
『
枕
草
子
』

の
原
態
を
求
め
て

　
三
巻
本
枕
草
子
と
能
因
本
枕
草
子
の
比
較
を
通
し
て

飯
　
島
　
裕
　
三

は
じ
め
に
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『
枕
草
子
』
に
は
、
三
巻
本
、
能
因
本
、
前
田
家
本
、
堺
本
の
四
系
統
に
分
類
さ
れ
る
伝
本
が
存
在
し
て
い
る
。
だ
が
現
在
我
々
が
目
に
す
る
『
枕

草
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
三
巻
本
系
の
諸
本
を
底
本
に
す
る
こ
と
が
普
通
で
、
他
の
系
統
の
本
文
を
目
に
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
以
前
に
は
小
学

館
か
ら
三
條
西
家
旧
蔵
本
を
底
本
と
す
る
能
因
本
『
枕
草
子
』
が
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
本
も
絶
版
と
な
っ
て
久
し
い
時
間
が
経
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
こ

て
し
ま
っ
た
が
、
最
近
笠
間
書
院
よ
り
改
訂
公
刊
さ
れ
た
の
で
、
能
因
本
系
の
本
文
及
び
そ
の
口
語
訳
を
再
び
目
に
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
こ

の
原
本
は
現
在
学
習
院
に
貴
重
書
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
、
筆
者
が
大
学
院
に
在
籍
中
、
恩
師
の
松
尾
聰
先
生
か
ら
、
そ
の
本
が
三
條
西
家
か
ら

学
習
院
に
寄
贈
さ
れ
る
こ
と
に
至
っ
た
経
緯
や
、
能
因
本
系
の
本
文
を
軽
視
し
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』
一
辺
倒
に
傾
く
最
近
の
風
潮
に
対
す
る
危
惧
を

よ
く
伺
っ
た
。
そ
う
い
う
経
緯
も
あ
り
、
能
因
本
『
枕
草
子
』
に
は
以
前
か
ら
関
心
を
持
ち
、
そ
れ
を
引
用
し
つ
つ
授
業
を
行
う
よ
う
な
こ
と
も
時
々

行
な
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
三
巻
本
と
能
因
本
の
本
文
を
比
較
す
る
過
程
で
、
時
に
平
安
王
朝
人
の
思
考
を
新
た
な
視
点
か
ら
垣
間
見
る
よ
う
な
驚

き
を
経
験
し
た
。
そ
こ
で
、
三
巻
本
と
能
因
本
と
の
違
い
を
通
し
て
『
枕
草
子
』
と
は
何
か
を
一
度
じ
っ
く
り
考
え
て
み
た
い
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て

い
た
。

　
先
に
現
在
の
『
枕
草
子
』
の
テ
キ
ス
ト
は
、
そ
の
底
本
に
三
巻
本
『
枕
草
子
』
を
ほ
と
ん
ど
が
使
用
し
て
い
る
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず

三
巻
本
『
枕
草
子
』
が
現
存
す
る
諸
伝
本
中
で
最
善
本
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
定
着
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
『
枕
草
子
』
享
受
の

歴
史
か
ら
い
う
と
、
江
戸
初
期
に
成
立
し
た
古
活
字
本
『
枕
草
子
』
以
来
昭
和
の
初
期
ま
で
の
三
百
年
間
、
『
枕
草
子
』
は
能
因
本
系
の
諸
本
に
よ
っ

て
享
受
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
長
い
期
間
に
渡
り
『
枕
草
子
』
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
能
因
本
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
能
因
本
を
排
除
し
、
三
巻
本

『
枕
草
子
』
が
中
心
的
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
背
景
に
は
、
戦
前
戦
後
の
本
文
研
究
の
成
果
が
あ
っ
た
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
否
定
で

き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
諸
家
の
研
究
に
よ
く
耳
を
傾
け
る
と
、
三
巻
本
こ
そ
が
最
善
本
で
能
因
本
に
は
価
値
が
な
い
と
い
う
意
見
で
研
究
者
の
意
見

が
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
存
す
る
伝
本
の
中
で
は
、
三
巻
本
が
他
の
系
統
に
比
べ
て
比
較
的
古
態
を
有
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
慎

重
な
態
度
を
と
る
研
究
者
も
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
注
意
す
べ
き
こ
と
は
三
巻
本
の
数
種
の
写
本
の
中
で
、
そ
の
純
粋
度
を
最
も
保
つ
と
い
わ
れ
て

（27）
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い
る
一
群
の
写
本
（
以
下
＝
類
本
」
と
呼
ぶ
）
の
ど
れ
も
が
第
一
巻
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
「
あ
ぢ
き
な
き
も
の
」
ま
で
全
体
の
二
十
五
％
に
相

当
す
る
分
量
を
欠
如
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
欠
損
箇
所
は
一
類
本
に
比
べ
て
そ
の
純
粋
度
が
落
ち
る
と
い
わ
れ
る
二
類
本
に
よ
っ
て
補
填
さ
れ
、

全
体
の
体
裁
を
整
え
て
い
る
の
が
三
巻
本
の
実
態
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
無
視
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
さ
て
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
枕
草
子
』
に
は
大
き
く
四
系
統
の
異
本
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ら
の
本
文
間
の
異
同
は
、
「
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
青

表
紙
本
系
と
河
内
本
系
の
相
違
ど
こ
ろ
で
は
な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
ほ
と
ん
ど
別
の
作
品
と
い
う
印
象
を
受
け
る
章
段
も
存
す
る
。
こ
の
異
な
っ
た

本
文
を
そ
れ
ぞ
れ
授
業
の
現
場
に
持
ち
込
め
ば
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
そ
の
も
の
の
明
確
な
輪
郭
が
消
え
失
せ
て
し
ま
う
危
険
性
さ
え
孕
ん
で
い

る
。
そ
こ
で
異
本
間
の
優
劣
問
題
は
解
決
済
み
と
し
、
三
巻
本
以
外
の
本
文
を
排
除
す
れ
ば
本
文
解
釈
上
の
ス
ト
レ
ス
は
減
少
し
、
教
え
る
側
に
と
っ

て
は
誠
に
好
都
合
な
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
背
景
も
能
因
本
が
脇
に
追
い
や
ら
れ
る
一
因
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
『
枕

草
子
』
の
実
態
に
迫
り
、
そ
の
本
質
を
究
明
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
三
巻
本
以
外
の
他
の
諸
本
を
無
視
し
て
い
て
は
『
枕
草
子
』
の
本
当
の
姿
は
見

え
て
は
こ
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
『
枕
草
子
』
の
諸
伝
本
を
概
観
し
、
そ
こ
か
ら
特
に
三
巻
本
と
能
因
本
と
の
関
係
に
注
目
し
て
、
『
枕
草
子
』

の
成
立
過
程
や
そ
の
題
名
の
由
来
に
つ
い
て
考
察
し
、
『
枕
草
子
』
の
原
態
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
探
究
し
て
み
た
い
。

『
枕
草
子
』
の
諸
伝
本
に
つ
い
て

特
に
、
三
巻
本
と
能
因
本
の
性
格
に
つ
い
て

（28）

　
さ
て
『
枕
草
子
』
の
伝
本
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
大
別
し
て
四
系
統
あ
り
、
そ
の
四
系
統
も
雑
纂
形
式
と
類
纂
形
式
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

こ
の
作
品
は
そ
の
書
か
れ
た
内
容
に
よ
っ
て
大
ま
か
に
随
想
的
章
段
、
日
記
的
章
段
、
類
聚
章
段
と
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
が
入
り
混
じ
っ
て
雑
然

と
並
ん
で
い
る
も
の
が
雑
纂
形
式
で
あ
り
、
意
識
的
に
ま
と
め
ら
れ
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
が
類
纂
形
式
で
あ
る
。
そ
の
四
系
統
と
は
次
の
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。

雑
纂
形
式

　
　
三
巻
本
（
安
貞
二
年
奥
書
本
）

　
　
能
因
本
（
伝
能
因
所
持
本
）

類
纂
形
式

　
　
前
田
家
本
（
前
田
旧
公
爵
家
尊
経
閣
所
蔵
）

　
　
堺
本



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ニ
　

こ
の
四
系
統
の
分
類
は
池
田
亀
鑑
博
士
の
研
究
に
よ
る
も
の
で
、
諸
本
間
の
異
同
は
章
段
に
よ
っ
て
は
同
じ
作
品
と
呼
ぶ
こ
と
を
躊
躇
さ
せ
る
ほ
ど
大

き
な
も
の
も
あ
る
。
た
だ
前
田
家
本
に
関
し
て
は
楠
道
隆
氏
の
研
究
に
よ
っ
て
、
「
堺
本
と
能
因
本
を
底
本
と
し
て
、
集
成
し
て
作
ら
れ
た
鎌
倉
初
期

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ

以
前
に
改
変
さ
れ
た
改
修
本
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
堺
本
に
つ
い
て
は
『
枕
草
子
』
の
最
も
原
態
に
近
い
も
の
で

あ
る
と
い
う
説
も
以
前
に
は
あ
っ
た
が
、
田
中
重
太
郎
氏
に
よ
れ
ば
「
堺
本
系
統
本
は
、
お
そ
ら
く
中
世
に
お
い
て
、
後
人
が
枕
冊
子
の
本
文
の
一
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　

を
類
纂
し
、
そ
れ
に
注
釈
的
意
図
に
よ
る
本
文
の
校
訂
を
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
。
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
他
者
の
手
が
加
え
ら
れ
不
純
度
を
増

し
た
も
の
だ
と
現
在
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
類
纂
形
式
の
諸
本
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
よ
り
原
態
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ

る
三
巻
本
と
能
因
本
が
注
目
さ
れ
、
そ
の
優
劣
が
学
界
の
中
心
的
な
関
心
事
と
な
り
、
多
く
の
論
考
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
点
を
ま
と
め
た
も
の

と
し
て
石
田
譲
二
氏
の
角
川
文
庫
『
枕
草
子
』
の
解
説
を
引
用
す
れ
ば
、
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現
存
伝
本
の
多
く
が
三
冊
に
分
冊
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
の
名
称
で
、
そ
の
奥
書
の
最
も
古
い
も
の
に
「
安
貞
二
年
三
月
　
毫
及
愚
翁
」

と
あ
る
の
で
安
貞
二
年
奥
書
本
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
の
安
貞
二
年
（
一
二
二
八
）
毫
及
愚
翁
な
る
戯
名
の
人
物
に

よ
っ
て
書
写
さ
れ
、
本
文
行
間
お
よ
び
巻
末
に
勘
物
（
今
の
注
に
あ
た
る
）
の
付
け
ら
れ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
安
貞
二
年
の
奥
書
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
そ
の
こ
ろ
に
既
に
善
本
が
な
く
、
新
し
く
書
写
し
た
こ
の
本
に
も
、
本
文
に
不
審
の
箇
所
が
多
々
あ
る
こ
と

が
嘆
か
れ
て
い
る
。
こ
の
系
統
の
本
は
さ
ら
に
一
類
、
二
類
に
分
類
さ
れ
る
。
一
類
の
方
が
三
巻
本
と
し
て
は
純
粋
で
、
二
類
本
は
、
一

類
本
を
主
と
し
て
堺
本
に
よ
っ
て
校
訂
し
、
さ
ら
に
独
自
に
本
文
の
改
訂
を
図
っ
た
と
思
し
き
箇
所
も
あ
る
。
要
す
る
に
二
類
本
は
堺
本

と
の
接
触
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
本
文
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
遺
憾
な
こ
と
に
、
一
類
本
は
初
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
、
「
あ

ぢ
き
な
き
も
の
」
（
七
十
五
段
）
ま
で
、
全
体
の
約
四
分
の
一
に
あ
た
る
最
初
の
部
分
が
失
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
部
分
は
二
類
本
に
よ
る

ほ
か
は
な
い
。

能
因
本
の
現
存
伝
本
は
、
書
写
の
過
程
に
お
い
て
か
な
り
大
き
な
損
傷
を
こ
う
む
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
人
物
の
官
位
呼
称
な
ど
、
杜
撰

な
点
も
多
々
目
に
つ
き
、
三
巻
本
の
優
秀
性
は
動
か
な
い
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、
両
本
の
語
彙
、
文
体
で
あ
っ

て
、
三
巻
本
は
、
無
造
作
で
乾
い
た
日
常
語
的
性
格
が
強
く
、
能
因
本
は
、
よ
り
な
だ
ら
か
で
情
緒
的
な
雅
文
的
性
格
が
強
い
。
加
え
て
、

能
因
本
に
は
、
少
な
く
と
も
も
と
の
形
に
後
か
ら
手
を
加
え
た
か
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
目
に
つ
く
。
全
体
的
に
見
て
、
三
巻
本
↓
能
因
本

と
い
う
過
程
は
考
え
ら
れ
て
も
、
能
因
本
↓
三
巻
本
と
い
う
逆
の
過
程
は
考
え
が
た
い
。
三
巻
本
は
初
稿
本
の
面
影
を
、
能
因
本
は
作
者

の
再
稿
本
の
面
影
を
と
ど
め
る
も
の
で
は
な
い
か
と
の
田
中
重
太
郎
博
士
の
観
測
も
あ
り
、
あ
る
い
は
ま
た
三
巻
本
、
能
因
本
そ
れ
ぞ
れ

に
別
々
の
編
集
者
を
か
ん
が
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
楠
道
隆
氏
の
見
解
も
あ
る
。
し
か
も
、
三
巻
本
か
ら
能
因
本
へ
と
い
う
改
訂

（29）
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の
過
程
し
か
全
体
的
に
は
考
え
ら
れ
な
い
以
上
、
能
因
本
の
文
章
は
後
人
の
改
訂
の
手
の
加
わ
っ
た
文
章
で
あ
り
、
三
巻
本
の
文
章
を
、

少
な
く
と
も
よ
り
作
者
の
原
作
に
近
い
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
個
々
の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
問
題
が
あ
る
に
し
て
も
、

全
体
的
に
見
る
と
き
は
、
こ
の
判
断
は
動
か
し
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
三
巻
本
の
優
越
性
が
主
張
さ
れ
る
あ
ま
り
に
、
そ

