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の
訪
れ
を
待
ち
続
け
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
か
せ
」（
か
し
）
は
そ
の
よ
う
に
糸
を
巻
き
掛
け
る
道
具
で
あ
る
が
、

そ
れ
の
み
な
ら
ず
巻
い
た
紡
糸
（
つ
み
い
と
・
綛
）
を
も
い
い
、
ま
た
、

機
に
掛
け
る
経
（
た
て
い
と
）
の
こ
と
も
い
っ
た
と
み
ら
れ
る
（
か
せ
い

と
）。

　
「
か
せ
」
の
歴
史
は
長
い
。
万
葉
歌
に
も
「
久
邇
の
新
京
を
讃ほ

む
る
」

一
連
の
歌
々
（
6
一
〇
五
〇

－

一
〇
五
八　

田
辺
福
麻
呂
）
の
な
か
に
、

　
　

�

娘を
と
め子
ら
が
う
み
を
か
く
と
い
ふ
鹿か

せ背
の
山
時と
き

し
行ゆ

け
れ
ば
都
と
な
り

ぬ
（
6
一
〇
五
六
）

　
　
　

�

お
と
め
た
ち
が
績
麻
を
か
け
る
と
い
う
桛
で
は
な
い
が
、
鹿
背
の
山
は

時
が
移
っ
て
、
今
や
都
と
な
っ
た
こ
と
だ
。

と
う
た
わ
れ
て
い
る
。

　
「
う
み
を
」（
績
麻
）
と
い
う
の
は
麻
や
か
ら
む
し
（
苧
麻
）
な
ど
の
繊

維
を
紡
い
で
糸
に
し
た
も
の
。
お
と
め
た
ち
は
そ
の
糸
を
「
か
せ
」
に
か

け
る
。
こ
の
万
葉
歌
は
そ
れ
を
「
鹿
背
の
山
」
に
掛
け
て
う
た
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
「
か
せ
」（
か
し
）
は
万
葉
の
時
代
か
ら
使
わ

れ
て
い
た
（
1

（
注
。

　

万
葉
歌
を
み
る
と
麻
や
か
ら
む
し
の
栽
培
か
ら
糸
を
紡
ぎ
、
布
に
織
る

工
程
の
す
べ
て
は
女
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
の
時
代
に
も
そ

の
よ
う
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。「
か
せ
」（
か
し
）
が
女
歌
に
う
た
わ

れ
、
女
踊
に
使
わ
れ
る
こ
と
の
淵
源
は
こ
こ
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。

　
「
わ
く
」
も
糸
を
巻
き
と
る
道
具
。「
わ
く
」
は
「
枠
」「
籆
」
な
ど
さ

ま
ざ
ま
に
表
記
さ
れ
る
が
、
正
字
は
「
籰
」。『
大
漢
和
辞
典
』
は
こ
れ
を

舞
踊
「
月
夜
浜
節
」
と
「
か
し
か
き
」

犬
　
飼
　
公
　
之

　
　
　
　
　

月
夜
浜
節

　
　

�

月つ
き

夜ゆ

浜ぱ
ま

だ
き
ぬ　
「
ヨ
ー
ン
ゾ
」　

岸
ぬ
浦ら

ぬ
木も
み
ん綿　

「
ヒ
ヤ
ス
リ
」　

　
　

木
綿
花
作ち
く

て
ぃ　

木
綿
か
し
か
き
ら

　
　

�　

�　

�

月
夜
の
浜
の
よ
う
な
岸
の
浦
（
地
名
）
の
木
綿
。
木
綿
を
作
っ
て
木

綿
の
綛
を
か
け
よ
う
。

　
　

�

く
り
返
し　

返
し　
「
ヨ
ー
ン
ゾ
」　

指う
ぶ
は
つ弾
き
見
上
ぎ
り
ば　
「
ヒ
ヤ
ス

リ
」　

筋
持
つ
ぃ
ぬ
美ち
ゆ

ら
さ　

読
み
美
ら
さ
あ
む
ぬ　
「
ヒ
ヤ
ス
リ
」

　
　
　

�　

�

く
り
返
し
く
り
返
し
指
で
弾
い
て
見
上
げ
る
と
、
糸
筋
も
美
し
く
よ

み
も
美
し
い
。

　
　

