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『
枕
草
子
』
｢
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
段

の
年
次

山

田

利

博

▲

｢雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
の
段
は
､
高
校
の
教
科
書
等
に
も
載

っ
て

い
る
､
『枕
草
子
』
の
代
表
と
も
言

っ
て
良
い
章
段
で
あ
る
｡
源
氏
物
語
を
中

心
と
し
た
物
語
が
専
門
で
､
本
来
的
に
は

『枕
草
子
』
は
専
門
外
の
稿
者
も
､

教
材
と
し
て
も
含
め
て
､
今
ま
で
何
度
と
な
-
読
ん
で
き
た
｡
し
か
し
､
や
は

り
門
外
漢
の
悲
し
さ
か
､
特
に
問
題
を
感
ず
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
､
こ
の
度
､

松
尾
聴

･
永
井
和
子
両
氏
校
注
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
が
刊
行
さ
れ
､

そ
れ
を
用
い
た
学
生
の
演
習
発
表
を
聞
い
た
折
に
ふ
と
疑
問
が
生
じ
た
｡
そ
れ

は
､
そ
こ
に
説
か
れ
た
こ
の
段
の
史
実
年
次
は
､
本
当
に
こ
れ
で
良
い
の
か
と

い
う
も
の
で
あ
る
｡
け
れ
ど
､
注
釈
書
等
を
見
直
し
て
み
て
も
､
こ
れ
に
対
立

す
る
説
を
載
せ
て
い
る
も
の
は
､
管
見
の
及
ん
だ
限
り
は

一
つ
も
無
か
っ
た
｡

そ
こ
で
､
専
門
外
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
愚
見
を
述
べ
､
大
方
の
御
叱
正
を
頂

き
た
い
と
思

っ
た
次
第
で
あ
る
｡

二

本
稿
が
対
象
と
す
る

『枕
草
子
』
｢雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
の
段
は
､

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
非
常
に
有
名
で
､
知
ら
な
い
者
は
誰
も
い
ま
い
と
は

思
う
が
､
ご
-
短
い
章
段
で
も
あ
る
の
で
､
基
礎
的
作
業
と
し
て
､

一
応
次
に

全
文
を
掲
げ
て
お
く
｡

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
､
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
､
炭
槽
に

火
お
こ
し
て
､
物
語
な
ど
し
て
集
り
さ
ぶ
ら
ふ
に
､
｢少
納
言
よ
､
香
嘘

峯
の
雪
､
い
か
な
ら
む
｣
と
､
お
は
せ
ら
る
れ
ば
､
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
､

御
簾
を
高
-
上
げ
た
れ
ば
､
笑
は
せ
た
ま
ふ
｡

人
々
も
､
｢
さ
る
こ
と
は
知
り
､
歌
な
ど
に
さ
へ
歌

ヘ
ビ
､
思
ひ
こ
そ

寄
ら
ざ
り
つ
れ
｡
な
は
､
こ
の
宮
の
人
に
は
､
さ
べ
き
な
め
り
｣
と
言
ふ
｡

(以
下
､
『枕
草
子
』
の
本
文
引
用
は
角
川
文
庫
本
に
よ
る
｡
下
巻

一
五
二

頁
)

前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
､
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本
は
こ
こ

に
､
｢作
者
の
宮
仕
え
後
ま
も
な
い
正
暦
五
年

(九
九
四
)
冬
の
こ
と
か
｣
と

注
す
る
が
､
直
前
に
刊
行
さ
れ
た
岩
波
の
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
も
､
本

稿
が
テ
キ
ス
ト
と
し
た
角
川
文
庫
本
に
も
そ
の
よ
う
な
記
載
は
な
い
か
ら
､
こ

れ
は
ど
う
や
ら
定
説
ま
で
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う
で
､
遡
る
と
萩
谷
朴
氏
の

論
文
に
行
き
着
く

(-
)
｡
氏
の
推
定
根
拠
は
主
と
し
て
降
雪
の
記
録
に
よ
り
､

そ
の
論
も
､
該
当
箇
所
の
み
な
ら
さ
ほ
ど
長
く
は
な
-
､
ま
た
本
稿
で
も
使
用

さ
せ
て
い
た
だ
-
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
､
こ
れ
も
次
に
該
当
箇
所
の
全
文
を
掲

げ
て
お
く
｡｢香

炉
峯
の
雪
｣
の
逸
話
を
生
ん
だ
降
雪
が
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
か

は

一
切
不
明
で
あ
る
｡
平
安
朝
の
こ
の
頃
は
､
平
均
し
て
気
温
が
高
く
､

降
雪
も
珍
し
か
っ
た
の
で
､
日
記
す
る
も
の
は
克
明
に
降
雪
を
記
録
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
が
､
何
分
に
も
侠
失
し
た
部
分
が
多
く
､
正
確
な
史
実

を
把
握
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡
た
だ
参
考
の
為
に
､
正
暦
四
年
冬
か
ら

