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【
要
旨
】

『
枕
草
子
』
第
九
十
八
段
「
中
納
言
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
段
は
、
有
名
な
「
海
月
の

骨
」
の
秀
句
の
段
で
あ
る
が
、
従
来
こ
の
秀
句
は
、
隆
家
の
「
見
た
こ
と
な
い
ほ
ど
す

ば
ら
し
い
扇
の
骨
だ
」
と
の
発
言
に
対
し
、「
見
た
こ
と
な
い
な
ら
海
月
の
骨
で
す
ね
」

と
清
少
納
言
が
し
ゃ
れ
を
言
っ
た
と
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
「
海
月
の
骨
」
と

は
、
長
生
き
す
れ
ば
見
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
奇
蹟
・
幸
運
の
意
味
の
成
句
で
あ
り
、

こ
の
場
面
は
、
定
子
が
皇
子
を
懐
妊
も
し
く
は
生
ん
だ
直
後
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

こ
こ
で
は
そ
の
皇
子
の
将
来
の
即
位
を

＜

予
祝

＞

す
る
意
味
を
込
め
た
し
ゃ
れ
で
あ
る

と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

ま
た
こ
の
章
段
末
尾
の
部
分
は
、
こ
の
章
段
の
執
筆
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

＜

予

祝

＞

に
も
関
わ
ら
ず
若
く
し
て
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
定
子
、
結
局
皇
位
に
は
就
け
な

い
皇
子
・
敦
康
親
王
の
悲
運
を
読
者
に
再
確
認
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
対
す
る
「
言
い

訳
」
と
考
え
る
。

【
本
文
】は
じ
め
に

『
枕
草
子
』
第
九
十
八
段
「
中
納
言
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
の
段
（
１
）は
、「
海
月
の
骨
」

の
段
と
し
て
、
高
等
学
校
の
教
科
書
に
も
採
ら
れ
る
な
ど
有
名
な
章
段
で
、
こ
れ
ま
で

に
も
す
ぐ
れ
た
先
行
研
究
が
積
み
上
げ
ら
れ
て
い
る
（
２
）。
本
稿
で
も
こ
の
章
段
に
つ

い
て
、
出
来
事
の
年
時
や
、
清
少
納
言
の
「
海
月
の
骨
」
と
い
う
言
葉
が
こ
の
場
面
で

ど
の
よ
う
な
象
徴
的
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
、
な
ど
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
ず
、

本
文
を
挙
げ
る
。

中
納
言
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
御
扇
奉
ら
せ
た
ま
ふ
に
、
「
隆
家
こ
そ
い
み
じ
き

骨
は
得
て
は
べ
れ
。
そ
れ
を
張
ら
せ
て
ま
ゐ
ら
せ
む
と
す
る
に
、
お
ぼ
ろ
け
の
紙

は
え
張
る
ま
じ
け
れ
ば
、
も
と
め
は
べ
る
な
り
」
と
申
し
た
ま
ふ
。
「
い
か
や
う

に
か
あ
る
」
と
問
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ば
、「
す
べ
て
い
み
じ
う
侍
り
。『
さ
ら

に
ま
だ
見
ぬ
骨
の
さ
ま
な
り
』
と
な
む
人
々
申
す
。
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
は
見

え
ざ
り
つ
」
と
こ
と
高
く
の
た
ま
へ
ば
、
「
さ
て
は
扇
の
に
は
あ
ら
で
、
く
ら
げ

の
な
な
り
」
と
聞
ゆ
れ
ば
、
「
こ
れ
は
隆
家
が
こ
と
に
し
て
む
」
と
て
、
笑
ひ
た

ま
ふ
。

か
や
う
の
事
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
事
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
ど
、

「
一
つ
な
お
と
し
そ
」
と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
。

な
お
、
本
章
段
は
、
通
説
で
最
善
本
と
さ
れ
る
三
巻
本
第
一
類
の
「
陽
明
文
庫
本
」

で
は
本
文
に
問
題
が
あ
り
、
「
海
月
の
骨
」
に
至
る
文
脈
が
な
い
等
文
意
が
通
じ
な
い

所
が
多
い
の
で
、
諸
注
釈
書
で
は
第
二
類
本
等
の
本
文
で
補
っ
て
い
る
。
本
稿
で
も
同

様
で
あ
る
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
章
段
の
眼
目
は
、
清
少
納
言
が
隆
家
の
言
葉
に
反
応
し
、
「

（
見
た
こ
と
な
い
骨
だ
っ
た
ら
）
海
月
の
骨
で
し
ょ
う
」
と
冗
談
を
言
っ
た
（
だ
け
）、

と
解
釈
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
言
葉
の
上
の
た
だ
の
し
ゃ
れ
だ
と
し

た
ら
、
余
り
に
も
他
愛
な
く
、
大
し
て
面
白
く
も
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
隆
家
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が
「
自
分
の
言
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
」
と
言
う
ほ
ど
面
白
い
し
ゃ
れ
と
も
思
え
な
い
の

で
あ
る
。
ま
た
骨
の
な
い
海
洋
生
物
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
蛸
で
も
海
鞘
（
ほ
や
）
で

も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
（
３
）、
「
海
月
」
の
骨
と
言
っ
て
い
る
の
に
は
理
由
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
秀
句
の
意
図
を
隆
家
へ
の
揶
揄
や
皮
肉
と
取
る
注
釈
も
多
い

が
、
圷
美
奈
子
氏
（
４
）が

並
み
居
る
侍
女
ら
の
面
前
で
、
気
位
高
き
若
き
貴
公
子
が
ぎ
ゃ
ふ
ん
と
言
わ
さ

れ
、
や
り
込
め
ら
れ
た
の
に
、
そ
の
当
人
が
即
座
に
「
こ
れ
は
隆
家
が
言
に
し
て

む
」
と
大
い
に
喜
び
、
い
わ
ば
著
作
権
の
譲
渡
を
求
め
る
よ
う
な
心
境
に
な
る
も

の
だ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
主
君
の
弟
君
の
話
が
最
高
潮
に
至
っ
た
時
、
突
然
横
か

ら
割
り
込
ん
で
切
り
返
し
、
高
貴
な
る
弟
君
の
鼻
柱
を
へ
し
折
っ
て
よ
い
も
の
だ

ろ
う
か
。

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
年
少
で
は
あ
っ
て
も
、
主
人
・
中
宮
（
長
保
二
年
二
月
か
ら
皇

后
だ
が
、
本
稿
で
は
仮
に
中
宮
で
統
一
し
て
お
く
）
定
子
の
弟
で
「
中
納
言
」
の
隆
家

に
対
し
て
、
清
少
納
言
が
揶
揄
や
皮
肉
の
意
図
で
発
言
す
る
こ
と
は
こ
の
場
面
に
そ
ぐ

わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
隆
家
や
定
子
に
対
し
て
も
何
か
積
極
的
な

意
味
を
込
め
た
秀
句
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
本
稿
で
は
、
ま
ず
こ
の
出
来
事
の
起
こ
っ
た
年
時
を
推
定
し
て
か
ら
、

「
海
月
の
骨
」
の
意
味
を
解
釈
し
、
次
に
、
章
段
末
尾
で
自
讃
の
弁
解
と
も
受
け
取
れ

る
言
い
方
を
し
て
い
る
こ
と
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

一
年
時
推
定

こ
の
出
来
事
が
い
つ
の
こ
と
か
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
、
注
（

2）
に
挙
げ
た
圷

氏
・
浜
口
俊
裕
氏
の
論
文
が
わ
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
大
き

く
三
つ
の
時
期
に
候
補
を
分
け
て
検
討
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
清
少
納
言
の
出
仕
後
で
、

中
宮
定
子
の
薨
去
以
前
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、

①
正
暦
五
年
（
九
九
四
）（
道
隆
健
在
・
中
関
白
家
全
盛
期
）

②
長
徳
元
年
（
九
九
五
）
四
月
か
ら
の
約

1年
間
（
隆
家
の
中
納
言
在
職
期
）
（
５
）

③
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
以
降
（
隆
家
が
左
遷
か
ら
帰
京
し
、
兵
部
卿
と
し
て
政

界
に
復
帰
し
て
か
ら
＝
「
前
中
納
言
」
の
時
期
）

の
三
つ
の
時
期
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
圷
氏
は
①
の
隆
家
従
三
位
昇
叙
の
際
、
浜
口
氏

は
②
の
隆
家
左
遷
直
前
の
時
期
を
推
定
さ
れ
て
い
る
。
先
行
研
究
で
は
、
官
職
表
記
を

根
拠
に
②
を
中
心
に
し
て
③
も
可
、
と
い
っ
た
説
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
結
論
と
し
て
は
③
の
時
期
と
推
定
す
る
が
、
そ
の
根
拠
と
し
て
、（

A）

官
職
表
記
、
（

B）
隆
家
が

手
に

入
れ
た

扇
の
骨
が
「
ま
こ
と
に
か
ば
か
り
の
は

見
え

ざ
り
つ
」
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
あ
っ
た
理
由
、
（

C）
「
く
ら
げ
」
（
海
月
）
の

掛
詞

的
意
味
、（

D）
本
章
段
の
雰
囲
気
、
を
指
摘
し
た
い
と
思
う
。

ま
ず
、（

A）
年
時
推
定
の
比
較
的
確
実
な
手
が
か
り
で
あ
る
隆
家
の
官
職
表
記
が
、

「
中
納
言
」
と
な
っ
て
い
る

点
で
あ
る
。
こ
の
表
記
を
文

字
通
り
受
け
取
れ
ば
、
隆
家

が
権
も
し
く
は
正
の
中
納
言
で
あ
っ
た
時
期
と
い
う
こ
と
で
②
に
な
る
が
、
そ
こ
で
、

隆
家
と
兄
の
伊
周
が
登
場
す
る
章
段
に
つ
い
て
、
史
実
上
の
官
職
と
本
文
で
の
呼
称
を

比
較
し
て
み
る
。（
後
掲
【
表

1】
参
照
）

隆
家
に
つ
い
て
の
他
二
例
は
、
第
一
〇
〇
段
が
史
実
通
り
、
第
二
六
〇
段
は
正
暦
五

年
（
九
九
四
）
二
月
の
積
善
寺
一
切
経
供
養
を
扱
っ
た
章
段
だ
が
、
史
実
の
「
右
中
将
」

（
正
四
位

下
）
に
対
し
、
章
段

内
で
は
「
三
位
中

将
」
と
な
っ
て
お
り
、

厳
密
に
は

同

年
内
の
約
六
ヶ
月
後
（
八
月
以
降
）
の
呼
称
を
以
て
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
だ
実
は
同
章

段
で
は
、
隆
家
の
異
母
兄
・
藤
原
道
頼
に
つ
い
て
も
、
史
実
「
権
中
納
言
」
に
対
し
、

半
年
後
の
「
大
納
言
」
（
６
）
と
表
記
し
て
い
る
。
し
か
も
、
隆
家
の
「
従
三
位
」
昇
叙

と
道
頼
の
「
権
大
納
言
」
昇
任
は
二
日
違
い
で
し
か
な
い
。
第
二
六
〇
段
の
官
職
表
記

に
は
何
ら
か
の
記
憶
の
ず
れ
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
だ
け
で
は
例
が
少
な
い
の
で
、
隆
家
の
兄
で
、
同
じ
く
主
人
・
中
宮
定
子
の
兄

弟
で
あ
っ
て
、
清
少
納
言
と
の
関
係
も
ほ
ぼ
同
等
と
考
え
ら
れ
る
伊
周
に
つ
い
て
見
て
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み
る
。

伊
周
に
つ
い
て
は
、
史
実
通
り
が
五
例
（
７
）と
多
く
を
占
め
、
史
実
よ
り
前
の
官
職

で
表
記
し
て
い
る
の
が
一
例
、
そ
の
ど
ち
ら
と
も
決
め
が
た
い
の
が
一
例
。
残
り
の
第

九
十
五
段
は
、
内
容
か
ら
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
五
月
の
こ
と
と
推
定
で
き
、
伊
周
は

左
遷
か
ら
も
ど
っ
て
は
い
る
が
、
「
内
大
臣
」
に
復
帰
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
よ
っ
て

「
内
の
大
臣
殿
」
の
表
記
は
、
前
職
に
「
前
」（
さ
き
の
）
を
付
け
ず
に
表
記
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
。
（
８
）

ま
た
、
こ
の
二
人
以
外
の
貴
族
に
つ
い
て
は
、
先
行
研
究
に
よ
り
年
時
推
定
が
可
能

な
章
段
の
範
囲
で
、
史
実
通
り
の
官
職
を
記
し
て
い
る
も
の
が
、
の
べ

64例
、
推
定
年

時
よ
り
前
の
官
職
で
記
し
て
い
る
も
の
は
な
く
、
後
の
官
職
を
記
し
て
い
る
も
の
は
、

の
べ

12例
で
あ
っ
た
。

こ
の

12例
の
う
ち
、
藤
原
道
頼
は
第
一
〇
〇
・
一
二
四
・
二
六
〇
段
に
出
る
が
、
全

て
「
山
の
井
の
大
納
言
」
と
い
う
表
記
で
、
う
ち
第
一
二
四
段
が
少
な
く
と
も
一
日
、

第
二
六
〇
段
が
約
半
年
後
の
官
職
名
で
あ
る
。
た
だ
、
道
頼
は
長
徳
元
年
（
九
九
五
）

六
月
に
権
大
納
言
で
薨
じ
て
い
る
。
『
枕
草
子
』
執
筆
時
に
は
す
で
に
過
去
の
人
で
、

そ
れ
ぞ
れ
の
章
段
年
時
の
細
か
い
現
職
は
記
憶
が
薄
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

