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日
本
歳
時
記
巻
之
四

夏

漢
書
律
曆
志
に
い
は
く
夏
（
か
）
は
假
な
り
。
假
は
大
な
り
万
物
假
大
（
ば
ん
ぶ
つ
か
た
い
）

な
る
と
い
へ
る
意
な
り
。
尓
雅
（
し
が
）
に
夏
を
朱
明
と
云

○
和
語
に
夏
を
な
つ
と
訓
ぜ
し
は
あ
つ

と
い
う
意
な
り
。「
な
」
と
「
あ
」
と
相
通
ず
暑
熱
の
義
を
と
れ
り

素
問
に
い
は
く
、
夏
三
月
こ
れ
を
蕃
秀
（
は
ん
し
う
）
と
い
ふ
。
天
地
の
気

交
り
万
物
華
茂
（
か
も
）
す
夜
（
よ
は
）
に
臥
し
早
く
起
、
無
厭
於
日
（
ひ

を
い
と
う
こ
と
な
く
）
志
し
を
し
て
怒
る
事
な
か
ら
し
め
、
英
華
を
し
て

秀
を
成
さ
し
め
、
天
気
を
し
て
泄
す
事
を
得
せ
し
む
。
畢
（
こ
と
ご
と
）

く
出
し
畢
く
達
し
長
き
を
継
ぎ
高
き
を
増
す
。
此
夏
気
の
應
す
る
所
に
し

て
養
長
（
よ
う
ち
ょ
う
）
の
道
な
り
。
こ
れ
に
違
ふ
時
は
心
を
傷
り
て
気

収
す
る
者
少
な
し

千
金
方
に
い
は
く
、
凡
そ
夏
の
間
面
（
お
も
て
）
を
あ
ら
は
し
て
臥
事
な
か

れ
。
人
を
し
て
面
皮
あ
つ
く
癬
を
生
じ
、
又
面
風
（
め
ん
ふ
う
）
を
な
さ

し
む

又
曰
、
夏
七
十
二
日
苦
き
味
（
あ
じ
わ
ひ
）
の
食
物
を
は
ぶ
き
辛
き
を
ま
し

て
肺
気
を
養
ふ
べ
し

内
経
に
い
は
く
夏
月
冷
石
（
れ
い
せ
き
）
鉄
物
（
て
つ
ぶ
つ
）
な
ど
を
枕
と

し
涼
を
取
る
な
か
れ
大
に
人
の
目
を
損
ず
。

養
生
論
に
い
は
く
、
夏
の
気
は
熱
な
り
故
に
菽
（
ま
め
）
を
食
て
こ
れ
を
寒

（
ひ
や
）
し
熱
（
ね
つ
）
に
つ
な
る
べ
か
ら
ず

金
匱
要
略
に
い
は
く
、
夏
諸
々
禽
獣
の
心
を
食
事
を
忌
む
。
恐
ら
く
は
死
気

我
が
霊
老
（
れ
い
た
い
）
を
犯
さ
ん
。
宜
し
く
苦
賈
（
く
は
い
）
を
食
し

て
以
て
こ
れ
を
益
す
べ
し

月
令
廣
義
に
い
は
く
、
夏
至
よ
り
九
月
に
い
た
る
ま
で
一
切
漏
宿
物
（
ろ
う

じ
ゅ
く
の
も
の
）
及
び
水
を
の
む
事
を
忌
、
又
水
に
て
盥
濯
（
か
ん
た
く
）

す
べ
か
ら
ず

又
い
は
く
、
夏
月
腎
気
衰
絶
す
故
に
房
色
過
度
す
れ
ば
元
気
を
傷
り
壽
を
損

ず
、
宜
戒
之

又
い
は
く
、
汗
の
衣
裳
に
透
り
た
る
を
日
に
晒
（
ほ
）
し
又
こ
れ
を
着
れ
ば
、

か
な
ら
ず
疿
子
（
あ
せ
ぼ
）
を
生
ず
。

壽
養
叢
書
に
い
は
く
、
盛
暑
熱
を
衝
く
故
へ
冷
水
に
て
手
を
洗
ふ
だ
に
五
臓
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を
乾
枯
せ
し
む
、
い
は
ん
や
沐
浴
す
る
を
や
。
切
（
せ
ち
）
に
禁
ず
べ
し
。

又
冷
水
に
て
足
を
濯
ふ
べ
か
ら
ず
。

又
い
は
く
夏
の
暑
き
時
に
石
の
上
に
坐
臥
（
ざ
ぐ
み
）
す
べ
か
ら
ず
熱
す
れ

ば
瘡
（
か
さ
）
を
生
じ
冷
（
れ
い
）
な
れ
ば
疝
（
せ
ん
）
を
生
ず
。

又
曰
、
夏
月
は
心
旺
じ
腎
衰
ふ
、
精
化
し
て
水
と
な
り
秋
に
至
て
則
ち
凝
る
。

尤
保
嗇
（
ほ
う
し
ょ
く
・
精
気
を
出
し
惜
し
み
す
る
）
し
て
陰
氣
を
囲
（
か

く
ふ
）
す
べ
し
。
常
に
熱
物
（
ね
つ
ぶ
つ
）
を
く
ら
へ
ば
腹
中
温
暖
な
り
。

生
瓜
（
せ
い
く
わ
）
果
茄
（
か
き
ゃ
）
氷
水

冷
淘
（
れ
い
た
う
）
粉
粥
（
ふ

ん
じ
ゃ
く
）
蜂
蜜
（
み
つ
）
尤
食
べ
か
ら
ず
。
是
を
食
す
れ
ば
多
く
は
秋

時
に
必
ず
瘧
痢
を
う
れ
ふ
。

冷
水
を
以
て
沐
浴
し
手
面
を
洗
ひ
背
に
淋
（
そ
そ
）
ぐ
事
な
か
れ
。
人
を
し

て
虚
熱
眼(

ま
な
こ)

暗
く
筋
脉
厥
逆
し
霍
乱
轉
筋
陰
黄
の
疾
を
得
せ
し
む
。

風
に
当
（
あ
た
り
）
て
臥
事
な
か
れ
、
眼
中
（
め
ん
ち
う
）
に
人
を
し
て

扇
（
あ
ふ
ぎ
）
を
揮
（
つ
か
は
）
し
む
る
事
な
か
れ
。
汗
躰
毛
孔
（
か
ん

た
い
も
う
こ
う
）
開
展
し
て
風
邪
入
や
す
し
。
こ
れ
を
犯
せ
ば
人
を
し
て

風
痺
不
仁
言
語
寒
澁
（
か
ん
じ
ふ
）
の
疾
を
患
（
う
れ
へ
）
し
む
。
年
壮

（
と
し
さ
う
）
に
し
て
即
ち
害
を
な
さ
ず
と
い
へ
ど
も
亦
病
根
を
祢
（
か

ね
）
る
な
り
。
気
衰
え
た
る
人
は
桴
鼓
（
ば
ち
つ
づ
み
）
の
響
（
ひ
び
き
）

に
應
ず
る
が
ご
と
し
。
酔
中
（
す
い
ち
う
）
よ
ろ
し
く
こ
れ
を
忌
む
べ
し
。

孫
真
人
が
い
は
く
、
夏
月
内
（
う
ち
）
に
伏
陰
あ
り
。
冷
水
を
の
み
瓜
桃
生

冷
（
せ
い
れ
い
）
の
物
宜
し
く
少
く
食
う
べ
し
。
か
く
の
ご
と
く
す
れ
ば

秋
冬
瘧
痢
を
わ
づ
ら
ふ
事
を
ま
ぬ
が
る
。

夏
月
暑
（
し
ょ
）
に
傷
ら
れ
て
身
躰
は
な
は
だ
痩
（
や
）
す
る
人
あ
り
。
俗

に
こ
れ
を
夏
痩
（
な
つ
や
せ
）
と
い
ふ
。
其
病
症
に
よ
り
て
薬
を
服
す
べ

し
。
又
万
葉
集
（
ま
ん
え
ふ
し
ふ
）
十
六
巻
大
伴
家
持
（
お
お
と
も
の
や

か
も
ち
）
嘆
笑
痩
人
（
そ
う
じ
ん
を
な
げ
き
わ
ら
ふ
）
歌
に

石
麻
呂
爾
吾
物
申
夏
痩
尓
吉
跡
云
物
曽
武
奈
伎
取
食
（
い
し
ま
ろ
に

わ
れ
も
の
も
う
す
な
つ
や
せ
に
よ
し
と
い
ふ
も
の
ぞ
む
な
ぎ
と
り
め
せ
）

鰻
鱺
魚
（
む
な
ぎ
）
の
夏
痩
を
治
す
る
事
医
書
に
は
見
え
得
ら
ね
ど
げ
に
さ
も
有
べ
き
事
な
り
。

四
月

立
夏
（
り
つ
か
）
は
四
月
の
節
（
せ
つ
）
小
満
（
せ
う
ま
ん
）
は
四
月
の
中
（
ち

う
）
○
四
月
の
異
茗

孟
夏
（
も
う
か
）
余
月
（
よ
げ
つ
）
乾
月
（
か
ん
げ
つ
）
律
（
り
つ
）
を
仲

呂
（
ち
う
り
ょ
）
と
い
う
○
四
月
の
和
名
を
卯
月
（
う
づ
き
）
と
云
卯
の
花
盛
（
さ
か
り
）
に
ひ
ら
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く
る
ゆ
へ
に
う
の
花
月
と
い
ふ
を
略
せ
り
と
奥
義
抄
に
見
え
た
り
。

朔
日

國
俗
今
日
よ
り
五
月
四
日
ま
で
袷
（
あ
わ
せ
）
を
着
る
ゆ
へ
今
日
を

衣
が
へ
と
い
ふ
古
歌
に
お
ほ
く
よ
め
り

八
日

浴
佛
日
（
よ
く
ぶ
つ
に
ち
）
な
り
灌
仏
（
く
わ
ん
ぶ
つ
）
と
も
い
ふ

高
僧
伝
に
是
日
（
こ
の
ひ
）
浴
仏
す
る
に
都
梁
香
（
と
り
や
う
か
う
）
を

以
て
青
色
水
（
せ
う
し
き
す
い
）
と
し
蔚
金
香
（
う
こ
ん
か
う
）
を
も
つ

て
赤
色
水
（
し
ゃ
く
し
き
す
い
）
と
し
丘
降
香
（
き
う
か
う
か
う
）
を
以

て
白
色
水
（
び
ゃ
く
し
き
す
い
）
と
し
附
子
香
を
以
て
黄
色
水
（
お
う
し

き
す
い
）
と
し
安
息
香
（
あ
ん
そ
く
こ
う
）
を
以
て
黒
色
水
（
こ
く
し
き

す
い
）
と
し
佛
頂
（
ぶ
っ
ち
や
う
）
に
濯
ぐ
と
み
え
た
り
。
月
建
（
が
つ

け
ん
）
の
誤
（
あ
や
ま
り
）
た
る
事
は
既
に
前
に
し
る
し
ぬ
。
本
朝
に
て

今
日
佛
に
水
を
浴
（
よ
く
）
せ
し
む
る
事
推
古
天
皇
の
御
宇
（
ぎ
ょ
う
）

よ
り
は
じ
ま
る
と
な
ん
。

十
五
日

浮
屠
（
ふ
ど
）
の
結
夏
（
け
つ
げ
）
今
日
よ
り
は
じ
ま
り
て
七
月

十
五
日
に
い
た
つ
て
終
る
。
是
を
解
夏
（
げ
げ
）
と
云
。
此
間
九
十
日
安

居
（
あ
ん
ご
）
し
て
外
（
ほ
か
）
に
出
ず
、
草
木
蟲
類
（
さ
う
も
く
ち
う

る
い
）
等
を
や
ぶ
ら
ん
事
を
お
そ
る
る
故
な
り
と
釈
苑
宗
規
（
し
や
く
え

ん
そ
う
き
）
に
見
え
た
り

晦
日

沐
浴

今
月
梅
雨
（
つ
ゆ
）
に
先
だ
ち
て
屋
（
い
え
）
の
漏
（
も
ら
）
ざ
る
や
う
に

豫
（
あ
ら
か
じ
）
め
備
（
そ
な
ふ
）
べ
し
と
田
家
曆
（
で
ん
か
れ
き
）
に

見
え
た
り
。
げ
に
春
は
霖
雨
（
り
ん
う
）
し
げ
く
五
月
は
梅
雨
ふ
る
。
此

月
は
か
な
ら
ず
久
く
旱
（
ひ
で
り
）
す
、
俗
こ
れ
を
さ
か
ひ
日
と
云
。
天

気
よ
く
日
長
き
時
な
れ
ば
屋
宅
（
を
く
た
く
）
を
修
理
（
し
ゆ
り
）
し
て

功
（
こ
う
）
多
く
さ
れ
ば
唐
六
典
（
た
う
の
り
く
て
ん
）
に
定
役
三
功
（
て

い
え
き
さ
ん
こ
う
）
と
て
造
作
修
理
な
ど
す
る
に
時
あ
る
事
を
の
せ
た
り

四
月
よ
り
七
月
に
至
る
を
長
功
（
ち
や
う
こ
う
）
と
云
。
二
月
三
月
八
月

九
月
を
中
功
（
ち
う
こ
う
）
と
云
十
月
よ
り
正
月
に
至
る
ま
で
を
短
功
（
た

ん
こ
う
）
と
す
と
侍
り
。
し
か
れ
ば
此
月
此
日
永
き
時
に
修
造
（
し
う
ざ
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う
）
せ
ば
功
多
く
し
て
な
す
事
の
は
か
行
く
べ
し
又
此
月
追
梅
雨
（
を
い