吹
か
ば
飛
ぶ
手て
い
さ
じ巾　

し
ゆ
て
ぃ
待
ち
ゅ
ら　
「
ヨ
ン
ナ
」

　
　

�　
　
吹
か
ば
飛
ぶ
手
巾
だ
け
れ
ど
、
仕
上
げ
て
待
ち
ま
し
ょ
う
。

1

　

石
垣
島
平
得
村
に
伝
わ
る
「
月
夜
浜
節
」
は
「
木
綿
花
作
て
ぃ　

木
綿

か
し
か
き
ら
」
と
う
た
わ
れ
、
は
じ
め
に
木
綿
花
を
持
っ
て
踊
り
、
次
い

で
左
手
に
「
か
し
」（
桛
・
か
せ
）、
右
手
に
「
わ
く
」
を
持
ち
、
最
後
に

手
巾
（
テ
ィ
サ
ジ
）
を
持
っ
て
踊
る
。

　

ま
ず
「
か
せ
」（
か
し
）
と
「
わ
く
」
に
目
を
向
け
よ
う
。「
か
せ
」

（
桛
）
は
紡
い
だ
糸
を
掛
け
て
巻
く
木
で
作
っ
た
工
字
型
の
道
具
。
女
は

そ
れ
に
糸
を
く
り
返
し
巻
き
つ
け
、
思
い
を
つ
の
ら
せ
な
が
ら
恋
し
い
人
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と
う
た
わ
れ
て
い
る
。「
倭
文
」
と
は
日
本
風
の
織
物
を
い
う
。

　
『
伊
勢
物
語
』（
三
二
段
）
に
も
、

　
　

�

い
に
し
へ
の
倭
文
の
を
だ
ま
き
く
り
返
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が

な

　
　
　

�

昔
の
倭
文
の
苧
環
で
は
な
い
が
、
く
り
返
し
糸
を
巻
き
掛
け
る
よ
う
に
、

あ
な
た
と
愛
し
合
っ
た
昔
を
今
に
と
り
も
ど
す
方
法
が
あ
れ
ば
良
い
の

に
。

と
み
え
る
。

　

そ
れ
ら
は
平
安
時
代
に
う
た
わ
れ
た
歌
で
あ
る
が
、
室
町
時
代
に
く
だ

る
と
『
義
経
記
』（
巻
六
）
に
は
静
御
前
が
義
経
を
追
討
し
よ
う
と
す
る

頼
朝
の
面
前
で
、
義
経
を
思
い
な
が
ら
、

　
　

�

し
づ
や
し
づ
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
返
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し
も
が

な

と
う
た
い
舞
っ
た
と
語
ら
れ
る
。「
い
に
し
へ
の
倭
文
の
を
だ
ま
き
」
が

「
し
づ
や
し
づ
し
づ
の
を
だ
ま
き
」
と
変
え
て
う
た
わ
れ
た
。

　
「
か
せ
」（
か
し
）
や
「
わ
く
」「
お
だ
ま
き
」（
を
だ
ま
き
）
は
そ
の
よ

う
に
女
歌
、
女
踊
に
と
り
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

2

　
「
か
し
か
き
」（
か
せ
か
け
）
は
沖
縄
の
代
表
的
な
女
踊
と
し
て
知
ら
れ

る
。
手
に
「
か
せ
」（
か
し
）
と
「
わ
く
」
を
持
ち
、
糸
を
巻
き
掛
け
る

所
作
を
く
り
返
し
な
が
ら
「
里
」（
恋
し
い
人
）
を
待
つ
女
を
表
現
す
る
。

そ
れ
は
紅
型
の
衣
裳
を
ま
と
い
、
右
肩
袖
を
抜
き
緋
の
胴
衣
を
見
せ
て
踊

る
華
麗
さ
と
と
も
に
、
沖
縄
の
、
と
い
う
よ
り
も
日
本
の
舞
踊
の
な
か
で

「
い
と
わ
く
」
で
あ
る
と
い
い
「
籆
」
に
同
じ
と
い
う
。
そ
し
て
『
説
文

解
字
』
を
引
い
て
「
糸
を
ま
き
つ
け
る
具
」
で
あ
る
と
い
う
（
2

（
注
。

　
「
わ
く
」
は
中
国
に
お
い
て
は
や
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
道
具
で
あ

り
、
そ
れ
が
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
と
み
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
は
「
わ
く
」
が