源
経
房
は
、
第
七
十
七
・
八
〇
・
一
三
〇
・
一
三
七
段
・
跋
文
に
出
る
が
、
す
べ
て

「
中
将
」（
左
も
し
く
は
右
が
付
く
段
も
）
で
あ
り
、
う
ち
第
七
十
七
段
は
七
ヶ
月
以
上
、

第
八
〇
段
は
一
年
以
上
後
に
表
記
の
官
職
に
就
く
。
し
か
し
経
房
は
長
徳
二
年
（
九
九

六
）
に
右
中
将
、
同
四
年
（
九
九
八
）
に
左
中
将
に
な
り
、
そ
の
後
長
和
四
年
（
一
〇

一
五
）
に
権
中
納
言
に
な
る
ま
で
長
く
中
将
を
勤
め
て
い
た
。
清
少
納
言
に
と
っ
て
は

「
中
将
」
特
に
「
左
中
将
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
く
、
第
七
十
七
・
八
〇
段
時
も
す
で
に

就
任
し
て
い
た
と
勘
違
い
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
第
八
十
三
段
の

「
式
部
丞
忠
隆
」、
第
一
一
五
段
の
「
右
衛
門
佐
宣
孝
と
い
ふ
人
」
や
そ
の
子
の
「
隆
光

が
主
殿
亮
な
る
」
、
第
一
〇
〇
段
で
、
直
接
は
登
場
せ
ず
、
登
場
人
物
の
親
と
し
て
名

前
が
出
る
だ
け
の
「
北
野
宰
相
」（
菅
原
輔
正
）、
第
二
六
〇
段
の
「
典
薬
頭
（
丹
波
）

重
雅
」
な
ど
は
清
少
納
言
に
は
あ
ま
り
な
じ
み
が
な
く
、
史
実
年
時
に
お
け
る
正
確
な

官
職
の
記
憶
が
薄
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
五
五
段
で
「
宰
相
中
将
斉
信
」

と
す
る
の
は
、
章
段
内
で
時
間
が
錯
綜
し
て
お
り
、
混
乱
し
た
の
も
の
と
思
わ
れ
る

（
「
頭
中
将
」
と
い
う
正
確
な
官
職
表
記
も
章
段
内
に
あ
る
）
。
よ
っ
て
、
史
実
年
時
と

異
な
る
官
職
を
記
す
も
の
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
る
記
憶
違
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

が
ほ
と
ん
ど
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
逆
に
、
第
九
十
九
段
の
「
美
濃
守
に
て
失
せ
け

る
藤
原
時
柄
、
蔵
人
な
り
け
る
時
」
や
第
一
〇
二
段
の
「
左
兵
衛
督
の
中
将
に
お
は
せ

し
」
、
跋
文
の
「
左
中
将
ま
だ
伊
勢
守
と
聞
え
し
時
」
な
ど
に
は
、
厳
密
に
章
段
年
時

の
現
任
官
職
を
記
そ
う
と
す
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
『
枕
草
子
』
で
は
、
章
段
内
の
実
際
の
官
職
（
の
記
憶
）
を

そ
の
ま
ま
記
す
の
が
原
則
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
る
と
、
本
章
段
に
お
い

て
、
前
記
の
①
の
時
期
を
史
実
と
考
え
る
た
め
に
は
、
可
能
性
は
大
き
く
な
い
が
、
第

二
六
〇
段
の
よ
う
に
清
少
納
言
に
記
憶
違
い
が
あ
っ
た
か
、
実
際
の
官
職
（
の
記
憶
）

と
は
異
な
る
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
原
則
に
反
し
て
意
図
的
に
記
し
た
と
す
る
し
か
な

い
。と
こ
ろ
で
、
隆
家
の
権
及
び
正
中
納
言
昇
任
は
、
道
隆
の
薨
去
前
後
（
９
）に
そ
の
引

き
替
え
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
清
少
納
言
の
中
で
も
道
隆
の

病
気
と
記
憶
が
つ
な
が
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
隆
家
の
「
中
納
言
」
と
い
う
官
職
名
を
、

こ
の
第
九
十
八
段
の
中
で
わ
ざ
わ
ざ
史
実
と
違
え
て
ま
で
記
す
意
図
は
考
え
に
く
い
。

隆
家
が
登
場
す
る
他
の
二
段
は
記
憶
違
い
を
含
め
て
い
ず
れ
も
「
三
位
中
将
」
と
し
て

い
る
の
を

見
る
と
、

事
実
と
し
て
そ
う

呼
べ
る
時
期
で
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
を
あ
え
て

「
中
納
言
」
と
す
る
の
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
中
納
言
」
の
呼
称
が
史
実

と
差
異
が
あ
る
こ
と
を
示
す
史
料
も
な
い
。
記
憶
違
い
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
が
、
蓋
然
性
と
し
て
は
史
実
通
り
と
し
て
お
く
の
が
最
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
、
第
九
十
八
段
の
「
中
納
言
」
と
い
う
官
職
表
記
は
、

清
少
納
言
の
記
憶
通
り
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
史
実
を
直
接
反
映
さ
せ
て
い
る
可
能
性
が
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高
い
と
判
断
す
る
。

第
九
十
五
段
の
伊
周
の
よ
う
に
、
前
職
に
「
さ
き
の
」
等
を
付
け
ず
に
呼
ぶ
こ
と
も

含
め
て
考
え
る
と
、
先
の
三
つ
の
時
期
候
補
の
う
ち
、
②
③
の
時
期
は
あ
り
う
る
が
、

①
は
可
能
性
が
低
い
と
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。

次
に
、
（

B）
こ
の
時
隆
家
が
手
に
入
れ
た
扇
の
骨
の
貴
重
さ
、
珍
し
さ
に
つ
い
て

で
あ
る
。
本
章
段
で
は
、
隆
家
が
扇
（
の
完
成
品
）
を
姉
定
子
に
献
上
す
る
に
際
し
て
、

（
そ
れ
と
は
別
に
）
こ
れ
ま
で
に
見
た
こ
と
の
な
い
ほ
ど
上
質
の
扇
の
骨
を
手
に
入
れ

た
の
で
、
後
日
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
紙
を
張
っ
て
献
上
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
の
だ
が
、

中
関
白
家
の
御
曹
司
で
あ
る
隆
家
で
さ
え
そ
れ
ま
で
目
に
し
た
こ
と
が
な
か
っ
た
ほ
ど

高
品
質
な
扇
の
骨
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
枕
草
子
』
第
二
六

七
段
「
扇
の
骨
は
」
段
は
、
ま
さ
に
扇
の
骨
に
つ
い
て
の
章
段
で
あ
る
が
、

扇
の
骨
は
朴
。
色
は
赤
き
。
紫
。
緑
。

と
い
う
の
は
、
い
わ
ば
受
領
階
級
・
清
少
納
言
ク
ラ
ス
の
身
分
の
者
が
手
に
入
れ
ら
れ

る
範
囲
の
中
で
願
わ
し
い
も
の
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
天
皇
家
や
最
上
級

貴
族
に
は
ど
の
よ
う
な
扇
の
骨
が
あ
り
得
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
大
鏡
』「
伊
尹
伝
」
に

載
る
、
藤
原
行
成
の
「
魂
」
の
深
さ
を
言
う
話
の
中
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

殿
上
人
、
（
一
条
天
皇
に
）
扇
ど
も
し
て
ま
ゐ
ら
す
る
に
、
こ
と
人
々
は
、
骨

に
蒔
絵
を
し
、
あ
る
は
、
金
・
銀
・
沈
・
紫
檀
の
骨
に
な
む
筋
を
入
れ
、
彫
物
を

し
、
え
も
い
は
ぬ
紙
ど
も
に
、
人
の
な
べ
て
知
ら
ぬ
歌
や
詩
や
、
ま
た
六
十
余
国

の
歌
枕
に
名
あ
が
り
た
る
所
々
な
ど
を
書
き
つ
つ
、
人
々
ま
ゐ
ら
す
る
に
、
例
の
、

こ
の
殿
は
、
骨
の
漆
ば
か
り
を
か
し
げ
に
塗
り
て
、
黄
な
る
唐
紙
の
下
絵
ほ
の
か

に
を
か
し
き
ほ
ど
な
る
に
、
表
の
方
に
は
楽
府
を
う
る
は
し
く
真
に
書
き
、
裏
に

は
御
筆
と
ど
め
て
草
に
め
で
た
く
書
き
て
奉
り
た
ま
へ
り
け
れ
ば
（
以
下
略
）

天
皇
に
献
上
す
る
扇
の
骨
は
、
「
金
・
銀
・
沈
・
紫
檀
」
な
ど
の
材
質
の
も
の
が
よ
い

と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
隆
家
が
「
見
た
こ
と
も
な
い
」
と
言
う

か
ら
に
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
と
同
等
程
度
以
上
の
品
質
・
材
質
の
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
最
上
級
の
貴
族
で
あ
る
隆
家
が
、
な
ぜ
今
回
手
に
入
れ
た
扇
の
骨
ほ
ど
の

上
等
の
も
の
を
（
手
に
入
れ
た
こ
と
は
お
ろ
か
）
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
一
言
で
言
え
ば
、
少
な
く
と
も
日
本
に
は
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
か

ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
今
回
隆
家
が
そ
れ
ほ
ど
の
骨
を
入
手
で
き
た

の
は
、
中
国
（
宋
）
と
の
交
易
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
中
関
白
家

を
始
め
と
す
る
権
門
貴
族
や
朝
廷
が
、
中
国
と
の
交
易
で
種
々
の
貴
重
品
「
唐
物
」
を

買
っ
て
い
た
こ
と
は
、
歴
史
学
（

�）に
限
ら
ず
、
国
文
学
の
分
野
で
も
河
添
房
江
氏
な

ど
に
よ
り
、
詳
し
く
研
究
さ
れ
て
い
る
。

『
枕
草
子
』
‥
‥
い
わ
ゆ
る
中
関
白
家
の
栄
華
に
関
わ
る
唐
物
が
散
見
さ
れ
る
。

‥
‥
「
沈
」
「
唐
の
紙
」
‥
‥
（
唐
物
は
）
中
関
白
家
の
周
辺
で
は
、
日
常
的
に

ふ
れ
る
機
会
が
多
か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
（

�）

ま
た
、
本
章
段
の
時
期
と
直
接
結
び
付
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

例
え
ば
『
権
記
』
長
保
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
八
月
二
十
四
日
条
に
は
、
大
宰
府
が
宋
商
・

朱
仁
聡
の
訴
え
た
雑
物
代
の
こ
と
を
奏
上
し
、
皇
后
定
子
が
、
蔵
人
頭
・
藤
原
行
成
を

し
て
高
階
明
順
を
召
問
さ
せ
た
記
事
が
載
る
。

皇
后
（
定
子
）
仰
せ
て
云
く
、
大
宋
商
客
仁
聡
、
越
前
国
に
在
る
時
、
献
ぜ
し

む
る
所
の
雑
物
代
、
金
を
以
て
下
し
遣
は
す
の
間
、
仁
聡
越
前
よ
り
大
宰
に
向
か

ふ
の
後
、
公
家
に
、
進
る
所
の
物
の
直
を
未
だ
給
は
ら
ざ
る
の
由
を
以
て
愁
ひ
申

さ
し
む
、
と
云
々
。
‥
‥
奇
し
く
思
し
め
す
こ
と
極
ま
り
な
し
。
此
の
事
に
よ
り
、

明
順
朝
臣
を
召
し
問
は
る
べ
し
と
云
々
。
‥
‥
早
く
明
順
朝
臣
を
し
て
其
の
由
を

弁
じ
申
さ
し
む
べ
き
か
。

中
関
白
家
が
、

道
隆
の

生
前
・

没
後
を

通
じ
て
宋
商
を

相
手
に
交
易
し
、
「
唐
物
」
を

入
手
し
て
い
た
こ
と
が

確
認
さ
れ
よ
う
。
そ
し
て
、
少
し
時
代
は
下
る
が
、
『

新
猿
楽

記
』
「
八

郎
」
の

項
で
も
、
中
国
と
の
交
易
で
「
沈
・
白
檀
・
赤

木
・
紫
檀
」
な
ど
高

品
質
の
扇
の
骨
と
な
る
香
木
・
貴
木
を
輸
入
し
て
い
る
こ
と
が
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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隆
家
や
周
囲
の
人
が
そ
れ
ま
で
見
た
こ
と
も
な
か
っ
た
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ま
で
日
本

