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「
に
ほ
ふ
」
に
ま
つ
わ
る
思
索　
　

万
葉
懐
古
草
子 

⑥

　

カ
ル
テ
ィ
エ
・
ラ
タ
ン
に
あ
る
ク
リ
ュ
ニ
ー
美
術
館
で
、『
一
角
獣
を
連
れ
た
貴
婦
人
』
と

い
う
六
枚
組
の
タ
ピ
ス
リ
ー
を
初
め
て
目
に
し
て
か
ら
、
は
や
十
数
年
の
月
日
が
経
っ
て
い

る
。

　

夏
だ
っ
た
と
思
う
。
ク
リ
ュ
ニ
ー
美
術
館
の
内
部
は
薄
暗
く
ひ
ん
や
り
と
し
て
い
て
、
袖

な
し
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
で
は
寒
い
と
感
じ
た
の
を
覚
え
て
い
る
。
だ
が
あ
る
一
室
に
入
る
と
、

壁
全
体
に
展
示
さ
れ
た
六
枚
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
そ
の
圧
倒
的
な
美
し
さ
に
、
私
は
思
わ
ず
息

を
呑
ん
だ
。
細
密
さ
の
も
と
に
保
た
れ
た
完
璧
な
調
和
。
こ
の
上
な
く
優
雅
な
印
象
の
う
ち

に
見
え
隠
れ
す
る
大
胆
さ
。
制
作
期
は
中
世
後
期
で
、
長
年
忘
れ
ら
れ
て
ぞ
ん
ざ
い
に
保
管

さ
れ
て
い
た
こ
の
作
品
を
発
見
し
た
の
は
、
プ
ロ
ス
ペ
ー
ル
・
メ
リ
メ
で
あ
っ
た
と
い
う
こ

と
だ
が
、
依
頼
主
や
制
作
者
な
ど
詳
細
に
は
諸
説
が
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
も
こ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
魅
力
に
囚
わ
れ
た
芸
術
家
や
学
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
。

制
作
の
謎
に
関
す
る
調
査
は
今
な
お
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
し
、
リ
ル
ケ
や
モ
ー
ム
は
自
ら

の
作
品
に
も
取
り
入
れ
て
い
る
。
ま
た
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
や
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
サ
ン
ド

の
熱
狂
ぶ
り
も
有
名
で
あ
っ
た
。
私
も
世
界
中
の
愛
好
者
た
ち
の
例
に
も
れ
ず
、
一
目
で
す
っ

か
り
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
は
も
う
一
つ
の
理
由
が
あ
る
。

　

六
枚
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
う
ち
五
枚
は
そ
れ
ぞ
れ
「
視
覚
」「
聴
覚
」「
味
覚
」｢

触
覚｣

「
嗅
覚
」

と
人
間
の
五
感
が
タ
イ
ト
ル
に
な
っ
て
お
り
、
六
枚
目
の
最
も
大
き
く
華
麗
な
タ
ピ
ス
リ
ー

に
は
「
我
た
だ
ひ
と
つ
の
望
み
に
（A

 m
on seul désir

）」
と
い
う
献
辞
と
思
わ
れ
る
タ
イ

ト
ル
が
付
い
て
い
る
。「A

 m
on seul désir

」
に
関
し
て
は
、
何
種
類
も
の
日
本
語
訳
が
存

在
す
る
が
、
ど
れ
も
一
理
あ
る
も
の
の
説
得
力
に
欠
け
る
の
は
、
不
明
事
項
が
多
い
の
だ
か

ら
致
し
方
な
い
事
で
あ
る
。
私
も
何
と
訳
す
べ
き
な
の
か
判
ら
な
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
人
間
の
感
覚
を
タ
ピ
ス
リ
ー
に
託
し
た
意
味
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
中

世
の
話
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
あ
た
り
の
時
代
感
覚
の
解
釈
も
難
し
い
。
タ
ピ
ス
リ
ー
が
六
枚

