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一 
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一
、
秋
の
田
の 
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秋
は
稲
刈
り
の
季
節
で
す
ね
。
昔
は
コ
ン
バ
イ
ン
な
ど
の
機
械
は
無
い
の
で
、
全
部
穂
先
の
部

分
だ
け
を
刈
っ
て
、
あ
と
で
殻
を
む
い
て
米
だ
け
に
し
ま
す
。
そ
の
刈
り
穂
（
か
り
ほ
）
を
一
時

的
に
置
い
て
お
く
草
ぶ
き
小
屋
（
仮
小
屋
）
の
編
み
目
の
部
分
は
、
す
き
間
だ
ら
け
だ
か
ら
、
夜

露
が
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
の
中
で
眠
っ
て
い
る
私
の
着
物
の
そ
で
は
、
夜
露
で
べ
と
べ
と
に
ぬ
れ

て
い
ま
す
。 

天
智
天
皇 

 
 

 

天
智
天
皇
が
、
そ
ん
な
仮
小
屋
で
寝
る
わ
け
は
な
い
で
す
ね
。
こ
れ
は
、
農
民
の
歌
を
天
皇
が

上
手
に
作
り
直
し
た
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
農
民
に
な
り
き
っ
て
歌
っ
た
と
も
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
天
智
天
皇
は
【
大
化
の
改
新
】
を
実
行
し
た
立
派
な
天
皇
さ
ん
な
の
で
す
が
、
実
は

奈
良
地
方
の
豪
族
た
ち
と
は
、
仲
が
悪
か
っ
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
天
皇
家
の
本
拠
地
で
あ
る

奈
良
県
に
は
、
落
ち
着
い
て
住
ん
で
い
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
部
下
を
連
れ
て
、
あ

ち
こ
ち
と
移
り
住
み
ま
す
。
部
下
た
ち
が
仮
の
家
を
建
て
て
く
れ
ま
す
が
、
天
皇
が
住
む
よ
う
な

立
派
な
も
の
は
つ
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
っ
た
仮
住
ま
い
の
家
が
す
き
間
だ
ら
け
で
、
ひ
ゅ
う
ひ

ゅ
う
風
が
入
っ
て
き
て
寒
か
っ
た
。
露
に
ぬ
れ
た
。
そ
う
い
う
経
験
を
な
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

こ
う
い
う
状
況
を
詠
ん
だ
歌
だ
、
と
考
え
る
人
も
い
ま
す
。 

 

ニ
、
春
す
ぎ
て 
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春
は
も
う
過
ぎ
去
っ
て
、
夏
が
来
た
よ
う
で
す
わ
。
夏
に
な
る
と
、
白
い
着
物
を
干
す
と
い
う

天
の
香
具
山
に
、
あ
ん
な
ふ
う
に
白
い
夏
服
が
干
し
て
あ
り
ま
す
よ
。
ほ
ら
、
ご
覧
に
な
っ
て
。 

持
統
天
皇 



 
 
 

香
具
山
は
、
奈
良
県
に
あ
る
山
で
す
。
畝
傍
（
う
ね
び
）
山
、
耳
成
（
み
み
な
し
）
山
と
と
も

に
、
大
和
三
山
（
や
ま
と
さ
ん
ざ
ん
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
世
界
が
で
き
た
と
き
に
、

最
初
に
神
様
が
降
り
立
っ
た
と
い
う
伝
説
の
高
天
原
（
た
か
ま
が
は
ら
）
に
あ
っ
た
と
い
う
山
も
、

天
の
香
具
山
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
白
い
布
を
干
す
伝
説
は
、
こ
ち
ら
の
方
で
す
。こ
の
歌
で
は
、

天
の
香
具
山
は
、
両
方
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 

持
統
天
皇
は
、
天
智
天
皇
の
娘
で
、
お
じ
さ
ん
の
天
武
天
皇
の
き
さ
き
と
な
り
ま
す
。
天
武
天

皇
が
亡
く
な
っ
た
と
き
に
天
皇
に
な
り
ま
す
。
柿
本
人
麻
呂
（
か
き
の
も
と
ひ
と
ま
ろ
）
と
も
仲

が
良
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

三
、
あ
し
び
き
の 
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昼
間
は
仲
良
く
遊
ん
で
い
る
と
い
う
山
鳥
も
、
夜
は
別
々
に
眠
る
と
い
い
ま
す
。
そ
ん
な
山
鳥
の

と
っ
て
も
長
い
尾
の
よ
う
な
、
長
い
長
い
秋
の
夜
を
、
大
好
き
な
あ
な
た
は
来
て
く
れ
な
く
て
、

一
人
で
眠
ら
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
の
か
な
。 

柿
本
人
麻
呂 

  
 
