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喜
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古
事
記
歌
謡
百
十
二
首
、
日
本
書
紀
歌
謡
百
二
十
八
首
の
計
二
百
四
十
首
が
、

記
紀
歌
謡
の
総
数
で
あ
る
。
句
数
ど
し
て
は
、
三
句
の
も
の
か
ら
、
不
整
形
長

歌
の
五
十
一
句
ま
で
で
、
歌
体
も
、
片
歌
・
旋
頭
歌
・
短
歌
・
長
歌
と
様
々
で

あ
る
。
『
古
事
記
』
『
日
本
書
紀
』
が
本
来
史
書
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
記
紀
歌
謡

も
、
一
首
一
首
の
作
者
や
時
代
は
明
記
さ
れ
て
は
い
る
が
、
後
世
の
よ
う
に
、

実
作
者
の
認
定
、
作
歌
年
代
の
決
定
が
容
易
で
は
な
く
、
殆
ん
ど
が
仮
装
さ
れ

た
作
者
で
あ
り
、
と
伝
え
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
神
々
の
時
代
の
み

な
ら
ず
、
天
皇
治
世
の
時
代
に
な
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。

 
も
ち
ろ
ん
、
今
そ
の
事
に
よ
っ
て
古
代
歌
謡
の
価
値
を
云
々
し
よ
う
と
言
う

の
で
は
な
い
。
本
来
、
集
団
の
中
で
生
ま
れ
翻
れ
た
古
代
歌
謡
が
多
い
の
で
あ

る
か
ら
、
制
作
年
代
や
作
者
が
明
瞭
に
な
る
方
が
珍
ら
し
い
の
で
あ
る
。
「
記

紀
歌
謡
」
研
究
の
困
難
さ
は
実
に
そ
こ
に
あ
っ
て
、
幾
多
の
学
者
が
多
く
の
説

を
立
て
て
来
た
の
で
あ
る
。

 
然
し
な
が
ら
、
こ
こ
に
明
瞭
な
形
を
持
ち
、
比
較
的
客
観
的
な
論
究
の
対
象

と
な
る
の
が
、
歌
謡
歌
詞
中
の
語
彙
・
語
法
で
あ
る
。
記
紀
歌
謡
は
一
字
一
音

式
の
表
記
が
さ
れ
て
い
て
、
か
な
り
忠
実
に
原
音
に
戻
す
こ
と
が
出
来
、
歌
詞

の
復
原
が
可
能
で
あ
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
『
万
葉
集
』
で
、
第
九
番
歌
が

未
だ
定
訓
を
得
な
か
っ
た
り
、
訓
仮
名
の
ヨ
ミ
が
、
歌
と
し
て
の
良
否
に
直
結

す
る
短
歌
が
か
な
り
あ
る
の
と
や
や
趣
を
異
に
し
て
い
る
。

 
以
下
、
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
植
物
の
実
態
と
、
そ
の
歌
謡
の
中
に
お
け
る
働

き
に
つ
い
て
詳
し
く
見
て
み
た
い
。
か
つ
て
私
は
、
記
紀
歌
謡
中
の
「
鳥
」
に

注
目
し
た
（
本
紀
要
第
十
一
号
）
の
で
あ
る
が
、
「
鳥
」
以
上
に
植
物
は
多
数

か
つ
多
様
に
歌
わ
れ
て
い
る
し
、
万
葉
以
下
の
和
歌
史
を
辿
る
時
、
「
花
鳥
風
月
」

或
い
は
「
雪
月
花
」
の
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
植
物
を
歌
い
込
む
事
は
、

和
歌
の
世
界
で
は
極
め
て
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
『
万
葉

集
』
の
植
物
に
つ
い
て
は
、
松
田
修
氏
に
『
萬
葉
植
物
新
考
』
他
の
著
書
が
あ

・
り
、
「
上
代
人
の
生
活
と
万
葉
植
物
」
（
『
罐
遡
盛
挙
黒
焼
古
典
の
花
』
）
の
中
で

 
 
 
た
だ
万
葉
集
の
場
合
特
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
現
わ
れ
て
い
る
数
は
、

 
 
わ
ず
か
一
五
〇
種
に
す
ぎ
な
い
が
、
枕
詞
そ
の
他
で
植
物
と
結
ば
れ
た
歌

 
 
が
多
く
、
万
葉
歌
数
、
四
四
九
六
首
の
約
三
分
の
一
、
一
五
四
八
首
は
植

 
 
物
を
よ
ん
だ
歌
か
、
あ
る
い
は
植
物
と
関
係
あ
る
歌
で
、
こ
れ
は
大
い
に

 
 
注
目
す
べ
き
こ
と
で
、
ま
た
、
文
学
的
価
値
か
ら
す
れ
ば
、
万
葉
集
く
ら

 
 
い
自
然
を
背
景
に
し
、
こ
れ
を
お
り
こ
ん
で
い
る
文
学
も
な
い
と
い
い
得

 
 
る
。
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と
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
し
く
『
万
葉
集
』
は
、
歌
の
中
に
豊
か
に

植
物
を
詠
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
が
、
記
紀
歌
謡
も
量
的
に
『
万
葉
集
』
に
劣
ら
ず
植
物
を
詠
み
込
ん

で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
歌
の
中
に
お
け
る
働
き
で
は
万
葉
よ
り
も
実
生
活
を
反

映
し
て
い
て
力
強
い
面
も
多
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
記
紀
歌
謡
は
い
つ
、

誰
に
よ
っ
て
歌
い
始
め
ら
れ
た
か
分
か
ら
な
い
も
の
が
多
い
が
、
歌
わ
れ
て
い

る
題
材
は
作
意
を
反
映
し
、
人
々
の
感
情
が
よ
く
窺
え
る
と
思
う
。
そ
の
最
も

よ
き
例
が
植
物
の
歌
わ
れ
方
で
あ
る
。

 
次
に
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
植
物
の
歌
わ
れ
方
を
実
際
の
用
例
で
示
す
が
、
植

物
の
種
類
や
、
そ
の
現
代
植
物
名
を
明
確
に
す
る
の
が
目
的
で
は
な
い
の
で
、

枕
詞
や
人
名
に
関
係
す
る
も
の
も
挙
げ
る
こ
と
に
す
る
。
（
尚
算
用
数
学
は
『
古

事
記
』
の
、
漢
数
字
は
『
日
本
書
紀
』
の
歌
謡
で
、
そ
の
歌
謡
番
号
は
い
ず
れ

も
『
古
代
歌
謡
』
日
本
古
典
文
学
大
系
に
拠
っ
た
。
）

〈
記
〉

 
 
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
つ
の
 
 
 
 
 
 
 
た
だ
む
き

3
…
萎
え
草
の
 
女
に
し
あ
れ
ば
…
拷
綱
の
 
白
き
 
腕

 
 
 
 
 
 
 
 
 
み
け
し
 
 
 
や
ま
が
た
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
た
て
つ
 
 
 
そ
め
き

4
…
ぬ
ば
玉
の
 
黒
き
御
衣
を
…
山
縣
に
 
蒔
き
し
 
藍
夏
春
き
 
染
木

 
 
 
 
 
 
や
ま
と
 
 
 
 
ひ
と
も
と
す
す
き

 
 
が
 
汁
に
…
山
冠
の
 
一
本
薄
…
若
草
の
 
妻
の
命
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
ぶ
す
ま

5
…
若
草
の
 
妻
持
た
せ
ら
め
…
言
葉
 
さ
や
ぐ
が
下
に
…
拷
綱
の

 
 
白
き
腕

 
 
た
ち
そ
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ち
さ
か
き

9
…
立
楓
稜
の
 
実
の
無
げ
く
を
：
ゼ
齢
実
の
多
け
く
を
…

 
 
あ
は
ふ
 
 
 
 
か
み
ら
ひ
と
も
と
 
 
そ

11

c
粟
生
に
は
 
臭
韮
一
本
 
其
ね
が
本
 
其
根
七
つ
な
ぎ
て
 
撃
ち
て

 
 
し
止
ま
む

 
 
 
 
 
 
 
 
は
じ
か
み

12

c
垣
本
に
 
値
ゑ
し
椒
 
 
口
ひ
び
く
…

 
 
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
 
も

！4

c
木
の
問
よ
も
 
い
行
き
目
守
ら
ひ
…

 
 
 
 
 
し
け
 
 
 
 
を
 
や
 
 
 
 
す
が
た
た
み

19

@
葦
原
の
 
密
し
き
小
屋
に
 
心
墨
 
い
や
さ
や
敷
き
て
我
が
二
人

 
 
ね

 
 
