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の
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頭
歌

︱
汗
瑞
之
振
の
意
義

︱

垣

見

修

司

は
じ
め
に

冬
こ
も
り

春
さ
り
来
れ
ば

朝
に
は

白
露
置
き

夕
に
は

霞
た
な

び
く

汗
瑞
能
振

木
末
が
下
に

う
ぐ
ひ
す
鳴
く
も
︵
⑬
三
二
二
一
︶

右
の
一
首

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
頭
に
春
の
情
景
を
詠
む
長
歌
が
あ
る
︒
朝
の
白
露
と
夕

方
の
霞
が
対
句
に
配
さ
れ
︑
木
伝
い
に
鳴
く
う
ぐ
い
す
を
描
く
こ
と
で
春
の
到

来
を
歌
う
︒
わ
ず
か
九
句
で
反
歌
も
付
さ
な
い
小
長
歌
で
あ
る
が
︑
結
句
に
つ

な
が
る
句
に
難
訓
﹁
汗
瑞
能
振
﹂
が
残
さ
れ
て
い
る
︒
旧
訓
に
﹁
あ
め
の
ふ

る
﹂
と
訓
ま
れ
て
お
り
︑
最
近
は
﹁
か
ぜ
の
ふ
く
﹂
の
訓
が
採
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
も
の
の
︑
な
お
無
訓
の
ま
ま
と
す
る
立
場
も
あ
る
︒
定
訓
が
得
ら

れ
な
い
の
は
も
と
よ
り
集
中
あ
ま
り
例
が
な
い
用
字
の
た
め
で
あ
り
︑
文
字
の

訓
詁
を
確
認
す
る
こ
と
で
こ
の
難
訓
部
分
を
検
討
し
た
い
︒

一

諸
説
整
理

ま
ず
難
訓
部
分
の
三
字
目
は
元
・
天
・
広
・
西
・
紀
・
温
・
陽
・
矢
・
近
・

京
が
﹁
瑞
﹂︑
細
・
宮
・
無
・
附
・
寛
が
﹁
湍
﹂
の
字
に
作
る
が
︑
類
の
み

﹁
埼
﹂
と
す
る
︒
﹁
汗
﹂﹁
能
﹂﹁
振
﹂
に
古
写
本
︑
版
本
段
階
で
の
異
同
は
な
い
︒

訓
は
西
・
紀
・
温
・
陽
・
矢
・
近
・
京
の
仙
覚
系
諸
本
が
﹁
汗
瑞
能
振
﹂
の
本

文
に
﹁
あ
め
の
ふ
る
﹂
と
付
訓
し
︑﹁
汗
湍
能
振
﹂
の
本
文
を
採
る
細
・
宮
が

﹁
あ
せ
の
ふ
る
﹂
と
す
る
︒
た
だ
し
同
じ
く
﹁
湍
﹂
の
原
文
を
持
つ
附
・
寛
は

﹁
あ
め
の
ふ
る
﹂
で
︑
原
文
を
唯
一
﹁
埼
﹂
と
す
る
類
も
﹁
あ
め
の
ふ
る
﹂
と

訓
じ
る
︒
な
お
長
歌
と
い
う
こ
と
も
あ
り
非
仙
覚
系
の
元
・
天
・
広
に
は
訓
が

な
い
︒
大
多
数
の
古
写
本
は
﹁
あ
め
の
ふ
る
﹂
と
訓
じ
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
近
世
の
注
釈
に
お
い
て
異
な
る
訓
が
提
示
さ
れ
る
︒
代
匠
記
は
版

本
に
﹁
汗
湍
能
振
﹂
を
﹁
あ
め
の
ふ
る
﹂
と
訓
じ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
︑
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汗
湍
能
振
︑
こ
れ
を
は
か
せ
の
ふ
く
と
讀
へ
し
︒
汗
は
音
を
取
︑
湍
は
和

訓
を
取
︑
振
は
日
本
紀
に
も
︑
ふ
る
ふ
を
ふ
く
と
い
へ
り
︒
風
の
ふ
く
も
︑

物
に
ふ
れ
て
ふ
る
ふ
心
な
れ
は
︑
和
語
か
よ
へ
り
︒

と
述
べ
︑
汗
は
音
仮
名
﹁
か
﹂︑﹁
湍
﹂
は
瀬せ

と
同
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
訓
仮
名

と
し
て
﹁
か
せ
の
ふ
く
は
春
風
の
ゝ
と
か
に
ふ
く
な
り
﹂
と
理
解
す
る
の
で
あ

る①

︒
こ
の
訓
に
つ
い
て
は
︑
入
門
後
ま
も
な
い
宣
長
と
真
淵
と
の
問
答
を
記
し

た
万
葉
集
問
目
に
︑

汗
湍
能
振
︑
コ
ハ
︑
イ
カ
ニ
訓
侍
ン
︑
カ
ゼ
ノ
フ
ク
ト
訓
メ
ル
モ
︑
佳ヨ
ク

モ

覺
エ
侍
ラ
ヌ
ハ
︑
イ
カ
ニ
︑
誤
字
ナ
ト
侍
ル
ニ
ヤ
︑

は
や
く
よ
り
︑
さ
ま
〳
〵
に
考
し
か
ど
︑
い
ま
た
定
か
な
ら
す
︑
先
に

汙ウ

池チ

那ナ

挽ビ
ク

な
と
か
と
思
ひ
し
も
︑
上
句
と
句
調
わ
ろ
し
︑
但
︑
上
句
は
︑

こ
ゝ
句
也
︑
さ
れ
と
︑
た
ゞ
の
言
を
い
ひ
て
ハ
わ
ろ
し
︑
汗

︱
ハ
︑

地
名
な
る
へ
し
︑
猶
︑
考
給
ヘ

と
の
問
答
が
載
せ
ら
れ
て
お
り
︑
両
者
と
も
適
当
な
訓
を
考
え
あ
ぐ
ね
て
い
た

事
情
が
知
ら
れ
る
︒
や
が
て
真
淵
は
考
に
原
文
を
﹁
汗カ

微ミ

竝ナ
ミ

能ノ

﹂
と
改
め
︑

今
本
に
汗
湍
能
振
と
有
は
︑
草
の
手
よ
り
誤
れ
り
と
見
ゆ
︑
此
言
︑
と
こ

ろ
の
名
な
ら
で
は
一
首
の
こ
ゝ
ろ
穏
か
な
ら
ず
︑
景
の
み
よ
め
る
長
哥
に

地
を
あ
げ
い
は
ぬ
は
凡
な
き
も
の
な
り
︑

と
述
べ
て
い
る
︒
一
方
宣
長
は
万
葉
問
聞
抄
に
田
中
道
麻
呂
へ
の
答
え
と
し
て

﹁
い
か
さ
ま
地
名
と
聞
ゆ
︑
カ
ミ
ナ
ミ
も
一
説
に
備
ふ
へ
し
︑
ま
た
御
諸
能
夜

に
て
も
あ
る
へ
し
﹂
と
述
べ
て
お
り
︑
真
淵
同
様
地
名
に
解
す
る
方
法
を
模
索

し
て
い
る
︒
両
者
の
説
は
略
解
や
古
義
に
も
引
か
れ
る
が
︑
い
ず
れ
も
誤
字
を

前
提
と
す
る
訓
で
あ
り
︑
広
く
認
め
ら
れ
る
に
は
至
っ
て
い
な
い
︒

む
し
ろ
契
沖
が
示
し
た
﹁
か
ぜ
の
ふ
く
﹂
の
訓
は
原
文
﹁
汗
湍
能
振
﹂
と
と

も
に
︑
全
釈
︑
総
釈
︑
窪
田
評
釈
︑
全
註
釈
︑
佐
佐
木
評
釈
︑
私
注
等
昭
和
以

降
の
注
釈
お
よ
び
新
校
に
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
れ
は
全
註
釈
が
﹁
こ
の

歌
の
上
下
の
句
の
内
容
か
ら
見
て
︑
雨
の
降
る
で
は
矛
盾
が
あ
る
か
ら
︑
風
の

吹
く
に
よ
る
べ
き
で
あ
る
︒
春
風
の
そ
よ
そ
よ
吹
く
意
味
に
︑
コ
ヌ
レ
を
修
飾

し
て
い
る
︒﹂
と
記
す
よ
う
に
﹁
雨
の
降
る
﹂
と
﹁
木
末
が
下
に
﹂
の
続
き
に

矛
盾
を
来
す
と
い
う
理
解
に
も
と
づ
く
で
あ
ろ
う
︒
雨
の
降
る
が
木
末
の
み
に

か
か
る
の
な
ら
問
題
は
な
い
が
︑
木
の
下
に
雨
が
降
る
と
考
え
る
と
た
し
か
に

不
自
然
で
︑
木
末
が
下
に
吹
く
風
の
方
が
理
解
し
や
す
い
︒﹁
汗
湍
能
振
﹂
を

﹁
風
の
吹
く
﹂
と
訓
む
立
場
は
そ
の
後
も
大
系
や
全
訳
注
が
踏
襲
す
る
︒

し
か
し
基
本
的
に
細
・
宮
に
よ
っ
て
原
文
に
﹁
湍
﹂
を
採
用
す
る
の
は
無
理

が
あ
る
︒
非
仙
覚
系
諸
本
で
は
類
が
﹁
埼
﹂
と
い
う
単
独
本
文
を
持
つ
も
の
の

元
と
天
︑
広
は
﹁
瑞
﹂
で
あ
る
た
め
本
来
は
﹁
湍
﹂
で
は
な
く
﹁
瑞
﹂
で
あ
っ

た
可
能
性
が
高
い
︒

ま
た
小
島
憲
之
氏②

は
︑
集
中
﹁
汙
遇
比
須
﹂
が
﹁
汗
遇
比
須
﹂
と
誤
写
さ
れ

る
例
を
挙
げ
て
﹁
汗
﹂
の
字
が
筆
ぐ
せ
と
し
て
﹁
汙
﹂
に
誤
ら
れ
や
す
い
こ
と

を
指
摘
す
る
︒
そ
し
て
こ
の
句
に
つ
い
て
も
鴬
の
動
作
を
表
す
﹁
ウ
チ
ハ
ブ
キ
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︵
ハ
ブ
リ
︶﹂
の
訓
を
念
頭
に
﹁
汙
知
羽
振
﹂
と
い
う
原
文
を
考
え
る
︒
澤
瀉
注

