
は
じ
め
に

｢

猫｣

が
文
献
の
う
え
で
初
登
場
す
る
の
は
、
平
安
初
期
の
仏
教
説

話
集

『

日
本
霊
異
記』

で
あ
る
。
以
下
に
本
文
を
掲
出
す
る
。

非
理
に
他
の
物
を
奪
ひ
、
悪
行
を
為
し
、
報
を
受
け
て
奇
し
き
事

を
示
し
し
縁

第
三
十

膳
臣
広
国
は
、
豊
前
国
宮
子
郡
の
少
領
な
り
き
。
藤
原
の
宮
に

宇
御
め
た
ま
ひ
し
天
皇
の
み
代
に
、
慶
雲
の
二
年
の
乙
巳
の
秋
の

九
月
十
五
日
の
庚
申
に
、
広
国
忽
に
死
に
き
。
逕
る
こ
と
三
日
、

戌
の
日
の
申
の
時
に
、
更
に
甦
き
て
語
り
て
曰
は
く
、(

中
略)

我
飢
ゑ
て
、
七
月
七
日
に
大
蛇
に
成
り
て
汝
が
家
に
到
り
、
屋

房
に
入
ら
む
と
せ
し
時
に
、
杖
を
以
て
懸
け
棄
て
き
。
又
、
五
月

五
日
に
赤
き
狗
ニ
成
り
て
汝
が
家
に
到
り
し
時
に
、
犬
を
喚
び
相

せ
て
、
唯
に
追
ひ
打
ち
し
か
ば
、
飢
ゑ
熱
り
て
還
り
き
。
我
正
月

一
日
に
狸
に
成
り
て
汝
が
家
に
入
り
し
時
に
、
供
養
せ
し
宍
、

種
の
物
に
飽
き
き
。
是
を
以
て
三
年
の
粮
を
継
げ
り
。(

九
五
頁)

本
文
の
囲
み
部
分
、｢

狸｣

に

｢

ネ
コ｣

と
訓
釈
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
。
こ
れ
に
つ
い
て

『

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集』

頭
注

(

１)

で
は

｢｢

貍｣

｢

狸｣

は
ネ
コ
の
意
に
も
用
い
ら
れ
た
。
新
撰
字
鏡

｢｢

貍
カ
疑
反
猫
也

似
レ
虎
少｣

。
本
草
和
名

｢

家
狸
・
一
名
猫
、
和
名
袮
古
末

(

ネ
コ

マ)｣
。｣

と
あ
る
。
ま
た
、
当
該
説
話
は
本
文
傍
線
部
の
出
来
事
で
あ

り
、
藤
井
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る

(

２)

。

そ
の
日
付
に
ど
れ
だ
け
の
信
憑
性
が
あ
る
か
は
ひ
と
ま
ず
置
く

1

『

枕
草
子』

｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
に
お
け
る

｢

猫｣

が
表
象
す
る
も
の

翁
丸
と
の
対
比
か
ら

王

瀬

奈



と
し
て
、
文
学
に
描
か
れ
る
ず
っ
と
以
前
か
ら
、
猫
が
人
々
の
傍

ら
に
生
息
し
て
い
た
こ
と
の
証
左
と
見
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。
言

い
換
え
る
な
ら
ば
、
上
代
に
も
存
在
し
て
い
た

(

は
ず
の)

猫
と

い
う
生
き
物
が
、
文
学
的
に
意
味
を
持
ち
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
が
形

作
ら
れ
始
め
る
の
が
平
安
時
代
に
至
っ
て
か
ら
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

藤
井
氏
の
言
う
、
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た

｢

猫｣

の
文
学
的
意
味
や

イ
メ
ー
ジ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
本
稿
で
は
、｢

猫｣

が

登
場
す
る

『

枕
草
子』

｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
を
取
り
上
げ
た
い
。

当
該
章
段
は
日
記
的
章
段
に
分
類
さ
れ
、
先
行
研
究
で
は
、
登
場
す
る

犬

｢

翁
丸｣

は
長
徳
の
変
に
お
け
る
藤
原
伊
周
を
表
し
て
い
る
と
い
う

解
釈
が
多
く
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
章
段
の
最
初
に
登
場
す
る
猫

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

に
関
す
る
先
行
研
究
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
猫
へ
の

注
目
度
は
低
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

そ
こ
で
、｢

命
婦
の
お
と
ど｣

に
改
め
て
注
目
し
、
当
該
章
段
を
考

察
し
た
い
。
特
に
一
条
天
皇
が

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

を
可
愛
が
っ
て
い

た
こ
と
が
、『

枕
草
子』

の
記
述
の
中
で
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
の
か

を
明
ら
か
に
し
た
い
。

一
条
天
皇
以
前
、
猫
を
愛
育
し
て
い
た
天
皇
に
宇
多
天
皇
が
挙
げ
ら

れ
る
。
そ
の
様
子
が
わ
か
る

『

河
海
抄』

巻
十
三

(

若
菜
下)

に
引
用

さ
れ
て
い
る

『

寛
平
御
記

(

宇
多
天
皇
御
記)』

寛
平
元
年
二
月
六
日

条
を
引
用
す
る

(

３)

。

六
日
。
朕
閑
時
述
猫
消
息
曰
。
驪
猫
一
隻
。
大
宰
少
貳
源
精
秩
満

来
朝
所
献
於
先
帝
。
愛
其
毛
色
之
不
類
。
餘
猫
猫
皆
淺
�
色
也
。

此
獨
深
�
如
墨
。
爲
其
形
容
惡
似
韓
盧
。
長
尺
有
五
寸
高
六
寸
許
。

其
屈
也
。
小
如
秬
粒
。
其
伸
也
。
長
如
張
弓
。
眼
精
晶
�
如
針
芒

之
亂
眩
。
耳
鋒
直
竪
如
匙
上
之
不
搖
。
其
伏
臥
時
。
團
圓
不
見
足

尾
。
宛
如
堀
中
之
玄
璧
。
其
行
歩
時
。
寂
寞
不
聞
音
聲
。
恰
如
雲

上
�
龍
。
性
好
道
行
暗
合
五
禽
。
常
低
頭
尾
著
地
。
而
曲
聳
背
脊

高
二
尺
許
。
毛
色
�
澤
盖
由
是
乎
。
亦
能
捕
夜
鼠
捷
於
他
猫
。
先

帝
愛
翫
數
日
之
後
賜
之
于
朕
。
朕
撫
養
五
年
于
今
。
毎
旦
給
之
以

乳
粥
。
豈
啻
取
材
能
翹
捷
。
誠
因
先
帝
所
賜
。
雖
微
物
殊
有
情
於

懐
育
耳
。
仍
曰
。
汝
含
陰
陽
之
氣
備
支
竅
之
形
。
心
有
必
寧
知
我

乎
。
猫
乃
歎
息
舉
首
仰
睨
吾
顔
。
似
咽
心
盈
臆
口
不
能
言
。

最
初
の
傍
線
部
で
は
、
大
宰
少
弐
源
精
が
任
を
終
え
帰
京
の
際
、
光

孝
天
皇
へ
黒
猫
を
献
上
し
た
と
記
さ
れ
て
お
り
、
舶
来
品
の
猫
が
献
上

さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。
光
孝
天
皇
は
そ
の
猫
を
数
日
間
か
愛
で
た
後
、

息
子
で
あ
る
宇
多
天
皇
へ
下
賜
し
、
宇
多
天
皇
は
五
年
間
毎
日
貴
重
な
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乳
粥
を
与
え
続
け
て
お
り
、
猫
が
愛
玩
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
。
猫
と
い
う
存
在
が
舶
来
の
も
の
で
あ
り
、
貴
重
な
動

物
で
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
か
ら
わ
か
る
。
当
該
章
段
に
お
け
る

｢

命
婦

の
お
と
ど｣
も
ま
た
、
そ
う
し
た
貴
重
な
存
在
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
次
節
で
は
当
該
章
段
が
こ
れ
ま
で
ど
の

よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。

一
、｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
に
お
け
る
先
行
研
究

は
じ
め
に
、｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
の
本
文
を
掲
出
す
る
。
段

落
番
号
は
便
宜
上
、
稿
者
が
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

一.

上
に
候
ふ
御
猫
は
、
か
う
ぶ
り
に
て
、
命
婦
の
お
と
ど
と
て
、

い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
か
し
づ
か
せ
た
ま
ふ
が
、
端
に
出
で

て
臥
し
た
る
に
、
乳
母
の
馬
命
婦
、｢

あ
な
正
無
や
。
入
り
た
ま

へ｣

と
呼
ぶ
に
、
日
の
さ
し
入
り
た
る
に
、
ね
ぶ
り
て
ゐ
た
る
を
、

お
ど
す
と
て
、｢

翁
ま
ろ
、
い
づ
ら
。
命
婦
の
お
と
ど
食
へ｣

と

言
ふ
に
、
ま
こ
と
か
と
て
、
痴
れ
者
は
走
り
か
か
り
た
れ
ば
、
お

び
え
ま
ど
ひ
て
、
御
簾
の
内
に
入
り
ぬ
。
朝
餉
の
御
前
に
、
上
お

は
し
ま
す
に
、
御
覧
じ
て
、
い
み
じ
う
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ふ
。
猫

を
御
懐
に
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
を
の
こ
ど
も
召
せ
ば
、
蔵
人
忠

隆
、
な
り
な
か
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、｢

こ
の
翁
ま
ろ
打
ち
て
う
じ
て
、

犬
島
へ
つ
か
は
せ
、
た
だ
い
ま｣

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
あ
つ
ま
り

狩
り
さ
わ
ぐ
。
馬
命
婦
を
も
さ
い
な
み
て
、｢

乳
母
か
へ
て
む
。

い
と
う
し
ろ
め
た
し｣

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
前
に
も
出
で
ず
。

犬
は
狩
り
出
で
て
、
滝
口
な
ど
し
て
、
追
ひ
つ
か
は
し
つ
。

二.