 

「
あ
し
び
き
の
」
は
、【
枕
詞
（
ま
く
ら
こ
と
ば
）】
と
呼
ば
れ
て
い
る
短
歌
の
技
法
の
ひ
と
つ

で
す
。「
あ
し
び
き
の
」
と
き
た
ら
「
山
」
が
必
ず
つ
き
ま
す
。「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
き
た
ら
「
神
」

と
き
ま
す
。
こ
ん
な
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
と
て
も
全
部
は
覚
え
き
れ
ま
せ
ん
。 

 
 
 

ま
た
、
「
あ
し
び
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
」
の
三
句
全
体
で
「
な
が
な
が
し
」
の
序
詞

（
じ
ょ
こ
と
ば
・
じ
ょ
し
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
も
技
法
の
ひ
と
つ
で
す
が
、
枕
詞
ほ
ど

は
使
わ
れ
ま
せ
ん
。 

 
 
 

人
麻
呂
は
、
万
葉
集
の
時
期
の
代
表
的
な
歌
人
で
す
が
、
身
分
は
高
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

歌
の
う
ま
い
人
三
十
六
人
（
三
十
六
歌
仙
・
さ
ん
じ
ゅ
う
ろ
っ
か
せ
ん
）
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。 
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四
、
田
子
の
浦
に 
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静
岡
県
の
駿
河
湾
内
に
田
子
の
浦
（
た
ご
の
う
ら
）
と
い
う
浜
辺
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
浜
辺
に

出
て
仰
ぎ
見
る
と
、
真
っ
白
な
富
士
山
が
見
え
ま
し
た
。
そ
の
真
っ
白
な
富
士
山
の
立
派
な
峰
に
、

さ
ら
に
雪
が
降
り
積
も
り
続
け
て
い
ま
す
よ
。
あ
あ
、
き
れ
い
で
す
。 

山
部
赤
人 

 
 

 

赤
人
も
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
す
。
人
麻
呂
よ
り
は
後
輩
の
歌
人
で
、
と
く
に
、
景
色
を
上
手

に
歌
い
こ
み
ま
し
た
。
各
地
を
旅
し
て
は
、
景
色
を
ほ
め
た
歌
を
詠
（
よ
）
ん
だ
よ
う
で
す
。 

「
白
妙
の
」
は
「
富
士
」
の
枕
詞
で
す
。 

 

五
、
奥
山
に 
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人
が
あ
ま
り
や
っ
て
来
な
い
奥
深
い
山
に
や
っ
て
来
た
。
み
し
み
し
、
さ
わ
さ
わ
と
、
も
み
じ

の
葉
を
踏
み
な
が
ら
、
鹿
が
鳴
い
て
い
る
。
そ
の
声
を
聞
く
と
、
あ
あ
、
秋
っ
て
本
当
に
悲
し
い

季
節
な
ん
だ
な
ー
と
感
じ
ま
す
。 

猿
丸
大
夫 

 
 

 

こ
の
人
の
こ
と
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
す
。
菅
原
道
真
（
す

が
わ
ら
の
み
ち
ざ
ね
・
天
神
さ
ん
・
学
問
の
神
様
）
は
、
こ
の
歌
を
漢
詩
（
中
国
風
の
漢
字
ば
か

り
の
詩
）
に
訳
し
て
楽
し
ん
だ
り
し
て
い
ま
す
。 

  



六
、
か
さ
さ
ぎ
の 
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中
国
の
伝
説
で
は
、
七
夕
（
た
な
ば
た
）
の
夜
に
は
、
か
さ
さ
ぎ
が
翼
を
広
げ
て
天
の
川
に
橋

を
か
け
る
そ
う
で
す
。
そ
こ
を
織
姫
（
お
り
ひ
め
）
が
渡
っ
て
け
ん
牛
と
会
う
と
い
い
ま
す
。
天

皇
の
お
住
み
に
な
る
宮
中
の
橋
も
貴
（
と
う
と
）
い
の
で
、
か
さ
さ
ぎ
橋
と
呼
ん
で
お
き
ま
し
ょ

う
。
そ
の
宮
中
の
橋
に
霜
（
し
も
）
が
真
っ
白
に
お
り
て
い
ま
す
。
夜
も
た
い
そ
う
ふ
け
て
し
ま

っ
た
ん
で
す
ね
。 

中
納
言
家
持 

 
 

 

こ
の
人
も
三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
す
。
大
伴
家
持
（
お
お
と
も
の
や
か
も
ち
）
と
い
う
の
が
本

