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一　

吉
田
幸

一
教
授

の
名
義
説

私
は
か
つ
て

「栄
花
物
語
所
見
の

『枕
草
子
』
と

『枕
ヒ
　
な
る
小
論
を
発

表
し
、
枕
草
子
名
義
に
つ
い
て
の
序
論
を
述
べ
た
。
（昭
和
３５
。３
発
行

「島
田

教
授
古
稀
記
念
国
文
学
論
集
」
所
収
）
こ
れ
に
対
し
吉
田
教
授
は

「枕
草
子
の

名
義
に
つ
い
て
の
再
考
」
を
発
表
さ
れ
、

（昭
和
３５
。
・１
発
行

「平
安
文
学
研

究
」
第
二
十
五
輯
所
載
）
私
見
に
つ
い
て
も
論
及
さ
れ
た
。
氏
の
論
と
私
見
の

相
違
点
を
明
か
に
し
、
簡
単
に
所
見
を
附
加
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
、
吉
田
教
授
は
異
本
栄
花
、
鳥
辺
野
の
巻
の
皇
后
御
歌

「な
き
床
に
枕
と
ま

ら
ば
」
中
の

「枕
」
を
普
通
名
詞

「枕
草
子
」
の
略
語
と
解
さ
れ
、

（御
歌
で

は

「枕
」
が
ま
た

「寝
具
枕
」
に
も
懸
け
て
使
は
れ
る
こ
と
は
勿
論
）
こ
れ
は

氏
の
持
説
で
あ
る
。
そ
し
て
「林
氏
説
と
全
く
同
意
見
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
、

私
も
こ
の
説
を
肯
定
す
る
か
の
如
く
書
い
て
を
ら
れ
る
。

私
は
拙
論
に
お
い
て

日
皇
后
御
歌
中
の

「枕
」
を
寝
具
枕
と
解
し
て
の
立
場
。

（島
田
教
授
記
念

論
文
集
で
９８
頁
）

０
右
の
「枕
」
を
枕
草
子
の
略
称
と
解
す
る
立
場
。

（右
論
文
集
で
０５
∞
頁
）

右
の
二
つ
の
立
場
の
そ
れ
ぞ
れ
を
仮
定
し
て
、
何
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
検
討
し

林

不ロ

比

古

た
。
仮
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
の
支
持
者
と
し
て
解
釈
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
、
か
の
論
文
に
於
て
は
い

。
日
何
れ
を
是
な
り
と
す
る
か
決
定
で
き
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
結
論
で
、

右
は
か
り
に
吉
田
説
の
立
場
に
立

っ
て
、
で
き
る
だ
け
そ
れ
に
有
利
な
見
方

を
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
地
の
文
の

「御
ま
く
ら
」
は
異
本

栄
花
編
者
の
誤
解
に
基
く
と
思
は
れ
る
か
ら
、

「枕
草
子
」
の
用
例
か
ら
除

く
の
が
適
当
と
思
は
れ
る
。
そ
し
て
歌
の

「枕
」
は
用
例
と
な
る
可
能
性
を

も

っ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し

「枕
草
子
」
と
解
す
れ
ば
よ
り
自
然

と
は
思
は
れ
る
が
、

「寝
具
枕
」
を
否
定
す
る
だ
け
の
強
力
な
解
釈
も
出
来

な
か
っ
た
。
従

っ
て
わ
た
く
し
は
「枕
草
子
」
の
例
と
し
て
は
、
ン」
の
「枕
」
を

し
ば
ら
く
参
考
と
し
て
保
留
し
後
考
を
倹
つ
こ
と
に
す
る
。
た
ゞ
異
本
栄
花

の
補
入
文
が
補
入
の
位
置
を
誤

っ
た
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
も
よ
い
で
あ
ら

う
。
（前
掲
書
８
一
頁
）

と
し
た
。
即
ち
何
れ
を
是
と
も
決
定
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
た
ゞ
私
が
日
説

支
持
者
で
あ
る
や
う
な
誤
解
を
吉
田
教
授
に
起
さ
せ
た
の
は
、
私
の
不
文
の
ゆ

ゑ
で
あ
り
、
お
詫
び
す
る
次
第
で
あ
る
。

な
ほ
私
は
そ
の
直
後
、
昭
和
３５
年
４
月
、
次
述
の
や
う
に
、

「旧
枕
故
余
」

枕

草

子

の

名

義

の

論

２
３



以
下
の
例
を
発
見
し
、
皇
后
御
歌
中
の

「枕
」
を
寝
具
枕
と
解
す
る
方
を
択
ぶ

や
う
に
な

っ
た
。
即
ち
異
本
栄
花
の
こ
の

「枕
」
に
つ
い
て
は
い
の
説
を
支
持

す
る
や
う
に
な
っ
た
。
従

っ
て
御
歌
の
「枕
」
を
枕
草
子
の
略
語
と
見
る
国
の
、

吉
田
教
授
の
説
と
は
は
っ
き
り
と
袂
を
分
た
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。
従