な
の
は
、
偶
然
な
の
だ
ろ
う
か
。
五
感
に
加
え
て
、
謎
の
タ
イ
ト
ル
。
六
枚
目
に
こ
そ
謎
を

解
く
鍵
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ど
と
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
の
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
十
数
年
来
、
時
折
訪
れ
て
は
溜
め
息
を
つ
く
『
一
角
獣
を

連
れ
た
貴
婦
人
』
の
面
影
と
共
に
、
私
の
頭
の
中
で
は
お
か
げ
で
ず
っ
と
、
人
間
の
感
覚
に

つ
い
て
の
思
考
が
続
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

　

人
間
の
感
覚
と
は
、
本
当
に
五
つ
も
し
く
は
六
つ
に
き
ち
ん
と
分
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

同
時
に
全
部
の
感
覚
を
感
じ
る
の
は
、
ど
ん
な
状
況
に
お
い
て
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
「
五

感
」
と
い
う
言
葉
は
、い
つ
頃
定
着
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
世
界
中
の
ど
ん
な
民
族
で
も
「
五
感
」

や
「
第
六
感
」
と
い
う
分
け
方
を
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
達
は
「
五
感
」
や
「
第
六
感
」
と

い
う
言
葉
に
慣
れ
た
社
会
で
教
育
さ
れ
て
き
た
し
、
普
段
は
そ
の
こ
と
に
何
ら
不
都
合
を
感

じ
な
い
が
、
時
代
を
遡
っ
て
見
て
み
る
と
、
ま
た
は
詩
歌
の
言
葉
を
辿
っ
て
み
る
と
、
五
感

の
区
別
は
全
く
混
沌
と
し
て
い
る
、
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
え
い
わ
け
私
は
、「
臭
覚
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
興
味
を
持
っ
て
き
た
。「
臭
覚
は
す

べ
て
の
感
覚
の
賤
民
」
な
ど
と
言
っ
た
の
は
確
か
カ
ン
ト
だ
っ
た
と
記
憶
す
る
が
、つ
ま
り
「
臭

覚
」
は
他
の
感
覚
に
巻
き
込
ま
れ
易
い
の
で
あ
る
。
人
間
の
場
合
「
視
覚
」
や
「
聴
覚
」
が

大
量
の
情
報
を
グ
ロ
ー
バ
ル
に
確
保
す
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
こ
れ
を
最
大
限
に
利
用
し

て
い
る
の
が
、
テ
レ
ビ
で
あ
り
映
画
で
あ
る
。
視
聴
者
と
い
う
言
葉
が
示
す
と
お
り
、
観
て

い
る
者
に
と
っ
て
映
画
の
世
界
に
は
、「
臭
覚
」
は
存
在
し
な
い
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
だ
。

「
視
覚
」
と
「
聴
覚
」
か
ら
の
情
報
が
連
想
さ
せ
る
「
触
覚
」
や
「
味
覚
」
よ
り
も
、「
臭
覚
」

の
存
在
感
は
明
ら
か
に
薄
い
。
香
水
の
新
製
品
を
創
る
場
合
、
ま
ず
名
前
、
そ
し
て
フ
ラ
コ

ン
と
パ
ッ
ケ
ー
ジ
の
デ
ザ
イ
ン
が
最
重
要
視
さ
れ
る
と
い
う
事
実
も
、「
臭
覚
」
の
こ
の
性
質

故
で
あ
ろ
う
。
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し
か
し
、
一
方
で
鋭
敏
か
つ
明
確
に
快
感
と
不
快
感
を
決
定
す
る
の
も
「
臭
覚
」
で
あ
り
、

ま
た
強
烈
な
記
憶
が
匂
い
と
共
に
蘇
る
と
い
う
経
験
は
、
誰
に
で
も
あ
る
と
思
う
。

　

