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は
じ
め
に

　
『
萬
葉
集
』
巻
三
に
は
、
柿
本
人
麻
呂
が
近
江
国
よ
り
上
京
す
る
際
、
宇
治

川
の
ほ
と
り
で
詠
ん
だ
作
と
し
て
以
下
の
歌
が
載
る
。
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『
萬
葉
集
』
の
中
で
も
著
名
な
一
首
で
あ
る
が
、「
宇
治
河
の
辺
」
に
「
至
」
っ

て
「
あ
じ
ろ
木
に
い
さ
よ
ふ
浪
の
去
く
辺
し
ら
ず
も
」
と
述
べ
た
そ
の
感
慨
が

何
に
起
因
す
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点
が
古
く
か
ら
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。
近

年
で
は
、眼
前
に
見
え
る
実
景
に
無
常
を
感
じ
た
も
の
と
理
解
し
、さ
ら
に
「
も

の
の
ふ
」
の
語
に
精
悍
な
古
代
戦
士
の
イ
メ
ー
ジ
を
見
出
し
、
壬
申
の
乱
で
敗

れ
た
近
江
朝
の
「
も
の
の
ふ
」
達
の
流
亡
の
相
が
宇
治
川
の
川
波
に
重
ね
合
わ

さ
れ
て
形
象
化
し
て
い
る
と
し
た
、
土
橋
寛
﹇
一
九
五
六
﹈
の
解
釈
を
支
持
す

る
注
釈
書
が
多
い
。

　

し
か
し
、
こ
の
解
釈
は
、
本
歌
が
同
じ
人
麻
呂
作
の
近
江
荒
都
歌
（
１

・
二

九
〜
三
一
）
と
近
い
時
期
の
作
と
仮
定
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。『
釈
注
』

が
「
同
じ
折
の
歌
な
ら
、
な
ぜ
巻
一
に
採
ら
な
か
っ
た
か
、
不
審
が
残
る
」
と

述
べ
る
よ
う
に
、
本
歌
の
理
解
に
近
江
旧
都
を
後
に
し
て
の
感
慨
を
前
提
と
す

る
な
ら
ば
、
巻
を
違
え
て
収
載
さ
れ
た
点
に
疑
問
が
残
る
。「
近
江
国
」
と
あ

る
題
詞
に
近
江
朝
が
連
想
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ま
ず
は
本
歌
が
帰
京
の
途
上
で

詠
ま
れ
た
歌
と
し
て
い
か
な
る
も
の
と
理
解
で
き
る
か
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
旅
中
、
波
の
行
方
を
持
ち
出
し
て
自
ら
の
感
慨
を
述
べ

る
こ
と
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
は
い
か
な

る
心
情
の
表
れ
で
あ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
そ
の
上
で
、
改
め
て
旅
中
の
詠
で

あ
る
本
歌
の
性
格
を
考
え
て
み
た
い
。
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萬
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一
　
二
六
四
番
歌
の
問
題
の
所
在

　

本
歌
の
最
大
の
問
題
点
は
、「
あ
じ
ろ
木
に
い
さ
よ
ふ
浪
の
去
く
辺
し
ら
ず

も
」
と
述
べ
る
そ
の
感
慨
の
内
実
が
明
瞭
で
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
契
沖
は
、『
代
匠
記
』（
初
）
に
お
い
て
、

哥
の
心
は
、
う
ち
川
の
い
さ
き
よ
く
お
も
し
ろ
き
に
の
そ
み
て
、
な
か
め

を
る
に
興
き
は
ま
れ
は
か
な
し
み
き
た
る
な
ら
ひ
に
て
、 

あ
し
ろ
木
の
も

と
に
し
は
し
い
さ
よ
ふ
と
み
ゆ
る
浪
の
、
ゆ
く
ゑ
も
し
ら
す
な
る
に
感
し

て
、
人
の
世
に
ふ
る
ほ
と
も
こ
れ
に
こ
と
な
ら
ぬ
よ
と
観
す
る
な
り
。 

論

語
曰
。
子
在
川
上
曰
。
逝
者
如
斯
夫
、
不
舍
畫
夜
。
今
の
哥
此
心
な
り
。

と
説
き
、
さ
ら
に
『
代
匠
記
』（
精
）
で
は
、

人
ノ
世
ノ
生
住
異
滅
ノ
四
相
ノ
中
ニ
、
暫
ラ
ク
住
ス
ル
コ
ト
思
フ
ニ
程
ナ

ク
異
相
ニ
遷
サ
レ
行
ヲ
、 

水
ノ
網
代
木
ニ
フ
レ
テ
暫
ヤ
ス
ラ
フ
ト
見
ユ
ル

カ
、
ヤ
カ
テ
流
過
ル
ニ
感
シ
テ
ヨ
マ
レ
タ
リ
。

と
述
べ
た
。
つ
ま
り
、
本
歌
の
感
慨
は
『
論
語
』
の
い
わ
ゆ
る
「
川
上
の
嘆
」

と
同
様
の
も
の
で
あ
り
、
実
景
に
臨
ん
で
世
の
無
常
を
感
じ
た
歌
で
あ
る
と
理

解
し
た
の
で
あ
る
。

　

本
歌
の
詠
嘆
を
無
常
感
と
捉
え
た
契
沖
の
解
釈
は
、
例
え
ば
『
全
歌
講
義
』

が
「
朝
廷
に
仕
え
る
官
人
た
ち
の
多
く
の
氏
人
た
ち
、
そ
の
ウ
ヂ
（
氏
）
で
は

な
い
が
、
宇
治
川
の
網
代
木
に
さ
え
ぎ
ら
れ
て
た
だ
よ
っ
て
い
る
波
は
ど
こ
へ

行
く
の
か
。
そ
の
行
方
が
わ
か
ら
な
い
こ
と
だ
よ
。（
人
の
世
も
こ
の
波
と
同

様
だ
）」
と
口
語
訳
し
、
ま
た
、『
新
版
岩
文
』
が
「
波
の
行
方
に
無
常
を
観
じ

た
歌
」
と
釈
す
よ
う
に
、
現
在
の
通
説
の
源
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い2
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、
契
沖
説
に
批
判
が
な
か
っ
た
訳
で
は
な
い
。『
古
義
』
は
、

此
は
打
聴
え
た
る
ま
ゝ
に
て
、
他
に
よ
そ
へ
た
る
意
も
何
も
な
き
を
、
今

打
誦
に
、
其
処
の
景
の
目
の
前
に
う
か
び
て
、
見
る
や
う
に
思
は
る
ゝ
は
、

上
手
の
作
な
れ
ば
な
る
べ
し
、

と
述
べ
、
そ
こ
に
無
常
の
意
味
は
無
く
単
に
実
景
を
述
べ
た
も
の
と
し
た
。

　

近
代
以
降
の
注
釈
書
で
は
、『
全
註
釈
』
が
「
去
く
辺
し
ら
ず
も
」
の
句
に

着
目
し
、
同
じ
人
麻
呂
作
歌
で
あ
る
巻
二
・
一
六
七
及
び
二
〇
一
番
歌
を
例
に

掲
げ
、（

稿
者
注
、
こ
れ
ら
二
例
は
）
行
ク
方
知
ラ
ズ
の
句
を
、
ど
う
し
て
よ
い

か
わ
か
ら
な
い
意
に
使
つ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
も
、
イ
サ

ヨ
フ
浪
ノ
ま
で
は
、
実
景
に
即
し
た
序
詞
で
、
悲
歎
に
暮
れ
る
心
を
こ
れ

に
よ
っ
て
描
い
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。

と
し
、
さ
ら
に
『
私
注
』
は
、「
い
さ
よ
ふ
浪
の
去
く
辺
知
ら
ず
も
」
に
つ
い
て
、

「
網
代
木
に
一
時
堰
き
止
め
ら
れ
た
水
流
が
湛
へ
を
作
っ
た
中
に
川
波
が
停
滞

し
て
、
流
れ
去
る
べ
き
方
も
な
い
様
で
イ
サ
ヨ
ウ
て
居
る
」
も
の
と
解
し
、

し
か
し
そ
れ
（
稿
者
注
、「
去
く
辺
し
ら
ず
も
」
の
詠
嘆
の
内
実
）
は
契

沖
の
言
ふ
如
く
「
や
が
て
流
過
る
水
」
に
対
す
る
詠
嘆
で
は
な
く
、
し
ば

し
流
れ
か
ね
て
と
ど
こ
ほ
る
水
に
対
す
る
詠
嘆
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
述
べ
、
歌
に
無
常
感
が
宿
っ
て
い
る
と
す
る
説
に
批
判
的
な
立
場
を
取
り
、

あ
く
ま
で
実
景
の
歌
と
し
て
理
解
す
べ
き
こ
と
を
主
張
し
た
。
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「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
」
の
表
現
を
波
が
停
滞
す
る
様
と
理
解
し
た
『
私
注
』
に

対
し
て
、『
注
釈
』
は
「
あ
じ
ろ
木
に
か
か
つ
た
川
の
水
は
、
山
の
端
の
月
と

同
じ
く
、
一
時
い
さ
よ
ふ
事
は
あ
つ
て
も
、
い
つ
ま
で
も
停
滞
し
て
ゐ
る
も
の

で
は
な
い
」
と
述
べ
、「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
」
は
水
の
流
れ
去
る
行
方
を
述
べ
た

表
現
で
あ
る
と
し
、
そ
の
う
え
で
本
歌
は
「
実
景
に
対
す
る
感
懐
に
無
常
観
が

や
ど
さ
れ
て
ゐ
る
」
歌
で
あ
る
と
結
論
づ
け
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
」
の
表
現
を
い
か
に
捉
え
る
か
と
い
う
点
は
、

本
歌
が
何
を
詠
む
歌
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
う
え
で
重
要
で

あ
る
。
本
稿
の
立
場
は
節
を
改
め
て
示
し
た
い
。

　

