
あ
や
め
刈
り
と
鷹
狩
り

－
『
伊
勢
物
語
』
第
五
十
二
段
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
ー

徳
　
植
　
俊
　
之

一　
は
じ
め
に

　
『
伊
勢
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
と
並
ぶ
平
安
文
学
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

で

あ
る
。
写
本
の
数
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
古
注
を
含
め
て
多
く
の
注

釈
書
が
作
ら
れ
厚
い
研
究
史
を
誇
り
、
各
章
段
の
解
釈
は
も
う
出
尽
く

し
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
わ
ず
か
数
行
の
ご
く
短
い
章
段
の

中
に
は
、
ま
だ
十
分
に
解
釈
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ

る
も
の
も
あ
り
、
さ
ら
な
る
検
討
の
必
要
な
章
段
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、

そ
う
し
た
章
段
の
一
つ
と
し
て
、
第
五
十
二
段
を
取
り
上
げ
た
い
。
な

お

『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
「
学
習
院
大
学
蔵
本
」
（
武
蔵
野
書
院
刊

影
印
本
に
よ
る
）
に
、
和
歌
本
文
及
び
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』

に

そ
れ
ぞ
れ
よ
り
、
適
宜
漢
字
を
あ
て
、
必
要
箇
所
に
は
傍
線
を
施
し

た
。

二
　
第
五
十
二
段
の
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
点
と
諸
説

　
む

か

し
、
お
と
こ
あ
り
け
り
。
人
の
も
と
よ
り
か
さ
な
り
ち
ま
き
を

こ
せ
た
り
け
る
返
事
に
、

　
　
あ
や
あ
か
り
君
は
沼
に
ぞ
ま
ど
ひ
け
る
我
は
野
に
い
で
て
か
る
ぞ

　
　

わ
び
し
き

と
て
、
き
じ
を
な
む
や
り
け
る
。

　

こ
の
段
は
『
大
和
物
語
』
（
第
百
六
十
四
段
）
に
も
ほ
ぼ
同
文
で
見

　
　
　
　

え

る
。
「
人
」
か
ら
「
か
さ
な
り
ち
ま
き
（
「
飾
り
綜
」
と
も
）
」
を
贈

ら
れ
た
「
男
」
が
、
そ
の
返
事
に
「
あ
や
め
刈
り
」
の
歌
を
返
し
、
維

を
返
礼
の
品
と
し
て
贈
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
た
だ
、
あ
ま
り
に
短

い

章
段
で
あ
る
た
め
に
、
そ
の
や
り
と
り
の
意
味
が
解
し
に
く
い
o
ま

ず
第
一
に
「
綜
」
を
よ
こ
し
た
相
手
は
誰
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と

と
、
「
綜
」
を
贈
っ
て
き
た
意
味
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
。
第
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二

に
、
贈
ら
れ
て
き
た
物
が
「
綜
」
で
あ
る
の
に
、
男
の
歌
は
「
あ
や

め

刈

り
」
と
な
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
と
、
「
君
は
沼
に

ぞ

ま
ど
ひ
け
る
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
。
第
三

に

「
わ
れ
は
野
に
出
で
て
狩
る
ぞ
わ
び
し
き
」
に
込
め
ら
れ
た
意
味
と
、

返
礼
の
品
と
し
て
　
r
維
」
を
贈
っ
た
意
味
は
何
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
章
段
内
に
は
「
綜
」
と
「
維
」
、

F君
」
と
「
わ
れ
」
、
F
あ
や
め
刈
り
」
A
J
　
r
（
野
の
）
狩
り
」
、
r
沼
」
と

r野
」
、
F
ま
ど
ひ
」
と
「
わ
び
し
き
」
と
い
う
よ
う
に
、
語
彙
が
対
比

的
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
「
綜
」
を
贈
っ
て
き
た
「
人
」
と
r
男
」

と
を
対
比
し
て
い
る
の
は
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
す
る
と

こ
ろ
が
も
う
1
つ
よ
く
わ
か
ら
ず
、
全
体
と
し
て
何
を
言
い
た
い
の
か

伝

わ
っ
て
こ
な
い
。
従
来
の
解
釈
は
、
次
に
挙
げ
る
よ
う
に
様
々
で
あ

る
。　

森
本
茂

は
、
「
あ
や
め
刈
り
」
の
歌
に
つ
い
て
、
相
手
が
「
苦
労
し

て

あ
や
め
を
と
っ
て
き
て
、
綜
を
贈
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
、
さ

ら
に
、
私
も
あ
な
た
に
負
け
な
い
ほ
ど
苦
労
し
て
、
野
に
出
て
雑
を
と
っ

て

き
た
の
で
す
と
相
手
に
知
ら
せ
た
歌
」
と
し
、
五
月
五
日
が
薬
狩
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
で
あ
る
縁
で
こ
の
歌
を
返
し
た
と
す
る
。

　
石

田
穣
二
は
、
「
上
句
は
、
ち
ま
き
を
作
っ
て
贈
っ
て
く
れ
た
相
手

の

労
苦
を
謝
す
意
で
あ
る
が
、
『
飾
り
ち
ま
き
』
に
菖
蒲
が
添
え
て
あ
っ

た

と
も
、
菖
蒲
が
そ
の
飾
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
も
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
あ
る
い
は
、
ち
ま
き
に
菖
蒲
を
用
い
た
と
す
る
見
方
も
、
一
概
に

否
定

は
で
き
な
い
。
下
句
は
、
自
ら
の
労
苦
、
ひ
い
て
は
相
手
に
対
す

る
わ
が
志
の
深
さ
を
言
う
。
同
音
の
『
刈
る
』
『
狩
る
』
が
対
照
的
に

　
　
　
　
　
　
ヨ
　

お

か

れ

て
い

る
」
と
解
釈
す
る
。

　
渡
辺
実

は
「
綜
は
端
午
の
節
句
の
も
の
だ
が
、
五
月
五
日
は
ま
た
薬

用
の
鹿
の
角
を
と
る
薬
狩
の
日
で
も
あ
っ
た
と
い
う
。
こ
こ
で
お
返
し

に

あ
て
ら
れ
た
の
は
雑
子
だ
が
、
季
節
感
の
充
実
し
た
歌
で
あ
っ
た
ろ

　
　
　
　
　
る
　

う
」
と
す
る
。

　

し
か
し
、
い
ず
れ
の
解
釈
も
今
ひ
と
つ
す
っ
き
り
し
な
い
。
森
本
や

石
田

の

解
釈
の
よ
う
に
お
互
い
の
労
苦
を
ね
ぎ
ら
う
と
い
う
だ
け
で
は
、

わ
ざ
わ
ざ
章
段
と
し
て
物
語
る
ほ
ど
の
こ
と
と
も
思
わ
れ
な
い
。
何
か

こ
の
や
り
と
り
に
文
学
的
な
修
辞
か
こ
め
ら
れ
た
意
味
が
あ
っ
た
と
考

え

た

く
な
る
。
ま
た
、
渡
辺
の
季
節
感
の
充
実
し
た
歌
と
い
う
の
も
、

後
で
指
摘

す
る
よ
う
に
五
月
の
雑
狩
り
（
鷹
狩
り
）
は
ま
っ
た
く
季
節

外
れ
で
あ
る
こ
と
か
ら
否
定
さ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
従
来
の
解
釈
で
は
十
分
に
理
解
で
き
な
い
こ
と
を
指
摘

