
要　旨

『万葉集』においては、わずか一例のみであった「よもぎ」の用例が、十世紀半ば頃になって、和歌や日記、物語の中
に散見されるようになり、その後、詠まれるべき草、語られるべき景物となっていく。その理由の一つとして、その時
期までに、中国文学に認められる「蓬」に触れたこと、それらに学んで日本においても「蓬」を用いて漢詩文を作ったこ
とを挙げることができる。中国古典文学の言葉の世界、平安初期の日本の漢詩文、さらに、かなで書かれた和歌、日記、
物語へと、何が学ばれ、どのような展開をみせているかを考えてゆくために、本稿では、平安初期までの漢詩文におけ
る「蓬」が、どのように表現されているかを明らかにし、それらと中国文学との関わりについて検討する。

Key words：蓬、よもぎ、漢詩文、平安初期、中国文学
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平安時代文学における「よもぎ」「蓬」について（一）
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平
安
時
代
文
学
に
お
け
る
「
よ
も
ぎ
」
「
蓬
」
に
つ
い
て
（
一
）

＊
小　
　

島　
　

雪　
　

子　

―
―
平
安
初
期
ま
で
の
漢
詩
文
に
お
け
る
「
蓬
」
を
中
心
に
―
―

　
　
　
一

『
万
葉
集
』
に
お
い
て
は
、
わ
ず
か
一
例
の
み
で
あ
っ
た
「
よ
も
ぎ
」
の
用
例
が
、
十
世

紀
半
ば
頃
に
な
っ
て
、
和
歌
や
日
記
、
物
語
の
中
に
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
後
、

詠
ま
れ
る
べ
き
草
、語
ら
れ
る
べ
き
景
物
と
な
っ
て
い
く
。
た
く
さ
ん
あ
る
草
の
中
か
ら
、

に
わ
か
に
詠
ま
れ
る
べ
き
、
語
ら
れ
る
べ
き
草
と
し
て
選
択
さ
れ
対
象
化
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
考
え
ら
れ
る
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
そ
の
時
期
ま
で
に
、
中
国
文

学
に
認
め
ら
れ
る
「
蓬
」
に
触
れ
た
こ
と
、
そ
れ
ら
に
学
ん
で
日
本
に
お
い
て
も
「
蓬
」
を

用
い
て
漢
詩
文
を
作
っ
た
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
日
本
で
は
、「
よ
も
ぎ
」
に
は
「
蓬
」
の
字
が
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
既
に

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
本
来
和
語
の
「
よ
も
ぎ
」
は
漢
語
の
「
蓬
」
と
同
じ
で
は
な
く
、
漢

語
の
「
艾
」、
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
似
の
草
を
指
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
よ
も
ぎ
」

は
「
艾
」
に
あ
た
る
と
い
う
認
識
は
日
本
で
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
い
つ

頃
か
ら
か
は
不
明
だ
が
、
た
と
え
ば
、
中
国
か
ら
学
ん
だ
五
月
五
日
の
「
艾
人
」、「
艾
」

を
か
づ
ら
に
す
る
な
ど
の
風
習
な
ど
を
通
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一

方
、
中
国
の
古
典
に
み
え
る
「
蓬
」
が
何
を
指
し
て
い
た
か
は
現
在
で
も
見
解
が
分
か
れ

て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
論
を

進
め
る
に
先
立
ち
次
節
で
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し
た
い
。

中
国
文
学
に
触
れ
た
日
本
人
が
「
蓬
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
か
も
判
然
と
し

な
い
。『
倭
名
類
聚
抄
』
の
成
立
の
頃
ま
で
に
は
、「
蓬
」
は
「
艾
」
も
し
く
は
「
艾
」
に
近

い
草
と
の
認
識
を
も
つ
に
至
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
ら

な
い
。
実
態
と
し
て
ど
の
よ
う
な
草
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
た
か
は
判
然
と
し
な
い
に
し

て
も
、少
な
く
と
も
中
国
文
学
の
言
葉
の
世
界
に
お
い
て
培
養
さ
れ
た
「
蓬
」
の
コ
ノ
テ
ー

シ
ョ
ン
、
イ
メ
ー
ジ
や
情
感
と
い
っ
た
も
の
を
あ
る
程
度
理
解
し
、
ま
ず
は
関
心

を
向
け
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、『
万
葉
集
』
の
題
詞
や
書
簡
、
平
安
初
期
ま
で
の

漢
詩
文
な
ど
に
「
蓬
」
の
使
用
が
散
見
さ
れ
、
し
か
も
類
型
化
も
み
ら
れ
る
こ
と

か
ら
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
や
が
て
、「
蓬
」
を
用
い
て
漢
詩
文
を
作
っ

た
経
験
を
踏
ま
え
、
あ
る
い
は
直
接
中
国
の
古
典
に
学
び
つ
つ
、
か
な
文
に
お
い

て
、「
よ
も
ぎ
」に
漢
語「
蓬
」の
多
様
な
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
纏
わ
せ
も
し
な
が
ら
、

自
ら
の
表
現
世
界
を
つ
む
い
で
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

中
国
古
典
文
学
の
言
葉
の
世
界
、
平
安
初
期
の
日
本
の
漢
詩
文
、
さ
ら
に
、
か

な
で
書
か
れ
た
和
歌
、
日
記
、
物
語
へ
と
、
何
が
学
ば
れ
、
ど
の
よ
う
な
展
開
を

み
せ
て
い
る
か
を
考
え
て
ゆ
く
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
ま
ず
、
平
安
初
期
ま
で
の

漢
詩
文
に
お
け
る
「
蓬
」
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
を
検
討
し
、
そ
れ

ら
と
中
国
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
中
国
文
学

の
「
蓬
」
と
日
本
文
学
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
言
及
し
た
寺
井
泰
明
氏
な
ど
の
論

が
あ
る
が（

（
（

、
充
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
ず
、
な
お
も
検
討
の
余
地
が
あ

る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
作
ら
れ
た
漢
詩
文
が
中
国
文
学
に
お
け
る「
蓬
」
を

ど
の
よ
う
に
受
容
し
、
自
ら
の
表
現
を
つ
む
い
で
い
っ
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
二

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
中
国
古
典
文
学
に
み
ら
れ
る
「
蓬
」
が
、
実
態
と
し

て
ど
の
よ
う
な
草
を
指
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
見
解
が
分
か
れ
て
い
る
。
論
を
始

め
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
こ
の
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

中
国
古
典
に
は
多
く
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
蓬
」
の
用
例
が
み
ら
れ
、
比
喩
的
表
現
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も
豊
か
で
特
定
の
草
と
の
関
係
を
見
極
め
が
た
い
例
も
多
く
、
何
を
指
し
て
い
た
の
か
、

と
い
う
問
い
は
難
し
い
問
い
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
少
な
か
ら
ず
用
例
が
み
ら
れ

る
「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
か
を
み
て
ゆ
く
。
と
い
う

の
も
、「
飛
蓬
」
を
ど
う
考
え
る
か
が
、「
蓬
」
を
ど
う
考
え
る
か
を
左
右
し
て
き
た
面
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
に
つ
い
て
は
、従
来
キ
ク
科
ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
属
の
草
と
さ
れ
て
き
た
。

ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
の
和
名
を
充
て
る
の
は
、
管
見
に
拠
れ
ば
小
野
蘭
山
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』

（
一
八
〇
三
）
の
指
摘
が
、
早
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

飛
蓬
ハ
卽
單
ニ
蓬
と
稱
ス
ル
草
ナ
リ　

和
名
ヤ
ナ
ギ
ヨ
モ
ギ　

一
名
ウ
タ
ヨ
モ

ギ　

ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ　

原
野
近
水
ノ
地
ニ
多
シ　

春
宿
根
ヨ
リ
葉
ヲ
生
シ
叢
ヲ

ナ
ス　

形
細
長
ク
柳
葉
ノ
如
ニ

大
鋸
齒
ア
リ
、
初
夏
莖
ヲ
抽
ヿ
一
尺
餘　

葉

密
ニ
互
生
ス　

莖
梢
ニ
多
ク
枝
ヲ
分
チ
花
ヲ
開
ク　

野セ
ン
ボ
ン
ギ
ク
ノ

菊
花
ニ
似
テ
辨
甚
小
ク

白
色　

後
白
絮
ヲ
ナ
ス　

黄タ
ン
ポ
ポ
ノ
ワ
タ

花
地
丁
絮
ノ
如
シ　

風
ニ
隨
テ
飛
ブ
（
巻
十
九　

穀

部　

蓬
草
子（

（
（

）

「
蓬
」
の
和
名
が
記
さ
れ
、
具
体
的
に
植
物
の
形
状
や
性
格
が
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
記
述
は
朱
熹
が
、『
詩
集
傳
』
に
お
い
て
、『
詩
経
』
衛
風
「
伯
兮
」
詩
に
注
し
た

記
述
を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。「
伯
兮
」
に
は
、「
自
伯
之
東
、

首
如
飛
蓬
、
豈
無
膏
沐
、
誰
適
爲
容
」
と
あ
り
、
夫
が
戦
争
に
行
き
自
分
の
頭
が
「
飛
蓬
」

の
よ
う
に
な
っ
た
と
詠
ん
で
い
て
、「
飛
蓬
」
は
手
入
れ
の
ゆ
き
と
ど
か
な
い
、
乱
れ
て

ぼ
さ
ぼ
さ
の
髪
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
朱
熹
は
、こ
の
記
述
に
つ
い
て
、「
蓬
、

草
名
也
。
其
華
似
柳
絮
、
聚
而
飛
、
如
亂
髪
也
」
と
述
べ
て
い
る
。「
蓬
」
を
柳
の
わ
た
に

似
た
華
が
集
ま
っ
て
飛
ぶ
性
格
を
も
つ
草
と
し
て
い
る
。『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
は
、
こ
の

朱
熹
の
説
の
流
れ
を
汲
む
と
と
も
に
、
や
は
り
朱
熹
の
説
を
継
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

先
行
す
る
本
草
書
、
貝
原
益
軒
『
大
和
本
草
』（
一
七
〇
九
年
）
に
も
学
ん
で
い
る
と
み
ら

れ
る
。『
大
和
本
草
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

葉
ハ
ナ
デ
シ
コ
ノ
如
ク　

花
ハ
野
菊
ノ
未
レ
開
カ
如
シ　

其
實
ハ
後
爲
レ
絮ワ

タ
トテ

飛
フ

詩
ニ
首

ヘ
如
二
飛
蓬
一ノ
ト
イ
ヘ
リ　

河
原
ニ
多
シ
（
巻
九　

雜
草
類（

（
（

）

『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
は
、朱
熹
の
説
と
『
大
和
本
草
』
に
あ
る
具
体
的
な
説
明
を
踏
ま
え
、

日
本
の
草
と
し
て
は
何
に
あ
て
は
ま
る
か
、
名
を
異
名
と
と
も
に
挙
げ
生
態
や
形
状
を
よ

り
詳
細
に
記
し
て
い
る
。『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
以
前
に
も
、
和
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
も

