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3枕 草子日記的章段の情報

要

旨

枕
草
子
の
日
記
的
章
段
は
五
十
余
段
あ
り
、
そ
の
中
に
は
、
作
者

の
自
讃
談
と
さ
れ
る
も
の
が
十
余
段
あ
る
。

草
子
に
書
く
内
容
を
提
案
し
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
中
宮
か
ら
下
賜
さ
れ
た
草
子
に
、
な
ぜ
自
讃
談
が
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

日
記
的
章
段
に
は
、
中
宮
の
人
と
な
り
、
後
宮
の
経
営
者
と
し
て
の
中
宮
と
後
宮
の
有
様
、
中
宮
の
父
、
兄
、
弟
、
妹
達
の
有
様
を
讃

美

し
、
そ
し
て

一
条
天
皇
と
中
宮
と
の
仲
睦
ま
じ
さ
等
が
描
か
れ
て
い
る
。
日
記
的
章
段
は
中
宮
と
そ
の

一
族
を
讃
美
し
、
中
宮
の
後
宮

の
す
ば
ら
し
さ
を
伝
え
よ
う
と
す
る
方
向
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
、
自
讃
談
は
そ
の
背
景
の

一
翼
を
荷

な
う
も
の
と
解
せ
ら
れ
、

他

の
資
料
に
は
残
ら
な
か

っ
た
中
宮
を
め
ぐ
る
情
報
を
今
に
伝
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

(
こ

枕

草

子

は

三

百

段

程

の
章

段

か

ら

成

っ
て

お

り

、

そ

の
中

五

十

段

余

り

が

日

記

的

章

段

と

な

っ
て

い
る

戸↓
。

そ

の
中

に

は

、

注

釈

書

や

論

文

に

お

い
て

、

自

讃

談

と

い
わ

れ

て

い

る

章

段

が

約

四

分

の

一
の
十

余

が

あ

る

(・
)。

「
こ

の
草

子

を

、

人

の
見

る

べ

き

も

の

と

思

は

ざ

り

し

か
ば

、

あ

や

し

き

こ

と

も

、

に
く

き

事

も

、

た

だ

お

も

ふ

こ
と

を

書

か

む

と

思

ひ

し

な

り

」

(
「
と

り

所

な

き

も

の

」

[
一
四

一
段

]

一
九

六

頁

-

日

本

古

典

文

学

大

系

に

よ

る

。

以

下

同

じ
)

と

い

い
、

践

文

で

も

同

様

の

こ

と

を

い

っ
て

い

る

が

、
草

子

は

中

宮

か

ら

下

賜

さ

れ

た

も

の

で

あ

り

、

「
か

や

う

の

事

こ

そ

は

、

か

た

は

ら

い

た

き

こ

と

の

う

ち

に

入

れ

つ

べ

け

れ

ど

、

コ

つ
な

お

と

し

そ

」

と

い

へ
ば

、

い
か

が

は

せ

ん
」

(
「中

納

言

ま

ゐ
り

給

ひ

て
」

[
一
〇

二

段

]

一
五

七

頁

)

と

い

3



4

う

よ
う
に
、
同
僚

の
女
房
達
は
、
草
子
に
書
く
内
容
に
口
を
は
さ
ん
で
い
る
。
作
者
は
、
中
宮
や
女
房
の
見
る

こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
い

た

は
ず
で
あ
る
。

「よ
し
と
も
覚
え
ぬ
我
が
歌
を
、
人
に
語
り
て
、
人
の
ほ
め
な
ど
し
た
る
由
い
ふ
も
、
か
た
は
ら
い
た
し
」
(
「か
た
は
ら
い
た
き
も
の
」

[九

六
段
]

一
四
ヒ
頁
)
と
述

べ
て
い
る
同
じ
草
子

の
中
に
、
十
余
例
も

の
自
讃
談
が
あ
る
と

い
う
の
は
ど
う
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

日
記
的
章
段
に
は
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
、
そ
の
上
で
自
讃
談
と
い
わ
れ
る
も
の
の
読
み
方
を
考
え
て
み
よ
う
。

(
」

一
)

「
頭

の
弁

の
御

も

と

よ

り

」

(
[
.
.二
.
二
段

]

.
八

五

～

一
八

七

頁

)

の
話

は

、

頭

の
弁

藤

原

行

成

の
も

と

か

ら

、

餅

鮫

二

つ
を

包

ん

で

梅

の

枝

に

つ
け

、

文

を

添

え

て

届

け

ら

れ

た

こ

と

に

端

を

発

し

て

い
る

。

「進

上

餅

飲

一
包

例

に

依

て
進

上

如

件

別

当

少

納

言

殿

月

日

み

ま

な

の

な

り

ゆ

き
」

と

解

文

の
体

に

書

き

、

奥

に

「
こ

の
を

の

こ

は

み

つ

か

ら

ま

ゐ
ら

む

と

す

る

を

、

昼

は

か

た

ち

わ

う

し

と

て
ま

ゐ

ら

ぬ

な

め

り
」

と

あ

り

、

す

ば

ら

し

い
筆

蹟

だ

っ
た

。

中

宮

に

見

せ

る

と

、

筆

蹟

の

す

ば

ら

し

さ

と

趣

向

の

お

も

し

ろ

さ

を

ほ

め

、

文

は

中

宮

の

手

許

に

納

め

ら

れ

た

。

返

事

は

ど

う

し

た

ら

よ

い

だ

ろ

う

、

餅

飲

を

持

っ
て

来

た

使

者

に

は

禄

を

与

え

る

も

の

な

の
だ

ろ

う

か
と

思

い
迷

う

の
を

聞

い

て

、

中

宮

は

、

惟

仲

が

い
る

だ

ろ

う

か

ら

聞

く

よ

う

に

と

教

え

た

。

使

者

の

下

僕

に

は

禄

の
不

要

な

こ

と

を

惟

仲

か

ら

教

え

ら

れ

、

「
み

つ

か

ら

持

て

ま

う

で
来

ぬ

し

も

べ

は

、

い
と

冷

淡

な

り

と

な

む

見

ゆ

。
如

何

」

と
赤

い
薄

様

に

書

き

、
き

れ

い

な
紅

梅

に

つ
け

て

返

事

を

す

る

と

、

行

成

は

す

ぐ

さ

ま

や

っ
て
来

て

、

「
し
も

べ
さ

ぶ

ら

ふ

。

し

も

べ

さ

ぶ

ら

ふ
」

と

い
う

の

で
応

対

に

出

る

と

、

「
さ

や

う

の

も

の

、

そ

ら

よ

4



5枕 草子日記的章段の情報

み

し
て
お
こ
せ
給

へ
る
と
思
ひ

つ
る
に
、
び
び
し
く
も

い
ひ
た
り
つ
る
か
な
。
女

の
す
こ
し
我
は
と
思
ひ
た
る
は
、
歌
よ
み
が
ま
し
く
そ

あ

る
。
さ
ら
ぬ
こ
そ
語
ら
ひ
よ
け
れ
。
ま
う
な
ど
に
、
さ
る
こ
と
い
は
む
人
、
か
へ
り
て
無
心
な
ら
ん
か
し
」

と
い
っ
た
と
い
う
。
こ
の

話

の
後
に
次

の
文
が
あ
る
。
三
巻
本
に
能
因
本
を
対
校
し
た

『新
校
本
枕
草
子
』

(根
来
司
編
)
で
示
そ
う
。

と

殿

ま

へ

則
光
な
り
や
割

ど
笑
ひ
て
や
み
に
し
こ
と
を
、
周

の
御
ぜ
-ん
に
人
々
い
と
多
か
り
け
る
に
、
語
り
申
し
給
ひ
け
れ
ば

い

と

る

・

。
こ

れ

な
り
か
し

「…
…
よ
く
言
ひ
た
刎
と
な
む
の
給
は
せ
し
」
と
ま
た
人
の
語
り
し

…
…
こ
そ
見
苦
し
き
わ
れ
ぼ
め
ど
も
を
か
し
。

行
成
が
蔵
人
頭
に
な
る
の
は
、
長
徳
元
年
八
月
で
あ
り
、
権
左
中
弁
に
な
る
の
は
翌
年

の
四
月
な
の
で
、
こ

の
段
の
話
は
、
長
徳
元
年

四
月

に
死
去
し
た
道
隆
の
没
後
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
、
能
因
本
の

