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『
枕
草
子
』
と
漢
文
学

―
附
、『
源
氏
物
語
』
の
「
薄
雲
」
に
つ
い
て

―

大

谷

雅

夫

一

清
少
納
言
『
枕
草
子
』
の
文
章
の
新
し
さ
は
、
次
の
短
い
一
章
段
に
も

明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

月
の
い
と
あ
か
き
に
、
川
を
わ
た
れ
ば
、
牛
の
あ
ゆ
む
ま
ゝ
に
、
水
晶

う
し

す
い
さ
う

な
ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
、
水
の
ち
り
た
る
こ
そ

お

か
し
け
れ
。

（
を
）

（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
枕
草
子
』
二
一
五
段
）

「
こ
れ
は
、
月
夜
に
牛
車
で
川
を
渡
っ
た
と
き
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
何

ぎ
つ
し
や

気
な
い
と
こ
ろ
に
美
を
見
い
だ
し
た
心
の
と
き
め
き
が
、
読
者
に
伝
わ
っ

て
く
る
よ
う
で
す
」（
『
新
編
新
し
い
国
語
１
』
東
京
書
籍
、
平
成
十
八
年
）
。

『
枕
草
子
』
の
文
章
に
は
「
心
の
と
き
め
き
」
が
あ
る
。
新
し
い
美
を

発
見
し
た
そ
の
「
と
き
め
き
」
は
、
中
学
一
年
生
の
読
者
た
ち
の
心
に
も
、

ま
ち
が
い
な
く
伝
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

牛
の
足
に
は
ね
る
水
し
ぶ
き
を
「
水
晶
な
ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
」
と

す
い
さ
う

形
容
す
る
。
そ
こ
に
新
し
い
表
現
が
あ
る
。
新
し
い
美
の
発
見
が
そ
の
新

し
い
表
現
を
生
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
新
し
い
表
現
が
新
し
い

美
の
発
見
を
導
い
た
と
も
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

水
し
ぶ
き
を
宝
石
の
よ
う
だ
と
言
う
こ
と
な
ら
、
和
歌
に
古
く
か
ら
あ

っ
た
表
現
で
あ
り
、
漢
詩
文
に
も
例
が
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
『
万
葉
集
』
巻
九
・
一
六
八
五

泉

河
の
辺
に
し
て
間

人

宿
祢
の
作
り
し
歌
二
首
（
其
一
）

い
づ
み
が
は

ほ
と
り

は
し
ひ
と
の
す
く

ね

川
の
瀬
の
そ
そ
き
を
見
れ
ば
玉
か
も
散
り
乱
れ
た
る
川
の
常
か
も

せ

た
ま

つ
ね

川
の
早
瀬
に
立
つ
し
ぶ
き
を
、
こ
れ
は
玉
が
散
り
乱
れ
る
の
だ
ろ
う
か
、

ま
た
は
川
の
い
つ
も
の
さ
ま
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
問
う
。

そ
の
表
現
は
、
た
と
え
ば
、

水
激
沈
碑
岸

水
激
き
て
碑
を
沈
む
る
岸

そ
そ

い
し
ぶ
み

き
し

波
駭
弄
珠
皋

波
駭
し
て
珠
を
弄
す
る
皋

お
ど
ろ
か

た
ま

さ
は

（
唐
・
李
百
薬
「
渡
二

漢
水
一

」『
初
学
記
』「
漢
水
」
）

と
、
波
が
み
ぎ
わ
を
騒
が
し
て
珠
を
も
て
あ
そ
ぶ
よ
う
だ
と
描
く
詩
句
な

ど
を
手
本
と
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
典
拠
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。

そ
の
こ
ろ
の
知
識
人
が
読
ん
だ
詩
文
に
は
、
水
し
ぶ
き
を
珠
玉
に
見
た
て

る
表
現
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
和
歌
の
こ
と
ば
に
し
た
の
が
「
玉
か
も
」
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
上
・
九
二
三

布
引
の
滝
の
本
に
て
人
人
あ
つ
ま
り
て
歌
よ
み
け
る
時
に
よ
め
る

も
と

業
平
の
朝
臣

ぬ
き
み
だ
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
狭
き

せ
ば

に
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布
引
の
滝
か
ら
散
る
し
ぶ
き
を
見
て
、
誰
か
が
緒
を
抜
き
と
っ
て
数
珠
の

玉
を
ば
ら
ま
い
た
の
だ
ろ
う
、
狭
い
袖
に
受
け
と
め
き
れ
な
い
ほ
ど
し
き

り
に
白
玉
が
散
っ
て
く
る
、
と
詠
う
。
こ
れ
も
、

飛
珠
散
軽
霞

飛
珠
軽
霞
を
散
じ

ひ

し
ゆ

流
沫
沸
穹
石

流
沫
穹
石
に
沸
く

り
う
ま
つ

わ

（
李
白
「
望
二

廬
山
瀑
布
水
一

二
首
（
其
二
）」
）

ヽ

ヽ

や
、
『
経
国
集
』
の
「
湧
け
る
珠
飛
べ
る
金
は
万
壑
を
分
か
つ
（
湧
珠
飛

わ

た
ま

こ
が
ね

ば
ん
が
く

金
分
万
壑
）
」（
源
弘
「
和
下

良
将
軍
題
二

瀑
布
下
蘭
若
一

簡
二

清
大
夫
一

之
作
上

」
）

ヽ

ヽ

な
ど
、
瀑
布
（
滝
）
の
水
し
ぶ
き
を
湧
き
飛
ぶ
珠
玉
に
譬
え
る
詩
句
に
基

づ
く
表
現
で
あ
ろ
う
。

『
枕
草
子
』
の
さ
き
の
文
が
こ
れ
ら
と
違
う
の
は
、
そ
こ
に
「
水
晶
」

す
い
さ
う

と
い
う
漢
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
、
月
の
光
が
描
か
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

川
の
波
を
「
水
精
」
、
そ
の
し
ず
く
を
「
珠
瑛
」
に
譬
え
る
こ
と
は
、

す
い
し
や
う

し
ゆ
え
い

六
朝
梁
の
簡
文
帝
に
そ
の
表
現
が
あ
っ
た
。
「
曲

澗
推
移
し
て
、
水
精
の

き
よ
く
か
ん

浪
を
激
す
（
曲
澗
推
移
、
激
水
精
之
浪
）
」（
「
大
愛
敬
寺
刹
下
銘
序
」
）
は
、

げ
き

川
が
湾
曲
す
る
岸
に
ぶ
つ
か
っ
て
水
精
（
水
晶
）
の
よ
う
な
波
を
打
ち
上

げ
る
こ
と
を
言
い
、
「
江
は
濯
錦
を
出
し
、
漢
は
珠
瑛
を
吐
く
（
江
出
濯

た
く
き
ん

い
だ

は

錦
、
漢
吐
珠
瑛
）
」
（
『
藝
文
類
聚
』
「
壑
」
）
は
、
漢
水
が
珠
瑛
（
水
晶
）

の
よ
う
な
し
ぶ
き
を
立
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
し
て
、
飛
び
散
る
し
ぶ
き
を
「
わ
れ
た
る
や
う
に
」
と
言
う
の
は
、

「
千
仞
灑
き
来
り
て
寒
く
し
て
玉
を
砕
く
（
千
仭
灑
来
寒
砕
玉
）
」（
呉
融

せ
ん
じ
ん
そ
そ

き
た

く
だ

「
憶
二

山
泉
一

」
）
と
、
滝
の
水
が
飛
び
散
る
こ
と
を
玉
を
砕
く
よ
う
だ
と

す
る
唐
詩
の
表
現
を
摂
取
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
も
、
そ
れ
ら
が
直
接
の
典
拠
だ
と
言
う
の
で
は
な
い
。
白
い
波
が

し
ら
を
水
精
に
譬
え
、
水
の
と
ば
し
り
を
砕
け
た
玉
に
見
た
て
る
こ
と
が

古
典
詩
文
に
は
あ
っ
た
。
「
水
晶
な
ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
」
と
は
、
そ

す
い
さ
う

の
よ
う
な
詩
文
表
現
に
親
し
む
う
ち
に
自
然
に
得
ら
れ
た
和
文
表
現
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
の
こ
の
一
文
が
万
葉
・
古
今
の
表
現
と
異
な
る
第
二
点
は
、

月
の
光
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
月
の
光
も
水
晶
を
思
わ
せ

る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
藝
文
類
聚
』
「
月
」
に
引
か
れ
る
『
淮
南
子
』
（
天
文
訓
）
の
「
水
気

の
精
な
る
者
は
月
と
為
る
」
は
、
月
は
冷
た
い
水
の
精
気
「
水
精
」
か
ら

す
い
せ
い

成
る
こ
と
を
言
う
の
だ
ろ
う
が
、そ
の
よ
う
な
連
想
か
ら
、宝
玉
の
「
水
精
」

す
い
し
や
う

が
月
の
光
に
結
び
つ
く
。

『
初
学
記
』
「
月
」
に
引
用
さ
れ
る
『
拾
遺
記
』
（
東
晋
・
王
嘉
）
が
、

仙
界
の
宮
殿
の
さ
ま
を
描
い
て
、
「
飾
る
に
衆
宝
を
以
て
す
。
左
に
懸
る

も
つ

か
く

は
則
ち
火
精
（
火
珠
）
を
日
と
為
し
、
黒
玉
を
刻
み
て
烏
と
為
す
。
右
は

く
わ
せ
い

な

こ
く
ぎ
よ
く

か
ら
す

水
精
を
以
て
月
と
為
し
、
青
瑶
を
削
り
て
蟾
兎
と
為
す
」
と
す
る
の
は
、

す
い
し
や
う

せ
い
え
う

せ
ん

と

「
衆
宝
」
の
一
つ
の
「
水
精
」
に
よ
っ
て
月
を
象
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ

す
い
し
や
う

ろ
う
。
唐
詩
に
も
、
月
を
「
水
精
毬
」
（
姚
合
「
対
レ

月
」
）
、
水
晶
の
た
ま

と
す
る
例
が
あ
る
。

水
し
ぶ
き
を
白
く
輝
か
せ
る
月
の
光
か
ら
も
「
水
精
」
が
連
想
さ
れ
た
。

す
い
し
や
う

「
水
晶
な
ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
」
と
は
、
中
国
古
典
詩
文
に
深
く
な
じ

す
い
さ
う

ん
だ
人
の
表
現
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

二

「
水
晶
」
の
語
は
、
『
枕
草
子
』
の
も
う
一
つ
の
章
段
に
も
あ
っ
た
。

す
い
さ
う

こ
こ
も
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
本
文
を
引
用
す
る
。
そ
の
二
八
三
段
。

中
宮
定
子
の
宮
で
行
わ
れ
た
仏
名
会
か
ら
夜
ふ
け
て
退
出
す
る
牛
車
の
中
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で
、
月
下
の
雪
景
色
を
眺
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
仏
名
会
と
は
、
歳
末
、

一
年
間
に
積
み
重
ね
た
罪
障
を
懺
悔
し
て
、
『
仏
名
経
』
に
記
さ
れ
た
過

さ
ん

げ

去
・
現
在
・
未
来
の
諸
仏
の
名
を
唱
え
る
法
会
で
あ
っ
た
。

十
二
月
廿
四
日
、
宮
の
御

仏

名
の
半
夜
の
導
師
聞
き
て
出
づ
る

（
み
ぶ
つ
み
や
う
）

は
ん

し

き

ゝ

い

人
は
、
夜
中
ば
か
り
も
過
ぎ
に
け
ん
か
し
。

す

日
ご
ろ
ふ
り
つ
る
雪
の
、
今
日
は
や
み
て
、
風
な
ど
い
た
う
ふ
き

ひ

け

ふ

つ
れ
ば
、
垂
氷
い
み
じ
う
し
た
り
。
地
な
ど
こ
そ
む
ら
〳
〵
白
き
所

た
る

ひ

つ
ち

し
ろ

が
ち
な
れ
、
屋
の
う
へ
は
た
ゞ
を
し
な
べ
て
白
き
に
、
あ
や
し
き
賤

や

（
お
）

し
ろ

し
づ

の
屋
も
雪
に
み
な
面
が
く
し
し
て
、
有
明
の
月
の
く
ま
な
き
に
、
い

お
も

あ
り
あ
け

み
じ
う
お
か
し
。
銀
な
ど
を
ふ
き
た
る
や
う
な
る
に
、
水
晶
の
滝
、

（
を
）

し
ろ
か
ね

す
い
さ
う

た
き

な
ど
い
は
ま
し
や
う
に
て
、
長
く
短
く
、
こ
と
さ
ら
に
か
け
わ
た
し

な
が

み
じ
か

た
る
と
見
え
て
、
い
ふ
に
も
あ
ま
り
て
め
で
た
き
に
…
…

降
り
続
い
て
い
た
雪
は
止
ん
だ
も
の
の
、
冷
た
い
風
が
吹
い
て
、「
垂
氷
」

た
る

ひ

（
つ
ら
ら
）
が
家
々
の
軒
先
か
ら
下
が
っ
て
い
る
。
地
面
の
上
こ
そ
雪
は

ま
だ
ら
だ
が
、
屋
根
は
一
面
に
真
っ
白
。
貧
し
い
家
の
そ
れ
も
雪
に
隠
さ

れ
て
、
有
明
の
月
の
光
の
も
と
、
ま
る
で
銀
の
瓦
を
葺
い
た
御
殿
の
よ
う

に
見
え
る
。「
水
晶
の
滝
」
と
言
い
た
い
ほ
ど
、
つ
ら
ら
は
長
く
、
短
く
、

す
い
さ
う

た
き

わ
ざ
と
軒
に
掛
け
わ
た
し
た
よ
う
で
、
言
葉
に
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
に
尊
い

様
子
で
あ
っ
て
…
…
。
以
下
、
差
し
入
る
月
に
照
ら
さ
れ
る
同
乗
の
男
の

姿
が
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
七
行
目
、「
水
晶
の
滝
」
と
は
「
つ
ら
ら
の
形
容
」（
新
大
系
注
）
。

す
い
さ
う

た
き

長
短
さ
ま
ざ
ま
な
つ
ら
ら
が
下
が
る
さ
ま
を
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
『
枕
草
子
』
の
諸
本
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
必

要
が
あ
る
。

『
枕
草
子
』
の
数
々
の
章
段
は
、「
山
は
」
と
か
「
う
つ
く
し
き
も
の
」

と
か
で
始
ま
っ
て
同
じ
類
の
物
事
を
列
挙
す
る
類
聚
的
章
段
と
、
日
記
的

章
段
、
さ
ら
に
随
想
的
と
さ
れ
る
章
段
の
三
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し

て
、
諸
本
の
う
ち
に
は
、
そ
れ
ら
の
三
種
類
の
章
段
を
混
在
さ
せ
る
も
の

と
、
そ
れ
ぞ
れ
を
ひ
と
と
こ
ろ
に
ま
と
め
て
区
別
す
る
も
の
と
が
あ
る
。

前
者
を
雑
纂
本
、
後
者
を
類
纂
本
と
言
う
。

雑
纂
本
の
う
ち
、
歌
人
の
能
因
が
所
持
し
て
い
た
と
伝
え
る
本
を
能
因

本
、
ま
た
、
多
く
三
冊
か
ら
成
る
特
色
を
も
つ
本
を
三
巻
本
と
称
す
る
。

類
纂
本
に
は
堺
本
、
前
田
本
が
あ
る
。
三
巻
本
、
能
因
本
、
堺
本
の
系
統

に
は
そ
れ
ぞ
れ
数
多
く
の
写
本
が
属
す
る
。

江
戸
時
代
に
は
能
因
本
の
本
文
で
『
枕
草
子
』
は
読
ま
れ
た
が
、
今
日

で
は
三
巻
本
の
本
文
が
『
枕
草
子
』
の
古
態
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ

て
、
各
種
の
古
典
叢
書
や
文
庫
な
ど
で
刊
行
さ
れ
る
『
枕
草
子
』
の
ほ
と

ん
ど
が
、
三
巻
本
中
の
最
善
本
、
陽
明
文
庫
所
蔵
本
を
底
本
と
す
る
。
新

大
系
本
『
枕
草
子
』
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

先
の
「
水
晶
の
滝
」
は
、
三
巻
本
の
本
文
「
す
い
さ
う
の
た
き
」
に
漢

す
い
さ
う

た
き

字
を
当
て
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
能
因
本
で
は
そ
れ
が
「
す
い
し

や
う
の
く
き
」
で
あ
る
。
類
纂
本
に
は
こ
の
章
段
は
存
在
し
な
い
。

「
す
い
さ
う
」
と
「
す
い
し
や
う
」
は
、
同
系
統
の
諸
本
に
も
見
ら
れ

る
仮
名
づ
か
い
の
違
い
に
過
ぎ
な
い
。
問
題
は
「
た
き
」
と
「
く
き
」
と

の
対
立
で
あ
る
。

「
た
」
と
「
く
」
と
は
、
字
形
が
や
や
似
て
お
り
、
た
が
い
に
誤
写
の

生
じ
や
す
い
関
係
に
あ
ろ
う
。
試
み
に
、『
能
因
本
枕
草
子
（
学
習
院
大
学
蔵
）
』

（
笠
間
書
院
刊
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
「
す
い
し
や
う
の
く
き
」
と
、
「
滝