長
保
二
年
冬
に
至
る
ま
で
の
各
年
の
小
寒

･
立
春
と
､
中
宮
の
御
在
所
と

を
指
摘
し
､
調
査
し
得
た
範
囲
内
で
の
降
雪
記
録
を
掲
示
し
て
お
く
｡
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正
暦
四
小
寒
十

1
月
十
七
日

立
春
十
二
月
十
七
日

同

五
小
寒
十

1
月
廿
七
日

立
春
十
二
月
廿
八
日

長
徳
元
小
寒
十
二
月

八
日

同

二
立
春

正
月

九
日

小
寒
十

1
月
十
九
日

立
春
十
二
月

廿
日

同

三
小
寒
十
二
月

朔
日

同

四
立
春

正
月

朔
日

小
寒
十
二
月
十

一
日

長
保
元
立
春

正
月
十
二
日

小
寒
十

1
月
廿
二
日

立
春
十
二
月
廿
二
日

同

二
小
寒
十
二
月

三
日

(登
花
殿
)

｢宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
｣

(枕
草
子
)

(登
花
殿
)

翌
年
正
月
廿
八
日

｢時
々
飛
雪
｣
(小
右
記
)

(梅
壷
か
)

(小
二
条
宅
)

(職
曹
司
)

(職
曹
司
)

十
二
月
十
日

｢大
雪
｣
(権
記
)
翌
年
正
月

1
日

｢雪
｣
(勘
物
)

(三
条
宅
)

十
二
月
十
日

｢雨
雪
｣
(権
記
)
十
二
月
廿
日

｢大
雪
｣
(権
記
)
翌
年
正
月
十
日

｢雪
大
降

1
尺
二
三
寸
許
｣
(道
長
公
記
)

(三
条
宅
'
十
二
月
十
五
日
崩
)

以
上
の
中
'
強
い
て
求
め
れ
ば
'
清
少
納
言
が
宮
仕
え
に
漸
-
馴
れ
た

頃
で
､
か
つ
中
宮
定
子
が
そ
の
才
能
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
誘
導
し
て
い
ら

れ
た
頃
と
す
る
と
､
正
暦
五
年
の
冬
あ
た
り
が
妥
当
す
る
の
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
｡
(-
)

周
知
の
如
-
萩
谷
氏
は
'
正
暦
四
年
初
頭

･
清
少
納
言
初
宮
仕
え
説
を
唱
え

ら
れ
､
現
在
こ
れ
は
通
説
と
な
っ
て
い
る
ら
し
い
し
､
こ
こ
で
引
い
た
資
料
に

も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
'
長
保
二
年
は
中
宮
定
子
が
崩
御
し
た
年
で
あ
る
か

ら
'
調
査
の
範
囲
と
し
て
は
'
こ
れ
が
妥
当
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
｢
｢香
炉

峯
の
雪
｣
の
逸
話
を
生
ん
だ
降
雪
が
何
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
は

一
切
不
明
で

あ
る
｣
と
始
ま
っ
た
は
ず
の
こ
の
論
が
'
結
局
こ
れ
を
正
暦
五
年
と
絞
る
､

｢清
少
納
言
が
宮
仕
え
に
漸
-
馴
れ
た
頃
で
､
か
つ
中
宮
定
子
が
そ
の
才
能
を

発
揮
さ
せ
よ
う
と
誘
導
し
て
い
ら
れ
た
頃
｣
と
い
う
理
由
は
､
良
-
考
え
る
と

そ
れ
ほ
ど
自
明
で
は
な
い
｡
と
言
う
の
は
'
恐
ら
く
こ
の
言
葉
を
生
ま
し
め
た

所
以
は
､
章
段
中
に

｢な
は
'
こ
の
宮
の
人
に
は
､
さ
べ
き
な
め
り
｣
と
い
う

1
節
が
存
す
る
た
め
で
'
通
説
ど
お
り
こ
れ
を
'
｢
(清
少
納
言
は
)
こ
の
中

宮
に
お
仕
え
す
る
女
房
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
｣
の
意
で
取
れ
ば

一
層
そ
の
感
が

強
ま
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
他
な
ら
ぬ
萩
谷
氏
自
身
の
痛
烈
な
批
判
が
あ

る

(-
)
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
'
そ
の
解
釈

｢中
宮
に
仕
え
る
女
房
と
し
て

は
'
そ
う
あ
る
べ
き
な
ん
で
し
ょ
う
｣
を
採

っ
て
も
'
こ
の
感
触
は
完
全
に
は

払
拭
し
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
'
そ
れ
が
先
ほ
ど
の
萩
谷
氏
の
言
へ
と
繋
が
っ

て
い
く
の
だ
と
推
測
す
る
が
､
果
た
し
て
こ
の

｢
な
は
､
こ
の
宮
の
人
に
は
､

さ
べ
き
な
め
り
｣
と
い
う
女
房
の
科
白
は
､
清
少
納
言
の
初
宮
仕
え
近
-
の
折

し
か
出
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡

周
知
の
如
く
清
少
納
言
は
､
長
徳
二
年
の
政
変
以
後
'
道
長
派
か
と
い
う
疑

い
を
か
け
ら
れ
､
萩
谷
氏
の
推
定
に
よ
れ
ば
'
四
か
月
に
も
及
ぶ
長
期
の
里
居

を
行
っ
て
い
る

(-
)｡
そ
れ
が
終
わ
っ
た
頃
な
ら
ば
､
そ
れ
こ
そ

｢帰
り
新
参
｣

的
気
分
に
自
他
共
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
､
実
際
に
､
そ
の
頃
の
こ
と
を
語
る

