
紫野話の方法

清

『
繁
野
話
』
の
方
法

『
紫
野
話
』
は
『
英
草
紙
』
（
寛
延
二
年
刊
）
に
次
ぐ
都
賀
庭
鐘
三
部
作
の
第
二
作
で
あ
る
。

な
ぜ
に
『
英
草
紙
』
を
問
わ
ず
し
て
『
紫
野
話
』
に
及
ぶ
か
と
い
え
ば
、
『
紫
野
話
』
に
し
て

は
じ
め
て
、
中
国
小
説
を
扱
う
態
度
が
そ
の
人
自
身
の
ロ
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

近
路
行
者
三
十
年
前
、
国
字
小
説
数
十
種
を
戯
作
し
て
茶
話
に
代
ゆ
、
千
里
浪
子
其
中
に
就

て
英
草
紙
九
簾
を
摘
み
て
書
林
に
授
け
た
る
は
廿
年
に
早
な
り
ぬ
。
（
『
紫
野
話
』
　
序
文
）

二
十
年
と
い
う
が
『
英
草
紙
』
に
後
れ
る
こ
と
十
七
年
、
『
紫
野
話
』
は
明
和
三
年
正
月
に
刊
行

さ
れ
た
。
「
英
草
紙
後
篇
」
と
角
書
き
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
体
裁
も
『
英
草
紙
』
に
倣
っ
て
五

巻
九
麓
、
巻
三
の
他
は
各
巻
二
簾
、
巻
三
を
上
下
に
分
け
て
、
最
長
篇
「
白
菊
方
猿
掛
の
岸
に

怪
骨
を
射
る
話
」
の
l
簾
を
収
め
る
な
ど
『
英
草
紙
』
が
巻
三
を
「
紀
任
重
陰
司
に
到
て
滞
款

（注1）

を
断
る
話
」
一
簾
に
宛
て
た
の
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

さ
て
、
『
紫
野
話
』
の
序
文
を
見
て
、
遡
っ
て
『
英
草
紙
』
の
そ
れ
と
比
較
す
る
と
、
庭
鐘

が
こ
の
国
字
小
説
を
編
む
こ
と
へ
の
期
待
が
確
か
に
変
っ
て
来
て
い
る
。
そ
の
一
つ
は
『
英
草

紙
』
に
見
ら
れ
た
教
訓
的
叙
述
が
『
紫
野
話
』
に
見
ら
れ
な
い
こ
と
。
そ
の
二
つ
は
所
収
諸
簾

に
つ
い
て
典
拠
そ
の
他
を
『
紫
野
話
』
で
は
盛
ん
に
解
説
す
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
『
英
草
紙
』

に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
『
英
草
紙
』
の
序
文
に
就
け
ば
、

彼
の
釈
氏
の
説
け
る
と
こ
ろ
、
荘
子
が
言
ふ
処
皆
怪
誕
に
し
て
終
に
教
と
な
る
。
紫
の
物
語

は
言
葉
を
設
け
て
志
を
見
し
、
人
情
の
有
る
処
を
尽
す
。
兼
好
が
草
紙
は
惟
仮
初
に
書
け
る

が
如
く
な
れ
ど
も
、
世
を
逼
る
事
の
高
き
に
趣
を
帰
す
。
今
の
世
大
道
を
頗
す
に
人
乏
し
く

光
を
つ
つ
む
人
は
な
は
更
な
れ
ば
、
明
教
に
つ
か
ん
と
欲
す
る
人
も
其
懐
壁
の
円
な
ら
ぬ
を

太

刀

州

症
暇
と
し
て
こ
れ
を
顧
み
ず
。
或
は
を
し
へ
を
受
く
る
者
も
、
琢
磨
の
意
浅
け
れ
ば
眼
を
生

じ
易
し
。
金
玉
の
言
耳
悦
ば
し
か
ら
ぬ
謂
欺
。

ま
ず
『
英
草
紙
』
が
表
向
き
教
訓
と
意
図
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
か

し
そ
れ
が
後
の
読
本
作
家
の
よ
う
に
勧
善
懲
悪
と
い
っ
た
露
骨
な
教
訓
を
意
図
す
る
も
の
で
な

（荘2）

か
っ
た
と
し
て
も
、
従
来
の
怪
異
小
説
の
よ
う
に
仏
教
的
な
も
の
で
な
く
儒
家
の
人
倫
の
教
え

が
問
題
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
意
義
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
庭
鐘
が
、
原
拠
と
の
関
係
上
「
今

古
奇
観
」
を
意
識
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
が
、
「
今
昔
奇
観
」
は
、
そ
の
内
容
が
概
ね
市
民
思
想

（法3）

感
情
を
代
弁
し
て
、
現
実
の
社
会
に
鋭
い
批
判
の
眼
を
向
け
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
当
然
儒

家
の
道
義
が
問
題
に
な
る
。
よ
っ
て
『
英
草
紙
』
も
ま
た
「
鄭
言
却
て
俗
の
倣
と
な
り
、
こ
れ

よ
り
義
に
す
す
む
事
あ
り
て
」
　
（
序
文
）
と
そ
の
磯
の
教
訓
的
意
義
の
あ
る
こ
と
を
明
か
に
す

る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
の
種
の
表
現
が
、
従
来
の
怪
異
小
説
、
た

と
え
は
「
只
児
女
の
閲
を
お
ど
ろ
か
し
、
お
の
づ
か
ら
心
あ
ら
た
め
正
道
に
お
も
む
く
ひ
と
つ

の
補
と
せ
む
」
と
言
っ
た
『
伽
牌
子
』
（
寛
文
六
年
刊
）
流
の
教
訓
的
叙
述
と
ど
れ
だ
け
の
連

（浬4）

い
が
あ
ろ
う
か
。
『
英
草
紙
』
九
簾
の
内
容
が
径
誕
を
語
る
も
の
半
数
に
足
り
な
い
≡
簾
で
、
あ

と
は
現
実
的
な
物
語
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
庭
鐘
が
こ
こ
で
怪
異
小
説
を
意
識
し
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

し
か
る
に
『
紫
野
話
』
で
は
、
こ
の
教
訓
的
叙
述
は
な
く
な
り
、
か
わ
っ
て
所
収
各
簾
の
原

拠
そ
の
他
を
解
説
す
る
こ
と
に
情
熱
を
傾
け
る
の
で
あ
る
。

『
紫
野
話
』
の
序
文
に
就
け
ば
、

其
首
な
る
雲
の
た
ち
ゐ
る
談
は
、
是
を
こ
そ
l
方
の
雲
の
既
と
号
す
べ
き
か
（
第
二
第
・
雲

魂
雲
情
を
告
て
太
平
を
誓
ふ
話
）
守
屋
の
連
不
言
の
裏
に
意
ふ
か
く
厭
戸
の
理
も
よ
く
展
ぴ

た
り
（
第
二
篇
・
守
畳
臣
残
生
を
草
葬
に
引
話
）
手
束
弓
の
故
事
に
住
民
の
伝
奇
を
繋
ぎ
、
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邪
色
の
人
を
蕩
す
こ
と
を
質
す
（
第
三
篇
・
紀
の
関
守
が
紫
霊
弓
一
日
一
白
鳥
に
化
す
る
話
）

