
「
心
と
き
め
き
す
」
小
考

1
枕
草
子
二
九
段
の
一
解
釈
1木

越

隆

　
　
　
　
一

　
枕
草
子
の
第
二
九
段
（
日
本
古
典
文
学
大
系
「
枕
草
子
」
〈
以
下

「
大
系
」
と
い
う
V
の
段
分
け
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）
に

　
　
心
と
き
め
き
す
る
も
の
①
雀
の
子
飼
ひ
。
②
ち
こ
遊
ぽ
す
る

　
所
の
前
わ
た
る
。
③
よ
き
た
き
物
た
き
て
ひ
と
り
臥
し
た
る
。
④

　
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
見
た
る
。
⑤
よ
き
男
の
車
と
ど
め
て
、
案

　
内
し
問
は
せ
た
る
。
⑥
か
し
ら
洗
ひ
化
粧
じ
て
、
か
う
ば
し
う
し

　
み
た
る
衣
な
ど
着
た
る
。
こ
と
に
見
る
人
な
き
所
に
て
も
、
心
の

　
う
ち
に
は
、
な
ほ
い
と
を
か
し
。
⑦
待
つ
人
な
ど
の
あ
る
夜
、
雨

　
の
音
、
風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ
と
お
ど
ろ
か
る
。
　
（
①
～
⑦

　
の
番
号
は
筆
者
が
付
す
。
）

と
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
類
聚
、
も
の
は
づ
け
の
章
段
で
「
心
と
き
め
き

す
る
も
の
」
を
並
べ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
「
心
と
き
め
き
す
」

に
つ
い
て
、
「
大
系
」
で
は
次
の
よ
う
に
注
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
胸
が
と
き
め
く
こ
と
で
、
何
か
を
予
想
し
、
期
待
す
る
と
き
心

　
が
自
然
に
動
く
状
態
に
つ
い
て
い
う
。
未
知
ま
た
は
未
然
の
事
態

　
へ
の
予
想
な
の
で
、
心
の
動
揺
は
さ
け
得
な
い
が
、
悪
い
こ
と
に

、
つ
い
て
は
用
い
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
「
胸
つ
ぶ
る
」
の
語
と
対
照

　
的
で
あ
る
。

　
こ
の
注
に
従
え
ぽ
、
右
の
「
枕
草
子
」
の
文
で
そ
れ
に
適
当
す
る

も
の
と
す
ぐ
に
考
え
ら
れ
る
の
は
、
⑤
と
⑦
で
あ
る
。
⑤
は
身
分
、
教

養
が
高
く
、
ま
た
美
男
子
で
あ
る
者
が
、
自
分
の
所
へ
来
る
の
か
と

期
待
し
、
⑦
も
風
や
雨
の
音
を
待
ち
人
（
こ
こ
で
は
男
）
が
訪
れ
て

来
た
の
か
と
心
を
と
き
め
か
す
の
で
あ
る
。
ま
た
⑥
も
美
し
く
化
粧

し
、
よ
い
香
り
の
す
る
衣
服
を
ま
と
っ
た
女
性
が
、
こ
の
よ
う
に
自

分
は
美
し
く
着
か
ざ
っ
た
の
だ
か
ら
、
も
し
か
し
た
ら
（
よ
い
男
に

関
心
を
持
た
れ
る
か
も
知
れ
な
い
）
と
期
待
す
る
の
は
、
現
在
、
テ

レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
な
ど
で
、
某
化
粧
品
会
社
の
製
品
を
使
っ
た

り
、
某
繊
維
会
社
の
織
物
を
着
て
「
き
ょ
う
は
何
か
が
起
こ
り
そ

う
」
と
宣
伝
す
る
の
と
同
じ
気
持
ち
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
理
解
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で
き
る
。
し
か
し
他
の
①
～
④
に
な
る
と
、
必
ず
し
も
「
大
系
」
の

注
に
、
直
ち
に
適
応
す
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
　
二

　
た
と
え
ぽ
、
①
の
「
雀
の
子
飼
ひ
」
、
②
の
「
ち
こ
遊
ぽ
す
る
云

々
」
に
つ
い
て
、
塩
田
良
平
氏
は
コ
ニ
巻
本
枕
草
子
評
釈
」
の
鑑
賞
欄

で
「
雛
の
飼
育
は
む
ず
か
し
い
。
育
つ
か
し
ら
育
つ
か
し
ら
と
つ
ね

に
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
幼
児
を
遊
ぽ
し
て
い
る
前
を
通

り
す
ぎ
る
の
も
、
せ
つ
か
く
無
心
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
泣
き
は

し
な
い
か
と
細
か
い
心
づ
か
い
が
せ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ

て
お
ら
゜
れ
る
。
塩
田
氏
は
「
心
と
き
め
き
す
」
を
「
胸
が
ど
き
ど
き

す
る
、
心
が
は
ず
む
も
の
」
と
注
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う

な
解
釈
も
で
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
似
た
解
釈
を
す
る
注
釈

