
特集・「生活」というまなざし

風
の
名
の
採
集
は
近
年
困
難
な
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
要

因
が
あ
る
が
土
地
々
々
の
生
活
の
変
化
が
最
も
大
き
く
、
ま
た
言
語
の
標

（１１）

準
化
が
追
い
打
ち
を
か
け
て
い
る
。
柳
田
国
男
「
風
位
考
」
か
ら
関
口
武

（２）

『
風
の
事
典
」
（
昭
和
六
十
年
）
ま
で
、
そ
の
間
約
半
世
紀
強
、
関
口
氏
は

し
ば
し
ば
風
の
名
の
消
滅
に
言
及
し
て
い
る
。
海
上
の
生
活
者
も
陸
の
生

活
者
も
か
つ
て
の
風
害
に
十
分
耐
え
る
ほ
ど
の
機
械
力
と
堅
牢
さ
を
持
つ

船
・
家
屋
、
ま
た
東
西
南
北
の
方
位
に
よ
る
均
一
的
な
命
名
法
に
よ
っ

て
、
地
域
的
な
生
活
者
の
記
憶
に
根
ざ
し
て
い
る
風
の
名
は
忘
却
の
一
途

で
あ
る
。
か
つ
て
の
風
の
名
が
無
形
民
俗
文
化
財
的
な
存
在
に
す
ら
な
る

、
フ
と
し
て
い
る
現
状
か
ら
は
、
生
活
と
い
う
側
面
を
ど
の
よ
う
に
ア
ク
セ

ン
ト
を
つ
け
て
捉
え
て
み
る
か
、
そ
こ
か
ら
万
葉
歌
の
読
み
へ
の
提
言
が

で
き
る
か
、
試
行
的
な
報
告
と
し
て
提
出
し
て
み
よ
う
。

信
州
諏
訪
地
方
は
御
柱
祭
を
追
い
か
け
て
い
る
内
に
多
少
縁
が
深
く
な

っ
た
よ
、
フ
な
気
も
し
て
い
る
が
、
さ
り
と
て
何
ほ
ど
の
こ
と
が
分
か
っ
て

い
る
の
か
心
許
な
い
が
、
今
回
の
古
代
文
学
の
特
集
へ
の
参
画
を
こ
ん
な

ところから始めてみよ、フと思電フ。

自

然

と

生

活

近

藤

信

義

ｌ
古
代
和
歌
に
お
け
る
生
活
の
中
の
風
歌
の
中
の
風
Ｉ

は
じ
め
に

特
集
・
「
生
活
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
ｌ
〈
民
俗
〉
的
方
法
を
介
し
て
Ｉ

諏
訪
大
社
の
御
柱
祭
に
用
い
ら
れ
る
薙
鎌
（
な
ぎ
が
ま
）
と
呼
ば
れ
る

神
器
は
長
い
年
月
の
間
に
形
も
素
材
も
す
っ
か
り
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
に
な

り
、
現
在
の
デ
ザ
イ
ン
で
は
す
で
に
「
鎌
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
離
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
博
物
館
や
古
社
に
伝
わ
る
も
の
を
見
る
と
、
年
代

的
な
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
そ
の
容
姿
の
変
遷
を
た
ど
り
返
し
て
い
く
と
あ
き

ら
か
に
、
農
具
で
あ
る
と
こ
ろ
の
鎌
に
戻
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

農
具
の
鎌
が
そ
の
ま
ま
神
器
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
神
器
た
る
べ
く
鎌

は
祭
事
に
お
い
て
質
を
改
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

御
柱
祭
に
お
け
る
薙
鎌
は
神
木
の
見
立
て
が
完
了
し
た
折
り
に
こ
の
鎌

を
幹
に
打
ち
込
ん
で
、
神
木
決
定
の
標
し
と
す
る
と
い
う
よ
う
に
抽
象
度

の
高
い
用
い
ら
れ
方
を
見
い
だ
す
の
だ
が
、
鎌
を
打
ち
込
ん
だ
「
木
」
が

神
の
宿
る
木
と
す
る
幻
想
こ
そ
基
本
の
構
図
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、

神
木
が
鎌
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
鎌
の
持
つ
威
力
も
保
証
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
「
薙
鎌
」
は
鎌
の
威
力
を
示
す
名
称
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ

の
ナ
ギ
（
グ
）
に
は
ナ
グ
ル
・
ナ
ギ
ハ
ラ
フ
・
ナ
ギ
ナ
タ
な
ど
の
よ
う
に

横
方
向
に
強
い
力
を
与
え
て
切
り
払
う
意
と
、
朝
（
夕
）
ナ
ギ
・
ナ
グ

一
、
風
の
名
そ
の
１
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ム
・
ナ
グ
サ
な
ど
の
よ
う
に
穏
や
か
に
和
む
意
と
の
両
義
を
有
し
て
い
る

と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
意
義
を
示
す
も
の
と
し
て
風
を
鎮
め
る
力
を
こ
の
鎌
に
託
し
た
祭

儀
が
能
登
に
あ
っ
た
（
拙
稿
「
諏
訪
大
社
御
柱
祭
の
薙
鎌
に
つ
い
て
１
日

（

３

）

ひ

室
・
戸
土
・
金
丸
の
祭
事
を
追
っ
て
」
参
照
）
。
石
川
県
七
尾
市
江
泊
日

む
ろ

か
ま
や
の
み
や

か
ね
ま
る

室
の
諏
訪
神
社
（
通
称
鎌
宮
）
、
石
川
県
鹿
島
郡
鹿
西
町
金
丸
の
諏
訪

神
社
（
鎌
宮
）
、
同
鹿
島
町
藤
井
の
諏
訪
神
社
、
こ
の
地
に
は
八
月
二
十

七
日
（
旧
暦
七
月
二
十
七
）
に
鎌
打
ち
の
神
事
が
行
わ
れ
る
。
と
り
わ
け

日
室
に
お
い
て
は
、
「
風
鎮
祭
」
と
よ
び
、
神
鎌
二
丁
を
七
尾
市
山
王
町

の
大
地
（
お
お
と
こ
ろ
）
神
社
に
お
い
て
入
魂
し
、
そ
れ
を
用
い
て
鎌
宮

（
拝
殿
は
西
向
き
）
の
脇
に
あ
る
タ
ブ
の
木
の
左
右
に
打
ち
込
む
の
で
あ

る
。
長
年
用
い
ら
れ
た
タ
ブ
の
木
に
は
無
数
の
鎌
の
先
が
残
り
異
様
な
相

貌
の
木
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
は
、
鎌
を
高
く
掲
げ
て
お
く
と
暴
風

