
は
じ
め
に

『
徒
然
草』

注＇�

本
論
文
は
rr
徒
然
草」
の
研
究
ー
r
白
氏
文
集」
受
容

考ー
(-
)
|」

に
続
く
も
の
で
あ
る
が、
前
稿
に
お
い
て
は、
以
下
の
よ
う
な
事
柄
に
つ
い

て
考
察
し
たo
r
徒
然
草』
に
お
け
る
r
白
氏
文
集』
（
以
下
本
詮
文
に
お
い

て
は
『
文
集
L

と
す
る）
受
容
の
様
相
を
検
討
し
て
み
る
と、
『
徒
然
草』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
白
楽
天
の
詩
句
の
ほ
と
ん
ど
は
和
歌
や
物
語、
或
い
は

r
千
戟
佳
句L
r
和
漢
朗
詠
集』
に
代
表
さ
れ
る
佳
句
選
等
の
先
行
す
る
日

本
の
古
典
文
学
作
品
の
中
に
そ
の
受
容
例
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る。

そ
し
て一
瞥
し
た
と
こ
ろ、
川
口
久
雄
氏
が
「
徒
然
草
の
源

泉ー
漢
籠
ー」

で
説
か
れ
る
ご
と
く、
『
文
集」
の
詩
句
を
崖
接
受
容
し
た
か
否
か
疑
問
視

さ
れ
る
ケ
ー
ス
も
少
な
く
な
い
か
に
感
ぜ
ら
れ
る。
し
か
し
な
が
ら、『
文
集』

は
三
代
集
や
r
伊
勢
物
語』
r
源
氏
物
語
L

と
並
ぶ
歌
人
に
と
っ
て
の
必
読

，
柑
で
あ
り、

r枕
草
子』
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
王
朝
人
の
文
学
や

美
意
識
の
規
範
で
も
あ
っ
た。
r
徒
然
草」
に
お
け
る
白
詩
の
受
容
は
先
行

の
日
本
古
典
文
学
に
お
け
る
受
容
例
も
視
野
に
入
れ
た
上
で、
や
は
り
r
文

の
研
究

ー
『
白
氏
文
集』

受
容
考
（
二）

ー

集』
そ
の
も
の
を
熟
続
す
る
過
程
か
ら
生
じ
て
来
た
も
の
で
あ
っ
た
と
推
察

さ
れ
る
の
で
あ
る。

と
こ
ろ
が、
r
徒
然
草』
に
お
け
る
r
文
集」
の
受
容
の
様
相
を
個
別
に

検
討
し
て
行
く
と、
単
に
修
辞
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
ら
ず、
詩
の
主
題
そ
の
も

の
を
発
想
の
源
泉
と
し
た
り、
内
容
や

構想
の
面
で
ご
く
近
似
し
て
い
る
事

例
も
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る。
本
論
文
に
お
い
て
は、
主
題
や
構
想
面
に
お

い
て
も
白
詩
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
若
干
の
章
段
を
取
り
上
げ、

兼
好
の
r
文
集』
受
容
を
違
っ
た
角
度
か
ら
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う。

『
徒
然
草』
の
章
段
の
内
容
と
そ
の
文
章
の
典
拠
と
さ
れ
る
『
文
集」
詩

文
の
内
容
と
の
間
に
相
通
う
も
の
が
認
め
ら
れ
る
事
例
に
は
以
下
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る。

●
r
徒
然
草』
第
七
段
と
r
文
集」
の
「
不
致
仕」

●
r
徒
然
草』
第
八
段•
第
九
段
と
r
文
集』
の
「
古
塚
狐」

●
『
徒
然
草』
第一
子八
段
と
『
文
染』
の
「
勧
酒」
・
「
澗
底
松」
・
「
続

金

文

峰
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古
詩
十
首」
の
第
四
首

●
r
徒
然
草』
第
四
三
段
と
r
文
集」
の
「
尋
春
題
諸
家
園
林」
・
「
又
艇

一
絶」

●
r
徒
然
草』
第一
七
四
段•
第
七
五
段
と
『
文
集」
の
「
老
来
生
計」

●
『
徒
然
草」
第
二
三
五
段
と
r
文
集」
の
「
凶
宅」

こ
れ
ら
の
事
例
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て、
兼
好
は
白
詩
の
内
容
を
ど
の
よ

う
に
r
徒
然
草」
に
取
り
入
れ
て
い
る
か、
さ
ら
に
具
体
的
に
検
討
し
て
み

．
た
い。第

七
段
と
「
不
致
仕」
の
共
通
性
に
つ
い
て
は、
戸
谷
三
都
江
氏
の
「r
徒

注3

然
草」
の
方
法
ー
r
白
氏
文
集」
受
容
に
お
け
る
ー」
と
題
す
る
論
文
で

詳
論
さ
れ
て
い
る。
こ
の
戸
谷
氏
の
論
文
を
踏
ま
え
て、
改
め
て
両
者
の
関

係
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う。

第
七
段
は、
「
世
は
定
め
な
き
こ
そ
い
み
じ
け
れ」
を
宙
き
出
し
に
し
て、

無
常
の
肯
定
と
人
間
の
生
の
長
さ
に
触
れ、
そ
の
長
い
人
生
に
お
け
る
内
的

充
実
を
心
が
け
ず、
際
限
な
く
欲
望
を
肥
大
さ
せ
る
人
間
の
醜
さ
を
批
判
し

て
い
る。
一
方、
第
七
段
の
典
拠
と
さ
れ
る
『
文
集』
の
r
不
致
仕」
は
官

職
に
恋
々
た
る
者
を
諷
喩
す
る
内
容
で
あ
る。
両
者
の
対
応
す
る
箇
所
に
共

通
の
番
号
を
付
し
て
次
に
掲
げ
る。

住
み
は
て
ぬ
世
に

①見
に
く
き
姿
を
待
ち
え
て、
何
か
は
せ
む。
命
長

け
れ
ば
恥
多
し。
②
長
く
と
も、

四
十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん

こ
そ、
め
や
す
か
る
べ
け
れ。

そ
の
ほ
ど
過
ぎ
ぬ
れ
ば、

①がだサ

を
恥
づ
る
心
も
な
く、
③
人
に
交
は
ら
む
こ
と
を
思
ひ、

④夕
の
日
に

．．
 し・‘:
i

子
孫
を
愛
し
て、
さ
か
ゆ
く
末
を
見
む
ま
で
の
命
を
あ
ら
ま
し、

⑤び

た
す
ら
世
を
む
さ
ぽ
る
心
の
み
深
く、

⑥物
の
あ
は
れ
も
知
ら
ず
な
り

ゆ
く
な
む、
あ
さ
ま
し
き。

（
第
七
段）

七
十
而ニ
シ
テ
致
仕スルハヽ

祖
法ーー
有
立
明
文lo
⑤
何
ゾ
乃チ
貪ルレ

究
者、
斯
言
如シレ
不
サル
レ
開。
①
可ンレ
怜ム
八
九
十、
歯
磁
ぷ文

眸
昏．ン。
⑤
朝
露
貪リニ
名
利ヲ＿‘

④夕
隔
憂7-1
子
孫ヲ一。
③
掛ン
ト
シテ

レ
号
顧『『
ゴ
翠
矮ヲ—‘
懸ン
トシテね
舟
惜ム
-

l

朱
輪ヮ―
o

li

不
げ
慶、
但
俄シ
テ
入
立一
君
門二．。
誰ヵ
不ザラン
レ
愛七――
宮
賃ヲ＿‘

誰ヵ
不ザラン
レ
緬
iハ
ニ
君
恩ヲー。
②
年
高クシテ
須勺．ン
レ
謂
グ＞
老ヲヽ

名
遂ア
合心
シ
レ
退クレ
身ヲ。

⑥少
ぷ吋ハ
共

孟翌硝スレ
ドモヽ

呪紺劉

訃。
賢ナル
哉
既
二
辣、
彼
独リ
是レ
何
人ゾ°
寂
窯タル
束
門ノ

路、
無ン

弓今
継グニ
去
臨ヲー。

（
不
致
仕）

第
七
段
の
④
「
夕
の
日
に
子
孫
を
愛
し
て」
が
r
文
梨』
巻
二
「
不
致
仕」

注
4

の
④
「
夕
陽
涎
子
孫」
に
拠
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
r
寿
命
院
抄」
を