名
で
す
。
大
伴
家
は
、
文
武
（
強
い
し
頭
が
よ
い
）
に
す
ぐ
れ
た
家
が
ら
で
す
。
お
父
さ
ん
の
旅

人
（
た
び
と
）
も
有
名
で
す
。
家
持
は
『
万
葉
集
』
と
い
う
、
日
本
で
一
番
古
い
歌
集
を
ま
と
め

た
人
物
だ
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

七
、
天
の
原 
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中
国
に
来
て
か
ら
、
も
う
三
十
年
以
上
に
な
り
ま
す
。
顔
を
上
げ
て
大
き
な
夜
空
を
な
が
め
て

み
る
と
、
月
が
出
て
い
ま
す
。
私
が
日
本
に
い
た
と
き
、
奈
良
の
春
日
に
あ
る
三
笠
山
（
み
か
さ

や
ま
）
の
上
に
月
が
出
て
い
た
の
を
よ
く
見
ま
し
た
。
こ
の
月
は
、
そ
の
三
笠
山
の
月
と
同
じ
な

ん
で
し
ょ
う
か
。 

阿
倍
仲
麻
呂 

 
 

 

阿
倍
仲
麻
呂
は
、
十
六
歳
の
と
き
に
留
学
生
と
し
て
中
国
、
当
時
は
唐
の
国
に
行
き
ま
し
た
。

唐
の
皇
帝
に
仕
え
て
三
十
五
年
。
遣
唐
使
が
帰
る
と
き
、
船
に
一
緒
に
乗
せ
て
も
ら
い
ま
す
が
、

暴
風
に
あ
い
遭
難
（
そ
う
な
ん
）
し
ま
す
。
遭
難
先
か
ら
中
国
の
都
に
戻
り
ま
す
が
、
日
本
に
帰

る
の
は
あ
き
ら
め
ま
す
。
そ
の
後
、
十
五
年
ほ
ど
生
き
ま
す
。 

私
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
も
こ
の
歌
は
載
せ
て
あ
り
ま
す
。
探
し
て
み
て
。 

http://w
w

w
5d.biglobe.ne.jp/~chick/china/china414.htm

l 
 
 
 
 

練
習
帳
ニ 



小
倉
百
人
一
首
練
習
帳 

そ
の
三 

 
 

 
 

Ｍ
Ｉ
Ｔ 

八
、
わ
が
庵
は 
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私
の
住
ん
で
い
る
粗
末
な
家
は
、
都
の
東
南
に
あ
り
ま
す
。
え
え
、
確
か
に
山
の
中
に
あ
り
、

鹿
も
住
ん
で
い
ま
す
よ
。
で
も
、
私
も
楽
し
く
、
し
っ
か
り
と
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
な
の
に
、

世
間
の
人
は
、
私
が
一
人
寂
し
く
暮
ら
し
て
い
る
宇
治
山
と
呼
ん
で
い
る
そ
う
で
す
。
「
う
じ
」

に
は
「
寂
し
い
」
「
か
な
し
い
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。
シ
ャ
レ
で
す
よ
シ
ャ
レ
。 

喜
撰
法
師 

 
 

 

喜
撰
法
師
は
、
六
歌
仙
（
ろ
っ
か
せ
ん
・
歌
の
う
ま
い
六
人
）
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
が
、
い
つ

生
ま
れ
い
つ
亡
く
な
っ
た
の
か
は
、
よ
く
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
「
た
つ
み
」
と
い
う
の
は
東
南

と
い
う
意
味
で
す
。
昔
は
方
角
と
時
刻
は
「
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
（
ね
・
う
し
・
と
ら
・

う
・
た
つ
・
み
・
う
ま
・
ひ
つ
じ
・
さ
る
・
と
り
・
い
ぬ
・
い
）」
で
表
し
て
い
ま
し
た
。 

「
う
ぢ
山
」
の
部
分
は
「
宇
治
山
」
と
「
憂
（
う
）
し
山
」
の
意
味
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
一
つ
の
言
葉
で
二
つ
の
意
味
を
表
す
表
現
を
【
掛
詞
（
か
け
こ
と
ば
）】
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
「
憂
し
」
と
は
「
か
な
し
い
」「
さ
び
し
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
今
で
言
う
シ
ャ
レ
で
す
。

へ
た
く
そ
な
シ
ャ
レ
を
ダ
ジ
ャ
レ
と
い
い
ま
す
。
シ
ャ
レ
の
駄
作
な
ん
で
す
ね
。
最
近
で
は
「
お

や
じ
ギ
ャ
グ
」
の
方
が
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
掛
詞
は
れ
っ
き
と
し
た
表

