
枕
草
子
研
究
の
動
向
と
展
望

史
実
考
証
研
究
の
視
座
か
ら

赤
　
間
　
恵
都
子

十文字学園女子短期大学研究紀要第34集　2003年36

は
じ
め
に

　
枕
草
子
と
い
う
作
品
は
平
安
女
流
文
学
の
傑
作
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
ら
れ
な

が

ら
、
研
究
史
上
で
は
長
い
間
、
享
受
者
の
好
悪
に
よ
っ
て
両
極
端
の
評
価
が

与
え

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
原
因
と
し
て
第
一
に
、
枕
草
子
の
内
容
お
よ
び
形
態

が
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
近
し
い
時
代
の
現
存
作
品
中
に
類
を
見
な
い
と
い
う

こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
の
作
品
以
前
に
同
様
な
作
品
が
な
い
場
合
、
そ
の

作
品
は
文
学
史
上
に
先
駆
者
と
し
て
の
地
位
を
与
え
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
枕
草
子
の
場
合
、
後
に
続
く
作
品
も
な
い
。
無
論
、
十
五
世
紀
に

正
徹
が

『
正
徹
物
語
』
に
「
つ
れ
づ
れ
草
は
枕
草
子
を
つ
ぎ
て
書
き
た
る
者
也
」

と
述
べ
た
こ
と
に
始
ま
っ
て
、
枕
草
子
は
『
徒
然
草
』
に
先
ん
ず
る
作
品
と
し

て
扱
わ

れ
、
『
徒
然
草
』
研
究
の
上
で
比
較
対
照
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
そ
こ

か

ら
飛
躍
し
て
、
随
筆
文
学
の
先
駆
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
枕
草
子
執
筆
か
ら
四
世
紀
半
も
経
過
し
て
書
か
れ
た
作
品
か
ら
遡
っ
て
の
、

こ
の
便
宜
上
の
位
置
付
け
は
到
底
頷
け
る
も
の
で
は
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
文
学
史
に
お
け
る
位
置
付
け
の
不
安
定
な
こ
と
、
し
た
が
っ
て

評
価
の
基
準
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
が
、
枕
草
子
に
つ
い
て
論
ず
る
研
究
者
た
ち

の

意
見
の

食
い
違
い
を
招
い
て
き
た
。
五
十
嵐
力
が
そ
の
著
作
の
文
学
史
に

「
大
空
に

孤
高
を
持
し
た
る
枕
草
子
」
と
い
う
項
目
を
た
て
（
、
）
、
玉
上
琢
彌
が

「
枕
草
子
は
文
章
の
何
た
る
や
を
知
ら
な
い
女
の
お
し
ゃ
べ
り
だ
」
（
、
）
と
書
い
た

の

は
、
枕
草
子
と
い
う
正
体
不
明
の
作
品
に
対
す
る
正
反
対
の
と
ら
え
方
を
象

徴

し
た
典
型
的
な
例
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
作
品
論
の
方
向
か
ら
考
え
直
さ
れ

る
べ
き
最
終
的
な
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

　
枕
草
子
の
評
価
に
際
し
て
は
も
う
一
つ
、
特
に
日
記
的
章
段
に
絡
む
問
題
が

提
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
作
品
と
史
実
背
景
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
き

に

生

じ
る
矛
盾
の
問
題
で
あ
る
が
、
枕
草
子
の
場
合
、
作
品
か
ら
受
け
る
明
る

さ
と
史
実
背
景
か
ら
推
測
さ
れ
る
暗
さ
と
の
差
が
あ
ま
り
に
も
大
き
く
目
立
つ

の

で

あ
る
。
従
来
、
こ
の
問
題
は
す
ぐ
さ
ま
作
者
の
精
神
あ
る
い
は
生
き
方
の

観
点
か
ら
の
考
察
に
す
り
替
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
も
当
然
で
、
枕
草
子
論
と

し
て
の
始
ま
り
は
、
明
治
期
の
紫
式
部
と
の
対
比
に
よ
る
清
少
納
言
性
格
論
だ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
枕
草
子
作
品
論
の
研
究
の
流
れ
を
た
ど
り
な
が

ら
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

一

、
作
家
論
か
作
品
論
か

　
明
治
二
十
三
年
発
行
の
三
上
参
次
、
高
津
鍬
三
郎
共
著
の
文
学
史
（
3
）
で
は
、

「
此

ノ
紫
清
二
女
、
土
ハ
に
当
時
無
双
の
閨
秀
に
し
て
、
学
問
の
博
き
、
気
韻
の

高
き
、
互
に
相
伯
仲
し
て
、
其
間
に
軒
軽
を
な
し
が
た
し
。
さ
れ
ど
も
、
其
人

物
に
至
り
て
は
、
一
（
紫
式
部
〔
筆
者
注
〕
）
は
既
に
前
に
云
ひ
し
ご
と
く
、

温
柔
貞
淑
に
し
て
、
徳
行
あ
る
婦
人
の
亀
鑑
な
る
が
故
に
、
其
文
章
に
あ
ら
は

一
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れ

た
る
と
こ
ろ
、
自
つ
か
ら
其
風
あ
り
。
他
は
あ
ま
り
今
様
に
し
て
、
内
行
も

修

ま
ら
ず
、
且
つ
才
学
に
誇
る
こ
と
常
な
り
。
…
（
中
略
）
…
源
語
よ
り
は
、

其
性
質
の
相
似
た
る
『
紫
式
部
日
記
』
を
以
て
、
『
枕
草
子
』
と
比
較
す
る
に
、

一
方

は
、
温
厚
静
粛
の
出
来
多
く
し
て
、
格
別
瓢
然
た
る
妙
味
な
く
、
他
方
は

逸
気
奔
放
、
奇
抜
な
る
こ
と
多
く
し
て
、
巻
を
掩
ふ
能
は
ざ
ら
し
む
。
こ
の
人

物
の
差
異
、
外
に
あ
ら
は
れ
て
即
ち
、
文
章
の
差
異
と
な
れ
る
が
ご
と
し
。
」

と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
紫
式
部
と
の
対
比
論
の
典
型
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
十
五
年
後
に
発
行
さ
れ
た
藤
岡
作
太
郎
の
『
国
文
学
全
史
」
（
、
）
で
は
、

「
…
…
さ
れ
ば
少
納
言
の
性
、
あ
く
ま
で
俗
界
に
浮
沈
し
、
己
を
の
み
立
て
て
、

他
人
の

こ
と
に
は
思
ひ
や
り
な
く
、
矯
飾
の
念
頽
齢
に
至
る
ま
で
抜
け
ず
、
主

家
の
不
幸
、
一
身
の
零
落
は
思
ひ
や
る
だ
に
苦
痛
を
感
じ
、
す
べ
て
今
の
有
様

を
見
じ
聞
か
じ
と
て
、
翻
へ
り
て
昔
の
歓
楽
の
夢
を
せ
め
て
も
の
思
ひ
出
と
せ

し
も
の
に
あ
ら
ず
や
。
か
く
の
如
く
、
過
ぎ
去
り
し
栄
華
を
恋
ひ
て
、
現
在
に

安
ん

ず
る
能
は
ざ
る
人
の
一
生
は
、
い
か
に
悲
惨
な
る
も
の
ぞ
。
」
と
述
べ
ら
れ

る
。
こ
ち
ら
は
紫
式
部
日
記
の
清
少
納
言
評
を
連
想
さ
せ
る
。
い
ず
れ
も
清
少

納
言
の
性
格
を
念
頭
に
お
い
た
一
面
的
な
見
方
と
い
え
る
が
、
こ
の
よ
う
な
論

が

昭
和
初
期
に
至
る
ま
で
枕
草
子
論
を
強
く
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
昭
和
十
年
代
に
入
っ
て
、
先
に
引
用
し
た
五
十
嵐
力
が
枕
草
子
に
最

大
級
の
讃
辞
を
贈
っ
た
の
を
皮
切
に
、
異
本
研
究
お
よ
び
成
立
論
の
側
か
ら
枕

草
子
に
取
り
組
ん
だ
池
田
亀
鑑
と
、
『
校
本
枕
冊
子
』
で
大
き
な
功
績
を
あ
げ

た
田
中
重
太
郎
が
清
少
納
言
に
高
い
評
価
を
与
え
た
。
両
氏
は
、
中
宮
定
子
と

運
命
を
土
ハ
に
し
た
清
少
納
言
の
精
神
を
崇
め
、
称
賛
し
て
、
池
田
の
方
は
枕
草

子
を
”
崩
れ
ゆ
く
権
威
へ
の
挽
歌
”
と
名
づ
け
（
5
）
、
田
中
は
、
「
そ
の
本
質
は
、

清
少
納
言
の
宮
廷
奉
仕
の
讃
仰
録
」
と
述
べ
て
い
る
（
、
）
。
清
少
納
言
お
よ
び
定

子
に

多
分
に
同
情
的
な
両
者
の
と
ら
え
方
は
、
以
前
の
清
紫
対
比
論
と
反
対
の

立
場
か
ら
の
、
そ
れ
と
同
程
度
に
一
面
的
な
見
方
で
あ
る
と
い
う
印
象
を
免
れ

な
い
。

　

ま
た
、
清
少
納
言
の
伝
記
研
究
の
業
績
で
著
名
な
岸
上
慎
二
も
、
作
品
に
つ

い

て

は
、
「
こ
の
日
記
的
文
章
は
…
（
中
略
）
…
そ
の
主
人
公
で
あ
る
定
子
皇

后
に

奉
呈
す
る
つ
も
り
で
執
筆
し
て
い
る
こ
と
を
感
ず
る
」
（
，
）
と
触
れ
る
程
度

で

あ
り
、
史
実
背
景
と
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
「
少
納
言
の
人
生
体
験
な
り
、

そ
の
体
験
を
通
し
て
形
成
し
て
き
た
自
己
の
資
質
が
、
や
は
り
陽
性
の
人
間
で

あ
っ
た
た
め
、
陽
性
の
事
件
記
述
に
材
料
の
選
択
な
り
表
現
が
集
中
し
て
し
ま

ひ
、
陰
湿
な
政
争
の
結
果
の
な
ま
な
ま
し
い
現
実
は
文
学
と
し
て
造
型
し
え
な

か

っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
（
、
）
と
述
べ
、
性
格
論
の
域
を
出
て
い
な
い
。
池

田
、
田
中
、
岸
上
諸
氏
の
よ
う
な
枕
草
子
の
本
格
的
な
研
究
者
た
ち
で
さ
え
以

上
の

よ
う
な
見
解
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
状
況
を
見
る
と
、
枕
草
子
研
究
の
流
れ

の

中
で
作
品
論
が
最
後
ま
で
取
り
残
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
池
田
、
田
中
、
岸
上
ら
を
中
心
に
枕
草
子
研
究
が
進
め
ら
れ
て

い

た
の
と
同
じ
こ
ろ
、
昭
和
二
十
年
代
に
西
郷
信
綱
が
宮
廷
女
流
文
学
の
作
者

の

社
会
的
地
位
を
問
題
に
し
た
論
文
（
9
）
を
発
表
し
た
。
西
郷
は
、
「
と
に
か
く

こ
の
よ
う
に
式
部
と
清
少
は
そ
れ
ぞ
れ
資
質
に
か
け
て
も
個
性
的
で
あ
り
、
そ

の

作
品
の
色
あ
い
も
か
な
り
違
っ
て
い
た
。
そ
う
し
て
こ
こ
に
俗
論
的
に
、
清

少
・
式
部
の
印
象
主
義
的
対
比
論
が
春
秋
争
い
の
よ
う
に
提
起
さ
れ
て
く
る
理

由
が
存
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
作
品
の
肌
ざ
わ
り
、
皮
膚
感
覚
の
み
を
か

く
愛
撫
し
享
受
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
平
安
女
流
文
学
の
全
体
構
造
は
つ
い
に

批
判
的
に
把
握
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
、
従
来
の
作
品
論
を
的
確
に