｢殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
｣
の
段

(角
川
文
庫
本
第

1
三
八
段
)
で
は
､

帰

っ
て
き
た
も
の
の
'
照
れ
-
さ
-
て
凡
帳
に
隠
れ
て
い
た
清
少
納
言
を
'

｢あ
れ
は
'
今
ま
ゐ
り
か
｣
と
'
か
ら
か
う
中
宮
定
子
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

(下
巻
三
五
頁
)
｡
し
か
も
こ
の
段
は
'
中
宮
と
清
少
納
言
の
'
い
わ
ゆ
る

｢問

答
｣
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
'
清
少
納
言
が
帰
参
し
た
直
接
の
き
っ

か
け
は
､
『古
今
六
帖
』
五
の
'
｢
こ
こ
ろ
に
は
し
た
ゆ
-
水
の
わ
き
か
へ
り
い

は
で
恩
ふ
ぞ
い
ふ
に
ま
さ
れ
る
｣
(以
下
､
和
歌
の
引
用
は

『新
編
国
歌
大
観
』

に
よ
る
)
の
第
四
句
を
､
｢山
吹
の
花
び
ら
た
だ

1
重
｣
に
中
宮
が
書
い
て
贈
っ

た
こ
と
に
あ
り
'
そ
の
う
え
清
少
納
言
は
'
余
り
に
も
有
名
な
こ
の
歌
を
ど
忘

れ
し
､
｢前
に
居
た
｣
｢小
さ
き
童
｣
に
教
え
ら
れ
る
と
い
う
､
極
め
て

｢問
答
｣
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に
近
い
形
が
語
ら
れ
て
い
る

