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緒
言 

『
枕
草
子
』
に
は
同
じ
素
材
が
繰
り
返
し
登
場
す
る
。
そ
れ
ら
は
清
少
納
言
に
と
っ
て
い
わ
ば

お
気
に
入
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
素
材
は
類
聚
的
章
段
で
列
挙
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
ま
た

随
想
的
章
段
等
に
鏤
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。 

 

章
段
形
成
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
に
「
も
の
は
づ
け
」
的
即
興
か
ら
「
随
筆
」
化
へ
の
方
向
性

が
指
摘
さ
れ
て
い
る

（

１

）

。
類
聚
的
章
段
の
景
物
は
「
評
価
」「
批
評
め
い
た
短
評
」
が
加
え
ら
れ
「
名

称
へ
の
興
味
」
「
典
拠
」
に
と
ど
ま
ら
ず
「
実
体
へ
の
関
心
」
に
よ
っ
て
随
筆
化
さ
れ
る
と
い
う
。

ま
た
、
そ
こ
で
は
「
機
知
」「
即
興
」
が
重
視
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
章
段
が
あ
る
こ
と
を
認
め

つ
つ
、
本
稿
で
は
清
少
納
言
の
お
気
に
入
り
の
素
材
の
取
り
合
わ
せ
に
よ
っ
て
章
段
が
構
成
さ
れ

る
事
例
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。 

  

一 

最
初
に
清
少
納
言
の
好
尚
に
か
な
う
素
材
を
含
む
い
く
つ
か
の
章
段
、
あ
る
い
は
そ
の
一
部
を

列
挙
す
る
。 

紫
の
紙
に
楝
の
花
、
青
き
紙
に
菖
蒲
の
葉
細
く
巻
き
て
結
ひ
、
ま
た
、
白
き
紙
を
根
し
て
ひ

き
結
ひ
た
る
も
、
を
か
し
。
い
と
長
き
根
を
文
の
中
に
入
れ
な
ど
し
た
る
を
見
る
こ
こ
ち
ど

も
、
い
と
艶
な
り
。
（
「
節
は
」
の
章
段
３
６
段
） 

草
の
花
は
、
撫
子
、
唐
の
は
さ
ら
な
り
。
大
和
の
も
、
い
と
め
で
た
し
。
（
「
草
の
花
は
」
の

章
段
６
４
段
） 

冬
は
、
い
み
じ
う
寒
き
。
夏
は
、
世
に
知
ら
ず
暑
き
。
（
「
冬
は
」
の
章
段
１
１
４
段
） 

返
事
を
、
い
み
じ
う
赤
き
薄
様
に
、「
み
づ
か
ら
持
て
ま
う
で
来
ぬ
し
も
べ
は
、
い
と
冷
淡
な 

り
と
な
む
見
ゆ
め
る
」
と
て
、
め
で
た
き
紅
梅
に
付
け
て
た
て
ま
つ
り
た
る
す
な
は
ち
、
お 

は
し
て
（
「
二
月
、
官
の
司
に
」
の
章
段
１
２
８
段
） 

扇
の
骨
は
、
朴
。
色
は
、
赤
き
。
紫
。
緑
。
（
「
扇
の
骨
は
」
の
章
段
２
７
０
段
） 

常
に
文
お
こ
す
る
人
の
、「
な
に
か
は
。
言
ふ
に
も
か
ひ
な
し
。
今
は
」
と
言
ひ
て
、
ま
た
の 

日
、
音
も
せ
ね
ば
、
さ
す
が
に
明
け
た
て
ば
、
さ
し
出
づ
る
文
の
見
え
ぬ
こ
そ
、
さ
う
ざ
う 

し
け
れ
と
思
ひ
て
、「
さ
て
も
、
き
は
ぎ
は
し
か
り
け
る
心
か
な
」
と
言
ひ
て
暮
し
つ
。（
「
常 

に
文
お
こ
す
る
人
の
」
の
章
段
２
７
８
段 

ま
た
、「
あ
は
れ
な
り
し
人
の
文
」
と
い
う
用
例 

が
２
７
段
に
あ
る
。
） 

薄
様
、
色
紙

（

２

）

は 

白
き
。
紫
。
赤
き
。
苅
安
染
。
青
き
も
、
よ
し
。
（
「
薄
様
、
色
紙
は
」
の 

章
段
一
本
１
２
段
） 

 