釈
も
﹁
汙
﹂
を
正
し
い
と
す
る
小
島
説
を
踏
ま
え
﹁
汙
陳
︵
珎
︶
羽
振
﹂
を
提

案
す
る
︒
い
ず
れ
も
﹁
風
の
吹
く
﹂
に
対
す
る
違
和
感
か
ら
案
出
さ
れ
た
異
見

と
言
え
る
が
︑﹁
汙
﹂
は
と
も
か
く
と
し
て
も
﹁
瑞
能
﹂
二
字
ま
で
誤
り
と
す

る
点
は
真
淵
や
宣
長
︑
雅
澄
と
同
様
︑
誤
字
説
の
悪
循
環
に
陥
っ
て
い
る
と
見

ら
れ
な
く
も
な
い
︒

こ
の
よ
う
な
混
乱
の
た
め
に
全
集
︑
塙
本
︑
お
う
ふ
う
本
︑
集
成
︑
新
編
全

集
︑
新
大
系
︑
岩
波
文
庫
新
版
は
冒
頭
に
掲
出
し
た
よ
う
に
無
訓
で
原
文
﹁
汗

瑞
能
振
﹂
を
載
せ
︑
慎
重
な
態
度
を
保
つ
︒
た
だ
近
年
の
注
釈
書
で
付
訓
す
る

も
の
は
小
島
氏
︑
澤
瀉
注
釈
の
見
解
を
支
持
す
る
和
歌
大
系
を
除
け
ば
︑
釈
注
︑

全
注
︑
全
解
︑
全
歌
講
義
い
ず
れ
も
原
文
﹁
汗
瑞
能
振
﹂
の
ま
ま
﹁
風
の
吹

く
﹂
と
訓
じ
て
い
る
︒
そ
の
点
が
﹁
汗
湍
能
振
﹂
を
﹁
風
の
吹
く
﹂
と
訓
ん
で

い
た
全
訳
注
ま
で
の
諸
注
か
ら
の
変
化
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
鈴
木
武
晴
氏
﹁
汗

瑞
能
振
の
訓③

﹂
が
関
わ
る
︒
鈴
木
氏
は
﹁
か
ぜ
の
ふ
く
﹂
の
訓
が
﹁
汗
瑞
能

振
﹂
の
ま
ま
可
能
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
る
︒
ま
ず
﹁
汗カ

﹂
と
同
様
に
韻
母
が
省

略
さ
れ
る
略
音
仮
名
の
例
を
挙
げ
︑
実
際
に
豊
後
国
風
土
記
に
﹁
汗
﹂
を
カ
の

音
仮
名
に
用
い
る
﹁
名
を
小
竹
鹿
奥
︿
志
努
汗
意
枳
と
謂
ふ
︒﹀﹂︵
大
野
郡
︶

の
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
汗
﹂
を
﹁
カ
﹂
と
訓
む
こ
と
を
認
め
る
︒
さ
ら
に
説

文
解
字
の
﹁
瑞
﹂
に
﹁
是
偽
切
﹂
の
反
切
が
確
認
で
き④

︑﹁
是
﹂
は
集
中
﹁
か

ぜ
﹂
の
仮
名
表
記⑤

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
︑
そ
し
て
唐
代
に
去
声
の
﹁
瑞
﹂
と
上

声
の
﹁
是
﹂
と
が
通
じ
る
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
﹁﹁
瑞
﹂
と
﹁
是
﹂
と
が
極
め

て
通
じ
や
す
か
っ
た
た
め
に
︑﹁
瑞
﹂
も
﹁
是
﹂
と
同
じ
く
慣
用
的
に
﹁
ぜ
﹂

と
訓
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
﹂
と
述
べ
て
﹁
瑞
﹂
を
﹁
ぜ
﹂
の
仮
名
と
認
め
る

の
で
あ
る
︒
そ
の
後
︑
釈
注
は
集
中
ほ
か
に
例
が
な
い
﹁
汗カ

﹂﹁
瑞ゼ

﹂
の
音
仮

名
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
不
審
と
し
な
が
ら
も
鈴
木
説
に
従
い
︑
全
注
︑
全
歌

講
義
が
﹁
汗
瑞
能
振
﹂
を
﹁
風
の
吹
く
﹂
と
訓
む
よ
う
に
な
っ
て
い
る⑥

︒

し
か
し
︑﹁
瑞
﹂
と
﹁
是
﹂
の
中
国
語
音
が
い
ず
れ
も
日
本
語
音
の
﹁
シ
﹂

に
あ
た
る
の
で
同
音
と
見
な
せ
る
と
し
て
も
︑
﹁
是
﹂
が
﹁
ゼ
﹂
の
仮
名
に
宛

て
ら
れ
る
か
ら
﹁
瑞
﹂
も
﹁
ゼ
﹂
の
仮
名
に
用
い
ら
れ
た
と
す
る
の
は
早
計
で

あ
ろ
う
︒
な
ぜ
﹁
是
﹂
が
﹁
シ
﹂
で
は
な
く
﹁
ゼ
﹂
と
訓
ま
れ
る
の
か
わ
か
ら

な
い
し
︑
ま
た
﹁
瑞
﹂
が
﹁
シ
﹂
﹁
ゼ
﹂
い
ず
れ
に
訓
ま
れ
る
例
も
上
代
に
は

見
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
に
は
そ
れ
ぞ
れ
︑

是

コ
レ

和
せ
：

瑞

音
睡

マ
コ
ト

ア
ラ
ハ
ル
︵
ス
・
ニ
)

オ
ホ
セ
ノ
フ

ヨ
シ

シ
ル
ス

カ
ナ
フ

イ
カ
キ

ツ
ハ
ヒ
ラ
カ

和
ス
イ

と
あ
り
﹁
是
﹂
に
は
﹁
ゼ
﹂︑﹁
瑞
﹂
に
は
﹁
ス
イ
﹂
の
和
音
が
記
さ
れ
る
︒
瑞

と
是
を
同
音
と
見
な
す
に
は
問
題
が
多
い
︒
そ
れ
ゆ
え
釈
注
は
﹁﹁
瑞
﹂
を
ゼ

の
音
仮
名
と
見
る
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
不
安
が
残
る
︒﹂
と
述
べ
︑
全
注
も

﹁
な
お
問
題
は
残
る
か
も
知
れ
な
い
が
︑
こ
の
説
に
よ
る
こ
と
に
し
た
い
︒﹂
と

歯
切
れ
が
悪
い
︒
訓
を
付
さ
な
い
慎
重
な
判
断
も
妥
当
と
言
え
そ
う
で
あ
る
︒
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二

﹁
瑞
﹂
の
字
義
と
和
語
﹁
み
づ
﹂
の
語
義

﹁
瑞
﹂
を
﹁
是
﹂
と
同
様
の
﹁
ゼ
﹂
の
音
仮
名
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い

し
︑
先
述
し
た
よ
う
に
﹁
湍
﹂
の
本
文
に
従
う
こ
と
も
で
き
な
い
︒
原
文
は

﹁
汗
瑞
能
振
﹂
で
良
い
が
︑﹁
汗
瑞
﹂
を
仮
名
で
訓
め
な
い
と
す
れ
ば
訓
字
の
可

能
性
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
︒
次
に
そ
れ
ぞ
れ
の
字
義
を
検
討
す
る
︒﹁
瑞
﹂

の
集
中
例
は
少
な
い
︒

⁝
古
ゆ

無な
か

利り

之し

瑞
し
る
し

度
ま
ね
く

申
し
た
ま
ひ
ぬ
⁝
︵
⑲
四
二
五
四
︶

日
本

や

ま

と

根ね

子こ

高た
か

瑞み
づ

日ひ

清き
よ

足
た
ら
し

姫
ひ
め
の

天て
ん

皇わ
う

な
り
︵
⑳
四
四
三
七
題
詞
︶

四
二
五
四
歌
は
こ
れ
ま
で
に
例
の
無
い
よ
う
な
祥
瑞
が
報
告
さ
れ
て
い
る
と
歌

っ
て
お
り
︑
瑞
兆
の
意
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒﹁
瑞
﹂
は
説
文
解
字
に

瑞

以
㆑

玉
為
㆑

信
也
︒
从
㆑

玉
︒
耑ノ

聲
也
︒

と
あ
る
︒
天
子
が
諸
侯
を
封
じ
る
時
に
玉
製
の
器
︵
圭
玉
︶
を
与
え
て
信
認
す

る
﹁
し
る
し
﹂
の
意
を
表
す
︒
大
広
益
会
玉
篇
に
も
﹁
瑞

市
惴
反

信
節

諸
侯
之
珪
﹂
と
あ
る
︒
ま
た
︑
祥
瑞
の
意
と
し
て
は
一
切
経
音
義
に

瑞
相

時
僞
反
︒
周
禮
︑
典
瑞
掌
㆓

玉
瑞
㆒︒
鄭
玄
云
︑
瑞
︑
符
信
也
︒
案

典
瑞
者
︑
若
㆓

今
之
符
寶
印
㆒

也
︒
蒼
頡
云
︑
瑞
︑
應
也
︒
顧
野
王
云
︑
王

者
盛
徳
感
㆓

乎
乾
坤
㆒︑
故
天
地
應
㆑

之
以
信
瑞
也
︒
徳
感
㆓

乎
山
川
丘
陵
㆒︑

則
芝
草
植
也
︒
制
禮
作
樂
︑
則
祥
風
至
︒
皆
是
祥
瑞
也
︒
説
文
云
︑
瑞
︑

信
玉
也
︒
従
㆑

玉
耑
省

（
衍
）

聲
也
︒︵
玄
應
音
義
・
巻
六
︶

と
あ
る
︒
典
瑞
は
玉
器
を
司
る
官
名
で
︑
周
礼
・
典
瑞
に
は
﹁
典
瑞
︒
中
士
二

人
︒
府
二
人
︒
史
二
人
︒
胥
一
人
︒
徒
十
人
︿
瑞ハ

節
信
也
︒
典
瑞ハ

若シ
㆓

今ノ

符
璽

郎ノ
㆒

﹀﹂
と
あ
り
︑
鄭
玄
注
は
い
ま
天
子
の
印
璽
を
司
る
符
璽
郎
の
こ
と
と
す
る
︒

一
節
に
顧
野
王
の
名
が
記
さ
れ
る
か
ら
原
本
系
玉
篇
の
佚
文
と
認
め
ら
れ⑦

︑
そ

こ
に
は
王
の
徳
が
盛
ん
で
あ
れ
ば
天
地
を
う
ご
か
し
︑
天
地
は
そ
れ
に
信
瑞
を

も
っ
て
応
え
る
と
説
か
れ
︑
具
体
的
に
は
山
川
丘
陵
に
影
響
を
与
え
て
芝
草
が

生
育
す
る
こ
と
や
︑
礼
制
を
定
め
音
楽
を
作
る
こ
と
で
め
で
た
い
風
が
吹
い
て

く
る
こ
と
が
祥
瑞
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
︒
つ
ま
り
四
二
五
四
歌
に
天
地
に
よ
っ