始
め
と
す
る
甜
注
で
指
摘
さ
れ
て
い
る。
し
か
し、
右
に
番
号
で
示
し
た
よ

う
に、
そ
の
他
の
細
部
の
叙
述
に
お
い
て
も
第
七
段
と
「
不
致
仕」
と
の
間

に
は
通
う
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る。
「
不
致
仕」
が
官
職

に
執
滸
す
る
生
き
方
を
楓
刺
し
て
い
る
の
に
対
し
て、
第
七
段
で
は
生
命
に

恋
々
た
る
者
を
非
難
し
て
い
る。
ま
た、
「
不
致
仕」
で
は、
七
十
歳
を
致

仕
の
年
と
し、
八、
九
十
歳
を
「
可
怜
J

と
言
っ
て
い
る
の
に
対
し
て、
第

七
段
で
は
四
十
歳
を
以
っ
て
「
死
な
ん
こ
そ、
め
や
す
か
る
べ
け
れ」
と
し

て
い
る。
一
見
し
た
と
こ
ろ、
七
十
歳
と
四
十
歳
と
で
は
全
く
異
な
る
よ
う
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に
思
わ
れ
る
が、
r
文
集』
の
中
に
は
四
十
歳
を
人
生
の
区
切
り
と
す
る
こ

と
を
詠
ん
だ
詩
が
多
く
見
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て、
戸
谷
氏
は、
『
徒
然
草」

第
七
段
に
示
さ
れ
る
四
十
歳
を
以
っ
て
老
と
若
と
の
境
と
す
る
見
方
自
体
が、

白
詩
の
影
響
下
に
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
て
い
が。
こ

の
よ
う
に
「
四
十
に
足
ら
ぬ
ほ
ど
に
て
死
な
ん
こ
そ、
め
や
す
か
る
べ
け
れ」

と
い
う
記
述
に
も
白
詩
の
考
え
方
の
投
影
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
の
で
あ
る

な
ら
ば、

第
七
段
は
そ
の
主
題
構
想
か
ら
叙
述
の
細
部
に
至
る
ま
で
「
不
致

仕」
を
始
め
と
す
る
白
詩
の
影
響
下
に
成
立
し
た
と
理
解
す
る
こ
と
も
十
分

に
可
能
で
あ
る。

•

r徒
然
草」

第
八
段•
第
九
段
は
人
間
の
色
欲
に
関
し
て
『
徒
然
草』
全

体
の
中
で
も
姫
も
具
体
的
に
述
ぺ
て
い
る
段
で
あ
る。
こ
の
両
段
で
踏
ま
え

ら
れ
て
い
る
白
詩
は
「
古
塚
狐」
と
r
太
行
路」
の
二
首
で
あ
る
が、
こ
こ

で
は
第
八
段、
第
九
段
と
「
古
塚
狐」
と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
と
思
う。

①
世
の
人
の
心
ま
よ
は
す
こ
と、
色
欲
に
は
し
か
ず。
人
の
心
は
怨
か

な
る
物
か
な。
②
匂
ひ
な
ど
は
仮
の
物
ぞ
か
し。
③
し
ば
ら
く
衣
装
に

胃
と
知
り
な
が
ら、

④え
な
ら
ぬ
匂
ひ
に
は
か
な
ら
ず
心
と
き
め

き
す
る
物
な
り。
⑤
久
米
の
仙
人
の、
物
洗
ふ
女
の
屁
の
白
を
見
て
通

を
失
ひ
け
ん
は、
⑥
ま
こ
と
に
手
足、
は
だ
へ
な
ど
の
消
ら
に、
肥
え

あ
ぶ
ら
づ
き
た
ら
ん
は、

外
の
色
な
ら
ね
ば、
さ
も
あ
ら
む
か
し。

（
第
八
段）

要
は
髪
の
め
で
た
か
ら
む
こ
そ、
人
の
目
立
つ
べ
か
め
れ、
人
の
ほ

ど、
心
ば
へ
な
ど
は、
物
言
ひ
た
る
け
は
ひ
に
こ
そ、
物
越
し
に
も
知

ら
る
れ。
（
中
略）

ま
こ
と
に、
愛
滸
の
道、
そ
の
根
深
く、

源
遠
し。

六
底
の
楽
欲
多
し
と
い
へ
ど
も、
皆
厭
離
し
つ
べ
し。
其
中
に、
④

刈7

か
の
惑
ひ
の一
っ
や
め
が
た
き
の
み
ぞ、
老
た
る
も
若
き
も、
智
あ
る

も
愚
か
な
る
も、
変
る
所
な
し
と
見
ゆ
る。
さ
れ
ば、

⑧女
の
髪
筋
を

よ
れ
る
絹
に
は、
大
象
も
よ
く
繋
が
れ、
女
の
履
け
る
足
駄
に
て
作
る

笛
に
は、
秋
の
鹿
か
な
ら
ず
寄
る
と
ぞ
言
ひ
伝
へ
侍
る。

⑨身
づ
か
ら

戒
め
て、

恐
る
べ
く、

慎
む
べ
く
は、
こ
の
惑
ひ
な
り。

（
第
九
段）

古

翌
狐

⑨戒ム
ル
ニ
艶
色
／
也

古

雙
狐
妖ニ
シ
テ

見
老
タ
リ°
②

ll為
テ

l―
婦
人ニー
顔
色
好
シ。

③・
⑦
頭ハ
愛
翌
雲
髪
二
面ハ
嬰
げ
粧二。
大
尾
曳ープ
作
竺
長
紅
裳

�。
徐
徐
行
ク
傍
之ー
荒
村
ノ
路

1

-

l

。
日
欲
ス
ル
レ
暮ン
ト
時
人
ノ
静
ナル

底。
或ハ

汽
或ハ
舞ヒ
或ハ
悲
諦ン。
翠
眉
不
ズ
シ
テ
レ
挙
ゲ
花
ノ
顔
但リ。

④
忽
然一
笑
千
萬
ノ
態。
見ル
者
十
人ー一
八
九ハ
迷
フ。
①・

⑥釦釦ハ

迷ハ
ス
n
此
人
ヲ
猶
若、ン
レ

邑。
真
色
ノ
迷
ハ
スハ
レ

合
応心
シ
レ
過
グ

釦T。
彼
真
此
俵
倶-]
迷ハ
げ
人
ヲ
0

人
心
悪
デ
レ
候
ヲ
裳―
皿

瓦
ヲー
。

狐

砥ス
ルハ
ニ
女
妖
ヮl
害
猶
浅
ク。
一
朝一
夕
迷ハ
ス
ノ
ミ
ニ
人
眼
ヲl
o

女
ノ
為
スハ――
狐

児
l

害
即
チ
深
ク。
日
;
唸
月
;K
ジ
テ
溺
N
二
人
心

ヲー
。
⑤
何`

況ン
ヤ
褒
姐
之
色
善
ク
盛
惑
ス
ル
ラ
ヤ。
能
ク
喪、
之

F今
家
ヲ

霞
ス
ニ

今
国
ク
。
君
看ョ
為
げ
宮
ラ
浅
深ノ
間。
登

孟匁――
恨
色
ヲ

両
ウ
七
ン
ヤ＿一
興
色―-l
o
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注
？

第
八
段
の
③
「
し
ば
ら
く
衣
装
に
薫
物
す」
の
部
分
に
つ
い
て
は、

詩
注
一

致
し
て
『
文
集」

巻
三
「
太
行
路」
の
「
為
君
蒸
衣
裳」
に
拠
っ
て
い
る
と

指
摘
し、

冒
頭
の
①
「
世
の
人
の
心
迷
は
す、

色
欲
に
は
し
か
ず」
の
部
分

に
つ
い
て．
は、

『寿
命
院
抄』

が
『
文
梨』

巻
四
「
古
塚
狐」
の
「
俄
色
迷

人
猶
若
是。
真
色
迷
人
応
過
此」
を
典
拠
と
し
て
指
摘
す
る
の
を
節
頭
に、
『
野

注
6

槌」
『
慰
草』
『
文
段
抄』

も
「
古
塚
狐」
の
同一
の
詩
句
を
引
い
て
い
る。

こ
れ
に
対
し
て、
r
徒
然
草
解
釈
大
成」

や
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
方
丈

・

記
・
徒
然
草」
で
は
⑥
「
外
の
色
な
ら
ね
ば、

さ
も
あ
ら
む
か
し」
の
部
分

の
典
拠
と
し
て
「
俄
色
迷
人
猶
若
是。

真
色
迷
人
応
過
此」
の
詩
句
を
挙
げ

て
い
る。

『
徒
然
草」

第
八
段、

第
九
段
と
白
詩
の
r
古
塚
狐」
と
の
対
応
す
る
箇

所
を
見
る
と、

確
か
に
全
体
と
し
て
両
者
の
内
容
は
よ
く
近
似
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る。
「
古
塚
狐」
で
は、