白
菊
の
巻
は
白
猿
梅
嶺
の
旧
趣
を
仮
り
、
占
ト
の
前
数
に
因
る
こ
と
を
説
き
女
教
の
名
実
全

た
か
ち
ん
こ
と
を
は
げ
ま
し
む
（
第
五
篇
　
白
菊
の
方
猿
掛
の
岸
に
怪
骨
を
射
る
話
）
唐
船

の
弥
言
は
衆
散
の
悲
喜
を
尽
し
（
第
六
第
　
素
卿
官
二
児
を
唐
船
に
携
る
話
）
望
月
の
寓
言

に
龍
雷
の
表
裏
た
る
を
断
る
（
第
七
篇
　
望
月
三
郎
兼
舎
龍
窟
虹
龍
と
語
る
話
）
江
口
の
始

終
は
杜
十
娘
を
翻
し
て
、
侠
妓
の
偏
性
を
か
た
り
、
子
弟
の
戒
と
な
る
（
第
八
篇
　
江
口
の

遊
女
薄
情
を
恨
て
珠
玉
を
耽
る
話
）
宇
佐
美
芋
幹
官
の
戦
略
は
、
軍
機
の
得
失
顕
ら
か
に
南

朝
の
絶
え
ざ
る
昔
物
語
見
ゆ
（
第
九
第
、
宇
佐
美
宇
津
官
選
船
を
飾
て
敵
を
平
る
話
）

そ
こ
に
関
係
す
る
篇
名
を
示
し
な
が
ら
序
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
が
、
こ
う
し
た
解
説
的

な
言
述
が
怪
異
小
説
で
は
お
よ
そ
無
用
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
怪
異
小
説
で
遂
ぞ
見
る

こ
と
の
な
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
於
い
て
作
者
の
創
作
意
識
は
明
か
に
怪
異
小
説

を
離
れ
て
、
別
途
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
同
好
同
異
の
徒
に
向
け
た
戯
れ
蕃

（注5）

き
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
庭
鐘
が
『
英
草
紙
』
の
序
文
で
「
此
草
紙
を
記
し
て

同
社
中
の
茶
話
に
代
ふ
る
を
本
意
と
す
」
と
言
っ
た
の
も
、
こ
こ
に
到
っ
て
確
か
な
も
の
に
な

っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
は
ま
た
庭
鐘
の
い
う
国
字
小
説
の
意
義
は
『
紫
野
話
』
に
於

て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

さ
て
、
庭
鐘
が
序
文
で
原
拠
に
ふ
れ
る
の
は
「
任
氏
伝
」
に
拠
っ
た
と
い
う
第
l
ニ
篇
「
紀
の

関
守
が
霊
弓
一
旦
白
鳥
に
化
す
る
話
」
。
「
白
猿
伝
」
と
そ
れ
か
ら
転
化
し
た
「
随
従
青
梅
巌
矢

澤
家
」
古
今
小
説
・
巻
二
〇
）
又
は
「
陳
巡
検
梅
嶺
失
妻
」
　
（
清
平
山
堂
話
本
）
に
拠
っ
た
第

五
篇
「
白
菊
の
方
猿
掛
の
岸
に
軽
骨
を
射
る
話
」
そ
れ
に
「
杜
†
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
　
（
警
世
遺

言
・
第
三
二
・
今
昔
奇
観
第
五
）
に
拠
っ
た
第
八
篇
「
江
口
の
遊
女
薄
情
を
恨
て
珠
玉
を
耽
る

話
」
で
あ
る
。
他
の
簾
に
つ
い
て
も
原
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
庭
鐘
自
身
も

語
ら
ず
、
後
人
の
詮
索
も
目
下
の
と
こ
ろ
見
か
け
な
い
。
そ
の
余
の
原
拠
の
追
究
は
さ
て
お

き
、
作
者
自
ら
原
拠
を
明
ら
か
に
し
た
こ
の
三
倉
に
は
庭
鐘
の
特
別
の
見
識
あ
っ
て
の
も
の
と

考
え
る
こ
と
が
出
来
ま
い
か
。

そ
う
考
え
て
見
る
と
、
そ
の
表
現
が
決
し
て
一
様
で
な
い
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
す
な

わち、手
束
弓
の
故
事
に
住
民
の
伝
奇
を
矧
劃
（
第
三
篇
）

自
粛
の
巻
は
白
猿
梅
嶺
の
倒
閣
引
例
り
l
（
第
五
篇
）

江
口
の
始
終
は
杜
十
娘
を
習
（
第
八
篇
）

と
あ
る
と
こ
ろ
で
、
「
繋
ぎ
」
　
「
旧
趣
を
仮
り
」
　
「
翻
し
て
」
の
三
様
の
表
現
は
庭
鐘
の
原
拠

に
対
す
る
扱
い
方
の
相
違
と
見
る
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
故
意
に
表
現
を
変
え
た
と
こ
ろ
で

は
な
か
っ
た
か
。

ニ

ま
ず
第
三
簾
の
「
繋
ぐ
」
と
表
現
し
た
と
こ
ろ
を
み
る
に
、
こ
の
簾
の
原
拠
「
任
氏
伝
」

（
唐
・
沈
既
済
）
と
の
関
係
は
、
す
で
に
説
か
れ
る
と
こ
ろ
「
葺
氏
君
を
山
口
庄
司
次
郎
、
鄭

六
を
橘
雪
名
、
住
民
を
小
味
と
し
て
其
関
係
を
摸
し
た
の
み
で
、
高
向
太
夫
及
び
そ
の
女
、
登

美
の
夏
人
及
び
そ
の
実
に
関
す
る
物
語
は
任
氏
伝
に
は
見
え
な
い
。
む
し
ろ
今
昔
物
語
巻
三
〇

（性6）

「
人
妻
化
成
そ
の
後
成
鳥
飛
失
語
」
に
拠
っ
た
」
、
と
、
す
べ
て
は
こ
れ
に
尽
き
る
が
、
廃
鐘

の
言
う
と
こ
ろ
を
素
直
に
解
す
る
な
ら
「
手
京
弓
の
故
事
」
の
物
語
化
な
い
し
は
小
説
化
の
た

め
に
「
任
氏
伝
」
を
「
繋
い
だ
」
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
の
「
手
束
弓
の
故
事
」
と
は
、
起
源
は
明
ら
か
で
な
い
が
「
今
昔
物
語
」
に
伝
え

る
と
こ
ろ
、
ま
た
「
俊
秘
抄
」
　
（
源
俊
析
）
　
に
も
載
る
と
こ
ろ
に
従
え
ば
、
夢
中
で
最
愛
の
責

に
離
別
を
告
げ
ら
れ
た
某
は
夢
覚
め
て
後
、
妻
が
弓
と
化
し
た
こ
と
を
知
っ
た
。
月
を
経
て
白

鳥
と
な
っ
て
去
っ
た
妻
を
遂
い
も
と
め
て
紀
伊
国
に
赴
い
た
が
「
朝
も
よ
ひ
紀
の
川
ゆ
す
り
行

く
水
の
い
づ
さ
や
む
さ
や
い
る
さ
や
む
さ
や
」
と
詠
ん
で
空
し
く
戻
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
手
東
弓
の
故
事
」
が
関
係
す
る
の
は
物
語
の
半
ば
で
登
美
の
夏
人
の
登
場
か
ら
で
あ

