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釈

沼

空

「
東
京
詠
物
集
」

み、

1 

釈
透
空
の
第
二
歌
集
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
（
一
九
三

O
年）

を

め

ぐ

ペコ

て

研

士
口

郎

の

に
「
東
京
詠
物
集
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
「
木
場
」
か
ら
時
計
ま
わ
り
に
東

さ
れ
た
も
の
に
も
と
マ
つ
い
て
い
る
。
初
出
か
ら
歌
集
へ
の
過
程
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
点
が
む
ろ
ん
あ
る
が
、

一
九
二
六
年
六
月
か
ら
翌
二
七
年
六
月
に
か
け
て
、

」
の
「
連
作
」
（
ひ
と
ま
ず
そ
う
一
一
白
っ
て
お
く
）

tヱ

京
旧
市
内
を
l
l
l
目
黒
と
雑
司
ヶ
谷
と
が
途
中
に
さ
し
は
さ
ま
れ
る
ー
ー
ー
一
周
し
て
「
浅
草
」
に
い
た
る
五
四
首
で
あ
る
。

断
続
的
に
『
日
光
』
に
発
表

ヲ’,__ 

ヲP,__ 

ろ

」
こ
で
は
省
略
し
、

『
春
の

岩

松

こ
と
ぶ
れ
』
で
の
形
に
即
し
て
、
「
よ
み
」
を
試
み
、
沼
空
・
折
口
信
夫
の
「
都
市
」
詠
の
あ
り
方
を
検
討
し
よ
う
、
と
思
う
。
（
五
四
首
の

全
体
は
、
仮
に
連
番
を
附
し
て
別
に
掲
げ
た
。
以
下
、
そ
の
番
号
を
以
て
歌
を
引
く
。
）

2 

前
提
と
し
て
、
二
つ
の
点
を
確
か
め
て
お
き
た
い
。

ひ
と
つ
は
、

」
の
五
四
首
の
「
連
作
」
的
な
も
の
が
、
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
そ
の
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他
で
の
、
あ
る
い
は

（
一
般
的
に
言
う
と
し
て
）
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
的
な
連
作
と
は
区
別
さ
れ
う
る
、

一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
「
作
品
」
と
み
な

せ
る
、
ー
ー
し
た
が
っ
て
「
作
品
」

へ
の
「
よ
み
」
が
必
要
で
あ
り
、
可
能
で
も
あ
る
筈
だ
、

と
い
う
点
で
あ
る
。
ふ
た
つ
は
、
こ
の
作
品

を
検
討
す
る
こ
と
が
、
少
く
と
も
沼
空
の
作
歌
活
動
の
な
か
で
、
さ
ら
に
は
お
そ
ら
く
、
よ
り
広
く
、
岩
空
H
折
口
信
夫
の
仕
事
の
な
か
で
、

或
る
「
ふ
し
め
」
の
把
握
と
し
て
大
事
だ
ろ
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

」
の
「
連
作
」
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
沼
空
自
身
は
、

一
九
三
七
年
の
『
短
歌
文
学
全
集
釈
沼
空
篇
』
の
「
自
註
」
で
、
「
未
定
稿
は
、

も
っ
と
広
く
渉
っ
て
尚
数
十
首
（
？
）
も
あ
っ
た
か
と
思
ふ
」
と
言
っ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
こ
の
作
品
は
、
計
画
と
し
て
か
な
り
大
き
い

も
の
で
あ
る
が
、
実
際
に
成
っ
た
五
四
首
と
い
う
数
を
み
て
も
、
「
大
阪
詠
物
集
」
三
二
首
、
「
門
中
瑛
事
」
三
六
首
、
「
昭
和
職
人
歌
」
三

六
首
な
ど
を
上
ま
わ
り
、
量
的
な
面
か
ら
だ
け
で
も
注
意
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
の
大
き
い
諸
「
連
作
」
が
、
何
れ
も
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
に
、

つ
ま
り
時
期
的
に
は
一
九
二

0
年
代
後
半
に
集
中
し
て
い
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る
こ
と
は
、
す
で
に
加
藤
守
雄
の
注
目
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
労
作
『
折
口
信
夫
伝
』
で
は
、
こ
れ
ら
を
「
叙
事
的
連
作
」
と
し
て
、
、
活
空

の
所
謂
〈
短
歌
滅
亡
論
〉
｜
｜
の
形
を
と
っ
た
再
生
論
と
考
え
る
方
が
正
し
い
の
だ
が
ー
ー
た
る
「
歌
の
円
寂
す
る
時
」
や
「
滅
亡
論
以
後
」

と
の
関
連
で
と
ら
え
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

｜
｜
沼
空
の
こ
れ
ら
の
「
連
作
L

は、

「
主
と
し
て
都
会
の
生
活
、
人
事
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
要
求
に
発
し
て
お
り
、
又
、
本
質
的
に
持
情
詩
で
あ
る
短
歌
に
、
新
し
い
生
命
を
附
与
し
よ
う
と
す
る
強
い
願
望
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
」

と
「
歌
の
円
寂
す
る
時
」
は
、
「
東
京
詠
物
集
」
と
並
行
す
る
一
九
二
六
年
夏
の
も
の
だ
が
、
そ
の
前
々
年
の
『
日
光
』
に
発
表
さ
れ
た
「
砂

け
ぶ
り
」
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
「
非
短
歌
四
行
詩
」
の
一
展
開
と
し
て

l
iた
だ
し
、
非
「
非
短
歌
」
つ
ま
り
「
短
歌
」
の
形
で

の
展
開
と
し
て
、
「
東
京
詠
物
集
」
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
「
砂
け
ぶ
り
」
の
素
材
と
な
っ
た
関
東
大
震
災
時
の
体
験
は
、



と
は
、
池
田
弥
三
郎
（
『
私
説
折
口
信
夫
』
）
や
加
藤
が

す
で
に
論
じ
た
点
だ
が
、
沼
空
白
身
、
前
引
「
自
註
」
で
、
（
「
東
京
詠
物
集
」
の
）
「
一
つ
前
に
は
、
『
新
様
歌
』
砂
け
ぶ
り
が
出
来
て
居

た
。
其
感
激
が
薄
れ
て
、
東
京
詠
物
集
に
落
ち
つ
い
た
訣
で
あ
る
」
と
述
べ
て
、
そ
の
関
係
を
示
し
て
い
る
。

「
東
京
詠
物
集
」
の

（凶）

に
反
映
し
、
ま
た
表
現
の
上
で
も
（
日
）

と
連
な
る
、

四
行
詩
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
展
開
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加
藤
の
い
う
、
歌
人
と
し
て
の
世
評
の
確
立
と
い
う
「
外
的
条
件
」

を
含
め
、
問
題
と
す
べ
き
点
が
多
い
が
、

こ
こ
で
は
措
く
。
必
要
な
事
柄
は
、
四
行
詩
の
連
鎖
的
一
体
と
し
て
の
「
砂
け
ぶ
り
」
の
試
行
が
、

短
歌
の
叙
事
的
再
生
を
説
く
「
歌
の
円
寂
す
る
時
」
の
考
え
方
の
な
か
で
、
「
東
京
詠
物
集
」
に
変
成
し
て
く
る
と
き
、
所
謂
「
連
作
」
よ

