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『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
表
現
「
荻
」

井

野

葉

子

は

じ

め

に

『
源
氏
物
語
』
の
文
章
に
は
様
々
な
歌
こ
と
ば
表
現
（
和
歌
、
引

歌
、
歌
語
な
ど
の
和
歌
的
な
表
現
）
が
あ
り
、
そ
の
諸
相
の
一
端

を
明
ら
か
に
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
歌

こ
と
ば
表
現
と
し
て
の
「
荻をぎ
」
を
取
り
上
げ
る
。

荻
と
い
う
植
物
は
、
低
層
湿
原
に
生
え
、
高
さ
一
メ
ー
ト
ル
か

ら
二
、
五
メ
ー
ト
ル
に
も
達
す
る
大
形
の
イ
ネ
科
の
多
年
草
で
あ

る
。
葦
と
同
じ
よ
う
な
水
辺
に
生
え
、
両
者
の
形
も
似
て
い
る
が
、

秋
に
付
け
る
花
穂
の
形
は
ス
ス
キ
に
近
い
植
物
で
あ
る
。

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例
は
一
四
例
あ
る
。
そ
の

う
ち
、
和
歌
の
中
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
七
例
、

散
文
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
七
例
あ
る
。
そ
の
散
文
の
中

の
七
例
の
う
ち
、
和
歌
的
な
発
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
表
現
と
な
っ

て
い
る
も
の
は
五
例
も
あ
り
、
和
歌
的
発
想
と
は
直
接
関
係
の
な

い
例
は
二
例
し
か
な
い
。
全
一
四
例
の
う
ち
、
和
歌
あ
る
い
は
和

歌
的
発
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
表
現
が
一
二
例
も
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、「
荻
」と
い
う
言
葉
は
、
和
歌
的
な
発
想
を
離
れ
て
は
存
在
し

づ
ら
い
ほ
ど
、
和
歌
の
世
界
に
深
く
根
ざ
し
た
歌
こ
と
ば
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
ま
ず
、『
源
氏
物
語
』が
成
立
し
た
平
安
中
期

ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例
を
調
査
し
て
、
和
歌
に
お

け
る
「
荻
」
の
連
想
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
上
で
『
源
氏

物
語
』
に
お
け
る
「
荻
」
の
全
用
例
を
検
討
し
て
、『
源
氏
物
語
』
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に
お
け
る
歌
こ
と
ば
表
現
と
し
て
の
「
荻
」
の
役
割
を
明
ら
か
に

し
た
い
。一

平
安
中
期
ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
「
荻
」

ま
ず
は
、
平
安
中
期
ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例
を

調
査
し
て
、
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
「
荻
」
の
諸
相
を
探
り
た
い
。

上
代
の
『
万
葉
集
』
に
お
け
る
用
例
は
次
の
三
例
で
あ
る
。

碁ごの
檀だん
越をち
、
伊
勢
国
に
行
き
し
時
に
、
留とど
ま
れ
る
妻
が
作

る
歌
一
首

Ⓐ
神かむ
風かぜ
の
伊
勢
の
浜はま
荻をぎ
折
り
伏
せ
て
旅
寝
や
す
ら
む
荒
き
浜はま
辺へ

に（『
万
葉
集
』
巻
四
・
五
〇
〇
、『
古
今
六
帖
』
二
四
〇
七
で
は

初
句
「
神
風
や
」、
第
三
句
「
折
れ
伏
し
て
」）

Ⓑ
葦あし
辺へ
な
る
荻
の
葉
さ
や
ぎ
秋
風
の
吹
き
来
る
な
へ
に
雁
鳴
き

渡
る

（『
万
葉
集
』
巻
十
・
二
一
三
四
、『
古
今
六
帖
』
四
三
五
八

で
は
第
二
句
「
荻
の
葉
そ
よ
ぎ
」）

Ⓒ
妹いも
な
ろ
が
使
ふ
川かは
津づ
の
さ
さ
ら
荻
あ
し
と
人ひと
言ごと
語かた
り
よ
ら
し

も

（『
万
葉
集
』
巻
十
四
・
三
四
四
六
）

Ⓐ
は
、
碁
檀
越
が
伊
勢
の
国
へ
行
っ
た
時
に
留
守
を
し
て
い
る

妻
が
詠
ん
だ
歌
で
、「
今
頃
、
夫
は
伊
勢
の
浜
に
生
え
る
荻
を
折
り

伏
せ
て
旅
寝
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
荒
涼
と
し
た
浜
辺
で
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

Ⓑ
は
、「
葦
辺
に
あ
る
荻
の
葉
が
さ
や
さ
や
と
そ
よ
い
で
秋
風
が

吹
い
て
く
る
と
と
も
に
、
雁
が
鳴
き
渡
っ
て
い
る
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。「
荻
の
葉
さ
や
ぎ
」と
あ
る
よ
う
に
、
風
に
吹
か
れ
て
立

て
る
荻
の
葉
の
音
が
、
雁
の
鳴
き
声
と
と
も
に
取
り
上
げ
ら
れ
て

い
る
。

Ⓒ
は
、「
あ
し
」
に
「
葦
」
と
「
悪
し
」
を
掛
け
、「
愛
し
い
あ

の
娘
が
使
う
川
津
の
小
さ
な
荻
を
、
葦
で
な
い
の
に
悪
し
と
言
う

人
が
い
る
け
れ
ど
（
彼
女
の
こ
と
を
悪
く
言
う
人
が
い
る
け
れ

ど
）、
僕
は
気
に
し
な
い
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
荻
は
、
そ
の
形

状
が
葦
と
似
て
い
る
上
、
同
じ
よ
う
な
湿
地
に
生
え
て
い
る
こ
と

か
ら
、
葦
と
間
違
え
ら
れ
や
す
い
。
こ
こ
で
は
、「
荻＝

彼
女
」が

「
葦＝

悪
し
」
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
詠
ん
で
い
る
。

『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
た
「
荻
」
の
特
徴
と
し
て
は
、
Ⓐ
の
「
浜
」

や
Ⓒ
の
「
川
津
」
の
よ
う
に
、
海
辺
や
川
辺
に
生
え
る
植
物
で
あ
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る
こ
と
、
Ⓑ
の
よ
う
に
、
秋
風
に
吹
か
れ
て
葉
音
を
立
て
る
こ
と
、

Ⓑ
の
「
葦
辺
な
る
荻
」
の
よ
う
に
、
葦
と
同
じ
場
所
に
生
え
る
の

で
、
Ⓒ
の
よ
う
に
、
葦
と
見
間
違
え
ら
れ
や
す
い
こ
と
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。

次
に
、
平
安
前
期
か
ら
中
期
ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
「
荻
」
の

用
例
を
見
る
。
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
荻
は
川
辺
や
海
辺
か
ら
貴
族

の
邸
の
庭
に
移
し
植
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
天
禄
三

（
九
七
二
）年
の
女
四
宮
歌
合
の
冒
頭
の「
斎
宮
に
男
女
房
分
き
て
、

御
前
の
庭
の
面おも
に
、
す
す
き
、
荻
、
ら
に
、
し
ほ
に
、
く
さ
の
か

う
、
を
み
な
へ
し
、
か
る
か
や
、
な
で
し
こ
、
萩
な
ど
植
ゑ
さ
せ

た
ま
ひ
…
…
」
と
い
う
詞
書
や
、『
和
泉
式
部
集
』
の
「
掘
り
植
ゑ

し
か
ひ
も
あ
る
か
な
我
が
宿
の
荻
葉
の
風
ぞ
秋
も
知
ら
す
る
」（
一

四
一
）
の
よ
う
に
、
水
辺
か
ら
掘
っ
て
き
た
荻
を
貴
族
の
邸
の
庭

に
植
え
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
め
っ
た
に
外
出
し
な
い
貴
族
女

性
が
邸
に
居
な
が
ら
に
し
て
観
賞
で
き
る
植
物
と
な
っ
て
い
く
。

ま
ず
は
、
三
代
集
に
お
け
る
「
荻
」
の
歌
を
見
て
い
く
。
平
安

前
期
に
お
い
て
は
「
荻
」
は
歌
材
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
の
か
、『
古
今
集
』
に
「
荻
」
の
歌
は
一
例
も
な
い
。
平
安
中
期

に
な
っ
て
よ
う
や
く
『
後
撰
集
』
に
四
例
、『
拾
遺
集
』
に
三
例
、

見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

Ⓓ
今
日
け
ふ

よ
り
は
荻
の
焼や
け
原
か
き
分
け
て
若
菜
摘
み
に
と
誰
を

さ
そ
は
ん

（『
後
撰
集
』
春
上
・
三
・
兼
盛
王
、『
大
和
物
語
』
八
六
段
）

思
ふ
こ
と
侍
り
け
る
頃

Ⓔ
い
と
ど
し
く
物
思
ふ
宿
の
荻
の
葉
に
秋
と
告
げ
つ
る
風
の
わ

び
し
さ

（『
後
撰
集
』
秋
上
・
二
二
〇
、『
古
今
六
帖
』
三
七
二
一
）

秋
、大
輔
が
太うづ
秦まさ
の
か
た
は
ら
な
る
家
に
侍
り
け
る
に
、

荻
の
葉
に
文
を
挿さ
し
て
遣
は
し
け
る

左
大
臣

Ⓕ
山
里
の
物
さ
び
し
さ
は
荻
の
葉
の
な
び
く
ご
と
に
ぞ
思
ひ
や

ら
る
る

（『
後
撰
集
』
秋
上
・
二
六
六
）

平
か
ね
き
が
や
う
や
う
離か
れ
が
た
に
な
り
に
け
れ
ば
、

遣
は
し
け
る

中
務

Ⓖ
秋
風
の
吹
く
に
つ
け
て
も
と
は
ぬ
か
な
荻
の
葉
な
ら
ば
音
は

し
て
ま
し

（『
後
撰
集
』
恋
四
・
八
四
六
、『
古
今
六
帖
』
三
七
一
八
、『
和

漢
朗
詠
集
』
四
〇
一
、『
中
務
集
』
二
三
〇
で
は
第
二
句
「
吹

く
を
り
に
し
も
」）
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延
喜
御
時
御
屛
風
に