書
は
多
い
。

　
し
か
し
⑤
・
⑥
・
⑦
が
「
大
系
」
の
注
で
解
釈
で
き
る
（
塩
田
氏

も
「
大
系
」
と
ほ
ぼ
同
じ
解
釈
を
し
て
お
ら
れ
る
）
の
に
、
そ
れ
と

む
し
ろ
反
対
の
心
配
の
た
め
に
胸
を
さ
わ
が
せ
る
と
い
う
も
の
が
、

同
じ
章
段
に
は
い
る
、
の
は
お
か
し
い
。
な
ぜ
な
ら
ぽ
、
「
枕
草
子
」

の
他
の
章
段
は
、
た
と
え
ぽ

　
峰
は
　
ゆ
つ
る
の
峰
。
あ
み
だ
の
峰
。
い
や
た
か
の
峰
（
一
五

　
段
）

　
原
は
　
み
か
の
原
。
あ
し
た
の
原
。
そ
の
原
（
一
六
段
）

　
人
に
あ
な
づ
ら
る
る
も
の
、
築
士
の
く
つ
れ
。
あ
ま
り
心
よ
し
（

　
1
ー
オ
人
ヨ
シ
）
と
人
に
し
ら
れ
ぬ
る
人
（
二
七
段
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
つ
れ
づ
れ
な
る
も
の
所
避
り
た
る
物
忌
み
。
馬
下
り
ぬ
（
ー
駒
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぢ
も
く
　
　
つ
か
き

　
進
マ
ナ
イ
）
双
六
。
除
目
に
司
得
ぬ
家
。
雨
う
ち
降
り
た
る
は
ま

　
い
て
い
み
じ
う
つ
れ
づ
れ
な
り
（
＝
二
九
段
）

の
よ
う
に
、
　
「
○
○
は
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、
異
質
の
も
の
が
は

い
る
こ
と
は
皆
無
と
い
っ
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
こ
の
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章
段
で
、
あ
る
も

の
は
、
心
配
で
胸
が
ド
キ
ド
キ
す
る
も
の
、
あ
る
も
の
は
、
期
待
で

胸
が
は
ず
む
も
の
で
は
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
で
は
「
心
と
き
め
き

す
」
と
は
、
心
配
と
か
期
待
と
か
に
関
係
な
く
、
た
だ
胸
が
と
き
め

く
こ
と
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
三

　
座
右
に
あ
る
辞
書
で
「
心
と
き
め
き
（
す
）
」
を
み
る
と

（
－
）
大
日
本
国
語
辞
典
「
心
の
と
き
め
く
こ
と
。
」

（
2
）
大
言
海
「
③
心
サ
ワ
ギ
。
　
コ
コ
ロ
バ
シ
リ
。
ム
ネ
バ
シ
リ
。

　
ム
ナ
サ
ワ
ギ
。
⑮
急
グ
コ
ト
。
取
リ
イ
ソ
グ
コ
ト
。
急
遽
。
」
（
＠

　
⑮
は
筆
者
が
付
す
）

（
3
）
三
省
堂
明
解
国
語
辞
典
「
胸
が
と
き
め
く
こ
と
。
胸
が
ド
キ

　
ド
キ
す
る
こ
と
。
」

（
4
）
昇
竜
堂
国
語
辞
典
「
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
。
」

（
5
）
角
川
書
店
古
語
辞
典
「
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
こ
と
。
気
が
せ

　
く
こ
と
。
」

（
6
）
旺
文
社
古
語
辞
典
「
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
こ
と
。
心
が
わ
く

　
わ
く
す
る
こ
と
ゆ
」

（
7
）
森
北
出
版
古
語
辞
典
「
胸
が
わ
く
わ
く
す
る
こ
と
。
胸
が
ど
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き
ど
き
す
る
こ
と
。
」

（
8
）
小
学
館
新
選
古
語
辞
典
「
①
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
こ
と
。
期

　
待
な
ど
で
鼓
動
が
早
く
な
る
こ
と
。
②
心
が
い
そ
ぐ
こ
と
。
あ
わ

　
て
る
こ
と
。
」

（
9
）
大
修
館
基
本
古
語
辞
典
「
胸
が
期
待
で
は
ず
む
こ
と
。
」
と
あ

り
（
8
）
の
①
、
　
（
9
）
の
「
期
待
で
云
々
」
と
い
う
（
「
胸
（
心
）

が
わ
く
わ
く
す
る
」
も
そ
れ
と
同
類
か
も
知
れ
ぬ
が
）
以
外
は
、
ほ

と
ん
ど
同
じ
よ
う
に
、
「
胸
が
ど
き
ど
き
す
る
こ
と
」
と
前
述
の
塩
田

氏
の
「
心
と
き
め
き
す
」
の
注
の
よ
う
な
説
明
で
あ
る
。
た
だ
、

（
2
）
の
⑮
と
（
8
）
の
②
ま
た
は
（
5
）
に
「
急
ぐ
こ
と
、
あ
わ
て

る
こ
と
。
気
が
せ
く
こ
と
」
と
あ
る
の
が
特
別
な
意
味
で
あ
る
が
。

　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
用
例
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
。
（
辞
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
以
上
に
記
載
す
る
）

ω
宇
津
保
物
語
「
国
譲
」
中

　
　
例
の
御
服
（
ー
略
式
ノ
喪
服
く
平
服
と
の
解
も
あ
る
V
）
を
ぞ

　
君
（
1
1
袖
君
）
は
着
給
へ
る
。
　
「
か
く
う
け
た
ま
は
ら
ま
し
か

　
ぽ
、
此
の
侍
る
人
（
1
1
袖
君
）
に
も
重
き
御
服
を
こ
そ
着
せ
侍
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
び
い
ろ

