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三
巻
本

『枕
草
子
』
の
和
歌

―
定
子
と
清
少
納
言
の
交
流
を
中
心
に
―

は
じ
め
に

三
巻
本

『
枕
草
子
』
に
は
、
和
歌
三
十
三
首
と
連
歌
六
首
を
含
む
二

十
五
章
段
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

和
歌

。
（連
歌
）

道
隆
の
古
歌
利
用

清
少
納
言
の
返
歌

清
少
納
言
の
贈
歌

斎
院
選
子
の
贈
歌
、
清
少
納
言
の
歌
、

尼
の
歌

実
方
の
贈
歌
、
清
少
納
言
返
歌
代
作

定
子
と
清
少
納
言
の
贈
答

公
任
と
清
少
納
言
の
贈
答

清
少
納
言
の
心
中
詠

行
成
と
清
少
納
言
の
贈
答

一
条
天
皇
　
（
＊
定
子
の
匿
名
贈
歌
）

首 首

一
七
五
段

一
七
七
段

二
二
二
段

一
〓
一三
段

三
二
四
段

三
二
五
段

三
二
七
段

二
五
九
段

二
八
二
段

二
八
七
段

二
八
八
段

二
九
四
段

二
九
六
段

二
九
七
段

二
九
八
段

公
一首
）

首 首首 首 首 首 首 首 首 首 首 首 首 首

佐
藤
　
雅
代

兵
衛
の
奏
歌

定
子
と
清
少
納
言
の
贈
答

定
子
と
清
少
納
言
の
贈
答

定
子
の
歌

定
子
の
贈
歌

定
子
の
贈
歌

蟻
通
明
神
の
歌

清
少
納
言
の
返
歌

清
少
納
言
の
心
中
詠
お
よ
び
、
定
子
と

の
贈
答
歌

道
命
の
述
懐
歌

道
綱
の
母
の
歌

清
少
納
言
の
贈
歌

清
少
納
言
の
返
歌

清
少
納
言
の
返
歌

清
少
納
言
の
返
歌



こ
の
う
ち
清
少
納
言
に
よ
る
も
の
は
、
和
歌
十
六
首
、
連
歌
三
首
、

定
子
に
よ
る
も
の
は
、
和
歌
七
首
、
連
歌
二
首
で
、
清
少
納
言
と
定
子

の
和
歌
を
合
わ
せ
る
と
二
十
三
首
に
の
ぼ
る
。

従
来

『
枕
草
子
』
と
和
歌
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
定
子
サ
ロ
ン

に
お
け
る
和
歌
の
あ
り
方
や
、
清
少
納
言
の
和
歌
観
、
詠
作
態
度
を
問

題
と
す
る
も
の
、
ま
た

「
前
期
章
段
」
と

「後
期
章
段
」
の
方
法
的
差

異
を
和
歌
的
言
語
の
視
座
か
ら
捉
え
よ
う
と
す
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
角
度
か
ら
論
じ
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
定
子
と
清
少
納
言
の

交
流
を
中
心
に
三
巻
本

『枕
草
子
』
に
お
け
る
和
歌
の
あ
り
方
の

一
側

面
を
探

っ
て
み
た
い
。

一

三
巻
本

『
枕
草
子
』
の
中
で
、
史
実
年
時
を
推
定
で
き
る
章
段
の
う

ち
、
定
子
と
清
少
納
言
の
和
歌
に
よ
る
交
流
を
、
最
初
に
記
す
の
は
次

の
章
段
で
あ
る
。

物
な
ど
仰
せ
ら
れ
て
、
「
わ
れ
を
ば
思
ふ
や
」
と
間
は
せ
た
ま

ふ
。
御
い
ら

へ
に
、
「
い
か
が
は
」
と
啓
す
る
に
合
は
せ
て
、
台

盤
所
の
方
に
、
鼻
を
い
と
高
う
ひ
た
れ
ば
、
「
あ
な
心
憂
。
そ
ら

言
を
言
ふ
な
り
け
り
。
よ
し
よ
し
」
と
て
、
奥

へ
入
ら
せ
た
ま
ひ

ぬ
。
「
い
か
で
か
そ
ら
言
に
は
あ
ら
む
。
よ
ろ
し
う
だ
に
思
ひ
き

こ
え
さ
す
べ
き
事
か
は
。
あ
さ
ま
し
う
、
鼻
こ
そ
そ
ら
言
は
じ
け

れ
」
と
思
ふ
。
「
さ
て
も
誰
か
、
か
く
に
く
き
わ
ざ
は
じ
つ
ら
む
。

お
ほ
か
た
心
づ
き
な
し
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
る
を
り
も
押
し
ひ
し