し
た
上
で
、
新
解
釈
を
提
示
し
た
の
は
竹
岡
正
夫
で
あ
る
。
竹
岡
は
、

天
福
本
特
有
の
「
か
さ
な
り
ち
ま
き
」
の
本
文
を
取
り
、
こ
れ
は
つ
い

う
っ
か
り
し
て
「
綜
」
を
二
度
贈
っ
て
来
た
こ
と
を
表
す
と
し
た
上
で
、

次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
　

こ
ん
な
に
間
違
っ
て
ち
ま
き
を
贈
っ
て
下
さ
っ
た
の
は
、
あ
な
た

　
が

五
月
五
日
の
行
事
に
必
要
な
あ
や
め
を
刈
る
た
め
に
沼
の
泥
の
中

　
で
随
分
難
儀
な
さ
れ
た
た
め
の
お
疲
れ
か
ら
つ
い
出
た
事
で
し
ょ
う
。

　
実
は
私
も
あ
や
め
を
探
し
求
め
て
、
そ
ん
な
物
の
全
く
生
え
て
も
い

　
な
い
野
原
に
出
か
け
て
さ
ん
ざ
ん
な
目
に
会
い
ま
し
た
。
そ
う
三
ロ
っ
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て

も
五
月
五
日
の
そ
の
ち
ま
き
の
返
礼
と
し
て
は
季
節
外
れ
で
、
い

　
か
に

も
場
違
い
な
、
し
か
し
す
こ
ぶ
る
御
馳
走
の
維
を
贈
っ
た
。
ど

　

ち
ら
も
あ
や
め
刈
り
に
へ
と
へ
と
に
疲
れ
た
末
、
頭
も
混
乱
し
て
仕

　
出
か
し
た
間
違
い
と
い
う
点
で
は
お
ア
イ
コ
と
い
う
ふ
う
に
、
男
は
、

　
相
手
の
失
策
を
、
自
分
も
と
ぼ
け
て
わ
ざ
と
と
ん
で
も
な
い
お
返
し

　

を
す
る
こ
と
に
よ
り
カ
バ
ー
し
て
や
っ
た
、
と
い
う
の
が
本
段
の
主

　
　
　
　
　
　
　
う
　

　
題
と
解
さ
れ
る
。

　

こ
の
竹
岡
の
解
釈
は
1
つ
の
解
釈
と
し
て
十
分
成
り
立
つ
と
は
思
わ

れ

る
が
、
そ
の
前
提
と
し
て
［
か
さ
な
り
ち
ま
き
」
の
本
文
を
本
来
の

も
の
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
く
の
諸
本
に
見
え
る
「
飾
り
綜
」

で
は

な
り
立
た
な
い
点
に
問
題
が
あ
る
。
「
か
さ
な
り
ち
ま
き
」
の
用

例
が
ほ
か
に
な
く
、
誤
写
の
可
能
性
も
あ
る
中
で
、
そ
れ
を
前
提
と
し

た

解
釈

を
採
る
こ
と
に
は
、
に
わ
か
に
は
従
い
が
た
い
。

　
ま
た
、
片
桐
洋
一
は
「
か
さ
な
り
ち
ま
き
」
で
は
な
く
「
飾
り
綜
」

の

本
文
を

採
用

し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

　
　
r
か
り
」
は
「
か
り
」
で
も
、
相
手
が
そ
の
季
節
に
ふ
さ
わ
し
く
、

　
沼
を
尋
ね
歩
い
て
「
あ
や
め
刈
り
」
を
し
て
い
る
と
表
現
で
き
る
よ

　
う
に
時
宜
を
得
た
贈
り
物
を
し
た
の
に
対
し
て
、
野
に
出
て
季
節
は

　
ず
れ

の

狩
り
を
し
て
い
る
自
分
が
い
や
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
行
き

　
違
い

で
、
今
日
も
ま
た
出
会
い
の
機
会
を
失
っ
た
自
分
を
、
わ
び
し

　
v
、
つ
ら
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
飾
綜
を
贈
る
と
い

　
う
繊
細
さ
と
や
さ
し
さ
か
ら
見
て
、
相
手
を
女
性
と
見
る
の
が
自
然

　
　
　
　
　
　
　

　
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
の
片
桐
の
解
釈
も
、
相
手
を
女
性
と
見
て
、
そ
の
女
と
の

出
会
い
の
機
会
を
失
っ
た
な
ら
、
相
手
か
ら
恨
み
言
を
言
わ
れ
て
も
お

か

し
く
な
い
は
ず
だ
が
、
そ
の
女
が
、
わ
ざ
わ
ざ
綜
を
贈
っ
て
き
た
こ

と
の
説
明
が
つ
か
な
い
o
こ
の
「
綜
」
を
贈
っ
て
き
た
相
手
は
、
秋
山

度
が
、
「
『
刈
り
』
に
同
音
の
『
狩
り
』
を
対
照
さ
せ
た
ほ
か
、
『
沼
』

に

『
野
』
を
、
『
ま
ど
ふ
』
に
『
わ
び
し
』
を
呼
応
さ
せ
、
一
首
の
中

に

親
密

な
連
帯
の
心
情
を
十
全
に
表
出
し
た
。
な
お
、
こ
の
『
あ
や
め
』

は
端
午
の
日
、
屋
根
に
葺
く
た
め
の
も
の
で
、
綜
に
添
え
て
贈
ら
れ
た

　
　
　
　
マ
　

の
だ

ろ
う
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
親
密
な
友
人
と
と
る
解
釈
も
あ
り
、

お
お
む
ね
諸
注
釈
は
相
手
を
「
女
」
と
断
定
し
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
従
来
の
解
釈
に
対
し
て
、
河
村
奈
穂
子
は
「
節

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

日
」
と
い
う
新
た
な
視
点
か
ら
解
釈
し
よ
う
と
し
た
。
河
村
は
、
「
綜
」

と
「
あ
や
あ
」
は
五
月
五
日
の
節
日
に
深
く
関
わ
る
の
に
対
し
、
「
維
」

は

九
月
九
日
の
重
陽
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
対
照
的
に
配
置
さ
れ
て
お

り
、
　
F
互
い
に
節
日
に
ふ
さ
わ
し
い
長
寿
を
願
う
意
を
こ
め
て
贈
り
物

を
し
た
と
い
う
、
節
日
を
主
題
と
し
て
構
成
さ
れ
た
段
」
と
解
釈
す
る
。

雄

と
重
陽
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、
「
綜
」
の
起
源
に
も
関
わ
る
屈

原

が
、
菊
の
滋
液
を
飲
み
菊
花
を
食
す
こ
と
で
長
命
を
保
っ
た
こ
と
で

重
陽
を
題
材
と
し
た
漢
詩
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
の
屈
原
の
『
楚
辞
』

r天
間
」
に
長
寿
の
食
と
し
て
維
の
葵
が
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
重
陽

の

延
年
の
術
と
し
て
r
菊
」
と
「
維
」
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
結
び
つ

け
る
。
し
か
し
、
　
r
雄
」
と
重
陽
と
の
結
び
つ
き
に
つ
い
て
は
か
な
り

論
に

飛
躍
が

あ
り
、
首
肯
し
が
た
い
。
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そ

も
そ
も
、
河
村
の
よ
う
な
解
釈
が
出
て
く
る
背
景
に
は
、
季
節
外

．＄

　
の
　
F
雄
」
を
ど
う
捉
え
る
の
か
が
わ
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
『
伊

勢
物
語
知
顕
抄
』
以
来
、
男
の
和
歌
結
句
の
「
わ
び
し
き
」
の
「
し
き
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

に

「
き
じ
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
す
る
説
が
あ
り
、
近
代
に
至
っ
て

も
森
本
茂
な
ど
が
そ
の
説
を
と
る
が
、
こ
う
し
た
牽
強
付
会
と
も
言
う

べ

き
解
釈
が
と
ら
れ
て
き
た
こ
と
こ
そ
、
本
章
段
の
難
解
さ
を
象
徴
し

て
い

る
と
言
え
よ
う
。

　
そ

こ
で
、
こ
の
段
の
解
釈
を
再
検
討
す
る
た
め
に
、
「
綜
」
と
「
あ

や
め

刈
り
」
と
の
関
係
、
男
の
和
歌
上
句
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
、
下
句