ば
い
う
）
と
て
雨
ふ
る
事
あ
り
俗
に
こ
れ
を
卯
の
花
降
し
（
く
だ
し
）
と

い
ふ
。
又
卯
の
花
な
が
し
と
も
い
へ
り
。

此
月
天
気
よ
き
時
書
画
（
し
ょ
く
わ
）
等
を
日
に
晒
し
て
取
納
め
箱
に
入
て

紙
に
糊
を
つ
け
す
き
間
を
は
り
置
て
梅
雨
（
つ
ゆ
）
の
後
是
を
ひ
ら
く
。

如
此
す
れ
ば
黴
（
か
び
）
い
で
ず
と
月
令
廣
義
に
見
へ
た
り
。
衣
服
も
亦

（
ま
た
）
お
な
し
。
い
ま
だ
梅
雨
の
湿
気
に
あ
た
ら
ざ
る
前
に
日
に
さ
ら

せ
ば
欝
蒸
（
う
つ
じ
や
う
）
せ
ず
し
て
黴
（
か
び
）
生
せ
ず
。

此
月
あ
た
ら
し
き
笋
（
た
け
の
こ
）
を
塩
淹
（
し
ほ
つ
け
）
に
貯
ふ
べ
し
。

其
法
先
ず
皮
を
去
り
て
こ
は
き
所
を
す
て
二
つ
に
わ
り
ふ
し
の
間
に
塩
を

一
は
い
入
れ
桶
に
な
ら
べ
上
に
幾
重
も
か
さ
ね
置
ふ
た
を
し
て
重
石
（
お

も
し
）
を
か
け
置
べ
し
。
又
笋
を
取
て
皮
を
さ
り
熱
湯
（
あ
つ
ゆ
）
に
て

ゆ
び
き
曬
（
さ
ら
）
し
乾
（
か
わ
か
）
し
て
収
貯
（
お
さ
め
た
く
わ
ふ
）
。

用
る
時
米
泔
（
し
ろ
み
づ
）
に
ひ
た
し
て
用
ゆ
色
白
し
て
鮮
（
あ
ざ
や
か
）

な
り
塩
笋
は
塩
湯
に
て
ゆ
ひ
き
そ
の
湯
に
ひ
た
し
置
べ
し
と
居
家
必
用
（
き

ょ
か
ひ
つ
よ
う
）
に
見
へ
た
り
。

此
月
う
ゆ
べ
き
も
の
は
黒
豆
（
く
ろ
ま
め
）
大
豆
（
ま
め
）
赤
小
豆
（
あ
つ

き
）
胡
麻
（
ご
ま
）
胡
蘿
蔔
（
に
ん
じ
ん
）
等
也

純
陽
の
月
な
れ
ば
精
気
を
保
養
（
は
う
よ
う
）
し
て
發
泄
（
は
つ
せ
つ
）
す

べ
か
ら
ず
と
月
令
廣
義
に
見
へ
た
り
。
又
此
月
暴
怒
（
ぼ
う
ど
）
し
て
心

を
傷
る
事
な
か
れ
こ
れ
を
お
か
せ
ば
秋
必
ず
瘧
を
う
れ
ふ
又
宿
水
（
し
ゅ

く
す
い
）
に
て
面
を
洗
ひ
口
す
す
ぐ
事
を
い
む

夏
月
六
味
丸
（
ろ
く
み
く
わ
ん
）
を
服
せ
ば
此
月
よ
り
始
て
の
む
べ
し
醫
林

集
要
（
い
り
ん
し
ふ
よ
う
）
に
春
夏
は
腎
気
丸
（
じ
ん
き
ぐ
わ
ん
）
に
よ

ろ
し
又
夏
は
地
黄
丸
（
じ
お
う
ぐ
わ
ん
）
を
服
す
べ
し
冬
は
八
味
丸
を
服

す
る
に
よ
ろ
し
と
い
へ
り
。
六
味
丸
腎
気
丸
地
黄
丸
は
み
な
同
し
物
な
り

八
味
丸
は
六
味
丸
に
附
子
肉
桂
を
加
へ
た
る
な
り
。
又
蒒
立
齋
（
せ
つ
り

ふ
さ
い
）
が
醫
案
に
加
減
八
味
丸
は
六
味
丸
に
肉
桂
五
味
子
を
加
ふ
る
も
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の
な
り
能
發
熱
渇
を
な
す
を
治
す
。
蓋
し
運
転
生
腎
の
力
あ
り
て
六
味
丸

よ
り
功
更
に
大
な
り
。
養
生
家
（
よ
う
じ
や
う
か
）
久
し
く
服
す
る
に
よ

ろ
し
と
い
へ
り
。

四
月
の
六
候
、
第
一
螻
蟈
（
ろ
う
か
く
ヒ
キ
ガ
エ
ル
）
鳴
（
な
く
）
、
第
二
蚯

蚓
（
ち
う
い
ん
）
出
（
い
づ
）
、
第
三
王
瓜
（
お
う
く
わ
カ
ラ
ス
ウ
リ
）
生

（
は
ふ
）
右
立
夏
（
り
つ
か
）
の
三
候
な
り
第
四
苦
菜
（
こ
さ
い
）
秀
（
ひ

い
づ
）
、
第
五
靡
草
死
（
び
さ
う
か
る
）
第
六
麦
秋
至
（
ば
く
し
う
い
た
る
）

右
小
満
（
せ
う
ま
ん
）
の
三
候
な
り

立
夏
昼
五
十
六
刻
十
分
夜
四
十
三
刻
五
十
分
小
海
昼
五
十
八
刻
二
十
分
夜
四

十
一
刻
四
十
分
月
令
廣
義

五
月

節
を
芒
種
（
は
う
し
ゅ
）
と
云
中
を
夏
至
（
け
し
）
と
い
ふ
○
五
月
の
異
名
仲
夏

（
ち
う
か
）
皐
月
（
こ
う
げ
つ
）
鶉
月
（
し
ゅ
ん
げ
つ
）

律
を
蕤
賓
（
ず
い
ひ

ん
）
と
云
○
五
月
の
和
名
を
さ
つ
き
と
い
ふ
。
田
う
ふ
る
の
さ
か
り
な
る
ゆ
へ
さ

な
へ
月
と
い
ふ
を
略
せ
り
と
奥
義
抄
に
見
え
た
り

四
日

沐
浴

粽
（
ち
ま
き
）
を
製
す
べ
し
。
餌
粽
（
た
ん
ご
）
を
製
す
る

に
は
も
ち
よ
ね
（
餅
米
）
を
用
ひ
ず
粳
米
（
う
る
し
よ
ね
）
を
き
は
め
て

白
く
し
細
末
し
て
沸
湯
（
た
ぎ
る
ゆ
）
に
て
こ
ね
作
り
又
沸
湯
に
て
に
る
。

又
う
る
し
米
と
も
ち
米
等
分
に
し
て
水
に
て
和
し
沸
湯
に
て
煮
る
も
よ
し
。

凡
（
お
よ
そ
）
ち
ま
き
餅
（
だ
ん
ご
）
な
ど
は
米
を
磨
（
い
し
う
す
）
に

て
引
た
る
は
わ
ろ
し
臼
（
う
す
）
に
て
つ
き
末
（
こ
ろ
）
し
て
よ
し
。
又

粽
を
煮
に
稲
栞
（
い
ね
し
は
）
の
灰
汁
（
あ
く
）
に
て
煮
べ
し
と
月
令
廣

義
に
見
え
た
り
。
唐
の
代
に
端
午
の
粽
其
品
多
し
角
粽
（
か
く
そ
う
）
恭

粽
（
か
う
そ
う
）
角
爺
（
か
く
し
よ
）
百
素
粽
（
は
く
そ
そ
う
）
九
子
粽

（
き
う
し
そ
う
）
あ
り
。
粽
を
角
の
ご
と
く
に
し
又
錐
（
き
り
）
の
ご
と

く
に
し
又
菱
角
（
ひ
し
）
の
ご
と
く
し
又
竹
の
筒
（
つ
つ
）
の
ご
と
く
し
、

ま
た
秤
（
は
か
り
）
の
錘
（
お
も
り
）
の
ご
と
く
に
し
、
或
（
あ
る
ひ
）

五
色
（
ご
し
き
）
の
糸
を
縄
に
な
ふ
て
数
珠
（
ず
ず
）
の
ご
と
く
つ
な
ぐ

も
あ
り
。
我
が
国
に
も
い
に
し
へ
ば
粽
を
五
色
の
糸
に
て
か
さ
り
け
る
と
な
ん
さ
れ
い
。
伊
勢

物
語
に
も
人
の
も
と
よ
り
か
さ
り
粽
を
お
こ
せ
り
と
か
け
り
。
又
拾
遺
集
十
八
の
細
寡
に
も
ち
い
さ

き
か
さ
り
ち
ま
き
と
あ
り

或
た
ん
こ
の
こ
と
く
し
て
九
つ
ら
ぬ
る
も
あ
り
。
い

づ
れ
も
ま
こ
も
の
葉
に
て
つ
つ
む
な
り
。
是
を
角
粽
（
か
く
そ
う
）
と
も

角
黍
（
か
く
し
よ
）
と
も
い
ふ
な
り
。
今
日
或
は
明
日
粽
を
親
戚
に
送
る
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べ
し
。

○
國
俗
今
日
艾
（
よ
も
ぎ
）
菖
蒲
（
あ
や
め
）
を
屋
の
の
き
に
挟
（
さ
し
は

さ
）
む
。

按
ず
る
に
歳
時
記
に
五
月
五
日
艾
を
む
す
び
て
人
の
形
の
ご
と
く
し
て

戸
上
に
か
く
れ
ば
毒
気
を
は
ら
ふ
と
見
え
た
り
。
國
俗
艾
菖
蒲
を
の
き

に
挟
む
も
か
か
る
遺
意
な
る
べ
し
。
弘
仁
式
（
こ
う
に
ん
し
き
）
に
五

月
三
日
平
旦
（
へ
い
た
ん
）
に
菖
蒲
蓮
花
な
ど
南
殿
（
な
ん
で
ん
）
の

前
に
を
く
と
あ
れ
ば
其
時
よ
り
有
け
る
事
と
み
へ
た
り
。
又
拾
芥
抄
（
し

ふ
か
い
せ
う
）
に
五
月
四
日
主
殿
寮
葺
内
裏
殿
舎
菖
蒲
（
と
の
と
の
れ

と

の

と

の

れ

う

う
た
い
り
の
て
ん
し
や
の
あ
や
め
を
ふ
く
）
と
あ
り
。
権
中
納
言
道
雄

の
歌
に
至
義
集

け
ふ
と
い
へ
は
あ
や
め
は

か
り
に
ふ
き
そ
ふ
る
新

（
し
）
は

ふ
り
ぬ
る
蓬
生
の
や
と

五
日

端
午
（
た
ん
ご
）
と
云
又
重
五
（
て
う
ご
）
と
も
い
ふ
。
五
雑
祖
（
ご
ざ

つ
そ
）
に
い
は
く
詣
九
齢
上
大
衍
、
曆
序
に
い
は
く
謹
以
國
元
十
六
年
八
月
端
午
献
之
と
、
又
宋
璟

が
表
に
い
は
く
月
惟
仲
秋
日
立
端
午
、
し
か
る
時
は
凡
そ
毎
月
の
五
日
み
な
端
午
と
称
す
べ
し
此
月

に
の
み
限
る
べ
か
ら
ず
と
な
ん
、
し
か
れ
ど
も
世
俗
に
は
専
ら
五
月
五
日
を
端
午
と
称
す

國
俗

今
日
粽
を
く
ら
ひ
菖
蒲
酒
を
す
す
む
。

旦
今
日
よ
り
麻
の
衿
衣
（
か
た
び
ら
）
を
着
て
八
月
晦
日
に
至
る
。
粽
を

く
ら
ふ
事
續
斉
諧
記
（
ぞ
く
さ
い
か
い
き
）
に
い
へ
る
は
屈
原
五
月
五
日

み
づ
か
ら
汨
露
（
べ
き
ろ
）
に
投
（
と
う
）
し
て
死
す
。
楚
人
こ
れ
を
あ

は
れ
み
て
此
日
に
至
る
毎
に
竹
筒
の
中
に
米
を
貯
へ
水
に
投
じ
て
こ
れ
を

祭
る
。
漢
の
武
帝
の
時
長
沙
の
酔
囘
（
や
う
か
い
）
と
い
ふ
も
の
海
濱
（
か

い
ひ
ん
）
を
と
を
り
し
に
一
人
来
り
て
三
閭
大
夫
（
さ
ん
り
ょ
た
い
ふ
）

と
名
乗
り
囘
に
謂
て
い
は
く
我
毎
年
ま
つ
る
る
事
は
な
は
だ
よ
ろ
こ
ぶ
に

堪
え
た
り
。
し
か
れ
ど
も
常
に
蝮
龍
（
か
う
や
ぶ
り
）
の
た
め
に
そ
の
食

物
を
ぬ
す
ま
る
。
今
よ
り
の
ち
は
楪
（
あ
ふ
ち
）
樹
（
の
き
）
の
葉
を
以

て
そ
の
上
を
つ
つ
み
五
錝
（
ご
さ
い
）
の
糸
を
以
て
綺
（
ゆ
は
ふ
）
べ
し
。

こ
の
二
物
は
蛟
龍
（
か
う
り
う
）
の
お
そ
る
る
所
な
り
と
い
へ
り
。
今
日

粽
を
食
ふ
は
此
遺
意
な
り
と
ぞ
。
月
令
廣
義
に
は
屈
原
が
姉
（
あ
ね
）
名
は



- 7 -

女
須
女
（
し
わ
）

こ
れ
を
つ
く
り
て
屈
原
を
弔
ひ
け
る
と
見
え
た
り
。
又
粽
は

悪
鬼
に
か
た
ど
り
た
れ
ば
、
ね
ぢ
切
て
こ
れ
を
食
ふ
は
鬼
を
降
伏
す
る
義

な
り
と
安
倍
晴
明
が
説
に
見
え
た
り
。
か
う
や
う
の
諸
説
ま
こ
と
に
妄
延

な
り
。
あ
に
信
用
す
る
に
た
ら
ん
や
。
周
處
（
し
う
し
よ
）
が
風
土
記
に

い
へ
る
は
菰
葉
（
ま
こ
も
の
は
）
を
以
て
稲
米
（
た
う
べ
い
）
を
つ
つ
み

灰
汁
（
あ
く
）
に
て
煮
て
粽
と
す
。
こ
れ
陰
陽
相
包
褁
（
あ
い
は
う
く
わ
）

し
て
い
ま
だ
分
散
せ
ざ
る
に
か
た
ど
る
と
あ
り
。
こ
れ
な
ん
正
説
と
は
す

べ
き

五
月
一
陰
生
す
故
に
陰
陽
包
褁
し
て
い
ま
だ
分
散
せ
ず

又
菖
蒲
酒
を
の
む
事
歳

時
雑
記
に
午
日
菖
蒲
を
取
て
縷
（
い
と
す
ち
）
の
ご
と
く
し
或
細
末
し
て

酒
に
う
か
べ
て
こ
れ
を
の
め
ば
陽
気
を
助
け
年
を
の
ぶ
と
い
へ
り
山
沼
九

節
の
菖
蒲
よ
し
と
な
ん
章
簡
公
（
し
や
う
か
ん
こ
う
）
が
詩
に
菖
蒲
泛
酒

尭
樽
緑
（
し
ょ
う
ぶ
さ
け
に
う
か
べ
て
ぎ
ょ
う
そ
ん
み
ど
り
な
り
）
。

○
又
い
に
し
へ
は
今
日
薬
玉
（
く
す
た
ま
）
と
て
菖
蒲
よ
も
ぎ
そ
の
ほ
か
雑

花
（
ざ
つ
く
わ
）
十
種
ば
か
り
を
五
色
（
ご
し
き
）
の
糸
に
て
と
と
の
へ

て
ひ
ぢ
に
か
く
る
事
あ
り
。
お
ほ
や
け
に
は
典
薬
療
（
て
ん
や
く
り
や
う
）

あ
や
め
の
つ
つ
み
を
奉
る
。
又
薬
玉
を
御
帳
に
か
か
げ
ら
れ
群
臣
（
ぐ
ん

し
ん
）
に
も
給
は
る
事
の
あ
り
し
と
也

延
㐂
式
公
事
根
源
等
に
見
へ
た
り
又
橘
（
た

ち
ば
な
）
を
薬
玉
に
付
る
事
日
本
紀
に
み
え
た
り

挿
絵按

ず
る
に
風
俗
通
（
ふ
う
ぞ
く
つ
う
）
に
五
月
五
日
五
綜
（
ご
さ
い
）
の

糸
を
も
つ
て
臂
（
ひ
ち
）
に
か
く
れ
ば
兵
及
び
鬼
を
避
け
人
を
し
て
瘟
疫

を
や
ま
ざ
ら
し
む
。
一
名
は
長
命
縷
（
ち
や
う
め
い
ろ
う
）
、
一
名
は
五
色

縷
（
ご
し
き
ろ
う
）
、
一
名
は
縷
索
（
ろ
う
さ
く
）
と
い
ふ
と
載
た
り
。
提

要
録
（
て
い
よ
う
ろ
く
）
に
、
北
人
（
ほ
く
じ
ん
）
端
午
に
雑
絲
（
ざ
つ

し
）
を
以
て
合
歓
（
が
ふ
く
わ
ん
）
を
結
び
手
臂
（
し
ゅ
ひ
）
に
纏
（
ま

と
）
ふ
と
い
へ
り
。
か
か
る
遺
意
に
と
ぞ
。

○
又
世
俗
に
今
日
菖
蒲
湯
を
用
て
沐
浴
（
ぼ
く
よ
く
）
す
る
事
あ
り
。
按
ず

る
に
大
戴
禮
（
た
い
た
い
れ
い
）
に
五
月
五
日
蓄
蘭
為
沐
浴
（
ら
ん
を
た

く
は
へ
て
ほ
く
よ
く
を
な
す
）
と
あ
り
。
楚
辞
（
そ
じ
）
に
も
浴
蘭
湯
兮

沐
芳
華
（
ら
ん
と
う
に
よ
く
し
ほ
う
く
わ
に
ぼ
く
す
）
と
見
え
た
り
。
今
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の
人
の
菖
蒲
湯
を
用
て
沐
浴
す
る
も
か
か
る
遺
風
な
る
べ
し
。

