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□

要

旨

『
万
葉
集
﹄
の
歌
と
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
古
く
か
ら
多
く
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
歌
集
で
︑
植
物
の
﹁
こ
け
﹂
が
登
場
す
る

歌
は
十
二
首
で
あ
る
︒
本
稿
は
﹁
奥
山
の
岩
に
苔
生
し
﹂
と
い
う
表
現
に
着
目
し
︑﹁
こ
け
﹂
の
表
記
と
意
味
を
確
認
し
た
う
え
で
︑
蘚
苔
類
の
﹁
こ

け
﹂
の
歌
と
中
国
文
学
と
の
繋
が
り
を
検
討
し
て
み
た
︒﹁
神
聖
︑
清
浄
な
地
に
生
え
る
植
物
︑
聖
域
の
指
標
﹂
と
い
う
︑
漢
籍
で
定
着
し
て
い
た

﹁
こ
け
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
に
上
代
人
が
注
目
し
︑
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
﹁﹁
こ
け
﹂
と
怨
﹂︑
﹁﹁
こ
け
﹂
を
詠
む
歌
﹂
と

い
う
二
つ
の
章
を
設
け
︑
歌
と
漢
詩
文
の
影
響
や
関
係
に
つ
い
て
︑
更
な
る
解
明
に
努
め
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

万
葉
集

こ
け

漢
籍

神
聖

怨
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一

問
題
の
提
起

﹃
万
葉
集
﹄
巻
六
・
九
六
二
番
に
は
次
の
よ
う
な
歌
が
見
え
る
︒

天
平
二
年
庚
午

勅
遣
二

擢
駿
馬
使
大
伴
道
足
宿
祢
一

時
歌
一
首
︵
１
︶

Ａ
①

奥
山
之

オ
ク
ヤ
マ

の

磐
尔

イ
ハ

ニ

蘿
生

こ
け
ム
シ

恐
毛

カ
シ
コ
ク
モ

問
賜
鴨

ト
ヒ
タ
マ
フ
カ
モ

念
不

オ
モ
ヒ
ア
移

レ

堪ナ

国ク
ニ

︵
六
・
九
六
二
︶

︵
奥
山
の

岩
に
苔
生
し

恐
く
も

問
ひ
た
ま
ふ
か
も

思
ひ
あ
へ
な
く
に
︶

左
注
に
﹁
右
︑
勅
使
大
伴
道
足
宿
祢
饗
二

于
帥
家
一

︒
此
日
︑
会
集
衆
諸
相
二

誘
駅
使
葛
井
連
広
成
一

︑
言
レ

須
レ

作
二

歌
詞
一

︒
登
時
広
成

応
レ

声
︑
即
吟
二

此
歌
一

︒﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
れ
は
天
平
二
年
︑
駿
馬
を
選
ぶ
た
め
の
勅
使
︑
大
伴
道
足
の
到
来
を
歓
迎
し
た
宴
で
︑

駅
使
の
葛
井
連
広
成
が
歌
を
作
れ
と
い
う
求
め
に
応
じ
て
︑
即
座
に
作
っ
た
も
の
で
あ
る
︒
大
伴
道
足
は
当
時
︵
天
平
二
年
︶︑
正
四
位

下
の
高
位
を
以
て
擢
駿
馬
使
と
し
て
大
宰
府
に
来
た
の
で
あ
り
︑
大
い
に
歓
迎
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
そ
の
歓
迎
の
場
で
︑
当
時
六
位
の

卑
官
で
あ
る
葛
井
連
広
成
は
︑﹁
会
集
諸
衆
﹂
の
歌
詠
の
要
請
を
﹁
恐
く
も

問
ひ
た
ま
ふ
か
も
﹂
と
述
べ
︑
こ
の
﹁
歌
ら
し
い
歌
な
ど

思
い
つ
か
な
い
︵
思
ひ
あ
へ
な
く
に
︶﹂
歌
を
作
っ
た
の
で
あ
る
︒

此
の
歌
と
同
じ
上
二
句
を
有
す
る
歌
と
し
て
︑
巻
七
・
一
三
三
四
番
に
︑

Ａ
②

奥
山
之

オ
ク
ヤ
マ

の

於イ
ハ

レ

石ニ

蘿
生

こ
け
ム
シ

恐
常

カ
シ
コ
ケ
ど

思
情
乎

オ
モ
フ
こ
こ
ろ

ヲ

何
如
裳

イ

カ

ニ
カ
モ

勢
武

セ

ム

︵
七
・
一
三
三
四
︶

︵
奥
山
の

岩
に
苔
生
し

恐
け
ど

思
ふ
心
を

い
か
に
か
も
せ
む
︶

と
い
う
歌
が
あ
る
︒
巻
七
の
譬
喩
歌
に
収
め
ら
れ
て
い
る
﹁
寄
レ

山
﹂
五
首
︵
一
三
三
一
︱
一
三
三
五
︶
の
中
の
一
首
で
あ
る
︒
作
者
不
明

の
歌
で
は
あ
る
が
︑
諸
注
釈
書
が
指
摘
す
る
ご
と
く
︑
高
い
身
分
の
女
と
関
係
を
結
ん
で
い
る
男
の
︑
女
に
訴
え
た
形
の
歌
で
あ
る
と
い
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う
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
一
三
三
一
番
の
歌
﹁
磐
畳

恐
山
常

知
管
毛

吾
者
恋
香

同
等
不
レ

有
尓
﹂
と
同
じ
く
︑
身
分
の
違
い
を

わ
き
ま
え
つ
つ
も
︑
そ
の
相
手
に
惹
か
れ
る
心
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
︒

右
の
二
首
に
つ
い
て
︑
上
二
句
の
﹁
奥
山
の
岩
に
苔
む
し
﹂
を
下
句
の
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
を
引
き
起
こ
す
序
と
す
る
指
摘
は
︑
諸
注
釈
書

に
お
い
て
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
︵
２
︶

︒
た
だ
し
︑
上
二
句
に
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
奥
山
﹂︑﹁
岩
﹂︑︵
岩
に
生
え
た
︶﹁
こ
け
﹂
と
い
う
三
つ
の
景
物

が
登
場
す
る
が
︑
下
句
の
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
た
も
の
と
し
て
︑
た
と
え
ば
新
編
全
集
﹃
萬
葉
集
︵
３
︶

﹄
の
九
六
二
番

の
頭
注
が
﹁
奥
山
の
岩
に
苔
生
│
第
三
句
の
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
を
起
こ
す
序
︒
霊
地
の
奇
岩
・
巨
石
を
神
聖
視
す
る
こ
と
は
古
代
信
仰
の
一

つ
の
形
態
﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
従
来
︑﹁
苔
﹂
よ
り
も
﹁
奥
山
﹂
或
い
は
﹁
奥
山
の
岩
﹂
の
ほ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
ふ
う
に

指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
う
し
た
中
に
あ
っ
て
︑
窪
田
空
穂
﹃
萬
葉
集
評
釋
﹄
は
一
三
三
四
番
の
語
釈
に
︑﹁﹁
奥
山
の
石
﹂
は
︑
上

代
で
は
神
聖
を
感
じ
て
ゐ
た
物
で
あ
る
の
に
︑
そ
れ
に
苔
が
生
え
る
と
︑
一
段
と
神
さ
び
る
の
で
︑
恐
れ
あ
る
の
意
で
﹁
恐
﹂
と
續
け
︑

そ
の
序
詞
と
し
た
も
の
﹂
と
説
明
し
て
お
り
︑
近
年
︑
影
山
尚
之
氏
︵
４
︶

が
︑﹁
奥
山
﹂
と
﹁
高
山
﹂
に
焦
点
を
当
て
た
論
考
で
︑
Ａ
組
の
九

六
二
番
と
一
三
三
四
番
の
歌
に
つ
い
て
︑﹁﹁
苔
﹂
む
し
た
﹁
岩
﹂
が
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
を
引
き
だ
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
明
白
な
よ
う
に
︑

﹁
奥
山
﹂
で
人
目
に
つ
か
ず
存
在
し
て
い
る
そ
れ
が
畏
怖
さ
れ
る
べ
き
神
聖
な
も
の
と
し
て
う
た
う
﹂
と
︑﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
を
引
き
出
す
の

が
苔
む
し
た
岩
と
﹁
苔
﹂
に
論
及
す
る
の
は
貴
重
で
あ
る
︒

﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
と
い
う
言
葉
の
意
味
に
つ
い
て
︑﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典
﹄︵
上
代
編
︶
で
は
︑

㋐

恐
ろ
し
い
︒
㋑

恐
れ
多
い
︒
㋒

驚
く
べ
き
で
あ
る
︒
た
だ
ご
と
で
は
な
い
︒

と
い
う
三
つ
の
項
目
に
分
け
解
釈
さ
れ
て
い
る
︒
Ａ
組
の
二
首
の
場
合
は
︑
と
も
に
尊
い
人
に
対
す
る
気
持
ち
で
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
が
用
い

ら
れ
て
お
り
︑
㋑
の
意
味
の
﹁
恐
れ
多
い
︑
畏
敬
﹂
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
︒
た
し
か
に
︑
歌
人
の
言
い
た
い
こ
と
が
歌
の

後
半
の
部
分
に
置
か
れ
︑﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
の
使
用
は
人
事
に
ま
つ
わ
っ
て
い
る
と
は
い
え
︑
こ
の
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
を
導
く
き
っ
か
け
と
な

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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る
の
は
︑
上
二
句
に
描
か
れ
た
景
物
に
あ
る
と
い
う
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
く
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
し
て
︑﹁
恐
ろ
し
い
﹂

の
意
で
は
な
く
︑﹁
恐
れ
多
い
︑
畏
敬
﹂
の
意
で
使
用
さ
れ
て
い
る
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
を
喚
起
す
る
景
物
と
し
て
は
︑
恐
ろ
し
い
存
在
で
は

な
く
︑
神
聖
な
︑
高
貴
な
存
在
に
あ
る
︵
５
︶

と
捉
え
ら
れ
る
︒

既
に
真
下
厚
氏
︵
６
︶

は
︑
奥
山
に
生
え
る
真
木
︑
し
き
み
︑
菅
な
ど
の
呪
木
︑
聖
木
的
な
意
味
の
植
物
を
究
明
し
た
う
え
で
︑﹁
﹁
奥
山
﹂
は

人
里
を
遠
く
離
れ
た
山
中
の
異
界
︱
神
世
界
で
あ
っ
た
﹂
と
結
論
づ
け
て
お
り
︑﹁
奥
山
﹂
の
空
間
と
し
て
の
神
聖
さ
を
認
め
て
い
る
︒

一
方
︑
同
じ
く
﹁
奥
山
の
岩
﹂
に
生
え
る
或
る
植
物
を
意
識
し
つ
つ
作
ら
れ
た
歌
は
︑
当
該
二
首
の
ほ
か
に
集
中
次
の
三
例
が
見
ら

