
『
枕
草
子
』
「
二
月
つ
ご
も
-
ご
ろ
に
」
　
の
言
説
分
析

-
　
教
材
化
に
む
け
て
　
-

l
　
は
じ
め
に

本
稿
は
'
『
枕
草
子
』
　
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
　
の
教
材
化
に
む
け
て
ち

新
た
な
教
材
分
析
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
方

法
と
し
て
、
川
現
行
の
教
科
吉
に
採
録
さ
れ
て
い
る
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ

に
」
　
の
「
学
習
の
て
び
き
」
お
よ
び
教
師
用
指
導
苔
の
分
析
か
ら
、
そ
こ
で

目
指
さ
れ
て
い
る
学
習
に
つ
い
て
検
討
し
、
問
題
点
を
指
摘
す
る
。
5
1
言
説

分
析
の
手
法
を
援
用
し
、
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
　
の
教
材
分
析
お
よ
び

教
材
化
の
可
能
性
を
探
る
t
　
と
い
っ
た
順
で
す
す
め
て
い
-
こ
と
と
す
る
。

な
お
、
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
本
文
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
'
空
い
み
じ
う
黒
き
に
、

雪
少
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
へ
　
崇
戸
に
主
殿
司
来
て
、
「
か
う
て
さ
ぶ

ら
ふ
」
と
言
へ
ば
へ
寄
り
た
る
に
、
「
こ
れ
へ
公
任
の
宰
相
殿
の
」
と

て
'
あ
る
を
見
れ
ば
'
懐
紙
に
'

少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ

と
あ
る
は
へ
げ
に
今
日
の
気
色
に
い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
、
こ
れ
が
も
と

は
い
か
で
か
付
-
べ
か
ら
ん
t
　
と
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
。
「
誰
々
か
」
　
と

間
へ
ば
、
「
そ
れ
そ
れ
」
と
言
ふ
。
皆
い
と
恥
か
し
き
中
に
、
宰
相
の

武
　
久
　
康
　
高

御
答
を
'
い
か
で
か
こ
と
な
し
び
に
い
ひ
出
で
ん
t
　
と
心
1
つ
に
苦
し

さ
を
'
御
前
に
御
覧
ぜ
さ
せ
ん
と
す
れ
ど
'
上
の
お
は
し
ま
し
て
、
御

殿
寵
り
た
り
。
主
殿
司
は
「
と
-
t
　
と
-
」
と
言
ふ
。
げ
に
遅
う
さ
へ

あ
ら
ん
は
、
い
と
と
り
所
な
け
れ
ば
、
さ
は
れ
と
て
、

空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に

と
、
わ
な
な
-
わ
な
な
-
雷
き
て
、
取
ら
せ
て
、
い
か
に
思
ふ
ら
ん
と

わ
び
し
。
こ
れ
が
こ
と
を
聞
か
ぼ
や
へ
　
と
思
ふ
に
、
そ
し
ら
れ
た
ら
ば

聞
か
じ
へ
　
と
お
ぽ
ゆ
る
を
'
「
俊
賢
の
宰
相
な
ど
'
「
な
は
内
侍
に
奏
し

て
な
さ
ん
」
と
な
ん
定
め
給
ひ
し
」
と
ば
か
り
ぞ
'
左
兵
衛
の
督
の
中

将
に
お
は
せ
L
t
　
語
り
給
ひ
し
。

(
一
〇
二
段
o
引
用
は
和
泉
古
典
著
書
本
に
よ
る
)

二
　
現
行
教
科
書
に
お
け
る
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」

「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
'
十
を
超
え
る
現
行
の
高
等
学
校
用
教
科

容
に
採
録
さ
れ
て
お
り
へ
　
い
わ
ゆ
る
定
番
教
材
で
あ
る
。
【
資
料
-
】
は
、

そ
れ
ら
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
「
学
習
の
手
引
き
」
を
整
理
し
た
も

(
-
)

の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
'
教
科
書
が
目
指
す
学
習
の
方
向
性
を
'
お
お
よ
そ
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な
が
ら
把
握
で
き
よ
う
。

【
資
料
-
】

A
　
作
者
の
心
情
理
解

◇
作
者
の
心
情
を
た
ど
る
　
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
塞

(
例
)
作
者
の
心
境
の
変
化
を
、
順
を
追
っ
て
ま
と
め
て
み
よ
う
。
(
⑦
)

作
者
は
、
「
公
任
の
宰
相
殿
」
を
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
受

け
と
め
て
い
る
か
。
(
⑨
・
⑩
)

B
　
歌
の
読
解
・
評
価

◇
「
空
寒
み
・
・
・
」
　
の
趣
向
　
釜

(
例
)
清
少
納
言
が
答
え
た
「
空
寒
み
-
」
　
の
歌
に
は
、
ど
の
よ
う
な

趣
向
が
こ
ら
さ
れ
て
い
る
か
。
(
⑫
)

◇
公
任
・
俊
賢
ら
に
よ
る
作
者
の
歌
の
評
価
　
①
細
魚
倫
董
岬

(
例
)
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
い
う
返
事
は
公
任
た

ち
か
ら
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
た
の
か
へ
　
考
え
て
み
よ
う
。

(
④
・
⑤
・
⑬
)

「
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
。
」
　
に
は
'
俊
賢
の
ど
の
よ
う
な
気

持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
、
考
え
て
み
よ
う
。
(
⑪
)

C
　
作
者
の
人
物
像

◇
作
者
の
性
格
・
人
物
像
　
①
⑧
⑭

(
例
)
作
者
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
と
思
う
か
'
話
し
合
っ
て
み
よ
う
。

(
①
・
⑧
)

※
主
語
確
認
・
文
法
は
省
略
し
て
い
る
。

A
は
公
任
へ
の
返
歌
を
逮
巡
す
る
作
者
の
心
情
把
握
を
目
指
す
も
の
、
B
は

和
歌
　
(
「
空
寒
み
-
」
)
　
の
趣
向
を
理
解
し
へ
　
そ
の
和
歌
に
対
す
る
俊
賢
ら
の

評
価
を
捉
え
る
も
の
へ
さ
ら
に
C
は
作
者
の
人
物
像
を
考
え
る
も
の
で
あ
る
。

本
章
段
の
「
学
習
の
手
引
き
」
は
以
上
A
～
C
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
　
「
手
引
き
」
　
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
学
習
が
目
指
さ

れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
傾
向
を
、
多
-
の
教
科
酉
が
「
学
習
の
て
び

