
〈論
文
〉

『枕
草
子
』
一一寸

一
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」

の
教
材
化
に
つ
い
て

本
稿
で
は
、

『枕
草
子
』
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
の
、
高
等
学

校
に
お
け
る
古
典
教
材
化
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
を
行
う
。
「二

月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
は
、
清
少
納
言
の
漢
学
の
素
養
を
示
す
、
い
わ

ゆ
る
自
讃
談
の
ひ
と
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
教
養
を
示
す
相
手
が
当
代
随

一の

教
養
人
と
し
て
知
ら
れ
た
藤
原
公
任
で
あ
る
こ
と
も
手
伝
っ
て
か
、
同
目
見
に

入
る
限
り
で
も
、
か
な
り
多
く
の
教
科
書
に
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る

(i
)
 

ょ
う
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
当
章
段
を
実
際
に
授
業
の
場
で
と
り
あ
げ
る

場
A
R

当
然
、
公
任
と
清
少
納
言
と
の
歌
句
の
付
け
合
い
に
お
け
る
機
知
の

応
酬
や
、
そ
の
背
後
に
あ
る
両
者
の
漢
学
の
素
養
、
と
い

っ
た
話
題
が
中
心

戸

2
}

的
な
位
世
を
占
め
る
わ
け
だ
が
、
私
は
、
こ
の
「
中
心
的
な
位
置
を
占
め
る

話
題
」
の
中
に
こ
そ
、
こ
の
章
段
を
授
業
の
場
で
扱
、
?
っ
え
で
の
最
も
困
鄭

な
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

以
下
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
と
共

に
、
当
章
段
を
授
業
の
場
で
扱
う
に
あ
た
っ
て
の
指
針
を
提
示
し
て
み
た

iν 

松

島

家支

ま
ず
、
以
下
に
教
科
書
所
載
の
当
章
段
本
文
を
掲
げ
よ
う
。

二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
空
い
み
じ
う
黒
き
に
、

一室
少
し
う
ち
散
り
た
る
ほ
ど
、
黒
戸
に
主
殿
司
来
て
、
「
か
う
て
候

ふ
」
と
言
へ
は
、
寄
り
た
る
に
、
「
こ
れ
、
公
任
の
宰
相
殿
の
。」
と

で
あ
る
を
見
れ
ば
、
懐
紙
に
、

少
し
春
あ
る
心
地
予
」
そ
す
れ

と
あ
る
は
、
げ
に
今
日
の
け
し
き
に
い
と
ょ
う
あ
ひ
た
る
を
、
こ
れ
が

本
は
い
か
で
か
つ
く
べ
か
ら
む
と
、
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
ぬ
。
「
た
れ
た
れ

か
。」
と
問
へ
ば
、
「
そ
れ
そ
れ
。」
と
言
ふ
。
み
な
い
と
は
づ
か
し
き

中
に
、
宰
相
の
御
い
ら
へ
を
、
い
か
で
か
こ
と
な
し
び
に
言
ひ
い
で
む

と
心
ひ
と
つ
に
苦
し
き
を
、
御
前
に
御
覧
ぜ
さ
せ
む
と
す
れ
ど
、
上
の

お
は
し
ま
し
て
大
殿
能
り
た
り
。
主
殿
苛
は
、
「
と
く
、
と
く
。」
と

一言ふ
。
げ
に
、
お
そ
う
さ
へ
あ
ら
む
は
、
い
と
と
り
ど
こ
ろ
な
け
れ

ば
、
さ
は
れ
と
て
、
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内
エ
寒
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に

と
、
わ
な
な
く
わ
な
な
く
書
き
て
と
ら
せ
て
、

わ
び
し
。

こ
れ
が
こ
と
を
聞
か
ば
や
と
思
ふ
に
、
そ
し
ら
れ
た
ら
ば
聞
か
じ
と
お

ぼ
ゆ
る
を
、
「
俊
賢
の
宰
相
な
ど
、

『な
ほ
、
内
侍
に
奏
し
て
な
さ

む
。』
と
な
む
、
定
め
給
ひ
し
。」
と
ば
か
り
ぞ
、
左
兵
衛
替
の
、
中

将
に
お
は
せ
し
、
語
り
給
ひ
し
。

傍
線
を
付
し
た
部
分
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

『白
氏
文
集
」
巻
十
四
「
南

秦
雪
」
を
、
公
任
と
清
少
納
言
が
和
歌
に
初
案
し
た
と
さ
れ
る
部
分
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
公
任
が
最
初
に
下
旬
を
出
し
、
清
少
納
言
が
こ
れ
に
上
旬
を

つ
け
て
答
え
た
、
と
い
う
休
裁
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、
教

科
書

・
教
師
用
指
導
書
は
注
を
付
し
、
公
任
が
清
少
納
言
に
送
っ
た
下
旬

「少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
が
、
「
南
秦
雪
」
の
第
四
句
「
二
月
山
寒
う

し
て
少
し
く
春
有
り
」
を
踏
ま
え
、
清
少
納
言
が
付
け
た
上
旬
「
空
寒
み
花

に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
が
、
第
一二
'旬

e

「三
時
雲
冷
か
に
し
て
多
く
雪
を
飛

ば
し
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の
説
明
は
、
一
見
、
何
の

矛
盾
も
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
、
こ
の
説
明
に
は
、

非
常
に
大
き
な
問
題
点
が
は
ら
ま
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
第