「
籰
」
の
字
音
（
ワ
ク
）
を
引
き
継
い
で
い
る
こ
と
か
ら
も
認
め
ら
れ
よ

う
。
ち
な
み
に
「
桛
」
は
国
字
で
あ
り
、「
か
せ
」（
か
し
）
は
日
本
に
お

い
て
作
ら
れ
た
道
具
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
つ
い
で
に
い
う
と
「
枠
」
も

国
字
で
あ
る
。

　

中
国
に
お
い
て
「
籰
」
は
手
で
廻
し
て
糸
を
絡
め
と
る
道
具
と
も
、
糸

車
（
い
と
ぐ
る
ま
、
い
と
く
り
ぐ
る
ま
）
を
い
っ
た
と
も
み
ら
れ
る
（
（

（
注
が
、「
月

夜
浜
節
」
や
後
で
と
り
あ
げ
る
「
か
し
か
き
」
に
使
わ
れ
る
「
わ
く
」
は

手
持
ち
の
そ
れ
で
あ
る
。

　

同
じ
長
さ
の
木
を
二
本
な
り
四
本
な
り
相
対
さ
せ
て
、
そ
の
間
に
横
木

を
入
れ
て
さ
さ
え
、
そ
の
中
心
に
軸
木
を
装
置
し
回
転
さ
せ
な
が
ら
糸
を

巻
き
取
る
の
で
あ
る
。「
わ
く
の
え
」（
わ
く
の
ゑ
）
と
も
よ
ば
れ
た
ら
し

い
（
（

（
注
。

　

そ
れ
は
ま
た
「
お
だ
ま
き
」（
を
だ
ま
き
・
苧
環
）
と
も
よ
ば
れ
た
と
い

わ
れ
る
（『
広
辞
林
』）。
と
す
る
と
、
お
そ
ら
く
そ
の
機
能
と
形
状
か
ら
日

本
に
お
い
て
そ
の
よ
う
に
呼
称
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
お
だ
ま
き
」（
を
だ
ま
き
）
は
『
古
今
集
』
に
、

　
　

�

い
に
し
へ
の
倭し

づ文
の
を
だ
ま
き
い
や
し
き
も
良
き
も
さ
か
り
は
あ
り

し
も
の
な
り
（
17
八
八
八
）

　
　
　

�

昔
の
倭
文
の
苧
環
で
は
な
い
が
、
私
の
よ
う
な
賎し
ず

の
男
に
せ
よ
、
や
ん

ご
と
な
き
お
方
に
せ
よ
、
男
ざ
か
り
は
あ
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
に
。
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歌
と
し
て
は
一
貫
し
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
石
垣
島
に
伝
わ
る
「
月
夜
浜
節
」
は
「
か
し
か
き
」
を
踏

ま
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
こ
れ
も
「
か
し
」
と
「
わ
く
」
を

手
に
し
て
糸
を
巻
き
掛
け
、
恋
し
い
人
を
待
つ
と
い
う
の
で
あ
り
、
歌
意

の
趣
旨
も
所
作
も
似
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
ま
た
「
か
し
か

き
」
と
「
月
夜
浜
節
」
は
か
な
り
異
な
っ
て
も
い
る
。
そ
れ
は
歌
の
表
現

に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
「
か
し
か
き
」
は
女
の
情
念
を
如
実
に
表
現
す
る
。
歌
も
「
面
影
の
ま

さ
て
立
ち
ゆ
さ
」「
思
ど
ま
さ
る
」（
ま
し
ゆ
る
）
と
い
う
よ
う
に
「
里
」

（
あ
の
方
）
へ
の
恋
情
を
直
叙
す
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
「
正
述
心
緒
」（
正

に
思
い
を
述
べ
る
）
に
近
い
。

　

そ
れ
に
対
し
て
「
月
夜
浜
節
」
は
「
木
綿
か
し
か
き
ら
」
と
い
い
「
し

ゆ
て
ぃ
待
ち
ゅ
ら
」
と
は
い
う
も
の
の
情
念
を
直
叙
し
て
は
い
な
い
。
抑

制
的
で
あ
る
。
ま
た
、
恋
し
い
人
の
御
衣
（
み
そ
）
を
織
ろ
う
と
い
う
の

で
は
な
い
。
手
巾
を
仕
上
げ
て
恋
人
を
待
と
う
と
い
う
。
す
べ
て
が
控
え

め
だ
と
い
え
よ
う
。

　