他
方
、
上
二
句
「
物
の
部
の
八
十
氏
河
の
」
と
結
句
と
を
積
極
的
に
関
連
さ

せ
て
理
解
し
よ
う
と
し
た
論
も
あ
る
。
窪
田
『
評
釈
』
は
、

「
物
の
部
の
八
十
氏
河
」
は
、
成
句
と
な
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
は
天
皇
の
宮
廷
を
思
わ
せ
る
も
の
で
、
偶
然
な
も
の
で
は

な
く
、「
い
さ
よ
ふ
浪
の
去
辺
し
ら
ず
も
」
は
、
最
も
適
切
に
大
津
の
荒

都
の
成
行
き
を
思
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。 （
中
略
）
人
麿
平
生
の
心
と
、

大
津
の
荒
都
に
対
す
る
悲
哀
と
を
一
丸
と
し
、
象
徴
と
も
い
う
べ
き
文
芸

的
な
方
法
を
も
っ
て
詠
ん
だ
の
が
、
こ
の
一
首
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
し
、
題
詞
と
上
二
句
を
関
わ
ら
せ
な
が
ら
、
結
句
の
詠
嘆
を
「
推
移
の
跡
の

あ
ま
り
に
も
は
か
な
い
の
を
悲
し
む
心
で
あ
る
」
と
し
た
。

　

さ
ら
に
、
土
橋
﹇
一
九
五
六
﹈
は
、
本
歌
が
近
江
荒
都
を
見
て
大
和
へ
上
る

途
中
で
詠
ま
れ
た
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
本
歌
を
次
の
よ
う
に
理
解
す
る
。

古
代
の
モ
ノ
ノ
フ
の
流
亡
の
姿
は
、
壬
申
の
乱
に
破
れ
た
近
江
朝
廷
側
の

そ
れ
に
お
い
て
も
っ
と
も
悲
劇
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
詠
歎
が
壬
申

の
乱
の
古
戦
場
た
る
宇
治
の
川
波
に
面
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

（
稿
者
注
、
括
弧
内
略
）。「
も
の
の
ふ
の
八
十
氏
川
」
と
か
、「
も
の
の
ふ

の
宇
治
川
渡
り
」
と
い
う
序
詞
は
、
こ
の
歌
の
ほ
か
に
も
三
首
あ
る
か
ら
、

こ
れ
も
単
に
機
械
的
に
冠
せ
た
序
詞
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
風
に
見
ら
れ
る

が
、
わ
た
く
し
に
は
こ
の
序
詞
の
も
の
も
の
し
い
語
感
と
下
句
の
川
波
の

流
れ
と
の
結
び
つ
き
に
、
一
種
の
悲
劇
的
な
相
を
感
じ
な
い
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
し
、
壬
申
の
乱
以
後
の
世
の
中
の
動
き
と
い
う
も
の
に
無
関
心
に
、

単
に
川
の
流
れ
を
詠
ん
だ
叙
景
歌
と
見
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

「
物
の
部
の
八
十
氏
河
」
の
序
詞
に
精
悍
な
古
代
戦
士
の
イ
メ
ー
ジ
が
あ
り
、

壬
申
の
乱
に
破
れ
た
古
代
豪
族
の
流
亡
の
姿
が
、「
物
の
部
の
八
十
氏
河
」
と

し
て
乱
に
ち
な
み
あ
る
宇
治
川
の
川
波
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
形
象
化
さ
れ
て
い

る
と
言
う
の
で
あ
る
（
同
氏
校
注
の
『
開
眼
』
も
同
様
）。

　

冒
頭
で
も
述
べ
た
が
、
近
年
で
は
、
本
歌
を
近
江
荒
都
歌
と
積
極
的
に
関
わ

ら
せ
て
解
釈
を
試
み
る
土
橋
説
を
支
持
す
る
注
釈
書
が
多
く
（
西
宮
『
全
注
』・

『
釈
注
』・『
全
歌
講
義
』）、
歌
の
理
解
は
定
ま
っ
た
か
に
見
え
る
。

　

し
か
し
、
以
上
に
概
観
し
た
研
究
史
に
お
い
て
等
閑
に
付
さ
れ
て
き
た
理
解

に
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
旅
の
身
の
上
を
波
に
な
ぞ
ら
え

た
も
の
と
す
る
説
で
あ
る
。

　

こ
の
理
解
は
、
つ
と
に
『
宗
祇
抄
』
で
提
示
さ
れ
て
い
た
。『
宗
祇
抄
』
は
、

「
行
衛
し
ら
す
も
と
は
旅
の
心
也
。
な
か
る
ゝ
浪
の
ゆ
く
ゑ
な
き
に
よ
そ
へ
た

る
也
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
を
『
拾
穂
抄
』
が
引
用
し
て
い
る
。
川
波
の
行
方
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が
定
か
で
は
な
い
こ
と
を
引
き
合
い
に
だ
し
、
旅
の
身
の
よ
る
べ
の
な
さ
を
詠

嘆
し
た
も
の
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
理
解
を
強
く
主
張
し
た
の
が
荷
田
春
満
で
あ
る
。
春
満
は
、
ま
ず
『
春

満
問
答
』
に
お
い
て
、「
人
丸
漂
泊
の
身
上
を
よ
め
る
歌
に
て
あ
ま
り
あ
る
ほ

と
感
慨
あ
る
歌
也
」
と
し
、
さ
ら
に
『
童
子
問
』
に
お
い
て
「
標
題
と
合
せ
て

此
歌
を
解
へ
き
」
と
い
う
態
度
を
打
ち
出
し
、
下
の
句
と
序
詞
と
の
関
係
を

冠
句
に
物
乃
部
能
と
よ
め
る
も
身
上
に
比
す
る
歌
故
に
人
倫
の
冠
句
を
置

て
身
上
を
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
浪
の
こ
と
く
我
身
す
る
の
落
着
を
も
し
ら

す
旅
寓
の
題
を
詠
た
ま
へ
る
と
み
る
也
。

と
説
き
、
歌
意
は
「
題
に
よ
り
て
歌
は
心
得
へ
き
事
な
れ
ハ
旅
寓
の
意
趣
を
全

と
す
へ
し
」
と
し
た
。

　

そ
し
て
最
終
的
に
、
荷
田
信
名
の
『
童
蒙
抄
』
は
、

歌
の
意
は
、
近
江
よ
り
大
和
は
上
り
来
れ
る
折
し
も
、
宇
治
川
を
経
て
通

れ
る
に
川
中
の
阿
代
に
波
の
い
ざ
よ
ふ
景
色
を
見
て
、
そ
の
当
然
の
風
景

を
よ
め
る
也
。
下
の
意
に
は
人
丸
任
国
に
従
ひ
て
は
彼
方
此
方
と
転
変
す

る
、
身
の
上
の
う
ち
つ
き
ど
こ
ろ
も
不
定
事
な
ど
感
慨
し
て
詠
め
る
に
て

も
あ
ら
ん
か
。

と
し
、
あ
ち
こ
ち
を
移
動
し
て
落
ち
着
く
こ
と
の
な
い
、
次
に
ど
こ
に
行
く
の

か
わ
か
ら
な
い
旅
の
身
の
上
を
宇
治
川
の
川
波
に
な
ぞ
ら
え
て
嘆
い
た
も
の
と

解
し
た
。

　

こ
う
し
た
理
解
は
、
尾
崎
暢
殃
﹇
一
九
五
五
﹈
が
『
童
子
問
』・『
童
蒙
抄
』

を
引
用
す
る
他
は
、
研
究
史
上
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
。
契
沖
以

来
の
通
説
と
は
異
な
る
理
解
が
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
当
否
が
検
証
さ
れ
て
来
な

か
っ
た
点
は
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
、
近
江
荒
都
歌
と
二
六
四
番
歌
と
は
両
者
が
巻
を
違
え
て
存
し
て

い
る
以
上
、
本
歌
を
考
え
る
う
え
で
近
江
荒
都
歌
を
関
わ
ら
せ
る
こ
と
に
は
慎

重
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。「
近
江
国
」
の
題
詞
に
近
江
荒
都
が
連
想
さ
れ
る
と

し
て
も
、
ま
ず
は
あ
く
ま
で
本
歌
の
表
現
に
即
し
て
本
歌
を
解
釈
す
る
こ
と
が

必
要
な
の
で
は
な
い
か
）
3
（

。

　

こ
の
点
を
ふ
ま
え
、
以
下
で
は
本
歌
の
表
現
を
改
め
て
精
査
し
、
本
歌
は
旅

中
の
詠
と
し
て
い
か
な
る
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
か
検
討
し
て

い
く
。

二
　
二
六
四
番
歌
の
表
現

　

冒
頭
の
「
物
の
部
の
」
は
朝
廷
に
仕
え
る
官
人
の
数
の
多
さ
か
ら
「
八
十
」

を
導
く
枕
詞
で
、
さ
ら
に
「
物
の
部
の
八
十
氏
」
は
「
氏
」
と
地
名
「
宇
治
」

と
の
同
音
で
「
氏
河
」
を
導
く
序
詞
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
の
「
も
の
の
ふ
」
は
、

秋
野
に
は
い
ま
こ
そ
ゆ
か
め
も
の
の
ふ
の
を
と
こ
を
み
な
の
は
な
に
ほ
ひ

見
に 

（
20
・
四
三
一
七　

大
伴
家
持
）

の
例
に
見
え
る
よ
う
に
「
朝
廷
に
仕
え
る
文
武
百
官
」（『
時
代
別
』）
の
意
を

持
ち
、
必
ず
し
も
武
官
の
み
を
指
す
語
で
は
な
い
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
土
橋
﹇
一
九
五
六
﹈
は
、「
も
の
の
ふ
」
の
語
は
「
野
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性
的
で
剽
悍
な
古
代
豪
族
的
武
士
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

確
か
に
『
萬
葉
集
』
に
は
、

天
雲
の　

向
か
伏
す
国
の　

武も
の
の
ふ士

と　

云
は
る
る
人
は　

皇す
め
ろ
き祖

の　

神
の

御
門
に　

外と

の
重へ

に　

立
ち
候さ

も
らひ　

内
の
重へ

に　

仕
へ
奉
り
…
…

 