一

に
、
当
章
段
が
踏
ま
え
た
と
さ
れ
る
「
南
泰
雪
」
の
訓
読
が
本
当
に
正
雄
な

も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
。
筆
者
の
勤
務
校
で
使
用
す
る
教
科
書

・

教
師
用
指
導
書
の
注
に
は
、
第
五
句
ま
で
の
訓
読
を
示
し
て
い
る
が
、
本

来
、
「
南
秦
雪
」
は
、
七
言
律
詩
で
あ
り
、
後
半
の
三
句
が
省
略
さ
れ
て
い

る
の
で
、
念
の
た
め
、
全
文
が
掲
載
さ
れ
た

『新
釈
漢
文
大
系
』
よ
り
本
文

・
書
き
下
し
文
を
引
用
し
て
お
こ
う
(
た
だ
し
、
必
要
上
、
前
半
四
句
の
訓

い
か
に
思
ふ
ら
む
と
、

読
は
、
教
科
書

・
教
師
用
指
導
書
の
も
の
を
生
か
し
て
あ
る
)
。

ゎ
・2一
ぜ

い

か

っ

せ

い

い

ふ

り

往
歳
曾
篤
二
酉
邑
吏

一

往
歳
曾
て
西
邑
の
吏
と
居
間
り
、

ら

〈

こ

う

な

ん

し

ん

い

た

な

償
下
従
ニ
路
口

一到
中
南
秦
上

略
口
よ
り
南
秦
に
到
る
に
償
る
。

l
l
1
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i
l
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さ

ん

ロ

く

も

ひ

や

や

釘

ほ

ゆ

き

と

三
時
事
冷
多
飛
レ
雪

三

時
雲
冷
か
に
し
て
多
く
雪
を
飛
ば
し、

1
1
i
l
1
1
11
1
1
1
1
I
l
l
1
1
1
1

に

ぐ

わ

つ

や

ま

さ

ゐ

す

こ

は

る

あ

一一月
山
然

、

少

有

レ

春

二

月

山
寒
う
し
て
少
し
く
春
有
り
。

わ
れ

き

う

じ

お

む

な

ち
う
ら
や
う

我
思
ニ
務
事

一
猶
倒
恨
我
は
術
的
事
を
思
う
て
猶
ほ
例
仮
す
、

き
み

し
よ
か
う

な

さ

好

〈

し

ん

君
作
ニ
初
行

一定
苦
辛
君
は
初
行
を
作
し
て
定
め
て
苦
辛
せ
ん
。

な

さ

い

は

ひ

し

う

ゑ

ん

さ

む

さ

け

仇
頼
愁
猿
償
不
レ
叫
仇
ほ
頼
に
愁
猿
寒
う
し
て
叫
ば
ず
、

若
開
-一
猿
叫

一一
史
愁
レ
人も

さ

る

さ

付

き

さ

ら

ひ

と

う

れ

若
し
猿
の
叫
ぶ
を
聞
か
ば
更
に
人
を
愁
へ
し
め
ん
。

こ
の
「
南
泰
雪」

は
、
白
居
易
が
任
地
に
赴
く

(恐
ら
く
左
避
で
あ
ろ

う
)
友
人
に
対
し
て
、
そ
の
友
人
に
と
っ
て
見
知
ら
ぬ
土
地
で
の
苦
労
を
思

い
や
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
七
一吉
田
律
詩
が
、
そ
の
第
三

・
四
句
で
表

現
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
友
人
の
任
地
で
あ
り
、
自
居
易
も
か
つ
て
通
っ
た

こ
と
の
あ
る
南
泰
の
土
地
に
対
す
る
感
想
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ

は
、
そ
の
南
泰
の
地
が
、
農
耕
の
時
期
(
春

・
夏

・
秋
の
「
三
時
」
)
に
も

気
候
が
寒
冷
で
、
二
月
と
い
う
春
た
け
な
わ
の
は
ず
の
頃
で
も
山
は
寒
く
、

本
当
に
春
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
る
期
間
は
短
い
、
あ
る
い
は
、
春
ら
し
い
時

期
が
あ
る
こ
と
が
少
な
い
と
い

っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う

(ち
な

み
に
、
こ
の
「
友
人
」
と
は
、
や
は
り
詩
人
と
し
て
有
名
な
元
棋
で
あ
り
、

白
居
易
の
「
南
秦
雪」

は
、
笑
は
こ
の
元
棋
に
唱
和
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
元
模
作
「
南
秦
雪
」
第
二
句
に
は
、
「
絡
谷
春
傑
剰
刺
判
明
」
と
あ
灯
、
白

居
易
の
「
少
し
く
春
有
り
」
を
解
釈
す
る
た
め
の
参
考
に
な
る
だ
ろ
う
)
。

し
た
が

っ
て
、
白
居
易
の
「
南
秦
雪
」
を
訓
読
す
る
に
当
た

っ
て
は
、
そ
の
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意
味
す
る
と
こ
ろ
と
日
本
語
の
感
覚
と
に
鑑
み
る
に
、
教
科
書

・
教
師
用
指

導
沓
の
訓
読
は
、
正
純
で
は
な
い
可
能
性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
四