「殿
の
ま

へ
」
は
適
当
で
な
く
、
頭
弁
行
成
が
帝
の
前
で
語

っ
た
と
い

う

こ
と
に
な
ろ
う
。
三
巻
本
に
よ
る
注
釈
書
の
ほ
と
ん
ど
が
、
「
こ
れ

こ
そ
聞
き
ぐ
る
し
い
自
慢
話
で
お
も
し
ろ

い
」
と

い
う
よ
う
に
、

「ま

た
人

の
語
り
し
」

こ
と
を

「
こ
れ
こ
そ
」
と
指
し
て
訳
し
て
あ
る
が
、
源
氏
物
語
や
紫
式
部
日
記
に
あ
る

「わ
れ
ぼ
め
」
は
、
い
ず

れ

も
、
自
分

の
こ
と
を
自
分
で
よ
し
と
し
て
人
に
語

る
の
を
傍
の
者
が
評
し
た
語
で
あ
る
。
「よ
く
言
ひ
た
り
」
と

い
う
帝

の
讃
辞
を

「ま

た
人
」
が
語

っ
た
こ
と
は
、
作
者

の

「わ
れ
ぼ
め
」
と

い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
文
脈
が
辿
り
に
く

い
。

能
因
本
に
よ
る

『春
曙
抄
』
は
、
「人
の
ほ
め
給
ひ
し
事
を
此
草
紙
に
か
く
事
、
見
苦
し
き
自
讃
と
也
」
と

「此
草
紙
に
か
く
事
」
が

「わ

れ
ぼ
め
」
だ
と
解
し
て
い
る
が
、
「
こ
れ

こ
そ
…
…
な
り
か
し
」
に
お

い
て
、
「
こ
れ
」
は

「此
草
紙
に
か
く
事
」
と
は
と
れ
な

い
。

能

因
本
な
ら
、
「人
の
語
り
し
」
で
切
れ
、
「
こ
れ
こ
そ
…
…
な
り
か
し
」
は
第
三
者

の
批
評
の
言
葉
と
い
う
性
格
を
も

っ
た
も
の
と
解
さ

れ

、
作
者
の
文
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
武
藤
元
信

『枕
草
紙
通
釈
』

で
は
、
「
か
た
り
し
こ
そ
」
で
句
点
を

つ
け
、
注
で
は

「か
た
り
し

こ
そ

(う
れ
し
か
り
し
か
)
」
と

「
こ
そ
」

の
結
び
が
補

っ
て
あ
る
。
『盤
斎
抄
』
に
、
「人
の
か
た
り
し
と
は
、
女
房
達
な
ど
の
物
語
に
、

只
今
せ
ら
る

＼
こ
そ
、
我
心
に
は
し
た
な
く
お
ぼ
ゆ
る
と
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
。
「
こ
そ
」
に
は
、
「
は
し
た
な
か
り
し
か
」
、
あ
る
い

5
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は

「
か
た
は
ら
い
た
か
り
し
か
」
の
意
が
籠

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
「誰
が
こ
と
を
も
、
殿
上
人

ほ
め
け
り
な
ど
き
こ
し
め

す

を
、
さ

い
は
る
る
人
を
も
、
よ
ろ
こ
ば
せ
給
ふ
も
を
か
し
」

(
「五
月
ば

か
り
」

[
一
三
七
段
]

一
九
二
～

一
九
三
頁
)
と
い
っ
て
い
る

よ
う
に
、
中
宮
は
、
女
房
達
が
人
に
ほ
め
ら
れ
る
の
を
喜
ん
だ
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
こ
は

「
う
れ
し
か
り
し
か
」
の
意
が
籠

っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
「見
苦
し
き
わ
れ
ぼ
め
ど
も
を
か
し
」
は
、
「わ
れ
ぼ
め
ど
も
」
と
複
数
の

「わ
れ
ぼ
め
」
に

つ
い
て
述

べ
た
も
の
で
あ
り
、

こ

の
草
子
に
述
べ
た
数
々
の
自
讃
談
は

「見
苦
し
き
」
も
の
で
あ
り
、
「を
か
し

[笑
止
だ
]

(角
川
文
庫
)
」

と
読
者
に
い
い
わ
け
を
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

数
々
の
自
讃
談
を

「見
苦
し
き
」
と
い
い
、
「を
か
し
」
と

い
う
の
は
、
コ

種
の
て
れ
隠
し
」
だ
ろ
う
と
久
保
木
氏
は
い
っ
て
い
ら
れ

る
が

(,、)、
こ
の
よ
う
な
断
り
を
し
な
が
ら
も
、
こ
の
話
を
語

っ
た
の
は
、
「わ
れ
ぽ
め
」
を
す
る
の
が
目
的
で
は
な
く
、
こ
の
話
を
め
ぐ

る
中
宮
定
子
の
後
宮
の
さ
ま
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
か
。
行
成
か
ら
送
ら
れ
た
餅
飲
と
書
状
を
ま
ず
中
宮
に
見
せ
た

と

こ
ろ
、
そ
の
書
状
を

「め
で
た
く
も
書
き
た
る
か
な
」
と
手
許
に
納
め
た

こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。

「頭
の
弁

の
職
に
ま
ゐ
り
給
ひ
て
」

[
一
三
六
段
]
に
お

い
て
も
、
行
成
か
ら
作
者

へ
の
文
三
通
の
中
、

]
通
は
中
宮
の
弟
隆
円
僧
都
が
請
い
受
け

、
あ
と
の
二
通
は
中
宮
[の

手
許
に
納
め
ら
れ
て
い
る
。
筆
蹟
の
よ
し
あ
し
を
見
極
め
る
目
、
よ
き
物
を
手
許
で
楽
し
も
う
と
す
る
す
ぐ
れ
た
芸
術
的
感
覚
の
持
主
だ

っ
た
こ
と
が
、
こ
れ
に
よ

っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

「頭

の
中
将
す
ず
う
な
る
そ
ら
言
を
」

([八
二
段
]

一
一
五
～

一
一
九
頁
)
で
は
、
頭
の
中
将
斉
信
か
ら

「
蘭
省
花
時
錦
帳
下
」
と
書

き

、
「末
は

い
か
に
、
い
か
に
」
と
い
う
文
が
作
者
に
届
け
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
「御
前
お
は
し
ま
さ
ば
、
御
覧

ぜ
き
す

べ
き
を
」

(
三

六
頁
)
と
い
っ
て
い
る
。
「
二
月

つ
ご
も
り
頃
に
」

(
[
]
〇
六
段
]

一
六
五
～

一
六
六
頁
)
で
は
、
宰
相
公
任
か
ら
作
者

へ
、
「す
こ
し
春

あ

る
こ
こ
ち
に
こ
そ
す
れ
」
と
懐
紙
に
書

い
て
来
た
。
そ
れ
は

「げ
に
け
ふ
の
け
し
き
に
よ
う
あ
ひ
た
る
」
句
だ

っ
た
。
こ
の
本
を
ど
う

6



7枕 草子日記的章段の情報

つ

け

た

ら

よ

か

ろ

う

か

と

思

い
あ

ぐ

ね

た

。

「
御

前

に
御

覧

ぜ

さ

せ

ん

と

す

れ

ど

、

上

の

お

は

し

ま

し

て

お

ほ

と

の
こ

も

り

た

り

」

と

い

っ
て

い
る

。

ど

ち

ら

の
返

答

も

賞

讃

さ

れ

た

と

自

讃

談

と

な

る

の
だ

が

、

斉

信

や

公

任

へ
の

返

事

を

、
作

者

一
人

で

し

よ

う

と

せ

ず

、
中

宮

に
相

談

し

、

教

え
を

受

け

よ

う

と

し

て

い

る

。

前

述

の
行

成

へ

の
返

答

も

中

宮

の
教

え

に

導

か

れ

た

も

の

で

あ

っ
た

。

斉

信

へ
の

返

し

に

は

、

「
草

の

い

ほ

り

を

た

れ

か

た

つ

ね

ん
」

と

答

え

、
斉

信

の

宿

直

所

に

い
た

人

々

の
絶

讃

を

受

け

る

こ

と

に

な

っ

た

が

、

自

讃

談

に

終

っ
て

い
な

い
。

物

語

な

ど

し

て

ゐ

た

る

程

に

、

「
ま

つ

」

と

召

し

た

れ

ば

、

ま

ゐ

り

た

る

に

、

此

の

こ
と

お

ほ

せ

ら

れ

ん

と

な

り

け

り

。

上

わ

た

ら

せ
給

ひ

て

、

語

り

聞

え

さ

せ

給

ひ

て

、

を

の

こ
ど

も

み

な

、

扇

に
書

き

つ
け

て

な

む

持

た

る

、

な

ど

仰

せ

ら

る

る

に

こ

そ

、

あ

さ

ま

し

く

、
何

の

い

は

せ

け

る

に

か

と

お

ぼ

え

し

か

。

(
一

一
九

頁

)

斉

信

の
宿

直

所

で
賞

讃

を

え

た

話

が

、

帝

や
中

宮

の

耳

に
達

し

、

作

者

が

刀
口
さ

れ

、
楽

し

い
話

題

と

な

っ
た

の

で

あ

る

。

帝

と

中

宮

の
好

ま

し

い
日

常

を

伝

え

る

こ

と

に

な

っ
て

い
る

。

「
職

の
御

曹

司

に

お

は

し

ま

す

頃

、
西

の
廊

に

て

」

(
[
八

七

段

]

一
二

六

～

一
三

六

頁

)

は

、
雪

山

の
存

在

期

間

を

中

宮

が

話

題

に

し

、

作

者

が

言

い
当

て

て

、

雪

に

歌

を

添

え

て
誇

ろ

う

と

意

気

込

ん

で

い
た

と

こ

ろ

、
中

宮

の
配

慮

で
雪

が

取

り

除

か

れ

、

作

者

の

口
惜

し

が

っ
た

話

で
あ

る

が

、
次

の
よ

う

に

結

ば

れ

て

い
る

。

(宮
)

「
か

う

心

に

入

れ

て
思

ひ

た

る

こ

と

を

た

が

へ
た

れ

ば

、

罪

得

ら

ん

。

(中

略

)

