
枕
草
子

「
を
か
し
」

の
世
界

「
あ
は
れ
」

を
拒
否
す
る
美
意
識
の
成
立

序

『
枕
草
子
』
が
「
を
か
し
」
の
文
学
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
現
在

定
説
と
な
っ
て
い
る
。
作
品
全
体
は
明
る
い
「
を
か
し
」
で
貫
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
そ
の
背
景
は
決
し
て
明
る

い
華
や
か
な
出
来
事
ば
か
り
で
は
な
く
、
清
少
納
言
（
以
下
清
女
と

略
す
）
や
定
子
に
と
っ
て
は
、
む
し
ろ
、
暗
く
不
幸
な
事
の
方
が
多

か
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
清
女
が
定
子
に
仕
え
、
『
枕
草
子
』
に

描
い
た
約
八
年
間
の
う
ち
、
中
宮
定
子
サ
ロ
ン
が
物
質
両
面
に
わ
た

り
、
本
当
に
光
り
輝
き
、
幸
福
に
溢
れ
て
い
た
の
は
最
初
の
約
2
年

間
だ
け
で
あ
っ
た
。
道
隆
の
死
を
境
に
、
中
関
白
家
は
表
退
の
一
途

を
辿
る
の
で
あ
っ
て
、
定
子
も
ま
た
大
き
な
打
撃
を
受
け
て
次
第
に

苦
し
い
立
場
に
追
い
つ
め
ら
れ
．
つ
い
に
は
二
十
五
歳
の
若
さ
で
崩

じ
る
こ
と
と
な
る
。

こ
こ
で
は
、
清
女
は
何
故
、
主
家
と
定
子
の
悲
運
に
触
れ
る
こ
と

な
く
明
る
い
「
を
か
し
」
の
世
界
を
描
い
た
の
か
、
ま
た
、
そ
れ
が

何
故
「
を
か
し
」
と
い
う
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
、
と

い
う
い
わ
ば
美
意
識
「
を
か
し
」
の
成
立
理
由
に
つ
い
て
論
を
進
め

十
六
回
卒

て
い
き
た
い
と
思
う
。

田

中

倫

子

同
時
代
の
他
の
作
品
を
見
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
を
は
じ
め
と
し

て
「
あ
は
れ
」
を
多
用
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
も

当
時
の
人
々
の
好
み
に
「
を
か
し
」
よ
り
も
「
あ
は
れ
」
が
合
っ
て

い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

『
枕
草
子
』
で
は
「
を
か
し
」
の
数
が
「
あ
は
れ
」
を
上
回
っ
て
い

る
。
注
1

『
枕
草
子
』
、
中
で
も
類
衆
的
章
段
は
特
に
、
歌
枕
や
古
歌
・

物
語
を
踏
ま
え
た
も
の
な
ど
、
宮
廷
貴
族
や
女
房
た
ち
全
般
の
好
尚

が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
内
容
に
時
代
の
好
尚
を
盛
り
込
み
な
が

ら
、
そ
の
根
本
と
な
る
基
準
を
「
あ
は
れ
」
で
な
く
「
を
か
し
」
と

し
た
の
は
、
逆
に
時
代
の
好
尚
に
反
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
清
女
が
、
時
代
の
好
尚
を
察
知
で
き
な
か
っ

た
と
か
、
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
決
し
て

な
く
、
あ
る
意
図
を
も
っ
て
「
あ
は
れ
」
を
拒
否
し
た
と
し
か
考
え

ら
れ
な
い
。

そ
の
意
図
と
は
何
か
。
先
に
結
論
を
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
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恐
ら
く
、
中
関
自
家
と
と
も
に
衰
退
し
て
い
く
中
宮
定
子
サ
ロ
ン
を

明
る
く
保
ち
続
け
る
た
め
、
ま
た
定
子
を
永
遠
の
理
想
像
と
し
て

『
枕
草
子
』
の
中
に
描
き
出
す
た
め
で
あ
っ
た
ろ
う
。
中
関
白
家
、

特
に
定
子
は
、
清
女
に
と
っ
て
絶
対
的
な
存
在
で
あ
っ
た
。
「
宮
に

は
じ
め
て
ま
ゐ
か
た
る
こ
ろ
（
問
）
」
初
め
て
見
る
中
宮
に
対
し
、

「
限
り
な
く
め
で
た
し
」
、
「
か
か
る
人
こ
そ
は
陛
に
お
は
し
ま
し
け

れ
」
と
驚
嘆
し
て
お
り
、
「
素
質
的
に
磨
か
れ
ざ
る
玉
で
あ
っ
た
」

住2
清
女
は
、
こ
の
輝
か
ん
ば
か
り
の
中
宮
定
子
サ
ロ
ン
に
出
仕
し
、

中
宮
の
寵
愛
を
受
け
て
は
じ
め
て
「
そ
の
才
華
を
発
揮
す
る
」
注
2

の

で
あ
る
。
清
女
に
と
っ
て
、
中
官
定
子
サ
ロ
ン
と
そ
れ
を
と
り
巻
く

社
会
は
理
想
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
中
宮
定
子
そ
の
人
は
、
ま
さ

し
く
、
清
女
の
追
い
求
め
る
理
想
像
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
定
子

の
悲
運
を
清
女
は
認
め
た
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
道
長
方
や
他