り
も
さ
ら
に
一
体
性
・
有
機
性
を
も
っ
形
が
生
ず
る
、

と
い
う
脈
絡
の
確
認
で
あ
り
、

こ
の
意
味
で
、

「
東
京
詠
物
集
」
を
つ
ら
ぬ
き
内
部

で
照
応
し
あ
う
も
の
を
、
「
作
品
」
と
し
て
の
そ
れ
か
ら
、

よ
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
筈
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

次
に
、
右
の
事
柄
と
も
関
連
す
る
が
、

「
東
京
詠
物
集
」
の
前
後
、

す
な
わ
ち
一
九
二

0
年
代
、
な
か
ん
づ
く
そ
の
半
ば
頃
は
、
沼
空
H
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折
口
信
夫
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
も
の
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
時
期
と
い
え
る
。
長
谷
川
政
春
の
「
釈
沼
空
H
折
口
信
夫
年
譜
抄
」
（
『
現

代
詩
手
帖
』

一
九
七
三
年
六
月
増
刊
号
）

は
、
た
と
え
ば
一
九
一
二
年
の
項
を
、

「
沼
空
の
ア
ラ
ラ
ギ
時
代
終
る
。

と
共
に
、
彼
の
創
作
欲

求
は
短
歌
様
式
を
破
っ
て
、
小
説
と
詩
の
新
た
な
地
平
へ
と
踏
み
出
す
」
と
ま
と
め
て
お
り
、

一
方
、
こ
の
年
の
第
一
次
沖
縄
採
訪
に
続
く
、

二
三
年
の
第
二
次
採
訪
は
、

「
折
口
学
に
と
っ
て
、

重
要
な
契
機
と
な
っ
た
」
（
池
田
『
日
本
民
俗
文
化
大
系
・
二
・
折
口
信
夫
』
）

の
で
あ

る
。
「
砂
け
ぶ
り
」
体
験
は
、
こ
の
第
二
回
沖
縄
行
か
ら
帰
京
し
た
際
の
こ
と
だ
が
、
翌
二
四
年
に
は
、
「
奥
遠
州
」
「
海
山
の
あ
ひ
だ
」
「
島

山
」
な
ど
、

l
l
l
「
人
も

馬
も
：
：
：
」
や
「
葛
の
花
：
：
：
」
や
の
歌
を
含
む
、
日
程
空
の
歌
人
と
し
て
の
評
価
を
確
立
さ
せ
た
連
作
の
発
表

守
ミ
ヒ
「

u

o

カ
結
く」

れ
は
そ
の
ま
ま
、
創
作
活
動
の
上
で
は
、

「
砂
け
ぶ
り
」
（
二
四
年
六
・
八
月
）

歌
集
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
刊
行
（
二
五
年
）

接



続
し
、
二
六
年
の
「
東
京
詠
物
集
」
以
下
に
い
た
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
間
に
、

「
日
本
文
学
の
発
生
第
一
稿
」
（
二
四
年
四
月
）
、
「
短
歌
本

質
成
立
の
時
代
」
（
二
六
年
一
二
月
）
、
「
女
房
文
学
か
ら
隠
者
文
学
へ
」
（
二
七
年
九
月
）
が
書
か
れ
で
も
い
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
れ

ら
が
、
『
古
代
研
究
』
（
二
九
年
）

の
ひ
と
つ
の
核
を
つ
く
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
二
六
年
三
月
の
島
木
赤
彦
の
死
、
こ
れ
に
先
だ
っ
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
離
脱
と
『
日
光
』
創
刊
、
そ
し
て
二
八
年
八
月
の
古
泉
千
樫

の
死
、
こ
の
な
か
で
の
前
述
「
歌
の
円
寂
す
る
時

L
I－
－
を
併
せ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
全
体
の
な
か
で
の
「
東
京
詠
物
集
」
は
、
ま
さ
し
く

沼
空
H
折
口
信
夫
の
「
確
立
」
期
の
指
標
の
ひ
と
つ
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
地
方
的
・
民
俗
的
な
も
の
に
併
せ
て
、
中

央
的
・
文
芸
的
な
も
の
｜
｜
文
学
史
と
短
歌
（
な
い
し
韻
文
）

を
結
び
つ
け
て
ゆ
く
こ
の
時
期
の
沼
空
H
折
口
信
夫
は
、

つ
ま
り
は
、
ほ
か

な
ら
ず
、
私
た
ち
が
い
ま
も
っ
て
い
る
、
冠
空
H
折
口
信
夫
像
の
形
成
H
確
立
を
示
し
て
い
る
の
だ
が
、

ー
ー
ー
で
は
そ
こ
で
、

「
中
央
」
の

- 46一

「
都
会
」
で
あ
る
「
東
京
」
を
、
「
短
歌
」
の
「
連
作
」
か
ら
や
や
ふ
み
出
し
つ
つ
、
沼
空
は
ど
う
う
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

3 

「
東
京
詠
物
集
」
は
、

「
木
場
の
水
」
の
歌
（
1
）
か
ら
は
じ
ま
る
。

」
こ
で
私
が
「
よ
む
」
べ
き
だ
と
考
え
る
点
は
、
「
こ
え
て

来
に

し
を
／
い
づ
こ
か

行
か
む
」
の
句
｜
1
3
つ
ま
り
、

「
来
た
」
そ
し
て
「
行
っ
て
し
ま
う
」
と
い
う
パ
タ
ン
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
こ
の
作
品

の
な
か
の
非
回
想
的
な
歌
群
｜
｜
後
に
述
べ
る
「
詠
物
」
そ
の
も
の
で
あ
る
も
の
で
く
り
返
さ
れ
る
形
を
、
端
的
に
示
し
て
い
る
。
（
M
）

の
「
の
ぼ
り
居
て

ま
た
／
く
だ
り
か
行
か
む
」
、
（
ゆ
）

の
「
人
ご
み
を
来
て
、
／
：
：
：
／
茶
な
ど
飲
み
て

戻
ら
む
」
、
（
ぬ
）

の
「
人
の

家
に
、
／
ひ
そ
か
に
来
り
、
ひ
そ
か
に
去
る
」
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
パ
タ
ン
は
、
歌
の
場
が
、
橋
・
丘
・
駅
な
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
通
過
す
る
者
」
｜
｜
そ
れ
を
「
旅
人
」
と
言
っ
て
も
良
い
か
否



か
は
留
保
す
べ
き
で
あ
る

l
lの
詠
み
口
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、

こ
の
立
場
は
ま
た
、
「
町
」
あ
る
い
は
「
都
市
」
の
現
在

に
対
す
る
と
き
、
（
日
）

（ロ）

の
よ
う
に
変
形
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
こ
｜
｜
「
銀
座
」
な
の
だ
が
ー
ー
で
は
、
「
立
て
る
」
「
我
」
に
対