(-
)｡
そ
し
て
t
も
し
こ
の
考
え
が
正
し
い
と
す

る
と
､
次
に
興
味
を
引
か
れ
る
の
は
'
ど
忘
れ
し
て
子
供
に
教
え
ら
れ
た
こ
と

を
定
子
に
話
す
と
､
清
少
納
言
自
身
も
､
｢
こ
れ
は
忘
れ
た
る
こ
と
か
は
｡
た

だ
皆
知
り
た
る
こ
と
と
か
や
｣
と
書
か
ざ
る
を
得
な
い

(下
巻
三
七
頁
)
よ
う

な
､
長
-
､
そ
し
て
訳
の
分
か
ら
な
い
フ
ォ
ロ
ー
を
中
宮
が
し
て
-
れ
た
こ
と

に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡

童
に
教
へ
ら
れ
し
こ
と
な
ど
を
啓
す
れ
ば
､
い
み
じ
う
笑
は
せ
た
ま
ひ

て
､
｢
さ
る
こ
と
ぞ
あ
る
｡
あ
ま
り
あ
な
づ
る
古
言
な
ど
は
､
さ
も
あ
り

ぬ
べ
し
｣
な
ど
､
お
は
せ
ら
る
る
つ
い
で
に
､
｢謎
々
合
せ
し
け
る
､
万

人
に
は
あ
ら
で
､
さ
や
う
の
こ
と
に
ら
う
ら
う
じ
か
り
け
る
が
'
『左
の

1
は
､
お
の
れ
言
は
む
.
さ
思
ひ
た
ま
へ
』
な
ど
頼
む
る
に
'
さ
り
と
も

わ
ろ
き
こ
と
は
言
ひ
い
で
じ
か
し
と
､
頼
も
し
-
う
れ
し
う
て
､
皆
人
々

作
り
い
だ
し
､
選
り
定
む
る
に
､
そ
の
言
葉
を
､
『
た
だ
ま
か
せ
て
､
残

し
た
ま
へ
｡
さ
申
し
て
は
'
よ
も
-
ち
を
し
く
は
あ
ら
じ
』
と
言
ふ
｡
げ

に
と
'
お
し
は
か
る
に
､
日
い
と
近
く
な
り
ぬ
｡
『
な
は
こ
の
こ
と
､
の

た
ま
へ
｡
非
常
に
､
同
じ
こ
と
も
こ
そ
あ
れ
』
と
言
ふ
を
､
『
さ
は
､
い

さ
知
ら
ず
｡
な
頼
ま
れ
そ
』
な
ど
'
む
つ
か
り
け
れ
ば
､
お
ぼ
つ
か
な
な

が
ら
'
そ
の
日
に
な
り
て
､
皆
'
方
の
人
､
男
､
女
､
居
わ
か
れ
て
､
見

証
の
人
な
ど
､
い
と
多
く
居
並
み
て
'
合
す
る
に
'
左
の
1
､
い
み
じ
く

用
意
し
て
も
て
な
し
た
る
さ
ま
'
い
か
な
る
こ
と
を
言
ひ
い
で
む
と
見
え

た
れ
ば
'
こ
な
た
の
人
､
あ
な
た
の
人
､
皆
心
も
と
な
く
う
ち
ま
も
り
て
､

『
な
ぞ
'
な
ぞ
』
と
言
ふ
ほ
ど
､
心
に
く
し
｡
『天
に
張
り
弓
』
と
言
ひ
た

り
｡
右
方
の
人
は
､
い
と
興
あ
り
と
思
ふ
に
､
こ
な
た
の
人
は
､
も
の
も

お
ぼ
え
ず
､
皆
に
-
-
､
愛
敬
な
-
て
､
あ
な
た
に
寄
り
て
､
こ
と
さ
ら

に
負
け
さ
せ
む
と
し
け
る
を
'
な
ど
､
片
時
の
ほ
ど
に
恩
ふ
に
､
右
の
人
､

『
い
と
-
ち
を
し
-
､
烏
瀞
な
り
』
と
､
う
ち
芙
ひ
て
､
『
や
､
や
｡
さ
ら

に
え
知
ら
ず
』
と
て
､
口
を
引
き
垂
れ
て
､
知
ら
ぬ
こ
と
よ
と
て
'
猿
楽

し
か
-
る
に
､
筆
さ
さ
せ
つ
｡
『
い
と
あ
や
し
き
こ
と
｡
こ
れ
知
ら
ぬ
人

は
､
誰
か
あ
ら
む
｡
さ
ら
に
筆
さ
さ
る
ま
じ
』
と
論
ず
れ
ど
'
『知
ら
ず
'

と
言
ひ
て
む
に
は
､
な
ど
て
か
､
負
-
る
に
な
ら
ざ
ら
む
』
と
て
､
次
々

の
も
､
こ
の
人
な
む
､
皆
､
論
じ
勝
た
せ
け
る
｡
い
み
じ
-
人
の
知
り
た

る
こ
と
な
れ
ど
も
へ
お
ぼ
え
ぬ
時
は
､
し
か
こ
そ
は
あ
れ
｡
『
な
に
し
に

か
は
､
知
ら
ず
と
は
言
ひ
し
』
と
'
後
に
う
ら
み
ら
れ
け
る
こ
と
｣
な
ど
､

語
り
い
で
さ
せ
た
ま
へ
ば
'
御
前
な
る
限
り
､
｢
さ
恩
ひ
っ
べ
し
｡
-
ち

を
し
う
答
へ
け
む
｡
こ
な
た
の
人
の
こ
こ
ち
､
う
ち
聞
き
は
じ
め
け
む
､

い
か
が
に
く
か
り
け
む
｣
な
ん
ど
笑
ふ
｡
こ
れ
は
忘
れ
た
る
こ
と
か
は
｡

た
だ
皆
知
り
た
る
こ
と
と
か
や
｡

(下
巻
三
五

～
六
貢
)

先
学
が
そ
う
で
あ
る
如
-
､
稿
者
も
今
'
こ
の
箇
所
に
関
す
る
明
確
な
解
釈

の
準
備
は
無
い

(-
)
が
'
こ
の
時
点
で
も
中
宮
は
､
清
少
納
言
を
ひ
き
あ
げ

る
べ
-
､
か
な
り
気
を
使

っ
て
い
る
こ
と
だ
け
は
言
え
る
と
思
う
｡
し
た
が
っ

て
､
｢中
宮
定
子
が
｣
清
少
納
言
の

｢才
能
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
帝
導
し
て
い

ら
れ
た
頃
｣
と
い
う
の
は
､
必
ず
し
も
宮
仕
え
初
期
に
限
定
さ
れ
な
い
と
考
え

る
の
だ
が
､
勿
論
今
例
と
し
て
挙
げ
た
も
の
は
'
か
な
り
解
釈
が
入
っ
て
い
る

こ
と
も
事
実
で
あ
る
｡
し
か
し
､
客
観
的
事
象
と
し
て
も
､
中
宮
が

(問
)
杏

出
し
､
清
少
納
言
が
そ
れ
に

(答
)
る
と
い
う
図
式
を
持

つ
章
段

(-
)
は
'

別
に
宮
仕
え
初
期
に
限
定
さ
れ
な
い
｡
節
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
｡

三

中
宮
が

(問
)
を
出
し
､
清
少
納
言
が
そ
れ
に

(答
)
る
と
い
う
図
式
を
持

つ
章
段
と
言
っ
て
も
'
様
々
な
レ
ベ
ル
が
考
え
ら
れ
る
｡
例
え
ば
'
こ
れ
も
有

名
な

｢宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
頃
｣
の
段

(角
川
文
庫
本
第

一
七
九
段
)

