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万
葉
集
に
お
け
る
庭
園
と
文
学

斉

藤

充

博

万
葉
集
の
宴
席
歌

万
来
集
の
作
品
の
中
に
は
、
あ
る
集
団
の
中
で
発
唱
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
音
戸
と
な
っ
て
発
表
さ
れ
た
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
初
期
万
葉
に
お
い
て
は
、
そ
の
表
現
か
ら
も
歌
謡
的
要
素
が
う
か
が
え
る
。
ま
た
柿
本
人
麻
口
口
、
高
市
黒
人
、
山
部
赤
人
、

笠
金
村
と
い
っ
た
宮
廷
詞
人
の
作
品
は
、
聴
衆
の
前
で
発
唱
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
特
に
数
多
く
残
る
行
幸
従
駕
の
作
は
、
行
宮
を
設
け
た

行
幸
の
土
地
に
対
す
る
讃
美
と
、
旅
先
の
官
人
た
ち
の
無
柳
を
慰
め
、
望
郷
心
を
代
表
す
る
と
い
う
こ
つ
の
方
向
が
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
文

字
に
書
き
記
す
だ
け
で
は
目
的
が
達
せ
ら
れ
な
い
性
格
の
も
の
で
あ
る
。

天
平
以
降
の
作
品
に
お
い
て
も
、
和
歌
は
戸
に
し
て
う
た
わ
れ
た
。
そ
の
こ
と
が
端
的
に
表
れ
る
の
が
宴
席
で
の
作
品
で
あ
る
。
万
葉
集

に
は
数
多
く
の
宴
席
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
題
詞
・
左
注
等
で
そ
の
年
代
の
分
明
な
作
品
の
大
半
は
天
平
期
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
万

葉
集
の
全
巻
が
同
一
の
編
纂
方
針
の
も
と
に
編
ま
れ
て
い
な
い
た
め
一
概
に
は
言
え
な
い
が
、
天
平
時
代
以
降
、
宴
席
が
和
歌
製
作
の
中
心

的
な
機
会
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う
。
特
に
大
伴
家
持
の
歌
日
記
の
形
態
を
呈
す
巻
一
七
以
降
の
四
巻
は
、
家
持
の
在
京
時
、
地
方
赴
任
時
を

通
じ
て
、
宴
席
で
の
作
品
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
巻
二

O
の
巻
末
歌
が
家
持
の
因
幡
国
庁
に
お
け
る
元
旦
の
宴
で
の
詠
で
あ
る
こ
と
が

F
O
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d
 



端
的
に
示
す
よ
う
に
、
作
歌
活
動
時
期
を
天
平
年
間
以
降
に
お
く
家
持
に
と
っ
て
、
宴
席
は
重
要
な
作
歌
の
場
で
あ
っ
た
。

集
中
に
は
題
詞
や
左
注
に
記
載
の
な
い
作
品
に
も
、
そ
の
表
現
の
特
色
な
ど
か
ら
宴
席
歌
と
目
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
例
え
ば
、
季
節
と

雑
歌
、
相
聞
の
別
に
よ
っ
て
分
類
し
、
さ
ら
に
詠
物
に
よ
る
小
項
目
を
設
け
た
巻
一

O
は
、
作
歌
事
情
を
一
切
伝
え
な
い
が
、
そ
の
表
現
上

（

1）
 

宴
席
歌
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
ゆ
く
と
、
万
葉
集
に
お
い
て
宴
席
歌
は
、
そ
の
分
量
、
内
容
と

も
に
確
固
た
る
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
り
、
万
葉
和
歌
史
を
論
ず
る
上
で
重
要
な
分
野
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

宴
席
の
場

と
こ
ろ
で
、
宴
席
で
作
品
が
発
唱
さ
れ
る
場
合
、
文
字
に
記
さ
れ
た
文
学
と
は
少
し
く
違
っ
た
状
況
が
作
品
の
周
囲
に
と
り
ま
い
て
い
た

こ
と
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
日
、

わ
れ
わ
れ
は
多
く
の
場
合
、
文
字
に
な
っ
た
作
品
を
読
む
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
作
品
に
触
れ

司

t
F
h
d
 

る
。
作
品
発
表
後
、
読
者
に
そ
れ
が
届
く
ま
で
に
は
時
間
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
、
作
者
は
か
な
た
に
読
者
の
反
応
を

意
識
し
な
が
ら
も
、
創
作
に
お
い
て
は
、
自
ら
の
調
子
、
段
取
り
に
応
じ
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
し
て
宴
席
歌
の
場
合
、
発
表
さ
れ

た
作
品
は
そ
の
場
で
他
者
の
側
に
届
く
。

よ
っ
て
宴
席
で
発
唱
す
る
作
品
は
、
決
し
て
自
己
満
足
に
終
っ
て
は
な
ら
な
い
。
何
ら
か
の
形

で
、
宴
席
に
出
席
し
た
人
々
を
意
識
し
た
歌
作
り
が
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
こ
れ
は
作
者
側
か
ら
見
れ
ば
、
作
品
を
作
る
際
の
制

約
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
で
は
宴
席
歌
を
制
約
し
て
い
た
条
件
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
考
え
る
上
で
、
大
き
な
示
唆
と
な
る
の
が
、
池
田

弥
三
郎
先
生
が
提
起
さ
れ
た
芸
能
に
お
け
る
五
つ
の
制
約
で
あ
る
。
宴
席
歌
は
、
和
歌
と
し
て
の
文
学
的
位
置
を
持
つ
も
の
で
は
あ
っ
て

も
、
そ
れ
が
宴
席
で
発
表
さ
れ
る
と
な
る
と
、

一
種
芸
能
と
し
て
の
性
格
を
持
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
広
義
の
芸
能
と
考
え
、
そ
の



研
究
法
を
導
入
す
る
こ
と
は
有
効
で
あ
ろ
う
。

池
田
先
生
は
「
芸
能
を
芸
能
た
ら
し
め
て
い
る
制
約
」
と
し
て
、
「
季
節
」
「
舞
台
」
「
俳
優
」
「
観
客
」
「
台
本
」
の
五
つ
を
挙
げ
ら
れ
た
。

今
こ
れ
を
私
に
劃
酌
し
て
宴
席
歌
の
研
究
に
応
用
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
「
時
間
」
「
場
所
」
「
発
唱
者
」
「
享
受
者
」
「
作
品
」
と
い
う
形

に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
「
時
間
」
は
、

一
年
を
周
期
と
す
る
年
中
行
事
や
、
算
賀
な
ど
の
個
人
の
人
生
に
関
わ
る
行

事、

一
日
の
う
ち
の
時
刻
な
ど
が
も
た
ら
す
要
素
を
い
う
。
「
場
所
」
は
、

宴
会
の
行
わ
れ
る
空
間
的
要
素
を
い
う
。

」
の
中
に
は
地
理
的

な
位
置
や
、

よ
り
細
部
の
建
築
学
的
な
位
置
の
問
題
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
「
発
唱
者
」

tヱ

宴
会
の
場
で
作
品
を
公
表
す
る
役
割
を
持

つ
者
で
、
作
品
の
創
作
者
自
身
が
行
う
場
合
と
、
そ
れ
と
は
別
人
物
が
行
う
場
合
と
が
あ
る
。
後
者
は
古
歌
伝
請
の
ケ
i
ス
に
代
表
さ
れ

る
。
ま
た
「
享
受
者
」
は
、
宴
会
に
参
集
す
る
人
々
を
い
う
。
発
唱
者
の
詠
出
し
た
作
品
を
受
け
、
そ
れ
に
反
応
を
示
す
者
で
あ
る
。
時
に

」
と
も
あ
る
。
「
発
唱
者
」
「
享
受
者
」
は
必
ず
し
も
固
定
的
で
は
な
く
、

「
発
唱
者
」

が
次
々
に
交
替
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
個
人
が
両
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は
提
出
さ
れ
た
作
品
を
批
判
し
、
詞
句
の
変
更
を
求
め
る
こ
と
や
、
予
め
発
唱
者
に
対
し
て
作
品
の
内
容
、
表
現
に
関
し
て
注
文
を
つ
け
る

方
の
役
割
を
果
た
す
こ
と
も
あ
る
。
最
後
に
「
作
品
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
和
歌
そ
の
も
の
に
関
す
る
性
格
や
伝
統
を
い
う
。
こ
と
ば
や
表