「
折
枝
」
に
つ
い
て
は
小
松
茂
美
が
平
安
仮
名
文
芸
で
の
消
息
の
用
例
調
査
か
ら
「
料
紙
と
折

枝
と
は
、
だ
い
た
い
同
系
色
の
色
に
合
わ
せ
る
の
が
原
則
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
」
と
指
摘
し
て
い
る

（

３

）

。

こ
れ
ら
の
章
段
は
清
少
納
言
が
掲
げ
る
広
義
の
美
的
景
物
を
含
ん
で
い
る
。
こ
れ
ら
を
含
め
て
一

つ
の
章
段
を
構
成
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
以
下
の
二
重
傍
線
部
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
前
掲

章
段
に
含
ま
れ
る
傍
線
部
の
景
物
で
あ
る
。
中
で
も
章
段
の
冒
頭
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
景
物
が
多

い
の
は
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

い
み
じ
う
暑
き
（
１
１
４
段
）
昼
中
に
、
い
か
な
る
わ
ざ
を
せ
む
と
、
扇
（
２
７
０
段
）
の

風
も
ぬ
る
し
。
氷
水
に
手
を
ひ
た
し
、
持
て
騒
ぐ
ほ
ど
に
、
こ
ち
た
う
赤
き
薄
様
（
１
２
８

段 

一
本
１
２
段
）（
文 

２
７
段
、
２
７
８
段
）
を
、
唐
撫
子
（
６
４
段
）
の
い
み
じ
う
咲

き
た
る
に
結
び
付
け
て
（
折
枝 

３
６
段 

１
２
８
段
）
取
り
入
れ
た
る
こ
そ
、
書
き
つ
ら

む
ほ
ど
の
暑
さ
（
１
１
４
段
）
、
心
ざ
し
の
ほ
ど
浅
か
ら
ず
お
し
は
か
ら
れ
て
、
か
つ
使
ひ
つ

る
だ
に
飽
か
ず
お
ぼ
ゆ
る
扇
（
２
７
０
段
）
も
、
う
ち
置
か
れ
ぬ
れ
。
（
「
い
み
じ
う
暑
き
昼

中
に
」
の
章
段
１
８
５
段
） 

こ
の
章
段
の
景
物
は
お
お
よ
そ
先
に
掲
げ
た
章
段
で
特
筆
さ
れ
て
い
る
そ
れ
と
ほ
ぼ
共
通
で
あ
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る
。
ま
た
、
二
重
傍
線
を
付
し
た
景
物
以
外
に
素
材
と
な
る
景
物
は
「
風
」
と
「
氷
水
」
を
除
く

