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『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽

倉

田

実

は
じ
め
に

王
朝
貴
族
女
性
と
庭
と
の
か
か
わ
り
を
、
こ
れ
ま
で
に

『

伊
勢
集』 (

１)

と

『

蜻
蛉
日
記』 (

２)

に
お
い
て
検
討
し
て
み
た
。
今
回
は
、『

枕
草
子』

か
ら
清
少
納
言
と
庭
や
前
栽
と
の
か
か
わ
り
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。『

枕
草
子』

に
は
、
庭
そ
の
も
の
を
焦
点
化
し
た
章
段
は
な
い
が
、

｢

木
の
花
は｣

(

三
五
段
。
本
文
と
も
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
以
下
同)

、｢

花
の
木
な
ら
ぬ
は｣

(

三
八
段)

、｢

草
は｣

(

六
四
段)

、

｢

草
の
花
は｣

(

六
五
段)

な
ど
、
庭
木
以
外
も
含
め
た
種
々
の
植
物
を
扱
っ
た
類
聚
的
章
段
が
あ
る
。
ま
た
、
日
記
的
章
段
や
随
想
的
章
段
に

も
、
庭
や
前
栽
に
か
か
わ
る
記
述
が
散
見
す
る
。
こ
う
し
た
章
段
か
ら
、
清
少
納
言
と
庭
と
の
か
か
わ
り
と
し
て
特
徴
的
な
面
を
指
摘
す
る
こ

と
に
し
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も

｢

大
庭｣

｢

祭
の
庭｣

｢

法
の
庭｣
と
い
っ
た
場
と
し
て
の
庭
に
は
言
及
し
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て

お
く
。
な
お
、
引
用
し
た
本
文
の
表
記
は
、
一
部
私
に
換
え
た
。『

枕
草
子』
以
外
の
引
用
文
献
の
出
典
名
は
論
末
に
記
し
た
。

『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽

一

大
妻
国
文

第
48
号

二
〇
一
七
年
三
月



一

木
守
と
い
う
者

最
初
に
、
清
少
納
言
独
自
と
い
う
よ
り
は
、
庭
園
史
の
史
料
と
も
な
る
こ
と
か
ら
確
認
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、｢

木
守｣

と
い
う
庭
に
か
か

わ
る
者
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
大
雪
が
降
っ
た
折
、｢

庭
に
ま
こ
と
の
山
を
作
ら
せ
は
べ
ら
む｣

と
い
う
こ
と
で
雪
山
を
作

る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
が
い
つ
ま
で
消
え
な
い
で
い
る
か
を
賭
け
る
こ
と
に
な
っ
た
、｢

職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
、
西
の
廂
に｣

の

段
で
あ
る
。
清
少
納
言
は
、
雪
山
を
踏
み
荒
ら
さ
せ
な
い
よ
う
に
、
木
守
に
そ
の
見
張
り
を
頼
ん
で
い
た
。

①

木
守
と
い
ふ
者
の
、
築
地
の
ほ
ど
に
廂
さ
し
て
ゐ
た
る
を
、
縁
の
も
と
近
く
呼
び
よ
せ
て
、｢

こ
の
雪
の
山
い
み
じ
う
守
り
て
、
童
べ

な
ど
に
踏
み
ち
ら
さ
せ
ず
こ
ぼ
た
せ
で
、
よ
く
守
り
て
、
十
五
日
ま
で
候
へ
。
そ
の
日
ま
で
あ
ら
ば
、
め
で
た
き
禄
給
は
せ
む
と
す
。
わ

た
く
し
に
も
、
い
み
じ
き
よ
ろ
こ
び
言
は
む
と
す｣

な
ど
語
ら
ひ
て
、
常
に
台
盤
所
の
人
、
下
衆
な
ど
、
に
く
ま
る
る
を
、
く
だ
物
や
何

や
と
い
と
多
く
取
ら
せ
た
れ
ば
、
う
ち
笑
み
て
、｢

い
と
や
す
き
事
。
た
し
か
に
守
り
は
べ
ら
む
。
童
べ
ぞ
の
ぼ
り
さ
ぶ
ら
は
む｣

と
言

へ
ば
、｢

そ
れ
を
制
し
て
聞
か
ざ
ら
む
者
を
ば
、
申
せ｣

な
ど
い
ひ
聞
か
せ
て
、(

八
三
段)

こ
の
木
守
は
、
中
宮
職
の
築
地
に
小
屋
が
け
し
て
住
ん
で
い
た
。
木
守
は
、
庭
番
の
者
と
な
る
こ
と
は
諸
注
一
致
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も

そ
れ
以
上
の
こ
と
は
明
確
で
な
い
。
普
段
は
、
庭
番
と
し
て
、
樹
木
や
前
栽
の
手
入
れ
を
し
た
り
、
清
掃
し
た
り
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
こ
と
ま
で
記
さ
れ
て
は
い
な
い
。
木
守
の
初
出
は

『

枕
草
子』
の
よ
う
で
あ
り
、
他
の
史
料
で
は
、
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
出
せ
る
。

�
丑
の
剋
ば
か
り
伊
予
守
明
順
宅
よ
り
数
千
の
石
を
以
て
右
府
に
投
げ
入
る
。
右
府
、
明
順
宅
の
中
を
捜
検
せ
し
む
に
、
木
守
一
人
あ
り
。

ま
た
無
人
と
云
々
。
明
順
は
国
に
在
り
。(『

小
右
記』

寛
弘
二
年
九
月
一
日
条)

�
一
条
院
東
町
に
木
守
の
男
、
午
の
時
ば
か
り
に
死
ぬ
。
件
の
町
の
内
膳
所
に
候
ず
る
な
り
。(『

御
堂
関
白
記』

寛
弘
六
年
四
月
六
日
条)

�
御
寺
の
木
守
、
泉
木
津
の
下
人
、(『

中
右
記』

康
和
四
年
七
月
十
一
日
条)

二



�
新
造
冷
泉
院
に
放
火
あ
り
。
諸
国
の
木
守
等
こ
れ
を
撲
滅
す
。(『

百
錬
抄』

永
承
五
年
七
月
三
日
条)

�
木
幡
ニ
我
ガ
居
タ
リ
シ
所
ニ
ハ
木
守
ニ
雜
色
一
人
ヲ
ナ
ム
置
タ
ル
。(『

今
昔
物
語
集』

二
七
の
三
二)

�
は
伊
予
守
高
階
明
順
宅
か
ら
、
右
府
藤
原
顕
光
邸
に
数
千
の
石
が
投
げ
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
在
国
中
の
明
順
宅
を
捜
索
さ

せ
て
み
る
と
、
木
守
が
一
人
だ
け
い
た
と
い
う
奇
怪
な
事
件
で
あ
っ
た
。
一
人
だ
け
で
は
数
千
の
石
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
は
無
理
で
あ
る
。
し

か
し
、
木
守
が
い
た
と
い
う
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
ろ
う
。
庭
番
な
ら
、
普
段
か
ら
石
を
扱
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
木
守
は
、
各
邸
宅
や
寺
院
な
ど
に
も
配
さ
れ
て
い
た
。�
は
一
条
院
東
町
の
内
膳
所
に
、�
の
御
寺
は
興
福
寺
、�
は
冷
泉
院
で

あ
る
。
こ
の�
は
、
冷
泉
院
新
造
に
際
し
て
、
庭
の
整
備
の
た
め
に
諸
国
か
ら
木
守
が
集
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。�
の
木
守
は
泉
木