れ
る
︒

Ｂ
①

奥
山
之

オ
ク
ヤ
マ

の

磐
本
菅
乎

イ
ハ
モ
と
ス
げ

ヲ

根ネ

深
目

フ
カ

め

手テ

結
ム
ス
ビ

之シ

情
こ
こ
ろ

忘
ワ
ス
レ

不
得
裳

カ

ネ

ツ

モ

︵
三
・
三
九
七
︶

︵
奥
山
の

岩
本
菅
を

根
深
め
て

結
び
し
心

忘
れ
か
ね
つ
も
︶

Ｂ
②

奥
山
之

オ
ク
ヤ
マ

の

磐イ
ハ

影カ
げ

尔ニ

生オ
フ

流ル

菅
ス
ガ
の

根ネ

乃の

懃
ネ
モ
こ
ろ

吾ワ
レ

毛モ

不ア
ヒ

二

相
念

オ
モ
ハ
ザ

一

有
哉

レ

ヤ

︵
四
・
七
九
一
︶

︵
奥
山
の

岩
陰
に
生
ふ
る

菅
の
根
の

ね
も
こ
ろ
我
も

相
思
は
ざ
れ
や
︶

Ｂ
③

奥
山
之

オ
ク
ヤ
マ

の

石イ
ハ

本モ
と

菅ス
げ

乃の

根ネ

深
フ
カ
ク

毛モ

所オ
モ

レ

思
ホ
ユ
ル

鴨カ
モ

吾ア
ガ

念
オ
モ
ヒ

妻ヅ
マ

者ハ

︵
十
一
・
二
七
六
一
︶

︵
奥
山
の

岩
本
菅
の

根
深
く
も

思
ほ
ゆ
る
か
も

我
が
思
ひ
妻
は
︶

ほ
ぼ
同
じ
構
造
の
上
二
句
︵
い
ず
れ
も
﹁
奥
山
の
岩
﹂
＋
植
物
︶
を
持
つ
Ａ
組
の
歌
と
Ｂ
組
の
歌
を
比
較
し
て
み
る
と
︑
次
の
表
の
よ
う
な

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
︒
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Ⅰ

位
置
づ
け
ら
れ
る
場
所

Ⅱ

植
物

Ⅲ

関
わ
る
下
句
の
内
容

Ａ

奥
山
の
岩

︵
Ａ
①
︑
Ａ
②
︶

こ
け
︵
蘿
︑
苔
︶

カ
シ
コ
シ

Ｂ

奥
山
の
岩
陰
︵
Ｂ
②
︶

奥
山
の
岩
本
︵
Ｂ
①
︑
Ｂ
③
︶

菅

根
深
め
て
結
び
し
こ
こ
ろ

ね
も
こ
ろ
︑
根
深
シ

先
に
新
編
全
集
の
頭
注
で
見
た
よ
う
に
︑
Ａ
組
の
二
首
の
歌
を
見
る
限
り
で
は
︑
確
か
に
Ⅰ
と
Ⅲ
の
イ
メ
ー
ジ
の
導
入
に
或
る
必
然
的

な
関
連
性
が
存
在
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

し
か
し
︑
Ｂ
組
の
三
例
に
つ
い
て
︑
諸
注
釈
書
に
よ
る
と
︑
当
該
の
三
首
は
い
ず
れ
も
︑
そ
こ
に
位
置
づ
け
る
﹁
菅
﹂
の
縁
で
︑
下
の

﹁
根
深
め
て
結
び
し
こ
こ
ろ
﹂︑﹁
ね
も
こ
ろ
﹂︑﹁
根
深
シ
︵
７
︶

﹂
に
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
︒
Ａ
組
と
同
じ
く
﹁
奥
山

の
岩
︵
岩
本
︑
岩
陰
︶﹂
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
が
︑
そ
こ
に
生
え
た
植
物
︵
Ⅱ
︶
の
違
い
に
よ
っ
て
︑
Ａ
組
と
全
然
違
う
イ
メ
ー
ジ
が
導
入

さ
れ
て
い
る
︒
言
わ
ば
︑
Ⅰ
を
共
有
す
る
Ａ
組
と
Ｂ
組
は
︑
異
な
る
Ⅱ
を
持
っ
て
い
る
が
故
に
︑
結
局
異
な
る
Ⅲ
が
引
き
起
こ
さ
れ
て
く

る
と
言
え
よ
う
︒

Ｂ
組
の
パ
タ
ー
ン
に
従
っ
て
顧
み
る
と
︑
Ａ
組
に
お
け
る
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
の
導
入
は
︑
必
ず
﹁
奥
山
の
岩
﹂
と
無
縁
で
あ
る
と
は
い
え

な
い
が
︑
そ
こ
に
登
場
す
る
植
物
﹁
こ
け
﹂
と
の
な
ん
ら
か
の
相
関
性
も
考
え
る
べ
き
で
あ
る
︒
本
稿
で
は
Ａ
組
の
歌
に
登
場
す
る
﹁
こ

け
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
︑
と
く
に
漢
籍
に
お
け
る
﹁
苔
﹂
の
用
例
と
意
味
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
し
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
︒

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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二

﹁
こ
け
﹂
の
表
記
に
つ
い
て

万
葉
集
に
お
い
て
︑
植
物
の
﹁
こ
け
﹂
が
登
場
す
る
歌
は
︑
詞
書
も
含
め
︑
Ａ
①
と
Ａ
②
の
ほ
か
︑
集
中
次
の
よ
う
な
十
例
が
見
ら
れ
る
︒

①
従
二

吉
野
一

折
二

取
蘿
生
松
柯
一

遣
時

額
田
王
奉
入
歌
一
首
︵
８
︶

三ミ

吉よ
シ

野ノ

乃の

玉タ
マ

松マ
ツ

之ガ

枝え

者ハ

波ハ

思シ

吉キ

香カ

聞モ

君キ
ミ

之ガ

御ミ

言こ
と

乎ヲ

持モ
チ

而テ

加カ

欲ヨ

波ハ

久ク

︵
二
・
一
一
三
︶

②
妹イ
モ

之ガ

名ナ

者ハ

千チ

代よ

尔ニ

将ナ
ガ

レ

流レ
ム

姫ヒ
メ

嶋シ
マ

之の

子コ

松マ
ツ

之ガ

末ウ
レ

尔ニ

蘿 こ
け

生ム
ス

万マ

代デ

尔ニ

︵
二
・
二
二
八
︶

③
何イ

時ツ
の

間マ

毛モ

神カ
ム

左サ

備び

祁ケ

留ル

鹿カ

香カ
グ

山ヤ
マ

之の

鉾ホ
こ

榲ス
ぎ

之ガ

本モ
と

尓ニ

薜 こ
け

生ム
ス

左マ

右デ

二ニ

︵
三
・
二
五
九
︶

④
詠
レ

蘿

三ミ

芳よ
シ

野ノ

之の

青ア
ヲ

根ネ

我ガ

峯ミ
ネ

之の

蘿 こ
け

席
ム
シ
ろ

誰
タ
レ
カ

将オ
リ

レ

織ケ
ム

経タ
テ

緯ヌ
キ

無ナ
シ

二ニ

︵
七
・
一
一
二
〇
︶

⑤
安ア

太ダ

部へ

去ユ
ク

小ヲ

為ス

手テ

乃の

山ヤ
マ

之の

真マ

木き
の

葉ハ

毛モ

久
ヒ
サ
シ
ク

不ミ

レ

見
者

ネ

バ

蘿こ
け

生ム
シ

尓ニ

家ケ

里リ

︵
七
・
一
二
一
四
︶

⑥
敷シ
キ

細タ

布移
の

枕
人

マ
ク
ラ
ハ
ヒ
と
ニ

事こ
と

問と
フ

哉ヤ

其そ
の

枕
マ
ク
ラ
ニ
ハ

苔 こ
け

生ム

負シ
ニ

為タ
リ

︵
十
一
・
二
五
一
六
︶

⑦
結
ユ
ヒ
シ

紐ヒ
モ

解
と
カ
ム

日ヒ

遠
と
ホ
ミ

敷
細

シ
キ
タ

移
の

吾ワ
ガ

木こ

枕
マ
ク
ラ
ハ

蘿 こ
け

生
ム
シ
ニ

来ケ
リ

︵
十
一
・
二
六
三
〇
︶

⑧
吾ワ
ギ

妹モ

子コ
ニ

不ア
ハ

レ

相
久

ズ
ヒ
サ
シ
モ

馬ウ
マ

下シ
モ

乃の

阿ア

倍移

橘
タ
チ
バ
ナ

乃の

蘿 こ
け

生ム
ス

左マ

右デ
ニ

︵
十
一
・
二
七
五
〇
︶

⑨
⁝
帶
オ
ビ
ニ

為セ
ル

明ア

日ス

香カ
の

河カ
ハ

之の

水ミ

尾ヲ

速
ハ
ヤ
ミ

生ム
シ

多タ

米め

難
カ
タ
キ

石
枕

イ
シ
マ
ク
ラ

蘿こ
け

生ム
ス

左マ

右デ

二ニ

⁝

︵
十
三
・
三
二
二
七
︶

⑩
神カ
ム

名ナ

備び

能の

三ミ

諸モ
ろ

之の

山ヤ
マ

丹ニ

隠イ
ハ

蔵フ

杉ス
ぎ

思
将

オ
モ
ヒ

ス
ぎ

レ

過
哉

め

ヤ

蘿こ
け

生ム
ス

左マ

右デ
ニ

︵
十
三
・
三
二
二
八
︶

い
ず
れ
も
仮
名
書
き
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
蘿
﹂︑﹁
薜
﹂︑﹁
苔
﹂
と
い
う
字
を
も
っ
て
表
記
し
て
い
る
︒
そ
の
う
ち
︑﹁
蘿
﹂
と
い

う
表
記
を
使
っ
た
例
が
最
も
多
く
︑
計
十
例
あ
る
︒
こ
の
三
つ
の
文
字
を
中
国
の
古
辞
書
で
確
認
す
る
と
︑
次
の
ご
と
く
に
な
る
︒
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﹁
蘿
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
説
文
解
字
︵
９
︶

﹄
に
︑

蘿

莪
也

従
艸

羅
聲
魯
何
切

と
あ
る
︒
ま
た
﹃
爾
雅
・
釋
草
﹄
に
は
︑﹁
蘿
﹂
が
検
出
さ
れ
な
い
が
︑﹁
莪
﹂
に
つ
い
て
は
︑

莪

蘿

今
莪
蒿
也

と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
蘿
﹂
は
﹁
莪
﹂
を
い
う
も
の
で
︑﹁
莪
﹂
と
同
じ
く
蒿
属
の
植
物
で
あ
る
︒

