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枕
草
子
に
は
物
尽
し
の
段
、
作
者
の
体
験
を
記
し
た
段
等
が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
中
に
説
話
を
記
し
た
段
や
含
ん
だ
段
が
あ
っ
て
、
枕
草
子
に
変
化
と
色
ど

り
を
そ
え
て
い
る
。

 
説
話
の
種
類
は
従
来
、
大
き
く
神
話
、
伝
説
、
昔
話
、
世
間
話
に
分
け
ら
れ

て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
昔
か
ら
伝
え
ら
れ
て
い
る
様
々
の

話
を
仮
り
に
故
事
と
し
て
ま
と
め
る
と
、
枕
草
子
で
と
り
上
げ
て
い
る
主
な
説

話
は
平
安
貴
族
に
関
し
た
世
間
話
と
、
日
本
・
豊
国
の
故
事
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
う
ち
、
世
間
話
は
話
全
体
を
記
し
て
い
る
が
、
故
事
は
歌
・
会
話
の
中
に
こ

な
さ
れ
て
使
用
し
て
い
る
。
言
い
か
え
る
と
、
故
事
を
こ
な
し
た
上
で
話
し
、

問
答
し
、
歌
に
よ
み
こ
ん
で
い
る
。
1
な
お
故
事
は
成
句
の
よ
う
に
形
が
で
き

て
い
る
場
合
が
あ
り
、
当
時
の
貴
族
に
と
っ
て
は
常
識
で
あ
っ
た
。
ま
た
故
事

は
全
部
が
説
話
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
、
故
事
の
中
に
説
話
が
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
説
話
の
部
分
を
こ
こ
で
特
に
と
り
上
げ
て
問
題
と
す
る
。

 
 
 
一
、
世
間
話
の
例

 
 
（
注
1
）

二
十
三
段
「
清
涼
殿
の
丑
寅
の
す
み
」
は
左
の
二
話
か
ら
な
る
。
 
 
、

一
、
天
皇
が
女
房
達
に
・
日
い
色
紙
を
た
た
ん
で
、
 
「
こ
れ
に
、
た
だ
い
ま
お

ぼ
え
ん
ふ
る
き
こ
ど
ひ
と
つ
づ
，
つ
書
け
」
と
仰
せ
ら
れ
る
と
、
清
少
納
言
は

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

し
」
と
い
う
歌
の
「
花
」
を
「
君
」
に
書
き
改
め
て
差
し
出
し
た
。
そ
れ
を
天

皇
が
見
て
、
次
の
話
を
さ
れ
た
。

 
円
融
院
の
時
に
、
院
が
殿
上
人
に
「
草
子
に
歌
一
首
書
け
」
と
命
じ
た
，
関

白
道
隆
は
三
位
中
将
の
時
で
あ
っ
π
が
、
 
「
し
ほ
の
み
つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ

も
い
つ
も
君
を
ば
ふ
か
く
思
ふ
は
や
わ
が
」
と
い
う
古
歌
の
末
の
句
を
、
「
た
の

む
は
や
わ
が
」
と
改
め
て
書
く
と
、
院
は
大
層
ほ
め
た
。

 
二
、
中
宮
が
古
今
集
の
草
子
を
前
に
置
い
て
、
歌
の
上
の
句
を
中
宮
が
言
っ

て
、
そ
の
下
の
句
を
女
房
に
言
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
女
房
は
な
か
く
で
き
な
か

っ
た
。
そ
の
時
中
宮
は
次
の
話
を
し
た
。

 
村
上
天
皇
の
時
代
に
、
宣
心
当
の
女
御
芳
子
が
ま
だ
姫
君
の
時
、
父
師
弄
が

第
一
に
習
字
を
習
え
、
第
二
に
琴
を
習
え
、
第
三
に
古
［
雲
集
の
歌
を
暗
請
せ
よ

と
教
え
て
い
た
。
天
皇
は
物
忌
の
日
に
「
そ
の
月
、
な
に
の
を
り
、
そ
の
人
の

よ
み
た
る
歌
は
い
か
に
」
ど
女
御
に
た
ず
ね
る
と
、
女
御
は
一
言
半
句
も
間
違

わ
な
い
で
暗
講
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

 
後
者
の
話
は
大
鏡
「
左
大
臣
師
≠
」
伝
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。

「
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一
〇
三
段
「
雨
の
う
ち
は
へ
降
る
こ
ろ
」
に
左
の
話
を
記
す
。

 
天
皇
の
使
と
し
て
式
部
丞
聖
経
が
来
た
の
で
、
清
少
納
言
が
褥
を
出
し
た
。

す
る
と
、
褥
を
押
し
の
け
て
坐
っ
た
。
清
少
納
薔
が
そ
の
わ
け
を
聞
く
と
、
雨

が
降
っ
て
い
る
の
で
、
足
型
が
つ
い
て
よ
ご
れ
る
か
ら
と
言
っ
た
。
清
少
納
言

は
「
な
ど
。
せ
ん
ぞ
く
料
に
こ
そ
な
ら
め
ご
と
し
ゃ
れ
を
言
う
と
、
信
経
は

「
こ
れ
は
、
御
前
に
か
し
こ
う
仰
せ
ら
る
る
に
あ
ら
ず
。
信
経
が
足
が
た
の
こ

と
を
申
さ
ざ
ら
ま
し
か
ば
、
え
の
た
ま
は
ぎ
ら
ま
し
」
と
言
っ
た
。
そ
の
つ
い

で
に
清
少
納
言
は
信
経
に
次
の
話
を
し
た
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
村
上
天
皇
の
皇
后
に
仕
え
て
い
た
下
仕
え
女
に
ゑ
ぬ
た
き
と
い
う
人
が
い

