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― 13 ― 『枕草子』「香炉峰の雪」と「三月ばかり」の段を読み直す

『
枕
草
子
』

　「
香
炉
峰
の
雪
」
と
「
三
月
ば
か
り
」
の
段
を
読
み
直
す
　

津
島
知
明

　
　
　

は
じ
め
に

　
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
と
書
き
起
こ
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
香

炉
峰
の
雪
」
の
段
は
枕
草
子
を
代
表
す
る
章
段
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
い
か

に
も
「
清
少
納
言
ら
し
い
」
逸
話
と
解
さ
れ
る
た
め
か
、
教
科
書
に
も
長

く
採
録
さ
れ
て
き
た
が（

1
（

、
現
在
の
新
学
習
指
導
要
領
で
も
状
況
は
変
わ
ら

な
い
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
一
方
、
知
名
度
と
分
量
の
割
に
は
語
釈

上
の
異
説
が
多
い
た
め（

3
（

、
今
も
議
論
が
尽
き
な
い
章
段
で
も
あ
る（

（
（

。
こ
こ

で
は
本
段
を
め
ぐ
る
諸
問
題
を
検
証
す
る
と
と
も
に
、
続
く
「
三
月
ば
か

り
」
の
段
と
合
わ
せ
て
、
雑
纂
本
の
配
列
が
両
段
に
託
し
た
役
割
に
つ
い

て
も
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

一
、
事
件
時
の
問
題

　

ま
ず
は
二
八
二
段
の
全
文
を
引
く（

（
（

。

　
　

�　

雪
の
い
と
高た

か

う
降
り
た
る
を
、
例れ
い

な
ら
ず
御み

格か
う

子し

ま
ゐ
り
て
炭す

櫃び
つ

に
火
お
こ
し
て
物も
の

語が
た
り

な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、「
少
納
言

よ
、
香か
う

炉ろ

峰ほ
う

の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
仰お
ほ

せ
ら
る
れ
ば
、
御み

格か
う

子し

上あ

げ
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さ
せ
て
御み

簾す

を
高た
か

く
上あ

げ
た
れ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
人
々
も
「
さ

る
事
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ

れ
。
な
ほ
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」
と
言
ふ
。

中
宮
定
子
と
過
ご
し
た
大
雪
の
日
の
一
齣
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
早
く
か

ら
「
年
時
を
推
定
す
る
根
拠
は
な
に
も
な
い
」
と
さ
れ
て
き
た（

（
（

。
裏
を
返

せ
ば
、
時
も
場
所
も
特
定
さ
せ
な
い
描
き
方
が
選
ば
れ
て
い
る
わ
け
で
、

そ
も
そ
も
年
時
の
詮
索
に
意
味
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
諸
注
を
通
覧

し
て
も
事
件
時
に
言
及
す
る
の
は
少
数
派
で
、
ま
と
め
れ
ば
次
の
二
説
に

絞
ら
れ
る
。

　
　

Ａ�

長
徳
三
（
九
九
七
）
年
か
四
年
の
冬
、
職
の
御
曹
司
で
の
出
来
事

か
（『
全
講
』）

　
　

Ｂ�

正
暦
五
（
九
九
四
）
年
晩
冬
か
ら
翌
長
徳
元
年
早
春
、
登
花
殿
で

の
出
来
事
か
（『
集
成
』）

近
年
で
は
「
正
暦
五
年
の
冬
か
」
と
す
る
『
新
全
集
』『
学
術
』、「
長
徳

四
年
十
二
月
の
大
雪
の
時
か
」
と
す
る
『
新
編
』
が
あ
り
、
前
者
は
Ｂ
期
、

後
者
は
Ａ
期
に
含
ま
れ
る（

（
（

。
い
ず
れ
も
推
定
の
域
は
出
な
い
が
、
引
用
さ

れ
た
詩
が
白
楽
天
の
左
遷
中
の
作
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
Ａ
は
「
内
裏
を
出

て
わ
び
し
い
日
々
を
送
ら
れ
る
今
の
中
宮
の
心
」
な
ど
と
重
ね
ら
れ
て
き

た（
（
（

。
Ｂ
な
ら
ば
、
さ
し
あ
た
り
「
わ
び
し
さ
」
と
は
無
縁
と
な
る
。
注
４

に
引
い
た
今
井
論
文
に
は
、職
で
の
暮
ら
し
に
こ
の
詩
を
重
ね
る
の
は「
無

残
な
気
が
す
る
し
」、
女
房
の
評
も
長
徳
四
年
末
な
ら
「
切
実
過
ぎ
る
気

が
す
る
」
と
い
う
理
由
か
ら
、
本
段
を
「
正
暦
五
年
末
の
話
と
み
た
い
」

と
あ
っ
た
。
た
だ
そ
れ
は
、
だ
か
ら
こ
そ
時
と
場
所
を
捨
象
し
て
描
い
た

と
も
説
明
で
き
る
し
、
Ａ
期
で
も
長
徳
四
年
末
な
ら
ば
中
宮
は
直
後
に
還

御
を
果
た
す
。
引
詩
を
（
読
み
手
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
）
白
楽
天

が
「
や
が
て
召
還
さ
れ
る
長
安
」
を
詠
ん
だ
詩
と
意
味
付
け
る
こ
と
も
可

能
と
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
職
時
代
だ
か
ら
一
律
に
「
わ
び
し
い
」「
無

残
」
と
は
見
な
せ
な
い
。
ま
た
「
左
遷
中
の
詩
句
」
と
い
う
括
り
で
は
、

職
に
あ
っ
て
琵
琶
行
が
引
用
さ
れ
る
場
面
が
、
既
に
九
七
段
に
描
か
れ
て

い
た
。

　

旧
稿
に
て
触
れ
た
よ
う
に（

（
（

、
清
少
納
言
の
宮
仕
え
期
に
「
大
雪
」
の
記

録
が
残
る
の
は
、（
１
）
長
徳
四
年
十
二
月
十
日
（
権
記
）（
２
）
長
保
元

年
十
二
月
二
十
日（
権
記
）（
３
）翌
二
年
正
月
十
日（
御
堂
）し
か
な
い
。

こ
れ
以
前
は
記
録
に
欠
落
が
多
い
の
で
実
態
は
不
明
と
す
る
ほ
か
な
い

が
、
日
記
回
想
段
に
記
さ
れ
た
降
雪
も
、
初
出
仕
頃
（
一
七
八
段
）
と
雪

山
の
段
（
八
四
段
）
と
本
段
の
み
で
、
決
し
て
多
く
は
な
い
。
降
雪
日
の

御
在
所
は
（
１
）
な
ら
ば
職
、（
２
）（
３
）
な
ら
ば
生
昌
邸
と
な
る
。
後
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者
は
第
一
皇
子
の
誕
生
間
も
な
い
（
彰
子
立
后
が
進
め
ら
れ
て
い
た
）
時

期
に
あ
た
り
、「
物
語
な
ど
し
て
あ
つ
ま
り
さ
ぶ
ら
ふ
」
本
段
の
雰
囲
気

に
そ
ぐ
わ
な
い
気
は
す
る
（
む
ろ
ん
こ
う
し
た
一
日
が
な
か
っ
た
と
は
言

え
な
い
）。
前
者
な
ら
ば
、
大
雪
が
衆
目
を
集
め
た
八
四
段
の
日
々
に
含

ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。だ
と
す
る
と「
香
炉
峰
は
職
御
曹
司
の
雪
山
」だ
っ

た
（『
新
編
』）
と
の
指
摘
が
注
目
さ
れ
る
が
、
八
四
段
の
「
十
余
日
」
は

雪
山
を
作
ら
せ
た
日
と
思
わ
れ
、
お
そ
ら
く
降
雪
日
（
十
日
）
に
は
ま
だ

築
か
れ
て
い
な
い
。
雪
山
と
関
係
付
け
る
な
ら
、「
香
炉
峰
」
が
幻
視
さ

れ
た
そ
の
庭
に
後
日
「
ま
こ
と
の
山
」
が
築
か
れ
た
次
第
と
な
る
。

　

現
存
記
録
か
ら
裏
付
け
得
る
と
い
う
条
件
の
も
と
で
は
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
本
段
の
「
大
雪
」
も
長
徳
四
年
十
二
月
十
日
の
可
能
性
が
高
い
と
見

て
お
く（
（1
（

。
た
だ
し
年
時
の
特
定
自
体
が
目
的
で
は
な
い
。
そ
う
見
な
す
こ

と
で
得
ら
れ
る
情
報
が
、
以
下
の
解
釈
に
も
参
考
に
な
る
と
思
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。

　
　
　

二
、「
例
な
ら
ず
」
の
解
釈

　

事
件
時
以
上
に
、
本
段
で
大
き
な
問
題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
「
例
な
ら

ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
」
の
解
釈
で
あ
る
。『
春
曙
抄
』
が
「
常
は
雪
の
物

見
に
格
子
を
上
ぐ
る
に
、
今
日
は
寒
気
故
、
御
格
子
の
下
ろ
さ
れ
た
る
也
」

と
注
し
て
以
来
、
数
々
の
説
明
が
な
さ
れ
て
き
た
。
諸
説
を
詳
細
に
検
証

し
た
三
保
忠
夫
の
論
考
で
は
、『
新
大
系
』
ま
で
の
「
例
」
の
解
釈
が
次

の
よ
う
に
分
類
さ
れ
て
い
る（
（（
（

。

　
　

①�

雪
が
積
も
っ
た
時
に
は
御
格
子
を
上
げ
る
の
が
い
つ
も
の
例
で
あ

る
。

　
　

②
朝
に
は
御
格
子
を
上
げ
る
の
が
い
つ
も
の
例
で
あ
る
。

　
　

