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【
要
旨
】 『
枕
草
子
』
に
お
け
る
『
白
氏
文
集
』
の
研
究
は
す
で
に
多
く
の
論
考
が
積
み
重

ね
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ま
だ
幾
つ
か
の
章
段
の
中
に
、
白
居
易
の
詩
句
と
の
関
係
が
あ

る
こ
と
は
見
過
ご
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
清
少
納
言
の
単
に
詩
句
を
引

用
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
詩
的
な
語
彙
や
イ
メ
ー
ジ
及
び
発
想
が
溶
け
合
い
、
生
成
さ
れ

自
然
に
表
す
手
法
で
あ
る
。
以
上
の
視
点
か
ら
、
本
稿
は
、
先
行
の
研
究
で
は
殆
ど
言
及

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
表
現
に
注
目
し
、
清
少
納
言
と
白
居
易
の
詩
的
な
表
現
を
一
致
し
て

い
る
と
こ
ろ
を
指
摘
し
、
清
少
納
言
と
白
居
易
の
詩
的
な
表
現
方
法
を
考
察
す
る
。

具
体
的
に
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
章
段
に
関
わ
る
場
面
を
取
り
上
げ
て
検
証
す
る
。

一
つ
は
、「
正
月
一
日
は
」
の
章
段
の
う
ち
、「
三
月
」
の
「
桃
の
花
」、「
柳
」
と
「
ま
ゆ
」

の
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
和
歌
や
日
本
の
漢
詩
文
の
出
典
と
は
言
え
ず
、
白
居
易
の
詩

的
な
語
彙
と
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
二
つ
目
は
、「
七
月
ば
か
り
に
、
風

い
た
う
吹
き
て
」
の
章
段
の
「
扇
も
う
ち
忘
れ
た
る
に
」
の
場
面
で
あ
る
。
こ
の
ユ
ニ
ー

ク
な
表
現
は
実
に
白
居
易
の
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
一
致
し
て
い
る
。
三
つ
目
は
、「
う
つ

く
し
き
も
の
」
の
章
段
の
う
ち
、「
稚
児
」
が
「
塵
」
と
遊
ぶ
場
面
で
あ
る
。
こ
の
鋭
い

観
察
は
白
居
易
の
詩
的
な
発
想
と
合
致
し
て
い
る
。
本
稿
は
、
こ
れ
ら
の
章
段
を
中
心
に
、

白
居
易
の
詩
句
を
照
合
し
な
が
ら
、
清
少
納
言
と
白
居
易
の
詩
的
な
心
象
を
解
明
し
て
み

た
い
。

清
少
納
言
と
白
居
易
の
表
現

 
 

―
―
詩
的
な
心
象
―
―

A
 C

om
parative Study of Poetics W

riting betw
een Sei Shonagon and B

ai Juyi  

張　
　
　
　

培　

華

 Z
H

A
N

G
 Peihua

一　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
先
行
の
研
究
で
は
あ
ま
り
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
ポ
イ
ン
ト
に
注
目

し
て
論
じ
た
い
。
ま
た
証
明
し
た
い
こ
と
は
、
清
少
納
言
の
単
に
詩
句
を
引
用
す
る

だ
け
で
は
な
く
、
特
に
白
居
易
の
詩
的
な
心
象
や
イ
メ
ー
ジ
を
受
容
す
る
方
法
を
解

明
し
た
い
。

二　

詩
的
な
心
象
と
イ
メ
ー
ジ

副
タ
イ
ト
ル
に
お
け
る
「
心
象
」
に
つ
い
て
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
同
じ
意
味
と
考
え

る
。
例
え
ば
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）で
は
、次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。

「
し
ん
‐
し
ょ
う
﹇
‥
シ
ャ
ウ
﹈【
心
象
】

（
１
）
想
像
力
の
働
き
に
よ
っ
て
心
に
描
く
具
体
的
な
情
景
。

（
２
）「
し
ん
ぞ
う
（
心
像
）」
に
同
じ
。

 

（
六
六
二
頁
）
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序
で
に
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）
も
、
次
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

イ
メ
ー
ジ
｛
英
｝im

age

（
１
）
人
が
心
に
描
き
出
す
像
や
情
景
な
ど
。
芸
術
、
哲
学
、
心
理
学
の
用
語
と
し

て
、
肖
像
、
画
像
、
映
像
、
心
象
、
形
象
な
ど
と
訳
さ
れ
る
。

（
２
）
物
事
に
つ
い
て
、
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
こ
れ
で
あ
ろ
う
と
心
に
い
だ
く
、

全
体
的
な
感
じ
。
心
像
。

 

（
一
三
四
七
頁
）

そ
も
そ
も
「
イ
メ
ー
ジ
」
は
西
洋
の
言
語
か
ら
き
た
表
現
で
あ
る
。
か
つ
て
Ｒ
・

ウ
ェ
レ
ッ
ク
と
Ａ
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
の
『
文
学
の
理
論
』
の
中
で
、「
心
象
」
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
心
象
は
、「
多
く
の
初
期
の
詩
で
は
と
く
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
」
と
ウ
ェ

ル
ズ
は
い
っ
て
い
る
。
こ
の
心
象
は
「
二
つ
の
広
汎
な
か
つ
想
像
上
か
ら
み
て

価
値
の
高
い
用
語
」
を
、
二
つ
の
広
汎
か
つ
円
滑
な
面
を
、
直
接
に
相
対
す
る

よ
う
に
、
並
置
す
る
の
で
あ
る ）

1
（

。

西
洋
の
文
学
の
理
論
だ
け
で
な
く
、「
心
象
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
よ
う
な
思
惟
は
、
中

国
語
の
古
語
で
「
意
象
」
と
類
似
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
文
学
の
理
論
の
白
眉
と
言

わ
れ
て
い
る
『
文
心
雕
龍
』「
神
思
」
の
中
で
は
、
作
者
の
想
像
力
に
つ
い
て
、
次
の

「
獨
照
之
匠
、
闚
二

意
象
一

而
運
上
レ

斤
、
此
蓋
馭
レ

文
之
首
術
、
謀
レ

篇
之
大
端
」
が
あ
る
。

現
代
語
に
訳
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

名
匠
の
独
創
性
が
イ
メ
ー
ジ
に
の
っ
と
っ
て
活
動
を
開
始
す
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
こ
そ
蓋
し
文
章
の
道
の
基
本
で
あ
り
、
創
作
の
出
発
点
で
あ
る
と
い
え
よ

う ）
2
（

。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
創
作
す
る
方
法
が
、
清
少
納
言
と
白
居
易
の
表

現
に
し
ば
し
ば
見
え
る
。
本
稿
で
は
、
具
体
的
な
三
つ
の
章
段
を
取
り
上
げ
て
、
白

居
易
の
詩
句
を
対
照
し
な
が
ら
、
二
人
の
共
通
点
に
関
わ
る
心
象
と
イ
メ
ー
ジ
を
確

認
し
て
み
た
い
。

三　

春
の
「
柳
」
と
「
眉
」
の
イ
メ
ー
ジ

ま
ず
当
該
す
る
『
枕
草
子
』
本
文
を
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
本
文
は
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
引
用
文
（
和
文
と
漢
文
）
に
は
、
一
部
の
ル
ビ
を
略
し
た
。

以
下
同
。

第
三
段　

正
月
一
日
は

三
月
三
日
は
、
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
に
照
り
た
る
。
桃
の
花
の
今
咲
き
は
じ
む