と
ほ
と
ん
ど
な
い
。
二
重
傍
線
を
付
し
た
素
材
は
赤
色
に
何
ら
か
の
意
味
で
関
わ
る
清
少
納
言
の

お
気
に
入
り
の
景
物
で
あ
ろ
う
。
暑
さ
と
対
照
的
な
「
氷
水
」
を
取
り
合
わ
せ
つ
つ
（
「
あ
て
な
る

も
の
」
の
章
段
３
９
段
に
も
お
気
に
入
り
の
景
物
「
白
襲
」「
水
晶
」「
梅
の
花
」「
削
り
氷
」「
雪
」

に
対
す
る
「
い
ち
ご
」
の
対
比
が
あ
る
。
）
そ
れ
ら
を
ふ
ん
だ
ん
に
使
用
し
て
い
る
。
そ
の
上
で
こ

の
章
段
は
時
宜
に
か
な
い
す
ぎ
た
文
の
送
り
主
の
「
心
ざ
し
の
ほ
ど
浅
か
ら
ず
お
し
は
か
ら
れ
て
」

と
い
う
誠
意
と
労
力
へ
の
ね
ぎ
ら
い
と
感
嘆
に
収
斂
さ
せ
、「
扇
」
を
は
た
と
う
ち
置
く
と
こ
ろ
で

結
ぶ
。
そ
れ
ら
は
息
の
長
い
係
り
結
び
で
一
括
り
に
さ
れ
て
い
る
。
読
者
に
い
か
に
も
と
思
わ
せ

る
、
暑
い
さ
な
か
で
あ
る
ゆ
え
に
こ
そ
赤
色
の
素
材
の
取
り
合
わ
せ
と
な
っ
た
相
手
へ
の
感
嘆
の

表
現
を
暑
さ
と
い
う
遠
ざ
け
え
な
い
身
体
感
覚
と
と
も
に
述
べ
て
い
る
。
暑
さ
で
さ
え
美
意
識
の

対
象
に
し
て
し
ま
う
、
同
じ
連
想
で
も
本
旨
逸
脱
的
章
段
と
対
照
的
な
い
わ
ば
対
象
追
及
的
章
段

で
あ
り
、
ま
さ
に
過
度
に
「
折
」
に
か
な
っ
た
章
段
と
言
え
よ
う

（

４

）

。 

ち
な
み
に
「
赤
き
薄
様
」
の
示
す
意
味
は
「
二
月
、
官
の
司
に
」
の
章
段
１
２
８
段
の
よ
う
に

戯
れ
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
恋
文
で
あ
ろ
う
。 

 

月
の
い
み
じ
う
明
き
夜
、
紙
の
ま
た
い
み
じ
う
赤
き
に
、
た
だ
「
あ
ら
ず
と
も
」
と
書
き
た

る
を
、
廂
に
さ
し
入
り
た
る
月
に
あ
て
て
人
の
見
し
こ
そ
、
を
か
し
か
り
し
か
。
（
「
成
信
の

中
将
は
」
の
章
段
２
７
７
段
） 

は
恋
文
を
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
あ
ら
ず
と
も
」
の
句
は
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
第
十
三
恋
三
の 

 
 

 

月
明
か
り
け
る
夜
、
女
の
許
に
遣
は
し
け
る 

 
 

 

源
信
明 

 
 

７
８
７
恋
し
さ
は
同
じ
心
に
あ
ら
ず
と
も
今
夜
の
月
を
君
見
ざ
ら
め
や

（

５

） 

に
よ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。 

『
蜻
蛉
日
記
』
下
巻
で
も
藤
原
遠
度
が
道
綱
母
の
養
女
に
送
る
求
婚
の
文
は
「
文
取
り
て
帰
り

た
る
を
見
れ
ば
、
紅
の
薄
様
一
襲
に
て
、
紅
梅
に
つ
け
た
り
。
」
と
見
え
る

（

６

）

。『
源
氏
物
語
』「
梅
枝
」

巻
に
は
光
君
が
朝
顔
姫
君
に
「
御
返
も
其
色
（
注 

紅
梅
色
）
の
紙
に
て
、
御
前
の
花
を
お
ら
せ

て
つ
け
さ
せ
給
。
」
と
恋
の
心
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る

（

７

）

。
ま
た
「
若
菜
上
」
巻
で
は
女
三
宮
が
光
君

と
結
婚
し
て
ま
も
な
く
「
紅
の
薄
様
」
の
文
を
送
る（

し８
）

、「
浮
舟
」
巻
で
は
浮
舟
か
ら
の
「
紅
の
薄

様
」
を
匂
宮
が
読
む
の
を
見
、
そ
れ
が
浮
舟
の
送
っ
た
恋
文
「
赤
き
色
紙
」
で
あ
る
ら
し
い
こ
と

を
随
身
か
ら
薫
が
聞
き
、
浮
舟
の
秘
密
が
露
見
す
る
場
面
も
あ
る

（

９

）

。 

こ
の
１
８
５
段
は
能
因
本
に
は
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
『
枕
草
子
』
の
傾
向
に
矛
盾
す
る
も
の
で

は
な
く
、
む
し
ろ
『
枕
草
子
』
の
美
意
識
を
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。
徹
底
し
て
一
つ
の
色
調
で