　
べ
か
り
け
れ
。
心
と
き
め
き
の
や
う
な
れ
ど
も
」
と
て
濃
き
鈍
色

　
の
御
衣
一
襲
、
黒
つ
る
ぽ
み
の
御
小
桂
取
り
出
で
て
、
着
せ
奉
り

　
給
へ
り
。
（
2
）
の
⑤
・
（
8
）
の
②

⑬
同
「
楼
上
」
下

　
　
御
返
「
…
…
（
犬
宮
ハ
）
御
琴
は
い
と
よ
く
習
は
せ
給
ふ
に
こ

　
そ
侍
れ
…
…
。
」
と
聞
え
つ
。
宮
（
1
1
女
一
宮
）
見
給
ひ
て
い
と
う

　
れ
し
と
お
ぽ
さ
る
。
　
「
あ
や
し
の
心
と
き
め
き
や
」
と
て
、
　
（
御

　
返
ヲ
）
う
ち
お
き
給
ひ
つ
。
　
（
1
）
・
（
2
）
の
⑤

⑥
源
氏
物
語
「
藤
裏
葉
」

　
　
わ
が
宿
の
藤
の
色
こ
き
た
そ
が
れ
に
た
つ
ね
や
は
来
ぬ
春
の
名

　
　
残
を
（
ー
内
大
臣
の
歌
）

　
げ
に
い
と
お
も
し
ろ
き
枝
に
つ
け
給
へ
り
。
待
ち
つ
け
給
へ
る
る

　
も
（
夕
霧
ハ
）
心
と
き
め
き
せ
ら
れ
て
、
か
し
こ
ま
り
（
1
ー
オ

　
礼
）
聞
え
給
ふ
。
　
（
2
）
の
＠

⑪
同
「
推
本
」

　
　
宮
（
1
1
八
宮
）
も
「
な
ほ
（
匂
宮
二
返
事
ヲ
）
聞
え
給
へ
。
わ

　
ざ
と
懸
想
だ
ち
て
も
も
て
な
さ
じ
、
な
か
な
か
心
と
き
め
き
に
な

　
り
ぬ
べ
し
Q
」
（
1
）

⑧
同
「
宿
木
」

　
　
「
み
つ
か
ら
」
と
さ
へ
、
　
（
中
君
ガ
）
宣
へ
る
が
珍
ら
し
く
、

　
う
れ
し
き
に
心
と
き
め
き
も
し
ぬ
べ
し
。
　
（
2
）
の
③
、
　
（
8
）

　
の
①

㈹
枕
草
子
八
段

　
　
　
　
ご
と
ご
と

　
　
ま
た
異
事
も
な
し
（
H
タ
イ
シ
タ
コ
ト
モ
ナ
イ
）
。
ひ
と
夜
の
こ

　
と
や
言
は
む
と
心
と
き
め
き
し
つ
れ
ど
、
（
6
）
（
9
）

　
③
同
八
二
段

　
　
「
と
く
と
く
（
ー
早
ク
、
早
ク
）
」
と
い
ふ
が
（
…
…
）
見
れ

　
ぽ
、
青
き
薄
様
に
い
と
き
よ
げ
に
書
き
給
へ
り
。
心
と
き
め
き
し

　
つ
る
さ
ま
に
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。
蘭
省
花
時
錦
帳
下
と
書
き
て
「
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末
は
い
・
か
に
、
い
か
に
」
と
あ
る
を
、
（
9
）

⑬
堤
中
納
言
物
語
、
貝
合

　
　
例
の
声
を
出
だ
さ
せ
て
随
身
に
（
和
歌
ヲ
）
う
た
は
せ
給
ふ
。

　
　
（
…
…
）
と
う
た
は
せ
て
、
ま
こ
と
に
し
ぽ
し
「
内
よ
り
人
や
」

　
と
心
と
き
め
き
し
給
へ
ど
、
さ
も
あ
ら
ね
ぽ
、
口
惜
し
く
て
歩
み

　
過
ぎ
た
れ
ぽ
、
　
（
7
）

　
こ
の
ほ
か
、
徒
然
草
八
段
の
文
を
用
例
に
し
て
い
る
の
も
あ
る

が
、
時
代
的
に
隔
た
る
の
で
省
略
す
る
。

　
　
　
　
四

　
さ
て
、
㈲
の
例
は
、
実
正
が
弟
実
忠
の
離
れ
て
い
っ
た
北
の
方
を

訪
ね
て
、
父
の
遺
言
を
伝
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
北
の
方
は
「
あ
な

た
（
H
実
正
）
が
訪
ね
て
来
る
の
が
わ
か
っ
て
い
た
ら
、
わ
が
子
の

袖
君
に
正
式
の
喪
服
を
着
せ
て
お
く
べ
き
だ
っ
た
」
と
言
っ
て
、
そ

の
喪
服
を
着
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
　
「
心
と
き
め
き
の
や
う
な

れ
ど
も
」
を
、
「
あ
わ
て
て
い
る
よ
う
だ
が
」
と
か
「
い
そ
い
で
い
る

よ
う
だ
が
」
と
い
う
解
釈
で
通
る
。
　
し
か
し
「
『
心
と
き
め
き
の
や

う
な
れ
ど
も
』
（
と
て
）
」
を
「
着
せ
奉
り
給
へ
り
」
に
か
か
る
と
み

な
い
で
、
　
「
着
せ
侍
る
べ
か
り
け
れ
」
へ
倒
置
的
に
か
か
る
と
み
る

と
、
「
何
か
あ
な
た
の
お
い
で
を
お
待
ち
し
て
い
た
よ
う
で
す
が
」
と

な
っ
て
、
「
大
系
」
の
い
う
よ
う
に
期
待
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
す
意

味
に
な
り
は
し
な
い
か
。
無
理
な
解
釈
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
い

ず
れ
に
し
て
も
心
配
だ
と
か
、
気
が
か
り
だ
と
い
う
意
味
に
は
な
ら

な
い
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　
⑧
の
例
は
、
女
一
宮
（
ー
仲
忠
の
妻
で
、
犬
宮
の
母
）
が
、
犬
宮