の
の
、
新
井
白
石
『
東
雅
』（
一
七
一
七
）
や
、『
詩
経
』
に
関
す
る
書
物
、
例
え
ば
江
村

如
圭
『
詩
経
名
物
弁
解
』（
一
七
三
一
）、
岡
元
鳳
『
毛
詩
品
物
圖
攷
』（
一
七
八
五
）
な
ど

に
お
い
て
、
朱
熹
の
説
、『
大
和
本
草
』
の
説
を
あ
わ
せ
て
継
承
す
る
同
様
の
指
摘
が
み

ら
れ
る
。
葉
の
形
状
が
瞿
黍
や
野
菊
に
、
花
が
野
菊
や
菊
に
似
て
い
る
と
か
、
後
に
絮
が

飛
ぶ
な
ど
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
時
代
に
お
け
る
、
朱
熹
説
に
端
を
発
し
た
認
識
の

定
着
が
う
か
が
わ
れ
る
。

『
詩
経
』
の
「
飛
蓬
」
に
つ
い
て
の
朱
熹
の
説
に
学
び
、
江
戸
時
代
に
生
ま
れ
た
キ
ク

科
ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
属
説
は
、
現
在
で
も
尊
重
さ
れ
て
い
る
。「
飛
蓬
」
に
つ
い
て
は
他
の

説
を
と
り
な
が
ら
も
、「
蓬
」
の
第
一
の
意
味
と
し
て
挙
げ
る
辞
書
な
ど
も
少
な
く
な

い（
（
（

。
現
在
の
中
国
に
お
い
て
も
「
飛
蓬
」「
長
茎
飛
蓬
」
な
ど
は
学
名Erigeron acer L. 

、

Erigeron elongatus Ledeb.

と
あ
り
、
ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
属
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る（

（
（

。
朱
熹
に
根
ざ
す
説
が
、
今
で
も
日
中
双
方
に
お
い
て
根
強
く
支
持
さ
れ
尊
重
さ
れ

て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
、「
飛
蓬
」
ひ
い
て
は
「
蓬
」
を
ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
属
と
す
る
説
に
つ
い
て
、
そ
う
し

た
考
え
に
至
っ
た
経
緯
と
と
も
に
み
て
き
た
が
、
一
方
で
こ
れ
を
批
判
す
る
説
が
あ
る
。

管
見
に
よ
れ
ば
牧
野
富
太
郎
氏
の
指
摘
な
ど
が
比
較
的
早
い
も
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
。
牧
野
氏
は
『
日
本
植
物
図
鑑
』
の
、
や
な
ぎ
よ
も
ぎ
（
一
名
む
か
し
よ
も
ぎ
）
の
項

目
の
中
で
、「
漢
名　

蓬
・
飛
蓬
（
共
ニ
誤
用
）、
蓬
ヲ
昔
ヨ
リ
よ
も
ぎ
ニ
充
ツ
ル
ハ
極
メ

テ
非
ニ
シ
テ
、
此
レ
ハ
あ
か
ざ
科
ノ
草
本
ニ
テ
我
邦
ニ
産
セ
ズ
」
と
記
し
て
い
る（

（
（

。
さ
ら

に
、後
に
「
ア
カ
ザ
科
の
ハ
ハ
キ
ギ
（
ホ
ウ
キ
ギ
）
す
な
わ
ち
地ジ

フ膚
の
よ
う
な
植
物
」
と
し
、

砂
漠
に
繁
茂
し
て
風
に
吹
か
れ
て
根
が
抜
け
、
繁
多
な
枝
が
撓
み
円
く
な
り
、
転
々
と

し
て
転
が
り
飛
ぶ
性
格
を
も
つ
も
の
と
も
述
べ
て
い
る（

（
（

。
牧
野
氏
の
こ
う
し
た
指
摘
は
、

『
本
草
綱
目
』
の
「
其
飛
蓬
、
乃
蔾
蒿
之
類
、
末
大
本
小
、
風
易
拔
之
、
故
號
飛
蓬
」（
巻

二
十
二　

穀
之
二
）
の
記
述
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。『
日
本
植
物
図
鑑
』
で
は
触
れ
て

い
な
い
が
、後
の
文
章
の
中
で
は
こ
の
記
述
が
引
か
れ
て
い
る
。「
蔾
」
と
は
、ヒ
ユ
科
（
旧

ア
カ
ザ
科
）
の
草
の
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、「
末
大
本
小
」
と
あ
る
形
状
は
特
徴
的
な
ホ
ウ

キ
ギ
属
ホ
ウ
キ
ギ
の
そ
れ
に
当
て
は
ま
る
。

こ
う
し
た
牧
野
氏
の
説
を
、
中
国
古
典
の
用
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
裏
付
け
た
と
も
言
え

る
一
面
を
も
つ
論
が
植
木
久
行
氏
の
論
で
あ
る（

（
（

。
植
木
氏
は
、『
晏
子
春
秋
』「
内
篇　

雑

上
」
に
み
る
「
秋
蓬
」
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
記
述
「
孤
其
根
而
美
枝
葉
、
秋
風
一
至
、
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根
且
拔
矣
」
を
初
め
と
し
て
魏
晋
南
北
朝
頃
ま
で
の
用
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
、
柳
絮
に
似

た
花
が
飛
ぶ
と
し
た
朱
熹
の
説
は
不
適
切
で
飛
ぶ
の
は
枝
葉
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
。『
淮
南
子
』「
説
山
訓
」
の
「
見
飛
蓬
轉
而
知
爲
車
」（
飛
蓬
の
転
が
る
の
を
見
て
車
輪

を
発
明
し
た
）
は
、
と
り
わ
け
朱
熹
の
説
と
は
、
か
け
離
れ
た
例
で
あ
る
。
詳
細
に
つ
い

て
は
植
木
氏
の
論
を
参
照
さ
れ
た
い
が
、
示
さ
れ
た
用
例
の
他
に
も
、
根
か
ら
離
れ
風
に

転
が
る
「
蓬
」
の
あ
り
よ
う
が
う
か
が
わ
れ
る
例
は
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
、
朱
熹
の
説
は

指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
妥
当
で
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、
朱
熹
の
説
に
端
を

発
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
、「
飛
蓬
」
ひ
い
て
は
「
蓬
」
を
ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
属
の
草
と
す
る

説
に
つ
い
て
も
見
直
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
そ
の
後
、
寺
井
泰
明
氏
も
同

様
に
中
国
古
典
の
用
例
に
照
ら
し
て
、
ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
属
説
や
、
一
般
に
「
よ
も
ぎ
」
と

呼
ば
れ
る
草
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
と
さ
れ
、
ア
カ
ザ
科
の
タ
ン
ブ
ル
ウ
ィ
ー
ド
数
種
と
し

て
い
る（

（0
（

。
タ
ン
ブ
ル
ウ
ィ
ー
ド
と
は
、
風
に
吹
か
れ
て
根
元
か
ら
折
れ
球
状
に
な
り
野
原

を
転
が
っ
て
ゆ
く
、
ヒ
ユ
科
（
旧
ア
カ
ザ
科
）
に
多
く
み
ら
れ
る
植
物
の
総
称
で
あ
り
、

近
年
で
も
そ
の
あ
り
さ
ま
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

（（
（

。
タ
ン
ブ
ル
ウ
ィ
ー
ド
と
し
て
知
ら
れ
る

学
名Salsola tragus

、
漢
名
、「
刺
沙
蓬
」
は
、
南
部
を
除
く
中
国
の
広
い
領
域
で
の
生

息
が
確
認
さ
れ
て
お
り（

（1
（

、
可
能
性
の
あ
る
い
く
つ
か
の
草
の
中
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る（

（3
（

。

以
上
「
飛
蓬
」
に
つ
い
て
の
説
に
つ
い
て
、
そ
の
お
お
よ
そ
を
述
べ
て
き
た
。
従
来
か

ら
の
ム
カ
シ
ヨ
モ
ギ
属
説
は
適
当
で
は
な
く
、
中
国
古
典
の
「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
は
、
例
え

ば
「
刺
沙
蓬
」
の
よ
う
に
秋
に
根
か
ら
抜
け
風
に
吹
か
れ
て
転
が
り
飛
ぶ
性
格
を
も
つ
ヒ

ユ
科
（
旧
ア
カ
ザ
科
）
の
草
、
タ
ン
ブ
ル
ウ
ィ
ー
ド
数
種
と
考
え
る
の
が
現
在
の
と
こ
ろ

妥
当
で
は
な
い
か
と
思
う
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
蓬
」
は
す
べ
て
、
同
様
と
考
え
て
よ
い

の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。

寺
井
泰
明
氏
は
、『
礼
記
』
の
「
蓬
矢
」
や
『
西
京
雑
記
』
の
「
蓬
餌
」
の
例
を
挙
げ
、
そ

れ
ら
は
、魔
よ
け
の
働
き
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
艾
」
に
似
て
い
る
と
さ
れ
る（

（4
（

。「
艾
」
は
『
荊

楚
歳
時
記
』
に
記
さ
れ
た
五
月
五
日
の
艾
人
の
風
習
な
ど
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
辟
邪
の
草

と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
一
方『
説
文
解
字
』に
は
、「
蓬
、蒿
也
」と
記
さ
れ
て
い
る
。「
蒿
」

は
主
に
キ
ク
科
ヨ
モ
ギ
属
の
総
称
と
考
え
ら
れ
、『
説
文
解
字
』
で
は
、「
蒿
、
菣
也
」
と

あ
る
他
、
さ
ま
ざ
ま
な
草
が
「
蒿
」
も
し
く
は
「
蒿
」
属
と
さ
れ
て
い
る
。
中
国
現
存
最
古

の
字
書
『
爾
雅
』「
釋
草
」
に
も
「
繁
、
皤
蒿
。
蒿
、
菣
。
蔚
、
牡
菣
」
と
あ
り
、『
疏
』
で

は
こ
れ
ら
は
、「
蒿
」
を
色
や
実
の
有
無
に
よ
っ
て
区
別
し
た
異
名
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

「
艾
」
は
、
辟
邪
の
草
と
し
て
知
ら
れ
、
ま
た
灸
に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
他
の

草
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
が
、
キ
ク
科
ヨ
モ
ギ
属
に
属
す

る
草
で
あ
る
の
で
、「
蒿
」
と
呼
ば
れ
る
草
の
中
に
は
「
艾
」
に
近
い
草
も
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。「
蓬
矢
」「
蓬
餌
」
の
例
と
『
説
文
解
字
』
の
記
述
を
勘
案
す
る
と
、「
蒿
」
と
呼

ば
れ
た
キ
ク
科
ヨ
モ
ギ
属
に
含
ま
れ
る
草
も
「
蓬
」
で
あ
っ
た
可
能
性
は
充
分
考
え
ら
れ

る
の
で
は
な
い
か（

（1
（

。「
蓬
」
に
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
こ
と
は
、『
爾
雅
』
に
「
齧
、彫
蓬
。