に
し
て
も
'
｢我
を
ば
恩
ふ
や
｣
と
い
う
中
宮
の

(問
)
は
あ
り

(下
巻
七

〇

頁
)'
清
少
納
言
の
答
え
に
対
す
る
中
宮
の
歌
'
｢
い
か
に
し
て
い
か
に
知
ら
ま

し
偽
り
を
空
に
礼
の
神
な
か
り
せ
ば
｣
(同
貢
)
に
清
少
納
言
は
､
｢薄
さ
濃
さ

そ
れ
に
も
よ
ら
ぬ
は
な
ゆ
ゑ
に
憂
き
身
の
ほ
ど
を
見
る
ぞ
わ
び
し
き
｣
(同
七

1
貢
)
と
返
歌
し
て
い
る
か
ら
､
こ
の
章
段
を
そ
の
1
つ
と
捉
え
る
こ
と
も
可

3
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能
だ
が
､
周
知
の
如
く
前
者
の
問
い
に
対
す
る
清
少
納
言
の
答
え
は
､
｢
い
か

が
は
｣
と
い
う
何
の
変
哲
も
な
い
も
の
で
､
た
ま
た
ま
台
盤
所
に
い
た
者
が
-

し
ゃ
み
を
し
た
た
め
に
問
題
が
複
雑
に
な
っ
た
だ
け
だ
し
､
後
者
は
贈
答
歌
と

い
う
分
類
が
昔
か
ら
あ
り
､
安
易
に
そ
れ
ま
で
含
ん
で
良
い
か
は
柳
か
疑
問
が

あ
る
｡
そ
こ
で
､
本
稿
で
は
､
問
題
に
し
て
い
る

｢雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る

を
｣
の
段
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
､
中
宮
が
､
贈
歌
で
は
な
い
形

(連
歌
の
場

合
は
贈
歌
等
の
場
合
よ
り

(問
)
の
性
格
が
強
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
数
に
含

め
た
)
で
難
題
に
近
い

(間
)
を
出
し
､
そ
れ
に
対
し
て
清
少
納
言
が
機
知
を

働
か
せ
た

(答
)
を
示
し
た
場
合
に
限
定
し
た
｡
参
考
ま
で
に
､
そ
う
し
て
認

定
し
た
章
段
と
年
次
を
､
前
節
で
既
に
取
り
上
げ
た

｢殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ

で
後
｣
を
除
い
て
掲
げ
て
お
け
ば
次
の
如
く
で
あ
る
｡

①
清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の

(角
川
文
庫
本
第
二
〇
段
)
正
暦
五
年
春

②
五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど

(角
川
文
庫
本
第
九
五
段
)
長
徳
四
年
か

③
職
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
､
八
月
十
よ
日
の
月
明
き
夜

(角
川
文
庫
本
第
九

六
段
)
長
徳
三
､
四
年
か

④
御
方
々
､
君
た
ち
､
上
人
な
ど

(角
川
文
庫
本
第
九
七
段
)
年
次
不
詳

⑤
細
殿
に
､
便
な
き
人
な
む

(角
川
文
庫
本
第
二
二
四
段
)
年
次
不
詳

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
､
認
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
こ
の
数
字
は
揺
れ
る
で
あ

ろ
う
し
､
年
次
に
つ
い
て
は
異
説
が
あ
る
も
の
も
あ
る
｡
し
か
し
､
ど
の
説
を

採
ろ
う
と

一
､
二
年
し
か
差
異
は
な
い
の
で
､
大
体
の
傾
向
は
窺
え
よ
う
｡

見
て
明
ら
か
な
よ
う
に
､
既
に
見
た

｢殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
｣
の
段

も
含
め
て
､
年
次
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
四
章
段
の
う
ち
､
三
章
段
ま
で
が
長

徳
年
間
に
偏

っ
て
お
り
､
宮
仕
え
初
期
の
方
が
む
し
ろ
少
な
い
-
ら
い
で
あ
る
｡

尤
も
､
年
次
不
詳
の
段
も
か
な
り
あ
り
､
③
の
よ
う
に
､
三
巻
本
に
し
か
見
ら

れ
な
い
も
の
も
存
在
す
る
の
で
断
定
し
た
物
言
い
は
差
し
控
え
る
が
､
そ
れ
で

も
こ
う
し
た
性
質
を
持

つ
章
段
が
､
必
ず
し
も
清
少
納
言
の
宮
仕
え
初
期
に
限

定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
判
断
で
き
よ
う
｡

だ
と
す
れ
ば
､
先
は
ど
の
萩
谷
氏
の
論
の
中
に
も
あ
る
よ
う
に
､
必
ず
し
も

全
て
が
残

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
ろ
､
漢
文
記
録
に

｢大
雪
｣
も
し
-

は

｢雪
大
降

一
尺
二
三
寸
許
｣
と
あ
る
長
徳
四
年
或
い
は
長
保
元
年
を
無
視
し

て
､
何
故

｢時
々
飛
雪
｣
-
ら
い
の
正
暦
五
年
に
､
｢雪
の
い
と
高
う
降
り
た

る
を
｣
段
の
年
次
を
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
疑
問
に
な
ろ
う
｡
そ
し

て
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
か
と
思
わ
れ
る
証
拠
は
今

一
つ
あ
る
｡
そ
れ
は
､
こ

の
章
段
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
漢
詩
の
内
容
な
の
で
あ
る
が
､
節
を
改
め
て
見