っ
て

前
掲
結
論
中
の

「異
本
栄
花
編
者
の
誤
解
云
々
」
の
辞
句
を
も
取
消
し
、
ゃ
は

り
異
本
栄
花
編
者
は
正
解
し
て

「御
枕
に
云
々
」
の
詞
書
を
附
し
た
と
考
へ
る

や
う
に
な
っ
た
。
（其
他
の
部
分
は
変
更
な
し
）

す
な
は
ち
、

田

「
旧
枕
故
余
」
な
る
語
が
あ
る
。

御
丁
の
ま
へ
に
御
す
ゞ
り
な
ど
う
ち
、
ら
し
て
手
な
ら
ひ
す
て
給
へ
る
を

と
り
て
、
め
を
お
し
ヽ
ぼ
り
つ
ゝ
み
給
を
、
わ
か
き
人
々
は
か
な
し
き
中
に

も
ほ
を
ゑ
む
あ
る
べ
し
。
あ
は
れ
な
る
ふ
る
事
ど
も
、
か
ら
の
も
や
ま
と

の
も
か
き
け
が
し
っ
、
、
さ
う
に
も
ま
な
に
も
さ
ま
ム
ヽ
め
づ
ら
し
き
さ

ま
に
か
き
ま
ぜ
給
へ
り
。
か
し
こ
の
御
て
や
と
空
を
あ
ふ
ぎ
て
な
が
め
給
。

よ
そ
人
に
み
た
て
ま
つ
り
な
さ
む
が
お
し
き
な
る
べ
し
。
ふ
る
き
枕
ふ
る

き
会
た
れ
と
と
も
に
か
と
あ
る
所
に

な
き
玉
ぞ
い
と
ゞ
か
な
し
き
ね
し
と
こ
の
あ
く
が
れ
が
た
き
心
な
ら
ひ

に
叉
霜
の
花
し
ろ
し
と
あ
る
所
に

君
な
く
て
ち
り
っ
も
り
ぬ
る
と
こ
な
つ
の
露
う
ち
は
ら
ひ
い
く
夜
ね
ぬ

ら
む

一
日
の
花
な
る
べ
し
、
枯
て
ま
じ
れ
り
。
（源
氏
葵
。
考
異

３．６
１

３．７
頁
）

こ
れ
は
源
氏
が
葵
上
の
臨
終
に
侍
し
、
後
の
営
み
を
も
す
ま
し
、
左
大
臣
邸

を
辞
し
た
後
で
、
左
大
臣
夫
妻
が
源
氏
の
手
習
を
見
て
愁
傷
す
る
場
面
で
あ

る
。
そ
れ
に
は
哀
切
な
古
詩
古
歌
が
書
か
れ
て
あ
り
、
光
源
氏
自
身
の
和
歌

も
ま
じ
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
古
詩
句
の
一
つ
に

「
旧
き
枕
故
き
余
誰

と
と
も
に
か
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
な
ら
べ
て
源
氏
の

「な
き
玉
ぞ
」
の
作
が

書
か
れ
て
ゐ
た
。

「奮
枕
故
会
誰
与
共
」
は
、
長
恨
歌
の
、
当
時
わ
が
国
で

も
行
は
れ
た
句
で
あ
る
こ
と
が
島
津
博
士
に
よ
っ
て
左
の
や
う
に
指
摘
さ
れ

て
飾
鵠
ｒ

晟
多
彩
華
Ｌ
　
翡
範
短
マ

寒
ゥ
ン″詢
塾
馬
え
セ
ン

ｏ
右
の
一
聯
は
新
撰
朗
詠
集

（巻
下
、
雑
恋
）
に
も
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、

そ
れ
に
は

「翡
翠
余
寒
」
が

「奮
枕
故
会
」
と
な
っ
て
ゐ
る
。

ｏ
源
氏
の
葵
巻
に
も

「
…
…
書
き
枕
故
き
余
、
誰
と
共
に
か
」
と
あ
る
所
に

「亡
き
魂
ぞ
い
と
ゞ
悲
し
き
寝
し
床
の
あ
く
が
れ
難
き
心
慣
ら
ひ
に
…
」

と
あ
る
か
ら
、
此
の
方
が
行
は
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

ｏ
本
邦
だ
け
で
な
く
、
明
の
唐
仲
言

（汝
詢
）
の

「唐
詩
解
」

（巻
二
〇
、

歌
行
長
編
下
）
所
収
の
長
恨
歌
に
も
や
は
り

「薔
枕
故
余
―
本
集
作
翡
翠

会
寒
―
誰
与
共
」
と
出
て
ゐ
る
の
を
み
る
に
、
本
邦
渡
来
後
に
改
変
さ
れ

た
と
い
ふ
わ
け
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（島
津
久
基

「対
訳
源
氏
物

語
講
話
、
き
り
つ
ば
」
９４
１
９５
頁
）

葵
の
巻
の
記
事
に
よ
っ
て
仇
個
の
一
方
が
亡
く
な
っ
た
場
合
、
他
方
が
寝
具

枕
に
託
し
て
哀
切
の
情
を
述
べ
る
こ
と
が
、
長
恨
歌
な
ど
の
影
響
に
よ
っ
て

か
、
平
安
朝
貴
族
文
人
の
間
に
慣
行
さ
れ
て
ゐ
た
と
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
子
皇
后
の

「
な
き
床
に
」
の
御
歌
も
そ
の
一
例
と
考
へ
る
方
が
穏
当
の
や

う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
は
亡
き
人
を
偲
ぶ
の
で
な
く
、
死
に
ゆ
く
人
が
こ
の

世
の
様
子
を
想
像
す
る
の
で
あ
っ
て
、
葵
と
は
反
対
で
あ
る
が
、
仇
麗
の
一

方
が
他
方
を
寝
具
枕
を
媒
介
と
し
て
偲
ぶ
と
い
ふ
点
で
類
似
す
る
と
い
ひ
得

スυ
。

０
後
の
も
の
で
あ
る
が
次
の
や
う
な
例
も
あ
る
。



床
は
海
枕
は
山
と
な
り
ぬ
べ
し
涙
も
塵
も
つ
も
る
怨
み
に

（続
後
拾
遺

集
、
恋
四
、
従
二
位
家
隆
）

男
女
の
逢
ふ
瀬
の
絶
え
た
歎
き
を

「寝
具
枕
に
塵
が
つ
も
り
、
床
に
涙
が

海
と
た
ま
る
」
と
い
ふ
形
容
に
よ
っ
て
表
は
し
て
ゐ
る
。

田

。
②
や

「島
田
教
授
記
念
論
文
集
」
で
あ
げ
た
和
泉
式
部
の
和
歌
な
ど

か
ら
み
て
、
寝
具
枕
が
男
女
別
離
の
情
を
表
現
す
る
手
段
に
使
は
れ
た
と

考
へ
ら
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
一
般
の
枕
草
子
に
別
離
の
情
を
記
し
た
と