る
。
柳
な
ど
を
か
し
き
こ
そ
さ
ら
な
れ
。
そ
れ
も
ま
だ
、
ま
ゆ
に
こ
も
り
た
る

は
を
か
し
。
ひ
ろ
ご
り
た
る
は
う
た
て
ぞ
見
ゆ
る
。

 

（
三
〇
頁
）

右
に
傍
線
を
付
け
た
「
三
月
三
日
」
と
「
桃
」
及
び
「
柳
」
の
一
連
の
描
写
は
、
詩

の
世
界
の
表
現
と
類
似
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
中
宮
定
子
の
兄
藤
原
伊
周
は
「
三
月

三
日
」
に
「
侍
宴 ）

3
（

」
の
漢
詩
が
、
次
の
よ
う
に
残
さ
れ
て
い
る
。

三
月
三
日
、侍
レ

宴
同
賦
三 

三
月
三
日
、
宴
に
侍
り
て
同
し
く

間
レ

柳
発
二

紅
桃
一

、  

「
柳
に
間ま
じ
はて
紅
桃
発
く
」
と
い
ふ
こ
と
を
賦
し
、

応
レ

製
。 

 

製
に
応
へ
ま
つ
る
。

以
レ

春
爲
レ

韻 
 

「
春
」
を
以
て
韻
と
爲
す
。

　
　
　
　
　

儀
同
三
司　
　

 
 

儀
同
三
司

三
日
花
朝
和
暖
辰  

三
日
　
花
の
朝あ
し
た　

和
暖
の
辰と
き　

紅
桃
間
レ

柳
発
レ

粧
新 

紅
桃
柳
に
間あ
い
だみ
て
粧よ
そ
ほひ
を
発
く
こ
と
新
た
な
り

煙
濃
纔
透
綏
山
月  

煙
濃
か
に
し
て
纔わ
づ

か
に
透
き
た
り　

綏す
い

山ざ
ん

の
月
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黛
動
半
蔵
曲
水
春  

黛
動
き
て
半
ば
蔵
れ
た
り　

曲
水
の
春

碧
玉
簾
中
裁
レ

錦
妓 

碧
玉
の
簾
の
中　

錦
を
裁た

つ
妓
ま
ひ
ひ
め

青
羅
帳
後
挙
レ

燈
人 

青
羅
の
帳
の
後　

燈
を
挙
ぐ
る
人

震
遊
如
レ

舊
群
臣
酔 

震
遊
は
舊
の
如
く　

群
臣
酔
へ
り

酔
意
詠
歌
魏
代
塵  

酔
意
詠
歌
す　

魏ぐ
ゐ

代だ
い

の
塵 ）

4
（

右
の
詩
は
、
皇
族
と
群
臣
の
曲
水
の
宴
に
関
す
る
歓
楽
の
場
面
を
表
し
て
い
る
。 

頷
聯
と
頸
聯
は
、
適
切
な
対
句
や
音
韻
を
対
応
し
て
い
る
。
尾
聯
に
反
復
さ
れ
る

「
酔
」
か
ら
見
る
と
、
当
時
の
盛
り
上
が
る
状
況
が
真
に
迫
っ
て
い
る
。
首
聯
に
あ

る
「
三
月
三
日
」と
「
桃
」及
び
「
柳
」の
表
現
は
、清
少
納
言
の
発
想
と
同
じ
で
あ
る
。

「
三
月
」、春
の
「
柳
」や
「
桃
」な
ど
の
風
物
は
、唐
詩
に
も
常
に
見
ら
れ
る ）

5
（

。
例
え
ば
、

『
白
氏
文
集
』巻
十
感
傷
詩
「
春
晩
寄
二

微
之
一（
春
晩　

微
之
に
寄
す
）」に
は
、「
三
月

江
水
闊
、
悠
悠
桃
花
波
（
三
月　

江
水
闊ひ
ろ

し
、
悠
悠
た
り　

桃
花
の
波
）」
が
あ
る ）

6
（

。

ま
た
巻
九
感
傷
詩
「
重
到
二

渭
上
舊
居
一

」
に
は
、「
插
柳
作
二

高
林
一

、
種
桃
成
二

老
樹
一

（
插
柳
高
林
と
作
り
、
種
桃　

老
樹
と
成
る ）

7
（

）」
と
い
う
表
現
も
見
え
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
三
月
の
桃
と
柳
だ
け
で
な
く
、
前
掲
し
た
二
重
傍

線
を
付
け
た
柳
の
葉
に
関
す
る
「
ま
ゆ
」
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
独
特
な
柳
「
ま
ゆ
」

の
イ
メ
ー
ジ
の
描
写
で
あ
る
。

ま
ず
確
認
し
た
い
こ
と
は
、
日
本
語
と
し
て
の
「
ま
ゆ
」
の
意
味
は
、
二
種
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店　

一
九
八
七
）

で
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

①
　
ま
ゆ
【
眉
】

　

目
の
上
、
眼
窩
の
上
縁
部
に
生
え
て
い
る
毛
。

 

（
四
四
二
頁
）

②　

ま
ゆ
【
繭
】

　

あ
る
種
の
昆
虫
の
幼
虫
が
口
か
ら
糸
を
吐
い
て
殻
を
作
り
、
そ
の
中
に
入
っ

て
蛹
の
期
間
を
過
す
も
の
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

 

（
四
四
二
頁
）

こ
の
よ
う
に
、「
ま
ゆ
」
は
「
眉
」
と
「
繭
」
の
二
種
の
解
釈
が
あ
る
か
ら
、
当
該
す

る
く
だ
り
の
「
ま
ゆ
」
は
、
従
来
の
解
釈
で
は
、
ほ
ぼ
「
繭
」
と
説
明
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
頭
注
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

柳
が
ま
だ
芽
ぐ
ん
だ
ば
か
り
で
十
分
に
ひ
ろ
が
ら
な
い
さ
ま
。
人
の
眉
に
似
た

形
を
、
蚕
の
繭
に
よ
そ
え
て
言
っ
た
も
の
。

 

（
三
〇
頁
）

右
と
類
似
し
て
い
る
解
釈
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
の
脚
注
に
も
次
の
よ
う
に

見
え
る
。

ま
だ
開
か
な
い
葉
の
形
。
柳
の
葉
の
開
い
た
の
を
「
柳
の
糸
」
と
言
う
の
で
、

芽
ぐ
ん
で
ふ
く
ら
ん
だ
の
を
「
繭
に
こ
も
る
」
と
言
う
。　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
六
頁
）

ま
た
田
中
重
太
郎
『
前
田
家
本
枕
册
子
新
註
』（
古
典
文
庫　

一
九
七
一
）
と
萩
谷

朴
『
枕
草
子
解
環
』（
同
朋
舎　

一
九
八
一
）
は
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
で
は
「
繭
」
と
繋

が
っ
て
い
る
こ
と
が
次
の
よ
う
で
あ
る
。

田
中
重
太
郎
：「
青
柳
の
ま
ゆ
に
こ
も
れ
る
絲
な
れ
ば
春
の
く
る
に
ぞ
色
ま
さ

り
け
る
」（
兼
輔
集
、
和
漢
朗
詠
集
上
、
新
千
載
集
春
上
）
の
よ
う
に
繭
に
た

と
へ
、
又
柳
の
葉
・
芽
を
眉
に
も
見
た
て
る
。「
繭
に
籠
れ
る
」
に
眉
を
か
け

て
ゐ
る
。

 