私
に
と
っ
て
、
フ
リ
ー
ジ
ア
の
花
の
香
り
は
、
舞
台
の
匂
い
で
あ
る
。
五
歳
の
時
、
ピ
ア

ノ
の
発
表
会
で
初
め
て
大
き
な
舞
台
で
弾
い
た
。
舞
台
の
足
元
に
盛
大
に
飾
ら
れ
て
い
た
フ

リ
ー
ジ
ア
の
花
の
香
り
は
、
そ
の
時
の
興
奮
や
緊
張
と
相
ま
っ
て
、
強
い
ラ
イ
ト
の
光
や
ピ

ン
ク
の
ド
レ
ス
の
肌
触
り
や
脚
に
当
た
る
椅
子
の
冷
た
さ
な
ど
、
今
で
も
こ
の
匂
い
を
嗅
ぐ

と
必
ず
記
憶
が
反
応
す
る
。

　

ま
た
、
二
十
歳
の
時
初
め
て
降
り
立
っ
た
外
国
は
、
マ
ド
リ
ッ
ド
だ
っ
た
。
そ
の
時
泊
ま
っ

た
ホ
テ
ル
の
、
人
工
的
に
オ
レ
ン
ジ
の
香
料
を
混
ぜ
た
代
物
と
思
わ
れ
る
洗
剤
の
匂
い
は
、
そ

の
後
何
度
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
各
地
で
出
会
っ
た
が
、
そ
の
度
に
あ
の
マ
ド
リ
ッ
ド
の
夜
に
巡
っ

た
思
い
の
断
片
を
反
芻
す
る
の
で
あ
る
。

　

ジ
ャ
ン
・
コ
ク
ト
ー
が
『
雄
鶏
と
ア
ル
ル
カ
ン
』
と
い
う
散
文
の
中
で
、
面
白
い
こ
と
を

書
い
て
い
る
。

「
感
覚
。─

 

耳
は
、
あ
る
音
楽
を
認
め
て
い
な
く
て
も
、
我
慢
で
き
る
。
そ
れ
を
、
鼻
の
領
域

に
移
し
て
み
給
え
。
僕
た
ち
は
、
き
っ
と
逃
げ
出
し
て
し
ま
う
よ
」

云
い
得
て
妙
で
あ
る
。「
匂
い
つ
き
の
映
画
」
を
普
及
さ
せ
る
必
要
が
な
い
理
由
も
こ
れ
に
尽

き
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
私
は
音
楽
家
と
し
て
、
こ
の
言
を
座
右
の
銘
に
し
て
い
る
。

　

さ
て
、
万
葉
集
で
「
臭
覚
」
を
語
ろ
う
と
す
る
と
、
い
さ
さ
か
戸
惑
う
ほ
ど
「
匂
い
」
や

「
香
り
」
の
表
記
が
少
な
い
。
そ
れ
な
の
に
何
故
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
主
題
を
選
ぶ
か
と
云
う
と
、

そ
の
思
索
に
よ
っ
て
古
代
人
の
感
覚
を
垣
間
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
か

ら
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
「
五
感
」
も
し
く
は
「
六
感
」

の
分
け
方
は
、
現
代
人
の
便
宜
で
あ
る
と
い
う
意
識
に
則
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。

橘た
ち
ば
なの
に
ほ
え
る
香
か
も
雀ほ
と
と
ぎ
す

公
鳥
鳴
く
夜
の
雨
に
移
ろ
ひ
ぬ
ら
む　

大
伴
家
持

（
橘
の
花
の
匂
う
香
り
は
、
ホ
ト
ド
キ
ス
の
鳴
く
夜
の
雨
で
消
え
て
し
ま
わ
な
い
だ
ろ
う
か
）

あ
を
に
よ
し
寧な

ら楽
の
京み
や
こ
は
咲
く
花
の
に
ほ
ふ
が
ご
と
く
今
盛
り
な
り　

小
野
老
朝
臣

（
素
晴
ら
し
い
奈
良
の
都
は
、
今
ま
さ
に
花
の
盛
り
の
よ
う
に
栄
え
て
い
る
こ
と
だ
）

　

