
花

び

ら

に

書

く

山

本

利

達



要

旨

平
安
朝

の
仮
名
文
学
作
品
に
、
「花
び
ら
」
に
歌
や
歌
句
を
書

い
た
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
、
「花
び
ら
」
は
、
実

の
花
び
ら
で
あ
る
と
も
、
造
花
で
あ
る
と
も
、
説
が
わ
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た

「
書
く
」

の
は
、
花
び
ら
に
直
接
書
く
の
だ
と
も
、

短

冊
の
類
に
書

い
て

つ
け
る
の
だ
と
も
、
両
説
が
あ
る
。

用
例
に
つ
い
て
み
た
と
こ
ろ
、
「花
び
ら
に
書
く
」
と

い
う
時
、
「花
び
ら
」
は
実
の
花
の
場
合
と
、
造
花

の
場
合
が
あ
る
。
し
か
し
、

造

花
に
書

い
た
と
考
え
ら
れ
る
場
合
は
あ
る
が
、
実

の
花
び
ら
に
直
接
書

い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
な

い
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
花
び
ら

に
書
い
た
と
表
現
さ
れ
る
場
合
、
造
花
の
花
び
ら
に
直
接
書
く
以
外
は
、
歌
や
歌
句
を
書
い
た
短
冊
の
類
を
、
実

の
花
、
ま
た
は
造
花

の

小

枝
に
つ
け
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
「花
び
ら
に
書
く
」
と
は
、
そ
う

い
う
ふ
う
に
理
解
す
る
言
語
環
境
で
の
表
現
で
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

45
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長
徳
元
年

(九
九
五
)
四
月
十
日
、
関
白
藤
原
道
隆
が
な
く
な

っ
た
。
四
月
二
十
七
日
、
右
大
臣
道
兼
が
関
白
と
な

っ
た
が
、
五
月
八

日

に
な
く
な

っ
た
。
五
月
十

一
日
に
は
、
大
納
言
道
長
に
内
覧
の
宣
旨
が
下
り
、
六
月
十
九
日
に
は
、
道
長
は
右
大
臣
と
な

っ
た
。
そ
の

後

、
道
長
と
、
内
大
臣
伊
周
お
よ
び
中
納
言
隆
家
と
の
間
に
は
不
穏
な
事
件
が
続

い
て
お
こ

っ
た
。

長
徳
二
年

一
月
十
六
日
、
伊
周
と
隆
家

の
従
者
が
花
山
法
皇
を
射
る
と

い
う
事
が
お
こ
り
、
四
月
二
十
四
日
に
は
、
伊
周
は
太
宰
権
帥
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に
、
隆
家
は
出
雲
権
守
に
配
流
せ
ら
れ
、
五
月

一
日
に
は
、
中
宮
定
子
は
自
ら
髪
を
切
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た

。
六
月
九
日
に
は
、
中

宮
御
所

の
二
条
北
宮
が
焼
け
、
中
宮
は
高
階
明
順

の
邸
に
移
り
、
そ
の
後
、
小
二
条
殿
に
移

っ
た
。

か
く
し
て
、
定
子
の
後
宮
は
、
か

つ
て
の
華
か
さ
を
失
う
よ
う
に
な

っ
て
い
っ
た
が
、
清
少
納
言
は
道
長
方
の
人
物
だ
と
さ
さ
や
か
れ
、

女
房
達
か
ら
白
眼
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
、
里
に
帰

っ
て
籠
る
こ
と
に
な

っ
た
。
次

の
文
は
、
そ
の
頃
の
こ
と

を
述
べ
た
も

の
で
あ
る
。

O

殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
、
さ
わ
が
し
う
な
り
て
、
宮
も
ま
ゐ
ら
せ
給
は
ず
、
小

二
条
殿
と

い
ふ
所
に
お

は
し
ま
す
に
、
な
に
と
も
な
く
う
た
て
あ
り
し
か
ば
、
ひ
さ
し
う
里
に
ゐ
た
り
。
御
前
わ
た
り

の
お
ぼ

つ
か
な
き

に
こ
そ
、
な
ほ
え
絶

え

て
あ
る
ま
じ
か
り
け
る
。

右
中
将
お
は
し
て
、
物
語
し
給
ふ
。
「今
日
宮
に
ま
ゐ
り
た
り

つ
れ
ば
、
い
み
じ
う
も
の
こ
そ
あ
は
れ
な
り

つ
れ
。
女
房
の
装
束
、
裳

.

唐
衣
を
り
に
あ
ひ
、
た
ゆ
ま

で
さ
ぶ
ら
ふ
か
な
。
御
簾

の
そ
ば

の
あ
き
た
り

つ
る
よ
り
見
入
れ
つ
れ
ば
、
八
九
人
ば
か
り
、
朽
葉
の
唐

衣
、
薄
色
の
裳

に
、
紫
苑

・
萩
な
ど
、
を
か
し
う

て
居
並
み
た
り

つ
る
か
な
。
御
前

の
草
の
い
と
し
げ
き
を

、
「
な
ど
か
、
か
き
は
ら

は
せ
て
こ
そ
」
と

い
ひ

つ
れ
ば
、
「
こ
と
さ
ら
露
置
か
せ
て
御
覧
ず
と
て
」
と
、
宰
相
の
君
の
声
に
て
い
ら

へ
つ
る
が
、
を
か
し
う
も

お
ぼ
え

つ
る
か
な
。
「御
里
居

い
と
心
憂
し
。
か
か
る
所
に
住
ま
せ
給
は
ん
ほ
ど
は
、
い
み
じ
き
こ
と
あ
り
と
も
、
か
な
ら
ず
さ
ぶ
ら

ふ
べ
き
も

の
に
お
ぼ
し
め
さ
れ
た
る
に
、
か
ひ
な
く
」
と
、
あ
ま
た

い
ひ

つ
る
、
語
り
聞
か
せ
た
て
ま

つ
れ
と
な
め
り
か
し
。
ま
ゐ
り

て
見
給

へ
。
あ
は
れ
な
り

つ
る
所

の
さ
ま
か
な
。
台

の
前
に
植
ゑ
ら
れ
た
り
け
る
牡
丹
な
ど
の
を
か
し
き
こ
と
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
「
い

さ
、
人
の
に
く
し
と
お
も
ひ
た
り
し
が
、
ま
た
に
く
く
お
ぼ
え
侍
り
し
か
ば
」
と
い
ら
へ
き
こ
ゆ
。
「
お
い
ら