に
な
か
っ
た
ほ
ど
の
品
質
（
も
し
く
は
材
質
）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
今
回
手
に
入
れ

る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
他
家
の
交
易
品
を
買
い
取
っ
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
が
、

や
は
り
中
関
白
家
自
身
の
交
易
に
よ
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
も
し
道
隆
生
前
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
の
逸
品
で
あ
る

扇
の
骨
（
あ
る
い
は
そ
の
素
材
で
あ
る
貴
木
）
は
、
ま
ず
当
主
道
隆
の
手
に
入
り
、
扇

と
し
て
直
接
中
宮
定
子
に
献
上
さ
れ
る
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

定
子
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
道
隆
か
ら
骨
だ
け
息
隆
家
に
譲
ら
れ
た
も
の
を
、
さ
ら
に

紙
を
張
っ
て
定
子
へ
、
と
い
う
の
も
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
点
か
ら

も
、
②
③
の
時
期
を
想
定
し
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
（

C）
清
少
納
言
の
秀
句
に
あ
る
「
く
ら
げ
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
秀
句

の
象
徴
的
意
味
と
も
絡
む
の
で
、
少
々
論
が
前
後
す
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
見
て
お
き
た

い
。さ
て
、
「
く
ら
げ
」
を
漢
字
で
「
海
月
」
と
書
く
の
は
『
和
名
類
聚
抄
』
等
清
少
納

言
の
こ
ろ
以
前
か
ら
で
あ
っ
て
、
清
少
納
言
・
隆
家
ら
が
こ
の
言
葉
に
「
海
月
」
の
漢

字
を
想
起
し
得
た
こ
と
は
勿
論
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、『
大
弐
高
遠
集
』（
十
一
世
紀
初

め
）
第
三
二
〇
番
歌
に
は
、

禅
故
大
と
こ
の
備
中
国
に
い
く
と
て
、
海
月
□
な
ど
お
こ
せ
む
と
い
ひ
て

お
こ
せ
ざ
り
し
か
ば
、
た
よ
り
に
つ
け
て
い
ひ
や
る

き
み
を
人
か
た
な
に
い
ふ
と
し
ら
ず
し
て
う
み
の
月
を
や
も
て
あ
そ
ぶ
ら
ん

と
あ
り
、『
弁
乳
母
集
』（
十
一
世
紀
前
半
）
第
一
〇
五
番
歌
に
は
、

し
ほ
ゆ
の
所
に
、
く
ら
げ
の
あ
り
し
を

山
の
は
を
い
づ
る
の
み
こ
そ
さ
や
け
け
れ
う
み
な
る
月
の
く
ら
げ
な
る
か
な

と
あ
る
。

一
方
で
、
「
海
」
と
「
生
み
」
（
あ
る
い
は
「
産
み
」
）
は
同
音
で
、
和
歌
の
中
で
さ

え
も
掛
詞
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
十
世
紀
の
歌
人
中
務
の
家
集
『
中
務
集
』

第
一
六
一
番
歌
で
は
、

人
の
う
ぶ
夜
の
七
日

ち
と
せ
ま
で
き
み
あ
り
そ
う
み
の
か
げ
み
れ
ば
小
松
に
い
ま
ぞ
お
ひ
は
じ
め
け
る

と
あ
る
。
ま
た
、
臨
月
の
こ
と
が
「
生
み
月
」
（
う
み
つ
き
）
「
生
み
が
月
」
（
う
み
が

つ
き
）
と
呼
ば
れ
た
こ
と
も
言
う
ま
で
も
な
い
。

「
我
が
孕
婦
、
既
に
産
月
に
当
れ
り
。
若
し
路
に
し
て
産
ま
ば
、
冀
は
く
は
、

一
船
に
載
せ
、
至
ら
む
随
に
、
何
処
に
あ
り
と
も
速
く
国
に
送
ら
し
め
よ
」
（

�）

（『
日
本
書
紀
』
巻
十
四
・
雄
略
紀
）

承
香
殿
女
御
（
元
子
）
、
御
生
月
も
過
ぎ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
い
と
あ
や
し
く
音

な
け
れ
ば
、
よ
ろ
づ
に
せ
さ
せ
た
ま
へ
ど
‥
‥

＊
全
注
釈
本
文
は
「
御
生
が
月
」

（『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
」）

う
み
が
つ
き
如
何
。
こ
れ
は
女
人
の
産
す
る
期
を
い
へ
り
。

（『
名
語
記
』
巻
一
〇
）

す
る
と
、
清
少
納
言
が
「
く
ら
げ
」
の
語
を
持
ち
出
し
た
背
景
に
、
こ
の
時
中
宮
定
子

が
懐
妊
中
も
し
く
は
出
産
後
で
あ
っ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
前
述
の
③
の
時
期
が
ま
さ
に
、
定
子
が
敦
康
親
王
（
長
保
元
年
（
九
九
九
）
十

一
月
七
日

誕
生
）
・

�子
内
親
王
（
長
保
二

年
（
一
〇
〇
〇
）
十
二
月
十
五
日

誕
生
）

を
懐
妊
し
、
出
産
す
る
時
期
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
海
月
は
妊
婦
・
産
婦
に
よ
い
食

物
と
さ
れ
て
も
い
た
。
例
え
ば
、
後
世
の
も
の
だ
が
「

東
洋
文

庫
」
『
子

育
て
の
書
』

1所
収
の
『
女
重
宝
記
大
成
』（
元
禄
五
年
、
草
田
寸
木
子
・
編
）
に
は
、「
懐
妊
の
内

よ
ろ
し
き

食
物
‥
‥
く
ら
げ
」
「
産
後

よ
ろ
し
き

食
物
‥
‥
く
ら
げ
」
と
あ
る
（

�）。

③
の
時
期
で
あ
れ
ば
、
定
子
が
く
ら
げ
を
供
さ
れ
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
。
こ
こ
で
想

起
さ
れ
る
の
が
、
第
二
二
三
段
「
三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
で
あ
る
。
こ
の
段

で
清
少
納
言
は
、
「

青
ざ
し
」
と
い
う
お
産
に
よ
い
と
さ
れ
る

菓
子
を
、

�子
内
親
王
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を
懐
妊
中
の
定
子
に
献
上
す
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
も
「
こ
れ
、
籬
越
し
に
候
ふ
」
と

秀
句
を
発
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
た
だ
必
要
条
件
を
満
た
す
こ
と
し
か
言
え
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

成
句
「
海
月
の
骨
」
の
意
味
も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
の
③
定
子
懐
妊
中
の
時
期
が
ふ

さ
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（

�）。

な
お
、
も
し
定
子
の
「
臨
月
」
と
い
う
時
期
ま
で
絞
り
込
む
と
す
る
と
、
扇
を
贈
る

の
が
十
、
十
一
月
と
い
う
冬
季
に
な
る
の
で
、
第
二
子
（
敦
康
親
王
）
の
懐
妊
が
判
明

す
る
長
保
元
年
（
九
九
九
）
四
月
こ
ろ
か
百
日
の
祝
い
の
翌
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
二
月
、

も
し
く
は
第
三
子
（

�子
内
親
王
）
の
懐
妊
が
判
明
す
る
同
年
五
月
の
こ
ろ
と
考
え
る

の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
か
（

�）。
こ
こ
で
は
、
懐
妊
（
も
し
く
は
出
産
）
の
お
祝
い
と
考

え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

最
後
に
、
（
Ｄ
）
本
章
段
の
「
雰
囲
気
」
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
で

は
両
様
の
見
方
が
あ
る
。
例
え
ば
、
圷
氏
が
、

こ
の
隆
家
中
納
言
在
任
中
の
期
間
は
中
関
白
家
に
と
っ
て
激
動
痛
恨
の
一
年
で

あ
り
、
‥
‥
定
子
の
周
辺
は
不
幸
な
事
件
で
慌
し
く
、
御
在
所
も
一
定
せ
ず
に
短

期
間
で
遷
っ
た
時
期
で
あ
る
。
‥
‥
ほ
の
ぼ
の
と
し
た
雰
囲
気
と
手
放
し
の
気
楽

さ
が
横
溢
す
る
本
章
段
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
つ
い
て
、
事
件
年
時
を
中
関
白
家
に
と
っ

て
の
こ
う
し
た
暗
く
過
酷
な
、
特
別
の
時
期
の
こ
と
と
限
定
的
に
考
え
る
の
は
如

何
で
あ
ろ
う
か
。

と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
浜
口
氏
は
、

『
枕
草
子
』
で
は
中
関
白
家
暗
影
期
の
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
屈
託
が
な
く
明

る
い
場
面
に
彩
っ
て
点
綴
す
る
こ
と
が
あ
る
‥
‥
『
枕
草
子
』
の
場
面
の
雰
囲
気

を
汲
ん
で
年
時
測
定
の
指
標
に
す
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
妥
当
な
手
続
き
と
は
言

え
な
い
の
で
あ
る
。

と
、
章
段
内
容
の
雰
囲
気
は
、
必
ず
し
も
出
来
事
の
時
期
を
反
映
し
な
い
と
さ
れ
る
。

確
か
に
、
道
隆
薨
去
後
一
年
以
内
の
出
来
事
を
扱
っ
て
い
る
、
第
一
二
九
段
「
故
殿
の

御
た
め
に
」
や
、
第
一
五
五
段
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
等
も
、
特
に
悲
哀
や
暗
鬱
さ

が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

よ
っ
て
年
時
推
定
の
根
拠
と
す
る
に
は
弱
い
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
、
当
主
道
隆
を

亡
く
し
、
道
長
に
政
権
が
移
ろ
う
と
し
て
い
る
、
ま
た
世
間
で
は
疫
病
が
蔓
延
し
死
者

が
続
出
し
て
も
い
た
長
徳
元
年
の
状
況
下
と
す
る
に
は
違
和
感
が
残
る
。

こ
こ
で
、
浜
口
氏
の
説
に
つ
い
て
検
討
し
て
お
き
た
い
。
浜
口
氏
は
前
掲
注
（

2）

論
文
で
、私
見
で
は
、
内
大
臣
伊
周
・
中
納
言
隆
家
兄
弟
の
首
謀
し
た
花
山
法
皇
奉
射
事

件
が
発
覚
後
、
貶
流
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
時
局
に
直
面
す
る
よ
う
に
な
っ
た
隆
家

が
、
姉
中
宮
定
子
に
形
見
物
と
し
て
蝙
蝠
扇
の
献
上
を
考
え
た
こ
と
が
当
章
段
の

「
御
扇
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
に
」
で
あ
っ
た
と
考
量
し
て
い
る
。
‥
‥

姉
中
宮
と
の
避
け
が
た
い
別
れ
路
を
前
に
隆
家
は
、
形
見
物
の
扇
を
進
上
し
て
、

再
会
を
果
た
せ
る
時
ま
で
の
思
い
出
の
よ
す
が
と
し
て
残
し
留
め
て
ほ
し
い
と
の

願
い
を
託
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
‥
‥

と
、
隆
家
が
長
徳
二
年
四
月
に
左
遷
に
よ
り
離
京
す
る
前
に
、
自
分
の
形
見
と
し
て
定

子
に
贈
ろ
う
と
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、『

源
氏
物
語
』

「
夕

顔
巻
」
で

空
蝉
が

離
京
す
る
に
際
し
て

光
源
氏
か
ら
扇
な

ど
を

餞
別
と
し
て
贈
ら

れ
た
こ
と
が
例
示
さ
れ
、

扇
の
「
あ
ふ
」
が
「
逢
ふ
」
に
通
じ
る
こ
と
か
ら
、
再
び
「
逢
ふ
ま
で
の
形
見
」

と
し
て
空
蝉
は
受
け
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
の

解
釈
が

示
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
『

源
氏
物

語
』
で
は

都
に
あ
る
者
の

側
か
ら

都

を
出
て
行
く

側
に
対
し
て

餞
別
と
し
て
贈
ら
れ
る
の
に
対
し
、
『
枕
草
子
』
本
章
段
で

は
、
離
京
す
る
隆
家
が
贈
る
と
し
た
ら
方
向
が
反
対
と
な
る
。
ま
た
、
別
れ
に
際
し
て

扇
を
贈
る
の
は
、「
あ
ふ
ぎ
」
に
「
逢
ふ
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、「

漢
語

に
お
い
て
、
「
扇
」
に
つ
い
て
「

仁
風
」
と
い
う
表
現
が
成

語
と
し
て

用
い
ら
れ
て
い
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る
こ
と
に
関
係
す
る
か
」「
餞
別
の
扇
は
、「
扇
―
逢
ふ
」
と
い
う
や
ま
と
こ
と
ば
の
論

理
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
漢
語
「
扇
」
（
セ
ン
）
か
ら
生
ま
れ
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
」「
「
扇
」
と
「
餞
」
と
が
同
韻
（
去
声
第
十
七
「
霰
」）
の
文
字

で
あ
る
こ
と
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
掛
詞
は
か
え
っ
て
漢
語
「
扇
」
の
方
に

