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現
の
論
理
』
有
精
堂
一
九
九
五
年
所
収
）

八　

桜
の
葉
が
「
こ
ぼ
れ
落
つ
」
用
例
⑫
に
つ
い
て
は
「
散
る
」
用
例
に
含
め
て

い
な
い
が
、
落
ち
る
対
象
と
し
て
桜
の
花
で
な
く
葉
の
方
を
取
り
上
げ
て
い

る
こ
と
は
興
味
深
い
。

九　
『
源
氏
物
語
』
の
桜
に
つ
い
て
は
、
禁
忌
の
恋
と
結
び
付
く
と
い
う
興
味
深

い
指
摘
も
さ
れ
て
い
る
。
原
岡
文
子
「『
源
氏
物
語
』
の
「
桜
」
考
」（『
物

語
研
究
』
第
二
巻　

新
時
代
社
一
九
八
八
年
／
『
源
氏
物
語 

両
義
の
糸
―

人
物
・
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
』
一
九
九
一
年 

有
精
堂
所
収
）

一〇　
「『
枕
草
子
』
の
雪
景
色
―
作
品
生
成
の
原
風
景
―
」（『
十
文
字
学
園
女
子
大

学
紀
要
』
第
四
六
集　

二
〇
一
六
年
三
月
）

＊ T
he Com

parison w
ith “A

n A
nthology of K

okin-W
aka Poem

s” and “M
akura-no-soshi” 

: Especially on the D
escription of Cherry Blossom

s

＊
＊  Etsuko A

K
A

M
A

　

十
文
字
学
園
女
子
大
学
人
間
生
活
学
部
文
芸
文
化
学
科
（D

epartm
ent of Literature and Culture, Faculty of H

um
an 

Life, Jum
onji U

niversity

）

キ
ー
ワ
ー
ド　

古
今
集　
　

枕
草
子　
　

桜　
　

四
季
の
景
物　
　

散
る

―（ 8 ）―



260 『古今和歌集』と『枕草子』―「桜」の描写の比較から―

主
家
の
栄
華
を
作
品
内
に
永
遠
に
留
め
置
い
た
。
和
歌
世
界
で
は
散
る
も
の
と
し

て
詠
む
の
が
定
番
で
あ
る
桜
を
あ
え
て
散
ら
さ
な
い
こ
と
で
、
時
間
の
流
れ
を
止

め
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
『
源
氏
物
語
』
で
は
「
桜
」
の
用
例
六
十
六
例
の
中
、
五
十
例
ま
で

が
植
物
の
桜
を
描
い
て
お
り
、
そ
こ
に
は
、
散
り
過
ぎ
た
桜
の
枝
に
つ
け
た
手
紙

（
須
磨
巻
）
や
、
春
風
に
少
し
舞
い
散
る
瓶
の
桜
（
胡
蝶
）、
咲
き
散
る
桜
を
詠
み

込
む
歌
（
柏
木
巻
・
竹
河
巻
）
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
は
梅
よ

り
桜
の
用
例
数
が
多
く
、
内
容
的
に
も
『
古
今
集
』
の
桜
の
世
界
を
継
承
し
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
九
。

一
方
、
散
る
桜
を
描
か
な
い
『
枕
草
子
』
の
場
合
も
、『
古
今
集
』
の
価
値
を

決
し
て
軽
く
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
桜
満
開
の
清
涼
殿
を
描
い
た
章
段
の
後

半
に
は
、
定
子
が
『
古
今
集
』
の
暗
誦
テ
ス
ト
を
実
施
し
て
、『
古
今
集
』
の
文

化
的
権
威
を
積
極
的
に
利
用
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
古
今
集
』
の
価
値
を
認
め

た
上
で
、「
散
る
桜
」
に
対
抗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
自
の
世
界
を
演
出
し
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

春
以
外
の
四
季
の
景
物
と
し
て
は
、
先
に
拙
稿
一
〇
で
冬
の
景
物
と
し
て
の
雪

を
取
り
上
げ
、『
枕
草
子
』
で
は
雪
が
作
品
執
筆
の
内
的
動
機
に
関
係
し
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ま
た
、『
古
今
集
』
に
お
い
て
も
雪
は
唯
一
の
冬
の

景
物
と
し
て
注
目
さ
れ
て
は
い
る
が
、
他
の
季
節
、
特
に
春
秋
と
比
較
し
て
和
歌

数
が
極
端
に
少
な
く
、
四
季
の
中
で
は
あ
ま
り
重
視
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

こ
と
を
確
認
し
た
。『
古
今
集
』
が
重
視
し
な
い
季
節
を
作
品
の
要
の
場
面
に
設

定
し
た
と
こ
ろ
に
、『
枕
草
子
』
の
対
『
古
今
集
』
意
識
が
働
い
て
い
る
と
考
え

る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

今
後
は
、
ま
だ
考
察
し
て
い
な
い
夏
と
秋
の
景
物
に
つ
い
て
、『
古
今
集
』
と

『
枕
草
子
』
の
比
較
検
討
を
引
き
続
き
行
っ
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

注

一　

日
向
一
雅
「
平
安
文
学
の
自
然
表
現
を
め
ぐ
っ
て
―
『
古
今
集
』『
枕
草
子
』

『
源
氏
物
語
』
の
政
教
的
文
学
観
と
「
陰
陽
の
變
理
」
を
媒
介
と
し
て
―
」

（『
古
代
文
学
論
叢
十
九
源
氏
物
語
の
環
境
：
研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院

二
〇
一
一
年
）
な
ど
が
比
較
的
近
年
の
も
の
。

二　

忠
住
佳
織
「
枕
草
子
の
時
空
間
―
『
古
今
集
』
摂
取
の
一
解
釈
と
し
て
―
」

（『
中
世
の
文
学
と
学
問
』
思
文
閣
出
版
二
〇
〇
五
年
）

三　

藤
本
宗
利
「
空
白
の
視
点
―
「
春
は
曙
」
の
読
み
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
む
ら