婦
人
に
化
け
た
狐
の
さ
ま
ざ
ま
な
態

|
「
雲
髪」
r
粧」
「
長
紅
裳」

ー
を
「
見」
た
人
々
が
惑
わ
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
に
つ
い
て
言
及
し
て
「
仮
色
迷
人
猶
若
是
L

と
述
べ、

本
物
の
人
間
の

女
性
の
妍
を
な
す
が
ご
と
き
振
舜
い
に
惑
わ
さ
れ
る
こ
と
を
「
真
色
迷
人
応

過
此」
と
評
し
て
い
る。
つ
ま
り
視
貨
を
通
じ
て
人
々
は
迷
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る。
こ
れ
に
対
し
て
『
徒
然
草』
で
は、

最
初
に
「
匂
ひ」、

そ
れ
か

ら
「
蕉
物」
「
手
足、

は
だ
へ
」
「
髪」
「
物
言
ひ
た
る
け
は
ひ」
と、

ほ
ん

の
か
り
そ
め
の
も
の
で
あ
る
衣
裳
の
薫
物
に
も
心
を
と
き
め
か
せ
る
人
々
の

様
子
を
述
べ
る
一
方
で、
つ
や
つ
や
と
脂
の
の
っ
た
肌
の
美
し
さ
に
代
表
さ

れ
る
女
性
の
あ
ら
が
た
が
た
い
本
質
的
な
魅
力
に
惑
わ
さ
れ
て
し
ま‘

ユ安
を

も
描
き
出
す。

す
な
わ
ち
嗅
悦、

視
度、

屁
覚
と
い
う
さ
ま
ざ
ま
な
官
能
を

通
じ
て
男
性
が
女
性
の
容
色
に
惑
わ
さ
れ
る
さ
ま
を
述
べ
る
の
で
あ
る。

注

目
さ
れ
る
の
は、

兼
好
も
白
楽
天
も
同
様
に
女
性
の
舷
力
を
象
徴
す
る
も
の

と
し
て
「
髪」
を
挙
げ
て
い
る
点
で
あ
る。
さ
ら
に、

そ
の
具
体
例
と
し
て

白
楽
天
は
周
の
幽
王
が
褒
似
に、

殷
の
tt
王
が
姐
己
に
惑
わ
さ
れ
国
を
亡
ぼ

し
た
こ
と
を
引
き、

兼
好
は
久
米
の
仙
人
が
女
の
胆
の
白
さ
を
見
て
通
力
を

失
っ
た
伝
説
を
引
い
て
い
る。

仮
の
も
の
で
あ
る
「
匂
ひ」
に
心
惑
わ
さ
れ、

さ
ら
に
「
外
の
色
な
ら」
ぬ
女
性
の
本
質
的
魅
力
に
は
久
米
の
仙
人
ま
で
も

が
眩
惑
さ
れ
る
と
す
る
r
徒
然
草』

第
八
段
の
叙
述
に
は、
「
個
色
迷
人
猶

若
是」
と
「
真
色
迷
人
応
過
此」
と
を
対
比
し
て
述
べ
る
「
古
塚
狐」
の
構

想
が
投
影
し
て
い
る
と
考
え
た
い。

第
三
八
段
は、

人
生
に
お
け
る
名
利
は
す
べ
て
空
し
い
と
い
う
醒
め
た
認

識
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る。
ま
ず、
三
八
段
の
第一
、
第
二
段
落
と
「
勧
酒」

と
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る。

名
利
に
使
は
れ
て、

閑
か
な
る
暇
な
く、
一
生
を
苦
し
む
る
こ
そ、

愚

か
な
れ。

（
悌一
段
落）

財
多
け
れ
ば、

身
を
守
る
に
ま
ど
し。

害
を
買
ひ、

煩
ひ
を
招
く
中
だ

ち
な
り。

身
の
後
に
は
金
を
し
て
北
斗
を
支
ふ
と
も、

人
の
た
め
に
ぞ

わ[.
2
ら
は
る
ぺ
き。

愚
か
な
る
人
の
目
を
喜
ば
し
む
る
楽
し
み、

ま

た
あ
ぢ
き
な
し。
（
中
略）

利
に
惑
ふ
は
す
ぐ
れ
て
愚
か
な
る
人
な
り。

（
第
二
段
落
）

勧
ム
ニ
君
ご
盃
ヲ一
君
莫
レ
レ
辞
ス
ル、

勧ム
ニ
君
二
両
盃
？
君
英
ご
疑
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フ。
勧ム
ニ
竺――一
盃ヲ一
君
始メテ
知ラン、
而
上
今
日
老ュルヲ――
昨
日

ヨ
リー。
心
中
酔フ
時
勝
竺
醒ムル
時ニー。
天
地
追
追トシテ
自
ラ
長
久。

白
兎
赤
烏
相
趣テ
走ル。
身
後
堆クシテレ
金
ヲ
柱フルモーー
北
斗ヮー。
不

げ
如
立一
生
前一
樽ノ
酒ー。

（
勧
酒）

三
八
段
に
お
い
て
否
定
さ
れ
る
の
は、
第一
に
「
財」
で
あ
る。
続
い
て
「
人

の
目
を
喜
ば
し
む
る
楽
し
み」
を
挙
げ、
こ
れ
も
r
あ
ぢ
き
な
し」
と
述
べ

て
い
る。

傍線
部
分
の
r
身
の
後
に
は、
金
を
し
て
北
斗
を
支
ふ
と
も」
は、

r柱
命
院
抄』
以
来
の
多
く
の
注
釈
密
が
r
文
集』

ょ勧
酒」
の
「
身
後
堆

金

北
斗、
不
如
生
前一
樽
酒」
に
拠っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る。
名
利

．
の
た
め
に
世
間
の
人
々
が
営
々
辛
苦
し
て、
死
後
に
天
上
の
星
を
支
え
る
ほ

ど
金
宝
を
積
も
う
と
す
る
が、
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
何
の
役
に
も
立
た
な
い

と
い
う
の
が
そ
の
内
容
で
あ
る。
こ
の
第
三
八
段
と

『文
染』
と
の
関
係
に

つ
い
て
は、
戸
谷
三
都
江
氏
も
詳
論
さ
れ
て
い
る
が、
右
の
「
勧
酒」
詩
と

の
関
係
に
つ
い
て
は、
r
単
な
る
引
用
程
度」
と
し、
考
察
の
対
象
と
し
て

い
な
い。
だ
が、
「
身
の
後
に
は、
金
を
し
て
北
斗
を
支
ふ
と
も」
の一
節

は
は
た
し
て
戸
谷
氏
が
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
「
単
な
る
引
用」
で
し
か
な

．
い
の
で
あ
ろ
う
か。

も
ち
ろ
ん
「
身
後
堆
金
柱
北
斗、
不
如
生
前一
樽
酒」
を
除
く
「
勧
酒」

詩
の
中
の
他
の
詩
句
と、
第
三
八
段
の
第一
、
第
二
段
落
と
の
間
に
直
接
対

応
す
る
箇
所
は
見
ら
れ
な
い。
し
か
し
な
が
ら、
酒
を
勧
め
る
こ
と
を
通
じ

て
死
後
に
余
財
を
残
す
こ
と
の
無
意
味
を
説
く
の
が
「
勧
酒」
の
趣
旨
で
あ

る。
白
楽
天
は
人
間
の
生
は
死
に
よ
っ
て
完
結
す
る
と
い
う
こ
と
を
十
分
に

認
識
し
た
上
で、
こ
の
世
の
空
し
さ
を
か
み
し
め
て
い
た。．「
勧
酒」
に
類

す
る
内
容
の
詩
は、
r
文
集』
中
に
少
な
く
な
い。
例
え
ば、
巻
八・
閑
適

四
の
「
狂
歌
詞」
(
0
3
5

7
)