の
宮
廷
貴
族
た
ち
に
定
子
サ
ロ
ン
の
衰
退
し
て
い
く
姿
を
決
し
て
見

せ
ま
い
と
い
う
強
い
意
地
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
中
関
白
家
の

没
落
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、
寂
し
く
心
細
く
な
り
が
ち
な
定
子
サ

ロ
ン
で
、
以
前
と
変
わ
り
な
い
華
や
か
さ
（
物
質
而
で
は
な
く
精
神

面
）
や
、
州
落
た
雰
囲
気
を
政
治
と
は
無
関
係
に
保
ち
続
け
る
こ
と
が
、

定
子
の
心
を
慰
め
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
逆
境
に
も
動

じ
な
い
中
宮
定
子
サ
ロ
ン
を
他
の
宮
廷
貴
族
た
ち
に
印
象
づ
け
る
こ

と
に
も
な
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
消
火
は
定

f
サ
ロ
ン
を
明
る
く
華
や
か
に
し
て
お
く

た
め
に
、
事
物
を
「
を
か
し
」
と
見
笑
い
を
振
り
ま
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
ぷ
感
を
そ
そ
る
「
あ
は
れ
」
が
避
け
ら
れ
た
の
は
吋
然
の

こ
と
と

a

行
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
あ
は
れ
」
と
い
う
訴
は

没
入
的
、
継
続
的
、
主
観
的
で
「
対
象
と
一
如
と
な
る
境
地
の
美
で

あ
り
、
〈
感
じ
る
心
〉
の
表
現
」
住
ー
で
あ
る
。
心
の
底
か
ら
の
し
み
じ

み
と
し
た
感
じ
を
表
わ
す
た
め
に
「
悲
哀
」
の
意
を
少
な
か
ら
ず
含

ん
で
い
る
。
悲
哀
感
に
陥
る
こ
と
は
清
女
が
最
も
避
け
た
こ
と
で
あ

り
、
ま
た
、
継
続
的
で
あ
れ
ば
中
関
自
家
の
没
落
を
避
け
て
通
る
わ

け
に
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
「
を
か
し
」
は
、
「
対
象
を
客
観
的
・
理
知
的
に
興

味
深
く
観
察
」
し
賞
美
す
る
語
が
根
本
と
な
る
た
め
、
「
明
る
く
は

な
や
か
な
的
組
や
滑
稽
な
笑
い
の
意
に
広
が
る
傾
向
を
も
っ
」
す
も

の
で
あ
る
。
客
観
的
、
理
知
的
で
あ
れ
ば
物
理
を
冷
静
に
見
る
こ
と

が
で
き
、
決
し
て
感
情
に
溺
れ
る
こ
と
は
な
い
。
明
朗
さ
や
滑
稽
味

は
全
て
を
明
る
く
包
み
込
む
。
ま
た
、
「
〈
眺
め
る
心
〉
の
所
産
」
注
ー

で
あ
り
、
「
空
間
的
」
「
即
物
的
」
「
視
覚
的
」
「
断
片
的
」
注
1

に
事
物
を

「
賞
美
」
す
る
語
で
あ
る
の
で
、
そ
の
瞬
間
、
そ
の
場
の
み
が
問
題

と
な
る
の
だ
。
果
て
る
と
も
な
く
流
れ
る
時
間
の
中
で
、
光
彩
を
放

つ
あ
る
一
瞬
、
一
場
面
を
切
り
取
り
、
絵
に
描
く
ご
と
く
司
枕
草

子
』
に
措
き
と
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
目
加

刊
さ
く
を
氏
は
？

有
為
転
変
の
人
の
世
に
、
た
ま
た
ま
訪
れ
る
一
点
の
影
も
な
い

光
、
治
々
と
流
れ
る
濁
流
の
中
に
も
、
一
ヶ
所
、
一
時
、
清
く

澄
ん
だ
ヶ
所
が
あ
り
う
る
、
そ
れ
を
宝
の
よ
う
に
大
切
に
と
り

あ
げ
形
成
し
た
の
が
、
清
少
納
一
一
－
n
枕
市
子
、
を
か
し
の
文
芸
な

の
で
あ
る
。

と
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
三
町
村
雑
子
氏
に
よ
る
と
『
枕
草
子
』
は

T

時
間
の
経
過
を
無
視
し
、
そ
の
場
面
を
裁
断
す
る
こ
と
で
辛
う
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じ
て
成
り
立
つ
っ
た
華
々
し
き
を
印
象
深
く
描
き
出
す
こ
と
に

賭
け
て
い
る
作
品

で
あ
る
と
い
う
。
場
面
の
描
写
が
そ
の
時
限
り
と
い
う
点
で
「
清
少

納
言
」
は
『
点
』
の
作
家
」
注
6

で
あ
り
、
『
枕
草
子
』
は
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
「
点
」
の
集
大
成
で
あ
る
。

