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一　
「
渚
の
院
」
の
廃
墟

　

紀
貫
之
著
『
土
佐
日
記
』
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
直
接
言
及
し
て

い
る
箇
所
が
あ
る
。
か
た
や
仮
名
日
記
文
学
の
嚆
矢
、
か
た
や
歌
物
語
な
る
ジ

ャ
ン
ル
の
創
始
で
も
あ
り
、
し
か
も
『
土
佐
日
記
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
で
は
、

は
な
は
だ
世
界
観
を
異
に
す
る
文
学
で
は
な
い
の
か
。
両
テ
ク
ス
ト
の
出
会
い

の
も
つ
意
味
は
大
き
い
。『
古
今
和
歌
集
』
や
『
土
佐
日
記
』
に
つ
い
て
は
、

と
も
に
貫
之
が
関
与
し
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
貫
之
論
の
一
環
と
し
て
ま
と
め

て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
貫
之
論
と
し
て
は
い
さ
さ

か
搦
め
手
に
、
貫
之
に
と
っ
て
の
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
問
題
に
焦
点
を
あ
て

て
考
え
て
み
た
い
。
貫
之
（
八
七
〇
頃
〜
九
四
六
）
の
時
代
は
、
歌
物
語
で
あ

る
『
伊
勢
物
語
』
の
み
な
ら
ず
、「
物
語
の
出
で
き
始
め
の
祖
」（『
源
氏
物
語
』

「
絵
合
」
巻
）
な
る
『
竹
取
物
語
』
も
誕
生
し
た
。
い
わ
ば
仮
名
文
に
よ
る

様
々
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
が
陸
続
と
成
立
し
た
時
代
な
の
だ
が
、
貫
之
の
文
学
的

営
為
の
も
つ
意
味
を
か
か
る
状
況
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
ま
ず
は

『
土
佐
日
記
』
の
当
該
二
箇
所
を
参
照
し
て
み
よ
う
。

　

・
八
日
。
さ
は
る
こ
と
あ
り
て
、
な
ほ
お
な
じ
と
こ
ろ
な
り
。
今
宵
、
月
は

海
に
ぞ
入
る
。
こ
れ
を
見
て
、
業
平
の
君
の
「
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も

あ
ら
な
む
」
と
い
ふ
歌
な
む
思
ほ
ゆ
る
。
も
し
、
海
辺
に
て
よ
ま
ま
し
か

ば
、「
波
立
ち
さ
へ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
も
、
よ
み
て
ま
し
や
。

い
ま
、
こ
の
歌
を
思
ひ
出
で
て
、
あ
る
人
の
よ
め
り
け
る
、

　
　
　
　

照
る
月
の
流
る
る
見
れ
ば
天
の
川
出
づ
る
み
な
と
は
海
に
ざ
り
け
る

と
や
。

　

・
九
日
。
…
…
中
略
…
…
。
か
く
て
、
舟
曳
き
上
る
に
、
渚
の
院
と
い
ふ
と

こ
ろ
を
見
つ
つ
行
く
。
そ
の
院
、
昔
を
思
ひ
や
り
て
見
れ
ば
、
お
も
し
ろ

か
り
け
る
と
こ
ろ
な
り
。
し
り
へ
な
る
岡
に
は
松
の
木
ど
も
あ
り
、
中
の

庭
に
は
梅
の
花
咲
け
り
。
こ
こ
に
、
人
々
の
い
は
く
、「
こ
れ
、
む
か
し
、
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名
高
く
聞
こ
え
た
る
と
こ
ろ
な
り
」、「
故
惟
喬
の
親
王
の
御
供
に
、
故
在

原
業
平
の
中
将
の
、

世
の
中
に
た
え
て
桜
の
咲
か
ざ
ら
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

　
　

と
い
ふ
歌
よ
め
る
と
こ
ろ
な
り
け
り
」。
い
ま
、
今
日
あ
る
人
、
と
こ
ろ

に
似
た
る
歌
よ
め
り
。

千
代
へ
た
る
松
に
は
あ
れ
ど
い
に
し
へ
の
声
の
寒
さ
は
か
は
ら
ざ
り

け
り

　
　

ま
た
、
あ
る
人
の
よ
め
る
。

君
恋
ひ
て
世
を
ふ
る
宿
の
梅
の
花
昔
の
香
に
ぞ
な
ほ
匂
ひ
け
る

　
　

と
い
ひ
つ
つ
ぞ
、
都
の
近
づ
く
を
よ
ろ
こ
び
つ
つ
上
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
惟
喬
親
王
と
在
原
業
平
・
紀
有
常
と
の
親
交
を
語
る
『
伊
勢
物

語
』
八
二
段
を
ふ
ま
え
る
。
一
月
八
日
の
記
事
は
、
月
と
と
も
に
寝
所
に
入
ら

ん
と
し
た
惟
喬
親
王
に
、
業
平
が
「
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
る
か

山
の
端
に
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」
と
詠
み
か
け
た
『
伊
勢
物
語
』
に
依
拠

し
な
が
ら
、
こ
こ
は
海
上
だ
か
ら
、「
波
立
ち
さ
へ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む
」

と
い
う
表
現
に
な
る
か
と
戯
れ
た
も
の
。「
天
の
川
」
と
い
う
地
名
も
『
伊
勢

物
語
』
に
よ
る
。
因
み
に
、
月
が
「
山
」
な
ら
ず
の
「
海
」
や
「
波
」
か
ら
出

入
り
す
る
と
い
う
船
旅
な
ら
で
は
の
諧
謔
は
、
日
記
の
一
月
二
〇
日
に
も
あ
り
、

阿
部
仲
麻
呂
の
「
…
…
三
笠
の
山
に
出
で
し
月
か
も
」
の
詠
が
引
用
さ
れ
つ
つ
、

「
海
よ
り
ぞ
出
で
け
る
」
と
か
「
…
…
波
よ
り
出
で
て
波
に
こ
そ
入
れ
」
な
ど

と
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　

二
月
九
日
は
、
貫
之
一
行
が
淀
川
上
り
の
際
に
「
渚
の
院
」
に
さ
し
か
か
っ

た
時
の
も
の
。『
伊
勢
物
語
』
で
咲
い
て
い
た
の
は
桜
だ
が
、
今
日
は
梅
が
咲

き
、
松
の
木
々
も
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
介
し
て
約
半
世
紀
前
の
業
平
（
八
二
五