か
に
も
」
と
て
わ
ら
ひ

給
ふ
。

げ
に

い
か
な
ら
ん
と
、
思
ひ
ま
ゐ
ら
す
る
。
御
け
し
き
に
は
あ
ら
で
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
た
ち
な
ど

の
、
「左
の
大
殿
が
た
の
人
、
知
る

46
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す

ぢ

に

て
あ

り

L

と

て

、

さ

し

つ
ど

ひ
も

の
な

ど

い
ふ

も

、

下

よ

り

ま

ゐ

る
見

て
は

、

ふ

と

い
ひ

や

み

、

放

ち

出

で

た

る
け

し
き

な

る

が

、

見

な

ら

は

ず

に
く

け

れ

ば

、

「
ま

ゐ

れ

」

な

ど

、

た

び

た

び

あ

る

仰

せ

言

を

も

過

し

て

、

げ

に

ひ

さ

し

く

な

り

に

け

る

を

、

ま

た

、

宮

の
辺

に

は

、

た

だ

あ

な

た

が

た

に

い
ひ

な

し

て

、

そ

ら

言

な

ど

も

出

で
来

べ
し

。

を
さ
め

例
な
ら
ず
仰
せ
言
な
ど
も
な
く
て
日
頃
に
な
れ
ば
、
心
ぼ
そ
く
て
う
ち
な
が
む
る
ほ
ど
に
、
長
女
文
を
持

て
来
た
り
。
「御
前
よ
り
、

宰
相
の
君
し
て
、
忍
び
て
賜
は
せ
た
り

つ
る
」
と

い
ひ
て
、
こ
こ
に
て
さ

へ
ひ
き
忍
ぶ
る
も
あ
ま
り
な
り
。
人
づ
て
の
仰
せ
書
き
に
は

あ
ら
ぬ
な
め
り
と
、
胸

つ
ぶ
れ
て
、
と
く
開
け
た
れ
ば
、
紙
に
は
も

の
も
書
か
せ
給
は
ず
、
山
吹

の
花
び
ら
た
だ

一
重
を

つ
つ
ま
せ
給

へ
り
。
そ
れ
に
、
「
い
は
で
思
ふ
ぞ
」
と
書
か
せ
給

へ
る
、

い
み
じ
う
、
日
頃
の
絶
え
間
な
げ
か
れ
つ
る
、
み
な
慰
め
て
う
れ
し
き
に
、

長
女
も
う
ち
ま
も
り
て
、
「御
前
に
は
、
い
か
が
、
も

の
の
を
り
ご
と
に
、
お
ぼ
し
出
で
き

こ
え
さ
せ
給
ふ
な

る
も

の
を
。
誰
も
あ
や

し
き
御
長
居
と

こ
そ
侍
る
め
れ
。
な
ど
か
は
ま
ゐ
ら
せ
給
は
ぬ
」
と

い
ひ
て
、
「
こ
こ
な
る
所
に
、
あ
か
ら
さ
ま
に
ま
か
り
て
、
ま
ゐ

ら
む
」
と
い
ひ
て
往
ぬ
る
の
ち
、
御
返
り
ご
と
書
き
て
ま

ゐ
ら
せ
ん
と
す
る
に
、
こ
の
歌
の
本
さ
ら
に
わ
す

れ
た
り
。
「
い
と
あ
や
し
。

お
な
じ
ふ
る
ご
と
と

い
ひ
な
が
ら
、
知
ら
ぬ
人
や
は
あ
る
。
た
だ

こ
こ
も
と
に
お
ぼ
え
な
が
ら
、
い
ひ
出
で
ら
れ
ぬ
は
い
か
に
そ
や
」

な
ど

い
ふ
を
聞
き
て
、
前
に
ゐ
た
る
が
、
「「
下
ゆ
く
水
」
と
こ
そ
申
せ
」
と
い
ひ
た
る
、
な
ど
か
く
わ
す
れ
つ
る
な
ら
む
。
こ
れ
に
教

　
ユ

　

へ
ら

る

る

も

を

か

し

。

(
枕

草

子

「
殿

な

ど

の
お

は

し

ま

さ

で

後

」

一
九

九

～

二

〇

一
頁

。

ー
大

系

に

よ

る
。

以

下

同

じ

)
。

　
　

　

中

宮
定
子
か
ら
、
里
居

の
清
少
納
言

へ
の
使
者
に
、
「山
吹

の
花
び
ら
た
だ

一
重
」
を
包
ん
で
託
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『春
曙
抄
』
は
、
「
山

　
エ

　