塾
し

20

c
木
の
葉
さ
や
ぎ
ぬ
 
風
吹
か
む
と
す

21

c
風
吹
か
む
と
そ
 
木
の
葉
さ
や
げ
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
づ
ら
さ
は

23
@
や
つ
め
さ
す
 
出
雲
建
が
 
侃
け
る
太
刀
 
黒
葛
多
巻
き
 
さ
身
無

 
 
し
に
あ
は
れ

 
 
を
 
つ

29

c
尾
津
の
崎
な
る
 
一
つ
松
 
あ
せ
を
 
一
つ
松
 
人
に
あ
り
せ
ば
…

 
 
一
つ
松
 
あ
せ
を

 
 
 
 
 
へ
ぐ
り
 
 
 
 
 
 
 
く
ま
か
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
 
ず
 
 
 
さ

31

c
畳
薦
平
群
の
山
の
 
熊
白
飴
が
葉
を
 
讐
華
に
挿
せ

 
 
 
 
 
 
 
 
い
な
が
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
と
ほ

34

c
な
づ
き
の
 
田
の
稲
幹
に
 
稲
幹
に
 
這
ひ
廻
ろ
ふ

 
 
あ
さ
じ
 
の
は
ら
 
 
 
 
な
つ

35

c
浅
小
竹
原
 
腰
泥
む
…

 
 
 
 
 
 
う
ゑ

36

c
大
河
原
の
 
殖
草
 
海
が
は
 
い
さ
よ
ふ

 
 
 
 
 
か
つ
の

41

@
千
葉
の
 
葛
野
を
見
れ
ば
…

 
 
は
な
み
 
 
 
し
ひ
ひ
し
 
 
 
 
 
い
ち
ひ
み
 
 
 
 
わ
 
に
 
さ
 
 
 
に

42

c
歯
並
は
 
椎
菱
な
す
 
櫟
井
の

 
 
の
申
つ
土
を
…

 
 
 
 
 
 
 
 
の
び
る
つ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
ぐ
は

43
@
い
ざ
子
ど
も
 
野
蒜
摘
み
に
 
蒜
摘
み
に
…
香
心
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
づ

 
 
っ
枝
は
 
鳥
居
枯
ら
し
下
枝
は
 
弓
取
り
枯
ら
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め

 
 
枝
の
 
ほ
っ
も
り
 
赤
ら
嬢
子
を
…

 
 
ぬ
な
は
く
 
 
 
 
は

44

c
薫
繰
り
 
延
へ
け
く
知
ら
に
…

 
 
 
 
 
 
す
か
ら
 
 
し
た
き

47

c
冬
木
の
 
素
幹
が
下
木
の
 
さ
や
さ
や

 
 
か
 
し
 
 
 
ふ
 
 
 
 
よ
く
す

48

c
白
毫
の
生
に
 
横
丁
を
作
り
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
つ
さ
ゆ
み
ま
ゆ
み
 
 
 
 
き

51

c
渡
瀬
に
 
立
て
る
 
梓
弓
檀
 
い
伐
ら
む
と

 
 
取
ら
む
と
 
心
は
思
へ
ど
 
本
辺
は
 
君
を
思
い
出

そ
の
子

と
こ
ろ
づ
ら

碑
葛

 
 
 
 
 
 
 
み
つ
ぐ
り

丸
魎
坂
の
土
を
…
三
栗
の

 
花
橘
は

三
栗
の

 
 
も

心
は
思
へ
ど

 
 
末
辺
は

そ
中

つ上ほ妹い

（2）



を
思
ひ
出
…
い
伐
ら
ず
そ
来
る
 
梓
弓
檀

53

c
お
し
て
る
や
 
難
波
の
崎
よ
 
出
て
立
ち
て
 
我
が
国
見
れ
ば
 
淡

 
 
 
 
お
 
の
 
ご
 
ろ
 
 
 
 
あ
ぢ
ま
さ

 
 
島
 
泓
能
碁
呂
島
 
横
榔
の
 
島
も
見
ゆ
 
さ
け
つ
島
見
ゆ

 
 
や
ま
が
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
を
な

54

c
山
縣
に
 
蒔
け
る
黒
影
も
…

 
 
 
 
 
 
 
お
 
だ
 
 
 
さ
し
ぶ
 
 
さ
し
ぶ
 
 
 
し

57

c
川
の
辺
に
 
生
ひ
立
て
る
 
鳥
草
樹
を
 
鳥
草
樹
の
木
 
其
が
下
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゆ
 
 
 
 
ま
 
 
 
 
 
 
し

 
 
生
ひ
立
て
る
 
奇
言
 
斎
つ
真
椿
 
其
が
花
の
 
照
り
坐
し
 
其
が

 
 
 
 
 
ひ
ろ
 
 
い
ま

 
 
葉
の
 
広
り
坐
す
は
 
大
君
う
か
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
つ
ら
き
 
 
 
 
 
 
わ
ぎ
へ

58

c
我
が
 
見
が
欲
し
国
は
 
葛
城
高
宮
 
我
家
の
あ
た
り

 
 
ニ
く
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ろ
た
だ
む
き

61

c
木
鍬
持
ち
 
打
ち
し
大
根
 
根
子
の
 
白
腕
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
 
が

63

c
木
鍬
持
ち
 
打
ち
し
大
根
 
…
弥
木
栄
な
す
 
心
入
り
参
来
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
す
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
が
は
ら

64

c
八
田
の
 
一
本
菅
は
…
あ
た
ら
菅
原
 
言
を
こ
そ
 
菅
原
と
い
は
め

 
 
 
 
 
す
が
 
 
 
め

 
 
あ
た
ら
清
し
女

65
@
八
田
の
 
一
本
菅
は
 
独
り
居
り
と
も
…

 
 
と
 
 
 
 
い
く
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
つ

74

c
門
中
の
海
石
に
 
振
れ
立
つ
 
漬
の
木
の
 
さ
や
さ
や

 
 
さ
さ
ば

79

�
t
に
打
つ
や
霰
の
た
し
だ
し
に
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

80

c
刈
薦
の
 
乱
れ
ば
乱
れ
 
さ
寝
し
さ
寝
て
ば

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
き
が
ひ

87
@
夏
草
の
 
阿
比
泥
の
浜
の
 
蠣
貝
に
…

88
c
山
た
つ
の
 
迎
へ
を
行
か
む
…
祝
幌
硫
舳
獣
栢
批
転
凡

 
 
つ
く
 
 
 
 
 
 
こ
や

89

c
槻
弓
の
 
早
る
漏
り
も
 
梓
弓
 
立
て
り
立
て
り
も
…

91

c
畳
薦
 
平
群
の
山
の
 
立
ち
栄
ゆ
る
 
葉
広
熊
白
梼
 
本
に
は
 
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね

 
 
組
竹
生
ひ
 
末
へ
に
は
 
た
繁
竹
生
ひ
 
い
組
帯
 
い
組
み
は
寝
ず

 
 
 
 
 
 
た
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の
ち

 
 
た
三
論
確
に
は
率
寝
ず
後
も
組
み
寝
む
 
そ
の
思
ひ
妻
あ
は
れ

 
 
 
 
 
 
い
っ
か
 
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と

92
@
御
諸
の
 
厳
白
梼
が
本
 
白
梼
が
本
 
忌
々
し
き
か
も
 
白
梼
原
嬢

 
 
如
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93

@
引
田
の
 
若
栗
栖
原
 
若
く
へ
に
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
ち
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
も

95

@
日
下
江
の
 
入
江
の
蓮
 
花
蓮
身
の
盛
り
人
羨
し
き
う
か
も

 
 
し
ろ
た
へ
 
 
 
そ
で
き
そ
な

97

c
白
妙
の
 
袖
着
備
ふ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
り
を
 
 
 
 
 
は
り

98

c
我
が
逃
げ
登
り
し
．
在
峰
の
 
榛
の
木
の
枝

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 
ば
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
き
 
さ

㎜
…
竹
の
根
の
 
根
足
る
宮
 
木
の
根
の
 
斎
言
ふ
宮
…
真
木
憎
く
 
槍

 
 
 
み
か
ど
 
に
ひ
な
へ
や
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
も
だ

 
 
の
御
門
 
新
嘗
屋
に
 
生
ひ
立
て
る
 
百
足
る
 
槻
が
枝
は
 
上
つ

 
 
 
 
 
 
 
お

 
 
枝
は
 
天
を
覆
へ
り
 
中
つ
枝
は
 
東
を
覆
へ
り
 
下
づ
枝
は
 
鄙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ら
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ら

 
 
を
覆
へ
り
 
六
つ
枝
の
 
枝
の
末
葉
は
 
中
つ
枝
に
 
落
ち
触
ば
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
も

 
 