て
示
さ
れ
る
﹁
し
る
し
﹂
を
歌
う
こ
と
は
天
皇
の
徳
を
称
え
る
意
図
が
あ
る
︒

元
正
天
皇
の
和
風
諡
号⑧

に
﹁
瑞
﹂
が
用
い
ら
れ
る
の
も
天
皇
の
盛
徳
を
意
図
す

る
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
﹁
瑞
﹂
は
﹁
豊
葦
原
千
五
百
秋
瑞
穂
の
地
有
り
︒﹂︵
神

代
紀
一
書
第
一
︶
の
訓
注
﹁
瑞
︑
此
に
は
弥
図
と
云
ふ
︒﹂
に
よ
っ
て
﹁
み
づ
﹂

と
訓
ま
れ
︑
む
し
ろ
こ
ち
ら
の
訓
が
よ
く
用
い
ら
れ
る
︒
反
正
天
皇
が
﹁
水
歯

別
命
﹂︵
反
正
記
︶
と
も
﹁
瑞
歯
別
天
皇
﹂︵
反
正
前
紀
︶
と
も
記
さ
れ
る
こ
と

か
ら
も
﹁
瑞
﹂
が
﹁
み
づ
﹂
と
訓
ま
れ
る
こ
と
は
確
か
で
︑﹁
瑞
宮
﹂︵
神
代
上

第
八
段
一
書
第
五
︶
や
崇
神
天
皇
の
﹁
瑞
籬
宮
﹂
︵
崇
神
紀
三
年
九
月
︶
が
そ

れ
ぞ
れ
﹁
み
づ
の
み
や
﹂
﹁
み
づ
が
き
の
み
や
﹂
と
訓
ま
れ
る
︒﹁
み
づ
﹂
は
み

ず
み
ず
し
い
意
の
形
容
詞⑨

と
考
え
ら
れ
︑
多
く
は
植
物
部
位
と
複
合
し
た
形
で

現
れ
る
︒

水
穂

(
②
一
六
七
︑
一
九
九
︑
⑨
一
八
〇
四
︑
⑬
三
二
二
七
︑
三
二
五

万
葉
集
巻
十
三
の
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頭
歌
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三
︶

水
枝

(
⑥
九
〇
七
︑
⑬
三
二
二
三
︶

水
茎

(
⑥
九
六
八
︑
⑦
一
二
三
一
︑
⑩
二
一
九
三
︑
二
二
〇
八
︑
⑫
三
〇

六
八
︶

た
だ
し
万
葉
集
に
は
瑞
穂
や
瑞
枝
の
よ
う
に
﹁
瑞
﹂
の
字
を
用
い
た
例
は
な
く
︑

訓
字
で
植
物
部
位
に
続
く
場
合
に
は
﹁
水
﹂
が
用
い
ら
れ
る
︒
水
は
植
物
に
不

可
欠
で
あ
り
︑
茎
か
ら
枝
︑
そ
し
て
葉
や
穂
に
至
る
ま
で
水
が
行
き
わ
た
る
こ

と
が
植
物
の
生
命
を
保
証
す
る
︒
ま
さ
に
み
ず
み
ず
し
い
こ
と
が
生
命
力
に
満

ち
て
い
る
こ
と
の
証
で
あ
る
か
ら
﹁
水
﹂
は
素
直
な
用
字
と
言
え
る
︒﹁
水
茎
﹂

は
﹁
水
茎
の
﹂
の
形
で
枕
詞
を
な
し
類
音
の
﹁
水
城
﹂
を
導
く
例
以
外
は

﹁
岡
﹂
に
か
か
る
︒
係
り
方
は
未
詳
と
さ
れ
る
が
︑
神
功
前
紀
に
見
え
る
﹁
水

葉
稚
之
出
居
神
﹂
が
﹁
水み
づ

葉は

の
稚わ
か

や
か
に
出
で
居
る
神
﹂
と
訓
め
る
と
す
れ
ば

﹁
水
茎
の
﹂
も
﹁
わ
か
﹂
の
類
音
で
﹁
を
か
﹂
に
か
か
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
私

記
︵
丙
本
︶
に
は
﹁
水
葉
﹂
に
﹁
美
奈
波
﹂
の
訓
が
あ
り
︑
国
史
大
系
本
や
大

系
︑
新
編
全
集
は
﹁
み
な
は
﹂
と
訓
む⑩

︒
し
か
し
釈
紀
は
﹁
水
葉
稚
﹂
に
つ
い

て
︑

私
記
曰
︒
師
説
︒
水
中
葉
︒
甚
翠
稚
也
︒
言
此
神
如
㆓

此
葉
㆒

盛
出
居
也
︒

と
説
い
て
お
り
︑﹁
水
葉
﹂
を
﹁
わ
か
﹂
に
か
か
る
枕
詞
の
よ
う
に
捉
え
︑
そ

れ
を
そ
の
ま
ま
神
の
勢
い
の
盛
ん
な
様
子
に
譬
え
て
い
る
︒﹁
み
な
は
﹂
の
訓

は
直
前
に
あ
る
﹁
水
底
﹂
の
訓
﹁
み
な
そ
こ
﹂
に
合
わ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

水
の
底
だ
か
ら
﹁
み
な
そ
こ
﹂
と
訓
む
の
で
あ
っ
て
︑
水
葉
と
い
う
表
現
が
た

だ
ち
に
水
草
や
海
藻
を
指
す
と
は
考
え
に
く
く
︑
こ
の
例
も
み
ず
み
ず
し
い
葉

の
意
の
﹁
み
づ
は
﹂
と
捉
え
る
の
が
良
い
と
思
う
︒

﹁
美
豆
山
・
弥
豆
山
﹂︵
①
五
二
︶
も
植
物
が
生
い
茂
り
︑
生
命
力
に
あ
ふ
れ

た
山
を
表
す
の
で
あ
ろ
う
︒
反
正
天
皇
は
記
に
﹁
御
歯
の
長
さ
一
寸
︑
広
さ
二

分
︑
上
下
等
し
く
斉
ひ
て
︑
既
に
珠
に
貫
け
る
が
如
し
︒﹂
と
記
さ
れ
る
︒
紀

も
﹁
生
れ
ま
し
な
が
ら
︑
歯
一
骨
の
如
く
に
し
て
︑
容
姿
美
麗
な
り
︒
﹂
と
し
︑

立
派
に
生
え
た
歯
が
名
前
の
由
来
で
あ
る
︒
生
ま
れ
た
時
か
ら
生
え
揃
っ
て
い

る
よ
う
な
勢
い
の
あ
る
霊
妙
な
歯
を
﹁
瑞
歯
﹂
と
言
う
の
で
あ
る
︒
瑞
歯
別
の

歯
は
直
接
的
に
水
と
関
わ
る
わ
け
で
は
な
い
の
に
瑞
歯
と
さ
れ
る
の
は
︑﹁
み

づ
﹂
の
語
が
す
で
に
く
す
し
き
も
の
を
も
意
味
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒
そ

れ
は
お
そ
ら
く
﹁
水
﹂
の
も
た
ら
す
不
可
思
議
な
力
を
由
来
と
す
る
︒
け
だ
し

植
物
部
位
に
﹁
み
づ
﹂
が
冠
せ
ら
れ
る
こ
と
も
た
ん
に
み
ず
み
ず
し
い
こ
と
を

表
す
だ
け
で
な
く
︑
水
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
旺
盛
な
生
命
力
を
霊
威
と
し

て
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
︒
植
物
が
少
し
見
な
い
う
ち
に
す
っ
か
り

成
長
し
た
り
︑
気
孔
か
ら
の
蒸
散
に
よ
っ
て
葉
先
に
水
滴
を
付
け
た
り
す
る
よ

う
な
︑
万
葉
び
と
に
と
っ
て
不
可
解
な
様
子
を
霊
威
と
観
じ
て
﹁
み
づ
﹂
を
冠

す
る
の
で
あ
る
︒
生
育
の
早
さ
や
力
強
さ
は
若
さ
を
思
わ
せ
る
ゆ
え
に
︑
﹁
わ

か
﹂
お
よ
び
そ
の
類
音
﹁
を
か
﹂
を
導
く
こ
と
に
も
な
る
︒
反
正
紀
は
続
い
て

太
子
瑞
歯
別
が
水
浴
す
る
﹁
瑞
井
﹂
に
多
遅
の
花
が
落
ち
た
こ
と
か
ら
多
遅
比

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
頭
歌

五



瑞
歯
別
天
皇
と
称
さ
れ
た
と
も
記
し
て
お
り
︑
瑞
な
る
力
と
縁
が
深
い
︒

み
ず
み
ず
し
さ
や
若
々
し
く
力
強
い
勢
い
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
か
ら
感
受
す
る

霊
威
を
も
意
味
す
る
﹁
み
づ
﹂
の
語
は
︑
先
述
の
﹁
瑞
宮
﹂
や
﹁
瑞
籬
宮
﹂
の

よ
う
に
神
や
天
皇
に
関
わ
る
建
造
物
を
讃
め
る
美
称
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る⑪

︒

娘
子
ら
が
袖
布
留
山
の
水
垣
之
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
き
我
は
︵
④
五
〇
一
︶