い
ふ
例
が
一
つ
も
表
は
れ
な
い
。
従

っ
て
定
子
皇
后
の

「な
き
床
に
」
の

御
歌
も
寝
具
枕
に
書
か
れ
た
と
す
る
方
が
自
然
と
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
歌

意
は
私
が
０
で
推
定
し
た
や
う
に

わ
が
亡
き
あ
と
床
に
寝
具
枕
が
残

っ
て
ゐ
る
な
ら
、
そ
の
枕
の
塵
を
は

ら

っ
て
私
を
偲
ん
で
下
さ
れ
。

と
暗
に
一
条
天
皇
に
対
し
て
皇
后
が
慕
情
を
遺
さ
れ
た
も
の
と
な
る
の
で

あ
る
。

か
く
て
こ
の

「枕
」
は
寝
具
枕
で
あ
り
、

「御
歌
を
寝
具
枕
に
書
き
つ
け

た
」
と
す
る
続
古
今
集
編
者
の
詞
書
も
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
結
論

に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

た
ゞ
そ
の
和
歌
を
書
き
つ
け
た
寝
具
枕
に
な
ほ
し
ば
ら
く
皇
后
が
御
髪
を

の
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
点
に
前
述
の
や
う
に
不
自
然
の
感
が
残

る
の
で
あ

る
。
し
か
し
こ
の
点
も
、
枕
の
包
み
紙
の
端
に
和
歌
を
書
か
れ
た
と
か
、

包
み
紙
を
新
し
い
も
の
と
取
り
か
へ
て
御
寝
に
な
る
と
解
す
れ
ば
よ
か
ら

う
。
そ
れ
に
し
て
も
異
本
栄
花
の
編
者
が
、

「な
き
床
に
」
の
歌
を
異
本

の
中
へ
挿
入
す
る
場
合
、
前
論
文
で
述
べ
た
や
う
に
文
段
末
部
に
挿
入
す

れ
ば
、
全
体
の
文
意
を
損
ふ
こ
と
が
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
。

か
く
て
異
本
栄
花
の
皇
后
御
歌
の

「枕
」
が
、
枕
草
子
の
略
称
と
は
で

き
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら

「枕
」
は
、　
一
般
に
枕
草
子
の

略
称
に
使
は
れ
な
か
っ
た
と
は
言
へ
な
い
の
で
あ
る
。
な
ほ
私
は
、当
時
、

た
ゞ

「枕
」
と
い
へ
ば
寝
具
枕
を
指
す
が
、
場
面
が
許
せ
ば
、
即
ち
草
子

・
書
物
等
の
こ
と
が
言
及
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
、

「枕
」
は
枕
草
子
の
略
称

に
使
用
さ
れ
た
と
推
測
し
て
ゐ
る
者
で
、
こ
れ
は
他
の
方
面
か
ら
論
証
し

よ
う
と
思

っ
て
ゐ
る
。
（別
稿
）

二
、
吉
田
教
授
の
枕
草
子
名
義
説
は
次
の
や
う
で
あ
る
。

「秘
蔵
の
草
子
。
命

か
ら
二
番
目
の
大
切
な
草
子
く
ら
ゐ
の
意
味
」
（前
掲
論
文
３０
頁
）

そ
の
理
由
は
釈
名
の
釈
抹
帳
に

「枕
、
検
也
。
所
二以
検
●項
也
」

と
あ
り
、
ま
た
釈
名
の
釈
書
契
に

「検
、
禁
也
。
禁
二閉
諸
物
「使
レ
不
レ得
二開
露
一也
」

と
あ
る
こ
と
か
ら
、

「枕
」
が

「検
」
か
ら

「禁
」
に
転
義
し
て
秘
密
の
義
と
も
な
り
、
秘
蔵

の
意
に
も
な
る
と
考
へ
た
い
の
で
あ
る
。
（前
掲
論
文
、
∞
頁
）

吉
田
氏
は
中
国
語
に
お
い
て

枕
↓
検
↓
禁
↓
秘
密
、
秘
蔵

と
な
る
と
考
へ
、
国
語
に
於
て
も

ま
く
ら
↓
秘
密
、
秘
蔵

の
関
係
が
成
り
立
つ
と
せ
ら
れ
る
や
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
如
何
で
あ
ら
う