似
ぬ
様
子
で
行
く

充
ち
行
」
く
の
で
あ
り
、
「
都
の
を
と
め
」
は
「
似
つ
t
A

は

行
か
ず
」
、

す
な
わ
ち
、

し
て
、
「
か
く
も
、
／
処
女
は

の
で
あ
っ
て
、
通
過
す
る
他
者
に
対
す
る
詠
歌
主
体
の
「
た
ち
ど
ま
り
」
の
詠
み
口
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

留
保
し
た
「
旅
人
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
沼
空
を
「
黒
衣
の
旅
人
」
と
呼
ん
だ
の
は

北
原
白
秋
で
あ
り
、
沼
空
の
歌
を
「
旅
人
」
の
そ
れ
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、
藤
井
貞
和
『
釈
沼
空
』
に
い
た
る
ま
で
の
一
般
的
見
地
だ

が
、
こ
の
「
旅
人
」
は
、
実
は
、
自
己
ま
た
は
他
者
（
も
し
く
は
両
者
）
の
「
通
過
」
と
い
う
点
か
ら
分
析
す
る
な
ら
ば
、
「
定
在
・
定
住
」

に
対
す
る
「
旅
人
」
と
い
う
通
常
の
形
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
千
樫
へ
の
有
名
な
追
悼
歌
、

な
き
人
の
／
今
日
は
、
七
日
に
な
り
ぬ
ら
む
。
／

遇
ふ
人
も
／

あ
ふ
人
も
、
／
み
な

旅
び
と

（
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
）
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あ
る
自
分
に
対
し
て
、

を
、
そ
の
見
方
で
よ
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
歌
は
、
連
作
と
し
て
四
国
を
旅
し
て
い
る
な
か
の
一
首
な
の
だ
が
、
「
旅
人
」
（
通
過
者
）
で

旅
び
と
」
で
あ
る
わ
け
で
あ
っ
て
、
む
こ
う
も
ま
た
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

他
が
ま
た
、

「
み
な

「
通
過
者
」
と
し
て
の
沼
空
は
、

他
者
に
対
し
て
は
、

す
れ
ち
が
う
形
か
、
ー
ー
ー
あ
る
い
は
せ
め
て
「
た
ち
ど
ま
り
」
の
形
で
、
そ
れ
の
通

過
を
と
ら
え
る
だ
け
で
あ
り
、
所
謂
「
旅
人
」
と
し
て
の
あ
り
方
と
は
異
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

4 

沼
空
の
「
都
市
」
ま
た
は
「
町
」
が
、
「
た
ち
ど
ま
り
」
の
詠
み
方
の
な
か
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
、
（
8
）
に
も
示
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
芝
居
の
歌
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
十
五
代
目
羽
左
衛
門
を
よ
ん
で
い
る

（
考
証
は
略
す
）

の
だ
が
、
「
東
京
詠
物
集
」
の
な
か
で
、



「
東
京
」
の
「
描
写
」
そ
の
も
の
で
あ
る
少
い
例
の
ひ
と
つ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
非
回
想
的
H
現
在
的
な
詠
み
方
の
枠
の
内
に
、

し、

わ

ば
沼
空
と
人
び
と
と
が
並
ん
で
、
都
市
の
所
産
と
し
て
の
歌
舞
伎
｜
｜
発
生
的
に
は
と
も
か
く
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
は
、
そ
う
言
っ
て
か

ま
わ
ぬ
だ
ろ
う
ー
ー
に
対
し
て
い
る
歌
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
都
市
」
詠
と
い
え
る
の
だ
が
、
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
考
え
る
な
ら

ば
、
「
客
席
」
は
、
も
と
よ
り
一
と
き
の
「
た
ち
ど
ま
り
」
（
こ
の
場
合
、
あ
る
い
は
す
わ
る
の
で
あ
る
に
し
ろ
）
の
場
で
あ
る
こ
と
に
も
気

づ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
口

そ
う
し
た
場
で
、

「
東
京
」
と
い
う
「
都
市
」
の
「
詠
物
」
が
具
体
化
さ
れ
て
い
る
点
が
、
、
活
空
に
と
っ
て
の

「
都
市
」
の
性
質
を
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
白
歌
白
註
」
で
、
後
の
透
空
は
、
「
大
阪
詠
物
集
」
に
つ
い
て
、
「
失
敗
作
」
で
「
詠
物
集
と
い
ふ
よ
り
も
、
む
し
ろ
詠
史
集
と
い
へ
る
」

形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
と
し
て
い
る
。
「
詠
物
」
と
い
う
語
の
漢
詩
に
由
来
す
る
意
味
か
ら
し
て
も
、
そ
れ
は
た
し
か
に
、
「
一
詠
史
」
に
対
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京
詠
物
集
」
で
は
、
さ
し
あ
た
り
先
ず
（
8
）

立
し
つ
つ
現
在
を
描
写
す
る
｜
｜
回
顧
的
・
主
情
的
に
な
ら
ぬ
形
、
つ
ま
り
は
即
物
的
な
形
を
め
ざ
す
も
の
な
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
「
東

の
よ
う
に
、
芝
居
（
ま
た
は
客
席
）
と
し
て
あ
ら
わ
れ
て
こ
ず
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、

沼
空
の
「
東
京
」
は
、

「
通
過
」
あ
る
い
は
「
た
ち
ど
ま
り
」
に
よ
っ
て
「
通
過
者
」
に
み
え
て
く
る
「
都
市
」
で
あ
り
、

「
都
市
」
と
は
い
え
、
芝
居
や
街
路
や
橋
・
駅
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
そ
れ
は
、
（
日
）

に
、
ま
た
と
り
わ
け
で
「
わ
が
心

む
つ
か

り
に
け
り
」
と
い
う
（
日
）

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
疎
遠
さ
を
帯
び
た
も
の
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。

5 

一
方
、
「
都
市
」
ま
た
は
「
町
」
と
し
て
の
東
京
は
、
以
上
の
如
く
そ
の
「
都
市
」
の
面
を
、
「
た
ち
ど
ま
り
」
の
「
情
景
」
と
と
ら
え
る

に
し
ろ
、
他
方
、
住
み
つ
い
て
の
「
町
」
で
も
あ
る
筈
で
あ
る
。
沼
空
は
、
国
学
院
入
学
か
ら
こ
の
作
品
ま
で
の
問
、
途
中
の
帰
阪
の
時
期



は
あ
る
が
、
こ
の
「
町
」
を
二

O
年
ほ
ど
経
験
し
て
お
り
、
現
に
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』
巻
頭
は
、
当
時
の
住
ま
い
で
あ
る
渋
谷
の
「
羽
沢
の

家
」
連
作
で
あ
る
。

だ
が
、
「
旧
市
内
一
巡
」
の
詠
で
あ
る
こ
の
作
品
で
は
、
現
在
の
「
町
住
み
」
は
あ
ら
わ
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
（
幻
）

の
よ
う
な
、
か
っ

て
の
住
ま
い
の
回
想
が
、
し
か
も
前
述
の
如
く
「
詠
物
」
集
と
し
て
は
本
来
的
で
な
い
筈
の
も
の
と
し
て
、
詠
ま
れ
る
だ
け
で
あ
る