る。
愛
に
和
泉
国
の
旧
族
、
登
美
の
夏
人
と
い
ふ
富
民
あ
り
、
親
な
る
も
の
の
代
よ
り
堅
く
殺
生

を
い
ま
し
め
て
夏
人
に
至
り
て
も
、
只
生
け
る
を
助
く
る
を
以
て
心
と
し
、
他
人
の
殺
生
を

も
説
き
さ
と
し
休
め
し
む
、
女
房
は
後
の
母
の
、
前
に
嫁
し
た
る
所
に
出
世
せ
し
女
を
具
し

て
此
家
に
妹
し
来
り
、
夏
人
に
配
せ
た
る
に
て
、
誠
に
髪
を
結
び
た
る
よ
り
の
夫
婦
、
別
き

て
女
の
心
か
し
こ
く
、
夫
を
た
す
け
て
家
を
治
め
、
水
と
魚
の
和
合
、
住
み
こ
し
こ
と
を
か

ぞ
ふ
れ
は
、
十
と
い
ひ
つ
つ
七
と
せ
の
秋
、
な
ら
び
寝
ね
た
る
夫
の
夢
に
、
妻
か
な
し
み
か

た
る
や
う
「
年
ご
ろ
か
く
相
な
れ
て
、
中
途
に
捨
て
奉
る
は
、
物
の
惜
し
ら
ぬ
に
似
た
れ
ど

も
、
我
は
母
な
る
人
の
志
を
つ
ぎ
二
親
の
為
に
迄
か
な
る
所
に
行
む
か
へ
ば
、
今
よ
り
長
く

別
れ
参
ら
せ
ん
。
此
言
叩
を
記
念
に
と
ど
め
置
く
、
我
思
ひ
を
な
し
て
手
な
れ
給
へ
」
と
涙

を
枕
に
そ
そ
ぎ
立
ち
あ
が
り
、
右
見
左
見
回
顧
て
、
放
出
の
か
た
に
出
づ
る
を
見
て
、
夢
さ

め
み
れ
ば
女
は
な
く
、
枕
上
に
見
馴
れ
ぬ
l
張
の
弓
を
た
て
た
り
、
浅
ま
し
と
足
ず
り
し

て
、
落
つ
る
涙
の
水
か
さ
と
な
り
、
空
魂
な
ら
ば
か
へ
り
く
る
が
に
、
是
は
た
だ
火
を
う
ち

消
し
た
る
が
ご
と
く
に
て
、
何
を
し
る
べ
に
尋
ぬ
べ
き
。
其
日
を
菩
濃
の
日
と
な
し
、
供
養

お
こ
た
ら
ず
。
こ
の
弓
を
傍
に
立
て
お
き
て
、
朝
に
執
っ
て
は
碁
に
携
へ
、
心
か
れ
せ
ず
手

馴
れ
け
る
。
か
く
て
二
年
の
月
日
か
へ
り
来
て
、
け
ふ
な
ん
か
た
み
の
主
の
去
り
し
日
な
り

と
、
朝
と
く
起
き
て
席
を
は
ら
ひ
、
此
弓
を
客
位
直
立
よ
せ
て
、
早
膳
を
供
じ
、
わ
れ
も
同
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じ
く
対
ひ
食
す
る
所
に
、
此
弓
忽
羽
う
つ
お
と
し
て
白
き
鳥
に
変
じ
飛
び
出
づ
る
。
食
膳
か

い
や
り
。
追
ひ
出
で
見
れ
ば
、
南
を
さ
し
て
飛
行
く
。
其
方
を
目
に
つ
け
つ
つ
し
た
ひ
行
く

ほ
ど
に
、
日
も
碁
に
ち
か
く
紀
泉
の
堺
に
い
た
る
。
傍
な
る
大
木
の
高
枝
に
住
り
た
る
白
き

鳥
有
り
。
是
な
ら
ん
と
見
あ
げ
た
る
に
、
や
が
て
飛
下
り
、
夏
人
が
手
に
留
る
に
い
た
り

て
、
原
の
良
弓
と
形
を
か
へ
す
。
あ
や
し
く
も
夢
か
と
疑
は
れ
、
し
ば
ら
く
其
処
に
仔
立
や

す
ら
ふ
。

「
今
昔
物
語
」
に
大
き
く
拠
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
と
の
比
較
も
な
さ
れ
よ
う
が
、
こ
の
部
分

を
本
篇
全
体
の
中
で
位
置
づ
け
る
な
ら
、
物
語
は
ま
ず
、
昔
、
紀
泉
の
国
境
雄
の
山
の
関
守
山

口
庄
司
次
郎
は
射
て
は
中
ら
ぬ
こ
と
の
な
い
弓
を
祖
先
か
ら
宝
蔵
し
て
、
狩
猟
を
好
む
こ
と
こ

の
上
も
な
か
っ
た
。
一
族
の
者
、
雪
名
が
大
和
か
ら
追
わ
れ
て
妻
の
小
味
を
伴
っ
て
、
こ
の
庄

司
次
郎
の
許
に
厄
介
に
な
る
。
庄
司
次
郎
は
小
味
の
容
色
に
ひ
か
れ
言
い
寄
る
が
、
か
え
っ
て

殺
生
を
止
ま
る
こ
と
を
誓
わ
さ
れ
る
。
小
蝶
は
実
は
狐
で
あ
っ
た
。
「
任
氏
伝
」
と
の
関
係
は

こ
の
小
喋
が
狐
で
あ
る
こ
と
と
、
庄
司
次
郎
が
小
蝶
に
言
い
寄
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

原
拠
で
は
、
鄭
六
の
留
守
に
葦
基
が
住
民
に
言
い
寄
る
と
こ
ろ
で
、
そ
の
部
分
は
、

基
（
葦
基
）
視
室
内
、
見
紅
裳
出
干
戸
下
、
追
而
察
鴛
、
見
任
氏
戟
身
匿
千
席
間
、
基
引
出

就
明
而
観
之
、
殆
過
干
所
伝
英
、
巌
愛
之
発
狂
、
乃
擁
而
凌
之
不
服
、
基
以
力
制
之
方
急
、

則
日
服
美
、
静
少
廻
旋
、
既
釈
則
揮
禦
如
初
、
如
是
者
数
四
、
基
乃
悉
力
急
持
之
、
任
民

力
端
、
汗
著
濡
雨
、
日
産
不
免
、
乃
継
体
不
復
拒
抗
、
而
神
色
惨
変
、
基
問
日
、
何
色
之
不

悦
、
住
民
長
欺
息
日
、
郷
六
之
可
真
也
、
基
日
、
何
謂
、
対
日
、
鄭
生
者
六
尺
之
姫
、
不
能

虎
一
婦
人
、
蓋
丈
夫
哉
、
且
公
少
変
移
、
多
獲
佳
麗
、
遇
英
之
比
老
衆
兵
、
而
鄭
生
窮
頗

耳
、
所
称
憤
者
唯
某
而
己
、
忍
以
有
余
之
心
、
而
奪
人
之
不
足
乎
、
京
其
窮
骸
不
能
自
立
、

衣
、
公
之
衣
食
公
之
食
、
敢
為
公
所
繋
耳
、
著
糠
換
可
給
、
不
当
空
走
、
釜
豪
俊
、
有
義

烈
、
聞
其
言
逮
置
之
、
傲
而
謝
日
、
不
敢
、
俄
而
鄭
子
至
、
与
盤
相
視
恰
楽
、

こ
こ
は
著
し
く
『
住
民
伝
』
に
拠
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
後
は
庄
司
次
郎
は
雪
名
夫
婦
を