ぎ

つ
つ
あ
る
も
の
を
、
ま
い
て
い
み
じ
、
に
く
し
」
と
思

へ
ど
、

ま
だ
う
ひ
う
ひ
し
け
れ
ば
、
と
も
か
く
も
え
啓
し
返
さ
で
、
明
け

ぬ
れ
ば
お
り
た
る
す
な
は
ち
、
浅
緑
な
る
薄
様
に
、
艶
な
る
文
を

「
こ
れ
」
と
て
来
た
る
、
あ
け
て
見
れ
ば
、

「
い
か
に
し
て
い
か
に
知
ら
ま
し
い
つ
は
り
の
空
に
た
だ
す

の
神
な
か
り
せ
ば

と
な
む
、
御
け
し
き
は
」
と
あ
る
に
、
め
で
た
く
も
、
く
ち
を
し

う
も
思
ひ
乱
る
る
に
も
、
な
ほ
昨
夜
の
人
ぞ
、
ね
た
く
に
く
ま
ま

ほ
し
き
。

「薄
さ
濃
さ
そ
れ
に
も
よ
ら
む
は
な
ゆ
ゑ
に
憂
き
身
の
ほ
ど

を
見
る
ぞ
わ
び
し
き

な
ほ
こ
れ
ば
か
り
啓
し
な
ほ
さ
せ
た
ま
へ
。
式
の
神
お
の
づ
か
ら
。

い
と
か
し
こ
し
」
と
て
、
ま
ゐ
ら
せ
て
後
に
も
、
「
う
た
て
、
を

り
し
く
も
な
ど
て
さ
は
あ
り
け
む
」
と
、
い
と
嘆
か
し
。（

一
七
七
段
）

こ
の
章
段
は
、
正
暦
四
年
に
清
少
納
言
が
定
子
の
も
と
に
初
宮
仕
え

を
し
た
折
り
の
様
子
や
胸
中
を
鮮
明
に
記
し
て
い
る
。
「
わ
れ
を
ば
思

ふ
や
」
と
い
う
定
子
の
問
い
に
対
し
て
、
応
答
し
よ
う
と
し
た
清
少
納

言
に
と

っ
て
、
第
二
者
の
嘘
は
、
定
子
と
の
間
に
気
ま
ず
い
雰
囲
気
を

も
た
ら
し
て
し
ま
う
。
こ
の
後
に
定
子
か
ら
贈
ら
れ
た

「
い
か
に
し

て
」
の
歌
に
対
し
て
、
清
少
納
言
は
、
定
子
か
ら
信
頼
さ
れ
ぬ
我
が
身

を

「憂
き
身
」
と
規
定
し
、
「
わ
び
し
」
と
嘆
く
心
情
を

「薄
さ
濃
さ
」

の
歌
に
託
し
て
詠
ん
で
い
る
。
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大
洋
和
俊
氏
は
、
こ
の
章
段
に
お
け
る
清
少
納
言
の
和
歌
は
、
「憂

き
身
」
を

「
見
る
」
も
う

一
人
の

〈私
〉
が
存
在
す
る
と
し
、
宮
仕
え

の
最
初
期
に
定
子
の
虚
言
発
言
に
よ
り
、
清
少
納
言
は

「
わ
び
し
」
の

意
識
を
抱
く
よ
う
に
な

っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
章
段
に
つ
い
て
は

「
ほ
か
な
ら
ぬ
女
一房
清
少
納
言
の
初

宮
仕
え
を
描
き

つ
つ
主
従
の

『
め
で
た
き
』
関
係
成
立
を
示
す
段
―
枕

草
子
の
始
発
と
も
い
い
う
る
段
」
と
い
う
指
摘
も
あ
る
。

清
少
納
言
に
と

っ
て
、
宮
仕
え
に
お
け
る
定
子
へ
の
初
め
て
の
返
事

が
、
「薄
さ
濃
さ
」
の
歌
で
あ

っ
た
。
定
子
と
自
分
の

「
め
で
た
き
」

関
係
成
立
を
語
る
こ
と
が
こ
の
章
段
の
眼
目
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、
章
段

最
後
の
言
葉
が

「
い
と
嘆
か
し
」
で
あ
り
、
清
少
納
言
の
返
歌
に

「憂

き
身
の
ほ
ど
を
見
る
ぞ
わ
び
し
き
」
と
あ
る
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
良
い
だ
ろ
う
か
。

清
少
納
言
は
、
初
宮
仕
え
に
お
け
る
我
が
身
を

「
憂
き
身
」
と
捉
え
、

「
わ
び
し
」
と
認
識
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「薄
さ
濃
さ
」
の
歌
は
、
定

子
と
の

「
め
で
た
き
」
関
係
成
立
を
示
す
と
い
う
よ
り
、
定
子
と
の
心

的
な
距
離
を
暗
示
す
る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ

ス
了
つ
。

二

次
に
挙
げ
る
章
段
も
、
清
少
納
言
の
初
宮
仕
え
の
後
、
ま
だ
間
も
な

い
頃
の
こ
と
と
し
て
、
定
子
と
の
和
歌
贈
答
を
記
す
章
段
で
あ
る
。

そ
の
こ
ろ
、
ま
た
同
じ
物
忌
し
に
、
さ
や
う
の
所
に
出
で
来
る

に
、
二
日
と
い
ふ
日
の
昼
石
方
、
い
と

つ
れ
づ
れ
ま
さ
り
て
、
た

だ
今
も
ま
ゐ
り
ぬ
べ
き
心
地
す
る
ほ
ど
に
し
も
、
仰
せ
言
の
あ
れ

ば
、
い
と
う
れ
し
く
て
見
る
。
浅
緑
の
紙
に
、
宰
相
の
君
い
と
を

か
し
げ
に
書
い
た
ま
へ
り
。

「
い
か
に
し
て
過
ぎ
に
し
方
を
過
ぐ
し
け
む
暮
ら
し
わ
づ
ら

ふ
昨
日
今
日
か
な

と
な
む
。
わ
た
く
し
に
は
、
今
日
し
も
千
歳
の
心
地
す
る
に
、
暁

に
は
と
く
」
と
あ
り
。
こ
の
君
の
の
た
ま
ひ
た
ら
む
だ
に
を
か
し

か
べ
き
に
、
ま
し
て
仰
せ
言
の
さ
ま
は
、
お
ろ
か
な
ら
ぬ
心
地
す

れ
ば
、「

雲
の
上
も
暮
ら
し
か
ね
け
る
春
の
日
を
所
か
ら
と
も
な
が

め

つ
る
か
な

わ
た
く
し
に
は
、
今
宵
の
ほ
ど
も
少
将
に
や
な
り
は
べ
ら
む
と
す

ら
む
」
と
て
、
暁
に
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、
「
昨
日
の
返
し

『
か
ね
け

る
』
、
い
と
に
く
し
。
い
み
じ
う
そ
し
り
き
」
と
仰
せ
ら
る
る
、

い
と
わ
び
し
。
ま
こ
と
に
さ
る
事
な
り
。
　
　
　
　
　
公
一八
二
段
）

こ
の
章
段
で
は
、
清
少
納
言
の
和
歌
を
め
ぐ

っ
て
、
定
子
か
ら
発
せ

ら
れ
た
言
葉
を
問
題
に
し
て
い
る
。
定
子
の
言
葉
は

「
『
か
ね
け
る
』

い
と
憎
し
。
い
み
じ
う
そ
し
り
き
」
と
い
う
非
難
の
言
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
和
歌
の
贈
答
に
よ
る
定
子
と
清
少
納
言
の
交
流
は
断
ち
切
ら

れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
章
段
の
末
尾
に
も

「
い

と
わ
び
し
」
と
あ
り
、
清
少
納
言
が
先
の

一
七
七
段
と
同
様
に
、
定
子

と
の
心
的
な
距
離
を
自
覚
し
た
章
段
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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ま
た
、
こ
の
章
段
の
末
尾
は