○
又
今
日
婦
人
女
子
（
ふ
し
ん
に
よ
し
）
た
は
ぶ
れ
に
菖
蒲
を
頭
上
（
づ
じ

や
う
）
に
挿
（
さ
し
は
さ
）
み
又
腰
に
ま
と
ふ
。
如
此
す
れ
ば
病
を
除
く

と
俗
に
い
ひ
な
ら
は
せ
り
。
歳
時
雑
記
に
端
午
の
日
菖
蒲
艾
を
刻
み
て
小

さ
き
人
形
に
作
り
又
は
葫
蘆
（
こ
ろ
｟
ひ
ょ
う
た
ん
｠
）
の
形
の
ご
と
く

し
こ
れ
を
帯
ぶ
れ
ば
邪
氣
を
避
く
と
記
せ
り
。
か
か
る
遺
俗
（
い
ぞ
く
）

に
や
王
沂
公
（
お
う
き
こ
う
）
が
帖
子
（
て
ふ
し
）
に
い
は
く
、
明
朝
知

是
天
中
節
、
旋
刻
菖
蒲
要
辟
邪
（
み
や
う
て
う
し
ら
ん
こ
れ
て
ん
ち
う
の

せ
つ
、
や
や
し
ょ
う
ぶ
を
き
ざ
ん
で
じ
ゃ
を
さ
く
る
こ
と
を
よ
う
す
）
、
又

章
簡
公
（
し
や
う
か
ん
こ
う
）
の
詩
に
玉
燕
釵
頭
艾
虎
軽
（
ぎ
よ
く
え
ん

さ
と
う
が
い
こ
か
ろ
し
）（
玉
燕
｟
そ
う
い
う
髪
型
？
｠
の
釵
頭
｟
か
ん
ざ
し
の
頭
｠
の
艾

虎
｟
よ
も
ぎ
で
出
来
た
虎
の
人
形
｠
か
ろ
し
）

○
今
日
京
師
賀
茂
の
社
に
て
競
馬
（
け
い
ば
）
あ
り
。
神
官
（
じ
ん
く
わ
ん
）

七
日
の
神
事
（
じ
ん
じ
）
潔
斎
（
け
つ
さ
い
）
を
し
て
乗
る
な
り
。
其
数

二
十
匹
、
朔
日
に
馬
の
足
を
そ
ろ
へ
て
一
二
の
番
（
つ
が
ひ
）
を
定
め
五

日
に
は
装
束
を
着
し
其
色
黒
赤
二
つ
に
わ
け
た
り
。
勝
負
の
木
と
て
馬
場

の
西
の
方
に
楓
（
か
い
で
）
の
木
あ
り
。
是
よ
り
北
に
て
落
た
る
と
乗
り

を
く
れ
た
る
を
負
（
ま
け
）
と
す
。
見
物
の
諸
人
群
集
を
な
す
故
に
馬
坊

の
あ
た
り
は
所
せ
く
て
大
な
る
楝
（
あ
ふ
ち
）
の
樹
に
の
ぼ
り
て
心
や
す

き
に
見
る
も
あ
り
馬
駆
（
は
し
）
る
時
に
棧
敷
（
さ
ん
し
き
）
な
る
は
立

あ
が
り
立
た
る
も
の
は
埒
（
ら
ち
）
の
あ
た
り
に
ね
ち
け
さ
か
り
杖
を
つ

か
へ
て
と
び
あ
が
り
〱
は
せ
来
る
馬
を
見
る
に
み
る
が
う
ち
に
群
集
の
中

へ
か
け
こ
め
ば
わ
ら
ん
べ
ち
と
は
手
こ
と
に
竹
林
を
つ
き
て
馬
の
跡
よ
り

さ
さ
ら
に
な
る
ほ
ど
打
た
つ
れ
ば
馬
は
空
（
く
う
）
を
と
ぶ
が
ご
と
く
に

馳
行
（
は
せ
ゆ
く
）
或
行
あ
ま
り
て
横
に
き
れ
乗
り
手
は
お
ち
見
物
は
ふ

み
た
を
さ
れ
て
共
に
か
た
息
に
な
り
気
を
う
し
な
ふ
も
あ
り
。
又
人
馬
川

中
ま
で
は
せ
行
て
川
に
を
ち
衣
裳
を
ぬ
ら
し
て
か
へ
る
も
あ
り
。
き
び
し

く
潔
斎
を
な
す
と
い
へ
ど
も
し
ら
ず
し
て
客
人
の
穢
れ
た
る
に
あ
ふ
と
き

は
か
な
ら
ず
落
馬
す
る
と
い
へ
り
。
凡
そ
賀
茂
の
村
民
は
社
人
な
ら
ず
祭

日
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
こ
と
つ
ね
に
作
所
の
火
を
い
み
又
我
家
の
火
を
も
人

に
あ
た
え
ず
。
は
な
は
だ
穢
火
（
え
か
）
を
い
む
所
也
。
む
か
し
は
大
内
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（
た
い
だ
い
）
武
徳
殿
（
ぶ
と
く
で
ん
）
に
し
て
五
日
に
競
馬
騎
射
（
き

し
や
）
の
事
あ
り
て
五
位
以
上
走
馬
を
奉
る
よ
し
延
㐂
式
に
し
る
せ
り
。

花
鳥
餘
情
（
く
わ
て
う
よ
せ
い
）
に
い
は
く
五
月
五
日
の
節
天
皇
（
て
ん

お
う
）
あ
や
め
の
か
つ
ら
を
か
け
給
て
武
徳
殿
に
行
幸
（
ぎ
や
う
か
う
）

あ
り
て
六
府
騎
射
の
事
あ
り
。
五
日
は
五
位
以
上
の
人
奉
れ
る
馬
に
乗
、

六
日
は
寮
の
御
馬
丑
乗
て
競
馬
の
事
あ
り
云
々
。
今
賀
茂
に
て
朔
日
足
汰

（
あ
し
そ
ろ
）
五
日
に
競
馬
す
る
事
い
に
し
へ
の
騎
射
走
馬
の
儀
式
也
と

か
や
。

按
ず
る
に
文
昌
雑
録
（
ぶ
ん
し
や
う
ざ
つ
ろ
く
）
に
端
午
日
走
馬
謂
之

躤
柳
（
た
ん
ご
の
ひ
む
ま
を
は
し
ら
し
む
る
こ
れ
を
せ
き
り
う
と
い
ふ
）

と
あ
れ
ば
、
も
ろ
こ
し
に
て
も
今
日
馬
を
走
ら
し
む
る
事
の
侍
る
な
ら

じ
。

○
今
日
山
城
紀
伊
郡
源
原
乃
里
藤
の
森
の
祭
に
は
鎧
を
着
し
て
競
馬
あ
り
此

神
は
延
㐂
式
に
い
へ
る
真
幡
寸
（
ま
は
た
き
）
の
神
社
な
り
。
日
本
後
紀

に
鴨
別
雷
神
（
か
も
わ
け
い
か
づ
ち
の
み
こ
と
）
の
別
也
と
い
へ
り
。
そ

の
の
ち
又
三
所
の
皇
子
を
も
此
所
に
祭
ら
る
。
早
良
（
さ
ら
）
親
王
伊
豫

親
王
井
上
内
親
王
也
。
今
日
の
祭
に
よ
ろ
ひ
を
着
す
る
事
は
光
仁
天
皇
（
く

わ
う
に
ん
て
ん
お
う
）
の
御
宇
天
応
元
年
に
異
国
の
凶
賊
責
め
来
た
る
よ

し
聞
え
け
れ
ば
天
皇
第
二
の
御
子
早
良
親
王
に
大
朝
軍
と
し
て
退
治
あ
る

べ
き
よ
し
宣
旨
（
せ
ん
じ
）
あ
り
れ
ば
、
當
社
に
祈
誓
（
き
せ
い
）
し
給

ひ
て
五
月
五
日
に
出
陣
し
給
ふ
。
神
感
（
し
ん
か
ん
）
し
る
し
有
て
俄
（
に

は
か
）
に
大
風
吹
来
り
て
大
海
（
だ
い
か
い
）
波
を
ひ
る
が
へ
し
け
れ
ば

夷
賊
（
い
ぞ
く
）
一
戦
に
も
及
ば
ず
波
に
た
だ
よ
ひ
て
こ
と
ご
と
く
ほ
ろ

び
に
け
り
。
其
時
親
王
の
出
た
る
に
軍
勢
の
さ
ま
を
ま
な
び
け
る
と
か
や
。

又
都
鄙
（
と
ひ
）
の
童
子
今
日
菖
蒲
の
か
ぶ
と
太
刀
を
も
て
あ
そ
ぶ
事
も

此
祭
を
ま
な
ぶ
と
な
り
。
さ
れ
ば
此
事
む
か
し
は
厚
き
紙
に
人
形
を
ほ
り

付
薄
き
板
を
兜
の
形
に
こ
し
ら
へ
或
菰
（
こ
も
）
の
葉
に
て
馬
を
作
り
或

木
を
鎗
長
刀
の
ご
と
く
け
づ
り
な
ど
し
て
戸
外
に
立
て
侍
り
し
が
近
年
は

風
俗
無
功
を
こ
の
み
て
木
を
も
っ
て
人
馬
の
形
を
き
ざ
み
又
は
り
こ
に
し

て
彩
色
を
ほ
ど
こ
し
或
甲
冑
を
き
せ
剣
戟
（
け
ん
げ
き
）
を
も
た
せ
戦
闘

の
勢
を
な
さ
し
め
て
戸
外
に
た
て
侍
る
。
是
を
か
ぶ
と
と
い
ふ
。
又
紙
旗

に
い
ろ
い
ろ
の
絵
を
か
き
て
長
竿
に
つ
け
是
を
も
戸
外
に
た
て
侍
る
。
こ
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れ
を
の
ぼ
り
と
云
。
或
絹
（
き
ぬ
）
を
用
る
も
あ
り
。
或
は
長
旒
（
ち
や

う
り
う
）
を
加
え
て
是
を
吹
き
な
が
し
と
云
。
朔
日
よ
り
五
日
ま
で
児
童

の
弄
事
（
ろ
う
じ
）
と
す
。

按
ず
る
に
も
ろ
こ
し
に
も
こ
れ
に
似
た
る
事
あ
り
。
歳
時
雑
記
に
い
は

く
端
午
に
都
の
人
天
師
（
て
ん
し
）
を
畫
（
か
き
）
て
賣
り
又
土
に
て

天
師
を
作
り
艾
を
以
て
鬚
（
ひ
げ
）
と
し
蒜
（
に
ん
に
く
）
を
以
て
拳

（
こ
ぶ
し
）
と
し
門
上
に
置
。
又
艾
を
採
り
結
ん
で
人
の
形
に
作
り
門

戸
の
上
に
か
く
れ
ば
毒
気
を
さ
く
と
い
へ
り
。
按
ず
る
に
道
家
（
ど
う
け
）
に
後

漢
の
張
陵
を
社
師
と
し
て
天
師
と
称
す
。

○
今
日
草
あ
は
せ
す
る
事
あ
り
。
荊
楚
歳
時
記
に
五
月
五
日
四
民
並
び
に
蹋

百
草
（
ひ
ゃ
く
そ
う
を
ふ
む
）
。
又
百
草
を
闘
（
た
た
か
は
）
し
む
る
の
戯

（
た
は
ぶ
れ
）
あ
り
と
し
る
せ
り
。
し
か
れ
ば
い
に
し
へ
よ
り
有
け
る
事

也
。
日
本
紀
に
蓼
獦
（
く
す
り
う
り
）
と
あ
る
も
こ
の
事
を
い
へ
り

章
簡
公
（
し
や
う

か
ん
こ
う
）
が
帳
子
（
て
ふ
し
）
に
百
草
闘
香
苕
（
ひ
ゃ
く
そ
う
か
う
て

う
を
た
た
か
は
し
む
）
又
章
簡
公
が
詩
に
今
朝
闘
草
得
宜
男
（
こ
ん
て
う

く
さ
を
た
た
か
は
し
て
ぎ
だ
ん
を
え
た
り
）
と
あ
り
、
欧
公
（
お
う
こ
う
）

が
闘
草
の
詩
に
共
闘
今
朝
勝
、
盈
襜
百
草
香
（
す
で
に
た
た
か
は
し
め
て

こ
ん
て
ふ
か
つ
、
せ
ん
に
み
ち
て
ひ
ゃ
く
さ
う
か
う
ば
し
）
と
も
侍
り
。

百
草
の
汁
を
搗
き
と
り
熬
（
い
り
）
て
膏
（
あ
ぶ
ら
）
と
し
膏
薬
に
配
す

れ
ば
百
病
瘡
疽
に
貼
し
て
常
の
膏
薬
に
其
功
十
倍
せ
り
又
今
朝
日
未
出
時
、

百
草
を
採
り
て
汁
を
つ
き
出
し
石
灰
に
和
し
て
餅
（
へ
い
）
と
し
陰
乾
（
い

ん
か
ん
）
に
す
。
一
切
の
金
瘡
を
治
む
と
月
令
廣
義
に
見
え
た
り
。
百
草
を

取
に
牛
膝
（
い
の
こ
つ
ち
）
澤
漆
（
そ
う
た
い
く
さ
）
重
薬
草
を
と
ら
ず
と
節
修
記
要
略
に
見
え
た

り
牛
膝
は
胎
を
落
し
澤
漆
（
甘
逐
）
重
薬
草
（
ド
ク
ダ
ミ
）
は
毒
草
な
る
が
ゆ
へ
な
り
。

○
諸
薬
草
を
も
取
納
る
日
な
り
。
又
艾
草
を
取
納
む
べ
し
。
募
要
に
い
は
く
五
月
五

日
採
艾
治
百
病
と

凡
艾
は
上
巳
と
端
午
に
取
納
る
を
よ
し
と
す
。
但
し
艾
の

苗
み
じ
か
き
時
と
る
が
よ
し
と
鍼
灸
聚
英
（
し
ん
き
う
し
ゆ
え
い
）
に
見

え
た
り
。
市
に
う
る
艾
は
他
草
を
ま
じ
へ
又
採
時
あ
し
け
れ
ば
用
べ
か
ら

ず
。
さ
れ
ど
も
伊
吹
（
い
ぶ
き
）
も
く
さ
は
性
（
し
や
う
）
よ
し
又
紫
金

錠
紫
金
丹
千
金
錠
子
な
ど
を
合
（
あ
は
）
す
る
に
も
今
日
よ
し
。

○
又
今
日
競
渡
（
ふ
な
く
ら
べ
）
す
る
事
あ
り
。
こ
れ
屈
原
を
す
く
ふ
遺
意
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な
る
よ
し
。
歳
時
記
に
し
る
せ
り
。
月
令
通
考
に
は
越
地
出
を
引
て
競
渡
は
越
王
號
に

