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万
葉
植
物
　
の
　
様
相

つ

水

井

寛

　
万
葉
集
は
自
［
然
の
中
に
埋
も
れ
て
み
る
一
も
つ
と
も
、
自
然
物
の

か
け
ら
さ
へ
も
含
ま
な
い
も
の
が
総
裁
数
の
二
十
％
内
外
を
占
め
て
み

る
の
で
あ
る
か
ら
、
丈
字
通
り
に
埋
も
れ
て
み
る
と
い
ふ
わ
け
で
も
な

い
け
れ
ど
、
と
に
か
く
八
十
％
ほ
ど
の
歌
が
何
ら
か
の
意
味
に
立
て
自

然
と
の
か
玉
は
り
を
持
っ
て
る
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
自
然
の
性
格

を
追
求
す
る
と
い
ふ
事
は
、
万
藥
の
本
質
に
迫
る
有
力
な
方
法
の
一
つ

で
あ
る
に
違
ひ
な
い
。

　
こ
の
小
論
で
は
、
そ
の
「
自
然
」
の
申
の
「
植
物
」
に
つ
い
て
そ
こ

．
ば
く
の
考
察
を
試
み
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
一
f
と
い
っ
て
も
、

そ
の
「
植
物
」
を
自
然
科
学
的
な
研
究
の
対
象
に
し
ょ
う
と
す
る
の
で

は
な
い
や
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
重
要
な
基
礎
的
研

究
で
は
あ
る
が
、
こ
」
に
立
て
問
題
と
し
ょ
う
と
ず
る
の
は
、
万
葉
の

中
に
生
き
て
み
る
表
現
と
し
て
の
植
物
一
文
学
の
外
に
於
て
眺
め
ら

れ
た
も
の
で
は
な
く
、
塵
事
の
内
側
に
於
て
把
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

も
の
と
し
て
．
の
植
物
1
い
は
ば
、
　
「
植
物
」
の
万
藁
的
な
丈
長
性
と

で
も
い
ふ
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
然
物
と
し
て
の
植
物
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
単
な
る
自
然
物
と
し
て
止
っ
て
み
る
限
り
’
、
面
食
の
中
の
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
へ

る
事
は
で
き
な
い
、
文
…
学
の
申
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
濃
淡
粗
密
　

の
程
度
の
差
は
あ
っ
て
も
、
と
も
か
く
作
者
の
心
霊
に
か
玉
は
り
あ
る

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
だ
が
っ
て
、
万
葉
の
申
に
あ
る
亀
の
と

し
て
の
「
植
物
」
は
、
曲
馬
の
外
側
に
冷
然
と
存
在
す
る
も
の
で
は
な

く
、
表
現
と
同
時
・
に
一
・
或
は
．
も
つ
’
と
山
止
紬
惟
に
い
へ
げ
略
、
表
現
以
一
下
に

既
に
万
葉
人
の
心
情
の
世
界
に
於
て
、
実
は
「
自
然
」
で
な
い
あ
る
窓

の
l
l
・
韮
観
…
の
浸
透
を
受
け
た
あ
る
も
の
と
七
て
、
と
も
か
く
内
面
化

さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
』
に
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の

は
、
そ
の
や
う
な
」
意
味
に
於
け
る
白
了
然
－
我
と
の
関
係
に
於
て
把
へ

ら
れ
た
植
物
で
あ
る
。

　
さ
て
万
葉
集
に
於
て
植
物
歌
と
称
す
べ
き
も
の
は
、
ど
れ
ほ
ど
あ
る

だ
ら
う
か
。
植
物
歌
と
い
ふ
か
ら
に
は
、
木
、
草
、
花
、
葉
面
の
如
く

一
般
的
或
は
部
分
的
名
称
を
含
む
も
の
を
も
含
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い

が
、
こ
㌧
で
は
し
ば
ら
．
く
か
う
い
ふ
も
の
を
除
い
て
、
そ
れ
と
植
物
の

品
種
を
示
す
も
の
だ
け
を
と
り
あ
げ
る
事
に
す
る
。
こ
れ
を
、
藁
薦
、

森
本
両
氏
の
「
作
者
別
年
代
順
万
葉
集
」
の
区
分
法
に
よ
っ
て
表
示
す

る
と
次
の
通
り
に
な
る
。

§
九



（
表
一
）

植’

枕
草

期
及
び
巻

20 一

239

作
者
分
募252

三
三
四428 期

62

85

圭
茜

81 土

65 圭

作
者
不
明
の
巻

69 七

237 十

25 宍

1563 計

融
ω

註
②

右
の
歌
数
の
中
に
は
「
あ
か
ね
」
及
び
「
つ
る
ぽ
み
」
は
羽
州
れ
て

る
な
い
。
両
者
と
も
色
の
名
を
示
し
て
み
る
に
過
ぎ
な
い
と
見
る
か

ら
で
あ
る
。

右
の
歌
謡
に
は
重
出
歌
－
作
者
に
つ
い
て
異
説
の
あ
る
も
の
、
或

は
一
首
の
中
に
二
種
以
上
の
縮
…
物
が
詠
み
こ
ま
れ
て
み
る
も
の
等

一
が
含
ま
れ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
の
歌
数
は
こ
れ
よ
り

少
い
の
で
あ
る
。

・
右
の
植
物
歌
の
中
に
ど
れ
ほ
ど
の
植
物
の
種
類
が
あ
る
か
、
力
量
集

古
義
の
晶
物
解
に
よ
れ
ば
、
草
類
凡
八
十
六
種
、
竹
類
凡
四
種
、
比
類

凡
六
十
六
種
で
計
凡
百
五
十
六
種
に
な
る
。
最
近
ま
で
の
研
，
究
に
よ
っ

て
、
こ
れ
を
整
理
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
種
類
は
今
少
し
減
す
る
か
電
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
　
　
へ
　
　
で
　
　
へ

れ
な
い
、
し
か
し
、
植
物
の
歌
の
中
に
於
け
み
は
た
ら
き
と
い
．
ふ
事
を

考
察
の
対
獄
に
す
る
・
場
合
に
は
、
歌
の
申
に
，
於
け
る
呼
称
の
ま
」
に
分

類
す
る
方
が
不
都
合
を
生
ず
る
場
合
が
少
い
や
う
で
あ
る
。
た
と
へ
ば

「
も
も
よ
ぐ
さ
」
は
・
、
　
「
つ
き
く
さ
」
或
は
「
よ
も
ぎ
」
の
い
つ
れ
か
・

と
祠
一
種
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
七
、

四
〇

①
父
母
が
殿
の
後
の
百
代
草
菖
代
い
で
ま
せ
我
が
来
た
る
ま
で
（
四

　
三
二
六
）

に
於
け
る
「
も
も
よ
ぐ
さ
」
は
、
「
も
も
よ
」
と
い
ふ
岡
晋
を
導
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ち
　
　
で
　
　
へ

