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霰
（
あ
ら
れ
）
と
化
し
凝
し
て
は
玲
瓏
（
れ
い
ろ
う
）
た
る
鏡
と
な
り
た
え
る
、
而
（
し
こ
う

し
て
）
も
、
そ
の
性
を
失
わ
ざ
る
は
水
な
り

　

現
代
風
に
意
訳
す
る
と

一
．
自
ら
動
い
て
模
範
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
周
囲
の
人
々
を
牽
引
し
よ
う

二
．
常
に
流
れ
を
止
め
る
こ
と
な
く
、
信
じ
た
道
を
求
め
て
働
き
続
け
よ
う

三
．
障
害
や
壁
が
あ
っ
て
も
、
そ
の
間
に
力
を
蓄
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
か
ら
の
困
難
を
乗
り
越
え

よ
う

四
．
水
は
汚
れ
を
浄
化
す
る
性
質
を
有
し
て
い
る
。
相
手
の
汚
れ
や
け
が
れ
を
浄
化
で
き
る
容
量

の
大
き
い
人
で
あ
り
た
い
。

五
．
水
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
環
境
の
中
で
、
い
か
に
柔
軟
に
変
化
し
成
長
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
。（
蒸
気
→
雲
→
雨
→
雪
→
霞
→
鏡
面
）

　

な
る
ほ
ど
、
特
に
中
小
企
業
の
事
務
所
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
水
の
性
質
を
介
し
、
人
の
生
き
方
、
物
事
へ
の
取
り
組
み
姿
勢
を
人
生
訓
と
し
て
明
記
し
て

い
る
文
で
あ
る
。

　

で
は
、
だ
れ
が
原
作
者
か
。
多
く
の
説
が
蔓
延
し
て
い
る
が
、
い
く
つ
か
の
調
査
例
を
紹
介
す
る
。

一
．
国
立
国
会
図
書
館
か
ら
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
事
例
の
回
答

回
答
：「
水
五
訓
」、「
水
五
教
」、「
水
五
則
」
な
ど
の
言
葉
で
し
ば
し
ば
全
国
か
ら
同
じ
質
問
が

寄
せ
ら
れ
ま
す
。
黒
田
如
水
、
王
陽
明
説
な
ど
が
あ
り
ま
し
た
が
、
い
ず
れ
の
手
掛
か
り
な
し
、

当
方
で
回
答
不
能
だ
っ
た
事
例
で
す
。（
２
０
１
３
年
２
月
14
日
14
時
25
分
掲
示
）

　

