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一
、
は
じ
め
に

　
『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
に
お
け
る
安
和
二
年
三
月
の
安
和
の
変
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
政
治
に
関
わ
る
こ
と
を
書
か
な
い
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
き
わ
め
て
特
異

で
あ
る
。
従
来
そ
れ
は
、
夫
婦
関
係
に
嘆
き
を
抱
い
て
い
る
道
綱
母
が
、
左
遷
さ
れ
た
高
明
や
そ
の
悲
嘆
の
中
で
尼
に
な
っ
た
愛
宮
に
対
し
、
と
も
に
悲
し
み
に

在
る
者
と
し
て
の
同
情
を
掻
き
立
て
ら
れ
た
か
ら
と
い
う
視
点
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
、
こ
の
事
件
直
後
の
五
月
と
閏
五
月
の
条
が
対
構
造
に
な
っ

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
当
時
の
貴
族
社
会
を
騒
然
と
さ
せ
た
安
和
の
変
を
め
ぐ
る
記
事
の
存
在
意
義
に
つ
い
て
新
た
な
見
解
を
述
べ
た
い
。

二
、
兼
家
の
長
精
進

　

安
和
の
変
の
記
事
の
最
後
か
ら
本
文
を
引
用
す
る
。
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Ⅰ
、
そ
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
た
だ
こ
の
事
に
て
す
ぎ
ぬ
。
身
の
上
を
の
み
す
る
日
記
に
は
入
る
ま
じ
き
事
な
れ
ど
も
、
悲
し
と
思
ひ
入
り
し
も
誰
な
ら
ね
ば
、
記
し

お
く
な
り
。

　
　
（
ａ
）
そ
の
前
の
五
月
雨
の
（
ｂ
）
廿
余
日
の
ほ
ど
、
物
忌
も
あ
り
、
な
が
き
精
進
も
は
じ
め
た
る
人
、
山
寺
に
こ
も
れ
り
。
雨
い
た
く
降
り
て
、（
ｃ
）
な

が
む
る
に
、「
い
と
あ
や
し
く
心
細
き
所
に
な
ん
」
な
ど
も
あ
る
べ
し
、
か
へ
り
ご
と
に
、

　
　

時
し
も
あ
れ
か
く
五
月
雨
の
水
ま
さ
り
を
ち
か
た
人
の
日
を
も
こ
そ
ふ
れ

と
物
し
た
る
返
し
、

　
　

ま
し
み
づ
の
ま
し
て
ほ
ど
ふ
る
物
な
ら
ば
（
ｄ
）
お
な
じ
ぬ
れ
に
て
お
り
も
た
ち
な
む

と
い
ふ
程
に
、
閏
五
月
に
も
な
り
ぬ
。�

（
中
巻
・
安
和
二
年
三
月
〜
五
月
）　

　

こ
の
三
月
二
十
五
日
の
政
変
に
つ
い
て
「
悲
し
と
思
ひ
入
り
し
も
誰
な
ら
ね
ば
」
と
、
自
分
自
身
が
悲
し
く
思
っ
た
の
で
記
し
た
と
の
釈
明
に
続
い
て
、「
五

月
」
に
な
っ
た
と
し
、
長
精
進
し
て
い
る
夫
兼
家
を
描
く
。
兼
家
が
描
写
さ
れ
る
の
は
中
巻
冒
頭
一
月
以
来
で
あ
る
。
一
月
二
日
に
道
綱
母
と
時
姫
の
従
者
間
に

諍
い
が
あ
り
そ
の
後
道
綱
母
は
転
居
し
て
、
夫
兼
家
は
「
わ
ざ
と
き
ら
ぎ
ら
し
く
て
日
ま
ぜ
な
ど
に
う
ち
通
ひ
た
れ
ば
」
と
書
か
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
以
降
こ
こ

ま
で
、
安
和
の
変
の
直
前
も
）
（
（

安
和
の
変
の
時
も
、
兼
家
に
触
れ
な
い
。
ま
た
久
し
ぶ
り
に
兼
家
に
つ
い
て
記
す
こ
の
五
月
の
記
事
に
お
い
て
も
、
兼
家
は
「
山

寺
に
こ
も
」
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
道
綱
母
と
会
っ
て
い
な
い
、
ま
た
会
え
な
い
状
況
と
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
の
兼
家
か
ら
便
り
が
来
る
。
兼
家
は
道
綱
母
に
、
二
重
傍
線
部
「
い
と
あ
や
し
く
心
細
き
所
に
な
ん
」
と
心
細
さ
を
訴
え
て
い
る
。
雨
が
ひ
ど
く
降
っ
て
い

る
な
か
、
傍
線
（
ｃ
）「
な
が
む
る
に
」
と
あ
る
よ
う
に
道
綱
母
が
も
の
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
時
に
届
け
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
雨
中
の
こ
の
「
な
が
む
る
に
」

と
、
そ
の
よ
う
な
折
の
山
籠
り
に
お
け
る
兼
家
の
「
い
と
あ
や
し
く
心
細
き
所
に
な
ん
」
は
、
離
れ
て
い
て
も
同
じ
よ
う
に
心
許
な
い
心
情
の
中
に
ふ
た
り
が
い

た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。「
雨
い
た
く
降
り
て
」
か
ら
を
兼
家
の
手
紙
と
解
す
る
注
釈
書
も
存
し
）
（
（

、
そ
う
も
読
め
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
ふ
た
り
の
心
情
が
重

な
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
記
事
は
次
の
条
を
想
起
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

十
二
月
に
な
り
ぬ
。
横
川
に
も
の
す
る
こ
と
あ
り
て
登
り
ぬ
る
人
、「
雪
に
降
り
こ
め
ら
れ
て
、
い
と
あ
は
れ
に
恋
ひ
し
き
こ
と
多
く
な
ん
」
と
あ
る
に

つ
け
て
、
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こ
ほ
る
ら
ん
横
川
の
み
づ
に
降
る
雪
も
わ
が
ご
と
消
え
て
も
の
は
思
は
じ

な
ど
い
ひ
て
、
そ
の
年
は
か
な
く
暮
れ
ぬ
。�

（
上
巻
・
天
暦
八
年
十
二
月
）　

　

兼
家
が
山
籠
中
で
会
え
な
い
状
況
で
あ
る
こ
と
、「
雪
」（
雨
）
が
ひ
ど
く
「
降
」
っ
て
い
る
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
、
兼
家
か
ら
便
り
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
天
候
と
重
ね
ら
れ
て
手
紙
や
詠
歌
が
描
か
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
兼
家
は
手
紙
で
道
綱
母
へ
甘
え
る
よ
う
に
思
慕
を
述
べ
て
い
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
要
素
が
ふ

た
つ
の
記
事
に
お
い
て
共
通
す
る
と
指
摘
で
き
る
。

　

こ
の
上
巻
の
記
事
は
結
婚
が
成
立
し
て
数
ヵ
月
後
、
兼
家
の
手
紙
は
新
妻
へ
恋
し
さ
を
伝
え
る
も
の
で
、
道
綱
母
は
そ
れ
に
和
歌
で
自
分
こ
そ
が
切
な
い
物
思

い
を
し
て
い
る
の
だ
と
切
り
返
し
、
逆
説
的
に
思
慕
を
表
わ
し
て
い
る
。
中
巻
の
当
該
部
は
結
婚
し
て
十
五
年
が
経
っ
て
お
り
、
兼
家
が
道
綱
母
へ
気
弱
な
心
地

を
述
べ
、
道
綱
母
は
「
あ
な
た
が
お
籠
り
の
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
五
月
雨
の
水
が
増
し
て
、
遠
方
の
あ
な
た
は
何
日
も
帰
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
」
と
、
夫
を
心
配
し
し
ば
ら
く
逢
え
な
い
寂
し
さ
を
伝
え
て
い
る
。

　

当
該
記
事
は
上
巻
の
「
横
川
」
の
条
と
同
じ
く
、
夫
の
寺
院
参
詣
の
た
め
そ
し
て
距
離
的
に
も
遠
く
離
れ
て
逢
う
こ
と
の
叶
わ
な
い
夫
婦
が
相
手
へ
の
愛
情
を

示
す
内
容
で
あ
り
、
ま
た
上
巻
の
例
よ
り
も
道
綱
母
が
素
直
に
夫
へ
の
思
慕
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
の
「
時
し
も
あ
れ
」
歌
の
よ
う
に
夫
へ
の
愛
情
を
反
発
的
に

で
な
く
表
現
す
る
道
綱
母
の
和
歌
は
、
上
巻
康
保
三
年
三
月
の
兼
家
急
病
時
に
お
け
る
「
わ
れ
も
さ
ぞ
の
ど
け
き
と
こ
の
う
ら
な
ら
で
か
へ
る
波
路
は
あ
や
し
か