「
ま
こ
と
に
さ
る
事
な
り
。
」
で
結
ば

れ
て
お
り
、
定
子
に
会
え
な
い
で
い
る
清
少
納
言
の
寂
し
い
思
い
を
詠

ん
だ
和
歌
が
、
定
子
の
心
に
届
か
な
か

っ
た
こ
と
へ
の
諦
め
に
も
似
た

落
胆
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

三

次
に
、
定
子
と
清
少
納
言
の
信
頼
関
係
が
、
連
歌
の
や
り
取
り
に

よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
章
段
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

細
殿
に
び
ん
な
き
人
な
む
、
暁
に
傘
さ
し
て
出
で
け
る
と
言
ひ

出
で
た
る
を
、
よ
く
聞
け
ば
、
わ
が
上
な
り
け
り
。
地
下
な
ど
い

ひ
て
も
、
目
や
す
く
人
に
ゆ
る
さ
る
ば
か
り
の
人
に
も
あ
ら
ぎ
な

る
を
、
「
あ
や
し
の
事
や
」
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
う
へ
よ
り
御
文
持

て
来
て
、
「
返
事
た
だ
い
ま
」
と
仰
せ
ら
れ
た
り
。
何
事
に
か
と

見
れ
ば
、
大
傘
の
か
た
を
か
き
て
、
人
は
見
え
ず
、
た
だ
手
の
限

り
を
と
ら
へ
さ
せ
て
、
下
に
、

山
の
端
明
け
し
朝
よ
り

と
書
か
せ
た
ま
へ
り
。
な
ほ
は
か
な
き
事
に
て
も
、
た
だ
め
で
た

く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
は
づ
か
し
く
、
心
づ
き
な
き
事

は
、
い
か
で
か
御
覧
ぜ
ら
れ
じ
と
思
ふ
に
、
か
か
る
そ
ら
言
の
出

で
来
る
、
苦
し
け
れ
ど
、
を
か
し
く
て
、
こ
と
紙
に
、
雨
を
い
み

じ
う
降
ら
せ
て
、
下
に
、

「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち
に
け
る
か
な

さ
て
や
、
濡
れ
衣
に
は
な
り
は
べ
ら
む
」

と
啓
し
た
れ
ば
、
右
近
の
内
侍
な
ど
に
語
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
笑
は

せ
た
ま
ひ
け
り
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
〓
三
段
）

こ
の
章
段
は
、
清
少
納
言
の
も
と
に
通
う
男
性
を
め
ぐ
る
噂
に
つ
い

て
語
る
章
段
で
あ
る
。
定
子
と
清
少
納
言
の
連
歌
が
、
『
拾
遺
和
歌
集
』

に
見
え
る
藤
原
義
孝
の
歌

「
あ
や
し
く
も
我
が
濡
れ
衣
を
着
た
る
か
な

三
笠
の
山
を
人
に
借
ら
れ
て
」
（巻

一
八

・
雑
賀

。
一
一
九

一
）
を
念
頭

に
置
い
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

定
子
の
も
と
か
ら
、
大
傘
を
さ
し
た
手
だ
け
の
人
物
を
描
く
絵
と
と

も
に

「山
の
端
明
け
し
朝
よ
り
」
と
い
う
歌
の
上
句
が
届
け
ら
れ
る
が
、

初
句
は
な
か

っ
た
。
噂
の
虚
偽
を
証
す
定
子
に
、
清
少
納
言
は
、
別
の

紙
に
雨
を
た
く
さ
ん
降
ら
せ
て
、
そ
の
絵
の
下
に

「
な
ら
ぬ
名
の
立
ち

に
け
る
か
な
」
と
書
き
、
「
さ
て
や
、
濡
れ
衣
に
な
り
は
べ
ら
む
」
と

返
し
て
い
る
。

絵
と
文
字
を
併
用
し
て
き
た
定
子
の
趣
向
を
清
少
納
言
は
、
「
な
は
、

は
か
な
き
事
に
て
も
、
た
だ
め
で
た
く
の
み
お
ぼ
え
さ
せ
た
ま
ふ
に
」

と
記
す
。
「
は
か
な
き
事
」
に
も
鋭
敏
に
反
応
し
、
感
嘆
す
る
定
子
を

讃
美
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
よ
う
な
定
子
に
は

「
は
づ
か
し
く
、
心
づ

き
な
き
事
」
は
絶
対
に
見
せ
た
く
な
い
と
思
い
、
「苦
し
け
れ
ど
、
を

か
し
く
て
」
と
苦
慮
す
る
清
少
納
言
の
思
惟
が
語
ら
れ
て
い
る
。
定
子

と
の
信
頼
関
係
を
連
歌
の
贈
答
に
よ

っ
て
確
認
す
る
と
い
う
方
法
が
、

一
つ
の
達
成
を
遂
げ
た
か
に
見
え
る
こ
の
章
段
は
、
先
の

一
七
七
段
や

三
二
八
段
の
和
歌
の
あ
り
方
と
は
明
ら
か
に
異
な

っ
て
い
る
。



四

三
巻
本

『枕
草
子
』
の
三
二
三
段
、
三
二
四
段
、
三
二
五
段
は
定
子

の
和
歌
を
記
す
章
段
で
あ
る
。
ま
ず
、
二
二
三
段
に
お
け
る
和
歌
の
機

能
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
五
日
の
菖
蒲
の
輿
な
ど
も
て

ま
ゐ
ら
せ
な
ど
す
。
若
き
人
々
、
御
匝
殿
な
ど
薬
玉
し
て
、
姫
宮
、

若
宮
に
つ
け
て
た
て
ま

つ
ら
せ
た
ま
ふ
。
い
と
を
か
し
き
薬
玉
ど

も
ほ
か
よ
り
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
、
青
ざ
し
と
い
ふ
物
を
、
持
て
来

た
る
を
、
青
き
薄
様
を
、
艶
な
る
硯
の
蓋
に
敷
き
て
、
「
こ
れ
籠

越
し
に
候
ふ
」
と
て
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ば
、

み
な
人
の
花
や
蝶
や
と
い
そ
ぐ
日
も
わ
が
心
を
ば
君
ぞ
知
り

け
る

こ
の
紙
の
端
を
引
き
破
ら
せ
た
ま
ひ
て
書
か
せ
た
ま
へ
る
、
い
と

め
で
た
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
〓
一三
段
）

三
二
三
段
の
史
実
年
時
は
長
保
二
年
五
月
、
懐
妊
中
の
定
子
が
、
平

生
昌
邸
に
滞
在
し
て
い
た
頃
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
年
の
二
月

