
古
代
の
ア
サ
ガ
ホ

朝
顔
、
桔
梗
、
槿
、
昼
顔
、
の
あ
さ
が
お
説
の
検
討

田

中

み
ど
り

は
じ
め
に

一
、
源
氏
物
語
の
ア
サ
ガ
ホ

二
、
源
氏
物
語
の
桔
梗

三
、
桔
梗

四
、
槿

五
、
昼
顔
、
の
あ
さ
が
お

六
、
牽
牛
子

七
、
萬
葉
集
の
ア
サ
ガ
ホ

結
び

古
代
の
ア
サ
ガ
ホ
は
カ
ホ
ガ
ハ
ナ
の
う
ち
の
、
朝
に
咲
く
こ
と
が
特
徴

で
あ
る
花
で
あ
る
。
こ
の
ア
サ
ガ
オ
に
は
、
現
在
の
朝
顔
、
桔
梗
、
槿
、

昼
顔
、
の
あ
さ
が
お
な
ど
の
説
が
あ
る
。

朝
顔
は
十
月
十
一
月
に
咲
く
こ
と
も
あ
る
。
源
氏
物
語
の
ア
サ
ガ
ホ
は
、

長
月
に
咲
い
て
い
る
例
も
あ
る
が
、
つ
る
性
の
植
物
で
、
現
代
と
同
じ
朝

顔
と
考
え
て
よ
い
。

桔
梗
説
に
つ
い
て
。

源
氏
物
語
に
も
枕
草
子
に
も
キ
キ
ヤ
ウ
と
ア
サ

ガ
ホ
と
が
出
て
く
る
の
で
、
こ
の
時
代
に
は
別
の
植
物
を
さ
し
て
い
た
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
薬
草
と
し
て
の
ツ
ル
ニ
ン
ジ
ン
の
根
あ
る
い
は
食

用
と
し
て
の
若
芽
を
ト
ト
キ
と
呼
ぶ
が
、
古
代
の
キ
キ
ヤ
ウ
は
、
そ
の
ト

ト
キ
の
一
種
で
ヲ
カ
ト
ト
キ
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。

槿
説
に
つ
い
て
。
ム
ク
ゲ
は
和
漢
朗
詠
集
に
「
槿
」
の
詩
と
「
あ
さ
が

ほ
」
の
歌
と
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
命
の
短
い
花
と
い
う
こ
と

で
並
べ
ら
れ
た
も
の
で
、「
槿
」
が
ア
サ
ガ
ホ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。

萬
葉
集
の
ア
サ
ガ
ホ
は
朝
に
咲
く
花
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
の

で
、
桔
梗
、
槿
、
昼
顔
、
の
あ
さ
が
お
説
は
否
定
さ
れ
る
。
夕
ま
で
咲
い

て
い
る
例
が
あ
る
が
、
朝
顔
は
、
早
朝
つ
ぼ
み
を
開
い
て
夕
刻
ま
で
咲
き

続
け
る
こ
と
も
、
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
萬
葉
集
の
ア
サ
ガ
ホ

も
、
現
代
の
朝
顔
と
同
じ
牽
牛
子
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
牽
牛
子
は
、
奈

良
時
代
に
将
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ア
サ
ガ
ホ
の
諸
説
は
、
古
辞
書
や
和
漢
朗
詠
集
を
文
証
と
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
古
辞
書
に
は
出
典
を
記
し
て
な
い
も
の
が
多
く
、
そ
の
記
述
を

そ
の
ま
ま
信
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
和
漢
朗
詠
集

は
同
じ
趣
の
漢
詩
と
和
歌
と
を
並
べ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も

同
じ
風
物
を
集
め
た
も
の
で
も
な
い
の
で
、
注
意
を
要
す
る
。
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は
じ
め
に

古
代
の
ア
サ
ガ
ホ
に
つ
い
て
、
現
在
の
朝
顔
、
桔
梗
、
槿
、
昼
顔
、

の
あ
さ
が
お
、
な
ど
の
説
が
あ
る
。
萬
葉
集
に
カ
ホ
バ
ナ
・
カ
ホ
ガ

ハ
ナ
、

東
歌

○
う
ち
ひ
さ
つ
宮
の
瀬
川
の
か
ほ
花
（
可
保
婆
奈
）
の
恋
ひ
て

か
寝
ら
む
昨
夜
も
今
夜
も

﹇
十
四
・
３
５
０
５
﹈

○
美
夜
自
呂
の
す
か
へ
に
立
て
る
か
ほ
が
花
（
可
保
我
波
奈
）

な
咲
き
出
で
そ
ね
こ
め
て
し
の
は
む
﹇
十
四
・
３
５
７
５
﹈

が
あ
り
（
萬
葉
集
の
引
用
は
、
塙
書
房
『
萬
葉
集

本
文
篇
』

西

本
願
寺
本
を
底
本
と
す
る
、
一
九
六
三
年
｜
に
拠
る
。
訳
文
は
適
宜
、

勘
案
す
る
。
以
下
同
）、
ア
サ
ガ
ホ
は
こ
れ
と
関
係
の
あ
る
花
で
あ

る
、
と
考
え
る
。『
歌
経
標
式
』（
日
本
歌
学
大
系
第
一
巻
、
風
間
書

房
、
一
九
七
四
年
）
の
中
に
「
阿
佐
我
保
我
婆
那

ア
サ
ガ
ホ
ガ
ハ

ナ
」
が
あ
り
、
右
の
「
可
保
我
波
奈

カ
ホ
ガ
ハ
ナ
」
と
形
を
同
じ

く
す
る
（
傍
線＝

筆
者
）
こ
と
も
、
こ
れ
ら
の
花
が
近
し
い
関
係
に

あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
ア
サ
」
は
「
麻
」
で
あ
る
か
「
朝
」
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で

あ
る
。
の
ち
の
時
代
に
「
朝
が
お
」
が
あ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、

「
麻
が
お
」
に
結
び
つ
く
花
は
み
つ
か
ら
な
い
の
で
、
ア
サ
ガ
ホ
は

カ
ホ
ガ
ハ
ナ
の
う
ち
の
朝
に
咲
く
花
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
萬
葉
集

の
中
に
す
で
に
、
こ
の
ア
サ
ガ
ホ
が
詠
わ
れ
て
い
て
、「
朝
に
咲
く

こ
と
が
特
徴
で
あ
る
花
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

一
、
源
氏
物
語
の
ア
サ
ガ
ホ

ア
サ
ガ
ホ
は
、
平
安
朝
の
用
例
で
は
、
お
お
む
ね
、
今
日
の
朝
顔

の
花
と
同
じ
も
の
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
源

氏
物
語
に
は
、
朝
顔
の
花
十
例
の
ほ
か
、
源
氏
が
か
つ
て
朝
顔
の
花

を
贈
っ
た
斎
院
を
さ
す
も
の
一
例
、
朝
の
顔
を
さ
す
も
の
二
例
あ
る

が
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
で
は
、
朝
顔
の
花

に
つ
い
て
、
と
く
に
断
っ
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
現
在
の
朝
顔
の

花
と
同
じ
花
と
見
做
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

以
下
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』（
飛
鳥
井
雅

康
等
筆
本
五
十
三
冊
を
底
本
と
す
る
。
一
九
九
三
年
〜
一
九
九
七

年
）
に
拠
る
。
以
下
、
岩
波
新
日
本
古
典
文
学
大
系
を
「
新
大
系
」

と
略
す
。

ま
た
、
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』（
伝
定
家
筆

本
・
伝
明
融
筆
臨
模
本
・
飛
鳥
井
雅
康
筆
本
な
ど
を
底
本
と
し
、

『
源
氏
物
語
大
成
』
校
異
篇
所
収
の
青
表
紙
諸
本
と
そ
の
他
数
種
の

青
表
紙
諸
本
と
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
も
の
。
一
九
九
四
年
〜
一
九
九

八
年
）
は
、
仮
名
づ
か
い
を
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
に
改
め
た
り
、
漢

語
の
韻
尾
を
原
則
的
に
ｎ
音
に
統
一
す
る
な
ど
の
操
作
を
加
え
て
あ

る１
）

た
め
、
底
本
と
は
し
難
い
が
、
そ
の
注
の
部
分
に
触
れ
る
こ
と
が
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あ
る
た
め
、
全
集
本
も
並
べ
て
記
す
。
以
下
、
小
学
館
日
本
古
典
文

学
全
集
を
「
全
集
」
と
略
す
。

そ
の
う
ち
、

①
枯
れ
た
る
花
ど
も
の
中
に
、
朝
顔
（
あ
さ
が
ほ
）
の
こ
れ
か

れ
に
這
ひ
ま
つ
は
れ
て
、
あ
る
か
な
き
か
に
咲
き
て
、
に
ほ

ひ
も
こ
と
に
変
は
れ
る
を
、
折
ら
せ
給
て
た
て
ま
つ
れ
給
ふ
。

﹇
新
大
系
『
源
氏
物
語
』
二
、
朝
顔
２
５
７

５
﹈

※
全
集
で
は
、

枯
れ
た
る
花
ど
も
の
中
に
、
朝
顔
の
こ
れ
か
れ
に
這
ひ
ま

つ
は
れ
て
あ
る
か
な
き
か
に
咲
き
て
、
に
ほ
ひ
も
こ
と
に

変
れ
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
奉
れ
た
ま
ふ
。

﹇
全
集
『
源
氏
物
語
』
二
、
朝
顔
４
７
５

１
４
﹈

②
秋
は
て
て
霧
の
ま
が
き
に
む
す
ぼ
ほ
れ
あ
る
か
な
き
か
に
う

つ
る
あ
さ
が
ほ

﹇
新
大
系
二
、
朝
顔
２
５
７

１
５
﹈

※
全
集
で
は
、

秋
は
て
て
霧
の
ま
が
き
に
む
す
ぼ
ほ
れ
あ
る
か
な
き
か
に

う
つ
る
朝
顔

﹇
全
集
二
、
朝
顔
４
７
６

１
４
﹈

③
こ
な
た
よ
り
、
や
が
て
北
に
と
を

ほ

り
て
、
明
石
の
御

方
を
見
や
り
た
ま
へ
ば
、
は
か
〴
〵
し
き
家
司
だ
つ
人
な
ど

も
見
え
ず
、
馴
れ
た
る
下
仕
ひ
ど
も
ぞ
、
草
の
中
に
ま
じ
り

て
あ
り
く
。
は

わ

ら
は
べ
な
ど
、
お

を

か
し
き

姿
う
ち
と
け
て
、
心
と
ゞ
め
と
り
わ
き
植
へ

ゑ

給
ふ
竜

胆
（
り
ん
だ
う
）、
朝
顔
（
あ
さ
が
ほ
）
の
は
い

ひ

ま

じ
れ
る
籬
（
ま
せ
）
も
、
み
な
散
り
乱
れ
た
る
を
、
と
か
く

引
き
出
で
尋
ぬ
る
な
る
べ
し
。

﹇
新
大
系
三
、
野
分
４
６

５
﹈

※
全
集
で
は
、

こ
な
た
よ
り
、
や
が
て
北
に
通
り
て
、
明
石
の
御
方
を
見

や
り
た
ま
へ
ば
、
は
か
ば
か
し
き
家
司
だ
つ
人
な
ど
も
見

え
ず
、
馴
れ
た
る
下
仕
ど
も
ぞ
、
草
の
中
に
ま
じ
り
て
歩

（
あ
り
）
く
。
童
べ
な
ど
、
を
か
し
き

姿
う
ち
と
け
て
、

心
と
ど
め
と
り
わ
き
植
ゑ
た
ま
ふ
竜
胆
（
り
う
た
ん
）、

朝
顔
（
あ
さ
が
ほ
）
の
這
ひ
ま
じ
れ
る
籬
（
ま
せ
）
も
、

み
な
散
り
乱
れ
た
る
を
、
と
か
く
引
き
出
で
尋
ぬ
る
な
る

べ
し
。

﹇
全
集
三
、
野
分
２
７
７

２
﹈

の
「
こ
れ
か
れ
に
這
ひ
ま
つ
は
れ
て
」「
ま
が
き
に
む
す
ぼ
ほ
れ
」

「
は
い

ひ

ま
じ
れ
る
籬
」
な
ど
の
描
写
は
、
ア
サ
ガ
ホ
が
つ
る

性
の
植
物
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
文
中
の

内
は
歴
史

的
仮
名
づ
か
い
を
表
記
し
た
も
の
。
括
弧
内
は
訓
み
。
傍
線＝

筆
者
。

太
字＝

筆
者
）。

ア
サ
ガ
オ
は
、『
新
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
』（
原
著＝

牧
野
富
太
郎

編
集＝

大
橋
広
好
、
邑
田
仁
、
岩
槻
邦
男

北
隆
館

二
〇
〇
八

年
）
に
、
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２
４
５
３
あ
さ
が
お
〔
ひ
る
が
お
科
〕

Ipom
oea

 
n
il
(L
.)
R
o
th

(P
h
arbitis

 
n
il
(L
.)

C
h
o
isy

ア
ジ
ア
の
原
産
で
、
最
も
普
通
に
栽
培
さ
れ
る
一
年

草
で
あ
る
。
茎
は
つ
る
性
で
逆
毛
が
あ
り
、
左
巻
き

で
他
物
に
か
ら
み
つ
き
、
長
さ
３
ⅿ
以
上
に
な
る
。

葉
は
互
生
し
長
い
柄
が
あ
り
、
ふ
つ
う
は
３
裂
し
両

面
に
は
毛
が
あ
る
。
夏
、
葉
腋
に
大
形
の
美
し
い
花

を
開
き
、
早
朝
に
咲
き
午
前
中
に
し
ぼ
む
の
で
朝
顔

と
い
う
。
花
は
葉
腋
当
た
り
１
〜
３
個
つ
く
。
が
く

は
深
く
５
裂
し
、
裂
片
は
細
長
く
尖
り
、
背
面
に
白

色
の
長
毛
が
あ
る
。
花
冠
は
漏
斗
状
で
径
10
〜
15
㎝
、

大
き
な
も
の
は
径
23
㎝
に
も
な
り
、
青
紫
色
、
白
色
、

紅
色
、
ふ
ち
ど
り
の
あ
る
も
の
な
ど
数
多
い
。
つ
ぼ

み
は
筆
頭
状
で
右
巻
き
の
ひ
だ
が
あ
る
。
雄
し
べ
は

５
本
、
雌
し
べ
は
１
本
。
果
実
は
さ
く
果
で
残
存
が

く
を
つ
け
、
球
形
で
３
室
あ
り
、
各
室
に
種
子
が
２

個
ず
つ
入
っ
て
い
る
。
種
子
は
薬
用
と
し
牽
牛
子
と

い
う
。
観
賞
品
と
し
て
広
く
栽
培
さ
れ
、
葉
や
花
に

多
く
の
変
化
改
良
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。〔
漢
名
〕

牽
牛
子
、
牽
牛
花
と
い
う
。

と
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、

④
…
常
よ
り
も
や
が
て
ま
ど
ろ
ま
ず
明
か
し
給
へ
る
あ
し
た
に
、

霧
の
籬
（
ま
が
き
）
よ
り
、
花
の
色
〳
〵
お
も
し
ろ
く
見
え

わ
た
れ
る
中
に
、
朝
顔
の
は
か
な
げ
に
て
ま
じ
り
た
る
を
、

猶
こ
と
に
目
と
ま
る
心
地
し
給
。
明
く
る
間
咲
き
て
と
か
、

常
な
き
世
に
も
な
ず
ら
ふ
る
が
、
心
ぐ
る
し
き
な
め
り
か
し
、

格
子
も
上
げ
な
が
ら
、
い
と
か
り
そ
め
に
う
ち
臥
し
つ
ゝ
の

み
明
か
し
た
ま
へ
ば
、
こ
の
花
の
開
く
る
程
を
も
、
た
ゞ
ひ

と
り
の
み
見
給
ひ
け
る
。
﹇
新
大
系
五
、
宿
木
４
０

８
﹈

※
全
集
で
は
、

…
常
よ
り
も
、
や
が
て
ま
ど
ろ
ま
ず
明
か
し
た
ま
へ
る
朝

に
、
霧
の
籬
（
ま
が
き
）
よ
り
、
花
の
色
々
お
も
し
ろ
く

見
え
わ
た
る
中
に
、
朝
顔
の
は
か
な
げ
に
て
ま
じ
り
た
る

を
、
な
ほ
こ
と
に
目
と
ま
る
心
地
し
た
ま
ふ
。「
明
く
る

間
咲
き
て
」
と
か
、
常
な
き
世
に
も
な
ず
ら
ふ
る
が
、
心

苦
し
き
な
め
り
か
し
、
格
子
も
上
げ
な
が
ら
、
い
と
か
り

そ
め
に
う
ち
臥
し
つ
つ
の
み
明
か
し
た
ま
へ
ば
、
こ
の
花

の
開
く
る
ほ
ど
を
も
、
た
だ
独
り
の
み
ぞ
見
た
ま
ひ
け
る
。

﹇
全
集
五
、
宿
木
３
９
０

４
﹈

の
「
朝
顔
」
に
つ
い
て
、
全
集
で
は
、

◇
現
在
の
朝
顔
と
同
じ
。
歌
言
葉
と
し
て
は
、
は
か
な
さ
、
ま

た
は
朝
の
女
の
素
顔
を
連
想
。
こ
こ
は
前
者
。
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と
言
い
（
傍
線＝