貫
之

Ⓗ
荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
こ
そ
秋
風
の
人
に
知
ら
る
る
は
じ
め
な

り
け
れ

（『
拾
遺
集
』
秋
・
一
三
九
、『
拾
遺
抄
』
八
八
、『
新
撰
和
歌
』

八
、『
古
今
六
帖
』
三
七
一
六
、『
貫
之
集
』
一
〇
〇
）

八
月
ば
か
り
に
雁
の
声
待
つ
歌
詠
み
侍
り
け
る
に

恵
慶
法
師

Ⓘ
荻
の
葉
も
や
や
う
ち
そ
よ
ぐ
ほ
ど
な
る
を
な
ど
雁
が
ね
の
音

な
か
る
ら
ん

（『
拾
遺
集
』
秋
・
一
六
二
、『
拾
遺
抄
』
一
〇
八
、『
恵
慶
法

師
集
』
七
九
で
は
第
四
句
「
な
ど
か
雁
が
ね
」）

人
に
物
言
ふ
と
聞
き
て
と
は
ざ
り
け
る
男
の
も
と
に

中
宮
内
侍

Ⓙ
春
日
野
の
荻
の
焼
け
原
あ
さ
る
と
も
見
え
ぬ
な
き
名
を
お
ほ

す
な
る
か
な

（『
拾
遺
集
』
雑
春
・
一
〇
二
〇
、『
拾
遺
抄
』
三
八
二
）

Ⓓ
は
、「
立
春
に
な
っ
た
今
日
か
ら
は
、荻
の
焼
け
原（
春
に
な
っ

て
新
芽
の
成
長
を
よ
く
す
る
た
め
に
枯
れ
た
荻
を
焼
い
た
原
）
を

か
き
分
け
て
若
菜
を
摘
み
に
誰
を
誘
い
ま
し
ょ
う
か
、
あ
な
た
を

誘
い
た
い
で
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
春
の
風
物
と
し
て
荻
の

焼
け
原
の
若
菜
摘
み
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

Ⓔ
は
、「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
掛
け
、「
ま
す
ま
す
恋
の
物
思
い

に
苦
し
ん
で
い
る
私
の
家
の
庭
の
荻
の
葉
に
音
を
立
て
さ
せ
て
、

秋
の
訪
れ
と
と
も
に
あ
の
人
が
私
に
飽
き
た
と
知
ら
せ
る
風
の
わ

び
し
い
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
秋
風
に
吹
か
れ
て
立
て
る

庭
の
荻
の
葉
擦
れ
の
音
が
、
邸
内
に
い
る
人
に
秋
の
到
来
を
知
ら

せ
、
恋
人
の
「
飽
き
」
を
も
知
ら
せ
る
音
と
な
っ
て
い
る
。

Ⓕ
は
、
左
大
臣
藤
原
実
頼
が
太
秦
寺
の
傍
の
家
に
い
る
大
輔
に

贈
っ
た
歌
で
、「
あ
な
た
の
い
る
山
里
の
物
寂
し
さ
は
、
荻
の
葉
が

秋
風
に
な
び
く
ご
と
に
自
然
と
思
い
や
ら
れ
ま
す
よ
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
荻
の
葉
の
な
び
く
様
が
寂
し
い
秋
の
到
来
を
感
じ
さ

せ
る
景
物
と
な
っ
て
い
る
。

Ⓖ
は
、
次
第
に
心
が
離
れ
て
い
く
恋
人
の
平
か
ね
き
に
対
し
て

中
務
が
贈
っ
た
歌
で
、「
秋
」
に
「
飽
き
」
を
掛
け
、「
あ
な
た
が

私
に
飽
き
て
秋
風
が
吹
く
に
つ
け
て
も
お
手
紙
も
く
れ
な
い
の
で

す
ね
え
。
私
が
荻
の
葉
で
あ
れ
ば
、
秋
風
が
訪
れ
て
く
れ
た
ら（
あ

な
た
が
お
手
紙
を
く
れ
た
ら
）
音
を
立
て
ま
す
の
に
（
お
返
事
を

す
ぐ
出
し
ま
す
の
に
）」の
意
味
で
あ
ろ

注
１
）

う
か
。
風
が
荻
の
葉
に
吹

― ―113
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い
て
荻
の
葉
が
音
を
立
て
る
こ
と
が
、
男
が
女
に
音
信
（
手
紙
あ

る
い
は
訪
問
）を
し
て
女
が
応
じ
る
こ
と
の
喩
え
と
な
っ
て
い
る
。

Ⓗ
は
、
延
喜
一
八
（
九
一
八
）
年
、
醍
醐
天
皇
皇
女
勤
子
内
親

王
裳
着
屛
風
歌
の
歌
で
、「
荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
こ
そ
が
秋
風
が
人

に
気
付
か
れ
る
最
初
な
の
だ
な
あ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
秋
風

の
到
来
を
荻
の
葉
擦
れ
の
音
で
感
じ
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。

Ⓘ
は
、「
荻
の
葉
も
だ
ん
だ
ん
そ
よ
ぐ
音
を
立
て
る
頃
に
な
っ
た

の
に
な
ぜ
雁
の
鳴
く
声
が
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
。『
万
葉
集
』の
Ⓑ
以
来
、
荻
の
葉
擦
れ
の
音
と
雁
の
鳴
く
声

と
が
秋
の
風
物
と
し
て
一
つ
の
取
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
。

Ⓙ
は
、
他
の
男
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
あ
ら
ぬ
噂
を
聞
い
て

来
な
く
な
っ
た
男
に
対
し
て
中
宮
内
侍
が
贈
っ
た
歌
。「
な
」
に

「
菜
」
と
「
無
」
を
掛
け
、「
春
日
野
の
荻
の
焼
け
原
で
探
し
求
め

て
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
菜
で
は
な
い
け
れ
ど
、
無
き
名
と
い
う
菜

を
私
に
負
わ
せ
て
い
る
の
で
す
ね
（
あ
ら
ぬ
噂
の
せ
い
で
あ
な
た

は
来
て
く
れ
な
い
の
で
す
ね
）」と
い
う
意
味
で
あ
る
。Ⓓ
と
同
様
、

春
の
風
物
と
し
て
、
荻
の
焼
け
原
に
若
菜
を
摘
み
に
行
く
風
習
を

歌
材
に
し
て
い
る
。

次
に
私
撰
集
で
あ
る
『
古
今
六
帖
』
を
見
て
み
よ
う
。
先
に
挙

げ
た
『
万
葉
集
』
の
Ⓐ
が
「
旅
」
の
題
の
も
と
に
、
Ⓑ
が
「
雁
」

の
題
の
も
と
に
収
め
ら
れ
て
い
る
ほ
か
は
、「
荻
」の
題
の
も
と
に

八
首
の
歌
が
あ
る
。
八
首
の
う
ち
三
首
は
先
に
挙
げ
た
Ⓔ
Ⓖ
Ⓗ
な

の
で
、
そ
れ
を
除
い
た
五
首
を
次
に
挙
げ
る
。

Ｋ

い
つ
も
聞
く
風
と
は
聞
け
ど
荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音
に
ぞ
秋
は

来
に
け
る

（『
古
今
六
帖
』
六
・
三
七
一
五
・
貫
之
、『
貫
之
集
』
三
八
五

で
は
第
二
句
「
風
を
ば
聞
け
ど
」）

Ｌ

荻
の
葉
に
吹
き
来
る
風
ぞ
秋
来
ぬ
と
人
に
知
ら
る
る
し
る
し

な
り
け
れ

（『
古
今
六
帖
』
六
・
三
七
一
七
・
躬
恒
、『
躬
恒
集
』
四
四
八

で
は
初
句
か
ら
第
二
句「
荻
の
葉
の
吹
き
出
づ
る
風
に
」、
第

五
句
「
し
る
べ
な
り
け
る
」）

Ｍ

朝
夕
に
撫
で
て
お
ほ
し
し
草
な
れ
ば
お
ひ
て
見
ゆ
る
ぞ
我
が

宿
の
荻

（『
古
今
六
帖
』
六
・
三
七
一
九
）

Ｎ

こ
と
わ
り
や
う
ら
む
る
こ
と
も
秋
風
の
そ
よ
そ
よ
荻
の
葉
に

ぞ
お
ど
ろ
く

（『
古
今
六
帖
』
六
・
三
七
二
〇
）

Ｏ

秋
風
の
荻
の
葉
を
吹
く
音
聞
け
ば
い
よ
い
よ
我
も
物
を
こ
そ

思
へ

（『
古
今
六
帖
』
六
・
三
七
二
二
）
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Ｋ

