る
と
少
し
硬

い
様
に
も
思
わ
れ
る
。
「
千
世
を
こ
む
」
と
い
う
の
が
こ
こ

で
は
量
を
示
し
て
お
り
、
千
年
先
ま
で
飲
み
続
け
て
も
減
ら

な
い
意
を
示
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
最
も
壺
自
身
が

飲
ん
で
い
る
か
ら
、
千
年
先
ま
で
も
減
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　

村
上
海
賊
の
酒
器
に
は
「
水
軍
徳
利
」
と
い
わ
れ
る
も
の

が
存
在
す
る
。
盃
に
は
穴
が
開
い
て
お
り
、
そ
れ
に
注
ぐ
と

漏
れ
出
す
た
め
、
酒
を
素
早
く
ど
ん
ど
ん
飲
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
。
絵
札
の
酒
壺
が
ど
ん
ど
ん
飲
む
よ
う
な
様

子
は
こ
の
よ
う
な
所
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
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3 

團
（
う
ち
わ
）
―
柿
本
人
麻
呂

翻
刻
：
ほ
の
〳
〵
と
あ
ふ
く
團
の
冬
か
れ
は
す
み
か
く
れ
行

な
つ
を
し
そ
お
も
ふ

本
歌
：
ほ
の
ぼ
の
と
明
石
の
浦
の
朝
ぎ
り
に
島
が
く
れ
行
舟

を
し
ぞ
思
ふ
（
『
古
今
和
歌
集
』
四
〇
九
）

團
（
う
ち
わ
）
：
あ
お
い
で
風
を
起
こ
す
道
具
。
竹
の
骨
に

紙
や
絹
布
を
張
っ
て
作
ら
れ
る
。
円
形
の
も
の
が
多
い
。 

鑑
賞

【
通
釈
】
ほ
の
か
に
扇
ぐ
よ
う
に
揺
れ
て
い
る
団
扇
（
團
）
が
、

冬
の
寂
し
い
景
色
の
中
、
ひ
っ
そ
り
潜
ん
で
し
ま
っ
た
夏
を

恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
だ
よ
。

　

舌
を
出
し
、
下
の
方
を
見
て
、
人
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な

顔
を
し
て
い
る
。
人
の
手
か
ら
逃
げ
出
し
挑
発
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
過
ぎ
行
く
夏
を
恋
し
く
思
う
と
い
う
和
歌
の
内

容
に
は
そ
ぐ
わ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

「
か
く
れ
行
」
を
掛
詞
的
に
読
む
こ
と
も
で
き
、
こ
の
言

葉
に
団
扇
の
「
隠
れ
る
」
と
夏
の
「
隠
れ
行
く
」
二
つ
の
意

味
が
潜
ん
で
い
る
と
も
思
わ
れ
る
。

　

団
扇
か
ら
ひ
も
が
伸
び
、
そ
の
先
に
肌
色
の
何
か
が
つ
い

て
い
る
。
飾
り
な
の
か
、
手
の
よ
う
に
も
見
え
る
。
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4 

三
味
線
―
斎
宮
女
御

翻
刻
：
琴
と
ひ
に
三
味
の
は
け
物
か
よ
ふ
ら
し
い
つ
れ
の
を

よ
り
し
ら
へ
染
け
ん

本
歌
：
琴
の
ね
に
峯
の
松
風
か
よ
ふ
ら
し
い
づ
れ
の
尾
よ
り

し
ら
べ
そ
め
け
む
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
四
五
一
）

三
味
の
化
け
物
：
三
味
線
は
日
本
の
代
表
的
な
弦
楽
器
で
三

本
の
弦
を
撥
で
は
じ
い
て
演
奏
す
る
。
胴
に
は
犬
や
猫
の
な

め
し
皮
が
張
ら
れ
て
い
る
。
琉
球
の
蛇
皮
線
が
大
阪
の
堺
に

持
ち
込
ま
れ
た
と
き
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
改
良
さ
れ
た
形
だ

と
い
う
。

鑑
賞

【
通
釈
】
琴
を
訪
ね
て
、
三
味
線
の
化
け
物
が
協
奏
し
て
い

る
ら
し
い
。
ど
の
弦
か
ら
奏
で
始
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

本
歌
で
は
「
琴
」
と
「
峯
の
松
風
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
当
該
札
で
は
「
三
味
の
化
物
（
三
味
線
）
」
が
詠
ま
れ
、

本
歌
で
出
て
き
た
琴
は
三
味
線
と
協
奏
す
る
楽
器
と
し
て
出

て
き
て
お
り
、
本
歌
を
意
識
し
た
弦
楽
器
同
士
の
対
比
が
面

白
い
。
三
味
線
の
化
物
が
「
琴
と
ひ
に
」
と
「
琴
」
を
訪
ね

る
わ
け
だ
か
ら
、
琴
の
化
物
の
存
在
も
こ
の
歌
か
ら
は
想
起

さ
れ
る
。
本
歌
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
「
琴
」
が
こ
の

よ
う
な
形
で
出
て
く
る
所
を
踏
ま
え
、
本
歌
を
知
っ
た
う
え

で
遊
ぶ
こ
と
の
面
白
さ
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。
絵
札
の
三
味

線
は
付
喪
神
で
、
胴
か
ら
手
を
生
や
し
、
撥
を
持
っ
て
い
る
。

　

歌
の
中
の
「
か
よ
ふ
」
は
「
協
奏
す
る
」
と
言
う
意
味
だ
が
、

琴
を
訪
ね
て
三
味
線
が
そ
こ
へ
「
通
っ
」
て
、
協
奏
し
て
い

る
と
い
う
風
に
も
と
れ
そ
う
で
あ
る
が
、
「
と
ひ
に
」
が
あ

る
の
で
解
釈
過
剰
だ
ろ
う
か
。
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5 

灰
汁
桶
―
僧
正
遍
照

翻
刻
：
た
ら
し
た
る
あ
く
桶
も
手
を
う
は
玉
の
わ
か
た
れ
か

す
を
捨
す
や
有
け
ん

本
歌
：
た
ら
ち
め
は
か
か
れ
と
て
し
も
む
ば
た
ま
の
我
が
黒

髪
を
な
で
ず
や
あ
り
け
む
（
『
後
撰
和
歌
集
』
一
二
四
〇
）

灰
汁
桶
：
洗
濯
や
染
物
に
使
う
灰
汁
抜
き
用
の
桶
の
こ
と
。

中
に
灰
と
水
を
入
れ
て
用
い
、
桶
の
下
部
に
つ
い
た
栓
か
ら

灰
汁
が
滴
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
灰
汁
を
滴
ら
せ
る
灰
汁
桶
も
、
う
ば
た
ま
の
よ
う

に
黒
く
な
っ
た
垂
糟
を
捨
て
な
い
で
お
く
こ
と
が
あ
ろ
う

か
。
い
や
手
を
突
っ
込
ん
で
で
も
捨
て
る
だ
ろ
う
。

　

注
ぎ
口
の
部
分
が
口
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
灰

汁
桶
は
本
来
、
灰
汁
だ
け
を
排
水
す
る
も
の
だ
が
、
絵
を
見

る
と
垂
糟
が
大
分
溜
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
振
り
上
げ
た
手
を

桶
の
中
に
突
っ
込
ん
で
、
手
ず
か
ら
と
っ
て
捨
て
よ
う
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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6 

古
鞠
―
素
性
法
師

翻
刻
：
見
渡
せ
は
柳
さ
く
ら
を
飛
あ
る
く
ふ
る
ま
り
は
け
の

か
わ
と
成
け
る

本
歌
：
見
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
都
ぞ
春
の
錦
な
り

け
る
（
『
古
今
和
歌
集
』
五
六
）

古
鞠
：
皮
で
作
っ
た
蹴
鞠
。
球
体
で
、
蹴
っ
た
り
投
げ
た
り

し
て
遊
ぶ
道
具
。

鑑
賞

【
通
釈
】
見
渡
し
て
み
る
と
、

［
１
古
鞠
が
柳
や
桜
の
木
々
の
間
を
あ
ち
こ
ち
動
き
、（
あ

ち
こ
ち
行
く
の
で
）
そ
の
（
化
け
物
と
し
て
の
）
素
性

は
わ
か
ら
な
い
］

［
２
柳
や
桜
が
（
風
で
）
飛
び
交
い
古
鞠
の
（
化
け
物
と

し
て
の
）
素
性
を
隠
し
て
い
る
］

　

通
釈
と
し
て
、
こ
こ
で
は
二
通
り
示
し
た
。
一
つ
は
古
鞠

が
化
け
物
（
付
喪
神
）
と
化
し
て
あ
ち
こ
ち
に
動
き
回
る
様

子
、
も
う
一
つ
は
古
鞠
の
周
辺
を
桜
や
柳
の
葉
が
舞
い
散
る

様
子
と
捉
え
て
い
る
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ら
が
原
因
で
古
鞠
の

化
け
物
と
し
て
の
素
性
が
隠
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
よ
う
な

解
釈
を
し
て
い
る
。

　

「
皮
」
で
出
来
て
い
る
鞠
と
化
け
の
「
皮
」
と
が
か
け
ら

れ
て
い
る
か
。
化
け
の
皮
は
、
素
性
・
本
当
の
姿
を
隠
す
偽

り
の
姿
の
事
を
指
し
て
使
わ
れ
る
。
古
鞠
「
化
け
」
と
「
化
け
」

の
皮
と
は
ど
ち
ら
に
も
掛
け
ら
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
古
鞠

及
び
桜
や
柳
が
動
き
回
る
こ
と
で
「
川
」
に
見
立
て
て
い
る

と
の
解
釈
も
考
え
ら
れ
る
。

　

貴
族
の
遊
び
と
し
て
の
印
象
が
強
い
蹴
鞠
だ
が
、
武
家
社

－ 60 －



会
・
一
般
に
も
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
か

ら
、
身
近
な
遊
具
が
年
月
を
経
て
付
喪
神
化
し
て
い
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。

7 

提
灯
―
平
兼
盛

翻
刻
：
く
れ
て
行
道
し
る
へ
せ
ん
て
う
ち
ん
は
我
〇
へ
を
は

下
に
そ
お
き
け
る

本
歌
：
暮
れ
て
ゆ
く
秋
の
形
見
に
お
く
も
の
は
我
が
元
結
の

霜
に
ぞ
あ
り
け
る
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
二
一
四
）

提
灯
：
提
灯
は
、
蝋
燭
を
灯
す
た
め
の
道
具
で
、
木
（
竹
）

枠
に
紙
を
貼
る
こ
と
で
風
を
防
ぐ
。
夜
間
の
携
帯
用
に
も
、

吊
り
下
げ
て
目
印
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。

鑑
賞

【
通
釈
】
日
が
暮
れ
て
い
き
道
し
る
べ
の
提
灯
は
…
…
。

　

日
が
暮
れ
て
「
い
く
」
事
と
、
「
行
く
」
道
と
が
掛
け
ら

れ
て
い
る
か
。
日
の
暮
れ
る
時
間
、
黄
昏
時
は
周
り
が
は
っ

き
り
見
え
ず
、
人
の
見
分
け
も
つ
か
な
い
（
語
源
と
し
て
は
、

「
誰
そ
彼
」
か
ら
き
て
い
る
）
よ
う
な
時
間
で
あ
る
。
昼
と

夜
の
境
目
で
あ
り
、
化
け
物
の
活
動
が
活
発
に
な
る
と
さ
れ

る
夜
へ
向
か
う
頃
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
化
け
物
が
活
動
を
始

め
る
・
化
け
物
達
と
の
境
界
が
曖
昧
に
な
る
よ
う
な
時
間
と

い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
。
そ
ん
な
黄
昏
時
に
、
提

灯
一
つ
の
灯
り
を
頼
り
に
帰
路
に
つ
く
心
細
さ
や
焦
り
、
恐

怖
心
が
読
み
取
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
提
灯
の
紙
の
面
に
目
や

