
『枕
草
子
』
｢三
条
の
宵
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
｣
段
に
つ
い
て
の
一
私
解

前
稿
(1
)
で
も
書
い
た
よ
う
に
､
本
学
で

『枕
草
子
』
の
演
習
を
し
て
い
る
せ

い
で
､
専
門
で
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
､
近
頃
そ
れ
に
つ
い
て
気
づ
く
こ
と
が
多
い
｡

今
回
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
'
標
題
に
張
っ
た
よ
う
に
'
｢三
条
の
官

に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
｣
の
段
で
あ
る
｡
前
回
扱
っ
た
､
『枕
草
子
』
を
代
表
す
る

か
の
よ
う
な

｢雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
段
に
比
べ
れ
ば
､
こ
の
章
段
は
恐

ら
く
､
専
門
家
く
ら
い
し
か
知
ら
な
い
マ
イ
ナ
ー
な
も
の
だ
と
思
う
が
'
意
外
に

大
き
な
問
題
を
率
む
も
の
で
あ
る
｡
試
み
に
､
今
最
も
新
し
い

『枕
草
子
』
の
テ

キ
ス
ト
で
あ
る
小
学
館

･
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
当
該
段
､
全
文
は
次
節
に

掲
げ
る
が
､
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
和
歌
に
つ
い
て
の
頭
注
を

一
部
抜
粋
し
て
引
用

し
よ
う
｡

一
首
の
意
は
ほ
ぼ
つ
か
め
る
も
の
の
'
前
の

｢青
ざ
し
｣
献
上
と
の
関
連

は
必
ず
し
も
は
っ
き
り
し
な
い
(2
)
0

当
該
段
全
文
を
掲
げ
て
い
な
い
今
'
こ
の
言
葉
の
全
て
の
意
味
を
汲
み
取
る
こ

と
は
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
'
要
は
こ
こ
に
､
現
在
で
も
解
け
な
い
謎
が
存
在

す
る
こ
と
が
確
認
で
き
れ
ば
良
い
｡
本
稿
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
私
解
を
提
示
し
'

大
方
の
教
示
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
｡

･

本
稿
の
問
題
意
識
だ
け
を
簡
潔
に
語
ろ
う
と
し
た
前
節
で
も
既
に
卿
か
問
題
と

な
っ
た
よ
う
に
'
私
解
の
当
否
を
問
う
た
め
に
は
'
ど
う
し
て
も
当
該
本
文
の
共

有
が
必
要
で
あ
る
｡
幸
い
当
該
段
は
短
小
で
あ
る
た
め
､
次
に
そ
の
全
文
を
掲
げ

よ
う
｡

山

田

利

博

三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
'
五
日
の
菖
蒲
の
輿
な
ど
持
て
ま
ゐ
り
'

薬
玉
ま
ゐ
ら
せ
な
ど
す
｡
若
き
人
々
､
御
匝
殿
な
ど
'
薬
玉
し
て
姫
宮
､

若
宮
に
つ
け
た
て
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
｡

い
と
を
か
し
き
薬
玉
ど
も
､
ほ
か
よ
り
ま
ゐ
ら
せ
た
る
に
'
育
ざ
L
と

い
ふ
物
を
持
て
来
た
る
を
､
肯
き
薄
様
を
鞄
な
る
硯
の
蓋
に
敷
き
て
'
｢こ

れ
､
離
越
し
に
さ
ぶ
ら
ふ
｣
と
て
'
ま
ゐ
ら
せ
た
れ
ば
､

皆
人
の
花
や
蝶
や
と
い
そ
ぐ
日
も
わ
が
心
を
ば
君
ぞ
知
り
け
る

こ
の
紙
の
端
を
引
き
破
ら
せ
た
ま
ひ
て
書
か
せ
た
ま
へ
る
､
い
と
め
で
た

/
し
｡

(下
巻

一
〇
〇
頁
｡
以
下
､
『枕
草
子
』
の
本
文
引
用
は
､
石
田
穣
二
訳
注

の
角
川
文
庫
本
に
よ
る
)