が
琴
を
ち
ゃ
ん
と
習
っ
て
い
る
か
と
尋
ね
た
手
紙
の
返
事
に
「
御
琴

は
い
と
よ
く
云
々
」
と
あ
る
の
見
て
喜
ん
で
「
あ
や
し
の
心
と
き
め

き
や
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
早
く
そ
の
琴
が
聞
き
た
い
。
犬

宮
は
ど
れ
く
ら
い
上
手
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
気
持
と
解

せ
る
。
そ
う
す
れ
ぽ
、
期
待
を
持
っ
て
の
気
持
を
表
現
し
た
も
の
で

あ
る
。
何
故
「
大
言
海
」
が
⑤
の
用
例
に
し
た
か
理
解
し
に
く
い
。

（
「
急
い
で
聞
き
た
い
」
の
意
味
に
と
っ
た
の
か
）
。

　
⑥
の
例
は
、
内
大
臣
の
歌
の
「
我
宿
の
…
…
た
つ
ね
や
は
来
ぬ
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
夕
霧
に
対
し
て
、
自
分
の
娘
の
雲
井
雁
を
妻
と

し
て
与
え
よ
う
と
い
う
気
持
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
長
年
雲
井
雁
を
恋

い
慕
っ
て
い
た
夕
霧
が
期
待
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
の
は
当
然
で
あ

る
。　

⑪
の
例
は
、
八
宮
が
中
君
に
言
う
こ
と
ば
で
あ
る
。
「
懸
想
だ
つ
」

は
思
い
を
懸
け
る
よ
う
に
言
う
こ
と
。
好
色
男
の
匂
宮
に
は
そ
っ
け

な
く
お
返
事
な
さ
い
。
懸
想
め
い
た
返
事
を
出
す
と
、
か
え
っ
て
相

手
が
期
待
し
て
気
を
も
む
こ
と
に
な
り
ま
す
よ
と
い
う
意
味
で
あ
っ

て
、
　
「
心
と
き
め
き
」
を
期
待
を
か
け
る
こ
と
と
解
せ
る
。

　
⑭
の
例
は
、
薫
が
八
宮
の
追
善
供
養
を
営
ん
だ
こ
と
に
対
し
て
、

中
君
か
ら
お
礼
の
手
紙
が
来
て
、
そ
の
中
に
「
み
つ
か
ら
も
（
お
目

に
懸
っ
て
お
礼
を
申
し
上
げ
ま
し
ょ
う
）
」
　
と
あ
る
の
で
、
薫
は
会

え
る
喜
び
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
の
で
あ
る
。
「

　
㈹
の
例
は
、
右
名
な
大
進
生
昌
と
清
少
納
言
と
の
や
り
と
り
の
章
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段
で
あ
る
。
「
ひ
と
夜
の
こ
と
」
と
は
、
夜
、
生
昌
が
清
少
納
言
と
話

を
し
よ
う
と
、
女
房
の
部
屋
に
や
っ
て
来
た
が
、
清
少
納
言
に
追
い

返
さ
れ
た
こ
と
を
さ
す
。
あ
の
夜
の
こ
と
を
い
っ
た
ら
、
ま
た
と
っ

ち
め
て
笑
っ
て
や
ろ
う
と
「
心
と
き
め
き
」
し
た
の
で
あ
る
。

　
③
の
例
は
、
頭
中
将
（
藤
原
斉
信
）
か
ら
の
手
紙
の
返
事
を
早
く

と
使
い
の
者
が
言
う
の
で
、
開
け
た
ら
「
蘭
省
云
々
」
と
書
い
て
あ

っ
て
、
ど
ん
な
内
容
か
と
期
待
し
て
胸
を
と
き
め
か
す
ほ
ど
で
も
な

か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
⑪
の
例
は
、
蔵
人
の
少
将
が
散
歩
し
て
い
る
と
琴
の
音
が
す
る
家

が
あ
る
の
で
、
そ
こ
で
随
身
は
歌
を
う
た
わ
せ
て
、
だ
れ
か
出
て
く

る
だ
ろ
う
か
と
、
期
待
し
て
待
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
辞
書
の
用
例
を
み
る
と
、
　
（
8
）
の
②
、
（
9
）

に
用
い
ら
れ
た
例
は
当
然
で
あ
る
が
、
単
に
「
胸
が
ど
き
ど
き
す
る

こ
と
」
な
ど
い
う
意
味
の
例
と
さ
れ
た
も
の
も
、
す
べ
て
、
「
大
系
」

の
注
の
よ
う
に
、
期
待
す
る
と
き
心
が
動
く
状
態
と
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
㈹
は
少
々
は
ず
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
。
特
に
、
「
枕
草
子
」

二
五
段
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
ぶ
や
し
な
ひ

　
（
す
さ
ま
じ
き
も
の
）
産
養
、
う
む
ま
の
は
な
む
け
な
ど
の
使
に

　
禄
と
ら
せ
ぬ
。
　
（
中
略
）
思
ひ
か
け
ぬ
こ
と
に
（
禄
ヲ
）
得
た
る

　
を
ば
、
い
と
か
ひ
あ
り
と
思
ふ
べ
し
。
こ
れ
は
か
な
ら
ず
さ
る
べ

　
き
（
禄
ヲ
得
ル
ハ
ズ
ノ
）
使
と
思
ひ
、
心
と
き
め
き
し
て
行
き
た

　
る
は
、
こ
と
に
す
さ
ま
じ
ぞ
か
し
。

の
「
心
と
き
め
く
」
は
明
ら
か
に
、
期
待
に
胸
を
お
ど
ら
せ
る
と
い

う
意
味
で
あ
る
。

　
こ
う
み
る
と
、
前
述
の
塩
田
氏
の
「
心
配
で
ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
」
と