中
つ
枝
の
 
枝
の
末
葉
は
 
下
つ
枝
に
 
落
ち
触
ば
へ
 
下
づ
枝
の

 
 
枝
の
末
葉
は
…

101111 109 107

 
 
 
 
 
 
 
 
だ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ

…
新
嘗
屋
に
 
生
ひ
立
て
る
 
葉
広
 
斎
つ
真
椿
 
其
が
葉
の

 
い
ま

り
坐
し
 
其
が
花
の
 
照
り
坐
す
 
高
光
る
 
日
の
御
子
に
…

…
臣
の
子
の
 
八
重
の
柴
垣
 
入
り
立
た
ず
あ
り

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き

大
君
の
 
御
子
の
柴
垣
…
裁
れ
む
柴
垣
 
焼
け
む
柴
垣

あ
さ
ち
は
ら

浅
茅
原
 
小
谷
を
過
ぎ
て
…

広馨

 
〈
紀
〉

 
四
 
沖
つ
藻
は
 
辺
に
は
寄
れ
ど
も
…

七
雛
秘
の
実
の
無
げ
く
を
扱
き
し
ひ
ゑ
ね
藩
．
、
実
の
輝
け
く

 
 
 
を
・
：

十
二
…
伊
那
罷
め
山
の
 
木
の
問
ゆ
も
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み
ら

十
三
…
垣
本
に
 
粟
生
に
は
 
臭
韮
一
本
 
其
の
が
本
 
網
打
芽
つ
な
ぎ
て

 
 
 
撃
ち
て
し
止
ま
む

 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
じ
か
み

十
四
…
垣
本
に
 
植
ゑ
し
椒
 
 
口
び
ひ
く
 
我
は
忘
れ
ず
 
撃
ち
て
し
止

C3）



 
 
ま
む

 
 
 
つ
づ
ら
さ
は

二
十
…
三
三
多
巻
き
 
さ
身
無
し
に
あ
は
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ら
か
し
 
 
 
 
 
 
 
．
う
ず
 
 
 
さ

二
三
…
畳
薦
 
平
群
の
山
の
 
白
橿
が
枝
を
 
髪
華
に
挿
せ
 
こ
の
子

 
 
 
 
 
 
 
み
 
け
 
 
 
 
を
ば
し
 
 
ま
へ
っ
き
み

二
四
朝
霜
の
御
木
の
さ
小
橋
 
侍
臣
 
い
渡
ら
す
か
も
御
木
の
さ

 
 
小
橋

 
 
 
 
 
 
た
だ

二
七
 
尾
張
に
 
直
に
向
か
へ
る
 
一
つ
松
 
あ
は
れ
 
一
つ
松
 
人
に
あ

 
 
 
り
せ
ば
…

 
 
 
を
ち
か
た
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
つ
ば
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
く
ゆ
み

二
八
 
彼
方
の
 
あ
ら
ら
松
原
 
松
原
に
 
渡
り
行
き
て
 
槻
弓
に
 
ま
り

 
 
 
 
た
ぐ

 
 
矢
を
副
へ
…

 
 
 
 
 
 
か
つ
の

三
四
 
千
葉
の
 
葛
野
を
見
れ
ば
…

 
 
 
 
 
あ
 
ぎ

三
五
 
い
ざ
吾
君
 
野
に
蒜
摘
み
に
 
蒜
摘
み
に
 
我
が
行
く
道
に
 
香
ぐ

 
 
 
 
 
 
 
 
し
づ
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
つ
え
 
 
 
 
と
り
る
 
が

 
 
 
は
し
 
花
橘
 
下
枝
ら
は
 
人
皆
取
り
 
上
枝
は
 
鳥
居
枯
ら
し

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ふ
ほ
ご
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
と
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え

 
 
 
三
栗
の
 
中
つ
枝
の
 
含
隠
り
 
赤
れ
る
嬢
子
 
い
ざ
さ
か
ば
良
な

 
 
 
ぬ
な
は
く
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
し
が
ら

三
六
…
尊
繰
り
 
延
へ
け
く
知
ら
に
…
菱
茎
の
 
刺
し
け
く
知
ら
に
…

 
 
 
か
し
 
 
ふ
 
 
 
 
よ
く
す

三
九
 
橿
の
生
に
 
横
臼
を
作
り
…

四
一
…
門
申
の
澱
廊
に
 
振
れ
立
つ
 
灘
の
木
の
 
さ
々
さ
や

 
 
コ
わ
た
り
で
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

四
三
…
渡
手
に
立
て
る
 
梓
弓
檀
 
い
伐
ら
む
と
 
心
は
思
へ
ど
 
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
も

 
 
 
取
ら
む
と
 
心
は
思
へ
ど
 
本
辺
は
 
君
を
思
ひ
出
 
末
辺
は
 
妹

 
 
 
を
思
ひ
出
…
い
伐
ら
ず
そ
来
る
 
梓
弓
檀

五
三
…
川
隈
に
 
立
ち
栄
ゆ
る
 
百
足
ら
ず
 
八
十
葉
の
木
は
 
大
君
う
か

 
 
 
も

 
 
 
 
 
 
 
 
い
は
 
 
ひ
め
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ら
ぐ
は

五
六
 
つ
の
さ
は
ふ
 
磐
の
媛
が
お
ほ
ろ
か
に
 
聞
こ
さ
ぬ
 
末
桑
の
木
…

 
 
 
寄
ろ
ほ
ひ
行
く
か
も
 
末
桑
の
木
．

 
 
 
ニ
く
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
 
が
は
え

五
七
…
木
鍬
持
ち
 
打
ち
し
大
根
…
う
ち
渡
す
 
梶
木
平
な
す
 
平
入
り
参

 
 
 
来
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ろ
た
だ
む
き

五
八
 
…
木
鍬
持
ち
 
打
ち
し
大
根
 
根
白
の
 
白
下
…

 
 
 
 
 
 
あ
め
 
 
の
ぼ
 
 
 
 
 
 
 
か
け
 
 
 
 
い
つ
き
 
 
 
 
 
 
 
さ
ざ
き

六
十
 
 
隼
は
 
天
に
上
り
飛
び
翔
り
斎
槻
が
上
の
 
鵜
鵡
捕
ら
さ
ね

 
 
 
 
は
な
ぐ
は
 
 
 
 
 
 
 
 
め

六
七
 
 
花
妙
し
 
桜
の
愛
で
…

六
八
 
…
い
さ
な
取
り
 
海
の
浜
藻
の
 
寄
る
時
々
を

七
六
 
…
我
が
 
逃
げ
上
り
し
 
榴
撫
の
、
榛
が
枝
 
あ
せ
を

 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 
 
 
 
さ
か
え
 
 
 
 
 
い
 
ほ
 
ふ

七
八
 
…
伊
勢
の
野
の
 
栄
枝
を
 
五
百
経
る
懸
き
て
…

 
 
 
 
い
な
む
し
ろ
 
 
か
わ
そ
ひ
や
な
ぎ

八
三
 
 
稲
莚
 
川
副
楊
 
水
行
け
ば
 
靡
き
起
き
立
ち
 
そ
の
根
は
失
せ

 
 
 
 
ず

 
 
 
 
 
 
 
 
を
そ
ね

八
五
 
 
浅
茅
原
 
小
硝
を
過
ぎ
…

 
 
 
 
や
 
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
ゐ
 
 
 
よ

九
一
 
…
八
符
の
柴
垣
…
地
震
が
揺
り
来
ば
 
破
れ
む
柴
垣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
も
の
さ
は
 
 
 
 
お
ほ

九
四
 
…
石
の
上
 
布
留
を
過
ぎ
て
 
薦
枕
高
橋
を
過
ぎ
物
多
に
 
大

 
 
 
 
や
け

 
 
 
宅
過
ぎ
…

 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
さ
き
づ
ら
 
 
た
だ
 
 
あ
ざ

九
六
 
…
真
木
栄
く
・
檜
の
板
戸
を
…
真
栄
葛
手
抱
き
叉
は
り

九
七
 
…
流
れ
来
る
竹
の
 
い
組
三
世
竹
本
へ
を
ば
 
琴
に
作
り
末
へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
は
れ

 
 
 
 
を
ば
 
笛
に
作
り
…
つ
ぬ
さ
は
ふ
 
磐
余
の
池
の
…

 
 
 
 
 
 
 
 
ひ
 
れ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
ま
と

百
 
 
…
大
葉
子
は
領
巾
振
ら
す
も
 
日
本
へ
向
き
て

百
一
 
…
大
葉
子
は
領
巾
振
ら
す
見
ゆ
 
難
波
へ
向
き
て

百
四
 
…
さ
す
竹
の
 
君
は
や
無
き
…

百
五
 
 
畝
傍
山
 
木
立
薄
け
ど
…

 
 