き
」
と
し
て
挙
げ
る
a
　
「
作
者
の
心
情
を
た
ど
る
」
お
よ
び
b
　
「
公
任
・
俊

賢
ら
に
よ
る
作
者
の
歌
の
評
価
」
両
項
の
分
析
か
ら
明
ら
か
に
し
た
い
。

a
　
「
作
者
の
心
情
を
た
ど
る
」

「
作
者
の
心
情
を
た
ど
る
」
活
動
に
関
し
て
は
'
次
に
挙
げ
る
二
通
り
の

指
導
が
代
表
的
な
も
の
で
あ
る
。

「
公
任
の
宰
相
」
は
、
和
歌
を
は
じ
め
各
方
面
に
通
じ
た
才
人
で
あ
っ

た
の
で
'
歌
の
贈
答
に
つ
い
て
筆
者
が
ひ
ど
-
心
を
-
だ
い
た
こ
と
を
へ

原
文
を
通
じ
て
把
握
さ
せ
る
。

(
右
文
書
院
へ
　
国
語
E
④
'
【
指
導
の
目
標
】
)

さ
ま
ざ
ま
な
人
の
心
の
微
妙
な
動
き
を
'
自
由
に
推
測
し
な
が
ら
へ
　
古

典
の
世
界
を
読
む
楽
し
さ
を
生
徒
に
教
え
る
こ
と
に
、
こ
の
教
材
の
指

導
の
'
1
つ
の
重
点
を
置
き
た
い
。

(
第
一
学
習
社
、
国
語
②
'
【
学
習
指
導
の
要
点
】
)

前
者
は
、
公
任
の
存
在
の
大
き
さ
が
作
者
の
心
を
-
だ
か
せ
た
点
を
把
握
す

る
こ
と
、
ま
た
後
者
は
、
細
か
な
心
情
の
ゆ
れ
を
自
由
に
想
像
さ
せ
　
「
古
典

の
世
界
を
読
む
楽
し
さ
」
を
教
え
る
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
導
の
目
標
と
し

て
い
る
。
こ
こ
で
前
者
は
、
作
者
の
達
巡
を
引
き
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
こ
の

時
代
に
お
け
る
公
任
の
存
在
の
大
き
さ
を
知
る
こ
と
'
ま
た
後
者
は
「
そ
の
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人
物
と
と
も
に
虚
構
の
世
界
を
も
う
1
つ
の
現
実
と
し
て
生
き
、
イ
メ
ー
ジ

〕S)

豊
か
に
そ
の
人
物
を
と
ら
え
る
」
学
習
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

b
「
公
任
・
俊
賢
ら
に
よ
る
作
者
の
歌
の
評
価
」

こ
の
「
学
習
の
手
引
き
」
は
、
学
習
者
が
作
者
の
返
歌
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
(
「
『
空
寒
み
土
の
趣
向
」
)
を
理
解
し
た
上
で
へ
そ
の
歌
お
よ
び
作
者
に

対
す
る
俊
賢
ら
の
賞
賛
(
「
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
」
)
の
理
由
を
考
え
る
も

の
で
あ
る
o
こ
こ
で
は
'
和
歌
の
鑑
質
-
特
に
漢
詩
(
r
自
民
文
集
≒
南

秦
雪
」
)
の
和
様
化
と
い
う
こ
と
　
-
　
の
仕
方
を
知
る
こ
と
と
共
に
も
和
歌
・

漢
詩
的
教
養
が
重
視
さ
れ
た
当
時
の
価
値
観
を
知
る
こ
と
が
学
習
内
容
と
し

て
想
定
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
後
者
の
学
習
内
容
に
関
し
て
は
'

前
に
引
用
し
た
教
師
用
指
導
容
の
【
指
導
目
標
】
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
で
は
'
人
間
関
係
の
中
で
微
妙
に
揺
れ
動

日
記
的
・
実
録
的
章
段
。
二
月
下
旬
の
寒
い
日
、
藤
原
公
任
か
ら
、

『
自
氏
文
集
』
の
1
句
を
ふ
ま
え
て
「
少
し
春
あ
る
こ
こ
ち
こ
そ
す
れ
」

と
い
う
課
題
を
出
さ
れ
た
清
女
が
'
同
じ
-
『
自
氏
文
集
A
を
ふ
ま
え

て
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
と
返
事
し
、
み
な
が
清
女
の

-
人
の
心
情
の
変
化
と
'

宮
廷
貴
族
の
価
値
評
価
に
つ
い
て
考
え
さ
せ

る
。
　
　
(
第
1
学
習
社
、
国
語
二
②
'
【
教
材
の
主
な
指
導
目
標
】
)

漢
詩
の
詩
句
が
'
み
ご
と
に
一
首
の
和
歌
に
翻
案
さ
れ
て
い
る
へ
そ
の

贈
答
の
巧
み
さ
を
味
わ
わ
せ
'

そ
う
し
た
教
養
が
尊
戻
さ
れ
た
宮
廷
社

会
の
実
体
を
推
察
さ
せ
る
。
(
右
文
書
院
へ
国
語
H
④
'
【
指
導
の
目
標
】
)

以
上
a
b
の
「
学
習
の
手
引
き
」
の
検
討
か
ら
、
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ

に
」
で
目
指
さ
れ
て
い
る
学
習
に
つ
い
て
お
お
よ
そ
の
傾
向
が
把
握
で
き
よ

ぅ
。
し
か
し
本
章
段
の
学
習
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
'
さ
ら
に
「
自
讃
詔
」

と
い
う
本
章
段
の
位
置
付
け
を
問
題
に
し
て
お
-
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
管

見
に
及
ん
だ
教
師
用
指
導
書
は
、
そ
の
す
べ
て
が
本
章
段
を
「
自
讃
詔
」
と
し

て
意
味
づ
け
て
い
る
。
例
と
し
て
'
二
出
版
社
の
教
師
用
指
導
書
を
挙
げ
て

お
く
。

才
能
を
ほ
め
た
と
い
う
'
清
女
自
讃
雷
の
1
つ
o

(
第
1
学
習
社
、
国
語
二
②
、
【
大
意
】
)

こ
の
段
は
公
任
は
ど
の
人
か
ら
上
旬
を
求
め
ら
れ
る
ほ
ど
自
分
が
認
め

ら
れ
た
存
在
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
相
手
を
あ
っ
と
い
わ
せ
る
よ

う
な
機
才
を
発
揮
し
た
こ
と
を
語
る
自
讃
談
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
筑
摩
萱
居
、
古
典
講
読
⑮
'
【
鑑
賞
】
)

周
知
の
通
り
「
自
讃
詔
」
と
い
う
語
は
'
『
枕
草
子
』
を
評
す
る
キ
ー
ワ
ー

ド
の
T
つ
と
し
て
長
ら
-
研
究
の
世
界
お
よ
び
教
室
で
親
し
ま
れ
て
き
た
。

し
か
し
1
方
で
小
森
潔
は
、
こ
の
「
自
讃
讃
」
と
い
う
言
葉
自
体
が
「
こ
と

さ
ら
清
少
納
言
の
個
性
を
措
定
し
た
上
で
そ
れ
を
弾
劾
す
る
よ
う
な
」
も
の

d

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
「
自
讃
詔
」
と
い
う
言
葉
の
う
ち
に
'

