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枕

草

子

其

他

解

釈

断

章

一
、
お
そ
ば
ふ

（枕
草
子
）

落
雀
物
語
巻

一
に
、

（北
ノ
方

ハ
）
い
み
じ
く
の
給
て
、

「
い
ま
し
ば
し
あ
り
て
あ
け
ん
つ
い

で
に
」
と
の
た
ま
ふ
に
、　
３
一郎
君

ハ
）
を
そ
は
へ
て
、

「あ
れ
、
を
し

こ
ぼ
ち
て
ん
」
と
、
は
ら
だ
ち
の
ヽ
し
れ
ば

（宮
内
庁
本
甲
に
よ
る
。
角

川
文
庫
本
七
九
頁
）

と
あ
る
フ
ソ
ハ
ヘ
、
即
ち
フ
ソ
ハ
フ
に
つ
い
て
は
、
普
通
、
そ
の
フ
は
オ
の
仮

名
違
い
と
さ
れ
、

ハ
は
バ
と
濁

っ
て
読
ま
れ
、
意
味
は
、
甘
え
ふ
ざ
け

る
と

か
、
調
子
に
乗

っ
て
ふ
ざ
け
る
と
か
と
解
か
れ
、
関
連
す
る
語
と
し
て
、
万
葉

集
の
イ
ソ
バ
フ
、
枕
草
子
そ
の
他
の
ソ
バ
フ
、
今
昔
物
語
集
の
オ
ソ
バ
ユ
が
挙

げ
ら
れ
、
い
ず
れ
も
同
意
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
万
葉
集
の
は
、
巻
十
三

東
歌

（
三
二
三
九
）
に
、

伊
蘇
婆
比
座
与

（
イ
ソ
バ
ヒ
ヲ
ル
ヨ
）
い
か
る
が
と
ひ
め
と

と
あ
る
も
の
で
、
そ
の
イ
は
接
頭
語
と
い
う
こ
と
で
、
異
説
は
な
い
よ
う
で
あ

る
。
そ
れ
な
ら
、
ソ
バ
フ
と
非
常
に
近
く
な
る
。
今
昔
物
語
集
の
オ
ソ
バ
ユ
は

巻
二
十
七

。
第
十
三
の
語
に
、

オ
ソ
バ
エ
タ
ル
者
ノ
、
口
聞
キ
キ
ラ
ノ
ヽ
シ
ク
、
然
ル
方

ニ
オ
ボ
エ
ア
リ

ケ
ル
ガ
者
ノ
イ
ハ
ク

（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
よ
る
）

柿

本

奨

と
あ
る
も
の
で
、
大
系
本
に
、
そ
の

「
工
」
の
傍
に

「
（
へ
）
」
と
記
す
の
に

よ
れ
ば
、　
ハ
行
の
語
に
改
め
見
ん
と
す
る
の
が
校
訂
者
の
意
で
あ
る
ら
し
い
。

理
由
に
は
言
及
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
イ
ソ
バ
フ
、
ソ
バ
フ
、
そ
れ
に
落
窪
の

例
が
揃

っ
て
ハ
行
で
あ
る
事
と
、
今
昔
物
語
集
に
お
け
る
仮
名
表
記
へ
の
顧
慮

と
に
あ
る
か
と
付
度
す
る
。
大
系
本
第

一
冊
の
初
め
の
解
説
に
、

「
か
な
づ
か

い
」
の
一
項
が
あ
り
、

「
工
」
ま
た
は

「
ヱ
」
と
す
べ
き
を

「
へ
」
と
表
記
し

た
例
、
そ
の
逆
の
例
の
、
今
昔
物
語
集
に
見
え
る
も
の
が
、
幾
つ
か
紹
介
さ
れ

て
い
る
。
前
者
の
ほ
う
が
多
く
挙
が
っ
て
い
る
が
、
つ
ま
り
双
方
見
え
る
と
告

げ
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、　
ア
サ
フ

（浅
）
―
ア
サ
ユ
、
　
シ
ナ
フ

（撓
）
―
シ
ナ
ユ
、　
ナ
フ

（萎
）
―
ナ
ユ
、
ム
ク
フ

（報
）
―
ム
ク
ユ
、
数
え
れ
ば
な
お
あ
る
だ
ろ
う
こ

の
種
の
語
が
、
成
立
の
事
情
そ
の
他
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
象
的
に
は
共
存

す
る
事
が
あ
る
の
を
思
え
ば
、
オ
ソ
バ
フ
ー
オ
ソ
バ
ュ
も
ま
た
同
様
か
と
見
る

余
地
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
オ
ソ
バ
ュ
の
存
在
も
ま
た
考
え
て
み
る
わ

け
で
、
少
く
と
も
、　
ハ
行
で
あ
る
べ
き
仮
名
違
い
と
見
る
ま
で
に
考
慮
す
べ
き

事
が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

枕
草
子

「
五
月
ば
か
り
な
ど
に
山
里
に
あ
り
く
」
の
段
に
お
い
て
、
能
因
本

が
、



か
の
か
ヽ
く
た
る
も
い
と
お
か
し

と
す
る

「
か
ヽ
く
」
を
同
系
の
本
に

「
か
ゝ
へ
」
に
作
る
本
が
あ
り
、
前
田
家

本

・
堺
本
も

「
か
ゝ
へ
」
と
し
三
巻
本
は

「
か
ゝ
り
」
と
す
る
よ
し

（
田
中
重

太
郎
博
士
校
本
）
で
あ
る
が
、
そ
の

「
か
ゝ
く
」

「
か
ヽ
り
」
は
一
つ
の
原
形

「
か
ヽ
へ
」
に
発
す
る
転
訛
の
よ
う
に
見
え
る
。

「
五
月
の
さ
う
ぶ
の
」
の
段
に
お
い
て
は
、
能
因
本
が
、

そ
の
お
り
の
か
の
こ
り
て
か
ゝ
へ
た
る
も
い
み
じ
う
お
か
し

と
す
る

「
か
ゝ
へ
」
を
三
巻
本

ｏ
前
国
家
本
が

「
か
ヽ
え
」
に
作

っ
て
お
り
、

「
か
か
ふ
」
の
用
例
は
枕
草
子
中
他
に
も
見
え
る
が
、　
一
々
挙
げ
る
の
は
省
略

す
る
と
し
て
、

「
か
ヽ
へ
」

「
か
ヽ
え
」
の
違
い
は
仮
名
表
記
の
違
い
に
す
ぎ

な
い
と
も
見
ら
れ
よ
う
が
、
そ
の
場
合
と
い
え
ど
も
、
ど
ち
ら
か
が
も
と
で
他

方
が
後
で
あ
る
と
い
う
の
に
必
要
な
手
続
き
は
、
必
ず
し
も
簡
単
で
な
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

あ
や
め
の
か
、
は
や
う
洲
劇
刻
て
、
い
と
を
か
し

（蜻
蛉
日
記
、
角
川
文

庫
本

一
九
六
段
）

の

「
か
ヽ
え
」
を
小
著
全
注
釈
に
も

「
か
か
へ
」
に
改
め
た
が

「
か
ヽ
え
」
の

原
文
を
簡
単
に
改
め
る
べ
き
で
な
か
っ
た
と
思
う
し
、
そ
れ
と
か
、

カ
ウ
．ハ
シ
キ
香

（
カ
ガ
）
ュ
（今
昔
物
語
集
巻

一
）

其
ノ
香
遠
ク
香

（
力
）
ガ
ュ
（同
巻
五
）

香
ニ
モ
聞

（
カ
ガ
）
工
給

ハ
ズ
ト
云

ヘ
ド
モ

（同
巻
十
六
）

そ
の
他
、

「聞
」
字
を
用
い
た
数
例
は
、
カ
ガ
ュ
の
存
在
に
疑
な
か
ら
し
め
る

で
あ
ろ
う
。
前
記
大
系
本
第

一
冊
解
説

「
か
な
づ
か
い
」
の
項
で
は
、

「問
題

の
あ
る

『
香

（
ガ
）
ュ
』
も
、
カ
ガ
フ
と
見
れ
ば
、
フ
を
ュ
に
作

る
例
と
な

る
」
と
い
わ
れ
て
、
そ
の
口
吻
に
は
、

「
カ
ガ
ュ
」
は

「
カ
ガ
フ
」
の
転
訛
し

た
表
記
と
も
見
得
る
と
す
る
考
え
が
窺
わ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
、
語

