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平
安
期
に
お
け
る
「
星
」
の
展
開

―
後
冷
泉
朝
の
散
文
作
品
群
を
中
心
に

―
大

塚

誠

也

平
安
期
以
前
の
星
に
関
す
る
記
述
は
、
天
文
異
変
や
宿
曜
に
関
す

る
も
の
、
及
び
七
夕
伝
承
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
⑴

。
星
を
景
物
の
よ
う

に
、
す
な
わ
ち
花
や
月
の
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
は
一
般
的
で
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
景
物
と
し
て
の
星
に
関
す
る
本
格
的
な
議
論
は
、

管
見
の
限
り
院
政
期
の
肥
後
（
常
陸
）
や
中
世
初
期
の
建
礼
門
院
右
京

大
夫
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
⑵

。 

し
か
し
、
平
安
期
以
前
の
作
品
群
を
通
覧
す
る
と
、
多
く
は
な
い
が

星
を
景
物
の
よ
う
に
見
な
し
、
記
述
し
た
と
お
ぼ
し
い
箇
所
が
複
数

確
認
で
き
る
。
従
来
、
星
と
い
え
ば
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
二
五

二
歌
の
「
月
を
こ
そ
な
が
め
な
れ
し
か
星
の
夜
の
深
き
あ
は
れ
を
今

宵
知
り
ぬ
る
」
の
み
が
突
出
し
て
有
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
の
星

に
関
す
る
記
述
や
修
辞
に
、
注
目
す
べ
き
点
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ

の
問
題
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
り
、
星
の
表
現
史
の
一
端
が
明
ら
か
と

な
る
だ
ろ
う
。 

本
稿
は
散
文
、
和
歌
、
漢
籍
の
用
例
を
総
体
的
に
調
査
し
検
討
す
る

一
方
で
、
一
一
世
紀
後
半
の
後
冷
泉
朝
の
散
文
作
品
群
を
議
論
の
中

心
に
据
え
る
。『
狭
衣
物
語
』
や
『
更
級
日
記
』
等
が
、
直
前
の
文
芸

を
い
か
に
受
容
し
、
展
開
さ
せ
た
か
と
い
う
問
題
を
軸
に
し
な
が
ら
、

星
の
表
現
史
を
論
じ
る
。
星
の
用
例
は
上
代
か
ら
確
認
で
き
る
が
、
通

史
的
に
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
と
、
こ
の
時
代
に
注
目
す
べ
き
用
例
群

が
ま
と
ま
っ
て
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
稿
三
節
で
具
体
的
に

見
る
が
、
景
物
と
し
て
看
過
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
星
が
、「
光
」
と
い

う
観
点
か
ら
同
時
多
発
的
に
捉
え
直
さ
れ
た
の
が
こ
の
時
代
と
お
ぼ

し
い
。 

た
し
か
に
、
後
冷
泉
朝
は
『
源
氏
物
語
』
の
模
倣
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
根
強
く
あ
る
。
た
だ
一
方
で
、
関
白
藤
原
頼
通
等
の
文
化
政
策
や
、

物
語
歌
合
等
の
特
質
が
近
年
究
明
さ
れ
つ
つ
あ
り
⑶

、
文
学
史
を
考
え

る
上
で
決
し
て
軽
視
す
べ
き
で
な
い
時
代
で
も
あ
る
。 
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本
稿
は
以
下
、
遺
漏
な
く
議
論
を
進
め
る
た
め
、
煩
雑
で
あ
る
が
上

代
か
ら
用
例
を
通
覧
す
る
。
時
系
列
に
沿
っ
て
星
の
用
例
を
確
認
し

て
い
き
、
各
時
期
及
び
各
作
品
の
特
徴
を
お
さ
え
る
。
こ
の
作
業
を
通

じ
て
、
星
に
関
す
る
表
現
が
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
い
っ
た
の
か
を

見
て
い
く
。
な
お
、
散
文
の
用
例
と
和
歌
の
用
例
と
で
傾
向
が
大
き
く

分
か
れ
る
た
め
、『
万
葉
集
』
以
外
の
和
歌
作
品
は
、
便
宜
の
た
め
後

半
の
四
節
で
ま
と
め
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。
加
え
て
、
五
節
で
漢
籍
に

触
れ
る
。 

 

平
安
中
期
以
前
の
天
象

星
の
用
例
は
上
代
か
ら
見
受
け
ら
れ
る
が
、
景
物
や
修
辞
と
い
う

側
面
は
と
ぼ
し
い
。
原
則
と
し
て
天
文
異
変
と
そ
の
記
録
が
ほ
と
ん

ど
で
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
後
半
に
頻
出
す
る
「
六
年
の
秋
八
月
に
、

長
星
、
南
方
に
見
ゆ
。
時
人
、
彗
星
と
曰
ふ
。
七
年
の
春
三
月
に
、
彗

星
廻
り
て
東
に
見
ゆ
。
」（
舒
明
天
皇
③
四
四
頁
）
等
や
『
日
本
霊
異
記
』

の
「
冬
の
十
一
月
八
日
乙
巳
の
夜
に
、
戌
の
時
よ
り
寅
の
時
に
至
る
ま

で
、
天
の
星
悉
く
に
動
き
、
繽
粉
ひ
飛
び
遷
り
き
」（
三
五
五
頁
）
も

類
例
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
中
国
の
史
書
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
星
が

凶
兆
と
し
て
観
測
さ
れ
る
例
で
あ
る
。 

た
だ
、
例
外
的
な
用
例
も
い
く
つ
か
存
在
す
る
。『
日
本
書
紀
』
の

「
河
の
石
の
昇
り
て
星
辰
に
為
る
に
及
る
を
除
き
て
」（
仲
哀
天
皇
①

四
二
九
頁
）
は
決
し
て
起
こ
ら
な
い
こ
と
の
喩
え
で
あ
り
、
同
書
の

「
風
雨
隙
よ
り
入
り
て
、
衣
・
被
を
沾
す
。
星
辰
壊
よ
り
漏
り
て
、
床
・

蓐
を
露
に
す
」（
仁
徳
天
皇
②
三
三
頁
）
は
荒
廃
し
た
宮
城
内
を
星
明

か
り
が
照
ら
す
と
い
う
描
写
で
あ
る
。
後
者
は
場
面
描
写
と
し
て
機

能
し
て
い
る
が
、
荒
廃
の
様
子
で
あ
り
、
景
物
や
賞
美
と
い
っ
た
意
識

は
認
め
が
た
い
だ
ろ
う
。 

他
に
あ
え
て
挙
げ
れ
ば
、『
日
本
書
紀
』
の
「
星
神
香
香
背
男
」（
①

一
一
九
頁
）
と
い
う
ま
つ
ろ
わ
ぬ
星
神
や
、『
播
磨
国
風
土
記
』
の
「
二

つ
の
星
」（
四
七
頁
）
と
い
う
隕
石
、『
丹
後
国
風
土
記
』
逸
文
の
筒
川

の
嶼
子
の
「
昴
星
」「
畢
星
」
（
四
七
六
頁
）
と
い
う
童
が
見
え
る
。 

つ
ぎ
に
『
万
葉
集
』
だ
が
、
七
夕
の
「
ひ
こ
ほ
し
は
た
な
ば
た
つ
め

と
あ
め
つ
ち
の
わ
か
れ
し
と
き
ゆ
い
な
む
し
ろ
…
…
」（
旧
一
五
二
〇
）

や
明
星
の
「
…
…
あ
か
ほ
し
の
あ
く
る
あ
し
た
は
…
…
ゆ
ふ
つ
づ
の

ゆ
ふ
へ
に
な
れ
ば
…
…
」（
旧
九
〇
四
）
等
が
登
場
し
始
め
る
。
七
夕

は
以
後
『
古
今
集
』
や
『
蜻
蛉
日
記
』
等
、
様
々
な
作
品
に
用
例
が
確

認
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
七
夕
は
伝
承
で
あ
り
、
星
を
鑑
賞
す
る
年
中

行
事
で
も
あ
る
が
、
他
の
星
の
用
例
と
異
な
り
、
男
女
の
逢
瀬
や
天
の

川
の
修
辞
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
七
夕
は
い
わ
ば
七
夕
固
有
の
表
現

史
を
有
し
て
い
る
た
め
、
本
稿
で
は
網
羅
的
に
掲
げ
ず
論
旨
に
関
わ

る
も
の
を
引
用
す
る
。
こ
の
措
置
に
よ
り
論
述
に
支
障
が
で
る
こ
と

は
な
い
た
め
、
諒
と
さ
れ
た
い
。 
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ま
た
『
万
葉
集
』
で
は
景
物
と
し
て
の
他
の
用
例
も
確
認
で
き
る
。