読
み
と
り
う
る
」
と
の
研
究
も
あ
る
（

�）。
と
す
る
と
、
積
極
的
に
隆
家
離
京
の
際
と

考
え
る
の
は
疑
問
が
残
る
。
②
説
の
先
行
研
究
で
は
、
こ
れ
以
外
の
具
体
的
期
日
は
提

案
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

一
方
、
道
隆
は
亡
く
な
っ
た
後
だ
が
、
一
条
天
皇
に
と
っ
て
の
（
中
宮
定
子
に
と
っ

て
も
）
初
め
て
の
皇
子
が
期
待
で
き
た
、
あ
る
い
は
敦
康
親
王
が
生
ま
れ
た
後
さ
ら
に

二
人
目
の
皇
子
が
期
待
で
き
た
③
の
時
期
で
あ
れ
ば
、
①
と
と
も
に
、
本
章
段
の
明
る

い
雰
囲
気
に
は
見
合
う
と
思
う
の
で
あ
る
。
本
章
段
の
雰
囲
気
を
根
拠
に
で
き
れ
ば
、

①
と
③
の
時
期
が
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。

以
上
の
条
件
か
ら
本
稿
で
は
、
本
章
段
の
出
来
事
は
、
隆
家
が
帰
京
し
兵
部
卿
（
前

中
納
言
）
と
し
て
政
界
に
復
帰
（
長
徳
四
年
（
九
九
八
）
十
月
）
も
し
て
お
り
（

�）、

定
子
が
懐
妊
と
出
産
を
繰
り
返
す
、
長
保
元
年
（
九
九
九
）
か
同
二
年
（
一
〇
〇
〇
）

の
こ
と
と
推
定
す
る
。

二
円
融
天
皇
と
資
子
内
親
王
と
の
扇
贈
答

次
に
、
こ
れ
は
浜
口
氏
前
掲
注
（

2）
論
文
等
の
先
行
研
究
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
、

本
稿
が
付
け
加
え
る
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
が
、
隆
家
か
ら
定
子
へ
の
扇
献
上
の

類
例
と
も
言
え
る
出
来
事
を
確
認
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、
天
禄
四
年
（
九
七
三
）
五

月
二
十
一
日
の
円
融
天
皇
と
姉
・
資
子
内
親
王
の
乱
碁
の
後
の
勝
ち
態
・
負
け
態
で
あ

る
（

�）。
六
月
十
六
日
の
円
融
天
皇
勝
ち
態
の
贈
り
物
で
は
、

・
紫
檀
の
骨
に
、
唐
の
羅
を
藍
染
め
に
し
て
一
重
に
張
り
、
歌
を
刺
繍
し
た
も
の

・
紫
檀
の
骨
に
、
赤
色
と
二
藍
に
二
重
の
織
物
を
張
っ
て
、
歌
を
刺
繍
し
た
も
の

等
が
贈
ら
れ
、
七
月
七
日
の
資
子
内
親
王
負
け
態
で
は

・
黄
金
の
骨
に
、
朽
葉
色
の
羅
を
張
り
、
表
に
花
・
裏
に
草
の
形
を
刺
繍
し
、
歌

を
仮
名
で
書
い
た
も
の

・
沈
の
骨
に
、
朽
葉
色
の
織
物
を
張
り
、
歌
を
仮
名
で
刺
繍
し
た
も
の

等
が
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
『
大
鏡
』
で
、
貴
族
た
ち
が
一
条
天
皇
に
贈
っ
た

扇
の
材
質
を
見
た
が
、
ほ
ぼ
同
等
の
も
の
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
ら
が
、
天
皇
家
・
最
上

級
貴
族
の
贈
答
用
の
扇
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
扇
贈
答
で
注
目
さ

れ
る
の
は
、
資
子
内
親
王
負
け
態
の
扇
に
付
け
た
歌
で
、
清
少
納
言
の
父
・
元
輔
が
和

歌
を
つ
く
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

天
禄
四
年
五
月
二
十
一
日
、
円
融
院
の
帝
、
一
品
宮
に
わ
た
ら
せ
給
て
、

乱
碁
と
ら
せ
給
け
る
負
態
を
、
七
月
七
日
に
、
か
の
宮
よ
り
内
の
大
盤
所

に
奉
ら
れ
け
る
扇
に
張
ら
れ
て
侍
け
る
薄
物
に
、
織
り
付
け
て
侍
り
け
る

中
務

天
の
河
河
辺
涼
し
き
た
な
ば
た
に
扇
の
風
を
猶
や
か
さ
ま
し

元
輔

天
河
扇
の
風
に
霧
晴
れ
て
空
澄
み
わ
た
る
鵲
の
橋

（『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
七
・
雑
秋
（
一
〇
八
八
・
一
〇
八
九
番
歌
））

そ
こ
で
浜
口
氏
は
、
清
少
納
言
が
容
易
に
円
融
天
皇
・
資
子
内
親
王
の
扇
贈
答
を
連
想

し
た
だ
ろ
う
と
し
、
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

天
禄
四
年
の
勝
ち
態
・
負
け
態
の
当
事
者
で
あ
る
円
融
天
皇
と
資
子
内
親
王
は
、

村
上
天
皇
を
父
に
、
中
宮
安
子
を
母
に
す
る
同
腹
の
姉
弟
で
あ
り
、
‥
‥
四
歳
違

い
の
姉
弟
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
宮
定
子
と
隆
家
も
道
隆
を
父
に
、
高
階
貴
子
を

母
に
す
る
同
腹
の
姉
弟
で
‥
‥
三
歳
違
い
の
姉
弟
で
あ
る
。
‥
‥
共
に
同
腹
の
姉

弟
で
、
弟
が
姉
へ
、
尽
善
尽
美
の
扇
を
贈
呈
す
る
共
通
し
た
条
件
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
‥
‥
『
枕
草
子
』
当
章
段
の
構
想
に
円
融
天
皇
が
資
子
内
親
王
に
扇

を
贈
っ
た
勝
ち
態
へ
の
連
想
が
投
影
さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
、
牽
強
付
会
な
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こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
‥
‥

『
枕
草
子
』
の
当
章
段
は
、
中
納
言
隆
家
が
中
宮
定
子
に
献
上
す
る
扇
の
宣
伝

か
ら
、
円
融
天
皇
勝
ち
態
の
扇
、
資
子
内
親
王
・
天
皇
姉
弟
の
安
穏
親
密
な
交
流

へ
連
想
が
移
行
し
、
そ
れ
に
眼
前
の
定
子
・
隆
家
姉
弟
の
思
う
事
無
げ
な
交
流
を

重
ね
合
わ
せ
て
構
想
す
る
（
以
下
略
）

こ
の
見
立
て
に
は
本
稿
も
全
く
賛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
も
う
少
し
踏
み
込
ん

で
、
眼
前
の
定
子
と
隆
家
姉
弟
の
背
景
に
、
資
子
内
親
王
と
円
融
天
皇
姉
弟
を
見
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
清
少
納
言
は
、
中
関
白
家
と
王
権
と
の
つ
な
が
り
を
意
識
し
て
い
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
前
節
で
こ
の
出
来
事
を
定
子
の
懐
妊
・
出
産
の
時
期

（
将
来
の
即
位
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
皇
子
の
誕
生
前
後
）
と
推
定
し
た
が
、
そ
う
で

あ
れ
ば
、
定
子
の
夫
た
る
一
条
天
皇
の
父
・
円
融
天
皇
と
資
子
内
親
王
を
連
想
す
る
こ

と
は
、
定
子
が
生
み
あ
る
い
は
生
も
う
と
し
て
い
る
皇
子
の
将
来
に
意
識
が
繋
が
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
節
で
考
え
る
「
海
月
の
骨
」
の
成
句
の
意
味
と
も
絡

ん
で
く
る
。

三
「
海
月
の
骨
」
の
象
徴
的
意
味

「
海
月
の
骨
」
と
い
う
表
現
が
、
こ
の
時
た
ま
た
ま
清
少
納
言
が
思
い
つ
い
た
言
葉

遊
び
と
い
う
の
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
成
句
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
す
で
に
先
行
研
究
に

よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（

�）。
す
な
わ
ち
、
「
海
月
の
骨
」
の
表
現
は
、
『
元
真
集
』

第
三
三
一
・
三
三
二
番
歌
に
、

忘
れ
た
る
人
に
言
ひ
や
る
と
て

葦
間
行
く
宇
治
の
河
浪
な
が
れ
て
も
お
の
が
か
ば
ね
を
見
せ
む
と
ぞ
思
ふ

返
し

世
に
し
経
ば
海
月
の
骨
は
見
も
し
て
む
網
代
の
氷
魚
は
よ
る
方
も
あ
ら
じ

と
あ
り
、『
能
宣
集
』
第
三
八
七
・
三
八
八
番
歌

宇
治
の
氷
魚
の
使
し
侍
る
人
の
、
昔
語
ら
ひ
侍
り
け
る
女
の
も
と
に
遣
は
せ
け
る

石
間
ゆ
く
宇
治
の
河
浪
流
れ
て
も
氷
魚
の
か
ば
ね
は
見
せ
ん
と
思
ひ
き

こ
れ
が
返
し
し
て
得
む
、
氷
魚
は
と
ど
め
じ
と
申
せ
ば

生
き
た
ら
ば
く
ら
げ
の
骨
は
見
も
し
て
む
氷
魚
の
か
ば
ね
は
寄
る
方
に
寄
れ

と
あ
っ
て
、
女
性
が
男
性
の
虫
の
い
い
誘
い
か
け
に
肘
鉄
砲
を
食
わ
せ
る
中
で
、
長
生

き
し
た
ら
手
に
入
る
か
も
し
れ
な
い
、
あ
り
得
な
い
ほ
ど
の
幸
運
の
象
徴
と
し
て
出
て

来
る
言
葉
で
あ
っ
た
（

�）。
ま
た
『
今
昔
物
語
集
』
巻
十
二
・
第

33話
「
多
武
峰
増
賀

聖
人
の
語
」、『
発
心
集
』
巻
一
・
第

5話
「
多
武
峯
僧
賀
上
人
、
遁
世
往
生
の
事
」
等

で
も
、
増
賀
が
極
楽
往
生
を
悟
っ
た
り
、
聖
衆
の
来
迎
を
目
の
当
た
り
に
し
た
り
し
て

詠
ん
だ
と
さ
れ
る

瑞
歯
さ
す
八
十
あ
ま
り
の
老
い
の
浪
海
月
の
骨
に
あ
ひ
に
け
る
か
な

と
い
う
和
歌
に
見
え
、
八
十
七

歳
と
い
う
長
生
き
を
し
た
後
に
見
る
こ
と
が
で
き
た

「
極
楽
往
生
」
も
し
く
は
「
聖
衆
来
迎
」
と
い
う

奇
蹟
を
言
う
言
葉
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
浜
口
氏
前
掲
論
文
は

「
海
月
の
骨
」
は
、
長
生
き
を
し
た
ら
と
い
う
前
提
条
件
で
、
見
た
こ
と
も
な

い
希
有
な
も
の
に
出
会
う
可
能
性
を
肯
定
的
に
表
現
す
る
も
の
で
、
稀
に
見
る
幸

運
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
表
徴
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

と
解
釈
し
、
本
章
段
の
秀
句
に
当
て
は
め
て

清
少
納
言
は
「
そ
れ
で
は
、
扇
の
骨
で
は
な
く
て
、
長
生
き
し
た
ら
見
る
こ
と

も
あ
り
得
る
と
言
わ
れ
る
海
月
の
骨
で
あ
る
よ
う
で
す
ね
」
と
語
っ
た
も
の
と
見

ら
れ
る
。
‥
‥
隆
家
の
面
目
を
潰
し
て
し
ま
う
否
定
的
な
も
の
で
は
な
く
、
‥
‥

そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
あ
れ
ば
中
宮
定
子
に
進
上
す
る
の
に
相
応
し
い
も
の
で
あ
る

こ
と
を
積
極
的
に
擁
護
す
る
立
場
で
の
秀
句
で
あ
っ
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

と
、
隆
家
が
献
上
し
よ
う
と
す
る
扇
の
す
ば
ら
し
さ
を
強
調
す
る
た
め
の
秀
句
と
捉
え

ら
れ
た
。

ま
た
、
圷
美
奈
子
氏
も
従
来
の
説
を
詳
し
く
整
理
さ
れ
た
上
で
、
同
じ
例
を
使
っ
て
、

一
生
を
懸
け
て
望
ん
で
も
叶
え
ら
れ
る
と
は
限
ら
な
い
よ
う
な
希
有
な
出
会
い
、

松 本 昭 彦
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境
涯
に
つ
い
て
表
現
す
る
も
の
‥
‥

＜

非
常
に
珍
し
く
、
そ
れ
故
あ
り
が
た
い

＞

＜

最
も
珍
重
す
べ
き
も
の

＞

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
用
い
ら
れ
た
喩
え
と
解
さ
れ

る
。
‥
‥
「
く
ら
げ
の
骨
」
の
語
は
、
只
今
、
こ
の
世
の
宝
と
も
言
う
べ
き
隆
家

献
上
の
扇
（
の
骨
）
を
こ
そ
讃
え
称
す
る
言
葉
と
し
て
、
新
し
く
掲
げ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。

