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「
槿
」
の
和
と
漢

賀

川

歩

美

一
、
序

現
代
で
は
訓
読
み
で
「
ム
ク
ゲ
」
と
読
ま
れ
る
「
槿
」
の
字
だ
が
、

以
前
は
別
の
花
の
名
で
読
ま
れ
て
い
た
。

『
類
聚
名
義
抄
』
を
見
る
と
、「
槿
」
と
い
う
字
に
は
「
ア
サ
ガ
ホ
」

の
読
み
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り
、
か
つ
て
は
「
槿
」
の
字
に
「
ア
サ
ガ

ホ
」
と
い
う
読
み
を
当
て
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
た
だ
し
、「
ア
サ

ガ
ホ
」
は
蔓
性
の
一
年
草
、
つ
ま
り
草
花
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
ム

ク
ゲ
」
は
落
葉
低
木
で
あ
る
。

今
回
は
、
何
故
「
槿
」
と
い
う
字
と
「
ア
サ
ガ
ホ
」
が
結
び
付
け
ら

れ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

二
、
漢
詩
で
の
「
槿
」

先
に
、
漢
詩
で
の
「
槿
」
の
詠
ま
れ
か
た
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

中
国
の
詩
で
は
、「
乍
可
為
天
上
牽
牛
織
女
星
、
不
願
為
庭
前
紅
槿

枝
。（
乍た
ち
まち
天
上
に
牽
牛
織
女
の
星
を
為
す
べ
し
、
庭
前
に
紅
槿
の
枝

を
為
す
を
願
は
ず
。）（『
全
唐
詩
』
巻
四
二
二
、
元
稹
、
古
決
絶
詩（
１
））」、

「
薤
葉
有
朝
露
、
槿
枝
無
宿
花
。（
薤
葉
に
朝
露
有
り
、
槿
枝
に
宿
花
無

し（
２
）。）（『

白
氏
文
集
』
巻
九
、
勸
酒
寄
元
九
、
〇
七
一
九（
３
）

）」
な
ど
、

「
槿
枝
」
と
い
う
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
木
と
し
て
「
槿
」
が
詠
ま
れ
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て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
木
は
「
ム
ク
ゲ
」
を
指
し
て
い
る
と
思

わ
れ
、「
ム
ク
ゲ
」
は
生
垣
や
庭
木
な
ど
に
用
い
ら
れ
た（
４
）。

『
礼
記
』
月
令
に
は
「
仲
夏
之
月
、
…
…
木
槿
栄
。（
仲
夏
の
月
、

…
…
木
槿
栄は
な
さく
。
（
５
））」
と
あ
る
ほ
か
、『
芸
文
類
聚
』
が
引
く
隋
の
江
緫

の
「
南
越
木
槿
賦
」
に
以
下
の
よ
う
に
記
載
が
あ
る
。

東
方
記
乎
夕
死
。
郭
璞
贊
以
朝
栄
。
潘
文
體
其
夏
盛
。
嵆
賦
憫
其

秋
零
。（
隋
江
緫
の
南
越
の
木
槿
賦
に
曰
は
く
、
…
…
東
方
記
に

夕
べ
に
死
す
。
郭
璞
の
贊
以
て
朝
に
栄
く
。
潘
の
文
體
に
其
れ
夏

に
盛
ん
な
り
。
嵆
の
賦
に
其
の
秋
に
零
つ
を
憫
む（
６
）。）

「
槿
（
木
槿
）」
は
朝
に
花
咲
き
、
夕
べ
に
し
ぼ
む
。
ま
た
夏
に
花
を

咲
か
せ
、
秋
に
な
る
と
花
が
落
ち
る
性
質
の
花
で
あ
る
と
い
う
。

『
詩
経
』
鄭
風
、
有
女
同
車
に
は
「
有
女
同
車
。
顔
如
舜
華
。（
女
有

り
て
車
を
同
じ
く
す
。
顔
は
舜
の
華
の
ご
と
し（
７
）。）」

と
あ
る
。『
毛

傳
』
に
は
「
舜
木
槿
也
。（
舜
は
木
槿
な
り
。）」
と
注
釈
が
加
え
ら
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
詠
ま
れ
る
「
舜
」
は
、「
木
槿
（
槿
）」
と