「
き
た
や
ま
に
た
な
び
く
く
も
の
あ
を
く
も
の
ほ
し
は
な
れ
ゆ
き
つ

き
を
は
な
れ
て
」（
旧
一
六
一
）
は
、
天
武
天
皇
の
挽
歌
に
お
い
て
空

高
い
星
を
描
写
し
、
死
者
と
の
隔
絶
が
寓
さ
れ
て
も
い
る
。「
あ
め
の

う
み
に
く
も
の
な
み
た
ち
つ
き
の
ふ
ね
ほ
し
の
は
や
し
に
こ
ぎ
か
く

る
み
ゆ
」（
旧
一
〇
六
八
）
は
多
く
の
星
を
「
ほ
し
の
は
や
し
」
と
表

現
し
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
景
物
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

『
万
葉
集
』
の
星
は
、
概
し
て
七
夕
や
明
星
等
の
特
定
の
天
象
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
が
、
右
の
よ
う
に
一
般
的
な
星
が
景
物
と
し
て
詠
ま

れ
る
ケ
ー
ス
も
若
干
確
認
で
き
る
。 

最
後
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
だ
が
、
弾
琴
と
天
変
地
異
の
場
面
に
お
い

て
星
の
描
写
が
複
数
確
認
で
き
る
。 

Ａ
『
う
つ
ほ
物
語
』
吹
上
下

…
…
涼
は
弥
行
が
琴
を
、
少
し
ね
た
う
仕
う
ま
つ
る
に
、
雲
の
上

よ
り
響
き
、
地
の
下
よ
り
と
よ
み
、
風
雲
動
き
て
、
月
星
騒
ぐ
。

礫
の
よ
う
な
る
氷
降
り
、
雷
鳴
り
閃
く
。 

（
①
五
三
三
頁
） 

他
に
、
七
月
七
日
の
七
夕
に
「
星
ど
も
騒
ぎ
て
、
神
鳴
ら
む
ず
る
や

う
に
て
」（
③
五
五
〇
頁
）
、「
月
の
巡
り
に
星
集
ま
る
め
り
」（
同
頁
）
、

「
月
、
星
、
雲
も
騒
が
し
く
て
」（
③
五
五
一
頁
）、
八
月
一
五
日
の
仲

秋
の
名
月
に
「
星
騒
ぎ
、
空
の
気
色
、
恐
ろ
し
げ
に
は
あ
ら
で
」（
③

五
九
五
頁
）
が
確
認
で
き
る
。
前
者
は
他
作
品
の
七
夕
の
場
面
と
違
い
、

年
中
行
事
や
伝
説
と
一
線
を
画
す
る
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
⑷

。 

い
ず
れ
も
先
に
見
た
上
代
の
天
文
異
変
に
通
じ
る
が
、
先
行
研
究

で
は
奇
瑞
と
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
ら
は
景
物
と
は
見
な
し

が
た
い
が
、
星
を
描
い
た
平
安
中
期
の
用
例
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。
後

に
検
討
す
る
『
源
氏
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
に
も
影
響
が
見
ら
れ
る
。 

以
上
、
上
代
か
ら
平
安
中
期
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
ま
で
の
星
を
確
認

し
た
。
景
物
や
賞
美
に
関
す
る
用
例
は
僅
少
で
あ
り
、
天
文
な
い
し
は

異
変
と
い
っ
た
特
定
の
文
脈
に
置
か
れ
る
例
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
っ
た
。 

 

『
枕
草
子
』
『
源
氏
物
語
』
の
転
換
期

一
条
朝
の
『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
を
見
る
。
こ
の
二
作
品
は
後

代
へ
の
影
響
が
多
く
指
摘
さ
れ
て
お
り
⑸

、
後
冷
泉
朝
を
考
え
る
上
で

も
十
分
な
検
討
が
必
要
と
な
ろ
う
。 

ま
ず
『
枕
草
子
』
だ
が
、
つ
ぎ
の
二
章
段
が
挙
げ
ら
れ
る
。 

Ｂ
『
枕
草
子
』
正
月
一
日
、
三
月
三
日
は

正
月
一
日
、
三
月
三
日
は
い
と
う
ら
ら
か
な
る
。
五
月
五
日
は
、

曇
り
く
ら
し
た
る
。
七
月
七
日
は
、
曇
り
く
ら
し
て
、
夕
方
は
晴

れ
た
る
空
に
、
月
い
と
明
か
く
、
星
の
数
も
見
え
た
る
。 

（
四
三
頁
） 

Ｃ
『
枕
草
子
』
星
は 

星
は
、
す
ば
る
。
彦
星
。
夕
づ
つ
。
よ
ば
ひ
星
す
こ
し
を
か
し
。

尾
だ
に
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
ま
い
て
。

（
三
七
一
頁
） 
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Ｂ
は
星
空
を
景
物
と
し
て
眺
め
る
例
で
あ
る
が
、
七
月
七
日
に
つ
い

て
の
記
述
で
あ
る
。
年
中
行
事
と
し
て
の
七
夕
に
限
定
さ
れ
て
い
る

点
に
注
意
し
た
い
。
Ｃ
も
特
定
の
星
を
列
記
す
る
記
事
で
あ
る
。
類
例

に
「
名
お
そ
ろ
し
き
も
の
」
段
に
「
ほ
こ
星
」（
二
七
四
頁
）
の
名
が

見
え
る
。 

清
少
納
言
は
星
を
景
物
と
し
て
捉
え
る
意
識
を
持
っ
て
い
た
よ
う

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
行
事
や
特
定
の
星
に
関
わ
る
限
定
的

な
も
の
だ
っ
た
と
い
え
そ
う
で
あ
る
⑹

。 

つ
ぎ
に
『
源
氏
物
語
』
だ
が
、
特
に
注
目
す
べ
き
二
場
面
を
ま
ず
挙

げ
る
。 

Ｄ
『
源
氏
物
語
』
末
摘
花
巻 

…
…
宵
過
ぐ
る
ま
で
待
た
る
る
月
の
心
も
と
な
き
に
、
星
の
光

ば
か
り
さ
や
け
く
、
松
の
梢
吹
く
風
の
音
心
細
く
て
、
い
に
し
へ

の
こ
と
語
り
出
で
て
う
ち
泣
き
な
ど
し
た
ま
ふ
。
い
と
よ
き
を

り
か
な
と
思
ひ
て
、
御
消
息
や
聞
こ
え
つ
ら
む
、
例
の
い
と
忍
び

て
お
は
し
た
り
。
月
や
う
や
う
出
で
て
…
… 

（
①
二
七
九
～
二
八
〇
頁
） 

Ｅ
『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻 

雪
に
は
か
に
降
り
乱
れ
、
風
な
ど
は
げ
し
け
れ
ば
、
御
遊
び
と
く

や
み
ぬ
。
こ
の
宮
の
御
宿
直
所
に
人
々
参
り
た
ま
ふ
。
物
ま
ゐ
り

な
ど
し
て
う
ち
や
す
み
た
ま
へ
り
。
大
将
、
人
に
も
の
の
た
ま
は

む
と
て
、
す
こ
し
端
近
く
出
で
た
ま
へ
る
に
、
雪
の
や
う
や
う
積

も
る
が
星
の
光
に
お
ぼ
お
ぼ
し
き
を
、「
闇
は
あ
や
な
し
」
と
お

ぼ
ゆ
る
匂
ひ
あ
り
さ
ま
…
…

（
⑥
一
四
七
頁
） 

Ｄ
は
末
摘
花
と
大
輔
の
命
婦
が
語
ら
う
場
面
で
あ
り
、
月
が
出
て
お

ら
ず
「
星
の
光
」
が
明
る
い
と
あ
る
。
Ｅ
は
宮
中
の
宿
直
所
で
薫
が
浮

舟
を
思
慕
す
る
場
面
で
、
こ
ち
ら
は
「
星
の
光
」
に
よ
り
雪
が
お
ぼ
ろ

げ
と
あ
る
。 

い
ず
れ
も
一
般
的
な
星
空
の
描
写
と
し
て
ほ
ぼ
初
例
と
い
え
る
だ

ろ
う
。
先
行
例
と
し
て
は
『
日
本
書
紀
』
の
「
星
辰
壊
よ
り
漏
り
て
」

（
仁
徳
天
皇
②
三
三
頁
）
や
『
万
葉
集
』
の
「
ほ
し
の
は
や
し
」（
旧

一
〇
六
八
）
が
挙
げ
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。 

た
だ
、
Ｄ
も
Ｅ
も
い
わ
ゆ
る
「
つ
な
ぎ
」
に
あ
た
る
場
面
で
あ
る
こ

と
に
は
注
意
し
た
い
。
Ｄ
は
光
源
氏
が
訪
れ
る
前
の
会
話
場
面
で
あ

り
、
ほ
ど
な
く
到
着
す
る
と
「
月
や
う
や
う
出
で
て
」
と
星
が
描
か
れ

な
く
な
る
。
Ｅ
も
浮
舟
を
思
慕
す
る
薫
と
そ
れ
を
見
て
焦
燥
す
る
匂

宮
の
場
面
で
あ
る
。
雪
と
星
の
取
り
合
わ
せ
が
薫
の
美
質
と
響
き
合

う
と
見
な
せ
る
が
、
一
連
の
浮
舟
物
語
に
お
い
て
は
幕
間
の
感
が
あ

る
⑺

。『
源
氏
物
語
』
は
星
を
描
写
す
る
が
、
鑑
賞
や
賞
美
に
類
す
る
意

識
は
明
確
で
な
い
よ
う
だ
。 

し
か
し
ま
た
一
方
で
、「
星
の
光
」
と
い
う
言
い
回
し
に
は
注
目
さ

れ
る
。『
源
氏
物
語
』
で
は
他
に
、
七
夕
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
「
大