吹

は
口
な
し
色
な
れ
ば

い
は
で
思
ふ
と
い
ふ
心
な
る
べ
し
」
と

い
い
、
『盤
斎
抄
』
は
、
「山
吹

の
花
び
ら
と
は
、

口
な
し
の
色
と
歌
に
も

よ
み
侍
れ
ば
、

い
は
で
お
も
ふ
と

い
ふ
よ
せ
に
、
お
く
ら
せ
給
ふ
也
」
と

い
っ
て
い
る
。
古
今
集
の

一
〇

一
、
素
性

の

「山
吹
の
花
色
衣

ぬ
し
や
た
れ
と

へ
ど
答

へ
ず
く
ち
な
し
に
し
て
」
に
よ
り
、
中
宮
が
口
に
は
出
さ
ず

に
清
少
納
言
を
恋
し
く
思

っ
て
い
る
意
を
伝
え
た
と

47
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く

ち

な

し

い

ろ

へ
　

へ

解
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
『金
子
評
釈
』
に

「
口
無
し
の
意
を
寓
せ
た
り
。
山
吹

の
花
は
山
楯
色
な
れ
ば
な
り
」
、

『塩
田
評
釈
』

の

「
山

吹
の
楯
子
色
か
ら
口
無
し
に
か
け
た
」
、
『全
集
』

の

「
『
口
無
し
』

の
意
を
寓
し
た
も
の
」
と

い
う
注
も
、
同
じ
趣
旨
ら
し

い
。

『解
環
』
で
は
、
中
宮
が
、
古
今
集

の
素
性

の
歌
を
踏
ま
え
、
「何

の
仰
せ
言
も
料
紙
に
は
書
か
ぬ

『口
無
し
』

の
態
度
を
説
明
し
」

と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
山
吹
の
花
び
ら
は
、
「
口
無
し
」

の
意
を
喚
起
し
、
中
宮
の
言
葉
の
書
か
れ
て
い
な

い
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
と

解
し

て
い
ら
れ
る
。

と

こ
ろ
が
、
後
藤
祥
子
氏
は
、
「中
宮
定
子
が
白
紙
に
包
ん
で
よ
こ
し
た
山
吹
の
花
び
ら

一
重
の
寓
意
は
、
里

下
り
し
た
ま
ま
呼
び
出

し

に
応
じ
な
い
作
者
に
、
『古
今
集
』
誹
譜
歌
、
素
性

の
、
『山
吹

の
は
な
色
衣
ぬ
し
や
た
れ
問

へ
ど
答

へ
ず
く
ち
な
し
に
し
て
』
と
云
い

や

っ
た
も

の
で
あ

っ
た
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
前
掲

の
説
と
同
じ
く
、
素
性
の
歌
に
よ
り
な
が
ら
、
中
宮
の

「ま
ゐ
れ
」
と
の
度

々
の

仰
せ
言

に
応
じ
な

い
清
少
納
言
の

「
口
無
し
」
を
な
じ

っ
た
も

の
と

の
読
み
方
で
あ
る
。
素
性
の
歌
に
よ

っ
た
寓
意
と

い
う
な
ら
、
「
口

無
し
」
は
中
宮
自
ら
の
こ
と
で
な
く
、
相
手

の

「
口
無
し
」
を

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

素
性

の
歌
に
よ
り
、
中
宮
が
口
に
は
出
さ
ず
に
清
少
納
言
を
恋
し
く
思

っ
て
い
る
意
を
寓
し
た
と
す
る
先

の
説

に
対
し
、

『大
系
』
は

異
を
立

て
、
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

通

説
に
、
山
吹
は
く
ち
な
し
色

ゆ
え

口
無
し
の
意
を
寓
す
る
と
す
る
が
、
「
い
は
で
思
ふ
ぞ
」

の
歌
と
も
重
複

し
、
従

い
が
た

い
。
拾

遺

集
、

一

春
に
読
人
し
ら
ず
と
し
て

「わ
が
や
ど

の
八
重
山
吹
は

一
重
だ
に
散
り
残
ら
な
ん
春
の
か
た
み

に
」

(倭
漢
朗
詠
集
、
欺

冬

に
も
あ
る
)
と
あ
り
、
中
宮
は
秋
の
庭
に
た
だ

一
重
散
り
残
る
山
吹
の
花

に
清
少
納
言
の
変
ら
ぬ
真
心
を
期
待
さ
れ
、
作
者
も
ま
た

そ
の
歌
の
意
よ
り
中
宮
の
知
己
に
感
激
し
た
と
解
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

清
少

納
言
に
右
中
将
経
房
の
語

っ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
中
宮
の
女
房
達
の
衣
裳
は
、
朽
葉
の
唐
衣
、
薄
色
の
裳

、
紫
苑
、
萩
な
ど
で
あ

48
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り
、
秋

の
も
の
で
あ

っ
た
。
従

っ
て
今
の
季
節
は
秋
で
あ
る
。
晩
春
の
花
で
あ
る
山
吹
が
、
た
だ

一
重
で
も
散
り
残

っ
て
い
る
こ
と
は

一

般

に
は
あ
り
え
な

い
。
し
か
し
、
「山
吹
の
花
び
ら
た
だ

一
重
」
が
包
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「わ
が
や
ど

の
」
の
歌
に
よ
り

コ

重
だ

に
L
と
い
い
、
「
散
り
残
ら
な
ん
」
と
希
望
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
清
少
納
言
に
離
れ
な
い
で
ほ
し
い
と

い
う
気
持
が
伝
え
ら
れ
た

　
　

　

　
　

　

　
ヱ

リ

も

の
で
あ
ろ
う
。
『全
講
』
、
『全
注
釈
』
、
『新
大
系
』
は

『大
系
』

の
説
に
よ

っ
て
い
ら
れ
る
。

「
山
吹

の
花
び
ら
た
だ

一
重

」
が
包
ま
れ
て
い
た
こ
と
の
趣
旨
は
、
『大
系
』
等
の
説
の
通
り
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
秋
と
い
う

今

の
季
節
に
お
け
る
山
吹
の
花
を
ど
う
理
解
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
『大
系
』

の
よ
う

に
、
中
宮
の
庭
に
散
り
残

っ
て
い
た
と

い
う
こ
と

は
受
け
入
れ
が
た

い
。

『全
集
』

の
頭
注
で
は
、
「山
吹
は
晩
春

の
も

の
な
の
で
先

の
女
房

の
衣
裳
と
は
そ
ぐ
わ
な

い
。
あ
る
い
は
、
秋
の
返
り
咲
き
か
、
山

　
　

　

吹

の
花
び
ら
形
に
切

っ
た
紙
か
絹
か
」
と
述
べ
ら
れ
、
『新
全
集
』

で
は
、
「
こ
こ
を
春

の
山
吹
と
見
て
、
作
者

の
里
居
が
翌
年
の
春
に
ま

で
及
ん
だ
と
見
る
最
近
の
考
え
も
あ
る
」
と

い
う
説
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

秋
に
山
吹
が
返
り
咲
き
を
し
た
も

の
と

の
考
え
は
、
『解
環
』

で
強
く
主
張
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
返
り
咲
き
は
秋
毎
に
あ
る
も

の

で
は
な
く
、
稀
な
こ
と
で
あ
る
。
も
し
返
り
咲
き
な
ら
、
そ
れ
と
わ
か
る
表
現
が
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『新
全
集
』

に
あ
げ
ら
れ
た
、

里
居
が
翌
年

の
春
ま
で
及
ん
だ
も
の
と
す
る
説
は
未
見
で
あ
る
が
、
経
房
が
訪
れ
た
の
が
秋
で
あ
る
こ
と
、
年
を
越
え
た
こ
と
を
思
わ
せ