の
本
文
が
絶
対
視
さ
れ
る
こ
と
は
危
険
で
あ
っ
て
、
能
因
本
以
下
他
系
統
本
文
の
持
つ
本
文
校
勘
上
の
資
料
的
価
値
も
冷
静
に
認
め
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
石
田
氏
の
ま
と
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
現
在
の
研
究
段
階
で
は
、
総
体
と
し
て
三
巻
本
が
能
因
本
よ
り
も
勝
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ

る
。
し
か
し
個
々
の
章
段
の
一
つ
一
つ
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
そ
の
優
劣
が
決
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
解
説
の

中
に
も
あ
っ
た
と
お
り
、
現
存
す
る
三
巻
本
の
中
で
一
類
本
に
は
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
か
ら
「
あ
ぢ
き
な
き
も
の
」
ま
で
の
部
分
が
欠
落
し
、
そ
の

欠
損
箇
所
は
堺
本
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
二
類
本
に
よ
っ
て
補
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
い
う
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
や
は
り
能
因
本
は
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
本
文
で
あ
り
、
特
に
二
類
本
で
補
っ
て
い
る
欠
損
個
所
に
つ
い
て

は
、
能
因
本
と
の
対
照
に
よ
っ
て
『
枕
草
子
』
の
原
態
を
考
え
る
姿
勢
が
ぜ
ひ
と
も
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
永
井
和

子
先
生
が
三
條
西
家
旧
蔵
本
を
底
本
と
す
る
『
枕
草
子
』
を
改
訂
公
刊
さ
れ
た
の
で
、
現
在
は
能
因
本
を
容
易
に
目
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
次
章
か
ら
は
両
者
の
比
較
検
討
を
通
し
て
作
品
の
成
立
事
情
や
題
名
の
問
題
を
考
え
、
さ
ら
に
『
枕
草
子
』
の
第
一
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

の
章
段
を
中
心
に
原
『
枕
草
子
』
の
姿
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。
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二
　
践
文
か
ら
『
枕
草
子
』
の
成
立
過
程
を
考
え
る

　
三
巻
本
と
能
因
本
の
い
わ
ゆ
る
蹟
文
は
『
枕
草
子
』
の
成
立
事
情
を
考
え
る
う
え
で
重
要
な
資
料
と
な
る
。
こ
の
二
種
の
テ
キ
ス
ト
の
蹟
文
を
比
較

す
る
と
、
三
巻
本
で
一
章
段
に
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
能
因
本
で
は
三
二
一
段
と
三
二
二
段
に
分
轄
さ
れ
、
し
か
も
続
く
三
二
三
段
で
は
再
び
そ
の

両
者
が
一
つ
の
章
段
に
ま
と
め
ら
れ
た
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
能
因
本
の
蹟
文
の
成
立
過
程
に
、
後
か
ら
手
が
加
え
ら
れ
た
可
能

性
を
示
唆
し
て
い
る
。
た
だ
践
文
の
内
容
自
体
は
三
巻
本
、
能
因
本
の
両
本
と
も
に
、
「
こ
の
草
子
を
し
っ
か
り
と
隠
し
て
お
い
た
が
、
あ
る
日
、
伊

勢
守
が
作
者
を
訪
れ
た
時
に
誤
っ
て
渡
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
こ
の
草
子
が
流
布
し
始
め
た
」
と
い
う
『
枕
草
子
』
の
世
上
へ
の
流
布
の
き
っ
か
け

が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
大
筋
は
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
今
回
は
両
者
間
に
存
す
る
異
同
に
こ
だ
わ
り
、
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
『
枕
草
子
』
の
成

立
過
程
に
迫
っ
て
み
た
い
。



【
能
因
本
】

【
三
巻
本
】

（
三
二
一
段
）

物
暗
う
な
り
て
文
字
も
書
か
れ
ず
な
り
に
た
り
　
筆
も
使
ひ
果
て
て
こ
れ
を
書
き
果
て
ば
や
　
こ
の
草
子
は
　
目
に
見

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
　
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
　
　
こ
の
草
子
・
　
目
に
見

【
能
】
え
心
に
思
ふ
事
を
　
人
や
は
見
む
・
ず
る
　
と
思
・
ひ
・
　
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
・
　
書
き
集
め
た
る
に
・
　
あ
い
な
く
人
の
た
め

【
三
】
　
え
心
に
思
ふ
事
を
　
人
や
は
見
ん
と
す
る
　
と
お
も
ひ
て
　
つ
れ
く
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
　
書
き
あ
つ
め
た
る
を
　
あ
い
な
う
人
の
た
め

【
能
】
　
・
便
・
な
き
言
ひ
過
ぐ
し
な
ど
し
つ
べ
き
所
々
あ
れ
ば
　
清
う
隠
し
・
・
た
り
と
思
ふ
を
涙
せ
き
あ
へ
ず
こ
そ
な
り
・
に
け
れ
宮
の
御
前
に

【
三
】
　
に
び
ん
な
き
い
ひ
過
し
も
し
つ
べ
き
所
く
も
あ
れ
ば
　
よ
う
隠
し
お
き
た
り
と
思
し
を
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
漏
り
出
に
け
れ
宮
の
御
前
に

【
能
】
　
内
の
大
臣
の
奉
り
た
ま
へ
り
・
し
御
草
子
を
こ
れ
に
何
・
を
書
か
ま
し
と
　
う
へ
の
御
前
に
は
史
記
と
い
ふ
文
を
な
む
書
か
せ
た
ま
へ
る
と

【
三
】
　
内
の
大
臣
の
奉
り
た
ま
へ
り
け
る
…
を
こ
れ
に
な
に
を
書
か
ま
し
・
　
上
・
の
御
前
に
は
史
記
と
い
ふ
文
を
な
ん
書
か
せ
給
へ
る
な
ど

【
能
】
　
の
た
ま
は
せ
し
を

【
三
】
　
の
た
ま
は
せ
し
を

【
能
】

【一

O

枕
に
こ
そ
は
し
は
べ
ら
め
と
申
し
し
か
ば

枕
に
こ
そ
は
・
侍
・
ら
め
と
申
し
・
か
ば

さ
は
得
・
よ
と
て
給
・
は
せ
た
り
し
を
　
あ
や
し
き
を
こ
し
や
何
・
や
と

さ
は
得
て
よ
と
て
た
ま
は
せ
た
り
し
を
　
あ
や
し
き
を
こ
よ
や
な
に
や
と

つ
き
せ
ず
お
ほ
か
る
紙
の
数
を
書
き
て
つ
く
さ
む
と
せ
し
に
い
と
物
お
ぼ
へ
ぬ
事
ぞ
お
ほ
か
る
や

つ
き
せ
ず
お
ほ
か
る
紙
・
・
を
書
き
・
つ
く
さ
ん
と
せ
し
に
い
と
物
お
ぼ
え
ぬ
事
ぞ
お
ほ
か
る
や

　
●
「
三
巻
本
」
の
引
用
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』
三
四
八
～
三
四
九
頁
に
よ
る
。
以
下
「
三
巻
本
」
の
引
用
は
同
書

　
　
に
よ
る
。

　
●
「
能
因
本
」
の
引
用
本
文
は
、
　
笠
間
文
庫
『
枕
草
子
』
三
六
四
～
三
六
五
頁
に
よ
る
。
以
下
「
能
因
本
」
の
引
用
は
同
書
に
よ
る
。

　
（
な
お
、
「
…
」
の
箇
所
は
、
他
本
に
は
存
在
す
る
本
文
が
、
そ
の
本
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
す
。
）

　
　
一
二
巻
本
、
能
因
本
の
前
半
部
の
比
較
を
通
し
て
気
づ
く
の
は
、
一
部
の
記
述
を
除
く
と
両
者
の
異
同
が
極
め
て
少
な
く
そ
の
本
文
の
関
係
が
接
近
し
て

　
　
　
い
る
こ
と
を
予
測
さ
せ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
え
ば
、
両
者
の
親
本
が
同
一
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
二

〇8

@
　
箇
所
に
無
視
で
き
な
い
大
き
な
異
同
の
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
ま
ず
能
因
本
（
一
一
＝
二
段
）
の
最
初
だ
け
に
「
物
暗
う
な
り
て
、
文
字
も
書
か
れ

2
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207

ず
な
り
に
た
り
　
筆
も
使
ひ
果
て
て
、
こ
れ
を
書
き
果
て
ば
や
」
と
い
う
独
自
異
文
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
物
暗
う
な
り
て
」
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　

「
老
眼
」
説
や
「
夕
暮
れ
」
説
も
あ
る
が
、
原
『
枕
草
子
』
の
成
立
が
定
子
の
崩
御
さ
れ
た
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
の
頃
だ
と
す
る
と
、
康
保
三
年

（
九
六
六
）
頃
の
生
ま
れ
だ
と
推
測
さ
れ
る
清
少
納
言
は
ま
だ
三
十
代
半
ば
で
あ
り
、
老
眼
年
齢
に
は
ま
だ
早
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
「
老
眼
」
説
に
固

執
す
る
な
ら
こ
の
一
節
が
書
か
れ
た
の
は
定
子
の
崩
御
よ
り
も
十
数
年
ほ
ど
後
と
考
え
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
か
。
ま
た
「
夕
暮
れ
」
説
を
採
っ
た
場
合
、

「
筆
も
使
ひ
果
て
て
」
（
筆
も
使
い
切
っ
て
）
と
ど
の
よ
う
に
文
脈
上
関
連
す
る
の
か
が
理
解
し
が
た
い
。
そ
れ
ら
を
勘
案
し
た
の
ち
、
こ
の
記
述
を
長

保
二
年
十
二
月
十
六
日
の
定
子
皇
后
崩
御
に
対
す
る
清
少
納
言
の
衝
撃
と
絶
望
の
心
境
を
述
懐
し
た
も
の
と
す
る
な
ら
無
理
な
く
受
け
止
め
ら
れ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
は
定
子
か
ら
の
紙
束
の
御
下
賜
に
よ
っ
て
書
き
起
こ
さ
れ
た
、
と
蹟
文
に
は
認
め
ら
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
そ
の
作
品
は
中
関
白
家
一
族
の
栄
光
を
描
き
、
と
り
わ
け
定
子
に
読
ま
れ
そ
の
喜
び
と
な
る
こ
と
こ
そ
が
存
在
理
由
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

な
ら
ば
『
枕
草
子
』
の
最
も
重
要
な
読
者
で
あ
る
定
子
の
死
は
、
そ
の
作
品
の
存
在
理
由
の
消
滅
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
主
を
失
っ
た
今
、
悲
し

み
の
あ
ま
り
涙
に
か
き
暮
れ
る
目
に
は
「
物
暗
う
な
り
て
」
と
世
界
が
感
じ
ら
れ
、
い
ま
だ
書
き
残
さ
れ
た
定
子
と
の
思
い
出
を
「
筆
も
使
ひ
果
て
て

こ
れ
を
書
き
果
て
ば
や
」
と
い
う
悲
痛
な
叫
び
、
つ
ま
り
「
ま
だ
書
き
き
れ
て
い
な
い
定
子
と
の
思
い
出
を
一
刻
も
早
く
書
き
終
え
た
い
。
そ
う
し
て

今
後
は
も
う
筆
を
断
つ
」
と
い
う
意
味
と
解
釈
す
る
時
に
前
後
の
文
意
が
納
得
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
一
文
が
作
者
自
ら
の
手
に
な
る
な
ら
、

従
来
『
枕
草
子
』
が
何
故
没
落
し
て
い
く
一
族
、
そ
し
て
定
子
の
悲
運
、
悲
嘆
を
意
識
的
に
抹
消
し
て
い
た
の
か
が
、
こ
の
践
文
に
漏
ら
さ
れ
た
言
葉

に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
清
少
納
言
と
い
う
存
在
は
中
宮
定
子
を
と
り
ま
く
厳
し
い
現
実
世
界
を
、
一
時
的
に
せ
よ

あ
た
か
も
栄
光
に
彩
ら
れ
た
仮
想
現
実
と
し
て
提
供
す
る
こ
と
が
彼
女
の
役
割
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
対
象
で
あ
っ
た
定
子
の
崩
御
は
、
も

は
や
清
少
納
言
の
役
割
（
存
在
理
由
）
が
終
了
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
に
人
工
的
に
構
築
さ
れ
た
世
界
は
終
焉
を
迎
え
、
現
実
の
「
物
暗
う
な
」

っ
た
世
界
が
立
ち
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
悲
し
み
の
中
で
も
『
枕
草
子
』
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
亡
き
定
子
へ
の
最
後
の
務
め
と
清
少
納
言
は
考
え

た
の
で
は
な
い
か
。
三
巻
本
に
は
存
在
せ
ず
、
能
因
本
の
み
に
記
さ
れ
る
こ
の
定
子
崩
御
に
対
す
る
悲
痛
な
叫
び
は
、
清
少
納
言
本
人
の
心
の
叫
び
と

捉
え
る
べ
き
も
の
だ
と
思
う
。
こ
う
し
た
一
文
が
能
因
本
の
み
に
存
在
す
る
理
由
は
先
に
引
用
し
た
石
田
氏
の
解
説
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
三
巻
本
を

よ
り
初
稿
本
に
近
い
と
考
え
、
そ
こ
に
清
少
納
言
自
ら
が
後
か
ら
自
分
の
思
い
を
付
け
加
え
た
本
文
が
能
因
本
で
あ
る
こ
と
の
証
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
も
う
一
個
所
は
三
巻
本
に
は
な
く
、
能
因
本
の
み
に
記
さ
れ
る
「
涙
せ
き
あ
へ
ず
こ
そ
な
り
に
け
れ
」
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
次

章
で
『
枕
草
子
』
の
題
名
を
考
察
す
る
際
に
再
度
取
り
上
げ
詳
細
は
そ
ち
ら
に
譲
る
が
、
こ
の
箇
所
に
関
し
て
は
引
き
歌
と
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
の

「
枕
よ
り
ま
た
知
る
人
も
な
き
恋
を
涙
せ
き
あ
へ
ず
も
ら
し
つ
る
か
な
」
（
平
貞
文
『
古
今
和
歌
集
』
恋
三
）
が
考
え
ら
れ
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
題
名

