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民
俗
の
サ
ク
ラ
と
万
葉
の
サ
ク
ラ
と

  

大
石
泰
夫

序

　
『
万
葉
集
』
に
う
た
わ
れ
た
植
物
、
い
わ
ゆ
る
「
万
葉
植
物
」（
こ
う
い

う
呼
称
は
他
の
文
学
作
品
に
は
み
ら
れ
な
い
が
）
の
中
で
も
、
桜
ほ
ど

様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
も
の
は
な
か
ろ
う
。
こ
こ
で
は
『
万
葉
集
』

に
、
と
記
し
た
が
、
実
際
に
は
日
本
文
学
の
範
疇
を
超
え
て
日
本
人
の
精

神
文
化
と
関
わ
ら
せ
て
古
く
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
そ
の
こ
と
は
長
い

歴
史
の
中
で
、
桜
が
も
っ
と
も
日
本
人
に
愛
さ
れ
る
植
物
で
あ
り
、
多
く

の
文
化
を
形
成
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
民
俗
学
か
ら
の
桜
に
つ
い

て
の
議
論
が
あ
り
、
ま
た
『
万
葉
集
』
研
究
の
立
場
か
ら
の
議
論
も
あ

り
、
こ
れ
を
切
り
結
ぶ
研
究
も
あ
る
。
た
だ
し
、
万
葉
時
代
の
桜
に
つ
い

て
の
民
俗
が
伝
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
後
世
の
民
俗
か
ら
民
俗
に
根

ざ
し
た
発
想
を
『
万
葉
集
』
の
歌
か
ら
読
み
取
る
と
い
う
方
法
が
と
ら
れ

る
の
で
、
既
に
結
論
は
出
尽
く
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
改
め
て
民
俗
学
の
立
場
か
ら
の
議
論
を
様
々
な
事
例
か
ら
確
認
し
、

一
方
『
万
葉
集
』
桜
の
歌
に
つ
い
て
も
そ
の
表
現
の
あ
り
方
を
確
認
す
る

こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、
民
俗
伝
承
に
お
け
る
サ
ク
ラ
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
、
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『
万
葉
集
』
の
桜
の
歌
の
表
現
を
漢
詩
文
な
ど
も
視
野
に
お
き
な
が
ら
そ

の
あ
り
方
を
検
討
し
、
両
者
を
切
り
結
ぶ
議
論
を
検
討
し
て
み
た
い
。

一
、
ハ
ナ
と
サ
ク
ラ
の
民
俗
学（
1
）─
語
源
説
を
め
ぐ
っ
て

　

ハ
ナ
と
サ
ク
ラ
に
つ
い
て
の
民
俗
伝
承
を
も
と
に
、
民
俗
社
会
に
お
け

る
サ
ク
ラ
の
意
味
を
説
い
た
の
は
折
口
信
夫
で
あ
っ
た
。

花
と
言
ふ
語こ

と
ば

は
、
簡
単
に
言
ふ
と
、
ほ
・
う
ら
と
意
の
近
い
も
の

で
、
前
兆
・
先
触
れ
と
言
ふ
位
の
意
味
に
な
る
ら
し
い
。
ほ
す
ゝ

き
・
は
な
す
ゝ
き
が
一
つ
物
で
あ
る
な
ど
を
考
へ
併
せ
れ
ば
わ
か

る
。
物
の
先
触
れ
と
言
う
て
も
よ
か
つ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　

─　

中
略　

─

三
月
の
木
の
花
は
桜
が
代
表
し
て
居
る
。
屋
敷
内
に
桜
を
植
ゑ
て
、

其
を
家
桜
と
言
つ
た
。
屋
敷
内
に
植
ゑ
る
木
は
、
特
別
な
意
味
が
あ

る
の
で
あ
る
。
桜
の
木
も
元
は
、
屋
敷
内
に
入
れ
な
か
つ
た
。
其

は
、
山
人
の
所
有
物
だ
か
ら
と
言
ふ
意
味
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
昔
の

桜
は
、
山
の
桜
の
み
で
あ
つ
た
。
遠
く
か
ら
桜
の
花
を
眺
め
て
、
そ

の
花
で
稲
の
実
り
を
占
つ
た
。
花
が
早
く
散
つ
た
ら
大
変
で
あ
る
。

考
へ
て
見
る
と
、
奈
良
朝
の
歌
は
、
桜
の
花
を
賞
め
て
居
な
い
。
観

賞
用
で
は
な
く
、
寧
、
実
用
的
の
も
の
、
即
、
占
ひ
の
為
に
植
ゑ
た

の
で
あ
つ
た
。
万
葉
集
を
見
る
と
、
は
い
か
ら
連
衆
は
梅
の
花
を
賞

め
て
ゐ
る
が
、
桜
の
花
は
賞
め
て
居
な
い
。
昔
は
、
花
は
観
賞
用
の

も
の
で
は
な
く
、
占
ひ
の
為
の
も
の
で
あ
つ
た
の
だ
。
奈
良
朝
時
代

に
、
花
を
観
賞
す
る
態
度
は
、
支
那
の
詩
文
か
ら
教
へ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　

─　

中
略　

─

桜
は
暗
示
の
為
に
重
ん
ぜ
ら
れ
た
。
一
年
の
生
産
の
前
触
れ
と
し
て

重
ん
ぜ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
花
が
散
る
と
、
前
兆
が
悪
い
も
の
と
し

て
、
桜
の
花
で
も
早
く
散
つ
て
く
れ
る
の
を
迷
惑
と
し
た
。
其
心
持

ち
が
、
段
々
変
化
し
て
行
つ
て
、
桜
の
花
が
散
ら
な
い
事
を
欲
す
る

努
力
に
な
つ
て
行
く
の
で
あ
る
。
桜
の
花
の
散
る
の
が
惜
し
ま
れ
た

の
は
其
為
で
あ
る）

1
（

。

　

折
口
は
花
（
ハ
ナ
）
の
語
源
を
「
ほ
」「
う
ら
」
か
ら
説
い
て
、
こ
れ

を
「
物
の
先
触
れ
」
と
し
、
特
に
花
の
中
で
も
サ
ク
ラ
は
暗
示
の
た
め
に

重
ん
じ
ら
れ
、
生
産
の
前
触
れ
と
し
て
重
ん
じ
ら
れ
た
と
す
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
折
口
の
見
解
を
展
開
さ
せ
た
の
が
櫻
井
満
で
あ
る
。
櫻
井
の
最
初

の
サ
ク
ラ
に
つ
い
て
の
説
は
、『
万
葉
集
』
の
柿
本
人
麻
呂
作
歌
の
「
花
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散
ら
ふ
」
と
い
う
表
現
を
め
ぐ
っ
て
、
万
葉
学
会
の
機
関
誌
『
万
葉
』
第