彼
女
は
「
点
」
を
「
線
」
に
し
な
か
っ
た
。
〈
中
略
〉
い
や
、

「
し
な
か
っ
た
」
の
で
は
な
く
、
彼
女
に
は
、
そ
れ
が
「
で
き

な
か
っ
た
」
の
か
も
し
れ
な
い
。
清
少
納
言
は
、
あ
る
時
点
に

お
い
て
、
そ
の
こ
と
、
そ
の
も
の
を
と
ら
え
、
そ
れ
を
明
る
く

見
て
、
そ
の
こ
と
を
賛
与
え
た
。
注
6

ま
る
で
絵
や
写
真
の
よ
う
に
、
場
面
場
面
を
生
き
生
き
と
描
い
て
は

い
る
が
、
そ
れ
が
一
つ
の
流
れ
や
繋
が
り
を
持
つ
こ
と
は
な
い
の
で

あ
る
。「

瞬
時
性
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
言
う
な
ら
ば
、
こ
れ
は
清
女
が

最
も
良
し
と
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
「
香
焼
峯
の
雪
、
い
か
な

ら
む
」
と
の
中
宮
の
こ
と
ば
に
、
時
間
を
置
か
ず
御
簾
を
上
げ
て
答

え
た
話
（
捌
）
や
、
「
こ
の
君
に
こ
そ
」
と
呉
竹
の
名
を
言
い
返
し
た

話
（
問
）
は
有
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
即
座
に
と
い
う
と
こ
ろ
に

意
味
が
存
す
る
の
で
あ
る
。
漢
詩
や
古
歌
を
踏
ま
え
た
り
、
他
人
の

歌
を
借
用
し
た
り
す
る
こ
と
が
す
ば
ら
し
い
と
さ
れ
る
こ
と
な
の
だ

が
、
そ
れ
も
時
聞
が
か
か
っ
て
は
価
値
が
半
減
す
る
。

瞬
時
性
が
e
好
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
逆
に
、
命
長
ら
え
る
も
の
は

好
ま
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
六
月
に
な
れ
ば
姿
を
消
し
て

し
ま
う
郭
公
は
「
す
べ
て
言
ふ
も
お
ろ
か
な
り
」
と
絶
賛
し
て
い
る

が
、
一
方
、
鴬
に
対
し
て
は
、

夏
、
秋
の
末
ま
で
、
老
い
戸
に
鳴
き
て
、
虫
食
ひ
な
ど
、
ょ
う

も
あ
ら
ぬ
者
は
名
を
つ
け
か
へ
て
言
ふ
ぞ
、
く
ち
を
し
く
く
す

し
き
こ
こ
ち
す
る
。
〈
中
略
〉
な
ほ
春
の
う
ち
鳴
か
ま
し
か
ば
、

い
か
に
を
か
し
か
ら
ま
し
。
（
泊
）

と
し
て
い
る
。
春
の
問
、
だ
け
は
「
を
か
し
」
く
「
め
で
た
し
」
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
余
計
夏
や
秋
に
は
嫌
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

薄
に
し
て
も
同
じ
だ
。

秋
の
野
の
お
し
な
ベ
た
る
を
か
し
さ
は
、
薄
こ
そ
あ
れ
。
〈
中

略
〉
秋
の
果
て
ぞ
、
い
と
見
所
な
き
。
色
々
に
乱
れ
咲
き
た
り

し
花
の
、
か
た
も
な
く
散
り
た
る
に
、
冬
の
末
ま
で
頭
の
白
く

お
ほ
ど
れ
た
る
も
知
ら
ず
、
昔
思
ひ
い
で
顔
に
風
に
な
び
き
て

か
ひ
ろ
ぎ
立
て
る
。
人
に
こ
そ
い
み
じ
う
似
た
れ
。
よ
そ
ふ
る

心
あ
り
て
、
そ
れ
を
し
も
こ
そ
、
あ
は
れ
と
思
ふ
ベ
け
れ
。

へ
倒
）

盛
り
の
頃
は
何
に
も
増
し
で
す
ぼ
ら
し
い
が
、
一
旦
時
期
を
過
ぎ
る

と
見
る
甲
斐
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
ど
れ
も
一
瞬
の
輝
き
を
大
切

に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
後
の
醜
さ
は
惨
さ
を
添
え
る
だ
け
で
、

潔
く
消
え
去
る
の
が
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と
こ
の
潔
い
姿

は
中
宮
定
子
に
繋
っ
て
く
る
。
帝
の
寵
愛
を
一
身
に
集
め
な
が
ら
、

ま
だ
二
十
五
歳
と
い
う
若
さ
で
こ
の
世
を
去
る
の
で
あ
る
。
「
頭
の

白
く
お
ほ
ど
れ
た
る
も
知
ら
ず
、
昔
思
ひ
い
で
顔
に
風
に
な
び
き
て

か
ひ
ろ
ぎ
立
て
る
」
冬
の
薄
と
は
違
っ
て
、
瞬
間
の
命
で
は
あ
っ
た

が
、
そ
の
一
生
は
燦
然
と
光
り
輝
き
、
そ
の
美
し
さ
を
周
囲
の
人
々

の
目
に
と
ど
め
た
の
で
あ
る
。
「
げ
に
、
千
年
も
あ
ら
ま
ほ
し
き
御

有
様
な
る
や
（
却
）
」
と
あ
る
よ
う
に
、
清
女
は
消
し
て
定
子
の
短
命

戸
内
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を
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
。
短
命
、
だ
っ
た
結
果
と
し
て
よ
り
一
層
美

