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『
万
葉
集
』
の
食
の
歌
の
位
置

寺
川
眞
知
夫

は
じ
め
に

　

日
本
の
和
歌
史
を
み
る
と
き
、
食
と
恋
と
は
同
じ
く
人
間
の
本
能
に
根

ざ
し
な
が
ら
、
恋
が
雅
を
旨
と
す
る
和
歌
世
界
で
一
つ
の
分
野
を
形
成
し

た
の
と
異
な
り
、
食
は
中
心
的
な
歌
材
と
な
ら
ず
、
む
し
ろ
長
い
間
排
除

さ
れ
て
き
た
。
食
を
提
供
す
る
宴
は
恋
歌
詠
作
の
場
と
な
り
、
食
が
下
支

え
し
た
が
、
和
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
宴
の
華
美
化
と
相
俟
っ
て
優

雅
な
盛
り
付
け
を
含
む
調
理
技
術
と
い
う
別
の
道
で
発
展
し
た
。
し
か

し
、
和
歌
集
の
出
発
点
に
な
っ
た
『
万
葉
集
』
は
後
続
の
歌
集
と
は
異
な

り
、
食
関
係
の
表
現
を
も
つ
歌
を
収
め
て
異
彩
を
放
ち
、
和
歌
史
の
中
で

独
自
の
位
置
を
占
め
る
と
い
え
る
。

　
『
万
葉
集
』
の
食
材
・
食
事
・
食
料
生
産
・
獲
得
過
程
等
の
表
現
を
み

る
と
、
食
材
と
し
て
の
穀
類
で
は
米
の
他
に
粟
・
稗
・
黍
、
禽
獣
で
は
鹿

（
そ
の
部
位
）・
猪
・
兎
な
ど
、
魚
介
で
は
、
鯛
・
鮪
・
鱸
・
鮒
・
鰻
・

鰒
・
小
螺
（
料
理
）・
葦
蟹
（
腊
）
等
、
蔬
菜
・
野
草
類
で
は
芹
・
水
葱
・

青
菜
・
う
は
ぎ
・
菫
・
つ
ば
な
等
、
海
藻
類
で
は
海
藻
・
海
松
・
名
告

藻
・
若
布
等
が
み
え
る
。
た
だ
、
歌
は
食
材
そ
の
も
の
や
食
べ
る
行
為
そ

の
も
の
を
詠
む
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
数
で
い
え
ば

雑
歌
や
相
聞
の
な
か
で
食
材
や
食
料
生
産
を
詠
ん
だ
歌
の
方
が
多
い
。
と
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は
い
え
、
少
数
に
し
て
も
食
材
や
調
理
法
を
詠
ん
だ
歌
が
あ
る
の
は
、
伝

統
的
和
歌
の
な
か
で
は
珍
し
い
。
芸
能
者
の
歌
な
が
ら
、
薬
狩
で
捉
え
ら

れ
た
平
群
の
鹿
の
立
場
で
、「
わ
が
肉
は　

御
膾
は
や
し　

わ
が
肝
も　

御
膾
は
や
し　

わ
が
美
義
は　

御
塩
の
は
や
し
」（
一
六
─
三
八
八
五
）

と
、
体
の
部
位
毎
の
食
べ
方
に
ふ
れ
、
葦
蟹
の
立
場
で
、「
こ
の
片
山
の　

も
む
楡
を　

五
百
枝
剥
ぎ
垂
り　

天
光
る
や　

日
の
気
に
干
し　

囀
る
や　

か
ら
碓
子
に
舂
き　

庭
に
立
つ　

碓
子
に
舂
き　

お
し
照
る
や　

難
波
の

小
江
の　

初
垂
を　

辛
く
垂
り
来
て　

陶
人
の　

作
れ
る
瓶
を　

今
日
行

き　

明
日
取
り
持
ち
来　

わ
が
目
ら
に　

塩
漆
り
給
ひ　

腊
賞
す
も
」

（
一
六
─
三
八
八
六
）
と
歌
っ
た
歌
、
ま
た
小
螺
に
つ
い
て
も
、「
香
島
嶺

の　

机
の
島
の　

小
螺
を　

い
拾
ひ
持
ち
来
て　

石
以
ち　

突
き
破
り　

早
川
に　

洗
ひ
濯
ぎ　

辛
塩
に　

こ
ご
と
揉
み　

高
坏
に
盛
り
」（
一
六

─
三
八
八
〇
）
と
食
べ
方
を
詠
ん
だ
歌
も
あ
る
。
三
八
八
六
番
歌
の
楡
の

皮
は
食
材
加
工
の
際
に
用
い
ら
れ
る
香
料
で
、
木
簡
に
も
腊
で
あ
っ
た

か
、「
備
中
国
都
宇
郡
中
男
作
物
楡
蟹
二
斗
九
升　

天
平
九
年
十
一
月
」

（
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
二
条
大
路
濠
状
出
土
）
と
み
え
る
。
江
戸
末
期

の
万
葉
調
歌
人
、
橘
曙
覧
が
食
事
を
歌
っ
た
の
も
、
彼
は
『
万
葉
集
』
が

食
材
を
詠
む
の
を
そ
の
特
徴
と
捉
え
て
、
学
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
『
万
葉
集
』
で
は
稲
作
な
ど
食
材
調
達
過
程
も
歌
わ
れ
る
が
、
相

聞
に
詠
み
込
ま
れ
る
例
も
多
い
。

尼
の
、
頭
句
を
作
り
、
大
伴
宿
禰
家
持
の
、
尼
に
誂
へ
ら
え
て

末
句
を
続
ぎ
て
和
ふ
る
歌
一
首

佐
保
川
の
水
を
塞
き
上
げ
て
植
ゑ
し
田
を
〈
尼
作
る
〉
刈
る
早
飯
は

独
り
な
る
べ
し
〈
家
持
続
ぐ
〉 

（
八
一
六
三
五
）

稲
舂
け
ば
皹
る
吾
が
手
を
今こ
よ
ひ夜

も
か
殿
の
若
子
が
取
り
て
嘆
か
む

 

（
一
四
─
三
四
五
九
）

な
ど
で
あ
る
。
後
者
は
東
歌
の
労
働
歌
と
も
、
恋
を
詠
ん
だ
歌
と
も
み
え

る
。
そ
の
後
、
歌
材
と
し
て
の
食
料
生
産
、
採
取
、
食
事
（
食
材
・
調
味

料
）、
調
理
器
具
等
が
和
歌
に
占
め
る
位
置
を
み
る
と
、
平
安
時
代
以
後

の
伝
統
的
和
歌
の
世
界
で
は
歌
材
と
し
て
の
一
定
の
位
置
が
与
え
ら
れ
た

と
は
い
い
難
い
。
歌
を
支
え
る
宴
の
中
心
的
な
飲
み
物
、
酒
で
さ
え
も

『
古
今
集
』
で
は
「
不
沽
酒
戒
」
の
「
酒
」
以
外
み
え
な
い
。
も
と
よ

り
、
禽
獣
の
肉
、
植
物
の
五
辛
な
ど
の
食
材
を
歌
う
こ
と
は
美
意
識
だ
け

で
無
く
、
社
会
の
上
層
部
と
結
び
つ
い
た
仏
教
の
制
す
る
と
こ
ろ
で
も

あ
っ
た
。『
万
葉
集
』
に
み
え
る
食
材
等
に
か
か
わ
る
表
現
の
多
さ
は
仏

教
の
食
へ
の
関
与
が
ま
だ
緩
や
か
で
あ
っ
た
か
ら
と
も
い
え
る
。
古
代
歌

謡
に
も
食
関
係
の
表
現
は
多
く
、
後
に
触
れ
る
芹
・
水
葱
・
鮎
は
と
も

に
、『
日
本
書
紀
』
の
天
武
天
皇
の
歌
に
、
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み
え
し
の
の　

え
し
の
の
あ
ゆ　

あ
ゆ
こ
そ
は　

し
ま
へ
も
え
き　

え
く
る
し
ゑ　

な
ぎ
の
も
と　

せ
り
の
も
と　

あ
れ
は
く
る
し
ゑ

 

（
紀
歌
謡
一
二
六
）

と
み
え
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
食
材
の
歌
材
化
は
歌
謡
の
流
れ
を
汲
む

と
も
い
え
る
が
、
他
方
で
『
文
選
』
や
『
芸
文
類
聚
』
な
ど
の
、
漢
詩
文

集
や
類
書
に
も
食
・
食
材
も
多
く
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る
と
、

こ
う
し
た
漢
籍
の
影
響
も
少
な
か
ら
ず
想
定
さ
れ
る
。『
古
今
和
歌
集
』

が
例
外
的
に
収
め
た
食
関
係
の
表
現
は
、『
万
葉
集
』
以
来
の
表
現
を
継

承
し
、
形
式
化
し
た
「
春
菜
摘
む
」
だ
け
の
よ
う
に
み
え
る
。『
古
今

集
』
以
後
の
和
歌
世
界
で
も
同
じ
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
漢
詩
文
と
か
か
わ

ろ
う
。

　
『
万
葉
集
』
に
食
に
関
わ
る
多
様
な
表
現
を
見
い
だ
し
え
る
こ
と
は
今

触
れ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
巻
一
巻
頭
歌
は
雑
歌
な
が
ら
結
婚
と
い
う
社

会
性
と
性
に
か
か
わ
る
表
現
の
中
に
食
関
係
の
表
現
も
位
置
づ
け
て
い

る
。
そ
れ
ら
は
日
本
に
限
定
さ
れ
な
い
東
ア
ジ
ア
の
古
代
社
会
に
共
通
の

春
菜
摘
み
と
い
う
、
食
料
獲
得
願
望
に
基
づ
く
儀
礼
を
背
景
と
し
、
国
内

的
に
は
氏
族
制
時
代
の
天
皇
統
治
と
臣
下
の
服
従
確
認
が
食
事
と
女
の
献

上
（
結
婚
）
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る（
１
）儀
礼
的
習
俗
に
依
拠
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
に
、
氏
族
制
時
代
に
は
生
産
活
動
や
食
事
が
社
会
的
習
俗
と
し
て
一

定
の
意
味
を
も
っ
た
時
代
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
が
歌
を
成
立
さ
せ