水
五
訓
、
水
関
係
者
に
良
く
知
ら
れ
て
い
る
言
葉
で
あ
る
。
水
の
性
質
を
介
し
、
人
の
生
き
方
、

処
世
術
を
述
べ
た
言
葉
で
あ
り
、
多
く
の
知
識
人
や
企
業
人
に
よ
り
語
り
つ
が
れ
て
き
た
。
人
生

訓
と
し
て
有
名
な
言
葉
だ
が
、
原
作
者
や
原
典
が
未
だ
に
は
っ
き
り
し
て
い
な
い
。

世
間
で
最
も
流
布
さ
れ
て
い
る
原
作
者
の
名
前
は
、
戦
国
時
代
、
豊
臣
秀
吉
の
知
恵
袋
と
い
わ
れ

た
「
黒
田
官
兵
衛
」（
黒
田
如
水
）
で
あ
る
。
王
陽
明
や
太
田
道
灌
ら
の
名
前
も
上
げ
ら
れ
て
い

る
。
で
は
、
ま
ず
「
水
五
訓
」
の
本
文
を
見
て
み
よ
う
。

　
【
水
五
訓
】

一
．
自
ら
活
動
し
て
他
を
動
か
し
む
る
は
水
な
り

二
．
常
に
己
の
進
路
を
求
め
て
止
ま
ざ
る
は
水
な
り

三
．
障
害
（
障
碍
）
に
あ
い
激
し
く
そ
の
勢
力
を
百
倍
し
得
る
は
水
な
り 

四
．
自
ら
潔
う
し
て
他
の
汚
れ
を
洗
い
清
濁
併
せ
容
る
る
の
量
あ
る
は
水
な
り

五
．
洋
々
と
し
て
大
洋
（
大
海
）
を
充
た
し
発
し
て
蒸
気
と
な
り
雲
と
な
り
雨
と
な
り
雪
と
変
じ
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が
、
こ
の
瑞
と
言
う
字
は
、
も
と
の
中
国
語
で
は
宝
石
の
美
し
さ
を
示
す
語
だ
と
い
う
。
つ
ま
り

中
国
人
が
宝
石
に
見
た
美
し
さ
を
、
日
本
人
は
水
に
見
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
高
井
宮

司
は
「
日
本
人
に
と
り
、
水
は
単
な
る
ウ
ォ
ー
タ
ー
で
は
な
か
っ
た
。
一
滴
の
水
さ
え
も
神
様
か

ら
の
贈
り
物
で
あ
り
、
そ
の
水
に
は
生
命
力
、
気
力
を
よ
み
が
え
ら
せ
る
不
思
議
な
力
が
あ
る
と

信
じ
て
き
た
の
で
あ
る
」
と
。
最
前
列
で
聴
講
し
て
い
た
筆
者
は
宮
司
の
言
葉
に
深
く
感
動
し
た

覚
え
が
あ
る
。
さ
て
現
場
に
戻
ろ
う
。
赤
い
灯
篭
に
囲
ま
れ
た
参
道
の
長
い
石
段
を
上
り
詰
め
る

と
左
側
に
「
水
占
い
」
の
み
く
じ
売
り
場
が
あ
り
、
そ
の
横
に
「
神
水
」（
水
五
訓
）
の
立
札
が

あ
る
。
多
く
の
男
女
が
み
く
じ
を
、
神
水
の
池
に
浮
か
べ
、
そ
の
運
勢
を
占
っ
て
い
た
。
頂
い
た

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
「
貴
船
」
は
「
き
ぶ
ね
」
で
は
な
く
「
き
ふ
ね
」
で
あ
る
。
決
し
て
濁
っ
て

は
い
け
な
い
と
、
さ
す
が
水
の
神
様
で
あ
る
。

・
静
岡
／
柿
田
川
公
園
の
水
五
訓

　

ご
承
知
の
よ
う
に
柿
田
川
湧
水
郡
は
名
水
百
選
に
も
選
ば
れ
る
名
水
で
、
そ
の
湧
水
量
は
日
量

七
十
万
ト
ン
か
ら
百
万
ト
ン
と
も
言
わ
れ
東
洋
一
の
規
模
を
誇
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
富
士
山
か

ら
の
湧
水
で
特
に
透
明
度
が
高
い
。
ま
た
全
長
わ
ず
か
一
・
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
一
級
河

川
で
長
良
川
と
四
万
十
川
と
と
も
に
日
本
三
大
清
流
に
数
え
ら
れ
て
い
る
。
公
園
内
の
「
水
五

訓
」
の
看
板
に
書
か
れ
て
い
る
文
は
少
し
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
元
の
文
章
で
は
「
そ
の
勢

力
を
百
倍
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
柿
田
川
水
五
訓
で
は
「
そ
の
勢
力
を
倍
加
し
」
で
あ
り
、
百

倍
で
は
な
く
、
二
倍
で
あ
る
。
ま
た
最
後
の
文
で
は
「
蒸
気
」
や
「
鏡
」
と
い
う
表
現
が
無
く
な

っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
全
国
に
は
多
く
の
「
水
五
訓
」
の
看
板
や
石
碑
が
あ
る
が
、
表
現
や
順

番
が
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
例
も
多
い
。

二
．
門
脇
敏
明
氏
（
元
日
本
水
道
新
聞
社
社
長
）
の
「
水
を
語
る
会
」
へ
の
寄
稿
よ
り

　