現
、
外
来
文
学
か
ら
の
影
響
な
ど
の
要
素
が
あ
る
。

極
め
て
大
掴
み
で
は
あ
る
が
、
以
上
五
つ
の
要
素
を
、
個
々
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宴
席
歌
の
性
格
は
よ
り
一
層
明
ら
か
に
な
る

で
あ
ろ
う
。
宴
席
の
場
は
こ
れ
ら
の
要
素
が
相
互
に
影
響
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
筆
者
の
当
面
の
課
題
は
、
こ
の
宴
席
の
場
を
再
現
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
、
そ
の
中
で
文
字
と
い
う
形
で
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
万
葉
の
宴
席
歌
を
と
ら
え
直
す
こ
と
に
あ
る
。



宴
の
場
所

前
節
に
あ
げ
た
諸
要
素
の
う
ち
、
今
回
は
「
場
所
」
に
関
わ
る
一
問
題
を
と
り
あ
げ
る
。
幸
い
に
も
こ
の
方
面
に
は
先
学
の
業
績
が
あ

る
。
拙
論
は
そ
れ
ら
の
騒
尾
に
付
す
る
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
私
な
り
の
見
解
を
多
少
で
も
加
え
た
い
と
考
え
て
い
る
。

万
葉
集
に
収
め
ら
れ
て
い
る
宴
席
は
ど
の
よ
う
な
場
所
で
行
わ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
集
中
の
題
詞
、
左
注
に
従
っ
て
分
類
を
試

み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

I
公
宴
（
津
宴
〉
の
場
合

①
宮
城
内
l
内
一
果
、
皇
后
宮
、
中
宮
西
院
、
東
常
宮
南
大
殿
、
内
南
安
殿
な
ど
。

②
宮
城
外

ア

京
中
の
臣
下
の
宅
l
長
屋
王
佐
保
宅
、
左
大
臣
橘
卿
之
宅
な
ど
。

イ

行
幸
時
の
行
宮
な
ど
。

ー
私
宴

①
京
内

貴
族
の
私
邸

②
京
外

ア

近
郊
！
豊
浦
寺
之
尼
私
房
、
活
道
岡
、
高
円
野
な
ど
。

イ

行
旅
の
途
次

ー－ 59 -



赴
任
地
l
大
伴
旅
人
の
筑
紫
、
家
持
の
越
中
な
ど
。

右
で
は
ま
ず
天
皇
や
そ
れ
に
準
ず
る
者
が
参
加
す
る
宴
、
す
な
わ
ち
集
中
で
「
睦
宴
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
そ
う
で
は
な
い
も

の
を
分
け
た
。
こ
れ
ら
は
性
格
の
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、

一
律
に
論
ぜ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
公
宴
に
つ
い
て
は
『
続
日
本
紀
』
に
も

記
事
が
あ
り
、
宴
の
行
わ
れ
た
場
所
を
知
る
手
掛
り
は
比
較
的
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
私
宴
の
方
に
は
国
史
な
ど
の
一
等
史
料
が
な

い
。
集
中
に
は
こ
の
私
宴
の
記
事
の
方
が
多
く
、

と
り
わ
け
京
内
の
貴
族
私
邸
で
の
宴
が
万
葉
宴
席
歌
の
中
心
的
な
舞
台
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
題
詞
、
左
注
の
記
す
の
は
「
某
家
〈
宅
〉
で
宴
す
」
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
分
か
ら
な

い
。
わ
ず
か
に
巻
六
の
一

O
一
六
の
左
注
に
「
右
一
首
書
ニ
白
紙
一
懸
一
一
著
屋
壁
一
也
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
巨
勢
宿
奈
麻
自
家
で
の
宴
で
あ
る

が
、
こ
の
宴
は
建
物
の
内
で
行
わ
れ
、
壁
面
に
あ
る
白
紙
を
見
な
が
ら
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

京
内
の
貴
族
私
邸
で
の
宴
が
、
そ
の
邸
宅
の
ど
の
場
所
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
細
か
い
点
は
十
分
な
資
料
に
た
ど
り
つ
〈

- 60ー

こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
歌
の
表
現
内
容
か
ら
、
歌
の
作
ら
れ
た
場
所
を
推
測
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
す
る
と
、
京
内
の
私
邸
の
宴

席
歌
の
中
に
、

ヤ
ド
と
か
シ
マ
と
い
う
庭
園
を
表
す
こ
と
ば
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ
る
。
私
邸
の
宴
以
外
で
も
、

一
ハ
や

ソ
ノ
と
い
う
や
は
り
庭
園
を
意
味
す
る
こ
と
ば
を
う
た
っ
た
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

つ
ま
り
宴
席
は
、
そ
れ
ら
の
こ
と
ば
が
意
味
す

る
空
間
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
位
置
に
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
庭
園
を
ど
う
い
っ
た
角
度
で
、
ど
こ
か
ら
望
ん
で
い
た
の
か
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
知
る
手
掛
り
を
ニ
ハ
と
ヤ
ド
と
い
う
こ
と
ば
か
ら
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

四

ー
ノ、

集
中
に
見
え
る
庭
園
を
表
す
こ
と
ば
の
う
ち
、
最
も
意
味
す
る
内
容
の
範
囲
が
広
く
、

か
つ
使
用
例
を
古
く
遡
る
こ
と
が
で
き
る
の
が
ニ



ハ
で
あ
る
。

ω橘
の

ニ
ハ
は
貴
族
私
邸
で
の
宴
席
歌
に
は
使
用
例
が
見
出
せ
な
い
が
、
公
宴
に
お
い
て
は
使
わ
れ
て
い
る
。

下
照
る
余
波
に

殿
立
て
て

酒
み
づ
き
い
ま
す

我
が
大
君
か
も
ハ
四
四

O
五
九
、
河
内
女
王
、
橘
諸
兄
宅
で
の
埠
宴
〉

ω一
娘
子
ら
が

玉
裳
裾
引
く

こ
の
朱
波
に

秋
風
吹
き
て

花
は
散
り
つ
つ
（
初
四
四
五
二
、
安
宿
玉
、
内
南
安
殿
で
の
捧
宴
）

し
か
し
ニ
ハ
が
公
宴
の
行
わ
れ
る
場
所
だ
け
に
使
わ
れ
る
こ
と
ば
で
は
な
い
こ
と
は
、
宴
席
歌
以
外
で
は
自
宅
の
庭
を
ニ
ハ
と
う
た
っ
て
い

る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

ω夕
月
夜

ω沫
雪
の

心
も
し
の
に

白
露
の

置
く
こ
の
庭
に

こ
ほ
ろ
ぎ
鳴
く
も
（
8
一
五
五
二
、
湯
原
玉
）

庭
に
降
り
敷
き

実
、
き
夜
を

手
枕
ま
か
ず

一
人
か
も
寝
む
〈
8
二
ハ
六
三
、
大
伴
家
持
）

と
こ
ろ
で
ニ
ハ
に
は
こ
の
よ
う
な
庭
園
の
意
味
の
他
、
そ
れ
と
は
異
な
る
用
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω庭
に
立
つ

(7) ( 6) 
伝ュ；
波ハさ
にひ
生づ
ふる
るや 麻

手
韓刈
臼り
に干
揚っし
き

布
曝
す

東
女
を

忘
れ
た
ま
ふ
な
（

4
五
二
一
、
常
陸
娘
子
〉
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庭
に
立
つ

手
臼
に
揚
き
・
：
ハ
時
三
八
八
六
、
乞
食
者
の
詠
）

唐
斉
は

よ
き
菜
な
り

は
れ

宮
人
の

提
ぐ
る
袋
を

お
の
れ
懸
れ
た
り
〈
催
馬
楽
〉

ωで
は
ニ
ハ
が
麻
を
干
す
農
作
業
の
場
で
あ
る
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、

ωで
は
手
臼
が
置
か
れ
、
料
理
な
ど
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
り
、
め
は
、
催
馬
楽
の
例
だ
が
、
菜
を
栽
培
し
て
い
る
場
所
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
同
様
な
例
は
記
紀
に
も
見
ら
れ
る
。
古
事
記
安
康
天
皇
条
に
、
「
未
－
一
搭
坐
↓
早
可
v
白
也
。
夜
既
曙
詑
。
可
v
幸
二
鴻
庭
こ
と
い
う

一
節
が
あ
る
が
こ
こ
で
は
猟
を
す
る
場
所
を
カ
リ
ニ
ハ
と
い
っ
て
い
る
。

的
飼
飯
の
海
の

再
び
万
葉
の
ニ
ハ
の
例
に
戻
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
海
面
上
の
ニ
ハ
を
う
た
う
も
の
が
あ
る
。