娘
子
ら
を
袖
布
留
山
の
水
垣
之
久
し
き
時
ゆ
思
ひ
け
り
我
は
︵
⑪
二
四
一

五
︶

楉
垣
久
し
き
時
ゆ
恋
す
れ
ば
我
が
帯
緩
ふ
朝
夕
ご
と
に
︵
⑬
三
二
六
二
︶

﹁
瑞
垣
﹂
は
神
社
の
周
囲
に
廻
ら
さ
れ
た
玉
垣
の
こ
と
で
︑
古
来
か
ら
長
く
続

い
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
瑞
垣
の
﹂
は
﹁
久
し
﹂
を
導
く
枕
詞
と
説
か
れ
る
︒
こ

の
う
ち
巻
十
三
の
用
字
﹁
楉
垣
﹂
は
異
例
と
い
え
る
︒
楉
は
︑

楉

如
□
反

石
榴
也

榛
属
也
︵
篆
隷
万
象
名
義⑫

︶

楉

如
灼
切

木
名

楉
榴
也
︵
大
広
益
会
玉
篇
︶

の
よ
う
に
中
国
で
は
石
榴
す
な
わ
ち
果
樹
の
ざ
く
ろ
を
意
味
す
る
一
方
で
︑

楉

而
灼
反
︑
楉
桶榴

カ

︑
之
毛
止
︵
新
撰
字
鏡
︶

楉

音
若

石
榴
也

安
石
榴
也

シ
モ
ト

ス
ハ
ヘ
︵
観
智
院
本
類
聚

名
義
抄
︶

と
あ
り
︑
シ
モ
ト
︑
ス
ハ
ヘ
︵
エ
︶
の
国
訓
を
持
つ
︒
シ
モ
ト
は
貧
窮
問
答
歌

に
﹁
楚
し
も
と

取と
る

里
長
が
声
は
﹂︵
⑤
八
九
二
︶
と
歌
わ
れ
︑
観
智
院
本
類
聚
名
義

抄
で
は
他
に
﹁
棒
﹂
や
﹁
蕃
﹂﹁
笞
﹂
に
付
さ
れ
る
よ
う
に
む
ち
打
つ
た
め
の

杖
と
し
て
使
用
す
る
︑
し
な
る
ほ
ど
細
い
木
の
こ
と
を
言
う
︒
ス
ハ
ヘ
は

﹁
楚
﹂
の
訓
に
も
あ
り
︑
罰
す
る
た
め
の
杖
を
意
味
す
る
﹁
荊
﹂
に
も
ス
ハ
エ

の
訓
が
あ
る
︒
ス
ハ
ヘ
は
飾
ら
な
い
そ
の
ま
ま
を
意
味
す
る
接
頭
語
﹁
す
﹂
に

延
ば
す
意
の
﹁
延
ふ
﹂
︵
下
二
︶
の
複
合
形
か
︒
つ
ま
り
切
っ
た
根
や
株
か
ら

ま
っ
す
ぐ
に
伸
長
さ
せ
た
木
工
用
木
材
を
ス
ハ
ヘ
と
言
い⑬

︑
刈
り
取
っ
た
棒
状

の
木
を
シ
モ
ト
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
︒

﹁
楉
垣
﹂
は
正
倉
院
文
書
の
東
大
寺
桑
原
庄
に
関
す
る
越
前
国
田
使
解
の
︑

修
理
楉
垣
一
條

長
百
五
十
丈
︵
天
平
勝
宝
八
歳
二
月
一
日
︶

楉
垣
一
條

長
一
百
五
十
丈
︵
天
平
勝
宝
九
歳
二
月
一
日
︑
天
平
宝
字
元

年
十
一
月
十
二
日
︶

は
︑
東
大
寺
荘
園
の
建
物
の
周
囲
に
廻
ら
せ
た
垣
の
こ
と
と
見
ら
れ
る⑭

︒
先
掲

の
﹁
蕃
﹂︵
名
義
抄
︶
に
は
﹁
シ
モ
ト
カ
キ
﹂
の
訓
が
あ
る
か
ら
︑
楉
垣
も
ひ

と
ま
ず
は
細
い
木
で
作
る
シ
モ
ト
カ
キ
と
呼
ば
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒
天

平
宝
字
六
年
四
月
一
日
の
文
書
に
は
︑
木
工
所
の
作
物
の
一
つ
に
︑

採
楉
一
百
卅
八
束

功
百
卅
八
人

採
柴
一
百
五
十
荷

功
卅
人

と
一
人
一
束
で
楉
を
採
集
す
る
仕
事
が
一
人
五
荷
で
柴
を
採
る
仕
事
に
並
ん
で

記
さ
れ
る
︒
ま
た
木
簡
に
も
︑
次
の
例
が
確
認
で
き
る⑮

︒

①
4
□
︹
長
カ
︺
五
丈
○
楉
十
□
長
二
丈
五
尺
各
二
持
○
楉
廿
荷
4
□
四
丈

楉
卌
︿

﹀
○
□
□
□
楉
五
十
荷
○
□
□
︹
葛
取
カ
︺
卅
丁
○
桁
作
廿
丁
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︵
平
城
京
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
長
屋
王
邸
︶

②
4
佐
紀
瓦
司
進
上
○
楉
十
一
荷
○
／
数
二
百
枝
∥
○
右
付
粟
○
◇
4
直
少

万
呂
申
送
以
解
○
天
平
八
年
十
二
月
八
日
史
生
出
雲
廣
↓
◇
︵
平
城
京
左

京
二
条
二
坊
五
坪
二
条
大
路
濠
状
遺
構
︵
北
︶︶

③
4
上
楉
事
○
合
楉
弐
拾
荷
＼
○
◇
4
○
◇
＼
□
︹
付
カ
︺
神
人
荒
尾
○
□

□
□
︹
神
亀
六
カ
︺
年
三
月
十
七
日
大
生
︿

﹀︵
平
城
京
左
京
二
条
二

坊
十
・
十
一
坪
二
条
条
間
路
北
側
溝
︶

④
4
瓦
屋
司
○
進
送
□
︹
荒
カ
︺
切
黒
木
四
荷
○
／
負
各
十
一
□
∥
○
楉
三

荷
○
／
□
︹
負
カ
︺︿

﹀
∥
右
・
□
□
︹
如
前
カ
︺
以
解
○
□
□
□

︹
天
平
八
カ
︺︿

﹀︵
平
城
京
左
京
二
条
二
坊
五
坪
二
条
大
路
濠
状
遺
構

︵
北
︶︶

⑤
4
請
□
︹
刹
カ
︺
木
一
枝
○
楉
一
束
○
上
件
等
物
□
□
□
□
□
也
□
︹
恵

カ
︺
之
・
○
︿

﹀︵
平
城
宮
宮
域
東
南
隅
地
区
・
二
条
大
路
︶

長
さ
が
丈
や
尺
︑
束
の
数
が
荷
の
単
位
で
記
さ
れ
三
荷
か
ら
五
十
荷
ま
で
さ
ま

ざ
ま
な
数
量
が
あ
る
︒
②
の
楉
十
一
荷
︑
二
百
枝
は
︑
十
一
荷
の
総
本
数
が
二

百
枝
で
あ
ろ
う
か
︒
④
の
﹁
□
︹
荒
カ
︺
切
黒
木
四
荷
﹂
や
⑤
の
﹁
□
︹
刹

カ
︺
木
一
枝
﹂
と
比
べ
て
も
︑
楉
は
か
な
り
の
数
量
が
あ
る
の
で
一
本
は
そ
れ

ほ
ど
大
き
く
な
い
で
あ
ろ
う
︒
①
の
長
二
丈
五
尺
も
長
さ
の
合
計
と
思
わ
れ
る
︒

②
や
④
は
造
瓦
所
な
ど
に
進
上
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
︒
さ
ら
に

⑥
□
遣
採
楉
但
馬
国
六
十
二
番
夫
卅
一
人
□
︹
料
カ
︺︵
長
岡
京
跡
左
京
三

条
二
坊
八
・
九
町
︶

⑦
楉
取
遣
雇
人
□
口
米
四
升
○
／
受
即
／
十
二
月
廿
六
日
稲
虫
∥
○
◇
︵
平

城
京
左
京
三
条
二
坊
一
・
二
・
七
・
八
坪
長
屋
王
邸
︶

の
例
は
楉
を
採
取
す
る
人
夫
の
雇
用
に
関
す
る
記
述
で
あ
ろ
う
︒
つ
ま
り
楉
は

垣
な
ど
の
造
作
を
行
う
際
の
木
材
の
一
種
と
し
て
流
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
︒

契
沖
は
代
匠
記
︵
初
︶
に
︑

柜
楉
越
尓
麦
食
む
駒
の
罵
ら
ゆ
れ
ど
な
ほ
し
恋
し
く
思
ひ
か
ね
つ
も
︵
⑫

三
〇
九
六
︶

の
﹁
柜
楉
﹂
を
馬ま

柵せ

と
訓
む
例
や
日
本
書
紀
の
﹁
弱
木
﹂
を
シ
モ
ト
と
訓
む
例

︵
雄
略
即
位
前
紀
︶
を
引
き
つ
つ
︑
﹁
萩
の
こ
と
く
ほ
そ
き
木
の
な
み
た
て
る
な

り
︒﹂
と
し
︑
瑞
垣
に
つ
い
て

昔
は
み
つ
か
き
を
も
楉
に
て
ゆ
ひ
け
れ
は
︑
ま
せ
垣
の
久
し
き
世
よ
り
と

つ
ゝ
け
た
る
歟
︒

と
述
べ
て
い
る
︒
た
し
か
に
シ
モ
ト
じ
た
い
は
細
い
木
で
︑﹁
瑞
﹂
と
表
現
さ

れ
る
よ
う
な
み
ず
み
ず
し
さ
は
な
い
︒
そ
の
点
は
契
沖
の
言
う
よ
う
に
神
社
の

瑞
垣
も
楉
で
作
ら
れ
た
垣
で
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
み
づ
か
き
﹂
の
用
字
に
宛
て
た

も
の
と
言
え
る
︒
た
だ
し
楉
が
木
偏
に
若
を
あ
わ
せ
た
字
で
あ
り
︑
ス
ハ
ヘ
の

よ
う
に
勢
い
よ
く
成
長
す
る
若
木
︵
弱
木
︶
を
意
味
す
る
た
め
﹁
み
づ
﹂
に
宛

て
た
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
正
倉
院
文
書
に
確
認
で
き
る
﹁
楉
垣
﹂
は
︑
木
材
と