現
技
法
で
、
歌
の
下
手
な
人
で
は
、
使
い
こ
な
せ
ま
せ
ん
。 

「
し
か
ぞ
す
む
」
の
部
分
は
「
し
っ
か
り
と
住
む
」
と
い
う
意
味
な
の
で
す
が
、
私
は
個
人
的

な
解
釈
と
し
て
「
鹿
ぞ
住
む
」
と
い
う
意
味
も
訳
し
て
、
掛
詞
と
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
ダ
ジ
ャ

レ
の
部
類
に
入
る
よ
う
な
の
で
、
法
師
は
掛
詞
に
は
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
す
る
と
作
品
の
質

が
落
ち
ま
す
か
ら
ね
。 

 

九
、
花
の
色
は 
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長
雨
が
降
っ
て
、
桜
の
花
の
色
が
あ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
も
世
の
中
の
い
ろ
ん
な
こ
と
や

大
好
き
な
男
の
人
の
こ
と
で
悩
ん
で
い
る
う
ち
に
、
長
い
時
間
が
た
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の

間
、
ぼ
ん
や
り
と
長
雨
を
眺
め
な
が
ら
時
間
を
す
ご
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
し
て
い
る

う
ち
に
、
私
の
お
肌
の
ぴ
ち
ぴ
ち
感
と
か
、
若
さ
と
か
も
色
あ
せ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 小

野
小
町 

 
 

 

小
野
小
町
は
、
六
歌
仙
、
三
十
六
歌
仙
に
選
ば
れ
て
い
ま
す
。
か
な
り
の
美
人
だ
っ
た
と
い
う

う
わ
さ
で
、
在
原
業
平
の
恋
人
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。 

「
花
の
色
」
は
「
桜
の
花
の
色
」
と
「
小
野
小
町
自
身
の
容
姿
」
の
掛
詞
。
「
よ
に
ふ
る
」
の

「
よ
」
は
、「
世
の
中
」
と
「
男
女
の
仲
」
の
掛
詞
。「
ふ
る
」
は
「
雨
が
降
る
」
と
「
時
が
た
つ
」

の
掛
詞
。
「
な
が
め
」
は
「
長
雨
」
と
「
眺
め
」
の
掛
詞
。 

掛
詞
が
や
た
ら
と
多
く
、
こ
の
他
【
縁
語
（
え
ん
ご
）】、【
倒
置
法
（
と
う
ち
ほ
う
）
】
と
い
う

テ
ク
ニ
ッ
ク
満
載
で
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
す
ぎ
と
批
判
し
た
く
な
る
の
だ
が
、
詠
ん
で
み
る
と
意

外
と
す
っ
き
り
し
て
い
る
。
魔
法
の
よ
う
な
歌
。 

 

十
、
こ
れ
や
こ
の 
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こ
れ
が
あ
の
、
東
の
方
に
行
く
人
も
、
東
か
ら
都
に
帰
っ
て
く
る
人
も
通
る
逢
坂
の
関
で
す
。

こ
こ
で
は
、
知
っ
て
い
る
人
も
、
知
ら
な
い
人
も
、
会
っ
て
は
別
れ
、
別
れ
て
は
会
う
と
い
う
こ

と
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
ま
す
。 

蝉
丸 

 
 

 

皆
さ
ん
は
、
坊
主
（
ぼ
う
ず
）
め
く
り
を
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
。
百
人
一
首
の
カ
ル
タ
を

全
部
裏
返
し
に
し
て
、
一
人
一
枚
ず
つ
め
く
っ
て
い
く
の
で
す
。
カ
ル
タ
は
「
官
人
」「
姫
」「
坊

主
」
に
分
け
ら
れ
て
い
て
、
坊
主
を
め
く
る
と
ピ
ン
チ
に
な
る
の
で
す
。
蝉
丸
さ
ん
は
、
法
師
と

か
つ
い
て
い
な
い
の
で
、
坊
主
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
多
分
坊
主
ら
し
い
と
い
う
こ

と
で
や
っ
て
い
ま
し
た
。
私
が
小
学
校
の
と
き
の
話
で
す
。 

「
あ
ふ
坂
の
関
」
の
「
あ
ふ
」
は
「
会
う
」
と
い
う
意
味
と
、
「
逢
坂
の
関
」
の
「
逢
」
の
掛

詞
で
す
。「
行
く
」「
帰
る
」
は
、
反
対
の
意
味
の
言
葉
で
す
。
こ
う
い
う
の
を
重
ね
る
の
を
【
対

句
（
つ
い
く
）
表
現
】
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

練
習
帳
三 



小
倉
百
人
一
首
練
習
帳 

そ
の
四 

 
 

 
 