批
判
し
た
。
そ
し
て
、
「
彼
ら
の
生
存
を
歴
史
的
・
階
級
的
に
規
定
し
、
そ
の

精
神

を
文
学
の
制
作
に
志
向
せ
し
め
た
類
同
の
契
機
・
時
代
的
公
約
数
と
も
い

う
べ
き
も
の
」
を
考
え
る
必
要
性
を
提
唱
し
、
考
察
し
た
の
で
あ
る
。

　
清
少
納
言
に
つ
い
て
は
、
「
清
少
納
言
は
そ
の
世
界
に
お
け
る
自
己
意
識
し

た
悲
劇
的
喜
劇
役
者
で
あ
っ
た
。
あ
の
明
る
い
■
を
か
し
」
の
背
後
に
は
自
己

一
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を
ひ
き
さ
か
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
を
逆
の
方
向
で
統
一
し
よ
う
と
し
て
い
る
、

だ

が
統
一
さ
れ
つ
く
せ
ぬ
悲
劇
が
あ
る
」
（
0
1
）
と
述
べ
、
作
品
の
奥
に
存
在
す
る

作
者

を
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
一
方
、
社
会
的
見
地
か
ら
も
紫
式
部
に
対

し
て
は
よ
り
高
い
評
価
を
与
え
た
源
氏
学
者
た
ち
の
、
清
少
納
言
へ
の
評
価
は

手
厳
し
か
っ
た
。

　
阿
部
秋
生
は
、
「
枕
草
子
は
事
実
以
上
に
彼
女
を
当
代
女
房
の
第
一
人
者
に

描
い
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
…
（
中
略
）
…
彼
女
の
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ワ
ラ

切
の
言
動
を
肥
後
守
元
輔
の
娘
の
猿
楽
言
　
「
咲
ハ
ス
ル
ヲ
役
ト
ス
ル
」
言
動

と
し
て
し
ま
う
の
は
行
き
す
ぎ
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
宮
の
御
前
を
色

彩

る
受
領
の
娘
以
上
に
は
、
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」

と
書
き
（
且
）
、
秋
山
度
は
、
「
…
…
不
如
意
な
中
流
官
僚
清
家
の
出
身
で
あ
り
な

が

ら
、
わ
が
出
自
を
裏
切
っ
て
成
り
上
が
り
、
典
型
的
な
宮
廷
女
房
に
な
り
き
っ

て

し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
自
分
に
お
お
い
か
ぶ
さ
る
社
会
の
矛
盾
に
立
ち
対
う
こ

と
な
く
器
用
に
回
避
し
、
宮
廷
的
通
念
の
す
ぐ
れ
た
代
弁
者
と
し
て
自
己
を
定

立

し
た
の
で
あ
る
が
、
…
…
」
（
2
1
）
と
述
べ
た
。
社
会
的
存
在
と
し
て
の
清
少
納

言
像

と
枕
草
子
に
描
か
れ
た
清
少
納
言
像
と
の
食
い
違
い
が
、
新
た
な
批
判
的

見
方
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
西
郷
信
綱
さ
え
、
後
に
「
清
少
納
言
は
機
敏
な
目

を
も
っ
て
い
た
が
、
宮
廷
世
界
に
生
き
る
自
分
を
対
自
化
す
る
目
は
も
っ
て
い

な
か
っ
た
」
と
、
先
の
論
を
改
稿
す
る
に
至
っ
て
い
る
（
3
1
）
。

　
以
上
掲

げ
て
き
た
論
考
に
お
い
て
は
、
枕
草
子
論
が
そ
の
ま
ま
清
少
納
言
論

と
し
て
論
じ
ら
れ
る
傾
向
が
見
受
け
ら
れ
た
。
作
品
を
高
く
評
価
す
る
研
究
者

は
作
者
を
祭
り
上
げ
、
作
品
を
低
く
見
な
す
研
究
者
は
作
者
を
お
と
し
め
る
結

論

を
導
い
て
い
る
。
西
郷
信
綱
が
改
稿
す
る
前
に
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
作
品

の

背
後
に
あ
る
作
者
と
し
て
の
清
少
納
言
の
存
在
を
認
識
す
る
こ
と
が
、
枕
草

子
論
に
と
っ
て
必
要
だ
っ
た
。
（
4
1
）

二
、
枕
草
子
本
質
論
へ

　
西
郷
信
綱
が
宮
廷
女
流
文
学
の
問
題
を
提
起
し
た
の
と
同
年
、
昭
和
二
十
四

年
の
十
二
月
に
石
田
穣
二
が
、
源
氏
物
語
論
の
中
で
枕
草
子
を
取
り
上
げ
て
い

る
（
5
1
）
。
そ
こ
で
は
源
氏
物
語
と
比
較
し
て
「
こ
の
草
子
の
感
覚
が
本
質
的
に
い

は
ば
聾
者
的
で
あ
る
」
「
む
し
ろ
は
つ
き
り
云
へ
ば
、
こ
れ
等
の
文
章
は
、
内

容
的
に
は
何
も
書
か
れ
て
ゐ
な
い
に
等
し
い
」
と
、
否
定
的
な
見
解
が
述
べ
ら

れ

る
。
こ
の
論
は
源
氏
物
語
の
優
秀
さ
を
称
え
る
結
論
に
な
っ
て
い
る
が
、
源

氏
物
語
と
の
「
対
立
の
独
自
さ
を
き
は
め
る
事
が
お
そ
ら
く
枕
草
子
論
の
骨
子

と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
ふ
…
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
で
、
石
田
の
枕
草
子
研

究
の
出
発
点
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
石
田
は
そ
の
後
、
池
田
亀
鑑
の
研
究
を

読
ん

で
、
「
草
子
全
体
を
随
筆
と
呼
ぶ
今
ま
で
の
考
へ
を
内
容
的
に
検
討
し
な

か

つ

た
」
こ
と
を
反
省
し
、
■
枕
草
子
の
や
う
な
文
芸
の
成
立
を
、
当
時
の
歴

史
的
関
聯
の
中
に
如
何
に
位
置
づ
け
て
考
へ
る
か
」
と
い
う
課
題
を
提
出
し
て
、

枕
草
子
取
り
組
み
へ
の
姿
勢
を
見
せ
た
（
6
1
）
。

　
時
期
的
に
前
後
し
て
、
枕
草
子
を
“
歌
の
な
い
説
話
文
学
”
（
7
1
）
と
述
べ
た
野

村
精
一
が
、
さ
ら
に
”
中
関
白
家
の
語
り
部
の
文
学
”
と
い
う
注
目
す
べ
き
論

を
立
て
て
い
る
（
8
1
）
。
野
村
は
、
■
こ
の
枕
草
子
の
所
謂
公
的
性
格
と
も
言
う
べ

き
も
の
は
、
宮
廷
女
流
文
学
乃
至
女
房
文
学
に
通
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う

で

あ
る
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
昭
和
年
代
初
め
に
民
俗
学
者
折
口
信
夫
が
、

平
安
時
代
の
女
房
日
記
の
も
と
も
と
の
性
格
を
公
の
も
の
と
考
え
、
枕
草
子
も

ま
た
そ
の
中
に
含
め
る
立
場
か
ら
、
「
こ
れ
は
単
に
清
少
納
言
が
拝
領
し
た
の

で

は
な
く
、
中
宮
か
ら
、
お
あ
つ
か
り
申
し
て
、
中
宮
の
為
に
ま
く
ら
ご
と
を

選
択
し
て
、
か
き
つ
け
や
う
と
考
へ
た
の
だ
と
見
る
の
が
、
正
し
か
ら
う
」
（
9
1
）

と
述
べ
た
考
え
に
通
じ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
石
田

や

野
村
の
論
が
こ
れ
ま
で
の
研
究
と
異
な
る
点
は
、
枕
草
子
に
登
場
し

一
（3）一



33

て
い

る
清
少
納
言
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
離
れ
、
枕
草
子
と
い
う
作
品
の
本
質
に
挑

ん
だ

と
こ
ろ
に
あ
る
。
続
い
て
、
塚
原
鉄
雄
が
や
は
り
枕
草
子
を
随
筆
文
学
と

す

る
こ
と
へ
の
反
論
提
唱
か
ら
、
文
学
作
品
の
本
質
把
握
の
た
め
の
三
つ
の
条

件

と
し
て
、
「
作
者
の
規
定
・
読
者
の
享
受
・
作
品
の
内
容
」
を
掲
げ
て
論
じ

た
（
0
2
）
。
そ
の
う
え
で
、
「
す
な
わ
ち
『
枕
草
子
』
は
本
質
的
に
後
宮
女
房
の
生

活
記
録
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
ま
た
、
「
清
少
納
言
が
時
間
的
進
行
の
形
式

を
採
用
し
な
か
っ
た
理
由
は
、
意
識
的
な
合
目
的
性
を
基
盤
と
し
て
視
点
と
視

角
と
を
固
定
的
に
定
着
す
る
態
度
を
固
守
し
た
か
ら
」
と
推
測
し
て
い
る
。

　

こ
の
後
、
枕
草
子
の
作
品
と
し
て
の
特
殊
性
を
さ
ら
に
強
く
押
し
出
し
作
者

の

個
性
を
消
す
に
至
っ
た
の
が
、
先
に
課
題
を
提
出
し
て
い
た
石
田
穣
二
で
あ

る
。
石
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
女
房
の
仰
せ
書
き
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

…
（
中
略
）
…
女
房
が
主
人
の
「
仰
せ
」
を
伝
達
す
る
と
い
う
書
式
で
あ
る
。

枕
草
子
の
日
記
的
章
段
の
多
く
は
、
ま
さ
し
く
、
こ
の
仰
せ
書
き
に
相
当
す
る

で

あ
ろ
う
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
筆
録
者
た
る
女
房
に
と
っ
て
「
公
」
の
事
に
属

す
る
。
」
（
1
2
）
そ
し
て
、
■
そ
こ
に
あ
る
の
は
正
の
世
界
だ
け
で
、
負
の
世
界
は
き

れ
い

に

切

り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
き
び
し
い
選
択
の
目
が
働
い
て
い
た
と
見
る

よ
り
ほ
か
な
く
、
定
子
が
定
子
で
あ
る
所
以
の
も
の
、
中
宮
に
体
現
さ
れ
て
い

た
、
作
者
に
と
っ
て
価
値
あ
る
世
界
i
そ
れ
は
女
房
に
と
っ
て
価
値
あ
る
世
界

と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
ー
そ
れ
し
か
作
者
は
書
こ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
を
後
宮
の
文
明
の
記
録
と
見
る
所
以
で
あ
る
」
と
書
く
（
2
）
。
野
村

精
一
の
先
の
論
に
、
「
常
に
栄
光
に
満
ち
た
中
関
白
家
の
歴
史
的
記
録
で
あ
っ

て
、
現
実
に
は
、
例
え
ば
栄
華
物
語
が
ど
の
よ
う
に
彼
ら
の
悲
運
を
描
い
て
も
、

一
枕
草
子
」
と
い
う
作
品
に
於
て
は
、
そ
れ
を
描
き
出
し
て
は
い
け
な
い
の
で

あ
る
。
」
と
あ
っ
た
の
に
類
似
す
る
が
、
野
村
は
後
に
、
自
論
が
石
田
穣
二
の

論

と
同
様
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
わ
た
く
し
は
枕
草
子
の
文
体
の
中

に
、
い
わ
ゆ
る
類
集
の
方
法
の
み
な
ら
ず
、
　
〈
語
り
の
方
法
〉
が
大
き
な
役
割

を
（
そ
れ
は
主
と
し
て
日
記
回
想
部
だ
が
）
占
め
て
い
る
と
考
え
、
そ
の
説
明

と
し
て
、
枕
草
子
が
〈
公
的
文
学
〉
で
あ
る
と
述
べ
た
の
で
あ
り
、
…
（
中
略
）

…
わ
た
く
し
個
人
と
し
て
は
、
も
ち
ろ
ん
清
少
納
言
の
個
性
を
全
面
否
定
す
る

意
図
は
な
い
…
」
（
3
2
）
と
説
明
し
て
い
る
。

　
一
方
、
枕
草
子
の
国
語
学
的
研
究
の
方
も
、
石
田
が
こ
の
論
を
発
表
し
た
昭

和
四
十
年
頃
か
ら
詳
細
に
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
枕
草
子
の
文
章
が
短

