
風に乗って何が運ばれるのか

風
に
乗
っ
て
音
が
運
ば
れ
る
と
す
る
表
現
は
、
現
在
で
も
広
汎
に
用
い

ら
れ
て
い
る
。
卑
近
な
場
合
を
例
に
と
る
と
、
「
ザ
ッ
ヶ
ロ
ー
ニ
監
督
の

怒
号
が
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
に
響
き
渡
っ
た
。
そ
の
声
は
強
い
北
風
に
乗
っ
て
、

完
全
非
公
開
で
ピ
ッ
チ
か
ら
退
去
し
て
い
た
報
道
陣
の
耳
に
届
く
ほ
ど
。
」

（
「
ス
ポ
ー
ツ
報
知
』
二
○
一
二
年
六
月
一
日
付
記
事
）
の
よ
う
な
記
述
を

我
々
は
す
ぐ
に
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
音
波
は
ガ
ス
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
風
の
影
響
は
受
け
て
も
、

（１）

そ
の
向
き
に
合
わ
せ
て
単
純
に
流
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
に
も
か
か
わ

ら
ず
我
々
が
実
際
そ
の
よ
う
な
聴
覚
を
感
じ
て
そ
う
表
現
す
る
の
は
、
そ

う
感
じ
る
文
化
の
中
で
身
体
を
育
ま
れ
て
い
る
た
め
だ
。
夙
に
『
萬
葉
集
』

巻
十
「
秋
雑
歌
」
冒
頭
、
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
所
出
の
七
夕
歌
に
は
こ

の
よ
う
な
表
現
の
先
齪
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

真氣長く樹別別Ｎ脚部鮴岬糾妹が音聴こゆ紐解き性かな
ゆ

（２）

（⑩二○一六）

此
歌
の
傍
線
部
は
従
来
「
恋
ふ
る
心
ゆ
秋
風
に
」
と
訓
ま
れ
て
き
た
が
、

人
麻
呂
歌
集
の
表
記
の
あ
り
か
た
か
ら
は
「
恋
ふ
る
心
に
秋
風
ゆ
」
と
訓

風
に
乗
っ
て
何
が
運
ば
れ
る
の
か

｜
、
は
じ
め
に
ｌ
萬
葉
の
風

特
集
・
書
物
Ｉ
行
為
と
身
体
Ｉ

ｌ
漢
籍
の
受
容
と
表
現
す
る
身
体
Ｉ

到
天
）
・
」
（
神
代
記
）
と
い
う
例
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
身
体
感
覚
の
表

現
が
ひ
と
り
人
麻
呂
の
も
の
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

（５）

『
文
選
」
李
善
注
に
は
「
河
圖
帝
通
紀
日
、
風
者
天
地
之
使
也
」
（
巻
十
三
「
風

賦
」
宋
玉
）
と
あ
る
か
ら
、
発
想
自
体
は
こ
れ
に
学
ん
だ
も
の
な
の
だ
ろ

う
。
わ
が
国
に
お
け
る
漢
詩
文
に
風
が
何
か
を
運
ん
で
い
る
表
現
を
求
め

る
と
、
『
懐
風
藻
』
に
も
や
は
り
烏
の
声
が
風
と
と
も
に
聞
こ
え
て
く
る

と
す
る
例
や
鐘
の
音
が
風
の
な
か
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
と
す
る
表
現
を
求

め
る
こ
と
が
で
き
る
（
後
述
）
。
し
か
し
意
外
に
も
、
漢
籍
で
は
こ
の
種

の
表
現
は
あ
り
ふ
れ
て
は
お
ら
ず
、
そ
の
多
く
は
香
り
が
風
に
乗
っ
て
運

ば
れ
て
く
る
例
で
占
め
ら
れ
る
（
後
述
）
。
音
が
風
に
乗
っ
て
伝
わ
る
と

（

〔

Ｊ

）

、

、

、

、

む
の
が
妥
当
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
の
内
容
も
「
秋
風
を
通
じ
て
」
妹

の
声
が
聞
こ
え
る
意
の
歌
と
し
て
読
み
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ

の
よ
う
に
離
れ
た
存
在
と
風
を
通
じ
て
共
感
す
る
表
現
は
、
こ
の
他
に
も

人
麻
呂
歌
集
寄
物
陳
思
歌
に
、

い

妹
に
慾
ひ
探
れ
ぬ
朝
に
吹
く
風
は
妹
に
し
経
れ
ば
吾
に
も
経
れ
こ
そ

（⑫二八五八）

（４）

を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
「
古
事
記
」
に
も
「
故
れ
、
天
若
日
子

之
妻
、
下
照
比
寶
の
突
く
聲
、

月
岡
道
晴風

の
む
た
響
き
て
天
に
到
り
き

夏
期
セ
ミ
ナ
ー

（與風響
- ４７ -
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す
る
表
現
は
、
わ
が
国
の
文
芸
に
お
い
て
特
に
好
ま
れ
た
も
の
ら
し
い
。

こ
れ
は
単
に
伝
来
の
書
物
に
学
ん
だ
も
の
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ

を
摂
取
し
つ
つ
も
独
自
に
内
化
し
て
い
っ
た
わ
が
国
の
文
芸
史
の
断
片
を

窺
わ
せ
る
も
の
と
考
え
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。

（６）

風
を
詠
み
こ
む
万
葉
歌
は
一
九
一
首
（
約
二
○
○
例
）
あ
り
、
そ
の
表

現
に
は
偏
向
性
が
見
ら
れ
る
。
心
地
よ
い
風
は
ま
ず
も
っ
て
見
る
こ
と
が

で
き
ず
、
そ
の
殆
ど
は
寒
い
風
や
荒
い
風
と
し
て
表
わ
さ
れ
る
。

み
吉
野
の
山
の
刊
風
の
寒
け
く
に
は
た
や
今
夜
も
我
が
濁
り
宿
む

（
文
武
吉
野
行
幸
歌
①
七
四
）

宇
治
間
山
訓
風
寒
し
旅
に
し
て
衣
借
す
べ
き
妹
も
有
ら
な
く
に

（長屋王七五）

風
の
寒
さ
は
詠
み
手
に
衣
や
妻
の
肌
の
温
か
さ
を
欲
求
さ
せ
、
一
人
寝

の
感
を
際
立
た
せ
る
。
ま
た
、

は

ぎ

此
の
ゆ
ふ
く
洲
風
吹
き
い
白
露
に
あ
ら
そ
ふ
芽
子
の
明
日
咲
か
む
見

む

（

「

詠

花

」

⑩

二

一

○

二

）

桝
副
は
日
に
異
に
吹
き
い
高
圓
の
野
邊
の
秋
芽
子
散
ら
ま
く
惜
し
も

（
同
二
一
二
二

な
ど
の
よ
う
に
季
節
や
時
を
進
行
さ
せ
て
、
花
を
咲
か
せ
か
つ
散
ら
せ
る
。

季
節
と
い
う
こ
と
で
は
、

洲
風
の
吹
き
に
し
日
よ
り
何
時
し
か
と
我
が
待
ち
綴
ひ
し
君
そ
来
座

せる

（憶良⑧一五二三）

の
七
夕
歌
の
例
の
よ
う
に
、
特
に
秋
風
で
は
牽
牛
・
織
女
に
逢
会
の
時

の
到
来
を
実
感
さ
せ
る
歌
が
多
数
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
の
他
、
露
を
置
く