た
。
蔵
人
藤
原
時
柄
が
「
こ
れ
や
こ
の
高
名
の
ゑ
ぬ
た
き
、
な
ど
さ
も
見
え

ぬ
」
と
言
う
と
、
ゑ
ぬ
た
き
は
「
そ
れ
は
、
時
が
ら
に
さ
も
見
ゆ
る
な
ら
ん
」

と
答
え
た
。
こ
の
話
は
秀
句
と
し
て
上
達
部
、
殿
上
人
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

 
一
一
九
段
「
あ
は
れ
な
る
も
の
」
に
御
嶽
精
進
は
「
な
ほ
、
い
み
じ
き
人
と

聞
ゆ
れ
ど
、
こ
よ
な
く
や
つ
れ
て
の
み
こ
そ
ま
う
つ
と
知
り
た
れ
。
」
と
記
し

た
後
に
左
の
話
を
載
せ
る
。

 
右
衛
門
佐
宣
孝
は
「
た
だ
き
よ
き
衣
を
着
て
ま
う
で
ん
に
、
な
で
ふ
こ
と
か

あ
ら
ん
。
か
な
ら
ず
、
よ
も
、
あ
や
し
う
て
ま
う
で
よ
と
、
御
嶽
さ
ら
に
の
た

ま
は
じ
」
と
言
っ
て
、
三
月
掛
濃
い
紫
の
指
貫
、
白
い
襖
を
着
て
参
詣
し
た
。

人
々
は
あ
さ
ま
し
が
つ
た
が
、
六
月
に
筑
前
守
が
死
ん
で
、
後
任
に
な
っ
た
。

 
一
八
ご
段
「
村
上
の
前
帝
の
御
僧
に
」
に
左
の
話
を
掲
載
す
る
。

 
村
上
天
皇
が
雪
を
器
に
盛
っ
て
、
兵
衛
の
蔵
人
に
歌
を
よ
め
と
さ
し
出
し
た

時
、
 
「
雪
月
花
の
時
」
と
い
う
白
氏
文
集
の
一
句
で
奏
上
し
た
。

 
ま
た
同
じ
人
が
天
皇
の
側
に
侍
し
て
い
た
時
、
炭
櫃
に
煙
が
立
っ
た
。
「
か

れ
は
な
に
ぞ
と
見
よ
」
と
仰
せ
に
な
る
と
、
「
わ
た
つ
海
の
沖
に
こ
が
る
る
物

み
れ
ば
あ
ま
の
釣
し
て
か
へ
る
な
り
け
り
」
と
奏
上
し
た
。
蛙
が
飛
び
こ
ん
で

焼
け
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

 
右
は
村
上
天
皇
に
仕
え
た
才
女
の
逸
話
で
あ
っ
て
、
世
継
物
語
に
引
用
さ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