津
の
出
身
の
よ
う
で
、
こ
の
地
は
木
津
川
か
ら
南
都
に
木
材
を
搬
入
す
る
木
津
で
あ
り
、
木
守
に
ふ
さ
わ
し
い
。

ま
た
、�
の
木
守
に
対
し
て
、
新
全
集
頭
注
は

｢

庭
園
の
樹
木
を
守
る
者
。
庭
番
。
こ
こ
で
は
留
守
番
の
意
。
…
留
守
番
と
し
て
雑
色
を
一

人
置
い
て
あ
る
の
意｣

と
し
て
い
る
が
、
木
守
は
そ
も
そ
も
留
守
番
を
兼
ね
た
の
で
あ
ろ
う
。�
の
例
が
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

清
少
納
言
は
木
守
に
雪
山
を
守
ら
せ
た
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
木
守
は
、
先
の
引
用
の
後
に
、｢

こ
の
女｣

と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、

能
因
本
に
は

｢

翁｣

と
あ
り
、
こ
の
ほ
う
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

庭
番
と
し
て
木
守
が

『

枕
草
子』

に
示
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
す
る
翁
の
こ
と
が

『

蜻
蛉
日
記』

に
記
さ
れ
て
い
た
。

カ�
南
の
廂
に
出
で
た
る
に
、
つ
つ
ま
し
き
人
の
気
、
近
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
や
を
ら
か
た
は
ら
臥
し
て
聞
け
ば
、
蝉
の
声
い
と
し
げ
う
な
り

に
た
る
を
、
お
ぼ
つ
か
な
う
て
、
ま
だ
耳
を
養
は
ぬ
翁
あ
り
け
り
。
庭
掃
く
と
て
、
箒
を
持
ち
て
、
木
の
下
に
立
て
る
ほ
ど
に
、
に
は
か

に
い
ち
は
や
う
鳴
き
た
れ
ば
、
驚
き
て
、
ふ
り
仰
ぎ
て
言
ふ
や
う
、｢
よ
い
ぞ
よ
い
ぞ
と
言
ふ
な
は
蝉
来
に
け
る
は
。
虫
だ
に
時
節
を
知

り
た
る
よ｣

と
、
ひ
と
り
ご
つ
に
合
は
せ
て
、｢

し
か
し
か｣

と
鳴
き
み
ち
た
る
に
、
を
か
し
う
も
あ
は
れ
に
も
あ
り
け
ん
心
地
ぞ
あ
ぢ

き
な
か
り
け
る
。(『

蜻
蛉
日
記』

下
巻
・
天
禄
三
年

(

九
七
二)

六
月
・
三
〇
二
〜
三
頁)

右
で
は
、｢

ま
だ
耳
を
養
は
ぬ
翁｣

と
だ
け
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
者
が
道
綱
母
邸
の
木
守
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
庭
を
掃
こ

『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽

三



う
と
し
て
、
箒
を
持
つ
の
で
あ
る

(

３)

。

『
枕
草
子』

の
木
守
に
対
し
て
は
、｢

年
が
ら
年
中
、
庭
を
這
い
廻
っ
て
雑
草
を
除
き
、
築
土
塀
に
差
し
か
け
小
屋
を
作
っ
て
住
ん
で
い
る
木

守
と
い
う
よ
う
な
下
賤
最
下
層
の
も
の｣ (

４)

と
い
う
よ
う
な
把
握
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
の
見
方
を
指
示
す
る
見
解

(

５)

も
あ
る
。
し
か
し
、
留
守
番

ま
で
担
う
木
守
が

｢

下
賤
最
下
層
の
も
の｣

と
す
る
の
は
問
題
が
あ
ろ
う
。
先
に
記
し
た
よ
う
に
庭
番
で
留
守
番
を
兼
ね
る
よ
う
な
者
で
あ
っ

た
の
で
、
清
少
納
言
は
木
守
に
雪
山
を
守
ら
せ
た
の
で
あ
る
。｢

下
賤
最
下
層
の
も
の｣

で
は
な
く
、�
に
あ
っ
た
雑
色
の
類
に
な
る
と
思
わ

れ
る
。
と
に
か
く
、
木
守
と
い
う
存
在
が
記
さ
れ
た
の
は
貴
重
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二

牛
を
繋
ぐ
木

も
う
一
点
、
庭
園
史
の
さ
さ
や
か
な
史
料
に
な
る
と
思
わ
れ
る
、
車
宿
の
前
に
小
さ
な
木
を
生
や
し
て
、
牛
車
の
牛
を
繋
い
だ
と
い
う
記
述

で
あ
る
。

②

六
位
の
蔵
人
な
ど
は
、
思
ひ
か
く
べ
き
事
に
も
あ
ら
ず
。
か
う
ぶ
り
得
て
、
何
の
権
守
、
大
夫
な
ど
い
ふ
人
の
、
板
屋
な
ど
の
せ
ば
き

家
持
た
り
て
、
ま
た
小
檜
垣
な
ど
い
ふ
も
の
あ
た
ら
し
く
し
て
、
車
宿
に
車
引
き
立
て
、
前
近
く
、
一
尺
ば
か
り
な
る
木
生
し
て
、
牛
つ

な
ぎ
て
、
草
な
ど
飼
は
す
る
こ
そ
、
い
と
に
く
け
れ
。(
一
七
〇
段)

六
位
の
蔵
人
が
叙
爵
し
て
五
位
に
な
っ
た
際
に
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
と
す
る
段
で
あ
る
。
五
位
に
な
る
と
牛
車
に
乗
る

の
を
許
さ
れ
る
こ
と
が
、
こ
の
段
の
背
景
に
あ
る
。
板
屋
の
狭
い
家
で
あ
っ
て
も
、
車
宿
を
作
っ
て
車
を
入
れ
、
そ
の
前
近
く
に
一
尺
ほ
ど
の

木
を
植
え
て
、
そ
れ
に
牛
を
繋
ぎ
、
草
な
ど
を
与
え
さ
せ
る
の
は
ま
っ
た
く
憎
ら
し
い
も
の
だ
と
し
て
い
る
。
こ
こ
の

｢

前
近
く｣

を
家
の
前

近
く
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
車
宿
の
前
近
く
で
問
題
は
な
か
ろ
う
。
そ
こ
に
背
の
低
い
木
を
植
え
て
牛
を
繋
ぐ
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
京
内
に
ま
ま
見
ら
れ
た
光
景
な
の
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言
の
批
判
が
あ
る
も
の
の
、
庭
の
植
栽
が
牛
繋
ぎ
に
利
用
さ
れ
た

四



と
す
る
珍
し
い
事
例
に
な
ろ
う
。
植
栽
の
別
途
の
使
い
道
と
し
て
興
味
深
い
。

な
お
、
絵
巻
物
で
は
、『

春
日
権
現
験
記
絵』

巻
六
に
中
納
言
平
親
宗
邸
の
、『

法
然
上
人
絵
伝』

巻
十
二
に
民
部
卿
藤
原
範
光
邸
の
車
宿
が

そ
れ
ぞ
れ
描
か
れ
て
い
る
。
前
者
の
車
宿
の
前
に
植
栽
は
な
い
が
、
後
者
に
は
、
車
宿
の
脇
に
柳
が
植
え
ら
れ
た
絵
柄
と
な
っ
て
い
る
。
共
に
、

牛
は
描
か
れ
て
い
な
い
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
公
卿
の
家
で
あ
っ
て
も
、
車
宿
近
く
の
木
に
牛
を
繋
ぐ
こ
と
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

三

庭
に
下
り
る
女
房
た
ち

そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
り
た
い
。
そ
の
家
の
主
人
と
な
る
貴
族
女
性
は
、
み
ず
か
ら
庭
に
下
り
立
つ
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
、
女
房
た
ち
は