（
３

・
四
四
三　

大
伴
三
中
）

の
例
の
よ
う
に
「
も
の
の
ふ
」
を
武
人
に
限
定
し
て
使
用
し
た
例
が
あ
る
。
し

か
し
、
小
野
寛
﹇
一
九
八
八
﹈
が
「
も
の
の
ふ
」
は
「
武
人
に
限
ら
な
い
」
と

注
意
す
る
よ
う
に
、
二
六
四
番
歌
の
「
も
の
の
ふ
」
を
右
の
例
と
同
様
に
武
人

の
意
に
限
定
し
て
解
釈
す
る
積
極
的
な
理
由
は
無
い
と
思
わ
れ
る
）
4
（

。

　

こ
の
序
詞
は
む
し
ろ
、『
全
訳
注
』
が
「
官
人
と
し
て
の
旅
情
に
よ
る
表
現

か
」
と
言
う
よ
う
に
、
官
人
と
し
て
旅
を
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
選
ば
れ
た
表
現

で
あ
る
と
考
え
る
の
が
適
当
な
の
で
は
な
い
か
。

…
…
衣
手
の　

田
上
山
の　

真
木
さ
く　

檜
の
嬬
手
を　

物も
の

の
ふ
の　

八

十
氏
河
に　

玉
藻
成
す　

浮
べ
流
せ
れ　

其
を
取
る
と　

さ
わ
く
御み

民た
み

も

…
… 

（
１

・
五
〇　

役
民
）

右
は
、
藤
原
京
造
営
に
関
わ
っ
た
役
民
の
歌
で
、
引
用
箇
所
は
宇
治
川
に
流
れ

る
角
材
を
取
ろ
う
と
皆
が
競
っ
て
働
く
様
を
描
写
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
物

の
ふ
の　

八
十
氏
河
」
は
、
ま
さ
に
「
も
の
の
ふ
」
た
ち
が
集
う
造
営
現
場
の

賑
や
か
な
様
子
を
表
現
す
る
の
に
効
果
を
発
揮
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　

こ
の
意
味
で
、
岡
田
喜
久
男
﹇
一
九
七
六
﹈
が
二
六
四
番
歌
の
序
詞
に
つ
い

て
「
宮
廷
の
華
や
か
な
生
活
を
思
わ
せ
る
語
句
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
は
首
肯

で
き
よ
う
。
こ
れ
か
ら
帰
還
す
べ
き
憧
れ
の
藤
原
京
を
想
起
さ
せ
る
句
と
し
て
、

当
該
の
序
詞
は
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
序
詞
に
続
く
「
あ
じ
ろ
木
」
は
、
冬
に
氷
魚
を
捕
る
た
め
の
仕
掛
け
で

あ
る
網
代
を
設
け
る
場
所
に
打
っ
た
杭
の
こ
と
で
、
竹
な
ど
で
編
ん
だ
仕
掛
け

を
取
り
払
っ
て
残
っ
た
部
分
を
指
す
。『
枕
草
子
』（
三
巻
本
）
で
は
「
春
の
網

代
」
は
「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
と
評
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
金
子
『
評
釈
』
が

「
寂
寞
た
る
風
趣
」
と
し
た
と
お
り
、
漁
の
盛
り
を
過
ぎ
て
放
置
さ
れ
た
仕
掛

け
は
寂
寥
感
を
掻
き
立
て
る
景
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
活
気
あ
る
都
を
感
じ
さ

せ
る
上
二
句
か
ら
、
一
転
し
て
網
代
木
と
い
う
物
寂
し
い
景
に
焦
点
を
当
て
た

点
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
ら
れ
る
下
二
句
へ
の
不
安
を
感
じ
さ
せ
よ
う
。

　

そ
う
し
た
寂
寞
た
る
網
代
木
に
は
、
波
が
「
い
さ
よ
」
う
て
い
る
と
表
現
さ

れ
る
。「
い
さ
よ
ふ
」
は
、『
萬
葉
集
』
中
、
本
歌
を
除
い
て
九
例
見
ら
れ
る
語

で
、「
月
・
雲
・
心
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
る
。

Ａ　

 

山
の
は
に
い
さ
よ
ふ
月
の
出
で
む
か
と
我
が
待
つ
君
が
夜
は
更ふ

降け

に
つ

つ 

（
６

・
一
〇
〇
八　

忌
部
黒
麻
呂
）

Ｂ　

 

見
え
ず
と
も
孰た
れ

恋
ひ
ざ
ら
め
山
の
末は

に
い
さ
よ
ふ
月
を
外よ
そ

に
見
て
し
か

 

（
３

・
三
九
三　

沙
弥
満
誓
）

Ｃ　

 

山
の
末は

に
い
さ
よ
ふ
月
を
出
で
む
か
と
待
ち
つ
つ
居
る
に
夜
そ
降ふ
け

に
け

る 

（
７

・
一
〇
七
一
）

Ｄ　
 

山
の
末
に
い
さ
よ
ふ
月
を
何
時
と
か
も
吾
が
待
ち
座を

ら
む
夜
は
深ふ

去け

に

つ
つ 

（
７

・
一
〇
八
四
）

Ｅ　

 

隠
口
の
泊
瀬
の
山
の
山
の
際ま

に
い
さ
よ
ふ
雲
は
妹
に
か
も
有
ら
む

 

（
３

・
四
二
八　

柿
本
人
麻
呂
）
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Ｆ　

 

あ
を
ね
ろ
に
た
な
び
く
く
も
の
い
さ
よ
ひ
に
も
の
を
そ
お
も
ふ
と
し
の

こ
の
こ
ろ 

（
14
・
三
五
一
一　

東
歌
）

Ｇ　
 

ひ
と
ね
ろ
に
い
は
る
も
の
か
ら
あ
を
ね
ろ
に
い
さ
よ
ふ
く
も
の
よ
そ
り

づ
ま
は
も 

（
14
・
三
五
一
二　

東
歌
）

Ｈ　

 

春
日
を　

春か
す

日が

の
山
の　

高た
か

座く
ら

の　

御
笠
の
山
に　

朝
離さ

ら
ず　

雲
居

た
な
引
き　

容か
ほ

鳥と
り

の　

間
無
く
数し
ば

鳴
く　

雲
居
な
す　

心
い
さ
よ
ひ　

其
の
鳥
の　

片
恋
の
み
に　

昼
は
も　

日
の
尽
こ
と
ご
と

　

夜
は
も　

夜
の
尽
こ
と
ご
と

　

立
ち
て
居
て　

念
ひ
そ
吾
が
為す

る　

相
は
ぬ
児
故
に

 

（
３

・
三
七
二　

山
部
赤
人
）

Ｉ　

 

…
…
立
ち
て
座
て　

た
ど
き
を
知
ら
に　

村
肝
の　

心
い
さ
よ
ひ　

解

き
衣
の　

思
ひ
乱
れ
て
…
… 

（
10
・
二
〇
九
二
）

　

Ａ
〜
Ｄ
は
「
月
」
の
例
で
あ
る
。
Ａ
は
、
忌
部
黒
麻
呂
が
友
人
の
来
訪
が
遅

い
こ
と
を
恨
ん
で
詠
ん
だ
歌
。
山
の
端
に
「
い
さ
よ
ふ
」
月
が
い
つ
出
て
く
る

の
か
と
待
つ
様
を
、「
君
」
の
訪
れ
を
待
ち
わ
び
る
気
持
ち
に
譬
え
た
も
の
で

あ
る
。
生
田
周
史
﹇
一
九
九
一
﹈
は
、
こ
の
歌
の
「
い
さ
よ
ふ
」
に
つ
い
て
「
時

が
経
過
し
た
故
に
『
月
の
出
で
む
か
』
と
は
思
う
の
で
あ
る
が
同
じ
位
置
に
あ

る
の
を
『
不い

さ

よ

ふ

知
世
経
』
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、「
い
さ
よ
ふ
」
が
、

対
象
が
そ
の
場
を
動
か
な
い
こ
と
を
視
覚
に
よ
っ
て
判
断
し
た
結
果
を
表
す
語

で
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。

　

こ
の
こ
と
は
、
Ｂ
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
表
現
主
体
は
、
対
象
の
姿
が
見
え

な
く
と
も
恋
を
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
、
山
の
端
に
停
滞
し
た
ま
ま
隠
れ

て
い
る
月
に
譬
え
、
た
と
え
そ
の
姿
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
い
な
く
て
も
見
て

い
た
い
と
い
う
願
望
を
述
べ
て
い
る
。
月
の
「
い
さ
よ
」
う
て
い
る
状
態
は
、

表
現
主
体
の
視
覚
に
よ
っ
て
判
断
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
点
は
、「
雲
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
Ｅ
〜
Ｇ
の
例
も
同
様
で
あ
る
。

Ｅ
は
、
泊
瀬
山
に
土
形
娘
子
が
火
葬
さ
れ
た
時
の
人
麻
呂
の
歌
。
表
現
主
体
は
、

一
度
山
の
間
に
ふ
わ
ふ
わ
と
浮
か
ぶ
雲
を
見
、
時
間
が
経
過
し
た
後
に
改
め
て

ま
た
雲
を
見
る
の
だ
が
、
そ
の
雲
は
前
と
変
わ
ら
ず
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
の
こ

と
を
雲
が
「
い
さ
よ
ふ
」
と
述
べ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
う
し
た
視
覚
に
よ
る
判
断
を
表
す
「
い
さ
よ
ふ
」
は
、
自
然
物
を
譬
喩
と

し
て
心
情
を
表
す
際
に
も
用
い
ら
れ
た
。
Ｆ
は
、
物
思
い
す
る
心
情
を
青
い
嶺

に
た
な
び
く
雲
に
譬
え
た
例
。
こ
の
場
合
の
「
い
さ
よ
ふ
」
は
、
そ
の
場
を
動

か
ず
た
だ
そ
こ
に
留
ま
る
ば
か
り
の
雲
の
よ
う
に
停
滞
し
た
気
持
ち
で
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
ぐ
ず
つ
い
て
気
持
ち
を
は
っ
き
り
打
ち
出
せ
な
い
で
い
る