③
夕
に
は
御
格
子
を
下
ろ
す
の
が
い
つ
も
の
例
で
あ
る
。

①
（『
春
曙
抄
』）
は
最
も
多
く
の
注
釈
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
説
。
し
か
し

三
保
は
、
格
子
の
上
下
は
毎
日
の
恒
例
で
あ
り
雨
や
雪
に
左
右
さ
れ
な
い

こ
と
を
検
証
し
て
、
こ
の
解
を
斥
け
た
。
③
（『
集
成
』
ほ
か
）
に
つ
い

て
も
、
一
旦
は
上
げ
た
格
子
を
（
寒
い
の
で
）
下
ろ
し
て
再
び
上
げ
る
と

い
う
状
況
は
、
風
流
に
程
遠
い
（
降
雪
を
女
房
た
ち
も
見
て
い
る
こ
と
に

な
り
、
中
宮
の
質
問
が
気
の
抜
け
た
も
の
と
な
る
）
と
い
う
理
由
で
否
定

し
て
い
る
。
②
は
『
精
講
』
な
ど
に
可
能
性
と
し
て
示
さ
れ
た
説
だ
が
、

三
保
は
こ
れ
を
採
っ
て
「
例
な
ら
ず
」
を
「
定
時
に
格
子
を
上
げ
ず
に
」

と
結
論
付
け
た
。
上
げ
な
か
っ
た
（
下
ろ
し
て
い
た
）
理
由
に
つ
い
て
は
、

①
②
③
を
問
わ
ず「
清
少
納
言
を
試
す
た
め
」と
す
る
解
釈
が
多
い
が（『
松

田
評
解
』『
新
大
系
』『
新
全
集
』
な
ど
）
三
保
は
こ
れ
を
「
深
読
み
」
と
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し
て
斥
け
、「
女
房
達
が
寒
さ
に
震
え
上
が
っ
て
い
た
か
ら
」
と
す
る
。

さ
ら
に
中
宮
は
「
こ
の
朝
、
寝
過
さ
れ
、
御
帳
か
ら
お
で
ま
し
に
な
る
の

が
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か
」、
そ
の
よ
う
な
「
中
宮
を
気
遣
っ
て
」
上
げ

な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
と
も
推
測
し
て
い
る
。

　

上
格
子
下
格
子
が
（
御
在
所
が
ど
こ
で
あ
れ
）
恒
例
の
日
課
で
あ
る
こ

と
は
三
保
の
指
摘
す
る
通
り
だ
ろ
う
。
雪
の
朝
の
例
と
し
て
は
、
一
七
八

段
に
見
え
る
上
格
子
が
傍
証
と
な
る
（
登
花
殿
）。
し
か
し
三
保
説
に
よ

れ
ば
「
少
納
言
よ
」
と
い
う
発
話
の
前
に
「
寝
て
い
た
中
宮
が
お
で
ま
し

に
な
っ
て
」
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
だ
が
本
文
に
よ
る
限

り
、
中
宮
も
そ
の
場
に
い
た
と
解
す
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
し
て
中
宮
の

御
前
で
あ
れ
ば
、
女
房
達
の
意
向
だ
け
で
格
子
の
上
下
が
な
さ
れ
る
と
は

考
え
に
く
い
。
こ
の
点
は
、
前
掲
今
井
論
文
が
源
氏
物
語
の
例
か
ら
も
検

証
し
て
い
る
所
で
あ
る
（
よ
っ
て
今
井
論
は
③
説
）。
こ
こ
で
先
述
の
よ

う
に
、
事
件
時
を
長
徳
四
年
十
二
月
十
日
と
仮
定
し
て
み
る
。
す
る
と
当

日
は
朝
か
ら
の
降
雪
で
（
権
記
）
雪
が
「
縁
」
に
ま
で
降
り
積
も
っ
て
い

た
（
八
四
段
）。
職
で
は
中
宮
は
南
廂
に
、
女
房
は
又
廂
（
孫
廂
）
で
暮

ら
し
て
い
た
と
い
う
（
七
五
段
）。
そ
の
状
態
が
続
い
て
い
た
と
す
れ
ば
、

た
ち
ま
ち
雪
は
縁
か
ら
吹
き
込
ん
で
こ
よ
う
。
一
度
は
定
刻
に
上
げ
た
格

子
だ
っ
た
が
、
中
宮
の
了
承
も
得
て
「
例
な
ら
ず
」
下
ろ
す
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
日
が
異
例
の
大
雪
だ
っ
た
か
ら
で
、
単
に
「
寒
気
も
強
か
っ
た
」

（『
解
環
』）
と
か
「
雪
続
き
に
飽
い
て
」（
今
井
）
と
い
う
理
由
で
は
な
く

な
る
。以
上
が
長
徳
四
年
末
と
見
な
し
た
場
合
の
想
定
だ
が
、他
所
で
あ
っ

た
と
し
て
も
「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
」
日
で
あ
れ
ば
（
程
度
の
差
は

あ
れ
）
似
た
よ
う
な
状
況
は
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
よ
っ
て
「
例

な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
」
は
、
例
な
ら
ぬ
大
雪
に
定
刻
の
下
格
子
を
待

た
ず
に
下
ろ
し
て
い
た
（
③
説
）
と
解
し
た
い
。

　

な
お
「
高
う
降
り
た
る
を
」
の
「
を
」
も
、
諸
注
「
逆
接
」「
順
接
」「
単

純
接
続
」
と
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
例
な
ら
ず
」
の
理
解
と

連
動
し
て
お
り
、
①
説
な
ら
「
雪
が
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
に
」、
②
説

な
ら
「
降
り
積
も
っ
て
い
る
の
で
」
と
な
る
わ
け
だ
。
③
説
の
『
解
環
』

は
逆
接
で
訳
し
て
い
る
が
、
③
な
ら
ば
順
接
の
方
が
妥
当
だ
ろ
う
か
。
だ

が
そ
も
そ
も
順
接
逆
接
を
明
示
し
た
け
れ
ば
「
降
り
た
れ
ば
」「
降
り
た

れ
ど
」
と
あ
る
べ
き
で
、
こ
こ
は
「
降
雪
」
を
た
だ
ち
に
「
下
格
子
」
に

直
結
さ
せ
た
く
な
い
意
識
が
「
を
」
を
選
ば
せ
た
と
見
て
お
き
た
い
（
雪

好
き
を
公
言
す
る
書
き
手
の
心
情
の
投
影
と
も
説
明
で
き
る（
（1
（

）。
従
っ
て

単
純
接
続
が
妥
当
か
。
冒
頭
部
を
現
代
語
訳
す
れ
ば
、

　
　

�　

雪
が
と
て
も
高
く
降
り
積
も
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
い
つ
も
と
違
っ

て
（
早
め
に
）
御
格
子
を
下
ろ
し
て
炭
櫃
に
火
を
お
こ
し
て
（
女
房

た
ち
が
）
お
し
ゃ
べ
り
な
ど
し
て
集
ま
っ
て
伺
候
し
て
い
る
と
、
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と
な
る
。
ち
な
み
に
「
炭
櫃
に
火
お
こ
し
て
」
は
、
集
ま
っ
て
お
し
ゃ
べ

り
す
る
女
房
た
ち
が
、
火
を
お
こ
し
た
炭
櫃
を
囲
ん
で
い
る
と
い
う
状
況

を
説
明
し
た
も
の
。
点
火
は
朝
に
な
さ
れ
て
い
よ
う
（
初
段
）。

　
　
　

三
、〈
秀
句
モ
ー
ド
〉
の
対
話

　

続
い
て
「
香
炉
峰
の
雪
い
か
な
ら
む
」
と
の
仰
せ
に
、
御
簾
ま
で
上
げ

た
「
少
納
言
」
の
応
対
が
定
子
の
笑
顔
を
引
き
出
し
て
い
る
。「
遺
愛
寺

の
鐘
は
枕
に
欹よ

り
て
聴
き
、
香
炉
峰
の
雪
は
簾
を
撥は

ね
て
看
る
」（
白
氏

文
集
・
十
六
）
に
拠
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、「
例
な
ら
ず
」
を
先
の
よ

う
に
解
せ
ば
、
格
子
を
下
ろ
し
て
し
ば
ら
く
し
て
か
ら
、
い
っ
そ
う
高
く

4

4

4

4

4

4

降
り
積
も
っ
た
で
あ
ろ
う
雪
景
色

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が
気
に
な
っ
て
、「
見
て
み
た
い
」
と

表
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
め
っ
た
に
体
験
で
き
な
い
大
雪
で
あ
る
。
こ