〜
八
八
〇
）
の
昔
が
し
の
ば
れ
て
い
る
。
松
風
の
身
に
し
む
響
き
は
昔
と
変
わ

ら
ず
、
ま
た
梅
の
香
も
昔
な
が
ら
に
匂
っ
て
い
る
と
す
る
。
と
く
に
「
君
恋
ひ

て
世
を
ふ
る
宿
の
梅
の
花
昔
の
香
に
ぞ
な
ほ
匂
ひ
け
る
」（
貫
之
自
身
の
著
名

歌
「
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
古
里
は
花
ぞ
昔
の
香
に
匂
ひ
け
る
」
の
再
活
用
）

と
い
う
で
歌
は
、
梅
香
が
人
々
を
し
て
回
想
空
間
へ
と
誘
う
と
と
も
に
、
渚
の

院
の
現
在
の
荒
廃
が
自
ず
と
髣
髴
し
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。
廃
墟
を
介
し
て
、

陰
画
の
ご
と
く
に
『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
の
世
界
が
幻
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

こ
こ
に
は
業
平
・
有
常
と
惟
喬
親
王
と
の
麗
し
く
も
哀
し
い
主
従
関
係
へ
の
限

り
な
い
愛
惜
の
念
と
と
も
に
、
も
は
や
そ
の
よ
う
な
世
界
が
過
去
の
も
の
と
な

っ
て
し
ま
っ
た
と
す
る
惜
別
の
念
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二　
『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
章
段

　

そ
れ
に
し
て
も
な
ぜ
『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
章
段
な
の
か
、
惟
喬
サ
ロ
ン
と
は

い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
八
二
段
を
紹
介
し
て
お
く
。

　
　

む
か
し
、
惟
喬
の
親
王
と
申
す
親
王
お
は
し
ま
し
け
り
。
山
崎
の
あ
な
た

に
、
水
無
瀬
と
い
ふ
所
に
宮
あ
り
け
り
。
年
ご
と
の
桜
の
花
ざ
か
り
に
は
、

そ
の
宮
へ
な
む
お
は
し
ま
し
け
る
。
そ
の
時
右
の
馬
頭
な
り
け
る
人
を
、

常
に
率
て
お
は
し
ま
し
け
り
。
時
世
へ
て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
、
そ
の

人
の
名
忘
れ
に
け
り
。
狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
酒
を
の
み
飲
み
つ
つ
、
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や
ま
と
う
た
に
か
か
れ
り
け
り
。
い
ま
狩
す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院

の
桜
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
。
そ
の
木
の
下
に
お
り
居
て
、
枝
を
折
り
て
か

ざ
し
に
さ
し
て
、
上
中
下
み
な
歌
よ
み
け
り
。
馬
頭
な
り
け
る
人
の
よ
め

る
。

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

　
　

と
な
む
よ
み
た
り
け
る
。
ま
た
人
の
歌
、

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
う
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る

べ
き

　
　

と
て
、
そ
の
木
の
下
は
立
ち
て
か
へ
る
に
、
日
暮
に
な
り
ぬ
。
御
供
な
る

人
、
酒
を
も
た
せ
て
野
よ
り
出
で
き
た
り
。
こ
の
酒
を
飲
み
て
む
と
て
、

よ
き
所
を
も
と
め
ゆ
く
に
、
天
の
河
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
至
り
ぬ
。
親
王
に

馬
頭
大
御
酒
ま
ゐ
る
。
親
王
の
た
ま
ひ
け
る
、「
交
野
を
狩
り
て
、
天
の

河
の
ほ
と
り
に
い
た
る
を
題
に
て
、
歌
よ
み
て
杯
は
さ
せ
」
と
の
た
ま
う

け
れ
ば
、
か
の
馬
頭
よ
み
て
奉
り
け
る
。

狩
り
暮
ら
し
棚
機
津
女
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
我
は
来
に
け
り

　
　

親
王
、
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
誦
じ
給
う
て
、
返
し
え
し
給
は
ず
。
紀
の
有

常
御
供
に
仕
う
ま
つ
れ
り
。

一
と
せ
に
ひ
と
た
び
き
ま
す
君
待
て
ば
宿
か
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思

ふ

か
へ
り
て
宮
に
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
。
夜
ふ
く
る
ま
で
酒
飲
み
物
語
し
て
、
あ

る
じ
の
親
王
、
酔
ひ
て
入
り
給
ひ
な
む
と
す
。
十
一
日
の
月
も
か
く
れ
な

む
と
す
れ
ば
、
か
の
馬
頭
の
よ
め
る
。

あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
る
か
山
の
端
に
げ
て
入
れ
ず
も

あ
ら
な
む

親
王
に
か
は
り
た
て
ま
つ
り
て
、
紀
の
有
常
、

お
し
な
べ
て
峰
も
た
ひ
ら
に
な
り
な
な
む
山
の
端
な
く
は
月
も
入
ら

じ
を 

（
八
二
段
）

　

惟
喬
親
王
は
、
桜
の
花
盛
り
に
は
、「
右
の
馬
頭
（
在
原
業
平
）」
や
紀
有
常

ら
を
引
き
連
れ
て
、「
山
崎
の
あ
な
た
」
の
「
水
無
瀬
と
い
ふ
宮
」
を
遊
び
場

に
し
て
い
た
と
い
う
。
狩
場
の
「
交
野
の
渚
の
家
」
で
は
、
狩
の
方
は
ほ
ど
ほ

ど
に
、「
上
中
下
」
こ
ぞ
っ
て
酒
を
飲
み
つ
つ
桜
を
め
で
、「
や
ま
と
う
た
」
を

う
た
う
。
業
平
と
有
常
の
歌
と
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
日
も
暮
れ
て
宴

も
た
け
な
わ
と
な
り
、
さ
ら
に
「
天
の
川
」
な
る
所
に
く
り
だ
し
て
、
惟
喬
の

命
に
よ
り
ま
た
も
二
人
が
う
た
う
。
水
無
瀬
の
宮
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
夜
が
ふ

け
る
ま
で
酒
を
飲
み
つ
つ
物
語
し
、
よ
う
よ
う
親
王
が
寝
に
つ
か
ん
か
と
し
た

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
引
き
と
め
る
べ
く
二
人
の
歌
が
あ
る
。
先
に
紹
介
し
た

「
山
の
端
」
の
詠
で
あ
る
。

　

不
遇
な
皇
子
惟
喬
と
、
業
平
・
有
常
ら
と
の
あ
つ
き
親
交
が
こ
こ
に
は
あ
る
。

彼
ら
は
夜
を
徹
し
て
酒
を
飲
み
、
そ
し
て
う
た
う
。「
上
中
下
」
こ
と
ご
と
く

が
参
加
す
る
君
臣
和
楽
の
場
が
こ
こ
に
あ
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
九
世
紀
初

