
『
枕
草
子
』
の
世
界

美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
を
補
助
線
と
し
て

菊

田

茂

男

は
じ
め
に

美
学
や
文
芸
学
で
用
い
ら
れ
る
「
美
意
識
」
と
い
う
用
語
に
つ
い
て
、
私
は
以

前
、
次
の
よ
う
に
解
説
し
た
こ
と
が
あ
る１
）

。
こ
の
私
見
は
、
今
で
も
変
わ
り
が
な

い
。

美
意
識
（Ä

sthetisches B
ew
uß
tsein

）
と
は
、
美
的
態
度
（astheti-

sches V
erhalten

）
に
お
け
る
意
識
過
程
を
い
い
、
そ
の
活
動
形
式
の
上
か

ら
、
芸
術
創
作
（
能
動
的
、
生
産
的
側
面
）
と
美
的
享
受
あ
る
い
は
美
的
観

照
（
受
動
的
、
受
容
的
側
面
）
の
二
つ
の
側
面
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う

な
意
識
過
程
は
、
多
種
多
様
の
心
的
要
素
の
複
合
体
で
あ
る
が
、
理
論
的
及

び
実
践
的
態
度
の
意
識
過
程
に
お
け
る
思
惟
や
意
志
の
存
在
に
代
わ
っ
て
、

こ
こ
で
は
感
覚
や
感
情
が
主
要
な
役
割
を
演
ず
る
。
フ
ォ
ル
ケ
ル
ト
が
没
認

識
性
や
没
意
志
性
を
、
そ
し
て
カ
ン
ト
が
静
観
性
や
無
関
心
性
を
そ
れ
ぞ
れ

美
意
識
の
一
特
色
と
し
て
挙
げ
る
の
も
そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ
う
。
美
意
識
に
お

い
て
は
、
知
性
的
な
も
の
よ
り
も
感
性
的
な
も
の
が
、
ま
た
意
志
的
な
も
の

よ
り
も
情
感
的
な
も
の
が
枢
要
な
契
機
を
成
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
直
接

に
も
の
を
「
観
る
」（S

chauen

）
働
き
と
、
直
接
に
も
の
に
「
感
ず
る
」

（F
uhlen

）
作
用
と
が
緊
密
に
照
応
協
働
し
て
美
的
体
験
の
調
和
的
全
体
を

組
成
す
る
。
そ
の
場
合
、
美
的
価
値
を
快
の
感
情（L

ustgefuhl

）の
う
ち
に

よ
り
重
く
認
め
よ
う
と
す
る
共
通
項
に
依
拠
し
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も

な
い
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
が
、
美
意
識
の
成
立
根
拠
を
社
会
的
連
帯
性
の
普
遍
的

共
感
に
求
め
、
更
に
ラ
ロ
が
美
意
識
の
真
の
識
閾
は
個
人
的
事
象
で
あ
る
と

と
も
に
社
会
的
、
集
団
的
事
象
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
の
も
、
そ
う
し
た

共
通
項
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
一
つ
の
試
み
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

一

山
村
美
紗
の
推
理
小
説
『
清
少
納
言
殺
人
事
件２
）
』
の
「
第
四
章

惨
劇
の
予
感
」

は
、
名
探
偵
キ
ャ
サ
リ
ン
と
そ
の
恋
人
・
浜
口
一
郎
（
大
学
助
教
授
）
と
の
、
次

の
よ
う
な
会
話
の
導
入
部
か
ら
始
ま
る
。

『
枕
草
子
』
は
、
少
し
勉
強
し
た
ん
で
す
か

」

浜
口
が
、
話
題
を
殺
人
事
件
か
ら
変
え
る
た
め
に
聞
い
た
。

）
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イ
エ
ス
。
で
も
、
む
つ
か
し
か
っ
た
わ
。
そ
れ
で
、
原
文
を
読
む
の
は
あ
き

ら
め
て
、
も
っ
ぱ
ら
、
解
釈
や
解
説
を
読
ん
だ
の
だ
け
ど
」

そ
れ
で
も
い
い
ん
で
す
よ
。
何
か
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し
た
か

」

紫
式
部
の『
源
氏
物
語
』が
、『
あ
わ
れ
』の
文
学
で
あ
る
の
に
対
し
て
、『
枕

草
子
』
が
『
お
か
し
』
を
基
調
に
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
わ
か
っ
た
わ
」

『
お
か
し
』
と
い
う
の
は
、
な
か
な
か
い
い
と
か
、
興
趣
が
あ
る
と
い
う
意

味
で
し
ょ
う
ね
」

そ
う
ね
。
本
で
見
る
と
、
菊きく
田た
茂しげ
男お
と
い
う
先
生
は
、『
好
意
的
に
興
味
を

持
っ
て
迎
え
た
い
気
持
ち
』を
あ
ら
わ
し
、『
自
分
の
手
も
と
に
招
き
寄
せ
て

賞
美
し
た
い
』
と
い
う
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
て
る
わ
。
私
よ
く
わ
か
ら
な
い

の
だ
け
ど
」

簡
単
に
い
う
と
、
ナ
イ
ス

と
い
う
意
味
で
し
ょ
う
ね
」

事
件
の
進
行
に
直
接
か
か
わ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
「
菊
田

茂
男
と
い
う
先
生
」
の
、「
を
か
し
」
に
つ
い
て
の
釈
義
が
い
さ
さ
か
気
に
な
る
。

か
つ
て
私
も
、
同
文
・
同
主
旨
の
解
釈３
）
を
示
し
た
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
前
後
の
文
脈
が
消
去
さ
れ
て
い
る
の
で
、
真
意
を
誤
解
さ
れ
る
お

そ
れ
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。「
簡
単
に
い
う
と
、
ナ
イ
ス

と
い
う
意
味
で

し
ょ
う
ね
」
と
一
郎
は
要
約
す
る
が
、
必
ず
し
も
的
を
射
た
発
言
と
は
言
い
が
た

い
。「
を
か
し
」
の
美
意
識
は
、「
ナ
イ
ス
」
と
い
う
語
義
を
含
み
な
が
ら
も
、
そ

こ
か
ら
派
生
す
る
複
雑
な
肯
定
的
感
情
と
美
的
構
造
を
内
包
す
る
。
渡
辺
実
は
、

「
枕
草
子
心
状
語
要
覧
」
に
お
い
て
、「
を
か
し
」
を
左
の
よ
う
に
説
明
す
る４
）
。

「
あ
は
れ
」の
よ
う
な
持
続
的
な
感
情
で
な
く
、
思
い
が
そ
こ
か
ら
他
へ
拡
が

る
よ
う
な
重
層
構
造
を
持
た
な
い
。
後
に
滑
稽
を
意
味
す
る
方
向
へ
偏
っ
て

ゆ
く
、
そ
の
片
鱗
は
、
す
で
に
平
安
時
代
に
萌
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
な
お

「
面
白
お
か
し
い
」の
意
は
薄
く
、
好
意
を
も
っ
て
物
事
を
と
ら
え
る
感
情
と

し
て
広
く
用
い
ら
れ
、「
あ
は
れ
に
を
か
し
」
の
よ
う
に
「
あ
は
れ
」
と
共
に

使
わ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
。
た
だ
し
「
を
か
し
」
は
あ
く
ま
で
も
目

下
の
事
態
に
集
中
し
た
心
の
は
た
ら
き
に
用
い
ら
れ
る
語
で
、
次
々
と
思
い

が
拡
が
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
心
の
は
た
ら
き
と
し
て
は
構
造
が
単

純
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
陽
性
感
情
に
属
す
る
。
そ
う
感
ず
る
こ
と
で
自
分

が
劣
位
に
ま
わ
る
よ
う
な
感
情
で
な
く
、
む
し
ろ
優
性
に
あ
る
者
の
心
で
あ

る
と
も
言
え
る
こ
と
は
、「
を
か
し
」
に
伴
う
の
が
「
泣
く
」
で
な
く
て
「
笑

ふ
」
で
あ
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
好
意
を
も
っ
て
受
け
と
る
感
情
の

「
を
か
し
」が
、
下
賤
や
醜
悪
へ
の
評
と
し
て
も
使
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
優

越
者
の
心
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

総
じ
て
穏
当
な
見
解
で
は
あ
る
が
、な
お
首
肯
し
が
た
い
点
も
少
な
く
な
い
。改

め
て
考
察
を
継
ぎ
足
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

二

『
枕
草
子
』の
美
意
識
を
表
す
用
語
は
、
多
岐
に
わ
た
り
、
多
様
な
内
容
を
示
す
。

塚
原
鉄
雄
は
、
そ
う
し
た
「
美
的
理
念
語
彙
」
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
を
挙
げ

て
い
る５
）
。
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愛
敬
づ
く
╱
あ
さ
れ
た
り
╱
新
し
╱
あ
ざ
や
か
（
な
り
）
╱
あ
て
（
な
り
）
╱

あ
て
や
か
（
な
り
）
╱
あ
ら
ま
ほ
し
╱
あ
り
が
た
し
╱
あ
は
れ
（
な
り
）
╱

い
つ
く
し
╱
い
ま
め
か
し
╱
い
み
じ
╱
う
つ
く
し
╱
う
つ
く
し
げ（
な
り
）╱

う
ら
や
ま
し
╱
う
る
は
し
╱
お
も
し
ろ
し
╱
神
神
し
╱
か
し
こ
し
╱
か
な
し

╱
き
は
や
か
（
な
り
）
╱
清
げ
（
な
り
）
╱
清
ら
（
な
り
）
╱
き
ら
き
ら
し

╱
け
ざ
や
か
（
な
り
）
╱
心
こ
と
な
り
╱
さ
ら
な
り
╱
す
き
ず
き
し
╱
涼
し

げ
（
な
り
）
╱
た
と
し
へ
な
し
╱
た
ふ
と
し
╱
つ
き
づ
き
し
╱
つ
や
や
か
（
な

り
）
╱
な
つ
か
し
╱
な
ま
め
か
し
╱
な
ま
め
く
╱
に
ほ
ひ
や
か
（
な
り
）
╱

は
え
ば
え
し
╱
は
づ
か
し
╱
は
づ
か
し
げ
（
な
り
）
╱
美
美
し
╱
み
や
び
か

（
な
り
）
╱
め
や
す
し
╱
め
づ
ら
か
（
な
り
）
╱
め
づ
ら
し
╱
め
で
た
し
╱
ゆ

か
し
╱
ゆ
る
ら
か
（
な
り
）
╱
よ
し
╱
よ
ろ
し
╱
ら
う
た
げ
（
な
り
）
╱
ら

う
ら
う
じ
╱
若
や
か
（
な
り
）
╱
艶
（
な
り
）
╱
を
か
し
╱
を
か
し
げ
（
な

り
）

更
に
塚
原
は
、
右
の
「
美
的
理
念
語
彙
」
を
三
種
に
分
類
し
て
次
の
よ
う
に
い

う
。

第
一
種
は
、
肯
定
形
式
の
美
的
理
念
語
、
第
二
種
は
、
否
定
形
式
の
美
的

理
念
語
、
第
三
種
は
、
成
句
形
式
の
美
的
理
念
語
と
、
そ
れ
ぞ
れ
を
仮
称
す

る
。
そ
し
て
第
一
種
は
、
そ
の
下
位
分
類
に
、
第
一
類
と
し
て
、
美
的
特
性

か
ら
規
定
す
る
理
念
語
と
、
第
二
類
と
し
て
、
美
的
効
果
か
ら
規
定
す
る
理

念
語
と
を
設
定
し
た
い
。
前
者
に
は
「
清
げ
」「
清
ら
」「
美
々
し
」
な
ど
が

あ
り
、
後
者
に
は
、「
あ
は
れ
」「
め
で
た
し
」「
を
か
し
」な
ど
が
あ
る
。
こ

の
基
準
を
適
用
す
れ
ば
、
第
二
種
と
第
三
種
と
の
美
的
理
念
語
に
は
、
第
一

類
が
欠
如
す
る
わ
け
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
が
、「
心
の
ほ
ど
見
え
て
、
い
と
を
か
し
う
侍
れ
。
さ
ば
か
り
を
か

し
う
も
、
あ
は
れ
に
も
、
い
み
じ
く
も
、
め
で
た
く
も
あ
る
こ
と
ど
も
、
残
ら
ず

書
き
記
し
た
る
」（『
無
名
草
子６
）
』）美
の
諸
相
の
集
成
で
あ
る
に
し
て
も
、
塚
原
の

分
類
に
い
う
第
一
種
（
肯
定
形
式
）・
第
二
類
（
美
的
効
果
）
に
属
す
る
「
を
か
し
」

の
美
意
識
を
基
調
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
異
論
の
あ
ろ
う
は
ず

が
な
い
。『
枕
草
子
』の
美
意
識
に
ふ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
見
解
を
提
示
し
つ

つ
あ
る
根
来
司
・
原
岡
文
子
・
沢
田
正
子
の
視
線
も
「
を
か
し
」
の
美
的
世
界
に

熱
く
注
が
れ
て
い
る７
）

。「
を
か
し
か
ら―

」
五
例
、「
を
か
し
く
」
九
例
、「
を
か
し

う
」
四
八
例
、「
を
か
し
か
り―

」
一
七
例
、「
を
か
し
」
二
〇
四
例
、「
を
か
し
き

―

」
六
四
例
、「
を
か
し
か―

」
四
例
、「
を
か
し
け
れ
」
七
〇
例
、「
を
か
し
げ
な

り
」
一
例
、「
を
か
し
げ
に
」
六
例
、「
を
か
し
げ
な
る
」
一
六
例
、「
を
か
し
さ
」

一
例
な
ど
、
総
数
四
四
五
例８
）
に
及
ぶ
「
を
か
し
」
の
用
法
が
、『
枕
草
子
』
の
美
意

識
を
規
定
す
る
主
要
な
契
機
と
な
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

い
っ
た
い
「
を
か
し
」
の
原
義
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
内
容
の
も
の
で
あ
る
の