こ
で
眺
め
て
お
か
ぬ
の
は
惜
し
い
。
そ
の
思
い
は
「
雪
好
き
」
の
少
納
言

な
ら
わ
か
る
は
ず
、
と
い
う
ご
指
名

4

4

4

だ
ろ
う
。「
知
識
を
試
し
て
や
ろ
う
」

と
か
「
活
躍
の
場
を
与
え
て
や
ろ
う
」
と
い
っ
た
、
こ
と
さ
ら
な
作
為
は

感
じ
さ
せ
な
い
。
な
お
原
詩
「
發
簾
」
と
「
御
簾
を
高
く
上
げ
た
れ
ば
」

の
語
義
に
つ
い
て
は
、中
島
和
歌
子
の
考
証
に
詳
し
い（
（1
（

。「
撥
簾
」は「
さ
っ

と
は
ね
上
げ
る
」
動
作
だ
が
、
枕
草
子
の
「
高
く
上
ぐ
」
は
「
簾
を
巻
き

上
げ
て
鉤
に
か
け
る
」
意
と
な
る
（『
榊
原
新
釈
』
も
指
摘
）。
簾
を
手
で

高
く
持
ち
上
げ
て
み
せ
る
と
い
う
よ
う
な
得
意
然
と
し
た
姿
で
は
な
い
。

格
子
を
上
げ
た
だ
け
で
も
中
宮
の
意
向
に
応
え
た
こ
と
に
な
る
が
、
雪
景

色
と
直
に
対
峙
す
る
場
が
提
供
さ
れ
た
（
室
内
の
暖
よ
り
風
流
が
優
先
さ

れ
た
）
わ
け
だ
。「
簾
を
ま
き
あ
げ
て
看
る
」（
こ
れ
が
当
時
の
訓
と
思
わ

れ
る（
（1
（

）
な
る
詩
句
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

最
後
は
女
房
た
ち
の
「
さ
る
こ
と
は
知
り
～
」
と
い
う
讃
辞
で
結
ば
れ

る
。
そ
の
中
に
あ
る
「
歌
な
ど
に
さ
へ
う
た
へ
ど
」
は
（『
榊
原
新
釈
』

や
中
島
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
に
）
和
歌
に
詠
む
こ
と
を
「
う
た
ふ
」
と

す
る
用
例
は
な
い
の
で
、「
歌
謡
に
し
て
歌
う
」（『
新
編
』）
の
意
と
な
ろ

う
か
。「
さ
べ
き
」は
多
く
の
注
が「
し
か
る
べ
き
」「
ふ
さ
わ
し
い
人
」「
適

任
者
」
と
解
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
集
成
』
は
「
そ
う
あ
る
べ
き
」
と

い
う
女
房
の
反
省
の
弁
と
し
、『
学
術
』
も
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
枕
草

子
の
「
さ
べ
き
」
の
用
例
に
照
ら
せ
ば
や
は
り
「
し
か
る
べ
き
、
適
当
な
」

（『
新
編
』）
が
妥
当
で
あ
る
。
何
が
「
さ
べ
き
」
か
と
言
え
ば
、
格
子
を

上
げ
て
雪
が
見
え
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
な
く
（
そ
こ
ま
で
は
容
易
に
察

し
が
付
こ
う
）、白
詩
を
生
か
し
て
簾
ま
で
巻
き
上
げ
た
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ

の
機
転
を
さ
す（
二
一
段
の「
君
を
し
見
れ
ば
」に
通
じ
る
）。次
段
で
は
、

陰
陽
師
に
仕
え
る
小
童
が
「
例
知
り
、
い
さ
さ
か
主
に
物
言
は
せ
」
ず
立

ち
働
く
様
が
「
う
ら
や
ま
し
け
れ
」
と
評
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
は
通
じ
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合
う
も
の
だ
ろ
う
。
理
想
的
な
主
従
の
あ
り
方
と
し
て
、
そ
の
以
心
伝
心

ぶ
り
こ
そ
を
二
八
二
段
は
誇
っ
て
い
る
の
だ
。

　

こ
こ
ま
で
枕
草
子
に
は
、
定
子
と
の
対
話
が
数
多
く
描
か
れ
て
き
た
。

な
か
で
も
評
価
さ
れ
奨
励
さ
れ
て
き
た
の
は
、歌
の
や
り
と
り
も
含
む〈
秀

句
モ
ー
ド
の
対
話
〉
だ
っ
た（
（1
（

。
三
巻
本
に
よ
っ
て
一
覧
し
て
お
く（
（1
（

。

　
　
（
１
）�

九
一
段　

清
「
な
か
ば
隠
し
た
り
け
む
」
→
定
「
別
れ
は
知

り
た
り
や
」

　
　
（
２
）�

九
六
段　

定「
し
た
わ
ら
び
こ
そ
」→
清「
ほ
と
と
ぎ
す
」（
連

歌
）

　
　
（
３
）�

九
六
段　

定
「
元
輔
が
の
ち
と
」（
歌
）
→
清
「
そ
の
人
の
後

と
」（
歌
）

　
　
（
４
）�

九
七
段　

定
「
な
ど
か
う
音
も
せ
ぬ
」
→
清
「
た
だ
秋
の
月

の
心
を
」

　
　
（
５
）�

九
八
段　

定
「
思
ふ
べ
し
や
い
な
や
」
→
清
「
九
品
蓮
台
の

間
に
は
」

　
　
（
６
）�

一
七
八
段　

定
「
い
か
に
し
て
」（
歌
）
→
清
「
う
す
さ
こ
さ
」

（
歌
）

　
　
（
７
）�

二
二
三
段　

定「
山
の
は
あ
け
し
」→
清「
な
ら
ぬ
名
の
」（
連

歌
）

　
　
（
８
）�

二
二
四
段　

清
「
こ
れ
ま
せ
越
し
に
」
→
定
「
み
な
人
の
」

（
歌
）

　
　
（
９
）�

二
六
一
段　

清
「
世
の
中
の
腹
立
た
し
う
」
→
定
「
姥
捨
山

の
月
は
」

　
　
（
10
）
二
六
一
段　

定
「
と
く
ま
ゐ
れ
」
→
清
「
か
け
ま
く
も
」（
歌
）

　
　
（
11
）�

二
六
二
段　

清
「
泣
き
て
別
れ
け
む
顔
に
」
→
定
「
げ
に
雨

降
る
は
」

　
　
（
1（
）�

二
六
二
段　

定
「
花
の
心
開
け
ざ
る
や
」
→
清
「
秋
は
い
ま

だ
し
く
」

　
　
（
13
）
二
八
二
段
（
本
段
）

　
　
（
1（
）�

二
八
四
段　

定
「
い
か
に
し
て
」（
歌
）
→
清
「
雲
の
上
も
」

（
歌
）

全
十
四
例
の
な
か
で
、
特
筆
す
べ
き
は
五
例
に
も
及
ぶ
漢
詩
を
踏
ま
え
た

応
答
（
１
・
４
・５
・
1（
・
13
）
だ
ろ
う
。
女
性
同
士
で
あ
り
な
が
ら
（
連

歌
二
例
を
含
め
た
）
和
歌
の
贈
答
（
２
・
３
・
６
・７
・
1（
）
と
同
数
と
な
っ

て
い
る
（
残
る
８
・
10
は
ど
ち
ら
か
一
方
の
詠
歌
、
９
・
11
は
和
歌
を
踏

ま
え
た
秀
句
）。
こ
の
よ
う
な
枕
草
子
を
象
徴
す
る
対
話
が
、
九
一
段
を

嚆
矢
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
最
後
を
飾
る
の
が

本
段
な
の
だ
。
言
葉
と
言
葉
の
や
り
と
り
で
は
な
い
が
、
定
子
の
「
笑
は
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せ
た
ま
ふ
」
と
い
う
反
応
か
ら
、
や
は
り
〈
秀
句
モ
ー
ド
の
対
話
〉
が
成

立
し
た
と
見
な
さ
れ
る
。
漢
籍
を
踏
ま
え
た
応
答
の
最
後
に
、
こ
れ
ま
で

に
例
を
見
な
い
対
話
の
形
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　
　
　

四
、
二
八
二
段
か
ら
二
八
四
段
へ

　

さ
ら
に
本
段
に
は
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
特
徴
が
あ
る
。
前
掲
の

「
人
々
」（
女
房
た
ち
）
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
清
少
納
言
自
身
に
向
け
ら

れ
た
女
房
の
コ
メ
ン
ト
が
、
直
接
話
法
で
再
現
さ
れ
た
現
場
は
、
以
下
の

十
例
を
数
え
る（
（1
（

。

　
　
（
ア
）
七
段
「
つ
ひ
に
こ
れ
を
言
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
こ
と
」

　
　
（
イ
）
七
九
段
「
あ
な
う
れ
し
」「
と
く
お
は
せ
よ
」

　
　
（
ウ
）
八
〇
段
「
ま
づ
こ
れ
は
い
か
に
～
」「
誰
も
見
つ
れ
ど
～
」

　
　
（
エ
）
九
六
段
「
な
ほ
そ
こ
に
」「
さ
し
て
得
た
ら
む
人
こ
そ
せ
め
」

　
　
（
オ
）
九
八
段
「
一
乗
の
法
な
な
り
」

　
　
（
カ
）
一
〇
一
段
「
あ
し
か
め
り
」「
う
し
ろ
め
た
き
わ
ざ
か
な
」

　
　
（
キ
）
一
七
八
段
「
見
ぐ
る
し
、
さ
の
み
や
は
～
」

　
　
（
ク
）
二
六
一
段
「
い
み
じ
う
や
す
き
息
災
の
祈
り
な
な
り
」

　
　
（
ケ
）
二
六
二
段
「
殿
上
ゆ
る
さ
る
る
～
」「
馬
さ
ゑ
の
ほ
ど
こ
そ
」

　
　
（
コ
）
二
八
二
段
（
本
段
）

文
脈
を
見
れ
ば
、「
～
な
ど
笑
ふ
」（
ア
）「
～
と
て
笑
ふ
」（
ウ
）「
～
な

ど
人
々
も
笑
ふ
事
の
筋
な
め
り
」（
オ
）「
～
と
笑
へ
ど
」（
ケ
）と「
笑
い
」

を
伴
う
例
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
「
か
ら
か
い
」
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て

お
り
、（
ク
）
も
そ
れ
に
含
ま
れ
よ
う
。
ほ
か
は
叱
責
（
カ
・
キ
）
や
仕

事
の
押
し
付
け
（
エ
）
で
、
歓
迎
を
表
明
し
た
（
イ
）
の
よ
う
な
例
は
珍

し
い
。
つ
ま
り
、
清
少
納
言
を
称
え
る
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
は
本
段
が
最
初