天
平
十
六
年
、
安
積
皇
子
が
薨
じ
て
大
伴
家
の
衰
退
は
決
定
的
に
な
っ
た
。
家
持
の
歌
は

そ
の
混
乱
と
不
安
を
詠
み
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
二
首
に
あ
る
「
に
ほ
ふ
」

は
橘
の
花
ま
た
は
、
咲
き
誇
る
花
（
こ
の
時
代
で
は
お
そ
ら
く
梅
の
花
の
こ
と
）
の
香
り
そ

の
も
の
を
指
し
て
い
る
。「
あ
を
に
よ
し
…
」
の
歌
の
「
に
ほ
ふ
が
ご
と
き
」
の
万
葉
仮
名
の

表
記
も
「
薫
如
」
と
さ
れ
て
い
て
、
言
葉
上
の
解
釈
に
お
い
て
も
感
覚
的
に
も
、
我
々
に
と
っ

て
難
解
で
は
な
い
。

黄も
み
じ
ば葉

の
散
ら
ふ
山や

ま
べ邊

ゆ
漕
ぐ
船
の
に
ほ
ひ
に
愛め

で
て
出
で
に
来
に
け
り　

娘
子
玉
槻

（
も
み
じ
散
る
山
の
あ
た
り
を
行
く
船
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
て
、
出
て
来
て
し
ま
い
ま
し
た
）

石な
で
し
こ

竹
花
が
花
見
る
ご
と
に
娘お
と
め子
ら
が
笑
ま
ひ
の
に
ほ
ひ
思
ほ
ゆ
る
か
も　

大
伴
家
持

（
撫
子
の
花
を
み
る
た
び
に
、
娘
た
ち
の
笑
み
の
美
し
さ
を
思
う
の
で
す
よ
）

　

こ
の
二
首
に
見
る
「
に
ほ
ふ
」
の
意
味
は
明
ら
か
に
「
臭
覚
」
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。

現
代
語
に
訳
す
場
合
「
美
し
い
」「
綺
麗
」
な
ど
と
す
る
の
が
無
難
な
例
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

で
は
「
に
ほ
ふ
」
の
語
源
は
何
か
、
を
調
べ
て
い
る
う
ち
に
面
白
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き
た
。

　

東
京
大
学
の
多
田
一
臣
教
授
の
説
に
よ
る
と
、「
に
ほ
ふ
」
と
い
う
言
葉
は
「
に
」
と
「
ほ
ふ
」
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の
構
成
後
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
ら
し
い
。
ま
ず
「
に
」
は
万
葉
表
記
で
は
多
く
「
丹
」
と

記
さ
れ
て
お
り
、
元
来
は
「
土
」
特
に
朱
色
の
土
砂
を
指
し
て
い
た
。
広
辞
苑
で
「
に
」
を

引
く
と
、
驚
い
た
こ
と
に
ち
ゃ
ん
と
「
土
・
丹
」
と
あ
る
。
そ
し
て
や
が
て
「
丹
」
は
赤
系

統
の
色
全
体
を
意
味
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
「
ほ
ふ
」
の
「
ほ
」
は
「
秀
」
の
字
が
当

て
ら
れ
、こ
れ
は
目
に
見
え
て
立
ち
現
れ
る
と
い
う
意
味
ら
し
い
。「
ほ
ふ
」は「
は
ふ（
這
う
）」

の
変
形
と
も
解
釈
さ
れ
、
総
じ
て
周
り
が
染
ま
っ
て
い
く
様
子
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

話
し
を
も
っ
と
突
き
進
め
る
と
、「
に
」
が
示
す
赤
い
色
は
、
古
代
霊
的
な
も
の
の
象
徴
で

あ
っ
た
。「
に
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
色
の
み
な
ら
ず
、
霊
力
ま
た
は
霊
的
な
も
の
自
体
を