り
け
り
」
と
い
う
非
常
の
折
く
ら
い
で
、『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
当
該
部
は
新
婚
期
の
記
事
を
彷
彿
と
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
夫
へ
の
思
慕

を
表
わ
す
記
事
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

ま
た
当
該
記
事
で
は
上
巻
の
例
と
は
異
な
り
、
続
い
て
兼
家
の
返
歌
「
ま
し
み
づ
の
」
歌
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
。
こ
の
歌
の
第
四
句
は
底

本
を
は
じ
め
と
す
る
古
本
系
諸
本
が
「
お
な
し
ぬ
れ
に
て
」［
傍
線
（
ｄ
）］
な
の
だ
が
、
こ
の
ま
ま
で
は
読
解
で
き
な
い
と
し
て
従
来
「
お
な
じ
ぬ
ま
に
て
／
お

な
じ
ぬ
ま
に
も
」
と
改
訂
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
近
年
今
西
祐
一
郎
に
よ
っ
て
、
こ
れ
は
「
一
味
の
雨
」
と
い
う
仏
典
由
来
の
こ
と
ば
を
元
に
し
た
表
現
で
あ
る

こ
と
が
見
出
さ
れ
た
）
（
（

の
で
あ
り
、
従
い
た
い
。
兼
家
は
仏
典
を
典
拠
と
し
て
、「
万
物
に
平
等
に
降
り
注
ぐ
仏
の
教
え
の
雨
に
濡
れ
て
、
君
の
も
と
に
下
山
し
よ

う
」
と
妻
に
頼
も
し
く
応
え
て
い
る
の
だ
。

　

当
該
記
事
で
は
、
兼
家
の
長
精
進
の
山
籠
り
時
、
し
ば
ら
く
会
う
こ
と
の
で
き
な
い
状
況
下
で
の
夫
婦
の
心
の
通
い
合
い
が
描
出
さ
れ
て
い
る
。
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三
、
道
綱
母
の
長
患
い

─
「
蓮
の
実
一
本
」
と
独
詠
歌

　

右
の
記
事
に
続
く
本
文
を
引
用
す
る

　

Ⅱ
、（
ｅ
）
つ
ご
も
り
よ
り
、
何
ご
こ
ち
に
か
あ
ら
ん
、
そ
こ
は
か
と
な
く
い
と
苦
し
け
れ
ど
、
さ
は
れ
と
の
み
思
ふ
。（
甲
）
命
惜
し
む
と
人
に
見
え
ず
も
あ
り

に
し
が
な
と
の
み
念
ず
れ
ど
、
見
聞
く
人
た
だ
な
ら
で
、（
ｆ
）
芥
子
焼
き
の
や
う
な
る
業
す
れ
ど
、
な
ほ
し
る
し
な
く
て
ほ
ど
ふ
る
に
、
人
は
（
ｇ
）
か
く
き

よ
ま
は
る
ほ
ど
と
て
、（
ｈ
）
例
の
や
う
に
も
通
は
ず
、
新
し
き
所
つ
く
る
と
て
通
ふ
た
よ
り
に
ぞ
、（
ｉ
）
立
ち
な
が
ら
な
ど
も
の
し
て
、「
い
か
に
ぞ
」
な
ど

も
あ
る
。
こ
こ
ち
弱
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、（
乙
）
惜
し
か
ら
で
悲
し
く
お
ぼ
ゆ
る
夕
暮
に
、
例
の
所
よ
り
帰
る
と
て
、（
ｊ
）
蓮
の
実
一
本
を
、
人
し
て
い
れ
た

り
。「
暗
く
な
り
ぬ
れ
ば
、
参
ら
ぬ
な
り
。
こ
れ
、
か
し
こ
の
な
り
。
見
給
へ
」
と
な
ん
い
ふ
。
返
り
ご
と
に
は
、
た
だ
、「『
生
き
て
生
け
ら
ぬ
』
と
聞
え

よ
」
と
い
は
せ
て
、
思
ひ
臥
し
た
れ
ば
、
あ
は
れ
、
げ
に
い
と
を
か
し
か
な
る
所
を
、（
ｋ
）
命
も
知
ら
ず
（
ｌ
）
人
の
心
も
知
ら
ね
ば
、「
い
つ
し
か
見
せ
ん
」

と
あ
り
し
も
、
さ
も
あ
ら
ば
も
、
止
み
な
ん
か
し
と
思
ふ
も
あ
は
れ
な
り
。

　
　

花
に
咲
き
実
に
な
り
か
は
る
世
を
捨
て
て
う
き
は
の
露
と
我
ぞ
消
ぬ
べ
き

な
ど
思
ふ
ま
で
、
日
を
経
て
同
じ
や
う
な
れ
ば
、
心
細
し
。
よ
か
ら
ず
は
と
の
み
思
ふ
身
な
れ
ば
、（
丙
）
つ
ゆ
ば
か
り
惜
し
と
に
は
あ
ら
ぬ
を
、
た
だ
、
こ

の
一
人
あ
る
人
い
か
に
せ
ん
と
ば
か
り
思
ひ
続
く
る
に
ぞ
、
涙
せ
き
あ
へ
ぬ
。�

（
中
巻
・
安
和
二
年
閏
五
月
）　

　

先
の
記
事
の
最
後
「
閏
五
月
に
も
な
り
ぬ
」
を
う
け
、「
閏
五
月
」
傍
線
（
ｅ
）「
つ
ご
も
り
よ
り
」
道
綱
母
の
体
調
が
悪
く
な
っ
た
と
あ
る
。
不
調
の
理
由
は

よ
く
分
か
ら
ず
、
家
族
の
心
配
に
よ
っ
て
傍
線
（
ｆ
）「
芥
子
焼
き
の
や
う
な
る
業
」
と
加
持
祈
祷
を
受
け
、
兼
家
の
見
舞
い
を
記
す
の
だ
が
、
傍
線
（
ｇ
）「
か

く
き
よ
ま
は
る
ほ
ど
」
は
、「
き
よ
ま
は
る
ほ
ど
」
な
の
は
兼
家
が
道
綱
母
か
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
）
（
（

、
兼
家
の
身
の
慎
し
み
と
道
綱
母
の
病
臥
を
重

ね
て
解
せ
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
の
よ
う
な
時
、
傍
線
（
ｈ
）「
例
の
や
う
に
も
通
は
ず
」
と
、
兼
家
が
い
つ
も
の
よ
う
に
は
訪
れ

な
い
と
述
べ
る
。「
例
の
や
う
に
も
通
は
ず
」
と
は
、
そ
れ
ま
で
の
「
例
」
は
比
較
的
頻
繁
な
訪
れ
だ
っ
た
と
な
ろ
う
。
こ
の
表
現
は
、
先
述
し
た
同
年
一
月
頃

の
「
日
ま
ぜ
な
ど
に
う
ち
通
ひ
た
れ
ば
」
を
受
け
る
も
の
で
、
本
邸
を
持
ち
時
姫
と
い
う
妻
が
あ
り
な
が
ら
の
「
日
ま
ぜ
」
の
通
い
は
、
道
綱
母
を
概
ね
満
足
さ

せ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
、
訪
れ
た
兼
家
が
傍
線
（
ｉ
）「
立
ち
な
が
ら
」
の
状
態
で
あ
る
こ
と
に
道
綱
母
は
不
満
を
表
わ
さ
な
い
の
で
あ
り
、
兼
家
が
自
分
を

遇
す
る
あ
り
方
を
順
当
な
も
の
と
捉
え
て
い
る
。
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こ
こ
で
「
新
し
き
所
」
と
新
邸
造
営
に
つ
い
て
触
れ
ら
れ
る
。
兼
家
は
新
邸
の
傍
線
（
ｊ
）「
蓮
の
実
一
本
」
を
道
綱
母
に
送
っ
て
く
る
。
そ
れ
を
見
て
道
綱

母
が
思
う
の
は
、「
本
当
に
と
て
も
素
晴
ら
し
い
と
聞
く
邸
宅
を
、
自
分
の
命
の
今
後
も
あ
の
人
の
心
の
今
後
も
ど
う
な
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、「
す
ぐ
に
君
を

住
ま
わ
せ
よ
う
」
と
言
っ
て
い
た
の
も
、
命
が
尽
き
た
り
心
変
わ
り
に
あ
っ
た
ら
取
り
や
め
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
わ
」
と
の
こ
と
だ
。「
い
つ
し
か
見
せ
ん
」

は
、「
早
く
見
せ
た
い
」（『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

蜻
蛉
日
記
』）
と
の
解
と
、「
一
時
も
早
く
（
道
綱
母
を
）
住
ま
わ
せ
よ
う
」（『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