Ｍ
Ｉ
Ｔ 

十
一
、
わ
た
の
原 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

遣
唐
副
使
に
な
り
ま
し
た
が
、
遣
唐
大
使
と
の
意
見
の
違
い
で
船
に
乗
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
結

局
は
天
皇
の
ご
命
令
に
そ
む
く
こ
と
と
な
り
、
隠
岐
（
お
き
）
の
島
へ
流
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま

し
た
。
そ
の
出
発
の
と
き
が
来
ま
し
た
。
た
く
さ
ん
の
島
が
点
々
と
あ
る
大
海
原
（
お
お
う
な
ば

ら
）
へ
船
を
こ
ぎ
出
し
、
出
発
し
て
行
っ
た
と
、
都
に
い
る
私
の
大
好
き
な
人
に
伝
え
て
く
れ
よ
。

漁
師
の
釣
り
舟
。 

参
議
篁 

 
 

 

本
名
は
「
小
野
篁
」
で
す
。
参
議
（
さ
ん
ぎ
）
は
朝
廷
内
で
の
役
職
の
名
前
で
す
。
現
代
語
訳

に
入
れ
て
お
き
ま
し
た
が
、
罪
び
と
と
な
っ
て
島
流
し
の
刑
に
あ
う
こ
と
は
、
歌
だ
け
で
は
わ
か

り
ま
せ
ん
。
こ
の
歌
の
前
に
【
詞
書
（
こ
と
ば
が
き
）
】
と
い
う
の
が
書
か
れ
て
い
て
、
そ
こ
か

ら
歌
を
詠
っ
て
い
る
状
況
が
わ
か
り
ま
す
。 

彼
は
、
隠
岐
の
島
で
二
年
過
ご
し
た
後
に
、
罪
を
許
さ
れ
ま
す
。
都
に
戻
り
朝
廷
に
復
帰
し
ま

す
。 「

釣
り
舟
」
に
「
伝
え
て
く
れ
」
と
頼
ん
で
い
ま
す
。
人
で
は
な
い
も
の
や
動
物
を
人
間
並
み

に
扱
う
こ
と
を
【
擬
人
法
（
ぎ
じ
ん
ほ
う
）
】
と
い
い
ま
す
。 

十
ニ
、
天
つ
風 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

宮
中
で
は
、
舞
姫
た
ち
に
よ
っ
て
五
節
（
ご
せ
ち
）
の
舞
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
天
武
天
皇
が

吉
野
の
滝
の
宮
で
琴
を
お
弾
き
に
な
っ
た
と
き
、
天
女
（
て
ん
に
ょ
）
が
舞
い
降
り
て
、
袖
を
五

度
ひ
る
が
え
し
て
舞
っ
た
そ
う
で
す
。
舞
姫
た
ち
も
天
女
の
よ
う
に
、
舞
い
終
わ
っ
た
ら
天
に
帰

っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
空
を
吹
く
風
よ
、
雲
の
間
の
天
に
通
じ
る
道
を
閉
ざ
し
て
く

れ
。
こ
の
舞
姫
た
ち
を
、
も
う
ち
ょ
っ
と
こ
こ
に
引
き
止
め
て
お
き
た
い
か
ら
。 



僧
正
遍
昭 

 
 

 
本
名
は
「
良
岑
宗
貞
（
よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ
）」。
京
都
に
平
安
京
を
つ
く
っ
た
桓
武
天
皇
の

孫
。
六
歌
仙
・
三
十
六
歌
仙
の
一
人
。
三
十
五
歳
の
と
き
に
お
坊
さ
ん
に
な
り
ま
し
た
。 

「
歌
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
抜
群
だ
け
れ
ど
、
本
当
の
心
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
」
と
、
紀
貫
之
は

書
い
て
い
ま
す
。 

現
実
の
舞
姫
を
、
伝
説
の
天
女
に
置
き
か
え
て
歌
を
作
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
何
か
を
別

の
も
の
に
置
き
か
え
る
技
法
を
【
見
立
（
み
た
）
て
】
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

 

十
三
、
つ
く
ば
ね
の 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

茨
城
県
に
筑
波
山
と
い
う
山
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
山
は
男
体
（
な
ん
た
い
）
と
い
う
頂
上
と
、

女
体
（
に
ょ
た
い
）
と
い
う
頂
上
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
流
れ
出
す
川
は
、
男
女
川
（
み
な
の

が
わ
）
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

少
な
い
量
の
水
が
、
ど
ん
ど
ん
た
ま
っ
て
深
い
淵
（
ふ
ち
）
を
つ
く
る
よ
う
に
、
私
の
恋
心
も

だ
ん
だ
ん
積
も
り
積
も
っ
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

陽
成
院 

 
 

 