か
。
根
来
司
に
よ
れ
ば
、
平
安
時
代
の
「
を
か
し
」
は
、
動
詞
「
を
く
」（「
招
く
」）

の
語
幹
に
、
情
意
性
の
接
辞
「
あ
し
」
が
伴
わ
れ
て
「
を
く―

あ
し→

を
か
し
」
と

い
う
ふ
う
に
な
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う９
）
。
し
た
が
っ
て「
を
か
し
」の

原
義
は
、「
自
分
の
手
も
と
に
招
き
寄
せ
て
賞
美
し
た
い
と
い
う
意
味
」
を
表
し
、

「
快
い
明
る
い
気
持
」
を
含
む
「
肯
定
的
な
感
情
」
を
持
つ
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
の
場
合
、「
主
体
と
対
象
と
が
生
活
的
行
為
的
な
持
続
的
関
係
を
持
た
」ず
、「
主

体
が
対
象
を
外
か
ら
見
、
主
体
が
自
分
の
姿
勢
を
崩
さ
ず
に
自
分
を
立
て
通
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
愛
賞
す
る
気
持
が『
を
か
し
』」と
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い10
）
。
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「
動
詞
ヲ
キ
（
招
）
の
形
容
詞
形
」
説
に
立
っ
て
、「
平
安
中
期
以
前
の
『
を
か
し
』

の
数
多
く
の
例
に
は
、『
を
こ
（
愚
）』
の
持
つ
、
道
化
て
馬
鹿
馬
鹿
し
く
、
あ
き

れ
て
い
や
に
思
う
気
持
の
例
は
な
く
、
好
意
的
に
興
味
を
持
っ
て
迎
え
た
い
気
持

で
使
う
も
の
が
多
い
」
と
す
る
『
岩
波
古
語
辞
典
』
補
訂
版11
）>

の
解
説
も
右
と
変

わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。『
枕
草
子
』
の
「
を
か
し
」
の
用
例
の
多
く
も
、
基
本
的
に

は
そ
う
し
た
意
味
内
容
に
漏
れ
る
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

『
枕
草
子
』
の
「
を
か
し
」
が
、
対
象
を
「
好
意
的
に
興
味
を
持
っ
て
迎
え
た
い

気
持
」
に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
を
「
自
分
の
手
も
と
に
招
き
寄
せ
て
賞
美
し
た
い
と

い
う
意
味
」
を
原
義
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
感
性

的
、
情
感
的
契
機
を
基
調
と
す
る
清
少
納
言
の
醒
め
た
情
動
的
感
覚
が
、
一
定
の

距
離
を
設
定
し
て
対
象
を
「
観
る
」
と
と
も
に
、「
好
意
的
に
興
味
を
持
っ
て
迎
え

た
い
」
と
い
う
「
快
の
感
情
」
に
お
い
て
、
能
動
的
に
「
自
分
の
手
も
と
に
招
き

寄
せ
て
賞
美
し
た
い
」
と
「
感
ず
る
」
調
和
的
、
陽
性
的
な
美
的
体
験
で
あ
る
こ

と
は
、
注
解
を
加
え
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。「
を
か
し
」の
感
情
内
容
は
、
受
動
的

な
美
的
観
照
・
享
受
の
面
は
勿
論
の
こ
と
、
や
が
て
は
『
枕
草
子
』
の
執
筆
活
動

を
促
す
こ
と
に
な
る
能
動
的
契
機
を
も
含
ん
で
、
美
意
識
と
し
て
の
要
件
を
充
足

し
う
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。塚

原
鉄
雄
の
指
摘12
）
に
よ
れ
ば
、
清
少
納
言
は
『
枕
草
子
』
の
執
筆
を
と
お
し
て
「
後

宮
女
流
の
一
員
と
し
て
、
あ
る
べ
き
も
の
を
提
供
し
た
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
彼

女
に
と
っ
て
「『
あ
る
べ
き
』
美
で
あ
っ
た
」
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
宮
廷
社
会
に

と
っ
て
も
、
や
は
り
、『
あ
る
べ
き
』
美
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
枕

草
子
』
に
お
け
る
「
を
か
し
」
の
属
性
は
、
す
べ
て
美
意
識
と
し
て
の
要
件
を
指

向
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
を
分
母
と
す
る
作
品

と
し
て
、『
枕
草
子
』の
文
芸
的
構
造
や
特
質
を
照
射
し
う
る
の
も
そ
の
た
め
に
外

な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
清
少
納
言
は
、
右
の
よ
う
な
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
に
つ

い
て
理
論
的
な
談
義
を
展
開
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
ら
の
美
の
原
理
、
美
的

理
念
、
美
的
精
神
を
直
接
開
陳
し
た
わ
け
で
も
な
い
。『
枕
草
子
』と
い
う
作
品
世

界
の
形
象
を
と
お
し
て
、
そ
う
し
た
美
意
識
を
具
象
化
し
え
た
の
で
あ
る
。
具
体

的
な
作
品
世
界
を
対
象
に
、
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
の
特
性
を
究
明
す
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
。
な
お
、「
を
か
し
」
を
「
あ
は
れ
」
と
対
比
し
て
図
示
す
れ
ば
次

の
と
お
り
で
あ
る
。
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三

『
枕
草
子
』
は
、
類
聚
的
章
段
（
類
想
章
段
）・
随
想
的
章
段
（
随
想
章
段
）・
日

記
的
章
段
（
回
想
章
段
）
の
三
つ
の
章
段
か
ら
成
る13
）
。
そ
の
類
聚
的
章
段
の
中
で

も
、「
…
…
は
」
型
の
諸
段
は
、「
あ
て
な
る
も
の
」
と
か
「
あ
り
が
た
き
も
の
」
な

ど
の
「
…
…
も
の
」
型
の
部
分
と
区
別
し
て
、
一
般
に
名
詞
的
、
題
詞
的
章
段
と

も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
「
…
…
は
」
型
の
章
段
の
特
色
は
、
伝
統
的
な
類
題
意
識
や

歌
枕
意
識
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
題
詞
集
的
発
想
を
前
提
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に

観
賞
的
言
辞
の
挿
入
に
よ
る
奔
放
自
在
な
逸
脱
が
試
み
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
一
〇
段
の
「
山
は
」
を
例
に
引
い
て
み
よ
う
。

山
は

を
ぐ
ら
山
。
か
せ
山
。
三
笠
山
。
こ
の
く
れ
山
。
い
り
た
ち
の
山
。

わ
す
れ
ず
の
山
。
す
ゑ
の
松
山
。
か
た
さ
り
山
こ
そ
、
い
か
な
ら
ん
と
を
か

し
け
れ
。
い
つ
は
た
山
。
か
へ
る
山
。
の
ち
せ
の
山
。
あ
さ
く
ら
山
、
よ
そ

に
見
る
ぞ
を
か
し
き
。
お
ほ
ひ
れ
山
も
を
か
し
。
臨
時
の
祭
の
舞
人
な
ど
の

お
も
ひ
出
ら
る
ゝ
な
る
べ
し
。
三
輪
の
山
を
か
し
。
た
む
け
山
。
ま
ち
か
ね

山
。
た
ま
さ
か
山
。
み
み
な
し
山
。

三
巻
本
に
は
「
を
ぐ
ら
山
」
以
下
一
八
の
山
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
能
因
本
三
七
、
堺
本
二
七
、
前
田
家
本
四
〇
と
、
各
系
統
本
間
に
は
な
は

だ
し
い
異
同
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
三
巻
本
系
統
の
本
文
に
従
う
。
こ
れ

に
よ
る
と
、
右
の
一
八
の
山
の
名
の
う
ち
、
作
者
は
、
主
と
し
て
和
歌
や
歌
枕
な

ど
の
既
成
の
知
識
に
依
拠
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
外
の
世
界
か
ら
も
積
極
的
に
取
材

し
、
自
在
に
増
補
を
行
っ
た
ら
し
い
。
歌
枕
と
し
て
は
逸
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

は
ず
の
富
士
山
・
吉
野
山
・
筑
波
山
・
佐
保
山
・
龍
田
山
な
ど
を
記
さ
な
い
と
こ

ろ
に
、
単
な
る
歌
枕
的
知
識
の
羅
列
に
終
わ
ら
な
い
、
作
者
独
自
の
文
芸
的
世
界

の
発
現
を
指
摘
で
き
る
だ
ろ
う
。
和
歌
の
詠
作
者
が
、
そ
の
歌
材
を
集
め
た
髄
脳

の
類
と
は
、
発
想
の
本
質
に
お
い
て
全
く
異
な
る
美
的
精
神
の
所
産
で
あ
る
。
対

象
の
選
択
に
作
者
の
「
を
か
し
」
の
美
意
識
が
介
在
し
、
連
想
作
用
が
果
て
し
な

く
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
山
の
連
想
構
成
に
ど
の
よ
う
な
原
理
が
あ
っ
た

か
は
分
か
ら
な
い
。
掲
出
の
順
序
が
、
自
ら
の
生
活
基
盤
で
あ
る
京
に
発
し
て
、
全

国
の
山
の
歌
枕
を
一
巡
し
、
再
び
そ
こ
に
帰
着
す
る
循
環
的
遠
近
法
に
よ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
は
首
肯
さ
れ
よ
う
。
数
あ
る
和
歌
や
歌
枕
の
中
か
ら
一
八
の
山
が
選

出
さ
れ
た
の
は
「
を
か
し
」
の
美
意
識
の
基
準
に
適
っ
た
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な

い
。「
か
た
さ
り
山
」「
あ
さ
く
ら
山
」「
お
ほ
ひ
れ
山
」「
三
輪
の
山
」
を
評
す
る

四
例
の
「
を
か
し
」
は
、
四
つ
の
山
の
選
択
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
な

い
。
こ
の
章
段
に
記
載
さ
れ
た
一
八
の
山
の
す
べ
て
を
つ
な
ぐ
構
成
原
理
と
し
て

の
美
意
識
で
も
あ
る14
）
。「
を
か
し
」と
い
う
観
賞
的
言
辞
は
、
そ
う
し
た
も
の
と
し

て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。
い
ず
れ
も
、
対
象
に
好
意
的
な
興
味
を
感
じ
、
そ

れ
を
心
に
深
く
賞
美
す
る
衝
動
に
発
す
る
観
賞
的
、
陽
性
的
美
意
識
の
表
出
で
あ

る
。
遠
慮
す
る
意
を
そ
な
え
た
「
か
た
さ
り
山
」
の
形
姿
、
古
歌
の
世
界
に
学
ん

だ
人
生
の
無
常
、
愛
の
は
か
な
さ
、
そ
の
こ
と
と
関
連
の
深
い
「
あ
さ
く
ら
山
」、

宮
廷
行
事
を
連
想
さ
せ
る「
お
ほ
ひ
れ
山
」、歌
と
伝
説
に
覆
わ
れ
た「
三
輪
の
山
」、

―
―

そ
れ
ら
の
未
知
の
山
々
に
遙
か
に
関
心
を
寄
せ
る
清
少
納
言
の
、
情
動
的
感

覚
と
連
想
的
イ
メ
ー
ジ
と
を
結
ぶ
世
界
の
評
価
表
が
、
一
八
の
固
有
名
詞
の
列
記

と
、
そ
の
単
調
な
叙
述
を
破
る
観
賞
的
短
評
の
巧
緻
な
組
み
合
わ
せ
に
外
な
ら
な

い
。
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
は
、
そ
う
い
う
重

的
表
現
構
造
を
縫
い
取
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る
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
名
詞
的
、
題
詞
的
章
段
の
特
質
は
、

未
知
な
る
も
の
、
無
常
な
る
も
の
、
華
麗
な
る
事
象
な
ど
を
対
象
と
し
て
措
定
し
、

題
材
と
し
て
展
開
す
る
選
択
と
連
想
と
の
相
関
作
用
、
そ
の
対
象
・
題
材
へ
の
好

意
的
、
陽
性
的
な
関
渉
と
感
覚
的
、
印
象
的
な
賞
美
の
世
界
に
求
め
る
こ
と
が
で

き
よ
う
。
そ
れ
を
、
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
の
心
情
構
造
で
あ
る
と
す
る

の
は
、
速
断
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

…
…
も
の
」型
の
発
想
形
式
を
持
つ
、
い
わ
ゆ
る
形
容
詞
的
、
批
評
的
章
段
は
、

心
情
な
い
し
観
念
を
表
す
語
を
題
詞
と
し
て
冒
頭
に
据
え
、
そ
れ
に
対
応
す
る
素

材
を
断
止
な
く
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
す
べ
て
約
八
〇
段
に
及
ぶ
。
そ
れ
ら

は
平
安
朝
の
美
的
趣
向
に
深
く
根
差
し
た
も
の
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
う