蜻
蛉
日
記
』）
と
の
解
が
存
す
る
の
だ
が
、「
蓮
の
実
一
本
」
や
道
綱
母
の
独
詠
歌
の
内
容
と
合
わ
せ
る
と
、
後
者
が
妥
当
で
あ
る
。
兼
家
が
、
病
に
臥
し
て
い
る

道
綱
母
に
造
営
中
の
新
邸
の
「
蓮
の
実
一
本
」
を
贈
っ
た
の
は
、
そ
れ
と
彼
女
を
結
縁
さ
せ
て
元
気
づ
け
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
道
綱
母
に
単

に
新
邸
を
見
せ
た
い
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
彼
女
を
迎
え
取
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
の
行
為
と
考
え
ら
れ
る
）
（
（

。
道
綱
母
は
こ
の
ま
ま
の
状
況
だ
っ
た
ら
新
邸
行
き

が
叶
っ
た
は
ず
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。

　

当
該
部
に
は
「
惜
し
」
と
い
う
語
が
こ
こ
ま
で
に
三
例
、
波
線
（
甲
）（
乙
）（
丙
）
が
存
す
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
「
惜
し
く
は
な
い
こ
の
身
」
と
い
う
表
現

で
あ
り
、
繰
り
返
し
用
い
ら
れ
て
、
病
の
た
め
新
邸
入
り
せ
ず
世
を
去
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
甘
受
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
を
読
者
に
印
象
づ
け
る
。
波
線

（
乙
）
の
「
惜
し
か
ら
で
悲
し
く
」
は
、「
惜
し
か
ら
で
悲
し
き
も
の
は
身
な
り
け
り
憂
き
世
そ
む
か
ん
方
を
知
ら
ね
ば
」（『
後
撰
集
』
一
一
八
九
）・「
惜
し
か
ら

で
悲
し
き
も
の
は
身
な
り
け
り
憂
き
世
を
捨
て
ん
か
た
し
な
け
れ
ば
」（『
古
今
六
帖
』
二
一
一
六
）・「
惜
し
か
ら
で
悲
し
き
も
の
は
身
な
り
け
り
人
の
心
の
ゆ
く

へ
知
ら
ね
ば
」（
西
本
願
寺
本
『
貫
之
集
』
下
・
第
六
）
（
（

）
の
よ
う
に
典
型
化
さ
れ
て
い
た
和
歌
表
現
「
惜
し
か
ら
で
悲
し
き
（
も
の
は
身
な
り
け
り
）」
が
引
き
出

さ
れ
た
も
の
で
、
そ
れ
を
介
し
て
傍
線
（
ｌ
）「
人
の
心
も
知
ら
ね
ば
」
と
、
右
記
の
西
本
願
寺
本
『
貫
之
集
』
の
歌
の
一
節
が
浮
上
し
た
と
い
う
機
制
に
な
っ

て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
傍
線
（
ｌ
）「
人
の
心
も
知
ら
ね
ば
」
と
い
う
表
現
は
は
ご
く
一
般
的
な
言
い
回
し
で
あ
っ
て
、
特
定
歌
の
引
歌
表
現
と
せ
ず
読
解
が
可
能

だ
。
表
現
と
し
て
よ
り
重
視
す
べ
き
は
、
夫
の
「
こ
の
蓮
は
新
邸
の
だ
よ
、
ご
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
に
、「
あ
は
れ
、
げ
に
い
と
を
か
し
か
な
る
所
を
」
と
新
邸

へ
の
執
着
が
発
露
し
、
傍
線
（
ｋ
）「
命
も
知
ら
ず
」
と
傍
線
（
ｌ
）「
人
の
心
も
知
ら
ね
ば
」
と
の
思
い
が
対
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

「
命
も
」「
人
の
心
も
」
長
続
き
し
な
け
れ
ば
新
邸
入
り
は
叶
わ
な
い
と
病
の
身
で
悲
観
さ
れ
る
と
い
う
文
脈
に
な
っ
て
い
る
。
続
く
独
詠
歌
で
は
、「
花
に
咲
き

実
に
な
り
か
は
る
世
を
捨
て
て
」
自
分
は
死
ん
で
し
ま
う
の
だ
ろ
う
と
詠
じ
て
お
り
、
こ
の
ま
ま
生
き
長
ら
え
た
ら
「
花
に
咲
き
実
に
な
り
か
は
る
世
」
を
享
受

で
き
る
は
ず
な
の
に
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
波
線
（
甲
）（
乙
）（
丙
）
の
「
惜
し
」
の
用
例
は
み
な
、「
惜
し
く
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
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〜
」
と
あ
る
も
の
で
、
そ
れ
に
続
け
て
家
族
の
指
示
に
よ
る
加
持
祈
祷
に
触
れ
た
り
、
夫
の
新
邸
か
ら
の
贈
り
物
を
記
し
た
り
、
道
綱
の
今
後
へ
の
願
い
を
表
わ

し
た
り
と
、
道
綱
母
を
こ
の
世
へ
つ
な
ぎ
止
め
る
事
柄
が
描
き
取
ら
れ
て
い
た
。
病
い
の
心
細
さ
の
な
か
、
命
も
夫
の
心
も
ど
う
な
る
か
分
か
ら
ず
、「
惜
し
く

は
な
い
」
自
分
と
述
べ
な
が
ら
も
、「
花
に
咲
き
実
に
な
り
か
は
る
世
」
を
過
ご
せ
る
は
ず
の
我
が
身
と
し
て
執
着
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。

　

こ
の
閏
五
月
、
道
綱
母
は
病
の
床
で
「
惜
し
く
は
な
い
と
思
う
の
だ
が
」
と
繰
り
返
し
未
練
を
表
わ
し
て
お
り
、
新
邸
に
入
る
こ
と
が
心
の
内
で
期
待
さ
れ
執

着
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
道
綱
母
と
兼
家
の
関
係
は
こ
の
時
点
で
良
好
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。

四
、
道
綱
母
の
長
患
い

─
遺
書

　

先
の
引
用
部
に
続
く
記
事
を
あ
げ
、
道
綱
母
の
遺
書
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

　

Ⅲ
、
な
ほ
あ
や
し
く
、
例
の
こ
こ
ち
に
違
ひ
て
お
ぼ
ゆ
る
気
色
も
み
ゆ
べ
け
れ
ば
、（
ｍ
）
や
む
ご
と
な
き
僧
な
ど
呼
び
お
こ
せ
な
ど
し
つ
つ
心
み
る
に
、
さ
ら

に
い
か
に
も
い
か
に
も
あ
ら
ね
ば
、
か
う
し
つ
つ
死
に
も
こ
そ
す
れ
、
俄
に
て
は
思
し
き
事
も
い
は
れ
ぬ
物
に
こ
そ
あ
な
れ
、
か
く
て
果
て
な
ば
、
い
と
口

惜
し
か
る
べ
し
、
あ
る
程
に
だ
に
あ
ら
ば
、
思
ひ
あ
ら
む
に
従
ひ
て
も
語
ら
ひ
つ
べ
き
を
、
と
思
ひ
て
、
脇
息
に
お
し
か
か
り
て
、
書
き
け
る
こ
と
は
、

「（
ｎ
）
命
な
か
る
べ
し
と
の
み
の
た
ま
へ
、（
ｏ
）
み
え
て
た
て
ま
つ
り
て
む
と
の
み
思
ひ
つ
つ
あ
り
つ
る
を
、
限
り
に
も
や
な
り
ぬ
ら
ん
、
あ
や
し
く
心
細
き

心
地
の
す
れ
ば
な
ん
。
常
に
き
こ
ゆ
る
や
う
に
、
世
に
ひ
さ
し
き
こ
と
の
い
と
思
は
ず
な
れ
ば
、
ち
り
ば
か
り
（
丁
）
惜
し
き
に
は
あ
ら
で
、
た
だ
こ
の
幼

き
人
の
う
へ
な
ん
、
い
み
じ
く
お
ぼ
え
侍
る
も
の
は
、
あ
り
け
る
。
た
は
ぶ
れ
に
も
御
気
色
の
物
し
き
を
ば
、
い
と
わ
び
し
と
思
ひ
て
は
ん
べ
め
る
を
、
い

と
大
き
な
る
こ
と
な
く
て
侍
ら
ん
に
は
、
御
気
色
な
ど
見
せ
給
ふ
な
。
い
と
罪
ふ
か
き
身
に
は
べ
ら
ば
、

　
　