﹁
苔
﹂
は
﹃
説
文
解
字
﹄
に
よ
る
と
︑

苔

水
衣

従
艸

治
聲
徒
哀
切

と
あ
り
︑﹃
爾
雅
﹄
に
よ
る
と
︑

為

石
衣

水
苔
也

一
名
石
髪

と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
苔
﹂
は
今
の
蘚
苔
類
の
苔
と
同
じ
よ
う
に
︑
水
中
或
い
は
石
の
上
に
生
え
る
植
物
で
あ
る
︒

﹁
薜
﹂
に
つ
い
て
は
︑﹃
説
文
解
字
﹄
に
は
︑

薜

牡
賛
也

従
艸

辟
聲
蒲
汁
切

と
あ
り
︑﹁
薜
﹂
は
牡
賛
で
あ
る
︒
更
に
﹃
爾
雅
﹄
に
お
い
て
︑﹁
薜
﹂
は
﹁
白
蘄
﹂︑﹁
山
蘄
﹂︑﹁
庾
草
﹂︑﹁
山
麻
﹂︑﹁
牡
賛
﹂
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
植
物
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
︑
蘚
苔
類
の
﹁
苔
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
は
見
ら
れ
な
い
︒

右
に
見
る
よ
う
に
︑
中
国
で
は
︑﹁
蘿
﹂
と
﹁
薜
﹂
は
︑﹁
苔
﹂
と
相
違
し
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
別
の
植
物
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

一
方
︑﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄︵
巻
十
・
苔
類
百
廿
二
︶
に
﹁
蘿
﹂
を
調
べ
る
と
︑

蘿

唐
韵
云
︑
蘿
︑
魯
何
反
︑
日
本
紀
私
記
云
︑
蘿
︑
比
加
介

と
あ
る
︒
ま
た
﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
に
は
︑

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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蘿

音
羅
ヒ
カ
ケ

コ
ケ

と
あ
る
よ
う
に
︑﹁
蘿
﹂
は
﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄
の
苔
類
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑﹁
比
加
介
﹂︑﹁
ヒ
カ
ケ
﹂
と
い
う
和
名
が
あ
る
と
と
も
に
︑

﹁
コ
ケ
﹂
と
も
訓
ん
で
い
る
︒

ま
た
︑﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
で
﹁
薜
﹂
と
﹁
苔
﹂
を
調
べ
る
と
︑

薜

補
草
反

音
鎞

︱
荔

香
草

コ
ケ

ク
ル
シ
フ

チ
ハ
フ

苔

音
臺

コ
ケ
ノ
リ

ミ
ノ
リ

ミ
ル

と
あ
り
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
コ
ケ
﹂
の
訓
み
が
見
ら
れ
る
︒

ま
た
︑﹃
時
代
別
国
語
大
辞
典
﹄︵
上
代
編
︶
に
お
け
る
﹁
こ
け
﹂
の
解
釈
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
︒

こ
け
﹇
苔
・
蘿
﹈︵
名
︶
㋐
こ
け
︒
蘚
苔
類
︒
陰
地
や
湿
地
の
地
表
を
蔽
っ
た
り
︑
古
い
樹
上
や
石
上
に
生
育
す
る
︒︵
中
略
︶
㋑
さ

る
お
が
せ
︒
地
衣
類
の
一
種
の
糸
状
地
衣
と
よ
ば
れ
る
植
物
で
︑
深
山
の
樹
枝
に
生
ず
る
こ
と
が
多
く
︑
網
も
し
く
は
糸
屑
の
よ
う

な
形
で
垂
れ
下
が
る
︒

つ
ま
り
︑
上
代
で
は
︑﹁
こ
け
﹂
は
蘚
苔
類
︑
普
通
の
苔
を
指
す
場
合
も
あ
れ
ば
︑
樹
枝
な
ど
に
生
え
る
﹁
さ
る
お
が
せ
﹂
を
指
す
場

合
も
あ
る
︒
Ａ
組
の
二
首
を
含
ん
だ
十
二
首
の
歌
に
出
て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
﹁
こ
け
﹂
の
定
義
に
つ
い
て
は
︑
従
来
の
注
釈
書
で
揺
れ
が

見
ら
れ
る
が
︑
管
見
の
限
り
で
は
︑
大
体
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
︵

︶
︒
10

⑴
蘚
苔
類
の
苔
を
表
す
も
の
︵
Ａ
①
︑
Ａ
②
︑
③
④
⑥
⑦
︶

⑵
さ
る
お
が
せ
︑
地
衣
類
の
植
物
を
表
す
も
の
︵
①
②
⑤
︶

⑶
諸
注
釈
書
で
直
接
触
れ
て
い
な
い
︑
意
味
が
確
定
で
き
な
い
も
の
︵
⑧
⑨
⑩
︶

右
に
示
す
よ
う
に
︑﹁
さ
る
お
が
せ
﹂
の
意
味
と
し
て
⑵
に
収
め
ら
れ
て
い
る
三
例
は
︑
樹
︵
松
︑
槙
︶
︑
樹
枝
な
ど
︑
そ
の
生
育
場
所

―8―



は
い
ず
れ
も
樹
に
関
す
る
所
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︵

︶
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑﹁
こ
け
﹂
を
蘚
苔
類
の
﹁
苔
﹂
の
意
味
で
使
わ
れ

11

て
い
る
例
は
︑
十
二
首
中
︑
六
例
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
目
立
つ
︒
⑴
の
分
類
に
は
︑
と
も
に
﹁
蘿
﹂︑﹁
薜
﹂︑﹁
苔
﹂
と
い
う
漢
字
表
記

が
見
ら
れ
︑
中
国
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
違
う
植
物
を
示
し
て
い
る
﹁
蘿
﹂︑﹁
薜
﹂︑﹁
苔
﹂
と
い
う
三
つ
の
漢
字
が
︑
万
葉
集
に
お
い
て
は
︑

共
に
﹁
コ
ケ
﹂
の
訓
み
を
も
っ
て
お
り
︑
同
じ
蘚
苔
類
の
﹁
苔
﹂
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
︵

︶
︒
12

以
下
︑
集
中
⑴
の
分
類
︑
蘚
苔
類
の
﹁
こ
け
﹂
の
歌
を
見
て
い
く
こ
と
に
す
る
︒

三

Ａ
組
歌
の
﹁
こ
け
﹂
と
漢
籍

す
で
に
第
一
節
で
検
討
し
た
よ
う
に
︑﹁
奥
山
の
岩
﹂︑﹁
こ
け
﹂
と
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
の
喚
起
に
つ
い
て
は
︑
た
だ
﹁
奥
山
の
岩
↓
カ
シ

コ
シ
﹂
と
い
う
直
線
的
な
繋
が
り
で
は
な
く
︑﹁
こ
け
﹂
の
選
択
が
欠
如
す
れ
ば
︑
そ
の
喚
起
関
係
も
成
立
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
︒
ま
た
︑

﹁
奥
山
の
岩
に
こ
け
生
し
﹂
と
い
う
表
現
に
即
し
な
が
ら
︑
も
っ
と
範
囲
を
広
め
て
調
べ
て
み
る
と
︑
万
葉
集
に
︑
キ
ー
ワ
ー
ド
の
﹁
奥
山
﹂

が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
歌
は
次
の
十
六
例
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

ア
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

菅
ス
ガ
の

葉ハ

淩
シ
ノ
ギ

零フ
ル

雪ユ
キ

乃の

消け
ナ

者バ

将ヲ
シ

レ

惜ケ
ム

雨ア
め

莫ナ

零フ
リ

行そ

年ネ

︵
三
・
二
九
九
︶

イ
久ヒ
サ

堅カ
タ

之の

天
ア
マ
の

原ハ
ラ

従ヨ
リ

生ア
レ

来
キ
タ
ル

神カ
ミ

之の

命
ミ
こ
と

奥オ
ク

山ヤ
マ

乃の

賢サ
カ

木き

之の

枝え
ダ

尓ニ

白シ
ラ

香カ

付ツ
け

木ユ

綿フ

取ト
リ

付ツ
け

而テ

⁝

︵
三
・
三
七
九
︶

ウ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

磐イ
ハ

本モ
と

菅ス
げ

乎ヲ

根ネ

深フ
カ

目め

手テ

結
ム
ス
ビ

之シ

情
こ
こ
ろ

忘
ワ
ス
レ

不
得
裳

カ

ネ

ツ

モ

︵
三
・
三
九
七
︶
︵
Ｂ
①
︶

エ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

磐イ
ハ

影カ
げ

尔ニ

生オ
フ

流ル

菅
ス
ガ
の

根ネ

乃の

懃
ネ
モ
こ
ろ

吾ワ
レ

毛モ

不ア
ヒ

二

相
念

オ
モ
ハ
ザ

一

有
哉

レ

ヤ

︵
四
・
七
九
一
︶
︵
Ｂ
②
︶

オ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

磐
尔

イ
ハ
ニ

蘿
生

こ
け
ム
シ

恐
毛

カ
シ
コ
ク
モ

問
賜
鴨

ト
ヒ
タ
マ
フ

カ
モ

念
不

オ
モ
ヒ

ア
移

レ

堪
國

ナ

ク
ニ

︵
六
・
九
六
二
︶
︵
Ａ
①
︶

カ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

真マ

木き
の

葉ハ

凌
シ
ノ
ギ

零
雪
乃

フ
ル
ユ
キ

の

零フ
リ

者
雖

ハ

マ
ス

レ

益と
モ

地
尓

ツ
チ

ニ

落
目

オ
チ

め

八ヤ

方モ

︵
六
・
一
〇
一
〇
︶

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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キ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