く
簡
潔
な
も
の
と
印
象
的
に
見
て
い
た
従
来
の
考
え
方
に
対
し
、
コ
見
そ
の

よ
う
に
見
え
て
も
そ
の
実
低
回
し
た
表
現
が
と
ら
れ
内
省
が
隠
さ
れ
て
い
る
」

と
提
言
し
た
の
は
根
来
司
で
あ
る
（
4
2
）
。
根
来
は
さ
ら
に
、
清
少
納
言
の
仰
せ
言

伝
達
的
姿
勢
を
指
摘
し
て
、
枕
草
子
の
公
的
性
格
を
国
語
学
の
方
向
か
ら
裏
付

け
た
（
5
2
）
。
こ
の
論
は
石
田
の
論
と
相
侯
っ
て
、
枕
草
子
に
対
す
る
従
来
の
見
方

を
決
定
的
に
揺
る
が
せ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

三
、
作
品
論
と
史
実
考
証
研
究

　
以
上
に

見
て

き
た
よ
う
に
、
明
治
か
ら
昭
和
四
十
年
代
前
半
ま
で
の
研
究
史

は
清
少
納
言
の
性
格
論
に
始
ま
っ
て
、
作
者
の
個
性
を
ま
っ
た
く
否
定
す
る
論

を
見
る
に
至
っ
た
。
枕
草
子
の
作
品
論
と
し
て
の
研
究
が
本
格
的
に
始
ま
る
の

は
こ
の
後
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
に
、
こ
れ
ま
で
不
十
分
だ
っ
た
作
品
自
体
の
読

み

を
深
め
よ
う
と
い
う
研
究
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
見
出
さ

れ

た
一
つ
の
方
法
は
、
枕
草
子
が
形
態
的
に
内
蔵
し
て
い
る
「
語
り
」
の
構
造

を
解
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
安
良
岡
康
作
は
「
清
少
納
言
の
自
讃
を
め
ぐ
る
「
語

る
」
言
語
活
動
の
所
在
を
指
摘
し
、
ま
た
そ
れ
を
媒
介
と
し
た
、
「
語
る
」
文

芸
的
作
品
の
存
在
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
」
を
提
唱
し
た
（
6
2
）
。
久
保
木
哲
夫
は
さ

ら
に
自
讃
談
の
詳
細
な
検
討
か
ら
「
作
者
自
身
は
何
も
言
わ
ず
に
、
ほ
め
言
葉

は
、
人
々
の
口
を
通
し
て
す
る
」
こ
と
に
着
目
し
、
「
そ
の
方
法
を
支
え
る
基

一
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盤

は
、
作
者
の
生
き
た
時
代
が
確
実
に
も
っ
て
い
た
」
と
考
え
た
（
7
2
）
。
こ
の
よ

う
な
「
語
り
」
の
考
察
は
、
枕
草
子
に
見
出
さ
れ
た
公
の
場
の
記
録
的
性
格
と

も
関
わ
り
、
ま
た
枕
草
子
を
同
時
代
の
他
文
学
と
結
ぶ
可
能
性
も
秘
め
て
い
た
。

　

し
か
し
「
語
り
」
論
が
盛
り
上
が
る
前
に
、
本
文
の
読
解
上
必
要
な
、
よ
り

直
接
的
で
分
か
り
や
す
い
別
の
研
究
方
法
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ

は
史
実
と
作
品
を
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
の
背
景
か
ら
読
み
に
迫

ろ
う
と
い
う
方
法
で
あ
っ
た
。
そ
の
基
盤
と
な
る
枕
草
子
の
史
実
年
時
考
証
研

究

は
、
早
く
に
三
巻
本
や
前
田
家
本
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
勘
物
・
勘
註
に
行
わ

れ

な
が
ら
、
以
後
は
そ
れ
を
踏
襲
す
る
に
と
ど
ま
り
、
長
い
間
研
究
対
象
と
し

て

陽
の
目
を
見
な
か
っ
た
。
も
っ
と
も
枕
草
子
と
い
う
作
品
自
体
が
研
究
対
象

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
も
あ
る
が
。
し
か
し
、
鎌
倉
時
代
の

『
無
名
草
子
」
に
、
「
そ
の
枕
草
子
こ
そ
、
心
の
ほ
ど
見
え
て
、
い
と
を
か
し
う

侍
れ
。
さ
ば
か
り
を
か
し
う
も
、
め
で
た
く
も
あ
る
こ
と
ど
も
、
残
ら
ず
書
き

記

し
た
る
中
に
、
宮
の
め
で
た
く
盛
り
に
時
め
か
せ
給
ひ
し
こ
と
ば
か
り
を
、

身
の
毛
も
立
つ
ば
か
り
書
き
出
で
て
、
関
白
殿
失
せ
給
ひ
、
内
大
臣
流
さ
れ
給

ひ

な
ど
せ
し
ほ
ど
の
衰
へ
を
ば
、
か
け
て
も
言
ひ
出
で
ぬ
…
」
（
8
2
）
と
書
か
れ
る

程
度
の
こ
と
は
早
く
か
ら
周
知
さ
れ
て
い
た
。
『
無
名
草
子
」
は
こ
れ
を
清
少

納
言
論
と
し
て
述
べ
、
こ
う
い
う
態
度
で
枕
草
子
を
書
い
た
清
少
納
言
を
、

「
い

み

じ
き
心
ば
せ
な
り
け
む
人
」
と
評
価
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
の
清
少
納

言
の
零
落
に
つ
い
て
「
い
と
あ
は
れ
な
れ
」
と
述
べ
る
。
先
に
見
た
明
治
以
降

の

清
少
納
言
論
は
無
名
草
子
の
こ
の
文
学
的
な
思
考
を
受
け
継
い
だ
と
見
る
こ

と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
本
格
的
な
史
実
考
証
研
究
は
作
家
論
や
作
品
論
と
か
か
わ
ら
な
い
形
で
、
明

治
四
十
二
年
、
坂
元
雷
鳥
に
よ
っ
て
初
め
て
提
出
さ
れ
た
（
2
9
）
。
大
正
十
年
に
は

金
子
元
臣
が
、
『
枕
草
子
評
釈
』
（
明
治
書
院
）
の
く
わ
し
い
注
の
中
に
史
実
考

証
も
取
り
入
れ
て
、
こ
れ
を
年
表
に
し
て
付
け
た
。
昭
和
十
年
代
に
入
る
と
小

沢
正
夫
が
考
証
論
文
を
発
表
し
（
3
。
）
、
次
い
で
岸
上
慎
二
が
古
註
と
坂
元
、
金
子
、

小
沢
ら
の
説
を
掲
げ
た
う
え
で
、
自
説
と
し
て
七
十
二
段
に
及
ぶ
章
段
を
扱
っ

た
（
1
3
）
。
以
後
、
昭
和
年
代
の
枕
草
子
研
究
に
史
実
考
証
は
不
可
欠
の
も
の
と
な

り
、
注
釈
書
に
は
必
ず
年
表
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
作
品
内
に
偏
在
し
て
い
る
日
記
的
章
段
の
史
実
背
景
が
明
ら
か
に
対
照
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
当
然
の
な
り
ゆ
き
と
し
て
、
史
実
と
作
品
世
界
と
の
関
係

が
見
直
さ
れ
て
く
る
。
そ
れ
ま
で
は
清
少
納
言
が
主
家
の
悲
劇
を
描
か
な
か
っ

た
と
い
う
大
ざ
っ
ぱ
な
観
点
に
立
っ
て
そ
の
理
由
が
論
議
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、

具
体
的
に
各
章
段
に
何
が
描
か
れ
て
い
る
か
が
検
討
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

森
本
元
子
は
章
段
を
事
件
年
時
に
よ
っ
て
分
類
し
、
全
体
と
し
て
枕
草
子
が
何

を
描
い
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
ま
た
、
主
要
な
章
段
を
取
り
上
げ
、
事
件
年

時
や
執
筆
年
時
に
関
し
て
も
解
説
を
加
え
て
い
る
（
2
3
）
。
藤
本
一
恵
は
個
々
の
章

段
に

歴
史
史
料
か
ら
の
詳
細
な
検
討
を
加
え
、
特
に
長
保
二
年
の
史
実
を
背
景

と
し
た
章
段
に
深
い
読
み
を
も
た
ら
し
た
（
3
3
）
。
さ
ら
に
は
漢
文
日
記
を
史
料
と

し
て
枕
草
子
周
辺
の
歴
史
背
景
を
考
察
し
た
研
究
集
成
が
下
玉
利
百
合
子
に
よ
っ

て
出
さ
れ
、
史
実
考
証
研
究
も
精
緻
を
極
め
る
こ
と
に
な
る
。
（
4
3
）

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
で
、
史
実
考
証
か
ら
照
射
さ
れ
る
枕
草
子
の
作
品
像

に

つ
い

て

提
唱
し
た
の
は
萩
谷
朴
で
あ
る
。
萩
谷
は
、
「
枕
草
子
の
中
に
、
皇

后
乃
至
中
関
白
家
の
衰
運
に
対
す
る
哀
傷
を
全
く
残
し
て
い
な
い
と
は
云
い
き

れ

な
い
…
そ
の
文
面
に
表
れ
た
僅
か
な
傷
口
か
ら
覗
き
得
る
彼
女
の
悲
嘆
哀
惜

が
、
如
何
に
深
刻
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
わ
れ
わ
れ
は
む
し
ろ
察
知
す
べ
き
で

あ
る
」
と
述
べ
、
枕
草
子
を
”
悲
哀
の
文
学
”
と
呼
ん
だ
（
5
3
）
。
作
品
に
残
さ
れ

た
史
実
の
痕
跡
を
感
じ
取
り
、
そ
こ
か
ら
枕
草
子
の
悲
哀
を
積
極
的
に
読
み
と

ろ
う
と
す
る
姿
勢
で
あ
る
。
そ
の
後
、
萩
谷
は
枕
草
子
の
章
段
配
列
に
作
者
の

意
図
的
な
作
為
を
想
定
す
る
画
期
的
な
注
釈
書
（
3
6
）
を
世
に
出
し
、
　
”
悲
哀
の
文

学
”
と
し
て
の
考
え
も
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
い
く
が
、
作
品
本
文
が
語
ら
な

一
（5）一
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部
分
に

対
す
る
史
実
的
考
察
の
試
み
は
興
味
あ
る
作
品
論
を
展
開
さ
せ
、
停

滞

し
て
い
た
枕
草
子
研
究
を
進
展
さ
せ
る
突
破
口
を
開
い
た
と
い
え
る
。

　
続
い
て
三
田
村
雅
子
が
、
枕
草
子
の
「
あ
は
れ
」
の
欠
如
に
つ
い
て
、
「
単

に

作
者
の
性
格
・
資
質
の
問
題
に
帰
す
べ
き
こ
と
で
は
な
く
、
「
あ
は
れ
」
の

追
放
、
歪
曲
を
選
ん
だ
作
者
の
姿
勢
の
問
題
と
し
て
と
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
提
言
し
（
7
3
）
、
作
品
の
背
後
に
あ
る
書
か
れ
ざ
る
史
実
を
探
り
な
が
ら

次
々
と
新
し
い
本
文
解
読
を
繰
り
広
げ
て
い
っ
た
（
8
3
）
。
三
田
村
の
研
究
方
法
は

作
品
と
史
実
と
の
ず
れ
を
枕
草
子
の
虚
構
と
し
て
と
ら
え
、
作
品
中
に
作
者
の

自
律
し
た
表
現
世
界
を
積
極
的
に
読
み
取
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
方
向
は
以
後
の
枕
草
子
研
究
の
一
時
代
を
担
っ
て
い
く
。

　
と
こ
ろ
で
や
や
前
後
す
る
が
、
萩
谷
が
”
悲
哀
の
文
学
”
を
提
唱
し
た
こ
ろ
、

仲
田
庸
幸
が
史
実
上
の
悲
劇
的
状
況
に
反
す
る
枕
草
子
の
明
る
さ
に
疑
問
を
投

げ
か
け
、
作
品
の
鍵
語
と
い
え
る
「
笑
い
」
を
指
摘
し
て
い
る
（
9
3
）
。
仲
田
は

「
作
者
が
強
い
て
明
る
い
面
を
の
み
回
想
し
、
「
笑
ふ
」
表
現
に
よ
っ
て
そ
れ
に

堪

え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
考
察
、
そ
の
要
因
を
作
者
の
外
剛
内
柔

