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呼

ば
れ
て
振
り
返
る
あ
ざ
な
が
そ
れ
な
ら
ば
、
大
概
の
人
は
花

の
姿
を
思
い
浮
か
べ
る
。
桜
児
。

「処
女
墓
伝
説
」
と
通
称
さ
れ
る

]
連

の
お
と
め
自
死
伝
説

の
中
で
、
筆
頭
と
も

い
う
べ
き
完
成
度
と
知
名
度
を
誇
る
巻
第
卜
六
冒
頭

歌
の
処
女
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
場
合
、
単
純
に
花

の
如
き
容
姿
を
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず

「さ
く
ら
」
音
を

一
考
す
る
。

「さ
」
は
五
月
、
早
乙
女
、
早
苗
と
同
源

の
穀
神
を
示
す
音
、
「く
ら
」
は
磐
座

の
座
、

つ
ま
り
穀
神

の
依
代

で
あ
る
と
言
う
説
が

・

九
ヒ

四
年
刊
桜
井
満
著

『万
葉
の
花
』
よ
り

一
般
的
に
語
ら
れ
て
き
た
。
実
際

の
所
、
近
年
ま
で
桜
木
は
稲
作
に
お
け
る
暦
的
存
在

で
あ

っ
た

。
そ
れ
故
豊
作
を
占
う
材
に
な
り
、
又
予
祝
を
行
う
媒
体
と
な
り
、
更
に
豊
作
を
導
く
呪
術
具
と
し
て
、
年

間
行
事

の
ま
に
ま
に
登

場

し
た
の
で
あ
る
。
農
村
で
の

「種
ま
き
桜
」

「苗
代
桜
」
の
名
称
、
亀
甲
を
焼

い
た
ウ
ワ
ズ
ミ
ザ
ク
ラ
、
宮
中

か
ら
民
間

へ
広
が

っ
た

祈
り

の
カ
ザ
シ
、
そ
し
て
水
田
の
取
水
口
に
挿
し
そ
え
ら
れ
た
桜
枝
等
が
例
と
し
て
挙
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

記
紀
が
述

べ
る
、
身

の
潔
白
を
証
し
、肱
て
る
為
無
戸
殿
に
火
を
放

つ
コ
ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
と
、
謀
反
の
兄
に
従

っ
て
稲
城
の
火
中
に

身
を
投
じ
た
サ
ボ
ヒ
メ
の
出
産

の
話
か
ら
も
、
女
性
と
稲
、
そ
し
て
生
と
死
の
境
界
で
あ
る
火
中

に
誕
生
す
る
新

し
い
命
に
は
、
浅
か
ら

5
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ぬ
関
わ
り
を
見
出
す
事
が
出
来
る
。

コ
ノ

ハ
ナ
よ
り
ホ
デ
リ
ノ
ミ

コ
ト

(海
幸
彦
)
"
天
津
日
高
日
子
と
ホ

オ
リ
ノ
ミ

コ
ト

(山
幸

彦
)

11
穂
穂
手
命
が
生
じ
、
サ
ボ
ビ
メ
か
ら
は
ホ
ム
チ
ワ
ケ

(穀
童
と
い
わ
れ
る
)
が
誕
生
し
た
。
山
幸
は
海
幸

を
屈
服
さ
せ
、
天
皇
の

祖
と

な
る
。
天
皇
は
新
嘗
祭
の
祭
主
で
あ
る
。

さ

て
、
「さ
く
」
十

「ら
」
と
考
え
た
場
合
如
何
で
あ
る
か
。
噛さ
く
」
に
割
く
、
裂
く
、
柵
な
ど
を
あ
て
れ
ば

、
二
つ
に
分
け
隔
て
る
、

境
を
造
る
等
の
意
を
窺
う
事
が
出
来
る
。
農
耕
の
季
と
非
農
耕
の
季
を
分
け
隔
て
る
と
考
え
て
も
よ
い
。
し
か
し
万
葉
集
巻
第
八
-