ヽ

は
」
の
章
段
の
「
ふ
る
の
た
き
は
」
の
部
分
の
字
形
を
示
し
て
み
よ
う
。

ヽ
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三
巻
本
を
底
本
と
す
る
今
日
の
多
く
の
校
注
本
は
、
「
た
き
」
の
本
文

に
「
滝
」
の
漢
字
を
当
て
て
、
つ
ら
ら
の
下
が
る
さ
ま
を
「
水
晶
の
滝
」

に
見
た
て
る
表
現
と
解
す
る
。
新
大
系
本
も
そ
れ
で
あ
っ
た
。

い
っ
ぽ
う
、
能
因
本
を
本
文
と
す
る
江
戸
時
代
の
加
藤
磐
斎
『
清
少
納

言
枕
草
子
抄
』
は
「
水
精
の
く
き
」
を
本
文
と
し
て
、
欄
外
の
注
に
「
茎

ス
イ
サ
ウ

ク
キ

の
や
う
成
と
也
」
と
し
、
ま
た
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
も
、
「
す

い
さ
う
の
く
き
」
の
本
文
に
「
水
晶
の
莖

つ
ら
ゝ
の
さ
ま
也
」
の
注
釈

を
付
け
る
。
と
も
に
「
水
晶
の
莖
」
と
す
る
が
、
そ
の
表
現
の
い
わ
れ
を

説
く
こ
と
は
な
い
。
さ
ら
に
、
近
代
の
枕
草
子
注
釈
書
の
う
ち
で
珍
し
く

能
因
本
を
底
本
と
す
る
日
本
古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
は
、
「
く
き
」

に
「
岫
」
の
漢
字
を
当
て
、
「
『
岫
』
（
そ
そ
り
た
つ
峰
）
と
仮
に
解
く
が

疑
わ
し
い
」
と
注
し
、
も
う
一
つ
、
や
は
り
能
因
本
に
よ
る
田
中
重
太
郎

他
『
枕
冊
子
全
注
釈
』
は
、
同
様
に
「
く
き
」
を
「
岫
」
と
、
し
か
し
こ

ち
ら
は
「
岫
」
を
洞
穴
の
意
味
と
し
て
、
周
防
国
の
秋
芳
洞
の
鍾
乳
石
の

ご
と
き
を
指
す
と
い
う
説
を
立
て
る
。

「
た
き
」
な
ら
「
滝
」
。
「
く
き
」
で
あ
れ
ば
「
莖
」
か
「
岫
」
。
さ
ら

に
「
岫
」
は
「
峰
」
か
「
洞
穴
」
か
と
、
解
釈
は
分
か
れ
る
。『
枕
草
子
』

に
多
い
難
読
の
箇
所
の
一
つ
で
あ
る
。

牛
車
か
ら
家
々
を
眺
め
、
そ
の
軒
先
か
ら
下
が
る
つ
ら
ら
の
さ
ま
を
見

わ
た
し
た
表
現
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
「
水
晶
の
滝
」
は
巧
み
な
譬
喩

の
よ
う
に
見
え
る
が
、
滝
は
縦
ざ
ま
に
長
く
、
つ
ら
ら
は
横
に
連
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
形
状
は
必
ず
し
も
似
な
い
。
ま
た
「
そ
そ
り
立
つ
峰
」

が
「
疑
わ
し
い
」
の
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
「
く
き
」
の
一
語
か
ら
洞
穴
の

中
の
鍾
乳
石
を
読
み
と
る
こ
と
に
も
無
理
が
あ
る
。

そ
れ
は
仏
典
の
「
水
精
の
莖
」
と
い
う
語
に
当
た
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

『
大
阿
弥
陀
経
』
と
通
称
さ
れ
る
お
経
二
巻
が
あ
る
。
正
式
に
は
『
仏

説
阿
弥
陀
三
耶
三
仏
薩
楼
仏
檀
過
度
人
道
経
』
と
言
い
、
『
無
量
寿
経
』

あ

み

だ

さ
ん

や

さ
ん
ぶ
つ

さ

る

ぶ
つ
だ
ん

か

ど

に
ん
ど
う

の
異
訳
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
の
上
巻
の
末
に
、
阿
弥
陀
の
浄
土
の
さ
ま
を

説
く
と
こ
ろ
が
あ
る
。
西
方
十
万
億
土
の
か
な
た
に
あ
る
極
楽
は
、
地
は

数
々
の
宝
（
七
宝
）
に
よ
っ
て
成
る
。
そ
こ
に
は
高
山
も
大
海
も
な
い
。

そ
の
国
に
は
菩
薩
と
阿
羅
漢
だ
け
が
い
て
、
婦
女
は
い
な
い
。
女
人
は
往

生
す
れ
ば
男
子
と
な
る
な
ど
と
説
き
、
さ
ら
に
講
堂
、
精
舎
、
園
池
の
さ

ま
を
、
そ
こ
に
七
宝
か
ら
成
る
樹
々
が
生
え
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
荘
厳

す
る
。

そ
の
七
宝
樹
の
う
ち
、
二
種
類
の
宝
に
よ
っ
て
成
る
樹
の
琉
璃
樹
は
、

根
と
枝
と
華
が
琉
璃
で
あ
り
、
「
水
精
莖
」
の
ほ
か
に
葉
と
実
が
水
精
で

ノ

あ
る
。
四
種
類
の
宝
に
よ
っ
て
成
る
樹
の
琉
璃
樹
で
も
、
や
は
り
「
水
精ノ

莖
」
の
ほ
か
に
華
が
水
精
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
七
種
類
の
宝
か
ら
成
る
「
金

樹
」
に
も
「
水
精
莖
」
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
お
経
に
は
三
つ
の
「
水
精

ノ

ノ

莖
」
と
い
う
語
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
じ
『
無
量
寿
経
』
の
異
訳
、『
仏
説
無
量

清

浄

平

等
覚
経
』
に
は
、

し
よ
う
じ
よ
う
び
よ
う
ど
う
か
く

同
じ
文
脈
に
二
つ
の
「
水
精
莖
」
が
見
え
る
。
『
無
量
寿
経
』
に
も
そ
れ

ノ

に
該
当
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
「
水
精
為
レ

莖
」
で
あ
る
。

ヲ

シ

ト

『
無
量
寿
経
』
は
、
い
わ
ゆ
る
浄
土
三
部
経
の
一
つ
と
し
て
、
ま
た
阿

弥
陀
の
四
十
八
の
本
願
（
そ
の
う
ち
の
第
十
八
願
が
念
仏
往
生
の
願
）
を

語
る
も
の
と
し
て
平
安
時
代
の
人
々
に
も
っ
と
も
親
し
ま
れ
た
経
典
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
そ
の
古
い
異
訳
の
『
大
阿
弥
陀
経
』
お
よ
び
『
平

等
覚
経
』
で
は
本
願
の
数
は
二
十
四
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
も
そ
れ

ぞ
れ
に
流
布
し
、
読
ま
れ
た
お
経
だ
っ
た
ら
し
い
。

『
叡
山
浄
土
教
の
研
究
』
資
料
編
が
西
暦
千
百
年
前
後
の
著
作
と
推
定

す
る
著
者
未
詳
『
浄
土
厳
飾
抄
』
の
「
卅
九

安
養
世
界
（
極
楽
）
に
女

人
生
ま
る
る
や
」
に
、
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大
阿
弥
陀
経
に
い
わ
く
、

そ
の
国
に
婦
女
あ
る
こ
と
な
し
。
女
人
往
生
す
れ
ば
即
ち
化
し

て
男
子
と
成
る
。
云
々

平
等
覚
経
こ
れ
に
同
じ
。

と
、
二
つ
の
経
名
を
挙
げ
る
の
が
そ
の
一
証
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

お
そ
ら
く
、
清
少
納
言
ら
女
人
た
ち
は
、
何
ら
か
の
機
会
に
こ
の
両
経

に
触
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

清
少
納
言
に
は
天
台
僧
の
戒
秀
と
い
う
異
母
兄
が
い
た
。
そ
の
人
は
、

長
徳
四
年
（
九
九
八
）
以
降
、
内
裏
に
お
け
る
仏
名
会
の
導
師
を
合
計
五

度
も
つ
と
め
た
と
い
う
（
浜
口
俊
裕
「
清
少
納
言
の
近
親
」
『
枕
草
子
講

座
一
』
）。

ま
た
、
清
少
納
言
が
仕
え
た
中
宮
定
子
に
も
や
は
り
天
台
僧
の
静
照
と

じ
よ
う
し
よ
う

い
う
兄
弟
が
あ
っ
た
。
能
説
の
師
と
し
て
聞
こ
え
、
山
崎
宝
寺
で
行
わ
れ

の
う
ぜ
つ

た
法
華
八
講
の
講
師
を
務
め
た
お
り
に
は
、
「
四
面
堵
を
成
し
、
聴
聞
の

か
き

衆
、
涕
泣
せ
ざ
る
も
の
莫
し
」
（
『
続
本
朝
往
生
伝
』
大
江
定
基
）
と
伝
え

て
い
き
ふ

な

ら
れ
た
高
僧
で
あ
る
。

静
照
に
は
『
阿
弥
陀
如
来
四
十
八
願
釈
』
（
京
大
蔵
経
本
・
新
日
本
古

典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
と
い
う
著
作
が
あ
り
、
そ
の
冒
頭
に
は
、

双
観
無
量
寿
経
（
『
無
量
寿
経
』
の
こ
と
）
に
、
具
さ
に
阿
弥
陀
の

つ
ぶ

四
十
八
願
を
説
く
。
僕
、
極
楽
の
人
た
ら
ん
こ
と
を
願
楽
す
れ
ど
も
、

常
に
恐
る
ら
く
は
そ
の
必
ず
然
か
ら
ざ
ら
ん
こ
と
を
。
故
に
想
観
の

し

義
を
学
習
し
て
、
念
仏
の
人
に
結
縁
す
。

と
述
べ
る
。
極
楽
に
往
生
せ
ん
と
願
う
が
ゆ
え
に
、
阿
弥
陀
の
浄
土
を
観

念
す
る
こ
と
に
勤
め
た
と
言
う
の
で
あ
る
。
は
た
し
て
、
彼
に
は
極
楽
を

ま
の
あ
た
り
に
想
像
す
る
方
法
を
説
く
『
極
楽
遊
意
』
（
『
叡
山
浄
土
教
の

研
究
』
資
料
編
）
と
い
う
著
書
も
あ
る
。
そ
の
第
四
「
宝
樹
想
」
と
第
六

「
摠
観
想
」
の
文
章
は
『
栄
花
物
語
』
巻
第
十
七
「
お
む
が
く
」
に
お
け

る
藤
原
道
長
創
建
、
法

成

寺
の
壮
麗
の
形
容
に
巧
み
に
摂
取
さ
れ
て
い

ほ
う
じ
よ
う

じ

た
（
石
田
瑞
麿
「
静
照
の
『
極
楽
遊
意
』」
「
仏
教
文
学
研
究
」
六
）。
『
栄

花
物
語
』
の
著
者
の
み
な
ら
ず
、
当
時
の
女
人
は
、
そ
の
よ
う
な
書
物
を

通
じ
て
、
極
楽
の
「
宝
樹
」
を
観
想
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

清
少
納
言
が
、
中
宮
に
従
っ
て
、
静
照
上
人
や
戒
秀
の
説
法
を
聴
聞
す

る
こ
と
も
、
お
そ
ら
く
は
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
極
楽
の
宝
樹
の
「
水
精
の
莖
」

は
、
そ
の
よ
う
な
講
場
で
も
耳
に
し
え
た
言
葉
だ
っ
た
と
思
う
。

能
因
本
の
「
す
い
し
や
う
の
く
き
な
ど
い
は
ま
ほ
し
き
や
う
に
て
」
と

は
、
あ
の
「
水
精
の
莖
」
と
で
も
言
っ
て
み
た
い
ほ
ど
に
、
と
い
う
意
味

ヽ

ヽ

合
い
の
表
現
で
あ
っ
た
。
清
少
納
言
が
中
宮
ら
と
共
に
し
た
極
楽
へ
の
憧

憬
を
こ
め
る
言
葉
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

宮
の
御
仏
名
会
で
一
年
の
罪
障
を
懺
悔
し
た
帰
り
の
車
中
、
人
（
清
少

納
言
）
は
、
雪
に
お
お
わ
れ
た
貧
し
い
家
々
の
屋
根
を
、
ま
る
で
銀
の
瓦

を
葺
く
御
殿
の
よ
う
に
見
た
。
ま
た
軒
先
か
ら
長
く
短
く
垂
れ
る
つ
ら
ら

を
「
水
精
の
莖
」
に
観
じ
た
。

彼
女
に
は
、
わ
れ
ひ
と
の
罪
障
が
月
と
雪
と
氷
の
白
い
光
に
よ
っ
て
浄

化
さ
れ
る
よ
う
な
、
ま
た
極
楽
が
つ
い
そ
こ
に
現
出
し
た
か
の
よ
う
な
、

驚
き
と
喜
び
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
い
ふ
に
も
あ
ま
り
て
め
で
た

き
…
…
」
と
は
、
そ
の
感
激
を
言
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

仏
名
会
や
法
華
八
講
な
ど
の
法
会
は
、
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
、

社
交
や
娯
楽
の
場
で
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

「
説
経
の
講
師
は
顔
よ
き
」
で
始
ま
る
三
〇
段
に
、
講
師
の
着
座
の
後

か
う

じ

か
ほ

に
遅
れ
て
来
た
貴
公
子
た
ち
の
姿
を
次
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
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前
駆
す
こ
し
追
は
す
る
車
と
ゞ
め
て
お
る
ゝ
人
、
蟬
の
羽
よ
り
も
軽

さ

き

お

か
る

げ
な
る
直
衣
、
指
貫
、
生
絹
の
ひ
と
へ
な
ど
き
た
る
も
、
狩

衣
の

な

を

し

さ
し
ぬ
き

す

ゞ

し

（
か
り
ぎ
ぬ
）

す
が
た
な
る
も
、
さ
や
う
に
て
、
わ
か
う
ほ
そ
や
か
な
る
三
四
人
ば

か
り
…
…

そ
れ
ぞ
れ
が
従
者
を
と
も
な
い
、涼
し
げ
な
夏
の
日
常
服
で
来
た
彼
ら
は
、

遅
参
し
た
上
に
中
座
し
て
帰
っ
て
ゆ
く
。
な
お
ざ
り
と
も
言
う
べ
き
そ
ん

な
態
度
に
、
清
少
納
言
は
む
し
ろ
憧
憬
の
目
を
む
け
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
貴
公
子
た
ち
の
「
蟬
の
羽
よ
り
も
軽
げ
な
る
直
衣
」

か
る

な

を

し

と
い
う
衣
装
の
表
現
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

『
枕
草
子
』
の
注
釈
を
か
え
り
み
る
と
、
古
く
は
磐
斎
『
枕
草
子
抄
』

が
、
こ
こ
に
「
せ
み
の
は
よ
り
と
は
、
装
束
を
い
ふ
」
と
注
し
、
『
拾
遺

集
』
の
大
中
臣
能
宣
の
歌
、
「
鳴
く
声
は
ま
だ
聞
か
ね
ど
も
蟬
の
羽
の
薄

よ
し
の
ぶ

き
衣
は
た
ち
ぞ
き
て
け
る
」
を
引
く
。
ま
た
近
く
は
『
枕
冊
子
全
註
釈
』

が
「
蟬
の
羽
は
透
き
通
っ
て
見
え
る
の
で
、
薄
い
夏
衣
を
い
う
」
と
説
き
、

「
か
は
虫
は
声
も
た
へ
ぬ
に
蟬
の
羽
の
い
と
薄
き
身
も
く
る
し
げ
に
な
く
」

（
『
河
海
抄
』
所
引
『
花
山
院
集
』
）
を
引
く
。
ど
ち
ら
も
、
「
蟬
の
羽
よ

り
も
…
…
」
が
同
時
代
の
歌
語
に
共
通
す
る
表
現
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
能
宣
の
歌
は
「
蟬
の
羽
の
薄
き
衣
」
で
あ
り
、
花
山
院
御
製