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
Ｇ
は
、
女
を
我
が
も
の
に
で
き
な
い
嘆
き
を
詠
ん
だ
男

の
歌
。「
よ
そ
り
づ
ま
」
は
周
囲
か
ら
関
係
が
噂
さ
れ
て
い
る
妻
の
意
で
、
関

係
を
進
展
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
こ
と
の
譬
喩
と
し
て
、
そ
の
場
に
漂
う
ば

か
り
の
「
い
さ
よ
ふ
雲
」
が
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
心
情
の
譬
喩
と
し
て
の
「
い
さ
よ
ふ
」
は
、「
心
」
を

直
接
形
容
す
る
際
に
も
用
い
ら
れ
た
。
Ｈ
は
、
春
日
山
に
た
な
び
く
雲
の
よ
う

に
私
の
「
心
」
も
「
い
さ
よ
」
う
て
い
る
と
述
べ
た
も
の
。
表
現
主
体
は
妹
に

「
片
恋
」
し
て
い
る
た
め
に
昼
夜
を
問
わ
ず
物
思
い
を
し
て
お
り
、
そ
の
様
を

「
雲
居
な
す
」
と
こ
ろ
の
心
で
表
現
し
て
い
る
。「
心
い
さ
よ
ひ
」
と
は
、
Ａ
〜

Ｇ
の
例
よ
り
、「
心
」
が
ふ
わ
ふ
わ
と
漂
う
状
態
を
言
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
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ど
う
し
て
良
い
か
わ
か
ら
ず
逡
巡
す
る
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

Ｉ
は
牽
牛
の
立
場
の
七
夕
歌
で
、
逢
瀬
を
待
つ
感
慨
を
述
べ
た
も
の
。「
心
い

さ
よ
ひ
」
は
「
思
ひ
乱
れ
て
」
と
対
に
な
っ
て
お
り
、
心
が
ふ
わ
ふ
わ
と
揺
れ

動
き
乱
れ
る
様
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
も
織
女
と
会
う
ま
で
の
間
、
居
て
も

立
っ
て
も
居
ら
れ
な
い
気
持
ち
で
ぐ
ず
つ
い
て
い
る
様
を
表
現
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。

　

二
六
四
番
歌
の
「
い
さ
よ
ふ
」
は
「
浪
」
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
表

現
主
体
の
眼
前
の
景
で
あ
る
宇
治
川
を
行
く
波
が
網
代
木
に
打
ち
寄
せ
、
そ
の

う
ね
り
が
砕
け
て
そ
の
場
に
漂
う
こ
と
を
描
写
し
た
の
が
「
い
さ
よ
ふ
浪
」
だ

ろ
う
。
川
面
に
走
る
波
は
網
代
木
に
せ
き
止
め
ら
れ
て
そ
の
場
に
砕
け
て
た
ゆ

と
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、
そ
の
「
い
さ
よ
ふ
」
の
表
現
が
多
く
自
ら
の
揺
れ
る
心
情
を

述
べ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
た
点
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
先
に
述
べ
た
と
お
り
、

「
い
さ
よ
ふ
」
は
表
現
主
体
の
視
覚
に
よ
る
判
断
を
表
す
語
で
あ
る
が
、
同
時
に
、

表
現
主
体
自
ら
の
心
の
揺
れ
動
き
を
表
す
た
め
に
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の

歌
で
は
、
心
を
決
め
か
ね
逡
巡
す
る
思
い
が
「
い
さ
よ
ふ
」
に
こ
め
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
近
江
国
か
ら
都
へ
移
動
中
に
詠
ま
れ

た
当
歌
に
つ
い
て
も
、
旅
の
途
上
に
あ
る
表
現
主
体
の
心
情
が
表
出
し
て
い
る

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、「
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ
浪
」

に
は
、
網
代
木
の
周
り
に
漂
う
波
の
よ
う
な
自
ら
の
身
の
上
が
表
現
さ
れ
て
い

る
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
一
首
の
感
慨
は
結
句
「
去
く
方
知
ら
ず
も
」
に
述
べ
ら
れ
る
。「
ゆ

く
へ
」
の
語
は
『
萬
葉
集
』
中
他
に
十
五
例
と
風
土
記
歌
謡
に
一
例
を
見
い
出

せ
、「
知
ら
ず
」
や
「
無
し
」
の
語
と
と
も
に
用
い
ら
れ
た
。

Ａ　

 

…
…
其
こ
故
に　

皇み

子こ

の
宮
人　

行
方
知
ら
ず
も

 

（
２

・
一
六
七　

柿
本
人
麻
呂
）

Ｂ　

 

…
…
刺
す
竹
の　

皇み

子こ

の
宮
人　

帰ゆ

く
方へ

知
ら
に
為す

 

（
２

・
一
六
七
〈
一
云
〉　

柿
本
人
麻
呂
）

Ｃ　

 

埴
安
の
池
の
堤
の
隠
こ
も
り

沼ぬ

の
去ゆ

く
方へ

を
知
ら
に
舎
人
は
迷ま

と惑
ふ

 

（
２

・
二
〇
一　

柿
本
人
麻
呂
）

Ｄ　

 

…
…
も
ち
ど
り
の　

か
か
ら
は
し
も
よ　

ゆ
く
へ
し
ら
ね
ば　

う
け
ぐ

つ
を　

ぬ
き
つ
る
ご
と
く　

ふ
み
ぬ
き
て　

ゆ
く
ち
ふ
ひ
と
は　

い
は

き
よ
り　

な
り
で
し
ひ
と
か　

な
が
な
の
ら
さ
ね
…
…

 

（
５

・
八
〇
〇　

山
上
憶
良
）

Ｅ　

 

数あ
ま
た多
有
ら
ぬ
名
を
し
も
惜
し
み
埋
う
も
れ

木ぎ

の
下
ゆ
そ
恋
ふ
る
去
く
方
知
ら
ず

て 

（
11
・
二
七
二
三
）

Ｆ　

 

…
…
剣
刀た
ち　

鞘
ゆ
抜
き
出
て　

伊
香
胡
山　

如
何
に
か
吾
が
為せ

む　

往

く
辺
知
ら
ず
て 

（
13
・
三
二
四
〇
）

Ｇ　

 

…
…
立
ち
て
居
て　

去
く
方
も
知
ら
ず　

朝
霧
の　

思
ひ
或ま
と

ひ
て
…
…

 

（
13
・
三
三
四
四
）

Ｈ　
 

…
…
さ
よ
ふ
け
て　

ゆ
く
へ
を
し
ら
に　

あ
が
こ
こ
ろ　

あ
か
し
の
う

ら
に　

ふ
ね
と
め
て　

う
き
ね
を
し
つ
つ
…
…

 

（
15
・
三
六
二
七　

遣
新
羅
使
）

Ｉ　

 

ゆ
く
へ
な
く
あ
り
わ
た
る
と
も
ほ
と
と
ぎ
す
な
き
し
わ
た
ら
ば
か
く
や
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し
の
は
む 

（
18
・
四
〇
九
〇　

大
伴
家
持
）

Ｊ　
 

あ
ま
の
は
ら
ふ
り
さ
け
み
れ
ば
か
す
み
た
ち
い
へ
ぢ
ま
ど
ひ
て
ゆ
く
へ

し
ら
ず
も 

（
丹
後
国
風
土
記
逸
文
）

Ｋ　

 
大
埼
の
有あ
り
そ磯

の
渡
わ
た
り

延は

ふ
く
ず
の
往
く
方
も
無
く
や
恋
度わ
た

り
な
む

 

（
12
・
三
〇
七
二
）

Ｌ　

 

雲
隠
り
去
く
方
を
無
み
と
吾
が
恋
ふ
る
月
を
や
君
が
見
ま
く
ほ
り
為す

る

 

（
６

・
九
八
四　

大
宅
）

Ｍ　

 

去
く
方
無
み
隠こ

も

れ
る
小
沼
の
下
思
ひ
に
吾
そ
物
念
ふ
頃こ
の

者こ
ろ

の
間

 

（
12
・
三
〇
二
二
）

Ｎ　

 

御み

佩は
か
しを　

剣
の
池
の　

蓮
葉
に　

渟た
ま

れ
る
水
の　

往
く
方
無
み　

我
が

為す

る
時
に
…
… 

（
13
・
三
二
八
九
）

Ｏ　

 

大
伴
の
三
津
の
浜
辺
を
打
ち
曝
し
よ
せ
来
る
浪
の
逝
く
方
知
ら
ず
も

 
（
７

・
一
一
五
一
）

Ｐ　

 

水み

沙さ

児ご

居
る
奥お
き

つ
麁あ
り
そ磯
に
縁よ

す
る
浪
往
く
方
も
知
ら
ず
吾
が
恋
ふ
ら
く

は 

（
11
・
二
七
三
九
）

　

Ａ
〜
Ｃ
は
人
麻
呂
歌
の
例
で
、
そ
れ
ぞ
れ
草
壁
皇
子
・
高
市
皇
子
が
亡
く
な

り
、「
宮
人
」
や
「
舎
人
」
が
こ
の
先
の
行
き
方
が
わ
か
ら
な
い
で
い
る
こ
と

を
表
現
し
て
い
る
。『
全
註
釈
』
が
「
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な
い
意
に
使

つ
て
い
る
」
と
言
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
。
人
麻
呂
歌
と
同
様
に
人
事
に
つ
い
て

用
い
ら
れ
た
Ｄ
〜
Ｊ
の
例
も
、
こ
れ
か
ら
の
自
ら
の
行
き
先
が
わ
か
ら
な
い
こ

と
か
ら
、
ど
う
し
て
良
い
か
わ
か
ら
な
い
の
意
で
理
解
で
き
よ
う
。

　