薦
、
黍
蓬
」
と
み
え
、『
疏
』
に
も
「
草
之
不
理
者
也
、
種
類
非
一
」
と
あ
っ
て
、
古
く
か

ら
種
別
の
認
識
が
あ
っ
た
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

な
お
、
寺
井
氏
は
、
ヨ
モ
ギ
属
の
草
も
「
蓬
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、
あ

く
ま
で
も
ア
カ
ザ
科
の
タ
ン
ブ
ル
ウ
ィ
ー
ド
の
用
例
が
圧
倒
的
に
多
く
ヨ
モ
ギ
属
の
草
は

例
外
的
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ど
の
よ
う
な
調
査
に
基
づ
く
も
の
か
示
さ
れ

て
お
ら
ず
検
討
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。中
国
古
典
の「
蓬
」の
用
例
の
中
で
、「
飛
蓬
」

「
轉
蓬
」
の
他
に
も
「
秋
蓬
」「
孤
蓬
」
な
ど
、
風
に
転
が
る
、
あ
る
い
は
飛
ぶ
草
で
あ
る

こ
と
が
お
お
む
ね
明
ら
か
と
言
っ
て
よ
い
例
は
、
比
喩
的
な
表
現
も
含
め
て
少
な
か
ら
ず

認
め
ら
れ
る
が
、一
方
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
用
例
が
多
数
み
ら
れ
る
。
試
み
に『
文

選
』
の
用
例
を
調
べ
て
み
る
と（

（1
（

、
全
四
十
一
例
中
、
九
例
は
「
蓬
莱
」「
蓬
壺
」、
二
例
は

現
実
の
地
名
、
一
例
は
人
名
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
除
く
二
十
九
例
の
う
ち
、
風
に
転
が
る
、

あ
る
い
は
飛
ぶ
草
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
、
も
し
く
は
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
例
は
、
比

喩
的
表
現
が
多
い
の
だ
が
、
十
例
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
残
り
に
つ
い
て
は
草
の
あ
り
よ
う
を

見
極
め
る
こ
と
は
難
し
く
タ
ン
ブ
ル
ウ
ィ
ー
ド
で
あ
る
か
否
か
も
不
明
で
あ
る
。
よ
り
古

い
文
献
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
十
三
経
を
は
じ
め
漢
代
以
前
の
主
な
文
献
を
丹
念
に
調
査

し
た
中
渡
瀬
将
之
氏
の
論
が
あ
る（

（1
（

。
中
渡
瀬
氏
が
調
査
し
示
さ
れ
た
用
例
を
み
る
と
、
風

に
飛
ぶ
草
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
例
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
多
く
の
用
例

は
草
の
あ
り
よ
う
を
見
極
め
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。

以
上
、「
蓬
」
に
つ
い
て
、
従
来
の
諸
説
を
検
討
し
考
察
し
て
き
た
。
数
種
の
草
の
呼

び
名
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
今
の
と
こ
ろ
、「
刺
沙
蓬
」
な
ど
の
よ
う
に
秋
に
根
か
ら
抜
け

風
に
吹
か
れ
て
転
が
り
飛
ぶ
性
格
を
も
つ
ヒ
ユ
科
（
旧
ア
カ
ザ
科
）
の
草
、
タ
ン
ブ
ル

ウ
ィ
ー
ド
、
及
び
、「
蒿
」
と
呼
ば
れ
た
キ
ク
科
ヨ
モ
ギ
属
に
含
ま
れ
る
草
の
一
部
な
ど

を
指
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
不
明
で
あ
る
。
タ
ン
ブ
ル

平安時代文学における「よもぎ」「蓬」について（一）
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ウ
ィ
ー
ド
が
主
で
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
も
判
断
を
留
保
す
べ
き
と
考
え
る
。
個
々
の
用
例

は
、
実
態
と
し
て
何
を
指
す
か
を
断
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
も
の
も
多
く
、
本
稿
で
は
、

不
明
な
点
は
不
明
な
ま
ま
で
論
を
進
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
三

「
蓬
」
と
は
、
何
か
を
め
ぐ
っ
て
縷
々
述
べ
き
た
が
、
以
下
、
平
安
初
期
ま
で
の
漢
詩

文
に
お
い
て
「
蓬
」
が
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
討
し
て
ゆ
く（

（1
（

。
ま

ず
、
は
じ
め
に
、
前
節
で
問
題
に
し
た
「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
な
ど
の
用
例
が
い
く
つ
か
認
め

ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
ら
か
ら
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。

①
蓬
客
等
更
贈
歌　
（
『
万
葉
集
』
巻
五　

八
五
六
題
詞
）

②
不
拘
父
兄
、
不
近
親
戚
。
萍
游
諸
州
、
蓬
轉
異
境
。（
『
三
教
指
帰
』
巻
下
） 

③
傾
斯
浮
菊
酒
、願
慰
轉
蓬
憂
。（
安
倍
廣
庭
「
秋
日
於
長
王
宅
宴
新
羅
客
」　　
『
懐

風
藻
』
）

④
水
咽
人
腸
絕
、
蓬
飛
砂
塞
寒
。（
嵯
峨
天
皇
「
賦
得
隴
頭
秋
月
明
」　　
『
文
華
秀

麗
集
』
）

⑤
涙
如
二
玉
箸
一
流
無
レ
斷
、
髪
似
二
飛
蓬
一
亂
復
低
。（
朝
野
鹿
取「
奉
和
春
閨
怨
」　　

　
『
文
華
秀
麗
集
』
）

⑥
遑
遑
不
息
又
棲
棲
。
風
轉
飛
蓬
客
意
迷
。（
「
九
月
晦
日
各
分
一
字　

得
迷
」　

　
『
田
氏
家
集
』
巻
下
）

⑦
木
落
歸
根
衆
反
澗
。
那
敎
身
得
似
秋
蓬
。（
「
無
題
」　　
『
田
氏
家
集
』
巻
下
）

⑧
単
居
抱
レ
影
何
所
在
、
満
レ
鬢
飛
蓬
満
レ
面
塵
。（
紀
長
谷
雄
「
貧
女
吟
」　　
『
本

朝
文
粋
』
巻
一
）

⑨
経
霜
荒
径
飛
蓬
轉
。
欲
暮
悲
風
落
葉
翻
。（
三
善
清
行
「
晩
□
□
□
□
□
□
□
□

□
□
宜
帰
洛
解
纜
之
次
□
□
□
適
寄
一
章
廻
棹
停
舟
立
次
来
韻
」　　
『
扶
桑
集
』

巻
七
）

⑩
令
三
孤
含
二
転
蓬
之
悲
一
者
、皆
是
卿
之
不
忠
也
。（
三
善
清
行「
詰
レ
眼
文
」　　
『
本

朝
文
粋
』
巻
十
二
）

中
国
古
典
に
お
け
る
「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
秋
に
根
か
ら
抜

け
風
に
吹
か
れ
て
転
が
り
飛
ぶ
タ
ン
ブ
ル
ウ
イ
ー
ド
に
つ
い
て
の
表
現
で
あ
り
、「
秋
蓬
」

「
孤
蓬
」
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。『
文
選
』
に
み
え
る
、
曹
植
「
雑
詩　

其
二
」
の
「
轉
蓬
離

本
根
、
飄
颻
随
長
風
」（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）
な
ど
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
例
で
、
③
⑩
に

先
行
す
る
例
と
し
て
も
引
か
れ
て
い
る（

（1
（

。
曹
植
は
、
他
に
も
「
朔
風
詩
」
に
「
風
飄
蓬
飛
、

載
離
寒
暑
」（
『
文
選
』
巻
二
十
九
）、
ま
た
「
吁
嗟
篇
」
に
「
吁
嗟
此
轉
蓬
、
居
世
何
獨
然
、

長
去
本
根
逝
、
夙
夜
無
休
閑
」（
『
曹
子
建
集
』
）
な
ど
が
み
え
、「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
が
曹

植
に
よ
っ
て
詩
語
と
し
て
確
立
さ
れ
た
と
評
さ
れ
る（

10
（

。
以
後
、
曹
植
に
依
拠
し
た
か
と
思

わ
れ
る
例
が
、
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
、「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
を
ど
の
よ
う
な
発
想
で
、
あ

る
い
は
、ど
の
よ
う
な
情
感
と
と
も
に
用
い
る
か
を
方
向
づ
け
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。「
飛

蓬
」「
轉
蓬
」「
秋
蓬
」「
孤
蓬
」
は
、「
蓬
」
が
根
か
ら
抜
け
、
風
に
よ
っ
て
遠
く
飛
ば
さ

れ
て
ゆ
く
こ
と
か
ら
、
本
来
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を
離
れ
、
さ
す
ら
う
人
の
比
喩
と
し
て
多

く
用
い
ら
れ
る
。
旅
人
、
戦
争
に
行
く
人
、
官
吏
と
し
て
地
方
に
赴
く
人
な
ど
の
あ
り
よ

う
を
表
現
し
、
悲
し
み
、
嘆
き
、
あ
て
ど
な
さ
な
ど
の
情
感
を
と
も
な
っ
て
用
い
ら
れ
る
。

根
か
ら
離
れ
て
飛
ば
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
家
族
や
友
人
と
の
別
れ
に
も
重
ね
ら
れ
、
孤
独

な
、
よ
る
べ
な
い
境
遇
を
も
含
意
す
る（

1（
（

。

②
③
⑥
は
、
旅
人
の
あ
り
よ
う
の
比
喩
、
も
し
く
は
、
旅
人
と
か
か
わ
ら
せ
た
も
の
で

あ
る
。
②
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に（

11
（

、
潘
岳
「
西
征
賦
」
の
「
陋
吾
人
之
拘
攣
、
飄

萍
浮
而
蓬
轉
」（
『
文
選
』
巻
十
）
が
踏
ま
え
ら
れ
て
お
り
、
⑥
は
、
魏
の
明
帝
「
燕
歌
行
」

の
「
翩
翩
飛
蓬
常
獨
征
、
有
似
逰
子
不
安
寧
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻
四
十
二
）
な
ど
に
も
学

ん
だ
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
⑦
⑩
は
、
②
③
⑥
の
よ
う
な
空
間
的
な
旅
で
は
な
く
、
よ
り

内
面
的
な
あ
て
ど
な
さ
、
彷
徨
で
あ
る
点
に
違
い
が
み
ら
れ
る
。「
秋
蓬
」
を
用
い
た
早

い
例
と
し
て
は
、『
晏
子
春
秋
』「
内
篇　

雑
上
」
の
「
輔
拂
無
一
人
、
諂
諛
我
者
甚
衆
、

譬
之
猶
秋
蓬
也
、
孤
其
根
而
美
枝
葉
、
秋
風
一
至
、
根
且
拔
矣
」
が
あ
る
が
、「
秋
蓬
」
の

飛
ぶ
様
を
国
家
の
衰
退
に
な
ぞ
ら
え
た
も
の
で
あ
り（

13
（

、
よ
り
⑦
の
用
い
方
に
近
い
例
と

し
て
は
、
司
馬
彪
の
詩
に
み
え
る
「
秋
蓬
獨
何
辜
、
飄
颻
随
風
轉
」（
『
芸
文
類
聚
』
巻

八
十
二
）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
あ
る
い
は
、「
秋
蓬
」
の
語
は
用
い
て
い
な
い
が
、
先