鄭
重
に
遇
す
る
の
で
あ
る
が
、
物
語
は
先
述
の
登
美
の
夏
人
の
物
語
が
こ
の
後
に
入
り
、
そ
の
あ

と
小
蝶
の
正
体
が
狐
で
あ
る
の
が
明
か
に
な
る
の
は
再
び
「
任
氏
伝
」
に
拠
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
物
語
は
最
後
に
、
狐
が
小
味
と
化
し
た
経
緯
と
手
宋
弓
の
故
事
の
関
係
が
説
か
れ
る

こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
小
味
の
言
葉
と
し
て
語
ら
れ
る
。

我
母
と
い
ふ
も
同
じ
狐
に
て
、
登
美
の
長
老
が
為
に
春
属
の
命
を
免
る
る
事
幾
度
な
ら
ず
、

其
報
と
し
て
、
彼
が
家
に
掃
櫛
を
と
り
、
猶
も
雄
の
山
の
関
守
が
殺
生
に
耽
け
る
を
制
止
せ

ん
と
の
念
あ
り
て
連
せ
ず
、
俄
其
念
を
統
ぎ
て
、
党
政
が
宝
弓
を
取
隠
し
、
我
身
の
か
は
り

と
し
て
重
く
夏
人
に
預
け
、
大
和
な
る
雷
名
を
さ
そ
ひ
出
し
、
此
所
に
来
り
、
僻
が
魂
を
迷

は
し
め
て
、
漸
く
殺
生
を
と
ど
め
、
望
た
ん
ぬ
と
思
ふ
、

こ
れ
が
事
の
次
第
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
執
拗
転
物
語
の
筋
を
追
っ
て
来
た
の
も
「
手
東
弓
の
故
事
」
と
「
住
民

伝
」
と
の
関
係
を
具
さ
に
見
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
雄
の
山
の
関
守
庄
司
次

郎
が
宝
弓
を
も
っ
て
殺
生
を
好
ん
だ
と
い
う
物
語
の
発
端
に
続
い
て
、
「
住
民
伝
」
に
よ
っ
て

小
蝶
を
登
場
さ
せ
、
続
い
て
「
手
束
弓
」
で
登
美
の
夏
人
が
現
わ
れ
る
。
そ
し
て
再
び
「
住
民

伝
」
で
小
味
の
正
体
が
明
ら
か
に
な
り
、
最
後
に
「
手
束
弓
の
故
事
」
と
い
う
よ
う
に
、
交
互

に
二
つ
を
並
べ
な
が
ら
物
語
は
展
開
し
て
い
く
の
で
あ
っ
て
両
者
の
錯
綜
は
全
く
見
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。
「
絢
交
ぜ
」
と
い
う
よ
り
は
、
「
繋
ぎ
」
と
い
う
べ
き
で
、
手
束
弓
の
故
事
に
任

氏
の
伝
記
を
繋
ぎ
と
い
う
の
は
正
鵠
を
得
た
表
現
で
あ
っ
た
。

三

第
五
簾
の
「
自
粛
の
方
猿
掛
の
岸
に
怪
骨
を
射
る
話
」
に
つ
い
て
庭
鐘
の
い
う
「
自
猿
梅

嶺
」
と
は
、
「
白
猿
伝
」
と
そ
れ
よ
り
転
化
し
た
「
陳
従
善
梅
嶺
矢
澤
家
」
ま
た
は
「
陳
巡

検
梅
嶺
失
妻
記
」
の
両
者
を
い
う
こ
と
は
す
で
に
説
か
れ
、
し
か
も
「
白
猿
梅
嶺
と
並
記
し
た

（注7）

の
も
、
梅
嶺
の
事
が
白
猿
の
伝
か
ら
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
ら
に
す
ぎ
な
い
」

と
直
接
の
原
拠
が
後
者
に
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
に
さ
れ
た
が
、
同
じ
「
古
今
小
説
」
に
拠
っ
た

『
英
草
紙
』
の
た
と
え
ば
「
紀
任
重
陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
（
原
拠
「
聞
陰
司
司
馬
貌
断

獄
」
）
や
、
「
馬
場
求
馬
要
を
沈
め
て
樋
口
が
鱈
と
成
る
話
」
　
（
原
拠
「
金
玉
奴
俸
打
薄
情
郎
」
）

の
場
合
と
比
較
し
て
は
る
か
に
自
由
な
筆
運
び
で
あ
る
と
こ
ろ
は
、
確
か
に
「
旧
趣
を
仮
り
」

た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
庭
鐘
は
そ
の
最
初
か
ら
原
拠
を
顧
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
原
拠
は
、
大
宋
微

宗
宣
和
三
年
上
寿
の
こ
と
、
陳
辛
字
は
従
善
、
任
途
に
就
く
に
当
っ
て
僧
道
に
供
斉
す
る
。
大

羅
仙
の
紫
陽
真
人
が
言
う
に
は
、
彼
の
妻
こ
れ
を
如
春
と
い
っ
た
が
、
千
日
の
災
の
あ
る
こ
と

を
燐
み
、
一
英
人
を
道
童
と
し
て
守
ら
し
め
る
こ
と
に
し
た
。
従
善
は
喜
び
こ
れ
を
伴
い
は
し

た
も
の
の
、
必
ず
し
も
こ
れ
に
期
待
す
る
も
の
で
は
な
く
、
妻
の
如
春
も
ま
た
痴
れ
者
を
装
う

道
童
を
嫌
い
、
結
局
送
り
か
え
し
て
し
ま
っ
た
。
か
く
し
て
災
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
や
っ
て
来

て
、
従
善
は
任
地
に
近
い
梅
嶺
で
申
陽
洞
主
の
申
陽
公
に
妻
の
如
春
を
奪
わ
れ
、
爾
来
三
年
の

炎
を
蒙
る
の
で
あ
る
。

発
端
の
紫
陽
真
人
の
こ
の
件
り
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
道
教
臭
の
著
し
い
と
こ
ろ
で
、
ま
た

物
語
の
今
後
の
展
開
を
占
う
か
の
一
段
で
あ
る
が
、
か
か
る
神
仙
思
想
に
馴
染
の
薄
い
わ
が
国

柄
に
相
応
か
ら
ず
と
判
断
し
た
の
は
庭
鐘
で
あ
っ
た
か
、
こ
こ
は
単
に
山
魅
の
深
山
に
あ
る
こ

と
か
ら
説
き
起
こ
し
、
信
濃
榛
と
な
っ
た
守
廉
が
飛
弾
と
信
濃
の
国
境
、
岐
妹
の
探
坂
で
最
愛
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の
妻
白
菊
を
奪
わ
れ
る
こ
と
に
し
た
。
も
し
庭
鐘
に
そ
う
し
た
思
惑
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