一
方
で
、
Ｋ
〜
Ｐ
は
自
然
物
に
つ
い
て
用
い
ら
れ
た
例
で
あ
る
。
Ｋ
は
、
渡

り
場
に
這
い
ま
わ
る
葛
の
よ
う
に
行
方
無
く
恋
い
渡
る
こ
と
だ
ろ
う
か
、
と
片

恋
の
辛
さ
を
述
べ
た
歌
。
大
磯
の
荒
磯
の
渡
し
場
に
這
い
延
び
る
葛
は
あ
て
ど

も
な
く
延
び
る
こ
と
か
ら
「
往
く
方
も
無
く
や
」
を
導
い
て
お
り
）
5
（

、
次
に
取
る

べ
き
方
策
も
無
く
一
人
恋
に
行
き
詰
ま
る
嘆
き
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｌ
は
、「
月
」
を
「
君
」
に
譬
え
た
歌
で
、「
月
」
＝
あ
な
た
を
見
た
い
と
思
っ

て
い
る
の
は
私
な
の
に
、
あ
な
た
が
そ
の
雲
隠
れ
し
て
し
ま
っ
た
「
月
」
を
見

た
い
と
言
う
の
は
お
か
し
い
と
、
相
手
の
訪
れ
が
稀
な
の
を
詰
っ
た
歌
）
6
（

。「
去

く
方
を
無
み
と
」
の
主
体
は
「
月
」
で
、
月
が
雲
に
隠
れ
て
ど
こ
へ
行
っ
て
し

ま
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
「
雲
隠
り
去
く
方
を
無
み
と
」
の
表
現
で
表
し

て
い
る
。

　

し
か
し
、
生
田
﹇
一
九
九
一
﹈
は
、
月
が
隠
れ
て
し
ま
っ
て
「
ゆ
く
べ
き
方

を
知
ら
な
い
」
で
は
意
味
が
通
じ
な
く
な
る
と
し
、
月
は
も
と
も
と
「
ゆ
く
べ

き
方
を
知
ら
な
い
」
の
で
あ
り
、
自
然
の
こ
と
と
し
て
の
「
行
方
知
ら
ず
」
の

表
現
に
は
「
ゆ
く
方
不
明
の
義
」
が
お
の
ず
か
ら
あ
っ
た
も
の
と
す
る
）
7
（

。

　

自
然
物
が
主
体
の
場
合
に
、
そ
れ
が
「
ゆ
く
べ
き
方
を
知
ら
な
い
」
で
は
意

味
が
通
じ
な
い
と
の
主
張
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
人
事
の
場
合
の
Ａ
〜
Ｃ
が
、

表
現
主
体
が
「
宮
人
」
や
「
舎
人
」
を
見
て
、
彼
ら
は
「
行
方
」
が
わ
か
ら
な

く
な
っ
て
い
る
の
だ
と
判
断
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
然
物
の
場
合
も
、
表
現
主

体
が
対
象
の
自
然
を
観
察
し
た
結
果
の
判
断
が
「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
」
の
表
現
に

こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
Ｌ
に
つ
い
て
言
え
ば
、
月
が
雲
に

隠
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
対
し
て
行
方
が
知
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
、
つ
ま

り
月
は
ど
こ
へ
行
っ
た
か
わ
か
ら
な
い
、
と
表
現
主
体
が
判
断
し
た
も
の
と
考
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え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

同
様
の
こ
と
は
、
Ｍ
〜
Ｏ
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
Ｍ
は
「
去
く
方
」
の
な
い
、

つ
ま
り
水
の
流
れ
る
先
の
な
い
「
隠
れ
る
小
沼
」
の
よ
う
に
片
思
い
の
気
持
ち

が
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
述
べ
た
歌
で
あ
る
。
隠
り
沼
の
水
が
流
れ

出
る
先
が
な
い
こ
と
を
「
行
方
な
し
」
と
表
現
し
、
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
行
き

詰
ま
っ
て
い
る
自
ら
の
恋
心
を
述
べ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
Ｎ
は
「
蓮
葉
」
に
溜

ま
っ
た
水
の
行
き
先
が
な
い
こ
と
か
ら
「
往
く
方
無
み
」
と
判
断
し
た
も
の
で

あ
り
、
Ｏ
・
Ｐ
も
浜
辺
に
打
ち
寄
せ
る
波
が
行
方
も
知
れ
ず
消
え
て
し
ま
う
こ

と
を
見
て
判
断
し
た
結
果
の
表
現
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
表
現
と
同
じ
く
、
二
六
四
番
歌
も
ま
た
、
波
が
宇
治
川
の
網
代
木

に
至
り
そ
の
場
に
砕
け
た
ゆ
た
う
様
子
を
表
現
主
体
が
見
て
、
そ
の
波
が
ど
こ

に
行
っ
た
か
わ
か
ら
ず
に
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
表
現
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、『
注
釈
』
は
、「（
稿
者
注
、
Ｃ
の
「
隠
沼
」
の
場
合
は
）

水
の
出
口
が
な
い
の
だ
か
ら
『
行
く
と
こ
ろ
が
な
い
』
こ
と
に
な
る
が
、
あ
じ

ろ
木
に
か
か
つ
た
川
の
水
は
、
山
の
端
の
月
と
同
じ
く
、
一
時
い
さ
よ
ふ
事
は

あ
つ
て
も
、
い
つ
ま
で
も
停
滞
し
て
ゐ
る
も
の
で
は
な
い
。
浪
の
流
れ
去
る
ゆ

く
へ
が
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
」
と
述
べ
る
。
確
か
に
、
川
の
水
は
隠
り
沼
の

場
合
と
は
異
な
り
常
に
流
れ
る
も
の
で
あ
り
、
波
も
ま
た
遮
る
も
の
が
無
け
れ

ば
流
れ
去
っ
て
行
く
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
歌
の
場
合
、
川
面
の
波
は
網

代
木
に
打
ち
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
川
の
水
の
流
れ
は
止
ま
る
こ
と
は
な
い

が
、
本
歌
は
あ
く
ま
で
も
波
が
網
代
木
に
ぶ
つ
か
っ
て
い
る
様
を
詠
ん
で
い
る

こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

そ
の
意
味
で
、『
私
注
』
が
Ｏ
に
つ
い
て
「
作
者
の
脚
下
に
集
る
波
の
行
く

方
を
作
者
は
知
ら
な
い
と
解
く
の
は
を
か
し
い
。
寄
り
来
る
波
が
、
作
者
の
立

つ
岸
に
来
つ
て
そ
こ
で
行
き
場
が
な
く
摧
け
て
し
ま
ふ
と
解
す
べ
き
で
あ
ら

う
」
と
述
べ
、
本
歌
に
つ
い
て
も
「
波
が
行
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
見
る
べ
き

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
た
の
は
、
首
肯
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
、
本
歌
に
お

け
る
「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
」
の
表
現
は
、
網
代
木
に
ぶ
つ
か
っ
た
波
が
そ
の
場
で

た
ゆ
た
い
、
や
が
て
そ
の
う
ね
り
が
ど
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
眼
前
の

景
を
描
写
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
」
の
表
現
に
は
、
自
然
物
に
つ
い
て
用
い
ら

れ
た
Ｋ
〜
Ｐ
の
う
ち
、
Ｋ
や
Ｍ
、
Ｐ
に
顕
著
な
よ
う
に
、
自
ら
の
や
り
場
の
な

い
気
持
ち
や
先
の
見
通
せ
な
い
こ
と
へ
の
不
安
を
託
す
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
当
該
二
六
四
番
歌
に
つ
い
て
も
、
結
句
「
去
く
方
知

ら
ず
も
」
に
何
ら
か
の
感
情
が
寓
意
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

は
な
い
か
。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、『
全
訳
注
』
が
本
歌
を
「
も
の
の
ふ
の
多
く
の
人
、
そ

の
氏
│
│
宇
治
川
の
網
代
の
木
に
た
だ
よ
い
つ
づ
け
る
波
の
よ
う
に
、
行
末
の

は
か
り
難
い
こ
と
よ
」
と
訳
出
し
た
の
は
示
唆
的
で
あ
る
。
本
歌
は
官
人
と
し

て
旅
を
続
け
る
自
ら
の
境
遇
を
「
浪
」
に
な
ぞ
ら
え
た
歌
で
あ
る
と
言
う
の
で

あ
ろ
う
）
8
（

。
さ
ら
に
、
小
野
﹇
一
九
八
八
﹈
は
、
試
案
と
断
り
な
が
ら
も
、「
網

代
木
に
ぶ
つ
か
っ
て
た
め
ら
っ
て
い
る
川
波
が
行
く
方
知
ら
ず
に
な
っ
て
ゆ
く

こ
と
よ
と
い
う
よ
り
は
、
ど
う
し
て
い
い
か
迷
っ
て
い
る
と
見
て
、
そ
の
川
波
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の
よ
う
に
、
自
分
も
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
の
か
わ
か
ら
な
い
と
す
る
解
釈
」
を

提
示
し
、
表
現
主
体
の
思
い
を
述
べ
た
歌
で
あ
る
可
能
性
を
示
し
て
い
る
。

　

既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
歌
は
題
詞
に
「
近
江
国
よ
り
上
り
来
る
時
」
と
あ

る
よ
う
に
、
官
人
と
し
て
旅
を
す
る
中
で
、
帰
京
の
途
次
に
詠
ま
れ
た
歌
で
あ

る
。
結
句
「
去
く
辺
し
ら
ず
も
」
は
、
宇
治
川
の
景
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
こ
に
は
官
人
と
し
て
命
じ
ら
れ
る
ま
ま
に
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
次
に

ど
こ
へ
行
く
の
か
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。

　

で
は
、
こ
の
感
慨
は
い
か
な
る
状
況
の
も
と
で
喚
起
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

次
節
で
は
、
こ
の
点
を
類
歌
と
の
比
較
に
よ
っ
て
検
討
し
、
さ
ら
に
、
こ
う
し

た
表
現
が
持
つ
背
景
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
　「
去
く
方
知
ら
ず
も
」
の
感
慨
を
喚
起
す
る
も
の

大
伴
の
三
津
の
浜
辺
を
打
ち
曝
し
よ
せ
来
る
浪
の
逝
く
方
知
ら
ず
も

 

