
「
春

は

あ

け

ぼ

の

」
、
と

「
春

の

あ

け

ぼ

の

」

枕
草
子
第

一
段
雑
考

-

4

上

野

辰

義

、

は

じ

め

に

二
、

「
し

の

の

め
」

三
、

「
あ

さ

ぼ

ら

け
」

四
、

「
あ

け

ぼ

の
」

五
、

「春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
和
歌

《要

旨
》

枕
草
子
第

一
段
の
書
出
し
、
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」

は
、
人
口

に
膾
炙
す
る
文
言
で
あ
り
な
が
ら
、
「
春
」

は
な
ぜ

「
あ
け
ぼ

の
」
な
の
か
、
「あ
け
ぼ
の
」
は

「
し
の
の
め
」
「あ
さ
ぼ
ら
け
」

と
ど
う
違
う
の
か
、
「
春
」
と

「
あ
け
ぼ

の
」
は
何
を
背
後
に

持

っ
て
成
立
し
て
い
る
の
か
、
な
ど
、
疑
問
が
多
々
あ
り
、
こ

れ
ま
で
も
研
究
が
重
ね
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
、
「
あ
け
ぼ

の
」
以
下
の
語
の
用
法
を
整
理
し
て
、
「
あ
け
ぼ

の
」

で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
事
情
を
考
え
、
「春
は
あ
け
ぼ
の
」

の
成
立
に
、

当
時
の
和
歌
の
動
向
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
を
推

測
し
た
。



一
、
は
じ
め
に

枕
草
子
の
第

一
段
と
い
う
よ
り
、
枕
草
子
の
現
存
四
系
統
の
本
文

す
べ
て
が
、
原
則
と
し
て

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
文
言
で
始
ま

り
、

こ
の
書
き
出
し
の
七
音
節
に
つ
い
て
は
、
異
同
が
な

い
。
も

っ

と
も
、
こ
れ
以
降
は
、
三
巻
本

・
能
因
本
に

「
春
は
あ
け
ぼ
の

や

う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く

山
際

少
し
明
か
り
て

紫
だ
ち
た
る

雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
堺
本
に
、
「
春

は

あ
け
ぼ
の
の
空
は
い
た
く
霞
み
た
る
に

や
う
や
う
白
く
な
り

ゆ
く

山
の
端
の
す
こ
し
づ

丶
明
み
て

紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た

な
び
き
た
る
も
い
と
を
か
し
」
と
、
か
な
り
の
異
同
が
あ
り
、
前
田

　
ユ

　

本
は
こ
の
堺
本
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
が
、
概
し
て
、

三
巻
本

・
能
因
本
の
ご
と
き
雑
纂
本
が
、
堺
本

・
前
田
本
の
ご
と
き

類
纂
本
に
、
成
立
が
先
行
す
る
と
考
え
ら
れ
る

こ
と
と
、
「
春
は
あ

け
ぼ

の
」
を
除
け
ば
、
他
の
季
節
は
、
堺
本
を
含
め
て
、
「夏
は
夜
」
・

「秋

は
夕
暮
れ
」
・
「冬
は

つ
と
め
て
」
と
、

そ
の
季
節

の
叙
述
の
最

初
の
七
音
節
、
ま
た
は
五
音
節
で
、
文
が
切
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の

統

一
性
と
か
ら
、
春
の
場
合
も
、
堺
本
以
外
の
三
系
統
の
本
文
の
ご

と
く
、
「春
は
あ
け
ぼ
の
」

の
七
音
節

で
ま
ず
文
が
切
れ
る
形
を
、

も
と

の
も
の
と
見
て
お
こ
う
。

そ
う
す
る
と
、
こ
の
書
き
出
し
の
文
は
、
現
代
語
に
お
け
る

「春

は
、
あ
け
ぼ
の
/
」
・
「春
は
あ
け
ぼ
の
ナ
ノ
ヨ
ネ
ー
」
の
文
に
相
当

　
　

　

す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
十
分
承
認
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の
背
後

に
あ
る
意
味
の
構
造
は
、
渡
辺
実
氏
が
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

「を
か

し
き
時
の
程
は
」
と
い
う
課
題
の
存
在
を
前
提
と
し
て
、
「
春

(
に

て
)

は
あ
け
ぼ
の

(
な
り
)
」
と
で
も
還

元
す

べ
き
も
の
で
あ
る

　
ヨ

　

こ
と
を
、
や
は
り
確
認
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
で
な
い
と
、
こ
の

文
の
凝
縮
さ
れ
た
意
味
を
取
り
違
え
る
こ
と

に
な
る
し
、
そ
の
こ
と

は
さ
ら
に
、
「春
」
と

「あ
け
ぼ
の
」
の
結

合
の
性
格
を
も
見
誤
ら

せ
る
こ
と
に
つ
な
が

っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

と
も
か
く
、
そ
の
よ
う
な
内
容
を
、
清
少
納
言
は
、
わ
ず
か
七
音

節
で
読
者
に
向
か

っ
て
端
的
に
不
足
な
く
表
現
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

こ
の
文
は
こ
の
作
品
の
冒
頭
と
し
て
、
枕
草
子
を
象
徴
す
る
も
の
に

な
り
え
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
内
容
自
体
は
ど
の
よ
う
に
評
価
で
き

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
以
下
の
春

の
項
目
に
、
在

っ
て
し
か

る
べ
き

「
花
」
が
と
り
あ
げ
ら
れ

て
い
な

い
こ
と
の
意
味
と
か
、

　
　

　

「紫
だ
ち
た
る
雲
」
の
象
徴
す
る
も
の
と
か

の
考
察
も
重
要
な
も
の

な
の
だ
が
、
そ
れ
ら
の
基
盤
に
な

っ
て
い
る
、
「
(春
は
)
あ
け
ぼ
の
」

自
体
の
評
価
に
つ
い
て
、
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
、
「春
」
と

「
あ
け
ぼ
の
」
の
組
み
合
わ
せ
に

つ
い
て
も
、

そ
の
背
後
に
典
拠
と
な
る
漢
詩
文
の
存
在
を
想
定
し
た
り
す
る
説
が

　
　

　

あ

る
が

、

こ

こ

で

は
、

「
あ

け

ぼ

の
」

と

い

う

こ
と

ば

に

こ
だ

わ

っ

て
考

え

て

み
た

い
。

と

い
う

の

は
、

「
あ

け

ぼ

の
」

に

つ
い

て

は
、

「
夜

が

ほ

の
ぼ

の
と

明

け

は

じ

め

る
頃

。

暁

の
終

わ

り

頃

で
、

朝

ぼ

亅6
`

ぼけあS春厂と亅Sぼけあは春厂5



ら
け

に
先
立

つ
時
間
を
さ
す
と
い
う
」
(『日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』)

と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
た
り
す
る
が
、
「
あ
か

つ
き
」
と
の
関
係
は
、

こ
の
枕
草
子
第

一
段

の
春

の
あ
け
ぼ
の
の
描
写
や
、
当
時

の
文
学
作

品

に
み
え
る

「
あ
か

つ
き
」

の
描
写
か
ら
、
「あ
か

つ
き
」
が
、
夜

の
明
け
る
前
、
ま
だ
か
な
り
暗
い
時
分
を
指
す

の
に
対
し
て
、

「あ

け
ぼ

の
」
は
、
そ
れ
に
連
続
し
て
白
み
、
明
る
く
な

っ
て
き
た
時
分

　
　

　

を
指
す
と
見
ら
れ
る
も

の
の
、

こ
れ
に
比

べ
て
、

「
あ
け
ぼ
の
」
と

「あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
の
関
係
は
い
ま
だ
曖
昧
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え

ば
、
夜

の
寝
覚
巻
四
に
は
、

あ
け
ぬ
る
に
、
御
前
の
御
格
子

一
間
ば
か
り
参
ら
せ
て
、
二
と

こ
ろ
な
が
ら
、
端
に
い
ざ
り
い
で
給

つ
れ
ば
、
名
に
な
が
れ
た

る
あ
け
ぼ
の
の
空
か
す
み
わ
た
り
、
い
ま
開
け
そ
む
る
花
の
木

末
ど
も
、
似
る
物
な
き
ほ
ど
な
る
に
、
…
…
、
こ
の
曙
は
恋
し

き
こ
と
そ
、
か

へ
る
ら
む
波
よ
り
も
し
げ
き
や
。

朝
ぼ
ら
け
憂
き
身
か
す
み
に
ま
が
ひ
つ
丶

い
く
た
び
春
の
花
を
見

つ
ら
む

と
あ
り
、
「
あ
け
ぼ
の
」
が
、
も
の
の
姿

の
見
え
る
明
る
さ
を
も

っ

て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
だ
が
、
そ
の

「あ
け
ぼ
の
」
に
お
い

て
詠

ま
れ
た
歌
に
は

「あ
さ
ぼ
ら
け
」
が
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
の

返
歌

に
は
、
「
い
つ
と
だ
に
憂
き
身
は
思
ひ
わ
か
れ
ぬ
に
見
し
に
変

ら
ぬ
春
の
明
ぼ
の
」
と
、
「
あ
け
ぼ
の
」
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

石
田
譲
二
氏
は
、
「
あ
け
ぼ
の
」
と

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
相
違

に
つ

い
て
枕
草
子
や
源
氏
物
語

の
例

に
基
づ
い

て
詳
細

に
検
討
さ
れ
、

「時
刻
か
ら
言

へ
ば
、
『あ
け
ぼ
の
』
の
方
が

『朝
ぼ
ら
け
』
よ
り
早

く
、
明
る
さ
か
ら
言

へ
ば
、
『
あ
げ
ぼ
の
』

の
方
が
暗

い
。

そ
れ
は

空
が
や
う
や
く
明
る
さ
を
取
り
戻
し
た
頃

で
あ
る
」、
「『
あ
け
ぼ
の
』

と

『朝
ぼ
ら
け
』
の
差
は
、
簡
単
に
言

へ
ば
明
る
さ
が
違
ふ
と
い
ふ

事
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
た
が
、

一
方
で
、

こ
の
夜
の
寝
覚
の
例
や
、

う
つ
ほ
物
語
嵯
峨
院
巻
の
例
に
つ
い
て
は
、
「
『あ
け
ぼ
の
』
と

『朝

ぼ
ら
け
』
に
使
ひ
分
け
が
あ
る
や
う
に
は
見

え
な
い
」
と
い
わ
れ
て

　
ア

　

処
置
を
保
留
さ
れ
て
い
る
。
両
語
の
語
義

の
違
い
は
、
枕
草
子
や
源

氏
物
語
に
前
後
す
る
こ
れ
ら
の
作
品
の
用
例
も
含
め
て
、
用
法
の
相

違
を
も
視
野
に
い
れ

つ
つ
、
統

一
的
に
説
明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
石
田
氏
の
論
も
受
け

つ
つ
、
楠
道
隆
氏

は
、
「
『あ
さ
ぼ
ら
け
』

に
は

『あ
け
ぼ
の
』
と
ち
が
う
部
分
よ
り
む
し
ろ
共
通
す
る
部
分
の

方
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
、

「
ほ
ぼ
同
義
語
と
し
て

『
あ
け
ぼ
の
』
が
あ
ら
わ
れ
、
『あ
さ
ぼ
ら
け
』
と
な
ら
ん
だ
と
き
、

『
ほ
の
』

の
語
感
か
ら

『
お
ぼ
め
か
し
さ
』

の
方
に
重
点
が
置
か
れ
、

の
ち
歌
語
と
し
て
定
着
し
て
ゆ
く
に
つ
れ

て
、
こ
ん
ど
は

『あ
さ
ぼ

ら
け
』
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
流
行
し
て
行

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

　
　