る
基
盤
と
し
て
機
能
し
て
も
い
た
と
い
え
る
。『
万
葉
集
』、
さ
ら
に
『
古

今
集
』
以
後
に
な
る
と
こ
れ
ら
は
変
質
し
、
歌
人
達
は
食
に
か
か
わ
る
古

い
習
俗
か
ら
抜
け
出
し
て
歌
を
詠
む
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

諸
点
に
目
配
り
し
つ
つ
食
事
・
食
材
と
か
か
わ
る
歌
を
『
万
葉
集
』
の
中

で
み
て
い
き
た
い
。

一
、
儀
礼
・
相
聞
と
食
材
獲
得
（
春
菜
摘
み
・
稲
の
収
穫
）

　

食
材
を
得
る
行
為
と
し
て
は
、
狩
猟
、
釣
漁
、
飼
育
、
採
集
、
耕
作
・

栽
培
等
が
あ
る
が
、『
万
葉
集
』
に
は
そ
の
い
ず
れ
の
表
現
も
み
ら
れ

る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
狩
猟
の
中
心
は
禽
獣
、
飼
育
も
禽
獣
、
釣
漁
は

魚
介
、
採
集
は
果
実
・
野
草
、
耕
作
・
栽
培
は
五
穀
と
蔬
菜
に
な
ろ
う

か
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
狩
猟
は
貴
族
社
会
で
儀
礼
化
も
し
く
は
遊
猟
化
さ

れ
た
営
み
と
し
て
歌
わ
れ
、
猟
師
が
生
活
の
た
め
に
行
う
日
常
的
な
猟
の

現
場
に
か
か
わ
ら
せ
て
歌
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
儀
礼
化
さ
れ
た

猟
も
し
く
は
遊
猟
な
ど
の
場
が
詠
作
の
場
と
も
な
っ
て
い
る
。

　
『
万
葉
集
』
冒
頭
の
雄
略
天
皇
の
歌
と
さ
れ
る
歌
に
は
春
菜
摘
が
歌
わ

れ
て
い
た
。
こ
の
歌
は
、
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篭
も
よ　

み
篭
持
ち　

掘
串
も
よ　

み
掘
串
持
ち　

こ
の
岳
に　

菜

摘
ま
す
児　

云
々 

（
一
─
一
）

と
歌
い
始
め
ら
れ
、
こ
れ
に
続
い
て
求
婚
の
意
味
を
あ
ら
わ
す
乙
女
の
名

を
問
う
行
為
が
配
さ
れ
る
。
こ
こ
に
歌
わ
れ
る
菜
は
自
然
の
野
草
で
あ
っ

た
の
か
、
栽
培
さ
れ
て
い
る
蔬
菜
で
あ
っ
た
の
か
、
い
い
か
え
れ
ば
採
集

か
収
穫
か
、
判
然
と
し
な
い
。
物
語
で
は
行
き
ず
り
の
女
性
へ
の
天
皇
の

妻
問
も
語
ら
れ
る
が
、
巻
頭
歌
が
毎
年
行
わ
れ
る
天
皇
の
春
の
婚
姻
儀
礼

と
か
か
わ
る
も
の
な
ら
ば
、
女
性
は
も
と
よ
り
誰
彼
構
わ
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
儀
礼
に
参
加
を
求
め
ら
れ
た
乙
女
は
天
皇
の
妻
問
を
受
け
る

の
に
相
応
し
い
女
性
と
み
ら
れ
る
。
若
菜
摘
み
の
場
も
ど
こ
の
野
で
も
よ

か
っ
た
わ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
用
意
さ
れ
た
特
定
の
自
然
の
野
、
あ
る

い
は
儀
礼
の
た
め
に
若
菜
の
栽
培
さ
れ
て
い
る
御
園
、
す
な
わ
ち
天
皇
の

菜
園
、
大
和
の
六
つ
御
県
や
倭
の
い
ず
れ
か
の
豪
族
の
私
有
の
菜
園
で

あ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
春
菜
は
前
者
で
あ
れ
ば
自
然
の
野
草
、
後
二
者
で

あ
れ
ば
栽
培
さ
れ
た
蔬
菜
で
あ
っ
た
。
春
に
な
さ
れ
た
若
菜
摘
み
と
婚
姻

儀
礼
の
歌
と
の
関
係
で
参
考
に
な
る
の
は
、
季
節
は
と
も
か
く
、
吉
備
の

黒
日
売
物
語
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
追
い
か
け
て
来
た
仁
徳
天
皇
を
迎
え

て
、

　

爾
に
黒
日
売
、
そ
の
国
の
山
方
の
地
に
大
坐
し
ま
さ
し
め
て
大
御

飯
を
献
り
き
。
是
に
大
御
羮
を
煮
む
と
為
て
そ
の
地
の
菘
菜
を
採
む

時
に
、
天
皇
そ
の
嬢
子
の
菘
を
採
め
る
処
に
到
り
坐
し
て
歌
曰
ひ
た

ま
ひ
し
く
、

や
ま
が
た
に　

ま
け
る
あ
を
な
も

き
び
ひ
と
と　

と
も
に
し
つ
め
ば　

た
の
し
く
も
あ
る
か

　
　

と
う
た
ひ
た
ま
ひ
き
。 

（
仁
徳
記
）

と
あ
る
。
こ
れ
も
巻
頭
歌
と
同
じ
く
律
令
制
以
前
、
氏
族
制
社
会
の
政
治

性
を
含
み
も
つ
物
語
で
あ
る
。
し
か
し
、
奈
良
時
代
の
歌
人
た
ち
の
春
菜

摘
は
こ
う
し
た
政
治
性
は
も
た
ず
、
多
少
の
儀
礼
性
を
も
つ
季
節
の
折
り

目
の
行
事
、
た
と
え
ば
今
の
正
月
に
七
草
粥
を
食
べ
る
よ
う
な
営
み
と
し

て（
２
）、
ま
た
呪
術
的
な
意
味
合
い
、
さ
ら
に
は
遊
興
性
を
も
つ
行
事
と
し
て

春
日
野
で
営
ま
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　

い
う
ま
で
も
な
く
、
平
城
京
の
東
に
広
が
る
春
日
野
は
、
都
人
の
遊
興

の
地
、
自
然
に
親
し
め
る
場
で
あ
り
、
春
の
初
め
、
人
々
は
萌
え
始
め
た

野
草
を
摘
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。
春
日
野
は
、

春
日
野
の
浅
茅
が
上
に
思
ふ
ど
ち
遊
ぶ
こ
の
日
は
忘
ら
え
め
や
も
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（
一
〇
─
一
八
八
〇
）

春
の
野
に
心
伸
べ
む
と
思
ふ
ど
ち
来
し
今
日
の
日
は
暮
れ
ず
も
あ
ら

ぬ
か 

（
一
〇
─
一
八
八
二
）

な
ど
す
く
な
か
ら
ず
歌
わ
れ
て
い
る
。
春
菜
摘
み
と
の
関
係
で
み
る
と
、

春
日
野
に
煙
立
つ
見
ゆ
少
女
ら
し
春
野
の
う
は
ぎ
採
み
て
煮
ら
し
も

 

（
一
〇
─
一
八
七
九
）

な
ど
を
あ
げ
ら
れ
よ
う
か
。
嫁
菜
を
摘
ん
で
そ
の
場
で
羹
を
作
っ
て
食
べ

て
い
る
と
歌
う
。
ど
こ
の
野
か
題
詞
に
も
歌
中
に
も
明
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、「
山
部
宿
禰
赤
人
の
歌
四
首
」
に
は
、

春
の
野
に
す
み
れ
採
み
に
と
来
し
わ
れ
そ
野
を
な
つ
か
し
み
一
夜
寝

に
け
る 

（
八
─
一
四
二
四
）

明
日
よ
り
は
春
菜
採
ま
む
と
標
め
し
野
に
昨
日
も
今
日
も
雪
は
降
り

つ
つ 

（
八
─
一
四
二
七
）

な
ど
と
も
歌
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
も
春
日
野
で
の
儀
礼
的
・
遊
興
的
な
春
菜

摘
み
を
歌
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
に
詠
ま
れ
る
「
う
は
ぎ
」
は
、「
嫁
菜
」
と
さ
れ
る
が
、「
の
こ
ん

ぎ
く
」
も
含
む
か
も
し
れ
な
い
。
若
葉
に
毛
が
あ
る
か
否
か
で
区
別
さ

れ
、
香
の
よ
い
野
草
な
が
ら
、
今
は
流
通
し
な
い
。

　

菫
に
は
根
元
か
ら
葉
身
と
花
柄
を
延
ば
す
一
〇
セ
ン
チ
程
度
の
野
路
菫

の
類
と
茎
を
伸
ば
し
て
葉
柄
を
出
し
、
そ
の
付
け
根
か
ら
花
柄
も
出
す
一

〇
～
二
〇
セ
ン
チ
の
つ
ぼ
菫
な
ど
の
類
が
あ
る
。
両
者
と
も
に
食
べ
う
る

野
草
で
あ
り
、
こ
れ
ら
も
春
菜
の
一
種
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

　

こ
う
し
た
春
菜
摘
み
も
食
事
関
係
の
表
現
と
み
る
と
、
実
は
『
古
今
和

歌
集
』
に
も
「
わ
か
な
」
も
し
く
は
「
わ
か
な
つ
み
」
を
詠
ん
だ
歌
が
雑

体
の
歌
を
含
め
、
九
首
み
え
る
。
巻
第
一
春
上
に
は
、「
詠
み
人
知
ら

ず
」
の
歌
三
首
が
配
さ
れ
た
の
ち
、
よ
く
知
ら
れ
た
、

仁
和
の
み
か
ど
、
み
こ
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
に
、
人
に
わ
か

な
た
ま
ひ
け
る
御
う
た

き
み
が
た
め
春
の
野
に
い
で
て
わ
か
な
つ
む
我
衣
手
に
雪
は
ふ
り

つ
ゝ 

（
二
一
）

が
み
え
、
こ
れ
に
続
い
て
貫
之
の
、

哥
た
て
ま
つ
れ
と
お
ほ
せ
ら
れ
し
時
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る
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つ
ら
ゆ
き

春
日
野
の
わ
か
な
つ
み
に
や
し
ろ
た
へ
の
袖
ふ
り
は
へ
て
人
の
ゆ
く

ら
ん 

（
二
二
）

が
置
か
れ
、
計
九
例
の
「
わ
か
な
」
が
み
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
の
歌
は
先
の
『
万
葉
集
』
の
赤
人
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
の
は