毘
す
と
こ
ろ
に
書
下
想
物
と
し
て
の
そ
の
唯
一
の
は
た
ら
き
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
つ
き
く
さ
」
や
「
よ
も
ぎ
」
と
い
ふ
名
称
の
よ

く
…
堪
へ
る
と
こ
ろ
で
は
晶
な
一
い
σ
こ
の
由
畢
は
、
な
ほ
他
の
場
合
に
も
い
へ

る
事
で
あ
っ
て
、
名
に
よ
っ
て
そ
の
は
た
ら
窒
を
異
に
す
る
と
い
ふ

事
、
又
古
代
人
が
我
々
以
上
に
も
め
の
名
に
執
し
て
み
た
事
な
ど
を
考

へ
る
な
ら
ば
、
た
と
へ
植
物
…
遅
引
に
は
同
一
種
で
あ
ら
う
と
も
、
丈
挙

的
に
は
異
種
類
の
も
の
と
し
て
取
扱
ふ
事
も
許
さ
れ
は
し
な
い
か
。
こ

の
や
う
に
、
主
と
し
て
そ
の
名
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
に
、
百
六
十

七
種
ほ
ど
に
な
る
。
こ
れ
を
次
に
表
示
す
る
。

（
表
二
）

一
三

＋三

痺
{
一
丁
三
よ
＋

名
称
に
よ
る
繍
類
　
1
3
　
8
2
　
6
8
　
8
7
・
3
4
4
8
4
0
　
2
8
4
1
5
1
2
3
　
6
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
右
の
表
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
や
う
に
、
時
代
の
下
る
に
つ
れ
て

植
物
の
種
類
の
比
率
は
減
少
し
て
み
る
が
、
こ
れ
蚤
取
り
上
げ
ち
れ
る



植
物
に
偏
向
の
生
じ
た
事
を
示
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
後

期
的
な
特
色
を
著
し
く
帯
び
て
み
る
「
あ
や
め
ぐ
さ
」
、
「
う
の
は
な
」
、

「
う
め
」
、
「
さ
く
ち
」
、
「
・
た
ち
ば
な
」
、
「
な
で
し
こ
」
、
「
は
ぎ
」

「
ふ
ち
」
、
「
や
な
ぎ
」
、
「
や
ま
ぶ
き
」
等
十
種
を
選
ん
で
統
計
を
と

っ
て
み
る
と
、
吹
の
通
り
前
表
を
裏
書
す
る
や
う
な
結
果
を
示
す
の
で

あ
る
α

（
表
三
）

る植

燈ｨ
尠
�
ﾉ
対
す

後
期
的
植
物
数

．期

y
び
巷0 0
一

10％ 25
者
分

4】％ 104

二一

ﾇ

作
盟
’
期4S％ 雲0垂 四

10％ 6 並

9％ 8 西

4％ 3

3％ 2

土一

y

作
者
不
明
の
巻

7％ 5 七

65％ 155 十

コ2％ 3 柔

33％ 515 計

・
右
に
あ
げ
た
植
物
の
う
ち
で
「
あ
や
め
ぐ
さ
」
、
「
う
め
」
、
「
た
ち

ば
な
」
、
「
は
ぎ
」
、
「
や
な
ぎ
」
等
の
歌
の
中
に
は
、
　
「
あ
そ
び
」
と

い
ふ
語
を
偉
な
っ
て
み
る
も
の
の
あ
る
事
が
注
意
さ
れ
る
。
と
の
語
は

と
り
も
な
ほ
さ
ず
、
こ
れ
ら
の
植
物
の
置
か
れ
て
み
た
場
を
指
し
示
し

て
み
る
も
の
と
い
へ
よ
う
。
但
し
こ
れ
ら
の
電
の
が
常
に
「
み
や
び
た

る
花
」
（
八
五
二
）
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
，
お
の
お
の
の
期
に
よ

る
、
或
は
雀
に
よ
る
場
の
相
違
の
あ
る
事
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
た
と

へ
ば
第
・
四
期
の

②
級
離
る
越
の
君
ら
と
漸
く
し
こ
そ
当
無
き
楽
し
く
遊
ば
め
（
四
〇
．

　
七
一
）

　
に
於
け
る
「
や
な
ぎ
」
は
’
「
あ
そ
び
」
の
中
に
あ
る
も
の
で
あ
る
が

雀
＋
四
め

　
⑧
を
山
田
の
池
の
堤
に
刺
す
楊
成
り
も
成
ら
ず
も
汝
と
二
入
は
も

　
　
（
三
四
九
二
）

　
に
於
．
て
は
、
生
活
の
泥
に
、
ま
み
れ
た
「
や
な
ぎ
し
で
あ
る
。

　
次
に
覗
点
を
転
じ
て
、
風
流
物
で
な
い
自
然
物
、
生
活
の
申
に
あ
る

　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

も
の
と
’
し
て
の
植
物
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
。
但
し
、
一
こ
㌻
に
生
活
と

い
ふ
の
は
、
「
あ
そ
び
」
で
な
い
生
活
、
風
流
の
外
に
あ
る
生
活
を
指
す

の
で
あ
っ
て
ト
生
産
業
丁
丁
に
関
す
る
も
の
は
も
と
よ
ウ
の
事
、
衣
食

佳
や
土
俗
学
的
習
俗
に
関
す
る
も
の
ま
で
を
含
め
た
広
い
意
味
の
生
活
．

　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

の
意
で
あ
る
。
そ
し
て
、
響
生
活
物
で
あ
る
か
否
か
．
は
、
生
活
に
関
虚
し

て
る
る
と
い
ふ
事
を
そ
れ
と
示
す
語
が
あ
る
か
、
な
い
か
に
よ
．
つ
て
決

定
す
る
．
帥
ち
、

④
鴨
頭
草
に
衣
ぞ
染
む
る
君
が
た
め
ま
だ
ら
の
衣
摺
ら
む
と
念
ぴ
て

　
（
一
二
五
五
）

の
「
つ
き
く
さ
」
は
染
色
に
用
ひ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
生
活
物
と