に
も
挙
げ
た
潘
岳
の
「
西
征
賦
」「
陋
吾
人
之
拘
攣
、
飄
萍
浮
而
蓬
轉
」
な
ど
も
参
考
に
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
西
征
賦
」
で
は
、
武
帝
が
亡
く
な
り
楊
駿
が
誅
せ
ら
れ
世

の
中
が
め
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
中
、
官
吏
と
し
て
拘
束
さ
れ
自
分
を
変
え
て
生
き
る
我
が

身
の
あ
り
よ
う
を
「
蓬
」
が
根
を
離
れ
て
風
に
翻
る
さ
ま
に
な
ぞ
ら
え
て
、
否
定
的
に
表

現
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑦
の
「
秋
蓬
」
は
、島
田
忠
臣
「
無
題
」
の
最
後
の
句
に
み
え
る
が
、
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先
立
つ
第
二
句
に
は
、「
一
日
三
廻
省
我
躬
」
と
あ
り
、
⑦
が
自
ら
の
身
の
あ
り
よ
う
の

戒
め
と
し
て
述
べ
た
も
の
と
解
せ
る
な
ら
ば
、「
西
征
賦
」
に
学
ん
だ
も
の
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

①
は
「
蓬
」
の
使
用
の
早
い
例
で
、『
万
葉
集
』
の
題
詞
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
肥
前

国
松
浦
を
訪
れ
た
旅
人
が
そ
こ
で
出
会
っ
た
美
し
い
女
性
に
歌
を
贈
っ
た
と
い
う
こ
と

で
、「
蓬
客
」
を
旅
人
の
意
で
用
い
て
い
る
。
こ
の
例
も
「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
を
前
提
と
し

て
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、「
蓬
客
」
は
、
管
見
に
よ
れ
ば
①
以
前
に
は
例
が
み

え
な
い
。
孟
郊
「
送
諫
議
十
六
叔
至
孝
義
渡
後
奉
寄
」
に
「
浪
鳬
驚
亦
雙
、
蓬
客
將
誰
僚
」

（
『
全
唐
詩
』
三
七
八
巻
）
と
あ
る
が
、
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
孟
郊
の
生
没
年
か
ら
い
っ
て

も
、
こ
れ
に
依
拠
し
た
と
は
考
え
に
く
い（
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。
題
詞
の
制
作
者
が
、
よ
り
意
味
が
伝
わ
り
や

す
い
よ
う
に
工
夫
し
た
表
現
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。「
客
」と
結
び
つ
く
こ
と
で
、

旅
人
と
い
う
意
味
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

④
⑨
は
、
索
漠
と
し
た
景
を
構
成
す
る
景
物
と
し
て
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。
④
は
、
そ

う
し
た
点
と
と
も
に
、
砂
、
寒
さ
な
ど
の
類
似
か
ら
、
鮑
昭
「
蕪
城
賦
」
の
「
稜
稜
霜
氣
、

蔌
蔌
風
威
。
孤
蓬
自
振
、
驚
砂
坐
飛
」（
『
文
選
』
巻
十
一
）
な
ど
か
ら
も
発
想
を
得
た
も

の
か
。
⑨
は
、
④
と
共
通
し
つ
つ
、
霜
と
の
関
わ
り
か
ら
王
僧
達
「
和
琅
邪
王
依
古
」
の

「
仲
秋
邊
風
起
、孤
蓬
巻
霜
根
」（
『
文
選
』
巻
三
十
一
）、ま
た
、路
次
目
に
し
た
墓
と
「
飛

蓬
」
の
取
り
合
わ
せ
の
点
か
ら
、
白
居
易
「
靑
塚
」
の
「
上
有
飢
鷹
號
、
下
有
枯
蓬
走
。
茫

茫
邊
雪
裏
、一
掬
沙
培
塿
」（0（（

（
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）な
ど
に
も
学
ん
だ
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。
日
本
で
は
、

「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
の
現
象
は
み
ら
れ
な
い
の
で
、
お
そ
ら
く
⑨
は
、「
飛
蓬
」
が
ど
の
よ
う

な
も
の
か
充
分
に
は
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
文
学
か
ら
学
ん
だ
理
解
の
み
で
、
路
次
目
に
し

た
冷
や
や
か
で
索
漠
と
し
た
あ
り
さ
ま
を
、
あ
え
て
「
飛
蓬
」
の
語
を
取
り
入
れ
て
表
現

し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

⑤
⑧
は
、
夫
が
出
征
し
、
あ
る
い
は
、
夫
に
去
ら
れ
て
悲
し
み
に
沈
む
女
性
の
乱
れ
た

髪
の
比
喩
と
し
て
用
い
た
も
の
で
、
前
節
で
触
れ
る
と
こ
ろ
の
あ
っ
た
『
詩
経
』
衛
風
「
伯

兮
」
の
「
自
伯
之
東
、
首
如
飛
蓬
」
に
依
る
も
の
で
あ
る
。
類
似
し
た
例
は
、『
玉
台
新
詠
』

に
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。

な
お
、「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
を
前
提
と
し
た
表
現
で
あ
る
か
定
か
で
は
な
い
の
で
挙
げ
な

か
っ
た
が
、
髪
の
比
喩
と
し
て
用
い
た
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
⑤
⑧
に
通
う
表
現
で
も

あ
る
の
で
、
こ
こ
で
触
れ
て
お
き
た
い
。

⑪
恆
見
蓬
頭
婢
妾
。
已
過
登
徒
子
之
好
色
。（
『
三
教
指
帰
』
巻
上
）

⑫
蓬
亂
之
髪
。
踰
登
徒
妻
。（
『
三
教
指
帰
』
巻
中
）

い
ず
れ
も
宋
玉
「
登
徒
子
好
色
賦
」
の
「
其
妻
蓬
頭
攣
耳
、
齞
脣
歷
齒
」（
『
文
選
』
巻

十
九
）
を
踏
ま
え
た
表
現
で
あ
る
。「
蓬
頭
」
は
、
登
徒
子
の
妻
の
醜
貌
の
一
つ
の
要
素
と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
て
、
乱
れ
た
髪
の
意
で
あ
る
。『
詩
経
』
の
「
飛
蓬
」
に
拠
る
も
の
と

み
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、「
蓬
」
に
は
、
物
の
盛
ん
な
様
の
意
で
用
い
ら
れ
る
例
も
あ

る
こ
と
を
勘
案
す
る
と
、「
蓬
」
が
草
と
し
て
繁
茂
す
る
あ
り
よ
う
か
ら
の
表
現
と
も
考

え
ら
れ
る
。『
山
海
経
』「
西
山
経
」
に
、
西
王
母
の
風
貌
と
し
て
「
豹
尾
虎
齒
而
善
嘯
、

蓬
髪
戴
勝
」
が
み
え
る
が
、
同
じ
『
山
海
経
』「
海
内
経
」
に
は
「
玄
狐
蓬
尾
」
の
例
も
み

ら
れ
、
西
王
母
の
「
蓬
髪
」
は
、
も
じ
ゃ
も
じ
ゃ
と
し
て
乱
れ
た
髪
の
さ
ま
を
、
繁
茂
す

る
「
蓬
」
に
な
ぞ
ら
え
て
表
現
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
登
徒
子
の
妻
の

「
蓬
頭
」
も
、
西
王
母
の
「
蓬
髪
」
と
同
じ
よ
う
な
発
想
に
よ
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
で

き
る
の
で
は
な
い
か
。
⑫
は
男
性
の
髪
の
比
喩
で
あ
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
が
、
男
性
に

用
い
た
例
と
し
て
は
、楊
子
雲「
長
楊
賦
」の「
頭
蓬
不
暇
梳
」（
『
文
選
』巻
九
）が
あ
る
。

漢
の
高
祖
の
、
戦
争
に
あ
け
く
れ
乱
れ
た
髪
の
あ
り
よ
う
を
「
蓬
」
に
な
ぞ
ら
え
た
例
で

あ
る
。

以
上
「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
に
か
か
わ
る
例
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。「
飛
蓬
」
の
現
象

は
日
本
で
は
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
関
心
を
向
け
、
ど
の
よ
う

な
発
想
で
、
ど
の
よ
う
な
情
感
と
と
も
に
用
い
る
か
、
中
国
文
学
に
お
け
る
例
に
よ
く
学

ん
で
自
ら
の
表
現
に
と
り
入
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
⑨
の
よ
う
に
、
実
態
が
わ
か
ら

な
い
ま
ま
、
情
感
、
含
意
の
理
解
の
み
で
用
い
た
と
思
わ
れ
る
例
も
み
ら
れ
た
。
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前
節
で
は
、「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
と
、
そ
れ
に
関
わ
る
例
に
つ
い
て
検
討
し
た
が
、
次
に
、

同
様
に
い
く
つ
か
の
ま
と
ま
っ
た
例
が
認
め
ら
れ
る
住
ま
い
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
た
も

の
に
つ
い
て
み
て
ゆ
き
た
い
。

①
蓬
蓽
沈
淪
、
但
恥
二
負
擔
之
賤
一。（
主
金
蘭
「
対
策
」　　
『
経
国
集
』
巻
二
十
）

②
魏
侯
之
輅
、
軾
於
蓬
門
。
何
更
扣
角
。（
『
三
教
指
帰
』
巻
上
）

③
生
蓬
茨
衡
、
長
縄
樞
戸
。（
『
三
教
指
帰
』
巻
下
）

平安時代文学における「よもぎ」「蓬」について（一）
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④
客
斷
柳
門
群
雀
噪
、書
晶
蓬
室
晩
蛍
輝
。（
桑
原
宮
作「
伏
枕
吟
」　　
『
凌
雲
集
』
）