る
記
事

の
な

い
こ
と
か
ら
認
め
が
た

い
。

『全
集
』
に

「山
吹
の
花
び
ら
形

に
切

っ
た
紙
か
絹
か
」
と
述
べ
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
山
吹

の
花
び
ら
は
作
り
物
だ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。
後
撰
集

=
二
〇
五
の
詞
書
に
、
「あ
ひ
知
り
て
侍
け
る
人
の
東
の
方

へ

ま
か
り
け
る
に
、
桜
の
花

の
か
た
に
ぬ
さ
を
し
て
つ
か
は
し
け
る
」
と
あ
る
。
紙
あ
る

い
は
絹
を
桜
の
花
び
ら
の
形
に
作

っ
て
幣
と
し
て

送

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
花
び
ら
の
作
り
物

の
例
と

い
え
よ
う
。
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口

清
水
に
こ
も
り
た
り
し
に
、
わ
ざ
と
御
使
し
て
賜
は
せ
た
り
し
、
唐
の
紙
の
あ
か
み
た
る
に
、
草
に
て

「山
ち
か
き
入
相
の
鐘

の
声
ご
と
に
恋
ふ
る
心
の
数
は
知
る
ら
ん

も
の
を
、
こ
よ
な
の
長
居
や
」
と
そ
書
か
せ
給

へ
る
。
紙
な
ど
の
な
め
げ
な
ら
ぬ
も
、
と
り
忘
れ
た
る
旅
に
て
、
む
ら
さ
き
な
る
蓮
の

花
び
ら
に
書
き
て
ま
ゐ
ら
す
。

(枕
草
子

「清
水

に
こ
も
り
た
り
し
に
」
二
六
三
～
二
六
四
頁
)

右

の

「
む
ら
さ
き
な
る
蓮
の
花
び
ら
」
は
、
諸
注
す
べ
て
散
華
に
用

い
ら
れ
る
紙
製
の
も
の
と
説
明
し
て
い
る
。
「む
ら
さ
き
な
る
」
と

い
う
語
が
、
作
り
物
で
あ
る
こ
と
を
思
わ
せ
は
す
る
が
、
散
華
に
用

い
る
作
り
物

の
花
び
ら
と
は
い
っ
て
い
な
い
。
源
氏
物
語

「鈴
虫
」

の
巻
で
、
女
三
宮

の
持
仏
開
眼
供
養

に
お

い
て
、
「関
伽

の
具
は
、
例
の
き
は
や
か
に
小
さ
く
て
、
青
き
、
白
き
、
紫

の
蓮
を
と
と
の
へ
て
」

と
あ
る
。
青
、
白
、
紫
の
蓮
も
作
り
物
と
考
え
ら
れ
る
。

∋

こ
と
は
じ
ま
り
て
、

一
切
経
を
蓮
の
花

の
赤
き

一
花
つ

つ
に
入
れ
て
、
僧
俗

・
上
達
部

・
殿
上
人

・
地
下

・
六
位
、
な
に
く
れ
ま
で
、

持
て
つ
づ
き
た
る
、

い
み
じ
う
尊
し
。

(枕
草
子

「
関
白
殿
、
二
月
廿

一
日
に
」
二
九
九
頁
)

こ
の
文
中
の

「蓮
の
花

の
赤
き
」
に
つ
い
て
も
、
諸
注
は
す
べ
て
、
蓮
を
形
ど

っ
た
造
花
と
解
し
て
い
る
。
能
因

本
や
前
田
本
に
は
、
「蓮

の
花

の
赤
き
に

一
部
つ

つ
入
れ
て
」
と
あ
る
。

一
切
経
を
蓮

の

一
輪
に

一
巻
ず

つ
入
れ
た
の
で
あ

っ
て
、
造
花
で
な
く
て
は
無
理
な
こ
と

が
考
え
ら
れ
る
。
口
の

「む
ら
さ
き
な
る
蓮
の
花
び
ら
」
に
お
い
て
も
、
日
の

「蓮

の
花
の
赤
き

一
花
つ

つ
」
に
お

い
て
も
、
造
花
と
い
っ

て
は
い
な

い
が
、
造
花
と
理
解
さ
れ
る
言
語
環
境
に
あ

っ
た
も

の
と

い
え
よ
う
。

四

菩
提
と

い
ふ
寺
に
、
結
縁

の
八
講
せ
し
に
ま
う

で
た
る
に
、
人
の
も
と
よ
り

「と
く
帰
り
給
ひ
ね
。
い
と
さ
う
ざ
う
し
」
と
い
ひ
た

れ
ば
、
蓮

の
葉
の
う
ら
に
、

も
と
め
て
も
か
か
る
は
ち
す
の
露
を
お
き
て
う
き
世
に
ま
た
は
か

へ
る
も
の
か
は
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と
書
き
て
や
り

つ
。

ま
こ
と
に
、

い
と
た
ふ
と
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
や
が
て
と
ま
り
ぬ
べ
く
お
ぼ
ゆ
る
に
、
さ
う
ち
う
が
家

の
人

の
も
ど
か
し
さ
も
忘
れ

ぬ
べ
し
。

(枕
草
子

「菩
提
と

い
ふ
寺
に
」
七
六
頁
)

こ

の

「蓮

の
葉

の
う
ら
」
は
、
能
因
本
に

「は
す

の
花
び
ら
に
」
、
前

田
本

に

「
は
ち
す
の
花
の
中
に
」
と
あ
る
。
『大
系
』
の
頭
注
で
は
、

能
因
本
に
よ
れ
ば
、
散
華
に
用
い
る
花
び
ら
と
解
さ
れ
る
と
あ
る
。
⇔
日
に
⑳
の
能
因
本
が
加
わ
れ
ば
、
共
に
蓮