大
和
言
葉
で
あ
る
筈
の

「ま
く
ら
」
な
る
語
の
意
味
を
、
漢
字

・
漢
語
に
よ

っ
て
説
明
す
る
こ
と
に
無
理
が
無
い
で
あ
ら
う
か
。
ま
た
中
国
語
自
身
に
於

て
も
、

枕
↓
検
↓
禁
↓
秘
密

・
秘
蔵

の
関
係
が
成
立
つ
と
せ
ら
れ
る
こ
と
も
従

へ
な
い
。
け
だ
し
釈
抹
帳
の

「枕
、



検
也
。
所
以
検
項
也
」
は

枕
は
検

（大
漢
和
辞
典
○
く
く
る
ｏ
締
め
る
Ｏ
ひ
か
へ
る
ｏ
お
さ
へ
る

ｏ

と
め
る
等
の
項
に
当
る
で
あ
ら
う
。
こ
こ
で
は
劇
へ‐
引
、
剣
矧
引
利
の
意

に
な
ら
う
。）
也
。
所
二以
検

，
項

（「う
な
じ
」
を
支
へ
る
物
で
あ
る
）
也
。

と
な
り
、
釈
書
契
の
方
は

検

（大
漢
和
辞
典
の
Ｏ
ひ
か
へ
る
ｏお
さ
へ
る
ｏと
め
る
の
項
に
あ
た
る
）

は
禁

（お
し
と
ゞ
め
る
）
也
。
禁
閉
諸
物
、
使
不
得
開
露

（諸
物
を
お
し

と
ゞ
め
閉
ぢ
込
め
、
あ
ら
は
に
出
さ
せ
な
い
や
う
に
す
る
）
也
。

と
な
り
、
「枕
、
検
也
」
と
「検
、
禁
也
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
成
立
つ
が
、
「枕
、

禁
也
」
と
吉
田
氏
が
せ
ら
れ
る
の
は
間
接
で
や
ゝ
無
理
で
あ
ら
う
。
そ
の
う

へ

「禁
」
に
「秘
密
」
の
意
が
あ
り
、
か
つ
枕
＝
検
＝
禁
の
関
係
だ
か
ら
、結

局
、
枕
は
秘
密
で
あ
り
、
ま
た
秘
蔵
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
三
段
論
法
に
お
け
る
不
当
な
拡
張
と
考
へ
ら
れ
る
。

さ
ら
に

「枕
＝
秘
密

。
秘
蔵
」
な
る
結
果
を
国
語
の
「
ま
く
ら
」
に
も
及
ぼ
し
、

ま
く
ら
＝
秘
密

・
秘
蔵

な
る
結
論
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
思
考
の
飛
躍
と
考
へ
ら
れ
る
。

国
語
に
こ
ん
な
用
例
を
見
な
い
。
そ
の
上
、
こ
れ
を

「枕
草
子
」
に
及
ば
し

枕
草
子
＝
秘
密

。
秘
蔵
の
草
子

な
る
結
論
を
作
り
出
す
の
で
あ
る
。

か
や
う
に
何
回
も
の
飛
躍
が
あ

っ
て
、

「枕
草
子
は
秘
蔵
の
草
子
な
り
」
と
の

名
義
説
に
は
私
は
従
ひ
得
な
い
の
で
あ
る
。

三
、
吉
田
教
授
の
推
定
す
る
枕
草
子
の
形
態
は

「色
替
り
の
料
紙
を
調
へ
て
綴

っ
た
草
子
」

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
恐
ら
く
島
田
教
授
記
念
論
文
集
で

王
朝
の
貴
族
や
文
人
は
手
控
へ
の
た
め
の
白
紙
の
草
子
を
座
右
に
備
へ
て
い

ろ
い
ろ
の
こ
と
を
書
き
留
め
た
。
こ
れ
を
枕
上

（即
ち
座
右
」
の
草
子
の
意

味
で
枕
草
子
と
い
っ
た
。

と
す
る
私
の
説
を
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
ら
う
。
し
か
し
私
の

「白
紙
」
の
意
味

は

「自
色
紙
」
で
な
く
、

「ま
だ
何
も
書
い
て
な
い
紙
」
の
意
で
あ
り
、
吉
田

氏
御
自
身
も

「白
紙
の
余
丁
を
残
さ
な
い
や
う
に
云
々
」
（前
掲
書
２９
頁
上
段
）

と
使

っ
て
ゐ
る
、
そ
れ
な
の
で
あ
る
。
私
説
に
お
け
る
枕
草
子
の
料
紙
は
着
色

紙
で
も
よ
く
、無
色
紙
で
も
よ
く
、
ま
た
そ
れ
ら
の
混
用
で
も
よ
い
の
で
あ
る
。

要
は
料
紙
の
色
が

「枕
草
子
」
の
名
義
に
関
係
し
な
い
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

吉
田
教
授
が
わ
ざ
ノ
ヽ

「色
替
り
の
料
紙
」
と
せ
ら
れ
る
根
拠
を
み
る
に

Ａ

（宇
津
保
、
蔵
開
中
）。
　
　
Ｂ

（源
氏
、
若
菜
上
）。

Ｃ

枕^
草
子
跛
文
）。
　
　
　
　
Ｄ

（紫
式
部
日
記
）。

Ｅ

（枕
草
子
二
六
一
段
）。
　
　
Ｆ

（栄
花
、
若
ば
え
）。

右
の
六
例
文
中
、
Ａ
Ｂ
Ｄ
の
三
例
が
色
々
の
色
紙
で

「草
子
」
を
作
る
こ
と
を

示
し
、
Ｆ
は
色
々
の
色
紙
で

「
ま
く
ら
さ
う
し
」
を
作
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
。

右
の
例
中
、
Ｂ
と
Ｆ
は
衣
の
棲
の
重
な
り
を
草
子
叉
は
枕
草
子
の
料
紙
の
重
な

り
に
喩
へ
よ
う
と
す
る
の
で
あ

っ
て
、
そ
の
料
紙
の
、着
色
紙
で
あ
る
こ
と
が
特

に
必
要
な
の
で
あ
る
。ま
た
Ａ
と
Ｄ
は
貴
族
の
姫
君
の
所
持
す
る
草
子
で
あ
る
。

持
主
の
人
柄
に
ふ
さ
は
し
く
華
一麗
な
色
紙
の
必
要
と
せ
ら
れ
る
場
合
で
あ
る
。

す
な
は
ち
こ
ゝ
は
四
例
と
も
草
子
の
料
紙
と
し
て
着
色
紙
を
使
ふ
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
従