同
じ
も
の
と
考
え
て
よ
い（
８
）。
こ
の
詩
で
は
「
舜
」
の
花
は
女
性
の
美
し

い
容
貌
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。

『
文
選
』
に
は
、「
槿
」
ま
た
は
「
舜
（
蕣
）」
の
用
例
が
三
首
あ
る
。

野
径
既
盤
紆
、
荒
阡
亦
交
互
。
槿
籬
踈
復
密
、
荊
扉
新
且
故
。

（
野
の
径み
ち

は
既
に
盤
紆
た
り
、
荒
れ
た
る
阡こ
み
ちも
亦
た
交
互
せ
り
。

槿
籬
は
踈ま
ば
らに
復
た
密こ
ま
やか
に
、
荊
扉
は
新
た
に
且
つ
故
し
。）

�

（
巻
二
十
二
、
沈
約
、
宿
東
園
（
東
園
に
宿
す（
９
）））

こ
の
沈
約
の
詩
で
は
、「
槿
」
の
木
で
作
っ
た
生
け
垣
が
ま
ば
ら
に
、

あ
る
い
は
茂
っ
た
り
し
な
が
ら
列
な
る
様
子
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
自
ら

の
家
園
の
情
景
で
あ
る
。

激
澗
代
汲
井
、
挿
槿
当
列
墉
。

（
澗
た
に
み
づを

激そ
そ

い
で
汲き
ふ

井せ
い

に
代
へ
、
槿
を
挿う

ゑ
て
列
墉
に
当
て
ぬ
。）

（
巻
三
十
、
謝
霊
運
、
田
南
樹
園
激
流
植
援
（
田
南
に
園に
は

を
樹
て

て
流
れ
を
激そ
そ

ぎ
援か
き

を
殖
う
））

謝
霊
運
の
詩
も
同
様
に
、
田
居
の
南
に
作
っ
た
園
の
様
子
を
詠
ん
だ

も
の
で
あ
る
。
谷
川
の
水
を
引
き
上
げ
て
汲
み
井
戸
の
代
わ
り
と
し
、

槿
の
木
を
植
え
て
生
け
垣
と
し
た
と
、「
槿
」
は
景
物
と
し
て
詠
ま
れ

て
い
る
。

晦
朔
如
循
環
、
月
盈
已
復
魄
。
…
…
蕣
栄
不
終
朝
、
蜉
蝣
豈
見
夕
。

（
晦
朔
は
循
環
の
如
く
、
月
は
盈み

ち
て
已
に
復
た
魄く
ら

し
。
…
…
蕣

栄
は
朝
を
終
へ
ず
、
蜉
蝣
豈
に
夕
べ
を
見
ん
や
。）

�

（
巻
二
十
一
、
郭
璞
、
遊
仙
詩
七
首
、
其
七
）

（
李
善
註
）
潘
岳
朝
菌
賦
序
曰
、
朝
菌
者
、
時
人
以
為
蕣
華
。
荘

生
以
為
、
朝
菌
、
其
物
向
晨
而
結
絶
日
而
殞
。
毛
萇
詩
伝
曰
、
蜉

蝣
朝
生
夕
死
。
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（
潘
岳
の
朝
菌
賦
の
序
に
曰
は
く
、
朝
菌
は
、
時
の
人
以
為
ら
く

蕣
華
な
り
。
荘
生
以
為
ら
く
、
朝
菌
、
其
物
晨
に
向
か
ひ
て
結
び

日
絶
へ
て
殞お

つ
。
毛
萇
詩
伝
に
曰
は
く
、
蜉
蝣
は
朝
生
じ
て
夕
に

死
す
。）

こ
の
郭
璞
の
遊
仙
詩
は
、「
蕣
」
を
「
朝
生
じ
て
夕
に
死
す
」
と
い

う
蜉
蝣
と
対
に
し
て
、
共
に
夕
べ
に
落
ち
る
、
あ
る
い
は
死
ぬ
と
い
う

儚
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
満
ち
て
は
欠
け
る
月
な
ど
と
と
も
に
、

時
の
移
ろ
い
や
す
さ
、
ひ
い
て
は
人
生
の
儚
さ
を
詠
む
の
で
あ
る
。

唐
代
に
な
る
と
、
朝
に
咲
い
て
夕
べ
に
し
ぼ
む
、
短
命
の
花
で
あ
る

と
い
う
性
質
か
ら
、
長
寿
で
秋
冬
に
な
っ
て
も
常
緑
を
保
つ
と
い
う

「
松
」
と
の
対
比
が
よ
り
盛
ん
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
と
い
う）
（1
（