二
十
五
日
に
は
、
道
長
の
長
女
彰
子
が
中
宮
と
な
り
、
定
子
は
皇
后
と

称
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
。
『権
記
』
に
よ
れ
ば
、
五
月
五
日
の

節
句
に
際
し
て
、
彰
子
方
に
は
天
皇
の
渡
御
が
あ

っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、

そ
の
折
り
の
華
や
か
な
様
子
は

『
栄
花
物
語
』
巻
六
に
描
か
れ
て
い
る
。

史
実
か
ら
見
れ
ば
、
定
子
最
晩
年
の
悲
境
を
背
景
と
す
る
章
段
で
も
あ

Ｚり
。

日
記
的
章
段
と
い
う
名
称
で
類
別
さ
れ
る
章
段
群
の
中
で
、
中
関
白

道
隆
の
生
前
の
年
時

（長
徳
元
年
四
月
以
一し

を
史
実
年
時
と
す
る
章
段

群
を
前
期
章
段
、
そ
れ
以
降

（中
関
白
家
没
落
後
）
の
年
時
を
扱
か

っ

た
も
の
を
後
期
章
段
と
類
別
し
た
時
、
章
段
の
背
景
を
な
す
年
時
と
、

章
段
に
内
在
す
る
叙
述
の
方
向
性
と
の
間
に
は
、
あ
る
相
関
関
係
が
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
前
期
章
段
が
、
盛
儀
の
様
や

主
家
の
人
々
の
卓
越
性
な
ど
に
素
材
を
限
定
し
、
そ
こ
に
内
在
す
る

「
め
で
た
さ
」
や

「
を
か
し
さ
」
を
場
面
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
、

叙
述
の
方
向
性
を
形
成
し
て
い
く
の
に
対
し
て
、
そ
の
よ
う
な
素
材
が

失
わ
れ
て
ゆ
く
中
で
、
そ
れ
ま
で
選
び
取
ら
れ
な
か

っ
た
素
材
を
開
拓

じ
、
新
し
い
方
向
性
を
模
索
し
て
ゆ
く
の
が
、
後
期
章
段
の
あ
り
方
で

あ

っ
た
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
三
二
三
段
で
は
、
「
め
で
た
し
」
と
い
う
評
語
に
も
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
岸
上
慎
二
氏
に
よ
れ
ば
、
前
期
章
段
に
お
い
て
、
定

子
を
讃
美
す
る
評
語
と
し
て
は
、
容
姿
、
衣
装
、
仰
せ
、
心
ば
え
な
ど

全
般
に
わ
た

っ
て
、
「
め
で
た
し
」
が
用
い
ら
れ
、
笑
い
や
機
知
的
な

言
動
に
付
随
し
て
は

「
を
か
し
」
が
用
い
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
と
言
う
。

史
実
か
ら
見
れ
ば
、
定
子
晩
年
の
悲
境
を
背
景
と
す
る
こ
の
章
段
が
、

末
尾
の

「
め
で
た
し
」
に
向
け
て
、
ど
の
よ
う
な
叙
述
を
展
開
す
る
こ

と
を
意
図
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
二
三
段
に
見
ら
れ
る
、
「青
ざ
し
」
と
い
う
青
麦
の
粉
で
製
し
た

菓
子
は
、
定
子
に
対
す
る
公
的
な
献
上
品
で
は
な
く
、
「持
て
来
た
る
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
誰
か
が
清
少
納
言
に
私
的
に
贈

っ
た
も
の
で
あ
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り
、
そ
れ
を
改
め
て
定
子
に
奉

っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
「
こ
れ
籠

越
し
に
候
ふ
」
の

「
ま
せ
ご
し
」
と
は
、
「
ま
せ
ご
し
に
麦
は
む
駒
の

は
る
ば
る
に
及
ば
ぬ
恋
も
我
は
す
る
か
な
」
（古
今
和
歌
六
帖

。
一
四
二

七
）
の
第

一
句
か
ら
の
転
用
で
あ
る
。
麦
菓
子
で
あ
る
か
ら

「麦
は

む
」
の
第
二
句
を
き
か
せ
て
、
「
お
召
し
上
が
り
下
さ
い
」
の
意
を
伝

え
、
更
に
第
二
句
以
下
に

「
お
体
を
案
じ
て
お
り
ま
す
」
の
意
を
託
し

て
い
る
。

定
子
の
和
歌
を
め
ぐ

っ
て
は
、
解
釈
が
三
分
し
て
い
る
。
古
注
以
来
、

彰
子
方
の
繁
栄
の
陰
で

一
条
天
皇
と
隔
て
ら
れ
た
定
子
の
心
境
を
述
べ

た
も
の
で
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
歌
の
下
句

「
及
ば
ぬ
恋
も
我
は
す

る
か
な
」
の
心
を
こ
め
た
も
の
と
す
る
解
釈
が

一
般
的
だ
が
、
型
目
ざ

し
」
と
い
う
庶
民
的
で
野
性
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持

つ
品
を
献
上
し
た
清

少
納
言
に
対
し
て
、
そ
の

「趣
向
を
愛
で
た
」
和
歌
と
し
て
、
こ
の
章

段
に
置
か
れ
た
と
見
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

萩
谷
朴
氏
は
、
こ
の
章
段
の
締
め
く
く
り
の
評
語
が

「
い
と
め
で
た

し
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
い
と
あ
は
れ
な
り
」
と
し
な
い
の
は
、

清
少
納
言
の
執
筆
時
の
感
情
が
ま
だ
そ
こ
ま
で
高
ま

っ
て
い
な
い
の
と

同
時
に
、
自
分
の
思
い
も
及
ば
な
か

っ
た
六
帖
の
歌
の
真
意
の
鮮
や
か

な
転
用
に
、
女
人
と
し
て
の
皇
后

へ
の
同
情
よ
り
も
、
作
家
と
し
て
の

皇
后

へ
の
賛
嘆
が
先
に
立

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
、
と
述
べ
て
い
る
。

一
方
、
田
畑
千
恵
子
氏
は
、
「青
ざ
し
」
の
献
上
が
、
常
に
個
性
的

で
新
し
い
美
を
求
め
る
定
子
の
美
意
識
に
か
な

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
こ

と
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
、
「
め
で
た
し
」
は
、
美
を
解
し
、