な
性
格
に
帰
す
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
、
「
笑
い
」
を
軸
に
章
段
の
年
時

の

差
異
に

沿
っ
た
表
現
方
法
の
違
い
を
明
確
に
指
摘
し
た
原
岡
文
子
の
論
（
0
4
）
が

登
場
す
る
。
原
岡
は
枕
草
子
の
日
記
段
を
関
白
道
隆
の
死
を
境
に
前
期
章
段
と

後
期
章
段
に
分
け
て
比
較
検
討
し
て
お
り
、
こ
れ
が
史
実
考
証
と
作
品
論
を
結

ぶ
有
効

な
研
究
方
法
と
し
て
研
究
者
達
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
以
来
、
様
々

な
面
か
ら
の
分
析
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
（
1
4
）

　

た
と
え
ば
、
史
実
背
景
に
則
っ
た
章
段
ス
タ
イ
ル
の
変
化
を
木
目
細
や
か
に

分
析
し
た
田
畑
千
恵
子
の
諸
論
考
（
2
4
）
、
年
時
に
よ
る
和
歌
表
現
の
変
化
に
つ
い

て
考
察
し
た
大
洋
和
俊
の
諸
論
考
（
3
4
）
、
回
想
の
叙
述
表
現
に
着
目
し
た
松
本
邦

夫
の
諸
論
考
（
4
4
）
な
ど
が
掲
げ
ら
れ
よ
う
。
枕
草
子
の
日
記
的
章
段
が
記
事
年
時

に

沿
っ
て
表
現
方
法
に
位
相
を
示
す
と
い
う
事
実
は
、
現
在
、
は
ほ
ぼ
認
め
ら

れ

て

お
り
、
そ
れ
に
則
っ
た
研
究
が
さ
ら
に
進
め
ら
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

史
実
考
証

と
作
品
論
の
融
合
に
よ
っ
て
、
史
実
と
照
合
し
た
本
文
読
解
と
い
う

新
た

な
視
点
が
投
じ
ら
れ
、
読
み
に
飛
躍
的
な
深
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
え

よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
有
益
な
研
究
方
法
に
も
問
題
点
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、

枕
草
子
本
文
の
記
述
と
史
実
と
が
合
わ
な
い
部
分
の
問
題
で
あ
る
。
特
に
中
関

白
家
の
歴
史
的
不
穏
期
に
お
け
る
登
場
人
物
の
官
職
の
ず
れ
や
、
中
宮
周
辺
の

状
況
描
写
の
不
自
然
さ
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
5
4
）
。
当
該
部
分
で
作
者
が
史
実
を

故
意
に

曲
げ
て
記
述
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
作
品
論
と
し
て
さ
ら
な
る
考
察
が

必
要

な
課
題
で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
に
直
接
記
さ
れ
て
い
な
い
史
実
を
ど
こ
ま

で
読
み

と
る
こ
と
が
可
能
か
と
い
う
問
題
も
大
き
い
。
類
聚
段
「
ね
た
き
も
の
」

に

挿
入

さ
れ
た
日
記
的
部
分
に
つ
い
て
、
本
文
が
言
及
し
な
い
関
白
道
隆
莞
去

の

史
実
を
読
み
取
り
、
枕
草
子
の
虚
構
の
方
法
を
論
じ
る
三
田
村
雅
子
（
6
4
）
と
、

そ
れ
に
疑
問
を
呈
し
た
圷
美
奈
子
（
7
4
）
と
の
論
争
（
勾
）
は
、
い
わ
ゆ
る
史
実
読
み
の

限
界
を
示
す
も
の
だ
ろ
う
。
史
実
と
作
品
の
関
係
に
対
す
る
研
究
者
の
考
え
方

に

よ
っ
て
本
文
の
読
み
が
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
枕
草
子
と
い

う
作
品
は
、
本
来
的
に
史
実
読
み
を
排
除
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
か
も
し

れ
な
い
。

　
実
際
、
史
実
的
資
料
の
裏
付
け
を
も
と
に
読
み
に
徹
し
よ
う
と
し
て
も
作
品

本
文
か

ら
読
み
取
れ
る
史
実
に
は
限
界
が
あ
る
。
最
も
基
本
的
な
各
章
段
の
年

時
考
証
で
さ
え
、
本
文
中
に
根
拠
の
希
薄
な
章
段
に
つ
い
て
は
内
容
的
に
関
連

が

あ
る
と
見
ら
れ
る
他
の
章
段
と
の
結
び
つ
き
に
年
時
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と

に

な
る
。
文
献
学
的
な
研
究
に
始
ま
っ
た
史
実
考
証
が
必
然
的
に
作
品
論
の
範

疇
へ
と
進
入
す
る
に
至
っ
て
、
史
実
考
証
を
論
拠
に
し
て
い
た
作
品
論
は
立
ち

往
生
せ

ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
史
実
考
証
研
究
が
そ
の
限
界
を
迎
え

つ

つ

あ
る
現
時
点
で
は
、
作
品
論
も
新
た
な
方
法
を
模
索
す
る
し
か
な
い
。
作

一
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品
の
背
後
に
大
き
な
史
実
を
背
負
い
な
が
ら
清
少
納
言
が
ど
の
よ
う
に
執
筆
方

法

を
探
っ
て
い
っ
た
か
と
い
う
課
題
を
か
か
え
、
史
実
考
証
の
対
象
に
な
ら
な

か

っ

た
章
段
や
日
記
段
以
外
の
章
段
も
射
程
に
入
れ
て
、
個
々
の
章
段
構
造
を

分
析
す
る
こ
と
が
必
然
的
な
研
究
方
向
と
な
っ
て
い
っ
た
。

四
、
章
段
構
造
分
析
と
「
語
り
」
論

　
枕
草
子
の
特
質
と
し
て
既
に
注
目
さ
れ
て
い
た
「
語
り
」
の
問
題
は
、
個
々

の

章
段
の
構
造
分
析
上
、
研
究
対
象
の
範
疇
に
大
き
く
入
っ
て
こ
ざ
る
を
得
な

い

テ

ー
マ
で
あ
っ
た
。
「
自
讃
談
」
「
歌
語
り
」
「
を
こ
語
り
」
等
の
様
々
な
論

考
が
な
さ
れ
る
「
語
り
」
の
研
究
に
は
、
「
語
り
」
が
行
わ
れ
る
具
体
的
な

「
場
」
を
取
り
上
げ
て
論
じ
る
方
向
と
、
作
品
中
の
「
語
り
」
の
分
析
か
ら
作

品
構
造
を
論
じ
る
方
向
が
あ
る
。

　
前
者
の
研
究
で
は
大
洋
和
俊
の
論
（
9
4
）
や
石
井
正
巳
の
論
（
5
0
）
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
、
清
涼
殿
の
段
の
「
歌
語
り
」
が
注
目
さ
れ
、
古
今
集
と
の
関
係
か
ら
王
権

論
に
つ
な
が
る
傾
向
が
あ
る
。
日
向
一
雅
の
論
（
1
5
）
は
、
枕
草
子
冒
頭
の
三
段
を

取
り
上
げ
て
一
条
朝
を
聖
代
と
す
る
証
を
考
察
し
た
王
権
論
の
最
た
る
も
の
と

い

え

る
だ
ろ
う
。
高
田
祐
彦
の
論
（
2
5
）
は
、
王
権
論
を
作
品
の
方
法
の
問
題
に
ず

ら
し
て
論
じ
、
「
村
上
朝
の
文
化
を
基
準
と
し
て
定
子
後
宮
が
語
ら
れ
る
の
は
…

過
去
と
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
時
間
の
安
定
を
図
る
こ
と
」
だ
と
指
摘
す
る
。

　
後
者
の
研
究
は
様
々
な
広
が
り
を
見
せ
る
。
前
節
で
原
岡
論
が
注
目
し
た

「
笑

ひ
」
を
「
語
り
」
と
の
密
接
な
関
係
で
と
ら
え
て
作
者
の
執
筆
姿
勢
の
変

化
を
見
る
三
田
村
雅
子
の
論
（
3
5
）
、
先
の
王
権
論
と
は
別
に
枕
草
子
の
歌
が
「
語

り
」
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
意
味
を
有
す
る
と
論
じ
る
大
洋
和
俊
の
論
（
4
5
）
、
自

讃
談
の
作
品
構
造
を
分
析
し
た
針
本
正
行
の
論
（
5
5
）
、
橘
則
光
と
の
交
流
や
三
条

宮
で
の

定
子
と
の
贈
答
を
「
歌
語
り
」
の
構
造
を
軸
に
解
く
藤
本
宗
利
の
論
（
6
5
）
、

定
子
晩
年
の
章
段
の
語
り
の
方
法
を
分
析
す
る
田
畑
千
恵
子
の
論
（
7
5
）
等
が
あ
り
、

個
々
の
章
段
分
析
が
旺
盛
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
「
語
り
」
の
問
題
に
限
ら
ず
枕
草
子
の
個
々
の
章
段
の
読
み
を
深
め
て
い
く

研
究

は
近
年
盛
ん
に
な
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
日
記
段
を
中
心
に
、
小
森
潔
が

枕
草
子

を
「
表
現
の
場
」
と
し
て
と
ら
え
た
様
々
な
読
み
の
試
み
を
進
め
て
お

り
（
8
5
）
、
古
瀬
雅
義
は
章
段
構
成
や
典
拠
に
あ
く
ま
で
作
者
清
少
納
言
の
意
図
を

読
み

と
ろ
う
と
す
る
方
向
で
進
め
て
い
る
（
9
5
）
。
僧
越
な
が
ら
筆
者
自
身
の
研
究

も
史
実
考
証
に
沿
っ
た
章
段
分
析
を
経
て
、
個
々
の
章
段
の
構
造
を
探
る
形
に

変
わ
っ
て
き
た
（
6
0
）
。
ま
た
類
聚
段
や
和
歌
関
係
で
は
、
既
に
掲
げ
た
大
洋
和
俊
、

藤
本
宗
利
を
は
じ
め
、
西
山
秀
人
（
1
6
）
、
中
島
和
歌
子
（
Ω
）
、
鄭
順
粉
（
田
）
ら
が
精

力
的
に
章
段
分
析
を
行
っ
て
お
り
、
伝
統
的
な
和
歌
文
学
の
枠
を
越
え
る
枕
草

子
の
独
自
な
あ
り
方
が
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
研
究
成
果
か
ら
見
え
て

く
る
の
は
、
枕
草
子
の
一
章
段
、
一
章
段
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
論
理
と
構
成

力
を
備
え
、
様
々
な
作
品
分
析
に
堪
え
る
形
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う

事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
枕
草
子
は
ど
ん
な
読
み
方
も
受
け
入
れ
る
許
容
性
を
備

え

て
い

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
こ
と
が
返
っ
て
作
品
全
体

の

正
体
を
不
明
確
に
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
再
び
「
語
り
」
研
究
の
目
指
す
も
う
一
つ
の
方
向
が
浮
上
し
て
く
る
。

そ
れ
は
作
品
全
体
と
し
て
の
枕
草
子
の
性
質
を
「
語
り
」
の
観
点
か
ら
分
析
す

る
方
向
で
あ
り
、
枕
草
子
と
は
何
か
と
い
う
大
き
な
テ
ー
マ
を
論
じ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
近
年
の
も
の
で
は
他
の
作
品
と
の
関
連
か
ら
、
コ
人

の

個
性
を
通
し
て
と
ら
え
た
打
聞
集
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
歌
学
書
の
「
雑

談
」
に
連
な
る
表
現
の
先
取
り
」
と
み
て
、
『
本
朝
文
粋
』
『
袋
草
子
』
『
十
訓

抄
』
な
ど
を
視
野
に
い
れ
る
天
野
紀
代
子
の
論
（
4
6
）
、
『
伊
勢
物
語
」
『
土
佐
日
記
」

『
か
げ

ろ
ふ
日
記
』
な
ど
を
経
て
、
『
枕
草
子
」
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
歌
語
り
的