。
ま
た
、

松
以
外
の
長
寿
の
木
と
対
に
す
る
も
の
も
見
ら
れ
る
。

願
作
貞
松
千
歲
古
、
誰
論
芳
槿
一
朝
新
。

（
願
は
く
は
貞
松
と
作
り
て
千
歳
に
古
か
ら
む
、
誰
か
論
ぜ
む
芳
槿

の
一
朝
に
新
た
な
る
を
。）

�

（『
全
唐
詩
』
巻
八
八
五
、
劉
希
夷
、
公
子
行
）

「
公
子
行
」
は
、
劉
希
夷
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
楽
府
題
で
、
洛
陽

の
貴
公
子
た
ち
の
遊
び
ぶ
り
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
娼
家
の
美
女
と

公
子
が
か
わ
す
言
葉
の
中
で
、
常
緑
の
松
の
よ
う
な
長
い
愛
情
を
願
い
、

「
槿
」
の
よ
う
な
一
朝
だ
け
の
儚
い
愛
を
厭
う
の
で
あ
る
。

君
子
芳
桂
性
、
春
栄
冬
更
繁
。
小
人
槿
花
心
、
朝
在
夕
不
存
。

（
君
子
芳
桂
の
性
、
春
に
栄
え
冬
更
に
繁
し
、
小
人
槿
花
の
心
、

朝
に
在
る
も
夕
べ
に
は
存
せ
ず
。）

�

（『
全
唐
詩
』
巻
三
七
三
、
孟
郊
、
審
交
）

孟
郊
の
詩
も
同
様
に
、
一
年
中
、
冬
に
な
っ
て
も
香
り
を
保
つ

「
桂
」
と
、
朝
に
咲
き
夕
べ
に
は
花
を
散
ら
す
「
槿
」
を
対
に
し
、

「
桂
」
を
君
子
の
性
に
、「
槿
」
を
小
人
の
心
に
喩
え
て
い
る
。

以
下
に
挙
げ
る
よ
う
に
、
白
詩
に
も
こ
う
し
た
「
槿
」
と
長
寿
の
木

と
の
取
り
合
わ
せ
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

松
樹
千
年
朽
、
槿
花
一
日
歇
。

（
松
樹
は
千
年
に
し
て
朽
ち
、
槿
花
は
一
日
に
し
て
歇
む
。）

�

（『
白
氏
文
集
』
巻
五
、
王
山
人
に
贈
る
、
〇
二
〇
五
）

椿
寿
八
千
春
、
槿
花
不
経
宿
。

（
椿
寿
は
八
千
春
、
槿
花
は
宿
を
経
ず
。）

�

（『
白
氏
文
集
』
巻
七
、
齊
物
二
首　

其
二
、
〇
三
二
三
）

「
松
」
や
「
椿
」
と
い
っ
た
長
寿
の
木
に
対
応
さ
せ
る
形
で
「
槿
」

を
詠
み
、「
槿
」
を
一
日
の
、
儚
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
、

以
下
に
挙
げ
る
白
詩
の
句
は
『
和
漢
朗
詠
集
』（
秋
、
槿
、
二
九
一
）

に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

松
樹
千
年
終
是
朽
、
槿
花
一
日
自
為
栄
。



79　「槿」の和と漢

（
松
樹
千
年
終
に
是
れ
朽
ち
ぬ
、
槿
花
一
日
自
ら
栄
を
為
す
。）

�
（『
白
氏
文
集
』
巻
十
五
、
放
言
五
首　

其
五
、
〇
八
九
二
）

松
の
木
は
千
年
の
樹
齢
が
あ
っ
て
も
終
に
は
朽
ち
果
て
、
槿
の
花
は

一
日
の
寿
命
し
か
な
い
が
自
ず
か
ら
花
を
咲
か
せ
る
で
あ
る
。
と
、

「
松
」
と
「
槿
」
を
対
句
に
し
、
長
寿
の
松
に
対
し
て
、
槿
を
一
日
の

花
、
短
命
で
儚
い
も
の
と
し
て
詠
む
も
の
で
あ
る
。

以
下
の
よ
う
な
表
現
を
取
り
入
れ
た
も
の
か