余
波
良
く
あ
ら
し

刈
り
薦
の

乱
れ
て
出
づ
見
ゆ

海
人
の
釣
舟
ハ

3
二
五
六
、
柿
本
人
麻
巴
）



例
武
庫
の
海
の

余
波
良
く
あ
ら
し

い
ざ
り
す
る

海
人
の
釣
舟

波
の
上
ゆ
見
ゆ
（
日
三
六

O
九〉

こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
な
ら
ば
、

ニ
ハ
は
本
来
、
農
作
業
や
漁
労
な
ど
、
生
業
を
営
む
場
所
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す

る
の
で
あ
る
。
海
面
を
ニ
ハ
と
称
す
る
の
は
今
日
の
感
覚
で
は
奇
異
で
あ
る
が
、
漁
師
に
と
っ
て
の
作
業
場
を
ニ
ハ
と
い
っ
た
と
考
え
れ
ば

よ
い
こ
と
に
な
る
。

(10 ニ

カミュハ
波，、に

中は
のも

う

ぐ〉

の
側
面
カ3

あ
る

足
羽
の
神
に

小
柴
刺
し

我
は
斎
は
む

帰
り
来
ま
で
に
（
初
四
三
五

O
、
若
麻
続
部
諸
人
〉

左
注
で
は
若
麻
続
部
諸
人
の
作
と
な
っ
て
い
る
が
、
歌
の
内
容
か
ら
、
そ
の
家
族
が
防
人
に
か
り
出
さ
れ
た
諸
人
の
無
事
の
帰
還
を
祈
っ
た

歌
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
歌
に
よ
れ
ば
、
東
国
で
は
ニ
ハ
に
神
を
柁
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

一
ハ
は
祭
叩
の
場
所
で
も
あ
っ
た

← 62ー

の
で
あ
る
。

」
れ
も
先
程
同
様
記
紀
の
例
に
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。

ω是
於
一
一
河
下
（
如
－
一
青
葉
山
一
者
、
見
v
山
非
v
山
。
若
坐
一
一
出
雲
之
石
嗣
之
曽
宮
（
葦
原
色
許
男
大
神
以
伊
都
玖
之
祝
大
庭
乎
。
（
古
事
記
、

垂
仁
天
皇
条
〉

ω：
・
天
皇
控
御
琴
一
而
、
建
内
宿
禰
大
臣
居
v
於
一
一
沙
庭
一
請
一
一
神
之
命
↓
：
・
為
ニ
国
之
大
城
一
而
、
亦
建
内
宿
禰
居
v
於
ニ
沙
庭
一
請
ニ
神
之
命
↓

（
古
事
記
、
仲
哀
天
皇
条
）

ωで
は
オ
ホ
ニ
ハ
と
い
う
こ
と
ば
で
あ
ら
わ
れ
、

ωで
は
サ
ニ
ハ
と
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
神
を
記
る
場
所
で
あ
る
。

ωで
は
神
功
皇
后
が
神

本
書
紀
』
で
も
、
神
代
巻
下
、
第
九
段
、 サ

ニ
ハ
が
神
を
招
く
た
め
の
場
所
で
あ
っ
た
こ
と
が
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
例
と
い
え
る
。
『
日

一
書
第
二
に
、
天
照
大
神
が
天
忍
穂
耳
尊
に
授
け
た
も
の
の
一
つ
と
し
て
「
斎
庭
」
が
見
え
る
。

懸
り
し
て
託
宣
が
行
わ
れ
て
お
り
、



こ
れ
は
神
に
捧
げ
る
稲
を
育
て
る
神
聖
な
田
の
こ
と
で
あ
る
。
「
神
武
紀
」

「
霊
時
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
。
さ
ら
に
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
宍
禾
郡
庭
音
村
の
地
名
起
源
誇
に
お
い
て
も
、

四
年
二
月
二
一
一
一
日
条
に
は
、

皇
祖
天
神
を
記
る
場
所
と
し
て
、

か
つ
て
庭
に
酒
を
置
い

て
神
に
供
し
た
こ
と
を
由
来
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
総
括
す
れ
ば
、
古
代
の
ニ
ハ
は
、
農
作
業
等
生
業
に
関
わ
る
仕
事
を
行
う
場
所
で
あ
る
と
同
時
に
、
神
を
記
り
、
祭
事
を

執
り
行
う
場
所
で
も
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
同
じ
こ
と
ば
が
、
聖
俗
の
両
極
に
わ
た
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
現
象
は
、

（

3
）
 

今
日
の
民
俗
語
棄
に
も
残
っ
て
い
る
。
主
に
農
家
で
は
、
農
作
業
を
行
う
場
所
を
ニ
ワ
と
い
っ
て
い
て
、
室
内
の
土
問
な
ど
も
ニ
ワ
と
呼
ぶ

地
方
が
あ
る
。

一
方
で
祭
り
の
日
に
ニ
ワ
に
集
っ
て
踊
っ
た
り
、
小
正
月
の
行
事
と
し
て
、

ニ
ワ
に
松
葉
な
ど
で
摸
し
た
苗
を
使
っ
て
、
田

植
え
の
所
作
を
す
る
地
方
も
あ
る
。
葬
儀
に
関
し
て
も
、
出
棺
時
－
一
ワ
を
回
っ
て
か
ら
出
発
す
る
な
ど
、

一
ワ
に
特
別
な
意
味
を
考
え
て
い

qa 
p
b
 

る
地
方
の
例
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
実
例
は
、
古
代
の
ニ
ハ
と
い
う
こ
と
ば
の
性
格
と
共
通
す
る
点
が
多
く
、
古
い
用
法
を
伝

え
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
聖
俗
に
わ
た
り
何
か
を
行
う
場
所
の
こ
と
を
意
味
す
る
ニ
ハ
が
、
こ
の
節
の
冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
な
庭
園
の
意
と
し
て
使
わ
れ
る
ま

で
に
は
ど
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
作
業
・
祭
杷
の
場
所
か
ら
家
屋
に
接
す
る
鑑
賞
用
の
庭
園
に
意
味
を
変
じ
た
大
き
な

要
因
に
つ
い
て
次
節
で
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

五

鑑
賞
用
庭
園
の
成
立

わ
が
国
に
鑑
賞
用
、
遊
興
の
た
め
の
庭
園
が
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
の
か
、
こ
れ
も
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
ら
な
い
。
履
中
紀
三
年
一

一
月
、
磐
余
市
磯
池
に
両
枝
船
を
沼
べ
た
と
い
う
の
を
初
見
と
す
る
考
え
も
あ
る
が
、
こ
の
池
が
本
来
庭
園
の
設
備
と
し
て
造
ら
れ
た
も
の



な
の
か
は
疑
わ
し
い

D

ま
た
こ
の
行
事
自
体
が
何
ら
か
の
祭
犯
に
関
わ
る
行
事
で
あ
っ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
史
実

と
し
て
の
信
恵
性
と
い
う
点
で
劣
る
。
顕
宗
紀
に
は
三
度
に
わ
た
っ
て
後
苑
で
行
わ
れ
た
上
巳
の
宴
の
記
事
を
記
す
が
こ
れ
も
信
用
の
お
け

な
い
記
事
で
あ
る
。

歴
史
的
な
信
窓
性
が
増
す
推
古
紀
に
あ
る
次
の
記
事
が
文
献
上
鑑
賞
用
庭
園
の
鳴
矢
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ω自
二
百
済
国
一
有
一
一
化
来
者
↓
其
面
身
皆
斑
白
。
若
有
一
一
白
瀬
一
乎
。
悪
三
其
異
一
一
於
人
（
欲
v
棄
一
一
海
中
島
↓
然
其
人
目
、
「
若
悪
一
一
臣
之
斑
皮
一

者
、
白
斑
牛
馬
、
不
v
可
v
畜
ニ
於
国
中
↓
亦
臣
有
一
一
小
才
↓
能
構
一
一
山
岳
之
形
↓
其
留
v
臣
而
用
、
則
為
v
国
有
利
。
何
空
之
棄
ニ
海
島
一
耶
。
」

於
是
、
聴
ニ
其
辞
一
以
不
v
棄
。
何
令
v
構
一
一
須
弥
山
形
及
呉
橋
於
南
庭
一
時
人
号
一
一
其
人
一
日
一
一
路
子
工
↓
亦
名
芝
香
摩
目
。
（
推
古
二

