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印
南
野
の
　
赤
ら
柏
は
　
時
は
あ
れ
ど

君
を
我
が
思
ふ

と
き
　
　
　
　
　
　
ざ
ね
∴
∴
∴
応

時
は
実
無
し安

宿
　
王
　
（
巻
二
十
・
四
三
〇
一
）

＝
万
葉
集
』
の
題
詞
・

左
注
に
よ
る
と
、
こ
の
歌

は
天
平
勝
宝
六
（
7
5
4
）

年
正
月
七
日
に
平
城
宮
の

「
東
の
鷺
宮
の
南
の
大
殿
」

で
開
か
れ
た
宴
席
に
お
い

て
、
安
宿
王
が
奏
上
し
た

と
あ
り
ま
す
。
こ
の
宴
に

は
孝
謙
天
皇
・
聖
武
太
上

天
皇
・
光
明
皇
太
后
が
臨

席
し
て
お
り
、
天
皇
が
主

宰
す
る
公
式
の
宴
で
し

た。

こ
の
頃
、
毎
年
正
月
七

日
に
は
そ
の
年
の
邪
気
を

払
う
と
さ
れ
た
香
毛
の
馬

譲
饗
諦

時
代
以
降
は
「
白
馬
節
会
」

と
表
記
）
と
い
う
行
事
が

催
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
青

馬
節
会
韓
う
宴
で
孝
謙

天
皇
に
奉
ら
れ
た
歌
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

平
安
護
立
し

た
法
典
『
延
書
式
』
に
よ

る
と
、
五
月
吾
の
撥

躍
鵠
謹
護

国
（
現
在
の
兵
庫
県
南
西

部
）
か
ら
椙
の
葉
が
宮

中
に
届
け
ら
れ
、
節
会
の

宴
で
出
さ
れ
る
食
事
の

器
と
し
て
用
い
ら
れ
ま
し

た。
よ
っ
て
「
印
南
野
の
赤

ら
椙
」
と
は
、
青
馬
節
会

の
宴
の
た
め
に
播
磨
の

印
南
野
か
ら
届
け
ら
れ
た

柏
の
菜
を
指
す
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
印
南
野
は
現

在
の
明
石
市
・
稲
美
町
・

加
古
川
市
・
高
砂
市
の
一

帯
に
広
が
る
台
地
を
指

し
、
古
代
に
は
乾
燥
に

強
い
椙
の
樹
が
多
く
生

え
て
い
た
と
み
ら
れ
ま

す
。
柏
は
ブ
ナ
科
の
落

薬
樹
で
、
秋
に
は
紅
葉

す
る
も
の
の
翌
春
の
新

芽
の
季
節
ま
で
粟
が
落

ち
な
い
た
め
に
縁
起
が
良

い
植
物
と
さ
れ
、
古
く
か

ら
利
用
さ
れ
ま
し
た
。

歌
を
奏
上
し
た
安
宿
千

は
長
屋
王
の
子
で
、
母
親

が
藤
原
氏
の
出
身
で
あ
っ

た
た
め
、
柏
里
ハ
（
7
2

9
）
年
に
起
こ
っ
た
長
匿

王
の
変
の
後
も
罰
せ
ら
れ

ず
に
生
き
長
ら
え
ま
し

た
。
こ
の
当
時
は
擬
蟻
部

（
播
磨
国
の
長
官
）
の
任

に
あ
り
、
節
会
に
使
う
相

の
菜
を
送
り
出
し
た
側
の

責
任
者
で
し
た
。
そ
う
し

た
こ
と
か
ら
宴
席
に
供
さ

れ
た
椙
の
菜
に
目
を
留
め

て
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
披

露
し
た
の
で
し
ょ
う
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
究
員
・
竹
内
亮
）