も
指
し
て
い
た
。
例
え
ば
「
お
に
（
鬼
）」
と
い
う
言
葉
は
、「
お
（
大
）」
と
「
に
（
丹
）」
か

ら
成
る
と
考
え
ら
れ
る
。
私
は
今
ま
で
「
魂
」
や
「
魅
」
の
字
に
何
故
「
鬼
」
が
含
ま
れ
て

い
る
の
か
と
、
い
つ
も
不
思
議
に
思
っ
て
い
た
。「
魂
」
の
偏
の
も
と
は
「
天
」
を
表
し
、「
魂
」

と
は
天
を
翔
る
「
に
」
の
こ
と
を
云
う
の
な
ら
、「
鬼
」
は
現
在
の
我
々
が
連
想
す
る
よ
う
な

ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
同
様
に
「
か
（
香
）」
の
語
源

に
も
、
霊
力
ま
た
は
霊
威
の
意
味
が
あ
る
ら
し
い
。

　

我
々
が
今
「
匂
う
」
や
「
鬼
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
時
、
そ
れ
ら
の
「
に
」
の
音
が
同
じ

意
味
を
持
っ
て
い
る
と
は
、
到
底
想
像
も
し
な
い
も
の
だ
が
、
以
上
の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
次

の
歌
を
読
め
ば
、
内
容
が
非
常
に
理
解
し
易
く
な
る
。

春
の
苑そ
の

紅く
れ
な
いに
ほ
ふ
桃
の
花
下
照
る
道
に
出
で
立
つ
娘お
と
め子　

大
伴
家
持

（
春
の
庭
の
桃
の
花
に
赤
く
映
え
る
道
に
出
て
立
つ
乙
女
の
美
し
い
姿
よ
）

紫む
ら
さ
き草
の
に
ほ
へ
る
妹
を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
わ
れ
戀こ

ひ
め
や
も　

大
海
人
皇
子

（
ム
ラ
サ
キ
の
よ
う
に
美
し
い
貴
女
が
憎
い
の
な
ら
、
も
う
人
妻
で
あ
る
貴
女
を
ど
う
し
て
恋

し
く
思
う
の
で
し
ょ
う
か
）

　

右
の
二
首
に
お
け
る
「
に
ほ
ふ
」
は
い
ず
れ
も
、
色
を
修
辞
し
て
い
る
。「
に
」
が
赤
系
統

の
色
を
表
し
て
い
る
こ
と
は
先
述
の
と
お
り
で
あ
る
が
、そ
こ
に
は「
紅
」は
当
然
の
こ
と「
紫
」

も
含
ま
れ
て
お
り
、
転
じ
て
明
る
く
輝
い
て
見
え
る
様
を
言
う
の
に
も
用
い
ら
れ
た
。
現
代

の
「
明
る
い
」
と
い
う
言
葉
は
無
論
「
あ
か
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
歌

に
見
る
「
に
ほ
ふ
」
は
、「
明
る
く
溌
剌
と
し
た
」
ま
た
は
「
し
っ
と
り
と
華
や
い
だ
」
と
い

う
風
に
解
釈
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
桃
の
花
の
色
に
喩
え
ら
れ
る
乙
女
、
紫
の
花
の
よ
う

に
讃
え
ら
れ
る
人
妻
。「
視
覚
」
を
通
し
て
い
な
が
ら
、
実
際
に
は
物
質
的
に
目
で
捉
え
ら
れ

る
も
の
で
は
な
い
何
か
を
言
い
表
そ
う
と
す
る
の
に
、「
に
ほ
ふ
」
が
使
わ
れ
て
い
る
の
が
分

か
る
。

　