（
だ
か

ら、

（幻）

で
も
、
や
や
軽
い
調
子
で
、
回
想
は
っ
き
は
な
さ
れ
て
い
る
）
。

そ
こ
で
、
「
町
」
を
こ
の
作
品
か
ら
よ
み
と
っ
て
ゆ
く
た
め
に

は
、
そ
れ
以
前
の
「
町
住
み
」
の
歌
か
ら
、
よ
み
の
手
が
か
り
を
得
て
お
く
必
要
が
生
ず
る
。

『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
「
町
」
を
詠
ん
だ
諸
連
作
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
「
煤
」
「
ほ
こ
り
」
（
ま
た
「
砂
」
「
土
」
）
や
「
も
の
音
」
「
戸
」

が
頻
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
年
代
順
に
代
表
的
な
例
だ
け
を
示
せ
ば
、
次
の
如
く
に
な
る
。

衛ご夏
風3か
砂ゼげ
吹の
き
入
れ
て

こ
の
居
間
に
客
来
る
な
り
。
四
方
の
も
の
音

し
づ
ま
る
ま
昼

（
「
い
ろ
は
館
」
・
一
九
一
六
）
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は
な
し
か
の
高
座
の
ま
た
斗
き

さ
び
し
く
あ
り
け
り

（
「
い
ろ
も
の
せ
き
」
・
一
九
一
七
）

ま
昼
日
の
か
ど
や
く
道
に
立
つ
ほ
こ
り

羅
紗
の
ざ
う
り
の
、
自
に
い
ち
じ
る
し

（
「
夏
相
聞
」
・
同
）

わ
が
庭
に
、
爽
竹
桃
は
し
な
え
た
り
。
ほ
こ
り
を
あ
び
て
、
町
よ
り
戻
る

（
「
爽
竹
桃
」
・
同
）

年
の
夜
の
雲
吹
き
お
ろ
す
風
の
お
と
。
二
た
び
出
で
行
く
。
砂
捲
く
町
へ

町
な
か
の
煤
ふ
る
庭
は
、
ふ
き
の
華
た
ち
よ
ご
れ
つ
斗
土
か
ら
び
居
り

人
ご
と
の
あ
わ
た
父
し
さ
よ
。
間
よ
り
立
ち
う
つ
り
行
く

（
「
除
夜
」
・
一
九
一
八
）

（
「
母
」
・
一
九
二

O
）

ほ
こ
り
さ
び
し
も

す
な
わ
ち
、
皮
膚
感
覚
や
聴
覚
で
の
「
町
」
が
、
視
覚
形
象
と
並
ん
で
、
ー
ー
ー
と
い
う
こ
と
は
、

（
「
軽
塵
」
・
一
九
二
二
）

た
と
え
ば
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
な
ど
の
同
時

代
歌
人
に
対
し
て
は
、
前
者
の
感
覚
の
比
重
が
ず
っ
と
大
き
い
形
で
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
歌
で
の
沼
空
の
感
官
の
は
た
ら
き
方
の
特
徴
一
般
で
あ
る
と
も
い
え
、
新
詩
社
系
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
、
視
覚
か
ら
の
刺
激
を
好
ん
で
詠
む
「
新
派
」
調
と
沼
空
が
異
質
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
こ
こ
で
、
す
で
に
述
べ
た
「
通
過
」
な
い
し
「
た
ち
ど
ま
り
」
の
詠
み
口
と
、
そ
れ
を
考
え
あ
わ
す
な
ら
ば
、
よ
り
重
要
な
こ
と
と
し

て
、
沼
空
が
「
町
」
を
詠
む
と
き
に
も
、
「
音
」
や
「
挨
」
と
い
う
一
過
的
な
表
象
（
あ
る
い
は
感
覚
）

で
詠
ん
で
い
る
、
と
の
見
方
が
導

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
た
ち
ど
ま
り
」
で
な
く
、
「
町
住
み
」
で
の
「
町
」
に
つ
い
て
は
、
客
や
隣
人
を
は
じ
め
と
し
て
人
が
、
ま
た
建
物

や
ま
ち
な
み
が
、
持
続
的
形
象
と
し
て
、
多
く
視
覚
的
に
た
ち
あ
ら
わ
れ
う
る
｜
｜
例
示
す
る
紙
幅
が
な
い
が
、
千
樫
の
「
病
林
春
光
録
」

（
『
青
牛
集
』
）
な
ど
を
参
照
せ
よ
｜
｜
の
だ
が
、
沼
空
に
あ
っ
て
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
節
の
は
じ
め
に
述
べ
た
が
、
「
町
住
み
」
の
歌
が
除
か
れ
て
い
る
こ
の
作
品
で
は
、
沼
空
の
そ
の
よ
う
な
「
町
」
詠
の
特
質
は
見
出

し
に
く
い
。
が
、
そ
れ
で
も
、
（
お
）

で
は
、
「
心
や
す
ら
に

な
り
居
」
る
状
態
と
の
対
立
1
1
1
む
ろ
ん
、
末
尾
の
「
を
」
が
そ
れ
を
指
示

す
る
ー
ー
と
し
て
、
「
煤
ふ
り
来
る
」
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
自
体
は
「
町
住
み
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
い
が
、
（
お
）
（
鈍
）

は
「
飯
田
町
」
の
母
校
旧
地
で
の
回
想
性
を
帯
び
た
詠
で
あ
り
、
そ
れ
ら
と
、
前
引
の

（
幻
）
を
含
む
旧
居
の
地
「
金
富
町
」
の
歌
と
に
は

さ
ま
れ
て
い
る
、
そ
の
排
列
の
位
相
か
ら
、
私
は
、
こ
こ
で
の
「
煤
」
を
「
町
」
の
そ
れ
に
準
ず
る
程
度
に
は
よ
み
う
る
と
考
え
る
。
そ
し

て、

つ
け
加
え
る
な
ら
ば
、
「
天
神
」
の
境
内
な
ど
で
の
「
心
や
す
ら
」
さ
は
、
後
述
の
如
く
、
「
東
京
詠
物
集
」
の
注
意
す
べ
き
特
徴
な
の

だ
が
、
そ
こ
で
も
な
お
、
「
煤
」
が
気
に
さ
れ
・
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
安
定
へ
の
侵
犯
と
し
て
の
「
煤
」
、

し
た
が
っ
て
「
町
」

も
ま
た
沼
空
に
は
安
定
し
た
親
腿
の
対
象
に
重
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
こ
と
ー
ー
と
い
っ
た
よ
み
も
導
き
う
る
の
で
あ
る
。



6 

り
こ
う
し
て
、
沼
空
の
こ
の
作
品
で
の
「
東
京
」
は
、

一
過
的
な
も
の
で
あ
る
。
人
は
、
都
市
・
な
い
し
町
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
定
住
・
定
在
の
形
で
は
殆
ど
詠
ま
れ
な
い
。
「
通
過
」
し

「
都
市
」
で
あ
れ
「
町
」
で
あ
れ
、

自
己
に
と
っ
て
は
、
ゆ
き
ち
が
う
も
の
で
あ

て
ゆ
く
人
び
と
が
殆
ど
だ
、
と
言
い
か
え
て
も
良
い
。
｜
｜
（
3
）
の
「
近
み
ち
し
つ
斗
／
人
行
き

の
遊
廓
へ
向
う
人
を
、
は
た
で
見
て
い
る
、
と
い
う
軽
み
の
あ
る
作
な
の
だ
ろ
う
が
、
「
人
」
は
通
り
過
ぎ
る
の
み
な
ら
ず
、
「
近
み
ち
」
を