上

も

き

こ

し

め

し

て

、

「
い
と

思

ひ

や

り

ふ

か

く

あ

ら

が

ひ

た

る

」

な

ど

、
殿

上

人

ど

も

に
仰

せ

ら

れ

け

り

。

さ

て

も

、

そ

の

歌

語

れ

。

い
ま

か
く

い
ひ

あ

ら

は

し

つ
れ

ば

、

お

な

じ

ご

と

勝

ち

た

る

な

り

」

な

ど

、

御

前

に

も

仰

せ

ら

れ

、

人

々

も

の

た

ま

へ
ど

、

「
な

で

ふ

に

か

、

さ

ば

か

り

憂

き

こ

と

を

聞

き

な

が

ら

、

啓

し

侍

ら

ん

」

な

ど

、

ま

こ

と

に

ま

め

や

か

に

う

ん

じ

、

心

憂

が

れ

ば

、

上

も

わ

た

ら

せ

給

ひ

て

、

「
ま

こ

と

に

、

年

頃

は

、

お

ぼ

す

7
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人

な

め

り

と

見

し
を

、

こ

れ

に

ぞ

あ

や

し

と

見

し
」

な

ど

仰

せ

ら

る

る

に

、

い
と

ど

憂

く

、

つ
ら

く

、

う

ち

も

泣

き

ぬ

べ
き

心

地

ぞ

す

る

。

「
い

で

、

あ

は

れ

、

い

み

じ

く

憂

き

世

ぞ

か

し

。

の
ち

に

降

り

積

み

て
侍

り

し
雪

を

、

う

れ

し

く

思

ひ

侍

り

し

に

、

「
そ

れ

は

あ

い

な

し

、

か

き

棄

て

よ

」

と

仰

せ

ご

と

侍

り

し

か
」

と

申

せ
ば

、

「
勝

た

せ

じ

と

お

ぼ

し

け

る

な

な

り

」

と

、

上

も

わ

ら

は

せ

給

ふ

。

(
一

一二
r
皿
～

一
一二
上
ハ
百
鼠
)

中

宮

の

周

辺

で

の
話

題

が

帝

に

伝

わ

り

、

帝

も

そ

の

話

に
加

わ

り

、
中

宮

や
女

房

達

と
会

話

を

楽

し

ん

だ

こ

と

が

わ

か

る

。

「
円

融

院

の
御

は

て

の
年

」

(
[
一
三

八

段

]

一
九

三

～

一
九

五

頁

)

は

、

帝

と

中

宮

が

一
緒

に

な

っ
て

、

法

師

の
手

の
立

文

に

し

、
差

出

人

を

隠

し

て

、

帝

の

乳

母

藤

二
、位

に
送

り

、

乳

母

が

か

つ
が

れ

、

関

係

者

が

笑

う

話

で

あ

る

。

こ

れ

は

作

者

の
宮

仕

え

以

前

の
話

で

、

作

者

は

聞

い
た

話

で

あ

る

は

ず

な

の

に

、

帝

と

中

宮

が
楽

し

む

場

に

い

た

よ

う

に

書

い

て

い
る

。

作

者

が

日

記

的

章

段

で
書

き

伝

え

た

か

っ
た

も

の

の

方

向

が

伺

え

る

よ

う

に

思

う

。

8

(三

)

長
徳
二
年

(九
九
六
)
正
月
十
六
日
、
伊
周
、
隆
家
の
従
者
が
花
山
院
を
射
る
こ
と
が
あ

っ
た
。
二
月
二
十

五
日
に
中
宮
は
職
御
曹
司

に
移
り

(信
長
記
)
、
三
月
四
日
に
は
二
条
北
宮
に
移

っ
た
。
四
月

二
十
四
日
、
花
山
院
を
射
さ
せ
た
こ
と
、
東
三
条
院
を
呪
詔
し
た
こ

と
等
に
よ
り
、
伊
周
は
太
宰
権
帥
に
、
隆
家
は
出
雲
権
守
に
配
流
と
な

っ
た
。

五
月

一
日
、
伊
周
と
隆
家
は
中
宮
御
所
に
入
り
出
な
か

っ
た
の
で
、
中
宮
を
中
宮
権
大
夫
扶
義
の
車
に
移
し
、
検
非
違
使
は
中
宮
の
夜

大

殿
を
壌

し
、
板
敷
を
放

つ
ま
で
し
て
捜
し
た
。
隆
家
は
出
た
が
伊
周
は
逃
亡
し
た
。
中
宮
は
大
恥
を
受
け
出

家
し
た
。
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六
月
九
日
、
中
宮
御
所
が
焼
亡
し
、
中
宮
は
明
順
宅
に
移

っ
た

(枕
草
子
勘
物
)
。
そ
の
後
、
中
宮
は
小

二
条
殿
に
移
り

(枕
草
子

一

四
三
段
)
、
十
二
月
十
六
日
、
第

一
皇
女
脩
子
を
生
ん
だ
。

翌
年

(九
九
七
)
三
月
二
十
五
日
、
東
三
条
院
御
脳
に
よ
り
大
赦
が
あ
り
、
四
月
五
日
、
伊
周
と
隆
家
の
罪
科
が
赦
さ
れ
た
。
六
月
二

十

二
日
、
天
皇
は
東
三
条
院
を
見
舞

い
、
そ
の
夜
、
中
宮
は
職
御
曹
司
に
入

っ
た
。
そ
の
後
、
長
保
元
年

(九
九
九
)
八
月
九
日
、
中
宮

は
平
生
昌
第
に
移
る
が

(以
上
に

つ
き
依
拠
資
料
を
示
さ
な

い
部
分
は
、
小
右
記
、
日
本
紀
略
に
よ
る
)
、
そ
れ
ま
で
は
職
御
曹
司
に
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る

(3)。

「職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
頃
、
西
の
廟
に
て
」

[八
七
段
]
は

「雪
山
の
段
]
と

い
わ
れ
る
も
の
で
、
長
徳
四
年
十
二
月
か
ら
長

保

元
年

一
月
に
か
け
て
の
も
の
で
あ
る
。
十
二
月
余
日
に
降

っ
た
雪
を
、
中
宮
は
職
御
曹
司
の
庭
に
山
に
作
ら

せ
、
そ
の
存
在
期
間
を
女

房
達
に
答
え
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
作
者
は
正
月
の
十
余
日
ま
で
と
答
え
た
が
、
そ
の
他
の
答
え
は
年
内
で
あ

っ
た
。
年
を
越
え
て
も
雪
の
山

は
残

っ
て
い
た
。
作
者
は
勝

っ
た
気
持
か
ら
十
五
日
ま
で
残
る
こ
と
を
念
じ
た
が
、
女
房
達
は
七
日
ま
で
は
も

つ
ま
い
と
言

い
、
勝
敗
を

決

し
よ
う
と
す
る
意
識
が
高
ま

っ
た
。
そ
ん
な
折
柄
、
「に
は
か
に
内
裏

へ
、
三
日
に
入
ら
せ
給
ふ
べ
し
。
い
み
じ
う
く
ち
を
し
」

(
一
三

二
頁
)
と
述

べ
て
い
る
。
中
宮
は
正
月
三
日
に
急
に
宮
中
に
入
る
こ
と
に
な

っ
た

の
で
あ
る
。
「勘
物
」

(図
書
寮
本
1

『校
本
枕
冊
子
』

に
よ
る
)
に
は
、
「入
内
事
無
所
見
、
若
密
儀
歎
、
七
日
中
納
言
実
資
卿
叙
正
三
位
、
拝
賀
参
式
御
曹
司
、
已
無
人
令
啓
直
罷
出
、
外
人

猶
存
御
式
御
曹
司
之
由
歎
」
と
あ
る
。
中
宮

の
参
内
は
人
知
れ
ぬ
こ
と
だ

っ
た
ら
し
い
。
「
に
は
か
に
」
は
公
的
に
も
女
房
達
に
も
前
触

れ
が
な
か

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
、
「
べ
し
」
と
い
う
推
量
も
内
々
の
こ
と
で
あ

っ
た
こ
と
に
よ
ろ
う
。

(曹
)

長
徳
三
年
六
月
二
十
五
日
に
、
中
宮
が
職
御
曹
司
に
入

っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
『小
右
紀
』
は
、
「今
夜
中
宮
参
給
職
宮
司
、
天
下
不
甘

心

、
彼
宮
人
々
称
不
出
家
給
云
々
、
太
希
有
事
也
、
外
記
令
申
可
雇
従
行
啓
之
由
、
然
而
不
候
、
行
啓
事
戸
部
承
行
」
と
述

べ
て
い
る
。

9
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中
宮

の
出
家
は
、
「宮
は
御
鋏
し
て
御
手
つ
か
ら
尼
に
な
ら
せ
給
ひ
ぬ
」

(栄
花
物
語

「浦
々
の
別
」)
と

い
う
よ

う
に
、
自
ら
髪
を
切
る

だ

け
で
正
式
な
も

の
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
「宮
人
々
」
は

「
不
出
家
給
」
と
称
し
て
、
中
宮
が
職
御
曹
司
に
入
る
こ
と
に
対
す

る

「天
下
」
の
批
判
に
答
え
て
い
た
。
そ
う
い
う
事
情
が
あ

っ
て
、
帝
は
中
宮
を
密
か
に
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

一
月
七
日
に
藤
原
実
資
が
叙
位
の
慶
び
申
し
に
職
御
曹
司

へ
行

っ
た
と
こ
ろ
、
中
宮
は
不
在
だ

っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
中
宮
の
参
内
が

公
的
に
し
ら
れ
て
い
な
か

っ
た
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
ろ
う
。

「に
は
か
に
内
裏

へ
、
三
日
入
ら
せ
給
ふ
べ
し
」
と
い
う
記
事
は
、
中
宮
の
参
内
を
伝
え
る
唯

一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
密
か
な
こ

と

で
あ

っ
た
こ
と
を

い
う
と
と
も
に
、

一
条
帝
の
中
宮

へ
の
愛
の
深
さ
を
伝
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

こ
の
年
の
十

一
月
七
日
に
第

」
皇
子
が
誕
生
す
る
が
、
そ
れ
は
密

々
の
参
内
が
そ
の
後
も
重
ね
ら
れ
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
。

(四
)