し
た
既
成
の
事
項
や
理
念
を
媒
介
と
し
て
、
対
象
の
静
態
や
動
態
、
生
動
相
を
そ

れ
ぞ
れ
的
確
に
見
据
え
つ
つ15
）
、
変
化
に
富
む
鋭
い
観
照
を
繰
り
広
げ
る
と
こ
ろ
に

『
枕
草
子
』
の
本
領
が
内
在
す
る
。
形
容
詞
的
、
批
評
的
章
段
の
こ
と
ご
と
く
が
、

「
を
か
し
」の
美
意
識
に
よ
っ
て
一
律
に
裁
断
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
対
象

に
向
か
う
心
に
否
定
的
な
感
覚
が
優
先
す
る
場
合
、
清
少
納
言
は
決
し
て
「
を
か

し
」
の
短
評
を
差
し
挟
ま
な
い
。
一
四
〇
段
の
「
お
そ
ろ
し
げ
な
る
も
の
」
や
一

四
二
段
の
「
い
や
し
げ
な
る
も
の
」
に
「
を
か
し
」
の
心
情
語
が
用
い
ら
れ
ず
、
反

面
、
一
四
四
段
の
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
に
四
例
の
「
を
か
し
」「
を
か
し
げ
な
る
」

「
を
か
し
げ
に
」な
ど
を
用
い
て
、
微
小
な
る
対
象
へ
の
異
常
な
ま
で
の
志
向
に
基

づ
く
「
う
つ
く
し
き
も
の
」
の
本
質
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
一
例

で
あ
る
。
否
定
的
、
消
極
的
な
対
象
把
握
に
は
、「
を
か
し
」の
美
意
識
の
発
動
が

抑
止
さ
れ
る
。
美
的
判
断
の
停
止
で
あ
る
。「
を
か
し
」は
、
対
象
に
寄
せ
る
好
意

的
、
陽
性
的
「
快
」
の
感
情
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
成
立
し
う
る
美

意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、「
…
…
も
の
」型
の
形
容
詞
的
、
批
評
的
章

段
は
、
作
者
が
対
象
を
「
を
か
し
」
と
感
得
す
る
肯
定
的
場
合
と
、「
を
か
し
」
と

感
知
し
な
い
否
定
的
場
合
の
二
つ
の
系
列
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
前
者
の
系
列
の
章
段
に
限
っ
て
「
を
か
し
」
の
評
語
の
活
用
が
目
立
ち
、「
を

か
し
」
き
ゆ
え
ん
を
解
説
・
論
評
す
る
が
、
後
者
の
諸
段
に
そ
れ
が
見
当
た
ら
な

い
の
は
当
然
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

四

そ
れ
で
は
、
右
の
よ
う
な
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
は
、
清
少
納
言
の
い

か
な
る
精
神
構
造
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
七
二
段「
あ
り
が
た
き
も
の
」

に
つ
い
て
み
よ
う
。

あ
り
が
た
き
も
の

舅
に
ほ
め
ら
る
る
婿
。
又
、
姑
に
思
は
る
る
嫁
の

君
。
毛
の
よ
く
ぬ
く
る
銀
の
毛
抜
。
主
そ
し
ら
ぬ
従
者
。
つ
ゆ
の
く
せ
な
き
。

か
た
ち
、
心
あ
り
さ
ま
、
す
ぐ
れ
、
世
に
ふ
る
程
、
い
さ
さ
か
の
疵
な
き
。

お
な
じ
所
に
住
む
人
の
、
か
た
み
に
恥
ぢ
か
は
し
、
い
さ
さ
か
の
ひ
ま
な
く

用
意
し
た
り
と
思
ふ
が
、
つ
ひ
に
見
え
ぬ
こ
そ
か
た
け
れ
。

物
語
、
集
な
ど
書
き
う
つ
す
に
、
本
に
墨
つ
け
ぬ
。
よ
き
草
子
な
ど
は
い

み
じ
う
心
し
て
書
け
ど
、
か
な
ら
ず
こ
そ
き
た
な
げ
に
な
る
め
れ
。
男
、
女

を
ば
い
は
じ
、
女
ど
ち
も
、
契
ふ
か
く
て
か
た
ら
ふ
人
の
、
末
ま
で
な
か
よ

き
人
、
か
た
し
。

こ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
の
中
に
、「
あ
り
が
た
き
も
の
」の
対
象
を
探
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り
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
観
照
の
卓
抜
さ
や
真
実
性
に
は
、
共
感
を
強
く
誘

わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
日
常
生
活
の
中
で
見
落
と
さ
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は

見
慣
れ
た
情
景
に
対
し
て
、
新
た
な
視
座
か
ら
の
発
見
の
驚
き
も
あ
る
。
し
か
も

そ
の
間
に
、
銀
の
毛
抜
き
や
、
写
本
の
際
に
も
と
の
本
に
墨
を
つ
け
ぬ
こ
と
な
ど
、

異
質
の
題
材
を
随
時
挿
入
し
て
単
調
を
破
り
、
変
化
と
緊
張
を
企
図
す
る
。
こ
の

わ
ず
か
九
行
の
文
章
は
、
人
生
の
複
雑
な
暗
い
局
面
を
暗
示
す
る
か
の
ご
と
く
で

あ
る
。
単
純
な
言
葉
の
羅
列
に
終
わ
ら
な
い
清
少
納
言
の
、
苛
立
つ
胸
の
響
き
や

深
い
悲
嘆
の
情
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
で
は
な
い
か
。「
あ
り
が
た
き
も
の
」

と
は
、「
存
在
し
が
た
い
も
の
」「
め
っ
た
に
な
い
も
の
」と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ

う
し
た
も
の
が
、
た
だ
列
挙
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
事
例
の
配
合

が
い
か
に
新
奇
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
し
て
ま
た
、
日
常
性
の
中
に
含
ま
れ
る

真
実
の
発
見
に
卓
抜
さ
が
発
揮
さ
れ
て
い
る
に
し
て
も
、
所
詮
は
現
実
随
順
以
外

の
な
に
も
の
で
も
あ
り
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
、
そ
う
し
た
現

実
の
事
象
を
、
単
に
書
き
連
ね
る
と
い
っ
た
類
の
も
の
で
は
な
い
。「
あ
り
が
た
き

も
の
」
と
い
う
現
実
観
照
が
、
そ
れ
故
に
こ
そ
、
在
っ
て
欲
し
い
も
の
、
在
れ
ば

感
謝
し
た
く
な
る
も
の
、
と
い
う
理
想
を
追
う
心
情
に
媒
介
さ
れ
て
成
り
立
っ
て

い
る
事
実
を
見
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
現
実
の
「
も
の
」
の
否
定
的
把
握

を
と
お
し
て
、
結
局
は
理
想
像
と
し
て
の
「
も
の
」
を
表
出
し
よ
う
と
す
る
と
こ

ろ
に
、
清
少
納
言
の
独
自
な
美
的
精
神
が
あ
る
。「
…
…
も
の
」型
の
諸
段
は
、
現

実
か
ら
理
想
へ
、
理
念
か
ら
事
実
へ
と
い
う
循
環
的
構
造
を
示
し
て
、
作
者
の
理

想
追
求
的
精
神16
）
を
具
象
化
す
る
。
清
少
納
言
の
焦
慮
と
悲
嘆
と
期
待
が
微
妙
に
交

錯
し
合
う
文
章
の
背
裏
に
は
、
右
の
よ
う
な
循
環
的
思
考
と
表
現
の
方
法
が
認
め

ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
は
、
そ
う
し
た
清
少
納

言
の
理
想
追
求
の
精
神
的
位
相
と
決
し
て
無
縁
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
傾
向

は
、
特
に
形
容
詞
的
、
批
評
的
な
「
…
も
の
」
型
の
章
段
に
著
し
い
。

と
こ
ろ
で
、『
枕
草
子
』の
美
的
世
界
の
特
質
を
類
聚
的
章
段
だ
け
に
求
め
る
こ

と
は
危
険
で
あ
る
に
し
て
も
、
随
想
的
章
段
や
日
記
的
章
段
も
ま
た
そ
れ
と
際

立
っ
た
相
違
を
示
し
て
い
る
と
は
考
え
が
た
い
。
約
八
〇
段
に
及
ぶ
随
想
的
章
段

は
、
例
え
ば
一
段
の
「
春
は
曙
」
に
み
る
よ
う
に
、「
日
は
入
り
日
」
に
始
ま
る
二

三
三
段
の
類
聚
的
章
段
と
全
く
異
質
の
発
想
方
式
に
よ
る
も
の
と
は
言
え
な
い
だ

ろ
う17
）

。
あ
る
特
定
の
季
節
や
風
物
の
中
で
、
最
も
興
趣
の
あ
る
も
の
を
順
次
精
細

に
描
き
分
け
て
い
く
筆
法
は
、両
者
に
通
底
す
る
美
的
原
理
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
こ
に
措
定
さ
れ
た
自
然
や
人
事
は
、
す
べ
て
「
を
か
し
」
の
美
意
識
に
よ
っ
て

捉
え
ら
れ
、
配
合
さ
れ
、
論
評
を
加
え
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
を
か
し
」の
事

象
を
幾
重
に
も
累
積
・
掲
示
す
る
の
が
、
随
想
的
章
段
の
特
性
な
の
で
あ
ろ
う
。

七
〇
数
段
を
数
え
る
日
記
的
章
段
も
ま
た
、
右
の
よ
う
な
表
現
構
造
か
ら
例
外

で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
藤
原
道
隆
の
中
関
白
家
を
中
心
と

す
る
宮
廷
生
活
の
「
を
か
し
」
き
局
面
を
、
肯
定
的
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
中

宮
定
子
と
中
関
白
家
に
寄
せ
る
疑
い
な
き
賛
嘆
が
そ
の
主
題
と
な
る
。
自
賛
談
と

呼
ば
れ
て
い
る
一
連
の
叙
述
も
、
実
は
、
中
宮
の
傑
出
し
た
存
在
や
美
質
を
引
き

立
て
る
た
め
の
方
便
に
し
か
す
ぎ
な
い
。
醜
悪
な
風
貌
を
呈
す
る
政
治
社
会
の
動

向
の
中
か
ら
、「
を
か
し
」
を
中
心
と
す
る
「
あ
は
れ
」「
め
で
た
し
」「
お
も
し
ろ

し
」
な
ど
の
肯
定
的
美
意
識
（
塚
原
の
い
う
第
一
種
第
二
類
に
属
す
る
美
的
理
念
）

に
よ
っ
て
選
別
さ
れ
た
主
家
栄
燿
の
世
界
が
、
そ
こ
に
は
あ
る
翳
り
を
と
ど
め
た

心
を
も
っ
て
書
き
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
章
段
は
、
全
く
同
質
の
も
の
で
あ
る
の
か
。
類

聚
的
章
段
に
は
、「
を
か
し
」の
美
意
識
に
準
拠
し
な
が
ら
も
、
な
お
充
足
し
え
ぬ

心
の
内
奥
を
の
ぞ
か
せ
る
清
少
納
言
の
苛
立
た
し
げ
な
表
情
が
写
し
出
さ
れ
て
い
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た
。既
成
の
観
念
や
現
実
の
在
り
方
を
峻
拒
す
る
批
評
的
精
神
の
所
産
で
あ
る
。そ

の
批
判
的
心
情
を
媒
介
に
し
て
、
絶
え
ず
理
想
像
が
結
ば
れ
よ
う
と
す
る
。
け
れ

ど
も
そ
れ
は
、
結
局
、
仮
象
の
世
界
の
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
。

随
想
的
章
段
の
清
少
納
言
は
、
い
か
に
も
楽
し
げ
で
あ
る
。
断
片
的
に
で
は
あ

る
に
し
て
も
、
そ
う
し
た
理
想
像
を
現
実
の
自
然
や
人
事
の
中
に
、
わ
ず
か
ず
つ

発
見
し
て
は
心
を
躍
ら
せ
る
の
で
あ
る
。「
を
か
し
」と
い
う
観
賞
の
基
準
を
獲
得

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
は
果
て
し
な
く
拡
散
す
る
か
の
ご
と
く
で
あ

る
。右

の
よ
う
な
可
能
性
へ
の
夢
が
全
円
的
に
現
前
化
す
る
の
は
、
中
関
白
家
を
中

心
と
す
る
宮
廷
生
活
に
お
い
て
で
あ
り
、
中
宮
定
子
の
無
上
の
美
質
に
よ
る
輝
か

し
い
存
在
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
日
記
的
章
段
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
自
ら

求
め
て
や
ま
な
か
っ
た
理
想
的
世
界
の
具
現
を
、
熱
烈
な
共
感
の
も
と
に
語
っ
た

も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
の
理
想
像
と
し
て
の
中
関
白
家＝

中
宮
定
子
の
寂

莫
と
し
た
没
落
の
史
実
に
は
一
言
も
ふ
れ
ず
、
ひ
た
す
ら
主
家
栄
耀
の
局
面
に
の

み
筆
を
走
ら
せ
る
清
少
納
言
の
鳴
咽
が
漏
れ
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
で
は
な
い
か
。

日
記
的
章
段
に
あ
ら
わ
れ
る
中
宮
は
、
作
者
に
と
っ
て
、
好
意
と
共
感
を
も
っ
て

ど
れ
ほ
ど
深
く
賞
美
し
て
も
、
な
お
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い
「
を
か
し
」
の
美
意

識
の
至
高
の
対
象
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
美
意
識
と
し
て
の「
を
か
し
」は
、
作

者
の
理
想
追
求
的
精
神
の
高
揚
と
契
合
し
て
、日
記
的
章
段
の
世
界
に
奔
流
し
、そ

の
美
的
諸
相
を
複
雑
な
人
生
体
験
と
の
関
連
に
お
い
て
十
全
に
顕
現
す
る
に
至
る

の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
清
少
納
言
の
「
を
か
し
」
の
感
性
は
、
宮
仕
え
女
房
的