四
十
号
（
昭
和
三
十
六
年
（
一
九
六
一
）
七
月
発
行
）
に
掲
載
さ
れ
た

「「
花
散
ら
ふ
」
と
「
み
雪
ふ
る
」
の
発
想
」
と
い
う
論
文
で
示
さ
れ
た
。

そ
も
そ
も
サ
ク
ラ
と
い
う
語
は
、
サ
は
田
の
神
、
穀
霊
の
名
、
ク
ラ

は
神
座
と
し
て
の
意
義
が
存
し
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

サ
ク
ラ
は
穀
霊
を
む
か
え
る
憑
代

─
穀
神
の
こ
も
る
花
と
し
て
、

農
耕
生
活
の
う
え
に
関
与
す
る
た
い
せ
つ
な
花
で
あ
っ
た
。
穀
霊
は

当
然
地
霊
の
一
部
国
魂
た
る
山
神
の
配
下
で
も
あ
っ
た
わ
け
で
、
桜

を
呪
農
の
花
、
秋
の
み
の
り
の
兆
と
し
て
な
が
め
て
き
た
長
い
民
俗

生
活
が
あ
り
、
今
日
も
な
お
〝
花
見
〟
と
称
す
る
民
間
伝
承
が
あ

り
、
遊
楽
化
し
た
、〝
お
花
見
〟
が
あ
る
。『
万
葉
集
』
の
桜
の
歌
に

は
、
山
の
桜
を
よ
ん
だ
も
の
が
多
い
の
も
こ
こ
に
起
因
す
る）

2
（

。

櫻
井
は
折
口
の
ハ
ナ
を
「
物
の
先
触
れ
」
と
す
る
語
源
説
を
受
け
て
、
サ

ク
ラ
と
は
「
サ
」（
田
の
神
）
＋
ク
ラ
（
依
り
代
）
と
い
う
語
で
、
田
の

神
が
依
り
つ
く
植
物
、「
穀
神
が
こ
も
る
花
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
花
見

の
民
俗
等
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
こ
の
呼
称
は
サ
ク
ラ
を
「
秋
の
み
の
り

の
兆
」
と
し
て
な
が
め
て
き
た
民
俗
生
活
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
し

た
。

　

こ
の
考
え
を
さ
ら
に
具
体
的
な
民
俗
事
例
を
補
強
し
て
展
開
し
た
の

が
、
昭
和
四
十
九
年
（
一
九
六
九
）
刊
行
の
『
花
の
民
俗
学
』（
雄
山
閣

出
版
）
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
書
物
の
中
で
櫻
井
は
、
前
掲
の
語
源
説

を
記
し
た
後
、

そ
の
花
は
、
田
の
神
の
意
志
の
発
現
で
あ
る
と
信
じ
ら
れ
た
に
違
い

な
い
。
そ
れ
は
、
田
仕
事
に
取
り
か
か
ろ
う
と
す
る
時
期
に
、
パ
ッ

と
咲
く
み
ご
と
な
花
に
名
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
種
蒔
桜
・
田

打
桜
・
田
植
桜
な
ど
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
そ
の
花
の
咲
く
と
き
を
自

然
の
暦
に
し
た
生
活
の
名
残
で
あ
る
（
付
録
「
植
物
伝
説
選
」
参

照
）。
秋
田
県
鹿
角
郡
宮
川
村
な
ど
で
は
、
田
打
桜
・
田
植
桜
は
コ

ブ
シ
の
こ
と
で
、
そ
の
開
花
期
に
は
稲
田
の
用
意
に
田
を
打
ち
始
め

る
の
だ
と
い
う
（
川
口
弥
治
郞
『
自
然
暦
』）。
三
～
四
月
、
芳
香
の

あ
る
白
い
大
き
な
花
を
開
く
コ
ブ
シ
が
、
田
の
神
の
依
代
─
サ
ク
ラ

と
観
想
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
サ
ク
ラ
と
い
う
こ
と
ば
の
成
り
立
ち

が
よ
く
わ
か
る
。
ち
ょ
う
ど
〈
門
松
〉
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
松
以
外

の
木
を
立
て
て
も
年
神
の
依
代
と
し
て
門
松
と
呼
ば
れ
る
こ
と
と
同

じ
で
あ
る
。
要
す
る
に
穀
神
の
依
代
の
名
が
サ
ク
ラ
で
あ
り
、
そ
の

代
表
的
な
植
物
が
サ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
み
て
よ
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か）

3
（

。
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と
論
じ
て
い
る
。
当
初
の
櫻
井
の
語
源
説
は
、
田
の
神
の
依
り
代
が
サ
ク

ラ
と
呼
ば
れ
た
と
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
植
物
で
あ
っ
て
も
そ
う

呼
ば
れ
る
可
能
性
を
示
し
て
お
り
、
な
ぜ
今
日
サ
ク
ラ
と
呼
ぶ
植
物
に
限

定
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
残
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
を
展
開

さ
せ
て
、
サ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
る
植
物
の
田
の
神
の
依
り
代
と
し
て
ふ
さ
わ

し
い
機
能
と
し
て
、
稲
作
の
始
動
時
を
示
す
「
種
蒔
桜
」「
田
打
桜
」「
田

植
桜
」
と
呼
ば
れ
る
農
事
暦
と
関
わ
る
例
を
挙
げ
、
し
か
も
桜
で
は
な
い

辛こ
ぶ
し夷

を
サ
ク
ラ
と
呼
ぶ
事
例
を
挙
げ
る
と
い
う
形
で
補
強
し
た
の
で
あ

る
。

　

こ
の
後
、
和
歌
森
太
郎
（『
花
と
日
本
人
』
昭
和
五
十
年
（
一
九
七

五
））、
西
山
松
之
助
（「
桜
の
文
化
史
」
昭
和
六
十
年
（
一
九
八
五
）））

4
（

も
、
こ
の
「
サ
＋
ク
ラ
」
を
主
張
す
る
こ
と
に
な
り
、
今
日
で
は
こ
の
語

源
説
は
広
く
普
及
し
て
い
る）

（
（

。

二
、
ハ
ナ
と
サ
ク
ラ
の
民
俗
学（
２
）─
種
蒔
き
桜
を
め
ぐ
っ
て

　

民
俗
事
例
か
ら
ハ
ナ
と
サ
ク
ラ
の
語
源
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

要
す
る
に
事
例
か
ら
導
き
出
す
仮
説
で
あ
る
。
そ
れ
を
考
え
る
た
め
に
、

農
事
暦
と
サ
ク
ラ
が
関
わ
る
と
さ
れ
る
事
例
を
も
う
少
し
確
認
し
て
み
た

い
。

　

櫻
井
が
、
川
口
弥
次
郎
の
書
物
を
紹
介
す
る
こ
と
で
示
し
た
コ
ブ
シ
を

サ
ク
ラ
と
呼
ぶ
例
は
、
早
く
に
菅
江
真
澄
も
記
し
て
い
る
。

　
　