そ
し
て
「
月
夜
浜
節
」
は
は
じ
め
に
「
岸
ぬ
浦
」（
岸
の
浦
・
地
名
）
に

木
綿
を
栽
培
し
、
み
ご
と
に
結
実
し
た
木
綿
花
を
う
た
い
、
次
い
で
そ
の

木
綿
花
を
糸
に
紡
ぎ
「
桛
」（
か
し
）
に
掛
け
る
と
い
う
。
さ
ら
に
織
糸

と
な
る
「
綛
」
に
目
を
転
じ
て
「
指
弾
き
」
見
上
げ
、
そ
の
糸
筋
の
美
し

さ
を
ほ
め
、
手
巾
を
仕
上
げ
よ
う
と
い
う
。

　

つ
ま
り
こ
れ
は
手
巾
を
織
る
ま
で
の
労
働
の
工
程
に
即
し
て
う
た
わ
れ

て
い
る
。
だ
か
ら
ま
ず
木
綿
花
を
、
次
い
で
「
か
し
」
と
「
わ
く
」
を
、

最
後
に
手
巾
を
持
っ
て
踊
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
こ
れ
は
生
活
的
あ
る

も
芸
術
的
な
高
み
に
昇
華
し
た
女
踊
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
と

い
え
よ
う
。

　
「
か
し
か
き
」
は
次
の
よ
う
に
う
た
わ
れ
る
。

　

①　

�

な
な
ゆ
み
と
は
た
え
ん　

綛か
せ

掛
け
て
置
き
ゆ
て　

里さ
と

が
あ
か
い
づ

羽　

御み

そ衣
よ
す
ら
ぬ
（
干
瀬
節
）

　
　
　
　
　

�

七
読
や
二
十
読
の
か
せ
糸
を
掛
け
て
、
あ
の
方
の
た
め
に
蜻
蛉
の

羽
の
よ
う
な
御
衣
を
織
り
上
げ
た
（
（

（
注
い
。

　

②　

�

わ
く
の
糸
綛
に　

く
り
返
し
返
し　

掛
け
て
面
影
の　

ま
さ
て
立

ち
ゆ
さ
（
七
尺
節
）

　
　
　
　
　

�

わ
く
に
糸
か
せ
を
く
り
返
し
返
し
巻
き
掛
け
て
い
る
と
、
あ
の
方

の
面
影
が
し
き
り
に
た
ち
現
わ
れ
て
、
思
い
は
い
っ
そ
う
増
し
て

く
る
。

　

③　

�

綛
掛
け
て
伽と
ぎ

や　

な
ら
ぬ
も
の
さ
ら
め　

く
り
返
し
返
し　

思
ど

ま
さ
る
（
ま
し
ゆ
る
）（
七
尺
節
）

　
　
　
　
　

�

か
せ
を
か
け
て
も
慰
め
に
は
な
ら
な
い
。
く
り
返
し
返
し
糸
を
掛

け
な
が
ら
思
い
は
い
っ
そ
う
増
す
ば
か
り
。

　

ま
さ
し
く
こ
れ
は
恋
し
い
人
（
里
）
の
衣
を
織
り
上
げ
よ
う
と
「
か

せ
」（
か
し
）
に
糸
を
掛
け
つ
つ
思
い
を
つ
の
ら
せ
、
恋
人
の
訪
れ
を
一

途
に
待
ち
続
け
る
女
歌
と
な
っ
て
い
よ
う
。

　

た
だ
し
、
こ
れ
は
詠
み
人
の
わ
か
ら
な
い
三
首
の
歌
を
つ
な
い
で
、
い

わ
ば
一
首
仕
立
て
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
に
微
妙
な
ズ

レ
や
重
複
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
が
、「
里
」
を
待
つ
女
心
を
う
た
う
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「
吹
か
ば
飛
ぶ
手
巾
」
で
あ
ろ
う
。