　

か
」
と
、
「
あ
け
ぼ
の
」
に

つ
い
て
言
わ
れ
る
が
、

両
語

の
指
す
時

間
帯
に
関
し
て
は
挙
例
の
よ
う
に
相
違
が
見

い
だ
し
に
く
い
も
の
の
、

用
法
に
お
い
て
は
、
か
な
り
に
異
な
る
面
が
あ
る
の
で
、
語
義
の
差

は
や
は
り
想
定
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
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以
下
、
そ
う
し
た
用
法
の
異
な
り
を
手
が
か
り
に
、
「あ
け
ぼ
の
」

と

「あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
性
格
の
違
い
を
考
え
て
、
そ
の
う
え
で
、
清

少
納
言
が

「春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
選
択
し
た
こ
と
の
意
味
を
考
え
て

み
た
い
。

な
お
、
「
あ
け
ほ
の
」
と
い
う
語
は
、
平
安
時
代
中
期

の
訓
点
資

料
の
訓
に
も
見
出
せ
る
の
だ
が
、
ま
ず
は
、
枕
草
子
と
同
様
、
ひ
ら

が
な

・
女
手
で
書
写
さ
れ
た
和
歌

・
物
語

・
日
記
な
ど
の
仮
名
文
学

を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
そ
れ
が
、
「
春
は
あ
け
ぼ

の
」

の

「あ
け
ぼ
の
」
と
同
じ
位
相
の
用
例
を
重
視
す
る
と
い
う
点

で
も
常
道
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
で
当
面
の
理
解
に
は
役
立

つ
の
で

あ
る
。

二
、

「し
の
の
め
」

と

こ
ろ
で
、
「
あ
け
ぼ
の
」
と

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
相
違

に

つ
い

て
考
え
る
前
に
、
こ
の
両
語
と
や
は
り
同
じ
よ
う
な
時
分
を
指
す
語

と
し

て

「
し
の
の
め
」
が
あ
る
の
で
、
先
行
研
究
文
献
が
、
こ
の
語

に

つ
い
て
も
併
せ
て
常
に
言
及
し
て
い
る
よ
う
に
、
本
稿
で
も
見
解

を
述

べ
て
お
く
べ
き
だ
ろ
う
。

こ
の
語
は
、
万
葉
集
に
見
え
る

「
し
の
の
あ
」

(巻
十

一
、

二
四

八
二

・
二
七
六
四
)
と
の
脈
絡
を
た
ど
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
が
、
万

葉
集

の

「
し
の
の
め
」
が
、

シ
ノ

(忍

・
偲
)
の
序
に
な

っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
平
安
時
代
に
入

っ
て
、
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
以
来
の

和
歌
に
用
い
ら
れ
る

「
し
の
の
め
」
は
、

そ
れ
と
異
な
り
、
「
(し
の

の
め
の
)
明
く
」
と
用
い
ら
れ
る
の
が
基
本

で
あ
る
。

し
の
の
あ
の
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
あ
け
ゆ
け
ば

お
の
が
き
ぬ
ぎ
ぬ
な
る
ぞ
か
な
し
き

(古
今
集
恋
三
、
題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず
)

あ
ひ
見
ま
く
秋
た
た
ず
と
も
し
の
の
め
の

明
け
は
て
に
け
り
ふ
な
で
せ
ん
か
は

(古
今
和
歌
六
帖

一

七
日
の
夜

ひ
と
ま
ろ
)

少
納
言
の
君
、
「
皆
人
、
今
宵
は
」
な
ど
言
ひ
て
、

時
鳥
旅
寝
す
る
夜
の
し
の
の
め

は

明
け
ま
く
惜
し
き
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る

(
う

つ
ほ
物
語
藤
原
の
君
)

こ
の

「明
く
」
と
の
か
か
わ
り
を
、
万
葉
集
に
お
い
て

「し
の
の

め

(細
竹
目

・
小
竹
之
眼
)
」

と
類
似
性

の
み
え
る

「
い
な
の
め

(稲
目
)
」
が
、
「明
く
」
の
枕
詞
と
な

っ
て
い
る
こ
と

(巻
十
、
二

〇
二
六
)
を
介
し
て
、
古
代
の
原
始
的
住
居
の
壁
に
、
稲
藁
や
篠
を

編
ん
で
明
か
り
取
り
に
用
い
、
そ
こ
か
ら
漏
れ
こ
む
光
で
夜
の
明
け

る
の
を
知

っ
た
の
で
、

「
明
く
」

に
か
か

る
よ
う
に
な
り
、

ま
た

「
し
の
の
あ
」
自
体
が
、
夜
明
け
の
時
分
を

も
指
す
よ
う
に
な

っ
た

　
　

　

と

す

る

説

は

魅

力

的

だ

が

、

と

も

あ

れ

、

「
し

の

の
め
」

は
、
「
あ

く
」

の
主

語

と

し

て
、

明

け

る

も

の

で
あ

っ
た

。

そ

し

て
時

間

的

に
は
、

時

点

を

示

す

「
に
」

の
下

接

し

た

例

を

含

め

て
判

断

す

る

と
、
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し
の
の
め
に
あ
か
で
別
れ
し
た
本
を
そ

つ
ゆ
や
わ
け
し
と
人
は
と
が
む
る

(後
撰
集
恋
三

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず
)

し
の
の
め
に
あ
け
ゆ
く
み
ち
も
ま
ど
は
な
ん

あ
か
で
わ
か
る
る
ひ
と
の
た
め
に
は

(陽
成
院
親
王
二
人
歌
合

あ
か

つ
き
の
わ
か
れ
)

ほ
と
と
ぎ
す
ま
ち
あ
か
し
た
る
し
の
の
め
に

鳴
く

一
こ
ゑ
は
み
に
そ
し
み
け
る

(楳
子
内
親
王
家
歌
合
夏

郭
公
暁
声

中
務
)

や

は
り
、
夜
明
け
の
時
分
を
指
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、

「明

く
」
の
主
語
に
な

っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
夜
明
け

の
時
分
の
暗

い
状
態
を
指
し
て
い
る
と
、
正
確
に
は
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の

こ
と

は
、
「
し
の
の
め
」

が
、
「
明
く
」

の
他

に
も
、
「
見
ゆ
」
や

「
見
る
」
と
意
味
的
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
わ
れ
る
。

た
な
ぼ
た
の
ま
れ
に
あ
ふ
よ
の
し
の
の
あ
の

み
え
ぬ
ば
か
り
ぞ
き
り
は
ふ
ら
ま
し(亭

子
院
殿
上
人
歌
合
)

あ
ふ
こ
と
は
あ
ら
ぬ
に
あ
く
る
し
の
の
め
も

見
は
て
ぬ
ゆ
め
の
心
ち
こ
そ
す
れ

(賀
茂
保
憲
女
集

逢
て
の
恋
)

こ
れ
ら
は
、
し
の
の
あ
が
見
え
な
い
ほ
ど
に
霧
が
ふ
っ
た
ら
よ
い

の
に
、
と
か
、
恋
人
と
逢
え
な
か

っ
た
の
で

(も
し
か
し
た
ら
ま
だ

逢

え

る

か

と

)

し

の

の
あ

の
明

け

て
く

る

の
を

見

は

て

ぬ

ほ
う

が

い

い
が

、

逢

え

な

か

っ
た

現

実

に
お

い

て

は
、

思

う

よ
う

に
最

後

ま

で

見

る

こ
と

の

で
き

な

か

っ
た
夢

の

よ
う

な

満

た

さ
れ

ぬ

こ

こ
ち

が

す

る
、

と

か

い

う

よ

う

に
、

「
し

の

の
め
、

見

ゆ

・
見

る

」

の
関

係

は

す

で
に
単

純

な

も

の

で
な

く
な

っ
て

い

る

が
、

「
し

の

の

め

」

は

、

　
り

　

例
え
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
篠
目
、
あ
る
い
は
篠
芽
の
よ
う
な
視
覚
的
な

実
体
を
そ
も
そ
も
持

っ
て
い
た
で
あ
ろ
う

こ
と
が
、
想
像
さ
れ
る
。

だ
か
ら
、
「し
の
の
め
」
は
、
時
間
的
に
は
夜
明
け
の
時
分
を
指
し

て
い
な
が
ら
、

衣
々
の
濡
れ
て
別
れ
し
し
の
の
め
ぞ

明
く
る
夜
ご
と
に
思
ひ
出
ら
る
る

(う

つ
ほ
物
語
国
譲
上
)

ま
き
の
と
を
た
た
く
し
ぐ
れ
に
し
の
の
め
は

こ
の
は
も
よ
は
も
あ
け
に
ぞ
あ
り
け
る

(教
長
集

冬
歌

東
山
辺
同
じ
題

〈稿
者
注
11
山
家
時
雨
〉
を
よ
あ
る
)

の
ご
と
く
、
指
す
時
間
の
差
は
あ
る
も
の
の
、
「夜
ご
と
」
・
「
よ
は
」

な
ど
と
い
う
同
義
的
な
語
と
共
存
し
え
て
も
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

つ

ま
り
、
「
し
の
の
め
」
は
、
夜
明
け
の
時
点

に
お
け
る
薄
明
の
状
態

と
い
う
よ
う
な
視
覚
的
実
態
と
深
く
か
か
わ

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
し
の
の
め
」
は
、
「あ
け
ぼ
の
」
や

「あ
さ
ぼ
ら
け
」

と
語
義
的
に
近
し
い
。
し
か
し
、
用
法
的

に
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

　



そ
の
用
例
が
ほ
と
ん
ど
全
て
和
歌
の
中
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

私

が
調
べ
た
前
期
院
政
期
ご
ろ
ま
で
の
資
料
で
は
、
和
歌
以
外
の
例

は
、
永
縁
奈
良
房
歌
合
の
郭
公
第

一
番
の
歌
の
判
詞
の
中
に
、
歌
中

の
語

の
引
用
と
し
て

「し
の
の
め
」
が

一
例
み
ら
れ
る
他
は
、
源
氏

物
語
橋
姫
巻
と
堤
中
納
言
物
語
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
に
各

一
例
ず

つ
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
「
し
の
の
め
」

は
、
既

に
い

わ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
歌
語
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
橋
姫
巻
の
例