眉
、
鼻
が
付
い
て
お
り
、
目
や
眉
は
笑
う
よ
う
に
垂
れ
下
が
っ

て
い
る
。
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8 

釣
行
灯
―
藤
原
興
風

翻
刻
：
た
れ
も
か
も
し
る
人
に
せ
ん
釣
あ
ん
と
うふ

く

ほ

○
○
と
出

な
／
お
ヵ

  

る
〳
〵

し

友
な
ら
な
く
に

本
歌
：
た
れ
を
か
も
し
る
人
に
せ
む
高
砂
の
松
も
む
か
し
の

と
も
な
ら
な
く
に
（
『
古
今
和
歌
集
』
九
〇
九
）

釣
行
灯
：
商
家
の
店
内
や
入
口
、
ま
た
台
所
な
ど
に
天
井
や

梁
か
ら
つ
り
下
げ
た
行
灯
で
、
竹
で
大
き
く
輪
を
作
り
、
菅

笠
の
よ
う
に
縦
に
骨
を
組
ん
で
紙
を
張
っ
た
も
の
。
八
間
、

八
方
と
も
い
う
。

鑑
賞

【
通
釈
】
だ
れ
も
か
れ
も
知
己
と
し
よ
う
ぞ
…
…
友
に
は
な

れ
な
い
の
に
。

　

翻
刻
に
傍
記
し
た
読
み
の
複
数
案
を
以
下
に
ま
と
め
て
お

く
。

・ 

「
う
」
（
ふ
）
…
こ
こ
は
「
う
」
で
「
右
」
を
字
母
と
し
た

も
の
で
「
あ
ん
と
う
」
。
14
行
燈
も
同
様
。

・ 

〇
（
く
）
、
〇
（
ほ
）
…
こ
の
部
分
は
か
す
れ
て
い
る
た

め
判
明
で
な
い
。

・ 

「
出
」
（
な
／
お
）
…
「
出
／
な
／
お
」
と
も
に
他
の
読
み

札
に
お
け
る
用
例
は
お
よ
そ
二
通
り
。
「
出
／
お
」
は
い

ず
れ
も
出
字
の
形
と
近
似
。

・ 

る
（
な
）
…
他
の
読
み
札
の
用
例
か
ら
い
ず
れ
で
あ
る
と

も
い
え
る
。

・ 
〳
〵
（
し
）
…
他
の
読
み
札
に
お
け
る
踊
り
字
の
用
例
は

一
例
の
み
「
く
」
の
よ
う
に
屈
曲
し
た
も
の
を
確
認
。
「
し
」

は
直
線
的
な
も
の
と
湾
曲
し
た
も
の
を
確
認
。
「
し
」
で

あ
る
と
す
る
方
が
自
然
か
。
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読
み
札
冒
頭
は
本
歌
と
異
な
り
「
た
れ
も
か
も
」
で
「
だ

れ
も
か
れ
も
」
と
な
る
。
本
歌
が
「
だ
れ
を
友
と
し
よ
う
か
」

と
思
い
悩
む
歌
で
あ
る
の
に
対
し
、
読
み
札
で
は
判
読
で
き

な
い
所
も
あ
る
が
お
よ
そ
「
だ
れ
で
も
彼
で
も
、
釣
行
灯
も

本
来
は
友
に
は
な
ら
な
い
が
、
友
に
で
も
し
て
し
ま
え
」
と

い
う
旨
だ
ろ
う
か
。

　

絵
札
の
釣
行
灯
は
ヿ
形
の
支
柱
に
ひ
も
の
よ
う
な
も
の
で

ぶ
ら
下
げ
ら
れ
て
い
る
。
小
さ
な
家
の
よ
う
な
形
を
し
て
お

り
、
妻
側
に
は
人
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
目
は
半
月
型
を
し

て
お
り
、
ニ
ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
舌
を
出
し
て
い
る
よ
う
な
気

味
の
悪
い
絵
で
も
あ
る
。

　

或
い
は
、
出
て
い
る
舌
を
、
吹
き
出
し
た
火
と
見
る
見
方

も
あ
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
は
読
み
札
の
翻
刻
を
含
め
、

解
釈
が
揺
れ
て
い
る
た
め
、
絵
札
の
見
方
も
読
み
札
と
あ
わ

せ
て
今
後
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

9 

石
灯
籠
―
藤
原
清
正

翻
刻
：
天
津
風
ふ
け
と
い
と
わ
ぬ
石
と
う
ろ
な
と
か
ふ
る
す

へ
帰
ら
さ
る
へ
き

本
歌
：
あ
ま
つ
風
ふ
け
ひ
の
浦
に
ゐ
る
鶴
の
な
ど
か
雲
居
に

帰
ら
ざ
る
べ
き
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
二
三
）
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石
灯
籠
：
石
造
り
の
灯
籠
。
用
途
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
種

類
が
あ
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
天
津
風
が
吹
い
て
も
い
や
が
ら
な
い
石
灯
籠
が
ど

う
し
て
古
巣
に
帰
ら
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。

　

石
灯
籠
に
目
と
手
が
つ
い
て
い
て
、
赤
い
舌
が
出
て
い
る
。

目
は
本
来
穴
が
開
い
て
い
る
箇
所
だ
と
思
わ
れ
る
。
比
較
的

か
わ
い
ら
し
い
顔
を
し
て
い
る
。
「
古
巣
」
が
ど
こ
な
の
か

わ
か
ら
な
い
が
、
二
通
り
の
解
釈
を
考
え
た
。

①
古
巣
へ
帰
る
と
は
土
に
還
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
て
、
天

津
風
が
吹
い
て
も
吹
き
飛
ば
さ
れ
な
い
頑
丈
な
石
灯
籠
で

も
、
い
ず
れ
は
土
に
還
る
の
だ
と
い
う
歌
。

②
天
津
風
の
よ
う
な
強
い
風
が
吹
い
て
も
い
や
が
ら
な
い
石

灯
籠
が
「
何
故
古
巣
へ
帰
ら
な
い
の
か
、
早
く
帰
り
な
さ
い
」

と
言
っ
て
い
る
。
古
巣
は
家
を
指
し
て
お
り
、
石
灯
籠
が
人

に
帰
宅
を
う
な
が
し
て
い
る
歌
。
表
情
が
や
わ
ら
か
い
こ
と
、

手
を
振
る
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
た
。

10 

た
ら
い
―
藤
原
仲
文

翻
刻
：
有
明
の
月
の
ひ
か
り
と
も
ろ
と
も
に
た
ら
い
の
い
た

く
ば
け
に
け
る
か
な

本
歌
：
有
明
の
月
の
ひ
か
り
を
待
つ
ほ
ど
に
我
が
世
の
い
た

く
ふ
け
に
け
る
か
な
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
四
三
六
）
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た
ら
い
：
顔
を
洗
っ
た
り
、
口
を
漱
い
だ
り
、
洗
濯
し
た
り

と
用
途
は
様
々
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
主
に
平
安
時
代
あ
た

り
か
ら
用
い
ら
れ
始
め
る
。
ま
た
信
仰
の
類
で
は
清
め
の
水

を
入
れ
て
用
い
る
こ
と
も
あ
り
、
大
嘗
祭
で
は
天
皇
が
神
前

で
口
を
漱
い
だ
り
、
手
を
洗
っ
た
り
す
る
際
に
用
い
る
も
の

が
あ
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
有
明
の
月
の
出
と
と
も
に
、
そ
の
光
を
浴
び
て
、

た
ら
い
が
な
ん
と
も
上
手
に
化
け
た
も
の
だ
。

　

た
ら
い
の
底
に
ニ
ヤ
け
た
顔
が
描
か
れ
て
い
る
。
手
足
は

な
い
。
月
の
光
に
顔
が
照
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
詠

ま
れ
て
い
る
。

　

夜
更
け
に
た
ら
い
が
異
形
へ
と
姿
を
変
え
る
こ
と
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
世
界
的
に
も
月
は
不
思
議
な
力
を
持
っ
て
い

る
た
め
そ
の
月
の
光
に
あ
て
ら
れ
て
、
た
だ
の
た
ら
い
が
化

物
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
が
分
か
る
。

11 

酒
た
る
―
藤
原
元
真

翻
刻
：
さ
き
へ
ゆ
け
わ
れ
後
に
な
る
酒
た
る
は
通
ひ
に
き
へ

ね
は
ら
い
み
る
ま
て

本
歌
：
咲
き
に
け
り
わ
が
や
ま
ざ
と
の
う
の
は
な
は
か
き
ね

に
き
え
ぬ
雪
と
み
る
ま
で
（
『
元
真
集
』
八
九
）
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酒
た
る
：
酒
た
る
は
お
酒
を
入
れ
て
保
存
し
て
お
く
樽
で
、

持
ち
手
と
蓋
が
あ
り
運
ぶ
際
に
も
便
利
。
杉
や
檜
と
い
っ
た

木
材
で
作
ら
れ
た
。

鑑
賞

【
通
釈
】
先
に
行
っ
て
私
が
後
に
…
支
払
い
が
確
認
で
き
る

ま
で
通
い
帳
か
ら
は
消
え
な
い
。

　

絵
札
で
は
、
樽
の
側
面
に
眉
、
鼻
、
目
が
描
か
れ
て
お
り
、

本
（
通
い
帳
）
を
見
て
い
る
。
口
が
赤
く
強
調
さ
れ
て
い
る
。

仲
間
（
こ
の
場
合
樽
の
化
け
物
の
仲
間
か
）
に
先
に
行
く
よ

う
に
言
っ
て
、
気
前
よ
く
会
計
を
自
分
が
持
っ
た
も
の
の
、

奢
る
こ
と
が
重
な
っ
て
し
ま
い
、
さ
な
が
ら
借
金
の
返
済
に

困
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
表
情
に
も
見
え
る
。

　

あ
る
い
は
、
酒
を
売
っ
て
い
る
の
は
酒
樽
自
身
で
、
自
身

が
酒
を
売
っ
た
相
手
に
対
し
て
支
払
い
を
要
求
し
て
い
る
の

だ
ろ
う
か
。
お
金
に
出
納
に
厳
し
い
商
売
人
ら
し
い
顔
つ
き

に
も
と
れ
る
。

12 

は
ね
つ
る
べ
―
源
信
明
朝
臣

翻
刻
：
恋
し
さ
は
田
畑
の
井
戸
の
は
ね
つ
る
へ
ひ
わ
れ
て
月

を
君
み
さ
ら
め
や

本
歌
：
こ
ひ
し
さ
は
同
じ
心
に
あ
ら
ず
と
も
こ
よ
ひ
の
月
を

き
み
み
ざ
ら
め
や
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
七
八
七
）
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は
ね
つ
る
べ
：
水
を
汲
む
道
具
で
、
支
点
で
さ
さ
え
ら
れ
た

横
木
の
一
方
に
重
し
、
一
方
に
釣
瓶
を
取
り
つ
け
て
、
重
し

の
助
け
に
よ
っ
て
は
ね
上
げ
る
。
桔
槹
。
『
国
際
日
本
文
化

研
究
セ
ン
タ
ー　

怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
に
よ

る
と
、
焼
け
跡
の
家
か
ら
夜
な
夜
な
声
が
し
て
、
そ
の
正
体

が
風
呂
の
水
を
汲
む
釣
瓶
だ
っ
た
と
い
う
釣
瓶
が
怪
異
に
な

る
ケ
ー
ス
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
「
恋
し
い
」
と
田
畑
に
あ
る
井
戸
の
は
ね
つ
る
べ

が
き
っ
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
干
割
れ
て
し
ま
っ
た
君

（
は
ね
つ
る
べ
）
は
き
っ
と
そ
の
高
み
か
ら
月
を
み
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

　

絵
札
に
は
丁
寧
に
も
井
戸
と
は
ね
つ
る
べ
の
両
方
が
描
か

れ
て
い
る
。
絵
札
の
中
の
は
ね
つ
る
べ
は
ど
こ
と
な
く
悲
し

そ
う
な
顔
を
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。

　