で
最
後
な
の
だ（
（1
（

。
か
つ
て
一
三
八
段
で
は
同
僚
と
の
深
刻
な
軋
轢
も
語
ら

れ
て
い
た
が
、
女
房
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
の
綴
じ
目
に
、
最
高
の
讃
辞
が
用

意
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
自
讃
的
な
側
面
は
確
か
に
認
め
ら
れ
よ
う
。
た

だ
従
来
は
そ
の
点
ば
か
り
強
調
さ
れ
て
き
た
嫌
い
が
あ
る
。
こ
の
問
題
に

関
し
て
は
改
め
て
後
述
し
た
い
。

　

二
八
二
段
は
先
述
の
よ
う
に
、
定
子
と
の
漢
籍
を
踏
ま
え
た
対
話
の
最

後
を
飾
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
定
子
と
の
対
話
が
本
編
最
後
に
描
か
れ
る

の
が
、
後
続
の
二
八
四
段
で
あ
る
（
前
掲
1（
）。
そ
の
二
八
四
段
と
の
間

に
は
、
次
の
よ
う
な
短
い
文
章
が
挟
ま
れ
て
い
た
。

　
　
　

陰お
ん

陽や
う

師じ

の
も
と
な
る
小こ

童わ
ら
は

べ
こ
そ
、
い
み
じ
う
物
は
知
り
た
れ
。

　
　

�　

祓は
ら
へ

な
ど
し
に
出い

で
た
れ
ば�

祭さ
い

文も
ん

な
ど
読よ

む
を
、
人
は
な
ほ
こ
そ
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聞
け
、
ち
う
と
立
ち
走
り
て
「
酒さ

け

、
水み
づ

い
か
け
さ
せ
よ
」
と
も
言
は

ぬ
に�

し
あ
り
く
さ
ま
の
、
例れ
い

知
り
、
い
さ
さ
か
主し
う

に
物
言
は
せ
ぬ

こ
そ�
う
ら
や
ま
し
け
れ
。〈
さ
ら
む
者
が
な�

使
は
む
〉
と
こ
そ
お

ぼ
ゆ
れ
。（
二
八
三
段
）

先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
主
人
の
意
を
汲
ん
で
「
例
知
り
」「
主
に
物
言
は

せ
ぬ
」
ま
ま
立
ち
働
く
童
を
記
し
た
も
の
。
前
段
に
描
か
れ
た
阿
吽
の
呼

吸
を
主
従
一
般
に
広
げ
て
、
使
う
側
の
立
場
か
ら
評
し
た
こ
と
に
な
る（
（1
（

。

そ
の
直
後
、
次
の
よ
う
な
光
景
が
登
場
す
る
。

　
　

�　

三
月
ば
か
り
、「
物
忌い
み

し
に
」
と
て
か
り
そ
め
な
る
所
に
人
の
家い
へ

に
行
き
た
れ
ば
、
木
ど
も
な
ど
の
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
中
に
、
柳や
な
ぎ

と
い
ひ
て
例れ
い

の
や
う
に
な
ま
め
か
し
う
は
あ
ら
ず
、
ひ
ろ
く
見み

え
て

に
く
げ
な
る
を
、「
あ
ら
ぬ
も
の
な
め
り
」
と
言い

へ
ど
「
か
か
る
も

あ
り
」
な
ど
言い

ふ
に
、

　
　
　

�

さ
か
し
ら
に
柳や
な
ぎ

の
ま
ゆ
の
ひ
ろ
ご
り
て�

春は
る

の
お
も
て
を
ふ
す
る

宿
か
な

　

と
こ
そ
見み

ゆ
れ
。

　

あ
る
年
の
三
月
、
物
忌
み
で
出
掛
け
た
時
の
こ
と
。
広
が
っ
て
見
え
た

柳
の
葉
に「
春
の『
お
も
て
を
ふ
す
る
』（
面
目
を
つ
ぶ
す
）宿
で
あ
る
よ
」

と
詠
ん
で
い
る
。
一
見
他
愛
な
い
逸
話
だ
が
、
こ
の
「
面
伏
せ
」
こ
そ
が

本
段
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
こ
と
が
最
後
に
明
ら
か
に
な
る（

11
（

。
場
面
は
こ
う

転
換
し
て
ゆ
く
。

　
　

�　

そ
の
こ
ろ
、
ま
た
同お
な

じ
物
忌い
み

し
に
さ
や
う
の
所
に
出い

で
来く

る
に
、

二
日
と
い
ふ
日
の
昼ひ
る

つ
方か
た

、
い
と
つ
れ
づ
れ
ま
さ
り
て
た
だ
今
も
ま

ゐ
り
ぬ
べ
き
心
地ち

す
る
ほ
ど
に
し
も
、
仰お
ほ

せ
言ご
と

の
あ
れ
ば
い
と
う
れ

し
く
て
見み

る
。
浅あ
さ

緑み
ど
り

の
紙か
み

に
宰
相
の
君き
み

い
と
を
か
し
げ
に
書か

い
た

ま
へ
り
。

　

同
じ
頃
、
同
じ
事
情
で
滞
在
し
た
家
で
の
話
。
よ
っ
て
こ
れ
も
季
節
は

晩
春
、
日
暮
れ
ま
で
が
長
く
感
じ
ら
れ
る
頃
で
あ
る
。
そ
の
「
つ
れ
づ
れ
」

に
耐
え
難
く
な
っ
て
い
た
矢
先
、
定
子
の
仰
せ
言
が
代
筆
し
た
宰
相
の
私

信
と
と
も
に
届
け
ら
れ
た
。
う
れ
し
さ
の
あ
ま
り
物
忌
み
も
無
視
し
て
開

い
て
み
る
と
、

　
　

�

い
か
に
し
て�

す
ぎ
に
し
か
た
を
す
ぐ
し
け
む�

く
ら
し
わ
づ
ら
ふ
昨

日
今け

ふ日
か
な

　
　

�
と
な
む
。
わ
た
く
し
に
は
、
今け

ふ日
し
も
千
歳と
せ

の
心
地ち

す
る
に
暁
あ
か
つ
き

に
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は
と
く
。

と
あ
っ
た
。
こ
の
歌
は
千
載
集
に
「
一
条
院
御
時
、
皇
后
宮
に
清
少
納
言

初
め
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
三
月
ば
か
り
二
、三
日
ま
か
り
い
で
て
侍
り
け

る
に
、
か
の
宮
よ
り
つ
か
は
さ
れ
て
侍
り
け
る
」
と
い
う
詞
書
と
共
に
見

え
る
。
こ
こ
か
ら
事
件
時
を
特
定
す
る
試
み
が
『
金
子
評
釈
』
以
来
な
さ

れ
て
お
り
、
今
日
で
は
「
正
暦
五
年
三
月
か
」（『
大
系
』）
に
従
う
注
釈

書
が
多
い
。
同
時
に
歌
に
あ
る
「
す
ぎ
に
し
か
た
」
も
、「
そ
な
た
が
出

仕
す
る
以
前
の
昔
の
日
々
」（『
集
成
』）
と
解
さ
れ
て
い
る
。
事
件
時
を

特
定
し
な
い
諸
注
で
も
、
や
は
り
「
あ
な
た
と
逢
う
前
は
」（『
新
全
集
』）

な
ど
と
訳
さ
れ
（『
角
川
』『
全
注
釈
』『
新
大
系
』『
学
術
』
ほ
か
）
通
説

と
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
だ
が
こ
う
し
た
理
解
は
妥
当
な
の
か
。
次
節
で

検
討
し
て
み
た
い
。

　
　
　

五
、
二
八
四
段
の
応
答

　

こ
こ
で
本
文
か
ら
確
認
で
き
る
年
時
は
「
あ
る
年
の
三
月
」
の
み
で
あ

る
。
歌
の
趣
も
ま
ず
は
そ
こ
か
ら
読
み
解
く
べ
き
だ
ろ
う
。「
く
ら
し
わ

ず
ら
ふ
」
と
は
従
っ
て
「
日
暮
れ
ま
で
の
時
を
過
ご
す
こ
と
に
難
儀
す
る
」

意
と
な
り
、「
二
六
二
段
と
同
じ
く『
君
を
思
ひ
て
春
の
日
遅
し
』（
文
集
・

十
二
・
長
相
思
）
に
拠
る
」（
と
も
に
『
新
編
』
注
）
歌
句
と
見
な
さ
れ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
圷
美
奈
子
に
も
詳
し
い
論
考
が
あ
り（
1（
（

、
こ
こ
で
は
清

少
納
言
の
不
在
が
「
春
の
日
長
を
い
よ
い
よ
切
実
に
長
く
思
わ
せ
る
」
と

い
う
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
本
文
に
な
い
「
出
仕
前
」
を
持
ち
出

し
て
解
す
る
必
然
性
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
く
首
肯
さ

れ
よ
う
。

　

千
載
集
の
「
初
め
て
侍
り
け
る
こ
ろ
」
は
、
事
件
時
の
推
定
と
し
て
は

妥
当
な
の
か
も
し
れ
な
い
（
そ
れ
を
積
極
的
に
否
定
す
る
材
料
も
な
い
）。

だ
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
清
少
納
言
退
出
後
の
「
昨
日
今

日
」
の
暮
ら
し
難
さ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
共
に
過
ご
し
た
「
す
ぎ
に
し
か

た
」（
退
出
前
の
日
々
）に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
の
だ
。そ
な
た
の
退
出
前
、

こ
の
春
の
日
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
過
ご
し
て
い
た
の
か
（
わ
か
ら
な

く
な
る
ほ
ど
昔
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
）。
そ
な
た
の
い
な
い
「
昨
日
今
日
」

