
『
枕
草
子
』
の
言
説

l

「
雪
山
」
章
段
の
分
析
か
ら
|

て
は
じ
め
に

『
枕
草
子
』
研
究
は
、
鞍
前
か
ら
続
い
た
、
諸
本
間
の
優
劣
や
作
者
清
少
納
言
の
執

筆
意
図
を
探
る
研
究
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
を
「
言
語
と
し
て
現
象
す
る
〈
場
〉
」
?
と
し

て
捉
え
、
テ
ク
ス
ト
中
の
表
現
論
理
を
探
る
研
究
へ
と
近
年
移
行
し
て
い
る
謹

2
0

こ
う

し
た
研
究
は
『
枕
草
子
』
を
自
立
し
た
待
造
を
有
す
る
テ
ク
ス
ト
と
し
、
作
者
の
意
図

に
還
元
さ
れ
な
い
テ
ク
ス
ト
中
の
表
現
論
理
に
着
目
す
る
点
で
『
枕
草
子
』
研
究
史
上

国
期
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
方
で
こ
の
テ
ク
ス
ト
論
的
研
究
も
、
テ
ク
ス

ト
中
の
内
的
諸
関
係
か
ら
テ
ク
ス
ト
独
自
の
構
造
・
論
理
を
検
討
し
、
そ
の
表
現
特
性

)
を
探
っ
て
い
く
こ
と
が
中
心
で
あ
り
、
外
部
諸
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
に
ほ
と
ん
ど
言
及

則
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
テ
ク
ス
ト
『
枕
草
子
』
の
独
自
性
を

切
言
い
立
て
る
点
で
、
実
体
論
的
『
枕
草
子
』
論
と
ほ
ぼ
方
向
を
同
じ
く
す
る
と
い
っ
た

学
陥
穿
に
は
ま
っ
て
い
る
と
指
摘
し
う
る
重
3
0

こ
れ
は
、
一
条
朝
と
い
う
時
代
の
言
説
空

梢
問
中
に
『
枕
草
子
』
が
位
置
づ
い
て
い
る
と
い
っ
た
、
言
語
の
存
在
の
側
面
に
対
す
る

語
認
識
が
希
薄
で
あ
る
こ
と
が
要
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

国

・

論議

武

久

康

高

(
広
島
大
学
大
学
院
〉

こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
稿
者
は
同
時
代
の
諾
テ
ク
ス
ト
に
『
枕
草
子
』
と
同

様
の
言
表
が
散
見
さ
れ
る
と
い
っ
た
事
実
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
あ
る
事
象
や
「
現
実
」

を
一
定
の
ま
な
ざ
し
の
下
で
認
識
し
、
そ
の
観
念
と
結
び
つ
い
た
言
葉
で
表
現
し
て
い
一

る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
『
枕
草
子
』
の
表
現
は
、
同
時
代
に
存
在
す
る
ま
な
口

ざ
し
を
外
部
諸
テ
ク
ス
ト
と
共
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
視
す
べ
き
点
は
、
一

こ
の
ま
な
ざ
し
自
体
が
あ
る
〈
世
界
観
〉
?
を
含
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、

同
時
代
の
諸
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
言
表
を
同
じ
く
す
る
『
枕
草
子
』
上
の
表
現
に
は
、
そ

れ
自
体
に
同
種
の
〈
世
界
観
〉
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿

で
問
題
と
す
る
の
は
、
こ
の
言
表
自
体
に
内
包
さ
れ
て
い
る
〈
世
界
観
〉
の
あ
り
様
。

換
言
す
る
と
言
語
の
三
百
説
的
厚
み
」
?
を
検
討
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
『
枕
草
子
』
上
に
存
在
す
る
表
現
の
実
際
を
視
野
に
入
れ
る
と
、

従
来
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
中
の
内
的
諾
関
係
の
検
討
の
み
か
ら
表
現
の
特
性
を
探
っ
て

い
く
の
で
は
な
く
、
外
部
諸
テ
ク
ス
ト
と
の
関
係
を
視
野
に
入
れ
て
『
枕
草
子
』
上
の

表
現
を
検
討
し
て
い
く
必
要
性
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
は
『
枕
草
子
』
に
認
め
ら

れ
る
言
表
が
ど
の
よ
う
な
〈
世
界
観
〉
に
闘
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
そ
う
し
た
言
表
が
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存
在
す
る
こ
と
に
よ
り
一
体
ど
の
よ
う
な
世
界
像
を
『
枕
草
子
』
の
〈
話
者
〉
が
構
築

戸

h
u学

し
て
い
る
の
か
、
さ
ら
に
そ
れ
が
時
代
の
言
説
空
間
中
で
ど
の
よ
う
な
位
相
を
占
め
て

清
い
る
の
か
検
討
す
る
こ
と
を
、
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
表
現
論
の
目
標
と
し
て
定
め
る

話
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
『
枕
草
子
』
の
表
現
を
考
察
す
る
も
の

国
で
あ
る
。

な
お
本
稿
で
使
う
用
語
に
つ
い
て
簡
単
に
定
義
し
て
お
く
。

論叢

〈
話
者
〉

テ
ク
ス
ト
上
の
様
々
な
〈
言
表
主
体
〉
の
貌
を
演
じ
、
テ
ク
ス
ト
全
体
を
包
括
す
る

機
能
主
体
?
。
〈
話
者
〉
は
、
同
時
代
の
言
説
空
間
と
対
話
、
も
し
く
は
認
知
参
照
と

い
う
行
為
を
通
じ
て
、
表
現
の
折
々
で
そ
れ
ぞ
れ
の
言
表
を
担
う
〈
言
表
主
体
〉
を
演

じ
、
テ
ク
ス
ト
空
間
を
構
築
し
て
い
く
。

〈
言
表
主
体
〉

発
話
さ
れ
た
言
葉
は
、
言
説
を
編
成
し
て
い
る
他
言
表
と
関
係
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
り
、

新
た
に
言
説
を
編
成
す
る
言
表
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
言
表
は
機
能
を

発
揮
す
る
。
こ
の
言
表
の
機
能
こ
そ
、
客
観
的
な
「
現
実
」
で
あ
る
と
か
「
真
実
」
で

あ
る
か
の
よ
う
に
物
事
を
幻
視
さ
せ
て
い
く
、
言
説
の
カ
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
あ
る
言
葉
が
自
ら
を
言
表
と
し
て
存
在
さ
せ
る
た
め
、
他
言
表
と
結
び
つ
く
主

体
の
こ
と
を
〈
言
表
主
体
〉
と
す
る
?
。
な
お
こ
の
〈
言
表
主
体
〉
を
テ
ク
ス
ト
生
成

の
側
面
か
ら
捉
え
る
と
、
〈
話
者
〉
に
よ
り
場
面
場
面
に
応
じ
て
テ
ク
ス
ト
上
で
演
じ

ら
れ
、
そ
こ
に
自
ら
担
う
言
表
に
基
づ
い
た
世
界
像
を
構
築
し
て
い
く
主
体
と
言
え
る
。

以
下
、
実
際
に
『
枕
草
子
』
の
一
章
段
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
言
表
主
体
〉

を
演
じ
る
〈
話
者
〉
の
あ
り
様
を
検
討
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