ヽ

ヽ

も
「
蟬
の
羽
の
い
と
薄
き
身
」
。
い
っ
ぽ
う
の
清
少
納
言
は
「
蟬
の
羽
よ

ヽ

ヽ

り
も
軽
げ
な
る
直
衣
」
で
あ
る
。「
薄
き
」
と
「
軽
げ
」
に
違
い
が
あ
る
。

ヽ

ヽ

も
ち
ろ
ん
、
薄
い
か
ら
軽
い
の
で
あ
り
、
同
じ
こ
と
と
も
言
え
よ
う
が
、

表
現
と
し
て
は
、
や
は
り
異
な
る
。
そ
の
相
違
に
は
、
何
ら
か
の
意
味
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
を
考
え
る
前
に
、
こ
こ
で
は
や
や
遠
回
り
し
て
、
和
歌
に
お

け
る
「
蟬
」
の
表
現
の
、
古
い
時
代
の
例
ふ
た
つ
を
取
り
あ
げ
て
み
た
い
。

一
つ
は
、
『
万
葉
集
』
巻
十
五
の
遣
新
羅
使
の
ひ
と
り
の
歌
（
三
六
一

七
）
で
あ
る
。
新
羅
と
の
難
し
い
外
交
交
渉
に
向
か
う
使
節
一
行
は
瀬
戸

内
を
西
航
す
る
船
に
あ
っ
た
。
天
平
八
年
（
七
三
六
）
秋
の
こ
と
で
あ
る
。

安
芸
国
の
長
門
島
に
磯
辺
に
舶
泊
り
し
て
作
り
し
歌
五
首
（
其
一
）

あ

き
の
く
に

な
が
と
の
し
ま

い
そ

べ

ふ
な
ど
ま

石
走
る
滝
も
と
ど
ろ
に
鳴
く
蟬
の
声
を
し
聞
け
ば

都

し
思
ほ
ゆ

い
は
ば
し

た
き

せ
み

こ
ゑ

み
や
こ

お
も

右
の
一
首
は
、
大

石

蓑
麻
呂

お
ほ
い
し
の
み
の

ま

ろ

『
万
葉
集
』
に
「
ひ
ぐ
ら
し
」
を
詠
む
歌
は
九
例
。
し
か
し
「
蟬
」
を
詠

せ
み

む
の
は
こ
の
一
首
だ
け
で
あ
る
。
激
流
の
音
の
よ
う
に
高
く
響
く
そ
の
蟬

の
声
を
「
聞
け
ば
」
、
都
が
恋
し
く
思
わ
れ
る
と
詠
う
。

『
万
葉
集
』
の
歌
で
は
、
た
と
え
ば
「
千
鳥
」
の
声
は
「
聞
け
ば
寝
ね

ち

ど
り

い

か
て
な
く
に
」
（
一
一
二
四
）
と
、
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
は
「
聞
け
ば
」
、
「
苦

し
も
」
（
一
四
六
七
）
、
「
恋
こ
そ
増
さ
れ
」（
一
四
七
五
）
、
「
さ
ぶ
し
も
」

ま

（
四
一
七
七
）
な
ど
と
詠
わ
れ
る
。
鳥
の
声
は
悲
哀
と
と
も
に
聞
か
れ
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
こ
の
「
蟬
の
声
」
は
「
都
し
思
ほ
ゆ
」

と
、
作
者
に
都
を
思
わ
せ
る
。
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
今
日
で
は
、
そ
の
心
情

へ
の
共
感
は
、
か
な
ら
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

蟬
の
声
を
聞
い
て
都
を
思
う
心
は
、
奈
良
時
代
の
人
々
が
読
ん
だ
書
物

の
知
識
よ
り
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
、
す
で
に
宋
成
徳

「
蟬
、
ひ
ぐ
ら
し
を
詠
む
万
葉
歌
と
中
国
文
学
」
（
「
京
都
大
学
国
文
学
論

叢
」
二
十
）
に
指
摘
が
あ
る
。
そ
こ
に
引
か
れ
た
中
国
詩
文
の
用
例
を
一

つ
だ
け
示
し
て
お
こ
う
。

晋
・
潘
岳
「
河
陽
県
作
二
首
（
其
二
）
」
（
『
文
選
』
巻
二
十
六
）

鳴
蟬
厲
寒
音

鳴
蟬
は
寒
音
を
厲
し
く
し

め
い
ぜ
ん

か
ん
お
ん

は
げ

時
菊
耀
秋
華

時
菊
は
秋
華
を
耀
か
す

じ

ぎ
く

か
か
や

引
領
望
京
室

領
を
引
き
て
京
室
を
望
め
ば

く
び

け
い
し
つ

南
路
在
伐
柯

南
路
伐
柯
に
在
り

ば
つ

か
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蟬
の
寒
々
と
し
た
声
を
聞
き
、
菊
の
花
を
見
る
に
つ
け
て
、
首
を
伸
ば
し

て
都
を
望
む
。
都
は
こ
の
南
方
、
遠
く
も
な
い
道
に
あ
る
の
に
、
と
詠
う
。

蟬
の
声
は
秋
の
訪
れ
を
告
げ
る
。
そ
れ
を
聞
く
旅
人
は
、
こ
の
秋
も
都

に
、
あ
る
い
は
故
郷
に
帰
れ
な
い
こ
と
を
悲
し
む
。
そ
の
よ
う
な
連
想
が
、

こ
の
ほ
か
に
も
、
中
国
古
典
詩
に
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

遣
新
羅
使
た
ち
は
夏
六
月
に
出
発
し
て
、
瀬
戸
内
の
海
上
で
秋
七
月
を

迎
え
た
。
そ
の
悲
し
み
を
、
右
の
よ
う
な
中
国
詩
の
表
現
を
手
本
に
し
て

詠
っ
た
の
だ
ろ
う
。
使
節
の
ひ
と
り
、
大
石
蓑
麻
呂
は
、
知
識
に
よ
り
我

が
心
を
詠
う
こ
と
を
知
る
教
養
人
で
あ
っ
た
。

古
代
和
歌
に
お
け
る
「
蟬
」
の
表
現
の
二
つ
め
は
、
『
古
今
集
』
雑
上

（
八
七
六
）
の
紀
友
則
の
歌
で
あ
る
。

方
違
へ
に
人
の
家
に
ま
か
れ
り
け
る
時
に
、
主
の
衣
を
き
せ
た
り

か
た
た
が

あ
る
じ

き
ぬ

け
る
を
あ
し
た
に
か
へ
す
と
て
よ
み
け
る

き
の
と
も
の
り

蟬
の
羽
の
夜
の
衣
は
薄
け
れ
ど
う
つ
り
香
こ
く
も
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な

う
す

が

詞
書
に
よ
れ
ば
、
方
違
え
の
た
め
に
宿
し
た
他
人
の
家
で
、
主
人
か
ら
借

り
た
夜
着
を
翌
朝
返
す
時
に
詠
っ
た
も
の
と
い
う
。
お
借
り
し
た
夜
着
は

ま
る
で
「
蟬
の
羽
」
の
よ
う
に
薄
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
あ
な
た
の
移
り
香

が
濃
く
匂
っ
て
お
り
ま
し
た
と
、
主
人
の
親
切
に
謝
し
た
の
で
あ
る
。「
蟬

の
羽
の
」
は
「
夜
の
衣
」
、
夏
の
夜
着
の
薄
さ
を
譬
え
て
言
う
。

「
蟬
」
を
詠
う
の
は
『
古
今
集
』
の
ほ
か
の
歌
に
も
例
が
あ
る
が
、「
蟬

の
羽
」
は
な
い
。
そ
れ
は
友
則
に
よ
っ
て
初
め
て
用
い
ら
れ
た
歌
語
だ
っ

た
で
あ
ろ
う
。

夏
は
て
て
、
鳴
き
疲
れ
た
蟬
の
死
骸
が
地
面
に
落
ち
て
い
る
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
を
拾
っ
た
友
則
が
、
そ
の
羽
の
薄
さ
に
驚
き
、
こ
の
表
現
を
工

夫
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も

先
の
蓑
麻
呂
歌
と
同
様
、
中
国
詩
を
手
本
と
す
る
表
現
で
は
な
か
っ
た
か
。

契
沖
『
古
今
余
材
抄
』
は
、
こ
の
歌
の
注
に
、

文
選
張
景
陽
七
命
云
秋
蟬
翼
不
レ

足
レ

擬

二

其

薄
一

。

ガ

ニ

ノ

ノ

モ

ラ

ス
ル
ニ

ノ

キ
ニ

と
『
文
選
』
巻
三
十
五
「
七
命
」
中
の
一
句
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
歌
に

つ
い
て
中
国
詩
文
を
引
用
す
る
『
古
今
集
』
の
注
釈
書
は
、
管
見
の
か
ぎ

り
、
こ
れ
の
み
で
あ
る
。

晋
の
張
協
（
字
、
景
陽
）
の
「
七
命
」
は
、
俗
を
避
け
て
幽
山
深
谷
に

隠
れ
る
「
沖

漠
公
子
」
を
世
上
に
誘
い
だ
す
べ
く
、「

循

華
大
夫
」
が
、

ち
ゆ
う
ば
く
こ
う

し

じ
ゆ
ん
く
わ
た
い

ふ

美
し
い
音
楽
、
快
適
な
住
ま
い
、
狩
猟
、
刀
剣
、
乗
馬
な
ど
の
七
つ
の
悦

楽
を
順
に
語
る
作
で
あ
る
。
そ
の
六
つ
目
と
し
て
、
天
下
の
美
味
の
さ
ま

ざ
ま
を
挙
げ
る
。
た
と
え
ば
、
腕
利
き
の
料
理
人
が
包
丁
を
振
う
と
、
魚

の
身
は
ま
る
で
絹
の
布
の
よ
う
に
散
っ
て
、

秋
の
蟬
の
翼
も
、
そ
の
薄
き
に
擬
す
る
に
足
ら
ず
。

つ
ば
さ

ぎ

た

と
、
「
蟬
の
翼
」
す
ら
、
そ
の
魚
の
身
の
薄
さ
に
は
及
ば
な
い
と
言
う
。

契
沖
は
そ
れ
を
友
則
歌
の
類
似
表
現
と
し
て
示
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
例
だ
け
で
は
な
い
。
「
蟬
の
翼
」
は
、
薄
さ
の
き
わ
だ
つ
さ
ま
ざ

ま
な
も
の
の
譬
え
に
用
い
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
薄
く
打
っ
た
金
箔
を
「
蟬

翼
の
如
し
（
如
蟬
翼
）
」
（
晋
『
鄴
中
記
』
）
と
言
う
。
ま
た
婦
人
の
髪
を

向
こ
う
が
見
え
る
ほ
ど
に
薄
く
整
え
る
こ
と
を
、
白
居
易
は
「
雲
鬢
新
た

う
ん
ぴ
ん

に
梳
れ
ば
薄
き
こ
と
蟬
に
似
た
り
（
雲
鬢
新
梳
薄
似
蟬
）
」
（
「
花
酒
」
）
と

く
し
け
づ

詠
っ
た
。
平
安
朝
の
日
本
の
詩
人
も
、
乙
女
た
ち
が
「
鞦
韆
」
、
ブ
ラ
ン

し
う
せ
ん

コ
を
楽
し
む
さ
ま
を
「
鬟

鬢
枝
を
迎
へ
て
蟬
翼
薄
し
（
鬟
鬢
迎
枝
蟬
翼

く
わ
ん
び
ん

せ
ん
よ
く

薄
）
」（
滋
貞
主
「
雑
言
奉
二

和
鞦
韆
篇
一

一
首
」『
経
国
集
』
）
と
表
現
す
る
。

「
蟬
の
翼
」
の
よ
う
に
薄
い
女
の
結
髪
が
、
ブ
ラ
ン
コ
の
綱
を
結
ん
だ
木

々
の
間
を
行
き
来
す
る
こ
と
を
そ
う
詠
う
の
で
あ
る
。

平
安
朝
の
詩
人
に
と
っ
て
、
ブ
ラ
ン
コ
は
も
と
よ
り
、
結
い
あ
げ
た
女

の
髪
も
、
ま
の
あ
た
り
の
現
実
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
中
国
の
詩
か
ら
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得
た
知
識
に
よ
る
架
空
の
景
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
蟬
翼
薄
し
」
も
、
実

際
に
蟬
の
羽
を
見
た
印
象
か
ら
生
ま
れ
た
表
現
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

「
蟬
の
羽
の
夜
の
衣
は
薄
け
れ
ど
」
の
歌
の
作
者
、
紀
友
則
は
、
寛
平

う
す

十
年
に
少
内
記
、
延
喜
四
年
に
大
内
記
に
任
官
し
て
い
る
（
『
古
今
和
歌

集
目
録
』
）
。
中
務
省
の
大
内
記
も
少
内
記
も
、
詔
勅
を
制
作
し
、
御
所
の

記
録
を
司
る
（
『
令
義
解
』
職
員
令
）
。
「
儒
門
の
中
で
文
筆
に
堪
能
な
者

を
択
ん
で
任
命
す
る
」
（
『
国
史
大
辞
典
』
）
職
と
さ
れ
る
。
友
則
も
、
そ

の
よ
う
な
学
者
の
ひ
と
り
と
し
て
、
漢
語
世
界
の
「
蟬
翼
」
の
語
に
親
し

ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
和
語
に
翻
訳
し
た
の
が
「
蟬
の
羽
」
な
の

だ
ろ
う
と
思
う
。

以
上
、
「
蟬
」
を
詠
む
二
首
、
『
万
葉
集
』
の
蓑
麻
呂
の
都
を
思
う
歌
、

『
古
今
集
』
の
友
則
の
「
蟬
の
羽
」
を
詠
う
作
を
読
ん
で
き
た
。
改
め
て

言
う
ま
で
も
な
く
、
「
蟬
」
の
和
歌
に
漢
語
表
現
の
翻
訳
が
目
だ
つ
こ
と

に
注
意
し
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
『
枕
草
子
』
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
「
蟬
の
羽
よ
り
も
軽
げ
な
る

か
る

直
衣
」
と
い
う
貴
公
子
た
ち
の
衣
装
の
表
現
に
つ
い
て
、
従
来
の
注
釈
は
、

な

を

し

「
蟬
の
羽
の
薄
き
衣
は
」
や
「
蟬
の
羽
い
と
薄
き
身
も
」
な
ど
の
和
歌
の

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

表
現
を
類
例
と
し
て
引
い
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
表
現
が
友
則
の
「
蟬
の
羽

の
夜
の
衣
は
薄
け
れ
ど
」
を
継
ぐ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ヽ

ヽ

ヽ

問
題
は
、
そ
れ
ら
の
和
歌
の
「
薄
き
」
に
対
し
て
、『
枕
草
子
』
で
は
「
軽

げ
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
違
い
は
な
ぜ
生
ま
れ
た
の
か
。
そ
こ

に
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
か
、
そ
れ
を
問
う
た
の
で
あ
る
。

そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
は
、も
は
や
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

「
蟬
」
の
表
現
に
漢
詩
文
の
影
が
濃
い
と
し
た
ら
、
こ
の
「
蟬
の
羽
根
よ

り
も
軽
げ
」
も
ま
た
同
様
で
あ
ろ
う
。

古
典
詩
文
に
お
い
て
は
、
「
蟬
翼
」
は
軽
き
を
極
め
る
例
と
さ
れ
る
こ

と
が
多
か
っ
た
。
「
微
身
は
蟬
の
翼
よ
り
軽
し
（
微
身
軽
蟬
翼
）
」
（
晋
・

潘
岳
「
河
陽
県
作
二
首
・
其
一
」
『
文
選
』
巻
二
十
六
）
と
、
我
が
身
は

蟬
の
翼
よ
り
も
軽
く
賤
し
い
と
卑
下
し
た
り
、
「
蟬
翼
を
重
し
と
為
し
、

千
鈞
を
軽
し
と
為
す
（
蟬
翼
為
重
、
千
鈞
為
軽
）
」
（
『
楚
辞
』
卜
居
・
『
文

選
』
巻
三
十
三
）
の
上
句
が
、
吹
け
ば
飛
ぶ
よ
う
な
侫
人
の
や
か
ら
を
重

用
す
る
こ
と
を
そ
し
る
表
現
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
そ
の
「
蟬
翼
」
が
う
す
ぎ
ぬ
の
衣
の
軽
さ
の
譬
喩
と
さ
れ
る

こ
と
も
あ
っ
た
。

羅
裙
数
十
重

羅
裙
の
数
十
重

ら

く
ん

猶
軽
一
蟬
翼

猶
ほ
一
の
蟬
翼
よ
り
軽
し

な

い
つ

（
施
栄
泰
「
雑
詩
」
『
玉
台
新
詠
』
巻
四
）

雲
薄
衣
初
捲

雲
薄
く
し
て
衣
初
め
て
捲
き

ま

蟬
飛
翼
転
軽

蟬
飛
ん
で
翼
転
た
軽
し

（
李
嶠
「
羅
」
）

う
た

後
者
の
詩
句
に
は
、
「
せ
み
の
は
ね
軽
く
う
す
く
し
て
羅
衣
に
似
た
り
」

（
『
百
詠
和
歌
』
）
の
注
が
あ
る
。

清
少
納
言
は
、
こ
れ
ら
の
詩
語
を
、
貴
公
子
た
ち
の
夏
の
装
い
の
さ
わ

や
か
さ
を
表
現
す
る
た
め
に
応
用
し
た
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
以
降
、
た
と
え
ば
、
平
安
後
期
の
歌
人
藤
原
公
重
の
歌
に
、