の
よ
う
に
、
留
守
で
さ
え
あ
る
。
（
ち
な
み
に
、
初
出
で
は
こ
こ
に
、
「
人
の
家
の
と
ざ
し
に
触
れ

と
ほ
る
」
は
、
深
川
冬
木
町
で
州
崎

し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
（
却
）

（ぬ）

て
、
下
ゑ
ま
し
。
け
ふ
は
こ
れ
よ
り

銀
座
へ
行
か
む
」
の
歌
も
あ
っ
た
。

」
れ
に
は
、

「
来
て
、
行
っ
て
し
ま
う
」
パ
タ
ン
と
、
人
の
不

こ
の
よ
う
な
、

一
過
的
な
表
相
の
世
界
と
し
て
の
「
東
京
」
は
、

沼
空
に
と
っ
て
は
ま
た
、

「
人
」
が
い
な
く
と
も
「
下
ゑ
ま
し
」
く
思

- 51-

在
、
そ
し
て
そ
れ
を
良
し
と
す
る
形
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
）

わ
れ
る
体
の
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
結
局
、

「
町
」
で
も
「
都
市
」
で
も
な
い
、

い
わ
ば
仮
象
で
あ
る

（
こ
れ
を
、

神
島
二
郎
の
所
謂
「
第
二
の
ム
ラ
」
と
結
び
つ
け
て
把
握
す
る
方
法
も
あ
り
う
る
が
、
私
は
と
ら
な
い
。
沼
空
H
折
口
信
夫
に
は
、
「
故
郷
」

と
し
て
の
「
ム
ラ
」
の
概
念
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
）
。

無
限
定
に
「
東
京
」
と
い
う
ほ
か
な
い
仮
象
の
地
に
つ
い
て
、
ー
ー
そ
の
「
明
治
」
に
お
け
る
形
成
・
確
立
の
表
示
を
た
と
え
ば
「
銅

像
」
に
見
る
と
す
る
な
ら
、

し
き
も
の
は
／
さ
び
し
か
り
け
り
」
（
必
）

一
九
二
三
年
の
「
零
時
日
記
（
皿
ご
で
「
九
段
の
上
の
こ
ん
く
り
い
と
の
大
鳥
居
」
を
罵
っ
て
や
ま
な
か
っ

此
も
／
ひ
と
時
な
り
け
り
」
（
必
）
と
い
い
、
「
現

こ
こ
で
は
、
要
す
る
に
「
東
京
」
と
い
う
「
現

と
裁
断
を
く
だ
し
た
こ
と
も
理
解
し
や
す
い
。

た
沼
空
が
、
「
須
田
町
」
の
広
瀬
中
佐
像
を
つ
詠
物
」
の
題
材
と
し
つ
つ
、
「
か
れ
も



し
き
も
の
」
が
「
さ
び
し
い
」
仮
象
に
す
ぎ
ぬ
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
裁
断
は
、
実
は
、
「
詠
物
」
集
の
前
述
の
よ
う
な
現
在
性
・
描
写
性
の
根
抵
を
危
く
す
る
も
の
で
も
あ
る
。
「
現
し
き
も

の
」
を
仮
象
と
し
つ
づ
け
る
な
ら
、
「
物
」
に
即
し
て
詠
む
こ
と
と
は
反
対
の
方
向
に
赴
き
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

排
列
・
構
成
上
で
の
こ
の
作
品
の
均
衡
は
、

（
必
）
で
「
例
外
」

の
よ
う
に
「
人
」
が
住
ん
で
い
る
歌
を
置
い
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に

（
訂
）
以
後
の
歌
が
、
後
述
す
る
如
く
、
「
安
定
」
な
い
し
「
回
復
」
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
、

一
往
保
た
れ
、
（
必
）

（
必
）
で
つ
き

つ
め
ら
れ
た
も
の
は
、

ひ
き
戻
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。

（
「
根
津
」
の

（
臼
）
が
異
質
に
み
え
る
が
、
こ
れ
は
、
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』

の
「
郡
上
八
幡
」
連
作
で
、
大
火
の
あ
と
の
静
ま
り
を
「
焼
け
原
の
町
の
も
な
か
を
行
く
水
の

せ
t
A

ら
ぎ
澄
み
て
、
秋
近
づ
け
り
」
と
詠

ん
だ
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
、
類
推
的
に
理
解
で
き
る
、
と
思
う
）

ー
ー
が
、
そ
れ
で
も
、
「
東
京
詠
物
集
」
の
「
東
京
」
が
「
ひ
と
時
」
の

仮
象
で
し
か
な
い
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
歌
か
ら
は
否
定
で
き
な
い
。
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で
は
、
第
二
節
で
加
藤
の
見
解
に
拠
り
つ
つ
指
摘
し
た
よ
う
な
、
短
歌
の
再
生
へ
む
け
て
都
会
を
よ
む
、
と
い
う
、
こ
の
「
叙
事
的
連
作
」

の
モ
テ
ィ
1
フ
は
、
そ
の
形
で
達
成
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
作
品
で
の
沼
空
の
主
題
は
、
通
過
す
る
自
己
、
ま
た
は
自
己
の
上
を
通
過

す
る
「
東
京
」
の
表
相
だ
け
な
の
か
。

「
歌
の
円
寂
す
る
時
」
で
、

俳
句
に
対
す
る
歌
の
特
質
を
「
求
心
努
力
」
で
あ
る
と
し
、

一
九
二
六
年
の
「
新
し
い
論
理
の
開
発
」
で

も
、
「
短
歌
以
上
に
、

日
本
人
の
生
活
の
新
論
理
を
意
識
化
し
て
行
く
詩
形
は
な
い
」
と
し
て
い
る
沼
空
は
、
こ
の
時
期
に
あ
っ
て
も
、
「
ひ

と
時
」
な
ら
ざ
る
も
の
を
、
「
求
心
」
的
な
も
の
と
し
て
、
短
歌
に
求
め
て
い
た
筈
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
「
東
京
」
を
詠
み
つ
つ
の
「
安
定
」



を
、
た
と
え
ば
、
「
新
様
歌
」
の
「
砂
け
ぶ
り
」
に
対
し
て
で
も
、
さ
ぐ
ろ
う
と
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
安
定
」
、

「
ひ
と
時
」
で
な
い
も
の
、

あ
る
い
は
「
安
ら
さ
」
は
、

こ
の
作
品
の
「
東
京
」
の
ど
こ
に
見
出
さ
れ
て
い
る
か
、
を
見
な
お
さ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。

「
東
京
詠
物
集
」
で
め
だ
っ
事
柄
の
ひ
と
つ
は
、
寺
社
を
（
あ
る
い
は
寺
社
で
）
詠
む
こ
と
の
多
き
で
あ
る
。
（
3
）
に
つ
い
て
は
す
で
に