は
、
秋
の
末
に
宇
治
を
訪
れ
た
薫
が
、
偶
然
琴
を
合
奏
す
る
八
宮
の

姫

た
ち
を
垣
間
見
た
こ
と
を
、
十
月
に
入

っ
て
再
度
宇
治
に
出
向
い

た
薫
が
思
い
出
し
て
い
る
と
き
の
も
の
だ
が
、

明
け
方
近
く
な
り
ぬ
ら
む
と
思
ふ
ほ
ど
に
、
あ
り
し
し
の
丶
め

思
ひ
い
で
ら
れ
て
、
…
…
、
「
さ
き
の
た
び
の
霧

に
惑
は
さ
れ

侍
り
し
あ
け
ぼ
の
に
、
い
と
珍
ら
し
き
物
の
音
、

一
声
う
け
た

ま

は
り

し

残

り

な

む

、

な

か

く

に

い
と

い
ぶ

か

し

う

、

あ

か

ず
思
う
給

へ
ら
る
丶
」
な
ど
聞
こ
え
給
ふ
。

と
あ

っ
て
、
こ
こ
で
、
薫
が
聞
き
手
で
あ
る
八
宮

へ
の
詞
の
中
で
、

「あ
け
ぼ
の
」
の
語
を
用
い
て
い
な
が
ら
、
自
身
の
心
中

(
あ
る
い

は
語
り
手
)
で
は

「
し
の
の
め
」
を
用
い
て
い
る
の
は
、
歌
語
と
し

て
言

い
換
え
て
い
る
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
思
い
出
さ

れ
た

「
し
の
の
め
」

の
場
面
そ
れ
自
体

に
お
い
て
は
、
薫
は
、

「
あ

な
た
に
通
ふ
べ
か
め
る
透
垣

の
戸
を
、
少
し
押
し
あ
け
て
見
」
て
い

た
。

そ
の
戸
は
、
「
竹
の
透
垣
」
で
あ
る
と
直
ぐ
前
に
書

い
て
あ

っ

た
。
「
し
の
の
め
」

の
実
体
が
想
起
さ
れ
て
し
ま
う
。
薫
が
垣
間
見

て
い
た
こ
と
は
、
宮
家
側
で
は

「宿
直
人
あ
く
を
の
こ
」
し
か
知
ら

な
い
秘
密
な
の
だ
か
ら
、
薫
は
八
宮
に

「
し
の
の
め
」
な
ど
と
い
え

な
い
道
理
な
の
で
あ
る
。
そ
の
垣
間
見
し
た
場
面
の
あ
と
に
は
、
時

間
の
経
過
は
あ
る
が
、
「
(薫
を
)
几
帳
の
そ
ば
よ
り
見
れ
ば
、
あ
け

ぼ
の
の
や
う

く

物
の
色
わ
か
る
丶
に
」、

「朝
ぼ
ら
け
家
路
も
見
え

ず
た
つ
ね
こ
し
槙
の
尾
山

は
霧

こ
め
て
け
り
」

と
い
う
よ
う
に
、

「
あ
け
ぼ
の
」
・
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
語
が
使

わ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、

薫
は
八
宮
に
向
か

っ
て
は
、
「
あ
け
ぼ
の
」
を
用
い
て
い
れ
ば
よ
か
っ

た
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
源
氏
物
語
橋
姫
巻
の
例
を
、
歌
語
で
あ
る

「
し
の

の
あ
」
が
、
理
由
あ

っ
て
用
い
ら
れ
た
も

の
と
見
る
な
ら
ば
、
歌
以

外
で
用
い
ら
れ
た

「
し
の
の
め
」
の
例
と
し
て
は
、
堤
中
納
言
物
語

逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
の
、
「彼
は
し
の
丶
め
よ
り
入
り
ゐ
て
整

へ

さ
せ
給
ふ
め
り
」
の
例
が
、
ほ
と
ん
ど
唯

一
の
も
の
と
な
る
。
だ
が
、

こ
れ
も
、
根
合
を
主
催
す
る
中
宮
付
き
の
女
房
が
、
会
場
に
き
た
三

位
の
中
将
に
対
し
て
、
相
手
方
の
中
納
言
は
殿
方
が
女
性
の
も
と
か

ら
朝
帰
り
し
て

「
し
の
の
め
の
別
れ
」

の
歌
を
詠
む
、
そ
の
し
の
の

め
の
時
分
か
ら
、
よ
り
に
よ

っ
て
こ
ち
ら

に
い
ら
し
て
い
る
、
と
の

意
味
合
で
、
こ
の
歌
語
を
用
い
て
応
対
し
た
も
の
と
す
れ
ば
、
さ
ほ

ど
の
異
常
さ
も
な
く
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「し
の
の
め
」
は
、
こ
の
時
期
、

ほ
ぼ
完
全

に
歌
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語
と
し
て
通
用
し
て
い
る
。
し
か
も
、
後
に
述

べ
る
よ
う
に
、

「
あ

け
ぼ
の
」
や

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、
類
聚
名
義
抄
や
色
葉
字
類
抄
な

ど
の
、
院
政
期
の
古
辞
書
に
訓
が
見
出
せ
る
の
に
、

「
し
の
の
あ
」

は
そ
れ
ら
に
見
出
せ
な
い
と
い
う
の
も
、
こ
の
語
が
早
く
か
ら
漢
文

訓
読

の
世
界
と
も
縁
を
切

っ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
し
、
ま

た
、

和
歌

に
お
い
て
も
、

う

つ
ほ
物
語

・
源
氏
物
語
ご
ろ
か
ら
、

「
し
の
の
め
」

に
か
か
わ
る
新
し
い
表
現
が
目
立

つ
よ
う
に
な
り
、

能
因
歌
枕
以
降
の
歌
学
書
に
も
、
暁
を
意
味
す
る
歌
語
と
し
て
持
続

的

に
取
り
あ
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
、
こ
の
語
は
、
十
世
紀
末

頃
か
ら
は
、

一
層
歌
語
と
し
て
自
覚
さ
れ
、
従
来
の
用
法
を
踏
ま
え

な
が
ら
も
、
自
由
に
表
現
が
工
夫
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
の

だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
「篠
目
」

の
実
体
も
想
起
さ
れ
や
す
く
、
他

の
類
義

語
以
上
に
後
朝
の
別
れ
と
の
関
わ
り
が
深
い
の
み
な
ら
ず
、
歌
語
の

性
格

の
強
い

「
し
の
の
め
」
は
、
指
す
内
容
が
、
「
あ
け
ぼ
の
」
や

「あ

さ
ぼ
ら
け
」
と
似
て
い
る
と
は
い
え
、
現
代
文
で
い
え
ば
、
「
春

は
、
曙
/
」
・
「
春
は
あ
け
ぼ
の
ナ
ノ
ヨ
ネ
ー
」
に
相
当
す
る
よ
う
な
、

散
文
性

・
ロ
語
性
に
富
む
文
に
は
、
用
い
ら
れ
に
く
か

っ
た
と
思
わ

れ

る
。

三
、

「あ
さ
ぼ
ら
け
」

歌
語
の
性
格
の
強
い

「し
の
の
め
」
と
同
じ
よ
う
に
、
「
あ
さ
ぼ

ら
け
」
も
、
歌
の
中
に
用
い
ら
れ
る
例

の
方
が
、
物
語

・
日
記
の
地

の
文
や
会
話
文
、
和
歌
集
の
詞
書
な
ど
の
散
文
に
用
い
ら
れ
る
例
よ

り
も
、
多
い
。
し
か
も
、
和
歌
で
は
、
古
今
集

一
例

・
後
撰
集

一
例

・

古
今
和
歌
六
帖
四
例

・
是
則
集
か
ら
為
頼
集
ま
で
の
私
家
集

で
は
十

八
例

・
大
和
物
語

一
例

・
う

つ
ほ
物
語
二
例

・
落
窪
物
語

一
例
、
な

ど
、
早
く
か
ら
例
が
見
ら
れ
る
の
に
対
し
、
和
歌
以
外

で
は
、
枕
草

子
の
二
例
以
前
で
は
、
実
方
集
の
三
例
を
同
時
期
の
も
の
と
す
れ
ば
、

大
和
物
語

一
例

・
う
つ
ほ
物
語

一
例
と
、
数
が
少
な
く
、
拾
え
る
時

期
も
少
し
遅
れ
る
。
だ
か
ら
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
も
歌
語
性
が
強
い

の
だ
が
、
源
氏
物
語
で
は
、
歌
に
四
例
用

い
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

そ
れ
以
外
で
は
、
十
五
例
を
数
え
る
か
ら
、
散
文
性
も
そ
れ
な
り
に

あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

以
下
、
前
期
院
政
期
ご
ろ
ま
で
の

「あ

さ
ぼ
ら
け
」
の
用
法
を
、

歌
と
そ
れ
以
外
と
に
分
け
て
見
て
み
よ
う
。
歌

に
お

い
て
は
、
「
あ

さ
ぼ
ら
け
」
は
五
音
節
な
の
で
、
ほ
と
ん
ど
全
て
、
初
句
か
第
三
句

か
に
そ
の
ま
ま
の
姿
で
、
あ
る
い
は
、
終
助
詞

「か
な
」
を
伴

っ
・て

第
五
句
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
、
初
句

・
第
三
句

・
第
五
句
に

据
え
ら
れ
る
以
外
で
は
、
第
二
句
に
係
結
び
の
か
た
ち
で
置
い
た
も

の
が
、
大
斎
院
前
の
御
集
に
、
「花
す
す
き
あ
さ
ぼ
ら
け

こ
そ
こ
ひ

し
け
れ
う
ち
そ
よ
め
き
て
わ
か
れ

つ
る
け
さ
」
と
、
拾
え
る
の
み
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
和
歌
に
お
い
て
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
据
え
ら

れ
る
位
置
は
、
初
句

・
第
三
句

・
第
五
句

に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る

0　



と
い

っ
て
よ
い
。
こ
の
う
ち
、
初
句
に
位
置
す
る

「あ
さ
ぼ
ら
け
」

に
は
、
当
然
連
体
修
飾
語
が

つ
か
な
い
が
、
第
三
句
に
位
置
す
る
も

の
に
は
、
連
体
修
飾
語
の
つ
か
な
い
も
の
と
、
第
二
句
ま
で
の
連
体

修
飾
語
を
受
け
る
も
の
と
が
あ
る
。
第
五
句
に
お
か
れ
て
い
る
も
の

は
、
全

て
連
体
修
飾
語
を
受
け
、
拾

え
た
範
囲
で
は
、
千
頴
集

の

「と
し
を

へ
て
あ
れ
ゆ
く
や
ど
の
に
は
く
さ

に
い
と
ど
う
づ
ら
の
な

く
あ
さ
ぼ
ら
け
」
以
外
は
全

て
、
「
(連
体
修
飾
語
)
あ
さ
ぼ
ら
け
か

な
」

の
形
で
、

い
ず
れ
も
山
田
孝
雄
博
士

の
言
う
感
動

の
喚
体

の
句

を
構
成
し
て
い
る
。

そ
れ
で
、
和
歌

に
お
い
て
も
、

こ
の
形
式

の
違

い
に
よ
り
、
性
格

を
み

て
み
る
と
、
直
ぐ
に
気
づ
く
こ
と
は
、
連
体
修
飾
語
を
受
け
ず
、

初
句

・
第
三
句
に
そ
の
ま
ま
の
姿

で
用
い
ら
れ
た
場
合
は
、
時
を
あ

ら
わ
す
名
詞
が
多
く
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
時
点
を
示
す

「
に
」
な

ど
を
伴
わ
ず
に
、
そ
の
ま
ま
で
時
点
を
示
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