が
避
け
て
行
く
と
い
、
フ
信
仰
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
季
節
的
に
は
台

風
シ
ー
ズ
ン
に
合
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
地
方
で
は
西
か
ら
の
風

（
「
ク
ダ
リ
」
）
は
季
節
を
問
わ
ず
畏
れ
ら
れ
、
特
に
漁
師
は
西
風
に
さ
ら

わ
れ
た
ら
終
わ
り
と
今
も
言
っ
て
い
る
。
北
か
ら
の
風
を
「
ア
イ
の
風
」

と
呼
び
、
海
か
ら
吹
く
の
で
暖
か
く
、
ア
イ
の
風
に
当
た
る
と
こ
ろ
は
雪

が
積
も
ら
な
い
と
言
っ
て
好
感
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
祭
り
の
祝
詞
に
は

「
…
風
鎮
メ
ノ
御
祭
り
仕
ヘ
マ
ッ
リ
、
聞
コ
シ
召
ス
天
ノ
下
ノ
大
百
姓
人

作
ル
物
二
、
悪
シ
キ
風
荒
キ
水
二
遭
ハ
セ
マ
サ
ズ
…
」
と
唱
え
ら
れ
祭
り

の
意
義
（
後
注
（
６
）
「
龍
田
風
神
祭
祝
詞
」
参
照
）
が
よ
く
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
風
当
た
り
の
強
そ
う
な
七
尾
湾
に
突
き
出
た
半
島
の
小
さ
な

村
の
、
村
人
の
集
う
祭
儀
に
触
れ
て
い
る
と
、
風
鎮
め
へ
の
期
待
が
生
活

の
根
本
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。

諏
訪
地
方
で
は
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
は
大
風
の
予
報
が
出
た
と
き
、
あ

る
い
は
強
風
の
中
で
、
草
刈
り
の
鎌
を
竿
に
結
び
つ
け
て
刃
先
を
風
の
方

向
に
向
け
て
高
く
立
て
て
い
た
と
い
う
記
憶
を
語
っ
て
く
れ
る
古
老
が
ま

だ
ま
だ
い
る
。
こ
、
フ
し
た
風
習
は
お
そ
ら
く
も
っ
と
採
取
で
き
る
で
あ
ろ

う
が
、
聞
き
及
ん
だ
一
つ
に
尾
張
一
宮
周
辺
で
も
昭
和
四
十
年
頃
ま
で
あ

ったとい、フ。

こ
れ
ら
民
間
の
風
習
は
、
風
鎮
め
の
祭
り
の
背
景
を
考
え
合
わ
せ
る
よ

い
機
会
と
な
る
。
風
害
を
畏
れ
る
心
は
、
風
害
を
鎮
め
る
超
自
然
に
向
か

う
能
力
を
持
つ
力
（
祈
り
・
神
器
）
に
期
待
が
込
め
ら
れ
る
。
風
は
人
の

能
力
を
超
え
た
圧
倒
的
な
外
部
性
（
暴
力
）
を
発
揮
す
る
も
の
と
し
て
対

象
化
さ
れ
、
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
も
の
が
鎌
で
あ
る
。
鎌
が
風
を
薙

（
和
）
ぐ
力
を
持
つ
と
信
じ
ら
れ
、
人
々
の
祈
願
の
心
を
形
に
表
し
た
。

先
の
金
丸
の
諏
訪
神
社
（
鎌
の
宮
）
の
由
来
に
は
、
神
代
の
昔
、
此
の
地

は
毒
蛇
が
は
び
こ
っ
て
い
た
が
大
己
貴
命
・
少
彦
名
命
を
建
御
名
方
命
が

や
え
が
ま
と
が
ま

先
導
し
、
「
弥
柄
鎌
ノ
鋭
鎌
」
を
も
っ
て
草
木
を
薙
ぎ
払
い
、
力
を
合
わ

せ
て
こ
と
ご
と
く
毒
害
の
も
の
を
退
治
し
た
、
よ
っ
て
、
建
御
名
方
命
は

す
わ

二
神
か
ら
こ
の
地
の
鎮
護
を
命
じ
ら
れ
「
金
丸
の
洲
端
」
に
鎮
座
す
る
こ

と
と
な
っ
た
、
こ
れ
に
ち
な
ん
で
村
人
各
自
が
七
月
の
二
十
六
日
二
十
七

日
に
神
前
に
鎌
を
奉
納
し
た
、
と
語
り
伝
え
て
い
る
会
金
丸
村
史
』
）
。

鎌
が
信
仰
の
対
象
と
な
る
話
と
し
て
は
わ
か
り
や
す
い
が
、
な
ぜ
風
に
関

わ
り
始
め
た
の
か
。
風
習
と
信
仰
と
の
双
方
向
的
力
学
が
こ
こ
に
は
隠
さ

れているよミフに思える。

諏
訪
に
は
、
鎮
め
を
必
要
と
す
る
畏
る
べ
き
風
、
一
つ
は
冬
季
、
西
北

か
ら
吹
き
下
ろ
し
て
く
る
「
塩
嶺
お
ろ
し
」
が
あ
り
、
季
節
を
問
わ
ず
南

西
方
向
（
赤
石
山
系
・
天
竜
川
を
通
路
と
す
る
）
か
ら
吹
い
て
く
る
「
伊
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特集・「生活」というまなざし