於イ
ハ

レ

石ニ

蘿こ
け

生ム
シ

恐
常

カ
シ
コ
ケ
ど

思
オ
モ
フ

情
こ
こ
ろ

乎ヲ

何
如

イ
カ
ニ
カ

裳モ

勢セ

武ム

︵
七
・
一
三
三
四
︶︵
Ａ
②
︶

ク
吾ワ
ガ

瀬セ

子コ

尓ニ

吾
恋

ア
ガ
コ
フ

良ラ

久ク

者ハ

奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

馬
酔

ア
シ
ビ
の

花ハ
ナ

之の

今
盛
有

イ
マ
サ
カ
リ

ナ
リ

︵
十
・
一
九
〇
三
︶

ケ
奥オ
ク

山ヤ
マ

尓ニ

住
ス
ム
と

云イ
フ

男シ

鹿カ

之の

初
夜
不

ヨ

ヒ

サ

ラ

レ

去ズ

妻ツ
マ

問ど
フ

芽ハ

子ぎ

乃の

散
チ
ラ
マ

久ク

惜ヲ
シ

裳モ

︵
十
・
二
〇
九
八
︶

コ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

真マ

木き

乃の

板イ
タ

戸ト

乎ヲ

押
開

オ
シ
ヒ
ラ
キ

思し

恵ヱ

也ヤ

出イ
デ

来こ

根ネ

後の
チ

者ハ

何ナ
ニ

将セ

レ

為ム

︵
十
一
・
二
五
一
九
︶

サ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

真マ

木き

乃の

板イ
タ

戸ト

乎ヲ

音
速

オ
と
ハ
ヤ

見ミ

妹
之
当
乃

イ
モ
ガ
ア
タ
リ

の

霜
上
尓

シ
モ
の

ウ
ヘ

ニ

宿ネ

奴ヌ

︵
十
一
・
二
六
一
六
︶

シ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

木
葉
隠
而

こ
の

ハ

ガ
ク
リ
テ

行
水
乃

ユ
ク
ミ
ヅ

の

音
聞
従

オ
と
キ
キ
シ

ヨ
リ

常
不

ツ
ネ

ワ

レ

所
ス
ラ
え

レ

忘ズ

︵
十
一
・
二
七
一
一
︶

ス
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

石イ
ハ

本モ
と

菅ス
げ

乃の

根ネ

深
フ
カ
ク

毛モ

所オ
モ

レ

思
ホ
ユ
ル

鴨カ
モ

吾ア
ガ

念
オ
モ
ヒ

妻ヅ
マ

者ハ

︵
十
一
・
二
七
六
一
︶
︵
Ｂ
③
︶

セ
於
久
夜
麻
能

オ

ク

ヤ

マ

の

真
木
乃
伊
多
度
乎

マ

き

の

イ

タ

ド

ヲ

等
杼
登
之
弖

と

ど

と

シ

テ

和
我
比
良
可
武
尓

ワ

ガ

ヒ

ラ

カ

ム

ニ

伊
利
伎
弖
奈
左
祢

イ

リ

キ

テ

ナ

サ

ネ

︵
十
四
・
三
四
六
七
︶

ソ
奥オ
ク

山ヤ
マ

之の

八ヤ
ツ

峯
乃
海

ヲ

の

ツ

石
榴

バ

キ

都
婆
良
可
尓

ツ

バ

ラ

カ

ニ

今
日

ケ

フ

者
久
良
佐
祢

ハ

ク

ラ

サ

ネ

大
夫
之

マ
ス
ラ
ヲ

の

徒と
モ

︵
十
九
・
四
一
五
二
︶

タ
於
久
夜
麻
能

オ

ク

ヤ

マ

の

之
伎
美
我
波
奈
能

シ

キ

ミ

ガ

ハ

ナ

の

奈
能
其
等
也

ナ

の

ご

と

ヤ

之
久
之
久
伎
美
尓

シ

ク

シ

ク

キ

ミ

ニ

故
非
和
多
利
奈
無

コ

ひ

ワ

タ

リ

ナ

ム

︵
二
十
・
四
四
七
六
︶

｢こ
け
﹂
が
出
て
い
る
Ａ
組
の
二
首
︵
オ
︑
キ
︶
を
除
け
ば
︑﹁
奥
山
﹂
が
歌
の
初
句
に
位
置
し
て
︑
序
歌
に
な
る
も
の
は
︑
ウ
・
エ
・
カ
・

シ
・
ス
・
ソ
・
タ
の
七
例
が
あ
り
︑
こ
の
七
例
の
歌
に
は
︑
す
べ
て
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
が
現
れ
て
い
な
い
︒
こ
の
点
か
ら
い
う
と
︑
ま
た
﹁
奥

山
↓
カ
シ
コ
シ
﹂
と
い
う
直
線
的
な
喚
起
関
係
も
成
立
し
が
た
い
︵

︶
と
思
わ
れ
る
︒

13

そ
う
で
あ
る
な
ら
︑﹁
奥
山
の
岩
に
こ
け
生
し
﹂
と
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
の
喚
起
関
係
に
お
い
て
︑
欠
か
せ
な
い
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い

る
﹁
こ
け
﹂
に
つ
い
て
は
︑
更
に
検
討
を
進
め
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
︒

Ａ
組
の
九
六
二
番
と
一
三
三
四
番
の
二
首
に
﹁
蘿
﹂
と
記
さ
れ
る
が
︑
日
本
に
あ
っ
て
は
﹁
蘿
﹂
字
も
蘚
苔
類
の
﹁
苔
﹂
の
意
に
解
せ

る
こ
と
を
先
に
見
た
︒

﹁
苔
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
藝
文
類
聚
︵

︶
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹁
苔
﹂
の
項
を
み
る
と
︑
次
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
︒

14
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(前
略
︶
風
土
記
曰
︑
石
髪
︑
水
衣
也
︑
青
緑
色
︑
皆
生
於
石
︒

遊
名
山
志
曰
︑
石
畏
○
太
平
御
覽
一
千
作
簀
︑
按
據
御
覽
四
十
七
引
賀
循
會
稽
記
︑

当
作
簀
︒

山
︑
縁
崖
而
上
︑
高
百
許
丈
︑
裏
悉
青
苔
︑
無
別
草
木
︒

︵
﹃
藝
文
類
聚
﹄
巻
第
八
十
二

草
部
下

苔
︶

ま
た
︑
晋
の
崔
豹
の
名
物
考
証
﹃
古
今
注
﹄
に
お
い
て
︑﹁
苔
︑
蘚
︒
空
空
無
人
行
︑
生
苔
︒
或
紫
或
青
︑
一
名
員
蘚
︑
一
名
緑
銭
︑

一
名
緑
蘚
︒﹂
と
い
う
よ
う
な
記
述
が
あ
る
よ
う
に
︑
古
代
中
国
に
は
︑
苔
は
水
の
中
︑
石
の
上
︑
高
山
︑
ひ
い
て
は
︑
人
跡
ま
れ
な
と

こ
ろ
に
生
え
る
植
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
︒
そ
し
て
︑
苔
は
そ
の
生
育
の
形
態
に
よ
っ
て
︑﹁
石
衣
﹂﹁
石
髪
﹂﹁
緑
銭
﹂
な
ど
と
い

う
別
称
が
付
け
ら
れ
て
い
る
一
方
︑
そ
の
色
に
よ
っ
て
呼
ば
れ
た
﹁
青
苔
﹂﹁
紫
苔
﹂
な
ど
の
言
葉
も
よ
く
漢
籍
の
中
に
見
ら
れ
る
︒
ま
ず
︑

次
の
二
首
を
見
て
み
よ
う
︒

１
伏
波
未
能
鑿
︒
樓
船
不
敢
開
︒
百
年
積
流
水
︒
千
歳
生
青﹅

苔﹅

︒

行
行
詎
半
景
︒
余
馬
以
長
懐
︒
南
方
天
炎
火
︒
魂
兮
可
歸
来
︒

︵
梁

江
淹

﹁
渡
泉
嶠
出
諸
山
之
頂
﹂﹃
四
部
叢
刊
正
編

江
文
通
集
﹄
巻
第
三
︵

︶
︶
15

２
東
南
嶠
外
爰
有
九
石
之
山
︒
乃
紅
塵
十
里
︒
青
崿
百
仞
︒
苔﹅

滑﹅

臨
水
︒
石﹅

險﹅

帯
渓
︒

︵
江
淹

﹁
赤
虹
賦
并
序
﹂﹃
四
部
叢
刊
正
編

江
文
通
集
﹄
巻
第
二
︶

右
は
南
朝
の
代
表
的
な
詩
人
の
一
人
で
あ
る
江
淹
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
い
る
︒
１
の
最
後
の
句
は
明
ら
か
に
屈
原
の
﹃
招
魂
﹄
に
お

け
る
﹁
魂
兮
帰
来
︑
南
方
不
可
以
止
些
﹂
の
文
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
︒
詩
の
な
か
で
は
︑
長
い
年
月
が
た
っ
て
︑
青
い
苔
の
生
え
た

と
こ
ろ
は
霊
魂
が
回
帰
す
べ
き
︑
神
聖
な
地
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒
１
と
違
っ
て
︑
２
は
﹁
苔
滑
﹂︑﹁
石
険
﹂
の
二
句
か
ら
な
る
対
句

を
用
い
︑
環
境
の
険
し
さ
を
語
っ
て
い
る
︒
同
じ
江
淹
の
作
品
に
は
︑
更
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
︒

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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３
︵
前
略
︶

網
紫
宙
兮
洽
萬
品
︒
冠
璇
寓
兮
濟
群
生
︒

︵
中
略
︶

苔﹅

蘚﹅

生
兮
繞
石
戶
︒
蓮﹅

花﹅

舒
兮
繡
池
梁
︒

伊
日
月
之
寂
寂
︒
無
人
音
與
馬
跡
︒

躭
禪
情
於
雲
逕
︒
守
息
心
於
端
石
︒

永
結
意
於
鷲
山
︒
長
憔
悴
而
不
惜
︒

︵
江
淹

﹁
雑
三
言
五
首
并
序
·搆
象
臺
﹂﹃
四
部
叢
刊
正
編

江
文
通
集
﹄
巻
第
十
︶

｢鷲
山
﹂︑
即
ち
霊
鷲
山
は
釈
尊
が
し
ば
し
ば
経
典
を
説
い
た
と
こ
ろ
で
︑
き
わ
め
て
神
聖
な
地
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
詩
人
は
仏
教
の
修

行
の
た
め
に
︑
敬
虔
な
心
で
自
ら
山
の
中
で
﹁
象
台
︵

︶
﹂
を
構
築
す
る
︒
右
の
一
首
に
は
︑
そ
の
場
所
の
神
聖
さ
と
清
浄
さ
の
描
写
の
た
め

16

に
︑﹁
蓮
﹂
︵

︶
と
と
も
に
﹁
苔
﹂
が
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

17

以
上
の
よ
う
に
︑
漢
籍
に
登
場
す
る
﹁
苔
﹂
は
山
の
中
な
ど
︑
人
跡
ま
れ
な
︑
神
聖
な
︑
尊
い
と
こ
ろ
に
生
え
た
植
物
と
し
て
意
識
さ

れ
つ
つ
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒﹁
苔
﹂
を
神
聖
視
し
た
傾
向
は
初
唐
の
時
代
に
な
る
と
︑
更
に
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
︒
初
唐
詩

に
お
け
る
﹁
苔
﹂
に
つ
い
て
︑
沢
崎
久
和
氏
は
﹁
王
維
詩
﹁
青
苔
﹂
考
︵

︶
﹂
で
︑﹁﹁
青
苔
﹂
が
﹁
有
る
﹂
こ
と
は
︑
そ
の
地
が
聖
域
で
あ
る

18

こ
と
の
指
標
な
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
︑
次
の
詩
を
挙
げ
て
い
る
︒

４
晩
入
應
眞
理
︒
經
行
尚
未
回
︒
房
中
無
俗﹅

物﹅

︒
林
下
有
青﹅

苔﹅

︒

︵
宋
之
問

﹁
題
鑒
上
人
房
﹂﹃
全
唐
詩
﹄
巻
第
五
十
三
︵

︶
︶
19

詩
の
中
の
﹁
青
苔
﹂
は
﹁
俗
物
﹂
と
対
立
す
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒﹁
苔
﹂
が
生
え
た
鑒
上
人
の
住
ま
う
林
下
は
俗
世
間
と
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隔
絶
さ
れ
た
清
浄
な
空
間
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
︒
更
に
︑
初
唐
詩
に
は
次
の
よ
う
な
詩
が
見
え
る
︒

