
り
、
そ
こ
に
恐
ら
く
群
生
す
る
「
か
き
つ
ば
た
」
を
見

い
だ
し
て
和
歌
を
作
る
と
い
う
、
自
然
な
流
れ
が
作
ら

れ
て
い
る
。「
乾
飯
」
は
常
の
食
事
を
取
り
え
な
い
苦

し
い
旅
の
象
徴
で
も
あ
り
、
男
の
一
行
の
お
か
れ
た
状

況
を
示
す
も
の
で
も
あ
る
。
他
の
物
語
で
は
あ
ま
り
使

わ
れ
な
い
ア
イ
テ
ム
が
こ
こ
で
は
生
か
さ
れ
て
い
る
。

　

近
年
、
災
害
時
の
備
蓄
食
料
と
し
て
準
備
さ
れ
る
ア

ル
フ
ァ
米
が
出
回
っ
て
、
生
徒
に
は
「
乾
飯
」
を
イ
メ

ー
ジ
さ
せ
や
す
く
な
っ
た
。
随
分
昔
、
一
度
、
生
徒
に

見
せ
よ
う
と
し
て
米
を
蒸
す
と
こ
ろ
か
ら
我
流
で
作
っ

て
み
て
、
梅
雨
時
だ
っ
た
た
め
か
、
す
っ
か
り
黴
び
さ

せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
以
来
、
復
元
は
あ
き
ら

め
、
ア
ル
フ
ァ
米
が
広
ま
る
ま
で
は
、
何
か
の
拍
子
に

茶
碗
に
残
り
、
乾
い
て
こ
び
り
つ
い
て
し
ま
っ
た
、
か0

ち
か
ち

0

0

0

の
飯
粒
の
イ
メ
ー
ジ
を
も
と
に
、
乾
飯
の
話
を

し
て
き
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
現
在
私
の
勤
務
す
る
学
校
は
、
大
阪
と

奈
良
の
県
境
に
あ
り
、
大
阪
側
に
は
菅
原
道
真
ゆ
か
り

の
道
明
寺
お
よ
び
道
明
寺
天
満
宮
が
近
く
に
あ
る
。
こ

の
寺
院
・
神
社
は
、
神
仏
習
合
の
時
代
に
は
一
つ
の
大

き
な
社
寺
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二

年
）
に
分
離
さ
れ
、
今
で
は
東
西
に
並
ん
で
、
ゆ
か
し

き
歴
史
の
香
気
を
放
っ
て
い
る
。
七
年
ほ
ど
前
の
正
月
、

こ
れ
ら
社
寺
を
、
初
詣
と
子
ど
も
の
入
試
合
格
祈
願
を

兼
ね
て
訪
れ
、
道
明
寺
に
「
ほ
し
い
ひ
」
が
今
で
も
頒

布
さ
れ
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。

　

由
来
書
き
に
よ
れ
ば
、
道
明
寺
の
「
ほ
し
い
ひ
」
の

歴
史
は
古
い
。
当
時
土は

師じ

寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
の
尼

　