句
は
、

『新
釈
漢
文
大
系
』
が
読
ん
で
い
る
よ
う
に
、

「二
月
山
寒
う
し
て

春
有
る
こ
と
少
な
し
」
と
訓
読
す
べ
き
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と

も
、
訓
読
上
は
「
少
し
く
春
有
り
」
と
す
る
と
し
て
も
、
意
味
的
に
は
「
春

が
短
い
」
「
春
ら
し
い
時
期
が
あ
る
こ
と
が
少
な
い
」
の
意
で
解
釈
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
春
が
少
し
あ
る
」
だ
と
か
、
「
す
こ
し
春
め
い
て
い

る
」
の
意
味
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
第
二
の
問
題
が
発
生
す
る
。
「
南
泰
雪
」
第
四
句
を
「
春
有
る

こ
と
少
な
し
」
と
訓
読
す
る
の
が
正
し
い
と
す
る
と
、
八
ム
任
が
し
た
こ
と

は
、
単
に
「
南
秦
雪
」
の
一

句
を
と
っ
た
と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
大

幅
に
「
南
秦
雪
」
を
読
み
変
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、

平
安
時
代
に
は
、
教
科
書
や
諸
注
釈
書
の
よ
う
に
「
少
し
く
春
有
り
」
と
訓

読
し
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で
き
な
ぺ
。
な
ぜ
な
ら
、
当
時
の
漢
詩
文
享
受

は
、
主
に
朗
詠
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
発
声
し
た
と
き
に
美
し

い
斡
き
を
も
っ
と
さ
れ
る
部
分
、
例
、
え
ば
七
言
律
詩
の
鎖
聯

(第
三

・
四
句

|

|

「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
、
「
南
秦
雪
」
の
こ
の
部
分
を
利
用
し

て
い
る
)
・
頚
聯
(
第
五
・
六
句
)
な
ど
の
対
句
の
部
分
が
好
ま
れ
て
い

た
。
ま
た
、
そ
の
場
合
、
漢
詩
文
の
内
容
自
体
は
、
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
な

、

{6
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か
っ
た
と
い
う
実
態
が
あ
る
よ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
平
安
時

代
当
時
、
こ
の
「
南
秦
雪
」
を
朗
詠
す
る
に
あ
た
り
、
「
春
有
る
こ
と
少
な

し
」
よ
り
も
「
少
し
く
春
有
り
」
の
方
が
美
的
基
準
に
か
な
う
読
み
方
と
さ

れ
、
そ
の
訓
読
法
に
よ
っ
て
人
々
に
知
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
残
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
公
任
か
ら
清
少
納
言
に
対
し
て
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す

れ
」
と
い
う
し
た
句
を
贈
ら
れ
た
と
き
、
清
少
納
言
は
、
確
か
に
「
今
日
の

け
し
き
」
を
想
起
し
て
い
る
。「
今
日
の
け
し
き
」
と
は
、
い
う
ま
で
も
な

く
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
出
エ
い
み
じ
う
箆
…
き
に
、

雪
少
し
う
ち
散
り
た
る
」
様
子
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
加
え
て
「
南
秦
雪
」

の
第
三

・
四
句
の
内
容
を
合
わ
せ
思
い
描
く
の
で
な
け
れ
ば
、
「
今
日
の
け

し
き
に
ょ
う
あ
ひ
た
る
を
」
と
は
い
え
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
平
安
時
代
の
漢
詩
文
享
受
の
あ
り
か
た
が
先
述
の
よ
う
で
あ
ろ
う
と

も
、
こ
の
章
段
に
お
い
て
は
、
「
南
泰
雪
」
の
意
味
内
容
を
無
視
す
る
訳
に

は
い
か
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
南
秦
雪
」
を
原
拠
と
惣
定
す
る
限

り
、
公
任
が
清
少
納
言
に
よ
み
か
け
た
段
階
に
お
け
る
「
少
し
春
あ
る
心
地

こ
そ
す
れ
」
は
、
指
導
蓄
や
多
く
の
注
釈
警
の
よ
う
に
、
「
ほ
ん
の
少
々
春

が
あ
る
心
地
が
す
る
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
春
の

気
配
は
、
否
定
的
に
と
ら
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
第
三
の
問
題
が
生
じ
る
。
清
少
納
言
が
公
任
に
対
し
て

答
え
た
上
旬
「
空
・深
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
」
を
ど
う
理
解
す
る
の
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
従
来
の
説
明
で
は
、
「
空
寒
み
」
と
「
散
る
雪
」
に

よ
っ
て
、
「
南
秦
雪
」
の
第
三
句
「
三
時
雲
冷
か
に
し
て
多
く
雪
を
飛
ば

し
」
を
ふ
ま
え
、
公
任
の
下
旬
が
「
南
秦
雪
」
を
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
た
こ
と
を
ほ
の
め
か
し
た
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ

で
は
、
「
花
に
ま
が
へ
て
」
の
部
分
は
、
ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
笑
は
、
公
任

・
清
少
納
言
が
付
け
合
わ
せ
た
歌
句
の
内
容
は
、

原
詩
の
内
容
と
の
聞
に
大
き
な
ズ
レ
を
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
試
み
に
、