て
い
る
。
ま
た
「
わ
た
つ
海
の
」
の
歌
は
藤
六
集
に
も
あ
る
。

 
右
の
話
に
続
い
て
、
一
八
三
段
「
御
形
の
宣
旨
の
」
も
女
房
の
逸
話
を
記
し

た
一
段
で
あ
る
。
即
ち
、
御
形
の
宣
旨
が
殿
上
童
の
形
を
し
た
美
し
い
人
形
を

天
皇
に
さ
し
上
げ
て
、
「
と
も
あ
き
ら
の
大
君
」
と
名
づ
け
た
の
を
、
天
皇
が

興
じ
た
話
で
あ
る
。

 
二
四
四
段
「
蟻
通
の
明
神
」
は
左
の
話
を
掲
載
す
る
。

 
昔
、
天
皇
は
四
十
歳
以
上
の
人
を
殺
し
た
㊨
中
将
に
七
十
近
い
親
が
い
た

が
、
孝
心
深
い
人
な
の
で
、
家
に
土
を
掘
っ
て
親
を
か
く
し
て
お
い
た
。
あ
る

時
唐
土
の
帝
が
こ
の
国
を
討
ち
と
ろ
う
と
し
て
難
題
を
送
っ
て
来
た
。
問
題
は

三
通
り
あ
っ
た
コ

 
一
、
丸
く
削
っ
た
木
の
本
末
を
尋
ね
る
問
題
。

 
二
、
同
じ
長
さ
の
蛇
の
雌
雄
を
判
別
さ
せ
る
問
題
。

 
三
、
七
曲
に
ま
が
っ
た
玉
に
ひ
も
を
通
さ
せ
る
問
題
。
，

 
元
々
は
こ
の
問
題
を
解
き
わ
ず
ら
っ
た
。
中
将
は
家
に
帰
っ
て
親
に
聞
き
、

問
題
を
問
い
た
。
天
皇
は
中
将
の
親
を
都
に
住
ま
わ
せ
る
こ
と
を
許
し
た
。

 
枕
草
子
で
は
こ
の
話
を
日
本
の
話
と
し
て
い
る
が
、
元
来
、
雑
宝
蔵
経
巻
一

、
法
苑
珠
林
巻
四
十
九
、
賢
愚
経
巻
七
等
に
あ
っ
て
、
印
度
の
話
で
あ
る
。
日

本
の
説
話
集
で
は
打
聞
集
第
七
「
老
者
移
二
他
国
一
事
」
、
今
昔
物
語
集
墨
引
第

（58）



三
十
二
「
七
十
余
人
流
遣
他
国
国
語
」
に
収
め
る
。

 
右
の
話
は
、
形
式
は
「
昔
」
か
ら
始
ま
り
、
「
人
の
語
り
し
」
で
結
ぶ
、
昔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
4
）

語
り
の
形
を
と
つ
で
い
る
。
ま
た
要
素
に
つ
い
て
言
う
と
、
大
和
物
語
一
五
六

段
「
を
ば
す
て
山
」
の
話
と
通
じ
る
棄
老
・
養
老
説
話
の
一
つ
で
誘
り
、
竹
取

物
語
や
江
談
抄
巻
三
「
吉
備
入
唐
間
事
」
と
通
じ
る
難
題
話
の
一
つ
で
も
あ

る
。 

三
〇
七
、
三
〇
八
、
三
〇
九
の
三
段
に
平
安
時
代
の
人
々
の
逸
話
を
掲
載
す

る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
三
〇
七
段
「
右
衛
門
の
尉
な
り
け
る
者
」
は
、
右
衛
門
の
尉
某
が
え
せ
な
る

ヘ
 
 
へ

父
親
を
伊
豫
国
か
ら
上
京
す
る
時
に
、
海
に
落
と
し
た
。
七
月
十
五
日
に
孟
蘭

盆
の
準
備
を
ル
て
い
る
の
を
見
て
匝
懸
命
阿
閣
梨
は
「
・
ρ
た
つ
海
に
親
お
し
入

れ
て
こ
の
主
の
盆
す
る
見
る
ぞ
あ
は
れ
な
り
け
る
」
と
よ
ん
だ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
5
）

 
右
の
話
は
古
本
説
話
集
巻
上
第
十
五
「
道
命
阿
閣
梨
の
事
」
に
引
用
さ
れ
て

い
る
。

 
三
〇
八
段
「
小
原
の
殿
の
御
母
上
」
は
、
人
々
が
普
門
寺
で
法
華
八
講
を
行

な
い
、
翌
日
、
小
野
殿
に
集
ま
っ
て
音
楽
の
遊
び
を
し
、
漢
詩
を
作
っ
た
時

に
、
小
原
の
殿
の
母
上
（
拾
遺
集
に
は
春
宮
大
夫
道
綱
母
と
あ
る
）
が
「
薪
こ

る
こ
と
は
昨
日
に
尽
き
に
し
を
い
ぎ
斧
の
柄
は
こ
こ
に
朽
た
さ
ん
」
と
よ
ん

だ
。
こ
の
話
に
続
い
て
「
こ
こ
も
と
は
打
聞
に
な
り
ぬ
る
な
め
り
」
と
注
を
記

す
。 

右
の
歌
は
拾
遺
堅
巻
二
十
哀
傷
、
只
只
母
集
、
蜻
蛉
日
記
に
あ
り
、
ま
た
世

継
物
語
に
引
用
さ
れ
て
い
る
。

 
三
〇
九
段
「
ま
た
、
業
平
の
中
将
の
も
と
に
」
は
、
業
平
申
将
の
許
に
母
か

枕
草
子
と
説
話

ら
「
い
よ
い
よ
見
ま
く
」
の
歌
が
送
ら
れ
て
来
た
と
い
う
伊
勢
物
語
、
古
今
集

巻
十
七
所
収
の
話
を
簡
略
に
記
し
、
 
「
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
」
と
評
し

て
い
る
。

二
、
日
本
の
故
事
の
例

 
世
間
話
と
故
事
と
を
ど
こ
で
区
別
す
る
か
は
困
難
で
あ
る
。
神
話
や
外
国
の

話
等
、
古
い
時
代
や
遠
い
外
国
の
話
な
ら
ば
世
閻
話
と
一
応
区
別
し
て
も
よ

い
。
し
か
し
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
は
お
お
ざ

っ
ぱ
に
、
ま
と
ま
っ
た
話
と
し
て
で
は
な
く
、
成
句
や
諺
に
な
っ
て
い
る
場
合
、

及
び
話
を
簡
略
化
し
て
一
、
二
行
程
度
に
ま
と
め
、
そ
れ
を
随
想
や
他
の
話
の

中
の
一
要
素
と
し
て
い
る
短
文
、
記
事
を
故
事
と
し
て
と
り
上
げ
る
。
世
間
話

と
し
て
と
り
上
げ
た
話
の
中
に
、
故
事
に
入
れ
て
よ
い
の
が
あ
る
こ
と
は
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
で
あ
る
。