別
で
あ
る
。『

枕
草
子』

に
は
、
前
栽
の
風
情
を
見
る
た
め
に
、
清
少
納
言
た
ち
女
房
が
、
庭
に
下
り
た
こ
と
が
三
例
ほ
ど
記
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
庭
園
史
の
史
料
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

③

故
殿
の
御
服
の
頃
、
六
月
の
つ
ご
も
り
の
日
、
大
祓
と
い
ふ
事
に
て
、
宮
の
出
で
さ
せ
た
ま
ふ
べ
き
を
、
職
の
御
曹
司
を
方
あ
し
と
て
、

官
の
司
の
朝
所
に
渡
ら
せ
た
ま
へ
り
。
そ
の
夜
さ
り
、
暑
く
わ
り
な
き
闇
に
て
、
何
と
も
お
ぼ
え
ず
、
せ
ば
く
お
ぼ
つ
か
な
く
て
明
か
し

つ
。つ

と
め
て
見
れ
ば
、
屋
の
さ
ま
い
と
ひ
ら
に
短
く
、
瓦
葺
に
て
、
唐
め
き
、
さ
ま
こ
と
な
り
。
例
の
や
う
に
格
子
な
ど
も
な
く
、
め
ぐ

り
て
、
御
簾
ば
か
り
を
ぞ
か
け
た
る
。
な
か
な
か
め
づ
ら
し
く
て
を
か
し
け
れ
ば
、
女
房
、
庭
に
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
。
前
栽
に
、
萱
草

と
い
ふ
草
を
、
籬
結
ひ
て
、
い
と
多
く
植
ゑ
た
り
け
る
。
花
の
き
は
や
か
に
ふ
さ
な
り
て
咲
き
た
る
、
む
べ
む
べ
し
き
所
の
前
栽
に
は
、

い
と
よ
し
。
時
司
な
ど
は
、
た
だ
か
た
は
ら
に
て
、
鼓
の
音
も
例
の
に
は
似
ず
ぞ
聞
ゆ
る
を
ゆ
か
し
が
り
て
、
若
き
人
々
二
十
人
ば
か
り

そ
な
た
に
行
き
て
、
階
よ
り
高
き
屋
に
の
ぼ
り
た
る
を
、
こ
れ
よ
り
見
あ
ぐ
れ
ば
、
あ
る
限
り
薄
鈍
の
裳
、
同
じ
色
の
単
襲
、
紅
の
袴
ど

も
を
着
て
の
ぼ
り
た
る
は
、
い
と
天
人
な
ど
こ
そ
え
言
ふ
ま
じ
け
れ
ど
、
空
よ
り
お
り
た
る
に
や
と
ぞ
見
ゆ
る
。
同
じ
若
き
な
れ
ど
、
お

『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽
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し
あ
げ
た
る
人
は
え
ま
じ
ら
で
、
う
ら
や
ま
し
げ
に
見
あ
げ
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。

左
衛
門
の
陣
ま
で
行
き
て
、
倒
れ
さ
わ
ぎ
た
る
も
あ
め
り
し
を
、｢

か
く
は
せ
ぬ
事
な
り
。
上
達
部
の
つ
き
た
ま
ふ
倚
子
な
ど
に
、
女

房
ど
も
の
ぼ
り
、
上
官
な
ど
の
居
る
床
子
ど
も
を
、
み
な
う
ち
倒
し
そ
こ
な
ひ
た
り｣

な
ど
、
く
す
し
が
る
者
ど
も
あ
れ
ど
、
聞
き
も
入

れ
ず
。(
一
五
五
段)

④

職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
頃
、
木
立
な
ど
の
は
る
か
に
も
の
ふ
り
、
屋
の
さ
ま
も
、
高
う
遠
け
れ
ど
、
す
ず
ろ
に
を
か
し
う
お
ぼ
ゆ
。

母
屋
は
鬼
あ
り
と
て
、
南
へ
へ
だ
て
出
だ
し
て
、
南
の
廂
に
御
帳
立
て
て
、
又
廂
に
女
房
は
候
ふ
。(

略)

有
明
の
い
み
じ
う
霧
り
わ
た
り
た
る
庭
に
下
り
て
歩
く
を
聞
し
召
し
て
、
御
前
に
も
起
き
さ
せ
た
ま
へ
り
。
う
へ
な
る
人
々
の
限
り
は

出
で
ゐ
、
下
り
な
ど
し
て
遊
ぶ
に
、
や
う
や
う
明
け
も
て
ゆ
く
。｢

左
衛
門
の
陣
に
ま
か
り
見
む｣

と
て
行
け
ば
、
我
も
我
も
と
問
ひ
つ

ぎ
て
行
く
に
、
殿
上
人
あ
ま
た
声
し
て
、｢

な
に
が
し
一
声
の
秋｣

と
誦
し
て
参
る
音
す
れ
ば
、
逃
げ
入
り
、
物
な
ど
言
ふ
。(

七
四
段)

⑤

野
分
の
ま
た
の
日
こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。(

略)

十
七
、
八
ば
か
り
や
あ
ら
む
、
小
さ
う
は
あ
ら
ね
ど
、
わ
ざ
と

大
人
と
は
見
え
ぬ
が
、
生
絹
の
単
衣
の
、
い
み
じ
う
ほ
こ
ろ
び
絶
え
、
花
も
か
へ
り
ぬ
れ
な
ど
し
た
る
、
薄
色
の
宿
直
物
を
着
て
、
髪
、

色
に
、
こ
ま
ご
ま
と
う
る
は
し
う
、
末
も
尾
花
の
や
う
に
て
、
た
け
ば
か
り
な
り
け
れ
ば
、
衣
の
裾
に
か
く
れ
て
、
袴
の
そ
ば
そ
ば
よ
り

見
ゆ
る
に
、
童
べ
、
若
き
人
々
の
、
根
ご
め
に
吹
き
折
ら
れ
た
る
、
こ
こ
か
し
に
取
り
あ
つ
め
起
し
立
て
な
ど
す
る
を
、
う
ら
や
ま
し
げ

に
押
し
張
り
て
、
簾
に
添
ひ
た
る
う
し
ろ
で
も
を
か
し
。(
一
八
九
段)

い
ず
れ
も
早
朝
の
こ
と
で
あ
る
。
③
④
で
は
、
女
房
た
ち
が
、
そ
の
場
の
珍
し
さ
も
あ
っ
て
、
前
栽
の
風
情
を
眺
め
る
た
め
に
庭
に
下
り
、

あ
た
り
を
探
索
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
⑤
に
は
庭
に
下
り
て
い
る

｢

童
べ
、
若
き
人
々｣

と
、
そ
れ
を
羨
ま
し
そ
う
に
眺
め
る
十
七
、
八
歳
の

女
性
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
見
て
み
た
い
。

③
は
長
徳
元
年

(

九
九
五)

四
月
十
日
に
死
去
し
た
関
白
道
隆
の
服
喪
中
の
六
月
晦
日
の
こ
と
と
さ
れ
る
が
、
三
巻
本
勘
物
に
は

｢

長
徳
元

年
六
月
廿
八
日
、
中
宮
、
官
の
朝
所
に
御
す｣

と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
夏
の
終
わ
り
で
あ
り
、
暑
苦
し
く
寝
て
明
か
し
た
翌
朝
、
改
め
て
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太
政
官
庁
の
朝
所
の
様
子
を
見
ま
わ
し
て
い
る
。
床
が
低
く
瓦
葺
の
建
物
は
唐
風
に
感
じ
ら
れ
、
格
子
の
な
い
の
も
珍
し
く
、
風
情
が
あ
る
と