二
人
が
詠
ん
だ
句
を
付
け
合
わ
せ
て
和
歌
の
形
に
し
て
み
よ
う
。

内
エ
突
、
み
花
に
ま
が
へ
て
散
る
雪
に
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
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こ
の
歌
の
解
釈
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
雪
を
「
降
る
」
で
は
な
く
、

「
散
る
」
と
表
現
す
る
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
伝
統
的
な
「
見
立
て
」

の
技
法
に
よ

っ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
降
る
」
雪
を
、
「
散
る
」
花
と
錯
誤
し

た
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
歌
の
主
眼
は
、

雪
が

降
り
寒
い
時
候
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
寒
さ
の
象
徴
で
あ
る
は
ず

の
雪
を
、
花
の
散
る
姿
と
あ
え
て
重
ね
る
こ
と
で
、
春
の
気
分
を
見
い
だ
し

て
い
く
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
る
と
、
詩
句
こ
そ

「南
泰
雪」

を
踏

ま
え
て
い
る
よ
う
で
は
あ
る
が
、
公
任
と
清
少
納
言
と
の
応
答
は
、
内
容
的

に
は
全
く
原
詩
と
は
関
連
を
持
ち
得
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
少
な
く

と
も
、
清
少
納
言
は
、
公
任
が
よ
こ
し
た
下
句
を
「
少
し
春
が
あ
る
心
地
が

す
る
」
と
い
う
意
味
で
受
け
と
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
と
ば
か
り
は
断
言
で
き
な
い
要
素
も
あ
る
。
既
に
述
べ
た

よ
う
に
、
清
少
納
言
は
、
公
任
か
ら
の
下
旬
を
見
た
と
き
、
「
げ
に
今
日
の

け
し
き
に
い
と
ょ
う
あ
ひ
た
る
を
」
と
い

っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
日
の

天
候
か
ら
し
て
、
「
少
し
春
あ
る
心
地
」
が
す
る
と
は
思
わ
れ
な
い
は
ず
で

あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
公
任
の
よ
こ
し
た
下
旬
が
こ
の
日
の
様
子
に
ぴ

っ
た
り

だ
っ
た
と
彼
女
が
思

っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
間
違
い
な
く
、

「南
泰

雪
」
の
内
容
を
想
起
し
て
い
る
と
し
か
考
え
よ
う
が
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
彼

女
が
実
際
に
詠
ん
だ
句
は
先
述
の
ご
と
く
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
三
つ
の
問
題
点
を
提
示
し
て
き
た
が
、
こ
の
三
つ
の
問
題
点

は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
連
動
し
て
起
こ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
は
理
解
さ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
、
我
々
は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ

い
の
だ
ろ
、っ
か
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
私
見
を
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。
既
に
述
べ

た
ご
と
く
、
公
任
が
送
っ
て
き
た
下
旬
に
つ
い
て
、
「
げ
に
今
日
の
け
し
き

に
い
と
ょ
う
あ
ひ
た
る
を
」
と
い
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
清
少
納
言

が
最
初
に
下
句
を
見
た
時
点
で
は
、
「
少
し
春
が
あ
る
心
地
が
す
る
」
と
い

う
意
味
で
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
理
解

は
、
字
国
を
素
直
に
読
ん
だ
だ
け
で
は
到
達
で
き
る
体
の
も
の
で
は
な
い
か

ら
、
や
は
り
、
そ
の
背
後
に
「
南
秦
雪
」
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。
で
は
、
彼
女
が
実
際
に
詠
ん
だ
上
旬
は
ど
う
な
る
か
。
「
南
泰
雪
」
を

念
頭
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
隊
笑
で
あ
る
な
ら
、
清
少
納
言
は
、
そ
れ
を
踏

ま
え
た
上
で
、

『古
今
和
歌
集
』
以
来
の
伝
統
的
な
「
見
立
て
」
の
技
法
を

持
ち
込
む
こ
と
に
よ
り
、
公
任
の
下
旬
ま
で
も
読
み
変
、
え
て
、

雪
を
花
と
錯

誤
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
説
的
に
春
を
見
い
だ
し
て
い
く
と
い
う
内
容
の

和
歌
と
し
て
構
成
し
直
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
公
任
の
側
で
も
同
様

で
あ
る
。
当
日
の
天
候
か
ら
考
え
て
、
彼
が
「
少
し
春
が
あ
る
よ
う
な
気
持

ち
が
す
る
」
と
い
う
つ
も
り
で
「
少
し
春
あ
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
清
少
納

言
に
詠
み
か
け
た
と
は
思
え
な
い
。
萩
谷
朴
氏
が
い
う
よ
う
に
、
「
春
有
る

こ
と
少
な
し
」
を
意
識
的
に
詠
み
変
え
む
か
、
あ
る
い
は
、
当
時
の
訓
読

(あ
る
い
は
朗
詠
)
が

「少
し
く
春
有
り
」
だ

っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を

そ
の
ま
ま
使
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
な
の
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ

の
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
に
お
け
る
公
任
と
清
少
納
言
と
の
歌
句
の
や

り
と
り
に
は
、
二
重
三
重
の
「
南
泰
雪
」
読
み
変
、
え
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
互
い
が
「
南
泰
雪
」
の
詩
句
を
め
ぐ
っ
て
の
謎
か
け
と