（
一
五
二
頁
）

萩
谷
朴
：
こ
の
柳
を
、諸
注
は
悉
く
、（
A
）
柳
の
葉
と
見
て
い
る
。
従
っ
て
、「
ま

ゆ
に
こ
も
り
た
る
」
も
、
柳
の
嫩
芽
が
細
く
巻
い
た
よ
う
な
形
で
い
る
時
を
指

す
と
し
て
、そ
の
形
を
眉
に
喩
え
「
眉
」
か
ら
「
繭
」
へ
の
掛
詞
で
、「
こ
も
る
」

と
い
う
縁
語
を
引
き
出
し
た
と
考
え
る
点
に
お
い
て
、
諸
注
は
、
大
同
小
異
と
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と
こ
そ
見
ゆ
れ
。

 

（
四
三
四
〜
四
三
五
頁
）

右
の
「
柳
の
ま
ゆ
」
の
「
ま
ゆ
」
は
、「
繭
」
と
し
て
解
釈
す
る
と
、
合
わ
な
い
と
こ

ろ
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
萩
谷
朴
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

従
っ
て
第
二
段
の
場
合
は
、
柳
の
花
が
苞
に
つ
つ
ま
れ
て
い
る
間
を
「
繭
に
こ

も
り
た
る
」
と
言
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
葉
が
「
眉
に
こ
も
り
た
る
」
と
言
っ
た

の
で
は
な
い
こ
と
を
説
明
し
た
。

　
と
こ
ろ
で
本
段
の
場
合
は
、「
柳
」
と
は
言
う
が
、
例
の
柳
の
よ
う
に
な
ま

め
か
し
く
は
な
く
、
葉
も
幅
が
広
そ
う
で
、
憎
ら
し
い
感
じ
が
す
る
と
い
う
の

で
あ
る
か
ら
、
葉
が
成
長
し
た
後
も
、
線
状
披
針
形
で
佳
人
の
眉
の
よ
う
に
媚

か
し
い
シ
ダ
レ
ヤ
ナ
ギ
と
は
、
全
然
別
種
の
「
柳
」
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い ）

8
（

。

右
の
よ
う
に
、「
柳
」
の
「
ま
ゆ
」
を
、
蚕
の
「
繭
」
と
解
釈
す
る
と
、
殻
の
よ
う
な

も
の
と
な
り
、
実
際
の
柳
の
葉
が
広
が
っ
て
い
る
事
実
と
矛
盾
し
、
明
晰
に
解
釈
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
美
人
の
「
眉
」
と
解
釈
す
れ
ば
、
清
少
納
言
の

文
脈
と
相
応
し
い
。
例
え
ば
、
渡
辺
実
は
、

生
意
気
に
柳
の
葉
が
広
が
っ
て
、
春
の
面
目
を
丸
つ
ぶ
し
に
す
る
家
だ
こ
と ）

9
（

。

と
解
釈
し
た
よ
う
に
、
清
少
納
言
は
、
細
い
柳
の
新
芽
は
美
人
の
眉
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
柳
の
葉
は
粗
放
な
状
態
で
、
綺
麗
な
春
の
美
人
の
顔
を
つ
ぶ
し
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
、
必
ず
し
も
清
少
納

言
の
「
柳
の
ま
ゆ
」
の
表
現
は
、
白
居
易
の
「
柳
は
眉
の
如
し
」
の
美
人
の
イ
メ
ー

ジ
と
矛
盾
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。

四　

秋
の
「
雨
」
と
「
扇
」
の
イ
メ
ー
ジ

秋
の
季
節
に
、
雨
が
降
り
、
涼
し
く
な
り
、
扇
を
使
う
こ
と
を
忘
れ
る
。
こ
の
よ

考
え
て
よ
か
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 
 （

二
六
頁
）

し
か
し
、
清
少
納
言
の
文
脈
か
ら
、
漢
詩
文
に
よ
る
桃
の
花
と
柳
の
葉
の
表
現
を

合
わ
せ
て
み
る
と
、「
ま
ゆ
」
は
、「
繭
」
よ
り
「
眉
」
の
方
が
最
も
相
応
し
い
で
あ
ろ

う
。
な
ぜ
な
ら
詩
的
な
表
現
に
は
、
美
し
い
桃
の
花
は
美
人
の
顔
、
細
い
柳
の
葉
は

美
人
の
眉
と
い
う
比
喩
が
、
す
で
に
古
代
の
詩
文
の
中
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
例

え
ば
、『
万
葉
集
』
巻
第
五
﹇
八
五
三
﹈
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
「
遊
二

於
松
浦
河
一

序
（
松
浦
川
に
遊
ぶ
序
）
に
は
、「
花
容
無
レ

双
（
花
の
容
双
び
な
く
）、
光
儀
無
レ

匹

（
光
り
た
る
儀
は
匹
な
し
）、
開
二

柳
葉
於
眉
中
一（
柳
の
葉
を
眉
の
中
に
開
き
）、
発
二

桃
花
於
頰
上
一（
桃
の
花
を
頰
の
上
に
発
く
）」
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
ま
さ

に
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
頭
注
に
指
摘
さ
れ
た
通
り
、「
娘
た
ち
の
美
し
さ
を
ほ

め
た
中
国
的
表
現
」（
五
一
頁
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
柳
の
葉
と
美
人

の
眉
が
繋
が
る
表
現
に
つ
い
て
、
清
少
納
言
が
引
用
し
た
『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
感

傷
詩
「
長
恨
歌
」
に
も
類
似
し
て
い
る
表
現
が
み
え
る
。
す
な
わ
ち
「
芙
蓉
如
レ

面
柳

如
レ

眉
（
芙
蓉
は
面
の
如
く　

柳
は
眉
の
如
し
）
で
あ
る
。
こ
の
詩
句
か
ら
考
え
て
、

清
少
納
言
の
柳
に
関
す
る
「
ま
ゆ
」
の
表
現
は
、美
人
（
楊
貴
妃
）
の
「
眉
」
の
イ
メ
ー

ジ
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
と
考
え
る
の
は
相
応
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
し
清
少
納
言
の
柳
に
関
す
る
「
ま
ゆ
」
の
表
現
が
、「
繭
」
の
意
味
だ
と
す
る
と
、

次
の
章
段
に
あ
る
「
柳
の
ま
ゆ
」
は
解
釈
す
る
こ
と
が
難
し
い
。

第
二
八
二
段　

三
月
ば
か
り
物
忌
し
に
と
て

三
月
ば
か
り
物
忌
し
に
と
て
、
か
り
そ
め
な
る
所
に
人
の
家
に
行
き
た
れ
ば
、

木
ど
も
な
ど
の
は
か
ば
か
し
か
ら
ぬ
中
に
、
柳
と
い
ひ
て
、
例
の
や
う
に
な
ま

め
か
し
う
は
あ
ら
ず
、ひ
ろ
く
見
え
て
に
く
げ
な
る
を
、「
あ
ら
ぬ
も
の
な
め
り
」

と
言
へ
ど
、「
か
か
る
も
あ
り
」
な
ど
言
ふ
に
、

　