な
風
流
た
ん
の
系
譜
を
想
定
し
た
藤
本
宗
利
の
論
（
5
6
）
、
「
『
定
子
を
い
た
だ
く

一
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後
宮
』
で
交
わ
さ
れ
た
『
歌
咄
』
と
そ
の
伝
承
の
場
を
記
録
し
た
、
一
人
の
ス

ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
と
世
間
話
探
訪
者
の
姿
」
を
と
ら
え
る
根
岸
英
之
の
論
（
6
6
）
、

そ

し
て
一
物
語
史
」
の
視
点
か
ら
考
察
し
た
中
島
和
歌
子
の
論
（
7
6
）
等
が
提
出
さ

れ

て
い
る
。

　
既
成
の
様
々
な
作
品
と
の
関
連
か
ら
枕
草
子
像
を
想
定
す
る
論
は
魅
力
的
だ

が
、
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
掲
げ
ら
れ
る
関
連
作
品
の
広
さ
が
か
え
っ
て

一
つ
の

作
品
と
し
て
の
枕
草
子
を
と
ら
え
が
た
く
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
、
抽
象
的
な
作
者
像
の
想
定
で
は
作
品
の
焦
点
が
ぼ
や
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

大

き
な
「
語
り
」
の
系
譜
の
中
に
枕
草
子
を
位
置
づ
け
る
前
に
、
文
学
が
内
在

す
る
「
語
り
」
の
奥
深
さ
を
十
分
に
検
討
す
る
時
間
も
必
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

他
作
品
と
の
関
連
と
い
う
こ
と
で
は
、
「
語
り
」
論
以
前
に
既
に
提
起
さ
れ
て

い

る
女
房
日
記
と
の
か
か
わ
り
は
再
三
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
近
年
で
は

宮
崎
荘
平
に
論
が
あ
る
（
8
6
）
。

五
、
蹟
文
論
と
読
者
論
－
今
後
の
課
題
を
め
ぐ
っ
て

　
枕
草
子
の
内
部
か
ら
作
品
全
体
を
論
じ
る
際
に
絶
対
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な

い

の

は
政
文
研
究
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
近
年
、
賊
文
に
関
す
る
論
考
が

多
く
目
に
留
ま
る
の
は
、
個
々
の
章
段
分
析
に
よ
っ
て
拡
散
し
て
い
く
枕
草
子

像
を
、
も
う
一
度
、
一
つ
の
作
品
と
し
て
何
と
か
と
ら
え
た
い
と
い
う
研
究
者

た
ち
の
切
望
の
現
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
最
近
の
版
文
研
究
の
諸
論
考
を
紹

介
し
つ
つ
、
今
後
の
枕
草
子
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
、
伝
統
的
な
研
究
と
も
い
え
る
「
ま
く
ら
」
の
意
味
を
め
ぐ
る
論
考
と

し
て
、
〈
枕
〉
の
連
想
の
多
義
性
を
も
検
討
し
な
が
ら
そ
の
中
心
に
政
治
史
的

文
脈
を
見
る
深
澤
三
千
男
の
論
（
6
9
）
、
定
子
か
ら
の
下
賜
の
時
点
に
お
け
る
一
ま

く
ら
」
を
「
中
宮
記
」
を
指
す
も
の
と
し
、
作
品
完
成
時
の
「
ま
く
ら
」
と
の

〈ず
れ
〉
を
指
摘
す
る
甲
斐
チ
ェ
リ
ー
の
論
（
m
）
が
掲
げ
ら
れ
る
。
そ
の
他
、
践

文
冒
頭
の
「
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
」
の
心
境
を
随
想
段
に
読
み
と
る
岡
田
潔
の

論
（
1
7
）
、
版
文
の
「
書
き
つ
く
」
を
、
書
き
手
の
能
動
的
な
「
執
筆
」
意
識
と
行

為
、
或
い
は
構
え
を
示
す
言
葉
と
す
る
永
井
和
子
の
論
（
2
7
）
な
ど
が
あ
る
。
版
文

論

は
必
然
的
に
作
者
の
作
品
形
成
に
関
わ
る
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
が
、
形

成

さ
れ
た
作
品
の
形
態
あ
る
い
は
実
態
に
つ
い
て
論
ず
る
も
の
も
提
出
さ
れ
て

い
る
。

　
ま
ず
津
島
知
明
の
論
（
3
7
）
は
能
因
本
の
長
版
を
起
点
に
、
「
わ
が
思
ふ
事
を
書

く
」
こ
と
を
選
ん
だ
能
因
本
独
自
の
性
向
を
指
摘
す
る
。
津
島
は
現
在
ほ
ぼ
三

巻
本
に

固
定
化
し
た
観
の
あ
る
枕
草
子
研
究
に
疑
問
を
呈
し
、
異
本
ご
と
の
編

集
意
図
を
読
み
と
る
方
向
で
類
聚
段
を
中
心
に
研
究
を
進
め
て
い
る
（
4
7
）
。
枕
草

子
の
本
質
を
流
動
的
な
本
文
形
態
に
あ
る
と
と
ら
え
る
津
島
の
研
究
は
、
作
者

よ
り
読
者
の
享
受
を
重
視
す
る
方
向
に
向
か
う
こ
と
に
な
る
（
5
7
）
。
す
で
に
日
記

段
に
お
い
て
読
者
論
に
踏
み
込
ん
だ
読
み
を
展
開
し
て
い
る
小
森
潔
（
6
7
）
は
、
賊

文
に
つ
い
て
も
「
そ
の
表
現
が
読
者
に
ど
の
よ
う
な
作
用
を
も
た
ら
す
か
と
い

う
観
点
か
ら
」
考
察
し
、
賊
文
を
枕
草
子
の
読
み
の
方
向
性
を
示
す
「
自
作
語

り
」
と
位
置
づ
け
る
（
7
7
）
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
論
考
を
受
け
、
先
に
版
文
に
「
書

き
つ
く
」
執
筆
者
の
意
識
を
読
み
と
っ
た
永
井
和
子
も
『
枕
草
子
集
註
』
の
清

少
納
言
「
撰
者
」
説
を
掲
げ
て
、
「
最
後
に
は
自
己
も
他
者
も
な
い
こ
と
自
体

が

自
在
な
『
枕
草
子
』
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
立
ち
、
外
部
的
に
も
こ

の

作
品
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
動
態
と
し
て
把
握
す
る
と
す
れ
ば
、
必
ず
し
も

現
状
を
固
定
化
す
る
こ
と
な
く
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
も
考
え
得
る
」
と
提
案
す

る
（
7
8
）
の
で
あ
る
。

　
近
年
、
枕
草
子
研
究
の
一
つ
の
方
法
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
読
者
論
は
、
前

掲
小
森
潔
の
他
に
は
藤
本
宗
利
（
9
7
）
が
展
開
し
、
三
田
村
雅
子
も
一
定
の
評
価
を

与
え
て
い
る
（
8
0
）
。
枕
草
子
が
異
本
間
で
も
同
一
本
文
内
に
お
い
て
も
様
々
な
文

一
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章
形
態

を
有
す
る
こ
と
、
ま
た
史
実
と
の
対
照
に
お
い
て
は
、
語
ら
れ
な
い
空

白
部
分
が
指
摘
で
き
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
様
々
な
読
み
の
可
能
性
を
想
像
さ
せ

る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
読
者
論
は
そ
の
枕
草
子
テ
キ
ス
ト

の

現
状
を
あ
り
の
ま
ま
受
け
入
れ
、
意
味
づ
け
る
た
め
に
提
出
さ
れ
た
も
の
で
、

い

わ
ば
枕
草
子
の
持
つ
許
容
性
の
広
さ
が
作
者
を
通
り
抜
け
て
読
者
の
積
極
的

な
読
み
を
導
く
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
論
だ
と
考
え
ら
れ
る
が
、
し
か
し
、
本
当

に

こ
の
作
品
は
読
者
に
そ
れ
ほ
ど
の
自
由
を
許
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
日
記
的
章
段
の
史
実
考
証
研
究
か
ら
始
め
た
私
自
身
の
想
定
と
し
て
は
、
も

し
枕
草
子
が
読
者
に
自
由
な
読
み
を
提
供
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
容
赦

な
い
歴
史
的
背
景
に
よ
っ
て
自
由
な
読
み
を
許
さ
れ
な
い
こ
の
作
品
を
カ
モ
フ

ラ
ー
ジ
ュ
し
た
作
者
の
策
略
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。
第
一
に
日
記
段
が

時
間
の
流
れ
か
ら
分
断
さ
れ
、
類
聚
段
や
随
想
段
に
混
じ
っ
て
作
品
内
に
偏
在

し
て
い
る
形
態
（
類
纂
形
態
の
本
に
し
て
も
、
日
記
段
は
時
代
順
に
編
纂
さ
れ

て

は
い
な
い
形
態
）
は
あ
き
ら
か
に
作
者
の
作
為
で
あ
ろ
う
。
そ
の
作
為
と
は
、

政
文
に

述
べ
る
と
こ
ろ
の
「
目
に
見
え
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
人
や
は
見
ん
と

す
る
と
思
ひ
て
」
等
の
口
上
と
は
う
ら
は
ら
な
、
精
一
杯
の
読
者
意
識
を
も
っ

て

構
成
さ
れ
た
枕
草
子
の
形
で
あ
り
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
公
表
で
き
な
か
っ
た

事
情
が
為

さ
せ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
読
者
論

は
享
受
側
の
読
み
の
限
界
を
作
品
の
許
容
性
の
問
題
に
転
嫁
し
、
作
品
の
空
白

を
読
者
へ
の
委
ね
と
意
味
づ
け
て
主
観
的
な
読
み
を
展
開
し
て
い
く
論
の
よ
う

に

思
え

て

し
か
た
が
な
い
。
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
一
つ
の
作
品
享
受
の
世
界
を

創
造
す
る
営
為
で
あ
ろ
う
が
、
古
曲
ハ
を
研
究
す
る
者
と
し
て
は
、
な
か
な
か
本

心

を
明
か
さ
な
い
相
手
で
あ
っ
て
も
、
最
後
ま
で
作
者
自
身
に
寄
り
添
っ
て
い

た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
清
少
納
言
の
生
き
た
時
代
に
立
ち
返
っ
て
枕
草
子
の
成
立
事
情
を
考
察
す
る

こ
と
が
、
作
品
を
解
読
す
る
上
で
第
一
に
重
要
な
研
究
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
作
者
に
最
も
近
い
人
物
と
し
て
同
時
代
の
紫
式
部
に
注
目
し
、
『
紫
式
部

日
記
』
か
ら
考
察
し
た
二
つ
の
論
を
紹
介
し
よ
う
。
山
本
淳
子
の
論
（
1
8
）
は
、
有

名
な
清
少
納
言
批
評
を
取
り
上
げ
、
定
子
時
代
の
文
化
が
枕
草
子
に
よ
っ
て
紫

式
部
出
仕
時
に
も
生
彩
を
放
っ
て
い
た
状
況
を
想
定
し
た
も
の
で
、
枕
草
子
執

筆
に
よ
る
当
時
の
効
果
と
作
者
の
意
図
を
推
し
量
っ
た
も
の
で
あ
る
。
甲
斐
チ
ェ

リ
ー
の
論
（
2
8
）
は
、
宮
廷
に
お
け
る
清
少
納
言
を
紫
式
部
と
同
じ
立
場
に
あ
っ
た

と
見
て
、
両
者
に
「
女
房
外
記
」
の
役
目
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
両
論
は

枕
草
子
内
部
か
ら
の
考
察
も
絡
め
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
に
沿
っ
た
枕
草
子
像

を
考
え
る
際
の
一
つ
の
指
標
と
し
て
注
目
し
て
い
い
も
の
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
近
年
、
「
後
宮
の
視
点
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
」
作
品
と
い
う
視
点
か

