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万
葉
集
巻
五
は
次
の
一
群
の
歌
で
終
っ
て
い
る
。

恋
男
子
名
古
日
詩
三
首
顕
一
一
一
間

七
種
之
宝
毛
我
波
何
為

制
世
人
之

立
礼
符
毛

乎
祢
牟
登

万
葉
集

巻
五

恋
男
子
名
古
日
謂
三
首

貴
慕

産
礼
出
有

吾
子
古
田
者

和
我
中
能

白
玉
之

居
礼
梓
毛

登
母
が
戯
礼

由
布
弊
余
奈
礼
婆

伊
射
祢
余
登

タ
星
乃

愛
久

何
時
可
毛

比
等
々
奈
理
伊
豆
天

奴
余

志
我
可
多
良
倍
婆

横
風
乃
余
布
敷
可
余

阿
布
芸
許
比
乃
美

世
武
須
便
乃

安
志
家
口
毛

多
梓
伎
乎
之
良
余
志
路
多
倍
乃

神
乃
末
余
麻
余
等

漸
々

安
我
古
登
婆
之
都

反

覆
来
礼
婆

地
紙

布
之
亘
額
拝

可
加
良
受
毛

可
賀
利
毛

可
多
知
都
久
保
利

伊
乃
知
多
延
奴
礼

立
乎
梓
利

伊
布
許
等
夜
美

霊
刻

朝
々

世
間
之
道

詞

明
星
之

手
乎
多
豆
佐
波
里

与
家
久
母
見
武
登

多
須
吉
乎
可
気

立
阿
射
里

足
須
里
佐
家
牌 佐

開
朝
者

父
母
毛大

船
乃

麻
蘇
鏡

我
例
乞
能
米
登

伏
仰

藤
敷
多
倍
乃

表
者
奈
佐
我
利 信

彦

登
許
能
辺
佐
良
受

三
枝
之

於
毛
波

於
毛
比
多
能
無
余

天
神

須
央
毛

亘
余
登
利
毛
知
豆

余
家
久
波
奈
之
余

武
祢
宇
知
奈
気
吉

手
余
持
流
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中
余
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布和
施可
於家
吉礼
豆婆

道
行
之
良
士

末
比
波
世
武

之
多
倣
乃
使

於
比
豆
登
保
良
世

吾
波
許
比
能
武

阿
射
無
加
受

多
太
余
率
去
豆

阿
麻
治
思
良
之
米

右
一
首
、
作
者
未
詳
。
但
、
以
裁
謂
之
体
似
於
山
上
之
操
、
載
此
次
駕
。

と
れ
に
つ
い
て
、

「
既
存
の
歌
群
に
、
乙
の
長
短
歌
三
首
を
巻
末
に
加
え
、
か
っ
、
左
注
を
付
し
て
現
在
の
巻
五
の
形
に
し
た
の
は
大
伴
家
持
で
あ
ろ
う
と

い
う
点
で
は
多
く
の
論
者
が
一
致
し
て
い
る
」
（
日
本
文
学
古
典
大
系
、
万
葉
集
二
、
二
七
頁
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。
右
の
う
ち
「
既
存
の
歌
群
に
こ
の
長
短
歌
三

首
を
巻
末
に
加
え
」
た
こ
と
に
就
い
て
は
、
確
証
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
乙
の
巻
末
の
一
群
は
、
老
身
重
病
経
年
辛
苦
、
及
思
児
等
詩
七
首
臨
む
闘
の
一
群

に
続
い
て
い
る
。
そ
し
て
両
者
の
題
詞
が
「
謂
七
首
臨
む
間
」
「
詩
三
首
壁
画
」
と
同
一
形
式
に
な
っ
て
い
て
、
し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
形
式
は
こ
の
二
群
に
だ

け
見
ら
れ
る
。
乙
の
題
詞
の
特
殊
な
形
式
を
共
有
す
る
点
か
ら
見
て
、
乙
の
二
群
は
同
一
の
資
料
か
ら
巻
五
に
採
ら
れ
た
も
の
と
考
え
た
い
。
然
る
に
、
多
く

の
学
者
が
「
恋
男
子
名
古
日
」
の
一
群
だ
け
を
切
り
離
し
て
考
え
る
の
は
、

名
は
と
の
歌
群
に
ま
で
か
h

る
と
考
え
ら
れ
る
。
〉
山
上
憶
良
の
作
で
あ
る
に
拘
ら
ず
、

「
老
身
重
病
云
々
」
の
一
群
が
明
ら
か
に
（
祝
病
自
哀
文
山
上
憶
良
作
と
あ
る
作
者

九
O
四
以
下
の
一
群
は
、
そ
の
左
注
に
「
作
者
未
詳
」
と
あ
る
か
ら
で
あ

- 20 ー

る
。
而
し
て
、
乙
の
巻
末
の
左
注
は
更
に
大
き
な
問
題
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
左
注
の
「
右
一
首
」
は
九
O
六
の
短
歌
だ
け
を
指
す
の
か
、
九

O
四
の
長
歌
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
山
田
孝
雄
博
士
は
前
者
を
、
沢
潟
久
孝
博
士
は
後
者
を
代
表
し
て
い
る
。

い
ま
、
こ
の
間
題
を
検
討
す
る
に
先
だ
っ
て
、
同
一
形
式
の
題
詞
を
持
っ
て
い
る
「
老
身
重
病
云
々
」
の
反
歌
の
終
り
の
部
分
を
挙
げ
て
み
る
o

m水
沫
な
す
も
ろ
き
命
も
拷
縄
の
千
尋
に
も
が
と
願
ひ
暮
し
つ

側
倭
文
手
纏
数
に
も
あ
ら
ぬ
身
に
は
あ
れ
ど
千
年
に
も
が
と
思
ほ
ゆ
る
か
も
賠
繕
に
肝
斬
舵
蕊

天
平
五
年
六
月
丙
申
朔
三
日
戊
成
作

と
あ
る
か
ら
、
長
歌
と
五
首
の
短
歌
（
八
九
八
｜
九
O
二
）
は
天
平
五
年
に
作
り
、
神
亀
二
年
作
の
短
歌
（
九O
三
）
一
首
を
加
え
て
短
歌
を
六
首
と
し
、

題
詞
に
は
「
謂
七
首
臨
む
闘
」
と
長
短
の
総
計
七
首
、
短
の
み
の
合
計
六
首
と
、
そ
の
数
を
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
番
最
後
に
「
天
平
五
年
云

云
」
と
制
作
年
月
日
を
書
い
て
い
る
と
乙
ろ
を
見
る
と
、
長
歌
及
び
反
歌
の
制
作
は
天
平
五
年
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
例
外
が
一
つ
あ
る
。
そ
の
例
外
は
割
注

で
示
し
た
通
り
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
な
る
。
神
亀
二
年
作
の
短
歌
（
九

O
三
）
を
も
反
歌
群
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
作
者
自
ら
が
認
め
て
い
た
こ
と
は
明



（
九O
三
の
割
注
は
憶
良
の
自
記
と
見
た
い
か
も
し
、
こ
れ
が
編
纂
者
の
注
で
あ
る
な
ら
ば
、
編
纂
者
が
ほ
し
い
ま
訟
に
反
歌
群
を
構
成
し

た
こ
と
に
な
っ
て
行
き
過
ぎ
も
甚
し
い
。
ま
た
、
九O
三
を
反
歌
の
中
に
数
え
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
天
平
五
年
云
々
の
制
作
年
月
日
は
九
O
三
の

前
に
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
去
神
亀
二
年
作
之
云
々
」
の
割
注
は
左
注
と
し
て
九

O
三
の
後
に
記
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
題
調
の
数
字

ら
か
で
あ
る
か

も
変
更
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
）
よ
っ
て
、
乙
れ
ら
一
群
の
歌
の
資
料
が
編
纂
者
の
手
に
置
か
れ
た
時
に
は
既
に
題
調
は
現
在
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
わ
け