の

意
味
と
「
維
」
を
贈
っ
た
こ
と
の
意
味
、
そ
し
て
そ
れ
ら
を
ふ
ま
え

た

上
で

「
人
」
は
誰
を
指
す
の
か
と
い
っ
た
点
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

ま
ず
は
、
「
綜
」
と
「
あ
や
め
刈
り
」
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　
　
1
1
1
　
r
S
I
S
」
と
「
あ
や
め
」

　
「
綜
」
も
「
あ
や
め
」
も
と
も
に
五
月
五
日
の
端
午
の
節
会
に
関
わ

る
の
で
あ
る
が
、
和
歌
中
に
贈
ら
れ
て
き
た
「
綜
」
を
直
接
詠
み
込
ま

ず

に
、
「
あ
や
め
刈
り
」
と
初
句
に
詠
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
は
、
古
来

様
々
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
夙
に
『
伊
勢
物
語
知
顕
抄
』
が
、
　
F
か
ざ

り
ち
ま
き
と
は
、
五
月
五
日
に
あ
や
め
を
こ
ま
か
に
わ
り
て
、
そ
の
根

を

き
ざ
み
て
中
に
入
れ
て
、
色
々
な
る
糸
を
も
て
指
の
程
に
小
さ
く
巻

き
て
、
時
の
花
菖
蒲
、
な
で
し
こ
、
紫
陽
花
、
し
も
つ
け
あ
ふ
ち
の
花

を
美
し
く
飾
り
、
巻
き
た
る
な
り
」
と
す
る
ほ
か
、
森
本
茂
は
「
飾
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

綜
」
を
「
あ
や
め
の
葉
で
巻
い
た
ら
し
い
」
と
す
る
。
ま
た
、
あ
や
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　

を
「
飾
り
綜
」
に
添
え
て
贈
っ
た
と
す
る
秋
山
度
の
解
釈
も
あ
る
。
こ

れ
に

対

し
、
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
は
「
あ
や
め
に
て
綜
を
す
る
事
は

な
け
れ
ど
も
、
当
日
の
事
な
れ
ば
か
く
よ
め
り
」
と
し
、
こ
れ
は
『
伊

勢
物
語
閾
疑
抄
』
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』
な
ど
の
古
注
を
経
て
、
片
桐

洋
一
の
『
全
読
解
』
な
ど
に
踏
襲
さ
れ
て
い
く
。

　

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
八
「
飲
食
」
所

収
の
逸
話
「
長
谷
前
々
大
僧
正
覚
忠
、
俊
恵
法
師
と
綜
の
歌
を
贈
答
の

事
」
で
あ
る
。

　
長
谷
の
前
々
の
大
僧
正
、
五
月
五
日
、
人
々
に
ち
ま
き
を
く
ば
り
け

る
に
、
俊
恵
法
師
聞
き
て
、
そ
の
う
ち
に
い
る
べ
き
よ
し
申
し
遣
は
す

と
て
よ
み
け
る
、

　
　
あ
や
め
を
ば
外
に
借
り
て
も
葺
き
つ
べ
し
綜
ひ
く
な
る
う
ち
に
入

　
　

ら
ば
や

返
し
、
僧
正

　
　
は

つ
か

し
や
院
の
あ
や
め
を
お
き
な
が
ら
綜
引
く
名
の
空
に
た
ち

　
　
ぬ
る

　

（本
文
は

新
潮
古
典
集
成

『
古
今
著
聞
集
』
下
、
三
〇
六
・
七
頁
）

　
南
波
浩

は
、
こ
の
『
古
今
著
聞
集
』
の
逸
話
か
ら
、
「
平
安
末
期
に

は

あ
や
め
と
ち
ま
き
と
関
連
の
あ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
」
と
指
摘

　
　
ロ
　

す
る
。
返
歌
の
上
句
は
意
味
が
解
し
に
く
い
が
、
南
波
の
指
摘
は
首
肯

さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
五
月
五
日
の
節
句
か
ら
「
綜
」
と
r
あ
や
め
」
を
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ハ
ロ
　

連
想
す

る
の
は
そ
う
特
別
な
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
同
じ
端
午
の
節
句
に
用
い
ら
れ
る
「
薬
玉
」
の
場
合
は
、

次
に
挙
げ
る
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
基
俊
集
』
の
例
か
ら
、
薬
玉
の
芯
に

あ
や
め
の
根
が
用
い
ら
れ
た
か
、
あ
る
い
は
添
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が

窺
わ

れ

る
。
「
薬
玉
」
に
「
あ
や
め
の
根
」
は
付
き
物
で
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

五
月
に
な
り
ぬ
。
菖
蒲
の
根
長
き
な
ど
、
こ
こ
な
る
若
き
人
騒
げ
ば
、

つ
れ
づ
れ

な
る
に
、
取
り
寄
せ
て
、
貫
き
な
ど
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（蜻
蛉

日
記
・
下
巻
・
天
禄
三
年
五
月
）

　
　
五
月
五
日
、
三
条
大
納
言
の
も
と
に
薬
玉
つ
か
は
す
と
て

あ
や
め
草
岩
垣
沼
の
な
が
き
根
を
君
が
た
め
に
ぞ
玉
に
ぬ
き
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
基
俊
集
・
1
I
九
）

　
F
あ
や
め
」
は
邪
気
を
払
う
物
と
し
て
端
午
の
節
句
に
は
軒
に
葺
く

な
ど
様
々
な
形
で
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
「
綜
」
に
も
あ
や
め
が
何

ら
か
の
形
で
添
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し

て

も
、
「
綜
」
か
ら
同
じ
五
月
五
日
に
付
き
物
の
「
あ
や
め
」
は
容
易

に

連
想

さ
れ
、
『
肖
聞
抄
』
の
よ
う
な
解
釈
も
な
り
立
つ
と
は
思
わ
れ

る
が
、
さ
ら
に
森
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
通
常
は
「
葦
・
笹
・
菰
な

ど
の
葉
で
巻
き
、
藺
草
で
し
ば
っ
た
」
も
の
を
こ
こ
は
あ
や
あ
で
巻
い

た

（『
森
本
全
釈
』
）
と
す
れ
ば
、
な
お
こ
の
場
面
が
解
釈
し
や
す
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
「
綜
」
か
ら
「
あ
や
め
」
が
容
易
に
連
想
さ
れ
る
と

し
て
、
そ
れ
で
は
「
綜
」
を
贈
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
な
ぜ
「
あ
や

め
刈
り
君
は
沼
に
ぞ
ま
ど
ひ
け
る
」
と
答
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
ま
ど

ふ
」
に
こ
め
ら
れ
た
意
味
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
四

r
あ
や
め
刈
り
」
と
「
沼
に
ま
ど
ふ
」
考

　
そ

も
そ
も
あ
や
め
を
刈
る
と
な
ぜ
沼
で
「
ま
ど
ふ
」
こ
と
に
な
る
の

だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
や
め
が
沼
な
ど
の
湿
地
帯
に
生
え
る
植
物
だ

か

ら
で
あ
る
。
『
麗
花
集
』
二
九
、
『
後
拾
遺
集
』
巻
十
・
哀
傷
・
五
八

二

は
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
あ
や
め
の
性
質
を
歌
っ
た
一
首
で
あ
る
。