た
ね
ま
き
ざ
く
ら

雪
の
や
ゝ
消ケ

な
ん
こ
ろ
、
辛コ

ブ
シ荑

の
花
咲
る
を
、
出
羽
に
て
は
田タ

耕ウ
チ

桜

と
い
ひ
て
、
そ
の
こ
ろ
田
を
う
ち
、
苗
代
の
種タ

ネ

蒔マ
ク

こ
ろ
、
こ
と
国
に

い
ふ
彼ヒ

岸ガ
ン

桜
の
花
咲
ば
、
た
ね
ま
き
桜
と
い
ひ
、
ま
た
芳
野
桜
な
ど

も
い
へ
り
。
ひ
が
ん
桜
に
も
、
ふ
た
く
さ
み
く
さ
あ
り
。
甲
斐
国
鶴ツ

ル

ノ
郡
山
路
に
て
問
へ
ば
、
柴
桜
と
い
へ
り
。
国
々
と
こ
ろ
〴
〵
に
て

名
の
か
は
る
の
み
な
ら
ず
、
花
も
つ
ゆ
の
か
は
り
ぞ
あ
り
け
る
。
ま

た
、
猩
々
袴
と
い
ふ
艸
あ
り
。
そ
が
か
ら
名
は
、
春
雪
紅
と
か
い
へ

り
。
是
を
秋
田
ノ
比
内
ノ
扇
田
に
て
、
田タ

打ウ
チ

菊ギ
ク

と
い
へ
り
。
ま
た
時

鳥
を
し
で
の
た
を
さ
と
い
ふ
は
み
や
び
ご
と
な
る
を
、
そ
を
田タ

ウ
エ
ド
リ

殖
鳥

と
い
へ
る
処
あ
り
。
津
刈
に
て
五サ

ツ
キ
ド
リ

月
鳥
と
い
ふ
処
あ
り
。
そ
は
、
み

な
花
を
見
、
鳥
を
聞
て
、
そ
の
と
き
〴
〵
を
知
り
て
田タ

佃ツ
ク

る
こ
そ
、

暦
な
き
い
に
し
へ
の
風フ

リ

の
こ
り
た
れ
。（『
し
の
の
は
ぐ
さ）

（
（

』）

真
澄
は
、
こ
の
中
で
コ
ブ
シ
を
「
た
う
ち
桜
」、
彼
岸
桜
・
芳
野
桜
を

「
た
ね
ま
き
桜
」
と
呼
ん
で
い
る
例
を
紹
介
し
、
そ
れ
以
外
に
も
農
耕
の

ヒ
キ
ザ
ク
ラ
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自
然
暦
を
示
す
動
植
物
を
挙
げ
て
い
る
。

　

ま
た
、
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
三
月
五
日
に
大
戸
（
秋
田
市
上
北

手
）
の
松
渕
家
に
滞
在
し
て
い
た
真
澄
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

こ
の
日
は
松
渕
家
の
稲
の
種
蒔
き
が
行
わ
れ
た
の
だ
っ
た
。

五
日
、
け
ふ
は
苗
代
の
た
ね
水
に
ひ
ち
ほ
し
た
る
を
、
人
さ
は
に
集

り
て
、
大
桶
に
湯
を
み
た
ら
し
て
、
湯
漉ド

キ

し
な
ン
ど
い
ふ
事
も
し
は

て
て
、
床ト

コ

に
寝ネ

さ
す
て
ふ
こ
と
を
す
る
に
、
湯ユ

種タ
ネ
マ
キ蒔

て
ふ
歌
の
意コ

ゝ
ロぞ

知
ら
れ
た
る
。
家ヤ

ド

の
後シ

リ

の
山
に
紅
の
薄
花
桜
い
と
高タ

カ

き
木
に
咲
た

り
。
此
花
種
蒔
ク
と
き
に
咲サ

ケ

ば
、
た
ね
桜
と
い
ひ
、
又
、
秋
田
の
色

づ
く
こ
ろ
は
、
い
つ
も
紅
葉
す
れ
ば
、
そ
を
見
て
稲
刈
り
初ソ

ム

る
に
、

い
と
よ
き
た
め
し
な
ン
ど
人
の
い
ふ
を
聞
て
、

紅
葉
す
る
こ
ろ
は
い
ね
刈カ

る
苗
代
の
た
ね
ま
き
ざ
く
ら
今
咲
に

け
り 

（『
筆
の
山
口）

（
（

』）

　

菅
江
真
澄
が
記
述
す
る
多
様
な
農
作
業
と
関
わ
る
サ
ク
ラ
は
、
農
作
業

に
お
け
る
限
定
的
な
時
で
は
な
く
、
田
打
ち
・
種
蒔
き
・
稲
刈
り
（
紅
葉

の
頃
）
を
知
ら
せ
る
も
の
と
し
て
み
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

関
東
以
西
の
平
地
部
で
は
、
春
に
な
る
と
「
梅
か
ら
桜
」
と
い
っ
た
よ
う

に
梅
か
ら
桜
に
引
き
継
ぐ
よ
う
に
花
が
咲
く
が
、
東
北
で
は
こ
の
よ
う
な

状
況
は
な
く
、
い
き
な
り
い
ろ
い
ろ
な
春
の
花
が
咲
く
。
桜
だ
け
で
も
日

本
に
四
〇
〇
種
以
上
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
、
開
花
時
期
が
多
少
異
な
る

様
々
な
桜
に
加
え
て
辛
夷
な
ど
も
同
時
に
花
を
つ
け
る
。
し
た
が
っ
て
、

い
ろ
い
ろ
な
木
に
咲
く
花
が
、
稲
作
暦
を
告
げ
る
サ
ク
ラ
と
呼
ば
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
櫻
井
の
語
源
説
の
確
か
さ
を
証
明
し
て
い

る
。

　

平
成
二
十
四
年
（
二
〇
〇
四
）
に
岩
手
県
奥
州
市
教
育
委
員
会
は
、
種

蒔
き
桜
（
奥
州
市
江
刺
区
梁
川
字
市
道
）
と
伝
承
さ
れ
る
樹
齢
約
四
〇
〇

年
の
エ
ド
ヒ
ガ
ン
の
巨
老
木
を
天
然
記
念
物
に
指
定
し
た
。
天
然
記
念
物

で
あ
る
の
で
、
植
物
と
し
て
の
価
値
を
認
め
て
の
も
の
で
あ
る
が
、
指
定

書
を
作
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
種
蒔
き
桜
と
呼
ば
れ
て
い
る
文
化
的
意
義

を
重
視
し
、
自
生
し
て
い
る
場
所
の
歴
史
や
伝
承
な
ど
も
記
録
に
留
め
る

た
め
に
文
献
調
査
や
聞
き
取
り
調
査
を
行
っ
て
、
文
化
財
保
護
審
議
会
に

諮
問
し
て
指
定
す
る
と
い
う
手
続
き
を
取
り
、
天
然
記
念
物
の
名
称
と
し

て
も
種
蒔
き
桜
を
活
か
し
た
。

　

こ
の
種
蒔
き
桜
の
あ
る
地
は
、
旧
江
刺
四
十
一
ヶ
村
（
明
治
八
年
ま

で
）
の
一
つ
で
あ
る
栗く

り
ゆ
う
ざ
わ

生
沢
村
に
あ
り
、
側
に
追
分
石
が
あ
っ
て
、
古
道

の
交
差
点
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
必
ず
し
も
高
台
に
あ
る
わ
け
で
は

な
い
が
、
栗
生
沢
集
落
の
ど
こ
か
ら
で
も
見
え
る
位
置
に
あ
る
。
現
在
こ

の
集
落
に
は
、
他
に
こ
の
よ
う
な
桜
は
な
く
、
集
落
の
一
本
桜
と
い
う
よ
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う
な
印
象
で
、
住
民
に
し
て
も
通
行
人
に
し
て
も
旧
栗
生
沢
村
の
象
徴
的

存
在
と
な
っ
て
い
る
。
自
生
す
る
地
は
、
白
山
神
社
の
別
当
で
あ
り
藩
政

時
代
に
肝
入
を
つ
と
め
た
栗
生
沢
村
の
有
力
者
小
澤
氏
の
所
有
地
で
、
小

澤
家
の
墓
地
で
も
あ
っ
た
。
年
号
が
読
み
取
れ
る
も
っ
と
も
古
い
墓
石

は
、
寛
延
四
年
（
一
七
五
一
）
の
も
の
で
あ
り
、
県
指
定
無
形
民
俗
文
化

財
金
津
流
梁
川
獅
子
躍
に
関
係
す
る
供
養
碑
（
文
政
五
年
（
一
八
二
二
））

も
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
多
数
の
墓
石
に
混
じ
っ
て
、
支
石
に
天
井
石