と
詠
む
歌
（
⑧
一
五
九
七
な
ど
）
、
雨
雪
混
じ
り
の
風
を
詠
む
歌
（
⑧

一
六
四
七
な
ど
）
等
が
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
右
と
同
様
に
風
の
寒
さ

や
季
節
の
到
来
を
強
調
す
る
表
現
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
風
に
関
し
て
我
々
が
強
い
印
象
を
抱
い
て
い
る
の
は
、
神
武
記
の
、

故
、
天
皇
崩
り
ま
し
し
後
に
、
其
庶
兄
當
藝
志
美
美
命
、
其
嫡
后
伊

須
氣
余
理
比
寶
を
婆
り
し
時
に
、
其
の
三
は
し
ら
の
弟
を
殺
さ
む
と

し
て
謀
り
し
間
に
、
其
の
御
祖
伊
須
氣
余
理
比
寶
患
へ
苦
び
て
、
歌

を
以
ち
て
其
御
子
等
に
知
ら
し
め
た
ま
ひ
き
。
歌
ひ
て
日
は
く
、

佐
章
賀
波
用
久
毛
多
知
和
多
理
宇
泥
備
夜
麻
許
能
波
佐

夜
藝
奴
加
是
布
加
牟
登
須

又
歌
ひ
て
日
は
く
、

宇
泥
備
夜
麻
比
流
波
久
毛
登
章
由
布
佐
禮
婆
加
是
布
加

牟
登
曾
許
能
波
佐
夜
牙
流

の
よ
う
な
例
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
は
万
葉
歌
に
お
い
て
は
む
し
ろ
少

数
派
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

…
…
奥
っ
嶋
清
き
な
ぎ
さ
に
風
吹
け
ば
白
浪
さ
わ
き
潮
干
れ
ぱ

玉
藻
苅
り
つ
つ
神
代
よ
り
然
そ
貴
き
玉
津
島
山

（
赤
人
神
躯
元
年
紀
伊
國
行
幸
歌
⑥
九
一
七
）
た

玉
藻
吉
し
讃
岐
の
國
は
。
：
（
中
略
）
．
：
天
地
日
月
と
共
に
満
り
行

か
む
神
の
御
面
と
次
ぎ
来
る
中
の
水
門
ゆ
船
浮
け
て
吾
が
傍
ぎ

お
き

来
れ
ば
剛
刹
風
雲
居
に
吹
く
に
奥
見
れ
ば
と
ゐ
浪
立
ち
邊
を

さ

わ

い

さ

な

見
れ
ば
白
浪
散
動
く
鯨
魚
取
り
海
を
恐
み
行
く
船
の
梶
引
き
折

を
ち
こ
ち

ぐ
は

り
て
彼
此
の
鴫
は
多
け
ど
名
細
し
狭
岑
の
鴫
の
荒
礒
面
に
臆

り
て
見
れ
ば
…
…
（
人
麻
呂
石
中
死
人
歌
②
二
二
○
）

の
よ
う
に
、
少
数
な
が
ら
土
地
や
そ
の
神
な
ど
が
風
を
起
こ
し
荒
波
を
立

た
せ
て
い
る
例
を
見
る
と
、

闇
到
馴
吹
く
べ
く
な
り
ぬ
香
椎
潟
潮
干
の
浦
に
玉
藻
苅
り
て
な

-４８-



風に乗って何が運ばれるのか

（
大
試
朝
臣
小
野
老
⑥
九
五
八
）

わ

た

し

づ

海
の
底
沈
く
白
玉
風
吹
き
て
海
は
荒
る
と
も
取
ら
ず
は
止
ま
じ

（「寄玉」⑦一三一七）

し
づ

大
き
海
の
水
底
照
ら
し
石
著
く
玉
齋
ひ
て
採
ら
む
風
な
吹
き
そ
ね

（同一三一九）

な
ど
の
よ
う
な
特
に
土
地
の
霊
威
に
言
及
し
な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
同

様
に
そ
の
背
景
に
は
風
を
も
た
ら
す
超
越
的
な
存
在
の
力
を
観
念
し
て
い

る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
風
が
吹
い
て
海
が
荒
れ
る
こ
と
が
そ
の
存
在
の

琴
線
に
触
れ
た
た
め
の
大
ご
と
な
の
だ
と
考
え
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
も
し

そ
う
な
る
と
し
て
も
あ
な
た
の
た
め
に
玉
を
採
ら
ず
に
は
お
れ
な
い
と
い

う
表
現
が
恋
心
の
強
さ
を
言
挙
げ
す
る
こ
と
と
も
な
り
得
る
し
、
ま
た
正

反
対
に
そ
の
怒
り
に
触
れ
ぬ
よ
う
に
時
宜
を
計
っ
て
採
ろ
う
と
詠
む
表
現

や
、
よ
く
斎
戒
し
て
採
ろ
う
と
詠
む
表
現
も
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
木

（７）

下
正
俊
が
論
じ
て
い
る
よ
う
に
、
波
を
「
寄
す
」
、
露
を
「
置
く
」
な
ど

と
自
然
現
象
を
他
動
詞
で
詠
む
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
を
超
越

的
な
霊
威
が
も
た
ら
す
と
考
え
て
い
た
観
念
の
名
残
な
の
だ
と
い
う
。
波

や
露
の
直
接
の
原
因
と
な
る
風
も
ま
た
、
そ
れ
と
明
確
に
記
さ
な
い
場
合

で
も
土
地
や
神
の
霊
威
の
あ
ら
わ
れ
と
見
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。