『
伽
妹
子
』
の
浅
井
了
意
が
『
勢
燈
新
話
』
の
「
牡
丹
燈
記
」
を
訳
し
た
際
、
四
明
山
の
件
り
を

す
べ
て
省
き
、
三
霊
の
供
書
と
其
官
の
判
詞
を
除
い
た
の
と
同
じ
理
由
に
な
る
。

冒
顕
で
大
き
く
変
っ
た
物
語
は
、
原
拠
と
の
比
較
の
上
で
著
し
く
相
違
す
る
も
の
に
な
っ

た
。
「
自
粛
の
上
」
の
末
尾
で
、
白
菊
が
夢
中
で
夫
の
守
廉
に
会
う
件
り
が
あ
る
。
飛
雲
の
酒

席
で
粗
忽
を
し
た
科
で
、
谷
二
つ
隔
て
た
先
の
滝
の
水
を
汲
む
こ
と
を
命
じ
ら
れ
た
自
粛
は
、

疲
れ
て
道
で
休
ん
で
い
る
と
思
い
が
け
ず
夫
の
守
廉
に
め
ぐ
り
会
う
。
涙
な
が
ら
に
契
ろ
う
と

す
る
と
、
女
房
た
ち
の
笑
い
ど
よ
め
く
の
に
日
を
覚
す
。
夫
と
思
っ
た
の
は
実
は
飛
雲
で
あ
っ

て
、
こ
れ
は
飛
雲
が
酒
席
の
座
興
に
見
せ
た
幻
術
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
「
白
菊
の
下
」
で
は
守
廉
の
雌
の
彿
彿
退
治
が
そ
う
で
あ
る
。
奪
い
去
ら
れ
た
妻
を

探
し
て
歩
く
山
中
で
不
思
議
な
怪
物
を
弓
で
射
た
が
、
l
頭
の
雌
の
彿
餅
で
あ
っ
た
。
「
察
す

る
に
、
彿
排
は
必
ず
雌
雄
あ
る
獣
な
り
。
今
殺
せ
し
を
見
れ
ば
雌
な
り
、
今
に
も
雄
が
帰
り
釆

ら
ば
、
此
つ
か
れ
た
る
我
々
ふ
せ
ぎ
難
か
る
べ
し
」
と
去
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
こ
の
雄
が
飛

雲
で
白
菊
を
奪
っ
た
怪
物
で
あ
っ
た
わ
け
で
、
こ
れ
は
後
の
伏
線
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。
原

拠
で
は
、
陳
従
事
が
巡
検
と
し
て
着
任
し
て
一
年
、
盗
賊
鎮
山
虎
の
討
伐
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に

ょ
っ
て
盛
名
の
大
い
に
上
が
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
怪
物
の
申
陽
公
と
は
何
の
係
わ
り

も
な
か
っ
た
。

さ
て
、
原
拠
で
は
、
物
語
の
展
開
に
紫
陽
英
人
の
神
仙
が
大
き
く
影
響
す
る
が
、
千
日
の
災

が
す
ぎ
て
紫
陽
は
道
童
を
伴
っ
て
再
び
従
善
の
前
に
姿
を
現
わ
す
。
従
事
の
麟
い
に
よ
っ
て
、

神
将
を
遣
わ
し
て
申
陽
公
を
捕
え
、
道
童
を
し
て
掃
わ
れ
た
婦
女
子
を
救
い
出
す
の
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
従
尊
が
路
傍
で
占
っ
て
も
ら
っ
た
易
者
の
卦
が
あ
っ
た
。
「
千
日
逢
災

厄
佳
人
意
自
堅
　
紫
陽
釆
到
日
　
鐘
被
布
団
円
」
と
紫
陽
英
人
の
来
訪
を
告
げ
て
い
た
の
で
あ

る。

冒
頭
の
紫
陽
の
件
り
を
省
い
た
庭
鐘
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
は
紫
陽
真
人
に
対
し
て
三
依
道
人

な
る
者
を
も
っ
て
し
た
。
道
人
は
卦
を
敷
い
て
飛
雲
滅
亡
の
時
を
予
測
し
、
官
公
を
遣
わ
し
て

こ
れ
を
殺
さ
せ
、
守
廉
に
官
公
の
後
を
追
わ
せ
て
白
菊
を
救
い
出
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
真
人
と

道
人
と
い
う
に
ど
れ
ほ
ど
か
の
違
い
が
あ
ろ
う
。
共
に
道
を
極
め
た
者
に
与
え
ら
れ
る
最
高
の

称
号
な
が
ら
l
は
道
家
に
の
み
係
わ
り
、
一
は
そ
う
ま
で
限
る
こ
と
の
な
か
っ
た
せ
い
か
。
す

で
に
道
教
臭
を
離
れ
よ
う
と
し
た
こ
の
物
語
で
庭
鐘
の
苦
心
は
こ
の
辺
り
に
も
窺
わ
れ
る
。
し

か
も
そ
の
≡
依
道
人
の
仙
術
を
、

持
行
す
る
孔
雀
明
王
の
法
は
、
白
馬
仏
教
を
漠
土
に
施
せ
ざ
る
以
前
に
、
子
玄
仙
人
西
域
に

遊
び
て
是
を
伝
へ
て
よ
り
、
今
愛
に
伝
流
し
、
病
を
祈
り
、
禍
を
払
ひ
、
抜
菅
興
楽
の
験
を

あ
や
ま
た
ず
、
面
相
玄
文
の
占
卜
は
徒
を
説
き
乗
を
示
し
て
逮
は
ず
。

と
表
現
す
る
う
ち
に
そ
れ
と
な
く
道
家
の
神
仙
を
匂
わ
せ
な
が
ら
も
、
ま
た
そ
こ
を
離
れ
よ
う

と
す
る
。
「
白
菊
の
巻
は
白
猿
梅
嶺
の
旧
趣
を
仮
り
、
占
ト
の
前
数
に
因
る
こ
と
を
説
き
」
と

説
明
す
る
か
ら
に
は
「
占
ト
の
前
数
」
へ
の
関
わ
り
を
無
視
し
得
ず
「
旧
趣
を
仮
り
」
て
こ
の

二
簾
を
成
し
た
の
で
あ
る
。

四

残
る
一
簾
は
「
江
口
の
始
終
は
杜
十
娘
を
翻
し
て
」
と
言
っ
た
第
八
篇
「
江
口
の
遊
女
薄
情

を
憤
り
て
珠
玉
を
沈
む
る
話
」
で
あ
る
。
原
拠
の
「
杜
十
娘
怒
沈
百
宝
箱
」
の
あ
ら
す
じ
は
こ

う
で
あ
る
。

万
暦
二
十
年
、
北
京
の
妓
襟
に
杜
十
娘
と
い
う
名
妓
が
い
た
。
李
甲
と
い
う
青
年
と
交
情
を

重
ね
る
こ
と
度
々
で
あ
っ
た
が
、
李
甲
が
無
一
文
に
な
る
と
強
欲
な
女
将
は
二
人
の
間
を
さ
こ

う
と
し
て
十
日
以
内
堅
二
百
両
の
金
を
作
っ
て
杜
十
娘
を
身
静
け
す
る
よ
う
に
強
要
し
た
。
杜

十
娘
は
李
甲
の
た
め
に
半
分
の
百
五
十
両
を
出
し
、
友
人
の
柳
遇
春
も
李
甲
に
同
情
し
て
不
足

の
百
五
十
両
を
工
面
し
て
く
れ
た
の
で
、
李
甲
は
杜
十
娘
を
身
請
け
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
二

人
が
北
京
を
離
れ
て
瓜
州
ま
で
来
た
時
、
孫
富
と
い
う
金
持
ち
の
著
者
が
杜
十
娘
を
見
染
め
、

父
の
怒
り
を
恐
れ
て
優
柔
不
断
の
李
甲
を
口
説
い
て
千
両
で
杜
十
娘
を
譲
り
受
け
る
相
談
を
き

め
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
を
知
っ
た
杜
十
娘
は
激
し
く
二
人
を
罵
り
、
持
っ
て
来
た
宝
玉
箱
を
二