が
載
せ
ら
れ
た
テ
ー
ブ
ル
状
の
石
造
物
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
小
澤

家
で
は
古ふ

る
は
か墓

と
呼
び
、「
下
に
は
宝
が
埋
ま
っ
て
い
る
が
絶
対
に
掘
っ
て

は
い
け
な
い
」
と
伝
え
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
こ
の
種
蒔
き
桜
が

自
生
す
る
場
所
は
、
特
別
な
地
と
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
樹
齢
約

四
〇
〇
年
と
い
う
こ
と
か
ら
推
察
す
る
と
、
年
号
が
読
み
取
れ
る
墓
石
は

種
蒔
き
桜
の
も
と
に
置
か
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
テ
ー
ブ
ル
状
の

石
造
物
は
種
蒔
き
桜
よ
り
も
前
に
置
か
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
あ
る
場
所

に
種
蒔
き
桜
が
植
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
交
通
の
要
衝
で
あ
り
、
特
別
な
場
所
と
意
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
あ

る
種
蒔
き
桜
、
ま
た
は
種
蒔
き
桜
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
特
別
な
場
所
と

意
識
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
種
蒔
き
桜
が
花
を
咲
か
せ
る
の
は
、
今
日
の
暦
で
い
え
ば
五
月
の

連
休
前
頃
で
あ
る
。
小
澤
家
で
は
種
蒔
き
の
時
期
を
逃
す
と
稲
作
が
成
り

咲きはじめた種蒔き桜（岩手県奥州市江刺区梁川）
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立
た
な
い
の
で
、
予
め
種
籾
を
カ
マ
ス
に
入
れ
て
自
宅
近
く
の
沢
で
雪
解

け
水
に
つ
け
て
お
き
、
一
方
苗
代
を
準
備
し
て
、
種
蒔
き
桜
が
咲
く
頃
に

遅
れ
な
い
よ
う
に
蒔
い
た
と
い
う
。
戦
後
に
保
温
折
衷
苗
代
が
普
及
し
て

全
国
に
広
ま
り
、
稲
作
が
一
ヶ
月
早
ま
っ
た
こ
と
で
種
蒔
き
桜
と
し
て
の

機
能
は
失
わ
れ
た
が
、
現
在
で
も
こ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
。

　

前
節
の
冒
頭
で
、
折
口
の
ハ
ナ
が
生
産
の
先
触
れ
と
み
ら
れ
た
と
す
る

語
源
説
を
紹
介
す
る
こ
と
か
ら
始
め
て
、
花
の
中
で
も
民
俗
伝
承
で
は
と

り
わ
け
サ
ク
ラ
が
農
事
暦
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し
た

「
サ
＋
ク
ラ
」
と
い
う
櫻
井
の
語
源
説
を
紹
介
し
た
。
そ
し
て
、
民
俗
事

例
を
背
景
に
し
た
語
源
説
と
民
俗
に
お
け
る
サ
ク
ラ
を
確
認
す
る
た
め

に
、
菅
江
真
澄
が
記
し
た
農
事
暦
と
関
わ
る
多
様
な
サ
ク
ラ
の
例
を
紹
介

し
た
。
櫻
井
も
指
摘
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、
真
澄
が
紹
介
す
る
サ
ク

ラ
は
桜
だ
け
を
さ
す
も
の
で
は
な
く
、
コ
ブ
シ
を
も
サ
ク
ラ
と
呼
ん
で
お

り
、
農
事
暦
を
示
す
花
を
サ
ク
ラ
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し

て
、
奥
州
市
江
刺
区
梁
川
の
種
蒔
き
桜
の
事
例
は
、
そ
れ
が
自
生
す
る
場

所
が
地
域
の
特
別
な
場
所
と
み
ら
れ
た
こ
と
を
伝
え
て
お
り
、
こ
れ
が
穀

神
の
依
り
代
と
み
ら
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は

折
口
の
ハ
ナ
を
生
産
の
先
触
れ
と
み
る
こ
と
、
櫻
井
の
「
穀
神
の
依
代
の

名
が
サ
ク
ラ
で
あ
る
と
す
る
説
を
保
証
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
民
間
伝
承
に
み
る
サ
ク
ラ
は
、「
サ
＋
ク
ラ
」
で
説
明
す

る
こ
と
が
有
効
で
あ
り
、
花
見
と
い
う
民
俗
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
過
程
が

説
明
で
き
る
語
源
説
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

三
、『
万
葉
集
』
の
桜
の
表
現
と
歌
の
主
題

　

前
節
で
は
民
間
伝
承
に
お
け
る
サ
ク
ラ
を
民
俗
学
的
に
み
て
き
た
が
、

次
に
は
『
万
葉
集
』
に
う
た
わ
れ
た
サ
ク
ラ
の
表
現
を
確
認
し
、
サ
ク
ラ

が
歌
の
世
界
の
中
で
ど
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
て
い
る
か
を
み
て
ゆ
き
た

い
。

　
『
万
葉
集
』
で
サ
ク
ラ
と
表
現
さ
れ
る
例
は
、
四
十
六
例
、
四
十
一

首
、
三
十
三
歌
群
で
あ
る
。
四
十
六
例
に
は
題
詞
四
例
、
ま
た
こ
の
四
例

に
は
人
名
の
「
桜
児
」
一
例
を
含
む
。
ま
た
、
三
十
三
歌
群
に
は
題
詞
の

み
の
一
例
を
含
ん
で
い
る
。

　

た
だ
し
、
こ
の
用
例
に
は
、
題
詞
で
は
桜
の
花
と
し
な
が
ら
歌
に
は
花

と
し
か
よ
ん
で
い
な
い
場
合
は
題
詞
の
み
を
数
え
、
歌
数
に
は
含
め
て
い

な
い
。
ま
た
、
集
中
に
は
「
花
」
と
表
現
し
て
桜
を
さ
す
と
推
定
で
き
る

用
例
も
多
く
あ
る
が
、
こ
の
中
に
は
含
め
て
い
な
い
。

　

桜
の
表
現
を
一
覧
す
る
と
、
ま
ず
四
十
四
例
の
う
ち
四
十
一
例
が
「
花

（
ハ
ナ
）」
を
と
も
な
っ
て
よ
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
「
桜

（
サ
ク
ラ
）」
が
三
音
節
で
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
、
五
音
節
と
七
音
節
に
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合
わ
せ
る
た
め
に
、
二
音
節
の
「
ハ
ナ
」
を
加
え
る
こ
と
で
五
音
節
と
す

る
例
（「
桜
花
（
サ
ク
ラ
バ
ナ
）」）
が
二
十
三
例
、
さ
ら
に
こ
れ
に
助
詞

を
二
つ
加
え
て
七
音
節
と
し
て
い
る
例
が
十
六
例
あ
る
。
ち
な
み
に
他
の

三
音
節
の
花
を
例
に
取
る
と
、
桜
と
同
様
に
「
ハ
ナ
」
を
併
せ
て
よ
ん
で

い
る
割
合
は
、「
椿
（
ツ
バ
キ
）」
が
九
分
の
二
、「
馬
酔
木
（
ア
シ
ビ
）」

が
十
分
の
六
、「
ツ
ツ
ジ
」
が
九
分
の
三
で
、
桜
の
割
合
が
非
常
に
高
い

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
に
桜
と
い
う
名
を
表
現
す
る
時
に
も
、
他
の