と
し
て
の
カ
ガ
ュ
の
存
在
を
否
認
す
る
事
に
な
り
か
ね
な
い
が
、
最
終
巻
た
る

第
五
冊
に
至
る
と
、
巻
末
に
お
い
て
、
カ
ガ
ユ
の
存
在
に
つ
き

「
一
団
の
疑
念

も
無
く
な

っ
た
」
と
修
訂
さ
れ
て
い
る
の
は
、
も

っ
と
も
で
あ
る
。

か
よ
う
な
事
を
考
え
合
せ
て
、
今
昔
物
語
集
の
オ
ソ
バ
ュ
の
例
も
、
簡
単
に

オ
ソ
バ
フ
に
改
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
さ
す
れ
ば
、
オ
ソ

バ
フ
の
例
は
落
窪
以
外
に
な
い
事
に
な
る
が
、
こ
こ
に
一
つ
注
意
を
払
い
た
い

事
が
あ
る
。
枕
草
子

「節
は
五
月
に
し
く
月
は
な
し
」
の
段
に
、

つ
ち
あ
り
く
わ
ら
は
べ
な
ど
の
、
ほ
ど
ほ
ど
に
つ
け
て
い
み
じ
き
わ
ざ
し

た
り
と
思
ひ
て
、
つ
ね
に
た
も
と
ま
ぼ
り
、
人
の
に
く
ら
べ
な
ど
、
え
も

い
は
ず
と
思
ひ
た
る
な
ど
を
、
そ
ば
へ
た
る
こ
と
ね
り
わ
ら
は
な
ど
に
、

ひ
き
は
ら
れ
て
泣
く
も
を
か
し
。

（
日
本
古
典
全
書
本
）

「そ
ば

へ
た
る
」
は
諸
本
そ
の
表
記
で
あ
る

（校
本
）。　
下
の
ほ
う
の

「
ひ
き

は
ら
れ
て
」
に
つ
い
て
は
左
の
如
き
異
文
が
あ
る
。

三
巻
本
　
Ａ
ひ
き
は
ら
れ
て

Ｂ
ひ
き
は
ヽ
れ
て

Ｃ
ひ
き
さ
ゝ
れ
て

Ｄ
引
と
ら
れ
て

能
因
本
　
　
ひ
き
た
ら
れ
て

前
日
家
本
　
ひ
き
き
ら
れ
て

界
本
　
　
　
ひ
き
と
ら
れ
て

の
如
く
で
、
相
違
点
は
、
書
体
的
に
は
、
∧
は
ｏ
さ

ｏ
と

。
た
。
き
∨
と
Ａ
ら

ｏ
ゝ
∨
と
に
あ
り
、
書
体
転
訛
の
可
能
性
が
容
易
に
察
せ
ら
れ
て
、
い
ず
れ
も

一
つ
の
原
形
に
発
す
る
で
あ
ろ
う
。
異
文
と
い
う
程
の
も
の
で
は
な
く
、
処
置

と
し
て
は
、
日
本
古
典
文
学
大
系
本
も
、
日
本
古
典
全
書
本
同
様
、
Ａ
を
用
い

て
い
る
の
は
、
妥
当
で
あ
ろ
う
。



「
ひ
き
は
ら
れ
て
」
の
本
文
で
よ
く
、
そ
の

「ら
れ
」
が
受
身
な
ら
、
そ
れ

と
の
関
係
で
、

「
え
も
い
は
ず
と
お
も
ひ
た
る
を
…
…
ひ
き
は
ら
れ
て
」
で
な

く
、
「え
も
い
は
ず
と
お
も
ひ
た
る
な
ど
を
…
…
ひ
き
は
ら
れ
て
」
と

「な
ど
」

を
含
む
右
三
巻
本
の
本
文
は
、

「を
」
下
に
つ
け
て
、

わ
ら
は
べ
な
ど
の
…
…
お
も
ひ
た
る
な
ど

（
ガ
）
を
そ
ば

へ
た
る
こ
と
ね

り
わ
ら
は
な
ど
に
、
（袂
ノ
付
物
ヲ
）
ひ
き
は
ら
れ
て
泣
く
も
、
を
か
し
。

と
読
む
事
も
可
能
で
は
な
か
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
の
ほ
う
が
分
り
よ
い
気
が
す

る
の
だ
が
、
今
は
従
来
の
読
み
方
を
排
す
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
別
の
読
み
方

と
し
て
提
案
す
る
の
み
で
あ
る
。
こ
の
読
み
方
は

「な
ど
」
を
含
ま
ず

「
お
も

ひ
た
る
を
」
に
作
る
能
因
本

ｏ
前
田
家
本

・
堺
本
に
も
通
用
す
る
で
あ
ろ
う
。

落
窪
の
オ
ソ
バ
フ
も
、
古
本
を
初
め
と
し
て
多
く
の
本
は

「を
そ
は
へ
て
」

に
作

っ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、

「
お
そ
は
へ
て
」
に
作
る
の
は
、
管
窺
の
う
ち

で
は
、
神
宮
本
乙
。
国
学
院
本

。
天
理
本
甲

・
天
和
本

・
寛
政
十

一
年
刊
本
だ

け
で
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
末
流
の
本
で
あ
る

（
「落
窪
物
語
伝
本
考

。
第

一

部
」
大
阪
大
学
教
養
部
研
究
集
録
第
二
十

一
輯
∧
昭
和
四
十
八
年
三
月
発
行
予

定
Ｖ
）
。　
そ
れ
を

「
お
そ
ば
へ
て
」
に
す
る
の
は
、
そ
の
よ
う
に
作
る
上
国
秋

成
校
訂
の
寛
政
十

一
年
刊
本
の
流
布
が
与

っ
て
大
き
い
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ

と
は
別
に
前
記
今
昔
物
語
集
の

「
お
そ
ば
ゆ
」
を
参
考
に
し
て
、
そ
れ
で
よ
い

だ
ろ
う
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。

ソ
バ
フ
は
後
代
の
作
品
に
若
干
用
例
が
見
え
る
ら
し
い
。
私
の
知
る
の
は
辞

書
に
挙
げ
る
所
を
出
な
い
か
ら
略
す
る
が
、
意
味
の
要
素
と
し
て
は
、
暴
れ
る

事
と
常
態
な
ら
ざ
る
事
と
が
指
摘
で
き
、
狂
騒
の
意
が
各
例
共
通
の
よ
う
で
あ

る
。
枕
草
子
の
ソ
バ
フ
も
同
意
と
思
わ
れ
、
そ
れ
を
オ
ソ
バ
フ
と
し
て
も
、
落

窪
の
例
と
同
意
と
思
わ
れ
る
。
僅
言
集
覧
に
、

船
頭
詞
に
曰
く
、
日
和
に
て
少
々
雨
の
ば
ら
つ
く
を
、
そ
ば
へ
る
と
い
ふ
。

と
あ
る
の
も
、
常
態
な
ら
ぬ
騒
ぎ
の
ゆ
え
に
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
ソ
バ
エ
ル

は
現
代
方
言
に
も
あ
る
ら
し
い
が
、
そ
ち
ら
に
は
立
入
る
用
意
が
な
い
。

二
、
乞
食
尼
は
果
し
て
跛
か

（枕
草
子
）

枕
草
子
の
雪
の
山
の
段
に
、

…
…

「
こ
れ
、
た
ま
は
す
る
ぞ
。
衣
す
す
け
た
め
り
。
白
く
て
着
よ
」
と

て
、
投
げ
取
ら
せ
た
れ
ば
、
ふ
し
拝
み
て
、
肩
に
う
ち
置
き
て
は
舞
ふ
も

の
か
。
ま
こ
と
に
に
く
く
て
み
な
入
り
に
し
。

後
、
な
ら
ひ
た
る
に
や
あ
ら
む
、
つ
ね
に
見
え
し
ら
が
ひ
あ
り
く
。

（
日
本
古
典
全
書
本
、
以
下
同
じ
）

と
あ
る
そ
の

「入
り
に
し
」
で
句
点
を
置
く
の
は
日
本
古
典
文
学
大
系
本
も
同

様
だ
が
、
角
川
文
庫
本
は
、
下
に
続
け
て

「入
り
に
し
後
」
云
々
と
読
む
。
従

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
少
し
下
に
、

清
こ
こ
に
の
み
め
づ
ら
し
と
見
る
雪
の
山
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
ふ
り
に
け
る