水
の
持
つ
性
質
を
捉
え
た
人
生
訓
と
し
て
水
道
界
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
「
水
五
訓
」、「
水
五

則
」、「
水
徳
五
訓
」。
そ
の
作
者
と
し
て
、
黒
田
官
兵
衛
、
太
田
道
灌
、
王
陽
明
、
老
子
等
々
と

い
わ
れ
て
い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
判
明
し
て
い
な
い
。（
２
０
１
１
年
11
月
５
日
）

三
．
筆
者
が
思
う
に
は
…
…
老
子
・
荘
子
が
元
祖
？

　

水
五
訓
は
中
国
の
古
典
か
ら
影
響
を
受
け
、
そ
の
考
え
方
が
時
の
権
力
者
や
学
者
が
綿
々
と
都

合
良
く
継
承
し
て
き
た
も
の
の
集
ま
り
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。「
歴
史
」
と
は
生
き
残
っ

た
強
い
も
の
が
造
り
、「
こ
と
わ
ざ
や
教
訓
」
は
時
の
権
力
者
や
有
名
人
が
残
す
の
は
古
今
東
西

の
共
通
認
識
で
あ
る
。
で
は
筆
者
が
触
れ
合
っ
た
「
水
五
訓
」
を
紹
介
す
る
。

・
貴
船
神
社
の
水
五
訓

　

２
０
１
５
年
12
月　

世
界
工
学
会
議
（
Ｗ
Ｅ
Ｃ
Ｃ
２
０
１
５
）
が
国
立
京
都
国
際
会
館
で
開
催

さ
れ
、
筆
者
は
水
セ
ッ
シ
ョ
ン
の
座
長
を
務
め
た
あ
と
、
京
都
市
左
京
区
に
あ
る
水
の
神
様
で
有

名
な
貴
船
神
社
を
訪
ね
た
。
全
国
に
四
百
五
十
社
あ
る
と
言
わ
れ
る
貴
船
神
社
の
総
本
社
で
あ
る
。

京
都
で
開
催
さ
れ
た
第
三
回
世
界
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
２
０
０
３
年
３
月
）
で
は
貴
船
神
社
の
宮

司
・
高
井
和
大
氏
が
「
日
本
人
と
水
へ
の
思
い
」
を
講
演
し
た
。
高
井
宮
司
は
「
み
ず
」
と
い
う

言
葉
に
つ
い
て
「
世
界
中
で
日
本
語
だ
け
に
独
特
の
表
現
が
あ
る
」
と
し
、
次
の
例
を
紹
介
し
た
。

「
み
ず
み
ず
し
い
」、「
み
ず
の
し
た
た
る
よ
う
な
」、「
み
ず
際
立
っ
た
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
は

他
の
国
で
は
言
い
表
す
言
葉
が
な
い
。「
み
ず
み
ず
し
い
」
は
漢
字
で
は
「
瑞
々
し
い
」
と
書
く
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四
．
中
国
の
古
典
か
ら

　

で
は
水
五
訓
の
参
考
文
献
と
し
て
老
子
と
荘
子
に
学
ん
で
み
よ
う
。

㈠　

老
子
の
道
徳
経
八
章
よ
り

・「
上
善
如
水
」

　

あ
ま
り
に
も
有
名
な
言
葉
で
あ
る
。「
上
善
は
水
の
如
し
」、
上
善
と
は
、「
最
も
理
想
的
な
生

き
方
を
願
う
な
ら
ば
、
水
の
在
り
方
に
学
べ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
水
に
は
学
ぶ
に
足
る
三
つ