さ
き
』
第
二
一
集
一
九
八
九
年
７
月
／
『
枕
草
子
研
究
』
風
間
書
房

二
〇
〇
二
年
所
収
）

四　

桜
の
歌
の
続
き
に
花
が
詠
ま
れ
る
歌
が
三
首
続
き
、
こ
れ
も
桜
を
指
し
て
い

る
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
歌
数
に
入
れ
て
い
な
い
。
配
列
上
も
散
る
歌

の
続
き
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
一
応
挙
げ
て
お
く
。

　
　
　
　

奈
良
の
み
か
ど
の
御
う
た

九
〇　

ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
奈
良
の
京
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
咲
き
け

　
　
　

り

　
　
　
　

春
の
う
た
と
て
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　

よ
し
み
ね
の
む
ね
さ
だ

九
一　

花
の
色
は
霞
に
込
め
て
見
せ
ず
と
も
香
を
だ
に
ぬ
す
め
春
の
山
風

　
　
　
　

寛
平
御
時
后
の
宮
の
歌
合
の
う
た　
　
　

そ
せ
い
法
師

九
二　

花
の
木
も
今
は
堀
り
植
ゑ
じ
春
立
て
ば
う
つ
ろ
ふ
色
に
人
な
ら
ひ
け

　
　
　

り

五　
「
桜
」
が
死
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
付
く
の
は
明
治
時
代
以
降
で
あ
り
、
昭
和

初
期
の
戦
時
に
民
意
高
揚
の
た
め
に
利
用
さ
れ
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い

る
。
近
現
代
ま
で
の
桜
の
文
学
を
概
観
し
た
参
考
文
献
に
、
小
川
和
佑
『
桜

の
文
学
史
』（
文
藝
春
秋
社
二
〇
〇
四
年
）
が
あ
る
。

六　
『
蜻
蛉
日
記
』
は
梅
が
四
例
に
対
し
て
桜
の
用
例
は
な
い
。

七　

こ
れ
は
、『
枕
草
子
』
の
桜
が
公
的
場
面
と
結
び
付
く
も
の
で
あ
る
と
い
う

三
田
村
雅
子
氏
の
指
摘
と
も
重
な
る
。「
枕
草
子
の
表
現
構
造
―
「
日
ざ
し
」

と
宮
仕
え
讃
美
と
―
」（『
中
古
文
学
』
一
九
八
〇
年
四
月
／
『
枕
草
子 

表

―（ ７ ）―
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次
に
、
衣
装
で
は
な
く
本
物
の
桜
の
花
が
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
場
面
を
見

て
み
る
と
、
そ
こ
で
も
桜
が
栄
華
を
演
出
す
る
印
象
的
な
場
面
が
繰
り
広
げ
ら
れ

て
い
く
。

清
涼
殿
の
段
（
用
例
③
）
は
、
正
暦
五
年
春
の
宮
廷
を
舞
台
に
し
た
章
段
で
あ

る
。
清
涼
殿
の
簀
子
に
青
磁
の
大
甕
が
設
置
さ
れ
、
そ
こ
に
五
尺
（
約
一
、五

メ
ー
ト
ル
）
も
の
桜
の
大
枝
が
挿
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
中
宮
定
子
の
立
場
を

象
徴
す
る
趣
向
と
し
て
、
父
道
隆
も
し
く
は
母
貴
子
が
思
い
つ
い
た
も
の
だ
っ
た

ろ
う
。
桜
の
生
け
花
の
演
出
は
、
か
つ
て
藤
原
良
房
が
天
皇
后
と
な
っ
た
娘
を
桜

に
喩
え
て
詠
ん
だ
和
歌
に
準
え
た
も
の
で
、
元
歌
は
『
古
今
集
』
の
五
二
番
歌

（
点
線
部
参
照
）
で
あ
る
。
宮
廷
に
花
開
く
桜
は
、
栄
華
を
極
め
た
一
門
の
象
徴

と
し
て
咲
き
誇
る
后
の
桜
で
あ
っ
た
。

も
う
一
つ
は
積
善
寺
供
養
の
段
（
用
例
⑭
）
に
あ
る
。
積
善
寺
供
養
は
関
白
道

隆
が
兼
家
の
後
継
者
と
し
て
の
地
位
を
世
間
に
誇
示
す
る
一
大
行
事
と
し
て
と
ら

え
ら
れ
る
。
桜
が
植
え
ら
れ
て
い
た
の
は
、
中
宮
定
子
の
里
邸
と
し
て
道
隆
が
用

意
し
た
二
条
邸
だ
っ
た
。
二
月
二
十
日
頃
、
桜
の
季
節
に
は
ま
だ
早
い
時
期
な
の

に
満
開
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
桜
は
、
実
は
造
り
物
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
桜

の
木
を
丸
ご
と
一
本
、
模
造
し
て
庭
に
植
え
る
と
い
う
大
掛
か
り
な
趣
向
を
凝
ら

し
て
、
道
隆
は
娘
の
定
子
を
待
ち
迎
え
た
の
だ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
数
日
後
、
夜
間
に
雨
が
降
り
始
め
た
。
造
り
物
の
桜
が
惨
め
な
姿
に

な
っ
て
い
く
こ
と
を
清
少
納
言
が
心
配
し
て
い
た
時
、
道
隆
は
従
者
を
二
条
邸
に

差
し
向
け
、
桜
の
木
を
引
き
抜
い
て
持
ち
去
ら
せ
た
。
翌
朝
、
桜
の
木
は
跡
形
も

な
く
な
っ
て
お
り
、
雨
で
形
を
損
な
っ
た
桜
の
姿
を
白
昼
に
晒
す
こ
と
は
避
け
ら

れ
た
と
語
ら
れ
る
。

清
涼
殿
の
桜
と
二
条
邸
の
桜
、『
枕
草
子
』
の
日
記
段
に
描
か
れ
た
両
場
面
の

桜
は
、
満
開
に
咲
き
誇
る
見
事
な
姿
だ
け
が
描
か
れ
る
。『
古
今
集
』
の
桜
が
散

る
姿
を
賞
美
し
、
そ
れ
を
惜
し
む
歌
で
溢
れ
て
い
る
こ
と
を
清
少
納
言
が
知
ら
な

い
は
ず
は
な
い
。
し
か
し
、『
枕
草
子
』
が
描
く
桜
は
決
し
て
散
ら
ず
、
色
あ
せ

た
姿
を
人
前
に
晒
す
こ
と
も
避
け
ら
れ
る
。
季
節
を
先
取
り
し
て
二
条
邸
に
設
置

さ
れ
た
桜
は
、
清
涼
殿
の
満
開
の
桜
と
同
じ
く
、
今
を
時
め
く
中
宮
、
す
な
わ
ち

定
子
の
地
位
を
象
徴
す
る
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
関
白
家
の
栄
華
を
描
く