　
さ
か
し
ら
に
柳
の
ま
ゆ
の
ひ
ろ
ご
り
て
春
の
お
も
て
を
伏
す
る
宿
か
な
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う
な
行
為
に
関
す
る
表
現
は
、
清
少
納
言
と
白
居
易
の
イ
メ
ー
ジ
が
合
致
す
る
と
こ

ろ
が
見
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
み
た
い
。

第
四
二
段　

七
月
ば
か
り
に
、
風
い
た
う
吹
き
て

七
月
ば
か
り
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
雨
な
ど
さ
わ
が
し
き
日
、
お
ほ
か
た
い

と
涼
し
け
れ
ば
、
扇
も
う
ち
忘
れ
た
る
に
、
汗
の
香
す
こ
し
か
か
へ
た
る
綿
衣

の
薄
き
を
、
い
と
よ
く
引
き
着
て
、
昼
寝
し
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

 

（
一
〇
〇
頁
）

こ
の
章
段
は
、
あ
ま
り
長
く
は
な
い
が
、
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
が
少
な
く
な
い
。
例

え
ば
、
後
半
に
あ
る
「
汗
の
香
」
の
描
写
に
つ
い
て
、
三
田
村
雅
子
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

枕
草
子
の
汗
は
、単
に
そ
の
発
汗
作
用
に
対
す
る
言
及
が
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

汗
の
香
へ
の
不
思
議
な
愛
着
を
見
せ
て
い
る
点
で
も
特
徴
的
で
あ
る
。「
流
れ

る
」
汗
や
、「
お
し
ひ
た
す
」
汗
は
書
か
れ
て
も
、
汗
の
匂
い
を
取
り
上
げ
る

作
品
は
同
時
代
に
皆
無
で
あ
る ）
10
（

。

三
田
村
が
指
摘
し
た
「
汗
」
の
表
現
と
同
じ
よ
う
に
、「
扇
も
う
ち
忘
れ
た
る
に
」

の
表
現
に
も
、
同
時
代
の
作
者
が
取
り
上
げ
て
こ
な
か
っ
た
部
分
が
見
え
る
。
例
え

ば
、『
竹
取
物
語
』、『
大
和
物
語
』、『
蜻
蛉
日
記
』、『
う
つ
ほ
物
語
』、『
落
窪
物
語
』
に

お
け
る
「
扇
」
の
表
現
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
A
、
B
、
C
、
D
、
E
の
代
表
的

な
一
箇
所
を
次
の
よ
う
に
取
り
上
げ
て
確
認
し
て
み
た
い
。

A
『
竹
取
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

 
 

〔
四
〕
か
ぐ
や
姫
、
五
人
の
求
婚
者
に
難
題
を
提
示

　
日
暮
る
る
ほ
ど
、
例
の
集
り
ぬ
。
あ
る
い
は
笛
を
吹
き
、
あ
る
い
は
歌
を

う
た
ひ
、
あ
る
い
は
声
歌
を
し
、
あ
る
い
は
嘯う
そ

を
吹
き
、
扇
を
鳴
ら
し
な
ど

す
る
に
、
翁
、
い
で
て
、
い
は
く
、「
か
た
じ
け
な
く
、
穢
げ
な
る
所
に
、

年
月
を
経
て
も
の
し
た
ま
ふ
こ
と
、き
は
ま
り
た
る
か
し
こ
ま
り
」
と
申
す
。

 

（
二
三
頁
）

B
『
大
和
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

 
 

九
十
一　

扇
の
香

　
三
条
の
右
の
大
臣
、
中
将
に
い
ま
す
か
り
け
る
時
、
祭
の
使
に
さ
さ
れ
て

い
で
た
ち
た
ま
ひ
け
り
。
通
ひ
た
ま
ひ
け
る
女
の
、
絶
え
て
久
し
く
な
り
に

け
る
に
、「
か
か
る
こ
と
に
て
な
む
い
で
た
つ
。
扇
も
た
る
べ
か
り
け
る
を
、

さ
わ
が
し
う
て
な
む
忘
れ
に
け
る
。
ひ
と
つ
た
ま
へ
」
と
い
ひ
や
り
た
ま
へ

り
け
る
。
よ
し
あ
る
女
な
り
け
れ
ば
、
よ
く
て
お
こ
せ
て
む
と
思
ひ
た
ま
ひ

け
る
に
、
色
な
ど
も
い
と
清
ら
な
る
扇
の
、
香
な
ど
も
い
と
か
う
ば
し
く
て

お
こ
せ
た
る
。
ひ
き
返
し
た
る
裏
の
は
し
の
方
に
書
き
た
り
け
る
。

ゆ
ゆ
し
と
て
忌
む
と
も
今
は
か
ひ
も
あ
ら
じ
憂
き
を
ば
こ
れ
に
思
ひ
寄

せ
て
む

と
あ
る
を
見
て
、
い
と
あ
は
れ
と
お
ぼ
し
て
、
返
し
、

ゆ
ゆ
し
と
て
忌
み
け
る
も
の
を
わ
が
た
め
に
な
し
と
い
は
ぬ
は
た
が
つ

ら
き
な
り　
　
　
　

 

（
三
一
四
〜
三
一
五
頁
）

C
『
蜻
蛉
日
記
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

 
 

〔
一
七
〕
母
の
一
周
忌
に
琴
を
弾
き
、
叔
母
と
母
を
偲
ぶ

あ
る
べ
き
こ
と
ど
も
終
は
り
て
帰
る
。
や
が
て
服
ぬ
ぐ
に
、
鈍
色
の
も
の
ど

も
、
扇
ま
で
祓
な
ど
す
る
ほ
ど
に
、

　

　
藤
衣
流
す
涙
の
川
水
は
き
し
に
も
ま
さ
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

と
お
ぼ
え
て
、
い
み
じ
う
泣
か
る
れ
ば
、
人
に
も
言
は
で
や
み
ぬ
。

 

（
一
三
七
頁
）

D
『
う
つ
ほ
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

 
　
　
　

祭
の
使
〔
九
〕
六
月
、
正
頼
、
新
造
の
釣
殿
に
人
々
を
招
き
納
涼
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君
だ
ち
さ
な
が
ら
さ
ぶ
ら
ひ
た
ま
ふ
に
、
お
と
ど
、
御
扇
に
か
く
書
き
つ

け
て
、
式
部
卿
の
宮
の
御
方
に
奉
れ
た
ま
ふ
。

枝
繁
み
露
だ
に
漏
ら
ぬ
木
隠
れ
に
人
ま
つ
風
の
早
く
吹
く
か
な

と
て
、
侍
従
の
君
し
て
奉
れ
た
ま
ふ
。
親
王
見
た
ま
ひ
て
、
か
く
書
き
つ
け

て
、
右
の
大
殿
に
奉
れ
た
ま
ふ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

 

　
（
四
六
三
頁
）

E
『
落
窪
物
語
』（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
）

 
　
　
　

巻
之
二
〔
二
五
〕
三
日
夜
の
露
顕
で
、
面
白
の
駒
だ
と
ば
れ
る

こ
の
兵
部
の
少
輔
に
見
な
し
て
は
念
ぜ
ず
、「
ほ
ほ
」
と
笑
ふ
中
に
も
、
蔵

人
の
少
将
は
、
は
な
ば
な
と
物
笑
ひ
す
る
心
に
て
、
笑
ひ
た
ま
ふ
こ
と
限
り

な
し
。「
面
白
の
駒
な
り
け
り
や
」
と
扇
を
叩
き
て
笑
ひ
て
立
ち
ぬ
。　
　

　