四
一



す
る
が
、

⑤
朝
露
に
嘆
き
す
さ
び
だ
る
鴨
頭
草
の
日
た
く
る
な
べ
に
消
ぬ
べ
く

　
念
ほ
ゆ
（
ニ
ニ
八
一
）

の
「
つ
き
く
さ
」
は
と
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
衷
四
）

期
　
及
　
び
　
巻

■
生
活
物
と
し
て
の

植
物
歌
数

・
植
物
歌
島
に
対
す

る
％
「

■
作
者
分
明
の
期

二
三
三
四

IV

71

，50

56

　
作

圭
西
三
’
主

計

21

R6

．o，6

26

26

14

11

蚕。％

30％

2v％

1：；％

：・：4％

41　％

44％

40％
：’：f　％

6％

5Y・，％

23％　1　：・；58

　
こ
の
表
は
へ
生
活
の
場
に
あ
っ
た
植
物
が
、
そ
の
生
活
色
を
佛
ぴ
落

し
て
、
自
然
物
ま
し
て
の
純
粋
さ
を
次
第
に
あ
ら
は
に
し
允
過
程
を
、

或
は
生
活
に
深
《
つ
な
が
る
も
の
が
姿
を
没
し
、
．
風
流
韻
事
の
み
や
び

　
　
　
　
　
　
ノ

た
る
対
象
と
な
っ
た
、
の
が
新
た
に
登
場
し
て
来
禿
嘉
惰
を
物
語
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヒ

み
る
の
で
あ
る
。
表
二
、
表
三
に
顧
て
も
さ
う
で
あ
っ
海
や
う
に
、
こ

の
表
に
於
て
も
、
巻
十
が
他
の
嫡
々
と
鋭
く
対
立
し
、
第
三
期
、
第
四

期
と
喰
違
の
性
格
…
を
、
或
は
そ
れ
以
上
に
新
し
い
傾
向
を
示
し
て
み
る

宴
も
注
目
す
べ
登
で
あ
る
。
な
ほ
、
同
じ
く
生
活
物
と
し
て
取
り
上
げ

・
て
．
は
居
て
も
、
家
．
の
二
首
の
申
に
於
け
る
「
た
ま
も
」
は
、
作
者
と
の

四
二

衡
係
に
於
て
考
へ
ら
れ
た
場
合
に
は
性
質
を
異
に
す
る
と
い
は
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

⑥
…
常
陸
な
る
浪
…
逆
の
海
の
玉
蕩
｝
こ
そ
引
け
ば
絶
え
ず
れ
あ
ど
か
・
絶
え

　
せ
む
（
三
，
三
九
七
）

ω
玉
藻
苅
る
海
未
通
女
ど
も
見
に
行
か
む
船
揖
魁
が
も
浪
高
く
と
も

　
（
九
三
六
）

　
即
ち
、
⑥
の
「
た
ま
も
」
は
、
み
つ
か
ら
の
生
活
の
内
側
に
あ
る
窓

の
で
あ
．
り
、
G
り
に
於
て
は
、
傍
観
者
と
し
て
の
作
饗
が
O
外
側
属
目
あ
る

「
た
ま
も
」
で
あ
る
一
と
い
ふ
よ
P
、
む
し
ろ
、
作
女
に
と
っ
て
は

「
玉
藻
苅
る
海
未
通
女
」
電
休
が
眺
め
ら
れ
る
一
景
物
に
な
り
き
っ
て

み
る
。
だ
か
ら
、
表
罫
の
数
字
は
、
実
は
、
作
者
の
生
活
に
ち
か
に
密

着
し
て
み
る
生
活
物
と
し
て
の
植
物
の
数
を
示
し
て
み
る
の
で
は
な

く
、
作
者
と
の
閣
係
を
一
応
断
ち
鷺
っ
て
、
と
も
か
く
生
活
に
関
陣
し

た
も
の
と
し
て
把
へ
ら
れ
た
植
物
の
数
を
示
し
て
み
る
に
過
ぎ
糾
い
。

も
し
、
ヤ
P
れ
を
嚴
一
密
に
作
者
と
の
畑
関
係
に
於
て
考
へ
る
と
す
る
な
ら

ば
、
各
期
各
巷
想
瓦
の
聞
の
も
っ
と
微
妙
な
関
蓬
を
杷
へ
み
事
が
臨
来

る
で
あ
ら
う
が
、
大
勢
を
眺
め
る
「
拒
め
に
は
右
の
表
で
も
さ
話
語
．
の
不

都
合
を
生
・
ず
る
事
は
あ
み
ま
い
と
思
ふ
。

　
さ
て
み
こ
れ
ま
で
は
、
表
．
現
ど
い
ふ
事
と
は
か
』
は
り
な
く
歌
の
周



辺
を
撫
で
廻
し
て
来
艶
の
で
あ
る
が
、
次
に
、
歌
の
中
に
於
け
る
植
物

の
は
た
ら
き
と
い
ふ
面
か
ら
眺
め
て
み
る
事
に
す
る
。

　
一
体
、
植
物
ぱ
ま
つ
ど
め
や
う
な
も
の
と
し
て
歌
の
中
に
取
り
上
げ

ら
れ
児
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
万
藁
筆
に
先
行
す
る
記
紀
歌
謡
に
つ
い

て
、
瞥
見
す
る
に
、
そ
の
中
に
植
物
の
名
の
詠
み
こ
ま
れ
て
み
る
悉
の

約
九
八
首
、
こ
の
植
物
歌
中
、
植
物
が
讐
喩
物
と
し
て
用
ひ
ら
れ
て
る

る
も
の
約
五
三
首
、
植
物
歌
数
に
対
し
て
約
五
四
％
の
比
率
を
占
め
て

圧
倒
的
に
多
い
。
次
紀
野
情
の
場
浅
に
あ
っ
て
野
人
的
表
現
を
助
け
る
も

の
乏
し
て
の
野
惰
物
が
十
数
、
バ
ー
。
セ
ン
ト
を
占
め
て
こ
れ
に
つ
ぎ
、
音

定
心
物
の
如
き
に
至
っ
て
は
僅
か
に
四
首
ほ
ど
し
か
な
く
、
他
は
序
叉

匠
讐
適
中
に
於
け
る
一
景
物
置
は
単
に
修
飾
物
と
し
て
用
ひ
ら
れ
た
も

の
を
含
ん
で
み
る
の
で
あ
る
。
な
ほ
、
愛
賞
の
惰
の
現
れ
て
み
る
も
の

も
・
あ
る
が
、
無
毒
自
体
を
主
題
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
讐
並
倉
は
野

壷
中
に
副
次
的
な
存
在
と
し
て
現
れ
て
ゐ
．
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
は

万
葉
集
に
於
て
は
、
ど
の
や
う
な
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
る
る