し
さ
と
輝
き
を
増
し
、
清
女
の
中
で
永
遠
の
理
想
像
と
し
て
蘇
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
で
清
女
は
、
薄
の
姿
に
人
の
一
生
を
重
ね
て
見
て
い

る
が
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
人
は
誰
し
も
歳
を
と
っ
て
醜
く
な
っ
て

い
く
も
の
で
あ
る
。
感
時
を
追
懐
し
て
物
思
い
に
沈
む
。
こ
れ
は
ま

さ
し
く
「
あ
は
れ
」
の
境
地
で
あ
る
。
「
よ
そ
ふ
る
心
あ
り
て
、
そ
れ

を
し
も
こ
そ
、
あ
は
れ
と
思
ふ
ベ
け
れ
」
と
い
か
に
も
客
観
的
に
、

第
三
者
の
立
場
で
書
い
て
は
い
る
が
「
あ
は
れ
と
思
」
っ
た
の
は
他

な
ら
ぬ
清
女
で
は
な
か
っ
た
か
。
自
分
で
な
く
、
他
の
人
が
「
あ
は

れ
」
と
感
じ
る
だ
ろ
う
、
と
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
自
分
の
「
あ
は

れ
」
の
感
情
を
覆
い
隠
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

花
山
天
皇
の
外
戚
と
し
て
当
時
最
も
権
勢
が
あ
り
、
小
白
河
殿
の

八
講
で
「
常
よ
り
も
ま
き
り
て
お
は
す
る
ぞ
、
限
り
な
き
ゃ
（
泣
）
」

と
見
え
た
義
懐
の
中
納
言
が
、
そ
の
わ
ず
か
三
十
日
、
ば
か
り
後
に
は
、

政
変
の
た
め
出
家
し
た
の
を
、
清
女
は
、

あ
は
れ
な
り
し
か
。
桜
な
ど
散
り
ぬ
る
も
、
な
ほ
世
の
常
な
り

や
。
「
置
く
を
待
つ
聞
の
」
と
だ
に
言
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
御
有

様
に
こ
そ
見
え
た
ま
ひ
し
か
。
（
泣
）

と
、
「
痛
惜
し
」
、
「
嘆
息
を
漏
ら
」
住
ー
し
て
い
る
。
輝
き
を
持
つ
も
の

が
そ
の
ま
ま
一
瞬
に
消
滅
し
て
し
ま
う
所
に
美
を
見
出
し
、
そ
の
美

を
追
懐
し
、
名
残
り
を
惜
し
む
と
い
う
点
で
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
る

の
で
あ
る
。
「
を
か
し
」
と
「
あ
は
れ
」
は
「
同
根
異
質
の
美
意
識
」

凶
？
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
両
省
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

小
宵
定
子
に
は
抑
え
に
抑
え
た
「
あ
は
れ
」
が
、
こ
こ
で
は
ス
ト

レ
ー
ト
に
表
現
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
段
は
清
女
出
仕
以
前
の
話
で

あ
り
、
義
懐
は
清
女
に
と
っ
て
何
の
関
係
も
な
い
遠
い
存
在
、
言
わ

ば
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
て
も
よ
い
存
在
な
の
で
あ
る
。
遠
い
存
在
で

あ
る
義
懐
に
対
し
て
は
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
も
、

定
子
や
中
関
自
家
に
対
し
て
だ
什
は
「
あ
は
れ
」
の
感
情
の
表
出
を

頑
な
に
拒
否
し
た
清
女
の
姿
が
、
こ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
義
懐
の
悲
運
に
対
す
る
「
あ
は
れ
」
の
感
情

に
は
、
書
い
て
は
な
ら
な
い
中
宮
定
子
へ
の
「
あ
は
れ
」
が
こ
め
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
な
ら
な
い
。
義
懐
と
定
子
と
は
、
幸
福
の

絶
頂
か
ら
、
一
転
し
て
衰
退
の
途
を
辿
る
と
い
う
点
で
、
そ
の
運
命

は
似
通
っ
て
い
る
。
書
い
て
は
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
こ
の
二

人
の
安
を
屯
ね
て
、
当
時
の
人
々
が
誰
し
も
抱
い
た
で
あ
ろ
う
義
懐

へ
の
「
あ
は
れ
」
に
、
定
子
に
対
す
る
「
あ
は
れ
」
を
託
し
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
り
、
定
子
へ
の
「
あ
は

れ
」
の
感
情
は
陰
に
隠
れ
、
読
者
の
自
に
は
映
ら
ず
に
済
む
の
で
あ

る。

-26-

同
時
代
の
他
の
作
品
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
、
現
代
の

我
々
に
お
い
て
も
、
日
常
生
活
の
中
で
、
四
季
折
々
、
自
然
の
移
り

変
わ
り
ゃ
、
身
近
で
起
こ
る
些
細
な
出
来
事
に
対
し
て
「
あ
は
れ
」

を
感
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
関
白
家
の
凋
落
と
い
う
時
代
の
大
き

な
渦
に
巻
き
込
ま
れ
た
人
々
に
と
っ
て
そ
の
心
は
一
入
で
あ
り
、
何

か
に
つ
け
て
身
に
迫
っ
て
感
じ
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ど
ん
な
に
清