は、
「
生
前
不ズンパ-]
歓
楽七ー。
死
後
有ラムニ

餘
貨―°
焉ゾ
用フル
ヲーー
黄
墟ノ
下。
珠
余
玉
匝ヲ
l

為サン」
と、
こ
れ
も
人

生
の
は
か
な
さ
を
述
べ、
時
に
及
ん
で
行
楽
す
ぺ
き
こ
と
を
説
い
て
い
る。

巻
九、
感
傷一
の
「
別
楊
頴
士
慮
克
柔
殷
尭
瑞」
(
0
4

3
3
)

は
「
人
生
苦ダ

営
。々
終
日
群
動ノ
間。
所レ
務ル
雖モ
レ
不ズ
トレ
同ジ。
同ジウスー

云咆、
於

不
閑--lo」
と、
世
の
人
が
皆
物
欲
に
駆
ら
れ
て
終
日
あ
く
せ
く
と
し
て
安

ん
ず
る
と
こ
ろ
な
く
閑
暇
の
な
い
生
き
方
を
し
て
い
る
の
が、
憐
れ
に
見
え

る
と
詠
ん
で
い
る。

名
利
を
無
用
の
も
の
と
す
る
第
三
八
段
の
第一
、
第
二
段
落
と、
死
後
に

余
財
を
残
す
こ
と
の
無
意
味
を
説
く
『
文
集』
の
r
勧
酒」
と
の
間
に
は
そ

の
趣
旨
に
お
い
て
や
は
り
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る。

第
三
八
段
の
第
三
段
落
を
戸
谷
氏
は
『
文
染』
の
「
澗
底
松」
と
の
近
似

性
か
ら
綸
じ
ら
れ
て
い
る。
首
肯
さ
れ
る
ぺ
き
見
解
で
あ
る
が、
こ
こ
で
は

「
統
古
詩
＋
首」
の
第
四
首
を
も
合
わ
せ
て
考
え
て
み
た
い
と
思
う。
ま
ず、

第
三
八
段
の
第
三
段
落、
「
澗
底
松」
及
ぴ
「
統
古
詩
十
首」
第
四
首
の
本

文
を
掲
げ
る。

注
8

埋
も
れ
ぬ
名
を
永
き
世
に
残
さ
ん
こ
そ
あ
ら
ま
ほ
し
か
る
ぺ
き
に、

位
も
高
く、
や
む
ご
と
な
き
を
し
も
す
ぐ
れ
た
る
人
と
や
い
ふ
べ
き。

①
愚
か
に
つ
た
な
き
人
も
A

家
に
生
れ、
時
に
過
へ
ば、
高
き
位
に
至

り、
奢
り
を
極
む
る
も
あ
り。
②
い
み
じ
か
り
し
賢
人、
翌
人
も、
み
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づ
か
ら
賤
し
き
糾
に
を

り1時に

過ぱ計し℃勺み
ぬ
る、
又
多
し。

ひ
と
へ
に
高
き
官
位
を
望
む
も、
次
に
愚
か
な
り。

（
第
三
八
段
第
三
段
落）

②有リレ
松
百
尺
大
＋
囲。
生
ジテ
在
翌
澗
底―-

る匁
且ッ
卑シ°
澗
深

ク
山
険ニ
シテ
人
路
絶工。
老
死スル
不
げ
逢ハ
ニ
ェノ
度ルニ
lレ
之＂。
天

巧
明
堂
欠クニ
梁
木ヲー。
此-

ぷぢ彼二
有リ
両ッ
不ズレ
知ラ°
誰ヵ

諭ラン
蒼
蒼タル
造
物ノ
意。
但ダ
輿ヘー
ご
之＿＿
材ヲー
不・ズレ
卑ハヘ
レ
地ヲ゚

①金
張9
世
禄セ
ラレテ
②
源
烹
質
す。
牛
衣ハ
寒
賤ニ
シテ
紹
蝉ハ
捉シ。

牛
衣
高
下
雖モレ
有

？釘
殊ナル。
高
者
未
ダ―
必ズシモ
賢ナラ＿。
下
者

未
竺
必ズ・ンモ
愚ナラー。
君
不ズ
ヤレ
見
沈
沈
海
底
正1ジニ
珊
瑚ヲー。

歴
歴
天
上ー一
種エタルヲ
I

I

白
楡ヮlo

（
澗
底

松念

盃盆竺
也）

①
雨
露
森ズニ
繊
草＂一、
山
苗モ
高ク
入
げ
氣ー。
②
風
雷ハ
折ル

I
I

勁
木ヲ—‘
澗
松モ
樅レ
テ
為
ルレ
薪!°
風
ぷ血ルハ
此レ
何ノ
意ゾ、
雨――

長ズルハ
彼レ
何ノ
因ゾ。
②
百
丈ナルモ
澗
底二
死レ‘
①
寸
茎天
山
上二

月。
可ペシレ
憐ム
苦
節ノ
士、
感
ジテレ
此
涵
盈ッレ
巾ニ・

（
続
古
詩
十
首
の
第
四
首）

「
澗
底
松」
で
い
う
r
金
張」
は、
と
も
に
そ
の
子
孫
代
々
皆
大
官
と
な
っ

た
漢
の
金
日
輝
と
張
安
世
を
指
し
て
お
り、
「
原
憲」
は、
梢
貧
に
甘
ん
じ

た
魯
の
原
惑
の
こ
と
を
指
す。
「
絞
古
詩
十
首」
第
四
首
は、
澗
底
に
倒
れ

て
い
る
「
勁
木」
「
洞
松」
と
山
上
に
時
を
得
て
い
る
「
繊
草」
「
山
苗」
と

を
人
間
社
会
に
喩
え
て、
社
会
の
不
合
理
を
悲
し
む
詩
人
の
心
境
を
詠
ん
で

い
る。

三
八
段
の
第
三
段
落
で
兼
好
が
斥
け
た
の
は、
「
ひ
と
へ
に
高
き
官
位
を

望
む」
こ
と
で
あ
り、
ま
た、
名
声
を
求
め
て
腐
心
す
る
こ
と
も
否
定
さ
れ

て
い
る。
第
三
段
落
と
「
澗
底
松」
及
び
r
綬
古
詩
十
首」
第
四
首
と
の
対

応
す
る
箇
所
を
見
る
と、
r
徒
然
草』
で
言
う
「
愚
か
に
つ
た
な
き
人」
に

対
し
て
「
澗
底
松」
で
は
「
金
張」
の
名
を
挙
げ、
「
続
古
詩
十
首」
第
四

首
で
は
「
級
草」
と
「
山
苗」
を
挙
げ
て
い
る。
い
ず
れ
も
素
質
才
能
は
な

い
が、
よ
い
環
境
に
恵
ま
れ、
時
迎
に
遇
っ
た
が
た
め
に
出
世
す
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
あ
る。
一
方、
『
徒
然
草」
に
言
う
「
い
み
じ
か
り
し
賢
人、

聖
人」
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て「
澗
底
松」
で
は
谷
底
に
生
い
育
っ
たr
松」

と
r
原
恋」
を
挙
げ
て
お
り、
「
統
古
詩
十
首」
で
は
「
勁
木」
と
r
澗
松」

を
挙
げ
て
い
る。
「
澗
底
松」
は
白
楽
天
自
注
に
「
今ぎ
寒伍
竺
也」
と
あ
る

が、
「
掲」
は
俊
に
同
じ
で、
俊
オ
が

貧賎
に
沈
愉
し
て
し
ま
う
こ
と
を
喩

え
て
い
る
の
で
あ
る。

「
洞
底
松」
．
r
絣
古
詩
十
首」
第
四
首
の
ご
と
き
趣
旨
の
詩
は
r
文
集』

に
散
見
す
る。
「
嘉
駿」
(0008)、
「
哭
劉
敦
質」
(0016)、
「
和
大
紫
烏」

(0
104)、
「
海
陽
三
題
井
序」
(0061)
な
ど
が
そ
の
例
で
あ
る。
世
に

容
れ
ら
れ
ぬ
俊
オ
の
悲
劇
は
白
詩
の
大
き
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が、
兼
好
は
そ