〈ズ
レ
v

を
楽

し
む
と
い
う
、
極
め
て
高
度
で
複
雑
な
漢
詩
文
摂
取
の
あ
り
か
た
を
示
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
従
来
の
教
科
書
・
教
師
用
指

導
書
の
こ
の
点
に
関
し
て
の
説
明
は
、
短
絡
的
で
あ
り
、
不
充
分
な
も
の
で
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あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
公
任
が
「
雨
奏
部
一
こ
の
詩
句
を
利
用
し
た
と

い
う
こ
と
だ
け
は
わ
か
る
が
、
今
の
ま
ま
の
説
明
で
は
、
な
ぜ
公
任
が

「南

泰
雪
」
に
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
を
明
ら
か
に
で
き
な
い
ば
か
り
か
、

な
ぜ
清
少
納
言
が
「
内
侍
に
奏
し
て
な
さ
む
」
と
称
賛
さ
れ
た
か
す
ら
、
理

解
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
読
解
上
の
問
題
点
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、

次
に
は
、
笑
際
に
授
業
の
場
で
こ
の
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
章
段
を

扱
う
際
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
ず
、
こ
の
な
段
を
教

室
で
読
む
場
合
、
最
も
困
難
な
問
題
の

一つ
は
、
生
徒
に
藤
原
公
任
と
い
う

人
物
に
つ
い
て
の
知
識
が
大
き
く
不
足
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

「二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
は
、
最
初
に
述
べ
た
よ
う
に
、
清
少
納
言

の
自
讃
談
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
当
代

一
の
教
養
人
公

任
と
清
少
納
言
と
の
交
流
を
語
る
章
段
と
し
て
の
、

あ
る
い
は
、
清
少
納
言

の
漢
燃
の
知
識
の
深
さ
を
一
諮
る
章
段
と
し
て
の
側
聞
を
も
持
っ
て
い
る
。

し

か
し
、
こ
の
辛
段
の
、
そ
の
よ
う
な
多
様
な
側
面
は
、

実
は
、
八
ム
任
そ
の
人

の
存
在
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
部
分
が
大
き
い
。
藤
原
公
任
と
い
う
人

物
あ
っ
て
こ
そ

(も
ち
ろ
ん
、
他
の
殿
上
人
達
の
存
在
も
無
視
し
て
は
い
け

な
い
が
)
、
清
少
納
言
は
、
歌
句
を
つ
け
る
に
あ
た

っ
て
緊
張
し
、
た
め
ら

う
の
で
あ
り
、
返
事
を
出
し
た
後
で
は
不
安
に
な
っ
た
り
、
好
評
だ

っ
た
と

聞
い
て
は
喜
ぶ
の
で
あ
る
。
彼
女
の
豊
か
な
漢
絡
の
知
識
も
、
こ
の
章
段
で

は
、
公
任
と
い
う
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
従

っ

て
、
こ
の
草
段
を
学
習

・
読
解
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
藤
原
公
任
が
ど
の
よ

う
な
人
物
で
あ
っ
た
か
を
絶
対
に
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
学
習
者
(
高
校
生
)
の
藤
原
公
任
に
対
す
る
知

識
は
、
極
め
て
乏
し
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
私
が
授
業
し
た
中
で
察
し

得
た
限
り
で
は
、
藤
原
公
任
と
い
う
人
物
を
こ
の
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ

に
」
を
読
ん
で
初
め
て
知
っ
た
と
い
う
生
徒
が
大
半
を
占
め
て
い
た
よ
う
に

思
う
。
む
し
ろ
、
生
徒
に
と

っ
て
は
、
清
少
納
言
こ
そ
、

『枕
草
子
』
の
作

者
と
し
て
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
比
較
的
身
近
な
存
在
な

の
で
あ
り
、
肝
心
の
公
任
は
、
そ
の
清
少
納
言
に
難
題
を
も
た
ら
す
人
物
の

一
人
と
し
て
し
か
映
ら
な
い
部
分
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
生
徒
に
と

っ
て
は
、
清
少
納
言
と
い
え
ば
、
明
る
く
、
活
発
で
、
勝
ち
気
な
女
性
像
を

思
い
描
く
傾
向
が

一
般
的
に
あ
る
の
で
、
こ
の
章
段
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、

公
任
を
前
に
し
て
た
だ
な
ら
ぬ
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
、
あ
る
意
味
で
は
し
お

ら
し
さ
さ
え
感
じ
さ
せ
る
清
少
納
言
の
あ
り
か
た
は
、
生
徒
に
は
若
干
意
外

で
新
鮮
な
印
象
を
与
え
る
ら
し
い
。
従
っ
て
、
生
徒
の
側
で
も
、
藤
原
公
任

と
い
う
人
物
に
対
し
て
は
、
あ
る
種
の
違
和
戚
γ
|
|
「あ
、
公
任
と
い
う
の

は
、
ち
ょ

っ
と
違
う
の
か
な
」
と
い
う
印
象
は
持
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
教
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師
と
し
て
は
当
然、