し
て
の
楉
を
利
用
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
︑
釈
注
が
言
う
﹁
常
緑
樹
の
垣
﹂
と
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考
え
る
の
は
難
し
い
が
︑﹁
み
づ
﹂
と
﹁
み
ど
り
﹂
の
関
わ
り
を
考
え
る
と⑯

︑

崇
神
天
皇
の
瑞
籬
宮
な
ど
も
と
も
と
は
常
緑
樹
の
垣
を
言
っ
た
も
の
か
も
し
れ

な
い
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
和
語
﹁
み
づ
﹂
は
み
ず
み
ず
し
く
若
々
し
い
勢
い
と
そ
れ
か

ら
感
じ
ら
れ
る
霊
威
を
意
味
す
る
︒
万
葉
集
で
は
そ
の
よ
う
な
﹁
み
づ
﹂
に

﹁
水
﹂
の
字
が
多
く
用
い
ら
れ
る
点
に
注
意
し
て
お
き
た
い
︒

三

﹁
汗
﹂
の
訓
詁

﹁
汗
﹂
も
ま
た
集
中
に
は
他
に
一
例
し
か
見
ら
れ
な
い
︒

⁝
二
並
ぶ

筑
波
の
山
を

見
ま
く
欲
り

君
来
ま
せ
り
と

暑
け
く
に

汗あ
せ

可か

伎き

奈な

気け

木
の
根
取
り

う
そ
ぶ
き
登
り
⁝
︵
⑨
一
七
五
三
︶

筑
波
山
を
登
る
と
暑
さ
か
ら
汗
を
か
い
て
嘆
く
と
歌
う
︒
説
文
解
字
注
に

汗

身
液
也
︒
从
㆑

水
︒
干ノ

聲
︒

と
あ
り
︑
汗
は
身
体
か
ら
流
れ
出
る
水
分
を
意
味
す
る
か
ら
︑

汗

音
翰

ア
セ
ナ
カ
ス

又
音
寒
旱
干
︵
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
︶

汗

蒋
魴
切
韵
云
︑
汗
︑
音
寒
︑
一
音
翰
阿
勢
︑
人
身
上
熱
汁
也
︵
和
名

類
聚
抄
︶

と
の
記
述
を
俟
つ
ま
で
も
な
く
﹁
あ
せ
﹂
の
正
訓
字
と
し
て
良
い
︒
三
二
二
一

歌
の
異
訓
に
﹁
あ
せ
の
ふ
る
﹂︵
細
・
宮
︶
が
あ
る
が
︑
歌
わ
れ
る
春
の
情
景

に
は
汗
を
か
く
と
描
か
れ
そ
う
も
な
い
鴬
し
か
現
れ
な
い
︒
細
︑
宮
の
訓
は

﹁
汗
﹂
の
訓
﹁
あ
せ
﹂
の
略
音
﹁
あ
﹂
と
﹁
湍
﹂
の
訓
仮
名
﹁
せ
﹂
に
よ
っ
て

﹁
あ
せ
﹂
と
訓
ん
だ
と
見
ら
れ
る
が
︑
﹁
あ
せ
の
ふ
る
﹂
で
は
意
味
を
成
さ
な
い

し
︑
そ
う
訓
ま
せ
る
と
す
る
な
ら
﹁
湍
﹂
は
む
し
ろ
不
要
で
あ
る
︒

他
方
︑﹁
汗
﹂
に
は
次
の
よ
う
な
訓
詁
が
あ
る
︒

汗

何
旦
反

小
液
也
︵
篆
隷
万
象
名
義
︶

汗

何
旦
切

小
液
也
︑
又
占
寒
切
︑
餘
汗
縣
名
︵
大
広
益
会
玉
篇
︶

﹁
小
液
也
﹂
は
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
に
よ
れ
ば
原
本
系
玉
篇
に
基
づ
く
︒

汗

東
云
音
翰

玉
云
小
液
也

真
云
熱
津
液
也

東
云
又
音
寒
干
旱

順
云
和
︱

阿
勢

真
云
カ
ン
︵
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
︶

説
文
解
字
注
が
各
本
に
﹁
人
液
﹂
と
す
る
の
を
太
平
御
覧
本
に
よ
っ
て
﹁
身

液
﹂
に
訂
し
て
い
る
こ
と
か
ら
玉
篇
校
釈
は
﹁
小
液
﹂
は
﹁
人
液
﹂
の
誤
り
か

と
す
る
が
︑
右
に
示
し
た
よ
う
に
複
数
の
本
に
確
認
で
き
る
﹁
小
液
﹂
で
良
い

だ
ろ
う
︒
小
液
は
小
さ
な
汁
つ
ま
り
水
滴
の
よ
う
な
も
の
で
︑﹁
真
云
﹂
は
熱

に
よ
っ
て
染
み
出
る
液
と
記
す
の
で
体
表
を
流
れ
る
あ
せ
と
同
じ
こ
と
と
も
考

え
ら
れ
る
が
︑
譬
喩
と
し
て
な
ら
ば
む
ろ
ん
人
体
か
ら
流
れ
出
る
汗
に
限
定
さ

れ
る
も
の
で
は
な
い
︒
﹁
汗
﹂
は
熟
語
﹁
浩
汗
﹂
の
形
で
も
現
れ
る
︒

浩
汗

上
音
皓

广
云
饒
也

水
也

玉
云
流
也

東
云
大
也

︱
ゝ
大

流
也

盛
大
也

︱
溔
︿
以
沼
﹀
大
水
㒵

水
漫
㒵

︱
汗
水
大
也

オ

ホ
キ
ナ
リ
選
︵
図
書
寮
本
類
聚
名
義
抄
︶

上
字
﹁
浩
﹂
に
つ
い
て
の
訓
詁
が
多
い
が
︑
浩
汗
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
﹁
水
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大
也

オ
ホ
キ
ナ
リ
選
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
︑
文
選
に
は
︑

襄の
ぼ

㆓ リ-陵の
ぼ
リ

廣
く
わ
う

舄せ
き

㆒ ニ

︑
訣
䔽

か
う
か
つ
ト
シ
テ

浩
汗
︒︵
木
玄
虚
・
海
賦
︶

に
﹁
ヒ
ロ
ク
オ
ホ
イ
ナ
リ
﹂︵
和
刻
本
︶
の
訓
が
確
認
で
き
る
︒
他
に
も

潰
渱
泮
汗
︑
滇
㴐
淼
漫
︵
左
太
沖
・
呉
都
賦
︶

洪
濤
瀾
汗
︑
萬
里
無
㆑

際
︵
木
玄
虚
・
海
賦
︶

溟
漭
渺
湎
︑
汗
汗
沺
沺
︵
江
賦
︑
郭
景
純
︶

南
則
大
川
浩
汗
︑
雲
霞
之
所
㆓

沃
蕩
㆒

︵
王
簡
棲
・
頭
陀
寺
碑
文
︶

に
用
例
が
あ
る
︒
い
ず
れ
も
海
や
川
の
広
大
な
様
や
波
が
ど
こ
ま
で
も
続
く
様

を
描
く
︒
用
例
は
必
ず
し
も
人
体
か
ら
流
れ
る
あ
せ
に
限
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

ま
た
﹁
汗
﹂
を
﹁
汙
﹂
と
す
る
点
に
つ
い
て
は
た
し
か
に
元
に
は
﹁
汙
﹂
の

よ
う
に
見
え
る
は
ね
が
あ
る
が
︑
校
本
万
葉
集
も
﹁
汗
﹂
の
字
に
異
同
を
認
め

て
お
ら
ず
︑﹁
汗
﹂
で
良
い
だ
ろ
う
︒﹁
汙
﹂
は
原
本
系
玉
篇
に
残
る
︒

汙

於
故
反
︑
尚
書
舊
染
汙
俗
咸
与
惟
新
︑
野
王
案
汙
猶
相
染
汙
也
︑
漢

書
令
染
汙
有
處
是
也
︑
韓
詩
曰
卒
汙
莱
︑
汙
穢
也
︑
野
王
案
︑
左
氏
傳
由

質
要
治
舊
洿
是
也
︑
左
傳
又
曰
︑
川
澤
納
汙
︑
杜
預
曰
︑
是
受
汙
濁
也
︑

説
文
一
曰
小
池
為
汙
︑
一
曰
塗
也
︑
廣
雅
汙
濁
也
︵
原
本
系
玉
篇
︶

尚
書
の
﹁
舊
染ノ

汙汚

俗
﹂︵
胤
征
︶
は
旧
弊
に
泥
ん
で
い
た
者
を
表
し
︑
漢
書
は

﹁
捕
㆑

蠱
及
夜
祠シ
テ

視
㆑

鬼
染
汙シ
テ

令し
ム

㆑

有ラ
㆑

處
﹂︵
江
充
︶
を
引
き
﹁
染
汙
﹂
は
け
が

れ
る
意
︒
韓
詩
は
﹁
徹シ
㆓

我
牆
屋ヲ
㆒

田

卒
こ
と
ご
と
ク

汙
莱タ
リ

﹂︵
詩
経
・
小
雅
︶
の
注

で
︑
田
が
荒
れ
て
水
た
ま
り
と
な
る
こ
と
︒
野
王
案
の
左
伝
は
﹁
由も
ち
ヰ㆓

質
要ヲ
㆒︑

治メ
㆓

舊
洿ヲ
㆒

﹂︵
文
公
六
年
︶
と
﹁
川
澤
納い
レ

㆑

汙
け
が
れ
ヲ︑

山
藪
蔵か
く
シ㆑

疾
や
ま
ひ
ヲ

﹂︵
宣
公
十
五

年
︶
で
︑
前
者
は
政
治
に
お
け
る
旧
来
の
悪
弊
︑
後
者
は
水
の
汚
れ
を
意
味
す

る
︒
説
文
解
字
に
は

汙

薉
也

从
㆑

水
亏
聲

一
曰
小
池
為
㆑

汙
︒
一
曰
涂
也
︒︵
説
文
解
字
︶

と
記
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
広
雅
疏
証
の
﹁
淟
︑
涊
︑
溾
︑
涹
︑
砕
︑
汗
︑