か
、
ま
つ
鷺
跡
立
物
に
つ
い
て
表
示
す
れ
ば
次
の
如
く
な
る
。

（
表
五
）

る植

％物
　歌
　数
　に
　対
　す

20r　％

27％

23％

払
47％

48％

52％

51％

55％

ユ5％

塑
29％

壁

喩1

’物

歌：

，数

　r）

65

57

99

29

4玉

41

32

3g

35

451

　
こ
瓦
に
壁
勘
喩
物
と
い
ふ
の
・
は
、
普
通
め
全
面
朗
な
一
町
喩
形
式
の
馬

の
、
或
は
部
分
的
な
心
匠
形
式
の
も
の
は
も
と
よ
り
、
枇
詞
叉
は
序
詞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
ヘ
　
へ

形
式
の
中
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
植
物
が
直
接
．
に
讐
喩
と
し
て
用
ぴ
ら
れ

て
る
る
も
の
．
を
指
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
　
「
直
接
に
」
と
い
ふ
意
昧
は

た
と
へ
ば
、

⑧
藤
浪
の
斥
け
る
春
野
に
蔓
ふ
葛
の
下
よ
し
恋
ひ
ば
久
し
く
も
あ
ら

　
む
（
一
八
九
九
）

　
に
於
て
、
主
意
の
「
下
よ
」
・
を
導
き
出
す
も
の
は
「
葛
」
で
あ
っ
て

「
藤
」
は
臨
讐
喩
定
め
序
詞
申
の
も
の
で
は
あ
っ
て
も
直
接
に
主
・
文
の
意

に
か
玉
は
る
と
こ
ろ
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
「
藤
」
は
磐
並
物
と
し
て

は
と
ら
ず
、
　
「
葛
」
だ
け
を
取
り
上
げ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

　
記
紀
歌
謡
中
め
讐
痛
物
の
比
率
が
五
四
％
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
勲

爵
の
比
率
が
二
九
％
に
過
ぎ
な
い
と
い
寿
宴
が
ま
つ
注
意
さ
れ
な
け
れ

ぼ
な
ら
な
い
。
乙
の
築
均
比
率
は
、
作
者
分
明
の
期
に
大
き
く
影
響
さ

れ
て
る
る
事
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
作
者
不
明
の
巻
は

上
代
的
特
色
を
示
し
て
み
る
。
但
し
、
各
巷
の
比
率
が
そ
の
ま
』
時
代

の
新
古
を
指
示
し
て
み
る
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
た
と
へ
ば
、
巻
七
の

五
五
％
と
い
ふ
記
紀
歌
謡
を
も
越
え
る
比
率
は
、
巻
中
に
一
〇
八
首
を

含
む
磐
喩
歌
の
部
立
が
あ
る
と
い
ふ
特
殊
事
情
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、

最
も
古
M
巻
で
あ
る
と
い
ふ
事
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

四
三



巻
十
の
十
五
％
は
．
何
と
t
て
も
後
代
的
の
特
色
を
示
し
て
み
る
と
い

は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

．
時
代
の
下
降
す
る
に
つ
れ
て
、
植
物
は
そ
．
の
生
活
色
を
佛
上
し
て
い

っ
た
や
う
に
、
そ
れ
は
讐
喩
性
か
ら
も
解
放
さ
れ
て
、
自
然
物
と
し
て

の
独
立
性
と
清
純
性
と
を
獲
得
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
但
し
、
こ
れ

も
、
す
べ
て
の
も
の
が
さ
う
で
あ
っ
た
と
い
ふ
の
で
は
な
く
、
次
に
あ

け
る
や
う
な
二
十
数
種
の
も
の
は
、
磐
喩
物
と
し
て
の
み
用
ひ
ら
れ

て
、
そ
れ
以
上
の
発
展
を
示
す
事
な
t
に
絡
つ
た
竜
の
で
あ
る
。

㊦
い
は
み
づ
ら
（
2
）
㊤
い
は
つ
な
（
2
）
⑬
う
け
ら
（
4
）
④
お

ほ
る
ぐ
さ
（
2
）
0
か
へ
（
1
）
⑲
こ
の
て
が
し
は
（
2
）
④
か
ら

あ
み
（
4
）
⑱
く
そ
か
づ
ら
（
1
）
⑳
く
れ
な
み
（
4
）
㊥
だ
ま
か

づ
ら
（
0
1
）
◎
な
ゆ
た
け
（
2
）
⑳
た
は
み
づ
ら
（
1
）
　
⑰
つ
た

（
5
■
）
0
つ
づ
ら
（
2
）
⑱
つ
ら
は
り
（
工
）
⑦
と
こ
ろ
づ
ら
（
2
）

●
に
ぎ
め
（
エ
）
④
わ
か
め
（
1
）
②
ぬ
な
は
（
エ
）
＠
れ
つ
こ
ぐ

さ
（
工
）
㊤
は
ま
ゆ
ふ
（
1
）
◎
ま
め
（
1
）
⑲
む
ぐ
ら
・
（
4
）
④

や
ま
た
つ
（
2
）
②
ゆ
つ
る
は
へ
一
）

　
（
駐
）
：
：
：
（
　
）
の
巾
は
歌
数
を
示
す

　
な
ほ
、
醤
喩
と
し
て
の
み
用
ひ
ら
れ
て
る
る
の
で
な
い
か
ら
こ
玉
に

あ
げ
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
　
「
ぬ
ば
た
ま
」
の
如
き
に
至
っ
て
は
、
晶
築

申
の
用
例
七
九
の
こ
と
ご
と
く
が
全
く
固
定
化
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で

四
四

あ
り
（
自
然
物
と
し
て
は
枯
死
し
て
み
る
と
も
い
へ
よ
う
。

　
次
に
書
連
想
物
と
し
て
の
側
か
ら
眺
め
て
み
よ
う
。
音
連
想
物
と
い

ふ
の
は
、
そ
の
植
物
の
名
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
は
意
味
上
の
何
等
の
か

玉
は
ゆ
の
な
い
他
の
も
の
が
蓮
想
さ
れ
て
る
る
場
合
、
或
は
稀
に
も
の

の
名
の
喬
の
中
に
、
幽
思
・
留
筆
無
｛
関
係
な
植
物
」
が
蓮
想
さ
れ
て
る
る
場
合

に
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
の
も
の
は
、
同
晋
反
復
式
叉
は
懸
詞
式
の
枇
詞

或
は
序
詞
の
形
を
と
っ
て
多
く
現
れ
る
。

　
　
　
　
　
も
　
　
へ
　
　
リ
ド
　
ヤ
　
　
へ
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ツ

⑨
路
の
辺
の
い
ち
し
の
花
の
い
ち
じ
ろ
く
人
皆
知
り
ぬ
我
が
恋
妻
は

　
（
二
四
八
O
）

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ち
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