風
だ
に
も
思
は
ぬ
か
た
に
よ
せ
ざ
ら
ば
こ
の
世
の
こ
と
は
か
の
世
に
も
み
む

侍
ら
ざ
ら
ん
世
に
さ
へ
、
う
と
う
と
し
く
も
て
な
し
給
ふ
人
あ
ら
ば
、
つ
ら
ん
く
な
ん
お
ぼ
ゆ
べ
き
。
年
ご
ろ
、
御
覧
じ
は
つ
ま
じ
く
お
ぼ
え
な
が
ら
、
か

は
り
も
は
て
ざ
り
け
る
御
心
を
見
給
ふ
れ
ば
、
そ
れ
い
と
よ
く
か
へ
り
み
さ
せ
給
へ
。
ゆ
づ
り
お
き
て
な
ど
、
思
ひ
給
へ
つ
る
も
し
る
く
、
か
く
な
り
ぬ
べ

か
め
れ
ば
、
い
と
長
く
な
ん
思
ひ
き
こ
ゆ
る
。（
ｐ
）
人
に
も
言
は
ぬ
こ
と
の
、
を
か
し
な
ど
き
こ
え
つ
る
も
、
忘
れ
ず
や
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
。（
ｑ
）
折
し
も

あ
れ
、
対
面
に
き
こ
ゆ
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
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露
し
げ
き
道
と
か
い
と
ど
死
出
の
山
か
つ
が
つ
濡
る
る
袖
い
か
に
せ
ん
」

と
書
き
て
、
端
に
、「
あ
と
に
は
、
問
な
ど
も
、
塵
の
こ
と
を
な
む
あ
や
ま
た
ざ
な
る
才
よ
く
習
へ
と
な
ん
、
聞
え
お
き
た
る
、
と
宣
は
せ
よ
」
と
書
き

て
、
封
じ
て
、
上
に
、「
忌
な
ど
は
て
な
ん
に
、
御
覧
ぜ
さ
す
べ
し
」
と
書
き
て
、
か
た
は
ら
な
る
唐
櫃
に
ゐ
ざ
り
よ
り
て
入
れ
つ
。（
ｒ
）
み
る
人
あ
や
し

と
思
ふ
べ
け
れ
ど
、
久
し
く
し
な
ら
ば
、
か
く
だ
に
も
の
せ
ざ
ら
ん
こ
と
の
、
い
と
胸
い
た
か
る
べ
け
れ
ば
な
む
。

　

道
綱
母
の
体
調
は
「
例
の
こ
こ
ち
に
違
ひ
て
お
ぼ
ゆ
る
気
色
も
み
ゆ
」
状
態
に
な
り
、「
か
う
し
つ
つ
死
に
も
こ
そ
す
れ
」
と
思
わ
れ
て
遺
書
を
記
す
こ
と
に

な
る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
も
っ
と
も
長
期
間
で
深
刻
な
道
綱
母
の
体
調
不
良
時
で
あ
る
。
し
か
し
奇
妙
な
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
具
合
が
悪
い
こ
の
時
に
父
親
や
息

子
道
綱
が
ま
っ
た
く
描
出
さ
れ
な
い
こ
と
だ
。
上
巻
康
保
元
年
秋
に
お
け
る
母
親
の
死
去
の
際
、
道
綱
母
は
「
足
手
な
ど
、
た
だ
す
く
み
に
す
く
み
て
、
絶
え
入

る
や
う
に
す
」
と
自
分
も
死
に
そ
う
だ
と
し
て
息
子
を
「
引
き
寄
せ
」、「
わ
れ
、
は
か
な
く
て
死
ぬ
る
な
め
り
。
か
し
こ
に
聞
え
ん
や
う
は
」
と
今
後
を
言
い
聞

か
せ
て
お
り
、
周
囲
の
人
は
「
い
か
に
せ
ん
。
な
ど
か
く
は
」
と
「
泣
き
惑
」
い
、
父
親
は
彼
女
に
「
親
は
一
人
や
は
あ
る
。
な
ど
か
く
は
あ
る
ぞ
」
と
気
を

し
っ
か
り
持
つ
よ
う
語
り
か
け
る
さ
ま
が
描
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
な
の
に
、
病
が
長
引
き
遺
書
を
記
す
ほ
ど
容
態
が
悪
か
っ
た
と
す
る
当
該
記
事
で
は
、
家
族
や

身
の
回
り
の
人
に
つ
い
て
、
本
文
Ⅱ
傍
線
（
ｆ
）
直
前
か
ら
「
見
聞
く
人
た
だ
な
ら
で
、
芥
子
焼
き
の
や
う
な
る
業
す
れ
」
と
距
離
を
持
っ
て
間
接
的
に
描
く
だ

け
で
あ
る
。
こ
こ
で
書
か
れ
て
い
る
の
は
道
綱
母
の
感
じ
る
心
身
の
衰
え
と
考
え
ら
れ
そ
う
だ
。

　

こ
の
遺
書
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
道
綱
母
と
兼
家
以
外
に
は
意
味
を
解
せ
な
い
表
現
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
書
き
出
し
の
傍
線
（
ｎ
）「
命
な
か
る
べ

し
と
の
み
の
た
ま
へ
」
は
底
本
に
拠
る
が
、
こ
れ
で
は
意
を
取
れ
な
い
と
し
て
「
命
長
か
る
べ
し
と
の
み
の
た
ま
へ
ど
／
─
の
た
ま
へ
ば
／
─
の
た
ま
ひ
」
な
ど

と
改
訂
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。「
無
か
る
」
と
「
長
か
る
」
で
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
反
対
に
な
り
、
ま
た
改
訂
し
て
も
「
命
は
長
い
だ
ろ
う
と
だ
け
お
っ
し
ゃ

り
」
と
分
か
り
に
く
い
。
前
後
の
内
容
に
よ
っ
て
は
底
本
通
り
解
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と
思
わ
れ
る
。
続
く
傍
線
（
ｏ
）「
み
え
て
た
て
ま
つ
り
て
む
と
の
み
思

ひ
」
も
難
解
で
、
直
前
の
「
と
の
み
の
た
ま
へ
」
と
こ
の
「
と
の
み
思
ひ
（
つ
つ
あ
り
つ
る
を
）」
は
対
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
傍
線
（
ｎ
）
が
分
か
ら

な
い
と
読
み
解
け
な
い
。
こ
こ
は
当
事
者
性
の
強
い
書
き
方
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
傍
線
（
ｐ
）「
人
に
も
言
は
ぬ
こ
と
の
、
を
か
し
な
ど
き
こ
え
つ
る
も
、

忘
れ
ず
や
あ
ら
ん
と
す
ら
ん
」
も
、
忘
れ
難
い
兼
家
と
の
思
い
出
に
つ
い
て
書
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
が
、
内
容
が
解
せ
ず
、
こ
れ
も
自
分
と
夫
以
外
に
は
理
解
で

き
な
く
て
良
い
と
い
う
表
現
で
あ
る
。
こ
の
遺
書
で
は
後
に
の
こ
す
一
子
道
綱
へ
の
顧
慮
を
繰
り
返
し
頼
み
な
が
ら
、
夫
婦
の
睦
言
が
そ
の
ふ
た
り
に
し
か
分
か

ら
な
い
表
現
で
甘
や
か
に
記
さ
れ
て
い
る
。



國
學
院
大
學
紀
要
　
第
五
十
四
巻
（
二
〇
一
六
年
）

三
六

　

遺
書
な
の
で
本
人
と
相
手
に
し
か
分
か
ら
な
い
き
わ
め
て
内
輪
な
書
き
方
が
さ
れ
る
の
は
当
然
、
と
し
て
終
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
遺
書
が
実

際
存
し
た
と
し
て
も
、『
蜻
蛉
日
記
』
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
書
き
物
に
記
さ
れ
て
い
く
と
き
、
そ
の
他
の
手
紙
と
同
様
、
実
在
の
一
通
の
書
簡
か
ら
他
の
誰

か
に
読
ま
れ
る
記
事
と
し
て
改
め
て
記
し
直
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
も
当
事
者
に
し
か
分
か
ら
な
い
表
現
で
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
読
者
に
は

意
味
が
不
明
で
も
か
ま
わ
ず
、
心
が
通
じ
合
っ
て
い
る
夫
婦
と
し
て
解
さ
れ
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
遺
書
に
は
兼
家
と
の
結
婚
生
活
に
お

け
る
つ
ら
さ
は
書
か
れ
ず
、
夫
と
の
幸
せ
な
思
い
出
を
述
べ
て
夫
婦
の
心
の
通
い
合
い
を
表
わ
す
記
事
内
容
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

ま
た
こ
の
遺
書
に
は
、
先
に
考
察
し
た
三
例
に
加
え
、
も
う
一
例
「
惜
し
」（
波
線
（
丁
））
が
存
す
る
）
（
（