、
日
本
漢
詩
に
も
、

「
松
」
と
「
槿
」
の
対
比
は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

松
樹
従
来
蔑
雪
霜
、
寒
風
扇
処
独
蒼
蒼
。
奈
何
桑
葉
先
零
落
、
不

屑
槿
花
暫
有
昌
。

（
松
樹
は
従
来
雪
霜
を
蔑
な
い
が
し
ろに

す
、
寒
風
扇
ぐ
処
独
り
蒼
蒼
。
桑
葉

の
先
だ
ち
て
零
落
す
る
こ
と
を
奈
何
せ
む
、
槿
花
の
暫
ら
く
昌さ
か
ゆる

こ
と
有
る
を
屑
も
の
の
か
ずと

せ
ず
。）

�

（『
新
撰
萬
葉
集
』、
冬
、
一
八
八）
（（
（

）

「
松
樹
」
を
霜
雪
に
あ
っ
て
も
し
ぼ
ま
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
、「
桑

葉
」
や
「
槿
花
」
を
そ
れ
に
対
し
て
零
落
す
る
も
の
、
短
命
の
も
の
と

し
て
詠
ん
で
い
る
。

こ
う
し
た
詠
み
か
た
は
、「
槿
」
を
、
短
命
の
も
の
、
は
か
な
い
も

の
と
し
て
詠
ん
だ
詠
み
か
た
で
あ
る
と
い
え
る
。
特
に
、『
白
氏
文

集
』
八
九
二
番
の
句
は
、「
槿
花
一
日
の
栄
」
と
い
う
、
人
の
世
の
栄

華
が
儚
い
こ
と
の
た
と
え
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
わ
ざ
に
も
な
っ
て

い
る
。

三
、
和
歌
で
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」

次
に
、
和
歌
で
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」
の
読
ま
れ
か
た
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

上
代
で
は
、『
万
葉
集
』
に
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
を
詠
む
和
歌
が
五
首
あ
る）
（1
（

。

芽
之
花　

乎
花
葛
花　

瞿
麦
花　

姫
部
志　

又
藤
袴　

朝
貌
之
花

（
は
ぎ
の
は
な　

お
ば
な
く
ず
ば
な　

な
で
し
こ
の
は
な　

を
み

な
へ
し　

ま
た
ふ
ぢ
ば
か
ま　

あ
さ
が
ほ
の
は
な
）

（
巻
八
、
秋
雑
歌
、
秋
の
野
草
を
詠
む
歌
、
山
上
憶
良
、
一
五
四

二）
（1
（

）

こ
こ
で
は
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
を
秋
の
野
草
と
し
て
他
の
草
花
の
名
と

共
に
あ
げ
て
詠
ん
で
い
る
。

朝
杲　

朝
露
負　

咲
雖
云　

夕
陰
社　

咲
益
家
礼

（
あ
さ
が
ほ
は
あ
さ
つ
ゆ
お
ひ
て
さ
く
と
い
へ
ど
ゆ
ふ
か
げ
に
こ

そ
さ
き
ま
さ
り
け
れ
）

�

（
巻
十
、
秋
雑
歌
、
二
一
〇
八
）

二
一
〇
八
番
歌
で
は
、「
あ
さ
つ
ゆ
お
ひ
て
さ
く
」
と
言
わ
れ
て
い

る
、
と
朝
に
咲
く
花
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
お
り
、「
ゆ
ふ
か
げ
に
こ
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そ
さ
き
ま
さ
り
け
れ
」
と
、
夕
に
も
散
ら
ず
に
咲
い
て
い
る
姿
を
詠
ん