二
、
『
雪
山
』
章
段
の
分
析

A
、
聖
代
に
基
づ
く
文
化
空
間

「
雪
山
」
章
段
(
八
二
段
、
八
三
段
)
ま
は
、
雪
山
の
存
続
期
聞
を
め
ぐ
る
清
少
納

言
ら
定
子
女
房
達
の
議
論
お
よ
び
そ
の
動
勢
が
語
ら
れ
る
話
を
中
心
と
し
て
、
常
陸
の

介
が
登
場
し
定
子
空
聞
か
ら
排
除
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
斎
院
か
ら

新
年
の
便
り
が
届
く
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
い
く
つ
か
の
話
が
混
在
し
て
い
る
章
段
で
あ

る注
9
0

本
稿
で
は
、
「
雪
山
」
章
段
の
中
心
話
題
で
あ
る
雪
山
議
論
お
よ
び
そ
の
動
勢

を
語
る
話
に
著
目
し
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
な
言
表
と
し
て
機
能
し
、
い
か
な
る
世
界
像

構
築
に
寄
与
し
て
い
る
の
か
検
討
す
る
。

。。
咽
E
品

八
三
段
は
、
雪
が
「
い
み
じ
う
降
り
」
、
職
の
御
曹
司
で
も
雪
山
を
作
っ
た
と
い
う
一

語
り
か
ら
は
じ
ま
る
章
段
で
あ
る
。

師
走
の
十
余
日
の
ほ
ど
に
、
雪
い
み
じ
う
降
り
た
る
を
、
女
官
ど
も
な
ど
し
て
、
機

に
い
と
多
く
置
く
を
、
「
同
じ
く
は
、
庭
に
ま
こ
と
の
山
を
作
ら
せ
侍
ら
ん
」
と
て
、

倒
剖

U
寸
州
割
叫
可
司
副
叶
剥
引
廿
伺
引
。

(
中
略
|
引
用
者
)

さ
て
、
そ
の
山
作
り
た
る
日
、
御
使
に
、
式
部
の
丞
忠
隆
参
り
た
れ
ば
、
菌
さ
し
出

だ
し
て
、
物
な
ど
言
ふ
に
、
「
例
則
1
副
司
叫
削
伺
引
制
剣
削
削
珂
剖
刈
剖
剖
叶
側
副
叫

劃
叫
叫
伺
引
剖
制
ベ
引
勺
剥
割
削

M
1叫
倒
尉
叫
叫
伺
引
制
剖
引
」
別
樹
尉
叫
引
間
引

剖
矧
ベ
引
例
川
川
」
な
ど
言
へ
ば
、

u
d同
州
刻
刻
引

U
剖
則
引
劃
叫
削
珂
刻
凶
剥
引
叫
州
引
州
制



と
、
か
た
は
ら
な
る
人
し
て
言
は
す
れ
ば
、
た
び
た
び
傾
き
て
、
「
返
し
は
つ
か
う
ま

つ
り
け
が
さ
じ
。
あ
ざ
れ
た
り
。
御
簾
の
前
に
て
、
人
に
を
語
り
侍
ら
ん
」
と
て
、
立

ち
に
き
。
歌
い
み
じ
う
好
む
と
聞
く
も
の
を
、
あ
や
し
。
御
前
に
聞
こ
し
召
し
て
、
「

い
み
じ
う
よ
く
と
ぞ
思
ひ
つ
ら
ん
」
と
ぞ
宣
た
ま
は
す
る
。
(
八
三
段
)

引
用
箇
所
冒
頭
、
中
宮
の
命
と
し
て
職
の
御
曹
司
に
雪
山
を
作
ら
せ
る
清
少
納
言
の
様

子
が
語
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
定
子
の
下
に
訪
れ
た
帝
の
「
御
使
」
の
報
告
、
つ
ま
り
雪

山
作
り
が
「
御
前
の
査
」
や
「
東
宮
」
「
弘
徴
殿
」
「
京
極
殿
」
と
い
っ
た
内
裏
や
有
力

貴
族
の
邸
で
も
行
わ
れ
た
こ
と
が
後
に
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
雅
と
い
う
点
に
お
い

て
、
時
の
御
曹
司
空
間
が
内
裏
と
同
質
の
空
間
と
し
て
テ
ク
ス
ト
上
に
構
築
さ
れ
て
い

る
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
諸
注
が
示
す
よ
う
に

?
o雪
山
作
り
は
同
時
代
の

他
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
と
し
て
『
源
氏
物
語
』
「
朝
顔
」

を
挙
げ
る
。

「
ひ
と
年
、
中
宮
の
御
前
に
習
の
山
作
ら
れ
た
り
し
、
世
に
り
た
る
事
な
れ
ど
、

な
ほ

d
d引
u
d叫
凶
州
制
剖
司
副
剖
U
剖

U
剖
判
ベ
引
U
州
な
。
何
の
を
り
を
り
に

つ
け
て
も
、
口
惜
し
う
飽
か
ず
も
あ
る
か
な
。
(
中
略
|
引
用
者
)
う
ち
頼
み
き
こ
え

て
、
と
あ
る
事
か
か
る
を
り
に
つ
け
て
、
何
ご
と
も
聞
こ
え
通
ひ
し
に
、
も
て
出
で
て

)
ら
う
ら
う
じ
き
こ
と
も
見
え
た
ま
は
ざ
り
し
か
ど
、
割
判
州
問
削
引
1
尉
剥
剖
割
問
1

卿
同
州
制
剖
朝
制
剖
剖
叫
U
剖

U
剖
割
削
U
削
判
明
。
世
に
ま
た
さ
ば
か
り
の
た
ぐ
ひ
あ
り

印
な
む
や
。
や
は
ら
か
に
お
び
れ
た
る
も
の
か
ら
、
綱
引
判
U
寸
剖
剖
引
剖
斗
引

q
J山

学
胡
剖
り
叫
倒

U
出
割
叫

U
を

、

」

(

『

源

氏

物

語

』

朝

顔

)

古
同教語

源
氏
が
庭
の
雪
を
見
て
、
藤
査
を
想
起
す
る
場
面
。
こ
こ
で
は
ま
ず
、
雪
山
作
り
自
体

国
「
世
に
古
り
た
る
事
」
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
藤
査
が
行
う
と
「
め
づ
ら
し
」
と
い

論議

う
感
想
を
も
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
、

賛
美
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
雪
山
作
り
自
体
は
「
世
に
古
り
た
る
事
」
と
す
る
源
氏
の
発
言
に
注
目
し

た
い
。
こ
の
発
言
か
ら
、
当
時
雪
山
作
り
が
雅
な
遊
び
と
し
て
認
識
さ
れ
て
は
い
た
が
、

そ
の
一
方
で
新
鮮
味
が
な
い
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
う
し
た

ま
な
ざ
し
は
「
雪
山
」
章
段
に
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
章
段
の
清
少
納

言
は
、
内
裏
を
は
じ
め
と
し
て
所
々
で
雪
山
作
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
「

こ
こ
に
の
み
珍
ら
し
と
見
る
雪
の
山
所
々
に
ふ
り
に
け
る
か
な
」
と
歌
う
。
こ
の
結
句

「
ふ
り
に
け
る
か
な
」
に
は
、
雪
が
「
降
り
に
け
る
」
と
、
職
の
御
曹
司
の
雪
山
が
「

古
り
に
け
る
」
(
新
鮮
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
)
と
い
う
両
義
が
掛
か
っ
て
い
る

と
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が

?
2、
後
者
の
意
味
が
詠
み
込
ま
れ
る
語
り
の
背
景
l
職

の
御
曹
司
の
雪
山
が
新
鮮
味
の
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
ー
に
は
、
前
述
し
た
一