本
歌
で
は
詠
者
の
思
い
人
へ
の
恋
し
さ
の
様
子
が
い
っ
そ

う
強
調
さ
れ
、
心
は
一
つ
、
同
じ
で
な
く
と
も
き
っ
と
同
じ

月
を
見
て
い
て
く
れ
よ
と
言
う
よ
う
な
歌
だ
が
、
こ
こ
で
は

自
身
の
役
割
を
こ
な
せ
な
い
は
ね
つ
る
べ
が
か
つ
て
の
仕
事

を
想
起
し
て
「
恋
し
い
」
と
思
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
水
を

汲
む
の
が
仕
事
の
は
ね
つ
る
べ
は
そ
の
仕
事
を
す
る
こ
と
が

な
く
な
っ
て
久
し
く
、
遂
に
乾
い
て
割
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。

　

本
来
の
役
割
を
こ
な
せ
な
い
は
ね
つ
る
べ
は
、
当
然
井
戸

の
上
で
高
く
は
ね
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
高
さ
か
ら
空
の
、

或
い
は
井
戸
の
中
の
月
を
き
っ
と
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

13 

ち
ろ
り
―
源
宗
于
朝
臣
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翻
刻
：
と
き
は
く
る
ち
ろ
り
も
は
け
て
酒
ひ
た
す
な
を
ひ
と

し
を
の
い
ろ
ま
さ
り
け
り

本
歌
：
と
き
は
な
る
松
の
み
ど
り
も
春
来
れ
ば
今
ひ
と
し
ほ

の
色
ま
さ
り
け
り
（
『
古
今
和
歌
集
』
二
四
）

ち
ろ
り
：
酒
を
燗
す
る
た
め
の
道
具
で
、
銀
や
銅
な
ど
熱
を

よ
く
伝
え
る
金
属
で
作
ら
れ
て
い
る
。
湯
の
中
の
入
れ
る
こ

と
で
、
酒
を
温
め
る
。
持
ち
手
と
注
ぎ
口
が
あ
っ
て
、
酒
が

注
ぎ
や
す
く
な
っ
て
い
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
時
が
来
る
と
ち
ろ
り
も
化
け
て
、
酒
で
ぬ
れ
て
尚

い
っ
そ
う
顔
色
が
出
来
上
が
っ
て
（
赤
く
な
っ
て
）
い
る
こ

と
だ
。

　

酒
を
温
め
る
た
め
の
酒
器
で
あ
り
、
こ
こ
で
の
「
色
」
と

は
酒
気
を
帯
び
る
こ
と
で
顔
色
が
赤
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を

指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ち
ろ
り
の
側
面
に
目
が
付
い
て
お
り
、
前
掛
け
の
よ
う
な

も
の
を
付
け
た
身
体
が
生
え
て
い
る
。
こ
の
、
生
え
て
い
る

身
体
が
薄
く
色
付
い
て
い
る
。
自
分
の
頭
部
の
持
ち
手
部
分

に
手
を
添
え
腰
か
け
て
い
る
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
り
、
笑
っ

て
細
め
ら
れ
た
目
元
か
ら
も
、
陽
気
で
い
い
気
分
に
な
っ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

14 

行
燈
―
山
部
赤
人

翻
刻
：
和
哥
の
会
に
よ
ふ
け
て
み
れ
は
あ
ん
と
う
か
は
け
て

お
と
れ
は
座
は
鳴
わ
た
る

本
歌
：
若
の
浦
に
潮
満
ち
来
れ
ば
潟
を
無
み
葦
辺
を
さ
し
て

鶴
鳴
き
渡
る
（
『
続
古
今
和
歌
集
』
一
六
三
四
）
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行
燈
：
昔
の
照
明
用
具
。
木
、
竹
、
金
属
製
の
わ
く
に
紙
を

張
り
、
な
か
に
油
皿
を
お
い
て
火
を
と
も
す
。
元
は
提
げ
て

歩
い
た
が
、
室
内
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
様
々
な
種
類
が

あ
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
和
歌
の
会
で
夜
が
更
け
て
行
燈
が
化
け
て
踊
る
と

座
に
は
悲
鳴
が
響
き
渡
る
。

　

行
燈
に
手
足
が
生
え
、
顔
が
つ
い
て
い
る
。
飛
び
出
た
引

き
出
し
に
赤
く
色
が
付
け
ら
れ
て
い
て
、
舌
の
よ
う
に
描
か

れ
て
い
る
。
下
を
向
い
た
拍
子
に
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
右
手
を
少
し
上
げ
た
姿
は
、
脅
か
そ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
よ
り
少
し
声
を
か
け
た
だ
け
の
よ
う
に
も
見
え

る
。
右
足
が
右
肘
か
ら
生
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
線

が
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
だ
け
で
し
っ
か
り
行
燈
か
ら

生
え
て
い
る
。

名
の
あ
る
化
物

15 

分
福
茶
釜
―
在
原
業
平
朝
臣

翻
刻
：
世
の
中
に
た
へ
て
久
し
き
ふ
ん
ふ
く
の
茶
か
ま
も
春

は
の
と
か
わ
か
ま
し

本
歌
：
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
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け
か
ら
ま
し
（
『
古
今
和
歌
集
』
五
三
）

分
福
茶
釜
：
汲
ん
で
も
汲
ん
で
も
中
身
が
無
く
な
ら
な
い
茶

釜
で
、
持
ち
主
か
茶
釜
自
体
が
化
け
狸
だ
と
語
ら
れ
る
。
群

馬
県
館
林
市
の
茂
林
寺
の
話
が
有
名
で
、
こ
こ
で
は
狸
が
化

け
た
釜
で
は
な
く
、
古
狸
が
化
け
た
僧
が
愛
用
し
て
い
た
釜

と
さ
れ
て
い
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
世
の
中
に
長
い
間
絶
え
て
使
わ
れ
て
い
な
か
っ
た

分
福
茶
釜
も
、
春
に
な
る
と
の
ど
が
渇
く
の
だ
ろ
う
。

　

腕
が
生
え
た
茶
釜
で
、
分
福
茶
釜
と
い
う
に
は
狸
の
要
素

が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
液
体
が
な
み
な
み
入
っ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
が
、
汲
ん
で
も
な
く
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
狸
の
要
素
が
見
ら
れ
な
い

の
は
、
上
手
く
化
け
て
い
る
と
い
う
事
を
表
し
て
い
る
の
か
。

「
た
へ
て
」
の
部
分
を
「
堪
へ
て
」
と
捉
え
る
と
、
長
い
間

化
け
た
ま
ま
堪
え
て
い
た
分
福
茶
釜
が
の
ど
の
渇
き
に
耐
え

ら
れ
ず
に
、
腕
を
出
し
て
沸
か
し
た
湯
を
飲
も
う
と
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

16 

ろ
く
ろ
首
―
伊
勢

翻
刻
：
身
は
床
に
ふ
し
て
ま
ち
み
む
ろ
く
ろ
く
ひ
○
○
○
○

く
ひ
の
あ
ら
し
と
お
も
へ
は

本
歌
：
み
わ
の
山
い
か
に
待
ち
見
む
年
ふ
と
も
た
づ
ぬ
る
人

も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
（
『
古
今
和
歌
集
』
七
八
〇
）
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ろ
く
ろ
首
：
首
が
伸
び
た
り
飛
ん
だ
り
す
る
妖
怪
。
主
と
し

て
成
人
し
た
ば
か
り
の
娘
や
女
中
で
、
心
の
緩
ん
だ
と
き
や
、

食
や
水
を
求
め
る
と
き
に
伸
び
る
の
だ
と
か
、
離
魂
病
の
一

種
だ
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
。
伸
び
る
首
を
な
ぜ
ろ
く
ろ
首

と
い
う
の
か
は
明
確
で
な
い
。
夜
に
活
動
す
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
身
は
床
に
伏
せ
、
待
つ
ろ
く
ろ
首
…
首
が
な
い
と

思
う
の
で
。

　

床
に
伏
せ
た
身
体
か
ら
首
が
伸
び
て
い
る
。
人
間
を
驚
か

そ
う
と
し
て
い
る
わ
り
に
は
す
で
に
首
を
伸
ば
し
て
し
ま
っ

て
お
り
、
正
体
を
隠
し
て
人
間
を
待
っ
て
い
る
と
は
考
え
に

く
い
。
破
損
個
所
に
は
本
歌
と
同
じ
「
た
づ
ぬ
る
」
が
入
り
、

ろ
く
ろ
首
同
士
の
恋
愛
を
詠
ん
だ
歌
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
の
場
合
、「
な
い
と
思
う
の
で
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、

訪
ね
て
く
る
首
（
ろ
く
ろ
首
）
が
い
な
い
と
い
う
事
か
。

　

あ
る
い
は
、
「
～
な
い
と
思
う
の
で
」
と
い
う
の
は
、
首

を
長
く
し
て
待
っ
て
い
る
ろ
く
ろ
首
に
も
、
も
う
こ
れ
以
上

伸
び
る
首
が
な
い
と
い
う
事
だ
ろ
う
か
。

　

「
な
い
と
思
う
の
で
」
に
関
し
、
二
つ
の
解
釈
が
両
立
す

る
な
ら
「
身
は
床
に
伏
せ
、
待
つ
ろ
く
ろ
首
。
訪
ね
て
く
る

首
が
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
伸
ば
す
首
も
な
い
」
と
い
っ
た

通
釈
も
考
え
ら
れ
る
。

17 

以
津
真
天
（
い
つ
ま
で
）
―
大
中
臣
能
信
朝
臣

翻
刻
：
ち
と
せ
ふ
る
野
に
住
く
ら
す
鳥
や
と
く
弓
に
ひ
か
れ

て
万
代
よ
や
へ
ん

本
歌
：
ち
と
せ
ま
て
か
ぎ
れ
る
ま
つ
も
け
ふ
よ
り
は
き
み
に

ひ
か
れ
て
よ
ろ
づ
よ
や
へ
ん
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
二
三
）

以
津
真
天
：
鳥
の
妖
怪
。
鬼
の
よ
う
な
顔
、
蛇
の
胴
、
差
し

渡
し
が
二
丈
に
及
ぶ
巨
大
な
翼
を
持
つ
怪
鳥
。
「
い
つ
ま
で
、

い
つ
ま
で
」
と
人
間
が
叫
ぶ
よ
う
な
鳴
き
声
を
あ
げ
る
。
『
太

平
記
』
に
よ
る
と
、
疫
病
が
蔓
延
し
た
年
に
こ
の
鳥
が
毎
晩

鳴
き
声
を
あ
げ
て
い
た
こ
と
を
不
気
味
に
思
い
、
弓
の
名
手

に
退
治
さ
せ
た
と
い
う
。

鑑
賞

【
通
釈
】
千
年
も
野
に
住
む
鳥
よ
は
や
く
弓
に
ひ
か
れ
て
万
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年
の
命
を
保
つ
で
し
ょ
う
。

　

歌
か
ら
以
津
真
天
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
千
年
も
野
に

住
む
と
い
う
こ
と
か
ら
、
鳥
の
妖
怪
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
と
考
え
る
。
さ
ら
に
「
ち
と
せ
」
「
万
代
」
と
い
う
永

い
時
を
示
す
言
葉
が
、
鳴
き
声
で
あ
る
「
い
つ
ま
で
」
に
通
じ
、

太
平
記
に
お
い
て
は
弓
で
退
治
さ
れ
た
と
い
う
点
か
ら
、
当

研
究
会
で
は
こ
の
読
み
札
は
以
津
真
天
に
関
す
る
と
推
定
し

た
。
但
し
、
こ
れ
に
対
応
す
る
と
見
ら
れ
る
絵
札
は
存
在
せ

ず
、
歌
の
正
し
い
意
味
や
状
況
は
不
明
で
あ
る
。「
以
津
真
天
」

と
い
う
名
も
、
江
戸
時
代
の
画
家
・
鳥
山
石
燕
の
『
今
昔
図

画
続
百
鬼
』
に
て
太
平
記
の
記
述
を
も
と
に
付
け
ら
れ
た
名

前
で
あ
る
。

　

あ
る
い
は
、
「
千
年
も
野
に
住
む
と
い
う
鳥
も
、
弓
に
ひ

か
れ
て
万
年
の
命
を
保
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

意
味
で
、
弓
で
射
殺
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
呪
力
の
あ
る

梓
弓
の
力
で
化
け
物
「
以
津
真
天
」
（
い
つ
ま
で
）
の
寿
命

が
延
び
る
こ
と
か
。

　