O
年

是
歳
条
〉
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こ
れ
に
よ
れ
ば
百
済
よ
り
帰
化
し
た
渡
来
人
が
わ
が
国
に
造
園
術
を
伝
え
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
造
園
を
「
山
岳
之
形
」
を
造
る
と
い
い
、

具
体
的
な
設
備
と
し
て
「
須
弥
山
形
及
呉
橋
」
の
名
が
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
設
備
を
「
南
庭
」
に
築
い
た
と
い
う
点

も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

わ
が
国
の
造
園
術
が
朝
鮮
半
島
か
ら
導
入
さ
れ
た
こ
と
は
『
三
国
史
記
』
に
、
推
古
紀
の
記
事
と
類
似
す
る
庭
園
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か

ら
も
推
察
で
き
る
。
さ
ら
に
中
国
の
文
献
に
も
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
伝
来
の
道
筋
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

（

4
〉

所
引
の
「
漢
書
」
に
は
、
太
液
池
の
中
に
「
蓬
莱
、
方
丈
、
競
洲
」
に
な
ぞ
ら
え
た
島
が
あ
っ
た
と
い
い
、
『
三
国
史
記
』
百
済
本
紀
、

王
三
五
年
三
月
条
に
も
、
宮
の
南
に
築
い
た
園
池
の
中
に
島
を
造
り
、
こ
れ
を
「
方
丈
仙
山
」
に
な
ぞ
ら
え
た
と
い
う
。
推
古
二

O
年
是
歳

『
芸
文
類
緊
』

水
部
下武

条
で
は
「
須
弥
山
」
の
名
が
み
え
た
が
、

い
ず
れ
も
仏
教
や
神
仙
思
想
の
も
つ
空
想
の
世
界
を
示
す
名
で
あ
る
。
大
陸
渡
来
の
庭
園
は
、
こ

の
よ
う
に
空
想
世
界
を
形
ど
っ
た
も
の
と
い
う
性
格
が
あ
っ
た
。



こ
う
い
っ
た
造
園
術
は
、
そ
の
後
徐
々
に
貴
族
の
私
邸
に
も
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
だ
。
推
古
三
四
年
五
月
二

O
条
に
あ
る
蘇
我

入
鹿
の
亮
伝
の
中
に
、
私
邸
に
池
中
に
島
を
築
い
た
庭
園
を
造
り
、
島
大
臣
と
呼
ば
れ
た
と
い
う
記
事
を
初
見
と
す
る
が
、
万
葉
の
時
代
に

至
っ
て
は
、
日
並
皇
子
尊
挽
歌
に
見
え
る
島
の
宮
や
、
藤
原
不
比
等
旧
宅
に
あ
っ
た
「
山
池
」

宅
の
「
志
満
」
（

5
八
六
七
）
、
中
巨
清
麻
呂
宅
の
「
山
斎
」
（
初
四
五
一
一
）
な
ど
に
園
池
の
あ
る
庭
園
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
『
懐
風
藻
』

の
例
（
3
三
七
八
）
、

大
伴
旅
人
の
佐
保
の

の
詩
か
ら
察
す
る
に
、
長
屋
王
の
作
宝
楼
、
藤
原
宇
合
と
考
え
ら
れ
る
邸
宅
に
も
国
池
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。
有
力
貴
族
の
中
に
は
、
こ

の
他
に
も
自
邸
に
庭
園
を
設
け
た
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
大
陸
式
の
鑑
賞
用
庭
園
が
わ
が
国
に
ひ
ろ
ま
っ
て
い
っ
た
の
は
、
大
陸
の
文
化
を
積
極
的
に
導
入
し
よ
う
と
す
る
当
時
の
気

風
と
無
関
係
で
は
あ
る
ま
い
。

ま
た
藤
原
京
以
降
、
天
皇
の
代
替
り
の
度
に
行
れ
て
き
た
遷
都
が
な
く
な
り
、
京
中
に
落
ち
つ
い
て
造
園
を
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楽
し
む
余
裕
が
生
れ
た
こ
と
も
大
き
な
要
因
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
考
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
大
陸
渡
来
の
庭
園
に
は
、
空
想
上
の
世
界
を
模
す
る
と
い

う
考
え
方
が
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
わ
が
国
に
も
、
蓬
莱
や
須
弥
山
と
い
っ
た
知
識
が
入
る
前
か
ら
、
自
然
の
山
川
に
神
意
を
感
じ
と
り
、

時
を
定
め
て
そ
の
地
に
集
い
宴
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
自
然
の
中
に
神
を
み
る
こ
と
、
特
別
な
世
界
を
感
じ
る
こ
と
に

お
い
て
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
が
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
庭
園
を
受
け
入
れ
る
土
壌
と
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
わ
が
国
の
庭

闘
が
、
後
世
諸
国
の
名
所
を
模
し
て
造
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
、
名
所
と
い
う
理
想
的
景
観
を
う
つ
し
と
る
精
神
の
あ
ら
わ
れ
だ
ろ
う
。

鑑
賞
用
庭
園
に
対
し
て
、
園
池
の
中
に
島
を
築
く
と
い
う
特
徴
か
ら
シ
マ
と
い
う
名
称
が
生
じ
、

一
方
植
樹
を
行
う
点
か
ら
は
ソ
ノ
と
い

う
呼
称
が
付
さ
れ
た
。

シ
マ
は
旅
人
の
歌
か
ら
察
す
る
と
（
3
四
五
二
）
、

主
人
の
創
意
が
も
り
込
ま
れ
る
も
の
ら
し
い
。

当
然
庭
園
は
そ

の
家
ご
と
に
主
人
の
好
み
に
合
わ
せ
て
造
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

ソ
ノ
は
和
名
抄
に
「
田
園
」
を
「
曲
目
乃
、

一
云
曲
目
乃
布
」
と
訓
み
、
「
所



以
種
ニ
疏
菜
一
也
」
と
注
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
ば
に
は
菜
園
の
意
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
集
中
に
あ
ら
わ
れ
る

ソ
ノ
に
は
、
梅
、
橘
、
桃
、
李
な
ど
の
花
樹
が
植
え
ら
れ
た
例
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

こ
と
ば
の
レ
ベ
ル
で
庭
園
の
発
展
に
つ
い
て
述
べ
る
な
ら
ば
、

ま
ず
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
作
業
祭
犯
の
場
と
し
て
の
ニ
ハ
が
あ
っ

た
。
こ
れ
が
外
来
の
造
園
術
の
影
響
を
受
け
、
林
泉
を
設
け
、

シ
マ
、

ソ
ノ
と
称
す
る
設
備
を
つ
け
加
え
た
わ
け
で
あ
る
。

シ
マ
、

ソ
ノ
、
も

こ
こ
で
は
本
来
持
っ
て
い
た
意
義
か
ら
抜
け
出
し
、
新
し
い
庭
園
の
部
分
名
称
と
な
っ
た
わ
け
で
、
そ
れ
が
さ
ら
に
庭
園
全
体
の
称
に
も
使

わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
山
斎
」
「
園
」
「
苑
」
と
翻
訳
す
る
こ
と
に
よ
り
、
漢
詩
文
的
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
ば
と
し
て
用
い
ら
れ
た

こ
と
も
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
の
特
徴
で
あ
る
。
当
時
は
こ
の
こ
と
ば
自
体
に
、

一
種
斬
新
な
雰
囲
気
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
集
中
で
ソ
ノ
の

語
が
最
も
早
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
天
平
二
年
正
月
、
太
宰
府
で
行
わ
れ
た
い
わ
ゆ
る
梅
花
の
宴
の
折
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
外
来
文
化
と

の
接
点
で
あ
っ
た
太
宰
府
の
持
つ
気
風
が
、
中
国
文
学
で
い
う
図
の
世
界
を
和
歌
に
摂
取
し
、

ソ
ノ
と
い
う
歌
語
を
登
場
せ
し
め
た
の
だ
ろ
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う
か
。
お
そ
ら
く
相
当
の
刺
激
を
持
っ
て
い
た
こ
と
ば
で
あ
ろ
う
。

-1.... 