の
造
花
の
例
で
は
あ
る

が
、
造
花
と

い
わ
な
く

て
も
造
花
と
理
解
さ
れ
る
言
語
環
境
に
あ

っ
た
と

い
え
よ
う
。
O
の
山
吹

の
花
び
ら
は
、
時
が
秋
で
あ
る
と

い
う

こ
と
か
ら
、
作
り
物
で
あ

っ
た
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
実
物
大
で
な
く

て
も
よ
い
。
「
い
は
て
お
も
ふ
そ
」
と
書
け
る
大
き
さ
で
あ

っ

た

ろ
う
。

二

㈲
雨
は
夜

一
夜
ふ
り
あ
か
し
て
、
ま
た
の
つ
と
め
て
ぞ
す
こ
し
空
は
れ
た
る
。
男
は
、
女

の
い
ら
む
と
す
る
を

、
「
た
だ
か
く

て
」
と
て

あ
る
じ

い
れ
ず
。
日
も
高
う
な
れ
ば
、
こ
の
女

の
親
、
少
将
に
饗
応
す
べ
き
か
た

の
な
か
り
け
れ
ば
、
小
舎
人
童
ば
か
り
と

"
め
た
り
け
る
に
、

堅

い
塩
さ
か
な
に
し
て
酒
を
の
ま
せ
て
、
少
将
に
は
、
ひ
ろ
き
庭
に
生

い
た
る
菜
を
摘
み
て
、
蒸
し
物
と

い
ふ
も
の
に
し
て
、
丁
わ
ん

は
な
び
ら

 に
も
り
て
、
は
し
に
は
梅
の
花
さ
か
り
な
る
を
折
り
て
、
そ
の
花
辮
に
い
と
お
か
し
げ
な
る
女

の
手
に
て
書
け
り
。

君
が
た
め
衣
の
裾
を
ぬ
ら
し
つ
つ
春

の
野
に
い
で
て
つ
め
る
若
菜
ぞ

男
こ
れ
を
み
る
に
い
と
あ
は
れ
に
覚
え

て
ひ
き
よ
せ
て
食
ふ
。
女
わ
り
な
う
恥
し
と
お
も
ひ
て
臥
し
た
り
。
(大
和
物
語

一
七
三
段
-

『日
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本

古
典
文
学
大
系
』

に
よ
る
)

右

の

「そ

の
花
辮
に
、

い
と
お
か
し
げ
な
る
女

の
手
に
て
書
け
り
」
に
関
し
て
、
今
井
源
衛
氏
は

『大
和
物
語
評
釈
』
に
お
い
て
、
次

の

よ
う

に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

な

お
、
本
段
に
は
梅

の
花
び
ら
に
歌
を
書
く
こ
と
が
見
え
て
い
る
が
、
山
吹

の
花
び
ら
に
歌
を
書
く

こ
と
は
、
『枕
草
子
』
百
三
十
八

段

「殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
に
、
中
宮
が
山
吹

の
花
び
ら
に

「
い
は
で
思
ふ
ぞ
」
と
書
い
て
、
清
少
納
言
に
お
く

っ
た
こ
と
が

見
え
、
同
じ
く
二
百
二
十
七
段

「清
水

に
籠
り
た
り
し
に
」
に
は
、
中
宮

へ
の
返
事
を
造
花

の
蓮
の
花
び
ら
に
書

い
た
こ
と
が
見
え
る
。

又
、
『源
氏
物
語
』
紅
葉
賀
巻
に
も
、
藤
壷
が
光
源
氏

へ
の
返
歌
を
、
王
命
婦
の
す
す
め
で
、
源
氏
か
ら
お
く
ら
れ
て
き
た
撫
子
の
花

び

ら
に
書
く
こ
と
が
見
え
る
。
ど
う
や
ら

一
条
朝
ご
ろ
の
流
行
だ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

柿

本
奨
氏
は

『大
和
物
語

の
注
釈
と
研
究
』

に
お
い
て
、
「花
び
ら
に
歌
句
を
書
く
の
は

『評
釈
』

に
指
摘
す

る
如
く
」
と
し
て
、
今

井
氏

の
挙
例
を
引

い
て
、
更
に
次
の
よ
う

に
述

べ
て
い
ら
れ
る
。

『紗
』

に

「花
あ
る
所

に
た
ん
ざ
く
に
か
く
な
り
」
と
言
い
、
『直
解
』

に

「花
び
ら
ひ
と
つ
に
歌
を

一
句
づ

・
な
ど
女
の
母
の
か
き

て
出
せ
る
な
る
べ
し
」
と
言
う
。
『紗
』
は
短
冊
に
書
い
て
枝
に
結
び

つ
け
た
と
し
、
『直
解
』
は
じ
か
に
書
き
付
け
た
と
す
る
。
語
と

し
て
の

「書
き
付
く
」
に
は
そ
の
二
義
が
あ
る
。
上
掲
諸
例
は
じ
か
に
書

い
た
よ
う
で
、
花
び
ら
に
墨
が
乗
る
か
と
懸
念
さ
れ
、
造
花

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
当
例
は
造
花
で
は
な
い
。

今
井

氏
の
挙
げ
ら
れ
た
枕
草
子

の
例
に
つ
い
て
の
読
み
方
は
先
に
述

べ
た
の
で
、
「
紅
葉
賀
」
の
巻
の
例
に
つ
い
て
検
討
し
よ
う
。

㈹
わ

が
御
か
た
に
臥
し
た
ま
ひ
て
、
胸
の
や
る
か
た
な
き
ほ
ど
過
ぐ
し
て
、
大
殿

へ
と
お
ぼ
す
。
御
前

の
前
栽
の
、
何
と
な
く
あ
を
み
わ

た

れ
る
な
か
に
、
常
夏
の
は
な
や
か
に
咲
き
出
で
た
る
を
折
ら
せ
た
ま
ひ
て
、
命
婦
の
君
の
も
と
に
、
書
き
た
ま
ふ
こ
と
多
か
る
べ
し
。
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「よ
そ
へ
つ
つ
見
る
に
心
は
な
ぐ
さ
ま
で
露
け
さ
ま
さ
る
な
で
し
こ
の
花

花
に
咲
か
な
む
と
思
ひ
た
ま

へ
し
も
、
か
ひ
な
き
世
に
は
べ
り
け
れ
ば
」
と
あ
り
。
さ
り
ぬ
べ
き
隙
に
や
あ
り
け
む
、
御
覧
ぜ
さ
せ
て
、

「
た
だ
塵
ば
か
り
、
こ
の
花
び
ら
に

」
と
聞
こ
ゆ
る
を
、
わ
が
御
心
に
も
、
も
の
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
知
ら

る
る
ほ
ど
に
て
、

袖
濡
る
る
露
の
ゆ
か
り
と
思
ふ
に
も
な
ほ
疎
ま
れ
ぬ
や
ま
と
な
で
し
こ

と
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
書
き
さ
し
た
る
や
う
な
る
を
、
よ
ろ
こ
び
な
が
ら
た
て
ま

つ
れ
る
、
例
の
こ
と
な
れ
ば
し
る
し
あ
ら
じ
か
し
と
、

く
づ
ほ
れ
て
な
が
め
臥
し
た
ま

へ
る
に
、
胸
う
ち
騒
ぎ
て
、

い
み
じ
く
う
れ
し
き
に
も
涙
お
ち
ぬ
。
(紅
葉
賀

二
八
～
二
九
頁
-
新
潮

日
本
古
典
集
成
に
よ
る
)