空
の
星
の
光
を
盥
に
映
し
た
る
心
地
」（
蓬
生
巻
②
三
二
六
頁
）⑻
、「
彦

星
の
光
を
こ
そ
待
ち
出
で
め
」（
総
角
巻
⑤
二
三
九
頁
）
、「
彦
星
の
光
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を
こ
そ
待
ち
つ
け
さ
せ
め
」（
東
屋
巻
⑥
五
四
頁
）
の
三
例
、
天
文
変

異
に
関
わ
る
表
現
と
し
て
「
雨
の
脚
し
め
り
、
星
の
光
も
見
ゆ
る
に
」

（
明
石
巻
②
二
二
七
頁
）
、「
例
に
違
へ
る
月
日
星
の
光
見
え
」（
薄
雲

巻
③
四
四
三
頁
）、「
空
の
月
星
を
動
か
し
」（
若
菜
下
巻
④
一
九
八
頁
）

の
三
例
が
見
え
る
。
若
菜
下
巻
の
用
例
以
外
が
「
星
の
光
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
特
定
の
天
体
や
天
文
を
指
す
が
、「
星
の
光
」
と
い
う
本
文

表
現
を
用
い
る
点
で
Ｄ
・
Ｅ
と
共
通
す
る
。
他
に
保
坂
本
の
浮
舟
巻
に

も
「
星
の
光
」
が
一
例
確
認
で
き
る
た
め
、
次
節
で
詳
し
く
触
れ
る
。 

管
見
の
限
り
、
先
行
す
る
用
例
は
『
忠
岑
集
』
八
七
番
左
注
「
…
…

波
の
堰
な
か
る
べ
し
、
天
つ
空
よ
り
も
清
く
晴
れ
て
、
星
の
光
、
雲
の

塵
も
ゐ
ざ
り
け
ん
…
…
」
の
み
で
あ
る
。『
忠
岑
集
』
か
ら
『
源
氏
物

語
』
へ
の
影
響
は
や
や
想
定
し
が
た
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
『
源
氏
物

語
』
が
星
の
「
光
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
論
を
俟
た
な
い
。『
源

氏
物
語
』
に
お
い
て
星
は
、
光
を
放
つ
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
て
い

る
。 以

上
、『
枕
草
子
』『
源
氏
物
語
』
を
確
認
し
た
。『
枕
草
子
』
は
星

に
対
す
る
意
識
が
う
か
が
え
る
も
の
の
、
七
夕
等
の
限
定
的
な
視
点

の
み
で
あ
る
こ
と
、『
源
氏
物
語
』
は
星
を
描
く
場
面
が
見
受
け
ら
れ

る
が
、
賞
美
の
意
識
は
強
く
な
い
こ
と
、
及
び
星
の
「
光
」
と
い
う
表

現
を
多
用
す
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
。 

星
の
光
は
場
面
描
写
の
技
法
と
し
て
発
展
性
が
あ
っ
た
た
め
で
あ

ろ
う
、
後
冷
泉
朝
の
作
品
群
に
特
に
影
響
を
与
え
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

後
冷
泉
朝
の
散
文
に
お
け
る
星
の
光
の
展
開

後
冷
泉
朝
の
「
星
」
は
、
複
数
の
作
品
に
わ
た
り
類
似
の
場
面
描
写

が
同
時
多
発
的
に
確
認
で
き
る
。
犬
養
廉
氏
が
指
摘
し
た
「
融
和
」「
共

有
」
と
い
う
時
代
的
な
性
格
が
ま
ず
想
起
さ
れ
よ
う
⑼

。
こ
れ
か
ら
星

の
用
例
群
に
関
し
て
、
三
つ
の
パ
タ
ー
ン
に
分
け
て
検
討
す
る
。 

一
点
目
と
し
て
「
梅
雨
時
の
宮
中
で
男
君
が
演
奏
す
る
」
と
い
う
場

面
を
挙
げ
る
。 

Ｆ
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』 

「
内
裏
に
、
御
遊
び
始
ま
る
を
、
た
だ
今
、
参
ら
せ
た
ま
へ
」
と

て
、
蔵
人
少
将
参
り
た
ま
へ
り
。（
中
略
）
琴
・
笛
な
ど
取
り
散

ら
し
て
、
調
べ
ま
う
け
て
待
た
せ
た
ま
ふ
な
り
け
り
。
ほ
ど
な
き

月
も
雲
が
く
れ
ぬ
る
を
、
星
の
光
に
、
遊
ば
せ
た
ま
ふ
。
こ
の
か

た
つ
き
な
き
殿
上
人
な
ど
は
、
ね
ぶ
た
げ
に
う
ち
あ
く
び
つ
つ
、

す
さ
ま
じ
げ
な
る
ぞ
わ
り
な
き
。

（
四
三
一
～
四
三
二
頁
） 

Ｇ
『
狭
衣
物
語
』
巻
一 

内
裏
に
は
、
わ
ざ
と
節
会
な
ど
の
な
き
夜
の
つ
れ
づ
れ
な
る
に
、

雨
雲
隙
な
き
空
の
け
し
き
、
も
の
む
つ
か
し
さ
の
慰
め
に
、
東
宮

渡
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
御
物
語
な
ど
あ
る
な
り
け
り
。（
中
略
）
稲

妻
の
た
び
た
び
し
て
、
雲
の
た
た
ず
ま
ひ
例
な
ら
ぬ
を
、
神
の
鳴

る
べ
き
に
や
と
※

見
ゆ
る
を
、
※

星
の
光
ど
も
、
月
に
異
な
ら
ず
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輝
き
わ
た
り
つ
つ
、
御
笛
の
同
じ
声
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
物
の
音
ど

も
空
に
聞
こ
え
て
、
楽
の
音
い
と
お
も
し
ろ
し
。 

（
①
三
七
～
四
三
頁
） 

※
見
ゆ
る
を
―
み
る
に
空
い
た
う
は
れ
て
ほ
し
い
と
あ
か
く
な
り
ぬ

（
蓮
空
本
・
四
季
本
等
）

星
の
～
わ
た
り
つ
つ
―
ナ
シ
（
為
家
本
・

前
田
本
） 

Ｆ
は
宮
中
で
待
望
さ
れ
て
い
た
中
納
言
が
、
よ
う
や
く
到
着
し
て

演
奏
す
る
場
面
で
あ
る
。「
星
の
光
に
、
遊
ば
せ
」
と
は
、
星
明
か
り

の
も
と
で
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。
Ｇ
は
御
前
で
再
三
に
わ
た
る
催
促

を
受
け
た
狭
衣
が
、
つ
い
に
吹
笛
す
る
場
面
で
あ
る
。「
月
に
異
な
ら

ず
」
と
は
、
天
文
異
変
に
よ
る
異
例
の
星
明
か
り
で
あ
る
。 

こ
の
二
場
面
は
よ
く
類
似
し
て
い
る
。
共
通
点
と
し
て
、
帝
達
の
覚

え
め
で
た
い
優
美
な
男
君
と
い
う
設
定
や
、
梅
雨
時
な
の
で
月
が
雲

に
隠
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
が
特
に
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
を
前
節

の
『
源
氏
物
語
』
と
比
較
す
る
と
、
人
物
造
型
や
場
面
設
定
と
よ
り
結

び
つ
い
た
場
面
描
写
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
な
お
Ｆ
は
禖
子
内
親

王
家
女
房
の
小
式
部
、
Ｇ
は
同
家
女
房
の
宣
旨
が
作
者
と
さ
れ
る
。
ま

ず
影
響
関
係
を
想
定
す
べ
き
だ
ろ
う
。 

反
対
に
相
違
点
と
し
て
、
Ｇ
の
み
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
天
変
地
異
を