 

　
（
一
五
九
〜
一
六
〇
頁
）

右
の
A
は
、
か
ぐ
や
姫
が
五
人
の
求
婚
者
に
難
題
を
提
示
す
る
際
、
そ
の
う
ち
一

人
が
拍
子
を
取
っ
て
い
る
道
具
と
し
て
「
扇
」
を
使
っ
て
い
る
。
B
は
、
三
条
の
右

大
臣
が
賀
茂
の
祭
の
勅
使
に
指
名
さ
れ
お
出
か
け
に
な
っ
た
と
き
、
扇
を
忘
れ
て
し

ま
っ
て
、
女
か
ら
扇
を
借
り
た
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
C
は
、
道
綱
の
母
の
随
身
の

扇
で
あ
る
。
D
は
、
大
殿
に
和
歌
を
書
か
れ
た
扇
で
あ
る
。
E
は
、
蔵
人
の
少
将
の

手
中
の
扇
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
扇
の
表
現
は
、
清
少
納
言
の
秋
の
雨
が

降
っ
た
後
、
涼
し
く
て
、
扇
を
忘
れ
た
場
面
と
は
違
う
。
確
か
に
B
に
は
、「
扇
」
を

忘
れ
た
表
現
が
見
え
る
が
、
そ
れ
は
秋
の
雨
が
降
っ
て
、
扇
を
使
わ
な
い
背
景
と
違

う
の
で
あ
る
。

清
少
納
言
の
「
扇
も
う
ち
忘
れ
た
る
に
」
の
表
現
は
、
お
そ
ら
く
漢
詩
文
と
の
関

係
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
視
点
か
ら
考
察
し
て
み
る
と
、
日
本
漢
詩
文
で
は
同
じ
場

面
が
見
え
な
い
。
た
だ
扇
に
関
す
る
詩
句
は
な
い
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
次
の

二
例
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。

Ⅰ
『
懐
風
藻
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

贈
正
一
位
太
政
大
臣
藤
原
朝
臣
史
。　
　

五
言
。
春
日
侍
宴
。
應
詔
。
一
首
。　
　

淑
氣
光
天
下
。　

淑
氣
天
下
に
光
ら
ひ
、

薫
風
扇
海
濱
。　

薫
風
海
濱
に
扇
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
九
九
〜
一
〇
〇
頁
）

Ⅱ
『
文
華
秀
麗
集
』（
日
本
古
典
文
学
大
系
）

和
滋
内
史
秋
月
歌　

桑
腹
赤　
　

長
信
深
宮
圓
似
レ

扇
。　

長
信
の
深
宮
圓
か
な
る
こ
と
扇
に
似
、

昭
陽
秘
殿
浄
如
レ

練
。　

昭
陽
の
秘
殿
浄
き
こ
と
練
の
如
し
。　
　
　
　
　

　

 

　
（
三
〇
八
〜
三
〇
九
頁
）

右
Ⅰ
の
「
扇
」は
、今
で
も
日
常
生
活
の
中
で
、風
を
起
こ
す
道
具
。ま
た
Ⅱ
の
「
扇
」

は
、
扇
と
似
て
い
る
半
円
の
形
を
表
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
ほ
か
の
詩
句
に
も
ま

た
扇
が
見
え
る
が
、
秋
雨
の
後
に
登
場
し
て
い
る
「
扇
」
は
ま
っ
た
く
見
当
た
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
、『
白
氏
文
集
』
巻
三
十
四
律
詩
「
雨
後
秋
涼
」
に
は
見
え
る
。
し
か

も
白
居
易
の
表
現
に
し
か
見
え
な
い
。
そ
の
全
詩
句
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
引
用

文
は
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）
に
よ
り
、
書
き
下
し
は
『
白
氏
文
集
』

「
新
釈
漢
文
大
系
」（
明
治
書
院
）
に
よ
る
。

雨
後
秋
涼 

雨
後
の
秋
涼

夜
來
秋
雨
後 

夜
來
秋
雨
の
後
、

秋
氣
颯
然
新 

秋
氣
颯
然
と
し
て
新
た
な
り
。

團
扇
先
辭
レ

手 

團
扇
先
づ
手
を
辭
し
、

生
衣
不
レ

著
レ

身 

生
衣
身
に
著
け
ず
。

更
添
二

砧
引
一レ

思 
更
に
砧
の
思
ひ
を
引
く
を
添
へ
、
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難
二

與
レ

簟
相
親
一 

簟
と
相
親
し
み
難
し
。

此
境
誰
偏
覺 

此
の
境
誰
か
偏
に
覺
ゆ
る
、

貧
閑
老
痩
人 

貧
閑
老
痩
の
人
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　

 
（〔
上
海
古
籍
出
版
社
・
二
三
五
六
頁
〕〔
明
治
書
院
・
五
八
頁
〕）

注
目
し
た
い
ポ
イ
ン
ト
は
、
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
し
た
箇
所
の
詩
句
で
あ
る
。
つ
ま
り

雨
の
後
、
扇
を
使
わ
な
い
秋
の
背
景
の
季
節
で
あ
る
。
清
少
納
言
の
「
雨
な
ど
さ
わ

が
し
き
日
、
お
ほ
か
た
い
と
涼
し
け
れ
ば
、
扇
も
う
ち
忘
れ
た
る
に
」
の
描
写
の
イ

メ
ー
ジ
は
、
白
居
易
の
詩
的
な
場
面
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
致
し
て
い
る

背
景
は
二
箇
所
。
一
つ
は
秋
の
季
節
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
は
っ
き
り
「
秋
」
と
は

書
い
て
い
な
い
が
、「
七
月
ば
か
り
」
は
「
秋
」
の
季
節
に
間
違
い
な
い
。
も
う
一
箇

所
は
、雨
の
後
の
涼
し
い
背
景
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
白
居
易
の
「
雨
後
」と
「
秋
涼
」

と
清
少
納
言
の
「
雨
な
ど
さ
わ
が
し
き
日
、
お
ほ
か
た
い
と
涼
し
け
れ
ば
」
の
中
に
、

両
方
と
も
「
雨
」
と
「
涼
」
を
明
記
し
て
い
る
。

清
少
納
言
の
詩
的
な
発
想
は
、
ま
さ
に
三
田
村
雅
子
が
次
の
よ
う
に
指
摘
さ
れ
た

通
り
で
あ
る
。

「
物
の
日
常
的
イ
メ
ー
ジ
と
実
態
が
ず
れ
て
い
く
瞬
間
を
捉
え
て
そ
の
差
異
性
を

対
象
化
し
て
い
く
こ
と
」（
前
書
同
）
と
い
う
よ
う
な
詩
的
な
表
現
の
手
法
と
考
え
ら

れ
る
。五　

「
稚
児
」
と
「
塵
」
の
イ
メ
ー
ジ

清
少
納
言
の
鋭
い
観
察
力
は
幼
い
稚
児
に
つ
い
て
の
描
写
は
、『
枕
草
子
』
の
中
で

幾
つ
か
の
場
面
が
見
え
る
。
例
え
ば
、
第
二
七
段
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章

段
に
は
、「
ち
ご
遊
ば
す
る
所
の
前
わ
た
る
」
時
に
心
が
と
き
め
き
す
る
と
明
言
。
清

少
納
言
の
心
情
は
よ
く
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
、
も
う
一
つ
の
清
少
納
言
の
稚
児
を
観