は
「
い
つ
も
聞
く
風
の
音
と
は
聞
く
が
荻
の
葉
の
そ
よ
ぐ
音

に
よ
っ
て
秋
が
や
っ
て
き
た
実
感
が
わ
く
な
あ
」、
Ｌ

は「
荻
の
葉

に
吹
き
来
る
風
が
、
秋
が
来
た
と
人
に
知
ら
れ
る
し
る
し
な
の

だ
っ
た
な
あ
」
と
い
う
意
味
で
、
い
ず
れ
も
荻
の
葉
音
に
よ
っ
て

秋
の
到
来
を
知
る
と
い
う
趣
向
に
な
っ
て
い
る
。
Ｍ

は
「
朝
夕
に

撫
で
て
育
て
た
草
だ
か
ら
生
え
て
見
え
る
の
が
我
が
家
の
荻
だ

よ
」
の
意
味
。
Ｎ

は
、
風
に
そ
よ
ぐ
荻
の
葉
擦
れ
の
音
の
「
そ
よ

そ
よ
」
に
「
其そ
よ
其そ
よ
」（
相
づ
ち
の
「
そ
う
よ
そ
う
よ
」
と
い
う

意
味
）が
掛
け
ら
れ
、「
も
っ
と
も
だ
な
あ
、
私
が
あ
の
人
を
恨
む

の
も
。
秋
風
が
荻
の
葉
に
吹
い
て
「
そ
う
よ
そ
う
よ
」
と
相
づ
ち

を
打
ち
な
が
ら
「
そ
よ
そ
よ
」
と
立
て
る
音
に
は
っ
と
気
付
か
さ

れ
る
よ
、
あ
の
人
が
私
に
飽
き
て
来
な
く
な
り
、
も
う
季
節
は
秋

に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
」の
意
味
で
あ

注
２
）

ろ
う
か
。
Ｏ

は
、「
秋
」

に
「
飽
き
」
を
掛
け
、「
秋
風
が
荻
の
葉
に
吹
く
音
を
聞
く
と
、
恋

人
が
私
に
飽
き
た
こ
と
が
実
感
さ
れ
て
、
ま
す
ま
す
私
も
物
思
い

を
す
る
こ
と
だ
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

次
に
、『
和
漢
朗
詠
集
』を
挙
げ
て
お
き
た
い
。『
和
漢
朗
詠
集
』

に
「
荻
」
の
歌
は
二
首
あ
り
、
一
首
は
先
に
挙
げ
た
Ⓖ
の
歌
、
そ

し
て
も
う
一
首
は
藤
原
義
孝
の
歌
で
あ
る
。

Ｐ

秋
は
な
ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻をぎ
の
上うは
風かぜ
萩はぎ
の
下した
露つゆ

（『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
・
秋
・
秋
興
・
二
二
九
・
義
孝
少
将
、

『
義
孝
集
』
四
）

Ｐ

は
「
秋
の
風
情
は
や
は
り
夕
暮
れ
時
が
ひ
と
き
わ
身
に
し
み

る
。
荻
の
上
を
吹
く
風
の
音
、
萩
の
下
葉
に
置
く
露
」
と
い
う
意

味
で
、
聴
覚
を
研
ぎ
澄
ま
し
た
「
荻
の
上
風
」
と
視
覚
を
凝
ら
し

た
「
萩
の
下
露
」
の
対
句
表
現
が
見
事
で
あ
り
、『
栄
花
物
語
』
や

『
平
家
物
語
』
な
ど
の
後
世
の
文
学
に
し
ば
し
ば
引
用
さ
れ
て
い

る
。以

上
、
平
安
中
期
ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
「
荻
」
の
特
徴
を
ま

と
め
る
と
以
下
の
よ
う
に
な
る
。
Ⓓ
や
Ⓙ
の
よ
う
に
荻
の
焼
け
原

の
若
菜
摘
み
が
春
の
風
物
と
し
て
歌
材
に
な
る
こ
と
も
あ
る
が
、

大
方
は
秋
の
景
物
で
あ
る
。
Ｍ

の
よ
う
に
庭
の
植
物
と
し
て
見
ら

れ
る
対
象
と
な
る
こ
と
も
あ
り
、
Ⓕ
の
よ
う
に
荻
の
葉
の
な
び
く

様
子
が
秋
の
景
物
と
な
る
。
し
か
し
、
最
も
よ
く
詠
ま
れ
る
の
は
、

Ⓘ
や
Ｐ

の
よ
う
な
荻
の
葉
擦
れ
の
音
で
あ
る
。
特
に
、
Ⓗ
Ｋ

Ｌ

の

よ
う
に
、
秋
風
が
吹
い
て
立
て
る
荻
の
葉
擦
れ
の
音
が
秋
の
到
来

を
告
げ
る
音
と
な
る
。
人
事
に
及
ぶ
と
、
Ⓔ
Ⓖ
Ｎ

Ｏ

の
よ
う
に
、

「
飽
き
」
が
掛
け
ら
れ
た
「
秋
」
の
風
が
荻
の
葉
に
吹
い
て
、
恋
人
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に
飽
き
ら
れ
た
こ
と
を
人
に
気
付
か
せ
る
景
物
と
な
る
。
ま
た
、

荻
の
葉
擦
れ
の
音
が
、
相
手
の
音
連
れ
（
手
紙
や
訪
問
）
の
喩
え

と
な
り
、
Ⓖ
の
よ
う
に
、「
荻
の
葉
に
吹
き
寄
せ
る
風＝

女
に
音
信

（
手
紙
や
訪
問
）を
す
る
男
」と
い
う
比
喩
表
現
を
形
成
す
る
。じ
っ

と
自
邸
に
い
て
男
の
手
紙
や
訪
問
を
待
ち
わ
び
て
い
る
女
に
し
て

み
る
と
、
秋
風
に
吹
か
れ
て
立
て
る
荻
の
葉
擦
れ
の
音
が
「
音
擦

れ
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
音
連
れ
」（
手
紙
や
訪
問
）
を
連
想
さ
せ
、

男
に
飽
き
ら
れ
て
男
の
「
音
連
れ
」
が
と
ん
と
な
く
な
っ
た
こ
と

を
痛
感
さ
せ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

以
上
、
平
安
中
期
ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
「
荻
」
の
連
想
の
体

系
に
つ
い
て
述
べ
た
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
上
で
、
次
節
で
は『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例
を
検
討
し
た
い
。

二

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例
は
一
四
例
あ
る
。
そ
の

全
て
を
以
下
、
物
語
の
展
開
の
順
に
挙
げ
て
検
討
し
て
い
く
。

物
語
に
初
め
て
「
荻
」
が
登
場
す
る
の
は
、
伊
予
介
の
娘
、
軒

端
荻
を
め
ぐ
る
場
面
で
あ
る
。
三
例
の
「
荻
」
が
こ
の
場
面
に
集

中
し
て
い
る
。

①

ほ
の
か
に
も
軒のき
端ば
の
荻
を
結
ば
ず
は
つ
ゆ
の
か
ご
と
を

何
に
か
け
ま
し

②
高
や
か
な
る
荻
に
つ
け
て
、
…
…
御
返
り
、
口
と
き
ば
か
り

を
か
ご
と
に
て
取
ら
す
。

③

ほ
の
め
か
す
風
に
つ
け
て
も
下
荻
の
な
か
ば
は
霜
に
結

ぼ
ほ
れ
つ
つ

（
夕
顔
巻
一
九
一
頁
）

①
は
、
か
つ
て
一
度
だ
け
契
り
を
交
わ
し
た
軒
端
荻
に
対
し
て

源
氏
が
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。「
荻
を
結
ぶ
」に
男
女
関
係
を
結
ぶ
意

味
を
込
め
て
、「
ほ
の
か
に
も
軒
端
の
荻
を
結
ば
な
か
っ
た
な
ら
ば

（
僕
と
あ
な
た
が
契
り
を
結
ば
な
か
っ
た
な
ら
ば
）、
い
さ
さ
か
の

恨
み
言
を
何
に
か
こ
つ
け
て
訴
え
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
」

と
い
う
意
味
で
、「
契
り
を
結
ん
だ
の
で
恨
み
言
を
訴
え
ま
す
」と

歌
っ
て
い
る
。「
つ
ゆ
」
は
「
い
さ
さ
か
」
の
意
味
の
「
つ
ゆ
」
と

荻
の
葉
に
置
く
「
露
」
と
の
掛
詞
で
あ
る
。
こ
の
手
紙
を
②
の
よ

う
に
「
高
や
か
な
る
荻
」
に
付
け
た
の
は
、
軒
端
荻
の
身
長
が
高

い
こ
と
を
か
ら
か
っ
た
も
の
で
あ
る
。
荻
は
、
丈
が
大
き
い
も
の

は
二
、
五
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
あ
る
植
物
な
の
で
、
源
氏
が
冗
談
半
分

に
背
の
高
い
女
性
を
喩
え
る
の
も
う
な
ず
け
る
。
③
は
そ
れ
に
対
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す
る
軒
端
荻
の
返
歌
で
、「
契
り
を
交
わ
し
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
す