の
こ
と
を
当
然
承
知
し
て
お
り、
共
感
を
抱
い
た
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と、
「
澗
底
松」
及
び
「
続
古
詩
十
首」
第
四
首
と、

r
徒
然
草』
第
三
八
段
の
第
三
段
落
の
記
事
と
の
間
に
は
共
通
性
が
広
く
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て、
立
派
で
才
能
が
あ
る
人
で
あ
っ
て
も、
環
境
に
恵

ま
れ
な
け
れ
ば
自
分
の
オ
を
十
分
に
生
か
せ
な
い
ま
ま
沈
油
し
て
し
ま
い、
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逆
に、
た
と
え
愚
か
な
人
で
あ
っ
て
も
豪
華
な
家
に
生
れ
遥
が
よ
け
れ
ば
高

い
官
位
に
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
人
間
杜
会
の
現
実
に
対
す
る
苦
い
認

識
と
い
う
点
で
右
の
三
者
は
共
通
し
て
い
る。
世
俗
の
名
利
を
否
定
す
る
人

生
観
は、
何
も
白
詩
に
限
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く、
例
え
ば、
日
本

の
仏
教
説
話
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
示
さ
れ
る
考
え
方
で
あ
る
が、
こ
れ
ら
の

白
詩
受
容
の
実
例
を
鑑
み
る
と、
兼
好
の
名
利
観
に
白
詩
の
人
生
観
か
ら
の

少
な
か
ら
ぬ
影
響
が
あ
る
の
は
否
定
し
き
れ
な
い
で
あ
ろ
う。

．

第
四
三
段
は、
春
の
暮、
風
雅
な
家
で一
人
読
杏
す
る
若
い
男
を
垣
間
見

た
話
を
記
し
て
い
る。
「
庭
に
散
し
ほ
れ
た
る
花、
見
過
ぐ
し
が
た
き
を、

入
て
見
れ
ば
J

の
部
分
の
典
拠
と
し
て、
r

文
集」
巻
六
六
の
「
葬
春
題
諸

家
園
林」
の
r
遥
見
人
家
花
便
入」
を
最
初
に
指
摘
し
た
の
は
r
寿
命
院
抄』

で
あ
り、
『
野
槌』
r
慰
草』
r
文
段
抄』
な
ど
の
近
世
の
諸
注
釈
書
も
こ
の

指
摘
を
踏
襲
す
る
が、
現
代
の
注
釈
世
で
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
が
脚

注
に
挙
げ
る
ぐ
ら
い
で
あ
ま
り
受
け
継
が
れ
て
い
な
い。

①春
の
暮つ
か
た、
②の
ど
か
に
鈍
な
る
空
に、
③い
や
し
か
ら
ぬ
家

の、
奥
深
く、
木
立
古
り
て、

④庭
に
散
し
ほ
れ
た
る
花}
見
過
ぐ
し

が
た
き
を、
入
て
見
れ
ば
（
後
略）

（
第
四
三
段）

閏
朝
朝
出デ‘
①
乗ジテレ
賽
函
竺
尋ヌ。
②
天ハ
供
立
l

閑
日
月ヲ—‘

③
人ハ
借スニ
好
園
林"-°
漸ク
以ッ

f后究‘
為シレ
態卜、
都テ
無シ
l



悶ノ
到ルーレ
と。
平
生
身
得レ
ド
げ
所ヲ、
未”
レ
省七
似タル
ヲニ
而

今＿一一。
貌ハ
随
f乙
年

5翌
欲ス
竺
何
如七ント-‘
典ハ
過
f>
春

土禿
尚ホ
有

訊
餘リ。
④
遥

-

l

見
f一
人
家ヲ
工化アレー
便チ
入
リ、
不ズ
レ
論
竺
貴

賎卜
衷
l

親
疎トヲー。

（
緑
春
題
諾
家
園
林
又
題一
絶）

右
に
掲
げ
た
『
徒
然
草』
第
四
三
段
と
『
文
集』
「
尋
春
題
諸
家
園
林」
の

叙
述
を
対
照
し
て
み
る
と、
両
者
は
そ
の
構
想
面
に
お
い
て
相
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
と
思
わ
れ
る。
第
四
三
段
で
は、
ま
ず
「
春
の
暮
つ
か
た
L

と
季

節
を
示
し、
「
の
ど
か
に
娩
な
る
空」
の
癸
し
さ
を
背
景
と
し
て、
「
い
や
し

か
ら
ぬ
家
の、
奥
深
く、
木
立
古
り
て」
と
風
雅
な
邸
宅
の
仲
ま
い
を
描
き、

「
庭
に
散
し
ほ
れ
た
る
花、
見
過
ぐ
し
が
た
き
を、
入
て
見
れ
ば」
以
下、

語
り
手
の
眼
前
に
展
開
す
る
情
毀
を
描
く。
一
方、
「
器
春
題
諸
家
園
林」

で
は、
ま
ず
「
春」
と
い
う
季
節
の
枠
組
み
を
提
示
し、
「
天
供
閑
日
月」

と
天
候
の
様
子
を
示
す。
さ
ら
に
詩
の
舞
台
と
な
る
「
好
団
林」
と
い
う
空

間
を
定
め
て
詩
人
の
思
い
と
行
動
を
以
下
に
述
べ
る。

さ
き
に
も
述
べ
た
が、
第
四
三
段
の
「
庭
に
散
し
ほ
れ
た
る
花、
見
過
ぐ

し
が
た
き
を、
入
て
見
れ
ば」
の
部
分
の
出
典
を
「
粒
春
題
諸
家
園
林」
の

「
遥
見
人
家
花
便
入」
に
求
め
る
と
い
う
指
摘
は、
r
寿
命
院
抄』
を
始
め

と
す
る
近
世
の
注
釈
書
で
な
さ
れ
た
も
の
で、
現
代
の
注
釈
書
は
ほ
と
ん
ど

言
及
し
て
い
な
い。
し
か
し、
右
に
述
べ
た
ご
と
く、
『
徒
然
草』
第
四
三

段
と
「
尋
春
題
諸
家
園
林」
は、
そ
の
舞
台
と
な
る
時
間、
空
間
の
枠
組
み

を
定
め
て
い
く
叙
述
の
運
ぴ
方
に
非
常
に
近
似
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
の

で
あ
っ
て、
本
段
に
お
け
る
r

文
染』
の
受
容
に
つ
い
て
も
積
極
的
に
認
め
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る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る。

第一
七
四
段
は、
鷹
狩
に
用
い
る
犬
の
話
か
ら
所
縁
を
放
下
し
て
仏
道
に

志
す
こ
と
を
勧
め
る
段
で
あ
る。
こ
の
段
と
r
文
集』
と
の
か
か
わ
り
を
検

討
す
る
に
は、
諸
縁
を
放
下
し、
世
俗
と
の
交
わ
り
を
避
け
て、
閑
か
な
生

活
を
送
る
こ
と
を
主
張
す
る
第
七
五
段
を
も
併
せ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る。