心
情
共
同
体18
）
と
し
て
の
美
意
識
の
枠
を
超
脱
し
て
、
鋭
利
な
独
創
の
方
途
を
模
索

し
、
実
践
す
る
こ
と
に
な
る
。『
枕
草
子
』が
、
そ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
に
よ
る
作

品
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
を
入
れ
な
い
。
硬
直
化
・
形
骸
化

現
象
を
呈
し
つ
つ
あ
っ
た
当
代
の
『
古
今
集
』
的
、
和
歌
的
美
学
を
否
定
的
媒
介19
）

と
し
て
、
対
象
の
静
態
性
や
動
態
性
、
生
動
相
を
そ
れ
ぞ
れ
的
確
に
把
握
し
つ
つ
、

自
己
の
体
験
や
理
想
的
理
念
と
等
価
な
美
意
識
を
忠
実
に
表
現
し
う
る
道
を
、
新

た
な
ジ
ャ
ン
ル
の
中
に
創
出
し
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。「
を
か
し
」の
美
意
識
が
、「
か

く
在
る
べ
き
世
界
」「
か
く
在
っ
て
欲
し
い
と
思
う
世
界
」を
希
求
し
て
や
ま
な
い

清
少
納
言
の
理
想
追
求
的
精
神
に
淵
源
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
も
忘
れ
が
た

い
。

五

を
か
し
」は
、
も
と
も
と
対
象
を「
好
意
的
に
興
味
を
持
っ
て
迎
え
た
い
気
持
」

に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
を
「
自
分
の
手
も
と
に
招
き
寄
せ
て
賞
美
し
た
い
と
い
う
意

味
」
を
表
す
明
快
で
陽
性
な
心
情
語
で
あ
る
。
対
象
の
持
つ
美
質
を
も
っ
て
自
身

の
欠
落
部
分
を
補
填
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
対
象
と
自
己
の
同
定
化
を
目
的
と

す
る
こ
と
は
な
い
。『
枕
草
子
』
に
み
ら
れ
る
四
四
五
例
の
「
を
か
し
」
の
用
法
も
、

基
本
的
に
は
右
の
意
味
内
容
を
逸
脱
す
る
も
の
で
は
な
い
。
醒
め
た
情
動
的
感
覚

が
、
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
対
象
を
「
観
る
」
と
と
も
に
、「
快
の
感
情
」
に
お
い

て
明
る
く
「
感
ず
る
」
調
和
的
、
陽
性
的
関
渉
の
様
式
は
、
美
意
識
と
し
て
の
要

件
を
充
足
す
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
「
を
か
し
」
は
、
清
少
納
言
の
希
求
す
る
理

想
的
世
界
に
お
い
て
け
ざ
や
か
に
生
動
し
、
し
か
も
そ
の
世
界
が
、
宮
廷
社
会
に

と
っ
て
も
ひ
と
し
く
願
望
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
故
に
、「
在
る
べ
き
心
情
共
同
体
」

の
美
的
体
験
と
も
符
合
す
る
。『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
を
か
し
」
の
属
性
が
、
す

べ
て
美
意
識
の
基
本
的
要
件
を
充
足
し
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
そ
う
し
た
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「
を
か
し
」の
美
意
識
が
、
典
型
的
に
あ
ら
わ
れ
た
短
章
を
引
い
て
み
よ
う
。
随
想

的
章
段
の
一
つ
、
二
一
五
段
の
文
章
で
あ
る
。

月
の
い
と
あ
か
き
に
、
川
を
わ
た
れ
ば
、
牛
の
あ
ゆ
む
ま
ま
に
、
水
晶
な

ど
の
わ
れ
た
る
や
う
に
、
水
の
ち
り
た
る
こ
そ
を
か
し
け
れ
。

膠
着
化
し
つ
つ
あ
っ
た
平
安
朝
の
和
歌
的
美
学
の
静
態
的
ま
な
ざ
し
で
は
律
し

き
る
こ
と
の
か
な
わ
な
い
、
空
間
と
時
間
の
交
錯
相
、
光
と
影
と
音
の
交
響
楽
と

で
も
い
う
べ
き
動
態
的
、
印
象
的
な
詩
的
散
文
で
あ
る
。
静
止
的
、
静
態
的
に
で

は
な
く
、
対
象
の
動
態
性
・
生
動
相
や
時
間
性
・
空
間
性
を
さ
な
が
ら
に
捉
え
る

右
の
よ
う
な
表
現
に
こ
そ
「
を
か
し
」
の
美
意
識
の
成
立
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ

う20
）
。
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
右
と
同
類
の
表
現
は
、
類
聚
的
章
段
の
世
界
を

も
明
る
く
快
い
色
調
を
も
っ
て
鮮
烈
に
染
め
あ
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
事
項
・
事
象

の
選
択
や
配
合
に
、
現
実
か
ら
理
想
へ
、
理
念
か
ら
事
実
へ
と
い
う
循
環
的
方
法

が
採
ら
れ
て
、
清
少
納
言
の
理
想
追
求
的
精
神
が
具
象
化
さ
れ
る
。
実
人
生
へ
の

悲
嘆
の
痛
切
さ
と
、
か
く
在
る
べ
き
人
生
を
庶
幾
す
る
情
念
の
強
さ
を
証
立
て
る

精
神
構
造
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
か
く
在
る

べ
き
理
想
的
世
界
が
、
全
円
的
に
現
前
化
す
る
の
は
主
家
中
関
白
家
の
栄
耀
と
中

宮
定
子
の
無
類
の
美
質
に
よ
る
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
存
在
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、「
を
か
し
」
の
美
意
識
の
は
た
ら
く
至
高
の
対
象
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

日
記
的
章
段
は
、
そ
う
い
う
華
や
い
だ
時
空
間
の
善
美
を
深
い
共
感
を
込
め
て
描

出
す
る
。
そ
れ
が
す
で
に
失
わ
れ
た
善
美
で
あ
り
、
崩
壊
し
た
時
空
間
で
あ
る
故

に
、
そ
う
し
た
世
界
に
愛
着
す
る
清
少
納
言
の
心
底
は
複
雑
に
揺
ら
ぐ
。
理
想
追

求
的
精
神
と
現
実
世
界
の
否
定
的
側
面
と
の
落
差
は
、
清
少
納
言
の
観
照
に
も
暗

い
翳
り
を
落
と
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。『
枕
草
子
』の
深
い
悲
哀
感
は
、
そ
の
間
隙

に
胚
胎
す
る
。
萩
谷
朴
は
、「
悲
哀
の
文
学
」
と
い
う
視
座
か
ら
、『
枕
草
子
』
の

覆
わ
れ
た
本
質
を
こ
う
説
明
す
る21
）
。
傾
聴
す
べ
き
提
言
で
あ
る
。

清
少
納
言
と
い
え
ど
も
、
悲
哀
感
に
対
し
て
決
し
て
不
感
症
で
あ
っ
た
わ

け
で
も
な
く
、
強
い
て
感
情
を
抑
圧
し
て
、
事
実
か
ら
全
く
眼
を
覆
う
こ
と

も
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
枕
草
子
と
い
う
作
品
を
、
悲
哀
の
文

学
と
し
て
の
一
面
か
ら
改
め
て
読
み
直
し
、
清
少
納
言
と
い
う
作
者
の
精
神

構
造
に
つ
い
て
認
識
を
更
に
深
く
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

こ
う
し
て「
を
か
し
」の
淵
源
で
あ
っ
た
は
ず
の
理
想
追
求
的
精
神
基
底
は
、
や

が
て
対
象
没
入
的
、
感
動
的
、
湿
潤
的
「
あ
は
れ
」
の
美
意
識
を
も
醸
成
す
る
に

至
る
。
だ
と
す
れ
ば
、『
枕
草
子
』の
美
意
識
を
、
賞
美
的
、
観
照
的
、
対
象
化
的
、

自
己
充
足
的
、
自
己
執
着
的
、
陽
性
的
「
を
か
し
」
と
、
そ
こ
か
ら
必
然
的
に
派

生
す
る
没
入
的
、
感
動
的
、
同
定
化
的
、
他
者
補
充
的
、
慈
悲
的
、
湿
潤
的
「
あ

は
れ
」と
の
微
妙
な
相
関
性
を
無
視
し
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

更
に
、「
を
か
し
」
の
美
意
識
に
内
包
さ
れ
る
「
日
本
の
民
族
的
な
志
向
」
と
し
て

の
「
短
章
性
」
へ
の
関
心22
）
や
、「
な
に
も
な
に
も
、
ち
ひ
さ
き
も
の
は
み
な
う
つ
く

し
」（
一
四
四
段
）と
記
す
微
小
な
る
対
象
へ
の
異
常
な
ま
で
の
心
的
傾
斜
は
、
と

も
に
日
本
の
文
化
や
文
芸
の
基
層
に
潜
む
本
質
的
な
断
面
を
の
ぞ
か
せ
る
も
の
で

あ
る
に
違
い
な
い23
）
。
美
意
識
と
し
て
の
「
を
か
し
」
を
と
お
し
て
、『
枕
草
子
』
の

文
芸
的
構
造
や
特
質
の
複
雑
な
広
が
り
と
深
さ
を
照
射
す
る
た
め
に
は
、
改
め
て

緻
密
な
論
証
を
積
み
重
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
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お
わ
り
に

を
か
し
」
の
美
意
識
の
十
全
な
可
能
性
へ
の
夢
が
全
円
的
に
現
前
化
す
る
の

は
、
中
関
白
家
を
中
心
と
す
る
後
宮
生
活
に
お
い
て
で
あ
り
、
中
宮
定
子
の
無
上

の
美
質
に
よ
る
輝
か
し
い
存
在
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。清
少
納
言
の
ま
な
ざ
し
は
、

ひ
た
す
ら
中
宮
定
子
の
上
に
熱
く
注
が
れ
る
。
和
漢
に
わ
た
る
広
い
知
識
、
人
並

み
優
れ
た
才
学
、
奥
深
い
教
養
、
機
知
に
富
む
明
る
い
人
柄
、
神
秘
的
な
ま
で
に

端
麗
な
容
姿
や
振
る
舞
い
、
運
命
の
嵐
に
も
め
げ
ず
に
、
そ
の
重
圧
を
受
け
入
れ

て
立
つ
し
な
や
か
な
意
志
、
そ
し
て
他
人
へ
の
慈
愛
に
み
ち
た
心
や
り
、―

―

中

宮
定
子
は
、す
べ
て
の
面
に
お
い
て
傑
出
し
た
美
質
を
完
備
し
た
女
性
で
あ
っ
た
。

そ
の
人
、
ひ
と
り
の
存
在
が
、
ひ
と
き
わ
光
り
輝
き
、
や
が
て
そ
の
光
が
、
周
囲

を
温
か
く
包
ん
で
広
が
っ
て
行
く
。
そ
の
人
と
と
も
に
生
き
る
こ
と
が
、
わ
が
身

を
も
華
や
か
に
し
、
至
福
の
夢
の
世
界
に
生
き
る
歓
喜
を
呼
ぶ
。
定
子
は
、
そ
う

い
う
人
で
あ
っ
た
。
清
少
納
言
に
と
っ
て
、
か
く
在
り
た
い
と
思
い
描
き
、
念
じ

続
け
て
き
た
理
想
的
女
性
像
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。そ
の
定
子
の
愛
顧
を
受
け
、

そ
れ
に
こ
た
え
る
べ
く
努
力
す
る
清
少
納
言
の
心
の
と
き
め
き
は
、『
枕
草
子
』の

至
る
所
に
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う24
）
。
七
二
段
「
あ
り
が
た
き
も
の
」
の

最
後
は
、「
女
ど
ち
も
、
契
ふ
か
く
て
か
た
ら
ふ
人
の
、
末
ま
で
な
か
よ
き
人
、
か

た
し
。」と
い
う
一
節
で
終
わ
る
。
清
少
納
言
の
胸
底
を
、
定
子
と
の
信
頼
関
係
へ

の
思
い
が
よ
ぎ
っ
た
こ
と
は
、
想
像
に
か
た
く
な
い
。
清
少
納
言
は
、
主
従
の
関

係
を
超
え
て
、
理
想
的
女
性
像
と
し
て
の
定
子
へ
の
自
己
充
足
的
同
定
化
を
試
み

る
。
そ
の
こ
と
が
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、「
を
か
し
」の
美
意
識
の
至
高
の
対
象
と

し
て
の
定
子
を
賛
嘆
し
て
や
ま
な
い
『
枕
草
子
』
の
、
文
芸
的
世
界
の
基
本
的
構

図
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
定
子
や
中
関
白
家
の
没
落
と
運
命
を
と
も
に

し
た
清
少
納
言
こ
そ
、
実
は
、
挫
折
へ
の
暗
い
思
い
を
断
ち
切
り
、
悲
嘆
の
落
涙

を
お
し
と
ど
め
て
、
幸
せ
な
栄
光
の
中
に
、
自
ら
の
身
を
強
く
措
定
し
え
た
、
典

型
的
な
宮
仕
え
女
房
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。

皇
后
定
子
の
亡
き
あ
と
、
長
保
三
年
、
三
十
六
歳
で
宮
仕
え
を
退
い
た
清
少
納

言
の
晩
年
に
つ
い
て
の
定
か
な
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
仮
に
、
六
十
歳
の
高