と
、
ほ
ぼ
同
様
の
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

た
だ
一
方
で
、
こ
の
秀
句
が
「
扇
の
骨
の
す
ば
ら
し
さ
」
を
言
う
だ
け
だ
と
す
る
と
、

隆
家
が
「
自
分
の
言
葉
に
し
よ
う
」
と
言
っ
た
の
が
、
清
女
の
言
に
便
乗
し
て
こ
の
扇

の
骨
を
自
慢
す
る
だ
け
の
言
葉
に
な
り
、
深
み
が
な
い
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
清
少

納
言
自
身
が
章
段
末
で
自
讃
の
言
い
訳
め
い
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

少
々
物
足
り
な
い
感
じ
が
す
る
。
と
い
う
の
も
、
清
少
納
言
の
「
自
讃
譚
」
の
多
い

『
枕
草
子
』
だ
が
、
そ
の
「
言
い
訳
」
が
記
さ
れ
る
の
は
、
本
章
段
の
他
に
は
第
二
六

〇
段
「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
」
段
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
周
囲
か
ら
「
一
つ

な
落
と
し
そ
」
と
言
わ
れ
た
か
ら
と
い
う
、
本
来
す
る
必
要
の
な
い
（
後
述
）
「
言
い

訳
」
ま
で
し
て
載
せ
た
い
秀
句
で
あ
る
か
ら
に
は
、
表
現
と
し
て
の
面
白
さ
以
上
の
中

身
を
持
っ
た
秀
句
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
第
一
・
二
節
で
見

た
よ
う
に
、
こ
の
段
の
定
子
が
皇
子
を
懐
妊
中
も
し
く
は
生
ん
だ
直
後
で
あ
っ
た
こ
と

に
関
わ
っ
て
の
秀
句
と
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
以
下
、

そ
の
方
向
で
考
え
て
み
た
い
。

さ
て
、
本
章
段
の
出
来
事
の
時
期
が
推
定
の
よ
う
に
、
中
関
白
家
が
道
隆
薨
去
後
に

伊
周
・
隆
家
の
一
年
以
上
に
わ
た
る
左
遷
も
あ
っ
て
政
治
力
を
著
し
く
弱
め
て
い
た
と

こ
ろ
に
、
定
子
が
一
条
天
皇
の
第
一
（
も
し
く
は
期
待
上
の
第
二
）
皇
男
子
を
生
む
こ

と
が
期
待
で
き
る
（
あ
る
い
は
生
ん
だ
）
時
期
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
「
海
月
の
骨
」
が

意
味
す
る
「
長
生
き
し
た
ら
見
る
こ
と
も
あ
り
得
る
」
「
稀
に
見
る
幸
運
」
と
は
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
円
融
天
皇
・
資
子
内
親
王
の
扇
贈
答
を

背
景
に
意
識
し
、
皇
子
を
身
ご
も
っ
た
と
期
待
で
き
る
（
あ
る
い
は
生
ん
だ
）
定
子
を

目
の
前
に
し
て
い
れ
ば
、
長
生
き
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
左
遷
と
い
う
苦
境
を
生

き
延
び
た
隆
家
が
手
に
入
れ
た
そ
の
「
稀
に
見
る
幸
運
」
と
は
、
中
関
白
家
の
皇
子
の

将
来
の
即
位
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
『
栄
花
物
語
』
巻
五
「
浦
々
の
別
れ
」
で
は
、
定
子
の
母
方
祖
父
の
高
階

成
忠
は
懐
妊
を
期
待
し
て
定
子
に
積
極
的
に
参
内
を
勧
め
て
お
り
、
史
実
と
は
年
時
が

違
う
が
、
定
子
第
二
子
の
懐
妊
が
わ
か
っ
た
段
階
で
、
成
忠
と
、
左
遷
中
と
さ
れ
る
隆

家
は
仏
神
に
祈
っ
て
い
る
。
ま
た
、
皇
子
・
敦
康
親
王
が
誕
生
す
る
と
、
成
忠
は
即
位

を
確
信
し
て
「
か
し
ら
だ
に
か
た
く
お
は
し
ま
さ
ば
、
一
天
下
の
君
に
こ
そ
は
お
は
し

ま
す
め
れ
。
よ
く
よ
く
心
こ
と
に
か
し
づ
き
奉
ら
せ
給
へ
」
と
中
宮
定
子
に
申
し
上
げ
、

中
宮
の
女
房
た
ち
も
「
よ
く
こ
そ
ほ
か
ざ
ま
へ
お
も
む
か
ず
成
に
け
れ
。
若
君
の
御
世

に
あ
ひ
ぬ
る
こ
と
」
と
皇
子
の
即
位
を
期
待
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
大
宰
府

に
左
遷
中
と
さ
れ
て
い
る
伊
周
も
「
只
行
末
の
あ
ら
ま
し
事
の
み
覚
し
続
け
ら
れ
て
、

御
心
の
中
に
は
い
と
頼
し
く
覚
さ
る
べ
し
」
と
将
来
に
希
望
を
見
出
だ
し
て
い
る
。
ま

た
巻
六
に
は
、
伊
周
が
帰
洛
後
「
そ
の
ま
ま
に
一
千
日
の
御
斎
に
て
、
法
師
恥
づ
か
し

き
御
お
こ
な
ひ
に
て
過
ご
さ
せ
た
ま
ふ
。
今
は
一
の
宮
（
敦
康
親
王
）
の
か
く
て
お
は

し
ま
す
を
、
一
天
下
の
灯
火
と
頼
み
思
さ
る
べ
し
。
げ
に
こ
と
わ
り
と
見
え
さ
せ
た
ま

ふ
」
と
あ
っ
て
、
定
子
の
周
辺
は
こ
の
よ
う
に
、
皇
子
の
懐
妊
・
出
生
を
鶴
首
し
、
皇

子
が
生
ま
れ
る
と
、
将
来
の
即
位
を
期
待
し
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
こ
の
秀
句
は
、
定
子
の
懐
妊
も
し
く
は
母
・
定
子
と
生
ま
れ
た
皇
子
を
、

（
即
位
を

視
野
に
入
れ
て
）

寿
ぐ
・

予
祝
す
る
意

図
を
持
つ
表
現
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
隆
家
が
笑
い
な
が
ら
「
隆
家
が
言
に
し
て
む
」
と
言
っ
た
の
も
、
中
関
白
家
の

再
興
を
暗
示
す
る
そ
の
よ
う
な
秀
句
は
、
伊
周
と
と
も
に
家
を

引
っ
張
る
公
達
で
あ
る

自
分
が
言
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
だ
と
言
い
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
、
こ
の
段
の
最
後
の
部
分
の
読
み
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。

『枕草子』「中納言まゐりたまひて」段試考

―116―

九九



四
何
の
た
め
の
「
言
い
訳
」
か

本
章
段
末
尾
の

か
や
う
の
事
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
事
の
う
ち
に
入
れ
つ
べ
け
れ
ど
、

「
一
つ
な
お
と
し
そ
」
と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
。

と
い
う
言
葉
は
、

＜

恥
ず
か
し
げ
も
な
く
、
自
慢
話
を
書
き
記
す
こ
と
に
対
す
る
言
い

訳

＞

、
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
が
通
説
（

�）だ
が
、
本
当
に
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。

本
節
で
は
、
こ
の
部
分
の
表
現
を
通
し
て
、
清
少
納
言
が
こ
の
章
段
を
書
い
た
意
識
を

考
察
す
る
。

さ
て
、
「
（
同
僚
女
房
た
ち
？
が
）
「
一
つ
な
お
と
し
そ
」
と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ

む
」
と
い
う
表
現
は
、
本
来
書
く
べ
き
で
な
い
こ
と
を
書
く
こ
と
に
対
す
る
「
言
い
訳
」

で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
な
ぜ
書
く
べ
き
で
な
い
の
か
。
「
自
讃

譚
を
書
く
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、
少
な
く
と
も
秀
句
等
の
内
容
が
優
れ
た
も
の

で
あ
れ
ば
、
『
枕
草
子
』
の
清
少
納
言
に
と
っ
て
は
恥
ず
か
し
い
、
憚
ら
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
後
掲
【
表

2】
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
自
讃
と
目
さ
れ
る
内
容
を
記
す
こ
と
は

珍
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
自
分
の
秀
句
等
が
他
人
に
賞
め
ら
れ
た
こ
と
を
積
極

的
に
記
す
姿
勢
が
顕
著
で
あ
る
。
ま
た
、
他
に
言
い
訳
め
い
た
表
現
を
記
す
の
が
第
二

六
〇
段
だ
け
で
あ
る
（
後
述
）
こ
と
か
ら
も
、
本
来
自
讃
譚
執
筆
そ
の
事
自
体
に
つ
い

て
は
言
い
訳
は
不
要
だ
と
言
え
よ
う
（

�）。
こ
の
点
で
、
「
海
月
の
な
な
り
」
が
、
扇
の

骨
の
す
ば
ら
し
さ
を
言
う
面
白
い
秀
句
で
、
そ
れ
が
隆
家
に
認
め
ら
れ
た
と
い
う
だ
け

で
は
、「
言
い
訳
」
の
部
分
は
必
要
な
い
こ
と
に
な
る
。

と
す
る
と
、
「
海
月
の
な
な
り
」
と
い
う
秀
句
の
レ
ベ
ル
が
低
く
、
恥
ず
か
し
い
と

い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
で
あ
れ
ば
い
く
ら
周
囲
の
要
請
が
あ
っ

て
も
作
品
と
し
て
残
す
は
ず
は
な
い
だ
ろ
う
。
逆
に
、
本
心
で
は
か
な
り
よ
く
で
き
た

し
ゃ
れ
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
ポ
ー
ズ
で
謙
遜
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
も
、
他
に
そ

の
よ
う
な
ポ
ー
ズ
を
取
る
こ
と
が
な
い
の
で
考
え
に
く
い
。

自
讃
譚
執
筆
そ
の
も
の
は
憚
る
こ
と
で
は
な
い
、
秀
句
の
レ
ベ
ル
は
秀
逸
な
も
の
と

自
覚
し
て
い
る
、
秀
句
の
レ
ベ
ル
を
謙
遜
す
る
必
要
も
な
い
、
と
す
れ
ば
、
こ
の
章
段

は
な
ぜ
書
く
の
が
た
め
ら
わ
れ
、
作
品
化
に
「
言
い
訳
」
が
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
、
他
に
唯
一
、
自
讃
に
対
す
る
言
い
訳
が
記
さ
れ
る
第
二
六
〇
段
「
関
白
殿
、
二

月
二
十
一
日
に
」
段
を
見
て
み
よ
う
。

こ
の
段
は
、
先
に
も
少
し
見
た
よ
う
に
、
道
隆
が
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
二
月
に
積

善
寺
で
行
っ
た
一
切
経
供
養
の
前
後
を
記
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
中
で
、
出
仕
を
始
め

て
間
も
な
い
清
少
納
言
を
、
中
宮
定
子
が
、
わ
ざ
わ
ざ
女
房
の
宰
相
を
ど
か
せ
て
儀
式

を
見
る
特
等
席
に
呼
び
寄
せ
よ
う
と
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、

下
に
ゐ
た
る
人
々
は
、
「
殿
上
ゆ
る
さ
る
る
内
舎
人
な
め
り
」
と
笑
へ
ど
、
‥

‥
そ
こ
に
の
ぼ
り
ゐ
て
見
る
は
、
い
と
面
だ
た
し
。
「
か
か
る
事
」
な
ど
ぞ
み
づ

か
ら
言
ふ
は
、
吹
き
語
り
な
ど
に
も
あ
り
、
ま
た
宮
の
御
た
め
に
も
軽
々
し
う
、

「
か
ば
か
り
の
人
を
さ
お
ぼ
し
け
む
」
な
ど
、
お
の
づ
か
ら
も
、
物
知
り
、
世
の

中
も
ど
き
な
ど
す
る
人
は
、
あ
い
な
う
ぞ
、
か
し
こ
き
御
事
に
か
か
り
て
か
た
じ

け
な
け
れ
ど
、
あ
る
事
は
、
ま
た
い
か
が
は
。

と
書
く
。
つ
ま
り
、
自
分
が
中
宮
か
ら
優
遇
さ
れ
た
こ
と
を
記
す
こ
と
に
対
し
て
、

「
あ
る
事
は
、
ま
た
い
か
が
は
」（
事
実
あ
っ
た
事
は
書
か
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
）

と
弁
明
（
開
き
直
り
）
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
内
容
を

書
く
こ
と
が
一
旦
は
躊
躇
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。「
吹
き
語
り
」（
自
慢
話
）
で
あ
る
こ

と
自
体
も
そ
の
理
由
の
一
つ
と
言
っ
て
い
る
が
、
他
の
多
く
の
自
讃
章
段
は
「
吹
き
語

り
」
を
憚
っ
て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
だ
け
で
は
憚
る
理
由
に
は
な
ら
な
い
。
重