見
ら
れ
て
い
る
。
初
め
て
の
滞
在
で
物
珍
し
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
清
少
納
言
と
も
ど
も
女
房
た
ち
は
、
庭
に
下
り
て
い
る
。
庭
に
は
籬
を

結
っ
て
、
萱
草
が
多
く
植
栽
さ
れ
、
あ
ざ
や
か
な
色
で
咲
い
て
い
た
と
い
う
。
萱
草
は
、『

枕
草
子』

で
は
こ
こ
だ
け
の
用
例
で
、
歌
語
と
な

る

｢

忘
れ
草｣
の
使
用
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、｢

む
べ
む
べ
し
き
所
の
前
栽
に
は
、
い
と
よ
し｣

と
す
る
評
価
は
分
か
り
に
く
い
。
定
子
の

滞
在
す
る
場
と
し
て
は
、
実
に
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
忘
れ
草
な
の
で
、
道
隆
死
去
の
悲
し
み
が
薄
れ
る
と
い
う
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。
言
え
る
こ
と
は
、
清
少
納
言
の
前
栽
に
注
ぐ
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
初
め
て
滞
在
す
る
場
で
、
前
栽
が
ど
う
で
あ
る
か
が
気
に

な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
庭
に
下
り
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
定
子
が
眺
め
て
い
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
、
④
か
ら
判
断
さ
れ
よ
う
。
な
お
、
三
巻
本
勘
物
所
引

『

小
石
記』

に
よ
れ
ば
、
翌
七
月
四
日
の
夜
の
こ
と
に
な
る
が

(

６)

、
若
い
女
房
た

ち
は
、
朝
所
の
北
に
あ
る
陰
陽
寮
の

｢
時
司｣

の
建
物

(

楼)

に
上
り
、
さ
ら
に
左
衛
門
の
陣

(

後
述)

ま
で
出
向
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
こ
と
も
④
と
か
か
わ
っ
て
い
よ
う
。

④
は
、
通
説
通
り
、
中
宮
定
子
が
中
宮
職
の
御
曹
司
に
遷
御
し
た
長
徳
三
年
六
月
二
十
二
日
以
降
の
間
も
な
く
と
な
ろ
う
。
③
と
同
じ
く
晩

夏
の
時
節
で
あ
る
。
中
宮
職
の
建
物
は
高
く
親
し
み
に
く
い
が
、
木
立
が
古
色
蒼
然
と
し
て
い
て
、
そ
の
味
わ
い
が
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
清
少

納
言
の
邸
宅
の
評
価
軸
に
は
、
木
立
の
様
子
が
あ
っ
た
。

⑥

十
月
ば
か
り
に
、
木
立
多
か
る
所
の
庭
は
、
い
と
め
で
た
し
。(

一
八
八
段)

⑦

(

二
条
の
宮
は)

小
家
な
ど
い
ふ
も
の
多
か
り
け
る
所
を
、
今
造
ら
せ
た
ま
へ
れ
ば
、
木
立
な
ど
見
所
あ
る
事
も
な
し
。(

二
六
〇
段)

⑥
は
初
冬
の
紅
葉
の
頃
に
な
る
が
、
木
立
の
多
い
庭
は
、
素
晴
ら
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
逆
に
、
⑦
は
見
ご
た
え
あ
る
木
立
の
な
い
邸
宅
に

は
、
風
情
が
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
庭
に
下
り
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。

こ
の
一
方
で
、
中
宮
職
は
古
色
蒼
然
と
し
た
庭
の
木
立
で

｢

を
か
し｣

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
庭
に
下
り
て
い
る
。
ま
だ
早
朝
な

の
で
男
た
ち
の
視
線
が
な
い
だ
ろ
う
と
の
判
断
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
二
年
前
の
③
の
記
憶
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
中
宮
職
で
は
、

『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽
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｢
上
な
る
人
々｣

(

宿
直
し
て
い
た
女
房)

全
員
が
下
り
立
っ
て
お
り
、
聞
き
及
ん
だ
定
子
も
起
き
出
し
て
、
そ
の
様
子
を
眺
め
よ
う
と
し
て
い

る
。
主
人
と
な
る
定
子
が
見
守
る
な
か
、
女
房
た
ち
は
庭
に
下
り
て
遊
ぶ
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
清
少
納
言
の
発
案
と
さ
れ
る
、
隣
接
す
る
左

衛
門
府
の
陣
が
置
か
れ
る
建
春
門
ま
で
逍
遥
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
②
で
は
、
女
房
た
ち
が
、
時
司
や
左
衛
門
の
陣
ま
で
出
向
い
て
い
た
と
さ

れ
た
が
、
清
少
納
言
は
同
行
し
て
い
な
か
っ
た
。
今
回
は
、
清
少
納
言
が
率
先
し
て
逍
遥
を
提
案
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
定
子
の
目

を
意
識
し
た
一
種
の
道
化
的
な
振
舞
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を
定
子
が
見
守
る
の
で
あ
る
。
次
の
⑤
か
ら
す
る
と
、
定
子
は
庭
に
下
り
る

女
房
た
ち
の
様
子
を
羨
ま
し
く
見
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
光
景
は
、
女
主
人
と
女
房
た
ち
の
親
和
的
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
る
。

初
め
て
の
場
所
だ
か
ら
、
女
主
人
に
は
許
さ
れ
な
い
、
庭
に
下
り
て
の
散
策
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
女
房
だ
か
ら
許
容
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
う
し
た
振
舞
が
あ
る
こ
と
で
、
定
子
サ
ロ
ン
の
華
や
ぎ
を
語
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
庭
好
き
の
清
少
納
言
だ
か
ら
で
き
た
記
述
か
も

し
れ
な
い
。

⑤
は
野
分
で
荒
れ
た
前
栽
を
繕
う
た
め
に
庭
に
下
り
て
い
る
女
房
た
ち
を
眺
め
る
十
七
、
八
歳
の
女
性
の
様
子
で
あ
っ
た
。『

源
氏
物
語』

｢

野
分｣

巻
に
も
、
野
分
の
後
に
前
栽
を
繕
う
場
面
が
語
ら
れ
て
い
る
。

キ�
南
の
殿
に
も
、
前
栽
つ
く
ろ
は
せ
た
ま
ひ
け
る
を
り
に
し
も
、
か
く
吹
き
出
で
て
、
も
と
あ
ら
の
小
萩
は
し
た
な
く
待
ち
え
た
る
風
の

け
し
き
な
り
。
折
れ
返
り
、
露
も
と
ま
る
ま
じ
く
吹
き
散
ら
す
を
、
す
こ
し
端
近
く
て
見
た
ま
ふ
。(『

源
氏
物
語』

野
分
巻)

紫
上
が
、
庭
に
下
り
た
女
房
た
ち
が
荒
れ
た
前
栽
を
繕
っ
て
い
る
の
を
端
近
で
眺
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
女
主
人
は
み
ず
か
ら
庭
に
下

り
る
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
、
庭
に
下
り
て
前
栽
を
繕
う
の
は
、
楽
し
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
⑤
の
十
七
、
八
歳
の
女
性
は
、｢

身
分
の
あ
る

女
性
な
の
で
、
軽
々
し
く
庭
に
下
り
る
こ
と
も
な
ら
ず
、
童
女
や
身
分
の
軽
い
女
房
た
ち
が
庭
に
出
て
い
る
の
を
羨
ま
し
そ
う
に
見
て
い
る｣ (