女
房
更
衣

た
ち
か
ふ
る
蟬
の
羽
ご
ろ
も
風
ふ
け
ば
裳
引
き
の
裙
も
軽
き
な
り
け

も

び

す
そ

り

（
『
風
情
集
』
）

ふ

ぜ
い

な
ど
と
、
蟬
の
羽
を
軽
い
も
の
と
詠
う
こ
と
が
普
通
の
例
に
な
る
。

そ
れ
は
『
枕
草
子
』
の
表
現
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

右
の
「
裳
引
き
の
裙
も
軽
き
な
り
け
り
」
の
歌
詞
に
は
、
先
の
『
玉
台

も

び

す
そ

新
詠
』
「
雑
詩
」
の
「
羅
裙
の
数
十
重
、
猶
ほ
一
の
蟬
翼
よ
り
軽
し
」
の

ヽ

直
接
的
な
反
響
を
聞
き
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
枕
草
子
』
と
公
重
の
歌
と
は
、
と
も
に
「
蟬
翼
よ
り
軽
し
」
の
詩
句

を
受
容
す
る
、
い
わ
ば
兄
弟
の
関
係
に
あ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

四

「
蟬
」
は
平
安
朝
の
仮
名
文
学
に
例
を
見
る
こ
と
の
少
な
い
言
葉
だ
が
、

せ
み

そ
れ
に
も
ま
し
て
「
蚊
」
は
珍
し
い
。「
蚊
や
り
火
」
を
ほ
か
に
す
れ
ば
、

か

『
枕
草
子
』
の
二
か
所
に
見
ら
れ
る
の
が
稀
少
な
例
で
あ
ろ
う
。

そ
の
一
つ
は
、
耳
の
よ
す
ぎ
る
大
蔵
卿
、
藤
原
正
光
の
次
の
挿
話
（
二

五
六
段
）
に
あ
っ
た
。

大
蔵
卿
ば
か
り
耳
と
き
人
は
な
し
。
ま
こ
と
に
蚊
の
ま
つ
げ
の
落
つ

く
ら

み
ゝ

お

る
を
も
聞
き
つ
け
給
つ
べ
う
こ
そ
あ
り
し
か
。

き

ゝ

（
た
ま
ひ
）

職
の
御
曹
司
の
西

面
に
す
み
し
こ
ろ
、
大
殿
の
新
中
将
、
宿
直

し
き

ざ
う

し

に
し
お
も
て

お
ほ
と
の

ゝ

と

の

ゐ

に
て
も
の
な
ど
い
ひ
し
に
、
そ
ば
に
あ
る
人
の
、「
此
中
将
に
扇
の
絵

（
こ
の
）

ゑ

の
事
い
へ
」
と
さ
ゝ
め
け
ば
、
「
い
ま
か
の
君
の
た
ち
給
ひ
な
ん
に

を
」
と
い
と
み
そ
か
に
い
ひ
入
る
ゝ
を
、
そ
の
人
だ
に
え
聞
き
つ
け

い

き

ゝ

で
、
「
な
に
と
か
、
〳
〵
」
と
耳
を
か
た
ぶ
け
来
る
に
、
と
を
く
ゐ

み
ゝ

く

（
ほ
）

て
、
「
に
く
し
。
さ
の
給
は
ば
、
け
ふ
は
た
ゝ
じ
」
と
の
給
ひ
し
こ

（
た
ま
）

ゝ

（
た
ま
）

そ
、
い
か
で
聞
き
つ
け
給
ら
ん
と
、
あ
さ
ま
し
か
り
し
か
。

き

ゝ

（
た
ま
ふ
）

新
中
将
と
い
う
人
と
話
を
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
ば
に
い
る
女
房
が
、
こ

の
中
将
に
扇
の
絵
の
こ
と
を
相
談
し
て
く
れ
と
さ
さ
や
く
。
い
ま
に
あ
の

方
（
大
蔵
卿
）
が
お
立
ち
に
な
っ
た
ら
そ
の
時
に
、
と
そ
っ
と
答
え
る
。

そ
れ
は
そ
の
女
房
が
問
い
か
え
す
ほ
ど
小
さ
な
声
だ
っ
た
の
に
、
遠
く
に

い
た
大
蔵
卿
が
聞
き
つ
け
て
、「
こ
れ
は
け
し
か
ら
ぬ
。
そ
う
仰
る
な
ら
、

今
日
は
こ
こ
を
動
き
ま
す
ま
い
」
と
、
つ
む
じ
を
ま
げ
た
と
い
う
挿
話
で

あ
る
。

そ
の
「
耳
と
き
」
さ
ま
を
、
清
少
納
言
は
「
ま
こ
と
に
蚊
の
ま
つ
げ
の
落お

つ
る
を
も
聞
き
つ
け
給
つ
べ
う
こ
そ
あ
り
し
か
」
と
言
う
。
「
蚊
の
ま
つ

き

ゝ

（
た
ま
ひ
）

げ
」
な
ど
、
誰
も
見
た
は
ず
の
な
い
も
の
だ
が
、
そ
れ
ほ
ど
小
さ
い
も
の

の
落
ち
る
音
さ
え
聞
き
と
り
か
ね
な
い
人
だ
と
あ
き
れ
た
の
で
あ
る
。

面
白
い
話
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
「
蚊
の
ま
つ
げ
」
と
い
う
表
現
は
何

だ
ろ
う
か
。

こ
の
不
思
議
な
言
葉
を
注
釈
家
た
ち
が
見
逃
す
は
ず
が
な
い
。
磐
斎
『
枕

草
子
抄
』
は
そ
の
頭
注
に
『
列
子
』
（
湯
問
篇
）
の
一
文
を
漢
文
の
ま
ま

に
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
季
吟
『
春
曙
抄
』
の
注
が
、『
蒙
求
』
と
、

そ
の
『
列
子
』
の
文
を
和
文
で
要
約
し
て
引
く
の
を
示
し
て
お
こ
う
。

も
ろ
こ
し
に
殷
師
と
い
ふ
物
、
患
二

耳
聡
一

、
聞
二

牀
下
蟻

動
一

、
謂
二

イ
ン

シ

ウ
レ
フ

ノ
ト
キ
コ
ト
ヲ

テ

ニ
ア
リ
ノ

ヲ

フ

之
牛
闘

一

と
蒙
求
に
あ
り
。
列
子
湯
問
篇
に
焦
螟
と
い
ふ
虫
、
群
飛

ヲ

ノ
タ
ヽ
カ
フ
ト

ノ

セ
ウ
メ
イ

ム
レ
ト
ビ

て
、
集
二

於
蚊
睫
一

を
、
世
に
め
よ
く
み
ゝ
と
き
人
も
、
其
声
形
を

ア
ツ
マ
ル

ノ
マ
ツ
ゲ
ニ

え
見
聞
か
ぬ
を
、
只
黄
帝
と
容
成
子
と
、
神
色
を

以

見
れ
ば
泰
山

ヨ
ウ

も
つ
て

た
い
ざ
ん

の
阿
の
ご
と
く
、
気
を
以
き
け
ば
雷
霆
の
声
の
ご
と
し
と
云
々
。

ク
マ

ラ
イ
テ
イ

床
下
の
蟻
の
足
音
が
牛
の
争
う
音
に
聞
こ
え
た
（
『
蒙
求
』「
殷
師
牛
闘
」
）

と
は
、
聴
覚
過
敏
の
や
ま
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、『
列
子
』
の
文
は
、「
蚊

睫
」
、
蚊
の
ま
つ
げ
の
と
こ
ろ
に
群
れ
飛
ぶ
焦
螟
と
い
う
虫
は
、
目
に
見

え
ず
、
耳
に
聞
こ
え
ぬ
も
の
だ
が
、
た
だ
黄
帝
と
容
成
子
と
が
精
神
を
凝

ら
せ
ば
、
そ
の
形
は
大
き
な
山
の
よ
う
に
見
え
、
羽
音
は
雷
鳴
の
ご
と
く

に
聞
こ
え
た
と
い
う
話
で
あ
る
。

「
蚊
の
ま
つ
げ
の
落
つ
る
を
も
」
云
々
の
表
現
は
、
こ
の
『
列
子
』
の

お

「
蚊
睫
」
の
語
の
知
識
に
基
づ
く
も
の
と
、
磐
斎
も
季
吟
も
考
え
た
。
そ

れ
以
降
の
注
釈
家
も
、
そ
の
典
拠
論
に
当
然
の
よ
う
に
従
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
『
枕
草
子
集
註
』
（
関
根
正
直
、
昭
和
五
年
序
）
が
そ
の
読

み
方
を
次
の
よ
う
に
一
蹴
し
、
風
向
き
が
変
わ
る
。
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例
の
清
少
独
擅
の
警
句
な
り
。
之
を
列
子
湯
問
篇
の
文
よ
り
、
思
ひ

つ
き
た
る
詞
と
し
て
、
春
抄
（
春
曙
抄
）
を
始
め
、
夏
蔭
翁
（
前
田

夏
蔭
）
等
、
列
子
の
文
を
長
々
と
、
引
き
出
で
た
る
は
徒
労
な
ら
ず

や
。
且
列
子
に
は
、
蚊
の
睫
落
つ
と
は
見
え
ざ
る
を
や
。

か
つ

「
蚊
の
ま
つ
げ
」
云
々
は
作
者
ら
し
い
独
創
で
あ
る
。
『
列
子
』
の
典
拠

を
長
々
と
引
用
す
る
な
ど
、
無
駄
な
こ
と
だ
。
そ
も
そ
も
、
『
列
子
』
に

は
、
蚊
の
睫
が
落
ち
る
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
と
、
典
拠
論
を
否
定
す
る

の
で
あ
る
。
加
え
て
言
え
ば
、
『
列
子
』
の
話
で
小
さ
な
音
と
さ
れ
る
の

は
焦
螟
な
る
虫
の
羽
音
で
あ
り
、
蚊
の
何
か
で
も
な
い
。『
列
子
』
と
『
枕

草
子
』
で
異
な
る
点
は
、
じ
つ
は
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
た
と
え
ば
『
枕
冊
子
全
註
釈
』
は
『
春
曙
抄
』
を
引
い
た
上

で
、
こ
の
『
集
註
』
の
否
定
論
を
引
用
す
る
。
自
ら
の
考
え
は
示
さ
な
い
。

新
編
古
典
全
集
に
「
作
者
の
独
創
的
な
表
現
か
、
故
事
が
あ
る
の
か
は
っ

き
り
し
な
い
」
と
す
る
の
も
、
そ
れ
と
同
じ
態
度
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
『
春
曙
抄
』
を
継
い
で
『
列
子
』
の
文
章
を
掲
げ
る
注
釈

書
も
あ
り
、
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
は
そ
れ
を
引
用
し
て
、
「
蚊
の
睫

が
落
ち
る
音
と
変
え
た
と
こ
ろ
に
、
日
本
人
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
見
ら
れ
よ

う
」
と
説
く
。『
新
編
枕
草
子
』
が
『
藝
文
類
聚
』「
蚊
」
所
引
の
『
列
子
』

の
文
を
示
す
の
は
、
そ
れ
を
類
書
経
由
の
知
識
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
和
泉
古
典
叢
書
『
枕
草
子
』
は
「
当
時
の
諺
の
よ
う
な
も
の

か
。
不
明
」
と
し
、
新
大
系
も
「
ほ
と
ん
ど
音
も
し
な
い
も
の
、
と
し
て

挙
げ
た
」
と
す
る
。
と
も
に
典
拠
の
有
無
に
は
言
及
し
な
い
。
「
蚊
の
ま

つ
げ
」
を
、
日
本
語
本
来
の
表
現
と
し
て
あ
り
う
る
も
の
と
し
て
考
え
た

の
だ
ろ
う
か
。

古
代
日
本
人
が
そ
の
虫
を
「
か
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ん
だ
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
和
歌
、
和
文
に
用
い
る
こ
と
は
稀
だ
っ
た
が
、
和
語
「
蚊
」
は

か

あ
っ
た
。
『
枕
草
子
』
の
「
蚊
」
の
語
例
の
も
う
一
つ
は
、
「
に
く
き
物
」

の
段
の
「
ね
ぶ
た
し
と
思
ひ
て
ふ
し
た
る
に
、
蚊
の
細

声

に
侘
し
げ
に

か

ほ
そ
（
ご
ゑ
）

（
わ
び
）

名
告
り
て
、
顔
の
程
に
と
び
あ
り
く
。
羽
風
さ
へ
そ
の
身
の
程
に
あ
る
こ

な

の

か
ほ

は

か
ぜ

そ
い
と
に
く
け
れ
」
（
二
五
段
）
で
あ
る
。
こ
ち
ら
は
今
日
の
私
た
ち
に

も
共
感
の
容
易
な
文
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
「
蚊
」
を
「
に
く
き
物
」
と

感
じ
る
こ
と
と
、「
蚊
の
ま
つ
げ
」
を
云
々
す
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
、

相
当
の
距
離
が
あ
る
。
『
枕
草
子
』
以
前
に
「
蚊
の
ま
つ
げ
」
の
語
例
は

な
い
。
後
の
世
に
も
お
そ
ら
く
は
な
い
だ
ろ
う
。
日
本
人
が
「
蚊
の
ま
つ

げ
」
を
想
像
し
、
そ
れ
を
文
字
に
す
る
の
は
、
こ
の
例
を
ほ
か
に
し
て
、

か
つ
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

い
っ
ぽ
う
、
『
列
子
』
に
は
「
蚊
睫
」
な
る
語
が
あ
っ
た
。

ま
た
、
い
っ
た
い
に
、
古
代
中
国
の
人
々
は
、
生
き
物
の
細
部
に
焦
点

を
あ
て
、
そ
れ
を
言
葉
に
し
、
そ
れ
を
譬
喩
に
用
い
る
こ
と
を
好
ん
だ
。

前
節
の
「
蟬
翼
」
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
ほ
か
に
も
、
「
螓
首
蛾
眉
」
は

し
ん
し
ゆ

が

び

美
人
の
形
容
。
あ
る
い
は
「
蜂
腰
」
「
蝸
角
」
と
言
い
、
「

虫

臂
鼠
肝
」

ほ
う
え
う

く
わ
か
く

ち
ゆ
う

ひ

そ

か
ん

と
も
言
う
。
そ
の
よ
う
な
表
現
の
一
つ
が
「
蚊
睫
」
で
あ
っ
た
。

し
か
も
、
「
蚊
睫
」
の
語
は
『
列
子
』
の
例
に
は
限
ら
な
い
。

『
文
選
』
巻
十
三
「
鷦
鷯
賦
」
（
晋
・
張
華
）
が
、

鷦
螟
巣
於
蚊
睫

鷦
螟
蚊
の
睫
に
巣
く
ひ

ヽ

ヽ

せ
う
め
い

か

ま
つ
げ

す

大
鵬
弥
乎
天
隅

大
鵬
天
の
隅
に
弥
し

た
い
ほ
う

す
み

あ
ま
ね

と
、
生
き
物
に
大
小
が
あ
る
の
を
説
く
の
も
そ
れ
で
あ
る
。
唐
・
李
善
の

こ
の
注
に
は
、「
晏
子
春
秋
に
景
公
の
曰
く
、
天
下
極
細
の
者
有
り
や
。
対こ

た

へ
て
曰
く
、
有
り
。
東
海
に
虫
有
り
。
蚊
の
睫
に
巣
く
ふ
（
巣
於
蚊
睫
）
。

ヽ

ヽ

再
び
飛
び
て
蚊
為
に
驚
か
ず
」
云
々
と
す
る
。

た
め

『
枕
草
子
』
一
九
七
段
が

文
は

文

集
。
文

選
、
新

賦
。
史
記
、
五
帝
本
紀
…
…

ふ
み

（
も
ん
じ
ふ
）

（
も
ん
ぜ
ん
）

（
し
ん
ぷ
）
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と
記
す
の
は
、
読
み
も
し
な
い
古
典
を
挙
げ
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

清
少
納
言
は
、
『
白
氏
文
集
』
も
『
文
選
』
も
読
ん
だ
。
『
文
選
』
の
な
か

で
は
、
漢
代
の
古
い
賦
よ
り
も
魏
晋
の
時
代
の
「
新
賦
」
を
好
ん
だ
。
右

の
「
鷦
鷯
賦
」
は
、
ま
さ
に
そ
の
「
新
賦
」
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
『
藝
文
類
聚
』「
言
語
」
に
も
、
南
朝
梁
・
張
纘
「
細
言
応
令
」