一
四

二
、◎
歌
国
誉
め
に
あ
る

「国

の
は
た
て
に
咲
に
け
る
」
詞
句
よ
り
、
国
の
果
て
、
此
国
と
彼
国
の
境
、
言
う
な
れ
ば
境
界
に
存
在
す
る
様

を
忘

れ
去
る
事
は
出
来
な
い
。

「処
女
墓
伝
説
」
と
は
通
常
桜
児
、
鰻
児
、
蒐
原

(葦
屋
)
娘
f
の
こ
と
を
言
い
、
場
合
に
よ

っ
て
は
真
間
の
手
児
奈
、
珠
名
を
含
む
。

複
数

の
異
性
か
ら
求
婚
さ
れ
、
自
死
し
て
和
、平
を
生
む
お
と
め
達

で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
に
難
題
を
課
し
た
挙
句
、
求
め
に
応
じ
ず
昇

天
す

る
存
在
が
連
想
さ
れ
は
し
な
い
か
。
日
本
で
は
カ
グ
ヤ
ヒ
メ
と
よ
ば
れ
る
異
界
の
人
で
あ
る
。

「竹
取
物
語
」
は

「羽
衣
伝
説
」
が
起
源
と
.口
わ
れ
る
。
中
国

の
羽
衣
伝
説
は
し
夕
潭
、
ヒ
星
潭
、
難
題
求
婚
潭
の
ゴ
、
つ
に
分
類
で
き

る
が
、
そ
の
う
ち
の
難
題
求
婚
諦
と
人
祖
誕
生
伝
説
系
の
竹
中
生
誕
説
話
が
複
合

し
た
文
芸
作
品
と
見
る
向
き
が
有
力

で
あ
る
。
こ
れ
を

足
掛

か
り
に
す
れ
ば
、
複
数
の
求
婚
者
を
残
し
て
、
異
界

へ
去
る
桜
児
は
カ
グ
ヤ
ヒ
メ
ひ
い
て
は
羽
衣
伝
説
と
有
縁
と
言
え
な
く
も
な
い
。

こ
こ
で
留
意
す
べ
き
は

「羽
衣
伝
説
」
の
ヒ

ロ
イ
ン
達
が
雷
神
の
身
内
に
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
人
祖
と
言
わ
れ
る
中
国
神
話

の
伏

義

・
女
蝸
両
神
は

『文
選
』
に
よ
れ
ば
、
龍
身

・
蛇
躯
で
あ

っ
た
。
イ
ザ
ナ
ミ

・
イ
ザ
ナ
ギ
と
雷
神
の
関
わ
り
も
併
せ
て
記
憶
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

カ
グ
ヤ
ヒ
メ
系
の
難
題
求
婚
諏
と

「竹
」

の
つ
な
が
り
は
中
国

に
お
い
て
竹
取
生
誕
説
話
と
幸
運

(期
待
)
謂

の
複
合
型
伝
承
に
確
認

6



7万 葉集第十六由縁歌 「桜児伝説」の研究

さ
れ

る
。
中
で
も

「李
月
蛾
」

の
話
は

「竹
取
物
語
」

の
内
容
と
近

い
。

『竹
譜
』

や
蘇
東
披
を
引
合

い
に
だ
さ
ず
と
も
竹
は
サ
チ

(幸

い
)