７)

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
清
少
納
言
は
庭
に
下
り
る
自
由
さ
を
享
受
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
も

『

枕
草
子』

の
女
房
文
学
と
し
て
の
側

面
が
認
め
ら
れ
こ
と
に
な
る
。
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四

前
栽
の
露
の
美

『

枕
草
子』
に
は
前
栽
に
置
か
れ
た
露
を
賞
美
す
る
こ
と
が
何
度
も
記
さ
れ
て
い
る
。
前
栽
の
露
の
美
が
特
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
定
子
自
身
の
好
尚
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
こ
の
点
に
つ
い
て
見
て
行
き
た
い
。

⑧

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
参
ら
せ
た
ま
は
ず
、
小
二
条
殿
と
い
ふ
所
に
お
は
し

ま
す
に
、
何
と
も
な
く
う
た
て
あ
り
し
か
ば
、
久
し
う
里
に
居
た
り
。(

略)

右
中
将
お
は
し
て
物
語
し
た
ま
ふ
。｢

今
日
、
宮
に
参
り
た
り
つ
れ
ば
、
い
み
じ
う
物
こ
そ
あ
は
れ
な
り
つ
れ
。
女
房
の
装
束
、
裳
、

唐
衣
折
に
あ
ひ
、
た
ゆ
ま
で
候
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
言
ひ
つ
れ
ば
、『

こ
と
さ
ら
露
置
か
せ
て
御
覧
ず
と
て』

と
、
宰
相
の
君
の
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
た
ま
は
む
ほ
ど
は
、
い
み
じ
き
事
あ
り
と
も
、
か
な
ら
ず
候
ふ
べ
き
も
の
に
思
し
召
さ

れ
た
る
に
、
か
ひ
な
く』

と
あ
ま
た
言
ひ
つ
る
。
語
り
き
か
せ
た
て
ま
つ
れ
と
な
め
り
か
し
。
参
り
て
見
た
ま
へ
。
あ
は
れ
げ
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
事｣

な
ど
の
た
ま
ふ
。(

一
三
七
段)

長
徳
二
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
起
こ
っ
た
、
伊
周
・
隆
家
の
従
者
に
よ
る
花
山
院
に
対
す
る
不
敬
事
件
後
の
一
連
の
事
態
を
受
け
て
の

段
で
あ
る
。
右
に
あ
る
右
中
将
は
、
源
経
房
に
な
り
、
任
官
し
た
の
が
同
年
七
月
二
十
一
日
な
の
で
、
こ
れ
以
降
の
間
も
な
く
の
頃
の
記
事
と

さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
出
家
し
て
い
た
定
子
は
、
高
階
明
順
宅
と
思
わ
れ
る
小
二
条
殿
に
滞
在
し
て
い
て
、
何
ら
か
の
事
情
で
扈
従
し
な
か
っ

た
清
少
納
言
は
実
家
に
戻
っ
て
い
た
。
そ
こ
に
経
房
が
訪
ね
て
き
て
、
小
二
条
殿
の
定
子
の
様
子
を
聞
か
せ
て
い
る
。
引
用
部
後
半
か
ら
す
る

と
、
経
房
は
清
少
納
言
の
帰
参
を
促
す
べ
く
、
し
み
じ
み
と
し
た
小
二
条
殿
の
こ
と
を
語
る
の
で
あ
ろ
う
。

『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽
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経
房
は
、
庭
草
が
茂
っ
て
い
た
の
で
、
女
房
に

｢

ど
う
し
て
こ
う
な
の
で
す
か
。
刈
り
取
ら
せ
た
ら
よ
い
の
に｣

と
言
っ
た
と
こ
ろ
、｢

わ

ざ
わ
ざ
露
を
置
か
せ
た
前
栽
を
定
子
様
が
御
覧
に
な
る
の
で｣

と
答
え
ら
れ
た
と
言
う
。｢

こ
と
さ
ら
露
置
か
せ
て
御
覧｣

に
な
る
の
が
、
定

子
の
好
み
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
前
栽
が
茂
っ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
露
も
多
く
な
る
の
で
、
そ
の
光
景
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

純
粋
に
前
栽
の
露
の
美
を
好
ん
だ
の
か
、
無
常
の
例
え
に
な
る
露
に
わ
が
身
の
は
か
な
い
境
遇
を
見
出
し
て
い
た
の
か
、
い
ず
れ
と
も
取
れ
よ

う
。
定
子
の
好
尚
と
す
れ
ば
、
こ
れ
以
前
か
ら
あ
っ
た
美
意
識
と
な
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
好
尚
は
、
清
少
納
言
の
も
の
で
も
あ
っ
た
。

⑨

九
月
ば
か
り
夜
一
夜
降
り
明
か
し
つ
る
雨
の
、
今
朝
は
や
み
て
、
朝
日
い
と
け
ざ
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
前
栽
の
露
は
こ
ぼ
る
ば

か
り
濡
れ
か
か
り
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。

透
垣
の
羅
文
、
軒
の
上
な
ど
は
か
い
た
る
蜘
蛛
の
巣
の
こ
ぼ
れ
残
り
た
る
に
、
雨
の
か
か
り
た
る
が
、
白
き
玉
を
貫
き
た
る
や
う
な
る

こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に
を
か
し
け
れ
。

す
こ
し
日
た
け
ぬ
れ
ば
、
萩
な
ど
の
、
い
と
重
げ
な
る
に
、
露
の
落
つ
る
に
、
枝
う
ち
動
き
て
、
人
も
手
触
れ
ぬ
に
、
ふ
と
上
ざ
ま
へ

あ
が
り
た
る
も
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
と
言
ひ
た
る
事
ど
も
の
、
人
の
心
に
は
、
つ
ゆ
を
か
し
か
ら
じ
と
思
ふ
こ
そ
、
ま
た
を
か
し
け
れ
。

(

一
二
五
段)

右
は

｢

露
は｣

の
類
聚
的
章
段
と
し
て
も
お
か
し
く
な
い
記
述
に
な
っ
て
い
て
、
段
落
分
け
の
よ
う
に
三
様
の
露
の
美
が
記
さ
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
、
庭
の
様
相
で
あ
る
。

一
つ
目
は

｢

前
栽
の
露
は
こ
ぼ
る
ば
か
り
濡
れ
か
か
り
た
る｣
光
景
で
あ
る
。
降
り
明
か
し
た
夜
雨
が
や
ん
で
、
朝
日
が
あ
ざ
や
か
に
照
り

出
し
て
、
し
と
ど
に
置
か
れ
た
露
が
前
栽
に
か
か
っ
て
い
る
様
子
は
、
実
に
趣
き
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
然
、
多
く
の
露
は
、
朝
日
に

輝
い
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

二
つ
目
は

｢

蜘
蛛
の
巣
の
こ
ぼ
れ
残
り
た
る
に
、
雨
の
か
か
り
た
る
が
、
白
き
玉
を
貫
き
た
る
や
う
な
る｣

光
景
で
、
こ
の

｢

白
き
玉｣

は

露
で
あ
る
。
蜘
蛛
の
糸
に
露
が
か
か
っ
て
い
る
の
は
、
白
玉
を
貫
い
て
い
る
よ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
す
で
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
和

一
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歌
的
な
発
想
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、｢