『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
、
決
し
て
移
ろ
っ
た
り
散
っ
た
り
し
て
は
い
け
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。

試
み
に
『
枕
草
子
』
の
中
で
「
散
り
」「
散
る
」
の
用
例
を
検
索
し
て
み
る
と
、

全
十
三
例
を
数
え
る
。
そ
の
う
ち
畳
紙
や
手
紙
な
ど
の
紙
類
が
散
る
用
例
が
五

例
、
雪
が
三
例
、
水
が
一
例
、
残
り
の
四
例
が
植
物
で
八
、
う
ち
不
特
定
の
花
々

を
指
す
例
が
二
例
、
梅
が
一
例
、
そ
し
て
桜
が
一
例
（
用
例
④
）
と
な
る
。
梅
の

用
例
は
実
際
に
花
が
散
っ
た
枝
の
用
例
だ
が
、
桜
の
場
合
は
比
喩
と
し
て
使
わ
れ

た
例
に
な
る
。

「
散
る
桜
」
は
、
清
少
納
言
の
宮
仕
え
以
前
の
章
段
で
、
か
つ
て
天
皇
の
外
戚

の
地
位
に
あ
っ
た
藤
原
義
懐
の
華
や
か
な
姿
を
描
い
た
後
に
記
さ
れ
る
。
そ
の

時
、
小
白
河
院
法
華
八
講
の
中
心
に
い
た
義
懐
に
は
、
数
日
後
に
失
墜
し
出
家
す

る
運
命
が
待
っ
て
い
た
。
章
段
の
末
尾
に
、
彼
の
運
命
に
比
べ
た
ら
「
桜
な
ど
散

り
ぬ
る
」
の
は
た
い
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
作
者
の
言
葉
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。『

枕
草
子
』
で
桜
が
散
る
こ
と
に
触
れ
る
唯
一
の
用
例
が
、
一
時
の
権
力
者
の

失
脚
に
喩
え
た
例
で
あ
る
こ
と
は
示
唆
的
だ
。『
枕
草
子
』
が
実
際
に
散
る
桜
を

描
か
な
い
の
は
、
そ
れ
が
中
関
白
家
の
失
脚
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
、

と
い
う
推
論
を
裏
付
け
る
根
拠
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
と
め

『
古
今
集
』
と
『
枕
草
子
』
の
「
桜
」
の
用
例
を
抽
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

内
に
お
け
る
桜
の
扱
い
方
と
そ
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
。

『
古
今
集
』
は
四
季
の
部
立
の
内
部
に
お
い
て
も
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
た
歌
の

配
列
を
意
識
し
、
そ
の
中
で
散
る
桜
の
美
を
見
つ
め
続
け
た
。
一
方
、『
枕
草
子
』

で
は
人
々
が
身
に
つ
け
た
桜
襲
の
衣
装
と
散
ら
な
い
桜
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

―（ 6 ）―
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な
よ
ら
か
な
る
に
、　

…
御
簾
の
内
に
、
女
房
、
桜
の
唐
衣
ど
も
く
つ
ろ
か

に
ぬ
ぎ
垂
れ
て
、
藤
、
山
吹
な
ど
、
色
々
こ
の
ま
し
う
て
、
あ
ま
た
小
半
蔀

の
御
簾
よ
り
も
押
し
出
で
た
る
ほ
ど
、…
… 〔
二
一 

清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
〕

④　

さ
て
そ
の
二
十
日
あ
ま
り
に
、
中
納
言
（
藤
原
義
懐
）、
法
師
に
な
り
た
ま

ひ
に
し
こ
そ
あ
は
れ
な
り
し
か
。
桜
な
ど
散
り
ぬ
る
も
、
な
ほ
世
の
常
な
り

や
。 

〔
三
三 

小
白
川
と
い
ふ
所
は
〕

⑤　

桜
は
、
花
び
ら
大
き
に
、
葉
の
色
濃
き
が
、
枝
ほ
そ
く
て
咲
き
た
る
。
…
…

　
　
（
橘
は
）
朝
露
に
濡
れ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
の
桜
に
お
と
ら
ず
。

 

〔
三
五 

木
の
花
は
〕

⑥　
（
節
句
の
人
々
の
衣
装
は
）
め
づ
ら
し
う
言
ふ
べ
き
事
な
ら
ね
ど
、
い
と
を

か
し
。
さ
て
、
春
ご
と
に
咲
く
と
て
、
桜
を
よ
ろ
し
う
思
ふ
人
や
は
あ
る
。

 

〔
三
七 

節
は
〕

⑦　
（
斉
信
の
衣
装
は
）
桜
の
綾
の
直
衣
の
、
い
み
じ
う
は
な
ば
な
と
、
裏
の
つ

や
な
ど
、
え
も
言
は
ず
き
よ
ら
な
る
に
、
葡
萄
染
の
い
と
濃
き
指
貫
、
…
…

 