洿
︑
淖
︑
淈
︑
澳
︑
濊
︑
淰
︑
溷
︑
濁
也
﹂
の
汗
は
汙
の
誤
り
で
あ
ろ
う⑰

︒
汙

は
小
さ
な
池
や
水
た
ま
り
の
よ
う
に
濁
っ
た
水
を
意
味
す
る
た
め
︑
染
や
濁
に

通
じ
る
の
で
あ
る
︒
な
お
新
撰
字
鏡
に
は
︑

汙

於
故
反
︑
去
︑
染
也
︑
小
液
也
︑
濁
也
︑
塗
也
︵
新
撰
字
鏡
︶

と
あ
る
が
︑﹁
小
液
也
﹂
は
玉
篇
や
説
文
に
あ
る
よ
う
に
﹁
小
池
也
﹂
の
誤
り

と
見
ら
れ
る
︒
直
後
に
掲
出
さ
れ
る
﹁
汗
﹂
の
訓
詁
と
の
錯
誤
で
あ
ろ
う⑱

︒

つ
ま
り
三
二
二
一
歌
は
霞
や
鴬
の
声
に
春
の
到
来
を
実
感
す
る
歌
だ
か
ら
︑

﹁
汗
瑞
﹂
が
訓
字
と
す
る
な
ら
汚
れ
や
濁
り
を
意
味
す
る
﹁
汙
﹂
の
文
字
を
使

う
と
は
考
え
に
く
い
︒﹁
汙
﹂
を
⑤
八
三
七
に
見
ら
れ
る
ウ
の
音
仮
名
と
把
握

す
る
に
し
て
も
瑞
と
の
続
き
で
は
適
当
な
語
が
思
い
当
た
ら
な
い
︒
逆
に

﹁
汗
﹂﹁
瑞
﹂
と
も
に
水
に
関
わ
る
訓
義
を
持
つ
︒﹁
あ
め
の
ふ
る
﹂
の
旧
訓
は

必
ず
し
も
根
拠
の
無
い
説
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
︒

四

春
風
と
春
雨

﹁
か
ぜ
の
ふ
く
﹂
の
訓
は
﹁
汗
瑞
﹂
が
カ
ゼ
の
音
仮
名
と
認
め
ら
れ
な
い
と

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
頭
歌

九



す
る
と
湍
の
誤
字
と
す
る
し
か
可
能
性
は
な
い
︒
そ
の
理
解
が
契
沖
以
来
踏
襲

さ
れ
て
き
た
の
は
春
風
が
春
の
景
物
と
し
て
想
起
さ
れ
や
す
い
か
ら
だ
ろ
う
︒

し
か
し
な
が
ら
旧
訓
﹁
あ
め
の
ふ
る
﹂
の
場
合
も
︑
春
雨
は
景
物
と
し
て
歌
わ

れ
る
︒
春
風
と
春
雨
い
ず
れ
が
こ
の
歌
の
雰
囲
気
に
合
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

﹁
か
ぜ
の
ふ
く
﹂
を
採
用
す
る
全
注
は
︑

春
風
の
音
に
し
出
な
ば
あ
り
さ
り
て
今
な
ら
ず
と
も
君
が
ま
に
ま
に
︵
④

七
九
〇
︶

青
柳
の
糸
の
細
し
さ
春
風
に
乱
れ
ぬ
い
間
に
見
せ
む
児
も
が
も
︵
⑩
一
八

五
一
︶

や
ど
に
あ
る
桜
の
花
は
今
も
か
も
松
風
速
み
地
に
散
る
ら
む
︵
⑧
一
四
五

八
︶

を
引
い
て
︑
春
風
は
﹁
柳
の
糸
を
吹
き
乱
し
た
り
花
を
散
ら
し
た
り
︑
あ
る
い

は
音
の
激
し
い
も
の
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
︒﹂
と
す
る
︒
そ
し
て
契
沖
が

﹁
か
せ
の
ふ
く
は
春
風
の
ゝ
と
か
に
ふ
く
な
り
﹂
と
解
す
る
こ
の
歌
が
異
例
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
︑﹁
あ
る
い
は
﹁
春
風
駘
蕩
﹂
と
感
じ
る
の
は
誤
で
︑
も

っ
と
生
動
感
あ
ふ
れ
た
情
景
を
歌
っ
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
︒﹂
と
述
べ
て

い
る
︒
た
し
か
に
︑
春
の
風
は
万
葉
集
で
は
激
し
く
吹
く
風
が
歌
わ
れ
る
︒

風
交
じ
り
雪
は
降
り
つ
つ
し
か
す
が
に
霞
た
な
び
き
春
さ
り
に
け
り
︵
⑩

一
八
三
六
︶

尾
の
上
に
降
り
置
け
る
雪
し
風
の
む
た
こ
こ
に
散
る
ら
し
春
に
は
あ
れ
ど

も
︵
⑩
一
八
三
八
︶

は
風
交
じ
り
の
雪
や
風
に
吹
き
散
ら
さ
れ
る
雪
が
歌
わ
れ
る
︒

⁝
さ
さ
げ
た
る

旗
の
ま
ね
き
は

冬
ご
も
り

春
さ
り
来
れ
ば

野
ご

と
に

付
き
て
あ
る
火
の
︿
一
に
云
ふ
﹁
冬
ご
も
り

春
野
焼
く
火
の
﹂
﹀

風
の
む
た

な
び
か
ふ
ご
と
く
⁝
︵
②
一
九
九
︶

風
に
吹
か
れ
る
旗
を
春
野
を
焼
く
火
が
風
に
靡
く
様
に
譬
え
て
お
り
︑
軍
旗
の

描
写
で
あ
る
点
を
考
慮
す
る
と
風
に
も
勢
い
が
あ
る
と
見
て
良
い
︒
他
に
︑
虫

麻
呂
の
竜
田
山
詠
︵
⑨
一
七
四
七
︶
で
は
桜
の
花
を
散
ら
す
春
風
と
春
雨
が
歌

わ
れ
る
︒
花
を
散
ら
す
風
は
静
か
な
風
で
は
あ
り
得
ま
い
︒
鴨
君
足
人
の
香
具

山
詠
︵
③
二
五
七
︑
二
六
〇
︶
も
池
を
波
立
た
せ
る
松
風
は
そ
れ
な
り
に
強
い

風
の
は
ず
で
あ
る
︒
軍
王
の
山
を
見
て
作
る
歌
︵
①
五
︶
も
季
節
は
春
で
﹁
山

越
す
風
﹂
は
﹁
ひ
と
り
居
る

我
が
衣
手
に

朝
夕
に

反
ら
ひ
ぬ
れ
ば
﹂
と

衣
の
袖
を
翻
し
続
け
る
風
と
し
て
歌
わ
れ
る
︒
以
上
の
例
を
み
る
と
や
は
り
春

の
風
は
そ
よ
風
で
は
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
春
風
に
揺
れ
る
木
々
に
し
が
み

つ
く
鴬
も
思
い
描
け
な
い
こ
と
は
な
い
が
︑
問
題
の
句
の
直
前
に
詠
み
込
ま
れ

る
朝
の
白
露
と
夕
の
霞
は
強
い
風
と
は
不
似
合
い
な
取
り
合
わ
せ
と
言
え
る⑲

︒

春
の
雨
は
春
の
風
よ
り
も
多
く
詠
ま
れ
て
お
り
︑
い
く
つ
か
の
類
型
化
も
認

め
ら
れ
る
︒
先
掲
の
虫
麻
呂
歌
の
風
同
様
︑
春
の
雨
も
ま
た
花
を
散
ら
す
︒

あ
し
ひ
き
の
山
の
際
照
ら
す
桜
花
こ
の
春
雨
に
散
り
行
か
む
か
も
︵
⑩
一

八
六
四
︶

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
頭
歌
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〇