で
い
る
。

展
転　

恋
者
死
友　

灼
然　

色
庭
不
出　

朝
容
貌
之
花

（
こ
い
ま
ろ
び
こ
ひ
は
し
ぬ
と
も
い
ち
し
ろ
く
い
ろ
に
は
い
で
じ

あ
さ
が
ほ
の
は
な
）

�

（
巻
十
、
秋
相
聞
、
二
二
七
八
）

言
出
而　

云
者
忌
染　

朝
貌
乃　

穂
庭
開
不
出　

恋
為
鴨

（
こ
と
に
い
で
て
い
は
ば
ゆ
ゆ
し
み
あ
さ
が
ほ
の
ほ
に
は
さ
き
で

ぬ
こ
ひ
を
す
る
か
も
）

�
（
巻
十
、
秋
相
聞
、
二
二
七
九
）

和
我
目
豆
麻　

比
等
波
左
久
礼
杼　

安
佐
我
保
能　

等
思
佐
倍
己

其
登　

和
波
佐
可
流
我
倍

（
わ
が
め
づ
ま
ひ
と
は
さ
く
れ
ど
あ
さ
が
ほ
の
と
し
さ
へ
こ
ご
と

わ
は
さ
か
る
が
へ
）

�

（
巻
十
四
、
相
聞
、
三
五
二
三
）

二
二
七
八
番
、
二
二
七
九
番
、
三
五
二
三
番
歌
は
い
ず
れ
も
相
聞
歌

で
あ
り
、
最
後
に
挙
げ
た
三
五
二
三
番
歌
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」
は
意
図
す

る
と
こ
ろ
が
不
詳
だ
が
、
先
の
二
首
は
「
ア
サ
ガ
ホ
」
の
花
が
人
目
に

立
つ
よ
う
に
咲
く
こ
と
か
ら
、
恋
心
が
表
に
現
れ
る
こ
と
を
「
色
に
出

づ
」「
ほ
に
咲
き
出
づ
」
な
ど
と
詠
む
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
用
字
は
「
朝
貌
」（
一
五
四
二
、
二
二
七
九
）、「
朝
容
貌
」

（
二
二
七
八
）、「
朝
杲
」（
二
一
〇
八
）、「
安
佐
我
保
」（
三
五
二
三
）

と
な
っ
て
お
り
、
こ
の
段
階
で
は
「
槿
」
の
字
と
の
結
び
つ
き
は
強
く

な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

平
安
期
に
入
る
と
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
の
詠
み
か
た
に
は
、
二
通
り
の

も
の
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
二
通
り
の
詠
み
か
た
は
、
そ
の

両
方
を
『
大
和
物
語
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

男
、
は
じ
め
ご
ろ
よ
ん
だ
り
け
る

い
か
に
し
て
わ
れ
は
消
え
な
む
白
露
の
か
へ
り
て
の
ち
は
も

の
や
思
は
じ

返
し
、垣

ほ
な
る
君
が
朝
顔
見
て
し
か
な
か
へ
り
て
の
ち
は
も
の
や

思
ふ
と

�

（
八
十
九
、
網
代
の
氷
魚）
（1
（

）

ど
う
か
し
て
私
は
白
露
の
よ
う
に
消
え
て
な
く
な
っ
て
し
ま
い
た
い
。

そ
う
し
た
ら
家
に
帰
っ
て
の
ち
、
恋
に
な
や
む
こ
と
も
な
い
で
し
ょ
う
、

と
い
う
男
の
歌
に
対
し
て
、
女
が
朝
の
あ
な
た
の
顔
を
拝
見
し
た
い
も

の
で
す
、
と
返
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」
は
、「
か
き
ほ

な
る
（
垣
根
に
咲
い
て
い
る
）」
朝
顔
の
花
と
、
男
の
「
朝
の
顔
」
の

意
を
か
け
て
詠
ん
で
い
る
。
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ま
た
、
別
の
章
段
に
は
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

伊
勢
の
守
も
ろ
み
ち
の
む
す
め
を
、
た
だ
あ
き
ら
の
中
将
の
君
に

あ
は
せ
た
り
け
る
時
に
、
そ
こ
な
り
け
る
う
な
ゐ
を
、
右
京
の
大か

夫み

よ
び
い
で
て
、
語
ら
ひ
て
、
朝
に
よ
み
て
お
こ
さ
せ
た
り
け
る
。

お
く
露
の
ほ
ど
を
も
待
た
ぬ
あ
さ
が
ほ
は
見
ず
ぞ
な
か
な
か

あ
る
べ
か
り
け
る

�

（
三
十
九
、
朝
顔
の
露
）

契
り
を
結
ん
で
、
あ
く
る
朝
に
贈
っ
た
和
歌
と
し
て
、
露
の
お
く
わ

ず
か
な
間
を
も
待
た
ず
に
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
朝
顔
は
、
か
え
っ
て
、
見

な
い
で
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
、
と
別
れ
の
つ
ら
さ
を
詠
ん
で

い
る
。
こ
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」
は
、
僅
か
に
見
た
ば
か
り
で
別
れ
て
し
ま