那
お
ろ
し
」
が
あ
り
、
秋
季
、
南
東
（
赤
石
山
系
と
南
八
ヶ
岳
の
間
を
通

路
と
す
る
）
か
ら
吹
い
て
く
る
「
辰
巳
か
ぜ
」
は
台
風
と
重
な
っ
た
場
合

し
ば
し
ば
す
さ
ま
じ
い
風
害
、
例
え
ば
土
蔵
の
屋
根
を
す
っ
ぽ
り
吹
き
上

げ
て
十
数
メ
ー
ト
ル
飛
ば
す
、
と
い
っ
た
顕
著
な
風
が
あ
っ
た
。
方
位
を

干
支
で
表
す
風
の
名
も
多
く
、
地
域
の
地
形
を
考
慮
す
る
と
そ
の
特
色
が

表
わ
れ
て
く
る
。

「
風
の
辞
典
」
に
よ
れ
ば
「
○
○
お
ろ
し
」
は
全
国
的
に
内
陸
に
見
ら

れ
る
風
名
で
、
冬
季
、
主
に
山
地
（
付
近
の
目
立
つ
山
）
か
ら
吹
き
下
ろ

し
て
く
る
風
と
い
う
。
伊
吹
お
ろ
し
、
鈴
鹿
お
ろ
し
、
比
叡
お
ろ
し
等
々

そ
の
地
名
と
も
ど
も
冬
の
厳
し
い
風
の
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
「
塩
嶺
お

ろ
し
」
も
全
国
的
な
採
集
事
例
の
中
に
位
置
づ
け
る
と
同
様
の
特
徴
を
示

し
て
お
り
、
む
し
ろ
季
節
を
問
わ
ず
に
畏
れ
ら
れ
て
い
る
「
伊
那
お
ろ

し
」
が
異
例
な
呼
び
名
と
言
え
よ
う
。
諏
訪
は
盆
地
で
あ
る
と
こ
ろ
の
地

形
か
ら
風
の
道
が
山
間
と
町
中
と
で
は
異
な
っ
て
い
る
、
と
言
っ
て
こ
の

地
方
の
風
の
特
徴
を
語
っ
て
く
れ
る
が
、
こ
う
し
た
現
象
は
各
地
の
風
に

観
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
先
の
能
登
の
日
室
で
は
「
ア
イ
の
風
」

を
北
か
ら
の
風
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
日
本
海
側
に
広
く
呼
び
慣
わ
さ
れ

て
い
る
「
ア
イ
・
ア
ユ
」
の
風
の
名
は
、
富
山
湾
一
帯
だ
け
で
も
沿
岸
の

地
域
毎
に
様
々
な
方
位
か
ら
の
風
の
名
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

従
来
か
ら
も
注
目
さ
れ
て
き
て
お
り
、
と
り
わ
け
〈
こ
の
風
だ
け
は
「
の

風
」
を
下
に
附
け
て
呼
ぶ
習
わ
し
〉
（
「
風
位
考
」
）
と
注
目
し
、
「
風
ば
か

り
の
名
で
は
無
か
っ
た
」
と
こ
ろ
の
由
来
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
「
ア
イ

（
ア
ユ
）
の
風
」
が
好
も
し
い
風
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
背
景
に
は
、

柳
田
の
推
量
す
る
よ
う
な
海
辺
へ
も
た
ら
さ
れ
る
彼
方
か
ら
の
珍
物
へ
の

驚
き
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
風
の
名
は
、
柳
田
が
一

風
の
名
は
地
域
の
生
活
者
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
在
地
の
知
恵
の
一
部
の

よ
う
な
も
の
だ
。
旅
人
は
何
ら
か
の
契
機
を
も
っ
て
そ
の
名
を
知
る
こ
と

に
な
る
。
「
あ
ゆ
の
風
」
を
詠
っ
た
万
葉
時
代
の
大
伴
家
持
は
そ
の
一
つ

の
典
型
的
な
例
と
言
え
る
。

「
風
の
辞
典
』
に
よ
れ
ば
「
あ
ゆ
の
風
」
は
日
本
海
側
に
広
く
分
布
す

る
風
名
で
、
「
沖
か
ら
吹
い
て
く
る
風
」
と
の
説
明
が
あ
る
。
こ
の
風
が

と
り
わ
け
意
味
が
あ
っ
た
の
は
江
戸
時
代
の
松
前
船
の
航
海
で
、
春
か
ら

秋
に
か
け
て
日
本
海
を
西
に
向
か
う
船
が
こ
の
風
を
順
風
と
し
て
利
用
し

た
と
い
う
（
こ
の
事
例
は
図
表
化
さ
れ
て
詳
し
い
）
。
そ
の
逆
方
向
の
風

を
ク
ダ
リ
と
呼
ん
だ
。

万
葉
歌
の
「
あ
ゆ
の
風
」
は
越
中
守
時
代
の
大
伴
家
持
の
三
首
の
歌
で

ある。
ａ
か
き
数
ふ
二
上
山
に
神
さ
び
て
立
て
る
栂
の
木
射
水
川

あ
ゆ

清
き
河
内
に
出
で
た
ち
て
わ
が
立
ち
み
れ
ば
東
の
風
い

た
く
し
吹
け
ば
水
門
に
は
白
波
高
み
妻
呼
ぶ
と
洲
烏
は

騒
ぐ
葦
刈
る
と
海
人
の
小
舟
は
入
り
江
漕
ぐ
梶
の
音
高

、，，-）●●●

⑰
四
○
○
六

ｂ
東
風
〔
越
の
俗
語
、
東
風
謂
之
安
由
乃
可
是
也
〕
い
た
く
吹
く
ら

し
奈
呉
の
海
人
の
釣
す
る
小
舟
漕
ぎ
隠
る
見
ゆ
⑰
四
○
一
七

旦
否
定
し
た
「
鮎
」
に
か
か
わ
る
説
も
、
「
あ
ゆ
（
鮎
）
の
稚
魚
を
含
ん

（４）

だ
シ
ラ
ス
の
湧
く
時
期
に
因
っ
て
い
る
の
で
は
」
（
黒
川
総
三
）
と
改
め

て
提
出
さ
れ
て
い
る
。
風
の
名
は
季
節
と
風
位
と
生
業
が
絡
ん
で
微
妙
な

関
係
に
あ
る
と
言
え
る
よ
う
だ
。

二
、
風
の
名
そ
の
２
-
ｌ
あ
ゆ
の
雨
単
Ｉ

- ２ ４ -
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あ

ゆ

Ｃ
東
風
を
疾
み
奈
呉
の
浦
廻
に
寄
す
る
波
い
や
千
重
し
き
に
恋
ひ
渡

る
か
も

⑰
四
二
一
三

ａ
は
天
平
十
九
年
四
月
税
帳
使
と
し
て
一
時
都
に
出
立
し
た
折
り
の
歌
、

し
た
が
っ
て
暦
の
上
か
ら
は
夏
と
な
る
。
風
位
は
射
水
川
河
口
付
近
を
立

地
条
件
と
す
れ
ば
北
東
な
い
し
北
か
ら
の
風
と
な
る
。
ｂ
は
天
平
二
十
年

春
正
月
二
十
九
日
の
四
首
中
の
一
首
。
Ｃ
は
天
平
勝
宝
二
年
五
月
に
京
の

丹
比
の
家
に
贈
っ
た
歌
。
ア
ユ
を
「
東
風
」
に
当
て
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