さ
ん

の
詩
句
、

遨
遊
蟻
目
辯
軽
塵

遨
遊
す
る
蟻
の
目
は
軽
塵
を
辯
ず

が
う
い
う

べ
ん

蚊
睫
成
宇
蝨
如
輪

蚊
の
睫
は
宇
を
成
し
蝨
は
輪
の
如
し

ヽ

ヽ

の
き

し
ら
み

く
る
ま

を
引
く
。『
列
子
』
と
『
文
選
』「
鷦
鷯
賦
」
で
は
「
蚊
睫
」
は
極
細
の
「
鷦

螟
」
の
虫
が
宿
る
場
所
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
「
細
言
」
の
例
で
は
、
「
蟻

の
目
」
か
ら
は
「
蚊
の
睫
」
が
家
の
軒
の
よ
う
に
、
「
蝨
」
が
車
輪
の
よ

う
に
見
え
る
こ
と
を
言
う
。
「
蚊
の
睫
」
は
、
「
蝨
」
と
と
も
に
極
小
の
も

の
の
譬
え
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
右
に
挙
げ
た
「
蚊
睫
」
の
例
は
、
ど
れ
も
「
落
つ
」
と
は

表
現
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
そ
れ
が
「
蚊
の
ま
つ
げ
の
落
つ

お

る
」
と
関
わ
り
を
も
た
な
い
と
は
言
え
ま
い
。
和
語
と
し
て
孤
立
し
た
存

在
で
あ
る
『
枕
草
子
』
の
「
蚊
の
ま
つ
げ
」
が
、
漢
語
「
蚊
睫
」
の
知
識

か
ら
生
ま
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

清
少
納
言
に
「
独
擅
の
警
句
」
が
多
い
こ
と
は
確
か
だ
が
、
そ
れ
と
と

も
に
、
彼
女
に
は
俊
敏
か
つ
自
在
な
応
用
の
才
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五

「
蟬
の
羽
」
や
「
蚊
の
ま
つ
げ
」
な
ど
の
和
語
が
『
枕
草
子
』
に
お
け

る
漢
詩
文
受
容
の
一
端
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
初
段
の
有
名
な
一
節
の
「
か

ら
す
」
も
同
様
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、
か

ゆ
ふ

ら
す
の
寝
所
へ

行

と
て
、
三

四
、
二
み
つ
な
ど
、
と
び
い
そ
ぐ

ね

（
ゆ
く
）

（
み
つ
よ
つ
）

（
ふ
た
つ
）

さ
へ
あ
は
れ
な
り
。
ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た
る
が
、い
と
ち
い
さ

（
ひ
）

く
み
ゆ
る
は
、
い
と
お
か
し
。
日
入
は
て
て
、
風
の
音
む
し
の
音
な

（
を
）

（
い
り
）

ゝ

か
ぜ

（
ね
）

ど
い
と
あ
は
れ
な
り
。

「
（
か
ら
す
の
）
と
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な
り
」
の
「
さ
へ
」
に
明
ら

ヽ

ヽ

か
な
よ
う
に
、
カ
ラ
ス
を
「
あ
は
れ
」
と
見
る
こ
と
は
普
通
の
こ
と
で
は

な
い
。
あ
れ
こ
れ
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
『
万
葉
集
』
以
来
、

カ
リ
は
「
あ
は
れ
」
に
、
カ
ラ
ス
は
騒
が
し
く
、
厭
わ
し
い
鳥
と
し
て
描

か
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

『
枕
草
子
』
に
も
、
「
に
く
き
物
」
（
二
五
段
）
の
一
つ
に
、

烏
の
あ
つ
ま
り
て
、
と
び
ち
が
ひ
、
ざ
め
き
な
き
た
る
。

か
ら
す

を
挙
げ
る
。
ま
た
「
鳥
は
」
の
段
で
は
、
「
鳶
、
烏
な
ど
の
う
へ
は
、
見

と
り

と
び

か
ら
す

み

い
れ
聞
き
い
れ
な
ど
す
る
人
、
世
に
な
し
か
し
」
（
三
八
段
）
と
、
人
の

き

ゝ

口
の
端
に
も
の
ぼ
ら
な
い
鳥
と
し
て
い
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
「
寝
所
へ
」
飛
び
急
ぐ
姿

ね

を
「
あ
は
れ
な
り
」
と
言
う
。
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
不
思
議
を
、
カ
ラ
ス
が
老
い
た
親
に
口
移
し
で
食
べ
物
を
与
え
る

「
反
哺
」
の
孝
鳥
と
さ
れ
る
こ
と
で
説
明
し
よ
う
と
す
る
論
が
あ
る
（
内

は
ん

ぽ

田
暁
子
「
『
枕
草
子
』
論
攷
―
「
あ
は
れ
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」「
大
妻
国
文
」

二
七
・
『
新
編
枕
草
子
』
）
。
ま
た
、
楽
府
古
辞
「
烏
生
八
九
子
」
に
は
カ

ラ
ス
が
多
く
の
子
を
育
て
る
こ
と
を
詠
う
。

夕
方
、
巣
に
向
か
っ
て
飛
ぶ
カ
ラ
ス
の
姿
を
、
親
を
養
い
、
子
を
は
ぐ

く
む
た
め
に
急
ぐ
も
の
と
、
「
あ
は
れ
」
に
感
じ
た
表
現
と
理
解
で
き
る

の
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
初
段
の
ど
こ
に
も
、
そ
の
よ
う
な
倫
理
的
な
感
覚
は
見
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ら
れ
な
い
。
清
少
納
言
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の
は
、
む
し
ろ
、
次
の
よ
う
な

詩
句
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

詠
晚
棲
烏

湘
東
王
繹
（
梁
元
帝
）

日
暮
連
翩
翼

日
暮
連
翩
た
る

翼

れ
ん
ぺ
ん

つ
ば
さ

俱
向
上
林
棲

俱
に
上
林
に
向
ひ
て
棲
む

と
も

む
か

す

（
『
玉
台
新
詠
』
巻
七
・
『
藝
文
類
聚
』「
烏
」
）

夕
陽
の
な
か
、
林
中
の
巣
に
向
か
っ
て
飛
ぶ
カ
ラ
ス
を
描
く
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
似
た
叙
景
は
、
特
に
中
晩
唐
の
詩
に
目
だ
つ
で
あ
ろ
う
。

鴉
鳴
夕
照
中

鴉
は
鳴
く
夕
照
の
中

か
ら
す

（
劉
長
卿
「
贈
二

西
隣
盧
少
府
一

」
）

群
鴉
度
落
暉

群
鴉
落
暉
に
度
る

（
顧
非
熊
「
天
津
橋
晚
望
」
）

ぐ
ん

あ

わ
た

夕
陽
惟
照
欲
棲
烏

夕
陽
惟
だ
照
ら
す
棲
ま
ん
と
欲
る
烏

た

す

す

か
ら
す

（
李
商
隠
「
白
雲
夫
旧
居
」
）

鴉
背
夕
陽
多

鴉
背
夕
陽
多
し

（
温
庭
筠
「
春
日
野
行
」
）

あ

は
い

鴉
帯
夕
陽
帰

鴉
は
夕
陽
を
帯
び
て
帰
る

（
儲
嗣
宗
「
秋
墅
」
）

か
ら
す

鴉
閃
夕
陽
金
背
光

鴉
は
夕
陽
に

閃

き
て
金
背
光
る

ひ
ら
め

（
韓
偓
「
秋
郊
閒
望
有
レ

感
」
）

い
ず
れ
も
、
夕
陽
の
中
を
飛
ぶ
カ
ラ
ス
の
姿
で
あ
る
。

数
点
帰
林
鴉

数
点
林
鴉
帰
る

（
長
孫
佐
輔
「
山
行
経
二

村
徑
一

」
）

り
ん

あ

こ
の
「
数
点
」
は
「
三

四
、
二
み
つ
」
に
も
通
じ
る
表
現
で
あ
る
。

（
み
つ
よ
つ
）

（
ふ
た
つ
）

雁
来
秋
水
闊

雁
来
り
て
秋
水
闊
く

ひ
ろ

鴉
尽
夕
陽
沈

鴉
尽
き
て
夕
陽
沈
む

（
許
渾
「
寄
二

契
盈
上
人
一

」
）

つ

こ
れ
は
秋
の
夕
暮
の
カ
リ
と
カ
ラ
ス
と
を
対
句
の
形
に
詠
ん
で
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
清
少
納
言
が
右
の
詩
句
の
ど
れ
か
を
手
本
に
作
文
を
し
た

と
言
お
う
と
す
る
の
で
は
な
い
。

彼
女
が
机
に
向
か
う
と
き
、
そ
の
手
は
し
ば
し
ば
先
人
の
歌
集
を
ひ
も

と
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
そ
の
机
上
に
詩
書
が
開

か
れ
る
こ
と
も
多
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
主
の
中
宮
定
子
の
母
親
は
漢
学

者
の
高
階
成
忠
の
娘
に
し
て
、
「
女
な
れ
ど
真
字
な
ど
い
と
よ
く
書
き
」

ま

な

（
『
栄
花
物
語
』
巻
三
）
、「
ま
こ
と
し
き
文
者
に
て
、
御
前
の
作
文
に
は
文

も
ん
じ
や

さ
く
も
ん

ふ
み

た
て
ま
つ
ら
れ
し
は
と
よ
」
（
『
大
鏡
』
道
隆
伝
）
と
伝
え
ら
れ
た
貴
子
で

あ
る
。
中
宮
定
子
が
そ
の
母
に
恥
じ
な
い
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
枕
草

子
』
の
諸
章
段
か
ら
も
窺
え
よ
う
。
納
言
自
身
、
「
清
少
納
言
こ
そ
、
し

せ
い

た
り
顔
に
い
み
じ
う
侍
り
け
る
人
。
さ
ば
か
り
さ
か
し
だ
ち
、
真
名
書
き

が
ほ

ま

な

か

ち
ら
し
て
侍
ほ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ば
、
ま
だ
い
と
足
ら
ぬ
こ
と
多
か
り
」

み

た

（
『
紫
式
部
日
記
』
）
と
意
地
悪
な
目
を
向
け
ら
れ
た
人
で
あ
る
。
若
く
し

て
亡
く
な
っ
た
納
言
の
叔
父
元
真
は
大
学
寮
の
学
生
で
あ
っ
た
（
『
源
順

も
と
ざ
ね

集
』
）。
清
原
家
の
人
た
ち
は
漢
学
に
よ
っ
て
身
を
立
て
る
こ
と
を
目
ざ
し

た
の
で
あ
る
。

漢
籍
は
清
少
納
言
に
と
っ
て
親
し
い
存
在
で
あ
っ
た
。
夕
日
の
な
か
を

飛
び
急
ぐ
か
ら
す
を
「
あ
は
れ
」
と
見
る
そ
の
和
文
は
、
彼
女
の
机
上
の

詩
書
に
あ
り
ふ
れ
て
い
た
映
像
を
、
は
し
な
く
も
写
し
出
す
も
の
だ
っ
た

で
あ
ろ
う
。六

『
枕
草
子
』
初
段
の
一
文
を
も
う
い
ち
ど
引
用
し
よ
う
。

秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、
か

ゆ
ふ

ら
す
の
寝
所
へ

行

と
て
、
三

四
、
二
み
つ
な
ど
、
と
び
い
そ
ぐ

ね

（
ゆ
く
）

（
み
つ
よ
つ
）

（
ふ
た
つ
）

さ
へ
あ
は
れ
な
り
。

こ
の
「
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
」
の
「
ち
か

う
な
り
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
『
か
ら
ご
こ
ろ
』
の
文
学
」
（
「
図

書
」
二
〇
一
二
年
六
月
）
、「
椎
本
巻
『
山
の
端
近
き
こ
こ
ち
す
る
に
』
考
」

（
「
文
学
」
二
〇
一
五
年
一
・
二
月
号
）
と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
考
察
し

た
。
そ
れ
ら
と
重
な
る
と
こ
ろ
は
あ
る
が
、
そ
の
後
に
考
え
得
た
こ
と
も

あ
る
の
で
、
あ
え
て
こ
こ
に
三
度
目
の
論
を
試
み
て
み
た
い
。

先
に
示
し
た
文
は
、
三
巻
本
を
底
本
と
す
る
新
大
系
本
の
本
文
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
能
因
本
を
底
本
と
す
る
古
典
全
集
は
、
「
夕
日
花
や
か
に
さ

し
て
山
ぎ
は
い
と
近
く
な
り
た
る
に
」
で
あ
る
。
異
同
は
い
く
つ
か
あ
る

が
、
「
近
う
な
り
」
「
近
く
な
り
」
の
解
に
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
れ
ら
は
大

き
な
影
響
を
与
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
を
ど
う
読
む
か
。

延
宝
二
年
五
月
の
刊
記
を
も
つ
加
藤
磐
斎
『
清
少
納
言
枕
草
子
抄
』
と
、

同
年
七
月
の
跋
文
が
記
さ
れ
る
北
村
季
吟
『
枕
草
子
春
曙
抄
』
、
す
な
わ

ち
、
同
じ
松
永
貞
徳
門
の
二
人
の
学
者
が
ほ
ぼ
同
時
に
著
し
た
二
つ
の
注

釈
書
が
、
ま
っ
た
く
異
な
る
読
解
を
示
し
て
い
た
。

磐
斎
の
抄
は
言
う
、

山
の
端
い
と
ち
か
く
と
は
、
山
は
気
に
し
た
が
ふ
も
の
な
る
故
に
、

天
気
く
も
れ
ば
遠
し
て
見
え
ず
、
は
る
ゝ
時
は
ち
か
ふ
み
ゆ
る
也
。

夕
日
に
か
ゝ
や
い
て
ち
か
ふ
見
ゆ
る
と
也
。

「
山
は
気
に
し
た
が
ふ
」
と
は
、
空
気
が
澄
ん
で
い
る
か
否
か
で
山
の
姿

が
違
う
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
曇
っ
た
日
に
は
山
は
遠
く
な
っ
て
見
え

な
く
な
り
、
晴
れ
た
日
に
は
近
く
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
は
、
夕
日
に

輝
い
て
、
山
が
近
く
見
え
る
こ
と
だ
と
言
う
。
「
ち
か
く
な
り
」
の
主
語

を
「
山
の
端
」
と
す
る
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
『
春
曙
抄
』
は
、
本
文
の
「
ち
か
く
な
り
」
の
行
の
右
に

「
日
の
入
か
た
ち
か
き
也
」
と
小
字
の
注
を
傍
記
す
る
。
そ
の
主
語
を
「
日
」

と
し
て
、
夕
日
が
さ
し
て
、
今
に
も
沈
も
う
と
山
の
端
近
く
に
迫
っ
た
こ

と
を
い
う
も
の
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
れ
ば
、
今
日
さ
ま
ざ
ま

な
文
庫
に
残
さ
れ
る
『
春
曙
抄
』
版
本
の
数
は
、
『
枕
草
子
抄
』
の
お
よ

そ
二
十
倍
以
上
と
、
そ
れ
を
圧
倒
す
る
。

春
風
の
つ
ま
か
へ
し
た
り
春
曙
抄

蕪
村

こ
の
俳
人
だ
け
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
『
枕
草
子
』

の
読
者
の
ほ
と
ん
ど
は
『
春
曙
抄
』
で
そ
れ
を
読
ん
だ
。
季
吟
の
解
釈
に

よ
っ
て
こ
の
一
文
を
理
解
し
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
現
在
の
数
多
く
の
注
釈

書
の
通
説
に
な
り
、
国
語
の
授
業
で
教
え
ら
れ
る
正
解
に
な
っ
た
。

そ
の
な
か
に
あ
っ
て
、
島
津
久
基｢

枕
草
子
短
観
―
山
の
端
い
と
近
く

な
り
た
る
に
―｣

（
「
文
学
」
昭
和
十
三
年
九
月
、
後
に
『
国
文
学
の
新
考

察
』
所
収
）
は
、
通
説
に
対
し
て
次
の
（
い
）
（
ろ
）
（
は
）
三
つ
の
疑
問

を
呈
し
て
、
磐
斎
説
を
よ
り
妥
当
な
も
の
と
し
た
。

（
い
）
の
疑
問
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
て
み
よ
う
。

（
い
）
「
は
な
や
か
に
さ
し
て
」
の
「
て
」
が
「
つ
ゝ
」
な
ら
、
通

○

○

○

俗
的
に
は
誤
解
が
な
い
で
あ
ら
う
け
れ
ど
、
「
て
」
で
も
無
論
誤
用

で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
表
現
と
し
て
も
穏
正
で
且
印
象
的
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
は
大
き
な
難
点
に
は
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
「
は
な
や