始
る
と
記
せ
り

石
屏
（
せ
き
へ
い
）
が
端
午
の
詩
に

榴
花
角
黍
薦
時
新
、
何
處
家
々
不
酒
樽
、
堪
笑
江
湖
老
詩
客
、
也
隨
蒿
艾

上
朱
門
（
り
う
く
わ
か
く
し
よ
じ
し
ん
を
す
す
む
、
い
ず
れ
の
と
こ
ろ
か

か
か
し
ゅ
そ
ん
な
ら
ざ
る
、
わ
ら
ふ
に
た
え
た
り
ご
う
こ
ろ
う
し
の
か
く
、

ま
た
こ
う
が
い
に
し
た
が
っ
て
し
ゅ
も
ん
に
の
ぼ
る
）

又

前
人

海
榴
花
上
濛
濛
雨
、
自
切
菖
蒲
涎
濁
醪
、
今
日
獨
醒
無
用
處
、
為
君
痛
飲

讀
離
騒
（
か
い
り
う
く
わ
し
や
う
も
う
も
う
た
る
あ
め
、
み
づ
か
ら
し
ょ

う
ぶ
を
き
っ
て
だ
く
ろ
う
に
う
か
ぶ
、
こ
ん
に
ち
ひ
と
り
さ
む
よ
う
し
よ

な
し
、
き
み
が
た
め
に
つ
う
い
ん
し
て
り
さ
う
を
よ
む
）

十
三
日

此
日
竹
を
移
栽
（
う
つ
し
う
ゆ
）
べ
し
。
晋
書
に
五
月
十
三
日
を

竹
砕
日
（
ち
く
さ
い
に
ち
）
と
す
又
竹
迷
日
（
ち
く
め
い
に
ち
）
と
も
い

ふ
。
こ
の
日
竹
を
う
ゆ
れ
ば
か
な
ら
ず
活
（
い
く
）
と
し
る
せ
り
。

晦
日

沐
浴

此
月

淫
雨
（
い
ん
う
）
ふ
る
。
こ
れ
を
梅
雨
（
つ
ゆ
）
と
名
づ
く
。
又
黴

雨
（
ば
い
う
）
と
も
か
け
り
。
梅
雨
（
ば
い
う
）
の
中
肥
土
（
ひ
ど
）
に

芙
蓉
（
ふ
よ
う
）
柘
榴
（
ざ
く
ろ
）
桜
桃
（
に
は
さ
く
ら
／
ゆ
す
ら
）
な

ど
の
枝
を
え
ら
び
て
さ
す
べ
し
と
月
令
廣
義
に
見
え
た
り
。
此
時
黄
土
に

つ
づ
く
薔
薇
（
し
や
う
び
）
水
梔
（
こ
く
ち
な
し
）
を
さ
せ
ば
甚
よ
く
活

く
。
又
貧
家
（
ひ
ん
か
）
人
功
（
じ
ん
こ
う
）
と
も
し
き
輩
（
と
も
が
ら
）

は
奴
僕
（
ぬ
ぼ
く
）
事
を
廃
し
お
こ
た
り
て
は
家
事
調
ひ
か
た
し
。
梅
雨

（
ば
い
う
）
久
霖
（
き
ゅ
う
り
ん
）
の
中
も
家
僕
（
か
ぼ
く
）
を
し
て
薦

（
こ
も
）
を
あ
み
屣
（
く
つ
）
を
つ
く
ら
し
む
べ
し
。
薦
は
書
籍
（
し
よ

じ
や
く
）
器
物
（
き
ぶ
つ
）
食
物
（
し
よ
く
も
つ
）
等
を
晒
し
新
た
に
栽

（
う
へ
）
た
る
草
木
菜
蔬
（
さ
い
そ
）
に
お
ほ
い
墻
屏
（
し
ゃ
う
へ
い
）

を
葺
く
ゆ
へ
其
功
用
広
し
。
又
梅
雨
水
を
大
瓶
（
か
め
）
に
貯
へ
置
き
茶

（
せ
や
）
を
煎
ず
れ
ば
は
な
は
だ
美
な
り
と
茶
譜
（
ち
ゃ
ふ
）
に
見
え
た

り
。
但
日
を
へ
て
は
飲
べ
か
ら
ず
。
又
梅
雨
水
に
て
癬
疥
（
せ
ん
か
い
）
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を
洗
へ
ば
そ
の
あ
と
な
し
。
醤
（
し
や
う
）
を
作
る
に
こ
れ
を
用
れ
ば
熟

し
や
す
く
衣
を
あ
ら
ふ
に
こ
れ
を
用
れ
ば
灰
汁
（
あ
く
）
の
ご
と
し
と
東

垣
（
と
う
え
ん
）
が
食
物
本
草
に
み
え
た
り
。

梅
雨
出
入
の
説
紛
々
（
ふ
ん
ふ
ん
）
と
し
て
一
決
し
難
し
婢
雅
（
ひ

が
）
に
い
は
く
閩
人
（
び
ん
ひ
と
）
立
夏
の
後
庚
（
か
の
え
）
に
あ

ふ
日
を
入
梅
（
に
ゅ
う
ば
い
）
と
し
芒
種
（
ぼ
う
し
よ
う
）
の
後
壬

（
み
づ
の
え
）
に
当
る
日
を
出
梅
（
し
ゆ
つ
は
い
）
と
す
。
神
枢
（
し

ん
す
う
）
に
い
は
く
芒
種
の
後
丙
（
ひ
の
え
）
に
あ
た
る
日
を
入
梅

と
し
小
暑
（
せ
う
し
よ
）
の
後
未
（
ひ
つ
じ
）
に
あ
た
る
日
を
出
梅

と
す
。
又
砕
金
禄
（
さ
い
き
ん
ろ
く
）
に
い
は
く
芒
種
の
後
壬
（
み

つ
の
え
）
に
あ
た
る
日
を
入
梅
と
し
夏
至
の
後
庚
（
か
の
え
）
に
あ

た
る
日
を
出
梅
と
す
。
又
李
時
珍
が
説
に
は
芒
種
の
後
壬
に
あ
た
る

日
を
入
梅
と
し
小
暑
の
後
壬
に
当
る
日
を
出
梅
と
す
。
三
元
帰
正
に

い
は
く
芒
種
の
後
丙
（
ひ
の
え
）
の
日
に
当
る
を
入
梅
と
す
と
云
説

是
に
ち
か
し
。
其
時
雨
湿
（
う
し
つ
）
衣
を
斑
（
ま
だ
ら
）
に
す
る

驗
（
し
る
し
）
あ
り
と
見
え
た
り
。
凡
そ
梅
雨
出
入
の
期
（
ご
）
は

和
漢
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
の
説
侍
る
な
り
。
さ
れ
ど
も
そ
の
説
合
が
た

し
。
損
軒
嘗
て
黴
雨
の
説
を
著
は
し
て
い
は
く
、
陰
陽
之
往
来
、
固

有
定
期
、
然
而
天
地
之
流
行
、
変
化
無
窮
、
故
寒
暑
風
雨
之
時
候
、

必
有
遅
速
、
必
不
拘
以
日
数
、
然
刻
梅
雨
出
入
之
期
、
雖
出
于
華
夏

之
書
、
恐
不
可
拠
信
、
孟
子
曰
悉
信
書
不
如
無
書
、
誠
哉
此
言
乎
、

只
以
芒
種
之
後
霪
雨
初
降
之
日
為
入
梅
、
以
霪
雨
収
断
之
日
為
出
梅
、

庶
亦
乎
其
不
差
矣
、
十
月
液
雨
亦
恐
然
也

（
陰
陽
の
往
来
、
固
よ
り
定
期
あ

り
、
し
か
う
し
て
天
地
の
流
行
、
変
化
窮
す
る
無
し
、
か
か
る
が
故
に
寒
暑
風
雨
の
時
候
、

必
ず
遅
速
あ
り
、
必
ず
日
数
を
も
っ
て
拘
る
べ
か
ら
ず
、
然
る
刻
（
と
き
）
は
梅
雨
出
入
の

期
、
華
夏
之
書
に
出
る
と
雖
も
、
恐
ら
く
は
拠
り
信
ず
べ
か
ら
ず
、
孟
子
の
曰
は
く
悉
く
書

を
信
ぜ
ば
書
無
き
に
し
か
ず
と
、
誠
に
此
の
言
（
こ
と
）
か
な
、
只
だ
芒
種
の
後
霪
雨
初
め

て
降
る
の
日
を
以
て
入
梅
と
し
、
霪
雨
収
ま
り
断
ふ
る
の
日
を
以
て
出
梅
と
せ
ば
、
亦
た
は

其
の
差
（
た
が
）
は
ざ
る
に
庶
（
ち
か
）
か
ら
ん
や
、
十
月
の
液
雨
亦
た
恐
ら
く
は
然
（
し

か
）
ら
ん
也
）

世
俗
に
半
夏
生
の
忌
（
は
ん
げ
し
や
う
の
き
）
と
い
ふ
事
あ
り
。
簠
簋
内
傳

（
ほ
き
な
い
て
ん
）
に
い
は
く
五
月
の
中
よ
り
十
一
日
に
あ
た
る
日
な
り
。

此
日
不
浄
を
行
は
ず
淫
欲
を
犯
さ
ず
五
辛
酒
肉
を
食
ら
は
ざ
る
日
な
り
。
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按
ず
る
に
簠
簋
の
抄
に
摩
耶
夫
人
（
ま
や
ぶ
じ
ん
）
の
中
陰
（
死
ん

で
か
ら
四
十
九
日
間
）
の
真
中
（
ま
な
か
）
な
る
ゆ
へ
に
善
事
を
な

し
悪
事
を
の
ぞ
く
と
い
へ
り
。
予
お
も
ふ
に
半
夏
生
は
七
十
二
候
の

内
夏
至
の
第
三
候
な
れ
ば
、
是
に
附
会
（
ふ
く
わ
い
）
し
て
妄
説
を

い
へ
る
な
ら
じ
。

夏
至
の
日
井
を
浚
（
さ
ら
）
へ
水
を
改
む
れ
ば
瘟
疫
を
や
ま
ず
と
漢
の
礼
儀

志
（
れ
い
ぎ
し
）
に
見
へ
た
り
。
又
夏
至
の
後
丙
丁
（
ひ
の
え
ひ
の
と
）

に
あ
た
る
日
夫
婦
の
交
は
り
を
す
れ
ば
大
に
あ
し
し
と
千
金
方
に
し
る
せ

り
。

此
月
の
初
、
青
梅
（
あ
を
む
め
）
を
取
皮
を
け
づ
り
核
（
た
ね
）
を
去
り
、

籠
に
入
れ
火
上
に
つ
り
置
て
後
ち
収
め
用
ひ
て
烏
梅
と
す
。
皮
あ
つ
き
時

は
や
く
取
べ
し
。
又
梅
つ
け
梅
ほ
し
を
も
製
す
べ
し
。

此
月
米
苞
（
た
は
ら
）
を
改
め
束
（
つ
が
）
ぬ
べ
し
蟲
く
は
ず
。
苞
ゆ
る
め

ば
か
な
ら
ず
蟲
生
ず
又
夏
の
間
蛤
殻
（
は
ま
ぐ
り
か
ら
）
の
灰
を
多
く
米

苞
に
ぬ
り
置
ば
不
蟲
（
む
し
く
は
ず
）
。

此
月
天
枢
中
脘
等
に
灸
し
暑
月
の
た
め
あ
ら
か
じ
め
保
養
す
べ
し
。
又
精
気

を
保
嗇
（
ほ
う
し
ょ
く
）
す
べ
し
。
格
致
餘
論
（
か
く
ち
よ
ろ
ん
朱
丹
渓
）

に
い
は
く
、
古
人
於
夏
必
獨
宿
而
淡
味
、
兢
兢
業
業
於
愛
䕶
也
、
保
養
金

水
二
臓
、
正
嫌
火
土
之
旺
尓
（
古
人
夏
に
於
て
必
ら
ず
獨
り
し
ゅ
く
し
て
味
わ
ひ
を
淡
ふ

し
愛
䕶
に
於
て
き
や
う
〱
が
ふ
〱
と
也
、
金
水
の
二
臓
を
保
養
す
る
は
、
正
に
火
土
の
旺
を
嫌
ふ
の

み
）

月
令
に
い
は
く
是
月
也
、
日
長
至
、
陰
陽
争
、
死
生
分
、
君
子
齋
戒
、
處
必

掩
身
母
躁
、
止
聲
色
母
或
進
、
薄
滋
味
母
致
和
、
節
耆
欲
定
心
氣
、
又
曰
、

是
月
也
可
以
居
高
明
、
可
以
遠
眺
望
、
可
以
升
山
陵
、
可
以
坐
臺
榭
（
こ
の

月
や
、
日
の
長
き
こ
と
き
わ
ま
る
、
陰
陽
争
そ
ひ
、
死
生
な
か
ば
な
り
、
君
子
齋
戒
し
て
、
お
る
と

こ
ろ
必
ず
身
を
お
ほ
ふ
て
さ
わ
ぐ
な
か
れ
、
聲
色
を
止
ど
め
て
進
む
こ
と
或
る
こ
と
な
か
れ
、
滋
味

を
薄
ふ
し
和
を
き
は
む
る
こ
と
母
れ
、
耆
欲
を
節
に
し
心
氣
を
定
か
に
、
又
曰
、
こ
の
月
や
以
て
高

明
居
る
可
し
、
以
て
遠
く
眺
望
す
可
し
、
以
て
山
陵
に
升
る
可
し
、
以
て
臺
榭
（
た
い
し
ゃ
）
に
坐

す
可
し
）
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保
生
心
鑑
（
ほ
う
せ
い
し
ん
か
ん
）
に
い
は
く
是
月
枯
井
（
こ
せ
い
）
及
び

深
穽
（
し
ん
せ
い
）
の
中
に
下
る
事
な
か
れ
。
毒
気
お
ほ
し
。
先
鷄
（
に

は
と
り
）
の
毛
を
以
て
そ
の
中
に
を
と
し
入
る
に
そ
の
毛
旋
舞
（
せ
ん
ぶ
）

す
る
も
の
は
す
な
は
ち
こ
れ
毒
あ
る
な
り
。

此
月
韮
（
に
ら
）
を
く
ら
へ
ば
力
（
ち
か
ら
）
と
も
し
く
目
を
損
ず
と
金
匱

要
略
に
見
え
た
り
。
又
煮
餅
（
に
こ
ひ
も
ち
）
鯉
魚
雞
及
び
未
熟
（
い
ま

だ
じ
ゅ
く
）
せ
ざ
る
果
（
く
だ
も
の
）
を
く
ら
ふ
事
な
か
れ
。
鱉
亀
（
で

う
が
め
）
と
乾
魚
（
ほ
し
う
を
）
と
お
な
じ
く
食
べ
か
ら
ず
。
又
枇
杷
と

炙
肉
（
あ
ぶ
り
に
く
）
熱
麪
（
ね
つ
め
ん
）
と
を
な
じ
く
食
事
な
か
れ

月

令
廣
義
寿
養
叢
書
に
し
る
せ
り

千
金
方
に
猿
廉
の
肉
を
食
事
な
か
れ
又
金
匱
要

略
に
五
六
月
沼
中
（
た
に
が
は
の
う
ち
）
の
停
水
（
た
ま
り
み
づ
）
を
飲

事
な
か
れ
魚
亀
（
ぎ
ょ
べ
つ
）
の
精
涎
（
せ
い
ぜ
ん
）
内
に
あ
り
是
を
の

め
ば
痢
と
な
る
。

此
月
農
人
は
田
に
苗
を
挿
（
さ
し
は
さ
）
む
べ
し
。
又
圃
（
は
た
け
）
に
大

葱
（
ひ
と
も
じ
）
の
た
ね
を
う
ゆ
べ
し
烈
し
き
日
に
は
こ
も
を
お
ほ
ふ
べ

し
。

五
月
の
六
候
第
一
蟷
螂
（
と
う
ら
う
）
生
（
む
ま
る
）
、
第
二
鵙
（
も
ず
）
始

鳴
（
は
じ
め
て
な
く
）
、
第
三
反
舌
無
聲
（
は
ん
ぜ
つ
と
い
う
鳥
が
鳴
か
な

く
な
る
）
右
芒
種
の
三
候
な
り
。
第
四
鹿
角
（
し
か
の
つ
の
）
解
（
お
つ
）
、

第
五
蟬
始
鳴
、
第
六
半
夏
生
（
お
ふ
）
右
夏
至
の
三
候
な
り
。

芒
種
昼
六
十
刻
二
十
分
、
夜
三
十
九
刻
四
十
分
。
夏
至
昼
六
十
一
刻
三
十
分
、

夜
三
十
八
刻
三
十
分
月
令
廣
義

六
月

節
を
小
暑
（
せ
う
し
ょ
）
と
云
、
中
を
大
暑
（
だ
い
し
よ
）
と
云
○
六
月
の
異
名
、

季
夏
、
且
月
（
し
よ
げ
つ
）
、
伏
月
（
ふ
く
げ
つ
）
、
律
を
林
鐘
（
り
ん
し
や
う
）

と
い
ふ

○
六
月
の
和
名
を
水
無
月
と
い
ふ
。
ま
こ
と
に
あ
つ
く
し
て
、
こ
と
に

水
泉
か
れ
つ
き
た
る
ゆ
へ
に
み
づ
な
し
月
と
い
ふ
を
略
せ
る
と
ぞ
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朔
日

