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『
枕
草
子
』
の
香
り
と
信
仰 

 
 
 

―
―
樒
の
香
の
尊
き
―
― 
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緒
言 

『
枕
草
子
』
に
描
か
れ
る
事
物
の
傾
向
を
考
え
る
時
、
創
作
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
と
比

較
す
る
よ
り
、
分
野
と
し
て
慶
事
を
主
に
描
く
日
記
文
芸
で
あ
る
『
紫
式
部
日
記
』
と
対
照

す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
『
枕
草
子
』
の
香
り
は
用
例
こ
そ
多
く
は

な
い
が
多
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仏
教
的
芳
香
は
『
枕
草
子
』
に
は
少
な
い
。
香
り
の
用
例

数
に
の
み
注
目
す
る
と
清
少
納
言
は
信
仰
に
縁
が
薄
く
軽
薄
と
も
受
け
と
め
ら
れ
か
ね
な
い
。

実
際
は
香
り
か
ら
敬
虔
な
思
い
へ
の
意
識
の
連
続
が
あ
る
。
本
稿
で
は
参
籠
の
際
に
差
し
出

さ
れ
た
「

樒
し
き
み

」
の
「
香
」
の
「
尊
き
」
と
い
う
感
想
が
描
か
れ
た
挿
話
に
着
目
し
、
『
枕
草

子
』
の
香
り
と
信
仰
の
接
点
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。 

  

一 

『
枕
草
子
』
以
前
の
香
の
表
現
に
焦
点
を
当
て
る
と
『
古
今
和（

歌
集

１

）

』
に
お
け
る
香
は 

梅
１
４
例 

桜
３
例 

山
吹
１
例 

橘
２
例 

女
郎
花
１
例 

藤
袴
２
例 

移
り
香
１

例 

は
く
は
か
う
１
例 

と
花
の
香
が
中
心
で
あ
り
、『
古
今
和
歌
集
』
の
香
の
規
範
か
ら
す
れ
ば
『
枕
草
子
』
の
場
合

は
お
よ
そ
異
質
で
あ
る
。
時
代
を
た
ど
る
と
天
徳
四
年
三
月
三
十
日
内
裏
歌
合
に
は
「
沈
ノ

押
物
ノ（

花２

足）

」
が
見
え
る
。
ま
た
『
蜻
蛉
日
記
』
に
は
「
薫
物
」、「
香
（
か
う
）」
な
ど
の
言

葉
が
見
ら
れ
、
作
り
物
語
で
は
あ
る
が
『
宇
津
保
物
語
』
が
し
ば
し
ば
「
沈
」
や
「
合
は
せ

薫
物
」
に
言
及
す
る
よ
う
に
「
香
」
の
上
流
階
層
へ
の
普
及
が
徐
々
に
進
ん
で
い
る
様
子
が

窺
え
る
。
や
が
て
薫
香
の
世
界
に
中
流
の
女
房
達
が
参
入
す
る
。 

紫
式
部
は
『
紫
式
部（

日
記

３

）

』
寛
弘
五
年
八
月
の
条
に 

 

二
十
六
日
、
御
薫
物
あ
は
せ
は
て
て
、
人
々
に
も
く
ば
ら
せ
た
ま
ふ
。
ま
ろ
が
し
ゐ
た

る
人
々
、
あ
ま
た
つ
ど
ひ
ゐ
た
り
。 

と
記
し
て
お
り
、
女
房
な
ど
に
も
薫
物
が
配
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
九
月
九
日
に
は
「
ひ

と
日
の
薫
物
と
う
で
て
試
み
さ
せ
給
ふ
。
」
と
も
あ
る
が
、
『
紫
式
部
日
記
』
で
香
に
言
及
す

る
場
面
は
こ
れ
ら
の
例
を
含
め
て
多
く
は
な
い
し
、
仏
事
と
も
関
わ
り
が
な
い
。
以
下
に
他

の
例
を
掲
げ
る
。 

 
 

九
日
、
菊
の
綿
を
、
兵
部
の
お
も
と
の
持
て
来
て
（
九
月
九
日
） 

 
 

沈
の
懸
盤
・
白
銀
の
御
皿
な
ど
（
九
月
十
三
日
） 

 
 

例
の
沈
の
折
敷
・
何
く
れ
の
台
な
り
け
む
か
し
。（
十
一
月
一
日
） 

 
 

筥
一
よ
ろ
ひ
に
薫
物
入
れ
て
、
心
葉
、
梅
の
枝
を
し
て
、
い
ど
み
き
こ
え
た
り
。 

（
十
一
月
二
十
日
） 

 
 

そ
の
夜
さ
り
、
春
宮
の
亮
め
し
て
薫
物
た
ま
ふ
。
大
き
や
か
な
る
筥
一
つ
に
、
高
う
入

れ
さ
せ
給
へ
り
。（
十
一
月
二
十
一
日
） 

 
 

黒
方
を
お
し
ま
ろ
が
し
て
、
ふ
つ
つ
か
に
し
り
さ
き
切
り
て
、
白
き
紙
一
か
さ
ね
に
、

立
文
に
し
た
り
。（
五
節
） 
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沈
の
櫛
・
白
銀
の
笄
な
ど
、
使
の
君
の
鬢
か
か
せ
給
ふ
べ
き
け
し
き
を
し
た
り
。 

（
十
一
月
二
十
八
日
） 

植
物
の
香
か
ら
薫
香
へ
の
傾
倒
の
途
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
『
枕
草
子
』
の
香
は
多
様
で