頭
の
嵯
峨
朝
漢
詩
文
壇
に
み
る
よ
う
な
文
章
経
国
的
な
世
界
観
と
は
ま
っ
た
く

異
質
で
あ
る
。
こ
れ
は
王
道
を
歩
む
政
治
エ
リ
ー
ト
た
ち
の
漢
詩
人
集
団
と
は

無
縁
の
組
織
で
あ
り
、
逆
に
現
実
の
政
治
体
制
か
ら
疎
外
さ
れ
た
も
の
た
ち
の

連
帯
が
こ
こ
に
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
心
美
し
い
敗
者
た
ち
の
連
帯
を
可
能
に
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す
る
も
の
が
、
漢
詩
で
は
な
く
「
や
ま
と
う
た
」
な
る
風
雅
の
道
な
の
だ
と
し

て
い
る
の
だ
。
立
太
子
争
い
に
負
け
た
不
遇
な
惟
喬
を
見
限
る
こ
と
な
く
、
彼

ら
は
惟
喬
へ
の
変
わ
ら
ぬ
忠
誠
を
誓
い
合
う
。
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
点
に
こ
そ
、

『
伊
勢
物
語
』
な
ら
で
は
の
文
学
観
の
標
榜
が
あ
ろ
う
。
八
三
段
の
世
界
も
同

様
で
あ
る
。

　
　

む
か
し
、
水
無
瀬
に
か
よ
ひ
給
ひ
し
惟
喬
の
親
王
、
例
の
狩
し
に
お
は
し

ま
す
供
に
、
馬
頭
な
る
翁
つ
か
う
ま
つ
れ
り
。
日
ご
ろ
へ
て
宮
に
か
へ
り

給
う
け
り
。
御
送
り
し
て
と
く
去
な
む
と
思
ふ
に
、
大
御
酒
た
ま
ひ
禄
た

ま
は
む
と
て
、
つ
か
は
さ
ざ
り
け
り
。
こ
の
馬
頭
、
心
も
と
な
が
り
て
、

　
　
　
　

枕
と
て
草
ひ
き
結
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋
の
夜
と
だ
に
頼
ま
れ
な
く
に

　
　

と
よ
み
け
る
。
時
は
三
月
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
。
親
王
大
殿
籠
ら
で
あ

か
し
給
う
て
け
り
。

　
　
　

か
く
し
つ
つ
ま
う
で
仕
う
ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
髪
お

ろ
し
給
う
て
け
り
。
正
月
に
拝
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
小
野
に
ま
う
で

た
る
に
、
比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
た
か
し
。
し
ひ
て
御
室

に
ま
う
で
て
拝
み
た
て
ま
つ
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
、
い
と
も
の
が
な
し
く

て
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
や
や
久
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い
に
し
へ
の
こ
と

な
ど
思
ひ
出
で
聞
え
け
り
。
さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
公

事
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、
夕
暮
に
か
へ
る
と
て
、

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
お
も
ふ
思
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見
む
と

は

　
　

と
て
な
む
泣
く
泣
く
来
に
け
る
。 

（
八
三
段
）

　

こ
の
八
三
段
は
「
水
無
瀬
に
か
よ
ひ
給
ひ
し
惟
喬
の
親
王
、
例
の
狩
し
に
お

は
し
ま
す
供
に
…
…
」
と
あ
る
よ
う
に
、
八
二
段
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
受
け
て

始
ま
る
。
そ
し
て
後
半
で
は
、
そ
の
惟
喬
が
落
飾
し
て
比
叡
山
麓
の
小
野
に
隠

棲
す
る
に
い
た
る
経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
惟
喬
を
、「
馬
頭
な
る
翁

（
業
平
）」
が
正
月
の
雪
深
い
中
を
わ
ざ
わ
ざ
踏
み
わ
け
訪
れ
る
話
と
な
っ
て
い

る
の
だ
。
惟
喬
は
「
つ
れ
づ
れ
と
、
い
と
も
の
が
な
し
く
お
は
し
ま
し
け
れ

ば
」
と
あ
り
、
業
平
は
そ
の
ま
ま
帰
る
に
し
の
び
な
く
、
し
ば
し
昔
物
語
に
耽

る
の
だ
が
、「
公
事
」
多
き
不
自
由
な
身
ゆ
え
に
、
泣
く
泣
く
夕
暮
れ
に
は
帰

京
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
「
忘
れ
て
は
…
…
」
の
絶
唱
が
定
位
さ
れ
る

の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
歌
は
見
事
で
あ
る
。
か
つ
て
は
将
来
を
嘱
望
さ
れ

も
し
た
惟
喬
が
、
今
や
落
飾
し
て
雪
深
い
小
野
の
地
に
落
ち
ぶ
れ
住
ん
で
い
る

の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
非
情
な
現
実
を
目
の
当
た
り
に
し
た
昔
男
の
心
の
動

揺
が
、「
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
お
も
ふ
思
ひ
き
や
…
…
」
と
い
う
破
格
の
語
法

の
う
ち
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
章
段
と
し
て
、
他
に
八
五
段
・
一
六
段
・
三
八
段
が
あ

る
。
一
六
・
三
八
段
は
業
平
と
有
常
と
の
間
に
あ
る
ホ
モ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
的
な

熱
き
絆
を
語
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
興
味
深
い
が
、
こ
こ
で
は
ふ
れ

な
い
。
八
五
段
は
次
の
よ
う
な
話
で
あ
る
。

　
　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
わ
ら
は
よ
り
仕
う
ま
つ
り
け
る
君
、
御
髪
お
ろ

し
給
う
て
け
り
。
正
月
に
は
か
な
ら
ず
ま
う
で
け
り
。
お
ほ
や
け
の
宮
仕

へ
し
け
れ
ば
、
常
に
は
え
ま
う
で
ず
。
さ
れ
ど
、
も
と
の
心
う
し
な
は
で

ま
う
で
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
。
む
か
し
仕
う
ま
つ
り
し
人
、
俗
な
る
、
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禅
師
な
る
、
あ
ま
た
ま
ゐ
り
集
り
て
、
正
月
な
れ
ば
こ
と
だ
つ
と
て
、
大

御
酒
た
ま
ひ
け
り
。
雪
こ
ぼ
す
が
ご
と
降
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や
ま
ず
。

み
な
人
酔
ひ
て
、「
雪
に
降
り
籠
め
ら
れ
た
り
」
と
い
ふ
を
題
に
て
、
歌

あ
り
け
り
。

思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
め
か
れ
せ
ぬ
雪
の
つ
も
る
ぞ
わ
が
心
な