が
あ
ま
り
に
長
く
感
じ
ら
れ
る
か
ら
―
―
と
い
う
対
比
だ
ろ
う
。な
お「
す

ぎ
に
し
か
た
」
は
他
に
二
例
、
と
も
に
地
の
文
に
見
ら
れ
る
。

　
　

�
過
ぎ
に
し
か
た
恋
し
き
も
の　

か
れ
た
る
葵あ
ふ
ひ　

雛ひ
ひ
な

遊
び
の
調て
う

度ど

。

（
二
八
段
）

　
　

�

月
の
明あ

か
き
は
し
も
、
過
ぎ
に
し
か
た
行
末
ま
で
思
ひ
残
さ
る
る
こ

と
な
く
心
も
あ
く
が
れ
、（
二
七
六
段
）
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ど
ち
ら
も
、
年
を
越
え
て
遡
る
よ
う
な
過
去
時
が
想
定
さ
れ
よ
う
か
。
諸

注
の
「
出
仕
以
前
」
と
い
う
解
釈
は
、
こ
う
し
た
語
感
に
も
ひ
か
れ
た
の

だ
ろ
う
。
確
か
に
通
常
の
会
話
な
ら
、
わ
ず
か
二
日
前
を
「
す
ぎ
に
し
か

た
」
と
は
言
わ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
こ
は
、
退
出
前
の
日
々
を

あ
え
て
そ
う
呼
ぶ
こ
と
で
「
昨
日
今
日
」
の
時
の
長
さ
を
誇
張
し
て
い
る

の
だ
。
待
ち
わ
び
る
思
い
を
伝
え
る
た
め
に
。
宰
相
の
「
今
日
し
も
千
歳

の
心
地
す
る
」
も
同
趣
で
あ
る
。

　

返
信
は
次
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
と
い
う
。

　
　

�

雲
の
上
も
く
ら
し
か
ね
け
る�

春
の
日
を�
と
こ
ろ
が
ら
と
も
な
が
め

つ
る
か
な

　
　

�

わ
た
く
し
に
は
、
今こ

宵よ
ひ

の
ほ
ど
も
「
少
将
に
や
な
り
は
べ
ら
む
」
と

す
ら
む
。

こ
ち
ら
で
も
春
の
日
長
を
暮
ら
し
か
ね
て
い
ま
し
た
。
所
在
な
さ
を
「
所

が
ら
」（
見
所
も
な
い
こ
の
家
）
の
せ
い
に
し
て
―
―
。
だ
が
以
下
に
記

さ
れ
る
よ
う
に
、こ
の
歌
は
大
変
な
不
興
を
買
う
こ
と
に
な
る
。ま
た「
わ

た
く
し
に
は
」
以
下
は
宰
相
へ
の
私
信
だ
が
、「
少
将
」
が
何
者
か
が
わ

か
ら
な
い
。『
春
曙
抄
』
が
「
深
草
少
将
」
を
あ
げ
、
諸
注
は
そ
れ
に
拠

る
か
参
考
と
し
て
引
い
て
い
る
。
だ
が
百
夜
通
い
伝
承
と
の
重
ね
方
が
難

し
く
、
さ
ら
に
そ
の
伝
承
が
同
時
代
に
確
認
で
き
な
い
こ
と
も
あ
り
、
決

定
打
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
諸
注
は
と
り
あ
え
ず
「
あ
の
少
将
の
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
い
た
し
ま
す
」（『
角
川
』）

「
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら『
少
将
』に
な
ろ
う
か
、と
い
う
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
」

（『
新
全
集
』）
な
ど
と
訳
し
て
い
る
。
た
だ
、「
～
む
と
す
」
ま
で
は
「（
少

将
に
）
な
ろ
う
と
す
る
、
な
ろ
う
と
思
う
」
と
解
す
と
し
て
も
、
一
文
を

結
ぶ
の
は
「
ら
む
」
で
あ
る
。
押
さ
え
る
べ
き
は
、
こ
れ
が
宰
相
の
「
暁

に
は
と
く
」
へ
の
返
答
で
あ
り
、
実
際
に
「
暁
に
」
参
上
し
て
い
る
点
だ

ろ
う
。「
ら
む
」（
現
在
推
量
）
を
用
い
る
こ
と
で
、
文
を
受
け
取
っ
た
時

点
の
宰
相
に
推
量
さ
せ
る
と
い
う
体
で
、
お
そ
ら
く
自
身
の
予
定
を
伝
え

て
い
る
の
だ
。「（
あ
な
た
が
文
を
受
け
取
る
で
あ
ろ
う
）今
宵
に
も
」「（
自

分
は
）
～
し
て
い
る
だ
ろ
う
」。「
少
将
に
な
る
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

出
立
の
「
慌
た
だ
し
さ
」「
必
死
さ
」、
相
手
の
意
向
に
対
す
る
「
忠
実
さ
」

「
誠
実
さ
」
な
ど
が
想
定
で
き
よ
う
か
。
大
意
と
し
て
は
「（
あ
な
た
の
お

言
葉
通
り
）
今
宵
の
内
に
出
立
し
ま
し
ょ
う
」
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

　
　
　

六
、
歌
句
の
不
評

　
　

�　

暁
あ
か
つ
き

に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、「
昨
日
の
返
し
『
か
ね
け
る
』
い
と
に
く
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し
。
い
み
じ
う
そ
し
り
き
」
と
仰お
ほ

せ
ら
る
る
、
い
と
わ
び
し
。
ま
こ

と
に
さ
る
事こ
と

な
り
。

二
八
四
段
の
結
び
で
あ
る
。
返
歌
の
「（
く
ら
し
）
か
ね
け
る
」
が
定
子

か
ら
駄
目
出
し
さ
れ
て
い
る
。
清
少
納
言
へ
の
言
葉
と
し
て
は
、
最
も
厳

し
い
も
の
と
な
る
。
こ
こ
も
諸
注
、
な
ぜ
「
い
と
に
く
し
」
と
ま
で
批
判

さ
れ
た
の
か
、「
い
み
じ
う
そ
し
り
き
」
の
主
語
は
誰
か
で
、
解
釈
が
分

か
れ
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
「
あ
ま
り
に
う
け
ば
り
た
る
事
と
た
は

ぶ
れ
の
給
ふ
也
」（『
春
曙
抄
』）以
来
、「
独
断
的
な
言
い
ぶ
り
」（『
精
講
』）

「
思
い
あ
が
っ
た
態
度
」（『
旺
文
』）「
生
意
気
」（『
角
川
』
訳
）「
自
負
の

態
度
」（『
和
泉
』）「
自
負
心
過
剰
で
失
礼
」（『
新
全
集
』）
な
ど
、
思
い

上
が
り
や
非
礼
を
指
摘
す
る
も
の
が
最
も
多
い
。
根
拠
と
し
て
は
、
定
子

の
歌
を
「
奪
胎
し
て
返
歌
し
た
か
ら
」（『
塩
田
評
釈
』）、
そ
の
上
「
臣
下

の
身
で
肯
定
的
に
受
け
と
め
て
い
る
か
ら
」（『
旺
文
』）、「
中
宮
の
お
世

辞
を
そ
の
ま
ま
と
っ
た
か
ら
」（『
和
泉
』）
等
の
説
明
も
あ
る
。

　

一
方
、
具
体
的
に
歌
句
の
不
備
を
指
摘
す
る
論
が
あ
る
。『
解
環
』
は

問
題
を「
和
歌
表
現
と
し
て
の
語
法
上
の
適
否
」に
絞
る
べ
き
だ
と
し
て
、

「『
け
る
』
が
推
量
伝
聞
の
作
用
を
し
て
い
る
の
で
、
中
宮
の
お
気
持
ち
が

十
分
に
わ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
」（『
集
成
』
に
同
じ
）
と
説
く
。

「
け
る
」
を
問
題
視
す
る
と
し
て
も
「
推
量
伝
聞
の
作
用
」
と
い
う
理
解

は
特
異
で
あ
り
、
従
え
な
い
。
ほ
か
に
「『
け
り
』
の
用
い
方
で
失
敗
し
た
」

（『
ほ
る
ぷ
』）
と
す
る
も
の
に
、「
推
量
の
言
い
方
に
で
も
す
れ
ば
ま
だ
い

く
ら
か
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
」（『
研
究
』）「
婉
曲
に『
か
ね
け
む
』と
あ
っ

た
ら
よ
か
っ
た
の
に
」（
小
島
俊
夫（
11
（

）
等
が
あ
り
、
ま
た
「
け
り
」
を
「
気

づ
き
」
と
解
し
て
「
宰
相
の
伝
言
で
は
じ
め
て
中
宮
の
寂
し
さ
に
気
づ
い

た
こ
と
に
な
る
か
ら
」（『
ほ
る
ぷ
』『
新
全
集
』）
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

ど
れ
も
「
推
量
伝
聞
」
説
よ
り
は
穏
当
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
は
「
け
る
」

の
適
否
と
い
う
よ
り
、
や
は
り
「
か
ね
け
る
」
の
問
題
と
し
て
考
え
る
べ

き
で
は
な
い
か
。

　

