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遊
び
に
は
、
そ
れ
自
体
以
外
に
意
味
が
あ
り
は
し
な
い
。
ま
た
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
遊
び
の
ル
ー
ル
は
、
命
令
的
、
絶
対
的
で
、
あ

ら
ゆ
る
異
議
申
立
て
を
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
ル
ー
ル
が
現
に
あ

る
通
り
で
あ
っ
て
、
他
の
形
で
は
な
い
こ
と
は
何
の
理
由
も
な
い

の
で
あ
る
。
ル
ー
ル
を
、
こ
う
し
た
性
格
の
も
の
と
し
て
受
け
入

れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
に
と
っ
て
は
、
確
か
に
ル
ー
ル
は
明

白
な
不
条
理
で
あ
ろ
う
。�

（
Ｒ
・
カ
イ
ヨ
ワ
『
遊
び
と
人
間
』）

＊　
　
　
　
　

　

連
歌
と
い
う
文
芸
様
式
が
、「
短
連
歌
（
一
句
連
歌
）」
と
し
て
の
始

発
か
ら
し
て
、
本
質
的
に
遊
戯
性
を
備
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、

想
像
に
難
く
な
い
―
―
な
ど
と
い
う
と
、
そ
も
そ
も
何
を
も
っ
て
連

歌
の
始
発
と
す
る
か
、
と
い
う
議
論
に
か
か
わ
り
甚
だ
厄
介
な
の
だ

が
、
ひ
と
ま
ず
現
在
確
認
で
き
る
「
連
歌
」
と
い
う
こ
と
ば
の
始
ま

り
を
指
標
と
す
る
こ
と
で
、
難
題
を
回
避
し
て
お
こ
う
。
連
歌
の
形

式
の
誕
生
が
、
そ
の
ま
ま
「
連
歌
」
概
念
の
成
立
と
は
必
ず
し
も
な

ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が
私
な
ん
ぞ
の
考
え
方
で
も
あ

る
か
ら
だ
。

　

そ
こ
で
次
に
示
す
の
が
、『
左
経
記
』
治
安
二
（
一
〇
二
二
）
年
八

月
二
十
二
日
条
。
実
務
官
僚
で
あ
っ
た
源
経
頼
の
残
し
た
記
録
で
あ

る
。

…
数
盃
之
後
、
有
二

連
歌
事
一

、
被
物
、
上
達
部
御
衣

、
殿
上
人
疋
絹

、

及
レ

明
人
々
退
出

年
代
の
確
定
で
き
る
限
り
で
の
、「
連
歌
」
と
い
う
語
の
初
例
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
形
式
で
行
わ
れ
た
か
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
知
り
よ
う

も
な
い
が
、
ま
ず
「
数
盃
の
後
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
示
唆
的

だ
。
酒
盃
を
傾
け
て
の
座
興
と
い
う
性
格
が
、
早
く
も
露
わ
に
な
っ

て
い
る
。
次
い
で
「�
被
物�
」
と
あ
る
の
も
興
味
そ
そ
ら
れ
る
。
後
ろ

カ
ツ
ケ
モ
ノ

に
「
御
衣
」「�
疋
絹�
」
と
具
体
的
に
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
褒
美

ヒ
ケ
ン

の
品
が
用
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
席
で
出
さ
れ
る
褒

美
の
品
と
な
れ
ば
、
既
に
賭
物
と
の
境
界
な
ど
示
し
よ
う
が
な
い
。

し
て
み
る
と
賭
博
的
要
素
は
、
相
当
に
早
く
か
ら
連
歌
そ
の
も
の
に

胚
胎
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。
わ
ず
か
数
文
字
の
記
録
だ
が
、
そ

れ
だ
け
で
も
文
字
の
背
後
に
笑
い
と
ざ
わ
め
き
、
喧
騒
の
中
に
あ
る

会
席
が
浮
か
び
上
が
る
思
い
が
す
る
。

　

確
か
に
、
肝
心
の
連
歌
そ
の
も
の
の
内
容
は
、
こ
の
記
事
だ
け
で

は
明
瞭
で
な
い
。
行
わ
れ
て
い
た
の
が
、
短
連
歌
で
あ
っ
た
か
長
連

歌
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
す
ら
も
判
ら
な
い
。
そ
こ
に
隔
靴
掻
痒
の
思

い
が
拭
い
が
た
く
あ
る
け
れ
ど
も
、
す
で
に
寛
弘
二
年
か
ら
四
年

（
一
〇
〇
五
〜
〇
七
）
成
立
の
勅
撰
和
歌
集
『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
十
八

雑
賀
の
部
に
収
め
ら
れ
た
一
聯
、
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春
は
も
え
秋
は
こ
が
る
る
竈
山

　
　
　

霞
も
霧
も
煙
と
ぞ
見
る

こ
れ
な
ど
、
短
連
歌
と
し
て
も
そ
れ
な
り
に
早
い
時
期
の
句
と
認
め

て
よ
い
は
ず
だ
。
先
ず
前
句
は
「�
竈�
山
」
の
名
か
ら
火
を
連
想
し
、

か
ま
ど

そ
の
縁
語
（「
燃
え
」「
焦
が
る
」）
に
萌
え
出
ず
る
新
緑
と
紅
葉
を
掛

け
た
趣
向
が
自
慢
の
句
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
竈
山
（
太
宰
府
の
宝
満
山