５
真
経
知
那
是
︒
仙
骨
定
何
爲
︒
許
邁
心
長
切
︒
嵇
康
命
似
奇
︒

桑
疏
金
闕
迥
︒
苔﹅

重
石
梁
危
︒
照
水
然
犀
角
︒
遊
山
費
虎
皮
︒

鴨
桃
聞
已
種
︒
龍
竹
未
經
騎
︒
爲
向
天
仙
道
︒
棲
遑
君
詎
知
︒

︵
王
績

﹁
遊
仙
四
首
﹂
之
四
﹃
全
唐
詩
﹄
卷
第
三
十
七
︶

６
錦
里
淹
中
館
︒
岷
山
稷
下
亭
︒
空
梁
無
燕
雀
︒
古
壁
有
丹
青
︒

槐
落
猶
疑
市
︒
苔﹅

深
不
辨
銘
︒
良
哉
二
千
石
︒
江
漢
表
遺
靈
︒

︵
盧
照
鄰

﹁
文
翁
講
堂
﹂﹃
全
唐
詩
﹄
卷
第
四
十
二
︶

７
香
閣
臨
清
漢
︒
丹
梯
隠
翠
微
︒
林
篁
天
際
密
︒
人
世
谷
中
違
︒

苔﹅

石
銜
仙
洞
︒
蓮
舟
泊
釣
磯
︒
山
雲
浮
棟
起
︒
江
雨
入
庭
飛
︒

信
美
雖
南
國
︒
嚴
程
限
北
歸
︒
幽
尋
不
可
再
︒
留
步
惜
芳
菲
︒

︵
宋
之
問

﹁
使
過
襄
陽
登
鳳
林
寺
閣
﹂
﹃
全
唐
詩
﹄
卷
第
五
十
三
︶

５
は
王
績
の
﹁
遊
仙
四
首
﹂
即
ち
﹁
過
山
観
尋
蘇
道
士
不
見
題
壁
四
首
﹂
の
第
四
首
で
︑
前
の
三
首
と
と
も
に
︑
詩
人
の
憧
れ
て
い
る

幻
の
神
仙
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
︒
６
の
﹁
文
翁
講
堂
﹂
は
漢
の
教
育
家
で
︑
蜀
の
学
問
の
礎
を
築
い
た
一
人
だ
と
さ
れ
て
い
る
文
翁
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
た
学
舎
で
あ
る
︒
こ
の
詩
の
﹁
苔
﹂
も
尊
い
清
浄
空
間
に
生
え
る
植
物
で
あ
る
︒
７
の
﹁
苔
﹂
は
仏
寺
に
生
え
る
も
の

で
︑﹁
人
世
谷
中
違
﹂︑﹁
幽
尋
不
可
再
﹂
と
詠
ま
れ
る
よ
う
に
︑
登
場
す
る
場
は
や
は
り
俗
世
を
離
れ
た
地
に
他
な
ら
な
い
︒
以
上
に
挙

げ
て
き
た
六
朝
と
初
唐
詩
に
登
場
す
る
﹁
苔
﹂
の
生
育
場
所
に
つ
い
て
整
理
す
る
と
︑
左
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
︒

ａ

人
跡
到
ら
ぬ
山
の
中
︵
神
々
し
さ
︑
険
し
さ
︶

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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ｂ

仙
境

ｃ

寺
院
︑
道
観
等
︵
或
い
は
修
行
に
関
わ
る
場
所
︶

｢苔
﹂
は
︑
人
跡
ま
れ
な
神
秘
な
地
域
︵
ａ
︶︑
憧
憬
で
あ
る
尊
い
神
仙
世
界
︵
ｂ
︶︑
宗
教
的
な
清
浄
空
間
︵
ｃ
︶
と
い
う
︑
人
間
の

接
近
し
に
く
い
︑
俗
塵
を
離
れ
た
所
に
生
え
る
景
物
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
︒
同
じ
趣
旨
が
︑
駱
賓
王
の
﹁
賦
得
白
雲
抱
幽
石
﹂︑
王
績

の
﹁
黄
頬
山
﹂︑
楊
炯
の
﹁
和
劉
侍
郎
入
隆
唐
観
﹂
な
ど
多
数
の
初
唐
詩
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
︑﹁
苔
﹂
が
持
つ
こ
の
よ
う
な
イ

メ
ー
ジ
は
︑
六
朝
と
初
唐
詩
人
達
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
︒
漢
詩
文
に
は
︑
和
歌
の
﹁
序
詞
﹂
に
あ
た
る
修
辞
法
は
見
ら
れ
な

い
た
め
︑
九
六
二
番
と
一
三
三
四
番
の
歌
の
よ
う
に
︑﹁
奥
山
の
岩
に
苔
生
し
﹂
の
類
型
表
現
を
持
ち
︑﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
を
導
い
て
い
る
現

象
を
︑
漢
籍
に
は
そ
の
ま
ま
容
易
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
︒
し
か
し
︑
そ
の
登
場
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
て
い
た
神
々
し
さ
︑
神
聖
さ

と
い
う
﹁
コ
ケ
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
は
︑
歌
と
漢
詩
文
に
共
通
し
て
い
て
留
意
さ
れ
る
︒

更
に
︑﹃
懐
風
藻
﹄
の
中
に
次
の
よ
う
な
漢
詩
が
見
ら
れ
る
︵

︶
︒
20

石
壁
蘿
衣
猶
自
短
︒
山
扉
松
蓋
埋
然
長
︒
遨
遊
己
得
攀
龍
鳳
︒
大
隠
何
用
覔
仙
場
︒

︵
藤
原
宇
合
﹁
秋
日
於
左
僕
射
長
王
宅
宴
﹂
︶

結
蘿
為
垂
幕
︒
枕
石
臥
巖
中
︒
抽
身
離
俗
累
︒
滌
心
守
真
空
︒

︵
釈
道
慈
﹁
初
春
在
竹
渓
山
寺
於
長
王
宅
宴
追
致
辞

并
序
﹂
︶

右
の
一
首
目
の
藤
原
宇
合
の
漢
詩
は
︑
長
屋
王
の
御
宅
を
仙
境
に
譬
え
描
写
す
る
の
に
︑
石
壁
に
生
え
た
﹁
蘿
︵
衣
)
︵

︶
﹂
を
用
い
て
い
る
︒

21

後
の
一
首
は
﹁
俗
累
を
離
れ
﹂
た
僧
の
住
ま
う
と
こ
ろ
を
﹁
蘿
の
幕
﹂︑﹁
石
の
枕
﹂
が
あ
る
清
浄
な
と
こ
ろ
と
し
て
描
い
て
い
る
︒﹃
懐

風
藻
﹄
に
見
ら
れ
る
以
上
の
二
首
に
お
け
る
﹁
蘿
﹂
は
そ
れ
ぞ
れ
中
国
詩
に
お
け
る
右
の
ｂ
と
ｃ
と
一
致
す
る
︒
す
で
に
漢
詩
に
定
着
し

て
い
た
﹁
苔
﹂
の
こ
の
イ
メ
ー
ジ
が
上
代
の
人
達
に
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
︑
そ
の
点
︑
更
に
作
者
の
藤
原
宇
合
と
釈
道

―14―



慈
は
と
も
に
渡
唐
経
験
の
あ
る
者
で
︑
漢
文
の
造
詣
が
深
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
も
推
測
で
き
る
だ
ろ
う
︒

九
六
二
番
の
作
者
の
葛
井
連
広
成
は
︑﹃
懐
風
藻
﹄
に
詩
二
首
︑﹃
経
国
集
﹄
に
文
二
篇
を
の
せ
て
漢
文
学
に
造
詣
の
深
い
一
人
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
な
作
者
は
前
に
述
べ
た
漢
詩
文
に
定
着
し
て
い
た
﹁
苔
﹂
の
イ
メ
ー
ジ
を
意
識
し
た
う
え
で
︑
そ
れ
が
生
え
た
と
こ
ろ
の
神
聖

さ
︑
清
浄
さ
を
想
起
し
な
が
ら
︑﹁
苔
生
し
﹂
を
用
い
︑
下
句
の
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂︵
恐
れ
多
い
︑
畏
敬
心
理
︶
を
引
き
起
こ
さ
せ
た
可
能
性
が

考
え
ら
れ
る
︒

次
に
︑
Ａ
組
の
二
首
以
外
の
歌
に
お
け
る
﹁
こ
け
﹂
の
様
子
と
漢
籍
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
こ
と
に
す
る
︒

四

｢

こ
け
﹂
と
怨

｢こ
け
﹂
が
登
場
す
る
十
二
首
の
う
ち
に
︑
次
の
よ
う
な
二
首
が
み
ら
れ
る
︒

Ｃ
①

敷シ
キ

細タ

布移
の

枕
人

マ
ク
ラ
ハ
ヒ
と
ニ

事こ
と

問と
フ

哉ヤ

其そ
の

枕
マ
ク
ラ
ニ
ハ

苔こ
け

生ム

負シ
ニ

為タ
リ

︵
十
一
・
二
五
一
六
︶

︵
し
き
た
へ
の

枕
は
人
に

言
問
へ
や

そ
の
枕
に
は

苔
生
し
に
た
り
︶

Ｃ
②

結
ユ
ヒ
シ

紐ヒ
モ

解
と
カ
ム

日ヒ

遠
と
ホ
ミ

敷
細

シ
キ
タ
移
の

吾ワ
ガ

木こ

枕
マ
ク
ラ
ハ

蘿こ
け

生
ム
シ
ニ

来ケ
リ

︵
十
一
・
二
六
三
〇
︶

︵
結
ひ
し
紐

解
か
む
日
遠
み

し
き
た
へ
の

我
が
木
枕
は

苔
生
し
に
け
り
︶

Ｃ
①
は
柿
本
人
麻
呂
歌
集
に
出
て
い
る
問
歌
︵
二
五
一
五
番
︶
に
対
す
る
女
の
答
歌
で
あ
る
︒
枕
に
苔
が
生
え
る
の
は
そ
の
枕
を
使
う

人
が
久
し
く
来
な
い
こ
と
を
比
喩
的
に
云
っ
た
も
の
で
︑﹁
夫
の
疎
遠
に
し
て
い
る
こ
と
を
︑
枕
に
寄
せ
て
恨
ん
だ
意
﹂
で
あ
る
︵
﹃
萬
葉