自
分
が
質
賛
さ
れ
た
話
を
告
-
清
少
納
言
と
い
う
人
物
の
性
格
を
措
定
し
、

「
そ
れ
を
弾
劾
」
し
て
い
-
よ
う
な
ま
な
ざ
し
が
内
在
化
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
例
え
ば
「
作
者
は
ど
の
よ
う
な
人
物

だ
と
思
う
か
、
話
し
合
っ
て
み
よ
う
」
(
C
「
作
者
の
人
物
像
」
①
・
⑧
)

と
、
学
習
者
に
作
者
の
人
物
像
あ
る
い
は
性
格
を
措
定
さ
せ
へ
　
そ
れ
に
つ
い

て
話
し
合
わ
せ
る
学
習
な
ど
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
主
た
る
「
学
習
の
手
引

き
」
お
よ
び
教
師
用
指
導
書
の
文
言
を
分
析
対
象
と
し
て
'
本
章
段
に
お
い

て
目
指
さ
れ
て
い
る
学
習
に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
0
本
節
の
最
後
に
'
こ
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れ
ら
の
学
習
が
も
つ
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
し
た
い
。

ま
ず
、
清
少
納
言
の
心
情
の
ゆ
れ
を
自
由
に
想
像
し
「
古
典
の
世
界
を
読

む
楽
し
さ
」
を
体
験
す
る
学
習
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
活
動

が
学
習
者
の
想
像
力
や
豊
か
な
感
性
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
り
う
る
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
一
方
で
'
は
た
し
て
現
代
の
高
校
生
に
と
っ
て
'

和
歌
の
贈
答
に
悩
む
作
者
の
心
情
を
自
由
に
想
像
す
る
こ
と
が
「
古
典
の
世

界
を
読
む
楽
し
さ
」
に
つ
な
が
る
の
か
、
と
い
う
疑
念
は
ぬ
ぐ
い
去
れ
な
い
。

む
し
ろ
そ
こ
に
必
然
性
が
な
い
限
り
へ
「
古
典
世
界
を
読
む
無
意
味
さ
」
を

感
じ
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
学
習
者
の
興
味
関
心
と
学
習
内
容
と

の
懸
隔
を
指
摘
し
う
る
。

ま
た
、
作
者
の
迭
巡
を
ま
ね
い
た
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
公
任
の
存
在
や

「
公
任
・
俊
賢
ら
に
よ
る
作
者
の
歌
の
評
価
」
か
ら
、
和
歌
や
漢
詩
の
教
養

が
重
視
さ
れ
た
当
時
の
価
値
観
を
知
る
と
い
う
学
習
は
、
今
後
学
習
者
が
古

典
作
品
に
接
す
る
上
で
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
国
語
科
に
と
っ
て
よ

り
重
要
な
課
題
は
'
当
時
の
価
値
観
を
知
る
こ
と
で
は
な
く
そ
の
価
値
観

の
も
と
に
い
か
な
る
言
語
行
為
が
営
ま
れ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
主
体
が
生

成
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
〟
人
と
言
葉
と
社
会
と
の
関
係
″
を
問
う
て

い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
節
以
降
へ
　
「
二
月
つ
ご
も
り

ご
ろ
に
」
の
言
説
分
析
を
通
じ
て
具
体
的
に
論
述
し
て
い
き
た
い
。

最
後
に
、
「
自
讃
讃
」
と
し
て
本
章
段
を
読
む
こ
と
に
起
因
す
る
問
題
点

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
清
少
納
言
の
性
格
探
求
に
そ
の
中
心
が
お
か
れ
て
し
ま

い
、
最
終
的
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
清
少
納
言
像
を
再
生
産
し
て
い
-
の
み

の
学
習
と
な
る
可
能
性
が
大
き
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
如

何
な
る
こ
と
を
学
ん
で
い
く
の
か
、
大
い
に
疑
問
が
の
こ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
　
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
言
説
分
析

で
は
'
ど
の
よ
う
な
読
み
'
お
よ
び
学
習
を
志
向
す
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
『
枕
草
子
』
に
か
ぎ
ら
ず
全
て
の
古
典
テ
ク
ス
ト
は
、
現
代
と
は

異
な
る
時
空
で
生
成
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
内
容

も
現
代
と
は
異
質
な
世
界
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
か
ら
古
典
テ
ク
ス
ト
の

(
他
者
性
)
を
利
用
し
た
指
導
も
考
え
ら
れ
よ
う
が
'
稿
者
は
現
代
の
学
習

者
に
と
っ
て
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
「
問
題
領
域
」
を
古
典
テ
ク
ス

ト
か
ら
発
見
し
、
こ
の
「
問
題
領
域
」
を
め
ぐ
っ
て
古
典
テ
ク
ス
ト
と
学
習

者
が
対
話
す
る
こ
と
こ
そ
重
要
だ
と
考
え
る
。
む
ろ
ん
こ
の
「
問
題
領
域
」

は
、
現
代
の
学
習
者
が
抱
え
持
つ
そ
れ
と
通
底
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
'
こ
う
し
た
古
典
テ
ク
ス
-
が
開
い
て
い
る
「
問
題
領
域
」
を
探
る
一
つ

の
方
法
と
し
て
'
本
稿
で
は
言
説
分
析
の
手
法
を
援
用
し
'
「
二
月
つ
ご
も

り
ご
ろ
に
」
　
の
分
析
を
試
み
る
。

三
-
一
和
歌
を
め
ぐ
る
や
り
と
り

「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
'
公
任
ら
貿
人
た
ち
が
下
旬
(
「
少
し
春

あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
)
　
を
照
り
へ
　
そ
れ
に
登
場
人
物
で
あ
る
清
少
納
言

(
以
下
(
清
少
納
言
)
と
す
る
)
が
上
旬
(
「
空
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る

雪
に
」
)
を
付
け
て
答
え
、
評
価
さ
れ
る
と
い
っ
た
構
図
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
際
、
本
章
段
の
中
心
で
あ
る
両
者
の
贈
答
は
'
公
任
の
下
旬
を
受
け
取
っ

た
後
の
(
清
少
納
言
)
の
準
I
n
n
(
「
げ
に
今
日
の
気
色
に
い
と
よ
う
あ
ひ
た

る
'
こ
れ
が
も
と
は
い
か
で
か
付
-
べ
か
ら
ん
」
)
　
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に

「
今
日
の
気
色
」
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
で
は
本
章
段
に
お
い
て
「
今
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日
の
気
色
」
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
「
今
日

の
気
色
」
が
示
さ
れ
る
冒
頭
部
分
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。

本
章
段
は
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
」
と
時
期
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
語

り
出
さ
れ
る
が
へ
　
こ
の
時
期
は
落
花
の
季
節
と
し
て
和
歌
世
界
に
お
い
て
形

c
s

象
化
さ
れ
て
い
た
。

二
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、
人
人
き
て
物
が
た
り
な
ど
し
て
'
は
な

の
ち
り
に
け
る
さ
う
ざ
う
し
、
な
ど
い
ふ
に

い
た
づ
ら
に
か
へ
ら
ん
事
を
思
ふ
か
な

は
な
の
を
り
に
ぞ
つ
ぐ
べ
か
り
け
る
　
　
(
和
泉
式
部
集
・
七
七
八
)