前
稿
で
も
問
題
に
し
た
よ
う
に
､
年
時
が
確
定
し
う
ら
い

『枕
草
子
』
の
章
段

が
多
い
中
で
'
本
段
は
例
外
的
に
'
冒
頭
の

｢三
条
の
宮
｣
が
当
時
の
中
宮
大

進

･
平
生
昌
の
邸
で
あ
り
､
ま
た
､
後
に

｢姫
宮
｣
｢若
宮
｣
と
並
べ
ら
れ
'
定

子
に
既
に
二
人
の
子
が
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
等
の
理
由
か
ら
､
諸
注
皆
'

長
保
二
年
五
月
の
こ
と
と
し
て
揺
る
ぎ
が
な
い
｡
そ
れ
故
本
稿
で
も
そ
の
前
提
に

立
っ
て
話
を
進
め
る
が
'
周
知
の
如
く
こ
の
年
は
､
道
長
の
娘

･
彰
子
が
入
内
L
t

定
子
は
い
っ
そ
う
追
い
つ
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
､
『栄
花
物
語
』
巻
第
六
か
か

や
く
藤
壷
(3
)

に
よ
っ
て
も
窺
え
る
｡

た
だ
こ
れ
も
周
知
の
如
く
'
『栄
花
物
語
』
は
道
長
賛
美
の
た
め
の
書
物
で
あ

る
か
ら
､
敵
方
で
あ
る
定
子
に
つ
い
て
'
ど
の
程
度
客
観
的
な
描
写
が
な
さ
れ
て
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い
る
か
は
､
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『栄
花
物
語
』
①
の
'
引
用
文
前
半
に
つ

い
て
の
注
で
は
あ
る
が
'
こ
の
辺
り
全
体
の
記
述
に
対
す
る
解
説
と
思
わ
れ
る
三

一
一
貫
頭
注
九

｢｢こ
れ
後
日
な
く
な
り
給
ふ
前
表
也
｣
(栄
花
物
語
抄
)
｡
『栄
花
』

中
の
重
要
人
物
は
前
も
っ
て
死
期
を
自
覚
す
る
こ
と
が
多
い
｣
を
待
つ
ま
で
も
な

く
'
疑
わ
し
い
｡
だ
が
'
既
に
こ
れ
ら
の
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
如
く
'
こ
の
時
定

子
は
'
三
人
目
の
子

･
妹
子
内
親
王
を
身
龍
も
っ
て
お
り
､
妊
娠
中
の
女
性
の
心

理
を
考
慮
す
れ
ば
､

一
概
に
嘘
と
も
言
え
な
い
状
態
に
あ
る
｡

そ
の
よ
う
な
中
で
こ
の
や
り
と
り
は
行
わ
れ
､
そ
の
何
処
に
問
題
が
存
す
る
か

は
既
に
前
節
に
掲
げ
た
が
､
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
､
か
な
り
以
前
か
ら
指
摘

さ
れ
て
い
る
の
で
幾
つ
か
の
解
が
あ
る
｡
最
近
そ
れ
は
､
枕
草
子
研
究
会

(雨
海

博
洋

･
神
作
光

一
･
下
玉
利
百
合
子

･
中
田
武
司

･
松
田
喜
好
)
編

『枕
草
子
大

事
典
』
(勉
誠
出
版

平
13
)
に
'
田
畑
千
恵
子
氏
の
手
に
よ
り
簡
便
に
纏
め
ら

れ
た
の
で
'
次
に
は
そ
れ
を
掲
げ
て
み
よ
う
｡

(前
略
)
｢み
な
人
の
～
｣
の
歌
の
解
釈
を
め
ぐ

っ
て
は
､
二
通
り
の
説
が

あ
る
｡

①

｢す
べ
て
の
人
が
権
勢
に
赴
く
花
や
か
な
節
目
の
今
日
､
あ
な
た
だ

け
は
さ
び
し
い
私
の
心
を
知

っ
て
い
る
の
で
す
ね
｡
｣

(池
田
亀

鑑

･
岸
上
慎
二

『日
本
古
典
文
学
大
系
』
)
な
ど
'
彰
子
方
の
隆
盛

の
陰
で
天
皇
と
隔
て
ら
れ
た
つ
ら
い
心
境
を
述
べ
た
と
す
る
立
場
｡

②

｢香
り
高
い
麦
秋
の
新
麦
を
も
っ
て
作
っ
た
青
刺
し
を
い
ち
早
く
献

じ
た
､
型
破
り
の
贈
物
を
愛
で
ら
れ
て
の
御
歌
｣
(塩
田
良
平

『枕

草
子
評
釈
』
)
な
ど
､
清
少
納
言
の
機
転
や
趣
向
を
褒
め
た
と
す
る

立
場
｡

①
は
'
古
注
以
来
､
主
流
を
占
め
て
来
た
解
釈
だ
が
､
史
実
的
背
景
を

そ
の
ま
ま
重
ね
て
'
事
実
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
読
み
方
は
'