 
三
十
八
段
・
「
池
は
」
に
、
猿
沢
の
池
に
采
女
が
身
投
げ
し
た
の
を
柿
本
人
麿

が
歌
に
よ
ん
だ
故
事
を
、
左
の
よ
う
に
引
用
し
て
い
る
。

 
「
猿
引
の
池
は
、
采
女
の
身
投
げ
た
る
を
き
こ
し
め
し
て
、
行
幸
な
ど
あ
り

け
ん
こ
そ
、
い
み
じ
う
め
で
た
け
れ
。
『
ね
く
た
れ
髪
を
』
と
人
丸
が
よ
み
け

ん
程
な
ど
思
ふ
に
、
い
ふ
も
お
ろ
か
な
り
。
」

 
右
の
故
事
は
大
和
物
語
一
五
〇
段
、
拾
遺
集
巻
二
十
哀
傷
、
七
大
寺
巡
礼
私

 
 
 
 
 
（
注
7
）

記
「
興
福
寺
」
条
に
あ
る
。
大
和
物
語
と
七
大
寺
巡
礼
私
記
所
収
話
と
は
話
が

違
っ
て
い
る
。
大
和
物
語
の
話
は
、
采
女
が
帝
に
一
度
召
さ
れ
た
。
そ
の
後
召

さ
れ
な
か
っ
た
の
で
ギ
寵
の
衰
え
た
の
を
悲
し
ん
で
馬
猿
沢
の
池
に
身
投
げ
し

（59）



た
。
帝
は
後
に
そ
の
こ
と
を
聞
い
て
池
の
ほ
と
り
に
行
幸
し
、
人
々
に
歌
を
よ

ま
せ
た
。
柿
本
人
熱
は
「
わ
ぎ
も
こ
の
ね
く
た
れ
髪
を
猿
沢
の
池
の
玉
藻
と
み

る
ぞ
か
な
し
き
」
と
よ
ん
だ
。

 
七
大
寺
巡
礼
私
記
所
収
の
話
は
、
平
城
天
皇
と
淳
和
天
皇
と
合
戦
の
時
、
平

城
天
皇
が
帝
位
を
捨
て
た
の
で
、
后
は
猿
沢
池
に
身
を
投
げ
た
。
天
皇
は
悲
し

ん
で
「
ワ
キ
モ
コ
カ
」
の
歌
を
よ
ん
だ
。
こ
の
話
の
始
め
に
「
世
人
亡
国
」
と

あ
る
の
で
、
こ
の
話
は
口
伝
え
に
語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
う
。

 
四
十
段
「
花
の
木
な
ら
ぬ
は
」
に
、
素
蓋
鳴
尊
が
出
雲
国
に
行
っ
た
こ
と
を

思
っ
て
柿
本
人
麿
が
歌
に
よ
ん
だ
故
事
を
引
用
す
る
。
左
の
通
り
で
あ
る
。

 
「
白
樫
と
い
ふ
も
の
は
、
 
（
中
略
）
い
ず
く
と
も
な
く
雪
の
ふ
り
．
お
き
た
る

に
見
ま
が
へ
ら
れ
、
素
話
鳴
尊
出
雲
の
国
に
お
は
し
け
る
御
こ
と
を
思
ひ
て
、

人
丸
が
よ
み
た
る
歌
な
ど
を
思
ふ
に
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
な
り
。
」

 
諸
先
学
の
方
々
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
右
の
人
麿
の
歌
の
出

典
は
万
葉
集
三
十
所
収
の
「
あ
し
ひ
き
の
山
道
も
知
ら
ず
白
橿
の
枝
も
と
を
を

に
雪
の
降
れ
れ
ば
」
で
、
同
歌
は
拾
遺
集
巻
第
四
冬
に
も
と
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
歌
は
素
蓋
鳴
尊
と
蝕
無
関
係
で
あ
る
が
、
平
安
時
代
に
枕
草
子
に
記
さ
れ
て

い
る
よ
う
な
伝
説
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
な
お
「
桐
火
桶
」
に
は
「
万
葉
の
な
か
の
し
か
る
べ
き
さ
ま
の
う
た
」
の
一

つ
に
こ
の
歌
を
上
げ
て
い
る
。

 
六
十
二
段
「
河
は
」
に
左
の
如
く
、
在
原
業
平
の
故
事
を
引
用
す
る
。

 
「
天
の
川
原
、
「
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
ん
」
と
、
業
平
が
よ
み
た
る
も

を
か
し
。
」

 
こ
の
話
の
典
拠
は
古
今
集
巻
九
賭
県
歌
、
伊
勢
物
語
所
収
の
業
平
の
歌
「
か

り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
や
ど
か
ら
ん
あ
ま
の
か
は
ら
に
我
は
き
に
け
り
」

で
あ
る
の

 
一
六
一
段
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
、
一
八
四
段
「
宮
に
は
じ
め
て
ま
み
り

た
る
こ
ろ
」
に
、
葛
城
の
神
の
故
事
を
引
用
す
る
。
即
ち
一
六
一
段
で
は
宰
相

中
将
斉
信
に
「
葛
城
の
神
、
い
ま
ぞ
ず
ち
な
き
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
一
八
四

段
で
は
、
清
少
納
言
が
新
参
と
し
て
中
宮
御
所
に
出
仕
し
た
時
困
暁
に
な
っ
て

早
く
下
局
に
退
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
、
中
宮
が
「
葛
城
の
神
も
し
ば
し
」