筑
波
山
は
茨
城
県
に
あ
る
山
で
、
八
七
六
メ
ー
ト
ル
と
、
そ
れ
ほ
ど
高
く
な
い
の
で
す
が
、
関

東
地
方
の
名
峰
で
す
。
女
体
山
の
方
は
、
古
代
と
い
わ
れ
る
時
代
に
、
合
コ
ン
の
場
所
だ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
。 

院
（
い
ん
）
と
は
上
皇
（
じ
ょ
う
こ
う
）
の
こ
と
で
、
上
皇
は
天
皇
を
引
退
し
た
方
で
す
。
十

歳
で
天
皇
に
な
ら
れ
ま
す
が
、
二
十
歳
の
頃
に
は
も
う
、
引
退
し
て
い
ま
す
。
精
神
病
が
原
因
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
弟
の
貞
純
親
王
は
、
後
に
武
士
と
な
る
源
氏
の
先
祖
で
す
。 

「
こ
ひ
」
と
い
う
の
は
「
水
」
と
い
う
意
味
も
表
し
ま
す
。「
恋
」
と
い
う
意
味
は
当
然
あ
り

ま
す
。
で
す
か
ら
【
掛
詞
】
で
す
ね
。 

「
淵
」
と
い
う
の
は
、
川
の
中
で
も
あ
ま
り
水
流
が
速
く
な
く
て
深
い
と
こ
ろ
。
水
が
動
か
ず

に
よ
ど
ん
で
い
ま
す
。
逆
に
「
瀬
（
せ
）
」
と
い
う
の
は
、
水
流
の
速
い
と
こ
ろ
。 

こ
の
一
首
を
詠
む
と
、「
ぬ
る
ぬ
る
っ
と
し
た
滑
ら
か
さ
」
が
あ
り
ま
す
。「
ね
・
の
・
ね
・
な
・

の
・
な
・
ぬ
」
と
い
う
ナ
行
の
音
と
、「
み
・
み
・
も
」
と
い
う
マ
行
の
音
が
多
い
か
ら
だ
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

練
習
帳
四 



小
倉
百
人
一
首
練
習
帳 

そ
の
五 

 
 

 
 

Ｍ
Ｉ
Ｔ 

十
四
、
み
ち
の
く
の 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

東
北
地
方
の
信
夫
（
し
の
ぶ
）
の
土
地
は
、
忍
ぶ
草
の
産
地
で
、
そ
の
草
を
使
っ
た
す
り
染
め

で
有
名
に
な
り
ま
し
た
。
乱
れ
模
様
の
す
り
染
め
の
よ
う
に
、
私
の
心
も
思
い
乱
れ
始
め
て
し
ま

い
ま
し
た
。
他
の
誰
の
せ
い
で
も
な
く
、
あ
な
た
の
お
か
げ
で
ね
。 

河
原
左
大
臣 

 
 

 

嵯
峨
（
さ
が
）
天
皇
の
皇
子
で
、
源
融
（
み
な
も
と
の
と
お
る
）
と
い
う
名
前
を
も
ら
っ
て
、

一
般
人
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
天
皇
は
神
様
で
、
天
皇
の
一
族
の
方
々
も
人
間
で
は
あ
り
ま
せ

ん
で
し
た
。
皇
族
か
ら
一
般
人
に
な
る
こ
と
を
「
臣
籍
（
し
ん
せ
き
）
に
下
（
く
だ
）
る
」
と
い

い
ま
す
。
臣
下
（
し
ん
か
・
家
来
の
こ
と
）
に
な
る
の
で
す
ね
。
そ
の
と
き
に
姓
名
を
も
ら
い
ま

す
。 左

大
臣
と
い
う
の
は
、
朝
廷
（
政
府
）
の
役
職
の
名
前
で
す
。
太
政
大
臣
の
次
に
え
ら
い
職
で

す
。
彼
は
、
東
六
条
の
河
原
院
（
か
わ
ら
の
い
ん
）
に
住
ん
で
い
た
の
で
、
河
原
左
大
臣
と
呼
ば

れ
ま
し
た
。 

 

十
五
、
君
が
た
め 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

あ
な
た
の
た
め
に
、
春
ま
だ
浅
い
野
に
出
て
、
若
菜
を
摘
（
つ
）
み
取
っ
て
い
ま
す
。
あ
あ
、

雪
が
降
っ
て
き
ま
し
た
。
私
の
袖
に
、
雪
が
ど
ん
ど
ん
積
も
っ
て
い
き
ま
す
。 

光
孝
天
皇 

 
 

 