の
こ
と
ら
し
い
）
近
く
の
道
ば
た
の
木
に
書
き
付
け
て
あ
っ
た
と
い
う
。

す
で
に
こ
れ
だ
け
で
技
巧
的
な
一
句
で
あ
る
。

　

付
句
は
清
原
元
輔
の
作
。
筑
紫
へ
の
下
向
の
時
の
こ
と
と
い
う
か

ら
、
肥
後
守
と
し
て
の
赴
任
の
途
次
で
あ
ろ
う
。
彼
に
は
路
傍
の
一

句
が
、
己
に
挑
む
か
と
見
え
た
に
違
い
な
い
。
返
す
付
句
の
妙
味
を

な
し
て
い
る
の
は
、「
春
」
に
「
霞
」、「
秋
」
に
「
霧
」、「
竈
」
に

「
煙
」
と
逐
語
的
に
応
じ
て
見
せ
た
技
巧
で
あ
る
。
か
く
し
て
、「
春

は
燃
え
、
秋
は
山
を
焦
が
す
、
さ
す
が
は
竈
の
山
よ
、
さ
れ
ば
こ
そ

春
霞
も
秋
霧
も
、
こ
れ
み
な
竈
の
煙
と
見
る
こ
と
だ
」
と
、
み
ご
と

付
け
な
し
た
。

　

和
歌
の
技
巧
と
し
て
知
ら
れ
る
、
折
句
、
縁
語
、
掛
詞
等
々
、
そ

れ
は
同
時
に
言
語
遊
戯
の
諸
形
態
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
一

聯
の
評
価
を
支
え
て
い
る
の
も
、
そ
の
高
度
な
遊
戯
性
で
あ
る
こ
と

が
知
ら
れ
よ
う
。
表
現
の
彩
、
そ
れ
を
技
法（
レ
ト
リ
ッ
ク
）と
見
る
か

こ
と
ば
遊
び
と
見
る
か
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
視
点
の
ち
が
い
に
過

ぎ
な
い
。
韻
文
、
散
文
を
問
わ
ず
、
遊
び
ご
こ
ろ
無
く
し
て
表
現
の

開
拓
な
ど
あ
り
え
ず
、
現
代
に
お
い
て
も
そ
の
原
則
は
生
き
て
い
る
。

　

同
じ
拾
遺
和
歌
集
所
収
の
連
歌
に
は
、
こ
ん
な
も
の
も
あ
る
。

　
　
　

流
俗
の
い
ろ
に
は
あ
ら
ず
梅
の
花

　
　
　

珍
重
す
べ
き
物
と
こ
そ
見
れ

こ
こ
で
は
前
句
の
「
流
俗
」（「
リ
ュ
ウ
シ
ョ
ク
」
と
発
音
し
た
ら
し
い
）

に
「
珍
重
」
と
応
じ
た
と
こ
ろ
が
鍵
で
あ
る
。
通
常
、
和
歌
に
漢
語

は
詠
み
込
ま
な
い
も
の
で
、
連
歌
に
つ
い
て
も
事
情
は
同
じ
。
そ
れ

を
敢
え
て
犯
し
て
い
る
の
が
右
の
例
だ
。
こ
う
し
た
句
に
つ
い
て
、

「
遊
び
」
云
々
は
あ
ま
り
も
ち
だ
さ
な
い
の
が
一
般
の
見
解
だ
が
、

通
例
を
敢
え
て
犯
す
、
そ
こ
に
広
い
意
味
で
の
「
遊
び
」
の
精
神
が

見
え
隠
れ
し
て
い
る
と
、
私
な
ど
は
思
う
。

＊　
　
　
　
　

　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
遊
び
は

か
な
り
本
質
的
な
位
置
を
占
め
る
活
動
だ
。
そ
れ
を
こ
と
ご
と
し
く

言
い
立
て
る
つ
も
り
は
な
い
。
ま
た
、
す
べ
て
を
「
遊
び
」
で
片
付

け
て
、
こ
と
足
れ
り
と
す
る
の
も
本
意
で
は
な
い
。
こ
の
小
文
の
目

的
は
、
連
歌
が
二
句
完
結
の
短
連
歌
か
ら
、
さ
ら
に
三
句
、
四
句
と

付
け
進
め
て
長
連
歌
を
生
み
出
し
た
変
革
の
力
学
と
、
そ
の
変
革
に

伴
い
生
じ
た
新
た
な�
規
則�
の
問
題
、
そ
れ
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
。

ル
ー
ル

　

考
え
て
み
れ
ば
判
る
こ
と
だ
が
、
技
巧
に
技
巧
で
応
じ
た
「
竈
山
」

の
句
の
一
聯
は
、
二
句
で
完
結
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
の
妙
味
で
あ
る
。

同
じ
調
子
で
こ
の
後
に
三
句
目
、
四
句
目
を
繋
い
で
い
こ
う
と
す
れ

ば
、
自
ず
と
無
理
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
長
く
続
け
た
と
こ
ろ
で
次
第