で
あ
る
。

右
の
事
情
を
「
恋
男
子
名
古
日
」
の
歌
群
に
移
し
て
考
え
て
み
る
と
、
乙
乙
で
も
題
詞
は
「
｜
｜
詩
三
首
鶴
一
一
一
時
」
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
題
詞
を
持
つ
歌
群

が
編
纂
者
の
手
に
与
え
ら
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
編
纂
者
が
左
注
を
加
え
た
と
す
れ
ば
、
乙
の
題
調
を
承
知
の
上
で
、
長
歌
を
指
す
の
に
「
右
一

首
」
の
表
記
を
用
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
巻
三
の
不
尽
山
の
歌
の
左
注
に
「
右
一
首
」
の
表
記
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
長
歌
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
左
注

の
直
ぐ
前
の
短
歌
を
指
す
の
か
が
巻
五
の
巻
末
の
「
右
一
首
」
を
如
何
に
解
釈
す
る
か
の
鍵
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
、
そ
の
題
詞
を
挙
げ
て
み

る
と
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詠
不
尽
山
歌
一
首
弁
短
詩

と
な
っ
て
い
る
。
乙
の
「
歌
一
首
」
を
左
注
が
「
右
一
首
」
で
受
け
た
の
だ
と
推
測
す
る
こ
と
は
、
或
い
は
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
然
る
に
、
巻
五
で
は

「
歌
三
首
臨
一
一
一
間
」
と
あ
っ
て
「
歌
一
首
」
と
は
な
い
。
或
い
は
「
長
一
首
」
を
受
け
た
の
だ
と
い
う
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。

も
し
、
そ
れ
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
長
一
首
の
作
者
は
未
詳
、
短
二
首
の
作
者
は
明
白
、
即
ち
、
長
歌
の
作
者
は
未
詳
、
そ
の
反
歌
の
作
者
は
明
白
と
い
う
ま

乙
と
に
妙
な
結
果
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
左
注
の
「
右
一
首
」
が
長
歌
だ
け
を
受
け
る
こ
と
が
不
合
理
で
あ
る
故
に
、
と
の
「
右
一
首
」
は
二
首
の
短
歌
を
も

併
せ
て
綜
合
的
に
受
け
る
の
だ
と
い
う
解
釈
も
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
は
「
右
」
一
字
で
受
け
る
か
「
右
詞
」
で
受
け
る
か
、
或
い
は
「
右
三
首
」
で

受
け
る
の
が
左
注
の
常
識
で
あ
る
。
（
注1
参
照
）

以
上
に
よ
っ
て
沢
鴻
博
士
が
代
表
さ
れ
る
説
に
は
賛
成
し
難
い
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
反
対
の
立
場
、
即
ち
、
左
注
の
「
右
一
首
」
は
そ
の
直
ぐ
前

の
短
歌
九
O
六
を
指
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

「
但
、
以
栽
詩
之
体
似
山
上
之
操
、
載
此
次
兎
」
と
い
う
注
は
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
長
歌
九

O
四
と
そ
の

反
歌
九
O
五
が
山
上
憶
良
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
わ
け
で
あ
る
。
故
に
こ
の
左
注
の
存
在
は
作
者
名
を
欠
く
九O
四
と
九
O
五
が
確
実
に
憶
良
の
作
で
あ



る
と
と
を
立
証
す
る
と
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
（
注
2
v

そ
れ
な
ら
ば
、
何
故
に
九O
六
の
一
首
に
限
っ
て
「
作
者
未
詳
」
の
左
注
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
乙
の
問
題
を
考
え
る
前
に
、
左
注
に
関
連
し
て

ま
た
別
な
問
題
が
吉
永
登
氏
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
取
上
げ
て
み
た
い
。

吉
永
氏
は
、
古
日
が
憶
良
の
子
で
あ
れ
ば
歌
風
な
ど
で
憶
良
の
作
だ
と
「
推
定
」
す
る
よ
り
も
憶
良
の
作
と
「
断
定
」
す
る
乙
と
が
出
来
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
の
「
断
定
」
を
し
よ
う
と
し
な
か
っ
た
の
は
、
古
田
が
憶
良
の
子
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
日
本
損
歌
（
七
九
四
｜
七
九
九
）
や
熊
凝
の
歌
（
八
八
六
｜

八
九
一
）
な
ど
と
同
じ
種
類
の
作
で
あ
り
、
知
人
の
死
を
悼
ん
だ
作
だ
と
推
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
吉
永
氏
の
推
定
が
当
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
左
注
の

「
右
一
首
」
は
長
歌
（
九O
四
）
を
指
し
て
い
る
と
す
る
説
の
傍
証
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、「
古
田
」
と
い
う
固
有
名
詞
は
長
歌
の
中
に
出
て

来
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
古
日
が
他
人
の
子
で
あ
る
と
推
定
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
持
つ
左
注
は
長
歌
に
関
し
て
加
え
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
乙
の
吉
永
氏
の
推
定
｜
｜
古
日
は
憶
良
の
子
で
は
な
い
（A
）
、
長
歌
（
短
歌
を
併
せ
て
）
は
憶
良
の
代
作
拐
歌
（B
〉
l
l

は
当
を
得
た
も

万
葉
時
代
、
そ
の
結
婚
生
活
の
形
態
か
ら
推
し
て
、
他
人
の
幼
児
の
名
を
確
か
に
知
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
寧
ろ
知
ら
な
い
の
が
普
通
で
は
な
い
か
。
次- 22 ー

の
で
あ
ろ
う
か
。

に
学
界
の
通
説
に
従
っ
て
、
乙
の
左
注
の
筆
者
が
大
伴
家
持
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
万
葉
巻
十
八
、
四O
六
五
の
左
注
に
は
「
右
一
首
山
上
巨
作
。
不
審
名
。

或
云
憶
良
大
夫
之
男
。
但
、
其
正
名
未
詳
也
。
」
と
あ
る
乙
と
に
留
意
さ
せ
ら
れ
る
。
巻
十
八
は
家
持
の
歌
日
記
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
家
持
と
憶
良
と
は
年

齢
の
差
が
五
十
五
六
年
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
特
別
な
事
情
が
無
い
限
り
家
持
が
憶
良
の
子
を
知
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
況
ん
や
、
幼
く
し
て
死
ん
だ

者
の
幼
名
を
や
で
あ
る
。
以
上
の
理
由
か
ら
、
左
注
の
筆
者
に
と
っ
て
は
、
古
田
が
憶
良
の
子
で
あ
る
か
ど
う
か
は
未
詳
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
と
の
よ
う
な

未
詳
の
事
実
を
論
拠
と
し
て
比
の
長
歌
の
作
者
を
憶
良
と
「
断
定
」
す
る
こ
と
を
左
記
の
筆
者
が
避
け
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
当
然
な
乙
と
で
あ
る
。

ま
た
、
別
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
憶
良
が
援
歌
の
代
作
を
し
た
よ
う
に
、
他
の
者
が
憶
良
の
た
め
に
代
作
を
し
た
か
も
知
れ
な
い
、
と
い
う
と
と
が
考
え
ら

れ
る
。
親
に
代
っ
て
授
歌
を
作
る
と
い
う
こ
と
を
念
頭
に
お
け
ば
、
憶
良
・
古
田
の
関
係
が
明
ら
か
に
親
子
で
あ
っ
た
場
合
で
も
、
単
に
親
子
の
関
係
か
ら
揖

歌
の
作
者
を
「
断
定
」
す
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
「
歌
の
風
調
」
そ
の
他
に
よ
っ
て
「
推
定
」
す
り
道
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
二
点
か
ら
吉
永
氏
の
推
定
は
崩
れ
る
と
考
え
る
。
然
し
、
吉
永
氏
が
提
示
さ
れ
た
「
代
作
」
と
い
う
澗
題
は
も
う
一
度
考
え
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な