あ
る
。
一
方
で
『
枕
草
子
』
で
は
『
源
氏
物
語
』「
若
紫
」
巻
の
「
名
香
」
の
よ
う
な
も
の
は

焦
点
化
さ
れ
ず
、
両
者
の
間
に
は
最
上
層
の
艶
麗
と
中
流
層
の
鮮
明
の
印
象
の
違
い
が
あ
る
。

た
だ
し
『
源
氏
物
語
』
の
香
り
の
場
面
描
写
は
『
宇
津
保
物
語
』
の
叙
述
と
同
様
に
少
な
か

ら
ず
創
作
の
可
能
性
が
あ
る
。
な
お
、「
名
香
」
の
記
事
は
『
小
右
記

（

４

）

』
長
保
元
年
十
二
月
一

日
「
名
香
盛
御
手
」
の
記
事
が
早
い
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
に
『
源
氏
物
語
』
の
「
名
香
」

の
用
例
を
掲
げ
る
。 

 
 

 
 

げ
に
、
い
と
心
こ
と
に
よ
し
あ
り
て
、
同
じ
木
草
を
も
植
ゑ
な
し
た
ま
へ
り
。
月
も
な

き
こ
ろ
な
れ
ば
、
遣
水
に
篝
と
も
し
、
燈
籠
な
ど
も
ま
ゐ
り
た
り
。
南
面
い
と
き
よ
げ

に
し
つ
ら
ひ
た
ま
へ
り
。
そ
ら
だ
き
も
の
い
と
心
に
く
く
か
を
り
出
で
、
名
香
の
香
な

ど
満
ち
た
る
に
、
君
の
御
追
風
い
と
こ
と
な
れ
ば
、
内
の
人
々
も
心
づ
か
ひ
す
べ
か
め

り
。
僧
都
、
世
の
常
な
き
御
物
語
、
後
の
世
の
こ
と
な
ど
聞
こ
え
知
ら
せ
た
ま
ふ
。
わ

が
罪
の
ほ
ど
恐
ろ
し
う
、
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
に
心
を
し
め
て
、
生
け
る
か
ぎ
り
こ
れ
を

思
ひ
な
や
む
べ
き
な
め
り
、
ま
し
て
後
の
世
の
い
み
じ
か
る
べ
き
、
思
ひ
つ
づ
け
て
、

か
う
や
う
な
る
住
ま
ひ
も
せ
ま
ほ
し
う
お
ぼ
え
た
ま
ふ
も
の
か
ら
、
昼
の
面
影
心
に
か

か
り
て
恋
し
け
れ
ば
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 （『
源
氏
物
語
』「
若
紫（

」５

巻）

） 

 
 

御
簾
の
内
の
け
は
ひ
、
そ
こ
ら
集
い
さ
ぶ
ら
ふ
人
の
衣
の
音
な
ひ
、
し
め
や
か
に
ふ
る

ま
ひ
な
し
て
、
う
ち
身
じ
ろ
き
つ
つ
、
悲
し
げ
さ
の
慰
め
が
た
げ
に
漏
り
聞
こ
ゆ
る
け

し
き
、
こ
と
わ
り
に
い
み
じ
と
聞
き
た
ま
ふ
。
風
は
げ
し
う
吹
き
ふ
ぶ
き
て
、
御
簾
の

内
の
匂
ひ
、
い
と
も
の
深
き
黒
方
に
し
み
て
、
名
香
の
煙
も
ほ
の
か
な
り
。
大
将
の
御

匂
ひ
さ
へ
薫
り
あ
ひ
、
め
で
た
く
、
極
楽
思
ひ
や
ら
る
る
夜
の
さ
ま
な
り
。 

（「
賢
木
」
巻
） 

 
 

紫
の
上
ぞ
、
い
そ
ぎ
せ
さ
せ
た
ま
ひ
け
る
。（
中
略
）
名
香
に
は
唐
の
百
歩
の
衣
香
を
焚

き
た
ま
へ
り
。
阿
弥
陀
仏
、
脇
士
の
菩
薩
、
お
の
お
の
白
檀
し
て
造
り
た
て
ま
つ
り
た

る
、
こ
ま
か
に
う
つ
く
し
げ
な
り
。
閼
伽
の
具
は
、
例
の
き
は
や
か
に
小
さ
く
て
、
青

き
、
白
き
、
紫
の
蓮
を
と
と
の
へ
て
、
荷
葉
の
方
を
合
は
せ
た
る
名
香
、
蜜
を
か
く
し

ほ
ほ
ろ
げ
て
焚
き
匂
は
し
た
る
、
ひ
と
つ
か
を
り
に
匂
ひ
あ
ひ
て
い
と
な
つ
か
し
。 

（「
鈴
虫
」
巻
） 

 
 

阿
闍
梨
も
こ
こ
に
参
れ
り
。
名
香
の
糸
ひ
き
乱
り
て
、「
か
く
て
も
経
ぬ
る
」
な
ど
、
う

ち
語
ら
ひ
た
ま
ふ
ほ
ど
な
り
け
り
。 

（「
総
角
」
巻
） 

 
 