一
方
で
は
､

枕
草
子
と
い
う
作
品
の
表
現
の
論
理
を
無
視
し
た
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
｡

あ
え
て
言
え
ば
'
現
実
の
定
子
の
心
情
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は

問
題
で
は
な
い
｡
悲
嘆
を
嘆
い
た
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
の
で

あ
る
｡
｢み
な
人
の
～
｣
の
歌
を
､
枕
草
子
が
'
い
か
な
る
歌
と
し
て
請

ろ
う
と
し
て
い
る
か
が
'
作
品
と
し
て
の
問
題
な
の
で
あ
る
｡

こ
の
段
の
構
成
が
､
定
子
の
歌
を
核
と
し
た
'

一
種
の
歌
語
り
と
も

言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
が
な
い
だ
ろ
う
｡
だ
と
す
れ
ば
､

詠
歌
の
背
景
は
､
歌
の
直
前
ま
で
に
語
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
｡
(中

略
)
や
は
り
､
塩
田
説
な
ど
②
の
解
釈
を
支
持
し
た
い
｡
｢育
ざ
し
｣
の

も
つ
庶
民
的
な
目
新
し
さ
が
'
個
性
的
で
新
し
い
美
を
求
め
る
定
子
の

美
意
識
に
か
な
っ
た
｡
そ
の
評
価
が
即
興
の
歌
と
し
て
清
少
納
言
に
伝

え
ら
れ
た
'
と
い
う
の
が
､
こ
の
段
が
語
る
詠
歌
の
事
情
で
あ
る
｡
末

尾
の

｢め
で
た
し
｣
は
､
女
房
の
機
知
に
即
座
に
応
じ
､
趣
向
美
を
解

す
る
主
君
定
子
へ
の
賛
嘆
で
あ
る
｡

(四
七
〇
～
一
頁
)

こ
の
章
段
に
存
す
る
問
題
点
が
全
て
盛
り
込
ま
れ
た
好
論
と
思
い
､
か
な
り
長

く
引
い
て
し
ま
っ
た
｡
諒
と
せ
ら
れ
た
い
｡

私
事
を
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
､
田
畑
氏
は
私
の
先
輩
に
当
た
る
人
な
の
で
'

疑
義
を
挟
む
の
は
柳
か
気
が
引
け
る
け
れ
ど
も
､
｢青
ざ
し
｣
は
ど
の
注
釈
書
で

も

｢青
麦
で
作
っ
た
菓
子
｣
と
は
あ
る
が
､
こ
れ
ま
た

一
様
に

｢と
い
う
｣
と
付

加
さ
れ
て
､
実
体
が
必
ず
し
も
明
き
ら
か
で
な
い
こ
と
も
あ
り
'
そ
れ
を
献
上
す

る
こ
と
が
果
た
し
て

｢庶
民
的
な
目
新
し
さ
が
､
個
性
的
で
新
し
い
美
を
求
め
る

定
子
の
美
意
識
に
か
な
｣
う
と
言
え
る
の
か
否
か
も
未
だ
不
明
確
だ
し
､
｢史
莱

的
背
景
を
そ
の
ま
ま
重
ね
｣
る
読
み
方
も
､
必
ず
し
も

｢枕
草
子
と
い
う
作
品
の

表
現
の
論
理
を
無
視
し
た
も
の
に
な
｣
る
と
は
限
ら
な
い
｡
仮
に
そ
う
し
た
読
み

方
を
し
た
と
し
て
も
､
そ
れ
が

｢作
品
の
表
現
の
論
理
｣
に
か
な
っ
て
い
れ
ば
'

そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ
る
｡
実
際
に
そ
う
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か