　
「
月
夜
浜
節
」
は
そ
の
よ
う
に
月
下
の
風
景
や
手
巾
に
寄
せ
て
女
の
心

情
を
う
た
い
込
む
。
そ
れ
は
も
の
に
寄
せ
て
思
い
を
陳
べ
る
「
寄
物
陳

思
」
の
あ
り
よ
う
に
近
い
。
そ
の
表
現
の
あ
り
よ
う
は
「
か
し
か
き
」
と

異
な
る
。「
か
し
か
き
」
は
さ
き
に
言
っ
た
よ
う
に
、
三
首
の
女
歌
を
ま

と
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
つ
い
て
分
析
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
そ
の
あ
り
よ
う
は
「
正
述
心
緒
」（
正
に
思
い
を
述
べ
る
）
に

近
い
。
そ
の
違
い
は
大
き
い
。

　

く
り
返
し
て
言
う
と
「
月
夜
浜
節
」
は
「
か
し
か
き
」
と
等
し
く
「
か

し
」（
か
せ
）
と
「
わ
く
」
を
手
に
く
り
返
し
糸
を
巻
き
な
が
ら
恋
の
思

い
を
つ
の
ら
せ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
か
し
か
き
」
と
等
し
い
が
、
そ

の
表
現
の
あ
り
よ
う
に
お
い
て
異
な
っ
て
い
る
。
あ
え
て
い
う
と
こ
れ
は

石
垣
島
に
お
い
て
創
案
さ
れ
た
も
う
一
つ
の
「
か
し
か
き
」
と
呼
ぶ
べ
き

女
歌
、
女
踊
で
あ
ろ
う
。

　

な
お
木
綿
は
一
般
的
に
い
う
と
、
鎌
倉
時
代
に
中
国
、
朝
鮮
か
ら
織
物

と
し
て
輸
入
さ
れ
、
そ
の
後
日
本
各
地
で
栽
培
さ
れ
て
普
及
し
た
と
い
わ

れ
て
い
る
。
石
垣
島
で
も
木
綿
が
栽
培
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、「
月
夜

浜
節
」
は
そ
れ
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（
注
1
）�

万
葉
集
歌
に
は
「
か
せ
」
の
他
、
糸
を
巻
き
掛
け
る
道
具
と
し
て
「
く

る
べ
き
」
や
「
た
た
り
」
も
み
え
る
。「
く
る
べ
き
」
は
、

　
　
　
　
　

�
我わ
ぎ

妹も

こ子
に
恋
ひ
て
乱
れ
ば
く
る
べ
き
に
掛
け
て
搓よ

ら
む
と
我あ

が
恋
ひ

そ
め
し
（
（
六
四
二
）

　
　
　
　
　
　

�
あ
な
た
に
恋
し
て
心
も
乱
れ
て
し
ま
っ
た
。
く
る
べ
き
に
乱
れ
た

い
は
土
着
的
な
古
形
を
残
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
「
か
し
か
き
」
も
こ
の
舞
踊
が
生
成
す
る
淵
源
な
り
過
程
に
は
布
を
織

る
ま
で
の
労
働
と
か
か
わ
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
想
定
で
き
る
が
、
そ

れ
は
す
で
に
希
薄
化
し
て
、
歌
も
踊
り
も
女
の
一
途
な
情
念
を
表
現
す
る

こ
と
に
傾
い
て
い
る
。

　

と
は
い
え
「
月
夜
浜
節
」
は
労
働
の
工
程
を
踏
ま
え
て
う
た
っ
て
い
る

と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。「
月
夜
浜
節
」
な
り
の
抒
情
を
持
ち
あ
わ
せ
て

い
る
。

　

ま
ず
「
木
綿
花
」
の
み
ご
と
に
咲
き
ほ
こ
る
風
景
を
白
砂
の
広
が
る
月

夜
の
海
浜
に
重
ね
て
う
た
っ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
た
い
。
そ
れ
は

「
岸
の
浦
」
に
広
が
る
綿
花
畑
の
情
景
を
比
喩
的
に
形
容
し
た
表
現
に
違

い
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
月
下
に
広
が
る
白
色
の
風
景
。
そ
れ

は
恋
人
を
ひ
と
り
待
つ
女
性
の
や
る
せ
な
い
心
象
風
景
を
暗
示
し
て
も
い

よ
う
。

　

む
し
ろ
そ
の
月
下
の
風
景
が
「
月
夜
浜
節
」
の
全
体
の
色
調
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
紅
型
の
華
麗
な
色
調
で
は
な
い
。
そ
し
て
白
い
木
綿
糸
を