る

　
　

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
親
王
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
給
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ

て
た
ま
へ
り
け
り
。 

（
八
五
段
）

　

八
二
段
を
ふ
ま
え
て
八
三
段
が
始
ま
っ
て
い
た
よ
う
に
、
八
三
段
を
引
き
受

け
て
こ
の
八
五
段
は
始
ま
る
。
そ
の
意
味
で
八
二
・
八
三
・
八
五
段
は
一
つ
の

物
語
群
を
構
成
す
る
。
ま
た
そ
の
間
の
八
四
段
に
し
て
も
無
関
係
な
話
で
な
く
、

遠
か
ら
ず
訪
れ
る
で
あ
ろ
う
昔
男
と
母
宮
と
の
死
別
を
テ
ー
マ
と
し
て
お
り
、

「
子
は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
え
ま
う
で

ず
」
と
あ
る
よ
う
に
、
惟
喬
話
と
同
様
に
、
公
事
あ
る
ゆ
え
に
母
に
会
え
な
い

昔
男
の
事
情
を
物
語
る
。
疎
か
に
す
る
こ
と
の
で
き
ぬ
公
事
を
一
方
に
お
く
こ

と
で
、
真
実
の
心
の
交
流
と
は
な
に
か
が
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
八
三
段
、
そ

し
て
こ
の
八
五
段
で
も
、
公
人
と
し
て
生
活
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
雪

を
も
憚
ら
ず
惟
喬
の
も
と
に
、「
も
と
の
心
は
う
し
な
は
で
ま
う
で
」
た
昔
男

の
生
き
様
が
顕
彰
さ
れ
て
い
る
。
機
を
み
る
に
敏
な
る
も
の
は
、
手
の
ひ
ら
を

か
え
す
が
ご
と
く
に
惟
喬
か
ら
離
反
し
て
い
っ
た
だ
ろ
う
が
、
変
わ
ら
ぬ
忠
誠

を
生
き
る
昔
男
の
奇
特
な
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
紀
名
虎
娘
の
更
衣
静
子
所
生
の
惟
喬
（
八
四
四
〜
八
九

七
）
は
、
父
文
徳
帝
よ
り
そ
の
聡
明
を
寵
さ
れ
た
が
、
藤
原
氏
の
た
め
に
立
太

子
で
き
ず
に
終
っ
た
悲
劇
の
親
王
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
有
名
な
惟
喬
・
惟
仁

立
太
子
争
い
で
あ
る
。
藤
原
良
房
娘
明
子
女
御
所
生
の
惟
仁
が
立
太
子
し
、
天

安
二
年
（
八
五
八
）
に
即
位
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
清
和
帝
と
藤
原
長
良
娘
高
子

と
の
間
の
貞
明
が
貞
観
一
一
年
（
八
六
九
）
に
即
位
し
て
陽
成
帝
と
な
る
。
一

方
、
惟
喬
は
貞
観
一
四
年
（
八
七
二
）
に
病
の
た
め
に
出
家
し
て
比
叡
山
麓
の

小
野
に
隠
棲
し
失
意
の
晩
年
を
お
く
る
こ
と
に
な
る
。
紀
有
常
は
こ
の
惟
喬
の

母
紀
静
子
の
兄
で
あ
り
、
業
平
は
そ
の
有
常
の
娘
と
結
婚
し
て
い
る
。
藤
原
外

戚
政
治
と
い
う
非
情
な
政
治
権
力
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
り
没
落
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
も
の
た
ち
の
哀
し
く
も
麗
し
い
人
間
関
係
が
見
す
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

　

目
崎
徳
衛
氏
は
実
在
の
在
原
業
平
（
八
二
五
〜
八
八
〇
）
の
生
涯
が
、
官
人

と
し
て
け
っ
し
て
不
遇
で
な
か
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
（『
平
安
文
化
史

論
』、
一
九
六
八
年
、
桜
楓
社
）、
ま
た
片
桐
洋
一
氏
も
、
惟
喬
と
惟
仁
と
の
立

太
子
争
い
は
後
世
の
説
話
で
し
か
な
く
、
史
実
た
り
得
な
い
こ
と
を
い
う
。
片

桐
氏
に
よ
る
と
、
二
人
の
立
太
子
争
い
は
、
院
政
期
の
大
江
匡
房
（
一
一
一
一

年
没
）
晩
年
の
談
話
を
筆
録
し
た
『
江
談
抄
』
あ
た
り
か
ら
政
治
ス
キ
ャ
ン
ダ

ル
と
し
て
語
ら
れ
だ
す
の
で
あ
り
、
当
時
の
政
治
状
況
を
閲
す
る
に
、
惟
喬
に

は
最
初
か
ら
即
位
の
可
能
性
な
ぞ
な
か
っ
た
と
す
る
（『
天
才
作
家
の
虚
像
と

実
像   

在
原
業
平
・
小
野
小
町
』、
一
九
九
一
年
、
新
典
社
）。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
か
か
る
誤
謬
に
み
ち
た
歴
史
解
釈
を
も
と
に
『
伊
勢
物
語
』
が
読
ま
れ
て

い
る
こ
と
の
無
効
性
を
氏
は
主
張
す
る
。

　

史
実
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、
確
か
に
片
桐
氏
が
い
う
よ
う
に
藤
原
氏
と
紀
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氏
と
で
は
最
初
か
ら
勝
負
に
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
双
方
の
間
に
熾
烈
な
権
力

闘
争
な
ど
起
こ
り
得
る
は
ず
も
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
私
は
歴
史
読
み
な

る
も
の
を
無
批
判
に
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
立
太

子
争
い
の
説
話
源
を
『
江
談
抄
』
ま
で
お
り
る
必
然
も
な
く
、
そ
の
よ
う
な
歴

史
読
み
を
強
要
し
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
テ
ク
ス

ト
自
体
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
八
三
段
で
惟
喬
は
「
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
髪

お
ろ
し
給
う
て
け
り
」
と
さ
れ
、
そ
し
て
雪
深
い
小
野
を
昔
男
が
訪
れ
た
と
こ

ろ
、
惟
喬
は
「
つ
れ
づ
れ
と
、
い
と
も
の
が
な
し
く
て
お
は
し
け
れ
ば
」
と
表

現
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
象
ら
れ
て
あ
る
惟
喬
像
は
い
か
に
も
落
魄
し
た
親
王