女
が
、
ま
た
他
の
女
房
や
中
宮
定
子
が
、
全
日
物
を
「
を
か
し
」
く
見
、

明
る
く
笑
お
う
と
し
て
も
、
や
は
り
「
あ
は
れ
」
を
抑
え
切
れ
る
も

の
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
で
は
以
下
、
こ
の
よ
う
な
「
あ
は
れ
」

の
感
情
を
ど
の
よ
う
に
拒
否
し
、
そ
の
表
出
に
抵
抗
し
た
か
、
具
体



的
に
見
て
行
き
た
い
。

職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
木
立
な
ど
の
遥
か
に
も
の

古
り
、
屋
の
さ
ま
も
高
う
け
遠
け
れ
ど
、
す
ず
ろ
に
を
か
し
お

ぼ
ゆ
。
（
刊
）

こ
の
段
は
長
徳
三
年
六
月
二
十
三
、
二
十
四
日
頃
の
こ
と
で
あ
る

と
さ
れ
る
が
、
こ
の
時
の
中
宮
の
職
曹
司
滞
在
は
、

E
K
徳
三
年

（mm
）
六
月
二
十
二
日
か
ら
長
保
元
年
（
蜘
）
一
月
一
一
一
日
ま
で
と
い

う
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
間
の
こ
と
を
増
田
繁
夫
氏

は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
注
8

中
宮
と
い
う
身
分
の
人
が
内
一
一
へ
入
る
こ
と
も
で
き
ず
、
こ
う

し
た
場
所
に
い
る
と
い
う
の
は
ず
い
分
つ
ら
い
こ
と
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
職
曹
司
に
中
宮
の
行
啓
の
あ
っ
た
前
例
は
か
な

り
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
短
期
間
の
特
殊
な
場
合
で
あ

り
、
こ
の
よ
う
に
長
期
間
定
住
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

後
楯
を
失
い
衰
退
し
て
い
く
過
程
に
お
い
て
、
内
裏
へ
入
る
こ
と
も

許
さ
れ
な
い
定
子
や
清
女
に
と
っ
て
「
木
立
な
ど
の
遥
か
に
も
の
古

り
、
屋
の
さ
ま
も
高
う
け
遠
」
い
様
子
は
、
「
あ
は
れ
」
と
は
感
じ
て

も
決
し
て
「
す
ず
ろ
に
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
」
と
い
っ
た
状
況
で
は
な

か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
清
女
ら
は
敢
て
「
を
か
し
」
と
見
、

上
達
部
、
殿
上
人
の
前
駆
に
「
聞
き
騒
」
ぎ
、
庭
に
「
出
で
ゐ
、
お

り
な
ど
し
て
遊
ぶ
」
の
で
あ
る
。
こ
の
部
分
が
特
に
強
調
し
て
記
し

て
あ
る
の
は
、

中
宮
方
の
こ
の
時
期
の
み
じ
め
さ
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
り
、E
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そ
れ
を
記
す
こ
と
で
虚
勢
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
「
『
枕
草
子
』
中
の
『
を
か
し
』
と
い
う
評
語
は
、
『
あ

は
れ
』
と
い
い
か
え
る
こ
と
も
可
能
な
場
合
は
少
な
か
ら
ず
含
ん

で
」
お
り
、
「
余
人
な
ら
ば
、
当
然
、
『
あ
は
れ
』
と
受
容
す
べ
き
事

態
を
も
」

T
清
女
は
「
を
か
し
」
あ
る
い
は
「
め
で
た
し
」
と
し
て

い
る
。道

隆
が
葺
じ
て
五
ヶ
月
後
、
九
月
十
日
の
供
養
の
後
、

頭
中
将
斉
信
の
君
の
、
「
月
、
秋
と
期
し
て
、
身
い
づ
く
か
」
と

い
ふ
こ
と
を
、
う
ち
い
、
だ
し
た
ま
へ
り
し
、
は
た
、
い
み
じ
う

め
で
た
し
。
（
印
）

と
あ
る
が
、
こ
の
「
め
で
た
し
」
も
「
あ
は
れ
」
に
置
換
え
可
能
で

あ
る
。
こ
の
段
は
斉
信
と
清
女
の
こ
と
に
つ
い
て
主
に
記
さ
れ
た
段

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
め
で
た
し
」
も
折
に
か
な
っ
た
詩
を
吟
じ
た

斉
信
に
対
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
表
面
的
な
こ

と
で
、
詩
の
意
味
を
考
え
る
と
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ

な
い
だ
ろ
う
。
萩
谷
朴
氏
は
こ
の
句
の
前
後
を
考
慮
に
入
れ
て
、

関
白
道
隆
が
存
在
し
て
こ
そ
、
中
関
自
家
そ
し
て
中
宮
の
お
身

の
上
も
華
や
か
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の
願
文
の
詞
句
に
ぴ
っ

た
り
と
思
い
合
わ
せ
ら
れ
る
。
昔

と
言
わ
れ
る
。

ま
た
、
次
の
「
め
で
た
し
」
も
「
あ
は
れ
」
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。

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

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

い
と
め
で
た
し
。
（
加
）

定
子
の
こ
の
歌
の
解
釈
は
説
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
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人
」
を
定
子
周
辺
の
女
房
た
ち
ゃ
御
一
阻
肢
と
と
る
か
、
彰
子
方
の

人
々
と
と
る
か
〉
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
彰
子
の
立
后
に
大
き
な
打
撃