か
な

と
か
た
は
ら
な
る
人
し
て
い
は
す
れ
ば
、
た
び
た
び
か
た
ぶ
き
て
、　
忠
隆

「返
し
は
つ
か
う
ま
つ
り
け
が
さ
じ
。
冽
劃
測
測
例
ｏ
御
簾
の
前
に
て
人

に
を
か
た
り
侍
ら
む
」
と
て
立
ち
に
き
。

の

「あ
ざ
れ
た
り
」
を
、
全
書
本
は

「風
雅
な
こ
と
で
す
」
、
大
系
本
は

「洒

落
て
い
る
」
、
角
川
文
庫
本
は

「
ま
こ
と
に
し
ゃ
れ
た
お
歌
で
す
」
と
解
く
。

枕
草
子
に
は
他
に
こ
の
語
の
用
例
は
な
い
よ
う
だ
が
、

し
ほ
う
み
の
ほ
と
り
に
て
あ
ざ
れ
あ
へ
り
。

（土
佐
日
記
）

し
ど
け
な
く
う
ち
ふ
く
だ
み
給
へ
る
髪
ぐ
き
、
あ
ざ
れ
た
る
桂
姿
に
て
、

（源
氏
物
語

。
紅
葉
賀
）

す
き
ず
き
し
う
あ
ざ
れ
が
ま
し
き
今
様
の
人
の

（同

・
胡
蝶
）



お
ほ
や
け
ざ
ま
は
、
少
し
た
は
れ
て
、
あ
ざ
れ
た
る
方
な
り
し
、
こ
と
わ

り
ぞ
か
し
。

（同

・
藤
裏
葉
）

ま
た
、
字
津
保
物
語

（蔵
開
上
）
に
、

藤
宰
相
、

「
こ
の
君
も
舞
ひ
給
ふ
も
の
を
」
と
て
、
猿
楽
す
る
人
に
て
、

亀
舞
を
す
。
上
下

一
た
び
に
は
ほ
と
笑
ふ
。
人
の
御
目
ど
も
さ
め
て
、
い

と
興
あ
り
と
思
ほ
す
。

と
あ
る
藤
宰
相
の
こ
と
を
、
そ
の
下
の
文
で
、

「あ
ざ
れ
舞
し
つ
る
宰
相
」
と

記
す
。

こ
の
よ
う
な
用
例
を
見
る
と
、
ふ
ざ
け
る
、
折
日
正
し
く
な
い
、
か
し
こ
ま

ら
な
い
、
意
と
思
わ
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
春
曙
抄
に
、

こ
れ
に
か
く
て
侍
る
事
実
儀
な
ら
ず
と
卑
下
の
詞
也
、
返
歌
え
せ
ね
ば
、

退
出
せ
ん
と
て
い
へ
る
な
る
べ
し
、

と
い
う
の
が
妥
当
で
は
あ
る
ま
い
か
。
敬
語
表
現
で
な
い
の
も
、
わ
が
身
の
事

と
し
て
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ま
た
少
し
下
に
、
乞
食
尼

「常
陸
介
」
の
歌
と

し
て
、う

ら
や
ま
し
足
も
ひ
か
れ
ず
わ
た
つ
海
の
い
か
な
る
人
に
も
の
た
ま
ふ
ら

む

が
見
え
る
。
こ
れ
よ
り
先
、
も
う

一
人
の
乞
食
尼
が
多
量
の
頂
戴
物
を
し
た
の

を
常
陸
介
は
目
に
と
め
た
。
そ
の
羨
望
の
念
を
表
し
て
い
る
の
だ
が
、
初
二
句

を
解
い
て
全
書
本
は
「後
に
や

っ
て
来
た
尼
が
跛
で
あ

っ
た
か
ら
い
ふ
」
と
し
、

大
系
本
も
同
様
の
考
え
で
、
春
曙
抄
が
、

「足
も
え
ひ
か
ぬ
ほ
ど
物
と
ら
せ
給

ふ
と
い
ぶ
に
尼
が
足
ひ
く
事
を
い
ふ
也
」
と
い
う
の
も
、
同
儀
で
あ
ろ
う
。
角

川
文
庫
本
に
は
こ
の
点
に
言
及
は
な
い
。

前
後
の
叙
述
を
見
る
の
に
、
彼
女
が
跛
で
あ
る
と
明
記
し
た
個
所
が
な
い
。

そ
し
て
、

そ
の
後
、
ま
た
尼
な
る
か
た
ゐ
の
い
と
あ
て
や
か
な
る
出
で
来
た
る
を
、

と
あ
る
の
は
、
跛
者
で
な
く
思
わ
せ
さ
え
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

「う
ら
や
ま
し
」
の
歌
は
、
乞
食
尼
が
ガ
ク
の
あ
る
所
を
見
せ
よ
う
と
し
た

歌
で
、
ま
と
も
な
歌
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
三
十

一
文
字
に
仕
立
て
た
だ
け

の
、　
歌
な
ら
ぬ
歌
と
思
わ
れ
る
。　
そ
れ
を
清
少
納
言
が
こ
こ
に
紹
介
す
る
の

は
、
読
者
の
笑
い
を
誘
わ
ん
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
そ
の
つ
も
り
で
こ
の
歌
に
立

向
う
と
、

「わ
た
つ
海
」
は
、
後
の
乞
食
が
尼
で
あ
る
事
に

「海
人
」
を
連
想

し
て
の
用
語
で
あ
る
の
は
既
に
説
か
れ
て
い
る
通
り
と
し
て
、　
そ
の
上
に
、

「う
ら
や
ま
し
」
の

「や
ま

（山
ど

と
の
対
比
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
て
、

そ
れ
を
こ
の
歌
の
趣
向
の
一
つ
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
見
え
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
さ
す
れ
ば
、

「足
も
ひ
か
れ
ず
」
は
、
頂
戴
物
を
持
運
ぶ
に
難
渋
し
て
い

る
事
を
い
わ
ん
と
し
て
、

「足
引
の
山
」
と
い
う
に
基
づ
く

「山
」
の
縁
語
表

現
と
し
た
の
で
あ

っ
て
、
詠
み
人
と
し
て
は
頭
を
し
ぼ

っ
た
秀
句
で
あ

っ
た
と

思
わ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
枕
詞

「あ
し
ひ
き
の
」
の
意
味
が
あ
れ
こ
れ
と
考

え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
の
は
、
恐
ら
く
万
葉
集
研
究
が
本
格
化
し
始
め
た
江

戸
時
代
に
至
っ
て
の
事
、
も
し
く
は
上
代
特
殊
仮
名
遣
を
考
慮
に
入
れ
る
よ
う

に
な

っ
て
の
近
代
の
事
で
あ

っ
て
、
平
安
時
代
で
は
、
意
味
を
考
え
て
も
、
山

へ
登
る
に
は
足
を
引
い
て
歩
く
ぐ
ら
い
で
す
ま
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。
釈
日
本

紀
巻
二
十
六
（和
歌
四
、
允
恭
）
所
引
私
記
に
、
「
阿
資
臀
紀
能
」
に
つ
き

「言

山
行
之
時
、
引
足
而
歩
也
」
と
す
る
の
が
見
え
る
。

乞
食
尼
を
跛
者
と
見
る
の
は
秀
句
の
誤
解
に
発
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
い
か

が
で
あ
ろ
う
。

三
、
上
の
十
日
ｏ
中
の
十
日
・
下
の
十
日

平
安
朝
語
の

「上
の
十
日
」

「中
の
十
日
」

「下
の
十
日
」
を
そ
れ
ぞ
れ
上



旬
、
中
旬
、
下
旬
の
意
と
す
る
説
が
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
た
論
文
の
類
も
見
か

け
る
。
し
か
し
暦
日
の
十
日
、
二
十
日
、
三
十
日
の
意
と
す
る
の
が
正
し
い
と

思
わ
れ
る
の
で
、
以
下
そ
の
理
由
に
つ
い
て
申
述
べ
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は

平
安
朝
の
作
品
に
現
れ
た
も
の
に
限

っ
て
考
え
る
。
ま
ず
、
用
例
の
比
較
的
多

い

「中
の
十
日
」
に
つ
い
て
。

０
０
か
く
て
三
月
十
二
日
に
初
め
の
巳
の
日
出
で
来
た
り
。
君
達
御
祓
し
に

渚
の
院
に
出
で
給
ひ
て
…
…

０
三
月
中
の
十
日
ば
か
り
に
藤
井
の
官
に
藤
の
花
の
宴
し
給
ふ
。

ｎ
三
月
つ
ご
も
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
ま
ら
う
ど
達
帰
り
給
ひ
な
む
と
す
。

０
三
月
っ
ご
も
り
の
日
に
な
り
て
、君
達
吹
上
の
官
に
て
春
惜
し
み
給
ふ
。

国
か
く
て
四
月

一
日
に
君
達
帰
り
給
ふ
。

（字
津
保
物
語

。
吹
上
上
、
角

川
文
庫
本
上
巻
二
九
〇
―
三
〇
四
頁
、
以
下
こ
の
物
語
に
つ
い
て
は
同

本
の
巻
と
頁
と
を
付
記
す
る
。
）

０
の

「中
の
十
日
」
は
、
０
に

「十
二
日
」
が
出
て
い
る
の
で
、
中
旬
の
意
と

す
る
よ
り
も
、
二
十
日
の
意
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②
十
月
中
の
十
日
な
れ
ば
、
神
の
斎
垣
に
は
ふ
葛
も
色
か
は
り
て
…
夜