ま
た
こ
の
時
期
の
強
風
(
「
風
い
た
う
吹
き
て
」
)
や
、
春
の
曇
り
空
か
ら
降

る
雪
(
「
空
い
み
じ
う
黒
き
に
'
雪
少
し
う
ち
散
り
た
る
」
)
も
'
そ
れ
ぞ
れ

落
花
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
用
例
を
和
歌
か
ら
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。

二
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、
風
の
い
み
じ
う
吹
-
に

花
ち
ら
す
巻
の
あ
ら
し
は
秋
か
ぜ
の

身
に
し
む
よ
り
も
侶
し
か
り
け
り
　
　
　
(
和
泉
式
部
続
集
・
二
四
)

ひ
さ
か
た
の
そ
ら
も
-
も
り
て
ふ
る
ゆ
き
は

風
に
ち
り
-
る
は
な
に
ざ
り
け
る
　
(
西
本
願
寺
本
射
恒
集
・
三
七
九
)

っ
ま
り
本
章
段
冒
頭
部
分
は
へ
そ
の
日
の
自
然
が
そ
の
ま
ま
描
写
さ
れ
て
い

る
と
い
う
よ
り
も
'
和
歌
世
界
の
モ
ー
ド
が
用
い
ら
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
な
お
こ
の
冒
頭
部
分
に
関
し
て
、
和
歌
の
典
拠
と
さ
れ
る

(
5
)

r
白
氏
文
集
』
「
南
秦
雪
」
が
影
響
し
て
い
る
と
す
る
指
摘
が
あ
る
。
稲
者

も
こ
の
見
解
に
異
論
を
は
さ
む
も
の
で
は
な
い
が
、
本
稿
で
は
特
に
'
冒
頭

部
分
の
語
り
と
和
歌
世
界
の
言
表
と
の
類
同
性
に
注
目
し
た
い
。

さ
て
'
漢
詩
世
界
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も
落
花
を
連
想
さ
せ
る
和
歌
世
界

の
モ
ー
ド
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「
今
日
の
気
色
」
は
、
(
清
少
納
言
)
の
上

旬
に
必
然
性
を
持
た
せ
る
語
り
と
し
て
テ
ク
ス
ト
上
で
機
能
し
て
い
る
。
つ

ま
り
冒
頭
部
分
の
語
り
の
存
在
に
よ
っ
て
へ
(
清
少
納
言
)
の
歌
句
(
「
花
に

ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
)
が
'
「
今
日
の
気
色
」
に
ふ
さ
わ
し
い
「
雪
を
落
花

に
見
立
て
る
」
和
歌
の
常
套
表
現
を
用
い
て
答
え
た
と
い
う
意
味
性
を
帯
び

る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
冒
頭
部
分
で
の
和
歌
世
界
の
モ
ー
ド
の
提
示
、
ま
た
そ
の

モ
ー
ド
が
用
い
ら
れ
た
「
今
日
の
気
色
」
を
め
ぐ
る
公
任
と
(
清
少
納
言
)

の
贈
答
な
ど
'
本
章
段
は
和
歌
に
関
わ
る
モ
ー
ド
の
も
と
に
語
ら
れ
て
い
る

と
捉
え
ら
れ
る
。

ま
た
本
章
段
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
教
養
あ
る
貴
人
が
女
性
に
和
歌
を
贈

り
、
そ
れ
に
女
性
が
答
え
、
評
価
さ
れ
る
と
い
っ
た
言
表
は
、
同
時
代
の
諸

o

テ
ク
ス
ト
に
散
見
さ
れ
る
定
型
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
本
章
段
が
'

こ
れ
ら
同
時
代
の
諸
テ
ク
ス
ト
と
同
様
の
、
和
歌
を
め
ぐ
る
貴
人
と
女
房
と

の
や
り
と
り
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

三
-
二
　
女
性
と
漢
文

と
こ
ろ
で
、
本
草
段
は
そ
の
肘
答
歌
の
典
拠
と
し
て
r
白
氏
文
集
]
「
南

秦
雪
」
が
指
摘
さ
れ
て
以
来
、
漢
詩
の
知
識
を
媒
介
と
し
て
貴
人
に
認
め
ら

れ
る
清
少
納
言
と
い
う
理
解
が
一
般
的
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
「
内
侍
に
奏

し
て
な
さ
ん
」
と
い
う
評
価
語
の
背
景
に
、
内
侍
=
真
名
に
堪
能
と
い
っ
た

fa:

コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
存
在
す
る
と
こ
ろ
か
ら
も
指
摘
で
き
る
。
例
と
し
て
r
笠

集
』
　
『
栄
花
物
語
』
を
挙
げ
て
お
く
。
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れ
い
の
ふ
み
よ
み
て
な
い
し
に
な
さ
ん
の
心
あ
り
て
、
お
や
は
ふ
み
を



し
ふ
る
な
り
け
り
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
笠
集
・
〓
ハ
詞
告
)

た
だ
、
宮
仕
を
せ
き
せ
ん
と
思
ひ
な
り
て
、
先
帝
の
御
時
に
'
お
は
や

け
宮
仕
に
出
し
立
て
た
り
け
れ
ば
'
女
な
れ
ど
'
真
名
な
ど
い
と
よ
-

古
き
け
れ
ば
内
侍
に
な
さ
せ
給
ひ
て
'
高
内
侍
と
ぞ
言
ひ
け
る
。

(
『
栄
花
物
語
』
　
さ
ま
ざ
ま
の
よ
ろ
こ
び
)

つ
ま
り
(
清
少
納
言
)
は
、
そ
の
真
名
の
才
に
よ
っ
て
内
侍
に
ふ
さ
わ
し
い

と
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
'
「
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
ん
」
　
と
真
名
の
才
を
評
価
さ
れ
た
(
清
少

納
言
)
　
の
下
旬
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
前
述
し
た
よ

う
に
(
清
少
納
言
)
　
の
下
旬
、
特
に
「
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
は
「
雪

を
落
花
に
見
立
て
る
」
と
い
う
和
歌
の
常
套
表
現
に
よ
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
を
そ
の
典
拠
と
目
さ
れ
る
「
南
秦
雪
」
と
の
関
係
で
い
え
ば
'

句
中
の
「
多
飛
雪
」
　
の
箇
所
を
和
歌
的
な
観
念
に
よ
っ
て
捉
え
返
し
'
表
現

し
た
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
一
方
「
空
寒
み
」
と
い
う
表
現
に
つ

い
て
は
、
当
時
の
用
例
が
確
認
さ
れ
な
い
た
め
、
邸
が
い
う
よ
う
に
　
「
公
任

の
句
が
踏
ま
え
た
『
少
有
春
』
　
の
理
由
に
当
た
る
　
円
山
寒
」
　
の
部
分
を
原
請

第
三
句
の
n
サ
冷
」
　
の
意
味
と
混
合
さ
せ
て
r
空
寒
み
』
と
い
う
句
を
創
り

1
'
*
)