源
氏
の

「よ
そ

へ
つ
つ
」

の
歌
は
、
恵
子
女
王
が
、
愛
子
義
孝
に
宮
中
か
ら
撫
子
に
つ
け
て
送

っ
た

「
よ
そ

へ
つ
つ
み
れ
ど

つ
ゆ
だ
に
な

ぐ
さ
ま
ず
い
か
が
は
す
べ
き
な
で
し
こ
の
は
な
」

(義
孝
集
七
三
)
に
よ

っ
て
お
り
、
「花
に
咲
か
な
む
」
は
、
後
撰
集

一
九
九
、
読
人
し

ら
ず
の

「わ
が
や
ど
の
か
き
ね
に
う
ゑ
し
な
で
し
こ
は
花
に
さ
か
な
ん
よ
そ
へ
つ
つ
見
む
」
を
引
い
て
い
る
こ
と
は
、
諸
注
の
指
摘
す
る

と

こ
ろ
で
あ
る
。
撫
子
に
若
宮
を
よ
そ
え
て
も
、
源
氏
の
心
は
慰
ま
ず

や
る
せ
な

い
こ
と
を
藤
壷
に
訴
え
た
の
で
、
王
命
婦
は
、
こ
の
撫

子

に
寄
せ
て
、
た
だ

一
言
で
も
お
返
事
を
と
藤
壼
に
返
事
を
う
な
が
し
た
の
で
あ

っ
て
、
撫
子
に
因
ん
だ
凡
河
内
躬
恒

の

「塵
を
だ
に
据

ゑ
じ
と
そ
思
ふ
咲
き
し
よ
り
妹
と
わ
が
ぬ
る
常
夏

の
花
」

(古
今
集

一
六
七
)
の

「
塵
を
だ
に
」

の
語
か
ら

「た
だ
塵
ば
か
り
」
と
言
い
、

撫

子
の
縁
で

「
こ
の
花
び
ら
に
」
と
風
流
に
言

い
な
し
た
も

の
で
あ
る
。
送
ら
れ
た
花

に
歌
を
書
い
て
返
し
を
す

る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ

・つ
。柿

本
氏
は
、
「書
き

つ
く
」
と

い
う
表
現
に
は
、
短
冊
に
歌
を
書

い
て
花
の
枝
に
結
び

つ
け
る
場
合
と
、
花
に
じ
か
に
書
く
場
合
が
あ

る
こ
と
を

い
わ
れ
、
ま
た
、
花
に
じ
か
に
書

い
て
は
墨
が
乗
る
か
と
懸
念
さ
れ
る
の
で
、
今
井
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
諸
例
は
造
花
か
も
し
れ
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な

い
が
と

い
わ
れ
な
が
ら
、
㈲

の
場
合
は
造
花
で
は
な
く
梅
の
花

に
じ
か
に
書

い
た
も
の
と
述
べ
ら
れ
た
。
本
文

に
、
「折
り

て
、
そ
の

花
辮

に
…
書
け
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
じ
か
に
書

い
た
も
の
と
判
断
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
じ
か

に
書
く
場
合
、
具
体
的

に
ど
う
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
花
辮

に
墨
が
乗
ら
ぬ
こ
と
は
な
い
。
『直
解
』

に
い
う
よ
う
に
、
花
辮

一
枚
に

一
句
ず

つ
を

一
輪

の
外
側
に
書

い
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
幾

つ
か

の
花
の
花
辮
に

一
字
ず

つ
書

い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
い

ず

れ
に
し
て
も
、
容
易

に
は
読
み
下
し
に
く

い
で
あ
ろ
う
。
男
が
読
ん
で

「
い
と
あ
は
れ
に
覚
え
」
る
に
は
、
判
読
し
や
す
く
な
く
て
は

な

る
ま

い
。
梅

の
よ
う
な
小
さ
な
花
辮
に
、
文
字
を
何
字
も
書
き

つ
け
て
は
、
花

の
色
が
台
無
し
に
な
ろ
う
。

『紗
』

の
い
う
よ
う
に
、

短

冊
に
書

い
て
花

の
枝
に
付
け
た
も

の
と
解
す
る
言
語
環
境
で
の
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歌
は
若
菜
を
詠
み
、
梅
に
関
係
あ
る
も

の
で

は
な
く
、
梅
は
心
葉

の
役
目
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

匂
か
く

て
、
源
宰
相
は
、
な
ほ
か

の
兵
衛

の
君
に
思
ふ
こ
と
を
語
ら
ひ

つ
つ
、
「夢
ば
か
り
の
御
返
り
を
だ
に
見

せ
給

へ
」
と
な
む
宣
ひ

け
る
。
花
桜
の
い
と
面
白
き
花
び
ら
に
、

「
思
ふ
こ
と
知
ら
せ
て
し
が
な
花
桜
風
だ
に
君
に
見
せ
ず
や
あ
る
ら
む

こ
れ
を
だ
に
」
と
て
書

い
て
、
兵
衛
に
、
「
こ
れ
、
御
覧
ぜ
さ
せ
給

へ
」
と
て
取
ら
す
れ
ば
、
「
い
と
恐
ろ
し
き

こ
と
。
か
か
る
聞
こ
え

ち
り
ひ
ぢ

あ
ら
ば
、
兵
衛
が
身
は
何
の
塵
土
に
か
な
ら
む
」
と
き
こ
ゆ
れ
ば
、
「何
の
異
な
る
事
き
こ
え
さ
せ
た
ら
ば
こ
そ
あ
ら
め
、
花
御
覧
ぜ

さ
す
ば
か
り

に
こ
そ
。
何
心
あ
り
て
と
か
は
見
ゆ
る
。
な
ほ
、
お
い
ら
か
に
参
り
給

へ
」
兵
衛

「
さ
ら
ば
、
賜

は
ら
む
か
し
。
例
の
、

お
ぼ

つ
か
な
う
こ
そ
あ
ら
め
」
と
て
、
取
り
て
、
御
前
に
て
書
き

つ
く
。

ほ
の
か
に
は
風

の
便
り
に
見
し
か
ど
も

い
つ
れ
の
枝
と
知
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る

と
書
き
て
、
「か
く

い
ひ
た
ら
ば
」
な
ど
き

こ
ゆ
れ
ば
、
「誰
ぞ
、
君
を
か
く
い
ふ
ら
む
は
」
な
ど
宣
ふ
。
(宇
津
保
物
語

「藤
原

の
君
」
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八
七
～
八
八
頁
ー
角
川
文
庫
に
よ
る
)