。「
た
だ
」
と
続
き
、
こ
こ
も
「
惜
し
く
は
な
い
の
だ

が
」
の
意
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
、
遺
書
以
前
の
地
の
文
の
「
惜
し
」
と
同
様
だ
。
遺
書
は
直
前
の
地
の
文
の
心
情
に
沿
っ
て
い
て
、
地
の
文
に
書
か
れ
る
感

情
が
遺
書
へ
つ
な
が
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
遺
書
に
二
重
傍
線
部
「
あ
や
し
く
心
細
き
心
地
の
す
れ
ば
な
ん
」
と
あ
る
こ
と
は
看
過
し
が
た
い
。
先
述
し
た
兼
家
の
長
精
進
に
お
け
る
本
文

Ⅰ
の
二
重
傍
線
部
「
い
と
あ
や
し
く
心
細
き
所
に
な
ん
」
と
重
な
る
の
だ
。
京
を
離
れ
て
山
寺
に
居
る
兼
家
は
、「
あ
や
し
く
心
細
き
」「
所
」
と
、
居
る
場
所
に

つ
い
て
の
感
慨
と
し
て
述
べ
て
い
て
、
自
邸
の
道
綱
母
は
、「
あ
や
し
心
細
き
」「
心
地
」
と
、
心
情
と
し
て
表
わ
し
て
い
る
。
兼
家
は
、「「
あ
や
し
く
心
細
き

所
」
に
い
る
の
だ
よ
」
と
自
ら
の
状
況
を
道
綱
母
に
訴
え
そ
の
気
持
ち
ゆ
え
に
手
紙
を
送
る
と
し
、
道
綱
母
は
「
も
う
こ
れ
が
限
り
か
と
「
あ
や
し
く
心
細
き
心

地
」
が
す
る
の
で
、
貴
方
に
こ
の
よ
う
に
書
き
残
す
の
で
す
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
二
箇
所
は
と
も
に
、「
あ
や
し
く
心
細
」
い
こ
と
を
相
手
に
伝
え
、
だ
か
ら

今
あ
な
た
に
手
紙
を
書
き
送
る
の
だ
と
表
わ
し
て
い
る
。『
蜻
蛉
日
記
』
に
お
い
て
「
あ
や
し
く
心
細
き
」
の
用
例
は
他
に
な
い
。
近
い
も
の
と
し
て
、「
く
つ
く

つ
ほ
う
し
い
と
か
し
が
ま
し
き
ま
で
鳴
く
を
聞
く
に
も
、「
我
だ
に
も
の
は
」
と
い
は
る
。
い
か
な
る
に
か
あ
ら
ん
、
あ
や
し
う
も
心
細
う
、
涙
う
か
ぶ
日
な

り
」（
下
巻
・
天
禄
三
年
八
月
）
が
あ
る
だ
け
だ
が
、
こ
れ
は
自
身
に
も
把
握
で
き
な
い
漠
然
と
し
た
気
分
を
表
わ
し
、
兼
家
に
伝
え
よ
う
と
す
る
感
情
で
は
な

い
。
正
五
月
に
お
け
る
兼
家
と
閏
五
月
に
お
け
る
道
綱
母
の
「
あ
や
し
く
心
細
き
」
と
い
う
心
情
は
、
呼
応
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
あ
る
と
言
え
る
。

　

そ
し
て
こ
の
遺
書
は
、
書
い
た
後
道
綱
母
自
ら
が
し
ま
い
、
傍
線
（
ｒ
）「
み
る
人
あ
や
し
と
思
ふ
べ
け
れ
ど
」
と
侍
女
は
道
綱
母
の
行
為
を
不
審
に
思
っ
て

い
る
だ
ろ
う
と
す
る
。
こ
の
遺
書
は
侍
女
が
介
す
る
こ
と
の
な
い
、
道
綱
母
と
兼
家
ふ
た
り
だ
け
の
も
の
と
し
て
あ
る
。

　

道
綱
母
の
病
臥
の
記
事
は
周
囲
と
の
関
わ
り
が
希
薄
で
個
人
的
な
精
神
世
界
と
描
か
れ
、
そ
こ
で
道
綱
母
は
祈
祷
な
ど
を
受
け
な
が
ら
夫
へ
遺
書
を
書
く
の
で

あ
り
、
兼
家
へ
の
思
慕
の
中
に
い
た
と
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
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五
、
兼
家
と
道
綱
母
と
の
心
の
通
い
合
い

　

以
上
の
考
察
か
ら
、
正
五
月
の
兼
家
の
長
精
進
と
閏
五
月
の
道
綱
母
の
病
臥
の
記
事
に
お
い
て
は
、
と
も
に
兼
家
と
道
綱
母
の
親
密
な
関
係
性
が
表
わ
さ
れ
て

い
る
と
認
め
ら
れ
た
。
ふ
た
つ
の
記
事
の
対
応
に
つ
い
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
考
え
た
い
。

　

道
綱
母
の
病
臥
時
、
本
文
Ⅱ
傍
線
（
ｆ
）「
芥
子
焼
き
の
や
う
な
る
業
す
れ
」
や
、
本
文
Ⅲ
傍
線
（
ｍ
）「
や
む
ご
と
な
き
僧
な
ど
呼
び
お
こ
せ
な
ど
し
つ
つ
心

み
る
」、
ま
た
そ
の
後
の
記
事
に
お
け
る
「
祭
・
祓
な
ど
い
ふ
わ
ざ
、
こ
と
ご
と
し
う
は
あ
ら
で
、
や
う
や
う
な
ど
し
つ
つ
」
と
彼
女
は
祈
祷
や
祓
い
を
受
け
、

兼
家
の
「
山
籠
り
」
と
同
じ
く
仏
神
等
に
護
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
正
五
月
の
兼
家
の
長
精
進
と
閏
五
月
の
道
綱
母
の
病
臥
は
、
と
も
に
仏
神
等
の
加
護

の
も
と
身
を
慎
ん
で
い
た
時
な
の
だ
。

　

ま
た
、
兼
家
の
山
籠
り
記
事
の
正
五
月
は
本
文
Ⅰ
傍
線
（
ｂ
）「
廿
余
日
の
ほ
ど
」、
道
綱
母
の
病
臥
の
閏
五
月
は
本
文
Ⅱ
傍
線
（
ｅ
）「
つ
ご
も
り
よ
り
」
と

と
も
に
月
末
か
ら
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
正
五
月
の
は
じ
め
は
本
文
Ⅰ
傍
線
（
ａ
）「
そ
の
前
の
五
月
（
雨
）」
と
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
閏
月
も
あ
る
場
合
の
、
正
の
月
の
方
の
五
月
」
を
表
わ
す
も
の
で
、「
そ
の
前
の
五
月
」
と
書
く
時
点
で
「
そ
の
後
の
五
月
」
つ
ま
り
閏
五
月
が
意
識
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
。「
閏
五
月
」
の
存
在
を
こ
こ
で
読
者
に
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。「
正
五
月
」
と
「
閏
五
月
」
を
対
に
し
て
把
握
す
べ
き
と
表

わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
五
月
の
記
事
は
兼
家
の
長
精
進
に
つ
い
て
だ
け
書
か
れ
、
閏
五
月
の
記
事
も
道
綱
母
の
病
臥
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
れ
ら
が
対
の
関
係
と
し
て
存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
閏
五
月
の
遺
書
中
の
、
本
文
Ⅲ
傍
線
（
ｑ
）「
折
し
も
あ
れ
、
対
面
に
き
こ
ゆ
べ
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
」
は
、
道
綱
母
の
具
合
が
悪
い
時

に
兼
家
も
物
忌
で
会
え
な
い
こ
と
を
表
わ
し
て
お
り
、
ふ
た
り
の
状
況
の
重
な
り
が
示
さ
れ
て
い
る
。
閏
五
月
の
記
事
に
は
兼
家
が
長
精
進
中
と
は
表
立
っ
て
書

か
れ
ず
、「
折
し
も
」
は
こ
の
文
脈
で
は
正
五
月
の
兼
家
の
物
忌
と
閏
五
月
の
道
綱
母
の
病
臥
が
並
立
し
て
い
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
対
応
す
る
記
事
に
お
い
て
、
ふ
た
り
は
そ
れ
ぞ
れ
相
手
へ
愛
情
の
籠
も
っ
た
手
紙
を
し
た
た
め
た
と
描
か
れ
る
。
ふ
た
つ
の
記
事
の
違
い
と
し

て
、
道
綱
母
の
手
紙
で
あ
る
遺
書
は
結
局
兼
家
に
読
ま
れ
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
道
綱
母
の
遺
書
に
お
け
る
思
慕
の
情
は
兼
家
へ
伝
わ
っ