継
承
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
だ
、『
う
つ
ほ
物
語
』
は
七

夕
や
仲
秋
の
場
面
で
あ
り
、
月
が
星
と
必
ず
セ
ッ
ト
で
描
写
さ
れ
て

い
た
。
こ
れ
に
対
し
Ｇ
は
、
月
が
雲
に
隠
れ
て
星
の
み
が
見
え
る
と
い

う
描
写
に
な
っ
て
い
る
。
や
は
り
後
冷
泉
朝
に
お
い
て
、
星
を
表
現
に

利
用
す
る
意
識
が
発
展
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。 

二
点
目
と
し
て
「
男
君
と
女
君
が
出
会
う
」
と
い
う
場
面
を
挙
げ
る
。 

Ｈ
『
狭
衣
物
語
』
巻
四 

月
は
な
け
れ
ど
、
星
の
光
け
ざ
や
か
な
る
に
、
※

軒
近
う
て
、
い

た
う
た
ど
た
ど
し
き
ほ
ど
に
も
あ
ら
ね
ば
、
お
ほ
か
た
の
御
様

体
、
う
ち
振
舞
ひ
た
ま
へ
る
さ
ま
な
ど
も
、
ふ
と
、
あ
な
め
で
た

と
見
た
ま
へ
る
に
、
風
に
従
ひ
て
く
ゆ
り
入
り
た
る
匂
ひ
さ
へ

…
…
（
中
略
）「
…
…
今
宵
も
月
も
待
た
ず
い
そ
ぎ
は
べ
り
て
…

…
」

（
②
二
七
二
頁
～
二
七
三
頁
） 

※
軒
近
う
て
、
い
た
う
た
ど
た
ど
し
き
―
い
と
う
ゐ

〱
し
き
（
伝
為
明

筆
本
）
―
軒
ち
か
う
て
い
る
は
こ
と

〱
し
き
（
伝
慈
鎮
筆
本
） 

Ｉ
『
狭
衣
物
語
』
巻
四 

思
ひ
も
寄
ら
ず
う
ち
見
返
り
た
ま
へ
る
に
、
星
月
夜
の
※

た
ど
た

ど
し
き
に
、
烏
帽
子
の
※

き
と
見
え
た
る
に
、
心
惑
ひ
し
た
ま
ひ

て
、
や
が
て
う
つ
ぶ
し
た
ま
ひ
て
、
音
も
し
た
ま
は
ぬ
を
…
…

（
中
略
）「
…
…
月
待
つ
ほ
ど
、
か
う
て
侍
ら
ん
」
と
ぞ
の
た
ま

ふ
。

（
②
二
七
八
～
二
八
〇
頁
） 

※
た
ど
た
ど
し
き
に
―
光
に
（
飛
鳥
井
雅
章
筆
本
）

き
と
―
ふ
と
（
諸

本
） 

Ｊ
『
更
級
日
記
』 
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と
み
に
立
つ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
ほ
ど
、
星
の
光
だ
に
見
え
ず
暗
き

に
、
う
ち
し
ぐ
れ
つ
つ
、
木
の
葉
に
か
か
る
音
の
を
か
し
き
を
、

「
な
か
な
か
に
艶
に
を
か
し
き
夜
か
な
。
月
の
隈
な
く
明
か
ら

む
も
は
し
た
な
く
ま
ば
ゆ
か
り
ぬ
べ
か
り
け
り
」
（
三
三
四
頁
） 

Ｈ
・
Ｉ
は
物
語
の
終
盤
、
狭
衣
が
宰
相
の
妹
（
後
の
藤
壺
女
御
）
を
訪

ね
る
場
面
で
あ
る
。
Ｈ
で
は
狭
衣
の
優
美
な
容
姿
が
「
け
ざ
や
か
な
」

星
の
光
で
見
え
る
と
あ
り
、
Ｉ
で
は
「
た
ど
た
ど
し
き
」
星
月
夜
の
明

か
り
で
狭
衣
の
烏
帽
子
が
見
え
た
と
あ
る
。「
月
待
つ
ほ
ど
」
と
い
う

セ
リ
フ
か
ら
、「
星
月
夜
」
が
星
の
み
の
空
を
表
す
語
で
あ
る
と
理
解

さ
れ
る
。 

先
ほ
ど
の
Ｆ
・
Ｇ
の
用
例
と
併
せ
、
月
が
出
て
い
な
い
星
の
み
の
空

と
い
う
情
景
が
こ
の
時
代
に
幾
度
も
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

月
の
不
在
は
『
源
氏
物
語
』
の
Ｄ
「
宵
過
ぐ
る
ま
で
待
た
る
る
月
」
も

同
様
だ
が
、
Ｄ
は
末
摘
花
と
大
輔
の
命
婦
の
会
話
場
面
で
あ
っ
た
。

『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
が
あ
る
に
せ
よ
、
星
夜
の
情
景
は
後
冷
泉

朝
に
お
い
て
男
君
の
美
質
と
結
び
付
き
、
男
女
の
邂
逅
の
場
面
に
利

用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
後
冷
泉
朝
に
お
い
て
明
確
に
打
ち
出
さ
れ

た
嗜
好
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
先
行
研
究
で
は
、
倉
田
実
氏
が

『
狭
衣
物
語
』
の
灯
と
月
の
明
か
り
を
論
じ
る
過
程
で
星
の
光
の
用

法
に
触
れ
る
⑽

。
卓
見
で
あ
る
が
、
後
冷
泉
朝
の
作
品
群
と
い
う
視
座

か
ら
さ
ら
に
星
を
捉
え
た
い
。 

Ｊ
も
、
菅
原
孝
標
女
と
同
僚
女
房
が
源
資
通
に
邂
逅
す
る
場
面
で

あ
る
。
女
房
で
あ
る
女
君
の
も
と
を
思
慮
深
い
男
君
が
訪
ね
る
と
い

う
設
定
が
、『
源
氏
物
語
』
の
薫
及
び
『
紫
式
部
日
記
』
の
頼
通
に
通

じ
る
と
い
う
指
摘
は
あ
る
が
⑾

、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
夕
暮
で
あ
る
。

Ｊ
が
「
星
の
光
だ
に
見
え
ず
く
ら
き
」
と
異
な
る
情
景
に
な
っ
て
い
る

点
は
看
過
で
き
な
い
。 

Ｊ
は
暗
夜
で
あ
り
、
星
は
出
て
な
い
。
し
か
し
「
星
の
光
す
ら
見
え

な
い
」
と
い
う
発
想
は
、
星
が
既
に
景
物
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
け

れ
ば
成
立
し
な
い
の
で
は
な
い
か
。
Ｊ
は
景
物
と
し
て
の
星
の
描
写

を
さ
ら
に
推
し
進
め
る
、
な
い
し
は
逆
手
に
取
る
表
現
な
の
で
は
な

い
か
。
な
お
加
藤
昌
嘉
氏
は
保
坂
本
『
源
氏
物
語
』
手
習
巻
の
「
ほ
し

の
ひ
か
り
た
に
み
え
さ
り
し
に
」
と
い
う
本
文
を
指
摘
し
、
Ｊ
の
場
面

も
含
め
「
彦
星
の
光
」
を
め
ぐ
る
一
連
の
表
現
の
問
題
と
し
て
論
じ
る

⑿

。
保
坂
本
の
本
文
と
、
御
物
本
『
更
級
日
記
』
の
本
文
と
、
成
立
の

先
後
関
係
は
詳
ら
か
で
な
い
が
留
意
す
べ
き
点
で
あ
る
。 

三
点
目
と
し
て
「
贈
答
詠
の
場
面
描
写
」
を
挙
げ
る
。 

Ｋ
『
更
級
日
記
』 

冬
に
な
り
て
、
月
な
く
雪
も
降
ら
ず
な
が
ら
、
星
の
光
に
、
空
さ

す
が
に
隈
な
く
、
さ
え
わ
た
り
た
る
夜
の
か
ぎ
り
、
殿
の
御
方
に

さ
ぶ
ら
ふ
人
々
と
物
語
し
明
か
し
つ
つ
、
明
く
れ
ば
た
ち
別
れ

し
つ
つ
、
ま
か
で
し
を
思
ひ
出
で
け
れ
ば
、 
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月
も
な
く
花
も
見
ざ
り
し
冬
の
夜
の
心
に
し
み
て
恋
し
き

や
な
ぞ 

わ
れ
も
さ
思
ふ
こ
と
な
る
を
、
同
じ
心
な
る
も
を
か
し
う
て
、 

さ
え
し
夜
の
氷
の
袖
に
ま
だ
と
け
で
冬
の
夜
な
が
ら
音
を

こ
そ
は
泣
け

（
三
三
一
～
三
三
二
頁
） 

Ｋ
は
、
出
仕
先
で
他
家
の
女
房
達
と
語
り
合
い
、
そ
の
時
の
思
い
出

を
贈
答
し
た
記
事
で
あ
る
。
星
の
光
で
隈
な
く
さ
え
て
い
た
と
あ
る

か
ら
、
寒
さ
よ
り
も
む
し
ろ
明
る
さ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
だ
ろ
う
。 