像
で
あ
り
、
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、
自
ず
と
そ
こ
に
惟
喬
の
波
乱
に
み
ち
た
人
生

史
を
我
々
は
読
み
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

ま
た
一
六
段
な
ど
で
は
、
有
常
は
「
三
代
の
帝
に
仕
う
ま
つ
り
て
時
に
あ
ひ

け
れ
ど
、
の
ち
は
世
か
は
り
時
う
つ
り
に
け
れ
ば
、
世
の
常
の
人
の
ご
と
も
あ

ら
ず
。
人
が
ら
は
心
う
つ
く
し
く
、
あ
て
は
か
な
る
こ
と
を
好
み
て
、
こ
と
人

に
も
似
ず
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
三
代
の
帝
に
仕
え
た
頃
の
羽
振
り
の
よ
い

有
常
、
世
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
な
っ
た
有
常
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
卑
屈
に
な

る
こ
と
な
く
に
気
品
と
優
雅
さ
を
失
わ
な
い
有
常
…
…
。
有
常
の
波
乱
の
人
生

史
が
こ
こ
に
要
約
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
物
語
は
そ
の
よ
う
な
人
と
し
て
有
常
を

造
型
し
て
い
る
の
だ
。

三　
「
や
ま
と
う
た
」
の
世
界

　

政
治
的
敗
者
た
ち
の
、「
や
ま
と
う
た
」
に
よ
る
、「
上
中
下
」
を
問
わ
な
い

真
実
の
心
の
交
流
を
う
た
い
あ
げ
た
の
が
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る
。
ま
た
政
治

に
対
す
る
文
学
な
る
も
の
の
存
立
根
拠
を
高
ら
か
に
宣
言
し
た
テ
ク
ス
ト
で
も

そ
れ
は
あ
る
。
も
は
や
実
際
の
業
平
が
ど
う
だ
っ
た
か
の
議
論
で
は
な
い
。
そ

れ
は
「
や
ま
と
う
た
」
な
る
も
の
の
孕
む
想
像
力
が
自
ず
と
形
を
な
し
た
物
語

世
界
で
あ
っ
た
。
思
え
ば
、
二
条
后
藤
原
高
子
と
在
原
業
平
の
禁
忌
の
恋
に
し

て
も
、
や
は
り
反
藤
原
氏
・
反
権
力
の
恋
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
と
て
業
平
歌
に

潜
む
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
が
、
か
か
る
恋
の
反
乱
の
物
語
を
自
ず
と
創
出
せ
し
め
た

の
で
あ
る
。
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
。

　

再
び
『
土
佐
日
記
』
の
記
述
に
も
ど
る
と
し
て
、『
土
佐
日
記
』
が
『
伊
勢

物
語
』
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
な
に
か
。
貫
之
た
ち
の
眼
前
に
は
渚

の
院
の
廃
墟
が
あ
り
、
惟
喬
や
業
平
ら
の
心
美
し
く
も
哀
し
い
世
界
が
陰
画
の

ご
と
く
に
そ
こ
に
幻
視
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
既
に
述
べ
た
。
敗
者
た

ち
の
風
流
を
介
し
て
の
心
の
交
流
を
語
る
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
は
、
永
遠
の

過
去
で
あ
る
と
す
る
感
慨
で
あ
る
。

　

ま
た
、
貫
之
自
身
の
人
生
史
を
も
そ
こ
に
重
ね
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、
か
つ
て

延
喜
の
帝
の
勅
命
の
も
と
に
『
古
今
和
歌
集
』
の
編
纂
に
携
わ
っ
た
華
や
か
な

り
し
時
代
は
、
も
は
や
終
っ
た
と
す
る
無
念
の
思
い
も
あ
ろ
う
。
貫
之
が
土
佐

守
在
任
中
の
、
延
長
八
年
（
九
三
〇
）
九
月
二
九
日
に
醍
醐
帝
が
、
承
平
元
年

（
九
三
一
）
七
月
一
九
日
に
宇
多
上
皇
が
崩
御
し
て
い
る
。
承
平
二
年
（
九
三

ニ
）
八
月
四
日
に
は
パ
ト
ロ
ン
藤
原
定
方
、
承
平
三
（
九
三
三
）
年
二
月
一
八

日
に
堤
中
納
言
兼
輔
も
亡
く
な
っ
て
い
る
。
も
は
や
帰
京
し
た
と
こ
ろ
で
（
承
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平
五
年
）、
彼
を
暖
か
く
迎
え
入
れ
て
く
れ
る
場
は
な
く
、
こ
こ
に
貫
之
の
喪

失
感
や
絶
望
感
を
認
め
る
こ
と
も
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
醍
醐
帝
時
代
の
兼
輔

や
貫
之
ら
と
の
関
係
と
、
惟
喬
を
中
心
に
し
て
の
精
神
的
連
帯
と
は
は
な
は
だ

異
な
る
の
だ
が
、
今
や
と
も
ど
も
失
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
回
想
の

中
で
そ
れ
ら
は
重
ね
あ
わ
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
以
上
は
、『
土
佐
日
記
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
間
に
あ
る
「
や
ま

と
う
た
」
を
め
ぐ
る
文
学
観
の
差
異
と
同
一
性
の
問
題
で
あ
る
と
換
言
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
土
佐
日
記
』
に
も
多
く
の
「
や
ま
と
う
た
」
が

あ
る
し
、「
上
中
下
」
と
い
う
言
葉
も
し
ば
し
ば
使
わ
れ
て
い
た
。
が
、
言
葉

を
共
有
し
つ
つ
も
、
両
テ
ク
ス
ト
は
根
本
的
に
異
質
で
あ
る
。『
土
佐
日
記
』

一
二
月
二
二
日
、
二
四
日
に
「
上
中
下
」
の
用
例
が
あ
る
。

　

・
和
泉
の
国
ま
で
と
、
平
ら
か
に
願
立
つ
。
藤
原
の
と
き
ざ
ね
、
船
路
な
れ

ど
馬
の
は
な
む
け
す
。
上
中
下
酔
ひ
あ
き
て
、
い
と
あ
や
し
く
、
潮
海
の

ほ
と
り
に
て
あ
ざ
れ
あ
へ
り
。

　

・
講
師
、
馬
の
は
な
む
け
し
に
い
で
ま
せ
り
。
あ
り
と
あ
る
上
下
、
童
ま
で

酔
ひ
痴
れ
て
、
一
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者
、
し
が
足
は
十
文
字
に
踏
み
て

ぞ
遊
ぶ
。

　