お
便
り
に
つ
け
て
も
、
荻
の
下
葉
の
半
ば
は
霜
に
あ
た
っ
て
し
お

れ
て
い
る
よ
う
に
、
少
将
と
結
婚
し
た
私
も
、
半
分
は
新
婚
の
喜

び
に
浸
り
な
が
ら
、
半
分
は
あ
な
た
ゆ
え
に
悩
ん
で
し
お
れ
て
い

ま
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
贈
答
場
面
に
よ
っ
て
伊
予
介

の
娘
は
軒
端
荻
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
①
〜
③
の「
荻
」

の
三
例
は
、
和
歌
の
中
の
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
た
り
、
和
歌
の
書

か
れ
た
手
紙
を
結
び
付
け
る
植
物
と
し
て
登
場
し
た
り
し
て
い
る

の
で
、
和
歌
的
な
発
想
に
基
づ
い
た
歌
こ
と
ば
表
現
で
あ
る
。「
荻

を
結
ぶ＝

男
女
の
契
り
を
結
ぶ
」
と
い
う
比
喩
表
現
と
、
丈
の
高

さ
に
身
長
の
高
さ
の
意
味
を
込
め
る
と
こ
ろ
が
、
通
常
の
平
安
和

歌
に
は
見
ら
れ
な
い
、『
源
氏
物
語
』
独
特
の
趣
向
で
あ
る
。

④
荻
の
葉
も
、
さ
り
ぬ
べ
き
風
の
便
り
あ
る
時
は
、
お
ど
ろ
か

し
た
ま
ふ
を
り
も
あ
る
べ
し
。

（
末
摘
花
巻
二
六
六
頁
）

④
も
、
軒
端
荻
を
め
ぐ
る
語
り
の
一
節
で
、「
荻
の
葉
」は
軒
端

荻
の
こ
と
で
あ
る
。「
軒
端
荻
に
対
し
て
も
、
源
氏
は
し
か
る
べ
き

音
信
の
機
会
が
あ
る
時
に
は
手
紙
を
出
し
て
、
軒
端
荻
を
は
っ
と

さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
語
り
手
が
推
測
し
て
い
る
。

風
が
荻
の
葉
に
吹
い
て
音
を
立
て
て
人
を
驚
か
せ
る
こ
と
が
、
男

が
手
紙
を
出
し
て
女
を
は
っ
と
さ
せ
る
こ
と
の
比
喩
と
な
る
と
い

う
、
和
歌
的
な
発
想
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

⑤
野
に
と
ま
り
ぬ
る
君
達
、
小
鳥
し
る
し
ば
か
り
ひ
き
つ
け
さ

せ
た
る
荻
の
枝
な
ど
苞つと
に
し
て
参
れ
り
。（

松
風
巻
四
一
八
頁
）

⑤
は
、
源
氏
が
桂
の
院
で
宴
を
催
す
時
、
野
で
鷹
狩
を
し
て
旅

寝
を
し
て
い
た
若
殿
た
ち
が
、
獲
物
の
小
鳥
を
ほ
ん
の
形
ば
か
り

結
び
付
け
さ
せ
た
荻
の
枝
な
ど
を
土
産
に
し
て
参
上
し
た
こ
と
を

語
る
地
の
文
で
あ
る
。
桂
の
川
辺
に
生
え
る
荻
に
小
鳥
を
結
び
付

け
る
趣
向
が
、京
の
郊
外
の
野
趣
あ
ふ
れ
る
一
興
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
例
は
、
歌
こ
と
ば
表
現
で
は
な
い
。

⑥
…
…
時
雨
う
ち
し
て
荻
の
上うは
風かぜ
も
た
だ
な
ら
ぬ
夕
暮
に
、

（
少
女
巻
三
四
頁
）

⑥
は
、
語
り
の
地
の
文
で
、
内
大
臣
が
大
宮
の
も
と
に
参
上
す

る
時
の
自
然
描
写
で
あ
る
。「
荻
の
上
風
も
た
だ
な
ら
ぬ
夕
暮
」と

い
う
表
現
は
、
第
一
節
で
挙
げ
た
Ｐ

の
藤
原
義
孝
の
歌
「
秋
は
な

ほ
夕
ま
ぐ
れ
こ
そ
た
だ
な
ら
ね
荻
の
上
風
萩
の
下
露
」
を
踏
ま
え

た
引
歌
表
現
で
あ
る
。
秋
の
ひ
と
き
わ
身
に
し
み
る
夕
暮
の
、
荻

の
上
を
吹
く
風
の
音
の
趣
を
詠
む
義
孝
の
歌
の
世
界
を
引
き
な
が
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ら
、
さ
っ
と
降
る
時
雨
を
加
え
て
、
さ
ら
に
し
み
じ
み
と
し
た
風

情
を
添
え
て
い
る
。

⑦

さ
夜
中
に
友
呼
び
わ
た
る
雁
が
ね
に
う
た
て
吹
き
添
ふ

荻
の
上うは
風

身
に
も
し
み
け
る
か
な
と
思
ひ
つ
づ
け
て
、（

少
女
巻
四
九
頁
）

⑦
は
、
雲
居
雁
と
の
仲
を
引
き
裂
か
れ
て
嘆
く
夕
霧
の
歌
で
、

「
真
夜
中
に
友
を
呼
び
続
け
る
雁
の
鳴
き
声
に
、不
快
に
吹
き
加
わ

る
荻
の
上
を
吹
く
風
よ
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
雁
の
鳴
き
声
と

荻
の
葉
擦
れ
の
音
は
、
第
一
節
で
挙
げ
た
Ⓑ
や
Ⓘ
の
よ
う
に
『
万

葉
集
』
以
来
の
伝
統
的
な
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
雁

に
喩
え
ら
れ
て
友
を
呼
び
求
め
て
泣
く
雲
居
雁
に
対
し
て
、
夕
霧

と
の
仲
を
引
き
裂
き
さ
こ
う
と
す
る
父
内
大
臣
の
圧
力
が
、
荻
に

吹
い
て
大
き
な
音
を
立
て
る
風
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
荻
を
吹
く

風
が
恋
仲
を
引
き
裂
く
圧
力
の
喩
え
と
し
て
詠
ま
れ
る
の
は
、
管

見
に
よ
れ
ば
平
安
中
期
ま
で
の
和
歌
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
な
の

で
、『
源
氏
物
語
』
独
特
の
表
現
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
、
こ
の
夕
霧
の
歌
の
第
五
句
「
荻
の
上
風
」
は
、
第
一
節

で
挙
げ
た
Ｐ

の
藤
原
義
孝
の
歌
を
踏
ま
え
て
い
る
と
思

注
３
）

わ
れ
る
。

夕
霧
は
、
義
孝
の
歌
の
「
夕
ま
ぐ
れ
」
を
「
さ
夜
中
」
に
転
じ
、

「
荻
の
上
風
」
の
音
を
聞
い
て
「
た
だ
な
ら
ぬ
」
思
い
を
感
じ
、
そ

の
音
に
対
し
て
「
う
た
て
」
と
不
快
感
ま
で
も
抱
い
て
い
る
。
義

孝
の
歌
を
引
き
な
が
ら
転
じ
、
新
し
い
要
素
を
付
け
加
え
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
荻
の
上
風
の
音
が
内
大
臣
の
圧
力
の
象

徴
で
あ
る
な
ら
ば
、
振
り
返
っ
て
⑥
の
「
荻
の
上
風
」
と
い
う
表

現
も
、
単
な
る
し
み
じ
み
と
し
た
秋
の
風
情
で
は
な
く
、
こ
れ
か

ら
吹
き
荒
れ
る
内
大
臣
の
圧
力
の
前
兆
と
も
読
め
る
か
も
し
れ
な

い
。少
女
巻
の
⑥
と
⑦
は
共
に
義
孝
の
歌
を
引
い
て
連
動
し
つ
つ
、

『
源
氏
物
語
』独
自
の
表
現
を
切
り
拓
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

⑧
秋
に
な
り
ぬ
。
初
風
涼
し
く
吹
き
出
で
て
、
背せ
子こ
が
衣ころもも
う

ら
さ
び
し
き
心
地
し
た
ま
ふ
に
、
…
…
五
六
日

いつかむゆか
の
夕ゆふ
月づくよ夜
は

と
く
入
り
て
、
す
こ
し
雲
隠
る
る
け
し
き
、
荻
の
音
も
や
う

や
う
あ
は
れ
な
る
ほ
ど
に
な
り
に
け
り
。（

篝
火
巻
二
五
六
頁
）

⑧
は
、
秋
の
夕
べ
に
源
氏
が
夏
の
町
の
玉
鬘
の
も
と
を
訪
れ
る

場
面
で
あ
る
。
秋
風
に
荻
の
葉
擦
れ
の
音
が
身
に
し
み
る
季
節
に

な
っ
た
と
い
う
自
然
描
写
は
、
和
歌
の
発
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
歌
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こ
と
ば
表
現
で
あ
る
。

⑨

お
ほ
か
た
に
荻
の
葉
過
ぐ
る
風
の
音おと
も
う
き
身
ひ
と
つ

に
し
む
心
地
し
て

（
野
分
巻
二
七
七
頁
）

⑨
は
、
明
石
の
君
の
独
詠
歌
で
あ
る
。
野
分
見
舞
い
に
来
て
く

れ
た
源
氏
が
ち
ょ
っ
と
座
っ
た
だ
け
で
そ
っ
け
な
く
立
ち
去
っ
て

し
ま
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
歌
で
あ
る
。「
普
通
に
荻
の
葉
を