/'¥ 

ヤ
ド

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
集
中
で
庭
園
を
意
味
す
る
こ
と
ば
と
し
て
は
他
に
ヤ
ド
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
最
も
使
用
例
が
多
く
。
し
か

も
私
宴
の
歌
に
頻
繁
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
戸
谷
高
明
氏
、
中
西
進
氏
、
森
淳
司
氏
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
述
べ

て
お
ら
れ
る
。
戸
谷
氏
に
よ
れ
ば
、
万
葉
集
に
使
用
さ
れ
て
い
る
ヤ
ド
は
、
大
別
し
て
四
つ
の
意
が
あ
り
、
①
旅
な
ど
で
一
時
泊
る
と
こ

ろ
、
②
住
ん
で
い
る
家
、
③
家
の
戸
、
④
家
の
庭
、

答
歌
に
限
っ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

家
持
だ
け
が
独
詠
歌
に
用
い
た
こ
と
を
述
べ
、

の
様
に
分
類
で
き
る
。
森
氏
は
こ
の
う
ち
④
の
用
法
は
天
平
時
代
以
降
の
宴
席
歌
、
贈

中「
屋
よ
り
観
ら
れ
る
外
の
小
世
界
を
歌
う
た
め
」



ヤ
ド
の
歌
は
「
室
内
的
、
遊
戯
的
、
技
巧
的
」
で
あ
る
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ヤ
ド
の
歌
が
多
く
宴
席
歌
で
あ
る
こ
と
と
も
関
係
す

る
が
、
今
一
度
ヤ
ド
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

ヤ
ド
が
、
こ
れ
ま
で
に
と
り
あ
げ
た
庭
園
を
表
す
こ
と
ば
と
異
な
る
点
は
、
屋
と
い
う
家
屋
を
意
味
す
る
語
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
集
中
に
は
ヤ
ド
を
「
屋
外
」
「
屋
前
」

と
表
記
し
た
例
が
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

ヤ
ド
は
あ
く
ま
で
あ
る
建
造
物

を
中
心
と
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
。
こ
れ
は
単
に
こ
と
ば
の
構
成
上
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
。

ニ
ハ
を
う
た
う
場
合
、
そ
の
作
者
は
何
ら
か
の
目
的
で
ニ
ハ
に
降
り
立
っ
て
い
る
状
態
を
う
た
う
こ
と
が
多
い
。

ω・
・
・
妹
と
我
と

手
携
は
り
て

朝
に
は

庭
に
出
で
立
ち

タ
に
は

床
打
ち
払
ひ
：
・
〈
8
一
六
二
九
、
家
持
）

ゆ
我
が
背
子
を

今
か
今
か
と

出
で
見
れ
ば

沫
雪
降
れ
り

庭
も
ほ
ど
ろ
に
（
日
二
三
二
三
〉

肋
己
が
を
を

お
ほ
に
な
思
ひ
そ

庭
に
立
ち

笑
ま
す
が
か
ら
に

駒
に
逢
ふ
も
の
を
（

M
三
五
三
五
〉
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M
W
君
律
っ
と

庭
の
み
居
れ
ば

う
ち
な
び
く

我
が
黒
髪
に

霜
そ
置
き
に
け
る
（
ロ
三

O
四
四
）

同
遊
ぶ
内
の

楽
し
き
庭
に

梅
柳

折
り
か
ざ
し
て
は

思
ひ
な
み
か
も
（
甘
三
九

O
五
、
書
持
）

な
ど
は
、

い
ず
れ
も
ニ
ハ
に
降
り
立
ち
何
か
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ニ
ハ
が
従
来
有
し
て
き
た
事
を
行
う
場
所
の
意
に
関
係
す
る
。
こ
の

場
合
、
作
者
は
ニ
ハ
を
同
一
平
面
で
と
ら
え
て
う
た
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ヤ
ド
は
少
々
事
情
を
異
に
す
る
。
ヤ
ド
に
降
り
立
っ
て
人
を
待
っ
た
り
、
何
ら
か
の
行
事
を
行
う
こ
と
を
う
た
う
例
は
見

ら
れ
な
い
の
だ
。
但
し
、
植
物
を
ヤ
ド
に
植
え
る
、
あ
る
い
は
種
を
播
く
と
い
う
歌
は
あ
る
。

同
我
が
屋
戸
に

韓
藍
蒔
き
生
ほ
し

我
が枯
屋ャぬ
外ドれ
のど

懲
り
ず
で
ま
た
も

蒔
か
む
と
ぞ
思
ふ
（
3
三
八
四
、
山
部
赤
人
）

ω去
年
の
春

い
掘
じ
て
植
ゑ
し

若
木
の
梅
は

花
咲
き
に
け
り
ハ
8
一
四
二
三
、
阿
倍
広
庭
）



ω手
寸
十
名
相
（
定
訓
ナ
シ
）
植
ゑ
し
く
著
く

出
で
見
れ
ば

屋
前
の
初
萩

咲
き
に
け
る
か
も
（
叩
一
一
一
一
三
）

問
：
・
心
な
ぐ
さ
に

な
で
し
こ
を

屋
戸
に
蒔
き
生
ほ
し

夏
の
野
の

さ
百
合
引
き
植
ゑ
て
：
・
（
四
四
一
一
三
、
家
持
）

帥
山
吹
を

屋
戸
に
植
ゑ
て
は

見
る
ご
と
に

思
ひ
は
止
ま
ず

恋
こ
れ
増
さ
れ
（
四
四
一
八
六
、
家
持
）

い
ず
れ
も
植
物
を
植
え
る
こ
と
、
種
子
を
播
く
こ
と
を
う
た
っ
て
い
る
。

一
ハ
や
ソ
ノ
、

シ
マ
に
も
植
え
ら
れ
た
種
々
な
花
草
花
樹
が
あ
っ

た
が
、
植
え
る
行
為
を
う
た
う
の
は
ヤ
ド
の
場
合
に
限
ら
れ
て
い
る
。

だ
。
す
な
わ
ち
長
歌
の
一
節
「
萩
の
花

大
伴
書
持
は
、
兄
家
持
の
作
rJ

た
挽
歌
に
よ
れ
ば
（
げ
三
九
五
七
J
九）、

に
ほ
へ
る
屋
戸
を
」
に
対
し
て
「
吾
一
口
斯
人
為
v
性
好
ニ
愛
花
草
花
樹
一
而
多
植
一
一
於
寝
院
之
庭
ベ
故
謂
ニ

白
ら
の
庭
園
に
好
み
の
植
物
を
配
す
る
趣
味
が
あ
っ
た
よ
う

之
花
薫
庭
一
也
」
と
い
う
細
注
が
施
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

」
れ
に
よ
れ
ば
ヤ
ド
は
庭
と
置
き
か
え
が
可
能
で
あ
る
が
、

出ニ
でハ
立 で
ちは
平2な
しく

ヤ
ド
で
あ
る
。
因
み
に
こ
の
長
歌
で
は
直
後
に
ニ
ハ
と
い
う
こ
と
ば
も
用
い
ら
れ
て
お
り
、

タ
庭
に

」
の
方
は
、

「歌
朝語
力ミz と
波ハし
にて

t工
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踏
み
平
げ
ず
」
と
あ
っ
て
降
り
立
つ
こ
と
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
ヤ
ド
と
ニ
ハ
は
意
味
上
同
じ
く
庭
の
字
が
当

て
ら
れ
る
に
し
て
も
、
歌
語
と
し
て
は
異
な
っ
た
印
象
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

ヤ
ド
の
歌
の
特
徴
と
し
て
、
季
節
の
景
物
を
詠
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
心
と
な
る
の
が
、
梅
、

橘
、
萩
と
い
っ
た
植
物
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
白
生
の
も
の
で
は
な
く
、
植
樹
さ
れ
た
も
の
ら
し
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
鑑
賞
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
て
配
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ヤ
ド
に
植
物
を
植
え
た
り
、
種
を
播
い
た
り
す
る
の
は
、
結
局
そ
の
行
為
自
体
と
い
う
よ

り
、
そ
れ
が
芽
生
え
、
根
付
く
こ
と
に
よ
り
、
主
に
そ
の
花
の
咲
く
の
を
期
待
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
ヤ
ド
へ
の
植
樹
は
そ
れ
を

見
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
行
動
で
あ
る
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
こ
で
次
に
ヤ
ド
を
客
観
的
に
視
覚
に
よ
っ
て
と
ら
え
て
表
現
し
て
い
る
例
を
挙
げ
よ
う
。
便
宜
上
、