ふ
み

源

宰
相
実
忠
が
、
あ

て
宮

へ
の
文
を
桜
の
花
に
つ
け
て
兵
衛

の
君
に
こ
と
づ
け
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「花
び
ら
に
」
「書

い
て
」
と

い
う
表

現
か
ら
は
、
桜
の
花
び
ら
に
じ
か
に
書
き

つ
け
た
よ
う
に
も
と
れ
よ
う
が
、
当
時
の
桜
は
山
桜
系

の
も
の
で
、
葉
が
出
て
か
ら
花
が
咲
く

か

ら
、
花
辮

の
下
に
短
冊
の
類
を

つ
け
る
こ
と
を
、
花
び
ら
に
書
く
と
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

⑳

俊
綱
朝
臣
た
び
た
び
ふ
み
つ
か
は
し
け
れ
ど
、
か

へ
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
る
を
、
な
ほ
な
ど
い
ひ
は
べ
り
け
れ
ば
、
さ
く
ら
の
は
な

に
か
き
て

つ
か
は
し
け
る

近
衛
姫
君

ち
ら
さ
じ
と
お
も
ふ
あ
ま
り
に
さ
く
ら
ば
な
こ
と

の
は
を
さ

へ
を
し
み

つ
る
か
な

(後
拾
遺
集
九
四
二
)

こ
の

「さ
く
ら
の
は
な
に
か
き
て
」
も
、
「ち
ら
さ
じ
」

の
歌
を
文

に
書

い
て
、
桜

の
花
の
枝
に

つ
け
た

の
で
あ

ろ
う
。

ω

九
月
九
日
、
わ
た
か
づ
け
た
る
菊
に
か
き
て
、
女

に

お

い
も
せ
ず
し
な
ず
と
き
く
も
な
に
か
せ
ん
あ
ふ
く
す
り
ぞ
と
お
も
は
ま
し
か
ば

(為
信
集

一
四
六
)

こ

の

「
わ
た
か
づ
け
た
る
菊

に
か
き
て
」
は
、
菊

の
着
せ
綿
を

つ
け
た
菊
の
花
に
じ
か
に
書
き

つ
け
た
と

い
う
よ
う

に
読
め
る
が
、
「わ

か
た
づ
け
た
る
菊
」

の
花
に

「お

い
も
せ
ず
」

の
歌
を
書
い
た
文
を

つ
け
て
女
に
贈

っ
た
意

に
解
す
る
言
語
環
境

に
お
け
る
表
現
と
い
う

べ
き

で
あ
ろ
う
。
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三

「
天
徳
四
年
内
裏
歌
合
」

の
題
は
、
「
露
、
鶯
、
桜
、
欺
冬
、
藤
、
暮
春
、
首
夏
、
卯
花
、
郭
公
、
夏
草
、
恋

」
で
あ

っ
た
。
そ
の
左

方

の
歌
の
書
き
方
を
見
て
み
よ
う
。

Q
左

、
講
師
右
兵
衛
督
源
延
光
よ
り
て
、
洲
浜
の
覆
ひ
を
す
こ
し
ひ
き
上
げ
て
、
山
吹

の
花
の
枝

の

一
尺
ば
か
り
あ
る
金
し
て
造
れ
る
を

は
な
び
ら

執
り
て
捧
げ

て
ゐ
た
り
。
花
辮
に
歌
は
書

い
た
る
べ
し
。
と
も
か
く
も
せ
で
捧
げ

て
、
夜

一
夜
ゐ
た
り
。
(天
徳
内
裏
歌
合

『仮
名
日

記
甲
』
九
五
頁
-
日
本
古
典
文
学
大
系

『歌
合
集
』
に
よ
る
。
以
下
同
じ
)

こ
れ
は
献
じ
ら
れ
た
歌
を
左
方
の
講
師
が
読
む
時
の
さ
ま
を
述

べ
た

『仮
名
日
記
甲
』

の
記
事
で
あ
る
。
左
方
の
講
師
は
、
金
で
造

っ
た

山
吹
の
花
の

一
尺
程
の
枝
を
手
に
と

っ
て
、
披
講
の
間

一
晩
中
捧
げ
て
い
た
が
、
歌
は
山
吹

の
花
び
ら
に
書

い
て
い
た

の
だ
ろ
う
と
、
こ

の
日
記
の
筆
者
は
推
量
し
て
い
る
。
こ
の
推
量
す
る
と
こ
ろ
は
、
山
吹
の
造
花
の
花
び
ら
に
ど
の
よ
う
に
歌
を
書

い
た
と
い
う
の
で
あ
ろ

う

か
。
左
方

の
歌
の
書
か
れ
た
さ
ま
は
、
他

の
記
録
に
よ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

⇔
供
レ燈
兼
立
三
篭
火
於
二南
北
小
庭
」。
令
レ
召

可

レ
読
レ
歌
人
.。
左
方
、
右
兵
衛
督
延
光
朝
臣
、
右
方
、
右
近
中
将
博
雅
朝
臣
、
進
就

洲

浜
下

、
読

'其
和
歌
」。
〈左

ハ
金

ノ
山
吹
ノ
花

ノ
枝

ヲ
作

ツ
テ
、
其
ノ
葉

二
書
キ
、
右

ハ
小
サ
ク
色
紙

二
書

ク
〉

(〈

〉
内
は
割
注
。

一

二

 

以
下
同
じ
)
左
近
少
将
伊
渉

・
右
近
少
将
助
信
等
、
把

脂
燭

照
レ
之
。
(
『御
記
』
八
九
頁
)

⇔

(左
方

の
)
童
女
四
人
昇

洲
浜

立

地

敷
・。
〈洲
浜
之
様

ハ

(中
略
)
其
ノ
中

二
銀
ノ
鶴
欺
冬

ノ

一
枝
ヲ
含

ム
。
黄
金

ヲ
以

ツ
テ
八

重
ノ
龍

ヲ
作
リ
、
青
銀
ヲ
以
ツ
テ
数
片
ノ
葉

ヲ
作
ル
。
葉
毎

二
各

々

一
首

ヲ
書
ク
〉

(『殿
上
日
記
』
九

一
頁
)