通
り
過
ぎ
る
風
の
音
も
、
見
舞
い
に
来
て
く
れ
た
源
氏
が
そ
っ
け

な
く
帰
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
辛
い
我
が
身
一
つ
に
は
し
み
る
気

持
ち
が
し
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
荻
の
葉
に
吹
い
て
通
り
過

ぎ
る
風
は
、
明
石
の
君
の
も
と
へ
来
た
も
の
の
す
ぐ
帰
っ
て
し
ま

う
源
氏
の
喩
え
で
あ
る
。「
荻
の
葉
」を
女
、
そ
こ
へ
吹
き
寄
せ
る

「
風
」
を
男
と
見
立
て
る
和
歌
の
常
套
的
な
表
現
で
あ
る
。

⑩
見
る
か
ひ
多
か
る
姿
ど
も
に
、
い
と
白
く
枯
れ
た
る
荻
を
高

や
か
に
か
ざ
し
て
、
た
だ
一ひと
か
へ
り
舞
ひ
て
入
り
ぬ
る
は
、

い
と
お
も
し
ろ
く
飽
か
ず
ぞ
あ
り
け
る
。

（
若
菜
下
巻
一
七
二
頁
）

⑩
は
、
源
氏
の
住
吉
参
詣
の
折
、
住
吉
の
社
頭
に
お
い
て
、
と

て
も
白
く
枯
れ
た
荻
を
高
々
と
挿
頭
か
ざ
し

に
さ
し
て
い
る
舞
人
た
ち
の

姿
を
語
る
地
の
文
で
あ
る
。
住
吉
の
地
で
海
辺
に
生
え
る
荻
を
挿

頭
に
す
る
の
は
、
そ
の
土
地
の
植
物
を
愛
で
る
一
興
と
な
ろ
う
。

こ
れ
は
、
和
歌
的
表
現
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

以
上
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
「
荻
」
の
全
一
四
例
の
う
ち
一

〇
例
を
、
物
語
の
展
開
の
順
に
見
て
き
た
。
残
り
の
四
例
に
つ
い

て
は
、
次
節
で
論
じ
た
い
。

三

夕
霧
巻
以
降

｜
「
露
」「
荻
原
」「
芹
川
の
大
将
」
｜

さ
て
、『
源
氏
物
語
』
中
の
「
荻
」
の
用
例
を
見
て
い
く
な
か
で
、

夕
霧
巻
以
降
の
用
例
に
つ
い
て
節
を
改
め
た
の
は
、夕
霧
巻
の

、

蜻
蛉
巻
の

、
手
習
巻
の

の
和
歌
が
、
葉
擦
れ
の
「
音
」
で
は

な
く
、
葉
に
置
く
「
露
」
を
取
り
上
げ
て
詠
ん
で
い
る
点
に
特
徴

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
荻
は
、
葉
擦
れ

の
音
が
詠
ま
れ
る
こ
と
が
圧
倒
的
に
多
く
、
葉
に
置
く
露
が
詠
ま

れ
る
こ
と
が
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ち
な
み
に
第
一
節
で
挙
げ
た

Ⓐ
か
ら
Ｐ

ま
で
の
一
六
例
の
和
歌
に
お
い
て
、
露
が
詠
ま
れ
た
例

は
一
例
も
な
い
。
第
二
節
ま
で
に
見
て
き
た『
源
氏
物
語
』の「
荻
」

の
用
例
に
お
い
て
も
、
露
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
例
は
①
の
源
氏
の
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歌
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

と

に
「
荻
原
」
と
い
う
特
殊
な
言

葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
、

に
散
逸
物
語
「
芹
川
の
大
将
」
が

深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
、「
荻
」と
い
う
言
葉
を
通
し
て
蜻
蛉
巻

と
手
習
巻
と
が
同
時
期
の
物
語
と
し
て
連
繫
す
る
こ
と
な
ど
、
夕

霧
巻
以
降
の
「
荻
」
の
用
例
は
、
そ
れ
ま
で
の
用
例
と
は
趣
を
異

に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

で
は
、
夕
霧
巻
以
降
の
物
語
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例
を
見
て

み
よ
う
。

荻をぎ
原はら
や
軒のき
端ば
の
露
に
そ
ぼ
ち
つ
つ
八
重
た
つ
霧
を
分
け

ぞ
ゆ
く
べ
き

（
夕
霧
巻
四
一
一
〜
四
一
二
頁
）

は
、
小
野
の
山
荘
で
落
葉
の
宮
に
接
近
し
た
夕
霧
が
、
朝
出

て
い
く
時
に
落
葉
の
宮
に
詠
み
か
け
た
歌
で
あ
る
。「
荻
原
よ
。
僕

は
、
軒
端
の
荻
の
露
に
し
と
ど
に
濡
れ
な
が
ら
、
幾
重
に
も
立
ち

込
め
る
霧
の
中
を
か
き
分
け
て
帰
っ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
荻
の
葉
に
置
く
露
と
立

ち
込
め
る
霧
は
夕
霧
の
涙
の
象
徴
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
侵
入
さ

れ
た
落
葉
の
宮
も
泣
い
て
い
る
の
で
、
落
葉
の
宮
の
涙
の
象
徴
で

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
荻
は
、
貴
族
の
邸
の
庭
に
人
工
的

に
植
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、
小
野
の
山
里
に
自
生
し
て

い
る
荻
で
あ
る
。
物
語
の
舞
台
が
平
安
京
内
で
は
な
く
、
比
叡
山

麓
の
小
野
の
山
里
に
移
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
山
里
の
風
景
と
し
て

の
荻
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
荻
原
」
と
「
原
」
が
付
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
群
生
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お
そ
ら
く

そ
の
群
生
す
る
荻
は
、
山
荘
の
軒
端
に
ま
で
迫
っ
て
き
て
い
る
の

だ
ろ
う
。
夕
霧
は
そ
の
軒
端
の
荻
の
露
に
濡
れ
て
し
ま
う
と
訴
え

て
い
る
。
ま
た
、「
荻
原
」の
一
本
一
本
の
荻
の
枝
の
葉
に
露
が
置

い
て
い
る
と
な
れ
ば
、
そ
れ
を
か
き
分
け
て
帰
る
夕
霧
は
さ
ぞ
か

し
び
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
る
で
あ
ろ
う
。
都
の
貴
族
の
邸
で
趣
味
的

に
飼
い
慣
ら
さ
れ
た
自
然
で
は
な
く
、
容
赦
な
く
人
間
に
迫
り
来

る
、
荒
々
し
い
自
然
な
の
で
あ
る
。

こ
の「
荻
原
」と
い
う
言
葉
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
、『
源
氏
物
語
』

以
前
の
作
品
と
し
て
は
、
次
に
挙
げ
る
『
実
方
集
』
の
一
例
し
か

な
い
。

人
に
物
言
ひ
は
じ
め
て
、
二
日
ば
か
り
音
も
せ
で
、
か

く
な
ん

Ｑ

風
吹
か
ぬ
う
ら
み
や
す
ら
ん
う
し
ろ
め
た
の
ど
か
に
思
ふ
荻

原
の
玉たま
（『
実
方
集
』
書
陵
部
蔵
（
五
〇
一
・
一
八
三
）・
三
）

「
実
方
が
女
の
も
と
に
通
い
始
め
て
、二
日
ば
か
り
手
紙
も
出
さ
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な
い
日
が
あ
っ
て
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
贈
っ
た
」
と
い
う
詞

書
が
あ
る
。「
風
が
吹
か
な
い
こ
と
を
（
僕
が
訪
れ
な
い
こ
と
を
）

あ
な
た
は
恨
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
と
て
も
心
配
だ
な
あ
。

僕
は
あ
な
た
の
こ
と
を
ゆ
っ
た
り
と
穏
や
か
に
愛
し
て
い
る
の
で

す
。
荻
原
の
荻
の
葉
に
置
い
た
玉
の
露
の
よ
う
に
、
涙
を
浮
か
べ

て
い
る
あ
な
た
よ
」と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。「
物
言
ひ
は
じ
め
て
」

を
「
通
い
始
め
て
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
し
て
み
た
が
、「
求
愛
の

手
紙
を
出
し
始
め
て
」
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
、
そ
の

場
合
は
、「
僕
が
手
紙
を
出
さ
な
い
こ
と
を
あ
な
た
は
恨
ん
で
い
る

の
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。「
荻
原
」
と
い
う
言
葉
を

使
っ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
女
の
家
は
、
荻
が
群
生
し
て
原
と

な
っ
て
い
る
郊
外
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。
風
が
荻
の
葉
に
吹
く
こ
と

が
男
が
女
に
音
信
や
訪
問
を
す
る
こ
と
の
喩
え
と
な
っ
て
い
る
の

は
、
平
安
和
歌
に
お
け
る
常
套
的
な
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
荻

の
葉
に
置
く
露
を
「
玉
」
と
詠
ん
で
女
の
涙
の
喩
え
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
新
味
が
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
歌
の
本
文
は
詞
書
か
ら
し
て
異
同
が
多
く
、
次