御
か
た
は
ら
な
る
短
き
几
帳
を
、
仏
の
御
方
に
さ
し
隔
て
て
、
か
り
そ
め
に
添
ひ
伏
し

た
ま
へ
り
。
名
香
の
い
と
か
う
ば
し
く
匂
ひ
て
、
樒
の
い
と
は
な
や
か
に
薫
れ
る
け
は

ひ
も
、
人
よ
り
は
け
に
仏
を
も
思
ひ
き
こ
え
た
ま
へ
る
御
心
に
て
わ
づ
ら
は
し
く
、
墨

染
の
い
ま
さ
ら
に
、
を
り
ふ
し
心
焦
ら
れ
し
た
る
や
う
に
あ
は
あ
は
し
く
、
思
ひ
そ
め

し
に
違
ふ
べ
け
れ
ば
、
か
か
る
忌
な
か
ら
む
ほ
ど
に
、
こ
の
御
心
に
も
、
さ
り
と
も
す

こ
し
た
わ
み
た
ま
ひ
な
む
な
ど
、
せ
め
て
の
ど
か
に
思
ひ
な
し
た
ま
ふ
。
秋
の
世
の
け

は
ひ
は
、
か
か
ら
ぬ
所
だ
に
、
お
の
づ
か
ら
あ
は
れ
多
か
る
を
、
ま
し
て
峰
の
嵐
も
籬

の
虫
も
、
心
細
げ
に
の
み
聞
き
わ
た
さ
る
。
常
な
き
世
の
御
物
語
に
時
々
さ
し
答
へ
た

ま
へ
る
さ
ま
、
い
と
見
ど
こ
ろ
多
く
め
や
す
し
。 

（「
総
角
」
巻
） 

 

最
後
の
例
は
「
樒
」
が
仏
事
に
関
わ
る
例
で（

あ
る

６

）

。『
小
右
記
』
万
寿
三
年
八
月
七
日
の
条
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の
「
名
香

（

７

」）

に
つ
い
て
、「
沈
香
・
丁
子
・
白
檀
」
は
「
名
香
」
の
主
成
分
と
も
考
え
ら
れ
る

が
、
そ
れ
が
「
名
香
」
の
す
べ
て
で
は
な
く
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
に
「
唐
の
百
歩
の
衣
香
」

や
「
蜜
」
の
調
合
の
仕
方
を
工
夫
し
た
「
荷
葉
の
方
を
合
は
せ
た
る
」
も
の
も
あ
り
う
る
。

さ
ら
に
高
価
と
い
う
意
味
で
は
「
麝
香
」
な
ど
は
「
雑
香
」
に
は
入
れ
が
た
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。 

ま
た
、「
名
香
」
の
例
を
見
て
ゆ
く
と
「
常
な
き
世
」
の
認
識
、「
後
の
世
」
へ
の
関
心
、「
極

楽
思
ひ
や
ら
る
る
」
雰
囲
気
と
い
っ
た
仏
教
的
思
惟
へ
の
言
及
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴

的
で
あ
る
。「
名
香
」
は
仏
事
に
使
用
さ
れ
る
の
で
当
然
で
も
あ
る
が
、
時
代
の
雰
囲
気
は
『
枕

草
子
』
か
ら
は
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
。 

  

二 

「
名
香
」
は
仏
事
に
密
接
に
関
わ
る
香
で
あ
る
が
、『
枕
草
子
』
の
香
は
『
源
氏
物
語
』
の

よ
う
に
は
薫
物
に
こ
だ
わ
ら
な
い
多
様
性
、
世
俗
の
香
の
側
に
多
く
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
特

徴
を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
。
確
か
に
『
源
氏
物
語
』
で
は
他
の
香
と
と
も
に
合
さ
れ
た
だ
よ

う
「
名
香
」
で
あ
る
が
『
枕
草
子
』
で
は
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
『
紫
式
部
日
記
』

で
も
同
じ
で
あ
り
、『
枕
草
子
』
が
仏
事
に
深
く
関
わ
ろ
う
と
し
な
い
と
考
え
る
の
は
早
計
で

あ
ろ
う
。『
枕
草
子
』
の
「
香
」
の
用
例
を
以
下
に
掲
げ
る
。 

 

『
枕
草
子

（

８

』）

の
「
香
」
の
用
例 

九
月
九
日
は
、
暁
方
よ
り
雨
す
こ
し
降
り
て
、
菊
の
露
も
こ
ち
た
く
、
お
ほ
ひ
た
る
綿

な
ど
も
、
い
た
く
濡
れ
、
う
つ
し
の
香
も
も
て
は
や
さ
れ
た
る
。 

（「
正
月
一
日
、
三
月
三
日
は
」
の
章
段
７
段
） 

心
と
き
め
き
す
る
も
の
。
雀
の
子
飼
。
ち
ご
遊
ば
す
る
所
の
前
わ
た
る
。
よ
き
薫
物
た

き
て
、
ひ
と
り
臥
し
た
る
。
唐
鏡
の
す
こ
し
暗
き
見
た
る
。
よ
き
男
の
、
車
と
ど
め
て
、

案
内
し
問
は
せ
た
る
。
頭
洗
ひ
、
化
粧
じ
て
、
香
ば
し
う
し
み
た
る
衣
な
ど
着
た
る
。

こ
と
に
見
る
人
な
き
所
に
て
も
、
心
の
う
ち
は
、
な
ほ
い
と
を
か
し
。
待
つ
人
な
ど
の

あ
る
夜
、
雨
の
音
、
風
の
吹
き
ゆ
る
が
す
も
、
ふ
と
驚
か
る
。 

（「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」
の
章
段
２
６
段
） 

か
う
の
薄
物
の
二
藍
の
御
直
衣
、
二
藍
の
織
物
の
指
貫
、
濃
蘇
枋
の
下
の
御
袴
に 

（「
小
白
川
と
い
ふ
所
は
」
の
章
段
３
２
段
） 

香
染
め
の
ひ
と
へ
、
も
し
は
黄
生
絹
の
ひ
と
へ
、
紅
の
ひ
と
へ
袴
の
腰
の
い
と
長
や
か

に 

（「
七
月
ば
か
り
、
い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
」
の
章
段
３
３
段
） 