歌
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
ア
ユ
の
風
は
生
け
る
も
の
の
営
み
を
、
す
な
わ
ち

漁
の
賑
々
し
い
様
子
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
Ｃ
の
「
奈
呉
の
浦
」

は
家
持
の
国
守
の
館
に
近
く
、
現
在
の
富
山
湾
の
新
湊
西
方
一
帯
と
な

あ

ゆ

り
、
方
角
的
に
も
「
東
風
」
は
北
東
か
ら
北
よ
り
の
風
と
な
ろ
う
が
、
当

該
歌
が
浦
に
幾
重
に
も
波
を
運
ん
で
い
る
情
景
の
詠
出
は
、
柳
田
が
指
摘

し
た
海
浜
に
珍
物
を
も
た
ら
す
風
の
印
象
を
有
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

（５）

「
あ
ゆ
の
風
」
は
諸
注
釈
中
「
万
葉
集
全
注
』
に
詳
し
く
、
「
東
風
は
必

ず
し
も
東
だ
け
で
は
な
い
、
北
か
ら
東
、
北
西
も
あ
る
、
春
風
と
い
う
こ

と
を
暗
示
す
る
意
図
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。
『
禮
記
』
月
令
の
「
東
風
解

氷
」
（
東
風
が
吹
き
そ
め
て
氷
を
解
か
し
）
を
踏
ま
え
た
も
の
」
と
注
す

る
。
た
だ
し
、
こ
の
注
に
は
若
干
の
補
説
が
必
要
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
風

位
に
関
す
る
注
に
は
富
山
湾
一
帯
に
多
く
の
事
例
の
後
付
が
あ
る
が
、
指

摘
さ
れ
た
「
春
風
と
い
う
こ
と
を
暗
示
す
る
意
図
」
が
重
要
な
の
で
あ

る
。
む
し
ろ
、
家
持
が
「
あ
ゆ
の
風
」
を
「
東
風
」
に
当
て
た
と
こ
ろ
に

問
題
が
潜
ん
で
い
る
と
い
え
よ
、
フ
か
。
つ
ま
り
、
「
東
風
」
は
方
位
に
拠

っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
「
東
（
は
る
）
風
」
に
拠
っ
て
い
る
か
、
家
持

の
心
意
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
富
山
湾
一
帯
の
「
あ
ゆ
の
風
」
の
方
位
が

多
様
で
あ
る
こ
と
は
、
国
内
諸
事
情
を
巡
行
・
監
察
す
る
国
守
の
立
場
か

ら
考
え
て
も
十
分
承
知
し
て
い
る
事
柄
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
季
節
に
限
定

さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
彼
の
実
作
が
示
し
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
東
風
」
と
当
て
た
の
は
な
ぜ
か
。

一
方
、
「
東
風
」
は
万
葉
で
は
コ
チ
と
呼
び
「
ア
サ
コ
チ
」
と
詠
む
二

首
の
例
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
風
の
特
色
を
見
せ
て
い
る
。
次
の
例
は

季
節
は
秋
、
用
字
は
「
朝
東
」
と
あ
っ
て
「
東
」
を
コ
チ
に
当
て
る
。
コ

チ
を
東
風
と
す
る
認
識
に
拠
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

あ
さ
こ
ち

春
日
野
の
萩
は
散
り
な
ば
朝
東
の
風
に
た
ぐ
ひ
て
此
処
に
散
り
来
ね

（
秋
雑
）
⑩
二
一
二
五

都
の
郊
外
「
春
日
野
」
の
萩
に
吹
い
て
い
る
風
で
あ
る
。

次
の
歌
は
「
朝
東
風
」
を
「
ア
サ
コ
チ
」
と
読
み
、
先
の
歌
の
風
の
名

を
補
う
関
係
に
あ
る
。
序
は
川
筋
の
堰
の
景
と
思
わ
れ
、
や
や
激
し
い
風

の
印
象
が
あ
る
。
た
だ
し
、
季
節
の
趣
は
わ
か
ら
な
い
。

あ
さ
こ
ち

朝
東
風
に
井
堤
越
す
波
の
外
目
に
も
逢
は
ぬ
も
の
ゆ
ゑ
滝
も
と
ど
ろ

に

（

寄

物

）

⑪

二

七

一

七

ア
サ
コ
チ
が
熟
語
と
し
て
風
の
名
と
な
っ
て
い
る
例
は
『
風
の
辞
典
」
に

多
く
見
い
だ
す
。
そ
の
場
合
、
対
と
な
る
風
の
名
が
、
た
と
え
ば
「
ア
サ

ゴ
チ
ー
ヒ
ル
（
ｘ
Ｕ
ｌ
ユ
ウ
○
○
」
と
一
日
に
風
向
き
の
変
わ
る
地
域
の
捉

え
方
が
あ
り
、
日
常
的
・
生
活
的
に
捉
え
込
ん
だ
呼
び
名
で
あ
る
。
ま

た
、
コ
チ
の
風
位
は
全
国
的
な
採
取
例
で
は
「
東
よ
り
」
の
風
で
あ
っ

て
、
北
・
北
東
・
南
東
の
風
向
き
を
指
し
て
い
る
地
域
も
多
い
。
季
節
も

国
内
各
地
の
事
例
は
四
季
に
渉
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
万
葉
歌
の
場