い
う
よ
う
な
意
味
は
不
適
当
に
な
る
。

　
　
　
　
五

　
「
心
と
き
め
き
（
す
）
」
を
期
待
で
心
が
動
く
意
と
解
す
る
と
、
①

「
雀
の
子
飼
」
、
②
「
ち
こ
遊
ぽ
す
る
前
わ
た
る
」
、
③
「
よ
き
た
き
物

た
き
て
ひ
と
り
臥
し
た
る
」
、
④
「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
を
見
た
る
」

は
ど
う
考
え
れ
ぽ
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
①
と
②
に
つ
い
て
、
「
大
系
」
の
注
に
は
、
①
「
雀
の
雛
を
飼
育

す
る
こ
と
。
そ
の
無
邪
気
な
様
子
に
心
が
ひ
か
れ
る
の
で
あ
る
」
、
②

「
幼
児
を
遊
ぽ
し
て
い
る
所
を
通
り
過
ぎ
る
時
に
心
と
き
め
き
す
る

の
は
、
そ
の
天
真
欄
漫
さ
に
心
が
奪
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
な
っ

て
い
る
。
し
か
し
、
無
邪
気
な
様
子
に
心
が
ひ
か
れ
る
と
か
、
天
真

欄
漫
さ
に
心
が
奪
わ
れ
る
と
い
う
の
は
、
「
大
系
」
の
い
う
「
何
か
を

予
想
し
期
待
す
る
」
と
い
う
意
味
は
、
あ
ま
り
出
て
来
な
い
。
む
し

ろ
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
中
に
は
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
枕
草
子
」
一
五
一
段
に
次
の
よ
う
に
お
る
。

　
　
う
つ
く
し
き
も
の
、
雀
の
子
の
ね
ず
鳴
き
す
る
に
を
ど
り
来

　
る
。
二
つ
三
つ
ぼ
か
り
な
る
ち
こ
の
、
い
そ
ぎ
は
ひ
来
る
道
に
、

　
い
と
小
さ
き
塵
の
あ
り
け
る
を
目
ざ
と
く
見
つ
け
て
、
い
と
を
か

　
　
　
　
　
お
る
び

　
し
げ
な
る
指
に
と
ら
へ
て
、
大
人
な
ど
に
見
せ
た
る
い
と
う
つ
く

　
し
。
頭
は
尼
そ
ぎ
な
る
ち
こ
の
、
目
に
髪
の
お
ほ
へ
る
を
か
き
は

　
や
ら
で
、
う
ち
か
た
ぶ
き
て
物
な
ど
見
た
る
も
う
つ
く
し
。
お
ほ
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き
う
そ

　
き
に
は
あ
ら
ぬ
殿
上
童
の
、
装
束
き
た
て
ら
れ
て
歩
く
も
う
つ
く

　
し
。
い
み
じ
う
白
く
肥
え
た
る
ち
こ
の
二
つ
ば
か
り
な
る
が
、
二

　
藍
の
う
す
も
の
な
ど
、
衣
な
が
に
た
す
き
結
ひ
た
る
が
は
ひ
出
で

　
た
る
も
、
ま
た
短
か
き
袖
が
ち
な
る
着
て
歩
く
も
み
な
う
つ
く

　
し
。
八
つ
九
つ
十
ぼ
か
り
な
ど
の
男
子
の
声
は
を
さ
な
げ
に
て
ふ

　
み
読
み
た
る
み
な
う
つ
く
し
。

　
（
必
要
な
と
こ
ろ
を
抜
き
書
き
し
て
あ
る
。
）

　
こ
れ
ら
は
、
雀
の
子
の
か
わ
い
さ
、
子
ど
も
の
天
真
欄
漫
な
こ
と

を
述
べ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
に
あ
る
そ

れ
と
同
一
視
す
る
の
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
①
の
「
雀
の
子
飼
」
は
、
そ
の
飼
育
し
て
い
る
雀
が
生
長
し
た
ら

ど
ん
な
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て
心
を
お
ど
ら
せ
な
が
ら
飼
っ
て
い

る
と
解
す
る
の
が
よ
い
と
思
う
。
「
源
氏
物
語
」
の
若
紫
の
巻
に
、
の

ち
の
紫
上
が
雀
を
飼
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
逃
げ
た
時
、
女
房
が
「
い

と
ほ
し
う
や
う
や
う
な
り
つ
る
も
の
を
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
れ

も
、
雀
が
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
可
愛
く
な
っ
て
い
く
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
思
う
。

　
ま
た
②
の
「
ち
こ
遊
ば
す
る
前
わ
た
る
」
の
「
ち
こ
」
は
、
こ
れ

は
、
塩
田
氏
が
前
書
で
「
ち
こ
が
里
人
の
あ
る
い
は
下
司
の
ち
こ
で

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
そ
の
通
り
だ
と
思
う
。

貴
族
（
し
か
も
上
流
の
）
の
子
ど
も
が
遊
ん
で
い
る
が
、
そ
の
前
を

通
る
と
、
ふ
と
見
上
げ
た
顔
に
「
生
ひ
先
見
え
て
（
ー
将
来
立
派
な

地
位
に
つ
く
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
）
」
そ
の
期
待
に
心

が
動
く
と
い
う
気
持
だ
と
思
う
。
「
わ
た
る
」
を
車
に
乗
っ
て
行
く
と

解
す
る
説
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
子
ど
も
の
前
を
車
で
通
る
と
危
険
で

ハ
ラ
ハ
ラ
す
る
と
い
う
場
合
を
考
え
て
の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で