 
 
 
 
へ
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
め

百
七
 
 
岩
の
上
に
 
小
猿
米
焼
く
 
米
だ
に
も
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
と

百
九
 
 
は
ろ
ば
う
に
 
言
そ
聞
こ
ゆ
る
 
島
の
薮
原

 
 
 
 
を
ば
や
し
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ

百
十
一
 
小
林
に
我
を
引
き
入
て
…

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
つ
く

二
十
二
 
掌
記
に
 
花
は
咲
け
ど
も
 
何
と
か
も
 
愛
し
妹
が
 
ま
た
咲
き

（4）



 
 
 
 
で

 
 
 
 
出
来
ぬ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
 
 
 
 
も

百
十
七
 
射
ゆ
獣
を
 
認
ぐ
川
辺
の
 
若
草
の
 
若
ぐ
あ
り
き
と
 
吾
が
思
は

 
 
 
 
な
く
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
や

百
二
五
 
橘
は
 
己
が
枝
枝
 
生
れ
れ
ど
も
 
玉
に
貫
く
時
同
じ
緒
に
貫
く

 
 
 
 
な
 
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
れ

百
二
六
…
水
葱
の
本
 
芹
の
本
 
吾
は
苦
し
ゑ

百
二
八
 
赤
駒
の
 
い
行
き
悼
る
 
真
葛
原
…

 
繁
を
厭
は
ず
全
用
例
を
挙
げ
た
の
で
あ
る
が
、
記
紀
歌
謡
の
中
に
お
け
る
植

物
の
実
態
は
、
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
そ
れ
に
劣
ら
ず
、
全
二
百
四
十
首
上
九

十
一
首
と
言
う
多
さ
と
多
様
で
か
つ
身
近
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
と
思
う
。
次
に
右
の
用
例
を
、
植
物
の
種
類
及
び
そ
の
他
、
と
修
辞
の
働

き
の
二
面
か
ら
整
理
し
、
論
を
進
め
た
い
。
そ
の
為
に
、
右
の
用
例
を
、
ま
ず

ω
植
物
の
種
類
 
②
植
物
の
凡
稻
・
部
分
稻
 
㈹
関
係
語
彙
の
三
点
で
整
理
し

て
み
る
。
（
一
首
中
に
二
回
以
上
出
て
い
る
場
合
は
特
に
示
さ
な
か
っ
た
。
）

 
ω
植
物
の
種
類

 
 
 
 
 
 
あ
ぢ
ま
さ
 
 
 
 
 
あ
た
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
を
な
 
 
 
 
い
ち
さ
か
き

 
 
葦
1
9
 
積
榔
5
3
 
藍
蓼
4
 
粟
1
1
十
三
 
高
菜
5
4
 
棉
9

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
 
し

 
 
七
 
 
稲
3
4
八
三
 
 
大
根
6
1
6
3
五
七
 
五
八
 
 
白
梼
3
1
4
8
9
1
9
2
二

 
 
 
 
 
 
 
 
か
み
ら

 
 
三
・
三
九
 
 
岡
三
1
1
十
三
 
 
葛
百
二
八
 
 
桑
五
六
 
 
栗
4
2
4
3
9
3

 
 
 
 
 
 
 
ニ
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
し
ぶ
 
 
 
し
の

 
 
9
5
三
五
 
 
薦
8
0
 
 
桜
六
七
 
 
笹
7
9
 
 
鳥
草
樹
5
7
 
 
小
竹
3
5

 
 
し
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
が
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
げ

 
 
椎
4
2
 
 
白
橿
 
二
三
・
二
九
 
 
菅
1
9
6
4
 
 
（
菅
6
4
6
5
）
 
薄
4

 
 
せ
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
そ
 
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く

 
 
芹
百
二
六
 
 
鉛
白
9
七
 
 
拷
3
5
 
竹
9
1
㎜
 
橘
百
二
五

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
づ
ら
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
こ
ろ
づ
ら

 
 
茅
m
八
五
 
 
槻
㎜
六
十
 
 
黒
歯
2
3
二
十
 
 
椿
5
7
血
 
 
冬
薯
預
葛

 
 
 
 
 
な
 
ぎ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
な
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
ぱ
た
ま
 
 
 
 
 
 
 
は
じ
か
み

 
 
3
4
 
 
三
十
百
二
六
 
 
尊
4
4
三
六
 
 
烏
玉
3
4
 
 
椒
1
2
十
四

 
 
は
ち
す
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ひ

 
 
蓮
9
5
 
 
（
花
橘
4
3
三
五
）
 
榛
9
8
七
六
 
 
檜
㎜
九
六
 
 
菱
4
2
三

記
紀
歌
謡
に
歌
わ
れ
た
も
の
（
二
）
 
一
植
物
を
中
心
に
一
（
上
）

 
 
 
 
 
ひ
る
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
ゆ
み

 
 
六
 
 
蒜
4
3
 
 
松
2
9
二
七
・
二
八
 
 
檀
5
1
四
三
 
 
墨
田
・
六
八

 
 
や
な
ぎ

 
 
楊
八
三
 
 
や
ま
た
つ
8
3

 
以
上
、
草
本
類
二
十
三
種
、
木
本
類
二
十
種
、
竹
笹
類
三
種
の
植
物
が
記
紀

歌
謡
の
中
に
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
。

 
ω
植
物
の
凡
稻
・
部
分
稻
等

 
 
 
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
な
が
ら
 
 
 
 
 
う
ら
ば

 
 
粟
生
八
十
三
 
 
い
組
竹
9
1
九
七
 
 
稲
幹
3
4
 
 
末
葉
㎜
 
 
枝
㎜
二

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
 
し
 
 
 
ふ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き

 
 
三
 
枝
々
百
二
五
 
 
白
梼
の
生
4
8
三
九
 
 
木
7
4
四
一
 
 
草
3
3
6
8
7

 
 
け
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
だ
ち
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
 
 
 
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ば

 
 
木
二
四
 
 
木
立
百
五
 
 
木
の
間
1
4
十
二
 
 
革
め
葉
2
0
2
1
 
笹
葉
7
9

 
 
し
づ
え
 
 
 
 
 
 
 

し
ば
か
き
 
 
 
 
 
 
 

す
か
ら
 
 
 

す
が
は
ら
 
 
 

そ
め
き

 
 
下
枝
4
3
㎜
三
五
 
 
柴
垣
皿
珊
九
一
 
 
素
幹
4
7
 
 
菅
原
6
4
 
 
染
木

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な
か

 
 
4
 
 
た
し
み
竹
9
1
㎜
 
 
さ
す
竹
百
四
 
 
葉
3
1
 
 
申
つ
枝
4
3
㎜
三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
び
ろ
く
ま

 
 
五
 
 
花
5
7
血
六
七
・
百
十
四
 
 
根
1
1
6
1
㎜
五
三
・
八
三
 
 
葉
只
事

 
 
か
 
し
 
 
 
 
 
 
は
び
う
ま
つ
ば
き

 
 
白
身
9
1
 
 
葉
広
真
椿
5
7
血
 
 
原
1
9
3
5
6
4
9
3
m
二
八
・
八
五
・
二
九

 
 
 
 
 
 
 
ふ
ゆ
き
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
き
 
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や

 
 
百
二
八
 
 
冬
木
4
7
 
 
真
木
響
く
㎜
九
四
 
 
実
9
七
 
 
芽
1
1
 
弥

 
 
が
は
え
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
や
 
そ
 
ば

 
 
木
栄
な
す
6
3
五
七
 
 
八
十
葉
の
木
 
 
若
草
の
4
5
百
十
七

 
㈲
そ
の
他
の
植
物
関
係
語
彙

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
な
む
し
ろ
 
 
 
 
 
 
 
い
ち
ひ
み

 
 
梓
弓
5
1
8
9
四
三
 
 
い
伐
ら
む
5
1
4
3
 
 
稲
莚
八
三
 
 
櫟
井
4
2

 
 
い
取
ら
む
5
1
四
三
植
ゑ
草
3
6
打
ち
し
6
1
6
3
五
七
・
五
八
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
 
し
は
ら
を
と
め
 
 
 
 
 
か
つ
の

 
 
葉
子
百
・
百
一
 
 
白
梼
原
娘
子
9
2
 
 
葛
野
4
1
三
四
 
 
葛
城
高
宮
5
8

 
 
 
 
 
 
 
く
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 
く
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
め

 
 