ら
の
読
み
を
提
唱
し
た
圷
美
奈
子
の
論
（
3
8
）
に
言
及
し
て
お
く
。
圷
は
歴
史
上
、

悲
劇
的
に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
定
子
サ
ロ
ン
の
内
実
を
当
事
者
の
立
場
か
ら
描

い

た
の
が
枕
草
子
で
あ
る
と
し
て
、
後
宮
が
ど
の
よ
う
に
一
致
団
結
し
て
歴
史

に

立

ち
向
か
っ
て
い
っ
た
か
、
そ
れ
を
描
く
の
が
枕
草
子
の
精
神
で
あ
る
と
論

じ
る
。
作
者
の
位
置
に
よ
り
近
づ
い
て
作
品
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
態
度
を
評

価
し
た
い
。
「
歴
史
の
物
語
が
描
こ
う
と
し
な
か
っ
た
真
実
ー
定
子
と
そ
の
後

宮
の
精
神
の
真
実
」
（
4
8
）
を
描
く
作
者
個
人
の
執
筆
精
神
が
ど
の
よ
う
に
と
ら
え

ら
れ
る
の
か
、
さ
ら
な
る
考
察
を
期
待
し
た
い
と
思
う
。

　
枕
草
子
に

限

ら
ず
、
古
典
文
学
作
品
を
把
握
す
る
に
は
本
文
の
詳
細
な
読
み

が
必
要
不
可
欠
で

あ
る
。
作
者
が
書
い
た
こ
と
と
書
か
な
か
っ
た
こ
と
、
作
者

が
選
ん

だ

題
材
と
描
い
た
表
現
の
一
つ
一
つ
を
検
証
し
て
い
く
事
こ
そ
作
品
世

界
に

近
づ

く
正
当
な
方
法
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
枕
草
子
研
究
者
に
自
覚
さ
れ
、

研
究
が
旺
盛
に

進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
近
年
、
枕
草
子
の
研
究
書
が
次
々

に
出
版
さ
れ
（
5
8
）
、
ま
た
初
め
て
枕
草
子
事
典
が
刊
行
さ
れ
た
（
路
）
状
況
が
示
し
て

い

る
。
問
題
は
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
が
枕
草
子
本
文
の
性
質
に
も
似
て
拡
散
し
が

ち
な
こ
と
だ
ろ
う
か
。
研
究
が
詳
細
に
進
む
に
つ
れ
、
作
品
全
体
を
結
ぶ
輪
郭

一
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が
大
き
く
膨
ら
ん
で
ま
す
ま
す
と
ら
え
所
が
無
く
な
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
個
々

の

研
究
成
果

を
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
け
、
枕
草
子
と
い
う
一
つ
の
作
品
像
を
浮

か

び
上
が
ら
せ
る
か
と
い
う
総
括
的
な
視
野
が
必
要
に
な
ろ
う
。

　
作
品
全
体
に
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
践
文
研
究
は
さ
ら
に
検
討
さ
れ
る
べ
き

問
題
を
多
く
含
ん
で
い
る
し
、
そ
れ
に
付
随
し
て
異
本
の
検
討
も
必
要
に
な
る

か

も
し
れ
な
い
。
作
品
本
文
に
つ
い
て
は
日
記
的
章
段
の
さ
ら
な
る
考
察
と
土
ハ

に

日
記
段
や
類
聚
段
に
比
べ
て
研
究
の
乏
し
い
随
想
段
の
検
討
が
、
内
容
の
多

様
性
や

他
章
段
と
の
関
連
性
か
ら
も
注
目
す
べ
き
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ

て
い

る
。
ま
た
作
品
外
部
か
ら
は
、
同
時
代
の
他
の
文
学
作
品
と
の
関
連
の
再

検
討
作
業
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。

　
自
戒
を
込
め
て
述
べ
る
な
ら
、
枕
草
子
研
究
は
ま
だ
ま
だ
す
べ
き
事
が
多
く
、

枕
草
子
と
は
何
か
と
い
う
命
題
へ
の
途
は
残
念
な
が
ら
い
ま
だ
遠
い
。
し
か
し
、

清
少
納
言
へ
の
好
悪
が
枕
草
子
研
究
に
直
結
し
て
い
た
研
究
史
初
期
の
状
況
か

ら
脱
し
現
在
ま
で
研
究
を
押
し
進
め
て
き
た
原
動
力
と
し
て
、
枕
草
子
に
魅
せ

ら
れ
た
研
究
者
た
ち
の
情
熱
が
あ
っ
た
こ
と
を
強
く
感
じ
た
。
今
後
も
作
品
の

発

す
る
魅
力
が
研
究
者
を
引
き
つ
け
、
課
題
を
少
し
ず
つ
解
き
明
か
し
て
く
れ

る
よ
う
に
思
う
。
枕
草
子
と
は
そ
う
い
う
永
遠
の
輝
き
を
持
っ
た
古
典
の
一
つ

な
の
だ
か
ら
。

（本
稿
は
筆
者
自
身
の
関
心
か
ら
主
に
日
記
的
章
段
の
史
実
考
証
研
究
を
中
心

に

こ
れ
ま
で
の
枕
草
子
研
究
の
動
向
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
類
聚
段
随
想

段
関
係
の
研
究
を
は
じ
め
、
筆
者
の
勉
強
不
足
か
ら
私
見
に
及
ば
な
か
っ
た
多

く
の
研
究
論
文
、
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
諸
論
考
が
数
多
く
あ
る
こ
と
を
お

詫

び
申
し
上
げ
る
。
ま
た
研
究
者
の
敬
称
に
つ
い
て
は
一
律
省
略
さ
せ
て
い
た

だ

い

た
事
を
ご
容
赦
願
い
た
い
。
本
稿
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
先
行
の
諸
研

究
書
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
主
な
も
の
を
注
記
（
7
8
）
に
付
記
す
る
と
共

に

学
恩
に

感
謝
申
し
上
げ
る
。
二
〇
〇
三
年
九
月
稿
）

注
　
記

（
1
）
『
平
安
朝
文
学
史
』
（
昭
和
＝
一
年
東
京
堂
）

（
2
）
「
源
氏
物
語
と
枕
冊
子
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
三
一
年
一
月
）

（
3
）
『
日
本
文
学
史
』
（
明
治
二
三
年
金
港
堂
）

（
4
）
『
国
文
学
全
史
（
平
安
朝
篇
）
」
（
明
治
三
八
年
東
京
開
成
堂
、
大
正
一

　
　

二
年
に
は
岩
波
書
店
よ
り
出
版
さ
れ
る
）

（
5
）
『
全
講
枕
草
子
」
解
説
（
昭
和
三
一
年
　
至
文
堂
）

（
6
）
日
本
古
典
全
書
『
枕
冊
子
』
解
説
（
昭
和
二
二
年
　
朝
日
新
聞
社
）

（
7
）
校
注
古
典
叢
書
『
枕
草
子
」
解
説
（
昭
和
四
四
年
　
明
治
書
院
）

（
8
）
「
枕
草
子
の
日
記
的
文
章
に
つ
い
て
ー
『
大
進
生
昌
が
家
に
』
の
場
合
」

　
　

（『
語
文
」
昭
和
四
四
年
一
二
月
）

（
9
）
「
宮
廷
女
流
文
学
の
問
題
－
平
安
文
学
ノ
ー
ト
と
し
て
ー
（
一
）
、
（
二
）
」

　
　

（『
文
学
』
昭
和
二
四
年
八
月
、
九
月
）

（
1
0
）
岩
波
全
書
『
日
本
古
代
文
学
史
』
（
昭
和
二
六
年
岩
波
書
店
）

（
H
）
「
清
少
納
言
」
（
『
古
代
の
文
学
　
後
期
』
昭
和
二
二
年
河
出
書
房
）

（
1
2
）
「
古
代
（
後
期
）
」
（
『
日
本
文
学
思
潮
』
昭
和
二
八
年
矢
島
圭
旦
房
）

（
1
3
）
岩
波
全
書
『
改
稿
版
　
日
本
古
代
文
学
史
』
（
昭
和
三
八
年
岩
波
書
店
）

（
1
4
）
秋
山
度
は
、
昭
和
四
十
年
代
の
論
（
「
枕
草
子
の
本
質
」
『
國
文
学
』
昭

　
　

和
四
〇
年
七
月
）
で
は
、
池
田
、
田
中
、
両
氏
の
指
摘
す
る
「
定
子
と

　
　

清
女
と
の
稀
有
の
愛
情
と
信
頼
」
を
認
め
、
一
清
女
だ
け
で
な
く
、
中

　
　

宮
定
子
1
1
中
関
白
家
及
び
そ
の
気
風
に
順
応
す
る
世
界
全
体
が
、
摂
関

　
　

時
代
の
歴
史
に
あ
や
つ
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
」
と
述

　
　
　
べ
て
、
清
少
納
言
個
人
へ
の
攻
撃
を
弱
め
、
さ
ら
に
五
十
年
代
（
「
ふ

一
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た
り
の
才
媛
ー
清
少
納
言
と
紫
式
部
」
『
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
五
二
年

　
　
　
一
一
月
）
に
は
、
「
あ
の
中
関
白
家
に
生
き
た
清
少
納
言
が
主
家
の
没

　
　

落
の
悲
運
の
経
験
を
代
償
と
し
て
静
穏
明
澄
な
美
の
世
界
に
殉
じ
た
け

　
　

な
げ
さ
ー
そ
の
証
言
が
『
枕
草
子
」
1
」
と
述
べ
る
ま
で
に
持
論
を
変

　
　

化
さ
せ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

（
1
5
）
「
源
氏
物
語
の
聴
覚
的
印
象
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」
昭
和
二
四
年
一
二

　
　

月
）

（
1
6
）
「
枕
草
子
に
お
け
る
日
本
的
季
節
美
感
の
成
立
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』
昭

　
　

和
三
一
年
一
月
）

（
1
7
）
「
枕
草
子
の
論
理
　
上
・
下
」
（
『
日
本
文
学
史
研
究
』
昭
和
二
七
年
四

　
　

月
、
八
月
）

（
1
8
）
「
宮
廷
文
学
と
し
て
の
枕
草
子
」
（
『
文
学
」
昭
和
三
二
年
六
月
）

（
1
9
）
「
枕
草
子
解
説
」
（
『
国
文
学
注
釈
叢
書
」
昭
和
五
年
）

（
2
0
）
「
枕
草
子
の
本
質
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
和
三
八
年
一
月
）

（
2
1
）
角
川
文
庫
『
枕
草
子
』
解
説
（
昭
和
四
〇
年
松
浦
貞
俊
と
の
土
ハ
著
）

（
2
2
）
角
川
文
庫
『
枕
草
子
』
解
説
（
昭
和
五
一
年
）

（
2
3
）
『
諸
説
一
覧
枕
草
子
」
（
昭
和
四
五
年
明
治
書
院
）

（
2
4
）
「
枕
草
子
の
文
体
の
魅
力
」
（
『
國
文
学
」
昭
和
四
二
年
六
月
）

（
2
5
）
「
枕
草
子
の
文
章
」
（
『
文
学
・
語
学
」
4
9
昭
和
四
三
年
九
月
）

（
2
6
）
「
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
語
る
」
文
芸
の
成
立
」
（
『
国
語
と
国
文
学
」

　
　

昭
和
四
三
年
八
月
）

（
2
7
）
「
枕
草
子
に
お
け
る
自
讃
談
」
（
『
言
語
と
文
芸
』
7
0
昭
和
四
五
年
五
月
）

（
2
8
）
『
無
名
草
子
』
の
引
用
本
文
は
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
本
に
よ
る
。

（
2
9
）
「
枕
草
子
の
記
事
並
に
著
作
の
年
代
」
（
『
日
本
及
日
本
人
』
明
治
四
二

　
　

年
五
月
）

（
3
0
）
「
枕
草
子
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

　
　
　
一
一
年
三
月
）

（
3
1
）
「
枕
草
子
の
史
実
の
文
の
年
代
に
つ
い
て
（
上
・
下
）
」
（
『
国
語
国
文
』

　
　

昭
和
一
四
年
二
月
、
三
月
）

（
3
2
）
「
日
記
的
の
章
段
の
鑑
賞
」
（
『
枕
草
子
必
携
」
昭
和
四
二
年
　
学
燈
社
）

　
　