な
お
、
当
項
目
「
以
津
真
天
」
は
、
当
研
究
会
で
暫
定
的

に
特
定
し
た
化
け
物
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
今
後
も

検
討
が
必
要
で
あ
る
。

18 

五
位
さ
ぎ
―
小
野
小
町

翻
刻
：
は
け
ぬ
れ
は
身
を
う
き
草
や
梶
に
出
て
さ
そ
ふ
水
あ

ら
は
五
位
さ
き
と
お
も
ふ

本
歌
：
わ
び
ぬ
れ
ば
身
を
う
き
草
の
根
を
た
え
て
さ
そ
ふ
水

あ
ら
ば
い
な
ん
と
ぞ
思
ふ
（
『
古
今
和
歌
集
』
九
三
八
）
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五
位
さ
ぎ
：
樹
齢
の
長
い
大
木
の
下
を
夜
遅
く
に
通
っ
た
り

し
た
際
に
、
木
の
上
か
ら
「
ど
こ
に
行
く
」
と
い
う
風
に
声

が
聞
こ
え
た
り
、
怒
鳴
ら
れ
た
り
す
る
と
い
う
。
一
方
で
漁

師
が
夕
刻
に
見
る
こ
と
が
あ
る
光
の
正
体
だ
と
も
言
わ
れ
て

い
る
。
サ
ギ
が
火
の
玉
に
な
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

名
は
、
醍
醐
天
皇
の
御
代
、
勅
命
に
素
直
に
従
っ
た
の
で
、

五
位
を
賜
っ
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
化
け
る
と
、
そ
の
身
を
う
き
草
の
漂
う
辺
り
や
船

の
舵
程
の
後
方
に
出
し
て
、
誘
ひ
招
く
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
五
位
さ
ぎ
だ
と
思
う
の
で
あ
る
。

　

絵
札
の
ゴ
イ
サ
ギ
は
明
ら
か
に
鳥
の
形
を
し
て
お
り
、
水

辺
に
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
ゴ
イ
サ
ギ
の
伝
承
で
も
、

大
木
の
木
の
上
に
い
る
場
合
と
水
辺
で
漁
師
ら
に
目
撃
さ
れ

る
場
合
が
あ
る
か
ら
こ
れ
は
き
っ
と
後
者
だ
ろ
う
。

　

読
み
札
で
は
、
化
け
て
出
た
五
位
さ
ぎ
は
、
漁
師
な
ど
の

目
撃
者
を
惑
わ
し
、
誘
い
出
そ
う
と
し
て
い
る
。
一
方
で
目

撃
者
た
ち
は
そ
れ
を
見
て
「
あ
ぁ
、
五
位
さ
ぎ
が
い
る
ん
だ

な
」
と
思
っ
て
い
る
。
絵
札
の
五
位
さ
ぎ
は
火
を
噴
い
て
お

り
、
五
位
さ
ぎ
自
体
が
光
の
怪
異
の
正
体
と
さ
れ
て
い
る
か

ら
、
目
撃
者
た
ち
が
見
て
い
る
の
は
五
位
さ
ぎ
の
姿
で
は
な

く
、
噴
い
て
出
た
火
な
の
だ
ろ
う
。

19 

う
わ
ば
み
―
紀
貫
之

翻
刻
：
さ
く
ら
ち
る
木
の
下
風
は
う
わ
は
み
の
出
る
た
ひ
こ

と
に
雪
そ
ふ
り
け
る

本
歌
：
桜
ち
る
木
の
し
た
風
は
さ
む
か
ら
で
空
に
し
ら
れ
ぬ

雪
ぞ
ふ
り
け
る
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
六
四
）
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う
わ
ば
み
：
小
さ
い
も
の
で
も
約
九
～
一
二
メ
ー
ト
ル
、
大

き
い
も
の
だ
と
一
八
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
と
い
う
大
蛇
。

鹿
を
食
ら
い
、
な
か
な
か
死
な
ず
、
巨
躯
を
う
ね
り
、
這
っ

て
移
動
す
る
。
昔
話
「
た
の
き
ゅ
う
」
に
は
自
ら
の
軽
口
と

勘
違
い
で
弱
点
を
ば
ら
し
て
し
ま
い
住
処
を
お
わ
れ
る
滑
稽

な
姿
が
描
か
れ
る
。
「
う
わ
ば
み
」
を
「
酒
飲
み
」
と
し
て

表
現
す
る
こ
と
も
あ
り
、
桜
の
下
で
ど
ん
ち
ゃ
ん
騒
ぎ
を
す

る
酒
飲
み
ら
で
あ
る
か
と
も
う
か
が
え
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
桜
が
散
る
木
の
下
に
吹
く
風
は
う
わ
ば
み
で
、
う

わ
ば
み
が
出
る
た
び
に
雪
が
降
っ
て
い
る
な
ぁ
。

　

絵
札
の
う
わ
ば
み
は
、
蛇
と
い
う
よ
り
は
龍
に
近
い
見
た

目
を
し
て
い
る
。
そ
の
上
部
か
ら
桜
が
舞
い
散
っ
て
い
る
の

が
見
え
る
。
「
ゆ
き
ぞ
ふ
り
け
る
」
は
本
歌
通
り
に
桜
を
雪

に
見
立
て
花
び
ら
が
舞
い
散
っ
て
い
る
様
子
を
詠
ん
で
い

る
。

　

前
述
の
よ
う
に
う
わ
ば
み
は
非
常
に
巨
大
な
蛇
で
全
長
が

長
い
だ
け
で
な
く
体
の
周
囲
も
一
メ
ー
ト
ル
以
上
も
あ
る
。

こ
こ
で
は
「
う
わ
ば
み
」
が
「
風
」
と
い
う
比
喩
で
表
さ
れ

て
お
り
、
恐
ら
く
こ
の
桜
は
、
う
わ
ば
み
が
動
い
た
揺
れ
や

そ
の
巨
躯
が
掠
っ
た
事
に
よ
っ
て
桜
の
木
も
揺
れ
、
桜
が

散
っ
た
の
だ
ろ
う
。
「
出
る
た
び
ご
と
に
」
と
は
そ
の
よ
う

な
う
わ
ば
み
の
邪
魔
く
さ
い
ほ
ど
に
巨
大
な
様
子
を
表
し
て

い
る
。

20 

か
わ
太
郎
―
紀
友
則 

　

か
わ
う
そ
―
源
順

甲乙
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翻
刻
：
夕
さ
れ
は
さ
ほ
の
川
原
の
か
わ
太
郎
友
に
ま
き
れ
て

渕
へ
引
な
り

本
歌
：
ゆ
ふ
さ
れ
ば
さ
ほ
の
川
原
の
か
は
ぎ
り
に
と
も
ま
ど

は
せ
る
ち
ど
り
な
く
な
り
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
二
三
八
）

か
わ
太
郎
：
河
童
の
河
太
郎
。
水
中
に
棲
み
、
人
や
牛
馬
を

害
す
る
と
さ
れ
る
存
在
。
中
世
～
近
世
初
期
に
お
い
て
は
、

河
童
は
水
中
の
猿
と
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
。
民
間
伝
承
に

お
け
る
河
童
は
、
子
供
を
溺
れ
さ
せ
る
・
牛
や
馬
を
水
中
に

引
き
込
む
・
物
に
化
け
て
人
を
水
に
誘
う
な
ど
人
間
に
害
を

な
す
一
方
で
、
性
質
は
悪
戯
好
き
で
愛
嬌
が
あ
る
と
さ
れ
て

い
た
。

【
通
釈
】
夕
方
に
な
る
と
佐
保
川
に
い
る
か
わ
太
郎
が
友
人

に
ま
じ
っ
て
渕
へ
引
い
て
（
溺
れ
さ
せ
よ
う
と
し
て
）
い
る

そ
う
だ
。

翻
刻
：
水
の
面
に
出
る
川
う
そ
も
と
し
ふ
れ
ば
人
を
た
ふ
ら

す
最
中
成
け
る

本
歌
：
池
の
面
に
照
る
月
な
み
を
数
ふ
れ
ば
今
宵
ぞ
秋
の
も

な
か
な
り
け
る
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
一
七
一
）

か
わ
う
そ
：
河
童
の
モ
デ
ル
と
も
い
わ
れ
、
河
童
の
一
種
と

し
て
妖
怪
の
仲
間
と
さ
れ
て
い
た
。
と
て
も
利
口
な
動
物
で
、

年
を
取
る
と
化
け
る
事
が
出
来
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
日
本

の
昔
話
や
伝
説
で
は
、
川
獺
は
狐
や
狸
と
同
様
に
美
し
い
女

や
男
に
化
け
、
人
を
騙
す
動
物
と
し
て
登
場
す
る
。

【
通
釈
】
水
の
表
に
顔
を
出
す
川
獺
も
年
を
経
る
と
人
を
た

ぶ
ら
か
す
真
っ
盛
り
と
な
る
の
だ
な
あ
。

鑑
賞

　

読
み
札
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
絵
札
甲
・
乙
の
ど
ち
ら
か
に
対

かわうそ

かわ太郎
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応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
河
童
も
川
獺
も
同
じ
水

辺
の
生
き
物
で
あ
り
、
『
下
学
集
』
に
「
獺
老
い
て
河
童
と

成
る
」
と
あ
る
よ
う
に
二
つ
は
似
て
い
て
見
分
け
が
難
し
い
。

　

本
研
究
会
で
は
、
当
該
資
料
の
欠
損
を
補
う
遊
び
方
の
一

つ
と
し
て
、
読
み
札
に
対
し
て
複
数
の
絵
札
の
一
致
を
認
め

る
可
能
性
に
つ
い
て
も
考
え
た
。
か
る
た
の
絵
札
に
文
字
が

書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
は
様
々
な
解
釈
を
可
能
と
し
、
札
同

士
の
一
致
を
即
興
的
に
遊
ぶ
側
の
判
断
に
委
ね
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

本
研
究
会
で
、
絵
札
と
読
み
札
の
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
か
ら

河
童
と
川
獺
は
ど
ち
ら
の
絵
札
か
に
つ
い
て
の
考
察
を
以
下

に
記
す
。

〈
歌
か
ら
の
考
察
〉

「
夕
さ
れ
は
さ
ほ
の
川
原
の
か
わ
太
郎
友
に
ま
き
れ
て
渕
へ

引
な
り
」

・
友
に
紛
れ
て
一
緒
に
遊
ん
で
お
り
、
渕
へ
引
く
タ
イ
ミ
ン

グ
を
窺
っ
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
に
化
け
て
い
る
絵

札
甲
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

・
渕
が
水
が
深
く
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
指
す
た
め
、
深
い

と
こ
ろ
に
潜
ん
で
引
く
タ
イ
ミ
ン
グ
を
窺
っ
て
い
る
と
す

る
な
ら
ば
、
絵
札
乙
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

「
水
の
面
に
出
る
川
う
そ
も
と
し
ふ
れ
ば
人
を
た
ふ
ら
す
最

中
成
け
る
」

・
人
に
化
け
て
人
を
だ
ま
し
て
い
る
最
中
を
詠
ん
で
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
絵
札
甲
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

・
水
の
表
に
顔
を
出
し
て
い
る
川
獺
を
見
て
「
こ
の
川
獺
も

年
を
経
る
と
人
を
化
か
す
よ
う
に
な
る
」
と
詠
ん
で
い
る

と
す
る
な
ら
ば
、
絵
札
乙
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

〈
絵
か
ら
の
考
察
〉

・
『
怪
異
・
妖
怪
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
』
に
は
笠
を
か
ぶ
っ