香
の
紙
の
い
み
じ
う
し
め
た
る
匂
ひ
、
い
と
を
か
し
。 

（「
七
月
ば
か
り
、
い
み
じ
う
暑
け
れ
ば
」
の
章
段
３
３
段
） 

節
は
、
五
月
に
し
く
月
は
な
し
。
菖
蒲
、
蓬
な
ど
の
か
を
り
あ
ひ
た
る
、
い
み
じ
う
を

か
し
。 

（「
節
は
」
の
章
段
３
６
段
） 

 
 

七
月
ば
か
り
に
、
風
い
た
う
吹
き
て
、
雨
な
ど
騒
が
し
き
日
、
お
ほ
か
た
い
と
涼
し
け

れ
ば
、
扇
も
う
ち
忘
れ
た
る
に
、
汗
の
香
す
こ
し
か
か
へ
た
る
綿
衣
の
薄
き
を
い
と
よ

く
ひ
き
着
て
、
昼
寝
し
た
る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。 

（「
七
月
ば
か
り
」
の
章
段
４
１
段
） 

 
 

靫
負
の
佐
の
夜
行
姿
。
狩
衣
姿
も
、
い
と
あ
や
し
げ
な
り
。
人
に
怖
ぢ
ら
る
る
袍
は
、

お
ど
ろ
お
ど
ろ
ぢ
。
立
ち
さ
ま
よ
ふ
も
、
見
つ
け
て
あ
な
づ
ら
は
し
。「
嫌
疑
の
者
や
あ

る
」
と
、
た
は
ぶ
れ
に
も
咎
む
。
入
り
ゐ
て
、
そ
ら
だ
き
も
の
に
し
み
た
る
几
帳
に
う

ち
掛
け
た
る
袴
な
ど
、
い
み
じ
う
た
つ
き
な
し
。
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（「
に
げ
な
き
も
の
」
の
章
段
４
２
段
） 

 
 

ま
た
、
さ
て
行
く
に
、
薫
物
の
香
、
い
み
じ
う
か
か
へ
た
る
こ
そ
、
い
と
を
か
し
け
れ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（「
ち
ご
は
」
の
章
段
５
６
段
） 

樒
の
枝
を
折
り
て
持
て
来
た
る
は
、
香
な
ど
の
い
と
尊
き
も
を
か
し
。 

（「
正
月
に
寺
に
籠
り
た
る
は
」
の
章
段
１
１
６
段
） 

 
 

燈
籠
に
火
と
も
し
た
る
、
二
間
ば
か
り
さ
り
て
、
簾
高
う
上
げ
て
、
女
房
二
人
ば
か
り
、

童
女
な
ど
、
長
押
に
寄
り
か
か
り
、
ま
た
、
下
い
た
る
簾
に
添
ひ
て
臥
し
た
る
も
あ
り
。

火
取
に
火
深
う
埋
み
て
、
心
細
げ
に
匂
は
し
た
る
も
、
い
と
の
ど
や
か
に
心
に
く
し
。 

（「
南
な
ら
ず
は
、
東
の
廂
の
板
の
」
の
章
段
１
８
６
段
） 

 
 

薫
物
の
香
、
い
と
心
に
く
し
。
五
月
の
長
雨
の
こ
ろ
、
上
の
御
局
の
小
戸
の
簾
に
、
斉

信
の
中
将
の
寄
り
居
た
ま
へ
り
し
香
は
、
ま
こ
と
に
を
か
し
う
も
あ
り
し
か
な
。
そ
の

も
の
の
香
と
も
お
ぼ
え
ず
、
お
ほ
か
た
雨
に
も
し
め
り
て
艶
な
る
け
し
き
の
、
珍
し
げ

な
き
こ
と
な
れ
ど
、
い
か
で
か
言
は
で
は
あ
ら
む
。
ま
た
の
日
ま
で
御
簾
に
し
み
か
へ

り
た
り
し
を
、
若
き
人
な
ど
の
、
世
に
知
ら
ず
思
へ
る
、
こ
と
わ
り
な
り
や
。 

（「
心
に
く
き
も
の
」
の
章
段
１
９
２
段
） 

 
 

蓬
の
、
車
に
押
し
ひ
し
が
れ
た
り
け
る
が
、
輪
の
ま
は
り
た
る
に
、
近
う
う
ち
か
か
へ

た
る
も
、
を
か
し
。 

 
 

（「
五
月
ば
か
り
な
ど
に
、
山
里
に
あ
り
く
、
い
と
を
か
し
。」
の
章
段
２
０
９
段
） 

さ
や
う
な
る
に
、
牛
の
鞦
の
香
の
、
な
ほ
あ
や
し
う
嗅
ぎ
知
ら
ぬ
も
の
な
れ
ど
、
を
か

し
き
こ
そ
、
も
の
狂
ほ
し
け
れ
。
い
と
暗
う
、
闇
な
る
に
、
前
に
と
も
し
た
る
松
明
の

煙
の
香
の
、
車
の
内
に
か
か
へ
た
る
も
、
を
か
し
。 

（「
い
み
じ
う
暑
き
こ
ろ
」
の
章
段
２
１
０
段
） 

清
水
な
ど
に
ま
ゐ
り
て
、
坂
本
の
ぼ
る
ほ
ど
に
、
柴
焚
く
香
の
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
な

る
こ
そ
、
を
か
し
け
れ
。 

（「
清
水
な
ど
に
ま
ゐ
り
て
」
の
章
段
２
１
５
段
） 

五
月
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
、

ひ
き
を
り
あ
け
た
る
に
、
そ
の
を
り
の
香
の
残
り
て
か
か
へ
た
る
、
い
み
じ
う
を
か
し 

（「
五
月
の
菖
蒲
の
」
の
章
段
２
１
６
段
） 

 
 