「
見
る
」

と
い
う
こ
と
ば
の
使
わ



れ
て
い
る
歌
を
集
め
た
。

ω春
さ
れ
ば

我ま
が づ
見咲
るく
屋ャ耶ャ
戸ド登v

のの

梅
の
花

ひ
と
り
見
つ
つ
や

春
日
暮
ら
さ
む
（

5
八
一
八
、
山
上
憶
良
）

的
朝
ご
と
に

な
で
し
こ
が

花
に
も
君
は

あ
り
こ
せ
ぬ
か
も
（
8
一
六
一
六
、
笠
女
郎
）

帥
我
が
屋
戸
に

月
夜
良
み

見

る
と

タまに
々5
見妹
せ を
む か

け
ぺ〉
ペ〉

恋
ひ
ぬ
日
は
な
し
（
8
一
六
二
三
、
大
伴
田
村
大
嬢
）

も
み
つ
か
へ
る
で

ω 間
我我
ヵ：ヵ：
屋ャ屋
度ド戸
のに

咲
き
た
る
梅
を

君
を
こ
そ
待
て
（
日
二
三
四
九
）

松
の
葉
見
つ
つ

我
待
た
む

は
や
帰
り
ま
せ

恋
ひ
死
な
ぬ
と
に
（
日
三
七
四
七
、
狭
野
弟
上
娘
子
〉

ω十
月

し
ぐ
れ
の
常
か

我
が
背
子
が

屋
戸
の
も
み
ち
葉

散
り
ぬ
ベ
く
見
ゆ
（
初
四
二
五
九
、
家
持
）

」
れ
ら
を
見
る
と
、

ヤ
ド
は
視
覚
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
風
景
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
作
者
は
ヤ
ド
と
呼
ば
れ
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る
場
所
と
は
離
れ
た
所
に
い
て
、
そ
こ
か
ら
ヤ
ド
を
望
む
形
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ャ

こ
こ
で
も
う
一
度
ヤ
ド
の
語
源
に
立
ち
返
る
な
ら
ば
、
ヤ
ド
は
屋
と
い
う
建
物
を
中
心
と
し
た
概
念
を
持
つ
こ
と
ば
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

先
に
挙
げ
た
ヤ
ド
の
と
ら
え
方
を
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
、
作
者
が
屋
の
う
ち
に
い
て
、
そ
こ
か
ら
主
人
の
好
み
の
植
物
が
植
え
ら
れ
た
ヤ
ド

と
い
う
空
間
を
眺
め
た
時
、
も
っ
と
も
相
応
し
い
こ
と
ば
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ヤ
ド
が
庭
園
の
意
味
で
使
わ
れ
る
例
が
、
天
平
時
代
を
境
と
し
て
増
加
す
る
事
実
は
、

一
つ
の
理
由
と
し
て
、
作
歌
の
場
所
の
変
化
を
挙

げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
以
前
は
、
行
幸
従
駕
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
場
所
に
身
を
置
い
て
、

し
か
も
建
物
の
中
で
は
な
く
、
地
面

に
伺
候
す
る
形
で
歌
が
発
唱
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
は
ず
だ
。
そ
れ
が
次
第
に
公
的
性
格
を
脱
し
、
貴
族
の
私
邸
で
も
宴
会
が
行
わ
れ
る

よ
う
に
な
る
と
、
作
歌
の
場
所
は
地
表
か
ら
家
屋
の
内
に
入
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ヤ
ド
が
私
邸
の
庭
園
に
限
っ
て
用
い
ら
れ

る
の
も
こ
れ
に
関
わ
る
。
行
事
を
行
う
場
所
で
あ
っ
た
ニ
ハ
が
、
大
陸
式
の
鑑
賞
用
庭
園
へ
と
変
じ
た
の
も
こ
れ
と
平
行
し
て
進
行
し
た
。



自
分
の
好
み
の
植
物
を
配
し
、
池
や
築
山
を
築
く
と
い
う
風
流
心
に
基
づ
く
態
度
が
育
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
個
人
の
邸
宅
で
の
宴
会

は
、
は
じ
め
母
宴
を
倣
う
形
で
、
天
智
、
天
武
の
皇
子
を
中
心
と
し
た
階
級
で
行
わ
れ
た
よ
う
だ
が
、
臣
下
の
宴
と
し
て
は
、
長
屋
王
な
ど

奈
良
朝
初
期
の
貴
紳
が
、
主
に
漢
詩
の
宴
を
行
っ
た
こ
と
に
始
ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
影
響
を
受
け
る
形
で
和
歌
の
宴
が
盛
ん
に
な
り
、

万
葉
集
の
作
品
を
提
供
す
る
場
と
な
っ
た
の
だ
と
考
え
る
。

近
年
考
古
学
の
発
堀
の
成
果
を
ふ
ま
え
た
研
究
が
徐
々
に
発
表
さ
れ
、
平
城
京
内
の
邸
宅
の
構
造
が
わ
ず
か
な
が
ら
解
明
さ
れ
つ
つ
あ

る。

一
坪
以
上
を
占
有
す
る
貴
族
の
邸
宅
は
、
宅
地
の
周
囲
を
掘
立
柱
塀
や
溝
に
よ
っ
て
囲
み
、
外
と
は
隔
絶
し
た
空
間
を
呈
し
て
い
た
。

広
い
敷
地
は
、
さ
ら
に
目
的
に
応
じ
て
塀
な
ど
に
よ
り
分
割
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
宅
地
内
の
推
定
復
原
建
蔽
率
は
、
平
城
京
の
場
合
一
五

i

二
O
パ
ー
セ
ン
ト
に
す
ぎ
ず
、
空
閑
地
を
広
く
有
し
て
い
た
。
宅
地
の
正
面
は
南
側
に
あ
っ
た
ら
し
く
、

（

9
）
 

建
物
は
北
側
に
偏
し
て
い
た
と
い
う
。
つ
ま
り
宅
地
の
南
側
に
庭
園
が
あ
っ
た
と
推
定
が
で
き
よ
う
。

し
か
も
南
側
に
遺
構
が
少
な
く
、
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さ
ら
に
園
池
の
遺
構
の
見
ら
れ
る
平
城
京
の
左
京
三
条
二
坊
六
坪
の
い
わ
ゆ
る
宮
跡
庭
園
で
は
、
南
北
に
蛇
行
し
て
流
れ
る
池
の
西
側
に

南
北
棟
が
あ
り
、
園
池
を
望
む
た
め
の
建
物
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
宮
城
内
の
例
に
な
る
が
、
東
張
出
部
の
東
院
遺
構
に
も
大
規
模

な
園
池
の
跡
が
あ
り
、
池
の
一
部
に
張
り
出
す
形
で
東
西
棟
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
庭
園
を
鑑
賞
す
る
者
が
使
用
す
る
建
物
で
あ
っ

た
よ
う
だ
。
断
片
的
な
資
料
に
す
ぎ
な
い
が
、
庭
園
を
眺
望
す
る
た
め
の
特
別
な
建
物
が
用
意
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

ま
た
遺
構
を
見
る
と
、
池
の
周
囲
の
ほ
ど
遠
か
ら
ぬ
場
所
に
し
き
り
の
た
め
の
木
塀
が
は
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。
庭
園

を
見
る
も
の
は
、
そ
の
よ
う
に
囲
い
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
た
、
き
わ
め
て
人
工
的
な
空
間
を
目
に
し
た
こ
と
に
な
る
。
文
学
の
生
ま
れ
る
場

所
が
こ
の
よ
う
な
空
間
で
あ
っ
た
こ
と
は
作
品
に
必
ず
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。



七

室
内
か
ら
の
視
線

庭
園
を
眼
前
に
し
た
歌
人
が
作
る
作
品
に
は
、
ど
の
よ
う
な
性
格
が
見
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
森
淳
司
氏
が
適
格
な

（日）

分
析
を
な
さ
れ
て
い
る
。
森
氏
の
研
究
は
ヤ
ド
と
い
う
こ
と
ば
を
通
し
て
の
考
察
で
あ
る
が
、
私
に
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

ー
、
歌
が
室
内
的
、
遊
戯
的
、
技
巧
的
、
社
交
的
性
格
を
持
つ
。

2
、
題
材
と
し
て
は
、
動
植
物
が
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

3
、
季
節
と
の
関
わ
り
の
深
い
題
材
が
扱
わ
れ
る
。

4
、
発
想
に
、
類
型
化
、
固
定
化
が
目
立
つ
。

5
、
頭
材
の
固
定
化
が
見
ら
れ
る
。

一nー

6
、
大
伴
家
持
の
作
に
お
い
て
は
新
し
い
詩
的
世
界
が
創
出
さ
れ
て
い
る
。

森
氏
は
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
紹
介
で
き
な
い
。
従
う
べ
き
見
解
で
あ
ろ
う
。
多
少
重
復
す
る
こ
と
を
恐
れ