花
に
比
し
て
強
く
花
が
意
識
さ
れ
て
い
る
の
が
桜
な
の
で
あ
る
。
単
に
花

と
表
現
し
て
桜
を
さ
す
よ
う
に
な
る
の
も
、
こ
の
意
識
に
基
づ
い
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
引
用
し
た
折
口
の
論
文
で
は
「
昔
の
桜
は
、
山
の
桜
の
み
で
あ
つ

た
。
遠
く
か
ら
桜
の
花
を
眺
め
て
、
そ
の
花
で
稲
の
実
り
を
占
つ
た
。」

と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
用
例
に
目
立
つ
の
は
山
に
咲
く
桜
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る
表
現
が
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

春
雨
の
し
く
し
く
降
る
に　

高
円
の
山
の
桜
は　

い
か
に
か
あ
る
ら

む 

（
巻
八
・
一
四
四
〇
番
歌
、
河
邊
朝
臣
東
人
の
歌
一
首
）

　
　

絶
等
寸
の
山
の
峰
の
上
の
桜
花　

咲
か
む
春
べ
は　

君
し
偲
は
む

　
　
　
　
　
　
（
巻
九
・
一
七
七
六
番
歌
、
石
川
大
夫
の
任
を
遷
さ
え
て

京
に
上
る
時
、播
磨
娘
子
の
贈
る
歌
二
首
の
一
首
目
）

阿
保
山
の
桜
の
花
は　

今
日
も
か
も
散
り
乱
ふ
ら
む　

見
る
人
な
し

に 

（
巻
十
・
一
八
六
七
番
歌
、
花
を
詠
む
）

と
い
う
よ
う
に
峰
や
山
の
桜
が
う
た
わ
れ
る
。
全
部
で
二
十
首
が
山
と
と

も
に
う
た
わ
れ
る
ほ
か
、
そ
の
中
に
「
山
桜
花
（
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
バ
ナ
）」

と
い
う
用
例
が
三
例
あ
る
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
）。

　

桜
を
ど
の
よ
う
に
し
て
う
た
う
の
か
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
と
、

や
す
み
し
し  

我
が
大
君
の 

…
…
天
の
下  

知
ら
し
ま
さ
む
と　

八

百
万  

千
年
を
兼
ね
て  

定
め
け
む  

奈
良
の
都
は　

か
ぎ
ろ
ひ
の  　

春
に
し
な
れ
ば  

春
日
山　

御
笠
の
野
辺
に  

桜
花　

木
の
暗
隠
り　

貌
鳥
は  

間
な
く
し
ば
鳴
く  

露
霜
の  

秋
さ
り
来
れ
ば　

生
駒
山  

飛
火
が
岳
に　

萩
の
枝
を  

し
が
ら
み
散
ら
し
…
…

（
巻
六
・
一
〇
四
七
番
、
寧
楽
の
故
り
に
し
郷
を

悲
し
び
て
作
る
歌
一
首
）

　
　

鴬
の
木
伝
ふ
梅
の
う
つ
ろ
へ
ば　

桜
の
花
の
時
か
た
ま
け
ぬ

（
巻
十
・
一
八
五
四
番
歌
、
花
を
詠
む
）

と
い
う
よ
う
に
移
り
ゆ
く
季
節
の
春
の
景
物
と
し
て
よ
ん
で
い
る
も
の
も

あ
る
が
、「
咲
く
」（
四
十
一
首
中
十
五
首
）「
散
る
」（
四
十
一
首
中
十
五
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首
）
が
桜
の
あ
り
よ
う
と
し
て
う
た
わ
れ
て
い
る
。
以
下
、
代
表
的
な
例

を
挙
げ
る
。

〈
咲
く
〉あ

し
ひ
き
の
山
桜
花　

日
並
べ
て
か
く
咲
き
た
ら
ば　

い
た
恋
ひ
め

や
も（

巻
八
・
一
四
二
五
番
歌
、
山
部
宿
祢
赤
人
歌
四
首
の
二
首
目
）

　
　

春
雨
に
争
ひ
か
ね
て　

わ
が
宿
の
桜
の
花
は　

咲
き
そ
め
に
け
り

（
巻
十
・
一
八
六
九
番
歌
、
詠
花
）

〈
散
る
〉

　
　
　
　

厚
見
王
、
久
米
女
郎
に
贈
る
歌
一
首

　
　

宿
に
あ
る
桜
の
花
は　

今
も
か
も　

松
風
速
み
地
に
散
る
ら
む

（
巻
八
・
一
四
五
八
番
歌
）

　
　
　
　

久
米
女
郎
の
報
へ
贈
る
歌
一
首

　
　

世
間
も
常
に
し
あ
ら
ね
ば　

宿
に
あ
る
桜
の
花
の
散
れ
る
こ
ろ
か
も

（
巻
八
・
一
四
五
九
番
歌
）

春
雨
は
い
た
く
な
降
り
そ　

桜
花
い
ま
だ
見
な
く
に
散
ら
ま
く
惜
し

も 

（
巻
十
・
一
八
七
〇
番
歌
、
花
を
詠
む
）

〈
咲
く
＋
散
る
〉

春
三
月
、
諸
卿
大
夫
等
の
難
波
に
下
り
し
時
の
歌
二
首　

短
歌

を
并
せ
た
り

白
雲
の  

龍
田
の
山
の  

滝
の
上
の  

小
椋
の
嶺
に  

咲
き
を
を
る  

桜
の
花
は　

山
高
み　

風
し
や
ま
ね
ば  

春
雨
の  

継
ぎ
て
し
降
れ

ば  

ほ
つ
枝
は　

散
り
過
ぎ
に
け
り  

下
枝
に　

残
れ
る
花
は  

し
ま

し
く
は  

散
り
な
乱
ひ
そ  

草
枕　

旅
行
く
君
が  

帰
り
来
る
ま
で

　
　
　
　

反
歌

わ
が
行
は
七
日
は
過
ぎ
じ　

竜
田
彦
ゆ
め
此
の
花
を
風
に
な
散
ら
し

白
雲
の  

龍
田
の
山
を  

夕
暮
れ
に  

う
ち
越
え
行
け
ば  

滝
の
上
の  

桜
の
花
は　

咲
き
た
る
は　

散
り
過
ぎ
に
け
り  

含
め
る
は  

咲
き

継
ぎ
ぬ
べ
し  

こ
ち
ご
ち
の　

花
の
盛
り
に  

あ
ら
ね
ど
も　

君
が

御
行
は  

今
に
し
あ
る
べ
し

　
　
　
　