は
、
た
だ
廊
下
を
通
る
、
「
枕
草
子
」
一
段
の
「
炭
も
て
わ
た
る
も
い

と
つ
き
づ
き
し
」
と
同
じ
よ
う
に
解
し
て
よ
い
。

　
③
の
「
よ
き
た
き
物
た
き
て
ひ
と
り
臥
し
た
る
」
は
香
り
の
よ
い

部
屋
に
、
ひ
と
り
静
か
に
身
を
横
た
え
て
い
る
と
、
何
か
夢
見
心
地

と
な
っ
て
、
将
来
の
こ
と
が
思
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
彼
女
が
た
き
物
を
好
ん
だ
こ
と
は
、
二
〇
一
段
に
「
心
に
く
き
も

の
」
と
し
て
「
た
き
物
の
香
、
い
と
心
に
く
し
」
と
あ
り
、
次
い
で

二
〇
二
段
で

　
　
五
日
の
長
雨
の
こ
ろ
、
上
の
御
局
の
小
戸
の
簾
に
斉
信
の
中
将

　
の
よ
り
ゐ
た
ま
り
し
香
は
ま
こ
と
に
を
か
し
う
も
あ
り
し
か
な
。

　
そ
の
も
の
の
香
と
も
お
ぼ
え
ず
。
（
中
略
）
ま
た
の
日
ま
で
御
簾
に

　
し
み
か
へ
り
た
り
し
を
、
若
き
人
な
ど
の
世
に
知
ら
ず
思
へ
る
、

　
こ
と
わ
り
な
り
や

と
あ
り
、
二
三
一
段
に
も

　
　
よ
く
た
き
し
め
た
る
た
き
物
の
、
昨
日
、
一
昨
日
、
今
日
な
ど

　
は
忘
れ
た
る
に
、
引
き
あ
け
た
る
に
、
煙
の
残
り
た
る
は
、
た
だ

　
い
ま
の
香
よ
り
も
め
で
た
し
。

と
る
あ
の
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
。

　
　
　
　
六

　
さ
て
、
④
「
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
を
見
た
る
」
を
除
い
た
①
～
⑦
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は
前
述
の
よ
う
に
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
と
し
て
理
解
で
き

る
の
で
あ
る
が
、
④
は
な
ぜ
「
心
と
き
め
き
す
る
」
の
か
分
か
り
に

く
い
。

　
特
に
「
暗
き
」
に
つ
い
て
、
い
ま
ま
で
の
説
は
大
き
く
二
つ
に
分

か
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
く
も

　
（
甲
）
鏡
の
「
曇
り
」
と
す
る
も
の
。

　
へ
乙
）
鏡
に
「
陰
窮
」
を
お
び
た
と
す
る
も
の
。

　
こ
の
う
ち
（
甲
）
と
す
る
の
は
、
「
心
と
き
め
く
」
　
を
期
待
で
心
が

動
く
状
態
と
し
な
い
で
、
単
に
心
が
動
く
、
び
っ
く
り
す
る
と
い
う

意
に
解
す
る
と
こ
ろ
か
ら
出
た
意
味
で
あ
り
多
く
の
注
釈
書
は
こ
れ

を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
、
鏡
の
曇
り
で
は
、
い
ま
ま
で
説
い
て
来
た

「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
と
は
ど
う
し
て
も
結
び
つ
か
な
い
。
も

っ
と
も
、
　
「
大
系
」
の
こ
の
部
分
の
補
注
で
「
私
見
（
池
田
亀
鑑
氏
）

と
し
て
、
上
等
な
鏡
だ
と
い
う
の
に
曇
り
が
出
て
い
る
の
を
見
た
時

は
、
思
わ
ず
苦
情
を
い
い
た
く
な
っ
て
自
制
で
き
な
い
と
の
解
釈
を

提
出
し
た
が
」
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
「
梁
塵
秘
抄
」
巻
二
の

　
鏡
曇
り
て
は
わ
が
身
こ
そ
や
つ
れ
け
る
　
わ
が
身
や
つ
れ
て
は
男

　
の

　
退
け
引
く
（
四
〇
九
）

が
、
当
時
か
ら
流
行
っ
て
い
た
今
様
な
ら
ぽ
、
　
「
胸
つ
ぶ
る
（
ド
キ

ン
と
す
る
）
」
こ
そ
す
れ
、
期
待
を
も
っ
て
見
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は

あ
る
ま
い
。

　
ま
た
、
鏡
に
曇
り
が
出
る
こ
と
は
「
曇
る
」
と
い
う
の
が
普
通
で

あ
る
。
　
「
日
葡
辞
書
」
に
も
「
カ
ガ
ミ
ク
モ
ル
」
と
あ
り
、
当
時
の

和
歌
の
例
だ
が
、

　
曇
り
な
き
池
の
鏡
に
よ
う
つ
代
を
す
む
べ
き
影
そ
し
る
く
見
え
け

　
る
（
源
氏
・
初
音
）

　
曇
り
な
き
鏡
と
み
が
く
池
の
面
に
映
れ
る
影
の
は
つ
か
し
き
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
栄
花
・
音
楽
・
道
長
）

　
曇
り
な
き
鏡
の
光
ま
す
ま
す
に
照
ら
む
影
に
か
く
れ
ざ
ら
め
や

　
（
今
鏡
・
藤
波
下
・
能
信
）

　
こ
と
は
り
や
曇
れ
ば
こ
そ
は
ま
す
鏡
映
り
し
影
も
見
え
ず
な
り
に

　
き
（
金
葉
・
雑
上
・
六
一
五
）

　
こ
れ
ら
の
例
や
、
前
述
の
こ
と
か
ら
、
「
暗
き
」
　
を
鏡
の
曇
り
と

　
み
る
の
は
無
理
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
か
、
林
和
比
古
氏
は
「
暗
き
」
を
「
蒼
黒