よ
く
た
き
し
め
た
る
薫
物
の
、
昨
日
、
一
昨
日
、
今
日
な
ど
は
忘
れ
た
る
に
、
ひ
き
あ

け
た
る
に
、
煙
の
残
り
た
る
は
、
た
だ
今
の
香
よ
り
も
め
で
た
し
。 

（「
よ
く
た
き
し
め
た
る
薫
物
の
」
の
章
段
２
１
７
段
） 

蟻
を
入
れ
た
る
に
、
蜜
の
香
を
嗅
ぎ
て
、
ま
こ
と
に
い
と
と
く
、
あ
な
た
の
口
よ
り
出

で
に
け
り
。 

（「
社
は
」
の
章
段
２
２
９
段
） 

桜
の
唐
衣
、
薄
色
の
裳
、
濃
き
衣
、
香
染
、
薄
色
の
表
着
ど
も
、
い
み
じ
う
な
ま
め
か

し
。 

（「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
積
善
寺
と
い
ふ
御
堂
に
て
」

の
章
段
２
６
３
段
） 

狩
衣
は
、
香
染
の
薄
き
。
白
き
。
ふ
く
さ
。
赤
色
。
松
の
葉
色
。
青
葉
。
桜
。
柳
。
ま

た
青
き
。
藤
。 

（「
狩
衣
は
」
の
章
段
２
６
７
段
） 

（
傍
線
は
香
の
種
類
を
、
二
重
傍
線
は
香
に
つ
い
て
の
感
想
を
、
波
線
は
「
か
か
ふ
」

「
た
き
し
め
」「
し
め
」
等
の
様
態
を
表
す
。） 

 
『
枕
草
子
』
で
は
「
香
」
「
か
か
へ
」
「
を
か
し
」
と
い
う
思
惟
の（

連
鎖

９

）

に
は
道
に
た
だ
よ

う
「
薫
物
」
が
一
例
、
そ
の
他
四
例
（「
汗
の
香
」
、「
蓬
」、「
松
明
の
煙
の
香
」、「
五
月
の
菖
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蒲
」）
が
数
え
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
思
惟
の
連
鎖
と
し
て
「
薫
物
」「
そ
ら
だ
き
も
の
」「
薫

物
の
香
」
は
先
の
一
例
を
除
い
て
室
内
で
「
た
く
」
、
「
し
む
」
、
「
た
き
し
め
」
、
「
匂
は
す
」

こ
と
で
「
心
と
き
め
き
す
る
も
の
」「
心
に
く
し
」「
め
で
た
し
」「
な
ま
め
か
し
」
な
ど
と
結

び
つ
く
。
中
宮
定
子
に
関
わ
る
仏
事
と
「
名
香
」
な
ど
に
も
も
ち
ろ
ん
筆
は
向
か
わ
な
い
し
、

単
に
『
枕
草
子
』
に
供
養
な
ど
仏
事
が
そ
れ
ほ
ど
描
か
れ
な
い
と
い
う
よ
り
、
芳
香
に
よ
っ

て
「
極
楽
」
を
思
い
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
で
は
な
く
、
あ
え
て
多
様
な
香
を
求
め
て
日
常
の

中
を
訪
ね
ま
わ
る
、
室
内
的
と
い
う
よ
り
外
光
の
も
と
に
乗
り
出
し
て
ゆ
く
姿
勢
を
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
。 

『
枕
草
子
』
で
も
仏
教
的
な
香
を
表
し
て
い
る
の
は
「
樒
」
で
あ
る
。「
樒
」
の
「
香
」
が

さ
ら
に
「
尊
し
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
『
源
氏
物
語
』
「
総
角
」
巻
で

も
「
樒
」
と
仏
事
が
か
か
わ
っ
て
い
た
。「
尊
し
」
の
語
と
仏
事
と
の
関
係
が
深
い
こ
と
を
示

す
た
め
に
「
尊
し
」
と
そ
の
派
生
語
の
用
例
を
掲
げ
る
。 

  
 

『
枕
草
子
』
の
「
尊
し
」
と
そ
の
派
生
語
の
用
例 

説
教
の
講
師
は
、
顔
よ
き
。
講
師
の
顔
を
、
つ
と
ま
も
ら
へ
た
る
こ
そ
、
そ
の
説
く
こ

と
の
尊
と
さ
も
お
ぼ
ゆ
れ
。
ひ
が
目
し
つ
れ
ば
、
ふ
と
忘
る
る
に
、
に
く
げ
な
る
は
罪

や
得
ら
む
と
お
ぼ
ゆ
。
こ
の
こ
と
は
、
と
ど
む
べ
し
。
す
こ
し
齢
な
ど
の
よ
ろ
し
き
ほ

ど
は
、
か
や
う
の
罪
得
が
た
の
こ
と
は
、
書
き
出
で
け
め
。
今
は
罪
い
と
恐
ろ
し
。
ま

た
、
尊
き
こ
と
、
道
心
多
か
り
、
と
て
、
説
教
す
と
い
ふ
所
ご
と
に
、
最
初
に
行
き
ゐ

る
こ
そ
、
な
ほ
、
こ
の
罪
の
心
に
は
、
い
と
さ
し
も
あ
ら
で
、
と
見
ゆ
れ
。 

（「
説
教
の
講
師
は
」
の
章
段
３
０
段
） 

 
 
 
 