雪
山
作
り
自
体
に
対
す
る
「
世
に
古
り
た
る
事
」
と
い
う
ま
な
ざ
し
が
影
響
し
て
い
る
日

と

想

定

で

き

る

。

一

さ
て
、
雅
な
遊
び
で
は
あ
る
が
新
鮮
味
に
欠
け
る
雪
山
作
り
に
対
し
て
、
藤
壷
は
持

ち
前
の
「
深
う
よ
し
づ
き
た
る
」
才
覚
に
よ
り
「
め
づ
ら
し
」
き
も
の
と
し
た
。
一
方

清
少
納
言
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
の
「
雪
山
」
章
段
に
お
け
る
清
少
納
言
像

を
検
討
す
る
前
に
、
ま
ず
本
章
段
に
認
め
ら
れ
る
言
説
の
位
相
を
確
認
し
て
お
く
こ
と

と
す
る
。

次
に
引
用
す
る
箇
所
で
は
、
定
子
と
女
房
達
が
雪
山
存
続
の
期
間
に
つ
い
て
議
論
す

る
様
子
が
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
後
「
深
う
よ
し
づ
き
た
る
」
藤
査
の
様
子
が

「
こ
れ
、
い
つ
ま
で
あ
り
な
ん
」
と
人
々
に
宣
た
ま
は
す
る
に
、
「
十
日
は
あ
り
な

ん
」
「
十
余
日
は
あ
り
な
ん
」
な
ど
、
た
だ
こ
の
こ
ろ
の
ほ
ど
を
、
あ
る
限
り
申
す
に
、

「
い
か
に
」
と
聞
は
せ
給
へ
ば
、
「
正
月
の
十
余
白
ま
で
は
侍
り
な
ん
」
と
申
す
を
、
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御
前
に
も
、
え
さ
は
あ
ら
じ
、
と
思
し
召
し
た
り
。
女
房
は
す
べ
て
、
「
年
の
内
、
っ

宇
ご
も
り
ま
で
も
え
あ
ら
じ
」
と
の
み
申
す
に
、
あ
ま
り
遠
く
も
申
し
つ
る
か
な
、
げ
に
、

問
え
し
も
や
あ
ら
ざ
ら
ん
、
つ
い
た
ち
な
ど
ぞ
言
ふ
べ
か
り
け
る
、
と
下
に
は
思
へ
ど
、

町
さ
は
れ
、
さ
ま
で
な
く
と
も
、
い
ひ
そ
め
て
ん
こ
と
は
、
と
て
、
か
た
う
あ
ら
が
ひ
っ
。

(
八
三
段
)

設論

ま
さ
し
く
消
閑
の
輿
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
、
中
宮
を
中
心
と

し
女
房
達
が
雅
な
素
材
を
も
と
に
議
論
す
る
語
り
口
は
、
同
時
代
の
他
テ
ク
ス
ト
に
も

見
る
こ
と
が
で
き
る
。

か
ゃ
う
の
女
言
に
て
、
乱
り
が
は
し
く
争
ふ
に
、
一
巻
に
言
の
葉
を
尽
く
し
て
、
え

も
言
ひ
や
ら
ず
。
た
だ
、
浅
は
か
な
る
若
人
ど
も
は
死
に
か
へ
り
ゆ
か
し
が
れ
ど
、
上

の
も
、
宮
の
も
、
片
は
し
を
だ
に
え
見
ず
、
い
と
い
た
う
秘
め
さ
せ
た
ま
ふ
。

大
臣
参
り
た
ま
ひ
て
、
州
叶
剖
引
剖
引
凶
制
削
割
引
制
同
ベ
剖

M
1剖
州

U
U尉

u

引
1
斗
岡
山
り
削

1
側
制
叫
叫
司
州
劇
到
矧
州
制
叶
叫
例
制
剖
例
制
引
制
。

(
『
源
氏
物
語
』
絵
合
)

引
用
は
『
源
氏
物
語
』
「
絵
合
」
。
中
宮
(
藤
査
)
の
前
で
女
房
達
が
物
語
絵
の
優
劣
を

争
う
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
中
宮
を
も
含
め
た
女
性
同
士
の
議
論

を
「
か
ゃ
う
の
女
言
」
と
タ
l
ム
化
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性

達
は
こ
う
し
た
と
り
と
め
の
な
い
議
論
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
ま
な
ざ
し
が
、
当
時
存

在
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
ま
な
ざ
し
に
そ
っ
て
八
三
段
も
語

ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
絵
合
」
か
ら
は
こ
の
ま
な
ざ
し
が
属
す

る
言
説
の
〈
世
界
観
〉
ま
で
も
が
窺
え
る
興
味
深
い
巻
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
う
少
し
「

絵
合
」
を
検
討
し
て
み
る
。

前
掲
の
引
用
箇
所
に
お
け
る
源
氏
の
様
子
に
着
目
す
る
。
源
氏
は
こ
れ
ら
様
々
繰
り

広
げ
ら
れ
る
「
女
言
」
を
「
を
か
し
」
く
感
じ
、
帝
の
前
で
決
着
を
つ
け
る
こ
と
を
提

案
す
る
。
こ
こ
に
は
帝
の
前
で
披
露
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
帝
を
楽
し
ま
せ
よ
う
と
す

る
意
図
が
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
も
と
も
と
こ
の
物
語
絵
合
は
、
斎
宮
の
女
御
と
弘

徽
殿
の
女
御
と
の
寵
争
い
が
発
端
で
あ
る
。
帝
か
ら
の
寵
愛
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
女
御
方
が
物
語
絵
を
素
材
に
争
う
。
こ
の
勝
負
事
自
体
が
遊
宴
性
を
持
ち
、
帝
を
楽

し
ま
せ
る
遊
び
と
し
て
機
能
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
「
絵
合
」
末
尾
か
ら
は
、
「
女
言
」
が
帝
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
の
娯
楽
と
な
り

得
た
こ
と
と
共
に
、
こ
う
し
た
遊
び
が
行
わ
れ
る
時
代
は
聖
代
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
こ
と
、
が
見
て
取
れ
る
。

さ
る
べ
き
節
会
ど
も
に
も
、
こ
の
御
時
よ
り
と
、
末
の
人
の
言
ひ
伝
ふ
べ
き
例
を
添
一

へ
む
と
思
し
、
制
剖
剖
叫
州
州
剖
同
州
制
剖
制
組
問
叫
叫
寸
引
U
剖
矧
叫
剖
剖
剖
剖
剖
初

ひ
|
勺
川
刻
叫
剖
剖
料
引
州
側
剖
剖
引
。
(
『
源
氏
物
語
』
絵
合
)
一

公
的
な
節
会
と
と
も
に
「
私
ざ
ま
の
」
「
は
か
な
き
御
遊
び
」
が
行
わ
れ
る
時
代
、
こ

れ
こ
そ
「
さ
か
り
の
御
世
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
、
「
絵
合
」
か
ら
窺
え
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
中
宮
を
も
含
め
た
女
性

同
士
の
議
論
は
、
当
時
「
女
言
」
と
し
て
定
型
的
に
認
識
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
こ
れ
ら

は
「
を
か
し
」
き
も
の
で
あ
り
、
帝
を
楽
し
ま
せ
る
「
遊
び
」
と
し
て
も
機
能
し
た
。

さ
ら
に
こ
う
し
た
「
女
言
」
を
含
め
た
遊
び
が
行
わ
れ
る
時
代
は
、
『
源
氏
物
語
』
に

お
い
て
聖
代
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
女
言
」
と
そ
の
遊
び
の
言
表
が
担
う
〈
世
界
観
〉
を
視
野
に
入
れ
、
八