は
諸
賢
の
御
判
断
に
委
ね
る
こ
と
に
し
て
､
本
稿
が
目
指
す
と
こ
ろ
も
正
に
そ
こ

な
の
だ
が
'
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
る
た
め
に
は
さ
ら
に
言
葉
を
重
ね
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
'
節
を
改
め
て
詳
述
し
よ
う
｡
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二

同
じ
場
で
学
ん
だ
者
と
し
て
'
田
畑
氏
が
何
故
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
か
も
大

方
察
し
が
つ
く
の
だ
が
､
そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に

『枕
草
子
大
事
典
』
の
氏
に

よ
る
解
説
は
続
い
て
い
く
｡
そ
れ
は
､
本
段
最
末
尾
の
語

｢め
で
た
し
｣
に
つ
い

て
で
あ
る
｡

定
子
賛
美
の
評
語
と
し
て
の

｢め
で
た
し
｣
は
､
中
開
自
家
盛
時
の
章

段
に
は
頻
繁
に
用
い
ら
れ
､
衣
装

･
容
姿

･
心
ば
え
な
ど
多
方
面
に
わ
た

っ
て
'
定
子
を
賛
美
す
る
代
表
的
な
評
語
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
没
落
後

の
記
事
に
は
意
外
な
ほ
ど
少
な
く
､
こ
の
段
を
含
め
て
四
例
の
み
､
全
て
､

定
子
最
晩
年
の
長
保
元
､
二
年
を
史
実
年
時
と
す
る
｡
生
昌
に
対
す
る
寛

容
さ
に
対
す
る
も
の

(六
段

(
4

)
)

の
他
､
久
々
に
入
内
が
実
現
し
た
長
保

元
年
正
月
の
記
事

(八
三
段
)､

一
条
院
今
内
裏
で
の
天
皇
と
お
揃
い
の
姿

(四
七
段
後
半
部
)
な
ど
､
中
宮
と
し
て
本
来
あ
る
べ
き
姿
で
描
か
れ
る
時

に

｢め
で
た
し
｣
が
用
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡

(四
七

一
頁
)

こ
の
引
用
文
の
最
後
二
行
あ
た
り
が
'
氏
を
し
て
①
の
解
釈
を
採
る
こ
と
を
蹄

据
わ
せ
る
も
の
だ
と
思
う
が
､
そ
れ
は
②
を
唱
え
た
塩
田
良
平
氏
も
同
様
で
'
そ

も
そ
も
そ
の

『枕
草
子
評
釈
』
(学
生
社

昭
30
)
当
該
段
の
頭
注
8
に
は
次
の

よ
う
に
あ
る
｡

(前
略
)
こ
の
年
'
道
長
の
長
女
彰
子

(上
東
門
院
)
中
宮
と
な
り
､

日
に
増
し
と
き
め
い
て
､
ひ
と
び
と
が
そ
の
方
に
離
れ
て
い
く
こ
と
を
､

定
子
皇
后
は
快
快
と
楽
し
ま
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
と
'
加
納
諸
平
は
説

い
て
い
る
が
'
｢い
と
め
で
た
し
｣
の
語
が
落
ち
着
か
な
い
｡
こ
れ
は
香
り

高
い
麦
秋
の
新
麦
を
も
っ
て
作
っ
た
青
刺
を
い
ち
早
く
献
じ
た
､
型
破
り

の
贈
物
を
愛
で
ら
れ
て
の
御
歌
と
解
し
た
ほ
う
が
よ
く
は
な
い
か
｡

(原
旧
字
体
｡
五
二
七
頁
)

つ
ま
り
②
説
は
正
に
こ
の

｢め
で
た
し
｣
に
対
す
る
違
和
感
か
ら
生
ま
れ
た
こ

と
が
分
か
る
の
だ
が
､
残
念
な
が
ら
こ
の
説
を
採
ろ
う
と
も
､
そ
の
違
和
感
が
す

っ
き
り
解
消
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
､
最
初
の
節
に
も
掲
げ
た
如
く
､
最

新
の
注
釈
書
に
も
あ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
'
別
に
稿
者
だ
け
の
思
い
込