か
つ
て
岸
上
慎
二
に
「『
暮
ら
し
わ
づ
ら
ふ
』
と
『
暮
ら
し
か
ね
け
る
』

と
で
は
『
暮
ら
す
』
状
態
に
大
き
な
差
が
あ
る
」
と
い
う
指
摘
が
あ
っ
た

が（
11
（

、
ど
の
よ
う
な
「
差
」
な
の
か
ま
で
は
言
及
が
な
い
（『
大
系
』
に
は
「
か

ね
け
る
」
は
「
は
っ
き
り
断
言
し
す
ぎ
て
い
る
」
と
の
注
が
あ
る
）。
ま

た
『
新
大
系
』
に
は
「
か
ね
け
る
」
は
「
何
か
を
し
よ
う
と
し
て
出
来
な

い
こ
と
を
表
す
」
の
で
、
こ
こ
は
「
中
宮
の
能
力
不
足
を
言
っ
た
よ
う
な

響
き
を
伴
う
」
と
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
「
く
ら
し
わ
づ
ら
ふ
」
と
「
く

ら
し
か
ね
け
る
」
に
ど
れ
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
の
か
、
厳
密
に
は
判
断
が

難
し
い
が
（
辞
書
類
で
は
「
～
わ
づ
ら
ふ
＝
で
き
ず
に
困
る
」「
～
か
ぬ

＝
で
き
な
い
」
と
訳
し
分
け
る
も
の
も
あ
る
）、
定
子
が
か
く
も
こ
だ
わ

る
か
ら
に
は
、
お
そ
ら
く
後
者
の
方
が
直
接
的
で
、
相
手
の
心
情
を
言
う
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に
は
不
適
切
だ
っ
た
か
。
た
だ
し
問
題
の
本
質
は
、
あ
く
ま
で
も
定
子
歌

と
並
べ
た
時
に
、こ
の
歌
句
が
も
た
ら
す
意
味
作
用
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　

清
少
納
言
は
、
定
子
の
「
く
ら
し
わ
づ
ら
ふ
昨
日
今
日
か
な
」
へ
の
感

激
と
共
感
か
ら
、
つ
い
そ
の
ま
ま
「
雲
の
上
も4

く
ら
し
か
ね
け
る
」
と
受

け
て
し
ま
っ
た
。「
所
在
な
い
の
は
自
分
だ
け
で
な
く
、
中
宮
様
も
暮
ら

し
か
ね
て
い
る
こ
と
よ
」
と
、
こ
こ
（
二
句
目
）
で
詠
嘆
し
て
い
る
よ
う

な
印
象
を
与
え
る
の
だ
。
次
に
「
春
の
日
を
」
が
来
る
の
で
「
か
ね
け
る
」

は
連
体
止
め
（
二
句
切
れ
）
で
は
な
く
、
三
句
切
れ
に
結
果
と
し
て
は
落

ち
着
く
の
だ
ろ
う
が
、
誤
解
を
招
き
や
す
い
詠
み
ぶ
り
と
言
え
よ
う
。
し

か
も
暮
ら
し
難
さ
の
原
因
が
「
自
分
の
不
在
」
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
ま
さ

し
く
「
う
け
ば
り
た
る
」（
憚
り
の
な
い
）
物
言
い
と
な
っ
て
し
ま
う
。

た
だ
お
そ
ら
く
定
子
は
、
単
に
そ
れ
を
「
失
礼
だ
」
と
責
め
た
わ
け
で
も

「
戯
れ
て
」
言
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
ま
い
。
自
分
に
仕
え
る
者
と
し
て
、

歌
句
の
一
字
一
句
に
ま
で
神
経
を
通
わ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（
他
の

女
房
も
意
識
し
た
）
教
育
的
指
導
だ
ろ
う
。
二
一
段
に
描
か
れ
て
い
る
よ

う
に
、
定
子
に
は
目
指
す
べ
き
宮
廷
文
化
の
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
、
明
確
か

つ
高
い
意
識
が
あ
っ
た
。
そ
の
実
現
に
欠
か
せ
な
い
人
材
、
清
少
納
言
へ

の
期
待
の
程
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

最
後
の
「
そ
し
り
き
」
の
問
題
は
、『
金
子
評
釈
』
が
「
女
房
達
が
也
」

と
し
て
以
来
、『
精
講
』『
全
講
』『
和
泉
』『
新
全
集
』『
学
術
』
な
ど
も

従
っ
て
い
る
。
一
方
「
皆
し
て
」（『
角
川
』）「
み
ん
な
で
」（『
ほ
る
ぷ
』

『
全
注
釈
』）
と
い
っ
た
訳
は
、
中
宮
を
含
む
「
皆
」
と
解
せ
よ
う
か
。「
中

宮
や
女
房
が
」
と
明
記
す
る
の
は
『
新
編
』。
ま
た
『
新
大
系
』
は
「
私

を
ひ
ど
く
悪
く
言
っ
た
も
の
ね
」
と
、
そ
の
場
で
清
少
納
言
に
向
け
ら
れ

た
文
句
と
見
て
い
る
。
こ
れ
は
「
昨
日
の
」
事
を
語
る
発
話
な
の
で
、「
そ

し
り
き
」
は
歌
を
受
け
取
っ
た
時
（
過
去
）
に
「
非
難
し
た
」
事
実
を
伝

え
て
い
よ
う
。『
新
大
系
』
の
解
釈
は
、「（
昨
日
）
非
難
し
た
」
と
い
う

言
い
方
が
、
相
手
を
前
に
し
た
発
話
に
は
な
じ
ま
な
い
と
考
え
た
か
ら
だ

ろ
う
。
そ
こ
か
ら
主
語
を
「
女
房
」
と
す
る
解
釈
も
出
て
く
る
の
だ
と
思

わ
れ
る
。
だ
が
こ
こ
は
「
い
と
に
く
し
」
と
い
う
強
い
感
情
語
を
受
け
て

お
り
、「
そ
し
り
き
」
の
主
体
に
は
や
は
り
発
話
者
が
含
ま
れ
よ
う
。
よ
っ

て
、
自
分
は
も
ち
ろ
ん
皆
の
評
判
も
悪
か
っ
た
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
、

「
い
み
じ
う
そ
し
り
き
」
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
と
見
て
お
き
た
い
。
訳

す
な
ら
「（
皆
で
）
た
い
そ
う
非
難
し
た
」
が
ふ
さ
わ
し
い
。
そ
し
て
何

よ
り
注
目
す
べ
き
は
、
こ
れ
が
「
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
べ
き
な
め
り
」
と

結
ば
れ
た
二
八
二
段
と
は
、
正
反
対
の
評
価
と
な
っ
て
い
る
点
だ
ろ
う
。

　
　
　

七
、
終
幕
を
飾
る
二
章
段

　

定
子
が
他
所
の
清
少
納
言
に
文
を
遣
わ
す
場
面
は
、八
三
段
を
嚆
矢
に
、



― （（ ― 『枕草子』「香炉峰の雪」と「三月ばかり」の段を読み直す

こ
こ
ま
で
六
例
が
描
か
れ
て
き
た
。

　
　
（
Ａ
）�

八
三
段
「
と
く
ま
ゐ
り
ね
～
」「
い
み
じ
く
思
へ
る
な
る
～
」

（
里
へ
）

　
　
（
Ｂ
）
八
四
段
「
さ
て
雪
は
今
日
ま
で
あ
り
や
」（
里
へ
）

　
　
（
Ｃ
）
一
三
八
段
「
い
は
で
お
も
ふ
ぞ
」（
里
へ
）

　
　
（
Ｄ
）
二
二
六
段
「
山
ち
か
き
入
あ
ひ
の
鐘
の
～
」（
清
水
寺
へ
）

　
　
（
Ｅ
）
二
六
一
段
「
と
く
ま
ゐ
れ
」（
里
へ
）

　
　
（
Ｆ
）
二
六
二
段
「
花
の
心
開
け
ざ
る
や
」（
里
へ
）

　
　
（
Ｇ
）
二
八
四
段
（
本
段
）

す
べ
て
帰
参
を
促
さ
れ
る
か
、帰
参
に
つ
な
が
る
や
り
と
り
で
あ
る
。Ａ
・

Ｂ
・
Ｃ
・
Ｆ
・
Ｇ
で
は
そ
の
後
の
帰
参
ま
で
が
描
か
れ
、
Ｄ
は
返
事
を
し

た
た
め
る
場
面
で
終
わ
る
が
、
ほ
ど
な
く
帰
参
し
た
の
だ
ろ
う
。
帰
参
ま

で
月
日
を
置
い
た
と
思
わ
れ
る
の
は
、
訳
あ
り
の
里
居
（
注
７
論
文
参
照
）

だ
っ
た
Ｅ
の
み
で
あ
る
。
か
く
て
二
八
四
段
は
、
定
子
と
の
〈
秀
句
モ
ー

ド
の
対
話
〉（
１
～
1（
）
の
最
後
を
飾
る
の
み
な
ら
ず
、
文
の
や
り
と
り

の
最
後
に
し
て
、
帰
参
を
め
ぐ
る
逸
話
の
最
後
に
も
な
っ
て
い
る
。
三
巻

本
で
は
こ
れ
以
降
（
跋
文
を
除
け
ば
）
定
子
と
の
直
接
対
話
は
描
か
れ
な

い
（
能
因
本
は
Ｇ
の
後
に
Ｄ
を
置
く
）。

　

先
に
二
八
四
段
の
モ
チ
ー
フ
が
「
面
伏
せ
」
だ
と
述
べ
た
。
そ
れ
は
、

前
半
で
某
家
の
柳
を
「
春
の
面
を
伏
す
る
」
と
難
じ
て
い
た
当
人
が
、
後

半
で
は
「
面
伏
せ
の
歌
」（『
新
編
』）
を
詠
ん
で
し
ま
う
と
い
う
顛
末
を

さ
す
。
そ
し
て
そ
の
「
面
伏
せ
」
こ
そ
は
、
右
の
（
Ａ
）
に
初
め
て
見
え

る
語
彙
で
も
あ
っ
た（
11
（

。

　
　