を
も
た
ら
す
特
別
な
植
物
で
あ
る
。

巻

十
六
冒
頭
歌
詞
書
の
中
で
注
目
す

べ
き
は
、
桜
児
が

「林
中
」
に
尋
ね
入

っ
て

「経
」
き
死
ぬ
件

で
あ
ろ
う
。
他
の
処
女
墓
伝
説
の

お
と
め
達
は
入
水
を
自
死
の
手
段
と
し
た
。
先
述
の
通
り

「さ
く
ら
」
に
は
豊
穣

へ
の
祈
り
が
込
め
ら
れ
る
。
そ
れ
が
自
ら
死
に
向
か
う

行
為

は
、
み
か
え
り
を
期
待
し
何
か
に
捧
げ
ら
れ
た
命
を
連
想
す
る
。
犠
牲

・
供
犠
と
い
う
意
識
が
こ
こ
で
浮
上
す
る
。
記
紀
に
登
場
す

る
多

く
の
姫
神
は
稲
に
縁

の
名
な
り
性
格
を
持

っ
て
、
何
も
の
か
の
犠
牲
に
な
ろ
う
と
し
た
。
ソ
ト
ホ
シ
ノ
イ
ラ

ツ
メ
、
サ
ボ
ヒ
メ
、

コ

ノ
ハ
ナ
サ
ク
ヤ
ヒ
メ
、
ク
シ
イ
ナ
ダ
ヒ
メ
。
そ
し
て
オ
オ
ゲ

ツ
ヒ
メ
は
屍
か
ら
五
穀
を
発
生
さ
せ
た
。

つ
ま
り

、
こ
れ
ら
女
性
の
死
は
、

見
返

り
の
サ
チ

(豊
穰
)
を
期
待
す
る
意
図
が
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

従

っ
て
桜
児
の
死
が
、
稲
作
の
豊
穰
を
期
待
す
る

一
種
の
供
犠
で
あ

っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
容
易
い
。
け
れ
ど
こ
の
伝
説
は
ま
だ
他

の
思
惑
を
内
包
し
て
い
る
。

類

を
同
じ
く
す
る
纏
児
に
視
点
を
移
し
て
み
よ
う
。
桜
児
の
誕
生
を
解
く
に
は
実
は
纏
児
こ
そ
が
鍵
だ
と
考
え
て
い
る
。
入
水
す
る
処

女
の
原
像
は

「玉
」
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
催
馬
楽
、
記
紀
万
葉
で
度
々
玉
は
登
場
し
、
或
物
は
水
を
吐
き

、
濯
が
れ
て
神
を
生
じ
、

ま
た

或
物
は
井
の
底
に
鎮
ま
る
の
を
よ
し
と
し
た
。
玉
は
手
首
を
取
り
巻
き
環
を
成
す
。
珠
名
、
手
児
奈

(「
て
」
十

「
こ
」
十

「
な
」)

は
共

に
手
に
巻
い
た
玉
が
原
像
か
も
知
れ
な
い
。
水
に
捧
げ
ら
れ
た
玉
、
或

い
は
犠
牲
に
よ

っ
て
治
水
に
よ
る
サ
チ
を
齎
す
と
想
像
さ
れ

る
。

一
方

「経
」

の

「わ

・
な
く
」
が
輪
状
の
な
か
に
首
を
入
れ
亡
き
存
在
に
な
る
こ
と
か
ら
、
纏
児
等
と
桜
児

に
は

「輪
」
、
つ
ま
り

境
界

を
敷

い
て
環
状
の
内
部
を
守
る
共
通
の
形
態
が
存
在
す
る
事
に
気
付
く
。
纏
は

「山
纏
」

(ヒ
カ
ゲ

ノ
カ
ヅ

ラ
)
そ
し
て

「玉
纏
」

(ビ
ナ
ン
カ
ヅ
ラ
)
と
表
記
さ
れ
る
。

7
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然

れ
ば
、
境
界
に
あ
り
、
輪
に
吊
り
下
が
り
、
何
か
を
守
り
、
サ
チ
の
見
返
り
を
得
る
為
供
え
ら
れ
た
も
の
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
神