第
五
十
七
代
の
天
皇
。
ご
幼
少
よ
り
聡
明
で
、
こ
の
歌
は
皇
子
の
と
き
に
詠
わ
れ
ま
し
た
。 

わ
か
り
や
す
い
す
っ
き
り
と
し
た
歌
。 



七
草
粥
（
な
な
く
さ
が
ゆ
）
は
、
ご
存
知
で
す
か
。
「
な
ず
な
・
す
ず
な
・
ほ
と
け
の
ざ
・
せ

り
・
す
ず
し
ろ
・
は
こ
べ
・
ご
ぎ
ょ
う
」
の
七
種
類
の
菜
で
、
お
か
ゆ
を
作
り
ま
す
。「
す
ず
な
」

は
「
か
ぶ
」、「
す
ず
し
ろ
」
は
「
大
根
」
の
こ
と
で
、
そ
の
葉
っ
ぱ
を
食
べ
ま
す
。 

 

十
六
、
立
ち
わ
か
れ 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

因
幡
（
い
な
ば
）
の
国
、
鳥
取
県
の
知
事
に
任
命
さ
れ
た
の
で
、
行
か
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。

お
別
れ
で
す
。
で
も
、
因
幡
の
山
（
稲
葉
山
と
も
）
に
生
え
て
い
る
「
松
」
と
同
じ
音
の
「
待
つ
」

と
あ
な
た
が
言
っ
て
く
れ
た
な
ら
、
す
ぐ
に
で
も
帰
っ
て
来
ま
す
よ
。 

中
納
言
行
平 

 
 

 

阿
保
親
王
の
子
供
で
、
在
原
行
平
（
あ
り
わ
ら
の
ゆ
き
ひ
ら
）
。
業
平
（
な
り
ひ
ら
）
の
兄
。

中
納
言
は
朝
廷
で
の
役
職
。 

「
い
な
ば
」
は
、
「
い
な
ば
の
山
」
と
「
行
け
ば
」
と
い
う
意
味
の
【
掛
詞
】。 

「
ま
つ
」
は
、「
松
」
と
「
待
つ
」
の
【
掛
詞
】
。 

あ
ま
り
行
き
た
く
な
さ
そ
う
な
気
持
ち
が
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。 

 

十
七
、
ち
は
や
ぶ
る 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

竜
田
川
一
面
に
も
み
じ
が
流
れ
て
い
ま
す
。
紅
葉
が
川
を
し
ぼ
り
染
め
に
す
る
な
ど
と
い
う
こ

と
は
、
神
の
時
代
に
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
で
す
。
ま
っ
た
く
。 

在
原
業
平
朝
臣 

 

六
歌
仙
・
三
十
六
歌
仙
の
一
人
。
「
ち
は
や
ぶ
る
」
は
「
神
」
の
【
枕
詞
】
。 

一
句
と
二
句
が
、
本
当
は
最
後
に
来
る
。
【
倒
置
法
（
と
う
ち
ほ
う
）】
が
使
わ
れ
て
い
る
。 

感
情
を
入
れ
す
ぎ
の
歌
が
多
い
と
評
価
さ
れ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

練
習
帳
五 



小
倉
百
人
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練
習
帳 

そ
の
六 

 
 

 

Ｍ
Ｉ
Ｔ 

十
八
、
す
み
の
江
の 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

大
阪
湾
の
住
の
江
の
岸
に
打
ち
寄
せ
る
波
。
寄
せ
る
と
い
う
意
味
の
「
寄
る
」
は
「
夜
」
に
通

じ
ま
す
。
そ
ん
な
夜
の
夢
の
中
で
さ
え
、
人
目
を
さ
け
る
よ
う
に
、
あ
な
た
を
恋
し
て
い
る
の
で

す
。
も
っ
と
堂
々
と
し
て
い
た
い
の
で
す
が
、
ど
う
し
て
で
し
ょ
う
。 

藤
原
敏
行
朝
臣 

 
 

 

三
十
六
歌
仙
の
一
人
。
当
然
、
歌
は
う
ま
い
の
で
す
が
、
書
道
も
極
め
て
い
る
の
で
す
。
字
が

大
変
に
う
ま
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 

「
す
み
の
江
の
岸
に
よ
る
波
」
は
第
三
句
の
「
よ
る
」
の
【
序
詞
】
。 

 

十
九
、
難
波
潟
（
な
に
は
が
た
） 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

大
阪
湾
の
難
波
潟
に
生
え
て
い
る
芦
（
あ
し
・
葦
）
の
節
と
節
の
間
は
、
と
て
も
短
い
で
す
ね
。

そ
ん
な
短
い
時
間
で
さ
え
も
、
あ
な
た
に
会
わ
な
い
で
、
こ
の
世
の
中
を
暮
ら
し
て
行
け
と
お
っ

し
ゃ
る
の
で
す
か
。 

伊
勢 

 
 