合
も
都
城
の
あ
る
奈
良
の
地
を
中
心
と
し
た
風
位
、
即
ち
東
よ
り
の
風
の

名
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
先
の
ｂ
歌
の
家
持
の
注
か
ら
単
純
に
、
都
で
は
コ
チ
と
呼
ぶ

- ２ ５ -
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風
を
鎮
め
る
願
い
の
風
習
と
神
祭
と
の
関
係
は
ま
さ
に
力
学
的
だ
。
風

害
の
影
響
を
受
け
や
す
か
っ
た
時
代
の
生
活
と
い
っ
て
も
画
一
的
な
も
の

で
は
な
い
。
古
代
に
お
い
て
も
海
人
と
呼
ば
れ
る
海
上
・
海
浜
生
活
者
、

東
の
風
を
、
「
越
の
俗
語
」
で
は
ア
ユ
ノ
カ
ゼ
と
呼
ぶ
、
す
な
わ
ち
方
言

化
し
て
置
き
換
え
た
と
読
む
べ
き
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
ｂ
歌
が
正
月

末
の
詠
作
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
歌
に
限
っ
て
〔
越
の
俗
語
、
東
風
謂

之
安
由
乃
可
是
也
〕
と
注
し
た
意
味
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
東
風

謂
之
安
由
乃
可
是
也
」
と
注
す
る
必
然
が
国
守
家
持
に
は
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

越
中
と
都
と
の
風
土
の
異
な
り
を
家
持
は
「
ほ
と
と
ぎ
す
と
榿
橘
」
と

に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
と
り
わ
け
雪
に
封
じ
ら
れ
る

長
い
冬
季
を
こ
の
地
で
三
度
体
験
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
都
と
は
異
な
る
北
国
の
生
活
風
土

の
中
で
、
人
々
の
生
業
を
可
能
に
す
る
の
は
、
こ
の
土
地
で
し
ば
し
ば
言

葉
に
上
る
「
あ
ゆ
の
風
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
あ
ゆ
の
風
」
へ
の

期
待
は
冬
季
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
国
守
家
持
の
認
識
と

し
て
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
加
え
て
知
的
に
作
用
す
る
の
が
指

摘
に
あ
る
「
東
風
解
氷
」
の
東
（
ハ
ル
）
の
到
来
を
示
す
四
字
熟
語
で
あ

ろ
う
。
家
持
は
風
向
き
よ
り
も
「
東
（
ハ
ル
）
風
」
の
文
字
に
こ
だ
わ
っ

て
新
た
に
生
業
が
開
始
さ
れ
る
季
と
し
て
の
「
春
」
を
意
図
し
て
い
る
と

捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
越
中
の
風
土
の
特
性
を
知
的
（
都
会
風
）
に
結

び
合
わ
せ
て
都
人
に
伝
え
よ
う
と
し
た
、
こ
こ
に
は
家
持
の
ア
レ
ン
ジ
が

隠
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

三
、
風
祭
り
ｌ
〈
祈
願
体
〉
１

旅
人
、
農
を
主
と
す
る
陸
上
の
生
活
者
そ
れ
ぞ
れ
風
と
の
関
わ
り
の
中
で

生活がある。

万
葉
歌
の
中
の
風
祭
り
の
例
と
し
て
高
橋
虫
麻
呂
歌
集
歌
の
次
の
歌
を

取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
１
，
は
平
城
京
か
ら
龍
田
を
越
え
て
難
波
に
出
向