に
す
ぐ
に
興
が
冷
め
る
こ
と
は
目
に
見
え
て
い
る
。
同
工
異
曲
の
句
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が
連
な
る
に
決
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
、「
流
俗
」「
珍

重
」
等
の
漢
語
を
詠
み
込
む
と
こ
ろ
に
着
眼
し
た
後
者
の
よ
う
な
句

は
、
な
お
三
句
、
四
句
と
付
け
進
む
可
能
性
を
大
い
に
秘
め
て
い
る
。

事
実
、
室
町
時
代
に
は
畳
字
連
歌
と
い
っ
て
、
毎
句
に
漢
語
を
詠
み

入
れ
て
い
く
百
韻
が
作
ら
れ
、
今
に
残
っ
て
い
る
。

　

両
者
の
間
に
は
、
技
巧
の
凝
ら
し
方
の
違
い
と
い
う
面
も
あ
る
の

だ
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
の
足
り
な
い
問
題
が
あ
る
。
即
ち
、
短
連

歌
が
長
連
歌
に
移
り
変
わ
る
た
め
に
は
、
た
だ
「
つ
け
る
」
だ
け
で

は
十
分
で
な
く
、
展
開
と
い
う
要
素
を
取
り
込
む
必
要
が
あ
り
、
そ

こ
に
性
格
の
明
ら
か
な
違
い
が
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
必
然
的

に
、
句
一
つ
を
詠
む
に
も
発
想
の
違
い
が
生
じ
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

　

か
つ
て
Ｒ
・
カ
イ
ヨ
ワ
は
、
遊
び
の
分
類
と
そ
の
社
会
的
役
割
に

つ
い
て
考
察
を
進
め
る
中
で
、�
凧�
や
た
こ

�
独��
楽�
の
よ
う
に
個
人
の
技
（
器

こ 

ま

用
さ
）
を
示
す
遊
び
も
数
多
く
あ
る
が
、
そ
う
し
た
「
技
の
遊
び
は
、

す
ぐ
に
技
を
競
う
遊
び
と
し
て
現
れ
る
」
こ
と
を
説
い
た
（『
遊
び
と

人
間
』）。
こ
れ
は
、
短
連
歌
か
ら
長
連
歌
へ
の
移
行
を
考
え
る
上
で

も
示
唆
に
富
ん
で
い
る
。
確
か
に
、
短
連
歌
は
相
手
が
あ
っ
て
こ
そ

の
遊
び
で
は
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
個
人
の
技
（
才
覚
）
に
よ
る
遊

び
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
長
連
歌
は
、
競
技
へ
の
傾
斜
を
一
気
に

強
め
た
形
態
に
な
っ
て
い
る
。
競
争
相
手
と
観
客
が
、
常
に
同
じ
席

に
控
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
押
さ
え
る
た
め
に
は
、
長
連
歌
へ
の
移
行

期
の
具
体
例
を
丁
寧
に
検
証
し
た
い
と
こ
ろ
な
の
だ
が
、
残
念
な
こ

と
に
、
長
連
歌
黎
明
期
の
作
品
は
、
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど

残
っ
て
い
な
い
。
実
際
に
三
句
以
上
続
け
た
形
の
平
安
期
の
作
例
と

し
て
は
、『
今
鏡
』
所
掲
の
も
の
が
唯
一
と
い
っ
て
も
よ
い
。
あ
と

は
、
二
句
だ
け
し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

　
　
　

う
れ
し
か
る
ら
む
千
秋
万
歳

と
い
う
前
句
に
、
小
侍
従
（
平
安
末
期
の
歌
人
）
が
、

　
　
　

ゐ
は
こ
よ
ひ
明
日
は�
子�
の
日
と
か
ぞ
へ
つ
つ

ね

と
付
け
な
し
た
誉
れ
を
伝
え
る
話
が
、
古
い
長
連
歌
の
例
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
程
度
（
鎌
倉
中
期
の
説
話
集
『
古
今
著
聞
集
』
巻
五
）。

　

と
こ
ろ
で
、
平
安
期
の
長
連
歌
の
実
際
を
伝
え
る
数
少
な
い
事
例

の
一
つ
で
あ
る
小
侍
従
の
句
が
、「
い
ろ
は
連
歌
」
と
し
て
行
わ
れ
て

い
る
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
で
は
、「
い
ろ
は
連
歌
」

と
は
何
か
。
そ
れ
は
、「�
冠��
字�
連
歌
」
と
呼
ば
れ
る
連
歌
の
一
形
式
で
、

か
ん 
じ

あ
ら
か
じ
め
句
の
頭
に
詠
み
込
む
字
（
音
）
を
決
め
て
お
く
と
い
う
も

の
だ
。「
い
ろ
は
連
歌
」
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
初
め
の
句
（
発
句
）
は