み
と
も
思
え
な
い
｡
そ
し
て
興
味
深
い
こ
と
に
､
こ
の
違
和
感
は
'
①
の
解
釈
を

採
ら
れ
る
萩
谷
朴
氏
も
同
様
に
感
じ
て
お
ら
れ
る
ら
し
い
｡

但
し
､
第
二
百
二
十
五
段
の
し
め
く
く
り
の
評
語
が

｢い
と
め
で
た
し
｣

と
あ
っ
て

｢い
と
あ
は
れ
な
り
｣
と
な
い
の
は
､
執
筆
時
の
感
情
が
ま
だ

そ
こ
ま
で
高
ま
っ
て
い
な
い
の
と
同
時
に
､
自
分
も
思
い
及
ば
な
か
っ
た

六
帖
の
歌
の
真
意
の
鮮
や
か
な
転
用
に
､
女
人
と
し
て
の
皇
后
へ
の
同
情

よ
り
も
､
作
家
と
し
て
の
皇
后
へ
の
讃
嘆
が
先
に
立
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡

ママ

(中
略
)
清
少
納
言
も
第
二
百
二
十
六
段
で
は

｢い
と
め
で
た
し
｣
と
余
裕

を
見
せ
た
筆
致
を
､
こ
こ

(第
二
二
六
段
の
こ
と
｡
引
用
者
注
)
で
は

｢い
み
じ
う
あ
は
れ
な
り
｣
と
甚
だ
切
迫
し
た
表
現
に
切
り
替
え
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
で
あ
る
(5
)
0

周
知
の
如
く
萩
谷
氏
は
､

三
巻
本
の
こ
の
段
か
ら
始
ま
る
四
章
段
を
纏
め
て

｢悲
哀
の
文
学
｣
と
捉
え
る
の
で
､
特
に
中
略
以
降
の
よ
う
な
書
き
方
に
な
る
の

だ
が
､
同
じ
雑
纂
本
で
も
､
能
因
本
で
は
こ
れ
ら
の
章
段
は
必
ず
し
も
連
続
し
て

こ
の
順
に
並
ん
で
い
な
い
こ
と
は
'
氏
自
身
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
(6
)
｡
し
か
し
'

三
巻
本
至
上
主
義
者
た
る
氏
は
そ
れ
を
､
｢悲
哀
の
文
学
と
し
て
'

晩
年
の
皇
后

の
ご
非
運
や
中
開
自
家
の
悲
劇
に
対
す
る
鎮
魂
挽
唱
の
章
段
を
連
ね
た
作
者
清
少

納
言
の
意
図
を
､
全
く
粉
砕
し
て
し
ま
っ
た
心
な
き
わ
ざ
で
あ
る
と
い
う
の
他
は

な
い
｣
(6
)

と
さ
れ
る
の
だ
が
､

一
般
的
に
言
っ
て
も
'
三
巻
本
と
能
因
本
'
ど

ち
ら
が
優
位
で
あ
る
か
は
決
着
が
つ
い
た
と
は
と
て
も
言
い
難
い
L
t
特
に
こ
れ

ら
の
章
段
に
つ
い
て
は
､
萩
谷
氏
と
全
く
逆
を
説
か
れ
る
藤
本

一
恵
氏
の
論
(7
)

も
あ
る
か
ら
な
お
さ
ら
で
あ
る
｡
よ
っ
て
本
稿
は
､
萩
谷
氏
が
説
か
れ
た
よ
う
に
､

こ
の
章
段
は
'

一
連
の

｢悲
哀
｣
を
語
る
そ
れ
の
冒
頭
に
位
置
す
る
か
ら
､
や
は

り
そ
の
感
情
を
表
す
の
だ
と
は
短
絡
し
な
い
こ
と
に
す
る
が
､
前
節
で
押
さ
え
た

史
実
か
ら
す
れ
ば
'
少
な
く
と
も
こ
の
段
だ
け
は
､
そ
う
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
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ろ
う
と
は
思
う
｡
そ
し
て
そ
れ
を
色
濃
く
読
む
萩
谷
氏
で
さ
え
'
こ
の

｢め
で
た

し
｣
に
違
和
感
を
感
じ
ら
れ
た
こ
と
だ
け
は
､
重
々
押
さ
え
て
お
き
た
い
の
で
あ

る
｡こ

こ
ま
で
来
れ
ば
こ
の
章
段
の
問
題
点
は
'
正
に
こ
の

｢め
で
た
し
｣
に
対
す

る
違
和
感
に
集
約
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
浮
彫
に
な
っ
た
と
思
う
が
'
現
在
提
出