出
し
」
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
「
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
　
の
表
現
に
注
目
し
'
漢
詩
世
界

に
触
発
さ
れ
な
が
ら
も
和
歌
文
脈
に
よ
っ
て
詠
ん
で
い
-
こ
と
を
本
章
段
に

お
け
る
(
清
少
納
言
)
の
歌
の
特
質
と
考
え
た
場
合
、
同
じ
「
両
案
雪
」
中

の
「
少
有
春
」
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
歌
句
と
す
る
公
任
の
下
旬
「
少
し
春

あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
の
差
異
は
明
白
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
両
者
の
差
異

を
強
調
す
る
よ
う
な
語
り
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
こ
と
は
従

采
の
　
「
漢
詩
の
知
識
を
媒
介
と
し
て
貴
人
に
認
め
ら
れ
る
清
少
納
言
」
と
い

う
理
解
と
は
異
な
る
本
章
段
の
読
み
を
促
す
こ
と
に
な
る
が
へ
　
こ
の
問
題
を

考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
男
性
=
漢
文
、
女
性
=
和
歌
と
い
っ
た
当
時
の
言

説
状
況
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
。
以
下
へ
　
本
節
で
は
当
時
の
言
説
の

あ
り
よ
う
の
一
端
を
記
述
し
、
次
節
に
お
い
て
こ
の
言
説
の
本
章
段
の
語
り

に
対
す
る
作
用
を
考
察
す
る
。

Q

当
時
漢
文
は
、
平
安
文
学
の
(
正
統
)
で
あ
る
と
い
っ
た
認
識
が
あ
り
、

男
性
が
担
う
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
真
名
自
体
が
公
文
車

な
ど
を
記
す
「
公
」
　
の
言
葉
と
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
関
係
し
て
い
よ

う
が
、
特
に
　
「
文
」
　
(
漢
文
・
漢
詩
)
　
の
問
題
に
そ
-
し
て
考
え
て
み
る
と
、

「
文
」
自
体
が
政
教
的
　
(
儒
教
的
)
　
な
機
能
を
持
ち
、
こ
の
「
文
」
　
の
力
に

よ
っ
て
国
家
を
治
め
て
い
こ
う
と
す
る
律
令
体
制
下
の
理
念
的
世
界
観
　
(
=

文
章
経
国
思
想
)
　
が
そ
の
根
底
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
「
文
」
は

単
な
る
風
流
に
留
ま
ら
ず
、
政
治
的
に
必
要
な
資
質
と
し
て
　
(
理
念
的
に
で

は
あ
る
が
)
　
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
が
　
「
文
」
を
平

安
文
学
の
(
正
統
)
と
し
、
国
家
や
政
治
を
担
う
(
中
心
)
で
あ
る
男
性
の

専
有
物
と
し
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
1
要
因
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
例
え

ば
次
に
あ
げ
る
　
『
天
徳
内
裏
歌
合
』
　
に
お
い
て
も
、
男
性
=
「
文
章
」
　
(
漢

請
)
、
女
性
=
「
和
歌
」
と
い
っ
た
区
分
意
識
が
認
め
ら
れ
る
。

天
徳
四
年
三
月
柑
自
己
巳
、
此
日
有
二
女
房
歌
合
事
7
去
年
秋
八
月
、
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殿
上
侍
臣
闘
詩
。
爾
時
、
典
侍
命
婦
等
相
語
日
、
男
巳
悶
二
文
章
女

宜
レ
合
二
和
歌
7
　
　
　
　
　
　
　
　
(
天
徳
四
年
三
月
州
日
内
裏
歌
合
)

な
お
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
'
傍
線
部
　
(
「
男
巳
闘
文
章
女

宜
合
和
歌
」
)
　
の
発
話
者
が
女
性
　
(
「
典
侍
命
婦
等
」
)
　
だ
と
い
う
こ
と
で
あ



る
。
す
な
わ
ち
、
女
性
の
側
も
自
ら
の
担
う
べ
き
ジ
ャ
ン
ル
を
「
文
章
」
で

は
な
-
「
和
歌
」
と
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る

女
性
の
側
へ
特
に
「
典
侍
」
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
は
本
章
段
の
語
り
を
考
え

る
上
で
重
要
で
あ
る
。

さ
て
'
こ
う
し
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
つ
わ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
意
識
は
'
漢

文
を
習
得
し
て
い
る
女
性
を
排
除
し
て
い
-
言
表
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

母
上
は
高
内
侍
ぞ
か
し
。
さ
れ
ど
、
殿
上
え
せ
ら
れ
ざ
り
し
か
ば
、
行

あ
つ
ま
り
て
、
「
お
ま
へ
は
か
-
お
は
す
れ
ば
、

御
幸
ひ
は
す
く
な
き

な
り
。
な
で
ふ
を
ん
な
な
真
名
文
は
読
む
。

む
か
し
は
経
読
む
を
だ
に

幸
・
節
会
な
ど
に
は
、
南
殿
に
ぞ
ま
い
ら
れ
し
。

そ
れ
は
ま
こ
と
し
き

文
者
に
て
、

御
前
の
作
文
に
は
文
た
て
ま
つ
ら
れ
L
は
と
よ
。

少
々
の

を
の
こ
に
は
ま
さ
り
て
こ
そ
き
こ
え
侍
り
し
か
。
(
中
略
)
「
女
の
あ
ま
~

り
に
ざ
え
か
し
こ
き
は
'

も
の
あ
し
き
」
と
'
人
の
申
す
な
る
に
、
こ

の
内
侍
の
ち
に
は
い
と
い
み
じ
う
堕
落
せ
ら
れ
L
に
L
も
、

そ
の
け
と

こ
そ
は
お
ぼ
え
侍
り
し
か
。
　
　
　
　
　
(
『
大
鏡
』
内
大
臣
道
隆
)

引
用
傍
線
部
分
で
は
、
「
御
前
の
作
文
」
に
「
文
」
を
奉
り
「
少
々
の
を
の

こ
」
よ
り
も
勝
っ
て
い
た
高
内
侍
が
'
そ
の
「
あ
ま
り
に
ざ
え
か
し
こ
き
」

ゆ
え
に
「
い
と
い
み
じ
う
堕
落
」
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
は
小