確
か
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
赤
人
の
歌
が
受
容
さ
れ
た
の
は
、
い
う
ま
で

も
な
く
、『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
で
紀
貫
之
が
、「
哥
の
ひ
じ
り
」
と
し

た
人
麻
呂
と
赤
人
と
を
比
較
し
、「
人
丸
は
赤
人
が
か
み
に
た
ゝ
む
事
か

た
く
、
あ
か
ひ
と
は
人
ま
ろ
が
し
も
に
た
ゝ
む
こ
と
か
た
く
な
む
あ
り
け

る
。」
と
い
う
よ
う
に
、
赤
人
を
高
く
評
価
し
、
彼
の
詠
ん
だ
「
わ
か
な

つ
む
」
こ
と
を
風
雅
な
営
み
と
し
て
捉
え
た
か
ら
と
み
て
間
違
い
あ
る
ま

い
。
し
か
し
、
な
お
注
意
す
べ
き
は
、「
学
令
」
に
よ
れ
ば
、『
詩
経
』
が

大
学
に
お
い
て
一
経
と
し
て
扱
わ
れ
（
経
周
易
尚
書
条
）、
鄭
玄
の
注
で

学
ぶ
決
ま
り
に
な
っ
て
い
た
（
教
授
正
業
条
）
こ
と
で
あ
る
。
大
学
で
は

一
経
を
学
べ
ば
よ
か
っ
た
が
、
学
生
は
お
そ
ら
く
教
養
と
し
て
『
詩
経
』

も
学
ん
で
い
た
と
み
て
よ
い
。
そ
の
『
詩
経
』「
国
風
」
の
「
采
草
」
は

春
名
摘
み
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
が
、
題
を
あ
げ
る
と
「
采
蘩
」（
召

南
）、「
采
蘋
」（
召
南
）、「
采
苓
」（
唐
）
な
ど
「
采
○
」
と
題
す
る
詩
の

ほ
か
、「
関
雎
」、「
巻
耳
」、「
芣
苢
」（
周
南
）
等
で
も
そ
れ
ぞ
れ
、「
あ

さ
ざ
」「
み
み
な
ぐ
さ
」「
お
お
ば
こ
」
を
采
る
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
平
安
時
代
の
漢
学
の
素
養
を
も
っ
た
歌
人
た
ち
に
は
、『
万
葉

集
』
の
春
菜
摘
み
の
表
現
も
日
本
古
来
の
営
み
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
漢

詩
に
も
み
え
る
営
み
と
し
て
受
容
し
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

日
本
の
春
菜
摘
み
は
食
物
を
得
る
行
為
と
い
う
よ
り
は
春
山
入
と
も
重

な
る
春
の
優
雅
な
遊
興
的
な
行
事
で
あ
り
、
文
学
の
表
現
に
適
う
営
み
と

し
て
『
万
葉
集
』
に
も
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
面
が
強
か
ろ
う
。
野
草

に
は
、
芹
、
う
は
ぎ
、
野
蒜
な
ど
今
も
知
ら
れ
た
も
の
の
他
、
古
代
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
、
春
に
は
ア
サ
ツ
キ
、
薮
甘
草
な
ど
、
若
芽
を
「
ヌ
タ
」

に
し
て
食
べ
る
植
物
も
あ
る
。
と
も
あ
れ
、『
万
葉
集
』
で
も
個
々
の
野

草
の
名
を
あ
げ
る
ば
あ
い
が
あ
り
、
赤
人
も
菫
摘
み
を
詠
ん
だ
が
、『
万

葉
集
』
に
春
菜
摘
の
歌
が
採
ら
れ
た
の
も
そ
れ
が
日
本
古
来
の
習
俗
、
あ

る
い
は
古
代
歌
謡
に
歌
わ
れ
て
い
た
か
ら
と
い
う
理
由
だ
け
で
な
く
、
漢

文
学
の
野
草
を
採
る
表
現
を
視
野
に
い
れ
た
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
そ
の
影

響
を
受
け
た
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
ふ
れ
た
。「
山

部
宿
禰
赤
人
の
歌
六
首
（
第
六
）」
の
、

み
さ
ご
ゐ
る
磯
廻
に
生
ふ
る
名
乗
藻
の
名
は
告
ら
し
て
よ
親
は
知
る
と

も 

（
三
─
三
六
二
）

或
る
本
の
歌
に
曰
く
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み
さ
ご
ゐ
る
荒
磯
に
生
ふ
る
名
乗
藻
の
よ
し
名
は
告
ら
せ
親
は
知
る
と

も 

（
三
─
三
六
三
）

と
い
う
歌
は
「
関
雎
」
の
興
の
表
現
に
学
ん
だ
と
み
ら
れ
る
歌
で
あ
る（

３
）。

「
関
雎
」
と
の
関
係
で
い
え
ば
、
彼
の
春
菜
摘
み
の
歌
に
も
『
詩
経
』
関

雎
の
「
荇
菜
」
を
「
采
」
る
と
歌
う
一
節
が
あ
る
。
こ
れ
を
含
め
て
『
詩

経
』
の
「
采
草
」
詩
が
意
識
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。
と
は
い

え
、『
万
葉
集
』
の
歌
で
は
「
采
草
」
で
は
な
く
、「
摘
草
」
と
表
現
さ
れ

る
か
ら
、
漢
詩
の
知
識
の
み
で
は
な
く
、
実
体
験
に
基
づ
く
日
本
的
表
現

と
し
て
も
成
り
立
っ
て
い
た
面
を
も
っ
て
い
よ
う
。
す
く
な
く
と
も
春
日

野
は
平
城
京
の
官
人
を
含
む
人
々
の
行
楽
の
地
で
、
春
の
遊
興
の
一
部
と

し
て
春
菜
摘
み
が
行
わ
れ
、
こ
れ
が
歌
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
平
城
京
の

人
々
は
近
郊
の
春
日
野
の
存
在（
４
）に

よ
っ
て
春
菜
摘
み
を
生
活
の
折
り
目
に

組
み
込
み
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
る
に
、
都
が
平
城
京
か
ら
長
岡
京
・
平
安
京
へ
と
移
っ
た
と
き
、

平
城
京
ま
で
の
時
代
と
異
な
り
、
官
人
た
ち
は
本
貫
の
地
を
離
れ
、
田
畑

（
園
）
な
ど
か
ら
は
遠
く
切
り
離
さ
れ
、
生
産
者
と
し
て
の
面
を
失
う
。

結
果
、
完
全
な
都
市
の
消
費
生
活
者
へ
と
変
わ
っ
て
い
き
、
食
料
生
産
か

ら
縁
遠
い
生
活
を
送
る
よ
う
に
な
り
、
歌
の
表
現
か
ら
も
食
料
や
そ
の
生

産
を
遠
ざ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
面
も
あ
ろ
う
。

　

周
知
の
如
く
、『
養
老
令
』「
假
寧
令
」、「
給
休
仮
条
」
に
は
「
五
月
、

八
月
は
田
仮
を
給
へ
。
分
か
ち
て
両
番
を
為
れ
。
各
、
十
五
日
。
其
れ
、

風
土
の
宜
し
き
を
異
に
し
、
種
収
等
し
か
ら
ざ
れ
ば
、
通
は
せ
て
便
に
随

ひ
て
給
へ
。」
と
あ
る
。
こ
れ
は
平
安
時
代
に
も
適
用
さ
れ
た
で
あ
ろ
う

が
、
も
と
も
と
は
飛
鳥
・
奈
良
時
代
の
発
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
事

実
、
坂
上
郎
女
の
歌
に
は
、

大
伴
坂
上
郎
女
、
竹
田
庄
よ
り
女
子
の
大
嬢
に
贈
る
歌
二
首

（
第
一
首
）

う
ち
渡
す
竹
田
の
原
に
鳴
く
鶴
の
間
無
く
時
無
し
わ
が
恋
ふ
ら
く
は

 

（
四
─
七
六
〇
）

大
伴
坂
上
郎
女
の
、
竹
田
庄
に
し
て
作
る
歌
二
首
（
第
一
首
）

然
と
あ
ら
ぬ
五
百
代
小
田
を
刈
り
乱
り
田
廬
に
居
れ
ば
都
し
思
ほ
ゆ

 

（
八
─
一
五
九
二
）

大
伴
家
持
の
、
姑
坂
上
郎
女
の
竹
田
庄
に
至
り
て
作
る
歌
一
首

玉
桙
の
道
は
遠
け
ど
は
し
き
や
し
妹
を
あ
ひ
見
に
出
で
て
そ
わ
が
来

し 

（
八
─
一
六
一
九
）

な
ど
、
大
和
南
部
の
大
伴
氏
の
所
有
地
で
の
秋
の
収
穫
の
歌
が
あ
る
。
こ

れ
は
坂
上
郎
女
が
大
伴
家
の
家
刀
自
と
し
て
そ
の
私
有
地
、
竹
田
庄
で
の
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田
の
刈
り
入
れ
の
監
督
に
赴
い
て
詠
ん
だ
歌
と
み
ら
れ
て
い
る
。
家
持
の

歌
は
自
ら
の
代
わ
り
を
務
め
、
収
穫
の
管
理
の
た
め
に
不
自
由
を
し
て
い

る
叔
母
を
慰
労
す
る
た
め
に
陣
中
見
舞
を
し
て
の
歌
で
、
彼
女
が
自
ら
耕

作
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
中
級
官
人
も
食
料
を
得
る
農
作

業
と
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
奈
良
時
代
の
家
刀
自
の
姿
が
窺
え
る
と
と
も

に
、
食
料
生
産
を
通
し
て
奈
良
朝
官
人
も
一
族
の
結
束
を
高
め
、
心
を
通

わ
せ
て
い
た
こ
と
を
知
り
え
る
。
こ
こ
に
も
彼
ら
が
食
材
と
そ
の
獲
得
を

詠
む
の
を
た
め
ら
わ
な
か
っ
た
背
景
の
一
端
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
よ

う
。

二
、
相
聞
と
贈
物
（
鮒
・
芹
・
茅
花
）、
鰻

　

食
品
は
現
在
で
も
贈
答
品
の
中
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
が
、『
万
葉

集
』
に
も
食
品
を
異
性
に
贈
り
、
歌
を
付
し
た
例
が
み
え
る
。
食
品
と

い
っ
て
も
食
材
で
、
今
で
は
如
何
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
物
（
野
草
や
川