か
に
さ
し
て
近
づ
く
」
と
い
ふ
言
ひ
方
が
、
何
処
か
稍
落
ち
つ
か
ぬ

気
味
を
感
じ
さ
せ
る
。

能
因
本
の
本
文
を
示
し
て
、
た
い
へ
ん
慎
重
な
言
い
ま
わ
し
で
は
あ
る
が
、

「
（
夕
日
が
）
は
な
や
か
に
さ
し
て
（
山
の
端
に
）
近
づ
く
」
と
い
う
季

ヽ

吟
の
解
釈
が
落
ち
着
か
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
点
は
、
後
に
詳
論
し
た
い
。

続
い
て
島
津
氏
は
、
（
ろ
）
と
し
て
、
「
山
の
端
近
く
」
な
ら
普
通
の
言
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い
方
だ
が
、
そ
の
あ
い
だ
に
「
い
と
」
が
入
る
と
円
滑
さ
を
欠
い
て
、「
山

の
端
に
い
と
近
く
」
と
助
詞
の
「
に
」
が
必
要
な
感
じ
が
す
る
こ
と
、
ま

ヽ

た
（
は
）
と
し
て
、
「
い
と
」
は
「
山
の
端
」
の
上
に
あ
っ
て
「
い
と
山

の
端
近
く
」
で
あ
る
方
が
落
ち
着
く
も
の
で
あ
り
、「
山
の
端
い
と
近
く
」

で
は
「
山
の
端
」
を
主
語
と
見
る
の
が
自
然
で
あ
る
、
と
論
じ
て
、
磐
斎

の
「
山
の
端
」
主
語
説
に
就
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

そ
の
三
年
後
、
こ
ん
ど
は
田
中
重
太
郎｢

『
山
の
端
い
と
近
く
な
り
た

る
に
』
の
解｣

（
「
文
学
」
昭
和
十
六
年
十
二
月
、
後
に
『
枕
冊
子
研
究
』

所
収
）
が
島
津
の
説
に
反
論
す
る
。
そ
の
考
証
は
博
引
旁
証
を
き
わ
め
る

も
の
だ
が
、
な
か
で
も
田
中
が
示
し
得
た
最
も
重
要
、
か
つ
有
効
な
反
証

は
、

宇
治
の
渡
り
を
す
る
に
、
網
代
い
と
近
う
漕
ぎ
寄
り
た
り
。

あ

じ
ろ

こ

と
い
う
『
更
級
日
記
』
の
一
文
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
網
代
近
う
」
（
網
代

に
近
く
）
と
い
う
言
い
方
の
あ
い
だ
に
「
い
と
」
が
入
る
。
そ
し
て
、
網

代
に
た
い
そ
う
近
く
漕
ぎ
寄
せ
る
の
意
味
に
な
る
。
助
詞
「
に
」
が
な
く

て
も
よ
い
。
ま
た
そ
れ
は
「
い
と
網
代
近
う
」
で
も
な
い
。

こ
の
例
に
拠
る
な
ら
、
島
津
氏
が
（
ろ
）
（
は
）
で
挙
げ
た
疑
問
は
、

と
も
に
氷
解
し
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
「
山
の
端
い
と
近
く
な
り
た
る

に
」
は
、
（
夕
日
が
）
山
の
端
に
た
い
そ
う
近
く
に
な
っ
て
と
解
釈
で
き

る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
解
釈
で
き
る
こ
と
と
、
そ
う
解
釈
す
る
こ
と
が

自
然
で
あ
る
こ
と
と
は
別
で
あ
る
。
島
津
氏
が
（
は
）
で
言
う
よ
う
に
、

「
山
の
端
い
と
近
く
な
り
た
る
に
」
は
、
そ
の
構
文
の
上
で
は
、
「
山
の

端
」
を
主
語
と
し
て
、
山
が
こ
ち
ら
に
と
て
も
近
く
な
っ
て
、
の
意
味
に
、

よ
り
自
然
に
理
解
で
き
る
こ
と
は
誰
に
も
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
田
中
氏
は
、
王
朝
文
学
の
作
品
を
博
捜
し
た
上
で
、
「
近

く
な
る
」
と
い
う
表
現
が
「
近
く
見
え
る
」「
近
く
見
え
る
心
地
が
す
る
」

の
意
に
な
る
例
の
な
い
こ
と
を
確
か
め
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
例
が
な

い
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
王
朝
文
学
に
、
何
ら
か
の
条
件
の
も
と
に
、
遠
く

の
も
の
が
近
く
に
見
え
る
こ
と
を
言
う
表
現
が
絶
無
で
あ
っ
た
こ
と
の
結

果
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
『
枕
草
子
』
に
は
新
し
い
表
現
が
い
く
ら
も

あ
る
。
そ
の
い
く
つ
か
は
、
こ
こ
ま
で
の
論
考
で
も
示
し
え
た
で
あ
ろ
う
。

従
来
な
か
っ
た
、
遠
く
の
山
が
近
く
に
見
え
る
と
い
う
感
覚
を
清
少
納
言

が
は
じ
め
て
和
文
の
上
に
表
現
し
た
も
の
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
「
山

の
端
い
と
近
く
な
り
」
と
言
う
の
は
、
十
分
に
可
能
、
か
つ
自
然
な
こ
と

で
あ
ろ
う
。

島
津
、
田
中
の
論
に
お
い
て
評
価
が
分
か
れ
た
資
料
に
、
『
枕
草
子
』

類
纂
本
の
堺
本
の
一
本
、
南
北
朝
時
代
の
後
光
厳
天
皇
宸
筆
本
と
さ
れ
る

伝
本
（
群
書
類
従
所
収
）
の
次
の
本
文
が
あ
っ
た
。

夕
日
の
き
は
や
か
に
さ
し
て
山
の
葉
ち
か
う
見
え
わ
た
る
に

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

夕
日
が
く
っ
き
り
と
さ
し
て
、
山
の
葉
（
端
）
が
目
に
近
く
見
わ
た
せ
る

と
い
う
理
解
の
も
と
に
写
さ
れ
た
本
文
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

島
津
が
傍
証
と
し
て
示
し
た
そ
れ
を
も
、
田
中
は
「
後
人
の
改
め
た
本
文
」

と
一
蹴
し
た
。
し
か
し
、
た
と
え
後
人
の
改
め
た
誤
れ
る
本
文
に
せ
よ
、

『
春
曙
抄
』
の
「
日
の
入
か
た
ち
か
き
也
」
の
注
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
お

よ
そ
三
百
年
の
昔
に
、
山
が
近
く
見
え
る
こ
と
と
す
る
解
釈
が
、
こ
の
よ

う
な
本
文
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
意
味
は
小
さ
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
、
先
に
示
し
た
島
津
氏
の
（
い
）
の
疑
問
に
戻
り
た
い
。
も
っ

て
ま
わ
っ
た
言
い
方
で
意
を
得
に
く
い
も
の
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
そ

の
せ
い
か
、
田
中
氏
も
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
の
言
及
も
し
な
い
。
要
す
る

に
、
夕
日
が
「
さ
し
て
」
と
あ
る
下
に
、
夕
日
が
山
の
端
に
「
近
づ
く
」

と
い
う
言
い
方
が
続
く
の
が
落
ち
着
か
な
い
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
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た
と
え
ば
『
仲
文
集
』
に
次
の
よ
う
な
詞
書
が
見
ら
れ
る
。

な
か
ぶ
み

あ
る
女
、
り
ん
じ
の
ま
つ
り
に
、
く
る
ま
に
の
り
な
が
ら
き
て
、
た

だ
い
り
に
い
れ
ば
、
こ
い
へ
に
て
は
か
く
れ
あ
へ
で
、
ゆ
ふ
日
の
さ

し
て
い
と
あ
ら
は
な
れ
ば

意
味
の
取
り
に
く
い
文
で
あ
る
。
右
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
の
本
文
（
底

本
、
書
陵
部
蔵
桂
宮
本
）
を
示
し
た
の
だ
が
、
木
船
重
昭
『
仲
文
集
全
釈
』

に
よ
れ
ば
、
西
本
願
寺
本
『
三
十
六
人
集
』
の
本
文
に
は
「
く
る
ま
」
の

下
に
「
か
る
」
の
二
字
が
あ
る
と
い
う
。
木
船
氏
は
そ
れ
に
よ
っ
て
「
車

か
る
に
、
乗
り
な
が
ら
」
と
本
文
を
作
り
、
「
あ
る
女
が
、
臨
時
の
祭
の

た
め
に
、
車
を
借
り
た
と
こ
ろ
が
、
自
身
が
車
に
乗
っ
た
ま
ま
で
女
の
家

へ
来
て
、
ど
ん
ど
ん
入
っ
て
来
た
の
で
、
小
さ
な
家
な
も
の
だ
か
ら
、
女

は
隠
れ
切
れ
な
く
て
、
夕
日
が
射
し
て
た
い
そ
う
あ
ら
わ
に
見
ら
れ
る
の

で
」
と
現
代
語
訳
す
る
。
男
（
仲
文
）
が
、
車
に
乗
っ
て
女
の
家
に
押
し

か
け
て
き
て
、
女
が
困
惑
し
た
と
い
う
話
に
な
る
。
片
桐
洋
一
『
藤
原
仲

文
集
全
釈
』
は
こ
れ
と
は
異
な
る
校
注
を
施
し
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
本

文
、
ど
ち
ら
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
、
「
ゆ
ふ
日
の
さ
し
て
い
と
あ
ら
は
な

れ
ば
」
の
部
分
は
同
じ
で
、
夕
日
が
さ
し
こ
ん
で
、
（
そ
の
光
に
照
ら
さ

れ
て
）
女
の
姿
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

あ
る
い
は
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
の
次
の
例
は
ど
う
だ
ろ
う
。
藤
壺
宮

が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
光
源
氏
は
二
条
院
の
念
誦
堂
に
籠
も
っ
て
泣
き
暮

ら
し
た
。
そ
し
て
…
…

夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て
、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、
雲
の
薄
く

ゆ
ふ

ぎ
は

こ
ず
ゑ

う
す

わ
た
れ
る
が
、
鈍
色
な
る
を
、
何
ご
と
も
御
目
と
ゞ
ま
ら
ぬ
こ
ろ
な

に
び

な
に

め

れ
ど
、
い
と
も
の
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
。

こ
の
冒
頭
は
、
『
枕
草
子
』
能
因
本
の
「
夕
日
花
や
か
に
さ
し
て
山
ぎ
は

い
と
近
く
な
り
た
る
に
」
の
言
葉
と
心
に
似
る
こ
と
が
先
の
島
津
論
文
に

も
指
摘
さ
れ
て
い
る
行
文
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
「
夕
日
、
は
な
や

か
に
さ
し
て
」
は
、
夕
日
が
晴
れ
や
か
に
さ
し
て
、
（
そ
の
光
に
照
ら
さ

れ
て
）
「
山
際
の
梢
」
が
あ
ら
わ
に
な
っ
た
こ
と
を
言
う
。

ぎ
は

こ
ず
ゑ

島
津
氏
の
（
い
）
の
疑
問
は
、
こ
の
よ
う
な
例
を
念
頭
に
置
い
て
の
も

の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
「
さ
し
て
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
そ

れ
が
さ
し
ゆ
く
方
向
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
下
に
は
、
日
の
光
に
さ
さ
れ

る
物
が
描
か
れ
る
。
『
仲
文
集
』
の
例
で
は
、
「
ゆ
ふ
日
の
さ
し
て
」
に
、

た
だ
ち
に
「
（
女
の
姿
が
）
い
と
あ
ら
は
な
れ
ば
」
が
続
く
、『
源
氏
物
語
』

で
は
、
「
夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て
」
に
「
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
」

ぎ
は

こ
ず
ゑ

が
続
く
。
ど
ち
ら
に
も
、
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
何
か
が
、
そ
の
形
を
「
あ

ら
は
」
に
す
る
こ
と
が
描
か
れ
る
。
「
さ
し
て
」
と
言
え
ば
、
読
者
の
意

識
は
、
い
や
お
う
な
し
に
、
そ
の
日
の
光
の
さ
す
先
に
む
か
う
こ
と
に
な

る
。そ

れ
は
現
代
語
で
も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
「
夕
日
が
さ
し
て
、
雲
に
隠
れ

ま
し
た
」
、
「
夕
日
が
さ
し
て
、
山
に
沈
み
そ
う
で
す
」
と
は
、
日
本
語
と

し
て
あ
り
え
な
い
表
現
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
さ
し
て
」
は
、
じ

つ
は
不
要
な
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、「
夕
日
が
雲
に
隠
れ
ま
し
た
」「
夕

日
が
山
に
沈
み
そ
う
で
す
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
も
「
さ

し
て
」
を
用
い
る
な
ら
、
「
夕
日
が
さ
し
て
、
雲
も
山
も
赤
く
染
ま
り
ま

し
た
」
「
部
屋
の
中
が
明
る
く
な
り
ま
し
た
」
「
向
こ
う
で
何
か
が
光
り
ま

す
」
な
ど
の
展
開
が
期
待
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、

夕
日
ノ
差
タ
ル
ニ
、
頭
ハ
鑭
々
ト
有
リ
。
極
ク
見
苦
キ
事
無
限
シ
。

さ
し

か
し
ら

き
ら
き
ら

い
み
じ

み

ぐ
る
し

か
ぎ
り
な

清
少
納
言
の
父
、
清
原
元
輔
が
賀
茂
の
祭
の
さ
な
か
に
落
馬
し
て
、
す
ぐ

に
立
ち
あ
が
っ
た
も
の
の
、
冠
を
落
し
て
は
げ
頭
を
キ
ラ
キ
ラ
と
夕
日
に

照
ら
さ
れ
た
あ
わ
れ
な
姿
で
あ
る
（
『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
八
「
歌
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読
元
輔
、
賀
茂
祭
渡
一
条
大
路
語
第
六
」
）。

ま
た
、
『
大
鏡
』
に
は
、
醍
醐
天
皇
の
御
代
の
鷹
狩
り
の
思
い
出
ば
な

し
の
な
か
に
、

や
う
〳
〵
日
は
や
ま
の
は
に
入
が
た
に
、
ひ
か
り
の
い
み
じ
う
さ
し

て
、
山
の
も
み
ぢ
に
し
き
を
は
り
た
る
や
う
に
、
鷹
の
い
ろ
は
い
と

し
ろ
く
、
雉
は
紺
青
の
や
う
に
て
、
は
ね
う
ち
ひ
ろ
げ
て
ゐ
て
候
し

こ
ん
じ
や
う

ほ
ど
は
…
…

と
あ
る
の
は
、
入
り
日
の
光
の
さ
す
先
に
、
山
の
紅
葉
の
錦
、
鷹
の
羽
の

白
、
雉
の
紺
青
が
色
と
り
ど
り
に
照
り
映
え
る
こ
と
を
言
う
。

『
躬
恒
集
』
に
は
、
延
喜
十
八
年
の
十
月
、
船
岡
山
に
行
幸
の
あ
っ
た

時
に
、
天
皇
に
紅
葉
を
差
し
上
げ
た
人
に
か
わ
っ
て
作
っ
た
歌
、

今
日
の
日
の
さ
し
て
照
ら
せ
ば
船
岡
の
紅
葉
は
い
と
ど
あ
か
く
ぞ
あ

け

ふ

ふ
な
を
か

も

み

ぢ

り
け
る

が
あ
る
。
こ
の
「
日
」
は
天
皇
の
象
徴
で
も
あ
る
の
だ
が
、
日
の
光
が
さ

し
て
照
ら
す
の
で
、
紅
葉
が
い
よ
い
よ
色
鮮
や
か
に
な
る
と
言
う
。

「
日
」
が
「
さ
す
」
と
は
何
か
を
照
ら
す
こ
と
で
あ
る
。
「
さ
し
て
」

の
下
に
は
さ
し
照
ら
さ
れ
る
何
か
の
描
写
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
何
か

の
存
在
が
暗
示
さ
れ
る
。

問
題
の
「
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
」
の
「
さ

し
て
」
も
同
じ
は
ず
で
あ
る
。
「
さ
し
て
」
の
下
に
続
く
の
は
、
光
に
さ

さ
れ
た
「
山
の
は
」
で
あ
る
。
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
「
山
の
は
」
が
明
る

く
輝
い
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
い
つ
も
よ
り
近
く
見
え
る
。
そ
れ
を
「
山

の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
」
と
表
現
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
夕

日
そ
の
も
の
が
山
の
端
に
近
づ
く
意
味
で
は
な
い
。

島
津
久
基
氏
の
疑
問
（
い
）
の
「
『
は
な
や
か
に
さ
し
て
近
づ
く
』
と

い
ふ
言
ひ
方
が
、
何
処
か
稍
落
ち
つ
か
ぬ
気
味
を
感
じ
さ
せ
る
」
は
、
き

わ
め
て
遠
慮
深
く
、
こ
の
こ
と
を
言
っ
た
も
の
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、