春
雨
は
い
た
く
な
降
り
そ
桜
花
い
ま
だ
見
な
く
に
散
ら
ま
く
惜
し
も
︵
⑩

一
八
七
〇
︶

梅
の
花
散
ら
す
春
雨
い
た
く
降
る
旅
に
や
君
が
廬
り
せ
る
ら
む
︵
⑩
一
九

一
八
︶

詠
ま
れ
る
花
は
梅
も
桜
も
あ
り
︑
季
節
的
に
は
初
春
か
ら
季
春
ま
で
幅
が
あ
る

が
︑
雨
が
花
び
ら
を
散
ら
す
発
想
は
共
通
す
る
︒
対
照
的
に
︑
春
の
雨
は
開
花

や
萌
芽
を
促
す
契
機
と
し
て
も
歌
わ
れ
る
︒

春
の
雨
は
い
や
し
き
降
る
に
梅
の
花
い
ま
だ
咲
か
な
く
い
と
若
み
か
も

︵
④
七
八
六
︶

春
雨
を
待
つ
と
に
し
あ
ら
し
我
が
や
ど
の
若
木
の
梅
も
い
ま
だ
含
め
り

︵
④
七
九
二
︶

春
雨
に
争
ひ
か
ね
て
我
が
や
ど
の
桜
の
花
は
咲
き
そ
め
に
け
り
︵
⑩
一
八

六
九
︶

山
吹
の
咲
き
た
る
野
辺
の
つ
ほ
す
み
れ
こ
の
春
の
雨
に
盛
り
な
り
け
り

︵
⑧
一
四
四
四
︶

狭
野
方
は
実
に
な
り
に
し
を
今
更
に
春
雨
降
り
て
花
咲
か
め
や
も
︵
⑩
一

九
二
九
︶

春
雨
に
萌
え
し
柳
か
梅
の
花
共
に
後
れ
ぬ
常
の
物
か
も
︵
⑰
三
九
〇
三
︶

春
の
雨
が
降
っ
て
い
る
の
に
咲
か
な
い
と
か
咲
か
な
い
の
は
春
雨
を
待
っ
て
い

る
か
ら
と
か
歌
う
の
は
︑
花
が
春
雨
に
応
じ
て
咲
く
と
い
う
発
想
に
よ
る
︒
梅
︑

桜
だ
け
で
な
く
︑
つ
ぼ
す
み
れ
︑
狭
野
方
の
開
花
と
柳
の
芽
吹
き
も
あ
り
︑
や

は
り
時
期
は
三
春
に
わ
た
る
︒
春
の
雨
は
開
花
と
落
花
い
ず
れ
の
契
機
と
も
な

る
た
め
次
の
歌
は
判
断
が
難
し
い
︒

春
雨
の
し
く
し
く
降
る
に
高
円
の
山
の
桜
は
い
か
に
か
あ
る
ら
む
︵
⑧
一

四
四
〇
︶

盛
り
を
過
ぎ
た
桜
の
花
を
心
配
す
る
歌
と
も
︑
開
花
を
期
待
す
る
歌
と
も
と
れ

る
が
︑
春
の
雨
と
花
の
関
係
を
歌
う
点
は
変
わ
ら
な
い
︒

春
雨
は
濡
れ
て
も
良
い
ほ
ど
の
や
わ
ら
か
な
雨
と
し
て
も
歌
わ
れ
る
︒

衣
手
の
名
木
の
川
辺
を
春
雨
に
我
立
ち
濡
る
と
家
思
ふ
ら
む
か
︵
⑨
一
六

九
六
︶

家
人
の
使
ひ
に
あ
ら
し
春
雨
の
避
く
れ
ど
我
を
濡
ら
さ
く
思
へ
ば
︵
⑨
一

六
九
七
︶

あ
ぶ
り
干
す
人
も
あ
れ
や
も
家
人
の
春
雨
す
ら
を
間
使
ひ
に
す
る
︵
⑨
一

六
九
八
︶

春
の
雨
に
あ
り
け
る
も
の
を
立
ち
隠
り
妹
が
家
道
に
こ
の
日
暮
ら
し
つ

︵
⑩
一
八
七
七
︶

我
が
背
子
に
恋
ひ
て
す
べ
な
み
春
雨
の
降
る
別
知
ら
ず
出
で
て
来
し
か
も

︵
⑩
一
九
一
五
︶

春
雨
に
衣
は
い
た
く
通
ら
め
や
七
日
し
降
ら
ば
七
日
来
じ
と
や
︵
⑩
一
九

一
七
︶

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
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巻
九
の
三
首
は
春
の
雨
に
濡
れ
る
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
群
で
︑
春
雨
を
家
郷
か
ら

の
使
い
と
見
立
て
る
趣
向
の
中
で
避
け
て
も
濡
れ
る
と
も
歌
う
︒
春
雨
は
濡
れ

る
こ
と
が
歌
に
な
る
の
で
あ
る
︒
窪
田
評
釈
は
﹁
目
に
も
留
ま
ら
な
い
細
か
い

雨
の
ま
つ
わ
り
着
く
が
ご
と
く
︑
避
け
る
け
れ
ど
い
つ
か
わ
が
身
を
ぬ
ら
し
て

い
る
﹂
と
評
し
て
い
る
︒
一
九
一
五
歌
は
春
雨
が
降
っ
て
い
る
の
か
判
断
が
つ

か
な
い
ほ
ど
雨
脚
が
弱
か
っ
た
と
見
ら
れ
よ
う
︒
濡
れ
て
も
寒
く
な
い
季
節
と

い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
が
︑
一
八
七
七
歌
が
春
雨
と
わ
か
っ
て
い
れ
ば
恋
し
い
女

性
の
も
と
ま
で
行
っ
た
の
に
道
中
で
雨
宿
り
し
て
し
ま
っ
た
と
後
悔
す
る
と
こ

ろ
に
は
︑
春
雨
を
あ
ま
り
激
し
く
は
降
ら
な
い
も
の
と
す
る
認
識
が
あ
る⑳

︒
一

九
一
七
歌
は
春
雨
で
衣
が
ず
ぶ
濡
れ
に
な
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
と
歌
っ
て
来

ぬ
人
を
な
じ
っ
て
い
る

も
っ
と
も
︑
一
六
九
七
歌
に
も
見
え
る
よ
う
に
春
雨
で
あ
っ
て
も
で
き
れ
ば

濡
れ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
は
歌
わ
れ
て
い
る
︒

今
更
に
君
は
い
行
か
じ
春
雨
の
心
を
人
の
知
ら
ざ
ら
な
く
に
︵
⑩
一
九
一

六
︶

春
雨
の
止
ま
ず
降
る
降
る
我
が
恋
ふ
る
人
の
目
す
ら
を
相
見
せ
な
く
に

︵
⑩
一
九
三
二
︶

我
妹
子
に
恋
ひ
つ
つ
居
れ
ば
春
雨
の
そ
れ
も
知
る
ご
と
止
ま
ず
降
り
つ
つ

︵
⑩
一
九
三
三
︶

荊
波
の
里
に
宿
借
り
春
雨
に
隠
り
障
む
と
妹
に
告
げ
つ
や
︵
⑱
四
一
三

八
︶

帰
ろ
う
と
す
る
人
を
引
き
留
め
た
い
思
い
を
家
の
外
で
降
る
春
雨
に
託
し
︑
あ

る
い
は
降
り
続
け
る
春
雨
を
︑
逢
瀬
を
妨
げ
る
障
害
と
し
て
歌
う
︒
春
雨
で
あ

っ
て
も
降
っ
て
い
れ
ば
外
出
を
控
え
る
の
は
普
通
の
感
覚
で
あ
ろ
う
し
︑
秋
の

時
雨
と
同
じ
よ
う
に
幾
日
か
に
わ
た
っ
て
降
り
続
け
る
長
雨
と
し
て
も
認
識
さ

れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

今
行
き
て
聞
く
も
の
に
も
が
明
日
香
川
春
雨
降
り
て
激
つ
瀬
の
音
を
︵
⑩

一
八
七
八
︶

こ
の
歌
の
場
合
は
明
日
香
川
の
流
れ
が
激
し
く
な
る
と
歌
っ
て
い
る
か
ら
︑
春

雨
は
必
ず
し
も
弱
い
雨
に
限
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
︑
総
じ
て
春
の
雨
は
あ

ま
り
激
し
く
な
い
︑
濡
れ
て
も
良
い
ほ
ど
の
雨
で
あ
っ
た
ろ
う
︒

五

春
の
雨

﹁
汗
﹂
と
﹁
瑞
﹂
が
い
ず
れ
も
水
と
関
わ
り
︑
万
葉
集
の
例
を
も
確
認
し
て

く
る
と
︑
こ
の
歌
に
は
春
に
強
く
吹
く
風
よ
り
も
春
の
や
わ
ら
か
な
雨
が
ふ
さ

わ
し
く
思
わ
れ
る
︒
雨
を
汗
に
譬
え
た
表
現
は
な
い
が
︑
逆
に
体
か
ら
出
る
汗

を
雨
に
譬
え
る
例
は
文
選
に
あ
る
︒

流
汗
霡
霂
而
中
逵
泥
濘
︵
左
太
沖
・
呉
都
賦
︶

臨
淄
之
揮
㆑

汗
成
㆑

雨
︑
曽
何
足
㆑

稱
︵
沈
休
文
・
斉
故
安
陸
昭
王
碑
文
︶

呉
都
賦
の
例
は
市
場
を
賑
わ
す
人
々
の
汗
が
雨
の
よ
う
だ
と
言
い
︑
安
陸
昭
王

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
頭
歌
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碑
文
は
臨
淄
の
町
の
賑
わ
い
を
表
す
︒
さ
ら
に
前
者
の
李
善
注
は
﹁
流
汗
霡

霂
﹂
に
﹁
史
記
︑
蘇
秦
説
斉
王
︑
擧
㆑

袂
成
㆑

帳
︑
揮
㆑

汗
成
㆑

雨
︒
毛
萇
詩
伝
曰
︑

小
雨
謂
㆓

之
霡
霂
㆒︒﹂
と
︑
蘇
秦
列
伝
と
と
も
に
毛
詩
小
雅
・
信
南
山
の
一
節
を

引
く㉑

︒上
天
同
㆑

雲
︑
雨
㆑

雪
雰
雰
︿
雰
雰
雪
貌
︑
豊
年
之
冬
必
有
㆓

積
雪
㆒︒
雨
于

伝
反
︑
崔
如
字
︑
雰
芳
云
反
﹀
益
㆑

之
以
㆓

霡
霂
㆒

既
優
︑
既
渥
︿
小
雨
曰
㆓

霢
霂
㆒︒
箋
云
︑
成
王
之
時
陰
陽
和
︑
風
雨
時
︑
冬
有
㆓

積
雪
㆒

春
而
益
㆑

之

以
㆓

小
雨
㆒

潤
澤
則
饒
洽
︒
霢
土
革
反
︑
霂
音
木
︑
優
説
文
作
㆑

瀀
︑
音
憂
︑

渥
烏
学
反
﹀
既
霑
既
足
︑
生
㆓

我
百
穀
㆒︒

田
地
を
耕
し
て
い
る
と
︑
天
に
雲
が
集
ま
っ
て
雪
が
降
り
︑
続
い
て
霢
霂
が
土

地
を
潤
し
て
百
穀
が
実
る
こ
と
を
歌
う
︒
毛
伝
は
﹁
霡
霂
﹂
を
﹁
小
雨
﹂
と
説

き
︑
鄭
箋
は
成
王
の
治
世
は
風
雨
が
適
い
︑
冬
の
積
雪
に
加
え
て
春
に
降
る
小

雨
が
土
地
を
う
る
お
し
て
豊
か
に
な
る
と
述
べ
る
︒
霡
霂
は
集
中
に

⁝
玉
桙
の

道
来
る
人
の

泣
く
涙

砦
霂
尓
落
者
⁝
︵
②
二
三
〇
︶

我
妹
子
が
赤
裳
の
裾
の
ひ
づ
つ
ら
む
今
日
之
霡
霂
尓
我
さ
へ
濡
れ
な
︵
⑦

一
〇
九
〇
︶

彼
方
の
黄
土
の
小
屋
に
霡
霂
零
床
さ
へ
濡
れ
ぬ
身
に
添
へ
我
妹
︵
⑪
二
六

八
三
︶

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
︑﹁
兼
名
菀
（
苑
）

云
︑
細
雨
︑
一
名
霡
霂
小
雨
也
︑
麦
木
二
音
︑

和
名
古
左
女
﹂︵
和
名
類
聚
抄
︶
に
よ
っ
て
﹁
こ
さ
め
﹂
と
訓
ま
れ
る㉒

︒
つ
ま

り
﹁
揮
㆑

汗
成
㆑

雨
﹂
や
﹁
流
汗
霡
霂
﹂
と
い
う
汗
を
雨
に
譬
え
る
漢
籍
の
表
現

を
学
ん
で
逆
に
﹁
汗
﹂
の
字
に
よ
っ
て
雨
を
表
し
た
の
で
は
な
い
か
︒
春
の
雨

は
土
地
を
潤
す
小
雨
で
あ
り
︑
新
た
な
年
の
豊
作
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
万
葉
び
と
が
詩
経
や
文
選
の
訓
詁
か
ら
学
ぶ
こ
と
は
難
し
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
︒
こ
の
よ
う
な
春
の
雨
に
つ
い
て
の
認
識
は
開
花
や
萌
芽
を
促
す
と
い