い
と
思
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
九
O
四
の
長
歌
が
明
ら
か
に
憶
良
の
作
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
ろ
う
と
、
ま
た
、
憶
良
の
作
と
推
定
す
る
立
場
（
沢
鴻
博
士
の

立
場
）
を
と
ろ
う
と
、
そ
の
い
ず
れ
に
し
ろ
、
こ
の
掻
歌
は
他
人
の
子
の
た
め
の
代
作
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
憶
良
が
「
吾
子
古
日
」
の
た
め

に
作
っ
た
か
他
人
の
子
の
た
め
に
作
っ
た
か
、
換
言
す
れ
ば
、
古
田
は
憶
良
の
子
か
、
他
人
の
子
か
と
い
う
問
題
は
残
る
の
で
あ
る
。

私
は
従
来
の
説
に
従
っ
て
、
古
日
は
憶
良
の
子
で
あ
る
と
考
え
る
。
長
歌
そ
の
も
の
を
検
討
し
て
み
る
と
、
愛
児
が
病
気
に
な
っ
た
た
め
に
「
天
神
地
紙
に

か
〉
ら
ず
も
、
か
〉
り
も
神
の
ま
に
ま
に
と
、
立
ち
あ
ざ
り
我
乞
ひ
鵡
め
ど
、
し
ま
し
く
も
快
け
く
は
な
し
に
」
死
ん
で
仕
舞
っ
た
と
歌
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
神
を
無
み
す
る
言
辞
を
平
気
で
喚
き
散
ら
す
の
は
、
児
を
亡
く
し
た
親
で
な
け
れ
ば
で
き
ぬ
乙
と
で
あ
る
。
巻
三
の
大
伴
宿
称
三
中
が
文
部
竜
麻
自
の
た

め
に
作
っ
た
拐
歌
に
、
や
〉
乙
れ
に
似
た
表
現
は
あ
る
が
、
乙
れ
程
神
を
怖
れ
ぬ
す
さ
ま
じ
さ
は
無
い
。「
手
に
持
て
る
吾
が
児
飛
ば
し
つ
」
も
亦
親
で
な
け

れ
ば
云
い
得
ぬ
乙
と
で
、
知
人
の
子
を
悼
む
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
少
し
儀
礼
的
に
な
る
筈
で
あ
る
。

さ
て
、
何
放
に
九
O
六
の
一
首
に
限
っ
て
「
作
者
未
詳
」
の
左
注
が
加
え
ら
れ
た
か
、
と
い
う
問
題
に
戻
る
前
に
、
も
う
一
つ
寄
り
道
を
し
て
み
た
い
。
即

/ 

ち
題
詞
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
九
O
四
の
長
歌
は
「
可
愛
が
っ
て
い
た
吾
が
子
古
田
が
急
に
病
気
に
な
っ
て
、
や
が
て
死
ん
で
仕
舞
っ
た
の
で
、
自
分
は- 23 -

狂
乱
状
態
に
な
り
、
し
っ
か
り
掴
ん
で
い
た
つ
も
り
の
吾
が
子
を
飛
ば
ば
し
て
仕
舞
っ
た
。
乙
れ
が
人
生
か
」
と
歌
っ
て
い
る
の
だ
が
、
題
詞
は
「
恋
男
子
名

古
日
謂
」
と
な
っ
て
い
る
。
乙
の
「
恋
」
を
普
通
の
概
念
の
思
慕
、
恋
慕
、
賞
愛
の
意
味
に
解
す
る
と
長
歌
の
内
容
と
一
致
し
な
い
。
折
口
信
夫
博
士
は
相
聞

と
揖
歌
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
説
か
れ
、
愛
人
の
心
を
獲
得
す
る
「
魂
乞
ひ
」
も
死
者
の
霊
魂
を
鎮
め
る
「
魂
乞
ひ
」
も
等
し
く
「
恋
ひ
」
で
あ
る
と
説
か
れ

た
が
、
乙
の
古
田
の
場
合
の
「
恋
」
は
正
に
死
者
の
魂
乞
ひ
と
解
す
べ
き
最
適
の
例
と
考
え
ら
れ
る
。「
吾
が
子
飛
ば
し
つ
」
そ
の
ア
ツ
と
い
う
ま
に
飛
ば
し

た
吾
が
子
古
田
の
魂
を
取
戻
す
と
と
が
、
乙
の
長
歌
の
趣
旨
目
的
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
題
調
に
は
「
恋
ふ
る
詩
」
と
明
記
し
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
前
述
の

よ
う
に
長
歌
の
中
で
は
、
魂
を
取
戻
す
こ
と
は
少
し
も
歌
っ
て
い
な
い
。
そ
の
反
対
の
「
飛
ば
し
て
仕
舞
っ
た
」
事
実
だ
け
を
歌
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
、
長
歌

の
云
い
漏
し
た
趣
旨
を
反
歌
で
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
巻
五
、
八O
O
の
長
歌
「
令
反
惑
情
詩
一
首
弁
序
」
の
題
詞
の
趣
旨
は
長
歌
よ
り
も
八O
一
の
反
歌

「
ひ
き
か
た
の
天
路
は
遠
し
な
ほ
に
家
に
帰
り
て
業
を
し
ま
さ
に
」
に
表
は
さ
れ
、
八O四
の
長
歌
「
哀
世
間
難
住
詞
一
首
弁
序
」
の
題
詞
の
趣
旨
は
矢
張
り

そ
の
反
歌
「
常
磐
な
す
斯
く
し
も
が
も
と
思
へ
ど
も
世
の
事
な
れ
ば
留
み
か
ね
つ
も
」
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
九

O
四
の
長
歌
の
場
合
も
亦
同
様
で
、

蜘
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
ま
ひ
は
せ
ひ
し
た
べ
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ



と
い
う
反
歌
は
、
吾
が
子
古
田
の
魂
に
安
住
の
場
所
を
与
え
て
ほ
し
い
と
い
う
趣
旨
の
歌
で
あ
る
。
勿
論
、

側
布
施
お
き
て
わ
れ
は
乞
ひ
の
む
あ
ざ
む
か
ず
直
に
お
ゆ
き
て
天
路
知
ら
し
め

も
、
そ
の
趣
旨
は
九
O
五
と
同
じ
で
題
詞
の
「
恋
ふ
る
」
と
一
致
す
る
。
同
一
の
趣
旨
で
あ
る
の
に
、
左
注
の
筆
者
は
九O
六
の
作
者
を
一
応
疑
っ
て
「
作

者
未
詳
」
と
し
た
の
で
あ
る
。
何
放
こ
の
よ
う
に
九
O
六
だ
け
を
疑
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
〈
注
3

〉

森
本
治
吉
博
士
は
万
葉
集
総
釈
第
三
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

長
歌
と
最
後
の
九
O
六
の
短
歌
と
の
問
、
思
想
的
、
に
は
特
に
宗
教
的
に
、
矛
盾
が
あ
る
。
長
歌
で
は
天
神
地
紙
｜
｜
そ
れ
は
日
本
の
在
来
の
神
々
で
あ

る
ー
ー
に
向
っ
て
祈
り
、
短
歌
で
は
仏
教
的
な
黄
泉
の
使
に
占
ひ
構
っ
て
ゐ
る
。
長
歌
の
祭
記
の
し
方
は
日
本
風
で
あ
り
、
短
歌
の
そ
れ
は
「
布
施
」
を
捧

ぐ
る
仏
教
式
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
と
よ
り
、
憶
良
の
う
ち
に
、
日
本
式
な
る
も
の
と
外
来
的
な
る
も
の
と
の
、
混
在
し
て
ゐ
た
事
が
、
乙
の
特
性
が
、
乙
の