筆
者
）、「
明
く
る
間
咲
き
て
」
に
つ
い
て
、

◇
『
花
鳥
余
情
』
は
「
朝
が
ほ
は
常
な
き
花
の
色
な
れ
や
あ
く

る
ま
咲
き
て
う
つ
ろ
ひ
に
け
り
」（
出
典
未
詳
）
を
掲
げ
る
。

と
言
う
。
こ
の
場
合
、
頃
は
八
月
の
こ
と
で
あ
る
（
新
大
系
五
３
７

５
「
八
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
」。
全
集
五
３
８
５

１
４
「
八
月
に

な
り
ぬ
れ
ば
」）。
が
、
①
の

枯
れ
た
る
花
ど
も
の
中
に
、
朝
顔
の
こ
れ
か
れ
に
這
ひ
ま

つ
は
れ
て
あ
る
か
な
き
か
に
咲
き
て
、
に
ほ
ひ
も
こ
と
に

変
れ
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
奉
れ
た
ま
ふ
。

﹇
全
集
『
源
氏
物
語
』
二
、
朝
顔
４
７
５

１
４
﹈

の
「
朝
顔
」
に
つ
い
て
、
全
集
の
注
に
、

◇
「
朝
顔
」
の
花
は
現
在
の
朝
顔
か
。
平
安
時
代
に
唐
か
ら
輸

入
さ
れ
た
。
舶
来
の
新
し
い
花
ら
し
い
が
、
季
節
に
や
や
不

審
が
あ
る
。
桔
梗
き
き
ょ
う
、
木
槿
む
く
げ
、
昼
顔
な
ど
の
説

も
あ
る
。

と
言
う
。
ま
た
、
③
の

こ
な
た
よ
り
、
や
が
て
北
に
通
り
て
、
明
石
の
御
方
を
見

や
り
た
ま
へ
ば
、
は
か
ば
か
し
き
家
司
だ
つ
人
な
ど
も
見

え
ず
、
馴
れ
た
る
下
仕
ど
も
ぞ
、
草
の
中
に
ま
じ
り
て
歩

（
あ
り
）
く
。
童
べ
な
ど
、
を
か
し
き

姿
う
ち
と
け
て
、

心
と
ど
め
と
り
わ
き
植
ゑ
た
ま
ふ
竜
胆
（
り
う
た
ん
）、

朝
顔
（
あ
さ
が
ほ
）
の
這
ひ
ま
じ
れ
る
籬
（
ま
せ
）
も
、

み
な
散
り
乱
れ
た
る
を
、
と
か
く
引
き
出
で
尋
ぬ
る
な
る

べ
し
。

﹇
全
集
三
、
野
分
２
７
７

２
﹈

に
つ
い
て
、

◇
「
竜
胆
」
は
、
紫
色
の
鐘
状
の
花
を
咲
か
せ
る
秋
草
。「
朝

顔
」
↓
朝
顔

四
七
五
㌻
注
一
八
。「
り
ん
だ
う
朝
が
ほ
は

と
り
わ
き
て
、
お
も
し
ろ
き
花
と
み
え
た
り
」（
湖
月
抄
）。

と
言
う
（「

四
七
五
㌻
注
一
八
」
と
は
、
右
の
①
の
注
を
指
す
）。

全
集
は
、
ア
サ
ガ
ホ
を
、
お
お
む
ね
、
今
日
と
同
じ
朝
顔
の
花
と
見

て
い
な
が
ら
、
①
に
つ
い
て
は
「
季
節
に
や
や
不
審
が
あ
る
」
と
言

っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
こ
れ
よ
り
前
の
記
述
に
「
な
が

月
に
な
り
て
」（
新
大
系
二
２
５
２

５
）「
長
月
に
な
り
て
」（
全

集
二
４
６
９

６
）
と
あ
り
、
晩
秋
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
朝
顔
の

咲
く
時
期
で
は
な
い
、
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
③
に
つ

い
て
は
、

○
心
と
ど
め
と
り
わ
き
植
ゑ
た
ま
ふ
竜
胆
（
り
う
た
ん
）、
朝

顔
（
あ
さ
が
ほ
）
の
這
ひ
ま
じ
れ
る
籬
（
ま
せ
）
も
、
み
な

散
り
乱
れ
た
る

と
い
う
状
況
か
ら
、
晩
秋
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
ろ

う
。し

か
し
、
遅
咲
き
の
朝
顔
の
花
が
十
月
十
一
月
に
咲
く
こ
と
も
あ

り
、
ま
た
、
朝
顔
と
は
い
っ
て
も
夕
刻
に
ま
で
咲
き
つ
づ
け
る
こ
と

も
、
そ
れ
ほ
ど
特
異
な
こ
と
で
は
な
い
（
筆
者
は
、
二
〇
一
〇
年
の
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十
一
月
十
三
日
に
、
三
重
県
伊
勢
市
で
、
白
い
朝
顔
の
一
つ
の
花
が

夕
刻
ま
で
咲
き
続
け
る
の
を
実
見
し
た
）
の
で
、
京
で
長
月
に
朝
顔

が
咲
く
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
考
え
る
。

二
、
源
氏
物
語
の
桔
梗

全
集
で
は
、
朝
顔
が
長
月
に
咲
い
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
、

◇
「
朝
顔
」
の
花
は
現
在
の
朝
顔
か
。
平
安
時
代
に
唐
か
ら
輸

入
さ
れ
た
。
舶
来
の
新
し
い
花
ら
し
い
が
、
季
節
に
や
や
不

審
が
あ
る
。
桔
梗
き
き
ょ
う
、
木
槿
む
く
げ
、
昼
顔
な
ど
の
説

も
あ
る
。

﹇
全
集
二
、
朝
顔
４
７
５

１
４
の
注
﹈

と
言
う
。

こ
の
う
ち
桔
梗
は
、
源
氏
物
語
の
中
に
一
例
、

⑤
こ
れ
も
い
と
心
ぼ
そ
き
住
ま
ゐ

ひ

の
つ
れ
〴
〵
な
れ
ど
、

住
み
つ
き
た
る
人

は
、
物
き
よ
げ
に
お

を

か
し
う
し

な
し
て
、
垣
ほ
に
植
へ

ゑ

た
る
撫
子
も
お
も
し
ろ
く
、

女
郎
花
、
き
経
（
き
や
う
）
な
ど
咲
き
は
じ
め
た
る
に
、

色

の
狩
衣
姿
の
男
ど
も
の
若
き
あ
ま
た
し
て
、
君
も
お
な

じ
装
束
に
て
、
南
を

お

も
て
に
呼
び
据
へ

ゑ

た
れ

ば
、
う
ち
な
が
め
て
ゐ
た
り
。

﹇
新
大
系
五
、
手
習
３
４
２

８
﹈

＊
全
集
で
は
、

こ
れ
も
い
と
心
細
き
住
ま
ひ
の
つ
れ
づ
れ
な
れ
ど
、
住
み

つ
き
た
る
人
々
は
、
も
の
き
よ
げ
に
を
か
し
う
し
な
し
て
、

垣
ほ
に
植
ゑ
た
る
撫
子
も
お
も
し
ろ
く
、
女
郎
花
、
桔
梗

（
き
き
や
う
）
な
ど
咲
き
は
じ
め
た
る
に
、
い
ろ
い
ろ
の

狩
衣
姿
の
男
ど
も
の
若
き
あ
ま
た
し
て
、
君
も
同
じ
装
束

に
て
、
南
面
に
呼
び
据
ゑ
た
れ
ば
、
う
ち
な
が
め
て
ゐ
た

り
。

﹇
全
集
六
、
手
習
３
０
５

３
﹈

が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
源
氏
物
語
で
は
、
ア
サ
ガ
ホ
と
キ
キ
ヤ
ウ

と
は
別
の
植
物
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
同
じ
時
代

の
枕
草
子
に
も
、

○

草
の
花
は
、
撫
子
。
唐
の
は
さ
ら
也
、
大
和
の
も
い
と
め

で
た
し
。
女
郎
花
。
桔
梗
（
き
ゝ
や
う
）。
朝
白
ハ

（
あ
さ
が

ほ
）。
刈
萱
。
菊
。
壺
菫
。

竜
胆
（
り
ん
だ
う
）
は
、
…
（
中
略
）
…

夕
顔
は
、
花
の
形
も
槿
（
あ
さ
が
ほ
）
に
似
て
、
い
ひ

つ
ゞ
け
た
る
に
、
い
と
お

を

か
し
か
り
ぬ
べ
き
花
の
姿

に
、
実
の
あ
り
さ
ま
こ
そ
い
と
く
ち
お

を

し
け
れ
。
…

（
後
略
）
…
。﹇

新
大
系
『
枕
草
子
』

三
巻
本
系
統
第
一

類
の
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底
本
と
す
る

一

九
九
一
年
。
六
四
段
・
草
の
花
は
﹈

○

草
の
花
は

な
で
し
こ
。
唐
の
は
さ
ら
な
り
、
や
ま
と
の

も
い
と
め
で
た
し
。
女
郎
花
。
桔
梗
（
き
き
や
う
）。
朝
顔
。
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か
る
か
や
。
菊
。
つ
ぼ
す
み
れ
。
竜
胆
（
り
ん
だ
う
）
は
、

…
（
中
略
）
…

夕
顔
は
、
花
の
か
た
ち
も
あ
さ
が
ほ
に
似
て
、
言
ひ
つ
づ

け
た
る
に
、
い
と
を
か
し
か
り
ぬ
べ
き
花
の
姿
に
、
実
の
あ

り
さ
ま
こ
そ
い
と
く
ち
を
し
け
れ
。
…
（
後
略
）
…

﹇
全
集
『
枕
草
子
』

陽
明
文
庫
蔵
本
を
底

本
と
す
る

一
九
九
七
年
。
六
五
段
・
草

の
花
は
﹈

の
よ
う
に
、
キ
キ
ヤ
ウ
と
ア
サ
ガ
ホ
と
を
並
べ
て
お
り
、
ま
た
、
ユ

フ
ガ
ホ
の
花
の
形
が
ア
サ
ガ
ホ
と
似
て
い
る
、
と
も
言
っ
て
い
る
。

よ
っ
て
、
源
氏
物
語
に
、
ア
サ
ガ
ホ＝
桔
梗
説
の
よ
う
な
注
を
つ

け
る
こ
と
は
間
違
い
で
あ
る
。
こ
の
注
は
、
萬
葉
集
の
ア
サ
ガ
ホ
の

説
、

◇
「
朝
顔
」
に
つ
い
て
は
、
今
の
何
に
あ
た
る
か
未
詳
。
今
日

い
う
所
の
朝
顔
、
ま
た
は
木
槿
、
ま
た
は
桔
梗
か
と
も
い
う
。

﹇
新
大
系
『
萬
葉
集

二
』
巻
第
八
・
１
５
３
８

注
﹈

◇
「
朝
顔
」
は
、
牽
牛
子
（
い
わ
ゆ
る
ア
サ
ガ
オ
）、
ノ
ア
サ

ガ
オ
、
キ
キ
ョ
ウ
、
ム
ク
ゲ
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
未
詳
。

﹇
新
大
系
『
萬
葉
集

二
』
巻
第
十
・
２
１
０
４

注
﹈

◇
朝
顔
が
花

未
詳
。
①
牽
牛
子
け
に
ご
し
（
今
日
の
朝

顔
）、
②
木
槿
む
く
げ
（
あ
お
い
科
の
落
葉
低
木
）、
③
桔
梗

き
き
ょ
う

な
ど
に
擬
す
る
説
が
あ
る
。
①
は
『
本
草
和
名
』

『
和
名
抄
』、
②
は
『
和
漢
朗
詠
集
』、
③
は
『
新
撰
字
鏡
』

に
そ
れ
ぞ
れ
文
証
が
あ
る
。
①
は
平
安
時
代
に
渡
来
し
た
輸

入
植
物
で
上
代
に
は
な
か
っ
た
と
す
る
説
が
あ
り
、
②
は
七

種
の
う
ち
こ
れ
だ
け
が
木
本
で
あ
る
点
に
疑
い
が
あ
り
、
③

が
比
較
的
に
妥
当
か
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
在
来
種
で
昼

間
も
咲
き
続
け
る
牽
牛
子
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
お
り
（
二

一
〇
四
）、
①
説
も
捨
て
難
い
。
ほ
か
に
旋
花
（
ひ
る
が
お
）

説
も
あ
る
。
な
お
、『
歌
経
標
式
』
に
「
風
吹
け
ば
雲
の
き

ぬ
が
さ
竜
田
山
い
と
に
ほ
は
せ
る
阿
佐
我
保
我
婆
那
」
と
あ

る
に
よ
っ
て
、
ア
サ
ガ
ホ
ガ
ハ
ナ
と
読
む
。

﹇
全
集
『
萬
葉
集

二
』
八
・
１
５
３
８

注
﹈

な
ど
を
そ
の
ま
ま
横
滑
り
さ
せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

右
の
萬
葉
集
巻
第
十
・
２
１
０
４
の
新
大
系
の
注
に
は
、
ア
サ
ガ

オ
、
キ
キ
ョ
ウ
、
ム
ク
ゲ
、
ヒ
ル
ガ
オ
の
ほ
か
に
、
ノ
ア
サ
ガ
オ
が

あ
る
。
ノ
ア
サ
ガ
オ
に
つ
い
て
は
、
巻
十
・
２
１
０
４
の
全
集
の
注

に
、

◇
朝
顔

こ
こ
は
牽
牛
子
け
に
ご
し

を
い
う
か
。
↓

一
五

三
八
（
朝
顔
が
花
）。
た
だ
し
こ
こ
は
昼
間
も
咲
き
続
け
て

い
る
趣
な
の
で
、
ひ
る
が
お
科
の
の
あ
さ
が
お
を
さ
し
た
も

の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
の
あ
さ
が
お
は
夜
明
け
前
に
咲
き
、

夕
方
ま
で
し
ぼ
ま
な
い
性
質
を
有
す
る
。
咲
き
始
め
は
透
明

な
青
紫
色
、
日
中
は
す
み
れ
色
、
そ
の
後
、
赤
紫
色
と
微
妙
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に
変
化
す
る
。
た
だ
自
生
地
が
地
域
的
に
沖
縄
地
方
・
伊
豆

七
島
・
紀
伊
半
島
や
四
国
・
九
州
の
南
部
と
片
寄
っ
て
い
る

点
に
疑
問
が
な
く
も
な
い
。

﹇
十
・
２
１
０
４

注
﹈

と
あ
る
が
、
日
本
国
語
大
辞
典
第
一
版
の
ノ
ア
サ
ガ
オ
の
項
に
は
、

◇
の

あ
さ
が
お
【
野
朝
顔
】〘
名
〙﹇
方
言
﹈
植
物
、
ひ
る
が

お
（
昼
顔
）。

岡
山
県
御
津
郡
７
４
３

長
門

７
３

広
島
県
比
婆
郡
７
５

１

熊
本
県
南
関
９
４
７

と
言
う
。『
日
本
植
物
方
言
集
成
』（
八
坂
書
房
、
二
〇
〇
一
年
）
に

よ
れ
ば
、

ヒ
ル
ガ
オ
〔
ヒ
ル
ガ
オ
科

草
本
〕
の
こ
と
を
方
言
で
「
の
あ

さ
が
お
」
と
言
う
地
域

長
門

秋
田

岡
山
（
御
都
）

広
島
（
比
婆
）

高
知

（
香
美
）

熊
本
（
玉
名
・
菊
池
）

も
あ
る
一
方
、

ノ
ア
サ
ガ
オ
〔
ヒ
ル
ガ
オ
科

草
本
〕
の
こ
と
を
方
言
で

「
か
ん
じ
ゃ
」
と
い
う
地
域

鹿
児
島
（
徳
之
島
）

「
や
ま
か
ん
だ
」
と
言
う
地
域

沖
縄
（
首
里
）

「
や
ま
か
ん
だ
ー
」
と
言
う
地
域

沖
縄
（
島
尻
・
首
里
）

が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
ノ
ア
サ
ガ
オ
は
ヒ
ル
ガ
オ
の
方

言
で
は
な
く
、
ヒ
ル
ガ
オ
科
の
一
種
で
あ
る
。
ヒ
ル
ガ
オ
そ
の
も
の

で
は
な
く
と
も
、
ヒ
ル
ガ
オ
に
含
め
て
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