反
歌

暇
あ
ら
ば
な
づ
さ
ひ
渡
り　

向
つ
峰
の
桜
の
花
も　

折
ら
ま
し
も
の

を 

（
巻
九
・
一
七
四
七
～
五
〇
番
歌
）

桜
花
咲
き
か
も
散
る
と
見
る
ま
で
に　

誰
か
も
此
処
に
見
え
て
散
り

行
く 

（
巻
十
二
・
三
一
二
九
番
歌
、
羈
旅
に
思
を
発
す
）

こ
う
し
た
桜
の
歌
を
み
る
と
、
桜
が
咲
き
、
散
る
こ
と
に
対
す
る
抒
情
が

歌
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。『
万
葉
集
』
の
歌
に
は
、
桜

を
美
的
景
物
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
よ
り
も
、
ま
ず
花
を
強
く
意
識
し
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て
、
花
が
「
咲
く
」「
散
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
の
強
い
感
情
が
表

現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

桜
を
め
ぐ
る
文
学
と
文
化
の
歴
史
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
研
究
の
蓄
積

が
あ
る
が
、
そ
の
出
発
点
は
桜
が
咲
き
散
る
こ
と
に
対
す
る
思
い
が
、
文

学
の
表
現
に
強
く
表
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で

み
て
き
た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
の
歌
か
ら
既
に
そ
う
し
た
表
現
が
中
心

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四
、「
咲
く
」
と
「
散
る
」
を
め
ぐ
っ
て

　

桜
の
文
学
と
文
化
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
そ
れ
を
詳
細
に
論
じ
る
余
裕

は
な
い）

8
（

。
た
だ
、
象
徴
的
な
議
論
を
一
例
紹
介
し
た
い
。

　

兼
好
法
師
は
『
徒
然
草
』
の
中
で
、
桜
の
歌
と
そ
れ
に
表
現
さ
れ
る
抒

情
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。
雨
に
む

か
ひ
て
月
を
恋
ひ
、
た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
知
ら
ぬ
も
、
な
ほ
あ

は
れ
に
情な

さ
けふ

か
し
。
咲
き
ぬ
べ
き
ほ
ど
の
梢
、
散
り
し
を
れ
た
る
庭

な
ど
こ
そ
見
所
お
ほ
け
れ
。
歌
の
こ
と
ば
が
き
に
も
、「
花
見
に
ま

か
れ
り
け
る
に
、
は
や
く
散
り
過
ぎ
に
け
れ
ば
」
と
も
、「
さ
は
る

こ
と
あ
り
て
ま
か
ら
で
」
な
ど
も
書
け
る
は
、「
花
を
見
て
」
と
言

へ
る
に
劣
れ
る
こ
と
か
は
。
花
の
散
り
、
月
の
か
た
ぶ
く
を
慕
ふ
な

ら
ひ
は
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
こ
と
に
か
た
く
な
な
る
人
ぞ
、「
こ
の

枝
、
か
の
枝
散
り
に
け
り
。
今
は
見
所
な
し
。」
な
ど
は
言
ふ
め
る
。

　

よ
ろ
づ
の
こ
と
も
、
始
め
終
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
男
女
の
情

も
、
ひ
と
へ
に
逢
ひ
見
る
を
ば
い
ふ
も
の
か
は
。
逢
は
で
や
み
に
し

う
さ
を
思
ひ
、
あ
だ
な
る
ち
ぎ
り
を
か
こ
ち
、
長
き
夜
を
ひ
と
り
明

か
し
、
遠
き
雲
井
を
思
ひ
や
り
、
浅
茅
が
宿
に
昔
を
し
の
ぶ
こ
そ
、

色
好
む
と
は
言
は
め
。 

（
一
三
七
段
）

兼
好
は
、
桜
の
歌
に
は
満
開
の
も
の
が
よ
ま
れ
る
よ
り
も
ま
だ
咲
い
て
い

な
い
こ
と
を
う
た
っ
た
も
の
や
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
惜
し
む
歌
が

多
い
こ
と
を
問
題
と
し
て
、
満
開
の
も
の
を
よ
む
よ
り
こ
う
し
た
歌
の
方

の
抒
情
が
深
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

本
居
宣
長
は
『
玉
勝
間
』
に
お
い
て
、
兼
好
の
こ
の
記
述
を
取
り
上
げ

て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

兼
好
法
師
が
徒
然
草
に
、「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の

み
見
る
も
の
か
は
。」
と
か
言
へ
る
は
、
い
か
に
ぞ
や
。
い
に
し
へ

の
歌
ど
も
に
、
花
は
さ
か
り
な
る
、
月
は
く
ま
な
き
を
見
た
る
よ
り
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も
、
花
の
も
と
に
は
、
風
を
か
こ
ち
、
月
の
夜
は
、
雲
を
い
と
ひ
、

あ
る
は
待
ち
惜
し
む
心
づ
く
し
を
よ
め
る
ぞ
多
く
て
、
こ
こ
ろ
深
き

も
、
こ
と
に
さ
る
歌
に
お
ほ
か
る
は
、
み
な
花
は
さ
か
り
を
の
ど
か

に
見
ま
ほ
し
く
、
月
は
く
ま
な
か
ら
む
こ
と
を
お
も
ふ
心
の
せ
ち
な

る
か
ら
こ
そ
、
さ
も
え
あ
ら
ぬ
を
嘆
き
た
る
な
れ
。
い
づ
こ
の
歌
に

か
は
、
花
に
風
を
待
ち
、
月
に
雲
を
願
ひ
た
る
は
あ
ら
ん
。
さ
る
を

か
の
法
師
が
言
へ
る
ご
と
く
な
る
は
、
人
の
心
に
さ
か
ひ
た
る
。
後

の
世
の
さ
か
し
ら
心
の
、
つ
く
り
風み

や
び流

に
し
て
、
ま
こ
と
の
風
流
ご

ご
ろ
に
は
あ
ら
ず
。
か
の
法
師
が
言
へ
る
こ
と
ど
も
、
こ
の
類
多

し
。
皆
同
じ
事
な
り
。

宣
長
は
兼
好
の
主
張
を
否
定
し
て
、
満
開
前
や
散
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を

う
た
う
歌
が
多
い
の
は
、
満
開
の
桜
を
み
た
い
と
願
う
気
持
ち
が
強
い
こ

と
の
表
れ
で
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
が
桜
の
歌
に
嘆
き
と
な
っ
て
表
現
さ
れ

て
い
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
宣
長
は
兼
好
の
美
意
識
に
対
し
て
辛
辣
で
あ

る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
の
議
論
の
よ
う
に
、
桜
の
花
が
咲
く
こ
と
と

散
る
こ
と
に
対
し
て
、
日
本
の
和
歌
文
学
は
大
き
な
関
心
を
寄
せ
て
き
た

わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
桜
が
咲
く
、
散
る
こ
と
に
大
き
な
関
心
と
情
を
感
じ
る
と

い
う
こ
と
は
、
今
日
で
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
。
桜
の
花
の
咲
く
頃
は
、

花
吹
雪
・
花
曇
り
・
花
冷
え
な
ど
と
い
う
季
語
が
表
わ
す
よ
う
に
、
特
に

気
候
の
変
化
が
厳
し
い
時
で
あ
り
、
強
い
風
が
吹
く
季
節
で
あ
る
。
ま

た
、
地
方
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
桜
が
咲
く
こ
と
に
よ
っ
て
よ

う
や
く
寒
い
季
節
が
終
わ
り
、
暖
か
な
季
節
が
や
っ
て
き
た
こ
と
を
実
感

す
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
う
し
た
感
情
を
抱
く
の
は
当
た
り
前
と
い
え