齢
を
保
っ
た
と
し
て
も
、
退
出
後
二
十
五
年
間
の
足
取
り
は
、
す
べ
て
藪
の
中
で

あ
る
。
彼
女
は
、
老
受
領
藤
原
棟
世
と
の
再
婚
生
活
の
中
で
、
理
想
的
女
性
像
と

し
て
の
定
子
へ
の
色
あ
せ
る
こ
と
の
な
い
夢
を
抱
き
続
け
て
老
い
て
行
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。『
古
事
談
』
は
、「
清
少
納
言
零
落
之
後
」
の
話
を
載
せ
、
清
少
納
言
の

矜
持
に
み
ち
た
心
意
気
を
伝
え
る
。『
扶
桑
拾
葉
集
』
の
「
作
者
系
図
」
に
、「
嘗

テ
枕
草
子
ヲ
著
シ
老
年
落
魄
シ
テ
筑
州
民
門
ニ
卒
ス
ト
云
」
と
あ
る
の
は
誤
伝
に

過
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。『
無
名
草
子
』
は
、「
は
か
ば
か
し
き
よ
す
が
な
ど
も
な
か
り

け
る
に
や
、
乳
母
の
子
な
り
け
る
者
に
具
し
て
、
遙
か
な
る
田
舎
に
ま
か
り
て
住

み
け
る
」
と
述
べ
る
。
能
因
本
『
枕
草
子
』
奥
書
で
は
、
こ
れ
を
脚
色
し
て
阿
波

国
と
す
る
。『
閑
田
耕
筆
』巻
之
一
は
、「
讃
岐
象
頭
山
の
傍
に
、
石
の
誌
有
て
、
清

少
納
言
の
古
墳
を
伝
ふ
」
と
記
し
、『
一
話
一
言
』
巻
四
十
八
は
、「
近
江
の
国
に

清
塚
と
い
へ
る
あ
り
け
る
」と
伝
え
る
。い
ず
れ
も
美
人
流
浪
伝
承
の
同
類
で
あ
っ

て
信
じ
が
た
い25
）
。
紫
式
部
が
、
清
少
納
言
に
対
抗
意
識
を
あ
ら
わ
に
し
て
、『
紫
式

部
日
記26
）
』
の
中
で
、「
行
く
末
う
た
て
の
み
は
べ
れ
ば
」
と
書
き
、「
そ
の
あ
だ
に

な
り
ぬ
る
人
の
果
て
、
い
か
で
か
は
よ
く
は
べ
ら
ん
」
と
述
べ
た
予
言
に
、
清
少

納
言
落
魄
伝
承
の
始
源
を
辿
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

一
方
、
清
少
納
言
の
作
に
擬
定
さ
れ
る『
松
島
日
記27
）
』（
鎌
倉
期
以
降
、
室
町
初

期
ま
で
に
成
立
か
）
は
、
苦
難
に
み
ち
た
行
脚
の
末
、
陸
奥
国
松
島
の
僧
庵
で
仏
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道
に
精
進
す
る
彼
女
の
老
残
の
姿
を
伝
え
る
。「
都
の
か
た
の
お
と
づ
れ
も
稀
に
な

り
ゆ
く
に
、
い
と
ど
し
く
后
の
宮
の
御
お
も
か
げ
、
御
堂
殿
の
御
栄
の
末
も
、
夢

よ
り
は
幾
ら
か
ま
さ
り
け
む
、
い
か
に
仏
の
御
心
に
は
、
定
め
給
は
む
や
」と
、
皇

后
定
子
の
面
影
を
し
の
ぶ
、
老
い
た
る
清
少
納
言
の
最
晩
年
の
心
境
に
思
い
を
ひ

そ
め
て
、『
松
島
日
記
』は
終
わ
る
。
清
少
納
言
の
晩
年
は
、
定
子
の
宮
仕
え
女
房

と
し
て
の
、
過
去
の
栄
光
の
日
々
を
追
懐
し
つ
つ
、
わ
び
し
く
、
そ
し
て
幸
せ
に

過
ぎ
去
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

注
１
）
菊
田
茂
男「
枕
草
子
の
美
意
識
㈠
」（『
枕
草
子
講
座
』1
、
有
精
堂
、
昭
和
50
）。「
美

意
識
」の
概
念
規
定
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
竹
内
敏
雄
編
修『
美
学
事
典
』（
弘
文
堂
、

昭
和
36
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

2
）
山
村
美
紗
『
清
少
納
言
殺
人
事
件
』

カ
ッ
パ
・
ノ
ベ
ル
ス>
（
光
文
社
、
平
成
5
）。

の
ち
に
、
志
賀
貢
の
「
解
説
」
を
付
し
て

光
文
社
文
庫>
に
再
録
さ
れ
、
平
成
8

年
、
光
文
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。

3
）
菊
田
茂
男「
枕
草
子
の
美
意
識
㈠
」（『
枕
草
子
講
座
』1
、
有
精
堂
、
昭
和
50
）、「『
枕

草
子
』
の
美
意
識
」（『
国
文
学
』
昭
和
63
・
4
）、「『
枕
草
子
』
の
文
芸
的
構
造―
「
を

か
し
」
の
美
意
識
を
中
心
と
し
て―

」（『
日
本
文
藝
学
』
30
、
平
成
5
・
11
）、「『
枕

草
子
』
の
基
本
的
構
図―

「
を
か
し
」
の
美
意
識
を
視
座
と
し
て―

」（『
日
本
文
学

ノ
ー
ト
』
31
、
平
成
8
・
1
）
参
照
。

4
）
以
下
、『
枕
草
子
』の
作
品
本
文
の
引
用
及
び
注
解
は
、
渡
辺
実
校
注『
枕
草
子
』

新

日
本
古
典
文
学
大
系>

（
岩
波
書
店
、
平
成
3
）に
よ
る
。
た
だ
し
、
部
分
的
に
本
文

の
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
も
あ
る
。

5
）
塚
原
鉄
雄
「『
枕
草
子
』
の
美
的
理
念
」（『
枕
草
子
』

古
文
研
究
シ
リ
ー
ズ
2>

（
尚

学
図
書
、
昭
和
48
・
4
）
参
照
。
な
お
、
同
論
文
は
、「
美
的
理
念―

『
を
か
し
』
そ

の
他
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
昭
和
39
・
11
）
を
再
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

6
）『
無
名
草
子
』
の
作
品
本
文
の
引
用
は
、
桑
原
博
史
校
注
『
無
名
草
子
』

新
潮
日
本

古
典
集
成>

（
新
潮
社
、
昭
和
51
）
に
よ
っ
た
。

7
）
根
来
司
「
枕
草
子
の
『
見
立
て
』
と
『
を
か
し
』」（『
研
究
発
表
中
古
語
中
古
文
学
』

笠
間
書
院
、
昭
和
58>

）、
原
岡
文
子「
枕
草
子
の
世
界―

美
意
識
」（
秋
山
虔
編『
王

朝
文
学
史
』
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
59>

）、
沢
田
正
子『
枕
草
子
の
美
意
識
』（
笠

間
書
院
、
昭
和
60
）
参
照
。
更
に
、
岡
崎
義
恵
『
美
の
伝
統
』（
弘
文
堂
書
房
、
昭
和

15
）
の
見
解
も
見
過
ご
し
が
た
い
。
岡
崎
説
の
骨
子
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

を
か
し
」
の
本
質>《

一
「
を
か
し
」
と
「
あ
は
れ
」》

「
を
か
し
」
は
「
あ
は

れ
」
と
並
ん
で
、
日
本
文
芸
に
お
け
る
美
的
情
調
の
二
大
徴
標
で
あ
る
。
共
に

あ
る
対
象
に
つ
い
て
、
愛
の
心
を
持
ち
、
こ
れ
を
許
容
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る

気
分
を
示
す
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
ぼ
喜
劇
的
情
調
、
悲
劇
的
情
調
と
い
う
の

に
近
い
。「
を
か
し
」と
思
う
心
は
い
わ
ば
開﹅
か﹅
れ﹅
た﹅
る﹅
心﹅
の
状
態
で
あ
り
、
あ

く
ま
で
も
対
象
を
外
か
ら
観
て
、
自
己
と
の
距
離
を
保
ち
つ
つ
、
対
象
の
好
適

な
こ
と
を
意
識
し
よ
う
と
す
る
快
適
な
気
分
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
「
あ
は

れ
」
と
思
う
心
は
、
い
わ
ば
閉﹅
じ﹅
ら﹅
れ﹅
た﹅
る﹅
心﹅
の
状
態
で
あ
り
、
対
象
と
自
己

と
の
距
離
を
保
ち
つ
つ
そ
れ
を
短
縮
し
て
、
内
面
的
に
融
合
し
よ
う
と
す
る
感

傷
的
な
気
分
で
あ
る
。〔
初
出
『
日
本
文
学
論

』（
文
学
社
）
昭
和
一
三
年
一

月
、
原
題
「
を
か
し
の
考
察
」。〕《

二
「
を
か
し
」
の
二
面》

あ
る
対
象
を
観
る

と
こ
ろ
に
生
ず
る
「
を
か
し
」
の
情
調
に
は
、
お
の
ず
か
ら
対
象
の
属
性
に
基

づ
く
二
つ
の
側
面
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
物
に
価
値
が
あ
る
場
合
の
「
を

か
し
」
は
「
感
賞
」
の
意
味
を
持
ち
、
価
値
が
な
い
場
合
の
「
を
か
し
」
は
「
侮
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弄
」
の
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
「
感
賞
」
の
「
を
か
し
」
の
対
象

は
、
主
と
し
て
優
美
と
い
う
美
的
様
相
を
呈
し
、「
侮
弄
」の
そ
れ
は
、
滑
稽
と

い
う
様
相
を
呈
す
る
。
平
安
朝
に
主
流
を
占
め
た
の
は
、
優
美
な
も
の
を
対
象

と
す
る
「
感
賞
」
の
「
を
か
し
」
で
あ
っ
た
が
、
中
世
以
後
に
な
る
と
、
滑
稽

な
も
の
を
対
象
と
す
る
「
侮
弄
」
の
「
を
か
し
」
が
、
文
芸
の
大
き
な
領
域
を

占
め
る
よ
う
に
な
る
。〔
初
出
『
文
学
』
第
六
巻
第
八
号
、
昭
和
一
三
年
八
月
、

原
題
「「
を
か
し
」
の
本
質
に
つ
い
て
」。〕

（
右
の
引
用
は
、『
岡
崎
義
恵
博
士
著
作
解
題
』
宝
文
館
出
版
、
昭
和
45
）>

に
よ
る
。）

8
）『
枕
草
子
』
に
お
け
る
「
を
か
し
」
の
用
例
の
検
索
は
、
松
村
博
司
監
修
『
枕
草
子
総

索
引
』（
右
文
書
院
、
昭
和
42
）
に
よ
っ
た
。
榊
原
邦
彦
編
『
枕
草
子
本
文
及
び
総
索

引
』

和
泉
書
院
索
引
叢
書
33>

（
和
泉
書
院
、
平
6
）も
こ
れ
に
近
い
。
な
お
、「
を

か
し
」
の
用
例
の
総
数
に
つ
い
て
、
佐
藤
喜
三
郎
「
枕
草
子
に
於
け
る
『
を
か
し
』」

（『
解
釈
』
昭
和
30
・
12
）
は
四
六
一
例
、
上
村
悦
子
「
紫
式
部
日
記

」（『
王
朝
女

流
作
家
の
研
究
』

笠
間
書
院
、
昭
和
50>

）
は
四
六
六
例
、
宮
島
達
夫
編
『
古
典
対

照
語
い
表
』

笠
間
索
引
叢
刊>

（
笠
間
書
院
、
昭
和
46
）は
、「
を
か
し
」四
二
二
例
、

「
を
か
し
げ
」
二
三
例
、「
を
か
し
さ
」
一
例
な
ど
、
四
四
六
例
を
、
そ
れ
ぞ
れ
報
告

し
て
い
る
。
ま
た
、
松
浦
照
子
・
片
岡
信
二
・
安
部
清
哉
「
平
安
文
学
に
お
け
る
形

容
詞
対
照
語
彙
表
」（『
フ
ェ
リ
ス
女
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』26
、
平
成
3
・
3
）は
、