三
河
国
八
橋
。『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
で
は
、
東
へ

下
る
「
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
」
た
男
の
一

行
が
、
そ
こ
で
休
息
を
取
る
。「
そ
の
沢
の
ほ
と
り
の

木
の
陰
に
下
り
ゐ
て
、
乾か
れ

飯い
ひ

食
ひ
け
り
。」

―
古
注

釈
を
見
て
い
く
と
、
こ
の
乾
飯
一
つ
に
し
て
も
い
ろ
い

ろ
な
考
察
や
意
見
が
あ
っ
て
面
白
い
。『
伊
勢
物
語
古

意
』
注
１

を
著
し
た
賀
茂
真
淵
は
、
こ
こ
で
の
乾
飯
を

「
今
も
山
中
へ
入
人
は
、
こ
は
飯
を
干
て
も
た
る
を
ば

ち
ひ
さ
き
布
帒
に
と
り
わ
か
ち
て
水
に
打
入
（
中
略
）

ほ
ど
な
く
ほ
と
び
て
も
と
の
こ
は
飯
と
な
る
也
」
と
当

時
の
習
俗
を
も
っ
て
明
快
に
説
明
し
て
い
る
。『
国
語

総
合
』
の
指
導
書
に
は
「
乾
飯
に
は
糒

ほ
し
い
い

と
餉

か
れ
い
い

が
あ

り
、
糒
は
強
飯
を
乾
燥
さ
せ
た
も
の
だ
が
、
餉
の
方
は

必
ず
し
も
乾
燥
さ
せ
た
飯
と
は
限
ら
ず
、
旅
先
で
食
べ

る
食
糧
（
今
の
弁
当
）
の
こ
と
と
い
う
。」
と
解
説
す

る
。
ち
な
み
に
指
導
書
で
は
続
け
て
、「
こ
こ
で
は
前

者
の
も
の
で
あ
る
。」
と
『
伊
勢
物
語
』
本
文
文
脈
か

ら
断
定
し
て
い
る
。

　
「
乾
飯
」
が
物
語
作
品
に
顔
を
出
す
の
は
稀
で
あ
る
。

旅
の
食
事
で
「
乾
飯
」
に
触
れ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
歌
物
語

の
世
界
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌
の
由
来
が
エ
ピ
ソ
ー

ド
と
し
て
語
ら
れ
る
。
物
語
の
語
り
手
の
立
場
か
ら
す

る
と
、「
か
き
つ
ば
た
」
の
折
句
の
和
歌
を
詠
ま
せ
る

た
め
に
、
男
の
一
行
を
沢
に
導
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
手
段
と
し
て
わ
ざ
わ
ざ
「
乾
飯
」
を
持
ち
出
し
た
。

「
乾
飯
」
は
水
に
浸
し
、
や
わ
ら
か
く
し
て
食
べ
る
。

結
果
、
物
語
で
は
一
行
が
「
乾
飯
」
の
た
め
に
沢
に
下

乾飯〈かれいひ〉のはなし
―『伊勢物語』東下りと
　道明寺糒〈ほしいひ〉―
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力
と
風
味
が
生
ま
れ
る
。
授
業
で
東
下
り
を
語
る
時
、

涙
で
ふ
や
け
た
乾
飯
は
、
さ
ぞ
塩
味
が
効
い
て
う
ま
か

っ
た
ろ
う
、
な
ど
と
、
ひ
ど
い
落
ち

0

0

を
つ
け
た
時
も
あ

っ
た
が
、
桜
餅
を
作
る
と
き
は
、
餡あ

ん

の
甘
さ
を
引
き
出

す
た
め
に
、
道
明
寺
粉
に
ほ
ん
の
少
し
塩
を
効
か
せ
る

と
い
う
話
を
聞
い
て
、
ま
た
冷
や
汗
が
出
た
。

　
「
道
明
寺
糒
」
は
明
治
期
に
登
録
商
標
と
な
っ
て
お

り
、
も
し
か
し
た
ら
「
道
明
寺
粉4

」
の
名
称
は
そ
の
よ

う
な
関
係
で
生
ま
れ
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
れ

は
も
う
少
し
調
べ
て
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、

生
徒
に
は
「
乾
飯
は
、
備
蓄
食
料
の
ア
ル
フ
ァ
米
が
、

そ
れ
だ
。」
と
い
う
説
明
で
は
終
わ
ら
せ
た
く
な
く
、

以
来
、
授
業
で
は
、
あ
え
て
道
明
寺
「
ほ
し
い
ひ
」
の

袋
を
開
く
こ
と
に
し
て
き
た
。
少
し
は
古
い
時
代
の
追

体
験
に
な
る
か
と
思
い
、
乾
燥
し
た
ま
ま
の
「
ほ
し
い

ひ
」
を
希
望
す
る
生
徒
の
手
の
ひ
ら
に
分
か
ち
、
味
わ

っ
て
も
ら
っ
て
も
い
る
。

　

今
年
も
ま
も
な
く
『
伊
勢
物
語
』
を
学
ぶ
時
節
が
や

っ
て
来
る
。
私
に
と
っ
て
は
、
そ
ろ
そ
ろ
、
道
明
寺
詣

で
の
季
節
で
あ
る
。

　

注
１　

宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
年
）
頃
の
成
立
か
、
と
さ
れ
る
。

　

注
２　
『
藤
井
寺
市
史
』
第
二
巻
（
平
成
14
年
１

月
）
に
よ
る
。

れ
、
翌
年
か
ら
は
、
京
都
の
業
者
か
ら
買
い
入
れ
て
い

る
と
い
う
。
え
？
京
都
の
業
者
？
…
今
も
糒
を
作
る
業

者
が
あ
る
の
か
？

　