か
け
て
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
手
巾
を
織
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
吹
か
ば
飛
ぶ
」
と
い
う
表
現
に
も
目
を
と
め
た
い
。
こ
れ
も
手
巾
の

実
態
が
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
も
の
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
そ

れ
は
恋
し
い
思
い
を
一
途
に
織
り
込
め
た
手
巾
で
あ
っ
て
、
吹
け
ば
飛
ぶ

よ
う
な
も
の
と
は
い
え
ま
い
。

　

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
吹
か
ば
飛
ぶ
」
と
う
た
う
の
は
、
恋
人
を
待
つ
ほ

か
な
い
女
の
、
む
し
ろ
頼
り
な
い
自
ら
の
存
在
と
や
る
せ
な
い
心
情
を
表

現
し
て
い
よ
う
。
そ
ん
な
私
が
せ
め
て
も
思
い
を
込
め
た
手
巾
。
そ
れ
が
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か
も
し
れ
な
い
。

（
注
2
）　
「
説
文
」
は
「
籰
」
に
つ
い
て
「
糸
を
絡
む
る
も
の
な
り
」（
絡
糸
者

也
）
と
い
い
、「
籆
」
に
つ
い
て
「
以
っ
て
糸
を
収
む
る
も
の
な
り
」

（
所
以
収
糸
者
也
）
と
い
う
。

（
注
（
）　
『
説
文
通
訓
定
声
』
は
「
籰
」
は
車
を
曳
く
も
の
あ
り
、
手
で
転
ず
る

も
の
あ
り
と
記
し
て
い
る
（
有
曳
車
者　

有
手
轉
者
）。

（
注
（
）　
『
倭
名
類
聚
抄
』
は
「
籰
」
に
つ
い
て
「
唐
韻
」
に
「
柅
」
と
い
う
と

記
し
た
後
に
「
和
名
」
に
「
和
久
乃
江
」
と
い
う
と
い
い
「
籰
柄
也
」

と
注
し
て
い
る
。

　
　
　
　

�

な
お
「
わ
く
」
は
『
後
拾
遺
集
』
に
「
龍り
う

門
の
た
き
に
て
」（
詞
書
）

と
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　

�

く
る
人
も
な
き
奥
山
の
瀧
の
い
と
は
水
の
わ
く
に
ぞ
ま
か
せ
た
り
け

る
（
18
一
〇
五
五
）

　
　
　
　

と
う
た
わ
れ
て
い
る
。

（
注
（
）　
「
か
し
か
き
」
や
「
月
夜
浜
節
」
に
い
う
「
ゆ
み
」（
読
）
は
「
よ
み
」

の
こ
と
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
「
よ
み
」
に
つ
い
て
「
機
（
は
た
）

の
筬
（
お
さ
）
の
数
を
表
す
の
に
用
い
る
。
筬
の
数
四
十
を
一
よ
み
と

し
、
そ
の
数
が
多
け
れ
ば
、
経
（
た
て
い
と
）
の
本
数
が
多
く
、
織
布

が
密
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
と
い
い
、
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
た
『
名

語
記
』
の
「
布
に
い
く
よ
み
ぬ
の
と
い
へ
る
、
よ
み
如
何
。
答
、
よ
み

と
は
読
也
。
員
数
を
か
そ
ふ
る
を
よ
む
と
な
つ
く
。
お
さ
の
歯
四
十
を

ひ
と
よ
み
と
さ
た
む
る
也
。
そ
れ
を
よ
む
よ
み
也
」
を
引
く
。
ま
た
、

室
町
時
代
に
書
か
れ
た
『
文
明
本
節
用
集
』
の
「
升
ヨ
ミ
布
有
レ
之
一

升
（
ヒ
ト
ヨ
ミ
ト
云
ハ
）
有
二
糸
八
十
筋
一
」
を
引
く
。

　
　
　
　

�『
琉
歌
大
観
』（
島
袋
盛
敏
）
は
「
読
」
は
「
経
糸
」（
か
せ
い
と
）
つ

ま
り
た
て
糸
の
「
本
数
の
単
位
を
示
す
も
の
で
、
ま
ず
一
本
を
『
片

筋
』（
カ
タ
ス
ヂ
）
と
い
い
、
二
本
を
『
一
葉
』（
チ
ュ
フ
ァ
ー
）
と
い

糸
（
心
）
を
掛
け
て
縒
ろ
う
な
ど
と
私
は
恋
し
は
じ
め
た
の
だ
ろ

う
か
。

　
　
　
　