賜
氷
節
（
し
ひ
や
う
の
せ
つ
）
と
名
づ
く
。
今
日
氷
（
こ
を
り
）
を

食
事
あ
り
。
按
ず
る
に
仁
徳
天
皇
の
六
十
二
年
五
月
に
額
田
大
中
彦
皇
子

（
ぬ
か
だ
お
ほ
な
か
ひ
こ
の
お
う
じ
）
闘
鶏
（
つ
け
）
と
い
ふ
所
に
か
り

に
出
給
ひ
て
山
に
上
り
陣
中
を
見
や
り
給
ひ
し
か
ば
廣
き
庵
（
い
ほ
り
）

を
作
り
た
る
や
う
な
物
あ
り
、
人
を
つ
か
は
し
て
見
せ
給
ふ
に
窟
（
い
は

や
）
な
り
と
申
、
其
時
か
の
山
の
あ
た
り
に
侍
る
人
を
め
し
て
問
は
せ
給

ふ
に
氷
室
（
ひ
む
ろ
）
な
り
と
申
、
皇
子
そ
の
氷
（
ひ
）
を
ば
い
か
や
う

に
し
て
納
む
る
に
と
問
せ
給
ふ
答
て
申
さ
く
土
を
一
丈
餘
り
ほ
り
て
草
を

其
上
に
ふ
き
茅
萱
（
あ
し
か
や
）
な
ど
を
あ
つ
め
し
き
て
氷
を
お
さ
む
れ

ば
、
い
か
や
う
な
る
大
旱
（
た
い
か
ん
）
に
も
と
け
ず
、
是
を
取
て
熱
月

に
用
る
と
な
ん
。
其
時
皇
子
此
氷
を
仁
徳
帝
に
奉
ら
せ
給
ひ
け
れ
ば
は
な

は
だ
睿
感
（
え
い
か
ん
）
あ
り
し
よ
し
日
幸
紀
に
の
せ
た
り
。
是
日
本
に

て
氷
を
奉
る
初
な
り
。
其
後
よ
り
季
冬
（
き
た
う
）
ご
と
に
こ
れ
を
納
て

国
々
所
々
氷
室
を
お
か
れ
侍
り
し
な
り
を
記
世
ま
で
丹
波
の
お
く
山
に
氷

室
あ
り
け
る
と
な
ん
又
富
士
山
、
伯
耆
の
大
山
（
た
い
せ
ん
）
な
ど
よ
り

も
氷
を
献
せ
し
な
り
。
民
間
に
は
舊
臘
（
き
う
ろ
う
十
二
月
の
こ
と
）
製

せ
し
糕
（
も
ち
い
）
を
た
く
は
へ
置
今
日
食
し
て
氷
を
く
ら
ふ
に
準
ず

も
ろ
こ
し
に
も
氷
を
お
さ
む
る
事
あ
り
。
周
礼
（
し
ゆ
ら
い
）
に
凌

人
（
れ
う
じ
ん
）
職
と
云
は
氷
室
を
つ
か
さ
ど
る
官
な
り
。
去
冬
（
き

よ
た
う
）
の
極
寒
に
深
山
幽
谷
（
し
ん
ざ
ん
ゆ
う
こ
く
）
よ
り
氷
雪

（
ひ
せ
つ
）
を
と
り
て
是
を
お
さ
め
夏
に
至
て
暑
気
を
さ
け
ん
が
た

め
に
氷
を
出
し
て
群
臣
（
ぐ
ん
し
ん
）
に
わ
か
ち
賜
ふ
。
毛
詩
（
も

う
し
）
に
二
之
日
鑿
氷
沖
沖
三
之
日
納
之
凌
陰
（
二
の
日
氷
を
ち
ゅ
う
ち
ゅ

う
と
う
が
つ
、
三
の
日
之
を
凌
陰
（
れ
う
い
ん
）
に
納
む
）

と
い
へ
り
。
左
傳
（
さ

で
ん
）
に
日
有
北
陸
而
蔵
氷
西
陸
朝
覿
而
出
之
（
日
（
ひ
）
北
陸
に
あ
り
て

氷
（
ひ
）
を
お
さ
む
、
西
陸
に
し
て
朝
ま
み
へ
て
、
之
を
出
だ
す
）

と
云
り
。
是
み
な

氷
を
お
さ
め
て
出
す
事
を
い
ふ
な
り
。
晋
の
石
季
龍
（
せ
き
き
り
ゆ

う
）
三
伏
（
さ
ん
ふ
く
）
の
日
氷
井
臺
（
ひ
や
う
せ
い
だ
い
）
の
氷

を
取
て
大
臣
に
あ
た
へ
し
事
鄴
中
記
（
げ
う
ち
う
き
）
に
見
た
り

羅

山
の
説

六
日

神
麯
（
し
ん
き
く
）
を
製
す
る
日
な
り
。
製
法
は
本
草
な
ど
に
詳
か
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な
れ
ば
こ
こ
に
記
に
及
ば
ず
。

十
六
日

此
日
か
し
や
う
と
い
ふ
る
事
あ
り
。
歌
林
四
季
物
語
（
か
ん
り
ん

し
き
も
の
か
た
り
）
に
い
は
く
、
か
じ
や
う
は
嘉
祥
と
か
き
て
仁
明
（
に

ん
み
ょ
う
）
の
す
べ
ら
き
衆
和
の
比
ほ
ひ
に
御
代
の
さ
か
行
こ
と
を
い
の

ら
せ
お
は
し
て
賀
茂
上
の
御
や
し
ろ
に
た
て
ま
つ
り
て
御
は
ら
ひ
な
ど
な

し
そ
め
給
ひ
た
ま
へ
り
六
月
十
日
あ
ま
り
六
日
な
ん
吉
日
な
る
よ
し
御
う

ら
の
人
々
か
う
か
へ
申
せ
ば
と
て
其
の
日
お
こ
な
は
れ
年
号
を
も
あ
ら
た

め
て
嘉
祥
と
も
の
せ
し
か
ば
、
な
か
な
か
此
事
嘉
祥
と
ね
ん
が
う
に
よ
り

て
さ
だ
め
ら
れ
し
と
當
社
縣
主
（
と
う
し
ゃ
あ
が
た
ぬ
し
）
賀
茂
の
道
幹

が
日
記
に
侍
り
。
又
羅
山
子
（
ら
さ
ん
し
）
の
説
に
は
近
比
世
俗
に
云
伝

る
は
室
町
家
大
榭
の
時
に
六
月
納
涼
の
あ
そ
び
の
た
め
に
楊
弓
（
や
う
き

う
）
を
射
事
よ
き
も
の
と
し
負
（
ま
け
）
た
る
も
の
嘉
定
銭
（
か
じ
や
う

せ
ん
）
十
六
文
を
出
し
て
合
物
を
買
ふ
て
か
ち
た
る
も
の
を
も
て
な
す
な

り
。
嘉
定
は
宋
の
寧
京
（
ね
い
き
う
）
の
年
号
に
て
十
七
年
あ
り
其
年
毎

に
錡
（
い
）
た
り
。
銭
に
元
年
よ
り
十
六
年
ま
で
の
し
る
し
あ
る
を
十
六

銭
あ
つ
め
て
今
日
一
人
ご
と
の
も
て
な
し
も
の
の
代
に
定
む
る
な
り
。
右

の
本
説
た
し
か
な
ら
ざ
れ
ど
も
な
ら
は
し
来
る
こ
と
か
く
の
ご
と
し
。

今
按
ず
る
に
四
季
物
語
の
説
に
し
た
が
へ
ば
、
そ
の
よ
つ
て
来
る
事
誠

に
久
し
き
事
に
な
ん
侍
り
、
さ
れ
ど
も
延
喜
式
、
江
家
次
第
、
公
事
根

源
、
（
建
武
）
年
中
行
事
な
ど
に
も
見
へ
ず
ま
し
て
國
史
に
も
し
る
さ
ざ

れ
ば
、
い
ぶ
か
し
き
事
に
し
て
覚
え
侍
れ
。
羅
山
子
の
説
の
ご
と
く
ち

か
き
世
よ
り
の
事
な
る
に
や
。
猶
本
朝
の
故
実
に
く
は
し
か
ら
ん
人
を

待
の
み

晦
日

沐
浴

此
日
み
な
月
は
ら
へ
す
る
事
あ
り
。
世
諺
問
答
に
い
へ
る
は

夏
と
秋
と
の
剋
（
こ
く
）
し
た
る
を
祓
へ
す
つ
る
功
能
（
く
の
う
）
の
侍

る
な
り
。
天
武
天
皇
の
御
時
よ
り
は
じ
ま
れ
り
。
大
祓
と
い
ふ
は
朱
雀
門

（
し
ゆ
し
や
く
も
ん
）
に
て
百
官
一
同
に
せ
し
と
か
や
。
わ
た
く
し
の
家

に
福
を
せ
ゆ
る
と
て
は

み
な
月
の
な
ご
し
の
祓
を
す
る
人
は
ち
と
せ
の
い
の
ち
の
ぶ
と
い
ふ

な
り

と
い
ふ
歌
を
と
な
ふ
る
と
い
へ
り
。
法
性
寺
の
関
白
の
佛
記
に
は

お
も
ふ
事
み
な
つ
き
ね
と
て
あ
さ
の
は
を
き
り
に
き
り
て
も
は
ら
へ
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つ
る
か
な

と
い
ふ
歌
を
詠
ず
べ
し
と
見
へ
た
り

此
う
た
後
拾
遺
集
に
出
た
り

和
泉
式
部
が
う
た
な
り

又
延
㐂
式
第
八
に
六
月
晦
日
大
祓
の
祝
詞
を
の
す
る
を

見
る
に
卜
部
家
（
う
ら
べ
け
）
に
中
臣
祓
（
な
か
お
み
は
ら
へ
）
と
い
へ

る
に
大
に
同
ふ
し
て
首
末
（
し
ゆ
ま
つ
）
の
こ
と
は
少
し
異
な
り
。
六
月

に
閏
月
（
じ
ゆ
ん
げ
つ
）
あ
ら
ば
祓
い
つ
お
こ
な
は
れ
し
や
と
い
ふ
に
後

の
六
月
に
あ
る
べ
し
と
い
ふ
事
東
鑑
（
あ
づ
ま
か
が
み
）
に
見
え
た
り
。

又
今
日
川
原
に
出
て
麻
の
葉
に
て
人
形
を
作
り
身
を
な
で
て
歌
を
と
な
へ

て
川
に
な
が
す
を
撫
物
（
な
で
も
の
）
と
い
ふ
。

八
雲
御
抄
に
い
は
く
六
月
祓
邪
神
を
は
ら
へ
な
だ
む
る
故
に
な
ご
し
と

云
な
り
。
河
邉
（
か
は
べ
）
に
五
十
串
（
い
そ
く
し
）
た
て
あ
さ
の
葉

な
ど
に
ん
す
る
な
り
夕
又
夜
す
る
事
な
り
後
撰
（
ご
せ
ん
）
に
加
茂
川

の
み
な
に
こ
す
み
て
て
る
月
を
行
て
み
ん
と
や
夏
は
ら
へ
す
る
題
は
み

な
月
は
ら
へ
し
に
河
原
に
ま
か
り
出
て
月
の
あ
か
き
を
み
て
と
い
へ
り

挿
絵

し
か
る
を
六
月
晦
日
な
に
に
こ
す
み
て
照
る
月
い
か
が
尋
ね
べ
し
と
あ

り
。
定
家
郷
（
て
い
か
の
げ
う
）
の
注
に
い
は
く
、
見
那
月
は
ら
へ
明

月
之
由
人
皆
疑
之
、
古
人
六
月
之
比
必
出
川
原
臨
祓
、
又
納
涼
及
絲
竹

之
遊
及
詩
歌
之
奥
、
恒
例
也
、
不
限
晦
日
、
是
祢
皆
月
祓
、
長
元
之
比

或
人
記
、
御
倉
小
舎
人
可
参
皆
月
祓
之
由
催
之
、
件
祓
六
月
十
三
日
也

見
可
霊
枢

此
説
に
よ
れ
ば
宛
（
さ
な
が
）
ら
に
晦
日
に
限
ら
ざ
る
か
。（
明
月

め
い
げ
つ

の
由
人
皆
こ
れ
を
疑
ふ
、
古
人
六
月
の
こ
ろ
必
ず
川
原
に
出
で
祓
へ
に
臨
む
、
又
た
納
涼
及
び
絲
竹

よ
し

み
な
つ
き

し

ち

く

の
遊
及
び
詩
歌
の
奥
、
恒
例
な
り
、
晦
日
に
限
ら
ず
、
是
れ
を
皆
月

祓

と
祢
す
、
長
元
の
こ
ろ

ゆ
う

し
い

か

げ
う

ご
う
れ
い

つ
ご
も
り

み
な
づ
き
は
ら
へ

あ
る
人
の
記
に
、
御
倉
の
小
舎
人
皆
月
祓
へ
に
参
る
可
き
の
よ
し
之
を
催
ほ
す
、

件

の
祓
へ
は

み

く
ら

を

と

ね
り

く
だ
ん

六
月
十
三
日
也
）

み
な
つ
き

九
夏
三
伏
（
き
う
か
さ
ん
ふ
く
）
と
い
ふ
事
俗
人
多
く
い
ひ
な
ら
は
せ
り
。

九
夏
と
は
夏
三
月
九
十
日
あ
れ
ば
か
く
い
へ
り
。
伏
と
は
金
気
伏
蔵
（
き

ん
き
ふ
く
ざ
う
）
の
日
な
り
。
四
時
の
う
つ
り
か
は
り
み
な
相
生
（
さ
う

じ
や
う
）
を
以
て
す
。
春
は
木
に
し
て
冬
は
水
に
か
は
る
。
水
生
木
（
す

い
し
や
う
も
く
）
な
り
。
夏
は
火
に
し
て
春
の
木
に
か
は
る
、
木
生
火
な

り
、
冬
は
水
に
し
て
秋
の
金
に
か
は
る
金
生
水
な
り
。
た
だ
秋
は
金
に
し

て
夏
の
火
に
か
は
る
火
克
金
（
く
わ
こ
く
き
ん
）
に
て
金
は
火
を
お
そ
る
。

故
に
庚
日
に
い
た
り
て
か
な
ら
ず
伏
す
。
庚
は
金
な
り
。
三
伏
と
は
夏
至
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の
後
第
三
庚
を
初
伏
（
し
よ
ふ
く
）
と
し
第
四
庚
を
中
伏
（
ち
う
ふ
く
）