事
象
を
捉
え
よ
う
と
す
る
美
意
識
は
『
枕
草
子
』
の
他
の
章
段
、
た
と
え
ば
「
心
と
き
め
き
す
る

も
の
」
の
章
段
２
６
段
や
「
過
ぎ
に
し
か
た
恋
し
き
も
の
」
の
章
段
２
７
段
の
瀟
洒
な
も
の
の
素

描
と
も
異
な
る
し
、
和
歌
の
濃
や
か
な
連
綿
体
と
も
次
元
を
異
に
す
る
認
識
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
。

い
た
ず
ら
に
素
材
の
多
さ
・
新
奇（

さ
１
０
）

を
誇
る
の
で
は
な
く
、
ま
た
諧
謔
性
の
み
で
も
な
く
、
お
気

に
入
り
の
題
材
を
選
び
、
そ
の
対
象
に
即
し
て
切
り
取
り
方
、
遠
近
の
表
現
方
法
も
自
在
に
変
え

る
の
で
あ
る
。 

  

二 

世
間
に
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
を
列
挙
し
て
も
意
味
は
な
い
。
問
題
は
素
材
が
い
か
に
文
芸
と

し
て
変
容
し
た
あ
り
方
で
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
素
材
と
表
現
は
対
立

す
る
の
で
は
な
く
両
者
が
言
語
化
さ
れ
た
対
象
と
し
て
一
元
化
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
枕

草
子
』
に
は
思
想
性
が
乏
し
い
と
す
る
批
判
が
多
く
あ
る

（
１
１
）

。
し
か
し
、
文
芸
が
思
索
的
で
あ
る
か

否
か
は
個
々
の
作
品
の
主
題
次
第
で
あ
り
、
特
に
現
代
的
意
味
で
の
思
想
を
含
む
こ
と
は
必
要
条

件
で
は
な
い
。
現
代
の
問
題
意
識
を
無
媒
介
に
異
な
る
時
代
の
作
品
に
投
影
す
る
こ
と
は
差
し
控

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

前
掲
風
巻
論
文
が
指
摘
す
る
よ
う
な
素
材
の
種
類
の
少
な
さ
が
文
化
的
閉
塞
を
意
味
す
る
と
理

解
す
る
の
は
短
絡
的
で
あ
ろ
う
。
構
成
と
は
取
捨
選
択
の
中
か
ら
創
出
さ
れ
る
出
来
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、
夾
雑
物
の
排
除
は
印
象
の
統
一
に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
る
。『
枕
草
子
』
は
個
人
の
創

作
で
あ
り
、
勅
撰
集
の
よ
う
に
多
数
の
歌
人
に
よ
る
作
品
の
集
合
体
で
は
な
い
。
個
人
の
こ
だ
わ

り
や
偏
り
を
そ
れ
だ
け
で
狭
量
と
判
断
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
。
一
個
人
の
作
品
と
美

的
景
物
を
網
羅
的
に
撰
集
す
る
勅
撰
集
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
、
あ
る
い
は
目
的
が
異
な
る
『
和
名

類
聚
抄
』
の
よ
う
な
事
典
と
同
列
に
比
較
す
る
の
は
誤
謬
で
あ
ろ
う
。
風
巻
景
次
郎
の
「
現
実
遺

棄
の
欲
望
」
を
『
枕
草
子
』
に
見
出
す
見
解
は
比
較
の
共
通
項
の
必
要
性
を
考
慮
し
な
い
と
い
う

点
で
成
立
し
え
な
い
。
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興
味
深
い
の
は
清
少
納
言
が
出
仕
以
前
の
記
憶
に
基
づ
い
て
描
い
た
「
小
白
川
と
い
ふ
所
は
」

の
章
段
３
２
段
の
回
想
の
中
に
「
い
み
じ
う
暑
き
昼
中
に
」
の
章
段
１
８
５
段
の
景
物
が
い
く
つ

か
重
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
以
下
の
傍
線
部
の
暑
さ
、
（
扇
）
、
赤
い
紙
、
撫
子
と
の