「
を
か
し
」
四
二
一
例
と
す
る
。
雑
纂
本
系
（
三
巻
本

一
類
本
・
二
類
本>

、
能
因

本
）
及
び
類
纂
本
系
（
堺
本
、
前
田
家
本
）
の
本
文
異
同
を
考
慮
す
べ
き
こ
と
は
言

う
ま
で
も
な
い
。

9
）
根
来
司
「
枕
草
子
の
文
体―

『
見
立
て
』
と
『
を
か
し
』―

」（『
国
語
と
国
文
学
』
昭

和
49
・
4
）
参
照
。

10
）

9
）
に
同
じ
。

11
）
大
野
晋
・
佐
竹
昭
広
・
前
田
金
五
郎
編
『
岩
波
古
語
辞
典
』

補
訂
版

（
岩
波
書
店
、

平
成
4
）
参
照
。

12
）

5
）
に
同
じ
。

13
）
上
野
理
「『―

も
の
』
型
章
段
」（『
国
文
学
』
昭
和
63
・
4
）
に
よ
れ
ば
、
各
章
段
の

段
数
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

類
聚
章
段―

一
四
九
段
（
四
六
・
七
％
）

―

は
」
型―

七
四
段

―

も
の
」
型―

七
五
段

随
想
章
段―

一
一
五
段
（
三
六
・
〇
％
）

日
記
章
段―

五
五
段
（
一
七
・
二
％
）

14
）

山
は
」
の
章
段
に
つ
い
て
の
私
見
は
、（
1
）
の
「
枕
草
子
の
美
意
識
㈠
」
を
参
照

さ
れ
た
い
。
ま
た
、
西
山
秀
人「
歌
枕
へ
の
挑
戦―

類
聚
章
段
の
試
み
」（『
国
文
学
』

平
成
8
・
1
）
の
見
解
も
参
考
に
な
ろ
う
。

15
）
李
英
敬「『
枕
草
子
』の
動
的
な
美
の
表
現―

雪
を
中
心
に―

」（『
日
本
文
芸
論
叢
』

6
、
昭
和
63
・
3
）、「『
枕
草
子
』
の
動
的
な
美
の
表
現―

人
事
の
描
写
を
中
心
に

―

」（『
日
本
文
芸
論
叢
』
7
、
平
成
1
・
10
）
参
照
。

16
）
清
少
納
言
の
理
想
追
求
的
精
神
に
つ
い
て
は
、
菊
田
茂
男
「
清
少
納
言
の
物
語
観
」

（『
文
芸
研
究
』
75
、
昭
和
48
・
12
）
に
お
い
て
指
摘
し
た
こ
と
が
あ
る
。

17
）
秋
山
虔
「
枕
草
子
論
」（『
源
氏
物
語
の
世
界
』

東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
39>

）
参

照
。

18
）
菊
田
茂
男
「
家
の
女―

蜻
蛉
日
記
」（『
国
文
学
』
昭
和
50
・
12
）、「
道
綱
母
の
精
神

的
位
相―

『
蜻
蛉
日
記
』の
世
界
の
基
層―

」（『
日
本
文
芸
論
叢
』
笠
間
書
院
、
昭

和
51>
）、「
道
綱
母
の
体
験
と
蜻
蛉
日
記
の
表
現
」（『
一
冊
の
講
座

蜻
蛉
日
記
』
日

本
の
古
典
文
学
1>

、
有
精
堂
、
昭
和
56
）
等
に
お
い
て
、「
家
の
女
」
と
「
宮
仕
え
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女
房
」
の
位
相
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
。

19
）
風
巻
景
次
郎「
自
然
観
照
に
お
け
る
新
傾
向
の
発
生―

『
枕
草
紙
』に
お
け
る
自
然
観

照
の
性
質―

」（『
風
巻
景
次
郎
金
集
』
6
、
桜
楓
社
、
昭
和
45
）
の
見
解
と
は
異
な

る
。

20
）

7
）
の
沢
田
正
子
『
枕
草
子
の
美
意
識
』
及
び
（
15
）
の
李
英
敬
論
文
な
ど
を
参
照

さ
れ
た
い
。

21
）
萩
谷
朴
「
悲
哀
の
文
学―

枕
草
子
の
一
面
」（『
国
語
国
文
』
昭
和
40
・
10
）
参
照
。

22
）
小
西
甚
一
『
日
本
文
藝
史
』
Ｉ
（
講
談
社
、
昭
和
60
）
参
照
。

23
）
李
御
寧
（
イ
ー
・
オ
リ
ョ
ン
）『「
縮
み
」
志
向
の
日
本
人
』（
学
生
社
、
昭
和
57
）
参

照
。

24
）
定
子
と
清
少
納
言
と
の
精
神
的
交
響
に
つ
い
て
は
、
菊
田
茂
男
「
宮
仕
え
女
房
の
栄

光
と
挫
折―

『
枕
草
子
』
の
美
意
識―

」（『
日
本
古
典
文
芸
に
み
る
女
性
像
』

放
送

に
よ
る
東
北
大
学
開
放
講
座>

、
東
北
大
学
教
育
学
部
附
属
大
学
教
育
開
放
セ
ン

タ
ー
、
平
成
3
・
9
）
に
お
い
て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

25
）
岸
上
慎
二
『
清
少
納
言
伝
記

』（
新
生
社
、
昭
和
33
）、
相
原
精
次
『
み
ち
の
く
伝

承―

実
方
中
将
と
清
少
納
言
の
恋―

』（
彩
流
社
、
平
成
3
）
参
照
。

26
）『
紫
式
部
日
記
』
の
作
品
本
文
の
引
用
は
、
宮
崎
莊
平
『
紫
式
部
日
記
全
訳
注
』
上
・

下

講
談
社
学
術
文
庫>

（
講
談
社
、
平
成
14
）
に
よ
る
。

27
）『
松
島
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
作
品
本
文
の
翻
刻
を
含
め
て
、
左
の
「
補
注
」（
Ｉ
）
か

ら
（
Ｖ
）
に
お
い
て
略
述
し
た
。
参
照
さ
れ
た
い
。

補
注）『

松
島
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
次
の
研
究
を
参
照
し
た
。

⑴

呉
羽
長
・
鈴
木
則
郎
「
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
松
嶋
日
記
』
翻
刻
と
注
釈
」（『
日

本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
別
巻
』
18
、
昭
和
56
・
3
）、「『
松
嶋
日
記
』
考―

そ
の
成
立

と
清
少
納
言
の
晩
年―

」（『
日
本
文
化
研
究
所
研
究
報
告
別
巻
』
20
、
昭
和
58
・
3
）

⑵

中
西
健
治
「
松
嶋
日
記
の
研
究
〔
本
文
・
校
本
編
〕」（『
相
愛
大
学
研
究
論
集
』
14－

1
、

平
成
9
・
10
）

⑶

小
森
潔
・
室
城
秀
之
「
清
少
納
言
松
島
日
記
」（
千
本
英
史
編
『
日
本
古
典
偽
書
叢
刊
』
第

二
巻

現
代
思
潮
新
社
、
平
成
16>

）

⑷

田
中
重
太
郎
「
清
少
納
言―

そ
の
晩
年
に
つ
い
て
の
研
究
資
料―

」（『
国
文
学
』
昭
和

39
・
1
）

⑸

稲
賀
敬
二
「
清
少
納
言
『
松
嶋
日
記
』
抄
」（『
鑑
賞
日
本
の
古
典

枕
草
子
』

尚
学
図

書
・
小
学
館
、
昭
和
55>

）

（
付
記
）
昭
和
四
十
年
代
後
半
、「『
土
佐
日
記
見
聞
抄
』

翻
刻>

」（『
平
安
文
学
研
究
』46
・

47
、
昭
和
46
・
6
、
11
）
を
発
表
の
際
、
同
誌
編
集
・
刊
行
者
田
中
重
太
郎
氏
か
ら
、

「『
松
島
日
記
』
の
翻
刻
と
研
究
」
を
寄
稿
す
る
よ
う
求
め
ら
れ
た
が
、
準
備
が
不
十

分
の
た
め
、
長
い
間
、
放
置
し
た
ま
ま
で
過
ご
し
た
。
そ
の
後
、
私
の
意
図
を
汲
み

取
っ
て
く
れ
た
呉
羽
長
・
鈴
木
則
郎
の
両
氏
に
よ
っ
て
、（

）
の
⑴
の
研
究
成
果

が
公
刊
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

）『
松
島
日
記
』
の
粳
概

定
子
皇
后
の
死
後
、
皇
后
に
親
し
く
仕
え
て
い
た
女
房
達
は
、
彼
女
の
こ
と
を
忘
れ
去
り
、
あ

る
い
は
ま
た
世
を
そ
む
く
有
様
と
な
る
。
こ
う
し
た
時
世
を
悲
し
み
な
が
ら
、
老
い
た
清
少
納
言

は
藤
原
道
長
の
内
室（
倫
子
）の
も
と
に
往
来
し
、
尼
と
し
て
阿
弥
陀
信
仰
を
強
く
し
て
い
た
。
彼

女
は
都
で
の
生
活
に
く
ぎ
り
を
つ
け
、
仏
の
来
迎
を
期
し
て
縁
者（
祖
父
あ
き
た
だ
の
娘
、
お
ば
）

の
い
る
陸
奥
国
へ
旅
立
つ
こ
と
を
決
意
す
る
。
こ
の
時
点
で
清
少
納
言
の
心
に
は
、
か
つ
て
清
水

寺
付
近
で
侍
達
の
と
が
め
を
う
け
た
こ
と
が
生
々
し
い
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
た
。
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冬
の
は
じ
め
の
あ
る
日
都
を
出
立
し
た
清
少
納
言
は
、
甲
斐
の
郡
・
伊
勢
の
浜
・
鳴
海
・
八
橋
・

宇
津
の
山
・
清
見
が
関
を
経
、
浮
島
が
原
ま
で
途
上
出
逢
っ
た
人
々
の
善
意
に
支
え
ら
れ
て
到
り

着
く
。
そ
の
間
、
八
橋
・
宇
津
の
山
で
は
自
己
の
孤
独
な
旅
の
苦
辛
・
悲
哀
を
古
の
漂
泊
者
在
原

業
平
の
旅
に
重
ね
合
わ
せ
た
り
も
す
る
。
し
か
し
、
老
い
た
清
少
納
言
に
と
っ
て
雪
を
冠
す
る
足

柄
の
高
嶺
は
越
え
難
く
、
そ
の
麓
の
僧
房
で
年
を
明
か
す
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
折
珍

し
い
年
の
暮
の
招
魂
の
儀
式
を
見
、
村
里
の
火
事
を
望
見
す
る
こ
と
に
な
る
。

よ
う
や
く
春
に
な
っ
て
旅
に
支
障
が
な
く
な
る
と
、
彼
女
は
そ
こ
の
僧
に
い
と
ま
を
告
げ
、

雄
々
し
い
若
者
達
に
背
負
わ
れ
て
足
柄
山
を
越
え
、
古
河
・
白
河
と
北
上
を
続
け
て
陸
奥
国
宮
城

郡
国
府
の
屋
に
至
る
。
し
か
し
そ
の
地
に
あ
き
た
だ
の
娘
の
尼
は
い
な
か
っ
た
。
四
方
を
た
ず
ね

ま
わ
る
に
松
島
と
い
う
地
に
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
こ
へ
尋
ね
て
行
っ
た
時
に
は
、
す
で
に
年

も
暮
れ
よ
う
と
し
て
い
た
。

年
明
け
て
、
よ
う
や
く
捜
し
求
め
る
尼
に
再
会
で
き
た
清
少
納
言
は
、
感
涙
に
む
せ
ぶ
。
こ
の

尼
と
一
蓮
托
生
の
思
い
を
も
っ
て
と
も
に
仏
の
名
を
称
え
修
行
に
専
心
し
た
が
、
そ
の
尼
は
年
長

の
清
少
納
言
を
残
し
て
先
立
っ
て
し
ま
う
。
か
く
し
て
一
人
残
さ
れ
た
清
少
納
言
は
、
京
に
居
る

知
人
の
大
納
言
の
乳
母
に
消
息
を
送
っ
た
り
す
る
が
、
そ
れ
以
後
六
年
の
間
な
お
心
を
専
ら
に
仏

の
来
迎
の
日
を
待
ち
つ
つ
今
に
至
る
。
そ
う
し
た
彼
女
の
心
に
ふ
と
去
来
す
る
の
は
、
定
子
皇
后

の
お
も
か
げ
、
あ
る
い
は
道
長
の
栄
華
の
末
で
あ
っ
た
。

（「
呉
羽
・
鈴
木
論
文
」
に
よ
る
）

）『
松
島
日
記
』
の
成
立

東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
松
嶋
日
記
』
の
「
奥
書
（
識
語
）」
に
、「
仁
治
皇
帝
之
勅
製
之
ヽ

今
借
道
朝
親
王
之
御
本
ヽ
写
之
畢
」
と
あ
る
。
仮
に
こ
れ
に
従
う
と
す
れ
ば
、
仁
治
皇
帝
（
四
条

天
皇
）
治
世
の
仁
治
年
間
（
一
二
四
〇
年―

一
二
四
三
年
）
に
は
、
す
で
に
こ
の
作
品
が
存
在
し

て
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
表
現
や
仏
教
思
想
な
ど
の
点
か
ら
は
、
鎌
倉
期
以
降
、
室

町
時
代
初
期
の
成
立
と
み
る
の
が
穏
当
だ
ろ
う
。

）『
松
島
日
記
』
の
伝
本

岩
波
書
店
版
『
国
書
総
目
録
』
や
『
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
マ
イ
ク
ロ
資
料
目
録

縮
刷
版
』
に

よ
れ
ば
、
三
八
種
を
超
え
る
伝
本
の
存
在
が
知
ら
れ
る
。

次
に
紹
介
す
る
翻
刻
作
品
本
文
の
底
本
で
あ
る
東
北
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
『
松
嶋
日
記
』
の

書
誌
は
、
左
の
と
お
り
で
あ
る
（「
呉
羽
・
鈴
木
論
文
」
参
照
）。

写
本
一
冊
。
袋
綴
本
。
タ
テ
二
六
・
〇
糎
、
ヨ
コ
一
八
・
一
糎
。
本
文
料
紙
は
斐
楮
交
漉
き
、

墨
付
一
七
丁
、
遊
紙
一
丁
、
計
一
八
丁
。
墨
付
料
紙
第
一
丁
は
、
表
面
中
央
に「
松
嶋
日
記
」

と
書
く
の
み
で
、
本
文
は
第
二
丁
表
か
ら
始
ま
る
。
各
面
一
〇
行
、
各
行
お
よ
そ
二
〇
字
。
表

紙
は
薄
茶
の
厚
紙
で
、
表
表
紙
左
上
に
は
「
松
嶋
日
記
」
と
書
か
れ
た
題

が
貼
っ
て
あ
る
。

ま
た
本
写
本
に
は
墨
絵
が
一
〇
図
（
一
図
は
半
丁
）、
第
四
・
七
・
九
・
一
二
・
一
四
の
各
丁

に
挿
入
さ
れ
て
い
る
。

）
作
品
本
文
の
翻
刻
に
当
た
っ
て
は
、
頭
注
・
傍
注
・
識
語
を
全
て
省
略
し
た
。
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２
丁
オ