｢

あ
は
れ
、
い
み
じ
う
ゆ
る
ぎ
あ
り
き
つ
る
も
の
を
。
三
月
三

日
、
頭
弁
の
、
柳
か
づ
ら
せ
さ
せ
、
桃
の
花
挿
頭
に
さ
さ
せ
、
桜

腰
に
さ
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｣

な
ど
、
あ
は
れ
が
る
。｢

お
も
の
の
を

り
は
、
か
な
ら
ず
向
ひ
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
さ
う
ざ
う
し
う
こ
そ
あ
れ｣

な
ど
言
ひ
て
、
三
四
日
に
な
り
ぬ
る
昼
つ
方
、
犬
い
み
じ
う
鳴
く

声
の
す
れ
ば
、
何
ぞ
の
犬
の
か
く
久
し
う
鳴
く
に
か
あ
ら
む
と
聞

く
に
、
よ
ろ
づ
の
犬
と
ぶ
ら
ひ
見
に
行
く
。
御
厠
人
な
る
者
走
り

来
て
、｢

あ
な
い
み
じ
。
犬
を
蔵
人
二
人
し
て
打
ち
た
ま
ふ
。
死

ぬ
べ
し
。
犬
を
な
が
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
が
、
帰
り
ま
ゐ
り
た
る
と

て
、
て
う
じ
た
ま
ふ｣

と
言
ふ
。
心
憂
の
事
や
。
翁
ま
ろ
な
り
。

｢

忠
隆
、
実
房
な
ん
ど
打
つ｣

と
言
へ
ば
、
制
し
に
や
る
ほ
ど
に
、

3



か
ら
う
じ
て
鳴
き
や
み
、｢

死
に
け
れ
ば
、
陣
の
外
に
引
き
捨
て

つ｣

と
言
へ
ば
、
あ
は
れ
が
り
な
ど
す
る
夕
つ
方
、
い
み
じ
げ
に

腫
れ
、
あ
さ
ま
し
げ
な
る
犬
の
、
わ
び
し
げ
な
る
が
、
わ
な
な
き

あ
り
け
ば
、｢

翁
ま
ろ
か
。
こ
の
ご
ろ
か
か
る
犬
や
は
あ
り
く｣

と
言
ふ
に
、｢
翁
ま
ろ｣

と
言
へ
ど
、
聞
き
も
入
れ
ず
。｢

そ
れ｣

と
も
言
ひ
、｢

あ
ら
ず｣

と
も
口
々
申
せ
ば
、｢

右
近
ぞ
見
知
り
た

る
。
呼
べ｣

と
て
、
召
せ
ば
、
ま
ゐ
り
た
り
。｢

こ
れ
は
翁
ま
ろ

か｣

と
見
せ
さ
せ
た
ま
ふ
。｢
似
て
は
侍
れ
ど
、
こ
れ
は
ゆ
ゆ
し

げ
に
こ
そ
侍
る
め
れ
。
ま
た
、『
翁
ま
ろ
か』

と
だ
に
言
へ
ば
、

よ
ろ
こ
び
て
ま
う
で
来
る
も
の
を
、
呼
べ
ど
寄
り
来
ず
。
あ
ら
ぬ

な
め
り
。
そ
れ
は

『

打
ち
殺
し
て
捨
て
は
べ
り
ぬ』

と
こ
そ
申
し

つ
れ
。
二
人
し
て
打
た
む
に
は
侍
り
な
む
や｣
な
ど
申
せ
ば
、
心

憂
が
ら
せ
た
ま
ふ
。

三.

暗
う
な
り
て
、
物
食
は
せ
た
れ
ど
、
食
は
ね
ば
、
あ
ら
ぬ
も
の

に
言
ひ
な
し
て
や
み
ぬ
る
つ
と
め
て
、
御
け
づ
り
髪
、
御
手
水
な

ど
ま
ゐ
り
て
、
御
鏡
を
持
た
せ
さ
せ
た
ま
ひ
て
御
覧
ず
れ
ば
、
げ

に
、
犬
の
柱
も
と
に
居
た
る
を
見
や
り
て
、｢

あ
は
れ
昨
日
翁
ま

ろ
を
い
み
じ
う
も
打
ち
し
か
な
。
死
に
け
む
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。

何
の
身
に
、
こ
の
た
び
は
な
り
ぬ
ら
む
。
い
か
に
わ
び
し
き
心
地

し
け
む｣

と
う
ち
言
ふ
に
、
こ
の
居
た
る
犬
の
ふ
る
ひ
わ
な
な
き

て
、
涙
を
た
だ
落
し
に
落
す
に
、
い
と
あ
さ
ま
し
き
は
、
翁
ま
ろ

に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
。｢

昨
夜
は
隠
れ
し
の
び
て
あ
る
な
り
け
り｣

と
、
あ
は
れ
に
そ
へ
て
、
を
か
し
き
こ
と
限
り
な
し
。
御
鏡
う
ち

置
き
て
、｢

さ
は
、
翁
ま
ろ
か｣

と
言
ふ
に
、
ひ
れ
伏
し
て
、
い

み
じ
う
鳴
く
。
御
前
に
も
い
み
じ
う
お
ぢ
笑
は
せ
た
ま
ふ
。
右
近

内
侍
召
し
て
、｢

か
く
な
む｣

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
笑
ひ
の
の
し

る
を
、
上
に
も
聞
し
め
し
て
、
わ
た
り
お
は
し
ま
し
た
り
。｢

あ

さ
ま
し
う
、
犬
な
ど
も
、
か
か
る
心
あ
る
も
の
な
り
け
り｣

と
笑

は
せ
た
ま
ふ
。
上
の
女
房
な
ど
も
、
聞
き
て
、
ま
ゐ
り
あ
つ
ま
り

て
、
呼
ぶ
に
も
、
い
ま
ぞ
立
ち
動
く
。｢

な
ほ
こ
の
顔
な
ど
の
腫

れ
た
る
。
物
の
て
を
せ
さ
せ
ば
や｣

と
言
へ
ば
、｢

つ
ひ
に
こ
れ

を
言
ひ
あ
ら
は
し
つ
る
こ
と｣

な
ど
笑
ふ
に
、
忠
隆
聞
き
て
、
台

盤
所
の
方
よ
り
、｢

さ
と
に
や
侍
ら
む
。
か
れ
見
は
べ
ら
む｣

と

言
ひ
た
れ
ば
、｢

あ
な
ゆ
ゆ
し
。
さ
ら
に
さ
る
も
の
な
し｣

と
言

は
す
れ
ば
、｢

さ
り
と
も
、
見
つ
く
る
を
り
も
侍
ら
む
。
さ
の
み

も
え
隠
さ
せ
た
ま
は
じ｣

と
言
ふ
。

四.

さ
て
、
か
し
こ
ま
り
ゆ
る
さ
れ
て
、
も
と
の
や
う
に
な
り
に
き
。

な
ほ
あ
は
れ
が
ら
れ
て
、
ふ
る
ひ
鳴
き
出
で
た
り
し
こ
そ
、
世
に
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知
ら
ず
、
を
か
し
く
あ
は
れ
な
り
し
か
。
人
な
ど
人
に
言
は
れ
て
、

泣
き
な
ど
は
す
れ
。

当
該
章
段
の
事
件
年
次
は
、
長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇
年)

の
三
月
四

日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
の
間
で
あ
る
と
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
で
指
摘

さ
れ
て
い
る
。
で
は
、
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
し
て
認
定
さ
れ
た
の
か
に

つ
い
て

『

枕
草
子
解
環』
か
ら
引
用
す
る

(

４)

。

長
保
元
年
九
月
十
九
日
に
、
内
裏
の
猫
が
産
ん
だ
仔
猫
の
産
養

が
行
な
わ
れ
た
と

『

小
右
記』
に
見
え

(

５)

、
源
忠
隆
は
、
長
保
二
年

正
月
二
十
七
日
に
六
位
蔵
人
に
補
せ
ら
れ
て
お
り
、
実
房
も
当
時

六
位
蔵
人
現
任
で
あ
る
し

(『

権
記』
｢

勘
物｣)
、
藤
原
行
成
は
、

長
徳
二
年
四
月
二
十
四
日
乃
至
長
保
三
年
八
月
二
十
三
日
の
間
を
、

｢

頭
弁｣

と
呼
ば
れ
得
た
。
そ
し
て
、
三
月
三
日
桃
の
節
供
に
、

翁
丸
が
い
ろ
い
ろ
と
飾
り
立
て
ら
れ
て
、
得
意
顔
に
の
し
歩
い
て

い
た
の
が
つ
い
先
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
中
宮
定
子
が
一
条
院
内
裏

に
お
わ
し
た
の
が
、
長
保
二
年
二
月
十
一
日
入
内
か
ら
三
月
二
十

七
日
三
条
宮
行
啓
ま
で
の
間
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
、
同
年

三
月
四
日
以
後
二
十
七
日
以
前
の
、
僅
か
二
十
三
日
間
に
限
定
さ

れ
た
時
期
で
の
事
件
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
当
該
章
段
の
事
件
年
次
は
長
保
二
年

(

一
〇
〇

〇
年)

の
三
月
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
が
認
定
さ
れ
て
お
り
、
他
の
注

釈
書
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る

(

６)

。
ま
た
、
本
稿
末
尾
に
、
長
徳
元
年

(

九
九
五)

か
ら
長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇)

ま
で
の
、
宮
廷
や
中
関
白

家
に
関
わ
る
出
来
事
を
略
年
譜
に
ま
と
め
た
。

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
が
、
こ
の
章
段
を
ど
の
よ
う
に
解
釈

し
て
き
た
の
か
を
見
て
い
き
た
い
。
先
行
研
究
で
は
大
き
く
分
け
て
、

翁
丸
に
伊
周
や
史
実
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
論
と
重
ね
合
わ
せ
ず
に
読

む
論
が
あ
る
。

翁
丸
に
伊
周(

隆
家)

や
史
実
を
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
論

①
金
子
元
臣

『

枕
草
子
評
釋』

明
治
書
院
一
九
二
五
年

②
長
野
甞
一

｢

清
少
納
言
の
一
週
間
―｢

翁
丸｣

の
段
に
よ
せ
て
―｣

(

至
文
堂

『

國
文
學
解
釋
と
鑑
賞』

二
九
巻
一
三
号
一
九
六
四
年)

③
松
田
武
夫

『

評
釈
枕
草
子』

明
治
書
院
一
九
六
七
年

④
池
田
亀
鑑

『

全
講
枕
草
子』

至
文
堂
一
九
六
七
年

⑤
田
中
重
太
郎

『

枕
冊
子
注
釈
一』

角
川
書
店
一
九
七
二
年

⑥
萩
谷
朴
新
潮
日
本
古
典
集
成

『

枕
草
子
上』

新
潮
社
一
九
七
七

年
⑦
萩
谷
朴

『
枕
草
子
解
環
一』

同
朋
舎
出
版
一
九
八
一
年
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⑧
宮
崎
荘
平

｢

王
朝
文
学
に
猫
を
見
た｣

(

學
燈
社

『

國
文
學』

二
七
巻
十
二
号
一
九
八
二
年)

⑨
上
丸
恵
都
子

｢｢

枕
草
子｣

の
わ
き
役
た
ち
―
日
記
的
章
段
の
執
筆

経
緯
を
求
め
て｣

(

片
桐
洋
一
編

『
王
朝
の
文
学
と
そ
の
系
譜』

和
泉
書
院
一
九
九

一
年)

⑩
藤
本
宗
利

｢

枕
草
子
日
記
的
章
段
の
沈
黙
の
構
造
―｢

上
に
さ
ぶ
ら

ふ
御
猫
は｣

を
め
ぐ
っ
て｣

(『

常
葉
国
文』

一
七
号
一
九
九
二
年)