の
成
立
に
も
関
与
し
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
。
こ
の
箇
所
に
関
し
て
も
三
巻
本
が
こ
れ
だ
け
重
要
な
記
述
を
削
除
す
る
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ら
れ

る
の
で
、
む
し
ろ
能
因
本
の
方
が
後
か
ら
手
を
加
え
ら
れ
た
本
文
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
た
だ
手
を
加
え
た
人
物
が
作
者
な
の
か
、
そ
れ
と
も
第
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三
者
な
の
か
が
問
題
と
な
る
が
、
こ
こ
も
や
は
り
作
者
本
人
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
次
章
で
よ
り
深
く
考
え

て
み
た
い
。

　
次
に
残
っ
た
三
巻
本
の
後
半
部
と
、
そ
れ
に
該
当
す
る
能
因
本
と
の
比
較
を
通
し
て
さ
ら
に
両
者
の
考
察
を
続
け
る
。
た
だ
し
こ
こ
は
本
文
に
大
き

な
異
同
が
存
す
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
並
べ
て
考
察
す
る
。

【
三
巻
本
】

左
中
将
ま
だ
伊
勢
の
守
と
き
こ
え
し
時
、
里
に
お
は
し
た
り
し
に
、
端
の
か
た
な
り
し
畳
を
さ
し
出
で
し
も
の
は
、
こ
の
草
子
乗
り
て
出
に
け
り
。

　
ま
ど
ひ
取
り
い
れ
し
か
ど
、
や
が
て
持
て
お
は
し
て
、
い
と
久
し
く
あ
り
て
ぞ
か
へ
り
た
り
し
。
そ
れ
よ
り
あ
り
き
そ
め
た
る
な
め
り
と
そ
本
に
。

【
能
因
本
】

（
三
二
二
段
）
　
左
中
将
の
い
ま
だ
伊
勢
の
守
と
聞
こ
え
し
時
、
里
に
お
は
し
た
り
し
に
、
端
の
方
な
り
し
畳
を
さ
し
出
で
し
物
は
、
こ
の
草
子
も
乗

　
り
て
出
で
に
け
り
。
ま
ど
ひ
取
り
入
れ
し
か
ど
も
、
や
が
て
持
て
お
は
し
て
、
い
と
久
し
く
あ
り
て
ぞ
か
へ
り
に
し
。
そ
れ
よ
り
そ
め
た
る
な
め

　
り
と
そ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
五
～
三
六
六
頁
）

（
三
二
三
段
）
　
権
中
将
の
い
ま
だ
伊
勢
の
守
と
聞
え
し
時
に
お
は
し
た
る
に
、
端
の
方
な
る
畳
押
し
出
で
て
す
ゑ
た
て
ま
つ
り
し
に
、
に
く
き
物
と

　
は
、
草
子
な
が
ら
乗
り
て
出
で
に
け
り
。
ま
ど
ひ
て
取
ら
む
と
す
る
ほ
ど
に
、
長
や
か
に
さ
し
出
で
む
か
ひ
な
つ
き
も
か
た
は
な
る
も
思
ふ
に
、

　
「
け
し
き
の
物
か
な
」
と
て
、
取
り
て
や
が
て
持
て
お
は
し
に
よ
り
、
あ
り
き
は
じ
め
て
、
済
政
の
式
部
の
君
な
ど
、
つ
ぎ
つ
ぎ
聞
き
て
あ
り
き

　
そ
め
て
、
か
く
笑
は
る
る
な
め
り
か
し
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
六
六
～
三
六
八
頁
）

（33）

206

さ
て
三
つ
の
文
を
比
べ
て
分
か
る
こ
と
は
、
三
巻
本
と
能
因
本
三
二
二
段
に
は
そ
の
前
半
部
と
同
じ
く
異
同
が
ほ
と
ん
ど
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に

比
べ
て
三
二
三
段
は
前
の
二
文
と
は
大
き
く
異
な
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
一
言
で
言
え
ば
三
二
三
段
は
状
況
の
説
明
が
一
段
と
詳
し
く
な
り
、
情

報
量
が
増
加
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
い
う
「
伊
勢
の
守
」
と
は
源
経
房
の
こ
と
で
、
三
巻
本
お
よ
び
能
因
本
三
二
二
段
で
は
「
左
中
将
」
、

能
因
本
三
二
三
段
で
は
「
権
中
将
」
と
な
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
史
実
を
調
査
す
る
と
、
経
房
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
正
月
十
三
日
に
「
伊
勢
権
守
」
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
長
徳
二
年
（
九
九

六
）
七
月
二
十
一
日
「
右
近
権
中
将
」
に
任
じ
ら
れ
、
続
い
て
長
徳
四
年
十
月
二
十
二
日
に
は
「
左
近
権
中
将
」
に
任
じ
ら
れ
た
こ
と
が
『
公
卿
補
任
』

や
藤
原
行
成
の
『
権
記
』
な
ど
か
ら
判
明
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
「
権
中
将
」
と
い
う
表
現
は
三
巻
本
と
三
二
二
段
に
あ
る
「
左
中
将
」
と
同
じ
だ
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と
一
般
的
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
た
更
に
よ
く
史
実
を
調
べ
る
と
、
経
房
は
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
八
月
二
十
五
日
に
左
近
中
将
在
任

の
ま
ま
蔵
人
頭
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
。
蔵
人
頭
に
就
任
し
た
後
に
は
通
常
「
頭
中
将
」
と
呼
び
慣
わ
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
三
巻
本
の
よ
う
に
左
中
将
と

の
み
呼
ば
れ
る
時
期
は
、
長
徳
四
年
十
月
二
十
二
日
以
降
、
長
保
三
年
八
月
二
十
五
日
以
前
の
二
年
十
カ
月
ほ
ど
の
期
間
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の

段
は
経
房
が
「
伊
勢
守
」
で
あ
っ
た
長
徳
元
年
正
月
十
三
日
か
ら
同
二
年
七
月
二
十
一
日
ま
で
の
一
年
半
ほ
ど
の
問
に
起
き
た
出
来
事
を
、
後
に
源
経

房
が
「
左
中
将
」
在
任
中
の
二
年
十
ヵ
月
間
の
い
つ
れ
か
の
時
期
に
思
い
出
し
て
書
き
記
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
問

題
に
な
る
の
が
（
三
二
三
段
）
の
み
に
登
場
す
る
「
済
政
（
な
り
ま
さ
）
の
式
部
の
君
」
で
あ
る
。
源
済
政
は
、
長
徳
二
年
正
月
二
十
五
日
に
式
部
大

丞
に
任
命
さ
れ
（
「
長
徳
二
年
大
問
書
」
）
、
翌
長
徳
三
年
正
月
二
十
八
日
に
は
阿
波
権
守
に
任
じ
ら
れ
て
い
る
（
陽
明
文
庫
本
『
枕
草
子
』
勘
文
）
。
と

い
う
こ
と
は
、
済
政
を
「
式
部
の
君
」
と
呼
ぶ
時
期
は
約
一
年
間
し
か
な
い
こ
と
に
な
る
。
済
政
は
そ
の
後
長
保
四
年
（
一
〇
〇
二
）
正
月
に
信
濃
守

に
任
じ
ら
れ
る
ま
で
阿
波
権
守
を
五
年
間
勤
め
る
か
ら
、
経
房
を
「
左
中
将
」
と
呼
ぶ
な
ら
、
当
然
済
政
は
そ
の
時
期
の
官
職
で
あ
っ
た
「
阿
波
守
」

と
呼
ば
れ
な
け
れ
ば
両
者
の
官
職
名
に
は
整
合
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
経
房
と
済
政
の
官
職
名
を
一
致
さ
せ
る
た
め
に
は
、
（
三
二
三
段
）
の

「
権
中
将
」
を
左
権
中
将
で
は
な
く
、
実
は
右
権
中
将
を
指
す
と
考
え
る
し
か
な
い
。
結
果
と
し
て
両
者
の
官
職
名
が
揃
う
期
間
は
長
徳
二
年
七
月
二

十
一
日
以
降
、
長
徳
三
年
の
正
月
二
十
七
日
ま
で
の
半
年
未
満
と
い
う
事
に
な
る
。
そ
し
て
経
房
が
左
権
中
将
で
は
な
く
右
近
権
中
将
と
い
う
こ
と
に

な
る
と
、
当
然
、
能
因
本
（
三
二
三
段
）
だ
け
は
、
三
巻
本
と
能
因
本
（
三
二
二
段
）
よ
り
も
早
い
時
期
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か

し
な
が
ら
頻
繁
に
変
わ
る
そ
れ
ぞ
れ
の
官
職
名
を
半
年
と
い
う
短
い
期
間
内
に
限
定
し
て
正
確
に
思
い
起
こ
し
て
話
を
進
め
る
の
は
不
自
然
な
感
が
拭

え
な
い
。
こ
う
い
う
場
合
情
報
量
が
多
く
、
そ
の
描
写
も
精
細
に
な
っ
て
い
る
（
三
二
三
段
）
に
は
後
か
ら
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、

し
か
も
内
容
に
不
審
な
記
述
が
あ
る
な
ら
、
第
三
者
に
よ
っ
て
書
き
換
え
ら
れ
た
と
普
通
は
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
し
か
し
（
三
二
三
段
）
の

み
に
存
す
る
「
長
や
か
に
さ
し
出
で
む
か
ひ
な
つ
き
も
か
た
は
な
る
も
思
ふ
に
」
と
い
う
心
情
描
写
を
第
三
者
が
書
き
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

か
。
や
は
り
こ
の
言
葉
が
清
少
納
言
本
人
の
も
の
だ
と
す
れ
ば
、
（
私
は
そ
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
る
が
、
）
作
者
が
後
に
な
っ
て
『
枕
草
子
』

に
手
を
入
れ
た
と
き
に
官
職
名
に
も
誤
り
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
次
に
簡
単
な
年
表
を
付
け
加
え
て
お
く
の
で
解
釈
の
一
助
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（34）
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（
略
年
表
）

長
徳
元
年
（
九
九
五
）

長
徳
二
年

長
徳
三
年

長
徳
四
年

長
保
三
年
（
一
〇
〇
こ

長
保
四
年

正
月
十
三
日

正
月
二
十
五
日

七
月
二
十
一
日

正
月
二
十
八
日

十
月
二
十
二
日

八
月
二
十
五
日

正
月

源
経
房

源
済
政

　
経
房

　
済
政

　
経
房

　
経
房

　
済
政

　
現
在
で
は
登
場
人
物
の
官
職
名
な
ど
か
ら
考
え
て
、
『
枕
草
子
』

が
書
か
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。

カ
バ
ー
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
『
枕
草
子
』

加
え
ら
れ
、
そ
れ
を
何
回
か
繰
り
返
し
た
後
に
現
在
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て
き
た
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
れ
が
三
巻
本
・
能
因
本
の
蹟
文
の
形
態
に

痕
跡
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
考
え
れ
ば
い
く
つ
か
の
事
実
も
説
明
で
き
る
よ
う
だ
。
三
二
一
段
の
「
物
暗
う
な
り
て
、
文
字
も
書
か
れ
ず
な
り
に
た
り
。

筆
も
使
ひ
果
て
て
、
こ
れ
を
書
き
果
て
ば
や
。
」
と
い
う
異
文
が
能
因
本
だ
け
に
存
在
し
、
ま
た
官
職
名
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
の
も
、
能
因
本
に
後

に
な
っ
て
か
ら
手
が
加
え
ら
れ
た
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
的
に
考
え
る
と
、
『
枕
草
子
』
は
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
七
月
二
十

一
日
か
ら
同
四
年
十
月
二
十
一
日
の
間
ま
で
に
一
度
人
々
の
間
に
出
回
り
、
最
も
初
期
の
原
『
枕
草
子
』
が
出
現
し
た
。
そ
の
原
『
枕
草
子
』
に
は
当

然
現
在
見
ら
れ
る
蹟
文
は
付
加
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
数
年
後
に
よ
り
増
補
さ
れ
た
第
二
期
の
『
枕
草
子
』
が
出
回
る
こ
と

に
な
っ
た
。
そ
れ
が
現
在
の
蹟
文
を
有
し
た
三
巻
本
の
原
形
で
あ
り
、
定
子
崩
御
の
直
後
に
再
度
校
訂
さ
れ
た
『
枕
草
子
』
が
、
現
存
す
る
能
因
本
の

原
形
と
考
え
る
と
「
三
二
一
段
」
「
三
二
三
段
」
に
同
じ
よ
う
に
「
涙
せ
き
あ
へ
ず
こ
そ
な
り
に
け
れ
」
と
い
う
独
自
本
文
の
存
在
理
由
が
理
解
で
き

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
定
子
が
崩
御
し
蹟
文
が
書
か
れ
た
後
に
も
な
お
作
者
は
定
子
と
の
思
い
出
を
中
心
に
『
枕
草
子
』
を
書
き
継
い
で
い
っ
た

と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
た
め
に
『
枕
草
子
』
は
そ
の
成
立
当
初
か
ら
異
な
る
本
文
を
持
つ
も
の
が
数
種
類
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
え

中
関
白
家
の
衰
退
は
権
力
の
後
ろ
盾
を
失
っ
た
作
品
の
価
値
を
も
既
め
た
と
想
像
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
後
人
に
よ
る
書
写
の
過
程
で
恣
意
的
な
文
章
改

窟
は
無
論
、
作
品
全
体
が
編
集
し
な
お
さ
れ
、
類
纂
形
式
と
い
う
形
で
今
日
伝
え
ら
れ
て
い
る
『
枕
草
子
』
の
存
在
が
そ
の
証
拠
で
あ
る
。
藤
原
道
長

の
栄
光
と
権
力
を
背
景
に
し
た
『
源
氏
物
語
』
と
は
異
な
る
運
命
が
『
枕
草
子
』
の
書
写
過
程
に
影
を
落
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
『
枕
草
子
』
の
成
立
過
程
を
図
式
化
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

鵜
雑
矯
｝
こ
の
頃
原
『
枕
草
子
』
流
出
か

右
近
権
中
将
と
な
る

阿
波
権
守
と
な
る

鷲
聾
鑓
な
る
｝
経
房
「
左
中
将
」
と
呼
ば
れ
る
期
間

信
濃
守
と
な
る

　
　
に
は
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
か
ら
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
こ
ろ
ま
で
の
記
事