村
上
の

御
時
の
歌
合

よ
み
人
し
ら
ず

あ
ふ
こ
と
を
い
つ
か
と
ま
つ
に
あ
や
め
ぐ
さ
い
と
ど
こ
ひ
ぢ
に
し
げ
る

め

る
か
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
麗
華
集
・
1
l
九
）

　
　
赤
染
、
匡
衡
に
お
く
れ
侍
て
の
ち
五
月
五
日
に
よ
み
て
つ
か
は
し

　
　
け
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
美
作
三
位
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墨
染
の
た
も
と
は
い
と
ど
こ
ひ
ぢ
に
て
あ
や
め
の
く
さ
の
ね
や
し
げ
る

ら
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
集
・
五
八
二
）

　
両
歌
に

詠

ま
れ
た
「
こ
ひ
ぢ
」
は
「
泥
土
」
の
こ
と
で
、
夙
に
『
和

名
類
聚
抄
』
（
巻
一
－
十
三
ウ
）
「
泥
」
に
「
和
名
比
知
利
古
一
云
古
比

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

千
」
　
（
傍
線
筆
者
）
と
あ
る
。
そ
の
ぬ
か
る
ん
だ
中
に
入
っ
て
あ
や
め

を
刈
り
、
根
を
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
当
然
泥
ま
み
れ
に
な
り
、

袖
も
濡
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
こ
ひ
ぢ
（
泥
土
）
」
に



Fま
ど
ふ
」
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
、
『
後
拾
遺
集
』
第
十
三
・
恋
三
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　

七
l
五
を
挙
げ
て
お
く
。

　
　
陽

明
門
院
皇
后
宮
と
申
し
け
る
時
、
久
し
く
内
に
ま
ゐ
ら
せ
た
ま

　
　

は
ざ
り
け
れ
ば
、
五
月
五
日
、
内
よ
り
た
て
ま
つ
ら
せ
給
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
朱
雀
院
御
製

あ
や
め
ぐ
さ
か
け
し
た
も
と
の
ね
を
た
え
て
さ
ら
に
こ
ひ
ぢ
に
ま
ど
ふ

こ
ろ
か
な

　

こ
の
よ
う
に
「
こ
ひ
ぢ
」
に
生
え
た
あ
や
め
や
、
そ
れ
を
と
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
　

の

難
儀
を
詠
ん
だ
歌
の
用
例
は
ほ
か
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
「
こ
ひ
ぢ
」
に
は
「
恋
路
」
の
意
味
が
掛
け

ら
れ
て
い
る
。
『
袖
中
抄
』
巻
十
六
「
こ
ひ
ぢ
」
の
項
に
は
、
次
の
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
レ

う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
　
　
ハ
　
　

出
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
第
五
十
二
段
の
男
の
歌
「
あ

や
め

刈

り
君
は
沼
に
ぞ
ま
ど
ひ
け
る
」
は
、
「
こ
ひ
ぢ
（
泥
土
）
」
ゆ
え

に

「
ま
ど
ふ
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
　
r
こ
ひ
ぢ
」
は
「
恋

路
」
を
連
想
さ
せ
る
。
つ
ま
り
、
男
の
歌
の
上
句
は
、
相
手
が
「
恋
路

に

ま
ど
ふ
」
こ
と
を
暗
に
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
五

「
野
に

出
で
て
か
る
ぞ
わ
び
し
き
」
考

　
上
句
が
相
手
の
恋
路
に
惑
う
こ
と
を
詠
ん
だ
と
す
る
と
、
下
句
に
は

ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
押
さ
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
す
で
に
竹
岡
正
夫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　

や

片
桐
洋
一
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
五
月
の
鷹
狩
り
は
季
節
外
れ

だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
竹
岡
は
五
月
の
鷹
狩
り
の
例
が
当
時
の
文
献

に

な
い
こ
と
を
理
由
に
あ
げ
る
が
、
む
し
ろ
こ
れ
が
時
季
外
れ
の
こ
と

で
あ
る
の
は
、
『
賀
茂
保
憲
女
集
』
序
文
に
、

鷹
と
い
ふ
鳥
を
夏
の
野
に
か
り
し
て
あ
そ
ぶ
こ
と
な
し
、
松
の
子
の
日
、

い

つ

も
お
ほ
か
れ
ど
、
夏
の
野
に
い
で
て
ひ
か
ず
、
あ
や
め
ぐ
さ
お
ほ
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サ

ミ
ダ
レ
ニ
ナ
ヘ
ヒ
キ
ウ
フ
ル
タ
ゴ
ヨ
リ
モ
ヒ
ト
ヲ
コ
ヒ
ヂ
ニ
ワ
レ
ゾ

ヌ
レ
ヌ
ル

顕
昭
云
、
コ
ヒ
ヂ
ト
ハ
順
和
名
云
、
泥
ト
イ
フ
文
字
ヲ
コ
ヒ
ヂ
ト
ヨ
ム

ナ
リ
　
ソ
レ
ヲ
恋
ノ
路
ニ
ソ
ヘ
ヨ
ム
ナ
リ
　
サ
レ
バ
ソ
デ
ヌ
ラ
ス
ト
モ

オ
リ
タ
ツ
ト
モ
　
ミ
ナ
泥
ノ
心
ヲ
ヨ
ム
ナ
リ
　
而
近
来
ノ
人
偏
二
恋
ノ

ミ
チ
ト
ソ
ヘ
テ
水
ニ
ヨ
ス
ル
コ
・
ロ
ヲ
ワ
ス
レ
タ
リ
（
傍
線
筆
者
）

か

り
と
い
へ
ど
も
、
春
の
子
の
日
に
ひ
か
ず
、
（
傍
線
筆
者
）

と
あ
る
こ
と
か
ら
確
認
で
き
る
。

Fひ
な
ど
り
」
題
の
歌
に
、

時
代
は
下
る
が
、
『
新
撰
和
歌
六
帖
』

『
袖
中
抄
』
に
は
「
袖
濡
ら
す
」
「
下
り
立
つ
」
と
い
っ
た
句
の
例
も
　
　
夏
ふ
か
き
ま
だ
か
り
そ
め
ぬ
あ
は
つ
の
の
き
ぎ
す
の
ひ
な
の
草
が
く
れ



つ

つ

（1

lk
l
　
K
　
1
　
・
家
良
）

の

l首
が
見
え
、
夏
は
雄
が
雛
を
育
て
て
い
る
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
も
、

五
月
に
維
を
捕
ら
な
い
理
由
の
1
つ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

さ
て
、
五
月
五
日
の
狩
り
と
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』
に
「
五
月
五

日
に
、
天
皇
、
蒲
生
野
に
縦
猟
し
た
ま
ふ
」
（
巻
二
七
・
天
智
天
皇
・

七
年
）
の
記
事
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
薬
狩
」
と
す
る
解
釈
も

あ
る
。
む
ろ
ん
薬
狩
で
は
贈
り
物
の
雄
と
合
わ
な
い
。
た
だ
し
、
同
じ

v
『
日
本
書
紀
』
で
は
推
古
十
九
年
の
記
事
に
も
「
夏
五
月
の
五
日
に
、

菟
田
野
に
薬
猟
す
」
と
あ
り
、
奈
良
時
代
以
来
、
五
月
五
日
の
「
狩
り
」

と
言
え
ば
ま
ず
「
薬
狩
」
が
連
想
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
し
か
し
、

実
際
に
は
「
維
」
を
返
礼
品
と
し
て
返
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
男
は
薬

狩
で
は
な
く
、
時
季
外
れ
の
鷹
狩
り
を
し
た
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
下
句
は
五
月
五
日
に
ふ
さ
わ
し
い
行
為
、
あ
や
め
刈
り
で
も
薬
狩

で
も
な
く
、
自
分
は
時
季
外
れ
の
鷹
狩
り
と
い
う
な
ん
と
も
場
違
い
な
、

ピ
ン
ト
の
ず
れ
た
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を
詠
ん
で
い
る

こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
の
方
向
性
は
、
竹
岡
の
注
釈
と
重
な
る
。