る
。
し
た
が
っ
て
、『
万
葉
集
』
に
お
い
て
も
桜
が
咲
き
、
散
る
こ
と
を

よ
む
の
は
当
然
の
こ
と
と
も
い
え
よ
う
が
、
文
学
の
表
現
と
し
て
み
る
場

合
に
は
様
々
な
影
響
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　

折
口
は
先
に
引
用
し
た
よ
う
に
「
奈
良
朝
時
代
に
、
花
を
観
賞
す
る
態

度
は
、
支
那
の
詩
文
か
ら
教
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、『
万
葉
集
』
の
桜
の
歌
の
発
想
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
漢
詩

文
に
お
け
る
桜
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

　

ま
ず
、『
懐
風
藻
』
で
あ
る
が
、
全
一
一
八
首
の
う
ち
二
首
に
桜
が
よ

ま
れ
て
い
る
（
以
下
、
漢
詩
文
の
傍
線
は
筆
者
が
施
し
た
も
の
）。

　
　
　
　

五
言
。
春
日
侍
宴
。
応
詔
。
一
首
。

　
　

論
道
与
唐
儕
。
語
徳
共
虞
隣
。
冠
周
埋
尸
愛
。
駕
殷
解
網
仁
。

　
　

淑
景
蒼
天
麗
。
嘉
気
碧
空
陳
。
葉
緑
園
柳
月
。
花
紅
山
桜
春
。

　
　

雲
間
頌
皇
沢
。
日
下
沐
芳
塵
。
宜
献
南
山
寿
。
千
秋
衛
北
辰
。

（
采
女
朝
臣
比
良
夫
）
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五
言
。
初
春
於
作
宝
楼
置
酒
。

　
　

景
麗
金
谷
室
。
年
開
積
草
春
。
松
烟
双
吐
翠
。
桜
柳
分
含
新
。

　
　

嶺
高
闇
雲
路
。
魚
驚
乱
藻
浜
。
激
泉
移
舞
袖
。
流
声
韵
松
筠
。

（
長
屋
王
）

前
者
の
例
は
「
山
桜
」
と
表
現
さ
れ
、
紅
色
の
花
を
つ
け
た
桜
が
み
ご
と

に
咲
い
た
春
を
表
現
し
、
後
者
は
桜
と
柳
が
訪
れ
た
春
を
象
徴
的
に
表
す

景
物
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
み
ら
れ
る
桜
は
春
の
景
物
と
し

て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
辰
巳
正
明
は
前
者
の
例
の
解
説
に
「
こ
の
山

桜
は
六
朝
詩
に
み
ら
れ
る
山
桜
と
呼
応
し
て
い
る
と
思
わ
れ
、
前
句
の
園

柳
月
と
対
を
作
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
風
景
は
春
の
良
辰
・
美
景
を
理
念
と

し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。」
と
述
べ
て
い
る）

9
（

。

　

中
国
詩
で
は
、
唐
の
時
代
に
入
る
と
桜
を
う
た
い
こ
む
詩
が
多
く
表
れ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り
も
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
あ
ま
り
多
く
の
例

を
見
な
い
。

〈
山
桜
〉

○
沈
休
文
「
早
発
定
山
」（『
文
選
』）　

野
棠
開
未
落
。
山
桜
発
欲
然
。

○
蕭
填
「
春
日
貽
劉
孝
綽
」（『
芸
文
類
聚
』
卷
三·

歲
時
上
）

　

澗
水
初
流
碧
。
山
桜
早
発
紅
。

○
煬
帝
「
宴
東
堂
」（『
煬
帝
詩
集
』）　

海
榴
舒
欲
尽
。
山
桜
開
未
飛
。

○
陳
江
「
春
日
」（『
陳
江
総
集
』）　

水
苔
宜
溜
色
。
山
桜
助
落
暉
。

〈
桜
〉○

江
総
「
陳
宣
帝
哀
策
」（『
芸
文
類
聚
』
卷
十
四·

帝
王
部
四
）

　

掃
秋
葉
而
無
尽
。
薦
春
桜
而
原
知
。

○
摂
官
「
梁
小
廟
」（『
芸
文
類
聚
』
卷
三
十
八·

礼
部
上
）

　

疇
昔
遊
衣
所
。
今
日
薦
桜
時
。

○
左
思
「
蜀
都
賦
」（『
芸
文
類
聚
』
卷
六
十
一·

居
処
部
一
）

　

朱
桜
春
就
。
素
奈
夏
成
。

○
潘
岳
「
閑
居
賦
」（『
芸
文
類
聚
』
卷
六
十
四·

居
処
部
四
）

　

三
桃
表
桜
胡
之
別
。
二
奈
曜
丹
白
之
色
。

○
王
僧
達
詩
（『
芸
文
類
聚
』
卷
八
十
六·

果
部
上
）

　

初
桜
動
時
艷
。
蝉
噪
灼
輝
芳
。

○
簡
文
帝
皇
太
子
奉
答
南
平
王
賚
「
朱
桜
詩
」

（『
芸
文
類
聚
』
卷
八
十
六·

果
部
上
）

○
庾
肩
吾
謝
蒙
賚
「
朱
桜
啓
」（『
芸
文
類
聚
』
卷
八
十
六·

果
部
上
）

○
劉
孝
「
綽
詠
有
人
乞
牛
舌
乳
不
付
因
餉
檳
榔
」（『
芸
文
類
聚
』
卷
八

十
七·

果
部
下
）
羞
比
朱
桜
就
。
詎
易
紫
梨
津
。

山
桜
の
用
例
に
は
、「
発
」「
開
」「
落
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
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る
。
ま
た
桜
も
併
せ
て
み
る
と
、「
春
」
と
と
も
に
用
い
ら
れ
て
、
春
の

訪
れ
を
示
す
景
物
と
し
て
う
た
い
こ
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
と

り
あ
げ
た
例
で
は
、
辰
巳
が
い
う
よ
う
に
春
の
美
景
を
理
念
と
し
て
捉
え

た
も
の
が
多
い
と
い
え
る
。

　

た
だ
、
唐
代
に
な
る
と
桜
を
よ
む
詩
が
増
え
、
様
々
な
表
現
が
な
さ
れ

て
お
り
、
桜
が
咲
き
、
散
る
こ
と
に
対
す
る
抒
情
が
表
現
さ
れ
る
も
の
も

で
て
く
る
。
そ
れ
が
『
万
葉
集
』
に
与
え
た
影
響
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ

し
、『
懐
風
藻
』
に
は
用
例
も
少
な
く
、
あ
ま
り
影
響
が
あ
る
と
は
思
わ

れ
な
い
。
ひ
と
ま
ず
万
葉
歌
へ
の
直
接
の
影
響
は
少
な
い
と
考
え
ら
れ
、

桜
の
花
が
「
咲
く
」「
散
る
」
と
い
う
こ
と
に
強
い
抒
情
を
表
現
す
る
あ

り
方
は
、
日
本
の
風
土
の
中
で
培
わ
れ
た
発
想
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

中
西
進
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

古
来
、
日
本
人
に
親
し
ま
れ
た
花
は
、
や
は
り
さ
く
ら
（
桜
）
で
あ

る
。
大
体
、
サ
ク
ラ
と
い
う
名
前
は
「
咲
く
・
ら
」
と
い
う
意
味

で
、「
ら
」
は
親
し
み
を
こ
め
て
こ
と
ば
の
下
に
つ
け
た
も
の
だ
か

ら
、
花
は
す
べ
て
咲
く
の
に
、
そ
れ
を
独
占
し
て
い
る
の
が
、
こ
の

花
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ほ
ど
に
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
古
く