10

癆
w
子
は
い
つ
く
行
く
ら
む
奥
つ
藻
の
名
張
の
山
を
今
日
か
越
ゆ

（　
ら
む
（
四
三
）

　
次
の
例
に
凡
て
は
、
「
’
あ
ふ
ち
」
の
『
，
あ
ふ
」
が
「
逢
寿
」
に
蓮
想

さ
れ
て
、
　
「
吾
妹
子
に
」
と
い
ふ
懸
詞
式
の
枕
詞
を
俘
な
っ
て
み
る
の

で
あ
る
。
．

　
　
カ
　
　
つ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
カ
　
　
ヤ

∬
吾
妹
子
に
あ
ふ
ち
の
花
は
散
り
過
ぎ
ず
今
喰
け
る
如
在
り
こ
せ
ぬ

（　
か
も
（
一
九
七
三
）

弐
の
二
例
に
於
て
は
、
地
名
の
申
に
同
習
の
植
物
が
意
識
さ
れ
て
ゐ



る
の
で
あ
る
．

　12
c
・
一
・
御
食
向
ふ
き
（
葱
．
）

（　
．
（
一
九
山
ハ
）

の
へ
の
宮
を
常
宮
と
定
め
給
び
て
…
…

ラー3

c
…
御
食
向
ふ
あ
は
（
粟
）
ち
の
島
に
直
向
ふ
敏
馬
の
浦
の
…
…

（
（
九
四
六
）

枕
詞
及
び
序
詞
関
係
以
外
の
も
の
に
は
次
の
や
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
ロ

ー4

烽
ﾝ
ち
葉
の
に
ほ
ぴ
は
繁
し
然
れ
ど
も
妻
な
し
の
木
を
手
折
り
か

（　
ざ
さ
む
（
二
一
八
八
）

ヘ
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
む

15

ｫ
柄
の
箱
根
の
山
に
あ
は
ま
き
て
実
と
は
な
れ
る
を
あ
は
な
く
も

く
　

　
あ
や
し
（
三
三
六
四
）

　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　

田
押
し
て
い
な
と
い
ね
は
っ
か
ね
ど
波
の
穗
の
い
た
ぶ
ら
し
も
よ
昨

（　
夜
ぴ
と
り
ね
て
（
三
五
五
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ラー4

ﾍ
懸
詞
式
、
1
5
は
同
書
異
語
反
復
式
、
1
6
ぱ
頭
韻
反
復
式
に
な
つ

く
　
　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

て
る
る
・
な
ほ
粉
の
「
あ
や
と
の
「
あ
」
は
頭
韻
反
復
に
な

　
　
　
　
　
　
　
（

　
る
。

　
大
休
、
右
に
あ
げ
掩
や
う
な
も
め
を
昔
蓮
想
の
例
と
み
て
、
集
訂
す

る
と
次
の
通
り
に
な
る
。

（
表
六
）

期
　
及
　
び
．
巻

曹
蓮
想
物
補
数

植
物
歌
数
に
対
す

る
％

2

58

Q3

R9

@
1
5
2
0
　
1
7
　
1
9
4
1
3

賜
學
賜
％
賜
脇
塀
㍑
彫
賜

6
蹴

24％

葛％

第
二
期
の
二
四
％
と
い
ふ
比
牽
が
作
者
不
明
の
巻
の
そ
れ
と
甚
だ
相
似

て
み
る
と
い
ふ
事
に
ま
つ
注
意
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
期
の
中
に
は

入
麿
歌
集
中
の
も
の
が
九
穴
首
も
含
ま
れ
て
み
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
集
の
傾
向
に
よ
っ
て
影
響
さ
れ
て
る
る
と
い
ふ
」
事
も
考
へ
ら
れ
ね
昌
ば

な
ら
ぬ
。
と
エ
う
み
に
習
連
想
物
と
讐
零
物
と
を
別
に
取
り
擁
し
て
計

算
し
て
み
る
と
衣
の
や
う
な
結
果
に
な
る
。

（
表
七
）

・合
第右 入

を
麿

蚤除

セ、
歌

計
期た 集

吾
蓬

58 28 30 想
物

百

24％ 19％ 31％二
陣

書

65 37 28 喩
物

27％ 25％

1
募
2
9
％
声

植
物

239 143 96 歌

四
孟



　
こ
の
表
の
示
す
通
り
に
、
人
面
歌
集
は
、
昔
連
想
物
の
比
率
の
方
が

讐
尋
物
の
比
率
よ
り
も
高
い
と
い
ふ
．
、
他
の
期
に
も
巻
に
も
絶
え
て
み

る
事
の
出
来
な
い
大
き
な
特
色
を
も
つ
て
み
る
。
前
述
せ
る
如
《
、
記

紀
歌
一
謡
に
於
て
は
、
職
讐
動
物
の
比
率
が
圧
倒
的
で
、
督
曲
想
物
の
如
き

は
四
％
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
万
葉
集
に
於
て
は
一
三
％
、
磐
喩

物
二
九
％
の
な
か
ば
近
く
に
上
昇
し
て
み
る
。
万
葉
に
入
っ
て
か
ら
、

植
物
が
晋
連
想
物
と
し
て
も
使
用
さ
れ
は
じ
め
、
そ
れ
が
や
が
て
絶
頂

に
蓬
し
た
時
を
考
へ
る
事
が
出
来
る
が
、
人
麿
歌
集
は
そ
の
頂
点
に
あ

っ
た
も
の
の
一
つ
で
は
な
か
ら
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
傾
向
の
下
降
は

す
で
に
第
二
期
に
は
じ
ま
り
、
第
三
期
第
四
期
に
至
っ
て
一
麿
後
退
す

る
。
巻
十
に
於
て
は
、
讐
喩
物
の
一
五
％
に
対
し
て
そ
の
三
分
の
｝
の

五
％
と
な
っ
て
更
に
蓑
．
事
忌
て
る
る
。
次
に
書
連
想
物
と
し
て
の
み
用

ぴ
ら
れ
て
る
る
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
●
い
ち
し
（
1
）
⑳
い
っ
し
ば
（
3
＞
⑲
う
き
く
さ
（
1
）
⑳
お
も

　
ぴ
ぐ
さ
（
1
）
●
か
つ
の
き
（
1
）
㊧
き
み
（
1
）
0
し
り
く
さ

　
（
工
）
⑱
し
き
み
（
1
）
O
ち
ち
の
み
（
2
）
⑧
つ
ぬ
（
6
）
0
は

　
な
か
つ
み
（
1
）
O
も
も
よ
ぐ
さ
（
1
）
⑤
わ
す
れ
ぐ
さ
（
5
）

　
以
上
、
湯
宿
物
と
音
連
想
物
と
に
用
ひ
ら
れ
た
植
物
に
つ
い
て
一
瞥

し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
や
う
な
用
ひ
ら
れ
方
に
於
て
は
、
植
物
は
・
未