一
夜

遊
び
明
し
給
ふ
。
二
十
日
の
月
逢
か
に
澄
み
て
、
海
の
お
も
て
お
も
し
ろ
く
見

え
わ
た
る
に
…
…

（源
底
物
語

。
若
菜
下
、
日
本
古
典
全
書
本
第
四
冊

一
三
二

―

一
三
四
頁
）

こ
こ
で
は
明
瞭
に

「中
の
十
日
」
即
ち

「
二
十
日
」
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

一
語
で

「
二
十
日
の
月
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ

っ
て
、
折
し
も

「中

の
十
日
」
で
あ

っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
ば
を
使

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

０
八
月
中
の
十
日
ば
か
り
な
れ
ば
、
野
べ
の
け
し
き
も
を
か
し
き
頃
な
る
に

…
…
い
り
が
た
の
月
の
山
の
端
近
き
程
、と
ど
め
難
う
も
の
あ
は
れ
な
り
。

（同

ｏ
夕
霧
、
同
書
第
五
冊

一
九
―
二
七
頁
）

「
い
り
が
た
の
月
」
を
河
内
本
と
別
本
系
の
あ
る
本
と
は

「
は
つ
か
の
月
」
に

作
り
、　
別
本
系
の
他
の
本
に

「十
日
月
」

に
作
る
本
が
あ
る

（源
氏
物
語
大

成
）
。
そ
れ
ら
の
本
文
の
成
立
事
情
も
問
題
で
は
あ
ろ
う
が
、
現
象
面
だ
け
見

る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
本
で
は

「中
の
十
日
」
を

「
二
十
日
」
と
も
記
し
て
い

る
事
に
な
る
。

以
上
の
三
例
は
、

「中
の
十
日
」
を
二
十
日
と
す
る
考
え
を
確
実
に
裏
付
け

て
い
る
と
同
時
に
中
旬
説
を
容
れ
な
い
例
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

四
　
　
八
月
中
の
十
日
許
に
雨
の
そ
ほ
ふ
り
け
る
日
、
を
み
な
へ
し
掘
り
に

藤
原
の
も
ろ
た
だ
を
野
べ
に
出
だ
し
て
、
遅
く
帰
り
け
れ
ば
、
遣
し

け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
左
大
臣

暮
れ
は
て
ば
月
も
待
つ
べ
し
女
郎
花
雨
や
め
て
と
は
思
は
ざ
ら
な
む

（後

撰
集

・
秋
歌
中

。
二
九
四
）

右
は
、女
郎
花
を
掘
り
に
師
ヂ
を
差
向
け
た
と
こ
ろ
、帰

っ
て
く
る
の
が
遅
い
も

の
だ
か
ら
、
差
向
け
先
へ
左
大
臣
実
頼
が
連
絡
の
歌
を
出
し
て
、
日
が
暮
れ
て

し
ま
っ
た
ら
、
ゆ

っ
く
り
月
の
出
を
待
ち
月
明
り
を
得
て
帰
る
が
よ
い
が
、
ど

う
せ
小
雨
だ
か
ら
、
女
郎
花
を
、
雨
の
あ
が
る
の
を
待
た
ず
、
さ

っ
さ
と
掘

っ

て
帰
る
が
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
初
二
句
は
、
暮
れ
切

っ
て
か
ら
月
が

出
る
頃
な
の
で
、
そ
う
言

っ
た
、
ま
た
、
言
え
た
の
で
あ

っ
て
、
「中
の
十
日
」

が
二
十
日
で
あ

っ
て
ふ
さ
わ
し
く
、
漠
然
と
中
旬
の
意
で
あ

っ
て
は
、
適
当
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歌
は
三
二
五
番
の
八
月
十
五
夜
の
歌
よ
り
も
前
に
置

か
れ
て
い
る
の
で
、
後
撰
集
の
歌
が
季
節
の
進
行
の
順
序
に
従

っ
て
配
列
さ
れ

て
い
る
な
ら
、
二
十
日
と
は
考
え
に
く
い
が
、
時
の
推
移
と
題
材
別
と
の
二
つ

の
基
準
に
よ
っ
て
配
列
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
、
し
か
も
整
斉
に
欠
け
る
所
が
あ