て
い
る
と
解
し
得
る
。
な
ぜ
な
ら
、
中
巻
の
冒
頭
年
始
に
お
い
て
、
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内
裏
へ
も
と
く
と
て
、
騒
が
し
げ
な
り
け
れ
ど
、
か
く
ぞ
あ
る
。
今
年
は
五
月
二
つ
あ
れ
ば
な
る
べ
し
。

　
　

年
ご
と
に
あ
ま
れ
ば
こ
ふ
る
君
が
た
め
閏
月
を
ば
お
く
に
や
あ
る
ら
ん�

（
中
巻
・
安
和
二
年
一
月
）　

と
あ
り
、
兼
家
の
詠
歌
と
し
て
、「
今
年
の
閏
月
は
私
へ
の
愛
情
を
余
る
ほ
ど
有
し
て
い
る
君
の
た
め
に
置
く
の
だ
ろ
う
か
ね
」
と
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

　

和
歌
に
「
閏
」
が
詠
み
込
ま
れ
る
の
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
）
（
（

。『
蜻
蛉
日
記
』
成
立
頃
ま
で
の
管
見
に
入
っ
た
例
と
し
て
は
、『
馬
内
侍
集
』
に
、「
み
そ
か
に

も
あ
る
べ
き
も
の
を
雪
ふ
る
に
袂
の
う
る
ふ
月
の
わ
び
し
さ
」（
一
九
「
し
は
す
ふ
た
つ
あ
り
し
年
、
し
の
び
て
や
み
な
ん
ま
た
は
な
来
そ
と
い
ひ
し
人
の
、
閏

月
は
い
か
が
お
も
ふ
と
い
ひ
た
れ
ば
」）
が
見
出
さ
れ
る
く
ら
い
で
、
こ
れ
は
「
袂
の
潤
」
と
「
閏
月
」
を
掛
け
た
修
辞
と
し
て
あ
る
。
閏
月
は
和
歌
で
は
、「
さ

く
ら
花
春
く
は
は
れ
る
年
だ
に
も
人
の
心
に
あ
か
れ
や
は
せ
ぬ
」（『
古
今
集
』
六
一
「
弥
生
に
閏
月
あ
り
け
る
年
よ
み
け
る
」
伊
勢
／
『
古
今
六
帖
』
二
三
五

「
閏
月
」）・「
郭
公
の
ち
の
さ
月
も
あ
り
と
て
や
な
が
く
う
月
を
す
ぐ
し
は
て
つ
る
」（『
古
今
六
帖
』
二
三
七
「
閏
月
」）
な
ど
と
表
わ
さ
れ
、
普
通
「
う
る
ふ
」

の
語
は
用
い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
兼
家
が
「
閏
月
」
を
主
体
的
に
詠
み
込
み
、「
閏
月
」
自
体
を
主
題
と
し
て
今
年
存
す
る
閏
月
を
意
味
づ
け
て
い
る
の
は
き
わ
め
て
異
例
で
あ

る
。
ま
た
こ
れ
が
作
品
に
書
き
込
ま
れ
た
こ
と
は
、「
今
年
の
閏
月
」
が
作
品
に
お
い
て
意
味
を
持
つ
と
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
実
際
に
描
か
れ
た
閏
五
月
の

記
事
と
の
関
係
を
読
み
取
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
こ
の
閏
五
月
は
兼
家
に
よ
っ
て
、「
私
へ
の
愛
情
を
あ
ふ
れ
さ
せ
て
い
る
君
の
た
め
に
置
い
た
ひ
と
月
」
と
す
で

に
表
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
閏
五
月
の
日
々
は
、
夫
を
恋
う
道
綱
母
の
気
持
ち
の
横
溢
し
た
も
の
と
兼
家
に
認
め
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
そ
こ
で
の
夫
へ
の

遺
書
に
お
け
る
慕
情
は
、
兼
家
に
理
解
さ
れ
る
も
の
と
前
提
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
。

　

正
五
月
の
、
山
寺
に
籠
り
「
あ
や
し
く
心
細
」
い
所
だ
と
道
綱
母
に
伝
え
て
く
る
兼
家
と
、
閏
五
月
の
、
病
が
長
引
き
「
あ
や
し
く
心
細
」
い
気
持
ち
が
し
て

と
兼
家
に
遺
言
を
記
す
道
綱
母
は
対
に
な
る
。
兼
家
が
こ
の
正
五
月
二
十
日
過
ぎ
に
長
精
進
を
し
た
事
実
が
そ
の
ま
ま
こ
こ
に
記
さ
れ
た
と
の
み
解
す
る
の
は
妥

当
で
は
な
い
。
こ
の
後
「
廿
余
日
の
程
に
、「
御
嶽
に
」
と
て
い
そ
ぎ
た
つ
」（
安
和
二
年
六
月
）
と
、
兼
家
が
御
嶽
詣
で
に
出
か
け
る
六
月
下
旬
ま
で
兼
家
の
精

進
潔
斎
は
続
い
た
は
ず
な
の
だ
が
、
閏
五
月
・
六
月
の
記
事
で
は
兼
家
の
長
精
進
に
つ
い
て
書
か
ず
、
正
五
月
の
こ
と
と
し
て
叙
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
正
五

月
と
閏
五
月
を
対
応
さ
せ
る
記
事
構
成
上
の
操
作
が
認
め
ら
れ
る
。

　

安
和
二
年
に
実
際
に
存
し
た
閏
五
月
は
正
五
月
と
対
の
関
係
と
し
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
二
カ
月
は
、
兼
家
と
道
綱
母
が
日
常
生
活
か
ら
退
き
身
を
慎
み
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つ
つ
と
も
に
互
い
を
思
っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
閏
月
は
正
の
月
に
付
属
す
る
月
で
あ
り
、
正
五
月
の
山
寺
で
の
長
精
進
と
い
う
行
動
に
対
す

る
、
閏
五
月
の
病
臥
や
誰
に
も
読
ま
れ
な
い
遺
書
と
い
う
内
向
的
な
あ
り
方
は
、
閏
月
の
叙
述
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え
よ
う
。

　

平
安
文
学
作
品
に
お
け
る
「
閏
月
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
指
摘
が
存
す
る
）
（
（

よ
う
に
用
例
が
少
な
く
、「
閏
月
」
を
用
い
た
こ
の
よ
う
な
表
現
構
造
は
き
わ
め

て
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
。

六
、
安
和
の
変
の
直
後
と
い
う
こ
と

　

こ
の
正
五
月
の
条
（
本
文
Ⅰ
）
は
、
三
月
末
の
安
和
の
変
を
め
ぐ
る
記
事
に
直
接
す
る
も
の
だ
っ
た
。
平
安
中
期
最
大
の
政
変
で
あ
る
安
和
の
変
に
つ
い
て
記

し
た
理
由
を
「
身
の
上
を
の
み
す
る
〜
」
と
釈
明
的
に
述
べ
た
後
、
当
時
の
日
常
の
文
脈
へ
立
ち
戻
る
よ
う
に
最
初
に
舵
を
切
る
の
が
こ
の
正
五
月
の
条
と
な

る
。

　

安
和
の
変
は
多
く
の
貴
族
た
ち
に
と
っ
て
突
然
の
出
来
事
で
、
政
界
は
大
変
動
し
た
。『
栄
花
物
語
』
に
「
世
の
中
に
い
と
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
を
ぞ
言
ひ
出
で

た
る
や
」・「「
い
で
や
、
よ
に
さ
る
け
し
か
ら
ぬ
こ
と
あ
ら
じ
」
な
ど
、
世
人
申
し
思
ふ
」（「
月
の
宴
」）、『
大
鏡
』
に
「
そ
の
御
事
の
み
だ
れ
は
、
こ
の
小
一
条

の
大
臣
の
い
ひ
い
で
給
へ
る
と
ぞ
、
世
の
人
き
こ
え
し
」（「
師
尹
」）・「
い
と
お
そ
ろ
し
く
悲
し
き
御
事
ど
も
い
で
き
に
し
は
」（「
師
輔
」）
と
あ
り
、
高
明
は
無

罪
だ
っ
た
と
の
認
識
が
大
勢
で
、
当
時
の
貴
族
は
こ
の
事
件
の
真
相
を
様
々
に
憶
測
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
事
件
へ
の
関
与
が
疑
わ
れ
る
立
場
に
あ
っ
た
摂
関
家

の
一
員
の
藤
原
兼
家
が
そ
の
頃
ど
う
過
ご
し
て
い
た
か
、
詮
索
す
る
雰
囲
気
が
当
時
存
し
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
安
和
の
変
の
記
事
の
直
後
に
何
を
書
く

か
は
、
道
綱
母
に
と
っ
て
充
分
意
を
用
い
る
べ
き
と
こ
ろ
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