大

納

言

の
ま

ゐ

り

給

へ
る

な

り

け

り

。

御

直

衣

、

指

貫

の

紫

の
色

、

雪

に

は

え

て

い

み

じ

う

を

か

し

。

柱

も

と

に

ゐ

給

ひ

て

、

「
昨

日

今

日

、

物

忌

に

侍

り

つ
れ

ど

、

雪

の

い
た

く

ふ

り

侍

り

つ
れ

ば

、

お

ぼ

つ

か

な

さ

に

な

ん

」

と

申

し

給

ふ

。

「
道

も

な

し

と

思

ひ

つ

る

に

、

い
か

で
」

と

そ

御

い
ら

へ
あ

る

。

う

ち

わ

ら

ひ

給

ひ

て

、

「
あ

は

れ

と

も

や

御

覧

ず

る

と

て

」

な

ど

の
た

ま

ふ

、

御

あ

り

さ

ま

ど

も

、

こ
れ

よ

り

は

な

に
ご

と

か

は

ま

さ

ら

ん

。

物

語

に

い
み

じ

う

口

に

ま

か

せ

て

い
ひ

た

る

に

た

が

は

ざ

め

り

と

お

ぼ

ゆ

。

(
「
宮

に

は

じ

め

て
ま

ゐ

り

た

る

こ

ろ
」
)

[
」
八

四

段

]

一
、三

一
頁

)

兼

盛

の

「
山

里

は

雪

降

り

つ
み

て
道

も

な

し

今

日

来

む

人

を

あ

は

れ

と

は

見

む

」

(
拾

遺

集

、

ニ

ー1

一
)

を

踏

ま

え

た

、

中

宮

と

伊

周

の

10
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挨
拶

に
、
出
仕
し
た
ば
か
り
の
作
者
は
感
じ
入

っ
て
い
る
。
歌
を
踏
ま
え
た
会
話
を
楽
し
む
兄
妹
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

道
隆
の
没
後
、
伊
周
や
隆
家
が
流
罪
と
な
り
、
中
宮
は
自
ら
髪
を
切
る
と
い
う
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
の
頃
、
作
者
は
道
長
方
の
人
と
関

係

が
あ
る
と
さ
さ
や
か
れ
、
女
房
達
か
ら
白
眼
視
さ
れ
、
里
に
籠

っ
た
。
そ
こ

へ
中
宮

の
出
仕
を
う
な
が
す
文
が
届
け
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、

「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
」

(「殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」

[
一
四
三
段
]

二
〇

一
頁
)
と
い
う
も

の
で
あ

っ
た
。
山
吹
の
花
び
ら

一
重
は
、
「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
」

(拾
遺
集
、
七
二
)
に
よ

っ
て
、
私
の
許
か
ら
去
ら
ず
に
い
て
ほ
し

い
と
い
う
心
を
伝
え
よ
う
と

し
た
の
で
あ
り
、
「
い
は

で
思
ふ
ぞ
」
は
、
「こ
こ
ろ
に
は
し
た
ゆ
く
水

の
わ
き
か

へ
り
い
は
で
思
ふ
ぞ

い
ふ
に
ま
さ
れ
る
」
(古
今
六
帖

五

「
い
は
で
お
も
ふ
」

二

六
四
八
)
に
よ

っ
て
、
し
き
り
に
待

っ
て
い
る
こ
と
を

い
っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
中
宮
は
、
こ
の
よ
う
に
会
話

や
手
紙
に
歌
を
有
効
に
用

い
る
こ
と
を
好
む
人
だ

っ
た
。

「円
融
院
の
御
時
に
、
「草
子
に
歌
ひ
と
つ
書
け
」
と
、
殿
上
人
に
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
い
み
じ
う
書
き
に
く
う
、
す
ま
ひ
申
す
人
々

あ
り
け
る
に
、
「さ
ら
に
た
だ
、
手

の
あ
し
さ
よ
さ
、
歌
の
を
り
に
あ
は
ざ
ら
ん
も
知
ら
じ
」
と
お
ほ
せ
ら
る
れ
ば
、
わ
び

て
み
な
書

き
け
る
中
に
、
た
だ
い
ま

の
関
白
殿
、
三
位

の
中
将
と
き
こ
え
け
る
時
、

し
ほ
の
み

つ
い
つ
も
の
浦

の
い
つ
も
い
つ
も
君
を
ば
ふ
か
く
思
ふ
は
や
わ
が

と
い
ふ
歌
の
す
ゑ
を
、
「た
の
む
は
や
わ
が
」
と
書
き
給

へ
り
け
る
を
な
ん
い
み
じ
う
め
で
さ
せ
給
ひ
け
る
」

(
「清
涼
殿

の
丑
寅

の
す

み
の
」

[二
三
段
]
六
〇
～
六

一
頁
)

こ
れ
は
、
中
宮
の
父
道
隆

の
若

い
時
、
円
融
院
に
ほ
め
ら
れ
た
話
で
、
中
宮
が
女
房
達
に
語

っ
た
も
の
で
あ
る
。
人
の
歌
の
語
句
を
少
し

変

え
る
こ
と
に
よ

っ
て
心
情
を
う
ま
く

一
首
に
し
た
道
隆

の
才
能
を
示
し
て
い
る
。
中
宮
は
、
父

の
こ
の
逸
話
を
好
ま
し
い
も
の
と
思

っ

11
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て

い

て

、

女

房

達

に

こ

の

話

を

す

る

前

に

、

円

融

院

と

同

様

の
課

題

を

与

え

た

。

白

き

色

紙

お

し

た

た

み

て

、

「
こ
れ

に

、

た

だ

い
ま

お

ぼ

え

ん

ふ

る

き

こ

と

ひ

と

つ
づ

つ
書

け

」

と

仰

せ

ら

る

る

、

(伊
周
が
)

外

に

ゐ

た

ま

へ
る

に

、

「
こ
れ

は

い

か

が

」

と

申

せ

ば

、

「
と

う

書

き

て

ま

ゐ

ら

せ
給

へ
。

男

は

言

く

は

へ
さ

ぶ

ら

ふ

べ
き

に

も

あ

ら

ず

」

と

て

さ

し

い
れ

給

へ
り

。

御

硯

と

り

お

ろ

し

て

、

「
と

く

と

く

、

た

だ

思

ひ

ま

は

さ

で

、

難

波

津

も

な

に

も

、

ふ

と

お

ぼ

え

ん

こ

と

を

」

と

責

め

さ

せ

給

ふ

に

、

な

ど

さ

は
憶

せ

し

に

か

、
す

べ

て

、

お

も

て

さ

へ
あ

か

み

て

ぞ

思

ひ

み

だ

る

る

や

。

春

の
歌

、
花

の
心

な

ど

、

さ

い
ふ

い
ふ

も

、

上

騰

ふ

た

つ
み

つ
ば

か

り

書

き

て

、

「
こ

れ

に

」

と

あ

る

に

、

年

ふ

れ

ば

よ

は

ひ

は

老

い

ぬ

し

か

は

あ

れ

ど

花

を

し

み

れ

ば

も

の
思

ひ

も

な

し

と

い
ふ

こ

と

を

、

「
君

を

し

見

れ

ば

」

と

書

き

な

し

た

る

、

御

覧

じ

く

ら

べ

て

、

「
た

だ

こ

の
心

ど

も

の

ゆ

か

し

か
り

つ
る

ぞ

」

と

お

ほ

せ

ら

る

る

、

(
六

〇

頁

)

「
た

だ

こ

の
心

ど

も

の

ゆ

か

し

か

り

つ

る

ぞ

」

と

い
う

中

宮

の
言

葉

だ

け

に

目

を

と

め

れ

ば

自

讃

談

と

い
う

こ
と

に

な

る

が

、
桜

の
折

柄

、

清

涼

殿

で

の

帝

、
中

宮

、

伊

周

の
す

ば

ら

し

い
様

を

書

き

と

め

る

一
環

と

し

て

書

か

れ

た

も

の

で

あ

り

、

中

宮

の
好

み

の

あ

り

か

が

女

房

達

に

伝

え

ら

れ

、
教

え

ら

れ

る

話

だ

と

い
う

こ

と

に

な

ろ

う

。

12

 

(
五

)

上

の
御

前

の

、

柱

に

寄

り

か

か

ら

せ

給

ひ

て

、

す

こ

し

眠

ら

せ

給

ふ

を

、

か

う

お

ほ

と

の

こ

も

る

べ

き

か

は

」

と
申

さ

せ

給

へ
ば

、

「
げ

に

」

な

ど

、
「
か

れ

、

見

た

て

ま

つ
ら

せ

給

へ
。

い

ま

は

明

け

ぬ

る

に

、

宮

の

御

前

に

も

わ

ら

ひ

き

こ

え

さ

せ

給

ふ
も

、

知

ら

せ

給
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を
さ
め

は
ぬ
ほ
ど
に
、
長
女
が
童

の
、
に
は
と
り
を
捕

へ
持

て
来

て
、
「あ
し
た
に
里
へ
持
て
行
か
ん
」
と
い
ひ
て
隠
し
置
き
た
り
け
る
、
い

か
が
し
け
ん
、
犬
見
つ
け
て
追
ひ
け
れ
ば
、
廊
の
ま
き
に
逃
げ
入
り
て
、
お
そ
ろ
し
う
鳴
き
の
の
し
る
に
、
み
な
人
起
き
な
ど
し
ぬ
な

り
。
上
も
う
ち
お
ど
ろ
か
せ
給
ひ
て
、
「
い
か
で
あ
り
つ
る
鶏
ぞ
」
な
ど
た
つ
ね
さ
せ
給
ふ
に
、
大
納
言
殿
の
、
「声
明
王
の
眠
り
を
驚