魚
等
）
が
み
え
る
。
こ
こ
で
二
、
三
を
拾
っ
て
み
る
が
、
異
性
に
贈
る
に

は
、
今
で
は
雅
な
贈
物
と
は
み
え
な
い
例
で
、『
古
今
集
』
以
後
に
は
詠

ま
れ
な
い
歌
に
な
っ
て
い
る
。

高
安
王
、
裹
め
る
鮒
を
娘
子
に
贈
る
歌
一
首
〈
高
安
王
は
後
に

姓
大
原
真
人
の
氏
を
賜
ふ
〉

沖
方
行
き
辺
に
行
き
今
や
妹
が
た
め
わ
が
漁
れ
る
藻
臥
束
鮒

 

（
四
─
六
二
五
）

こ
の
歌
は
王
の
身
分
に
あ
る
人
が
、
女
性
へ
の
送
り
物
に
し
た
鮒
に
付
す

べ
く
詠
ん
だ
と
い
う
。
鮒
は
古
代
に
も
ど
ん
な
河
川
や
池
で
も
住
む
身
近

な
川
魚
で
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
住
む
場
所
に
よ
っ
て
食
品
と
し
て
の
価
値

が
異
な
っ
た
、
す
な
わ
ち
、
都
大
路
沿
に
設
け
ら
れ
た
溝
川
の
よ
う
に
、

汚
水
の
流
れ
る
と
こ
ろ
に
も
生
息
す
る
鮒
は
食
品
と
し
て
は
価
値
が
低

か
っ
た
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
よ
う
。
巻
第
十
六
に
は
、

香
、
塔
、
厠
、
屎
、
鮒
、
奴
を
詠
む
歌

香
塗
れ
る
塔
に
な
寄
り
そ
川か
は

隅く
ま

の
屎く
そ
ぶ
な
は

鮒
喫
め
る
痛
き
女
奴

 

（
一
六
─
三
八
二
八
）

な
ど
と
い
う
歌
も
あ
る
。
題
に
「
厠
」
と
あ
る
の
に
対
応
す
る
歌
中
の
語

は
「
川
隅
の
屎
鮒
」
で
あ
る
。
川
隅
は
家
の
外
の
川
（
水
路
）
か
ら
屋
敷

の
中
に
引
き
込
ま
れ
、
厠
用
の
水
路
と
な
っ
て
利
用
さ
れ
た
後
、
元
の
川

に
流
れ
出
る
場
所
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
で
、
こ
こ
に
住
み
つ
い
て
厠
の

水
路
か
ら
流
れ
出
て
溜
っ
た
屎
（
汚
物
）
を
食
べ
て
肥
え
た
鮒
を
イ
メ
ー
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ジ
し
て
い
よ
う
。
高
安
王
は
、
贈
物
の
鮒
は
都
の
汚
い
水
路
で
育
っ
た
鮒

で
は
な
く
、
大
き
な
川
か
池
か
は
不
明
な
が
ら
、「
沖
の
方
、
辺
の
方
」

を
探
っ
て
藻
の
中
を
住
み
家
に
し
て
い
た
の
を
捉
え
た
綺
麗
な
鮒
だ
と
い

う
わ
け
で
あ
る
。
鮒
は
ど
こ
に
で
も
い
る
魚
で
あ
っ
た
が
故
に
、
漁
場
を

問
題
に
し
て
い
る
、
と
こ
の
よ
う
に
読
め
る
。
し
か
し
、
目
を
転
じ
て

『
詩
経
』「
小
雅
」
の
「
魚
藻
之
什
」、「
魚
藻
」
を
み
る
と
、「
魚
在
在

藻
」
を
興
と
し
て
三
節
の
各
冒
頭
に
繰
り
返
す
。
娘
子
が
理
解
し
た
か
ど

う
か
は
と
も
か
く
、
高
安
王
は
こ
れ
を
「
鮒
在
在
藻
」
と
読
み
替
え
て
こ

の
歌
を
詠
み
、
清
ら
か
で
穏
や
か
な
棲
家
で
よ
く
太
っ
た
鮒
で
あ
る
と
表

現
し
た
の
で
は
な
い
か
。
若
い
女
性
が
鮒
を
送
り
物
に
さ
れ
て
、
如
何
に

応
じ
た
の
か
、
興
味
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
和
す
る
歌
は
な
い
。

　

鮒
と
い
え
ば
、『
延
喜
式
』
の
諸
国
御
贄
に
は
、
近
江
国
と
限
定
さ
れ

た
鮒
（『
延
喜
式
』
宮
内
省
・
大
系
七
五
三
頁
）（
以
下
『
延
喜
式
』
の
大

系
は
国
史
大
系
）、
鮮
魚
・
加
工
品
、
貢
納
の
品
目
の
状
態
は
不
明
で
あ

る
が
、
加
工
さ
れ
た
醤
鮒
（
ヒ
カ
ホ
）（『
延
喜
式
』
主
計
上
・
大
系
五
九

九
頁
、
大
系
六
〇
〇
頁
、
大
系
六
〇
八
頁
等
）
や
鮨
鮒
（
鮒
鮨
）（『
延
喜

式
』
主
計
上
・
大
系
五
九
九
頁
、
大
系
六
〇
〇
頁
、
大
系
六
〇
八
頁
等
）

な
ど
も
み
え
る
。
近
江
国
は
今
も
鮒
鮨
で
知
ら
れ
る
。『
万
葉
集
』
の
時

代
も
鮒
鮨
が
有
名
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
鮮
魚
を
思
わ
せ
る
「
鮒
」

と
の
み
見
え
る
例
も
あ
る
。

　

女
性
へ
の
贈
物
と
し
て
歌
わ
れ
た
他
の
食
材
に
は
、
野
草
の
芹
も
み
え

る
。
し
か
も
、
芹
は
後
に
右
大
臣
と
な
る
橘
諸
兄
が
葛
城
王
で
あ
っ
た
と

き
の
歌
と
し
て
、

天
平
元
年
、
班
田
の
時
の
使
葛
城
王
の
、
山
背
国
よ
り
薩
妙
観

命
婦
等
の
所
に
贈
る
歌
一
首
〈
芹
子
の
裹
に
副
へ
た
り
〉

あ
か
ね
さ
す
昼
は
田
賜
び
て
ぬ
ば
た
ま
の
夜
の
暇
に
摘
め
る
芹
子
こ
れ

 

（
二
〇
─
四
四
五
五
）

薩
妙
観
命
婦
の
報
し
贈
る
歌
一
首

大
夫
と
思
へ
る
も
の
を
大
刀
佩
き
て
か
に
は
の
田
居
に
芹
子
そ
摘
み

け
る 

（
二
〇
─
四
四
五
六
）

右
の
二
首
は
、
左
大
臣
読
め
り
と
爾
云
へ
り
。〈
左
大
臣
は

葛
城
王
、
後
に
橘
の
姓
を
賜
へ
り
〉

と
み
え
る
。
葛
城
王
が
知
り
合
い
の
薩
妙
観
な
る
命
婦
た
ち
の
も
と
に

贈
っ
た
芹
に
付
け
る
歌
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
地
方
の
水
の
綺
麗
な
田
で

摘
ん
だ
芹
で
あ
れ
ば
、
女
性
へ
の
贈
物
に
な
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
芹

も
水
路
や
湿
地
な
ら
ば
ど
こ
で
も
生
え
る
野
草
で
あ
る
。
や
は
り
生
え
て

い
る
場
所
が
問
題
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
葛
城
王
は
木
津
川
市
（
山
城
国

相
楽
郡
）
山
城
町
綺
田
あ
た
り
に
班
田
使
と
し
て
赴
き
、
水
の
綺
麗
な
場
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所
で
摘
ん
だ
芹
だ
と
し
て
贈
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
も
ま
た
『
詩
経
』

「
小
雅
」
の
「
魚
藻
之
什
」、「
采
菽
」
第
二
節
の
興
「
觱
沸
た
る
檻
泉　

言
に
其
芹
を
采
る
」
を
意
識
し
て
い
た
か
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
歌
付
き
の

芹
を
貰
っ
た
命
婦
が
こ
れ
を
理
解
し
た
か
ど
う
か
、
歌
の
感
じ
か
ら
す
る

と
、
薩
妙
観
命
婦
は
そ
れ
ほ
ど
喜
ん
で
い
る
よ
う
で
も
な
く
、
や
や
か
ら

か
い
の
趣
の
感
じ
ら
れ
る
歌
を
返
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
王
の
好
意
を

受
け
止
め
つ
つ
も
、
王
が
刀
を
腰
に
さ
し
た
ま
ま
芹
を
摘
ん
で
い
る
様
子

を
イ
メ
ー
ジ
し
、
笑
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
敏
達
天
皇
の
殯
で
の

こ
と
と
し
て
紀
が
、

　

馬
子
宿
禰
大
臣
、
刀
を
佩
き
て
誄
た
て
ま
つ
る
。
物
部
弓
削
守
屋

大
連
、
听
然
而
咲
ひ
て
曰
は
く
、　
「
猟
箭
中
へ
る
雀
鳥
の
如
し
」
と

い
ふ
。 

（
敏
達
天
皇
十
四
年
秋
八
月
乙
酉
の
朔
己
亥
）

と
描
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
描
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
葛
城
王

は
歌
仲
間
の
気
安
さ
で
妙
観
の
反
応
を
み
る
た
め
に
や
や
く
だ
け
た
歌
と

し
て
贈
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
彼
女
の
芹
の
理
解
は
葛
城
王
の
意
図
と
は

異
な
っ
て
い
た
よ
う
に
も
み
え
る
。
た
だ
、
妙
観
の
歌
が
葛
城
王
の
不
興

を
買
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
野
草
の
「
芹
」
も
女
性
へ
の
贈
物