（
前
略）

①凡割象が
る
中
に、
道
を
楽
し
む
よ

り知暇深
きは
な
し。

是、
ま
こ
と
の
大
事
な
り。
一
度
道
を
開
き
て
是
に
心
ざ、
む
人、
い

づ
れ
の
わ
ざ
か
廃
れ
ざ
ら
む、
何
事
を
か
営
ま
ん。
愚
か
な
る
人
と
い

ふ
と
も、
賢
き
犬
の
心
に
劣
ら
む
ゃ。

（
第＿
七
四
段）

（
前
略）
い
ま
だ
ま
こ
と
の
道
を
知
ら
ず
と
も、
②
緑
を
離
れ
て、
身

を
閑
か
に
し、
事
に
与
ら
ず
し
て、
心
を
安
く
せ
む
こ
そ、
し
ば
ら
く

楽
し
む
と
も
言
ひ
つ
べ
け
れ。
「
生
活、
人
事、
伎
能、
学
問
等
の
誇

縁
を
や
め
よ
L

と
こ
そ、
底
詞
止
観
に
も
侍
め
れ。

（
第
七
五
段）

老
来ノ
生
計
君
看
取セヨ、
白
日
遊
行．ンテ
夜
酔
吟ス°
陶
令
有リテレ
田

唯
種
げ
稲、
郡
家
無クシテレ
子
不
げ
留メレ
金ヲ。
①
十
②
人
間ノ
栄

耀ハ
因
縁
浅
ク、
林
下ノ
幽
閑ハ
氣
味
深シ°
煩
慮
漸ク
錆シテ
虚
白
長ジヽ

一

年ぶ3ハ
勝レリニ

云ぢ
心ヨ
リモー。

（
老
来
生
計）

第一
七
四
段
の
「
道
を
楽
し
む
よ
り
気
味
深
き
は
な
し」
が、
r
文
集」
「
老

来
生
計」
の
「
人
間
栄
耀
因
縁
浅、
林
下
幽
閑
氣
味
深」
に
拠
っ
て
い
る
と

い
う
指
摘
は、

『解
釈
大
成』
r
全
注
釈」
及
ぴ
戸
谷
三
都
江
氏
の
論
文
や
新

日
本
古
典
文
学
大
系
本
な
ど
で
な
さ
れ
た
も
の
の、
近
泄
の
注
釈
曹
で
は
ほ

と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い。
「
人
事」
の
中
で
も
特
に
「
道
を
楽
し
む」

こ
と
を
専
ら
勧
め
て
い
る
が、
こ
こ
で
言っ
「
道」
は
仏
道
修
行
を
指
す
と

考
え
ら
れ
よ
う。
第
七
五
段
の
「
ま
こ
と
の
道」
も
同
様
の
意
で
あ
り、
「
生

活、
人
事、
伎
能、
学
問」
に
わ
た
っ
て
諸
緑
を
放
棄
す
る
心
得
を
述
べ
て

い
る。
諸
緑
を
離
脱
し
た
閑
雅
な
生
活
を
勧
め
な
が
ら
も、
人
と
し
て
最
終

的
に
願
い
求
め
る
べ
き
は
仏
道
に
帰
依
し
て
真
の
悟
り
に
至
る
こ
と
だ
と
い

う
の
が
こ
の
二
段
に
見
ら
れ
る
兼
好
の
主
張
で
あ
る。
こ
れ
に
対
し
て
「
老

来
生
計」
の
詩
に
お
い
て
白
楽
天
が
願
う
「
林
下
幽
閑」
は
ど
の
よ
う
な
境

地
で
あ
る
だ
ろ
う
か。

こ
の
詩
を
詠
じ
た
時、
白
楽
天
は
太
子
少
側
分
司
と
い
う
官
戦
に
任
ぜ
ら

れ
て
い
た。
太
子
少
僻
分
司
は
「
分
司」
(
2

3

8
2
)

と
い
う
詩
か
ら
も
窺
わ

れ
る
よ
う
に、
公
務
と
言
っ
て
も、
官
寺
に
参
詣
し
た
り
上
奏
文
を
草
す
る

く
ら
い
の
勤
め
し
か
な
い。
そ
の
余
暇
は
「
涵プレ
畦二
引
ぎ一
泉
詠
？‘

輝rレ
径ヲ
避ク――
蘭
芽ヲ一」
（「
営
閑
事」
3
116)、
「
今
日
北
窓ノ
下、
自

砿7
何ノ
所ゾレ
為ス。
欣
然トシ
テ
得タリ――
三
友ヲ＿、
三
友ハ
者
為スレ
誰トカ
0

琴
罷

占吃、
挙ゲレ
酒ヲ、
酒
罷プ
輛チ
吟
げ
詩ヲ」
（「
北
窓
三
友」
2
9
8
5
)

と
い
う
よ
う
に、
老
後
の
生
活
を
楽
し
む
こ
と
に
専
ら
宛
て
て
い
た
よ
う
で

あ
る。
「
林
下
幽
閉」
は、
世
間
の
煩
わ
し
い
因
縁
と
は
か
け
離
れ
た
長
閑

な
生
活
を
指
す
の
で
あ
っ
て、
白
楽
天
が
常
に
敬
慕
し
て
い
た
陶
淵
明
の
ご

と
き
境
地
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る。
「
人
事
多
か
る
中
に、
道
を
楽
し
む

よ
り
気
味
深
き
は
な
し」
と
「
林
下
幽
閑
氣
味
深」
と
の
言
い
回
し
の
類
似

か
ら
考
え
て、
第一
七
四
段
を
構
想
す
る
兼
好
の
念
頭
に
『
文
集』
の
「
老
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来
生
計」
が
あ
っ
た
蓋
然
性
は
高
い。
し
か
し
な
が
ら、
ひ
た
す
ら
仏
道
修

行
に
専
心
し
て
真
の
悟
り
を
求
め
る
こ
と
に
人
生
の
最
高
の
価
値
を
見
出
す

兼
好
の
考
え
方
と、
陶
淵
明
的
な
脱
俗
安
逸
の
境
地
を
希
う
「
老
来
生
計」

詩
に
見
ら
れ
る
白
楽
天
の
心
境
と
の
間
に
は、
少
な
か
ら
ぬ
隔
た
り
が
存
在

す
る。
兼
好
に
も
淘
淵
明
的
な
隠
逸
嗜
好
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り、

そ
れ
が
「

老
来
生
計」
詩
の
受
容
を
促
し
た
と
解
し
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が、

白
詩
と
異
な
っ
て
r

徒
然
草」
が
仏
道へ
の
志
を
強
調
す
る
こ
と
は
十
分
に

注
意
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

第
二
三
五
段
は、
心
の
実
体
や
本
質
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
段
で
あ
る。

＇，
こ
の
段
の
典
拠
と
さ
れ
で
い
る
の
は、
『
文
集』
の
「

凶
宅」
詩
で
あ
る。

主
あ
る
家
に
は、
すゞ

ろ
な
る
人、
心
の
ま、
に
入
り
来
る
こ
と
な
し。

主
な
き
所
に
は、
道
行
き
人
み
だ
り
に
立
ち
入
り、
①
狐、
巣
や
う
の

物
も、
②
人
気
に
塞
か
れ
ね
ば、
③
所
得
が
ほ
に
入
り
住
み、

e泊釦．

な
ど
い
ふ
け
し
か
ら
ぬ
⑤
形
も
顕
る、
物
也。
（
後
略）（

第
二
三
五
段）

長
安
ぷク
立ー
大
き、
列ッ
テ
在リ

云臼酋
束――_。
往
往
朱
門ノ
内、

房
廊
相
封、ン
テ

翌゚

鵞咲
嗚
竺一
松
桂ノ

り、
狐

ら―
蘭
菊ノ

剛「一。
蒼
苔
黄
包
地、
日
隻
多
立＿
旋
風一。

（
凶
宅）

傍
線
部
分
①
「
狐、
菜
や
う
の
物」
が
r
文
集』
巻一
「
凶
宅」
詩
の
「

菜

嗚
松
桂
枝、
狐
蔵
蘭
菊
叢」
に
拠
る
と
い
う
指
摘
は、
『
野
槌』
r
慰
草」
r
文

段
抄』
で
な
さ
れ、
『
徒
然
草
諸
注
集
成」、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集、
r
徒

然
草
全
訳
注」、
ま
た
戸
谷
氏
の
前
掲
論
文
な
ど
に
踏
製
さ
れ
て
い
る。
「
凶

宅」
詩
は、
長
安
の
人
々
に
不
吉
の
家
と
し
て
忌
ま
れ
る
荒
廃
し
た
大
邸
宅

を
例
と
し
て、
不
吉
が
生
じ
る
の
は
そ
の
家
に
住
む
人
に
拠
る
も
の
で
あっ

て、
家
自
体
が
不
吉
な
の
で
は
な
い
と
説
き、
さ
ら
に
家
も
国
も
そ
の
凶
因

は
つ
ま
る
と
こ
ろ
人
凶
で
あ
る
と
述
べ、
人
々
の
迷
愚
を
悟
ら
し
め
よ
う
と

し
た
諷
喩
詩
で
あ
る。

こ
の
段
の
r
白
氏
文
集』
受
容
に
つ
い
て‘
-P
谷
三
都
江
氏
は
『
源
氏
物

語』
と
の
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
て
い
る。
r
寿
命
院
抄』
以
来
r
源
氏
物
語』