「
い
」
の
音
で
詠
み
、
二
句
目
は
「
ろ
」
の
音
で
始
ま
る
よ
う
に
詠

ん
で
い
く
。
故
に
、
右
に
記
し
た
小
侍
従
の
句
は
二
十
五
句
目
に
当

た
る
。
こ
の
「
い
ろ
は
連
歌
」
と
い
う
前
提
が
な
い
と
、
二
句
し
か

残
さ
れ
て
い
な
い
右
の
例
が
長
連
歌
の
一
部
か
、
あ
る
い
は
短
連
歌

で
あ
っ
た
の
か
は
、
厳
密
に
い
え
ば
外
形
か
ら
は
判
断
が
つ
か
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

句
の
理
解
の
た
め
に
、
少
し
解
説
を
加
え
て
お
こ
う
。
ま
ず
前
句

に
見
え
る
「
千
秋
万
歳
」
は
、
正
月
に
祝
言
の
こ
と
ば
を
唱
え
舞
う
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祝
福
芸
能
で
あ
る
。
一
句

の
中
で
の
音
数
か
ら
考
え

て
、「
セ
ン
ズ
マ
ン
ザ
イ
」

も
し
く
は
「
セ
ン
ジ
ュ
マ

ン
ザ
イ
」
と
読
む
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
具
体

的
姿
に
つ
い
て
は
、
図
と

し
て
示
し
た
住
吉
本
『
年

中
行
事
絵
巻
』
巻
十
六
を

参
照
さ
れ
た
い
。
正
月
風

景
を
描
い
た
同
巻
の
巻
末

部
分
に
、
貴
族
の
邸
に

入
っ
て
い
こ
う
と
す
る
幾
人
か
の
姿
が
見
え
る
。
そ
の
中
の
一
人
、

周
り
と
違
う
か
ぶ
り
物
を
し
た
人
物
が
、「
千
秋
万
歳
法
師
」
で
あ
ろ

う
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。

　

春
の
訪
れ
を
言
祝
ぎ
、
法
師
姿
の
芸
能
者
が
禁
中
や
貴
族
の
邸
を

た
ず
ね
て
ま
わ
る
、
そ
う
し
た
慣
例
が
か
つ
て
あ
っ
た
。
そ
の
来
訪

の
喜
び
を
述
べ
る
前
句
に
、
次
の
句
を
付
け
か
ね
て
人
々
は
難
渋
し

た
と
い
う
。
な
ぜ
付
け
か
ね
た
か
。
理
由
の
一
つ
は
、
次
の
句
が
い

ろ
は
順
で
「
ゐ
」
に
当
た
る
か
ら
だ
。
手
近
な
古
語
辞
典
で
「
ゐ
」

か
ら
始
ま
る
語
を
探
し
て
み
る
と
よ
い
。
数
の
限
ら
れ
た
そ
の
語
群

を
使
っ
て
、
こ
の
前
句
に
付
け
る
こ
と
の
困
難
は
容
易
に
想
像
が
つ

く
だ
ろ
う
。
無
論
、
意
味
が
つ
な
が
る
程
度
の
句
で
あ
れ
ば
、
才
た

け
た
歌
人
で
あ
れ
ば
さ
ほ
ど
の
苦
労
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
小
侍
従
の
名
誉
は
、
人
々
の
思
い
も
よ
ら
ぬ
発
想
で
捌
い

た
点
に
あ
る
。

　
　
�
亥�
は
今
宵
明
日
は�
子�
の
日
と
数
へ
つ
つ

ゐ 

ね

今
宵
は
暦
で
「
亥
」
の
日
、
そ
し
て
明
日
は
「
子
」
の
日
と
指
折
り

数
え
な
が
ら
―
―
、
と
。

　

実
は
、
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
期
に
か
け
て
、
千
秋
万
歳
は
正
月
は

じ
め
の
「
子
の
日
」
に
か
け
て
固
定
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
（
山
路

興
造
『
翁
の
座
』
平
凡
社
）。
つ
ま
り
、
こ
こ
は
「
千
秋
万
歳
」
に
「
子

の
日
」
と
付
け
、「
子
」
の
前
日
が
「
亥
」
に
当
た
る
（
か
つ
て
の
暦

で
は
、
日
々
に
十
二
支
が
配
当
さ
れ
て
い
た
）
の
に
着
目
し
、
千
秋
万
歳

の
訪
れ
を
心
浮
き
立
た
せ
な
が
ら
待
ち
か
ね
る
正
月
風
景
と
し
て
描

い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
小
侍
従
の
機
転
に
つ
い
て
で

は
な
い
。
こ
の
連
歌
に
取
り
入
れ
ら
れ
た
、「
い
ろ
は
」
順
の
規
則
に

つ
い
て
だ
。
す
な
わ
ち
、
連
歌
が
一
句
付
け
て
終
わ
り
と
い
う
形
態

か
ら
、
三
句
四
句
と
付
け
進
め
て
い
く
形
に
変
わ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、

一
句
一
句
に
課
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
た
な
障
害
（
難
題
）
の
発

生
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
、
連
歌
と
い
う
文
芸
の
展
開
に
大
き
な
意

味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。

＊　
　
　
　
　

　

長
連
歌
の
約
束
ご
と
と
し
て
、
前
句
に
つ
け
る
と
い
う
こ
と
の
他

に
、
新
た
な
課
題
を
付
加
し
て
い
く
よ
う
に
、
あ
る
時
期
か
ら
な
っ
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て
い
く
。
こ
の
各
句
に
課
せ
ら
れ
た
試
練
を�
賦
物�
と
呼
ぶ
。
は
じ
め