と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

女
性
か
ら
男
性
に
か
ら
か
い
の
意
味
を
込
め
て
贈
っ
た
、
食
品
と
な
る

野
草
を
詠
ん
だ
歌
と
和
歌
は
、

紀
女
郎
の
大
伴
宿
禰
家
持
に
贈
る
歌
二
首
（
第
一
首
の
み
・
合

歓
の
歌
は
略
）

戯
奴
が
た
め
わ
が
手
も
す
ま
に
春
の
野
に
抜
け
る
茅
花
そ
食
し
て
肥

え
ま
せ 

（
八
─
一
四
六
〇
）

右
の
も
の
は
、
合
歓
の
花
と
茅
花
と
を
折
り
攀
ぢ
て
贈
れ
る

な
り
。

大
伴
家
持
の
贈
り
和
ふ
る
歌
二
首
（
第
一
首
の
み
・
合
歓
の
歌

は
略
）

わ
が
君
に
戯
奴
は
恋
ふ
ら
し
賜
り
た
る
茅
花
を
喫
め
ど
い
や
痩
せ
に

痩
す 

（
八
─
一
四
六
二
）

が
あ
る
。
こ
こ
で
は
茅
花
は
食
料
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
茅
は
地
下
茎

を
張
り
巡
ら
せ
、
耕
作
地
で
は
や
っ
か
い
な
野
草
な
が
ら
、
紅
葉
す
る
と

美
し
い
。
茅
花
は
穂
と
し
て
出
る
前
の
葉
に
包
ま
れ
た
未
熟
の
若
い
花
穂

を
い
う
。
柔
ら
か
く
少
し
甘
く
て
食
べ
ら
れ
る
程
度
の
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
現
代
の
よ
う
に
甘
い
物
が
充
ち
て
い
る
時
代
と
異
な
り
、
甘
味
料

が
蜂
蜜
、
水
飴
、
飴
、
甘
葛
な
ど
し
か
な
い
時
代
、
季
節
毎
に
採
れ
る
果
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実
な
ど
と
と
も
に
こ
う
し
た
野
草
の
甘
み
も
貴
重
で
あ
っ
た
の
か
と
思
わ

れ
る
。
紀
女
郎
小
鹿
が
痩
男
家
持
に
茅
花
を
贈
っ
て
、
食
べ
て
太
れ
と
か

ら
か
っ
た
の
に
対
し
、
家
持
は
茅
花
を
幾
ら
食
べ
て
も
ご
主
人
さ
ま
へ
の

恋
情
か
ら
ま
す
ま
す
痩
せ
て
い
ま
す
と
当
意
即
妙
に
切
り
返
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
茅
花
は
日
本
の
高
度
経
済
成
長
期
以
前
の
農
村
の
子
供

が
食
べ
て
い
た
野
草
で
あ
る
が
、
奈
良
時
代
の
貴
族
の
女
性
も
食
べ
て
い

た
よ
う
で
、
他
に
、
坂
上
大
嬢
の
異
母
姉
田
村
大
嬢
も
、

大
伴
の
田
村
家
の
大
嬢
の
妹
坂
上
大
嬢
に
与
ふ
る
歌
一
首

茅
花
抜
く
浅
茅
が
原
の
つ
ぼ
す
み
れ
い
ま
盛
り
な
り
わ
が
恋
ふ
ら
く

は 

（
八
─
一
四
四
九
）

と
歌
っ
て
い
る
。
茅
の
た
く
ま
し
い
根
は
止
血
・
利
尿
に
効
く
薬
用
に
用

い
ら
れ
た
り
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
紀
郎
女
の
歌
を
素
直
に
受
け
取
っ
て

か
、
こ
れ
は
栄
養
の
あ
る
食
材
と
古
代
人
は
信
じ
た
と
解
す
る
説（
５
）
も
あ

る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
食
べ
て
太
る
と
信
じ
て
い
た
と
は
と
て
も
考
え
ら

れ
な
い
。
栄
養
の
ほ
ど
は
わ
か
ら
な
い
が
、
季
節
的
に
は
ほ
ん
の
一
時
の

も
の
で
あ
り
、
物
の
性
格
か
ら
し
て
そ
れ
ほ
ど
量
を
食
べ
ら
れ
る
も
の
で

も
な
い
。
紀
女
郎
は
食
べ
て
も
お
よ
そ
太
る
は
ず
は
な
い
と
承
知
の
上

で
、
恩
着
せ
が
ま
し
く
茅
花
を
沢
山
贈
っ
て
、
太
れ
と
い
い
、
相
手
を
か

ら
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

紀
女
郎
の
こ
の
歌
は
ど
こ
か
調
子
に
乗
っ
た
感
じ
の
す
る
歌
で
、
あ
る

い
は
歌
遊
び
的
な
や
り
と
り
を
楽
し
ん
で
い
る
の
か
と
も
思
わ
れ
る（
６
）。
久

米
歌
に
歌
う
肉
の
付
い
て
い
な
い
骨
と
同
じ
く
、
茅
花
を
沢
山
貰
っ
て
も

そ
れ
は
腹
が
膨
れ
て
肥
え
ら
れ
る
ほ
ど
に
は
食
べ
ら
れ
る
も
の
で
も
な

い
。
そ
れ
を
恩
着
せ
が
ま
し
く
、
あ
な
た
の
た
め
に
手
も
休
め
ず
に
抜
い

た
も
の
だ
と
い
っ
て
、
沢
山
贈
ら
れ
て
も
処
置
に
困
る
の
で
あ
る
。
茅
花

は
そ
う
し
た
性
格
の
食
べ
物
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
紀
郎
女
の
送
り

物
に
は
久
米
歌
ほ
ど
の
悪
意
は
な
い
が
、
相
手
が
食
べ
ら
れ
な
い
の
を
承

知
の
う
え
で
、
故
意
に
茅
花
を
ど
っ
さ
り
贈
り
、
食
べ
て
太
れ
と
押
し
つ

け
て
い
る
様
を
歌
う
。
嫌
が
ら
せ
と
い
う
よ
り
は
ふ
ざ
け
て
相
手
が
困
る

よ
う
な
食
材
と
と
も
に
贈
っ
た
戯
れ
の
歌
で
あ
っ
た
と
解
し
た
い
。

　

こ
の
歌
も
男
女
の
戯
れ
に
せ
よ
、
食
材
を
贈
り
、
こ
れ
を
仲
立
ち
に
し

て
戯
れ
合
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
知
り
合
い
の
男
女
、

あ
る
い
は
恋
愛
関
係
に
あ
る
男
女
が
、
食
物
を
贈
り
、
そ
の
食
物
を
歌
い

込
ん
で
厭
わ
な
い
と
こ
ろ
に
、『
万
葉
集
』
の
食
の
歌
の
表
現
の
一
つ
の

特
色
が
あ
る
。

　

戯
れ
、
か
ら
か
い
歌
は
、
も
と
よ
り
男
女
間
の
軽
い
調
子
の
歌
ば
か
り

で
は
な
い
。
こ
れ
に
は
贈
物
は
伴
っ
て
い
な
い
が
、
巻
第
十
六
に
は
男
性

の
同
僚
等
の
身
体
的
弱
点
を
捉
え
て
嗤
う
、
今
で
い
え
ば
い
じ
め
の
よ
う
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な
悪
口
歌
も
あ
る
。
そ
の
中
で
食
材
の
鰻
を
あ
げ
て
か
ら
か
う
の
が
家
持

で
あ
る
。

痩
せ
た
る
人
を
嗤
咲
ふ
歌
二
首

石
麿
に
わ
れ
物
申
す
夏
痩
に
良
し
と
い
ふ
物
そ
鰻
取
り
食
せ
〈
め
せ

の
反
な
り
〉 

（
一
六
─
三
八
五
三
）

痩
す
痩
す
も
生
け
ら
ば
あ
ら
む
を
は
た
や
は
た
鰻
を
取
る
と
川
に
流

る
な 

（
一
六
─
三
八
五
四
）

右
は
、
吉
田
連
老
と
い
ふ
ひ
と
あ
り
。
字
は
石
麿
と
曰
へ

り
。
所
謂
仁
敬
の
子
な
り
。
そ
の
老
、
人
と
為
り
身
体
甚
く

痩
せ
た
り
。
多
く
喫
飲
す
れ
ど
も
、
形
飢
饉
に
似
た
り
。
此

に
因
り
て
大
伴
宿
禰
家
持
の
、
聊
か
に
こ
の
歌
を
作
り
て
、

戯
れ
咲
ふ
こ
と
を
為
せ
り
。

と
い
う
も
の
で
、
左
注
に
か
ら
か
い
歌
を
作
っ
た
理
由
も
記
し
て
い
る
。

吉
田
連
老
と
の
関
係
は
不
明
で
あ
る
が
、
父
旅
人
は
吉
田
連
宜
と
昵
懇
で

あ
っ
た
。
あ
る
い
は
そ
の
宜
の
子
で
、
親
し
い
間
柄
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
か
。『
詩
経
』「
衞
風
」
の
「
淇
奥
」
に
は
「
善
く
戯
謔
す
れ
ど
も
、
虐

を
為
さ
」
ざ
る
君
子
を
歌
う
が
、
三
八
五
三
番
歌
は
親
切
心
を
装
い
な
が

ら
も
、「
多
く
喫
飮
す
れ
ど
も
、
形
飢
饉
に
似
た
」
る
人
と
承
知
の
上
で

歌
を
贈
っ
て
い
る
か
ら
、
親
切
心
か
ら
で
は
な
い
。
鰻
を
食
べ
て
も
太
ら

な
い
と
思
い
つ
つ
意
地
悪
く
歌
い
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
歌
う
家

持
も
紀
女
郎
か
ら
「
茅
花
」
を
食
べ
て
太
れ
と
か
ら
か
わ
れ
て
い
た
の
を

思
う
と
、
目
く
そ
鼻
く
そ
を
笑
う
の
類
で
、「
君
子
の
戯
謔
」
と
は
い
え

ま
い
。
家
持
は
自
ら
が
鰻
を
食
べ
る
よ
う
に
い
わ
れ
、
そ
れ
を
ネ
タ
に
他

人
を
か
ら
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
鰻
は
生
命
力
が
強
く
脂
の
多
い
魚

で
、
古
代
に
も
栄
養
価
の
高
い
食
材
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
日

本
の
河
川
に
は
多
く
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、『
延
喜
式
』
に
は
ウ
ナ
ギ
は

「
鰻
」
で
も
異
体
字
で
も
記
録
例
は
な
い
。
木
簡
は
観
音
寺
遺
跡
（
徳
島

県
徳
島
市
国
府
町
観
音
寺
）
出
土
木
簡
に
一
例
「
鰻
老
□
（
海
カ
）」
と

あ
る
（
奈
良
文
化
財
研
究
セ
ン
タ
ー
木
簡
事
典
。
以
下
木
簡
は
こ
れ
に
よ

る
。）。

　