場
合
も
姿
を
見
せ
た
も
の
、
と
見
て
良
い
。
併
し
、
と
同
時
に
、
地
一
一
か
疑
問
も
お
こ
る
。
斯
か
る
、
純
粋
に
激
し
く
子
の
為
祈
る
場
合
に
も
尚
、
二
種
の
神

を
懸
け
る
も
の
で
あ
ら
う
か
？
と
。
ど
う
も
最
後
の
一
首
は
、
そ
の
前
の
長
歌
・
短
歌
と
は
、
違
っ
た
時
に
作
ら
れ
た
の
様
に
感
ぜ
ら
れ
る
。

ま
た
、
武
田
祐
吉
博
士
は
万
葉
集
全
註
釈
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

-24-

乙
の
歌
は
天
に
行
か
せ
よ
と
い
ふ
の
で
、
前
の
歌
の
、
下
辺
の
使
負
ひ
て
通
ら
せ
と
は
、
思
想
に
於
い
て
矛
盾
が
あ
り
、
よ
し
憶
良
の
作
と
し
て
も
、
前

の
長
歌
の
反
歌
で
は
あ
る
ま
い
。
左
註
に
従
っ
て
作
者
未
詳
と
す
べ
き
で
あ
る
。

右
の
よ
う
に
昭
和
時
代
の
万
葉
学
者
が
疑
っ
た
理
由
と
同
じ
理
由
で
、
左
注
の
筆
者
も
亦
疑
っ
た
も
の
と
思
ふ
。
と
の
よ
う
な
疑
問
か
ら
、一応
「
作
者
未

詳
」
と
は
し
た
も
の
の
、
但
し
、
歌
の
風
調
は
憶
良
に
似
て
い
る
が
故
に
、
こ
の
歌
（
九O
六
）
を
そ
の
ま
〉
据
え
置
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
ハ
注4
参
照
〉

思
え
ば
、
こ
の
疑
問
は
千
年
に
亘
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
乙
れ
を
ど
う
解
決
し
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
、
嘗
て
、
憶
良
そ
の
人
か
ら
出
て
来
た
矛
盾

と
考
え
た
。
森
本
博
士
の
云
わ
れ
る
よ
う
に
、
内
外
二
つ
の
も
の
の
混
在
は
、
沈
病
自
哀
文
中
の
「
礼
拝
三
宝
｜
｜
敬
重
百
神
（
謂
敬
拝
天
地
諸
神
等
也
）
」

を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
彼
の
特
性
で
あ
ろ
う
が
、
彼
に
あ
っ
て
は
、
も
っ
と
甚
し
い
点
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
憶
良
は
外
国
の
思
想
に
接
し
た
場
合
、「釈
慈

之
示
教
先
開
三
帰
五
戒
市
化
法
界
、
周
孔
之
垂
訓
前
張
三
綱
五
教
以
済
邦
国
、
故
知
引
導
雄
二
、
得
悟
惟
一
也
」

（
悲
歎
俗
道
仮
合
即
離
易
去
難
留
詩
序
）
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
教
も
儒
教
も
観
念
的
に
知
識
と
し
て
蓄
積
す
る
だ
け
で
深
く
理
解
す
る
と
と
が
な
い
。
そ
の
た
め
に
異
質
の
思
想
・
文
化
を
無
差
別



無
批
判
に
受
取
っ
て
い
る
の
で
あ
るe

こ
の
こ
と
は
又
、
日
本
式
の
も
の
と
、
外
来
的
の
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
憶
良
は
知
識
は

あ
っ
て
も
叡
智
に
欠
け
た
洋
行
帰
り
の
一
人
で
あ
っ
た
。
明
治
以
後
、
口
を
聞
け
ば
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
、
キ
リ
ス
ト
、
釈
迦
、
孔
子
、
親
鷲
、
道
元
を
喋
々
す
る

所
謂
イ
ン
テ
リ
な
る
も
の
が
存
在
し
た
が
、
憶
良
は
万
葉
時
代
の
「
イ
ン
テ
リ
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
憶
良
が
突
然
、
吾
が
子
古
日
の
死
に
遭
遇
し
て
、
吾
が
子

が
地
下
に
隠
れ
る
の
か
、
天
上
に
昇
る
の
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
明
瞭
に
描
く
乙
と
す
ら
で
き
ず
、
神
様
に
も
仏
様
に
も
祈
る
有
様
は
、一
大
事
に
直
面
し
て

自
ら
の
空
虚
を
暴
露
す
る
「
イ
ン
テ
リ
」
の
悲
劇
と
し
て
私
の
胸
を
強
く
打
っ
た
の
で
あ
る
。
乙
の
長
短
歌
併
せ
て
三
首
の
歌
は
、
そ
の
作
者
が
予
想
も
し
な

か
っ
た
「
あ
は
れ
」
を
表
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

然
し
、
考
え
直
し
て
み
れ
ば
、
如
何
に
あ
わ
れ
な
「
イ
ン
テ
リ
」
と
は
い
え
、
吾
が
子
の
死
に
直
面
し
て
は
「
イ
ン
テ
リ
」
以
前
の
人
間
的
悲
歎
が
噴
出
す

る
筈
で
は
な
い
か
。

「
斯
か
る
純
粋
に
激
し
く
子
の
為
に
祈
る
場
合
に
も
尚
、
二
種
の
神
を
懸
け
る
も
の
で
あ
ら
う
か
？
」
と
い
う
森
本
博
士
の
疑
問
は
傾
聴

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
乙
の
疑
問
に
対
す
る
一
つ
の
解
答
と
し
て
、
「
九O
六
」
の
一
首
は
そ
の
制
作
の
時
期
が
他
の
二
首
即
ち
長
歌
（
九O
四
）
短
歌

〈
九O

五
）
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
出
て
来
る
。
然
し
、
そ
れ
な
ら
ば
老
身
重
病
経
年
辛
苦
及
思
児
等
詩
七
首
肢
と
闘
の
最
後
の
短
歌
（
九

O

「
九O
六
」
の
下
に
も
制
作
年
月
の
異
る
旨
の
注
が
あ
っ

FD 

ワ
ム
】

三
〉
の
下
に
割
注
「
去
神
亀
二
年
作
之
、
但
、
以
類
故
更
載
於
弦
」
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
古
田
の
歌
の
題
詞
と
老
身
重
病
の
歌
の
題
詞
と
は
そ
の
形
式
を
同
じ
く
す
る
こ
と
か
ら
推
し
て
も
、
こ
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
も
う
一
度
繰
返
し
て
い
え
ば
、
も
し
も
制
作
時
期
が
異
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

「
九O
三
」
の
前
例
に
倣
っ
て
、
そ
の
旨
を
注
す
れ
ば
よ
い
、

「
作
者

未
詳
」
と
注
す
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
作
者
未
詳
、
但
し
、
憶
良
ら
し
い
と
推
定
す
る
。
但
し
、
憶
良
の
他
の
時
期
の
制
作
」
と
い
う
論
理
は
余
り
に

持
っ
て
廻
っ
た
考
え
方
で
あ
る
。

九
O
四
の
長
歌
は
古
日
の
病
気
と
そ
の
死
を
述
べ
、
そ
の
問
、
父
親
が
ど
ん
な
に
取
乱
し
て
祈
っ
た
か
と
い
う
事
実
を
歌
う
だ
け
で
、
担
歌
の
趣
旨
は
寧
ろ

反
歌
二
首
に
於
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
題
詞
の
検
討
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
拐
歌
の
趣
旨
と
い
う
点
か
ら
二
首
の
反
歌

が
相
互
に
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。

三
四
歳
か
ら
大
き
く
と
も
七
八
歳
ま
で
と
想
像
さ
れ
る
。

「
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
し
」
と
い
わ
れ
る
古
日
の
年
齢
は
幾
歳
で
あ
ろ
う
か
。
長
歌
に
父
母
の
聞
に
川
の
字
な
り
に
寝
る
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
か
ら
、