そ
の
感
動
を
共
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
定
子

へ
の
讃
美
で
あ
る
、
と
い

う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
、
針
本
正
行
氏
は
、
定
子
の
和
歌
は
、
中
宮
定
子
を
悲
劇
の
主

人
公
に
仕
立
て
上
げ
、
定
子
を
理
解
し
、
敬
慕
す
る
清
少
納
言
像
を
構

築
す
る
目
的
で
書
き
付
け
ら
れ
た
、
と
し
て
い
る
。

古
今
六
帖
の
歌
の
真
意
の
鮮
や
か
な
転
用
を
し
て
み
せ
た
定
子

へ
の

賛
嘆
が

「
め
で
た
し
」
で
あ
ろ
う
と
い
う
見
解
や
、
「
め
で
た
し
」
は
、

常
に
個
性
的
で
新
し
い
美
を
求
め
、
そ
の
感
動
を
共
有
す
る
こ
と
の
で

き
る
定
子

へ
の
讃
美
で
あ
る
と
い
う
解
釈
、
ま
た
、
定
子
と
清
少
納
言

の
二
人
の
行
動
を
讃
美
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
解
、
そ
の
い
ず
れ

も
、
こ
の
章
段
の
読
み
の
可
能
性
を
提
示
す
る
も
の
と
言
え
る
。
確
か

に
、
清
少
納
言
が
、
定
子
の
没
落
を
目
の
当
た
り
に
し
て
い
る
以
上
、

書
か
れ
た
も
の
の
基
底
に
虚
構
の
意
識
が
根
強
く
潜
ん
で
い
る
こ
と
も

認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

清
少
納
言
は
、
こ
の
章
段
に
お
い
て
、
姫
宮
、
若
宮
の
お
召
し
物
に

薬
玉
を

つ
け
る
と
い
う
情
景
を
簡
略
に
記
し
て
い
る
。
姫
宮
は
脩
子
内

親
王
、
若
宮
は
敦
康
親
王
だ
が
、
『
枕
草
子
』
に
お
い
て
、
皇
子
、
皇

女
が
と
も
に
語
ら
れ
る
の
は
こ
の
章
段
だ
け
と
な

っ
て
お
り
、
清
少
納

言
が
、
今
上
帝
の
第

一
皇
子
、
皇
女
と
と
も
に
あ
る
、
誇
り
高
い
定
子

像
を
描
こ
う
と
し
た
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
、
例
え
ど
の
よ
う
な
定
子
像
で
あ
れ
、
定
子
と
の
信
頼
関
係

を
語
れ
る
こ
と
が
、
清
少
納
言
に
と

っ
て

「
め
で
た
し
」
で
あ

っ
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
わ
が
心
を
ば
君
ぞ
知
り
け
る
」
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と
い
う
定
子
の
和
歌
は
、
清
少
納
言
に
対
す
る
定
子
の
絶
対
的
な
信
頼

を
語
る
た
め
に
機
能
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

五御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
、
日
向

へ
く
だ
る
に
、
給
は
す
る
一扇
ど

も
の
中
に
、
片

つ
方
は
、
日
い
と
う
ら
ら
か
に
さ
し
た
る
、
田
舎

の
館
な
ど
お
ほ
く
し
て
、
い
ま
片

つ
方
は
、
京
の
さ
る
べ
き
所
に

て
、
雨
い
み
じ
う
降
り
た
る
に
、

あ
か
ね
さ
す
日
に
向
か
ひ
て
も
思
ひ
出
よ
都
は
晴
れ
ぬ
な
が

め
す
ら
む
と

御
手
に
て
書
か
せ
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
。
さ
る
君

を
見
お
き
た
て
ま

つ
り
て
こ
そ
、
え
行
く
ま
じ
け
れ
。
（二
二
四
段
）

二
二
四
段
の
史
実
年
時
に
つ
い
て
は
、
萩
谷
朴
氏
に
よ
る

「長
保
二

年
、
三
条
宮
に
お
い
て
の
出
来
事
」
と
の
指
摘
が
あ
る
。
定
子
の
和
歌

に
つ
い
て
、
清
少
納
一百
は

「
い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
」
と
規
定
し
て
い

る
。
「
あ
か
ね
さ
す
」
の
和
歌
を
、
清
少
納
言
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で

手
に
入
れ
た
の
か
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
和
歌
を
贈
ら
れ
た
御
乳
母
の

大
輔
の
命
婦
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
返
歌
が
あ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
な

か

っ
た
の
か
に
つ
い
て
も
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
和
歌

の
贈
答
を
し
た
で
あ
ろ
う
当
事
者
同
士
の
や
り
と
り
に
言
及
す
る
こ
と

な
く
、
和
歌
を
贈

っ
た

一
方
の
様
子
の
み
を
記
す
こ
と
に
終
始
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
こ
の
章
段
に
お
け
る
定
子
の
和
歌
は
、
「
さ
る
君
を
見

お
き
た
て
ま
つ
り
て
こ
そ
、
え
行
く
ま
じ
け
れ
」
と
い
う
清
少
納
言
の

決
意
を
語
る
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

清
水
に
籠
り
た
り
し
に
、
わ
ざ
と
御
使
し
て
給
は
せ
た
り
し
に
、

唐
の
紙
の
赤
み
た
る
に
、
さ
う
に
て
、

「山
近
き
入
相
の
鐘
の
声
ご
と
に
恋
ふ
る
心
の
か
ず
は
知
る

ら
む

も
の
を
、
こ
よ
な
の
長
居
や
」
と
ぞ
書
か
せ
給

へ
る
。

紙
な
ど
の
な
め
げ
に
な
ら
ぬ
も
取
り
忘
れ
た
る
旅
に
て
、
紫
な

る
蓮
の
花
び
ら
に
描
き
て
ま
ゐ
ら
す
。　
　
　
　
　
　
公
一一
一五
段
）

こ
の
章
段
の
史
実
年
時
は
不
明
で
あ
る
が
、
定
子
の
和
歌
を
語
る
章

段
で
あ
る
こ
と
、
定
子
か
ら
贈
ら
れ
た
和
歌
に
対
す
る
返
歌
が
記
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
は
、
先
の
二
二
四
段
と
同
様
で
あ
る
。
清
水
寺
に
参
籠