⑪
梅
原
猛

『

古
代
幻
視』

小
学
館

二
〇
〇
一
年

⑫
高
有
貞

｢『

枕
草
子』

の
翁
丸
の
章
段
に
お
け
る
清
少
納
言｣

(『

國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要』

三
三
巻

二
〇
〇
二
年)

⑬
園
明
美

｢『

枕
草
子』

の
翁
丸
―
犬
に
託
し
た

｢

祈
り｣｣

(

鈴
木
健
一
編

『

鳥
獣
虫
魚
の
文
学
史』

獣
の
巻
三
弥
井
書
店
二

〇
一
一
年)

翁
丸
に
伊
周

(

隆
家)

や
史
実
を
重
ね
合
わ
せ
ず
に
読
む
論

⑭
阿
部
秋
生

『

枕
草
子
評
釈』

東
京
堂

一
九
五
八
年

⑮
村
井
順

｢｢

枕
草
子｣

翁
丸
の
段
鑑
賞｣

(『

淑
徳
国
文』

第
二
号
一
九
六
六
年)

⑯
中
田
幸
司

｢

枕
草
子
・
翁
丸
章
段
攷
―｢

御
鏡｣

の
機
能
―｣

(『

平
安
朝
文
学
研
究』

六
巻
一
九
九
七
年)

⑰
津
島
知
明

｢

〈
背
景
〉
を
迎
え
撃
つ

『

枕
草
子』

―｢

生
昌
段｣

｢

翁

丸
段｣

か
ら｣

(『

國
學
院
雑
誌』

一
一
二
巻
八
号
二
〇
一
一
年)

以
上
の
通
り
、
重
ね
合
わ
せ
て
読
む
論
が
明
ら
か
に
多
い
こ
と
が
分

か
る
。
⑬
の
園
氏
の
論
が
現
在
で
は
最
も
新
し
く
、｢

そ
の
作
者
が
、

翁
丸
を
め
ぐ
る
記
述
に
よ
っ
て
、
読
者
が
長
徳
の
変
に
関
わ
る
伊
周
の

姿
を
思
い
起
こ
す
こ
と
を
ま
っ
た
く
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
る

の
は
、
不
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
。
や
は
り
翁
丸
に
は
伊
周
の
姿
が
意

識
的
に
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。｣

と

論
じ
て
い
る
。
次
節
で
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
ふ
ま
え
、
先
行
研
究
が

指
摘
し
て
い
る

｢

長
徳
の
変｣

の
概
要
と
と
も
に
、『

枕
草
子』

と
史

実
の
関
係
に
つ
い
て
確
認
し
た
い
。

二
、
長
徳
の
変
と

『

枕
草
子』

ま
ず
、｢
長
徳
の
変｣

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
確

認
す
る
。『
国
史
大
辞
典』

藤
原
道
長
の
項
よ
り
引
用
し
た

(

７)

。
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長
徳
元
年

(

九
九
五)

四
月
に
は
、
長
兄
の
関
白
道
隆
が
病
に

よ
り
関
白
を
辞
し
出
家
の
の
ち
死
去
。
こ
の
間
、
内
覧
の
職
を
代

行
し
た
の
は
、
道
隆
の
子
伊
周
で
あ
っ
た
が
、
道
隆
の
弟
道
兼
が

関
白
に
就
任
。
彼
が
十
日
後
に
死
去
す
る
と
、
道
長
は
そ
の
あ
と

を
襲
い
五
月
内
覧
の
宣
旨
を
受
け
、
そ
の
地
位
を
確
立
し
、
六
月

に
は
右
大
臣
、
氏
長
者
と
な
り
、
翌
二
年
七
月
に
は
左
大
臣
に
進

ん
だ
。
関
白
・
内
覧
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
、
道
隆
の
子
伊
周
・
隆

家
の
中
関
白
家
と
道
長
と
の
間
に
軋
轢
が
生
じ
、
こ
の
年
正
月
の

伊
周
・
隆
家
兄
弟
が
従
者
に
花
山
法
皇
を
弓
で
射
さ
せ
た
事
件
、

三
月
の
東
三
条
院
藤
原
詮
子
呪
詛
事
件
、
四
月
の
大
元
帥
法
修
法

密
告
事
件
な
ど
が
お
こ
り
、
四
月
伊
周
を
大
宰
権
帥
、
隆
家
を
出

雲
権
守
に
左
遷
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
二
人
は
翌
三
年
に
召
還
さ

れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
再
び
道
長
の
対
抗
馬
と
は
な
り
得
ず
、

こ
の
事
件
を
契
機
に
中
関
白
家
の
追
い
落
と
し
が
確
定
す
る
こ
と

と
な
っ
た

(

長
徳
の
変)

。(

傍
線
稿
者)

前
掲
し
た
園
氏
の
論
文
中
に
あ
る

｢

翁
丸｣

と
伊
周
を
対
応
さ
せ
た

表
で
は
、
一
見
両
者
の
境
遇
が
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
で

そ
の
表
を
引
用
し
、
長
徳
の
変
の
内
容
を
踏
ま
え
、
詳
し
く
見
て
み
た

い

(

８)

。ま
ず
、
表
の
ａ
は
次
に
あ
げ
る
【
本
文
①
】
の
部
分
で
あ
る
。
点
線

部
の
通
り
、
翁
丸
は
一
条
帝
の
愛
猫
に
襲
い
か
か
る
と
あ
り
、
対
す
る

伊
周
は
弟
隆
家
と
と
も
に
花
山
院
に
狼
藉
と
あ
る
。
こ
れ
が
長
徳
の
変

の
発
端
と
な
っ
た
。『

小
右
記』

長
徳
二
年

(

九
九
六
年)

正
月
十
六

日
条

(

９)

に
あ
る
よ
う
に
、
花
山
院
と
伊
周
・
隆
家
が
、
故
藤
原
為
光
家
で

7

ｅ ｄ ｃ ｂ ａ

再
び
宮
中
に
舞
い
戻
り
、
一
条
帝
に
許
さ
れ
る
。

さ
ん
ざ
ん
に
打
擲
、
う
ち
捨
て
ら
れ
る
。

宮
中
に
舞
い
戻
る
。

一
条
帝
、
翁
丸
の
追
放
を
命
じ
る
。

一
条
帝
の
愛
猫
に
襲
い
か
か
る

翁

丸

大
赦
に
よ
り
赦
免
、
召
還
決
定
。(
長
徳
三

[

九
九
七]

、
四
、
五)

入
京
発
覚
、
大
宰
府
に
追
わ
れ
る
。(

同
、
一
〇
、
一
〇)

播
磨
よ
り
密
か
に
入
京
。(
同
、
一
〇
、
八)

大
宰
権
帥
と
し
て
配
流
決
定
。
た
だ
し
、
こ
の
時
は
播
磨
に
留
め
置
か
れ
る
。(

同
、
四
、
二
四)

弟
隆
家
と
と
も
に
花
山
院
に
狼
藉
。(

長
徳
二

[

九
九
六]

、
一
、
一
六)

伊

周



遭
遇
し
て
、
闘
乱
に
及
び
、
花
山
院
に
随
行
し
て
い
た
童
子
二
人
を
殺

害
し
、
首
を
持
ち
去
っ
た
と
い
う
史
実
を
表
し
て
い
る
。

【
本
文
①
】
前
掲
本
文
第
一
段
落

上
に
候
ふ
御
猫
は
、
か
う
ぶ
り
に
て
、
命
婦
の
お
と
ど
と
て
、

い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
か
し
づ
か
せ
た
ま
ふ
が
、
端
に
出
で

て
臥
し
た
る
に
、
乳
母
の
馬
命
婦
、｢

あ
な
正
無
や
。
入
り
た
ま

へ｣

と
呼
ぶ
に
、
日
の
さ
し
入
り
た
る
に
、
ね
ぶ
り
て
ゐ
た
る
を
、

お
ど
す
と
て
、｢

翁
ま
ろ
、
い
づ
ら
。
命
婦
の
お
と
ど
食
へ｣

と

言
ふ
に
、
ま
こ
と
か
と
て
、
ａ
痴
れ
者
は
走
り
か
か
り
た
れ
ば
、

お
び
え
ま
ど
ひ
て
、
御
簾
の
内
に
入
り
ぬ
。(

三
八
頁)

次
に
、
表
の
ｂ
は
【
本
文
②
】
の
部
分
で
あ
る
。
一
条
帝
が
翁
丸
の

追
放
を
命
じ
る
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
伊
周
は
大
宰
権
帥
と
し
て
配
流

決
定
。
た
だ
し
、
こ
の
時
は
、
播
磨
に
留
め
置
か
れ
る
と
あ
る
。

【
本
文
②
】
前
掲
本
文
第
一
段
落

朝
餉
の
御
前
に
、
上
お
は
し
ま
す
に
、
御
覧
じ
て
、
い
み
じ
う

お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ふ
。
猫
を
御
懐
に
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
を
の

こ
ど
も
召
せ
ば
、
蔵
人
忠
隆
、
な
り
な
か
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、｢

ｂ

こ
の
翁
ま
ろ
打
ち
て
う
じ
て
、
犬
島
へ
つ
か
は
せ
、
た
だ
い
ま｣

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
あ
つ
ま
り
狩
り
さ
わ
ぐ
。
馬
命
婦
を
も
さ
い

な
み
て
、｢

乳
母
か
へ
て
む
。
い
と
う
し
ろ
め
た
し｣

と
仰
せ
ら

る
れ
ば
、
御
前
に
も
出
で
ず
。
犬
は
狩
り
出
で
て
、
滝
口
な
ど
し

て
、
追
ひ
つ
か
は
し
つ
。(

三
九
頁)

『

小
右
記』

長
徳
二
年

(

九
九
六)

四
月
二
十
四
日
条

(

�)

に
も
あ
る
よ

う
に
、
ａ
で
示
し
た
花
山
院
の
事
件
に
加
え
、
東
三
条
院
藤
原
詮
子
を

呪
詛
し
た
事
件
、
太
元
帥
法
を
修
し
て
道
長
を
呪
詛
し
た
事
件
な
ど
に

よ
り
、
四
月
二
十
四
日
、
一
条
天
皇
の
御
前
で
除
目
が
あ
り
、
伊
周
の

流
刑
が
決
定
さ
れ
た
。
ま
た
、
五
月
十
二
日
、
流
罪
人
を
任
所
ま
で
護

送
す
る
役
人
で
あ
る
領
送
使
は
、
伊
周
は
病
に
よ
っ
て
任
所
へ
向
か
う

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
上
し
、
そ
の
結
果
、
病
が
癒
え
て

か
ら
任
所
に
送
る
よ
う
に
と
い
う
宣
旨
が
下
さ
れ
て
い
る
。

ｃ
、
ｄ
は
【
本
文
③
】
の
部
分
で
あ
り
、
翁
丸
は
宮
中
に
舞
い
戻
り
、

さ
ん
ざ
ん
に
打
擲
、
う
ち
捨
て
ら
れ
る
、
と
あ
る
の
に
対
し
、
伊
周
は

播
磨
よ
り
密
か
に
入
京
し

(

�)