　

な
お
、
男
の
歌
の
「
か
る
」
に
「
離
る
」
が
掛
け
ら
れ
て
い
る
と
見

　
　
　
　
　
　
ゐ
　

る
解
釈
が
あ
る
。
魅
力
的
な
解
釈
で
は
あ
る
が
、
猪
平
直
人
が
自
身
の

論
文
中
で
も
触
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
場
合
、
語
法
的
に
は
「
か
る

る
ぞ
わ
び
し
き
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
掛
詞
を
認
め
て
「
か

る
」
で
文
が
切
れ
る
と
す
る
と
、
「
離
る
」
は
r
わ
び
し
」
に
は
つ
な

が

ら
な
く
な
り
、
文
脈
の
点
で
難
し
い
0
　
F
離
る
」
の
意
味
が
響
い
て

い

る
可
能
性
は
否
定
し
き
れ
な
い
が
、
掛
詞
と
し
て
認
定
す
る
の
は
無

理
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
の
解
釈
を
整
理
す
る
と
、
「
綜
」
を
贈
ら
れ
た
男
は
、
和

歌
の
中
で
、
あ
な
た
は
五
月
五
日
に
ふ
さ
わ
し
く
あ
や
め
刈
り
を
し
た

が
、
そ
の
実
は
恋
路
に
惑
う
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
私
は

野
に

出
た
も
の
の
、
こ
の
日
に
ふ
さ
わ
し
い
薬
狩
で
は
な
く
、
間
抜
け

な
こ
と
に
時
季
外
れ
の
鷹
狩
り
を
し
ま
し
た
、
と
歌
を
返
し
、
し
か
し

時
季
外
れ
と
は
言
い
な
が
ら
、
ち
ゃ
ん
と
「
維
」
を
返
礼
の
品
と
し
て

贈
っ
た
、
と
い
う
話
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
こ
の
解
釈
で
は
、

五
月
五
日
と
い
う
節
日
と
恋
と
の
関
係
、
そ
れ
か
ら
、
「
綜
」
を
贈
っ

た

の

は
誰
か
と
い
う
点
が
明
ら
か
で
な
く
、
そ
の
点
を
解
明
す
る
必
要

が
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
節
日
と
恋
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
王
朝
の
人
た
ち
は

端
午
の
節
句
な
ど
の
折
々
の
節
日
を
口
実
に
恋
歌
を
贈
っ
て
い
た
こ
と

を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
　
五
月
五
日
、
あ
る
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
　
よ
み
人
し
ら
ず

い

つ
か

と
も
思
は
ぬ
沢
の
あ
や
め
草
た
だ
つ
く
づ
く
と
ね
こ
そ
な
か
る

れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
拾
遺
集
・
恋
二
・
七
六
七
）

　
　
五
月
五
日
に
人
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
　
　
和
泉
式
部

ひ

た

す

ら
に
軒
の
あ
や
め
の
つ
く
づ
く
と
思
へ
ば
ね
の
み
か
か
る
袖
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
後
拾
遺
集
・
恋
四
・
七
九
九
）

　
　
五
月
五
日
、
女
の
も
と
に
い
き
て
、
ま
た
の
昼
つ
か
た
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け
ふ
こ
そ
は
君
を
見
ぬ
ま
の
あ
や
め
草
よ
ど
の
を
こ
ふ
る
ほ
ど
の
は
か

な
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
兼
澄
集
・
五
五
）

　
　
五
月
五
日
、
女
の
も
と
に
侍
り
し
に
、
う
ち
や
す
み
し
に
女
入
り

　
　
侍
り
し
か
ば

う
た
た
ね
の
昼
寝
の
夢
に
あ
や
め
草
む
す
ぶ
と
み
つ
る
う
つ
つ
な
ら
な

ん

（兼
澄
集
・
1
（
1
1
1
）

　
　
同
じ
人
、
心
憂
き
こ
と
や
聞
き
け
ん
、
う
じ
た
れ
ば
、
女
も
む
つ

　
　
か

り
て
あ
は
ざ
り
け
れ
ば
、
五
月
五
日
に
、
男

う
き
こ
と
を
い
つ
わ
す
れ
て
か
あ
や
め
草
た
え
ぬ
し
た
ね
を
立
ち
ゐ
ま

つ

ら
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馬
内
侍
集
二
二
八
）

　

　
か

へ
し

わ

す
ら
れ
ぬ
う
き
に
つ
け
て
も
あ
や
め
草
い
か
に
し
た
ね
の
な
が
か
ら

め

や

は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
馬
内
侍
集
・
三
九
）

　
　
五
月
五
日
に
、
こ
の
君

郭
公
い
つ
か
と
ま
ち
し
あ
や
め
草
け
ふ
も
い
か
な
る
ね
を
か
な
く
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（馬
内
侍
集
・
五
四
）

　

　
か

へ
し

五
月
雨
の
空
く
も
り
す
る
ほ
と
と
ぎ
す
時
に
な
く
ね
は
人
も
と
が
め
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（馬
内
侍
集
・
五
五
）

特

に
、
『
馬
内
侍
集
』
三
八
・
三
九
の
贈
答
歌
は
、
気
ま
ず
い
関
係

に

な
っ
て
い
た
相
手
の
男
が
、
五
月
五
日
に
復
縁
を
迫
っ
て
歌
を
贈
っ

て
い

る
点
で
注
目
さ
れ
る
。
男
の
歌
は
「
う
き
」
に
「
憂
き
」
と
コ
浮

き
」
を
掛
け
、
コ
浮
き
」
と
の
対
で
「
下
根
」
を
詠
む
。
「
し
た
ね
」
の

F
ね
」
に
は
「
寝
」
が
掛
け
ら
れ
、
共
寝
の
機
会
を
待
っ
て
い
る
と
詠

ん

で
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
節
日
は
恋
が
始
ま
る
、
あ
る
い
は
復
縁
す
る
絶
好
の

機
会

と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。

　
　
六
　
「
綜
」
を
贈
る
こ
と

　
で

は
、
「
綜
」
を
贈
っ
て
き
た
の
は
誰
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の

こ
と
を
考
察
す
る
た
め
に
、
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
で
ど
の
よ
う

な
物
が
、
誰
か
ら
誰
へ
贈
答
さ
れ
て
い
た
の
か
、
当
時
の
実
態
を
示
す

具
体
例
を
挙
げ
て
検
討
し
た
い

　

ま
ず
、
「
綜
」
を
贈
っ
た
例
と
し
て
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
の
は
『
拾
遺

集
』
巻
十
八
・
雑
賀
の
例
で
あ
る
。

　
　
五
月
五
日
、
小
さ
き
飾
り
綜
を
山
菅
の
籠
に
い
れ
て
、
為
雅
の
朝

　
　
臣
の
女
に
心
ざ
す
と
て
　
　
　
　
　
　
　
春
宮
大
夫
道
綱
母

心

ざ
し
深
き
み
ぎ
は
に
刈
る
菰
は
千
年
の
五
月
い
つ
か
わ
す
れ
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
八
・
雑
賀
・
1
1
七
l
　
1
）

　

こ
こ
で
は
、
道
綱
母
が
為
雅
女
に
「
飾
り
綜
」
を
贈
っ
て
い
る
。
為

雅
女
は

道
綱
母
の
姪
で
あ
ろ
う
。
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
道
綱
母

の

姉
妹

（お
そ

ら
く
姉
）
が
為
雅
妻
と
な
っ
て
お
り
中
清
を
生
ん
で
い

る
ほ
か
、
為
雅
に
は
義
懐
室
と
章
斉
妻
の
二
人
の
女
子
が
い
た
こ
と
が
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わ