か
ら
深
い
結
び
つ
き
を
も
つ
も
の
が
、
さ
く
ら
で
あ
っ
た
。
よ
く
、

『
古
今
集
』
以
後
に
さ
く
ら
が
花
の
代
表
と
な
っ
た
よ
う
に
言
わ
れ

も
す
る
が
、
こ
れ
は
誤
解
で
あ
る
。

こ
の
桜
が
『
古
今
集
』
以
後
に
花
の
代
表
と
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、

「
万
葉
時
代
は
梅
が
代
表
」
と
み
る
考
え
で
あ
る
が
、
櫻
井
も
『
万
葉

集
』
の
梅
に
つ
い
て
詳
細
に
検
討
し
て
否
定
し
て
い
る）

（1
（

。
中
西
は
こ
こ
で

サ
ク
ラ
の
語
源
と
し
て
「
咲
く
＋
ら
」
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
み
て
き

た
よ
う
に
、『
万
葉
集
』
に
み
る
桜
の
用
例
は
多
く
「
咲
く
」「
散
る
」
と

と
も
に
表
現
さ
れ
て
お
り
、
桜
が
咲
く
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
強
い
思
い

を
抱
く
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
文
学
表
現
か
ら
み
れ
ば
中
西
説
は
首

肯
で
き
る
語
源
説
と
い
え
よ
う
。

　

サ
ク
ラ
の
語
源
に
つ
い
て
は
、
民
俗
か
ら
み
た
櫻
井
説
、
文
学
表
現
か

ら
み
た
中
西
説
を
両
方
支
持
す
る
よ
う
な
結
論
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
サ

ク
ラ
の
語
源
説
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
あ
く
ま
で
仮
説
で
あ
り
、
状
況
の

あ
り
方
か
ら
み
た
解
釈
で
あ
る
。
こ
れ
は
両
方
を
肯
定
で
き
る
と
い
う
こ

と
に
留
め
て
お
き
た
い
。

結
び
─
文
学
と
民
俗
の
き
ず
な

　

民
俗
社
会
に
伝
え
ら
れ
る
サ
ク
ラ
は
、
そ
の
花
の
開
花
が
農
事
暦
を
教
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え
る
も
の
と
し
て
の
伝
承
が
伝
わ
り
、
そ
の
樹
自
体
を
聖
な
る
も
の
と
み

る
伝
承
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、「
サ
ク
ラ
」
と
呼
ば

れ
る
樹
が
、
穀
霊
が
依
り
つ
く
も
の
と
み
ら
れ
、
そ
の
花
が
咲
く
こ
と
に

穀
霊
の
啓
示
を
感
じ
と
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
導
き
出

さ
れ
る
こ
と
は
、
桜
の
花
が
「
咲
く
」
こ
と
に
強
い
意
識
を
も
つ
こ
と
は

当
然
で
、
ま
た
反
対
に
「
散
る
」
と
い
う
こ
と
を
悲
し
む
と
い
う
感
情
も

生
ま
れ
て
く
る
こ
と
も
ま
た
当
然
の
発
想
で
あ
る
。

　

一
方
、
日
本
文
学
に
み
ら
れ
る
桜
の
歌
に
表
現
さ
れ
る
抒
情
は
、
桜
の

花
が
咲
く
の
を
歓
び
、
散
る
の
を
惜
し
む
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、

そ
れ
は
『
万
葉
集
』
か
ら
既
に
獲
得
さ
れ
た
表
現
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

の
歌
は
漢
詩
文
の
影
響
を
受
け
て
お
り
、
折
口
は
花
を
観
賞
す
る
態
度
も

そ
の
影
響
と
し
て
い
る
が
、
桜
の
歌
に
つ
い
て
は
大
き
な
影
響
を
指
摘
で

き
ず
、
桜
に
つ
い
て
の
こ
の
表
現
と
抒
情
は
固
有
の
歌
の
世
界
の
も
の
と

い
え
よ
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
桜
の
『
万
葉
集
』
の
歌
、
そ
し
て
そ
れ
以
降

の
日
本
文
学
の
桜
は
、
民
俗
社
会
の
中
で
培
わ
れ
た
桜
に
対
す
る
発
想
と

無
縁
の
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
。『
万
葉
集
』
の
歌
に
は
、
桜
が
直
接
農

事
暦
を
告
げ
る
花
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
現
や
、
桜
の
花
を
穀
霊
の
依
り

代
と
み
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
歌
は
な
い
。
し
か
し
、
桜
の
歌
の
表
現
は

他
の
花
に
比
し
て
高
い
割
合
で
花
を
併
せ
て
表
現
さ
れ
る
こ
と
、
美
的
景

物
と
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
よ
り
も
「
咲
く
」「
散
る
」
と
い
う
こ
と
に
対

し
て
の
強
い
感
情
が
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
基
盤
に

桜
が
花
を
咲
か
せ
る
こ
と
に
穀
霊
の
啓
示
を
み
て
き
た
民
俗
社
会
の
発
想

が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

注（1
）
折
口
信
夫
「
花
の
話
」（『
折
口
信
夫
全
集
』
２
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
五
年
、

四
三
九
～
四
四
二
頁
）。

（
2
）
引
用
は
櫻
井
満
『
万
葉
び
と
の
憧
憬
』（
桜
楓
社
、
一
九
七
八
年
再
版
、
一
六
三

頁
）
に
よ
っ
た
。

（
3
）
引
用
は
『
花
の
民
俗
学
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
〇
八
年
、
一
〇
三
頁
）
に

よ
っ
た
。

（
4
）
西
山
松
之
助
「
桜
の
文
化
史
」（『
日
本
の
文
様
（
18
）
桜
』、
光
琳
社
出
版
、
一

九
八
五
年
）。

（
（
）
和
歌
森
も
西
山
も
櫻
井
の
説
だ
と
し
て
い
な
い
が
、
発
表
時
期
か
ら
い
っ
て
明
ら

か
に
櫻
井
に
プ
ラ
イ
オ
リ
テ
ィ
ー
が
あ
り
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
櫻
井
の
説

と
し
て
い
る
。

（
（
）『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
十
巻
、
未
来
社
、
一
九
七
四
年
、
三
二
九
～
三
三
〇
頁
。

「
し
の
の
は
ぐ
さ
」
は
文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
の
雄
勝
郡
巡
村
以
降
に
執
筆

し
た
と
さ
れ
る
。

（
（
）『
菅
江
真
澄
全
集
』
第
十
一
巻
、
未
来
社
、
一
九
八
〇
年
、
四
八
六
頁
。

（
8
）
山
田
孝
雄
『
櫻
史
』、
櫻
書
房
、
一
九
四
一
年
。
山
田
忠
雄
の
校
注
に
よ
っ
て
講

談
社
学
術
文
庫
よ
り
一
九
九
〇
年
に
発
行
。

（
9
）
辰
巳
正
明
『
懐
風
藻
全
注
釈
』、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
六
～
七
頁
。

（
10　

櫻
井
「
桜
」「
梅
」（『
万
葉
の
花
』
櫻
井
満
著
作
集
第
七
巻
、
お
う
ふ
う
、
二
〇

〇
〇
年
、
四
二
～
六
一
頁
）。