集
評
釋
﹄
︶︒
Ｃ
②
は
﹁
枕
に
寄
せ
た
歌
﹂
三
首
に
お
い
て
の
第
一
首
で
︑
や
は
り
﹁
夫
の
疎
遠
を
怨
ん
で
訴
へ
た
歌
﹂︵
﹃
萬
葉
集
評
釋
﹄
︶

と
さ
れ
て
お
り
︑﹁
苔
生
し
﹂
は
上
の
句
の
﹁
結
ひ
し
紐

解
か
む
日
遠
み
﹂
と
同
じ
イ
メ
ー
ジ
で
︑
久
し
く
逢
わ
な
い
こ
と
を
誇
張
し

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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て
具
象
化
し
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
︒

以
上
の
Ｃ
組
の
二
首
に
お
け
る
﹁
苔
生
し
﹂
に
つ
い
て
︑
そ
の
基
本
的
イ
メ
ー
ジ
と
そ
れ
に
付
随
す
る
感
情
を
整
理
す
る
と
︑
左
の
よ

う
に
な
る
︒

基
本
的
意
味

時
間
の
経
過

年
月
の
久
し
い
こ
と

付
随
す
る
感
情

疎
遠
に
な
っ
た
夫
︵
恋
人
︶
に
対
す
る
怨
み

苔
が
生
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
時
間
の
久
し
い
こ
と
を
表
し
︑
ひ
い
て
は
疎
遠
に
な
っ
て
い
る
相
手
に
怨
み
の
情
を
訴
え
る
例
は
六
朝

の
漢
籍
に
多
く
見
ら
れ
る
︒

８
柏
梁
新
寵
盛
︒
長
信
昔
恩
傾
︒
誰
謂
詩
書
巧
︒
飜
為
歌
舞
輕
︒
花
月
分
牕
進
︒
苔﹅

草
共
階
生
︒

憶
涙
衫
前
滿
︒
單
眠
夢
裏
驚
︒
可
惜
逢
秋
扇
︒
何
用
合
歡
名
︒

︵
陳

陰
鏗

﹁
班
婕
妤
詩
﹂﹃
藝
文
類
聚
﹄
巻
第
三
十

怨
︶

９
潛
玄
宮
兮
幽
以
清
︒
應
門
閉
兮
禁
闈
扃
︒
華
殿
塵
兮
玉
台
階
苔﹅

︒
中
庭
萋
兮
緑
草
生
︒

神
眇
眇
兮
密
静
處
︒
君
不
御
兮
誰
為
榮
︒

︵
漢

班
婕
妤

﹁
自
傷
賦
﹂﹃
藝
文
類
聚
﹄
巻
第
三
十

怨
︶

但
懼
秋
塵
起
︒
盛
愛
逐
衰
蓬
︒
坐
視
青﹅

苔﹅

滿
︒
臥
對
錦
筵

10

︵
宋

鮑
昭

﹁
代
京
洛
篇
﹂﹃
藝
文
類
聚
﹄
巻
第
四
十
二

楽
府
︶

慙
幽
閨
之
琴
瑟
︒
晦
高
臺
之
流
黄
︒
春
異
閟
此
青﹅

苔﹅

色
︒
秋
帳
含
茲
明
月
光
︒
夏
簟
清
兮
畫
不
暮
︒

11
冬
釭
凝
兮
夜
何
長
︒
織
錦
曲
兮
泣
已
盡
︒
迴
文
詩
兮
影
獨
傷
︒
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︵
梁

江
淹

﹁
別
賦
﹂﹃
文
選
﹄
巻
十
六
︶

君
子
従
遠
役
︒
佳
人
守
煢
獨
︒
離
居
幾
何
時
︒
鑚
燧
忽
改
木
︒

12
房
櫳
無
行
迹
︒
庭
草
萋
以
緑
︒
青﹅

苔﹅

依
空
牆
︒
蜘
蛛
網
四
屋
︒

感
物
多
所
懐
︒
沈
憂
結
心
曲
︒

︵
晋

張
景
陽

﹁
雜
詩
十
首
・
一
﹂﹃
文
選
﹄
巻
第
三
十
一
︶

８
と
９
は
い
ず
れ
も
﹃
藝
文
類
聚
﹄
の
﹁
怨
﹂
の
項
に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
階
段
に
生
え
た
苔
が
︑
思
う
相
手
が
久
し
く
訪
れ
て
こ
な

い
こ
と
の
象
徴
と
し
て
︑
君
主
の
寵
愛
を
失
っ
た
班
婕
妤
︵

︶
の
悲
哀
の
情
を
訴
え
て
い
る
︒
後
の

︑

︑

の
三
例
も
︑
思
っ
て
い
る
相

22

10

11

12

手
の
訪
れ
が
少
な
い
住
宅
に
︑
陰
湿
な
階
段
に
生
え
た
苔
を
も
っ
て
︑
相
手
に
疎
遠
に
さ
れ
て
い
た
女
性
の
怨
み
の
情
を
表
現
し
た
例
で

あ
る
︒

『藝
文
類
聚
﹄
に
は
更
に
次
の
よ
う
な
詩
が
見
ら
れ
る
︒

昔
聞
倡
女
別
︒
蕩
子
無
歸
期
︒
今
似
陳
王
歎
︒
流
風
難
重
思
︒
翠﹅

帶﹅

留﹅

餘﹅

結﹅

︒
苔﹅

階
沒
故
基
︒

13
圖
形
更
非
是
︒
夢
見
反
成
疑
︒
燻
鑪
含
好
氣
︒
庭
樹
吐
華
滋
︒
香
燒
日
有
歇
︒
花
落
無
還
時
︒

︵
梁

簡
文
帝

﹁
傷
美
人
詩
﹂
﹃
藝
文
類
聚
﹄
巻
三
十
四

哀
傷
︶

｢紐
を
結
ん
だ
き
り
︑
再
び
解
い
て
く
れ
る
日
が
遠
い
﹂
と
﹁
苔
生
し
﹂
の
景
を
と
も
に
用
い
︑
久
し
く
逢
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

の
は
︑
二
六
三
〇
番
の
歌
と
一
致
す
る
︒

二
五
一
六
番
と
二
六
三
〇
番
の
歌
に
は
︑
苔
が
生
え
る
場
所
と
し
て
︑
漢
籍
の
﹁
階
﹂
や
﹁
庭
﹂
な
ど
︑
常
套
的
な
設
定
と
違
っ
て
︑

万
葉
集
の
こ
の
二
例
は
︑
い
ず
れ
も
そ
の
生
え
る
場
所
を
﹁
枕
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
は
漢
籍
に
見
ら
れ
な
い
万
葉
歌
人
の
独
特
な
発
想

で
あ
る
と
言
え
よ
う
︒
そ
れ
に
し
て
も
︑
以
上
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
寵
愛
を
失
っ
た
︑
疎
遠
に
さ
れ
た
女
性
の
怨
み
を
訴
え
る
漢

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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詩
文
に
は
︑﹁
苔
﹂
が
ほ
ぼ
定
着
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
た
︒
こ
の
点
は
万
葉
集
当
該
の
二
首
と
一
致
し
て
い
る
︒

こ
う
し
た
漢
詩
文
で
の
女
性
の
怨
み
と
﹁
こ
け
﹂
の
結
び
つ
き
は
︑
年
月
が
久
し
く
︑
疎
遠
に
な
っ
た
夫
︵
恋
人
︶
に
対
す
る
怨
み
を
﹁
こ

け
む
し
﹂
と
い
う
表
現
に
よ
っ
て
歌
う
万
葉
集
の
歌
に
受
容
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
︒

五

｢

蘿
を
詠
む
﹂
歌

『万
葉
集
﹄
に
﹁
こ
け
﹂
を
題
に
し
た
歌
は
次
の
一
首
が
み
ら
れ
る
︒

詠
レ

蘿

Ｄ
三ミ

芳よ
シ

野ノ

之の

青ア
ヲ

根ネ

我ガ

峯ミ
ネ

之の

蘿
席

こ
け
ム
シ
ろ

誰
タ
レ
カ

将オ
リ

レ

織ケ
ム

経タ
テ

緯ヌ
キ

無ナ
シ

二ニ

︵
七
・
一
一
二
〇
︶

︵
み
吉
野
の

青
根
が
峰
の

苔
席

誰
か
織
り
け
む

経
緯
な
し
に
︶

此
の
歌
に
お
け
る
﹁
こ
け
﹂
は
﹁
蘿
﹂
の
表
記
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
蘚
苔
類
の
﹁
苔
﹂
と
同
じ
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
る
︵

︶
︒
23

ま
ず
︑
そ
の
歌
題
に
注
目
し
た
い
と
思
う
︒
万
葉
集
に
は
︑﹁
詠
︱
︱
﹂
を
題
に
し
た
歌
は
集
中
巻
七
の
﹁
雑
歌
﹂
と
巻
十
の
﹁
春
雑
歌
﹂

に
収
め
ら
れ
て
お
り
︑
他
に
は
巻
三
や
巻
九
︑
巻
十
六
等
に
も
散
見
す
る
︒
記
紀
歌
謡
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
万
葉
詠
物
歌
に
お
け
る
中
国

詩
の
影
響
は
︑
つ
と
に
青
木
正
兒
氏
や
岡
田
正
之
氏
︑
山
岸
徳
平
氏
等
の
先
学
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
き
た
︵

︶
︒
ま
た
中
西
進
氏
が
﹁
巻
七
・

24

十
の
分
類
お
よ
び
短
歌
作
家
の
詠
物
題
短
歌
は
︑
唐
詩
の
傾
向
の
中
に
自
ら
入
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︵

︶
﹂
と
述
べ
る
如
く
︑
そ
れ
は
配

25

列
順
に
つ
い
て
の
影
響
の
み
で
は
な
く
︑
取
材
上
の
模
倣
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
︒

万
葉
集
に
お
い
て
︑﹁
こ
け
﹂
が
詠
物
歌
の
主
体
と
し
て
歌
題
に
さ
れ
た
歌
は
︑
巻
七
の
一
一
二
〇
番
の
歌
以
外
に
用
例
が
見
ら
れ
な

い
が
︑
六
朝
や
初
唐
詩
に
は
︑
苔
を
詩
題
に
し
て
詠
ま
れ
た
作
品
は
︑
次
の
よ
う
に
多
く
挙
げ
る
こ
と
は
で
き
る
︒
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｢青
苔
賦
︵
并
序
︶﹂

︵
梁

江
淹
︶

｢詠
青
苔
﹂

︵
梁

沈
約
︶

｢新
苔
詩
﹂

︵
梁

庾
肩
吾
︶

｢青
苔
賦
︵
并
序
︶﹂

︵
初
唐

王
勃
︶

更
に
︑﹃
藝
文
類
聚
﹄
や
﹃
初
学
記
﹄︑﹃
太
平
御
覧
﹄
に
お
い
て
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
苔
﹂
の
項
が
設
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
よ
う
に
︑
六
朝
︑
初
唐
に
お
い
て
︑﹁
苔
﹂
は
詩
人
た
ち
に
愛
賞
さ
れ
た
対
象
と
し
て
よ
く
詠
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
︒