か

る
。
二
人
の
女
子
の
母
は
記
載
が
な
い
が
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
っ

た

可
能
性
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
「
綜
」
を
贈
っ
た
例
と
し
て
は
次
の
諸
例
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
。

　
　
三
宮
に

こ
ち
ま
き
た
て
ま
つ
る
と
て

五
月
待
つ
ほ
ど
に
さ
は
み
づ
ま
さ
り
つ
つ
淀
の
真
菰
も
お
ひ
に
け
る
か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
元
真
集
・
一
七
八
）

　
　
石
蔵
の
宮
の
御
許
に
、
ち
ま
き
奉
る
と
て

ふ

か

ざ
は
の
菰
を
ぞ
か
け
る
君
が
た
め
た
ま
は
衣
の
袖
に
か
く
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（和
泉
式
部
集
・
四
九
七
）

　
　
返
し

ふ

か

ざ
は
の
こ
ま
は
か
た
み
に
か
り
け
り
と
君
は
涙
の
玉
ぞ
か
か
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（和
泉
式
部
集
・
四
九
八
）

　
　
五
月
五
日
、
ち
ま
き
を
人
の
も
と
に
や
る
と
て

ふ
か

さ
は
だ
み
ぎ
は
が
く
れ
の
ま
こ
も
草
昨
日
あ
や
め
に
ひ
か
さ
れ
に

け
り
　
（
和
泉
式
部
集
・
五
一
二
）

　
　
か

た
ら
ふ
人
の
来
る
に
、
綜
や
る
と
て
し
き
た
る
紙
に

夢
に

だ

も
あ
ふ
と
み
る
こ
そ
う
れ
し
け
れ
の
こ
り
の
頼
す
く
な
け
れ
ど

も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
和
泉
式
部
集
・
k
l
l
I
七
）

　
『
元
真
集
』
の
三
宮
は
村
上
天
皇
第
三
皇
子
の
致
平
親
王
で
あ
ろ
う
。

F
こ
ち
ま
き
」
は
「
小
綜
」
か
「
籠
綜
」
の
い
ず
れ
か
と
思
わ
れ
る
が

ほ

か
に

用
例
が
な
い
。
お
そ
ら
く
、
ま
だ
幼
か
っ
た
致
平
親
王
に
元
真

が

「
こ
ち
ま
き
」
を
贈
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
『
和
泉
式
部
集
』
に
は
三
例
見
ら
れ
る
。
四
九
七
の
r
石
蔵
宮
」
は

和
泉
式
部
と
敦
道
親
王
と
の
間
に
生
ま
れ
た
子
。
五
一
1
1
の
　
F
人
」
は

不
明
。
五
二
七
は
「
か
た
ら
ふ
人
」
と
あ
る
の
で
恋
人
で
あ
ろ
う
。
た

だ

し
、
五
二
七
の
場
合
、
恋
人
が
和
泉
の
も
と
を
尋
ね
て
き
た
の
で

「綜
」
を
贈
っ
て
い
る
。
和
泉
の
方
か
ら
、
わ
ざ
わ
ざ
男
の
も
と
へ
贈
っ

た
の
で
は
な
い
点
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

こ
れ
ら
の
例
を
見
る
限
り
「
綜
」
は
様
々
な
人
に
贈
ら
れ
て
い
る
が
、

そ

の

中
で
も
幼
い
子
に
贈
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
女
の
方
か
ら
能
動
的

に

男
に
贈
っ
た
例
は
見
当
た
ら
な
い
。

　
で

は
、
「
綜
」
以
外
に
は
ど
の
よ
う
な
物
を
誰
に
贈
っ
て
い
た
の
で

あ
ろ
う
か
。
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
薬
玉
」
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』

r蛍
巻
」
に
は
、
「
薬
玉
な
ど
、
え
な
ら
ぬ
さ
ま
に
て
、
所
く
よ
り
多

　
　
ガ
　

か

り
」
と
、
五
月
五
日
に
玉
婁
の
も
と
に
多
く
の
薬
玉
が
贈
ら
れ
て
い

る
様
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
『
小
大
君
集
』
・
『
赤
染
衛
門
集
』
・
『
基
俊
集
』
な
ど
に
も

F薬
玉
」
を
贈
っ
た
例
が
見
ら
れ
る
。

　
　
薬

玉
、
女
の
も
と
に
や
る
、
男
に
か
は
り
て

沼

ご
と
に
袖
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
あ
や
め
ぐ
さ
心
に
に
た
る
根
を
も
と
む
と
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（小
大
君
集
・
一
八
）

　
　
返

し
、
き
よ
は
ら
ど
の
の
女
御
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苦

し
き
に
何
も
と
む
ら
ん
あ
や
め
ぐ
さ
あ
さ
か
の
沼
に
お
ふ
と
こ
そ
き

け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
小
大
君
集
・
一
九
）

　
　
ち
こ
を
人
に
と
ら
せ
て
お
ぼ
つ
か
な
げ
に
思
ひ
た
る
人
、
五
月
五

　
　

日
、
薬
玉
を
や
る
に
か
は
り
て

い

か

さ
ま
に
お
ひ
な
り
ぬ
ら
む
あ
や
め
草
み
ぬ
ま
は
ね
の
み
た
え
ぬ
袖

か

な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
赤
染
衛
門
集
・
三
七
三
）

　
　
五
月
五
日
、
三
条
大
納
言
の
も
と
に
薬
玉
つ
か
は
す
と
て

あ
や
め
草
岩
垣
沼
の
な
が
き
根
を
君
が
た
め
に
ぞ
玉
に
ぬ
き
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
基
俊
集
・
二
九
）

　
「
薬
玉
」
の
場
合
、
贈
る
相
手
は
女
で
あ
っ
た
り
、
我
が
子
で
あ
っ

た
り
、
高
位
の
貴
族
で
あ
っ
た
り
と
様
々
で
あ
る
。
『
小
大
君
集
』
の

例
は
、
男
が
女
に
薬
玉
を
贈
っ
た
際
に
添
え
た
歌
を
小
大
君
が
代
作
し

た
一
首
で
あ
る
。
相
手
の
女
「
き
よ
は
ら
ど
の
の
女
御
」
に
つ
い
て
、

竹
鼻
績
は
西
本
願
寺
本
に
よ
り
「
宣
耀
殿
女
御
（
藤
原
済
時
女
城
子
）
」

で

あ
り
、
代
作
を
依
頼
し
た
男
は
「
小
大
君
と
同
じ
よ
う
に
東
宮
に
仕

え

て
い

た
人
物
で
あ
ろ
う
」
と
推
定
す
る
。
な
お
、
竹
鼻
は
、
薬
玉
に

あ
や
め
の
根
が
あ
し
ら
っ
て
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
あ
や
め
」
を
詠
み
込

み
、
「
沼
ご
と
に
袖
ぞ
ぬ
れ
ぬ
る
」
は
「
『
沼
」
か
ら
塑
を
連
想
さ
せ
、

憂
き
恋
の
た
あ
に
袖
を
涙
で
濡
ら
し
た
こ
と
を
い
う
」
（
傍
線
筆
者
）

　
　
　
　
　
た
　

と
指
摘
す
る
。
『
赤
染
衛
門
集
』
の
一
首
は
、
人
に
ひ
き
と
ら
れ
た
我

が
子
に

贈
っ
た
歌
を
赤
染
衛
門
が
代
作
し
た
｝
首
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か