か
す
」
と
い
ふ
こ
と
を
、
高
う
う
ち
出
し
給

へ
る
、
め
で
た
う
を
か
し
き
に
、
た
だ
人
の
ね
ぶ
た
か
り
つ
る
目
も

い
と
大
き
に
な
り
ぬ
。

「
い
み
じ
き
を
り
の
こ
と
か
な
」
と
、
上
も
宮
も
興
ぜ
さ
せ
給
ふ
。

(「大
納
言
殿
ま
ゐ
り
給

ひ
て
」

[一一二

三
段
]
三

一
九
頁
)

伊
周
が
帝
に
漢
籍
を
講
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
夜
が
更
け
、
御
前
の
人
も
次
第
に
下
り
、
帝
も
柱
に
寄
り
か
か
っ
て
眠

っ
て
い
る
中
に
丑
四

つ
と
時
が

つ
げ
ら
れ
た
。
伊
周
は
、
も
う
夜
明
け
な
の
に
あ
ん
な
に
眠

っ
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
と
中
宮
に
い
う
。
折
か
ら
鶏
が
犬
に
追
わ

ヘ
テ

カ

ス

ヲ

れ

て
大
声

で
鳴
き
、
帝
は
目
を
さ
ま
し
、
「
い
か
で
あ
り

つ
る
鶏
ぞ
」
と
い
う
と
、
伊
周
は
、
「鶏
人
暁

唱
声
驚

萌

王
之
眠

」
と

い
う

和
漢
朗
詠
集
に
あ
る
都
良
香

の
句
を
諦
し
た
。
帝
は

「
い
み
じ
き
を
り
の
こ
と
か
な
」
と
、
こ
の
折
に
か
な

っ
た
詩
旬
の
朗
調
に
感
じ
入

り

、
中
宮
も
同
感
し
、
作
者
は
こ
の
場
の
さ
ま
を

「め
で
た
け
れ
」
と
思

っ
て
い
る
。
伊
周

の
漢
籍
の
学
力
、
折
に
か
な

っ
た
詩
句
を
調

す

る
風
流
、
そ
れ
に
感
心
す
る
帝
と
中
宮
が
描
き
出
さ
れ
、
そ
の
場
の
す
ば
ら
し
さ
に
作
者
は
打
た
れ
て
い
る
。

伊
周

の
漢
籍

の
学
力
は
、
母
親
ゆ
ず
り
な
の
で
あ
ろ
う
。
母
貴
子
の
漢
籍

の
学
識
に
つ
い
て
は

『大
鏡
』
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
中
宮

も
漢
籍

の
教
養
を
も
ち
、
そ
れ
を
踏
ま
え
た
会
話
を
楽
し
ん
だ

こ
と
を
日
記
的
章
段
は
伝
え
て
い
る
。

正
暦
五
年
二
月
二
十

一
日
、
積
善
寺

で

一
切
経
供
養
が
行
わ
れ
た
。
中
宮
も
参
詣
す

べ
く
予
め
二
月

一
日
頃
に

二
条
の
宮
に
退
出
し
た
。

そ

の
時

の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
八
九
日
の
ほ
ど
に
ま
か
つ
る
を
、
「
い
ま
す
こ
し
近
う
な
り
て
を
」
な
ど
仰
せ
ら
る
れ
ど
、
出
で
ぬ
。
い
み
じ
う
、
つ
ね
よ

り
も
の
ど
か
に
照
り
た
る
昼

つ
か
た
、
「花
の
心
開
け
ざ
る
や
。
い
か
に
、
い
か
に
」
と
の
た
ま
は
せ
た
れ
ば

、
「秋
は
ま
だ
し
く
侍
れ

13



14

ど
、
夜
に
九
度

の
ぼ
る
心
地
な
ん
し
侍
る
」
と
聞
え
さ
せ
つ
。

(「関
白
殿
、
二
月
廿

一
日
に
」

[二
七
八
段
]

二
九
〇
頁
)

里
下
り
し
た
作
者

へ
の
中
宮
か
ら
来
た
手
紙
は
、
「九
月
西
風
興
、
月
冷
露
華
凝
。
思
レ君
秋
夜
長
、

一
夜
魂
九
升
。
二
月
東
風
来
、
草
析

花
心
開
。
思

君
春
日
遅
、

一
日
腸
九
廻
」
と
い
う
白
楽
天
の

「長
相
思
」
の

「花
心
開
」

の
詩
句
を
踏
ま
え
て
の
心
を
籠
め
た
も
の
で

♂

レ

あ

っ
た
。
作
者
は
、
「九
月
西
風
興
」
を
考
慮
し

「秋
は
ま
だ
し
く
侍
れ
ど
」
と
い
い
、
「
一
夜
魂
九
升
」
を
用

い
て
答
え
て
い
る
。

中
宮
が
上

の
御
局
に
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
殿
上
人
が
御
簾
の
前
で
琴
や
笛
を

一
日
演
奏
し
く
ら
し
、
ま
だ
格
子
を
下
さ
な
い
の
に

大
殿
油
が
と
も
さ
れ
た
の
で
、
室
内
が
透
け
て
見
え
た
。
中
宮
は
、
紅
の
美
し
い
桂
や
、

つ
や
を
出
し
た
打
衣
を
重
ね
、
黒
々
と
光
沢
の

出

た
琵
琶
に
袖
を
か
け
て
立
て
て
持

っ
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
で
も
す
ば
ら
し
い
の
に
、
そ
の
手
許
か
ら
額
の
あ
た

り
が
大
層
臼
く
く

っ
き

り

と
見
え
、
そ
の
す
ば
ら
し
さ
は
た
と
え
よ
う
も
な
か

っ
た
。
作
者
は
、
「な
か
ば
隠
し
た
り
け
ん
は
、
え
か
く
は
あ
ら
ざ
り
け
ん
か
し
。

あ

れ
は
た
だ
人
に
こ
そ
あ
り
け
め
」
と
、
白
楽
天
の

「琵
琶
行
」

の

「猶
抱

琵
琶

半
遮
レ面
」
を
踏
ま
え
て
傍

の
女
房
に
い
う
と
、
狭

い
の
に
人
を
か
き
わ
け
て
中
宮
に
そ
れ
を
伝
え
た
。
す
る
と
、
中
宮
は
笑

っ
て
、
「別
れ
は
知
り
た
り
や
」
と

い
っ
た
と
作
者
に
伝
え
た

と

い
う
。

(「上
の
御
局
の
御
簾

の
前
に
て
」

[九
四
段
]

一
四
四
～

一
四
五
頁
)
。
中
宮
は

「琵
琶
行
」
の

「酔
不
レ成
レ歓
惨
将
レ別
。
別

時

荘
々
江
浸
レ
月
。
忽
聞
水
上
琵
琶
声
。
主
人
忘
レ帰
客
不
レ
発
」
の

「惨
将
別
」

に
よ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
中
宮

は
女
房
達
と
の
対
話
に
、

詩

句
を
踏
ま
え
る
の
を
楽
し
ん
で
い
た
こ
と
が
し
ら
れ
る
。

次
の
文
は
、
頭
中
将
斉
信
が
中
宮
の
職
の
御
曹
司
に
訪
れ
た
時
の
こ
と
で
、
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
な
か

っ
た
作

者
の
、
女
房
達
か
ら
聞

い
た
話
で
あ
る
。

「西

の
京
と
い
ふ
所
の
あ
は
れ
な
り
つ
る
事
、
も
ろ
と
も
に
見
る
人
の
あ
ら
ま
し
か
ば
と
な
ん
お
ぼ
え

つ
る
。
垣
な
ど
も
み
な
古
り
て
、

苔
生
ひ
て
な
ん
」
な
ど
語
り
つ
れ
ば
、
宰
相
の
君
、
「瓦
に
松
は
あ
り

つ
や
」
と
い
ら

へ
た
る
に
、
い
み
じ
う

め
で
て
、
「西
の
方
、
都

14
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門
を
去
れ
る
事

い
く
ば
く
の
地
ぞ
」
と
口
ず
さ
び

つ
る
事
な
ど
、
か
し
が
ま
し
き
ま
で
い
ひ
し
こ
そ
を
か
し
か
り
し
か
。
(「
か
へ
る
年

の
二
月
廿
日
よ
日
」

[八
三
段
]

一
二
二
～

=

一三
頁
。
テ
キ
ス
ト
の
符
号
を
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
)

宰

相
の
君
の

「瓦
に
松
は
あ
り

つ
や
」
は
、
自
楽
天
の

「騨
宮
高
」
の

「翠
華
不

来
歳
月
久
、
塙
有

衣
号
瓦

有

松
」
に
よ

っ
た
も
の

レ

レ

レ

で
あ
り
、
そ
れ
に
答
え
て
諦
し
た
詩
句
は
、
「朧
宮
高
」
の
右
に
続
く

「吾
君
在
位
已
五
載
、
何
不

一
幸

乎
其
中

。
西
去

都
門

幾
多

地

」
に
よ

っ
て
い
る
。
日
記
的
章
段
に
は
、
作
者
が
漢
籍

の
素
養

に
よ

っ
て
男
性
貴
族
の
讃
辞
を
得
た
こ
と
が

い
く

つ
も
出
て
い
る
が
、

中

宮
の
女
房
の

一
人
、
宰
相
の
君
は
、
右
の
よ
う
に
漢
詩
を
踏
ま
え
て
斉
信
と
応
対
し
て
い
る
。
作
者
の
み
が
漢
詩
文
の
素
養
を
も

っ
て

男

性
貴
族
と
対
話
で
き
た
の
で
は
な
か

っ
た
。
中
宮
を
は
じ
め
、
女
房
達
も
漢
詩
文
の
素
養
が
あ

っ
て
、
日
常
会
話
の
中
に
活
か
し
て
い

た

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
い
う
会
話
が
楽
し
め
る
所
だ

っ
た
か
ら
こ
そ
、
男
性
貴
族
が
多
く
訪
れ
、
中
宮
の
後

宮
は
活
気
を
も

つ
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ

っ
た
。

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
、
例
な
ら
ず
御
格
子
ま
ゐ
り
て
、
炭
櫃
に
火
お
こ
し
て
、
物
語
な
ど
し
て
集