「
緑
子
之
若
子
」
（
万
葉
巻
十
六
。
三
七
九
一
）
、
「
若
子
乃
伺
旬
多
毛
登
保
里
」
宍
万
葉
巻
三
。
四
五
八
〉
、



の
用
例
か
ら
推
せ
ば
、
「
年
三
緑
児
」
〈
正
倉
院
文
書
）
と
「
若
子
」
は
同
じ
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
三
歳
以
下
の
乳
幼
児
を
「
わ
か
し
」
と
形
容
し
た
こ

と
に
な
る
。
古
事
記
安
康
天
皇
の
条
の
目
弱
玉
は
七
歳
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
少
王
」
と
云
っ
て
い
る
。
正
倉
院
文
書
に
は
「
年
四
小
子
」
と
あ
る
。
日
本
書

紀
斎
明
四
年
冬
十
月
に
は
、
八
歳
の
建
王
を
「
阿
餓
倭
桁
根
古
」
と
云
っ
て
い
る
。
し
て
み
る
と
、
四
歳
か
ら
七
八
歳
ま
で
を
「
わ
か
し
」
と
形
容
し
て
い
る

乙
と
が
わ
か
る
。
長
歌
九
O
四
に
依
る
古
日
の
年
齢
推
定
と
略
一
致
す
る
。
源
氏
物
語
に
於
い
て
、
光
源
氏
は
十
二
歳
で
元
服
し
た
が
、
元
服
以
前
、
新
し
く

入
内
し
た
義
母
藤
査
を
「
若
き
御
心
地
に
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
聞
え
給
」
う
た
と
あ
る
。
乙
の
箇
所
河
内
本
で
は
「
を
さ
な
き
御
心
地
に
」
と
な
っ
て
い
る
。

中
世
に
な
っ
て
、
今
若
、
乙
若
、
牛
若
等
が
童
児
の
名
と
し
て
用
い
ら
れ
、
児
延
年
の
「
若
音
」
が
少
年
期
を
表
わ
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
「
わ
か
し
」

の
年
齢
は
現
代
よ
り
も
ず
っ
と
低
か
っ
た
と
い
え
る
。
然
し
、
同
じ
万
葉
集
に
も
「
稲
春
け
ば
かY
る
吾
が
手
を
今
宥
も
か
殿
の
和
久
胡
が
取
り
て
嘆
か
む
」

（
三
四
五
九
）
「
美
都
賀
野
に
鈴
が
音
聞
ゆ
上
志
太
の
殿
の
和
久
胡
し
鷹
狩
す
ら
し
も
」
（
三
四
三
八
の
或
本
歌
）
と
い
う
若
子
の
使
い
方
が
あ
っ
て
、
既
に

思
春
期
に
達
し
て
い
る
。

人
間
以
外
の
形
容
と
し
て
「
わ
か
し
」
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
た
か
。

鳩
山
浦
若
見
花
咲
き
難
き
梅
を
植
ゑ
て
人
の
乙
と
繁
み
思
ひ
そ
わ
が
す
る
（
巻
四
〉

郁
春
の
雨
は
い
や
頻
降
る
に
梅
の
花
い
ま
だ
咲
か
な
く
い
と
若
美
か
も
（
巻
四
）

乙
れ
は
「
若
い
の
で
花
が
咲
か
な
い
」
即
ち
、
開
花
の
樹
齢
に
達
し
て
い
な
い
と
と
を
「
わ
か
し
」
と
い
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。
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初
春
雨
を
待
つ
と
に
し
あ
ら
し
吾
が
屋
戸
の
若
木
の
梅
も
い
ま
だ
ふ
ふ
め
り

qo 
必
去
年
の
春
い
こ
じ
て
植
ゑ
し
わ
が
屋
外
の
若
樹
梅
者
花
咲
き
に
け
り
ハ
巻
八
）

噌
E
4

開
花
寸
前
の
梅
、
文
は
、
初
花
を
つ
け
る
梅
を
「
若
木
」
と
い
っ
て
い
る
。
以
上
に
よ
っ
て
、
花
が
咲
く
、
即
ち
、
成
熟
す
る
ま
で
が
「
わ
か
し
」
と
形
容

（
巻
四
）

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
植
物
か
ら
人
間
へ
移
っ
て
行
け
ば
、

d

告初
小
里
な
る
花
橘
を
引
き
よ
ぢ
て
折
ら
む
と
す
れ
ど
字
良
和
可
美
許
曽

円
4U
は
ね
か
づ
ら
今
す
る
妹
を
浦
若
三
い
ざ
い
ざ
川
の
音
の
さ
や
け
さ

噌
iヴ，臼

は
ね
か
づ
ら
今
す
る
妹
が
浦
若
見
笑
み
み
い
か
り
み
着
け
し
紐
解
く

9- 

（
巻
十
四
、
誓
轍
歌
〉

（
巻
七
）

（
巻
十
一
）



と
い
う
例
が
あ
る
。
巣
林
子
の
い
わ
ゆ
る
「
お
ぼ
乙
さ
」
の
故
に
、
乙
れ
ら
の
歌
が
生
き
て
来
る
。
梅
の
歌
と
同
じ
く
初
め
て
女
と
し
て
開
花
す
る
寸
前
を

示
し
て
い
る
。
前
掲
の
「
殿
の
若
子
」
は
お
屋
敷
の
若
様
で
あ
っ
て
、
折
口
信
夫
博
士
は
「
元
服
期
間
に
あ
る
者
で
、
古
代
貴
族
子
弟
の
青
年
時
代
の
称
呼
」

と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
近
世
の
若
者
制
度
は
社
会
的
に
経
済
的
に
種
々
の
様
相
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
若
者
の
定
義
は
仲
々
容
易
で
な
い
が
、
若
者
を
考
え
る

に
当
っ
て
結
婚
と
い
う
こ
と
が
一
つ
の
大
き
な
目
安
に
な
っ
て
い
る
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。
万
葉
の
「
殿
の
若
子
」
も
亦
、
未
婚
者
で
あ
る
乙
と
が
重
要
な
条

件
と
考
え
ら
れ
る
。

（
妻
帯
者
が
下
牌
の
手
を
取
る
の
で
は
歌
に
も
民
謡
に
も
な
ら
な
い
）
。
私
は
、
と
の
「
和
久
胡
」
の
場
合
も
未
婚
即
ち
未
成
熟
と
解
し

て
お
き
た
い
。

以
上
に
よ
っ
て
考
え
れ
ば
、

記
伝
は
次
の
よ
う
に
解
説
し
て
い
る
。

「
わ
か
し
」
は
年
齢
に
は
関
係
が
な
い
の
で
あ
る
。
古
事
記
冒
頭
の
「
国
稚
如
浮
脂
」
は
最
も
よ
き
用
語
例
と
云
え
る
。
古
事

「
稚
は
、
和
前
久
と
訓
ぺ
しl
l

中
略
｜
｜
｜
和
－
詞
志
と
は
、
凡
て
物
の
未
成
り
と
の
は
ざ
る
を
云
て
、
書
紀
な
ど
に
幼

字
を
も
訓
み
、
中
昔
の
物
語
書
な
ど
に
も
、
人
の
幼
稚
き
を
云
る
こ
と
多
く
、
万
葉
に
三
日
月
を
若
月
と
も
書
き
（
月
の
形
の
い
ま
だ
満
と
〉
の
は
ざ
る
意
を

以
て
、
若
て
ふ
字
を
ば
書
る
な
り
。
）
推
古
紀
に
は
肝
稚
と
云
こ
と
も
見
え
た
り
。
（
文
物
の
世
り
美
麗
き
方
に
云
乙
と
も
あ
り
。
美
称
に
若
某
と
云
類
な
り
。
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比
は
未
成
と
と
の
は
ぬ
を
云
と
は
、
甚
く
異
る
如
く
な
れ
ど
も
、
本
は
一
ツ
意
な
り
。
）
と
。