、
入
京
発
覚
、
大
宰
府
に
追
わ
れ
る

(

�)

、
と
あ

る
。

【
本
文
③
】
前
掲
本
文
第
二
段
落

ｃ
三
四
日
に
な
り
ぬ
る
昼
つ
方
、
犬
い
み
じ
う
鳴
く
声
の
す

れ
ば
、
何
ぞ
の
犬
の
か
く
久
し
う
鳴
く
に
か
あ
ら
む
と
聞
く
に
、

よ
ろ
づ
の
犬
と
ぶ
ら
ひ
見
に
行
く
。
御
厠
人
な
る
者
走
り
来
て
、
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｢

ｄ
あ
な
い
み
じ
。
犬
を
蔵
人
二
人
し
て
打
ち
た
ま
ふ
。
死
ぬ
べ

し
。
犬
を
な
が
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
が
、
帰
り
ま
ゐ
り
た
る
と
て
、

て
う
じ
た
ま
ふ｣

と
言
ふ
。(

四
〇
頁)

ｅ
は
【
本
文
④
】
の
部
分
で
あ
り
、
翁
丸
は
再
び
宮
中
に
舞
い
戻
り
、

一
条
帝
に
許
さ
れ
る
と
あ
り
、
対
し
て
伊
周
は
、
大
赦
に
よ
り
赦
免
、

召
喚
決
定
と
あ
る
。
こ
の
大
赦

(

�)

は
、
東
三
条
院
藤
原
詮
子
の
病
が
一
向

に
回
復
に
向
か
う
気
配
が
な
か
っ
た
た
め
、
彼
女
の
病
気
平
癒
を
期
し

て
三
月
二
十
五
日
に
一
条
天
皇
が
命
じ
た
。
そ
の
後
、
隆
家
は
五
月
二

十
一
日
に
、
伊
周
は
遅
れ
て
十
二
月
に
都
に
入
っ
た
。

【
本
文
④
】
前
掲
本
文
第
四
段
落

さ
て
、
ｅ
か
し
こ
ま
り
ゆ
る
さ
れ
て
、
も
と
の
や
う
に
な
り

に
き
。
な
ほ
あ
は
れ
が
ら
れ
て
、
ふ
る
ひ
鳴
き
出
で
た
り
し
こ
そ
、

世
に
知
ら
ず
、
を
か
し
く
あ
は
れ
な
り
し
か
。
人
な
ど
人
に
言
は

れ
て
、
泣
き
な
ど
は
す
れ
。(

四
二
頁)

以
上
の
よ
う
に
、
当
該
章
段
に
お
け
る
翁
丸
は
長
徳
の
変
に
お
け
る

伊
周
の
状
況
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
と
、
園
氏
を
含
む
多
く
の
先
行
研

究
が
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
都
に
戻
っ
た
も
の
の
伊
周
は
長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇
年)

五
月
二
十
五
日
の
時
点
で
官
職
を
持
っ
て
い
な
い

(

�)

。

翁
丸
は

｢

も
と
の
や
う
に｣

な
っ
た
の
に
対
し
、
伊
周
は
帰
京
で
き
た

だ
け
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
当
該
章
段
の
時
点
で
翁
丸
と
伊
周
を

対
応
さ
せ
、
伊
周
が
一
条
天
皇
に
許
さ
れ
た
と
考
え
る
に
は
疑
問
が
残

る
。そ

も
そ
も
、『

枕
草
子』

に
お
け
る
日
記
的
章
段
は
長
徳
か
ら
長
保

の
間
の
記
事
が
多
く
見
ら
れ
る
も
の
の
、『

枕
草
子』

に
は
暗
い
現
状

は
描
か
れ
て
い
な
い
。
暗
い
現
実
の
中
に
い
る
は
ず
の
定
子
は

『

枕
草

子』

内
で
は
常
に
笑
う
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
で

｢

殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後｣

章
段
は
清
少
納
言
が
作
品
内
で
唯
一

｢

長
徳
の
変｣

に
つ
い
て
触
れ
た
章
段
で
あ
る
。

殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
、
さ
わ

が
し
う
な
り
て
、
宮
も
ま
ゐ
ら
せ
た
ま
は
ず
、
小
二
条
殿
と
い
ふ

所
に
お
は
し
ま
す
に
、
何
と
も
な
く
う
た
て
あ
り
し
か
ば
、
久
し

う
里
に
ゐ
た
り
。
御
前
わ
た
り
の
お
ぼ
つ
か
な
き
に
こ
そ
、
な
ほ

え
絶
え
て
あ
る
ま
じ
か
り
け
る
。(

中
略)

げ
に
い
か
な
ら
む
と
思
ひ
ま
ゐ
ら
す
る
御
け
し
き
に
は
あ
ら
で
、

候
ふ
人
た
ち
な
ど
の
、｢

左
の
大
殿
方
の
人
知
る
筋
に
て
あ
り｣

と
て
、
さ
し
つ
ど
ひ
物
な
ど
言
ふ
も
、
下
よ
り
ま
ゐ
る
見
て
は
、

ふ
と
言
ひ
や
み
、
は
な
ち
出
で
た
る
け
し
き
な
る
が
、
見
な
ら
は

ず
に
く
け
れ
ば
、｢

ま
ゐ
れ｣

な
ど
度
々
あ
る
仰
せ
言
を
も
過
ぐ
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し
て
、
げ
に
久
し
く
な
り
に
け
る
を
、
ま
た
宮
の
へ
ん
に
は
、
た

だ
あ
な
た
が
た
に
言
ひ
な
し
て
、
そ
ら
言
な
ど
も
出
で
来
べ
し
。

(
二
五
九
頁)

本
文
に
あ
る

｢
事
出
で
来｣

が
長
徳
の
変
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
ま
た
傍
線
部
の
通
り
、
定
子
は
長
徳
の
変
に
よ
り
参
内
で
き

て
お
ら
ず
、
清
少
納
言
は
周
囲
の
女
房
た
ち
か
ら
道
長
側
と
内
通
し
て

い
る
と
い
う
疑
い
を
か
け
ら
れ

(
�)

、
定
子
の
も
と
に
出
仕
で
き
な
い
で
い

る
。
定
子
が
何
度
も
出
仕
を
う
な
が
し
て
く
れ
た
こ
と
が
描
か
れ
る
だ

け
で
あ
り
、
定
子
た
ち
の
嘆
き
は
一
切
描
か
れ
て
い
な
い
。
長
徳
の
変

に
触
れ
な
が
ら
も
、
中
関
白
家
の
暗
い
出
来
事
を
描
か
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
に
お

い
て
、
長
徳
の
変
を
意
識
し
て
描
い
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
本
論
の
核
心
で
あ
る

｢
命
婦
の

お
と
ど｣

に
つ
い
て
詳
し
く
考
え
て
い
き
た
い
。

三
、
懐
に
入
る

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

―
定
子
の
表
象
と
し
て
―

次
に
引
用
す
る
【
本
文
⑤
】
は
、
猫

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

の
登
場
場

面
で
あ
る
。

【
本
文
⑤
】
前
掲
本
文
第
一
段
落

上
に
候
ふ
御
猫
は
、
か
う
ぶ
り
に
て
、
命
婦
の
お
と
ど
と
て
、

い
み
じ
う
を
か
し
け
れ
ば
、
か
し
づ
か
せ
た
ま
ふ
が
、
端
に
出
で

て
臥
し
た
る
に
、
乳
母
の
馬
命
婦
、｢

あ
な
正
無
や
。
入
り
た
ま

へ｣

と
呼
ぶ
に
、
日
の
さ
し
入
り
た
る
に
、
ね
ぶ
り
て
ゐ
た
る
を
、

お
ど
す
と
て
、｢

翁
ま
ろ
、
い
づ
ら
。
命
婦
の
お
と
ど
食
へ｣

と

言
ふ
に
、
ま
こ
と
か
と
て
、
痴
れ
者
は
走
り
か
か
り
た
れ
ば
、
お

び
え
ま
ど
ひ
て
、
御
簾
の
内
に
入
り
ぬ
。
朝
餉
の
御
前
に
、
上
お

は
し
ま
す
に
、
御
覧
じ
て
、
い
み
じ
う
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ふ
。
猫

を
御
懐
に
入
れ
さ
せ
た
ま
ひ
て
、
を
の
こ
ど
も
召
せ
ば
、
蔵
人

忠
隆
、
な
り
な
か
ま
ゐ
り
た
れ
ば
、｢

こ
の
翁
ま
ろ
打
ち
て
う
じ

て
、
犬
島
へ
つ
か
は
せ
、
た
だ
い
ま｣

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
あ
つ

ま
り
狩
り
さ
わ
ぐ
。
馬
命
婦
を
も
さ
い
な
み
て
、｢

乳
母
か
へ
て
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む
。
い
と
う
し
ろ
め
た
し｣

と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
前
に
も
出
で

ず
。
犬
は
狩
り
出
で
て
、
滝
口
な
ど
し
て
、
追
ひ
つ
か
は
し
つ
。

(
三
八
頁)

従
五
位
下
を
賜
り
殿
上
を
許
さ
れ
て
い
る

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

は
、

一
条
天
皇
寵
愛
の
御
猫
で
、
縁
先
で
昼
寝
し
て
い
た
の
を
、
馬
命
婦
の

命
令
を
受
け
た
翁
丸
が
威
嚇
す
る
。
翁
丸
に
驚
い
た｢

命
婦
の
お
と
ど｣

は
御
簾
の
中
に
逃
げ
込
ん
で
し
ま
い
、
御
簾
の
中
に
逃
げ
込
ん
だ

｢

命

婦
の
お
と
ど｣

を
一
条
天
皇
が｢
懐
に
入
れ｣

た
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
の

｢

懐
に
入
れ
る｣

と
い
う
表
現
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の

だ
ろ
う
か
。
平
安
時
代
に
作
ら
れ
た
作
品
の
中
か
ら
同
様
の
表
現
を
、

次
に

(

ア)

か
ら

(

サ)

ま
で
あ
げ
て
考
え
て
み
た
い
。

【｢

懐
に
入
れ
る｣

用
例
】

(

ア)
『

蜻
蛉
日
記』

藤
原
道
綱
が
女
絵
を

助
を
明
け
暮
れ
呼
び
ま
と
は
せ
ば
、
つ
ね
に
も
の
す
。
女
絵
を

か
し
く
か
き
た
り
け
る
が
あ
り
け
れ
ば
、
取
り
て
懐
に
入
れ
て

持
て
き
た
り
。(

三
三
九
頁)