が
、
こ
こ
に
あ
る
「
上
中
下
」
は
、
ど
う
み
て
も
君
臣
唱
和
す
る
『
伊
勢
物

語
』
的
理
念
と
は
な
ん
の
関
係
も
な
く
、
そ
ん
な
政
治
的
悲
壮
感
な
り
哀
感
な

り
と
は
無
縁
な
無
礼
講
で
し
か
な
い
。
文
字
も
知
ら
な
い
も
の
た
ち
が
酔
い
潰

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
滑
稽
な
状
態
を
「
上
中
下
」
と
表
現
し
て
お
り
、『
伊
勢

物
語
』
的
「
上
中
下
」
の
理
念
は
こ
こ
で
は
瓦
解
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

実
際
、
こ
の
『
土
佐
日
記
』
で
は
、
楫
取
り
ら
の
う
た
う
素
朴
な
舟
歌
や
民
謡

が
、
興
味
深
い
も
の
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
文
字
を
知
ら
な
い
楫
取
り
の
何

気
な
い
発
言
が
、
数
え
て
み
る
と
三
一
文
字
の
歌
に
な
っ
て
い
た
話
や
、
子
供

た
ち
の
歌
が
意
外
に
も
素
晴
ら
し
か
っ
た
こ
と
が
い
わ
れ
て
お
り
、
い
わ
ば
歌

な
る
も
の
が
発
生
し
て
く
る
始
原
の
風
景
に
焦
点
を
あ
て
た
の
が
『
土
佐
日

記
』
の
世
界
な
の
で
あ
る
。『
伊
勢
物
語
』
と
『
土
佐
日
記
』、
こ
の
両
テ
ク
ス

ト
間
に
あ
る
落
差
を
確
認
さ
れ
た
し
。

　

た
だ
し
、
日
記
の
一
月
二
〇
日
の
条
に
、
右
と
は
違
う
意
味
で
の
「
上
中

下
」
の
用
例
が
一
つ
あ
る
。
阿
部
仲
麻
呂
（
七
〇
一
〜
七
七
〇
）
の
『
古
今
和

歌
集
』
所
収
の
名
歌
「
青
海
ば
ら
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
三
笠
の
山
に
出

で
し
月
か
も
」
の
作
歌
状
況
が
、「
昔
…
…
」
と
し
て
挿
話
的
に
回
想
さ
れ
る

場
面
で
あ
る
。
仲
麻
呂
が
帰
国
の
際
に
唐
国
の
人
々
に
向
か
っ
て
、「
わ
が
国

に
か
か
る
歌
を
な
む
、
神
代
よ
り
神
も
よ
ん
た
び
、
い
ま
は
上
中
下
の
人
も
、

別
れ
惜
し
み
、
よ
ろ
こ
び
も
あ
り
、
悲
し
び
も
あ
る
と
き
に
は
よ
む
」
と
大
見

得
を
き
っ
て
先
の
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。「
や
ま
と
う
た
」
は
神
代
か
ら
の
日

本
の
伝
統
で
あ
り
、
今
で
は
喜
怒
哀
楽
と
い
う
人
間
の
感
情
を
も
と
い
と
し
て
、

「
上
中
下
」
を
問
わ
ず
に
う
た
い
つ
が
れ
て
き
て
い
る
と
い
う
。
が
、
こ
こ
に

仲
麻
呂
の
口
を
借
り
て
開
陳
さ
れ
て
あ
る
和
歌
論
は
、
唐
人
に
対
し
て
言
わ
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、『
土
佐
日
記
』
の
世
界
の
現
状
に
つ
い

て
語
っ
た
と
い
う
よ
り
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
日
本
最
初
の
和
歌
勅
撰
た
る

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
批
評
レ
ベ
ル
に
近
い
も
の
が
あ
る
。
い
わ
ば
、
こ

れ
は
『
土
佐
日
記
』
の
世
界
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
を
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も
包
摂
し
て
し
ま
う
よ
う
な
概
説
的
な
批
評
の
言
葉
と
し
て
あ
る
。
そ
の
意
味

か
ら
、
こ
こ
で
は
こ
れ
を
論
評
の
対
象
か
ら
は
ず
す
こ
と
に
し
た
い
。
ま
た
仮

名
序
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
『
土
佐
日
記
』
の
世
界
は
虚
無
的
に
し
て
不
気
味
で
あ
る
。
拙
著

『
偽
装
の
言
説
』（
森
話
社
、
一
九
九
九
）
や
拙
稿
「
紀
貫
之
の
仮
名
文
│
│
偽

装
の
日
本
語
音
」（
浅
田
徹
編
『
和
歌
を
ひ
ら
く　

和
歌
を
書
く
こ
と
』
所
収
、

岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
）
を
参
照
願
い
た
い
が
、
そ
こ
は
海
と
い
う
な
に
も
な

い
ガ
ラ
ン
と
し
た
空
間
で
あ
り
、
言
葉
は
虚
し
く
自
転
し
、
う
つ
ろ
に
響
き
わ

た
る
。
人
々
は
孤
独
で
あ
り
、
互
い
に
連
帯
し
合
う
こ
と
も
な
い
。
孤
独
な

人
々
の
孤
独
な
影
だ
け
が
寂
し
く
佇
む
世
界
で
そ
れ
は
あ
る
。

　

帰
京
に
際
し
て
愛
す
る
子
を
土
佐
で
失
っ
た
と
い
う
設
定
が
ま
ず
は
あ
り
、

そ
の
こ
と
の
喪
失
感
が
再
三
い
わ
れ
る
。
が
、
そ
の
悲
し
み
は
感
情
的
な
も
の

で
な
く
妙
に
渇
い
て
い
る
。
思
い
切
り
涙
す
る
こ
と
も
な
く
、
喪
失
感
と
い
う

感
情
そ
れ
自
体
が
対
象
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
趣
な
の
だ
。「
死
し
こ
顔
よ
か

り
き
」
で
は
な
い
が
、
亡
く
な
っ
た
子
の
面
影
が
水
底
に
透
け
て
み
え
る
よ
う

な
、
そ
ん
な
不
気
味
な
死
の
海
が
そ
こ
に
は
あ
る
。
ま
た
海
賊
へ
の
恐
怖
も
こ

れ
ま
た
強
調
さ
れ
る
が
、
結
局
の
と
こ
ろ
海
賊
は
登
場
せ
ず
し
て
終
る
。
本
当

に
海
賊
の
恐
怖
に
震
え
て
い
る
の
で
な
く
、
そ
れ
は
恐
怖
の
た
め
の
恐
怖
で
あ

り
、
そ
の
た
め
の
「
海
賊
」
で
あ
る
。
海
面
に
映
る
月
影
が
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で