に
挙
げ
る
よ
う
に
、
書
陵
部
蔵
（
一
五
〇
・
五
六
〇
）
で
は
第
五

句
が
「
荻
原
の
玉
」
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

久
し
く
お
と
づ
れ
で
、
さ
る
は
む
つ
ま
じ
く
な
り
に
け

り

Ｒ

風
吹
か
ぬ
う
ら
み
や
す
ら
む
う
し
ろ
め
た
の
ど
か
に
思
ふ
荻

の
葉
の
音

（『
実
方
集
』
書
陵
部
蔵
（
一
五
〇
・
五
六
〇
）・
一
二
八
）

第
五
句
は
「
荻
の
葉
の
音
」
と
な
っ
て
い
て
、「
荻
原
」
の
語
も

「
玉
」の
語
も
な
い
。
第
五
句
に
つ
い
て
は
諸
本
の
本
文
が
乱
れ
て

い
て
、
書
陵
部
蔵
（
五
〇
一
・
一
六
九
）
が
「
お
き
は
ら
さ
と
」、

書
陵
部
蔵
（
五
〇
一
・
一
五
七
）
が
「
を
ぎ
は
ら
の
さ
と
」
と
な
っ

て
い
て
、
両
者
に「
荻
原
」の
語
は
あ
る
が
、「
玉
」で
は
な
く「
里
」

と
な

注
４
）

っ
て
い
る
。

と
い
う
わ
け
で
、『
実
方
集
』の
歌
は
本
文
が
揺
れ
て
い
て
確
実

性
が
な
い
の
で
あ
る
が
、
Ｑ

に
限
っ
て
み
れ
ば
、「
荻
原
」と
い
う

珍
し
い
言
葉
、
そ
し
て
、
荻
の
葉
に
置
く
「
玉
」（
露
）
を
詠
ん
で

い
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
夕
霧
の
歌
と
共
通
し
て
い
る
。
し
か

し
、
歌
の
内
容
か
ら
考
え
る
と
、
夕
霧
の
歌
が
実
方
の
歌
を
引
用

し
て
い
る
と
は
考
え
に

注
５
）

く
い
。

「
荻
原
」と
い
う
言
葉
は
、
和
歌
に
限
ら
ず
、
散
文
に
ま
で
手
を

広
げ
て
み
て
も
、『
源
氏
物
語
』以
前
の
作
品
に
お
い
て
な
か
な
か
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用
例
が
見
つ
か
ら
な
い
。「
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
」の
新
編
日
本
古

典
文
学
全
集
の
全
作
品
を
対
象
と
し
た
語
彙
検
索
に
よ
れ
ば
、『
源

氏
物
語
』
以
前
に
は
「
荻
原
」
の
用
例
が
な
い
。
現
存
し
な
い
作

品
に
「
荻
原
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
『
源
氏
物
語
』

が
踏
ま
え
て
い
る
の
か
否
か
、
そ
れ
は
今
と
な
っ
て
は
わ
か
ら
な

い
。
し
か
し
、
あ
ま
り
用
例
の
な
い
「
荻
原
」
と
い
う
言
葉
を
『
源

氏
物
語
』が
積
極
的
に
使
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物

語
』
に
は
、
こ
の

と
こ
れ
か
ら
述
べ
る

の
、
合
わ
せ
て
二
例

も
の
用
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

芹せり
川かは
の
大
将
の
と
ほ
君
の
、
女
一
の
宮
思
ひ
か
け
た
る
秋
の

夕
暮
に
、
思
ひ
わ
び
て
出
で
て
行
き
た
る
絵かた
を
か
し
う
描か
き

た
る
を
、
い
と
よ
く
思
ひ
寄
せ
ら
る
か
し
。
か
ば
か
り
思
し

な
び
く
人
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
身
ぞ
口
惜
し
き
。

荻
の
葉
に
露
吹
き
結
ぶ
秋
風
も
夕ゆふべぞ
わ
き
て
身
に
は
し

み
け
る

（
蜻
蛉
巻
二
五
九
頁
）

は
、
薫
が
明
石
中
宮
腹
の
女
一
の
宮
に
絵
を
献
上
し
よ
う
と

し
て
、「
芹
川
の
大
将
」と
い
う
物
語
絵
を
見
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

明
石
中
宮
腹
の
女
一
の
宮
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
薫
が
、「
芹
川
の

大
将
」
の
「
と
ほ
君
」
が
女
一
の
宮
に
恋
い
焦
が
れ
て
い
る
秋
の

夕
暮
に
思
い
余
っ
て
出
か
け
て
行
っ
た
絵
を
見
て
、
自
分
と
同
じ

だ
と
な
ぞ
ら
え
て
し
ま
う
だ
ろ
う
よ
と
語
り
手
は
言
っ
て
い
る
。

語
り
手
は
そ
の
後
、
薫
の
心
中
に
入
り
込
み
、「
と
ほ
君
」に
な
び

い
て
い
る
「
芹
川
の
大
将
」
の
女
一
の
宮
ぐ
ら
い
に
、
明
石
中
宮

腹
の
女
一
の
宮
が
自
分
に
な
び
い
て
く
れ
た
な
ら
ば
ど
ん
な
に
よ

い
か
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
そ
う
は
い
か
な
い
我
が
身
が
口
惜
し

い
と
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
薫
は
独
り
、
歌
を
詠
む
。「
荻
の
葉
に

対
し
て
、露
を
吹
き
飛
ば
し
た
り
露
を
結
ば
せ
た
り
す
る
秋
風
も
、

夕
べ
が
と
り
わ
け
我
が
身
に
は
し
み
る
な
あ
」と
い
う
歌
で
あ
る
。

「
芹
川
の
大
将
」
と
い
う
物
語
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
の
で
今
と

な
っ
て
は
そ
の
中
身
を
知
る
べ
く
も
な
い
が
、
お
そ
ら
く
、
こ
の

「
と
ほ
君
」が
秋
の
夕
暮
に
出
か
け
て
い
く
場
面
で
は
、
秋
風
が
吹

い
て
荻
の
葉
の
露
を
飛
ば
し
た
り
結
ば
せ
た
り
す
る
風
景
描
写
が

あ
る
の
だ
ろ
う
。「
か
ば
か
り
思
し
な
び
く
人
」と
い
う
部
分
に「
か

ば
か
り
」（
こ
の
程
度
）と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
薫
の
眼

前
に
あ
る
絵
の
中
の
荻
の
葉
が
風
に
な
び
い
て
い
て
、そ
れ
が「
芹

川
の
大
将
」
の
女
一
の
宮
が
「
と
ほ
君
」
に
な
び
い
て
い
る
こ
と

を
象
徴
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
風
が「
と
ほ
君
」、
荻
の
葉
が
女
一

の
宮
、
荻
の
葉
に
置
く
露
は
「
と
ほ
君
」
を
思
っ
て
泣
く
女
一
の
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宮
の
涙
で
あ
り
、
風
（
と
ほ
君
の
音
信
や
訪
問
）
に
よ
っ
て
荻
の

葉
の
露
（
女
一
の
宮
の
涙
）
が
吹
き
飛
ば
さ
れ
た
り
（
嬉
し
く
て

涙
が
乾
い
た
り
）、
結
ん
だ
り
（
悲
し
く
て
涙
が
出
た
り
）
す
る
情

景
が
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
そ

の
情
景
を
詠
み
込
ん
だ
和
歌
を
「
と
ほ
君
」
が
歌
っ
て
い
た
の
か

も
し
れ
な
い
。
薫
の
歌
が
「
芹
川
の
大
将
」
の
物
語
の
場
面
を
引

用
し
て
い
る
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。
薫
は
、「
と
ほ
君
」と
女
一

の
宮
と
の
相
思
相
愛
の
悲
恋
の
物
語
絵
を
見
て
、
悲
恋
と
い
う
意

味
で
は
共
感
し
つ
つ
も
、
相
思
相
愛
と
い
う
意
味
で
は
そ
う
は
あ

り
得
な
い
我
が
身
の
辛
さ
を
か
み
し
め
な
が
ら
「
身
に
は
し
み
け

る
」
と
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

松
虫
の
声
を
た
づ
ね
て
来
つ
れ
ど
も
ま
た
荻
原
の
露
に

ま
ど
ひ
ぬ

（
手
習
巻
三
一
五
頁
）

は
、
浮
舟
目
当
て
で
小
野
の
庵
を
三
た
び
訪
れ
た
中
将
が
、

浮
舟
に
詠
み
か
け
た
歌
で
あ
る
。「
松
」
に
「
待
つ
」
を
掛
け
、「
僕

の
こ
と
を
あ
な
た
が
待
っ
て
い
る
と
思
っ
て
松
虫
の
声
を
訪
ね
て

来
た
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
が
つ
れ
な
い
の
で
、
ま
た
荻
原
の
露
に

迷
い
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
松
」に「
待

つ
」
を
掛
け
た
中
将
は
、
浮
舟
が
自
分
の
こ
と
を
待
っ
て
い
る
こ

と
を
期
待
し
て
い
る
の
で
、「
風
を
待
つ
荻
」＝

「
男
を
待
つ
女
」

と
い
う
常
套
的
な
連
想
が
働
く
「
荻
」
を
歌
材
と
し
て
選
ん
で
、

お
の
が
願
望
を
託
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
舞
台
は
比
叡
山
の
ふ

も
と
の
小
野
の
山
里
で
あ
る
か
ら
、
荻
が
群
生
し
て
「
荻
原
」
と

な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。「
露
」は
眼
前
の
荻
原
に
置
く
露
で
あ
る