る
よ
う
に
見
え
る
。
当
面
の
秋
歌
中
に
つ
い
て
見
る
と
、
左
の
如
く
で
あ
る
。

二
七

一
―
二
七
三

（霧
）



二
七
四
―
二
七
六

（女
郎
花
）

二
七
七
―
二
八
七

（露
）

二
八
五
の
調
書
中
に

「
八
月
ば
か
り
」
と
あ
り

二
八
八
―
二
八
九

（花
薄
）

二
九
〇
―
二
九
三

（露
）

二
九
四

（女
郎
花
）
当
面
の
歌

二
九
五

（萩
）

二
九
六

（秋
夜
）
む
し
ろ
恋
歌

二
九
七
―
三
〇

一
（萩
）

三
〇
二

（露
）

三
〇
三

（天
の
川
）

三
〇
四
―
三

一
六

（露
）

三

一
七

（萩
）

一二
一
八
―
三
二
九

（月
）

三
二
五
の
詞
書
中
に

「
八
月
十
五
夜
」
と
あ
り

三
二
〇

（七
夕
）

三
三
一
―
三
三
四

（物
思
う
）

三
三
五

（白
露
）

三
三
六

（月
）
そ
の
詞
書
中
に

「
八
月
十
五
夜
」
と
あ
り

三
三
七
―
三
五
〇

（女
郎
花
）

と
い
う
ぐ
あ
い
で
あ

っ
て
、
女
郎
花
の
歌
が
三
個
所
に
分
れ
、
当
面
の
二
九
四

番
の
歌
な
ど
は
、　
一
首
だ
け
そ
ん
な
所
に
あ
る
よ
り
も
、
三
三
七
番
以
下
の
一

群
の
内
に
あ
る
ほ
う
が
所
を
得
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
露

・
萩

・
月

の
歌
な
ど
の
配
列
も
整
斉
に
欠
け
、
通
観
し
て
、
歌
の
位
置
は
整
理
さ
れ
て
い

な
い
と
い
わ
ざ
る
を
得
ま
い
。

０
さ
る
程
に
十
月
中
の
十
日
頃
に
も
な
り
ぬ
。
こ
の
世
に
て
は
、
う
ち
続
き

産
な
ど
も
繁
く
、
緑
児
走
り
遊
び
な
ど
し
て
、
何
の
世
の
こ
と
わ
り
わ
き

ま
ふ
べ
く
も
あ
ら
ざ
り
し
に
、
あ
し
た
ご
と
に
弥
陀
の
名
号
を
唱
へ
、
経

な
ど
を
読
み
つ
つ
、
月
ご
と
の
十
五
日
に
は
仏
の
御
前
に
て
、
人
々
を
す

す
め
て
一
昼
夜
の
念
仏
を
唱
へ
な
ど
営
み
し
事
を
、
こ
の
十
五
日
に
も
、

そ
の
ま
ま
に
念
仏
を
申
さ
す
る
に
、
そ
の
夜
の
暁
方
に
つ
ゆ
ば
か
り
ま
ど

ろ
み
た
る
夢
に
、
天
人
の
姿
な
る
人
、
う
し
ろ
ば
か
り
見
え
て
、
空
へ
昇

り
ぬ
る
を
、
わ
が
心
に
、
こ
の
人
と
思
ふ
程
に
、
歌
を
ず
ん
ず
る
声
に
て

「
た
う
し
切
利
天
上
」
と
長
々
聞
ゆ
る
に
、
き
と
驚
き
た
れ
ば
、
こ
の
現

に
念
仏
唱
ふ
る
僧
の
声
に
聞
き
紛

へ
つ
る
を
、
い
と
珍
ら
か
に
覚
え
て
、

僧
を
呼
び
て
、
「
か
の
普
賢
品
に
は

『
た
う
し
や
う

（当
生
）
切
利
天
上
』

と
こ
そ
侍
る
を
、
是
は

『
た
う
し
』
と
聞
え
侍
り
つ
る
は
、
い
か
に
心
得

べ
き
に
か
」
と
問
ひ
侍
り
し
か
ば
、

「
『
た
う
し
』
と
侍
ら
む
は
、

『
到

る
』
と
い
ふ
文
字
に
こ
そ
」
と
答
ふ
る
に
、
更
に
涙
こ
ば
れ
ま
さ
り
て
、

め
で
た
く
あ
は
れ
に
覚
え
て
、

頼
み
あ
り
て
さ
だ
か
に
見
つ
る
夢
を
な
ほ
深
く
ぞ
祈
る
思
ふ
あ
ま
り
に

（藤
原
隆
信
朝
臣
集

。
上

・
哀
傷
四
〇

一
）

「
さ
る
程
に
」
は
、
こ
こ
に
は
省
い
た
上
文
の

「う
ば
（
＝
祖
母
）
に
て
侍
り
し

人
」
の
死
去
に
関
す
る
記
述
を
受
け
る
。

「
こ
の
十
五
日
」
は
十
月
十
五
日
。

十
六
日
の
暁
に
見
た
夢
の
意
味
を
僧
に
質
し
、
説
明
に
感
動
し
て
詠
ん
だ
の
が

「頼
み
あ
り
て
」
の
歌
で
、
そ
の
時
が

「中
の
十
日
頃
」
だ
と
い
っ
て
い
る
と

私
は
読
む
。
日
の
記
述
を
誤
な
く
受
取
ら
ん
と
し
て
、
あ
え
て
長
い
詞
書
を
全

文
掲
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

「中
の
十
日
」
は
十
六
日
以
後
の
日
で
あ
り
、
十

五
日
が

「中
の
十
日
」
の
う
ち
で
は
な
い
、
即
ち

「
中
の
十
日
」
は
中
旬
の
意

で
は
な
い
と
思
う
。



０
大
納
言
実
国
、
左
衛
門
督
と
申
し
し
時
、
い
ざ
な
は
れ
し
か
ば
、
自
河
な

る
所
に
て
神
楽
歌
ひ
遊
び
し
程
に
、
暁
方
に
星
に
な
り
て
、

「今
宵
の
月

は
た
だ
こ
こ
に
ま
す
」
な
ど
歌
ひ
し
程
に
、
お
も
し
ろ
か
り
し
な
ご
り
あ

か
ず
覚
え
て
、
帰
り
に
し
の
ち
、
二
日
三
日
あ
り
て
、
月
の
あ
か
か
り
し

夜
申
し
て
お
く
り
し
、

あ
か
ば
し

（
明
星
）
の
あ
か
で
い
で
に
し
暁
は
今
宵
の
月
に
思
ひ
出
で

ず
や

返
し
、

た
だ
こ
こ
に
た
だ
こ
こ
に
と
こ
そ
思
ひ
し
を
出
で
し
は
月
の
か
ひ
も
な

か
り
き

（藤
原
隆
信
朝
臣
集

・
下

。
雑

一
、
七
八
九

・
七
九
〇
）

「白
河
な
る
所
」
は
実
国
の
山
荘
で
あ
ろ
う
か
。

「星
に
な
り
て
」
は
、
歌
に

明
星
を
詠
む
所
か
ら
見
る
と
、
明
け
の
明
星
の
み
輝
い
て
残
月
淡
く
空
に
か
か

る
か
、
月
は
西
山
に
没
す
る
か
し
て

（
（ど
ち
ら
で
あ
る
か
は
、
こ
こ
で
は
き

め
ら
れ
な
い
。
後
に
触
れ
る
）、　
明
け
方
に
な

っ
た
の
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

従

っ
て
、
照
る
月
は
空
に
な
い
、
ど
こ
へ
行

っ
た
、
こ
こ
に
い
た
、
こ
こ
に
い

る
あ
な
た
こ
そ
、
そ
の
月
だ
、
と
、
神
楽
歌

「明
星
」
の
文
句
を
借
り
用
い
て

招
待
し
た
客
人
隆
信
に
さ
さ
げ
た
褒
め
詞
が
、

「今
宵
の
月
は
た
だ
こ
こ
に
ま

す
」
で
あ
ろ
う
。

「明
星
の
」
の
歌
は
隆
信
の
詠
で
、
初
旬
は
枕
詞
で
あ
り
つ

つ
「明
星
」
は
自
身
を
書
え
、
「出
で
に
し
」
は
、
明
星
が
現
れ
た
事
と
自
身
が

帰

っ
た
事
と
の
両
意
を
含
ん
で
い
よ
う
。
返
歌
の
第
二
旬
の

「
こ
そ
」
は
恐
ら

く

「ぞ
」
の
誤
で
あ
ろ
う
が
、
上
の
句
は
、
本
物
の
月
は
こ
こ
に
い
た
、
そ
れ

が
あ
な
た
だ
と
思

っ
た
の
に
、
の
意
で
、
下
の
句
は
、
懸
歌
の
初
二
句
を
受
け

て
、
明
星
が
出
た
の
で
月
が
圧
倒
さ
れ
て
光
が
薄
れ
、
存
在
的
価
値
が
な
か
っ

た
、
の
意
と
、
お
帰
り
に
な

っ
た
あ
な
た
を
月
と
思

っ
た
効
が
な
か
っ
た
、
も

っ
と
長
く
い
て
ほ
し
か
っ
た
、
の
意
と
の
両
意
を
含
ん
で
い
よ
う
。

「月
の
か

ひ
も
な
か
り
き
」
は
、
月
が
空
に
か
か
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
え
た
の
で
あ

ろ
う
。
さ
す
れ
ば
月
は
没
し
た
の
で
は
な
く
、
こ
の
時
は
月
が
暁
近
く
に
没
す

る
十
三
夜
前
後
で
も
な
く
、
有
明
の
月
が
残
る
頃
で
あ

っ
た
と
い
う
事
に
な
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
と
同
じ
時
の
事
が
、

０
八
月
の
中
の
十
日
に
神
楽
を
し
侍
り
て
、
い
と
な
ご
り
多
か
り
し
に
、
長

月
の
十
日
あ
ま
り
に
、
か
く
な
む
申
し
お
こ
せ
た
り
し
、
　
　
隆
信
朝
臣

明
星
の
あ
か
で
出
で
に
し
暁
は
今
宵
の
月
に
思
ひ
出
で
ず
や

返
し
、

た
だ
こ
こ
に
た
だ
こ
こ
に
と
ぞ
思
ひ
し
に
け
ふ
は
八
月
の
か
ひ
も
な
か

り
き

（前
大
納
言
実
国
卿
集

・
秋
）

と
見
え
る
。
返
歌
の
第
四
句
に
は
誤
字
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

「明
星
の
」
の
歌

を
贈

っ
た
時
も
、
隆
信
集
と
少
し
違
う
。
受
取
り
人
よ
り
も
差
出
し
人
の
言
う

所
に
分
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
今
注
目
す
べ
き
は
、

残
月
の
あ

っ
た
こ
の
時
が

「中
の
十
日
」
で
あ

っ
た
事
で
、
そ
れ
を
広
く
中
旬

と
見
る
の
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

以
上
０
同
０
の
三
例
は
、
中
旬
説
の
通
用
し
な
い
例
で
、
０
０
０
を
見
合
せ

る
事
に
よ
り
二
十
日
と
見
る
の
が
適
当
と
思
わ
れ
る
例
で
あ
る
。

「中
の
十
日
」
を
単
に

「十
日
」
と
い
う
事
も
あ

っ
た
。

③
七
月
十
日
よ
日
に
も
な
り
ぬ
れ
ば
…
石
山
に
十
日
ば
か
り
と
思
ひ
立
つ
。

…
…
二
十
日
の
月
、
夜
ふ
け
て
、
い
と
あ
か
か
り
け
れ
ど
…
…

（蜻
蛉
日

記
、
角
川
文
庫
本
九
二
段
）

「石
山
に
十
日
ば
か
り
」
云
々
は
、
大
西
善
明
氏
の
か
げ
ろ
ふ
日
記
新
釈
や
同

氏
の
最
近
の
蜻
蛉
日
記
新
注
釈
に
見
え
る
如
く
、
石
山
寺
に
二
十
日
頃
に
参
詣

し
よ
う
と
思
い
立
つ
、
の
意
で
あ

っ
て
、
小
著
蜻
蛉
日
記
全
注
釈
も
新
釈
の
説

に
賛
同
し
た
。

「十
日
ば
か
り
」
は
参
籠
日
数
を
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
例



は

「中
の
」
を
省
い
た
言
い
方
で
あ
る
が
、
二
十
日
の
意
で
あ
る
事
の
確
実
さ

に
お
い
て
０
０
０
に
に
加
え
ら
れ
る
べ
き
例
と
思
う
。

０
０
か
く
て
十

一
月
よ
り
民
部
卿
の
殿
の
御
方
に
舞
の
師
据
ゑ
て
、
君
達
舞

習
ひ
給
ふ
。

同
か
か
る
程
に
月
立
ち
て
、
中
の
十
日
ば
か
り
に
年
の
果
て
の
御
読
経
せ

さ
せ
給
ふ
。
大
般
若
経
三
日
、
禅
師
達
二
十
人
ば
か
り
し
て
、
結
願
の

夜
御
仏
名
…
…

内
十
二
日
よ
り
御
読
経
始
む
。

か
く
て
三
日
と
い
ふ
午
の
時
に
結
願
し
て
、
大
徳
達
の
御
布
施
に
素
絹

十
匹
ど
も
行
ふ
。
夜
さ
り
は
御
仏
名
せ
ら
る
れ
ば
、
ま
だ
帰
ら
ず
。

０
　
御
仏
名
果
て
て
、
つ
ご
も
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
正
月
の
御
装
束
い
そ