て
服
を
着
た
川
獺
の
絵
が
出
て
く
る
。
絵
札
丙
も
服
を
着

て
い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
し
か
し
、
絵
札
甲
は
笠
を
か

ぶ
っ
て
い
な
い
。

・
『
古
今
百
物
語
評
判　

巻
四　

第
二
河
太
郎
丁
初
が
物
語

の
事
』
に
は
河
童
の
絵
と
し
て
現
代
の
川
獺
の
イ
メ
ー
ジ

に
近
い
形
で
描
か
れ
て
い
る
。
絵
札
乙
と
比
べ
て
み
る
と
、

体
つ
き
や
簡
易
化
さ
れ
て
い
る
手
の
形
が
似
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
ま
た
絵
札
乙
の
口
の
周
り
に
髭
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
点
も
似
て
い
る
。

・
一
八
世
紀
頃
の
河
童
は
、
江
戸
で
は
猿
イ
メ
ー
ジ
と
は
異

な
り
亀
や
蛙
が
モ
デ
ル
の
よ
う
に
描
か
れ
、
西
国
で
は
猿

を
イ
メ
ー
ジ
し
た
よ
う
に
描
か
れ
て
い
た
。
猿
に
近
く
書

か
れ
て
い
る
の
は
絵
札
甲
で
あ
る
。
絵
師
が
西
国
の
人
で

あ
っ
た
な
ら
ば
、
河
童
に
つ
い
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
絵
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札
甲
が
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

・
絵
札
甲
に
関
し
て
広
島
県
に
伝
わ
る
猿
猴
と
い
う
化
け
物

と
似
て
い
る
。
猿
猴
は
河
童
の
類
で
毛
む
く
じ
ゃ
ら
で
猿

に
似
て
い
る
と
さ
れ
る
化
け
物
で
あ
る
。
河
童
と
書
き
な

が
ら
猿
猴
を
想
像
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
絵
札
甲
が
河
童

の
絵
札
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

絵
札
乙
に
関
し
て
岡
山
県
に
伝
わ
る
ハ
ン
ザ
キ
大
明
神
と

近
い
形
の
絵
で
あ
る
。
ハ
ン
ザ
キ
と
は
、
オ
オ
サ
ン
シ
ョ
ウ

オ
の
こ
と
を
指
す
。
前
掲
二
枚
の
絵
札
甲
・
乙
は
、
読
み
札

か
ら
推
測
す
る
限
り
河
童
か
川
獺
だ
ろ
う
。
オ
オ
サ
ン
シ
ョ

ウ
オ
も
河
童
も
川
獺
も
水
辺
の
生
き
物
で
あ
る
た
め
絵
を
描

く
際
に
影
響
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

21 

猫
又
―
坂
上
是
則

翻
刻
：
み
よ
や
扨
ね
こ
ま
た
も
年
つ
も
る
ら
し
女
す
か
た
に

成
ま
さ
る
な
り

本
歌
：
み
吉
野
の
山
の
白
雪
つ
も
る
ら
し
古
里
さ
む
く
な
り

ま
さ
る
な
り
（
『
古
今
和
歌
集
』
三
二
五
）
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猫
又
：
老
い
た
猫
の
化
け
物
で
、
尾
が
二
又
に
分
か
れ
、
化

け
る
。
人
に
害
を
な
す
こ
と
も
あ
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
猫
又
も
年
を
重
ね
る
と
ま
す
ま
す
女
性
の
よ
う
な

姿
に
な
る
の
だ
。

　

こ
こ
で
の
「
女
性
の
よ
う
な
姿
」
と
い
う
の
は
、
人
間
の

女
性
の
よ
う
に
着
飾
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
意
味
合
い
か
。

絵
札
で
は
煙
管
を
咥
え
、
女
物
の
着
物
を
身
に
ま
と
っ
て
し

な
だ
れ
る
よ
う
に
座
っ
て
い
る
。

22 

狒
狒
―
猿
丸
太
夫

翻
刻
：
お
ち
こ
ち
の
た
つ
き
も
し
ら
ぬ
山
中
に
お
そ
ろ
し

ひ
ゝ
か
よ
ふ
こ
鳥
か
な

本
歌
：
を
ち
こ
ち
の
た
つ
き
も
し
ら
ぬ
山
中
に
お
ぼ
つ
か
な

く
も
よ
ぶ
こ
ど
り
か
な
（
『
古
今
和
歌
集
』
二
九
）
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狒
々
：
全
身
毛
で
覆
わ
れ
た
、
猿
の
よ
う
な
容
姿
の
妖
怪
。

獰
猛
な
性
格
で
、
人
を
喰
う
と
さ
れ
て
い
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
あ
ち
ら
も
こ
ち
ら
も
見
当
も
つ
か
な
い
山
の
中
に

居
る
の
は
、
恐
ろ
し
い
狒
々
か
そ
れ
と
も
猿
か
（
恐
ろ
し
い

狒
々
の
声
が
聞
こ
え
た
気
が
す
る
）
。

　

「
呼
子
鳥
」
は
か
っ
こ
う
や
時
鳥
の
鳴
く
声
が
、
子
を
呼

ぶ
声
に
聞
こ
え
た
こ
と
か
ら
呼
子
鳥
と
言
わ
れ
た
。
古
く
は

猿
を
指
す
言
葉
で
も
あ
っ
た
と
さ
れ
、
こ
こ
で
は
猿
と
似
た

容
姿
の
狒
々
と
関
連
付
け
ら
れ
る
と
考
え
る
。

　

本
歌
が
山
中
で
呼
子
鳥
の
声
を
聞
き
心
細
さ
を
覚
え
て
い

る
こ
と
を
踏
ま
え
、
こ
こ
で
も
山
中
で
何
か
の
声
が
聞
こ
え

て
「
も
し
か
す
る
と
狒
々
の
声
か
も
し
れ
な
い
」
と
不
安
に

駆
ら
れ
て
い
る
の
で
は
、
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
。

　

絵
札
の
狒
々
は
、
口
角
を
上
げ
に
や
り
と
笑
う
よ
う
な
表

情
で
、
何
か
を
追
い
か
け
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
走
っ
て
い

る
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
。

23 

風
神
―
三
条
院
女
蔵
人
左
近

翻
刻
：
岩
は
ゝ
の
く
い
に
至
ら
す
捨
つ
へ
し
終
に
〇
の
み
の

も
の
は
風
神

本
歌
：
岩
橋
の
夜
の
契
も
絶
え
ぬ
べ
し
明
く
る
わ
び
し
き
葛

木
の
神
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
一
二
〇
一
）
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風
神
：
風
を
つ
か
さ
ど
る
神
。
風
神
は
神
で
あ
る
が
、
暴
風

を
起
こ
し
た
り
風
邪
を
運
ん
で
き
た
り
と
妖
怪
に
近
い
存
在

と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
化
け
物
三
十
六
歌

仙
に
含
ま
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

鑑
賞

　

角
が
生
え
て
い
て
、
裃
の
よ
う
な
服
を
着
て
い
る
。
右
手

を
挙
げ
て
何
か
言
葉
を
発
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
脅
か

す
と
い
う
よ
り
は
気
さ
く
に
挨
拶
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。

　

風
神
は
一
般
的
に
裸
形
で
風
袋
を
か
つ
い
だ
姿
で
想
像
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。
今
回
の
絵
札
に
書
か
れ
た
風
神
は
、
一

般
的
に
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
風
神
と
異
な
っ
て
お
り
一
目
で
風

神
だ
と
認
識
す
る
の
は
難
し
い
。
今
回
は
他
の
絵
札
と
の
組

み
合
わ
せ
を
ふ
ま
え
て
、
当
該
絵
札
が
風
神
に
つ
い
て
の
絵

で
あ
る
と
考
え
た
。

24 

土
蜘
蛛
―
藤
原
敦
忠
（
権
中
納
言
敦
忠
）

翻
刻
：
い
せ
の
海
に
ち
ひ
ろ
の
糸
を
く
り
返
す
土
く
も
ひ
ろ

ふ
か
い
か
有
へ
き

本
歌
：
伊
勢
の
海
の
ち
ひ
ろ
の
浜
に
ひ
ろ
ふ
と
も
今
は
何
て

ふ
か
ひ
か
あ
る
べ
き
（
『
後
撰
和
歌
集
』
九
二
七
）

－ 80 －



土
蜘
蛛
：
巨
大
な
蜘
蛛
の
姿
の
妖
怪
。

土
蜘
蛛
は
上
古
の
日
本
に
お
い
て
ヤ
マ
ト
王
権
や
天
皇
に
恭

順
し
な
か
っ
た
土
豪
た
ち
を
示
す
名
称
で
あ
っ
た
が
、
近
世

以
降
物
語
や
戯
曲
な
ど
に
取
り
上
げ
ら
れ
妖
怪
と
し
て
定
着

し
て
い
っ
た
。
有
名
な
話
と
し
て
源
頼
光
の
土
蜘
蛛
退
治
が

挙
げ
ら
れ
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
伊
勢
の
海
に
、
た
く
さ
ん
の
数
を
拾
う
ち
ひ
ろ
の

糸
を
出
し
た
り
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
糸
で
土
蜘
蛛
が

拾
う
貝
な
ど
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

蜘
蛛
の
巣
の
上
に
土
蜘
蛛
が
描
か
れ
て
い
る
。
蜘
蛛
の
頭

部
は
丸
で
描
か
れ
て
い
て
、
背
中
に
は
毛
が
生
え
て
い
る
か

模
様
が
見
え
る
。
体
は
蜘
蛛
で
顔
は
人
に
近
づ
け
て
描
か
れ

て
い
る
と
考
え
る
。
口
元
あ
た
り
で
何
か
や
っ
て
い
る
よ
う

だ
が
か
す
れ
て
見
え
な
い
。
糸
を
吐
い
て
い
る
よ
う
に
も
見

え
る
が
、
あ
る
い
は
貝
を
探
し
て
い
る
か
。

　

「
ち
ひ
ろ
」
と
は
「
千
尋
」
で
広
大
な
様
を
表
す
が
、
「
千

（
ち
）
拾
（
ひ
ろ
）
」
で
、
「
千
に
の
ぼ
る
ほ
ど
た
く
さ
ん
の

数
を
拾
う
」
と
い
う
事
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

25 

高
入
道
―
藤
原
兼
輔
（
中
納
言
兼
輔
）

翻
刻
：
み
し
か
よ
の
更
行
ま
ゝ
に
高
入
道
八
こ
え
の
と
り
の

鳴
か
と
そ
き
く　

本
歌
：
短
夜
の
ふ
け
ゆ
く
ま
ま
に
高
砂
の
峰
の
松
風
吹
く
か

と
ぞ
き
く
（
『
後
撰
和
歌
集
』
一
六
七
）
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高
入
道
：
背
の
高
い
坊
主
頭
の
化
け
物
の
こ
と
。
主
に
四
国

や
近
畿
地
方
に
伝
わ
る
妖
怪
。

鑑
賞

【
通
釈
】
短
い
夜
が
更
け
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
八
声
の
鳥
が
鳴

い
て
い
る
の
か
と
聞
い
て
し
ま
い
ま
す
よ
。

　

首
を
伸
ば
し
た
高
入
道
が
下
の
方
を
見
て
い
る
。
口
元
や

目
元
が
笑
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
る
と
「
八
声
の
鳥
」
は
暁
に

何
度
も
鳴
く
鶏
。
「
八
声
の
鳥
」
は
昔
話
「
時
鳥
（
ほ
と
と

ぎ
す
）
と
兄
弟
」
で
、
誤
解
か
ら
弟
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
兄

が
「
弟
恋
し
」
と
泣
き
叫
ぶ
う
ち
に
時
鳥
に
変
身
し
、
そ
の

後
は
「
八
千
八
声
」
を
鳴
く
ま
で
一
日
が
終
わ
ら
な
い
話
と

も
重
な
る
。
時
鳥
は
人
里
離
れ
た
山
奥
で
鳴
く
鳥
と
し
て
知

ら
れ
、
和
歌
に
お
い
て
は
あ
の
世
と
こ
の
世
を
結
ぶ
鳥
と
し

て
も
詠
ま
れ
て
い
る
。

26 

唐
傘
―
藤
原
高
光

翻
刻
：
か
く
は
か
り
破
し
か
さ
も
よ
の
中
を
足
一
本
て
と
ひ

あ
る
く
か
な

本
歌
：
か
く
ば
か
り
へ
が
た
く
見
ゆ
る
世
の
中
に
う
ら
や
ま

し
く
も
す
め
る
月
か
な
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
四
三
五
）
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唐
傘
：
竹
の
細
い
骨
に
紙
を
張
り
、
開
閉
で
き
る
作
り
に