あ
さ
ぼ
ら
け
あ
り
あ
け
の
月
と
見
る
ま
で
に

よ
し
の
の
さ
と
に
ふ
れ
る
し
ら
ゆ
き

(古
今
集

冬

坂
上
こ
れ
の
り
)

あ
さ
ぼ
ら
け
し
た
ゆ
く
水
は
あ
さ
け
れ
ど

深
く
そ
花
の
色
は
見
え
け
る

(後
撰
集

春
下

貫
之
)

世
の
中
を
な
に
に
た
と
え
ん
あ
さ
ぼ
ら
け

こ
ぎ
行
く
舟
の
あ
と
の
し
ら
な
み

(古
今
和
歌
六
帖
三

ふ
ね
)

ゆ
ふ
ざ
れ
も
さ
ら
に
ま
た
れ
ず
あ
さ
ぼ
ら
け

お
き
ゆ
く
み
ち
の
つ
ゆ
と
け
ぬ

べ
し

(陽
成
院
親
王
二
人
歌
合

あ
か

つ
き
の
わ
か
れ
)

つ
ま
り
、
「あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、
以
下
の
四
句
、

あ
る
い
は
二
句
な

ど
が
構
築
す
る
事
態

の
成
立
す
る
時
間
的
場

を
表
示
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
和
歌
以
外

の
例
を
見

れ
ば
、
わ
か
り
や
す
い
。

あ
さ
ぼ
ら
け
に
霧
た
ち
わ
た
れ
り
け
り
。(大

和
物
語
二
十
八
段
)

御
前

の

一
本
菊
、
い
と
高
く
厳
し
く
、
移
ろ
ひ
て
、
朝
ぼ
ら
け

に
、
め
で
た
く
厳
し
う
見
ゆ
る
に
、
露

に
濡
れ
た
る
を
押
し
折

り
て
、

(う

つ
ほ
物
語
嵯
峨
の
院
)

そ
の
ひ
と
と
、
な
か
の
た
い
の
あ
ら

は
な
る
に
ゐ
あ
か
し
て
、

あ
さ
ぼ
ら
け
に
つ
ま
ど
を
お
し
あ
け

た
る
に
、

(実
方
集
)

こ
れ
ら
で
は
、
「
に
」
を
伴

っ
て

一
定

の
時
分
を
指
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
そ
の
時
分
が
、
「
ゆ
ふ
ざ
れ
」
(陽
成
院
親
王
二
人
歌
合
)

と
の
対
比
や
、
「
ゐ
あ
か
し
て
」
(実
方
集
)
迎
え
る
こ
ろ
で
あ
る
こ

と
か
ら
、
夜
明
け
後
で
、
ま
た
、
後
に
示
す
千
頴
集
に
、
「
春
ひ
さ

す
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
日
の
出
ご
ろ
ま

で
も
指
す
も
の
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

が
、
和
歌

に

お
い
て
は

「
に
」
を
伴
わ
ず
、
時
分
を
表
示
す
る
文
の
成
分
に
な

っ

て
い
る
の
は
、
初
句

・
第
三
句
と
い
う
五
音

の
位
置
に
、
五
音
節
の

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
が
据
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
、
ま
ず
は
考
え

て
お
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い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
、
「し
の
の
あ
」
と
比
較
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、

「し

の
の
め
」
に
み
ら
れ
た
、
「
し
の
の
め

明
く
」
の
よ
う
な
、
自

身
が
主
語
や
客
語
と
な
る
よ
う
な
、
動
詞
と
の
意
味
関
係
を
、
「
あ

さ
ぼ
ら
け
」
に
は
見
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
し

の
の
め
」
自
身
が
、
(「篠
目
」
な
ど
と
い
う
実
体
を
想
起
し

つ
つ
)

薄
明

の
状
況
と
い
う
よ
う
な
、
あ
る
実
態
を
内
包
し
て
い
た
語
で
あ
っ

た
の
に
対
し
て
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、
そ
う
し
た
実
態
を
も
た
ず
、

ほ
ぼ
純
粋
に
、
夜
明
け
後
か
ら
日
の
差
す
こ
ろ
ま
で
の
時
分
を
指
す

語
に
な

っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

も

っ
と
も
、
源
氏
物
語
常
夏
巻
に
は
、

い
と
あ
て
に
す
み
た
る
も
の
の
、
な

つ
か
し
き
さ
ま
添
ひ
て
、

面
白
き
梅
の
花
の
開
け
さ
し
た
る
朝
ぼ
ら
け
覚
え
て
、
残
り
多

か
り
げ
に
ほ
丶
ゑ
み
給

へ
る
ぞ
、
人
に
異
な
り
け
る
、

と
い
う
、
「覚
ゆ
」
の
対
象
語
と
な
る
例
が
あ
り
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

に
な

ん
ら
か
の
内
実
の
あ
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
自
体
と
い
う
よ
り
も
、
「
…
…
面
白
き
梅
の
花
の
開

け
さ
し
た
る
」
と
あ
る
、
そ
れ
ま
で
の
連
体
修
飾
語
に
よ

っ
て
も
た

ら
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
散
文
に
お
け
る
例
の
み
な
ら
ず
、
和

歌
に
お
い
て
も
、
連
体
修
飾
語
を
受
け
て
第
三
句
に
位
置
し
て
い
る

も
の
や
、
基
本
的
に

「か
な
」
を
下
接
さ
せ
て
、
か

つ
連
体
修
飾
語

を
受

け
る
第
五
句
に
位
置
す
る
も
の
は
、
皆
そ
う
で
あ
る
。
連
体
修

飾
語
に
よ
っ
て
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
内
包

す
る
も
の
が
豊
か
に
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

鴛
の
ね
の
い
た
く
な
き

つ
る
朝
ぼ
ら
け

池
は
こ
ほ
り
に
と
ち
て
け
ら
し
も

(兼
盛
集

十

一
月
こ
ほ
り
池
に
あ
り
)

春
ひ
さ
す
き
し
の
さ
ざ
な
み
い
ろ
ふ
か
く

み
え
の
み
わ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
か
な

(千
頴
集

春
)

だ
か
ら
、
基
本
的
に
意
味
的
内
包
性
を
低
め
、
ほ
ぼ
純
粋
に
時
分

を
指
す
語
に
な

っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
が
、
連
体

修
飾
語
を
受
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
提
示
語
と
な

っ
た
り
、
取
り
立

て
ら
れ
た
主
題
に
対
す
る
述
語
と
な

っ
た
り
す
る
こ
と
が
、
で
き
る

の
で
あ
る
。

お
と
に
き
く
あ
さ
か
の
ぬ
ま
の
あ
さ
ぼ
ら
け
、

た
え
ぬ
け
ぶ
り
は
名
の
み
な
り
け
り
。

(元
真
集

〈障
子
絵
の
歌
〉
)

さ
び
し
さ
は
、
猶
住
吉
の
朝
ぼ
ら
け

(
ナ
リ
)。

松
や
は
か
す
む
、
難
波
江
の
春
。

(玄
玉
和
歌
集
二
)

こ
の
よ
う
に
、
「あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、
連

体
修
飾
語
を
受
け
る
こ

と
で
、
意
味
的
内
包
性
を
豊
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
も
の
の
、
基

本
的
に
は

「
し
の
の
め
」
と
比
べ
て
、

ほ
ぼ
純
粋
に
時
分
を
指
す
語

に
な

っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
和
歌
に
お
い
て
、
そ

の
使
用
が
先
に
見
た
よ
う
に
、
か
な
り
固
定
し
て
限
定
的
で
あ
る
こ

2　



と
、
ま
た
、
石
田
譲
二
氏
が
、
源
氏
物
語
の
用
例
を
評
し
て
、

「朝

ぼ
ら
け
の
鳥

の
さ

へ
づ
り
」
(胡
蝶
)
・
「
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
ゆ
く
朝

ぼ
ら
け
、
霞

の
間
よ
り
見
え
た
る
花

の
色
々
、
な
ほ
春
に
心
と
ま
り

ぬ
べ
く
に
ほ
ひ
わ
た
り
て
、
百
千
鳥

の
さ
へ
づ
り
も
笛
の
音
に
劣
ら

ぬ
心
地
し
て
」
(御
法
)
等
に
お
い
て
、
「『
百
千
鳥
の
さ

へ
づ
り
』

『
鳥

の
さ

へ
づ
り
』
な
ど
と
、
取
合
せ
か
ら
い

つ
て
表
現
が
か
な
り

　
む

　

類
型
化
し
て
ゐ
る
」
と
い
わ
れ
た
こ
と
と
、

つ
な
が

っ
て
い
る
だ
ろ

う
。

こ
う
し
た
用
法
の
固
定
化
の
中
で
、
語
が
本
来
内
包
し
て
い
た

も
の
も
、
枯
渇
し
て
き
て
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

は
、

ほ
ぼ
単
純
に
時

分
を
あ
ら
わ
す
語
に
な

っ
て
い
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
き
に
、
「春
は
あ
さ
ぼ
ら
け
」

八
音
節
、
と
い
う
言
い
方
が
適
切
で
あ
る
か
否
か
は
、
他
の
三
季
の

行
文

の
頭
に
あ
る
、
「夏
は
夜
」
五
立
具
即
・
「秋
は
夕
暮
れ
」
七
音
節

・

「冬

は

つ
と
め
て
」
七
音
節
、
と
の
調
和
の
問
題
も
あ
る
が
、
「
し
の

の
め
」
の
場
合
と
同
様
に
、
書
き
出
し
文
の
散
文
生

・
口
語
性
と
の

関
わ
り
、
ま
た
逆
に
、
春
の
行
文
中
に
み
え
る
項
目
が
、
類
纂
本
系

に
見
え
る

「空
は
い
た
く
霞
み
た
る
に
」
以
外
、
和
歌
の
伝
統
に
基

づ
く
も
の
を
み
い
だ
し
に
く
い
、
と
い
わ
れ
て
い
る
点
と
に
、
関
わ

ら
せ

て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
点
か
ら
は
、
「
あ
さ

ぼ
ら
け
」
に
、
積
極
的
な
意
味
を
見
出
せ
な
い
。

四
、

「あ
け
ぼ
の
」

「あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
例
が
、
散
文
に
お
け

る
よ
り
も
和
歌
に
お
い

て
、
よ
り
多
く
、
し
か
も
、
よ
り
早
く
か
ら
見
出
だ
せ
た
の
と
は
、

逆
に
、
「
あ
け
ぼ
の
」

の
例
は
、
枕
草
子
ご
ろ
ま

で
に
、
和
歌

に
お

い
て
、
順
集
双
六
盤
歌

・
千
頴
集

・
実
方
集
各

一
例
と
、
見
ら
れ
る

の
に
対
し
、
散
文
に
お
い
て
は
、
朝
忠
集

・
増
基
集
の
詞
書
各

一
例
、

蜻
蛉
日
記

一
例
、
う

つ
ほ
物
語
3
例
、
実
方
集
詞
書

一
例
、
枕
草
子

一
例
、
と
拾
え
、
散
文
に
お
け
る
例
の
方
が
、
や
や
早
い
時
期
か
ら

見
ら
れ
、
数
も
多
い
。
こ
の
こ
と
は
、
「あ

さ
ぼ
ら
け
」
に
比
べ
て
、

「『
あ
け
ぼ
の
』
は
ま

っ
た
く
の
馨

」
と

い
う
楠
氏
の
こ
と
ば
に
も

つ
な

が

る

の
だ

が

、

そ

れ

は

と

も

か

く

、

さ

ら

に
、

「
あ

さ

ぼ

ら

け
」

と

の
違

い

で
目

立

つ
こ
と

は
、

「
し

の

の
め

」

が

「
明

く

」

の
主

語

と

な

っ
て
、

視

覚

的

な

実

態

を
保

存

し

て

い
た

よ

う

に
、

「
あ

け

ぼ

　
お

　