っ
て
こ
れ
ら
の
例
か
ら

一
般
の
草
子
の
料
紙
の
色
を
帰
納
す
る
こ

と
は
無
理
で
あ
ら
う
。　
一
般
の
草
子
と
し
て
は
、
着
色
紙
も
使
ひ
、
ま
た
無
色

の
料
紙
も
使

っ
た
と
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
従

っ
て
私
は

「草
子
の
料
紙
は
色
替
り
の
料
紙
を
用
ゐ
る
」
と
定
義
す
る
さ
へ
不
当
で
あ

る
と
思
ふ
。
い
は
ん
や
僅
か
に

「枕
草
子
」
の
例
は
Ｆ

一
例
で
あ
り
、
他
三
例

は

「草
子
」
で
あ
る
に
も
か
ヽ
は
ら
ず
、
そ
れ
か
ら
、



「枕
草
子
は
形
態
的
に
は
色
替
り
の
料
紙
を
調
へ
て
綴

っ
た
草
子
」

と
結
論
さ
れ
る
こ
と
は
、
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
「枕
草
子
」
の
名
義

は

「草
子
」
に

「枕
」
（即
ち

「枕
上
の
」、
「座
右
の
し

と
い
ふ
限
定
詞
の
加

は
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
に

「草
子
」
と

「枕
草
子
」
の
相
違
も
存
す
る

の
で
あ
る
と
思
ふ
。

四
、
吉
田
教
授
は
次
の
や
う
に
評
さ
れ
る
。

林
和
比
古
氏
は
、
栄
花
若
ば
え
の

「色
々
の
錦
を
ま
く
ら
さ
う
し
に
つ
く
り

て
、
う
ち
お
き
た
ら
ん
や
う
な
り
」
の

「う
ち
お
く
」
は
ぞ
ん
ざ
い
に
置
く

こ
と
の
や
う
な
語
感
を
も

っ
て
ゐ
て
、
大
切
な
も
の
、
秘
蔵
す
べ
き
も
の
と

し
て
取
扱
は
れ
て
ゐ
な
い
か
ら
、
枕
草
子
は
秘
蔵
の
草
子
の
意
味
で
は
な
い

と
さ
れ
た
が
、
こ
の
場
合

「う
ち
お
く
」
は

「色
々
の
錦
」
を
受
け
た
も
の

で
、

「
ま
く
ら
の
さ
う
し
」
を
打
置
い
た
の
で
は
な
い
。
こ
の
解
釈
は
林
氏

の
誤
解
の
や
う
で
あ
る
。
（前
掲
書
３２
頁
）

吉
田
氏
は

「色
々
の
錦
」
を

「う
ち
お
く
」
の
で
あ
る
と
せ
ら
れ
る
が
、
果
し

て
さ
う
で
あ
ら
う
か
。

△
衣
の
複
重
り
て
う
ち
出
だ
し
た
る
は
、色
々
の
錦
を
枕
冊
子
に
つ
く
り
て
、

う
ち
お
き
た
ら
ん
や
う
な
り
。
（栄
花
、若
ば
え
、古
典
全
書
巻
三
、

４９
頁
）

右
の
文
が
、
も
し
次
の
や
う
で
あ
れ
ば
、
吉
田
説
の
意
味
に
な
る
。
　

．

△
衣
の
複
う
ち
出
だ
し
た
る
は
、
色
々
の
錦
り

，
ピ
Ｐ
な
き
た
ら
ん
や
う
な
り

し
か
る
に

「若
ば
え
」
の
文
は

一廿

　
　
　
　
　
　
一ゴ

△
色
々
の
錦
を
　
枕
冊
子
に
つ
く
り
て
　
う
ち
お
き
た
ら
ん
や
う
な
り
。

と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
即
ち
日
‐々

の‐
鋼
日
　
な
る
格
は
つ‐
劇
列
矧
の
目
的
格

で
あ
り
、
列
「
利
ｑ
の
目
的
格
と
は
見
ら
れ
な
い
。
列
「
剌
ｄ
の
目
的
格
は
日

れ
を

（即
ち

「色
々
の
錦
で
つ
く
ら
れ
た
枕
冊
子
」
を
意
味
す
る
。
そ
の
中
心

は
枕
冊
子
と
考
へ
る
の
が
自
然
で
あ
ら
う
）
な
る
語
格
を
列
「
剰
ｄ
が
す
ぐ
前

に
補

っ
て
考
へ
る
べ
き
も
の
と
思
は
れ
る
。

例
へ
ば

△
細
引
　
劇
――
潮
訓
日
「
¶
「
「
　
測
引
創
川
ｏ
に
於
て
、
測
酬
創
劃
目
的
格

は
綿
を
で
あ
る
と
し
よ
う
か
、
意
味
的
に
見
て
不
自
然
な
の
を
免
れ
な
い
。
や

は
り
錦
を
は
つ
く

っ
て
の
目
的
格

（連
用
修
飾
格
）
で
あ
り
、
測
引
創
川
の
目

的
格
は
そ
れ
を
即
ち

「綿
を
ボ
ー
ル
に
つ
く

っ
た
も
の
」

（そ
の
中
心
は
ボ
ー

ル
と
な
る
）
と
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

鋼
と
棚
引
刊
、
網
と
州
――
羽
は
そ
れ
ぞ
れ
材
料
と
製
作
物

と
の
関
係
に
あ

る
。
う
ち
お
く
や
投
げ
合
ふ
は
決
し
て
材
料
だ
け
に
係
る
も
の
で
は
な
い
。
製

作
物
の
方
が
係

っ
て
ゆ
く
中
心
に
な
る
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

か
や
う
な
わ
け
で
、
私
は
な
ほ
列
「
刑
劇
は
枕
草
子
の
置
か
れ
る
様