要
な
理
由
は
、
「
宮
の
御
た
め
に
も
軽
々
し
う
」
云
々
の
部
分
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、

「
清
少
納
言

程
度
の
女
房
を
そ
こ
ま
で
優
遇
す
る
の
は
、
中
宮
定
子
に
人
を
見
る
目
が

な
い
か
ら
だ
」
、
あ
る
い
は
「

代
わ
り
に
宰
相
の

君
を
ど
か
せ
よ
う
と
し
た
の
は
思
い

や
り
が
な
い
」
な
ど
と
、
定
子
が
批
判
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
が
恐
れ
多
い
、
と
い
う
の

で
あ
る
。
「

私
程

度
の
女
房
を
」
と
い
う
の
は
も
ち
ろ

ん
謙
遜
だ
が
、
中
宮
へ
の

批
判

の
あ
り
得
る
こ
と
を
憚
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
本
心
で
あ
ろ
う
。
こ
の
章
段
を
書
く
の
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に
言
い
訳
が
必
要
な
の
は
、
そ
の
内
容
が
中
宮
へ
の
批
判
に
つ
な
が
る
恐
れ
が
あ
る
か

ら
な
の
で
あ
る
。
と
す
る
と
、
翻
っ
て
「
海
月
の
骨
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
秀
句
が
中

宮
定
子
に
と
っ
て
何
ら
か
の
点
で
不
利
に
働
く
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
書
く
の
が
憚
ら

れ
る
、
書
く
べ
き
で
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
先
に
こ
の
秀
句
は
「
定

子
の
懐
妊
も
し
く
は
母
・
定
子
と
生
ま
れ
た
皇
子
を
、
（
即
位
を
視
野
に
入
れ
て
）
寿

ぐ
・
予
祝
す
る
意
図
を
持
つ
表
現
」
で
は
な
い
か
と
考
え
た
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、

な
ぜ
そ
れ
が
中
宮
に
不
利
益
を
も
た
ら
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
本
文
で
は
、
こ
の
章
段
を
書
く
の
が
憚
ら
れ
る
、
躊
躇
さ
れ
る
理
由
は
、

「
か
や
う
な
る
事
こ
そ
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と
に
入
れ
」
る
よ
う
な
こ
と
だ
か
ら

だ
と
さ
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、「
海
月
の
骨
」
章
段
の
執
筆
が
、「
か
た
は
ら
い
た
き
」

も
の
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
「
入
れ
」
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
作
品
中

の
第
九
十
二
段
「
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」
段
の
よ
う
な
も
の
を
想
定
し
て
い
る
に
違

い
な
い
。
「
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」
段
が
作
品
の
一
部
と
し
て
す
で
に
書
か
れ
て
い

た
か
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
清
少
納
言
の
発
想
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
章
段
を

書
く
行
為
（
他
の
人
に
伝
え
る
こ
と
）
は
、
い
わ
ば
「
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」
の
フ
ォ

ル
ダ
に
書
き
「
入
れ
つ
べ
き
」
例
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は

「
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」
段
で
は
、
ど
の
よ
う
な
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
。
全
文
を
挙
げ
て
み
る
。

か
た
は
ら
い
た
き
も
の
ま
ら
う
ど
な
ど
に
会
ひ
て
物
言
ふ
に
、
奥
の
方
に
う

ち
と
け
ご
と
な
ど
言
ふ
を
、
え
は
制
せ
で
聞
く
心
地
。
思
ふ
人
の
い
た
く
醉
ひ
て
、

同
じ
事
し
た
る
。
聞
き
ゐ
た
り
け
る
を
知
ら
で
、
人
の
上
言
ひ
た
る
。
そ
れ
は
、

何
ば
か
り
な
ら
ね
ど
、
使
ふ
人
な
ど
だ
に
、
い
と
か
た
は
ら
い
た
し
。
旅
立
ち
た

る
所
に
て
、
下
衆
ど
も
の
ざ
れ
ゐ
た
る
。
に
く
げ
な
る
ち
ご
を
、
お
の
が
心
地
の

か
な
し
き
ま
ま
に
、
う
つ
く
し
み
、
か
な
し
が
り
、
こ
れ
が
声
の
ま
ま
に
、
言
ひ

た
る
こ
と
な
ど
語
り
た
る
。
才
あ
る
人
の
前
に
て
、
才
な
き
人
の
、
物
お
ぼ
え
声

に
人
の
名
な
ど
言
ひ
た
る
。
こ
と
に
よ
し
と
も
お
ぼ
え
ぬ
わ
が
歌
を
人
に
語
り
て
、

人
の
ほ
め
な
ど
し
た
る
よ
し
言
ふ
も
、
か
た
は
ら
い
た
し
（

�）。

多
く
の
例
の
文
末
に
「
た
り
」
が
付
い
て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の

例
が
、
現
在
進
行
中
の
何
ら
か
の
行
為
の
現
場
内
で
、
行
為
者
の
近
く
で
見
聞
き
し
て

い
る
者
に
と
っ
て
、
居
心
地
が
悪
い
、
は
ら
は
ら
す
る
、
笑
止
だ
と
い
う
例
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
行
為
者
（
当
事
者
）
と
は
別
の
、
場
面
の
状
況
が
わ
か
っ
て
い
る
第
三
者
が
、

傍
ら
で
見
聞
き
し
て
の
心
情
で
あ
る
（

�）。
と
す
れ
ば
、
「
海
月
の
骨
」
章
段
の
執
筆
の

現
場
で
は
、
行
為
者
と
傍
観
の
第
三
者
と
は
誰
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
行
為
者
が
本
章
段
を
書
く
執
筆
者
・
清
少
納
言
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

第
三
者
は
、
そ
の
執
筆
行
為
（
の
結
果
）
を
客
観
的
に
見
る
者
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、

文
字
通
り
の
現
場
内
に
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
読
者
を
想
定
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
そ
の
よ
う
な
視
点
を
予
め
内
在
化
し
た
清
少
納
言
本
人
の
意
識
（
の
一
部
）
が

文
字
通
り
の
現
場
内
に
い
る
、
と
も
言
え
る
。

こ
の
章
段
の
執
筆
行
為
に
対
す
る
第
三
者
的
視
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
出
来
事
の
執

筆
は
、
ど
の
よ
う
な
点
が
「
か
た
は
ら
い
た
し
」
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た

だ
先
述
の
よ
う
に
、
自
讃
譚
で
あ
る
こ
と
自
体
は
そ
の
内
容
で
は
な
い
。

こ
こ
で
「
か
た
は
ら
い
た
し
」
の
内
容
を
考
え
る
た
め
、
ま
ず
こ
の
章
段
の
執
筆
の

時
点
を
想
定
し
て
み
る
。
結
論
か
ら
言
う
と
そ
れ
は
、
定
子
が
亡
く
な
り
、
道
長
が
全

盛
を
迎
え
る
時
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
枕
草
子
』
に
は
、
そ
の
時
点
か
ら
章
段
内

容
を
捉
え
た
表
現
が
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
一
二
四
段
「
関
白
殿
黒
戸
よ

り
」
で
は
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
の
何
ら
か
の
儀
式
の
際
に
道
長
が
道
隆
に
対
し
て

跪
い
た
こ
と
を
、
道
長
を
さ
え
も
跪
か
せ
る
道
隆
の
す
ば
ら
し
さ
と
し
て
定
子
に
繰
り

返
し
申
し
上
げ
て
定
子
か
ら
「
例
の
思
ひ
人
」
と
笑
わ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
末
尾
に
は

ま
い
て
、
こ
の
後
の
（
道
長
の
）
御
あ
り
さ
ま
を
見
た
て
ま
つ
ら
せ
給
は
ま
し

か
ば
、
こ
と
わ
り
と
お
ぼ
し
め
さ
れ
な
ま
し
。

と
あ
り
、
「
ま
し
」
の

用
法
か
ら
、
こ
の
表
現
は
定
子

薨
去

後
の
道
長
全
盛
を

実
見
し

『枕草子』「中納言まゐりたまひて」段試考
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て
の
表
現
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
先
に
も
中
宮
へ
の
批
判
に
つ
な
が
る
か
も
し

れ
な
い
自
讃
譚
と
し
て
見
た
第
二
六
〇
段
「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
」
（
積
善
寺

供
養
）
段
で
も
、
末
尾
に

さ
れ
ど
、
そ
の
を
り
、
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
り
し
御
事
ど
も
も
、
今
の
世

の
御
事
ど
も
に
見
た
て
ま
つ
り
く
ら
ぶ
る
に
、
す
べ
て
一
つ
に
申
す
べ
き
に
も
あ

ら
ね
ば
、
物
憂
く
て
、
多
か
り
し
事
ど
も
も
、
み
な
と
ど
め
つ
。

と
あ
る
。
道
隆
在
世
時
の
中
関
白
家
全
盛
と
執
筆
時
現
在
の
状
況
を
比
べ
て
「
物
憂
く

て
‥
‥
と
ど
め
つ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
道
長
の
覇
権
が
確
立
し
て
以
後

の
言
葉
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
一
〇
二
段
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
段
に
「
左
兵
衛

督
の
中
将
に
お
は
せ
し
、
語
り
た
ま
ひ
し
」
と
あ
る
「
左
兵
衛
督
」
を
藤
原
実
成
と
す

る
通
説
に
従
え
ば
、
そ
の
就
任
は
寛
弘
六
年
（
一
〇
〇
九
）
三
月
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

第
八
十
九
段
「
無
名
と
い
ふ
琵
琶
」
段
に
「
御
前
に
候
ふ
物
は
」
と
し
て
「
葉
二
つ
」

の
名
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
寛
弘
七
年
（
一
〇
一
〇
）
正
月
十
五
日
の
敦
長
親
王
御

五
十
日
の
際
、
藤
原
道
長
に
よ
っ
て
一
条
天
皇
に
献
上
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作

品
に
は
、
部
分
的
に
か
も
し
れ
な
い
が
、
寛
弘
六
年
、
七
年
以
降
の
視
点
が
入
っ
て
い

る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
。
寛
弘
五
年
（
一
〇
〇
八
）
九
月
に
道
長
娘
の
中
宮
彰
子
と
一

条
天
皇
と
の
間
に
第
二
皇
子
敦
成
親
王
（
後
の
後
一
条
天
皇
）
が
生
ま
れ
た
後
、
さ
ら

に
あ
る
い
は
同
八
年
（
一
〇
一
一
）
六
月
に
敦
成
が
皇
太
子
に
立
っ
た
後
の
視
点
か
ら
、

自
身
の
定
子
の
も
と
で
の
女
房
生
活
を
捉
え
直
す
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
本
章
段

も
、
そ
の
よ
う
な
時
点
の
意
識
か
ら
の
表
現
と
仮
定
し
て
み
る
。

こ
う
考
え
た
上
で
、
こ
の
秀
句
の
象
徴
的
意
味
が
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
中
宮
定
子

と
、
懐
妊
し
た
（
生
ん
だ
）
皇
子
の
将
来
を
予
祝
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ

の
後
の
定
子
・
敦
康
親
王
た
ち
の
状
況
を
知
っ
て
い
る
執
筆
時
現
在
の
読
者
や
、
そ
の

視
点
を
予
め
内
在
さ
せ
た
執
筆
者
清
少
納
言
に
と
っ
て
は
、
皇
子
の
即
位
ま
で
期
待
し

暗
示
し
た
よ
う
な
秀
句
の
話
は
、
定
子
の
薨
去
や
敦
康
親
王
の
即
位
が
結
局
絶
望
的
に

な
っ
た
こ
と
な
ど
を
改
め
て
意
識
・
確
認
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
秀
句
を
言
っ

た
清
少
納
言
本
人
が
そ
の
執
筆
を
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
定
子
や
敦
康
親
王
・

中
関
白
家
に
近
い
読
者
に
と
っ
て
は
、
あ
る
意
味
で
確
か
に
苦
々
し
く
、
心
の
痛
む
も

の
で
あ
ろ
う
。

「
か
た
は
ら
い
た
し
」
の
内
容
は
、
以
上
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
中
宮
に
対

す
る
不
利
益
と
は
、
読
者
に
若
く
し
て
の
薨
去
や
皇
子
の
即
位
の
失
敗
等
の
悲
運
を
再

確
認
さ
せ
て
し
ま
う
、
あ
る
意
味
で
の
非
情
さ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

清
少
納
言
は
、
読
者
の
そ
し
て
自
分
自
身
の
「
か
た
は
ら
い
た
し
」
と
い
う
反
応
を

予
想
・
意
識
し
て
も
、
「
「
一
つ
な
お
と
し
そ
」
と
言
へ
ば
、
い
か
が
は
せ
む
」
と
い

う
「
言
い
訳
」
ま
で
し
て
、
今
と
な
っ
て
は
言
わ
な
け
れ
ば
よ
か
っ
た
よ
う
な
秀
句
を

あ
え
て
書
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
自
身
の
秀
句
の
自
讃
の
意
味
も
あ
っ
た
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
定
子
と
皇
子
の
将
来
に
希
望
が
持
た
れ
、
道
隆
薨
去
後
の
中
関