て
み
よ
う
｡

四

こ
の
章
段
の
や
り
と
り
に
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る

『
自
民
文
集
』
巻
十
六
､

｢香
焼
峯
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
五
首
｣
の
第
四
首
も
ま
た
非
常
に

著
名
な
も
の
で
あ
る
か
ら
､
知
ら
な
い
人
は
恐
ら
-
い
ま
い
が
､
こ
れ
も
本
稿

の
叙
述
に
必
要
で
あ
る
の
で
､
次
に
全
文
を
掲
げ
て
お
-
｡

日
高
睡
足
猶
傭
起

遺
愛
寺
鐘
歌
枕
聴

匡
虐
使
是
逃
名
地

心
泰
身
寧
是
帰
処

小
閤
重
会
不
伯
寒

香
焼
峯
雪
擦
簾
看

司
馬
析
為
送
老
官

故
郷
可
独
在
長
安

4

言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
章
段
の
や
り
と
り
は
､
直
接
的
に
は
こ
の
詩
の
第
三

句
と
第
四
句
の
対
句
を
踏
ま
え
る
が
､
わ
ざ
わ
ざ
全
文
を
引
用
し
た
所
以
は
､

特
に
後
半
部
分
に
顕
著
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
こ
れ
は
白
楽
天
が
左
遷
さ

れ
た
時
の
詩
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
確
認
し
た
か
っ
た
が
た
め
で
あ
る
｡
こ
こ

ま
で
言
え
ば
薄
々
察
し
が
つ
か
れ
た
方
も
い
よ
う
が
､
だ
と
す
れ
ば
こ
の
詩
を

踏
ま
え
た
や
り
と
り
は
､
父

･
関
白
道
隆
亮
去
後
に
､
中
宮
定
子
が
宮
中
を
追

わ
れ
た
後
が
最
も
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

勿
論
こ
れ
を
言
う
た
め
に
は
､
こ
の
や
り
と
り
が
単
に
字
面
の
み
を
踏
ま
え

た
も
の
で
は
な
く
'
内
容
ま
で
考
慮
し
て
い
る
か
と
か
､
た
と
え
そ
う
で
あ
っ

た
と
し
て
も
､
中
宮
定
子
が
'
自
ら
我
が
身
を
左
遷
さ
れ
た
者
と
重
ね
る
か
と

か
､
幾

つ
か
の
問
題
解
決
が
必
要
だ
が
､
前
者
に
つ
い
て
は
､
中
宮
と
の
や
り
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と
り
で
は
な
い
け
れ
ど
も
､
藤
原
斉
信
が
贈

っ
て
き
た
､
こ
れ
も

『自
民
文
集
』

中
の

一
句
に
対
し
て
､
た
だ
対
句
を
答
え
る
だ
け
で
は
潔
し
と
し
な
か
っ
た
清

少
納
言
が
､
そ
れ
を
踏
ま
え
た
和
歌
の
下
の
句
を
作

っ
て
返
し
た
と
い
う
､

｢頭
の
中
将
の
､
す
ず
ろ
な
る
そ
ら
言
を
聞
き
て
｣
(角
川
文
庫
本
第
七
八
段
)

の
よ
う
な
章
段
も
存
在
す
る
し
､
他
の
類
似
し
た
章
段
を
眺
め
て
も
､
こ
う
し

た
や
り
と
り
は
､
字
面
の
み
で
な
-
､
内
容
も
考
慮
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡

ま
た
､
後
者
に
つ
い
て
も
､
完
全
に
相
同
の
章
段
は
指
摘
し
得
な
い
が
､
例

え
ば

｢清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
｣
段
等
を
見
て
も
､
こ
う
し
た
こ
と
を
す
る
時

に
は
､
状
況
を
限
り
な
-
作
品
の
そ
れ
に
近
づ
け
る
よ
う
に
思
わ
れ
る

(-
)｡

そ
れ
に
､
白
楽
天
の
こ
の
詩
は
､
読
め
ば
分
か
る
よ
う
に
左
遷
を
嘆
く
も
の
で

は
な
-
､
｢開
き
直
り
｣
と
い
う
と
語
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
､
現
状
を

積
極
的
に
楽
し
も
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
､
己
と
重
ね
た
と
こ
ろ
で
特
に

問
題
は
な
い
｡
否
む
し
ろ
逆
境
を
却

っ
て
明
る
く
捉
え
よ
う
と
す
る
､
い
わ
ゆ

る

『
枕
草
子
』
後
期
章
段
の
特
徴

(-
)
を
考
え
れ
ば
､
そ
う
い
う
こ
と
も
大

い
に
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡

す
な
わ
ち
､
こ
の

｢雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
段
が
踏
ま
え
た
漢
詩
の

内
容
か
ら
見
て
も
､
清
少
納
言
の
宮
仕
え
初
期
と
い
う
よ
り
､
む
し
ろ
長
徳
二

年
以
降
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

五

以
上
､
類
似
章
段
の
年
次
的
散
ら
ば
り
を
見
て
も
､
残
存
す
る
漢
文
記
録
の

記
載
や
章
段
内
で
踏
ま
え
ら
れ
て
い
る
漢
詩
の
内
容
か
ら
言

っ
て
も
､
『枕
草

子
』
｢
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
の
段
は
､
清
少
納
言
の
宮
仕
え
初
期
の