だ
野
情
の
媒
材
と
し
て
の
従
属
的
地
位
を
脱
し
て
居
ら
ず
、
そ
れ
自
体

が
仔
惰
の
直
接
の
対
象
と
な
る
や
う
な
事
は
な
い
。
蒋
に
音
連
想
物
と

、
四
六

し
て
用
ひ
ら
れ
て
る
る
場
合
に
於
て
は
、
植
物
の
自
然
物
と
し
て
の
萎

態
は
全
く
問
題
と
は
な
っ
て
居
ず
、
專
ら
そ
の
書
の
も
つ
連
想
性
が
歌

に
取
り
入
れ
ら
れ
る
契
機
と
な
っ
て
み
る
に
過
ぎ
ぬ
。
立
葉
物
に
し
て

も
、
慰
の
植
物
が
何
等
か
の
入
間
的
な
も
の
を
豊
門
的
に
象
徴
し
て
み

る
と
い
ふ
や
う
な
も
の
で
は
な
く
、
感
覚
的
な
そ
の
一
属
性
に
媒
介
さ

れ
て
歌
の
申
の
も
の
と
な
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
へ
ば
、

　茸
入
間
道
の
大
家
が
原
の
伊
波
為
都
良
引
が
ば
ぬ
る
ぬ
る
吾
に
な
維

（　
え
そ
ね
（
三
三
七
八
）

　
に
於
け
る
「
ぬ
る
ぬ
る
」
は
、
　
「
引
く
」
と
い
ふ
行
為
を
と
ほ
し
て

と
ら
へ
ら
れ
た
『
伊
波
為
都
良
し
の
一
感
覚
に
過
ぎ
・
ず
、
し
か
亀
「
伊

波
臥
龍
良
」
の
全
存
在
は
一
に
こ
れ
に
依
存
し
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ

の
讐
喩
物
を
た
よ
り
に
作
者
の
生
活
の
場
を
設
定
し
、
東
国
的
な
景
観

を
構
へ
る
事
は
出
来
な
く
は
な
い
が
、
作
者
の
本
意
は
そ
れ
に
は
な

く
、
．
「
ぬ
る
ぬ
る
」
な
る
触
感
に
焦
点
は
あ
る
の
で
あ
る
。
．
こ
の
や
う

に
讐
喩
物
と
難
も
、
部
分
的
な
そ
の
一
属
性
に
よ
っ
て
野
情
面
に
接
触

し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
更
に
い
へ
ば
、
　
「
」
伊
波
為
都
良
」
に
よ
っ
て

「
ぬ
る
ぬ
る
」
な
る
野
惰
語
が
導
き
爾
さ
れ
る
と
い
ふ
慕
は
、
矢
張
り

一
種
の
音
連
想
だ
と
い
へ
な
い
事
は
な
い
。
勿
論
、
讐
喩
よ
り
主
意
へ

の
う
つ
り
に
意
味
の
曲
折
が
な
い
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
、
普
通
の
書
連
想



と
の
相
違
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
う
つ
り
を
可
能
な
ら
し
め
る
基
盤

と
な
る
も
の
は
晋
連
想
に
外
な
ら
な
い
。
乙
の
や
う
に
、
讐
四
物
が
そ

の
根
底
に
讐
楡
性
と
同
時
に
音
連
想
性
を
も
持
っ
て
る
る
と
い
ふ
と
こ

ろ
に
、
磐
喩
物
と
昔
連
想
物
と
の
関
係
を
曙
示
す
る
も
の
が
あ
る
が
、

こ
の
事
は
な
ほ
別
の
…
機
会
に
考
へ
た
い
。

　
さ
て
、
前
蓮
の
や
う
な
媒
材
と
し
て
の
磐
喩
物
或
は
音
蓮
想
物
は
、

．
そ
れ
自
体
が
目
的
で
は
な
く
、
そ
れ
以
外
の
も
の
の
表
現
の
た
め
の
媒

介
物
と
し
て
の
意
・
味
を
も
つ
も
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が

叙
景
或
は
愛
賞
の
対
象
と
し
て
表
現
の
焦
点
に
座
を
占
め
る
た
め
に

は
、
音
連
想
，
の
如
き
聴
覚
性
を
越
え
て
、
覗
覚
の
世
界
の
も
の
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
次
に
視
覚
的
対
象
と
し
て
の
叙
景
物
及
び
愛
賞

物
に
つ
い
て
の
表
を
掲
げ
て
み
よ
う
。

（
二
八
）叙

景
童
歌
数
0
5
1
9
1
2
0
0
0
0
2
3
4
0
物

る植

燈ｨ
@歌煤

@
κ
　
対
　
す

0

2％

8％

，％

o

0

0

0
一　3％

1
4
％
一
　
〇

5％

（
表
九
）

明
の
期謎

　
ヤ
　
言
τ
圭
七

（
表
十
）

講
歌
整
対
す
。
賜
賜
㍑
。
。
。
。
賜
鰯

19％

　
「
表
八
」
の
叙
景
物
と
い
ふ
の
は
、
植
物
が
直
接
匡
叙
景
の
対
象
と

な
っ
て
み
る
も
の
、
或
は
叙
景
歌
中
の
】
景
物
と
な
っ
て
み
る
も
の
を

と
っ
た
の
で
あ
り
、
腰
冨
喩
歌
や
序
詞
中
の
景
物
と
か
、
相
聞
歌
申
の
背

景
的
な
も
の
と
か
は
と
ら
な
い
。

　
「
二
九
」
の
愛
業
物
と
い
ふ
の
は
、
植
物
が
直
接
に
鮮
血
の
対
象
と

し
て
詠
じ
ら
れ
て
み
る
も
の
を
い
っ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
、
だ
と
へ
愛

賞
の
こ
こ
ろ
が
現
れ
て
み
る
の
で
あ
っ
て
も
、
相
聞
的
感
情
と
同
居
し
・

て
る
る
や
う
な
も
の
は
と
ら
な
い
。
両
者
と
も
叙
景
叉
は
愛
賞
の
純
一

な
場
に
あ
る
も
の
だ
け
を
と
っ
て
み
る
の
で
あ
る
。

四
七



　
こ
の
や
う
に
、
叙
景
物
又
は
愛
業
物
と
し
て
分
類
し
て
み
る
も
の

の
、
実
は
、
そ
の
限
界
は
甚
だ
微
妙
で
あ
っ
て
、
あ
る
も
の
が
叙
景
の

対
象
と
し
て
特
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
い
ふ
事
は
、
つ
ま
り
は
そ
れ
に