以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
整
理
す
る
と
︑
巻
七
の
一
一
二
〇
番
の
歌
に
︑
苔
を
歌
題
に
し
た
こ
と
は
た
だ
偶
然
な
所
為
で
は
な
く
︑

漢
詩
文
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
と
思
う
︒

更
に
︑
一
一
二
〇
番
の
よ
う
に
︑
山
の
峰
と
と
も
に
︑
一
面
に
生
え
た
苔
を
織
物
に
見
立
て
た
例
は
漢
詩
文
に
は
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
︒

百
果
珠
爲
實
︒
羣﹅

峯﹅

錦﹅

作﹅

苔﹅

︒
懸
蘿
暗
疑
霧
︒
瀑
布
響
成
雷
︒

14

︵
初
唐

楊
炯

﹁
和
劉
侍
郎
入
隆
唐
觀
﹂
﹃
全
唐
詩
﹄
卷
第
五
十
︶

崖
口
衆
山
斷
︒
嶔
崟
聳
天
壁
︒
氣
衝
落
日
紅
︒
影
入
春
潭
碧
︒

15
錦﹅

繢﹅

織﹅

苔﹅

蘚﹅

︒
丹
青
畫
松
石
︒
水
禽
泛
容
與
︒
巖
花
飛
的
皪
︒

︵
初
唐

宋
之
問

﹁
初
至
崖
口
﹂
﹃
全
唐
詩
﹄
卷
第
五
十
一
︶

『萬
葉
集
全
註
釋
﹄
が
﹁
自
然
現
象
が
︑
経
緯
の
絲
な
し
に
織
り
出
さ
れ
る
と
い
う
思
想
は
︑
漢
文
学
の
影
響
を
受
け
て
い
る
も
の
だ

ろ
う
﹂
と
指
摘
す
る
ご
と
く
︑
本
節
で
検
討
し
た
一
一
二
〇
番
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
受
容
の
流
れ
の
中
に
位
置
づ
け
て
理
解
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
︒

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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六

結

び

以
上
︑
九
六
二
番
と
一
三
三
四
番
を
中
心
に
︑
万
葉
集
に
お
け
る
﹁
こ
け
﹂
の
歌
と
漢
籍
に
お
け
る
そ
れ
を
考
察
し
て
み
た
︒

六
朝
︑
初
唐
詩
の
中
で
︑﹁
こ
け
﹂
に
は
多
様
な
意
味
が
付
与
さ
れ
る
︒
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
例
を
挙
げ
て
︑
漢
詩
文
に
お
け
る
﹁
こ
け
﹂

の
意
味
︑
及
び
特
徴
を
次
の
二
点
に
確
認
し
た
︒

㈠

神
聖
︑
清
浄
な
地
に
生
え
る
植
物
︑
聖
域
の
指
標

㈡

時
間
の
経
過
︑
年
月
の
久
し
い
こ
と
を
表
す
も
の
と
し
て
︑
疎
遠
に
さ
れ
た
相
手
へ
の
怨
み
の
情
が
付
随
さ
れ
る

㈡
の
用
法
は
万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
の
歌
︵
二
五
一
六
︑
二
六
三
〇
︶
の
中
に
も
明
ら
か
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
ま
た
︑
一
一
二
〇
番

の
歌
の
歌
題
や
苔
を
織
物
に
見
立
て
た
と
い
う
詠
み
方
に
も
漢
籍
の
趣
向
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
︑
六
朝
︑
初
唐
に
お
け
る
﹁
苔
﹂
の
イ
メ
ー

ジ
に
上
代
人
が
注
目
し
︑
受
容
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒﹁
奥
山
の
岩
に
苔
生
し
﹂
と
下
句
の
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
の
喚
起
関
係

に
つ
い
て
は
︑
も
と
も
と
神
聖
観
念
を
伴
う
﹁
奥
山
﹂
と
︑
新
編
全
集
に
お
け
る
九
六
二
番
の
歌
の
頭
注
に
﹁
霊
地
の
奇
岩
︑
巨
石
を
神

聖
視
す
る
﹂
と
い
う
指
摘
が
あ
る
ご
と
く
︑
従
来
︑
多
く
﹁
奥
山
の
岩
﹂
に
着
目
し
解
釈
さ
れ
て
き
た
︒
そ
れ
と
と
も
に
︑
本
稿
で
見
て

き
た
と
お
り
︑﹁
カ
シ
コ
シ
﹂
の
喚
起
関
係
は
︑
歌
に
お
け
る
﹁
こ
け
﹂
と
の
関
係
も
十
分
考
え
ら
れ
る
と
思
う
︒
九
六
二
番
と
一
三
三

四
番
の
歌
の
作
者
は
︑
ま
さ
に
﹁
こ
け
﹂
を
﹁
神
聖
︑
清
浄
な
地
に
生
え
る
植
物
︑
聖
域
の
指
標
﹂
と
し
て
意
識
し
な
が
ら
︑﹁
こ
け
﹂

を
用
い
て
い
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
た
︑﹃
懐
風
藻
﹄
の
藤
原
宇
合
と
釈
道
慈
の
漢
詩
に
お
い
て
︑
俗
世
を
離
れ
た
僧
侶
の
住
宅
と

仙
境
の
描
写
に
﹁
蘿
﹂
の
使
用
が
見
ら
れ
る
の
は
︑
漢
詩
文
に
よ
く
見
ら
れ
る
﹁
こ
け
﹂
の
意
味
を
上
代
人
が
学
ん
だ
傍
証
と
な
ろ
う
︒
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注
︵
１
︶
万
葉
集
の
引
用
は
井
手
至
︑
毛
利
正
守
校
注
の
﹃
新
校
注
萬
葉
集
﹄︵
和
泉
書
院

平
成
二
十
年
一
〇
月
︶
を
用
い
た
︒
以
下
︑﹃
万
葉
集
﹄
の
引

用
は
こ
れ
に
拠
る
︒
以
下
の
Ａ
～
Ｄ
の
分
類
は
筆
者
に
よ
る
︒

︵
２
︶
﹃
萬
葉
童
蒙
抄
﹄︵﹃
荷
田
全
集
３
﹄
吉
川
弘
文
館

昭
和
四
年
︶
は
九
六
二
番
に
つ
い
て
︑﹁
お
く
や
ま
の
い
は
に
こ
け
お
ひ

下
の
か
し
こ
み
と

い
は
ん
迄
の
序
也
﹂
と
述
べ
た
の
を
は
じ
め
と
し
て
︑﹃
萬
葉
集
古
義
﹄
な
ど
の
諸
注
釈
書
に
も
﹁
奥
山
の
岩
に
苔
む
し
﹂
を
下
句
の
﹁
カ
シ
コ
シ
﹂

を
引
き
起
こ
す
序
と
す
る
指
摘
が
見
ら
れ
る
︒

︵
３
︶
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
７

萬
葉
集
②
﹄
一
三
〇
頁

︵
小
学
館

平
成
七
年
一
〇
月
︶

︵
４
︶
影
山
尚
之
﹁
﹁
奥
山
﹂
と
﹁
高
山
﹂
と
︱
万
葉
集
の
こ
と
ば
・
ノ
ー
ト
﹂︵﹃
園
田
国
文
﹄
第
十
五
号

平
成
六
年
三
月
︶

︵
５
︶
後
述
の
と
お
り
︑
Ａ
組
に
お
け
る
﹁
奥
山
﹂︑﹁
奥
山
の
岩
﹂
は
い
ず
れ
も
神
聖
視
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
以
外
に
も
︑﹁
布フ

士ジ

能の

嶺ネ

乎ヲ

高タ
カ

見ミ

恐
カ
シ
コ

見ミ

﹂

︵
三
・
三
二
一
︶︑﹁
滝
タ
キ
の

上ウ
ヘ

乃の

三ミ

船フ
ネ

之の

山ヤ
マ

者ハ

︵
の
霊
威
︶

雖
カ
シ
コ

レ

畏ケ
ど

﹂︵
六
・
九
一
四
︶︑﹁
天ア
め

地ツ
チ

之の

神カ
み

乎ヲ

曾そ

禱
イ
の
ル

恐
カ
シ
コ
ク

有ア
レ

等ど

毛モ

﹂︵
六
・
九
二
〇
︶
︑﹁
大オ
ホ

王キ
ミ

之の

命
ミ
こ
と

恐
カ
シ
コ
ミ

﹂︵
三
・
二
九
七
を
始
め
と
し
て
︑
計
二
十
八
例
あ
る
︶
な
ど
︑
神
聖
な
︑
高
貴
な
物
事
に
対
し
て
︑
畏
敬
の
気
持
ち
を
表
わ
す
﹁
カ

シ
コ
シ
﹂
を
受
け
る
例
は
万
葉
集
に
よ
く
見
ら
れ
る
︒

︵
６
︶
真
下
厚
﹁
万
葉
歌
﹁
奥
山
﹂
考
︱
そ
の
表
現
性
を
め
ぐ
っ
て
︱
﹂︵﹃
立
命
館
文
学
﹄
五
〇
五
号

昭
和
六
十
三
年
三
月
︶

︵
７
︶
Ｂ
①
の
三
九
七
番
に
つ
い
て
︑﹃
萬
葉
集
全
注
﹄︵
西
宮
一
民
︶
に
は
﹁
上
二
句
が
第
三
句
以
下
を
導
く
譬
喩
的
序
と
し
た
も
の
で
︑
押
シ
伏
ス
と

結
ブ
の
二
動
作
に
か
か
る
と
み
て
よ
い
﹂︑﹁
菅
の
縁
で
﹁
根
﹂
と
﹁
結
ぶ
﹂
と
言
っ
た
も
の
﹂
と
あ
る
︒

Ｂ
②
の
七
九
一
番
に
つ
い
て
︑
上
二
句
は
﹁
ね
も
ご
ろ
﹂
に
か
か
る
序
詞
と
い
っ
た
釈
は
諸
注
釈
書
に
一
致
す
る
︒
更
に
﹃
萬
葉
集
評
釋
﹄
︵
窪
田

空
穂
︶
に
は
﹁
菅
は
山
菅
で
︑
根
の
深
い
も
の
で
あ
る
︒
こ
の
三
句
は
︑﹁
根
﹂
を
﹁
懃
﹂
の
﹁
ね
﹂
に
疊
音
で
か
け
る
序
詞
﹂
と
あ
る
︒

Ｂ
③
の
二
七
六
一
番
に
つ
い
て
は
︑﹃
萬
葉
集
全
注
﹄︵
稲
岡
耕
二
︶
は
﹁
二
句
ま
で
﹁
根
深
く
﹂
を
起
こ
す
比
喩
的
序
詞
﹂︑﹁﹁
根
深
く
﹂
は
岩
の