蓬
生
巻
の
末
摘
花
の
屋
敷
の
描
写
と
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る。

も
と
よ
り
荒
れ
た
り
し
宮
の
内、
い
と
ど
①
狐
の
住
み
処
に
な
り
て、

う
と
ま
し
う
け
遠
き
木
立
に、

①梨
の
声
を
朝
夕
に
耳
馴
ら
し
つ
つ、

②
人
け
に
こ
そ
さ
や
う
の
も
の
も
せ
か
れ
て
影
隠
し
け
れ、

9

ど、
け
し
か
ら
ぬ
物
ど
も
③
所
を
得
て
や
う
や
う
⑤
形
を
あ
ら
は
し、

注
9

も
の
わ
ぴ
し
き
こ
と
の
み
数
知
ら
ぬ
に
（
後
略）

(r
源
氏
物
語』
蓬
生
巻）

傍
線
を
付
し
た
部
分
の
典
拠
に
つ
い
て
は、
r
河
海
抄』
が
『
文
集』
「
凶
宅」

詩
の
「
稟
嗚
松
桂
枝、
狐
蔵
蘭
菊
叢」
を
指
摘
し
て
以
来、
r
細
流
抄」
r
眠

江
入
楚』
r
湖
月
抄』
等
の
注
釈
世
が
そ
の
説
を
受
け
継
い
で
い
る。
r
源
氏

物
語』
蓬
生
巻
の
こ
の一
節
に
は
明
ら
か
に
「
凶
宅」
詩
の
投
影
が
認
め
ら

れ
る
と
言
っ
て
よ
い
が、
ま
た
全
体
と
し
て
『
徒
然
草』
第
二
三
五
段
と
の

間
に
強
い
親
近
感
が
あ
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い。
荒
廃
し
た
場
所
が
狐、

菜
の
住
処
と
さ
れ
る
と
い
う
記
事
は
『
源
氏
物
語』
夕
顔
巻
に
も
見
ら
れ
る

も
の
で
あ
る。
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「
こ
は
な
ぞ、
あ
な
も
の
狂
ほ
し
の
も
の
怖
ぢ
や。
①
荒
れ
た
る
所
は、

狐
な
ど
や
う
の
も
の
の
人
お
ぴ
や
か
さ
ん
と
て、
け
恐
ろ
し
う
思
は
す

る
な
ら
ん。
（
中
略）

夜
半
も
過
ぎ
に
け
ん
か
し、

風
の
や
や
荒
々
し

う
吹
き
た
る
は。
ま
し
て
松
の
響
き
木
深
く
聞
こ
え
て、
気
色
あ
る
鳥

の
か
ら
声
に
嗚
き
た
る
も、
菜
は
こ
れ
に
や
と
お
ぽ
ゆ゚

（
最
氏
物
梧』
夕
顔
巻）

．

右
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
典
拠
と
し
て、
r
河
海
抄』·r
眠
江
入
楚』
r
湖

月
抄』
は
い
ず
れ
も
前
に
掲
げ
た
「
凶
宅」
詩
の
「
菜
境
松
桂
枝、
狐
蔵
蘭

菊
叢」
を
挙
げ
て
い
る。
戸
谷
氏
は、
r
徒
然
草』
第
二
三
五
段
の
典
拠
と

し
て
は
そ
の
表
現
の
近
似
の
度
合
か
ら
言
え
ば
ま
ず
湛
生
巻
の
記
事
を
挙
げ

る
べ
き
で
あ
る
が、
二
三
五
段
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
「
家
」

と
「
心」
の

関
係
か
ら
見
る
と、
夕
顔
巻
の
記
述
の
方
が
よ
り
近
い
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
ら
れ、
さ
ら
に
r
兼
好
の
心
に
ま
ず
「
凶
宅」
が
あ
っ
た
に
せ
よ、
「
凶
宅」

と
夕
顔
と
蓬
生
の
三
者
が、
三
様
の
角
度
か
ら
兼
好
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と

い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い」
と
説
か
れ
て
い
る。

と
こ
ろ
で、
「
凶
宅」
詩
は
「
家」
の
問
題
を
主
題
に
し
て
お
り、
そ
こ

か
ら
r
家」
と
「
主」
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る。
こ
の
よ
う
な
発

想
は、
住
居
に
つ
い
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
兼
好
に
も
見
ら
れ
る
も
の

で
あ
る。
殊
に
注
目
す
べ
き
は
第一
0
段
の
記
事
で
あ
る。

家
居
の
つ
き

k＼
し
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
こ
そ、
仮
の
宿
り
と
は
思
へ
ど、

興
あ
る
物
な
れ。
よ
き
人
の
ど
や
か
に
住
み
な
し
た
る
所
は、
さ
し
入

り
た
る
月
の
色
も、
ひ
と
き
は
し
み
ぐ
と
見
ゆ
る
ぞ
か
し。
今
め
か
し

く
き
ら
ら
か
な
ら
ね
ど、
木
立
物
古
り
て、
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
庭
の
草
も

心
あ
る
さ
ま
に、
箕
子、
透
垣
た
よ
り
お
か
し
く、
う
ち
あ
る
調
度
も、

昔
覚
え
て
安
ら
か
な
る
こ
そ、
心
に
く
し
と
見
ゆ
れ。

い
い
家
に
は
い
い
人
が
住
み、
悪
い
家
に
は
悪
い
人
が
住
む。
家
は
住
む
人

の
如
何
に
よ
っ
て
雰
囲
気
も
変
っ
て
く
る
と
い
う
の
が
兼
好
の
住
居
観
で
あ

る。
家
と
そ
こ
に
住
む
人
と
の
か
か
わ
り
を
砥
視
す
る
同
様
の
考
え
方
は『
方

丈
記」
に
も
見
ら
れ
る。
他
方、
r
文
集』
の
「
凶
宅」
詩
に
お
い
て
も、
「
人

凶
非
宅
凶」
と
あ
る
よ
う
に、
家
は
住
む
人
の
良
し
悪
し
に
拠
る
の
だ
と
い

う
考
え
方
が
示
さ
れ
て
い
る。
第
二
三
五
段
と
「
凶
宅」
詩
は、
こ
の
点
に

お
い
て
も
類
似
し
て
い
る
の
で
あ
る。
つ
ま
り、
叙
述
の
細
部
の
み
な
ら
ず、

章
段
全
体
の
構
想
に
お
い
て
も
第
二
三
五
段
は
「
凶
宅」
詩
か
ら
の
触
発
を

受
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に、
r
徒
然
草
J

に
お
け
る
r
文
集」
の
受
容
に
は、

修
辞
の
次
元
に
お
け
る
詩
句
の
引
用
に
止
ま
ら
ず、

章
段
全
体
の
主
題
や
構

想
に
わ
た
っ
て
白
詩
の
そ
れ
を
採
り
入
れ
た
事
例
も
見
受
け
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て、
こ
こ
か
ら
兼
好
の
『
文
集」
に
つ
い
て
の
教
炎
の
あ
り
方
を
十
分

窺
う
こ
と
が
で
き
る。

r
徒
然
草』
に
引
用
さ
れ
て
い
る
r
文
集」
の
詩
句
に
つ
い
て
は、

従
来

よ
り
そ
の
直
接
の
出
典
を
r
文
集』
そ
の
も
の
に
求
め
る
か
否
か
と
い
う
の

が
議
論
に
な
っ
て
い
る。
ま
た、
近
世
の
注
釈
粛
で
は
白
詩
受
容
の
指
摘
が

お
わ
り
に
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見
ら
れ
る
も
の
の、
現
代
の
注
釈
管
で
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
い
な
い
事