時
代
は
下
る
が
、『
新
撰
字
鏡
』
に
は
鮇
（
巻
九
・
三
丁
オ
）、
鰼
（
巻

九
・
四
丁
ウ
・
享
和
本
）、
鱓
（
巻
九
・
五
丁
オ
・
天
治
本
・
群
書
本
）、

鱔
（
巻
九
・
五
丁
オ
・
群
書
本
）、

（
巻
九
・
五
丁
オ
・
群
書
本
）
に

「
牟
奈
支
」（
文
字
の
位
置
は
天
治
本
の
巻
丁
）
と
あ
り
、『
本
草
和
名
』

は

、
鱓
、
鰌

、
鯆
、
魮
魚
、

、
鯸
、
鮧
を
「
和
名
牟
奈
岐
」

（
下
巻
十
六
丁
オ
）、『
倭
名
類
聚
鈔
』
も
鱣
魚
の
他
、「
文
字
集
略
」
を
引

い
て
鱣
魚
、『
本
草
和
名
』
を
引
い
て
「

魚
」、「
鰌

」、「
鯆
魮
」、

「

」、『
爾
雅
』
の
注
を
引
い
て
「
鱓
」
を
あ
げ
て
和
名
「
無
奈
木
」
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を
示
す
（
巻
第
十
九
・
四
丁
ウ
）。
文
字
の
多
さ
か
ら
い
え
ば
、
中
国
各

地
の
方
言
に
対
応
す
る
文
字
が
生
ま
れ
る
ほ
ど
馴
染
み
の
魚
で
あ
っ
た
と

い
え
る
が
、
ウ
ナ
ギ
の
イ
メ
ー
ジ
に
適
う
「
鰻
」
の
文
字
は
み
え
な
い
。

日
本
語
に
も
方
言
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
も
「
む
な
き
」
と

す
る
。
但
し
、『
新
撰
字
鏡
』
は
鰻
（
巻
九
・
二
丁
ウ
）
に
「
波
牟
」
の

和
名
を
付
す
。
海
魚
の
ハ
モ
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

家
持
の
歌
の
場
合
、
二
首
目
の
歌
の
方
が
か
ら
か
い
の
意
図
が
明
確
で

あ
る
。
久
邇
京
で
の
歌
で
あ
れ
ば
木
津
（
泉
）
川
が
都
を
真
ん
中
で
南
北

に
分
け
て
流
れ
、
そ
の
ま
ま
理
解
で
き
る
。
平
城
京
の
場
合
も
少
し
離
れ

た
木
津
川
や
大
和
川
を
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
く
は
な
い
が
、
佐
保
川
で
は
違

和
感
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
、
逆
に
水
量
が
少
な
く
、
流
れ
も
弱
い
川

を
イ
メ
ー
ジ
し
て
「
流
さ
れ
る
な
」
と
歌
っ
て
い
た
と
す
る
と
、
か
ら
か

い
の
意
味
合
い
を
強
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
は
痩
身
の
人
に
食
材
を
示
し
て
そ
れ
を
食
べ
て
太
れ
と
い
っ
て

い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
落
命
す
る
な
な
ど
と

歌
っ
て
い
る
。「
は
じ
め
に
」
で
触
れ
た
よ
う
に
、
奈
良
時
代
は
、
た
と

え
表
現
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、
あ
る
い
は
趣
味
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
官
僚

ク
ラ
ス
の
者
が
自
ら
漁
を
し
て
魚
を
得
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
鰻
取
り
の
表

現
も
抵
抗
な
く
受
け
取
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
歌
の
担
い
手
で
あ
っ

た
官
僚
も
、
食
材
の
獲
得
と
消
費
の
関
係
が
近
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
の

で
、
食
材
や
そ
の
入
手
法
の
表
現
を
蔑
ん
だ
り
、
忌
避
す
る
こ
と
な
く
、

歌
に
詠
ん
だ
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

三
、
食
欲
・
嗜
好
と
食
材
（
鯛
・
栗
・
瓜
）

　
『
万
葉
集
』
で
食
事
を
歌
っ
た
歌
と
し
て
、
ま
た
日
本
料
理
の
基
本
を

詠
み
込
ん
だ
歌
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
る
の
は
、
や
は
り
巻
十
六
の
、

酢
、
醤
、
蒜
、
鯛
、
水
葱
を
詠
む
歌

醤
酢
に
蒜
搗
き
合
て
て
鯛
願
ふ
わ
れ
に
な
見
せ
そ
水
葱
の
羹

 

（
一
六
─
三
八
二
九
）

で
あ
ろ
う
。
醤
は
今
で
い
え
ば
醤
油
を
絞
り
出
す
以
前
の
醪
状
態
の
調
味

料
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
酢
を
加
え
、
野
蒜
を
搗
い
た
も
の
を

合
わ
せ
、
鯛
に
つ
け
て
食
べ
た
よ
う
で
あ
る
。
で
は
鯛
は
ど
の
よ
う
な
状

態
の
も
の
で
、
如
何
な
る
食
べ
方
が
さ
れ
た
か
、
こ
れ
は
検
討
を
要
す

る
。
す
で
に
指
摘
の
あ
る
よ
う
に
、
鱠
す
な
わ
ち
今
で
い
う
刺
身
と
見
る

説（
７
）は

す
で
に
あ
る
。
そ
れ
で
も
よ
い
と
は
考
え
る
が
、
な
お
検
討
す
べ
き

点
も
残
る
。
近
鉄
電
車
の
利
用
が
可
能
な
現
在
の
奈
良
県
に
は
伊
勢
か
ら

鮮
魚
類
を
運
ん
で
く
る
業
者
が
い
る
。
近
鉄
電
車
が
あ
る
か
ら
可
能
で
、
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古
代
に
も
遠
方
か
ら
の
生
鮮
魚
介
を
運
ん
だ
と
想
定
で
き
る
か
と
い
う

と
、
敦
賀
か
ら
木
幡
ま
で
の
蟹
の
輸
送
に
丸
邇
氏
配
下
の
者
が
か
か
わ
っ

て
い
た
こ
と
を
暗
示
す
る
内
容
を
も
つ
応
神
記
歌
謡
（
記
歌
謡
四
二
）

と
、『
霊
異
記
』
中
巻
第
八
縁
に
摂
津
国
兎
原
郡
の
老
人
が
難
波
で
蟹
を

獲
て
、
生
駒
山
を
越
え
、
富
雄
あ
た
り
ま
で
は
運
ん
で
き
て
い
た
と
す
る

話
、
下
巻
第
六
縁
に
吉
野
の
山
奥
で
修
行
す
る
僧
の
命
令
で
、
弟
子
が
紀

の
川
の
川
口
で
鮮
魚
を
買
っ
て
運
ぶ
話
は
み
え
る
。
し
か
し
、
古
代
に
鮮

魚
の
流
通
シ
ス
テ
ム
が
一
般
的
に
成
立
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
、
不
明
で

あ
る
。「
嶋
之
早
贄
」（
記
神
代
）
も
一
塩
も
し
く
は
一
夜
干
の
類
で
あ
ろ

う
。

　

木
簡
に
み
え
る
鯛
の
文
字
の
例
は
多
く
、
現
在
五
七
例
を
数
え
る
。
そ

の
な
か
で
加
工
を
示
さ
ず
、
生
鮮
物
か
ど
う
か
判
別
で
き
な
い
に
し
て

も
、
鯛
あ
る
い
は
黒
鯛
と
の
み
あ
る
例
を
あ
げ
て
み
る
と
、
①
三
重
郡
黒

鯛
廿
二
口
（
平
城
宮
第
一
次
大
極
殿
院
西
辺
佐
紀
池
南
岸
・
伊
勢
国
）、

②
佐
□
郡
草
野
里
鯛
大
贄
（
平
城
宮
東
院
地
区
・
遠
江
国
佐
野
郡
・
安
芸

国
佐
伯
郡
・
肥
前
国
佐
嘉
郡
草
野
里)

、
③
参
河
国
芳
豆
郡
比
莫
嶋
海
部

供
奉
四
月
料
大
贄
黒
鯛
六
□
〔
斤
ヵ
〕（
平
城
宮
第
一
次
大
極
殿
院
西

辺
）、
④
紀
伊
国
无
漏
郡
鯛
□
〔
贄
ヵ
〕
一
籠
○
員
五 

（
平
城
京
左
京
三

条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
長
屋
王
邸
）、
⑤
青
郷
御
贄
鯛
五
升
・
田
結

五
升
（
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
八
坪 

二
条
大
路
濠
状
遺
構
（
南
）・
若
狭

国
大
飯
郡
阿
遠
郷
田
結
五
戸
・
若
狭
国
遠
敷
郡
阿
遠
郷
田
結
五
戸
）、
⑥

黒
鯛
四
隻
直
六
文
○
菁
三
把
直
二
文
右
常
料　

○
□
・
□
〔
進
ヵ
〕
上
櫃

一
合
□
請
○　

天
平
八
年 

九
月
十
五
日
下
村
主
大
魚
（
平
城
京
左
京
二

条
二
坊
五
坪
二
条
大
路
濠
状
遺
構
（
北
）・
国
郡
郷
不
明
）
と
い
っ
た
例

で
、
生
鮮
物
と
考
え
得
る
近
国
か
ら
の
貢
納
品
は
見
当
た
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
長
屋
王
邸
を
含
め
て
、
生
鮮
物
の
魚
類
を
恒
常
的
に
入
手
す
る

経
路
を
確
保
し
て
い
た
よ
う
に
は
み
え
な
い
。『
延
喜
式
』
に
み
え
る
鯛

は
平
安
京
で
の
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
大
膳
職
の
扱
う
食
材
は
ほ
と
ん
ど
乾

物
も
し
く
は
塩
物
な
ど
の
加
工
品
の
よ
う
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
に
み
え