に
、
先
に
も
触
れ
た
『
蜻
蛉
日
記
』
天
禄
三
年
五
月
の
記
事
で
は
、
薬

玉

は
兼
家
邸
や
、
道
綱
の
思
い
人
「
大
和
だ
つ
人
」
の
も
と
に
贈
ら
れ

て
い
る
。

　
さ
て
、
五
月
五
日
に
は
薬
玉
だ
け
で
は
な
く
「
あ
や
め
の
根
」
も
贈

答
さ
れ
て
い
る
。

　
　
五
月
五
日
、
男
、
女
の
も
と
に
な
が
き
根
お
こ
せ
た
り
け
れ
ば
、

　
　
女
に

か
は

り
て
よ
め
る

挟
に
は
か
り
に
も
か
け
じ
人
心
見
ぬ
ま
に
ひ
け
る
あ
や
め
と
お
も
へ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（散
木
奇
歌
集
・
二
九
三
）

　
　
絶
え

て
久

し
く
な
り
た
る
女
の
思
ひ
出
で
て
、
五
月
五
日
に
な
が

　
　
き
根
を
つ
か
は
す
と
て

あ
は
ぬ
ま
は
お
ふ
る
あ
や
め
の
根
を
み
つ
つ
た
と
ふ
涙
の
ふ
か
さ
を
ば

し
れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頼
政
集
・
四
六
六
）

　
　
返
し
　
小
侍
従

影
だ

に

も
み
ぬ
ま
に
お
ふ
る
あ
や
め
草
あ
さ
き
た
め
し
の
ね
に
ぞ
く
ら

ぶ

る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
頼
政
集
・
四
六
七
）

　

こ
こ
で
は
、
い
ず
れ
も
男
が
女
に
あ
や
め
の
根
を
贈
っ
て
い
る
こ
と

に

注
目
し
た
い
。
「
あ
や
め
の
根
」
は
長
く
、
ま
た
泥
土
に
深
く
埋
ま
っ

て
い

る
こ
と
か
ら
、
思
い
の
深
さ
を
た
と
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
く
、
ま

た
「
根
」
は
「
音
」
と
掛
詞
に
な
る
の
で
、
恋
歌
に
は
使
い
や
す
い
歌

材
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
以
上
、
五
月
五
日
の
端
午
の
節
句
に
際
し
て
、
「
綜
」
「
薬
玉
」
「
あ
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や
め

の

根
」
を
贈
っ
た
例
を
検
討
し
た
。
こ
れ
ら
の
品
々
は
邪
気
を
払

う
と
い
う
趣
旨
か
ら
幼
い
子
に
対
し
て
贈
ら
れ
た
り
、
ま
た
、
こ
の
日

が

恋
の
契
機
と
な
る
節
日
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
あ
や
め
の
根
」
に
掛

け
て
、
男
が
恋
の
相
手
で
あ
る
女
に
対
し
て
贈
る
な
ど
様
々
な
ケ
ー
ス

が
見

ら
れ
た
が
、
女
か
ら
能
動
的
に
男
に
贈
ら
れ
た
例
は
見
当
た
ら
な

い
o
こ
れ
だ
け
の
用
例
で
第
五
十
二
段
の
相
手
「
人
」
が
男
で
あ
っ
た

と
断
言
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
た
だ
、
親
し
い
友
人
と
の
贈
答
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
「
綜
」
や
「
薬
玉
」
が
幼
い
子
に
贈
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
こ

と
を
考
え
る
と
、
こ
の
「
飾
り
綜
」
を
贈
っ
て
き
た
こ
と
に
は
、
「
男
」

に

対
す
る
か
ら
か
い
の
意
味
、
親
し
い
も
の
同
士
の
戯
れ
、
冗
談
と
い
っ

た
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
「
飾
り
綜
」
は
友
人
か
ら
贈
ら
れ
て
き
た
物
と
み
た
い
。

七
　
ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
か
ら
、
第
五
十
二
段
は
次
の
よ
う
に

解
せ
よ
う
。

　
親

し
い
友
人
か
ら
「
飾
り
綜
」
を
贈
ら
れ
た
男
が
、
和
歌
で
返
事
を

し
た
。
あ
な
た
は
私
に
贈
る
「
飾
り
綜
」
を
作
る
た
め
に
沼
に
入
っ
て

あ
や
め
を
刈
り
、
そ
の
た
め
に
「
こ
ひ
じ
（
泥
土
）
」
に
難
儀
し
た
、

で

も
実
は
「
あ
や
め
」
な
ら
ぬ
女
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
恋
路
に
胸

を
焦
が
し
惑
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
と
い
う
と
、

薬
狩
で

は
な
く
、
何
と
時
季
外
れ
の
鷹
狩
り
を
し
に
野
に
出
た
こ
と
で

し
た
。
あ
な
た
が
恋
路
に
惑
っ
て
い
る
間
に
、
私
は
と
言
う
と
、
何
の

恋
の
成
果
も
上
げ
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
、
と
歌
を
返
し
、
で
も
本
当
は

私
も
ち
ゃ
ん
と
獲
物
の
維
を
採
り
ま
し
た
、
と
返
礼
の
維
を
贈
っ
た
。

　

こ
の
雅
に
は
、
恋
の
成
果
を
暗
示
し
て
い
る
と
見
る
と
こ
の
段
は
わ

か

り
や
す
い
。
つ
ま
り
親
し
い
者
同
士
が
、
恋
の
成
果
を
競
い
合
っ
て

い

る
話
と
い
う
の
が
こ
の
段
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

〈注
〉

　
（
1
）
　
『
大
和
物
語
』
第
百
六
十
四
段
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　

在
中
将
の
も
と
に
、
人
の
か
ざ
り
ち
ま
き
お
こ
せ
た
り
け
る
返
し
に
、

　
　
　

か

く
い
ひ
や
り
け
る
。

　
　
　
　
　

あ
や
め
刈
り
君
は
沼
に
ぞ
ま
ど
ひ
け
る
わ
れ
は
野
に
い
で
て
か

　
　
　
　
　
る
ぞ
わ
び
し
き

　
　
　
と
て
、
雄
を
な
む
や
り
け
る
。
（
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』

　
　
　
（
小
学
館
）
に
よ
る
。
）

　
（
2
）
　
森
本
茂
『
伊
勢
物
語
全
釈
』
大
学
堂
書
店
、
二
五
四
～
五
頁
。

　
（
3
）
　
角
川
文
庫
『
新
版
伊
勢
物
語
』
＝
二
二
～
＝
三
二
頁
。

　
（
4
）
　
新
潮
古
典
集
成
『
伊
勢
物
語
』
六
七
頁
。

　
（
5
）
　
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
右
文
書
院
、
八
二
四
頁
。

　
（
6
）
　
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
和
泉
書
院
、
三
九
九
頁
。
四
〇
〇
頁
に
も
同

　
　
　
様
の
趣
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
7
）
　
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
岩
波
書
店
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
1
7
、

　
　
　
一
二
九
頁
。

　
（
8
）
　
河
村
奈
穂
子
「
『
伊
勢
物
語
』
第
五
十
二
段
の
綜
と
雑
’
節
日
を
主

　
　
　
題
と
し
て
－
」
　
（
『
甲
南
大
學
紀
要
　
文
学
編
田
』
平
成
十
五
（
1
1
0
0

　
　
　
三
）
年
三
月
）
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（
9
）
　
『
伊
勢
物
語
知
顕
抄
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第
十
八
輯
上
、
五
一
〇
頁
）

　
　
に

は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
　

さ
て
ち
ま
き
の
か
は
り
に
き
じ
を
か
へ
す
と
い
へ
り
。
う
た
に
わ
び

　
　
し
き
と
よ
め
る
は
、
き
じ
を
う
ち
か
へ
し
て
よ
め
る
也
。
こ
の
可
可
の
す

　
　
へ

を
、
あ
る
ほ
ん
に
は
、
か
く
ば
か
り
き
じ
と
か
け
る
し
い
か
に
。
こ

　
　
の

う
た
を
し
る
し
て
い
は
く
、
き
じ
を
か
く
し
、
だ
い
に
よ
め
る
と
い

　