り
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
「少
納

言
よ
、
香
櫨
峯
の
雪
い
か
な
ら
ん
」
と
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
御
格
子
あ
げ
さ
せ
て
、
御
簾
を
高
く
あ
げ
た
れ
ば

、
わ
ら
は
せ
給
ふ
。

人
々
も
、
「さ
る
こ
と
は
知
り
、
歌
な
ど
に
さ

へ
歌

へ
ど
、
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
。
な
ほ
、
此
の
宮

の
人
に
は
、
さ
べ
き
な
め

り
」
と
い
ふ
。

(「雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
」

[二
九
九
段
]
三

一
〇
～
三

一
一
頁
)

自

讃
談

の

一
つ
と
し
て
有
名
な
も
の
で
あ
る
が
、
作
者
の
と

っ
た
行
動
は
、
中
宮

の

「少
納
言
よ
」
と
の
呼
び

か
け
と
、
「高
櫨
峯

の
雪

い
か
な
ら
ん
」
と

い
う
問

い
に
導
か
れ
た
も

の
で
あ

っ
た
。
他

の
女
房
達
も

「高
櫨
峯
雪
揆

簾
看
」
と

い
う
詩
は
知

っ
て
お
り
、
日
頃

レ

歌

い
も
し
て
い
る
と
い
う
。
詩
句

の
通
り
な
ら
、
寝
そ
べ
っ
た
ま
ま
簾

の
裾
を
持
ち
上
げ
る
こ
と
に
な
る
。
中
宮
の
目
に
入
れ
る
た
め
に

格

子
を
上
げ
さ
せ
、
簾
を
高
く
巻
き
上
げ
た
と
こ
ろ
に
、
原
詩
を
換
骨
奪
胎
さ
せ
る
機
転
が
中
宮
を
満
足
さ
せ

、
女
房
達
は
、
こ
の
中
宮

15
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の
経
営
す
る
後
宮
に
ふ
さ
わ
し
い
人
物
だ
と
、
中
宮
の
好
み
を
理
解
し
合

っ
た
の
で
あ
る
。
話
は
自
讃
の
よ
う
で
あ
る
が
、
後
宮
を
経
営

す

る
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
中
宮
の
あ
り
よ
う
を
伝
え
る
こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

中
宮
の
好
み
に
よ
く
答
え
る
こ
と
の
で
き
た
作
者
は
、
女
房
達
の
中
で
中
宮
の
愛
を
多
く
受
け
る
こ
と
に
な

っ
た
。
積
善
寺
供
養

の
時
、

中

宮
の
近
く
の
上
席

に
、
上
膓
の
女
房
中
納
言
の
君
と
宰
相
の
君
が
い
た
が
、
中
宮
は

「宰
相
は
あ
な
た
に
行

き
て
、
人
ど
も
の
ゐ
た
る

と
こ
ろ
に
て
見
よ
」

(二
九
七
頁
)
と
い
う
と
、
宰
相
の
君
は
中
宮

の
心
を
察
知
し
て
、
「
こ
こ
に
て
、
三
人
は
い
と
よ
く
見
侍
り
ぬ
べ
し
」

と

い
い
、
「さ
ば
、
入
れ
」
と
い
っ
て
作
者
が
召
し
上
げ
ら
れ
た
。
女
房
達
は

「殿
上
ゆ
る
さ
る
る
内
舎
人
な
め
り
」
と
笑

っ
た
が
、
面

立

た
し
い
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
、
「か
か
る
こ
と
な
ど
ぞ
み
つ
か
ら
い
ふ
は
、
吹
き
語
り
な
ど
に
も
あ
り
、
ま
た
、
君
の
御
た
め
に

も

軽
々
し
う
、
か
ば

か
り
の
人
を
さ
お
ぼ
し
け
ん
な
ど
、
お
の
つ
か
ら
も
、
も
の
知
り
、
世
の
中
も
ど
き
な
ど
す
る
人
は
、
あ

い
な
う
そ
、

か
し
こ
き
御
こ
と
に
か
か
り
て
か
た
じ
け
な
け
れ
ど
、
あ
る
こ
と
は
ま
た
い
か
が
は
。
ま
こ
と
に
身
の
ほ
ど
に
過

ぎ
た
る
こ
と
ど
も
も
あ

り
ぬ
べ
し
」

(二
九
七
～
二
九
八
頁
)
と
、
特
別
の
愛
顧
を

「
み
つ
か
ら
い
ふ
は
吹
き
語
り
」
に
な
り
、
中
宮
が
軽
々
し
い
と
非
難
さ
れ

て
は
勿
体
な
い
け
れ
ど
、
事
実
は
い
わ
ず
に
す
ま
さ
れ
な
い
と
い
っ
て
い
る
。
中
宮
は
、
作
者
の
よ
う
な
人
物
を

好
み
愛
し
た
人
だ

っ
た

こ
と
を
読
者
は
知
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「小
白
河
と
い
ふ
所
は
」

([一二
五
段
]
七
六
～
八

一
頁
)
は
、
寛
和
二
年
六
月

の
話
で
、
作
者

の
出
仕
以
前

の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

次

の
文
は
権
大
納
言
右
大
将
済
時

の
家
で
法
華
八
講
が
あ
り
、
作
者
も
参
列
し
て
い
た
が
、
用
事
の
た
め
、
朝
講

が
終
わ
る
と
退
出
し
た

時

の
こ
と
で
あ
る
。

朝
講
は
て
な
ば
、
な
ほ
い
か
で
出

で
な
む
と
、
ま

へ
な
る
車
ど
も
に
消
息
す
れ
ば
、
ち
か
く
た
た
む
が
う
れ

し
さ
に
や
、
「
は
や
は
や
」

と
引
き
い
で
あ
け
て
い
だ
す
を
見
給
ひ
て
、

い
と
か
し
が
ま
し
き
ま
で
、
老
上
達
部
さ

へ
わ
ら
ひ
に
く
む
を
も

、
き
き

い
れ
ず
、
い
ら

16



へ
も
せ
で
、
し
ひ
て
せ
ば
が
り

い
つ
れ
ば
、
権
中
納
言
の
、
「や
や
、
ま
か
り
ぬ
る
も
よ
し
」
と
て
、
う
ち
ゑ
み
給

へ
る
ぞ
め
で
た
き
。

そ
れ
も
耳
に
も
と
ま
ら
ず
、
あ

つ
き
に
ま
ど
は
し
い
で
て
、
人
し
て
、
「
五
千
人

の
う
ち
に
は
入
ら
せ
給
は

ぬ
や
う
あ
ら
じ
」
と
聞
え

か
け
て
か
へ
り
に
き
。

(八
〇
頁
)

権
中
納
言
義
懐
と
作
者
の
応
対
は
、
釈
迦
が
開
三
顕

一
の
法
を
説
こ
う
と
し
た
時
、
五
千
人
の
増
上
慢
が
座
を
起

っ
て
退
い
た
が
、
釈
迦

は
黙
然
と
し
て
制
止
せ
ず
、
舎
利
弗
に
向

っ
て
、
「如
是
増
上
慢
人
、
退
亦
佳
　
」
と
い

っ
た
と
い
う
法
華
経

の
方
便
品

の
故
事
に
よ

っ

て

い
る
。
作
者
の
応
答
が
後
に
人
に
伝
え
ら
れ
、
故
事
を
踏
ま
え
た
応
対
が
で
き
る
才
が
買
わ
れ
て
、
宮
仕
え

の
話
が
進
め
ら
れ
た
の
で

は

な
か
ろ
う
か
。
作
者
が
始
め
て
出
仕
し
た
頃
、
恥
か
し
が
る
作
者

の
側

へ
伊
周
が
来
て
、
「
ま
だ
ま
ゐ
ら
ざ
り

し
よ
り
聞
き
お
き
給
ひ

け

る
こ
と
な
ど
、
「ま
こ
と
に
や
、
さ
あ
り
し
」
な
ど

の
た
ま
ふ
に
」

(「宮
に
は
じ
め
て
ま

ゐ
り
た
る
こ
ろ
」

[
一
八
四
段
]
二
三
二
頁
)

と
あ
る
。
こ
の
出
仕
以
前
の
話
の
中
に
、
右
の
義
懐
と
作
者
と
の
応
答

の
こ
と
が
あ

っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
出

仕
以
前

の
作
者
に
関
わ
る

こ
の
話
が
、
日
記
的
章
段
に
書
か
れ
た
意
義
は
そ
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

17

17枕 草子日記的章段の情報

(六
)

中
宮

の
父
道
隆
は
、
猿
楽
言
を
楽
し
む
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
、
「淑
景
舎
、
東
宮
に
ま
ゐ
り
給
ふ
ほ
ど

の
こ
と

な
ど
」
[
一
〇
四
段
]
や
、

「関
白
殿
、
二
月
廿

一
日
に
」

[二
七
八
段
]
に
見
ら
れ
る
。
「中
納
言
ま
ゐ
り
給
ひ
て
」

[
一
〇
二
段
]
で
は
、
中
宮
の
弟
隆
家
の
猿
楽

言
、
「宮
に
は
じ
め
て
ま
ゐ
り
た
る
こ
ろ
」

[
一
八
四
段
]
で
は
中
宮
の
兄
伊
周
の
猿
楽
言
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
親
子
揃