対
す
る
一
愛
賞
の
念
が
底
に
あ
る
と
い
ふ
事
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て

結
局
は
こ
の
区
分
も
便
宜
的
な
も
の
に
な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
な

が
ら
、
愛
賞
の
念
の
あ
ら
は
な
る
も
の
と
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
と
の
間

に
は
、
な
ほ
表
現
の
姿
に
於
け
る
主
観
的
と
客
観
的
と
の
差
は
感
じ
ら

れ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
た
と
へ
げ
M
、

　18

ｩ
渡
せ
ば
奉
日
の
野
辺
に
霞
立
ち
嘆
き
艶
へ
る
ば
櫻
花
か
も
（
一

（　
八
七
二
）

　19

?
ｵ
ひ
き
の
山
の
間
照
ら
す
岩
盤
こ
の
春
雨
に
散
り
去
か
む
か
も

（　
（
一
八
六
四
）

　
に
於
け
る
櫻
花
は
、
二
首
と
も
に
、
愛
賞
或
は
愛
借
の
心
の
対
象
に

な
っ
て
み
る
事
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
が
、
前
者
に
於
て
は
、
そ
の
や
う

な
心
が
比
比
的
な
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
客
観
的
景
観
自
体
に
具
体
化
さ
れ

て
み
る
し
、
後
者
に
於
て
は
、
「
あ
し
び
き
の
山
の
間
照
ら
す
櫻
花
」

に
叙
景
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
こ
の
春
雨
に
散
り
去

か
む
か
も
』
と
い
ふ
主
観
的
な
愛
惜
の
情
に
つ
玉
ま
れ
て
る
る
。
な
る

ほ
ど
前
者
に
も
、
「
櫻
花
か
も
」
の
あ
禿
り
に
な
ほ
純
粋
に
客
観
的
と

四
八

は
い
へ
な
い
や
う
な
も
の
を
持
っ
て
る
る
が
、
次
の
や
う
な
窓
の
に
比

較
す
る
と
矢
張
り
一
目
と
し
て
立
て
て
い
曳
や
う
な
表
現
上
の
差
が
あ

る
と
思
ふ
。

ラ20
t
日
な
る
三
笠
の
山
に
月
も
出
で
ぬ
か
“
も
佐
紀
則
に
嘆
け
る
櫻
の

（　
花
の
活
ゆ
べ
く
（
一
八
八
七
）

　
な
ほ
、
次
の
や
う
な
「
し
ぬ
」
は
、
直
接
に
そ
れ
を
対
象
と
し
て
」
詠

ま
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
詠
鳥
．
中
の
一
景
物
で
は
あ
る
が
、
叙
景
歌
申

の
景
を
構
成
す
る
純
粋
な
景
物
と
し
て
叙
景
物
の
中
に
数
へ
て
る
る
の

で
あ
る
。

　午21

､
ち
魔
く
春
さ
り
来
れ
ば
小
竹
の
末
に
尾
朋
う
ち
触
り
「
て
鶯
．
鳴
く

（　
も
（
一
八
三
〇
）
．

し
か
し
．

　22

O
諸
は
　
人
の
守
る
山
　
本
辺
は
　
馬
騨
木
花
開
き
　
末
辺
は

（
椿
花
開
く
　
う
ら
麗
し
山
ぞ

泣
く
兇
守
る
山
（
三
ニ
ニ
ニ
）

　
に
於
け
る
馬
醇
木
や
椿
は
、
叙
景
物
と
し
て
も
愛
貰
物
と
し
て
悉
と

ら
な
い
。
馬
醇
木
も
椿
も
三
諸
の
一
景
物
に
は
蓮
ひ
な
い
が
｝
「
泣
く

兇
守
る
山
」
の
三
諸
に
は
純
潔
な
自
然
で
は
な
い
主
観
的
・
な
何
物
か
が



感
じ
ら
れ
、
随
っ
て
馬
酵
木
や
椿
に
も
単
な
る
叙
景
物
で
も
愛
儲
物
で

も
な
い
讐
喩
的
な
或
は
神
秘
的
な
意
味
が
漂
っ
て
み
る
と
み
み
か
ら
で

あ
る
。

　
な
ほ
、
巻
十
六
の
巻
頭
に
あ
る

彩
管
さ
ら
ば
挿
頭
に
せ
む
と
我
が
念
ひ
し
櫻
の
花
は
散
り
ゆ
け
る
か

　
（

　
　
も
（
三
七
八
六
）

　
は
、
も
と
～
、
愛
賞
歌
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
や
う
に

伝
論
歌
の
中
に
あ
っ
て
は
、
も
は
や
讐
喩
歌
に
な
り
絡
っ
て
み
る
の
で

．
あ
る
か
ら
、
勿
論
と
る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
右
の
や
う
な
手
続
を
以
て
、
純
粋
な
叙
景
物
又
は
愛
庶
物
と
し
て
あ

る
も
の
を
拾
っ
て
み
る
に
、
結
果
は
表
の
示
す
通
り
で
あ
る
。
ま
つ
、

叙
景
物
の
表
を
み
る
に
、
総
数
七
十
二
首
、
と
り
や
う
に
よ
つ
て
は
愛

賞
物
と
見
ら
れ
る
も
の
も
な
い
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
少
く