三
段
を
再
度
眺
め
て
み
る
と
、
定
子
を
中
心
と
し
て
女
房
達
が
雪
山
存
続
の
議
論
を
す

る
語
り
口
が
、
「
を
か
し
」
き
「
女
言
」
の
定
型
を
模
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
す
ぐ



に
了
解
さ
れ
よ
う
。
ま
た
そ
こ
か
ら
雪
山
存
続
の
議
論
を
含
め
た
一
連
の
遊
び
が
、
帝

を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
な
催
し
と
し
て
も
機
能
し
う
る
こ
と
、
さ
ら
に
そ
の
属
す
る
言
説

性
か
ら
、
テ
ク
ス
ト
空
聞
が
聖
代
に
基
づ
く
文
化
空
間
と
し
て
の
機
能
を
帯
び
て
い
る

こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
こ
こ
は
、
〈
話
者
〉
が
聖
代
に
基
づ
く
文
化
空
間
を

〈
世
界
観
〉
と
し
て
持
つ

2
三
衣
主
体
〉
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
知
上
の
空
間
を
テ

ク
ス
ト
上
に
格
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
八
三
段
が
属
す
る
言
説
の
位
相
を
念
頭
に
、
本
章
段
に
認
め
ら
れ
る
清
少

納
言
像
を
以
下
検
討
し
て
い
く
。

B
、
『
す
き
も
の
』
清
少
納
言
像

引
用
は
雪
山
議
論
の
後
、
十
五
日
を
待
つ
清
少
納
言
の
様
子
で
あ
る
。

里
に
で
も
、
ま
ず
明
く
る
す
な
は
ち
こ
れ
を
大
事
に
て
、
見
せ
に
や
る
。
十
日
の
ほ

ど
に
、
「
五
日
待
つ
ば
か
り
は
あ
り
」
と
言
へ
ば
、
う
れ
し
く
お
ぽ
ゆ
。
刻
刻
1
4到
も

夜
も
や
る
に
、
十
四
日
夜
さ
り
、
雨
い
み
じ
う
降
れ
ば
、
こ
れ
に
ぞ
消
え
ぬ
ら
ん
と
、

い
み
じ
う
、
い
ま
一
日
、
二
日
も
待
ち
つ
け
で
と
、
夜
も
起
き
居
て
言
ひ
嘆
け
ば
、
問

、
引
く
人
も
、
物
狂
ほ
し
と
笑
ふ
。
人
の
出
で
て
い
く
に
、
や
が
て
起
き
ゐ
て
、
下
人
起
こ

問
剖
吋
引
叫
1
剖
引
叫
剖
剖
判
凶
1
川
刻
凶
引
叫
引
制
閥
割
引
廿
1
剖
剖
副
司
剖
引
1
J明

町
引
廿
則
引
制
刷
、
「
円
座
の
ほ
ど
な
ん
侍
る
。
木
守
い
と
か
し
こ
う
守
り
て
、
「
童
も
寄

沖
せ
侍
ら
ず
。
明
日
、
明
後
日
ま
で
も
さ
ぶ
ら
ひ
ぬ
べ
し
。
禄
賜
は
ら
ん
」
と
申
す
」
と

教
言
へ
ば
、
い
み
じ
う
う
れ
し
く
て
、
川
寸

U
州
側
同
叫
剖
引
凶
1
剥
判
別
引
叫
|
捌
叫
刈

羽
村
寸
割
引
制
刈
剖
尉
刻
。
い
と
心
も
と
な
く
、
わ
び
し
。

暗
き
に
起
き
て
、
制
梱
剖
剖
則
剖
剖
剖
廿

J
H叫
判
刊
寸
側
副
州
引
刈
阿
川
判
寸

論鼓

も
て
汚
な
げ
な
ら
ん
所
カ
き
捨
て
て
」
な
ど
言
ひ
や
り
た
れ
i
、
い
と
と
く
、
持

た
せ
た
る
物
を
ひ
き
下
げ
て
、
「
は
や
う
失
せ
侍
り
に
け
り
」
と
言
ふ
に
、
い
と
あ
さ

ま
し
く
、
を
か
し
う
よ
み
出
で
て
、
川
叫
削
割
引
倒
ベ
剖
剖
刈
剖
1
J引
制
剖
剖
叫
寸
剖

歌

も

、

あ

さ

ま

し

う

か

ひ

な

く

な

り

ぬ

。

(

八

三

段

)

e

こ
こ
に
は
「
明
く
る
す
な
は
ち
こ
れ
を
大
事
に
て
、
見
せ
に
や
る
」
「
ま
た
、
昼
も
夜

も
や
る
」
「
夜
も
起
き
居
て
言
ひ
嘆
け
ば
」
「
や
が
て
起
き
ゐ
て
、
下
人
起
こ
さ
す
る
に
」
-

「
い
み
じ
う
に
く
み
腹
立
ち
て
、
起
き
出
で
た
る
、
や
り
て
見
す
れ
ば
」
な
ど
、
雪
山

の
状
態
を
非
常
に
気
に
掛
け
、
何
度
も
確
認
さ
せ
る
清
少
納
言
の
様
子
が
つ
ぶ
さ
に
語
一

ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
あ
る
人
物
の
行
動
を
誇
張
増
幅
し
て
語
る
語
り
口
は
、
説
話
-

集
に
も
散
見
さ
れ
る
定
型
の
も
の
。
ま
た
、
こ
の
語
り
口
自
体
に
批
評
性
が
込
め
ら
れ

て
い
る
と
い
う
議
論
も
定
説
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
本
箇
所
で
は
、
雪
の
存
続
を
異
常
に
一

気
に
す
る
側
面
が
批
評
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
こ
う
し
た
登
場
人
物
で
あ
る
清
幻

少
納
言
は
、
い
か
な
る
〈
言
表
主
体
〉
に
よ
り
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
一

で
引
用
中
の
「
い
つ
し
か
明
日
に
な
ら
ば
、
歌
よ
み
て
、
物
に
入
れ
て
参
ら
せ
ん
と
思

ふ
」
に
注
目
し
た
い
。
こ
こ
か
ら
清
少
納
言
が
、
勝
負
に
勝
ち
相
応
し
い
状
況
で
歌
を

詠
む
こ
と
に
固
執
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
「
折
恒
」
の
中
に
雪
山
を
入

れ
歌
を
詠
む
趣
向
は
、
和
歌
世
界
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

雪
山
を
つ
く
り
て
、
梅
の
つ
く
り
枝
を
う
ゑ
て
、
人
人
の
献
な
ど
よ
む
に

み
や
ま
ぎ
に
か
か
れ
る
ゆ
き
は
は
な
な
れ
や
む
め
と
は
か
に
ぞ
わ
く
べ
か
り
け
る

(
高
遠
集
・
一

O
九
)

つ
ま
り
こ
こ
で
の
登
場
人
物
で
あ
る
清
少
納
言
は
、
あ
く
ま
で
和
歌
世
界
の
人
物
と
し

て
生
き
よ
う
と
し
、
そ
こ
に
「
現
実
」
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
清
少
納
言
像
は
、
時
代
は
少
し
下
る
が
「
す
き
も
の
」

?
2と
い
わ
れ
た
人

一
一
た
ち
の
語
り
口
と
同
様
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
用
例
を
挙
げ
て
確
認
す
る
。