こ
と
と
想
定
す
る
よ
り
､
む
し
ろ
長
徳
二
年
以
降
と
考
え
た
方
が
自
然
と
思
わ

れ
る
こ
と
に
つ
い
て
粗
々
述
べ
て
き
た
｡
蛇
足
を
加
え
れ
ば
､
萩
谷
氏
が
説
か

れ
る
よ
う
に
､
仮
に
三
巻
本
の
章
段
に
は
連
想
的
繋
が
り
が
存
在
す
る
と
し
て

も
､
｢
雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
段
の
直
前
は

｢節
分
違

へ
な
ど
し
て
､

夜
深
-
帰
る
｣
､
直
後
は

｢陰
陽
師
の
も
と
な
る
小
童
こ
そ
｣
と
､
い
ず
れ
も

｢時
｣
と
関
わ
り
な
い
章
段
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
間
に
唐
突
に
長
徳
二
年
以
降

の
話
が
出
て
き
た
と
し
て
も
'
そ
れ
は
そ
れ
は
ど
不
自
然
で
は
な
い
｡
尤
も
､

他
の
章
段
を
見
て
も
､
時
に
よ
る
連
想
は
皆
無
と
言

っ
て
も
良
い
く
ら
い
だ
か

ら
､
こ
の
こ
と
は
初
め
か
ら
問
題
に
な
ら
な
い
と
も
言
え
る
が
､
思
い
つ
-
限

り
の
可
能
性
を
考
慮
し
て
も
､
こ
の
説
に
不
利
に
な
る
証
拠
を
見
出
す
こ
と
は
､

遂
に
出
来
な
か
っ
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
｡

但
し
､
萩
谷
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
､
漢
文
記
録
が
不
完
全
な
現
状
と
し
て

は
､
そ
れ
以
上
の
年
代
を
絞
り
込
む
こ
と
は
出
来
な
い
｡
た
だ
､
詳
細
は
不
明

な
が
ら
､
実
家
と
い
う
位
置
づ
け
に
近
い
と
思
わ
れ
る
小
二
条
殿

(10
)
に
定

子
が
い
た
頃
よ
り
､
そ
れ
以
降
の
'
職
御
曹
司
等
に
い
た
頃
の
方
が

｢左
遷
｣

の
感
が
強
い
か
と
思
わ
れ
､
長
徳
三
､
四
年
乃
至
は
長
保
元
年
と
い
う
推
定
を

以
て
､
本
稿
の

一
応
の
結
論
と
し
て
お
こ
う
｡

注

(-
)

萩
谷
朴

｢
三
巻
本
枕
草
子
実
録
的
章
段
の
史
実
年
次
と
執
筆
年
次

の
考
証
｣
(紫
式
部
学
会
編

『
源
氏
物
語

･
枕
草
子
研
究
と
資
料
』

武
蔵
野
書
院

昭

.
48
)
0

(-
)

注

(-
)
と
同
書
二
五
六

～
七
貢
｡
但
し
､
判
組
み
の
関
係
で
､

中
間
部
の
資
料
は
原
形
通
り
で
は
な
い
｡

(-
)

『枕
草
子
解
環

五
』
(同
朋
社
出
版

昭
58
)
二
二
四
～
五
頁
｡

(-
)

『枕
草
子
解
環

二
』
(同
朋
社
出
版

昭
57
)
二
四

一
頁
｡

(-
)

三
田
村
雅
子

｢
(問
)
と

(答
)
-

日
記
的
章
段
の
論
理

-
｣

(
『枕
草
子

表
現
の
論
理
』

有
精
堂

平
7
)｡
も
､
こ
の
章
段

を
､
そ
う
し
た
形
の
も
の
の

一
つ
と
し
て
数
え
て
い
る
｡

(-
)

注

(-
)
の
論
で
三
田
村
氏
は
､
｢
こ
こ
で
は
登
場
人
物
相
互
の

意
識
の

｢
ず
れ
｣
を
関
係
性
と
し
て
読
み
と

っ
て
い
く
､
よ
り
積
極

的
な
読
み
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
｣
と
､
こ
の
部
分
を
意
味
づ
け
て

い
る

(
1
四
九
頁
)
が
､
小
森
潔
氏
は
そ
れ
を
､
｢
あ
く
ま
で
も
中

5
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宮
と
清
少
納
言
の
関
係
と
い
う
図
式
の
範
囲
内
で
の
み
謎
合
の
逸
話

の
意
味
を
捉
え
よ
う
と
す
る
点
で
､
こ
れ
ま
で
の
解
釈
の
域
を
脱
し

て
い
な
い
｣
と
批
判
し
､
｢道
隆
没
後
の
政
治
的
背
景
を
重
ね
合
わ

せ
な
が
ら
捉
え
｣
る
必
要
性
を
説
き
､
｢中
宮
や
清
少
納
言
自
身
を

も
含
め
た
中
開
自
家
側
の
正
当
性
を
提
示
す
る
部
分
｣
と
し
て
捉
え

る

(｢枕
草
子
の

｢謎
合
｣
を

(読
む
)