五
四
 
 
花
堕
し
六
七
 
 
木
鍬
6
1
6
3
五
七
・
五
八
 
 
米
百
七

 
 
た
た
み
ニ
も
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
が
た
た
み
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
ゑ
へ

 
 
畳
薦
3
1
二
三
・
九
四
 
 
菅
平
1
9
 
 
さ
や
ぐ
5
 
 
末
辺
5
1
四
三
・

 
 
 
 
 
 
た
く
つ
の
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
ぶ
す
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ

 
 
九
七
 
 
拷
綱
3
5
 
 
拷
裳
5
 
 
槻
弓
8
9
二
八
 
 
甘
き
4

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は

 
 
摘
み
4
3
三
五
 
 
つ
の
さ
は
ふ
九
七
 
萎
え
草
3
 
延
へ
4
4
三
六

 
 
ひ
と
も
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま

 
 
一
本
4
6
4
6
5
 
 
ほ
っ
も
り
4
3
 
 
蒔
く
4
 
 
本
1
1
9
1
十
三
 
百
十
四

 
 
 
 
 
 
 
も
と
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を
ば
や
し

 
 
百
二
六
 
 
本
辺
5
1
四
三
・
九
七
 
 
小
林
百
十
一

（5）



 
ω
の
植
物
自
体
の
種
類
の
限
定
は
、
重
要
で
は
あ
る
が
そ
の
道
の
専
門
家
の

手
に
委
ね
、
こ
こ
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
、
歌
謡
の
中
で
の
植
物
の
あ
り
方
を
中
心

に
考
え
て
み
た
い
。
（
）
内
は
原
文
、
○
○
は
そ
の
部
分
を
示
す
為
に
付
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
む

ω
、
葦
1
9
（
阿
斯
波
良
能
）

 
葦
ほ
ど
、
原
始
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
負
っ
て
い
る
植
物
は
他
に
な
い
。
記
紀
と

も
に
開
巻
冒
頭
に
登
場
す
る
植
物
で
、
『
古
事
記
』
で
は

 
 
 
 
わ
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
く
ら
げ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
し
か
び

 
 
 
国
稚
く
浮
き
し
脂
の
如
く
し
て
、
海
月
な
す
漂
よ
へ
る
時
、
葦
牙
の
如

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ま
し
あ
し
か
び
ひ
ニ
じ
の

 
 
く
萌
え
騰
る
物
に
困
り
て
成
れ
る
神
の
名
は
、
宇
摩
志
転
落
詞
備
比
古
遅

 
 
神

と
あ
る
。
国
土
の
成
長
力
が
神
格
化
さ
れ
て
神
名
（
書
紀
で
は
可
美
葦
牙
彦
舅

尊
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
海
月
と
言
い
、
葦
の
芽
と
言
い
、
身
辺
の

小
さ
な
も
の
で
語
ら
れ
る
壮
大
な
国
土
生
成
の
神
話
に
は
不
思
議
な
魅
力
が
盗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
と
よ
あ
し
は
ら
の
な
か
つ
く
に
 
 
と
よ
あ
し
は
ら
の
 
ち
あ
き

れ
て
い
る
。
葦
は
、
こ
の
他
に
も
、
葦
船
、
豊
葦
原
中
国
豊
葦
原
之
千
秋

な
が
い
 
ほ
あ
き
の
み
ず
ほ
の
く
に

長
五
百
秋
之
水
穂
国
 
若
葦
な
ど
、
神
話
に
お
け
る
重
要
な
語
に
葦
が
含
ま
れ

て
い
る
。
古
代
日
本
に
、
葦
の
群
成
す
る
所
が
方
々
に
あ
り
、
そ
こ
は
又
農
耕

に
適
し
た
湿
地
帯
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
上
、
葦
の
若
芽
は
食
用
に
な
り
、
茎
葉

は
屋
根
の
用
材
に
、
茎
は
編
ま
れ
て
簾
に
な
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
神
話
的
な
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
嘉
祥
二
年
㈱
三
月
、
興
福
寺
の
法
師
達

が
、
仁
明
天
皇
の
宝
算
四
十
の
賀
に
献
つ
た
三
百
十
句
に
及
ぶ
大
長
歌
が

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
す
く
な
び
こ
な

 
 
 
日
の
本
の
 
大
和
の
国
を
 
神
ろ
き
の
 
少
彦
名
が
 
葦
菅
を
 
殖

 
 
ゑ
生
し
つ
つ
 
国
固
め
 
造
り
け
む
よ
り
 
お
き
つ
波
 
た
つ
年
毎
に
…

と
歌
い
始
め
ら
れ
て
い
て
、
大
和
の
国
の
創
造
者
少
彦
名
が
、
葦
や
菅
を
殖
え

て
、
国
土
を
固
め
た
と
詠
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
思
う
。
葦
は
、
神

話
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
実
生
活
に
お
い
て
も
重
要
か
つ
身
近
な
植
物
で
あ
っ

た
か
ら
、
神
武
記
の
皇
妃
決
定
物
語
の
最
後
の
歌
に
も
登
場
し
た
の
で
あ
っ
た
。

 
 
あ
ぢ
ま
さ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ω
 
正
意
5
3
（
阿
遅
滞
佐
能
）

 
あ
ぢ
ま
さ
は
、
雲
母
記
に
「
積
算
之
長
穂
宮
」
、
『
本
草
和
名
』
に
「
橿
榔
阿

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
 
き

知
末
佐
」
と
あ
る
。
中
国
で
言
う
「
積
榔
」
と
違
っ
て
、
蒲
葵
の
事
で
あ
る
と

す
る
説
が
有
力
で
、
柳
田
国
男
は
、
「
阿
遅
麻
佐
の
島
」
（
『
海
南
小
記
』
所
収
）

の
中
で
、
紀
州
に
自
生
し
て
い
た
証
拠
を
挙
げ
て
詳
説
し
て
い
る
。
平
安
時
代

に
は
牛
車
の
屋
根
を
こ
の
葉
で
ふ
き
、
「
積
榔
毛
の
車
」
と
呼
ん
で
、
太
上
天

皇
以
下
上
卿
の
乗
用
に
供
さ
れ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
は
の
 
ひ
 
め

 
5
3
の
歌
は
、
仁
徳
天
皇
の
大
后
石
之
日
売
嫉
妬
物
語
中
の
一
首
で
、
大
后
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
は
ぢ

欺
き
、
愛
す
る
黒
日
売
を
追
い
か
け
て
吉
備
へ
行
く
途
中
の
、
半
道
島
に
お
け

る
天
皇
の
歌
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
先
に
挙
げ
た
歌
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う

に
、
「
見
れ
ば
…
見
ゆ
」
の
典
型
的
な
国
見
歌
・
山
見
歌
の
形
式
で
あ
り
、
本

来
国
土
礼
讃
の
呪
歌
で
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
淡
島
・
言
意
碁
呂

島
と
と
も
に
、
伊
耶
那
岐
命
、
伊
耶
那
美
命
が
島
々
を
生
成
さ
れ
た
時
の
島
で
、

神
話
中
で
も
最
も
有
名
な
島
で
あ
り
、
こ
れ
等
の
島
が
歌
わ
れ
た
の
も
理
解
で

き
る
の
で
あ
る
。

 
勿
論
、
積
榔
が
実
際
に
生
い
茂
り
、
そ
れ
を
見
て
仁
徳
天
皇
が
歌
わ
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、
予
祝
の
意
で
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
珍
し
い
木
の
繁
る
島

を
歌
い
込
ん
だ
だ
け
で
あ
ろ
う
。

 
尚
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
（
山
路
平
四
郎
著
）
は
、
「
あ
ぢ
」
を
（
集
）
の
意
と

し
、
「
ま
さ
」
を
「
ま
す
」
（
座
）
や
「
ま
さ
か
」
の
い
ず
れ
か
と
関
係
す
る
「
眼

前
の
」
の
意
と
解
し
、
「
近
く
に
集
ま
っ
て
い
る
島
を
ア
ヂ
マ
サ
の
島
と
い
っ

た
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
新
説
を
立
て
て
い
る
。
「
さ
け
つ
島
」
が
遠
く
の
島

を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
意
味
上
も
、
語
構
成
の
上
か
ら
も
考
え
ら
れ
る
説
で

［6）



あ
る
が
、
用
例
を
他
に
求
め
る
事
が
出
来
な
い
し
、
本
論
文
の
性
格
上
、
植
物

の
ア
ヂ
マ
サ
と
考
え
た
い
思
い
も
あ
っ
て
、
旧
来
の
説
に
従
う
こ
と
に
し
た
。

 
～
の
島
と
言
う
言
い
方
に
し
て
も
、
新
し
い
表
現
形
式
で
新
鮮
な
表
現
で
あ

っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
眼
前
に
広
が
る
海
と
島
の
風
景
は
、