う
発
想
と
軌
を
一
に
す
る
で
あ
ろ
う
︒
汗
が
暑
熱
に
よ
っ
て
滲
出
す
る
こ
と
と

春
の
温
暖
な
気
候
に
よ
っ
て
降
り
出
す
こ
と
と
の
類
縁
性
も
あ
ず
か
っ
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
︒

三
二
二
一
歌
は
﹁
冬
こ
も
り
春
さ
り
来
れ
ば
﹂
に
始
め
て
︑
白
露
と
霞
の
対

句
に
鴬
を
並
べ
て
春
と
い
う
季
節
の
到
来
を
歌
う
こ
と
が
主
題
と
認
め
ら
れ
る㉓

︒

﹁
汗
瑞
﹂
は
い
ず
れ
も
水
に
関
わ
る
文
字
で
あ
り
︑
春
の
小
雨
を
汗
に
譬
え
︑

﹁
瑞
﹂
に
は
豊
年
の
予
兆
の
意
を
込
め
た
と
見
る
の
が
良
い
だ
ろ
う
︒
全
註
釈

が
﹁
雨
の
降
る
木
末
が
下
に
﹂
を
矛
盾
と
指
摘
す
る
点
は
︑
雨
が
降
る
梢
の
︑

そ
の
下
に
鴬
が
鳴
く
と
捉
え
て
お
き
た
い
︒

お
わ
り
に

﹁
風
の
吹
く
﹂
を
採
用
し
て
も
本
当
に
そ
の
訓
で
良
い
か
不
安
を
ほ
の
め
か

す
注
釈
書
は
少
な
く
な
い
︒
全
注
は
春
の
風
の
歌
と
し
て
は
異
例
と
指
摘
す
る

し
︑
釈
注
も
﹁
風
の
吹
く
﹂
の
語
注
に
﹁﹁
瑞
﹂
を
本
来
の
形
と
認
め
る
︒
但

し
︑
こ
の
句
は
ど
こ
か
表
現
が
新
し
す
ぎ
る
感
を
免
れ
な
い
︒﹂
と
述
べ
る
︒

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
頭
歌

一
三



な
か
で
も
私
注
は
﹁
歌
の
感
銘
は
ア
メ
ノ
フ
ル
の
方
が
︑
反
つ
て
勝
る
や
う
に

思
は
れ
る
が
︑
し
ば
ら
く
此
の
訓
に
よ
つ
た
︒﹂
と
し
て
お
り
︑
歌
の
表
現
と

し
て
﹁
雨
の
降
る
﹂
が
す
ぐ
れ
て
い
る
と
す
る
︒
歌
人
ら
し
い
卓
見
と
言
え
る
︒

巻
十
三
の
巻
頭
を
飾
る
歌
と
し
て
春
の
訪
れ
を
描
く
だ
け
で
な
く
︑
豊
か
な
稔

り
の
予
祝
と
な
る
よ
う
に
期
待
を
込
め
た
表
現
が
﹁
汗
瑞
能
振
﹂
だ
っ
た
も
の

と
思
う
︒

注①

精
撰
本
で
は
﹁
汗
ハ
音
ヲ
用
︑
湍
ハ
和
名ニ

云
︒
湍
ハ
唐
韻
云
︒
他
端
ノ
反
︑
一ノ

音ハ

専
︑︿
和
名
世
︑﹀
急
瀬
也
ト
ア
レ
ハ
︑
汗
ト
一
具
ニ
専
ノ
音
ヲ
用
ト
モ
云
ヘ
シ
︒
又

和
訓
ノ
世
ヲ
取
ト
モ
云
ヘ
シ
︒﹂
と
述
べ
︑
湍
の
一
音
専
を
用
い
た
音
仮
名
の
可
能

性
に
も
言
及
し
て
お
り
︑
大
系
は
音
仮
名
と
し
て
注
を
施
す
︒

②

﹁
万
葉
集
歌
の
訓
詁
を
め
ぐ
つ
て
﹂︵﹃
国
文
学
解
釈
と
観
賞
﹄
二
四
五
号
︑
學
燈

社
︑
昭
和
三
一
年
一
〇
月
︶︒

③

﹃
日
本
語
と
日
本
文
学
﹄
第
六
号
︵
筑
波
大
学
国
語
国
文
学
会
︑
昭
和
六
一
年
一

一
月
︶︒

④

段
注
に
﹁
唐
韻
是
偽
切
﹂
と
あ
る
︒

⑤

﹁
可
是
﹂︵
⑤
七
九
九
等
︶︑﹁
加
是
﹂︵
⑮
三
六
一
六
等
︶︒

⑥

全
解
は
原
文
を
載
せ
な
い
が
︑
代
匠
記
に
従
う
と
し
て
い
る
︒

⑦

玉
篇
佚
文
補
正
に
も
採
録
さ
れ
る
︒

⑧

続
紀
の
表
記
は
﹁
日
本
根
子
高
瑞
浄
足
姫
天
皇
﹂︵
元
正
即
位
前
紀
︶︒

⑨

﹁
若
々
し
く
生
き
生
き
と
し
た
さ
ま
︒
み
ず
み
ず
し
い
さ
ま
︒
事
物
の
新
し
く
清

ら
か
な
さ
ま
や
︑
目
新
し
く
め
で
た
い
さ
ま
を
讃
め
て
い
う
︒﹂︵
時
代
別
国
語
大
辞

典
上
代
編
︶︒

⑩

飯
田
季
治
﹃
日
本
書
紀
新
講
﹄
に
は
﹁
み
づ
は
﹂
と
訓
じ
て
い
る
︒

⑪

祝
詞
に
も
﹁
美
頭
乃

御
舎
仕
奉
弖

﹂︵
六
月
晦
大
祓
︶
の
例
が
あ
る
︒

⑫

﹃
篆
隷
万
象
名
義
校
釈
﹄
は
掲
出
字
を
﹁
楛
﹂
に
誤
り
︑
反
切
下
字
の
原
字
を
訛

と
し
﹁
如
婌
反
﹂
と
訂
す
る
が
︑
影
印
に
よ
れ
ば
も
と
の
字
は
火
偏
と
見
ら
れ
︑
旁

は
判
読
で
き
な
い
︒
大
広
益
会
玉
篇
に
あ
る
﹁
灼
﹂
の
誤
写
か
︒

⑬

﹁
す
は
え
﹂
で
あ
れ
ば
﹁
生
ゆ
﹂︵
ヤ
行
下
二
段
自
動
詞
︶
と
考
え
ら
れ
る
が
︑

﹁
す
は
へ
﹂
の
訓
が
多
い
︒
ま
た
﹁
生
ゆ
﹂
の
複
合
語
﹁
ひ
こ
ば
え
﹂
は
新
撰
字
鏡

に
﹁
比
古
波
江
﹂
が
あ
る
の
み
で
︑
観
智
院
本
類
聚
名
義
抄
に
は
﹁
ひ
こ
は
ゆ
﹂
で

現
れ
る
︒
新
撰
字
鏡
享
和
本
の
﹁
機
﹂
に
あ
る
﹁
須
波
紅
﹂
は
﹁
須
波
江
﹂
の
誤
り

と
さ
れ
﹁
す
は
え
﹂
の
例
と
な
る
︒

⑭

金
田
章
裕
氏
﹁
荘
所
と
関
連
施
設
の
表
現
﹂
︵﹃
古
地
図
か
ら
み
た
古
代
日
本
﹄
吉

川
弘
文
館
︑
二
〇
一
七
年
五
月
︶
九
九
頁
︒

⑮

木
簡
庫

奈
良
文
化
財
研
究
所
︵
h
ttp
s:/
/
m
o
k
k
a
n
k
o
.n
a
b
u
n
k
e
n
.g
o
.jp
/
ja
/︶
︒

⑯

川
端
善
明
氏
﹃
活
用
の
研
究
Ⅱ
﹄︵
清
文
堂
出
版
︑
一
九
九
七
年
四
月
︶
三
九
頁
︒

⑰

王
念
孫
﹃
広
雅
疏
証
﹄
中
華
書
局
︑
一
九
八
三
年
五
月
︒

⑱

﹁
汗

胡
安
反
︑
平
︑
又
去
︑
可
汗
汗
也
︑
胡
稱
也
︑
熱
汗
也
︒﹂

⑲

﹁
我
が
や
ど
の

い
さ
さ
群
竹

吹
く
風
の

音
の
か
そ
け
き

こ
の
夕
か
も
﹂

︵
⑲
四
二
九
一
︶
も
春
の
歌
で
あ
る
が
︑
風
の
強
さ
は
い
ず
れ
と
も
決
め
が
た
い
︒

⑳

﹁
⁝
紅
の

赤
裳
の
裾
の

春
雨
に

に
ほ
ひ
ひ
づ
ち
て

通
ふ
ら
む
⁝
﹂︵
⑰
三

九
六
九
︶
も
春
雨
に
濡
れ
る
様
子
か
︒

㉑

﹁
霡
﹂
は
全
釈
漢
文
大
系
﹃
文
選
﹄
や
新
釈
漢
文
大
系
﹃
詩
経
﹄
で
は
﹁
霢
﹂
に

作
る
が
︑﹁
霢

霢
霂
︑
亦
作
㆑

霡
﹂
︵
廣
韻
︶
と
あ
り
︑
通
用
す
る
︒

㉒

澤
瀉
注
釈
の
②
二
三
〇
に
﹁
霡
霂
﹂
の
異
同
を
含
む
考
察
が
あ
る
︒

㉓

新
谷
秀
夫
氏
﹁
萬
葉
集
巻
十
三
冒
頭
歌
の
性
格
﹂
︵﹃
日
本
文
芸
研
究
﹄
四
一
巻
二

号
︑
関
西
学
院
大
学
日
本
文
学
会
︑
一
九
八
九
年
七
月
︶
︒

万
葉
集
巻
十
三
の
巻
頭
歌

一
四