（
７

・
一
一
五
一
〈
Ｏ
再
掲
〉）

　

右
は
、
下
二
句
の
類
似
か
ら
二
六
四
番
歌
の
類
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
「
摂

津
作
」
の
題
を
持
つ
歌
で
あ
る
。「
打
ち
曝
し
」
は
水
が
浜
辺
を
洗
い
流
す
様

を
言
っ
た
も
の
で
、
限
り
な
く
寄
せ
て
来
る
波
が
行
方
も
知
れ
ず
消
え
て
し
ま

う
様
子
を
詠
ん
で
い
る
。

　

多
田
一
臣
﹇
二
〇
〇
九
﹈
は
、
二
六
四
番
歌
と
一
一
五
一
番
歌
と
の
違
い
に

つ
い
て
、「
三
津
の
浜
辺
」
を
歌
う
こ
と
で
「
土
地
讃
め
の
歌
と
し
て
の
意
味

が
つ
よ
く
現
れ
て
い
る
」
と
し
、
土
地
讃
め
の
意
味
が
よ
り
明
瞭
な
歌
と
し
て
、

次
の
歌
を
掲
げ
る
）
9
（

。

住
吉
の
岸
の
松
が
根
打
ち
曝
し
縁よ

せ
来
る
浪
の
音
の
清
け
さ

 

（
７

・
一
一
五
九
）

　

打
ち
寄
せ
る
浪
の
音
の
清
ら
か
さ
を
詠
ん
だ
一
一
五
一
番
歌
の
類
歌
で
あ
る
。

「
さ
や
け
し
」
は
明
る
く
清
ら
か
な
様
を
言
う
語
で
、

み
吉
野
の　

芳
野
の
宮
は　

山
か
ら
し　

貴
く
有
ら
し　

水か
は

か
ら
し　

清

け
く
有
ら
し
…
… 

（
３

・
三
一
五　

大
伴
旅
人
）

の
よ
う
に
、
そ
の
土
地
を
讃
美
す
る
表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
同
じ
表
現
を

持
つ
一
一
五
九
番
歌
は
、
確
か
に
住
吉
を
讃
め
た
土
地
讃
め
の
歌
と
し
て
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
「
音
の
清
け
さ
」
で
は
な
く
「
逝
く
方
知
ら
ず
も
」

の
結
句
を
持
つ
一
一
五
一
番
歌
を
讃
歌
と
理
解
し
て
良
い
こ
と
に
は
な
る
ま
い
。

前
節
で
見
た
よ
う
に
、「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
」
の
表
現
を
讃
美
表
現
と
し
て
用
い

た
も
の
は
無
く
、
行
方
の
知
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
、
自
ら

の
行
き
場
の
無
い
思
い
を
表
現
す
る
意
図
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
例
か
ら
す
れ

ば
、
一
一
五
九
番
歌
も
そ
の
土
地
の
美
景
を
詠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
旅
先
で

の
感
慨
を
詠
ん
だ
歌
と
考
え
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
感
慨

と
は
、
次
々
と
打
ち
寄
せ
て
は
ど
こ
か
へ
消
え
て
い
く
波
の
よ
う
に
、
旅
の
身

で
あ
る
自
ら
も
ど
こ
へ
行
く
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
不
安
を
述
べ
た
も
の
な

の
で
は
な
い
か
。

　

当
時
の
官
人
は
命
令
に
よ
っ
て
任
地
へ
赴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
家
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郷
へ
の
帰
還
を
願
っ
た
と
し
て
も
、
す
ぐ
さ
ま
そ
の
地
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
り
、
た
と
え
帰
還
が
か
な
っ
た
と
し
て
も
ま
た
次
の
命
が
あ
れ

ば
ど
こ
か
へ
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
旅
先
に
あ
っ
て
「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
」

の
嘆
き
が
起
こ
る
の
は
、
こ
の
点
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
任

地
に
お
い
て
帰
還
を
庶
幾
す
る
気
持
ち
を
強
め
て
い
る
が
、
ま
だ
そ
こ
に
留
ま

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
、
家
郷
思
慕
と
官
人
と
し
て
の
職
務
と
の
間
で
気
持

ち
が
揺
れ
て
ど
う
し
て
良
い
か
わ
か
ら
な
く
な
る
、
そ
の
心
の
揺
れ
こ
そ
が

「
ゆ
く
へ
知
ら
ず
も
」
と
詠
嘆
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
当
て
所
も
な
い
思
い
の
表

出
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

二
六
四
番
歌
は
、
題
詞
に
あ
る
と
お
り
近
江
国
か
ら
帰
京
す
る
折
に
詠
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
既
に
帰
還
の
願
い
は
叶
い
、
自
ら
が
行
く

べ
き
方
は
知
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
題
詞
の
表
現
が
「
上
り
来
る

0

0

」
と
京
に
視

点
を
お
い
た
第
三
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
点
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
本
歌
が
京
を
終

着
点
と
定
め
た
者
の
感
慨
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
歌
は
命
に
よ
っ

て
旅
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
官
人
と
し
て
の
不
安
定
な
境
遇
を
詠
ん
だ
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

　

つ
ま
り
、
本
歌
は
、
一
時
帰
京
で
き
た
と
し
て
も
自
分
の
意
思
と
は
裏
腹
に

命
令
に
応
じ
て
ま
た
任
地
へ
赴
か
ざ
る
を
得
な
い
現
実
に
対
し
て
「
去
く
方
知

ら
ず
も
」
と
詠
嘆
し
た
も
の
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
で
き
れ
ば
家
郷
で
落
ち
着

き
た
い
思
い
と
、
ま
た
す
ぐ
に
命
に
従
い
旅
に
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
実
状
と

の
間
で
揺
れ
る
思
い
が
「
い
さ
よ
ふ
浪
」
に
表
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
次

に
ど
こ
へ
行
く
の
か
も
わ
か
ら
ず
官
命
に
翻
弄
さ
れ
る
現
実
が
「
去
く
方
知
ら

ず
も
」
の
感
慨
を
産
ん
だ
の
で
は
な
い
か
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
官
命
を
受
け
て
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
身
の
上

を
嘆
い
た
歌
の
表
現
は
、
以
下
の
よ
う
な
漢
詩
の
表
現
類
型
の
影
響
を
見
出
だ

せ
よ
う
）
10
（

。

Ａ　

 

孤
客
傷
逝
湍

0

0

0

、
徒
旅
苦
奔
峭
。〔
孤
客
は
逝
湍
に
痛
み
、
徒
旅
は
奔
峭

に
苦
し
む
。〕

（
謝
霊
運
「
七
里
瀨
」、『
文
選
』
二
六
・
行
旅
上
／
『
藝
文
類
聚
』
二

七
・
人
部
一
一
・
行
旅
）

Ｂ　

 

客
行
惜
日
月
、
崩
波
不
可
留

0

0

0

0

0

。〔
客か
く

行こ
う

は
日じ
つ

月げ
つ

を
惜
し
み
、
崩
波
を
ば

留
む
べ
か
ら
ず
。〕

（
鮑
照
「
還
都
道
中
作
」、『
文
選
』
二
七
・
行
旅
下
／
『
藝
文
類
聚
』

二
七
・
人
部
一
一
・
行
旅
）

Ｃ　

 

此
水
何
時
流

0

0

0

0

0

、
此
山
何
時
有
。
人
運
互
推
遷
、
茲
器
独
長
久
。 〔
此
の

水
何
れ
の
時
よ
り
か
流
れ
、
此
の
山
何
れ
の
時
よ
り
か
有
る
。
人
運
は

互
ひ
に
推
遷
す
る
も
、
茲
の
器
は
独
り
長
久
た
り
。〕

 

（
湛
方
生
「
帆
入
南
湖
」、『
藝
文
類
聚
』
二
七
・
人
部
一
一
・
行
旅
）

Ｄ　

 

水
無
暫
停
流

0

0

0

0

0

、
木
有
千
載
貞
。
寤
言
賦
新
詩
、
忽
忘
羈
客
情
。〔
水
は

暫
く
流
れ
を
停
む
る
こ
と
無
く
、
木
は
千
載
の
貞
有
り
。
寤
言
し
て
新

詩
を
賦
せ
ば
、
忽
ち
羈
客
の
情
を
忘
る
。〕

 
（
湛
方
生
「
還
都
帆
」、『
藝
文
類
聚
』
二
七
・
人
部
一
一
・
行
旅
）

Ｅ　

 

故
山
日
已
遠
、
風
波
豈
還
時

0

0

0

0

0

。〔
故
山
は
日
ご
と
に
已
に
遠
ざ
か
り
、

風
波
豈
に
還
る
時
あ
ら
ん
や
。
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（
謝
霊
運
「
初
発
石
首
城
」、『
文
選
』
二
六
・
行
旅
上
／
「
発
石
首
城
」、

『
藝
文
類
聚
』
二
七
・
人
部
一
一
・
行
旅
）

　

Ａ
は
謝
霊
運
が
富
春
江
の
上
流
を
船
で
さ
か
の
ぼ
っ
た
折
の
詩
で
、
孤
独
な

旅
人
が
急
な
川
の
流
れ
に
苦
し
む
様
を
述
べ
た
も
の
。『
文
選　

詩
篇
』
は
、

こ
の
「
逝
湍
」
に
は
『
論
語
』
子
罕
篇
の
一
節
、

子
在
川
上
曰
、
逝
者
如
斯
夫
。
不
舍
昼
夜
。〔
子
川
上
に
在
り
て
曰
く
、

逝
く
者
は
斯か
く

の
如
き
夫か

。
昼
夜
を
舎や

め
ず
。〕 

（『
論
語
』
子
罕
篇
九
）

が
ふ
ま
え
ら
れ
て
お
り
、「
流
れ
る
早
瀬
を
過
ぎ
ゆ
く
歳
月
に
重
ね
合
わ
せ
て

感
傷
に
ひ
た
」
っ
た
も
の
と
注
し
て
い
る
。

　