「
わ
か
し
」
が
未
成
・
未
成
熟
の
意
で
あ
る
と
考
え
て
古
田
の
長
歌
に
戻
っ
て
み
る
と
。

何
時
し
か
も
比
等
々
奈
理
伊
豆
天

悪
し
け
く
も
善
け
く
も
見
む
と

大
船
の
思
ひ
葱
む
に

と
い
う
句
が
出
て
来
る
。

「
早
く
人
と
成
り
出
で
て
、
善
く
も
悪
く
も
一
人
前
に
な
っ
て
呉
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
よ
い
。
成
人
の
姿
が
見
た
い
と
た
の
み
か
け

て
い
た
」
と
い
う
、
ど
の
親
も
心
ひ
そ
か
に
念
願
す
る
衷
情
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
乙
の
「
人
と
成
り
出
で
」
即
ち
成
人
と
い
う
と
と
を
民
俗
学
的
に
考
え
て
み

る
と
次
の
よ
う
な
場
合
が
あ
る
。

「
浦
下
り
」
「
お
水
に
下
り
る
」
と
云
わ
れ
る
の
は
、
男
子
七
歳
に
達
す
る
と
、
襖
ぎ
を
し
た
り
、
精
進
生
活
の
最
後
に
鎮
守
に
参
詣
す
る
乙
と
な
の
で
あ

る

「
御
注
連
入
り
」
「
七
つ
児
参
り
」
と
称
す
る
地
方
も
あ
る
。
乙
の
「
七
つ
子
」
の
祝
い
は
「
た
て
あ
げ
」（
男
子
七
歳
に
な
る
と
、
初
節
句
以
来
の
械

を
一
切
仕
末
し
て
、
乙
れ
以
後
は
織
を
立
て
な
い
）
と
い
う
形
を
と
る
と
と
も
あ
る
。

「
七
つ
前
は
神
の
う
ち
」
と
い
う
諺
も
あ
っ
て
、
七
歳
で
幼
年
期
を
終

っ
て
「
人
間
」
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
八
歳
子
あ
ら
た
め
」「
八
歳
子
し
ら
ベ
」
と
い
う
の
は
八
歳
に
な
る
と
帳
に
つ
け
て
氏
子
入
り
す
る
と
と
で
あ
っ
て
、



そ
れ
ま
で
は
人
別
に
数
え
な
い
の
で
あ
る
。「
八
つ
葉
月
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
八
歳
の
八
月
に
神
詣
で
を
す
る
乙
と
で
、
乙
の
参
詣
が
済
む
と
一
人
前
と
し

て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
八
歳
の
子
供
を
「
八
つ
子
の
は
ん
」
と
か
「
八
つ
大
人
」
と
呼
ん
で
い
る
。
八
歳
で
幼
年
期
を
終
っ
て
少
年
期
に
入

り
、
子
供
組
に
参
加
す
る
資
格
が
与
え
ら
れ
る
。
（
勿
論
乙
れ
に
は
例
外
が
あ
る
。
〉
そ
の
次
の
「
人
と
な
り
出
で
」
は
、
こ
の
少
年
期
を
終
っ
て
、
成
年
式
・

成
女
式
を
済
ま
せ
、
若
者
組
・
娘
組
に
入
り
、
結
婚
の
資
格
や
祭
記
に
参
加
す
る
資
格
を
獲
得
し
て
結
婚
生
活
に
入
る
時
期
で
あ
る
。

九
O
四
の
長
歌
で
「
人
と
成
り
い
で
て
」
と
希
望
し
て
い
る
の
は
右
の
二
つ
の
う
ち
の
い
ず
れ
で
あ
ろ
う
か
。
麻
疹
・
庖
清
等
子
供
の
流
行
病
の
恐
怖
を
古

代
に
湖
っ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
幼
児
を
持
つ
親
に
と
っ
て
、
元
服
・
結
婚
等
と
い
う
一
人
前
は
遠
い
将
来
の
乙
と
で
あ
っ
て
、
彼
等
が
切
実
に
願
う
こ
と
は
、

危
険
な
幼
年
期
を
無
事
に
終
る
こ
と
で
あ
る
。

「
八
つ
大
人
」
に
早
く
な
っ
て
貰
い
た
い
こ
と
で
あ
る
。
憶
良
も
亦
こ
う
い
う
親
の
一
人
で
あ
っ
た
と
考
え
た

し、
。

乙
の
切
実
な
願
い
に
反
し
て
古
日
は
死
ん
だ
。

「
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
」
と
歌
っ
た
そ
の

「
若
け
れ
ば
」
は
「
幼
い
か
ら
」

の
意
味
で
は
な
く
し

て
、

「
成
人
し
て
い
な
い
か
ら
」

「
人
聞
に
成
っ
て
い
な
い
か
ら
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

未
成
人
｜
｜
人
間
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
は
、
死
ん
で
も
人
間
扱
い
は
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
普
通
の
人
間
、
即
ち
、
大
人
と
は
別
の
場
所
に
葬
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ら
れ
た
。
「
子
墓
」
「
子
墓
所
」
「
わ
ら
べ
墓
」
（
沖
縄
、
六
歳
以
下
）
「
子
三
昧
」
（
兵
庫
県
加
古
川
市
、
十
五
歳
以
下
）
等
の
名
称
が
古
風
を
と

Y

め
て
い
る
。

愛
知
県
設
楽
地
方
で
は
早
産
の
子
の
形
あ
る
も
の
は
踏
臼
の
踏
木
の
端
の
下
る
と
乙
ろ
、
或
い
は
母
屋
の
軒
の
雨
だ
れ
の
下
な
ど
に
埋
め
ら
れ
た
と
い
う
。
常

に
圧
力
を
加
え
て
お
か
な
い
と
、
小
さ
き
も
の
の
霊
魂
は
安
住
の
場
所
が
与
え
ら
れ
ぬ
ま
〉
に
瀞
離
し
て
仕
方
が
な
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

万
葉
時
代
に
於
い
て
も
未
成
人
の
死
に
際
し
て
、
乙
の
よ
う
な
習
俗
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

斎
明
紀
四
年
五
月
、
皇
孫
建
の
王
八
歳
に
し
て
莞
り
た
ま
ひ
き
。
今
城
の
谷
の
上
に
殖
を
起
て
て
収
め
ま
つ
り
き
。
天
皇
、
本
皇
孫
の
順
に
し
て
器
有
る

こ
と
を
以
ち
て
、
重
み
し
た
ま
へ
り
。
か
れ
、
哀
し
み
に
忍
び
ず
し
て
、

傷
み
働
き
た
ま
ふ
乙
と
極
め
て
甚
だ
し
く
、
群
臣
に
詔
し
て
「
万
歳
千
秋
の
後

は
、
要
ず
朕
が
陵
に
合
せ
葬
め
よ
」
と
日
り
た
ま
ひ
き
。

乙
れ
は
八
歳
に
し
て
襲
じ
た
建
玉
は
今
城
（
今
木
〉
の
谷
（
注
5

）
に
作
ら
れ
た
殖
に
収
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
墓
は
普
通
の
大
人
の
場
合
の
よ
う
に
は
建
造
さ

れ
な
い
。
そ
れ
に
忍
び
な
い
か
ら
、
将
来
、
天
皇
自
身
の
陵
に
合
葬
せ
よ
と
仰
せ
ら
れ
た
と
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
皇
は
と
の
詔
に
続
い
て

射
ゆ
し
し
を

認
ぐ
川
辺
の

若
草
の

若
く
あ
り
き
と

吾
が
思
は
な
く
に



の
他
二
首
の
歌
を
唱
し
給
い
、
そ
の
後
も
時
々
そ
れ
を
繰
返
さ
れ
た
と
い
う
。

何
故
、
建
玉
が
「
若
く
あ
っ
た
と
思
わ
な
い
」
と
歌
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
私
は
建
玉
が
未
成
人
と
は
考
え
な
い
。
成
人
と
し
て
手
厚
く
葬
っ
て
や
り