㊨
左
、
、鷺

四
人
、
赤
色
の
表
衣
に
桜
襲

の
襖
子
着

て
、
歌
は
洲
浜
に
金
の
花

・
銀
の
葉
し
た
る
山
吹
の
葉
に
書
き

た
り
。
(『仮
名
日
記
乙
』
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九
八
頁
)

しゆ
左
の
歌
、
黄
昏
時
に
奉
る
。
そ
の
洲
浜
は
、
沈
の
山
、
鏡
を
水

に
し
て
。
洲
に
も
銀
の
鶴
二
つ
立
て
て
、
金
の
山
吹
に
銀
の
葉
に
、
歌

は
鶴
に
く
は
せ
た
り
。

(『仮
名
日
記
丙
』

一
〇

一
頁
)

⇔

～
㈲
に
よ
れ
ば
、
左
方

の
洲
浜
に
は
、
山
吹
が
あ
り
、
そ
の
花
は
金
造
り
、
葉
は
銀
造
り
で
あ

っ
た
。
㈲
は
歌

が
何
に
書
か
れ
た
の
か

読
み
取
り
に
く

い
が
、
⇔
⇔
ω
は
歌
は
葉
に
書
い
た
と

い
う
。
O
は
葉
毎

に

一
首
を
書

い
た
と
い
う
。
銀
製
の
葉

に
じ
か
に
書

い
た
と
す

れ
ば
、
脂
燭
を
用
い
て
も
読
み
づ
ら
い
で
あ
ろ
う
。
葉

に
彫
り

つ
け
た

の
な
ら
、
書
く
と
は
い
わ
な

い
で
あ
ろ
う
。
伽
や
ω
の
例
と
同
様

短
冊
類

に
書

い
て
葉
の
傍
に

つ
け
た
の
を
葉
に
書
く
と
表
現
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

口
に
よ
れ
ば

「右

ハ
小
サ
ク
色
紙

二
書
ク
」
、
ま
た

『殿
上
日
記
』

に
は
、
「
(右
方
の
)
献
ズ

ル
所
ノ
歌

ハ
色

紙

二
小
字

二
書
ケ
リ
。

花
樹

ヲ
詠
ズ

ル
ノ
歌

ハ
各

々
其
ノ
樹

二
結
ビ
、
好
鳥

二
題
ス
ル
ノ
什

ハ
又
其

ノ
鳥
ノ
嗜

二
含
ミ
持
タ
シ
ム
。
…
…
」

(九

一
頁
)
と
あ
る
。
57

右

の
歌
は
、
色
紙
に
小
字

で
書

い
て
、
花

の
歌
は
花
の
樹
に
結
び
、
鳥
の
歌
は
鳥
の
噛
に
持
た
せ
な
ど
し
た
。
『
仮
名
日
記
甲
』
は
、
「
(右

方

の
)
歌
は
、
銀
金
を
造
り
花
に
し
て
、
歌
に
従
ひ
つ

・
枝
に
つ
け
た
り
。
恋
の
歌
は
鵜
舟

に
し
て
篭
火
に
入
れ
た
り
。
暮
の
春
は
舟
に

つ
み
た
り
。
鶯

の
は
鶯
く
ひ
た
り
。
さ
ま
ゐ
＼

に
つ
け
て
し
た
り
」

(九
四
頁
)
と

い
う
。
右
方

の
歌
は
、
題
に
関
係
あ
る
事
物
に
、
「
つ

け
た
り
」
「入
れ
た
り
」
「
つ
み
た
り
」
「く
ひ
た
り
」
と

い
っ
て
、
色
紙
に
書
い
た
こ
と
は
述

べ
て
い
な

い
。
こ
う

い
う

『仮
名
日
記
甲
』

の
表
現
の
仕
方
を
思
う
と
、
左
方

の
講
師
が
伺
に
い
う
よ
う
に
、

一
尺
ば
か
り
の
金
造
り

の
山
吹
の
枝
を
手
に
と

っ
て
歌
を
読
み
あ
げ
た

こ
と
か
ら
、
「花
辮
に
歌
は
書

い
た
る
べ
し
」
と
推
量
す
る
こ
と
に
な

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
筆
者
に
と

っ
て
は
、
歌
は
右
方

の
よ
う
に
、

色
紙
に
小
字
に
書
い
て
花
辮
に
つ
け
て
あ
る
も
の
と
考
え
る
風
習
の
中
に
生
き
て
い
た

の
だ
と

い
え
よ
う
。

花
や
花
び
ら
に
書

い
た
と
表
現
さ
れ
た

一
条
朝
前
後
の
例
に

つ
い
て
検
討
し
て
き
た
が
、
造
花
で
な
い
花
に
じ
か
に
書

い
た
と
見
る
べ
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き
も

の
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
花
や
花
び
ら
に
書
く
と
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
造
花
に
じ
か
に
書

い
た
り
、
あ
る

い
は
、

ど

に
書

い
て
、
そ
れ
を
実
の
花
に

つ
け
た
り
、
造
花
に
つ
け
た
り
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

色
紙
や
短
冊
な

注

(
1
)
本
稿

で
略
称
し
た
注
釈
書
は
次

の
通
り
で
あ

る
。

春
曙
抄

盤
斎
抄

金
子
評
釈

塩
田
評
釈

大

系

全

講

全

集

全
注
釈

解

環

新
大
系

新
全
集

(
2
)

「
秘

め

ら

れ
た

メ

ッ
セ

ー

ジ

北
村
季
吟

『枕
草
子
春
曙
抄
』

加
藤
盤
斎

『清
少
納
言
枕
双
子
抄
』

金
子
元
臣

『枕
草
子
評
釈
』

塩
田
良

平

『枕
草
子
評
釈
』

池
田
亀

鑑

・
岸
上
慎

二

・
秋
山
慶

『
(日
本
古
典
文
学
大
系
)
枕
草
子
』

池
田
亀

鑑

『全
講
枕
草
子
』

松
尾
聡

・
永
井
和
子

『
(日
本
古
典
文
学
全
集
)
枕
草
子
』

田
中
重
太
郎

『枕
冊
子
全
注
釈
』

萩
谷
朴

『枕
草
子
解
環
』

渡
辺
実

『
(新

日
本
古
典
文
学
大
系
)
枕
草
子
』

松
尾
聡

・
永
井
和
子

『
(新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
)
枕
草
子
』

『蜻
蛉

日
記
』

の
消
息

の
折
り
枝
ー
L

(国
文
目
白

第
二
十
三
号
、
平

6

・
1

)
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