大
海
人
皇
子
の
歌
は
、
あ
の
あ
ま
り
に
も
有
名
な
額
田
王
の
「
あ
か
ね
さ
す
紫
の
野
行
き

標
野
行
き
野
守
は
見
ず
や
君
が
袖
振
る
」
へ
の
返
歌
で
あ
り
、「
紫
草
の
に
ほ
ゑ
る
妹
」
と
は
、

当
時
天
武
天
皇
の
後
宮
に
入
っ
て
い
た
額
田
王
の
こ
と
で
あ
る
。

白
波
の
千
重
に
来
寄
す
る
住
吉
の
岸
の
黄は
に
う生

に
に
ほ
ひ
て
ゆ
か
な　

車
持
朝
臣
千
年

（
白
い
波
が
幾
重
に
も
寄
せ
て
来
る
住
吉
の
岸
で
、
そ
の
埴
生
に
赤
く
染
ま
っ
て
行
こ
う
で
は

な
い
か
）

草
枕
旅
行
く
君
と
知
ら
ま
せ
ば
岸
の
埴
生
に
に
ほ
は
さ
ま
し
を　

清
江
娘
子

（
旅
の
方
と
存
じ
て
お
り
ま
し
た
な
ら
、
岸
の
埴
生
で
衣
を
お
染
め
差
し
上
げ
ま
し
た
の
に
）

　
「
埴
生
」と
い
う
言
葉
も「
に
」か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
万
葉
集
で
は「
埴
生
」は「
黄

土
（
は
に
ふ
）」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
は
（
映
え
る
）」
と
「
に
（
丹
）」
の
構

成
語
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
は
に
わ
（
埴
輪
）」
は
、
霊
的
な
儀
式
に
輪
に
並
べ
て
使
用
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さ
れ
た
、
明
る
く
映
え
る
土
で
造
ら
れ
た
祭
器
で
あ
る
。

　
「
白
波
の
…
」
の
歌
で
の
「
に
ほ
ひ
て
」
は
、
土
の
赤
さ
が
自
分
に
照
り
か
え
る
様
を
言
っ

て
お
り
、「
草
枕
…
」
の
方
で
は
実
際
に
衣
を
絞
り
染
め
に
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、「
に
ほ
ふ
」
こ
と
で
霊
威
を
吸
収
す
る
と
感
じ
、
ま
た
旅
の
安
全
を
願
っ
た
も
の

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

引い
く
ま
の

馬
野
に
に
ほ
ふ
榛は
り
は
ら原
入
り
乱
り
衣
に
ほ
は
せ
旅
の
し
る
し
に　

太
上
天
皇

（
引
馬
野
に
色
づ
い
て
い
る
榛
の
木
の
原
に
ど
ん
ど
ん
分
け
入
っ
て
、
旅
の
し
る
し
に
衣
に
色

を
移
す
が
よ
い
）

　

こ
の
よ
う
に
見
て
み
る
と
、
万
葉
集
で
は
「
に
ほ
ふ
」
が
「
臭
覚
」
に
関
わ
っ
て
い
る
例

は
非
常
に
少
な
い
、
と
い
う
よ
り
、
元
々
「
視
覚
」
で
受
け
取
っ
て
は
い
る
が
目
に
は
見
え

な
い
も
の
に
使
っ
て
い
た
こ
の
言
葉
が
、
時
代
と
と
も
に
「
臭
覚
」
の
た
め
に
使
わ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
、
と
い
う
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

平
安
時
代
に
書
か
れ
た
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
は
、「
に
ほ
ふ
」
の
表
現
は
「
匂
う
」
と
「
臭

う
」
を
使
い
分
け
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
も
ま
た
主
人
公
の
源
氏
は
「
光
る
源
氏
の
君
」

と
呼
ば
れ
、
源
氏
の
次
の
世
代
の
物
語
で
あ
る
「
宇
治
十
帖
」
で
活
躍
す
る
の
は
「
薫
の
君
」

と
「
匂
う
の
宮
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
名
前
は
、
こ
の
人
物
達
の
目
に
は
見
え
な
い
魅
力
を