と
同
時
に
、
中
将
の
涙
の
象
徴
で
あ
る
。

「
荻
原
」と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
源

氏
物
語
』
以
前
に
は
Ｑ

の
『
実
方
集
』
に
し
か
用
例
を
見
出
せ
な

い
。『
源
氏
物
語
』の
中
で
は
、

の
夕
霧
巻
の
夕
霧
の
歌
と
、
こ

の

の
手
習
巻
の
中
将
の
歌
と
の
、
合
わ
せ
て
二
例
が
あ
る
。
両

者
と
も
に
小
野
の
山
里
が
舞
台
で
あ
る
か
ら
荒
々
し
い
自
然
の

「
荻
原
」が
詠
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
両
者
と
も
に
歌
こ
と

ば
「
荻
」
の
定
番
で
あ
る
「
音
」
で
は
な
く
て
「
露
」
を
詠
み
、

そ
の
「
露
」
が
女
に
つ
れ
な
く
さ
れ
て
い
る
男
の
涙
の
象
徴
で
あ

る
と
こ
ろ
に
共
通
性
が
あ
る
。

読
者
の

読
み

を
積
極
的
に
展
開
す
る
な
ら
ば
、
夕
霧
の
歌

と
中
将
の
歌
と
は
、
特
殊
な
言
葉
「
荻
原
」
に
よ
っ
て
緊
密
に
連

繫
し
て
い
て
、『
源
氏
物
語
』
の
既
に
書
か
れ
た
部
分
を
『
源
氏
物

語
』
自
ら
が
引
用
す
る
、『
源
氏
物
語
』
に
よ
る
源
氏
物
語
取
り
と
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読
む
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
浮
舟
の
住
む

小
野
の
山
里
は
「
か
の
夕
霧
の
御
息
所
の
お
は
せ
し
山
里
よ
り
は

い
ま
す
こ
し
入
り
て
」（
手
習
巻
三
〇
一
頁
）と
語
ら
れ
て
い
る
の

で
、
手
習
巻
の
小
野
の
物
語
は
夕
霧
巻
の
小
野
の
物
語
を
読
者
に

想
起
さ
せ
る
素
地
を
充
分
に
持
っ
て
い
る
。
中
将
の
歌
を
読
ん
だ

読
者
は
夕
霧
の
歌
を
思
い
起
こ
し
、
ひ
い
て
は
、
嫌
が
る
落
葉
の

宮
を
夕
霧
が
強
引
に
我
が
物
と
し
て
し
ま
っ
た
物
語
を
想
像
し
、

浮
舟
の
身
に
も
そ
の
危
機
が
迫
っ
て
い
る
こ
と
を
予
感
す
る
。
落

葉
の
宮
が
夕
霧
の
物
と
な
っ
た
よ
う
に
、
浮
舟
も
中
将
の
物
に

な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
あ
る
い
は
後
に
浮
舟
へ
の
接
近
を
画
策
す

る
薫
の
物
に
な
っ
て
し
ま
う
の
か
、
読
者
は
手
習
の
物
語
の
背
後

に
夕
霧
の
物
語
を
透
か
し
見
な
が
ら
、
物
語
を
読
み
進
め
て
い
く

の
で
あ
る
。
途
切
れ
た
よ
う
に
終
わ
る
夢
浮
橋
巻
は
結
末
を
提
示

し
な
い
が
、
そ
の
先
の
物
語
展
開
の
う
ち
の
一
つ
と
し
て
、
夕
霧

の
物
語
の
よ
う
に
男
が
女
を
強
引
に
我
が
物
と
し
て
し
ま
う
物
語

展
開
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

荻
の
葉
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
ほ
ど
に
お
と
づ
れ
わ
た
る
、
い
と
む

つ
か
し
う
も
あ
る
か
な
、
人
の
心
は
あ
な
が
ち
な
る
も
の
な

り
け
り
と
見
知
り
に
し
を
り
を
り
も
、
や
う
や
う
思
ひ
出
づ

る
ま
ま
に
、「
な
ほ
か
か
る
筋
の
こ
と
、
人
に
も
思
ひ
放
た
す

べ
き
さ
ま
に
と
く
な
し
た
ま
ひ
て
よ
」
と
て
、
経
習
ひ
て
読

み
た
ま
ふ
心
の
中うち
に
も
念
じ
た
ま
へ
り
。

（
手
習
巻
三
二
二
〜
三
二
三
頁
）

の
傍
線
部
は
、
中
将
の
度
々
の
訪
問
や
手
紙
を
や
っ
か
い
に

思
っ
て
い
る
浮
舟
の
心
内
語
で
あ
る
。「
荻
の
葉
の
音
に
劣
ら
な
い

程
度
に
し
ば
し
ば
音
連
れ
（
音
信
や
訪
問
）
を
し
て
く
る
の
は
、

と
て
も
煩
わ
し
い
な
あ
」と
浮
舟
は
思
っ
て
い
て
、荻
の
葉
の「
音
」

か
ら
「
お
と
ら
ぬ
」
の
「
お
と
」
を
導
き
出
し
、「
お
と
づ
れ
」
に

荻
の
葉
の
「
音
擦
れ
」
と
音
信
や
訪
問
の
意
味
の
「
音
連
れ
」
を

掛
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
和
歌
的
な
発
想
に
裏
付
け
ら
れ
た
表
現

と
な
っ
て
い
る
。
和
歌
の
連
想
の
体
系
を
ふ
ん
だ
ん
に
散
文
に
取

り
入
れ
た
歌
こ
と
ば
表
現
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
心
内
語
の
直
後
、
浮
舟
は
、
人
の
心
は
強
引
な

も
の
だ
と
わ
か
っ
た
過
去
の
体
験
を
思
い
出
す
に
つ
け
て
も
、
男

が
自
分
へ
の
求
愛
を
諦
め
る
よ
う
、
早
く
尼
姿
に
し
て
ほ
し
い
と

願
う
気
持
ち
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
語
ら
れ
る
。「
荻
に
吹
く
風＝

女
を
訪
れ
る
男
」
と
い
う
和
歌
的
な
、
つ
ま
り
男
女
の
典
型
的
な

有
り
様よう
か
ら
の
脱
出
を
浮
舟
は
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
源
氏
物
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語
』
五
十
四
帖
が
手
習
巻
と
い
う
最
終
局
面
に
来
て
、
そ
れ
ま
で

物
語
が
依
拠
し
て
き
た
和
歌
的
な
男
女
の
類
型
を
否
定
し
、
そ
こ

か
ら
の
脱
出
を
願
う
浮
舟
を
描
く
こ
と
の
意
味

注
６
）

は
重
い
。

最
後
に
、

の
蜻
蛉
巻
の
「
荻
」
の
季
節
と
、

の
手
習
巻

の
「
荻
」
の
季
節
と
が
同
じ
時
期
で
あ
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。

蜻
蛉
巻
は
、
失
踪
し
た
浮
舟
を
死
ん
だ
も
の
と
思
い
込
ん
で
悲
し

む
人
々
の
物
語
を
語
る
巻
で
、
続
く
手
習
巻
は
、
実
は
浮
舟
は
生

き
て
い
て
横
川
の
僧
都
に
助
け
ら
れ
て
小
野
の
庵
に
住
ん
で
い
る

こ
と
が
明
か
さ
れ
る
巻
で
あ
り
、
両
巻
は
時
間
の
系
列
か
ら
す
る

と
同
時
期
の
物
語
を
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
読
者
は
二
つ
の
巻

を
同
時
に
読
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
通
常
は
蜻
蛉
巻
、
手
習

巻
の
順
に
読
ん
で
い
く
。
そ
う
な
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
の
ど
の

部
分
が
ど
の
時
期
に
重
な
る
の
か
が
読
者
に
と
っ
て
は
曖
昧
に

な
っ
て
く
る
。
し
か
し
、
蜻
蛉
巻
の

に「
荻
」、
手
習
巻
の

に
「
荻
」
が
出
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
が
同
じ
秋
と
い
う

季
節
で
あ
り
、
両
場
面
が
同
時
期
に
お
け
る
都
と
小
野
の
物
語
で

あ
る
こ
と
を
読
者
に
喚
起
す
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
都
で
薫
が
女
一
の
宮
へ
の
思
慕
の
情
を
か
み
し
め
て
い
る
時

に
、小
野
で
は
中
将
が
浮
舟
を
せ
っ
せ
と
口
説
こ
う
と
す
る
一
方
、

浮
舟
は
男
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
出
家
し
た
い
と
願
っ
て
い
る
、
そ

の
三
者
三
様
の
思
い
が
、「
荻
」と
い
う
景
物
に
よ
っ
て
同
時
期
の

こ
と
と
し
て
結
び
付
け
ら
れ
て
、
読
者
の
前
に
提
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

以
上
、
夕
霧
巻
以
降
の
物
語
に
お
け
る
「
荻
」
の
用
例
を
見
て

き
た
。
常
套
的
な
「
音
」
で
は
な
く
「
露
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
こ
と
、「
荻
原
」と
い
う
特
殊
な
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ

と
、
散
逸
物
語
「
芹
川
の
大
将
」
の
一
場
面
と
関
わ
り
が
あ
る
こ

と
、
蜻
蛉
巻
と
手
習
巻
の
場
面
が
「
荻
」
と
い
う
景
物
に
よ
っ
て

同
時
期
で
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
論
じ
た
。
惜
し
む
ら
く
は
「
芹
川
の
大
将
」
と
い
う
物
語