〔
七
九 
返
る
年
の
二
月
二
十
余
日
〕

⑧　
（
童
女
た
ち
は
）
桜
の
汗
衫
、
萌
黄
、
紅
梅
な
ど
い
み
じ
う
、
汗
衫
長
く
引

き
て
、
取
り
次
ぎ
ま
ゐ
ら
す
る
、
い
と
な
ま
め
き
を
か
し
。　

…
…
（
天
皇

の
衣
装
が
）
桜
の
御
直
衣
に
紅
の
御
衣
の
夕
ば
え
な
ど
も
、
か
し
こ
け
れ
ば

と
ど
め
つ
。 

〔
一
〇
〇 

淑
景
舎
、
春
宮
に
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
ほ
ど
の
事
な
ど
〕

⑨　

な
で
し
こ
。
菖
蒲
。
桜
。 

〔
一
一
二 

絵
に
か
き
お
と
り
す
る
も
の
〕

⑩　

清
げ
な
る
若
き
男
ど
も
の
、
主
と
見
ゆ
る
二
、三
人
、
桜
の
襖
・
柳
な
ど
い

と
を
か
し
う
て
、
…
… 

〔
一
一
六 

正
月
に
寺
に
籠
り
た
る
は
〕

⑪　

あ
た
ら
し
う
し
た
て
て
、
桜
の
花
お
ほ
く
咲
か
せ
て
、
胡
粉
、
朱
砂
な
ど
、

色
ど
り
た
る
絵
ど
も
か
き
た
る
。 

〔
一
四
三 

い
や
し
げ
な
る
も
の
〕

⑫　

黄
な
る
葉
ど
も
の
、
ほ
ろ
ほ
ろ
と
こ
ぼ
れ
落
つ
る
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。
桜

の
葉
、
椋
の
葉
こ
そ
い
と
と
く
は
落
つ
れ
。 

〔
一
八
八 

風
は
〕

⑬　

山
吹
の
花
。
桜
の
花
び
ら
。 

〔
二
一
七 

大
き
に
て
よ
き
も
の
〕

⑭　

桜
の
一
丈
ば
か
り
に
て
い
み
じ
う
咲
き
た
る
や
う
に
て
、
御
階
の
も
と
に
あ

れ
ば
、「
い
と
と
く
咲
き
に
け
る
か
な
。
梅
こ
そ
た
だ
い
ま
は
盛
り
な
れ
」

と
見
ゆ
る
は
、
作
り
た
る
な
り
け
り
。
…
…

　
　
　

殿
（
道
隆
）
渡
ら
せ
た
ま
へ
り
。
青
鈍
の
固
文
の
御
指
貫
、
桜
の
御
直
衣

に
紅
の
御
衣
三
つ
ば
か
り
を
、
た
だ
御
直
衣
に
ひ
き
重
ね
て
ぞ
奉
り
た
る
。

…
…

　
　
　

御
前
の
桜
、
露
に
色
は
ま
さ
ら
で
、
日
な
ど
に
当
り
て
し
ぼ
み
、
わ
ろ
く

な
る
だ
に
く
ち
を
し
き
に
、
…
…

　
　
（
女
院
詮
子
の
行
列
）
次
に
女
房
の
十
、
桜
の
唐
衣
、
淡
色
の
裳
、
濃
き

衣
、
香
染
め
、
薄
色
の
う
は
着
ど
も
、
い
み
じ
う
な
ま
め
か
し
。
…
…

　
　
（
道
隆
が
清
少
納
言
の
着
て
い
る
）
赤
色
に
桜
の
五
重
の
衣
を
御
覧
じ
て
、

… 

〔
二
六
〇 

関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
〕

⑮　

桜
。
柳
。
ま
た
、
青
き
藤
。 

〔
二
六
四 

狩
衣
は
〕

⑯　

冬
は
躑
躅
。
桜
。
掻
練
襲
。
蘇
枋
襲
。 

〔
二
六
六 

下
襲
は
〕

⑰ 

薄
色
。
葡
萄
染
。
萌
黄
。
桜
。
紅
梅
。
す
べ
て
薄
色
の
類
。

 

〔
一
本 

六 

女
の
表
着
は
〕

⑱ 

春
は
躑
躅
。
桜
。 

〔
一
本 

九 

汗
衫
は
〕

『
枕
草
子
』
に
は
二
十
七
例
の
桜
の
語
が
現
れ
、
そ
の
う
ち
植
物
の
桜
を
指
す

用
例
に
限
る
と
十
一
例
（
①
～
⑥
、
⑨
、
⑪
～
⑭
の
傍
線
部
）
に
減
る
。
そ
し

て
、
桜
の
用
例
の
半
数
以
上
が
本
物
の
桜
で
な
く
桜
襲
の
衣
装
を
示
し
て
い
る
こ

と
（
①
、
③
、
⑦
、
⑧
、
⑩
、
⑭
～
⑱
の
波
線
部
）
が
わ
か
る
。
華
や
か
な
桜
の

衣
装
を
身
に
纏
っ
て
い
る
の
は
、
道
隆
、
伊
周
、
清
少
納
言
を
含
む
中
宮
女
房
た

ち
な
ど
中
関
白
家
の
面
々
の
他
、
一
条
天
皇
、
藤
原
斉
信
、
詮
子
の
女
房
た
ち
な

ど
様
々
な
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
狩
衣
か
ら
汗
衫
ま
で
、
男
女
の
衣
装
の
色
目
を

集
め
た
類
聚
段
に
も
必
ず
桜
は
入
っ
て
い
る
。『
枕
草
子
』
の
日
記
段
に
お
い
て
、

衣
装
描
写
は
中
関
白
家
の
栄
華
期
に
多
く
現
れ
、
零
落
期
に
描
か
れ
な
く
な
る
こ

と
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
桜
襲
の
衣
装
の
数
々
は
中
関
白
家
の
栄
華
を
演
出
す
る

要
素
と
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
よ
う
七
。

―（ 5 ）―
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八
六　

雪
と
の
み
降
る
だ
に
あ
る
を
桜
花
い
か
に
散
れ
と
か
風
の
吹
く
ら
む

　
　
　
　