各
章
段
の
中
で
は
「
大
進
生
昌
が
家
に
」
の
段
に
お
け
る
「
わ
ら
ふ
」

　
　

の

語
の
多
出
に
も
注
目
し
て
い
る
。

（
3
3
）
「
枕
草
子
の
一
考
察
ー
長
保
二
年
の
記
事
と
史
料
を
め
ぐ
り
ー
」

　
　

（『
女
子
大
国
文
」
昭
和
四
四
年
＝
月
）
、
「
枕
草
子
に
お
け
る
和
歌
記

　
　

載
の
一
考
察
」
（
『
女
子
大
国
文
』
昭
和
四
七
年
一
月
）

（
3
4
）
「
試
論
ー
枕
草
子
の
周
辺
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
平
安
文
学
研
究
』
昭
和
五

　
　

二
年
六
月
以
降
順
次
掲
載
。
後
に
『
枕
草
子
周
辺
論
」
、
『
続
枕
草
子

　
　

周
辺
論
』
と
し
て
笠
間
書
院
よ
り
出
版
）

（
3
5
）
「
悲
哀
の
文
学
ー
枕
草
子
の
一
面
ー
」
（
『
国
語
国
文
』
昭
和
四
〇
年

　
　
　
一
〇
月
）

（
3
6
）
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
枕
草
子
上
・
下
」
（
昭
和
五
二
年
四
月
、
五
月

　
　
　
新
潮
社
）

（
3
7
）
「
枕
草
子
を
支
え
た
も
の
ー
書
か
れ
な
か
っ
た
「
あ
は
れ
」
を
め
ぐ
っ

　
　

て
ー
（
上
）
、
（
下
）
」
（
『
文
芸
と
批
評
」
昭
和
四
九
年
一
一
月
、
昭
和

　
　

五
〇
年
八
月
／
『
枕
草
子
表
現
の
論
理
」
（
平
成
七
年
　
有
精
堂
）
に

　
　
「
枕
草
子
の
沈
黙
1
「
あ
は
れ
」
と
「
を
か
し
」
1
」
と
し
て
改
稿
所
収
）

（
3
8
）
「
枕
草
子
の
虚
構
性
」
（
『
枕
草
子
講
座
1
」
昭
和
五
〇
年
　
有
精
堂
）

　
　
「
枕
草
子
「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
頃
」
章
段
の
性
格
」
（
『
国
文

　
　
学
研
究
』
昭
和
五
五
年
三
月
）
、
「
枕
草
子
の
表
現
構
造
1
「
日
ざ
し
」

　
　

と
宮
仕
え
讃
美
と
ー
」
（
『
中
古
文
学
」
昭
和
五
五
年
四
月
）
、
「
枕
草
子

　
　
の

〈
問
〉
と
〈
答
＞
1
日
記
的
章
段
の
論
理
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
国

　
　
語

と
国
文
学
』
昭
和
六
三
年
一
一
月
）
等
々
、
い
ず
れ
も
『
枕
草
子

一
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表
現
の
論
理
』
〔
前
掲
注
（
3
7
）
〕
に
所
収
。

（
3
9
）
「
枕
草
子
の
明
る
さ
の
一
考
察
」
（
『
愛
媛
国
文
研
究
』
1
4
昭
和
三
九
年

　
　

一
二
月
）

（
4
0
）
「
「
枕
草
子
」
日
記
的
章
段
の
笑
い
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
（
『
平
安
文

　
　
学
研
究
』
昭
和
五
二
年
六
月
／
『
源
氏
物
語
両
義
の
糸
』
平
成
三
年

　
　

有
精
堂

所
収
）

（
4
1
）
原
岡
論
を
継
承
し
、
「
笑
ひ
」
と
「
を
か
し
」
の
用
法
を
分
析
し
た
論

　
　
に

は
、
上
丸
恵
都
子
「
枕
草
子
へ
の
一
視
点
－
日
記
的
章
段
の
位
相
1
」

　
　

（『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
昭
和
五
八
年
三
月
）
、
沢
田
正
子
「
枕
草
子

　
　
の

笑
い

と
を
か
し
」
（
『
平
安
文
学
研
究
」
昭
和
五
九
年
＝
月
／
『
枕

　
　

草
子
の
美
意
識
』
昭
和
六
〇
年
笠
間
書
院
所
収
）
が
あ
る
。

（
4
2
）
「
枕
草
子
「
か
へ
る
年
の
二
月
二
十
余
日
」
の
段
の
位
相
」
（
『
国
文
学

　
　

研
究
』
8
0
昭
和
五
八
年
六
月
）
、
「
枕
草
子
・
藤
原
斉
信
関
係
章
段
の

　
　

位
相
－
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
「
故
殿
の
御
た
め
に
」
の
段
を
中
心
に

　
　

ー
」
（
『
中
古
文
学
論
孜
』
6
昭
和
五
八
年
一
二
月
）
、
「
枕
草
子
日
記

　
　

的
章
段
の
讃
美
の
構
造
－
朗
詠
と
伊
周
像
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
中
古

　
　

文
学
論
孜
』
昭
和
六
〇
年
一
〇
月
）
、
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
方
法
－

　
　

中
関
白
家
盛
時
の
記
事
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
中
古
文
学
』
昭
和
六
一

　
　

年
六
月
）

（
4
3
）
「
枕
草
子
の
方
法
ー
和
歌
か
ら
の
逸
脱
1
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
昭
和

　
　

六
一
年
八
月
）
、
「
清
少
納
言
と
和
歌
ー
日
記
的
章
段
の
位
相
1
」

　
　

（『
日
本
文
学
』
昭
和
六
三
年
五
月
）
、
「
枕
草
子
と
和
歌
の
機
能
1
「
職

　
　

御
曹
司
」
章
段
の
特
質
ー
」
（
『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
3
2

　
　

平
成
一
二
年
二
月
）

（
4
4
）
「
枕
草
子
の
笑
い
と
回
想
」
（
『
古
典
文
学
論
注
2
』
平
成
三
年
九
月
）
、

　
　

「
枕
草
子
「
演
劇
的
空
間
」
の
方
法
の
変
容
」
（
『
古
典
文
学
論
注
2
』

　
　
平
成
四
年
一
〇
月
）
、
「
枕
草
子
の
「
回
想
」
1
〈
は
な
し
〉
と
〈
か
た

　
　
り
〉
の
位
相
1
」
（
『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
2
平
成
五
年
一
〇
月
）

（
4
5
）
加
藤
静
子
「
『
枕
草
子
」
日
記
的
章
段
の
一
考
証
」
（
『
平
安
文
学
研
究
』

　
　

昭
和
五
五
年
七
月
）

（
4
6
）
前
掲
注
（
3
8
）
「
枕
草
子
の
虚
構
性
」

（
4
7
）
「
『
枕
草
子
』
「
南
の
院
の
裁
縫
」
の
条
の
事
件
年
時
に
つ
い
て
（
上
）
、

　
　

（下
）
」
（
『
語
文
』
8
4
、
8
5
平
成
四
年
一
二
月
、
平
成
五
年
三
月
）

（
4
8
）
「
反
転
す
る
ま
な
ざ
し
1
虚
構
性
に
つ
い
て
ー
」
（
『
枕
草
子
表
現
の

　
　
論
理
』
〔
前
掲
注
（
3
7
）
〕
）
の
注
記
に
は
、
初
出
論
文
で
あ
る
「
枕
草

　
　
子
の
虚
構
性
」
〔
前
掲
注
（
3
8
）
〕
へ
の
圷
の
反
論
に
対
す
る
反
論
を
載

　
　

せ
、
さ
ら
に
最
近
の
論
文
〔
後
掲
注
（
8
3
）
〕
で
圷
が
返
し
て
い
る
。

（
4
9
）
「
枕
草
子
の
表
現
史
－
王
権
と
古
今
和
歌
集
受
容
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　

（『
野
州
国
文
学
』
昭
和
六
三
年
一
二
月
）
、
「
枕
草
子
の
表
現
と
定
子
後

　
　

宮
」
（
『
日
本
文
学
』
平
成
二
年
九
月
）
、
一
枕
草
子
の
「
時
間
」
ー
正
暦

　
　

期
日
記
的
章
段
群
孜
1
」
（
『
静
岡
英
和
女
学
院
短
期
大
学
紀
要
』
2
3

　
　

平
成
三
年
二
月
）

（
5
0
）
「
物
語
の
場
と
し
て
の
宮
廷
1
『
枕
草
子
』
の
場
合
1
」
（
『
日
本
文
学
』

　
　

平
成
四
年
三
月
）

（
5
1
）
「
枕
草
子
の
聖
代
観
の
方
法
1
「
陰
陽
の
饗
理
」
の
観
念
を
媒
介
に
し

　
　

て

ー
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
五
年
九
月
）

（
5
2
）
「
『
枕
草
子
』
の
言
葉
と
方
法
－
時
間
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
国
語
と

　
　

国
文
学
』
平
成
三
年
＝
月
）

（
5
3
）
「
枕
草
子
の
〈
笑
ひ
〉
と
〈
語
り
〉
」
（
『
物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周

　
　

辺
』
昭
和
五
五
年
桜
楓
社
／
『
枕
草
子
表
現
の
論
理
』
〔
前
掲
注
（
3
7
）
〕

　
　

所
収
）

（
5
4
）
「
枕
草
子
の
表
現
と
和
歌
」
（
『
日
本
文
学
』
昭
和
六
〇
年
四
月
）

一
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（
5
5
）
「
枕
草
子
自
賛
語
の
構
造
－
能
因
本
八
十
六
段
を
中
心
と
し
て
ー
」

　
　

（『
江
戸
川
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
平
成
元
年
二
月
）
、
「
枕
草
子
自
賛
謂

　
　

の

構
造

（
二
）
－
三
巻
本
九
十
八
段
を
中
心
と
し
て
ー
」
（
『
江
戸
川
女

　
　

子
短
期
大
学
紀
要
』
平
成
二
年
三
月
）

（
5
6
）
「
「
里
に
ま
か
で
た
る
に
」
段
の
本
質
－
橘
則
光
と
の
交
流
を
め
ぐ
っ

　
　

て
」
（
『
常
葉
国
文
』
1
5
平
成
二
年
一
〇
月
）
、
「
籠
越
し
の
歌
語
り
ー

　
　

「
三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
常
葉
国
文
』

　
　

16

平
成
三
年
一
〇
月
）
、
い
ず
れ
も
『
枕
草
子
研
究
』
（
平
成
一
四
年

　
　

風
間
圭
旦
房
）
に
所
収
。

（
5
7
）
「
定
子
晩
年
章
段
の
語
り
と
表
現
－
日
記
的
章
段
の
か
た
ち
」
（
『
國
文

　
　

学
」
平
成
八
年
一
月
）

（
5
8
）
「
枕
草
子
の
祝
祭
的
時
空
1
「
供
犠
」
と
し
て
の
翁
丸
1
」
（
『
日
本
文

　
　

学
」
平
成
四
年
五
月
）
、
「
異
化
す
る
テ
ク
ス
ト
枕
草
子
ー
「
大
進
生
昌

　
　

が
家
に
」
の
段
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
日
本
文
学
』
平
成
五
年
＝
一
月
）

　
　

等
、
い
ず
れ
も
『
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
（
平
成
一
〇
年
笠
間

　
　

書
院
）
に
所
収
。

（
5
9
）
「
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
か
ら
「
下
蕨
」
1
清
少
納
言
の
意
図
し
た
非
和
歌

　
　

的
世
界
志
向
1
」
（
『
国
語
国
文
論
集
』
平
成
八
年
一
月
）
、
「
清
少
納

　
　

言
の
返
り
ご
と
ー
「
草
の
庵
を
た
れ
か
た
つ
ね
む
」
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　

（『
国
文
学
孜
』
平
成
八
年
九
月
）
、
「
「
こ
の
君
に
こ
そ
」
と
い
う
発
言

　
　

ー
典
拠
の
「
空
宅
」
と
清
少
納
三
口
　
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
平
成
九

　
　