続
く
Ｂ
は
都
に
帰
る
折
の
鮑
照
の
詩
。
表
現
主
体
が
一
刻
も
早
く
都
へ
帰
ろ

う
と
時
間
を
惜
し
ん
で
移
動
し
て
い
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
に

砕
け
散
る
波
の
上
に
は
ゆ
っ
く
り
と
は
留
ま
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
、
行

旅
の
身
の
慌
た
だ
し
さ
を
嘆
い
て
み
せ
た
。

　

Ｃ
は
、
湛
方
生
が
「
南
湖
」
を
船
で
行
く
折
に
詠
ん
だ
詩
で
、
悠
久
不
変
の

自
然
物
を
持
ち
出
し
な
が
ら
、
自
然
と
そ
の
中
で
生
き
る
人
間
と
を
対
比
し
、

自
然
が
恒
久
で
あ
る
こ
と
に
比
べ
て
、
人
の
身
の
移
ろ
い
や
す
さ
に
思
い
を
馳

せ
た
。
作
者
が
同
じ
Ｄ
は
、
Ｃ
と
は
反
対
に
都
に
帰
る
折
の
詩
で
、
詩
作
に
ふ

け
る
と
き
の
み
に
「
羈
客
の
情
」
を
忘
れ
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
裏
を
返
せ

ば
、「
水
は
暫
く
流
れ
を
停
む
る
こ
と
無
く
、
木
は
千
載
の
貞
有
り
」
と
あ
る

よ
う
に
、
川
の
流
れ
や
長
い
年
月
変
わ
る
こ
と
の
な
い
木
々
を
眺
め
て
い
る
時

に
は
、
常
に
行
旅
の
不
安
が
つ
き
ま
と
う
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、
Ｅ
は
、
遠
方
の
地
に
赴
任
し
、
二
度
と
故
郷
に
帰
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
を
、
そ
の
場
に
留
ま
る
こ
と
な
く
ど
こ
か
へ

吹
き
流
れ
て
し
ま
う
「
風
波
」
に
託
し
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
当
て
所
も
な

く
流
れ
て
し
ま
う
風
や
波
に
、
任
地
へ
向
か
い
漂
泊
す
る
身
の
上
を
な
ぞ
ら
え
、

行
旅
の
身
を
嘆
い
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
行
旅
詩
の
例
か
ら
は
、
旅
に
伴
う
不
安
や
焦
燥
感
を
託
す
た
め
に
、

川
の
流
れ
や
波
を
持
ち
出
す
表
現
類
型
が
あ
っ
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
特
に
、

『
藝
文
類
聚
』
の
「
行
旅
」
部
に
右
に
掲
げ
た
こ
れ
だ
け
の
例
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
こ
と
は
、
上
代
の
歌
人
に
と
っ
て
こ
う
し
た
類
型
が
容
易
に
獲
得
可

能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
だ
ろ
う
。

　

浜
辺
に
打
ち
寄
せ
る
波
が
い
ず
こ
か
へ
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
歌
っ
た
一
一

五
一
番
歌
の
表
現
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
行
旅
詩
の
類
型
な

の
で
な
い
か
。
そ
し
て
、
宇
治
川
の
網
代
木
に
打
ち
寄
せ
て
た
ゆ
た
う
波
の
よ

う
に
、
旅
の
身
で
あ
る
自
ら
の
行
く
末
が
わ
か
ら
な
い
と
述
べ
た
二
六
四
番
歌

も
、
こ
う
し
た
行
旅
詩
の
表
現
を
背
景
に
持
つ
も
の
で
あ
ろ
う
。
特
に
Ｅ
は
、

本
歌
と
は
反
対
に
任
地
へ
向
か
う
折
の
詠
で
は
あ
る
も
の
の
、
官
人
と
し
て
旅

を
す
る
以
上
帰
郷
を
願
っ
た
と
し
て
も
思
う
ま
ま
に
は
い
か
な
い
不
安
を
波
風

に
よ
そ
え
て
詠
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
嘆
き
は
本
歌
の
感
慨
と
通
底
す
る
も

の
が
あ
ろ
う
。

　

契
沖
以
来
の
通
説
は
、
結
句
に
こ
も
る
感
慨
に
人
間
存
在
の
当
て
所
の
な
さ

を
見
た
が
、
本
歌
が
旅
中
の
詠
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
れ
ば
、
そ
の
感
慨
は
旅

に
起
因
す
る
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
の
意
味
で
、
荷
田
春
満
が
本

歌
を
任
地
を
転
々
と
し
て
落
ち
着
く
こ
と
の
な
い
さ
ま
を
波
に
よ
そ
え
て
嘆
い
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た
も
の
と
理
解
し
た
点
は
首
肯
で
き
る
。
本
歌
は
、
行
旅
詩
に
お
け
る
漂
泊
の

身
の
上
を
波
に
な
ぞ
ら
え
て
嘆
く
表
現
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
一
所
に
落
ち

着
く
こ
と
も
で
き
ず
、
命
令
の
ま
ま
に
任
地
を
転
々
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

そ
う
し
た
旅
を
す
る
官
人
と
し
て
の
嘆
き
を
詠
ん
だ
歌
と
理
解
す
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

　

以
上
、
近
江
国
よ
り
上
京
す
る
折
に
「
宇
治
河
の
辺
」
に
「
至
」
っ
て
詠
ま

れ
た
本
歌
を
旅
中
の
詠
と
し
て
い
か
な
る
も
の
と
解
釈
で
き
る
の
か
に
つ
い
て

検
討
し
て
き
た
。
本
歌
は
題
詞
に
「
近
江
国
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
と
か
く
近

江
荒
都
歌
と
の
関
連
と
い
う
点
で
論
じ
ら
れ
が
ち
で
あ
っ
た
が
、
巻
を
違
え
て

収
載
さ
れ
て
い
る
以
上
、
両
者
を
関
係
付
け
る
こ
と
に
は
慎
重
な
態
度
が
必
要

で
あ
り
、
本
稿
で
は
そ
の
立
場
で
本
歌
の
解
釈
を
試
み
た
。

　

本
歌
の
上
二
句
「
物
の
部
の
八
十
氏
河
の
」
は
、
帰
還
を
望
む
都
の
華
や
か

な
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
こ
と
で
、
下
三
句
で
詠
ま
れ
る
詠
嘆
を
一
層
強
調

す
る
効
果
を
持
っ
て
お
り
、「
あ
じ
ろ
木
に
い
さ
よ
ふ
浪
の
去
く
辺
し
ら
ず
も
」

と
述
べ
た
そ
の
詠
嘆
と
は
、
宇
治
川
の
物
寂
し
い
景
に
旅
の
身
の
上
を
な
ぞ
ら

え
な
が
ら
、
命
に
応
じ
て
任
地
を
転
々
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
不
安

定
な
境
遇
を
嘆
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
表
現
の
背
景
に
あ
る
の
は
、
流

れ
る
水
や
波
に
行
旅
の
身
の
嘆
き
を
託
す
行
旅
詩
の
表
現
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

本
歌
は
「
宇
治
川
の
網
代
木
に
打
ち
寄
せ
て
は
そ
の
場
に
た
ゆ
た
う
波
の
よ
う

に
、
私
の
行
く
末
も
わ
か
ら
な
い
の
だ
」
と
い
う
、
自
ら
の
思
い
と
は
裏
腹
に

官
人
と
し
て
繰
り
返
し
旅
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
漂
泊
の
身
の
上
を
嘆
い
た

歌
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

注

（
１

）　

初
句
原
文
「
物
乃
部
能
」
は
、
本
歌
が
載
る
次
点
本
の
広
瀬
本
・
紀
州
本
・
類
聚
古

集
・
古
葉
略
類
聚
鈔
の
う
ち
紀
州
本
に
「
物
部
能
」、
古
葉
略
類
聚
鈔
に
「
物
部
ノ
」

と
あ
る
が
、
広
瀬
本
・
類
聚
古
集
、
及
び
新
点
本
系
諸
本
の
「
物
乃
部
能
」
が
適
当
で

あ
ろ
う
。

（
２

）　

近
年
で
は
、
人
麻
呂
作
歌
の
用
字
の
特
殊
性
を
指
摘
し
た
月
岡
道
晴
﹇
二
〇
一
七
﹈

が

一
首
の
意
は
、
こ
た
び
大
津
宮
の
荒
れ
た
る
跡
を
見
、
百
官
も
其
半
ば
忽
ち
に
滅

び
失
せ
た
る
を
見
れ
ば
、
物
部
の
八
十
氏
と
別
れ
た
る
氏
々
の
人
と
て
も
、
宇
治

川
の
網
代
の
杙
に
し
ば
し
い
ざ
よ
ひ
滞
る
ば
か
り
の
世
の
中
に
し
て
、
つ
ひ
の
行

く
へ
は
知
り
が
た
き
わ
ざ
な
る
よ
、
と
い
ふ
な
り
。

と
述
べ
る
『
檜
嬬
手
』
を
引
用
し
、
そ
の
解
釈
に
全
面
的
に
従
っ
て
い
る
。

（
３

）　

本
歌
及
び
近
江
荒
都
歌
と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
る
作
者
が
同
じ
歌
と
し
て
、「
柿
本

朝
臣
人
麻
呂
歌
一
首
」
の
題
詞
を
持
ち
、「
淡
海
の
海
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
二
六
六
番

歌
が
あ
る
が
、
二
六
六
番
歌
の
存
在
が
本
歌
の
解
釈
に
及
ぼ
す
影
響
は
少
な
い
も
の
と

考
え
る
。

（
４

）　

多
田
﹇
二
〇
〇
九
﹈
は
「
も
し
こ
こ
に
宇
治
川
の
戦
闘
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る

と
、
第
一
に
瀬
田
橋
の
あ
た
り
が
舞
台
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
、
宇
治
川