の
」
も
、
視
覚
性
を
も

っ
て
い
た
ら
し
い

こ
と
で
あ
る
。

夜
は
明
け
ぬ
。
…
…
。
(兼
家

へ
の
手
紙
を
)
苔

つ
い
た
る
松

の
枝

に
付
け
て
も
の
す
。
あ
け
ぼ
の
を
み
れ
ば
、
霧
か
雲
か
と

見
ゆ
る
物
立
ち
渡
り
て
、
あ
は
れ
に
心

す
ご
し
。

(蜻
蛉
日
記
中
巻
、
天
禄
二
年
六
月
)

こ
の
蜻
蛉
日
記
の
例
で
は
、
連
体
修
飾
語
を
も
た
な
い

「
あ
け
ぼ

の
」
が
、
「見
る
」
と
い
う
動
作
の
客
語
に
な

っ
て
い
る
。
「
あ
け
ぼ

の
」
が
、
夜
明
け
後
の
光
景
な
ど
と
い
う
よ
う
な
、
見
ら
れ
る
実
態
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を
内
包
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
さ
ら
に
、
連

体
修
飾
語
を
伴
う
も
の
だ
が
、
同
類
例
が
多
く
拾
え
る
こ
と
か
ら
も
、

補
強

で
き
る
。

野
の
宮
の
あ
は
れ
な
り
し
あ
け
ぼ
の
も
、
み
な
聞
え
出
で
給
ひ

て
け
り
。

(源
氏
物
語
賢
木
)

昔
の
御
事
ど
も
、
か
の
野
の
宮
に
た
ち
わ
づ
ら
ひ
し
曙
な
ど
を
、

聞
え
出
で
給
ふ
。

(源
氏
物
語
薄
雲
)

さ
く
ら
さ
く
よ
し
の
の
や
ま
の
あ
け
ぼ
の
を

し
ら
く
も
と
の
み
お
も
ひ
け
る
か
な

(江
帥
集
)

む
し
あ
け
の
せ
と
の
あ
け
ぼ
の
見
る
時
は

宮
こ
の
こ
と
そ
わ
す
ら
れ
に
け
る

(忠
盛
集
)

あ
ら
玉
の
年
立
ち
か

へ
り
ぬ
れ
ば
、
風
の
音
や
は
ら
か
に
、
日

の
け
し
き
も
う
ら
ら
か
な
る
に
、
松
の
扉
の
曙
を
な
が
む
れ
ば
、

谷
の
鶯
時
し
り
が
ほ
に
、
外
面
の
竹
に
声
を
な
ら
は
す
を
聞
く

に
つ
け
て
も
、

(歌
仙
落
書

序
)

こ
れ
ら
は
、
連
体
修
飾
語
に
、
い
つ
、
ど
こ
の

「
あ
け
ぼ
の
」
で

あ
る
か
が
限
定
さ
れ
、
現
代
語
で
い
う
な
ら
、
「
(あ
の
時

・
所
の
夜

　

　

　

　

　

　

明

け

)

の

で
き

ご

と

・
風

景

」

と

で
も

い
う

よ

う

な

具

体

的

な

内

容

を

、

「
あ

け
ぼ

の
」
自
体

が
内

包

し

て
お
り
、

そ
れ

が
、
「
聞

え
出
づ
」
・

「
お

も

ふ
」
・
「
見

る
」
・
「
な

が
む

」

と

い

う

動

作

の
向

か

う

と

こ

ろ

と

な

っ
て

い

る
わ

け

で
あ

る
。

こ

の
点

、

同

じ

く

「
あ

さ

ぼ

ら

け

」

が
、

連

体

修

飾

語

に
よ

っ
て

そ

の
内

包

性

を

豊

か

に
す

る
と

い

っ
て

も
、
せ
い
ぜ
い
、
源
氏
物
語
常
夏
巻

に
見
え
た
、
「
面
白
き
梅
の
花

の
開
け
さ
し
た
る
朝
ぼ
ら
け
覚
え
て
」

の
ご
と
き
、
「
お
ぼ
ゆ
」

の

対
象
語
ど
ま
り
で
、
「あ
さ
ぼ
ら
け
」
自
体

の
内
包
す
る
も
の
も
、

　

　

「
(面
白
き
梅

の
花

の
開
け
さ
し
た
る
朝
ぼ
ら
け
)
の
さ
ま

(覚
え
て
)」

程
度
の
曖
昧
な
様
相
の
も
の
で
あ
り
、
そ

の
意
味

の
実
体

は
、

「朝

ぼ
ら
け
に
面
白
き
梅
の
花
の
開
け
さ
し
た
る

(
さ
ま
)
」
と

い
う
具

合
に
、
修
飾
句
の
内
容
と
ほ
と
ん
ど
変
ら
ず
、
自
身
は
そ
の
内
容
が

成
立
し
て
い
る
夜
明
け
の
時
分
を
示
し
て
い
る
の
と
、
同
じ
で
は
な

い
。
「あ
け
ぼ
の
」
は
、
夜
明
け
後
の
薄
明

の
時
分
を
指
し
な
が
ら
、

そ
の
時
分
の
具
体
的
な
状
況
を
、

「
野
の
宮

の
あ
は
れ
な
り
し
」
・

む
し
あ
け

せ

と

「虫
明
の
瀬
戸
の
」
・
「松
の
扉
の

(開
ケ
テ
)」
と
い
っ
た
、
修
飾
語

句
自
体

の
内
容
を
越
え
て
、
語
と
し
て
も
指

示
し
う
る
力
を
も

っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
「あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
、
連
体
修
飾
さ
れ
て
豊
か
に
な

っ

た
内
包
の
曖
眛
さ
の
例
を
補
足
し
て
お
く
な
ら
、

「
か
な
」

を
伴

っ

て
感
動
の
喚
体
の
句
を
構
成
し
て
い
る
場
合

も
、

あ
け
ぬ
れ
ば
く
る
る
も
の
と
は
し
り
な
が
ら

な
ほ
う
ら
め
し
き
あ
さ
ぼ
ら
け
か
な

(後
拾
遺
集
恋
二
)

し
ろ
た

へ
の
つ
る
の
う
は
げ
に
お
く
し
も
の

ま
ぎ
れ
て
み
ゆ
る
あ
さ
ぼ
ら
け
か
な

(賀
茂
保
憲
女
集
)

前
者
は
、
後
朝
の
別
れ
を
強
い
る

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
が
う
ら
め
し
い

と
い
う
、
情
緒
的
な
も
の
が
主
で
、
「あ
さ
ぼ
ら
け
」
自
体
は
、
男

4r,



女
に
別
れ
を
強
い
る
時
間
と
い
う
お
の
れ
の
付
随
的
な
属
性
を
顕
在

化
さ
せ
る
だ
け
で
あ
り
、
後
者
も
、
「あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
時
点

に
展

開
し
て
い
る
、
「
し
ろ
た

へ
の
つ
る
の
う
は
げ

に
お
く
し
も
の
ま
ぎ

れ
て
み
ゆ
る
」
と
い
う
事
態
は
具
体
的
で
あ
り
な
が
ら
、
「
あ
さ
ぼ

ら
け
」
自
体
は
、
そ
の
具
体
的
事
態
の
成
立
を
可
能
に
し
て
い
る
お

の
れ

の
薄
明
性
を
強
調
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
第
三
章
に
お
け
る
'

元
真
集
や
玄
玉
和
歌
集
の
例
も
、
「
た
え
ぬ
け
ぶ
り
」

は

「
あ
さ
か

の
ぬ
ま
」
に
関
わ

っ
て
い
る
し

(古
今
和
歌
六
帖

一
六
八
四
)、
「
住

吉
の
朝
ぼ
ら
け
」
の
具
体
的
な
風
景
も
、
「
住
吉

に
霞
た
ち
渡
れ
り

け
る
」
「月
次
の
御
屏
風
」
(詞
書
)

の
絵
の
表
現
に
依
存
し
て
い
て
、

同
様

で
あ
る
。
「あ
け
ぼ
の
」
の
場
合
の
よ
う
な
、
新
た
な
内
包
性

を
獲
得
し
て
い
な
い
。

こ
の
こ
と
は
、
「あ
け
ぼ
の
」
・
「あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
訓

の
付
け
ら

れ
て
い
る
、
古
辞
書

の
漢
語

の
意
味
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ど
ち
ら

の
語

も
、
夜
明
け
の
時
分
を
意
味
す
る

「湲
晨
」

(類
聚
名
義
抄

〈
ア
サ
ボ
ラ
ケ
〉
・
色
葉
字
類
抄

〈
ア
ケ
ボ
ノ

・
ア
サ
ボ
ラ
ケ
〉
)
・

「
平
旦
」
(色
葉
字
類
抄

〈
ア
ケ
ボ
ノ
〉)
な
ど

の
訓

に
み
ら
れ
る
の

だ
が
、
「
あ
け
ぼ
の
」

の
場
合
は
、
さ
ら
に
、
朝

日
の
か
が
や
き
は

じ
め

る
様
子
を
あ
ら
わ
す

「
隴
」
(類
聚
名
義
抄
仏
中
)
・
「瞳
」
(類

聚
名
義
抄
仏
中
)

の
訓
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

(漢
語

大
詞
典
に
、
「隴
隴
」
に
は

「微
明
貌
」
、
「瞳
瞳
」

に
は

「①

日
初

出
漸
明
貌
。
②
明
亮
貌
。
」
と
い
う
説
明
が
付
さ
れ

て
い
る
。
ち
な

み
に
、
「凌
晨
」

に
は

「
天
快
亮
的
時
候

"
清
晨
。
」、
「平
旦
」
に
は

「
①
清
晨
。
②
平
日
、
平
時
。
③
古
代
十
二
時
之

一
。
相
当
于
后
来

的
寅
時
。」
と
説
明
が
あ
る
。
)