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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も
と
に
生
え
て
い
る
菅
の
根
の
深
い
よ
う
に
心
の
中
に
深
く
の
意
﹂
と
い
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
﹁
菅
﹂
に
着
目
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

︵
８
︶
一
一
三
番
は
歌
の
部
分
で
は
な
く
︑
題
詞
の
中
に
﹁
蘿
﹂
が
見
ら
れ
る
が
︑
い
ち
お
う
挙
げ
て
お
く
︒

︵
９
︶
﹃
説
文
解
字
﹄
の
引
用
は
﹃
説
文
解
字
注
﹄︵
段
玉
裁
注
︑
藝
文
印
書
館
︑
一
九
七
六
年
一
月
︶
に
拠
っ
た
︒
ま
た
︑
以
下
で
古
辞
書
の
引
用
は
そ

れ
ぞ
れ
︑
﹃
爾
雅
義
疏
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
︑
一
九
八
七
年
十
二
月
︶︑﹃
類
聚
名
義
抄
﹄
︵
正
宗
敦
夫
校
訂
︑
風
間
書
房
︑
昭
和
四
十
五
年
︶︑
諸

本
集
成
﹃
倭
名
類
聚
抄
﹄︵
京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
︑
臨
川
書
店
︑
昭
和
五
十
二
年
︶
で
あ
る
︒

︵

︶
参
考
に
し
た
注
釈
書
：﹃
萬
葉
代
匠
記
﹄︑﹃
萬
葉
集
古
義
﹄︑﹃
萬
葉
集
全
釋
﹄︵
鴻
巣
盛
廣
︶︑﹃
萬
葉
集
評
釋
﹄︵
金
子
元
臣
︶
︑﹃
萬
葉
集
評
釋
﹄︵
窪

10

田
空
穂
︶
︑
﹃
萬
葉
集
全
註
釋
﹄︵
武
田
祐
吉
︶︑﹃
萬
葉
集
注
釋
﹄︵
澤
瀉
久
孝
︶︑﹃
萬
葉
集
全
注
﹄︵
伊
藤
博
︑
稲
岡
耕
二
︑
西
宮
一
民
他
︶︑﹃
萬
葉

集
釋
注
﹄
︵
伊
藤
博
︶

︵

︶
③
の
二
五
九
番
の
﹁
こ
け
﹂
は
︑
陰
湿
な
﹁
杉
の
本
﹂
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑
諸
注
釈
書
に
は
そ
れ
を
﹁
青
苔
﹂
と
見
る
こ
と
が
多
い
︒

11
︵

︶
蘚
苔
類
の
﹁
こ
け
﹂
の
表
記
に
は
︑
中
国
で
は
違
う
植
物
を
指
す
﹁
蘿
﹂
と
﹁
薜
﹂
の
字
が
見
ら
れ
る
︒
こ
れ
に
類
似
し
て
い
た
用
字
法
は
︑
万

12

葉
集
の
﹁
カ
ツ
ラ
﹂
の
文
字
表
記
に
も
見
ら
れ
る
：
六
三
二
番
歌
に
お
け
る
﹁
月
内
之
楓
﹂
は
︑﹁
月
に
は
桂
の
木
が
あ
る
﹂
と
さ
れ
た
古
代
中
国

の
俗
信
︵
﹃
初
学
記
﹄
月
所
引
の
﹁
安
天
論
﹂
な
ど
︶
に
拠
っ
た
表
現
で
は
あ
る
が
︑﹁
桂
﹂
の
用
字
の
か
わ
り
に
︑
漢
籍
で
違
う
木
を
指
す
﹁
楓
﹂

の
字
を
用
い
て
い
た
︒

︵

︶
な
お
︑
用
例
は
省
略
す
る
が
︑﹁
岩
﹂
を
詠
む
歌
を
み
て
も
︑﹁
岩
↓
カ
シ
コ
シ
﹂
と
い
う
単
線
的
な
喚
起
関
係
も
見
出
し
が
た
い
と
言
え
る
︒

13
︵

︶
﹃
藝
文
類
聚
﹄
の
引
用
は
上
海
古
籍
出
版
社
︵
一
九
八
二
年
一
月
︶
の
版
本
に
拠
っ
た
︒

14
︵

︶
﹃
四
部
叢
刊
正
編

江
文
通
文
集
﹄
台
湾
商
務
印
書
館
︵
一
九
七
九
年
十
一
月
︶

15
︵

︶
明
萬
曆
二
十
六
年
刻
本
﹃
江
文
通
集
注
﹄
注
は
﹁
象
﹂
に
つ
い
て
︑﹁
達
麽
傳
曰
負
荷
大
法
者
比
之
龍
象
﹂
と
述
べ
る
︒﹁
象
﹂
は
仏
法
の
譬
え
︒

16
︵

︶
中
国
に
は
︑
仏
界
を
﹁
蓮
界
﹂︑
仏
寺
を
﹁
蓮
舎
﹂︑
袈
裟
を
﹁
蓮
服
﹂
と
呼
ば
れ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
︑﹁
蓮
﹂
は
仏
教
の
世
界
で
極
め
て
清
浄
︑

17
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神
聖
な
存
在
だ
と
さ
れ
て
い
る
︒
特
に
仏
教
が
盛
ん
で
あ
っ
た
六
朝
時
代
に
は
︑
詩
賦
に
登
場
す
る
﹁
蓮
﹂
は
清
浄
︑
神
聖
な
植
物
と
し
て
描
か

れ
る
こ
と
は
多
い
︒

︵

︶
沢
崎
久
和
﹁
王
維
詩
﹁
青
苔
﹂
考
﹂︵﹃
国
語
国
文
学
﹄
第
三
十
号

福
井
大
学
国
語
国
文
学
会

平
成
三
年
三
月
︶

18
︵

︶
﹃
全
唐
詩
﹄

中
華
書
局
︵
一
九
九
二
年
十
月
︶

19
︵

︶
﹃
懐
風
藻
新
註
﹄
林
古
渓
著

パ
ル
ト
ス
社
︵
平
成
八
年
一
月
︶

20
︵

︶
こ
の
藤
原
宇
合
の
漢
詩
に
お
け
る
﹁
蘿
﹂
に
つ
い
て
︑
林
古
渓
著
の
﹃
懐
風
藻
新
註
﹄
で
は
︑
こ
れ
を
﹁
つ
た
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
︒
一
方
︑
竹

21

下
豊
氏
は
︑
﹁﹃
堀
河
百
首
﹄
の
﹁
苔
﹂
の
題
を
め
ぐ
っ
て
﹂︵﹃
女
子
大
文
学
国
文
篇
﹄
大
阪
女
子
大
学
紀
要

平
成
十
七
年
︶
と
い
う
論
文
の

56

な
か
で
︑
﹁
﹁
蘿
衣
﹂
は
︑﹁
苔
衣
﹂
と
同
じ
く
蘿
を
衣
に
見
立
て
た
表
現
と
考
え
て
よ
い
﹂
と
い
っ
て
︑
こ
の
詩
の
﹁
蘿
衣
﹂
は
日
本
の
漢
詩
に
お

い
て
﹁
﹁
苔
﹂
を
衣
に
見
立
て
た
最
も
早
い
例
﹂
だ
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
︑﹁
蘿
﹂
を
﹁
苔
﹂
と
し
て
取
り
扱
う
見
方
も
あ
る
︒
詩
の
中
の
﹁
蘿
﹂

の
生
育
場
所
は
﹁
石
壁
﹂
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
︑
こ
こ
も
﹁
蘿
﹂
を
﹁
苔
﹂
に
解
し
た
ほ
う
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る
︒

︵

︶
班
婕
妤
は
漢
の
成
帝
の
妃
︑
婕
妤
は
妃
の
称
号
の
一
つ
︒
趙
飛
燕
に
よ
っ
て
︑
君
主
の
寵
愛
を
奪
わ
れ
た
班
婕
妤
に
は
︑﹁
自
傷
賦
﹂︑﹁
搗
素
賦
﹂︑

22

﹁
怨
歌
行
﹂
︵
﹁
団
扇
歌
﹂︶
と
い
う
三
首
の
作
品
が
残
さ
れ
て
い
る
女
詩
人
で
も
あ
る
︒

︵

︶
一
一
二
〇
番
の
題
詞
に
お
け
る
﹁
蘿
﹂
に
つ
い
て
︑﹃
萬
葉
代
匠
記
﹄
は
﹁
苔
ノ
字
ナ
ト
︑
ハ
意
少
替
レ
ト
︑
今
︿
ハ(

朱
)

﹀︵
モ(
消
)

︶
苔
ト
通
セ
リ
﹂
と
い
っ

23

て
い
る
︒
こ
れ
を
は
じ
め
と
し
て
︑
一
一
二
〇
番
の
﹁
蘿
﹂
は
蘚
苔
類
の
﹁
苔
﹂
に
等
し
い
と
い
う
指
摘
は
諸
注
釈
書
に
お
い
て
ほ
ぼ
一
致
す
る
︒

︵

︶
青
木
正
兒
﹃
支
那
文
學
藝
術
考
﹄
二
五
頁
～
二
六
頁
︵
弘
文
堂
書
房

昭
和
十
七
年
十
二
月
︶

24

岡
田
正
之
﹃
近
江
奈
良
朝
の
漢
文
學
﹄
二
六
一
頁
～
二
六
二
頁
︵
養
徳
社

昭
和
二
十
一
年
十
月
︶

山
岸
徳
平
﹁
万
葉
集
と
上
代
詩
﹂

﹃
和
歌
文
學
研
究

山
岸
徳
平
著
作
集
Ⅱ
﹄
一
頁
～
七
頁
︵
有
精
堂

昭
和
四
十
六
年
十
一
月
︶

︵

︶
中
西
進
﹁
詠
物
歌
の
位
置
﹂﹃
万
葉
集
の
比
較
文
学
的
研
究
﹄
六
四
三
頁

︵
桜
楓
社

昭
和
四
十
三
年
︶

25

万
葉
集
の
﹁
こ
け
﹂
と
中
国
文
学
︵
孫
︶
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﹇
附
記
﹈本

稿
は
平
成
二
十
四
年
一
月
九
日
︑
第
三
十
五
回
萬
葉
語
学
文
学
研
究
会
︵
於
大
阪
府
立
大
学
︶
で
の
発
表
を
基
に
し
た
も
の
で
す
︒
発
表
の

際
に
御
指
摘
を
い
た
だ
き
ま
し
た
内
田
賢
徳
氏
︑
奥
村
和
美
氏
︑
影
山
尚
之
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
︑
懇
切
な
ご
指
導
を
賜
り
ま

し
た
毛
利
正
守
先
生
を
は
じ
め
︑
大
島
信
生
先
生
︑
斎
藤
平
先
生
に
︑
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
︒

︵
そ
ん

せ
い
ぜ
ん
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
・
常
熟
理
工
学
院
講
師
︶
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