と
仰
せ
に
な
る
。

 
葛
城
の
一
言
主
神
が
昼
間
顔
を
見
せ
な
か
っ
た
話
は
日
本
霊
異
記
巻
上
第
二

十
八
「
修
二
持
孔
雀
軸
受
法
一
得
二
異
験
力
一
以
現
作
レ
仙
飛
レ
天
縁
」
、
三
宝
絵

詞
、
今
昔
物
語
集
巻
十
一
第
三
「
役
優
婆
塞
、
請
賃
呪
駈
鬼
神
語
」
、
等
、
様
々

の
作
品
に
と
り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
平
安
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
常
識
的
な
話

で
あ
っ
た
。

 
二
七
七
段
「
御
前
に
て
人
々
と
も
」
に
、
嬢
捨
山
の
月
の
故
事
を
引
用
す

る
。
即
ち
、
清
少
納
言
が
「
腹
立
た
し
い
時
、
真
白
な
紙
を
手
に
入
れ
た
時
や

青
々
と
し
た
畳
を
見
た
時
は
命
が
延
び
る
気
が
す
る
。
」
ど
言
う
と
、
中
宮
は

「
い
み
じ
く
は
か
な
き
こ
と
に
も
な
ぐ
さ
む
る
な
る
か
な
。
嬢
捨
山
の
月
は
、

い
か
な
る
人
の
見
け
る
に
か
」
と
仰
せ
に
な
る
。
こ
の
故
事
の
典
拠
は
古
今
集

巻
十
七
雑
上
、
大
和
物
語
一
五
六
段
、
今
昔
物
語
思
置
三
十
所
収
話
の
「
わ
が

心
な
ぐ
さ
め
か
ね
つ
更
級
や
嬢
捨
山
に
照
る
月
を
み
て
」
の
歌
で
あ
る
。

（60）



■

三
、
中
国
．
の
故
事
の
例

 
申
国
の
故
事
に
つ
い
て
は
「
斧
の
柄
」
 
「
朱
買
臣
」
の
故
事
等
が
用
い
ら
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
8
）

て
い
る
が
、
す
で
に
矢
作
武
氏
等
の
論
文
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
一
、
二
指

摘
す
る
だ
け
に
と
ど
め
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
三
十
七
段
「
木
の
花
」
中
の
梨
の
花
の
条
に
駒
之
妃
の
故
事
を
引
用
す
る
。

即
ち
「
楊
貴
妃
の
帝
の
御
使
に
あ
ひ
て
泣
き
け
る
顔
に
似
せ
て
、
『
梨
花
一
枝

春
、
雨
を
帯
び
た
り
』
な
ど
い
ひ
た
る
は
、
お
ぼ
ろ
げ
な
ら
じ
と
お
も
ふ
に
、

な
ほ
い
み
じ
う
め
で
た
き
こ
と
は
、
た
で
ひ
あ
ら
じ
と
お
ぼ
え
た
り
。
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
ヘ
 
 
へ

 
一
三
六
段
「
頭
の
弁
の
」
に
孟
嘗
君
の
故
事
を
引
用
し
て
、
頭
の
弁
藤
原
行

成
と
問
答
す
る
。
即
ち
「
つ
と
め
て
、
蔵
人
所
の
紙
屋
紙
ひ
き
重
ね
て
、
『
け

ふ
ば
残
り
お
ほ
か
る
心
地
な
ん
す
る
。
・
夜
を
通
し
て
、
昔
物
語
も
き
こ
え
あ
，
か

さ
ん
と
せ
ル
を
、
に
は
と
り
の
声
に
催
さ
れ
て
な
ん
」
と
、
い
み
じ
う
こ
と
お

ほ
く
書
き
給
へ
る
、
い
と
め
で
た
し
。
御
返
し
に
、
『
い
と
夜
ふ
か
く
侍
り
け

る
鳥
の
声
は
、
孟
嘗
君
の
に
や
』
と
き
こ
え
た
れ
ば
、
た
ち
か
へ
り
、
『
孟
諸

君
の
に
は
と
り
は
、
函
谷
関
を
開
き
て
、
三
千
の
客
わ
っ
か
に
去
れ
り
と
あ
れ

ど
も
、
こ
れ
は
逢
坂
の
関
な
り
』
 
（
以
下
省
略
）
」

四
、
体
験
を
記
し
た
段

 
説
話
で
は
な
く
、
清
少
納
言
の
体
験
を
記
し
て
い
る
が
、
後
の
説
話
集
に
引

用
さ
れ
て
い
る
段
が
あ
る
。
，

 
一
〇
六
段
「
二
月
つ
ご
も
り
頃
に
」
は
、
二
月
下
旬
に
雪
が
ち
ら
つ
い
て
い

る
時
に
、
藤
原
公
任
が
盗
塁
文
集
の
一
句
を
も
じ
っ
て
「
す
こ
し
春
あ
る
こ
こ

枕
草
子
と
説
話

．
ち
こ
そ
す
れ
」
と
書
い
て
寄
越
し
た
。
そ
の
下
の
句
に
清
少
納
言
は
「
空
さ
む

み
花
に
ま
が
へ
て
ち
る
雪
に
」
と
い
う
上
の
句
を
付
け
た
。

 
こ
の
段
は
要
約
し
て
、
古
本
説
話
集
第
十
二
「
清
少
納
言
の
事
」
に
引
用
さ

れ
て
い
る
。

五
、
話
の
伝
承
経
路

 
右
に
記
し
た
よ
う
に
、
枕
草
子
に
は
世
間
話
、
日
本
・
中
国
の
故
事
等
の
話

が
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
話
を
ど
こ
か
ら
引
用
し
、
採
録
し
た
の
か
と
い