注
目
す
べ
き
は
、
地
の
文
に
は
「
星
の
光
」
と
あ
る
の
に
、
和
歌
に

星
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
先
方
の
贈
歌
は
「
月
も
な
く

花
も
見
ざ
り
し
」
と
月
の
不
在
を
詠
み
、
孝
標
女
の
返
歌
は
「
さ
え
し

夜
」「
氷
」「
と
け
で
」
と
冷
え
冷
え
と
し
た
情
景
を
詠
む
。
こ
れ
は
、

こ
の
時
代
の
星
の
「
光
」
に
関
す
る
描
写
が
、
韻
文
に
先
立
ち
散
文
で

成
立
し
た
こ
と
の
徴
証
と
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
見
通
し

に
関
し
て
、
次
節
で
和
歌
の
用
例
を
通
覧
す
る
。 

以
上
、
本
節
で
確
認
し
た
後
冷
泉
朝
の
用
例
を
改
め
て
考
察
す
る
。

優
美
な
男
君
の
管
絃
の
場
面
と
、
男
女
の
出
会
い
の
場
面
と
、
贈
答
歌

の
場
面
と
、
三
つ
に
分
け
て
検
討
し
た
。
い
ず
れ
も
星
の
光
が
効
果
的

に
用
い
ら
れ
、
場
面
描
写
に
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。 

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
は
天
の
川
や
明
星
の
よ
う
な
見
上
げ
て
鑑
賞
さ

れ
る
天
体
で
は
な
く
、
登
場
人
物
や
辺
り
を
照
ら
し
出
す
星
明
か
り

と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。「
星
の
光
」
と
い
う
言

い
回
し
自
体
は
『
源
氏
物
語
』
か
ら
の
影
響
で
あ
ろ
う
が
、
表
現
内
容

は
よ
り
発
展
し
て
い
る
。
星
が
照
ら
す
と
い
う
発
想
は
、
他
の
七
夕
関

連
の
用
例
や
、
次
節
で
見
る
和
歌
の
用
例
と
決
定
的
に
異
な
る
点
で

あ
る
。
あ
え
て
挙
げ
れ
ば
『
日
本
書
紀
』
の
「
星
辰
壊
よ
り
漏
り
て
、

床
・
蓐
を
露
に
す
」（
仁
徳
天
皇
②
三
三
頁
）
が
あ
る
が
、
内
容
は
似

つ
か
な
い
。 

ま
た
Ｈ
「
け
ざ
や
か
」
等
の
強
い
光
と
、
Ｉ
「
た
ど
た
ど
し
き
」
等

の
弱
い
光
と
が
併
存
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。
星
の
光
の
強

弱
の
別
は
『
源
氏
物
語
』
に
も
見
え
た
が
、
Ｊ
「
星
の
光
だ
に
見
え
ず
」

の
不
在
も
含
め
、
星
の
光
に
は
多
面
性
が
あ
る
こ
と
に
も
付
言
し
て

お
き
た
い
。  

後
冷
泉
朝
ま
で
の
和
歌
と
見
上
げ
る
天
体

後
冷
泉
朝
ま
で
の
和
歌
に
お
け
る
星
を
見
る
。
前
節
の
散
文
の
用

法
と
比
較
す
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
。
な
お
後
続
の
院
政
期
以
後
の

和
歌
は
、
君
嶋
亜
紀
氏
や
久
保
田
淳
氏
が
論
じ
て
い
る
が
⒀

、
詠
み
ぶ

り
に
変
化
が
み
ら
れ
る
。
稿
者
も
別
稿
を
期
し
た
い
。 

平
安
期
の
星
の
用
例
は
、
七
夕
関
連
の
歌
材
や
歌
語
を
除
く
と
そ

こ
ま
で
多
く
な
い
。
調
査
の
結
果
、
あ
る
程
度
の
修
辞
の
パ
タ
ー
ン
が

確
認
で
き
た
。
そ
の
た
め
デ
ー
タ
と
し
て
の
価
値
も
考
慮
し
、
以
下
、

煩
雑
だ
が
パ
タ
ー
ン
ご
と
に
初
例
の
一
首
を
掲
げ
、
類
歌
情
報
を
次
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行
の
（

）
内
に
列
記
す
る
。
比
喩
や
掛
詞
等
、
位
相
の
異
な
る
カ
テ

ゴ
リ
ー
を
挙
げ
た
が
、
複
数
の
パ
タ
ー
ン
に
ま
た
が
る
と
判
断
し
た

歌
は
重
複
し
て
掲
出
し
た
。 

●
菊
の
比
喩 

大
虚
緒
取
反
鞆
聞
那
国
星
歟
砥
見
留
秋
之
菊
鉋
／
オ
ホ
ゾ
ラ
ヲ

ト
リ
カ
ヘ
ス
ト
モ
キ
カ
ナ
ク
ニ
ホ
シ
カ
ト
ミ
ユ
ル
ア
キ
ノ
キ
ク

カ
ナ

（
『
新
撰
万
葉
集
』
三
三
九
） 

（『
古
今
集
』
二
六
九
／
『
古
今
六
帖
』
三
七
五
八
／
『
元
輔
集
』

一
四
／
『
安
法
法
師
集
』
六
五
／
『
長
能
集
』
一
八
／
『
大
斎

院
御
集
』
四
八
／
『
康
資
王
母
集
』
二
九
／
『
弁
乳
母
集
』
四

八
・
四
九
） 

●
灯
の
比
喩 

晴
る
る
夜
の
星
か
川
辺
の
蛍
か
も
我
が
住
む
か
た
に
あ
ま
の
た

く
火
か

（
『
業
平
集
』
七
二
） 

（『
古
今
六
帖
』
一
六
四
一
／
『
拾
遺
抄
』
四
八
三
／
『
能
宣
集
』

九
四
／
『
兼
澄
集
』
七
〇
／
『
高
遠
集
』
三
〇
八
） 

●
蛍
の
比
喩 

晴
る
る
夜
の
星
か
川
辺
の
蛍
か
も
我
が
住
む
か
た
に
あ
ま
の
た

く
火
か

（
『
業
平
集
』
七
二
） 

（
『
拾
遺
集
』
四
〇
九
／
『
後
拾
遺
集
』
二
一
七
／
『
高
遠
集
』

三
〇
七
／
『
大
斎
院
前
御
集
』
一
三
二
／
『
花
山
院
歌
合
』
九
・

一
〇
） 

●
橘
の
比
喩 

五
月
闇
雲
ま
ば
か
り
の
星
か
と
て
花
橘
に
目
を
ぞ
つ
け
つ
る 

（『
好
忠
集
』
一
三
八
六
） 

●
秋
草
の
比
喩 

大
空
を
と
り
か
へ
す
と
も
見
え
な
く
に
星
か
と
見
ゆ
る
秋
の
草

か
な

（
『
寛
平
御
時
后
宮
歌
合
』
九
三
） 

●
白
髪
の
比
喩 

年
を
経
て
星
を
戴
く
黒
髪
の
人
よ
り
霜
に
な
る
ぞ
か
な
し
き 

（『
能
宣
集
』
二
九
七
） 

●
「
欲
し
」
の
掛
詞 

あ
ひ
見
ま
く
星
は
数
な
く
あ
り
な
が
ら
人
に
月
な
み
迷
ひ
こ
そ

す
れ

（『
古
今
集
』
一
〇
二
九
） 

（『
古
今
六
帖
』
三
七
二
・
三
七
八
／
『
躬
恒
集
』
六
二
／
『
実

方
集
』
二
七
一
／
『
弁
乳
母
集
』
四
八
） 

●
「
干
し
」
の
掛
詞 

大
空
に
ふ
り
て
濡
る
ら
ん
濡
れ
衣
を
ほ
し
も
わ
び
ぬ
る
こ
ろ
の

な
が
め
か

（
『
元
真
集
』
四
二
） 

●
星
に
寄
す
る
恋 

日
暮
る
れ
ば
山
の
端
に
出
づ
る
夕
つ
づ
の
ほ
し
と
は
見
れ
ど
あ

は
ぬ
こ
ろ
か
な

（『
古
今
六
帖
』
三
七
二
） 

（『
古
今
六
帖
』
三
七
三
～
三
七
八
／
『
朝
光
集
』
四
四
） 

●
多
数
の
例
え 
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あ
ひ
見
ま
く
星
は
数
な
く
あ
り
な
が
ら
人
に
月
な
み
迷
ひ
こ
そ