あ
る
よ
う
に
（
一
月
一
七
日
の
条
）、
一
切
の
実
体
的
裏
づ
け
を
欠
い
た
と
こ

ろ
で
、
言
葉
一
つ
で
築
き
あ
げ
た
、
す
ぐ
れ
て
記
号
的
な
世
界
で
こ
れ
は
あ
っ

た
。
そ
も
そ
も
子
供
に
し
て
も
海
賊
に
し
て
も
、
そ
れ
ら
は
言
葉
の
力
に
よ
っ

て
束
の
間
幻
出
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
、
最
初
か
ら
こ
こ
に
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
不
在
の
対
象
を
現
前
さ
せ
る
と
い
う
言
葉
の
力
を

十
二
分
に
発
揮
す
べ
き
状
況
設
定
と
し
て
、
そ
れ
は
こ
と
さ
ら
選
び
と
ら
れ
た

の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
都
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
に
、
す
べ
て
の
想
像
力
の
源
泉
で
あ
っ

た
満
々
と
し
た
海
水
は
涸
れ
ゆ
き
、
最
後
は
ち
ょ
ぼ
ん
と
し
た
水
溜
り
だ
け
が

残
さ
れ
て
『
土
佐
日
記
』
は
終
る
。
そ
こ
は
月
光
の
ふ
り
そ
そ
ぐ
、
枯
れ
は
て

た
貫
之
宅
の
凄
惨
な
風
景
で
あ
り
、
そ
こ
に
み
る
水
の
消
失
と
は
、
言
葉
の
死
、

記
号
の
死
、
想
像
力
の
死
を
意
味
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
基
底
に

は
当
初
よ
り
「
不
在
」「
死
」
こ
そ
が
孕
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
す
べ
て
の

イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
背
後
に
は
か
か
る
虚
無
が
横
た
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
『
土
佐
日
記
』
に
あ
っ
て
、
同
じ
「
や
ま
と
う
た
」

で
も
、
歌
が
発
生
す
る
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
世
界
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
と

い
う
の
も
、
む
べ
な
る
か
な
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
言
葉
に
よ
る
記
号
的
世
界

に
ど
っ
ぷ
り
漬
か
り
き
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
か
え
っ
て
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ

に
新
鮮
な
感
動
を
お
ぼ
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
と
て
言

葉
の
世
界
に
生
き
る
歌
人
が
幻
視
し
た
「
始
原
」
で
し
か
な
く
、
い
わ
ば
事
後

的
に
夢
み
ら
れ
た
始
原
以
外
で
は
な
い
の
で
あ
る
が
。

　
『
土
佐
日
記
』
の
世
界
、
そ
れ
は
同
じ
く
「
や
ま
と
う
た
」
の
世
界
を
語
る

が
、
昔
男
の
激
情
を
う
た
い
あ
げ
、
孤
独
な
皇
子
の
境
涯
に
悲
憤
す
る
『
伊
勢

物
語
』
の
濃
厚
な
世
界
と
は
異
質
で
あ
る
。
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、『
土
佐
日
記
』

は
己
に
は
無
い
、
失
わ
れ
た
も
の
と
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
世
界
へ
の
ノ
ス
タ
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ル
ジ
ー
を
う
た
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
貫
之
は
そ
こ
に
己
の
文
学
と

は
異
な
る
、
も
う
一
つ
の
「
や
ま
と
う
た
」
の
世
界
を
し
か
と
み
て
い
た
の
で

あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
の
大
き
な
問
題
点
が
あ
る
。
貫
之
が
涙
し
つ

つ
懐
古
し
た
惟
喬
世
界
だ
が
、『
土
佐
日
記
』
の
引
用
文
献
が
直
接
に
は
『
伊

勢
物
語
』
で
あ
っ
て
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。『
土

佐
日
記
』
の
諸
注
釈
書
の
多
く
は
、
こ
の
箇
所
の
典
拠
と
し
て
『
伊
勢
物
語
』

八
二
段
と
と
も
に
『
古
今
和
歌
集
』
業
平
歌
を
も
併
記
し
て
い
る
。
周
知
の
よ

う
に
『
伊
勢
物
語
』
と
『
古
今
和
歌
集
』
と
で
は
多
く
の
歌
を
共
有
し
て
お
り
、

こ
こ
で
の
当
該
歌
の
あ
ら
か
た
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
も
収
録
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
の
引
用
は
直
接
に
は
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
で
あ
り
、『
古
今

和
歌
集
』
か
ら
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
か
ら
の
引
用
で
も
構
わ
な
い
よ

う
だ
し
、
そ
の
意
味
で
本
質
的
な
議
論
と
も
思
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
、
こ
の
両
テ
ク
ス
ト
間
の
差
異
は

厳
然
と
あ
り
、
そ
れ
は
徹
底
的
に
弁
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
興
味
深
い
の
は
、
そ
の
『
伊
勢
物
語
』
の
成

立
に
貫
之
の
関
与
が
最
近
言
わ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
編

纂
に
勅
撰
集
撰
者
の
貫
之
が
中
心
的
役
割
を
は
た
し
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
の
み
な
ら
ず
、『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
も
関
わ
っ
て
い
た
可
能
性
が
高

い
と
い
う
の
だ
。
と
な
る
と
、
彼
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
編
纂
に
携
わ
り
つ
つ
、

『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
も
関
与
し
、
さ
ら
に
晩
年
に
は
『
土
佐
日
記
』
を
も

執
筆
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
『
土
佐
日
記
』
に
、
彼
自
身
の
作
か
も

し
れ
ぬ
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

　

ま
た
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
関
わ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
こ
と
は
貫
之
の
文

学
に
と
っ
て
な
に
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
れ
は
貫
之
の
文
学
世
界
と
は
あ
ま
り

に
か
け
離
れ
た
も
の
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、『
土
佐
日
記
』『
伊

勢
物
語
』『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
、
三
つ
の
「
や
ま
と
う
た
」
を
め
ぐ
る
テ

ク
ス
ト
間
の
関
係
構
造
を
、
貫
之
の
『
伊
勢
物
語
』
体
験
と
い
う
観
点
か
ら
照

射
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
た
め
に
も
、
今
度
は
『
伊
勢
物
語
』
と

『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
両
テ
ク
ス
ト
間
の
差
異
を
確
定
し
て
お
く
必
要
が
あ

ろ
う
。

四　
『
古
今
和
歌
集
』
惟
喬
関
係
歌

　