キ
キ
ョ
ウ
も
ム
ク
ゲ
も
ヒ
ル
ガ
オ
も
ノ
ア
サ
ガ
オ
も
、
朝
咲
い
て
夕

刻
ま
で
咲
き
つ
づ
け
る
花
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
花
に
「
朝
ガ
ホ
」
と

い
う
名
を
つ
け
る
理
由
は
な
い
。

ま
た
、
枕
草
子
に
は
、
ユ
フ
ガ
ホ
の
花
の
形
が
ア
サ
ガ
ホ
に
似
て

い
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
ユ
フ
ガ
ホ
は
夕
に
咲
く
か
ら
「
夕
ガ
ホ
」

で
あ
り
、
ア
サ
ガ
ホ
は
朝
に
咲
く
か
ら
「
朝
ガ
ホ
」
で
あ
る
。

「
朝
」
と
い
う
こ
と
ば
を
そ
の
名
に
も
っ
て
い
る
こ
と
と
、
花
の

形
が
夕
顔
に
似
て
い
る
と
枕
草
子
に
あ
る
こ
と
、
源
氏
物
語
の
ア
サ

ガ
ホ
は
つ
る
性
の
植
物
で
あ
る
こ
と
、
ア
サ
ガ
オ
が
長
月
に
咲
く
こ

と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
源
氏
物
語
の
「
朝
顔
」
は

す
べ
て
、
今
日
の
ア
サ
ガ
オ
と
同
じ
も
の
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
る
。

三
、
桔
梗

ア
サ
ガ
ホ＝

キ
キ
ョ
ウ
説
は
、
新
撰
字
鏡
の

「
桔
梗

二
八
月
採
根
曝
干

阿
佐
加
保

又
云

岡
止

支
」（
天
治
本
）

を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る２

）
。
が
、
ほ
か
に
新
撰
字
鏡
に
は

「
桔
梗

上
居

反
下

杏
反

加
良
久
波

又
云

阿
佐
加

保
」（
抄
本
）

「
桔
梗

上
居

反
下

杏
反

也
強
也
直
也

也
病
也
覺

也
略
也
員
也

加
良
久
波

又

酒
木

又

阿
知
万
佐

230



又

久
須
乃
木
」（
天
治
本
）

も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
和
名
が
「
桔
梗
」
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
（
新

撰
字
鏡
は
臨
川
書
店
『
新
撰
字
鏡
』
一
九
七
三
年

に
拠
る
）。

二
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
源
氏
物
語
に
「
キ
キ
ヤ
ウ
」
の
用
例
が

一
例
あ
る
。
新
大
系
で
は
「
き
経
」
と
表
記
し
て
い
る
の
で
、
飛
鳥

井
雅
康
の
時
代
に
は
「
キ
キ
ヤ
ウ
」
と
呼
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
た
、
古
今
和
歌
集
巻
第
十

物
名

に
キ
チ
カ
ウ
の
例
が
あ
る

（

内
は
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
を
表
記
し
た
も
の
。
括
弧
内
の

カ
タ
カ
ナ＝

筆
者
）。

桔
梗
の
花

友
則

○
秋
近
う
（
キ
チ
カ
ウ
）
野
は
な
り
に
け
り
し
ら
つ
ゆ
の
を

お

け
る
草
葉
も
色
か
は
り
行

﹇
新
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
・
４
４
０
﹈

さ
ら
に
、
古
今
和
歌
六
帖
に
も
キ
チ
カ
ウ
の
例
が
あ
る
（
括
弧
内
の

カ
タ
カ
ナ＝

筆
者
）。

き
ち
か
う

○
秋
ち
か
う
（
キ
チ
カ
ウ
）
の
は
な
り
に
け
り
白
露
の
お
け
る

く
さ
葉
も
色
か
は
り
行
く

﹇
新
編
国
歌
大
観

古
今
和
歌
六
帖
第
六
・
３
７
６
９
﹈

○
あ
き
の
つ
き
ち
か
う
（
キ
チ
カ
ウ
）
て
ら
す
と
み
え
つ
る
は

つ
ゆ
に
う
つ
ろ
ふ
光
な
り
け
り

﹇
新
編
国
歌
大
観

古
今
和
歌
六
帖
第
六
・
３
７
７
０
﹈

す
な
わ
ち
、
桔
梗
は
、
古
今
和
歌
集
や
古
今
和
歌
六
帖
の
時
代
に
は

キ
チ
カ
ウ
と
呼
ば
れ
、
源
氏
物
語
を
書
写
し
た
飛
鳥
井
雅
康
の
時
代

ま
で
に
は
キ
キ
ヤ
ウ
と
発
音
を
変
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

い
ず
れ
も
「
桔
梗
」
の
音
読
み
（
と
、
そ
の
変
化
し
た
も
の
）
で
あ

っ
て
、
和
名
で
は
な
い
こ
と
を
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
古
今
和
歌
集
の
キ
チ
カ
ウ
の
例
は
、
ケ
ニ
ゴ
シ

（
薬
剤
で
、
今
日
の
朝
顔
の
種
子
。
後
述＝

《
六
、
牽
牛
子
》）
の

例
、

牽
牛
子

矢
田
部
名
実

○
打
ち
つ
け
に
濃
し
（
ケ
ニ
コ
シ
）
と
や
花
の
色
を
見
む
を

お

く
し
ら
つ
ゆ
の
染
む
る
許
を

﹇
新
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
・
４
４
４
﹈

の
す
ぐ
手
前
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
古
今
集
の
時

代
に
は
、
ケ
ニ
ゴ
シ
と
キ
チ
カ
ウ
と
は
同
時
に
存
在
し
て
い
た
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
拾
遺
和
歌
集
巻
第
七

物
名

に
は
「
き
ち
か
う
」「
あ

さ
が
ほ
」「
け
に
ご
し
」
な
ど
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
、
新
大
系
の

注
に
は
、

◇
き
ち
か
う

キ
キ
ョ
ウ
。
桔
梗
。
古
今
集
の
物
名
の
題
に

「
き
ち
か
う
の
花
」
と
し
て
詠
ま
れ
る
。
枕
草
子
・
草
の
花

は
「
き
き
や
う
」。

﹇
新
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
七
・
３
６
３

注
﹈
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◇
あ
さ
が
ほ

朝
顔
。
キ
キ
ョ
ウ
・
ム
ク
ゲ
な
ど
と
い
わ
れ
る

が
、
こ
の
時
期
で
は
、
現
在
の
ア
サ
ガ
オ
と
同
じ
「
け
に
ご

し
」
を
さ
す
こ
と
が
多
い
。

﹇
新
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
七
・
３
６
４

注
﹈

◇
け
に
ご
し

牽
牛
子
。
ア
サ
ガ
オ
。
古
今
集
の
物
名
の
題
に

見
え
る
。

﹇
新
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
七
・
３
６
５

注
﹈

と
あ
り
、
キ
チ
カ
ウ
は
今
日
の
桔
梗
で
あ
り
、
ア
サ
ガ
ホ
は
「
け
に

ご
し
」
を
さ
す
こ
と
が
多
い
、
と
し
て
い
る
（
こ
こ
に
ア
サ
ガ
ホ
と

ケ
ニ
ゴ
シ
が
並
ん
で
い
る
の
は
、
物
名
を
詠
む
と
い
う
趣
旨
で
、
花

と
し
て
の
ア
サ
ガ
ホ
と
薬
剤
と
し
て
の
種
子
の
ケ
ニ
ゴ
シ
と
の
ふ
た

つ
の
呼
び
方
の
も
の
を
入
れ
た
か
ら
で
あ
る
）。

新
撰
字
鏡
の

「
桔
梗

二
八
月
採
根
曝
干

阿
佐
加
保

又
云

岡
止

支
」

の
「
二
八
月
採
根
曝
干
」
は
、
桔
梗
も
、
ケ
ニ
ゴ
シ
と
同
じ
く
、
薬

草
と
し
て
栽
培
さ
れ
る
こ
と
を
示
す
。
中
薬
大
辞
典
（
小
学
館

一

九
八
五
年
）
に
、

１
３
２
０
牽
牛
子
（
ケ
ン
ゴ
シ
）

「
水
を
瀉
ぎ
だ
す
、
気
を
下
す
、
殺
虫
す
る
、
の
効

能
が
あ
る
。
浮
腫
、
喘
満
、
痰
飲
、
脚
気
、
虫
積
食

滞
（
寄
生
虫
に
よ
る
消
化
不
良
）、
大
便
秘
結
を
治

す
。」

０
７
６
３
桔
梗
（
キ
キ
ョ
ウ
）

「
肺
気
を
開
き
宣
ら
せ
る
、
去
痰
し
膿
を
排
出
す
る
、

の
効
能
が
あ
る
。
外
感
咳
嗽
、
咽
喉
腫
痛
、
胸
満
脇

痛
、
痢
疾
腹
痛
を
治
す
。」

と
言
う
。

「
桔
梗

上
居

反
下

杏
反

加
良
久
波

又
云

阿
佐
加

保
」

の
「
加
良
久
波

カ
ラ
ク
ハ
（
唐
桑
）」
は
木
本
で
あ
っ
て
、
ま
っ

た
く
懸
離
れ
た
植
物
で
あ
る
。
ま
た
、

「
桔
梗

上
居

反
下

杏
反

也
強
也
直
也

也
病
也
覺

也
略
也
員
也

加
良
久
波

又

酒
木

又

阿
知
万
佐

又

久
須
乃
木
」

で
は
、「
酒
木

サ
カ
キ
（
榊
）」「
阿
知
万
佐

ア
チ
マ
サ
（
檳

榔
）」「
久
須
乃
木

ク
ス
ノ
キ
（
楠
）」
な
ど
も
桔
梗
と
さ
れ
る
な

ど
、
こ
の
項
目
に
つ
い
て
は
信
頼
を
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
新
撰

字
鏡
ひ
と
つ
だ
け
で
も
、
こ
の
よ
う
に
多
く
の
植
物
が
あ
て
ら
れ
て

い
て
、
雑
多
な
も
の
を
並
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
は
、
薬

剤
や
香
材
と
し
て
、
ア
サ
カ
ホ
・
ヲ
カ
ト
ト
キ
の
ほ
か
唐
桑
・
榊
・

檳
榔
・
楠
な
ど
が
同
時
に
輸
入
さ
れ
た
た
め
の
混
乱
で
は
な
い
か
、

と
考
え
る
。
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本
草
和
名
（
日
本
古
典
全
集
、
日
本
古
典
全
集
刊
行
会

一
九
二

五
年
）
に
は
、

桔
梗

仁
○
上
音
結

一
名

○

乃
礼
反

一
名
利
如

一
名

房
圖

一
名
白
薬

一
名
便
草
菜
隠
忍

一
名
府

一
名
房
茎

一
名
蘆
茹
已
上
三
名
出
釈
薬
性

和
名
阿
利

乃
比
布
岐

一
名
乎
加
止

岐

檳
榔

猪
檳
榔

子

一
名
木
実

和
名
阿
知
末
佐

楠
材

和
名
久
須
乃
岐

桑
根
白
皮

一
名
伏

出
土
上
者

一
名
顛
根
直
入
土
中
者
出
○
要
訣

和
名
久
波
乃
加
波

が
あ
り
、
中
薬
大
辞
典
に
は
、

４
６
１
３
檳
榔
（
ビ
ン
ロ
ウ
）

「
殺
虫
す
る
、
積
を
破
る
、
気
を
下
す
、
水
を
行
ら

す
、
の
効
能
が
あ
る
。
寄
生
虫
に
よ
る
腹
内
の
硬
結
、

食
滞
、
胃
や
腹
の
腫
痛
、
下
痢
後
重
（
渋
り
腹
）、

マ
ラ
リ
ア
、
水
腫
、
脚
気
、
痰
癖
、

結
（
腹
中
の

硬
結
）
を
治
す
。」

と
言
う
（
ほ
か
は
、
本
草
和
名
・
中
薬
大
辞
典
に
項
目
が
見
あ
た
ら

な
か
っ
た
）。

時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
「
あ
さ
が
ほ
」
の
項
で
は
、
新
撰
字

鏡
や
本
草
和
名
、
和
名
抄
な
ど
を
挙
げ
て
、

◇
秋
の
野
花
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
何
を
さ
し
た
も
の
か
は
未

詳
。「
風
吹
け
ば
雲
の
き
ぬ
が
さ
た
つ
た
山
い
と
に
ほ
は
せ

る
阿
佐
我
保

あ
さ
が
ほ

が
花
」（
歌
式
）「
萩
の
花
尾
花

葛
花
瞿
麦

ナ
デ
シ
コ

が
花
女
郎
花
ま
た
藤
袴
朝

あ

さ
が
ほ

が
花
」（
万
一
五
三
八
）「
朝
杲

あ
さ
が
ほ

は

朝
露
負
ひ
て
咲
く
と
い
へ
ど
夕
か
げ
に
こ
そ
咲
き
ま
さ
り
け

れ
」（
万
二
一
〇
四
）「
こ
い
ま
ろ
び
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
い
ち

し
ろ
く
色
に
は
い
で
じ
朝
容

あ
さ
が
ほ

の
花
」（
万

二
二
七
四
）

【
考
】
…
新
撰
字
鏡
に
「
桔
梗

阿
佐
加
保
（
ア
サ
ガ
ホ
）、

又
岡
止
々
支
（
ヲ
カ
ト
ト
キ
）」、
本
草
和
名
に
「
桔
梗

阿

利
乃
比
布
岐
（
ア
リ
ノ
ヒ
フ
キ
）、
一
名

乎
加
止
々
岐

（
ヲ
カ
ト
ト
キ
）」
と
あ
り
、
名
義
抄
に
も
「
桔
梗

ア
リ

ノ
ヒ
フ
キ
」
と
あ
る
。
新
撰
字
鏡
の
和
名
を
信
ず
れ
ば
、
桔

梗
の
和
名
は
次
第
に
変
遷
し
た
も
の
で
、
古
く
ア
サ
ガ
ホ
と

よ
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
点
か
ら
は
こ
の
説
が
か

な
り
有
力
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
草
は
第
二
、
三
例

に
は
よ
く
あ
て
は
ま
る
が
、
第
四
例
や
枕
詞
ア
サ
ガ
ホ
ノ
に

つ
い
て
は
、
そ
の
花
の
紫
碧
色
で
あ
る
点
、
適
当
で
な
い
感

が
あ
る
。
…

と
言
っ
て
い
る３

）
の
で
あ
る
が
（
傍
線＝

筆
者
）、「
新
撰
字
鏡
の
和
名

を
信
ず
れ
ば
」
と
こ
と
わ
っ
て
は
い
る
が
、
何
を
も
っ
て
、「
桔
梗
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の
和
名
は
次
第
に
変
遷
し
た
」「
古
く
ア
サ
ガ
ホ
と
よ
ば
れ
た
」
と

い
え
る
の
か
不
明
で
あ
る
。
ア
サ
ガ
ホ
↓
ヲ
カ
ト
ト
キ
↓
ア
リ
ノ
ヒ

フ
キ
と
変
遷
し
た
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、「
そ
の
花
の

紫
碧
色
で
あ
る
点
」
か
ら
、
適
当
で
は
な
い
例
も
あ
る
と
も
い
っ
て

い
る
が
、
紫
碧
色
で
あ
る
こ
と
が
、「
い
ち
し
ろ
く
色
に
」
出
る

（
十
・
２
２
７
４
）
こ
と
や
「
あ
さ
が
ほ
の
ほ
に
は
咲
き
出
ぬ
恋
も

す
る
か
も
」（
十
・
２
２
７
５
）
に
適
当
で
な
い
と
い
う
理
由
も
不

明
で
あ
る
。
明
る
い
色
を
想
定
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
こ
に
挙
げ
ら
れ
た
説
は
、
い
ず
れ
も
古
辞
書
の
記
述
に
拠
っ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
古
辞
書
は
出
典
を
明
記
し
な
い
も
の
が
多
く
、