人
の
前
で
惰
気
も
な
く
水
中
に
投
げ
棄
て
、
自
分
も
水
に
と
び
込
ん
で
し
ま
う
。
そ
れ
を
見
た

李
甲
は
気
違
い
に
な
り
、
一
生
な
お
ら
ず
、
孫
富
も
病
気
に
な
り
、
一
と
月
は
ど
し
て
死
ん
で

し
ま
っ
た
。

そ
の
後
、
柳
遇
春
が
北
京
か
ら
帰
郷
の
途
中
、
瓜
州
に
到
り
、
船
は
た
で
顔
を
携
わ
う
と
し

て
洗
面
器
を
落
し
た
の
で
船
頭
に
引
き
あ
げ
さ
せ
る
と
、
そ
の
中
に
宝
玉
箱
が
入
っ
て
い
た
。

そ
の
夜
の
柳
遇
春
の
夢
に
杜
十
娘
が
あ
ら
わ
れ
、
李
甲
の
薄
情
を
訴
え
、
宝
玉
箱
は
か
つ
て
の

情
へ
の
御
礼
で
あ
る
と
語
る
と
思
う
と
夢
が
さ
め
た
。

こ
れ
と
「
江
口
の
遊
女
薄
情
を
憤
り
て
珠
玉
を
沈
む
る
話
」
と
比
較
す
る
な
ら
、
後
述
す
る

よ
う
に
庭
鐘
に
は
多
少
の
創
意
は
あ
っ
た
忙
し
て
も
「
江
口
の
遊
女
の
話
は
、
万
暦
を
鎌
倉
時
代

と
し
、
北
京
を
江
口
と
し
、
李
甲
・
杜
十
娘
・
柳
遇
春
・
孫
富
の
名
を
箱
崎
小
太
郎
安
方
・
白

（注8）

妙
・
岸
惣
官
成
斐
・
柴
江
酒
部
輔
原
縄
と
改
め
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
る
に

尽
き
る
の
で
あ
っ
て
、
時
に
は
原
拠
の
字
句
そ
の
ま
ま
の
遂
字
訳
も
見
ら
れ
、
庭
鐘
が
「
卸
し

て
」
と
言
っ
た
よ
う
に
文
字
通
り
の
翻
案
で
あ
っ
た
。

さ
て
、
翻
っ
て
以
上
の
三
簾
を
見
る
に
、
庭
鐘
が
中
国
小
説
に
依
拠
し
て
国
字
小
説
を
な
そ

う
と
す
る
具
体
的
な
創
作
態
度
を
示
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な
わ
ち
「
住
民
伝
」
や



紫野話の方法

「
白
猿
伝
」
の
如
き
白
話
小
説
以
前
の
い
わ
ゆ
る
伝
奇
小
説
の
炉
は
そ
の
ま
ま
の
翻
案
で
は
意

を
な
さ
な
い
。
そ
れ
は
近
世
初
め
よ
り
累
々
と
し
て
用
い
ら
れ
来
っ
た
手
法
で
は
あ
っ
た
も
の

の
こ
れ
を
『
伽
牌
子
』
流
に
翻
案
す
る
だ
け
で
は
、
彼
の
意
図
す
る
国
字
小
説
に
は
事
足
り
な

い
の
で
あ
る
。
わ
が
故
事
に
結
び
つ
け
る
な
り
（
故
事
を
こ
れ
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
）
伝
奇

小
説
か
ら
転
化
し
た
換
話
本
の
類
の
援
用
を
待
て
進
め
ら
れ
る
。
し
か
し
「
杜
十
娘
怒
沈
署
宝

箱
」
の
如
き
白
話
小
説
に
あ
っ
て
は
そ
の
ま
ま
翻
案
し
て
も
差
支
え
な
い
。
廃
鐘
の
考
え
る
国

字
小
説
の
創
作
態
度
は
概
ね
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
『
英
草
紙
』
や
次

作
『
秀
句
冊
』
　
（
天
明
六
年
刊
）
の
詩
篇
に
つ
い
て
当
て
は
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、

ま
た
他
の
作
者
の
作
品
、
た
と
え
ば
上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
（
安
永
五
年
刊
）
を
例
に
す
れ

ば
、
巻
二
「
浅
茅
が
宿
」
が
『
万
葉
集
』
な
ど
に
残
る
「
其
間
の
手
児
名
」
の
伝
説
に
『
勢
燈

新
語
』
の
「
愛
郷
伝
」
を
「
繋
ぐ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
巻
四
「
蛇
性
の
姪
」
が
「
自
蛇
伝
」

か
ら
転
化
し
た
「
自
娘
子
永
鋲
雷
峯
塔
」
　
（
『
警
世
選
言
』
第
二
八
）
に
拠
っ
た
の
は
、
「
旧
趣

を
仮
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
今
古
小
説
」
の
「
氾
匡
郷
難
黍
死
生
交
」
に
拠
っ
た

巻
l
　
「
粛
花
の
約
」
は
「
翻
し
て
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
て
み
る
と
庭
鐘
、
秋
成
に

か
ぎ
ら
ず
、
当
時
に
あ
っ
て
中
国
小
説
に
拠
り
な
が
ら
国
字
小
説
を
な
そ
う
と
す
る
薯
の
一
般

的
な
手
法
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

庭
鐘
の
国
字
小
説
の
創
作
感
度
が
以
上
の
よ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
国
字
小
説
が
如
何

な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
う
し
た
国
字
小
説
故
に
か
か
る
創
作
態
度
も
必
要
と
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
。

再
び
『
紫
野
話
』
の
序
文
に
就
け
ば
、
『
紫
野
話
』
を
ば

彼
是
九
種
、
併
に
長
談
な
り
と
い
ヘ
ビ
も
、
卑
説
憶
談
、
名
区
山
川
、
古
老
の
伝
聞
、
土
人

の
口
碑
、
此
に
述
べ
ず
ん
は
世
に
聞
ゆ
ま
じ
き
を
是
が
演
義
し
て
、
長
き
日
の
興
に
も
備
ふ

べし。

い
う
と
こ
ろ
の
「
卑
説
憶
談
、
名
区
山
川
、
古
老
も
伝
聞
、
土
人
の
口
碑
」
と
は
諸
国
の
伝
説

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
諸
国
語
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
従
来
の
怪
異
小
説
の
よ
き
題
材
で
あ
っ
た
。

そ
の
い
ず
れ
も
短
篇
で
あ
っ
た
も
の
を
、
こ
こ
で
長
篇
化
し
演
義
し
ょ
う
と
い
う
の
で
あ
る
か

ら
、
庭
鐘
の
考
え
る
国
字
小
説
と
は
長
篇
の
国
字
に
よ
る
演
義
小
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
そ
の
演
義
小
説
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
庭
鐘
自
身
の
も
の
で
は
な
い