ず
に
私
見
を
加
え
る
な
ら
ば
、
庭
園
を
詠
ず
る
歌
に
は
虚
構
や
、
脚
色
が
目
立
つ
こ
と
を
あ
げ
た
い
。
す
な
わ
ち
庭
園
を
う
た
う
歌
は
決
し

て
写
実
的
表
現
を
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
文
学
上
の
理
想
に
基
づ
く
観
念
上
の
創
作
と
い
え
る
。
当
時
の
文
人
が
共
有
し
て
い

た
空
想
世
界
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
庭
園
は
須
弥
山
や
種
々
の
仙
境
に
な
ず
ら
え
て
造
ら
れ
た
場
所
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
一
種
の
理
想
的
景
観

を
人
工
的
に
造
り
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。
自
然
と
い
う
天
与
の
対
象
に
向
っ
て
歌
を
作
る
と
い
う
段
階
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
景
観
を
あ
る
程

度
自
由
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

か
く
も
あ
る
べ
き
風
景
を
造
り
、
そ
れ
を
作
品
と
す
る
。
作
品
の
表
現
技
術
が
進
展
す
る



と
、
さ
ら
に
そ
れ
に
相
応
し
い
景
を
求
め
る
と
い
う
、
作
品
と
造
園
と
の
問
に
相
互
作
用
が
生
じ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
造
園
術
よ
り
も

作
者
の
想
像
力
が
勝
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
作
品
は
い
き
お
い
実
景
以
上
の
も
の
を
歌
う
こ
と
に
な
る
。

ヤ
ド
の
歌
で
は
橘
の
木
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
が
や
っ
て
来
て
、
花
を
散
ら
す
と
い
う
類
型
的
表
現
が
あ
る
。

制
我
が
屋
前
の

花
橘
を

ほ
と
と
ぎ
す

来
鳴
か
ず
地
に

散
ら
し
て
む
と
か
〈
8
一
四
八
六
、
大
伴
家
持
〉

的
我
が
屋
前
の

花
橘
を

ほ
と
と
ぎ
す

来
鳴
き
と
よ
め
て

本
に
散
ら
し
つ
（
8
一
四
九
三
、
大
伴
村
上
〉

防
ほ
と
と
ぎ
す

来
居
も
鳴
か
ぬ
か

我
が
屋
前
の

花
橘
の

地
に
落
ち
む
見
む
（
叩
一
九
五
四
）

お
そ
ら
く
こ
の
他
に
も
、
宴
席
な
ど
で
は
こ
の
類
型
歌
が
う
た
わ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
だ
。
だ
が
、
こ
の
場
合
、
作
者
は
本
当
に
庭
園

に
お
と
ず
れ
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
姿
を
見
た
の
だ
ろ
う
か
。
倒
防
は
表
現
上
明
ら
か
に
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
見
て
い
な
い
。
や
っ
て
来
る
こ
と
を
期

っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
理
屈
を
言
え
ば
、

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
な
ぜ
他
の
植
物
と
の
関
連
で
は
う
た
わ
れ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

一72-

待
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
景
と
し
て
歌
っ
て
い
る
の
は

ωの
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
果
た
し
て
本
当
に
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
疑

ま
た
萩
は
集
中
最
も
多
く
詠
ま
れ
れ
て
い
植
物
で
あ
る
が
、

ヤ
ド
の
萩
を
う
た
う
例
も
多
い
。
萩
は
本
来
山
野
に
自
生
す
る
も
の
で
あ
っ

た。
帥
秋
風
は

涼
し
く
な
り
ぬ

馬
並
め
て

い
ざ
野
に
行
か
な

萩
の
花
見
に
〈
日
一
二

O
三〉

と
い
う
歌
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
外
出
し
て
見
に
行
く
植
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
い
つ
か
ら
か
庭
前
に
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
ヤ
ド
の
萩
の
う
た
わ
れ
方
の
な
か
に
、
恋
の
気
分
を
う
た
う
こ
と
が
あ
る
。

ヤ

ド
屋
前
の
秋
萩

(3$ M 
我我
が妹
屋ャ子
戸F が
の

花
よ
り
は

実
に
な
り
て
こ
そ

恋
増
さ
り
け
れ
（
7
一
三
六
五
）

一
群
萩
を

思
ふ
開
山
に

見
せ
ず
ほ
と
ほ
と

散
ら
し
つ
る
か
も
（
8
一
五
六
五
、
家
持
）



州
問
我
が
屋
戸
の

秋
の
萩
咲
く

タ
影
に

今
も
見
て
し
か

妹
が
姿
を
（
8
一
六
二
二
、
大
伴
田
村
大
嬢
）

的
我
が
屋
前
に

咲
け
る
秋
萩

常
に
あ
ら
ば

我
が
待
つ
人
に

見
せ
ま
し
も
の
を
（
刊
一
二
一
二
）

倒
雁
が
ね
の

初
夜ャ戸
度ド聞
なき
るて
萩
の 咲

き
出
た
る

屋
前
の
秋
萩

見
に
来
我
が
背
子
（
日
二
二
七
六
）

州
問
我
が
背
子
が

花
咲
か
む

秋
の
タ
は

我
を
偲
は
せ
（
初
四
四
四
四
、
大
原
今
城
）

右
に
挙
げ
た
中
に
は
、
必
ず
し
も
男
女
聞
の
贈
答
で
は
な
い
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
例
は
坂
上
郎
女
に
贈
っ
た
歌
で
あ
り
、
女
同

士
の
例
で
あ
る
。
同
は
宴
席
で
家
持
に
対
し
て
う
た
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
れ
を
含
め
て
、
全
て
に
恋
の
気
分
を
感
じ
と
る
こ
と
が

で
き
る
。
表
現
上
萩
の
恋
と
い
う
べ
き
形
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

天
平
貴
族
が
萩
を
愛
し
、
そ
の
表
現
と
し
て
萩
に
恋
情
を
訴
え
る
も
の
は
他
に
も
見
え
る
が
、

ヤ
ド
に
植
え
ら
れ
た
萩
に
対
し
て
特
に
こ

q
t
u
 

の
形
を
と
る
も
の
が
多
い
。
こ
れ
は
作
者
側
に
萩
に
対
す
る
観
念
が
予
め
で
き
あ
が
っ
て
い
て
、
そ
の
上
で
作
歌
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
も
の

で
あ
ろ
う
。

家
近
く
萩
を
植
え
た
か
ら
と
い
っ
て
、
萩
の
生
態
に
対
す
る
観
察
が
進
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
庭
園
の
萩
の
歌
を
見
る
限

り
、
表
現
は
類
型
的
で
、
凝
視
に
よ
る
発
見
が
な
さ
れ
た
と
は
言
い
難
い
。
植
物
と
の
距
離
の
短
縮
が
、
そ
の
ま
ま
作
品
の
表
現
の
中
に
は

反
映
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

橘
に
来
る
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
せ
よ
、
恋
情
を
も
よ
お
す
萩
に
せ
よ
、

一
つ
の
類
型
が
で
き
あ
が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
庭
園
で
作
ら
れ
る
和
歌

の
一
般
的
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
も
庭
園
と
い
う
空
間
の
性
格
と
の
関
連
で
論
じ
る
な
ら
ば
、
当
時
の
庭
園
は
そ
れ
を
見
る
側
に
も
あ
る
特
別

の
態
度
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
庭
園
は
一
つ
の
理
想
空
間
と
し
て
構
築
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
鑑
賞
す
る
側
も
、
園
内
の

施
設
の
一
つ
一
つ
に
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
味
を
積
極
的
に
見
出
そ
う
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
庭
園
に
人
工
的
に
造
ら
れ
た



池
は
、
単
な
る
国
池
で
は
な
く
、
広
大
な
湖
や
海
を
意
味
し
た
し
、
築
山
は
神
や
ど
る
霊
山
の
象
徴
で
あ
っ
た
。
ま
た
所
々
に
植
え
ら
れ
た

植
物
や
、

そ
こ
に
訪
れ
る
動
物
は
、

い
ず
れ
も
あ
る
意
味
を
持
っ
た
存
在
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
作
品
の
中
に
表
現
す
る
場
合
、