つ
ま
り
以
上
の
三
巻
本
・
能
因
本
の
践
文
の
成
立
時
期
で
は
到
底
す
べ
て
の
記
事
内
容
を

　
　
の
成
立
過
程
を
考
え
直
す
と
、
最
初
に
流
布
し
始
め
て
か
ら
数
度
に
わ
た
っ
て
手
が

（35）
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「
成
立
過
程
」
概
観

〔
原
・
三
巻
本
〕

　←

〔
原
『
枕
草
子
』
〕
　
〔
長
徳
二
年
流
出
・
蹟
文
を
持
た
な
い
〕

〔
三
巻
本
（
一
類
本
）
〕

↑
（
「
堺
本
」
で
校
訂
）

〔
三
巻
本
（
二
類
本
）
〕

　　第

　　者
　　の
　　加
　　筆
　　ヱ

梨／

ζ

←（

謗
O
者
の
校
訂
）

前
田
家
本

堺
　
　
本

原
「
能
因
本
」
に
第
三
者
の
手
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
が
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
が
ど
の
部
分
か
に
つ
い
て
は
判
然
と
は
し
な
い
。

そ
れ
は
三
巻
本
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う
。
た
だ
重
要
な
こ
と
は
三
巻
本
と
能
因
本
に
本
文
上
の
異
同
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
ど
ち
ら
に
も
作
者
本
人

の
意
思
が
籠
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
結
論
は
、
つ
ま
り
は
三
巻
本
と
能
因
本
の
優
劣
を
決
め
る
こ
と

の
み
に
専
心
す
る
態
度
は
、
『
枕
草
子
』
の
本
質
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
今
で
こ
そ
三
巻
本
に
最
善
本
の
地
位

を
譲
っ
た
か
に
見
え
る
能
因
本
の
中
に
、
む
し
ろ
作
者
の
真
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
も
三
巻
本
と
能
因
本
の
厳
密
な
比

較
対
応
が
今
後
と
も
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
姿
勢
で
作
品
に
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
、
『
枕
草
子
』
は
そ
の
真
の
姿
を
我
々
に
は

見
せ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（36）

三
　
『
枕
草
子
』
と
い
う
題
名
を
考
え
る

　
と
こ
ろ
で

し
三
巻
本
の

『
枕
草
子
』
と
い
う
題
名
が
な
ぜ
付
け
ら
れ
た
か
と
い
う
と
、
実
は
諸
説
錯
綜
し
て
い
て
定
説
が
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
る
。
し
か



宮
の
御
前
に
、
内
の
大
臣
の
奉
り
た
ま
へ
り
け
る
を
、
「
こ
れ
に
な
に
を
書
か
ま
し
、
上
の
御
前
に
は
、
史
記
と
い
ふ
文
を
な
ん
書
か
せ
給
へ
る
」

な
ど
の
た
ま
は
せ
し
を
、
「
枕
に
こ
そ
は
侍
ら
め
」
と
申
し
か
ば
、
「
さ
は
、
得
て
よ
」
と
て
た
ま
は
せ
た
り
し
（
三
巻
本
）

と
い
う
一
節
が
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
能
因
本
で
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
異
同
は
な
い
が
、
こ
こ
で

定
子
の
「
上
の
御
前
に
は
、
史
記
と
い
ふ
文
を
な
ん
書
か
せ
給
へ
る
（
能
因
本
で
は
「
う
へ
の
御
前
に
は
史
記
と
い
ふ
文
を
な
む
書
か
せ
た
ま
へ
る
」
）

と
い
う
報
告
に
対
し
、
「
枕
に
こ
そ
は
侍
ら
め
」
（
能
因
本
で
は
「
「
枕
に
こ
そ
は
し
は
べ
ら
め
」
」
）
と
い
う
清
少
納
言
の
回
答
が
、
定
子
の
「
さ
は
、

得
て
よ
」
（
能
因
本
で
は
「
さ
は
得
よ
」
）
と
い
う
発
言
を
導
き
出
す
に
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
は
こ
の
部
分
に
次
の

よ
う
な
脚
注
を
施
し
て
い
る
。

「
枕
草
子
」
の
由
来
ら
し
い
大
切
な
所
で
、
諸
説
が
あ
る
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
帝
側
の
「
史
記
」
を
沓
底
の
「
底
（
し
き
）
」
と
取
り
な
し
、
こ

ち
ら
は
頭
の
「
枕
（
歌
枕
の
類
）
」
を
、
と
言
っ
た
も
の
と
見
る
解
を
支
持
し
て
お
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
渡
辺
　
実
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』
三
四
八
頁
）

（37）

果
た
し
て
こ
の
解
釈
に
問
題
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
定
子
が
何
故
帝
側
を
沓
底
と
見
な
し
、
自
分
（
中
宮
）
達
を
頭
に
見
立
て
る
ほ
ど
の
対
抗
心

を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
発
想
を
持
つ
理
由
が
私
に
は
理
解
し
が
た
い
。
む
し
ろ
こ
こ
で
の
清
少
納
言
と
中
宮
定
子
の
や

り
取
り
を
見
て
想
起
さ
れ
る
こ
と
は
、
例
の
香
炉
峰
の
章
段
で
あ
る
。

雪
の
い
と
た
か
う
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、
炭
櫃
に
火
を
お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
「
少
納
言

よ
。
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
あ
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を
た
か
く
あ
げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
給
。
人
々
も
さ
る
こ
と
は

し
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
へ
ど
、
「
お
も
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
猶
此
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」
と
い
ふ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
二
八
〇
段
）
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「
お
も
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
猶
此
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」
と
い
う
、
打
て
ば
響
く
よ
う
な
清
少
納
言
の
行
動
が
、
中
宮
定
子
の
「
笑
は
せ

給
」
と
い
う
賞
賛
の
笑
い
を
誘
う
こ
と
に
な
っ
た
。
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
は
、
定
子
か
ら
そ
の
よ
う
な
「
笑
い
」
を
引
き
出
し
、
ひ
と
時
の
慰
安

を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
が
本
来
の
使
命
で
は
な
か
っ
た
か
と
前
に
も
述
べ
た
が
、
そ
う
い
う
や
り
と
り
が
、
こ
の
場
面
で
も
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る



201

べ
き
で
は
な
い
か
。
「
香
炉
峰
の
雪
」
の
背
景
に
は
当
時
人
口
に
膳
奥
さ
れ
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
な
ど
の
知
識
が
当
然
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
し
て
こ
こ
は
や
は
り
、
当
時
誰
で
も
が
知
っ
て
い
る
和
歌
の
掛
詞
の
技
巧
を
考
え
る
こ
と
が
最
も
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
万
葉
集
の
人
麻
呂

の
長
歌
の
一
節
に
あ
る
、

　
　
波
の
音
の
し
げ
き
浜
辺
を
図
た
へ
の
枕
に
な
し
て
（
敷
妙
乃
枕
ホ
為
而
）
荒
床
に
こ
ろ
伏
す
君
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
万
葉
集
』
一
　
二
二
〇
）

ま
た
『
古
今
和
歌
集
』
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
読
み
人
知
ら
ず

　
　
わ
が
恋
を
人
知
る
ら
め
や
し
き
た
へ
の
枕
の
み
こ
そ
知
ら
ば
し
る
ら
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
「
古
今
和
歌
集
」
巻
十
一
　
恋
一
　
五
〇
四
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
友
　
則

　
　
し
き
た
へ
の
椥
の
し
た
に
海
は
あ
れ
ど
人
を
み
る
め
は
生
ひ
ず
ぞ
あ
り
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
古
今
和
歌
集
」
巻
十
二
　
恋
二
　
五
九
五
）

　
　
　
　
修
理
大
夫
惟
正
が
家
に
方
違
へ
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
出
だ
し
て
侍
け
る
枕
に
書
き
書
き
付
け
侍
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
義
孝

　
　
つ
ら
か
ら
ば
人
に
語
ら
む
し
き
た
へ
の
枕
か
は
し
て
一
夜
寝
に
き
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
「
拾
遺
和
歌
集
」
巻
十
八
　
雑
賀
　
＝
九
〇
）

　
　
　
　
忠
君
、
宰
相
雅
信
が
娘
に
ま
か
り
通
ひ
て
、
ほ
ど
な
く
調
度
ど
も
を
運
び
返
し
侍
け
れ
ば
、
沈
の
枕
を
添
へ
て
侍
け
る
を
返
し
お
こ
せ
た
り

　
　
　
　
け
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
読
み
人
知
ら
ず

　
　
涙
川
水
ま
さ
れ
ば
や
図
た
へ
の
椥
の
浮
き
て
留
ま
ら
ざ
る
ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
拾
遺
和
歌
集
」
巻
十
九
　
雑
恋
　
一
二
五
八
）

（38）



　
　
讃
岐
の
狭
雰
（
さ
み
ね
）
の
島
に
し
て
、
岩
屋
の
中
に
て
亡
く
な
り
た
る
人
を
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
人
麿

浪
寄
る
荒
磯
を
し
き
た
へ
の
枕
と
ま
き
て
な
れ
る
君
か
も

（「

E
遺
和
歌
集
」
巻
二
〇
　
哀
傷
　
＝
一
二
六
）

挙
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
が
、
こ
れ
ら
の
用
例
は
「
し
き
た
へ
の
」
と
い
う
枕
詞
に
よ
っ
て
導
き
だ
さ
れ
る
「
枕
」
が
当
時
自
然
な
言
葉
の
連
想
ゲ
ー
ム

で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
の
注
に
あ
る
よ
う
な
、
相
手
の
上
を
行
こ
う
と
す
る
よ
う
な
発
想
と
は
異
な
り
、
清

少
納
言
の
機
知
を
働
か
せ
た
い
か
に
も
中
宮
定
子
の
周
辺
で
好
ま
れ
る
や
り
と
り
と
な
る
。
中
宮
定
子
が
す
ぐ
に
そ
れ
を
肯
っ
た
こ
と
に
も
不
自
然
さ

は
感
じ
ら
れ
な
い
。
恐
ら
く
「
枕
に
こ
そ
は
侍
ら
め
」
と
言
っ
た
清
少
納
言
の
言
葉
の
直
後
に
は
、
香
炉
峰
の
時
と
同
じ
よ
う
に
「
笑
は
せ
給
ふ
」
中

宮
定
子
の
姿
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
う
し
て
め
で
た
く
「
さ
は
、
得
て
よ
」
と
、
紙
の
束
は
清
少
納
言
に
下
賜
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
三
巻
本
に
「
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
漏
り
出
で
に
け
れ
」
（
心
な
ら
ず
も
世
間
に
洩
れ
出
て
し
ま
っ
た
）
と
い
う
箇
所
が
、
能
因
本
で
は

「
涙
せ
き
あ
へ
ず
こ
そ
な
り
に
け
れ
」
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
前
章
で
も
言
及
し
た
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、
「
涙
せ
き
あ
へ
ず
」
と
い
う
文
言
は
「
古
今
和
歌
集
』
恋
三
・
六
七
〇
、
平
貞
文

（39）

枕
よ
り
ま
た
知
る
人
も
な
き
恋
を
涙
せ
き
あ
へ
ず
も
ら
し
つ
る
か
な
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し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
こ
の
歌
を
本
歌
と
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
間
違
い
な
い
。
そ
こ
か
ら
考
え
ら
れ
る
『
枕
草
子
』
と
い
う
題
名
に
込
め
ら
れ

た
意
味
は
「
枕
以
外
に
は
誰
に
も
知
ら
れ
て
い
な
い
あ
の
方
へ
の
秘
か
な
想
い
」
、
そ
の
秘
め
た
あ
れ
こ
れ
の
想
い
を
綴
っ
た
文
章
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
を
心
な
ら
ず
も
外
部
へ
漏
ら
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
記
述
が
能
因
本
の
三
二
一
段
と
三
二
三
段
の
二
箇
所
に
記
載

さ
れ
、
三
巻
本
に
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
能
因
本
の
編
集
過
程
で
作
者
の
手
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
私
は
『
枕
草
子
』
の
命
名

の
謎
を
解
く
鍵
が
こ
の
一
文
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
引
き
歌
が
暗
示
す
る
こ
と
は
「
枕
よ
り
ま
た
知
る
人
も
な
き
恋
」
の
ご
と
き
、
清
少
納
言

の
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
想
い
を
綴
っ
た
内
容
を
持
つ
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
そ
れ
は
作
者
の
独
特
な
感
性
で
描
か
れ
た
日
常
や
森
羅
万
象
に

及
ぶ
も
の
で
あ
り
、
無
論
そ
う
は
言
っ
て
も
中
宮
定
子
に
は
お
見
せ
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
『
枕
草
子
』
の
「
枕
」
は
清
少
納
言
が

定
子
に
「
『
枕
』
に
致
し
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
表
面
的
な
意
味
の
他
に
、
定
子
と
い
う
主
人
に
対
す
る
秘
め
ら
れ
た
愛
情
が
語
ら
れ
た
作
品
で
あ
っ

た
こ
と
を
証
す
る
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
。
「
枕
よ
り
ま
た
知
る
人
も
な
き
恋
」
の
よ
う
な
定
子
に
対
す
る
密
や
か
で
深
い
想
い
が
「
枕
」
と
い
う
言

葉
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
三
巻
本
が
最
善
本
と
い
う
位
置
づ
け
を
与
え
ら
れ
て
か
ら
は
本
文
自
体
が
無
視
さ
れ
て
し
ま
っ
た
た
め
問
題
に
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さ
れ
ず
に
き
た
が
、
実
は
『
枕
草
子
』
の
題
名
を
考
え
る
う
え
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
、
能
因
本
に
よ
っ
て
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と

な
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
『
枕
草
子
』
と
い
う
題
名
は
、
こ
の
一
文
が
書
き
加
え
ら
れ
て
作
者
か
、
事
情
を
知
る
周
辺
の
人
物
に
よ
っ
て
命
名
さ
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