さ
れ
て
い
る
①
､
②
い
ず
れ
の
解
釈
を
採
ろ
う
と
も
､
そ
れ
が
す
っ
き
り
と
解
消

し
得
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
も
'
ま
た
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡
で
は
そ

れ
を
解
消
す
る
方
法
は
無
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
私
見
で
は
そ
れ
は
'
こ
の
章
段
に

含
ま
れ
る
和
歌
の
解
釈
に
あ
る
と
思
う
の
で
'
節
を
改
め
て
見
て
み
よ
う
｡

三

前
節
に
掲
げ
た
萩
谷
氏
の
解
釈
の
中
略
以
前
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
'
こ
の
歌
の

直
前
に
あ
る
清
少
納
言
の
科
白

｢こ
れ
'
解
越
し
に
さ
ぶ
ら
ふ
｣
は
'
『万
葉
集
』

三

二

〇
番
歌

｢相
席
越
布
(カ
キ

(マ
セ
)
ゴ
シ
二
)

麦
咋
駒
乃
(ム
ギ
ハ
ム
コ

マ
ノ
)

雑
言
(ノ
レ
レ
ド
モ

(ラ
ル
レ
ド
)
)

猶
恋
久
(ナ
ホ
ゾ
コ
ヒ
シ
ク
)

思

不
勝
憲
(オ
モ
ヒ
カ
テ
ヌ
ヲ

(タ
エ
ヌ
カ
)
)｣
も
し
く
は

『古
今
六
帖
』

一
四
二

七
番
歌

｢ま
せ
ご
L
に
む
ぎ
は
む
こ
ま
の
は
る
ば
る
に
お
よ
ば
ぬ
恋
も
わ
れ
は
す

る
か
な
｣
(和
歌
の
引
用
は
新
編
国
歌
大
観
に
よ
る
)
を
踏
ま
え
る
と
い
う
の
が

少
し
前
の
説
(8
)

で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
'
定
子
に
対
し
て

｢雑
言
(ノ
レ
レ
ド
モ

(ラ
ル
レ
ド
)
)｣
と
い
う
の
は
脚
か
抵
抗
が
あ
る
の
か
､
今
日
で
は
ほ
ぼ
後
者
に

統

一
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
か
ら
､
本
稿
で
も
そ
れ
に
従
う
｡
そ
れ
に
よ
り
'

｢育
ざ
し
｣
が
､
わ
ず
か
'
或
い
は
到
来
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
い
う
の
が
'

今
日

一
般
的
な
説
の
よ
う
で
あ
る
が
'
そ
れ
を
萩
谷
氏
は
さ
ら
に
深
読
み
し
て
'

勿
論
'
清
少
納
言
の
意
の
存
す
る
と
こ
ろ
は
十
分
御
了
解
に
な
っ
た
で
あ

ろ
う
が
､
何
し
ろ
神
経
が
極
め
て
先
鋭
化
し
て
い
る
時
で
あ
る
か
ら
､
そ

れ
以
上
に

｢は
つ
は
つ
に
及
ば
ぬ
恋
｣
と
い
う
第
三

･
四
旬
に
気
を
廻
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
｡

一
条
院
新
内
裏
と
三
条
第
と
､
遠
く
主
上
か
ら
隔
て

ら
れ
て
い
る
白
が
身
を
､
柵
越
し
に
麦
を
喰
も
う
と
足
掻
き
す
る
駒
の
よ

う
に
､
及
ば
ぬ
恋
に
も
だ
え
る
も
の
と
'
清
少
納
言
が
同
情
し
た
に
違
い
な

い
と
考
え
着
か
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
(5
)
0

と
見
る
｡
そ
の
後
氏
は
'
｢今
日
の
よ
う
な
節
供
の
折
に
は
､
さ
ぞ
か
し
多
勢
の

公
卿
殿
上
人
が
中
宮
彰
子
の
周
辺
に
集
ま
っ
て
､
蝶
よ
花
よ
と
持
て
嚇
し
て
い
る

で
あ
ろ
う
と
考
え
て
'