っ
た
、
女
の
朝
の
顔
で
あ
る
と
同
時
に
、「
露
の
お
く
わ
ず
か
な
間
も

待
た
ず
に
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
」
は
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
例
で
は
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
は
す
ぐ
に
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
、

は
か
な
い
も
の
と
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
。

「
ア
サ
ガ
ホ
」
に
対
し
て
、「
あ
さ
が
ほ
（
朝
の
顔
）」
と
い
う
和
名

か
ら
「
人
の
朝
の
顔
」
と
重
ね
て
詠
む
と
い
う
詠
み
か
た
と
、
夕
べ
に

は
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
と
い
う
性
質
か
ら
、
は
か
な
い
花
で
あ
る
と
詠
む

詠
み
か
た
の
二
つ
の
詠
み
か
た
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
人
の
朝
の
顔
」
と
し
て
詠
む
例
を
、
以
下
に
挙
げ
る
。

人
の
く
さ
あ
は
せ
し
け
る
に
あ
さ
が
ほ
か
が
み
ぐ
さ
な
ど
あ

は
せ
け
る
に
、
か
が
み
ぐ
さ
勝
ち
に
け
れ
ば
よ
め
る

ま
け
が
た
の
は
づ
か
し
げ
な
る
あ
さ
が
ほ
を
か
が
み
ぐ
さ
に
も
み

せ
て
け
ら
ま
し

�

（『
後
拾
遺
和
歌
集
』
巻
二
十
、
雑
六
、
一
二
一
四
）

し
ど
け
な
き
ね
く
た
れ
が
み
を
見
せ
じ
と
や
は
た
か
く
れ
た
る
け

さ
の
朝
顔

�

（『
小
町
集
』
九
十
七
）

「
か
が
み
ぐ
さ
」（
鏡
）
と
取
り
合
わ
せ
た
り
、「
し
ど
け
な
き
ね
く
た

れ
が
み
の
」（
寝
乱
れ
た
髪
の
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
を

「
朝
の
寝
起
き
の
顔
」
と
し
て
用
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、「
槿
」
を
は
か
な
い
も
の
と
し
て
詠
む
例
を
以
下
に
挙
げ
る
。

む
か
し
、
男
、
色
好
み
な
り
け
る
女
に
あ
へ
り
け
り
。
う
し
ろ
め

た
く
や
思
ひ
け
む
、

わ
れ
な
ら
で
下
紐
解
く
な
あ
さ
が
ほ
の
夕
影
ま
た
ぬ
花
に
は

あ
り
と
も

返
し
、ふ

た
り
し
て
結
び
し
紐
を
ひ
と
り
し
て
あ
ひ
見
る
ま
で
は
解

か
じ
と
ぞ
思
ふ

�

（『
伊
勢
物
語
』、
三
十
七
、
下
紐
）
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「
色
好
み
な
る
女
」
の
心
の
移
り
変
わ
り
を
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
の
「
夕