雄
大
な
イ
メ
ー
ジ
を
聞
く
者
に
与
え
、
神
話
的
な
時
間
の
広
が
り
を
感
ぜ
し
め

た
の
で
あ
る
。

 
 
あ
た
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈹
、
藍
蓼
4
（
麻
岐
斯
阿
多
亘
都
草
）

・
真
福
寺
本
『
古
事
記
』
で
は
「
阿
多
多
屋
」
と
あ
っ
て
、
誤
字
説
や
、
「
茜
」

説
、
「
藍
玉
」
説
、
が
あ
っ
て
何
を
指
し
た
か
俄
に
は
決
め
難
い
。
然
し
、
藍

色
の
染
料
を
急
き
絞
る
植
物
名
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
が
な
く
、
今
は
、
上
村
六

郎
氏
の
説
（
「
茜
染
」
考
奈
良
文
化
第
十
二
号
所
載
）
を
認
め
た
、
古
典
大

系
本
『
古
代
歌
謡
集
』
の
補
注
に
従
い
た
い
。
山
の
畑
に
蒔
い
た
藍
蓼
を
臼
で

春
い
て
得
た
染
料
、
そ
の
汁
で
染
め
た
衣
、
と
具
体
的
に
染
色
の
様
子
を
歌
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
き
さ
き

て
い
る
。
こ
の
歌
は
、
嫡
后
の
嫉
妬
深
さ
に
悲
鳴
を
挙
げ
た
大
国
主
神
が
、

出
雲
か
ら
大
和
へ
出
発
し
よ
う
と
し
て
、
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
着
る
物
の

色
を
黒
か
ら
青
、
更
に
藍
色
へ
着
替
え
て
満
足
す
る
姿
に
は
、
兄
弟
の
八
十
神

達
に
勝
っ
て
稲
羽
（
因
幡
）
の
八
上
郷
売
を
獲
た
、
英
雄
神
大
国
主
神
の
悌
は

無
い
。
染
め
色
の
美
し
さ
を
競
う
、
衣
裳
比
べ
の
、
楽
し
く
明
る
い
歌
い
振
り

は
、
『
万
葉
集
』
の
「
竹
取
翁
の
歌
」
（
三
七
九
一
～
三
八
〇
一
）
と
と
も
に
古

代
に
お
け
る
服
装
の
美
を
競
っ
た
歌
の
双
壁
で
あ
る
。
植
物
の
役
割
の
一
つ
に
、

染
料
が
と
れ
る
と
い
う
事
が
あ
る
が
、
こ
の
藍
蓼
は
ま
さ
し
く
古
代
染
料
植
物

の
一
つ
で
あ
っ
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ω
 
粟
1
1
（
阿
波
布
爾
波
）
十
三
（
阿
波
赴
現
破
）

 
書
紀
本
文
に
も
「
粟
田
」
と
あ
る
よ
う
に
、
粟
は
古
く
か
ら
栽
培
さ
れ
た
。

記
紀
歌
謡
に
歌
わ
れ
た
も
の
（
二
）
 
一
植
物
を
中
心
に
一
（
上
）

、
粟
も
神
話
の
中
に
登
場
す
る
穀
物
で
、
『
古
事
記
』
で
は
、
大
気
津
比
売
神
が

須
佐
之
男
命
に
殺
さ
れ
た
時
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

 
 
 
殺
さ
え
し
神
の
身
に
生
れ
る
物
は
、
頭
に
蚕
生
り
、
二
つ
の
目
に
稲
子

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ほ
と

 
 
生
り
、
二
つ
の
耳
に
粟
生
り
、
鼻
に
小
豆
生
り
、
陰
に
麦
生
り
、
尻
に
大

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み
む
す
ひ
の
み
お
や
の

 
 
豆
生
り
き
。
故
国
に
神
産
曇
日
御
祖
命
、
凝
れ
を
取
ら
し
め
て
、
種
と

 
 
成
し
き
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
つ
く
よ

と
あ
っ
て
、
粟
が
出
現
し
て
い
る
。
『
日
本
書
記
』
で
は
、
月
夜
見
尊
に
殺
さ

 
 
 
う
け
も
ち
の
か
み
 
 
ひ
た
ひ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
な

れ
た
、
二
食
神
の
顧
の
上
に
粟
が
生
っ
た
と
あ
り
、
そ
の
粟
稗
等
の
出
現
を

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
 
つ
 
 
 
 
あ
を
ひ
と
く
さ

喜
ん
だ
天
照
大
神
は
、
「
是
の
物
は
、
実
見
し
き
蒼
生
の
食
ひ
て
生
く
べ
き

も
の
な
り
」
と
云
っ
た
と
あ
る
。
粟
が
稲
と
と
も
に
重
要
な
食
料
で
あ
っ
た
証

拠
で
、
朝
廷
の
軍
隊
で
あ
っ
た
久
米
部
は
恐
ら
く
防
人
と
同
様
に
、
屯
田
兵
式

に
生
産
に
従
事
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
（
た
と
え
、
そ
う
で
な
い
に
し
て

も
、
粟
を
生
活
の
為
に
作
る
こ
と
は
一
般
的
な
事
で
あ
っ
た
）
、
こ
の
よ
う
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
か
み
ら

歌
詞
と
し
て
粟
生
が
歌
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌
で
は
「
香
韮
」
が
主
役

で
、
粟
生
は
単
に
香
韮
が
生
え
て
い
る
場
所
の
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
実

際
は
、
貴
重
な
食
量
で
あ
る
粟
畑
に
、
韮
が
生
え
て
い
て
、
そ
の
邪
魔
な
韮
の

奴
を
根
こ
そ
ぎ
引
き
抜
く
よ
う
に
、
敵
を
徹
底
的
に
や
っ
つ
け
よ
う
と
言
う
こ

と
で
あ
っ
た
。

 
 
あ
を
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈲
、
稜
々
5
4
（
麻
祀
流
阿
戸
那
母
）

 
5
4
の
歌
の
直
前
に
、
「
こ
こ
に
大
御
養
を
煮
む
と
し
て
、
そ
こ
の
稜
菜
を
採

め
る
時
に
」
と
あ
る
の
で
「
藤
菜
1
1
あ
を
な
」
と
な
る
が
、
藤
が
『
本
草
和
名
』

に
「
＋
松
多
加
奈
」
と
あ
る
こ
と
や
、
『
和
名
抄
』
に
「
蔓
蕃
祉
瀦
馬
韓
」
と
あ
り
、

蔓
蓄
が
蕪
蓄
、
即
ち
か
ぶ
ら
と
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
今
の
何
に
当
た
る
か
考

察
さ
れ
て
い
る
が
、
『
古
事
記
伝
』
に

（7）



 
 
…
字
に
は
拘
る
べ
か
ら
ず
、
凡
そ
古
人
は
、
字
を
ば
心
々
に
当
た
れ
ば
な

 
 
り
、
今
世
に
云
菜
な
り
、
今
も
青
菜
と
も
云
な
り
、
那
と
云
は
、
凡
て
魚

 
 
菜
の
惣
名
な
る
故
に
、
秘
を
ば
古
は
分
て
、
唇
面
那
と
聾
し
な
り
。
今
は

 
 
菰
に
限
り
て
、
那
と
は
い
ふ
な
り
。

と
あ
る
の
に
従
う
べ
き
で
野
菜
と
理
解
す
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
、

先
に
述
べ
た
仁
徳
天
皇
と
黒
日
売
の
物
語
（
石
之
日
量
の
嫉
妬
物
語
の
一
つ
）

の
中
の
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
歌
は

 
5
4
 
山
県
に
蒔
け
る
稜
菜
も
吉
備
人
と
共
に
し
摘
め
ば
楽
し
く
も
あ
る
か

と
な
っ
て
い
る
。
『
記
紀
歌
謡
評
釈
』
山
路
平
四
郎
著
（
以
下
『
評
釈
』
と
呼
ぶ
）

が
、 

 
 
山
畠
の
樫
菜
の
採
集
を
辛
い
も
の
と
し
て
、
ど
ん
な
わ
ざ
で
も
、
愛
人

 
 
と
一
緒
に
す
れ
ば
楽
し
い
、
と
い
っ
た
一
般
性
を
も
っ
た
農
村
民
謡
で
あ

 
 
つ
た
も
の
が
、
吉
備
氏
伝
承
の
物
語
に
定
着
す
る
際
に
、
「
吉
備
人
」
と

 
 