一
層
み
じ
め
な
気
持
に
追
い
こ
ま
れ
て
い
る
､
そ
ん
な
自

分
の
心
中
を
見
通
し
に
知
っ
て
く
れ
る
の
は
'
清
少
納
言
よ
'
そ
な
た
だ
け
だ
と
､

仰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
｣
と
続
け
ら
れ
る
の
で
､
先
ほ
ど
述
べ
た
､
章
段
末
局

の

｢め
で
た
し
｣
と
の
敵
齢
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
単
に
'
歌

中
に
あ
る

｢君
｣
の
取
り
違
え
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
と
言
う
の
は
､

わ
ざ
わ
ざ
古
語
辞
典
を
引
く
ま
で
も
な
く
､
｢君
｣
と
は
､
｢も
と
主
君
な
ど
の
意

で
あ
っ
た

(中
略
)
臣
(お
み
)の
対
｣
(角
川
古
語
大
辞
典

(C
D
･
R

O

M
版
)
だ

か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
こ
の
歌
の

｢君
｣
と
は
清
少
納
言
で
は
な
く
､

主
君
で
あ

り
か
つ
夫
の
一
条
天
皇
の
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
｡
つ
ま
り
'
清
少
納
言
が
本
来

寵
め
る
意
図
は
な
か
っ
た
意
味
ま
で
定
子
が
深
読
み
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
と
こ

ろ
ま
で
は
萩
谷
氏
の
解
釈
と
同
じ
だ
が
､
そ
れ
を
定
子
は
'
｢中
宮
彰
子
の
身
近

に
い
る
人
は
皆
'
今
頃
は
彼
女
の
機
嫌
を
取
ろ
う
と
躍
起
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う

け
れ
ど
も
'
我
が
君

(
一
条
天
皇
)
だ
け
は
､
私
の
心
を
御
理
解
下
さ
っ
て
い
る

だ
ろ
う
｣
と
返
し
'
い
か
に
も
中
宮
ら
し
い
毅
然
と
し
た
態
度
に
清
少
納
言
は
感

動
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

た
だ
､
こ
の
考
え
の
最
大
の
障
害
と
な
る
の
は
､
『枕
草
子
』
中
に
た
っ
た

一

例
で
は
あ
る
が
'
こ
こ
と
同
じ
く
和
歌
の
中
で
'
清
少
納
言
を
定
子
が

｢君
｣
と

呼
ん
で
い
る
'
｢五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
｣
段
の

｢元
輔
が
後
と
言
は
る
る
君
し

も
や
今
宵
の
歌
に
は
づ
れ
て
は
を
る
｣
(上
巻

二
二
六
頁
)
で
あ
る
こ
と
は
十
分

承
知
し
て
い
る
が
'
逆
に
清
少
納
言
が
定
子
を
指
し
た
例
で
あ
り
'
し
か
も
歌
そ

の
も
の
は
挙
が
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
'
｢清
涼
殿
の
丑
寅
の
隅
の
｣
段
の
'
｢年

降
れ
ば
齢
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
も
の
恩
ひ
も
な
し
｣
を

｢君

を
し
見
れ
ば
｣
に
書
き
換
え
た
と
あ
る
例

(上
巻
三
三
頁
)
を
始
め
と
し
て
､
派



『枕草子』｢三条の宮におはしますころ｣段についての-私解

生
語
も
含
め
た
残
り
二
十
九
例
(9
)

は
'
全
て
先
は
ど
述
べ
た

｢君
｣
の
概
念
で

捉
え
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ
る
か
ら
､
こ
の

一
例
を
以
て
こ
の
説
を
無
下
に
退

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
｡

以
上
､
『枕
草
子
』
｢三
条
の
宮
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
｣
段
の
和
歌
の
中
に
あ
る

｢君
｣
を
'
清
少
納
言
で
は
な
く

一
条
天
皇
と
見
る
可
能
性
に
つ
い
て
粗
々
論
じ

て
き
た
｡
大
方
の
御
叱
正
を
願
う
次
第
で
あ
る
｡

注
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(-
)

拙
稿

｢『枕
草
子
』
｢雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
｣
段
の
年
次
｣
(『宮
崎
大
学
教

育
文
化
学
部
紀
要
』
人
文
科
学

第
5
号

平
14

･
9
)｡
以
下
前
稿
と
は
こ
れ
を

指
す
｡

(2
)