す
れ

（『
古
今
集
』
一
〇
二
九
） 

（『
古
今
六
帖
』
三
七
三
／
『
後
拾
遺
集
』
七
九
七
／
『
長
能
集
』

三
四
） 

●
夜
の
証 

久
方
の
空
な
る
星
に
た
ぐ
は
ず
は
昼
と
ぞ
見
ま
し
秋
の
夜
の
月 

（『
江
帥
集
』
一
〇
〇
） 

（『
丹
後
守
公
基
朝
臣
歌
合
』
四
） 

●
そ
の
他 

天
つ
星
道
も
宿
り
も
あ
り
な
が
ら
そ
ら
に
う
き
て
も
お
も
ほ
ゆ

る
か
な

（
『
拾
遺
集
』
四
七
九
） 

朝
夕
に
あ
ふ
ぎ
て
お
か
む
か
ひ
あ
り
て
空
な
る
星
も
あ
は
れ
と

は
見
よ

（
『
経
信
集
』
二
五
八
） 

影
見
し
は
天
つ
星
な
り
し
か
り
と
て
沈
む
藻
屑
を
照
ら
す
と
は

な
し

（
『
長
能
集
』
一
八
） 

五
月
闇
天
つ
星
だ
に
出
で
ぬ
夜
は
照
射
の
み
こ
そ
山
に
見
え
け

れ

（『
高
陽
院
水
閣
歌
合
』
一
五
） 

水
も
ほ
し
天
つ
星
を
も
宿
し
つ
つ
の
ど
け
か
ら
せ
よ
谷
川
の
底 

（『
相
模
集
』
三
〇
七
） 

差
し
か
は
る
星
の
迷
ひ
に
果
て
ぬ
べ
き
我
が
身
に
す
は
る
罪
ぞ

か
な
し
き

（
『
主
殿
集
』
八
〇
） 

「
そ
の
他
」
の
中
に
は
解
釈
が
難
解
な
も
の
も
あ
る
が
⒁

、
い
ず
れ
も

前
節
ま
で
見
て
き
た
散
文
の
用
例
と
大
き
く
異
な
る
点
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
散
文
が
星
の
光
、
な
い
し
照
ら
す
星
を
積
極
的
に
描
写
す
る
の

に
対
し
、
和
歌
の
星
は
あ
く
ま
で
見
上
げ
る
天
体
を
描
写
す
る
点
で

あ
る
。
例
外
的
に
『
長
能
集
』
一
八
が
「
星
が
藻
屑
を
照
ら
さ
な
い
」

と
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
題
「
水
辺
白
菊
」
詠
で
あ
り
、
菊
の
比
喩

で
あ
る
。 

つ
ぎ
に
、
家
集
中
の
短
連
歌
か
ら
、
七
夕
以
外
で
貴
族
達
が
星
を
賞

美
し
た
二
例
を
挙
げ
る
。 

Ｌ
『
小
大
君
集
』
四
〇 

天
上
人
、
桂
よ
り
舟
に
て
渡
る
に
、
星
の
影
の
見
え
け
れ
ば
、

右
衛
門
督
公
任
の
君 

水
底
に
映
れ
る
星
の
影
見
れ
ば 

実
方 

天
の
と
渡
る
心
地
こ
そ
す
れ 

Ｍ
『
大
斎
院
御
集
』
一
三
一 

同
じ
月
廿
三
日
、
暗
き
に
、
東
の
戸
押
し
開
け
て
、
お
ほ
い

な
る
星
の
出
で
た
る
を
見
て
、
あ
れ
は
何
ぞ
と
お
ど
ろ
け

ば
、
中
将
、
月
し
ろ
な
る
べ
し
と
い
へ
ば
、
中
務 

出
で
ぬ
ま
の
月
し
ろ
に
見
む
天
つ
星
本
無
中
将 

小
大
輔 

有
明
ま
で
の
雲
隠
れ
す
る 
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Ｌ
は
藤
原
公
任
と
藤
原
実
方
が
川
に
映
る
星
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

七
夕
の
天
の
川
や
『
万
葉
集
』「
ほ
し
の
は
や
し
」（
旧
一
〇
六
八
）
以

来
の
、
水
辺
と
星
の
取
り
合
わ
せ
で
あ
る
。
詞
書
と
上
の
句
に
「
星
の

影
」「
見
え
」「
見
れ
」
と
あ
る
の
は
、
星
明
か
り
で
な
く
水
に
映
っ
た

星
を
指
す
の
だ
ろ
う
。
Ｍ
は
大
斎
院
選
子
の
女
房
達
が
大
き
な
星
を

月
の
代
役
と
見
な
す
詠
で
あ
る
。
月
の
不
在
と
い
う
状
況
は
散
文
で

も
『
源
氏
物
語
』
以
後
に
あ
る
が
、「
天
つ
星
」
と
し
て
星
を
仰
ぎ
見

る
姿
勢
は
和
歌
の
用
法
で
あ
る
。 

平
安
期
に
お
い
て
星
は
景
物
と
し
て
一
般
的
で
な
か
っ
た
一
方
で
、

右
の
よ
う
に
鑑
賞
さ
れ
る
事
例
も
確
認
で
き
た
。
類
例
と
し
て
、
先
に

掲
げ
た
歌
群
で
は
『
高
遠
集
』
三
〇
七
・
三
〇
八
の
詞
書
が
「
簾
ご
し

に
空
の
星
を
見
て
」
と
あ
り
、
実
際
に
星
を
鑑
賞
し
た
上
で
蛍
と
灯
の

比
喩
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
偶
発
的
な
行
為
の
よ
う

だ
が
、
平
安
期
の
星
に
関
す
る
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
鑑
賞
の
事
例
も
前
節
ま
で
の
散
文
に
お

け
る
星
の
在
り
方
と
は
共
通
性
を
見
出
し
が
た
く
、
文
芸
的
な
性
質

は
他
の
和
歌
の
用
例
と
類
似
す
る
。
院
政
期
以
後
は
和
歌
に
も
星
の

光
の
用
例
が
複
数
見
え
る
よ
う
に
な
る
が
⒂

、
後
冷
泉
朝
以
前
で
は
、

星
に
お
い
て
散
文
の
用
法
と
和
歌
の
用
法
は
、
や
は
り
原
則
と
し
て

交
わ
ら
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。 

以
上
、
和
歌
に
お
け
る
星
を
、
全
体
的
な
修
辞
の
傾
向
と
、
実
際
に

鑑
賞
す
る
事
例
と
い
う
二
方
面
か
ら
確
認
し
た
。
い
ず
れ
も
星
を
見

上
げ
る
天
体
と
し
て
描
写
し
て
い
る
こ
と
が
、
散
文
の
星
の
光
の
用

例
群
と
大
き
く
異
な
る
点
で
あ
っ
た
。
加
え
て
修
辞
と
し
て
は
比
喩

や
掛
詞
が
多
い
こ
と
、
鑑
賞
す
る
事
例
は
偶
発
的
で
あ
る
こ
と
も
確

認
で
き
た
。  

漢
籍
に
お
け
る
星

最
後
に
、
漢
籍
に
お
け
る
星
の
用
例
を
概
観
す
る
。
漢
籍
は
枚
挙
に

遑
が
な
く
、
か
つ
用
例
数
も
多
い
。
主
要
な
作
品
に
対
象
を
絞
ら
ざ
る

を
え
な
い
点
、
諒
と
さ
れ
た
い
。
た
だ
、
漢
籍
の
星
も
和
歌
と
同
様
に
、

景
物
と
し
て
の
用
例
は
多
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

ま
ず
本
朝
の
漢
籍
を
見
る
。
「
星
霜
」
等
も
含
め
機
械
的
に
「
星
」

の
用
例
数
を
調
査
し
た
結
果
、『
懐
風
藻
』
六
例
、『
凌
雲
集
』
五
例
、

『
文
華
秀
麗
集
』
八
例
、『
経
国
集
』
二
四
例
、『
菅
家
文
草
・
後
集
』

四
六
例
、『
新
撰
万
葉
集
』
七
例
、『
和
漢
朗
詠
集
』
四
例
、『
本
朝
麗

藻
』
七
例
、『
本
朝
文
粋
』
六
八
例
と
な
っ
た
⒃

。
な
お
天
子
の
比
喩
で

あ
る
「
北
辰
」（
『
懐
風
藻
』
四
二
）
等
も
星
の
用
例
と
見
な
せ
る
が
、

線
引
き
が
困
難
に
な
る
た
め
あ
く
ま
で
「
星
」
字
の
用
例
に
限
っ
た
。 

す
べ
て
を
掲
げ
え
な
い
が
、
用
例
の
傾
向
と
し
て
は
七
夕
や
刻
限

を
表
す
も
の
が
多
い
。
他
に
は
天
文
的
な
星
座
や
運
行
を
表
す
「
星
廻
」

（
『
菅
家
後
集
』
六
四
二
）
等
や
、
比
喩
も
含
め
人
を
表
す
「
使
星
」

（『
文
華
秀
麗
集
』
一
九
）
等
の
用
例
群
が
比
較
的
多
く
確
認
で
き
た
。 
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本
稿
で
問
題
に
し
て
い
る
星
の
光
と
い
う
観
点
か
ら
個
別
の
用
例