　
な
お
「
題
名
」
に
つ
い
て
は
従
来
次
の
よ
う
な
事
例
が
引
合
に
出
さ
れ
る
の
で
一
応
考
察
し
て
お
こ
う
。

　
『
栄
華
物
語
』
巻
二
十
四
「
わ
か
ば
え
」
で
皇
太
后
妊
子
の
大
饗
が
催
さ
れ
る
場
面
に
、
女
房
達
が
出
衣
を
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
が
そ
こ
に
、

衣
の
褄
重
り
て
打
ち
出
だ
し
た
る
は
、
色
々
の
錦
を
ま
く
ら
さ
う
し
に
作
り
て
、
う
ち
置
き
た
ら
ん
や
う
な
り
。
重
な
り
た
る
ほ
ど
一
尺
余
ば
か

り
見
え
た
り
。
あ
さ
ま
し
う
お
ど
ろ
お
ど
う
し
う
、
袖
口
は
丸
み
出
で
た
る
ほ
ど
、
火
桶
の
さ
さ
や
か
な
ら
ん
を
据
ゑ
た
ら
ん
と
見
え
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
『
栄
華
物
語
』
「
わ
か
ば
え
」
四
四
八
頁
）

と
い
う
一
節
が
あ
り
、
当
時
普
通
名
詞
と
し
て
「
ま
く
ら
さ
う
し
」
と
い
う
言
葉
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
清
少
納
言
の

『
枕
草
子
』
と
い
う
題
名
に
蔵
さ
れ
た
深
い
意
味
は
全
く
な
い
。

　
ま
た
『
往
生
要
集
』
の
著
者
と
し
て
有
名
な
恵
心
僧
都
源
信
に
、
『
枕
隻
子
』
と
い
う
著
作
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
別
名
『
一
心
三
観
枕

草
子
』
・
『
恵
心
枕
讐
紙
』
・
『
源
信
枕
草
子
』
と
も
様
々
に
呼
ば
れ
る
こ
の
著
作
は
、
天
台
本
覚
思
想
に
関
す
る
口
伝
を
集
め
た
も
の
で
、
本
覚
思
想
の

代
表
的
文
献
に
挙
げ
ら
れ
「
長
保
三
年
（
一
〇
〇
一
）
三
月
下
旬
」
と
い
う
奥
書
を
持
ち
、
そ
の
最
後
の
箇
所
に
、

（40）

慕
知
甘
露
門
者
、
以
之
昼
座
置
右
、
夜
置
枕
上
、
思
之
観
之

枕
上
に
置
き
て
、
こ
れ
を
思
ひ
こ
れ
を
観
ぜ
よ
）

（
甘
露
の
門
を
知
ら
ん
と
慕
う
者
は
、
こ
れ
を
以
て
昼
は
座
し
て
右
に
置
き
、
夜
は

　
　
　
　
（
田
村
芳
朗
他
校
注
日
本
思
想
大
系
9
『
天
台
本
覚
論
』
四
一
〇
頁
）

と
あ
る
。
常
に
身
近
に
置
き
、
内
容
に
つ
い
て
深
く
吟
味
せ
よ
と
い
う
意
味
で
『
枕
讐
子
』
と
い
う
書
名
が
付
け
ら
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
奥
書
の
年

代
が
正
し
け
れ
ば
、
清
少
納
言
の
『
枕
草
子
』
の
成
立
当
時
に
極
め
て
近
い
も
の
と
し
て
、
そ
の
題
名
の
成
り
立
ち
は
無
視
で
き
な
い
も
の
と
な
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
き

実
際
の
作
者
は
源
信
よ
り
も
数
代
あ
と
の
忠
尋
（
一
〇
六
五
～
一
＝
二
八
）
の
弟
子
の
皇
覚
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
れ

よ
り
も
も
っ
と
後
の
時
代
に
成
立
し
た
の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
だ
と
す
る
と
源
信
の
こ
の
『
枕
讐
子
』
を
た
だ
ち
に
題
名
を
解
く
参
考

に
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
む
し
ろ
清
少
納
言
は
「
殿
方
の
よ
う
な
難
し
い
書
物
に
仕
立
て
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
紙
の
束
を
枕
に
し
て
一
休
み
い

た
し
ま
し
ょ
う
」
と
、
表
面
的
に
は
学
問
と
は
縁
の
な
い
女
の
立
場
を
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
か
け
て
、
実
は
そ
の
内
容
は
あ
く
ま
で
も
外



部
に
は
漏
ら
し
た
く
な
い
、
中
宮
定
子
へ
の
秘
め
や
愛
情
を
含
む
仲
間
う
ち
だ
け
に
発
信
し
た
も
の
で
あ
り
、
現
実
世
界
が
ど
の
よ
う
に
厳
し
い
も
の

で
あ
ろ
う
と
、
中
関
白
家
の
栄
光
が
あ
た
か
も
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の
様
に
世
界
を
再
構
成
す
る
役
目
が
『
枕
草
子
』
に
与
え
ら
れ
た
使
命

で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
中
関
白
家
の
没
落
と
と
も
に
は
か
な
く
消
え
果
る
運
命
に
あ
っ
た
の
だ
が
。
つ
ま
り
、
『
枕
草
子
』
と
い
う
題
名
は
当
時
存
在
し

た
普
通
名
詞
に
、
全
く
新
た
に
作
者
が
命
を
吹
き
込
ん
だ
清
少
納
言
独
自
の
造
語
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
　
第
一
段
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
検
証

　
『
枕
草
子
』
第
一
段
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
を
、
三
巻
本
と
能
因
本
を
比
較
し
な
が
ら
実
際
に
読
ん
で
み
よ
う
。
（
能
）
と
あ
る
の
は
学
習
院
大
学
が
蔵

す
る
三
條
西
家
旧
蔵
能
因
本
で
あ
り
、
（
三
）
は
彌
富
破
摩
雄
氏
旧
蔵
本
の
三
巻
本
（
た
だ
し
第
二
類
本
。
こ
の
本
は
堺
本
の
影
響
を
受
け
て
純
粋
度

が
低
下
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
）
で
あ
る
。
す
べ
て
『
校
本
枕
草
子
』
を
参
照
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
行
の
変
更
は
内
容
に
応
じ
て
適
宜
行
な

う
。
「
…
」
の
箇
所
は
、
他
本
に
は
存
在
す
る
本
文
が
、
そ
の
本
で
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

（
能
）

（
三
）

春
は
あ
け
ほ
の

　
　
　
　
　
　
な
り
ゆ
く

や
う
や
う
し
ろ
く
成
・
行
・
山
き
は

す
こ
し
あ
か
り
て
、
む
ら
さ
き
た
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
ひ
き
た
る

（41）

（
能
）

（
三
）

夏
は
よ
る

　
　
　
　
　
　
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
…
と
ひ

月
の
比
は
さ
ら
也
・
や
み
も
猶
ほ
た
る
の
多
く
飛
・
ち
か
ひ
た
る

又
た
・
一
二
な
と
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
も
を
か
し

（
能
）
　
　
　
の
　
　
さ
へ
お

（
三
）
　
雨
な
と
・
ふ
る
も
・
を
か
し

（
能
）
　
　
夕
・
　
　
　
　
花
や
か
に
　
　
　
山
き
は
　
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
こ
ろ
　
　
　
　
　
み
つ
よ
つ
ふ
た
つ
・
・

（
三
）
　
秋
は
夕
暮
　
ゆ
ふ
日
の
・
…
さ
し
て
山
の
端
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
　
か
ら
す
の
ね
所
・
・
へ
行
く
と
て
　
三
・
四
・
二
・
・
み
つ

198
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ま
ず
両
本
の
漢
字
表
記
の
相
違
を
見
て
み
よ
う
。
三
巻
本
で
漢
字
表
記
で
あ
り
な
が
ら
能
因
本
で
は
平
仮
名
表
記
の
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と
、

　
成
1
な
り

　
一
T
l
、

三
巻
本
が
平
仮
名
で
能
因
本
が
漢
字
表
記
の
例
は
、

　
ゆ
ふ
日
－
夕
日

こ
の
よ
う
な
現
象
は
両
本
が
筆
写
さ
れ
る
過
程
で
人
々
に
よ
っ
て
手
を
入
れ
ら
れ
た
こ
と
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
（

）

A能
）

（

）

A能
）

（

）

A能
）

（ 　能

）

（

）

　能
）

　
　
　
　
　
ゆ
．
　
　
　
は
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
お
　
　
　
　
入
り

な
と
　
と
ひ
い
そ
く
さ
へ
あ
わ
れ
な
り
　
ま
い
て
膓
な
と
の
つ
ら
ね
た
る
か
　
い
と
ち
い
さ
く
み
ゆ
る
は
　
い
と
を
か
し
　
日
入
・
は
て
・

　
　
音
・
　
虫
・
　
音
　
　
：
：
：
・
：
・

風
の
お
と
　
む
し
の
ね
な
と
　
は
た
い
ふ
へ
き
に
あ
ら
す

冬
は
つ
と
め
て
雪
の
ふ
り
た
る
は
い
ふ
へ
き
に
も
あ
ら
す
　
　
な
と
　
　
　
　
　
く
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
　
霜
・
・
の
い
と
し
ろ
き
も
　
又
さ
ら
て
も
い
と
さ
む
き
に
　
火
な
と
い
そ
き
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
行
・
　
す
ひ
つ

こ
し
て
　
す
み
も
て
わ
た
る
も
い
と
つ
き
く
し
　
ひ
る
に
成
・
て
ぬ
る
く
ゆ
る
ひ
も
て
い
け
は
…
火
お
け
の
火
も
し
ろ
き
は
い
か
ち

　
ぬ
る
は

に
な
り
て
・
・
わ
う
し

　
　
　
行
ー
ゆ
く
　
也
1
な
り
　
飛
1
と
ひ
　
ね
所
1
ね
と
こ
ろ
　
三
、
四
、
ニ
ー
み
つ
、
よ
つ
、
ふ
た
つ
　
音
1
お
と
　
成
1
な
り

v
け

　
　
　
　
　
お
と
1
音
　
む
し
1
虫
　
ね
1
音
　
い
け
1
行
け

（42）
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初
段
の
構
成
を
見
れ
ば
「
春
は
あ
け
ほ
の
」
「
夏
は
よ
る
」
「
秋
は
夕
暮
」
「
冬
は
つ
と
め
て
」
と
、
春
夏
秋
冬
の
四
つ
の
季
節
が
そ
の
推
移
す
る
順

序
ど
お
り
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
こ
で
記
さ
れ
る
内
容
は
、
漢
籍
や
『
古
今
和
歌
集
』
を
初
め
と
す
る
和
歌
的
教
養
と
一
線
を
画
し
た
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム

あ
る
と
い
う
指
摘
は
先
学
に
よ
っ
て
も
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
を
従
来
の
伝
統
に
対
す
る
清
少
納
言
の
個
人
的
感
情
の
発
露

と
し
て
今
ま
で
読
ま
れ
享
受
さ
れ
て
き
た
が
、
宮
仕
え
を
始
め
て
た
か
だ
か
二
年
目
の
彼
女
の
個
人
的
な
嗜
好
が
公
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
は
到
底

思
わ
れ
な
い
。
そ
こ
に
は
当
然
の
ご
と
く
中
宮
定
子
に
対
す
る
慰
安
の
心
遣
い
が
背
後
に
あ
っ
た
と
今
ま
で
述
べ
て
き
た
。
だ
か
ら
中
関
白
家
が
中
央

政
界
で
そ
の
権
威
を
失
墜
し
定
子
が
崩
御
し
た
時
に
は
『
枕
草
子
』
の
存
在
価
値
は
著
し
く
下
落
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
使
命
を
終
え

た
『
枕
草
子
』
は
、
そ
の
性
質
上
前
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
他
者
に
よ
る
安
易
な
本
文
改
窟
を
許
す
こ
と
に
な
っ
た
。
『
紫
式
部
日
記
』
に
見
ら
れ
る

清
少
納
言
へ
の
辛
辣
な
批
評
は
、
権
力
の
後
ろ
盾
を
失
っ
た
も
の
へ
向
け
た
も
の
で
、
『
枕
草
子
』
の
複
雑
な
成
立
過
程
と
本
文
の
乱
れ
は
、
こ
う
い

う
視
点
が
欠
落
し
て
い
て
は
解
明
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
春
の
条
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
は
あ
る
が
、
三
巻
本
の
こ
の
箇
所
は
一
類
本
を
欠
い
て
い
る
こ
と
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
新
日
本

古
典
文
学
大
系
（
渡
辺
実
校
注
）
は
「
内
閣
文
庫
蔵
本
」
を
底
本
と
し
て
い
て
「
春
は
曙
。
や
う
く
し
ろ
く
な
り
行
、
や
ま
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り

て
、
む
ら
さ
き
だ
ち
た
る
く
も
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
日
本
古
典
文
学
全
集
本
（
校
注
・
訳
　
松
尾
聰
　
永
井
和

子
）
で
は
「
春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
、
す
こ
し
あ
か
り
て
、
紫
だ
ち
た
る
雲
の
ほ
そ
く
た
な
び
き
た
る
」
と
い
う
よ
う

に
改
め
て
い
る
。
活
字
化
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
原
文
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
安
易
に
本
文
を
信
用
す
る
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
そ
の

凡
例
を
確
認
し
て
い
て
も
我
々
は
『
枕
草
子
』
そ
の
も
の
と
は
異
な
る
文
体
を
真
実
と
思
い
込
ん
で
享
受
し
て
し
ま
う
可
能
性
が
常
に
つ
き
ま
と
う
。

こ
れ
は
他
の
古
典
作
品
す
べ
て
に
通
じ
る
こ
と
で
あ
り
、
教
科
書
で
作
品
を
読
む
と
き
の
盲
点
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
原
本
を
目
に
し
て
初
め
て

三
巻
本
に
は
「
や
う
や
う
し
ろ
く
成
行
山
き
は
」
と
あ
り
、
能
因
本
で
は
「
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
き
は
」
と
あ
る
こ
と
を
知
る
。
と
こ
ろ
が

活
字
化
さ
れ
る
と
き
に
は
、
読
み
や
す
く
加
工
さ
れ
た
本
文
を
原
文
そ
の
も
の
と
信
じ
て
読
む
こ
と
に
な
る
の
で
、
我
々
は
両
者
の
違
い
の
重
要
な
点