察
す
る
記
事
を
見
て
み
た
い
。
そ
れ
は
第
一
四
五
段
、「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
章
段

で
あ
る
。
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
四
五
段　

う
つ
く
し
き
も
の

　
う
つ
く
し
き
も
の　

瓜
に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
。
雀
の
子
の
ね
ず
鳴
き
す
る

に
を
ど
り
来
る
。
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご
の
、い
そ
ぎ
て
這
ひ
来
る
道
に
、

い
と
小
さ
き
塵
の
あ
り
け
る
を
、
目
ざ
と
に
見
つ
け
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る

指
に
と
ら
へ
て
、
大
人
ご
と
に
み
せ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。
頭
は
あ
ま
そ
ぎ

な
る
ち
ご
の
、
目
に
髪
の
お
ほ
へ
る
を
、
か
き
は
や
ら
で
、
う
ち
か
た
ぶ
き
て

物
な
ど
見
た
る
も
、
う
つ
く
し
。

　
大
き
に
は
あ
ら
ぬ
殿
上
童
の
、
装
束
き
た
て
ら
れ
て
あ
り
く
も
う
つ
く
し
。

を
か
し
げ
な
る
ち
ご
の
、
あ
か
ら
さ
ま
に
抱
き
て
、
遊
ば
し
う
つ
く
し
む
ほ
ど

に
、
か
い
つ
き
て
寝
た
る
、
い
と
ら
う
た
し
。

　
雛
の
調
度
。
蓮
の
浮
き
葉
の
い
と
小
さ
き
を
、
池
よ
り
取
り
あ
げ
た
る
。
葵

の
い
と
小
さ
き
。
何
も
何
も
、
小
さ
き
も
の
は
、
み
な
う
つ
く
し
。

　
い
み
じ
う
白
く
肥
え
た
る
ち
ご
の
、
二
つ
ば
か
り
な
る
が
、
二
藍
の
薄
物
な

ど
、
衣
長
に
て
襷
結
ひ
た
る
が
、
這
ひ
出
で
た
る
も
、
ま
た
短
き
が
袖
が
ち
な

る
着
て
あ
り
く
も
、
み
な
う
つ
く
し
。
八
つ
九
つ
十
ば
か
り
な
ど
の
を
の
こ
子

の
、
声
は
幼
げ
に
て
文
よ
み
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。

　
鶏
の
雛
の
、
足
高
に
、
白
う
を
か
し
げ
に
、
衣
短
か
な
る
さ
ま
し
て
、
ひ
よ

ひ
よ
と
か
し
が
ま
し
う
鳴
き
て
、
人
の
後
先
に
立
ち
て
あ
り
く
も
を
か
し
。
ま

た
親
の
、
と
も
に
連
れ
て
立
ち
て
走
る
も
、
み
な
う
つ
く
し
。
か
り
の
こ
。
瑠

璃
の
壺
。

 

（
二
七
一
〜
二
七
二
頁
）

注
目
し
た
い
こ
と
は
、
傍
線
を
付
け
た
「
塵
」
と
い
う
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
幼
い
子
供
が
塵
を
発
見
し
て
、
拾
っ
て
遊
び
喜
ん
で
い
る
場
面
は
、
当
時
の
ほ
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か
の
仮
名
文
学
で
は
見
え
な
い
。日
本
漢
詩
文
に
も
見
え
な
い
。但
し
、二
例
の
「
塵
」

が
見
え
る
。
ひ
と
つ
は
、『
本
朝
麗
藻
』
に
収
録
さ
れ
た
左
金
吾
の
「
白
河
山
家
眺
望

詩
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
「
塵
」
の
詩
句
で
あ
る
。

白
河
山
家
眺
望
詩　
　
　

　
　
　

　
左
金
吾　
　
　
　
　

郊
外
卜
レ

居
塵
事
稀 

郊
外
に
居
を
卜
し
て　

塵
事
稀
ら
な
り

迢
迢
春
望
思
依
依 
迢
々
た
る
春
望　

思
ひ
依
々
た
り ）
11
（

右
「
塵
」
は
漢
語
の
「
塵
世
」
の
意
味
で
、
い
わ
ゆ
る
「
俗
世
」
で
あ
る
。「
塵
」
が

あ
る
が
「
幼
児
」が
登
場
し
て
い
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
日
本
漢
詩
文
の
中
で
、「
塵
」

と
「
子
供
」
が
両
方
と
も
見
え
る
作
品
は
、
平
安
前
期
の
勅
撰
漢
詩
集
『
経
国
集
』
に

あ
る
良
岑
安
世
の
詩
で
あ
る
。
全
詩
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

良
岑
安
世　
　
　
　

 

五
言
別
男
子 

五
言
、
男
子

出
家
入
山
一
首 

出
家
し
て
山
に
入
る
を
別
る
、
一
首

我
有
一
兒
子 

我
に
有
り
一
児
子
、

塵
煩
不
可
侵 

塵
煩
侵を
か

す
べ
か
ら
ず
。

天
縦
成
道
器 

天
縦　

道
器
を
成
す
、

童
歯
拔
禪
心 

童
歯し

禅
心
を
抜
く
。

新
負
心
經
帙 

新
し
く
負せ
お

ふ
心
経
の
帙ち
つ

、

初
諳
梵
字
音 

初
め
て
諳そ
ら

に
す
梵
字
の
音
。

野
縫
青
葛
衲 

野
は
縫
ふ
青
葛
の
衲
、

□
□
緑
蘿
襟 

□
□
緑
蘿
の
襟き
ん

。

杖
錫
岩
苔
上 

錫
を
杖
く
岩
苔
の
上
、

提
瓶
澗
水
潯 

瓶
を
提
ぐ
澗
水
の
潯き
し

。　

苦
行
何
処
所 

苦
行
す
る
は
何
れ
の
処
所
ぞ
、

 

雪
嶺
白
雲
深 

雪せ
つ

嶺れ
い

白
雲
深
し ）
12
（

。

右
の
「
児
子
」
と
「
塵
」
は
喜
ぶ
場
面
で
は
な
い
。
清
少
納
言
の
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現

は
ど
こ
か
ら
き
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
代
の
注
釈
と
研
究
で
は
ほ
と
ん

ど
注
目
し
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
岡
西
惟
中
は
『
枕
草
子
傍
注
』
の
中
で
、

「
白
氏
文
集
十
觀
兒
戲
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
興
味
深
い
指
摘
は
、
明
治
か
ら