そ
の
後
、
私
は
自
分
の
あ
ま
り
の
迂う

闊か
つ

さ
に
力
が
抜

け
た
。「
道
明
寺
糒
」
は
、
別
名
「
道
明
寺
粉
」、
和
菓

子
の
材
料
で
あ
る
。
食
い
し
ん
坊
の
私
の
好
物
で
も
あ

る
桜
餅
（
関
西
風
と
関
東
風
が
あ
る
ら
し
い
が
、
も
ち

ろ
ん
関
西
風
の
方
）
は
、
こ
の
「
道
明
寺
粉
」
か
ら
作

ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
今
ま
で
私
は
「
ほ
し
い
ひ
」

を
随
分
食
べ
て
き
た
訳
だ
し
、「
道
明
寺
粉
」
な
ら
、

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
行
け
ば
売
っ
て
い
る
。
わ
ざ

わ
ざ
復
元
し
よ
う
と
し
て
黴
び
さ
せ
る
必
要
も
な
か
っ

た
の
だ
。

　

道
明
寺
で
分
け
て
い
た
だ
い
た
「
ほ
し
い
ひ
」
を
そ

の
ま
ま
口
に
含
ん
で
み
る
。「
あ
あ
、
そ
う
か
、
こ
の

よ
う
な
味
か
。
そ
り
ゃ
そ
う
だ
。」
と
納
得
し
た
。「
ほ

し
い
ひ
」
を
菓
子
と
し
て
使
う
に
は
湯
や
水
で
戻
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
と
き
に
ま
た
、
独
特
の
弾

寺
に
は
菅
原
道
真
の
伯
母
・
覚
寿
尼
が
住
ん
で
い
て
、

道
真
が
筑
紫
に
向
か
う
途
次
、
こ
の
寺
に
立
ち
寄
っ
た

と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
覚
寿
尼
は
道
真
に
陰
膳

を
据
え
続
け
て
い
た
が
、
毎
日
据
え
ら
れ
る
こ
の
ご
飯

の
お
下
が
り
が
病
気
に
効
く
と
評
判
に
な
り
、
爾
後
乾

燥
さ
せ
、
貯
蔵
し
た
の
が
道
明
寺
の
「
ほ
し
い
ひ
」
の

も
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
「
ほ
し
い
ひ
」
は
そ
の
後
、
桃
山
時
代
に
は
、
豊
臣

秀
吉
に
定
期
的
に
差
し
上
げ
ら
れ
、
江
戸
時
代
に
は
毎

年
将
軍
家
に
献
納
さ
れ
た
。
道
明
寺
領
内
に
は
「
ほ
し

い
ひ
」
用
の
稲
を
栽
培
す
る
た
め
の
水
田
が
用
意
さ
れ
、

献
納
の
残
余
が
道
明
寺
祭
の
折
を
中
心
に
「
道
明
寺

糒
」
の
名
で
分
け
与
え
ら
れ
た
が
、
一
方
で
偽
物
も
出

回
り
、
道
明
寺
か
ら
大
坂
奉
行
所
に
取
り
締
ま
り
の
訴

状
も
出
さ
れ
て
い
る
注
２

。
後
に
は
、
明
治
期
に
パ
リ

万
博
に
も
特
産
品
と
し
て
出
品
さ
れ
、
金
牌
を
受
領
し

た
。

　

道
明
寺
の
「
ほ
し
い
ひ
」
も
、
や
は
り
餅
米
か
ら
作

ら
れ
、
蒸
し
上
げ
た
後
、
天
日
で
干
し
て
作
ら
れ
て
い

た
。『
日
本
山
海
名
物
図
絵
』（
宝
暦
四
年
（
一
七
五
四

年
）
刊
）
に
そ
の
図
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
（
下
図
参

照
）。
後
に
お
話
を
伺
う
と
、
い
つ
か
ら
そ
う
な
っ
た

の
か
、「
ほ
し
い
ひ
」
作
り
は
、
道
明
寺
近
在
の
女
性

達
が
参
加
し
て
行
う
冬
の
行
事
で
あ
っ
た
と
い
う
。
天

候
を
見
て
蒸ふ

か
し
、
何
日
か
乾
し
た
後
、
石
臼
で
挽
く

の
だ
が
、
境
内
に
は
今
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
石
臼
が

列
ん
で
い
た
。
私
が
訪
れ
た
年
に
「
ほ
し
い
ひ
」
作
り

に
参
加
さ
れ
て
い
た
最
後
の
方
が
ご
高
齢
で
亡
く
な
ら
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