こ
う
し
て
、
「
あ
け
ぼ
の
」
は
、
夜
明
け

の
時
分
を
指
し
な
が
ら
、

同
時
に
そ
の
時
分
の
様
子

・
状
況
を
も
指
す

こ
と
の
で
き
る
語
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。
と
す
る
と
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』

の

「あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
項
の
語
誌
に
、
「
あ
け
ぼ
の
」
が
、
枕
草
子
第

一

段

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
以
降
、
春
と
の
結

び

つ
き
が
多

い
の
に
対
し
、

「あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、
「秋
冬
と
結
び

つ
く

こ
と
が
多

い
」
と
、
指
摘

し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
の
事
情

を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
思
う
。
私

の
集
め
え
た
用
例

の
範
囲

で
、
「
あ
け
ぼ
の
」

と

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
出

て
く
る
個
所
の
季
節
を
点
検
し
て
み
た
と

こ
ろ
、
点
検
の
不
手
際
も
あ
ろ
う
が
、
「
あ
け
ぼ
の
」

は
、
春

(正

月

一
日
を
含
む
)
・
夏

・
秋

(紅
葉
の
晩
秋
を
含
む
)

に
用
い
ら
れ

る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
、
冬
は
、
雪
と
関
わ

っ
て
経
信
集
の
詞
書
に

見
ら
れ
る
も
の
が
最
も
早
か

っ
た
。
(雪
と

の
関
わ
り
も
当
初

は
、

春
の
そ
れ
。)

よ
も
す
が
ら
雪
ふ
る
夜
、
物
語
し
て
、
あ
け
ぼ
の
に
か

へ
り
侍

り
て
、

つ
と
あ
て
、
出
羽
弁
が
許
よ
り

そ
れ
以
後
、
「
ゆ
き
の
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
言

い
方
が
拾
え
る
よ

う
に
な
る
。

ま
た
、
逆
に
、
「あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、
古
今
集

の
是
則
歌
を
は
じ
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め
、
冬

・
秋

(七
月
を
含
む
)
・
春

(晩
春

・
藤
を
含
む
)
が
多
く
、

夏
の
例

(常
夏
を
含
む
)
は
、
判
断
に
迷
う
も
の
も
あ
る
が
、
四
、

五
個

で
、
枕
草
子

「
七
月
ば
か
り
、

い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
」

の
段
に
、

「
朝
ぼ
ら
け
の
い
み
じ
う
霧
り
立
ち
た
る
に
」
と
あ
る
の
を
、
秋

に

入
れ

る
な
ら
ば
、
源
氏
物
語
葵
巻
に
、
「
う
ち
と
け
ぬ
朝
ぼ
ら
け
に

出
で
給
ふ
御
さ
ま
の
を
か
し
き
に
も
、
な
ほ
ふ
り
離
れ
な
む
事
は
、

お
ぼ

し
か

へ
さ
る
」
と
あ
る
の
が
、
夏
の
田
植
時
期
か
と
推
測
さ
れ

て
、
早
い
。

つ
ま
り
、
「
あ
け
ぼ
の
」
は
、
冬
と
関
わ
り
に
く
く
、

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
、
夏
と
関
わ
り
に
く
く
、
と
も
に
、

一
条
朝
頃

以
降
、
冬
に
関
わ
る

「あ
け
ぼ
の
」、
夏
に
関
わ
る

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

の
例
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
点
で
の
差
が
縮
ま
る
、
と

い
う
傾
向
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
が
、
単
純

に
夜
明
け

の
時
分
を
示
す
語
、
「
あ
け
ぼ
の
」
が
、
そ
れ
と
同
時

に
、

そ
の
時

分
の
様
子

・
状
況
を
も
指
す
こ
と
の
で
き
る
視
覚
的
な
語
で
あ

っ
た
、

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
多
少
理
解
す
る
道
も
開
け
て
く
る
。
当

時

の
人
々
は
、
徹
夜
を
す
る
こ
と
も
多
い
も
の
の
、
鶏
鳴
か
ら
夜
明

け
を

一
つ
の
基
準
と
し
て
、
起
き
る
と
か
、
帰
る
と
か
、
訪
れ
る
と

か
、
仕
事
を
は
じ
め
る
と
か
、
そ
の
行
動
を
整
理
し
て
い
た
か
ら
、

夜
明
け
前
後
の
環
境

の
変
化

に
は
敏
感

で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ

の
夜
明
け
の
時
刻
自
体
は
、
定
時
法
が
基
準

で
あ

っ
た
当
時
に
お

い
て
は
、
季
節
の
推
移
と
と
も
に
変
動
し
、
ま
た
、
そ
の
原
因

で
あ

る
太
陽
の
運
行
も
変
化
す
る
の
で
、
夜
明
け
の
時
分
の
時
刻

・
太
陽

の
明
る
さ

・
そ
の
道
筋
、
居
室
内
外

の
状

況
は
、

一
年
を
通
し
て

一

定
で
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
夜
が
長
く
昼
が
短
い
冬
は
、
人
々
は
、

夜
明
け
以
前
か
ら
行
動
の
具
体
的
な
整
理
、
活
動
を
し
は
じ
め
、
黎

明
自
体
に
対
す
る
視
覚
的
印
象
は
、
他
の
季
節
に
比
較
し
て
、
冬
に

関
し
て
は
弱
か

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冬
は
す
ぐ
に

(暗
い

う
ち
に
)
生
活
気
分
の
上
で

「
つ
と
め
て
」
に
な
る
。
だ
か
ら
、
視

覚
的
印
象
に
よ
り
強
く
関
わ
る

「
あ
け
ぼ

の
」
は
、
冬
の
暁
と
の
関

わ
り
が
薄
く
、
や

っ
と
雪
と
い
う
幽
光
を
介
す
る
こ
と
で
結
び

つ
き

が
も
て
る
こ
と
に
な
り
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

は
、
夜
明
け

・
黎
明

の

時
分
に
、
時
間
的
に
よ
り
素
直
に
対
応
し

て
い
た
か
ら
、
「
あ
け
ぼ

の
」
の
機
動
し
に
く
い
部
分
を
結
果
的
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
と
い
う
形

に
な

っ
た
、
と
推
量
す
る
の
で
あ
る
。
(夏

は
逆
。
)
こ
れ
に
は
、
さ

ら
に
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
は
和
歌
に
多
く
使

わ
れ
、

そ
の
用
法
も
自

由
さ
を
失
う
傾
向
に
あ

っ
た
、
と
い
う
事
情
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ

る
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
「
あ
け
ぼ
の
」
の
性
格
を
、
夜
明
け
の
時
分
の
表

示
性
と
、
そ
の
薄
明
性
の
実
態
の
保
持
、
「
し
の
の
め
」
や

「
あ
さ

ぼ
ら
け
」
に
比
べ
て
の
散
文
性
、
と
い
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る

と
き
、
「
春
は
」、
「
し
の
の
め
」

で
も

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」

で
も
な
く
、

「あ
け
ぼ
の
」
で
あ

っ
た
理
由
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
思
う
。
特
に
、

春
に
関
す
る
以
下
の
行
文

で
は
、
「
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
際

6　



少
し
明
か
り
て
紫
だ
ち
た
る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
」
と
、
聴
覚

的
要
素
で
な
く
、
微
妙
な
変
化
と
色
彩

・
明
暗
を
と
も
な
う
視
覚
的

印
象
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
う
し
た
実
態
を
保
持
し
う

る

「あ
け
ぼ
の
」
が
、
こ
の
場
合
、
最
も
適
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

五

「春
は
あ
け
ぽ
の
」
と
和
歌

で
は
、
清
少
納
言
は
、
な
ぜ
、
「を
か
し
き
時
の
程
は
」
と
い
う

課
題

に
対
し
て
、
「春
」
に
お
い
て
は
、
「あ
け
ぼ
の
」
で
指
示
す
べ

き
、
夜
明
け

・
黎
明
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
枕

草
子

の

「雲
は
」
の
段
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
清
少
納
言
自
身
の
美

意
識

・
好
み
の
採
用
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
そ
う
し
た

新
鮮
な
個
性
を
こ
こ
に
呈
示
し
な
が
ら
も
、
読
者
に
そ
れ
を
受
け
入

れ
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
当
時
の
貴
族
社
会

・
女
房
社
会
に
お
け

る
感
覚

・
趣
味

・
教
養
と
の
繋
が
り

・
接
点
を
も
、
作
者
は
計
算
し

て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
点
に

つ
い
て
は
、
冒
頭
に
触
れ
た
よ
う
に
、
漢
詩
文
に

典
拠
を
求
め
る
こ
と
な
ど
が
、

一
つ
の
試

み
に
な
る
わ
け
だ
が
、

「春

は
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
こ
と
ば
に
注
意
す
る
と
、

す
ぐ

に
想
起

さ
れ

る
の
は
、
「春

の
あ
け
ぼ
の
」
と
い
う
語
句

で
あ
る
。

こ
の
語

句
は
枕
草
子
の

「春
は
あ
け
ぼ
の
」
と
、
時
期
的
に
接
し
て
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。

女
君
に
、
「女
御

の
秋

に
心
を
寄
せ
給

へ
り
し
も
あ
は
れ

に
、

君

の
、
春
の
曙
に
心
し
め
給

へ
る
も

こ
と
わ
り

に
こ
そ
あ

れ
。
......J

C源
氏
物
語
薄
雲
)

気
高
く
清
ら
に
、
さ
と
匂
ふ
心
地
し

て
、
春
の
曙
の
霞
の
間
よ

り
、
面
白
き
樺
桜
の
咲
き
乱
れ
た
る
を
見
る
心
地
す
。

(源
氏
物
語
野
分
)

袖
ふ
れ
し
人
こ
そ
見
え
ね
花
の
香
の

そ
れ
か
と
に
ほ
ふ
春
の
あ
け
ぼ

の

(源
氏
物
語
手
習
)

恋
し
さ
も
秋
の
ゆ
ふ
べ
に
お
と
ら
ぬ
は

霞
た
な
び
く
春
の
あ
け
ぼ
の

(和
泉
式
部
続
集
)

中
将
、
中
務
、
秋
の
寝
覚
め
の
あ
は
れ
、
こ
と
古
め
か
し
う
、

改
あ
て
定
む
る
に
、
中
将
、
春
の
あ
け
ぼ
の
な
む
、
ま
さ
る
と
、

あ
ら
が
ひ
て
の
こ
ろ

(大
斎
院
御
集
)

花
盛
り
春
の
み
山
の
あ
け
ぼ
の
に
思

ひ
忘
る
な
秋
の
夕
暮
れ

(後
拾
遺
集
雑
五

源
為
善
)