こ
れ
ら
の
古
辞
書
が
何
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い

た
め
、
そ
の
正
否
を
確
か
め
る
術
が
な
い
。
そ
し
て
、
時
代
別
国
語

大
辞
典
は
「
新
撰
字
鏡
の
和
名
を
信
ず
れ
ば
」
と
言
い
な
が
ら
も
、

新
撰
字
鏡
に
の
み
あ
る
記
述
が
古
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
ら

し
い
と
こ
ろ
に
、
古
辞
書
の
取
り
扱
い
の
あ
や
う
さ
が
う
か
が
え
る
。

さ
て
、
広
辞
苑
に
「
つ
り
が
ね
に
ん
じ
ん
【
釣
鐘
人
参
】」
が
あ

る
。

○
キ
キ
ョ
ウ
科
の
多
年
草
。
山
地
に
普
通
。
高
さ
約
一
㍍
。
三

〜
六
葉
輪
生
。
夏
か
ら
秋
に
か
け
茎
頂
に
淡
紫
色
の
小
さ
な

鐘
形
花
を
数
段
に
輪
生
し
下
垂
。
若
葉
は
山
菜
と
し
て
食
用
、

根
は
乾
し
て
袪
痰
薬
と
す
る
。
ト
ト
キ
。

﹇
広
辞
苑
第
四
版
、
一
九
九
一
年
﹈

ま
た
、「
き
き
ょ
う
【
桔
梗
】」
の
項
に
、

○
①
キ
キ
ョ
ウ
科
の
多
年
草
。
茎
は
約
一
㍍
。
夏
秋
の
頃
、
茎

の
先
端
に
五
裂
の
青
紫
色
ま
た
は
白
色
の
美
し
い
鐘
形
花
を

開
く
。
果
実
は
朔

果
（
さ
く
か
）
。
山
地
・
草
原
に
自
生
し
、

秋
の
七
草
の
一
。
根
は
牛
蒡
（
ご
ぼ
う
）
状
で
太
く
、
乾
し
た

も
の
を
生
薬
の
桔
梗
根
と
よ
び
、
去
痰
・
鎮
咳
薬
。
古
名
、

お
か
と
と
き
。
き
ち
こ
う
。

季
・
秋

﹇
広
辞
苑
第
四
版
、
一
九
九
一
年
﹈

「
と
と
き
〔
植
〕」
の
項
に
、

○
①
ツ
リ
ガ
ネ
ニ
ン
ジ
ン
の
別
称
。
ま
た
、
そ
の
若
芽
の
山
菜

と
し
て
の
名
称
。

②
ツ
ル
ニ
ン
ジ
ン
の
別
称
。

﹇
広
辞
苑
第
四
版
、
一
九
九
一
年
﹈

「
お
か
と
と
き
【
桔
梗
】」
の
項
に
、

○
キ
キ
ョ
ウ
の
古
名
。

新
撰
字
鏡
七

﹇
広
辞
苑
第
四
版
、
一
九
九
一
年
﹈

と
あ
る
（
傍
線＝

筆
者
）。
ツ
リ
ガ
ネ
ニ
ン
ジ
ン
、
ま
た
、
そ
の
若

芽
を
、「
と
と
き
」
と
い
う
と
あ
る
が
、
こ
の
ツ
リ
ガ
ネ
ニ
ン
ジ
ン

も
キ
キ
ョ
ウ
科
の
植
物
で
あ
る
か
ら
、
桔
梗
は
「
ト
ト
キ
」
の
一
種

の
「
ヲ
カ
ト
ト
キ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
古
く
、

ツ
リ
ガ
ネ
ニ
ン
ジ
ン
を
ト
ト
キ
と
呼
ん
で
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
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ト
ト
キ
の
名
が
、
ツ
リ
ガ
ネ
ニ
ン
ジ
ン
あ
る
い
は
そ
の
若
芽
に
残
っ

た
の
か
の
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
ヲ
カ
ト
ト
キ
」

が
「
桔
梗
」
の
古
い
和
名
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
新
撰
字
鏡
に
「
阿
佐

加
保
」
と
も
い
う
の
は
、
同
じ
薬
材
で
あ
っ
た
ケ
ニ
ゴ
シ
と
の
混
同

で
あ
ろ
う
。

以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
よ
り
、
古
代
の
「
桔
梗
」
に
和
名
を
あ
て
る

と
す
る
な
ら
ば
、「
ヲ
カ
ト
ト
キ
」
で
あ
る
と
、
試
み
に
想
定
す
る
。

た
だ
、
古
今
和
歌
集
な
ど
の
キ
チ
カ
ウ
は
物
名
の
歌
で
あ
っ
て
、

桔
梗
の
花
そ
の
も
の
を
詠
ん
だ
も
の
で
は
な
く
、
源
氏
物
語
や
枕
草

子
な
ど
に
キ
キ
ヤ
ウ
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
花
は
、
音
読
み
に
由

来
す
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
薬
草
と
し
て
の
ヲ
カ
ト
ト

キ
と
観
賞
花
と
し
て
の
キ
キ
ヤ
ウ
と
は
、
別
途
に
享
受
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
観
賞
花
の
ほ
う
が
音
読
み
で
あ
る

と
こ
ろ
に
、
こ
の
花
の
珍
重
さ
れ
た
時
代
が
遅
い
こ
と
が
わ
か
る
。

四
、
槿

ア
サ
ガ
ホ＝

ム
ク
ゲ
説
は
、
新
撰
字
鏡
の

「

館
閏
反

木
槿
」

和
名
抄
（『
諸
本
集
成

倭
名
類
聚
抄
』
臨
川
書
店
、
一
九
六
八
年

に
拠
る
）
の

「

文
字
集
略
云

音
舜
和
名
岐
波
知
須

地
蓮
花

朝
生

夕
落
者
也
」（
真
福
寺
本
）

観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
（
風
間
書
房
、
一
九
七
五
年

に
拠
る
）
の

「
槿

音
謹

ア
サ
カ
ホ

シ
フ
シ

予
柄

也

古
作
菫

也
」（
佛
下
本
一
〇
九
）

「

音
舜

キ
バ
チ
ス

ア
サ
カ
ホ
」（
僧
上
六
）

な
ど
を
典
拠
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
名
義
抄
に
は
、
他
に

も
、「
重
」（
佛
下
本
九
六
）、「

」「

」（
僧
上
九
）、「
牽
牛
子
」

（
法
下
一
三
七
）
な
ど
を
も
「
ア
サ
カ
ホ
」
と
訓
ん
で
い
る
。

和
名
抄
に
「
朝
生
夕
落
者
也
」
と
も
あ
る
よ
う
に
、
ム
ク
ゲ
は
一

日
花
で
あ
っ
て
、「
朝
ガ
ホ
」
と
い
う
名
に
そ
ぐ
わ
な
い
。
中
薬
大

辞
典
に
、

５
０
５
１
木
槿
花
（
モ
ク
キ
ン
カ
）

「
清
熱
す
る
、
湿
を
利
す
、
血
を
涼
め
る
、
の
効
能

が
あ
る
。
腸
風
瀉
血
（
風
に
よ
る
腸
の
出
血
）、
痢

疾
、
白
帯
を
治
す
。」

５
０
５
２
木
槿
根
（
モ
ク
キ
ン
コ
ン
）

「
清
熱
し
解
毒
す
る
、
湿
を
利
す
、
腫
れ
を
消
す
、

の
効
能
が
あ
る
。
咳
嗽
、
肺
癰
、
腸
癰
、
腸
風
瀉
血

（
出
血
性
大
腸
疾
患
の
類
）、
痔
瘡
に
よ
る
腫
痛
、

白
帯
、
疥
癬
を
治
す
。」

５
０
５
３
木
槿
子
（
モ
ク
キ
ン
シ
）

﹇
本
草
綱
目
﹈「
偏
正
頭
風
（
頭
痛
や
偏
頭
痛
）
を

治
す
に
は
、
薬
性
を
残
す
程
度
に
焼
き
、
猪
骨
、
猪
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髄
で
調
え
て
塗
布
す
る
。」﹇
飲
片
新
参
﹈「
肺
を
清

め
痰
を
化
す
。
肺
風
痰
喘
、
咳
嗽
に
よ
る
音

（
声

の
か
れ
）
を
治
す
。」

５
０
５
４
木
槿
皮
（
モ
ク
キ
ン
ピ
）

「
清
熱
す
る
、
湿
を
利
す
、
解
毒
す
る
、
か
ゆ
み
を

止
め
る
、
の
効
能
が
あ
る
。
腸
風
瀉
血
、
痢
疾
、
脱

肛
、
白
帯
、
疥
癬
、
痔
瘡
を
治
す
。」

５
０
５
５
木
槿
葉
（
モ
ク
キ
ン
ヨ
ウ
）

﹇
本
草
品
彙
精
要
﹈「
腸
風
、
痢
後
熱
渇
を
主
る
。」

﹇
本
草
彙
言
﹈「
あ
ら
ゆ
る
熱
を
除
く
、
積
滞
を
下

す
の
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
赤
白
積
痢
、
乾
渋

（
乾
き
滞
る
）
し
て
通
ら
な
い
、
下
墜
し
て
解
け
そ

う
だ
が
解
け
な
い
も
の
を
治
す
。
つ
き
汁
に
生
白
酒

を
混
ぜ
合
わ
せ
温
め
て
飲
む
。」

と
言
う
。

と
こ
ろ
で
、
源
氏
物
語
と
同
時
代
の
書
に
、
和
漢
朗
詠
集
が
あ
る

（
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』

伝
藤
原
行
成
筆

御
物
粘
葉
本
を
底
本
と
す
る
。
一
九
九
九
年
｜
に
拠
る
）。

和
漢
朗
詠
集
「
巻
上

秋

槿
」
の
項
に
、

む
く
げ

槿ア
サ
ガ
ホ

２
９
１

松
樹
千
年
終
是
朽

槿
花
一
日
自
為
栄

白

２
９
２

来
而
不
留

龍
有
払
晨
之
露

去
而
不
返

槿
籬
無
投
暮
之
花

願
文

中
書
王

２
９
３

お
ぼ
つ
か
な
誰
と
か
知
ら
む
朝
霧
の
絶
え
ま
に
見
ゆ

る
あ
さ
が
ほ
の
花

２
９
４

あ
さ
が
ほ
を
な
に
は
か
な
し
と
思
ひ
け
む
人
を
も
花

は
い
か
が
見
る
ら
む

道
信
少
将

﹇
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』

秋

槿
﹈

と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
漢
詩
文
の
「
槿
」
に
対
し
て
ア
サ
ガ
ホ
を

合
わ
せ
て
あ
る
。
題
の
右
側
の
訓
「
む
く
げ
」
は
全
集
の
訓
み
、
左

側
の
訓
「
ア
サ
ガ
ホ
」
は
江
戸
時
代
前
期
の
御
物
粘
帖
本
の
複
製
本

の
「
解
説

釈
文
」
に
掲
載
す
る
「
伝
後
水
尾
院
御
訓
点
本
（
寛
文

八
年
筆
、
享
保
十
四
年
写
）
の
総
付
訓
に
よ
る
も
の
と
い
う４

）
。
ま
た
、

題
の
「
槿
」
の
全
集
注
に
、

◇
ア
オ
イ
科
の
落
葉
低
木
。
高
さ
約
三
㍍
。
夏
、
淡
紅
・
紫
・

白
色
な
ど
の
花
を
咲
か
せ
る
。
花
は
朝
開
き
、
夜
し
ぼ
む
。

古
く
は
「
あ
さ
が
お
」
と
い
っ
た
。

と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
、
和
漢
朗
詠
集

の
当
時
、
今
の
ム
ク
ゲ
を
「
ア
サ
ガ
ホ
」
と
呼
ん
で
い
た
、
と
言
う

の
で
あ
る
。

和
漢
朗
詠
集
は
、
四
季
、
自
然
、
人
事
な
ど
の
部
立
の
も
と
に
、
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漢
詩
文
（
唐
・
和
）
５
８
７
首
と
和
歌
２
１
６
首
を
収
め
た
も
の
で

あ
る
。
冒
頭
、

立
春

の
題
に
は
、
紀
淑
望
と
藤
原
篤
茂
の
立
春

の
漢
詩
文
と
在
原
元
方
の
立
春
の
和
歌
と
が
あ
つ
め
て
あ
る
（「
春

立
春
」

番
号
は
全
集
に
拠
る
）。

１

逐
吹
潜
開

不
待
芳
韮
之
候

迎
春
乍
変

将
希
雨
露
之
恩

立
春
日
内
園
進
花
賦

２

池
凍
東
頭
風
度
解

窓
梅
北
面
雪
封
寒

篤
茂

３

年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や

い
は
む
今
年
と
や
い
は
む

元
方

立
春
の
日
の
自
然
を
よ
ん
だ
漢
詩
文
に
対
し
て
、
和
歌
は
年
が
改
ま

ら
な
い
う
ち
に
立
春
が
く
る
と
い
う
閏
年
の
齟
齬
を
頭
で
よ
ん
だ
も

の
で
あ
る
。
次
に
は
、
白
居
易
の
漢
詩
文
二
つ
、
惟
良
春
道
の
漢
詩

文
、
紀
貫
之
の
和
歌
、
壬
生
忠
岑
の
和
歌
。

立
春

を
詠
ん
だ
も

の
と
し
て
は
近
い
詠
で
あ
る
。
が
、

４

柳
無
気
力
条
先
動

池
有
波
文
氷
尽
開

白

５

今
日
不
知
誰
計
会

春
風
春
水
一
時
来

同
上

と

７

袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
今
日

の
風
や
と
く
ら
ん

紀
貫
之

と
は
、
氷
や
水
を
詠
ん
で
い
て
、
同
じ
趣
で
あ
る
が
、

６

夜
向
残
更
寒

尽

春
生
香
火
暁
炉
燃

良
春
道

は
、
火
を
詠
ん
で
い
る
点
、
少
し
隔
た
っ
て
い
る
。

８

春
立
つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
吉
野
の
山
も
か
す
み

て
今
日
は
み
ゆ
ら
む

忠
岑

は
、
山
で
、
こ
れ
も
少
し
隔
た
っ
て
い
る
。

立
春

と
い
う
題
の

も
と
で
は
一
く
く
り
に
で
き
る
が
、
必
ず
し
も
同
じ
趣
の
漢
詩
文
と

和
歌
と
が
合
わ
せ
て
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

次
に
、
巻
上

夏

郭
公

の
題
の
も
の
で
は
、
許
渾
の
漢
詩

文

１
８
２

一
声
山
鳥
曙
雲
外

万
点
水
蛍
秋
草
中

許
渾

と
明
日
香
王
子
・
源
公
忠
・
壬
生
忠
見
の
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
和
歌
が
あ

つ
め
て
あ
る
。

１
８
３

五
月
や
み
お
ぼ
つ
か
な
き
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
な
る

声
の
い
と
ど
は
る
け
さ

明
日
香
王
子

１
８
４

行
き
や
ら
で
山
路
暮
ら
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
い
ま
一
声

の
聞
か
ま
ほ
し
さ
に

公
忠

１
８
５

さ
夜
ふ
け
て
寝
ざ
め
ざ
り
せ
ば
ほ
と
と
ぎ
す
人
づ
て

に
こ
そ
聞
く
べ
か
り
け
れ

忠
見

許
渾
の
詩
は
、
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』
漢
詩
文
全
文
一
覧
に
よ
れ
ば
、
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丁
卯
集

巻
上

「
自

伽
寺
、
晨
起
汎
舟
、
道
中
有
懐
」

碧
樹
蒼
蒼
茂
苑
東

佳
期
迢
逓
路
何
窮

一
声
山
鳥
曙
雲
外

万
点
水
蛍
秋
草
中

門
掩
竹
斎
微
有
月

棹
移
蘭
渚
淡
無
風

欲
知
此
路
堪

菱
葉
蓼
花
連
故
宮

で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
「
山
鳥
」
は
何
の
鳥
で
あ
る
と
は
解
ら
な
い
。

し
か
し
、

郭
公

の
題
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
頭
注
で
は
、

◇
こ
こ
で
は
、
ほ
と
と
ぎ
す
。

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
番
目
の
和
歌
の
、

１
８
４

行
き
や
ら
で
山
路
暮
ら
し
つ
ほ
と
と
ぎ
す
い
ま
一
声

の
聞
か
ま
ほ
し
さ
に

公
忠

の
よ
う
に
、
平
安
朝
で
は
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
一
声
が
珍
重
さ
れ
た
た
め
、