な
っ
て
い
て
、
雨
、
雪
ま
た
は
炎
天
の
時
に
さ
す
。
一
本
足
、

唐
傘
小
僧
な
ど
と
呼
ば
れ
る
妖
怪
が
有
名
。

鑑
賞

【
通
釈
】
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
破
れ
て
い
る
傘
も
世
の
中
を
一

本
足
で
飛
び
歩
い
て
い
る
な
あ
。

　

唐
傘
の
化
物
と
い
う
と
、
一
つ
目
一
本
足
の
も
の
を
思
い

浮
か
べ
る
が
、
こ
れ
は
一
本
足
で
は
あ
る
も
の
の
、
し
っ
か

り
と
目
鼻
口
が
揃
っ
た
顔
が
つ
い
て
い
る
。
か
す
れ
て
し

ま
っ
て
見
え
に
く
い
が
、
口
の
あ
た
り
か
ら
赤
い
舌
の
よ
う

な
も
の
が
出
て
い
る
。
他
の
絵
札
と
比
べ
て
顔
が
険
し
い
よ

う
に
見
え
る
が
、
足
一
本
で
飛
び
回
り
疲
れ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。

27 

鬼
―
藤
原
敏
行

翻
刻
：
秋
き
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
み
へ
ね
と
も
か
け
の
鬼

に
そ
お
と
ろ
か
れ
ぬ
る

本
歌
：
秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に

ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
（
『
古
今
和
歌
集
』
一
六
九
）
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か
げ
の
鬼
（
鬼
）
：
日
本
で
は
天
狗
や
河
童
と
並
ん
で
三
大

妖
怪
と
し
て
数
え
ら
れ
る
。
鬼
と
は
も
と
も
と
は
、
目
に
見

え
な
い
死
者
の
魂
、
も
の
の
け
、
幽
霊
、
ひ
い
て
は
荒
神
や

神
霊
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。
各
地
伝
承
に
は
、
山
の
神
な

ど
が
鬼
の
姿
を
と
っ
て
信
仰
さ
れ
る
例
が
散
見
さ
れ
る
。
そ

れ
が
後
に
、
仏
教
や
陰
陽
道
と
結
び
つ
く
こ
と
で
現
在
の
姿

に
固
定
さ
れ
た
が
、
百
鬼
夜
行
の
百
鬼
は
「
様
々
な
形
を
し

た
鬼
」
と
い
う
意
味
で
、
本
来
は
色
々
な
形
を
と
っ
た
り
目

に
見
え
な
か
っ
た
り
す
る
。
付
喪
神
が
鬼
と
し
て
悪
事
を
働

い
た
り
、
土
蜘
蛛
や
妖
狐
の
魂
魄
が
鬼
と
し
て
出
現
す
る
な

ど
し
て
、
化
物
の
多
く
は
鬼
と
非
常
に
密
接
な
関
係
に
あ
っ

た
。

鑑
賞

【
通
釈
】
「
秋
が
来
た
な
」
と
い
う
の
は
目
で
は
は
っ
き
り

と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
影
で
見
え
る
鬼
に

は
、
は
っ
と
気
づ
い
て
し
ま
っ
た
。

　

絵
札
の
鬼
は
他
の
札
の
化
け
物
と
違
い
、
細
部
が
描
か
れ

て
お
ら
ず
、
身
体
の
形
だ
け
で
あ
る
。
読
み
札
に
あ
る
通
り
、

こ
れ
は
「
か
げ
の
鬼
」
で
あ
る
。

　

鬼
は
部
屋
の
外
に
居
り
、
月
光
に
よ
っ
て
内
側
か
ら
鬼
の

存
在
を
確
か
め
る
こ
と
が
出
来
る
。
絵
に
は
直
接
書
か
れ
て

い
な
い
月
光
は
、
歌
の
「
秋
」
の
要
素
を
入
れ
込
ん
で
い
る
。

　

本
歌
は
、
秋
が
来
た
と
い
う
の
は
目
で
見
て
わ
か
る
こ
と

で
は
な
い
が
、
秋
の
風
の
音
と
い
う
の
は
わ
か
る
の
で
、
秋

の
到
来
を
感
じ
る
と
い
う
歌
。
読
み
札
で
は
、
「
か
げ
の
鬼

に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
鬼

は
本
来
見
え
な
い
は
ず
の
鬼
が
描
か
れ
て
お
り
、
本
歌
で
の

見
え
ぬ
秋
の
到
来
に
対
比
し
て
、
見
え
な
い
は
ず
の
鬼
が
影

に
よ
っ
て
見
え
て
し
ま
っ
た
事
を
詠
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
。
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28 

山
姥
―
源
公
忠
朝
臣

翻
刻
：
行
や
ら
て
山
路
て
く
ら
す
山
う
は
の
か
み
は
お
と
ろ

を
い
た
く
か
ま
し
さ
に

本
歌
：
ゆ
き
や
ら
で
山
路
く
ら
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
今
ひ
と
声

の
き
か
ま
ほ
し
さ
に
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
一
〇
六
）

山
姥
：
山
奥
に
住
む
老
婆
の
妖
怪
。
長
髪
長
身
で
鋭
い
目
、

口
も
耳
ま
で
裂
け
る
よ
う
な
恐
ろ
し
い
容
貌
で
描
か
れ
る
こ

と
が
多
い
。

鑑
賞

【
通
釈
】
行
く
山
道
の
道
中
で
暮
ら
し
て
い
る
山
姥
の
髪
の

毛
は
、
騒
が
し
い
ま
で
に
乱
れ
て
い
る
。

　

絵
札
で
は
左
手
に
は
棒
（
杖
）
を
持
っ
て
お
り
、
右
手
は

髪
を
持
っ
て
い
る
。
腰
ま
で
伸
び
る
髪
の
毛
が
あ
ち
こ
ち
か

ら
覗
き
、
髪
の
毛
が
乱
れ
て
い
る
様
子
が
わ
か
る
。
肩
と
腰

回
り
に
は
、
葉
っ
ぱ
で
作
ら
れ
た
羽
織
の
よ
う
な
も
の
を
付

け
て
い
る
。
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古
狸
―
源
重
之

翻
刻
：
か
ね
を
た
ゝ
く
ほ
ら
す
す
か
た
を
よ
く
み
れ
は
ふ
る

た
ぬ
き
と
そ
お
も
ふ
頃
か
な

本
歌
：
か
ぜ
を
い
た
み
い
は
う
つ
な
み
の
お
の
れ
の
み
く
だ

け
て
も
の
を
お
も
ふ
こ
ろ
か
な
（
『
詞
花
和
歌
集
』
二
一
一
）

古
狸
：
狸
の
妖
怪
で
、
人
を
だ
ま
し
た
り
化
け
た
り
す
る
。

比
喩
表
現
と
し
て
は
、
長
い
年
月
を
か
け
様
々
な
経
験
を
積

み
悪
知
恵
の
つ
い
て
い
る
人
を
指
す
。

鑑
賞

【
通
釈
】
鐘
を
叩
い
て
（
う
っ
と
り
さ
せ
て
・
だ
ま
し
て
）

い
る
姿
を
よ
く
見
て
み
る
と
古
狸
か
と
思
う
こ
の
頃
だ
。

　

こ
こ
で
は
よ
り
ず
る
賢
い
様
子
を
表
す
為
、
単
な
る
「
狸
」

で
は
な
く
比
喩
表
現
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
「
古
狸
」
と
し

て
い
る
か
。

　

笠
を
被
り
、
縦
縞
模
様
の
着
物
を
身
に
ま
と
い
、
左
手
に

鐘
、
右
手
に
槌
を
持
っ
て
い
る
。
一
見
旅
人
の
よ
う
な
出
で

立
ち
か
ら
、
こ
う
し
て
鐘
を
鳴
ら
し
な
が
ら
あ
ち
こ
ち
を

回
っ
て
は
人
を
だ
ま
し
て
い
る
の
か
と
想
像
さ
せ
る
。
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そ
の
他

30 

狐
―
大
伴
家
持
（
中
納
言
家
持
）

翻
刻
：
春
の
野
に
あ
さ
る
き
つ
ね
も
う
か
れ
出
お
の
か
有
家

を
人
に
し
れ
つ
つ

本
歌
：
春
の
野
に
あ
さ
る
き
ぎ
し
の
妻
恋
ひ
に
己
が
あ
た
り

を
人
に
知
れ
つ
つ
（
『
万
葉
集
』
一
四
四
六
）

狐
：
悪
賢
く
、
人
を
だ
ま
し
た
り
惑
わ
せ
た
り
す
る
と
言
わ

れ
、
ず
る
賢
い
人
を
指
す
と
き
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

昔
話
で
は
、
狸
と
並
ん
で
人
を
だ
ま
す
動
物
・
妖
怪
の
代
表

格
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
。

鑑
賞

【
通
釈
】
春
の
野
に
餌
を
あ
さ
る
狐
も
浮
か
れ
出
て
自
分
の

住
処
を
人
に
知
ら
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

大
き
な
葉
を
頭
に
の
せ
、
後
ろ
を
気
に
し
な
が
ら
忍
び
足

で
歩
い
て
い
る
よ
う
な
描
か
れ
方
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、

「
お
の
が
有
家
を
人
に
し
れ
つ
つ
」
と
さ
れ
て
い
る
。
ず
る

賢
い
狐
も
春
の
陽
気
に
は
浮
か
れ
て
し
ま
っ
て
失
敗
し
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
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31 

蕪
―
壬
生
忠
岑

翻
刻
：
子
の
日
せ
し
い
わ
ひ
の
な
つ
な
は
を
の
せ
は
千
代
の

た
め
し
に
何
を
ひ
か
ま
し 

本
歌
：
子
の
日
す
る
野
へ
に
小
ま
つ
の
な
か
り
せ
は
千
代
の

た
め
し
に
何
を
ひ
か
ま
し
（
『
拾
遺
和
歌
集
』
二
三
）

蕪
：
ア
ブ
ラ
ナ
科
ア
ブ
ラ
ナ
属
の
越
年
草
。
別
名
に
ナ
ズ
ナ

が
あ
る
。
春
の
七
草
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
。

鑑
賞

【
通
釈
】
子
の
日
の
祝
い
の
な
ず
な
の
葉
を
の
せ
た
な
ら
ば
、

千
代
を
祝
う
の
恒
例
に
、
何
を
引
い
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

眼
と
ま
ゆ
の
上
に
口
の
よ
う
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
眉
は
き
り
っ
と
し
て
い
て
下
を
睨
み
つ
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。

　

子
日
と
は
十
二
支
の
子
に
あ
た
る
日
で
、
正
月
の
最
初
の

子
の
日
を
さ
す
こ
と
が
多
く
、
野
に
出
て
小
松
を
引
き
若
菜

を
摘
み
、
遊
宴
し
て
千
代
を
祝
う
行
事
。
「
祝
い
の
な
ず
な
」

の
「
葉
」
を
の
せ
る
こ
と
か
ら
、
七
草
行
事
と
も
関
連
す
る

か
。
こ
の
か
る
た
を
楽
し
む
時
期
と
し
て
も
正
月
に
ふ
さ
わ

し
い
一
枚
で
あ
る
。
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大
蛸
（
大
た
こ
）
―
清
原
元
輔