〈三
船
の
オ
〉
の
よ
う
な
、
八
ム
任
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ

ー
ド
を
持
ち
出
し
て
、
公
任
が
い
か
に
卓
越
し
た
教
養
人
で
あ
っ
た
か
を
説

明
し
よ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
生
徒
に
と

っ
て
は
、
〈
違
和
感
〉
を
感

じ
つ
つ
、
ま
た
、
そ
う
し
た
説
明
に
よ
っ
て
理
屈
で
は
一
応
の
理
解
は
見
せ

る

(「

へ
え

l
、
そ
ん
な
も
の
な
の
か
な
あ
|
」
と
い
う
感
じ
)
も
の
の
、

実
感
と
し
て
の
公
任
像
と
い
う
も
の
を
つ
か
み
切
れ
な
い
部
分
が
残
る
よ
う

な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
、
生
徒
に
と

っ
て
決
し
て
取
り
組
み
ゃ
す
い
教
材
で
は
な
い
と
い
、
え
る
。
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さ
ら
に
、
実
際
に
こ
の
章
段
を
読
み
始
め
る
と
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な

〈ズ

レ
〉
の
あ
る
両
者
の
や
り
と
り
が
こ
れ
に
拍
車
を
か
け
る
。
「
こ
れ
は
、

本
当
に

『南
秦
雪
』
を
上
手
に
翻
案
し
た
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い

う
疑
問
が
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
私
は
、
先
程
、
こ
の
掌
段
に
お
け
る

公
任
と
清
少
納
言
と
の
や
り
と
り
を
、
「
極
め
て
高
度
で
複
雑
な
」
も
の
で

あ
っ
た
と
述
べ
た
が
、
こ
の
「
極
め
て
高
度
で
複
雑
な
」
や
り
と
り
が
、
古

典
学
習
の
ほ
ん
の
入
り
口
に
立
っ
た
ば
か
り
の
高
校
生
に
と
っ
て
「
極
め
て

高
度
」
と
思
え
ず
、
「
複
雑
な
」
と
だ
け
し
か
感
じ
ら
れ
な
く
て
も
無
理
の

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
、
高
校
の
古

典
教
材
と
し
て
全
く
不
適
当
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
教
材
と
し
て
の
可
能

性
は
、
ど
こ
に
も
見
い
だ
せ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
を
先
に
言
わ
せ
て
も

ら
え
ば
、
私
は
、
そ
の
よ
う
に
は
考
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、

扱
い
方
に
よ

っ
て
は
、
従
来
の
古
典
教
育
の
最
も
足
り
な
い
部
分
を
十
分
に
補
い
得
る
可

能
性
を
こ
の
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
持
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
。
節

を
改
め
て
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

四

さ
て
、
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
、
現
在
の
と
こ
ろ
、

多
く
は

「古
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典
I
」
に
お
い
て
教
材
化
さ
れ
て
い
る
例
が
目
立
つ
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

「
古
典
I
」
は
、
必
修
「
国
語
I
」
を
引
き
継
ぐ
科
目
で
あ
り
、
「
古
典
H
」

や
「
古
典
講
読
」
に
引
き
継
が
れ
て
い
く
べ
き
中
間
的
存
在
と
し
て
の
性
格

を
持
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
古
典
I
」
と
い
う

科
目
は
、
高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
科
古
典
教
育
の
中
で
、
ど
の
よ
う
な
役

割
を
担
う
べ
き
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
必
修
科
目
で
あ
る
「
国

諾
I
」
に
お
い
て
古
典
を
扱
う
場
合
、
学
留
者
は
、
全
く
の
初
心
者
で
あ
る

わ
け
だ
か
ら
、
当
然
古
典
を
読
む
た
め
の
基
礎
と
な
る
べ
き
文
法
や
単
語
の

学
習
に
時
間
を
大
き
く
割
く
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
、
最
終
学

年
で
扱
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
「
古
典
H
」
・
「
古
典
講
読
」
で
は
、
で

き
れ
ば
古
典
の
表
現
を
味
わ
い
、
鑑
賞
す
る
と
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
達
し
て
い

た
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
中
間
的
存
在
と
し
て
あ
る
「
古
典
I
」
は
、
で

き
る
か
ぎ
り
多
様
な
作
品
に
触
れ
つ
つ
、
古
典
へ
の
理
解
を
深
め
る
も
の
で

あ
り
た
い
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
際
は
、
時
間
の
都
合
や
学
習
者
の
到

達
度
に
も
配
思
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
を
ま
と
ま
っ
た
分
量
で
と
り
あ

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
当
然
な
が
ら
、
作
品
の

ご
く
一
部
で
あ
り
つ
つ
作
品
全
体
の
特
質
を
最
も
よ
く
と
ら
え
た

(少
な
く

と
も
そ
う
思
わ
れ
る
)
箇
所
を
教
材
と
し
て
選
ぶ
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら

『枕
草
子
』
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段
を

「古
典
I
」
の
教
材
と
し
て
見
る
と
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
漢
籍
の
知
識
を

背
景
と
し
た
機
知
の
応
酬
、
そ
し
て
自
讃
へ
と
至
る
こ
の
章
段
の
展
開
は
、

確
か
に

『枕
草
子
』
の
あ
る
特
質
を
最
も
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
が
あ
ま
り
に
高
度
・
複
雑
に
過
ぎ
、
最
低
限
の

文
法

・
単
語
学
習
を
終
え
た
ば
か
り
の
学
習
者
に
は
適
き
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
ま
た
、
藤
原
公
任
と
い
う
当
代
随
一
の