子
に
力

点
を
置
い
て
使

っ
た
語
で
あ
る
と
考
へ
た
い
。

か
く
て
う
ち
お
き
ま
で
は
枕
草
子
の
置
き
方
を
形
容
し
た
も
の
と
み
る
。
次

の
や
う
な
り
は

「衣
の
複
重
り
て
う
ち
出
だ
し
た
る
は
」
を
述
定
し
た
も
の
と

み
る
の
は
当
然
で
あ
ら
う
。

枷
硼
鋼
訓
劇
引
Ⅵ
「
「
な
る
句
が
わ
ざ
わ
ざ
用
ゐ
ら
れ
た
理
由
は
、
棲
と
草
子

の
小
日
と
の
比
較
か
ら
は
冊
子
を
用
ゐ
れ
ば
よ
い
が
、
身
辺
に
衣
の
複
が
ひ
ろ

が
っ
て
ゐ
る
こ
と
の
類
似
か
ら
、
冊
子
で
な
く
特
に
枕
冊
子
が
用
ゐ
ら
れ
た
と

考
へ
ら
れ
る
。

五
、
右
の
文
に
す
ぐ
続
い
て

△
重
り
た
る
程
、　
一
尺
余
ば
か
り
見
え
た
り
。

と
あ
る
。
こ
れ
は

「衣
の
複
重
り
た
る
程
」
を

「
一
尺
余
ば
か
り
見
え
た
り
」

と
述
定
し
た
の
で
あ
る
こ
と
は
文
意
か
ら
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
従
来
は

「枕
草

子
の
厚
み
」
を
形
容
し
た
も
の
と
さ
れ
て
ゐ
た
が
、

「枕
草
子
」
は
想
像
さ
れ

て
ゐ
る
だ
け
で
、
そ
の
場
に
は
実
在
し
な
い
の
だ
か
ら
、　
二

尺
余
ば
か
り
見



え
る
」
筈
が
な
い
。
見
え
た
の
は
衣
の
複
の
方
で
あ
る
。
簡
単
な
が
ら
、
こ
の

解
に
よ
っ
て
枕
草
子
分
厚
説
を
初
め
て
打
破
し
得
た
と
私
は
ひ
そ
か
に
喜
ん
で

ゐ
る
の
で
あ
る
。

吉
田
教
授
も

出
衣
の
複
が
重
な
り
合

っ
て
出
て
ゐ
る
広
さ
の
尺
度
を
表
は
し
た
も
の
で
、

ま
く
ら
さ
う
し
の
分
厚
さ
で
な
い
こ
と
も
注
意
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（前
掲
書

２７
一貝
）

と
い
は
れ
、分
厚
説
否
定
の
私
見
に
賛
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
ふ
。た
ゞ
氏
は
「程
」

を

「広
さ
」
の
意
に
と
ら
れ
、

「厚
さ
」
と
す
る
私
見
と
小
異
す
る
が
、
こ
の

「程
」
は
私
も
再
考
し
た
が
、
吉
田
教
授
が

「複
の
重
な
っ
た
部
分
の
広
さ
」

と
せ
ら
れ
た
の
が
よ
い
と
思
ふ
。
従

っ
て

「衣
の
厚
さ
」
と
み
た
私
見
は
徹
回

す
る
。
即
ち
複
が
斜
に
重
な
り
合
ひ
出
て
ゐ
る
幅
を

一
尺
余
と
形
容
し
た
の
で

あ
る
。
棲
の
重
な
り
の
長
さ
が

一
尺
余
も
あ
る
こ
と
は
、
重
ね
着
の
厚
い
こ
と

を
間
接
に
言
ひ
表
は
し
て
ゐ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
厚
さ
は

一
尺
余
よ
り

は
少
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。

六
、
最
後
に
吉
田
教
授
は
枕
草
子
秘
蔵
説
で
解
け
な
い

「源
信
枕
雙
紙
」

「椙

生
枕
雙
紙
」

「東
陽
枕
雙
紙
」
等
の
存
在
を
指
摘
し
、
こ
れ
ら
は
身
辺
に
お
く

備
忘
録
の
意
味
に
と
ら
ざ
る
を
得
ぬ
由
を
注
記
せ
ら
れ
た
。
こ
ゝ
に
も
枕
草
子

多
義
説
へ
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
十

一
世
紀
か
ら
十
三
世
紀
ぐ
ら
ゐ
に
、
同
じ

京
畿
方
面
に
、
語
源
を
異
に
す
る
二
種
以
上
の
枕
草
子
、
枕
雙
紙
が
存
在
し
た

と
い
ふ
こ
と
も
私
に
は
納
得
で
き
に
く
い
の
で
あ
る
。

（卑
説
に
従
へ
ば
、
い

ろ
い
ろ
の
枕
草
子
が

一
系
列
の
語
義
で
解
せ
ら
れ
る
）。　
か
く
て
枕
草
子
秘
蔵

草
子
説
に
従
へ
な
い
理
由
を
右
に
述
べ
た
次
第
で
あ
る
が
、
卑
説
を
と
り
あ
げ

批
判
せ
ら
れ
た
吉
田
教
授
の
御
厚
意
に
対
し
厚
く
御
礼
申
し
た
い
。

二
　
山
脇
毅
博
士
の
名
義
説

山
脇
毅
博
士
の

「枕
草
子
の
書
名
成
立
に
関
す
る
私
見
」
が
関
西
大
学

「国

文
学
」
第
二
十
九
号

（昭
和
３５

。
・０
月
号
）
に
出
た
。
私
も
そ
の
別
刷
を
い
た

ゞ
い
た
。
厚
く
お
礼
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
こ
の
機
会
に
一
二
の
批
判
を
加