(

イ)
『

う
つ
ほ
物
語』

蔵
開
上

中
納
言

(

仲
忠)

が
い
ぬ
宮
を

三
の
宮
取
り
た
ま
ひ
て
、
中
納
言
に
さ
し
や
り
た
ま
ひ
つ
れ
ば
、

唐
の
縫
物
の
袋
に
入
れ
た
り
。
稚
児
を
懐
に
入
れ
な
が
ら
、
琴

を
取
り
出
で
た
ま
ひ
て
、｢

年
ご
ろ
、
こ
の
手
を
い
か
に
し
は
べ

ら
む
と
思
ひ
た
ま
へ
嘆
き
つ
る
を
。
後
は
知
ら
ね
ど｣

な
ど
て
、

は
う
し
や
う
と
い
ふ
手
を
、
は
な
や
か
に
弾
く
。(

②
三
三
九
頁)

(

ウ)
『

う
つ
ほ
物
語』

蔵
開
中

仲
忠
が
女
一
の
宮
の
文
を

女
御
の
君
の
御
手
の
、
あ
て
に
若
く
は
見
ゆ
れ
ど
、
大
人
し
く

も
後
身
お
こ
す
る
か
な
、
と
思
し
て
、
押
し
巻
き
て
投
げ
遣
は
し

つ
。
大
将
賜
は
り
て
見
て
、｢

何
ご
と
に
か
侍
ら
む｣

と
て
、

懐
に
入
れ
つ
。(

②
四
五
七
頁)

(

エ)
『

う
つ
ほ
物
語』

蔵
開
下

童
が
袿
や
単
衣
を

御
使
呼
び
入
れ
て
、
も
の
食
は
せ
、
酒
飲
ま
せ
な
ど
し
て
、
大

い
な
る
童
に
は
、
白
き
袿
一
つ
、
小
さ
き
に
は
、
単
衣
一
つ
づ
つ

賜
ひ
て
、
懐
に
入
れ
さ
せ
て
、(

②
五
六
七
頁)

(

オ)
『

う
つ
ほ
物
語』

国
譲
中

兼
雅
が
女
一
の
宮
や
尚
侍
の
御
櫛
箱

に
あ
る
も
の
を

祖
父
お
と
ど
は
、
愛
し
び
、
呼
び
出
で
て
見
む
と
思
し
て
、
よ

ろ
づ
の
を
か
し
げ
な
る
物
、
宮
、
尚
侍
の
御
櫛
の
箱
な
る
を
探
し

取
り
て
、
懐
に
入
れ
て
持
た
ま
へ
り
け
る
を
取
ら
せ
た
ま
へ
れ

ば
、
喜
び
て
抱
か
れ
た
ま
へ
り
。(

③
一
九
五
頁)

(

カ)
『

う
つ
ほ
物
語』

国
譲
中

右
大
臣

(

兼
雅)

が
い
ぬ
宮
を
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か
か
れ
ど
、
こ
の
い
ぬ
を
、
今
ま
で
見
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
つ
る
。

か
か
り
け
る
も
の
を
、
今
ま
で
見
ざ
り
け
る
。
こ
の
宮
に
候
ふ
者

は
、
年
ご
ろ
疎
く
、
を
さ
を
さ
見
語
ら
は
ず
は
べ
り
し
か
ど
、
か

し
こ
に
も
の
せ
ら
る
る
児
を
ば
、
す
な
は
ち
よ
り
な
む
見
は
べ
る
。

今
日
も
、
こ
の
い
ぬ
を
ば
見
せ
じ
、
と
こ
そ
は
思
ひ
た
め
れ
ど
、

故
あ
れ
ば
、
あ
が
君
こ
そ
は
ひ
お
は
し
た
れ｣

と
て
、
懐
に
入
れ

て
、
奥
に
向
き
て
居
た
ま
へ
れ
ば
、
人
え
見
ず
。(

③
一
九
六
頁)

(

キ)
『

う
つ
ほ
物
語』

国
譲
下

中
宮
権
大
夫
が
后
の
宮
か
ら
太
政
大

臣
へ
の
文
を

｢

こ
れ
、
人
に
持
た
せ
で
、
懐
に
入
れ
て
、
太
政
大
臣
の
御
も

と
に
持
て
行
き
て
、
人
づ
て
な
ら
で
、
御
手
に
確
か
に
奉
れ
。
悩

み
た
ま
ふ
と
て
あ
る
は
、
ま
こ
と
か
空
言
か
、
確
か
に
案
内
し
て

い
へ｣

と
の
た
ま
ふ
。(

③
二
七
九
頁)

(

ク)
『

落
窪
物
語』

巻
之
一

帯
刀
が
恋
文
の
返
事
を

文
の
返
事
を
、
痴
れ
た
る
者
に
て
、
懐
に
入
れ
て
持
た
り
け

る
を
、
こ
の
少
将
の
君
の
前
に
落
と
し
た
り
け
れ
ば
、
見
つ
け
た

ま
ひ
て
、(

一
〇
〇
頁)

(

ケ)
『

枕
草
子』

上
に
候
ふ
御
猫
は

一
条
天
皇
が
猫
を

(

コ)
『

源
氏
物
語』

若
菜
下

柏
木
が
猫
を

明
け
た
て
ば
、
猫
の
か
し
づ
き
を
し
て
、
撫
で
養
ひ
た
ま
ふ
。

人
げ
遠
か
り
し
心
も
い
と
よ
く
馴
れ
て
、
と
も
す
れ
ば
衣
の
裾
に

ま
つ
は
れ
、
寄
り
臥
し
、
睦
る
る
を
、
ま
め
や
か
に
う
つ
く
し
と

思
ふ
。
い
と
い
た
く
な
が
め
て
、
端
近
く
寄
り
臥
し
た
ま
へ
る
に
、

来
て
ね
う
ね
う
と
い
と
ら
う
た
げ
に
な
け
ば
、
か
き
撫
で
て
、
う

た
て
も
す
す
む
か
な
、
と
ほ
ほ
笑
ま
る
。

｢

恋
ひ
わ
ぶ
る
人
の
か
た
み
と
手
な
ら
せ
ば

な
れ
よ
何
と
て
な
く
音
な
る
ら
ん

こ
れ
も
昔
の
契
り
に
や｣

と
、
顔
を
見
つ
つ
の
た
ま
へ
ば
、
い

よ
い
よ
ら
う
た
げ
に
な
く
を
、
懐
に
入
れ
て
な
が
め
ゐ
た
ま
へ

り
。(

④
一
五
八
頁)

(

サ)
『

狭
衣
物
語』

巻
三

狭
衣
が
若
宮
を

さ
て
も
い
か
や
う
に
か
思
さ
る
ら
ん
と
、
御
心
の
中
も
恋
し
う

ゆ
か
し
き
慰
め
に
、
懐
に
入
れ
た
て
ま
つ
り
て
、
い
と
う
つ
く

し
き
御
身
な
り
の
め
で
た
き
を
、
た
だ
か
や
う
に
こ
そ
は
な
ど
、

思
ひ
出
で
ら
れ
て
、
い
み
じ
う
か
な
し
き
に
、
げ
に
お
ろ
か
な
る

べ
き
形
見
に
は
あ
ら
ざ
り
け
り

(

②
二
九
頁)

｢

懐
に
入
れ
る｣

の
用
例
は
十
一
例
見
ら
れ
、
そ
の
内
の
六
例
が
文
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や
褒
美
な
ど
を
収
め
る
意
味
、
五
例
が
子
ど
も
や
猫
な
ど
を
抱
き
か
か

え
る
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る

(

�)

。
こ
の
中
か
ら

(

イ)
(

カ)

の

『

う
つ
ほ
物
語』

に
お
け
る

｢

い
ぬ
宮｣

の
例
に
よ
る
と
、(

イ)

で
は

父
仲
忠
が
娘
を
、(

カ)

で
は
祖
父
で
あ
る
兼
雅
が
孫
を

｢

懐
に
入
れ｣

て
い
る
。
特
に

(
カ)
の
引
用
本
文
で
は
、
ず
っ
と
会
う
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
孫
の
い
ぬ
宮
が
、
偶
然
に
も
這
い
出
て
来
て
、
そ
の
際
に

｢

あ
が
君
こ
そ
は
ひ
お
は
し
た
れ｣

と
述
べ
て
お
り
、｢

可
愛
ら
し
く
守

る
べ
き
も
の｣

を

｢

懐
に
入
れ
る｣
と
い
う
表
現
で
あ
る
こ
と
が
分
か

る
。
ま
た
、
文
や
褒
美
な
ど
を
収
め
る
意
味
の
用
例
に
お
い
て
、(

キ)

『

う
つ
ほ
物
語』

に
お
け
る

｢

文｣

の
用
例
に
よ
る
と
、
中
宮
権
大
夫

が
后
の
宮
か
ら
太
政
大
臣
へ
の
文
を

｢

懐
に
入
れ｣
て
い
る
。
こ
こ
で

も
引
用
本
文
に
よ
る
と
、
こ
の
手
紙
を
人
を
介
さ
ず
直
接
太
政
大
臣
に

お
渡
し
す
る
よ
う
に
と
あ
り
、
大
切
な
も
の
を
懐
に
収
め
て
い
る
。

こ
の
用
例
か
ら
考
え
る
と
、｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
の

｢
命
婦

の
お
と
ど｣

は
一
条
天
皇
に
と
っ
て

｢

可
愛
ら
し
く
守
る
べ
き
大
切
な

も
の｣

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
、
一
条
天
皇
に
と
っ
て

｢

可
愛
ら
し
く
守
る
べ
き
大
切
な
も
の｣

と
は
他
に
何
が
考
え
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
最
愛
の
后
で
あ
る
定
子
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、｢

命
婦
の
お
と
ど｣

は
一
条
天
皇
に
と
っ

て
の

｢

可
愛
ら
し
く
て
守
る
べ
き
大
切
な
も
の｣

＝
定
子
が
表
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

長
徳
の
変
の
あ
と
、
後
見
を
な
く
し
た
定
子
に
と
っ
て
、
頼
り
と
な

る
の
は
一
条
天
皇
だ
け
で
あ
っ
た
。
事
件
年
次
の
前
年
の
八
月
、
第
一

皇
子
で
あ
る
敦
康
親
王
出
産
の
た
め
に
退
出
し
て
以
来
、
半
年
ほ
ど
二

人
は
会
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
定
子
不
在

の
宮
中
で
生
ま
れ
た

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

は
、
一
条
天
皇
に
と
っ
て
定

子
の
代
わ
り
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

先
行
研
究
に
お
い
て
、｢

翁
丸｣

が
誰
を
表
し
て
い
る
の
か
を
考
察

す
る
論
は
多
く
あ
る
が
、
猫

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

に
関
し
て
は
全
く
考

察
さ
れ
て
い
な
い
。｢

命
婦
の
お
と
ど｣

が
定
子
を
表
し
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
確
認
す
る
た
め
に
も
、
視
点
人
物
の
違
い
に
注
目
し
、｢