を
見
落
と
す
こ
と
に
も
な
る
。
「
春
は
あ
け
ほ
の
」
の
段
に
お
け
る
三
巻
本
と
能
因
本
で
の
漢
字
の
使
用
の
割
合
を
『
校
本
枕
草
子
』
に
よ
っ
て
調
査

す
る
と
、

　
　
三
巻
本
－
四
十
二
個
（
全
文
字
数
　
二
百
四
十
七
字
・
十
七
％
）

　
　
能
因
本
－
三
十
二
個
（
全
文
字
数
　
二
百
七
十
六
字
・
十
一
、
六
％
）

と
い
う
結
果
に
な
り
、
三
巻
本
の
漢
字
使
用
頻
度
の
高
い
こ
と
が
分
か
る
。
い
ま
原
本
の
存
在
を
想
定
し
た
場
合
、
そ
れ
を
書
写
し
て
い
く
過
程
で
人

は
漢
字
を
平
仮
名
に
変
換
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
平
仮
名
を
漢
字
に
変
換
し
よ
う
と
す
る
の
か
何
れ
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
書
写

す
る
人
物
の
性
別
や
教
養
等
い
ろ
い
ろ
な
条
件
に
よ
る
だ
ろ
う
が
、
後
に
な
る
ほ
ど
漢
字
に
変
換
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

（43）



195

か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
三
巻
本
が
こ
の
章
段
に
お
い
て
果
た
し
て
原
態
を
保
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
が
、

こ
の
違
い
は
二
系
統
の
本
文
書
写
に
異
な
る
人
物
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

　
さ
て
、
次
の
夏
の
条
に
目
を
向
け
よ
う
。

（
能
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
　
　
　
　
　
　
　
　
…
と
ひ

（
三
）
夏
は
よ
る
。
月
の
比
は
さ
ら
也
・
　
や
み
も
猶
ほ
た
る
の
多
く
飛
・
ち
か
ひ
た
る

又
た
二
二
な
と
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
も
を
か
し

（
能
）
　
　
　
の
　
　
さ
へ
お

（
三
）
　
雨
な
と
・
ふ
る
も
・
を
か
し
。

　
両
者
を
比
較
す
る
と
、
能
因
本
が
三
巻
本
に
比
し
て
「
蛍
」
の
描
写
が
極
め
て
簡
素
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
三
巻
本
に
は
存
在
す
る
「
又

た
、
一
二
な
と
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
も
を
か
し
」
と
い
う
印
象
的
な
描
写
が
、
能
因
本
で
は
欠
落
し
て
い
る
。
三
巻
本
を
分
析
す
れ
ば
、
そ
の
記

述
は
明
ら
か
に
「
多
く
飛
ち
か
ひ
た
る
」
と
「
又
た
・
一
二
な
と
ほ
の
か
に
う
ち
光
り
て
行
も
を
か
し
」
を
対
句
と
し
て
配
置
し
た
構
成
に
な
っ
て
い

る
。
そ
の
印
象
的
な
表
現
技
巧
を
欠
如
す
る
能
因
本
が
、
三
巻
本
の
再
稿
本
で
あ
る
と
い
う
先
学
の
説
を
当
て
は
め
た
場
合
、
こ
の
現
象
を
合
理
的
に

説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
能
因
本
の
ほ
う
が
原
初
的
な
姿
で
、
三
巻
本
は
そ
の
原
文
に
手
を
加
え
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
ほ
う
が

自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
の
逆
は
考
え
に
く
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
三
巻
本
と
能
因
本
を
比
較
す
る
過
程
で
、
あ
ち
こ
ち
に
見
出
せ
る
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
逆
の
ケ
ー
ス
も
こ
れ
ま
た
多
数
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
先
学
の
報
告
に
も
あ
る
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
三
巻
本
優
位
説
に
立
ち
、
能
因
本
を

無
視
す
る
な
ら
そ
れ
ら
の
問
題
点
は
葬
り
去
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
箇
所
に
は
三
巻
本
の
一
類
本
は
存
在
し
て
い
な
い
が
、
そ
の
内
容
を
わ
ず
か

ば
か
り
伝
え
る
も
の
と
し
て
、
『
枕
草
子
抜
書
本
』
と
い
う
本
が
あ
る
。
『
枕
草
子
抜
書
本
』
は
そ
の
名
の
通
り
『
枕
草
子
』
の
抜
書
き
な
の
だ
が
、
そ

の
内
容
は
比
較
的
一
類
本
の
面
影
を
遺
し
た
本
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
の
抜
書
本
を
参
照
す
る
と
、

（44）

闇
も
猶
蛍
の
お
ほ
く
と
ひ
ち
か
ひ
た
る
又
た
・
一
ふ
た
つ
ほ
の
か
に
う
ち
光
て
ゆ
く
も
を
か
し

（『

Z
本
枕
草
子
抜
書
本
』
三
頁
）

と
あ
り
、
現
存
の
二
類
本
と
似
通
っ
た
表
現
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
一
類
本
も
現
存
す
る
二
類
本
と
ほ
ぼ
同
じ
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
能
因
本
の
方
に
原
『
枕
草
子
』
の
姿
が
残
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。



「
ほ
た
る
」
に
関
す
る
記
述
は
、
『
枕
草
子
』
に
は
他
に
第
五
十
段
「
む
し
は
」
に

む
し
は
す
・
む
し
ひ
く
ら
し
て
う
（
蝶
）
松
虫
き
り
く
す
は
た
お
り
わ
れ
か
ら
ひ
を
む
し
蛍
み
の
む
し
い
と
あ
は
れ
也

の
一
例
が
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
蛍
に
関
し
て
特
別
な
感
慨
は
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
現
代
人
は
蛍
に
特
別
な
感
情
を
抱
き
が
ち
で
あ
る
が
、
夏
に

な
れ
ば
毎
夜
飛
び
交
う
蛍
を
見
慣
れ
て
い
る
平
安
貴
族
に
と
り
、
わ
れ
わ
れ
現
代
人
の
感
覚
を
持
ち
込
む
こ
と
は
危
険
で
あ
る
。
能
因
本
も
三
巻
本
と

こ
こ
は
ほ
と
ん
ど
異
同
は
な
い
。
五
十
段
で
の
蛍
に
対
す
る
淡
白
な
記
述
の
姿
勢
は
能
因
本
に
近
い
気
が
す
る
。
三
巻
本
の
蛍
の
描
写
は
、
現
代
人
に

情
緒
的
に
訴
え
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
清
少
納
言
が
そ
の
よ
う
に
記
し
た
か
に
は
再
検
証
が
必
要
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　
「
蛍
」
に
関
し
て
、
そ
の
ほ
か
の
先
行
す
る
他
の
諸
作
品
を
参
照
す
る
と
『
伊
勢
物
語
』
三
十
九
段
に
、
天
の
下
の
色
好
み
「
源
の
至
（
い
た
る
）
」

が
女
車
の
中
に
蛍
を
放
ち
、
そ
の
女
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
。
ま
た
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
四
箇
所
に
蛍
の
記
述
が
見
ら
れ

る
。

①

藤
英
（
と
う
え
い
）
く
れ
な
ゐ
の
涙
を
な
が
し
て
、

て
、
ふ
み
の
う
へ
に
を
き
て
ま
ど
ろ
ま
ず

は
つ
か
し
く
か
な
し
と
お
も
ひ
て
、

夏
は
ほ
た
る
を
す
f
し
き
ふ
く
ろ
に
お
ほ
く
い
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
祭
使
四
三
二
）

②
ひ
か
り
を
と
ち
つ
る
夕
べ
は
、
く
さ
む
ら
の
ほ
た
る
を
あ
つ
め
、
ふ
ゆ
は
雪
を
つ
ど
へ
て
、

③④

ほ
た
る
、
を
は
し
ま
す
御
ま
へ
わ
た
り
に
、
三
・
四
つ
れ
て
と
び
あ
り
く
。

　
　
こ
ろ
も
う
す
み
袖
の
う
ち
よ
り
み
ゆ
る
ひ
は
み
つ
し
ほ
た
る
る
あ
ま
や
す
む
ら
ん

よ
る
は
ほ
た
る
を
あ
つ
め
て
学
問
を
し
は
べ
り
し
時
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宇
津
保
物
語
研
究
会
編
『
宇
津
保
物
語

本
文
と
索
引
　
本
文
編
』

（
同
四
四
二
）

（
内
侍
の
督
八
五
七
）

　
　
　
（
国
譲
下
一
五
七
二
）

（
数
字
は
頁
数
）
笠
間
書
院
）

　
　
③
の
「
内
侍
の
督
」
の
例
は
内
侍
の
督
を
蛍
の
光
で
見
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
。
ま
た
注
目
す
べ
き
は

94
@
　
「
三
・
四
つ
れ
て
と
び
あ
り
く
」
と
い
う
表
現
は
、
三
巻
本
『
枕
草
子
』
と
の
関
連
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
能
因
本
に
何
故
そ
の
影
響
が

ー

（45）
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な
い
の
か
、
新
た
な
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
。
そ
れ
以
外
の
も
の
は
恐
ら
く
『
蒙
救
』

い
ん
し
ゅ
う
け
い
）
」
の
故
事
を
基
と
し
て
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
次
に
秋
の
条
に
目
を
移
す
と
、

の
「
孫
康
映
雪
（
そ
ん
こ
う
え
い
せ
つ
）
」
「
車
胤
聚
蛍
（
し
ゃ

（
能
）
　
　
夕
・
　
　
　
　
花
や
か
に
　
　
　
　
山
き
は
　
　
　
　
く

（
三
）
　
秋
は
夕
暮
。
ゆ
ふ
日
の
・
…
さ
し
て
、
山
の
端
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、

能
因
本
の
「
夕
（
ゆ
ふ
へ
）
」
に
対
し
て
三
巻
本
は
「
夕
暮
れ
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
夕
」
と
い
う
語
は
平
安
時
代
に
は
文
章
語
・
歌
語
と
意
識
さ
れ
て

い
て
、
漢
文
訓
読
体
や
和
歌
、
『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
限
ら
れ
た
和
文
作
品
に
使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
夕
暮
れ
」
は
日
常
的
に
使
用
さ
れ

る
語
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
も
ど
ち
ら
が
元
の
形
で
あ
っ
た
か
を
決
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
し
、
初
稿
、
再
校
の
よ
う
な
関
係
で
両
者
清

少
納
言
の
手
に
な
っ
た
可
能
性
も
あ
る
の
だ
が
、
能
因
本
が
何
故
わ
ざ
わ
ざ
特
殊
な
語
を
こ
こ
で
使
用
し
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
「
春
は
あ
け

ほ
の
」
「
夏
は
よ
る
」
「
冬
は
つ
と
め
て
」
が
い
つ
れ
も
七
音
、
五
音
、
七
音
で
リ
ズ
ム
が
良
い
の
に
比
べ
る
と
、
「
秋
は
ゆ
ふ
へ
」
は
六
音
で
な
ん
と

な
く
落
ち
着
き
が
悪
く
違
和
感
が
あ
る
。
初
稿
は
能
因
本
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
落
ち
着
き
の
悪
さ
か
ら
手
が
加
え
ら
れ
た
形
が
三
巻
本
の

今
の
形
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
次
に
「
山
き
は
」
に
対
し
て
三
巻
本
は
「
山
の
端
」
と
異
な
っ
て
い
る
。
「
山
際
」
は
空
が
山
に
接
す
る
部
分
で
、
山
を
含
ま
な
い
領
域
を
指
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

そ
れ
に
対
し
て
「
山
の
端
」
は
山
の
稜
線
、
山
の
輪
郭
部
を
指
す
の
で
、
こ
こ
に
は
三
巻
本
と
能
因
本
の
間
に
明
確
な
違
い
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
こ
の
両
者
の
違
い
の
優
劣
に
つ
い
て
は
諸
説
い
ま
だ
に
確
定
し
た
も
の
は
無
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
江
戸
時
代
に
流
布
し
た
能
因
本
系
の

『
春
曙
抄
』
が
、
「
山
の
端
」
に
改
め
て
い
る
の
で
、
従
来
「
山
の
端
」
の
本
文
が
一
般
的
に
人
々
に
親
し
ま
れ
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
。
『
春
曙

抄
』
が
「
山
の
端
」
に
改
め
た
理
由
は
は
っ
き
り
は
し
な
い
が
、
『
句
題
和
歌
（
別
名
・
大
江
千
里
集
）
』
寛
平
六
年
（
八
九
四
）
に
は
次
の
歌
の
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

（46）

秋
の
日
は
山
の
端
近
し
暮
れ
ぬ
間
に
母
に
見
え
な
む
い
そ
げ
あ
が
駒

こ
れ
ら
の
平
安
朝
期
の
用
例
を
見
る
と
、
三
巻
本
の
「
山
の
端
」
の
ほ
う
が
一
見
よ
い
よ
う
に
も
思
え
る
。
し
か
し
、
三
巻
本
の
本
文
を
採
っ
た
場
合

に
「
夕
日
が
山
の
端
に
近
く
な
っ
て
い
る
」
と
訳
し
た
く
な
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
「
山
の
端
が
夕
日
に
近
く
な
っ
て
い
る
」
と
訳
す
べ
き
な
の
だ
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と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
松
尾
聰
先
生
が

「
体
言
＋
近
ク
ナ
ル
」
と
い
う
形
の
こ
と
ば
は
、
私
の
気
の
つ
い
た
か
ぎ
り
で
は
、
中
古
の
仮
名
文
学
に
お
い
て
、
そ
の
「
体
言
」
が
明
ら
か
に

主
語
で
あ
る
も
の
か
、
ま
た
は
主
語
で
あ
る
と
み
て
さ
し
つ
か
え
な
い
も
の
ば
か
り
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
私
は
「
山
の
端
近
し
」
を
「
山
の

端
が
（
日
に
）
近
い
と
い
う
状
態
だ
」
と
い
う
意
に
解
け
な
い
だ
ろ
う
か
、
つ
ま
り
「
夕
日
が
さ
し
て
今
や
、
山
の
端
が
た
い
そ
う
夕
日
に
近
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　

状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
ろ
」
と
解
い
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