が
、
同
時
代
の
秋
成
に
ょ
れ
ば
、

彼
土
に
て
は
演
義
小
説
と
い
ひ
、
こ
こ
に
は
物
が
た
り
と
よ
ぶ
。
そ
れ
作
り
出
づ
る
人
の
心

ほ
身
幸
ひ
な
き
を
欺
く
よ
り
、
世
を
も
い
き
ど
は
り
て
は
菅
を
恋
し
の
び
、
或
は
世
の
中
さ

く
花
の
に
は
ふ
が
如
く
栄
ゆ
く
を
見
て
は
、
や
や
う
つ
ろ
ひ
な
ん
事
を
お
も
ひ
、
あ
る
時
め

く
人
の
宋
い
か
な
ら
ん
と
私
な
が
ら
も
あ
ざ
み
、
又
た
め
く
な
き
歳
を
ね
が
ふ
も
つ
ひ
粧

ほ
、
玉
手
匠
の
む
な
し
さ
を
さ
と
し
、
え
が
た
き
宝
を
し
も
も
と
め
あ
る
く
痴
も
の
の
う
へ

を
悦
か
し
む
に
も
、
た
だ
今
の
世
の
聞
え
を
は
ば
か
り
て
、
む
か
し
く
の
跡
な
し
言
に
、

何
の
罪
な
げ
な
る
物
が
た
り
し
て
等
き
つ
づ
く
る
な
ん
。
か
か
る
ふ
み
の
心
し
ら
ひ
な
り
け

る
。
（
『
よ
し
や
あ
し
や
』
）

つ
ま
り
演
義
小
説
に
は
現
実
の
社
会
や
生
活
に
対
す
る
批
判
矯
神
が
寓
意
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
庭
鐘
が
こ
の
秋
成
流
の
演
義
小
説
観
を
も
っ
て
い
た
な
ら
、
彼
の
国

字
小
説
の
諸
簾
も
ま
た
当
然
そ
の
意
味
の
寓
意
が
創
作
態
度
と
し
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
な
る
。
確
か
に
『
紫
野
話
』
に
於
け
る
魔
鏡
は
「
守
屋
の
連
不
言
の
賽
に
意
ふ
か
く
」
（
第
二

第
）
「
望
月
の
寓
言
に
龍
雷
の
表
裏
た
る
を
断
る
」
（
第
七
篇
）
と
そ
の
賽
に
意
の
あ
る
こ
と
を

語
っ
て
い
る
が
、
先
述
の
三
簾
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。

手
束
弓
の
故
事
に
任
氏
の
伝
奇
を
繋
ぎ
、
邪
色
の
人
を
落
す
こ
と
を
覚
す
（
第
三
篇
）

白
菊
の
差
は
白
猿
梅
嶺
の
旧
趣
を
仮
り
、
占
ト
の
前
数
に
因
る
こ
と
を
説
き
、
封
劇
画
剰
謝

金
た
か
ち
ん
こ
と
を
は
げ
ま
し
む
（
第
五
番
）

江
口
の
始
終
は
杜
十
娘
を
翻
し
て
、
例
矧
句
周
観
劇
蘭
引
、
習
引
創
刊
相
羽
（
第

八篇）

と
い
ず
れ
も
賽
に
意
の
あ
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

ま
ず
「
邪
色
の
人
を
蕩
す
」
と
い
う
「
邪
色
」
は
、
小
味
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、

そ
の
中
蝶
の
行
為
に
は
邪
色
と
批
難
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
な
に
ひ
と
つ
な
い
『
任
氏
伝
』
で
も

「
監
事
　
異
物
之
情
也
、
有
人
道
焉
、
遇
暴
不
失
節
、
殉
人
以
至
死
、
雛
今
婦
人
有
不
如
老
兵
」

と
、
人
間
に
勝
さ
る
任
民
の
貞
節
の
死
を
悼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
普
通
で
は
そ
の
節
操

が
理
解
出
来
ず
、
郷
六
の
よ
う
に
「
情
鄭
生
非
精
人
、
徒
悦
其
色
而
不
敏
其
博
性
、
向
便
渕
敢

之
士
、
必
能
揉
変
化
之
理
、
察
神
人
之
際
」
と
、
た
だ
色
に
心
を
寄
せ
て
、
任
氏
も
情
欲
の
対

象
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
の
も
『
任
氏
伝
』
で
あ
る
。
そ
れ
に
従
え
ば
小
味
の
こ
ま
や
か

な
情
愛
も
結
局
は
男
を
魅
惑
す
る
「
邪
色
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に

なる。さ
れ
ば
小
蝶
が
狐
の
化
身
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
も
「
雪
名
、
夏
人
も
迷
惑
は
れ
な
が

ら
、
女
房
を
茶
ふ
心
の
や
ま
ざ
り
」
と
な
お
恋
い
慕
い
な
が
ら
「
二
人
は
本
意
を
う
し
な
ひ

て
、
大
和
和
泉
に
か
へ
り
ぬ
」
と
三
人
の
心
は
い
ま
も
小
味
の
虜
に
な
っ
て
己
の
為
す
こ
と

（琵9）

を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
「
邪
色
の
人
を
蕩
す
」
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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第
五
簾
で
は
『
白
猿
伝
』
で
欧
陽
絵
の
責
が
申
陽
公
の
た
め
に
懐
妊
す
る
の
忙
く
ら
べ
て

「
陳
従
善
梅
嶺
矢
澤
妻
」
の
如
春
が
「
前
髪
斉
眉
逐
頭
赤
脚
」
と
想
像
を
絶
す
る
苦
し
み
に
耐

え
て
な
お
も
貞
操
を
全
と
う
し
た
の
は
、
は
る
か
に
道
義
性
の
高
い
も
の
で
あ
る
。
如
春
は
た

し
か
に
烈
女
で
あ
っ
て
貞
女
の
鑑
と
い
う
べ
き
者
で
あ
る
、
そ
れ
に
よ
っ
た
白
菊
も
ま
た
そ
う

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

菊
の
か
た
、
年
月
の
度
難
を
熟
思
ひ
出
づ
る
に
か
か
る
変
化
の
寝
所
ち
か
く
に
役
せ
ら
れ
、

碑
妾
の
隊
に
つ
ら
な
り
し
こ
そ
初
の
念
よ
わ
り
て
喪
か
ら
ず
、
大
い
に
貞
襖
に
恥
づ
る
所
あ

と
述
壊
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
己
を
恥
じ
て
、
三
年
の
間
そ
の
怪
物
の
首
を
館
の
後
転
掛

け
て
日
々
こ
れ
を
弓
で
射
て
痛
恨
の
念
を
晴
ら
す
心
意
的
を
見
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
心
意
気

が
「
女
教
の
名
実
全
か
ら
ん
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
第
八
鹿
は
、
き
わ
め
て
原
拠
に
近
い
翻
秦
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
ず
か
に
見
せ
た
庭

鐘
の
創
意
が
、
「
子
弟
の
戒
」
に
抵
触
し
そ
う
で
あ
る
。
原
拠
の
終
わ
り
で
、
李
甲
が
船
に
残

さ
れ
た
千
両
の
金
を
眺
め
る
に
つ
け
て
も
杜
十
娘
が
思
い
出
さ
れ
、
後
悔
の
あ
ま
り
つ
い
に
狂

気
に
な
る
。
ま
た
孫
富
は
、
そ
の
日
か
ら
解
き
の
あ
ま
り
病
に
伏
し
、
毎
日
杜
十
娘
の
面
影
に

悩
ま
さ
れ
な
が
ら
死
ん
で
し
ま
う
と
い
う
、
天
罰
覿
面
と
い
う
べ
く
勧
慾
の
精
神
が
明
か
で
、

も
し
こ
の
ま
ま
翻
案
さ
れ
た
な
ら
「
子
弟
の
戒
」
に
十
分
価
い
す
る
も
の
に
な
っ
た
で
あ
ろ

う
。
し
か
る
に
、
李
甲
に
当
た
る
小
太
郎
は
、
こ
の
所
業
を
恥
じ
入
り
は
す
る
も
の
の
、
そ
の

過
ち
も
「
男
が
若
き
し
わ
ざ
、
一
旦
の
い
か
り
解
く
る
の
み
か
、
上
ロ
の
人
に
な
れ
て
俗
情
に

疎
か
ら
ぬ
を
悦
び
、
や
が
て
家
務
を
ゆ
づ
り
司
を
し
ら
し
む
」
と
、
後
悔
ど
こ
ろ
か
か
え
っ
て

悦
ば
れ
て
家
務
を
相
続
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
孫
富
に
当
た
る
柴
江
も
、
も
と
く
お
尋
ね