教
次
に
挙
げ
る
①

1
③
は
、
①
「
白
河
の
関
」
の
歌
に
相
応
し
い
よ
う
に
、
あ
た
か
も

五日町
そ
の
場
に
行
っ
て
詠
ん
だ
か
の
ご
と
く
日
焼
け
を
し
、
歌
を
披
露
し
た
話
。
②
「
宮
城

野
の
も
と
あ
ら
の
小
萩
つ
ゆ
を
お
も
み
風
を
ま
つ
ご
と
君
を
こ
そ
ま
て
」
(
古
今
集
・

制
恋
四
・
六
九
四
・
題
し
ら
ず
・
よ
み
人
し
ら
ず
)
な
ど
、
「
歌
枕
」
と
し
て
著
名
な
「

宮
城
野
」
の
「
萩
」
を
、
都
で
ち
ょ
う
ど
盛
り
と
な
る
よ
う
に
持
ち
帰
っ
た
話
。
③
東

山
に
花
見
に
い
っ
た
実
方
が
、
実
際
に
雨
に
濡
れ
な
が
ら
「
ぬ
る
と
も
花
の
か
げ
に
や

ど
ら
ん
」
と
歌
い
、
そ
の
話
を
聞
い
た
行
成
が
実
方
を
「
を
こ
」
と
称
し
た
と
い
う
話

で
あ
る
。

①
能
因
は
、
い
た
れ
る
す
き
も
の
に
で
あ
り
け
れ
ば
、

都
を
ば
霞
と
と
も
に
立
ち
し
か
ど
秋
風
ぞ
吹
く
自
前
の
関

と
よ
め
る
を
、
都
に
あ
り
な
が
ら
こ
の
歌
を
い
だ
さ
む
こ
と
は
念
な
し
と
思
ひ
て
、
人

に
も
知
ら
れ
ず
久
し
く
龍
り
居
て
、
色
を
く
ろ
く
日
に
あ
た
り
な
し
て
後
、
「
み
ち
の

く
に
の
か
た
へ
修
行
の
つ
い
で
に
よ
み
た
り
」
と
ぞ
披
露
し
侍
り
け
る
。

(
『
古
今
著
聞
集
』
巻
第
五
)

②
為
仲
任
は
て
て
上
り
け
る
時
、
宮
城
野
の
萩
を
堀
り
取
り
て
、
な
が
び
っ
十
二
合
に

入
れ
て
も
て
の
ぼ
り
、
都
に
て
盛
り
な
る
べ
き
比
を
は
か
ら
ひ
て
上
り
け
れ
ば
、
人
あ

ま
ね
く
聞
き
て
、
京
へ
い
り
け
る
日
は
、
二
条
の
お
ほ
ぢ
に
、
こ
れ
を
見
物
に
し
て
人

お
ほ
く
集
り
て
、
車
な
ど
も
数
多
た
で
た
り
け
る
と
ぞ
。
(
『
無
名
抄
』
)

@
昔
、
殿
上
の
お
の
こ
ど
も
、
花
見
む
と
て
東
山
に
お
は
し
た
り
け
る
に
、
俄
心
な
き

雨
ふ
り
て
、
人
々
げ
に
さ
は
ぎ
給
へ
り
け
る
に
、
実
方
の
中
将
、
い
と
さ
は
が
ず
、
木

の
本
に
立
寄
て
、

桜
が
り
雨
は
ふ
り
き
ぬ
お
な
じ
く
は
ぬ
る
と
も
花
の
か
げ
に
や
ど
ら
ん

と
読
て
、
か
く
れ
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
花
よ
り
も
り
く
だ
る
雨
に
さ
な
が
ら
ぬ
れ
て
、

装
束
し
ぼ
り
か
ね
侍
り
。
此
事
、
有
奥
こ
と
に
人
々
お
も
ひ
あ
は
れ
け
り
。
ま
た
の
日
、

斉
信
の
大
納
言
、
主
上
に
「
か
か
る
面
白
こ
と
の
侍
し
」
と
奏
せ
ら
る
る
に
、
行
成
、

そ
の
時
蔵
人
頭
に
て
お
は
し
け
る
が
、
「
歌
は
面
白
し
。
実
方
は
を
こ
な
り
」
と
、
の

給
て
け
り
。
此
詞
を
実
方
も
れ
き
き
給
て
、
深
く
恨
を
ふ
く
み
給
ぞ
と
、
聞
え
侍
る
。

(
『
撰
集
抄
』
第
一
九
話
)

こ
れ
ら
の
話
か
ら
窺
え
る
の
は
、
和
歌
を
詠
む
た
め
に
、
そ
の
観
念
と
し
て
の
和
歌

世
界
に
自
ら
の
「
現
実
」
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
姿
(
①
③
)
や
、
「
宮
城
野
」

H

「
萩
」
の
よ
う
に
地
名
と
観
念
の
結
合
が
一
般
化
し
、
「
歌
枕
」
註
1
3

と
し
て
観
念
化
一

さ
れ
て
い
た
空
聞
か
ら
実
際
に
観
念
上
の
物
質
(
萩
)
を
持
ち
帰
っ
て
く
る
と
い
う
よ
幻

う
な
、
前
と
同
様
に
観
念
と
し
て
の
和
歌
世
界
に
自
ら
の
「
現
実
」
を
重
ね
合
わ
せ
る
一

姿
(
②
)
、
ま
た
こ
う
し
た
姿
は
宮
廷
の
〈
世
界
観
〉
か
ら
す
る
と
「
を
こ
」
に
も
う

つ
る
こ
と
(
③
)
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
す
き
も
の
」
像
を
念
頭
に
八
三
段
に
お
け
る

清
少
納
言
を
再
度
眺
め
て
み
る
と
、
本
章
段
に
お
け
る
清
少
納
言
が
「
す
き
も
の
」
像

に
の
っ
と
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
う
し
た
あ

く
ま
で
詠
歌
状
況
や
和
歌
世
界
に
固
執
し
、
そ
の
〈
世
界
観
〉
に
生
き
る
清
少
納
言
の

様
子
が
批
評
さ
れ
、
周
囲
か
ら
「
物
狂
ほ
し
と
笑
」
わ
れ
る
こ
と
も
、
前
掲
の
「
す
き

も
の
」
の
語
り
口
と
合
致
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
本
箇
所
は
、
数
寄
言
説
に
の
っ
と

り
な
が
ら
テ
ク
ス
ト
世
界
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

な
お
A
に
お
い
て
指
摘
し
た
「
深
う
よ
し
づ
き
た
る
」
藤
査
像
と
、
本
項
の
分
析
か

ら
窺
え
た
登
場
人
物
で
あ
る
「
す
き
も
の
」
清
少
納
言
像
を
比
較
し
て
み
る
と
、
雅
な

遊
び
で
は
あ
る
が
新
鮮
味
に
欠
け
る
雪
山
作
り
に
対
し
て
、
「
す
き
も
の
」
清
少
納
言



は
、
あ
く
ま
で
雪
山
存
続
期
聞
を
め
ぐ
る
議
論
の
勝
負
に
こ
だ
わ
り
、
和
歌
の
世
界
の

〈
世
界
観
〉
に
生
さ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
世
に
古
り
た
る
事
」
を
「
め
づ
ら
し
」
き