い
深
み
の
あ
る
趣
き
」
と
と
ら
れ
た
と
い
う
（
佐
伯
梅
友
氏
・
石
井

茂
氏
「
徒
然
草
」
〈
績
文
堂
〉
の
注
の
引
用
に
よ
る
）
。
ま
た
池
田
亀

鑑
氏
は
「
全
講
枕
草
子
」
の
注
や
「
大
系
」
の
補
注
で
「
陰
窮
」
と

述
べ
ら
れ
た
。
前
引
の
「
大
系
」
の
補
注
に
つ
づ
け
て
「
『
く
ら
き
』

を
陰
窮
を
お
び
た
状
態
と
解
し
、
上
等
な
鏡
へ
の
心
と
き
め
き
と
と

る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
。
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
西
下
経
一
氏

も
こ
の
説
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
（
「
枕
草
子
」
〈
昇
竜
堂
〉
）
。
「
陰

騎
」
と
は
「
大
系
」
の
注
で
は
「
か
げ
り
」
　
と
い
い
「
岩
波
国
語
辞

典
」
に
よ
れ
ぽ
「
か
げ
、
く
も
り
。
転
じ
て
変
化
が
あ
り
深
み
の
あ

る
こ
と
。
」
と
あ
る
か
ら
、
林
氏
の
い
わ
れ
る
こ
と
も
、
こ
れ
を
さ
す

と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
大
系
」
の
補
注
に
よ
れ
ぽ
、
唐
か
ら
の
舶
来
の
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鏡
に
、
か
げ
り
（
陰
騎
）
が
み
え
、
こ
れ
か
ら
ま
す
ま
す
立
派
な
鏡

に
な
っ
て
行
く
だ
ろ
う
と
期
待
に
胸
が
は
ず
む
の
で
あ
る
、
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

　
「
唐
鏡
」
に
つ
い
て
、
　
塩
田
氏
は
「
銀
製
か
」
（
三
巻
本
枕
草
子

評
釈
）
、
小
西
甚
一
氏
は
「
白
銅
製
」
（
枕
冊
子
新
釈
）
と
い
わ
れ
て
る

の
で
、
林
氏
の
「
蒼
黒
い
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
状
態
か
わ
か
り

に
く
い
（
青
銅
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
）
が
、
銀
製
ま
た
は
白
銅

製
と
し
た
と
き
、
「
か
げ
り
」
が
で
る
の
は
や
は
り
、
古
く
な
り
曇
る

こ
と
で
、
鏡
と
し
て
は
適
当
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
深

み
の
で
る
と
い
う
方
に
重
点
を
お
い
て
考
え
た
場
合
（
わ
れ
わ
れ
の

言
う
年
代
が
た
っ
て
、
カ
ン
ロ
ク
が
で
た
）
は
、
一
応
は
「
心
と
き

め
き
す
る
も
の
」
と
し
て
適
当
で
あ
る
が
、
で
は
そ
れ
を
果
し
て

「
暗
し
」
と
い
う
語
で
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
七

　
「
暗
し
」
を
辞
書
で
み
る
と
、
た
と
え
ぽ
「
大
日
本
国
語
辞
典
」

で
は

　
①
光
な
し
。
明
ら
か
な
ら
ず
。
や
み
な
り
。
②
も
り
て
判
然
と
せ

　
ず
。
③
事
物
を
弁
別
す
る
智
に
乏
し
。
お
ろ
か
な
り
。
④
世
開
明

　
な
ら
ず
。
文
化
開
け
ず
。
人
智
蒙
昧
な
り
。
⑤
国
の
光
と
な
る
も

　
の
乏
し
。
欠
け
た
る
処
あ
り
。
不
足
な
り
。

と
あ
り
、
他
の
辞
書
も
だ
い
た
い
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
並
べ

て
あ
る
。
「
深
み
の
あ
る
か
げ
り
（
陰
騎
）
」
の
よ
う
な
高
等
な
（
？
）

意
味
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
「
枕
草
子
」
で
「
暗
し
」
と
い
う
場
合
、
ほ
と
ん
ど
が
、
夜
な
ど

の
暗
さ
に
用
い
て
い
る
。
　
「
落
窪
物
語
」
　
「
源
氏
物
語
」
の
例
も
す

べ
て
こ
れ
で
あ
る
。
で
は
「
暗
き
見
た
る
」
を
、
「
暗
き
所
に
見
た

る
」
と
す
る
と
、
「
唐
鏡
を
暗
き
に
見
た
る
」
な
ら
ぽ
よ
い
が
、
「
の

こ
れ
で
は
適
当
で
な
い
。
　
．

　
し
か
し
、
三
一
段
に
次
の
よ
う
な
文
が
あ
る
。

　
　
（
心
ゆ
く
も
の
）
、
神
、
寺
な
ど
に
ま
う
で
て
物
申
さ
す
る
（
願

　
イ
ゴ
ト
ヲ
言
ワ
セ
ル
）
に
、
寺
は
法
師
、
社
は
禰
宜
な
ど
の
、

　
く
ら
か
ら
ず
さ
わ
や
か
に
、
思
ふ
程
に
も
す
ぎ
て
と
ど
こ
ほ
ら
ず

　
聞
き
よ
う
申
し
た
る
。

　
法
師
や
禰
宜
が
、
自
分
が
思
っ
て
い
た
以
上
に
、
す
ら
す
ら
と
よ

ど
み
な
く
願
い
ご
と
を
申
し
述
べ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
「
く

ら
が
ら
ず
」
は
知
ら
な
い
こ
と
が
な
い
の
意
味
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
「
暗
し
」
は
前
記
、
「
大
日
本
国
語
辞
典
」
の
③
に
相
当