｢殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ

で
後
｣
の
段
を
め
ぐ
っ
て
｣
(
『枕
草
子

逸
脱
の
ま
な
ざ
し
』

笠
間
書
院

平
10
)｡
小
森
氏
の
指
摘
は
大
変
興
味
深
い
も
の
だ
が
､

そ
れ
で
は
末
尾
の
清
少
納
言
の
言
葉
が
卿
か
肺
に
落
ち
な
い
し
､
か

と
言
っ
て
三
田
村
氏
の
場
合
は
､
こ
の
段
が
､
い
わ
ゆ
る
前
期
章
段

と
後
期
章
段
の
結
節
点
と
し
て
確
実
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
な
ら

そ
う
し
た
解
釈
も
成
り
立
つ
が
'
ま
だ
そ
の
判
断
が
稿
者
に
は
つ
か

な
い
の
で
､

一
応
保
留
に
し
て
お
く
｡

(-
)

い
わ
ゆ
る

｢
(問
)
と

(答
)
の
章
段
｣
に
は
'
斉
信
や
行
成
等
､

中
宮
以
外
の
者
が
出
題
す
る
場
合
も
含
ま
れ
る
の
だ
が
､
｢中
宮
定

子
が
｣
清
少
納
言
の

｢才
能
を
発
揮
さ
せ
よ
う
と
誘
導
し
て
い
ら
れ
｣

る
か
否
か
を
認
定
す
る
直
接
的
手
か
が
り
に
は
な
ら
な
い
の
で
'
原

則
と
し
て
本
稿
で
は
そ
れ
ら
は
除
外
し
て
い
る
｡

(-
)

こ
れ
も
有
名
な
章
段
な
の
で
説
明
は
不
要
か
も
し
れ
な
い
が
､
論

の
展
開
上
､
そ
の
内
容
の
一
部
を
正
確
に
把
握
し
て
お
く
必
要
が
あ

る
の
で
､
念
の
た
め
説
明
し
て
お
く
｡

正
暦
五
年
の
春
､
清
少
納
言
が
中
宮
の
許
に
参
じ
る
と
､
中
宮
は

そ
こ
に
い
た
女
房
全
員
に
何
で
も
良
い
か
ら
和
歌
を
書
け
と
命
じ
､

清
少
納
言
が

『古
今
集
』
巻

一

春
上
の
藤
原
良
房
の
歌

｢年
ふ
れ

ば
よ
は
ひ
ほ
お
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
も
の
思
ひ
も
な

し
｣
の

｢花
を
し
見
れ
ば
｣
の
部
分
を

｢君
を
し
見
れ
ば
｣
に
変
え

て
献
上
し
た
と
こ
ろ
､
こ
の
状
況
は
円
融
院
の
御
代
に
定
子
の
父

･

藤
原
道
隆
が
与
え
ら
れ
た
そ
れ
の
再
現
で
､
道
隆
は
出
典
不
明
で
は

あ
る
け
れ
ど
も
､
｢潮
の
満

つ
い
つ
も
の
浦
の
い
つ
も
い
つ
も
君
を

ば
深
く
思
ふ
は
や
わ
が
｣
と
い
う
歌
の
第
五
句
を
､
｢頼
む
は
や
わ

が
｣
と
変
え
て
切
り
抜
け
た
故
事
が
あ
る
の
で
､
実
は
そ
れ
が
正
解

で
あ
り
､
清
少
納
言
は
､
そ
の
事
実
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
は

書
か
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
､
結
局
面
目
を
施
し
た
と
い
う
話
｡

(-
)

例
え
ば
原
岡
文
子
氏
に
よ
れ
ば
､
『枕
草
子
』
中
の

｢笑
ひ
｣
は
､

道
隆
生
前
の
い
わ
ゆ
る
前
期
章
段
よ
り
も
､
死
後
の
後
期
章
段
の
方

が
増
加
す
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

(｢
『枕
草
子
』
日
記

的
章
段
の

｢
笑
い
｣
を
め
ぐ

っ
て
｣
(
『
源
氏
物
語

両
義
の
糸

人
物
･表
現
を
め
ぐ
っ
て
』
(有
精
堂

平
-
)｡

(10
)

石
田
穣
二
氏
は
小
二
条
殿
を
､
伊
周
の
邸
と
推
定
し
て
お
ら
れ
る

(角
川
文
庫
本

･
下
巻
補
注
三
八
)
が
､
萩
谷
氏
は
中
宮
の
外
伯
父

･

高
階
明
順
の
邸
と
さ
れ

(『枕
草
子
解
環

一
』
(同
朋
社
出
版

昭
56
)

1
七
四
～
五
頁
)､
未
だ
決
着
し
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
い
ず
れ
の

持
ち
主
で
も
､
こ
う
し
た
言
い
方
は
許
さ
れ
よ
う
｡

(二
〇
〇
一
年
四
月
二
十
四
日
受
理
)
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