遊
び
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

次
項
で
は
、
こ
の
「
す
き
も
の
」
清
少
納
言
像
と
聖
代
に
基
づ
く
文
化
空
間
と
の
関

係
お
よ
び
「
雪
山
」
章
段
に
お
け
る
〈
話
者
〉
の
位
相
を
検
討
す
る
。

c、
『
雪
山
』
章
段
の
言
説
空
間

こ
の
よ
う
に
「
す
き
も
の
」
と
し
て
語
ら
れ
る
清
少
納
言
な
の
で
あ
る
が
、

用
箇
所
で
は
そ
の
「
を
こ
」
の
側
面
が
顕
著
に
語
ら
れ
て
い
る
。

次
の
引

内
よ
り
仰
せ
ご
と
あ
り
。
「
さ
て
、
雪
は
今
日
ま
可
あ
り
相
」
と
仰
せ
ご
と
あ
打
i
、

い
と
ね
た
う
く
ち
惜
し
け
れ
ど
、
「
年
の
内
、
つ
い
た
ち
ま
で
だ
に
あ
ら
じ
と
、
人
々

の
啓
し
給
ひ
し
に
、
昨
日
の
夕
暮
ま
で
侍
り
し
は
、
い
と
か
し
こ
し
と
な
ん
思
う
給
ふ

る
。
今
日
ま
で
は
、
あ
ま
り
事
に
な
ん
。
夜
の
ほ
ど
に
、
人
の
に
く
み
て
取
り
捨
て
て

侍
る
、
と
啓
せ
さ
せ
給
ご
な
ど
聞
え
さ
せ
っ
。

廿
日
、
割
引
剖
引
叫
叫
1
討
寸
斗
叫
割
剖
叫
剖
制
叫
寸
叫
司
刻
。
「
射
削
捌
閃
寸
叶

引

剖

可
1

劃
叫
刷
引
矧
引
剖
剖
引
例
川
出
剛
叫
引
引
同
1
寸
刻
凶
叫
矧
廿
刺

U
州
寸
刻
剖

問

剖

U
州
引

U
U剖
1
捌
叫
劃
叫
叶
札
叫
倒
引
勺
副
剖
刺
叫
1
剖
川
制
叫
引
割
剖
引

1

U

円
割
引
剖
刈
剖
剖

U
U剖
剖
剖
割
引
制
司
バ
刻

U
U矧
削
剖
制
刻
。
御
前
な
る
人
々
も

で
穴
ふ
に
、
「
か
う
心
に
入
れ
て
思
ひ
た
る
こ
と
を
、
違
へ
つ
れ
ば
、
罪
得
ら
ん
。
司

教

剖

凶
1
副
則
例
制
可
制
剖
叫
剖
引
引
廿
可
制
引
倒
廿

U
矧
叶
域
別
朝
叫
割
削
剖
廿

U
司

臨
守
川
計
討
u引
U
料
。
そ
の
女
出
で
来
て
、
い
み
じ
う
手
を
す
り
て
言
ひ
け
れ

ど
も
、
「
仰
せ
ご
と
に
て
、
か
の
里
よ
り
来
た
ら
ん
人
に
、
か
く
聞
か
す
な
。
さ
ら
ば
、

論叢

屋
う
ち
壊
た
ん
」
な
ど
言
ひ
て
、
左
近
の
司
の
南
の
築
土
な
ど
に
、
皆
捨
て
て
け
り
。

「
い
と
固
く
て
、
多
く
な
ん
あ
り
つ
る
」
な
ど
ぞ
言
ふ
な
り
し
か
ば
、
げ
に
廿
日
も
待

ち
つ
け
て
ま
し
。
今
年
の
初
雪
も
降
り
添
ひ
て
な
ま
し
。
上
も
聞
こ
し
召
し
て
、
「
い

と
思
ひ
や
り
深
く
あ
ら
が
ひ
た
り
」
な
ど
、
殿
上
人
ど
も
な
ど
に
も
仰
せ
ら
れ
け
り
。

さ
で
も
、
そ
の
歌
語
れ
。
今
は
か
く
言
ひ
あ
ら
は
し
つ
れ
ば
、
同
じ
こ
と
。
勝
ち
た
る

な
り
」
と
、
御
前
に
も
仰
せ
ら
れ
、
人
々
も
宣
た
ま
へ
ど
、
「
な
せ
う
に
か
、
さ
ば
か

り
憂
き
事
を
聞
き
な
が
ら
、
啓
し
侍
ら
ん
」
な
ど
、
ま
こ
と
に
ま
め
や
か
に
倦
じ
、
心

憂
が
れ
ば
、
上
も
渡
ら
せ
給
ひ
て
、
「
ま
こ
と
に
、
年
ご
ろ
は
、
お
ぽ
す
人
な
め
り
と

見
し
を
、
こ
れ
に
ぞ
あ
や
し
と
見
し
」
な
ど
仰
せ
ら
る
る
に
、
い
と
ど
憂
く
つ
ら
く
、

う
ち
も
泣
き
ぬ
べ
き
心
地
ぞ
す
る
。
「
い
で
、
あ
は
れ
。
い
み
じ
く
憂
き
世
ぞ
か
し
。

後
に
降
り
積
み
て
侍
り
し
雪
を
、
う
れ
し
と
思
ひ
侍
り
し
に
、
「
そ
れ
は
あ
い
な
し
、

か
き
捨
て
よ
」
と
仰
せ
ご
と
侍
り
し
よ
」
と
申
せ
ば
、
「
捌
剖
剖
叫

1
4利
岡

U
例
制
一

刻

引

叶

叶

叫

寸

斗

叫

矧

削

剥

制

刻

。

(

八

三

段

)

お

引
用
箇
所
は
、
雪
が
な
く
な
っ
た
後
の
清
少
納
言
と
定
子
、
ま
た
帝
と
の
や
り
と
り
の

場
面
。
ま
ず
本
場
面
に
お
け
る
定
子
像
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
こ
こ
で
定
子
は
、
自
分

で
雪
を
捨
て
て
お
き
な
が
ら
「
「
さ
て
、
雪
は
今
日
ま
で
あ
り
や
」
と
仰
せ
ご
と
」
を

出
す
。
ま
こ
と
に
清
少
納
言
の
反
応
を
楽
し
ん
で
い
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
さ
ら
に
定
子
は
、
清
少
納
言
が
参
内
し
て
語
る
「
を
こ
」
語
り
を
楽
し
む

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
定
子
の
意
地
悪
と
と
れ
る
態
度
や
帝
の
発
言
(
「
ま
こ
と
に
、

年
ご
ろ
は
、
お
ぽ
す
人
な
め
り
と
見
し
を
、
こ
れ
に
ぞ
あ
や
し
と
見
し
」
)
か
ら
、
他

章
段
に
お
け
る
定
子
像
と
の
違
い
を
見
て
取
り
、
従
来
様
々
な
解
釈
が
な
さ
れ
て
き
た

?
2
本
稿
で
は
、
文
末
の
帝
の
言
葉
「
勝
た
せ
じ
、
と
お
ぼ
し
け
る
な
り
」
に
着
目

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
テ
ク
ス
ト
上
に
構
築
さ
れ
て
い
る
定
子
像
に
つ
い
て
私
案
を
述

べ
た
い
。



n
y
 

n
y
 

n
y
 

u
川
文
末
の
帝
の
発
言
は
、
直
前
に
あ
る
清
少
納
言
の
発
言
(
「
後
に
降
り
積
み
て
侍
り

弓
し
雪
」
に
対
し
て
、
定
子
が
「
「
そ
れ
は
あ
い
な
し
、
か
き
捨
て
よ
」
と
仰
せ
ご
と
」

教
を
し
た
こ
と
)
に
対
す
る
返
答
。
こ
こ
に
は
本
章
段
に
お
い
て
認
め
ら
れ
た
「
す
き
も

閣
の
」
清
少
納
言
と
同
様
、
雪
山
の
勝
負
に
対
し
て
必
死
に
な
る
定
子
の
姿
が
か
い
ま
見

l

ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
帝
の
立
場
か
ら
は
、
雪
山
の
勝
負
に
関
し
て
定
子
と
清
少
納
言
が