⑤
山
鳥
愁
レ
傷
二
構
レ
巢
樹
一、
野
人
畏
レ
着
二
編
レ
宇
蓬
一。（
巨
識
人
「
和
滋
内
史
奉
使
遠

行
觀
野
燒
之
作
」　　
『
文
華
秀
麗
集
』
）

⑥
所
以
臣
欲
下
稅
二
駕
於
蓬
蓽
之
門
一、
赴
中
遊
於
薛
蘿
之
徑
上
者
。（
「
爲
二
主
殿
頭
當

麻
大
夫
一
請
二
致
仕
一
表
」　　
『
都
氏
文
集
』
巻
三
）

⑦
慣
得
犬
無
吠
客
聲
、
不
知
車
馬
訪
蓬
衡
。（
「
菅
給
事
過
訪
兼
示
宮
櫻
詩
草
因
以

長
句
奉
謝
」　　
『
田
氏
家
集
』
巻
中
）

⑧
蓬
蓽
門
庭
華
艶
非
。
蒙
君
潤
色
作
芳
菲
。（
「
暮
春
花
下
奉
謝
諸
客
勸
酒
見
賀
仲

平
及
第
」　　
『
田
氏
家
集
』
巻
下
）

⑨
風
吹
藥
種
家
三
世
、
露
落
蓬
門
路
九
泉
。（
「
雲
州
茂
司
馬
、
視
二
詩
草
數
首
一
。

吟
詠
之
次
、
適
見
下
哭
二
菅
侍
毉
一
之
長
句
上。
不
レ
勝
二
復
悼
一、
聊
敍
二
一
篇
一
」　
『
菅

家
文
草
』
）

⑩
暁
出
蓬
門
去
、
昏
尋
澗
水
還
。（
「
𣆶
秋
二
十
詠　

樵
夫
」　　
『
菅
家
文
草
』
）

⑪
如
今
愚
僧
生
蓬
艾
門
。（
『
新
撰
字
鏡
』
序
）

ほ
と
ん
ど
の
用
例
が
、
貧
し
く
粗
末
な
住
ま
い
、
あ
る
い
は
門
を
意
味
す
る
比
喩
的
表

現
で
あ
る
。⑤
の
み
比
喩
で
は
な
く
屋
根
の
材
料
と
し
て
の「
蓬
」が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
。

初
唐
ま
で
の
中
国
に
お
け
る
「
蓬
」
の
用
例
は
、「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
に
関
わ
る
も
の
と
住

ま
い
に
関
わ
る
も
の
が
多
く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
平
安
初
期
ま
で
の
日
本
の
漢
詩

文
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
言
え
る
。

住
ま
い
に
関
わ
る
「
蓬
」
の
早
い
例
は
、『
荘
子
』「
譲
王
篇
」
の
原
憲
の
故
事
に
み
ら

れ
る
。原

憲
居
魯
。
環
堵
之
室
、
茨
以
生
草
、
蓬
戸
不
完
、
桑
以
爲
樞
、
而
甕
牖
二
室
、
褐

以
爲
塞
。（
『
荘
子
』「
譲
王
篇
」
）

原
憲
の
故
事
は
、
広
く
知
ら
れ
た
も
の
で
、『
淮
南
子
』「
原
道
訓
」、『
史
記
』「
遊
侠

伝
」
や
、『
韓
詩
外
伝
』
な
ど
に
も
引
か
れ
、い
ず
れ
に
も
「
蓬
戸
」
の
用
例
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
他
、『
礼
記
』「
儒
行
」
に
は
、「
儒
有
一
畝
宮
、
環
堵
之
室
、
篳
門
圭
窬
、
蓬
戸
甕
牖
」

と
あ
り
、『
韓
詩
外
伝
』
に
は
、
原
憲
の
故
事
の
他
に
も
、
子
夏
の
言
葉
と
し
て
、「
雖
居

蓬
戸
之
中
、
弾
琴
以
詠
先
王
之
風
」（
巻
二
）
の
例
が
み
ら
れ
る（
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。
こ
れ
ら
「
蓬
」
の
用
例

は
、
高
潔
、
高
徳
の
士
の
貧
し
く
粗
末
な
家
、
特
に
戸
の
材
料
と
し
て
の
例
で
あ
る
。
同

様
の
用
い
ら
れ
方
は
、
そ
の
後
も
、
東
方
朔
「
非
有
先
生
論
」
の
「
積
土
爲
室
、
編
蓬
爲
戸
」

（
『
文
選
』巻
五
十
一
）や
、劉
孝
標「
辨
命
論
」の「
土
室
編
蓬
、未
足
憂
其
慮
」（
『
文
選
』

巻
五
十
四
）
な
ど
に
も
み
え
、
さ
ら
に
、
家
の
材
料
で
も
屋
根
の
材
料
と
す
る
例
も
み
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。
平
安
初
期
ま
で
の
日
本
の
例
の
中
で
は
、⑤
が
そ
う
し
た
例
で
あ
る
。

や
が
て
、
戸
や
屋
根
と
い
っ
た
家
の
具
体
的
な
箇
所
を
離
れ
、
ま
た
、
具
体
的
な
草
と
し

て
の
意
味
も
薄
れ
て
、
粗
末
な
家
の
意
味
を
持
つ
比
喩
的
な
慣
用
表
現
と
し
て
、
室
、
居
、

廬
な
ど
と
結
び
つ
い
て
「
蓬
室
」「
蓬
居
」「
蓬
廬
」
な
ど
の
熟
語
を
作
っ
て
汎
用
さ
れ
た
。

先
に
挙
げ
た
日
本
の
例
で
は
④
に「
蓬
室
」の
例
が
み
え
る
。
住
ま
い
に
関
わ
る「
蓬
」は
、

家
が
粗
末
で
あ
る
こ
と
、
貧
し
さ
を
表
す
が
、『
荘
子
』
を
始
め
と
し
て
『
礼
記
』
そ
の
他

の
例
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
高
潔
、
高
徳
、
清
貧
、
悠
々
自
適
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
価
値

を
帯
び
て
用
い
ら
れ
る
。
日
本
の
例
で
は
、
②
が
そ
う
し
た
例
で
あ
る
。
叚
干
木
の
故
事

に
基
づ
く
も
の
で
、
高
徳
で
清
貧
に
生
き
る
隠
者
の
門
を
「
蓬
門
」
と
表
現
し
て
い
る
。

⑨
「
露
落
蓬
門
」
の
例
も
単
に
貧
し
い
住
ま
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
亡
き
友
で
あ
る

菅
侍
毉
が
清
貧
に
生
き
た
人
で
あ
っ
た
意
を
こ
め
た
表
現
と
解
せ
よ
う
。
②
も
⑨
も
、
第

三
者
の
立
場
か
ら
、
他
者
の
住
ま
い
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
用
い
た
も
の
で
あ
る
。

寺
井
泰
明
氏
は
、
中
国
古
典
に
お
い
て
は
、「
隠
士
の
矜
恃
の
よ
う
な
も
の
は
最
後
ま

で
「
蓬
居
」「
蓬
戸
」
な
ど
の
語
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
」
の
に
対
し
、
日
本
の
用
例
に
は
そ

う
し
た
矜
恃
は
み
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
嘆
く
例
も
あ
る
と
し
て
、
日
本
と
中
国
の
違
い
を
述

べ
て
お
ら
れ
る（

11
（

。
し
か
し
、
既
に
み
た
よ
う
に
、
②
は
肯
定
的
に
用
い
た
例
で
あ
り
、
⑨

に
も
そ
う
し
た
要
素
が
認
め
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
⑥
も
、
む
し
ろ
望
ま
し
い
住
ま

い
と
し
て
用
い
た
例
で
あ
る
。
⑥
で
は
、
官
を
辞
す
願
い
を
述
べ
る
中
で
、
落
ち
着
く
べ

き
自
ら
の
家
を
「
蓬
蓽
之
門
」
と
し
て
お
り
、
謙
遜
、
卑
下
で
あ
り
つ
つ
肯
定
的
に
用
い

て
い
る
。帰
隠
に
価
値
を
認
め
願
う
、張
平
子「
歸
田
賦
」の「
將
迴
駕
乎
蓬
廬
」（
『
文
選
』

巻
十
五
）
に
依
拠
し
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
。

中
国
古
典
に
お
け
る
住
ま
い
に
関
わ
る
「
蓬
」
に
お
い
て
も
、
プ
ラ
ス
の
価
値
を
帯
び

て
用
い
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
日
本
と
同
様
に
自
己
卑
下
や
、
謙
遜
の
言
葉
と
し
て
用
い

ら
れ
た
り
、
不
遇
感
、
嘆
き
、
自
嘲
、
第
三
者
か
ら
の
同
情
や
、
惜
し
む
気
持
ち
が
こ
め

ら
れ
る
場
合
も
多
い
。『
文
選
』
に
み
え
る
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
と
、
ま
ず
、
自
ら
の

出
自
の
卑
し
さ
を
謙
遜
卑
下
し
て
述
べ
る
中
で
用
い
た
例
と
し
て
王
子
淵
「
聖
主
得
賢
臣

頌
」
の
「
生
於
窮
巷
之
中
、
長
於
蓬
茨
之
下
」（
巻
四
十
七
）、
江
淹
「
詣
建
平
王
上
書
」
の

「
下
官
本
蓬
戸
桑
樞
之
人
」（
巻
三
十
九
）
が
あ
る
。
③
「
生
蓬
茨
衡
」
や
、⑪
「
生
蓬
艾
門
」
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は
、
こ
う
し
た
表
現
に
学
ん
だ
も
の
と
思
わ
れ
る
。
同
様
の
例
は
白
居
易
「
答
故
人
」
の

「
我
本
蓬
蓽
人
、
鄙
賤
劇
泥
沙
」（0（（（

）
に
も
み
ら
れ
る
。
曹
植
「
贈
徐
幹
」
の
「
顧
念
蓬

室
士
、貧
賤
誠
足
憐
」（
巻
二
十
四
）は
、親
し
い
友
人
を「
蓬
室
士
」と
比
喩
的
に
表
現
し
、

清
貧
や
高
潔
の
意
を
こ
め
な
が
ら
も
不
遇
、
貧
し
さ
を
惜
し
み
、
同
情
す
る
思
い
を
も
っ

て
詠
ん
で
い
る
。
④
「
蓬
室
」
は
、
こ
う
し
た
例
に
学
ん
だ
か
と
思
わ
れ
る（

11
（

。
謝
霊
運
「
擬

魏
太
子
鄴
中
集
詩　

徐
幹
」
の
「
華
屋
非
蓬
居　

時
髦
豈
余
匹
」（
巻
三
十
）
は
、
時
め
く

才
子
た
ち
と
肩
を
並
ぶ
べ
く
も
な
い
自
ら
の
あ
り
よ
う
を
、
住
ま
い
の
比
喩
を
用
い
て
表

わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
⑧
「
蓬
蓽
門
庭
華
艶
非
」
は
、
こ
う
し
た
例
も
参
考
に
し
た
の
で

は
な
い
か
。
共
に
謙
遜
卑
下
の
表
現
で
あ
る
。
傅
長
虞「
贈
何
劭
王
濟
」の「
歸
身
蓬
蓽
廬
、

樂
道
以
忘
飢
」（
巻
二
十
五
）
は
、職
を
辞
し
て
帰
る
我
が
家
を
謙
遜
卑
下
し
て
「
蓬
蓽
廬
」

と
表
現
し
て
い
る
。
続
け
て
「
樂
道
以
忘
飢
」
と
あ
る
が
、
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
帰
隠
に

価
値
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
く
、
皮
肉
と
自
虐
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
よ
う（