ふ
し
も
の

に
注
意
し
て
お
く
が
、「
い
ろ
は
連
歌
」
の
よ
う
な
冠
字
の
課
題
だ
け

が
賦
物
で
は
な
い
。
ま
ず
「
賦
」
と
は
、
平
安
時
代
の
辞
書
が
こ
れ

を
「
ク
バ
ル
」
と
訓
む
（『
色
葉
字
類
抄
』
等
）
よ
う
に
、
各
句
に
配

分
す
る
意
。
ゆ
え
に
「
賦
物
」
と
は
句
ご
と
に
或
る
「
物
」
を
詠
む

よ
う
、
課
題
を
配
分
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
課
題
が
配
ら
れ
て
い

る
と
い
う
意
味
で
、
冠
字
連
歌
も
賦
物
と
同
類
に
扱
っ
て
お
い
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
賦
物
が
い
つ
ご
ろ
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
か
、
は
っ
き
り
し

た
こ
と
は
判
っ
て
い
な
い
。『
今
鏡
』に
記
録
さ
れ
た
の
は
た
か
だ
か

三
句
、
―
―
そ
れ
だ
け
で
は
情
報
と
し
て
は
余
り
に
も
少
な
い
の
で
断
定

的
な
こ
と
は
云
え
な
い
の
だ
が
―
―
そ
こ
に
は
ど
う
も
賦
物
ら
し
き
も

の
は
見
当
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
無
論
、
気
づ
か
な
い
だ
け
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、
賦
物
と
い
う
面
白
い
ル
ー
ル
が
考
案
さ
れ
、
そ

れ
が
広
ま
る
ま
で
に
は
、
特
別
な
ル
ー
ル
も
設
け
ず
興
が
続
く
限
り

句
を
継
い
で
い
き
、
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
興
行
形
態
も
あ
り
え
た

だ
ろ
う
。

　

初
期
の
賦
物
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
情
報
を
提
供
し

て
く
れ
る
の
は
、
や
は
り
藤
原
定
家
の
『
明
月
記
』
で
あ
る
。
賦
物

に
関
す
る
最
初
の
記
事
は
、
正
治
二
（
一
二
〇
〇
）
年
九
月
二
十
日

「
賦
五
色
」
で
百
句
を
詠
ん
だ
と
あ
る
も
の
。
以
下
、
現
存
の
記
録

か
ら
だ
け
で
も
実
に
様
々
な
賦
物
の
存
在
を
教
え
ら
れ
る
。
参
考
の

た
め
、
明
月
記
か
ら
拾
い
得
る
も
の
を
幾
つ
か
ラ
ン
ダ
ム
に
掲
げ
て

み
よ
う
。
賦
浮
沈
物
、
賦
鳥
魚
、
賦
黒
白
、
賦
国
名
源
氏
、
賦
草
木
、

…
。
ま
だ
ま
だ
有
る
が
、
こ
の
程
度
で
よ
か
ろ
う
。

　

先
に
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
賦
物
は
「
物
」
の
名
を
配
っ
て
詠
み
込

む
こ
と
。
課
題
の
趣
旨
は
お
お
よ
そ
字
面
か
ら
想
像
つ
こ
う
が
、
実

例
で
示
す
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。
当
時
の
作
例
を
、
連
歌
選
集

『
菟
玖
波
集
』
か
ら
拾
い
出
し
て
示
そ
う
。
ま
ず
は
「
後
鳥
羽
院
の

御
時
、
白
黒
の
賦
物
の
連
歌
め
さ
れ
け
る
に
」
と
の
詞
書
の
あ
る

「
賦
白
黒
」
連
歌
の
例
。

　
　
　
　

乙
女
子
が
か
づ
ら

�
�
�

き
山
を
春
か
け
て

　
　
　

か
す
め
ど
い
ま
だ
嶺
の
し
ら
ゆ
き

�
�
�
�
　
　
　
　

従
二
位
家
隆

�

（
巻
一
春
連
歌
上
）　

　

前
句
の
意
は
単
独
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、「
葛
城
山
」
に
「
か

づ
ら
（
蔓
草
や
木
の
枝
の
髪
飾
り
）」
を
掛
け
、「
か
づ
ら
」
と
「
か
け

（
掛
け
）」
が
縁
語
で
あ
る
こ
と
を
利
用
し
「
春
か
け
て
」
と
詠
ん
だ

こ
と
は
疑
い
な
い
。「
春
か
け
て
」
と
は
、「
梅
が
枝
に
来
ゐ
る
う
ぐ

ひ
す
春
か
け
て
な
け
ど
も
い
ま
だ
雪
は
降
り
つ
つ
」（『
古
今
和
歌
集
』

巻
一
春
歌
上
）
に
代
表
さ
れ
る
表
現
で
、「
鳴
き
声
に
春
を
か
け
て
…

春
だ
春
だ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
」（
日
本
古
典
文
学
大
系
『
古
今
和
歌