比
叡
に
登
り
て
帰
り
ま
う
で
来
て
よ
め
る　
　

つ
ら
ゆ
き

八
七　

山
高
み
見
つ
つ
わ
が
来
し
桜
花
風
は
心
に
ま
か
す
べ
ら
な
り

　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
本
大
伴
く
ろ
ぬ
し

八
八　

春
雨
の
降
る
は
涙
か
桜
花
散
る
を
惜
し
ま
ぬ
人
し
な
け
れ
ば

　
　
　
　

亭
子
院
歌
合
歌　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

八
九　

桜
花
散
り
ぬ
る
風
の
名
残
に
は
水
無
き
空
に
浪
ぞ
立
ち
け
る

『
古
今
集
』の
春
の
部
上
下
を
合
わ
せ
て
全
一
三
四
首
中
、
桜
の
歌
は
四
一
首
四

で
、
春
の
歌
の
約
三
割
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
う
ち
上
巻
の
二
十
首
は
咲
い
た
桜

を
詠
ん
で
お
り
、
下
巻
冒
頭
の
六
九
番
歌
で
「
色
か
は
り
ゆ
く
」
と
散
る
気
配
を

見
せ
た
後
は
、
ひ
た
す
ら
散
る
桜
が
詠
ま
れ
て
い
く
。
開
花
か
ら
落
花
ま
で
の
経

過
に
沿
っ
て
配
列
さ
れ
た
桜
歌
群
に
は
、
和
歌
配
列
に
時
間
経
過
を
適
用
し
た

『
古
今
集
』
の
編
集
方
針
が
見
事
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
桜
歌
群
の
中
で
、
桜
の
初
出
で
あ
る
上
巻
四
九
番
歌
に
「
散
る
」

と
い
う
語
（
本
文
中
の
波
線
部
）
が
、
す
で
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ

れ
る
。『
古
今
集
』
の
桜
は
、
咲
い
た
ば
か
り
の
花
に
対
し
て
、
散
る
な
よ
と
祈

る
歌
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
花
盛
り
の
桜
に
対
し
て
、
散
る
事
を
前
提

に
詠
む
歌
も
六
二
番
歌
以
降
に
続
い
て
い
る
。
さ
ら
に
、
散
っ
て
い
る
桜
に
対
し

て
無
茶
振
り
を
す
る
の
が
八
二
番
の
紀
貫
之
の
歌
で
あ
る
。
桜
が
散
る
の
を
見
る

と
心
騒
ぐ
か
ら
、
い
っ
そ
咲
か
な
い
で
ほ
し
い
と
詠
っ
て
い
る
。『
古
今
集
』
で

は
桜
は
散
る
も
の
と
い
う
認
識
が
決
ま
り
事
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
確
認

さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
桜
の
散
り
際
を
詠
む
『
古
今
集
』
だ
が
、
そ
の
歌
に

は
決
し
て
悲
愴
感
の
よ
う
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
桜
は
散
っ
て
も
来
年
ま
た

花
開
く
こ
と
が
分
っ
て
い
る
か
ら
、「
残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
し
」（
七
一
）、

「
散
ら
ば
散
ら
な
む
」（
七
四
・
七
八
）
と
、
今
こ
の
時
が
過
ぎ
去
る
こ
と
に
焦
点

を
あ
て
て
い
る
。
年
を
と
っ
て
変
わ
り
（
五
七
）、
風
が
吹
か
な
く
て
も
心
移
ろ

う
（
八
三
）
の
は
桜
で
な
く
人
間
の
方
で
あ
る
こ
と
を
平
安
人
は
意
識
し
て
い

る
。
散
る
桜
に
人
の
命
の
は
か
な
さ
を
例
え
る
の
は
遥
か
に
時
代
が
下
っ
て
か
ら

の
こ
と
に
な
る
五
。『
古
今
集
』
は
、
四
季
が
移
り
変
わ
っ
て
い
く
時
間
経
過
に

着
目
し
、
そ
れ
が
最
も
華
や
か
に
現
れ
る
散
り
際
の
桜
の
美
を
描
い
た
の
で
あ

る
。

二
　『
枕
草
子
』
の
桜

十
世
紀
中
頃
の
散
文
作
品
に
お
け
る
桜
の
使
用
状
況
に
目
を
向
け
る
と
、『
古

今
集
』
と
関
係
の
深
い
『
伊
勢
物
語
』
に
は
用
例
が
多
い
が
、『
蜻
蛉
日
記
』
で

は
梅
の
方
が
桜
の
用
例
数
を
上
回
る
六
。
そ
し
て
、『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
で

は
梅
と
桜
の
用
例
数
が
ほ
ぼ
同
数
に
な
っ
て
い
る
。
平
安
女
流
文
学
が
生
ま
れ
た

後
宮
に
、
王
権
と
直
結
す
る
勅
撰
和
歌
集
が
影
響
を
与
え
る
の
は
必
然
で
あ
ろ

う
。
つ
ま
り
最
初
の
勅
撰
集
で
あ
る
『
古
今
集
』
が
、
王
朝
文
学
を
代
表
す
る
二

作
品
に
、
桜
へ
の
関
心
を
喚
起
さ
せ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『
古
今
集
』
で
好
ま
れ
た
桜
は
散
文
作
品
に
ど
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
っ
た
の

か
。
本
稿
で
は
、『
枕
草
子
』
の
桜
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
く
。