そ
の
実
体
と
い
う
よ
り
、
そ
の
景
物
が
も
っ
伝
統
的
な
感
受
の
仕
方
に
沿
っ
て
描
写
さ
れ
た
。
極
論
す
れ
ば
、
庭
園
を
う
た
う
者
に
、
そ
こ

に
新
し
い
何
か
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
欲
求
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
庭
園
文
学
を
新
し
い
文
学
上
の
境
地
と
考
え
る
者
は
い
な
か
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
専
ら
文
人
の
教
養
の
中
に
存
在
す
る
理
想
的
世
界
を
人
工
的
空
間
の
中
に
幻
視
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
新
鮮
味

の
乏
し
い
類
型
的
な
作
品
が
目
立
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

庭
園
を
見
な
が
ら
も
、
作
品
の
表
現
の
中
で
は
あ
た
か
も
自
然
の
景
を
う
た
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
形
を
と
る
も
の
も
あ
る
。

つ
ま
り
庭

固
に
込
め
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
作
品
化
し
た
歌
で
あ
る
。

帥
梅
の
花

散
り
紛
ひ
た
る

岡
辺
に
は

う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も

春
か
た
ま
け
て
（
5
八
三
八
、
榎
氏
鉢
麻
呂
）
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制
さ
雄
鹿
の

来
立
ち
鳴
く
野
の

秋
萩
は

露
霜
負
ひ
て

散
り
に
し
も
の
を
（
8
一
五
人

O
、
文
馬
養
）

ωあ
し
ひ
き
の

山
の
も
み
ち
葉

今
夜
も
か

浮
か
び
行
く
ら
む

山
川
の
瀬
に
（
8
一
五
八
七
、
大
伴
書
持
）

ω春
の
野
に

霞
た
な
び
き

う
ら
悲
し

こ
の
夕
影
に

う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
（
日
四
二
九

O
、
家
持
〉

ω高
山
の

巌
に
生
ふ
る

菅
の
根
の

ね
も
こ
ろ
ご
ろ
に

降
り
置
く
白
雪
（
初
四
四
五
四
、
橘
諸
兄
）

こ
れ
ら
の
歌
は
一
見
す
る
と
純
粋
な
叙
景
歌
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
実
際
に
は
庭
園
を
見
な
が
ら
作
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ω

は
太
宰
府
の
梅
花
の
宴
の
歌
だ
が
、
作
者
の
目
に
し
て
い
た
の
は
岡
で
は
な
く
、
帥
宅
の
園
に
あ
っ
た
梅
で
あ
っ
た
。

ωは
天
平
一

O
年
八

月
二

O
日
の
橘
諸
兄
の
家
に
お
け
る
宴
席
で
の
作
で
あ
る
。

や
は
り
実
際
に
は
庭
園
を
前
に
詠
ぜ
ら
れ
た
よ
う
だ
。

ωは
天
平
一

O
年
一

O

月
一
七
日
の
諸
兄
旧
宅
で
の
宴
席
歌
で
あ
る
。
表
現
さ
れ
て
い
る
山
川
に
流
れ
る
も
み
ち
葉
は
、
書
持
が
過
去
に
み
た
光
景
と
解
さ
れ
る
こ



と
が
多
い
が
、
あ
る
い
は
庭
園
の
池
に
浮
ぶ
紅
葉
を
実
際
に
は
見
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
同
様
に
帥
も
、
天
平
勝
宝
七
年
一
一
月
二
八

日
の
橘
奈
良
麻
目
宅
で
の
宴
席
歌
で
あ
る
。
通
常
こ
の
句
は
序
歌
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
庭
園
の
築
山
の
景
が
こ
の
表
現
の
出
発
点
に
あ
る

可
能
性
を
考
え
た
い
。

ま
た
帥
は
家
持
の
絶
唱
と
し
て
評
価
の
高
い
一
首
で
あ
る
が
、
天
平
勝
宝
五
年
正
月
二
三
日
に
興
に
依
っ
て
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
並
ぶ
も
う
一
首
は
（
四
二
九
一
）
、

ヤ
ド
の
群
竹
に
吹
く
風
の
か
そ
け
き
様
を
う
た
っ
て
お
り
、

す
る
と
帥
も
春

の
野
の
中
に
立
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
実
際
に
は
自
宅
に
い
て
庭
園
の
景
を
前
に
作
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
実
際
に
は
造
り
も
の
で
あ
る
庭
園
を
見
な
が
ら
、
歌
の
表
現
の
上
で
は
あ
た
か
も
叙
景
歌
の
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
を
も
つ
も

の
が
あ
っ
た
。
庭
園
を
庭
園
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
山
や
川
、
野
や
岡
を
感
じ
と
ろ
う
と
す
る
見
方
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ

の
よ
う
な
歌
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
五
首
の
う
ち
、
四
首
は
宴
席
歌
で
あ
る
し
、
他
の
一
首
は
同
日
に
作
ら
れ
た
歌
に
ヤ
ド
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が
一
致
ま
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
作
歌
の
場
所
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
集
中
に
は
宴
席
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
作
歌
事
情
を
記

さ
ぬ
も
の
も
多
数
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
中
に
は
一
般
の
叙
景
歌
と
見
え
な
が
ら
、
実
は
庭
園
の
景
を
詠
じ
た
作
も
含
ま
れ
て
い
る
可

能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

八

ま
と
め

以
上
、
論
点
が
定
ま
ら
ず
拡
散
し
て
し
ま
っ
た
が
、
万
葉
集
に
お
け
る
庭
園
と
文
学
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
た
。
は
じ
め
作
業
、

祭
犯
の
場
所
で
あ
っ
た
ニ
ハ
が
、
外
来
文
化
の
摂
取
に
よ
っ
て
、
屋
内
よ
り
鑑
賞
す
る
空
間
に
な
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
理
想
的
景
観
を
造

り
、
そ
れ
を
見
る
側
に
も
造
園
者
が
込
め
た
イ
メ
ー
ジ
を
見
出
そ
う
と
す
る
態
度
が
芽
生
え
て
い
た
こ
と
を
述
べ
た
。
模
造
物
か
ら
実
物
を

思
い
や
る
と
い
う
行
為
は
、
文
学
表
現
の
上
の
進
歩
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
が
、
景
物
に
込
め
ら
れ
た
イ
メ
ー
ジ
は
い
わ
ば
共
通
の
教
養



よ
っ
て
そ
こ
に
は
類
型
が
生
じ
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、

に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

か
つ
人
々
は
そ
の
類
型
を
競
う
こ
と
に
満
足
し
て
い
た

の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
庭
園
を
見
る
場
所
こ
そ
が
、
万
葉
時
代
後
期
の
宴
席
歌
を
生
み
出
す
舞
台
で
あ
っ
た
の
だ
。

〔
日
淫
〕

（

1
）
 

（

2
〉

阿
蘇
瑞
枝
氏
『
寓
葉
集
全
注
巻
第
十
』
の
「
概
説
」
。

「
芸
能
と
は
な
に
か
」
『
日
本
人
の
芸
能
』
昭
和
三
二
年
六
月
。
な
お
こ
の
論
の
立
論
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
井
口
樹
生
先
生
「
師
承
の
学
・
そ
の

展
開
」
『
池
田
禰
三
郎
人
と
学
問
』
昭
和
五
九
年
七
月
に
詳
し
い
。

『
改
訂
綜
合
日
本
民
俗
語
葉
』
。

「
太
液
池
中
有
蓮
莱
、
方
丈
、
蔵
洲
。
象
神
山
也
」

「
穿
池
於
宮
南
。
引
水
二
十
余
里
。
四
岸
植
以
楊
柳
。
水
中
築
島
岨
（
。
擬
方
丈
仙
山
」

「
万
葉
歌
小
考
｜
庭
園
を
め
ぐ
っ
て
」
国
語
と
国
文
学
、
昭
和
四
四
年
一

O
月。

「
屋
戸
の
花
」
『
論
集
上
代
文
学
第
三
冊
』
、
昭
和
四
七
年
一
一
月
。

「
万
葉
の
『
や
ど
』
」
『
万
葉
と
そ
の
風
土
』
、
昭
和
五

O
年
四
月
。

本
中
真
氏
「
宅
地
利
用
の
実
際
」
季
刊
考
古
学
二
二
、
昭
和
六
三
年
二
月
。

町
田
章
氏
『
平
城
京
』
、
昭
和
六
一
年
二
月
。

前
掲
（
8
）
論
文
。
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）

（

叩

）

（

日

）