協
同
列
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

?50
こ
こ
か
ら
、
帝
を
中
心
に
頂
き

i

そ
の
も
と
で
定
子
と
清
少
納
言
が
「
を
こ
」
と
な
り
楽
し
ま
せ
る
と
い
っ
た
構
図
が
看

取
さ
れ
よ
う
。
な
お
こ
う
し
た
様
相
は
、
す
で
に
A
に
お
い
て
指
摘
し
た
、
雪
山
存
続

の
議
論
を
含
め
た
一
連
の
遊
び
が
、
帝
を
楽
し
ま
せ
る
よ
う
な
催
し
と
し
て
も
機
能
し

う
る
こ
と
と
一
致
し
て
こ
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
雪
山
」
章
段
は
、
雪
山
作
り
お
よ
び
「

を
か
し
」
き
「
女
言
」
の
定
型
を
模
し
た
雪
山
存
続
の
議
論
と
い
っ
た
一
連
の
雅
な
遊

び
の
延
長
線
上
に
、
数
寄
言
説
に
基
づ
き
雅
を
志
向
す
る
「
す
き
も
の
」
清
少
納
言
お

よ
び
定
子
像
が
〈
言
表
主
体
〉
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
、
そ
の
両
「
す
き
も
の
」
が
帝
の

笑
い
を
生
み
だ
し
て
い
く
様
を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
聖
代
に
基
づ
く
文
化
空
間
を
テ

ク
ス
ト
上
に
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
テ
ク
ス
ト
上
で
は
、
通
常
共
同
体
か
ら
笑

わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
く
「
す
き
も
の
」
も
帝
を
中
心
と
す
る
〈
世
界

観
〉
の
中
に
位
置
付
き
、
そ
の
〈
世
界
観
〉
を
強
固
な
も
の
と
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
〈
世
界
観
〉
の
中
に
〈
話
者
〉
は
住
ま
い
、
テ
ク
ス
ト
世
界
を
構
築
し
て
い

る
と
言
え
よ
う
。

回
、
お
わ
り
に

本
稿
は
、
外
部
諸
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
を
視
野
に
入
れ
て
『
枕
草
子
』
の
表
現
を
考

察
し
た
も
の
で
あ
る
。
扱
っ
た
資
料
が
文
学
テ
ク
ス
ト
に
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
時
代

の
言
説
空
間
と
『
枕
草
子
』
の
関
わ
り
を
充
分
に
論
じ
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
今
後
の

課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
外
部
諸
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
か
ら
『
枕
草
子
』

を
捉
え
て
い
く
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
お
い
て
提
起
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と

考
え
る
。

な
お
「
雪
山
」
章
段
は
、
常
陸
の
介
や
斎
院
と
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
、
本
稿
で
扱
え

な
か
っ
た
課
題
が
山
積
し
て
い
る
。
特
に
常
陸
の
介
は
、
本
稿
で
分
析
し
た
「
す
き
も

の
」
清
少
納
言
と
大
き
く
関
連
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て

は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

注注
1 

小
森
潔
「
異
化
す
る
テ
ク
ス
ト
枕
草
子
l
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
|
」
一

『

日

本

文

学

』

一

九

九

三

・

一

二

。

包

三
田
村
雅
子
氏
は
「
枕
草
子
の
「
日
記
的
章
段
」
が
単
な
る
日
々
の
記
録
で
も
、
史
実
の
一

な
だ
れ
こ
み
で
も
な
い
、
独
自
な
論
理
に
よ
る
小
宇
宙
で
あ
っ
て
、
積
極
的
な
「
虚
構
」

と
ま
で
は
い
え
な
い
と
し
て
も
、
素
材
の
選
択
、
配
列
、
矯
成
、
提
示
の
し
か
た
、
に
お

い
て
自
立
し
た
表
現
世
界
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
」
(
「
解
説
」
『
枕
草
子
表
現
と
構

nwu 

造
』
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
4
、
一
九
九
四
・
七
、
有
精
堂
、
防
)
も
の
と
し
て

『
枕
草
子
』
を
捉
え
、
こ
こ
か
ら
「
現
実
と
結
抗
し
、
独
自
の
論
理
で
現
実
を
再
構
成
し

nυ 

て
い
く
、
枕
草
子
の
「
諮
り
ロ
」
、
枕
草
子
の
「
方
法
」
」
(
前
掲
書
凶
)
を
論
じ
て
い
く
。

な
お
こ
う
し
た
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
テ
ク
ス
ト
論
的
研
究
は
、
三
回
村
雅
子
「
枕
草
子

を
支
え
た
も
の
|
書
か
れ
な
か
っ
た
「
あ
は
れ
」
を
め
ぐ
っ
て
(
上
)
(
下
)
|
」
(
『
文

芸
と
批
評
』
一
九
七
四
・
一
一
、
一
九
七
五
・
八
)
、
原
岡
文
子
「
『
枕
草
子
』
日
記
的
章

段
の
笑
い
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
(
『
平
安
文
学
研
究
』
第
訂
結
、
一
九
七
七
・
六
)
ら
が

そ
の
鳴
矢
と
言
え
よ
う
。

注
2 



注
3 

例
え
ば
前
掲
の
小
森
氏
は
『
伎
草
子
』
の
〈
読
み
〉
を
通
じ
て
、
『
枕
草
子
』
が
既
存
の

缶
包
伺
慨
を
い
か
に
逸
脱
し
て
い
る
か
を
論
じ
て
い
く
。

こ
こ
で
用
い
る
〈
世
界
観
〉
と
は
、
以
下
の
論
者
の
考
え
を
参
考
と
し
て
い
る
。

「
記
述
的
あ
る
い
は
「
入
額
学
的
』
意
味
で
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
、
あ
る
種
の
社
会

集
団
や
階
級
に
固
有
の
信
念
体
系
で
あ
り
、
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
的
要
素
と
非
デ
ィ
ス
ク
ー
ル

的
要
素
の
両
方
か
ら
で
き
て
い
る
。
こ
の
政
治
的
に
中
立
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
定
義
は
、
す

で
に
み
て
き
た
「
世
界
観
」
の
概
念
に
近
い
。
複
数
の
個
人
か
ら
な
る
集
団
に
固
有
の
信

念
や
認
設
や
行
動
に
対
し
、
「
枠
組
み
」
と
な
る
も
の
を
提
供
す
る
一
連
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、

そ
れ
も
比
較
的
よ
く
シ
ス
テ
ム
化
さ
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
そ
れ
が
「
世
界
観
」
で
あ
る
」

(
テ
リ
l
・
イ

1
グ
ル
ト
ン
『
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
何
か
』

大
橋
洋
一
訳
、
一
九
九
六
・
三
、
平
凡
社
。
附
〉

「
世
界
総
体
を
〈
意
味
〉
づ
け
る
こ
の
よ
う
な
枠
組
(
引
用
者
注
|
個
人
が
世
界
を
構
成

す
る
〈
意
味
〉
の
解
釈
の
基
と
な
る
、
偲
人
が
属
す
る
社
会
集
団
に
共
有
さ
れ
て
い
る
枠

組
み
の
こ
と
)
を
、
こ
こ
で
は
〈
世
界
観
〉
と
よ
ぶ
こ
と
に
す
る
」

(
山
本
耕
一
『
権
力
社
会
的
威
力
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
人
間
生
態
系
』
、