翻
刻
：
あ
き
な
ひ
の
か
こ
よ
り
出
る
大
た
こ
の
人
を
ね
な
か

ら
ま
き
か
け
○
か
な

本
歌
：
秋
の
の
の
は
ぎ
の
に
し
き
を
わ
が
や
ど
に
し
か
の
ね

な
が
ら
う
つ
し
て
し
か
な
（
『
続
詞
花
和
歌
集
』
二
二
〇
）

大
蛸
：
大
き
な
蛸
。
そ
の
大
き
さ
か
ら
、
化
け
物
と
し
て
捉

え
ら
れ
た
か
。

※
瀬
戸
内
海
の
大
三
島
に
は
、
大
蛸
の
伝
承
が
残
さ
れ
て
い

る
。
じ
じ
岩
・
ば
ば
岩
の
主
で
あ
る
大
蛸
が
、
そ
こ
で
潮
干

狩
り
を
し
て
い
た
お
浜
と
い
う
娘
を
嫁
に
し
よ
う
と
し
た
。

返
事
が
出
来
ず
に
居
る
と
毎
晩
暴
風
を
起
こ
し
、
最
終
的
に

お
浜
は
大
蛸
に
連
れ
て
い
か
れ
、
嫁
に
さ
れ
て
し
ま
う
。

鑑
賞

【
通
釈
】
商
い
の
籠
か
ら
出
て
き
た
大
蛸
の
、
人
を
…
…
。

　

絵
札
で
は
人
よ
り
も
大
き
な
蛸
が
、
そ
の
足
を
人
に
巻
き

付
け
て
（
締
め
上
げ
て
？
）
い
る
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。

巻
き
つ
か
れ
て
い
る
人
は
眉
根
を
寄
せ
て
堪
え
る
よ
う
な
苦

し
げ
な
表
情
で
、
大
蛸
の
方
は
目
を
吊
り
上
げ
て
お
り
、
人

間
が
大
蛸
を
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
そ
ん
な
蛸
が
暴
れ
て
人
間
の
手
に
は
負
え
な
い
よ
う

な
状
況
で
あ
る
と
も
見
え
る
。
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藁
人
形
―
壬
生
忠
見

翻
刻
：
や
か
す
は
の
ま
と
は
は
つ
さ
す
ゆ
ひ
お
も
て
た
ゝ
さ

い
は
い
に
ま
か
せ
た
ら
な
ん 

本
歌
：
や
か
ず
と
も
く
さ
は
も
え
な
む
か
す
が
の
は
た
だ
春

の
日
に
ま
か
せ
た
ら
な
む
（
『
新
古
今
和
歌
集
』
七
八
）

藁
人
形
：
藁
を
束
ね
て
、
人
間
の
形
に
し
た
も
の
。
お
も
ち
ゃ

と
し
て
作
ら
れ
る
ほ
か
、
合
戦
時
の
お
と
り
・
目
く
ら
ま
し

や
、
呪
い
を
か
け
る
た
め
の
道
具
と
し
て
も
使
わ
れ
る
。

鑑
賞

　

「
や
か
す
」
は
「
的
を
外
さ
な
い
」
と
い
う
点
か
ら
「
矢
数
」

か
。
「
ゆ
ひ
お
も
て
」
は
「
結
面
」
で
藁
人
形
の
顔
を
指
し

て
い
る
か
。
「
弓
面
」
と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
「
さ

い
は
い
」
は
「
幸
い
」
で
運
を
天
に
任
せ
よ
う
と
す
る
意
味
か
。

　

絵
札
で
は
弓
を
手
に
し
て
お
り
、
付
喪
神
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
合
戦
時
の

お
と
り
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
人
形
に
恨
み
や
念
が
こ
も

り
、
妖
怪
と
な
っ
た
か
。

　

な
お
「
藁
人
形
」
は
17
番
（
以
津
真
天
）
同
様
、
当
研
究

会
で
暫
定
的
に
特
定
し
た
化
け
物
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
今
後
も
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

【
欠
損
の
諸
問
題
】

　

当
研
究
会
で
取
り
扱
っ
た
か
る
た
は
、
読
み
札
計
三
十
四

枚
、
絵
札
計
三
十
五
枚
で
あ
っ
た
。
本
来
は
一
式
各
三
十
六

枚
の
か
る
た
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
読
み
札
二
枚
、
絵
札

一
枚
足
り
て
い
な
い
。
欠
損
が
想
定
さ
れ
る
読
み
札
二
枚
は
、

そ
れ
ぞ
れ
藤
原
朝
忠
と
中
務
の
詠
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
。
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現
存
す
る
読
み
札
は
、
17
番
（
以
津
真
天
）
の
読
み
札
を

除
き
、
す
べ
て
の
絵
札
と
対
応
を
暫
定
的
に
確
認
・
想
定
し

て
い
る
。
絵
札
一
枚
分
の
欠
損
は
そ
の
読
み
札
と
の
対
応
が

期
待
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
20
番
に
挙
げ
ら
れ
た
絵
札
（
か
わ
太
郎
・
か
わ
う

そ
）
に
つ
い
て
は
、
欠
損
札
で
は
な
い
も
の
の
、
複
数
の
読

み
札
と
の
対
応
を
想
定
し
つ
つ
、
札
が
欠
損
し
た
場
合
に
も

遊
ぶ
こ
と
が
出
来
る
か
る
た
と
し
て
考
察
を
示
し
た
。

　

対
応
が
確
認
で
き
な
い
絵
札
が
二
枚
残
る
こ
と
と
な
っ
た

が
、
こ
れ
ら
の
絵
札
は
前
述
の
欠
損
分
二
枚
の
読
み
札
と
対

応
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
読
解
の
内
容
を
示
し

て
お
く
。

34 

火
鉢

鑑
賞

　

当
研
究
会
で
は
、
当
該
絵
札
と
対
に
な
る
読
み
札
は
現
時

点
で
は
確
認
で
き
な
い
と
し
た
。

　

絵
札
に
は
人
面
と
腕
二
本
を
備
え
た
鉢
の
様
な
も
の
が
描

か
れ
て
い
る
。
上
に
は
毬
栗
型
の
も
の
が
描
か
れ
て
お
り
、

何
か
飛
び
出
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
鉢
の
中
に
点
々
で
描
か
れ
て
い
る
の
を
灰
だ
と

見
て
、
火
鉢
で
は
な
い
か
と
し
た
。
上
に
あ
る
毬
栗
型
の
も

の
か
ら
飛
び
出
て
い
る
の
は
蒸
気
か
何
か
だ
ろ
う
。

　

火
鉢
は
、
暖
房
具
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
古
く
は
火

桶
や
火
櫃
と
も
い
っ
た
。
絵
札
の
火
鉢
を
見
て
み
る
と
何
か

簡
易
的
な
調
理
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。

片
腕
を
上
に
あ
げ
、
顔
は
口
角
を
あ
げ
て
い
る
様
子
か
ら
鉢

の
中
の
毬
栗
型
の
も
の
を
取
っ
て
食
お
う
と
し
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

か
る
た
の
化
け
物
は
総
じ
て
「
付
喪
神
」
的
な
も
の
が
多

い
よ
う
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
も
そ
の
よ
う
な
系
統
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
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井
戸
か
ら
出
る
幽
霊

鑑
賞

　

当
研
究
会
で
は
、
当
該
絵
札
と
対
に
な
る
読
み
札
は
現
時

点
で
は
確
認
で
き
な
い
と
し
た
。

　

絵
札
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
井
戸
と
女
で
あ
る
。
女
の

姿
は
、
白
装
束
に
三
角
の
額
当
て
と
長
い
髪
の
毛
で
描
か
れ

て
お
り
、
現
代
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
典
型
的
な
女
性
幽
霊
の

姿
で
あ
る
。

　

女
性
は
井
戸
か
ら
出
て
き
て
い
る
よ
う
だ
が
、
井
戸
か
ら

出
て
く
る
幽
霊
と
い
え
ば
『
播
州
皿
屋
敷
』
な
ど
皿
屋
敷
の

伝
説
で
有
名
な
「
お
菊
」が
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
。
皿
屋
敷
は
、

パ
タ
ー
ン
や
背
景
な
ど
は
色
々
だ
が
、
皿
を
逸
失
し
た
り
毀

損
し
た
り
し
た
お
菊
が
そ
れ
を
咎
め
ら
れ
て
殺
さ
れ
、
井
戸

に
捨
て
ら
れ
た
の
が
亡
霊
と
な
っ
て
皿
の
枚
数
を
数
え
る
と

い
う
の
が
大
筋
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
巷
説
と
し
て
広
く
流

布
し
、
瀬
戸
内
海
地
域
で
は
播
州
が
伝
承
地
と
し
て
も
非
常

に
関
係
深
い
。

　

多
田
克
己
氏
『
江
戸
妖
怪
か
る
た
』
に
あ
げ
ら
れ
た
化
物

か
る
た
の
中
の
一
枚
に
は
「
井
戸
か
ら
出
る
皿
屋
敷
」
と
し

て
井
戸
か
ら
皿
屋
敷
の
お
菊
が
出
て
く
る
と
い
う
点
で
一
致

し
て
お
り
、
類
似
の
も
の
と
い
え
る
。

当
研
究
会
で
は
、
試
み
に
か
る
た
を
「
付
喪
神
」
「
名
の
あ

る
怪
異
」
「
そ
の
他
」
と
し
て
分
類
し
た
が
、
こ
の
絵
札
に

描
か
れ
て
い
る
の
は
「
名
の
あ
る
怪
異
」
で
、
歌
を
併
せ
れ

ば
そ
の
名
前
も
容
易
に
想
像
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　

結

　

『
ば
け
物
三
十
六
歌
仙
』
は
妖
怪
と
和
歌
を
結
び
つ
け
る

知
的
遊
戯
性
に
加
え
、
昔
話
・
俗
信
・
行
事
な
ど
に
関
わ
る

伝
承
の
要
素
が
多
分
に
認
め
ら
れ
る
か
る
た
で
あ
る
。
身
近

な
生
活
道
具
が
姿
を
変
え
た
付
喪
神
、
正
月
子
の
日
の
遊
び
、

そ
し
て
個
々
の
化
け
物
を
め
ぐ
る
多
様
な
情
報
が
三
十
六

歌
仙
の
本
歌
に
基
づ
き
見
事
な
遊
具
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い

る
。

　

絵
札
に
あ
り
が
ち
な
一
文
字
が
記
さ
れ
て
い
な
い
点
、
化
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け
物
の
名
称
が
必
ず
し
も
読
み
札
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い

点
な
ど
は
、
読
み
手
と
取
り
手
が
そ
の
関
係
性
か
ら
即
興
的

に
共
有
し
て
ゆ
く
解
釈
の
広
が
り
や
、
遊
び
方
の
自
由
度
に

も
つ
な
が
る
。
時
代
と
と
も
に
重
な
り
合
い
な
が
ら
少
し
ず

つ
変
わ
り
ゆ
く
情
報
が
、
化
け
物
の
変
貌
だ
け
で
な
く
遊
戯

の
伝
承
を
支
え
る
手
助
け
に
も
な
り
得
た
可
能
性
が
あ
る
。

伝
承
の
過
程
に
お
け
る
数
枚
の
欠
損
が
使
用
不
可
能
と
い
う

結
果
を
生
み
出
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
不
完
全
な
形
態
が

自
由
な
解
釈
に
結
び
つ
く
こ
と
も
十
分
あ
り
得
る
。
一
枚
の

読
み
札
に
対
し
複
数
の
絵
札
を
関
連
づ
け
て
両
方
の
解
釈
を

良
し
と
す
る
な
ら
ば
、
年
始
め
と
い
う
祝
賀
行
事
の
合
間
、

数
枚
の
欠
損
も
さ
ほ
ど
の
問
題
と
せ
ず
、
片
手
に
収
ま
る
小

さ
な
札
を
や
り
取
り
し
て
言
語
遊
戯
に
興
じ
た
人
々
の
姿
を

想
像
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

海
賊
村
上
家
に
伝
来
す
る
数
多
の
資
料
の
中
で
、
当
該
資

料
は
一
族
の
遊
び
心
を
兼
ね
備
え
た
教
養
・
知
識
の
伝
承
と

結
び
つ
く
異
質
な
伝
来
品
で
あ
る
。
札
の
欠
損
に
伴
う
読
解

上
の
問
題
は
残
る
が
、
む
し
ろ
そ
の
障
壁
が
伝
承
を
め
ぐ
る

遊
び
方
の
広
が
り
や
、
札
が
持
つ
多
様
な
可
能
性
に
も
つ
な

が
る
。
日
本
の
伝
承
文
化
を
支
え
る
類
い
稀
な
逸
品
が
瀬
戸

内
に
残
さ
れ
た
意
義
は
大
き
い
。

　