事
祭

事
に
お

い
て
鏡
や
玉
と
共
に
枝
に
下
げ
ら
れ
た

「幣
」
「木
綿
」
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
木
綿
を
お
と

め
の
短

い
命

に
擬
え
た

歌
が
万
葉
集
中
に
幾

つ
か
見
ら
れ
る
。

一
五
七

の
十
市
皇
女
卒
時
の
挽
歌
や
人
麻
呂

の
吉
備
津

の
采
女
に
対
す
る
歌
が
そ
れ
で
あ
る
。
桜

児
は
枝
や
竿
に
掛
け
ら
れ
て
靡
く
木
綿
、

]
言
で
は
幣
だ
と
考
え
る
。

桜
児
が
木
綿
な
ら
彼
女
を
巡
り
闘

っ
た
壮
士
は
竹
柱
で
あ

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
皇
子
な
ど
高
貴
な
男
性

に
か
か
る
詞
の

一
と
し
て

「な

ゆ
竹

の
」
が
あ
る
。
ま
た
和
泉
国
の
地
名
と
さ
れ
て
い
る
が
蒐
原
処
女
を
争
う
壮
士
の

一
人
は
小
竹
田
壮
士
と
呼
ば
れ
た
。
竹
は
治

水

の
為
、
勅
命
を
以
て
堤
に
植
え
ら
れ
た
こ
と
が
景
行
紀
五
十
七
年
条
に
見
え
る
。
柱
は
そ
も
そ
も
神
の
降
り
る
代
で
、
転
じ
て
神

の
数

量
単
位
に
な

っ
た
。
天
皇
が
現
人
神
を
名
乗
る
こ
と
に
よ

っ
て
皇
子
等
も
柱
と
由
有
る
存
在
と
な
る
。

二
本

(柱
)
の
竹
の
ど
ち
ら
に
寄
る
で
も
な
く
垂
下
す
る
幣
。
こ
こ
で
思

い
出
さ
れ
る
の
は
、
今
で
言
う
所
の
注
連
縄
の
形
態
で
あ
る
。

山
中

に
そ
れ
が
掛
渡
さ
れ
た
時
、
山
の
神
の
世
界
と
里
の
世
界
は
二
つ
に
分
け
隔
て
ら
れ
る
。

陰
陽
五
行
説
に
よ
れ
ば
、
本
気

(春
)
を
栄
さ
せ
る
為
に
は
金
気
を
剋
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
ゆ
え
に
中
国

の

『禮
記
』

や

『唐
月
令

注
』

は
三
月
に
金
気
の
畜
生
で
あ
る
犬
を
九
門
で
傑
に
し
た
と
記
事
し
て
い
る
。
日
本
に
お
け
る

「花
咲
か
爺
」

の
犬
が
犠
牲
死
し
サ
チ

を
得

て
花
が
咲
く
件
は
、
こ
の
行
事
が
大
本
で
あ
ろ
う
。
日
本
で
は
実
際
の
犠
牲
を
強
い
ず
、
よ
り
伝
播
し
や
す

い
寓
話
に
転
化
し
て
そ

の
呪
を
広
め
た
。
少
女
も
ま
た
金
気

の
性
を
持

つ
。

五
行
説
に
頼
ら
ず
と
も
、
縄
文
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
行
わ
れ
た
女
性
形
の
上
偶
の
破
壊

に
よ
る
大
地
新
生

へ
の
呪
は
、
オ
オ
ゲ
ツ

ヒ
メ
、
ウ
ケ
モ
チ
ノ
カ
ミ
以
前
に
死
体
化
生
潭
の
意
識
が
芽
生
え
て
い
た
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
。
大
陸
か
ら
流
入
し
た
后
稜
の
話
を
待

つ
こ
と
な
く
、
そ
の
思
想
は
我
国
の
土
壌
に
あ

っ
た
の
だ
。

8
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で
は
、
桜
児
を
幣
の
具
象
化
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
供
犠
に
何
が
期
待
さ
れ
た
の
か
。

雨

は
天
恵
で
幸
を
生
む
が
雷
は
時
に
落
下
し
、
内
裏
を
焼
失
さ
せ
た
り
す
る
表
裏
あ
る
崇
り
神
で
あ
る
。
来
訪
を
崇
め
る