 
 
 
 

伊
勢
と
い
う
名
前
は
、
父
親
の
伊
勢
守
（
い
せ
の
か
み
）
藤
原
継
蔭
（
つ
ぐ
か
げ
）
の
職
名
か 

ら
き
て
い
ま
す
。
伊
勢
守
は
三
重
県
知
事
と
思
え
ば
わ
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
当
時
の
女
性
は
、

特
に
名
前
は
な
く
、「
＊
＊
の
女
（
む
す
め
）」
や
父
親
の
職
名
で
呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
伊
勢
も

三
十
六
歌
仙
の
一
人
で
す
。 

 
 
 

難
波
潟
は
、
十
八
の
歌
の
住
の
江
の
近
く
で
す
。 

 
 
 

「
難
波
潟
み
じ
か
き
芦
の
」
は
、
「
ふ
し
の
ま
」
の
【
序
詞
】。 



 
 
 

「
ふ
し
の
ま
」
は
「
芦
の
節
と
節
の
間
」
と
い
う
意
味
と
「
短
い
時
間
」
と
い
う
意
味
の
【
掛

詞
】
。 

 
 
 

「
あ
は
で
」
は
「
会
わ
な
い
で
」
と
い
う
意
味
。 

 
 
 

「
世
」
も
「
世
の
中
・
一
生
」
と
「
男
女
の
仲
」
と
い
う
意
味
を
二
つ
持
つ
【
掛
詞
】
。 

 
 
 

恋
の
歌
が
多
い
の
で
、
小
学
生
の
方
に
お
話
す
る
の
は
た
め
ら
わ
れ
ま
す
が
、
や
る
と
決
め
た

以
上
は
伝
え
て
い
か
な
い
と
。
冷
た
い
男
性
に
、「
会
い
に
来
て
よ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
ね
。 

 

ニ
十
、
わ
び
ぬ
れ
ば 

    

《
現
代
語
訳
》 

 
 

あ
な
た
に
会
え
な
く
て
落
ち
込
ん
で
い
ま
す
。
も
う
、
こ
う
な
っ
た
ら
ど
う
な
っ
て
も
か
ま
い

ま
せ
ん
。
難
波
潟
に
あ
る
澪
標
（
み
お
つ
く
し
）
の
名
前
の
よ
う
に
、
こ
の
身
を
捨
て
て
も
、
あ

な
た
に
会
い
に
行
き
ま
す
。
え
え
、
行
き
ま
す
と
も
。 

元
良
親
王 

 
 

 
 
 
 

陽
成
（
よ
う
ぜ
い
）
天
皇
の
皇
子
。
陽
成
天
皇
の
あ
と
は
、
天
皇
は
別
の
系
統
に
移
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。
元
良
親
王
は
、
そ
の
天
皇
の
奥
さ
ん
の
一
人
に
恋
を
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
こ
と
が
世
間
に
知
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
人
妻
、
ま
し
て
天
皇
の
奥
さ
ん
で
す
。
た
だ
で
は
、

す
み
ま
せ
ん
。 

 
 
 

第
二
句
で
「
い
ま
は
た
お
な
じ
」
＝
「
も
う
お
ん
な
じ
で
す
」
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
二
句
と
三
句
の
間
に
、
特
に
つ
な
が
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
【
二
句
切
れ
】

の
歌
だ
、
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

 
 
 

「
難
波
な
る
」
は
「
み
を
つ
く
し
」
の
【
枕
詞
】。「
な
る
」
は
「
に
あ
る
」
と
い
う
意
味
。 

「
み
を
つ
く
し
」
は
、
船
の
航
行
を
助
け
る
目
印
の
杭
（
く
い
）
と
い
う
意
味
と
、
「
身
を
尽

く
す
（
身
を
捨
て
る
）」
と
い
う
意
味
の
【
掛
詞
】。 

 
 
 

歌
の
内
容
は
、
「
え
え
ー
い
、
も
う
、
ど
う
に
で
も
な
れ
」
と
自
暴
自
棄
（
じ
ぼ
う
じ
き
・
や

け
く
そ
）
で
す
が
、
歌
の
技
術
は
、
落
ち
着
い
た
冷
静
さ
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

今
流
行
の
「
純
愛
」
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
「
不
倫
」
？
。 

 
 
 

い
ず
れ
に
し
て
も
、「
教
え
な
い
方
が
い
い
の
で
は
？
」
と
悩
む
歌
の
一
つ
で
す
。
で
も
、
ご

ま
か
さ
ず
に
正
面
か
ら
行
き
ま
し
た
。 
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