11
（

。

以
上
、
中
国
に
お
け
る
住
ま
い
に
関
わ
る
「
蓬
」
に
つ
い
て
、
日
本
の
例
と
の
関
係
に

も
触
れ
な
が
ら
あ
ら
あ
ら
述
べ
て
き
た
。
平
安
初
期
ま
で
の
日
本
の
例
は
、
い
ず
れ
も
中

国
古
典
に
学
ん
だ
も
の
と
言
え
る
が
、
門
と
結
び
つ
け
て
の
表
現
が
多
い
こ
と
に
気
づ
か

さ
れ
る
。
す
べ
て
、
粗
末
な
門
、
あ
る
い
は
、
粗
末
な
家
の
意
で
用
い
て
い
る
。
②
⑥
⑦

は
前
者
、
③
⑧
⑨
⑩
⑪
は
後
者
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
肯
定
的
に
あ
る
い
は
そ
う
し
た

要
素
を
含
ん
で
用
い
ら
れ
た
も
の
は
②
⑥
⑨
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
第
三
者
か
ら
の
⑩
を

除
き
謙
遜
卑
下
の
表
現
で
あ
る
。
⑥
⑧
の
「
蓬
蓽
之
門
」「
蓬
蓽
門
」
に
先
行
す
る
例
は
、

管
見
に
よ
れ
ば
見
あ
た
ら
な
い
が
、
先
に
引
用
し
た
『
礼
記
』「
篳
門
圭
窬
、
蓬
戸
甕
牖
」

な
ど
を
参
考
に
、「
蓬
」「
篳
」
な
ど
を
材
料
と
し
て
作
っ
た
門
の
意
か
ら
、
粗
末
な
門
、

粗
末
な
家
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。「
蓬
蓽
廬
」

が
、先
に
挙
げ
た
傅
長
虞
「
贈
何
劭
王
濟
」
に
、「
蓬
蓽
人
」
が
、白
居
易
「
答
故
人
」（0（（（

）

な
ど
に
み
え
、
①
⑧
の
先
例
と
し
て
引
か
れ
て
も
い
る
が（

30
（

、
こ
れ
ら
の
例
も
同
じ
よ
う
に

考
え
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。「
蓬
門
」
の
早
い
例
は
、『
風
俗
通
義
』
に
「
原
憲
蓬
門

而
株
楹
」（
「
十
反
」
）
が
み
ら
れ
る
。
先
に
引
用
し
た
原
憲
の
故
事
を
踏
ま
え
た
も
の

で
、「
蓬
戸
」
が
、「
蓬
門
」
に
、
ま
た
、
桑
を
材
料
と
し
た
樞
が
、
切
り
株
を
材
料
と
し

た
楹
に
な
っ
て
お
り
、
故
事
が
伝
え
ら
れ
る
過
程
で
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
。
出
入
り
口

と
い
う
こ
と
で
、
戸
と
門
に
互
換
性
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
興
味
深
い
。
そ
の
後
の

例
は
、『
芸
文
類
聚
』に
沈
約「
謝
母
封
建
昌
國
太
夫
人
表
」の「
慶
溢
蓬
門
、榮
流
素
族
」（
巻

五
十
一
）、
沈
炯
「
六
府
詩
」
の
「
水
廣
南
山
暗
、
杖
策
出
蓬
門
」（
巻
五
十
六
）、
謝
荘
「
懐

園
引
」
の
「
青
苔
蕪
石
路
、
宿
草
塵
蓬
門
」（
巻
六
十
五
）
な
ど
が
み
ら
れ
、
唐
代
に
な
る

と
杜
甫
「
客
至
」
の
「
花
径
不
曾
縁
客
掃
、
蓬
門
今
為
君
開
」
を
は
じ
め
多
く
の
用
例
が
認

め
ら
れ
る
。
日
本
の
例
の
よ
う
に
謙
遜
卑
下
し
て
用
い
た
例
も
多
い
。
白
居
易
「
小
庭
亦

有
月
」
に
も
、「
長
跪
謝
貴
客
、
蓬
門
勞
見
過
」（（（（0

）
の
例
を
み
る
。

門
に
関
わ
る
例
、「
蓬
門
」「
蓬
蓽
門
」「
蓬
茨
衡
」「
蓬
衡
」「
蓬
艾
門
」
は
、
す
べ
て

比
喩
的
表
現
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
を
粗
末
な
門
、
粗
末
な
家
の
意
で
用
い
る
に
あ
た
っ
て

は
、
も
と
も
と
は
、「
蓬
」
を
材
料
と
し
て
作
っ
た
門
の
意
か
ら
派
生
し
た
語
で
あ
る
こ

と
を
理
解
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。よ
く
知
ら
れ
た
原
憲
の
故
事
、『
礼
記
』

の
記
述
、『
文
選
』
の
「
非
有
先
生
論
」
や
「
辨
明
論
」、
あ
る
い
は
白
居
易
「
詠
拙
」
の
「
葺

茅
爲
我
廬
、
編
蓬
爲
我
門
」（0（（（

）
な
ど
か
ら
、
そ
う
し
た
理
解
を
得
て
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
点
は
お
く
と
し
て
も
、
用
例
を
み
る
か
ぎ
り
、
す
べ
て
が
比
喩
表

現
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
時
期
ま
で
は
、「
蓬
」
を
門
に
生
え
る
草
と
し
て
対
象
化
す

る
と
い
っ
た
発
想
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
⑦
に
つ
い
て
、『
田
氏
家
集
注
』
で
は
、

「
［
蓬
衡
］
は
、
あ
た
り
に
蓬
の
生
え
た
粗
末
な
門
」
と
し
て
い
る
が（

3（
（

、
こ
れ
ま
で
の
検
討

か
ら
、
単
に
粗
末
な
門
の
意
と
と
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

住
ま
い
に
関
わ
る
「
蓬
」
と
し
て
は
、他
に
荒
れ
た
家
に
生
え
る
草
と
し
て
の
例
が
『
新

撰
万
葉
集
』
に
み
え
る
。

⑫
戸
牖
荒
涼
蓬
草
亂
。
毎
秋
鎭
待
雁
書（

31
（

遲
。（
『
新
撰
万
葉
集
』
巻
上　

秋
）

⑬
蓬
生
荒
屋
前
無
友
。
郭
公
鳴
佗
還
古
梄
。（
『
新
撰
万
葉
集
』
巻
下　

夏
）

先
に
み
た
①
か
ら
⑪
ま
で
の
例
で
は
、
⑤
以
外
は
す
べ
て
、
い
わ
ば
慣
用
的
な
比
喩
表

現
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
⑫
⑬
は
と
も
に
景
物
と
し
て
の
「
蓬
」
を
対
象
化
し
て
い
る
点

が
注
目
さ
れ
る
。『
新
撰
万
葉
集
注
釈
』
で
は
、
⑫
に
つ
い
て
、
丘
巨
源
「
聽
隣
妓
」
の
「
蓬

門
長
自
寂
、
虛
席
視
生
埃
」（
『
玉
台
新
詠
』
巻
四
）
を
例
と
し
て
引
い
て
い
る
が（

33
（

、
こ
の

例
の
「
蓬
門
」
も
述
べ
て
き
た
よ
う
に
「
蓬
」
の
生
え
る
門
の
意
で
は
な
く
、
貧
し
く
粗
末

な
門
の
意
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
⑫
⑬
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
荒
れ
た
家
の
庭
に
生
え
る

「
蓬
」の
例
と
し
て
は
、江
淹「
雑
體
詩　

左
記
室　

詠
史
」の「
顧
念
張
仲
蔚
、蓬
蒿
滿
中
園
」

（
『
文
選
』
巻
三
十
一
）
な
ど
が
あ
る
。
張
仲
蔚
の
庭
に
茂
る
「
蓬
蒿
」
を
詠
ん
だ
も
の
で

あ
る
。李
善
注
の
引
く『
三
輔
決
録
』に
も
仲
蔚
に
つ
い
て「
所
處
蓬
高
没
人
」と
あ
り
、『
芸

平安時代文学における「よもぎ」「蓬」について（一）

- 311 -

七



文
類
聚
』「
蓬
」（
巻
八
十
二
）に
も
引
か
れ
て
い
る
。清
貧
に
生
き
た
隠
者
仲
蔚
の「
蓬
蒿
」

生
い
茂
る
庭
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
白
居
易
「
傚
陶
潛
體
詩　

其
二
」
に

も
「
蓬
莠
生
庭
院
、
泥
塗
失
場
圃
」（0（（（

）
の
例
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
日
本
の
漢
詩
文

に
お
け
る
庭
に
生
え
る
「
蓬
」
の
例
は
、
平
安
初
期
ま
で
は
こ
の
⑫
⑬
の
み
で
あ
り
、
後

の
か
な
文
に
お
け
る
展
開
を
み
て
ゆ
く
上
で
留
意
す
べ
き
と
考
え
る
の
で
、
別
稿
に
お
い

て
改
め
て
取
り
上
げ
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
五

「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
に
関
わ
る
例
、
住
ま
い
に
関
わ
っ
て
用
い
ら
れ
る
例
に
つ
い
て
検
討

し
て
き
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
他
の
例
に
つ
い
て
み
て
ゆ
く
。
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
挙
げ
た

例
以
外
で
、
人
の
あ
り
よ
う
の
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る

の
で
、
そ
れ
ら
か
ら
検
討
す
る
。

①
珍
砄
辨
矣
、蓬
性
不
レ
可
レ
量
矣
。鳳
鶏
別
也
、草
情
豈
堪
レ
識
也
。（
百
済
倭
麻
呂「
対

策
」　　
『
経
国
集
』
巻
二
十
）

②
乃
知
三
竜
門
之
恩
、復
厚
二
蓬
身
之
上
一。
恋
望
殊
念
、常
心
百
倍
。（
藤
原
房
前　
『
万

葉
集
』
巻
五　

八
一
二
）

③
含
弘
之
徳
、
垂
二
恩
蓬
体
一。
不
貲
之
思
、
報
二
慰
陋
心
一。（
大
伴
家
持　
『
万
葉
集
』

巻
十
七　

三
九
六
九
）

④
曲
蓬
糅
麻
、
不
扶
自
直
。（
『
三
教
指
帰
』
巻
上
）

⑤
蒿
蓬
聚
墟
壠
、
蘭
蕙
鬱
山
陽
。（
「
遊
山
慕
仙
詩
」　　
『
性
霊
集
』
巻
一
）

⑥
蓬
蒿
獻
草
任
垂
白
、
菅
蒯
開
花
欲
奪
紅
。（
「
元
慶
五
年
冬
大
相
國
以
拙
詩
草

五
百
餘
篇
始
屏
風
十
帖
仍
題
長
句
謹
以
謝
上
」　　
『
田
氏
家
集
』
巻
中
）

①
②
③
に
み
る
「
蓬
性
」「
蓬
身
」「
蓬
体
」
は
、
凡
庸
で
い
た
ら
な
い
私
、
我
が
身
の

意
で
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
謙
遜
卑
下
し
た
例
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
み
た
、
住
ま
い
に