に
目
を
向
け
る
と
、
検
討
す
べ
き
も
の
は
少
な
い
。
管
見
で
は
「
星
燦

翠
烟
心
」（
『
懐
風
藻
』
五
七
）
と
い
う
春
日
宴
の
戸
外
の
様
子
と
、「
暁

燭
半
残
星
色
盡
」（
『
経
国
集
』
七
言
奉
和
除
夜
一
首
）
と
い
う
明
け
方

の
星
明
か
り
が
消
え
る
様
子
が
特
に
挙
げ
ら
れ
る
。
他
に
「
舎
低
應
道

星
穿
壁
」（『
菅
家
文
草
』
二
一
一
）
は
灯
を
星
明
か
り
に
喩
え
、「
眼

懸
星
耀
」（
『
本
朝
文
粋
』
三
六
〇
）
は
馬
の
目
を
星
の
輝
き
に
喩
え
て

い
る
。 

ま
た
成
句
「
星
光
」
も
複
数
確
認
で
き
、「
列
星
光
於
煙
幕
」（
『
懐

風
藻
』
五
二
）
、「
鶉
驚
遥
似
落
星
光
」（
『
凌
雲
集
』
奉
和
春
日
遊
猟
日

暮
宿
江
頭
亭
子
応
製
）
、
「
星
光
織
姫
愁
」
（
『
文
華
秀
麗
集
』
八
八
）
、

「
漢
浦
星
光
缺
」
（
同
九
〇
）
、
「
風
情
潤
色
使
星
光
」
（
『
菅
家
文
草
』

一
〇
四
）
の
五
例
見
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、
食
器
を
靄
ご
し
の
星
明
か
り

に
喩
え
た
表
現
、
鳥
影
を
流
星
に
喩
え
た
表
現
、
挽
歌
に
お
い
て
織
姫

星
が
死
を
悼
む
表
現
、
挽
歌
に
お
い
て
天
の
川
の
光
が
失
わ
れ
る
と

い
う
表
現
、
渤
海
大
使
を
称
賛
す
る
表
現
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
に
、

和
歌
と
違
い
、
星
の
光
に
関
す
る
表
現
が
存
在
す
る
と
い
え
る
が
、
後

冷
泉
朝
の
仮
名
散
文
の
よ
う
な
、
星
が
照
ら
す
と
い
う
構
図
ま
で
は

確
認
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

最
後
に
中
国
の
漢
籍
だ
が
、
星
が
照
ら
す
と
い
う
漢
詩
が
一
例
確

認
で
き
、
注
目
さ
れ
る
。 

Ｎ
『
芸
文
類
聚
』
星 

晋
傅
玄
衆
星
詩
曰
（
中
略
）
又
詩
曰
東
方
大
明
星
、
光
景
照
千
里
、

少
年
捨
家
遊
、
思
心
晝
夜
起
。 

天
文
異
変
で
も
な
い
の
に
「
星
が
千
里
を
照
ら
す
」
と
い
う
描
写
は
、

仮
名
散
文
の
星
の
光
の
用
例
に
通
じ
る
。『
芸
文
類
聚
』
は
早
く
『
日

本
国
見
在
書
目
録
』
に
書
名
が
見
え
る
。
紫
式
部
や
他
の
女
房
達
が
披

見
し
、
星
の
光
の
表
現
の
参
考
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。 

漢
詩
が
仮
名
文
芸
に
影
響
を
与
え
た
例
と
し
て
、
近
い
も
の
で
は

菊
を
星
に
喩
え
る
表
現
や
、
菊
と
水
辺
を
取
り
合
わ
せ
る
表
現
等
⒄

が

指
摘
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
『
芸
文
類
聚
』
所
載
の
用
例
も
関
わ
っ

て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
二
つ
は
本
朝
の
漢
詩
や
和
歌
に
広
く
浸
透
し
た

事
例
で
あ
る
。
対
し
て
、
星
が
照
ら
す
と
い
う
発
想
や
表
現
は
、
前
述

の
通
り
本
朝
で
は
和
歌
の
用
例
に
確
認
で
き
ず
、
漢
詩
の
用
例
で
は

星
自
体
の
光
が
確
認
で
き
る
の
み
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
『
初
学
記
』

「
星
」
項
に
も
類
例
は
確
認
で
き
ず
、『
白
氏
文
集
』
の
「
星
」
の
用

例
も
通
覧
し
た
が
類
例
は
同
様
に
確
認
で
き
な
か
っ
た
。 

Ｎ
の
「
東
方
大
明
星
、
光
景
照
千
里
」
も
し
く
は
こ
れ
に
類
す
る
詩

句
が
仮
名
文
芸
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
は
、
否
定
で
き
な
い
も
の

の
右
の
理
由
か
ら
や
や
消
極
的
な
立
場
を
取
ら
ざ
る
を
え
な
い
。 

以
上
、
漢
籍
に
お
け
る
星
の
用
例
を
、
必
要
に
応
じ
て
引
用
し
確
認

し
た
。
本
朝
の
漢
籍
で
は
星
の
光
に
関
す
る
用
例
が
い
く
つ
か
確
認

で
き
、『
芸
文
類
聚
』
で
は
大
き
な
明
星
が
千
里
を
照
ら
す
と
い
う
詩

句
が
確
認
で
き
た
。
漢
籍
に
お
け
る
星
の
光
の
用
例
は
看
過
で
き
な
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い
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
仮
名
文
芸
へ
の
影
響
は
た
だ
ち
に
想
定
で
き

る
も
の
で
は
な
く
、
後
冷
泉
朝
の
散
文
に
お
け
る
「
星
の
光
」
が
独
自

の
修
辞
を
展
開
し
て
い
た
こ
と
が
改
め
て
推
察
さ
れ
た
。 

 
ま
と
め

本
稿
で
は
、
上
代
か
ら
一
一
世
紀
後
半
の
後
冷
泉
朝
ま
で
の
「
星
」

を
通
覧
し
、
そ
の
用
法
を
論
じ
た
。
特
に
後
冷
泉
朝
の
散
文
作
品
群
に

注
目
し
た
。 

『
源
氏
物
語
』
に
反
復
使
用
さ
れ
た
「
星
の
光
」
を
端
緒
と
し
て
、

ほ
ぼ
子
世
代
に
あ
た
る
『
逢
坂
越
え
ぬ
権
中
納
言
』『
狭
衣
物
語
』『
更

級
日
記
』
と
い
っ
た
作
品
群
が
、
辺
り
を
照
ら
す
星
明
か
り
と
い
う
景

物
を
打
ち
出
し
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
ま
た
和
歌
で
は
、
見
上
げ
る

天
体
や
比
喩
と
し
て
の
星
が
詠
ま
れ
る
こ
と
、
漢
籍
で
は
、
比
喩
や
修

飾
の
他
に
星
の
光
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
用
例
が
あ
る
こ
と
も
確
認

で
き
た
。
こ
れ
ら
を
考
え
併
せ
て
、
散
文
に
お
け
る
照
ら
す
星
、
な
い

し
星
明
か
り
と
い
う
用
法
が
特
徴
的
な
も
の
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
た
。 

た
だ
し
各
所
で
触
れ
た
よ
う
に
、『
忠
岑
集
』
の
「
星
の
光
」
や
『
芸

文
類
聚
』
の
「
東
方
大
明
星
」
等
、
さ
ら
な
る
検
討
を
要
す
る
と
お
ぼ

し
い
例
も
あ
る
。
同
様
に
、
天
文
や
七
夕
も
含
め
、
星
の
表
現
史
を
よ

り
総
体
的
に
捉
え
る
必
要
も
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
文
芸
に
お
け
る
星

の
研
究
は
、
い
ま
だ
問
題
が
山
積
し
て
い
る
。
建
礼
門
院
右
京
大
夫
と

い
う
大
き
な
歌
人
を
越
え
て
、
星
の
表
現
史
を
改
め
て
見
直
し
た
い
。 

 

※
引
用
本
文
は
基
本
的
に
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
依
っ
た
が
、
歌
集
は

新
編
国
歌
大
観
に
、
『
懐
風
藻
』
・
『
文
華
秀
麗
集
』
『
菅
家
文
草
・
後
集
』

は
日
本
古
典
文
学
大
系
に
、
『
凌
雲
集
』
・『
経
国
集
』
は
国
民
図
書
株
式

会
社
の
日
本
文
学
大
系
に
、『
本
朝
文
粋
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
に
、