類
似
性
か
ら
指
摘
で
き
る
。 

六
月
十
よ
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
こ
こ
ち
す
る
。（
中
略
）
す
こ
し
日
た
く
る
ほ
ど
に
、
三
位
の
中
将
と
は
関
白
殿
を
ぞ

聞
え
し
、
か
う
の
薄
物
の
二
藍
の
御
直
衣
、
二
藍
の
織
物
の
指
貫
、
濃
蘇
芳
の
下
の
御
袴
に
、

張
り
た
る
白
き
ひ
と
へ
の
い
み
じ
う
あ
ざ
や
か
な
る
を
着
た
ま
ひ
て
歩
み
入
り
た
ま
へ
る
、

さ
ば
か
り
軽
び
涼
し
げ
な
る
御
中
に
、
暑
か
は
し
げ
な
る
べ
け
れ
ど
、
い
と
ど
い
み
じ
う
め

で
た
し
と
ぞ
見
え
た
ま
ふ
。
朴
、
塗
骨
な
ど
骨
は
か
は
れ
ど
、
た
だ
赤
き
紙
を
お
し
な
べ
て

う
ち
使
ひ
持
た
ま
へ
る
は
、
撫
子
の
い
み
じ
う
咲
き
た
る
に
ぞ
、
い
と
よ
く
似
た
る
。
（
「
小

白
川
と
い
ふ
所
は
」
の
章
段
３
２
段
） 

こ
の
場
面
で
は
そ
の
直
後
に
言
及
さ
れ
る
「
常
よ
り
も
ま
さ
り
て
お
は
す
る
」
義
懐
中
納
言
と

並
ん
で
、
清
少
納
言
の
中
関
白
家
へ
の
出
仕
前
、
花
山
朝
の
時
代
の
藤
原
道
隆
と
そ
の
周
辺
の
印

象
的
な
情
景
が
描
か
れ
る
。
こ
の
場
面
の
景
物
は
確
か
に
一
般
的
な
取
り
合
わ
せ
で
は
あ
る
が
、

ほ
か
の
人
物
と
は
異
な
る
「
暑
か
は
し
」
く
も
華
や
か
な
い
で
た
ち
の
道
隆
は
「
い
と
ど
い
み
じ

う
め
で
た
し
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
章
段
の
景
物
は
回
想
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
清
少
納
言
に
よ
っ

て
改
変
さ
れ
た
も
の
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
場
の
道
隆
の
印
象
が
清
少
納
言
の
好
尚

を
決
定
づ
け
た
感
が
あ
る
。
あ
る
い
は
『
枕
草
子
』
の
原
風
景
的
な
面
影
を
こ
こ
に
見
出
し
て
も

よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
道
隆
が
こ
の
直
後
に
花
山
帝
を
め
ぐ
る
政
争
に
関
わ
っ
た
と
い

う
認
識
は
『
枕
草
子
』
の
叙
述
に
よ
る
限
り
特
に
投
影
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
た
方
が
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。『
枕
草
子
』
で
も
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
、
世
の
中
に
事
出
で
来
、
騒
が

し
う
な
り
て
」
（
「
殿
な
ど
の
お
は
し
ま
さ
で
後
」
の
章
段
１
３
８
段
）
と
し
か
書
か
れ
な
い
よ
う

に
、
あ
る
い
は
女
性
が
言
及
す
る
の
は
は
ば
か
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

前
掲
の
諸
章
段
を
見
る
限
り
、
確
立
さ
れ
た
美
意
識
に
よ
っ
て
狭
く
限
定
さ
れ
た
素
材
に
よ
り

構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
を
す
る
の
で
は
な
く
、「
小
白
川
と
い
ふ
所
は
」
の
章
段
３
２
段
で

見
出
し
た
よ
う
に
む
し
ろ
お
気
に
入
り
の
素
材
（
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
嫌
悪
す
る
も
の
）
を
積
極

的
・
集
中
的
に
活
用
し
て
文
章
を
構
成
す
る
こ
と
で
「
機
知
」
や
「
即
興
」
と
い
う
だ
け
で
は
な

く
、
新
た
な
美
的
典
型
を
創
出
し
よ
う
と
す
る
点
に
注
意
を
向
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