を
打
け
、
寂
し
い
日
々
を
送
る
定
子
の
心
細
さ
、
気
弱
さ
を
こ
こ
に

は
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
達
部
・
殿
上
人
な
ど
大
勢
の
人
に
囲
ま

れ
、
帝
と
共
に
賑
や
か
に
端
午
の
節
句
を
祝
う
中
宮
彰
子
に
比
べ
、

定
子
皇
后
は
、
修
子
内
親
王
、
敦
康
親
王
と
い
う
こ
人
の
御
子
が
い

る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
生
昌
邸
で
寂
し
く
過
ご
さ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
「
こ
の
歌
の
背
景
に
は
お
そ
ら
く
、
彰
子
に
圧
さ
れ
つ
つ

あ
り
、
帝
も
彰
子
の
父
道
長
に
は
ば
か
る
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
身

の
悲
運
を
嘆
く
嘆
き
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
」
注
2

の
で
あ
る
。
し
か
し
、

清
女
は
敢
て
「
め
で
た
し
」
と
し
た
。

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
〈
中
略
〉
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
賛
嘆
が
先
に
な
っ

た
か
ら
で
あ
ろ
う
o
在日

こ
の
よ
う
に
萩
谷
氏
は
述
べ
ら
れ
る
が
、
こ
の
説
に
は
背
き
か
ね
る
。

「
作
家
と
し
て
の
皇
后
へ
の
賛
嘆
」
も
も
ち
ろ
ん
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、

そ
れ
が
「
同
情
よ
り
も
」
「
先
に
立
っ
た
」
と
は
思
え
な
い
。
こ
の

「
め
で
た
し
」
に
は
か
な
り
無
理
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
本
段
は

「
『
枕
草
子
独
特
の
、
華
や
か
な
思
い
出
で
は
な
く
、
涙
を
押
し
隠
し

て
の
悲
哀
・
愁
嘆
の
文
章
住
日
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
作
品

中
の
「
を
か
し
」
「
め
で
た
し
」
の
い
く
つ
か
は
、
純
粋
に
そ
の
ま
ま

の
意
味
で
は
な
く
、
そ
の
奥
に
は
か
り
知
れ
な
い
ほ
ど
の
悲
痛
な

「
あ
は
れ
」
を
抱
え
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
に
「
あ
は
れ
」
も
「
を
か
し
」
の
一
要
素
と
位
置
づ
け
て
使
用

し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
「
『
あ
は
れ
さ
』
を
『
を
か
し
』
と
い
官
」

う
こ
と
に
よ
り
、
「
あ
は
れ
」
に
傾
く
こ
と
を
回
避
し
て
い
る
の
で

あ
る
。・

さ
は
、
翁
丸
に
こ
そ
は
あ
り
け
れ
、
昨
夜
は
隠
れ
忍
び
て
あ
る

な
り
け
り
と
、
あ
は
れ
に
添
へ
て
、
を
か
し
き
こ
と
限
り
な
し
。

n
h
u
 

－
柴
焚
く
香
の
、
川
羽
は
叶
剥
叫
村
司
引
斗
叶

1
4判
リ
叶
判

1

（加）

・
母
の
皇
女
の
、
「
い
よ
い
よ
見
ま
く
」
と
の
た
ま
へ
る
、
川
斗
叫

引
制
叫
刈
叫
剖
叫

U
1
（加）

ど
う
し
て
も
「
あ
は
れ
」
で
な
け
れ
ば
表
現
で
き
な
い
場
合
も
。
こ

れ
ら
の
よ
う
に
「
を
か
し
」
と
併
用
し
て
「
あ
は
れ
」
の
印
象
を
で

き
る
限
り
弱
め
よ
う
と
す
る
、
清
女
の
「
あ
は
れ
」
に
対
す
る
用
心

深
き
が
こ
こ
で
は
明
確
で
あ
る
。

ま
た
、
「
あ
は
れ
な
る
も
の
（
山
ど
と
い
う
段
に
お
い
て
も
、
そ

の
テ
l
マ
で
あ
る
「
あ
は
れ
」
に
没
入
し
て
し
ま
わ
ず
に
、
宣
孝
の

話
を
巧
み
に
挿
入
し
、
悲
哀
感
を
拭
い
去
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
殴
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
（
国
）
」
の
段
で
は
、
さ
す
が
に
「
あ

は
れ
」
を
抑
え
切
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
清
女
自

身
の
言
で
は
な
い
し
、
例
の
よ
う
に
「
ヲ
カ
シ
」
を
併
用
し
て
お
り
、

こ
こ
に
も
清
女
の
意
図
が
窺
え
る
。

「
今
日
、
官
に
ま
ゐ
り
た
り
つ
れ
ば
、
い
み
じ
う
、
も
の
こ
そ

剥
叫
村
材
叶
寸
刈

1
女
一
房
の
装
束
、
裳
、
唐
衣
、
を
り
に
あ
ひ
、

た
ゆ
ま
で
さ
ぶ
ら
ふ
か
な
。
〈
中
略
〉

剖
刈
リ
引
リ
寸
居
並
み
た
り
つ
る
か
な
。
御
前
の
草
の
い
と
茂
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き
を
、
『
な
ど
か
。
か
き
払
は
せ
て
こ
そ
』
と
言
ひ
つ
れ
ば
、