教
養
人
が
相
手
と
は
い
、
ぇ
、
返
事
す
る
に
あ
た
っ
て
緊
張
し
、
不
安
に
さ
い

な
ま
れ
る
清
少
納
言
の
姿
は
、

『枕
草
子
』
の
中
で
は
、
や
や
異
質
な
も
の

だ
と
い
え
よ
う
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
私
の

『枕
草
子』

・
清
少
納
言
に
対

す
る
偏
見
だ
と
い
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
「
二
月
つ
ご

も
り
ご
ろ
に
」
に
表
れ
た
清
少
納
言
像
が
、

『枕
草
子
』
全
体
を
通
し
て
描
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か
れ
た
清
少
納
言
像
を
代
表
し
得
る
も
の
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の

点
で
は
、
生
徒
が
学
習
以
前
か
ら
な
ん
と
な
く
抱
い
て
い
る
「
明
る
く
、
活

発
で
、
勝
ち
気
な
」
清
少
納
言
像
の
ほ
う
が
、
よ
り
本
質
に
近
い
と
い
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
思
う
に
、

「二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
段

は、

『枕
草
子
』
と
い
う

〈作
品
〉
を
代
表
し
て
読
む
べ
き
教
材
と
し
て
よ

り
は
、
平
安
時
代
の
立
族
の
生
活

(特
に
文
芸
生
活
)
を
読
む
べ
き
教
材
と

し
て
適
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
い
え
ば
、
作
品
そ
の
も

の
を
読
む
と
い
う
よ
り
、
平
安
時
代
当
時
の
人
間
の
あ
り
か
た
を
読
む
と
い

う
観
点
で
と
ら
え
る
べ
き
章
段
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
思
い
至
る
と
き
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
角
川
書
庖

「古
典
H
」
に
お
け
る
単
元
設
定
の
あ
り
か
た
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
「
人
が

織
り
な
す
歴
史
」
と
い
う
単
元
の
も
と
に
、
菅
原
道
真

・
藤
原
道
長
そ
れ
ぞ

れ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
事
実
上
は
、

『大

鋭
』
熟
読
の
単
元
で
あ
る
の
だ
が
、
巻
序
に
さ
ほ
ど
拘
泥
す
る
こ
と
な
く
、

〈人
物
〉
と
い
う
軌
を
設
け
、
そ
の
納
に
従
っ
て
個
々
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
集

め
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
は
、

実
在
の
人
物
に
関
す
る
教
材
を
扱
、
?
7

え
で
極
め
て
示
唆
的
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
が
可
能
で
あ

る
な
ら
ば
、
「
古
典
H
」
あ
た
り
で
、
こ
れ
を
さ
ら
に
拡
充
さ
せ
た
形
で
新

た
な
単
元
を
設
け
、
こ
の
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
を
扱
う
こ
と
が
よ
り

効
果
的
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
「
古
典

I
」
に
お
い
て

『枕
草
子
』
を
学
習
し
た
後
、
「
古
典
H
」
に
お
い
て
「
歴

史
上
の
人
物
と
古
典

(仮
称
ご

と
い

っ
た
よ
う
な
単
元
を
設
け
、
平
安
時

代
の
大
文
人
で
あ
り
な
が
ら
高
校
生
に
と
っ
て
な
じ
み
の
薄
い
藤
原
公
任
に

関
す
る
教
材
文
(
例
、
え
ば
、
こ
こ
で
話
題
に
し
て
き
だ

『枕
草
子
』
「
二
月

つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
他
に
、

『紫
式
部
日
記
』『
大
鏡
』『
公
任
集
』『
和

漢
朗
詠
集
』
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
)
を
集
め
、
そ
の
中
の

一一
編
と
し
て
「
二

月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
を
講
読
す
る
の
は
ど
う
か
。
教
材
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
可
能
性
が
考
、
え
ら
れ
よ
、っ。

m
y字
習
者
は
、
例
、
え
ば
、
清
少
納
言
と
紫
式
部
が
同
時
代
人
だ
と
知
っ
て

い
て
も
、
文
学
史
の
知
識
は
断
片
的
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
藤
原
公
任

と
い
う
焦
点
を
設
定
し
、
そ
れ
に
清
少
納
言
、
紫
式
部
、
藤
原
道
長
ら

を
か
ら
ま
せ
る
こ
と
で
有
機
的
な
連
関
性
を
持
っ
た
文
学
史
の
知
識
を

与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
る
い
は
、
「
南
泰
雪
」
を
さ
ら
に
ク
ロ

ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
人
の
中
国
文
化
受
容
の
あ
り
か

た
に
つ
い
て
も
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
り
得
ょ
う
。

②
「古
典
H
」
は
、
基
本
的
に
三
年
次
配
当
の
科
目
で
あ
る
が
、
現
在
の

高
校
教
育
が
お
か
れ
て
い
る
状
況
に
鑑
み
て
、
い
わ
ゆ
る
受
験
校
・
大

学
付
属
系
属
校

・
職
業
校
の
如
何
を
問
わ
ず
、
最
終
学
年
で
は
十
分
な

授
業
時
間
を
確
保
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
従
っ
て
、
古
典
の
授
業
に
あ