と
し
立
秋
の
後
第
一
庚
を
末
伏
（
ま
つ
ふ
く
）
と
す
。
故
に
三
伏
と
云
。

凡
そ
四
十
日
極
は
め
て
熱
（
ね
つ
）
す
臘
（
ろ
う
）
の
大
寒
に
対
す
る
な

り
。
厚
忍
釈
？
に
見
へ
た
り

梅
雨
霽
（
は
れ
）
て
後
書
を
日
に
晒
す
べ
し
。
新
き
薦
に
ひ
ろ
き
表
紙
を
下

に
し
て
乾
（
ほ
）
す
。
帯
縄
（
を
な
わ
）
に
置
て
晒
せ
ば
表
紙
損
ず
。
天

気
好
日
な
り
と
も
一
日
に
一
度
な
る
べ
し
。
朝
よ
り
晒
し
午
未
の
時
収
む
。

晩
に
は
暴
雨
の
憂
へ
あ
り
、
は
や
く
収
む
べ
し
。
屋
下
（
お
く
か
）
に
な

ら
べ
て
熱
を
さ
ま
し
一
夜
置
て
明
朝
笥
（
は
こ
）
に
納
む
。
凡
そ
書
を
晒

す
事
一
度
に
多
く
晒
す
べ
か
ら
ず
。
暴
雨
の
お
そ
れ
あ
り
。
又
多
け
れ
ば

家
奴
（
か
ぬ
）
厭
（
い
と
）
ひ
倦
（
う
み
）
て
心
を
用
ひ
ず
書
を
そ
こ
な

ふ
事
あ
り
。
損
壊
（
そ
ん
え
）
あ
る
は
修
補
し
断
え
た
る
と
ぢ
糸
を
補
ひ

縫
ふ
て
各
々
故
（
も
と
）
の
ご
と
く
櫝
中
（
と
く
ち
う
）
に
納
め
各
其
所

を
行
せ
し
め
て
蓋
を
閉
づ
べ
し
。
屋
中
に
久
し
く
晒
さ
ん
よ
り
か
く
の
ご

と
く
烈
日
（
れ
つ
に
ち
）
に
一
度
晒
し
た
る
が
蟲
は
ま
ず
湿
な
く
し
て
よ

し
。
毎
年
久
し
く
さ
ら
せ
ど
も
い
さ
さ
か
書
の
損
壊
な
し
古
人
も
書
を
外

に
さ
ら
せ
る
と
見
へ
た
り
。
も
え
き
色
な
ど
の
表
紙
も
表
帋
を
下
に
す
る

ゆ
へ
に
色
か
は
ら
ず
居
家
必
用
（
き
ょ
か
ひ
つ
よ
う
）
に
い
は
く
古
人
書

を
蔵
む
る
に
多
く
薫
香
を
用
て
蠧
（
し
み
）
を
さ
く
。
今
の
七
里
香
こ
れ

な
り
。

但
し
七
里
香
は
山
礬
（
じ
ん
ち
や
う
）
の
事
に
て
芝
（
お
そ
ら
く
ア
ク
シ
バ
の
こ
と
）

は
又
別
物
な
り
。
芝
の
葉
は
銀
杏
の
葉
に
似
た
り
と
云
故
に
今
和
俗
い
ち
や
う
の
葉
を
帋
の
間
に
納

る
は
あ
や
ま
り
て
銀
杏
と
お
も
へ
る
な
る
べ
し

又
麝
香
を
書
厨
（
し
よ
ち
う
）
の
中

に
入
置
は
嚢
を
つ
く
一
つ
に
樟
脳
を
用
る
も
亦
よ
し

圖
畫
（
ず
ぐ
わ
）
墨
蹟
（
ぼ
く
せ
き
）
を
も
一
時
許
（
ば
か
り
）
日
に
晒
す

べ
し
。
是
も
新
き
薦
或
浄
き
し
ぶ
紙
な
ど
の
上
に
置
べ
し
。
縄
に
か
け
竿

に
か
く
る
は
あ
し
し
、
久
し
く
晒
す
べ
か
ら
ず
。
圖
畫
の
う
ら
を
ほ
す
べ

し
表
を
さ
ら
す
べ
か
ら
ず
。
其
上
に
ひ
と
へ
な
る
紙
を
長
く
ひ
ろ
く
つ
き

た
る
を
お
ほ
ふ
べ
し
。
軸
に
近
き
方
を
能
く
ほ
す
べ
し
。
こ
れ
又
如
此
す

れ
ば
蟲
は
ま
ず
。

道
生
は
旅
に
は
四
五
月
の
間
梅
雨
の
前
に
書
籍
衣
服
な
ど
を
さ
ら
し
て

よ
し
。
書
は
箱
に
入
ふ
た
を
お
ほ
ひ
圖
畫
衣
服
な
ど
は
か
た
く
封
し
て
置
け
ば
か
び
出
ず
梅
雨
過
て

は
す
で
に
湿
熱
に
蒸
さ
れ
て
か
び
い
づ
る
も
の
也
と
い
へ
り
。
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甲
冑
兵
具
（
か
つ
ち
う
ひ
や
う
ぐ
）
も
布
か
も
め
ん
布
を
お
ほ
ひ
て
半
時
ば

か
り
烈
日
（
は
げ
し
き
ひ
）
に
晒
す
べ
し
。
久
し
く
晒
す
べ
か
ら
ず
。
屋

下
に
収
め
熱
気
さ
め
て
後
翌
日
函
中
（
か
ん
ち
う
）
に
納
べ
し

衣
服
を
も
晒
す
べ
し
光
絹
（
は
ぶ
た
へ
）
は
久
し
く
干
す
べ
か
ら
ず
、
又
黄

緑
紅
色
な
ど
の
色
あ
ざ
や
か
な
物
は
日
に
晒
す
べ
か
ら
ず
。
こ
れ
を
晒
せ

ば
色
か
は
る
。
物
類
相
感
志
（
ぶ
つ
る
い
さ
う
か
ん
し
）
に
夏
月
衣
の
か

ひ
て
色
つ
き
た
る
を
ば
冬
瓜
（
と
う
う
り
）
の
汁
に
ひ
た
し
洗
ふ
べ
し
。

其
痕
は
又
枇
杷
の
さ
ね
を
す
り
て
細
末
し
て
洗
へ
ば
其
斑
（
ま
だ
ら
）
自

（
を
の
づ
か
ら
）
去
る
と
い
へ
り
。
居
家
必
用
に
は
梅
雨
に
か
び
た
る
衣

服
を
ば
梅
葉
を
熱
し
て
洗
べ
し
と
あ
り
又
居
家
必
備
に
い
は
く
、
凡
そ
衣

服
の
墨
（
す
み
）
に
汚
（
け
が
）
れ
た
る
を
ば
杏
仁
の
皮
を
細
末
し
碾
茶

（
ひ
き
ち
や
）
と
等
分
に
合
せ
け
が
れ
た
る
上
に
い
ね
り
か
け
温
湯
（
お

ん
た
う
）
に
て
し
め
し
て
よ
く
よ
く
す
り
付
其
後
洗
の
く
べ
し
。
新
天
南

星
を
取
て
絹
の
け
が
れ
た
る
所
を
度
々
す
れ
ば
自
去
（
を
の
づ
か
ら
さ
る
）
。

又
白
梅
（
む
め
ぼ
し
）
を
す
り
付
て
洗
て
も
よ
し
。
油
に
け
が
れ
た
る
衣

服
を
ば
滑
石
天
花
粉
各
等
分
を
末
し
て
付
猶
遺
（
つ
き
）
た
る
時
は
又
付

く
べ
し
。
五
度
に
過
ず
し
て
自
落
（
お
の
づ
か
ら
お
つ
）
。
又
汚
れ
た
る
所

に
蚌
粉
（
は
う
ふ
ん
）
を
ひ
ね
り
か
け
熱
熨
斗
（
ひ
の
し
）
に
て
こ
れ
を

の
せ
ば
す
な
は
ち
よ
し
。
又
蜜
を
用
て
洗
て
も
よ
し
。
漆
（
う
る
し
）
に

け
が
れ
た
る
衣
服
を
洗
に
は
、
杏
仁
川
椒
等
分
に
合
せ
研
爛
（
す
り
た
だ

ら
）
か
し
て
汚
れ
た
る
所
を
揩
（
す
り
）
て
浄
く
洗
へ
ば
自
落
、
又
血
に

汚
れ
た
る
衣
服
を
は
冷
水
に
て
あ
ら
へ
ば
落
つ
、
又
血
衣
を
洗
ふ
に
蘿
蔔

（
だ
い
こ
ん
）
の
煮
汁
か
又
は
菖
蒲
（
し
や
う
ぶ
）
を
細
末
し
て
水
に
い

れ
て
洗
へ
ば
白
く
な
る
な
り
。
以
上
居
家
必
備

刻
み
置
た
る
薬
種
（
や
く
し
ゆ
）
を
も
紙
に
包
み
な
が
ら
其
口
を
ひ
ら
き
日

に
あ
て
て
晒
べ
し
。
き
ざ
ま
ざ
る
薬
は
其
ま
ま
日
に
干
べ
し
。
千
金
方
に

い
は
く
薬
を
さ
い
さ
い
日
に
干
こ
と
な
か
れ
、
薬
力
う
す
く
な
る
故
な
り
。

当
時
用
ひ
た
る
薬
は
烈
日
に
ほ
し
新
瓦
器
（
ぐ
わ
き
）
に
入
土
に
て
口
を

封
じ
用
る
時
開
き
出
て
急
に
又
封
す
べ
し
。
年
を
ふ
れ
ど
も
新
し
き
が
ご

と
し
。
丸
散
の
薬
も
如
此
す
べ
し
と
ぞ
。
凡
そ
世
の
人
茶
を
壷
に
貯
へ
よ

く
保
護
（
ほ
う
ご
）
す
れ
ど
も
薬
を
た
も
つ
事
を
し
ら
ず
。
薬
は
尤
人
を
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養
ひ
病
を
い
や
す
物
な
れ
ば
貴
重
（
き
て
う
）
し
て
収
め
た
く
は
へ
気
味

の
ぬ
け
ざ
る
や
う
に
に
て
性
を
た
も
つ
べ
し
。
口
せ
ば
く
も
の
入
ほ
ど
な

る
新
し
き
瓶
（
か
め
）
を
多
く
作
ら
せ
薬
を
入
わ
ら
を
つ
が
ね
て
口
を
よ

く
封
し
置
べ
し
。
如
此
す
れ
ば
久
し
く
過
て
も
気
味
う
せ
ず
。
是
薬
を
た

も
つ
の
良
法
な
り
。
地
黄
、
白
芷
、
当
帰
、
羗
活
、
川
芎
、
神
麯
、
黄
茋
、

甘
草
な
ど
は
時
々
晒
ざ
れ
ば
蟲
く
ふ
物
な
り
。
其
物
は
し
ば
し
ば
さ
ら
す

事
な
か
れ
気
味
う
す
く
な
る
ゆ
へ
な
り
。

器
物
も
蛀
（
む
し
は
む
）
べ
き
も
の
は
尽
（
こ
と
ご
と
）
く
晒
す
べ
し
。
う

す
き
板
に
て
製
し
た
る
物
の
類
、
日
に
晒
事
な
か
れ
。
墨
を
ば
日
に
晒
す

べ
か
ら
ず
只
屋
下
（
を
く
か
）
の
壁
に
縄
て
置
く
べ
し
。
筆
を
も
網
み
つ

ら
ね
て
髙
い
所
に
か
け
て
置
べ
し
。
猶
器
中
に
を
か
ば
し
ば
し
ば
日
に
ほ

す
べ
し
然
ら
ざ
れ
ば
蟲
は
む
。
筆
の
軸
は
染
め
た
る
が
蟲
は
ま
ず
。
就
中

（
な
か
ん
づ
く
）
黒
一
色
は
五
倍
子
（
ふ
し
）
鉄
漿
（
か
ね
）
に
て
煮
染

る
故
蟲
は
ま
ず
。
凡
そ
筆
を
収
る
事
東
坡
（
と
う
ば
）
は
黄
連
（
わ
う
れ

ん
）
の
煎
湯
（
せ
ん
と
う
）
を
以
て
軽
粉
（
け
い
ふ
ん
）
を
調
へ
筆
頭
（
ひ

つ
と
う
）
を
ひ
た
し
乾
く
を
待
つ
て
こ
れ
を
収
む
。
久
し
き
を
経
て
も
蛀

（
む
し
は
ま
）
ず
。
山
谷
は
山
椒
（
さ
ん
せ
う
）
と
黄
連
を
熱
し
そ
の
汁

に
て
松
煙
（
せ
う
え
ん
）
墨
を
す
り
筆
頭
を
染
む
。
是
又
尤
よ
し
と
潜
確

類
書
（
せ
ん
か
く
る
い
し
よ
）
に
見
た
り
。
又
韮
の
汁
黄
柏
の
汁
な
ど
に

浸
し
て
ほ
し
置
て
も
蛀
ず
。
又
夏
秋
の
間
筆
器
に
樟
脳
を
入
置
ば
蛀
ず
。

凡
そ
筆
を
洗
ふ
に
は
熱
湯
（
ね
つ
ゆ
）
よ
し
と
云
り
。

此
月
は
な
は
だ
熱
し
て
飯
（
い
い
）
饐
（
す
え
）
る
に
、
英
？
（
ひ
ば
）
の

葉
を
飯
の
上
に
お
ほ
へ
ば
一
宿
経
て
も
饐
え
ず
と
農
桑
撮
要
（
の
う
さ
う

さ
つ
よ
う
）
に
見
へ
た
り
又
生
魚
（
な
ま
う
を
）
塾
食
（
じ
ゅ
く
し
く
）

な
ど
を
井
中
に
つ
り
さ
げ
て
を
れ
ば
損
せ
ず
と
月
令
廣
義
に
し
る
せ
り
。

又
夏
月
生
肉
を
収
む
る
に
麺
を
う
ど
ん
の
ご
と
く
こ
ね
て
肉
を
そ
の
中
に

つ
つ
み
油
の
中
に
入
置
け
ば
久
し
て
損
せ
ず
。
麺
は
餅
と
な
し
て
食
て
よ

し
と
花
家
必
用
に
見
た
り
。
又
臘
雪
水
（
ら
う
せ
つ
す
い
）
を
貯
置
き
た

る
に
魚
肉
を
浸
し
置
ば
損
せ
ず
。

夏
月
に
煎
じ
た
る
薬
を
其
ま
ま
を
け
ば
味
は
や
く
変
じ
て
性
あ
し
く
な
る
。
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酒
も
又
し
か
り
。
と
く
り
に
入
て
口
を
能
く
ふ
さ
ぎ
縄
を
付
て
井
の
中
に