と
主
張
な
さ
っ
て
い
て
、
他
書
に
お
い
て
も
、

　
　
題
知
ら
ず
　
　
読
人
知
ら
ず

野
辺
近
く
家
居
し
せ
れ
ば
鶯
の
な
く
な
る
声
は
あ
さ
な
あ
さ
な
聞
く

こ
の
歌
も
「
野
辺
に
近
く
」
の
「
に
」
が
省
略
さ
れ
た
の
で
は
な
く
「
野
辺
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
こ

「
野
辺
が
近
い
と
い
う
位
置
で
私
は
家
居
し
て
い
る
か
ら
」
の
意
で
あ
る
。

と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
。
そ
こ
で
平
安
朝
で
の

　
ま
ず
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
見
る
と
、

（
古
今
和
歌
集
春
歌
上
十
六
）

「
近
く
」
は
主
語
述
語
の
関
係
に
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
山
の
端
」
と
「
山
際
」
を
調
査
し
て
み
た
も
の
が
次
の
項
目
で
あ
る
。

「
山
の
端
」

①
い
り
ぬ
れ
ば
影
も
残
ら
ぬ
山
の
端
に
宿
ま
ど
は
し
て
な
げ
く
旅
人
（
「
俊
蔭
」
三
九
）

②
あ
さ
か
げ
に
は
る
か
に
見
れ
ば
山
の
端
に
残
れ
る
月
も
う
れ
し
か
り
け
り
（
「
春
日
詣
」
二
七
こ

③
谷
深
く
お
り
ゐ
る
雲
の
た
ち
い
で
つ
な
ど
山
の
端
を
も
と
め
ざ
る
ら
ん
（
「
吹
上
上
」
五
四
七
）

⑤
か
か
る
ほ
ど
に
、
十
九
日
の
月
、
山
の
端
よ
り
わ
つ
か
に
見
ゆ
。
（
国
譲
中
」
一
四
七
五
）

こ
れ
ら
の
用
例
で
は
い
つ
れ
も
「
山
の
端
」
に
助
詞
が
付
き
、
『
枕
草
子
』
の
参
考
に
は
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

（47）
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次
に
「
山
際
」
に
つ
い
て
調
べ
て
み
よ
う
。
当
時
こ
の
語
に
は
二
つ
の
意
味
が
あ
っ
た
。
岩
波
の
「
古
語
辞
典
」
に
は
、

①
山
の
稜
線
　
　
②
山
の
裾
　
麓

と
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
実
際
の
用
例
を
『
宇
津
保
物
語
』
で
検
証
す
る
と
、

「
山
際
」

①
南
の
庭
の
、
は
る
か
な
る
水
の
す
は
ま
の
あ
な
た
、
山
際
に
た
て
る
二
つ
の
楼
の
、
な
か
み
ま
ば
か
り
を
い
と
高
き
そ
り
は
し
の
た
か
き
に

　
　
し
て
、
北
南
に
は
ら
う
の
か
う
し
か
き
た
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
楼
の
上
　
上
」
一
七
六
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頁
数
は
い
ず
れ
も
「
『
宇
津
保
物
語
』
本
文
と
索
引
編
」
笠
間
書
院
刊
の
「
本
文
編
」
に
よ
る
）

　
こ
こ
で
使
用
さ
れ
る
「
山
際
」
は
明
ら
か
に
庭
に
あ
る
築
山
の
裾
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
次
に

端
」
と
「
山
際
」
を
点
検
す
る
と
、

『
源
氏
物
語
』
に
使
用
さ
れ
る
「
山
の

「
山
の
端
」

①
「
山
の
端
の
心
も
知
ら
で
ゆ
く
月
は
う
は
の
空
に
て
影
や
絶
え
な
む
」
（
山
の
稜
線
「
男
の
心
」
が
ど
ん
な
気
持
ち
で
い
る
か
も
知
ら
な
い
で
、

　
　
追
い
か
け
て
行
く
月
（
女
）
は
、
空
の
真
ん
中
で
正
気
も
な
く
光
「
姿
」
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
『
源
氏
物
語
』
「
夕
顔
」
＝
九
　
以
下
同
）

⑤④③②⑥

「
格
子
も
さ
な
が
ら
、
入
方
の
月
の
山
の
端
近
き
程
、
と
ど
め
が
た
う
も
の
あ
は
れ
な
り
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
夕
霧
」
九
八
）

「
夜
深
き
月
の
明
ら
か
に
さ
し
出
で
て
、
山
の
端
近
き
心
ち
す
る
に
、
念
訥
い
と
あ
は
れ
に
し
給
て
、
」
　
　
　
　
　
　
（
「
椎
本
」
三
四
八
）

「
山
の
端
の
光
や
う
や
う
見
ゆ
る
に
、
女
君
の
御
か
た
ち
の
ま
ほ
に
う
つ
く
し
げ
に
て
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
総
角
」
四
二
六
）

「
ふ
か
き
夜
の
月
を
あ
は
れ
と
見
ぬ
人
や
山
の
端
ち
か
き
や
ど
に
と
ま
ら
ぬ
」
（
深
夜
の
月
を
賞
美
し
な
い
人
は
、
山
の
端
に
近
い
こ
の
宿
に

泊
ま
ら
な
い
の
か
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
手
習
」
三
五
一
）

「
山
の
端
に
入
る
ま
で
月
を
な
が
め
見
ん
ね
や
の
板
間
も
し
る
し
あ
り
や
と
」
（
山
の
端
に
入
る
ま
で
月
を
眺
め
て
み
よ
う
、
そ
の
甲
斐
あ
っ

て
「
浮
舟
に
」
お
会
い
で
き
る
か
と
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
手
習
」
三
五
二
）

（48）



　
②
「
入
方
の
月
の
山
の
端
近
き
程
」
・
③
「
夜
深
き
月
の
明
ら
か
に
さ
し
出
で
て
、
山
の
端
近
き
心
ち
す
る
に
」
・
⑤
「
ふ
か
き
夜
の
月
を
あ
は
れ
と
見

ぬ
人
や
山
の
端
ち
か
き
や
ど
に
と
ま
ら
ぬ
」
こ
の
三
つ
の
用
例
を
見
る
と
、
例
え
ば
②
の
場
合
は
先
の
松
尾
説
で
解
釈
す
る
と
「
入
り
方
の
月
が
、
山

の
端
が
近
い
頃
」
と
な
っ
て
し
ま
い
、
二
つ
の
主
格
の
存
在
は
か
え
っ
て
文
意
を
混
乱
さ
せ
る
よ
う
に
感
じ
る
。
こ
こ
を
自
然
に
解
釈
し
よ
う
と
す
れ

ば
、
や
は
り
「
入
り
方
の
月
が
、
山
の
端
に
近
い
頃
」
と
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
用
例
も
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
て
不
自
然
さ
は
生
じ
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
山
際
」

①
「
夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て
、

　
　
れ
ど
」

③②⑤④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、
雲
の
薄
く
わ
た
れ
る
が
、
鈍
色
な
る
を
、
何
ご
と
も
御
目
と
ど
ま
ら
ぬ
こ
ろ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
薄
雲
」
二
三
二
）

「
南
の
御
前
の
山
際
よ
り
漕
ぎ
出
で
て
、
お
前
に
出
つ
る
ほ
ど
、
風
吹
き
て
、
瓶
の
桜
す
こ
し
散
り
ま
が
ふ
」
　
　
　
　
（
「
胡
蝶
」
四
〇
五
）

「
山
際
よ
り
さ
し
出
つ
る
日
の
は
な
や
か
な
る
に
さ
し
あ
ひ
、
目
も
か
か
や
く
心
ち
す
る
御
さ
ま
の
、
」
（
山
の
稜
線
か
ら
さ
し
は
じ
め
る
朝

日
の
は
な
や
か
な
光
に
映
え
あ
っ
て
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
若
菜
上
」
二
五
四
）

「
山
際
よ
り
池
の
堤
過
ぐ
る
ほ
ど
の
よ
そ
目
は
、
千
歳
を
か
ね
て
あ
そ
ぶ
鶴
の
毛
衣
に
思
ま
が
へ
ら
る
」
　
　
　
　
　
（
「
若
菜
上
」
二
六
三
）

「
例
は
暮
ら
し
が
た
く
の
み
、
霞
め
る
山
際
を
な
が
め
わ
び
給
に
、
暮
れ
ゆ
く
は
わ
び
し
く
の
み
…
」
　
　
　
　
　
　
　
（
「
浮
舟
」
二
〇
九
）

（49）

①
、
③
、
⑤
、
特
に
①
は
『
枕
草
子
』
を
連
想
さ
せ
る
よ
う
な
情
景
描
写
で
あ
る
が
、
②
、
④
は
『
宇
津
保
物
語
』
の
用
例
と
同
じ
よ
う
に
、
「
庭

に
あ
る
築
山
の
裾
」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
「
山
際
近
く
」
と
い
う
表
現
は
な
さ
れ
な
い
が
「
山
の
端
近

く
」
と
い
う
表
現
は
五
例
中
、
三
例
に
及
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
だ
け
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
当
時
は
三
巻
本
の
「
山
の
端

い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
」
と
い
う
言
い
方
の
方
が
一
般
的
で
あ
り
、
な
お
か
つ
「
山
の
端
に
た
い
そ
う
近
く
な
っ
て
い
る
時
に
」
と
い
う
解
釈
で
よ

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
能
因
本
の
「
山
き
は
い
と
ち
か
く
な
り
た
る
に
」
の
言
い
方
が
誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
ど
ち
ら
が
初
稿
で
、
再
稿
で
あ
る
か
と
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　
次
に
『
今
昔
物
語
集
』
に
現
わ
れ
た
「
山
の
端
」
と
「
山
際
」
を
点
検
し
て
み
よ
う
。

190

「
山
の
端
」

①
「
其
の
と
き
に
、

山
の
端
に
日
漸
く
入
り
て
、
海
の
面
暗
が
り
も
て
い
く
」

（
巻
一
〇
第
七
話
）
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②
「
其
の
人
の
顔
、
初
め
て
月
の
山
の
端
よ
り
出
る
が
如
し
」

③
「
法
師
あ
な
が
ち
に
と
ど
む
れ
ば
、
引
き
放
ち
が
た
き
程
に
、
日
も
山
の
端
近
く
成
り
ぬ
」

④
「
八
月
九
日
ば
か
り
の
月
の
、
西
の
山
の
端
近
く
な
り
た
れ
ば
」

⑤
「
日
も
山
の
端
近
く
な
り
て
物
心
細
げ
な
り
」

（
巻
一
〇
第
三
四
話
）

（
巻
＝
ハ
第
二
〇
話
）

（
巻
二
三
第
一
五
話
）

（
巻
二
七
第
＝
二
話
）

　
第
一
六
、
二
三
、
二
七
巻
の
各
例
文
は
、
「
日
が
（
も
）
山
の
端
に
近
く
成
る
」

松
尾
説
の
よ
う
な
解
釈
を
必
ず
し
も
取
ら
な
く
と
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
解
釈
し
か
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
用
例
か
ら
は

「
山
際
」

①
「
山
際
な
ら
ば
山
も
崩
れ
か
か
り
な
む
、
木
も
倒
れ
て
う
ち
お
そ
は
れ
な
ん
と
す
」
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
六
第
一
二
話
）

②
「
女
は
貝
拾
い
あ
り
く
ほ
ど
に
、
山
際
近
き
浜
な
れ
ば
、
猿
の
海
辺
に
居
た
り
け
る
を
、
こ
の
女
ど
も
見
て
」
　
　
（
巻
二
九
第
三
話
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
用
本
文
は
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
『
今
昔
物
語
集
』
）

（50）

　
こ
の
「
山
際
」
は
ど
ち
ら
も
山
裾
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
『
今
昔
物
語
集
』
の
こ
の
二
つ
の
用
例
は
い
つ
れ
も
「
山
裾
」
の
意
で
使
わ
れ

て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
平
安
朝
人
の
感
覚
は
現
代
人
と
は
異
な
り
、
山
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
塊
と
捉
え
、
そ
の
外
延
部
に
あ
た
る
部
分
は
す
べ
て

山
際
と
捉
え
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
捉
え
方
は
平
安
時
代
の
後
期
に
は
次
第
に
変
化
し
、
「
山
際
」
は
「
山
裾
」
の
意
と
し
て

考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸
時
代
に
は
、
『
椿
説
弓
張
月
前
四
』
に
「
既
に
東
も
白
み
、
鳥
の
森
を
は
な
れ
て
鳴
く
声

す
る
に
、
山
際
紫
立
ち
て
、
陽
旭
（
は
る
の
ひ
）
少
し
出
つ
る
こ
ろ
」
と
い
う
用
例
も
あ
る
の
だ
が
、
日
葡
辞
書
に
「
尾
餌
ヨ
餌
α
q
9
葛
〈
山
す
そ
、
あ
る

い
は
、
や
ま
の
ふ
も
と
〉
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
『
椿
説
弓
張
月
』
は
『
枕
草
子
』
の
影
響
を
強
く
受
け
た
表
現
で
あ
り
、
む
し
ろ
江
戸
時

代
に
は
日
葡
辞
書
に
あ
る
よ
う
な
「
山
す
そ
、
や
ま
の
ふ
も
と
」
と
い
う
意
味
が
一
般
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
考
え
て
み

る
と
、
『
春
曙
抄
』
を
著
し
た
北
村
季
吟
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
用
例
な
ど
を
勘
案
し
、
ま
た
「
山
裾
、
麓
」
と
い
う
江
戸
時
代
の
語
感
か
ら
能
因
本
の

「
山
き
は
」
を
誤
り
と
考
え
、
三
巻
本
の
「
山
の
端
」
の
方
を
正
し
い
記
述
と
し
、
書
き
変
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
次
に
三
巻
本
に
あ
る
「
か
ら
す
の
ね
と
所
へ
行
く
と
て
三
・
四
・
二
・
み
つ
」
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
こ
こ
は
能
因
本
で
は
「
み
つ
よ
つ
ふ

た
つ
」
と
な
っ
て
い
る
。
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（
能
）
　
　
夕
・
　
　
　
花
や
か
に
　
　
山
き
は
　
　
　
く
　
　
　
　
　
　
　