　

へ
り
。

（
1
）
　
注
2
に
同
じ
。

（
1
）
　
注
7
に
同
じ
。

（
1
2
）
　
朝
日
古
典
全
書
『
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
朝
日
新
聞
社
、
三
八
二

　
　
頁
。

（
1
3
）
　
『
古
今
著
聞
集
』
巻
十
九
（
六
六
五
）
「
泰
覚
法
印
、
五
月
五
旦
昌
蒲

　
　
を
贈
り
て
詠
歌
の
事
」
に
は
、
次
の
逸
話
も
見
え
る
。

　
　
　
泰
覚
法
印
、
五
月
五
日
、
人
の
も
と
へ
菖
蒲
を
遣
は
す
と
て
読
み
侍

　
　
り
け
る
、

　
　
　
　
わ

り
な
く
そ
あ
や
め
の
ふ
ち
を
志
す
ち
ま
き
馬
を
や
引
き
い
だ
す

　
　
　
　
と
て

　
　
　
こ
の
「
ち
ま
き
馬
」
は
子
供
の
お
も
ち
ゃ
と
し
て
茅
や
真
菰
な
ど
で

　
　
作
ら
れ
た
人
形
の
馬
。
「
あ
や
め
」
を
馬
の
鞭
（
ふ
ち
）
に
見
立
て
て

　
　
い
る
。
食
品
と
し
て
の
「
綜
」
と
は
異
な
る
が
、
「
あ
や
め
」
と
「
綜
」

　
　
の
語
の
連
想
の
例
と
し
て
挙
げ
て
お
く
。
な
お
、
「
ち
ま
き
馬
」
に
つ

　
　
い
て
は
、
『
散
木
奇
歌
集
』
（
一
五
九
七
）
に
用
例
が
あ
る
。

　
　
　
　
幼
き
児
の
ち
ま
き
馬
を
も
ち
た
る
を
み
て
　
承
源
法
師

　
　
ち
ま
き
馬
は
首
か
ら
き
は
ぞ
に
た
り
け
る

　
　
　

　
つ
v
る
人
も
な
し
と
き
こ
え
し
か
ば

　
　
き
う
り
の
牛
は
引
き
力
な
し

（
1
4
）
　
『
和
名
類
聚
抄
」
の
本
文
は
、
『
諸
本
集
成
倭
名
類
聚
抄
』
（
臨
川
書

　
　
店
）
所
収
「
元
和
古
活
字
那
波
道
圓
本
」
に
よ
る
。

（
1
）
　
こ
の
一
首
は
『
栄
花
物
語
』
m
o
l
l
l
十
四
　
r
暮
れ
待
つ
星
」
で
は
「
諸

　
　
共
に

か

け
し
菖
蒲
を
ひ
き
別
れ
」
、
『
大
鏡
』
「
道
長
（
後
日
物
語
）
」
で

　
　
は
「
も
ろ
と
も
に
か
け
し
あ
や
め
の
根
を
絶
え
て
」
、
『
今
鏡
』
「
す
べ

　
　
ら
き
上
・
初
春
」
で
は
「
菖
蒲
草
か
け
し
挟
の
根
を
絶
え
て
」
で
そ
れ

　
　
ぞ

れ

載

る
。
な
お
、
本
文
は
、
『
栄
花
物
語
』
・
『
大
鏡
』
は
F
新
編
日

　
　
本
古
典
文
学
全
集
」
に
、
『
今
鏡
』
は
「
講
談
社
学
術
文
庫
」
に
よ
る
。

（
1
6
）
　
r
根
を
深
み
ま
だ
あ
ら
は
れ
ぬ
あ
や
め
草
人
を
こ
ひ
ぢ
に
え
こ
そ
は

　
　
な
れ
ね
」
（
順
集
・
一
七
「
あ
め
つ
ち
の
う
た
」
）
、
「
浮
き
沈
み
ね
の
み

　
　
な
が
る
る
あ
や
め
草
か
か
る
こ
ひ
ぢ
と
人
も
知
ら
ぬ
に
」
（
狭
衣
物
語
・

　
　
巻
一
・
狭
衣
詠
）
な
ど
が
例
歌
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。

（
1
）
　
本
文
は
『
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
』
（
橋
本
不
美
男
・
後
藤
祥
子
著
・

　
　
笠
間
書
院
）
に
よ
る
。

（
1
8
）
　
『
金
葉
集
』
（
二
度
本
）
巻
七
・
恋
部
上
の
三
五
〇
に
は
「
袖
ぬ
る
」

　
　
の
例
が
見
え
る
。

　
　
　
　
五
月
五
日
は
じ
め
た
る
女
の
も
と
に
つ
か
は
し
け
る
小
一
条
院

　
　
し
ら
ざ
り
つ
袖
の
み
ぬ
れ
て
あ
や
め
ぐ
さ
か
か
る
こ
ひ
ぢ
に
お
ひ
ん
物

　
　
と
は

　
　
　
F
下
り
立
つ
」
の
用
例
は
『
源
氏
物
語
』
「
葵
巻
」
の
六
条
御
息
所
と

　
　
光
源
氏
の
贈
答
歌
に
見
え
る
。

　
　
袖
ぬ
る
る
こ
ひ
ぢ
と
か
つ
は
し
り
な
が
ら
お
り
た
つ
た
こ
の
身
つ
か
ら

　
　
ぞ
う
き
（
六
条
御
息
所
）

　
　
あ
さ
み
に
や
人
は
お
り
た
つ
わ
が
か
た
は
身
も
そ
ほ
つ
ま
で
ふ
か
き
恋

　
　
ぢ
を
（
光
源
氏
）

　
　
（『
源
氏
物
語
大
成
第
一
巻
』
池
田
亀
鑑
編
著
・
中
央
公
論
社
、
二
九

　
　
五
～
六
頁
）
。

（
1
9
）
　
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
（
右
文
書
院
）
八
二
二
頁
、
片
桐
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洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
（
和
泉
書
院
）
三
九
八
頁
。
竹
岡
は
、
　
r
椎

　
　
の
狩
猟
は
冬
と
春
初
め
の
こ
と
で
、
（
中
略
）
当
時
の
文
献
に
徴
し
て

　
　
も
、
二
二
二
月
、
九
・
十
・
＋
1
・
十
二
月
に
朝
廷
の
鷹
狩
り
が
行
わ

　
　
れ
、
又
冬
の
鷹
狩
り
の
獲
物
と
し
て
引
出
物
に
さ
れ
た
り
し
て
い
る
が
、

　
　
五
月
の
鷹
狩
り
の
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
」
（
前
掲
書
八
二
二
頁
）
と

　
　
指
摘
す
る
。

（
2
）
　
上
野
英
二
「
狩
と
恋
ー
伊
勢
物
語
ノ
ー
ト
ー
」
（
『
成
城
国
文
学
」
1
6
・

　
　
平
成
十
二
（
1
　
1
0
0
0
）
年
三
月
、
猪
平
直
人
「
『
大
和
物
語
』
在
中

　
　
将
章
段
考
ー
「
在
中
将
」
像
の
再
検
討
ー
」
（
『
文
芸
研
究
』
（
東
北
大

　
　
学
・
日
本
文
芸
研
究
会
）
第
一
五
一
集
・
平
成
十
三
（
二
〇
〇
D
年

　
　
三
月
）
。

（
2
1
）
　
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』
（
岩
波
書
店
）
四
三
三
頁
。

（
2
2
）
　
竹
鼻
績
『
小
大
君
集
注
釈
』
貴
重
本
刊
行
会
、
三
六
～
八
頁
。
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