集
』
頭
注
）
と
の
意
と
解
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
い
ま
だ

春
に
な
り
き
っ
て
い
な
い
時
期
を
表
す
表
現
と
と
れ
そ
う
だ
が
、
後

鳥
羽
院
時
代
の
理
解
で
は
、「
春
か
け
て
と
は
、
春
に
な
り
梅
が
枝
に

鶯
は
な
け
ど
も
、
な
ほ
冬
の
様
に
雪
は
ふ
る
と
よ
め
る
也
」（
顕
昭
・

定
家
『
顕
注
密
勘
抄
』）
と
い
う
よ
う
に
、
春
に
な
っ
た
ば
か
り
の
時
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期
を
示
す
こ
と
ば
と
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、
家
隆
の
付

句
に
は
特
に
解
説
は
要
る
ま
い
。
た
だ
、「
乙
女
子
」
の
据
わ
り
だ
け

は
、
ど
う
に
も
落
ち
着
か
な
い
。「
か
づ
ら
き
」
と
い
う
こ
と
ば
を
呼

び
出
す
た
め
の
序
詞
的
意
味
し
か
な
い
も
の
と
す
れ
ば
、
前
句
は
あ

ま
り
に
空
疎
な
一
句
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ち
な
み
に
、
こ
の
二
句
は

室
町
時
代
に
活
躍
し
た
連
歌
師
心
敬
の
『
さ
さ
め
ご
と
』
に
も
引
用

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
前
句
が
「
さ
ほ
姫
の
か
づ
ら
き
山
の
」

と
な
っ
て
い
る
。
思
う
に
、
こ
の
「
乙
女
子
」
の
据
わ
り
の
悪
さ
ゆ

え
に
、
引
用
に
際
し
て
「
春
の
色
を�
そ�
む
る
」
神
（『
藻
塩
草
』）
と
考

（
染
）

え
ら
れ
た
「
さ
ほ
姫
」
へ
、
差
し
替
え
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

さ
て
、
ど
う
も
解
釈
に
筆
を
費
や
し
過
ぎ
た
よ
う
だ
。
要
は
「
葛

城
山
」
に
掛
け
て
「
鬘
（
か
づ
ら
）」、
即
ち
黒
い
物
が
詠
み
込
ま
れ
、

こ
れ
に
付
け
た
家
隆
の
句
で
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
「
白
雪
」
で

「
白
」
の
課
題
に
応
え
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
撰
集
で
は
、
長

連
歌
か
ら
採
録
す
る
場
合
で
も
二
句
一
聯
を
単
位
と
し
て
抜
き
出
し

て
し
ま
う
の
で
、
こ
の
前
後
の
句
は
判
ら
な
い
が
、
規
則
と
し
て
は

以
下
同
様
に
黒
の
物
と
白
の
も
の
を
入
れ
て
、
交
互
に
詠
ん
で
い
く

こ
と
に
な
る
。
次
は
「
源
氏
国
名
」
の
例
。

　
　
　
　

い
つ
も

�
�
�

み
ど
り
の
露
ぞ
み
だ
る
る

　
　
　

蓬
生

�
�

の�
軒��
端�
の
き 
ば

あ
ら
そ
ふ�
故
郷�
に�

源
家
長
朝
臣　

ふ
る
さ
と

�

（
巻
十
三
雑
連
歌
二
）　

前
句
に
「
出
雲
」
が
隠
さ
れ
、
付
句
に
源
氏
の
巻
名
（
こ
ち
ら
は
露
わ
だ

が
）
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
後
は
推
し
て
知
る
べ
し
。

　

と
こ
ろ
で
、
お
気
づ
き
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
掲
げ
た
賦
物
は
、

「
賦
五
色
」（
五
色
の
物
を
順
に
詠
ん
だ
と
推
測
さ
れ
る
）
を
除
け
ば
、

す
べ
て
二
種
類
の
「
物
」
を
交
互
に
詠
み
込
む
形
の
規
則
に
な
っ
て

い
る
こ
と
に
。「
賦
五
色
」
ま
で
含
め
て
も
よ
い
が
、
こ
れ
ら
を
伊
地

知
鐵
男
氏
は
複
式
物
名
賦
物
と
称
し
て
い
る
（『
連
歌
の
世
界
』
吉
川

弘
文
館
）。
あ
る
時
期
ま
で
は
、
こ
の
様
式
が
賦
物
の
主
流
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
定
家
の
日
記
を
追
っ
て
い
く
と
、
嘉
禄
元
年
（
一
二

二
五
）
あ
た
り
か
ら
賦
物
の
記
録
に
変
化
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、