併
せ
て
１
８
５
段
か
ら
の
強
い
連
想
が
及
ぶ
章
段
と
そ
の
景
物
を
整
理
し
て
み
る
。
〇
は
該
当

景
物
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、
／
は
対
照
的
景
物
を
示
し
て
い
る
。
共
通
項
が
多
い
ほ
ど
連
想

関
係
は
強
い
と
言
え
よ
う
。
ど
れ
も
そ
れ
ほ
ど
新
奇
な
景
物
で
は
な
い
が
、
赤
色
と
暑
さ
の
共
感

覚
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
清
少
納
言
の
思
い
入
れ
が
窺
え
る
。 
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一
般
的
な
素
材
の
場
合
の
強
い
連
想
の
広
が
り
の
多
く
は
こ
の
程
度
の
規
模
で
あ
ろ
う
が
、
連

想
・
対
照
の
緩
や
か
な
関
連
を
た
ど
る
な
ら
ば
「
狩
衣
は
」
の
章
段
２
６
７
段
周
辺
の
服
飾
の
多

様
な
色
彩
の
列
挙
や
「
八
月
つ
ご
も
り
、
太
秦
に
詣
づ
と
て
」
の
章
段
２
１
３
段
の
よ
う
な
「
赤
」

と
「
青
」
の
対
比
な
ど
も
直
ち
に
思
い
浮
か
ぶ
。
類
聚
的
章
段
、
随
想
的
章
段
、
日
記
・
回
想
的

章
段
と
い
う
内
容
・
形
態
に
よ
る
登
場
の
偏
り
も
な
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
『
枕
草
子
』
は
連

想
の
文
芸
と
い
う
側
面
が
強
い
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
雑
纂
形
態

を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
連
想
と
い
っ
て
も
ほ
ぼ
三
巻
本
の
配
列

の
通
り
に
連
想
・
対
照
が
並
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
三
巻
本
の
本
文
で
連
想
関
係
を

隈
な
く
指
摘
し
よ
う
と
す
る
の
は
や
は
り
こ
じ
つ
け
に
陥
り
や
す
い
。
前
掲
の
一
覧
で
も
そ
う
で

あ
る
が
、
隣
接
章
段
と
の
線
状
的
連
想
で
は
な
く
む
し
ろ
散
在
す
る
章
段
の
網
状
的
連
想
を
想
定

し
た
方
が
作
品
の
方
向
性
に
即
し
て
い
る
と
考
え
る
。 

  
 

結
語 

 

関
連
す
る
素
材
群
の
集
中
と
拡
散
の
様
相
に
つ
い
て
い
く
つ
か
の
例
を
掲
げ
検
討
し
て
き
た
。

『
枕
草
子
』
の
連
想
系
に
は
濃
淡
が
あ
る
が
、
素
材
と
し
て
日
常
性
に
根
差
し
た
景
物
・
出
来
事

は
連
想
に
よ
り
お
お
む
ね
相
互
に
緩
や
か
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
そ

の
中
で
比
較
的
強
い
連
想
を
伴
う
、「
い
み
じ
う
暑
き
昼
中
に
」
の
章
段
１
８
５
段
の
よ
う
な
清
少

納
言
の
お
気
に
入
り
の
景
物
を
集
成
し
た
典
型
的
章
段
に
注
目
し
て
み
た
。 

『
枕
草
子
』
の
優
れ
た
点
は
一
章
段
ご
と
の
着
眼
点
の
良
さ
で
あ
り
、
現
実
性
か
ら
乖
離
し
た

生
硬
な
思
想
で
は
表
現
で
き
な
い
、
生
き
ら
れ
た
日
常
性
へ
の
関
心
に
満
ち
溢
れ
た
鋭
敏
な
対
象

認
識
に
あ
る
。
そ
れ
は
日
常
性
か
ら
一
歩
退
い
た
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
る
思
索
や
、
想
像
力
を
駆
使
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し
た
物
語
の
時
間
性
の
追
求
と
は
本
来
的
に
別
途
の
読
解
の
方
法
を
要
す
る
も
の
な
の
か
も
し
れ