そ
の
指
摘
は
田
中
重
太
郎
氏
に
は
通
じ
な
か
っ
た
。
そ
れ
以
降
の
注
釈
家

に
よ
っ
て
も
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
。
季
吟
以
来
の
解
釈
が
今
も
な
お
通
説

と
し
て
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
通
説
が
ほ
と
ん
ど
不
動
に
な
っ
た
一
因
に
は
、
遠
く
の
山
が
近
く

に
見
え
る
と
い
う
表
現
が
『
枕
草
子
』
以
前
の
文
学
に
な
か
っ
た
こ
と
が

あ
る
だ
ろ
う
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
王
朝
文
学
に
は
、
何
ら
か
の
条

件
の
も
と
に
、
遠
く
の
も
の
が
近
く
に
見
え
る
こ
と
を
言
う
表
現
が
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
よ
う
な
表
現
が
あ
る
も
の
と
、
多
く
の
注
釈
家
、

読
者
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
特
異
な
、
奇
矯

な
発
想
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
中
国
古
典
詩
の
世
界
に
目
を
向
け
る
な
ら
、
そ
れ
は

決
し
て
珍
し
い
表
現
で
は
な
か
っ
た
。

『
枕
草
子
』
よ
り
も
四
五
十
年
以
前
、
儒
者
大
江
維
時
が
、
白
居
易
を

中
心
と
す
る
唐
代
詩
人
の
対
句
を
主
題
ご
と
に
編
集
し
た
佳
句
集
、
『
千

載
佳
句
』
上
巻
「
晴
霽
」
の
例
を
ま
ず
示
し
て
み
よ
う
。

せ
い
せ
い

煙
消
門
外
青
山
近

煙
門
外
に
消
え
て
青
山
近
し

も
ん
ぐ
わ
い

露
重
窓
前
緑
竹
低

露
窓
前
に
重
く
し
て
緑
竹
低
れ
た
り

さ
う
ぜ
ん

た

（
鄭
師
冉
「
題
二

戴
宛
孝
廉
別
業
一

」
）

「
晴
霽
」
す
な
わ
ち
晴
れ
た
日
の
景
色
を
詠
う
。
門
の
外
で
は
も
や
が
消

え
て
、
青
山
が
近
く
に
見
え
る
。
窓
の
前
で
は
露
が
重
く
て
、
緑
の
竹
が

低
く
た
れ
て
い
る
と
言
う
。
そ
の
「
青
山
近
」
は
、
家
の
近
く
に
山
が
あ

る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
こ
れ
は
雨
後
の
晴
天
を
詠
む
対
句
で
あ
る
。

下
句
の
「
緑
竹
低
」
が
、
（
雨
露
の
重
み
の
せ
い
で
）
窓
辺
の
竹
が
た
わ

ん
で
い
る
こ
と
を
詠
う
の
と
同
様
に
、
（
雨
の
も
や
が
消
え
た
せ
い
で
）

山
が
近
く
な
っ
た
こ
と
を
言
う
。
山
の
輪
郭
が
あ
き
ら
か
に
な
っ
て
、
近
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く
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
藤
原
公
任
『
和
漢
朗
詠
集
』

に
も
収
め
ら
れ
る
が
、
鎌
倉
時
代
初
期
の
永
済
に
よ
る
そ
の
注
釈
に
「
此

詩
、
上
句
ノ
意
ハ
、
煙
キ
エ
ヌ
レ
バ
、
ト
ヲ
イ
山
モ
チ
カ
ク
ミ
ユ
ル
ナ
リ
、

ア
キ
ラ
カ
ニ
ミ
ユ
レ
バ
ナ
リ
」（
『
倭
漢
朗
詠
抄
注
』
永
青
文
庫
叢
刊
十
三
）

と
述
べ
る
通
り
で
あ
る
。

同
じ
『
千
載
佳
句
』
下
巻
「
水
亭
」

松
閣
晴
看
山
色
近

松

閣
に
は
晴
れ
て
山
色
の
近
き
を
看
る

し
や
う
か
く

み

石
渠
秋
放
水
声
新

石
渠
に
は
秋
に
水
声
の
新
た
な
る
を
放
て
り

せ
き
き
よ

あ
ら

は
な

（
白
「
宿
二

裴
司
空
公
池
亭
一

」
）

こ
ち
ら
は
白
居
易
の
詩
句
（
『
白
氏
文
集
』
巻
二
十
六
）
で
あ
る
。
下
句

の
「
水
声
新
」
と
は
、
秋
に
な
り
水
音
が
い
つ
も
と
違
っ
て
聞
こ
え
る
こ

と
を
言
う
。
そ
の
音
を
「
新
た
」
と
言
う
の
は
、
主
観
の
ま
さ
る
と
ら
え

方
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
「
山
色
の
近
き
」
も
主
観
的
な
表
現
で

あ
り
、
近
い
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
印
象
で
あ
る
。
空
が
晴
れ
て
、

山
が
こ
と
さ
ら
近
く
に
望
ま
れ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。

『
千
載
佳
句
』
に
は
日
本
の
詩
人
た
ち
の
句
は
含
ま
れ
な
い
が
、
彼
ら

も
当
然
そ
の
趣
向
を
学
ん
で
い
た
。

『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
下
「
山
家
」

晴
後
青
山
臨
牖
近

晴
れ
の
後
の
青
山
は
牖
に
臨
ん
で
近
し

ま
ど

雨
初
白
水
入
門
流

雨
の
初
の
白
水
は
門
に
入
り
て
流
る

は
じ
め

い

な
が

九
世
紀
の
詩
人
、
文
章
博
士
都
良
香
の
佳
句
で
あ
る
。
「
上
句
ハ
、
ア
メ

ヤ
ミ
雲
ハ
レ
ヌ
レ
バ
、
山
ノ
イ
ロ
チ
カ
ク
ミ
ユ
ル
心
也
」
（
『
倭
漢
朗
詠
抄

注
』
）。
空
気
が
澄
ん
で
、
山
が
常
よ
り
も
近
く
見
え
る
こ
と
を
言
う
。

雨
後
の
山
だ
け
で
は
な
く
、
夕
日
に
照
ら
さ
れ
た
山
も
、
い
つ
も
よ
り

近
く
に
見
え
る
と
詠
わ
れ
た
。

毎
到
夕
陽
嵐
翠
近

夕
陽
に
到
る
毎
に
嵐
翠
近
し

せ
き
や
う

ご
と

ら
ん
す
い

只
言
籬
障
倚
前
山

只
だ
言
ふ
籬
障
前
山
に
倚
る
と

た

り

し
や
う

よ

（
劉
商｢

裴
十
六
庁
即
事｣

）

夕
日
の
こ
ろ
に
な
る
と
山
の
緑
は
近
く
迫
り
、
我
が
家
の
「
籬
障
」
（
垣

根
）
が
あ
た
か
も
前
の
山
に
寄
り
か
か
ら
ん
ば
か
り
に
見
え
る
と
言
う
。

そ
の
よ
う
に
、
中
国
古
典
詩
に
お
い
て
は
、
あ
る
条
件
の
も
と
に
、
遠

く
の
も
の
が
近
く
に
見
え
る
感
覚
が
詠
わ
れ
た
。

ほ
か
に
も
、
雪
が
降
り
止
ん
だ
あ
と
の
白
い
峰
が
近
く
見
え
る
こ
と
を
、

雪
霽
山
疑
近

雪
霽
れ
て
山
は
近
き
か
と
疑
ふ

は

天
高
思
若
浮

天
高
く
し
て
思
ひ
浮
べ
る
が
若
し

ご
と

（
皎
然
「
晨
登
二

楽
遊
原
一

望
二

終
南
積
雪
一

」
）

と
、
ま
た
、
窓
か
ら
見
る
山
が
近
く
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
を
、

遠
岫
見
如
近

遠
岫
見
る
に
近
き
が
如
し

ゑ
ん
し
う

ご
と

千
里
一
窓
裏

千
里
一
窓
の
裏う

ち

（
銭
起
「
藍
田
溪
雑
詠
二
十
二
首

其
九

窓
裏
山
」
）

と
詠
う
。
い
ず
れ
も
目
の
錯
覚
に
よ
る
一
種
の
遠
近
法
で
あ
る
。

次
の
対
句
も
同
様
で
あ
る
。

山
含
秋
色
近

山
は
秋
色
を
含
み
て
近
く

鳥
度
夕
陽
遅

鳥
は
夕
陽
に
度
り
て
遅
し

わ
た

（
劉
長
卿
「
陪
二

王
明
府
一

泛
レ

舟
」
）

秋
の
澄
ん
だ
気
の
中
で
山
が
近
く
見
え
、
鳥
が
夕
日
を
う
け
て
ゆ
っ
た
り

と
り

と
飛
ぶ
と
詠
う
。
こ
れ
に
、
前
節
に
あ
げ
た
カ
ラ
ス
の
詩
句
、
「
鴉
は
鳴

か
ら
す

く
夕
照
の
中
」（
劉
長
卿
「
贈
二

西
隣
盧
少
府
一

」
）
、「
数
点
林
鴉
帰
る
」（
長

り
ん

あ

孫
佐
輔
「
山
行
経
二

村
徑
一

」
）
な
ど
を
加
え
る
な
ら
、
「
秋
は
夕
暮
」
か
ら

「
と
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な
り
」
ま
で
の
文
章
の
素
材
は
、
ほ
ぼ
残
り

な
く
備
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

『
枕
草
子
』
の
新
し
い
表
現
に
漢
詩
文
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
こ
と
は
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繰
り
返
す
ま
で
も
な
い
。
晴
れ
た
空
で
、
ま
た
夕
日
の
中
で
、
常
よ
り
も

山
が
近
く
に
見
え
る
と
す
る
詩
の
心
が
あ
っ
た
。
清
少
納
言
は
、
「
夕
日

の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
」
と
い
う
和
文
に
、
そ
の
心

を
溶
か
し
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

七

そ
の
「
山
の
は
」
は
、
清
少
納
言
の
目
に
は
ど
の
方
角
に
見
ら
れ
た
も

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
最
後
に
考
え
て
お
こ
う
。

こ
こ
で
、
前
節
で
「
夕
日
の
さ
し
て
」
の
文
例
に
引
い
た
『
源
氏
物
語
』

薄
雲
巻
の
一
節
を
、
そ
れ
に
続
く
和
歌
を
も
含
め
て
示
し
て
み
よ
う
。

藤
壺
宮
の
崩
御
を
悲
し
む
源
氏
は
、
山
の
上
に
た
だ
よ
う
薄
雲
を
あ
わ

れ
に
眺
め
た
。
春
三
月
、
桜
の
花
の
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て
、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、
雲
の
薄
く

ゆ
ふ

ぎ
は

こ
ず
ゑ

う
す

わ
た
れ
る
が
、
鈍
色
な
る
を
、
何
ご
と
も
御
目
と
ゞ
ま
ら
ぬ
こ
ろ
な

に
び

な
に

め

れ
ど
、
い
と
も
の
あ
は
れ
に
お
ぼ
さ
る
。

入

日
さ
す
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
は
も
の
思
ふ
袖
に
色
や
ま
が

（
い
り
）

み
ね

う
す

へ
る

人
聞
か
ぬ
所
な
れ
ば
か
ひ
な
し
。

き

こ
れ
は
、
ど
の
山
、
ど
の
方
角
の
山
に
あ
た
る
だ
ろ
う
か
。

近
代
以
前
の
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
に
そ
れ
へ
の
言
及
は
見
あ
た
ら

な
い
が
、
古
典
大
系
『
源
氏
物
語
二
』
（
昭
和
三
十
四
年
）
は
、

「
山
ぎ
は
の
木
ず
ゑ
」
は
衣
笠
山
辺
に
当
る
。

と
い
う
注
を
施
し
て
い
る
。
そ
の
根
拠
は
知
ら
ず
、
都
の
北
西
、
金
閣
寺

と
龍
安
寺
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
、
標
高
二
百
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
山
の
あ

た
り
と
特
定
す
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
言
う
。
昭
和
三
十
年
刊
行
の
『
潤
一
郎
新
訳

源
氏
物
語
』

五
巻
本
に
初
め
て
入
れ
ら
れ
た
五
十
六
葉
の
挿
画
の
う
ち
、
薄
雲
巻
の
こ

の
場
面
に
挿
入
さ
れ
た
一
葉
に
描
か
れ
る
の
は
、
お
椀
を
伏
せ
た
よ
う
な

形
の
、
ま
さ
に
衣
笠
山
を
髣
髴
さ
せ
る
山
で
あ
る
（
山
口
蓬
春
画
）。

い
っ
ぽ
う
、
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
四
』
（
昭
和
四
十
年
）
は
、

阿
弥
陀
如
来
の
い
ま
す
浄
土
の
方
角
、
西
の
空
を
、
念
誦
堂
か
ら
な

が
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
、
光
源
氏
は
西
方
浄
土
の
方
角
を
見
て
い
る
と
説
く
。
こ
こ
に
は
踏
み

こ
ん
で
述
べ
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
そ
の
方
角
に
見
え
る
の
は
平
安
京
の

西
に
連
な
る
西
山
で
あ
る
。
な
か
で
も
春
三
月
に
日
が
沈
む
の
は
、
都
の

に
し
や
ま

真
西
、
標
高
四
百
メ
ー
ト
ル
弱
の
嵐
山
の
頂
上
あ
た
り
だ
ろ
う
。
そ
の
上

空
に
た
な
び
く
雲
を
眺
め
つ
つ
、
藤
壺
が
極
楽
に
お
も
む
い
た
こ
と
を
思

っ
た
表
現
と
理
解
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
解
釈
が
、
以
後
も
受
け
つ
が
れ
た
。
「
夕
日
の
沈
む
西
方
は
極
楽

浄
土
の
方
角
」
（
新
大
系
）
。
「
阿
弥
陀
の
来
迎
さ
な
が
ら
の
光
明
と
紫
雲

を
西
の
空
に
見
て
」
（
新
編
全
集
）
。
そ
し
て
、
「
夕
日
が
く
っ
き
り
と
射

し
入
っ
て
、
西
山
の
山

陵

に
立
つ
木
々
の
梢
の
影
も
近
々
と
見
え
、
夕

に
し
や
ま

さ
ん
り
よ
う

こ
ず
え

ち
か
ぢ
か

べ
の
雲
は
薄
く
た
な
び
い
て
い
る
。
あ
の
西
の
空
の
彼
方
の
お
浄
土
に
、

か

な

た

宮
の
魂
は
往
生
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
か
と
、
源
氏
は
眺
め
て
い
る
。
」（
林

望
『
謹
訳

源
氏
物
語
』
）
と
、
そ
の
山
は
「
西
山
」
と
現
代
語
訳
さ
れ
る
。

に
し
や
ま

『
源
氏
物
語
』
（
若
菜
上
）
の
「
西
山
な
る
御
寺
」
は
仁
和
寺
の
こ
と
と

に
し

さ
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
は
そ
の
意
味
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
薄
雲
の
た
だ
よ
う
そ
の
山
を
、
都
の
北
西
の
「
衣
笠
山

辺
」
と
す
る
説
と
、
西
方
の
山
（
西
山
）
と
す
る
説
と
が
あ
っ
た
。
そ
の

二
つ
の
説
の
想
定
す
る
景
と
心
に
は
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
源
氏
の
歌
の
「
入
日
さ
す
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
は
」
の
表
現
を
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一
瞥
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
入
日
さ
す
」
を
初
句
と
す
る
歌
に
は
、
た
と
え
ば
次
の
二
首
が
あ
る
。

『
千
載
和
歌
集
』
春
歌
下
・
一
二
六

三
月
尽
の
こ
こ
ろ
を
よ
み
侍
り
け
る

久
我
内
大
臣

入
日
さ
す
山
の
端
さ
へ
ぞ
う
ら
め
し
き
暮
れ
ず
は
春
の
帰
ら
ま
し
や

は
『
新
古
今
和
歌
集
』
秋
歌
下
・
五
二
九

題
不
知

曾
禰
好
忠

入
日
さ
す
佐
保
の
山
辺
の
柞

原
く
も
ら
ぬ
雨
と
木
の
葉
ふ
り
つ
つ

さ

ほ

は
は
そ
は
ら

前
者
の
「
山
の
端
」
は
、
日
の
沈
む
西
方
の
山
の
峰
を
言
う
で
あ
ろ
う
。

そ
の
「
山
の
端
」
さ
え
な
け
れ
ば
、
日
は
暮
れ
ず
、
春
も
終
わ
ら
な
い
の

に
と
、
春
の
果
て
の
日
の
な
ご
り
を
詠
う
。
い
っ
ぽ
う
、
後
者
の
「
佐
保

の
山
辺
」
は
奈
良
盆
地
の
北
東
に
あ
る
丘
陵
で
あ
る
。
夕
日
に
さ
し
照
ら

さ
れ
る
落
葉
樹
の
林
が
、雨
の
音
を
た
て
て
葉
を
散
ら
し
て
い
る
と
言
う
。

前
者
の
例
を
参
照
し
て
源
氏
の
「
入
日
さ
す
峰
に
た
な
び
く
薄
雲
は
」

を
読
む
な
ら
、
そ
の
「
峰
」
は
、
沈
ま
ん
と
す
る
夕
日
に
照
ら
さ
れ
る
西

山
の
そ
れ
と
解
釈
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
逆
に
後
者
の
例
に
拠
る
な
ら
、
夕