し
た
際
（
天
平
四
年
か
）
の
歌
。
Ｈ
は
難
波
か
ら
龍
田
を
越
え
て
帰
京
し

よ
う
と
す
る
際
の
歌
（
た
だ
し
、
前
歌
の
帰
路
で
は
な
い
）
。

Ｉ

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

せ
て
短
歌

ｄ
白
雲
の
竜
田
の
山
の
滝
の
上
の
小
按
の
嶺
に
咲
き
を
を

る
櫻
の
花
は
山
高
み
風
し
止
ま
ね
ば
春
雨
の
継
ぎ
て

ほ

し
ず
え

し
降
れ
ば
秀
つ
枝
は
散
り
す
ぎ
に
け
り
下
枝
に
残
れ
る

花
は
し
ま
し
く
は
散
り
な
乱
れ
そ
草
枕
旅
行
く
君
が

かへ還

り

く

る

ま

で

⑨

一

七

四

七

反歌

ｅ
わ
が
行
き
は
七
日
は
過
ぎ
じ
竜
田
彦
ゆ
め
こ
の
花
を
風
に
な
散
ら

し

⑨
一
七
四
八

ｆ
白
雲
の
竜
田
の
山
を
夕
暮
に
う
ち
越
え
行
け
ば
滝
の
上

ふふ

の
櫻
の
花
は
咲
き
た
る
は
散
り
す
ぎ
に
け
り
含
め
る
は

こ

ち

ご

ち

咲
き
継
ぎ
ぬ
く
し
彼
方
此
方
の
花
の
盛
り
に
見
え
ね
ど
も

み
ゆ
き

君
が
御
行
は
今
に
し
あ
る
べ
し

⑨
一
七
四
九

反
歌

い
と
ま

ひ
か
を

ｇ
暇
あ
ら
ぱ
な
づ
さ
ひ
渡
り
向
つ
峯
の
櫻
の
花
も
折
ら
ま
し
も
の
を

⑨
一
七
五
○

難
波
に
宿
り
て
明
日
還
り
来
し
時
の
歌
一
首
井
せ
て
短
歌

ＩＩ

め
ぐ

を
か
ぺ

ｈ
島
山
を
い
行
き
廻
れ
る
川
ぞ
ひ
の
丘
辺
の
道
ゆ
昨
日
こ

-２６-
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》」

そ
わ
が
越
え
来
し
か
一
夜
の
み
寝
た
り
し
か
ら
に
峯
の

異ノヘ

た
ぎ

上
の
櫻
の
花
は
滝
の
瀬
ゆ
激
ち
て
流
る
君
が
見
む
そ

や
ま
お
ろ
し

の
日
ま
で
に
は
山
下
の
風
な
吹
き
そ
と
う
ち
越
え
て
名

お

も

り

か

ざ

ま

っ

に
負
へ
る
杜
に
風
祭
り
せ
な
⑨
一
七
五
一

反歌
あ

ｉ
い
行
会
ひ
の
坂
の
麓
に
咲
き
を
を
る
櫻
の
花
を
見
せ
む
児
も
が
も

⑨
一
七
五
二

右
の
二
群
六
首
は
往
路
帰
路
旅
人
が
そ
れ
ぞ
れ
龍
田
の
風
神
を
モ
チ
ー
フ

と
し
、
櫻
の
花
へ
の
期
待
を
詠
ん
で
い
る
。
Ｉ
の
ｄ
「
…
下
枝
に
残
れ

る
花
は
し
ま
し
く
は
散
り
な
乱
れ
そ
草
枕
旅
行
く
君
が
還
り

く
る
ま
で
」
、
ｅ
「
…
竜
田
彦
ゆ
め
こ
の
花
を
風
に
な
散
ら
し
」
と
あ
っ

て
、
風
神
へ
の
祈
願
が
歌
わ
れ
て
い
る
。
ｆ
ｇ
は
前
歌
を
補
う
内
容
。
Ⅱ

ｈ
は
「
・
・
・
君
が
見
む
そ
の
日
ま
で
に
は
山
下
の
風
な
吹
き
そ
と
…

名
に
負
へ
る
杜
に
風
祭
り
せ
な
」
と
龍
田
風
神
の
杜
へ
の
祈
願
の
趣
を

詠んでいる。

「
龍
田
彦
・
姫
」
は
龍
田
風
神
祭
祝
詞
に
称
え
ら
れ
る
風
神
で
あ
る
。

日
本
書
紀
に
は
天
武
四
年
（
四
月
）
「
癸
未
遣
二
小
紫
美
濃
王
、
小
錦
下

佐
伯
連
廣
足
一
祠
二
風
神
干
龍
田
立
野
ご
と
あ
り
、
つ
い
で
五
年
に
「
春

正
月
夏
四
月
戊
戌
朔
辛
丑
祭
二
龍
田
風
神
、
廣
瀬
大
忌
神
ご
と
あ
る
。

こ
の
地
は
大
和
川
の
流
れ
に
沿
っ
て
、
大
和
か
ら
河
内
へ
抜
け
る
通
路
と

し
て
そ
の
境
界
を
地
形
的
に
形
成
し
て
い
る
。
以
降
、
持
統
天
皇
五
年
六

月
に
は
「
辛
巳
（
十
二
日
）
、
天
皇
至
二
自
吉
野
一
甲
申
遣
二
使
者
一
祭
二
廣

瀬
大
忌
神
與
、
龍
田
風
神
ご
と
あ
り
、
さ
ら
に
同
月
「
辛
酉
（
二
十
三

日
）
、
遣
二
使
者
一
祭
二
龍
田
風
神
、
信
濃
須
波
、
水
内
等
神
ご
と
あ
っ
て

国
家
的
祭
祀
と
し
て
の
風
神
祭
が
龍
田
と
信
濃
の
国
で
執
行
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
因
み
に
信
濃
国
は
「
信
濃
国
諏
訪
郡
南
方
刀
美

神
社
一
座
（
名
神
大
）
・
建
御
名
方
神
及
妃
八
坂
刀
寶
神
（
同
）
」
「
水
内

郡
建
御
名
方
富
命
彦
神
別
神
社
（
名
神
大
こ
と
あ
る
。

龍
田
風
神
祭
祝
詞
に
は
風
害
を
防
い
で
五
穀
豊
穣
を
祈
願
す
る
。
そ
の

祈
願
の
趣
は
「
…
皇
神
の
御
心
に
平
ら
け
く
聞
し
め
し
て
、
天
の
下
の
公

（６）

民
の
作
り
作
る
物
を
、
悪
し
き
風
荒
き
水
に
相
は
せ
た
ま
は
ず
…
」
に
表

さ
れ
て
い
る
。
延
喜
式
に
よ
れ
ば
風
神
祭
は
四
月
・
七
月
に
執
り
行
な
わ

れ
る
。
こ
の
祭
り
の
意
義
は
国
土
全
体
を
風
害
か
ら
守
る
こ
と
、
全
国
各

地
の
生
活
を
荒
ら
す
悪
し
き
風
か
ら
の
保
全
を
意
図
す
る
王
権
の
祭
祀
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
は
地
域
に
吹
く
個
別
の
風
は
抽
象
さ
れ
て

いるわけである。

万
葉
歌
は
こ
の
著
名
な
祭
祀
を
担
う
杜
を
春
三
月
に
た
ま
た
ま
通
過
す

る
折
り
に
「
風
祭
り
」
を
行
お
、
フ
と
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
旅
の
途
上

の
祭
祀
の
あ
り
よ
う
を
よ
く
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
Ｉ
．
Ⅱ
に
は

龍
田
山
の
櫻
に
吹
く
風
へ
向
け
て
の
祈
願
で
あ
る
。
こ
の
表
現
に
留
意
し

て
行
く
と
そ
こ
に
は
〈
祈
願
体
〉
と
で
も
呼
べ
る
よ
う
な
祭
神
へ
の
呼
び

か
け
が
あ
る
。
祝
詞
に
も
「
悪
し
き
風
荒
き
水
に
相
は
せ
た
ま
は

ず
」
と
あ
る
が
、
そ
の
祈
願
の
趣
を
個
別
の
山
、
こ
の
歌
の
場
合
は
龍
田

山
に
吹
く
風
へ
の
祈
願
と
し
て
言
葉
を
拓
い
た
感
が
あ
る
。
〈
祈
願
体
〉

と
は
人
が
神
に
向
か
う
心
の
言
辞
化
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
祝
詞
や
歌
と
な

っ
て
表
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
神
が
人
に
向
か
う
場
合
は
命
令
と
な

る
。
願
い
と
い
、
フ
心
性
の
言
辞
的
位
相
で
あ
る
。

こ
の
〈
祈
願
体
〉
と
み
な
す
表
現
を
追
っ
て
み
る
と
、
次
の
よ
、
フ
な
事

例
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
は
そ
の
祭
祀
対
象
が
明
瞭
に
わ
か
る
も