翁

丸｣
｢

命
婦
の
お
と
ど｣

共
に
、
誰
を
表
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
み

て
い
き
た
い
。

【
本
文
⑤
】
の
後
半
、｢

命
婦
の
お
と
ど｣

を
懐
に
入
れ
た
一
条
天
皇

は
す
ぐ
さ
ま
蔵
人
を
呼
び
出
し
、｢

翁
丸｣

の
追
放
を
命
じ
る
。
こ
の

場
面
に
お
い
て
は
、
一
条
天
皇
が
視
点
人
物
と
い
え
る
。
こ
の
時
の
一

条
天
皇
か
ら
視
て
、｢

命
婦
の
お
と
ど｣

が

｢

定
子｣

を
表
象
し
て
い

る
と
考
え
た
場
合
、｢

翁
丸｣

は

｢

定
子
に
脅
威
を
与
え
る
者｣

で
あ
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る
と
言
え
る
。

ま
た
、｢

命
婦
の
お
と
ど｣

が
逃
げ
込
ん
だ
先
で
あ
る

｢

御
簾
の
内｣

(

【
本
文
⑤
】
の
二
重
傍
線
部)

は
、
一
条
天
皇
の
力
の
及
ぶ
範
囲
の
境

界
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
自
分
の
力
が
及
ば
な
い
端
、

つ
ま
り
御
簾
の
外
で
は
定
子
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
御
簾
の
内

で
あ
れ
ば
定
子
を
守
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
読
め
る
。

『

枕
草
子』

内
で
激
高
す
る
一
条
天
皇
が
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の

場
面
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
定
子
へ
脅
威
を
与
え
た
者
は
厳
し
く

処
罰
す
る
と
い
う
、
一
条
天
皇
の
定
子
を
守
ろ
う
と
す
る
強
い
意
識
が

現
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
た
場
合
、
一
条
天
皇
が｢

命
婦
の
お
と
ど｣

に
と
っ

た
行
動
は
事
件
年
次
の
定
子
の
状
況
に
重
な
る
。
一
条
天
皇
の
第
一
皇

子
を
生
み
な
が
ら
も
、
定
子
を
取
り
巻
く
歴
史
的
状
況
は
非
常
に
厳
し

い
も
の
で
あ
っ
た
。
道
長
の
娘
彰
子
が
女
御
か
ら
中
宮
と
な
り
、
流
罪

だ
っ
た
伊
周
た
ち
は
都
に
戻
っ
て
は
い
た
も
の
の
、
す
で
に
道
長
に
対

抗
で
き
る
力
は
な
く
、
貴
族
た
ち
の
多
く
は
道
長
の
権
力
下
に
あ
っ
た
。

定
子
が
か
ろ
う
じ
て
参
内
し
て
一
条
天
皇
と
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
の

も
、
一
条
天
皇
の
深
い
寵
愛
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

を
守
り
、
怒
る
一
条
天
皇
を
描
く
こ
と
で
、
定
子

が
一
条
天
皇
に
守
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

し
か
し
、｢

命
婦
の
お
と
ど｣

を

｢

定
子｣

、｢

翁
丸｣

を

｢

定
子
に

脅
威
を
与
え
る
者
た
ち｣

と
考
え
る
と
、｢

翁
丸｣

で

｢

伊
周｣

を
表

し
て
い
る
と
い
う
先
行
研
究
と
の
矛
盾
が
生
じ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、

章
段
全
体
を
見
直
し
、｢

翁
丸｣

へ
の
視
点
人
物
を

｢

清
少
納
言
や
周

り
の
女
房
た
ち｣

で
あ
る
と
す
る
と
、｢

翁
丸｣

は

｢

伊
周｣

を
表
し

て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

一
で
示
し
た
、
本
文
の
一
段
落
目
は
一
条
天
皇
か
ら
の
視
点
、
二
段

落
目
は
清
少
納
言
か
ら
の
視
点
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
二
段
落
目
の
最

初
で

｢

翁
丸｣

は
清
少
納
言
か
ら
回
想
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
流
罪
前
の

伊
周
に
重
な
っ
て
く
る
。
二
段
落
目
冒
頭

｢

あ
は
れ
、
い
み
じ
う
ゆ
る

ぎ
あ
り
き
つ
る
も
の
を
。
三
月
三
日
、
頭
弁
の
、
柳
か
づ
ら
せ
さ
せ
、

桃
の
花
挿
頭
に
さ
さ
せ
、
桜
腰
に
さ
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｣

は
、
三
月
三
日
の
桃

の
節
句
の
際
、
藤
原
行
成
に
よ
り
、｢

翁
丸｣

が
飾
り
立
て
ら
れ
、
堂
々

と
歩
い
て
い
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。

ま
た
、
続
く
本
文
の

｢

お
も
の
の
を
り
は
、
か
な
ら
ず
向
ひ
さ
ぶ
ら

ふ
に
、
さ
う
ざ
う
し
う
こ
そ
あ
れ｣

は
定
子
の
食
事
の
際
に
は
、
必
ず
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御
前
の
正
面
に
向
か
っ
て
伺
候
し
て
い
た
の
に
、｢

翁
丸｣

が
い
な
く

な
っ
て
し
ま
い
、
寂
し
が
る
清
少
納
言
や
他
の
女
房
た
ち
の
様
子
が
描

か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
よ
り
、
当
該
章
段
の
二
段
落
目
に
回
想
さ
れ

る

｢

翁
丸｣
の
姿
は
か
つ
て
の
伊
周
と
、
現
在
の
参
内
で
き
な
い
状
況

を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

か
つ
て
伊
周
は
麗
し
い
様
子
で
内
裏
を
歩
き
、
定
子
や
一
条
天
皇
の

側
近
く
に
伺
候
し
て
い
た
。
そ
の
様
子
は

『

枕
草
子』

内
に
も
多
く
描

か
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は

｢
大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て｣

章
段
が

あ
げ
ら
れ
る
。

大
納
言
殿
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て
、
文
の
事
な
ど
奏
し
た
ま
ふ
に
、

例
の
、
夜
い
た
く
ふ
け
ぬ
れ
ば
、
御
前
な
る
人
々
、
一
人
二
人
づ

つ
失
せ
て
、
御
屏
風
、
御
几
帳
の
う
し
ろ
な
ど
に
、
皆
隠
れ
臥
し

ぬ
れ
ば
、
た
だ
一
人
、
ね
ぶ
た
き
を
念
じ
て
候
ふ
に
、｢
丑
四
つ｣

と
奏
す
な
り
。｢

明
け
は
べ
り
ぬ
な
り｣

と
ひ
と
り
ご
つ
を
、
大

納
言
殿
、｢

い
ま
さ
ら
に
な
大
殿
籠
り
お
は
し
ま
し
そ｣

と
て
、

寝
べ
き
も
の
と
も
お
ぼ
い
た
ら
ぬ
を
、｢

う
た
て
、
何
し
に
さ
申

し
つ
ら
む｣

と
思
へ
ど
、
ま
た
、
人
の
あ
ら
ば
こ
そ
は
ま
ぎ
れ
も

臥
さ
め
。
上
の
御
前
の
柱
に
寄
り
か
か
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
す
こ
し

ね
ぶ
ら
せ
た
ま
ふ
を
、｢

か
れ
見
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
へ
。
今
は

明
け
ぬ
る
に
、
か
う
大
殿
籠
る
べ
き
か
は｣

と
申
さ
せ
た
ま
へ
ば
、

｢

げ
に｣

な
ど
、
宮
の
御
前
に
も
笑
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
も
知

ら
せ
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
に
、
長
女
が
童
の
、
鶏
を
と
ら
へ
持
て
来
て
、

｢

あ
し
た
に
里
へ
持
て
行
か
む｣

と
言
ひ
て
隠
し
お
き
た
り
け
る
、

い
か
が
し
け
む
、
犬
見
つ
け
て
追
ひ
け
れ
ば
、
廊
の
間
木
に
逃
げ

入
り
て
、
お
そ
ろ
し
う
鳴
き
の
の
し
る
に
、
皆
人
起
き
な
ど
し
ぬ

な
り
。
上
も
う
ち
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
ひ
て
、｢

い
か
で
あ
り
つ
る

鶏
ぞ｣

な
ど
た
づ
ね
さ
せ
た
ま
ふ
に
、
大
納
言
殿
の
、｢

声
明
王

の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す｣

と
い
ふ
こ
と
を
、
高
う
う
ち
出
た
し

た
ま
へ
る
、
め
で
た
う
を
か
し
き
に
、
た
だ
人
の
ね
ぶ
り
た
か
り

つ
る
目
も
い
と
大
き
に
な
り
ぬ
。｢

い
み
じ
き
を
り
の
事
か
な｣

と
、
上
も
宮
も
興
ぜ
さ
せ
た
ま
ふ
。
な
ほ
、
か
か
る
こ
と
こ
そ
め

で
た
け
れ
。(

四
四
六
頁)

｢

大
納
言
ま
ゐ
り
た
ま
ひ
て｣

章
段
は
正
暦
五
年

(

九
九
四
年)

夏

頃
の
出
来
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
伊
周
は
一
条
天
皇
に
請
わ

れ
て
漢
籍
の
話
を
し
に
参
上
し
た
。
話
の
途
中
で
眠
り
込
ん
で
し
ま
っ

た
一
条
天
皇
の
寝
顔
を
見
て
、
憎
ま
れ
口
を
き
く
伊
周
に
定
子
は
笑
っ

て
応
じ
る
。
こ
の
章
段
に
は
一
条
天
皇
、
伊
周
、
定
子
と
い
う
気
心
の

知
れ
た
若
い
三
人
だ
け
の
世
界
が
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
長
女
の
童
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が
持
ち
込
ん
だ
鶏
が
鳴
き
叫
び
、
驚
き
起
き
た
一
条
天
皇
に
対
し
、

｢
声
明
王
の
ね
ぶ
り
を
お
ど
ろ
か
す｣

と
い
う
漢
詩
を
朗
詠
す
る
伊
周

を
賞
賛
す
る
様
子
も
描
か
れ
て
い
る
。

こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
の
多
く
は
一
段
落
目
と
四
段
落
目
の
本
文
を

中
心
と
し
て

｢

翁
丸｣
＝｢

伊
周｣

と
論
じ
て
き
た
。
し
か
し
、
視
点

の
違
い
を
明
確
に
す
る
と
、｢

翁
丸｣

や

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
視
点
人
物
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
対
象
が
異
な
っ
て
く
る
こ

と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
に
つ
い
て
、
史
実
と
の
矛
盾
や
、
章
段