述
べ
た
が
、
こ
れ
を
除
く
と
し
て
も
、
（
5
）（
6
）
（
臼
）
（
幻
）
（
日
）
（
お
）
（
必
）
（
訂
）
（
必
）
（
日
）

と
い
う
具
合
で
あ
る
。
こ
の
な
か
で
、

た
と
え
ば

（

5
）
 

（

6
）
 

tま

「
友
人
」
た
る
神
主
の
立
場
で
の
作
だ
が
、
地
震
に
滅
び
ざ
る
神
社
が
詠
ま
れ
、

（
日
）
は
、
そ
の
逆
の
形
で

「
や
か
じ
」
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
寺
が
、
（
必
）

で
は
社
に
集
う
人
び
と
の
安
定
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
（
必
）

の
ーっ

些の
よ

の
う

賑げ
ゎへ
い「
と日
一寸 '-

行；ろ
人iみ
」は
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し
く
」
居
る
「
我
」
に

（
鬼
子
母
神
の
）
「
穂
す
t
A

き
の
み
斗
づ
く
」
が
対
置
さ
れ
る
形
や
、
（
日
）

と
の
対
照
も
あ
ら
わ
れ
、
総
じ
て
持
続
す
る
「
安
ら
さ
」
が
ー
ー
す
で
に
ふ
れ
た

（
お
）
の
形
も
あ
る
に
し
ろ
｜
｜
こ
れ
ら
に
認
め
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
歌
の
多
く
は
ま
た
、
震
災
の
経
験
・
惨
害
を
「
回
顧
」
す
る
ー
ー
ー
と
い
う
よ
り
「
回
顧
で
き
る
」
安
定
を
も
示
し
て
い
る
が
、

そ
れ
に

（

7
）
 

や
（

U
）、

（
お
）
か
ら
（
必
）

の
回
顧
的
な
歌
を
併
せ
み
る
な
ら
ば
、
こ
の
作
品
の
「
安
ら
さ
」
の
面
は
一
往
は
っ
き
り
し

て
く
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
（
「
明
石
町
」
の

（7
）
は
、
沼
空
が
講
師
を
つ
と
め
た
立
教
高
等
女
学
校
の
、
（
U
）
は
、
『
春
の
こ
と
ぶ
れ
』

の
「
夏
の
わ
か
れ
」
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
回
顧
で
あ
る
が
、
説
明
は
省
略
す
る
）

加
え
て
、
（
お
）

（
必
）
の
「
く
わ
ぞ
く
」

「
金
持
ち
」

ー
ー
何
れ
も
三
菱
の
岩
崎
の
邸
に
つ
い
て
の
歌
で
あ
る
が
、

考
証
は
略
す
｜
｜
’
へ
の
つ
き
は
な
し
た
調
子
を
、
そ
れ
ら
に
さ
ら

に
並
置
し
て
考
え
る
な
ら
、
「
東
京
詠
物
集
」
の
、
或
る
「
安
定
」
は
一
そ
う
明
ら
か
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
く
り
返
す
が
、

回
顧
的
な
安
定
は
、

「
詠
物
」
集
の
方
法
に
と
っ
て
は
、
本
来
的
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
即
物
的
な
現
在
の
な



か
で
、
「
た
ち
ど
ま
り
」
と
し
て
で
は
な
く
安
定
す
る
こ
と
、
｜
｜
そ
れ
は
、
こ
の
作
品
で
は
た
さ
れ
て
い
る
の
か
、

、両
lk

、、ノミ
O

L
Z
L
G
カ

8 

「
東
京
詠
物
集
」
の

（
辺
）
か
ら
（
お
）

の
部
分
は
、

い
わ
ば
排
列
的
に
も
・
地
理
的
に
も
、

作
品
の
中
心
を
占
め
る
形
で
「
宮
城
」
を

詠
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
こ
そ
沼
空
は
「
安
ら
」
で
あ
る
。
後
の
「
白
歌
自
註
」
は
（
お
）

に
つ
い
て
言
う
。
｜
｜
「
世
間
で
は
い

ろ
／
＼
楽
し
く
な
い
こ
と
を
伝
へ
て
ゐ
る
。
政
務
に
参
与
す
る
人
々
か
ら
低
い
田
舎
の
役
人
に
到
る
ま
で
、
天
子
の
御
名
に
お
い
て
、
事
を

と
り
誤
っ
て
ゐ
る
、
と
聞
え
て
来
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
か
う
し
て
、
す
が
／
’
＼
と
と
斗
の
ほ
っ
た
御
門
に
む
か
つ
て
ゐ
る
と
、
何
を
訴
へ

申
す
心
と
で
あ
ら
う
か
。
唯
何
事
も
清
ら
か
に
感
じ
ら
れ
て
来
る
。
か
う
し
て
、
我
々
は
幸
福
で
あ
っ
た
」
。

て
、
感
官
に
ふ
れ
た
も
の
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
勾
）
（
お
）

と

（幻）

（お）

tま
つ
ま
り
、
即
物
的
に
、
あ
る
い
は
現
実
態
と
し

宮
城
の
門
に
つ
い
て
の
も
の
だ
か
ら
、
さ

し
か
し
、
考
え
て
み
る
と
、
こ
の

（
幻
）
か
ら
（
お
）

は

「
詠
物
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

し
あ
た
り
「
詠
物
」
と
い
い
う
る
か
も
し
れ
ぬ
。
が
、
「
豊
明
殿
」
「
賢
所
」
は
、
同
列
に
「
詠
物
」
の
対
象
と
は
考
え
ら
れ
ぬ
だ
ろ
う
。

い
。
む
し
ろ
、

か
ら
む
」
と
、
何
れ
も
離
れ
て
の
詠
み
口
で
つ
く
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
は
「
心
意
」
で
の
「
詠
物
」
と
も
い
う
べ
き
形

宮
城
の
な
か
を
、
ど
こ
ま
で
沼
空
が
入
っ
て
行
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
、
行
け
た
の
か
、
ー
！
こ
れ
の
資
料
は
、
い
ま
私
は
見
出
せ
な

た
と
え
ば
「
賢
所
」
（
お
）
が
「
心
む
な
し
く
／
大
庭
に
居
り
」
と
、
「
豊
明
殿
」
（
M
）
が
「
大
君
の
昼
の
お
ま
し
／
近

に
あ
え
て
と
り
い
れ
ら
れ
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
だ
、
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
重
要
な
点
は
、
「
賢
所
」
な
ど
を
も

「
詠
物
」
の
な
か
に
引
き
ょ
せ
る
、
沼
空
の
方
法
的
要
請
で
あ
る
筈
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
や
は
り
、

で
、
「
詠
物
」

一
種
の
「
夢
L

な
い
し
「
希
求
」
で
は

工、
4

つ
こ
守
ニ
タ
つ
〉
フ
、
4

0

7
カ

中
i
J
j
p
－
よ
ご
刀



長
谷
川
が
前
引
の
「
年
譜
抄
」
で
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、
沼
空
に
は
、