『
芸
文
類
聚
』
は
新
興
書
局
の
一
九
六
七
年
発
行
版
に
そ
れ
ぞ
れ
依
り
、

和
歌
の
仮
名
表
記
等
を
適
宜
改
め
た
。
『
源
氏
物
語
』
保
坂
本
は
伊
井
春

樹
編
『
保
坂
本
源
氏
物
語
』
（
お
う
ふ
う
、
一
九
九
七
年
）
を
も
と
に
翻

刻
し
、『
狭
衣
物
語
』
巻
四
の
異
同
は
狭
衣
物
語
諸
本
集
成
に
依
っ
た
。 

 注
⑴
例
え
ば
天
文
は
竹
内
正
彦
「
須
磨
の
星
、
海
か
ら
の
使
者
―
『
源
氏
物
語
』

と
星
辰
信
仰
・
序
説
―
」（
『
王
朝
文
学
史
稿
』
第
一
九
号
、
一
九
九
四
年

二
月
）
、
伊
藤
禎
子
「
『
う
つ
ほ
物
語
』
共
鳴
と
星
の
閃
き
」
（
鈴
木
健
一

編
『
天
空
の
文
学
史

太
陽
・
月
・
星
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
四
年
）
、

七
夕
は
仁
平
道
明
「
月
の
別
れ
と
星
の
別
れ
―
『
竹
取
物
語
』
の
構
造
に

つ
い
て
の
試
論
―
」（
『
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
４
』
新
典
社
、
一
九
九
三

年
五
月
）、
福
留
温
子
「
二
星
相
逢
―
八
代
集
の
七
夕
歌
―
」（
鈴
木
健
一

編
『
天
空
の
文
学
史

太
陽
・
月
・
星
』
三
弥
井
書
店
、
二
〇
一
四
年
）

等
。 

⑵
新
村
出
「
星
月
夜
」「
星
夜
讃
美
の
女
性
歌
人
」（
『
南
蠻
更
紗
』
改
造
社
、
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一
九
二
四
年
）
、
久
保
田
淳
「
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
評
釈
・
二
五

星

月
夜
」（
『
国
文
学
―
解
釈
と
教
材
の
研
究
―
』
第
一
五
巻
第
一
六
号
、
一

九
七
〇
年
一
二
月
）
、
君
嶋
亜
紀
「
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
描
い
た

星
」（
鈴
木
健
一
編
『
天
空
の
文
学
史

太
陽
・
月
・
星
』
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
四
年
）
等
。 

⑶
和
田
律
子
『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
』
（
新
典
社
、
二
〇
〇

八
年
）
、
井
上
新
子
『
提
中
納
言
物
語
の
言
語
空
間

織
り
な
さ
れ
る
言

葉
と
時
代
』（
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年
）
等
。 

⑷
ち
な
み
に
前
掲
⑴
伊
藤
論
文
は
合
奏
と
星
を
結
び
付
け
て
考
察
す
る
。 

⑸
例
え
ば
和
田
律
子
「
藤
原
頼
通
文
化
世
界
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
摂
取
の

一
様
相
―
『
更
級
日
記
』
を
中
心
に
―
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
二

九
集
、
二
〇
一
四
年
四
月
）、
土
岐
武
治
『
狭
衣
物
語
の
研
究
』（
風
間
書

房
、
一
九
八
二
年
）
等
。 

⑹
先
行
研
究
に
は
、
星
辰
信
仰
を
論
じ
た
滝
口
小
百
合
「
清
少
納
言
と
紫
式

部
の
〝
星
〟
に
関
す
る
意
識
の
違
い
に
つ
い
て
の
雑
考
（
『
枕
草
子
』
を

中
心
に
）
」（『
枕
草
子
探
求
』
第
四
輯
、
一
九
八
三
年
）
や
、『
和
名
類
聚

抄
』
と
比
較
検
討
し
た
勝
俣
隆
「
枕
草
子
の
星
」
（
『
ア
ジ
ア
遊
学
』N

o.

二
三
、
二
〇
〇
一
年
一
月
）
が
あ
る
。 

⑺
薫
と
雪
景
の
取
り
合
わ
せ
は
、
大
君
の
死
を
悼
む
場
面
「
雪
の
か
き
く
ら

し
降
る
日
（
中
略
）
十
二
月
の
月
夜
の
曇
り
な
く
さ
し
出
で
た
る
」
（
総

角
巻
⑤
三
三
二
頁
）
も
あ
る
が
、
こ
ち
ら
は
月
で
あ
る
。 

⑻
蓬
生
巻
の
用
例
に
関
し
て
は
高
田
信
敬
「
蓬
生
箋
註
―
盥
と
袂
―
」（
『
鶴

見
大
学
紀
要
（
国
語
・
国
文
学
）
』
第
二
二
号
、
一
九
八
五
年
三
月
）
に

詳
し
い
。 

⑼
犬
養
廉
「
摂
関
時
代
後
期
の
文
学
潮
流
―
後
冷
泉
朝
文
壇
へ
の
証
明
―
」

（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
六
三
年
一
月
）。 

⑽
倉
田
実
「
狭
衣
物
語
の
灯
影
と
月
影
」（『
論
叢
狭
衣
物
語
１

本
文
と
表

現
』
新
典
社
、
二
〇
〇
〇
年
）。 

⑾
和
田
律
子
「
宮
仕
え
の
記
―
物
語
の
男
君
―
」（
『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界

と
更
級
日
記
』
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年
）
等
。 

⑿
加
藤
昌
嘉
「
星
と
浮
舟
」
（
『
揺
れ
動
く
『
源
氏
物
語
』
』
勉
誠
出
版
、
二

〇
一
一
年
）
。
加
藤
氏
は
『
小
夜
衣
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
「
彦

星
の
光
」
に
も
触
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
男
女
の
逢
瀬
の
意
な
の
で
本
稿
で

は
割
愛
し
た
。 

⒀
久
保
田
淳
「
星
の
光
を
い
う
こ
と
ば
」（『
日
本
語
学
』
第
二
四
巻
第
九
号
、

二
〇
〇
五
年
八
月
）
、
前
掲
⑵
君
嶋
論
文
。 

⒁
『
相
模
集
』
三
〇
七
の
「
水
も
ほ
し
」
は
武
内
は
る
恵
・
林
マ
リ
ヤ
・
吉

田
ミ
ス
ズ
『
相
模
集
全
釈
』
（
風
間
書
房
、
一
九
九
一
年
）
が
「
み
つ
の

ほ
し
」
の
本
文
を
採
り
星
位
の
意
と
注
し
、
『
主
殿
集
』
八
〇
の
「
星
の

迷
ひ
」
は
久
保
木
寿
子
『
四
条
宮
主
殿
集
新
注
』
（
青
簡
舎
、
二
〇
一
一

年
）
が
星
が
多
数
す
ぎ
て
判
別
で
き
な
い
意
か
と
注
す
る
。 

⒂
例
え
ば
「
し
か
す
が
に
昼
は
ま
ば
ゆ
し
雲
の
上
の
花
は
夜
見
よ
星
の
光
に
」

（『
頼
政
集
』
五
三
〇
）
等
。
前
掲
⑵
君
嶋
論
文
や
前
掲
⒀
久
保
田
論
文

に
詳
し
い
。 

⒃
管
見
で
は
『
菅
家
文
草
・
後
集
』
の
星
の
用
例
の
み
川
上
ふ
た
み
「
道
真

漢
詩
に
お
け
る
「
星
」
」
（
『
解
釈
』
第
三
二
巻
第
七
号
、
一
九
八
六
年
七
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月
）
に
整
理
さ
れ
て
い
る
。 

⒄
北
山
円
正
「
菊
花
の
詩
と
和
歌
―
経
国
集
か
ら
古
今
集
へ
―
」（
『
国
文
学

論
叢
』
第
三
〇
輯
、
一
九
八
五
年
三
月
）、
柳
澤
良
一
「
『
久
安
百
首
』
に

お
け
る
藤
原
俊
成
の
漢
詩
文
摂
取
歌
に
つ
い
て
」（
『
国
語
と
国
文
学
』
第

六
三
巻
第
一
〇
号
、
一
九
八
六
年
一
〇
月
）
等
に
詳
し
い
。 

 〈
付
記
〉
本
稿
は
第
六
七
回
高
知
大
学
国
語
国
文
学
会
研
究
発
表
会
（
二
〇
一

八
年
一
二
月
一
日
、
於
高
知
大
学
）
で
の
口
頭
発
表
に
加
筆
を
加
え
た
も

の
で
す
。
発
表
及
び
成
稿
に
際
し
て
、
御
意
見
・
御
教
示
を
頂
い
た
方
々

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

（
お
お
つ
か
・
せ
い
や

本
学
講
師
） 