た
い
と
」
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

憶
良
の
反
歌
「
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
」
に
戻
る
な
ら
ば
、
「
古
田
は
幼
齢
だ
か
ら
、
あ
の
世
へ
の
道
が
わ
か
る
ま
い
」
と
単
純
に
想
像
し
た
の
で
は
な

「
古
日
は
成
人
以
前
で
、
未
だ
人
間
の
知
慧
は
持
っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
ど
乙
へ
行
っ
て
よ
い
の
か
途
方
に
く
れ
て
い
る
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
の
根

抵
に
は
「
未
成
人
は
大
人
の
よ
う
に
は
葬
ら
れ
な
い
。
そ
の
霊
魂
は
ど
こ
へ
行
っ
て
よ
い
の
か
収
る
場
所
が
わ
か
ら
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
の
だ
。
四

く国
の
祖
谷
山
で
は
、
四
・
五
歳
以
下
の
子
供
の
葬
式
を
「
地
蔵
わ
た
し
」
と
い
う
。
こ
の
地
蔵
は
寮
の
河
原
の
地
蔵
菩
薩
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
仏
教
が
何
ら

関
与
し
な
い
寮
の
河
原
を
日
本
の
庶
民
｜
｜
子
を
失
っ
た
父
母
は
作
り
あ
げ
、
そ
の
河
原
で
亡
き
吾
が
子
を
守
獲
し
て
呉
れ
る
も
の
と
し
て
地
蔵
様
を
仏
教
か

ら
借
り
て
来
た
。
吾
が
子
の
霊
魂
が
安
住
の
場
所
を
獲
な
い
の
を
、
そ
う
い
う
仕
来
た
り
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
〉
諦
め
て
い
る
父
も
母
も
い
な
か
っ
た

わ
け
で
あ
る
。
六
道
能
化
の
地
蔵
菩
薩
に
槌
ろ
う
と
し
た
の
は
当
然
な
親
心
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
憶
良
が

側
布
施
お
き
て
我
は
乞
ひ
稽
む

欺
か
ず

直
に

率
行
き
て
天
路
知
ら
し
め

- 29 ー

と
歌
っ
た
の
は
、
そ
の
前
の
歌
に
対
し
て
矛
盾
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
吾
が
子
の
霊
魂
が
未
成
人
な
る
が
故
に
瀧
離
浮
動
し
て
、
お
ち
つ
く
と
乙
ろ
を
与

え
ら
れ
な
い
、
と
い
う
残
酷
な
提
に
直
面
し
て
は
、
こ
れ
を
救
っ
て
呉
れ
る
も
の
が
万
一
あ
る
と
い
う
の
な
ら
ば
、
神
で
あ
ろ
う
と
仏
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
に

槌
り
つ
く
の
が
親
の
衷
情
で
あ
る
。
然
も
、
槌
り
つ
く
た
め
に
は
手
段
を
選
ば
な
い
。「
ま
ひ
は
せ
む
」
「
布
施
お
き
て
」
と
最
も
阻
劣
な
る
交
換
条
件
を
露

骨
に
持
出
し
て
い
る
の
は
是
非
も
な
い
こ
と
で
、

「
儲
悔
に
ま
さ
る
功
徳
や
は
あ
る
」
な
ど
と
高
級
な
こ
と
は
云
っ
て
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
九
O
五
と
九

O
六
と
、
乙
の
二
つ
の
歌
は
表
面
的
に
見
れ
ば
、
信
仰
の
混
濁
、
思
想
の
矛
盾
が
あ
る
。
然
し
、
そ
の
裏
面
に
立
ち
入
っ
て
見
れ
ば
、
そ
乙
に
は
死
児
に
対
す

る
民
族
の
厳
し
い
仕
来
た
り
｜
｜
捉
が
存
在
し
、
そ
れ
に
対
す
る
親
の
反
抗
｜
｜
至
情
が
あ
る
の
だ
。
藁
を
も
把
ま
ん
と
す
る
願
い
が
あ
る
の
だ
。
こ
こ
で
は

憶
良
は
「
イ
ン
テ
リ
」
で
も
な
く
、
官
吏
で
も
な
い
、

一
個
の
あ
わ
れ
な
親
と
し
て
、
支
離
滅
裂
の
ま
〉
に
叫
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。「
神
様
で
あ
れ
、
仏
様

で
あ
れ
、
吾
が
子
古
日
の
霊
魂
に
安
住
の
場
所
を
与
え
て
や
っ
て
呉
れ
」
乙
れ
が
父
親
の
歌
う
揖
歌
の
趣
旨
な
の
で
あ
る
。

左
在
の
筆
者
が
、
も
し
、
大
伴
家
持
で
あ
る
な
ら
ば
、
家
持
に
は
、
こ
の
惑
え
る
親
心
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
「
作
者
未
詳
」
は
「
作
者
之
惑
情
未
詳
」
だ



巻
二
。
一
三
八
は
長
歌
、
一
三
九
は
反
歌
一
首
。
題
詞
は
「
或
本
歌
一
首
井
短
歌
」
。
そ
の
左
注
は
「
右
、
歌
幹
雄
同
句
々
相
替
。
因
此
重
載
。
」

巻
三
。
三
七
九
は
長
歌
、
「
三
八
O
」
は
反
調
。
題
調
は
「
大
伴
坂
上
郎
女
祭
神
調
一
首
井
短
調
」
。
そ
の
左
注
は
「
右
歌
者
以
天
平
五
年
冬
十
一
月
。
供
祭
大
伴
氏
神

之
時
。
柳
作
此
調
。
故
日
祭
神
歌

巻
十
八
。
四
O
八
九
は
長
歌
、
四
O
九
O
、
四
O
九
一
、
四
O
九
二
は
短
歌
。
題
調
は
「
独
居
慢
裏
、
遥
閉
塞
公
鳥
喧
作
歌
一
首
井
短
調
」
。
そ
の
左
注
は
「
右
四
首
、

十
目
、
大
伴
家
持
作
之
。
」

な
お
、
蛇
足
を
加
え
る
な
ら
ば
、
巻
十
一
ニ
。
一
ニ
三
四
五
の
左
注
に
「
但
或
云
、
此
短
歌
者
防
人
之
妻
所
也
。
然
則
応
知
長
歌
亦
此
同
作
湾
。
」
と
あ
る
の
を
見
れ
ば
、
「
長

歌
」
「
短
歌
」
と
い
う
表
記
を
用
い
て
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る
の
を
嘗
戒
し
て
い
る
と
と
が
わ
か
る
。
左
注
は
慎
重
に
表
現
さ
れ
て
い
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

九
O
四
と
九
O
五
が
確
実
に
憶
良
作
な
ら
ば
、
何
故
に
ζ

の
二
首
は
作
者
名
を
欠
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
詑
府
自
哀
文
の
題
の
下
に
山
上
憶
良
作
と
い
う
記
名
が
あ
り
、
乙

の
記
名
が
八
九
七
の
長
歌
か
ら
九O
三
の
短
歌
に
ま
で
及
ぶ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
八
九
七l
l

九
O
三
の
歌
群
は
作
者
の
名
を
欠
く
に
も
拘
ら
ず
憶
良
の

作
と
い
う
よ
う
に
受
取
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
然
る
に
、
八
九
七
の
題
詞
と
九O
四
ハ
恋
古
日
歌
）
の
題
詞
と
は
、
そ
の
表
現
形
式
が
同
一
で
あ
る
か
ら
、ζ
の
ニ
群

は
同
一
資
料
に
依
る
と
推
定
さ
れ
る
。
即
ち
、
九O四
は
詑
病
自
哀
文
と
同
一
資
料
に
依
る
も
の
で
、
も
し
も
軽
卒
に
取
扱
う
な
ら
ば
、
詑
病
自
哀
文
の
題
の
下
の
山
上