と
瀬
田
橋
が
か
か
る
瀬
田
川
と
は
区
別
さ
れ
る
と
述
べ
、「
も
の
の
ふ
」
の
語
や
宇
治

川
と
い
う
土
地
に
武
人
に
よ
る
戦
闘
を
意
識
す
る
土
橋
説
に
慎
重
な
立
場
を
取
る
。

（
５

）　

浜
か
ら
荒
磯
の
渡
し
場
へ
延
び
る
葛
が
海
に
突
き
当
た
り
も
う
延
び
る
先
が
な
い
こ

と
か
ら
「
往
く
方
も
無
く
や
」
を
導
く
と
す
る
説
や
（『
全
註
釈
』・『
新
大
系
』
な
ど
）、

蔓
が
延
び
て
絡
ま
り
合
っ
て
ど
こ
へ
行
く
か
わ
か
ら
な
い
こ
と
か
ら
導
く
と
す
る
説
も
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あ
る
（『
新
編
全
集
』）。

（
６

）　
『
注
釈
』・『
集
成
』・『
釈
注
』・『
和
歌
大
系
』
に
よ
る
。

（
７

）　

生
田
周
史
﹇
一
九
九
九
﹈
も
同
様
。

（
８

）　

そ
の
他
、『
大
系
』
や
『
全
解
』
も
第
四
句
を
第
五
句
の
修
飾
句
と
し
て
訳
出
す
る
。

（
９

）　

同
氏
校
注
の
『
全
解
』
は
二
六
四
番
歌
に
つ
い
て
も
「
対
象
へ
の
讃
美
と
も
解
せ
る
」

と
土
地
讃
め
の
歌
で
あ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。

（
10
）　

旅
中
の
詠
に
お
け
る
水
の
表
現
が
行
旅
詩
の
影
響
下
に
あ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

既
に
榎
戸
渉
吾
﹇
二
〇
二
〇
﹈
で
触
れ
た
。

※
『
萬
葉
集
』
の
引
用
は
、
井
手
至
・
毛
利
正
守
（
校
注
）『
新
校
注　

萬
葉
集
』（
和
泉
書

院
、
二
〇
〇
八
）
に
よ
り
、
私
に
漢
字
か
な
交
じ
り
の
文
に
改
め
た
。
歌
番
号
は
旧
国
歌

大
観
番
号
を
用
い
た
。
風
土
記
歌
謡
・『
枕
草
子
』（
三
巻
本
）
の
引
用
は
、
そ
れ
ぞ
れ
秋

本
吉
郎
（
校
注
）『
風
土
記
』（『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
二
〈
岩
波
書
店
〉）・『
平
安
文
学

ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
』（
日
本
文
学W

eb

図
書
館
）
に
よ
る
。

※
漢
詩
文
の
引
用
は
以
下
の
諸
本
に
よ
る
。
原
則
と
し
て
通
行
字
体
に
改
め
、
私
に
訓
み
下

し
た
。

『
論
語
』
＝
『
論
語
注
疏
（
十
三
経
注
疏
）』（
北
京
大
学
出
版
社
）、『
文
選
』
＝
『
文
選　

李
善
注
』（
上
海
古
籍
出
版
）、『
藝
文
類
聚
』
＝
『
藝
文
類
聚
』（
中
華
書
局
）

※
本
稿
で
言
及
し
た
『
萬
葉
集
』
の
注
釈
書
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
。

『
宗
祇
抄
』
＝
宗
祇
『
萬
葉
集
抄
』（『
萬
葉
集
叢
書
』〈
臨
川
書
店
〉
に
よ
る
）、『
拾
穂
抄
』

＝
北
村
季
吟
『
萬
葉
拾
穂
抄
』（
古
典
索
引
刊
行
会
〈
編
〉『
萬
葉
拾
穂
抄
』〈
塙
書
房
〉

に
よ
る
）、『
代
匠
記
』（
初
）・（
精
）
＝
契
沖
『
萬
葉
代
匠
記
』
初
稿
本
・
精
選
本
（『
契

沖
全
集
』〈
岩
波
書
店
〉
に
よ
る
）、『
春
満
問
答
』
＝
荷
田
春
満
『
萬
葉
問
答
』（『
新
編

荷
田
全
集
』〈
お
う
ふ
う
〉
に
よ
る
）、『
童
子
問
』
＝
荷
田
春
満
『
萬
葉
集
童
子
問
』（
同

上
）、『
童
蒙
抄
』
＝
荷
田
春
満
・
信
名
『
萬
葉
集
童
蒙
抄
』（『
荷
田
全
集
』〈
吉
川
弘
文
館
〉

に
よ
る
）、『
古
義
』
＝
鹿
持
雅
澄
『
萬
葉
集
古
義
』（
広
谷
国
書
刊
行
会
）、『
檜
嬬
手
』

＝
橘
守
部
『
萬
葉
集
檜
嬬
手
』（『
萬
葉
集
叢
書
』〈
臨
川
書
店
〉
に
よ
る
）、
金
子
『
評
釈
』

＝
金
子
元
臣
『
萬
葉
集
評
釈
』（
明
治
書
院
）、
窪
田
『
評
釈
』
＝
窪
田
空
穂
『
萬
葉
集
評

釈
』（『
窪
田
空
穂
全
集
』〈
角
川
書
店
〉
に
よ
る
）、『
全
註
釈
』
＝
武
田
祐
吉
『
萬
葉
集

全
註
釈
』
増
訂
版
（
角
川
書
店
）、『
私
注
』
＝
土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
』
新
訂
版
（
岩

波
書
店
）、『
大
系
』
＝
高
木
市
之
助
﹇
ほ
か
﹈（
校
注
）『
萬
葉
集
』（『
日
本
古
典
文
学
大

系
』、
岩
波
書
店
）、『
注
釈
』
＝
澤
瀉
久
孝
『
萬
葉
集
注
釈
』（
中
央
公
論
社
）、『
集
成
』

＝
青
木
生
子
﹇
ほ
か
﹈（
校
注
）『
萬
葉
集
』（『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』、
新
潮
社
）、『
開
眼
』

＝
土
橋
寛
『
万
葉
開
眼
』（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
）、『
全
訳
注
』
＝
中
西
進
『
万
葉
集　

全
訳
注

原
文
付
』（
講
談
社
）、
西
宮
『
全
注
』
＝
西
宮
一
民
『
萬
葉
集
全
注
』
三
（
有
斐
閣
）、『
新

編
全
集
』
＝
小
島
憲
之
﹇
ほ
か
﹈（
校
注
）『
萬
葉
集
』（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』、

小
学
館
）、『
釈
注
』
＝
伊
藤
博
『
萬
葉
集
釈
注
』（
集
英
社
）、『
和
歌
大
系
』
＝
稲
岡
耕

二
『
萬
葉
集
』（『
和
歌
文
学
大
系
』、
明
治
書
院
）、『
新
大
系
』
＝
佐
竹
昭
広
﹇
ほ
か
﹈（
校

注
）『
萬
葉
集
』（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』、
岩
波
書
店
）、『
全
歌
講
義
』
＝
阿
蘇
瑞
枝

『
萬
葉
集
全
歌
講
義
』（
笠
間
書
院
）、『
全
解
』
＝
多
田
一
臣
『
万
葉
集
全
解
』（
筑
摩
書
房
）、

『
新
版
岩
文
』
＝
佐
竹
昭
広
﹇
ほ
か
﹈（
校
注
）『
万
葉
集
』（
岩
波
書
店
）

※
そ
の
他
、
本
稿
で
引
用
し
た
辞
典
類
・
注
釈
書
類
は
以
下
の
と
お
り
。

『
時
代
別
』
＝
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
篇
』（
三
省
堂
）、『
文
選　

詩
篇
』
＝
川
合

康
三
﹇
ほ
か
﹈（
訳
注
）『
文
選　

詩
篇
』（
岩
波
書
店
）

引
用
文
献

生
田
周
史
﹇
一
九
九
一
﹈「
柿
本
人
麻
呂
宇
治
河
辺
作
歌
攷
」、『
国
語
と
国
文
学
』
六
八
・
五
、

一
九
九
一
・
五

生
田
周
史
﹇
一
九
九
九
﹈「
近
江
関
係
歌
」、『
セ
ミ
ナ
ー
万
葉
の
歌
人
と
作
品
』
二
、
和
泉

書
院
、
一
九
九
九

榎
戸
渉
吾
﹇
二
〇
二
〇
﹈「
遣
新
羅
使
人
歌
群
『
古
挽
歌
』
の
表
現
」、
上
代
文
学
会
七
月
例

会
発
表
資
料
（
於Zoom

）、
二
〇
二
〇
・
七
・
二
一
開
催

岡
田
喜
久
男
﹇
一
九
七
六
﹈「
近
江
二
首
」、
山
路
平
四
郎
・
窪
田
章
一
郎
（
編
）『
柿
本
人

麻
呂
』、
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
七
六

尾
崎
暢
殃
﹇
一
九
五
五
﹈「
い
さ
よ
ふ
波
の
行
方
知
ら
ず
も
考
」、『
上
代
文
学
』
六
、
一
九

五
五
・
一
〇
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萬
葉
集
』
柿
本
人
麻
呂
「
至
二

宇
治
河
辺
一

作
歌
」
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小
野
寛
﹇
一
九
八
八
﹈「
万
葉
集
抄
講
読
（
六
十
三
）
│
│
宇
治
川
の
網
代
木
に
い
さ
よ
ふ

波
│
│
」、『
四
季
』（
四
季
短
歌
会
）
十
二
│
二
、
一
九
八
八
・
三

多
田
一
臣
﹇
二
〇
〇
九
﹈「
近
江
二
首
を
読
む
」、
万
葉
七
曜
会
（
編
）『
論
集
上
代
文
学
』

三
一
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九

月
岡
道
晴
﹇
二
〇
一
七
﹈「
不
知
代
経
浪
乃
去
邊
白
不
母
│
│
宇
治
河
邊
作
歌
か
ら
見
る
人

麻
呂
の
表
記
態
度
に
つ
い
て
│
│
」、『
上
代
文
学
』
一
一
八
、
二
〇
一
七
・
四

土
橋
寛
﹇
一
九
五
六
﹈『
万
葉
集　

作
品
の
鑑
賞
と
批
評
』、
創
元
社
、
一
九
五
六