①　

お
も
し
ろ
く
咲
き
た
る
桜
を
、
長
く
折
り
て
、
大
き
な
る
瓶
に
さ
し
た
る
こ

そ
を
か
し
け
れ
。
桜
の
直
衣
に
出
だ
し
袿
し
て
、
ま
ら
う
ど
に
も
あ
れ
、
御

せ
う
と
の
君
達
に
て
も
、
そ
こ
近
く
ゐ
て
物
な
ど
う
ち
言
ひ
た
る
、
い
と
を

か
し
。 

〔
二 

こ
ろ
は
〕

②　
「
三
月
三
日
、
頭
弁
の
、
柳
か
づ
ら
せ
さ
せ
、
桃
の
花
を
挿
頭
に
さ
さ
せ
、

桜
腰
に
差
し
な
ど
し
て
、
あ
り
か
せ
た
ま
ひ
し
を
り
、
か
か
る
目
見
む
と
は

思
は
ざ
り
け
む 

〔
七 

上
に
候
ふ
御
猫
は
〕

③　

高
欄
の
も
と
に
青
き
か
め
の
大
き
な
る
を
す
ゑ
て
、
桜
の
、
い
み
じ
う
お
も

し
ろ
き
枝
の
五
尺
ば
か
り
な
る
を
、
い
と
お
ほ
く
さ
し
た
れ
ば
、
高
欄
の
外

ま
で
咲
き
こ
ぼ
れ
た
る
昼
方
、
大
納
言
殿
（
伊
周
）、
桜
の
直
衣
の
す
こ
し

―（ 4 ）―
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六
三　

今
日
来
ず
は
明
日
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
あ
り
と
も
花
と
見
ま

　
　
　

し
や

　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

六
四　

散
り
ぬ
れ
ば
恋
ふ
れ
ど
し
る
し
な
き
も
の
を
今
日
こ
そ
桜
折
ら
ば
折
り
て

　
　
　

め

六
五　

折
り
と
ら
ば
惜
し
げ
に
も
あ
る
か
桜
花
い
ざ
宿
借
り
て
散
る
ま
で
は
見
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
の
あ
り
と
も

六
六　

桜
色
に
衣
は
深
く
染
め
て
着
む
花
の
散
り
な
む
後
の
か
た
み
に

　
　
　
　

桜
の
花
の
咲
け
り
け
る
を
見
に
ま
う
で
来
た
り
け
る
人
に
よ
み
て
お
く

　
　
　
　

り
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

み
つ
ね

六
七　

わ
が
宿
の
花
見
が
て
ら
に
来
る
人
は
散
り
な
む
後
ぞ
恋
し
か
る
べ
き

　
　
　
　

亭
子
院
歌
合
の
時
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　

伊
勢

六
八　

見
る
人
も
な
き
山
里
の
桜
花
ほ
か
の
散
り
な
む
後
ぞ
咲
か
ま
し

【
巻
第
二 

春
下
】

　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

六
九　

春
霞
た
な
び
く
山
の
桜
花
う
つ
ろ
は
む
と
や
色
か
は
り
ゆ
く

七
〇　

待
て
と
い
ふ
に
散
ら
で
し
と
ま
る
物
な
ら
ば
何
を
桜
に
思
ひ
ま
さ
ま
し

七
一　

残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
中
は
て
の
憂
け
れ
ば

七
二　

こ
の
里
に
旅
寝
し
ぬ
べ
し
桜
花
散
り
の
ま
が
ひ
に
家
路
忘
れ
て

七
三　

空
蝉
の
世
に
も
似
た
る
か
花
桜
咲
く
と
見
し
ま
間
に
か
つ
散
り
に
け
り

　
　
　
　

僧
正
遍
昭
に
よ
み
て
お
く
り
け
る　
　
　
　

こ
れ
た
か
の
み
こ

七
四　

桜
花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
来
て
も
見
な
く
に

　
　
　
　

雲
林
院
に
て
桜
の
花
の
散
り
け
る
を
見
て
よ
め
る　
　

そ
う
く
法
師

七
五　

桜
散
る
花
の
所
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
降
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す
る

　
　
　
　

桜
の
花
の
散
り
侍
り
け
る
を
見
て
よ
み
け
る　

そ
せ
い
法
師

七
六　

花
散
ら
す
風
の
や
ど
り
は
誰
か
知
る
我
に
教
へ
よ
行
き
て
う
ら
み
む

　
　
　
　

雲
林
院
に
て
桜
の
花
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　

そ
う
く
法
師

七
七　

い
ざ
桜
我
も
散
り
な
む
ひ
と
盛
り
あ
り
な
ば
人
に
憂
き
目
見
え
な
む

　
　
　
　

あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
ま
う
で
来
て
帰
り
に
け
る
後
に
よ
み
て
花
に
さ

　
　
　
　

し
て
つ
か
は
し
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

七
八　

ひ
と
め
見
し
君
も
や
来
る
と
桜
花
今
日
は
待
ち
見
て
散
ら
ば
散
ら
な
む

　
　
　
　

山
の
桜
を
見
て
よ
め
る

七
九　

春
霞
な
に
隠
す
ら
む
桜
花
散
る
間
を
だ
に
も
見
る
べ
き
も
の
を

　
　
　
　

心
地
そ
こ
な
ひ
て
わ
づ
ら
ひ
け
る
時
に
、
風
に
当
た
ら
じ
と
て
下
ろ
し

　
　
　
　

籠
め
て
の
み
侍
り
け
る
間
に
、
折
れ
る
桜
の
散
り
方
に
な
れ
り
け
る
を

　
　
　
　

見
て
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

藤
原
よ
る
か
の
朝
臣

八
〇　

た
れ
こ
め
て
春
の
ゆ
く
へ
も
知
ら
ぬ
間
に
待
ち
し
桜
も
う
つ
ろ
ひ
に
け
り

　
　
　
　

東
宮
雅
院
に
て
桜
の
花
の
み
か
は
水
に
散
り
て
流
れ
け
る
を
見
て
よ
め

　
　
　
　

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
が
の
の
高
世

八
一　

枝
よ
り
も
あ
だ
に
散
り
に
し
花
な
れ
ば
落
ち
て
も
水
の
泡
と
こ
そ
な
れ

　
　
　
　

桜
の
花
の
散
り
け
る
を
よ
み
け
る　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

八
二　

こ
と
な
ら
ば
咲
か
ず
や
は
あ
ら
ぬ
桜
花
見
る
我
さ
へ
に
静
心
な
し

　
　
　
　

桜
の
ご
と
と
く
散
る
物
は
な
し
と
人
の
言
ひ
け
れ
ば
よ
め
る

八
三　

桜
花
と
く
散
り
ぬ
と
も
思
ほ
え
ず
人
の
心
ぞ
風
も
吹
き
あ
へ
ぬ

　
　
　
　