平
成
ま
で
の
『
枕
草
子
』
の
注
釈
書
の
中
で
は
見
え
な
い
。
例
え
ば
、『
枕
冊
子
全
注

釈
』（
田
中
重
太
郎
等
）
一
〜
五
（
角
川
書
店　

一
九
九
四
〜
九
五
）
と
『
枕
草
子
解

環
』（
萩
谷
朴
）
一
〜
五
（
同
朋
舎　

一
九
八
一
〜
八
三
）
に
は
、
い
ず
れ
も
「
塵
」
に

関
す
る
注
釈
は
見
え
な
い
。

で
は
、
さ
っ
そ
く
『
白
氏
文
集
』
巻
十
感
傷
詩
「
觀
兒
戲
」
を
見
て
み
よ
う
。
引
用

文
『
白
居
易
集
箋
校
』（
上
海
古
籍
出
版
社
）
と
『
白
氏
文
集
』「
新
釈
漢
文
大
系
」（
明

治
書
院
）
に
よ
る
。

觀
兒
戲 

兒
の
戲
る
る
を
觀
る

齠
齔
七
八
歲 

齠て
う

齔し
ん　

七
八
歲
、

綺
紈
三
四
兒 

綺
紈　

三
四
兒
。

弄
レ

塵
復
鬪
レ

草 

塵ち
り

を
弄
し　

復
た
草
を
鬪
は
し
、

盡
日
樂
嬉
嬉 

盡
日　

樂
し
む
こ
と
嬉
嬉
た
り
。

堂
上
長
年
客 

堂
上　

長
年
の
客
、

鬢
閒
新
有
レ

絲 

鬢
閒
に
新
た
に
絲
有
り
。

一
看
二

竹
馬
戲
一 

一
た
び
竹
馬
の
戲
を
看
れ
ば
、

每
憶
二

童
騃
時
一 

每
に
童ど
う

騃が
い

の
時
を
憶
ふ
。

童
騃
饒
二

戲
樂
一 

童
騃　

戲
樂
饒お
ほ

く
、

老
大
多
二

憂
悲
一 

老
大　

憂
悲
多
し
。

靜
念
彼
與
レ

此 

靜
か
に
念
ふ　

彼
と
此
と
、

不
レ

知
誰
是
癡 
知
ら
ず　

誰
か
是
れ
癡
な
る
。　
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（〔
上
海
古
籍
出
版
社
・
五
二
四
〜
二
五
頁
〕・〔
明
治
書
院
・
五
六
一
頁
〕）

ゴ
シ
ッ
ク
体
に
し
た
箇
所
の
よ
う
に
、
清
少
納
言
と
白
居
易
の
表
現
に
は
、
幼
児

が
塵
と
遊
ぶ
喜
び
の
イ
メ
ー
ジ
が
一
致
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
は
っ
き
り
見
え
る
。

清
少
納
言
が
白
居
易
の
詩
的
な
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
稚
児
」
と
「
塵
」
の
場
面
を
創

出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
描
写
は
、
彼
女
の
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法

と
考
え
ら
れ
る
。
幼
い
子
供 

に
注
目
し
て
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
美
的
な
魅
力
は
、

ま
さ
に
佐
藤
保
の
次
の
よ
う
な
分
析
で
あ
る
。

お
さ
な
子
は
、
わ
が
子
は
言
う
に
及
ば
ず
、
た
と
い
見
ず
知
ら
ず
の
他
人
の
子

で
も
、
そ
の
愛
ら
し
さ
が
人
の
心
を
う
つ
。
そ
れ
は
、
お
さ
な
子
の
邪
気
や
打

算
の
な
い
言
動
が
、
世
の
中
の
汚
れ
た
部
分
を
見
て
い
る
大
人
の
心
を
な
ご
ま

せ
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る ）
13
（

。

ま
た
強
調
し
た
こ
と
は
、
清
少
納
言
と
白
居
易
の
対
象
に
対
す
る
物
語
る
「
心
」

で
あ
る
。
要
す
る
に
、
あ
る
事
情
や
風
景
な
ど
の
対
象
に
よ
っ
て
、
心
が
感
動
さ

れ
、
そ
の
瞬
間
に
思
っ
た
心
情
を
真
摯
に
美
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
二
人
と
も
詩
的
な
心
象
に
従
っ
て
書
く
姿
勢
は
合
致
し
て
い

る
。
例
え
ば
、『
白
氏
文
集
』
巻
四
十
五
書
序
「
與
元
九
書
」
の
中
で
、
白
居
易
は
次

の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
。
本
文
は
前
同
。

詩
者
：
根
情
、
苗
言
、
華
聲
、
實
義
。

詩
は
真
心
を
根
と
し
、
こ
と
ば
を
苗
と
し
、
声
を
花
と
し
、
意
味
内
容
を
果
実

と
す
る
の
で
あ
る
。　
　

 

（〔
上
海
古
籍
出
版
社
・
二
七
九
〇
頁
〕〔
明
治
書
院
・
三
四
七
〜
三
四
九
頁
〕）

ま
た
清
少
納
言
も
『
枕
草
子
』
を
書
く
経
緯
に
つ
い
て
、
跋
文
の
中
で
次
の
よ
う

に
書
い
て
い
た
。

こ
の
草
子
、
目
に
見
え
心
に
思
ふ
事
を
、
人
や
は
見
む
と
す
る
と
思
ひ
て
、
つ

れ
づ
れ
な
る
里
居
の
ほ
ど
に
、
書
き
あ
つ
め
た
る
を
、
あ
い
な
う
人
の
た
め
に

便
な
き
言
ひ
過
ぐ
し
も
し
つ
べ
き
所
々
も
あ
れ
ば
、
よ
う
隠
し
お
き
た
り
と
思

ひ
し
を
、
心
よ
り
ほ
か
に
こ
そ
洩
り
出
で
に
け
れ
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

 

（
四
六
七
頁
）

以
上
の
白
居
易
と
清
少
納
言
の
よ
う
な
「
心
」
を
重
視
し
て
書
く
こ
と
は
、
理
論

と
し
て
、
古
代
の
中
国
文
学
の
中
で
も
、
明
記
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
す
く
な
く
な
い
。

二
例
を
あ
げ
て
み
た
い
。一
例
は
、『
文
選
』の
中
に
収
録
さ
れ
た
「
毛
詩
序
」で
あ
る
。

本
文
は
新
釈
漢
文
大
系
に
よ
る
。

毛
詩
序 

毛
詩
の
序

在
レ

心
爲
レ

志 

心
に
在
る
を
志
と
爲
し
、

發
レ

言
爲
レ

詩 

言
に
發
す
る
を
詩
と
爲
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

 

（
四
五
八
〜
四
五
九
頁
）

も
う
一
つ
の
例
は
、『
文
心
雕
龍
』
第
五
〇
「
序
志
」
で
あ
る
。
本
文
は
前
書
同
。

夫
文
心
者
、
言
二

爲
レ

文
之
用
心
一

也

夫
れ
文
心
と
は
、
文
を
爲つ
く

る
の
用
心
を
言
ふ
な
り
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

（
六
七
二
頁
）

仮
名
文
学
の
作
者
と
し
て
の
清
少
納
言
は
、
白
居
易
の
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
融
合

し
、
ま
っ
た
く
新
し
い
自
ら
の
表
現
を
創
生
す
る
。
そ
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
ま
さ

に
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
カ
イ
ザ
ー
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

理
論
的
言
語
と
は
反
対
に
，
詩
的
言
語
は
可
塑
性
を
持
っ
て
，
す
な
わ
ち
心
イ
メ
ー
ジ

象
を
喚
起
す
る
特
殊
な
力
を
も
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る 

）
14
（

。

六　

お
わ
り
に

以
上
、
先
行
の
研
究
で
は
殆
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
『
枕
草
子
』
の
幾
つ
か

の
章
段
を
取
り
上
げ
て
、『
白
氏
文
集
』
の
詩
句
と
対
照
し
な
が
ら
、
清
少
納
言
と
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白
居
易
の
表
現
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、「
三
月
三
日
」
の
章
段
に
お
け

る
柳
の
葉
の
イ
メ
ー
ジ
は
、「
長
恨
歌
」
の
楊
貴
妃
の
よ
う
な
美
人
の
「
柳
葉
眉
」
と

比
喩
す
る
心
象
で
あ
り
、
ま
た
「
七
月
ば
か
り
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
」
の
章
段
で