と
く
り
の
底
の
か
し
ら
ひ
た
る
ほ
ど
に
つ
り
さ
げ
置
べ
し
。
久
し
く
あ
り

て
も
敗
せ
ず
。
酒
を
か
く
の
ご
と
く
す
べ
し
。

此
月
山
林
に
近
き
所
は
薪
を
多
く
伐
り
貯
ふ
べ
し
。
山
林
遠
き
所
は
多
く
買

貯
（
か
い
た
く
わ
へ
）
置
く
べ
し
。
家
奴
の
暇
（
い
と
ま
）
あ
る
時
割
り

て
晒
（
ほ
し
）
て
よ
し
。
又
炭
を
も
買
貯
べ
し
。

菜
瓜
を
多
買
て
葅
（
つ
け
も
の
）
と
し
脯
（
ほ
し
も
の
）
と
す
べ
し
。

○
乾
瓜
（
ほ
し
う
り
）
を
こ
し
ら
ゆ
る
法

瓜
を
二
つ
に
わ
り
な
か
こ
を

去
り
瓜
の
片
わ
れ
の
内
八
九
分
ほ
ど
塩
を
入
一
夜
お
し
を
か
け
翌
日
取
出

し
う
へ
下
に
う
ち
か
へ
し
ほ
ど
よ
く
日
に
ほ
す
。
久
し
く
ほ
す
べ
か
ら
ず
。

又
未
噌
に
つ
く
る
に
は
一
た
る
ほ
し
て
後
つ
く
べ
し
。

○
瓜
を
糟
淹
（
か
す
つ
け
）
に
す
る
法

世
俗
に
奈
良
つ
け
と
云
瓜
を
二

つ
に
わ
り
、
さ
ね
を
取
よ
く
う
ち
を
こ
そ
げ
あ
ら
ひ
て
水
気
の
な
き
や
う

に
か
は
か
し
瓜
の
片
わ
れ
の
内
に
塩
八
分
め
ほ
ど
入
れ
瓜
あ
つ
く
は
九
分

目
ほ
ど
入
れ
桶
（
お
け
）
に
入
よ
く
よ
く
を
し
を
か
け
二
夜
お
き
て
取
出

し
其
塩
汁
に
て
あ
ら
ひ
て
塩
汁
の
か
は
く
時
ま
で
日
に
ほ
し
、
さ
て
瓜
に

糟
を
多
く
ぬ
り
口
せ
ば
き
瓶
（
か
め
）
に
入
ば
ら
べ
て
瓜
の
つ
き
あ
は
ぬ

や
う
に
し
て
そ
の
う
へ
に
塩
を
霜
の
ふ
り
た
る
ご
と
く
に
置
な
り
。
糟
に

も
塩
少
し
ま
ぜ
て
よ
し
。
大
抵
糟
壱
斗
に
塩
五
合
ほ
ど
ま
ぜ
て
よ
し
。
糟

多
く
瓜
す
く
な
き
が
よ
し
。
瓜
多
く
糟
す
く
な
き
は
あ
し
し
。

俗
の
戯
（
た
わ
ほ
れ
）
に
か
す
に
瓜
を
付
く
べ
し
。
瓜
に
か
す
を
つ
く
る

事
な
か
れ
と
い
へ
り
。
瓶
の
口
よ
り
風
ひ
か
ぬ
や
う
に
ふ
た
を
し
て
上
を

赤
土
に
て
ぬ
り
置
。
は
し
桶
は
口
ひ
ろ
き
ゆ
へ
瓶
の
口
せ
は
き
に
つ
け
た

る
が
よ
し
。
も
し
桶
に
つ
け
は
ふ
た
を
し
て
す
き
間
を
よ
く
ふ
さ
ぐ
べ
し
。

瓜
は
み
な
み
な
う
つ
ぶ
け
て
つ
き
た
る
が
よ
し
。
又
豇
豆
（
さ
さ
げ
）
茄

子
（
な
す
び
）
な
ど
も
一
二
夜
塩
に
つ
け
置
お
し
を
か
け
て
汁
を
出
し
糟

に
つ
く
れ
ば
甜
美
（
て
ん
び
）
な
り
。

瓢
（
ゆ
ふ
が
ほ
）
茄
子
（
な
す
び
）
な
ど
を
な
ど
を
干
物
（
ほ
し
も
の
）
と

し
或
塩
淹
（
し
を
つ
け
）
に
し
て
貯
置
べ
し
。

○
乾
瓢
（
か
ん
ひ
よ
う
）
の
製
法

好
天
気
を
う
か
が
ひ
ゆ
ふ
が
ほ
を
上
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皮
を
け
づ
り
す
て
横
に
切
、
其
切
た
る
を
各
う
す
く
へ
ぎ
ま
は
し
て
水
に

入
、
其
後
取
出
し
て
縄
に
か
け
て
ほ
す
な
り
。
も
し
俄
（
に
は
か
）
に
天

気
あ
し
く
ば
右
の
ご
と
く
水
に
入
天
気
好
時
取
出
し
縄
に
か
け
て
ほ
す
べ

し
。
能
ひ
た
る
時
壷
な
ど
に
入
お
さ
め
置
べ
し
。
右
の
ご
と
く
ほ
し
て
後
、

沸
湯
（
に
え
ゆ
）
を
か
け
て
又
ほ
せ
ば
色
黄
白
く
な
る
と
い
へ
ど
も
味
あ

は
し
。

○
塩
干
瓢
の
製
法

瓢
を
大
片
に
切
塩
に
つ
け
て
お
し
を
か
け
置
。
い
つ

に
て
も
日
の
て
る
時
取
出
し
ほ
し
て
後
つ
ぼ
に
入
収
置
く
な
り
。
味
常
の

か
ん
ぺ
う
に
お
と
ら
ず
。
雨
中
に
て
製
す

○
乾
茄
子
（
ほ
し
な
す
び
）
の
法

わ
り
き
茄
子
を
取
皮
を
去
り
二
つ
に

わ
り
て
干
置
。
用
る
時
取
出
し
水
に
し
ば
ら
く
し
た
し
て
羹
羹
（
あ
つ
も

の
）
に
加
へ
し

物
類
相
感
志
に
茄
子
を
収
置
に
炉
（
い
ろ
り
）
の
灰
に
ま
ぜ
て
置
ば
久
し
く

堪
ふ
と
あ
り

○
豇
豆
（
さ
さ
げ
）
塩
淹
の
法

米
粃
（
こ
ぬ
か
）
壱
斗
に
塩
四
升
ぼ
ど

合
て
わ
か
き
豇
豆
を
莢
（
さ
や
）
と
も
に
漬
を
け
ば
久
し
て
損
せ
ず
茄
子

も
又
か
く
の
ご
と
く
す
べ
し
。

此
月
醤
油
（
し
や
う
ゆ
）
ひ
し
ほ
納
豆
な
ど
を
製
す
べ
し
。

○
醤
油
の
製
法

大
麦

大
豆

塩
各
一
石

水
二
石
二
斗
此
内
二
斗
は

煮
て
へ
る
よ
け
い
な
り

先
大
麦
を
少
つ
き
て
粗
（
ほ
ぼ
）
白
く
し
瓦
器

（
か
わ
ら
け
）
に
て
い
り
て
石
臼
に
て
引
わ
り
大
豆
を
味
噌
大
豆
の
ご
と

く
煮
て
大
麦
の
粉
と
か
き
ま
ぜ
扁
器
に
ひ
ろ
げ
土
蔵
に
入
麹
（
こ
う
じ
）

と
な
す
麹
塵
（
こ
う
じ
の
は
な
）
の
能
付
た
る
時
右
二
石
二
斗
の
水
に
塩

一
石
を
い
れ
大
釜
に
て
よ
く
煮
る
。
其
塩
湯
を
大
か
た
に
さ
ま
し
は
や
手

を
ひ
た
し
て
も
あ
つ
か
ら
ざ
る
ほ
ど
な
る
時
瓶
に
作
り
入
な
り
。
さ
め
て

も
よ
し
。
作
り
入
て
よ
く
よ
く
拌
（
か
き
ま
ぜ
）
初
よ
り
家
の
内
に
置
た

る
が
よ
し
。
或
十
四
五
日
外
に
置
て
其
後
内
に
取
入
も
あ
り
。
水
へ
り
て

且
出
入
い
た
つ
か
は
し
作
入
て
四
十
五
日
ほ
ど
過
て
粥
（
か
ゆ
）
を
入
べ

し
。
右
の
分
量
に
て
は
白
米
壱
斗
に
水
八
斗
入
粥
に
煮
て
塩
壱
斗
入
よ
く

拌
ぜ
さ
ま
し
冷
た
る
時
右
の
醤
油
瓶
に
入
な
り
。
さ
て
日
数
三
十
日
ほ
ど

へ
て
酒
を
こ
す
ご
と
く
ふ
く
ろ
に
も
り
、
桶
の
か
た
は
ら
に
穴
を
あ
け
、

其
桶
に
入
て
穴
よ
り
も
ら
す
べ
し
。
上
に
は
お
し
を
追
置
べ
し
。
初
作
り

入
し
日
よ
り
凡
そ
七
十
五
日
ほ
ど
し
て
あ
く
る
つ
も
り
な
り
。
既
に
し
ぼ
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り
取
て
漬
、
若
味
損
じ
た
る
に
昆
布
を
切
て
入
れ
ば
味
よ
く
な
る
な
り
。

○
ひ
し
ほ
の
製
法

大
豆
六
斗

大
麦
一
斗

塩
三
升

水
一
斗
三
升

麦
は
な
る
ほ
ど
白
く
つ
き
水
に
ひ
た
し
、
豆
は
炒
て
引
わ
り
皮
を
去
麦
と

か
き
ま
ぜ
む
し
き
に
て
む
し
て
土
蔵
に
入
、
麹
に
成
た
る
時
水
と
塩
と
一

に
入
て
煮
て
さ
ま
し
瓶
に
作
り
入
る
也
。
作
り
入
て
後
日
々
能
く
日
に
ほ

し
味
付
た
る
時
用
べ
し
。
瓶
の
口
を
能
ふ
さ
ぎ
気
の
ぬ
き
さ
る
や
う
に
す

べ
し
。
し
か
ら
ざ
れ
ば
味
は
や
く
変
ず
。
別
（
へ
ち
）
に
小
器
に
入
て
当

時
食
す
る
を
ば
分
（
わ
か
）
ち
を
く
べ
し
瓶
の
口
を
し
ば
し
ば
開
く
べ
か

ら
ず
。

○
濱
名
納
豆
（
は
ま
な
な
つ
た
う
）
の
製
法

黒
豆
壱
斗

小
麦
粉
七
升

先
ず
黒
豆
を
み
そ
豆
の
ご
と
く
煮
熟
し
小
麦
の
粉
を
衣
と
し
土
蔵
に
入

麹
に
す
る
な
り
。
さ
て
水
六
升
に
塩
三
升
入
て
能
く
煮
て
桶
に
入
さ
ま
し

、
右
の
麹
を
く
だ
き
て
塩
汁
の
内
に
入
又
兼
て
生
姜
、
山
椒
の
皮
、
陳
皮

な
ど
を
こ
ま
か
に
刻
み
て
ほ
し
置
、
是
を
も
麹
と
一
時
に
塩
汁
の
内
に
入

ふ
た
を
し
て
お
も
し
を
か
け
置
ば
塩
汁
う
く
を
其
ま
ま
置
取
か
す
付
の
く

べ
し
又
八
十
日
ほ
ど
し
て
味
よ
く
付
な
り
。
其
時
紫
蘓
の
葉
を
末
し
て
き

る
ひ
ま
ぜ
少
日
に
ほ
し
て
壷
に
つ
め
置
べ
し
。

○
又
納
豆
の
法

大
豆
壱
斗

大
麦
壱
斗
塩
六
升

右
豆
を
み
そ
豆
の
ご

と
く
煮
て
麦
を
す
こ
し
い
り
て
粉
に
し
大
豆
の
あ
つ
き
内
に
拌
（
か
き
ま

ぜ
）
む
し
ろ
を
か
け
て
一
夜
置
。
次
の
日
取
り
出
し
土
蔵
に
入
か
う
し
に

ね
さ
せ
て
後
塩
を
入
水
は
ひ
た
る
ほ
ど
に
入
て
七
日
ほ
ど
置
、
辛
皮
、
さ

ん
せ
う
、
し
そ
の
み
、
し
そ
の
葉
、
白
胡
麻
、
陳
皮
な
ど
入
三
日
ほ
ど
お

し
を
か
け
て
置
取
り
出
し
日
に
ほ
し
て
又
お
し
を
懸
た
る
時
出
た
る
水
を

つ
け
ほ
す
べ
し
。

○
金
山
寺
豉
（
み
そ
）
の
製
法

和
州
與
こ
く
寺
の
秘
方
也
又
居
家
必
用
に
も
あ
り

大
豆
一
升
い
り
て
引
わ
り
皮
を
去
。
麁
（
あ
ら
き
）
と
細
（
こ
ま
か
な

る
）
と
を
ふ
る
ひ
分
く
べ
し
。
大
麦
一
升
能
し
ら
ふ
よ
く
よ
く
洗
い
水
に

一
宿
浸
し
右
麦
と
麁
抹
（
そ
ま
つ
）
の
大
豆
と
を
一
つ
に
し
て
蒸
し
熟
し

た
る
時
細
末
の
豆
粉
を
拌
ぜ
土
蔵
に
入
ね
せ
て
麹
と
な
す
。
さ
て
麹
塵
（
こ

う
じ
は
な
）
の
付
べ
き
一
日
故
に
茄

切
て
四
つ
と
し
伐
る
茄
子
壱
升
ほ
ど

白
瓜

こ
れ
も
□
物
ほ
ど
に
切
壱
升
ほ
ど

塩
四
合
右
茄
子
と
瓜
と
を
四
合
の
塩
に
合
せ
桶

に
入
お
し
を
か
け
一
夜
置
明
日
上
に
出
た
る
水
を
取
麹
を
ひ
た
し
瓜
茄
子

も
お
な
し
く
か
き
ま
ぜ
て
桶
に
入
ふ
た
を
し
て
お
も
し
を
よ
く
か
け
置
。
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毎
日
一
二
度
か
き
ま
ぜ
十
日
許
過
て
後
茴
香
、
山
椒
の
皮
、
山
椒
、
穂
蓼

（
ほ
た
で
）
、
紫
蘓
を
よ
き
ほ
ど
に
切
て
拌
ぜ
ま
た
前
の
ご
と
く
ふ
た
を
し

て
重
石
を
か
け
置
。
毎
日
か
き
ま
ぜ
七
十
日
過
て
用
べ
し
。
三
四
十
日
に

及
べ
ば
漸
（
や
う
や
）
く
味
つ
く
な
り
。
後
に
加
る
五
味
は
分
量
そ
の
人

の
好
み
に
よ
る
べ
し
。

○
萬
年
醋
（
ま
ん
ね
ん
す
）
の
製
法

醋
と
酒
と
等
分
に
合
せ
壷
に
盛
り

堅
く
口
を
お
ほ
ひ
此
月
土
用
の
中
壷
な
か
ら
外
に
置
。
炎
日
に
晒
し
七
十

日
を
へ
て
こ
れ
を
用
ゆ
。
そ
の
く
み
取
た
る
ほ
ど
酒
と
水
を
等
分
づ
つ
入
、

毎
度
如
此
す
れ
ば
い
つ
ま
で
も
わ
く
。
故
に
万
年
醋
と
い
ふ
な
り
。
又
菖

蒲
の
葉
を
刻
み
て
少
ば
か
り
入
れ
ば
芳
気
を
発
す
る
ゆ
へ
菖
蒲
醋
と
も
い

ふ
。

日
和
（
に
は
）
よ
き
時
梅
雨
に
損
壊
し
た
る
墻
壁
（
か
き
か
べ
）
を
修
理
す

べ
し
。
又
砂
地
の
宅
は
旱
（
ひ
で
り
）
す
る
時
井
を
浚
（
さ
ら
）
へ
黒
泥

（
ど
ろ
）
を
上
去
て
白
砂
を
入
べ
し
。
如
此
す
れ
ば
水
の
気
味
と
も
に
よ

く
な
る
。

凡
そ
刀
（
か
た
な
）
剣
（
け
ん
）
鎗
（
や
り
）
長
刀
（
な
ぎ
な
た
）
鏃
（
や

じ
り
）
な
ど
暑
月
に
度
々
ぬ
ぐ
は
ざ
れ
ば
銹
（
さ
び
）
生
ず
。
尤
常
の
時

も
よ
り
よ
り
ぬ
ぐ
ふ
べ
し
。
又
此
月
鉄
砲
（
て
つ
ぽ
う
）
馬
轡
（
く
つ
わ
）

な
ど
を
み
が
く
べ
し
。

夏
月
蚊
蟲
（
か
）
を
去
る
法

蒼
朮
（
さ
う
じ
ゆ
つ
）
四
両

木
鼈
（
も
く

べ
つ
）
仁
二
十
ヶ

雄
黄
（
を
わ
う
）
二
両
半
別
研

以
上
細
末
し
て
蜜

に
て
煉
丸
（
ね
り
く
わ
ん
）
と
し
急
火
（
き
ゅ
う
く
わ
）
に
こ
れ
を
焚
く

と
居
家
必
用
に
見
た
り
。
又
鼈
（
た
う
が
め
）
の
骨
を
焼
ば
蚊
皆
死
す
。

う
な
ぎ
の
骨
も
よ
し
。
す
べ
て
川
魚
の
骨
は
焚
之
ば
皆
蚊
を
去
。
又
浮
萍

（
う
き
く
さ
）
と
羗
活
（
き
や
う
く
わ
つ
）
と
を
焼
て
も
よ
し
と
月
令
廣

義
に
見
え
た
り
。
又
千
金
月
令
に
は
五
月
に
浮
萍
を
取
て
陰
干
（
い
ん
か

ん
）
に
し
雄
黄
に
ま
ぜ
て
焚
之
ば
蚊
を
避
く
と
し
る
せ
り
。
又
五
月
五
日

田
中
の
浮
萍
を
取
晒
乾
し
伏
翼
（
か
は
ぼ
り
＝
コ
ウ
モ
リ
）
の
血
を
取
て

こ
れ
に
漬
（
ひ
た
）
し
又
晒
し
又
漬
す
如
此
す
る
事
数
度
し
て
後
末
し
て

香
と
な
し
焼
之
。
大
に
蚊
蚋
（
ぶ
ん
ぜ
ん
＝
か
と
ぶ
よ
）
を
去
と
居
家
必
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備
い
見
た
り
。
又
麻
の
葉
を
け
ぶ
り
に
た
け
ば
よ
く
蚊
を
さ
く
る
事
物
類