（８）

万
葉
歌
の
風
全
般
に
つ
い
て
は
既
に
内
田
賢
徳
が
詳
し
く
論
じ
て
い（９）

る
。
内
田
は
先
掲
人
麻
呂
歌
集
⑫
二
八
五
八
歌
や
、
「
肥
前
国
風
土
記
』

基
騨
郡
姫
社
郷
の
記
事
、

昔
者
、
此
の
川
の
西
に
荒
ぶ
る
神
あ
り
、
路
行
く
人
、
多
に
殺
害
さ

れ
、
半
ば
は
凌
ぎ
、
半
ば
は
殺
に
き
。
時
に
、
崇
る
由
を
卜
へ
求
ぐ

に
、
兆
へ
て
云
は
く
、
「
筑
前
の
國
宗
像
の
郡
の
人
、
珂
是
古
を
し

て
、
吾
が
社
を
祭
ら
し
め
よ
。
若
し
願
に
合
は
ぱ
、
荒
ぶ
る
心
を
起

さ
じ
」
と
い
へ
ば
、
珂
是
古
を
寛
ぎ
て
、
神
の
社
を
祭
ら
し
め
き
。

珂
是
古
、
即
ち
、
幡
を
捧
げ
て
祈
祷
み
て
云
は
く
、
「
誠
に
吾
が
祀

を
欲
り
す
る
に
あ
ら
ば
、
此
の
幡
、
測
刎
咽
州
射
凋
鯏
田
割
。
（
順
風

飛
往
）
、
吾
を
願
り
す
る
神
の
邊
に
堕
ち
よ
」
と
い
ふ
。
す
な
は
ち

幡
を
挙
げ
、
刷
剛
旧
制
割
醐
創
圓
引
割
（
順
風
放
遣
）
。
時
に
、
そ
の
幡
、

飛
び
往
き
て
、
御
原
の
郡
の
姫
社
の
社
に
堕
ち
、
更
還
り
飛
び
来
て
、

此
の
山
道
川
の
辺
の
田
村
に
落
ち
き
。
珂
是
古
、
自
づ
か
ら
神
の
在

す
処
を
知
り
き
。
．
：
（
中
略
）
…
す
な
は
ち
社
を
立
て
て
祭
る
。
ホ

よ
り
已
来
、
路
行
く
人
、
殺
害
さ
れ
ず
。
因
り
て
姫
社
と
日
ひ
、
今

以
ち
て
郷
の
名
と
爲
す
。

な
ど
を
引
き
な
が
ら
、

風
は
も
の
の
背
後
に
あ
る
神
の
意
志
を
顕
わ
に
し
、
力
の
顕
現
で

あ
っ
た
。
そ
れ
自
体
の
伝
達
的
な
あ
り
方
は
或
る
場
合
寓
意
で
あ
り
、

ま
た
或
る
場
合
、
離
れ
て
恋
う
心
を
媒
介
し
た
。
総
じ
て
存
在
を
伝

え
る
こ
と
に
お
い
て
、
風
は
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

と
述
べ
る
。
内
田
は
風
に
対
す
る
そ
う
し
た
観
念
を
原
初
的
な
も
の
と
し

な
が
ら
、
万
葉
歌
に
お
け
る
風
の
表
現
は
、
続
い
て
額
田
王
秋
風
歌
（
④

四
八
八
）
の
よ
う
な
中
国
詩
摂
取
の
段
階
を
経
つ
つ
、
最
終
的
に
、

同
月
十
一
日
登
活
道
岡
集
一
株
松
下
飲
歌
二
首

こ
ゑ

一
つ
松
幾
代
か
歴
ぬ
る
吹
く
風
の
聲
の
清
き
は
年
深
み
か
も

（
市
原
王
⑥
一
○
四
三

の
よ
う
に
、
風
を
清
ら
か
な
も
の
と
見
な
す
新
た
な
表
現
段
階
を
獲
得
し

た
と
把
握
す
る
。
此
歌
に
つ
い
て
、
雅
を
中
心
と
す
る
万
葉
後
期
の
文
芸

状
況
の
な
か
で
「
松
を
吹
く
風
と
い
う
詩
の
題
材
を
十
分
に
知
っ
て
、
そ

れ
を
踏
ま
え
つ
つ
も
独
自
に
歌
の
表
現
を
な
し
て
い
る
」
と
見
る
内
田
の

-４９-
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二
、
何
か
を
運
ぶ
風
と
日
本
漢
詩
文
の
風

（旧）

風
が
何
か
を
運
ぶ
と
詠
む
万
葉
歌
は
、

峯の上に零り置ける雪し剛伽蠅此間に散るらし春には有れ

（川）

ど
も

（「詠雪」⑩一八三八）

洲
捌
「
例
刺
刈
よ
せ
く
る
な
み
に
い
ざ
り
す
る
あ
ま
を
と
女
ら
が
も
の

す
そ
ぬ
れ
ぬ

一
云
あ
ま
の
を
と
め
が
も
の
す
そ
ぬ
れ
ぬ

（
遣
新
羅
使
人
歌
⑮
三
六
六
こ

の
よ
う
に
、
前
章
に
見
て
き
た
よ
う
な
風
の
範
晴
に
総
て
含
ま
れ
る
も
の

で
あ
る
。
左
注
に
「
右
一
首
筑
波
山
作
」
と
記
さ
れ
る
一
八
三
八
歌
で
は

季
節
の
兆
し
を
、
三
六
六
一
歌
で
は
波
を
風
が
運
ん
で
く
る
。

Ⅶ
剖
刈
洲
倒
は
ひ
に
ひ
に
ふ
け
ど
わ
ぎ
も
こ
が
い
へ
ご
と
も
ち
て
く
る

ひ
と
も
な
し

（⑳四三五三）

と
詠
む
上
総
国
朝
夷
郡
防
人
の
上
丁
丸
子
連
大
歳
の
作
も
、
仮
想
で
は
あ

る
が
、
風
が
家
か
ら
伝
言
を
持
っ
て
く
る
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
と
い
う
観

評
は
、
本
稿
の
調
査
に
よ
っ
て
も
充
分
に
認
め
ら
れ
て
よ
い
。
し
か
し
、

原
初
的
な
風
の
観
念
か
ら
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
は
も
う
少

し
補
足
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
風
が
何

か
を
運
ぶ
と
す
る
表
現
な
ど
の
さ
ら
に
微
細
な
視
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
観

察
し
た
場
合
、
漢
詩
集
で
あ
る
『
懐
風
藻
』
に
お
い
て
も
わ
が
国
の
表
現

と
漢
籍
の
そ
れ
と
は
や
は
り
大
き
な
径
庭
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
偏
向
の
背
景
に
存
在
す
る
も
の
を
説
明
す
る
の
は
、
詩
の
題
材

に
対
す
る
理
解
の
深
化
の
方
面
か
ら
ば
か
り
で
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ

ろうか。

（帽）

念
が
背
景
に
存
在
す
る
か
ら
こ
そ
で
き
る
歌
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ

う
な
歌
う
た
か
ら
も
、
改
め
て
前
掲
内
田
論
の
「
存
在
を
伝
え
る
こ
と
に

お
い
て
、
風
は
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
で
あ
る
」
と
の
言
を
肯
い
得
る
。
ま
た
、

以
下
の
歌
の
ご
と
く
風
の
語
自
体
が
表
れ
ず
に
、

吾
が
袖
に
零
り
つ
る
雪
も
流
れ
去
き
て
妹
が
手
本
に
い
行
き
鯛
れ
ぬ

か

（

「

詠

雪

」

⑩

二

三

二

○

）

の
よ
う
に
離
れ
た
者
同
士
繋
が
り
合
う
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
場
合
も
、
こ

れ
と
同
様
の
例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
風
は
ど
ん
な
障
害
や
距