一
方
で
落
雷

を
防

が
ね
ば
な
ら
な

い
。
竹
は
雷
が
伝

っ
て
降
り
る
柱
だ
か
ら
幣
を
か
け
れ
ば
雷
避
け
、
雷
封
じ
と
な
る
。
更
に
竹
は
治
水
工
事
が
盛
ん

に
な

っ
た
二
世
紀
に
池
堤
の
補
強
用
に
植
え
ら
れ
た
こ
と
が
景
行
記
紀
に
見
え
る
。

つ
ま
り
、
水
、
稻
、
竹
、
雷

、
幣
が
そ
ろ
え
ば
都
の

展
開

の
基
礎
を
支
え
る
治
水
と
繁
栄
に
繋
が
る
呪
が
成
立
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
桜
は
稲
作
豊
穰

へ
の
祈
り
を

更
に
強
化
し
、
女
性
に

比
す

こ
と
で
贅

の
性
格
を
与
え
、
荒
ぶ
る
神
を
な
だ
め
た
上
み
か
え
り
の
幸
を
期
待

し
た
。
ま
た
羽
衣
伝
説
を
下
敷
き
に
す
る
こ
と
で
、

暗
に
オ
ト
メ
が
雷
公
の
血
縁
で
あ
り
な
が
ら
求
婚
者

(人
間
・天
皇
)
を
助
け
る
と
い
う
伏
線
が
敷
か
れ
た
こ
と
も
見
落
と
し
て
は
な
ら
ぬ

だ
ろ
う
。

言

語
学
で

「
カ
グ
」
は
光
の
非
静
止
的
な
状
態
を

い
う
音
で
あ
る
。
よ

っ
て
カ
グ
ヤ
ヒ
メ
や
カ
グ
ヤ
マ
の

「
カ
グ
」
は
稲
妻
と
考
え
る

の
が
妥
当
だ
。
あ
る
時
期
、
雨
雷
に
関
す
る
祭
場
が
三
輪
山
上
か
ら
香
具
山

へ
移

っ
た
。

試

み
に
次
の
よ
う
な
構
図
を
示
し
た
い
。

A
、
蛇

(水
)

・
龍

(雷
)

・
柱

(神
)
↓
貴
種

・
皇
統

(現
人
神
)
…
壮
十
1

・
H

B
、
人
草

・
青
草

(人
)
↓
人
…

(サ
チ
を
期
待
し
た
供
犠
)
…
桜
児

A
の
貴
種
グ
ル
ー
プ

に
二
人
若
し
く
は
そ
れ
以
上
の
複
数
の
代
表
者
が
現
れ
る
と
、
内
紛
と
反
乱
の
源
に
な
る
。
そ
れ
を
鎮
め
封
じ
る

の
が

B
の
犠
牲
死
だ
。
事
後
に
あ

っ
て
は
敗
者
側
の
荒
ぶ
る
魂
を

一
所
に
押
さ
え
、
宮
城

へ
崇
り
が
及
ぶ
こ
と
を
防
ぐ
役
目
を
荷

っ
た
。

何
時

の
頃

か
ら
か
、
荒
ぶ
る
魂
の
イ
メ
ー
ジ
は
雷
に
重
な
る
。

以
上
を
統

べ
て
桜
児
伝
説
は
単
な
る
伝
統
を
脱
し
て
、
時
代
と
環
境
、
及
び
施
政
者
側
の
意
図
を
孕
ん
で
整
え

ら
れ
た
。
境
界
保
守
及

9
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び
供

犠
代
行
を
目
的
と
す
る
豊
穣
と
新
生
の
呪
的
文
芸
で
あ

っ
た
と
考
え
る
。
そ
し
て
、

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

春

過
ぎ
て
夏
来
る
ら
し
白
妙
の
衣
干
し
た
り
天
の
香
具
山

藤
原
京

の
東
に
見
え
た
の
は
、
木
綿
が
多
に
靡
く
様
子
だ

っ
た
の
か
も
知
れ
な

い
。

そ
の
時
代
と
は
記
紀
編
纂
の
頃
に
近

い
こ
と
を

10