し
て
い
た
清
少
納
言
の
も
と
に
、
定
子
か
ら
和
歌
が
届
け
ら
れ
る
が
、

そ
の
定
子
の
和
歌
に
対
し
て
、
清
少
納
言
は

「紫
な
る
蓮
の
花
び
ら
に

書
き
て
ま
ゐ
ら
す
」
と
記
す
も
の
の
、
返
歌
し
た
は
ず
の
和
歌
を
書
き

と
ど
め
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。

定
子
は
清
水
寺
参
籠
中
の
清
少
納
言
の
不
在
を

「
こ
よ
な
の
長
居

や
」
と
述
べ
て
お
り
、
清
少
納
言
は

「山
近
き
」
の
和
歌
に
よ
っ
て
、

定
子
か
ら
必
要
と
さ
れ
て
い
る
自
分
を
再
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
定
子
の
和
歌
が
、
清
少
納
言
と
の
信
頼
関
係
を
語
る

も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
は
先
の
二
二
三
段
と

同
様
で
あ
る
。
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結
　
び

清
少
納
言
が
自
ら
の
和
歌

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
語
る
九
五
段
に
は
、

次
の
よ
う
な
定
子
と
の
や
り
取
り
が
見
え
る
。

な
れ
ど
、
歌
よ
む
と
言
は
れ
し
末
々
は
、
す
こ
し
人
よ
り
ま
さ
り

て
、
『
そ
の
を
り
の
歌
は
、
こ
れ
こ
そ
あ
り
け
れ
、
さ
は
言

へ
ど
、

そ
れ
が
子
な
れ
ば
』
な
ど
言
は
れ
ば
こ
そ
、
か
ひ
あ
る
心
地
も
し

は
べ
ら
め
。

つ
ゆ
と
り
わ
き
た
る
方
も
な
く
て
、
さ
す
が
に
歌
が

ま
し
う
、
わ
れ
は
と
思

へ
る
さ
ま
に
、
最
初
に
よ
み
出
で
は
べ
ら

む
、
亡
き
人
の
た
め
に
も
い
と
ほ
し
う
は
べ
る
」
と
ま
め
や
か
に

啓
す
れ
ば
、
笑
は
せ
た
ま
ひ
て
、
「
さ
ら
ば
、
た
だ
心
に
ま
か
せ
。

わ
れ
ら
は
よ
め
と
も
言
は
じ
」
と
の
た
ま
は
す
れ
ば
、
「
い
と
心

や
す
く
な
り
は
べ
り
ぬ
。
今
は
歌
の
こ
と
思
ひ
か
け
じ
」

（九
五
段
）

こ
れ
に
続
き
、
九
五
段
は
、
庚
申
の
夜
が
更
け
る
頃
、
題
を
出
し
て

女
房
た
ち
に
歌
を
詠
ま
せ
る
場
面
を
語
り
、
そ
の
中
に
あ

っ
て
も
和
歌

を
詠
ま
な
い
清
少
納
言
自
身
を
描
写
し
て
い
る
。
し
か
し
、
定
子
か
ら

突
然

「
い
さ
さ
か
な
る
御
文
」
と
し
て
、
「
元
輔
が
後
と
言
は
る
る
君

し
も
や
今
宵
の
歌
に
は
づ
れ
て
は
を
る
」
と
い
う
和
歌
を
示
さ
れ
る
と
、

清
少
納
一言
は

「
を
か
し
き
事
ぞ
た
ぐ
ひ
な
き
や
」
と
感
じ
、
即
座
に

「
そ
の
人
の
後
と
い
は
れ
ぬ
身
な
り
せ
ば
今
宵
の
歌
を
ま
づ
ぞ
よ
ま
ま

し
」
と
応
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
章
段
の
史
実
年
時
は
、
長
徳
四
年
五
月
と
す
る
の
が

一
般
的
で

あ
る
が
、
こ
こ
に
は
、
和
歌
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
達
成
が

語
ら
れ
て
い
る
。
詠
歌
御
免
の
約
束
を
取
り
付
け
た
そ
の
後
に
、
定
子

か
ら
歌
を
詠
み
か
け
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
清
少
納
言
は
返
歌

す
る
こ
と
を
少
し
も
た
め
ら

っ
て
い
な
い
。
和
歌
を
詠
む
こ
と
を
強
要

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
い
う
安
心
感
が
逆
に
和
歌
を
詠
む
こ
と
か
ら

彼
女
を
自
由
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
和
歌

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
理
解
し

て
く
れ
た
定
子
と
の
信
頼
関
係
が
、
真
に
心
の
交
流
を
示
す
よ
う
な
和

歌
の
贈
答
を
可
能
に
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
面
に
お
け
る
和

歌
は
、
互
い
の
心
を
確
認
し
あ

っ
た
証
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ

Ｚつ
。と

こ
ろ
で
、
三
巻
本

『枕
草
子
』
に
は
、
次
の
よ
う
な
章
段
が
見
え

Ｚ
つ
。

職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
八
月
十
余
日
の
月
の
あ
か
き
夜
、
右

近
内
侍
に
琵
琶
ひ
か
せ
て
、
端
近
く
お
は
し
ま
す
。
こ
れ
か
れ
物

言
ひ
、
笑
ひ
な
ど
す
る
に
、
廂
の
柱
に
寄
り
か
か
り
て
物
も
言
は

で
候

へ
ば
、
「
な
ど
、
か
う
音
も
せ
ぬ
。
物
言

へ
。
さ
う
ざ
う
し

き
に
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
「
た
だ
秋
の
月
の
心
を
見
は
べ
る
な

り
」
と
申
せ
ば
、
「
さ
も
言
ひ
つ
べ
し
」
と
仰
せ
ら
る
。
（九
六
段
）

こ
の
章
段
も
先
の
九
五
段
と
同
様
に
、
定
子
と
清
少
納
言
の
心
の
交

流
を
語

っ
て
い
る
。
「
な
ど
、
か
う
音
も
せ
ぬ
。
物
言

へ
。
さ
う
ざ
う

し
き
に
」
と
言
う
定
子
に
対
し
て
、
清
少
納
言
は

「
た
だ
、
秋
の
月
の

心
を
見
は
べ
る
な
り
」
と
答
え
、
「
秋
の
月
の
心
」
を
具
体
的
に
は
語

ろ
う
と
ぜ
ず
、
定
子
も
ま
た

「
さ
も
言
ひ
つ
べ
し
」
と
応
じ
て
い
る
。
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こ
れ
は
、
ま
さ
に
言
葉
を
越
え
た