．
つ
と
、

 
一
、
先
行
作
品
か
ら
の
引
用
。

 
二
、
当
時
の
貴
族
や
女
房
が
教
養
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
た
常
識
的
な
話
や
 
」
〕

句
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6
1

 
三
、
打
聞
き
1
貴
族
・
女
房
か
ら
の
打
聞
き
と
、
説
経
僧
か
ら
話
を
聞
い
た
 
 
〔
，

場
合
が
あ
る
。

 
右
の
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
先
行
作
品
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
述
べ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
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）

る
と
、
特
に
中
国
の
故
事
の
場
合
、
矢
作
氏
の
説
に
よ
る
ど
、
清
少
納
言
は
白

氏
文
集
、
蒙
求
、
ま
た
は
千
字
文
等
の
類
書
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
の
で
、

．
枕
草
子
に
は
そ
れ
ら
か
ら
の
引
用
は
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
た
と
え
読
ん
で
い
て

も
、
枕
草
子
に
引
用
さ
れ
て
い
る
故
事
が
平
安
時
代
の
貴
族
に
盛
ん
に
用
い
ら

れ
て
い
な
け
れ
ば
、
清
少
納
言
が
使
っ
た
り
、
枕
草
子
に
引
用
す
る
こ
と
は
な
．

か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
 
「
斧
の
柄
」
の
故
事
に
つ
い
て
見
る
と
、
歌
集

 
（
後
撰
集
巻
二
十
、
金
葉
集
巻
一
、
新
古
今
集
巻
十
七
）
'
、
物
語
（
宇
津
保
物

語
「
国
譲
」
下
、
源
氏
物
語
「
絵
合
」
「
胡
蝶
」
、
夜
半
の
寝
覚
巻
二
）
に
用



い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
こ
の
故
事
は
平
安
時
代
に
盛
ん
に
使
用
さ

れ
、
常
識
に
な
っ
て
い
た
故
事
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
る
。
日
本
の
故
事
の

場
合
、
．
万
葉
集
、
古
今
集
、
伊
勢
物
語
、
宇
津
保
物
語
、
住
吉
物
語
等
は
枕
草

子
に
引
用
さ
れ
て
い
る
（
六
十
八
段
目
集
は
」
、
一
品
ニ
段
「
物
語
は
」
、
二

九
二
段
「
成
信
の
中
将
は
」
）
め
で
、
こ
れ
か
ら
の
引
用
は
あ
っ
た
で
あ
ろ

》
つ
。

 
打
聞
き
の
場
合
に
つ
い
て
述
べ
る
と
、
特
に
世
間
話
の
場
合
は
打
聞
き
に
よ

っ
た
場
合
が
多
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
三
〇
八
段
「
小
原
の
殿
の
御

母
上
と
こ
そ
は
」
の
話
の
後
に
、
「
こ
こ
も
と
は
打
聞
に
な
り
ぬ
る
な
め
り
」

と
記
す
。
他
の
打
聞
き
に
関
す
る
資
料
を
枕
草
子
に
求
め
る
と
、
左
の
場
合
が

あ
る
。

 
三
十
'
段
「
こ
こ
ろ
ゆ
く
も
の
」
に
、
つ
れ
づ
れ
な
る
時
、
そ
れ
程
親
し
く

な
い
客
が
来
て
、
世
間
話
や
公
私
の
出
来
事
を
語
っ
て
く
れ
る
時
、
心
ゆ
く
心

地
が
す
る
と
記
す
。
1
「
つ
れ
づ
れ
な
る
を
り
に
、
い
と
あ
ま
り
む
つ
ま
じ
う

も
あ
ら
ぬ
ま
ら
う
ど
の
来
て
、
世
の
中
の
物
が
た
り
、
此
の
頃
あ
る
こ
と
の
を

か
し
き
も
に
く
き
も
あ
や
し
き
も
、
こ
れ
か
れ
に
か
か
り
て
、
お
ほ
や
け
わ
た

く
し
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ず
、
聞
き
よ
き
ほ
ど
に
か
た
り
た
る
、
い
と
心
ゆ
く
心
，