＝
次
回
は
3
1
日

【
訳
】
印
南
野
の
赤
く
色
づ
く
柏
の
葉
は
時
期
が
決
ま
っ

て
い
る
け
れ
ど
、
我
が
君
を
慕
う
心
に
決
ま
っ
た
時
期
は

あ
り
ま
せ
ん
。
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さ
く
・
′
ノ
　
は
な

桜
花

と
吏
」
　
　
　
　
　
　
　
　
寸

時
は
過
ぎ
ね
ど

じ
∴
シ
嘉
一
亨
く
ら

「
持
続
桜
」
を
ご
存

じ
で
す
か
？
　
県
内
で
は

薬
師
寺
と
万
葉
文
化
館
の

二
カ
所
に
し
か
な
い
、
持

続
ゆ
か
り
の
寅
重
な
桜
で

す
汗遡

る
こ
と
1
3
0
0

年
以
上
前
、
大
淳
一
だ
行

0
2
）
華
北
持
顛
太
上

天
皇
が
三
滴
振
起
も

た
こ
と
が
『
縞
目
本
譜
』

・
『
万
塞
害
の
記
述
か

ら
わ
か
り
ま
す
。

見
る
人
の

そ
の
際
に
接
続
ご
自
身

で
植
え
ろ
薯
と
の
伝
承

を
持
つ
枝
垂
れ
桜
が
、
愛

知
県
岡
崎
市
奥
山
田
町
に

あ
り
ま
す
。
そ
の
桜
を
親

木
と
し
て
、
枝
か
ら
育
て

ら
れ
た
の
が
当
館
の
「
持

続
桜
」
で
す
。
2
0
1
2

年
の
植
樹
の
時
に
は
細
か

っ
た
枝
も
年
々
太
く
な

り
、
若
い
な
が
ら
も
し
っ

か
り
と
花
を
咲
か
せ
て
く

れ
ま
す
。
皆
様
に
ご
覧
い

恋
の
盛
り
と
　
今
し
散
る
ら
む

作
者
未
詳
（
巻
1
0
二
八
五
五
）

た
だ
き
た
い
と
こ
ろ
で
す

が
、
こ
の
記
事
が
掲
載
さ

れ
る
頃
に
は
早
咲
き
の

「
持
続
桜
」
は
散
り
過
ぎ
、

ソ
メ
イ
ヨ
シ
ノ
も
散
り
始

め
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
こ
で
今
回
は
「
散

る
」
桜
の
歌
を
選
び
ま
し

た。
季
節
ご
と
に
扮
碩
さ
れ

た
巻
十
「
薯
の
雑
歌
」
の

う
ち
、
「
花
を
詠
む
」
と

の
題
で
集
め
ら
れ
た
中
の

一
首
で
す
。
桜
は
、
本
気

を
出
せ
ば
ま
だ
咲
け
る
の

に
、
恋
し
い
盛
り
を
狙
っ

て
わ
ざ
と
散
っ
て
い
る
ん

だ
、
と
い
う
意
味
で
す
。

そ
れ
だ
け
作
者
に
と
っ
て

桜
は
恋
し
い
盛
り
に
散
る

も
の
な
の
で
す
。
「
こ
の

気
持
ち
、
わ
か
る
！
」
と

思
い
ま
せ
ん
か
？

『
万
葉
集
』
に
桜
の
軟

は
四
十
首
以
上
あ
り
、
「
梅

の
次
は
桜
」
や
「
薯
に
な

る
と
桜
」
の
よ
う
に
春
の

代
表
的
韓
と
ー
詳
詠
ま

れ
、
「
含
む
　
（
蕾
）
」

「
咲
く
」
「
盛
り
」
な
ぜ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
時
期
で
愛
で

ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

咲
く
桜
の
例
と
同
じ
く
ら

い
、
散
る
桜
を
詠
む
例
が

あ
り
ま
す
。

桜
の
開
花
に
心
浮
き
立

ち
、
満
開
の
桜
に
心
奪
わ

れ
、
舞
い
散
る
さ
ま
を
切

な
く
惜
し
む
気
持
ち
は
、

今
も
書
も
全
く
変
わ
る
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
散
る

謹
撰
議

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

（
県
立
万
葉
文
化
館
主
任

研
童
貞
・
阪
口
由
佳
）

＝
次
回
は
4
月
同
日

【
訳
】
桜
花
の
時
は
過
ぎ
て
い
な
い
け
れ
ど
、
見
る
人

が
恋
し
が
る
盛
り
だ
と
、
今
こ
そ
散
る
の
だ
ろ
う
。