は
、
秋
雨
の
後
の
、
涼
し
い
日
に
扇
を
使
わ
な
い
行
為
の
場
面
に
関
す
る
描
写
は
、

「
雨
後
秋
涼
」
の
詩
句
の
背
景
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
章
段
に
は
、

幼
い
稚
児
が
塵
を
見
つ
け
て
喜
ん
で
遊
ぶ
場
面
は
、「
観
児
戯
」
に
お
け
る
幼
児
の
塵

遊
び
の
イ
メ
ー
ジ
と
合
致
し
て
い
る
。

清
少
納
言
が
白
居
易
の
詩
的
な
心
象
、あ
る
い
は
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
吸
収
し
て
、

『
枕
草
子
』
の
中
で
し
ば
し
ば
新
し
い
和
の
表
現
を
作
り
出
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
清
少
納
言
の
ユ
ニ
ー
ク
な
表
現
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

葉
集
』
一
九
に
あ
る
。
平
城
天
皇
の
代
に
一
時
廃
さ
れ
た
が
嵯
峨
天
皇
が
復
活
、
村
上
天
皇
の

こ
ろ
盛
ん
に
行
わ
れ
、
摂
関
時
代
に
は
私
邸
で
催
さ
れ
、
寛
弘
四
年
（
一
〇
〇
七
）
三
月
三
日

の
藤
原
道
長
邸
で
の
宴
（『
御
堂
関
白
記
』）、
寛
治
五
年
（
一
〇
九
一
）
三
月
十
六
日
の
藤
原

師
通
の
六
条
殿
で
の
宴
（『
後
二
条
師
通
記
』『
中
右
記
』）
は
『
今
鏡
』
四
、
藤
波
の
上
に
も

記
さ
れ
て
い
る
。」（『
国
史
大
辞
典
』）。 

 

（
4
）　

川
口
久
雄
、
本
朝
麗
藻
を
読
む
会
『
本
朝
麗
藻
簡
注
』（
勉
誠
社　

一
九
九
三
）
二
頁
。 

 

（
5
）　

今
浜
通
隆
が
、儀
同
三
司
「
間
柳
発
紅
桃
」
詩
題
。
出
典
は
、王
維
『
王
右
丞
詩
集
』〈
巻
七
「
春

園
即
事
」〉の
第
四
句
目
と
指
摘
し
て
い
る
。『
本
朝
麗
藻
全
注
釈
』一「
新
典
社
注
釈
叢
書
５（
新

典
社　

一
九
九
三
）
九
頁
。 

 

（
6
）　

岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
二
下
「
新
釈
漢
文
大
系
」（
明
治
書
院　

二
〇
〇
七
）
六
一
五
頁
。 

 

（
7
）　

岡
村
繁
『
白
氏
文
集
』
二
下
「
新
釈
漢
文
大
系
」（
明
治
書
院　

二
〇
〇
七
）
五
〇
〇
〜

五
〇
一
頁
。 

 

（
8
）　

萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
五
（
同
朋
舎　

一
九
八
三
）
二
三
四
頁
。 

 

（
9
）　

渡
辺
実
『
枕
草
子
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店　

一
九
九
九
）
三
二
二
頁
。 

 

（
10
）　

三
田
村
雅
子
『
枕
草
子　

表
現
の
論
理
』（
有
精
堂　

一
九
九
五
）
三
二
八
頁
。 

 

（
11
）
　 川
口
久
雄
・
本
朝
麗
藻
を
読
む
会
編
『
本
朝
麗
藻
簡
注
』（
勉
誠
社　

一
九
九
三
）
二
二
六
頁
。

 

（
12
）　

小
島
憲
之
『
国
風
暗
黒
時
代
の
文
学
』
中
（
下
）
Ⅱ
（
塙
書
房　

一
九
八
六
）
二
七
〇
五
〜

二
七
〇
六
頁
。 

 

（
13
）　

佐
藤
保
『
漢
詩
の
イ
メ
ー
ジ
』（
大
修
館
書
店　

一
九
九
二
）
二
七
〇
頁
。 

 

（
14
）　

谷
口
伊
兵
衛
訳
・
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
カ
イ
ザ
ー
『
文
芸
学
入
門　

文
学
作
品
の
分
析
と
解

釈
』（
而
立
書
房　

二
〇
〇
六
）
一
七
八
頁
。 

〔
注
記
〕
本
稿
は
、日
本
文
学
協
会
第
三
八
回
研
究
発
表
大
会
、金
沢
大
学
の
口
頭
発
表
に
基
づ
い
て
、

書
い
た
小
稿
で
あ
る
。
ご
教
示
い
た
だ
い
た
陣
野
英
則
先
生
、
紺
野
達
也
先
生
、
村
田
駿
先
生

に
御
礼
を
申
し
あ
げ
た
い
。

注

 

（
1
）　

太
田
三
郎
訳
、
R
・
ウ
ェ
レ
ッ
ク
・
A
・
ウ
ォ
ー
レ
ン
『
文
学
の
理
論
』（
筑
摩
書
房　

一
九
七
三
）
二
一
三
頁
。 

 

（
2
）　

一
海
知
義
・
興
膳
宏
訳
『
陶
淵
明　

文
心
雕
龍
』
世
界
古
典
文
学
全
集
25
（
筑
摩
書
房　

一
九
六
八
）
三
四
七
頁
。 

 

（
3
）　

こ
の
「
宴
」
は
、詩
の
タ
イ
ト
ル
「
三
月
三
日
」
と
頷
聯
の
「
曲
水
」
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、

古
代
中
国
か
ら
発
生
し
た
三
月
三
日
に
詩
文
を
作
る
「
曲
水
宴
」
で
あ
る
。
中
村
義
雄
は
、
次

の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。「「
き
ょ
く
す
い
の
え
ん
」「
め
ぐ
り
み
ず
の
と
よ
の
あ
か
り
」
と
も
、

流
觴
曲
水
と
も
い
う
。
陰
暦
三
月
上
巳
（
じ
ょ
う
し
）
の
日
、
ま
た
は
三
月
三
日
に
行
わ
れ
た

風
流
の
行
事
。
曲
り
く
ね
っ
て
流
れ
る
水
の
ほ
と
り
に
坐
し
、
水
に
酒
盃
を
浮
か
べ
、
流
れ
て

く
る
盃
が
自
分
の
前
を
通
り
す
ぎ
ぬ
う
ち
に
詩
歌
を
詠
ず
る
。『
荊
楚
歳
時
記
』
に
「
三
月
三
日
、

士
民
並
出
二

江
渚
池
沼
間
一

、為
二

流
レ

杯
曲
水
之
飲
」と
あ
り
、古
代
中
国
で
河
水
に
よ
り
禊
祓（
け

い
ふ
つ
）
を
行
う
水
辺
の
行
事
が
遊
宴
化
し
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
起
源
に
つ
い
て
は
諸
説
が

あ
る
。
わ
が
国
で
は
『
日
本
書
紀
』
顕
宗
天
皇
元
年
―
三
年
の
三
月
上
巳
に
曲
水
宴
を
行
な
っ

た
こ
と
が
み
え
、
天
平
勝
宝
二
年
（
七
五
〇
）
三
月
三
日
の
大
伴
家
持
邸
で
の
宴
の
歌
が
『
万