ぎ
給
ふ
。

（宇
津
保

・
嵯
峨
院
、
上
巻
二
一
四
―
二
一
六
頁
）

０
の

「月
立
ち
て
」
は
０
を
受
け
て
十
二
月
と
分
る
。
そ
れ
以
下
は
正
頼
邸
で

の
十
二
月
の
行
事
で
あ

っ
て
、
同
じ
行
事
を
繰
返
し
て
記
し
て
い
る
。
年
の
果

て
の
御
読
経
は
大
般
若
経
の
読
経
で
、
三
日
間
続
け
、
三
日
目
の
午
の
時
に
結

願
し
て
同
夜
御
仏
名
を
し
た
、　
と
い
う
。

御
読
経
を
始
め
た
の
が
、　
同
で
は

「中
の
十
日
ば
か
り
」
で
あ
り
、
内
で
は

「十
二
日
」
で
あ
る
。
両
者
は
同
日

を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
例
に
従

っ
て

「中
の
十
日
」
を
二
十

日
と
す
る
考
え
は
、

「ば
か
り
」
を
添
え
て
あ

っ
て
も
、

「十
二
日
」
で
は
、

適
当
と
は
し
難
い
だ
ろ
う
。
中
旬
説
に
都
合
の
よ
い
例
と
も
見
え
る
が
、

「十

二
日
」
の
ほ
う
に
も
支
障
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
即
ち
、

「十
二
日
」
で
は

御
仏
名
が
十
六
日
に
終
る
事
に
な
り
、
日
を
、
御
仏
名
が
果
て
て

（
ソ
ノ
後
日

ガ
立

ッ
テ
）
つ
ご
も
り
に
な

っ
た
、
の
如
く
、
括
弧
の
補
い
を
し
な
く
て
は
な

ら
ず
、
こ
れ
は
し
ば
ら
く
用
例
と
し
て
取
上
げ
る
の
を
差
控
え
る
の
が
穏
や
か

で
あ
ろ
う
。

「十
二
日
」
に
つ
き
書
体
転
訛
上
よ
り
仮
に
誤
写
説
を
案
じ
て
、

「十
六
日
」

「十
七
日
」
ま
た
は

「十
二
日
」
の
誤
と
す
る
推
測
も
あ
り
得
よ

う
か
と
思
う
が
、
不
確
か
な
域
を
め
ぐ
る
だ
け
だ
か
ら
、
こ
の
例

に

つ
い
て

は
、
こ
れ
以
上
立
入
ら
ず
に
お
く
。

⑩
院
の
御
賀
…
…
二
月
十
余
■
と
定
め
給
ひ
て
、
…
…
宮
の
御
方
を
の
ぞ
き

給

へ
れ
ば
、
…
…
た
だ
い
と
あ
て
や
か
に
を
か
し
く
、
二
月
の
中
の
十
日

ば
か
り
の
青
柳
の
、
わ
づ
か
に
し
だ
り
始
め
た
ら
む
心
ち
し
て
、
鴬
の
羽

風
に
も
乱
れ
ぬ
べ
く
、
あ
え
か
に
見
え
給
ふ
。
…
…
夜
ふ
け
ゆ
く
け
は
ひ

冷
や
か
な
り
。
臥
待
の
月
は
つ
か
に
さ
し
出
で
た
る
…
…

（源
氏
物
語

。

若
菜
下
、
全
書
本
第
四
冊

一
四
二
―
一
五
一
頁
）

院
の
御
賀
は

「
二
月
十
余
日
」
と
予
定
さ
れ
、
実
際
は

「臥
待
の
月
」
の
夜
に

催
さ
れ
た
。

「臥
待
の
月
」
に
つ
い
て
は
、
０
十
九
日
の
夜
の
月
と
す

る
説

と
、
０
二
十
日
以
後
の
夜
の
月
と
す
る
説
と
あ
る
。

か
く
て
二
月
二
十
日
に
な
む
詣
で
給
ひ
け
る
。
…
…
仲
頼

「仕
う
ま
つ
り

に
く
き
事
か
な
」
な
ど
い
ひ
て
、
書
き
出
だ
す
。

「
あ
は
れ
、
け
ふ
は
春

の
な
か
ば
の
月
、
寝
待
を
昨
日
と
い
ひ
て
…
…
」
と
書
き
出
だ
し
て
兵
部

卿
の
み
こ
に
奉
る
。
御
覧
じ
て

「寝
待
の
月
」
を
、

き
の
ふ
こ
そ
寝
待
ち
も
せ
し
か
春
の
夜
の
今
宵
の
月
を
い
か
が
見
る
ら

む

（宇
津
保

。
春
日
詣
、
上
巻

一
五
八
―

一
六
〇
頁
）

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
十
九
日
の
夜
の
月
を

「寝
待
」
と
い
っ
た
の
で
あ
り
、

０
は

「寝
待
」
と
同
じ
意
味
と
見
、
０
は

「寝
待
」
を
含
め
て
も
う
少
し
広
く

見
た
事
に
な
る
。

「臥
待
」
の
意
味
が
定
ま
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
を
根
拠
に
す

る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
よ
う
で
あ
る
。
当
例
は
、
叙
上
の
例
か
ら
得
た
意
味
を

適
用
し
、

「中
の
十
日
ば
か
り
」
を
二
十
日
頃
の
意
と
見
て
、

「臥
待
」
が
０

で
あ

っ
て
も
０
で
あ

っ
て
も
、
支
障
が
な
い
と
認
め
る
事
に
な
る
だ
ろ
う
。
当

例
は
そ
の
よ
う
な
例
と
思
わ
れ
る
。



Ｏ
⑩
の
よ
う
に
不
審
や
不
確
実
さ
を
含
む
例
が
あ
る
に
せ
よ
、
回
蜻
蛉
日
記

七

一
段
、
回
同
二
〇
〇
段
、
側
宇
津
保

・
俊
蔭
（上
巻
二
五
頁
）、
回
同

ｏ
俊
蔭

（上
巻
三
〇
頁
）、
口
同

・
藤
原
君

（上
巻

一
〇
五
頁
）、
田
同

・
吹
上
下

（上

巻
三

一
四
頁
）、
ｍ
同

。
吹
上
下

（上
巻
〓
一
四
頁
）、
回
同

・
貴
官

（中
巻
七

七
頁
）、
側
同

ｏ
国
譲
中

（下
巻

一
三
七
頁
）、
口
同

ｏ
国
譲
下

（下
巻
二
三
五

頁
）、　
ｍ
千
載
集
の
序
に
見
え
る
各
例
は
、
い
ず
れ
も
そ
の
一
例
限
り
で
は
二

十
日
か
中
旬
か
き
め
ら
れ
な
い
が
、
０
０
０
お
よ
び
０
の
確
例
、
さ
て
は
０
０

０
の
中
旬
に
非
ず
と
考
え
ら
れ
る
例
を
用
い
て
、
二
十
日
の
意
と
見
る
べ
き
例

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

な
お
宇
津
保

（蔵
開
上
）
に
お
い
て
、
大
官
は
、

四
十
月
に
な
り
て
、
中
の
十
日
ば
か
り
に
、
宮
け
し
き
あ
り
て
、
な
や
み
給

ふ
。

（中
巻
二
〇
二
頁
）

と
あ

っ
て
誕
生
し
、
百
日
の
祝
い
を
、

二
十
五
日
に
い
で
く
る
乙
子
は
、
犬
宮
の
御
百
日
に
当
り
け
り
。
こ
た
み

は
内
侍
の
か
ん
の
殿
し
給
ふ
。
や
が
て
子
の
日
が
て
ら
参
り
給
ふ
や
う
は

…
…

（同

ｏ
蔵
開
下
、
中
巻
三
五
七
頁
）

と
あ
る
よ
う
に
、　
一
月
二
十
五
日
に
し
て
い
て
、
仮
に
十

一
月
と
十
二
月
と
が

大
の
月
で
三
十
日
で
あ

っ
た
と
し
て
も

（実
例
は
珍
し
く
な
い
）、　
十
月
二
十

日
以
前
に
生
れ
た
事
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
単
な
る
日
の
計
算
の
ほ
か

に
考
慮
す
べ
き
事
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三
日
、
五
日
、
九
日
の
産
養
は
、
き

っ
ち
り
そ
の
日
が
守
ら
れ
る
。
五
十
日

も
守
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
だ
が
、
長
徳
二
年
十
二
月
十
六
日
に
誕

生
し
た
定
子
腹
脩
子
内
親
王
の
五
十
日
の
祝
い
の
あ

っ
た
翌
年
二
月
八
日
は
五

十
二
日
目
に
当
り
、
百
日
の
祝
い
に
な
る
と
、
も
う
少
し
趣
の
違
い
が
出
て
く

る
よ
う
で
、
た
と
え
ば
、
妍
子
腹
積
子
内
親
王
は
長
和
二
年
七
月
六
日
に
誕
生

し
、
百
日
の
祝
い
の
あ

っ
た
十
月
二
十
日
は
、
百
三
日
日
で
あ

っ
た
し
、
寛
弘

五
年
九
月
十

一
日
に
誕
生
し
た
彰
子
腹
敦
成
親
王
の
百
日
の
祝
い
は
十
二
月
二

十
日
で
、
九
十
九
日
目
で
あ

っ
た
。
非
常
に
少
い
記
録
の
範
囲
内
に
お
い
て
さ

え
、
こ
の
よ
う
に
わ
ず
か
な

日
数
の
繰
上
げ
繰
下
げ
の
さ
れ
た
事
例
も
あ

っ

て
、
宇
津
保
の
場
合
、

「御
百
日
」
は
日
数
の
百
日
目
を
い
う
の
で
は
な
く
、

百
日
の
祝
儀
の
意
で
あ
る
か
ら
、
子
の
日
に
合
わ
せ
る
繰
上
げ
を
し
て

「御
百

日
」
を
定
め
た
事
を
省
記
し
た
上
で
、

「御
百
日
に
当
り
け
り
」
と
記
し
た
と

見
る
事
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
の
上
、
誕
生
の
日
を

「中
の
十
日
」
に
限
定
し

た
書
き
方
を
し
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
例
も
二
十
日
説
を
否
定
す
る
も
の
に
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