内
の
視
点
人
物
の
違
い
か
ら

｢

命
婦
の
お
と
ど｣

と

｢

翁
丸｣
に
つ
い

て
考
察
し
た
。
そ
の
結
果
、｢

懐
に
入
れ
る｣

の
用
例
か
ら

｢
命
婦
の

お
と
ど｣

は
一
条
天
皇
に
と
っ
て

｢

可
愛
ら
し
く
守
る
べ
き
も
の｣
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
そ
こ
か
ら
一
条
天
皇
に
と
っ
て

｢

命
婦
の

お
と
ど｣

は

｢

定
子｣

を
、｢

翁
丸｣

は

｢

定
子
に
脅
威
を
与
え
る
者

た
ち｣

を
表
し
て
い
る
と
考
察
し
た
。

ま
た
、
先
行
研
究
が
述
べ
る

｢

翁
丸｣

は

｢

伊
周｣

を
表
す
と
い
う

解
釈
に
つ
い
て
検
討
し
直
し
、｢

伊
周｣

を
想
起
す
る
の
は
清
少
納
言

た
ち
の
視
点
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。｢

命
婦
の
お
と
ど｣

と
い
う
猫

の
存
在
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
意
見
が
対
立
し

て
い
た

｢

翁
丸｣

の
存
在
の
二
面
性
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
一
つ
の
章
段
を
登
場
人
物
ご
と
に
見
直
す
こ
と
で

『

枕
草
子』

の

読
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、｢

懐
に
入
れ
る｣

の
用
例
で
示
し
た

(

コ)
『

源
氏
物
語』

に

お
い
て
は
、『

枕
草
子』

と
同
じ
く
猫
を

｢

懐
に
入
れ｣

て
い
る
。『

源

氏
物
語』

に
お
い
て

｢

懐
に
入
れ｣

ら
れ
た
猫
は
、
柏
木
が
思
慕
す
る

女
三
の
宮
の
も
と
で
養
育
さ
れ
て
い
た
猫
で
あ
っ
た
。
こ
の
猫
は
女
三

の
宮
の
代
わ
り
の
存
在
で
あ
り
、
や
は
り

｢

可
愛
ら
し
く
守
る
べ
き
大

切
な
も
の｣

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

※

『

日
本
霊
異
記』

『

う
つ
ほ
物
語』

『

蜻
蛉
日
記』

『

枕
草
子』

『

源
氏

物
語』

『

狭
衣
物
語』

の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

(

小

学
館)

に
拠
る
。
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17

長
保
二

(

一
〇
〇
〇)

長
保
元

(

九
九
九)

長
徳
三

(

九
九
七)

長
徳
二

(

九
九
六)

長
徳
元

(

九
九
五)

年
号

(

西
暦)

十
二
月
十
六
日
皇
后
定
子
、
御
産
に
よ
り
崩
御

(
権
記)

四
月
七
日
中
宮
彰
子
、
今
内
裏
に
入
る

三
月
二
十
七
日
皇
后
定
子
、
平
生
昌
の
第
に
行
啓

｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

段
に
お
け
る
事
件
年
次

三
月
三
日
上
巳
節
句

二
月
二
十
五
日
皇
后
遵
子
を
皇
太
后
に
、
中
宮
定
子
を
皇
后
に
、
女
御
彰
子
を
中
宮
と
な
す

二
月
十
八
日
天
皇
、
敦
康
皇
子
の
御
百
日
の
儀
を
行
う

二
月
十
一
日
中
宮
、
今
内
裏
に
入
る
、
敦
康
皇
子
に
牛
車
の
宣
旨
あ
り

十
一
月
七
日
彰
子
女
御
と
な
る

十
一
月
七
日
中
宮
、
生
昌
の
第
に
お
い
て
第
一
皇
子
敦
康
御
産

十
一
月
一
日
左
大
臣
道
長
の
女
従
三
位
彰
子

(

�)

入
内

九
月
十
九
日
東
三
条
院
、
内
裏
の
猫
児
の
産
養
を
行
う
、
左
大
臣
道
長
・
右
大
臣
顕
光
も
と
も
に
行
う

九
月
七
日
女
御
元
子
参
内

八
月
九
日
中
宮
、
職
曹
司
か
ら
平
生
昌
の
三
条
の
第
に
遷
る

六
月
十
四
日
内
裏
焼
亡
、
天
皇
、
太
政
官
庁
に
遷
御

四
月
五
日
伊
周
・
隆
家
の
罪
科
を
赦
さ
る
、
さ
き
の
大
赦
に
よ
る

十
月
十
日
伊
周
、
播
磨
よ
り
密
か
に
入
京
す
る
こ
と
露
顕
、
本
府
に
追
わ
れ
る

五
月
十
五
日
伊
周
を
播
磨
に
、
隆
家
を
但
馬
に
留
め
し
む

四
月
二
十
四
日
内
大
臣
伊
周

(

�)

を
大
宰
権
帥
に
、
中
納
言
隆
家

(

�)

を
出
雲
権
守
に
貶
す

正
月
十
六
日
伊
周
・
隆
家
の
従
者
、
花
山
法
皇
を
射
る

四
月
十
日
入
道
関
白
道
隆

(

�)

薨

三
月
九
日
関
白
道
隆
の
病
に
よ
り
内
大
臣
伊
周
に
文
書
を
内
覧
せ
し
む

宮
廷
・
中
関
白
家
関
係

【
略
年
譜
】
長
徳
元
年

(

九
九
五)

か
ら
長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇)

ま
で
の
、
宮
廷
や
中
関
白
家
に
関
わ
る
出
来
事

(

参
考
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

枕
草
子

(

�)』)

長徳の変



注
(

１)

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集『

日
本
霊
異
記』

小
学
館
一
九
九
五
年
九

月

(

２)
藤
井
由
紀
子

｢

怪
異
の
〈
萌
芽
〉
―
平
安
文
学
に
お
け
る
猫
―｣

(『

清
泉
女
子
大
学
人
文
科
学
研
究
所
紀
要』

三
四
巻

二
〇
一
三
年)

(

３)

玉
上
琢
彌

『
紫
明
抄
・
河
海
抄』

角
川
書
店
一
九
六
八
年
六
月

(

４)

萩
谷
朴

『

枕
草
子
解
環
一』

株
式
会
社
同
朋
舎
出
版

一
九
八
一
年

(

５)

当
該
の
記
事
は
以
下
の
通
り
。

『

小
右
記』

長
保
元
年

(
九
九
九)

九
月
十
九
日
条

十
九
日
、
戊
戌
。｢
日
ご
ろ
、
内
裏
の
御
猫
、
子
を
産
む
。
女

院
・
左
大
臣
・
右
大
臣
、
産
養
の
事
有
り
。
衝
重
・
�
飯
・
筥
に

納
む
る
衣
等
有
り｣

と
云
々
。｢
猫
の
乳
母
、
馬
命
婦
。
時
の
人
、

之
を
咲
ふ｣

と
云
々
。
奇
怪
な
る
事
な
り
。
天
下
、
以
て
目
く
ば

せ
す
。
若
し
く
は
是
れ
、
徴
有
る
べ
き
か
。
未
だ
禽
獣
に
人
の
礼

を
用
ゐ
る
を
聞
か
ず
。
嗟
乎
。

(『

小
右
記』

本
文
は
摂
関
期
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
り
、
傍
線
は

筆
者
に
よ
る
。
以
下『

小
右
記』

の
引
用
は
同
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
る)

(

６)
｢

上
に
候
ふ
御
猫
は｣

章
段
の
事
件
年
次
に
つ
い
て
各
注
釈
書
で
は

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

金
子
元
臣

『

枕
草
子
評
釋』

明
治
書
院

一
九
二
五
年

こ
の
段
は
長
保
二
年
の
春
の
事
で
あ
る
。
中
宮
は
こ
の
二
月
十

二
日
に
ま
た
御
入
内
に
な
っ
て
、
三
月
廿
七
日
に
又
生
昌
宅
に
退

出
な
さ
れ
た
。
本
文
で
見
る
と
、
三
月
三
日
よ
り
遠
く
な
い
事
と

思
は
れ
る
か
ら
、
三
月
下
旬
の
御
退
出
間
際
の
事
ら
し
い
。

阿
部
秋
生

『

枕
草
子
評
釈』

東
京
堂

一
九
五
八
年

史
実
年
時
は
長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇)

の
春
、
場
所
は
一
条
大

宮
の
今
内
裏
と
さ
れ
て
い
る
。

松
田
武
夫

『

評
釈
枕
草
子』

明
治
書
院

一
九
六
七
年

こ
の
段
の
記
事
は
、
長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇)

三
月
中
旬
の
こ

と
だ
と
い
う
。
中
宮
は
、
前
年
の
長
保
元
年
八
月
、
生
昌
邸
に
移

ら
れ
、
翌
二
年
二
月
十
二
日
か
ら
三
月
二
十
七
日
ま
で
、
今
内
裏

(

小
一
条
院
の
仮
御
所)

に
帰
っ
て
お
ら
れ
た
が
、
そ
の
事
を
、

こ
の
記
事
に
当
て
て
推
量
し
た
の
で
あ
る
。

池
田
亀
鑑

『

全
講
枕
草
子』

至
文
堂

一
九
六
七
年

長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇)

三
月
の
事
件
を
回
想
し
て
述
べ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

田
中
重
太
郎

『

枕
冊
子
注
釈
一』

角
川
書
店

一
九
七
二
年

こ
の
段
の
史
実
は
、
お
そ
ら
く
長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇)

三
月

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。『

日
本
紀
略』

『

御
堂
関
白
記』

『

権
記』

『

枕

冊
子』

三
巻
本
勘
物
な
ど
の
記
録
に
よ
る
と
、
定
子
皇
后
が
内
裏

に
い
ら
せ
ら
れ
た
の
は
長
保
二
年
二
月
十
一
・
二
日
の
こ
ろ
か
ら

三
月
二
十
五
・
七
日
と
八
月
八
日
に
再
び
参
内
、
同
月
二
十
七
日

ま
で
と
あ
る
。
猫
の
眠
っ
て
い
る
の
は
陽
春
が
ふ
さ
わ
し
く
、
池

田
氏
が
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、｢

こ
の
段
に
三
月
三
日
の
こ
と
を

特
に
と
り
た
て
て
印
象
的
に
書
い
て
い
る
こ
と｣

｢

こ
の
段
の
猫

は
子
猫
で
、
長
保
元
年
九
月
十
六
日
に
生
ま
れ
た
猫
で
あ
る
ら
し

く
、
一
年
も
た
っ
た
こ
ろ
の
猫
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と｣

｢

権
記

に
よ
る
と
こ
の
八
月
に
は
霖
雨
が
つ
づ
き
、
雨
を
止
め
る
た
め
の
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祈
�
が
行
な
わ
れ
、
賀
茂
川
の
堤
が
決
壊
し
、
洛
中
の
人
家
が
流