『
こ
と
さ
ら
露
置
か
せ
て
御
覧
ず
と
て
』
と
、
宰
相
の
君
の
戸

に
て
答
へ
つ
る
が
、
計
刈

d
－
－
汁
も
お
ぼ
え
つ
る
か
な

j
i－－。」

伊
周
、
隆
家
の
配
流
事
件
後
の
こ
と
で
、
こ
の
時
中
宮
定
子
周
辺
は

か
な
り
惨
め
な
状
態
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
女
房
た
ち
は
時
節

に
あ
っ
た
衣
装
で
華
や
か
に
伺
候
し
、
生
い
茂
っ
た
御
前
の
草
に

「
こ
と
さ
ら
露
置
か
せ
て
御
覧
ず
と
て
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
女
房

た
ち
の
痛
ま
し
い
程
の
心
意
気
が
感
じ
ら
れ
る
所
で
あ
り
、
こ
の
あ

と
の
「
を
か
し
う
も
お
ぼ
え
つ
る
か
な
」
も
「
あ
は
れ
」
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
「
を
か
し
」
や
「
め
で
た
し
」
で
粉
ら
す
こ
と
も
で
き

ず
、
完
全
に
「
あ
は
れ
」
の
境
地
に
沈
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
所
が
一

箇
所
だ
け
あ
る
。

あ
か
ね
さ
す
日
に
向
ひ
て
も
思
ひ
出
で
よ
都
は
晴
れ
ぬ
な
が
め

ず
ら
む
と
御
手
に
て
室
聞
か
せ
た
ま
へ
る
、
川
剖
叫
引
剥
同
村
制

引

1
（
邸
〉

道
長
方
な
ど
外
か
ら
の
圧
力
は
、
定
子
に
と
っ
て
大
き
な
打
撃
で

あ
っ
た
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
で
も
内
部
の
人
々
（
定
子
付

き
女
房
や
親
し
い
人
々
）
に
支
え
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
表
面
だ

け
で
も
明
る
く
振
舞
い
、
何
と
か
堪
え
て
く
る
こ
と
が
で
き
た
の
で

あ
る
。
定
子
は
ど
ん
な
に
か
内
部
の
人
予
を
頼
り
に
し
て
い
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
を
振
り
切
っ
て
御
乳
母
ま
で
も
が
定
子
の

下
を
去
っ
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
か
ら
の
圧
力
以
上
に
定
子

の
心
を
痛
め
る
結
果
と
な
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
「
あ
は
れ
」
は
作
品

中
た
だ
一
箇
所
、
定
子
に
対
し
て
清
女
が
直
接
、
悲
哀
の
意
で
、
し

か
も
そ
れ
を
弱
め
よ
う
と
も
隠
そ
う
と
も
せ
ず
に
使
用
し
た
所
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
清
女
も
「
あ
は
れ
」
を
払
拭
し
よ
う
と
試
み
る
こ
と

さ
え
で
き
な
い
ほ
ど
、
心
に
余
裕
が
な
か
っ
た
ら
し
く
、
い
つ
も
の

客
観
的
な
態
度
は
す
っ
か
り
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

こ
の
時
定
子
が
ど
ん
な
に
悲
惨
な
状
態
に
あ
っ
た
か
を
物
語
っ
て
い

る
と
言
え
よ
う
。
た
っ
た
一
言
で
は
あ
る
が
抑
え
切
れ
ず
漏
れ
出
た

「
あ
は
れ
」
、
そ
れ
は
他
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
に
一
層
強

烈
で
あ
る
。
清
女
が
こ
れ
ま
で
懸
命
に
構
築
し
て
き
た
『
枕
草
子
』

「
を
か
し
」
の
世
界
は
、
こ
の
一
一
言
の
た
め
に
、
内
包
す
る
「
あ
は

れ
」
を
露
呈
し
、
今
に
も
崩
れ
そ
う
な
脆
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

結

び

中
関
白
家
の
没
落
に
よ
り
中
宮
定
子
サ
ロ
ン
は
後
楯
を
失
い
、
大

き
な
打
撃
を
打
け
る
が
、
定
子
や
そ
こ
に
集
う
女
房
た
ち
は
、
昔
と

変
わ
ら
ぬ
華
や
か
さ
を
保
と
う
と
健
気
に
努
力
し
て
い
る
。
し
か
し

や
は
り
悲
し
み
に
沈
み
が
ち
で
、
清
女
を
始
め
と
す
る
女
房
た
ち
は

中
宮
定
子
の
心
を
何
と
か
引
き
立
た
せ
よ
う
と
、
一
一
層
明
る
く
賑
や

か
に
振
舞
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
中
関
白
家
を
没
落
へ
と
追
い
込
ん

だ
道
長
や
、
他
の
後
宮
（
特
に
彰
子
サ
ロ
ン
）
に
、
沈
ん
だ
様
子
を

見
せ
た
く
な
い
と
い
う
意
地
も
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
点
に