安
和
の
変
直
前
に
は
ま
っ
た
く
描
か
れ
ず
安
和
の
変
の
記
事
に
お
い
て
も
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
兼
家
は
、
安
和
の
変
直
後
、
そ
れ
も
安
和
の
変
の

「
廿
五
六
日
の
ほ
ど
に
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
「
廿
余
日
の
ほ
ど
」
に
、
し
か
し
政
治
的
動
向
と
は
全
く
無
縁
に
長
精
進
の
た
め
の
山
籠
り
を
し
て
い
た
と
記

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
条
は
安
和
の
変
と
い
う
事
件
と
無
関
係
で
、
事
件
後
の
雰
囲
気
を
塗
り
替
え
る
記
事
に
な
っ
て
い
る
。「
そ
の
前
の
五
月
雨
の
廿
余
日

の
ほ
ど
、
物
忌
も
あ
り
、
な
が
き
精
進
も
は
じ
め
た
る
」「
人
」
と
、
兼
家
を
表
わ
す
「
人
」
以
前
に
長
く
付
さ
れ
た
「
物
忌
」「
長
き
精
進
」
に
つ
い
て
の
説
明

は
、
兼
家
と
い
う
人
物
と
直
前
の
安
和
の
変
に
関
わ
る
政
治
動
向
と
の
つ
な
が
り
を
薄
く
す
る
書
き
方
と
言
え
る
。
ま
た
こ
こ
で
兼
家
は
登
場
は
せ
ず
、
政
治
権
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力
の
組
み
替
え
が
生
起
し
て
い
る
京
か
ら
離
れ
、
山
に
籠
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
山
か
ら
の
手
紙
と
し
て
兼
家
は
間
接
的
に
描
か
れ
る
の
み
な

の
だ
。
読
者
は
、
藤
原
兼
家
は
安
和
の
変
に
関
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
後
の
政
治
変
動
に
お
い
て
暗
躍
し
た
の
で
は
な
い
か
と
の
視
線
で
読
む
と
き
に
、

肩
す
か
し
を
食
わ
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
長
精
進
中
の
身
で
京
か
ら
離
れ
、
妻
に
心
細
い
と
言
い
送
っ
て
く
る
存
在
と
し
て
兼
家
は
描
か
れ
て
い
て
、
道
綱
母

は
そ
の
夫
へ
気
遣
い
と
思
慕
の
歌
を
送
り
、
兼
家
は
「
君
の
も
と
に
降
り
て
い
く
よ
」
と
頼
も
し
く
返
歌
し
、
気
持
ち
の
寄
り
添
っ
た
夫
婦
関
係
が
表
わ
さ
れ

る
。
し
か
し
、
兼
家
が
山
を
下
り
て
ふ
た
り
が
逢
っ
た
と
は
書
か
れ
な
い
。
兼
家
は
こ
の
記
事
に
姿
を
あ
ら
わ
さ
ず
、
あ
く
ま
で
山
で
身
を
慎
み
な
が
ら
道
綱
母

と
心
を
通
わ
せ
る
存
在
と
し
て
遠
景
に
描
か
れ
る
。
続
く
閏
五
月
で
は
同
じ
く
月
末
と
表
わ
し
、
道
綱
母
は
体
調
を
崩
し
日
常
生
活
か
ら
離
れ
て
い
た
と
述
べ

て
、
ほ
と
ん
ど
逢
え
な
い
兼
家
へ
ふ
た
り
に
し
か
通
じ
な
い
恋
文
の
よ
う
な
遺
書
を
記
し
た
と
描
く
の
だ
っ
た
。

　

こ
れ
は
直
前
の
安
和
の
変
に
対
す
る
悲
嘆
の
表
現
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
書
き
ぶ
り
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
高
明
は
無
実
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

り
、
彼
や
愛
宮
に
対
す
る
同
情
論
が
世
間
で
は
強
か
っ
た
。
道
綱
母
は
ま
ず
そ
の
同
情
に
共
鳴
し
、「
悲
し
と
思
ひ
入
り
し
も
誰
な
ら
ね
ば
」
と
嘆
き
を
表
わ
し

た
の
だ
。
こ
れ
に
続
く
五
月
の
記
事
と
の
関
係
を
読
み
解
く
に
あ
た
っ
て
は
、
深
沢
三
千
男
が
安
和
の
変
の
「
身
の
上
を
の
み
す
る
」
以
降
の
書
き
ぶ
り
に
関
し

て
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
こ
と
が
参
考
に
な
る
。

兼
家
は
直
接
の
担
当
官
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
、
高
明
処
分
に
責
任
を
負
う
立
場
に
さ
え
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
こ
の
弁
解
は
高
明
へ
の
同
情
を
完

全
に
道
綱
母
だ
け
の
個
人
的
責
任
に
し
て
し
ま
う
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
世
間
周
知
の
高
明
の
家
と
の
っ
ぴ
き
な
ら
な
ぬ
深
い
因
縁
か
ら
、
記
事
面
で
の
黙

殺
が
で
き
な
い
安
和
の
変
関
係
記
事
を
、
こ
の
よ
う
な
形
で
大
っ
ぴ
ら
に
本
日
記
に
留
め
る
事
が
で
き
、
か
く
て
夫
兼
家
が
大
っ
ぴ
ら
に
高
明
へ
の
同
情
を

表
わ
し
得
ず
、
さ
り
と
て
縁
故
深
く
し
か
も
重
恩
あ
る
高
明
の
悲
境
に
対
し
て
、
自
家
の
側
に
全
く
心
を
動
か
す
者
が
い
な
か
っ
た
冷
酷
さ
へ
の
そ
し
り
を

甘
受
す
る
わ
け
に
も
行
か
ぬ
と
い
う
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
ジ
レ
ン
マ
か
ら
、
夫
兼
家
ひ
い
て
は
九
条
家
を
救
い
出
し
、
そ
の
誉
れ
を
守
り
得
た
の
で
は
な

い
か
と
思
う
）
（1
（

。

　

本
稿
で
は
、
安
和
の
変
の
次
の
記
事
に
お
い
て
、
兼
家
が
そ
の
頃
長
精
進
中
で
京
か
ら
離
れ
山
籠
り
を
し
て
い
る
と
書
く
こ
と
は
、
安
和
の
変
に
関
し
て
兼
家

の
ア
リ
バ
イ
を
示
す
も
の
と
な
る
と
捉
え
る
）
（（
（

。
そ
し
て
続
け
て
自
ら
の
病
臥
を
記
し
、
夫
婦
の
つ
な
が
り
あ
い
を
描
出
し
て
い
る
の
だ
。
正
五
月
と
閏
五
月
を
夫

婦
と
も
に
日
常
生
活
か
ら
離
れ
て
仏
神
の
護
り
の
も
と
身
を
慎
み
相
手
を
想
っ
て
い
た
時
で
あ
る
と
構
成
す
る
こ
と
は
、
政
治
陰
謀
と
は
無
縁
の
日
々
だ
っ
た
と

表
わ
し
、
兼
家
に
対
す
る
読
者
の
詮
索
と
批
判
を
か
わ
す
こ
と
に
な
る
。
夫
婦
が
同
じ
よ
う
な
状
況
に
あ
る
と
対
の
時
空
間
と
し
て
形
成
さ
れ
、
ま
た
新
婚
期
を
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想
起
さ
せ
る
表
現
に
も
よ
っ
て
夫
婦
の
心
の
通
い
合
っ
た
表
現
世
界
が
示
し
出
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
記
事
は
、
安
和
の
変
と
激
動
す
る
政
治
状
況
に
絡
ん
だ
疑
念
を

挟
む
余
地
を
与
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

正
五
月
と
閏
五
月
の
記
事
は
、
直
前
の
安
和
の
変
に
よ
る
世
間
の
詮
索
や
非
難
か
ら
兼
家
を
守
ろ
う
と
す
る
表
現
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
一
子

道
綱
を
守
る
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
翌
天
禄
元
年
に
元
服
す
る
こ
と
に
な
る
道
綱
の
た
め
、
父
親
が
貴
族
社
会
で
白
眼
視
さ
れ

る
よ
う
な
事
態
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
道
綱
の
た
め
に
も
、
兼
家
へ
の
世
間
の
非
難
を
か
わ
す
た
め
の
記
事
が
こ
こ
で
必
要
と
さ
れ
た
の
だ
と
考

え
ら
れ
る
。

七
、
お
わ
り
に

　

こ
の
閏
五
月
の
次
は
「
六
月
の
つ
ご
も
り
が
た
」
と
月
が
替
わ
っ
て
、
高
明
の
室
愛
宮
へ
の
見
舞
い
の
長
歌
を
め
ぐ
る
記
事
に
な
る
。
長
歌
を
受
け
取
っ
た
愛