な
お
、
か
る
た
の
附
録
と
し
て
目
録
に
記
載
さ
れ
る
小
冊

子
一
冊
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
。
本
稿
末
尾
に
部
分
掲
載

す
る
写
真
の
通
り
、
小
冊
子
の
破
損
は
甚
大
で
あ
る
が
、
か

ろ
う
じ
て
表
紙
の
題
簽
「
七
ふ
く
し
ん
」
（
七
福
神
）
の
判

読
が
可
能
で
あ
る
。
祝
い
酒
、
春
駒
、
大
黒
天
、
独
楽
回
し
、

亀
等
の
よ
う
な
「
め
で
た
づ
く
し
」
の
内
容
か
ら
は
、
『
ば

け
物
三
十
六
歌
仙
』
と
併
せ
て
正
月
用
室
内
遊
具
、
図
書
の

一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

本
稿
に
よ
り
、
ま
ず
は
化
け
物
と
和
歌
が
織
り
成
す
豊
か

な
世
界
を
お
楽
し
み
い
た
だ
き
、
海
賊
の
正
月
に
思
い
を
寄

せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

【
注
】

（
１
）
『
今
治
市
村
上
水
軍
博
物
館
保
管　

村
上
家
文
書
調

査
報
告
書
』
（
今
治
市
村
上
水
軍
博
物
館
編
、
愛
媛
県
今

治
市
教
育
委
員
会
刊
行
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）

（
２
）
村
上
海
賊
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
保
管
の
常
光
徹
氏
所
見

資
料
名　

ば
け
物
三
十
六
歌
仙

保
存
先　

愛
媛
県
今
治
市
立
村
上
水
軍
博
物
館

制
作
年
代　

江
戸
時
代
（
後
期
か
）

内
容

カ
ル
タ
69
枚
：
（
材
料　

紙
：
読
み
札
34
枚
・
絵
札
35
枚
）

読
み
札
２
枚
、 
絵
札
１
枚
が
欠
損
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多
色
刷
り
・
汚
れ
、 

シ
ミ
有

外
箱
（
材
料　

木
：
縦
11.8 

×
横
8.4
㎝ 

高
さ
？
）
底
部
に

破
損
有

三
十
六
歌
仙
の
歌
を
も
じ
っ
た
読
み
札
と
化
物
の
図
柄
の

絵
札
か
ら
な
る
妖
怪
か
る
た
（
お
化
け
か
る
た
）
。
天
明

年
間(

1781
～
1789)

の
頃
に
上
方
に
登
場
し
た
「
い
ろ
は
か

る
た
」
は
人
気
を
得
て
広
く
流
布
し
た
。
諺
や
譬
え
を

「
い
ろ
は
」
47
文
字
の
仮
名
を
用
い
、
「
ん
」
の
代
わ
り

に
「
京
」
の
字
を
入
れ
て
48
枚
一
組
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

「
い
ろ
は
か
る
た
」
が
受
容
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
諺
や

譬
え
に
代
わ
っ
て
妖
怪
や
幽
霊
・
怪
異
な
ど
を
読
ん
だ
「
妖

怪
か
る
た
（
お
化
け
か
る
た
）
」
が
生
れ
た
。
登
場
は
江

戸
時
代
後
期
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
「
ば
け
物

三
十
六
歌
仙
」
も
「
妖
怪
か
る
た
」
の
系
譜
に
つ
な
が
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
今
後

の
調
査
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
が
「
ろ
く
ろ
首
」
や
「
ぶ

ん
ぶ
く
茶
釜
」
な
ど
知
名
度
の
高
い
化
物
も
多
く
描
か
れ

て
お
り
、
江
戸
後
期
の
「
化
物
づ
く
し
」
な
ど
と
の
比
較

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
管
見
の
及
ぶ
範
囲
で
は
三
十
六
歌
仙

を
も
じ
っ
た
「
妖
怪
か
る
た
」
は
こ
れ
ま
で
報
告
が
な
く
、

そ
の
意
味
で
も
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

例　

読
み
札

在
原
業
平
朝
臣
「
世
の
な
か
に
た
へ
て
久
し
き　

ふ
ん
ふ

く
の
茶
か
ま
も　

春
ハ
の
ど
か
か
ら
ま
し
」

 

（
本
歌 

「
世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は

の
ど
け
か
ら
ま
し
」
）

絵
札
：
ぶ
ん
ぶ
く
茶
釜

 

平
成
22
年 

12
月
９
日　

常
光 

徹

【
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大
系
2　

萬
葉
集
』　

稲
岡
耕
二
著　

明
治
書

院　

二
〇
〇
二
年

・
『
和
歌
文
学
大
系
32　

拾
遺
和
歌
集
』　

増
田
繁
夫
著　

明

治
書
院　

二
〇
〇
三
年

・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11　

古
今
和
歌
集
』　

小
沢
正

夫
／
松
田
成
穂
校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
九
四
年

・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
19　

和
漢
朗
詠
集
』　

菅
野
禮

行
校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
九
九
年

・
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
43　

新
古
今
和
歌
集
』　

峯
村

文
人
校
注
・
訳　

小
学
館　

一
九
九
五
年

・
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
6　

後
撰
和
歌
集
』　

片
桐
洋
一

校
注　

岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年
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・
『
決
定
版 

日
本
妖
怪
大
全 

妖
怪
・
あ
の
世
・
神
様
』 

水

木
し
げ
る 

 

講
談
社 

 

二
〇
一
四
年

・
『
幻
想
世
界
の
住
人
た
ち
Ⅳ
〈
日
本
編
〉
』　

多
田
克
己
著 

新
紀
元
社　

二
〇
一
二
年

・
『
鳥
山
石
燕　

画
図
百
鬼
夜
行
全
画
集
』
鳥
山
石
燕
著　

株
式
会
社
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ　

二
〇
〇
五
年

・
『
日
本
昔
話
事
典
〔
縮
刷
版
〕
』　

稲
田
浩
二
／
大
島
建

彦
／
川
端
豊
彦
／
福
田
晃
／
三
原
幸
久
編　

弘
文
堂　

一
九
九
四
年

・
『
日
本
怪
異
妖
怪
大
辞
典
』　

小
松
和
彦
監
修　

東
京
堂
出

版　

二
〇
一
三
年

・
『
47
都
道
府
県
・
妖
怪
伝
承
百
科
』　

小
松
和
彦
／
常
光
徹

監
修　

丸
善
出
版
株
式
会
社　

二
〇
一
七
年

・
『
和
漢
三
才
図
絵
』　

寺
島
良
安
編　

東
京
美
術　

一
九
七
〇
年

・
『
江
戸
妖
怪
か
る
た
』
多
田
克
己
編　

国
書
刊
行
会　

一
九
九
八
年

○
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
よ
り

・
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
『
日
本
大
百
科
全
書
』
『
全
文
全
訳

古
語
辞
典
』
『
デ
ジ
タ
ル
大
辞
泉
』

○
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

・『
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
』

 
h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
n
i
c
h
i
b
u
n
.
a
c
.
j
p
/
Y
o
u
k
a
i
C
a
r
d
/
0
5
5
0
1 

2
0
.
h
t
m
l

　

・『
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー　

怪
異
・
妖
怪
画
像
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
』

h
t
t
p
s
:
/
/
w
w
w
.
n
i
c
h
i
b
u
n
.
a
c
.
j
p
/
Y
o
u
k
a
i
G
a
z
o
u
M
e
n
u
/

i
n
d
e
x
.
h
t
m
l

　

【
附
録　

小
冊
子
】
（
縦
5.3
糎　
　

横
3.2
糎
）
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索引 ※要検討札

五十音 歌人名 番号

あ 在原業平朝臣 ありわらのなりひら 15

伊勢 いせ 16

凡河内躬恒 おおしこうちのみつね 1

大伴家持 おおとものやかもち 30

大中臣能信朝臣 おおなかとみのよしのぶ 17

大中臣頼基朝臣 おおなかとみのよりもと 2

小野小町 おののこまち 18

か 柿本人麿 かきのもとひとまろ 3

紀貫之 きのつらゆき 19

紀友則 きのとものり ※ 20

清原元輔 きよはらのもとすけ 32

さ 斎宮女御 さいぐうのにょうご 4

坂上是則 さかのうえのこれのり 21

猿丸太夫 さるまるだゆう 22

三条院女蔵人左近 さんじょういんおんなくろうどさこん 23

僧正遍昭 そうじょうへんじょう 5

素性法師 そせいほうし 6

た 平兼盛 たいらのかねもり 7

は 藤原敦忠 ふじわらのあつただ 24

藤原興風 ふじわらのおきかぜ 8

藤原兼輔 ふじわらのかねすけ 25

藤原清正 ふじわらのきよただ 9

藤原高光 ふじわらのたかみつ 26

藤原敏行 ふじわらのとしゆき 27

藤原仲文 ふじわらのなかふみ 10

藤原元真 ふじわらのもとざね 11

ま 源公忠朝臣 みなもとのきんただ 28

源信明朝臣 みなもとのさねあきら 12

源重之 みなもとのしげゆき 29

源順 みなもとのしたごう ※ 20

源宗于朝臣 みなもとのむねかた 13

壬生忠見 みぶのただみ 33

壬生忠岑 みぶのただみね 31

や 山部赤人 やまべのあかひと 14
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索引 ※要検討札

五十音 化物名 番号

あ 灰汁桶 あくおけ 5

行燈 あんどん 14

石灯籠 いしどうろう 9

以津真天 いつまで 17

井戸から出る幽霊 いどからでるゆうれい 35

團 うちわ 3

うわばみ うわばみ 19

大たこ おおたこ 32

鬼 おに 27

か 蕪 かぶ 31

唐傘 からかさ 26

かわうそ かわうそ ※ 20 乙

河太郎 かわたろう ※ 20 甲

狐 きつね 30

五位さぎ ごいさぎ 18

さ 酒たる さかだる 11

酒壺 さけつぼ 2

三味線 しゃみせん 4

た 高入道 たかにゅうどう 25

たらい たらい 10

提灯 ちょうちん 7

ちろり ちろり 13

土蜘蛛 つちぐも 24

釣行灯 つりあんどん 8

な 猫又 ねこまた 21

は はねつるべ はねつるべ 12

火鉢 ひばち 34

狒狒 ひひ 22

風神 ふうじん 23

古狸 ふるだぬき 29

古鞠 ふるまり 6

風呂桶 ふろおけ 1

分福茶釜 ぶんぶくちゃがま 15

や 山姥 やまうば 28

ら ろくろ首 ろくろくび 16

わ 藁人形 わらにんぎょう 33
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【
付
記
】

　

本
稿
は
二
〇
二
〇
年
九
月
二
日
に
藤
井
が
撮
影
し
た
写
真

を
元
に
、
二
〇
二
一
年
度
の
伝
承
文
化
研
究
会
に
お
い
て
読

解
を
進
め
ま
し
た
。
お
気
づ
き
の
点
は
御
教
示
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。
貴
重
な
資
料
の
撮
影
及
び
掲
載
の
御
許
可

を
く
だ
さ
っ
た
今
治
市
村
上
海
賊
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
記
し
て

お
礼
申
し
上
げ
、
展
示
物
に
か
か
わ
る
情
報
を
ご
提
供
く
だ

さ
っ
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
・
博
物
館
事
業
課
資
料
係
に

も
併
せ
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

 

―
た
か
す
ぎ
・
ゆ
う
は　

日
本
文
学
科
三
年
生
―

 

―
な
ご
・
り
ょ
う
が　
　

日
本
文
学
科
三
年
生
―

 

―
ひ
ら
た
・
さ
ほ　
　
　

日
本
文
学
科
三
年
生
―

 

―
み
や
け
・
は
る
か　
　

日
本
文
学
科
三
年
生
―

 

―
さ
か
い
・
う
み　
　
　

日
本
文
学
科
四
年
生
―

 

―
ふ
じ
い
・
さ
み　
　
　

日
本
文
学
科
教
授
―　
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