桜
の
花
の
散
る
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　

き
の
と
も
の
り

八
四　

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

　
　
　
　

春
宮
の
帯
刀
の
陣
に
て
桜
の
花
の
散
る
を
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
ぢ
は
ら
の
よ
し
か
ぜ

八
五　

春
風
は
花
の
あ
た
り
を
避
き
て
吹
け
心
づ
か
ら
や
う
つ
ろ
ふ
と
見
む

　
　
　
　

桜
の
散
る
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

凡
河
内
み
つ
ね

―（ 3 ）―
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響
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
分
析
の
方
向
か
ら
は
、『
枕
草
子
』
初
段

に
描
か
れ
る
四
季
の
景
物
と
『
古
今
集
』
四
季
歌
の
代
表
的
な
景
物
と
の
違
い
が

注
目
さ
れ
、『
枕
草
子
』
独
自
の
表
現
方
法
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
た
三
。

本
稿
で
は
、
そ
れ
ら
の
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
王
朝

文
学
を
代
表
す
る
四
季
の
景
物
に
つ
い
て
、『
古
今
集
』
と
『
枕
草
子
』
で
の
取

り
上
げ
方
を
比
較
検
討
し
て
い
く
。
さ
ら
に
具
体
例
を
も
と
に
、
景
物
の
描
写
と

作
品
の
主
題
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

そ
の
手
始
め
と
し
て
、
春
の
景
物
の
中
か
ら
桜
を
取
り
上
げ
る
。「
桜
」
の
語

が
表
れ
る
『
古
今
集
』
と
『
枕
草
子
』
の
本
文
を
抽
出
し
て
基
本
資
料
と
し
、
そ

れ
を
基
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
な
お
、
本
文
引
用
は
、『
古
今
集
』
は
『
新
編

国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
適
宜
、
漢
字
表
記
に
改
め
た
。『
枕
草
子
』
は
『
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
っ
た
。

一
『
古
今
集
』
の
桜

春
の
花
の
代
表
と
い
え
ば
、
日
本
で
は
桜
を
掲
げ
る
こ
と
に
ほ
ぼ
異
論
は
な
い

だ
ろ
う
。
歌
集
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
花
の
歌
数
で
見
る
と
、『
万
葉
集
』
で
は
梅

が
桜
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
た
が
、『
古
今
集
』
で
逆
転
し
、
桜
歌
優
勢
の
状
況

が
後
世
に
も
続
い
て
い
っ
た
。

次
に
、『
古
今
集
』
春
の
部
に
お
け
る
桜
の
全
用
例
を
掲
げ
る
。

【
巻
第
一 

春
上
】

　
　
　

人
の
家
に
植
ゑ
た
り
け
る
桜
の
花
咲
き
は
じ
め
た
り
け
る
を
見
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

四
九　

今
年
よ
り
春
知
り
そ
む
る
桜
花
散
る
と
い
ふ
事
は
な
ら
は
ざ
ら
な
む

　
　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

五
〇　

山
高
み
人
も
す
さ
め
ぬ
桜
花
い
た
く
な
わ
び
そ
我
見
は
や
さ
む

　
　
　
　
　

又
は
、
里
遠
み
人
も
す
さ
め
ぬ
山
桜

五
一　

山
桜
わ
が
見
に
く
れ
ば
春
霞
峰
に
も
尾
に
も
立
ち
隠
し
つ
つ

　
　
　
　

染
殿
后
の
御
前
に
花
が
め
に
桜
の
花
を
さ
さ
せ
給
へ
る
を
見
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
き
の
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み

五
二　

年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
も
の
思
ひ
も

　
　
　

な
し

　
　
　
　

渚
の
院
に
て
桜
を
見
て
よ
め
る　
　
　
　
　

在
原
業
平
朝
臣

五
三　

世
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

　
　
　
　

題
し
ら
ず　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

五
四　

い
し
ば
し
る
滝
な
く
も
が
な
桜
花
手
折
り
て
も
来
む
見
ぬ
人
の
た
め

　
　
　
　

山
の
桜
を
見
て
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　

そ
せ
い
法
師

五
五　

見
て
の
み
や
人
に
語
ら
む
桜
花
手
ご
と
に
折
り
て
家
づ
と
に
せ
む

　
　
　
　

花
ざ
か
り
に
京
を
見
や
り
て
よ
め
る

五
六　

見
わ
た
せ
ば
柳
桜
を
こ
き
ま
ぜ
て
京
ぞ
春
の
錦
な
り
け
る

　
　
　
　

桜
の
花
の
も
と
に
て
年
の
老
い
ぬ
る
こ
と
を
嘆
き
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

き
の
と
も
の
り

五
七　

色
も
香
も
同
じ
昔
に
さ
く
ら
め
ど
年
ふ
る
人
ぞ
あ
ら
た
ま
り
け
る

　
　
　
　

折
れ
る
桜
を
よ
め
る　
　
　
　
　
　
　
　
　

つ
ら
ゆ
き

五
八　

誰
し
か
も
と
め
て
折
り
つ
る
春
霞
立
ち
隠
す
ら
む
山
の
桜
を

　
　
　
　

歌
た
て
ま
つ
れ
と
仰
せ
ら
れ
し
時
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
れ
る

五
九　

桜
花
咲
き
に
け
ら
し
な
あ
し
ひ
き
の
山
の
か
ひ
よ
り
見
ゆ
る
白
雲

　
　
　
　

寛
平
御
時
の
后
宮
の
歌
合
の
う
た　
　
　
　

と
も
の
り

六
〇　

み
吉
野
の
山
辺
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

　
　
　
　

弥
生
に
閏
月
あ
り
け
る
年
よ
み
け
る　
　
　

伊
勢

六
一　

桜
花
春
加
は
れ
る
年
だ
に
も
人
の
心
に
あ
か
れ
や
は
せ
ぬ

　
　
　
　