い
う
形
を
と
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
い
う
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。
「
蒔
く
」
に
つ
い
て
は
、
後
に
関
連
語
彙
の
所

で
検
討
す
る
が
、
「
山
の
畠
に
青
菜
を
蒔
く
」
生
活
が
、
具
体
的
に
歌
わ
れ
、

し
か
も
そ
の
生
活
習
慣
が
辛
い
、
と
感
じ
る
人
達
が
い
た
こ
と
が
分
か
り
、
貴

重
な
歌
謡
で
あ
る
。
時
代
は
下
る
が
、
『
土
佐
日
記
』
承
平
五
年
正
月
九
日
の

と
こ
ろ
に
載
せ
る
船
歌
に

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
わ
か
す
す
き
 
 
 
 
て

 
 
 
春
の
野
に
て
ぞ
音
を
ば
泣
く
、
若
鷺
に
、
手
切
る
切
る
摘
ん
だ
る
菜
を
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
う
と
め

 
 
親
や
ま
ぼ
る
ら
ん
、
 
姑
や
喰
ふ
ら
ん
、
か
へ
ら
や
。

を
思
い
出
す
が
、
「
菜
を
摘
む
」
こ
と
を
安
易
に
考
え
る
べ
き
で
な
い
こ
と
の

証
で
あ
る
と
思
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ま
 
な
ぐ
ひ

 
な
お
、
「
な
」
は
『
古
事
記
』
に
、
魚
料
理
の
こ
と
を
「
真
魚
咋
」
と
あ
り
、

『
和
名
抄
』
に
も
「
肴
 
野
王
案
凡
非
穀
而
食
毒
之
肴
麹
喰
飯
樽
筋
雛
禰
加
既
雄
勒

令
」
と
あ
る
よ
う
に
、
副
食
物
を
「
な
」
と
言
っ
た
の
で
あ
る
が
、
自
然
界
に

容
易
に
採
れ
、
栽
培
の
易
し
い
野
菜
は
人
々
に
愛
さ
れ
た
よ
う
で
、
『
出
雲
風

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
う
ま
な

土
記
』
嶋
根
郡
で
は
、
「
当
二
夏
節
一
三
有
二
美
菜
一
」
と
あ
る
よ
う
に
、
食
味

に
ま
で
話
が
及
ん
で
い
る
。
ω
～
ω
の
植
物
が
、
神
話
的
な
面
を
多
分
に
有
し

て
い
た
の
に
比
べ
、
蕪
菜
は
食
糧
と
し
て
の
存
在
で
あ
っ
た
。

 
い
ち
さ
か
き

㈲
 
給
9
七
（
伊
知
佐
加
紀
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
え
 
う
 
か
 
し

 
9
・
七
と
も
に
、
神
武
天
皇
が
宇
陀
の
地
で
、
反
抗
す
る
兄
宇
迦
斯
を
、
兄

宇
迦
斯
自
身
の
作
っ
た
押
機
で
殺
し
た
後
の
戦
勝
の
歌
で
、
『
日
本
書
紀
』
に
「
来

目
歌
」
と
あ
る
伝
統
的
な
歌
諸
で
あ
る
。
『
古
事
記
』
で
は
最
後
に
「
え
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
あ
ざ
わ
ら
ふ

し
ゃ
こ
し
や
 
こ
は
い
の
こ
ふ
そ
、
あ
あ
 
し
ゃ
こ
し
や
 
こ
は
嘲
笑
そ
」

と
解
説
を
含
む
嘩
詞
ま
で
付
い
て
い
て
、
注
目
す
べ
き
歌
で
あ
る
。
戦
勝
の
宴

に
歌
う
無
礼
講
の
歌
で
、
酒
に
酔
っ
た
勢
い
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
第
一

段
が
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
か
き
 
 
 
 
し
ぎ
わ
な
は
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さ
や

 
 
 
9
 
宇
陀
の
 
高
城
に
 
浮
管
張
る
 
わ
が
待
つ
や
鴫
は
障
ら
ず

 
 
い
す
く
は
し
 
鯨
障
る
、

と
ワ
ナ
で
鴫
を
捕
る
猟
で
、
思
い
が
け
ず
鯨
（
大
物
の
比
喩
）
が
引
っ
掛
っ
た

こ
と
を
喜
び
、
第
二
段
で
、
そ
の
喜
び
を
、
妻
を
引
き
合
い
に
笑
い
合
う
の
で

あ
る
が
、
こ
の
部
分

 
 
 
ニ
な
み
 
 
な
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
ち
そ
 
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ

 
 
 
前
妻
が
肴
乞
は
さ
ば
 
立
孤
稜
の
 
実
の
無
げ
く
を
 
扱
き
し
ひ
ゑ
ね

 
 
う
は
な
り
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
ち
さ
か
き
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
こ
き
だ

 
 
後
妻
が
 
肴
乞
は
さ
ば
 
棉
実
の
巻
け
く
を
 
許
多
ひ
ゑ
ね

で
、
衿
は
「
実
の
誘
け
く
を
」
を
引
き
起
こ
す
枕
詞
的
序
詞
と
し
て
登
場
し
て

い
る
。
古
典
大
系
本
『
古
代
歌
謡
集
』
他
が
『
和
名
抄
』
の
「
棉
胱
難
」
と
あ

る
の
を
引
い
て
、
ツ
バ
キ
科
の
常
緑
低
木
の
ピ
サ
カ
キ
と
す
る
の
で
あ
る
が
、

C8）

、



そ
の
当
否
は
措
き
、
実
が
た
く
さ
ん
生
る
木
で
あ
る
事
は
確
か
で
あ
る
。
ま
た
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お
ほ
み
あ
へ

第
一
段
が
動
物
、
第
二
段
が
植
物
で
統
一
さ
れ
て
い
る
の
も
、
大
饗
の
内
容

と
関
係
が
あ
っ
た
。

 
然
し
、
こ
の
場
合
棉
の
実
の
よ
う
に
、
た
っ
ぷ
り
の
肴
を
と
比
喩
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
給
が
そ
の
ま
ま
食
用
に
供
さ
れ
て
い
た
の
で
は

無
い
よ
う
で
あ
る
。

ω
稲
3
4
（
霊
獣
費
匙
醗
）
八
三
（
伊
難
距
鄭
旛
）

 
稲
は
、
『
万
葉
集
』
で
は
、
稲
・
伊
祢
・
早
稲
他
の
形
で
四
十
四
首
（
『
万
葉

植
物
新
考
』
松
田
修
著
）
の
歌
の
中
に
出
る
の
で
あ
る
が
、
記
紀
歌
謡
に
は
イ

ネ
の
交
替
形
で
あ
る
イ
ナ
の
形
で
し
か
で
て
い
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
み

 
3
4
の
歌
は
、
先
に
全
歌
（
五
句
）
を
書
い
た
が
、
亡
く
な
っ
た
倭
平
角
を
御

は
か
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
は
 
 
 
も
と
ほ

陵
に
収
め
た
、
后
や
御
子
等
が
、
「
其
地
の
那
豆
三
田
に
葡
旬
ひ
廻
り
て
、

み
ね
な

実
か
し
つ
つ
歌
」
つ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
家
の
近
く
の
田
の
稲
茎
に
這
ひ
ま

つ
わ
っ
て
い
る
碑
葛
を
歌
う
こ
と
で
、
全
身
で
悲
し
み
を
現
し
て
い
る
后
や
御

子
等
を
喩
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
悲
し
み
の
表
現
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し

て
、
恋
の
民
謡
の
表
現
だ
と
す
る
説
が
（
『
古
代
歌
謡
全
注
釈
古
事
記
編
』
土

橋
寛
な
ど
）
あ
る
が
、
『
評
釈
』
に
（
尚
『
評
釈
』
は
こ
こ
で
言
う
3
4
歌
を
3
5

歌
と
し
て
い
る
。
）

 
 
 
〈
3
5
歌
〉
は
、
本
来
、
童
謡
で
あ
っ
た
ろ
う
と
も
云
わ
れ
、
ま
た
、
恋

 
 
の
民
謡
だ
っ
た
ろ
う
と
も
云
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
し
て
は
、
あ
ま
り

 
 
に
も
物
語
に
即
応
し
た
内
容
で
あ
る
。
勿
論
、
そ
の
前
文
は
歌
謡
に
よ
っ

 
 
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
論
外
と
し
て
、
歌
謡
の
「
這
ひ
煮
ろ
ふ
」

 
 
は
、
お
そ
ら
く
葬
儀
に
お
け
る
働
実
の
具
象
化
で
あ
っ
た
ろ
う
。
1
中
略

 
 
 
 
 
 