こ
れ
ら
の
前
後
関
係
は
、
枕
草
子
、
源
氏
物
語
、
源
為
善
歌
の
順

は
ほ
ぼ
認
め
ら
れ
る
が
、
大
斎
院
御
集
や
和
泉
式
部
続
集
と
の
相
互

の
前
後
関
係
は
明
瞭
で
な
い
。

一
部
に
は
、
こ
れ
ら
が
、
枕
草
子
の

「春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
影
響
で
全
て
発
生
し

た
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

当
時

の
女
房
が
、
集
団
や
個
人
間
で
相
互

に
交
流
を
持

っ
て
い
た
こ

と
は
十
分
認
め
ら
れ
、
清
少
納
言
自
身

に

つ
い
て
も
、
和
泉
式
部

・

赤
染
衛
門
と
の
交
渉
が
確
認
さ
れ
、
紫
式
部
も
清
少
納
言
の
存
在
を

意
識
し
て
い
る
か
ら
、
清
少
納
言
が
執
筆

し
た
枕
草
子
の
冒
頭

「春
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は
あ
け
ぼ
の
」

の
語
句
の
存
在
は
、
恐
ら
く
間
を
お
か
ず
、
彼
女
ら

の
知
る
と
こ
ろ
と
な

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
か
と
い

っ
て
、
「
春
の
あ

け
ぼ
の
」
が
、
枕
草
子
の

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
の
影
響
を
受
け
て
成

立

し
た
、
と
す
る
に
は
い
く

つ
か
問
題
が
あ
る
。

一
つ
は
、
「春
の
あ
け
ぼ
の
」
が
、
枕
草
子
の

「春
は
あ
け
ぼ
の
」

の
影
響

で
で
き
た
と
す
る
と
、
ほ
ぼ
き
び
す
を
接
し
て
、

「
春
の
あ

け
ぼ
の
」
の
語
句
が
、
源
氏
物
語
三
例
、
和
泉
式
部
続
集
、
大
斎
院

御
集
、
源
為
善
歌
と
集
中
し
て
見
い
だ
せ
る
の
は
、

一
般
的
な
文
献

の
伝
来
の
あ
り
よ
う
か
ら
推
す
と
、
か
な
り
の
影
響
力
を

「春
は
あ

け
ぼ
の
」
の
語
句
に
想
定
し
な
い
と
、
理
解
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

ま
た
、
か
な
り
の
影
響
力
が
あ

っ
た
と
す
る
に
は
、
枕
草
子
で
は
、

「夏

は
夜
」
・
「
冬
は

つ
と
め
て
」
と
も
い
っ
て
い
る
の
に
、
右

の
諸

例

で
は
、
こ
れ
ら
は
見
え
ず
、
秋
に
つ
い
て
も
、
単
な
る

「
秋
」
、

「秋

の
ゆ
ふ
べ
」
、
「秋
の
寝
覚
め
の
あ
は
れ
」
(続
く
和
歌
に
は

「秋

の
あ
は
れ
」
と
出
る
)
と
あ

っ
て
、
「秋
の
夕
暮
れ
」
と
あ
る
の
は
、

源
為
善
歌
の
み
だ
が
、
そ
こ
で
は
逆
に
、
「春
の
あ
け
ぼ
の
」
が
、

「春

の
み
山
の
あ
け
ぼ
の
」
に
な

っ
て
し
ま

っ
て
い
る
な
ど
、
整
合

性

に
か
け
る
こ
と
。

さ
ら
に
、
源
氏
物
語
の
大
部
さ
も
あ
る
が
、
右
に
挙
げ
た
三
例
の

「春

の
あ
け
ぼ
の
」
の
他
に
も
、
源
氏
物
語
に
は
、
同
じ
よ
う
な
表

現
が
あ

っ
て
、
源
氏
物
語
の
方
が
、
「春
の
あ
け
ぼ

の
」

に

つ
い
て

は
熱
心
な
印
象
を
与
え
る
こ
と
。
枕
草
子
の
影
響
を
受
け
た
と
す
る

に
は
、
源
氏
物
語
作
者
の
主
体
性
が
疑
わ
れ
か
ね
な
い
。

御
方
々
い
つ
れ
も
い
つ
れ
も
劣
ら
ぬ
袖
口
ど
も
、
こ
ぼ
れ
出
で

た
る
こ
ち
た
さ
、
物
の
色
あ
ひ
な
ど
も
、
曙
の
空
に
、
春
の
錦

た
ち
出
で
に
け
る
霞
の
う
ち
か
と
見
渡
さ
る
。(源

氏
物
語
初
音
)

ま
た
、
「あ
け
ぼ
の
」
か
ら
、
「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
に
目
を
広
げ
る
な

ら
、
春
と

「
あ
さ
ぼ
ら
け
」
と
の
取
合
せ
が
、
枕
草
子
に
拾
え
て
、

清
少
納
言

の

「春
は
あ
け
ぼ
の
」

に
対
す
る
思
い
入
れ
が
疑
わ
れ
る

こ
と
。

(橘
の
)
花
の
中
よ
り
黄
金
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ

ざ
や
か
に
見
え
た
る
な
ど
、
朝
露
に
濡
れ
た
る
朝
ぼ
ら
け
の
桜

に
お
と
ら
ず
。

(枕
草
子

「木
の
花
は
」)

以
上
の
よ
う
に
、
「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
が
、
枕
草
子

の

「
春
は
あ

け
ぼ
の
」
の
影
響
を
受
け
て
成
立
し
た
、
と
す
る
見
解
に
は
、
素
直

に
従
え
な
い
。

こ
れ
ら
の
疑
問
を
総
合
的
に
解
釈
す
る
道
は
、
枕
草
子
や
源
氏
物

語
が
成
立
し
て
い
た
頃
、
具
体
的
に
は

一
条
朝
の
後
宮
や
斎
院
御
所

を
中
心
に
、
春
の
黎
明
の
情
趣
と
、
夕
べ
を
核
に
し
た
秋
の
情
趣
と

の
優
劣
論
争
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と

い
う
現
象
を
想
定
す
る
こ

と
で
あ
る
。
(先
の

「大
斎
院
御
集
」
の
例

に
、
「
こ
と
古
め
か
し
う
、

改
め
て
定
む
る
に
」
と
あ
る
。)
春
秋
の
優
劣
論
争
自
体
は
、
源
氏

物
語
薄
雲
巻
に
も
、
論
争

の
当
事
者
で
あ

る
光
源
氏
に
よ

っ
て
、

　　



「春

の
花
の
林
、
秋
の
野
の
盛
り
を
と
り

ノ
丶

に
人
あ
ら
そ
ひ
侍
り

け
る
」
と
取
り
沙
汰
さ
れ
、
更
級
日
記
で
は
、
作
者
と
源
資
通
に
よ

る
評
定
で
、
彼
は
春
秋
の
み
な
ら
ず
、
冬
に
も
言
及
し
て
い
る
か
ら
、

少
人
数
で
の
論
争
も
盛
ん
に
行
わ
れ
、
冬
や
あ
る
い
は
夏
に
も
、
批

評
の
矛
先
は
向
い
た
だ
ろ
う
。
春
秋
の
優
劣
論
争
に
関
し
て
は
、

一

条
朝
以
前
で
は
、
古
今
集
仮
名
序
の

「
い
に
し

へ
の
世
世
の
み
か
ど

春
の
花
の
あ
し
た
秋

の
月
の
夜
ご
と
に
さ
ぶ
ら
ふ
人
人
を
め
し
て
」

を
経
由
し

つ
つ
、
論
春
秋
歌
合

・
宰
相
中
将
君
達
春
秋
歌
合
な
ど
の

書
が
伝
わ

っ
て
い
る
。
特

に
後
者

で
は
、
「秋
の
野
の
夕
暮
れ
」
や
、

同
じ
く
秋
だ
が
、
「
ほ
の
ぼ
の
明
く
る
あ
か

つ
き
の
空

の
け
し
き
」

も
、
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
て
、
興
味
深
い
。

一
条
朝
期

に
は
、
先

の

諸
例

の
他
に
も
、
拾
遺
和
歌
集
雑
下
巻
頭
歌
群
、
源
氏
物
語
朝
顔

・

少
女

・
胡
蝶
の
巻
々
に
、
言
及
が
見
え
る
。
論
争
は
、
春
秋
が
中
心

だ
が
、
四
季
絵
や
月
次
屏
風
の
歌
、
古
今
集
以
来
の
四
季
歌
の
展
開

で
、

四
季
に
お
け
る
情
趣
あ
る
時
分

へ
の
感
性
も
磨
か
れ
て
い

っ
た

だ
ろ
う
。
好
忠
集
の
序
に
は
、
「
は
な
ち
る

は
る
の
あ
し
た

こ

の
葉

の
お

つ
る

秋
の
ゆ
ふ
べ

月
の
あ
き
ら
け
き

夏
の
夜

か

ぜ
の
さ
び
し
き

冬
の
暁
ま
で
」
と
い
っ
た
四
季
の
各
の
時
分
の
情

趣

へ
の
言
及
も
み
ら
れ
る
。
枕
草
子
の

「春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、
こ

う
し
た
春
秋

・
四
季
論
争
を
背
景
に
成
立
し
た

の
だ
と
思
う
。
「
を

か
し
き
時
の
程
は
」
と
い
う
、
想
定
さ
れ
る

「春
は
あ
け
ぼ
の
」
の

課
題

の
背
景
は
、
こ
う
解
す
る
こ
と
で
具
体
性
を
お
び
て
く
る
。

た
だ
、
そ
の
春
の

「を
か
し
き
時
の
程
」
を
、
「
あ
け
ぼ

の
」

に

代
表
さ
れ
る
夜
明
け

・
黎
明
の
時
分
に
求
め
た
の
に
は
、
さ
ら
に
理

由
が
あ
ろ
う
。
清
麗
に
し
て
余
情
性
の
あ

る
和
歌
を
指
向
す
る
当
時

の
歌
論
的
状
況
で
あ
る
。
清
少
納
言
が
枕
草
子
を
執
筆
し
て
い
る
頃
、

藤
原
公
任
は
、
如
意
宝
集
を
選
定
し
、
そ
れ
は
、
後
の
拾
遺
抄

の
母

胎
と
な
り
、
さ
ら
に
拾
遺
和
歌
集

へ
と
整
備

さ
れ
て
い
っ
た
が
、
そ

の

「
集
」

の
春

の
冒
頭
、
す
な
わ
ち

「集
」
自
体

の
冒
頭
三
首
は
、

次

の
よ
う
で
あ
る
。

春
立

つ
と
い
ふ
ば
か
り
に
や
み
吉
野

の

山
も
霞
み
て
け
さ
は
見
ゆ
ら
む

壬
生
忠
岑

春
が
す
み
た
て
る
を
見
れ
ば
新
玉
の

年
は
山
よ
り
越
ゆ
る
な
り
け
り

紀
文
幹

昨
日
こ
そ
年
は
暮
れ
し
か
春
霞

か
す
が
の
山
に
は
や
立
ち
に
け
り

山
部
赤
人

冒
頭
歌
は
、
公
任
が
九
品
和
歌
で
、
「上

品
上

是
は
詞
た

へ
に

し
て
余
り
の
心
さ

へ
あ
る
な
り
」
の
歌
に
配
し
た
、
二
首
の

一
つ
。

上
品
上
の
他
の
ひ
と

つ
は
、
「
ほ
の
ぼ
の
と

明
石

の
浦

の
朝
霧
に
島

隠
れ
ゆ
く
船
を
し
そ
思
ふ
」
で
あ
る
。
後
者
は
秋
の
、
冒
頭
歌
は
立

春
の
日
の
、
い
ず
れ
も
朝
の
朦
朧
と
し
た
風
情
を
し

っ
と
り
と
詠
み

あ
げ
て
い
る
。
文
幹

・
赤
人
の
歌
も
、
霞
み
立

つ
新
春

の
朝

の
清
新

な
美
し
さ
を
、
前
夜
か
ら
の
時
間
の
経
過
を
含
め

つ
つ
詠
ん
だ
点
は

共
通
し
て
い
る
。
し
か
も
い
ず
れ
も
、
微
妙

な
光

の
明
る
さ
を
湛
え
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て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
春
の
湿
り
気
を
帯
び
た
朝
の
朦
朧
と
し
た
風