関
わ
る
「
蓬
」
で
も
謙
遜
卑
下
し
た
比
喩
が
多
く
み
ら
れ
た
が
、
そ
れ
ら
が
、
貧
し
さ
や

出
自
の
賤
し
さ
を
表
し
て
い
た
の
に
対
し
、
や
や
異
な
っ
て
、
む
し
ろ
、
人
と
し
て
の
凡

庸
さ
、
い
た
ら
な
さ
、
り
っ
ぱ
な
人
間
で
は
な
い
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。
②
は
、
藤
原
房
前
が
大
伴
旅
人
へ
の
手
紙
に
お
い
て
自
ら
に
用
い
た
語
、
③
は
、
大

伴
家
持
が
大
伴
池
主
へ
の
手
紙
に
お
い
て
自
ら
に
用
い
た
語
で
あ
り
、
と
も
に
、
相
手
と

の
関
係
性
を
考
え
る
と
、
自
ら
を
謙
遜
し
て
述
べ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
貧
し
さ
や
賤
し

さ
の
意
を
こ
め
た
と
は
考
え
に
く
い
。
①
に
つ
い
て
は
、『
芸
文
類
聚
』（
巻
三
十
八
）
の

徐
悱
妻
劉
氏
「
祭
夫
文
」
の
「
幸
移
蓬
性
、
頗
習
蘭
薫
」
が
例
と
し
て
引
か
れ
て
い
る（

34
（

。
こ

の
例
も
「
蘭
薫
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
人
と
し
て
の
凡
庸
さ
、
い
た
ら
な
さ

を
含
意
し
て
い
る
と
解
せ
よ
う
。
①
②
③
の
例
は
、と
も
に『
荘
子
』「
逍
遙
遊
篇
」の「
夫

子
猶
有
蓬
之
心
也
夫
」
の
「
蓬
」
の
用
い
方
に
近
い
。『
荘
子
』
の
例
は
、
大
き
な
物
の
使

い
方
が
わ
か
ら
な
い
恵
子
に
対
す
る
荘
子
の
言
葉
で
あ
り
、
解
釈
に
諸
説
あ
る
が
、「
蓬

之
心
」
は
、
人
と
し
て
の
小
さ
さ
、
考
え
の
狭
小
さ
を
意
味
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
荘
子
』
に
依
拠
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
蓬
心
」
の
用
例
は
、『
文
選
』
や
白
居
易
に
も
み

ら
れ
る
。
中
で
も
謝
玄
暉
「
拜
中
軍
記
室
辭
隋
王
牋
」
の
「
效
蓬
心
於
秋
實
」（
『
文
選
』

巻
四
十
）
は
、
隋
王
へ
の
手
紙
の
中
で
自
ら
を
卑
下
し
た
表
現
で
あ
る
。
⑥
「
蓬
蒿
」
も
、

人
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
の
比
喩
で
あ
り
、『
田
氏
家
集
注
』
で
は
、
白
居
易
「
初
到
江
州
、

寄
翰
林
張
李
杜
三
学
士
」
の
「
蓬
蒿
随
分
有
栄
枯
」（0（（0

）
の
例
を
挙
げ
て
、「
身
分
卑

し
い
も
の
の
喩
え
」
と
し
て
い
る（

31
（

。
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
①
②
③
同
様
、

人
と
し
て
の
凡
庸
さ
、
い
た
ら
な
さ
、
小
さ
さ
な
ど
を
含
意
す
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能

で
あ
ろ
う
。
白
居
易
「
寄
獻
北
都
留
守
裴
令
公
」
に
は
、「
鸞
鳳
上
寥
廓
、
燕
雀
住
蓬
蒿
」

（（（（（

）
の
例
も
み
え
る
。

④
は
、『
荀
子
』「
勧
学
」、『
史
記
』「
三
王
世
家
」
そ
の
他
に
散
見
さ
れ
る
表
現
を
踏

ま
え
た
も
の
で
、
曲
が
っ
た
蓬
が
麻
の
中
に
ま
じ
る
と
自
然
に
真
っ
直
ぐ
に
な
る
の
意

で
あ
る
。「
曲
蓬
」
は
、
人
と
な
り
、
素
行
が
僻
曲
な
る
者
の
喩
え
と
し
て
用
い
て
い
る
。

潘
岳
「
河
陽
縣
作　

其
二
」
の
「
曲
蓬
何
以
直
、
託
身
依
叢
麻
」（
『
文
選
』
巻
二
十
六
）

を
も
参
考
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

⑤
の
「
蒿
蓬
」
は
、「
蘭
蕙
」
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、
立
派
で
す
ぐ
れ
た
人
の
比
喩
で
あ

る
「
蘭
蕙
」
に
対
し
、
凡
庸
で
、
と
る
に
た
り
な
い
者
の
喩
え
で
あ
る
。「
蒿
蓬
」
の
例
と

し
て
は
、
沈
約
「
脩
竹
弾
甘
蕉
文
」
の
「
頗
異
蒿
蓬
、
陽
景
所
臨
、
由
來
無
隔
」（
『
芸
文

類
聚
』
巻
八
十
七
）
が
あ
る
。
草
を
擬
人
化
し
て
お
り
、「
澤
蘭
」
や
「
萓
草
」
が
、
自
分

た
ち
は
「
蒿
蓬
」
と
は
異
な
り
、
陽
の
当
た
る
所
に
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
⑤
で
も
、「
蒿

蓬
」
は
「
蘭
蕙
」
が
日
当
た
り
の
よ
い
場
所
で
栄
え
る
こ
と
と
対
比
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

点
も
類
似
す
る
。
立
派
な
人
と
と
る
に
た
り
な
い
者
を
そ
れ
ぞ
れ
草
に
喩
え
、
芳
草
と
そ

う
で
な
い
草
と
の
対
比
で
表
現
す
る
発
想
は
、早
く
は
『
楚
辞
』
の
「
離
騒
」
に
み
ら
れ
る
。
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あ
る
い
は
ま
た
、「
蓬
」
を
凡
庸
な
者
の
喩
え
と
し
て
用
い
る
の
は
、
先
に
述
べ
た
「
蓬
之

心
」「
蓬
心
」
に
も
通
じ
る
。
一
方
「
蒿
」
は
、「
蒿
里
」
の
語
か
ら
の
連
想
で
墓
と
関
わ
ら

せ
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
、「
墟
壠
」と
の
取
り
合
わ
せ
も
ふ
さ
わ
し
い
。
⑤
は
、

中
国
文
学
の
「
蓬
」
や
「
蒿
」
の
用
い
ら
れ
方
、
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
充
分
に
理
解
し
た
上

で
、
自
ら
の
表
現
に
取
り
入
れ
て
い
る
例
と
考
え
ら
れ
る
。
立
派
な
人
と
そ
う
で
な
い
者

の
比
喩
と
し
て
対
比
的
に
用
い
な
が
ら
、『
楚
辞
』「
離
騒
」
の
よ
う
に
、
人
の
世
の
あ
り

よ
う
を
単
に
否
定
的
に
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
く
、
世
の
す
べ
て
の
人
や
も
の
の
無
常
を

説
く
た
め
の
具
体
的
な
例
の
一
つ
と
し
て
用
い
て
い
る
点
も
留
意
さ
れ
る
。

そ
の
他
、
次
の
よ
う
な
例
も
み
ら
れ
る
。

⑦
蓬
矢
葦
戟
、
神
符
呪
禁
之
族
、
以
防
外
難
。（
『
三
教
指
帰
』
巻
中
）

⑧
桑
弧
戸
上
加
蓬
矢
。（
「
夢
二
阿
滿
一
」　　
『
菅
家
文
草
』
）

⑨
子
談
高
レ
攓
レ
蓬
、
詞
宏
レ
踏
レ
壁
。（
三
善
清
行
「
立
二
神
祠
一
」　　
『
本
朝
文
粋
』

巻
三
）

⑧
「
蓬
矢
」
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
辟
邪
の
具
で
あ
る
。
中
国
に
お
け
る
男
子
誕
生

の
折
の
慣
習
が
、
平
安
初
期
の
貴
族
社
会
で
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
⑦
は
、

老
荘
の
教
え
を
説
く
中
で
用
い
ら
れ
た
例
で
、
⑧
に
類
す
る
。
⑨
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る

よ
う
に
『
荘
子
』「
至
楽
篇
」
な
ど
に
み
え
る
列
子
の
故
事
に
も
と
づ
く
も
の
で（

31
（

、「
蓬
」

は
道
ば
た
の
草
で
あ
る
。

　
　
　
六

以
上
、
平
安
初
期
ま
で
の
漢
詩
文
に
お
い
て
「
蓬
」
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る

か
、
具
体
的
な
用
例
を
挙
げ
つ
つ
検
討
し
て
き
た
。
ど
の
よ
う
な
発
想
で
、
ど
の
よ
う
な

情
感
と
と
も
に
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
意
を
こ
め
て
用
い
る
か
、
お
お
む
ね
中
国
文
学
の

表
現
に
よ
く
学
び
、
自
ら
の
表
現
と
し
て
い
る
。「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
に
関
わ
る
用
例
と
住

ま
い
に
関
わ
る
用
例
が
多
く
認
め
ら
れ
た
。「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
に
関
わ
る
表
現
に
つ
い
て

は
、
風
に
吹
か
れ
て
転
が
り
飛
ぶ
タ
ン
ブ
ル
ウ
ィ
ー
ド
の
現
象
は
、
日
本
で
は
、
目
に
す

る
機
会
が
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
語
の
帯
び
る
悲
し
み
や
寂
し
さ
の
情
感

や
、
孤
独
、
さ
す
ら
い
な
ど
の
含
意
に
心
ひ
か
れ
、
関
心
を
寄
せ
て
用
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
中
国
古
典
に
お
い
て
は
、
引
用
し
た
『
晏
子
春
秋
』
の
例
の
よ
う
に
政
治
に
関
す

る
比
喩
と
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
だ
が
、
平
安
初
期
ま
で
の
日
本
に
お
い
て
は

そ
う
し
た
例
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
住
ま
い
に
関
わ
る
「
蓬
」
に
つ
い
て
は
、
門
と
む
す

び
つ
け
て
の
表
現
が
多
く
み
ら
れ
た
。そ
れ
ら
す
べ
て
が
、比
喩
表
現
で
あ
り
、粗
末
な
門
、

粗
末
な
家
の
意
で
用
い
ら
れ
、
用
例
を
み
る
か
ぎ
り
、「
蓬
」
を
門
に
生
え
る
草
と
し
て

対
象
化
す
る
と
い
っ
た
発
想
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
庭
に
生
え
る
「
蓬
」
の
用

例
は
九
世
紀
末
に
な
っ
て
初
め
て
み
え
る
。
庭
に
生
え
る
草
と
し
て
の
「
蓬
」
を
、
取
り

上
げ
る
べ
き
景
物
と
し
て
対
象
化
す
る
と
い
う
発
想
も
、
中
国
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
り
、

以
後
の
和
歌
や
物
語
に
お
け
る
「
よ
も
ぎ
」
の
表
現
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
ま
た
、
そ
の
他
と
し
て
取
り
上
げ
た
例
も
含
め
て
、
人
の
あ
り
よ
う
の
比
喩
と

し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
を
こ
め
て
用
い
る
例
が
多
く
認
め
ら
れ
た
。
旅
人
、
さ
す
ら
う
人
、