桜
の
花
の
さ
か
り
に
、
久
し
く
訪
は
ざ
り
け
る
人
の
来
た
り
け
る
時

　
　
　
　

に
よ
み
け
る　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
み
人
し
ら
ず

六
二　

あ
だ
な
り
と
名
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
待
ち
け
り

　
　
　
　

返
し　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

な
り
ひ
ら
の
朝
臣

―（ 2 ）―
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要
旨

国
風
文
化
が
花
開
い
た
平
安
時
代
、
文
学
の
中
心
は
和
歌
で
あ
り
、
勅
撰
和
歌

集
が
次
々
と
編
纂
さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
ん
な
時
代
に
歌
人
の
家
系
に
生
ま
れ
た
清

少
納
言
は
、『
枕
草
子
』
と
い
う
新
し
い
形
式
の
文
学
作
品
を
生
み
出
し
た
。
最

初
の
勅
撰
和
歌
集
と
し
て
権
威
的
存
在
だ
っ
た
『
古
今
和
歌
集
』
と
、
そ
れ
を
意

識
し
て
生
み
出
さ
れ
た
に
違
い
な
い
新
し
い
形
式
の
文
学
と
、
二
つ
の
作
品
に
は

ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
両
作
品
が
取
り
上
げ
る
四
季
の
景
物
の
扱
い
方

を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
の
最
初
の
題
材
と
し

て
、
本
稿
で
は
春
の
代
表
的
な
景
物
で
あ
る
「
桜
」
を
取
り
上
げ
、
両
作
品
の

「
桜
」
の
用
例
を
す
べ
て
抽
出
し
、
そ
の
内
容
を
比
較
検
討
し
た
。
そ
の
結
果
、

散
る
桜
を
詠
う
『
古
今
集
』
に
対
し
て
、
散
ら
な
い
桜
を
演
出
す
る
『
枕
草
子
』

と
い
う
対
照
的
な
様
相
が
と
ら
え
ら
れ
た
。『
枕
草
子
』
は
『
古
今
集
』
の
文
学

的
価
値
を
認
め
る
一
方
で
、『
古
今
集
』
に
対
抗
し
た
独
自
の
世
界
を
創
り
上
げ

た
と
考
え
る
。『
枕
草
子
』
に
お
い
て
は
、
桜
は
后
の
象
徴
と
し
て
用
い
ら
れ
て

お
り
、
清
涼
殿
と
二
条
邸
（
中
宮
定
子
の
里
邸
）
に
設
置
さ
れ
た
満
開
の
大
き
な

桜
は
、
決
し
て
散
ら
せ
て
は
い
け
な
い
も
の
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、『
古
今
集
』

が
散
る
桜
を
ど
ん
な
に
賞
美
し
て
も
、『
枕
草
子
』
は
散
ら
な
い
桜
の
世
界
を
描

き
と
め
た
の
で
あ
る
。
両
作
品
の
四
季
の
景
物
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
証
を
つ
づ

け
て
い
く
予
定
で
あ
る
。

は
じ
め
に

平
安
時
代
の
国
風
文
化
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
和
歌
で
あ
り
、
最
初
の
勅
撰
和

歌
集
と
し
て
後
代
の
模
範
的
役
割
を
果
た
し
た
の
が
『
古
今
和
歌
集
』
で
あ
る
。

古
今
風
と
い
わ
れ
る
高
度
な
表
現
技
巧
、
繊
細
優
美
な
作
風
、
そ
し
て
理
知
的
な

主
題
は
平
安
時
代
の
あ
ら
ゆ
る
文
学
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
王
朝
文
化
隆
盛
の
基
盤

と
な
っ
た
。

隆
盛
期
の
王
朝
文
学
を
代
表
す
る
『
枕
草
子
』
は
、『
後
撰
和
歌
集
』
の
撰
者

を
父
に
持
つ
後
宮
女
房
の
作
品
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
清
少
納
言
の
父
清
原
元
輔
は

当
代
を
代
表
す
る
専
門
歌
人
で
あ
り
、
そ
れ
は
清
少
納
言
が
後
宮
に
召
さ
れ
た
第

一
の
理
由
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。『
枕
草
子
』
の
文
章
か
ら
は
、
歌
人
の
血
筋

を
意
識
し
プ
レ
ッ
シ
ャ
ー
を
感
じ
な
が
ら
も
独
自
の
文
学
分
野
を
切
り
拓
い
て
い

こ
う
と
す
る
作
者
の
意
気
込
み
が
読
み
取
れ
る
。『
枕
草
子
』
が
そ
れ
ま
で
に
な

い
散
文
形
態
で
書
か
れ
て
い
る
の
も
、
著
名
な
歌
人
の
娘
と
し
て
の
自
負
が
反
和

歌
的
表
現
を
志
向
し
た
た
め
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
和
歌

と
異
な
る
形
式
を
求
め
る
こ
と
自
体
が
和
歌
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ
と
に
他
な

ら
ず
、『
枕
草
子
』
が
当
代
和
歌
文
化
の
権
威
で
あ
っ
た
『
古
今
和
歌
集
』（
以
下
、

『
古
今
集
』
と
表
記
す
る
）
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

両
作
品
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
具
体
的
な
歌
語
摂
取
の
指
摘
以
外
に
も
、

『
古
今
集
』
が
有
す
る
政
治
的
役
割
を
『
枕
草
子
』
が
取
り
入
れ
た
と
見
る
論
一
や
、

『
古
今
集
』
が
創
り
上
げ
た
時
間
の
断
章
を
『
枕
草
子
』
が
詩
的
手
法
と
し
て
選

択
し
た
と
す
る
論
二
な
ど
、『
古
今
集
』
が
『
枕
草
子
』
に
与
え
た
全
般
的
な
影

［
研
究
ノ
ー
ト
］

　『＊

古
今
和
歌
集
』
と
『
枕
草
子
』
―
「
桜
」
の
描
写
の
比
較
か
ら
―

赤
＊
＊

　
間
　
恵
都
子
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