一
九
二
三
年
二
一
月
二
七
日
の
所
謂
虎
ノ
門
事
件
に
あ
た
っ
て
、

「
摂
政
宮
に
な
っ
て
、
そ
の
心
情
を
表
現
し
た
」
歌
が
あ
る

（
『
海
や
ま
の
あ
ひ
だ
』
の
「
十
二
月
二
十
七
日
」
二
首
）
U

大
正
の
末
年
、
た

と
え
ば
治
安
維
持
法
に
よ
っ
て
、
帝
国
の
支
配
自
体
が
「
国
体
」
日
天
皇
制
を
「
顕
教
」
化
せ
ざ
る
を
え
ぬ
が
如
き
形
で
、
危
機
を
迎
え
よ

う
と
し
て
い
た
天
皇
制
ー
ー
と
い
う
条
件
の
な
か
に
、
右
の
「
十
二
月
二
十
七
日
」
を
か
つ
て
詠
み
、
そ
し
て
（
凶
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
な

「
国
び
と
の
／
心
さ
ぶ
る
世
」
を
把
握
し
て
い
た
沼
空
、
と
い
う
項
を
入
れ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
「
東
京
詠
物
集
」
の
重
心
は
、
内
容
的
に

い
っ
て
も
、
こ
の
「
宮
城
」
七
首
に
お
か
れ
て
い
る
、
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

大
震
災
前
後
に
、
沼
空
H
折
口
信
夫
に
生
じ
て
い
た
様
々
な
転
成
｜
｜
歌
の
上
で
、

「
日
本
人
」
観
の
上
で
、

個
人
的
な
生
活
の
面
で
｜

ー
は
、
ご
く
一
般
的
に
い
え
ば
、
震
災
以
後
の
東
京
l
日
本
の
変
質
の
一
こ
ま
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
そ
の
よ
う
な
「
安
定
」
の
「
希
求
」

は
、
、
超
空
H
折
口
信
夫
の
独
自
な
も
の
に
違
い
な
い
。
た
と
え
ば
谷
崎
潤
一
郎
が
、
東
京
か
ら
上
方
へ
、
「
古
典
的
」
な
る
も
の
へ
と
、
同
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じ
時
期
に
向
っ
て
い
っ
て
い
た
こ
と
と
対
比
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
「
危
機
」
の
実
感
に
お
い
て
は
る
か
に
深
く
、
あ
れ
こ
れ
の
「
日
本
」

の
表
相

i
l従
来
の
「
古
典
」
把
握
を
も
「
表
相
」
と
み
な
す
と
こ
ろ
に
、
『
古
代
研
究
』
の
基
本
が
あ
る
ー
ー
で
は
安
定
で
き
な
い
、
と

い
う
、
折
口
信
夫
の
、
そ
れ
こ
そ
「
実
感
」
に
根
ざ
す
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
支
え
る
も
の
が
、
透
空
H
折
口
信
夫
の
周
縁
性
（
民
俗
、
同
性
愛
、
朝
鮮

l
lあ
る
い
は

位
）
が
示
す
よ
う
な
モ
ン
ゴ
ル
語
ま

で
）
で
あ
っ
た
の
か
否
か
、
ー
ー
そ
の
検
討
に
は
、
む
ろ
ん
こ
こ
で
は
た
ち
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
以
前
に
、
こ
の
よ
う
な
「
安

定
」
の
希
求
が
、
な
お
「
天
皇
」
に
む
け
て
集
約
さ
れ
て
い
る
点
ー
ー
ー
こ
れ
は
、

一
九
四
五
年
の
敗
戦
に
際
し
て
再
び
『
倭
を
ぐ
な
』
な
ど

に
あ
ら
わ
れ
る
問
題
な
の
だ
が
ー
ー
に
、
「
東
京
詠
物
集
」
の
「
作
品
」
と
し
て
の
「
安
定
」
し
た
叙
事
性
の
根
拠
を
み
る
こ
と
で
、

ひ
と

ま
ず
「
よ
み
」
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
と
思
う
。

「
た
ち
ど
ま
り
」
の
場
で
な
い
、

仮
象
で
は
な
い
「
東
京
」
を
、
沼
空
は
、
こ
の
よ
う



な
方
法
で
獲
得
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
附
記
）
週
空
・
折
口
信
夫
の
引
用
は
、
初
版
・
初
出
を
参
照
し
た
上
で
、
『
折
口
信
夫
全
集
』
に
拠
っ
た
。
新
字
体
の
あ
る
も
の
は
、
こ
だ
わ
ら
ず
に
改
め