な
る
か
も
知
れ
ぬ
。
自
然
派
の
多
い
巻
七
の
二
首
は
少
い
や
う
で
あ
る

が
、
詠
花
と
あ
る
も
の
と
、
詠
草
中
の
「
し
ぬ
」
は
と
ら
ず
、
詠
蕪
の

蘂
は
愛
賞
物
に
入
れ
、
掻
津
作
及
び
霞
目
作
中
の
「
松
」
を
詠
ん
だ
二

首
（
一
一
五
九
・
一
・
”
八
五
）
だ
け
を
と
っ
た
の
で
あ
る
。

　
な
ほ
、
家
持
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

24

墲
ｪ
や
ど
の
い
さ
さ
群
竹
吹
く
風
の
音
の
か
そ
け
き
こ
の
タ
カ
も

（　
（
四
二
九
一
．
）

　
」
に
n
於
け
る
「
竹
」
は
、
災
は
野
風
訊
艀
物
と
’
し
て
数
へ
た
の
で
あ
る
が
、

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ノ

悠
の
櫻
と
も
、
別
の
小
竹
と
も
、
そ
の
他
の
一
般
叙
景
紅
中
の
景
物
と

く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

も
、
や
」
質
を
異
に
す
る
何
物
か
を
持
っ
て
る
る
や
う
に
感
じ
ら
れ

る
。
L
感
覚
的
な
軸
天
幽
昼
識
に
よ
っ
て
把
へ
ら
れ
た
愛
賞
物
で
・
も
な
い
、
単
・

純
な
客
観
風
の
叙
景
物
で
愚
な
い
、
そ
れ
ら
影
越
え
て
も
っ
と
高
い
と

こ
ろ
に
あ
る
清
澄
な
精
神
の
世
界
で
幽
か
に
ゆ
れ
る
竹
の
葉
ず
れ
で
あ

る
、
感
覚
的
な
叙
景
物
で
は
な
く
、
精
神
の
叙
景
物
一
象
立
物
と
い

っ
た
方
が
い
Σ
か
も
知
れ
ぬ
。

　
表
八
老
表
九
と
の
限
界
に
は
、
多
少
の
曖
昧
さ
も
感
じ
ら
れ
る
が
、

前
者
の
数
字
は
集
中
各
期
各
巻
の
客
観
的
な
詠
風
の
傾
向
を
大
体
指
示

し
て
み
る
．
と
思
ふ
。
作
者
分
明
の
期
に
於
で
は
第
一
期
、
作
者
不
可
〃
の

巻
に
於
て
は
巻
十
三
、
十
四
、
十
一
、
十
二
、
十
六
の
各
巻
に
叙
景
物

と
し
て
あ
る
も
の
が
一
首
も
な
い
と
い
ふ
事
は
，
こ
れ
ら
の
期
及
び
巻

の
中
の
植
物
が
前
述
の
生
活
物
と
し
て
、
・
一
越
讐
一
物
、
読
日
蓮
一
物
と

し
て
、
又
野
情
の
巾
の
一
景
物
一
野
悩
物
と
し
て
の
み
存
在
し
て
み

た
と
い
ふ
事
、
更
に
叉
部
分
的
な
叙
景
は
あ
っ
た
に
し
て
も
、
叙
景
そ

の
も
の
が
主
題
と
な
っ
て
み
な
か
っ
た
と
い
ふ
事
を
示
し
て
み
る
の
で

あ
る
。
自
然
が
主
題
と
な
っ
た
の
は
、
第
二
期
に
は
じ
ま
り
、
筋
㎝
三
期

た
頂
点
に
達
し
、
第
四
期
に
は
下
降
し
て
み
る
。
作
者
不
明
の
巻
に
於

て
は
、
巻
十
が
顯
著
に
ご
・
の
傾
向
を
示
し
て
み
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

客
観
的
な
詠
風
と
は
い
つ
で
も
、
植
物
歌
に
関
す
る
限
り
、
自
然
の
中

に
根
元
的
な
生
命
を
、
深
い
精
神
的
な
意
味
を
凝
記
し
よ
う
と
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
力



の
は
殆
ど
な
く
－
家
持
の
前
掲
の
歌
に
は
や
玉
そ
れ
に
近
い
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ょ
く
せ
き

感
じ
さ
せ
る
が
－
1
、
つ
ま
り
は
感
覚
的
な
美
意
識
の
中
に
踊
秘
し
て

み
る
に
過
ぎ
ぬ
。
万
葉
植
物
歌
の
特
色
は
、
表
九
の
示
す
愛
賞
の
世
界

に
あ
る
と
い
へ
よ
う
。

　
愛
季
物
歌
数
ニ
ニ
七
首
、
叙
景
物
歌
数
の
約
三
倍
で
あ
る
。
自
然
物

に
対
す
る
厚
賞
の
情
は
、
客
観
的
な
叙
景
に
よ
っ
て
形
象
化
さ
れ
る
よ

り
も
、
な
．
ま
の
ま
玉
の
感
情
を
む
き
だ
し
に
主
観
的
に
表
現
さ
れ
る
方

が
多
か
っ
た
と
し
い
へ
よ
・
フ
。
そ
れ
．
が
搾
出
貝
に
と
ど
ま
っ
て
み
る
限
h
ン
、

そ
の
方
が
自
然
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
ぬ
。
な
ほ
、
表
中
に
は
数
へ
て
な

い
け
れ
ど
も
、
自
然
物
に
対
す
る
愛
賞
、
愛
惜
の
情
が
、
ひ
ろ
く
相
聞

的
な
感
情
と
融
け
あ
っ
て
み
る
や
う
な
も
の
が
、
か
な
り
な
数
に
上
っ

て
発
見
さ
れ
る
と
い
ふ
事
が
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
物
に
対
す

る
愛
賞
、
愛
惜
の
惰
が
、
そ
の
ま
玉
人
間
に
対
す
る
愛
慕
の
世
界
に
流

れ
．
こ
ん
で
く
る
、
そ
こ
に
両
者
が
も
と
も
と
異
質
の
も
の
で
は
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ふ
事
を
考
へ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
前
掲
2
3
の
自
然
物
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く

対
す
る
愛
惜
を
表
現
し
た
と
も
み
ら
れ
る
も
の
が
、
み
ま
か
り
し
櫻
見

に
対
す
る
哀
働
｝
の
心
を
表
現
す
る
に
堪
へ
る
も
の
と
な
っ
て
み
る
と
い

ふ
事
・
も
、
両
者
が
根
底
に
於
て
は
等
質
の
世
界
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ

る
と
い
ふ
寅
掌
を
思
は
せ
る
の
で
あ
る
。

　
植
物
は
、
警
喩
物
と
し
て
も
、
習
連
想
物
と
し
て
も
、
媒
介
的
な
存

在
と
し
て
で
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
野
情
の
世
界
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
の
や
う
な
磐
喩
性
を
、
書
蓮
想
性
を
、
そ
し
て
一
面
に
於

玉
◎

て
は
生
活
臭
を
佛
等
し
て
、
と
も
か
ぐ
、
一
応
溝
純
な
自
然
物
と
し
て

観
照
の
世
界
に
登
場
し
て
来
た
や
う
で
は
あ
る
が
、
こ
Σ
で
も
そ
れ

は
、
や
は
り
深
く
黒
鉱
の
世
界
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
結
局
野
情
物
以
外
の
何
物
で
も
な
か
っ
た
し
、
叉
、
さ
ラ

あ
る
事
が
仔
情
詩
の
中
の
も
の
と
し
て
は
当
然
で
あ
っ
た
の
で
あ
ら

う
。
し
か
し
、
こ
の
や
う
な
さ
り
げ
な
い
姿
の
野
帰
物
で
は
な
く
、
秀

つ
と
む
き
だ
し
に
野
情
の
場
に
あ
っ
た
も
の
に
つ
い
て
も
考
へ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
し
、
又
、
本
稿
申
に
も
多
く
の
問
題
を
残
し
て
、
余
り
に

も
素
描
に
終
っ
た
感
が
あ
る
が
、
す
べ
て
他
B
を
期
す
る
事
に
し
た

い
。