地
す
。

 
八
十
二
段
「
頭
の
中
将
の
」
中
で
、
頭
中
将
斉
信
が
清
少
納
言
に
「
蘭
省
花

時
錦
帳
下
」
と
い
う
白
氏
文
集
の
一
句
を
書
い
て
、
次
の
句
を
続
け
さ
せ
た
と
．

こ
ろ
、
清
少
納
言
は
「
草
の
い
ほ
り
を
た
れ
か
た
つ
ね
ん
」
と
書
い
て
返
事
を

し
た
。
頭
中
将
等
は
こ
の
下
の
句
に
上
の
句
を
つ
け
よ
う
と
し
た
が
、
つ
け
わ

ず
ら
っ
て
、
「
行
く
先
も
、
か
な
ら
ず
か
た
り
伝
ふ
べ
き
こ
と
な
り
、
な
ど
な

ん
、
み
な
さ
だ
め
し
」
と
記
し
て
い
る
。

 
二
七
六
段
「
う
れ
し
き
も
の
」
に
、
貴
人
の
前
で
女
房
が
集
っ
て
い
る
時

に
、
貴
人
が
「
昔
あ
り
け
る
事
」
 
「
今
き
こ
し
め
し
、
世
に
い
ひ
け
る
事
に
も

あ
れ
」
語
ら
せ
給
ふ
と
記
す
。
ま
た
何
か
の
折
、
ま
た
は
人
と
言
い
か
わ
し
た

歌
が
評
判
に
な
っ
て
、
打
聞
き
な
ど
に
書
き
こ
ま
れ
る
と
記
す
。

 
右
の
よ
う
に
何
か
の
機
会
に
世
間
話
が
話
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
話
が
全

部
説
話
と
は
言
え
な
い
が
、
中
に
は
説
話
も
含
ま
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

 
打
聞
き
の
他
の
一
つ
の
場
合
と
し
て
、
説
経
僧
か
ら
話
を
聞
く
機
会
が
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。

 
三
十
三
段
「
説
経
の
講
師
は
顔
よ
き
」
、
三
十
五
段
階
小
白
河
と
い
ふ
所

は
」
、
一
三
五
段
「
故
殿
の
御
た
め
に
」
に
説
経
僧
の
記
事
が
あ
る
。
枕
草
子

に
登
場
す
る
代
表
的
な
説
経
僧
に
清
範
が
い
る
。
清
範
の
能
説
ぶ
り
は
「
朝
座

の
講
師
清
範
、
高
座
の
う
へ
も
光
り
み
ち
た
る
心
地
し
て
、
い
み
じ
う
そ
あ
る

や
。
」
 
（
三
十
五
段
）
、
 
「
清
範
、
講
師
に
て
、
説
く
こ
と
、
は
た
い
と
か
な

し
け
れ
ば
、
こ
と
に
も
の
の
あ
は
れ
深
か
る
ま
じ
き
わ
か
き
人
々
、
み
な
泣
く

め
り
。
」
 
（
一
三
五
段
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
清
範
の
能
説
ぶ
り
は
読
本
朝
往

生
伝
（
「
一
条
天
皇
」
条
）
、
今
昔
物
語
湯
巻
十
三
第
四
十
三
、
大
鏡
「
道

長
」
伝
に
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
説
経
僧
に
よ
っ
て
説
話
が
語
ら
れ
た
可
能
性

 
 
（
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が
あ
る
。

 
以
上
、
枕
草
子
に
記
さ
れ
た
説
話
を
と
り
上
げ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
説
話
が
様
々
な
機
会
に
よ
っ
て
清
少
納
言
に
よ
っ
て
と
り
上
げ
ら
れ
、
枕
草

子
に
記
さ
れ
た
こ
と
を
述
べ
た
わ
け
で
あ
る
。

注
1
、
枕
草
子
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ
た
。
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2
、
 
「
古
今
う
か
べ
給
へ
り
と
き
か
せ
た
ま
ひ
て
、
み
か
ど
、
こ
、
う
み

 
に
本
を
か
く
し
て
、
女
御
に
は
み
せ
さ
せ
給
は
で
、
『
や
ま
と
寄
は
』
と

 
あ
る
を
は
じ
め
に
て
、
ま
つ
の
句
の
こ
と
ば
を
お
ほ
せ
ら
れ
つ
㌧
、
と

 
は
せ
た
ま
ひ
け
る
に
、
い
ひ
た
が
へ
た
ま
ふ
事
、
，
詞
に
て
も
寄
に
て

も
、
な
か
り
け
り
。
か
㌧
る
事
な
む
と
、
-
父
お
と
ゴ
は
き
～
た
ま
ひ

 
て
、
御
装
束
し
て
、
手
洗
な
ど
し
て
、
所
々
に
請
経
な
ど
し
、
念
じ
い

り
て
ぞ
お
は
し
け
る
。
」
（
大
鏡
「
左
大
臣
師
弄
」
一
日
本
古
典
文
学

 
大
系
に
よ
る
）

3
、
「
今
は
昔
。
村
上
の
先
帝
の
御
時
。
雪
の
い
と
た
か
う
降
た
り
け
る

．
を
。
や
う
き
に
も
ら
せ
給
て
β
梅
の
花
を
か
さ
㌧
せ
た
ま
ひ
て
。
月
の

 
い
と
あ
か
き
に
是
に
歌
よ
め
。
い
か
㌧
は
い
ふ
へ
き
と
。
兵
衛
の
蔵
人

 
に
給
は
せ
給
ひ
け
れ
は
。
雪
の
花
と
出
た
り
け
れ
は
。
い
み
し
う
め
て

 
さ
せ
給
ひ
け
り
。
歌
な
と
よ
む
は
世
の
つ
ね
也
。
折
に
あ
ひ
た
る
事
。

 
い
ひ
か
た
け
れ
と
そ
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
。
同
人
殿
上
人
の
さ
ふ
ら
は
さ