秋
の
野
に
置
く
白
露
は
玉
な
れ
や
貫
き
か
く
る
蜘
蛛
の
糸
す
ぢ｣

(

古
今
・
秋
上
・
二
二
五
・
文
屋
朝

康)
に
よ
っ
て
い
よ
う
。

三
つ
目
は
、｢

萩
な
ど
の
、
い
と
重
げ
な
る
に
、
露
の
落
つ
る
に
、
枝
う
ち
動｣

く
光
景
で
あ
る
。
露
が
落
ち
る
と
そ
の
分
軽
く
な
り
、
人

手
が
な
い
の
に
枝
が
上
に
跳
ね
上
が
る
。
そ
の
瞬
間
的
な
光
景
が
ま
こ
と
に
お
か
し
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
他
の
女
房
は
、
そ
ん
な

光
景
に
対
し
て
、｢
露
を
か
し
か
ら
じ
と
思｣

っ
て
い
る
と
洒
落
て
い
る
。
少
し
も
の
意
の

｢

つ
ゆ｣

と
掛
詞
に
し
て
い
よ
う
。
自
分
だ
け
が
、

露
の
か
も
す
風
情
を
見
出
し
て
楽
し
ん
で
い
る
と
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
定
子
の
好
尚
と
同
じ
な
の
で
あ
っ
た
。
心
ひ
そ
か
に
定
子
と
の
同

調
を
期
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
二
つ
の
段
以
外
で
も
、
露
の
美
は
見
出
さ
れ
て
い
る
。

⑩

木
の
花
は
、(

略)

四
月
の
つ
ご
も
り
、
五
月
の
つ
い
た
ち
の
こ
ろ
ほ
ひ
、
橘
の
葉
の
濃
く
青
き
に
、
花
の
い
と
白
う
咲
き
た
る
が
、

雨
う
ち
降
り
た
る
早
朝
な
ど
は
、
世
に
な
う
心
あ
る
さ
ま
に
を
か
し
。
花
の
中
よ
り
、
黄
金
の
玉
か
と
見
え
て
、
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
に

見
え
た
る
な
ど
、
朝
露
に
濡
れ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
の
桜
に
劣
ら
ず
。
郭
公
の
よ
す
が
と
さ
へ
思
へ
ば
に
や
、
な
ほ
さ
ら
に
言
ふ
べ
う
も
あ

ら
ず
。(

三
五
段)

雨
に
濡
れ
た
橘
の
花
や
葉
と
、
そ
の
実
の
取
り
合
わ
せ
の
美
し
さ
を
例
え
る
の
に
、｢

朝
露
に
濡
れ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
の
桜｣

が
引
き
合
い

に
出
さ
れ
て
い
る
。｢

朝
露
に
濡
れ
た
る
あ
さ
ぼ
ら
け
の
桜｣
は
、
植
物
と
露
の
取
り
合
わ
せ
の
な
か
で
、
最
高
の
美
し
さ
と
な
ろ
う
。
そ
れ

と
橘
は
比
肩
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

⑪

草
の
花
は
、(

略)

萩
、
い
と
色
深
う
、
枝
た
を
や
か
に
咲
き
た
る
が
、
朝
露
に
濡
れ
て
、
な
よ
な
よ
と
ひ
ろ
ご
り
伏
し
た
る
。
さ
を

鹿
の
わ
き
て
立
ち
馴
ら
す
ら
む
も
、
心
こ
と
な
り
。(

六
五
段)

昼
に
は
日
に
あ
た
り
消
え
て
し
ま
う
露
の
美
は
、
⑨
⑩
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
朝
の
風
情
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
色
の
濃
い
萩
の
花
が
枝
も
た

わ
わ
に
咲
い
て
朝
露
に
濡
れ
た
様
子
が
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
⑧
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
定
子
が

｢

草
の
い
と
し
げ
き｣

と
こ
ろ
に
露
が
置
い
た
の

『

枕
草
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と
前
栽
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を
好
ん
だ
よ
う
に
、
萩
も
枝
の
た
た
わ
な
状
態
が
い
い
の
で
あ
る
。

⑫

あ
は
れ
な
る
も
の
、(

略)

秋
深
き
庭
の
浅
茅
に
、
露
の
色
々
玉
の
や
う
に
て
置
き
た
る
。(

一
一
五
段)

こ
れ
も
、
定
子
の
好
尚
と
同
じ
と
な
ろ
う
。
露
が
さ
ま
ざ
ま
に
玉
の
よ
う
に
置
か
れ
て
い
る
の
が
、
秋
深
き
庭
の
風
情
と
し
て
、
し
み
じ
み

と
感
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
前
栽
に
置
か
れ
た
露
の
記
述
に
な
る
。
定
子
の
好
尚
に
合
わ
せ
る
か
の
よ
う
に
、
茂
っ
た
前
栽
に
露
が
し
と
ど
に
置
か
れ
て
い
る
美

が
見
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

五

池
の
水
草
と
蓮

寝
殿
造
の
南
庭
に
池

(

南
池)

が
掘
ら
れ
る
と
、
そ
の
汀
な
ど
に
は
様
々
な
植
物
が
植
え
ら
れ
、
池
中
に
は
蓮
な
ど
を
生
や
し
て
い
た
。
清

少
納
言
は
、
こ
う
し
た
植
物
と
一
体
に
な
っ
た
池
も
好
ん
で
い
た
。

⑬

池
あ
る
所
の
五
月
、
長
雨
の
頃
こ
そ
い
と
あ
は
れ
な
れ
。
菖
蒲
、
菰
な
ど
生
ひ
こ
り
て
、
水
も
み
ど
り
な
る
に
、
庭
も
一
つ
色
に
見
え

わ
た
り
て
、
曇
り
た
る
空
を
つ
く
づ
く
と
な
が
め
暮
ら
し
た
る
は
、
い
み
じ
う
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
い
つ
も
、
す
べ
て
池
あ
る
所
は
あ
は

れ
に
を
か
し
。
冬
も
、
氷
し
た
る
あ
し
た
な
ど
は
言
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
わ
ざ
と
つ
く
ろ
ひ
た
る
よ
り
も
、
う
ち
捨
て
て
水
草
が
ち
に

荒
れ
、
青
み
た
る
絶
え
間
よ
り
、
月
影
ば
か
り
は
白
々
と
映
り
て
見
え
た
る
な
ど
よ
。

す
べ
て
、
月
影
は
、
い
か
な
る
所
に
て
も
あ
は
れ
な
り
。(

一
本
・
二
六
段)

五
月
の
様
子
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
が
、｢

い
つ
も
、
す
べ
て
池
あ
る
所
は
あ
は
れ
に
を
か
し｣

と
さ
れ
る
よ
う
に
、
池
の
あ
る
庭
は
、
ど

の
時
節
、
ど
の
場
所
で
も

｢

あ
は
れ｣

で
、｢

を
か
し｣

だ
と
さ
れ
て
い
る
。
池
に
は
、
菖
蒲
や
菰
な
ど
の
植
物
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ

ら
の
葉
の
色
の
よ
う
に
、｢

み
ど
り｣

の
水
面
を
見
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
冬
で
あ
っ
て
も
結
氷
し
た
朝
の
風
情
は
、
言
う
ま
で
も
な
く

一
二



す
ば
ら
し
い
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
手
入
れ
を
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
、
青
々
と
水
草
が
繁
茂
し
て
荒
れ
た
池
で
、
隙
間
の
水
面
に
月
影
が
白
々
と
映
っ
て
い
る
美
も
捉
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
は
水
草
よ
り
も
月
影
に
重
心
が
あ
る
が
、
こ
の
取
り
合
わ
せ
は
清
少
納
言
独
特
の
美
感
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で

｢
水
草
が
ち
に
荒
れ｣

と
あ
る
よ
う
に
、
池
に
水
草
が
あ
る
の
は
、
荒
廃
の
象
徴
で
あ
っ
た
。

⑭

昔
お
ぼ
え
て
不
用
な
る
も
の
、(

略)