の
、
Ｂ
は
祭
祀
対
象
は
定
か
で
は
な
い
が
そ
の
〈
祈
願
体
〉
を
歌
詞
に
取
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特集・「生活」 というまなざし

り
込
み
（
傍
線
部
分
）
、
神
祭
的
発
想
を
内
包
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
歌

である。
Ａ

す

み

の

え

あ

ら

ひ

と

う

し

は

ｉ
大
君
の
命
か
し
こ
み
…
住
吉
の
現
人
神
船
の
舳
に
領
き

給
ひ
着
き
給
は
む
島
の
崎
々
寄
り
給
は
む
磯
の
崎
々

つ
つ
み

す
み
や

荒
き
波
風
に
遇
は
せ
ず
蒜
な
く
病
あ
ら
せ
ず
急
け
く

還

し

賜

は

ね

…

⑥

一

○

二

○

ｊ
海
原
に
浮
寝
せ
む
夜
は
沖
つ
風
い
た
く
な
吹
き
そ
妹
も
あ
ら
な
く

に

⑮
三
五
九
二

す
み
の
え

お

ほ

み

か

み

へ

ｋ
そ
ら
み
つ
大
和
の
国
…
住
吉
の
わ
が
大
御
神
船
の
舳
に

う
し
は
い
ま
ふ
な
ど
も

領
き
坐
し
船
蝋
に
み
立
ち
い
ま
し
て
さ
し
寄
ら
む
磯
の

埼
々
漕
ぎ
泊
て
む
泊
泊
に
荒
き
風
波
に
遇
は
せ
ず

平
け
く
率
て
帰
り
ま
せ
…
⑲
四
二
四
五

ｆ
、
つ
つ

ｌ
青
海
原
風
波
な
び
き
行
く
さ
来
さ
障
む
こ
と
な
く
船
は
早
け
む

⑳
四
五
一
四

右
の
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
作
歌
事
情
は
、
ｉ
は
石
上
乙
麻
呂
が
土
佐
に
流
さ
れ

た
折
り
の
女
の
歌
、
し
た
が
っ
て
個
的
な
思
い
だ
が
、
航
海
神
で
あ
る
住

吉
神
へ
の
祈
願
。
ｊ
は
遣
新
羅
使
が
難
波
の
御
津
か
ら
出
発
に
際
し
て
の

歌
。
公
的
な
役
を
担
っ
た
使
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
航
海
神
（
お
そ
ら
く

住
吉
神
）
へ
の
祈
願
の
歌
。
ｋ
は
天
平
五
年
入
唐
使
（
大
使
藤
原
清
河
）

に
贈
っ
た
歌
（
作
主
未
詳
）
。
公
的
性
格
を
帯
び
た
歌
と
言
え
る
。
こ
こ

で
詠
わ
れ
る
住
吉
神
へ
の
祈
願
の
詞
句
は
ｉ
と
類
句
関
係
に
あ
り
、
表
現

と
し
て
の
同
質
感
が
あ
る
。
ｌ
は
天
平
宝
字
二
年
二
月
十
日
、
渤
海
使
の

賤
宴
の
折
り
に
用
意
し
て
い
た
家
持
歌
。
た
だ
し
何
ら
か
の
理
由
で
未
謂

に
終
わ
っ
た
が
、
公
的
性
格
を
帯
び
る
必
然
に
あ
っ
た
歌
と
言
え
る
。
一

ｕ
妹
が
門
行
き
過
ぎ
か
ね
て
草
結
ぶ
風
吹
き
解
く
な
又
顧
み
む

寄
物
陳
思
⑫
三
○
五
六

右
の
ｍ
は
坂
上
郎
女
が
姪
家
持
に
与
え
た
歌
、
ま
た
Ｓ
は
「
佐
保
」
に
縁

あ
る
人
の
歌
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
首
、
「
佐
保
風
」
、
「
佐
保
山
」
に
寵
め

ら
れ
た
心
は
と
も
ど
も
地
縁
の
神
へ
の
呼
び
掛
け
と
見
な
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
、
フ
に
見
る
と
、
「
猪
名
の
湊
」
も
旅
中
、
通
過