た。

東
京
詠
物
集

木

場

1 

木
場
の
水

わ
た
れ
ば
き
し
む
橋
い
く
つ
。

こ
え
て
来
に
し
を

い
づ
こ
か
行
か
む

2 

木
挽
き

大オ 橋
風鋸ガ音づ
ののめ
つ 粉やの
めめ木
た 光よ納
さる。屋

の

（

3
）
 

燈ヒ
と
も
さ
ぬ木
弁べ
財？
天3
女二
r.'4 
主と

先

庭
白
し
。

近
み
ち
し
つ
L

人
行
き

と
ほ
る

4 

深
川
の
冬
木
の
池
に
、

青
み
ど
ろ
浮
き
で
ひ
そ
け
き

こ
の
ゆ
ふ
べ
な
り

深
川
神
明

｜
｜
友
人
な
る
そ
の
神
主
の
為
に

（

5
）
 

地ナ
踏震牛

まみ頻シ
神づ た発キ
のめり
みをが
貌1ろた

がき
みひ
し 7こ

土

6 

焼

け

原

の

た
H
A

中
に
智
て

突
き
に
け
り
。

わ
が
み
社
は
、

（
一
九
八

O
年
七
月
）

や
け
ま
さ
ず
け
り

明
石
町

7 

幾あ
年かぢ
なくさ
り あ ゐ
けりの
むし花

の
河カ盛
岸シり
道の
来
子〉

る
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歌
舞
伎
座

（

8
）
 

黒
髪
に
ほ
ひ

を
と
め
子
の

顔
よ
き
に
、

声
ほ
が
ら
さ
の

さ
び
し
き
役
者

銀

座

9 

街
の
う
へ
に

い
き
れ
て
あ
が
る
土
ぼ
こ
り
。



く
る家ヤ
め故ナ
きみ
ての
見飾
ゆり

（叩）

こ
の
町
の
古
家
の
し
に
せ

賑
へ
ど
、

あ
き
な
ひ
早
く
な
り
て

き
び
し
さ

（

H
）
 

か
た
よ
り
て

我
が
立
て
る

か
く
も
、

処
女
は
充
ち
行
き
に
け
り

銀
座
尾
張
町

（ロ）

い
と
け
な
く
て
、

我
が
見
し
町
の
む
す
め
子
に

似
つ
斗
は
行
か
ず
。

都
の
を
と
め

芝

浦

13 

わ
が
心
む
つ
か
り
に
け
り
。

砂
の
う
へ
の
力
芝
を

ぬ
きぬ

き
か
ね
て
を
り

芝

園
山

14 

か
の
子
ら
も
、

来
ず
な
り
ぬ
る
園
山
に
、

の
ぼ
り
居
て
ま
た

く
だ
り
か
行
か
む

増
上
寺
山
門

（日）

仰
ぎ
つ
t
A

都
ほ
ろ
び
し
年
を
思
ふ
。

こ
の
し
き
石
に
、
涙
お
と
し
つ

16 

頼心；固
ま顔さび
ずよぶと
なきるの
り子世
ぬらに

も値ア
、ひ

し
よ
り

麻
布

善
福
寺

17 

お
ど
ろ
か
ぬ
心
に
し

麻
布
で
ら

大
き
銀
杏
を

見
に
来
た
り
け
り

あ
り
け
り
。

目
黒
不
動

（時）

こ
与
に
で
も
、

オ
コ
ム
ア
ヒ
マ
ト

行
人
は
住
み
居
り
て
、

賑
ふ
三
味
を

さ
び
し
と
言
ふ
ら
む

東
京
す
て
い
し
ょ
ん

19 

停
車
場
の
人
ご
み
を
来
て
、

な
つ
か
し
さ
。

ひ
そ
か
に

茶
な
ど
飲
み
て

戻
ら
む

20 

あ
わ
た
X
し
き
人
の

見
て
居
た
り
。

心
ほ
が
ら
に
、

ま
さ
び
し
き
か
も
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行
き
か
ひ
を

21 

ひ
た
す
ら
に

我
が
心
。

遠
ゆ
く
む
れ
を

旅
に
む
か
へ
り
。

ま
も
り
居
り
つ
t
A

宮

城

22 

みほ
大苑の

をきのメ
が御E芝三＼
ま門？原フと
れの
給色
ふ映

え

て



23 

司
び
と
事
あ
や
ま
て
ど
、

何
ご
と
を

大
き
御
門
に
向
き
て

ま
を
さ
む

豊
明
殿

（

M
）
 

大
君
の
昼
の
お
ま
し

近
か
ら
む
。

心
明
ら
か
に

つ
L
ま
し
き
か
も

（
お
）

心 国ク
む世土エ

大なは稚3賢
庭し太言く
にく初メ
居に
り還

る
ら
し

所

26 

う、．
つ工大
る ；－： 君

ごの
我tY内
の了つ
影でみ

九庭
の

土
の
う
へ
に
、

（
幻
）

現ウ髭
実ヅぬ大
しき君
きての

あ御
我る門
がにの
身 、衛ヱ
と 土少
知の
れ
り

（
お
）

大
君
の
大
き
御
門
の
門
守
り
は
、

叱
ら
む
と
す
も
。

我
が
着
る
物
を

隼

町

（
却
）

お日
物ほの

ひのかう
そ在 アたち
かり を
に処ドと
あの ざ
ら、す
む 家

の
な
か
は

30 

人
の
家
に
、

ひ
そ
か
に
来
り
、
ひ
そ
か
に
去
る

こ
の
や
す
ら
さ
は
、

人
に
告
げ
じ
な

清
水
谷
公
園

（
出
）

輪Zな
か痕チめ

ほ ろをら
こくっか
り くに
をる
あ 自
げ動
ず車

の

追
ひ
風

一
つ
橋

32 

」
の
国
の
語
を

口
に
せ
ず
あ
り
し

羅
先
生
に
、

我
も
似
て
来
つ

ー
ー
羅
氏
、
語
学
校
蒙
古
語
科
の
旧
講
師

飯
田
町

33 

た
は言 ；斗あ
ι 出巴ずゆ
’rでめみ
えふり来
蓬けて

り
げ
ぬ

か
ね
言
の
あ
る

34 

時ヨ友
の多

国末く
学に
院、う

のと
あく
とな
をり

ゆ
く

- 58ー

見
に
来
つ

牛
天
神

35 

い
こ
ひ
っ
－
A

心
や
す
ら
に
な
り
居
た
り
。

宮
の
屋
根
よ
り
、

煤
ふ
り
来
る
を

金
富
町

（
お
）

寺
山
の
な
ぞ
へ
を
占
め
て
、

さ
が
り
た
り
。

く

わ

ぞ

く

の

庭



庭
は

う
ら
や
ま
し

（
幻
）

こ
の
町
に
、

遊
び
く
ら
し
て

寺
の
墓
薮

深
く
な
り
た
り 三

年
居
き
。

坂
l
iこ
与
の
下
宿
に
、
久
し
く

赤
彦
が
居
た
。

点
滴
回

38 

阪
下
に
街
広
ら
な
り
。

生
け
る
日
の

友
と
し
た
し
み
、

人
を
見
に
来
つ

（
ぬ
）

ほ憎
友がみ
を我ヲらが
死はにた
なも言：き
せよど心
ざ。ひ
りて
け
り

（
幼
）

好
は
し
く
あ
ひ
見
し
時
の

ひ
た
や
せ
て
あ
り
し
面
わ
を

思
ひ
見
む
。
わ
れ
は

41 

ヤ
マ山

村
の
人
の
愚
か
を

我
に
告
げ
、

ゑ
み
が
た
き
時
に
、

笑
は
せ
に
け
り

42 

我ワか山
とをたの

待く家
さ つ な に
びなに
しり、還
ヵ：り
り住
け ま
むむ

よ

雑
司
ヶ
谷

43 

け 呆ホ穂
はけす
し日てふ
く ご 居 き

ろたの
我 り み
がけ斗
居 り づ
り。く

け
り

面
影
橋

44 

町

溝

と

濁

り

泡
浮
く
川
の
う
へ
に
、

山
吹
栽
ゑ
て
、

人
す
ま
ひ
け
り

須
田
町

45 

か

れ

も

此

も

ひ
と
時
な
り
け
り
。

軍5
ゐ神3
やの
ま高
ひき
を頬ホ
殺ソ骨f
ぐは

（必）

よお
さ現1かも
び し り か
しきけげ
かもりの
りの。広
けは瀬
り 中

佐
t主

（幻）

神
田
明
神

明
神
の
建
立

お
そ
し
。

善
き
人
の
目
を
い
た
ま
す
る

焼

け

土

の

つ

か

- 59ー

湯
島
天
神

（必）

そ町Zと
の家3みま
顔のにゐ
が人 り
ほのあ来

かて
る、

き
世
な
り
け
り

切
り
通
し

（必）

金
持
ち
は
、

金
持
ち
と
し
て
あ
ら
し
め
む
。

こ
の
塀
も



か
の

大
松
も
よ
し

西
片
町
十
番
地

l
！
椎
の
古
木

50 

と
ふ
の
ほ
る
屋
詑
み
に
向
き
て
、

い
に
し
へ
の
荒
野
の
姿

想
ひ
見
が
た
し

51 

い 彼ヲ岡
と館；行チ原
な処ド此ヨの
み見行チ荒

立し草
あててな
tまし 、カミ
れを

52 

朝 こ
と 南の

タに館
祝ホ日向や
きき
は直5て
じ射サ
めす
け館
む

根

津

（臼）

道
な
か
に
、
瀬
を
な
し
流
れ
行
く
水
の

さ
L
波
清
き

砂
の
う
へ
か
も

浅

草

（日）

観
音
の
み
堂
や
か
じ

と
言
は
ざ
り
し
心
々
は
、

し
た
な
げ
き
け
む

- 60ー