影
ま
た
ぬ
花
」
で
あ
る
と
い
う
性
質
に
喩
え
て
詠
ん
で
い
る
。「
あ
さ

が
ほ
」
の
花
の
咲
く
時
間
の
短
さ
を
、
愛
情
の
長
続
き
し
な
い
こ
と
に

喩
え
て
詠
む
こ
と
は
、
先
に
挙
げ
た
劉
夷
希
の
「
公
子
行
」
に
も
似
て

い
る
。よ

の
な
か
を
な
に
に
た
と
へ
ん
夕
霧
も
ま
た
で
き
え
ぬ
る
あ
さ
が

ほ
の
花

�

（『
順
集
』
一
二
〇
）

こ
れ
は
、「
世
の
中
を
何
に
た
と
え
ん
」
か
ら
始
ま
る
和
歌
の
連
作

の
中
の
一
首
で
あ
る
。
世
の
中
を
、
夕
べ
を
待
た
ず
に
消
え
る
朝
顔
に

喩
え
て
、
無
常
の
世
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

女
院
に
て
あ
さ
が
ほ
を
見
給
ひ
て

あ
す
し
ら
ぬ
露
の
よ
に
ふ
る
人
に
だ
に
猶
は
か
な
し
と
み
ゆ
る
朝

が
ほ

�

（『
公
任
集
』
三
五
八
）

露
の
よ
う
に
は
か
な
い
こ
の
世
に
過
ご
す
人
に
と
っ
て
さ
え
も
、
朝

顔
は
は
か
な
い
花
で
あ
る
と
見
え
る
」
と
、
人
の
世
と
取
り
合
わ
せ
な

が
ら
、
朝
顔
の
花
の
儚
さ
を
詠
ん
だ
和
歌
で
あ
る
。

な
お
、『
和
漢
朗
詠
集
』
で
は
、「
槿
」
の
朗
詠
題
に
、「
ア
サ
ガ

ホ
」
を
詠
ん
だ
和
歌
が
治
め
ら
れ
て
い
る
。

お
ぼ
つ
か
な
た
れ
と
か
し
ら
む
あ
さ
ぎ
り
の
た
え
ま
に
み
ゆ
る
あ

さ
が
ほ
の
は
な

�

（
詠
み
人
知
ら
ず
、
二
九
三
）

こ
の
二
九
三
番
歌
で
は
、「
た
れ
と
か
し
ら
む
」（
誰
で
あ
る
か
分
か

ら
な
い
）
と
、「
ア
サ
ガ
ホ
」
に
朝
の
人
の
顔
の
意
を
利
か
せ
て
詠
ん

で
い
る
。

あ
さ
が
ほ
を
な
に
は
か
な
し
と
お
も
ひ
け
む
ひ
と
を
も
花
は
い
か

が
み
る
ら
む

�

（
藤
原
道
信
、
二
九
四
）

一
方
で
、
二
九
四
番
で
は
、「
朝
顔
の
花
を
、
ど
う
し
て
は
か
な
い

な
ど
と
思
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
人
の
こ
と
だ
っ
て
花
は
は
か
な
い
も
の

と
見
る
こ
と
だ
ろ
う
」
と
人
の
命
の
は
か
な
さ
と
同
等
の
も
の
で
あ
る

と
朝
し
て
顔
の
は
か
な
さ
を
詠
ん
で
い
る
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
に
挙
げ
ら
れ
た
二
首
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」
の
和
歌
も
、

「
朝
の
（
人
の
）
顔
」「
寝
起
き
の
顔
」
と
し
て
詠
む
詠
み
か
た
と
、

「
は
か
な
い
も
の
」
と
し
て
詠
む
詠
み
か
た
の
二
種
類
の
詠
み
か
た
を

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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四
、
ま
と
め

漢
詩
で
の
「
槿
」
は
、
一
日
で
し
ぼ
む
は
か
な
い
も
の
と
し
て
盛
ん

に
詠
ま
れ
た
。
和
歌
で
の
「
ア
サ
ガ
ホ
」
に
は
二
種
類
の
詠
み
か
た
が

あ
る
。
一
方
で
は
そ
の
名
か
ら
「
人
の
朝
の
顔
」
と
重
ね
て
詠
ま
れ
、

も
う
一
方
で
は
、
夕
べ
に
は
し
ぼ
ん
で
し
ま
う
と
い
う
性
質
か
ら
、
は

か
な
さ
の
象
徴
と
し
て
詠
ま
れ
た
。

夕
べ
に
し
ぼ
む
、
と
い
う
性
質
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
連
想
さ
れ
る

「
は
か
な
い
命
で
あ
る
」
と
い
う
詠
み
か
た
は
、
漢
詩
で
の
「
槿
」
の

詠
ま
れ
か
た
と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
「
は
か
な
い
」
花
で
あ
る
と
い

う
共
通
点
か
ら
、「
槿
」
の
字
と
「
あ
さ
が
ほ
」
は
結
び
付
け
ら
れ
て

い
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

注（１
）　

以
下
、『
全
唐
詩
』
の
訓
読
は
筆
者
に
よ
る
。

（
２
）　

漢
代
の
葬
送
歌
「
薤か

い

露ろ
の

歌う
た

」
に
「
薤か

い

上じ
ょ
うの
露
、
何
ぞ
晞
き
や
す
き
。

露�

晞
き
明
朝
更さ

ら

に
又
た
落
つ
、
人
死
し
て
一
た
び
去
れ
ば
何
れ
の
時
か

帰
ら
む
。」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
薤
露
」
は
消
え
や
す
い
も
の
と
さ
れ
、