「
一
声
山
鳥
」
が
ホ
ト
ト
ギ
ス
の
一
声
を
思
い
浮
か
べ
さ
せ
る
た
め

で
あ
っ
た
。

同
じ
こ
と
は
、
和
漢
朗
詠
集
「
槿
」
の
ひ
と
つ
前
の
項
目
「
蘭
」

に
つ
い
て
も
言
え
る
。蘭ふ

ぢ
ば
か
ま

２
８
６

前
頭
更
有
蕭
条
物

老
菊
衰
蘭
三
両
叢

白

２
８
７

扶
桑
豈
無
影
乎

浮
雲
掩
而
忽
昏

叢
蘭
豈
不
芳
乎

秋
風
吹
而
先
敗菟

賦

中
書
王

２
８
８

凝
如
鳳
女
顔
施
粉

滴
似
鮫
人
眼
泣
珠

都

２
８
９

曲
驚
楚
客
秋
絃
馥

夢
断
燕
姫
暁
枕
薫

直
幹

２
９
０

ぬ
し
知
ら
ぬ
香
こ
そ
に
ほ
へ
れ
秋
の
野
に
誰
が
ぬ
ぎ

か
け
し
ふ
ぢ
ば
か
ま
ぞ
も

素
性

﹇
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』

秋

蘭
﹈

中
国
で
「
蘭
」
は
ラ
ン
（
東
洋
ら
ん
）
で
あ
る
。
和
製
の
漢
詩
文
で

は
ラ
ン
で
あ
っ
た
か
フ
ジ
バ
カ
マ
で
あ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
第

一
詩
は
白
居
易
の
も
の
（『
文
集
』「

秋
独
夜
」）
で
あ
る
か
ら
、

ラ
ン
。
第
三
詩
（『
文
選
』
江
淹
「
別
賦
」

「
紅
蘭
の
露
を
受
く

る
を
見
る
」）・
第
四
詩
（『
天
徳
三
年
八
月
十
六
日
闘
詩
行
事
略
記
』

「
蘭
気
軽
風
に
入
る
」）
は
と
も
に
中
国
の
故
事
を
ふ
ま
え
た
も
の

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
蘭
」
も
ラ
ン
。
全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
訳

に
、
第
二
詩
の
「
蘭
」
の
み
「
ふ
ぢ
ば
か
ま
」
と
ル
ビ
を
ふ
り
、
第

一
・
第
三
・
第
四
詩
に
は
ル
ビ
を
ふ
っ
て
な
い
の
は
、
こ
れ
ら
が
フ

ジ
バ
カ
マ
で
は
な
く
ラ
ン
で
あ
る
、
と
解
釈
す
る
か
ら
で
あ
る
。
第

二
詩
は
中
国
に
な
ら
っ
て
ラ
ン
を
詠
ん
だ
も
の
と
も
と
れ
る
し
、
日

本
に
は
中
国
で
い
う
と
こ
ろ
の
ラ
ン
は
存
在
し
な
い
か
ら
フ
ジ
バ
カ

マ
な
ど
の
香
草
を
詠
ん
だ
も
の
と
も
と
れ
る
（
全
集
は
フ
ジ
バ
カ
マ

と
考
え
て
い
る
）。
和
歌
は
「
ふ
ぢ
ば
か
ま
」。

第
一
詩
を
も
と
に
藤
原
定
家
が
詠
ん
だ
歌
に
、

老
菊
衰
蘭
両
三
叢

ふ
ち
ば
か
ま
嵐
の
く
だ
く
む
ら
さ
き
に
又
し
ら
菊
の
色
や
な
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ら
は
ん
﹇『
新
編
国
歌
大
観
』『
拾
遺
愚
草
員
外
』
４
４
３
﹈

が
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
定
家
は
「
蘭
」
を
フ
ジ
バ
カ
マ
で
あ
る

と
把
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

フ
ジ
バ
カ
マ
は
芳
香
を
は
な
つ
た
め
、
こ
こ
で
ラ
ン
と
あ
わ
さ
れ

て
い
る
。
ラ
ン
は
懐
風
藻
に
も
、

６
７

五
言
。
元
日
宴
。
応
詔
。
一
首
。

（
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
）

…
柳
絲
入
歌
曲
。
蘭
香
染
舞
巾
。
…

﹇
岩
波
日
本
古
典
文
學
大
系
『
懐
風
藻

文
華
秀
麗

集

本
朝
文
粋
』
一
九
六
四
年
﹈

の
よ
う
に
よ
ま
れ
て
い
る５

）
か
ら
、
フ
ジ
バ
カ
マ
と
ラ
ン
と
が
別
の
花

で
あ
る
こ
と
は
、
公
任
も
認
識
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
和

漢
朗
詠
集
に
こ
の
よ
う
に
並
べ
ら
れ
た
も
の
が
人
々
に
広
ま
っ
て
い

く
う
ち
、
フ
ジ
バ
カ
マ
と
ラ
ン
と
が
同
一
視
さ
れ
て
、「
フ
ジ
バ
カ

マ
」
を
表
わ
す
と
き
に
、「
蘭
」
と
書
く
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た６

）
も

の
で
あ
る
。

今
の
「
槿
」
と
「
ア
サ
ガ
ホ
」
も
、
同
じ
で
あ
る
。
ム
ク
ゲ
は
朝

開
き
夜
し
ぼ
む
た
め
、
白
居
易
の
詩
に
あ
る
よ
う
に
、「
槿
花
一
日

自
為
栄
」
と
、
一
日
の
命
を
詠
わ
れ
る
。
中
書
王
（
兼
明
親
王
）
の

「
去
而
不
返

槿
籬
無
投
暮
之
花
」
で
も
や
は
り
夕
方
に
散
っ
て
し

ま
う
花
で
あ
る
。
は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
全
集
『
和
漢
朗
詠

集
』
の
「
槿
」
の
注
で
は

◇
ア
オ
イ
科
の
落
葉
低
木
。
高
さ
約
三
㍍
。
夏
、
淡
紅
・
紫
・

白
色
な
ど
の
花
を
咲
か
せ
る
。
花
は
朝
開
き
、
夜
し
ぼ
む
。

古
く
は
「
あ
さ
が
お
」
と
い
っ
た
。

と
言
っ
て
、
ム
ク
ゲ
を
古
く
は
「
ア
サ
ガ
ホ
」
と
呼
ん
で
い
た
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
、
あ
と
の
２
９
３
「
お
ぼ
つ
か
な
」
の
歌
の
「
あ

さ
が
ほ
の
花
」
は

◇
今
の
あ
さ
が
お
。

と
注
し
て
い
る
。
２
９
４
「
あ
さ
が
ほ
を
」
の
歌
は
、

◇
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
四
ノ
三
十
八
に
「
此
の
中
将
（
道

信
）、
殿
上
に
し
て
数
の
人
々
有
て
世
の
中
の
墓
無
き
事
共

を
云
て
、
牽
牛
子
（
あ
さ
が
ほ
）
の
花
を
見
る
と
云
心
を
、

中
将
此
（
か
く
）
な
む
、『
あ
さ
が
ほ
を
な
に
は
か
な
し
と

思
ひ
け
む
人
を
も
花
は
さ
こ
そ
み
る
ら
め
』」

と
注
し
て
い
て
、
こ
れ
も
「
牽
牛
子
」
で
あ
る
か
ら
、「
今
の
朝
顔
」

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
全
集
の
解
釈
で
は
、
平
安
朝
で
は
漢
詩
文
の

「
槿

ム
ク
ゲ
」
の
こ
と
を
「
ア
サ
ガ
ホ
」
と
言
い
、
和
歌
の
「
あ

さ
が
ほ
」
は
今
日
の
朝
顔
の
花
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と

す
る
と
、
ム
ク
ゲ
も
ア
サ
ガ
オ
も
「
ア
サ
ガ
ホ
」
と
言
っ
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
も
や
は
り
公
任
は
、
懐
風
藻
の

３
６

五
言
。
従
駕
。
応
詔
。
一
首
。
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（
皇
太
子
学
士
従
五
位
下
伊
與
部
馬
養
）

…
舞
庭
落
夏
槿
。
歌
林
驚
秋
蝉
。
…

な
ど
の
詩７

）
に
よ
り
、
ム
ク
ゲ
と
ア
サ
ガ
オ
の
違
い
を
認
識
し
て
い
な

が
ら
、
花
の
命
が
短
い
と
い
う
共
通
項
で
も
っ
て
、「
槿
」
の
詩
と

「
朝
顔
」
の
歌
を
あ
つ
め
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
和
漢

朗
詠
集
を
享
受
し
た
人
々
が
、「
槿
」
と
い
う
植
物
を
未
だ
知
ら
ず

に
、「
槿
」
と
「
ア
サ
ガ
オ
」
と
を
同
一
視
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

現
在
、
新
撰
字
鏡
の
「

木
槿
」、
和
名
抄
の
「

岐
波
知

須

キ
バ
チ
ス

」、
観
智
院
本
名
義
抄
の
「
槿

音
謹

ア
サ
カ
ホ

シ
フ
シ

予
柄

也

古
作
菫

也
」「

音
舜

キ
バ
チ
ス

ア
サ
カ
ホ
」
の
記
述
か
ら
ア
サ
ガ
ホ＝
槿
説
が
出
て
お
り
、
古
代

の
ア
サ
ガ
ホ
は
ム
ク
ゲ
で
あ
っ
た
、
と
す
る
の
は
、
和
漢
朗
詠
集
の

槿

の
題
に
「
槿
」
と
「
朝
顔
」
と
が
あ
つ
め
ら
れ
て
い
る
こ
と

に
拠
る
も
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
こ
と
は
、
観
智
院
本
類
聚
名
義

抄
の
こ
の
項
の
出
典
が
和
漢
朗
詠
集
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
漢
詩
文
と
和
歌
と
の
あ
つ
め
か
た
を
も
と
に
、
平

安
朝
の
人
々
の
う
ち
で
も
、
少
な
く
と
も
名
義
抄
の
編
者
は
、
ム
ク

ゲ
と
ア
サ
ガ
オ
と
を
同
一
視
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
言
え
る８

）
。

五
、
昼
顔
、
の
あ
さ
が
お

ヒ
ル
ガ
オ
は
、
新
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
に
、

２
４
４
９
ヒ
ル
ガ
オ
〔
ひ
る
が
お
科
〕

C
alystegia

 
pu
bescen

s
 
L
in
d
l.f.m

ajor
(M
a
-

k
in
o
)
Y
o
n
ek
.(C
.
japon

ica C
h
o
isy
)

北
海
道
、
本
州
、
四
国
、
九
州
、
朝
鮮
半
島
、
中
国

に
分
布
、
野
原
や
道
ば
た
に
普
通
に
見
ら
れ
る
多
年

草
。
地
中
を
横
走
す
る
白
色
の
地
下
茎
か
ら
長
い
つ

る
性
の
茎
を
出
し
て
巻
き
つ
く
。
葉
は
長
い
柄
が
あ

り
互
生
し
、
長
楕
円
状
披
針
形
で
、
大
き
い
も
の
は

長
さ
10
㎝
も
あ
り
、
基
部
両
側
は
耳
形
で
尖
る
。
夏
、

葉
腋
に
長
い
花
柄
を
出
し
、
頂
に
１
個
の
大
き
い
淡

紅
色
の
花
を
開
く
。
が
く
片
は
５
個
、
が
く
の
外
側

に
卵
型
の
苞
葉
が
２
個
あ
り
、
二
枚
貝
状
に
相
対
し

て
つ
く
。
花
冠
は
漏
斗
形
で
、
径
約
５
㎝
内
外
。
雄

し
べ
は
５
本
、
雌
し
べ
は
１
本
、
普
通
は
結
実
し
な

い
。
花
は
日
中
に
咲
く
の
で
ヒ
ル
ガ
オ
の
名
が
付
け

ら
れ
た
。
人
に
よ
っ
て
は
オ
オ
ヒ
ル
ガ
オ
と
も
い
う
。

〔
漢
名
〕
旋
花
ま
た
は
鼓
子
花
と
い
う
。〔
追
記
〕

テ
ン
シ
ボ
タ
ン

‘F
lo
re p

len
o
’

と
呼
ば
れ
る
八
重

咲
き
品
が
学
名
の
基
本
品
で
あ
る
。

と
あ
り
、
本
草
和
名
に
、

「
旋
花

一
名
力
根
花

一
名
金
沸

一
名
美
草

一
名
三
薑

一
名
富

旋

一
名
鼓
子
花

和
名
波
也
比
止
久
佐

一
名
加

末
」
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と
あ
る
も
の
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
新
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
に
言
う

よ
う
に
、
こ
の
花
は
日
中
に
咲
く
の
で
ヒ
ル
ガ
オ
と
名
づ
け
ら
れ
た

も
の
で
あ
る
。
ア
サ
ガ
オ
に
対
し
て
の
名
で
あ
る
。

ま
た
、
ノ
ア
サ
ガ
オ
を
ア
サ
ガ
ホ
に
擬
す
る
説
も
あ
る
が
、《
二
、

源
氏
物
語
の
桔
梗
》
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ヒ
ル
ガ
オ
科
の
一
種
で
あ

る
の
で
、
ヒ
ル
ガ
オ
の
中
に
ノ
ア
サ
ガ
オ
を
含
め
て
考
え
て
よ
い
。

新
牧
野
日
本
植
物
図
鑑
に
は
、

２
４
５
５
ノ
ア
サ
ガ
オ
〔
ひ
る
が
お
科
〕

Ipom
oea

 
in
d
ica

(B
u
rm
.)
M
err.

(P
h
arbitis

 
con

gesta
(R
.B
r.)
H
.H
a
ra
)

東
南
ア
ジ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
な
ど
旧
大
陸
熱
帯

と
亜
熱
帯
地
方
の
海
岸
に
広
く
分
布
し
、
日
本
で
は

伊
豆
七
島
、
小
笠
原
、
紀
伊
半
島
、
四
国
、
九
州
以

南
の
低
地
の
草
地
、
崖
、
海
浜
な
ど
に
生
え
る
多
年

草
。
茎
は
多
少
毛
が
あ
り
、
つ
る
性
で
細
く
長
い
が
、

根
元
は
木
質
化
す
る
。
葉
は
互
生
し
、
柄
は
長
く
３

〜
８
㎝
、
葉
身
は
長
さ
５
〜
10
㎝
、
幅
４
〜
８
㎝
の

心
臓
形
で
先
端
は
鋭
く
尖
り
、
全
縁
で
葉
の
質
は
比

較
的
薄
い
。
葉
の
両
面
に
毛
が
多
い
。
夏
か
ら
秋
遅

く
ま
で
枝
先
に
花
序
を
出
し
、
１
〜
３
花
を
つ
け
る
。

花
序
柄
は
２
〜
５
㎝
、
葉
柄
よ
り
短
い
。
花
は
ア
サ

ガ
オ
に
よ
く
似
て
紅
紫
色
で
美
し
い
。
苞
は
線
状
披

針
形
で
、
長
さ
２
㎝
。
が
く
裂
片
は
披
針
形
で
先
は

長
く
尖
り
２
㎝
ほ
ど
。
花
冠
は
紫
色
で
、
径
６
〜
７

㎝
、
長
さ
７
〜
８
㎝
あ
る
。
雌
し
べ
の
花
柱
は
３

〜
４
㎝
。
さ
く
果
は
球
形
で
海
流
に
よ
り
漂
着
、
散

布
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
あ
る
。

ヒ
ル
ガ
オ
は
日
中
に
花
を
開
く
の
で
あ
る
か
ら
、「
朝
ガ
ホ
」
と

い
う
名
に
あ
た
ら
な
い
。

六
、
牽
牛
子

本
草
和
名
に
、

「
牽
牛
子

陶
景
注
此
出
於
田
舎
凡
人
取
牽
牛
易
故
以
名
之

和
名
阿
佐

加
保
」

和
名
抄
に
、

「
牽
牛
子

陶
隠
居
本
草
注
云
牽
牛
子

和
名
阿
佐
加
保

此
出

於
田
舎
凡
人
取
之
牽
牛
易
薬
故
以
名
之
」

観
智
院
本
名
義
抄
に
、

「
牽
牛
子

ア
サ
ガ
ホ
」（
法
下
一
三
七
）

と
あ
る
。

「
牽
牛
子
」
と
は
「
ア
サ
ガ
ホ
の
種
子
」
で
、
強
い
瀉
下
作
用
を

も
つ
薬
材
で
あ
る
。
中
薬
大
辞
典
に
、

１
３
２
０
牽
牛
子
（
ケ
ン
ゴ
シ
）
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ヒ
ル
ガ
オ
科
の
植
物
、
牽
牛
（
ケ
ン
ゴ