宮
は
返
歌
を
時
姫
へ
送
る
と
い
う
間
違
い
を
起
こ
し
、
慌
て
当
惑
し
て
い
る
様
子
を
道
綱
母
は
聞
い
て
書
き
付
け
、「
を
か
し
け
れ
ば
」
と
述
べ
る
。
日
常
的
で

軽
妙
な
社
交
記
事
へ
と
表
現
内
容
が
傾
斜
し
て
い
き
、
安
和
の
変
は
そ
こ
で
日
常
性
の
中
に
相
対
化
さ
れ
る
。

　

正
五
月
と
閏
五
月
の
夫
婦
の
心
の
通
い
合
い
か
ら
、
六
月
は
外
部
の
貴
顕
と
の
社
交
へ
と
記
事
が
開
か
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
次
の
記
事
は
八
月
の
屏
風

歌
の
詠
進
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
、
安
和
の
変
と
い
う
大
事
件
を
介
し
つ
つ
そ
こ
か
ら
離
れ
て
、
貴
族
社
会
に
お
け
る
道
綱
母
の
社
交
が
広
が
り
を
有
す
る
さ
ま
が

表
わ
さ
れ
る
。
当
該
正
五
月
と
閏
五
月
は
、
安
和
の
変
と
は
無
縁
な
表
現
世
界
を
構
築
し
事
件
と
の
無
関
係
性
を
示
し
て
読
者
の
兼
家
へ
の
疑
惑
と
詮
索
を
そ
ら

し
た
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
に
よ
っ
て
六
月
に
安
和
の
変
の
被
害
者
愛
宮
に
同
情
と
共
感
の
歌
を
送
る
こ
と
を
不
自
然
で
は
な
い
と
見
せ
、
さ
ら
に
そ
の
長
歌
を

き
っ
か
け
に
安
和
の
変
は
日
常
生
活
の
中
に
相
対
化
さ
れ
る
。
上
巻
後
半
の
章
明
親
王
と
の
風
流
な
交
際
や
貞
観
殿
登
子
へ
の
見
舞
い
記
事
な
ど
に
つ
な
が
る
、

和
歌
を
介
し
て
の
道
綱
母
の
社
交
生
活
が
こ
こ
で
再
び
描
か
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
後
に
は
、
天
禄
三
年
四
月
に
高
明
が
帰
京
し
た
際
に
も
、
安
和
の
変
に
触
れ

る
こ
と
は
な
く
な
る
。

　

安
和
の
変
の
記
事
の
直
後
に
選
ば
れ
て
書
か
れ
た
の
は
、
五
月
の
山
籠
り
中
の
兼
家
の
記
事
と
閏
五
月
に
病
臥
す
る
道
綱
母
の
記
事
で
あ
り
、
こ
れ
は
対
に

な
っ
て
ふ
た
り
の
つ
な
が
り
を
示
し
、
安
和
の
変
に
つ
い
て
兼
家
の
関
与
を
疑
う
読
者
の
詮
索
を
か
わ
す
表
現
構
成
と
な
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
以
上
の
分
析
か
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ら
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
、
夫
と
の
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
夫
婦
関
係
に
よ
る
嘆
き
の
投
影
と
い
う
の
と
は
異
な
る
作
品
の
相
貌
が
立
ち
現
れ
て
く
る
と
認
め

ら
れ
る
。
安
和
の
変
と
い
う
当
時
最
大
の
政
変
は
こ
の
よ
う
に
注
意
深
く
描
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
り
、
安
和
の
変
の
記
事
が
そ
の
冒
頭
近
く
に
あ
る
『
蜻
蛉
日

記
』
中
巻
は
、
読
者
に
対
し
意
図
を
も
っ
て
夫
兼
家
や
道
綱
を
示
し
出
す
も
の
で
あ
る
と
の
視
座
も
有
効
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　

※
『
蜻
蛉
日
記
』
の
引
用
本
文
は
基
本
的
に
『
改
訂
新
版
か
げ
ろ
ふ
日
記
総
索
引　

本
文
篇
』
に
拠
る
が
、
底
本
の
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
本
の
本
文
を
採
用
し

た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
『
大
鏡
』
は
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
、『
栄
花
物
語
』
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
、
和
歌
は
特
に
こ
と
わ
ら
な

い
場
合
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
拠
っ
て
い
る
。
表
記
を
私
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

註（
１
）
拙
稿
「『
蜻
蛉
日
記
』
中
巻
の
「
桃
の
節
句
」
と
「
小
弓
」
の
記
事
に
つ
い
て

─
安
和
の
変
の
直
前
に
書
か
れ
た
こ
と

─
」（『
日
記
文
学
研
究
誌
』
二
〇
一
五
・
六
）
に
お
い
て
、

安
和
の
変
直
前
の
記
事
の
特
徴
と
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

（
２
）
川
口
久
雄
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系　

か
げ
ろ
ふ
日
記
』（
一
九
五
七
、
岩
波
書
店
）。

（
３
）
今
西
祐
一
郎
「「
お
な
じ
ぬ
れ
」・「
い
と
き
な
き
手
」
考
」（『
蜻
蛉
日
記
覚
書
』
二
〇
〇
七
、
岩
波
書
店
。
初
出
は
『
語
文
研
究
』（
九
州
大
学
国
語
国
文
学
会
）
二
〇
〇
六
・
六
）。

（
４
）
例
え
ば
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系　

蜻
蛉
日
記
』
で
は
兼
家
と
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

蜻
蛉
日
記
』
で
は
道
綱
母
と
解
し
て
い
る
。
ま
た
『
岩
波
文
庫　

蜻
蛉
日
記
』（
一
九
九

六
）
に
は
「
兼
家
の
精
進
（
前
節
）
を
さ
す
か
。
又
は
道
綱
母
の
病
気
療
養
の
精
進
潔
斎
か
」
と
あ
る
。

（
５
）
こ
の
安
和
二
年
閏
五
月
末
頃
に
、
実
際
兼
家
が
道
綱
母
を
新
邸
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
を
決
め
て
い
た
か
ど
う
か
を
述
べ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
６
）『
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
家
集　

一
』（
一
九
七
三
、
墨
水
書
房
）
の
影
印
に
よ
る
。

（
７
）
こ
の
部
分
に
は
「
口
惜
し
」
も
存
す
る
が
、
語
も
意
味
も
異
な
る
た
め
検
討
の
対
象
と
は
し
な
い
。

（
８
）
大
下
博
子
「
平
安
文
学
作
品
に
於
け
る
「
閏
月
」
の
語
に
つ
い
て｣

（『
文
教
国
文
学
』
一
九
九
七
・
二
）
は
主
に
詞
書
の
用
例
を
整
理
し
て
い
る
。

（
９
）
宮
崎
莊
平
「
日
記
文
学
に
お
け
る
時
間
の
問
題
一
つ

─
「
閏
月
」
記
載
の
存
否
を
め
ぐ
っ
て

─
」（
守
屋
省
吾
編
『
論
集
日
記
文
学
の
地
平
』
二
〇
〇
〇
、
新
典
社
）。
平
安
朝
日

記
文
学
に
は
「
閏
月
」
の
用
例
が
存
せ
ず
、
平
安
中
期
ま
で
の
物
語
文
学
と
し
て
は
『
大
鏡
』
の
「
閏
四
月
廿
五
日
、
后
宣
旨
か
ぶ
ら
せ
給
ふ
、
御
年
卅
九
」（「
村
上
天
皇
」）
な
ど
、
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歴
史
的
に
意
味
の
あ
る
日
付
を
記
す
用
例
が
わ
ず
か
に
見
い
だ
せ
る
程
度
で
あ
る
。

（
（0
）
深
沢
三
千
男
「
安
和
の
変
に
お
け
る
道
綱
母
の
役
割
に
つ
い
て

─
蜻
蛉
日
記
よ
り
見
た
る

─
」（
山
中
裕
編
『
平
安
時
代
の
歴
史
と
文
学　

文
学
編
』
一
九
八
一
、吉
川
弘
文
館
）。

（
（（
）
歴
史
的
事
実
と
し
て
、
兼
家
が
安
和
の
変
に
加
担
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
は
こ
こ
で
は
問
題
で
は
な
い
。
歴
史
学
に
お
い
て
も
、
安
和
の
変
の
主
犯
・
共
犯
は
誰
な
の
か
、
い
ま
だ
定

説
を
み
な
い
。

　
　
［
付
記
］
本
稿
は
日
記
文
学
会
の
蜻
蛉
日
記
分
科
会
で
の
担
当
箇
所
の
輪
読
・
研
究
発
表
を
も
と
に
成
稿
し
た
。
メ
ン
バ
ー
か
ら
多
く
の
意
見
を
い
た
だ
い

た
。