な
い
。 

 

『
枕
草
子
』
の
引
用
は
す
べ
て
石
田
穣
二
訳
注 

新
版
『
枕
草
子
』
上
・
下
巻 

角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫 
昭
和
５
４
・
８
、
５
５
・
４ 

に
拠
っ
た
。 

 

注 

（
１
）
杉
山
重
行
「
枕
草
子
の
類
聚
的
章
段
」
『
枕
草
子
講
座
１ 

清
少
納
言
と
そ
の
文
学
』

有
精
堂 

昭
和
５
０
・
１
０ 

（
２
）「
薄
様
色
紙
」
は
二
語
で
あ
ろ
う
と
す
る
松
尾
聰
・
永
井
和
子
校
注
・
訳 

新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
『
枕
草
子
』
小
学
館 

平
成
９
・
１
１ 

の
注
釈
に
拠
り
読
点
を
挿
入

し
た
。
本
稿
に
お
い
て
も
触
れ
た
が
『
源
氏
物
語
』「
浮
舟
」
巻
に
「
紅
の
薄
様
」
と
「
赤

き
色
紙
」
が
一
対
で
使
用
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

（
３
）
小
松
茂
美
『
手
紙
の
歴
史
』
岩
波
新
書 
昭
和
５
１
・
９ 
 

（
４
）
橋
本
不
美
男
「
折
の
形
成
と
文
芸
」『
王
朝
和
歌
史
の
研
究
』
笠
間
書
院 

昭
４
７
・

１ 

に
よ
れ
ば
「
折
」
と
は
「
不
適
合
の
あ
ら
ゆ
る
条
件
を
な
る
べ
く
拒
否
し
、
欠
く

る
こ
と
の
少
な
い
総
合
体
、
す
な
わ
ち
、
時
に
従
い
、
事
に
従
い
、
人
に
従
い
、
一
つ

の
主
題
で
統
一
し
た
、
し
か
も
完
成
し
た
小
世
界
の
構
成
を
意
識
的
に
こ
こ
ろ
み
た
も

の
」
で
あ
る
。 

（
５
）
小
町
谷
照
彦
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺
和
歌
集
』
岩
波
書
店 

平
成
２
・

１ 

た
だ
し
、
表
記
を
一
部
改
め
た
。 

（
６
）
川
村
裕
子
訳
注
『
蜻
蛉
日
記
』Ⅱ

 

角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫 

平
成
１
５
・
１
０ 

（
７
）
今
西
祐
一
郎
他
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
三 

岩
波
書
店 
平

成
７
・
３ 

１
５
４
ペ
ー
ジ 

（
８
）
柳
井
滋
他
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
三 

岩
波
書
店 

平
成 

７
・
３ 

２
４
６
ペ
ー
ジ 

（
９
）
室
伏
信
助
他
校
注 

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
』
五 

岩
波
書
店 

平
成

９
・
３ 

２
３
９
・
２
４
０
ペ
ー
ジ 

（
１
０
）
風
巻
景
次
郎
「
自
然
観
照
に
お
け
る
新
傾
向
の
発
生
―
―
『
枕
草
紙
』
に
お
け
る

自
然
観
照
の
性
質
―
―
」
風
巻
景
次
郎
全
集
第
６
巻
『
新
古
今
時
代
』
桜
楓
社 

昭
和

４
５
・
１
０ 

は
素
材
の
多
様
性
、
新
奇
性
に
意
義
を
見
出
そ
う
と
し
て
お
り
、『
枕
草

子
』
は
そ
の
点
で
勅
撰
集
等
の
素
材
の
範
囲
を
出
な
い
と
し
て
低
い
評
価
を
与
え
て
い

る
。 

（
１
１
）
阿
部
秋
生
「
清
少
納
言
」『
日
本
文
学
講
座Ⅱ

』
河
出
書
房 

昭
２
５
・
１
０ 

等 

（
二
〇
一
八
年
九
月
六
日
受
理
） 
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