憶
良
作
は
、
八
九
七
群
を
通
り
越
し
て
九O
四
に
ま
で
及
ぶ
も
の
と
受
取
ら
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

「
右
一
首
作
者
未
詳
」
が
九O
四
（
九
O
五
、
九
O
六
を
含
め
て
）
を
指
し
て
い
る
場
合
で
も
、
九
O
五
と
九
O
六
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
が
矛
盾
し
て
い
る
点
は
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。

一
般
に
左
注
の
「
載
此
次
」
に
は
次
の
四
つ
の
ケl
ス
が
考
え
ら
れ
る
。

A
類
事
情
は
納
得
し
か
ね
る
が
、
資
料
の
ま
ま
に
載
せ
る
。
と
の
場
合
は
資
料
の
「
旧
本
」
「
古
記
」
を
挙
げ
て
い
る
。

巻
一
。
一
五
、

右
一
首
歌
今
案
不
似
反
歌
也
。
但
、
旧
本
以
此
歌
載
於
反
歌
。
故
今
猶
載
此
次
。

巻
一
。
一
九
、

右
一
首
歌
今
案
不
似
和
歌
。
但
、
旧
本
載
干
此
次
。
故
以
猶
載
駕
。

巻
九
。
一
七
一
九
、

：
：
：
或
記
姓
氏
記
名
字
、
或
儒
名
号
、
不
侍
姓
氏
。
然
依
古
記
便
以
次
。
載
凡
如
此
類
下
皆
放
駕
。

B

類
そ
の
歌
が
そ
の
場
所
に
あ
る
の
は
不
合
理
で
あ
る
が
、
問
答
の
歌
と
し
て
、
或
い
は
、
同
一
作
者
の
同
一
時
の
作
品
と
し
て
、

っ
て
い
る
か
ら
、
削
除
す
る
乙
と
な
し
に
資
料
の
ま
ま
に
載
せ
る
。

巻
十
。
春
相
問
。
問
答
。
一
九
二
六
（
間
）
。
一
九
二
七
（
答
）
。

っ
た
の
で
あ
るP
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一
つ
に
纏
ま
っ
た
形
で
資
料
と
な



右
一
首
、
不
有
春
詞
而
猶
以
和
故
載
於
弦
次
。

巻
十
。
秋
相
問
。
問
答
。
二
三
O
七
（
問
〉
。
二
三O
八
（
答
）
。

右
一
首
、
不
類
秋
謂
市
以
和
載
之
也
。

巻
七
。
嘗
轍
歌
。
一
三
七
五
。

右
一
首
者
、
不
有
醤
轍
詩
類
也
。
但
、
闇
夜
歌
人
所
心
之
故
並
作
此
詞
。
因
以
此
歌
載
於
此
次
。
（
闇
夜
歌
人
と
は
一
三
七
四
の
作
者
な
り
）

C

類
類
歌
の
故
を
以
て
編
纂
者
の
裁
量
で
載
せ
る
。
と
の
場
合
は
、
既
存
の
も
の
に
他
の
資
料
か
ら
類
歌
を
得
て
加
え
た
り
、
題
詞
に
ま
で
加
筆
す
る
よ
う
な
極
度
の

自
由
が
認
め
ら
れ
る
。

巻
三
。
三
一
九
。
詠
不
尽
山
歌
一
首
井
短
歌
の
題
詞
の
次
に
長
歌
が
あ
り
、
次
に
反
歌
と
あ
っ
て
三
二

O
、
三
二
一
の
ニ
首
が
並
ぶ
。

右
一
首
、
高
橋
連
虫
麿
之
歌
中
出
藷
。
以
類
載
此
。

巻
六
。
九
一
三
。
車
持
朝
臣
千
年
作
詩
一
首
井
短
詩
と
し
て
、
長
歌
、
反
歌
一
首
が
あ
り
、
そ
の
次
に
或
本
反
詩
日
と
し
て
、
九
一
五
、
九
一
六
が
並
ぶ
。

右
、
年
月
不
審
。
但
、
以
詞
類
載
於
此
次
罵
。

巻
六
。
九
二
三
の
歌
群
、
九
二
六
の
歌
群
の
次
に
、

右
、
不
審
先
後
。
但
、
以
便
故
載
於
此
次
。

巻
六
。
九
五
回
。

右
、
作
歌
之
年
不
審
也
。
但
、
以
歌
類
便
載
此
次
。

巻
六
。
九
一
七
。
神
亀
元
年
甲
子
冬
十
月
五
目
、
幸
子
紀
伊
国
時
、
山
部
宿
祢
赤
人
作
詩
一
首
井
短
詩
の
題
詞
の
も
と
に
長
歌
あ
り
、
次
に
反
謂
二
首
と
し
て
九
一
八
、

九
一
九
。

右
、
年
月
不
記
。
但
、
侍
従
駕
玉
津
嶋
也
。
因
今
検
注
行
幸
年
月
以
載
之
駕
。

D
類
巻
一
。
二
六
。

右
、
句
々
相
換
。
因
此
重
載
君
。

巻
十
一
。
二
六
三
四
。

右
一
首
、
上
見
柿
本
朝
巨
人
麿
之
歌
中
也
。
但
、
句
々
相
換
故
載
於
弦
。

巻
五
は
巻
六
の
よ
う
に
編
纂
者
の
裁
量
が
極
度
に
自
由
で
、
題
調
に
ま
で
筆
を
加
え
る
よ
う
な
こ
と
は
無
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
巻
五
の
題
詞
の
形
式
が
不

統
一
な
ζ

と
か
ら
推
定
で
き
る
。
九
O
六
の
左
注
が
、
も
し
、
「
右
、
作
者
未
詳
」
ま
た
は
「
右
三
首
、
作
者
未
詳
」
と
あ
る
の
な
ら
ば
、
八
九
七
の
「
思
児
等
」
と

九
O
四
の
「
恋
男
子
名
古
日
」
を
周
知
と
見
て
、
前
述
C

類
に
属
す
「
左
注
」
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

ω

そ
う
す
れ
ば
，
九
O
四
｜
｜
九
O
六
の
歌
群
を
「
或
本
」

ま
た
は
別
の
歌
集
か
ら
入
手
し
て
既
存
の
歌
群
に
追
加
し
て
巻
五
を
終
っ
た
と
考
え
る
乙
と
も
可
能
と
な
る
。
然
し
、
左
注
に
は
「
右
一
首
」
と
記
し
で
あ
る
。

A
類
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に
属
す
左
注
か
と
い
え
ば
、
旧
本
、
古
記
等
の
資
料
を
挙
げ
て
い
な
い
点
か
ら
、
否
と
い
う
べ
き
で
あ
る
む
次
に

B

類
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
反
歌
と
し
て
九
O
玉
、

九
O
六
が
一
と
纏
め
に
な
っ
た
て
い
る
の
で
、
ど
の
よ
う
な
不
合
理
な
点
が
あ
っ
て
も
削
除
す
る
わ
け
に
は
行
か
ぬ
し
、
又
、
風
調
か
ら
見
て
同
一
作
者
の
作
品
と
思

わ
れ
る
か
ら
、
資
料
の
ま
ま
に
し
て
お
く
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ζ

の
左
注
は
B

類
に
属
す
も
の
と
思
う
。

雄
略
紀
に
よ
れ
ば
、
安
康
天
皇
を
試
し
た
眉
輪
王
（
紀
は
幼
年
と
し
、
記
は
七
歳
と
す
る
）
は
矯
死
さ
れ
（
記
は
刺
殺
と
す
る
）
、
新
漢
槻
木
南
丘
に
葬
ら
れ
た
。
新
漢

は
今
来
で
、
大
和
国
吉
野
郡
大
淀
町
の
今
木
で
あ
る
。
幼
年
に
し
て
非
業
の
死
を
遂
げ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

q
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