失
し
て
多
数
の
死
者
を
出
し
た
程
で
、
そ
の
よ
う
な
物
騒
な
八
月

の
こ
と
と
は
と
う
て
い
思
わ
れ
な
い｣

(『

評
釈』)

な
ど
の
理
由

で
そ
う
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(

７)
『

国
史
大
辞
典

第
十
二
巻』

吉
川
弘
文
館

一
九
九
一
年

(

８)

園
明
美

｢『
枕
草
子』

の
翁
丸
―
犬
に
託
し
た

｢

祈
り｣｣

(

鈴
木
健

一
編

『

鳥
獣
虫
魚
の
文
学
史』

獣
の
巻

二
〇
一
一
年)

た
だ
し
、

引
用
し
た
表
上
部
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
筆
者
に
よ
る
。

(

９)
『

小
右
記』

長
徳
二
年

(
九
九
六)

正
月
十
六
日
条

十
六
日
。(『

三
条
西
家
重
書
古
文
書』

一)

右
府
の
消
息
に
云

は
く
、｢

花
山
法
王
、
内
大
臣
・
中
納
言
隆
家
と
、
故
一
条
太
政

大
臣
の
家
に
相
遇
ふ
。
闘
乱
の
事
有
り
。
御
童
子
二
人
、
殺
害
す
。

首
を
取
り
、
持
ち
去
る｣

と
云
々
。

(

�)
『

小
右
記』

長
徳
二
年

(

九
九
六)

四
月
二
十
四
日
条

配
流
の
雑
事
等
、
右
大
将
に
委
ぬ
。
此
の
間
、
諸
卿
、
仰
せ
に

依
り
て
陣
中
に
入
る
。
除
目
の
清
書
を
右
大
将
、
奏
聞
す
。
式
部

丞
を
召
し
て
下
名
を
賜
ふ
。
大
内
記
斉
名
朝
臣
を
召
し
、
配
流
宣

命
の
事
〈
花
山
法
皇
を
射
る
事
、
女
院
を
呪
詛
せ
る
事
、
私
に
大

元
法
を
行
な
ふ
事
等
な
り
。〉、
并
び
に
固
関
の
勅
符
の
事
〈
是
よ

り
先
、
諸
陣
を
警
固
せ
し
む
。〉
を
仰
す
。
左
衛
門
権
佐
允
亮
朝

臣
を
召
し
、
権
帥
を
追
ひ
下
す
べ
き
由
を
仰
す
。
允
亮
朝
臣
、
申

請
し
、
左
衛
門
府
生
茜
忠
宗
・
廷
尉
、
相
共
に
彼
の
家
に
向
か
ふ
。

(

�)
『

小
右
記』

長
徳
二
年

(

九
九
六
年)

十
月
八
日
条

八
日
、
乙
巳
。
早
朝
、
或
い
は
云
は
く
、｢

諸
陣
、
門
扉
を
禁

衛
し
、
全
て
閉
づ｣

と
云
々
。
物
忌
に
依
り
、
諷
誦
を
修
せ
し
む
。

勘
解
由
長
官
と
同
車
し
て
内
に
参
る
。
殿
上
に
候
ず
。
小
選
く
し

て
左
府
の
直
廬
に
詣
づ
。
卿
相
、
会
す
。｢

権
帥
、
密
々
に
京
上

し
、
中
宮
に
隠
れ
居
り｣

と
云
々
。｢

夜
部
よ
り
其
の
聞
こ
え
有

り｣

と
云
々
。
且
つ
右
衛
門
権
佐
孝
道
を
差
し
、
事
の
由
を
后
宮

に
申
さ
る
。
已
に
実
無
き
趣
き
を
奏
せ
ら
る
。
孝
道
朝
臣
以
下
、

使
の
官
人
等
、
彼
の
后
宮
に
候
ず
。
左
衛
門
尉
季
雅
・
志
為
信
を

差
し
、
播
磨
に
遣
は
し
て
、
権
帥
の
有
無
を
実
検
せ
ら
る
。
又
、

帥
の
京
上
を
告
げ
言
ふ
は
、
既
に
其
の
人
有
り
。｢

近
き
は
則
ち

中
宮
大
進
生
昌｣

と
。
是
れ
左
府
、
談
説
せ
ら
る
る
所
な
り
。

(

�)
『

小
右
記』

長
徳
二
年

(

九
九
六
年)

十
月
十
一
日
条

十
一
日
、
戊
申
。
大
外
記
致
時
朝
臣
、
告
げ
送
り
て
云
は
く
、

｢

昨
日
、
雑
事
を
行
な
は
る
。
外
帥
、
大
宰
府
に
下
し
送
ら
る
〈
使

左
衛
門
尉
平
維
時
、
官
符
を
請
け
了
ん
ぬ
。〉。

(

�)
『

小
右
記』

長
徳
三
年

(

九
九
七
年)

四
月
五
日
条

五
日
、
戊
戌
。
左
大
臣
、
喚
し
に
依
り
て
御
所
に
参
上
す
。
頃

く
し
て
陣
に
復
す
。
諸
卿
に
仰
せ
て
云
は
く
、｢

大
宰
前
帥
・
出

雲
権
守
藤
原
朝
臣
、
去
ぬ
る
月
二
十
五
日
の
恩
詔
を
霑
す
べ
し
や

否
や
。
召
し
上
ぐ
べ
か
ら
ざ
る
か
。
恩
詔
を
潤
す
と
雖
も
尚
ほ
本

所
に
在
る
べ
き
か
。
其
の
間
、
定
め
申
せ｣

て
へ
り
。
右
大
臣
、

左
衛
門
督
・
宰
相
中
将
、
定
め
申
し
て
云
は
く
、｢

件
の
両
人
、

罪
は
恩
詔
を
潤
す
か
。
但
し
召
し
上
ぐ
る
事
に
至
り
て
は
明
法
家

に
下
し
勘
ぜ
ら
る
べ
き
な
り｣

て
へ
り
。
左
大
将
、
民
部
卿
、
申

し
て
云
は
く
、｢

罪
は
恩
詔
を
霑
す
べ
し
。
召
し
上
ぐ
る
事
に
於
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い
て
は
、
先
例
を
尋
ね
ら
る
べ
き
な
り｣

と
。
余
・
平
中
納
言
、

右
衛
門
督
・
勘
解
由
長
官
、
申
し
て
云
は
く
、｢

罪
は
恩
詔
を
霑

す
べ
し
。『

犯
八
虐
を
免
す』

の
文
に
依
る
。
但
し
召
し
上
ぐ
る

事
に
至
り
て
は
、
只
、
勅
定
在
り
。
左
右
、
定
め
申
し
難
し｣

と
。

左
大
弁
、
申
し
て
云
は
く
、｢

罪
は
恩
赦
を
潤
す
べ
し
。
又
、
恩

詔
を
潤
し
な
が
ら
猶
ほ
本
処
に
在
る
べ
し｣

て
へ
り
。
余
、
竊
か

に
思
ふ
に
、
惟
れ
法
条
の
指
す
所
、
已
に
以
て
分
明
な
り
。
然
れ

ど
も
敢
へ
て
申
す
べ
か
ら
ず
。
左
大
臣
の
定
め
申
す
旨
、
慥
か
に

聞
か
ず
。
左
大
臣
、
各
の
申
す
旨
を
以
て
心
に
銘
じ
、
座
を
起
ち

て
御
所
に
参
上
す
。
良
久
く
し
て
還
り
便
座
に
着
し
、
諸
卿
に
示

し
て
云
は
く
、｢

前
の
非
常
大
赦
の
時
、
此
く
の
ご
と
き
流
人
、

殊
に
思
食
す
所
有
り
て
召
し
上
ぐ
る
例
有
り
。
何
ぞ
矧
ん
や
罪
、

赦
令
を
潤
せ
ば
、
召
し
上
ぐ
べ
し｣
て
へ
り
。
左
大
臣
、
大
外
記

致
時
朝
臣
を
召
し
、
流
人
を
召
す
使
の
例
を
勘
申
せ
し
む
。
諸
卿
、

秉
燭
の
後
、
退
出
す
。

(

�)
『

権
記』

長
保
二
年

(

一
〇
〇
〇)

五
月
二
十
五
日
条

二
十
五
日
、
辛
丑
。
左
府
に
詣
づ
。
奏
せ
ら
る
る
所
の
事
有
り
。

事
、
甚
だ
非
常
な
り
。
是
れ
邪
気
の
詞
な
り
。｢

前
帥
を
以
て
本

官
・
本
位
に
復
さ
る
べ
し
。
然
ら
ば
病
悩
、
愈
ゆ
べ
し｣

て
へ
り
。

(『

権
記』

本
文
は
摂
関
期
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
よ
り
、
傍
線

は
筆
者
に
よ
る)

(

�)

山
本
淳
子

『

枕
草
子
の
た
く
ら
み』

(

朝
日
新
聞
出
版

二
〇
一
七

年)

で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

清
少
納
言
が
引
き
こ
も
っ
た
理
由
は
、
同
僚
た
ち
か
ら
受
け
た

道
長
側
へ
の
内
通
疑
惑
で
あ
っ
た
。
や
は
り
斉
信
と
の
関
係
を
疑

わ
れ
た
か
。
い
や
、
実
は
彼
以
外
に
も
、
清
少
納
言
に
は
道
長
筋

で
懇
意
の
貴
族
が
い
た
。
源
経
房
や
源
済
政
で
あ
る
。
二
人
は
清

少
納
言
が
引
き
こ
も
る
時
、
身
内
以
外
に
居
場
所
を
告
げ
た
数
少

な
い
相
手
だ
っ
た
。(

中
略)

こ
う
し
た
交
友
関
係
が
、
平
時
に

は
何
の
問
題
に
も
な
ら
な
く
て
、
今
と
な
っ
て
は
周
囲
の
勘
繰
り

を
招
い
た
の
だ
ろ
う
。

(

�)

猫
を
懐
に
入
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
田
中
貴
子

『

猫
の
古
典
文
学
誌

鈴
の
音
が
聞
こ
え
る』

(

講
談
社
学
術
文
庫

二
〇
一
四
年)

第
二
章

｢

王
朝
貴
族
に
愛
さ
れ
た
猫
た
ち｣

に
お
い
て
、｢

懐
に
抱
く
と
い
う
親

密
さ
が
、
犬
の
よ
う
な
動
物
と
は
異
な
る｣

と
指
摘
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
本
稿
が
述
べ
る

｢

懐
に
入
れ
る｣

こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
は
論
じ

ら
れ
て
い
な
い
。

(

�)

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『

枕
草
子』

小
学
館
一
九
九
七
年

(

愛
知
県
立
安
城
農
林
高
等
学
校)
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