人
生
の
儚
さ
に
喩
え
て
詠
ま
れ
た
。
こ
こ
で
は
そ
の
薤
露
と
槿
花
を
対
に

し
、
槿
を
儚
い
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。『
和
漢
朗
詠
集
』
二
九
二
番

の
兼
明
親
王
の
願
文
か
ら
の
摘
句
に
も
、「
来
而
不
留
、
薤
壟
有
払
晨
之

露
。
去
而
不
返
、
槿
籬
無
投
暮
之
花
。（
来
た
り
て
留
ら
ず
、
薤
壟
に
晨

を
払
ふ
露
有
り
。
去
り
て
返
ら
ず
、
槿
籬
に
暮
に
投い

た

る
花
無
し
。）」
と
あ

り
、
こ
の
白
詩
の
表
現
に
近
い
。

（
３
）　

以
下
、『
白
氏
文
集
』
は
本
文
、
訓
読
と
も
に
新
釈
漢
文
大
系

『
白
氏
文
集
』
に
よ
る
。

（
４
）　

た
だ
し
『
全
唐
詩
』
巻
五
十
二
、
宋
之
問
、
魯
忠
王
挽
詩
に
「
人

悲
槐
里
月
、
馬
踏
槿
原
霜
（
人
は
悲
し
む
槐
里
の
月
、
馬
は
踏
む
槿
原
の

霜
。）」
と
あ
り
、
馬
が
踏
む
と
い
う
の
で
、
草
花
に
も
「
槿
」
と
し
て
詠

ま
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）　
『
礼
記
』
は
本
文
、
訓
読
と
も
に
新
釈
漢
文
大
系
『
礼
記
』（
明
治

書
院
）
に
よ
っ
た
。

（
６
）　
『
芸
文
類
聚
』
の
訓
読
は
筆
者
に
よ
る
。

（
７
）　
『
詩
経
』
は
本
文
、
訓
読
と
も
に
漢
文
大
系
『
毛
詩
』（
冨
山
房
）

を
参
照
し
た
。

（
８
）　

な
お
、
室
町
時
代
に
清
原
宣
賢
が
人
に
書
写
さ
せ
、
自
ら
清
原
家

の
累
代
相
伝
の
点
を
加
え
た
、『
詩
経
』
の
注
釈
書
、
静
嘉
堂
本
『
毛
詩

鄭
箋
』
で
は
、「
舜
」
の
字
に
「
あ
さ
が
ほ
」
と
い
う
訓
み
が
付
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
訓
は
平
安
後
期
ご
ろ
ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
頃
に
は

「
舜
（
蕣
）」
を
「
あ
さ
が
ほ
」
と
読
む
こ
と
が
定
着
し
て
い
た
と
み
ら
れ

る
。

（
９
）　

以
下
、『
文
選
』
は
本
文
、
訓
読
と
も
に
全
釈
漢
文
大
系
『
文
選
』

（
集
英
社
）
に
よ
る
。
た
だ
し
、
註
は
正
中
書
局
『
文
選
』
を
参
照
し
た
。

（
10
）　

半
澤
幹
一
・
津
田
潔
『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇

一
五
）、
冬
、
九
十
四
番
注
釈
。

（
11
）　
『
新
撰
萬
葉
集
』
は
本
文
、
訓
読
と
も
に
『
対
釈
新
撰
万
葉
集
』

に
よ
る
。
た
だ
し
、
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。
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（
12
）　

た
だ
し
『
万
葉
集
』
に
詠
ま
れ
る
「
あ
さ
が
ほ
」
は
現
代
の
「
朝

顔
」
で
は
な
く
、
桔
梗
で
あ
る
と
す
る
説
が
一
般
的
で
あ
る
。
現
代
の

「
朝
顔
」
は
中
国
原
産
の
植
物
で
、
九
世
紀
初
め
頃
に
薬
用
目
的
で
渡
来

し
た
と
さ
れ
る
。（
木
下
武
司
『
万
葉
植
物
文
化
誌
』（
八
坂
書
房
、
二
〇

一
〇
年
）

（
13
）　

以
下
、
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。

（
14
）　

以
下
、『
大
和
物
語
』
お
よ
び
『
伊
勢
物
語
』
は
新
編
日
本
古
典

文
学
全
集
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
』（
小
学

館
）
に
よ
っ
た
。

�

（
か
が
わ
・
あ
ゆ
み　

成
城
大
学
大
学
院
博
士
課
程
前
期
）