も
と
め
て
も
か
か
る
蓮
の
露
を
お
き
て
憂
き
世
に
ま
た
は
帰
る
も
の
か
は 

と
書
き
て
や
り
つ
。
ま
こ
と
に
、
い
と
尊
く
あ
は
れ
な
れ
ば
、
や
が
て
と
ま
り
ぬ
べ
く

お
ぼ
ゆ
る
に
、
さ
う
ち
う
が
家
の
人
の
も
ど
か
し
さ
も
忘
れ
ぬ
べ
し
。 

（「
菩
提
と
い
ふ
寺
に
」
の
章
段
３
１
段
） 

す
こ
し
大
人
び
た
ま
へ
る
は
、
青
鈍
の
指
貫
、
白
き
袴
も
い
と
涼
し
げ
な
り
。
佐
理
の

宰
相
な
ど
も
皆
若
や
ぎ
だ
ち
て
、
す
べ
て
尊
き
こ
と
の
限
り
に
も
あ
ら
ず
、
を
か
し
き

見
物
な
り
。 

（「
小
白
川
と
い
ふ
所
は
」
の
章
段
３
２
段
） 

「
異
物
は
食
は
で
、
た
だ
仏
の
御
お
ろ
し
を
の
み
食
ふ
か
。
い
と
尊
き
こ
と
か
な
」
と

言
ふ
け
し
き
を
見
て
「
な
ど
か
、
異
物
も
た
べ
ざ
ら
む
。
そ
れ
が
さ
ぶ
ら
は
ね
ば
こ
そ
、

と
り
申
し
つ
れ
」
と
言
へ
ば
、
く
だ
も
の
、
ひ
ろ
き
餅
な
ど
を
、
物
に
入
れ
て
取
ら
せ

た
る
に
、
む
げ
に
仲
よ
く
な
り
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
語
る
。 

（「
職
の
御
曹
司
に
お
は
し
ま
す
こ
ろ
」
の
章
段
８
３
段
） 

 

修
法
は
、
奈
良
方
。
仏
の
御
し
ん
ど
も
な
ど
、
よ
み
た
て
ま
つ
り
た
る
、
な
ま
め
か
し

う
尊
し
。 

（「
修
法
は
、
奈
良
方
」
の
章
段
１
２
２
段
） 

法
師
な
ど
の
、
な
に
が
し
な
ど
言
ひ
て
あ
り
く
は
、
な
に
と
か
は
見
ゆ
る
。
経
尊
く
よ

み
、
み
め
き
よ
げ
な
る
に
つ
け
て
も
、
女
房
に
あ
な
づ
ら
れ
て
な
り
か
か
り
こ
そ
す
め

れ
。
僧
都
、
僧
正
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
仏
の
あ
ら
は
れ
た
ま
へ
る
や
う
に
、
お
ぢ
ま
ど
ひ
、

か
し
こ
ま
る
さ
ま
は
、
な
に
に
か
似
た
る
。 

（「
位
こ
そ
、
な
ほ
め
で
た
き
も
の
は
あ
れ
」
の
章
段
１
８
１
段
） 

 
 

手
洗
ひ
て
、
直
衣
ば
か
り
う
ち
着
て
、
六
の
巻
そ
ら
に
よ
む
、
ま
こ
と
に
尊
き
ほ
ど
に
、

近
き
所
な
る
べ
し
。
あ
り
つ
る
使
、
う
ち
け
し
き
ば
め
ば
、
ふ
と
よ
み
さ
し
て
、
返
事

に
心
移
す
こ
そ
、
罪
得
ら
む
と
、
を
か
し
け
れ
。
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（「
好
き
好
き
し
く
て
独
り
住
み
す
る
人
の
」
の
章
段
１
８
４
段
） 

こ
と
は
じ
ま
り
て
、
一
切
経
を
蓮
の
花
の
赤
き
一
花
づ
つ
に
入
れ
て
、
僧
俗
、
上
達
部
、

殿
上
人
、
地
下
、
六
位
、
な
に
く
れ
ま
で
、
持
て
続
き
た
る
、
い
み
じ
う
尊
し
。
導
師

ま
ゐ
り
、
講
は
じ
ま
り
て
、
舞
な
ど
す
。 

（「
関
白
殿
、
二
月
二
十
一
日
に
、
法
興
院
の
積
善
寺
と
い
ふ
御
堂
に
て
」

の
章
段
２
６
３
段
） 

尊
き
こ
と
。
九
条
の
錫
杖
。
念
仏
の
回
向
。 

（「
尊
き
こ
と
」
の
章
段
２
６
４
段
） 

雨
は
、
心
も
な
き
も
の
と
、
思
ひ
し
み
た
れ
ば
に
や
、
片
時
降
る
も
い
と
に
く
く
ぞ
あ

る
。
や
む
ご
と
な
き
こ
と
、
お
も
し
ろ
か
る
べ
き
こ
と
、
尊
う
め
で
た
か
べ
い
こ
と
も
、

雨
だ
に
降
れ
ば
、
言
ふ
か
ひ
な
く
く
ち
を
し
き
に
、
な
に
か
、
そ
の
濡
れ
て
か
こ
ち
来

た
ら
む
が
、
め
で
た
か
ら
む
。
交
野
の
少
将
も
ど
き
た
る
落
窪
の
少
将
な
ど
は
、
を
か

し
。 

（「
成
信
の
中
将
は
、
入
道
兵
部
卿
の
宮
の
御
子
に
て
」
の
章
段
２
７
７
段
） 

 

こ
れ
ら
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
『
枕
草
子
』
の
仏
道
へ
の
関
心
は
見
過
ご
せ
な
い
も
の