と
。
ま
た
「
た
た
り
」
は
、

　
　
　
　
　

�

娘を
と
め子
ら
が
う
み
を
の
た
た
り
打
ち
麻そ

掛
け
う
む
時
な
し
に
恋
ひ
渡
る

か
も
（
12
二
九
九
〇
）

　
　
　
　
　
　

�
お
と
め
た
ち
が
績
（
う
）
み
麻
の
た
た
り
に
麻
の
苧
（
お
）
を
掛

け
て
績
（
う
）
む
よ
う
に
、
倦
む
時
も
な
く
、
恋
し
つ
づ
け
る
こ

と
だ
。

　
　
　
　

と
あ
る
。

　
　
　
　

な
お
「
先
覚
抄
」（
萬
葉
集
注
釋
）
は
万
葉
の
、

　
　
　
　
　

�

か
に
か
く
に
人
は
言
ふ
と
も
織
り
継
が
む
我わ

が
機は
た
も
の物
の
白
き
麻あ
さ�

衣ご
ろ
も

　
　
　
　
　
（
7
一
二
九
八
）

　
　
　
　

に
つ
い
て
、
た
だ
し
仙
覚
は
こ
の
万
葉
歌
を
、

　
　
　
　
　

千ち

な名
に
は
も
人
は
言
ふ
と
も
織
り
つ
か
し
我
が
機
物
の
白
麻
衣

　
　
　
　

と
訓
ん
で
い
る
が
、

　
　
　
　
　

�

麻
の
布
を
織
り
出
づ
る
こ
と
は
、
麻
は
種
を
蒔
く
よ
り
は
じ
め
て
、

苅
る
べ
き
時
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
こ
れ
を
苅
り
、
か
ら
を
剥
ぎ
捨
て
て
、

麻
と
な
し
、
そ
の
後
に
こ
れ
を
績
み
、
へ
そ
（
巻
子
）
に
巻
き
、
し

つ
の
お
た
ま
く
り
か
へ
し
て
は
、
こ
れ
を
つ
む
（
綜
）
ぎ
、
か
せ

（
鹿
杖
）
に
か
け
、
く
る
へ
ぎ
（
反
転
）
に
か
け
、
わ
く
に
う
つ
し

て
後
、
た
て
（
経
）
ぬ
き
（
緯
）
と
い
ふ
物
に
し
、
又
く
だ
（
管
）

に
な
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
す
れ
ば
、
ち
な
に
（
千
名
に
）
名
を
立
つ
に

た
と
ふ
。

　
　
　
　

�

と
い
う
。
万
葉
の
時
代
に
「
わ
く
」
が
使
わ
れ
て
い
た
か
否
か
わ
か
ら

な
い
が
、
仙
覚
は
麻
糸
を
ま
ず
、「
へ
そ
」
に
巻
き
、
次
い
で
「
か
せ
」

「
く
る
べ
き
」「
わ
く
」
に
掛
け
て
後
に
機
に
し
つ
ら
え
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
む
し
ろ
仙
覚
が
生
き
た
鎌
倉
時
代
に
そ
の
よ
う
に
し
て
い
た
の
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い
、
四
葉
即
ち
八
本
を
『
一
手
』（
チ
ュ
テ
イ
）
と
い
う
。
一
手
の
十

倍
即
ち
八
十
本
が
『
一
読
』（
チ
ュ
ユ
ミ
）
と
な
る
。
従
っ
て
二
十
読

の
布
は
そ
の
経
糸
が
千
六
百
本
と
な
る
」
と
い
う
。
そ
し
て
「
本
島
で

は
二
十
読
が
最
上
の
布
で
あ
っ
た
」
と
い
う
。

こ
れ
は
二
〇
一
五
年
一
〇
月
一
〇
日
宮
城
学
院
女
子
大
学
音
楽
館
ハ
ン
セ

ン
記
念
ホ
ー
ル
で
催
さ
れ
た
「
八
重
山
の
芸
能
に
触
れ
る
―
琉
球
大
学
八

重
山
芸
能
研
究
会
に
よ
る
公
演
」
に
お
い
て
依
頼
さ
れ
話
し
た
「
月
夜
浜

節
」
の
解
説
に
基
づ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。