情

は
、
当
時
の
貴
族
社
会
で
汎
く
求
め
ら
れ
た
も
の
な
の
だ
ろ
う
。

さ
き

ほ
ど

の

「
春
は
あ
け
ぼ

の
」
な
ら
ぬ
、

「春

の
あ
け
ぼ
の
」

「
(春

の
)
あ
さ
ぼ
ら
け
」
の
例
に
通
じ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
枕
草
子

や
源
氏
物
語
の
成
立
し
て
く
る

一
条
朝
ご
ろ
に
お
い
て
、
公
任
に
よ

り
リ
ー
ド
さ
れ
て
い
た
余
情
を
求
め
る
和
歌
的
趣
向
の
状
況
と
、
当

時

の
女
房
社
会
、
宮
廷
社
会
に
お
け
る
春
秋
優
劣
論
争
と
は
響
き
あ
っ

て
お
り
、
そ
れ
が

「
春
の
あ
け
ぼ
の
」
の
内
実
を
作

っ
て
い
た
の
で

は
な

い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
黎
明
の
視
覚
的
な
実
態
を
と
も
な
う

「あ

け
ぼ
の
」
と
い
う
語
は
、

こ
う
し
た
情
趣
を
含
み
こ
む
の
に
不

足

は
な
い
。

清
少
納
言
の
枕
草
子
第

一
段
の

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、

こ
う
し

た
当
時
の
風
潮
を
十
分
踏
ま
え
な
が
ら
、
し
か
し
、
内
実
は
違
え
た
。

花
も
な
く
、
霞
み
も
た
な
び
か
ぬ
山
際
の
雲

に
、
漢
詩
文
的
な
自
分

の
感
性
を
託
し
た
の
で
あ
る
。

雲
は

白
き
。
紫
。
黒
き
も
、
を
か
し
。
風
吹
く
を
り
の
雨
雲
。

明
け
離
る
る
ほ
ど
の
、
黒
き
雲

の
や
う
や
う
消
え
て
、
白
う
な

り
ゆ
く
も
、

い
と
を
か
し
。
「朝
に
去
る
色
」

と
か
や
、
ふ
み

に
も
作
り
た
な
る
。
月

の
い
と
明
か
き
面

に
、
薄
き
雲
、
あ
は

れ
な
り
。

(枕
草
子
雲
は
)

だ
が
、
「春
は
あ
け
ぼ
の
」
は
、
「春
」
と

「
あ
け
ぼ
の
」

の
結
合

に
強

い
効
果
を
発
揮
し
た
だ
ろ
う
が
、
以
後
ど
れ
だ
け
人
々
の
趣
味

に
、

和

歌

の
内

容

に
影

響

を

与

え

た

の
だ

ろ
う

か

。

院

政

期

に
数

多

く

詠

ま

れ

て

い

る

「
春

の
あ

け

ぼ

の
」

は
、

公

任

や

源

氏

物

語

な

ど

の
興

趣

の
上

に
あ

る

よ

う

に
み

え

る

。

注
(
1
)

『
校
本
枕
冊
子
』

に
よ
る
。

た
だ
し
、

以
下
、

枕
草

子

の
引
用
は
、

『
新
版
枕
草
子
』
(
角
川
文
庫
)

に
よ
る
。

な
お
、

他

の
作
品
の
引

用
は
、

次

の
と
お
り

で
あ
る
。
蜻

蛉
日
記

・
源
氏
物

語
は
角
川
文
庫
本
、

う

つ

ほ
物
語
は

『
う

つ
ほ
物
語
全
』
、

和
歌

集
は
新
編

国
歌

大
観

、

他

は
、

日
本
古
典
文
学
大
系

本
。

(
2
)

前
者

は
、

野
村
精

一

「春

は

曙
/

攷

-

枕
草

子
の
文
体

1

」

『
源
氏

物
語
文

体
論

序
説
』

に
お
い

て
、
野

村
氏

が
主

張

さ
れ

て

い
る

も
の
、

後
者

は
、
柴

田
武

「春

は
あ
け
ぼ
の
。

見
れ
ど

も
み

え
ず
。
」

『
文
芸

研
究
』

=

一二
、

平
成

元
年
九

月
に
引
か
れ

る
、

山

崎
賢

三
氏

の
文
言

で
、
柴

田
氏

も
同
感

さ
れ

て
い
る
も
の
。

(
3
)
渡

辺
実

「
『
枕
草

子
』

の
文
体
」

『
国
文
学
』
昭
和
六
十

三
年

四
月
。

(
4
)
藤
本
宗
利

「空
白

へ
の
視
点
」

『
む
ら
さ
き
』

二

一
、

昭

和

五
十

九

年
七
月
、

日
向

一
雅

「枕
草
子

の
聖
代
観

の
方
法
」

『国

語
と
国
文
学
』

平
成

五
年
九
月
。

(
5
)
上
野

理

「
『春
曙
』
考
」
『
文
芸
と
批
評
』

昭
和

四
十

三
年

四
月
。

(
6
)

「
あ

か

つ
き
」

が
、
夜

が
明

け
る

(夜

が
終

わ
る
)
時
点

に
関

わ
る

こ
と
は
、

夜

い
た
う
ふ
け
ぬ
。

「
......」

と
て
、

み
そ
か

に
た
だ

い
み
じ

う

笑

ふ
も
、

い
か
で
か
は
知

ら
む
。
暁

ま
で
言

ひ
明

か
し
て
、
帰

り

ぬ
。

(枕
草
子

二
七
七
段

「成
信

の
中
将

は
」
)

に
よ
り
、

そ
し
て
ま
だ
か
な
り
暗

い
時
分

で
あ
る
こ
と

は
、

O2



「
ま
だ
暗
か
ら

ん
に

(
セ

ヨ
)
、
と

こ
そ
お

ほ
せ
ら

れ

つ
れ
。

明

け
過
ぎ

に
け

り
。
不
便
な

る
わ
ざ
か
な
。
と
く
と
く
」
と
、
倒
し

取

る
に
、

い
と
を
か

し
。

…
…
。
「
暁

に
、
花
盜

人

あ

り
、

と
言

ふ
な

り

つ
る
を
、
…

…
。
誰
が
し

つ
る
ぞ
。
見

つ
や
」
と
、
お

ほ

せ
ら

る
。
「
さ
も

は
べ
ら
ず
。
ま
だ
暗
う

て
、

よ
く
も

見
え

ざ
り

つ
る
を
、
白

み
た
る
も

の
の
は
べ
り

つ
れ
ば
、
花
を
折

る
に
や
と
、

後

ろ
め
た
さ

に
言

ひ
は
べ
り

つ
る
な
り
」
と
申
す
。

(枕
草
子

二
六
三
段

「
関
白
殿
、

二
月

二
十

一
日
に
、

法
興
院

の
積
善
寺
と

い
ふ
御
堂

に
て
」
)

な
ど
か
ら
知
ら
れ
、
「
あ
け
ぼ

の
」
と

の
関
係
は
、

障
子
を
引
き
た

て
て
、
「
(中
将

に
)
あ
か

つ
き

に
御
迎

へ
に
も

の

せ

よ
」
と
、
宣

へ
ば
、
…
…
。
鶏
も
鳴
き
ぬ
。
人

々
起
き
出

で
て
、

…
…
奥

の
中
将
も
出

で
て
、

い
と
苦
し
が
れ
ば
、
…
…
。

こ
と
と
、

明
か
く
な
れ
ば
、
障
子

口
ま

で
送
り
給
ふ
。
…
…
。
御
な
ほ
し
な

ど
着
給

ひ
て
、
南

の
高
欄

に
、
し
ば
し
う
ち
な
が
め
給
ふ
。
…
…
。

簣
子

の
中

の
程

に
立

て
た

る
、
小
障
子

の
か
み
よ
り
、

ほ
の
か

に

見
え
給

へ
る
御
あ
り
さ
ま
を
、
身

に
し
む
ば
か
り
思

へ
る
、
す
き

心
ど
も
あ
め
り
。
月
は
有
明

に
て
、
光
を
さ
ま
れ
る
物
か
ら
、
顔

け
ざ
や
か

に
見
え

て
、
な
か

く

を
か
し
き
あ
け
ぼ

の
な
り
。

(
源
氏
物
語
帚
木
)

か
ら
、
「
あ
け
ぼ

の
」
が
、
「
あ
か

つ
き
」

に
続

い
て
物
が
見
え
る

ほ
ど

に
、
明

る
く
な
る
頃

で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。

(
7
)
石
田
譲

二

「
『
あ
け
ぼ

の
』
と

『
朝
ぼ
ら
け
』
」
『
源
氏
物
語
論
集
』
。

(
8
)
楠
道
隆

「
『
春
は
あ
け
ぼ

の
』

の
段

の
解
釈
と
鑑
賞
」
『
源
氏
物
語

・

枕
草
子
研
究
と
資
料
』
。
な
お
、
同
論
文

に
お
け

る

「
あ

か

つ
き
」

の

説
明
も
、
有
用
な

の
で
参
照
さ
れ
た

い
。

(
9
)
井
手

至

「
『
し

の
の
め

・
い
な

の
め
』

攷
」
1

原

始
的

住

居
と

『
め
』
1

」
『
万
葉
』

二
〇
、
昭
和
三
十

一
年
七
月
。

(
10
)
能
宣
集

に
、
「
(屏
風

に
)
八
月

あ
さ
ぼ
ら
け
た

つ
き
り

は
ら

の
こ

ま

の
あ
し
を
し

の
の
め

は
ら

ひ
み
に
も
く

る
か
な
」
、

ま
た
本

院

侍
従

集

に
、
「
又
男
、

い
で
て
す
な
は
ち

ほ
の
ぼ

の
と
明
行

く

ほ
ど

は
う

ち
な
び
き
し

の
の
め

よ
り
そ
ね

は
な
か
れ
け

る
」
、
と

い
う
歌
が
あ

る
。

(11
)
注
7

に
同
じ
。

(12
)
注
8

に
同
じ
。

(
13
)

「
あ
け
ぼ

の
」

の
も

つ
具
体
的
な
視
覚
性

に

つ
い
て
は
、
既

に
、
小

山
敦
子

「
源
氏
物
語
語
彙
と
解
釈
」
『
国
文
学
』
昭
和
三
十
三
年
五
月
、

な
ど

に
言
及
が
あ
る
。

亅6
`
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