�「
い
み
じ
く
思
へ
る
な
る
仲な
か

忠た
だ

が
面お
も
て

伏ぶ

せ
な
る
事
は
、
い
か
で
啓け
い

し

た
る
ぞ
。
た
だ
今こ

宵よ
ひ

の
う
ち
に�

よ
ろ
づ
の
事
を
捨
て
て
ま
ゐ
れ
。

さ
ら
ず
は
い
み
じ
う
に
く
ま
せ
た
ま
は
む
」
と
な
む�

仰
せ
言
あ
れ

ば
、「
よ
ろ
し
か
ら
む
に
て
だ
に
ゆ
ゆ
し
。
ま
い
て
い
み
じ
う
と
あ

る
文も

字じ

に
は
、
命い
の
ち

も
身
も
さ
な
が
ら
捨
て
て
な
む
」
と
て�

ま
ゐ
り

に
き
。（
八
三
段
）

引
用
箇
所
の
前
に
は
、
定
子
へ
の
「
御
前
に
も
『
な
か
な
る
を
と
め
』（
う

つ
ほ
物
語
・
仲
忠
の
歌
）
と
は
御
覧
じ
お
は
し
ま
し
け
む
」
と
い
う
返
答

が
あ
る
。
右
は
そ
れ
を
受
け
て
、
自
分
を
天
女
に
見
立
て
る
な
ん
て
仲
忠

の
「
面
伏
せ
」
に
な
る
で
は
な
い
か
、
と
切
り
返
し
て
い
る
。
そ
れ
は
そ

の
ま
ま
帰
参
の
催
促
と
な
り
、
直
ち
に
そ
れ
は
果
た
さ
れ
た
。「
い
み
じ

う
に
く
ま
せ
た
ま
は
む
」
と
い
う
事
態
が
、
八
三
段
で
は
帰
参
に
よ
っ
て

回
避
さ
れ
て
い
る
。
一
方
の
二
八
四
段
で
は
、
帰
参
は
果
た
す
も
「
い
と
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に
く
し
」「
い
み
じ
う
そ
し
り
き
」
と
い
う
厳
し
い
駄
目
出
し
が
待
っ
て

い
た
。
両
段
の
顛
末
は
好
対
照
で
あ
る
。
か
く
て
三
巻
本
の
帰
参
章
段
群

（
Ａ
～
Ｇ
）
は
「
面
伏
せ
」
に
始
ま
り
「
面
伏
せ
」
に
終
わ
る
。
そ
し
て

ど
ち
ら
に
も
、
返
答
の
一
字
一
句
に
ま
で
目
を
光
ら
せ
る
定
子
の
姿
が
描

か
れ
て
い
る
の
だ
。

　

改
め
て
二
八
二
段
と
二
八
四
段
の
位
相
を
ま
と
め
て
お
く
。
定
子
と
交

わ
し
た
数
々
の
〈
秀
句
モ
ー
ド
の
対
話
〉（
１
～
1（
）
は
随
所
に
散
り
ば

め
ら
れ
て
い
た
が
、
二
八
二
段
は
定
子
と
の
「
漢
籍
を
踏
ま
え
た
対
話
」

の
最
後
と
な
り
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
「
言
葉
に
よ
ら
な
い
応
答
」
が
記
さ

れ
た
章
段
だ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
〈
秀
句
モ
ー
ド
の
対
話
〉
の
ひ
と
つ
の

到
達
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。
二
八
四
段
は
「
帰
参
を
促
さ
れ
た
逸
話
」
の

最
後
に
し
て
、
定
子
と
の
歌
の
贈
答
の
、
つ
ま
り
〈
秀
句
モ
ー
ド
の
対
話
〉

の
最
後
を
飾
る
章
段
だ
っ
た
。
両
段
と
も
定
子
と
の
や
り
と
り
に
焦
点
を

当
て
る
が
、
前
者
に
は
女
房
か
ら
の
最
初
で
最
後
の
賞
讃
が
記
さ
れ
、
後

者
は
定
子
の
最
も
厳
し
い
叱
責
で
結
ば
れ
て
い
る
。
ま
っ
た
く
対
照
的
な

逸
話
だ
が
、
併
せ
て
読
む
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
。
二
八
二
段

は
い
わ
ば
、「
こ
の
宮
の
人
」
に
何
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を

共
有
す
る
女
房
集
団
な
る
も
の
を
描
い
て
い
た
。
だ
が
そ
う
し
た
価
値
観

は
、
最
初
か
ら
「
人
々
」
に
浸
透
し
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

二
八
四
段
に
描
か
れ
た
主
従
の
や
り
と
り
を
見
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
は
定
子

主
導
の
も
と
、
折
々
な
さ
れ
て
き
た
研
鑽
の
賜
物
だ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ

れ
る
。
自
身
の
才
を
誇
る
と
い
う
よ
り
も
、
改
め
て
定
子
の
存
在
を
際
立

た
せ
る
構
成
と
言
え
よ
う
。

　

例
え
ば
教
科
書
の
よ
う
に
二
八
二
段
だ
け
を
取
り
出
し
て
読
む
と
、
両

段
に
託
さ
れ
た
終
幕
と
し
て
の
意
味
合
い
は
、
ま
っ
た
く
無
化
さ
れ
て
し

ま
う
。
む
ろ
ん
切
り
離
し
て
も
鑑
賞
は
可
能
だ
し
、
教
材
と
し
て
の
需
要

に
は
十
分
応
え
て
い
る
の
だ
ろ
う（
11
（

。
だ
が
そ
れ
が
一
面
で
特
定
の
読
み
を

助
長
し
て
き
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
何
し
ろ
教
材
に
選
ば
れ
る
日
記
回

想
段
に
は
、「
く
ら
げ
の
骨
」（
九
九
段
）
で
あ
れ
「
少
し
春
あ
る
心
地
」

（
一
〇
三
段
）
で
あ
れ
、
同
じ
事
情
が
指
摘
で
き
る
か
ら
だ
。
教
室
で
枕

草
子
が
「
清
少
納
言
の
自
慢
話
」
と
し
て
片
付
け
ら
れ
や
す
い
の
は
、
そ

う
読
ん
で
く
だ
さ
い
と
言
わ
ん
ば
か
り
の
体
裁
に
負
う
所
も
大
き
い
。
日

記
回
想
段
に
は
そ
れ
ぞ
れ
、
雑
纂
本
の
配
列
に
よ
っ
て
こ
そ
浮
か
び
上
が

る
意
味
も
あ
る
は
ず
な
の
だ（
11
（

。

　
　
　

八
、
お
わ
り
に

　

年
時
の
わ
か
る
最
終
記
事
（
一
〇
三
段
）
な
ど
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
枕

草
子
は
寛
弘
年
間
に
ま
で
手
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
道
長
の
全
盛
期
、
定

子
後
宮
の
記
憶
が
「
過
去
」
と
な
り
つ
つ
あ
っ
た
頃
で
あ
る
。
や
が
て
勝
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者
側
の
欲
す
る
「
歴
史
」
は
、
定
子
後
宮
の
輝
き
を
無
い
こ
と
に
す
る
、

あ
る
い
は
「
あ
は
れ
に
悲
し
き
」
物
語
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
、
紫
式
部

日
記
や
栄
花
物
語
の
よ
う
な
テ
キ
ス
ト
に
結
実
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る（
11
（

。

　

そ
の
よ
う
な
時
期
に
、
か
つ
て
の
定
子
後
宮
の
記
憶
を
差
し
出
し
て
み

せ
た
の
が
枕
草
子
だ
っ
た
。「
香
炉
峰
の
雪
」
も
「
三
月
ば
か
り
」
も
、

そ
れ
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
何
気
な
い
日
常
の
一
齣
、
他
愛
な
い
「
自
讃

談
」「
失
敗
談
」
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
見
て
き
た
よ
う
に
雑
纂
本
の

配
列
と
構
成
は
、
二
八
二
段
が
示
し
た
「
こ
の
宮
」
を
象
徴
す
る
到
達
点

が
、二
八
四
段
に
描
か
れ
る
よ
う
な
日
々
の
研
鑽
の
賜
物
で
あ
る
こ
と
を
、

そ
こ
に
導
い
た
定
子
の
存
在
と
と
も
に
強
く
印
象
付
け
て
い
た
。
執
筆
時

た
る
「
今
の
世
」（
二
六
二
段
）
か
ら
振
り
返
っ
た
と
き
、
定
子
後
宮
の

存
在
証
明
と
し
て
、
そ
れ
ら
は
外
せ
な
い
「
日
常
」
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
、「
こ
の
草
子
」
が
な
け
れ
ば
伝
わ
ら
な
か
っ
た
光
景
で
あ

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

注（1
）�

小
森
潔
「
教
材
と
し
て
の
香
炉
峰
の
雪
の
段
」（『
枕
草
子　

発
信
す
る
力
』
翰
林

書
房
・
二
〇
一
二
、
初
出
二
〇
〇
三
）
に
詳
し
い
。

（
（
）�

東
望
歩
「
教
科
書
の
な
か
の
〈
枕
草
子
〉」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
四
・
一
）。

（
3
）�

津
島
「
枕
草
子
主
要
章
段
研
究
展
望
・
香
炉
峯
の
雪
の
段
」（『
國
文
學
』

一
九
九
六
・
一
）
に
て
言
及
し
た
。

（
（
）�

最
近
の
論
考
に
は
、
今
井
久
代
「『
枕
草
子
』「
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」
段

を
読
む
」（『
日
本
文
学
』
二
〇
一
六
・
一
）
が
あ
る
。

（
（
）�

本
文
（
三
巻
本
）
及
び
章
段
区
分
は
『
新
編
枕
草
子
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
〇
）