町
や
清
少
納
言
の
零
落
詔
と
同
様
の
構
図
、
つ
ま
り
男
性
に
と
っ
て
不
都
合

な
(
才
が
あ
る
な
ど
)
女
性
の
あ
は
れ
な
末
路
を
語
る
こ
と
で
、
男
性
と
対

等
'
も
し
-
は
優
位
に
立
つ
女
性
を
排
除
し
て
い
-
言
表
の
存
在
を
指
摘
で

き
る
。
ま
た
次
に
引
用
す
る
『
紫
式
部
日
記
』
中
の
女
房
の
発
言
は
、
「
を

ん
な
」
が
「
真
名
文
」
を
読
む
こ
と
自
体
す
で
に
悪
と
す
る
語
り
で
あ
る
。

片
つ
か
た
に
'
書
ど
も
、
わ
ざ
と
置
き
重
ね
し
人
も
は
べ
ら
ず
な
り
に

し
後
へ
手
ふ
る
る
人
も
こ
と
に
な
し
。
そ
れ
ら
を
'
つ
れ
づ
れ
せ
め
て

あ
ま
り
ぬ
る
と
き
'
ひ
と
つ
ふ
た
つ
ひ
き
い
で
て
兄
は
ペ
る
を
、
女
房

人
は
制
し
き
」
と
へ
し
り
う
ご
ち
い
ふ
を
聞
き
は
べ
る
に
も
、
物
忌
み

け
る
人
の
、
行
末
い
の
ち
長
か
め
る
よ
し
ど
も
、
見
え
ぬ
た
め
し
な
り

と
へ
　
い
は
ま
は
し
-
は
ペ
れ
ど
'
思
ひ
く
ま
な
き
や
う
な
り
、
こ
と
は

た
さ
も
あ
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
『
紫
式
部
日
記
』
)

こ
の
よ
う
に
、
当
時
の
女
性
に
と
っ
て
「
其
名
文
」
は
不
必
要
な
も
の
'

「
幸
ひ
」
を
少
な
-
す
る
も
の
と
い
っ
た
言
表
の
存
在
が
窺
え
る
。
し
か
し

1
方
で
山
本
淳
子
は
、
同
様
に
r
紫
式
部
日
記
』
の
分
析
を
通
じ
て
、
女
性

で
も
「
洪
才
が
個
的
世
界
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
限
り
」
罪
は
な
く
へ
む
し
ろ

「
『
才
が
り
』
と
い
う
か
た
ち
で
社
会
に
さ
ら
さ
れ
る
時
、
い
け
な
い
結
果

(
1
0
)

を
生
む
」
と
い
う
よ
う
に
'
「
才
が
り
」
こ
そ
批
判
さ
れ
て
い
る
と
論
じ
る
。

こ
の
発
言
は
、
例
え
ば
『
紫
式
部
日
記
』
中
の
'
紫
式
部
が
彰
子
に
「
い
と

し
の
び
て
、
人
の
さ
ぶ
ら
は
ぬ
も
の
の
ひ
ま
ひ
ま
に
」
「
楽
府
と
い
ふ
寧
一

巻
を
ぞ
へ
し
ど
け
な
な
が
ら
教
へ
」
て
い
た
語
り
な
ど
を
よ
く
説
明
し
よ
う
。

以
上
、
当
時
の
女
性
と
漢
文
に
ま
つ
わ
る
言
説
の
1
端
を
記
述
し
た
。
こ

こ
に
整
理
し
て
お
く
と
、

・
男
性
-
漢
文
'
女
性
-
和
歌
と
い
っ
た
文
学
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
つ
わ
る
ジ
ェ

ン
ダ
ー
規
範
が
あ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
意
識
は
'
「
典
侍
」
と
い
う
真
名

に
堪
能
と
さ
れ
る
女
性
の
畢
吉
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
。

ま
た
女
性
と
漢
文
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
関
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が

認
め
ら
れ
た
。

・
漢
文
と
い
う
存
在
自
体
か
ら
女
性
を
遠
ざ
け
よ
う
と
す
る
こ
と
。
こ
れ
は

女
性
が
漢
文
を
読
む
こ
と
自
体
が
悪
い
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
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・
女
性
が
漢
文
と
ふ
れ
あ
う
こ
と
自
体
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
そ
こ
で

得
た
知
識
を
「
『
才
が
り
」
　
と
い
う
か
た
ち
で
社
会
に
さ
ら
」
す
こ
と
を

批
判
す
る
こ
と
。

こ
こ
で
後
者
の
言
表
は
、
1
条
朝
に
お
い
て
「
漢
詩
文
が
貿
族
の
生
活
の
中

の
優
れ
て
私
的
・
遊
興
的
な
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
よ
う
に
な
」
り
「
私
的
世

界
を
居
場
所
と
し
た
女
性
た
ち
と
漢
詩
文
と
の
間
の
垣
根
が
低
-
な
っ
た
」

た
め
へ
　
「
私
生
活
で
男
性
と
渡
り
合
う
た
め
に
女
性
に
も
そ
こ
そ
こ
の
漢
詩

(=1

文
教
養
が
当
た
り
前
に
い
り
よ
う
に
な
っ
た
」
状
況
と
関
係
し
て
い
よ
う
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
も
う
少
し
子
細
な
検
討
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
'
本
章

段
を
読
む
に
あ
た
っ
て
は
、
1
条
朝
に
お
い
て
女
性
が
漢
文
知
識
を
ひ
け
ら

か
す
こ
と
　
(
「
才
が
り
」
)
　
に
対
し
て
'
批
判
的
な
言
説
が
存
在
し
て
い
た
こ

と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

で
は
へ
　
こ
の
女
性
と
漢
文
に
ま
つ
わ
る
言
説
は
本
テ
ク
ス
ト
の
語
り
に
ど

の
よ
う
な
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
以
下
、
前
に
提
起
し
た
問

題
点
(
漢
詩
を
典
拠
と
す
る
公
任
と
(
清
少
納
言
)
と
の
和
歌
表
現
の
差
異
、

お
よ
び
真
名
の
才
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
(
清
少
納
言
)
と
い
っ
た
語
り
の

意
味
性
に
つ
い
て
)
　
や
三
I
l
で
論
述
し
た
「
和
歌
を
め
ぐ
る
や
り
と
り
」

の
語
り
と
絡
め
、
次
節
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

四
　
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
言
語
行
為

さ
て
'
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
　
の
中
心
が
公
任
と
(
清
少
納
言
)
と

の
和
歌
の
や
り
と
り
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
。
こ
れ
を
言
説
と
の
関

係
か
ら
再
度
検
討
す
る
。

ま
ず
(
清
少
納
言
)
に
贈
ら
れ
て
き
た
公
任
の
下
旬
で
あ
る
が
'
こ
の
歌

の
特
徴
は
、
典
拠
で
あ
る
「
南
秦
雪
」
中
の
「
少
有
春
」
を
そ
の
ま
ま
読
み

下
し
た
句
と
な
っ
て
い
る
点
。
つ
ま
り
'
和
歌
と
い
う
形
式
を
と
り
な
が
ら

も
、
そ
こ
に
自
氏
句
の
存
在
を
主
張
す
る
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
を
前
の
漢
文
と
女
性
の
議
論
に
そ
-
し
て
い
え
ば
、
さ
し
づ
め
　
(
女
性
で

は
な
い
が
)
　
「
才
が
り
」
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
う
し
た
下
旬
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
(
清
少
納
言
)
は
、
そ
の
返
歌
に
と

ま
ど
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
公
任
と
い
う
存
在
の
大
き
さ
が
関
係
し
て
い