○

次
は

「下
の
十
日
」
を
取
上
げ
る
。
と
い
っ
て
も
、

「中
の
十
日
」
が
二
十

日
な
ら
、

「上
の
十
日
」

「下
の
十
日
」
の
意
も
お
の
ず
か
ら
き
ま
っ
て
し
ま

う
道
理
で
あ
ろ
う
が
、　
一
往
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
も
あ
る
。

０
０

「人
ず
く
な
に
て
、
い
と
あ
し
か
め
り
。
あ
こ
き
、人
求
め
よ
。
…
…

同
明
け
ぬ
れ
ば
、
…
あ
こ
き
、
を
ば
の
も
と
へ
文
や
る
。

「
…
…
け
ふ
あ

す
の
程
に
、
清
げ
な
ら
む
童

。
大
人
求
め
出
で
給

へ
。

内

（少
将
卜
四
ノ
君
ト
ノ
結
婚
ヲ
）
し
は
す
の
つ
い
た
ち
五
日
と
定
め
た

る
程
は
、

（中
納
言
ハ
）
し
も
つ
き
の
つ
ご
も
り
ば
か
り
よ
り
い
そ
ぎ

給
ふ
。

日
か
く
て
二
条
殿
に
は
、
十
日
ば
か
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
今
参
り
ど
も
十

余
人
ば
か
り
参
り
て
、
い
と
今
め
か
し
う
を
か
し
。

問
か
く
て
月
立
ち
て
…
…

（落
窪
物
語
、
角
川
文
庫
本

一
〇

一
―

一
〇
六

頁
）

落
窪
の
記
事
年
表
を
作

っ
て
み
て
初
め
て
気
づ
い
た
の
だ
が
、
０
は
十

一
月
二



十
七
日
で
あ
る
。
従

っ
て
―口＞
の

「明
け
ぬ
れ
ば
」
で
二
十
八
日
に
な
り
、

「け

ふ
あ
す
」
は
二
十
八
日
、
二
十
九
日
に
当
る
。
こ
の
当
時
十

一
月
の
晦
日
が
三

十
日
に
な
る
年
が
あ

っ
た
事
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の

「け
ふ
あ
す
」
を
日

は
受
け
て
い
る
の
で
、

「十
日
」
を
私
は
下
の
十
日
、
即
ち
三
十
日
の
意
に
解

し
、そ
れ
で
日
は
同
を
受
け
、
同
へ
の
続
き
も
よ
く
、
ま
た
、
い
で
す
で
に

「
し

も
つ
き
の
つ
ご
も
り
ば
か
り
」
が
出
て
い
る
の
だ
か
ら
、
日
の

「十
日
」
を
中

旬
と
見
る
余
地
は
な
く
、
か
つ
、

「十
日
」
を
三
十
日
の
意
に
見
な
い
と
、
日

数
と
見
る
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
は
日
は
十
二
月
の
記
事
に
な
り
、
い
の
結
婚

日
や
国
と
抵
触
す
る
、
と
考
え
た
。
「中
の
十
日
」
の
事
を
単
に
「十
日
」
と
い

う
の
と
同
様
の
言
い
方
が

「下
の
十
日
」
に
も
な
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
ぁ
る
。

こ
の
考
え
の
要
点
を
私
が
角
川
文
庫
本
の
補
注
に
記
し
た
時
、
源
順
集
の
本

文
を
国
歌
大
系
本
に
よ
り
誤
を
含
ん
だ
ま
ま
引
用
し
た
粗
忽
は
、
謹
ん
で
お
わ

び
す
る
と
共
に
、
更
め
て
左
に
掲
げ
直
す
。
そ
れ
は
袋
草
紙
な
ど
で
野
宮
歌
合

と
い
う
十
番
前
栽
合
の
記
録
で
あ

っ
て
、
判
者
は
順
、
記
録
者
は
為
憲
で
、
０

前
文
と
、
０
判
詞

・
判
歌
を
添
え
た
歌
合
の
歌
と
、
０
後
文
と
か
ら
成
り
、
０

と
０
と
の
間
に
見
え
る
順
と
そ
の
弟
子
に
当
る
講
師
橘
正
通
と
の
間
の
歌
に
よ

る
応
酬
な
ど
は
、
歌
合
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
０
に
属
す
る
と
見
る
。
０

後
文
は
、
末
尾
を
、

②
天
徳

（傍
記

「禄
」
）
と
い
ふ
年
は
じ
ま
り
て
み
と
せ
の
秋
の
半
な
が
月

の
し
も
の
十
日
に
今
二
日
お
き
て
の
事
な
り
。

（歌
仙
家
集
本
）

と
結
ぶ
。
西
本
願
寺
本
に
は
異
文
が
見
え
る
が
、
今
は
関
係
が
な
い
か
ら
触
れ

な
い
。
こ
の
歌
合
は
類
衆
歌
合
十
巻
本

。
二
十
巻
本
に
も
見
え
る
。
萩
谷
朴
氏

「
平
安
朝
歌
合
大
成
」
巻
二
に
就
い
て
見
る
に
、
「天
禄
」
が
正
し
く
、「秋
の
」

云
々
は
、「秋
の
な
か
ば
な
る
月
の
」
と
訂
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
日
を
後
代
の

書
に
伝
え
て
、
「十
八
日
」
コ
一十
日
」
コ
一十
八
日
」
と
分
れ
る
。
コ
一十
日
」

は
論
外
と
し
て
、

「十
八
日
」
と
す
る
の
は
歴
代
編
年
集
成
と
袋
草
紙
遣
編
中

の
一
個
所
と
で
あ
り
、
袋
草
紙
遣
編
で
も
他
の
個
所
で
は

「
二
十
八
日
」
と
し

（以
上
は
大
日
本
史
料
に
よ
っ
た
の
だ
が
、
日
本
歌
学
大
系
本
袋
草
紙
遣
編
で

は
、　
そ
の
一
〇

一
頁

ｏ
一
二

一
頁
の
二
個
所
と
も

「
二
十
八
日
」
と
す
る
）
、

「歌
合
大
成
」
巻
二

（
五
〇
〇
頁
）
に
よ
れ
ば
、
大
方
の
伝
え
は
二
十
八
日
で

あ
る
。
た
だ
し
右
の
日
付
け
の
前
に
、
順
集
に
も
歌
合
の
ほ
う
に
も
、

為
憲
ひ
と
り
明
く
る
ま
で
さ
ぶ
ら
ひ
て
昨
日
よ
り
今
日
ま
で
の
こ
と
を
書

き
記
し
て
奉
り
お
く
。

と
あ
る
の
で
、
右
の
日
付
け
は
歌
合
終
了
の
日
で
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
恐
ら
く

む
し
ろ
記
録
の
筆
を
お
い
た
日
と
し
て
い
う
の
で
あ

っ
て
、
歌
合
は
二
十
七
日

か
ら
二
十
八
日
に
か
け
て
夜
を
徹
し
て
行
わ
れ
た
と
見
ら
れ
る
。
な
お
、
萩
谷

氏
も
い
わ
れ
る
如
く
天
禄
三
年
八
月
は
二
十
九
日
が
末
日
で
、
三
十
日
は
な
か

つ
た
か
ら
、

「下
の
十
日
」
は
こ
と
ば
の
都
合
で
持
出
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