表
し
て
い
る
の
に
相
違
な
い
。
ま
た
こ
の
時
代
「
鬼
」
は
す
で
に
悪
霊
を
指
し
、
面
白
い
こ

と
に
「
鬼
は
臭
し
」
と
し
て
い
る
場
面
が
あ
り
、「
に
ほ
ふ
」
の
感
覚
が
時
代
に
つ
れ
て
変
化

し
て
い
る
こ
と
が
窺
い
知
れ
る
。

　
「
視
覚
」
が
捉
え
る
「
目
に
み
え
な
い
も
の
」
を
表
す
た
め
に
、
今
で
言
う
「
臭
覚
」
が
最

も
都
合
が
よ
か
っ
た
こ
と
は
、
大
い
に
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

実
は
何
日
か
前
、
こ
の
原
稿
を
書
い
て
い
る
最
中
に
『
一
角
獣
』（R.R.

ベ
ー
ア
）
と
い
う

文
献
を
偶
然
見
つ
け
た
。
中
に
ク
リ
ュ
ニ
ー
美
術
館
の
タ
ピ
ス
リ
ー
に
つ
い
て
の
章
が
あ
り
、

早
速
読
ん
で
み
た
ら
、
件
の
タ
イ
ト
ル
に
関
す
る
叙
述
が
あ
っ
た
。
な
ん
と
、「
五
感
」
の
副

題
は
最
初
か
ら
付
い
て
い
た
の
で
は
な
く
、
一
九
二
一
年
に
英
国
のA

.F.

ケ
ン
ド
リ
ッ
ク
と

い
う
美
術
史
学
者
が
提
出
し
た
論
文
に
よ
る
も
の
で
、
そ
の
後
ク
リ
ュ
ニ
ー
美
術
館
の
コ
ン

セ
ル
ヴ
ァ
ト
ワ
ー
ル
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
現
在
に
至
る
の
だ
そ
う
だ
。

　

複
雑
な
気
分
に
な
っ
た
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
タ
イ

ト
ル
に
長
年
執
着
し
て
、
色
々
な
こ
と
を
考
え
た
。
ま
る
で
騙
さ
れ
た
よ
う
な
感
覚
が
残
る

に
は
残
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
巧
く
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
考
え
て
み
れ
ば
、
き
っ
か
け
は
何
で
あ
れ
、
こ
れ
ま
で
私
が
辿
っ
た
「
感
覚
」
に

関
す
る
思
考
は
様
々
な
広
が
り
を
提
示
し
て
く
れ
た
し
、「
五
感
」
の
タ
イ
ト
ル
が
も
た
ら
す

イ
メ
ー
ジ
は
『
一
角
獣
を
つ
れ
た
貴
婦
人
』
の
美
し
さ
を
少
し
も
損
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ

れ
に
、
あ
の
タ
ピ
ス
リ
ー
の
色
こ
そ
「
に
」
の
色
で
あ
る
と
知
っ
た
で
は
な
い
か
。

　

数
年
前
に
発
表
し
た
歌
曲
集
『
睦
魂
』
の
中
の
私
の
歌
は
、
飛
行
機
の
窓
か
ら
見
た
「
に
」

の
色
に
輝
く
雲
海
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。「
に
ほ
ふ
」
の
語
源
も
何
も
知
ら
な
か
っ
た
に

も
拘
ら
ず
、
今
読
む
と
先
述
の
言
葉
が
揃
っ
て
い
て
不
思
議
で
あ
る
。

「
あ
か
ね
さ
す
紫
に
染
む
あ
か
ね
雲
魂た
ま

あ
ふ
如
く
染
ま
り
切
り
た
し
」

　

し
か
も
空
を
飛
ん
で
の
旅
の
途
中
で
、
あ
か
ね
雲
に
染
ま
り
た
い
な
ど
と
、
ひ
ょ
っ
と
す

る
と
あ
の
時
「
に
ほ
え
る
天
を
翔
る
霊
」
を
見
た
の
か
も
知
れ
な
い
。