離
も
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
た
。
旋
頭
歌
に
は
、し
ば
し
ば

息
の
緒
に
我
は
念
へ
ど
人
目
多
み
こ
そ
吹
く
風
に
有
ら
ば
數
々
相
ふ

く
き
物
を

（⑪二三五九）

玉
垂
の
小
簾
の
す
け
き
に
入
り
通
ひ
来
ね
た
ら
ち
ね
の
母
が
問
は
さ

ば

風

と

申

さ

む

（

二

三

六

四

）

と
詠
む
例
が
あ
る
。
人
麻
呂
歌
集
所
出
の
前
者
で
は
、
人
目
の
監
視
を
擦

り
抜
け
て
恋
人
に
逢
い
得
る
も
の
と
し
て
風
は
幻
想
さ
れ
て
い
る
し
、
古

歌
集
所
出
の
後
者
は
風
と
言
い
訳
し
て
母
の
監
視
の
目
を
欺
こ
う
と
す
る

内
容
で
は
あ
る
が
、
そ
の
侵
入
箇
所
が
「
玉
垂
の
小
簾
の
す
け
き
に
」
と

指
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
こ
こ
で
は
入
り
通
う
男
そ
の
も

の
も
風
と
見
立
て
ら
れ
て
い
る
表
現
と
思
し
い
。

そ
の
よ
う
な
表
現
を
有
す
る
歌
の
な
か
で
、
当
面
の
問
題
意
識
か
ら
注

意
を
向
け
て
お
き
た
い
の
は
、

ごと

國遠み念ひなわびそ剛伽雌蕊の行ぐ如言は通はむ

（
驫
旅
發
思
⑫
三
一
七
八
）

の
よ
う
な
例
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
風
と
共
に
運
ば
れ
る
の
が
雲
か
こ
と
ば

か
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
が
、

- ５ ０ -



風に乗って何が運ばれるのか

お
ほ
き
み

ひ
な
ざ
か

へな

：
：
：
天
皇
の
命
恐
み
夷
放
る
國
を
治
む
と
足
日
木
の
山
河
阻
り

か
さ
な

風
雪
に
言
は
通
へ
ど
正
に
遇
は
ぬ
日
の
累
れ
ば
…
…

（
家
持
藤
原
南
家
二
郎
慈
母
挽
歌
⑲
四
一
二
四
）

副
詞
は
二
つ
の
岸
に
通
へ
ど
も
吾
が
遠
蠕
の
一
云
愛
し
妻
の
こ
と
そ
通

は
い
（
憶
良
七
夕
歌
⑧
一
五
二
二

な
ど
を
参
照
す
る
と
、
此
歌
も
「
風
雲
」
が
こ
と
ば
を
通
わ
す
と
す
る
共

（旧）

通
の
観
念
に
属
す
る
一
首
だ
と
わ
か
る
。
西
一
夫
は
こ
れ
ら
の
表
現
の
典

拠
に
李
善
注
『
文
選
」
巻
五
所
収
、
晉
・
左
思
「
呉
都
賦
」
の
一
句
「
径

路
絶
、
風
雲
通
」
に
引
か
れ
る
劉
逵
注
「
風
雲
通
者
、
唯
風
雲
能
交
通
也
」

を
指
摘
し
て
い
る
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
古
代
に
お
い
て
風
は
あ
る
種
の

意
思
を
伝
達
す
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
が
専
ら
な
の
だ
が
、
こ
と

ば
そ
れ
自
体
を
直
接
に
運
ぶ
と
詠
む
表
現
は
漢
籍
か
ら
学
ん
で
そ
れ
を
応

（脚）

こ
の
よ
う
な
表
現
の
嗜
好
は
『
懐
風
藻
』
に
も
見
ら
れ
、
「
春
苑
言
宴
」

と
題
す
る
大
津
皇
子
の
五
言
、

開
し
衿
臨
二
霊
沼
一
遊
レ
目
歩
二
金
苑
一
・
澄
清
苔
水
深
晴
暖
霞
峰

遠
。
驚
波
共
し
絃
響
隔
剴
淵
詞
風
聞
（
曉
烏
風
の
與
聞
ゆ
）
。
群
公

倒
載
歸
彰
澤
宴
誰
論
。

や
「
和
下
藤
江
守
詠
二
稗
叡
山
先
考
之
薑
騨
虎
柳
樹
一
之
作
上
」
と
題
す
る

麻
田
連
陽
春
の
五
言
、

近
江
惟
帝
里
稗
叡
裳
神
山
。
山
靜
俗
塵
寂
谷
間
眞
理
專
於
穆

我
先
考
。
濁
悟
闘
二
芳
縁
一
寶
殿
臨
レ
空
構
知
掴
刈
ｕ
剛
鬮
（
梵

鐘
風
に
入
り
て
傳
ふ
）
。
烟
雲
萬
古
色
松
柏
九
冬
堅
。

（旧）

に
は
鳥
の
声
や
鐘
の
音
が
風
に
乗
っ
て
伝
わ
っ
て
く
る
と
詠
ま
れ
て
い
る

一
方
で
、
「
瓢
二
寓
南
荒
一
、
贈
二
在
し
京
故
友
一
」
と
題
す
る
石
上
朝
臣
乙

用
し
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

麻呂の五言、

遼
貫
遊
二
千
里
一
俳
個
惜
二
寸
心
一
・
風
前
間
遇
叫
調
（
風
前
蘭
馥
を

送
り
）
月
後
桂
野
し
陰
。
斜
鳫
凌
レ
雲
響
輕
蝉
抱
レ
樹
吟
。
相
思

知
別
働
徒
弄
白
雲
琴
。

に
見
え
る
よ
う
な
、
香
り
が
風
に
乗
っ
て
く
る
と
詠
む
作
は
こ
の
一
首
に

し
か
見
ら
れ
な
い
。
だ
が
こ
の
嗜
好
性
は
時
代
が
下
っ
て
『
新
撰
萬
葉

（旧）
集
』
（
上
巻
序
寛
平
五
〔
八
九
三
〕
年
、
下
巻
序
延
喜
十
三
〔
九
一
三
〕
年
）

に
な
る
と
、
ま
っ
た
く
逆
転
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
集
で
は
、

（歌九こ

の
よ
う
な
歌
が
見
出
せ
る
の
み
で
、
こ
れ
も
対
応
す
る
詩
九
二
に
お
い
て

「
轤
得
歸
鴻
雲
裏
聲
（
鱸
き
得
た
り
歸
鴻
雲
裏
の
聲
）
」
と
詠
ま
れ
て
い
る

の
を
見
る
と
、
秋
風
を
通
し
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
や
は
り
秋
風
の

中
に
雁
声
を
聞
き
取
っ
た
と
理
解
す
る
の
が
適
当
だ
ろ
う
。
風
が
何
か
を

（歌五二四）

の
よ
う
に
、
風
に
は
香
り
が
運
ば
れ
て
く
る
の
が
専
ら
で
、
音
や
声
に
つ

いては、 花
々
數
種
一
時
開
謝
調
棚
川
風
園
過
剰
。
嶺
上
花
繁
霞
淀
溌
可

レ
憐
百
感
毎
レ
春
催
（
詩
三
○
）

頻
遣
二
花
香
一
遠
近
畭
家
々
虐

噛前訓棚剛判剣淵罰刻。

霞
立
つ
春
の
山
邊
は
遠
け
れ
ど

花
の
香
を
風
の
便
に
交
へ
て

以
陪
芝
性
き
過
き
て
来
る
臥
圃
グ

園
に
鳴
く
雁
か
聲
そ
響 家

々
虚
々
厘
中
加
。
黄
鶯
出
し
谷
無
二
媒
介
一

（詩一二）

０

さ
そ
し
る
べ

ぞ
鶯
侶
ふ
指
南
に
は
遣
る
（
歌
一

吹
き
來
る
璽
は
傘
二

誰
が
玉
梓
を
懸
け
て
來
つ
ら
む

目には見えねど謝引貝劇群Ⅵ刺

ぞ
す
る（歌二九） 一）
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運
ぶ
と
す
る
表
現
に
焦
点
を
絞
っ
た
場
合
、
和
文
体
と
漢
文
体
と
の
位
相