歌
合
の
記
録
は
、
そ
の
後
文
で
終
る
。
十
巻
本
は
そ
こ
で
一
切
の
記
事
が
終

る
が
、
二
十
巻
本
に
は
更
に
後
日
の
記
録
が
つ
く
。
そ
の
中
に
、

…
…
順
の
朝
臣
ま

（＝
申
）
す
や
う
、

「順
参
り
て
、
こ
の
和
歌
を
定
め

ま
す
と
、
な
が
れ
て
世
に
聞
え
な
む
。
ま
か
で
て
、
よ
く
う
ち
思
ひ
め
ぐ

ら
し
て
な
む
、
よ
く
は
定
め
ま
す
べ
き
」
と
て
、
ま
か
で
ぬ
れ
ば
、
勝
ち

た
る
も
負
け
た
る
も
、
い
つ
し
か
と
く
定
め
て
奉
ら
な
む
と
待
ち
、
心
も

と
な
が
る
程
に
、
十
日
ば
か
り
あ
り
て
、
奉
り
た
り
。

と
あ
る
の
に
よ
れ
ば
、
為
憲
は
師
た
る
順
の
意
を
受
け
、
退
出
後
、
入
念
に
順

の
判
詞
を
検
討
し
、
そ
の
修
正
の
成

っ
た
の
が
、

「下
の
十
日
に
今
二
日
お
き

て
の
」
日
よ
り

「十
日
ば
か
り
あ
り
て
」
の
こ
と
、
即
ち
九
月
に
入

っ
て
か
ら

で
あ

っ
た
。
後
日
の
記
録
の
内
容
は
、　
一
口
に
い
え
ば
方
人
の
苦
情
処
理
で
あ

っ
て
、
初
め
に
、
負
け
と
判
定
さ
れ
た
ほ
う
が

「
日
借
し
と
思
」
う
の
も
も

っ



と
も
で
、
コ
」
れ
も
か
れ
も
勝
ら
ず
劣
ら
ず
」
と
い
っ
て
如
才
な
く
取
り
な
し
、

次
い
で
、
判
者
順
の
判
歌
に
対
す
る
方
人
達
の
異
見
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
を
列
挙

す
る
。
そ
れ
は
、
直
接
順
の
判
定
を
覆
さ
ず
、
異
見
も
あ
る
と
告
げ
る
形
で
順

の
修
正
の
要
望
に
応
え
た
と
見
ら
れ
よ
う
。

続
群
書
類
従
本
で
は
、
そ
の
異
見
歌
列
挙
の
後
、

な
ど
、
あ
ま
た
あ
り
。
八
月
晦
日
に
ぞ
あ
り
け
る
。

と
し
て
、
後
日
の
記
録
を
終
る
。
そ
の
文
字
を
二
十
巻
本
は
備
え
な
い
。

「
八

月
晦
日
」
云
々
は
、

「な
ど
あ
ま
た
あ
」

っ
た
時
、
即
ち
異
見
歌
の
詠
ま
れ
た

時
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
為
憲
は
、
上
掲
文
に
見
え
る
通
り
、
方
人
達
退
出
後

も

「
ひ
と
り
明
く
る
ま
で
さ
ぶ
ら
ひ
て
」
記
録
に
当
り
、
方
人
達
が
退
出
前
に

為
憲
に
渡
し
た
そ
れ
ら
異
見
歌
を
自
宅
に
持
帰

っ
た
為
憲
が
、
判
詞
検
討
の

際
、
後
日
の
記
録
の
中
に
整
頓
し
て
記
載
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
私

は
後
文
を
読
ん
で
、

「
八
月
晦
日
」
を
歌
合
当
日
を
い
う
と
解
す
る
。

な
お
、
歌
合
の
記
録
の
後
文
中
に
左
の
如
き
文
章
が
あ
る
の
に
触
れ
て
お
か

ね
ば
な
る
ま
い
。

…
…
み
す
の
内
を
聞
け
ば
、
こ
へ
の
ぞ
う

（＝
近
衛
将
監
）
た
ぢ
ひ
の
な

か
き
と
い
ひ
し
人
の
む
す
め
、
こ
れ
か
れ
な
ど
候
ひ
て
、
よ
の
ふ
け
ゆ
く

ま
ま
に
、
Ｎ
釧
湘
割
馴
劃
刻
刻
刃
州
冽
調
Ｎ
洲
劇
ｕ
た
り
ｏ
お
前
の
庭
の

お
も
を
見
渡
せ
ば
、
月
の
影
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、
花
の
色
々
に
う
ち
乱
れ

た
り
。

（十
巻
本
）

傍
線
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
順
集
歌
仙
家
集
本

。
西
本
願
寺
本
は
同
文
で
あ
る

が
、
類
従
本
は
、

さ
や
け
さ
ま
さ
る
へ
き
琴
の
ね
を
調
べ
あ
は
せ

に
作
り
、
そ
の

「
へ
き
」
を
二
十
巻
本
は

「月
に
」
と
す
る
。

「さ
や
け
さ
ま

さ
る
月
」
で
は
下
の

「月
の
影
の
お
ぼ
ろ
な
る
に
」
に
抵
触
し
よ
う
。

「
さ
や

け
さ
」
は
琴
の
音
の
清
澄
な
る
を
い
う
の
で
あ

っ
て
、
音
に
つ
い
て

「
さ
や
け

し
」
と
い
っ
た
例
は
あ
ま
た
あ
る
。
「月
に
」
は
行
字
で
あ
り

（推
測
す
る
に
、

「
へ
き
」
を

「
つ
き
」
と
誤
読
誤
写
し
、
字
句
を
整
え
ん
と
し
て

「
に
」
を
加

え
た
か
）
、
歌
合
当
日
の
月
は
光
お
ぼ
ろ
で
あ

っ
て
、
そ
れ
は
月
ず
え
だ

っ
た

か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
こ
の
歌
合
を
大
日
本
史
科
は
八
月
十
八
日
の
条
に
記

載
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
萩
谷
氏
の
い
わ
れ
る
通
り
八
月
二
十
八
日
と
考
え
て

妥
当
と
思
う
。
も
し
も

「下
の
十
日
」
が
下
旬
の
意
な
ら
、
下
旬
に

「今
二
日

お
き
て
」
の
日
と
は
、
い
つ
の
日
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

か
く
し
て
０
後
撰
集

（
一
二
五
）
の

「下
の
十
日
」
も
三
十
日
と
解
す
べ
き

も
の
と
考
え
る
。

○

最
後
に

「上
の
十
日
」
に
つ
い
て
。

０
か
く
て
、
年
い
と
遅
き
年
に
て
、
〓
一月
上
の
十
日
ば
か
り
花
ざ
か
り
な
る
、

嵯
峨
の
院
、
花
の
宴
聞
し
召
さ
む
と
て
、
つ
く
り
し
つ
ら
は
せ
給
ふ
。
…

…
か
く
て
、
十
日
な
む
、
そ
の
日
な
り
け
る
。

（宇
津
保

。
国
譲
下
、
下

巻
二
四
五
頁
）

「上
の
十
日
ば
か
り
」
を
花
盛
り
と
見
込
ん
で
宴
を
準
備
し
、
当
日
が
十
日
で

あ

っ
た
、
と
い
う
。

「上
の
十
日
」
と

「十
日
」
と
が
照
応
し
て
い
よ
う
。

②
早
く
こ
の
上
の
十
日
も
過
ぎ
な
な
む
は
つ
か
に
て
だ
に
み
そ
か
な
り
や
と

（信
明
集
、
歌
仙
家
集
本

・
類
従
本
。
西
本
願
寺
本
に
は
な
し
）

「
は
つ
か
」
は
、
い
さ
さ
か
、
の
意
に
二
十
日
の
意
を
響
か
し
、
「
み
そ
か
」

は
三
十
日
で
、
そ
の

「
み
」
に

「見
」
を
響
か
し
て
い
よ
う
。

「
上
の
十
日
」

は

「
二
十
日
」

「
三
十
日
」
に
対
応
す
る
。

そ
の
他
、
０
宇
津
保

・
吹
上
下

（上
巻
三

一
四
頁
）
、
０
同

ｏ
国
譲
下

（下



巻
二
三
五
頁
）
、
０
同

・
楼
上
下

（下
巻
三
五
九
頁
）
、
０
浜
松
中
納
言
物
語

（
日
本
古
典
文
学
大
系
本

一
五
三
頁
）
の
諸
例
、
い
ず
れ
も
十
日
の
意
と
解
し

て
妥
当
す
る
で
あ
ろ
う
。

○

以
上
、
上
旬

。
中
旬

・
下
旬
説
の
当
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
ゆ
え
ん
を
申
述
べ

た
。
主
と
し
て
用
例
の
求
め
方
と
そ
の
意
味
の
取
り
方
と
の
相
違
が
見
解
の
分

れ
に
な

っ
た
と
い
え
る
。

な
お
、
月
の
前
半
を

「
上
」
、
後
半
を

「
下
」

と
い
う
言
い
方
も
あ
り
、
そ

の
場
合

「
下
の
十
日
」
と
い
っ
て
暦
日
の
二
十
日
を
指
し
た
よ
う
で
あ
る
。

五
月
に
は
例
の
三
十
講
な
ど
、
上
の
十
五
日
つ
と
め
行
は
せ
給
ひ
て
、
下

の
十
日
あ
ま
り
に
は
、
競
べ
馬
せ
さ
む
と
て
、
土
御
門
殿
の
む
ま
場
屋

。

埓
な
ど
い
み
じ
う
し
た
て
さ
せ
給
ふ
。

（栄
花
物
語

。
初
花
）

当
面
の
用
語
と
範
疇
を
異
に
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（本
学
教
授
）