松
嶋
日
記

清
少
納
言

き
さ
い
の
宮
の
ヽ

は
か
な
う
な
り
ヽ

お
は
し
ま
す

に
つ
け
て
ヽ

さ
る
も
の
ゝ
う
と
き
は
ヽ

さ
ら
に
て

お
ほ
し
い
つ
る
だ
に
ヽ

な
き
世
に
な
り
行
わ
さ
ヽ

か
な
し
き
か
き
り
は
こ
ゝ
ら
た
め
し
あ
る
へ
き
を

少
将
の
尼
ヽ

侍
従
の
つ
ほ
ね
ら
は
ヽ

い
や
そ
き
た
る

す
ま
ゐ
ヽ

み
や
こ
の
う
ち
を
ヽ

か
す
ま
ふ
る
ヽ

家
の
犬

よ
り
も
ヽ

口
を
し
き
も
の
な
ら
ん
に
か
は
ヽ

い
か
に

お
い
さ
ぬ
へ
き
身
す
ら
ヽ

か
く
し
か
ね
ぬ
る
ヽ

千

と
せ
の
ま
つ
な
ら
ぬ
ヽ

身
の
す
く
せ
お
ほ
け
な

２
丁
ウ

き
ヽ

み
た
の
ら
い
か
う
も
ヽ

ね
か
ふ
に
は
あ
か
す
や
は
ヽ

お
ほ
し
け
ん
を
ヽ

か
ゝ
る
と
こ
な
れ
た
る
ヽ

す
み
か
は
ヽ

お

ほ
つ
か
な
く
ヽ

う
し
ろ
め
た
し
や
ヽ

木
の
丸
と
の
に

あ
ら
ぬ
ヽ

を
う
な
の
た
ひ
ヽ

た
れ
し
か
ヽ

名
の
り
こ
ち

と
か
め
ん
か
し
ヽ

こ
そ
お
も
ひ
た
ち
つ
ゝ
く
る
ヽ

も
の
う

さ
は
ヽ

い
へ
は
さ
ら
な
り
ヽ

も
と
の
ヽ

ひ
た
ん
の
ヽ

お
と
ゝ
の
ヽ

み
た
い
は
ん
と
こ
ろ
を
ヽ

つ
ね
に
ヽ

し
る
か
た
の
ヽ

し
ほ

り
し
て
ヽ

住
う
か
ら
す
ヽ

か
よ
ひ
し
も
ヽ

今
日
を
か
き

り
の
ヽ

な
こ
り
と
お
も
ひ
つ
ゝ
く
れ
と
ヽ

さ
い
つ

こ
ろ
ヽ

も
の
ゝ
ふ
の
ヽ

と
か
め
に
あ
ひ
に
た
る
ヽ

清
水

３
丁
オ

の
あ
た
り
も
ヽ

い
ま
は
お
そ
ろ
し
か
ら
す
ヽ

お
ほ
い
し

下
つ
う
け
の
守
な
る
人
は
ヽ

わ
か
ゆ
か
り
な
る
ゆ
へ

に
ヽ

そ
の
む
す
め
の
ヽ

さ
そ
ふ
水
を
ヽ

つ
ゐ
の
あ
し

ろ
と
し
て
ヽ

み
ち
の
お
く
の
か
た
に
ヽ

お
も
ひ
た
ち
ぬ
る

事
よ
ヽ

今
日
し
も
時
雨
め
く
比
に
て
ヽ

都
を
へ

た
て
ゝ
の
ヽ

つ
と
め
て
の
日
は
ヽ

伊
勢
路
ち
か
き

と
こ
ろ
ヽ

甲
斐
の
こ
ほ
り
と
い
ふ
に
ヽ

や
と
り
ぬ
ヽ

こ
ゝ
も
ヽ

近
江
の
国
な
り
と
き
く
に
ヽ

夜
ひ
と
ひ
ヽ

石
山
の
か
た
ヽ

三
井
寺
の
か
た
の
ヽ

ゆ
く
雲
を
な

む
ヽ

在
五
の
あ
そ
の
事
ヽ

う
ら
山
し
く
ヽ

な
と
ゝ

３
丁
ウ

ひ
と
り
こ
ち
ぬ
る
ヽ

夜
ま
れ
な
り
ヽ

草
ね
の
ま
く
ら
ヽ

い
と
ゝ
ほ
た
い
の
た
め
ヽ

ね
た
き
に
も
ヽ

明
か
た
夜
も
や
う
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〳
〵
ヽ

と
こ
ろ
〳
〵
の
ヽ

こ
む
の
雪
も
ヽ

は
つ
か
し
き
ま
て
ヽ

し
ら
み
は
て
た
り
ヽ

い
そ
く
べ
き
道
な
ら
す
ヽ

宿
の
あ

る
し
ヽ

尼
へ
の
す
か
う
ヽ

お
ほ
つ
か
な
し
や
ヽ

と
も
と
す

る
人
も
な
し
と
ヽ

つ
む
や
き
か
ち
な
り
ヽ

日
も
た
か

く
ヽ

さ
し
の
ほ
る
に
ヽ

時
雨
の
雲
き
そ
ひ
来
て
ヽ

み
の
か
さ
を
も
ろ
う
し
ぬ
を
と
て
ヽ

い
つ
ち
と
も
し
ら

ぬ
ヽ

み
ち
行
人
の
ヽ

老
た
る
に
か
り
て
う
し
て
ヽ

つ
き

な
ひ
つ
ゝ
ゆ
く
に
ヽ

そ
こ
ら
道
の
あ
な
ひ
ヽ

よ
く
も

４
丁
オ

４
丁
ウ

５
丁
オ

し
り
ぬ
る
や
ヽ

答
る
に
ヽ

む
く
つ
け
か
ら
す
ヽ

み
や
こ

を
い
て
ゝ
ヽ

日
か
す
も
わ
す
れ
に
た
る
か
は
ヽ

今
日

い
つ
く
の
日
を
ヽ

来
り
け
ん
ヽ

伊
勢
の
海
つ
ら
ヽ

す
み
わ
た
り
ヽ

か
の
舞
人
の
か
へ
す
た
も
と
な

と
ヽ

そ
の
か
み
の
ヽ

う
ち
す
み
も
ヽ

い
た
り
て
ヽ

お
か
し

か
り
け
ん
ヽ

鳴
海
と
云
宿
を
ヽ

す
き
に
た
る
に
ヽ

そ
れ

よ
り
ヽ

む
ま
や
つ
た
ひ
を
ヽ

は
る
か
○

行
す
き
て
ヽ

三

河
の
国
と
ヽ

名
の
み
聞
し
を
な
ん
ヽ

き
ゝ
ま
か
ふ

も
ヽ

う
し
ろ
め
た
き
に
ヽ

八
橋
の
く
も
て
も
ヽ

く
ち

に
た
る
に
ヽ

青
柳
の
ヽ

梯
た
え
て
ヽ

か
れ
た
る

５
丁
ウ

落
葉
ヽ

こ
ゝ
ら
ヽ

水
に
う
か
ひ
て
ヽ

お
か
し
き
に
ヽ

お
も
ひ
つ
ゝ
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く
る
も
ヽ

む
ね
い
た
し
か
し

も
の
お
も
ふ
く
も
て
の
水
に
ち
り
う
か
ふ

か
れ
枝
の
柳
俤
も
な
し

さ
夜
の
中
山
と
い
ふ
に
ヽ

う
ち
つ
ゝ
き
ヽ

山
か
さ
な

り
て
ヽ

い
つ
ら
上
中
下
の
ヽ

へ
た
て
わ
い
た
め

な
し
ヽ

駿
河
の
国
ヽ

う
つ
の
や
ま
に
ヽ

ま
う
の

ほ
る
に
ヽ

我
に
は
あ
い
し
れ
る
ヽ

す
こ
う
さ
も
ヽ

と

も
し
く
ヽ

み
の
笠
も
ヽ

く
ち
に
た
る
に
ヽ

か
た
へ
の
い

は
ほ
に
腰
う
ち
か
け
て
ヽ

や
す
ら
ひ
ぬ６

丁
オ

宇
津
の
山
う
つ
ゝ
も
夢
も
同
し
世
に

つ
ゆ
の
わ
か
れ
や
い
つ
と
さ
た
め
む

清
見
か
関
を
こ
ゆ
る
に
ヽ

旅
の
こ
ゝ
ろ
ほ
そ
き

と
こ
ろ
に
つ
け
た
る
も
の
ヽ

心
の
な
く
さ
み
に

と
て
ヽ

め
か
り
て
ヽ

か
へ
る
女
に
や
ヽ

わ
れ
に
得
さ
せ

ぬ
ヽ

言
葉
ヽ

の
こ
な
ま
し
ぬ
を
と
て
ヽ

み
や
こ
へ
と

い
ひ
そ
ら
し
て
霜
の
毛
衣
も
ヽ

露
う
ち
は
ら

ふ
ヽ

よ
す
か
に
も
て
ヽ

こ
ゝ
に
ヽ

ひ
と
日
ふ
た
日
ヽ

や
す
ら

ひ
て
ヽ

遠
く
見
や
れ
は
ヽ

あ
し
か
ら
の
高
ね
ヽ

雲

お
ほ
ひ
ヽ

老
た
る
ヽ

は
き
の
ヽ

及
へ
き
に
し
も
ヽ

あ
ら

６
丁
ウ

す
か
し
ヽ

う
き
嶋
か
原
ま
て
も
ヽ

道
行
人
に
ヽ

た
す

け
ら
れ
て
ヽ

ゆ
く
〳
〵
と
し
も
ヽ

な
き
ヽ

旅
に
な
ん

あ
り
ぬ
る
事
よ
ヽ

け
ふ
雪
み
そ
れ
ヽ

ふ
り
こ
○

り

て
ヽ

わ
ら
ん
つ
○

お
も
た
ゝ
し
き
に
ヽ

と
ま
や
の

里
と
ヽ

い
へ
る
に
ヽ

ひ
し
り
の
ヽ

お
こ
な
ひ
ヽ

す
ま
し

て
ヽ

ゐ
は
へ
る
に
ヽ

こ
と
し
は
ヽ

こ
ゝ
に
て
ヽ

年
を
送

り
ぬ
○

冬
の
う
ち
に
は
ヽ

い
か
て
か
と
て
ヽ

ひ
し
り

の
房
に
こ
も
り
て
ヽ

た
き
木
つ
き
水
こ
り

た
む
○

る
ヽ

た
つ
き
も
な
く
て
ヽ

た
ゝ
ゆ
す
る
ヽ

す
る
ヽ

心
つ
か
ひ
も
ヽ

む
な
し
き
に
ヽ

あ
す
は
と
し
の
ヽ

７
丁
オ

７
丁
ウ
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８
丁
オ

か
へ
る
日
な
り
と
て
ヽ

松
に
ヽ

し
き
み
ヽ

た
て
そ
へ
ヽ

玉
ま
つ
る
ヽ

う
は
そ
く
の
翁
う
は
い
の
お
も

と
た
つ
も
○

此
ひ
し
り
房
に
○

来
り
ヽ

つ
と
ふ
に
ヽ

其
夜
ヽ

海
い
か
め
し
う
な
り
ヽ

濱
風
ヽ

は
け
し
く
ヽ

ふ
き
よ
せ
た
る
ヽ

真
砂
ヽ

雪
を
こ
ほ
す
や
う
に
ヽ

立

こ
み
た
る
に
ヽ

ま
さ
な
の
雪
も
ふ
り
ぬ
ヽ

と
も
し
あ
か

す
と
や
ヽ

松
に
火
を
ヽ

ふ
き
た
め
て
ヽ

あ
た
た
め
酒

を
ヽ

か
の
う
は
そ
く
の
ヽ

お
き
な
ヽ

む
く
つ
け
き
ひ

け
に
ふ
き
つ
ゝ
も
の
み
ヽ

ほ
し
ぬ
ヽ

小
夜
も
ふ

け
す
き
て
ヽ

麓
の
里
に
ヽ

と
み
の
事

８
丁
ウ

と
て
ヽ

ほ
の
ほ
ヽ

た
ち
の
ほ
り
て
ヽ

見
る
が
う
ち
に
ヽ

い
く
ら
か
ヽ

あ
り
け
ん
ヽ

そ
の
里
ヽ

み
な
ヽ

は
い
に
な
り

ぬ
へ
し
ヽ

ひ
し
り
お
き
な
ヽ

さ
ら
に
ヽ

お
と
ろ
か
す
ヽ

明
日
の
ヽ

つ
と
め
を
も
ヽ

お
も
ひ
よ
ら
す
し
て
ヽ

念

仏
し
て
あ
か
す
に
ヽ

春
と
い
へ
と
も
○

行
き
も
す
く

な
く
ヽ

旅
立
お
の
こ
も
見
え
す
ヽ

雪
も
ひ
る
の

こ
と
ふ
り
こ
め
た
り
ヽ

と
か
く
し
て
ヽ

き
さ
ら
き
の
ヽ

こ
ろ
も
す
き
ヽ

や
よ
ひ
の
ヽ

空
は
ヽ

こ
ゝ
も
と
ゝ
ヽ

い
へ

と
も
ヽ

は
な
も
さ
か
ゆ
き
ヽ

鳥
の
つ
は
さ
も
ヽ

霞

そ
め
て
な
ん
ヽ

さ
え
つ
る
ヽ

を
と
こ
ゝ
ろ
ヽ

の
と
か

９
丁
オ

９
丁
ウ
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10
丁
オ

な
り
や
よ
ひ
○

中
の
廿
日
の
ヽ

夜
ヽ

ま
と
ろ
む
ヽ

心
も

ゆ
く
は
か
り
な
る
に
ヽ

ま
さ
し
く
も
ヽ

み
た
の
ら
い
か