和
名
ア
サ

ガ
オ
）、
毛
牽
牛
（
モ
ウ
ケ
ン
ゴ

和
名
マ
ル
バ
ア
サ

ガ
オ
）
な
ど
の
種
子
。

「
水
を
瀉
ぎ
だ
す
、
気
を
下
す
、
殺
虫
す
る
、
の
効

能
が
あ
る
。
浮
腫
、
喘
満
、
痰
飲
、
脚
気
、
虫
積
食

滞
（
寄
生
虫
に
よ
る
消
化
不
良
）、
大
便
秘
結
を
治

す
。」

と
言
う
。
古
く
は
、
撥
音
に
「
ニ
」
を
あ
て
て
「
ケ
ニ
コ
シ
」
と
表

記
す
る
。

こ
こ
に
牽
牛
子
は
「
牽
牛
（
ケ
ン
ゴ

和
名
ア
サ
ガ
オ
）、
毛
牽
牛

（
モ
ウ
ケ
ン
ゴ

和
名
マ
ル
バ
ア
サ
ガ
オ
）
な
ど
の
種
子
」
と
あ
る
。

ア
サ
ガ
オ
に
つ
い
て
は
、《
一
、
源
氏
物
語
の
ア
サ
ガ
ホ
》
に
新
牧

野
日
本
植
物
図
鑑
の
解
説
を
記
し
た
。
マ
ル
バ
ア
サ
ガ
オ
は
新
牧
野

日
本
植
物
図
鑑
に
、

２
４
５
４
マ
ル
バ
ア
サ
ガ
オ
〔
ひ
る
が
お
科
〕

Ipom
ea
 
pu
rpu

rea
(L
.)
R
o
th

(P
h
arbitis

 
pu
r-

pu
rea

(L
.)
V
o
ig
t)

熱
帯
ア
メ
リ
カ
原
産
の
外
来
種
で
、
時
に
栽
培
さ
れ

る
一
年
草
で
あ
る
。
全
体
ア
サ
ガ
オ
に
似
て
茎
は
左

巻
き
で
他
物
に
か
ら
み
つ
き
、
長
さ
1.5
ⅿ
に
な
り
葉

が
多
い
。
葉
は
互
生
し
長
い
柄
が
あ
り
、
円
形
で
先

は
尖
り
、
基
部
は
心
臓
形
で
全
縁
、
長
さ
７
〜
13
㎝
。

夏
、
葉
腋
に
花
序
を
出
し
て
紅
紫
色
の
花
を
開
く
。

花
は
普
通
数
個
が
散
形
に
つ
く
。
が
く
は
５
裂
し
背

面
に
短
毛
が
あ
り
、
裂
片
は
幅
広
い
。
花
冠
は
漏
斗

形
で
長
さ
５
〜
８
㎝
。
雄
し
べ
は
５
本
、
雌
し
べ
は

１
本
。
花
後
に
花
柄
は
下
を
向
き
、
果
実
は
、
残
存

が
く
内
で
成
熟
す
る
。
果
実
は
さ
く
果
で
３
室
か
ら

な
り
、
１
室
ご
と
に
２
個
の
種
子
を
含
む
。〔
追
記
〕

ア
メ
リ
カ
ア
サ
ガ
オl.h

ed
eracea

(L
.)
Ja
cq
.

も
栽

培
さ
れ
る
熱
帯
ア
メ
リ
カ
原
産
の
ア
サ
ガ
オ
で
、
果

実
は
下
向
き
に
な
ら
ず
、
が
く
裂
片
は
細
く
て
著
し

く
反
曲
す
る
点
で
ア
サ
ガ
オ
や
マ
ル
バ
ア
サ
ガ
オ
か

ら
区
別
さ
れ
る
。

と
い
う
。
本
来
は
、
こ
れ
ら
の
種
子
を
あ
わ
せ
て
牽
牛
子
と
い
う
よ

う
で
あ
る
。
た
だ
し
、
日
本
の
古
い
書
物
で
は
、
そ
の
種
子
も
花
も

牽
牛
子
（
ケ
ニ
ゴ
シ
）
と
言
っ
て
い
る
。

古
今
和
歌
集
巻
第
十

物
名

に
も
、

○

け
に
ご
し

矢
田
部
（
や
た
べ
の
）
名
実

打
ち
つ
け
に
濃
し
（
ケ
ニ
コ
シ
）
と
や
花
の
色
を
見
む
を

お

く
白
露
の
染
む
る
許
（
ば
か
り
）
を

﹇
新
大
系
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
十
・
４
４
４
﹈

◇
牽
牛
子

「
打
ち
つ
け
に
濃
し
」
に
よ
み
込
む
。
け
ん
ご
し
、
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ア
サ
ガ
オ
。
本
草
和
名
「
牽
牛
子

阿
佐
加
保
」。

﹇
同
右
、
注
﹈

が
あ
り
（

内
は
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
を
表
記
し
た
も
の
。
括

弧
内
の
カ
タ
カ
ナ＝

筆
者
）、
少
な
く
と
も
平
安
時
代
初
期
に
は
牽

牛
子
は
将
来
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
で
き
、
朝
顔
も
栽
培
さ
れ
て

い
た
で
あ
ろ
う
、
と
考
え
る
。
が
、「
牽
牛
子
」
の
用
例
が
平
安
時

代
の
も
の
か
ら
し
か
な
い
た
め
、
確
実
に
言
え
る
の
は
「
平
安
時
代

に
唐
か
ら
輸
入
さ
れ
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
日
本
へ
の
将
来
の
時
期
を
奈
良
時
代
と
す
る
説
も
あ
る
。

七
、
萬
葉
集
の
ア
サ
ガ
ホ

萬
葉
集
に
、
カ
ホ
バ
ナ
、
カ
ホ
ガ
ハ
ナ
が
あ
る
。

東
歌

○
う
ち
ひ
さ
つ
宮
の
瀬
川
の
か
ほ
花
の
（
可
保
婆
奈
能
）
恋
ひ

て
か
寝
ら
む
昨
夜
も
今
夜
も

﹇
十
四
・
３
５
０
５
﹈

大
伴
宿
祢
家
持
の
坂
上
大
娘
に
贈
る
歌
一
首

せ
て

短
歌

○
高
円
の
野
辺
の
か
ほ
花
（
容
花
）
面
影
に
見
え
つ
つ
妹
は
忘

れ
か
ね
つ
も

﹇
八
・
１
６
３
０
﹈

秋
の
相
聞

花
に
寄
す
る

○
石
橋
の
間
々
に
生
ひ
た
る
か
ほ
花
の
（

花
乃
）
花
に
し
あ

り
け
り
あ
り
つ
つ
見
れ
ば

﹇
十
・
２
２
８
８
﹈

東
歌

譬
喩
歌

○
美
夜
自
呂
の
す
か
へ
に
立
て
る
か
ほ
が
花
（
可
保
我
波
奈
）

な
咲
き
出
で
そ
ね
こ
め
て
し
の
は
む
﹇
十
四
・
３
５
７
５
﹈

新
大
系
『
萬
葉
集
』・
全
集
『
萬
葉
集
』
の
注
は
、
い
ず
れ
も
未
詳

と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
説
を
掲
げ
て

い
る９

）
。
ま
と
め
れ
ば
日
本
国
語
大
辞
典
第
一
版
「
か
お
ば
な
」
の
項

の
①
、◇

万
葉
集
に
見
え
る
植
物
。
ヒ
ル
ガ
オ
の
こ
と
か
。
ア
サ
ガ
オ
、

カ
キ
ツ
バ
タ
、
ム
ク
ゲ
、
オ
モ
ダ
カ
、
ま
た
は
、
美
し
い
花

の
意
と
す
る
な
ど
諸
説
あ
る
。
か
お
よ
ば
な
。
か
お
が
は
な
。

《
季
・
夏
》

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ア
サ
ガ
ホ
や
の
ち
の
ユ
フ
ガ
ホ
、
ヒ
ル
ガ
ホ
、

ヨ
ル
ガ
ホ
な
ど
と
考
え
合
わ
せ
る
と
、
カ
ホ
バ
ナ
は
昼
顔
の
花
と
し

て
よ
い
、
と
考
え
る
。
朝
に
咲
く
ア
サ
ガ
オ
が
入
っ
て
き
た
た
め
、

昼
に
咲
く
カ
ホ
バ
ナ
と
い
う
こ
と
で
、
ヒ
ル
ガ
オ
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
カ
ホ
バ
ナ
の
う
ち
、
朝
に
咲
く
も
の
を
ア
サ
ガ
ホ
と

言
っ
た
。
萬
葉
集
で
は
次
の
五
例
。

山
上
憶
良
の
、
秋
の
野
の
花
を
詠
む
歌
二
首

○
萩
の
花
尾
花
葛
花
な
で
し
こ
が
花
を
み
な
へ
し
ま
た
藤
袴
朝

顔
が
花
（
朝

之
花
）
そ
の
二

﹇
八
・
１
５
３
８
﹈
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秋
の
雑
歌

花
を
詠
む

○
朝
顔
（
朝
杲
）
は
朝
露
負
ひ
て
咲
く
と
い
へ
ど
夕
影
に
こ
そ

咲
き
ま
さ
り
け
れ

﹇
十
・
２
１
０
４
﹈

秋
の
相
聞

花
に
寄
す
る

○
臥
い
ま
ろ
び
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
い
ち
し
ろ
く
色
に
は
出
で
じ

朝
顔
が
花
（
朝
容

之
花
）

﹇
十
・
２
２
７
４
﹈

○
言
に
出
で
て
言
は
ば
ゆ
ゆ
し
み
朝
顔
の
（
朝

乃
）
ほ
に
は

咲
き
出
ぬ
恋
も
す
る
か
も

﹇
十
・
２
２
７
５
﹈

東
歌

相
聞

○
わ
が
目
妻
（
め
づ
ま
）
人
は
放
（
さ
）
く
れ
ど
朝
顔
の
（
安

佐
我
保
能
）
と
し
さ
へ
こ
ご
と
我
（
わ
）
は
離
（
さ
か
）
る

が
へ

﹇
十
四
・
３
５
０
２
﹈

次
に
、
新
大
系
『
萬
葉
集
』（
一
九
九
九
年
〜
二
〇
〇
三
年
）
と

全
集
『
萬
葉
集
』（
一
九
九
四
年
〜
一
九
九
六
年
）
の
ア
サ
ガ
ホ
の

注
を
掲
げ
る
。

新
大
系
『
萬
葉
集
』
で
は
、

◇
こ
の
う
ち
、「
朝
顔
」
に
つ
い
て
は
、
今
の
何
に
あ
た
る
か

未
詳
。
今
日
い
う
所
の
朝
顔
、
ま
た
は
木
槿
、
ま
た
は
桔
梗

か
と
も
い
う
。

﹇
八
・
１
５
３
８

注
﹈

◇
「
朝
顔
」
は
、
牽
牛
子
（
い
わ
ゆ
る
朝
顔
）、
ノ
ア
サ
ガ
オ
、

キ
キ
ョ
ウ
、
ム
ク
ゲ
な
ど
の
諸
説
が
あ
る
。
未
詳
。

﹇
十
・
２
１
０
４

注
﹈

◇
「
朝
顔
の
と
し
さ
へ
こ
ご
と
」
の
意
味
不
明
。「
朝
顔
の
」

は
枕
詞
か
と
思
わ
れ
る
が
、
肝
心
の
「
と
し
さ
へ
こ
ご
と
」

が
分
か
ら
な
い
。「
と
し
さ
へ
」
は
、
諸
注
「
年
さ
へ
」
と

解
し
て
い
る
。

﹇
十
四
・
３
５
０
２

注
﹈

全
集
『
萬
葉
集
』
で
は
、

◇
朝
顔
が
花

未
詳
。
①
牽
牛
子
け
に
ご
し
（
今
日
の
朝

顔
）、
②
木
槿
む
く
げ
（
あ
お
い
科
の
落
葉
低
木
）、
③
桔
梗

き
き
ょ
う

な
ど
に
擬
す
る
説
が
あ
る
。
①
は
『
本
草
和
名
』

『
和
名
抄
』、
②
は
『
和
漢
朗
詠
集
』、
③
は
『
新
撰
字
鏡
』

に
そ
れ
ぞ
れ
文
証
が
あ
る
。
①
は
平
安
時
代
に
渡
来
し
た
輸

入
植
物
で
上
代
に
は
な
か
っ
た
と
す
る
説
が
あ
り
、
②
は
七

種
の
う
ち
こ
れ
だ
け
が
木
本
で
あ
る
点
に
疑
い
が
あ
り
、
③

が
比
較
的
に
妥
当
か
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
在
来
種
で
昼

間
も
咲
き
続
け
る
牽
牛
子
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
お
り
（
二

一
〇
四
）、
①
説
も
捨
て
難
い
。
ほ
か
に
旋
花
（
ひ
る
が
お
）

説
も
あ
る
。
な
お
、『
歌
経
標
式
』
に
「
風
吹
け
ば
雲
の
き

ぬ
が
さ
竜
田
山
い
と
に
ほ
は
せ
る
阿
佐
我
保
我
婆
那
」
と
あ

る
に
よ
っ
て
、
ア
サ
ガ
ホ
ガ
ハ
ナ
と
読
む
。

﹇
八
・
１
５
３
８

注
﹈

◇
朝
顔

こ
こ
は
牽
牛
子
け
に
ご
し

を
い
う
か
。
↓

一
五

三
八
（
朝
顔
が
花
）。
た
だ
し
こ
こ
は
昼
間
も
咲
き
続
け
て

い
る
趣
な
の
で
、
ひ
る
が
お
科
の
の
あ
さ
が
お
を
さ
し
た
も
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の
か
と
も
思
わ
れ
る
。
の
あ
さ
が
お
は
夜
明
け
前
に
咲
き
、

夕
方
ま
で
し
ぼ
ま
な
い
性
質
を
有
す
る
。
咲
き
始
め
は
透
明

な
青
紫
色
、
日
中
は
す
み
れ
色
、
そ
の
後
、
赤
紫
色
と
微
妙

に
変
化
す
る
。
た
だ
自
生
地
が
地
域
的
に
沖
縄
地
方
・
伊
豆

七
島
・
紀
伊
半
島
や
四
国
・
九
州
の
南
部
と
片
寄
っ
て
い
る

点
に
疑
問
が
な
く
も
な
い
。

﹇
十
・
２
１
０
４

注
﹈

◇
朝
顔
が
花
↓
二
一
〇
四
（
朝
顔
）。
こ
こ
も
牽
牛
子
け
に
ご
し

を
さ
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
花
の
大
き
く
色
鮮
や
か
な
さ

ま
を
も
っ
て
色
ニ
出
ヅ
の
比
喩
と
し
た
。
朝
顔
は
一
般
に
格

助
詞
ガ
を
と
る
。

﹇
十
・
２
２
７
４

注
﹈

◇
朝
顔
の

朝
顔
↓

一
五
三
八
（
朝
顔
が
花
）。
こ
の
句
、

第
四
句
の
枕
詞
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
り
方
未
詳
。

﹇
十
四
・
３
５
０
２

注
﹈

い
ず
れ
も
、
ア
サ
ガ
オ
、
ム
ク
ゲ
、
キ
キ
ョ
ウ
説
を
あ
げ
、
昼
間
も

咲
い
て
い
る
２
１
０
４
の
朝
顔
に
つ
い
て
は
ノ
ア
サ
ガ
オ
も
考
え
て

い
る
。

全
集
の
注
で
は
、
１
５
３
８
の
歌
の
注
に
は
、「
在
来
種
で
昼
間

も
咲
き
続
け
る
牽
牛
子
の
存
在
が
報
告
さ
れ
て
お
り
」
と
、
２
１
０

４
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
一
方
２
１
０
４
の
歌
の
注
で
は
「
た

だ
し
こ
こ
は
昼
間
も
咲
き
続
け
て
い
る
趣
な
の
で
、
ひ
る
が
お
科
の

の
あ
さ
が
お
を
さ
し
た
も
の
か
と
も
思
わ
れ
る
。」
と
言
っ
て
い
て
、

視
点
が
揺
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
と
い

う
花
の
名
前
で
あ
る
。
多
く
の
花
は
朝
に
花
を
開
き
、
そ
の
中
に
は
、

夕
刻
に
花
を
閉
じ
る
も
の
も
あ
る
。
が
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
は
、
一
般

に
、
夕
刻
に
ま
で
咲
く
の
で
は
な
く
、
午
前
中
に
花
を
閉
じ
る
か
ら
、

「
朝
ガ
ホ
」
と
命
名
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ア
サ
ガ
オ
が
、
夕