一
九
九
八
・
五
、
状
況
出
版
。
凶
)

な
お
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
〈
世
界
観
〉
と
は
、
あ
く
ま
で
『
枠
組
み
」
(
カ
テ
ゴ
リ

ー
)
の
こ
と
を
指
す
。
な
お
こ
の
〈
世
界
観
〉
と
は
、
実
際
的
な
言
表
が
編
成
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
情
築
さ
れ
、
不
断
に
そ
の
周
縁
(
縁
)
を
変
形
さ
せ
て
い
く
言
説
の
、
価
値

的
な
一
局
面
を
取
り
出
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

内
田
隆
三
「
フ
l
コ
l
の
望
遠
鏡
」
『
思
想
』
一
九
八
四
・
因
。
な
お
内
田
氏
の
論
考
は
、

ミ
シ
ェ
ル
・
フ

l
コ
!
の
考
え
を
内
田
氏
な
り
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

〈
話
者
〉
の
定
義
は
『
読
む
た
め
の
理
論
|
文
学
・
思
想
・
批
評
』
(
「
主
体
性
」
の
項

(
島
村
輝
執
筆
)
、
一
九
九
一
・
六
、
世
織
書
房
)
を
参
考
に
し
た
。

「
文
学
テ
ク
ス
ト
に
あ
ら
わ
れ
る
多
様
な
他
者
の
言
葉
を
一
定
の
方
向
性
の
も
と
に
統
合

注
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論叢

注
7 

す
る
言
表
主
体
と
し
て
の
〈
話
者
〉
(
中
略

l
引
用
者
)
(
〈
話
者
〉
と
は
、
〈
語
り
手
〉
と

作
中
人
物
ら
の

l
引
用
者
注
)
葛
藤
や
変
化
を
も
そ
の
下
に
収
め
た
、
文
学
テ
ク
ス
ト
全

体
の
構
造
か
ら
抽
出
さ
れ
る
上
位
概
念
と
し
て
の
言
表
主
体
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ

れ
は
〈
語
り
手
〉
や
会
話
の
言
葉
を
そ
の
時
々
に
演
じ
る
、
場
面
場
面
に
よ
っ
て
多
様
な

貌
を
も
っ
た
言
表
主
体
で
あ
る
」
(
同
1
同
)

こ
こ
で
は
「
文
学
テ
ク
ス
ト
全
体
の
構
造
か
ら
抽
出
さ
れ
る
上
位
概
念
」
と
し
て
〈
話

者
〉
を
設
定
し
、
こ
の
〈
話
者
〉
が
「
〈
語
り
手
〉
や
会
話
の
言
葉
を
」
「
場
面
場
面
に
よ

っ
て
」
様
々
に
演
じ
て
い
く
も
の
、
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
語

り
手
を
も
視
野
に
入
れ
た
テ
ク
ス
ト
自
体
が
持
つ
「
主
体
」
の
在
り
方
を
問
う
て
い
く
た

め
の
方
法
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
。

〈
言
表
主
体
〉
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
前
掲
の
『
読
む
た
め
の
理
論

l
文
学
・
思
想
・
批

評
』
と
共
に
、
中
川
久
嗣
「
フ

l
コ
!
の
『
知
の
考
古
学
』
に
お
け
る
言
表
/
言
説
の
実
一

定
性
に
つ
い
て
」
(
『
哲
撃
』
一
九
九
八
・
四
)
を
参
考
に
し
た
。
な
お
『
読
む
た
め
の
理
お

論
|
文
学
・
思
想
・
批
評
』
に
お
け
る
「
言
表
主
体
」
と
は
、
〈
話
者
〉
を
も
含
む
言
語
一

行
為
主
体
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
「
言
表
主
体
」
と
〈
話

者
〉
は
同
位
相
に
あ
る
。
し
か
し
で
は
、
あ
く
ま
で
〈
言
表
主
体
〉
は
そ
の
都
度
〈
話

者
〉
が
演
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
折
々
の
〈
言
表
主
体
〉
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
〈
話
者
〉
は
同
時
代
の
言
説
空
間
と
対
話
、
も
し
く
は
認
知
参
照
と
い
う
行
為
を
営

ん
で
い
る
訳
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
話
者
〉
と
〈
言
表
主
体
〉
と
は
位
相
を
異
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

注
8 

テ
キ
ス
ト
は
和
泉
古
典
叢
書
『
枕
草
子
』
(
培
田
繁
夫
校
注
〉
を
使
用
し
た
。
な
お
、
章

段
の
区
分
も
和
泉
古
典
叢
書
に
従
う
。

河
内
山
清
彦
(
「
枕
草
子
『
雪
山
』
の
段
の
構
成
」
『
解
釈
』
一
九
七
六
・
三
)
は
、
「
雪

山
」
章
段
を
「
雪
山
の
賭
け
に
関
す
る
主
要
事
件
を
基
軸
に
据
え
」
「
乞
食
尼
常
陸
介
関

係
」
「
式
部
丞
忠
隆
関
係
」
「
斎
院
関
係
」
の
ご
二
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
込
ん
だ
情

注
9 



国語教育学 5(1999) 論議

注
10 

成
」
と
す
る
。

三
田
村
雅
子
「
回
想
の
論
理
l
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
頃
」
章
段
の
性
格
|
」

『
枕
草
子
表
現
の
論
理
』
所
収
、
問
、
な
ど
。

和
泉
古
典
叢
書
『
枕
草
子
』
(
培
回
繁
夫
校
注
)
当
該
章
段
頭
注
な
ど
が
指
摘
し
て
い
る
。

「
す
き
も
の
」
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
小
町
谷
照
彦
「
和
歌
的
幻
像
の
追
求
1

能
図
法
師

論
ノ
l
ト

l
」
(
『
日
本
文
学
』
一
九
七

0
・
七
)
を
参
考
に
し
た
。

「
歌
枕
」
の
捉
え
方
は
小
町
谷
照
彦
「
古
今
集
の
歌
枕
|
和
歌
表
現
論
序
説
|
」
(
『
日
本

文
学
』
一
九
六
六
・
八
)
、
片
桐
洋
一
「
歌
枕
の
成
立
|
古
今
集
表
現
研
究
の
一
部
と
し

て
|
」
(
『
国
語
と
国
文
学
』
一
九
七

0
・
囚
)
な
ど
を
参
考
に
し
た
。

例
え
ば
河
内
山
清
彦
「
枕
草
子
『
雪
山
』
の
段
の
構
成
」
(
『
解
釈
』
一
九
七
六
・
三
)
は
、

こ
こ
か
ら
定
子
空
間
か
ら
清
少
納
言
が
孤
立
し
な
い
た
め
の
定
子
の
配
慮
を
読
み
取
る
。

こ
こ
で
定
子
の
行
為
に
対
し
て
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
社
会
的
な
位
置

で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「
雪
山
」
の
勝
負
に
関
し
て
同
列
に
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

-26-
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使
用
テ
ク
ス
ト

和
泉
古
典
叢
書
『
枕
草
子
』

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』

2

『
新
編
国
歌
大
観
』
巻
第
三
私
家
集
編

新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成
『
古
今
著
聞
集
』

『
無
名
抄
全
講
』
築
瀬
一
雄
著

古
典
文
庫
『
撰
集
抄
』
下