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
成
立
を
示

す
も
の
で
あ
ろ
う
。
言
葉

に
し
な
く
て
も
、
同
じ
情
趣
を
分
か
ち
合
え

る
定
子
と
の
関
係
を
、
和
歌
や
漢
詩
を
直
接
的

に
介
在
さ
せ
る
こ
と
な

く
語

っ
て
見
せ
た
の
が
、
九
六
段

で
あ

っ
た
。

定
子
と
清
少
納
言

の
交
流
を
中
心
に
三
巻
本

『
枕
草
子
』

の
和
歌
に

つ
い
て
考
え
て
き
た
。
清
少
納
言
に
と

っ
て
和
歌
は
、
定
子
と
の
信
頼

関
係
を
計
る
指
標

の

一
つ
で
あ

っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
初
宮

仕
え
の
頃
、
定
子
と
の
心
的
距
離
を
感
じ
た
清
少
納
言
も
、
自
ら
の
和

歌

コ
ン
プ

レ

ッ
ク

ス
を
定
子

に
告
白
し
、
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
に

な

っ
た
時
、
和
歌
は
必
ず
し
も
定
子
と
の
信
頼
関
係
を

「
言
挙
げ
」
す

る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
な
く
な

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

注（１
）
中
周
子
氏
に
も
同
類
の
指
摘
が
あ
る
。
コ
一巻
本

『枕
草
子
』
に
お
け
る

和
歌
」
∩
文
化
研
究
」
３

樟
蔭
女
子
短
期
大
学

平
成
元
年
六
月
）

（２
）橋
本
不
美
男

『王
朝
和
歌
史
の
研
究
』
（笠
間
書
院
　
昭
和
四
七
年
）

（３
）上
野
理

「清
少
納
言
と
和
歌
文
学
」
翁
枕
草
子
講
座
』

一
巻
　
有
精
堂

昭
和
五
〇
年
）、
大
洋
和
俊

「枕
草
子
の
方
法
―
和
歌
か
ら
の
逸
脱
―
」

翁
国
学
院
雑
誌
」
昭
和
六

一
年
八
月
）、
藤
本
宗
利

「『枕
草
子
』

類
衆
的

章
段
の
特
質
―

「木
の
花
は
」
の
方
法
に
即
し
て
―
」
∩
国
語
と
国
文
学
」

昭
和
六
四
年

一
月
）

（４
）大
洋
和
俊

「清
少
納
言
と
和
歌
―
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
位
相
―
」
今
日

本
文
学
」
昭
和
六
三
年
五
月
）

（５
）
『枕
草
子
』
の
引
用
は
、
三
巻
本
系
統
第

一
類
本
の
陽
明
文
庫
蔵
本
を
底

本
と
す
る
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『枕
草
子
』
（小
学
館
）
に
よ
り
、

章
段
番
号
も
同
書
に
よ
る
。

（６
）
清
少
納
言
の
初
宮
仕
え
の
年
時
に
つ
い
て
は
、
正
暦
二
年

（九
九

一
）、

三
年
、
四
年
に
わ
た
っ
て
諸
説
あ
る
。
正
暦
五
年
二
月
の
こ
と
を
記
す
章
段

（二
六
〇
段
）
に
、
新
参
女
房
と
し
て
の
清
少
納
言
自
身
が
語
ら
れ
る
こ
と

な
ど
か
ら
、
初
宮
仕
え
は
、
正
暦
四
年
の
冬
と
す
る
定
説
に
従
う
。
た
だ
し
、

「浅
緑
」
の
薄
様
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
正
暦
四
年
の
早
春

説
も
あ
る
。

（７
）大
洋
和
俊

「枕
草
子
の
深
層
―
日
記
的
章
段
を
め
ぐ
っ
て
―
」
翁
日
本
文

学
」
平
成
二
年

一
二
月
）

（８
）小
森
潔

『枕
草
子
　
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
（笠
間
書
院
　
平
成

一
〇
年
）

（９
）松
田
喜
好
氏
は
、
『枕
草
子
大
事
典
』
（勉
誠
出
版
　
平
成

一
三
年
）
の
中

で
、
清
少
納
言
の

「薄
さ
濃
さ
」
の
和
歌
を

「歌
に
は
そ
れ
な
り
の
技
巧
を

凝
ら
し
て
あ
り
、
答
歌
と
し
て
は
満
足
な
出
来
栄
え
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
指

摘
し
て
い
る
。
三
田
村
雅
子
氏
は
、
『枕
草
子
　
表
現
の
論
理
』
（有
精
堂
出

版
　
平
成
七
年
）
の
中
で
、
企
み
や
引

っ
掛
け
や
嘘
や
誇
張
に
満
ち
た
ソ
ラ

ゴ
ト
の

「宮
仕
え
生
活
」
を
見
事
に
泳
ぎ
切
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
コ
ト