影
に
咲
い
て
い
る
の
を
見
て
詠
ん
だ
の
が
こ
の
歌
な
の
で
あ
る
。
こ

の
時
代
に
朝
咲
く
「
ア
サ
ガ
ホ
」
の
花
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
キ
キ
ョ
ウ
説
、
ム
ク
ゲ
説
、
ヒ
ル
ガ

オ
説
、
ノ
ア
サ
ガ
オ
説
は
否
定
さ
れ
る
（
な
お
、
巻
第
八
・
１
５
３

８
の
注
の
中
で
、
ム
ク
ゲ
に
つ
い
て
、「
②
は
七
種
の
う
ち
こ
れ
だ

け
が
木
本
で
あ
る
点
に
疑
い
が
あ
り
」
と
あ
る
が
、
ハ
ギ
を
木
本
と

も
草
本
と
も
考
え
る
こ
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
否
定
の
理
由
に
は
な
ら

な
い
）。

《
一
、
源
氏
物
語
の
ア
サ
ガ
ホ
》
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
ア
サ
ガ

オ
が
夕
刻
に
ま
で
咲
き
つ
づ
け
る
こ
と
も
あ
り
、
筆
者
は
、
巻
第

十
・
２
１
０
４
の
歌
は
、
夕
刻
ま
で
咲
き
続
け
る
牽
牛
（
花
を
牽
牛
、

種
子
を
牽
牛
子
と
い
う
）
を
詠
ん
だ
も
の
と
考
え
る
。

こ
こ
で
問
題
は
、
２
１
０
４
の
歌
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」
が
在
来
種
で

あ
っ
た
の
か
、
牽
牛
子
が
奈
良
時
代
に
将
来
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た

の
か
、
と
い
う
こ
と
に
し
ぼ
ら
れ
る
。
も
し
、
在
来
種
の
牽
牛
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
牽
牛
子
を
唐
か
ら
の
輸
入
に
頼
る
こ
と
は

な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
牽
牛
子
が
薬
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
知

っ
た
な
ら
ば
、
在
来
種
の
牽
牛
子
を
活
用
す
る
こ
と
を
考
え
て
よ
か
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っ
た
で
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
牽
牛
子
が
日
本
に
将
来
さ
れ
た
の
は
奈

良
時
代
の
こ
と
で
あ
り
、
朝
に
咲
く
そ
の
花
を
ア
サ
ガ
ホ
と
名
付
け

て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

山
上
憶
良
の
歌
は
「
詠
秋
野
花
歌
」
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
ア
サ

ガ
ホ
」
も
野
に
咲
く
花
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
当
時
す
で
に
、

野
に
咲
く
ほ
ど
に
ア
サ
ガ
ホ
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
梅
の
よ
う
な
木
本
は
、
庭
園
に
植
え
て
育
て
た
で
あ
ろ
う
が
、

朝
顔
の
よ
う
な
草
は
、
一
度
植
え
れ
ば
種
子
が
落
ち
て
、
ひ
と
り
生

え
で
広
が
っ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
大
宰
府
大
伴
旅
人
宅
に
立
派

な
梅
苑
が
あ
り
、
人
々
が
集
っ
て
梅
花
の
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
が
あ
っ

た
（
萬
葉
集
巻
第
五
８
１
５
〜
８
４
６

梅
花
歌
三
十
二
首
）。
梅

が
そ
の
よ
う
に
成
長
す
る
ま
で
に
は
、
朝
顔
も
野
に
咲
く
花
に
も
な

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
牽
牛
子
は
奈
良
時
代
に
は
将
来
さ
れ
て
お
り
、
萬
葉
集
の

時
代
に
も
、
す
で
に
、
ア
サ
ガ
ホ
は
今
日
の
朝
顔
と
同
じ
花
を
指
す

も
の
で
あ
っ
た
、
と
結
論
づ
け
る
。
や
が
て
、
花
の
形
が
似
て
い
て

夕
に
咲
く
ウ
リ
科
の
花
を
ユ
フ
ガ
ホ
（
↓
ユ
ウ
ガ
オ
）、
昼
に
咲
く

カ
ホ
バ
ナ
を
ヒ
ル
ガ
オ
、
夜
に
咲
く
カ
ホ
バ
ナ
を
ヨ
ル
ガ
オ
あ
る
い

は
ユ
ウ
ガ
オ
と
名
付
け
て
い
っ
た
、
と
考
え
る
。

結
び

ア
サ
ガ
ホ
は
カ
ホ
バ
ナ
の
う
ち
の
朝
に
咲
く
花
で
、
萬
葉
集
の
時

代
に
す
で
に
、
そ
れ
が
野
に
咲
く
姿
を
人
々
は
賞
で
て
い
た
。

ア
サ
ガ
ホ＝

桔
梗
説
は
、
新
撰
字
鏡
に
そ
の
記
述
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
が
、
同
時
に
、
新
撰
字
鏡
に
は
、
桔
梗
を
「
ヲ
カ
ト
ト

キ
」「
カ
ラ
ク
ハ
（
唐
桑
）」「
サ
カ
キ
（
榊
）」「
ア
チ
マ
サ
（
檳

榔
）」「
ク
ス
ノ
キ
（
楠
）」
な
ど
と
も
言
っ
て
い
る
。
こ
の
項
目
に

つ
い
て
は
信
頼
を
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
に
し
え
の
文
物
に
つ

い
て
、
古
辞
書
の
記
述
が
証
明
に
な
る
こ
と
は
あ
る
が
、
こ
の
よ
う

に
雑
多
な
和
名
を
あ
て
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
古
辞
書
の
記
述

を
そ
の
ま
ま
う
の
み
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ア
サ
ガ
ホ＝

槿
説
は
、
和
漢
朗
詠
集
に
、
命
の
短
い
も
の
と
し
て
、

槿
の
漢
詩
と
ア
サ
ガ
ホ
の
和
歌
と
を
並
べ
て
あ
る
た
め
に
、
漢
詩
の

槿
を
ア
サ
ガ
ホ
と
誤
解
し
た
こ
と
に
始
ま
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
和
漢

朗
詠
集
は
、
同
じ
趣
の
詩
と
歌
と
を
並
べ
た
の
で
あ
っ
て
、
槿＝

ア

サ
ガ
ホ
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
当
時
の
人
々
が
誤
解
し
て
詠
っ
た
例

も
あ
る
（
定
家
『
拾
遺
愚
草
員
外
』
４
４
３
な
ど
）。
和
漢
朗
詠
集

の
扱
い
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

（
二
〇
一
一
・
九
・
二
十
九
）

追
記

246



二
〇
一
一
年
九
月
十
七
日
、
三
重
県
に
て
。
早
朝
に
咲
い
た
茶
色

の
朝
顔
の
う
ち
の
一
輪
が
、
夕
刻
ま
で
咲
き
続
け
、
し
ぼ
み
始
め
た

の
は
午
後
六
時
ご
ろ
、
し
ぼ
み
了
え
た
の
は
、
午
後
十
時
を
過
ぎ
て

い
た
。

注１
）

全
集
『
源
氏
物
語
』
凡
例

一
、
本
文
は
、
底
本
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に
活
字
化
す
る
こ
と
を
期

し
た
が
、
変
体
仮
名
を
普
通
の
仮
名
に
、
仮
名
づ
か
い
を
歴
史

的
仮
名
づ
か
い
に
改
め
る
こ
と
を
は
じ
め
、
次
の
よ
う
な
操
作

を
加
え
た
。
…
（
中
略
）
…

２

宛
字
は
普
通
の
表
記
に
戻
し
、
補
助
動
詞
の
「
た
ま
ふ
」

「
は
べ
り
」「
き
こ
ゆ
」「
た
て
ま
つ
る
」
な
ど
は
、
仮
名

書
き
に
統
一
し
た
。
こ
れ
ら
の
ほ
か
に
も
仮
名
書
き
に
し

た
も
の
が
あ
る
。
…
（
以
下
略
）

…
（
中
略
）
…

４

漢
語
の
韻
尾
の
ｍ
・
ｎ
音
の
区
別
は
決
定
し
が
た
い
と
こ

ろ
も
あ
る
の
で
、
原
則
的
に
は
ｎ
音
（「
ん
」
表
記
）
に

統
一
し
た
が
、
例
外
も
あ
る
。

三
位
さ
む
ゐ
（
サ
ン
ミ
）

散
位
さ
ん
ゐ
（
サ
ン
ニ
）

汗

か
ざ
み

竜
胆
り
ん
だ
う
（
ま
た
は
「
り
う
た
む
」）

（
以
下
、
略
）

２
）

時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
編
「
あ
さ
が
ほ
﹇
朝

﹈（
名
）」
の
項
に

は
、

秋
の
野
花
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
何
を
さ
し
た
も
の
か
は
未
詳
。

「
風
吹
け
ば
雲
の
き
ぬ
が
さ
た
つ
た
山
い
と
に
ほ
は
せ
る
阿
佐
我

保

あ
さ
が
ほ

が
花
」（
歌
式
）「
萩
の
花
尾
花
葛
花
瞿
麦

ナ

デ
シ
コ

が
花
女
郎
花
ま
た
藤
袴
朝

あ
さ
が
ほ

が
花
」

（
万
一
五
三
八
）「
朝
杲

あ
さ
が
ほ

は
朝
露
負
ひ
て
咲
く
と

い
へ
ど
夕
か
げ
に
こ
そ
咲
き
ま
さ
り
け
れ
」（
万
二
一
〇
四
）「
こ

い
ま
ろ
び
恋
ひ
は
死
ぬ
と
も
い
ち
し
ろ
く
色
に
は
い
で
じ
朝
容

あ
さ
が
ほ

の
花
」（
万
二
二
七
四
）【
考
】
イ

今
日
の
牽
牛
子

あ
さ
が
お

（
一
名
け
に
ご
し
）、
ロ

木
槿

む
く
げ

、
ハ

旋

花

ひ
る
が
お

、
ニ

桔
梗

き
き
ょ
う

、
ホ

そ
の
ど
れ
を
も
総

称
し
た
名
、
と
す
る
説
な
ど
が
あ
る
。
イ

は
、
和
名
抄
や
本
草
和

名
に
「
牽
牛
子
阿
佐
加
保

あ
さ
が
ほ

」
と
あ
り
、
今
日
の
朝
顔
の

名
が
相
当
古
く
か
ら
あ
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
第
三
例
の
内

容
と
今
日
い
う
朝
顔
の
習
性
と
を
比
較
す
る
と
き
、
こ
れ
が
た
だ

ち
に
上
代
の
ア
サ
ガ
ホ
で
あ
っ
た
と
は
断
言
で
き
な
い
。
ま
た
、

今
日
の
朝
顔
は
、
薬
草
と
し
て
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
そ

の
点
、
万
葉
の
こ
ろ
、
尾
花
や
萩
と
と
も
に
野
の
草
と
し
て
よ
ま

れ
て
い
る
の
も
不
審
で
あ
る
。
ロ

は
、
新
撰
字
鏡
に
「

木
槿
」、

和
名
抄
に
「

岐
波
知
須

キ
バ
チ
ス

」
と
あ
る
「

」
が
、
名
義

抄
に
は
「
槿
ア
サ
ガ
ホ
・

キ
バ
チ
ス
、
ア
サ
ガ
ホ
」
と
あ
る
の
に
よ

る
が
、
し
か
し
、
倭
訓
栞
の
「

を
あ
さ
が
ほ
と
よ
む
は
中
頃
よ

り
見
え
た
り
」
と
い
う
疑
問
は
残
る
。
ハ

は
、
本
草
和
名
に
「
旋

花
波
也
比
止
久
佐

ハ
ヤ
ヒ
ト
グ
サ

、
一
名
加
末

カ
マ

」、
和
名
抄
に

も
「
旋
花
波
夜
比
止
久
佐

ハ
ヤ
ヒ
ト
グ
サ

」、
名
義
抄
に
も
「
旋
花

ハ
ヤ
ヒ
ト
グ
サ
」
と
あ
る
も
の
で
あ
る
が
、
古
文
献
に
こ
れ
を
ア
サ

ガ
ホ
と
い
っ
た
も
の
を
見
な
い
点
が
不
安
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
草

は
、
わ
が
国
固
有
の
も
の
で
、
田
野
に
朝
早
く
か
ら
夕
方
ま
で
咲

き
、
そ
の
花
の
色
も
紅
色
で
、
第
三
、
四
例
な
ど
に
つ
い
て
は
、

こ
の
花
が
似
つ
か
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
。
ニ

は
新
撰
字
鏡
に
「
桔
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梗
阿
佐
加
保

ア
サ
ガ
ホ

、
又
岡
止
々
支

ヲ
カ
ト
ト
キ

」、
本
草
和
名

に
「
桔
梗
阿
利
乃
比
布
岐

ア
リ
ノ
ヒ
フ
キ

、
一
名

乎
加
止
々
岐

ヲ
カ

ト
ト
キ

」
と
あ
り
、
名
義
抄
に
も
「
桔
梗
ア
リ
ノ
ヒ
フ
キ
」
と
あ
る
。

新
撰
字
鏡
の
和
名
を
信
ず
れ
ば
、
桔
梗
の
和
名
は
次
第
に
変
遷
し

た
も
の
で
、
古
く
ア
サ
ガ
ホ
と
よ
ば
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
そ

の
点
か
ら
は
こ
の
説
が
か
な
り
有
力
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ

の
草
は
第
二
、
三
例
に
は
よ
く
あ
て
は
ま
る
が
、
第
四
例
や
枕
詞

ア
サ
ガ
ホ
ノ
に
つ
い
て
は
、
そ
の
花
の
紫
碧
色
で
あ
る
点
、
適
当

で
な
い
感
が
あ
る
。
ホ

は
、
第
三
例
を
木
槿
、
第
二
例
を
桔
梗
と

し
て
い
る
が
、
便
宜
的
で
あ
る
。

と
あ
る
。

３
）

注
２
に
同
じ
。

４
）

全
集
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
訓
読
の
方
針
（
菅
野
禮
行
）
は
、

凡
例一

、
本
文
の
掲
出
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

…
（
中
略
）
…

３

訓
読
に
あ
た
っ
て
は
、
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
『
朗
詠

集
』
に
特
殊
な
訓
み
方
を
尊
重
す
る
よ
う
に
努
め
た
。
…

（
以
下
略
）

４

江
戸
時
代
前
期
に
お
け
る
『
朗
詠
集
』
の
訓
み
の
一
形
態

を
示
す
意
味
で
、
御
物
粘
葉
本
の
複
製
本
（
便
利
堂

昭

和
五
十
四
年
版
）
の
「
解
説

釈
文
」
に
掲
載
す
る
「
伝

後
水
尾
院
御
訓
点
本
」（
寛
文
八
年
筆
、
享
保
十
四
年
写
）

の
総
付
訓
（
上
巻
の
釈
文
は
三
木
幸
信
氏
、
下
巻
の
釈
文

と
凡
例
は
谷
山
茂
氏
の
担
当
。
な
お
、
原
文
を
披
見
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
両
氏
の
も
の
に
拠
っ
た
）

を
掲
げ
た
。

そ
の
示
し
方
は
、
本
文
で
採
用
し
た
訓
み
と
相
違
す
る
箇

所
に
つ
い
て
、
本
文
の
左
に
片
仮
名
で
付
載
し
た
。

…
（
以
下
略
）
…

な
ど
で
あ
る
。

５
）

萬
葉
集
の
「
蘭
」
は
、

○
天
皇
太
后
共
幸
於
大
納
言
藤
原
家
之
日
黄
葉
澤
蘭
一
株
抜
取
令
持

内
侍
佐

貴
山
君
遣
賜
大
納
言
藤
原
卿

陪
従
大
夫
等
御
歌
一
首

こ
の
里
は
つ
ぎ
て
霜
や
置
く
夏
の
野
に
吾
が
見
し
草
は
も
み
ち
た

り
け
り

﹇
十
九
・
４
２
６
８
﹈

○
梅
花
歌
卅
二
首

序

…
梅
披
鏡
前
之
粉

蘭
薫

後
之
香
…

﹇
五
・
８
１
５
﹈

○
…
豈
慮
乎
蘭

隔
聚

琴

無
用
…

﹇
十
七
・
３
９
６
７
﹈

の
三
例
で
あ
る
。
第
一
例
は
サ
ワ
ア
ラ
ラ
ギ
（
サ
ワ
ヒ
ヨ
ド
リ
）。
あ

と
の
二
例
は
、
新
大
系
で
は
「
藤
袴
」（
十
七
・
３
９
６
７
の
注
に
、

「
梅
花
宴
歌
序
に
い
う
「
蘭
」
で
、
藤
袴
の
こ
と
」）
と
し
、
全
集
で

は
五
・
８
１
５
は
「
よ
い
香
り
の
す
る
草
を
広
く
い
う
」、
十
七
・
３

９
６
７
は
「
共
に
芳
香
を
発
す
る
草
。
具
体
的
に
い
か
な
る
植
物
を
さ

す
か
、
諸
説
が
あ
っ
て
不
明
」
と
す
る
。
ほ
か
に
「
蘭
室
」（
五
７
９

４
）、「
蘭
契
」（
十
七
・
３
９
７
３
）
も
あ
る
。

懐
風
藻
に
は
、

３
０

五
言
。
春
日
侍
宴
。
応
詔
。
一
首
。

（
贈
正
一
位
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
史
）

…
春
日
歓
春
鳥
。
蘭
生
折
蘭
人
。
…

５
２

五
言
。
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
。
一
首
。

序
。

（
大
学
頭
従
五
位
下
山
田
史
三
方
。）

…
長
坂
紫
蘭
。
散
馥
同
心
之
翼
。
…
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５
６