う
ヽ

か
し
こ
き
も
の
か
ら
ヽ

東
瑠
璃
の
国
に
ヽ

む
ま
れ

よ
と
の
ヽ

御
を
し
へ
ヽ

あ
る
こ
ゝ
ち
し
て
ヽ

さ
め
ぬ
る

ま
ゝ
に
ヽ

あ
る
し
の
ヽ

ひ
し
り
に
ヽ

い
と
ま
た
ま
は
り

て
ヽ

み
ち
の
お
く
の
ヽ

た
ひ
に
ヽ

お
も
ひ
た
ち

ぬ
ヽ

と
こ
ろ
の
ヽ

う
は
そ
く
た
ち
ヽ

わ
か
き
大
郎
の

男
ヽ

二
郎
の
お
な
ど
ゝ
ヽ

か
す
ま
へ
て
ヽ

十
か
し
ら
ヽ

は

か
り
ヽ

む
く
つ
け
く
ヽ

ふ
す
ゐ
の
お
き
と
も
ヽ

お
か
し

き
は
か
り
ヽ

わ
れ
を
を
ひ
て
ヽ

高
根
を
こ
ゆ
べ

10
丁
ウ

き
と
い
ひ
し
ら
ふ
ヽ

い
な
ひ
か
た
く
て
ヽ

い
さ
な
は
れ
て
ヽ

ま
う
の
ほ
る
に
ヽ

心
き
も
ゝ
ヽ

つ
ふ
る
ゝ
ヽ

や
う
に
し
て
○

の

ほ
る
ほ
と
に
ヽ

つ
み
さ
り
と
こ
ろ
ヽ

な
け
れ
ど
ヽ

そ
こ
の

山
を
ヽ

た
す
け
ら
れ
て
ヽ

こ
え
ぬ
れ
は
ヽ

十
日
は
か
り

さ
す
ら
ふ
て
ヽ

こ
そ
む
さ
し
野
ゝ
す
ゑ
の
ヽ

古
河

の
わ
た
り
と
い
ふ
に
ヽ

い
た
る
ヽ

そ
れ
よ
り
行
か
ふ
人

に
ヽ

た
つ
ね
つ
ゝ
ヽ

白
河
の
関
に
ヽ

か
ゝ
る
○

女
は
ヽ

老
た

り
と
い
へ
と
ヽ

関
守
の
見
と
め
て
ヽ

な
ま
か
ら
き

や
ヽ

ゆ
き
ヽ

あ
た
ら
ん
に
と
ヽ

い
ふ
を
ヽ

聞
に
お
そ
ろ
し

き
ヽ

も
の
か
ら
ヽ

ゆ
く
に
ヽ

程
ち
か
く
な
り
て
ヽ

つ
ゐ
に
ヽ

11
丁
オ

と
を
る
に
ヽ

事
な
く
て
ヽ

関
守
ヽ

こ
ゝ
ろ
あ
る
人
に
て
ヽ

か
れ
い
ゐ
を
わ
け
て
ヽ

あ
た
へ
ぬ

名
を
さ
へ
も
い
さ
し
ら
川
の
関
守
の

い
か
に
ま
か
へ
て
か
く
る
な
み
た
そ

と
心
に
ヽ

念
し
つ
ゝ
ヽ

く
た
り
行
に
ヽ

二
十
日
は
か
り

を
ヽ

か
ら
き
め
し
て
ヽ

み
ち
の
お
く
の
ヽ

み
や
き
野
郡
ヽ

国
府
の
屋
ヽ

と
い
ふ
に
つ
き
た
り
ヽ

こ
れ
よ
り
ヽ

き
り

や
の
庄
と
ヽ

い
ふ
に
し
も
つ
う
け
の
ヽ

み
こ
と
も
ち
ヽ

あ
き
た
ゝ
の
ヽ

む
す
め
の
ヽ

す
む
と
聞
て
ヽ

た
つ

ね
て
ヽ

ゆ
く
に
ヽ

お
も
ひ
の
外
に
ヽ

そ
こ
を
ヽ

ま
か
て

11
丁
ウ

て
ヽ

松
嶋
と
○

都
に
て
も
ヽ

き
ゝ
耳
お
か
し
か
り

ぬ
へ
き
ヽ

浦
に
ヽ

す
む
と
聞
て
ヽ

い
た
り
け
る
に
ヽ

し

れ
る
も
の
ヽ

な
け
れ
は
ヽ

か
た
は
ら
の
ヽ

僧
房
に
ヽ

か
た
は

へ
の
ヽ

家
つ
く
り
○

ヽ

た
ま
は
り
て
く
ら
し
た
り
○

こ
と
し
も
ヽ

く
れ
か
ゝ
る
に
ヽ

年
の
ゆ
く
ゑ
を
き
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け
は
ヽ

こ
ゝ
の
大
と
こ
の
ヽ

ひ
し
り
ヽ

な
に
か
し
の
ヽ

僧
都
の
ヽ

御
う
へ
は
ヽ

み
や
こ
の
ヽ

お
と
ゝ
な
る
ヽ

人
の

子
な
る
へ
し
ヽ

康
和
五
と
せ
の
比
に
ヽ

こ
ゝ
に
来
り

給
ふ
と
い
へ
り
ヽ

か
の
あ
き
た
ゝ
の
ヽ

あ
そ
の
ヽ

尼
た

つ
ね
ま
は
る
に
ヽ

み
や
こ
嶋
と
い
ふ
に
ヽ

住
○

つ
き

12
丁
オ

12
丁
ウ

13
丁
オ

て
ヽ

お
こ
な
ひ
ヽ

す
ま
し
た
る
に
ヽ

行
あ
ふ
に
ヽ

な
く
を
あ

ひ
あ
ふ
ヽ

し
ほ
り
と
し
て
ヽ

か
た
み
に
い
ふ
へ
く
ヽ

か
た

る
へ
き
ヽ

言
葉
も
な
し
ヽ

仏
の
御
名
を
と
な
へ
て
ヽ

う
き
年
月
ヽ

を
く
ら
む
に
は
ヽ

ま
さ
る
す
み
か
ヽ

こ
ゝ
を
さ
り
て
ヽ

侍
ら
す
と
ヽ

か
た
ら
ひ
ヽ

ち
き
り

て
ヽ

住
侍
る
に
ヽ

此
あ
ま
せ
ヽ

つ
と
め
て
の
と
し
ヽ

み

ま
か
り
ぬ
ヽ

我
に
を
く
る
ヽ

事
ヽ

六
と
せ
ヽ

あ
な
た

な
る
に
ヽ

を
く
れ
さ
き
た
つ
ヽ

か
な
し
み
ヽ

さ
か
さ
ま

な
る
ヽ

仏
事
は
ヽ

仏
の
い
と
ひ
た
ま
ふ
ヽ

こ
と
こ
そ
ヽ

な
に
か
し
の
ヽ

経
に
○

侍
る
も
の
を
ヽ

さ
い
へ
と
ヽ

善

13
丁
ウ

を
つ
み
て
ヽ

わ
れ
を
つ
み
に
も
ヽ

を
と
せ
ね
ヽ

さ
は
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れ
い
き
と
ま
る
へ
き
ヽ

身
に
し
ヽ

侍
ら
ぬ
ヽ

大
納
言
の
ヽ

お
も
と
は
ヽ

此
嶋
の
ヽ

さ
き
の
か
み
の
ヽ

ゆ
か
り
あ
る
ヽ

よ
し

を
聞
て
ヽ

ふ
み
ま
い
ら
せ
ん
と
て

た
よ
り
あ
る
風
も
や
吹
と
松
し
ま
に

よ
せ
て
ひ
さ
し
き
あ
ま
の
つ
り
舟

と
よ
み
て
を
く
り
け
り
ヽ

そ
れ
よ
り
つ
と
に
お
き
ヽ

よ
は
に
ヽ

い
ぬ
る
に
も
ヽ

と
み
さ
う
ほ
た
い
の
ヽ

ゑ
か
う

の
こ
ゑ
ヽ

た
え
す
し
て
な
む
ヽ

六
と
せ
は
ヽ

今
日
に

い
た
り
て
ヽ

む
か
へ
つ
ヽ

い
き
う
し
と
ヽ

い
ひ
て
と
か
ヽ

14
丁
オ

14
丁
ウ

15
丁
オ

い
さ
ま
か
り
さ
ら
ん
と
も
ヽ

た
れ
ゆ
る
し
な
け
れ
は
ヽ

思

し
た
ゝ
す
ヽ

む
か
し
の
な
に
の
え
に
ヽ

か
く
の
僧
の

や
う
に
ヽ

て
う
し
つ
に
も
ヽ

身
を
ま
か
せ
か
た
し
ヽ

あ

た
に
○

立
ゆ
く
浪
の
行
○

ゑ
は
ヽ

う
ら
み
か
ち
に
ヽ

め
か
り
て
ヽ

す
ま
む
ヽ

あ
ま
の
た
も
と
も
よ
そ
な
ら

す
し
て
ヽ

し
ほ
れ
か
ち
な
り

た
ち
ぬ
れ
て
し
ほ
ひ
の
方
に
身
を
つ
く
す

あ
ま
の
う
ら
み
を
た
れ
に
は
る
け
ん

こ
の
と
し
こ
ろ
は
ヽ

例
よ
り
は
ヽ

心
ま
と
ひ
ヽ

た
ち
ゐ
ヽ

や
す
か
ら
ぬ
に
つ
け
て
も
ヽ

み
や
こ
の
か
た
の
ヽ

を

15
丁
ウ

と
つ
れ
も
ヽ

ま
れ
に
な
り
行
に
ヽ

い
と
ゝ
し
く
ヽ

き
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さ
い
の
宮
の
ヽ

御
お
も
か
け
ヽ

御
堂
殿
の
ヽ

御
さ
か
へ

の
す
ゑ
も
ヽ

夢
よ
り
は
ヽ

い
く
ら
か
ま
さ
り
け
む
ヽ

い

か
に
仏
の
御
こ
ゝ
ろ
に
は
ヽ

さ
た
め
ヽ

た
ま
は
ん

や
、付

記
）
本
稿
は
、
平
成
六
年
十
月
八
日
（
土
）、
岩
手
大
学
に
お
い
て
行

わ
れ
た
、
平
成
六
年
度
全
国
大
学
国
語
国
文
学
会
秋
季
大
会
に
お
け

る
公
開
講
演
「『
枕
草
子
』
の
世
界―

「
を
か
し
」
の
美
意
識
を
補
助
線

と
し
て―

」
の
草
稿
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Abstract

“Okashi”as Aesthetic Consciousness in Makuranososhi
 

KIKUTA Shigeo

『枕草子』の世界

――美意識としての「をかし」を補助線として――

『源氏物語』や『枕草子』を中心とする中古文芸における美意識としての「をかし」の原義につ

いては，従来，諸説が行われていて，定説と言えるほどの見解が見られないのが現状である。時代

の推移や文芸様式の相異によって，語義・語法の上に大きな揺れが認められるのも，その理由のひ

とつである。

本居宣長『古事記伝』，柳田国男『笑の本願』『不幸なる芸術』などの説くように，「をかし」は，

「をこ（愚）」の形容詞化で，「道化て馬鹿馬鹿しく，あきれていやに思う気持ち」を表すと見る説

も広く行われているが，一方，中古文芸においては，むしろ，「対象を好意的に興味をもって招き

寄せたい」という意味を含む用語例が圧倒的に多いこともまた確かである。

後者の「をかし」は，動詞「をく（招く）」の形容詞形で，その語幹に情意性の接辞「あし」が

伴われて「をく―あし→をかし」というふうに変化した語形成・語構成によるものと考えられる。

したがって，「をかし」の原義は，「対象を自分の手元に招き寄せて賞美したい」という意味を表し，

「快い明るい気持ち」を含む「肯定的な感情」をもつ美的語詞ということになる。その場合，「主体

と客体（対象）とが生活的・行為的な接続関係」をもたず，「主体が客体（対象）を外側から見，主

体が自分の本来の姿勢を崩すことなく，自己を立て通すことによって対象を愛賞する気持ち」を含

意するものであることは言うまでもない。

このような美意識としての「をかし」の表現機能を補助線として『枕草子』の世界の文芸的構造

や特質を照射したらどうなるか。これまで，相互関係性の稀薄な独立的章段群として区分けされて

きた類聚的章段（類想章段）・随想的章段（随想章段）・日記的章段（回想章段）の三つの章段群の

間を縫い取って通底する独自の精神構造や柔軟な文脈を支える太い糸，つまりは「かく在る世界」

から「かく在るべき世界」や「かく在りたいと希求する世界」へと循環的に昇華する理想追求的精

神の存在を究明することも可能になるに違いない。
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