日
の
光
を
斜
め
に
う
け
る
衣
笠
山
と
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

結
局
、
こ
の
歌
か
ら
は
、
そ
の
山
の
方
角
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
情
報

は
、
何
も
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
地
の
文
の
「
夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て
、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な

ゆ
ふ

ぎ
は

こ
ず
ゑ

る
に
」
に
基
づ
く
な
ら
、
そ
れ
は
ど
の
山
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
か
ら
も
、
確
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
仮
に
都
の
二
条
院
か
ら
「
夕
日
は
な
や
か
に
さ
」
す
さ
な
か

ゆ
ふ

ヽ

ヽ

ヽ

に
西
山
を
望
も
う
と
す
れ
ば
、
ま
ば
ゆ
い
逆
光
に
、
そ
れ
を
直
視
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
西
山
は
都
か
ら
や
や
遠
く
、

峰
の
上
の
梢
ま
で
は
見
わ
た
せ
な
い
隔
た
り
が
あ
る
。
「
山
際
の

梢

」
が

ぎ
は

こ
ず
ゑ

「
あ
ら
は
」
に
見
え
る
と
は
考
え
に
く
い
で
あ
ろ
う
。

二
条
院
は
二
条
通
の
北
、
西
洞
院
通
の
西
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
（
『
河

海
抄
』
）
。
そ
こ
か
ら
、
「
山
際
の

梢

あ
ら
は
な
る
」
さ
ま
が
見
え
る
ほ
ど

ぎ
は

こ
ず
ゑ

の
距
離
に
あ
る
山
、
し
か
も
、
夕
日
の
光
の
照
射
に
明
る
く
望
め
る
方
角

に
あ
る
山
と
言
え
ば
、
古
典
大
系
注
の
言
う
と
お
り
、
ま
た
山
口
蓬
春
が

描
く
と
お
り
、
都
の
北
西
の
衣
笠
山
、
あ
る
い
は
そ
の
周
辺
の
山
々
に
な

る
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
こ
と
は
、
光
源
氏
が
「
雲
の
薄
く
わ
た
れ
る
が
、
鈍
色
な
る
」
さ

う
す

に
び

ま
を
「
い
と
も
の
あ
は
れ
に
」
眺
め
た
と
い
う
一
文
か
ら
も
読
み
と
れ
る

で
あ
ろ
う
。

そ
の
文
に
続
く
源
氏
の
歌
は
、
夕
方
の
雲
の
濃
い
ね
ず
み
色
が
、
自
ら

の
着
る
喪
服
の
色
に
似
る
こ
と
を
悲
し
む
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ

の
「
も
の
あ
は
れ
」
は
、
薄
雲
の
色
あ
い
に
よ
っ
て
催
さ
れ
た
も
の
と
言

え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
似
た
場
面
と
歌
が
柏
木
巻
に
も
見
い
だ
せ
る
。
柏
木
の
父
の
致ち

仕
大
臣
が
、
子
を
死
な
せ
た
逆
縁
を
悲
嘆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

じ
の
お

と

ど夕
暮
れ
の
雲
の
け
し
き
、
鈍
色
に
霞
み
て
、
花
の
散
り
た
る
梢
ど
も

ゆ
ふ

ぐ

に
び
い
ろ

か
す

は
な

ち

こ
ず
ゑ

を
も
、
け
ふ
ぞ
目
と
ゞ
め
給
。
こ
の
御
畳

紙
に
、

め

（
た
ま
ふ
）

た
ゝ
む
が
み

木
の
下
の
し
づ
く
に
濡
れ
て
さ
か
さ
ま
に
霞
の

衣

着
た
る
春

こ

ぬ

か
す
み

こ
ろ
も

き

か
な

こ
れ
も
、
雲
の
「
鈍
色
に
霞
み
」
た
る
さ
ま
か
ら
「
霞
の

衣

」
（
喪
服
）

に
び
い
ろ

か
す

か
す
み

こ
ろ
も

を
思
っ
た
の
だ
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。こ
こ
に
は
「
花
の
散
り
た
る

梢

は
な

ち

こ
ず
ゑ

ど
も
」
に
つ
い
て
も
、
「
け
ふ
ぞ
目
と
ゞ
め
給
」
と
あ
る
。
は
か
な
く
散

め

（
た
ま
ふ
）

っ
た
花
に
、
世
を
去
っ
た
子
を
重
ね
る
心
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
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い
。
そ
れ
な
ら
同
じ
よ
う
に
、
「
夕
暮
れ
の
雲
の
け
し
き
、
鈍
色
に
霞
み

ゆ
ふ

ぐ

に
び
い
ろ

か
す

て
」
の
景
に
も
、
わ
が
子
の
死
を
思
わ
せ
る
何
か
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
ら

な
い
か
。

「
雲
」
に
目
を
と
ど
め
、
そ
れ
を
「
あ
は
れ
」
に
見
る
こ
と
は
、
火
葬

さ
れ
た
人
を
思
う
心
の
常
套
的
な
表
現
で
あ
っ
た
。

た
と
え
ば
、
葵

上
を
鳥
辺
野
に
葬
送
し
た
あ
と
、
光
源
氏
は
「
空
の

あ
お
い
の
う
え

み
な
が
め
ら
れ
給
ひ
て
」
、

上
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
わ
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
ゐ
の
あ
は
れ
な
る
か

の
ぼ

け
ぶ
り

く
も

な

と
詠
っ
た
（
葵
巻
）
。
妻
の
火
葬
の
煙
が
雲
に
ま
ぎ
れ
て
し
ま
っ
た
今
は
、

雲
の
あ
た
り
を
み
な
「
あ
は
れ
」
に
思
う
と
悲
し
む
。

彼
は
ま
た
、
物
の
怪
に
取
り
殺
さ
れ
た
夕
顔
の
君
を
思
っ
て
、

見
し
人
の
煙
を
雲
と
な
が
む
れ
ば
夕
べ
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な

み

け
ぶ
り

ゆ
ふ

と
い
う
歌
を
ひ
と
り
ご
ち
た
（
夕
顔
巻
）
。
そ
の
人
を
葬
っ
た
煙
と
思
っ

て
雲
を
眺
め
る
と
、
夕
べ
の
空
が
な
つ
か
し
い
と
詠
う
。

『
小
町
集
』
に
、

は
か
な
く
て
雲
と
な
り
ぬ
る
も
の
な
ら
ば
霞
ま
ん
空
を
あ
は
れ
と
は

見
よ

と
あ
る
歌
に
は
「
煙
」
の
語
が
な
い
が
、
私
が
「
雲
」
と
な
っ
た
あ
と
は
、

霞
む
空
を
「
あ
は
れ
」
と
見
て
ほ
し
い
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

『
栄
花
物
語
』
楚
王
の
ゆ
め
巻
。
産
後
に
急
死
し
た
東
宮
后
嬉
子
の
葬

送
の
月
の
夜
、
父
親
の
藤
原
道
長
が
、

煙
に
て
上
が
ら
せ
た
ま
ふ
に
も
、
や
が
て
靡
き
て
、
い
づ
れ
の
雲
と

け
ぶ
り

な
び

も
御
覧
じ
わ
く
べ
く
も
あ
ら
ぬ
に
も
、
御
胸
ふ
た
が
り
て
、
さ
だ
か

ご

ら
ん

に
も
御
覧
ぜ
ら
れ
ず
。

と
見
惑
い
、
ま
た
邸
に
残
っ
た
母
親
の
倫
子
が
、
葬
地
の
「
岩
蔭
」
（
後

出
の
「
岩
陰
」
に
同
じ
）
の
地
が
ど
の
方
角
に
あ
る
か
を
教
え
ら
れ
て
、

ヽ

そ
な
た
ざ
ま
に
な
が
め
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
赤
き
雲
の
見
ゆ
れ
ば
、
ま

づ
そ
れ
な
ら
ん
か
し
と
、
御
衣
の
袖
の
み
な
ら
ず
、
御
身
さ
へ
流
れ

ぞ

さ
せ
た
ま
ふ
。

と
そ
れ
か
と
見
た
の
は
、
と
も
に
亡
き
娘
の
か
た
み
の
雲
で
あ
っ
た
。

光
源
氏
も
柏
木
の
父
も
、
鈍
色
の
雲
を
見
て
、
慕
わ
し
い
人
を
荼
毘
に

付
し
た
煙
の
な
ご
り
か
と
、
そ
れ
を
「
い
と
も
の
あ
は
れ
に
」
「
目
と
ゞ

め

め
給
」
た
の
で
は
な
い
か
。
雲
の
鈍
色
が
喪
服
の
色
に
通
う
こ
と
を
言
う

（
た
ま
ふ
）

の
は
、
「
深
草
の
野
べ
の
桜
し
心
あ
ら
ば
今
年
ば
か
り
は
墨
染
に
咲
け
」

す
み
ぞ
め

（
『
古
今
和
歌
集
』
哀
傷
・
上
野
岑
雄
）
と
い
う
名
歌
を
利
用
す
る
、
二

次
的
に
付
け
加
え
ら
れ
た
趣
向
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
源
氏
物
語
』
の
時
代
の
読
者
は
、
山
の
上
の
薄
雲
を
「
あ
は
れ
に
」

見
る
光
源
氏
の
姿
か
ら
、
宮
の
火
葬
の
煙
の
か
た
み
と
そ
れ
を
眺
め
る
哀

し
み
を
、
お
そ
ら
く
は
読
み
と
っ
た
で
あ
ろ
う
。

亡
き
人
の
か
た
み
の
雲
の
立
つ
山
は
、
葬
送
の
山
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

で
は
、
藤
壺
宮
は
ど
の
山
に
葬
ら
れ
た
の
か
。

そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
桐
壺
帝
の
御
墓
が
ど
こ
に
あ
っ
た
か
と
い
う
問

題
を
ま
ず
解
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
須
磨
へ
く
だ
る
前
夜
、
光
源
氏
が
「
あ

す
と
て
、
暮
に
は
院
の
御
墓

お

が
み
た
て
ま
つ
り
給
と
て
、
北
山
へ
ま

く
れ

は
か
（
を
）

（
た
ま
ふ
）

き
た

う
で
給
」（
須
磨
）
た
と
い
う
「
北
山
」
が
ど
こ
か
、
で
あ
る
。

（
た
ま
ふ
）

注
釈
書
の
多
く
は
、
三
条
西
実
隆
『
細
流
抄
』
の
「
北
山
は
岩
陰
歟
、

岩
陰
は
松
が
崎
の
奥
也
」
云
々
の
古
注
を
引
き
、
な
か
で
も
玉
上
『
評
釈
』

は
、
そ
れ
に
よ
り
「
松
が
崎
あ
た
り
と
す
る
と
、
う
ま
く
合
う
」
と
す
る
。

「
松
が
崎
」
と
は
愛
宕
郡
松
ヶ
崎
（
現
、
京
都
市
左
京
区
）
で
あ
る
。
し

か
し
『
細
流
抄
』
に
言
う
「
松
が
崎
の
奥
」
に
は
、
「
岩
倉
」
の
地
は
あ

っ
て
も
「
岩
陰
」
は
な
い
。
『
細
流
抄
』
に
は
、
そ
も
そ
も
混
乱
が
あ
っ
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た
。
「
岩
陰
」
は
「
松
が
崎
」
の
は
る
か
西
方
、
左
大
文
字
山
の
東
麓
の

地
（
現
、
京
都
市
北
区
衣
笠
鏡
石
町
）
で
あ
る
。

渕
江
文
也
「
北
山
考
」
（
『
源
氏
物
語
の
美
質
』
）
は
、
賀
茂
社
へ
の
尊

崇
の
ゆ
え
に
、
上
賀
茂
か
ら
下
賀
茂
ま
で
、
松
ヶ
崎
周
辺
を
含
む
一
帯
に

は
帝
陵
が
一
つ
も
造
ら
れ
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
「
岩
陰
」
の
地
で
は

一
条
天
皇
、
三
条
天
皇
が
火
葬
さ
れ
、
三
条
天
皇
の
「
北
山
陵
」
も
そ
こ

に
造
営
さ
れ
た
こ
と
、
ま
た
衣
笠
山
北
西
の
大
北
山
大
内
に
は
宇
多
天
皇

の
大
内
山
陵
が
あ
り
、
ほ
か
に
も
、
文
徳
、
清
和
、
光
孝
、
村
上
、
冷
泉
、

円
融
諸
帝
の
陵
が
大
北
山
周
辺
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
し
た
が
っ
て
、

桐
壺
帝
の
墓
所
と
し
て
作
者
が
想
定
し
た
「
北
山
」
は
松
ヶ
崎
周
辺
で
は

あ
り
え
ず
、
大
北
山
連
山
の
古
来
の
帝
王
の
葬
地
だ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
時
代
の
読
者
が
、
桐
壺
帝
の
「
北
山
」
の
「
御
墓
」

を
、
松
ヶ
崎
で
は
な
く
、
衣
笠
山
を
含
む
大
北
山
の
山
々
に
考
え
た
こ
と

は
確
実
で
あ
ろ
う
。

仁
明
天
皇
女
御
の
藤
原
朝
臣
貞
子
は
、
生
前
の
天
皇
の
お
ぼ
し
め
し
に

よ
り
、
天
皇
の
深
草
山
陵
の
墓
所
に
追
葬
さ
れ
た
（
『
三
代
実
録
』
貞
観

六
年
八
月
）
。
ま
た
、
後
朱
雀
天
皇
の
皇
后
、
禎
子
内
親
王
の
陵
は
、
天

皇
陵
の
す
ぐ
東
に
、
天
皇
陵
の
側
面
に
向
か
う
形
に
築
か
れ
た
。
衣
笠
山

の
北
西
、
朱
山
に
あ
る
七
陵
の
う
ち
、
ふ
も
と
に
寄
り
添
う
二
つ
の
陵
で

し
ゆ
や
ま

あ
る
。
藤
壺
宮
を
母
と
す
る
冷
泉
帝
が
、
そ
の
な
き
が
ら
を
、
わ
が
父
と

信
じ
る
桐
壺
帝
の
陵
墓
の
そ
ば
に
収
め
よ
う
と
す
る
の
は
、
人
情
と
し
て

当
然
の
こ
と
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『
源
氏
物
語
』
の
時
代
の
読
者
は
、
藤
壺
宮
が
桐
壺
帝
の
「
北
山
」
の

「
御
墓
」
の
近
く
で
荼
毘
に
付
さ
れ
た
も
の
と
、
必
ず
や
推
察
し
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。

「
夕
日
は
な
や
か
に
さ
し
て
、
山
際
の
梢
あ
ら
は
な
る
に
、
雲
の
薄
く

ゆ
ふ

ぎ
は

こ
ず
ゑ

う
す

わ
た
れ
る
」
さ
ま
は
、
大
系
注
が
言
う
よ
う
に
「
衣
笠
山
辺
」
、
あ
る
い

は
そ
の
近
く
の
大
北
山
の
山
々
の
景
と
考
え
ら
れ
る
。
夕
日
に
さ
し
照
ら

さ
れ
る
山
の
上
に
立
つ
薄
雲
を
、
光
源
氏
は
、
宮
の
火
葬
の
煙
の
な
ご
り

か
と
な
つ
か
し
く
眺
め
た
。
そ
れ
は
西
方
浄
土
か
ら
の
来
迎
の
紫
雲
な
ど

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
の
「
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は
い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
」

の
「
山
の
は
」
が
西
山
で
な
い
こ
と
は
、
今
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
夕
日

が
さ
し
て
、
日
の
光
に
明
る
く
照
ら
さ
れ
る
山
の
端
が
近
々
と
見
え
る
。

そ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
巻
の
例
と
同
じ
よ
う
に
、
都
の
北
西
の
大

北
山
の
山
な
み
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
で
は
、
清
少
納
言
の
い
た

都
か
ら
は
や
や
遠
く
な
る
が
、
東
山
と
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
か
。

と
も
あ
れ
、
中
国
古
典
詩
の
刺
激
に
よ
っ
て
成
立
し
た
『
枕
草
子
』
の

こ
の
新
し
い
表
現
は
、
『
源
氏
物
語
』
に
な
に
が
し
か
の
影
響
を
与
え
た

可
能
性
が
あ
る
が
、
近
世
以
降
、
正
し
い
解
釈
の
忘
却
さ
れ
る
長
い
歳
月

を
経
て
き
た
の
で
あ
る
。

（
お
お
た
に

ま
さ
お
・
本
学
名
誉
教
授
）