五
言
。
七
夕
。
一
首
。

（
従
五
位
下
出
雲
介
吉
智
首
）

…
菊
風
披
夕
霧
。
桂
月
照
蘭
洲
。
…

６
７

五
言
。
元
日
宴
。
応
詔
。
一
首
。

（
左
大
臣
正
二
位
長
屋
王
）

…
柳
絲
入
歌
曲
。
蘭
香
染
舞
巾
。
…

８
６

五
言
。
侍
宴
。
一
首
。

（
贈
正
一
位
左
大
臣
藤
原
朝
臣
総
前
）

…
斜
暉
照
蘭
麗
。
和
風
扇
物
新
。
…

８
９

七
言
。
在
常
陸
贈
倭
判
官
留
在
京
。
一
首
。

（
正
三
位
式
部
卿
藤
原
宇
合
）

…
歳
寒
後
験
松
竹
之
貞
。
風
生

解
芝
蘭
之
馥
。
…

９
６

（
従
三
位
兵
部
卿
兼
左
右
京
大
夫
藤
原
朝
臣
万
里
）

…
放
曠
遊

竹
。
沈
吟
佩
楚
蘭
。
…

１
１
５

五
言
。
飄
寓
南
荒
、
贈
在
京
故
友
。
一
首
。

（
従
三
位
中
納
言
兼
中
務
卿
石
上
朝
臣
乙
麻
呂
）

…
風
前
蘭
送
馥
。
月
後
桂
舒
陰
。
…

１
１
７

五
言
。
贈
旧
識
。
一
首
。

（
従
三
位
中
納
言
兼
中
務
卿
石
上
朝
臣
乙
麻
呂
）

…
万
里
風
塵
別
。
三
冬
蘭

衰
。
…

の
九
例
。
い
ず
れ
も
中
国
の
詩
文
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ラ
ン
。
ほ
か
に
「
君
子
の
交
わ
り
」「
同
心
の
良
友
」
の
意
味
の
こ
と

ば
に
用
い
る
も
の
も
あ
る
。

６
）

源
氏
物
語
に
は
、

○
か
ゝ
る
つ
い
で
に
と
や
思
寄
り
け
む
、
蘭
（
ら
に
）
の
花
の
い

と
お
も
し
ろ
き
を
持
た
ま
へ
り
け
る
を
、
御
簾
の
つ
ま
よ
り
さ

し
入
て
、「
こ
れ
も
御
覧
ず
べ
き
ゆ
へ
（
ゑ
）
は
有
け
り
」
と

て
、
と
み
に
も
ゆ
る
さ
で
持
給
へ
れ
ば
、
う
つ
た
へ
に
思
寄
ら

で
取
り
給
御
袖
を
引
き
動
か
し
た
り
。

お
な
じ
野
の
露
に
や
つ
る
ゝ
藤
袴
あ
は
れ
は
か
け
よ
か
こ

と
ば
か
り
も

道
の
は
て
な
る
と
か
や
、
い
と
心
づ
き
な
く
う
た
て
な
り
ぬ
れ

ど
、
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
、
や
を
ら
引
き
入
り
て
、

「
た
づ
ぬ
る
に
は
る
け
き
野
辺
の
露
な
ら
ば
う
す
紫
や
か

こ
と
な
ら
ま
し

か
や
う
に
て
聞
こ
ゆ
る
よ
り
、
深
き
ゆ
へ
（
ゑ
）
は
い
か
ゞ
」

と
の
給
へ
ば
、
…﹇

新
大
系
三
、
藤
袴
９
３

１
３
／
９
４

２
﹈

※
全
集
で
は

か
か
る
つ
い
で
に
と
や
思
ひ
よ
り
け
む
、
蘭
（
ら
に
）
の
花

の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
持
た
ま
へ
り
け
る
を
、
御
簾
の
つ
ま

よ
り
さ
し
入
れ
て
、「
こ
れ
も
御
覧
ず
べ
き
ゆ
ゑ
は
あ
り
け

り
」
と
て
と
み
に
も
ゆ
る
さ
で
持
た
ま
へ
れ
ば
、
う
つ
た
へ

に
思
ひ
も
よ
ら
で
取
り
た
ま
ふ
御
袖
を
引
き
動
か
し
た
り
。

お
な
じ
野
の
露
に
や
つ
る
る
藤
袴
あ
は
れ
は
か
け
よ
か

ご
と
ば
か
り
も

「
道
の
は
て
な
る
」
と
か
や
、
い
と
心
づ
き
な
く
う
た
て
な

り
ぬ
れ
ど
、
見
知
ら
ぬ
さ
ま
に
、
や
を
ら
ひ
き
入
り
て
、

「
た
づ
ぬ
る
に
は
る
け
き
野
辺
の
露
な
ら
ば
う
す
紫
や

か
ご
と
な
ら
ま
し

か
や
う
に
て
聞
こ
ゆ
る
よ
り
、
深
き
ゆ
ゑ
は
い
か
が
」
と
の

た
ま
へ
ば
、
…

﹇
全
集
三
、
藤
袴
３
３
２

２
／
７
﹈

の
よ
う
に
、
蘭
の
花
と
藤
袴
と
が
出
て
く
る
。
新
大
系
の
「
蘭
」
の
注

に
は
、

◇
「
ら
に
」
は
「
蘭
」
の
字
音
。
古
今
六
帖
の
歌
題
、
拾
遺
集
・
物
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名
に
も
見
え
る
。「
ら
ン
な
れ
ど
も
、
必
は
ぬ
る
字
を
ば
に
と
書

な
り
」（
湖
月
抄
）。「
蘭

フ
ヂ
バ
カ
マ
」（
名
義
抄
）。

と
あ
り
、「
蘭
」
は
藤
袴
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
次
の
注
記

の
中
で
、

◇
蘭
の
花
の
薄
紫
を
「
紫
の
ゆ
か
り
」（
血
縁
）
に
取
り
な
し
て
の

言
。

◇
（
夕
霧
は
）
蘭
の
花
か
ら
ず
っ
と
手
を
離
さ
ず
に
。

◇
そ
ん
な
こ
と
と
は
つ
ゆ
し
ら
ず
（
蘭
の
花
を
）
お
取
り
に
な
る

（
玉
鬘
の
）
袖
を
（
夕
霧
は
）
引
っ
ぱ
っ
た
。

◇
同
じ
大
宮
の
縁
で
、
藤
袴
な
ら
ぬ
藤
衣
（
喪
服
）
を
着
て
い
る
二

人
な
の
だ
か
ら
、
一
言
だ
け
で
も
あ
は
れ
と
い
う
言
葉
を
か
け
て

い
た
だ
き
た
い
。

の
よ
う
に
、
ラ
ン
は
「
蘭
」、
フ
ジ
バ
カ
マ
は
「
藤
袴
」
と
言
っ
て
い

る
。
全
集
で
は
、「
蘭
」
の
注
に
、

◇
藤
袴
の
異
名
。
原
音
「
ら
ん
」
の
ｎ
音
が
開
音
節
化
し
て
「
ら

に
」
と
な
っ
た
。
秋
の
景
物
で
あ
る
。

と
言
っ
て
い
る
が
、
現
代
語
訳
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
蘭
」「
藤
袴
」
と
し

て
い
る
。

古
今
和
歌
六
帖
の
ラ
ニ
は
、

ら
に

さ
が
の
み
か
ど
の
坊
に
て

○
み
な
人
の
そ
の
か
に
に
ほ
ふ
ふ
ぢ
ば
か
ま
き
み
の
御
の
た
を
わ
た

る
け
ふ
（
マ
マ
）

な
ら
の
み
か
ど

○
を
り
人
の
心
の
ま
ま
に
ふ
ぢ
ば
か
ま
む
べ
も
色
こ
く
咲
き
て
み
え

け
り

と
し
ゆ
き

○
な
に
人
か
き
て
ぬ
ぎ
か
け
し
ふ
ぢ
ば
か
ま
く
る
秋
ご
と
に
の
べ
を

に
ほ
は
す

つ
ら
ゆ
き

○
や
ど
り
せ
し
人
の
か
た
み
か
ふ
ぢ
ば
か
ま
わ
す
ら
れ
が
た
き
か
は

に
ほ
ひ
つ
つ

そ
せ
い

○
ぬ
し
し
ら
ぬ
か
こ
そ
に
ほ
へ
れ
秋
の
の
に
た
が
ぬ
ぎ
か
け
し
藤
ば

か
ま
ぞ
も

そ
せ
い

○
を
み
な
へ
し
な
が
ふ
ぢ
ば
か
ま
お
り
つ
れ
ば
秋
の
も
み
ぢ
を
か
め

つ
け
に
し
て

○
あ
き
か
ぜ
に
ほ
こ
ろ
び
ぬ
ら
し
ふ
ぢ
ば
か
ま
つ
づ
り
さ
せ
て
ふ
き

り
ぎ
り
す
な
く

い
ず
れ
も
フ
ジ
バ
カ
マ
。

拾
遺
和
歌
集
第
七

物
名

に
は
、

ら
に

○
秋
の
野
に
花
て
ふ
花
を
折
つ
れ
ば
わ
び
し
ら
に
（
ラ
ニ
）
こ
そ
虫

も
鳴
き
け
れ

﹇
拾
遺
和
歌
集
巻
第
七

物
名

３
６
６
﹈

本
草
和
名
に

「
蘭
草

一
名
水
香

一
名
煎
澤
草

一
名
蘭
香

一
名
都
梁
香
草

已
上
三
名
出
陶
景
注

一
名
蘭
澤
香
草

出
蘇
敬
注

一

名

薫

和
名
布
知
波
加
末
」

和
名
抄
に

「
蘭

兼
名
苑
云
蘭
一
名

蘭

二
音

和
名
本
草
云
布
知
波
賀

萬

新
撰
萬
葉
集
別
用
藤
袴
二
字
」
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類
聚
名
義
抄
に

「

音
恵

フ
ヂ
ハ
カ
マ
」

が
あ
る
。

７
）

懐
風
藻
に
、

３
６

五
言
。
従
駕
。
応
詔
。
一
首
。

（
皇
太
子
学
士
従
五
位
下
伊
與
部
馬
養
）

…
舞
庭
落
夏
槿
。
歌
林
驚
秋
蝉
。
…

が
あ
る
。

８
）

朝
日
新
聞
二
〇
一
一
年
五
月
二
一
日
土
曜
日

高
橋
睦
郎
「
花
を
ひ

ろ
う

薔
薇
（
一
）」
に
、
源
氏
物
語
乙
女
巻
の
「
…
昔
思
ゆ
る
花
た

ち
ば
な
・
撫
子
・
薔
薇
・
く
た
に
な
ど
や
う
の
花
、
く
さ
〴
〵
を
植
ゑ

て
、
春
秋
の
木
草
、
そ
の
中
に
う
ち
ま
ぜ
た
り
。」
を
挙
げ
、

た
だ
し
そ
の
よ
み
は
大
和
言
葉
の
ウ
バ
ラ
で
は
な
く
漢
語
の
ソ

ウ
ビ
。
そ
の
実
体
は
わ
が
国
原
生
の
ハ
マ
ナ
シ
、
ノ
イ
バ
ラ
、

テ
リ
ハ
ノ
イ
バ
ラ
の
ど
れ
で
も
な
く
、
中
国
か
ら
舶
来
し
た
コ

ウ
シ
ン
バ
ラ
（
漢
名
を
月
季
花
。
長
春
花
と
も
い
う
）。
作
者

紫
式
部
の
同
時
代
の
大
教
養
人
、
藤
原
公
任
の
編
ん
だ
『
和
漢

朗
詠
集
』
首
夏
の
項
に
白
居
易
の
詩
か
ら

甕
頭
の
竹
葉
は
春
を
経
て
熟
し

階
底
の
薔
薇
は
夏
に
入
り
て
開
く

の
二
句
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
あ
る
い
は
『
白
氏

文
集
』
を
写
し
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
。

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
筆
者
は
、『
源
氏
物
語
』
の
植
物
を
『
白
氏
文

集
』
か
ら
写
し
た
も
の
と
は
考
え
な
い
が
、
当
時
の
和
漢
朗
詠
集
の
影

響
も
、
高
橋
氏
の
こ
こ
の
推
測
に
近
い
も
の
で
あ
っ
た
。

９
）

新
大
系
『
萬
葉
集
』
注

◇
「
か
ほ
花
」
は
二
二
八
八
・
三
五
〇
五
に
も
見
え
る
が
、
何
の
花

に
あ
た
る
か
、
未
詳
。

﹇
八
・
１
６
３
０
の
注
﹈

◇
「
か
ほ
花
」
は
、
未
詳
。
既
出
（
一
六
三
〇
）。

﹇
十
・
２
２
８
８
の
注
﹈

◇
「
か
ほ
花
」
は
未
詳
。
既
出
（
一
六
三
〇
・
二
二
八
八
）。

﹇
十
四
・
３
５
０
５
の
注
﹈

◇
「
か
ほ
花
」
は
既
出
（
一
六
三
〇
・
二
二
八
八
・
三
五
〇
五
）。

沢
瀉
『
注
釈
』
は
、
オ
モ
ダ
カ
で
あ
る
と
す
る
。

﹇
十
四
・
３
５
７
５
の
注
﹈

全
集
『
萬
葉
集
』
注

◇
か
ほ
花
｜
未
詳
。
二
二
八
八
・
三
五
〇
五
に
も
見
え
、
川
辺
に
咲

く
花
か
と
思
わ
れ
、『
物
類
呼
称
』
に
「
か
き
つ
ば
た
、
常
陸
に

て
か
ほ
ば
な
と
云
」
と
あ
る
の
と
符
合
す
る
が
、
こ
こ
は
山
地
に

あ
る
草
花
の
一
種
か
と
思
わ
れ
る
。

﹇
八
・
１
６
３
０
の
注
﹈

◇
か
ほ
花
｜
未
詳
。
こ
の
歌
や
三
五
〇
五
の
趣
か
ら
は
水
中
に
咲
く

か
き
つ
ば
た
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
一
六
三
〇
か
ら
み
て
山
地
に

あ
る
草
花
の
よ
う
で
、
特
定
の
花
の
名
で
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
、『
新
撰
字
鏡
』
に
「
砌
」「

」
を
イ
シ
バ
シ
と
読
ん

で
お
り
、
こ
の
歌
の
そ
れ
も
石
畳
や
石
段
の
周
り
に
植
え
て
あ
る

草
花
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
。
↓

一
六
三
〇
。

﹇
十
・
２
２
８
８
の
注
﹈

◇
か
ほ
花
の
｜
カ
ホ
バ
ナ
↓
二
二
八
八
。
以
上
三
句
、
恋
ヒ
寝
を
起

す
序
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
歌
の
そ
れ
は
夜
間
花
び
ら

を
閉
じ
る
習
性
の
植
物
か
。

﹇
十
四
・
３
５
０
５
の
注
﹈

◇
か
ほ
が
花
｜
ひ
る
が
お
、
ま
た
は
、
は
ま
ひ
る
が
お
を
い
う
か
。

二
二
八
八
な
ど
の
カ
ホ
花
と
は
別
物
で
あ
ろ
う
。『
歌
経
標
式
』

に
「
阿
佐
我
保
我
婆
那
」
と
あ
っ
て
、
…
ガ
花
と
い
う
点
で
共
通

す
る
。
愛
す
る
女
の
た
と
え
。
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