加
え
て
『
枕
草
子
』
で
は
、
中
宮
定
子
を
永
久
不
変
の
理
想
像
と
し

て
描
く
こ
と
を
一
つ
の
目
的
と
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

「
あ
は
れ
」
を
払
拭
し
て
「
を
か
し
」
の
世
界
を
構
築
し
た
の
で
あ

る。

「
を
か
し
」
は
明
る
さ
と
瞬
時
性
と
滑
稽
味
と
を
持
っ
て
、
客
観
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的
、
視
覚
的
、
断
片
的
に
物
事
を
評
価
、
賞
美
す
る
語
で
あ
る
か
ら
、

「
あ
は
れ
」
を
感
じ
る
こ
と
な
く
全
て
を
明
る
く
観
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
清
女
が
「
あ
は
れ
」
を
拒
否
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
構

築
を
試
み
た
「
を
か
し
」
の
世
界
は
、
一
見
、
明
る
さ
と
笑
い
に
満

ち
て
成
功
し
た
か
に
見
え
る
が
、
実
際
は
そ
の
奥
に
多
く
の
「
あ
は

れ
」
を
秘
め
た
非
常
に
脆
い
も
の
で
あ
る
。
二
二
六
段
で
は
そ
の

「
あ
は
れ
」
が
完
全
に
露
呈
し
、
こ
の
た
め
に
あ
る
い
は
、
清
女
が

目
指
し
た
「
を
か
し
」
の
世
界
の
構
築
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
言
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
清
女
が
「
千
年
も

あ
ら
ま
ほ
し
き
（
却
）
」
と
言
っ
た
西
暦
五
年
（
捌
）
春
か
ら
、
ま
も

な
く
そ
の
千
年
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
る
今
日
で
も
、
ま
た
こ
の
先

も
、
清
女
が
敬
慕
し
て
や
ま
な
か
っ
た
中
宮
定
子
の
輝
き
は
『
枕
草

子
』
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
千
年
前
に

清
女
が
期
待
し
て
い
た
以
上
の
成
功
を
収
め
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

注
ω
塚
原
鉄
雄
「
『
あ
は
れ
』
と
『
を
か
し
』
の
感
覚
」
（
日
本
古
典
鑑
賞

講
座
『
枕
草
子
』
角
川
書
店
）

ω
石
田
穣
二
新
版
『
枕
草
子
』
（
角
川
文
庫
〉

例
証
文
社
古
語
辞
典

ω
目
加
田
さ
く
を
『
枕
草
子
論
』
（
笠
間
書
院
）

同
三
田
村
雅
子
「
枕
草
子
の
虚
構
性
」
（
『
枕
草
子
講
座
』
第
一
巻
有

精
堂
〉

川
田
中
重
太
郎
「
精
神
の
不
滅
｜
｜
権
門
の
没
落
の
下
に
」

（
「
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
臼
－

U
〉

的
菊
田
茂
男
「
『
枕
草
子
』
の
美
意
識
付
」
（
『
枕
草
子
講
座
』
第
一
巻

有
精
堂
）

同
増
田
繁
夫
「
枕
草
子
の
日
記
的
章
段
」
（

H

同
馬
場
あ
き
子
「
こ
と
さ
ら
露
置
か
せ
て

1
1
1
自
然
観
」

（
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
」
昭
臼
・
日
〉

帥
萩
谷
朴
『
枕
草
子
解
環
』
（
同
朋
舎
）

『
本
朝
文
粋
』
巻
十
四
所
収
「
為
日
謙
徳
公
づ
報
思
ノ
善
↓
願
文
、
菅

三
品
」
：
：
：
嵯
呼
、
人
命
不
ν
定
：
。
五
回
ガ
生
難
山
知
ソ
。
「
彼
ノ
金
谷
一
－
酔

づ
花
s

之
地
ハ
、
花
ハ
毎
山
春
匂
干
そ
荷
主
ハ
不
ν
帰
ヲ
。
南
楼
z

翫
づ
月
ヲ
之

人
ハ
月
ハ
与
レ
秋
期
ス
レ
Z
而
身
ハ
何
f
z
去
t
」
況
ν
ャ
寵
深
キ
着
ハ
思
ヒ
又
深
タ

築
甚
シ
キ
者
ハ
畏
ν
又
甚
シ
キ
ヲ
ャ
。
：

「
」
で
囲
ん
だ
部
分
は
『
和
漢
朗
詠
集
』
に
収
載
。
そ
の
前
後
は

萩
谷
氏
が
、
斉
信
が
朗
詠
し
た
か
も
し
れ
な
い
範
囲
と
さ
れ
る
部

分。ω
萩
谷
朴
「
悲
哀
の
文
学
｜
｜
枕
草
子
の
一
面
」
（
「
国
語
国
文
」
昭

却
・
叩
）

ωω
と
同
書

ω
佐
藤
喜
三
郎
「
枕
草
子
に
於
け
る
『
を
か
し
』
『
あ
は
れ
』
に
つ
い

て」
（
「
平
安
文
学
研
究
」
昭
剖
－

uu

※
底
本
は
三
巻
本
を
用
い
、
テ
キ
ス
ト
に
は
角
川
文
庫
の
『
新
版
枕

草
子
』
（
石
田
穣
二
訳
注
）
を
使
用
し
た
。
（
）
内
は
テ
キ
ス
ト
に
よ

る
章
段
数
を
表
す
。

ま
た
、
本
文
引
用
部
分
の
傍
線
な
ど
は
筆
者
に
よ
る
も
の
で
あ

る。
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