よ
う
が
、
そ
の
和
歌
世
界
の
モ
ー
ド
に
そ
-
し
た
返
歌
の
あ
り
よ
う
に
着
日

し
て
み
る
と
、
(
清
少
納
言
)
を
抑
圧
し
て
い
た
も
の
と
し
て
'
当
時
の
文

学
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
つ
わ
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ

ま
り
、
男
性
貴
人
か
ら
(
男
性
性
)
の
刻
印
さ
れ
た
漢
詩
句
を
明
ら
か
な
典

拠
と
し
て
も
つ
歌
を
照
ら
れ
た
(
清
少
納
言
)
が
'
苦
渋
の
す
え
に
(
女
性
)

が
担
う
べ
き
和
歌
世
界
の
モ
ー
ド
に
従
っ
て
返
答
し
た
へ
　
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
む
ろ
ん
一
方
で
は
、
「
公
任
の
句
が
踏
ま
え
た
『
少
有
春
』
　
の
理
由
に

当
た
る
r
山
寒
j
　
の
部
分
を
原
詩
第
三
句
の
r
G
:
ポ
冷
A
　
の
意
味
と
混
合
さ
せ

て
完
工
寒
み
』
と
い
う
句
を
創
り
出
」
す
な
ど
、
自
氏
句
へ
の
理
解
の
ほ
ど

を
示
す
こ
と
も
忘
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
'
公
任
の
下
旬
に
対
し
て
、
そ

の
典
拠
と
す
る
自
氏
句
へ
の
理
解
を
示
し
っ
つ
も
和
歌
世
界
の
モ
ー
ド
に
従
っ

て
返
答
し
た
'
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
う
し
た
(
清
少
納
言
)
の
あ
り

よ
う
は
、
男
性
-
漢
文
、
女
性
-
和
歌
と
い
っ
た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
規
範
に
対

す
る
越
境
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
そ
の
期
待
さ
れ
る
枠
内
で
表
現
行
為
を
営

む
(
女
性
)
の
姿
で
あ
る
、
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
た
(
清
少
納
言
)
　
の
答
え
は
「
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
ん
」
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と
俊
賢
か
ら
評
価
さ
れ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
こ
の
時
代
は
「
内
侍
」
-
真

名
に
堪
能
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
存
在
し
'
こ
こ
で
も
そ
の
真
名
の
才
が

認
め
ら
れ
て
の
評
価
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
俊
賢
は
'
「
才

が
り
」
と
い
う
か
た
ち
で
漢
文
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
の
で
は
な
く
へ
　
あ
く
ま

で
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
規
範
内
で
答
え
る
(
清
少
納
言
)
の
真
名
の
才
を
認
め
へ

評
価
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
漢
文
に
関
連
し
た
表
現
行
為
の
際

に
期
待
さ
れ
る
(
女
性
像
)
に
従
い
、
評
価
さ
れ
た
(
清
少
納
言
)
の
姿
が

語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
本
章
段
に
は
'
女
性
と
漢
文
に
ま
つ
わ
る
当
時
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー

規
範
の
も
と
へ
　
そ
の
望
ま
れ
る
(
女
性
像
)
に
従
っ
て
表
現
を
お
こ
な
う
主

体
(
=
(
清
少
納
言
)
)
　
の
姿
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
こ
う
し
た
当
時
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
の
抑
圧
は
'
本
章
段
を
語
る
と

い
う
位
相
に
お
い
て
も
同
様
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
-
一
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
本
章
段
は
あ
-
ま
で
和
歌
を
め
ぐ
る
や
り

と
り
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
へ
贈
答
の
中
心
と
な
る
「
今
日
の
気
色
」

も
和
歌
世
界
の
モ
ー
ド
に
よ
り
語
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
、
(
清
少
納
言
)
　
に
よ
っ
て
公
任
の
下
旬
が
「
げ
に
今
日
の
気
色
に

い
と
よ
う
あ
ひ
た
る
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
何
度
も
言
及
し
て

い
る
よ
う
に
'
公
任
の
下
旬
は
「
両
案
雪
」
中
の
「
少
有
春
」
を
典
拠
と
し

た
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
を
テ
ク
ス
ト
の
上
で
は
「
今
日
の
気
色
」
へ
　
つ
ま
り

和
歌
世
界
の
モ
ー
ド
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
冒
頭
部
分
の
自
然
描
写
に
「
い
と

よ
う
あ
ひ
た
る
」
も
の
だ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
公
任
の
下
旬

か
ら
自
氏
句
を
よ
み
と
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
-
、
あ
-
ま
で
和
歌
世
界
の

モ
ー
ド
で
よ
み
と
っ
た
と
い
う
語
り
の
ス
タ
ン
ス
を
と
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
語
り
が
行
わ
れ
る
の
は
'
男
性
=
漢
文
へ
女
性
=
和
歌
と
い
っ

た
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
、
ま
た
漢
文
知
識
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
へ
の
批
判
的
言

説
に
対
す
る
自
己
防
衛
の
策
だ
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
言

(
1
2
)

説
の
抑
圧
の
も
と
表
現
を
お
こ
な
う
主
体
の
あ
り
よ
う
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
わ
り
に
　
-
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
教
材
化
に
む
け
て
-

本
稿
で
お
こ
な
っ
た
分
析
は
'
テ
ク
ス
ト
上
の
叙
述
を
テ
ク
ス
ト
を
と
り

ま
-
社
会
と
の
関
係
の
中
で
生
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
へ
　
そ
こ
か
ら
テ

ク
ス
ト
の
古
き
手
あ
る
い
は
登
場
人
物
の
言
説
に
対
す
る
態
度
を
捉
え
て
い

こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」

か
ら
は
'
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
い
う
当
時
の
支
配
的
言
説
の
な
か
で
へ
　
そ
の

抑
圧
を
受
け
な
が
ら
言
語
行
為
を
営
む
主
体
の
あ
り
よ
う
が
看
取
さ
れ
た
。

っ
ま
り
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
越
境
を
志
向
し
な
が
ら
も
、
期
待
さ
れ
る
(
女
性

像
)
に
そ
っ
て
言
語
行
為
を
営
む
/
営
ん
で
し
ま
う
主
体
の
姿
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
自
ら
を
と
り
ま
-
社
会
の
規
範
や
通
念
を
形
成
し
て
い
る

言
説
と
そ
こ
で
の
言
語
行
為
や
主
体
生
成
の
あ
り
よ
う
へ
　
つ
ま
り
〟
人
と
言

葉
と
社
会
と
の
関
係
″
を
問
題
化
し
て
い
-
こ
と
は
'
同
様
に
〟
人
と
言
葉

と
社
会
と
の
関
係
″
の
中
を
生
き
る
現
代
の
高
校
生
に
と
っ
て
も
、
自
己
や

社
会
を
再
度
見
つ
め
直
す
と
い
う
点
で
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
本
章