差
を
問
わ
ず
、
わ
が
国
の
文
芸
表
現
は
奈
良
朝
か
ら
平
安
朝
に
か
け
て
正

反
対
の
嗜
好
性
の
変
化
を
遂
げ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
看
て
取
ら
れ
る
の
で

ある。

（〃）

松
本
剛
「
カ
グ
ハ
シ
考
」
に
は
、
右
の
よ
う
な
現
象
を
説
明
す
る
の
に

示
唆
的
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

萬
葉
集
に
は
、
梅
を
素
材
と
し
て
詠
ま
れ
た
歌
が
二
八
首
ほ
ど
存

在
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
梅
の
歌
が
あ
り
な
が
ら
、

古
今
集
な
ど
で
は
過
半
数
を
占
め
る
そ
の
「
香
り
」
を
詠
ん
だ
歌
を
、

こ
こ
に
は
ほ
と
ん
ど
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

実
際
に
万
葉
歌
に
は
「
か
（
香
）
」
を
詠
ん
だ
歌
が
三
例
、
「
か
ぐ
は
し
」

の
か
た
ち
で
も
六
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
ば
か
り
で
、
松
本
が
掲
げ

ている、梅
の
花
香
を
か
ぐ
は
し
み
（
香
乎
加
具
波
之
美
）
遠
け
ど
も
心
も
し

の
に
君
を
し
そ
思
ふ
（
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
之
宅
宴
歌
⑳
四
五
○
○
）

右
一
首
治
部
大
輔
市
原
王

の
梅
歌
詠
の
他
に
は
ご
く
僅
か
な
歌
を
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。
比
較
的
そ

れ
が
明
確
に
見
え
る
、

欄
呵
ロ
倒
剖
副
召
か
も
（
橘
乃
永
保
敞
流
香
）
ほ
と
と
ぎ
す
な
く
よ

の
雨
に
う
つ
る
ひ
ぬ
ら
む

（
家
持
濁
居
平
城
故
宅
作
歌
⑰
三
九
一
六
）

の
よ
う
な
場
合
で
も
、
同
じ
一
連
の
直
後
の
作
に
ご
く
類
似
し
た
歌
句
に

よって、樹
馴
倒
倒
引
引
荊
（
橘
乃
永
保
敞
流
苑
）
に
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く
と
ひ

と
つ
ぐ
あ
み
さ
さ
ま
し
を
（
三
九
一
八
）

高
松
の
此
の
峯
も
迫
に
笠
立
て
て
盈
ち
盛
り
た
る
秋
の
香
の
良
さ

（
秋
香
乃
吉
者
）
（
⑩
一
三
三
三
）

と
い
う
か
た
ち
で
極
端
な
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
お
そ
ら
く
は
こ
の
国
に
お

い
て
ま
だ
主
題
化
さ
れ
て
い
な
い
感
覚
を
ど
う
詠
む
べ
き
な
の
か
教
え
る

つ
る
か
も

（⑱四二一○）

が
次
の
歌
で
は
「
朝
参
の
き
み
が
す
が
た
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
や
、
巻
十
三
挽
歌
の
、

聞
か
ず
し
て
黙
も
有
ら
ま
し
を
何
し
か
も
州
荊
剃
型
聞
を
人
の
告
げ
つ

る

（⑬三三○四）

な
ど
、
集
中
三
例
見
ら
れ
る
「
正
香
」
が
香
り
そ
の
も
の
を
指
す
と
判
断

し
難
い
こ
と
等
を
引
き
な
が
ら
、

そ
の
多
く
が
、
視
覚
、
嗅
覚
、
聴
覚
と
い
っ
た
、
一
つ
一
つ
の
感
覚

と
考
え
る
と
説
明
の
つ
か
な
い
、
複
合
的
な
、
も
し
く
は
五
感
と
は

一
歩
離
れ
た
感
覚
に
よ
っ
て
力
を
知
覚
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
奈
良
朝
以
前
の
人
々
に
と
っ
て
、
香
り
は
い

ま
だ
一
つ
の
感
覚
と
し
て
分
節
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

以
上
の
例
か
ら
は
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る
際
に
、
例
え
ば

松
茸
を
詠
ん
だ
和
歌
と
し
て
有
名
な
、
「
詠
芳
」
と
題
す
る
以
下
の
歌
な

ど
に
つ
い
て
は
、

せ

み

詠
の
傍
線
部
、

見
ま
く
ほ
り
お
も
ひ
し
な
へ
に

と
詠
ま
れ
、
香
り
で
な
く
「
に
ほ
ひ
」
が
前
景
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考

え
合
わ
せ
る
と
、
本
当
に
こ
れ
が
嗅
覚
自
体
を
詠
ん
で
い
る
の
か
判
断
す

（旧）

る
こ
と
は
難
し
く
思
わ
れ
る
。
松
本
前
掲
論
は
、
「
為
下
向
し
京
之
時
見
二

貴
人
一
及
相
二
美
人
一
飲
宴
之
日
上
述
し
懐
儲
作
歌
二
首
」
と
題
す
る
家
持
の

か
づ
ら
か
げ
香
ぐ
は
し
君
を
あ
ひ
見
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て
願
を
發
す
。
辛
巳
に
、
微
雨
ふ
る
。

（皇極紀元年秋七月）

・
是
の
月
に
、
天
皇
、
使
を
遣
し
て
袈
裟
・
金
鉢
・
象
牙
・
測
加
割
引

か

淵
掴
脅
、
及
び
諸
の
珍
財
を
法
興
寺
の
佛
に
奉
ら
し
め
た
ま
ふ
。
庚

のる

辰
に
、
天
皇
、
疾
病
彌
留
し
。

（天智紀十年冬十月）

れ剛のように、その多くは仏に願をかける際に香木を用いた記事に

岬集中している。推古紀の、

て
三
年
の
夏
四
月
に
、
沈
水
、
淡
路
鴫
に
漂
着
れ
り
。
其
の
大
き
さ
一

つ乗
園
。
嶋
人
、
沈
水
と
い
ふ
こ
と
を
し
ら
ず
し
て
、
薪
に
交
て
て
竃
に

に風

嶢
く
。
刻
剛
倒
剰
１
週
ｑ
詞
副
。
則
ち
異
な
り
と
し
て
献
る
。

と
い
う
例
な
ど
は
本
稿
の
問
題
意
識
と
関
連
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
こ

れ
も
以
上
の
観
点
か
ら
は
、
推
古
朝
に
こ
れ
か
ら
仏
法
が
栄
え
て
ゆ
く
こ

と
の
予
兆
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
と
読
む
こ
と
が
適
当
だ
ろ
う
。