の
特
徴
が
あ
る
。
第
一
に
、
柔
軟
で
あ
る
。
四
角
な
器
に
入
れ
れ
ば
四
角
に
な
り
、
丸
い
器
に
入

れ
れ
ば
丸
く
な
る
、
ど
ん
な
に
器
を
変
え
て
も
そ
れ
な
り
に
形
を
変
え
、
逆
ら
う
こ
と
が
な
い
。

第
二
に
、
水
は
低
い
と
こ
ろ
、
低
い
と
こ
ろ
に
流
れ
て
ゆ
く
。
し
か
も
そ
の
間
に
多
く
の
植
物
や

生
態
系
に
分
け
隔
て
な
く
自
分
（
水
）
を
与
え
な
が
ら
、
低
い
と
こ
ろ
を
求
め
て
移
動
し
て
い
る
。

低
い
と
こ
ろ
に
身
を
置
く
の
は
人
間
、
誰
で
も
嫌
が
る
が
、
水
は
最
も
低
い
と
こ
ろ
に
留
ま
り
、

し
か
も
謙
虚
で
あ
る
。
第
三
に
、
も
の
す
ご
い
能
力
を
秘
め
て
い
る
が
、
自
分
の
能
力
や
地
位
を

誇
ろ
う
と
も
し
な
い
。
急
流
は
岩
を
砕
い
て
破
壊
し
、
逆
に
水
の
一
滴
は
百
年
で
岩
を
も
穿
つ
能

力
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
水
は
「
柔
軟
、
謙
虚
、
秘
め
た
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
を
有
し
て
い

る
。

　

老
子
は
、
人
間
も
そ
れ
ら
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
理
想
の
生
き
方
に
近
づ
け
る
の

だ
と
い
う
。
最
高
の
善
と
は
無
為
に
な
す
も
の
で
あ
り
、「
俺
は
善
を
お
こ
な
っ
て
い
る
ん
だ
」

と
い
う
意
識
を
持
つ
こ
と
無
く
、
自
然
の
ま
ま
の
行
い
が
即
ち
「
善
」
で
あ
る
。「
如
水
」
単
独

で
は
、
流
れ
る
水
の
如
く
す
ら
す
ら
物
事
が
運
ぶ
様
や
、
流
れ
に
逆
ら
わ
ず
に
素
直
に
従
う
と
い

う
意
味
で
も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
老
子
は
「
水
の
性
質
を
用
い
人
の
生
き
方
」
を
多
く
語
っ
て
い
る
。
道
徳
経
の
中
で
は
、

水
が
関
係
す
る
表
現
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。

・
淵
の
よ
う
に
深
く
考
え
よ
（
第
四
章
）

・
水
の
よ
う
な
静
か
な
姿
（
第
四
章
）

・
手
に
持
つ
器
に
水
を
満
た
し
、
こ
ぼ
す
ま
い
と
心
配
す
る
く
ら
い
な
ら
、
初
め
か
ら
満
杯
に
す

る
こ
と
は
な
い
の
だ
（
第
九
章
）

・
土
地
が
人
の
嫌
が
る
低
い
窪
地
で
あ
れ
ば
、
か
え
っ
て
水
が
満
ち
る
（
第
二
十
二
章
）

・
に
わ
か
雨
が
一
日
中
降
り
続
け
る
こ
と
は
な
い
（
第
二
十
三
章
）

・
世
の
中
で
最
も
軟
ら
か
い
も
の
（
水
）
が
、
最
も
硬
い
も
の
（
岩
）
を
制
圧
し
て
い
る
。（
第

四
十
三
章
）

・
大
河
や
大
海
は
、
い
か
に
し
て
峡
谷
・
河
川
の
王
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
己
を
よ
く

低
き
に
保
つ
か
ら
で
あ
る
。（
第
六
十
六
章
）

・
水
よ
り
弱
々
し
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
ど
ん
な
硬
い
も
の
に
打
ち
勝
つ
水
よ
り
優
れ
て
い
る

も
の
は
な
い
。（
第
七
十
八
章
）

　

さ
い
ご
に

　

水
五
訓
の
作
者
は
不
詳
だ
が
、
水
の
特
性
を
見
事
に
捉
え
た
「
水
五
訓
」
は
我
々
の
「
人
生

訓
」
と
し
て
こ
れ
か
ら
も
人
々
の
心
の
中
に
生
き
続
け
る
で
あ
ろ
う
。
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