悲
し
み
に
沈
む
、
あ
る
い
は
醜
い
女
性
。
貧
し
さ
、
賤
し
さ
、
そ
こ
に
清
貧
、
高
潔
な
ど

の
肯
定
的
な
意
も
こ
め
た
も
の
。
謙
遜
、
卑
下
の
意
を
こ
め
た
も
の
。
凡
庸
、
と
る
に
た

り
な
い
小
人
、
あ
る
い
は
素
行
、
人
と
な
り
の
悪
し
き
者
な
ど
。
い
ず
れ
も
中
国
文
学
に

み
る
「
蓬
」
の
豊
か
で
多
様
な
表
現
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
空
海
『
性
霊
集
』
に
み
え

る
例
の
よ
う
に
、
主
張
を
も
っ
た
自
ら
の
文
章
の
中
に
た
く
み
に
取
り
入
れ
た
例
も
み
ら

れ
た
。

平
安
初
期
ま
で
の
漢
詩
文
に
み
ら
れ
る
「
蓬
」
に
つ
い
て
の
今
回
の
検
討
を
踏
ま
え
、

別
稿
（
二
）
で
は
、
平
安
時
代
の
か
な
文
に
お
け
る
「
よ
も
ぎ
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と

と
し
た
い
。

注（
（
）　

寺
井
泰
明
「
「
蓬
」「
蒿
」「
艾
」
と
「
よ
も
ぎ
」
」（
『
和
漢
比
較
文
学
』
（
号
、
一
九
八
八
・
一
一
）、

「
転
が
る
「
蓬
」
」（
『
花
と
木
の
漢
字
学
』
大
修
館
書
店
、
二
〇
〇
〇
）。
ま
た
、
寺
山
宏
『
和
漢

古
典
植
物
考
』（
八
坂
書
店
、
二
〇
〇
三
）、
木
下
武
司
『
和
漢
古
典
植
物
名
精
解
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
一
七
）
な
ど
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

杉
本
つ
と
む
編
著
『
本
草
鋼
目
啓
蒙　

本
文
・
研
究
・
索
引
』（
早
稲
田
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
）。

（
（
）　

植
木
久
行
「
曹
植
吁
嗟
篇
考
―
轉
蓬
・
飛
蓬
の
詩
的
心
象
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
『
中
国
古
典
研
究
』

二
〇
号
、
一
九
七
五
・
一
）。

（
（
）　

貝
原
篤
信
編
録
『
大
和
本
草
』（
永
田
調
兵
衛
、
一
七
〇
九
～
一
七
一
五
）。

（
（
）　

例
え
ば
『
広
漢
和
辞
典
』『
新
漢
字
源
』『
新
漢
語
林
』
な
ど
。
加
納
喜
光
『
詩
経
・
Ⅰ　

恋
愛
詩
と

動
植
物
の
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
』（
汲
古
書
院
、
一
九
九
八
）
に
お
い
て
も
、『
詩
経
』
召
南
「
騶
虞
」
に
み

え
る「
蓬
」を
ヤ
ナ
ギ
ヨ
モ
ギ
と
し
て
い
る
。『
大
漢
和
辞
典
』は
、「
飛
蓬
」も
含
め
て
こ
の
説
を
と
る
。

（
（
）　

中
国
科
学
院
植
物
研
究
所
『
中
国
高
等
植
物
図
鑑
（
科
学
出
版
社
、
一
九
七
二
）。
潘
富
俊
『
唐
詩
植

平安時代文学における「よもぎ」「蓬」について（一）
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物
圖
鑑
』（
城
邦
文
化
、
二
〇
〇
一
）
で
は
、
唐
詩
に
み
ら
れ
る
「
蓬
」
を
す
べ
て
「
今
：
飛
蓬
」、
学

名Erigeron acer L.

と
し
て
い
る
。

（
（
）　

牧
野
富
太
郎
『
日
本
植
物
図
鑑
』（
北
隆
館
、
一
九
四
〇
）。

（
（
）　

牧
野
富
太
郎
『
植
物
一
日
一
題
』（
博
品
社
、
一
九
九
八
）。

（
（
）　

植
木
久
行
、
注
（
（
）
論
文
。

（
（0
）　

寺
井
泰
明
、
注
（
（
）
論
文
、「
転
が
る
「
蓬
」
」。

（
（（
）　
「
転
が
る
雑
草
」（
『
ナ
シ
ョ
ナ
ル
ジ
オ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
』
（（
巻
（（
号
、
二
〇
一
三
・
一
一
）。

（
（（
）　

増
淵
法
之
『
日
本
中
国
植
物
名
比
較
対
照
辞
典
』（
東
方
書
店
、
一
九
八
八
）。

（
（（
）　

な
お
、
寺
井
泰
明
氏
は
、
注
（
（
）
論
文
、「
転
が
る
「
蓬
」
」
で
、
現
地
で
の
採
集
に
基
づ
き
、「
沙

蓬
」、
学
名Agriophyllum

 arenarium
 Bieb.

が
そ
の
一
つ
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
（（
）　

寺
井
泰
明
、
注
（
（
）
論
文
。

（
（（
）　

寺
井
泰
明
、
注
（
（
）
論
文
、「
転
が
る
「
蓬
」
」。
中
渡
瀬
将
之
氏
も
「
中
国
詩
文
に
お
け
る
蓬
と
転

蓬
」（
『
横
浜
国
大
国
語
研
究
』
二
九
巻
、
二
〇
一
一
・
三
）
に
お
い
て
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。

（
（（
）　

斯
波
六
郎
主
編
『
文
選
索
引
』（
中
文
出
版
社
、
一
九
七
一
）
に
よ
っ
て
調
査
し
た
。

（
（（
）　

中
渡
瀬
将
之
、
注
（
（（
）
論
文
。

（
（（
）　

以
下
に
挙
げ
る
本
文
の
引
用
は
、『
懐
風
藻
』『
文
華
秀
麗
集
』『
三
教
指
帰
』『
性
霊
集
』『
菅
家
文

草
』
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
凌
雲
集
』
は
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学　

中

（
中
）
』、『
経
国
集
』
は
小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学　

中
（
下
）
』、『
経
国
集
』
巻
二
十
は

津
田
博
幸
『
経
国
集
対
策
註
釈
』、『
都
氏
文
集
』
は
中
村
璋
八
・
大
塚
雅
司
『
都
氏
文
集
全
釋
』、『
田

氏
家
集
』
は
内
田
順
子
『
田
氏
家
集
索
引
』、『
扶
桑
集
』
は
田
坂
順
子
『
扶
桑
集　

校
本
と
索
引
』、『
万

葉
集
』『
本
朝
文
粋
』
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）、『
新
撰
万
葉
集
』
は
、
浅
見
徹
・

木
下
正
俊
『
新
撰
万
葉
集　

校
本
篇
』
に
、
そ
れ
ぞ
れ
依
っ
た
。
な
お
、
一
部
表
記
な
ど
を
改
め
た

箇
所
が
あ
る
。
ま
た
、
本
稿
で
は
、
早
く
か
ら
中
国
で
も
日
本
で
も
多
く
の
用
例
が
み
え
る
、「
蓬

莱
」
及
び
、
関
連
す
る
「
蓬
壺
」「
蓬
宮
」「
蓬
山
」「
蓬
瀛
」
な
ど
に
つ
い
て
は
、
例
を
挙
げ
る
こ
と

は
せ
ず
検
討
の
対
象
と
は
し
な
か
っ
た
。

（
（（
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
懐
風
藻
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
）、
柿
村
重
松
『
本
朝
文
粋
註
釋
』（
富
山

房
、
一
九
六
八
）。

（
（0
）　

植
木
久
行
『
唐
詩
歳
時
記
』（
明
治
書
院
、
一
九
八
〇
）。

（
（（
）　

植
木
久
行
氏
は
、
曹
植
の
「
飛
蓬
」「
轉
蓬
」
の
詩
的
イ
メ
ー
ジ
を
要
約
し
て
、
次
の
三
点
を
指
摘
し

て
お
ら
れ
る
。
①
旅
人
の
彷
徨
（
流
浪
）・
兵
士
の
転
戦
・
役
人
の
貶
謫
（
左
遷
）
な
ど
を
連
想
す
る

用
法
。
②
非
循
環
性
・
一
回
性
の
属
性
が
、
彷
徨
・
転
戦
・
貶
謫
の
永
続
性
を
言
外
に
示
唆
す
る
こ

と
に
な
り
、
よ
り
深
く
悲
哀
感
を
高
め
る
。
③
肉
親
と
の
別
れ
、
家
族
と
の
別
れ
、
兄
弟
や
親
友
と

の
別
れ
を
連
想
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
植
木
久
行
、
注
（
（0
）。

（
（（
）　

日
本
古
典
文
学
大
系
『
三
教
指
帰　

性
霊
集
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
五
）。

（
（（
）　

植
木
久
行
、
注
（
（
）
論
文
。

（
（（
）　

土
屋
文
明
『
萬
葉
集
私
注
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
四
九
～
一
九
五
六
）。

（
（（
）　

作
品
番
号
は
、花
房
英
樹『
白
氏
文
集
の
批
判
的
研
究
』（
朋
友
書
店
、一
九
七
四
）の
番
号
を
付
し
た
。

（
（（
）　

ほ
ぼ
同
様
の
記
述
は
、『
文
選
』
李
善
注
に
引
く
『
尚
書
大
傳
』
や
、『
芸
文
類
聚
』
に
も
み
え
る
。

（
（（
）　

寺
井
泰
明
、
注
（
（
）
論
文
。

（
（（
）　

小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学　

中
（
中
）
』（
塙
書
房
、
一
九
七
九
）。

（
（（
）　

岩
波
文
庫
『
文
選　

詩
篇　
（
三
）
』
解
説
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
八
）。

（
（0
）　

小
島
憲
之
『
田
氏
家
集
注　

巻
之
上
中
下
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
一
～
一
九
九
四
）、
津
田
博
幸
『
経

国
集
対
策
註
釈
』（
塙
書
房
、
二
〇
一
九
）。

（
（（
）　

小
島
憲
之
、
注
（
（0
）。

（
（（
）　
『
新
撰
万
葉
集　

校
本
篇
』、注（
（（
）の
底
本
、寛
文
七
年
版
本
に
は「
盡
」と
あ
る
が
、他
本
に
従
っ
た
。

（
（（
）　

新
撰
万
葉
集
研
究
会
編
『
新
撰
万
葉
集
注
釈　

巻
上
（
二
）
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
）。

（
（（
）　

津
田
博
幸
、
注
（
（0
）。

（
（（
）　

小
島
憲
之
、
注
（
（0
）。

（
（（
）　

柿
村
重
松
、
注
（
（（
）。

［
付
記
］
本
稿
を
な
す
に
あ
た
っ
て
宮
城
教
育
大
学
名
誉
教
授
島
森
哲
男
先
生
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
ご
教
示

を
賜
っ
た
。
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。
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