が
あ
る
。
特
筆
す
べ
き
は
「
尊
し
」
の
語
が
頻
出
す
る
次
の
物
詣
の
章
段
で
あ
る
。 

清
水
な
ど
に
詣
で
て
局
す
る
ほ
ど
に
、（
中
略
）
局
に
入
る
ほ
ど
も
、
居
並
み
た
る
前
を

通
り
ゆ
け
ば
、
い
と
う
た
て
あ
る
を
、
犬
防
の
う
ち
見
入
れ
た
る
こ
こ
ち
ぞ
、
い
み
じ

う
尊
く
、
な
ど
て
こ
の
月
ご
ろ
詣
で
で
過
し
つ
ら
む
と
、
ま
づ
心
も
お
こ
る
。
御
み
あ

か
し
の
、
常
燈
に
は
あ
ら
で
、
う
ち
に
ま
た
、
人
の
た
て
ま
つ
れ
る
が
、
恐
し
き
ま
で

燃
え
た
る
に
、
仏
の
き
ら
き
ら
と
見
え
た
ま
へ
る
は
、
い
み
じ
う
尊
き
に
、
手
ご
と
に

文
ど
も
を
さ
さ
げ
て
、
礼
盤
に
か
ひ
ろ
き
誓
ふ
も
、
さ
ば
か
り
ゆ
す
り
み
ち
た
れ
ば
、

と
り
は
な
ち
て
聞
き
わ
く
べ
き
に
も
あ
ら
ぬ
に
、
せ
め
て
し
ぼ
り
い
で
た
る
声
々
の
、

さ
す
が
に
ま
た
ま
ぎ
れ
ず
な
む
。
「
千
燈
の
御
志
は
、
な
に
が
し
の
御
た
め
」
な
ど
は
、

は
つ
か
に
聞
ゆ
。
帯
う
ち
し
て
、
拝
み
た
て
ま
つ
る
に
、「
こ
こ
に
、
つ
か
う
さ
ぶ
ら
ふ
」

と
て
、
樒
の
枝
を
折
り
て
持
て
来
た
る
は
、
香
な
ど
の
い
と
尊
き
も
を
か
し
。
誦
経
の

鐘
の
音
な
ど
、
わ
が
な
な
り
、
と
聞
く
も
頼
も
し
う
お
ぼ
ゆ
。
か
た
は
ら
に
、
よ
ろ
し

き
男
の
、
い
と
忍
び
や
か
に
額
な
ど
つ
く
立
ち
居
の
ほ
ど
も
、
心
あ
ら
む
と
聞
え
た
る

が
、
い
た
う
思
ひ
入
り
た
る
け
し
き
に
て
、
寝
も
寝
ず
行
ふ
こ
そ
い
と
あ
は
れ
な
れ
。

う
ち
や
す
む
ほ
ど
は
、
経
を
高
う
は
聞
え
ぬ
ほ
ど
に
よ
み
た
る
も
、
尊
げ
な
り
。
う
ち

い
で
さ
せ
ま
ほ
し
き
に
、
ま
い
て
、
は
な
な
ど
を
、
け
ざ
や
か
に
聞
き
に
く
く
は
あ
ら

で
、
忍
び
や
か
に
、
か
み
た
る
は
、
何
ご
と
を
思
ふ
人
な
ら
む
、
か
れ
を
な
さ
ば
や
と

こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
（
中
略
）
夜
一
夜
の
の
し
り
行
ひ
明
す
に
、
寝
も
入
ら
ざ
り
つ
る
を
、

後
夜
な
ど
果
て
て
、
す
こ
し
う
ち
休
み
た
る
寝
耳
に
、
そ
の
寺
の
仏
の
御
経
を
、
い
と

荒
々
し
う
尊
く
う
ち
い
で
よ
み
た
る
に
ぞ
、
い
と
わ
ざ
と
尊
く
し
も
あ
ら
ず
、
修
行
者

だ
ち
た
る
奉
仕
の
蓑
う
ち
着
た
る
な
ど
が
よ
む
な
な
り
と
、
ふ
と
う
ち
お
ど
ろ
か
れ
て
、

あ
は
れ
に
聞
ゆ
。 

（「
正
月
に
寺
に
籠
り
た
る
は
」
の
章
段
１
１
６
段
） 

 

『
枕
草
子
』
に
は
「
読
経
は
」（
１
６
０
段
）「
寺
は
」（
１
９
７
段
）「
経
は
」（
１
９
８
段
）

「
仏
は
」（
１
９
９
段
）「
陀
羅
尼
は
」（
２
０
２
段
）
等
の
章
段
が
あ
り
、
清
少
納
言
が
仏
教

に
無
知
だ
っ
た
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
こ
は
経
典
に
依
り
つ
つ
発
心
に
至
る
と
い
う

よ
り
も
一
般
的
な
物
詣
で
は
あ
る
が
、「
尊
し
」
の
頻
出
は
参
籠
中
見
聞
き
す
る
も
の
の
多
く

に
敬
虔
な
思
い
を
抱
き
、
日
常
を
振
り
返
り
内
省
す
る
信
仰
心
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
に
描
か
れ
る
の
は
「
犬
防
」
で
囲
わ
れ
た
内
陣
の
炎
に
揺
ら
め
く
仏
の
輝
き
の
荘
厳
さ

で
あ
り
、
か
す
か
な
声
が
呼
び
覚
ま
す
寺
の
内
部
空
間
の
静
寂
さ
と
ほ
の
暗
さ
で
も
あ
り
、

深
遠
さ
、
奥
深
さ
と
い
っ
た
雰
囲
気
で
も
あ
る
。
見
聞
き
す
る
も
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
け
清
少
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納
言
が
畏
ま
る
姿
勢
が
非
日
常
的
な
物
詣
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

『
枕
草
子
』
の
仏
教
的
な
香
は
「
樒
」
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、『
源
氏
物
語
』
「
総