に
よ
る
。

（
（
）�

岸
上
慎
二
「
枕
草
子
の
史
実
の
文
の
年
代
に
つ
い
て
」（『
枕
草
子
伝
記
攷
』
畝
傍

書
房
、
一
九
四
三
）。�

（
（
）�『
阿
部
評
釈
』に
は「
定
子
が
悲
境
に
入
っ
て
か
ら
の
、長
徳
二
年
以
降
の
こ
と
か
」

と
あ
る
。
同
年
冬
は
清
少
納
言
が
里
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
（
津
島
「『
枕

草
子
』「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
の
ち
」
の
段
を
読
み
解
く
」『
古
代
中
世
文
学

論
考
』
三
二
、
新
典
社
、
二
〇
一
五
）、
こ
れ
も
事
実
上
Ａ
期
に
含
ま
れ
よ
う
。

（
（
）�

森
本
元
子
「
日
記
的
の
章
段
の
鑑
賞
」（『
枕
草
子
必
携
』
学
燈
社
、
一
九
六
七
）。

（
（
）�

津
島
「〈
大
雪
〉
を
描
く
枕
草
子
」（『
枕
草
子
論
及
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
四
）。

（
10
）�

た
だ
し
長
徳
四
年
末
の
出
来
事
だ
っ
た
と
し
て
も
、
時
と
場
所
を
捨
象
す
る
本
段

は
、
還
御
の
物
語
（
八
四
段
）
と
は
切
り
離
さ
れ
て
い
る
。

（
11
）�

三
保
忠
夫
「
枕
草
子
『
香
炉
峰
の
雪
』」
上
・
下
（『
国
語
教
育
論
叢
』
一
九
九
一
・�

九
、
九
二
・
八
）。

（
1（
）
注
９
に
同
じ
。

（
13
）�

中
島
和
歌
子
「
枕
草
子
『
香
炉
峯
の
雪
』
の
段
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
」（『
国
文
学

研
究
ノ
ー
ト
』
一
九
九
一
・
三
）。

（
1（
）
注
13
に
同
じ
。

（
1（
）�

通
常
の
対
話
に
対
し
、
何
ら
か
の
技
巧
の
加
わ
っ
た
発
話
を
さ
す
。
津
島
「
秀
句

の
あ
る
『
対
話
』」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』
二
〇
一
六
・
一
）
参
照
。

（
1（
）�
一
対
一
の
対
話
で
は
な
い
が
、
こ
れ
ら
に
先
立
つ
二
一
段
に
は
定
子
後
宮
の
指
針

と
な
る
象
徴
的
な
応
答
（
君
を
し
見
れ
ば
）
が
記
さ
れ
て
い
る
。

（
1（
）�

直
接
の
コ
メ
ン
ト
以
外
で
は
、
一
三
八
段
に
陰
口
と
伝
言
、
二
二
三
段
の
噂
話
な

ど
が
見
え
、
特
定
の
相
手
と
の
文
の
や
り
と
り
は
二
六
一
段
に
見
え
る
。
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1（
）�
定
子
か
ら
直
接
「
少
納
言
」
と
呼
ば
れ
る
の
も
本
段
が
唯
一
の
例
。
こ
の
点
も
含

め
て
二
八
二
段
は
か
な
り
特
異
な
章
段
と
言
え
る
。

（
1（
）�
本
段
も
含
む
二
八
一
段
以
下
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、『
新
編
』
に
「
冬
季
の
経

験
と
し
て
の
二
八
二
段
を
挟
み
、
二
八
四
段
ま
で
陰
陽
道
に
関
わ
る
」
と
い
う
指

摘
が
あ
る
。
こ
う
し
た
微
妙
な
連
繋
、
特
に
二
八
三
段
の
存
在
な
ど
は
、
い
か
に

も
「
た
は
ぶ
れ
書
き
」（
跋
文
）
ら
し
く
装
わ
れ
た
構
成
と
も
見
な
せ
る
。

（
（0
）�「
面
伏
せ
」の
後
半
と
の
関
わ
り
は
、松
浦
正
治「
枕
草
子
の
和
歌
機
能
」（『
語
文
』

一
九
九
一
・
三
）
に
指
摘
が
あ
っ
た
。

（
（1
）�

圷
美
奈
子
「
春
日
遅
遅
―
『
枕
草
子
』「
三
月
ば
か
り
、
物
忌
し
に
と
て
」
の
段

の
贈
答
歌
」（『
和
洋
女
子
大
学
紀
要
』
二
〇
一
〇
・
三
）。

（
（（
）�

小
島
俊
夫
「〈「
か
ね
け
る
」
い
と
に
く
し
〉
枕
草
子
「
三
月
ば
か
り
物
い
み
し
に

と
て
」
の
解
釈
を
め
ぐ
る
諸
説
に
つ
い
て
」（『
奥
羽
大
学
文
学
部
紀
要
』

一
九
八
九
・
十
二
）。

（
（3
）�

岸
上
慎
二
「
清
少
納
言
研
究
へ
の
招
待
」（『
枕
草
子
講
座
』
一
、
有
精
堂
、

一
九
七
五
）。

（
（（
）�

八
三
段
と
の
繋
が
り
に
つ
い
て
は
『
新
編
』
注
に
指
摘
が
あ
る
。

（
（（
）��

東
（
注
２
に
同
じ
）
は
教
材
と
し
て
好
ま
れ
る
理
由
と
し
て
、
文
法
学
習
に
適
し

て
い
る
、
漢
詩
学
習
と
連
繋
で
き
る
と
い
っ
た
点
を
あ
げ
て
い
る
。

（
（（
）��

九
九
段
も
一
〇
三
段
も
、
九
六
段
か
ら
続
く
秀
句
を
め
ぐ
る
日
記
回
想
段
群
の
一

角
を
担
っ
て
お
り
、
そ
の
配
列
に
は
意
味
が
見
出
せ
る
（
津
島
注
1（
論
文
参
照
）。

（
（（
）�

津
島「
奪
回
さ
れ
た〈
定
子
の
記
憶
〉」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』三
一
、新
典
社
、

二
〇
一
五
）
参
照
。

＊
枕
草
子
諸
注
釈
に
関
し
て
は
、
以
下
の
略
称
を
用
い
て
引
用
し
た
。

金
子
評
釈　
　

金
子
元
臣
『
枕
草
子
評
釈
』（
明
治
書
院
、
一
九
二
一
）

精
講　
　
　
　

五
十
嵐
力
・
岡
一
男
『
枕
草
子
精
講
』（
學
燈
社
、
一
九
五
四
）

塩
田
評
釈　
　

塩
田
良
平
『
枕
草
子
評
釈
』（
学
生
社
、
一
九
五
五
）

全
講　
　
　
　

池
田
亀
鑑
『
全
講
枕
草
子
』
下
（
至
文
堂
、
一
九
五
七
）

松
田
評
解　
　

松
田
武
夫
『
評
解
枕
草
子
』（
山
田
書
院
、
一
九
五
七
）

大
系　
　
　
　

�

池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
『
日
本
古
典
文
学
大
系�

枕
草
子
』（
岩
波
書
店
、

一
九
五
八
）

阿
部
評
釈　
　

阿
部
秋
生
『
枕
草
子
評
釈
』（
東
京
堂
、
一
九
五
八
）

研
究　
　
　
　

佐
伯
梅
友
・
石
井
茂
『
枕
草
子
の
研
究
』（
績
文
堂
出
版
、
一
九
五
九
）

旺
文　
　
　
　

田
中
重
太
郎
『
現
代
語
訳
対
照�

枕
冊
子
』
下
（
旺
文
社
、
一
九
七
四
）

榊
原
新
釈　
　

�

榊
原
邦
彦
『
古
典
新
釈
シ
リ
ー
ズ
枕
草
子
』（
加
藤
中
道
館
、

一
九
七
六
）

集
成　
　
　
　

萩
谷
朴
『
日
本
古
典
集
成�

枕
草
子
』
下
（
新
潮
社
、
一
九
七
七
）

角
川　
　
　
　

石
田
穣
二
『
新
版
枕
草
子
』
下�（
角
川
書
店
、
一
九
八
〇
）

解
環　
　
　
　

萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
五
（
同
朋
舎
、
一
九
八
三
）

和
泉　
　
　
　

増
田
繁
夫
『
和
泉
古
典
叢
書�

枕
草
子
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
七
）

ほ
る
ぷ　
　
　

鈴
木
日
出
男
『
枕
草
子
』
下
（
ほ
る
ぷ
出
版
、
一
九
八
七
）

新
大
系　
　
　

渡
辺
実
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系�

枕
草
子
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
一
）

全
注
釈　
　
　

田
中
重
太
郎
（
他
）『
枕
冊
子
全
注
釈
』
五
（
角
川
書
店
、
一
九
九
五
）

新
編
全
集　
　

�

松
尾
聰
・
永
井
和
子
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集�

枕
草
子
』（
小
学
館
、

一
九
九
七
）

学
術　
　
　
　

�

上
坂
信
男
・
神
作
光
一
『
講
談
社
学
術
文
庫�

枕
草
子
』
下
（
講
談
社
、

二
〇
〇
三
）��

新
編　
　
　
　

�

津
島
知
明
・
中
島
和
歌
子
『
新
編
枕
草
子
』（
お
う
ふ
う
、
二
〇
一
〇
、

注
釈
は
中
島
）

付
記　

�

本
稿
は
、
國
學
院
大
學
國
文
學
會
春
季
大
会
・
公
開
講
演
会
（
二
〇
一
六
年
六

月
二
五
日
）
に
て
発
表
し
た
材
料
を
元
に
し
て
い
ま
す
。