す
る
。
そ
し
て
、
当
時
は

　
山
を
出
で
て
く
ら
き
道
に
ぞ
た
ど
り
こ
し
い
ま
一
度
の
逢
ふ
こ
と

　
に
よ
り
（
和
泉
式
部
日
記
）

　
日
の
光
月
の
影
と
そ
照
ら
し
け
る
く
ら
き
心
の
闇
は
れ
よ
と
て

　
（
千
載
・
釈
教
・
一
二
四
二
）

の
よ
う
に
、
宗
教
（
仏
教
）
的
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も

や
は
り
、
仏
教
的
に
、
何
も
わ
か
ら
な
い
、
知
ら
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
ろ
う
。
似
た
よ
う
な
語
と
し
て
は
「
暗
す
」
が
あ
る
。

　
か
き
く
ら
す
心
の
闇
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
つ
と
は
今
宵
さ
だ
め
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よ
（
伊
勢
・
六
九
段
）

　
い
に
し
へ
を
恋
ふ
る
涙
に
く
ら
さ
れ
て
お
ぼ
ろ
に
見
ゆ
る
秋
の
夜

　
の
月
（
詞
花
・
雑
下
・
三
八
九
）

　
朔
日
の
日
の
夕
さ
り
ぞ
参
り
つ
き
て
、
陣
入
る
る
よ
り
昔
思
ひ
出

　
で
ら
れ
て
、
か
き
ぞ
く
ら
さ
る
る
。
　
（
讃
岐
典
侍
日
記
．
朔
日
の

　
出
仕
）

　
こ
れ
ら
も
、
悲
し
み
に
心
が
曇
る
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
結
局
、

悲
し
み
の
た
め
に
何
が
何
ん
だ
か
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と

で
、
「
暗
し
」
「
暗
す
」
に
は
、
わ
か
ら
な
い
、
知
ら
な
い
、
と
い
う

意
味
が
あ
る
。

　
一
方
漢
文
で
は
「
婚
」
「
晦
」
等
を
用
い
て
「
ク
ラ
シ
」
　
（
類
聚

義
抄
（
と
よ
ん
で
、
同
じ
く
わ
か
ら
な
い
の
意
と
し
て
い
る
。

　
「
皆
婚
於
放
」
（
戦
国
策
泰
）

　
「
風
之
闘
跡
、
和
而
不
同
」
　
へ
紀
時
文
・
風
中
琴
賦
）

　
私
は
、
　
「
唐
の
鏡
す
こ
し
暗
き
見
た
る
」
の
「
暗
し
」
を
こ
の
よ

う
な
用
例
な
ど
か
ら
知
ら
な
い
、
わ
か
ら
な
い
の
意
に
解
し
た
い
。

そ
し
て
解
釈
は
、
「
唐
か
ら
来
た
鏡
で
、
私
の
あ
ま
り
知
ら
な
い

の
（
鏡
）
を
見
た
時
（
こ
と
）
」
と
な
る
。
よ
い
品
、
特
に
舶
来
品
な

ど
で
、
自
分
が
知
ら
な
い
も
の
を
見
た
時
、
こ
れ
は
ど
ん
な
品
だ
ろ

う
、
ど
の
く
ら
い
の
価
値
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
、
そ
の
品
の
価
値
の

高
い
こ
と
を
期
待
し
な
が
ら
見
る
こ
と
は
、
現
在
で
も
多
く
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
ま
し
て
や
、
現
在
よ
り
舶
来
品
の
少
な
い
、
し
か
も
そ

の
よ
う
な
品
な
ど
実
際
に
は
手
に
は
い
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
で
あ

の
女
に
と
っ
て
は
、
見
な
れ
な
い
品
を
見
た
時
、
そ
れ
こ
そ
「
心
と

き
め
き
」
さ
せ
た
と
想
像
す
る
こ
と
は
そ
う
無
理
で
は
な
い
と
思

う
。　

特
に
、
彼
女
が
中
国
の
も
の
に
心
を
寄
せ
て
い
た
こ
と
は
、
紫
式

部
か
ら
「
清
少
納
言
こ
そ
、
し
た
り
顔
に
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
。

さ
ぼ
か
り
さ
か
し
だ
ち
、
真
字
書
き
ち
ら
し
て
侍
る
ほ
ど
も
、
よ
く

見
れ
ぽ
、
ま
だ
い
と
た
へ
ぬ
こ
と
多
か
り
」
（
紫
式
部
日
記
）
と
評
さ

れ
な
が
ら
も
、
「
枕
草
子
」
の
中
に
白
氏
文
集
を
は
じ
め
七
つ
の
漢

籍
を
二
十
ヵ
所
に
、
ま
た
日
本
の
漢
文
書
を
エ
ハ
ヵ
所
に
引
用
し
て

い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

　
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
（
中
国
風
の
も
の
）
が
、
古
く
な
り
そ
こ
な
わ

れ
る
と
感
じ
が
悪
く
な
り
、
捨
て
た
く
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
昔
お
ぼ
え
て
（
昔
ノ
立
派
サ
ガ
思
イ
出
サ
レ
テ
）
不
用
な
る
も

　
の
（
中
略
）
唐
絵
の
屏
風
の
黒
み
、
表
そ
こ
な
は
れ
た
る
。
　
（
枕

　
草
子
・
一
六
三
段
）

　
こ
れ
か
ら
み
て
も
、
た
と
え
陰
磐
が
で
て
カ
ン
ロ
ク
が
つ
い
た
と

し
て
も
、
唐
鏡
が
古
く
な
っ
て
行
く
の
に
、
清
少
納
言
か
「
心
と
き

め
き
」
し
た
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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