一
方
で
音
に
関
係
す
る
記
事
は
非
常
に
数
が
多
く
、
ま
た
そ
の
記
事
も

前
掲
内
田
論
が
述
べ
た
よ
う
に
、

・
天
皇
、
便
に
御
田
を
、
其
の
采
女
を
軒
せ
り
と
疑
ひ
て
、
刑
さ
む
と

自
念
し
て
物
部
に
付
ふ
。
時
に
秦
酒
公
、
侍
に
坐
り
。
琴
の
聲
を
以

た
め
の
歌
と
し
て
成
立
し
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

（旧）

試
み
に
詩
賦
以
外
の
日
本
漢
文
の
例
と
し
て
「
日
本
書
紀
』
を
繕
い
て

見
る
と
、
匂
い
に
関
す
る
表
現
は
「
香
」
で
五
例
（
仮
名
は
除
く
）
、
「
薫
」

で
一
例
、
「
臭
（
鳧
）
」
で
五
例
（
三
箇
所
）
し
か
な
く
、
ま
た
、

・
庚
辰
（
二
十
七
日
）
に
、
大
寺
の
南
の
庭
に
し
て
、
佛
菩
薩
の
像
と

四
天
王
の
像
と
を
嚴
ひ
て
、
衆
の
僧
を
屈
び
請
せ
て
、
大
雲
經
等
を

四
天
王
の
像
と
を
嚴
ひ
て
、
衆
（

讃
ま
し
む
。
時
に
、
蘇
我
大
臣
、

て
天
二
Ｆ
し
め
む
と
欲
ふ

神
風
の
伊
勢
の
伊
勢
の
野
の
榮
枝
を
五
百
經
る
析
き
て
其

琴
を
横
へ
て
弾
き
て
日
は
く
、

に
香
鑪
を
執
り
て
、
香
を
焼
き

灰
愛
り
て
孔
に
爲
り
て
、
細
き
響
有
り
。
鳴
鏑
の
如
し
。
或
の
日
は

く
、
「
高
麗
・
百
濟
の
終
に
亡
び
む
徴
か
」
と
い
ふ
。

（
天
智
即
位
前
記
是
歳
条
）

の
ご
と
く
、
や
は
り
あ
る
存
在
の
意
思
を
兆
し
と
し
て
伝
え
る
も
の
と
表

現
さ
れ
る
こ
と
が
専
ら
で
あ
る
。

そ
の
な
か
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
が
履
中
紀
五
年
秋
九
月
の
一
連
の

記事、秋
九
月
の
乙
酉
の
朔
壬
寅
に
、
天
皇
、
淡
路
嶋
に
狩
し
た
ま
ふ
。
是

の
日
に
、
河
内
飼
部
等
、
從
駕
へ
ま
つ
り
て
轡
に
執
け
り
。
是
よ
り

先
に
、
飼
部
の
黙
、
皆
差
え
ず
。
時
に
鴫
に
居
し
ま
す
伊
笑
諾
神
、

祝
に
託
り
て
日
は
く
、
「
Ⅲ
刎
劇
劃
測
劉
潤
利
制
（
不
堪
血
臭
芙
）
」
と

の
た
ま
ふ
。
因
り
て
、
ト
ふ
。
兆
に
云
は
く
、
「
飼
部
等
の
黙
の
氣

を
悪
む
（
悪
飼
部
等
諒
之
氣
と
と
い
ふ
。
故
、
是
よ
り
以
後
、
頓

に
絶
え
て
飼
部
を
黙
せ
ず
し
て
止
む
。
癸
卯
に
、
風
刎
謝
刷
刎
訓
糾
吋

（
雄
略
紀
十
二
年
十
月
）

是
歳
、
播
磨
國
司
岸
田
臣
麻
呂
等
、
寶
の
劒
を
献
り
て
言
さ
く
、
「
狹

夜
郡
の
人
の
禾
田
の
穴
内
に
し
て
獲
た
り
」
と
ま
う
す
。
又
日
本
の
、

高
麗
を
救
ふ
軍
將
等
、
百
濟
の
加
巴
利
濱
に
泊
り
て
、
火
を
燃
く
。

是に、
「
劒
刀
太
子
王
」
と
い
ふ
。
亦
呼
ひ
て
日
は
く
、
「
鳥
往
來
ふ
羽
田
の

汝
妹
は
、
羽
狹
に
葬
り
立
往
ち
ぬ
」
と
い
ふ
。
汝
妹
、
此
を
ぱ
嫌
迩

毛
と
云
ふ
。
亦
日
は
く
、
「
狹
名
來
田
蒋
津
之
命
、
羽
狹
に
葬
り
立

八
虚
」
呼
ふ
こ
と
有
り
て
日

が
壷
く
る
ま
で
に
大
君
に
堅
く
仕
へ
奉
ら
む
と
我
が
命
も

長
く
も
が
と
言
ひ
し
工
匠
は
や
あ
た
ら
工
匠
は
や

ニ
ラ
の
聾
を
悟
た
ま

其
の
罪
を
赦
し
た
ま
ふ

（有如風之聲、呼於大虚日）、 ０
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三
、
漢
詩
文
の
風

（釦）

漢
籍
に
お
い
て
何
か
が
風
に
運
ば
れ
る
と
す
る
表
現
は
、
『
礼
記
』
月

令
「
季
夏
」
条
の
「
行
二
冬
令
一
、
則
風
寒
不
レ
時
」
と
あ
る
記
述
に
施
さ

れ
た
鄭
玄
注
「
丑
之
氣
乘
レ
之
也
」
や
、
後
漢
の
張
衡
「
東
京
賦
」
の
一
節
、

。
肝
、
漢
帝
之
徳
馨
、
侯
其
緯
而
」
。
：
．
（
中
略
）
…
謡
興
り
測
翔
、
澤

從
レ
雲
遊
」
に
蘇
綜
「
二
京
解
」
の
引
用
と
し
て
付
さ
れ
た
『
文
選
』
李

善
注
、
「
翔
、
遊
、
皆
行
也
。
風
笥
１
刃
劃
調
制
。
雲
雨
者
、
天
之
膏
潤
。

往
ち
ぬ
」
と
い
ふ
。
俄
に
し
て
使
者
、
忽
に
來
り
て
日
さ
く
、
「
皇
妃
、

莞
り
ま
し
ぬ
」
と
ま
う
す
。
天
皇
、
大
き
に
驚
き
て
、
便
ち
駕
命
り

て
歸
り
た
ま
ふ
。

で
、
こ
こ
で
は
臭
い
に
関
わ
る
記
事
と
音
に
関
わ
る
記
事
と
が
連
続
し
て

あ
ら
わ
れ
る
。
共
に
神
と
天
皇
と
の
交
渉
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
後
者
に

つ
い
て
は
右
に
確
認
し
た
例
と
同
じ
く
、
超
越
的
な
意
思
の
兆
し
が
「
如

風
之
聲
」
と
い
う
表
現
の
か
た
ち
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
も
の
だ
。
前
者
は

飼
部
の
鯨
の
傷
が
癒
え
て
い
な
い
の
を
伊
檗
諾
神
が
嫌
が
っ
た
と
す
る
記

、

述
だ
が
、
こ
の
神
の
気
に
触
れ
た
の
が
傍
線
部
で
は
「
血
臭
」
と
表
現
さ

、

れ
、
直
後
の
太
字
部
で
は
「
鯨
之
氣
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
は
見
逃
せ

な
い
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
「
臭
」
Ⅱ
「
氣
」
と
い
う
関
係
が
成
立
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
者
の
音
の
場
合
と
同
様
、
人
と
神
と
の
意
思
の