角
」
巻
の
「
名
香
」
と
結
び
つ
く
「
樒
」
の
延
長
上
に
こ
の
章
段
の
「
樒
」
の
「
尊
き
」
の

用
例
を
た
ど
る
と
信
仰
心
に
結
び
つ
く
。
そ
れ
を
示
す
も
の
と
し
て
清
少
納
言
の
日
ご
ろ
抱

い
て
い
る
「
罪
の
心
」（
「
説
教
の
講
師
は
」
の
章
段
３
０
段
）、
罪
障
の
深
さ
の
自
覚
が
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
は
「
な
ほ
」
と
い
う
た
め
ら
い
が
あ
り
、
一
方
で
年
齢
と
と
も
に
深
ま
る

罪
障
感
か
ら
「
罪
い
と
恐
ろ
し
」
と
述
べ
な
が
ら
も
、
慣
習
的
な
意
味
で
の
信
仰
に
は
必
ず

し
も
な
じ
め
な
い
抵
抗
感
も
窺
え
る
。 

  

結
語 

清
少
納
言
の
信
仰
心
が
当
時
の
一
般
の
貴
族
女
性
と
比
較
し
て
格
段
に
深
い
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。
し
か
し
、
従
来
論
じ
ら
れ
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
清
少
納
言
が
日
常
見
聞
き
す

る
外
界
の
景
物
・
人
事
に
の
み
細
や
か
な
関
心
を
抱
い
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
。「
樒
」
の
例

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
香
」
に
導
か
れ
「
尊
き
」
存
在
を
厳
か
に
受
け
入
れ
る
よ
う
な
内
面

の
深
み
と
広
が
り
を
清
少
納
言
が
併
せ
持
っ
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
「
を
か

し
」
の
美
意
識
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
て
は
い
る
が
、
な
お
「
樒
」
の
「
香
」
の
清
新
さ
は

清
少
納
言
の
心
に
染
み
入
る
「
尊
き
」
宗
教
的
契
機
と
し
て
記
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 
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（
１
）
小
町
谷
照
彦
訳
注
『
古
今
和
歌
集
』
筑
摩
書
房 

平
成
２
２
・
３ 

（
２
）
萩
谷
朴
他
校
注 

日
本
古
典
文
学
大
系
『
歌
合
集
』
岩
波
書
店 

昭
和
４
０
・

３ 

（
３
）
中
野
幸
一
他
校
注
・
訳 

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
２
６
『
和
泉
式
部
日
記 

紫

式
部
日
記 

更
級
日
記 

讃
岐
典
侍
日
記
』
小
学
館 

平
成
６
・
９ 

以
下
、『
紫

式
部
日
記
』
本
文
は
す
べ
て
同
書
に
拠
る
。 

（
４
）
大
日
本
古
記
録
『
小
右
記
』
二 

岩
波
書
店 

昭
和
３
６
・
６
（
峰
岸
明
『
平

安
時
代
記
録
語
集
成
』
上
下 

吉
川
弘
文
館 

平
成
２
８
・
８ 

の
指
摘
に
拠
る
。） 

（
５
）
阿
部
秋
生
他
校
注
・
訳 

日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
（
１
）
～
（
６
）

小
学
館 

昭
和
４
５
・
１
１
～
５
１
・
２ 

以
下
、『
源
氏
物
語
』
本
文
は
す
べ
て

同
書
に
拠
る
。 

（
６
）
最
後
の
例
に
あ
る
「
樒
」
に
注
目
す
る
と
次
の
よ
う
な
例
も
視
野
に
入
る
。
こ

の
個
所
に
も
「
常
な
き
世
」
へ
の
言
及
が
あ
る
。 

「
常
な
き
世
と
は
身
ひ
と
つ
に
の
み
知
り
は
べ
り
に
し
を
、
後
れ
ぬ
、
と
の
た
ま

は
せ
た
る
に
な
む
、
げ
に
、 

 
 

 
 

あ
ま
舟
に
い
か
が
は
お
も
ひ
お
く
れ
け
ん
あ
か
し
の
浦
に
い
さ
り
せ
し
君 

回
向
に
は
、
あ
ま
ね
き
か
ど
に
て
も
、
い
か
が
は
」
と
あ
り
。
濃
き
青
鈍
の
紙
に

て
、
樒
に
さ
し
た
ま
へ
る
、
例
の
事
な
れ
ど
、
い
た
く
過
ぐ
し
た
る
筆
づ
か
ひ
、

な
ほ
旧
り
が
た
く
を
か
し
げ
な
り
。
（「
若
菜
下
」
巻
） 

（
７
）
京
楽
真
帆
子
「
平
安
京
貴
族
文
化
と
に
お
い
―
芳
香
と
悪
臭
の
権
力
構
造
―
」

三
田
村
雅
子
・
河
添
房
江
編
『
薫
り
の
源
氏
物
語
』
翰
林
書
房 

平
成
２
０
・
４ 

（
８
）
石
田
穣
二
訳
注 

新
版
『
枕
草
子
』
上
・
下
巻 

角
川
書
店 

昭
５
４
・
８
，

５
５
，
４ 

以
下
、『
枕
草
子
』
本
文
は
す
べ
て
同
書
に
拠
る
。 

（
９
）
長
沼
英
二
が
揺
曳
す
る
「
か
か
ふ
」
芳
香
と
浸
透
す
る
「
し
む
」
芳
香
と
し
て

す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。「
清
少
納
言
の
嗅
覚
表
現
―
―
内
的
陶
酔
と
外
界
認
識
―

―
」『
二
松
学
舎
大
学
人
文
論
叢
』
第
４
５
輯 

平
成
２
・
１
０ 
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