三
五
九
頁
頭
注

一
一
｡

(

3

)

(

帝
ハ
)
よ
ろ
づ
心
の
ど
か
に
'
宮

(定
子
)
に
泣
き
み
笑
ひ
み
'
た
だ
御
命
を

知
ら
せ
た
ま
は
ぬ
よ
し
を
夜
昼
語
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
へ
ど
'
宮
例
の
御
有
様
に

お
は
し
ま
さ
ず
'
も
の
心
細
げ
に
あ
は
れ
な
る
こ
と
ど
も
を
の
み
ぞ
申
さ
せ
た
ま
ふ
｡

(引
用
は
'
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『栄
花
物
語
』
①
三

二

頁
)

は
か
な
く
五
月
五
日
に
な
り
ぬ
れ
ば
'
(中
略
)
皇
后
宮
に
は
､
あ
さ
ま
し
き
ま

で
も
の
の
み
お
ぼ
え
た
ま
ひ
け
れ
ば
､
御
お
と
と
の
四
の
御
方

(御
匝
殿
)を
ぞ
､
今

宮
(若
宮
)の
御
後
見
よ
く
仕
ま
つ
ら
せ
た
ま
ふ
べ
き
や
う
に
､
う
ち
泣
き
て
ぞ
の
た

ま
は
せ
け
る
｡
御
匝
殿
も
､
｢ゆ
ゆ
し
き
こ
と
を
｣
と
聞
え
て
'
う
ち
泣
き
つ
つ
ぞ

過
ぐ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
｡

(同
三

一
六
～
七
頁
)

(4
)

『枕
草
子
大
事
典
』
は
'
枕
草
子
研
究
会
編

『枕
草
子
』
(勉
誠
出
版
)
を
テ
キ

ス
ト
に
用
い
て
い
る
の
で
'
章
段
番
号
は
本
稿
の
も
の
と
異
な
る
｡
因
み
に
角
川
文

庫
本
で
の
番
号
を
掲
げ
て
お
け
ば
､
順
に
､
五
段
､
八
三
段
､
四
六
段
と
な
る
｡

(5
)

萩
谷
朴

｢悲
哀
の
文
学
-

枕
草
子
の
一
面
-

｣
(『国
語
国
文
』

昭

40
･
10
)0

(6
)

萩
谷
朴

『枕
草
子
解
環
』
四

(同
朋
舎

昭
m豊

三
九
四
頁
｡

(7
)

藤
本

一
恵

｢枕
草
子
に
お
け
る
和
歌
記
載
の
一
考
察
-

定
子
鏡
魂
の
章
段
を
め

ぐ
っ
て
-

｣
(『女
子
大
国
文
』
64
号

昭
47

･
-
)｡
但
し
氏
は
､
三
巻
本
の
章

段
配
列
も
'
能
因
本
を
元
と
し
た
清
少
納
言
自
身
に
よ
る

｢編
成
し
な
お
し
｣
と
捉

え
ら
れ
､
そ
う
い
う
意
味
で
は
こ
の
配
列
に
'
萩
谷
氏
に
近
い
も
の
を
読
み
取
っ
て

お
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
必
ず
し
も
そ
う
読
む
必
然
性
が
無
い
こ
と
も
､

既
に
田
畑
千
恵
子
氏
が

｢枕
草
子

｢御
乳
母
の
大
輔
の
命
婦
｣
の
段
の
表
現
構
造

-

末
尾
の

l
文
と

｢あ
は
れ
｣
の
位
相
を
め
ぐ

っ
て
-

｣
(『
日
本
文
学
』
平

5
･
6
)
で
述
べ
ら
れ
､
稿
者
も
こ
れ
を
妥
当
と
考
え
る
か
ら
'
本
稿
で
は
そ
れ
に

従
う
｡

(8
)

岩
波
書
店
の
旧
日
本
古
典
文
学
大
系
本
は
こ
の
両
首
を
掲
げ
る
｡
但
し
新
で
は
後

者
の
み
で
あ
る
｡

(9
)

榊
原
邦
彦
編

『枕
草
子

本
文
及
び
総
象
引
』
(和
泉
書
院
索
引
叢
書
33

平
6
)

に
よ
る
｡

(二
〇
〇
三
年
四
月
二
十
五
日
受
理
)