首
全
体
が
安
全
祈
願
の
表
現
。
お
そ
ら
く
航
海
神
住
吉
神
へ
の
祈
願
で
あ

ろう。Ｂ
ｔ
秋
風
は
疾
く
と
く
吹
き
来
萩
の
花
散
ら
ま
く
惜
し
み
競
ひ
立
つ
見

む

詠

花

⑩

二

一

○

八

ｑ
大
海
の
水
底
て
ら
し
し
づ
く
玉
斎
ひ
て
採
ら
む
風
な
吹
き
そ
ね

寄
玉
⑦
一
三
一
九

ｐ
海
の
底
し
づ
く
白
玉
風
吹
き
て
海
は
荒
る
と
も
取
ら
ず
は
止
ま
じ

寄
玉
⑦
一
三
一
七

Ｓ
佐
保
山
を
凡
に
見
し
か
ど
今
見
れ
ば
山
な
つ
か
し
も
風
吹
く
な
ゆ

め

寄

山

⑦

一

三

三

三

一）

ｍ
わ
が
背
子
が
着
る
衣
薄
し
佐
保
風
は
い
た
く
な
吹
き
そ
家
に
い
た

る

ま

で

⑥

九

七

九

ｒ
秋
風
は
継
ぎ
て
な
吹
き
そ
海
の
底
奥
な
る
玉
を
手
に
纏
く
ま
で
に

寄
玉
⑦
一
三
二
七

Ｏ
朝
凪
に
来
寄
る
白
波
見
ま
く
欲
り
わ
れ
は
す
れ
ど
も
風
こ
そ
寄
せ

ね

寄

海

⑦

一

三

九

一

ｎ
大
海
に
嵐
な
吹
き
そ
し
な
が
烏
猪
名
の
湊
に
舟
泊
つ
る
ま
で

驫
旅
作
⑦
二
八
九

お
ぽ

ゐ

な
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自然と生活

右
の
、
「
佐
保
風
」
の
よ
う
な
土
地
の
名
を
持
つ
風
は
万
葉
歌
の
特
色

で
あ
る
。
他
に
「
明
日
香
風
」
①
五
二
、
「
伊
香
保
風
」
⑭
三
四
二
三
、

「
泊
瀬
風
」
⑩
一
三
六
一
、
「
白
山
風
」
⑭
三
五
○
九
、
「
比
良
山
風
」
⑨

一
七
一
五
な
ど
が
見
い
だ
せ
る
。
そ
れ
ら
は
地
域
に
と
っ
て
ど
の
よ
、
フ
な

風
な
の
か
。
例
え
ば
「
比
良
山
風
」
。
琵
琶
湖
一
帯
で
は
比
良
オ
ロ
シ
、

比
良
ハ
ッ
コ
ウ
と
呼
ぶ
冬
か
ら
春
先
に
か
け
て
比
良
山
系
か
ら
吹
き
下
ろ

し
て
く
る
北
西
の
風
が
あ
る
。
在
地
の
生
活
者
に
と
っ
て
は
殊
の
外
怖
ろ

し
い
風
の
代
名
詞
で
も
あ
る
。
し
か
し
万
葉
歌
に
は
「
さ
さ
な
み
の
比
良

山
風
の
海
吹
け
ば
釣
す
る
海
人
の
袖
か
へ
る
見
ゆ
」
と
旅
の
景
と
し
て
写

さ
れ
て
い
る
。
比
良
オ
ロ
シ
と
見
な
す
よ
う
な
緊
張
感
は
歌
わ
れ
て
い
な

い
。
旅
人
に
と
っ
て
旅
先
で
出
会
っ
た
風
は
在
地
の
神
と
の
接
触
を
体
感

す
る
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
に
旅
人
の
触
れ
あ
っ
た
土
地
で
の
存
在

感
が
示
さ
れ
る
。
そ
の
よ
、
フ
に
見
る
と
「
明
日
香
風
」
も
「
伊
香
保
風
」

も
「
泊
瀬
風
」
も
旅
人
に
と
っ
て
、
土
地
神
の
表
情
の
顕
れ
と
し
て
捉
え

られていると言罵うことである、７。

風
が
歌
わ
れ
る
万
葉
歌
は
集
中
お
よ
そ
二
○
○
首
弱
、
そ
の
半
数
は
季

節
の
中
で
歌
わ
れ
る
。
と
り
わ
け
秋
風
は
季
節
歌
中
の
八
割
を
占
め
る
。

す
る
土
地
神
へ
呼
び
か
け
た
祈
願
と
読
め
、
Ｏ
ｐ
ｑ
ｒ
ｔ
ｕ
も
同
じ
く
土

地
神
へ
の
祈
願
が
心
意
と
し
て
篭
め
ら
れ
て
い
る
と
読
め
よ
う
。
つ
ま

り
、
こ
こ
に
は
旅
中
と
い
、
フ
日
常
を
離
れ
た
位
置
か
ら
の
発
想
が
神
祭
を

内
包
す
る
よ
う
な
表
現
と
な
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
〈
祈

願
体
〉
と
し
た
諸
例
と
心
意
は
等
し
く
、
ま
た
そ
の
様
式
を
示
し
て
い
る

１とい、え卜今フ。
四
、
お
わ
り
に
Ｉ
風
の
名
ｌ
そ
の
３
に
か
え
て

因
み
に
春
風
は
一
割
五
分
の
存
在
。
こ
の
偏
り
は
万
葉
以
降
の
和
歌
文
学

に
引
き
継
が
れ
る
こ
と
に
な
る
。
季
節
歌
と
旅
の
歌
と
は
重
な
る
場
合
も

あ
る
が
、
風
の
歌
の
残
り
半
数
は
旅
の
景
と
し
て
歌
わ
れ
る
。
こ
、
フ
し
た

旅
先
の
表
情
を
写
す
風
の
中
で
、
旅
人
は
風
に
安
全
を
祈
願
す
る
歌
を
詠

む
。
風
が
通
過
す
る
土
地
々
々
の
神
の
顕
れ
と
す
る
心
性
に
因
る
の
で
あ

る
竜
フ
。
風
の
歌
が
〈
祈
願
体
〉
を
と
っ
て
一
つ
の
様
式
が
見
い
だ
さ
れ
る

由縁である。

注
（
１
）
柳
田
国
男
「
風
位
考
」
全
集
二
十
巻
論
文
は
昭
和
五
年
・
六
年

頃の発表。

（
２
）
関
口
武
『
風
の
辞
典
』
一
九
八
五
年
二
月
原
書
房

参
考
高
橋
順
子
『
風
の
名
前
』
二
○
○
二
年
五
月
小
学
館

市
川
健
夫
『
風
の
文
化
誌
』
平
成
十
一
年
二
月
雄
山
閣

（
３
）
拙
稿
「
諏
訪
大
社
御
柱
祭
の
薙
鎌
に
つ
い
て
１
日
室
・
戸
土
・
金

丸
の
祭
事
を
追
っ
て
」
立
正
大
学
人
文
科
学
研
究
所
年
報
別
冊
十

一
号
平
成
八
年
度
参
照

（
４
）
黒
川
総
三
「
あ
ゆ
の
か
ぜ
私
見
」
（
万
葉
八
十
二
号
昭
和
四
十

八年十月）

（
５
）
橋
本
達
雄
『
万
葉
集
全
注
十
七
巻
』
有
斐
閣
昭
和
六
○
年
六
月

（
６
）
「
龍
田
風
神
祭
祝
詞
」
の
全
文
は
長
大
だ
が
次
の
祈
願
部
分
は
先

の
日
室
の
諏
訪
神
社
の
風
神
祭
祝
詞
と
共
通
し
て
い
る
。

「
・
…
・
・
天
の
下
の
公
民
の
作
り
作
る
物
を
、
悪
し
き
風
荒
き
水
にみか

相
は
せ
た
ま
は
ず
、
皇
神
の
成
し
幸
は
へ
た
ま
は
ば
、
初
穂
は
、
瞳

の
上
に
高
知
り
…
」
（
『
古
事
記
祝
詞
』
よ
り
日
本
古
典
文
学
大

系
一
岩
波
書
店
）
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