お
も
し
ろ
き
家
の
木
立
焼
け
失
せ
た
る
。
池
な
ど
は
さ
な
が
ら
あ
れ
ど
、
浮
草
、
水
草
な
ど
し

げ
り
て
。(

一
五
七
段)

焼
尽
し
た
邸
宅
の
様
子
で
、
池
は
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
て
も
、
浮
草
や
水
草
が
繁
茂
し
て
い
る
の
は
、
か
え
っ
て
往
時
が
偲
ば
れ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
ろ
う
。
池
の
あ
る
邸
宅
は
情
趣
が
あ
る
が
、
水
草
の
繁
茂
は
荒
廃
を
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
次
の
段
も
同
じ
で
あ
る
。

⑮

女
一
人
住
む
所
は
、
い
た
く
あ
ば
れ
て
、
築
地
な
ど
も
、
ま
た
か
ら
ず
、
池
な
ど
あ
る
所
も
、
水
草
ゐ
、
庭
な
ど
も
、
蓬
に
し
げ
り
な

ど
こ
そ
せ
ね
ど
も
、
所
々
、
砂
の
中
よ
り
青
き
草
う
ち
見
え
、
さ
び
し
げ
な
る
こ
そ
あ
は
れ
な
れ
。
物
か
し
こ
げ
に
、
な
だ
ら
か
に
修
理

し
て
、
門
い
た
く
か
た
め
、
き
は
ぎ
は
し
き
は
、
い
と
う
た
て
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。(

一
七
一
段)

親
が
亡
く
な
っ
た
か
、
男
が
通
わ
な
く
な
っ
た
か
し
て
女
が
一
人
で
住
む
家
は
、
手
入
れ
も
お
ろ
そ
か
に
な
り
荒
廃
の
相
を
見
せ
る
よ
う
に

な
る
。
池
に
は
水
草
が
は
び
こ
っ
て
し
ま
い
、
庭
も
蓬
が
茂
る
ま
で
に
な
ら
な
く
て
も
、
砂
子
に
青
草
が
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
よ
う
に
な
る
。
そ

う
し
た
様
相
は
、
し
み
じ
み
あ
は
れ
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
池
の
水
草
も
庭
の
蓬
も
、
荒
廃
の
相
を
呈
す
る
の
で
あ
る
。

池
の
水
草
が
年
月
の
経
過
や
荒
廃
を
意
味
さ
せ
る
の
は
、『

万
葉
集』
以
来
の
把
握
で
あ
っ
た
。

ク�
い
に
し
へ
の
古
き
堤
は
年
ふ
か
み
池
の
渚
に
水
草
生
ひ
に
け
り

(
万
葉
集
・
三
・
三
七
八
・
山
部
赤
人)

ケ�
わ
が
宿
の
板
井
の
清
水
里
と
ほ
み
人
し
汲
ま
ね
ば
水
草
生
ひ
に
け
り

(
古
今
六
帖
・
二
・
一
三
四
〇)

前
者
は
年
月
の
た
っ
た
堤
の
池
に
は
水
草
が
生
え
て
い
る
と
し
、
後
者
は
人
も
汲
み
に
通
わ
な
く
な
っ
た
清
水
に
は
水
草
が
生
え
て
し
ま
っ

た
と
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
通
念
が
あ
る
も
の
の
、
池
と
水
草
に
そ
そ
ぐ
清
少
納
言
の
ま
な
ざ
し
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『

枕
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こ
の
一
方
で
、
池
の
美
を
際
だ
た
せ
る
蓮
の
花
の
美
も
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

⑯

草
は
、(

略)

蓮
葉
、
よ
ろ
づ
の
草
よ
り
も
す
ぐ
れ
て
め
で
た
し
。
妙
法
蓮
華
の
た
と
ひ
に
も
、
花
は
仏
に
た
て
ま
つ
り
、
実
は
数
珠

に
貫
き
、
念
仏
し
て
往
生
極
楽
の
縁
と
す
れ
ば
よ
。
ま
た
花
な
き
頃
、
緑
な
る
池
の
水
に
紅
に
咲
き
た
る
も
、
い
と
を
か
し
。
翠
翁
紅
と

も
詩
に
作
り
た
る
に
こ
そ
。(

六
四
段)

蓮
は
仏
と
近
い
草
で
あ
り
、
ど
の
草
よ
り
も
一
段
と
す
ぐ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
緑
色
に
染
ま
っ
て
見
え
る
水
面
に
紅
蓮
の
花
が
咲
く
美
も
捉

え
ら
れ
て
い
る
。
緑

(

青)
と
赤
の
対
比
・
対
照
で
あ
り
、｢

翠
翁
紅｣

と
い
う
表
記
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
清
少
納
言
好
み

で
あ
っ
た
。
つ
い
で
に
、
こ
の
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。

⑰

花
の
木
な
ら
ぬ
は
、
楓
。
桂
。
五
葉
。
た
そ
ば
の
木
、
し
な
な
き
心
地
す
れ
ど
、
花
の
木
ど
も
散
り
果
て
て
、
お
し
な
べ
て
緑
に
な
り

に
た
る
中
に
、
時
も
わ
か
ず
、
濃
き
紅
葉
の
つ
や
め
き
て
、
思
ひ
も
か
け
ぬ
青
葉
の
中
よ
り
さ
し
出
で
た
る
、
め
づ
ら
し
。(

三
八
段)

⑱

正
月
十
余
日
の
ほ
ど
、
空
い
と
黒
う
曇
り
厚
く
見
え
な
が
ら
、
さ
す
が
に
日
は
、
け
ざ
や
か
に
さ
し
出
で
た
る
に
、
え
せ
者
の
家
の
あ

ら
畑
と
い
ふ
も
の
の
、
土
も
う
る
は
し
う
も
な
ほ
か
ら
ぬ
、
桃
の
木
の
若
立
ち
て
、
い
と
し
も
と
が
ち
に
さ
し
出
で
た
る
、
片
つ
方
は
い

と
青
く
、
い
ま
片
つ
方
は
濃
く
つ
や
や
か
に
て
、
蘇
芳
の
色
な
る
が
、
日
影
に
見
え
た
る
を
、(

一
三
八
段)

⑲

五
月
四
日
の
夕
つ
方
、
青
き
草
多
く
、
い
と
う
る
は
し
く
切
り
て
、
左
右
に
な
ひ
て
、
赤
衣
着
た
る
男
の
行
く
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。

(

二
〇
九
段)

⑰
は
青
葉
の
中
に
、
時
節
は
ず
れ
の
紅
葉
を
見
出
し
た
光
景
、
⑱
は
ま
だ
花
の
咲
か
な
い
桃
の
木
の
徒と

長
ち
ょ
う

枝し

が
、
片
方
が
青
い
の
に
、
も

う
片
方
が
蘇
芳
色
に
見
え
る
光
景
、
⑲
は
庭
で
は
な
い
が
、
赤
衣
を
着
た
男
が
、
肩
の
左
右
に
青
草
を
担
い
で
い
る
光
景
と
な
る
。
植
栽
関
係

以
外
に
も
赤
と
青
の
対
照
は

『

枕
草
子』

に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
赤
と
青
と
の
対
照
は
、
左
右
に
分
け
ら
れ
る
雅
楽
や
物
合
・
歌
合

な
ど
で
の
衣
装
の
色
の
違
い
で
当
時
と
し
て
は
一
般
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
赤
と
青
は
裳
唐
衣
衣
装
に
お
い
て
禁
色
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
植
物