「
白
何
何
屋
」「
唐
何
何
色
」「
何
山
河
何
」
…
と
い
っ
た
形
の
も
の

（
賦
何
式
複
式
賦
物
）
が
、
賦
物
の
中
心
と
な
っ
て
く
る
の
だ
。
そ
し

て
一
二
〇
〇
年
代
の
後
半
に
な
る
と
、
こ
れ
が
「
賦
何
木
」
の
よ
う

な
シ
ン
プ
ル
な
形
（
単
式
賦
物
）
に
ま
と
ま
っ
て
く
る
。
こ
れ
ら
は
ど

の
よ
う
な
規
則
で
詠
ん
で
い
く
か
と
い
う
と
、「
何
木
」
で
あ
れ
ば

「
□
木
」
の
空
欄
を
補
充
し
て
、
熟
語
を
つ
く
り
う
る
語
を
句
の
中

に
順
次
詠
み
込
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
帚
」
を
詠
み
込
め

ば
「
帚
木
」
と
な
り
、「
錦
」
を
詠
み
込
め
ば
「
錦
木
」
と
い
う
熟
語

が
作
れ
る
わ
け
で
あ
る
。「
白
何
何
屋
」
で
あ
れ
ば
、「
白
何
」
と
「
何

屋
」
と
を
交
互
に
詠
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
変
遷
が
何

に
起
因
し
て
い
る
の
か
は
、
ど
う
も
よ
く
判
ら
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

諸
記
録
を
通
し
て
連
歌
を
通
時
的
に
見
て
い
く
と
、
実
は
賦
物
ひ
と

つ
と
っ
て
も
、
幾
つ
も
の
変
遷
が
有
っ
た
こ
と
が
判
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
と
同
時
に
、
こ
こ
で
は
言
及
し
き
れ
な
い
、
実
に
多
様
な
賦
物

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
も
見
え
て
く
る
。
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＊　
　
　
　
　

　

賦
物
の
登
場
。
そ
れ
は
連
歌
と
い
う
遊
戯
に
お
け
る
、
一
つ
の
規

則
の
発
生
を
意
味
す
る
。
逆
説
的
に
聞
こ
え
よ
う
が
、
遊
び
は
本
質

的
に
拘
束
を
要
求
す
る
も
の
。
あ
る
種
の
不
自
由
さ
を
希
求
す
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
賦
物
と
い
う
一
つ
の
規
範
の
導
入
は
、
そ
れ
に

付
随
し
て
次
々
に
新
た
な
規
則
の
細
目
を
呼
び
起
こ
し
て
い
く
。
一

二
二
〇
年
代
か
ら
一
二
三
〇
年
代
に
か
け
て
作
ら
れ
た
、
順
徳
院
作

の
『
八
雲
御
抄
』
と
い
う
歌
学
書
に
は
、
既
に
連
歌
の
賦
物
に
つ
い

て
次
の
よ
う
な
記
事
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
た
く
ま
さ
な
き
賦
物
、
い
り
た
ち
た
る
魚
鳥
の
名
な
ど
は
、

若
か
ら
む
人
な
ど
は
返
々
す
べ
か
ら
ず
。�

（
巻
一
）

簡
単
に
い
え
ば
、
一
般
的
で
な
い
賦
物
を
詠
み
込
ん
だ
り
、
普
通
の

人
が
知
ら
な
い
魚
鳥
の
名
を
詠
む
な
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
ん
な
注
意
も
あ
る
。

両
方
に
兼
ね
た
る
賦
物
は
、
一
方
に
先
づ
し
つ
れ
ば
、
又
す

る
事
な
し
。
た
と
へ
ば
、「
な
ぎ
」
と
い
ふ
物
は
、
木
に
も

草
に
も
あ
り
。�

（
同
）

木
に
「�
梛�
」（
マ
キ
科
の
常
緑
高
木
）
が
あ
り
、
草
に
も
「

な
ぎ

�
水
葱�
」（
ミ

な

ぎ

ズ
ア
オ
イ
科
の
一
年
草
）
の
よ
う
な
同
音
異
義
語
が
あ
る
。「
賦
木
草
」

の
如
き
賦
物
の
場
合
、
先
に
木
と
し
て
「
な
ぎ
」
を
詠
ん
だ
ら
、
草

で
「
な
ぎ
」
を
詠
む
こ
と
は
禁
止
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

ゲ
ー
ム
の
規
則
は
、
そ
の
運
用
の
中
で
ゲ
ー
ム
の
論
理
に
則
り
つ

つ
、
自
ら
そ
の
細
則
を
整
備
し
て
い
く
。
実
際
の
運
用
の
中
で
、
必

要
に
応
じ
た
付
帯
条
項
が
加
え

ら
れ
て
い
く
。
規
則
は
体
系
的

整
備
を
め
ざ
し
て
進
み
行
く
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
規
則
の

整
備
が
進
む
一
方
で
、
根
幹
を

な
す
「
賦
物
」
の
規
範
そ
の
も

の
の
解
体
が
、
こ
れ
か
ら
間
も

な
く
始
ま
る
。
こ
の
後
、
連
歌

一
巻
全
部
に
通
し
て
賦
物
を
と

る
方
式
は
順
次
解
体
し
、
賦
物

は
形
骸
化
の
道
筋
を
た
ど
る
。

そ
れ
を
一
つ
ひ
と
つ
の
資
料
で

示
す
べ
き
だ
ろ
う
が
、
余
裕
が

な
い
。
結
論
だ
け
述
べ
る
。
室

町
期
以
降
、
賦
物
は
発
句
に
の

み
取
れ
ば
そ
れ
で
よ
し
と
さ
れ
、

そ
れ
が
主
流
を
な
し
て
い
く
。

も
は
や
賦
�

物
と
し
て
の
実
体
を

失
っ
て
い
く
の
だ
。
た
だ
、
規

則
と
し
て
抜
け
殻
と
な
っ
た
賦

物
は
、
連
歌
一
巻
の
表
題
と
も

い
う
べ
き
役
割
と
し
て
存
続
し

続
け
、
江
戸
時
代
ま
で
そ
の
形
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式
を
保
ち
続
け
る
。
具
体
例
を
示
す
の
が
早
い
。
江
戸
中
期
の
連
歌