者
の
海
賊
で
あ
っ
た
と
い
う
か
ら
、
そ
れ
な
ら
理
の
当
然
と
い
う
こ
と
で
、
折
角
の
白
妙
の
侠

気
も
こ
れ
が
相
手
で
は
子
弟
の
戒
め
と
な
り
得
る
も
の
で
あ
っ
た
か
疑
問
で
あ
る
。
さ
れ
ば
庭

鐘
は
こ
の
簾
を
結
ぶ
に
あ
た
っ
て
、

痴
な
ら
ざ
れ
は
情
に
あ
ら
ず
、
死
せ
ざ
れ
は
俵
に
あ
ら
ず
と
は
、
情
義
を
鼓
吹
す
る
こ
と

ば
、
両
人
が
身
に
ょ
く
当
れ
り
、
世
の
風
月
に
遊
ぶ
も
の
此
一
席
を
看
破
き
て
、
情
の
あ
る

所
興
の
と
ゞ
ま
る
所
を
知
ら
は
、
人
の
笑
ひ
を
惹
か
ぬ
戒
と
も
な
り
な
ん
か
し
。

と
敢
て
l
文
を
添
え
て
、
こ
の
l
簾
が
「
子
弟
の
戒
め
」
た
り
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
結
論

づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

さ
て
、
顧
み
る
に
、
こ
こ
に
も
庭
鐘
一
流
の
方
法
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
い
ま
序
文
に
明
記

す
る
各
簾
の
寓
意
に
従
っ
て
物
語
に
及
べ
ば
、
そ
れ
言
う
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
脆
弱
な
こ
と
に

気
づ
く
の
で
あ
る
。
第
三
簾
で
の
小
味
の
所
為
が
果
た
し
て
「
邪
色
」
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
か

っ
た
か
。
第
五
麓
で
「
大
い
に
貞
操
に
恥
づ
る
所
あ
り
」
と
自
ら
言
う
白
菊
に
果
た
し
て
「
女

教
の
名
実
全
か
ら
ん
」
も
の
が
あ
っ
た
か
。
ま
た
第
八
簾
の
小
太
郎
の
薄
情
も
「
俗
情
に
疎
か

ら
ね
を
悦
」
は
れ
迎
え
ら
れ
て
は
「
子
弟
の
戎
」
に
は
ど
遠
い
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
れ
を
一
転
し
て
寓
意
通
り
に
し
て
み
せ
る
の
が
廃
鐘
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
。
す
な

わ
ち
、
第
三
簾
で
は
「
二
人
は
本
意
う
し
な
う
」
の
も
、
こ
の
女
の
た
め
で
あ
る
。
第
五
簾
の

白
菊
も
自
ら
弓
を
と
っ
て
三
年
の
間
、
怪
物
の
首
を
射
て
恨
み
を
晴
ら
す
貞
節
ぶ
り
を
見
せ
て

は
、
さ
す
が
貞
婦
と
納
得
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
第
八
簾
で
は
、
末
尾
に
一
文
を
加
え
て
こ
れ

が
子
弟
の
戒
め
と
な
る
こ
と
を
説
き
明
か
し
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
言
う
と
こ
ろ
の
寓
意
が
物
語
の
奈
辺
に
あ
る
か
を
読
者
に
探
ら
せ
な
が
ら
、
結
局

は
説
き
明
か
し
て
み
せ
る
の
も
庭
鐘
の
国
字
小
説
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
此
草
紙
を
記
し
て

同
社
中
の
茶
話
に
代
ふ
る
を
本
意
と
す
」
（
『
英
草
紙
』
序
）
と
、
同
好
の
徒
に
見
せ
よ
う
と
す

る
の
も
、
中
国
小
説
を
い
か
に
う
ま
く
翻
案
し
た
か
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
内
に
含
む

複
雑
の
寓
意
の
解
明
に
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
さ
ら
に
言
う
な
ら
「
国
字
小
説
数
十

種
を
戯
作
し
て
茶
話
に
代
ゆ
」
（
『
紫
野
託
』
序
）
と
い
う
時
の
庭
鐘
の
戯
作
精
神
は
む
し
ろ
後

者
に
あ
つ
た
と
い
う
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。

（
注
1
）
　
こ
の
体
裁
は
魔
鏡
三
部
作
に
共
通
す
る
も
の
で
、
弟
三
作
「
秀
句
冊
」
の
筆
二
は
、
弟
五
兼

「
絶
間
池
の
況
轟
、
強
頚
の
弟
衣
子
の
智
あ
り
し
話
」
の
一
審
が
収
め
ら
れ
て
る
。

（
荘
2
）
　
重
安
毅
氏
「
『
英
草
紙
』
に
つ
い
て
」
（
『
秋
成
の
研
究
』
・
文
理
容
院
所
収
）

（
注
3
）
　
千
田
九
一
氏
『
中
国
古
典
文
学
全
集
・
今
舌
奇
観
』
（
平
凡
社
）
解
説

（
注
4
）
　
務
田
兼
「
森
川
源
大
童
山
に
入
っ
て
道
を
碍
た
る
帯
」
（
分
身
顔
形
の
法
）
、
鼻
五
簾
「
紀
任
重

陰
司
に
至
り
滞
獄
を
断
く
る
話
」
　
（
地
獄
）
、
弟
八
簾
「
白
水
翁
が
売
－
直
言
寄
を
示
す
帯
」

（怨霊）
中
村
幸
彦
氏
「
読
本
の
読
者
」
　
（
『
近
世
小
説
史
の
研
究
』
（
桜
楓
社
）
所
収
）

麻
生
磯
次
氏
『
江
戸
文
学
と
申
国
文
学
』
　
（
三
省
堂
）

玉
上
濠
弥
氏
「
白
菊
の
方
猿
掛
の
岸
に
怪
骨
を
射
る
話
」
（
国
語
国
文
、
昭
和
十
二
年
八
月
）

麻
生
磯
次
氏
『
江
戸
文
学
と
申
国
文
学
』
（
三
省
堂
）

高
田
衛
氏
「
奇
談
作
者
と
夢
語
」
（
上
）
（
文
学
一
九
七
五
・
六
）
で
、
こ
の
「
邪
色
」
に
つ
い

て
、
「
庭
鐘
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
二
人
に
と
っ
て
、
小
蝶
が
狐
で
あ
る
こ
と
が
判
っ

た
現
在
で
も
、
彼
女
が
い
と
し
い
賓
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
容
易
に
変
え
る
こ
と
が
出
来
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
庭
鎧
の
文
脈
で
は
、
こ
れ
が
す
な
わ
ち
「
邪
色
」
の
論
理
と
い
う
も

の
で
あ
っ
た
。
」
と
説
か
れ
て
い
る
。