る
鯛
を
い
さ
さ
か
整
理
し
て
確
認
す
る
と
、
①
鯛
楚
割
（『
延
喜
式
』
神

祇
五
・
斎
宮
・
月
料
・
大
系
一
〇
九
頁
、
神
祇
五
・
斎
宮
・
正
月
三
節

料
・
大
系
一
〇
九
頁
、
神
祇
五
・
斎
宮
・
凡
諸
国
送
納
調
庸
并
請
受
京
庫

雑
物
・
大
系
一
二
七
頁
、
主
計
上
・
諸
国
調
庸
・
志
摩
国
、
大
系
六
〇
三

頁
、
主
計
上
・
諸
国
調
庸
・
参
河
国
・
大
系
六
〇
四
頁
、
主
計
上
・
諸
国

調
庸
・
若
狭
国
・
大
系
六
一
〇
頁
、
主
計
上
・
諸
国
調
庸
・
紀
伊
国
・
大

系
六
一
七
頁
、
主
計
上
・〈
諸
国
調
庸
〉
讚
岐
国
・
大
系
六
一
八
頁
）、
②

鯛
腊
（『
延
喜
式
』
主
計
上
・
凡
諸
国
輸
調
・
大
系
五
九
九
頁
、
主
計
上
・

諸
国
調
庸
・
太
宰
府
・
大
系
六
一
九
頁
、
主
計
上
・
諸
国
調
庸
・
肥
後

国
・
大
系
六
二
〇
頁
、
大
膳
上
・
鎮
魂
・
大
系
七
五
八
頁
）、
③
小
鯛
腊

（『
延
喜
式
』
内
膳
司
・
年
料
・
大
系
八
七
六
頁
）、
④
鯛
脯
（『
延
喜
式
』
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主
計
上
・
諸
国
調
庸
・
参
河
国
・
大
系
六
〇
四
頁
）、
⑤
鯛

（『
延
喜

式
』
大
膳
上
・
鎮
魂
・
大
系
七
五
八
頁
）、
⑥
干
鯛
（『
延
喜
式
』『
延
喜

式
』
内
膳
司
・
六
月
神
今
食
料
・
大
系
八
六
五
頁
）、
⑦
鯛
枚
乾
（『
延
喜

式
』
神
祇
五
・
斎
宮
・
凡
諸
国
送
納
調
庸
并
請
受
京
庫
雑
物
・
大
系
一
二

七
頁
）、
⑧
甘
塩
鯛
（『
延
喜
式
』
内
膳
司
・
六
月
神
今
食
料
・
大
系
八
六

五
頁
、
内
膳
司
・
新
甞
祭
供
御
料
・
大
系
八
六
六
頁
）、
⑨
鯛
塩
作
（『
延

喜
式
』
内
膳
司
・
年
料
・
大
系
八
七
六
頁
）、
⑩
鯛
醤
（『
延
喜
式
』
内
膳

司
・
年
料
・
大
系
八
七
七
頁
）、
⑪
鯛
舂
酢
（『
延
喜
式
』
内
膳
司
・
年

料
・
大
系
八
七
六
頁
）、
⑫
鯛
（『
延
喜
式
』
宮
内
省
・
諸
国
例
貢
御
贄
・

和
泉
国
・
大
系
七
五
三
頁
、
内
膳
司
・
年
料
・
和
泉
国
・
大
系
八
七
六

頁
）
と
な
る
。
鯛
は
ほ
と
ん
ど
乾
燥
・
塩
・
醤
・
酢
な
ど
に
よ
る
加
工
品

と
し
て
み
え
、
鮮
魚
か
と
み
ら
れ
る
例
は
わ
ず
か
に
⑫
の
和
泉
国
の
貢
納

し
た
御
贄
や
年
料
の
鯛
の
み
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
も
基
本
は
官
人

の
食
材
で
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
一
般
官
人
に
宴
等
で
鯛
の

鱠
が
振
る
舞
わ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
み
て
よ
い
。
官
人
に

祭
の
時
な
ど
に
振
る
舞
わ
れ
る
食
料
も
『
延
喜
式
』
に
は
み
え
る
が
、
そ

こ
に
用
意
さ
れ
る
食
材
を
、
鎮
魂
祭
の
時
の
「
雑
給
料
」
の
参
議
の
条
に

よ
っ
て
み
て
み
る
と
、

　

参
議
已
上
。
人
別
糯
米
一
升
四
合
。
大
豆
一
合
八
勺
七
撮
。
小
豆

二
合
八
勺
。
韲
酒
一
合
。
酢
四
勺
。
醤
三
合
。
滓
醤
二
合
九
勺
。
東

鰒
一
両
二
分
。
隠
岐
鰒
五
両
。
堅
魚
二
両
一
分
二
銖
。
烏
賊
二
両
。

熬　

海
鼠
三
両
二
分
。
与
理
刀
魚
五
両
二
分
。
鮭
二
分
隻
之
一
。
雑

魚
楚
割
三
両
。
堅
魚
煎
二
両
二
分
。
鮨　

二
斤
四
両
。
雑
鮨
十
一

両
。
紫
菜
。
海
松
各
三
分
。
海
藻
二
両
。
漬
菜
二
合
。
漬
蒜
房
。
蒜

英
。
韮
搗　

各
二
合
。
生
栗
子
一
升
四
合
。
搗
栗
子
六
合
。
干
柿
子

三
合
。
橘
子
卅
三
顆
。
木
綿
二
分
四
銖
。

 

（『
延
喜
式
』
大
膳
上
・
鎮
魂
・
大
系
七
五
九
頁
）

と
あ
る
。
四
、
五
位
の
場
合
は
こ
の
う
ち
、「
雑
鮨
」
が
な
く
、
代
わ
り

に
「
腊
」
が
み
え
る
。「
堅
魚
煎
」
は
「
堅
魚
煎
汁
」
と
あ
る
が
、
同
じ

で
あ
ろ
う
。
ま
た
参
議
の
方
に
は
塩
が
な
い
け
れ
ど
も
記
載
漏
れ
か
と
も

思
わ
れ
る
。
両
者
の
違
い
は
品
目
に
は
な
く
、
そ
の
量
で
、
漬
け
物
な
ど

は
同
じ
で
あ
る
が
、
四
、
五
位
の
受
け
る
量
は
参
議
已
上
の
半
分
か
ら
三

分
の
二
程
で
あ
る
。
た
だ
し
、
酢
の
よ
う
に
参
議
の
方
が
少
な
い
も
の
も

あ
る
。
六
位
已
下
は
品
目
・
量
と
も
に
格
段
に
す
く
な
く
、
品
目
に
鯖
が

入
っ
て
く
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
鯖
は
古
代
に
も
大
衆
魚
で
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
こ
に
は
当
面
問
題
に
し
て
い
る
鯛
は
鎮

魂
祭
の
季
節
の
関
係
も
あ
っ
て
か
、
み
え
な
い
。

　

生
鯛
は
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
私
に
手
に
入
れ
え
る
場
合
は
と
も
か
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く
、
役
所
で
鱠
（
刺
身
）
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
機
会
は
ほ
ぼ
な
か
っ
た
と

み
て
よ
い
。
万
葉
歌
に
歌
う
蒜
を
搗
き
ま
ぜ
た
醤
酢
を
付
け
て
食
べ
た
鯛

も
私
宴
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
楚
割
・
腊
・
脯
な
ど
の
乾
物
か
、
そ
れ

を
戻
し
た
り
蒸
し
た
鯛
を
食
べ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
京
都

に
は
小
浜
か
ら
の
運
ば
れ
た
一
塩
物
の
甘
鯛
の
塩
を
抜
い
て
刺
身
に
し
て

出
す
店
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
甘
塩
鯛
な
ど
も
塩
抜
き
し
、
刺
身
で
食

べ
ら
れ
た
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
が
、
鯛
と
い
え
ば
す
ぐ
に
鱠
（
刺

身
）
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

　

今
一
点
み
て
お
く
べ
き
は
、
和
泉
国
か
ら
鯛
が
貢
納
さ
れ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
三
月
か
ら
六
月
が
産
卵
期
で
あ
る
鯛
は
関
西
で
は
沿
岸
に
産
卵

場
所
を
求
め
て
近
づ
き
、
婚
姻
色
と
季
節
の
重
な
り
と
に
よ
っ
て
桜
鯛
と

呼
ば
れ
、
漁
獲
量
も
多
く
な
る
。
こ
の
時
期
は
ま
だ
気
温
も
そ
れ
ほ
ど
高

く
な
く
、
大
阪
湾
の
沿
岸
か
ら
平
城
京
に
鮮
魚
を
運
ぶ
シ
ス
テ
ム
と
都
に

お
け
る
流
通
シ
ス
テ
ム
が
確
立
し
て
お
れ
ば
、
こ
れ
ら
沿
岸
に
寄
っ
て
来

た
鯛
が
平
城
京
ま
で
届
け
ら
れ
、
刺
身
で
食
べ
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。

他
方
、
野
蒜
は
根
は
一
年
中
採
取
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
葉
は
春
で
あ
る
。

鯛
も
桜
鯛
な
ら
ば
、
春
と
い
う
意
味
で
、
や
は
り
刺
身
説
を
否
定
し
切
れ

な
い
が
、
平
城
京
に
お
け
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
を
要
し
よ

う
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
食
材
を
食
べ
る
者
各
人
が
食
す
る
時
に
、
適
宜
、

味
を
調
整
し
な
が
ら
調
味
料
を
付
け
て
食
べ
る
方
法
は
、
懐
石
の
メ
イ
ン

料
理
に
な
る
刺
身
や
天
麩
羅
の
食
べ
方
に
似
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
万

葉
時
代
の
食
べ
方
が
今
に
続
い
て
い
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち

ろ
ん
羹
が
あ
る
か
ら
、
煮
物
も
食
べ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
が
、
触
れ
る
例
は

な
い
。
こ
こ
で
は
鯛
が
願
わ
し
い
食
べ
物
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
水
葱
の

羹
は
逆
の
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
水
葱
は
今
で
は
水
田
の
雑
草
と

な
っ
て
い
る
が
、

大
伴
宿
禰
駿
河
麿
、
同
じ
坂
上
家
の
二
嬢
を
娉
ふ
歌
一
首

春
霞
春
日
の
里
の
植
子
水
葱
苗
な
り
と
い
ひ
し
枝
は
さ
し
に
け
む

 

（
三
─
四
〇
七
）

　

秋
七
月
丙
辰
朔
。
勅
し
た
ま
は
く
、
聞
く
如
く
は
、
諸
家
、
京
中

に
水
田
を
営
む
こ
と
を
好
む
。
今
よ
り
以
後
、
一
切
禁
断
す
。
但
し

元
来
、
卑
湿
の
地
は
、
水
葱
・
芹
・
蓮
の
類
を
殖
う
る
こ
と
聴
せ
。

 