 
ニ
ん
け
い
 
い
も
 
 
 
 

と
こ
ろ
 

つ
る
 
 
は
ら
ま

 
 
一
す
な
わ
ち
根
茎
（
芋
）
の
あ
る
野
老
の
蔓
を
、
葡
飼
う
子
持
ち
の
妻
、

記
紀
歌
謡
に
歌
わ
れ
た
も
の
（
二
）
 
1
植
物
を
中
心
に
一
（
上
）

 
 
い
な
が
ら
 
 
 
 
 
な
き
が
ら

 
 
稲
幹
を
夫
の
亡
骸
、
涙
に
湿
れ
た
水
漬
し
の
場
を
、
ナ
ツ
キ
の
田
と
す
れ

 
 
ば
、
万
事
が
葬
儀
に
お
け
る
泣
き
そ
ぼ
つ
所
作
の
比
喩
化
で
、
こ
の
一
首

 
 
は
知
的
な
机
上
作
品
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
あ
る
の
に
心
ひ
か
れ
る
。

 
八
三
の
歌
は
、
父
を
殺
さ
れ
た
後
の
仁
賢
天
皇
と
顕
宗
天
皇
の
兄
弟
が
、
播

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
よ
の
く
め
べ
の
を
だ
て

磨
国
に
逃
げ
て
い
た
が
、
新
嘗
の
供
物
を
調
達
に
来
た
、
伊
予
来
目
部
小
楯
の

 
 
に
ひ
む
ろ
ほ
き

前
で
、
新
室
寿
を
し
・
更
に
身
分
を
明
ら
か
に
す
る
物
語
の
中
の
歌
で
、
「
稲
藷
」

が
「
川
」
の
枕
詞
で
あ
る
こ
と
は
諸
注
釈
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
い
 
な

の
原
義
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
っ
て
定
ま
ら
な
い
。
『
万
葉
集
』
で
は
、
「
…
伊
奈

う
 
 
し
 
ろ

宇
之
呂
川
に
向
き
立
ち
…
」
（
一
五
三
〇
）
と
あ
る
の
で
、
既
に
意
義
が
忘
れ

ら
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
「
稲
薦
」
は
、
稲
の
藁
で
作
っ
た
莚
で

万
葉
に
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
玉
枠
の
道
行
き
疲
れ
伊
奈
武
思
号
し
き
て
も
君
を
見
む
よ
し
も
が
も

 
 
（
二
六
四
三
）

 
 
の
よ
う
に
あ
っ
て
実
際
に
使
用
さ
れ
て
い
た
事
が
分
か
る
。

 
右
の
よ
う
に
、
稲
幹
・
雲
離
の
二
例
と
も
、
稲
作
り
を
主
と
し
た
農
耕
民
族

に
し
て
は
、
末
節
の
歌
わ
れ
方
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
記
紀
歌
謡
の
多
く
が

民
謡
・
民
衆
の
レ
ベ
ル
の
歌
で
な
い
場
で
歌
わ
れ
始
め
、
伝
承
さ
れ
て
い
た
事

と
深
く
関
係
し
て
い
る
と
思
う
が
、
そ
れ
は
後
に
又
述
べ
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
 
お
ほ
ね
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
む
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む

㈹
、
大
根
6
1
（
宇
知
斯
紅
舌
泥
）
6
3
（
宇
知
斯
意
富
泥
）
五
七
（
干
智
曾
於
朋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
泥
）
五
八
（
干
本
辞
於
朋
泥
）

 
こ
の
四
首
と
も
に
仁
徳
天
皇
が
、
山
城
の
実
家
に
帰
っ
た
石
之
口
細
皇
后
に

 
歌
い
掛
け
た
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
し
ろ
た
だ
む
き

 
6
1
五
八
…
木
鍬
持
ち
 
打
ち
し
大
根
 
黒
白
の
 
白
腕
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6
3
五
七
…
木
鍬
持
ち
 
打
ち
し
大
根
 
さ
わ
さ
わ
に
 
汝
が
言
へ
せ
こ
そ
…

の
よ
う
な
歌
い
方
を
さ
れ
て
い
る
が
、
6
1
と
五
八
、
6
3
と
五
八
は
歌
の
順
番
や

用
字
は
違
う
が
、
歌
詞
は
全
く
同
じ
で
、
記
紀
四
首
の
歌
の
出
所
が
同
じ
で
あ

る
事
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

 
大
根
は
、
先
程
の
稲
と
反
対
に
、
記
紀
に
見
え
て
、
『
万
葉
集
』
に
一
例
も

無
い
珍
し
い
例
で
あ
る
。
今
日
、
ダ
イ
コ
ン
と
言
う
の
は
、
お
ほ
ね
に
大
根
の

字
を
を
宛
て
、
そ
れ
を
音
読
み
し
た
の
で
あ
る
が
、
『
和
名
抄
』
に
「
墓
鯖
鵬
飾

儲職

｣獣

ｪ
正
白
賜
田
食
之
」
と
あ
っ
て
、
白
い
事
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
天
平

 
 
 
 
 

宝
字
二
年
珊
の
古
文
書
に

 
 
 
 
く

「
計
七
文
大
根
十
把
直
」
と
あ
る
か
ら
、
古
い
用
字
で
あ
っ
た
が
、
食
用
と
し

て
広
く
行
き
渡
っ
て
い
た
ら
し
く
、
こ
こ
で
見
る
よ
う
に
「
山
城
の
女
が
、
木

の
鍬
で
掘
り
起
こ
す
大
根
、
そ
の
大
根
の
白
い
よ
う
に
（
6
1
五
八
）
、
そ
の
大

根
の
葉
が
ザ
ワ
ザ
ワ
音
を
立
て
る
よ
う
に
（
6
3
五
七
）
」
と
本
旨
へ
転
換
す
る

材
料
と
し
て
歌
わ
れ
て
い
る
。
今
で
も
洗
い
た
て
の
大
根
の
白
さ
は
目
に
染
み

 
 
 
 
 
だ
い
こ
あ
ら
い

る
よ
う
で
、
「
大
根
洗
」
は
俳
句
の
季
語
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
白
さ
か

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
だ
む
き

ら
、
女
性
（
石
之
日
売
）
の
腕
 
（
ひ
じ
か
ら
手
首
ま
で
）
へ
歌
い
続
け
て
い

 
 
 
で

る
の
が
、
皇
后
の
嫉
妬
深
さ
に
悩
む
仁
徳
天
皇
で
あ
る
か
ら
、
い
っ
そ
う
聴
く

者
の
興
味
を
ひ
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
石
之
日
売
嫉
妬
物
語
中
の
歌
謡
に
、

穆
菜
や
大
根
が
、
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
歌
わ
れ
て
い
る
の
は
、
山
城
の
土
地

の
産
物
と
し
て
有
名
で
あ
り
、
広
く
食
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。

『
催
馬
楽
』
の
「
山
城
」
に

 
 
 
 
 
 
 
ニ
ま

 
 
 
山
城
の
 
狛
の
わ
た
り
の
 
瓜
つ
く
り
な
 
な
よ
や
 
ら
い
し
な
や

 
 
さ
い
し
な
や
瓜
つ
く
り
瓜
つ
く
り
は
れ

 
 
 
瓜
つ
く
り
我
を
欲
し
と
い
ふ
 
い
か
に
せ
む
な
な
よ
や
ら
い

 
 
し
な
や
 
さ
い
し
な
や
 
い
か
に
せ
む
 
い
か
に
せ
む
 
は
れ

 
 
 
い
か
に
せ
む
 
な
り
や
し
な
ま
し
 
瓜
た
つ
ま
で
に
 
や
 
ら
い
し
な

 
 
や
 
さ
い
し
な
や
 
瓜
た
つ
ま
 
瓜
た
つ
ま
で
に

と
、
瓜
を
作
る
人
が
歌
わ
れ
て
い
る
が
、
山
城
の
地
が
作
物
を
豊
か
に
産
す
る

地
の
一
つ
の
証
拠
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
つ
の

 
な
お
、
白
い
腕
を
歌
い
出
す
為
に
は
、
記
紀
歌
謡
に
も
う
一
つ
「
蟹
玉
の
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く

と
い
う
枕
詞
が
あ
り
、
後
に
検
討
す
る
が
、
『
万
葉
集
』
-
に
は
、
同
じ
拷
を
含

 
 
 
た
く
ぶ
す
ま
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
た
く
ひ
 
れ

ん
だ
「
詩
心
」
（
こ
う
ぞ
の
繊
維
で
織
っ
た
夜
具
）
、
「
拷
領
巾
の
」
が
白
に
か

か
る
枕
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
（
つ
づ
く
）
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