と
こ
ろ
　
　
　
　
み
つ
よ
つ
ふ
た
つ
：

（
三
）
　
秋
は
夕
暮
　
ゆ
ふ
日
の
・
…
さ
し
て
山
の
端
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
　
か
ら
す
の
ね
所
・
・
へ
行
く
と
て
　
三
・
四
・
二
・
・
み
つ

（
能
）
　
ゆ
・
は
し

（
三
）
　
な
と
　
と
ひ
い
そ
く
さ
へ
あ
わ
れ
な
り
　
ま
い
て
雁
な
と
の

三
巻
本
の
原
文
表
記
を
直
接
目
に
す
る
と
、
「
三
四
二
み
つ
」
と
い
う
奇
妙
な
表
現
が
な
さ
れ
て
い
る
。
一
方
能
因
本
で
は
「
み
つ
よ
つ
ふ
た
つ
」
と

あ
り
、
こ
の
違
い
は
三
巻
本
．
能
因
本
の
解
釈
上
に
当
然
違
い
が
発
生
し
て
く
る
。
例
え
ば
萩
谷
朴
氏
の
『
枕
草
子
解
環
』
に
よ
れ
ば
、

　
　
秋
は
、
夕
暮
（
れ
が
格
別
）
。
夕
日
が
（
花
や
か
に
）
映
え
て
、
山
の
端
に
ぐ
っ
と
近
、
つ
い
た
こ
ろ
に
、
鳥
が
、
塒
へ
帰
る
と
い
う
の
で
、
三
羽

　
　
か
四
羽
、
（
続
い
て
）
二
羽
、
（
そ
し
て
ま
た
）
三
羽
と
い
う
風
に
、
あ
わ
た
だ
し
く
飛
ぶ
の
す
ら
、
印
象
が
聡
財
α
ご

ま
た
、
能
因
本
系
の
注
釈
書
で
あ
る
田
中
重
太
郎
氏
の
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
で
は
、
こ
こ
は

　
　
鳥
が
ね
ぐ
ら
へ
帰
る
と
い
う
の
で
、
三
羽
四
羽
、
あ
る
い
は
、
二
羽
な
ど
と
飛
び
ゆ
く
の
ま
で
（
秋
の
夕
暮
れ
の
あ
わ
れ
に
添
え
て
）
心
打
た
れ

　
　
る
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
三
巻
本
の
記
述
に
引
き
ず
ら
れ
過
ぎ
た
解
釈
に
な
っ
て
い
る
感
が
あ
る
。
同
じ
能
因
本
の
注
釈
書
で
あ
る
、
松
尾
聡
・
永
井
和

子
校
注
『
枕
草
子
』
は
、

　
　
烏
が
ね
ぐ
ら
へ
行
く
と
い
う
の
で
、
三
つ
四
つ
二
つ
な
ど
、
飛
ん
で
い
く
の
ま
で
し
み
じ
み
と
し
た
感
じ
が
す
る
。

と
い
う
口
語
訳
の
よ
う
に
、
そ
の
情
景
を
淡
々
と
描
写
し
た
だ
け
の
解
釈
が
最
も
能
因
本
本
文
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
箇
所
の
記
述
は
両
系
統
の
ど
ち
ら
が
よ
り
本
来
の
『
枕
草
子
』
の
姿
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
先
に
引
用
し
た
三
巻
本
の
一
類
本

に
近
い
と
言
わ
れ
る
『
枕
草
子
』
の
抜
書
本
を
参
照
す
る
と
、
「
み
つ
よ
つ
ふ
た
つ
な
と
飛
い
そ
く
さ
へ
哀
也
」
と
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
現
存
し
な

（51）
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い
一
類
本
の
こ
の
部
分
は
、
む
し
ろ
能
因
本
の
本
文
に
近
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
す
で
に
楠
道
隆
氏
の
論
稿

が
あ
り
、
氏
は
結
論
と
し
て
「
前
田
家
本
、
堺
本
で
も
『
三
つ
四
つ
二
つ
三
つ
』
と
な
っ
て
い
て
、
現
存
本
で
は
能
因
本
の
み
が
『
三
つ
四
つ
二
つ
』

と
で
少
数
派
と
な
る
が
、
三
巻
本
の
二
類
本
は
堺
本
系
本
文
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
、
こ
の
部
分
も
そ
の
結
果
現
存
本
文
の
よ
う
な
形
に
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
は
抜
書
本
の
こ
と
も
あ
り
、
一
類
本
も
能
因
本
と
同
じ
形
を
と
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
清
少
納
言
の
書
い
た
原
文
は
む
し
ろ
能
因
本
に

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ニ
　

近
い
の
で
は
な
い
か
」
、
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
従
来
の
三
巻
本
中
心
の
解
釈
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

「
三
羽
か
四
羽
、
（
続
い
て
）
二
羽
、
（
そ
し
て
ま
た
）
三
羽
」
と
い
う
よ
う
な
鑑
賞
は
否
定
さ
れ
、
た
だ
「
三
羽
四
羽
二
羽
」
の
集
団
と
な
っ
た
群
れ

が
塒
（
ね
ぐ
ら
）
に
向
か
っ
て
飛
ん
で
い
く
天
然
自
然
の
あ
り
さ
ま
が
そ
の
ま
ま
描
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
蛍
を
描
く
場
面
で
も
能
因
本
の
簡

潔
な
描
写
に
対
し
て
、
三
巻
本
で
は
「
多
く
飛
び
ち
か
」
う
、
と
「
た
“
一
二
な
ど
ほ
の
か
に
う
ち
光
て
行
」
く
、
と
対
句
的
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い

た
。
蛍
の
描
写
に
つ
い
て
一
類
本
の
本
文
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
疑
問
が
残
る
が
、
簡
潔
な
表
現
の
能
因
本
と
、
技
巧
を
凝
ら
す
三
巻
本

と
い
う
両
者
の
性
格
の
違
い
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
「
春
は
あ
け
ほ
の
」
の
段
に
限
っ
て
言
え
ば
、
能
因
本
の
方
に
こ
そ

『
枕
草
子
』
の
原
態
が
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

最
後
に

（52）

菅
原
孝
標
女
の
『
更
級
日
記
』
の
中
の
一
節
に
、

「
物
語
も
と
め
て
、
見
せ
よ
く
」
と
母
を
せ
む
れ
ば
、
三
条
の
宮
に
、
親
族
な
る
人
の
、
衛
門
の
命
婦
と
て
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
、
た
つ
ね
て
、
文

や
り
た
れ
ば
、
め
づ
ら
し
が
り
て
よ
ろ
こ
び
て
、
御
前
の
を
お
ろ
し
た
る
と
て
、
わ
ざ
と
め
で
た
き
さ
う
し
（
冊
子
）
ど
も
、
硯
の
箱
の
ふ
た
に

い
れ
て
お
こ
せ
た
り
。
う
れ
し
く
い
み
じ
く
て
、
よ
る
ひ
る
こ
れ
を
見
る
よ
り
う
ち
は
じ
め
、
又
く
も
見
ま
ほ
し
き
に
、
あ
り
も
つ
か
ぬ
都
の

ほ
と
り
に
、
た
れ
か
は
物
語
も
と
め
、
見
す
る
人
の
あ
ら
む
。
　
　
　
（
吉
岡
　
暖
　
校
注
『
更
級
日
記
』
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
三
八
三
頁
」
）

こ
の
箇
所
は
『
枕
草
子
』
関
係
の
研
究
で
も
従
来
ほ
と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
登
場
す
る
「
三
条
の
宮
」
と
い
う
の
は
、
一
条

天
皇
第
一
皇
女
脩
子
内
親
王
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
母
は
皇
后
定
子
で
あ
る
。
現
在
多
く
の
異
本
を
有
す
る
『
枕
草
子
』
で
あ
る
が
、
清
少

納
言
の
執
筆
し
た
『
枕
草
子
』
の
決
定
稿
と
も
い
う
べ
き
最
善
本
は
、
恐
ら
く
こ
の
宮
に
こ
そ
伝
来
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て

能
因
本
『
枕
草
子
』
の
奥
書
の
一
節
を
引
用
す
る
と



枕
草
子
は
、
人
ご
と
に
持
た
れ
ど
も
、
ま
こ
と
に
よ
き
本
は
世
に
あ
り
が
た
き
物
な
り
。
（
中
略
）
な
ほ
こ
の
本
も
い
と
よ
く
心
よ
く
も
お
ぼ
え

さ
ぶ
ら
は
ず
。
さ
き
の
一
条
院
の
一
品
の
宮
の
本
と
て
見
し
こ
そ
、
め
で
た
か
り
し
か
、
と
本
に
見
え
た
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
用
本
文
は
、
松
尾
聡
・
永
井
和
子
訳
・
注
　
笠
間
文
庫
『
枕
草
子
』
［
能
因
本
］
三
六
九
頁
）

こ
こ
で
い
う
＝
条
院
の
一
品
の
宮
」
と
は
、
ま
さ
に
今
引
用
し
た
『
更
級
日
記
』
の
コ
条
天
皇
第
一
皇
女
脩
子
内
親
王
」
そ
の
人
の
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
考
え
て
も
う
一
度
『
更
級
日
記
』
の
本
文
を
読
む
と
、
作
者
は
そ
の
宮
か
ら
「
わ
ざ
と
め
で
た
き
さ
う
し
（
冊
子
）
ど
も
」
を
も
ら
っ
た
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
冊
子
と
は
一
体
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
普
通
こ
こ
は
物
語
類
を
頂
戴
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
が
不
審
な
の
は
後

で
作
者
は
長
年
の
夢
で
あ
っ
た
『
源
氏
物
語
』
を
田
舎
か
ら
上
京
し
た
お
ば
に
も
ら
っ
た
と
き
の
記
述
に
『
源
氏
物
語
』
以
外
の
物
語
類
を
、
「
ざ
い

中
将
、
と
ほ
き
み
、
せ
り
河
、
あ
さ
う
つ
な
ど
い
う
物
語
ど
も
」
と
い
ち
い
ち
そ
の
名
称
を
細
か
く
列
挙
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
こ
で

は
「
わ
ざ
と
め
で
た
き
冊
子
」
と
し
か
書
い
て
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
は
こ
の
冊
子
が
物
語
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
ら
な
か
っ
た
定
子
皇
后
よ
り

伝
来
し
て
き
た
ま
だ
正
式
な
名
を
持
た
な
か
っ
た
『
枕
草
子
』
そ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
の
が
私
の
推
測
で
あ
る
。
も
し
こ
の
「
わ
ざ
と

め
で
た
き
」
と
修
飾
さ
れ
る
も
の
が
物
語
で
あ
る
な
ら
、
当
然
そ
の
名
は
書
き
記
さ
れ
た
は
ず
で
は
な
い
か
。
こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、
菅
原
孝
標

女
は
も
っ
と
も
正
統
な
『
枕
草
子
』
を
入
手
し
、
目
に
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
そ
の
影
響
が
『
更
級
日
記
』
に
も
表
れ
て
い
る
可

能
性
が
あ
る
。
こ
の
両
者
の
影
響
関
係
が
証
明
さ
れ
れ
ば
こ
の
推
測
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
今
後
の
私
の
研
究
テ
ー
マ
の
一
つ

に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
彼
女
の
作
品
と
い
わ
れ
る
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
夜
の
寝
覚
』
な
ど
の
作
者
論
解
明
の
糸
口
に
も
な
る
可
能
性
を

合
わ
せ
て
孕
ん
で
い
よ
う
。

　
さ
て
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
れ
ば
、
三
巻
本
と
能
因
本
の
優
劣
が
そ
れ
ほ
ど
鮮
明
に
判
別
で
き
な
い
現
状
で
は
、
『
枕
草
子
』
を
読
む

と
き
に
三
巻
本
の
み
を
絶
対
的
に
優
位
な
本
文
と
し
て
決
め
つ
け
る
こ
と
は
得
策
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
三
巻
本
を
絶
対
視
し
、
能
因
本
を

排
除
し
よ
う
と
す
る
態
度
は
『
枕
草
子
』
と
い
う
作
品
の
実
態
を
つ
か
み
損
な
う
危
険
が
大
き
い
。
こ
の
こ
と
を
こ
の
小
論
の
結
論
と
し
て
今
回
は
ひ

と
ま
ず
欄
筆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
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注
一

注
二

注
三

松
尾
聡
・
永
井
和
子
校
注
・
訳
『
枕
草
子
』
日
本
古
典
文
学
全
集
　
小
学
館
・
昭
和
四
十
九
年

松
尾
聡
・
永
井
和
子
校
注
『
枕
草
子
』
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
八
年

池
田
亀
鑑
『
国
語
と
国
文
学
』
「
清
少
納
言
枕
草
子
の
異
本
に
関
す
る
研
究
」
昭
和
三
年
一
月

楠
道
隆
『
枕
草
子
異
本
研
究
』
笠
間
書
院
・
昭
和
四
五
年



185

注　注　注　注　注

八七六五四
注
九

注
十

注
十
一

注
十
二

注
十
三

田
中
重
太
郎
「
諸
本
の
伝
流
」
岸
上
慎
二
編
『
枕
草
子
必
携
』
学
燈
社
・
昭
和
四
十
二
年

角
川
文
庫
（
現
在
「
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
」
）
『
枕
草
子
』
の
解
説
を
参
考
と
し
た
。
石
田
譲
二
訳
注

前
掲
『
枕
草
子
』
三
六
四
頁
脚
注
　
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
八
年

『
仏
典
解
大
事
典
』
春
秋
社
・
一
九
八
〇
年

上
野
理
「
「
春
曙
」
考
」
『
文
芸
と
批
評
』
第
二
巻
八
号
　
昭
和
四
四
・
四

藤
本
宗
利
『
枕
草
子
研
究
』
1
類
聚
・
随
想
的
章
段
の
本
質
　
風
間
書
房
　
二
〇
〇
二
年

雁
矢
忠
生
『
む
ら
さ
き
』
第
九
巻
第
二
号

武
蔵
野
文
学
』
1
昭
和
三
十
年

『
国
文
法
入
門
』
研
究
社
・
一
七
六
頁

萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
一
、
同
朋
舎
出
版
一
九
八
一
年
発
行

楠
道
隆
　
前
掲
書
「
三
つ
四
つ
二
つ
三
つ
」
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