交
通
手
段
と
し
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

風
が
何
か
を
運
ぶ
と
す
る
表
現
を
漢
籍
か
ら
学
び
な
が
ら
万
葉
び
と
が

詩
や
歌
を
詠
む
と
き
、
身
体
的
に
は
「
氣
」
と
し
て
複
合
的
に
知
覚
さ
れ
、

い
ま
だ
他
の
感
覚
と
分
節
化
さ
れ
て
い
な
い
香
り
に
つ
い
て
は
表
現
の
主

題
と
す
る
こ
と
が
困
難
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

故
謝
謝
劉
口
剛
閏
翔
、
恩
澤
與
レ
雲
倶
行
也
」
な
ど
を
基
盤
に
置
き
な
が
ら
、

詩では、燭
燭
晨
明
月
馥
馥
我
蘭
芳
。
芥
馨
良
夜
發
鬮
割
削
副
到
澗
剴
一
・

（
「
文
選
」
巻
第
二
十
九
雑
詩
上
四
首
蘇
子
卿
）

の
よ
う
に
芳
香
が
目
立
つ
も
の
の
、

上
有
二
絃
歌
聲
一
音
響
一
何
悲
。
誰
能
為
二
此
曲
一
無
二
乃
杷
梁

妻
一
・
筒
闘
鬮
川
風
調
中
曲
正
俳
個
。
（
同
古
詩
一
十
九
首
）

な
ど
の
よ
う
に
、
楽
曲
が
運
ば
れ
る
と
詠
ま
れ
た
表
現
も
散
見
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
表
現
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
考
え
る
に
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
『
藝

（副）

文
類
聚
』
巻
第
一
「
風
」
所
収
、
梁
・
何
遜
「
詠
風
詩
」
の
、

可
レ
聞
不
レ
可
レ
見
能
重
復
能
輕
。
鏡
前
瓢
二
落
粉
一
琴
上
響
二
餘

聲一・

を
見
合
わ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
。
風
は
目
に
も
耳
に
も
知
覚
で
き
な
い
も

の
で
、
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
重
く
も
軽
く
も
な
る
。
だ
か
ら
脂
粉
や
琴
声

を
乗
せ
、
そ
れ
に
形
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
詩
に
詠
む
こ
と
の
で
き
る

対
象
に
な
る
と
い
う
思
考
が
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
後
世

の
注
で
は
あ
る
が
、
李
周
翰
（
五
臣
註
）
が
『
文
選
』
巻
第
三
十
雑
詩
下

「
和
二
徐
都
曹
一
」
（
南
斉
・
謝
玄
暉
）
の
詩
句
、
「
日
華
川
上
動
風
光
草

際
浮
」
に
「
楚
僻
」
王
逸
注
の
「
光
風
、
謂
三
日
出
而
風
、
草
木
有
二
光

色
一
也
」
を
引
き
な
が
ら
施
し
た
注
、
「
風
本
無
し
光
、
草
上
有
二
光
色
一
・

風
吹
動
し
之
、
如
二
風
之
有
莎
光
也
」
を
も
併
せ
て
参
照
し
て
お
き
た
い
。（塑）

風
は
そ
の
吹
き
動
か
す
物
に
よ
っ
て
形
や
色
を
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

従って、槙
上
起
朝
粧
剛
荊
制
釧
剛
刷
到
。
入
し
鏡
先
瓢
し
粉
翻
し
杉
矧
剰

し
香
。
度
舞
二
飛
長
袖
一
傳
レ
歌
共
緯
し
梁
。
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風に乗って何が運ばれるのか

し
窮
。
（
同
陳
祖
孫
登
「
詠
風
詩
」
）

と
い
う
よ
う
に
、
風
に
よ
っ
て
運
ば
れ
る
も
の
は
音
や
香
り
を
組
み
合
わ

せ
る
だ
け
に
留
ま
ら
ず
、
花
や
葉
、
さ
ら
に
は
「
秋
風
躯
二
凱
螢
一
」
二
王

（認）

臺
新
詠
』
巻
第
七
「
秋
閨
夜
思
」
皇
太
子
簡
文
）
、
「
晩
譲
飛
二
銀
礫
一
：
．
（
中

略
）
．
：
因
し
風
堕
復
來
」
（
同
「
同
二
劉
諮
議
二
詠
二
春
雪
一
」
皇
太
子
簡
文
）

な
ど
に
お
い
て
は
蛍
や
霞
ま
で
も
が
選
び
取
ら
れ
、
そ
の
機
会
ご
と
の
風

の
か
た
ち
を
形
象
化
す
る
手
段
と
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
表
現
の
達
成
点
を
万
葉
び
と
ら
は
大
陸
か
ら
将
来
さ
れ
た
書

物
か
ら
正
確
に
読
み
取
り
、
そ
れ
を
自
ら
の
歌
や
詩
に
反
映
さ
せ
よ
う
と

試
み
た
だ
ろ
う
。
そ
の
苦
心
の
跡
を
本
稿
で
は
人
麻
呂
歌
集
所
収
の
風
の

歌
や
「
詠
雪
」
歌
、
「
風
雲
」
の
語
を
用
い
た
歌
や
、
そ
の
他
「
懐
風
藻
」

の
詩
な
ど
に
認
め
た
い
。
だ
が
そ
の
際
、
風
に
運
ば
れ
る
対
象
に
あ
る
偏

向
性
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
彼
ら
の
身
体
感
覚
が
こ
の
時
点
に
お
い
て
多

様
に
感
覚
を
分
節
さ
せ
て
い
な
か
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
書
物
か

ら
あ
る
表
現
を
受
容
す
る
場
合
、
そ
こ
に
は
単
に
知
識
と
し
て
そ
れ
に
接

す
る
段
階
だ
け
で
な
く
、
表
現
か
ら
新
た
な
知
覚
を
学
び
取
っ
て
そ
れ
を

従
来
の
感
覚
か
ら
分
節
さ
せ
、
共
通
の
文
化
的
な
身
体
と
し
て
形
成
し
て

ゆ
く
と
い
う
途
方
も
な
く
困
難
な
段
階
を
経
て
ゆ
く
こ
と
が
必
要
だ
っ
た

と
以
上
か
ら
は
理
解
で
き
る
。

注
（
１
）
音
波
と
風
と
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
、
例
え
ば
、
吉
久
光
一
・
橘