っ
て
猿
楽

言
を
楽
し
む
人
達

で
、
中
宮
も
ま
た
猿
楽
言
を
楽
し
む
人
で
あ

っ
た
こ
と
が
日
記
的
章
段
の
中

で
し
ら
れ
る
。



18

無

名

と

い

ふ
琵

琶

の
御

琴

を

、

上

の
持

て

わ

た

ら

せ

給

へ
る

、

み

な

ど

し

て

か

き
鳴

ら

し

な

ど

す

る

、

と

い

へ
ば

、
弾

く

に

は

あ

ら

で

、

緒

な

ど

を

手

ま

さ

ぐ

り

に

し

て

、

「
こ
れ

が

名

よ

、

い

か

に

」

と

か

き

こ

え

さ

す

る

に

、

「
た

だ

い
と

は

か

な

く

、

名

も

な

し
」

と

の

た

ま

は

せ

た

る

は

、

な

ほ

い
と

め

で

た

し

と

こ

そ

お

ぼ

え

し

か

。

淑

景

舎

な

ど

わ

た

り

給

ひ

て

、

御

物

語

の

つ

い

で

に

、

「
ま

う

が

も

と

に

、

い

と

を

か

し

げ

な

る

笙

の
笛

こ
そ

あ

れ

。

故

殿

の
得

さ

き
ん

せ

給

へ
り

し
」

と

の

た

ま

ふ
を

、

僧

都

の
君

、

「
そ

れ

は
隆

円

に

賜

へ
。

お

の

が

も

と

に

め

で

た

き

琴

侍

り

。

そ

れ

に

代

へ
さ

せ

給

へ
」

と

申

し

給

ふ

を

、

聞

き

も

入

れ

給

は

で

、

こ

と

事

を

の

た

ま

ふ

に

、

い
ら

へ
さ

せ

奉

ら

ん

と

、

あ

ま

た

た

び

き

こ
え

給

ふ

に
、

な

ほ

も

お
ぼ

の
も

の
た
ま
は
ね
ば
、
宮
の
御
前
の
、
「
い
な
か
へ
じ
と
思
い
た
る
も

の
を
」
と
の
た
ま
は
せ
た
る
、
御
け
し
き
の
い
み
じ
う
を
か
し

き
こ
と
そ
か
ぎ
り
な
き
。

こ
の
御
笛

の
名
を
、
僧
都
の
君
も
え
知
り
給
は
ざ
り
け
れ
ば
、
た
だ
う
ら
め
し
と
そ
思
い
た
め
る
。
こ
れ
は
、
職
の
御
曹
司
に
お
は

し
ま
い
し
程

の
事
な
め
り
。
上
の
御
前
に
、
「
い
な
か
へ
じ
」
と
い
ふ
御
笛

の
さ
ぶ
ら
ふ
な
り
。
(
「無
名
と
い
ふ
琵
琶
の
御
琴
を
」

[九

三
段
]

一
四
三
～

一
四
四
頁
)

無
名
と
い
う
名
の
帝

の
琵
琶
の
名
を
作
者
が
聞
く
と
、
中
宮
は

「
た
だ
い
と
は
か
な
く
、
名
も
な
し
」
と
教
え
た
り
、
淑
景
舎
の
笙
の
笛

き
ん

と
隆
円
の
琴
と
の
交
換
を
度
々
隆
円
が
願

っ
て
も
淑
景
舎
が
耳
を
か
さ
ず
に
い
る
と
、
中
宮
は

「
い
な
か
へ
じ
」
と
思

っ
て
い
ら
れ
る
の

だ
か
ら
駄
目
だ
と
言

っ
て
い
る
。
帝
の
琵
琶
や
笛
の
名
を
用

い
た
猿
楽
言

で
あ
る
。

中
宮
の

「我
を
ば
思
ふ
や
」
と
の
問

い
に
、
作
者
が

「
い
か
が
は
」
と
答
え
た
の
と
同
時
に
、
台
盤
所
で
大
き

な
く
し
ゃ
み
を
し
た
の

で
、
中
宮
は

「あ
な
、
心
憂
。
そ
ら
言
を

い
ふ
な
り
け
り
。
よ
し
、
よ
し
」
と
作
者
を
口
惜
し
が
ら
せ
、
翌
朝

に
は

「
い
か
に
し
て
い
か

に
知
ら
ま
し
い
つ
は
り
を
空

に
た
だ
す
の
神
な
か
り
せ
ば
」
と

い
う
歌
を
伝
え
さ
せ
て
い
る
。

(「宮
に
は
じ

め
て
ま

ゐ
り
た
る
こ
ろ
」
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[
一
八
四
段
]
二
三
一二
～
二
一二
四
頁
)
。
く
し
ゃ
み
を
種
に
猿
楽
言
で
作
者
と
の
対
話
を
楽
し
ん
だ
と
い
う
話
で
あ
る
。

細
殿
か
ら
不
都
合
な
人
が
暁
に
か
さ
を
さ
し
て
帰

っ
て
行

っ
た
と
女
房
達
が
言

い
出
し
た
。
そ
れ
は
作
者
の
許
に
泊
ま

っ
た
男
の
こ
と

か
た

で
あ

っ
た
。
中
宮
か
ら
、
「大
が
さ
の
絵
を
か
き
て
、
人
は
見
え
ず
、
た
だ
手
の
か
ぎ
り
笠
を
と
ら
へ
さ
せ
て
、
下
に
、
山
の
端
明
け
し

あ

し
た
よ
り
」
と
い
う
文
が
来
て
、
す
ぐ
に
返
事
を
と
い
わ
れ
た
。
(
[二
三
八
段
]
二
六
二
頁
)
。
絵
に
よ
り
歌

の
第

一
句
の

「三
笠
山
」

を

示
し
た
も
の
で
絵
も
句
も
、
猿
楽
言
を
楽
し
む
中
宮
の
日
常

の

一
繭
と
い
え
よ
う
。

19枕 草子日記的章段の情報

(七

)

古
今
集
を
中
宮

の
手
許
に
お

い
て
、
歌

の
本
の
句
を

い
っ
て
、
そ
の
末
の
句
を
女
房
達
に
問
う
て
い
る
。
宰
相

の
君
が
十
程
答
え
、
他

は
そ
れ
以
下
と
い
う
な
さ
け
な

い
あ
り
さ
ま
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
中
宮
は
、
村
上
天
皇
が
古
今
集
を
ひ
ろ
げ

て
、
「
そ
の
月
、
な
に
の
を

り

、
そ
の
人
の
よ
み
た
る
歌
は

い
か
に
」
と
宣
耀
殿

の
女
御
に
問
う
た
と
こ
ろ
、
二
十
巻
の
歌
す
べ
て
を
答
え
た
と
い
う
逸
話
を
語

っ
て

い
る
。

(「清
涼
殿
の
丑
寅

の
す
み
の
」

[二
一二
殿
]
六

一
～
六
二
頁
)
。
女
房
達
の
教
養
に
つ
い
て
の
中
宮
の
理
想
を
示
し
た
こ
と
に
な
ろ

う

。作
者
が
仲
間
の
女
房
達
と
、
賀
茂

の
奥

へ
時
鳥
を
聞
き
に
行

っ
た
時
の
こ
と
で
あ
る
。
中
宮
は
、
詠
ん
だ
歌
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

一
首

も

作
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
聞
き
、
「く
ち
を
し
の
こ
と
や
。
上
人
な
ど
の
聞
か
ん
に
、

い
か
で
か
、
つ
ゆ
を
か
し
き
こ
と
な
く
て
は
あ
ら

ん

。
そ
の
聞
き
つ
ら
ん
所
に
て
、
き
と
こ
そ
は
よ
ま
ま
し
か
。
あ
ま
り
ぎ
し
き
さ
だ
め
つ
ら
ん
こ
そ
あ
や
し
け
れ
。
こ
こ
に
て
も
よ
め
。

い
と
い
ふ
か
ひ
な
し
。」
(
「五
月
の
御
精
進
の
ほ
ど
」
[九
九
段
]

一
五
二
頁
)
と
歌
を
詠
む
心
得
を
い
い
、
あ
く
ま
で
歌
を
求
め
て
い
る
。
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女
房
に
対
す
る
指
導
ぶ
り
が
し
ら
れ
る
。

中
宮
が
五
節
を
出
し
た
時
、
中
宮
は
、
参
加
者

の
人
選

や
そ
の
衣
裳
を
自

ら
計
画
し
、
五
節
局
で
の
心
得

を
教
え
る
人
で
あ

っ
た
。

(
「宮
の
五
節

い
だ
さ
せ
給
ふ
に
」

[九
〇
段
]

一
三
九
～

]
四

一
頁
)
。

中
宮
は
自
分
の
衣
裳
に
は
、
自
分
の
好
み
を
生
か
そ
う
と
し
た
。
妹

の
東
宮
妃
の
淑
景
舎
と
対
面
し
た
の
は

二
月
十
余
日
で
あ

っ
た
。

「紅
梅
の
固
紋

・
浮
紋

の
御
衣
ど
も
、
く
れ
な
ゐ
の
う
ち
た
る
、
御
衣
三
重
が
上
に
た
だ
ひ
き
重
ね
て
」
、
「紅
梅

に
は
濃
き
衣
こ
そ
を
か

し
け
れ
。
え
着
ぬ
こ
そ
く
ち
を
し
け
れ
。
い
ま
は
、
紅
梅
は
着
で
も
あ
り
ぬ
べ
し
か
し
。
さ
れ
ど
、
萌
苗
ハな
ど

の
に
く
け
れ
ば
。
く
れ
な

ゐ
に
あ
は
ぬ
か
」
と
い
っ
た
が
、
す
ば
ら
し
か

っ
た
。
紅
の
衣
裳
を
好
み
、
そ
れ
が
似
合
う
人
だ

っ
た
。

(「淑
景
舎
、
東
宮
に
ま
ゐ
り
給

ふ
ほ
ど
の
こ
と
な
ど
」

[
一
〇
四
段
]