（『
続
日
本
後
紀
』
承
和
五
年
（
八
三
八
）
七
月
丙
辰
朔
）

と
い
っ
た
歌
や
記
録
に
よ
っ
て
、
芹
・
蓮
根
な
ど
と
同
じ
く
湿
地
で
栽
培

し
食
べ
て
い
た
と
知
ら
れ
る
。
食
べ
る
部
分
は
、
葉（
８
）、

葉
と
葉
柄（
９
）、

葉
柄）

（1
（

説
が
あ
る
が
、
葉
は
食
べ
る
時
期
、
下
処
理
を
間
違
え
る
と
食
べ
ら
れ
な

い
ほ
ど
ア
ク
の
強
い
植
物
で
、
嗜
好
が
分
か
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
水
葱
は
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『
延
喜
式
』
で
も
、「
水
葱
」（『
延
喜
式
』
大
膳
下
・
七
寺
盂
蘭
盆
供
養

料
・
大
系
七
七
〇
頁
、「
仁
王
経
斎
会
供
養
料
」・
大
系
七
七
〇
頁
）、「
干

水
葱
実
」（「
仁
王
経
斎
会
供
養
料
」・
大
系
七
七
〇
頁
）
な
ど
、
寺
院
の

精
進
系
の
食
材
と
し
て
み
え
る
。
し
か
し
、
他
に
み
え
な
い
の
は
『
延
喜

式
』
は
生
鮮
野
菜
は
記
さ
な
い
の
に
対
応
し
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
万
人

が
美
味
と
認
め
る
植
物
で
あ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
鯛
と
同
じ
く
好
ま
れ
た
食
べ
物
に
は
、
憶
良
が
歌
っ

た
栗
と
瓜
が
あ
る
。

子
等
を
思
ふ
歌
一
首　

序
を
并
せ
た
り
（
序
・
反
歌
を
略
す
）

瓜
食
め
ば　

子
ど
も
思
ほ
ゆ　

栗
食
め
ば　

ま
し
て
偲
は
ゆ　

何
処

よ
り　

来
り
し
も
の
そ　

眼
交
に　

も
と
な
懸
り
て　

安
眠
し
寝
さ

ぬ 
（
五
─
八
〇
二
）

で
あ
る
。
こ
こ
に
は
子
の
好
む
物
と
し
て
瓜
と
栗
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

栗
と
瓜
を
詠
む
こ
と
に
つ
い
て
は
中
国
の
結
婚
習
俗
と
の
関
係
に
注
目
す

る
論）

（（
（

も
あ
る
が
、『
礼
記
』
は
初
見
の
時
の
婦
人
へ
の
贈
物
に
つ
き
、「
婦

人
の
摯
は
、
椇
、
榛
．
脯
、
脩
、
棗
、
栗
。」（「
曲
礼
」
下
第
二
）
と
い

う
。
中
国
で
も
栗
は
女
性
の
好
物
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
古

代
日
本
で
は
周
知
の
如
く
、
山
内
丸
山
遺
跡
に
栗
園
と
巨
大
栗
木
柱
の

あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
栗
が
縄
文
時
代
か
ら
多
く
食
べ
ら
れ
、

木
材
と
し
て
も
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。『
延

喜
式
』
に
は
生
栗
、
干
栗
、
平
栗
、
搗
栗
な
ど
が
少
な
か
ら
ず
見
え
る
。

先
に
例
に
あ
げ
た
鎮
魂
祭
の
雑
給
料
の
中
に
も
、
参
議
以
上
は
「
生
栗
子

一
升
四
合
。
搗
栗
子
六
合
。」、
五
位
以
上
は
「
生
栗
子
五
合
。
搗
栗
子
二

合
五
勺
。」
と
あ
っ
た
。
官
人
に
は
宴
席
な
ど
で
普
通
に
支
給
さ
れ
る
食

料
の
一
種
で
、
子
供
も
彼
等
が
宴
席
か
ら
持
ち
帰
る
栗
を
喜
ん
だ）

（1
（

と
み
た

い
。
栗
は
乾
燥
な
ど
加
工
す
る
と
甘
み
が
出
る
。
先
に
も
ふ
れ
た
が
、
古

代
は
蜂
蜜
な
ど
の
他
に
は
甘
味
料
の
乏
し
い
時
代
で
あ
っ
た
。
子
供
、
都

市
の
子
供
は
甘
み
ゆ
え
に
栗
を
特
に
好
み
、
こ
こ
に
も
歌
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
甜
瓜
も
メ
ロ
ン
類
の
多
く
あ
る
今
日
で
は
、
淡
泊
で
甘
み
の
少
な
い

瓜
で
あ
る
が
、
甘
み
の
乏
し
い
時
代
に
は
や
は
り
甘
さ
が
珍
重
さ
れ
、
子

供
の
好
物
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。『
延
喜
式
』
に
は
甜
瓜
は
み
え
な
い

が
、「
熟
瓜
」（『
延
喜
式
』
大
膳
下
・「
七
寺
盂
蘭
盆
供
養
料
」
大
系
七
七

〇
頁
、「
七
月
廿
五
日
節
料
」
大
系
七
七
五
頁
）
が
そ
れ
で
あ
ろ
う
か
。

茅
花
の
ほ
の
か
な
甘
み
に
も
心
を
向
け
た
と
み
る
と
女
性
や
子
供
の
甘
み

へ
の
こ
だ
わ
り
は
変
わ
ら
な
い
。
憶
良
は
子
供
の
好
む
食
材
に
も
観
察
の

目
を
向
け
て
歌
い
、
子
供
に
寄
せ
る
思
い
の
深
さ
を
表
現
し
た
の
で
あ
る
。

　

甘
み
と
い
う
と
き
、
渋
柿
の
加
工
品
で
あ
る
干
柿
は
、
先
に
み
た
『
延

喜
式
』
鎮
魂
祭
の
雑
給
料
に
も
含
ま
れ
て
い
た
。『
延
喜
式
』
に
は
他
に
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熟
柿
子
（『
延
喜
式
』
大
膳
下
・「
九
月
九
日
節
料
」
大
系
七
七
五
頁
）
も

み
え
る
が
、
関
東
以
西
で
多
く
収
穫
さ
れ
る
甘
柿
の
類
は
『
延
喜
式
』
に

も
万
葉
歌
に
も
み
え
な
い
。
漢
籍
に
も
み
え
、
万
葉
歌
人
の
代
表
に
は
柿

本
人
麻
呂
も
い
る
の
で
あ
る
が
、
柿
が
歌
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
柿
は
各

戸
に
栽
培
さ
れ
、
特
段
と
り
た
て
る
ほ
ど
の
物
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。お

わ
り
に

　

以
上
み
て
き
た
の
は
、
万
葉
歌
に
は
平
安
時
代
以
後
の
歌
に
は
ほ
と
ん

ど
詠
ま
れ
な
か
っ
た
食
材
を
巧
み
に
詠
み
込
ん
で
、
独
自
の
和
歌
世
界
を

作
り
上
げ
て
い
る
歌
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
食
関
係
語
を
詠

み
込
ん
だ
歌
の
数
は
全
体
と
し
て
は
少
な
く
、
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と
の
な

い
食
料
の
数
も
多
い
。
し
か
し
、『
万
葉
集
』
は
や
は
り
他
の
歌
集
に
比

べ
る
と
、
貴
族
・
官
僚
を
含
む
歌
人
達
が
実
生
活
に
お
い
て
、
食
料
調
達

と
も
近
い
と
こ
ろ
に
い
た
か
ら
と
考
え
た
が
、
食
材
・
食
事
な
ど
を
多
彩

か
つ
巧
み
に
詠
み
込
み
、
そ
れ
ぞ
れ
に
生
活
に
根
ざ
し
た
独
自
の
歌
を
詠

ん
で
い
る
。
そ
れ
ら
の
行
為
を
歌
と
し
て
定
着
し
た
と
こ
ろ
は
、『
詩

経
』
な
ど
漢
籍
の
表
現
が
支
え
て
い
た
こ
と
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

本
稿
で
は
そ
の
一
端
を
歴
史
的
事
実
と
も
関
わ
ら
せ
つ
つ
み
た
。『
万
葉

集
』
は
食
関
係
の
事
物
を
具
体
的
に
詠
ん
だ
歌
を
少
な
か
ら
ず
収
め
た
点

で
も
、
日
本
の
和
歌
史
の
中
で
異
彩
を
放
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

注（
１
） 

岡
田
精
司
「
大
化
前
代
の
服
属
儀
礼
と
新
嘗
」（『
古
代
王
権
の
祭
祀
と
神
話
』
昭

和
四
五
年
四
月
）

（
２
） 

宗
懍 

守
屋
美
津
雄
訳
注 

布
目
潮
風
他
補
訂
『
東
洋
文
庫
324　

荊
楚
歳
時
記
』（
一

九
七
八
年
二
月
）

 

中
村
裕
一
「
人
日
の
食
べ
物
」（『
中
国
古
代
の
年
中
行
事 

第
一
冊 

春
』 

二
〇
〇

九
年
一
月
）　

（
３
） 

拙
稿
「
山
部
宿
禰
赤
人
歌
の
『
み
さ
ご
』
と
『
な
の
り
そ
』
─
巻
三
、
三
六
二
番

歌
─
」（「
兵
庫
国
漢
」　

第
二
三
号　

昭
和
五
二 

年
三
月
）

（
４
） 

古
橋 

信
孝 「
序
」（『
古
代
文
学
講
座
３　

都
市
と
村
』　

平
成
六
年
九
月
）

（
５
） 

広
野 

卓
『
中
公
新
書　

食
の
万
葉
集
―
古
代
の
食
生
活
を
科
学
す
る
』 (

一
九
九

八
年
一
二
月)

（
６
） 

拙
稿
「『
万
葉
集
』
の
相
聞
の
性
格
」（「
萬
葉
」
第
二
一
三
号　

平
成
二
四
年
一

一
月
）

（
７
） 

古
田
朱
美 

「
万
葉
時
代
の
日
本
と
中
国
の
食
文
化
」（「
流
通
經
濟
大
學
論
集
」
第

三
三
巻
三
号 

一
九
九
九
年
一
月
）

（
８
） 

高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
４ 

萬
葉
集
一
』

（
昭
和
三
二
年
二
月
）

（
９
） 

西
宮
一
民
『
萬
葉
集
全
注
』
巻
第
三
（
昭
和
五
九
年
二
月
）

（
10
） 
小
島
憲
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憶
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