白
家
再
興
の
夢
の
実
現
が
期
待
で
き
た
、
あ
る
意
味
で
前
向
き
で
生
き
生
き
と
し
て
い

た
時
期
の
記
憶
を
是
非
描
き
留
め
た
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

事
実
と
し
て
（
元
の
？
）
同
僚
女
房
た
ち
が
「
一
つ
な
落
と
し
そ
」
と
言
っ
た
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
女
房
た
ち
に
と
っ
て
も
そ
の
時
期
の
記
憶
は
貴
重
な
も
の
で
あ

り
、
清
少
納
言
に
書
い
て
ほ
し
い
エ
ピ
ソ
ー
ド
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

こ
う
し
て
、
「

海
月
の

骨
」
の
秀
句
を
、

扇
の

骨
の
す
ば
ら
し
さ
を
比

喩
す
る
だ
け

で
な
く
、

＜

中
宮
定
子
と
、
懐
妊
し
た
（
あ
る
い
は
生
ま
れ
た
）
皇
子
の
将
来
を
（
即

位
を
視
野
に
入
れ
て
）
予
祝
す
る
も
の

＞

と
と
ら
え
る
こ
と
に
よ
り
、
①
こ
の
出
来
事

が
長
保
元
年
（
九
九
九
）
も
し
く
は
同
二
年
（
一
〇
〇
〇
）
に
起
き
た
こ
と
、
②
こ
の

場
面
で
円
融
天
皇
と
資
子
内
親
王
の
扇
贈
答
が
意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
③
作
品
化
に

言
い
訳
が
必
要
だ
っ
た
こ
と
、
④
（
寛
弘
六
、
七
年
以
降
と
仮
定
し
た
）
執
筆
時
現
在
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の
清
少
納
言
自
身
や
読
者
に
と
っ
て
「
か
た
は
ら
い
た
き
」
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
、
等

の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

広
く
知
ら
れ
た
章
段
で
あ
る
が
、
確
実
な
こ
と
が
言
い
に
く
い
、
逆
に
言
え
ば
多
様

な
読
み
の
で
き
る
章
段
で
も
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
読
み
を
提
示
し
て
み
た
（
つ

も
り
で
あ
る
）。
大
方
の
御
批
正
を
い
た
だ
き
た
い
。

【
註
】

（

1）
『
枕
草
子
』
の
本
文
・
章
段
番
号
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
、
『
校
本
枕
冊
子
』

を
参
照
し
た
。

（

2）
近
年
で
は
、
圷
美
奈
子
氏
「
「
中
納
言
殿
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
ひ
て
」
の
段
―
「
く
ら
げ
の

な
り
」
の
意
味
―
（
『
新
し
い
枕
草
子
論

主
題
・
手
法
そ
し
て
本
文
』
（
新
典
社
・
二
〇

〇
四
年
四
月
）
所
収
。
初
出
一
九
九
五
年
五
月
）
、
浜
口
俊
裕
氏
「
『
枕
草
子
』
「
中
納
言
ま

ゐ
り
た
ま
ひ
て
」
章
段
新
考
」
（
『
枕
草
子
の
新
研
究
』
（
新
典
社
・
二
〇
〇
六
年
五
月
）
所

収
）
等
。
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
が
、
本
稿
は
こ
の
二
つ
の
御
論
考
、
特
に
浜
口
氏
論

に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（

3）
海
月
も
蛸
も
海
鞘
も
、
中
宮
・
東
宮
や
大
臣
な
ど
の
行
う
大
饗
等
の
儀
式
や
、
行
幸
の

際
な
ど
に
も
出
さ
れ
る
よ
く
知
ら
れ
た
食
材
で
あ
る
。

（

4）
前
掲
注
（

2）
圷
氏
論
文
。

（

5）
た
だ
、
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
一
月
に
は
伊
周
と
と
も
に
花
山
法
皇
を
狙
撃
し
、
そ
れ

が
す
ぐ
に
発
覚
し
て
捜
査
も
さ
れ
て
い
る
の
で
、
長
徳
元
年
末
こ
ろ
ま
で
を
想
定
す
る
の

が
穏
当
か
。

（

6）
藤
原
道
頼
は
、
正
暦
五
年
（
九
九
四
）
八
月
二
十
八
日
に
権
大
納
言
に
昇
任
し
て
い
る
。

官
職
に
「
権
」
を
記
さ
な
い
こ
と
は
通
例
で
あ
り
、
道
頼
は
結
局
権
大
納
言
の
ま
ま
死
去

し
て
い
る
。

（

7）
こ
の
う
ち
、
第
一
二
四
段
は
、
清
少
納
言
自
身
も
出
来
事
の
日
時
を
細
か
く
覚
え
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
、
正
暦
五
年
八
月
二
十
八
日
の
伊
周
と
道
頼
二
人
同
日
の
昇
任

以
前
か
以
後
か
を
決
定
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
た
だ
、
伊
周
が
父
関
白
・
道
隆
の
沓

を
は
か
せ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
あ
な
め
で
た
、
大
納
言
ば
か
り
に
、
沓
取
ら
せ
た
て
ま
つ

り
た
ま
ふ
よ
」
と
清
少
納
言
は
感
動
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
も
し
伊
周
が
内
大
臣

の
時
期
で
あ
っ
た
ら
、
内
大
臣
に
沓
を
取
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
で
、
大
納
言
で
あ
っ
た
場

合
よ
り
そ
の
感
動
・
驚
き
は
も
っ
と
大
き
い
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
を
記
憶
し
違
え
る
こ
と

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
段
で
は
伊
周
の
官
職
表
記
が
正
し
く
、
道
頼
に
つ
い
て
は
後
の

官
職
を
記
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

（

8）
『
枕
草
子
』
中
で
は
他
に
、
第
六
段
で
平
生
昌
が
「
前
」
（
さ
き
の
）
を
付
け
ず
に
「
（
中

宮
）
大
進
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
た
、
『
栄
花
物
語
』
で
も
隆
家
に
つ
い
て
、
現
職
時
だ

け
で
な
く
左
遷
か
ら
の
帰
京
直
後
か
ら
も
「
中
納
言
」
と
表
記
し
て
い
る
。

（

9）
道
隆
出
家
と
同
日
（
薨
去
の
四
日
前
）
の
長
徳
元
年
四
月
六
日
に
権
中
納
言
、
薨
去
の

六
十
八
日
後
の
同
年
六
月
十
九
日
に
正
中
納
言
。

（

10）
渡
辺
誠
氏
『
平
安
時
代
貿
易
管

理
制

度
史
の
研
究
』
（

思
文

閣
・
二
〇
一
二
年
二
月
）
、

皆
川
雅
樹
氏
『
日
本
古
代
王
権
と
唐
物
交
易
』（

�川
弘
文
館
・
二
〇
一
四
年
三
月
）
等
。

（

11）
河

添
房

江
氏
『

唐
物
の
文

化
史

舶
来

品
か
ら
み
た
日
本
』
（

岩
波
新

書
・
二
〇
一
四
年

三
月
）
。
他
に
、
中

島
和

歌
子
氏
「
『
枕
草
子
』
に
と
っ
て
の

〈
唐

〉
〈

唐
土

〉
〈
文

〉
―

香

炉
峰
の

雪
と

撥
簾
、

幼
学
と

孝
、
初
段
の

天
、

巫
山
の

朝
雲
を
中

心
に
」
（
「
日
本
文
学
」

六
三
五
号
・
二
〇
〇
六
年
五
月
）
に
も

『
枕
草
子
』
に
も
多
く
は
な
い
が

唐
物
が

見
え
る
。

‥
‥

唐
物
を

上
等
な
物
と

位

置
づ
け
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
称
賛
に
も
恩
顧
に
も
繋
が
る
の
で
あ
る
。

と
さ
れ
る
。

（

12）
訓
読
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
の
も
の
。

（

13）
蛸
で
も
海
鞘
で
も
な
く
、
「
海
月
」
の

骨
と
い
う

秀
句
が
出
た
の
は
、
後

述
の
よ
う
に
そ

れ
が

成
句
と
し
て
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
が
、
逆
に
蛸
な
ど
は

お
産
に
よ
く
な
い
と

さ
れ
て
い
た
こ
と
も
関

連
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
近

世
以

降
の

習
俗
で
あ
る
が
、
『
日
本

産

育
習

俗
資

料
集

成
』
で
は
、
た
こ
・
い
か
・
な
ま
こ
が

お
産
に
よ
く
な
い
と
す
る

地
域
が

多
く
見
ら
れ
る
一
方
、
く
ら
げ
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
。

（

14）
な

お
、
定
子
は
長
徳
二
年
（
九
九
六
）
十
二
月
に
は
第
一
子
・

脩
子
内

親
王
を
出

産
し

て
い
る
が
、
同
年
四
月
か
ら
隆
家
は
左
遷
に
よ
り
離
京
中
で
あ
る
。

『枕草子』「中納言まゐりたまひて」段試考
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（

15）
前
掲
注
（

2）
圷
氏
論
文
に
は
、
冬
も
し
く
は
晩
秋
期
の
「
蝙
蝠
扇
」
の
例
が
数
例
示

さ
れ
て
い
る
の
で
、「
臨
月
」
の
可
能
性
も
全
く
な
く
は
な
い
。

（
16）

大
谷
雅
夫
氏
「
餞
別
の
扇
」（『
歌
と
詩
の
あ
い
だ
和
漢
比
較
文
学
論
攷
』（
岩
波
書
店
・

二
〇
〇
八
年
三
月
）
所
収
。
初
出
は
一
九
九
五
年
三
月
）
。
大
谷
氏
は
、
『
源
氏
物
語
』
の

空
蝉
の
例
に
つ
い
て
も
、

空
蝉
へ
の
餞
別
の
品
の
一
つ
に
扇
が
選
ば
れ
た
意
味
は
、
確
か
に
（
『
岷
江
入
楚
』

の
松
本
注
）
「
扇
は
逢
ふ
と
い
ふ
心
也
」
で
見
事
に
説
明
で
き
る
の
だ
が
、
そ

の
説
明
が
正
し
い
と
い
う
保
証
は
、
本
文
の
ど
こ
か
ら
も
得
ら
れ
な
い
。

と
さ
れ
て
い
る
。

（

17）
ま
だ
実
質
的
復
権
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
皇
子
次
第
で
は
中
関
白
家
の
再
興
も
あ

り
う
る
状
況
で
あ
ろ
う
。

（

18）
萩
谷
朴
氏
『
平
安
朝
歌
合
大
成
（
増
補
新
訂
）』「
天
禄
四
年
五
月
二
十
一
日
円
融
院
・

資
子
内
親
王
乱
碁
歌
合
」
「
同
六
月
十
六
日

円
融
院
勝
態
扇
歌
」
「
同
七
月
七
日

資
子

内
親
王
負
態
扇
歌
」
に
よ
る
。

（

19）
萩
谷
朴
氏
「
日
本
古
典
集
成
」
『
枕
草
子
』
上
（
新
潮
社
・
一
九
七
七
年
四
月
）
当
該
章

段
頭
注

2な
ど
。

（

20）
『
元
真
集
』
の
贈
答
歌
と
『
能
宣
集
』
の
贈
答
歌
は
、
歌
の
表
現
も
詞
書
に
言
わ
れ
る
経

緯
も
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
同
じ
贈
答
歌
の
異
伝
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と

も
『
元
真
集
』
の
歌
は
本
章
段
の
出
来
事
以
前
の
も
の
で
あ
り
、
清
少
納
言
以
前
か
ら
こ

の
言
葉
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（

21）
例
え
ば
、
前
掲
注
（

2）
浜
口
氏
論
文
で
は
、
中
野
幸
一
氏
（
「
日
記
的
章
段
の
読
者
意

識
」（『
枕
草
子
講
座
』
第
一
巻
・
有
精
堂
・
一
九
七
五
年
））
の

こ
の
自
慢
話
の
公
表
が
、
他
人
の
切
な
る
要
求
に
よ
る
も
の
で
自
分
の
本
意
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
断
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
画
自
賛
の
あ
つ
か
ま
し
さ
に
対
す
る

読
者
の
批
判
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
い
う
説
が
紹
介
さ
れ
、
浜
口
氏
ご
自
身
も
、