へ
て
お
か
う
。

一
、
こ
の
論
文
で
は
山
脇
博
士
が

「枕
草
子
」
の
名
義
を
明
言
せ
ら
れ
て
は
ゐ

な
い
。
し
か
し
博
士
が
池
田
。田
中
氏
以
下
の
多
く
の
名
義
説
を
否
定
せ
ら
れ
、

ま
た
左
の
文
章
な
ど
か
ら
推
し
て
、
雅
澄

。
高
尚
以
下
の

「座
右
の
草
子
」
論

者
の
中
に
入
れ
て
よ
さ
さ
う
で
あ
り
、
そ
の
点
前
述
論
文
の
私
見
と
も
同
じ
方

向
で
あ
る
。

（清
少
納
言
枕
草
子
は
＝
林
補
）
ま
だ
書
か
ぬ
草
子
を
枕
に
す
る
と
い
っ
て
、

そ
れ
に
何
や
か
や
と
書
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
栄
花
物
語
に

「
ま
く
ら

ざ
う
し
」
と
い
ひ
、
教
長
が

「常

二
手
ナ
ラ
ス
物
也
」
と
註
し
て
ゐ
る
枕
造

紙
は
こ
れ
で
、常
に
座
右
に
置
い
て
、何
か
を
書
き
つ
け
る
も
の
で
あ
ら
う
。

こ
れ
を
今
の
備
忘
録
、
手
控
、
よ
ろ
づ
覚
帳
、
雑
記
帳
と
解
す
る
の
は
軽
き

に
失
す
る
で
あ
ら
う
。
女
房
達
が
御
簾
の
下
か
ら
い
だ
し
ぎ
ぬ
を
し
て
ゐ
る

の
に
も
喩
へ
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
原
稿
用
紙
を
百
枚
ほ
ど
綴
ぢ
た

「随
想
」
と
題
す
る
も
の
を
、
百
貨
店
で
見
か
け
た
が
、
清
少
納
言
の
場
合

は
、
あ
れ
に
近
い
で
あ
ら
う
。
（前
掲
書
５．
頁
）

前
掲
所
述
の
や
う
に
、
多
く
の
学
者
が
多
義
説
に
陥

っ
て
ゆ
く
の
に
反
し
、
山

脇
博
士
が
座
右
の
草
子
説
に
組
せ
ら
れ
る
の
は
我
が
意
を
得
た
も
の
で
あ
る
。

但
し
一
二
望
蜀
の
感
が
無
い
で
も
な
い
。

１
．

源
信
の
枕
雙
紙
以
下
、
後
の
時
代
に
時
々
見
ら
れ
る
枕
雙
紙
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
言
明
が
な
い
が
ど
う
な
る
の
で
あ
ら
う
。

２
．

枕
草
子
の

「枕
」
や
清
少
納
言
枕
草
子
跛
文
の

「枕
」
の
意
味
に
つ
い



て
の
明
言
が
見
ら
れ
な
い
の
も
枕
草
子
の
名
義
の
説
明
と
し
て
は
中
心
を

逸
し
た
感
が
す
る
。
枕
言

・
枕
詞

・
歌
枕
の

「枕
」
と
の
関
係
も
考
へ
ね

ば
な
ら
ぬ
が
、
見
あ
た
ら
な
い
。

３
．

教
長
卿
注

（顕
昭
の

「古
今
集
序
注
」
所
見
）
に

ｏ
夫
マ
ク
ラ
詞
ト
ハ
常
詞
也
、
枕
造
紙
ナ
ド
ハ
常

二
手
ナ
ラ
ス
物
也
云
々

と
あ
り
、
こ
の
注
に
よ
っ
て
水
原
抄
著
著
が

ｏ
「常
に
見
、
常
に
口
に
す
る
の
が
枕
言
で
、
常
に
座
右
に
置
く
の
が
枕

草
子
で
あ
る
」

と
注
を
書
い
た
の
で
あ
ら
う
と
山
脇
博
士
は
想
像
さ
れ
、
仙
源
抄
に

ｏ
ま
く
ら
ご
と
　
枕
言
也
、
如
枕
草
子
事
也
、
つ
ね
に
み
る
心
な
り

（後

略
）

と
あ
る
の
は
水
原
抄
を
引
い
た
の
で
あ
る
筈
だ
と
せ
ら
れ
る
。

「常
に
口
に
す
る
の
が
枕
言
」
で
あ
る
こ
と
は
分
る
が
、

「常
に
見
る
の
が
枕

言
で
あ
る
」
と
は
私
ば
腑
に
落
ち
な
い
。
ま
た
教
長
卿
注
の

「枕
造
紙
ナ
ド
ハ

常

二
手
ナ
ラ
ス
物
也
」
と
仙
源
抄
の

「
つ
ね
に
み
る
心
な
り
」
と
の
関
係
も
あ

る
い
は
深
い
意
味
を
も
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
。

４
．

山
脇
博
士
は

「
こ
れ
を
今
の
備
忘
録
、
手
控
、
よ
ろ
づ
覚
帳
、
雑
記
帳

と
解
す
る
の
は
軽
き
に
失
す
る
で
あ
ら
う
」
（全
文
前
掲
）
と
せ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
私
の
論
文