相
感
志
に
見
え
た
り
。
和
俗
に
は
榧
（
か
や
）
の
木
を
た
く
。
こ
れ
又
よ

く
蚊
を
さ
く
る
も
の
な
り
。
か
や
と
訓
ず
る
も
か
や
り
の
木
と
い
ふ
こ
こ

ろ
な
る
べ
し
。
古
今
集
恋
の
歌
に

夏
な
れ
ば
や
ど
に
ふ
す
ふ
る
か
や
り
火
の
い
つ
ま
で
わ
が
身
下
も
え

に
せ
ん

詩
字
大
集

蚊
の
詩
に

第
回
揮
扇
摩
難
去
纔
被
薫
煙
即
使
除
（
い
く
た
び
か
、
あ
う
ぎ
を
ふ

る
っ
て
摩
す
れ
ど
も
去
り
難
し
、
わ
ず
か
に
薫
煙
に
即
ち
除
か

し
め
ら
る
）

○
又
蝿
（
は
い
）
多
き
所
は
わ
く
に
て
な
わ
を
数
条
（
す
で
う
）
な
ひ
て

か
べ
に
か
く
れ
ば
蝿
尽
く
る
と
、
是
も
物
類
相
感
志
に
見
え
た
り
。
又
蚤

（
の
み
）
多
き
所
に
は
菖
蒲
の
末
を
廣
（
ひ
ろ
）
の
下
に
ひ
ね
る
又
し
や

う
ぶ
の
葉
を
あ
つ
め
て
床
（
と
こ
）
に
し
く
べ
し
と
月
令
廣
義
に
見
え
た

り
。

夏
月
の
間
世
人
暑
気
に
あ
て
ら
れ
家
内
或
途
中
に
に
て
俄
（
に
わ
か
）
に
病

て
死
す
る
事
あ
り
。
こ
れ
を
中
暍
（
ち
う
え
つ
）
と
も
暍
死
（
え
つ
し
）

と
も
い
ふ
。
俗
に
こ
れ
を
霍
乱
（
く
わ
く
ら
ん
）
と
い
ふ
は
あ
や
ま
り
な

り
。
此
病
人
を
は
水
に
て
ひ
や
す
べ
か
ら
ず
。
ひ
や
せ
ば
即
時
に
死
す
る

も
の
な
り
。
温
湯
を
手
ぬ
ぐ
い
な
ど
に
ひ
た
し
心
腹
の
間
を
あ
た
た
む
べ

し
。
も
し
途
中
に
て
死
し
人
家
も
な
き
所
な
ら
ば
、
路
上
の
熱
土
を
取
り

臍
腹
（
ほ
ぞ
み
）
の
間
に
お
き
人
を
し
て
そ
の
上
に
尿
（
い
ば
り
）
せ
し

め
、
又
薑
（
は
じ
か
み
）
と
大
蒜
（
に
ん
に
く
）
を
つ
き
爛
（
た
だ
ら
）

か
し
熱
湯
（
あ
つ
ゆ
）
に
て
送
下
せ
ば
即
は
ち
活
く
。
そ
の
後
薬
を
あ
た

へ
て
保
養
（
ほ
う
よ
う
）
す
べ
し
。

夏
の
間
天
気
焚
（
や
く
）
が
ご
と
く
流
汗
成
漿
（
な
が
ら
く
汗
み
づ
と
な
し
）

躰
力
労
憊
（
た
い
り
ょ
く
ろ
う
ひ
）
す
る
と
き
、
生
脉
散
を
服
す
べ
し
。

病
と
な
ら
ば
其
症
に
限
て
清
暑
益
気
湯
、
参
茋
益
元
湯
等
を
服
す
べ
し
。

又
暑
月
此
薬
を
服
し
て
生
脉
散
に
代
ふ
べ
し
と
方
書
に
見
え
た
り
。

黄
茋
蜜
炒
（
み
つ
あ
ぶ
り
）

人
参

白
朮

当
帰
各
一
分
五
厘

陳
皮

蓮
肉
便

を
す
る
者
は
山
薬
を
以
て
代
之

白
扁
豆
各
一
分

五
味
子
五
厘

麦
門
冬
一
分

甘

草
五
厘

右
十
味
或
加

茯
苓
一
分

神
麹
一
分

煎
服
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凡
そ
暑
熱
の
時
精
気
を
保
養
し
て
謹
て
発
泄
す
る
事
な
か
れ
。
壽
世
保
元

に
い
は
く
、
六
月
莫
入
房
勝
似
灸
膏
盲
（
房
に
入
る
こ
と
な
か
れ
膏
盲
に

灸
す
る
よ
り
勝
れ
り
）
又
孫
真
人
が
い
は
く
夏
時
陰
氣
内
に
伏
し
暑
毒
外

（
ほ
か
）
を
蒸
す
。
心
に
ま
か
せ
て
風
に
あ
た
り
冷
物
を
食
ふ
故
に
暴
泄

の
患
へ
を
生
ず
。
温
暖
な
る
物
を
食
飲
し
て
大
に
飽
く
る
事
な
か
れ
。

園
菜
（
え
ん
さ
い
）
花
草
な
ど
の
日
に
い
た
む
に
水
を
澆
（
そ
そ
ぐ
）
に
は

炎
光
（
え
ん
こ
う
）
既
に
収
ま
り
て
夕
か
げ
に
澆
べ
し
。
昼
日
気
に
甚
し

き
時
水
を
そ
そ
げ
ば
令
熱
相
逼
（
せ
ま
）
り
て
花
木
共
に
枯
る
と
月
令
廣

義
に
見
え
た
り
又
老
圃
（
ろ
う
ほ
）
の
云
晩
に
地
気
さ
め
ざ
る
時
水
を
澆

ぐ
べ
か
ら
ず
。
早
朝
澆
て
よ
し
と
。
但
晩
に
は
お
そ
く
澆
ぎ
朝
に
は
は
や

く
澆
べ
し
。

月
令
廣
義
に
い
は
く
、
六
月
に
橙
橘
（
橙
だ
い
だ
い
橘
み
か
ん
）
に
水
を
そ

そ
ぎ
土
を
か
い
茅
の
灰
、
羊
の
糞
を
壅
（
つ
ち
か
）
へ
ば
実
多
し
。

秋
の
比
颶
風
（
お
ほ
か
ぜ
）
吹
く
所
に
て
は
あ
ら
か
じ
め
其
備
へ
を
な
し
板

屋
を
固
く
し
苐
屋
の
棟
（
む
ね
）
を
堅
く
す
べ
し
。
又
搘
桂
木
（
す
け
ぎ
）

を
備
ふ
べ
し
。

此
月
韮
を
食
へ
ば
目
を
昏
（
く
ら
ま
）
す
。
羊
肉
を
く
ら
へ
ば
神
気
を
傷
る
。

野
鳧
（
か
も
）
鳫
（
が
ん
）
鶩
（
あ
ひ
る
）
茱
萸
（
ぐ
み
）
を
食
事
を
忌

む
。
又
生
葵
を
食
へ
ば
水
瘕
と
な
る
。
犬
の
為
に
噛
る
れ
ば
終
身
患
へ
を

な
す
。
冷
食
を
節
用
し
冷
水
生
硬
果
（
せ
い
か
う
く
わ
）
油
膩
（
ゆ
じ
）

甜
食
（
て
ん
し
よ
く
）
を
過
食
す
る
事
な
か
れ
。
凡
そ
煎
炒
（
せ
ん
し
や
）

博
炙
（
は
く
し
や
博
は
ひ
へ
ん
）
の
厚
味
（
こ
う
み
）
皆
宜
く
少
く
用
べ

し

月
令
廣
義

凡
夏
の
間
甜
瓜
（
あ
ぢ
う
り
）
を
過
食
す
る
事
な
か
れ
瓜
の
水
に
入
て
沈
む

も
の
は
大
に
毒
あ
り
と
月
令
廣
義
に
見
え
た
り
。
又
い
は
く
双
蒂
の
瓜
人

を
殺
す
。
又
油
餅
と
お
な
し
く
食
べ
か
ら
ず
。
物
類
相
感
志
に
瓜
は
白
梅

を
得
て
爛
る
と
あ
れ
ば
、
瓜
を
食
し
て
後
白
梅
（
む
め
ぼ
し
）
を
食
べ
し
。

又
麝
香
も
よ
く
瓜
を
消
化
す
又
石
首
魚
（
い
し
も
ち
う
を
）
を
炙
り
食
す
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れ
ば
能
く
瓜
を
消
し
て
水
と
な
す
と
本
草
に
有
。

六
月
の
六
候
、
第
一
温
風
（
お
ん
ふ
う
）
至
（
い
た
る
）
、
第
二
蟋
蟀
（
し
つ

す
つ
＝
こ
お
ろ
ぎ
類
）
居
壁
、
第
三
鷹
乃
学
習
（
鷹
す
な
わ
ち
学
習
す
）
、

右
小
暑
の
三
候
な
り
。
第
四
腐
草
為
蛍
（
ふ
さ
う
蛍
（
ほ
た
る
）
た
り
）

第
五
土
潤
溽
暑
（
つ
ち
潤
て
あ
つ
く
あ
つ
し
）
、
第
六
大
雨
（
た
い
う
）
時

行
（
と
き
に
行
は
る
）
右
大
暑
の
三
候
な
り

小
暑
昼
六
十
刻
二
十
分
夜
三
十
九
刻
四
十
分
、
大
暑
昼
五
十
八
刻
二
十
分
夜

四
十
一
刻
四
十
分

月
令
廣
義

土
用

も
ろ
こ
し
に
て
は
土
旺
（
と
わ
う
）
と
称
す
。
又
土
王
と
も

か
け
り
。

春
は
木
旺
（
お
う
）
し
、
夏
は
火
旺
し
秋
は
金
旺
し
冬
は
水
旺
す
。
是
行
の

う
ち
土
は
四
時
に
お
い
て
あ
ら
ず
と
い
ふ
事
な
し
。
故
に
定
ま
れ
る
位
な

く
専
な
る
気
な
く
し
て
四
時
の
お
は
り
辰
未
戌
丑
の
月
の
末
々
と
に
寄
旺

す
る
事
各
十
八
日
、
一
年
に
す
べ
て
七
十
二
日
な
り
。
此
七
十
二
日
を
の

ぞ
く
時
は
木
火
金
水
も
又
各
七
十
二
日
づ
つ
に
し
て
一
年
を
な
す
。
し
か

る
に
土
は
木
を
お
そ
る
故
に
春
の
土
用
は
専
な
ら
ず
。
秋
の
土
用
は
土
衰

老
し
て
威
な
し
。
冬
の
土
用
は
水
と
木
と
の
間
に
あ
れ
ば
専
な
ら
ず
。
夏

の
土
用
は
火
と
金
と
の
間
に
あ
り
、
夫
土
は
火
に
生
せ
ら
る
故
に
夏
の
土

用
を
以
て
正
し
く
土
旺
の
時
と
す
。
土
よ
く
金
を
生
ず
故
に
秋
の
金
を
土

よ
り
生
ず
る
な
り
。
未
の
月
は
火
金
の
間
に
あ
り
又
一
年
の
中
間
な
れ
ば

中
央
の
土
一
令
を
す
て
掲
げ
て
五
行
の
席
を
な
す
の
み
。
故
に
月
令
に
も

季
夏
の
次
に
中
央
の
土
を
の
せ
た
り
。

我
國
俗
土
用
の
間
日
（
ま
び
）
と
い
ふ
事
あ

り
し
か
れ
ど
も
も
ろ
こ
し
に
は
そ
の
説
な
け
れ
ば
そ
の
理
な
き
事
な
る
に
や

俗
説
に
六
月
土
用
に
入
日
蒜
（
に
ん
に
く
）
及
赤
小
豆
（
あ
づ
き
）
を
食
へ

ば
瘟
疫
（
く
さ
）
を
辟
（
さ
）
く
と
て
今
の
人
の
よ
く
す
る
事
な
り
。
さ

れ
ば
源
氏
物
語
の
菷
木
（
は
ば
き
ぎ
）
の
巻
に
、
こ
く
ね
ち
の
さ
う
や
く

ふ
く
す
る
よ
し
侍
り
、
宗
祇
が
説
に
さ
う
や
く
は
蒜
（
ひ
る
）
な
り
と
あ

れ
ば
い
に
し
へ
よ
り
有
け
る
事
な
ら
じ
。
し
か
れ
ど
も
そ
の
本
説
を
し
ら

ず
。
本
草
に
蘒
頌
が
い
は
く
昔
人
（
せ
き
じ
ん
）
正
月
節
食
五
辛
以
辟
厲
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気
謂
薤
葱
韮
蒜
薑
也
（
ら
っ
き
ょ
う
、
ひ
と
も
じ
、
に
ら
、
に
ん
に
く
、

は
し
か
み
）
又
肘
後
方
に
元
日
及
人
日
麻
子
小
豆
各
七
枚
を
呑
め
ば
疾
疫

を
消
（
せ
う
）
す
と
あ
り
。
こ
れ
み
な
歳
初
め
の
ま
じ
な
ひ
毎
と
見
え
た

り
。
か
か
る
事
を
彼
へ
あ
や
ま
り
て
六
月
に
す
る
に
や
。
猶
博
識
の
人
に

尋
ぬ
べ
し
。

山
桑
（
つ
ば
き
）
は
六
月
土
用
の
中
に
接
ぎ
て
よ
し
。

六
月
土
用
の
内
に
鼈
（
す
ほ
ん
）
を
と
り
塩
を
付
貯
置
べ
し
。
泄
泻
下
血
の

久
し
く
や
ま
ざ
る
に
用
て
は
な
は
だ
験
（
し
る
し
）
あ
り
。
ま
た
衰
え
た

る
病
人
に
用
て
能
く
虚
羸
（
き
ょ
る
い
）
を
臄
（
お
ぎ
な
）
ふ
用
ひ
や
う
は

味
噌
に
て
煮
て
よ
し
。

日
本
歳
時
記
巻
之
四
畢