例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え、
本
論
文
に
お

い
て
は
戸
谷
三
都
江
氏
の
論
に
倣
っ
て、
白
詩
の
詩
句
を
引
用
し
て
い
るr
徒

然
草』
の
章
段
と
そ
の
典
拠
に
な
っ
て
い
る
白
詩
と
の
関
係
を、
作
辞
の
次

元
に
限
ら
ず、
そ
の
主
題・
構
想
等
様
々
な
角
度
か
ら
洗
い
直
し、
共
通
点

も
し
く
は
相
違
点
を
探
っ
て
み
る
作
業
を
試
み
た。
既
述
の
ご
と
く、
第
八

段、
第
四
三
段
に
つ
い
て
は、
近
世
の
注
釈
書
の
多
く
は、
白
詩
の
受
容
を

指
摘
す
る
も
の
の、
現
代
の
注
釈
昏
で
は
そ
の
指
摘
は
あ
ま
り
継
承
さ
れ
て

い
な
い。
逆
に、
第一
七
四
段
に
つ
い
て
は、
近
世
の
注
釈
書
で
は
言
及
さ

・
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
が、
現
代
の
注
釈
蜜
で
は
白
詩
と
の
関
係
を
認
め
て

い
る。
r
徒
然
草』
に
お
け
る
白
詩
の
受
容
の
実
状
を
見
る
と、
白
詩
を
そ

の
ま
ま
読
み
下
し
て
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
な
形
で
『
徒
然
草』
の
文
章
の
中

に
採
り
入
れ
て
い
る
場
合
と、
詩
句
を
和
文
化
し
て
文
章
の
中
に
自
然
に
溶

け
込
ま
せ
て
い
る
よ
う
な
場
合
と
が
あ
る。
前
者
に
つ
い
て
は
白
詩
の
受
容

と
し
て
詫
注
釈
嘗
に
広
く
認
め
ら
れ
る
事
例
が
多
い
が、
後
者
に
つ
い
て
は

白
詩
受
容
を
あ
ま
り
積
極
的
に
は
承
認
し
な
い
場
合
が
少
な
く
な
い
よ
う
で

あ
る。
し
か
し
な
が
ら、
後
者
の
事
例
の
中
に
も
章
段
全
体
の
主
題
や
構
想

に
お
い
て、
白
詩
と
の
近
似
を
指
摘
し
得
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
る
の
で

あ
っ
て、
兼
好
の
白
詩
に
対
す
る
理
解
が
そ
の
内
容
面
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
が

痰
わ
れ
る
の
で
あ
る。

r
徒
然
ぎ
の
本
文
は、
正
徹
本
を
底
本
と
す
る
久
保
田
淳
校
注
の
r
方
丈
記・

徒
然
草』
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系、
岩
波
術
店、
一
九
八
九
年一
月）
に
拠
っ
た。

一
方、
『
白
氏
文
集』
の
本
文・
詩
番
号
は
那
波
本
を
底
本
と
す
る
平
岡
武
夫·

今
井
消
編
r
白
氏
文
染
歌
詩
索
引』
（
同
朋
舎、
一
九
八
九
年
十
月）
に
拠
り、

訓
点
に
つ
い
て
は、
佐
久
節
『
白
楽
天
全
詩
集」
全
四
巻
（一
九
二
八
年
八
月
ー

一
九一11
0
年
八
月）
と
新
釈
漢
文
大
系
r
白
氏
文
集』
三、
四、
六
（
明
治
由
院、

一
九
八
八
年
七
月・
一
九
九
0
年
十一
月・
一
九
九
三
年
三
月）
を
参
照
し
て
付

し
た。

(
1)
r
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科
紀
要』
第
十
l

]

号

(
=1
0
01

年
十一
月）。

(
2)
r
徒
然
草
講
座』
第
匹
巷
（
有
梢
盆、
一
九
七
匹
年
十
月）。

(
3)
『
学
苑」
一
九
七
四
年一
月
号。

(
4)
秦
宗
巴
r
つ
れ
＜
草
寿
命
院
抄』、
林
辺
春
r
野
槌
L、
松
永
貞
徳

a翠』

は、
初
刻
本
を
底
本
と
す
る
吉
沢
貞
人
r
徒
然
卒
古
注
釈
集
成』
（
勉
誠
社、

一
九
九
六
年
二
月）
に
拠
っ
た。

(
5)
拙
稲
r
兼
好
と
白
楽
天
の
病
気
観・
飽
康
観
に
つ
い
て」
(r
岡
大
国
文
綸

稿』
第二^
号、
二
0
0
0
年
三
月
号）
参
照。

(
6)
北
村
季
吟
r
徒
然

草文
段
抄』。
本
論
文
は
笈
文
七
年
の
板
本
を
利
用
し
た。

(
7)
--＿
谷
栄
l

．
峯
村
文
人
編
r
徒
然
草
解
釈
大
成』
（
岩
崎
店
店、
一
九
六

六
年
六
月）＾)

(
8)
r
埋
も
れ
ぬ
名
を
長
き
世
に
残
す」
の
部
分
に
つ
い
て
は、
諸
注一
致
し

て
「
題
故
元
少
手
集
後
二
首」
の
「
迎
骨
不
埋
名
J

に
拠っ
て
い
る
と
指
摘

し
て
い
る。
し
か
し、
「
身
の
後
の
名、
残
り
て
さ
ら
に
益
な
し」
と
述
べ

る
第一一＿
八
段
と、
文
名
の
不
滅
を
説
く
「
題
故
元
少
手
集
後
二
首」
詩
の
趣
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旨
と
は
必
ず
し
も一
致
せ
ず、
「
埋
も
れ
ぬ
名
を
長
き
世
に
残
す」
と
「
埋

骨
不
埋
名」
の
関
係
に
つ
い
て
は、
戸
谷
氏
が
説
か
れ
る
よ
う
に
「
単
な
る

引
用」
の
次
元
に
止
ま
る
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う。

(
9)
r
源
氏
物
語』
の
本
文
の
引
用
は、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
本（
小
学
館）

に
拠っ
た。
源
氏
物
語
の
古
注
釈
柑
は、
『
紫
明
抄』
r
河
海
抄』
r
花
島
余
情』

『
細
流
抄』
r
峨
江
入
楚』
『
湖
月
抄』
等
を
参
照
し
た。

（
き
ん

ぶ
ん
ぽ
う
岡
山
大
学
大
学
院
文
化
科
学
研
究
科）

三
七、
三
八

会）

十
四

山
形
女
子
短
期
大
学
紀
要
（
山
形
女
子
短
期
大
学）

山
口
国
文
（
山
口
大
学
人
文
学
部
国
語
国
文
学
会）

一一
四

研
究
室
受
贈
図
書
雑
誌
目
録
IX

文
研
論
集
（
専
修
大
学
大
学
院）

文
莫
（
鈴
木
腺
学
会）

二
四

別
府
大
学
国
語
国
文
学
（
別
府
大
学
国
語
国
文
学
会）

方
位
（
熊
本
近
代
文
学
研
究
会）

ニ
ニ

三
田
園
文
（
三
田
図
文
の
会）

三
三、
三
四

武
血
川
国
文
（
武
耶
川
女
子
大
学
国
文
学
会）

五
六、
五
七

無
差
（
京
都
外
国
語
大
学
日
本
語
学
科）

八

明
治
大
学
日
本
文
学
（
明
治
大
学
日
本
文
学
研
究
会）

1

1

八

百
舌
烏
国
文
（
大
阪
女
子
大
学
大
学
院
国
語
学
国
文
学
専
攻
在
浣
生
の

四

山
邊
道
（
天
理
大
母
因
語
屈
文
學
會）

立
教
大
学
大
学
院
日
本
文
学
論
叢
（
立
教
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本

文
学
専
攻）

創
刊
号

立
教
大
学
日
本
文
学
（
立
教
大
学
日
本
文
学
会）

論
究
日
本
文
學
（
立

命館
大
学
日
本
文
学
会）

綸
樹
（
論
樹
の
会）

＋
五

論
戟
（
駒
沢
大
学
大
学
院
国
文
学
会）

二
九

論
集
（
南
山
大
学
日
本
文
化
学
科）

創
刊
号

和
洋
匿
文
研
究
（
和
洋
女
子
大
学
国
文
学
会） 四

五

一
六 八

五、
八
六

七
四、
七
五
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