（島
田
教
授
記
念
論
集
）
を
指
さ
れ
て
の
言
及
か
と
も
思
は

れ
る
が
、

「軽
き
に
失
す
る
」
の
は
普
通
名
詞
の
枕
草
子
の
こ
と
な
の
か
、
清

少
の
枕
草
子
か
、
ま
た
そ
の
内
容
上
軽
き
に
失
す
る
の
か
、
形
体
上
軽
き
に
失

す
る
の
か
、
い
ろ
い
ろ
に
と
ら
れ
る
。
私
は
一
般
の
枕
草
子
の
語
義
を

「枕
上

即
ち
座
右
に
お
い
て
常
用
す
る
草
子
」
と
限
定
し
た
の
み
で
、
そ
れ
以
上
の
規

定
を
し
て
ゐ
な
い
。
従

っ
て
大
型
の
枕
草
子
も
あ
れ
ば
、
小
型
の
も
あ
り
、
内

容
も
人
に
よ
り
さ
ま
人
ヽ
の
こ
と
を
書
い
て
よ
く
、
特
別
何
を
書
か
ね
ば
な
ら

ぬ
と
定
ま
っ
た
も
の
は
な
い
。
ま
た
料
紙
も
自
で
よ
く
、
赤
で
よ
く
、
紫
で
よ

く
、
別
に
き
ま

っ
て
ゐ
な
い
。

（
た
ゞ
衣
の
複
の
重
な
り
に
例
へ
ら
れ
た
草
子

又
は
枕
草
子
の
場
合
は
色
雑
り
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
枕
草
子
に
形

体
上
、
内
容
上
、
料
紙
上
種
々
あ
る
は
、
草
子
に
種
々
あ
る
の
と
同
じ
こ
と
で

あ
る
。
た
ゞ
草
子
と
違
ふ
点
は
、
枕
草
子
が
枕
上
即
ち
座
右
に
お
い
て
常
用
さ

さ
れ
る
と
い
ふ
限
定
を
も
つ
の
み
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
従

っ
て
内
容

上
か
ら
云
っ
て
、
備
忘
録
、
手
控
、
よ
ろ
づ
覚
帳
、
雑
記
帳
に
大
体
当
る
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
勿
論
ま
と
ま
っ
た
内
容
の
も
の
で
も
よ
い
。
清
少
納
言
枕
草
子

の
内
容
は

「随
想
」
で
あ
る
と
す
る
山
脇
説
に
私
も
同
感
だ
が

（
こ
れ
に
つ
い

て
は
明
治
書
院
、
「解
釈
と
文
法
講
座
」
其
他
で
所
見
を
述
べ
た
。
）
他
の
枕
草

子
も
す
べ
て
随
想
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
い
。
ま
た
清
少
納
言
枕
草
子

も
随
想
の
覚
帳
で
あ
り
、
随
想
手
控
、
随
想
雑
記
と
考
へ
て
よ
い
と
思
ふ
。

５
．

例
の

「栄
花
、
若
ば
え
」
の
文
章

き
ぬ
の
つ
ま
か
さ
な
り
て
う
ち
出
し
た
る
は
、
い
ろ
ノ
ヽ
の
錦
を
ま
く

ら
さ
う
し
に
つ
く
り
て
う
ち
お
き
た
ら
む
や
う
な
り
、
か
さ
な
り
た
る

程
、　
一
尺
よ
は
か
り
見
え
た
り
」

に
対
し
て
山
脇
博
士
は

か
さ
ね
た
る
衣
の
複
は
、
そ
の
小
日
の
所
が
斜
に
重
な
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、　
ヨ

尺
よ
ば
か
り
」
は
衣
の
厚
み
を
い
ふ
の
で
は
な
く
、
斜
に

か
さ
な

っ
た
複
を
斜
に
見
た
長
さ
で
あ
ら
う
。
（前
掲
書
５０
頁
）

と
解
さ
れ
た
。

こ
れ
は
私
が
こ
の
文
を
枕
草
子
の
厚
み
に
言
及
し
た
と
解
す
る
従
来
の
説

を
排
し
、
衣
の
重
な
っ
た
厚
み
を
言
っ
た
も
の
と
解
し
、

（前
掲
拙
稿
）

枕
草
子
分
厚
説
を
否
定
し
た
の
で
あ
る
が
、
衣
の
事
を
述
べ
た
と
す
る
点

私
解
を
一
部
採
用
せ
ら
れ
た
も
の
と
、
私
は
喜
び
に
堪
へ
な
い
。
た
ゞ
し



私
は

「衣
の
棲
の
厚
み
」
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
山
脇
博
士
は
、
吉
田
幸

一
氏
と
同
じ
く

「斜
の
重
な
り
の
長
さ
」
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の
点
は

吉
田

・
山
脇
説
の
方
が
妥
当
で
あ
ら
う
と
考
へ
、
私
の
説
を
改
め
た
い
。

（
こ
の
事
は
前
記
吉
田
説
の
批
評
五
の
所
で
述
べ
た
と
同
じ
で
あ
る
）

山
脇
博
士
の
論
は
名
義
以
外
に
枕
草
子
の
各
方
面
に
つ
い
て
所
感
を
示
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
、
こ
ゝ
で
は
名
義
論
に
つ
い
て
の
み
記
し
た
。
吉
田
・
山
脇
の

両
先
輩
の
高
論
に
対
し
妄
評
非
礼
の
点
あ
ら
ば
、
御
寛
容
を
た
ま
は
り
た
く
今

後
と
も
御
高
教
を
お
願
ひ
申
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。
　
３
一六

・
五
。
二
〇
）