年
二
月
）
等
。

（
6
0
）
「
枕
草
子
一
五
七
段
の
読
み
　
　
章
段
構
成
に
つ
い
て
ー
」
（
『
国
文
目

　
　

白
』
平
成
元
年
一
一
月
／
『
枕
草
子
表
現
と
構
造
』
平
成
六
年
有
精

　
　

堂

所
収
）
、
「
枕
草
子
の
打
聞
摂
取
－
定
子
と
清
少
納
言
の
語
る
打
聞

　
　
1
」
（
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
平
成
一
〇
年
二
月
）
等
。

（
6
0
）
「
枕
草
子
「
浜
は
」
の
段
に
つ
い
て
の
考
察
」
（
『
語
文
』
平
成
二
年
三

　
　

月
）
は
枕
草
子
が
和
歌
的
背
景
よ
り
歌
謡
や
物
語
に
ウ
エ
イ
ト
を
置
い

　
　

た
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
。
「
歌
枕
へ
の
挑
戦
－
類
聚
章
段
の
試
み
」

　
　

（『
國
文
学
』
平
成
八
年
一
月
）
は
和
歌
文
学
の
伝
統
・
類
型
を
脱
し
て

　
　

地
名
の
持
つ
記
号
性
を
追
求
す
る
作
者
の
自
由
な
立
場
を
考
察
す
る
も

　
　
の
。

（
6
2
）
「
枕
草
子
「
こ
と
な
し
草
」
孜
－
忍
草
の
実
体
に
も
ふ
れ
つ
つ
ー
」

　
　

（『
園
田
語
文
」
平
成
六
年
三
月
）
は
枕
草
子
の
独
自
性
が
和
歌
の
伝
統

　
　

に

馴
染
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
考
察
し
た
も
の
。

（
6
3
）
「
枕
草
子
「
～
も
の
」
型
章
段
に
お
け
る
類
聚
段
の
性
格
－
脱
和
歌
の

　
　

方
法

と
し
て
ー
」
（
『
中
古
文
学
論
孜
』
平
成
六
年
一
二
月
）
、
「
枕
草

　
　

子
和
歌
の
恋
歌
的
性
格
に
つ
い
て
ー
「
宮
の
五
節
出
だ
さ
せ
た
ま
ふ
に
」

　
　

段
を
中
心
に
ー
」
（
『
中
古
文
学
論
孜
」
平
成
八
年
一
二
月
）
等
、
い

　
　

ず
れ
も
『
枕
草
子
表
現
の
方
法
」
（
平
成
一
四
年
勉
誠
出
版
）
に
所

　
　
収
。

（
6
4
）
■
和
歌
か
ら
の
離
陸
1
『
枕
草
子
」
の
形
態
1
」
（
『
日
本
文
学
誌
要
』

　
　
平
成
元
年
二
月
）

（
6
5
）
「
『
枕
草
子
』
の
宮
廷
文
学
的
性
格
1
「
と
り
の
そ
ら
音
」
を
め
ぐ
っ

　
　

て

ー
」
（
『
常
葉
国
文
』
1
7
平
成
三
年
一
一
月
／
『
枕
草
子
研
究
』
〔
前

　
　

掲
注
（
5
6
）
〕
所
収
）

（
6
6
）
「
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
歌
語
り
」
あ
る
い
は
「
歌
咄
」
1
そ
の
”
地

　
　

の
文
”
の
あ
り
方
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
平
成
二
年
二
月
）

（
6
7
）
「
物
語
史
の
中
の
〈
草
子
＞
1
〈
草
子
〉
の
転
機
と
し
て
の
『
枕
草
子
』

　
　

1
」
（
『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
平
成
＝
二
年
一
〇
月
）

（
6
8
）
「
『
枕
草
子
』
の
性
格
ー
女
房
日
記
と
の
か
か
わ
り
ー
」
（
『
女
房
日

　
　

記
の

論
理
と
構
造
』
平
成
八
年
笠
間
書
院
）
、
「
『
枕
草
子
」
1
日
記
と

一
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の

か
か

わ
り
ー
」
（
『
王
朝
女
流
日
記
文
学
の
形
象
』
平
成
一
五
年
お

　
　

う
ふ
う
）

（
6
9
）
「
枕
草
子
の
〈
内
な
る
政
治
〉
」
（
『
帝
塚
山
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
』

　
　

31

平
成
一
二
年
二
月
）

（
7
0
）
「
『
枕
冊
子
』
枕
考
－
視
点
と
時
点
に
お
け
る
「
枕
」
の
意
義
1
」

　
　

（『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
9
平
成
一
二
年
一
〇
月
）

（
7
1
）
「
「
つ
れ
づ
れ
な
る
里
居
」
考
1
『
枕
草
子
』
版
文
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　

（『
女
子
聖
学
院
大
学
紀
要
」
3
0
平
成
元
年
三
月
）

（
7
2
）
「
枕
草
子
の
版
文
1
「
書
き
つ
く
」
と
い
う
行
為
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　

（『
国
語
国
文
論
集
』
平
成
九
年
三
月
）

（
7
3
）
「
「
わ
が
思
ふ
事
を
書
く
」
こ
と
1
能
因
本
枕
草
子
の
筆
付
き
ー
」

　
　

（『
源
氏
物
語

と
古
代
世
界
」
平
成
九
年
新
典
社
）

（
7
4
）
「
類
聚
化
す
る
「
枕
草
子
」
（
一
）
、
（
二
）
」
（
『
王
朝
文
学
史
稿
』
1
2
、
1
3

　
　

昭
和
六
〇
年
＝
月
、
昭
和
六
一
年
三
月
）
、
「
『
枕
草
子
』
類
聚
形
式

　
　

に

内
在
す
る
誘
発
性
1
「
病
は
」
章
段
孜
1
」
（
『
國
學
院
雑
誌
」
9
0
1

　
　

9
平
成
元
年
九
月
）
、
「
『
枕
草
子
』
に
お
け
る
一
連
想
」
の
問
題
1

　
　

「
な
ま
め
か
し
き
も
の
」
を
中
心
に
ー
」
（
『
國
學
院
大
學
大
学
院
紀
要
』

　
　

22

平
成
三
年
三
月
）

（
7
5
）
「
『
枕
草
子
』
の
内
的
連
絡
－
読
者
と
し
て
の
和
辻
哲
郎
1
」
（
『
日

　
　

本
文
学
』
平
成
七
年
九
月
）
は
、
和
辻
哲
郎
の
有
名
な
枕
草
子
論

　
　

（「
「枕
草
紙
」
に
就
て
の
提
案
」
『
国
語
と
国
文
学
』
大
正
一
五
年
四
月
）

　
　

を
改
め
て
掲
げ
、
枕
草
子
と
い
う
作
品
の
持
つ
読
者
と
の
関
係
に
お
け

　
　

る
流
動
性
を
確
認
し
た
も
の
。

（
7
6
）
「
枕
草
子
の
祝
祭
的
時
空
1
「
供
犠
」
と
し
て
の
翁
丸
1
」
（
『
日
本
文

　
　

学
」
平
成
四
年
五
月
／
『
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
平
成
一
〇
年

　
　

笠
間
書
院
　
所
収
）

（
7
7
）
「
枕
草
子
賊
文
の
喚
起
力
」
（
『
日
本
文
学
』
平
成
一
〇
年
五
月
）

（
7
8
）
「
動
態
と
し
て
の
『
枕
草
子
」
1
本
文
と
作
者
と
ー
」
（
『
國
文
（
お
茶

　
　

の

水
女
子
大
学
）
』
9
1
平
成
＝
年
八
月
）
永
井
は
翌
年
、
枕
草
子
執

　
　

筆
の
内
的
動
機
を
清
少
納
言
の
中
宮
と
の
出
会
い
と
し
、
初
出
仕
の
意

　
　

味
を
考
察
し
て
い
る
（
「
清
少
納
言
－
基
点
と
し
て
の
「
宮
に
は
じ
め

　
　

て

ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
ー
」
『
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
一
二
年
八
月
）
が
、

　
　

作
者
の
特
定
に
疑
問
を
提
出
す
る
当
該
論
文
と
の
関
わ
り
は
明
ら
か
で

　
　
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
7
9
）
「
枕
草
子
日
記
的
章
段
の
沈
黙
の
構
造
1
「
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
御
猫
は
」

　
　

を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
常
葉
国
文
』
平
成
四
年
六
月
）
、
「
枕
草
子
－
省

　
　

筆
の
魅
力
1
」
（
『
語
学
と
文
学
』
2
9
平
成
五
年
三
月
）
、
「
読
者
論
と

　
　

し
て
1
鏡
と
し
て
の
枕
草
子
」
（
『
國
文
学
』
平
成
八
年
一
月
）
等
、

　
　

い

ず
れ
も
『
枕
草
子
研
究
』
〔
前
掲
注
（
5
6
）
〕
に
所
収
。

（
8
0
）
「
解
説
－
枕
草
子
研
究
史
1
」
（
日
本
文
学
研
究
資
料
新
集
4
『
枕
草

　
　

子

表
現
と
構
造
』
平
成
六
年
　
有
精
堂
）
に
詳
し
い
解
説
が
あ
る
。

（
8
1
）
「
『
紫
式
部
日
記
』
清
少
納
言
批
評
の
背
景
」
（
『
古
代
文
化
』
5
3
1
9
平

　
　

成

二
二
年
九
月
）

（
8
2
）
「
■
異
説
・
枕
草
子
」
少
納
言
の
名
に
関
す
る
一
考
察
1
『
紫
式
部
日

　
　

記
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
ー
」
（
『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
1
0
平
成

　
　
　
一
三
年
一
〇
月
）

（
8
3
）
「
『
枕
草
子
』
「
長
徳
の
変
」
関
連
章
段
の
解
釈
－
後
宮
の
視
点
に
よ
っ

　
　

て
描
か
れ
た
政
変
1
」
（
『
中
古
文
学
』
7
1
平
成
一
五
年
五
月
）

（
8
4
）
「
五
月
五
日
の
定
子
後
宮
1
ま
だ
見
ぬ
御
子
へ
の
予
祝
」
（
『
物
語
研
究
』

　
　

平
成
一
五
年
三
月
）

（
8
5
）
平
成
七
年
の
三
田
村
雅
子
『
枕
草
子
表
現
の
論
理
』
〔
前
掲
注
（
3
7
）
〕

　
　

を
は
じ
め
、
平
成
一
〇
年
に
小
森
潔
『
枕
草
子
逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』

一
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史実考証研究の視座から枕草子研究の動向と展望

　
　

〔前
掲
注
（
7
6
）
〕
、
平
成
一
四
年
に
鄭
順
粉
『
枕
草
子
表
現
の
方
法
」

　
　

〔前
掲
注
（
6
3
）
〕
、
藤
本
宗
利
『
枕
草
子
研
究
』
〔
前
掲
注
（
5
6
）
〕
が
相

　
　

次
い
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
8
6
）
『
枕
草
子
大
事
典
』
枕
草
子
研
究
会
編
（
平
成
一
三
年
勉
誠
出
版
）

（
8
7
）
野
村
精
一
「
作
品
論
・
作
家
論
ー
そ
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
」
、
「
文
学

　
　

史
論
1
そ
の
史
的
位
置
に
つ
い
て
」
（
『
諸
説
一
覧
枕
草
子
』
塩
田
良

　
　
平
編

昭
和
四
五
年
明
治
書
院
／
『
日
本
文
学
研
究
史
論
』
昭
和
五
八

　
　

年
　
笠
間
書
院
所
収
）
、
三
田
村
雅
子
「
解
説
ー
枕
草
子
研
究
史
ー
」

　
　

〔前
掲
注
（
8
0
）
〕
、
加
藤
裕
一
郎
・
五
十
嵐
正
貴
「
枕
草
子
・
徒
然
草
・

　
　

方
丈
記
研
究
文
献
目
録
抄
－
平
成
元
年
以
降
1
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
』

　
　
平
成
六
年
五
月
）
、
小
森
潔
「
枕
草
子
研
究
の
現
状
と
展
望
」
（
『
枕
草

　
　

子

逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』
〔
前
掲
注
（
7
6
）
〕
）
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