バ
を
切
り
返
し
、
も
ど
き
、
ず
ら
す
ソ
ラ
ゴ
ト
の
能
力
を
つ
け
る
こ
と
が
何

よ
り
必
要
で
あ
る
こ
と
を
、
清
少
納
言
は
偽
り
の

「
く
し
ゃ
み
」
事
件
か
ら

学
ん
だ
と
す
る
。

（１０
Ｖ
」
の
歌
は
、
『千
載
和
歌
集
』
巻

一
六

・
雑
上

（九
九
六
）
に
も
皇
后
宮

定
子
の
和
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
詞
書
き
に
は
、
ヨ

条
院
御
時
、

皇
后
宮
に
清
少
納
言
初
め
て
侍
り
け
る
こ
ろ
、
二
月
ば
か
り
二
三
日
ま
か
り

い
で
て
侍
り
け
る
に
、
か
の
宮
よ
り
つ
か
は
さ
れ
て
侍
り
け
る
」
と
あ
る
。

よ
っ
て
、
『枕
草
子
』
二
八
二
段
は
、
清
少
納
言
が
初
宮
仕
え
を
し
た
正
暦

四
年
の
二
月
頃
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。



（
１１
）
と
こ
ろ
で
、
三
巻
本
系
統
の
本
文
は
、
「
ま
こ
と
に
さ
る
こ
と
な
り
」
で

あ
る
の
に
対
し
、
能
因
本
系
統
の
本
文
に
は
、
「
ま
こ
と
に
さ
る
こ
と
も
」

と
あ
る
。

（‐２
）史
実
年
時
に
つ
い
て
は
二
説
あ
る
。
こ
の
章
段
の
最
後
に
登
場
す
る
右
近

内
侍
が
他
の
章
段
で

『枕
草
子
』
の
記
事
年
時
の
比
較
的
後
年
に
登
場
す
る

こ
と
か
ら
、
岸
上
慎
二
氏
は
、
こ
れ
も
後
年
と
見
る
。
『清
少
納
言
伝
記
致
』

（増
補
改
訂
版
　
新
生
社
　
昭
和
四
二
年
）、
清
少
納
言
の
新
参
意
識
の
抜
け

切
ら
ぬ
正
暦
五
年
の
夏
か
ら
秋
と
す
る
の
は
、
萩
谷
朴
氏
、
『枕
草
子
解
環
』

（同
朋
社
出
版
　
昭
和
五
七
年
）
で
あ
る
。
定
子
と
清
少
納
言
の
信
頼
関
係

に
基
づ
く
連
歌
の
や
り
取
り
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
稿
者
は
岸
上
説

を
支
持
す
る
。

（‐３
）
「
三
巻
本
」
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
章
段
を

「能
因
本
」
の
章
段
と
対
照
し

て
み
る
と
次
の
ご
と
く
と
な
る
。
な
お
、
「能
因
本
」
は
、
『枕
冊
子
全
注

釈
』
田
中
重
太
郎

（角
川
書
店
　
昭
和
五
八
年
二
月
）
の
章
段
番
号
に
よ
る
。

「
三
巻
本
」
三
二
三
段
↓

「能
因
本
」
二

一
六
段

「
三
巻
本
」
三
二
四
段
↓

「能
因
本
」
に
ナ
シ

「
三
巻
本
」
二
二
五
段
↓

「能
因
本
」
二
八

一
段

（‐４
）
岸
上
慎
二

『枕
草
子
研
究

（続
Ｌ

（笠
間
書
院
　
昭
和
五
八
年
）

（‐５
）萩
谷
朴

「悲
哀
の
文
学
」
∩
国
語
国
文
」
昭
和
四
〇
年

一
〇
月
）

（‐６
）
田
畑
千
恵
子

「定
子
晩
年
章
段
の
語
り
と
表
現
」
翁
国
文
学
」
平
成
八
年

一
月
）

（‐７
）針
本
正
行

『王
朝
女
流
文
学
の
研
究
』
（桜
楓
社
　
平
成
四
年
）

（‐８
）萩
谷
朴

『枕
草
子
解
釈
の
諸
問
題
』
（新
典
社
　
平
成
二
年
）

（‐９
）
田
中
新

一
氏
は
、
道
隆
没
後
の
長
徳
元
年
に
も
短
期
間
で
は
あ
る
が
、
定

子
の
職
在
住
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
間
の
こ
と
と
み
な
し
得
る
と

す
る
。
「枕
草
子

『
五
月
の
御
精
進
』
の
段
の
年
次
考
証
」
翁
国
語
国
文
学

報
」
昭
和
五
二
年
二
月
）

（２０
Ｙ
」
の
場
面
に
つ
い
て
、
稿
者
は
以
前

「清
少
納
言
と
和
歌
―
そ
の
詠
作
意

識
を
め
ぐ
っ
て
―
」
「
日
本
文
芸
思
潮
史
論
叢
』
ぺ
り
か
ん
社
　
平
成

一
三

年
）
の
中
で
、
清
少
納
言
の
詠
作
意
識
の
根
底
に
は
、
「今
こ
の
瞬
間
に
お

い
て
、
同
じ
時
と
場
を
誰
か
と
共
有
し
て
い
る
と
い
う
意
識
」
が
大
き
く
左

右
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（２‐
）
「
三
巻
本
」
九
六
段
↓

「能
因
本
」
に
ナ
シ

（２２
）
「秋
の
月
の
心
」
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
和
歌
が
あ
る
。

い
っ
と
て
も
月
見
ぬ
秋
は
な
き
も
の
を
わ
き
て
今
夜
の
め
づ
ら
し
き

か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
（後
撰
集

・
秋
中

・
三
二
五

・
藤
原
雅
正
）

月
影
は
お
な
じ
ひ
か
り
の
秋
の
夜
を
わ
き
て
見
ゆ
る
は
心
な
り
け
り

（後
撰
集

。
秋
中

。
三
二
六

。
よ
み
人
し
ら
ず
）

ま
た
、
『白
氏
文
集
』
巻
十
二

「琵
琶
行
」
の

一
節
に
典
拠
を
求
め
る
見
解

も
あ
る
。曲

終
収
撥
当
心
画
　
　
四
弦

一
声
如
裂
吊

東
船
西
肪
愴
無
言
　
　
唯
見
江
心
秋
月
白

（２３
）小
森
潔
氏
は
、
『枕
草
子
　
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
（笠
間
書
院
　
平
成

一
〇

年
）
の
中
で
、
本
章
段
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

こ
の
場
面
か
ら
は
女
性
が
月
を
見
る
こ
と
に
つ
い
て
の
違
和
感
が
残

る
。
『竹
取
物
語
』
や

『源
氏
物
語
』
の
例
、
ま
た
民
俗
学
的
考
察

等
か
ら
、
女
性
が
月
を
見
る
こ
と
は
忌
む
べ
き
行
為
で
あ
っ
た
こ
と

が
窺
え
る
。
と
す
れ
ば
、
女
房
と
し
て
は
定
子
を
中
に
誘
う
べ
き
な

の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
両
者
の
逸
脱
行
為
と
、
や

は
り

『白
氏
文
集
』
「琵
琶
行
」
を
引
用
し
た

「
た
だ
秋
の
月
の
心

を
見
は
べ
る
な
り
」
と
い
う
清
少
納
言
の
発
言
が
重
ね
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

（
さ
と
う

。
ま
さ
よ
　
山
陽
学
園
大
学
助
教
授
）
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