作
者
か
ら
す
る
と
こ
の
話
題
の
よ
う
に
記
す
に
耐
え
な
い
わ
れ
ぼ
め
の
類
で
あ
っ

て
も
、
中

宮
女

房
た

ち
の

側
か
ら
見
る
と
、

定
子

サ
ロ

ン
の

教
養
の

高
さ
を

垣
間
見

せ
る

恰
好
の
話
題
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
「
一
つ
な

落
と
し
そ
」
と

強
要
す
る
の
で
あ

ろ
う
。

と
さ
れ
る
。
注

釈
書
類
も
、
「
新
日
本
古
典
文
学
大

系
」
は

脚
注
で
「
自
慢
話
に
な
る
か
ら

我
が
事
な
が
ら
「
か
た
は
ら
い
た
し
」
で
あ
る
」
、
『
枕
草
子

解
環
』
は
語

釈
で
「
ま
こ
と

に
他

愛
の
な
い
自
慢
話
で
あ
る
こ
と
に

気
が
さ
す
の
で
あ
ろ
う
」
「
作
者
が
読
者
に

直
接
語

り
か
け
て
弁
解
を
試
み
て
い
る
」
と
さ
れ
る
。

（

22）
一

箇
所
、
第
一
二
七
段
「
二
月
、

官
の
所
に
」
段
の
段

末
表
現
は
少

々
問
題
が
あ
る
の

で
、
確

認
し
て

お
く
。
こ
の
段
で
は
、

藤
原

行
成
が

冗
談
で
身
分
を
「

み
ま
な
の
な
り

ゆ

き
」
と
い
う

下
部
と

偽
り
、
「

解
文
」
の
よ
う
な
も
の
ま
で
作
っ
て
「

餅
餤
」
を
贈
っ
て
き

た
の
に
対
し
、
清
少
納
言
は
「

み
づ
か
ら

持
て
ま
う
で
来

ぬ
下

部
は
、
い
と

冷
淡
な
り
」

と
返
す
。
こ
の
出
来
事
を

行
成
が
天
皇
の
前
で
語
っ
た
と
こ
ろ
、
天
皇
も
「
よ
く
言

ひ
た

り
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
、
と
人
が
伝
え
て
く
れ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
段
の
最
後
の
部
分
は
、

‥
‥
（

行
成
の
清

女
へ
の
言
葉
）
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

則
光
、
な
り

や
す
な
ど

笑
ひ

て
や

み
に
し
事
を
、
上
の

御
前
に
人

々
い
と

お
ほ
か
り
け
る
に
、
語
り

申
し
た
ま

ひ

け
れ
ば
、
「
『
よ
く
言

ひ
た
り
』
と
な

む
の
た
ま
は

せ
し
」
と
ま
た
人
の
語
り
し
こ
そ
、

見
苦
し
き
わ
れ
ぼ
め
ど
も
を
か
し
。

と
な
っ
て
い
る
。
「
よ
く
言

ひ
た
り
」
を
、
天
皇
が
清
少
納
言
の
「
い
と

冷
淡
な
り
」
を

評

価
し
た

賞
め
言
葉
と

取
っ
て
、
清
少
納
言
が
こ
の
出
来
事
を
書
く
こ
と
を
「
わ
れ
ぼ
め
」

と
認
め
、
そ
の

執
筆

行
為
自

体
を
「
見

苦
し
」
と
言
っ
て
い
る
と
す
る
の
が

通
説
の
よ
う

だ
が
、
本

稿
で
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
つ
ま
り
、
「
よ
く
言

ひ
た
り
」
は
天
皇
か
ら

行
成

に
対
す
る

賞
め
言
葉
で
あ
り
、
「
見

苦
し
き
わ
れ
ぼ
め
ど
も
」
を
し
た
の
は

行
成
で
あ
る
、

と
。

理
由
は
以

下
の

通
り
で
あ
る
。
ま

ず
、
こ
の
出
来
事
で
天
皇
か
ら
第
一
に

賞
め
ら
れ

る
べ
き
者
は
、

手
の

込
ん
だ

冗
談
を

思
い
つ
き
、

解
文
を

用
意
ま
で
し
て

餅
餤
を
贈
っ
た

行
成
で
あ
ろ
う
。

行
成
は
、

解
文
の
中
で
自
分
を

葛
城
の

神
に
な

ぞ
ら
え
た
り
、
清
少
納

言
の

返
事
を

受
け
て
「
歌
な
ど

詠
ん
で

返
さ

ず
、
よ
か
っ
た
」
と
言
っ
た
り
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
天
皇
は
「
よ
く
言

ひ
た
り
」
と

評
価
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
清

少
納
言
も

行
成
に
対
し
て
「

冷
淡
」
と
「

餅
餤
」
の

音
の
類
似
を

使
っ
た
し

ゃ
れ
で

返
し

て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、「
わ
れ
ぼ
め
ど
も
」
と
複
数
に
な
っ
て
い
る
点
も
、

「
わ
れ
ぼ
め
」
が
清
少
納
言
の
天
皇
の

賞
め
言
葉
を

引
用
し
て
の

執
筆

行
為
だ
と
し
た
ら
、

松 本 昭 彦
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複
数
に
な
ら
ず
矛
盾
す
る
。
本
文
に
問
題
が
あ
る
よ
う
で
わ
か
り
に
く
い
が
、
こ
こ
で
行

成
は
ま
ず
天
皇
の
御
前
で
自
ら
語
っ
た
が
、
こ
れ
で
「
わ
れ
ぼ
め
」
一
回
、
そ
こ
で
の
天

皇
の
賞
め
言
葉
も
含
め
て
、
さ
ら
に
「
人
」
に
も
語
っ
て
、
そ
れ
が
も
う
一
回
と
数
え
ら

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
本
文
に
よ
れ
ば
、
直
上
の
「
ま
た
人
の
語
り
し
こ
そ
」

を
受
け
て
「
見
苦
し
き
わ
れ
ぼ
め
ど
も
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
人
」
の
語
り
が
あ
っ
て
「
わ

れ
ぼ
め
」
が
複
数
回
に
な
っ
て
い
る
の
で
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
「
人
」
に
行
成
自
身
が
語
っ

た
か
ら
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
文
末
は
「
を
か
し
」
と
な
っ
て
い
て
結
局
こ

こ
の
「
わ
れ
ぼ
め
」
を
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
、
こ
こ
で
の
「
わ
れ
ぼ
め
」
を
清
少
納
自

身
の
行
為
と
す
る
と
、
自
分
で
「
を
か
し
」
と
評
価
す
る
こ
と
に
な
り
、
自
讃
の
語
り
を

さ
ら
に
自
讃
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
よ
っ
て
、
こ
こ
で
清
少
納
言
は
自
身
の
執
筆

行
為
を
「
見
苦
し
き
わ
れ
ぼ
め
」
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
の
批
判
を
見
越
し
て

そ
れ
へ
の
予
防
線
を
張
っ
て
い
る
わ
け
で
、
は 、
な 、
い 、
と
考
え
る
。

尚
、
能
因
本
は
文
末
が
「
な
り
か
し
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
採
ら
な
い
。

（

23）
こ
の
最
後
の
例
が
本
章
段
執
筆
の
状
況
に
少
々
似
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
以
下
の
点
で
本
章
段
執
筆
と
こ
の
例
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
お
り
、
本
章
段
執

筆
は
こ
の
例
に
言
う
よ
う
な
不
用
意
な
自
讃
行
為
に
は
当
た
ら
な
い
と
考
え
る
。

①
清
少
納
言
は
「
海
月
の
骨
」
の
秀
句
に
つ
い
て
「
よ
し
」
と
思
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

こ
と
。

②
こ
の
例
は
「
歌
」
に
関
し
て
で
あ
り
、
「
元
輔
が
後
と
い
は
る
る
」
（
第
九
十
五
段
）
自

意
識
を
持
っ
て
い
る
清
少
納
言
に
と
っ
て
、
和
歌
は
特
別
で
あ
っ
た
こ
と
。

③
『
枕
草
子
』
で
は
第
三
者
の
誉
め
言
葉
を
使
っ
て
の
自
讃
自
体
を
憚
っ
て
は
い
な
い
こ

と
。

（

24）
辞
書
類
で
、

当
人
が
気
づ
か
ず
に
し
て
い
る
言
動
が
、
傍
ら
に
い
る
と
み
っ
と
も
な
く
て
我
慢

な
ら
な
い
さ
ま
。
見
苦
し
い
。
『
枕
・
九
六
』
の
「
か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」
は
、
こ

の
感
情
を
触
発
す
る
よ
う
な
事
柄
を
並
べ
て
い
る
。

（『
角
川
古
語
大
辞
典
』「
か
た
は
ら
い
た
し
」）

そ
ば
で
見
て
い
て
苦
々
し
く
思
う
。
は
た
か
ら
見
て
い
て
滑
稽
に
感
じ
る
。
笑
止

で
あ
る
。
見
て
は
い
ら
れ
な
い
。

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』「
か
た
わ
ら
い
た
い
」）

な
ど
と
説
明
さ
れ
て
い
る
通
り
の
例
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

尚
、
引
用
し
た
本
文
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
も
の
に
よ
っ
た
。
『
枕
草
子
』
『
大
鏡
』
『
日
本
書
紀
』

『
栄
花
物
語
』
は
「
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
」
、
『
大
弐
高
遠
集
』
『
弁
乳
母
集
』
『
中
務
集
』

『
元
真
集
』
『
能
宣
集
』
は
「
新
編
国
歌
大
観
」
、
『
権
記
』
は
「
史
料
纂
集
」
、
『
拾
遺
和
歌
集
』

は
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」
、
『
名
語
記
』
は
勉
誠
社
刊
行
本
。
ま
た
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、

適
宜
漢
字
を
当
て
、
私
に
句
読
点
を
付
し
た
所
が
あ
る
。

『枕草子』「中納言まゐりたまひて」段試考
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【表１】隆家と伊周の官職呼称

章段番号 章段内呼称 史実年時（推定を含む） 出来事 史実官職 正否 備考

藤原隆家

98段 中納言 ？ 隆家が定子に扇献上 ？ ？

100段 三位の中将 長徳元年（995）2月10余日 原子、東宮に入内 三位の中将 ○

260段 三位中将 正暦五年（994）2月20日 積善寺一切経供養 右中将（正四位下） △ ①

藤原伊周

21段 大納言殿 正暦五年（994）春か 「花をし見れば」 権大納言 ○

77段 大納言殿
正暦五年（994）かそれ以前の12

月22日
地獄絵の屏風を見る 権大納言 or内大臣 ○or▽ ②

95段 内の大臣殿 長徳四年（998）7月 「時鳥探訪」の後日談 前内大臣 □ ③

100段 大納言 長徳元年（995）2月10余日 原子、東宮に入内 内大臣 ▽ ④

124段 権大納言殿 正暦五年（994）8月以前か （道隆黒戸より出る） 権大納言 ○ ⑤

177段 大納言殿 正暦四年（993）冬の初出仕直後か （初出仕後の感想） 権大納言 ○

260段 大納言殿 正暦五年（994）2月20日 積善寺一切経供養 権大納言 ○

跋 内の大臣
長徳二年（996）末（源経房伊勢

権守退任）以前
伊周が定子に紙を献上 内大臣 ○

正・否記号 ○＝史実と同じ

△＝史実より後の官職

▽＝史実より前の官職

□＝その他（前官職だが、「さきの」が記されていない）

備考 ① 隆家は、正暦五年2月20日の半年後、8月30日に従三位。

② 済政・行義の任蔵人を想定すると、伊周の官職は誤りになる。

③ 定子の居所、公信の官職などからして、伊周の帰京後であり、史実は「前」内大臣。

④ 伊周は半年前の正暦五年8月に内大臣。

⑤ 伊周の内大臣昇任と道頼の（権）大納言昇任は同日で矛盾あり。伊周の官職が正か、注（7）参照。

【表２】『枕草子』自讃章段一覧

章段番号 冒 頭 句 自 讃 内 容 周囲の感心、讃辞 言い訳･憚り

6段 「大進生昌が家に」 漢籍故事の知識の誤りを指摘 平生昌・惟仲が感心

21段 「清涼殿の丑寅の隅の」 古歌を一字変えて秀句 定子の感心

78段 「頭の中将のすずろなる」「草の庵を誰か訪ねむ」と返し 天皇の感心、男たち扇に書き付ける

96段 「職におはします頃」 漢詩文を下敷きにした秀句 定子「さも言ひつべし」

98段 「中納言参り給ひて」 「海月の骨」の秀句 隆家「隆家が言にしてむ」 言い訳あり

99段 「雨のうちはへ降るころ」「せんぞく料」の秀句 式部丞信経、かえすがえす感心

101段 「殿上より、梅のみな」 漢詩文を使った秀句 殿上人誦す、天皇の感心

102段 「二月つごもり頃に」 白詩を下敷きにした秀句 源俊賢「内侍に奏してなさむ」

130段 「頭の弁の、職に」 孟嘗君の故事を使った和歌 経房「頭弁はいみじうほめたまふ」

131段 「五月ばかり、月もなう」 漢詩文を使った秀句 天皇・殿上人の感心

155段 「故殿の御服のころ」 漢詩文を下敷きにした秀句 斉信、天皇に奏上

222段 「細殿にびんなき人なん」 上手な付け句 定子感心、右近の内侍に伝える

260段 「関白殿、二月二十一日に」 先行秀歌を使っての秀句 定子・道隆の感心

同段 同 上 定子の傍らでの見物を許される 女房たち「殿上ゆるさる」と羨む 本文参照

280段 「雪のいと高う降りたるを」 白詩を下敷きにして動作 女房たち「なほこの宮の人にはさるべき」