段
か
ら
取
り
出
し
う
る
'
ジ
ェ
ン
ダ
ー
規
範
と
そ
こ
で
の
主
体
の
あ
り
よ
う

と
い
っ
た
「
問
題
領
域
」
は
'
い
ま
だ
に
根
張
-
残
る
「
男
ら
し
さ
」
「
女

ら
し
さ
」
を
弘
要
す
る
言
説
に
1
方
で
安
住
し
っ
つ
'
他
方
に
お
い
て
反
発

も
感
じ
る
学
習
者
に
と
っ
て
格
好
の
教
材
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
、
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現
代
の
ど
の
よ
う
な
領
域
や
場
面
で
こ
の
言
説
が
根
強
-
残
り
、
い
か
な
る

社
会
を
形
成
し
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
視
点
を
得
る
こ
と
や
、
自
己
の
見
方

や
ふ
る
ま
い
を
見
つ
め
直
す
機
縁
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
「
問
題
領
域
」
　
に
学
習
者
を
出
会
わ
せ
る
こ
と
は
'
学
習

者
た
ち
と
は
無
関
係
な
世
界
に
住
む
古
典
テ
ク
ス
ト
の
登
場
人
物
に
対
し
て

ひ
た
す
ら
同
化
あ
る
い
は
心
情
理
解
を
求
め
る
こ
と
や
'
当
時
の
価
値
観
を

た
だ
享
受
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
重
要
な
学
習
と
な
り
う
る
と
考
え

る
。
こ
う
し
た
　
「
問
題
領
域
」
を
核
と
す
る
よ
う
な
教
材
化
を
こ
そ
、
今
か

ら
の
古
典
教
育
に
お
い
て
目
指
し
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

近(
-
)
　
管
見
に
及
ん
だ
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
を
採
録
し
て
い
る
教
科

雷
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

【
国
語
H
】
①
東
京
書
籍
、
国
語
E
古
典
縮
、
i
n
o
o
a
>
-
②
右
文
書
院
、

新
国
語
E
'
t
o
o
c
M
-
③
尚
学
図
告
へ
　
新
選
国
語
二
改
訂
版
へ
　
<
o
O
。
0
-

④
第
7
学
習
社
へ
　
高
等
学
校
改
訂
版
国
語
二
へ
　
<
0
-
-
-
⑤
第
1
学
習

社
'
高
等
学
校
改
訂
版
新
訂
国
語
二
古
典
編
、
i
r
>
i
-
h
c
r
>
-
【
古
典
I
】
⑥

教
育
出
版
、
古
典
I
、
m
o
c
*
^
-
⑦
角
川
雷
店
へ
　
高
等
学
校
古
典
I
へ

・
0
-
0
-
⑧
東
京
書
籍
、
古
典
I
t
 
m
m
-
*
。
⑨
大
修
館
書
店
へ
高
等

学
校
古
典
I
へ
　
i
n
i
n
c
-
-
。
⑩
大
修
館
書
店
、
精
選
古
典
I
古
文
編
へ
　
5

5
8
。
⑪
明
治
雷
院
、
総
合
古
典
1
、
m
<
o
o
j
-
⑫
旺
文
社
、
高
等
学

校
古
典
-
改
訂
版
、
L
T
D
<
」
>
L
O
-
⑬
第
1
学
習
社
'
高
等
学
校
改
訂
版
古

典
1
古
文
編
t
 
t
o
<
r
>
t
-
-
【
古
典
講
読
】
⑭
角
川
讃
店
へ
徒
然
草
・
枕
草

子
・
評
論
、
l
-
O
O
^
l
O
-
⑮
筑
摩
萱
居
、
古
典
随
筆
選
、
i
n
c
o
c
o
-

(
2
)
　
世
羅
博
昭
「
古
典
の
説
話
・
物
語
を
文
学
と
し
て
読
む
指
導
を
」
　
(
田

近
拘
一
・
浜
本
純
逸
・
大
槻
和
夫
編
『
た
の
し
-
わ
か
る
高
校
国
語
I
・

E
の
授
業
(
古
典
)
』
あ
ゆ
み
出
版
、
1
九
九
〇
・
l
 
O
へ
　
二
二
頁
)

(
3
)
　
小
森
潔
「
(
性
差
)
を
越
え
て
I
清
少
納
言
と
中
宮
定
子
-
」
　
(
r
枕
草

子
　
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
j
笠
間
雷
院
へ
　
1
九
九
八
・
一
へ
　
六
頁
)
0

(
4
)
　
邸
順
粉
「
枕
草
子
r
l
l
月
つ
ご
も
り
こ
ろ
に
』
段
の
和
歌
を
め
ぐ
っ

て
」
　
(
『
中
古
文
学
』
一
九
九
七
・
五
)
　
参
照
。

(
5
)
　
針
本
正
行
「
枕
草
子
自
讃
再
の
構
造
　
(
二
)
　
I
三
巻
本
九
十
八
段
を

中
心
と
し
て
-
」
　
(
『
江
戸
川
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
一
九
九
〇
二
二
)
0

(
6
)
　
こ
の
具
体
的
な
用
例
・
分
析
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
『
枕
草
子
』
　
の
言
説

分
析
の
-
『
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
』
　
の
場
合
-
」
　
(
「
広
島
大
学
教
育

学
部
紀
要
j
第
四
十
八
号
第
二
部
、
二
〇
〇
〇
二
二
)
0

(
7
)
　
女
官
に
真
名
の
知
識
が
必
要
と
さ
れ
た
こ
と
は
、
志
村
緑
「
平
安
時

代
女
性
の
真
名
漢
籍
の
学
習
」
　
(
r
日
本
歴
史
J
 
l
九
八
六
・
六
)
0

(
8
)
　
注
4
鄭
論
文
、
1
三
頁
。

(
9
)
　
中
島
和
歌
子
「
『
漢
風
暗
黒
時
代
』
　
の
中
で
」
　
(
叢
書
　
想
像
す
る
平

安
文
学
　
第
1
巷
r
(
平
安
文
学
)
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
j
 
l
九
九
九
・

五
、
勉
誠
出
版
へ
　
五
八
～
五
九
頁
)
　
な
ど
。

(
1
)
山
本
淳
子
「
『
真
名
古
き
散
ら
し
』
　
と
い
う
こ
と
」
　
(
r
国
語
国
文
』
一

九
九
四
・
五
)
。

(
3
)
注
1
0
山
本
論
文
へ
　
二
〇
～
二
一
貢
。

(
2
)
本
稿
の
よ
う
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
　
「
枕
草
子
」
を
論
じ
た
も
の

と
し
て
、
注
3
や
「
枕
草
子
の
女
/
男
-
越
境
す
る
こ
と
ば
-
」
　
(
注
3

同
書
)
　
な
ど
小
森
潔
の
一
連
の
論
文
が
あ
る
。
特
に
後
者
の
論
文
は
'

本
稿
を
執
筆
す
る
上
で
大
き
な
示
唆
を
得
た
。

(
広
島
大
学
大
学
院
)
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