 
り
け
る
ほ
と
。
す
ひ
つ
に
煙
た
ち
け
れ
は
。
何
と
ぞ
見
て
こ
と
。
お
ほ

 
せ
ら
れ
け
れ
は
。

 
 
渡
つ
海
の
興
に
こ
か
る
㌧
詰
み
れ
は
あ
ま
の
釣
し
て
帰
る
也
け
り

 
 
此
兵
衛
の
せ
う
。
た
そ
と
よ
名
を
し
ら
す
。
」
 
（
世
継
物
語
一
群
書

 
類
従
）
㍗
 

 
 
「
か
へ
る
の
お
き
に
い
て
～

 
わ
た
つ
う
み
の
お
き
に
こ
か
る
㌧
も
の
み
れ
は
あ
ま
の
つ
り
し
て
か
へ

 
る
な
り
け
り
」
 
（
藤
六
集
-
桂
宮
本
叢
書
）

4
、

大
和
物
語
の
段
数
は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ
た
。

枕
草
子
と
説
話

5
、
「
今
は
昔
、
右
衛
門
尉
な
り
け
る
も
の
の
、
え
せ
な
る
親
を
持
ち

 
て
、
人
見
る
、
面
伏
せ
な
り
と
て
、
伊
豫
の
国
よ
り
上
り
け
る
が
、
海

 
に
親
を
落
し
入
れ
て
け
る
を
、
人
心
憂
が
り
あ
さ
ま
し
が
り
け
る
に
、

 
七
月
十
五
日
に
、
盆
を
た
て
ま
つ
る
と
て
、
い
そ
ぐ
を
見
た
ま
ひ
て
、

道
姦
商
閣
梨
、

 
 
わ
た
つ
う
み
に
親
お
と
し
い
れ
て
こ
の
ぬ
し
の
証
す
る
見
る
ぞ
あ
は

れ
な
り
け
る
」
 
（
古
本
説
話
集
一
日
本
古
典
全
書
に
よ
る
）

6
、
「
為
雅
朝
臣
普
門
寺
に
て
経
供
養
し
侍
て
v
又
の
日
こ
れ
か
れ
も
ろ

 
と
も
．
に
帰
り
侍
に
け
る
つ
い
で
に
、
小
野
に
ま
か
り
て
空
け
る
に
花
お

も
し
ろ
か
り
け
れ
ば
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
春
宮
大
夫
道
聖
母

 
 
た
き
木
こ
る
こ
と
は
き
の
ふ
に
つ
き
に
し
を
い
ぎ
を
の
㌧
え
は
こ
㌧

 
に
く
だ
さ
ん
」
 
（
拾
遺
集
-
八
代
集
全
註
に
よ
る
）

 
 
「
今
は
昔
。
時
の
殿
の
は
～
上
に
門
寺
と
い
ふ
て
ら
に
お
は
し
け
る

 
を
聞
て
。
又
の
日
を
の
殿
に
人
い
と
お
ほ
く
あ
つ
ま
り
て
。
あ
そ
ひ
し

 
に
侍
り
け
る
。

 
 
薪
こ
る
事
は
昨
日
に
つ
き
に
し
を
け
ふ
斧
の
ゑ
を
こ
㌧
に
朽
ざ
ん

 
と
よ
み
給
ひ
た
る
こ
そ
。
い
と
め
て
た
け
れ
。
」
 
（
世
継
物
語
）

7
、
「
猿
沢
池
、
件
池
子
二
興
福
寺
南
大
門
之
前
一
、
世
人
伝
云
、
平
城
天

皇
与
二
三
和
天
皇
【
合
戦
之
時
、
平
城
天
皇
三
后
自
三
二
彼
池
一
溺
死
給

云
々
、
 
（
中
略
）
三
二
謀
叛
一
相
攻
之
日
、
平
城
天
皇
口
出
二
九
重
三
三

永
捨
二
万
乗
之
一
一
、
因
レ
薮
皇
后
投
二
件
池
一
溺
死
、
天
皇
見
レ
之
有
二
悲

哀
御
詠
【
、
其
詞
云
、

 
 
ワ
キ
モ
コ
鹿
子
ク
タ
レ
カ
ミ
ヲ
サ
ル
サ
パ
ノ
イ
ケ
ノ
モ
ク
ツ
ト
ミ
ル
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ソ
カ
ナ
シ
キ
」

に
よ
る
）

（
七
大
寺
巡
礼
私
記
-
雑
誌
「
建
築
史
」
所
収
の
本
文

8
、
矢
作
武
氏
「
清
少
納
言
の
漢
才
と
古
本
蒙
求
」
 
（
早
稲
田
大
学
「
国

 
文
学
研
究
」
昭
和
四
十
一
年
十
月
）

9
、
説
経
僧
が
説
話
を
持
っ
て
い
た
こ
と
に
関
し
て
は
「
説
経
師
と
説

 
話
」
 
（
早
稲
田
大
学
「
国
文
学
研
究
」
昭
和
四
十
年
三
月
）
を
御
参
照

 
下
さ
い
。
・

'

（64）

'