が
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
身
が
不
明
で
あ
る

ゆ
え
、
依
然
と
し
て
問
題
は
残
る
。
引
き
続
き
、
研
究
を
続
け
て

い
き
た
い
。

お

わ

り

に

『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
歌
こ
と
ば
表
現
と
し
て
の
「
荻
」
の
諸

相
を
探
っ
て
み
た
。『
源
氏
物
語
』全
体
を
俯
瞰
し
て
み
る
と
、
平
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安
和
歌
の
連
想
の
体
系
を
踏
ま
え
た
歌
こ
と
ば
表
現
「
荻
」
は
、

『
源
氏
物
語
』の
中
で
も
、
次
第
に
後
半
に
い
く
に
つ
れ
て
、
常
套

的
な
使
い
方
に
は
収
ま
ら
ず
に
、
よ
り
複
雑
化
し
た
独
自
の
路
線

を
歩
ん
で
い
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。

注

１
）

こ
の
中
務
の
歌
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
も
入
っ
て
い
て
、
新
潮
日

本
古
典
集
成
『
和
漢
朗
詠
集
』
や
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
和
漢
朗

詠
集
』
は
、「
荻
」
に
「
招を
き
」（
ま
ね
く
の
意
）
を
掛
け
る
と
説
き
、

「
私
が
荻
の
葉
な
ら
ば
、
私
の
招
き
に
応
じ
て
秋
風
（
あ
な
た
）
も
訪

れ
る
で
し
ょ
う
に
」
の
意
味
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、「
荻
」
に

「
招を
き
」
を
掛
け
る
と
い
う
見
解
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
、

「
秋
の
野
の
草
の
た
も
と
か
花
す
す
き
穂
に
出
で
て
招まね
く
袖
と
見
ゆ

ら
む
」（『
古
今
集
』
秋
上
・
二
四
三
・
在
原
棟
梁
）
の
よ
う
に
、「
す

す
き
」
の
穂
が
「
人
を
招
い
て
い
る
」
と
見
立
て
る
の
は
和
歌
の
常
識

で
あ
り
、「
荻
」
の
穂
は
「
す
す
き
」
の
穂
と
形
状
が
似
て
い
る
こ
と

か
ら
、「
荻
」
の
穂
も
「
す
す
き
」
と
同
様
に
「
人
を
招
い
て
い
る
」

と
見
立
て
ら
れ
る
可
能
性
は
充
分
あ
る
。
実
際
、
平
安
中
期
の
歌
人
で

あ
る
小
大
君
の
歌
「
白
妙
の
袖
と
や
見
え
ん
秋
深
み
霜
枯
れ
に
た
る

荻
の
招まね
か
ば
」（『
小
大
君
集
』
一
六
一
）
は
、
荻
の
穂
が
人
を
招
く
と

見
立
て
た
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
小
大
君
の
歌
の
よ
う
な
例
は
稀

で
あ
り
、
管
見
に
よ
れ
ば
、
平
安
中
期
ま
で
の
和
歌
に
お
い
て
、
荻
の

穂
が
人
を
招
く
と
見
立
て
た
歌
は
ほ
か
に
な
い
。
竹
鼻
績『
小
大
君
集

注
釈
』（
私
家
集
注
釈
叢
刊
１
、
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
八
九
年
）
の

当
該
歌
の
解
説
（
二
三
〇
頁
）
で
も
、
荻
の
穂
が
人
を
招
く
と
見
立
て

た
歌
は
こ
の
歌
以
外
に
は
な
い
よ
う
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
ま
た
、

平
安
時
代
に
「
招を
く
」
の
語
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
、
疑
問
が
残
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
〇
年
）に
よ
れ
ば
、

「
招を
く
」
は
他
動
詞
カ
行
四
段
活
用
動
詞
で
「
ま
ね
き
よ
せ
る
。
よ
び

よ
せ
る
」
の
意
味
が
あ
り
、『
古
事
記
』『
催
馬
楽
』『
万
葉
集
』
の
用

例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
宮
島
達
夫
編
『
古
典
対
照
語
い
表
』（
笠
間

書
院
、
一
九
七
一
年
）
に
よ
れ
ば
、『
万
葉
集
』『
竹
取
物
語
』『
伊
勢

物
語
』『
古
今
集
』『
土
佐
日
記
』『
後
撰
集
』『
蜻
蛉
日
記
』『
枕
草
子
』

『
源
氏
物
語
』『
紫
式
部
日
記
』『
更
級
日
記
』『
大
鏡
』『
方
丈
記
』『
徒

然
草
』
の
中
で
、「
招を
く
」
の
用
例
は
『
万
葉
集
』
の
二
例
だ
け
で
あ

る
。『
源
氏
物
語
大
辞
典
』（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一
年
）に
も「
招を

く
」
の
項
目
は
な
い
。「
招を
く
」
は
上
代
に
あ
っ
た
語
で
は
あ
る
が
、

平
安
時
代
の
作
品
で
は
見
か
け
な
い
語
な
の
で
あ
る
。
や
は
り
、「
荻
」

に
「
招を
き
」
の
意
味
を
掛
け
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
慎
重
で
あ
り

た
い
。

２
）

あ
る
い
は
、「
も
っ
と
も
だ
な
あ
、
あ
の
人
が
僕
を
恨
む
の
も
。

秋
風
が
荻
の
葉
に
吹
い
て
「
そ
う
よ
そ
う
よ
」
と
相
づ
ち
を
打
ち
な
が
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ら
「
そ
よ
そ
よ
」
と
立
て
る
音
に
は
っ
と
気
付
か
さ
れ
る
よ
、
あ
の
人

の
と
こ
ろ
へ
行
か
な
い
で
い
る
う
ち
に
も
う
秋
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

こ
と
を
」
と
い
う
解
釈
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

３
）

こ
こ
で
義
孝
の
歌
を
踏
ま
え
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
現
代
の

注
釈
書
で
は
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
。
義
孝
の
歌
を
挙
げ
て
い
る
も

の
は
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
、
挙
げ
て
い
な
い

も
の
が
日
本
古
典
全
書
、
日
本
古
典
文
学
大
系
、
玉
上
琢
彌『
源
氏
物

語
評
釈
』、
日
本
古
典
文
学
全
集
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
あ
る
。

４
）

書
陵
部
蔵
『
実
方
集
』（
五
〇
一
・
一
六
九
）
と
（
五
〇
一
・
一

五
七
）
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
竹
鼻
績
『
実
方
集
注
釈
』（
私
家
集
注

釈
叢
刊
５
、
貴
重
本
刊
行
会
、
一
九
九
三
年
）
に
拠
る
。

５
）

深
読
み
を
す
る
な
ら
ば
、
Ｑ

の
歌
は
、
今
後
の
物
語
展
開
の
先
取

り
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
後
、
夕
霧
が
落
葉
の
宮
に
接

近
し
た
一
夜
を
結
婚
の
初
夜
と
見
な
す
一
条
御
息
所
が
、
二
日
目
に

夕
霧
の
訪
問
も
手
紙
も
な
い
こ
と
で
傷
つ
き
、
そ
の
こ
と
に
気
付
い

た
夕
霧
が
あ
わ
て
る
物
語
が
展
開
し
て
い
く
。
実
方
の
歌
を
夕
霧
の

気
持
ち
に
即
し
て
解
釈
す
る
な
ら
ば
、「
僕
が
訪
問
し
な
い
こ
と
を
一

条
御
息
所
は
恨
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
と
て
も
心
配
だ
な
あ
。
僕

は
落
葉
の
宮
の
こ
と
を
ゆ
っ
た
り
と
穏
や
か
に
愛
し
て
い
る
の
で

す
。
荻
原
の
荻
の
葉
に
置
い
た
玉
の
露
の
よ
う
に
、
涙
を
浮
か
べ
て
い

る
一
条
御
息
所
よ
」
と
で
も
な
ろ
う
か
。
悠
長
に
構
え
て
い
る
男
が
、

訪
問
さ
れ
な
い
女
の
側
の
涙
を
気
が
か
り
に
思
い
や
る
と
い
う
実
方

の
歌
は
、
夕
霧
の
気
持
ち
を
象
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

６
）

和
歌
的
な
男
女
の
類
型
を
否
定
す
る
浮
舟
の
先
駆
と
し
て
、
独

特
な
結
婚
拒
否
観
念
を
極
め
て
い
く
大
君
が
い
る
。
大
君
が
伝
統
的

な
歌
こ
と
ば
か
ら
次
第
に
離
れ
て
い
く
有
り
様よう
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

「
大
君

歌
こ
と
ば
と
の
わ
か
れ
」（『
源
氏
物
語

宇
治
の
言
の
葉
』

森
話
社
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

※

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠
り
、

（

）
内
に
巻
名
、
頁
数
を
示
す
。
和
歌
に
つ
い
て
は
、
特
に
注
記

が
な
い
限
り
、『
新
編
国
歌
大
観
』（
角
川
書
店
）に
拠
り
、
新
編
国
歌

大
観
番
号
を
付
す
。『
万
葉
集
』
の
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

に
拠
り
、
旧
国
歌
大
観
番
号
を
付
す
。
た
だ
し
、
い
ず
れ
も
、
私
に
表

記
を
改
め
た
所
が
あ
る
。

― ―99

（

）

八
〇

北海学園大学人文論集 第59号(2015年８月)