]
六
〇
頁
)
。

二
月
廿

一
日
に
行
わ
れ
た
積
善
寺
供
養

の
日
に
も
、
「ま
だ
御
裳

・
唐
の
御
衣
に
た
て
ま

つ
り
な
が
ら
お
は

し
ま
す
そ

い
み
じ
き
。
く

れ

な
ゐ
の
御
衣
ど
も
よ
ろ
し
か
ら
ん
や
は
。
中
に
唐
綾

の
柳

の
御
衣
、
葡
萄
染

の
五
重
が
さ
ね
の
織
物
に
赤
色

の
唐
の
御
衣
、
地
摺
の
唐

の
薄
物
に
、
象
眼
重
ね
た
る
御
裳
な
ど
た
て
ま
つ
り
て
、
も
の
の
色
な
ど
は
、
さ
ら
に
な
べ
て
の
に
似
る
べ
き
や
う
も
な
し
」
(「関
白
殿
、

二
月
廿

一
日
に
」

[二
七
八
段
]
二
九
六
頁
)
、
こ
こ
で
も
紅

の
衣
裳
が
ほ
め
ら
れ
て
い
る
。

中
宮
は
、
季
節
に
よ

っ
て
、
自
ら
の
衣
裳

の
色
合
に
心
を
配
る
す
ぐ
れ
た
色
感
の
持
主
だ

っ
た
。
五
節
の
衣
裳
を
計
画
し
た
り
、
自
ら

の
衣
裳
を
選
び
示
す

こ
と
に
よ

っ
て
女
房
達
に
手
本
を
示
し
た
人
だ

っ
た
。
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(八

)

中
宮
が
職
の
御
曹
司
に
い
た
頃
、
西
の
廊
で
不
断
の
御
読
経
が
行
わ
れ
、
御
仏
供

の
お
下
り
を
女
法
師
が
も

ら
い
に
来
た
。
女
房
達
は

か
ら
か
い
、
下
品
な
歌
や
舞
を
演
じ
さ
せ
た
。
中
宮
は
、
ど
う
し
て

「か
た
は
ら

い
た
き
わ
ざ
」
を
さ
せ
た
の
か
と
た
し
な
め
、
「そ
の

衣

ひ
と

つ
と
ら
せ
て
、
と
く
遣
り
て
よ
」
と
、
女
法
師

へ
の
あ
わ
れ
み
を
か
け
て
い
る
。

(「職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
頃
、
西
の
廟
に

て
」

[八
七
段
]

一
二
七
～

一
二
八
頁
)
。

中
宮
の
弟
隆
円
の
乳
母
が
、
中
宮

の
妹
の
御
厘
殿
の
局
に
い
て
、
そ
こ
へ
作
者
が
行
合
せ
て
い
た
時
の
こ
と

で
あ
る
。
馬
寮
の
秣
の
積

ん

で
あ
る
家
か
ら
火
が
出
て
、
類
焼
の
難
に
あ
い
、
家
財

一
切
を
失

っ
た
と
歎
く
男
が
慈
悲
を
求
め
て
や

っ
て
来
た
。

「あ
か
ら
さ
ま
に
も
の
に
ま
か
り
た
り
し
ほ
ど
に
、
侍
る
所
の
焼
け
侍
り
に
け
れ
ば
、
が
う
な
の
や
う
に
、
人
の
家
に
尻
を
さ
し
入

れ
て
の
み
さ
ぶ
ら
ふ
。
馬
つ
か
さ
の
御
秣
積
み
て
侍
り
け
る
家
よ
り
出
で
ま
う
で
来

て
侍
る
な
り
。
た
だ
垣
を
隔
て
て
侍
れ
ば
、
夜
殿

に
寝
て
侍
り
け
る
わ
ら
は

べ
も
、
ほ
と
ほ
と
焼
け
ぬ
べ
く
て
な
ん
。
い
さ
さ
か
も
の
も
と
う
で
侍
ら
ず
」

(僧

都
の
御
乳
母
の
ま
ま
な

ど
」

[三

一
四
段
]
三
二
〇
頁
)

と
男
は
話
し
た
。
笑

い
を
さ
そ
う
男
の
話
し
ぶ
り
か
ら
で
あ
ろ
う
。
御
匝
殿
も
笑

っ
た
。
作
者
は
ふ
ざ
け
た
歌
を
短
冊
に
書

い
て

「
こ
れ

を
と
ら
せ
給

へ
」
と
投
げ
与
え
る
と
、
女
房
達
も
笑

っ
て
、
「こ
の
お
は
す
る
人
の
、
家
焼
け
た
な
り
と
て
、

い
と
ほ
し
が
り
て
賜
ふ
な

り
」
と
い
っ
て
与
え
た
。

「
こ
れ
は
、
な
に
の
御
短
冊
に
か
侍
ら
ん
。
物
い
く
ら
ば
か
り
に
か
」
と

い
へ
ば
、
「た
だ
読
め
か
し
」
と

い
ふ
。
「
い
か
で
か
。
片

目
も
あ
き

つ
か
う
ま

つ
ら
で
は
」
と
い
へ
ば
、
「
人
に
も
見
せ
よ
。
た
だ
い
ま
刀口
せ
ば
、
と
み
に
て
上

へ
ま
ゐ
る
ぞ
。
さ
ば
か
り
め
で
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た
き
物
を
得
て
は
、
な
に
を
か
思
ふ
」

(三
二

一
頁
)

と

、
笑

い
こ
け
て
中
宮
御
前
に
参
上

し
た
。
乳
母
は
、
中
宮
に
経
緯
を
話
し
、
「里
に
行
き
て
い
か
に
腹
立
た
ん
な
ど
」
と
い
う
と
、
ま

た
笑

っ
た
。
中
宮
は

「な
ど
、
か
く
物
狂
ほ
し
か
ら
ん
」
と
笑

っ
た
と

い
う
。

男

の
物
言
い
は
、
女
房
達

の
笑

い
を
さ
そ

っ
た
に
し
て
も
、
ま
た
中
宮
も
笑
い
に
さ
そ
わ
れ
は
し
た
が
、
慈
悲
を
求
め
て
来
た
男
に
対

し
て
、
ふ
ざ
け
て
笑
う
ば
か
り
の
女
房
達
に
、
「な
ど
、
か
く
物
狂
ほ
し
か
ら
ん
」
と
た
し
な
め
た
の
だ

っ
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
日
記
的
章
段
で
は
、
中
宮

一
族
の
す
ば
ら
し
さ
、

一
条
天
皇
と
中
宮
と
の
仲
睦
ま
じ
さ
、
中
宮
の
人
と
な
り

や
、
中
宮

の
作
者

へ
の
愛
、
後
宮
に
訪
れ
る
男
性
貴
族
の
さ
ま
等
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
自
讃
談
と
い
わ
れ
る
も
の
も
、
中
宮
の
後
宮

の
あ
り
さ
ま
を
伝
え
る
も

の
と
し
て
の
役
目
を
も

っ
て
い
た
。

積
善
寺
供
養

の
記
事
の
末
尾
で
、

さ
れ
ど
、
そ
の
を
り
、
め
で
た
し
と
見
た
て
ま
つ
り
し
御
こ
と
ど
も
も
、
今
の
世
の
御
こ
と
ど
も
に
見
た
て
ま

つ
り
く
ら
ぶ
る
に
、
す

べ
て
ひ
と

つ
に
申
す

べ
き
に
も
あ
ら
ね
ば
、
も

の
憂
く
て
、
多
か
り
し
こ
と
ど
も
も
、
み
な
と
ど
め
つ
。
(「関
白
殿
、
二
月
廿

一
日
に
」

[
二
七
八
段
]
三
〇
〇
頁
)

と

は
い
っ
て
い
る
が
、
中
宮
を
は
じ
め
道
隆
、
伊
周
、
そ
の

一
族
の
す
ば
ら
し
さ
、
華
や
か
さ
が
讃
美
の
目
を
も

っ
て
日
記
的
章
段
に
描

か
れ
て
い
る
。
も
し
、
枕
草
子
な
か
り
せ
ば
、
わ
け
て
も
、
日
記
的
章
段
が
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、
中
宮
定
子
や
そ
の
後
宮
に
つ
い

て
ど
れ
だ
け
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。
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注

(1
)
日
本

古
典
文
学

大
系

は
三

一
八
段
、
新
潮

日
本
古

典
集
成

、
新
日
本

古
典
文
学

大
系

、
新
編

日
本

古
典
文
学

全
集

で
は
二
九
八
段

、
角

川
文
庫

、
和

泉

古
典
叢
書

で
は
三

〇
二
段

に
な

っ
て
お
り
、
日

記
的
章
段

は
五

六
段

あ

る
。

(2
)
久

保
木
哲
夫

氏

の

「
枕
草

子

に
お
け

る
自
讃
談
1

そ

の
表
現

の
方
法

」

(言

語
と
文

芸
第

七
〇
号

、
昭
四
五

)
に
お

い
て
は
十

三
章
段
を

あ
げ

て

い

ら
れ
る
。

(
3
)

『権

記
』
長

徳
四
年

(
九
九
八
)

十

一
月
十
六

日

の
記

事
中

に

「次
参

院

、
此
間
左

府
参
中
宮

給

云
々

、
伍
亦

参
職
御

曹
司

、

〈
中
宮
御

在
所

、
〉

次
参
内

。
」

と
あ
る

こ
と
か

ら
推

定
。

23

23枕 草子日記的章段の情報



24

Informationofthediary-stylearticles

inMakuranososhi.

RitatsuYAMAMOTO

24