一
四



に
お
い
て
見
出
し
た
と
こ
ろ
が
清
少
納
言
独
自
の
観
察
で
あ
り
、
美
感
と
な
ろ
う
。

池
の
蓮
に
戻
れ
ば
、
先
の
他
に
次
の
二
例
が
認
め
ら
れ
る
。

⑳

う
つ
く
し
き
も
の
、(

略)

蓮
の
浮
き
葉
の
い
と
小
さ
き
を
、
池
よ
り
採
り
上
げ
た
る
。
葵
の
い
と
小
さ
き
。
何
も
何
も
、
小
さ
き
も

の
は
、
み
な
う
つ
く
し
。(

一
四
五
段)

��
小
白
川
と
い
ふ
所
は
、
小
一
条
大
将
殿
の
御
家
ぞ
か
し
。(

略)

六
月
十
余
日
に
て
、
暑
き
こ
と
世
に
知
ら
ぬ
ほ
ど
な
り
。
池
の
蓮
を

見
や
る
の
み
ぞ
、
い
と
涼
し
き
心
地
す
る
。(

三
三
段)

⑳
は
、
蓮
の
大
き
な
葉
で
は
な
く
、
と
て
も
小
さ
な
葉
を
池
か
ら
採
り
上
げ
る
た
の
は
、
か
わ
い
ら
し
く
感
じ
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
蓮
に

は
、
花
だ
け
で
な
く
葉
に
も
注
意
が
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。��
は
池
の
蓮
華
の
清
涼
感
で
あ
る
。
蓮
の
記
述
は
、
寝
殿
造
庭
園
が
、
浄
土
式

庭
園
に
な
る
次
第
を
語
っ
て
い
よ
う
。

お
わ
り
に

以
上
、
わ
ず
か
な
が
ら

『

枕
草
子』

に
お
け
る
庭
と
前
栽
に
か
か
わ
る
特
徴
的
な
点
に
つ
い
て
指
摘
し
て
み
た
。
個
々
の
植
物
に
対
す
る
好

尚
な
ど
、
さ
ら
に
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
多
く
残
さ
れ
て
い
る
。『

枕
草
子』

の
植
物
に
関
す
る
記
述
に
対
し
て
は
、
庭
園
史

の
ほ
う
か
ら
、
す
で
に
次
の
よ
う
な
把
握
が
な
さ
れ
て
い
る
。

『

枕
草
子』

に
お
い
て
清
少
納
言
が

｢

を
か
し｣

と
す
る
植
物
は
、
そ
の
姿
か
た
ち
や
雰
囲
気
が
よ
い
と
さ
れ
る
も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、

中
国
や
日
本
の
名
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
も
の
や
、
ヤ
ド
リ
キ
の
よ
う
な
そ
の
名
称
の
み
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
て
い
る
も
の
、
榊
の
よ
う
に

神
前
に
供
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
評
価
さ
れ
る
も
の
な
ど
が
み
ら
れ
る

(

８)

。

こ
れ
に
付
け
加
え
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
、��
落
葉
の
趣
き
、����
雪
と
の
取
り
合
わ
せ
、��
香
り
、����
時
節
と
の
整
合
な
ど
も
、

『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽

一
五



植
物
に
対
す
る
評
価
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

��
風
は
、(

略)

九
月
つ
ご
も
り
、
十
月
の
こ
ろ
、
空
う
ち
曇
り
て
、
風
の
い
と
さ
わ
が
し
く
吹
き
て
、
黄
な
る
葉
ど
も
の
、
ほ
ろ
ほ
ろ

と
こ
ぼ
れ
落
つ
る
、
い
と
あ
は
れ
な
り
。(

一
八
八
段)

��
あ
て
な
る
も
の
、(

略)

梅
花
に
雪
の
ふ
り
か
か
り
た
る
。(

四
〇
段)

��
草
は
、(
略)
雪
間
の
若
草
。(

六
四
段)

��
五
日
の
菖
蒲
の
、
秋
冬
過
ぐ
る
ま
で
あ
る
が
、
い
み
じ
う
白
み
枯
れ
て
あ
や
し
き
を
、
引
き
折
り
あ
け
た
る
に
、
そ
の
折
の
香
の
残
り

て
か
か
へ
た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し
。(

二
一
四
段)

��
木
の
花
は
、(

略)

木
の
さ
ま
に
く
げ
な
れ
ど
、
楝
の
花
、
い
と
を
か
し
。
か
れ
が
れ
に
さ
ま
こ
と
に
咲
き
て
、
か
な
ら
ず
五
月
五
日

に
あ
ふ
も
を
か
し
。(

三
五
段)

��
草
の
花
は
、(

略)

か
に
ひ
の
花
、
色
は
濃
か
ら
ね
ど
、
藤
の
花
と
い
と
よ
く
似
て
、
春
秋
と
咲
く
が
を
か
し
き
な
り
。(

六
五
段)

こ
う
し
た
点
は
、
他
の
章
段
と
か
か
わ
っ
て
興
味
深
い
が
、
残
さ
れ
た
点
は
今
後
の
課
題
と
し
て
、
今
回
は
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
措
く
こ

と
に
し
た
い
。

注

(

１)

拙
稿

｢

平
安
貴
族
女
性
と
庭
―

『

伊
勢
集』

の
前
栽
―｣

(『

大
妻
女
子
大
学
紀
要
―
文
系
―』

48
、
二
〇
一
六
・
三)

(

２)

拙
稿

｢『

蜻
蛉
日
記』

道
綱
母
の
前
栽
―
平
安
貴
族
女
性
と
庭
―｣

(『
大
妻
国
文』

47
、
二
〇
一
六
・
三)

(

３)

注

(

２)

に
同
じ
。

(

４)

萩
谷
朴

『

枕
草
子
解
環』

(

二
、
同
朋
出
版
、
一
九
八
二
・
三)

(

５)

小
森
潔

｢『

枕
草
子』

の
宮
廷
生
活｣

(

倉
田
実
編

『

王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園』
平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
１
、
竹
林
舎
、
二
〇
〇
七
・
五)

(

６)

三
巻
本
勘
物

｢

小
野
右
府
記
、
七
月
五
日
中
宮
女
房
昨
日
陰
陽
察
の
楼
に
登
り
、
ま
た
侍
従
所
に
向
か
ひ
巡
り
見
る
。
四
位
少
将
明
理
直
衣
、
烏
帽

一
六



子
に
て
陪
従
す
。
左
衛
門
の
陣
の
官
等
、
こ
れ
を
見
て
奇
し
む｣

(
７)

萩
谷
朴

『

枕
草
子
解
環』

(

四
、
同
朋
出
版
、
一
九
八
三
・
四)

(
８)
仲
隆
裕

｢

庭
園
史
か
ら
み
た
王
朝
文
学
―
寝
殿
造
庭
園
に
お
け
る
植
栽
―｣
(

倉
田
実
編

『

王
朝
文
学
と
建
築
・
庭
園』

平
安
文
学
と
隣
接
諸
学
１
、

竹
林
舎
、
二
〇
〇
七
・
五)

[

引
用
文
献]

『

小
右
記』

『

御
堂
関
白
記』
は
大
日
本
古
記
録
、『

中
右
記』

は
増
補
史
料
大
成
、『

百
錬
抄』

は
新
訂
増
補
国
史
大
系
、
和
歌
は
新
編
国
家
大
観
、
和
歌
以

外
の
文
学
作
品
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
っ
た
。

『

枕
草
子』

の
庭
と
前
栽

一
七