秀
樹
「
線
状
音
源
か
ら
の
音
の
伝
搬
に
対
す
る
風
の
影
響
ｌ
そ
の

含
藝
文
類
聚
」
巻
竺

銅
蝿
楚
王
宮
排
個
饒
二
竹
叢
一
・

《
二
Ⅱ
凱
曲
五
絃
中

巻
第
一
「
風
」
梁
孝
元
帝
「
詠
風
詩
」
）

。
試
上
二
高
臺
一
鶏
悲
響
定
無

し
葉
倶
吟
し
樹
將
二
花
共
舞
一
レ

１
．
基
本
的
伝
搬
モ
デ
ル
に
よ
る
検
討
ｌ
」
含
日
本
建
築
学
会
学

術
講
演
梗
概
集
計
画
系
』
五
九
、
昭
五
九
・
一
○
）
な
ど
に
は
、
「
逆

風
の
場
合
、
必
ず
し
も
音
圧
レ
ベ
ル
は
低
下
せ
ず
、
風
向
き
に
よ
っ

て
は
上
昇
す
る
こ
と
も
あ
り
え
る
」
と
の
指
摘
を
見
る
。

（
２
）
本
稿
に
お
け
る
『
萬
葉
集
』
の
引
用
は
、
塙
書
房
補
訂
版
（
平

一
○
）
を
私
に
書
き
下
し
て
掲
げ
て
い
る
が
、
掲
出
歌
の
よ
う
に
私

意
に
よ
っ
て
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

（
３
）
拙
稿
「
「
秋
風
ゆ
妹
が
音
聴
こ
ゅ
」
１
１
巻
十
・
二
○
一
六
歌
の
異

訓
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
亀
萬
葉
」
一
九
五
、
平
一
八
・
八
）

（
４
）
『
古
事
記
」
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
平
九
、
小
学
館
）

に拠る。

（
５
）
『
文
選
』
の
引
用
は
「
索
引
本
文
選
附
考
異
」
（
昭
四
六
、
中
文
出

版
社
）
に
拠
る
。

（
６
）
「
あ
さ
ど
ち
」
「
あ
ゆ
」
「
あ
ら
し
」
「
つ
む
じ
」
「
ひ
か
た
」
、
枕
詞

「
神
風
の
」
「
風
早
の
」
を
含
む
。

（
７
）
木
下
正
俊
「
「
雨
が
降
る
」
と
い
う
言
い
方
」
含
萬
葉
集
語
法
の

研究」（昭四七、塙書房））

（
８
）
内
田
賢
徳
「
風
と
口
笛
」
（
『
説
話
論
集
」
六
、
平
九
、
清
文
堂
出
版
）

（
９
）
『
風
土
記
」
の
引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
平
九
、
小
学
館
）

に拠る。

（
岨
）
坂
本
信
幸
「
山
を
越
す
風
」
含
こ
と
ば
と
こ
と
の
は
国
語
国
文

学
』
五
、
昭
六
三
・
二
）
が
夙
に
こ
の
よ
う
な
風
の
表
現
に
つ
い

て
詳
述
し
て
い
る
。

（
Ⅲ
）
こ
の
一
連
、
紀
州
本
に
の
み
「
詠
雪
」
と
あ
る
。
そ
れ
に
従
う
。

（
胆
）
後
世
の
類
例
に
『
風
俗
歌
」
「
甲
斐
歌
」
の
「
甲
斐
が
嶺
を
嶺
越

し
山
越
し
吹
く
風
を
人
に
も
が
も
な
言
傳
て
や
ら
む
」
（
引
用
は
日

本
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
」
（
昭
三
二
、
岩
波
書
店
。
こ
の
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（
ｐ
）
『
日
本
書
紀
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
上
下
巻
（
昭

（
略
）
『
新
撰
萬
葉
集
』
上
巻
の
引
用
は
新
撰
萬
葉
集
研
究
会
編
『
新
撰

萬
葉
集
注
釈
巻
上
㈲
』
「
同
口
」
（
平
一
七
・
一
八
、
和
泉
書
院
）
に
、

下
巻
は
杜
鳳
剛
編
「
新
撰
万
葉
集
索
引
天
平
七
、
笠
間
書
院
）
に
拠
る
。

（
Ⅳ
）
松
本
剛
「
カ
グ
ハ
シ
考
」
二
萬
葉
」
九
九
、
昭
五
三
・
一
二
）

（
肥
）
そ
う
考
え
た
際
に
、
常
陸
国
防
人
の
助
丁
占
部
廣
方
に
よ
る
「
た

ち
ば
な
の
し
た
ふ
く
か
ぜ
の
洲
利
削
倒
ｕ
割
（
可
具
波
志
伎
）
つ
く
は

の
や
ま
を
こ
ひ
ず
あ
ら
め
か
も
」
（
⑳
四
三
七
二
の
詠
は
、
極
め

て
特
異
な
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
直
前
に
家
風
が
家
言
を
運
ん
で

も
い
い
の
に
と
詠
む
、
先
掲
の
上
総
国
朝
夷
郡
上
丁
丸
子
連
大
歳
の

作
（
⑳
四
三
五
三
）
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
判
断
す
る
と
、
こ
こ
に

は
家
持
当
人
か
そ
の
周
囲
の
人
物
に
よ
る
歌
作
の
指
導
が
は
た
ら
い

項
小
西
甚
一
校
注
）
に
拠
る
）
を
見
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
根
強

い
命
脈
を
保
ち
続
け
た
ら
し
い
。

（
Ｂ
）
西
一
夫
「
大
伴
家
持
と
池
主
の
贈
答
ｌ
池
主
の
戯
歌
を
中
心
に

ｌ
」
（
『
萬
葉
』
一
四
八
、
平
五
・
一
○
）

（
Ｍ
）
『
懐
風
藻
』
の
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻
文
華
秀
麗

集
本
朝
文
粋
』
（
昭
三
九
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

（
巧
）
鐘
の
音
が
風
に
乗
っ
て
伝
わ
る
と
す
る
表
現
は
碑
文
に
お
い
て

も
、
国
宝
奈
良
興
福
寺
観
禅
院
鐘
銘
の
「
健
槌
神
器
斜
詞
閣
日
測
詞

掘
割
鬮
田
副
詞
珂
割
司
到
」
（
釈
文
は
竹
内
理
三
編
臺
楽
遺
茎
下

巻
（
昭
三
七
、
東
京
堂
出
版
）
に
拠
る
）
が
見
出
せ
る
。
『
藝
文
類
聚
』

巻
第
七
十
七
「
寺
碑
」
の
項
に
は
「
宵
長
梵
響
風
遠
鍾
傳
」
（
梁

元
帝
梁
安
寺
刹
下
銘
）
、
「
遠
雑
二
金
風
一
朝
驚
二
鷲
嶺
一
夜
動
二
龍

宮
一
」
（
陳
江
總
懐
安
寺
鍾
銘
）
な
ど
と
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
に
学
ん
だ

宮一」（陳江總』

も
の
と
思
し
い
。

て
い
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

四
二
・
四
○
、
岩
波
書
店
）
に
拠
る
。

（
別
）
『
礼
記
」
の
引
用
は
全
釈
漢
文
大
系
上
中
下
巻
（
昭
五
一
～
五
四
、

集
英
社
）
に
拠
る
。

（
別
）
『
藝
文
類
聚
」
の
引
用
は
大
東
文
化
大
学
東
洋
研
究
所
編
『
藝
文

類
聚
訓
読
付
索
引
」
（
平
二
～
刊
行
中
）
に
拠
る
。

（
躯
）
先
に
引
い
た
『
新
撰
萬
葉
集
』
歌
五
二
四
な
ど
は
そ
の
よ
う
な
思

考
を
直
接
に
受
容
し
た
表
現
と
し
て
興
味
深
い
。

（
路
）
『
玉
臺
新
詠
』
の
引
用
は
新
釈
漢
文
大
系
上
下
巻
（
昭
四
九
・
五
○
、

明
治
書
院
）
に
拠
る
。
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