懐
紙
を
写
真
で
掲
げ
て
お
く
が
、
巻
頭
に
太
々
と
し
た
字
で
「
賦
初

何
連
歌
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
百
韻

も
、
賦
物
は
発
句
し
か
と
っ
て
い
な
い
（「
花
」
が
あ
る
の
で
「
初
花
」

と
な
る
）
の
だ
が
、「
賦
初
何
」
の
文
字
は
、
百
韻
と
い
う
ま
と
ま
り

を
規
定
す
る
表
題
の
位
置
に
座
を
占
め
て
い
る
。

　

形
だ
け
の
賦
物
は
、
こ
う
し
て
（
長
）
連
歌
と
い
う
様
式
か
ら
離

れ
る
こ
と
な
く
、
終
始
、
纏
わ
り
続
け
る
の
だ
が
、
そ
の
一
方
で
内

実
を
失
っ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
は
、
連
歌
に
お
け
る
遊
戯
性
の
認
識

の
変
化
が
、
不
可
分
の
関
係
で
関
わ
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　

連
歌
の
歴
史
を
大
き
く
見
渡
す
な
ら
ば
、
遊
戯
の
規
則
と
し
て
の

規
範
的
地
位
を
、
賦
物
は
別
の
規
則
に
譲
っ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。

そ
れ
が
「�
去
嫌�
」
中
心
の
ル
ー
ル
だ
。「
去
嫌
」
へ
の
移
行
は
、
ご
く

さ
り
き
ら
い

簡
単
に
言
え
ば
、
連
歌
一
巻
の
展
開
、
あ
る
い
は
構
成
美
を
重
視
し

た
ル
ー
ル
へ
の
転
換
と
考
え
れ
ば
よ
い
。
こ
の
転
換
に
は
、
連
歌
に

遊
び
と
し
て
の
要
素
と
同
時
に
芸
術
性
の
観
念
が
強
く
作
用
す
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
が
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
賦
物
は
、
遊
戯

性
に
偏
し
た
規
則
と
理
解
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を

矮
小
化
の
方
向
で
理
解
し
て
し
ま
う
の
も
、
本
質
を
見
落
と
す
こ
と

に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
賦
物
の
発
明
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
長
連

歌
は
一
つ
の
作
品
と
し
て
の
自
立
性
を
獲
得
し
、
単
体
と
し
て
の
ま

と
ま
り
を
確
保
す
る
原
理
を
生
み
出
し
た
の
で
あ
る
か
ら
。

　

形
だ
け
で
い
え
ば
、
五
七
五
の
音
と
七
七
の
音
の
繰
り
返
し
に
よ

る
韻
文
。
し
か
し
、
一
つ
の
主
題
が
通
底
し
て
い
る
長
歌
と
は
違
う
。

ま
た
同
時
に
、
複
数
の
作
者
に
よ
る
制
作
で
あ
り
な
が
ら
個
々
の
句

の
羅
列
で
も
な
い
。
賦
物
と
い
う
鎖
で
繋
が
れ
な
が
ら
、
離
れ
て
も

い
る
。
全
体
が
ひ
と
つ
で
あ
り
な
が
ら
、
一
貫
し
た
流
れ
を
形
成
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
奇
妙
な
作
品
統
合
の
原
理
に
支

え
ら
れ
、
連
歌
と
い
う
文
芸
形
式
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
連
歌
の
本

質
に
か
か
わ
る
こ
の
原
理
の
形
成
に
、
賦
物
の
果
た
し
た
役
割
は
決

し
て
小
さ
く
は
な
い
。
遊
戯
の
規
則
と
し
て
の
役
割
を
終
え
た
後
も
、

忘
れ
去
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
そ
れ
故
な
の
だ
と
思
う
。

　
　

文
中
の
引
用
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
に
あ
た
り
理
解

の
便
を
考
え
て
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

カ
イ
ヨ
ワ
『
遊
び
と
人
間
』（
清
水
幾
太
郎
・
霧
生
和
夫
訳
、
岩
波
書
店
）、

増
補
史
料
大
成
『
左
経
記
』（
臨
川
書
店
）、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
拾
遺

和
歌
集
』（
岩
波
書
店
）、
金
子
金
治
郎
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』（
風
間
書
房
）、

『
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
五
』（『
顕
注
密
勘
抄
』を
収
め
る
。
風
間
書
房
）、
日

本
古
典
文
学
大
系
『
連
歌
論
集　

俳
論
集
』（『
さ
さ
め
ご
と
』
を
収
め
る
。

岩
波
書
店
）、『
日
本
歌
学
大
系　

別
巻
三
』（『
八
雲
御
抄
』
を
収
め
る
。
風

間
書
房
）
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