た
っ
て
は
、
古
文
・
漢
文
を
ば
ら
ば
ら
に
学
習
す
る
よ
り
は
、
で
き
れ

ば
一
括
し
て
扱
う
こ
と
の
で
き
る
教
材
が
望
ま
し
い
。
こ
の
よ
う
な
単

元
設
定
に
よ
っ
て
、
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
・

『和
漢
朗
詠
集
』
で

漢
文
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
上
、

『枕
草
子
』
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
に
つ
い
て
読
解
上
の
問

題
点
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
教
材
と
し
て
の
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ

て
き
た
。
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
は
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
注
釈
的

な
商
で
の
問
題
は
多
い
が
、
扱
い
方
に
よ
っ
て
は
、
今
ま
で
国
語
教
育
の
場

で
評
価
さ
れ
て
い
た
以
上
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
持
つ
教
材
で
あ
る
考
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え
ら
れ
る
。
特
に
、
公
任
と
清
少
納
言
と
の
応
酬
は
、
平
安
時
代
の
漢
詩
文

摂
取
の
あ
り
か
た
を
最
も
よ
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
中
で

清
少
納
言
が
見
せ
る
た
め
ら
い
や
不
安
は
、
は
る
か
千
年
前
の
人
間
を
、
今

ま
さ
に
眼
前
に
し
て
い
る
か
の
ご
と
き
臨
場
感
を
読
者
に
充
分
味
わ
わ
せ
て

く
れ
る
だ
け
の
カ
を
持
っ
て
い
る
し
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
進
ん
で
、
王
朝
サ

ロ
ン
の
あ
り
か
た
や
宮
廷
女
房
と
は
何
か
と
い
っ
た
問
題
も
投
げ
か
け
て
く

る
だ
ろ
う
。『
枕
草
子
』
「
二
月
つ
ご
も
り
ご
ろ
に
」
の
教
材
と
し
て
の
力

は
、
そ
の
意
味
で
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
る
。

注

(I
)
角
川
書
底
「
古
典
I
」
右
文
書
院
「
古
典
I
」
「
古
典
講
読
」

・
旺
文
社
「
古
典

I
」
第
一
学
習
社
「
古
典
I

(古
文
編
ご
教
育
出
版

「古
典
I
」
な
ど
。

(2
)
例
え
ば
、
私
が
勤
務
校
で
教
材
と
し
て
使
用
し
た
第

一
学
習
社
「
古
典
I

(古
文

編
)」

は
、
こ
の
悲
段
に
関
わ
る
企
加
持
目
線
〉
と
し
て
、

「、主と
し
て
人
間
の
笑
生
活

に
お
け
る
側
値
一
対
側
・
教
義
な
ど
に
つ
い
て
的
少
納
言
の
特
色
を
理
解
さ
せ
る
」
・
「
脚

注
に
引
用
さ
れ
る
和
歌
、
中
肉
『
X
日午の
山山刊
帥
叶
句
に
つ
い
て
も
、
本
文
と
の
か
か
わ
り

に
注
意
し
て
理
解
を
深
め
る
よ
う
に
す
る
。」

と
記
し
て
い
る
。

(3
)
第

一w九
千
削
M
社
「
古
典
I

(古
文
編
と

に
よ
っ
た
。
こ
の
本
'X
は
、
罫
日
本
古
典
文

学
大
系
』
の
そ
れ
宇
義
一本
と
し
て
い
る
が
、

『校
本
枕
草
子
』
に
よ
っ
て
改
め
た
部
分

が
あ
る
。

(4
)
花
房
英
樹

『白
居
易
研
注

(世
界
思
恕
社
、

一
九
七

一
年
)
所
載
の
本
文
に
よ
っ

た
。

(5
)
金
沢
文
庫
本
仲
間
本
な
ど
は
、
巻
十
四
を
欠
き
、
訓
説
法
を
確
認
で
き
な
か

っ

た
。

(6
)
新
潮
日
本
古
胤
薬
成

『利
淡
朗
詠
韮

僻

説

(7
)
萩
谷

朴

罰

事
T
解
環
』
罫
糊
日
本
古
品
川
某
成
』
が
こ
の
説
を
と
る
。

(8
)
『
大
鋭
』

翁
忠
伝
)
に
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
る
。
な
お
、
教
育
山
版
「
十
u典
I
」

に
お
い
て
は
、
「
立
族
の
世
界
」
と
い
品
売
を
設
け
、
そ
の
中
で
、
「
二
月
つ
ご
も
り

ご
ろ
に
」
と
「
三
船
の
オ
」
を
扱
い
、
関
述
#
持
た
せ

4
7と
し
て
い
る
。

(9
)
注
(l
)参一時

〔付
言
〕

本
稿
は
、
一
九
九
六
年

一
月
二
十
日
、
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
学
会
例
会
に
お
け
る

口
頭
発
表
に
加
錐
・修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
口
頭
発
表
は
、
早
稲
田
実
業
学
校
高

等
部
に
お
い
て
、
共
に
「
古
典
l

(古
文
ご
を
但
当
す
る
海
老
原
雅
人
教
諭
並
び
に
一術

家
俊
幸

・
土
佐
秀
里
郡
附
よ
り
、
数
々
の
助
言
を
受
け
て
成

っ
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
、
発
表
の
場
に
お
い
て
も
出
席
者
各
位
よ
り
貴
重
な
意
見
を
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
記

し
て
皆
様
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

(早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
在
学
・
早
稲
田
実
業
学
校
講
師
)
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