ま
ず
『
古
今
和
歌
集
』
収
録
の
惟
喬
関
係
歌
を
列
挙
す
る
の
で
、
先
の
『
伊

勢
物
語
』
惟
喬
章
段
と
比
較
さ
れ
た
し
。

　
1
渚
の
院
に
て
桜
を
見
て
よ
め
る 

在
原
業
平
朝
臣

世
の
中
に
た
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

（
春
歌
上
・
五
三
）

　
2
僧
正
遍
昭
に
よ
み
て
お
く
り
け
る 

惟
喬
親
王

桜
花
散
ら
ば
散
ら
な
む
散
ら
ず
と
て
ふ
る
さ
と
人
の
き
て
も
見
な
く

に

（
春
歌
下
・
七
四
）

　
3
惟
喬
親
王
の
供
に
、
狩
に
ま
か
り
け
る
時
に
、
天
の
川
と
い
ふ
所
の
川
の
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ほ
と
り
に
下
り
居
て
、
酒
な
ど
飲
み
け
る
つ
い
で
に
、
親
王
の
言
ひ
け
ら

く
、「
狩
し
て
天
の
川
原
に
い
た
る
、
と
い
ふ
心
を
よ
み
て
、
盃
は
さ
せ
」

と
言
ひ
け
れ
ば
よ
め
る 

在
原
業
平
朝
臣

狩
り
暮
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
借
ら
む
天
の
川
原
に
我
は
来
に
け

り

　
　

親
王
、
こ
の
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
よ
み
つ
つ
、
返
し
え
せ
ず
な
り
に
け
れ

ば
、
供
に
侍
り
て
よ
め
る 

紀
有
常

　
　
　
　

一
年
に
一
度
来
ま
す
君
待
て
ば
宿
貸
す
人
も
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ

（
羈
旅
歌
・
四
一
八
、
四
一
九
）

　
4
惟
喬
親
王
の
、
父
の
侍
り
け
む
時
に
よ
め
り
け
む
歌
ど
も
と
こ
ひ
け
れ
ば
、

書
き
て
お
く
り
け
る
お
く
に
よ
み
て
書
け
り
け
る 

知
則

こ
と
な
ら
ば
言
の
は
さ
へ
も
消
え
な
な
む
見
れ
ば
涙
の
た
ぎ
ま
さ
り

け
り 
（
哀
傷
歌
・
八
五
四
）

　
5
惟
喬
親
王
の
、
狩
し
け
る
供
に
ま
か
り
て
、
宿
り
に
帰
り
て
、
夜
一
夜
酒

を
飲
み
物
語
を
し
け
る
に
、
十
一
日
の
月
も
隠
れ
な
む
と
し
け
る
折
に
、

親
王
酔
ひ
て
う
ち
へ
入
り
な
む
と
し
け
れ
ば
、
よ
み
侍
り
け
る

業
平
朝
臣

飽
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
隠
る
る
か
山
の
端
逃
げ
て
入
れ
ず
も
あ

ら
な
む 

（
雑
歌
上
・
八
八
四
）

　
6
題
し
ら
ず 

惟
喬
親
王

白
雲
の
た
え
ず
た
な
び
く
峰
に
だ
に
す
め
ば
す
み
ぬ
る
世
に
こ
そ
あ

り
け
れ 

（
雑
歌
下
・
九
四
五
）

　
7
惟
喬
親
王
の
も
と
に
ま
か
り
通
ひ
け
る
を
、
頭
お
ろ
し
て
小
野
と
い
ふ
所

に
侍
り
け
る
に
、
正
月
に
訪
は
む
と
て
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
比
叡
の
山

の
麓
な
り
け
れ
ば
、
雪
い
と
深
か
り
け
り
。
し
ひ
て
か
の
室
に
ま
か
り
い

た
り
て
拝
み
け
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
し
て
、
い
と
も
の
悲
し
く
て
、
帰
り

ま
う
で
来
て
よ
み
て
贈
り
け
る 

業
平
朝
臣

　
　
　
　

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
踏
み
わ
け
て
君
を
見
む
と
は

（
雑
歌
下
・
九
七
〇
）

　
8
東
の
方
へ
ま
か
り
け
る
人
に
、
よ
み
て
遣
は
し
け
る 

伊
香
子
淳
行

思
へ
ど
も
身
を
し
分
け
ね
ば
目
に
見
え
ぬ
心
を
君
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
や

る 

（
離
別
・
三
七
三
）

　

以
上
が
『
古
今
和
歌
集
』
に
あ
る
惟
喬
関
係
歌
の
す
べ
て
で
あ
る
。『
古
今

和
歌
集
』
1
・
3
・
5
が
『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
に
、
7
が
八
三
段
に
対
応
し
、

さ
ら
に
8
の
伊
香
子
淳
行
の
歌
が
八
五
段
の
昔
男
の
歌
に
変
じ
て
い
る
。
し
か

し
、
こ
の
『
古
今
和
歌
集
』
1
〜
7
の
ど
こ
を
み
て
も
、『
伊
勢
物
語
』
の
世

界
と
は
な
ん
ら
重
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
例
え
ば
八
二
段
に
対
応
す
る
1
・

3
・
5
だ
が
、
こ
こ
に
政
治
的
ア
ウ
ト
ロ
ー
た
ち
の
、「
や
ま
と
う
た
」
に
よ

る
心
の
交
流
と
い
う
主
題
性
を
み
る
の
は
難
し
い
。
確
か
に
3
と
5
は
狩
と
酒

宴
の
場
で
の
三
人
の
親
交
を
語
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
を
支
え
る
鍵
後

で
あ
る
「
や
ま
と
う
た
」
や
「
上
中
下
」
と
い
う
言
葉
は
詞
書
に
な
い
。
こ
れ

は
決
定
的
な
事
柄
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
上
中
下
」
こ
ぞ
っ
て
歌
に
興
ず
る
こ

と
に
、「
や
ま
と
う
た
」
な
る
も
の
の
存
立
根
拠
を
み
た
の
が
『
伊
勢
物
語
』

で
あ
っ
た
。
肝
心
要
の
そ
こ
が
『
古
今
和
歌
集
』
で
は
欠
落
し
て
い
る
。
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し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
『
古
今
和
歌
集
』
を
一
方
に
お
い
て
み
る
と
、
そ
も

そ
も
先
の
『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
は
、
元
来
別
物
で
あ
っ
た
『
古
今
和
歌
集
』

1
・
3
・
5
を
そ
の
ま
ま
の
順
番
で
統
合
し
、
一
つ
の
主
題
の
も
と
に
纏
め
あ

げ
、
す
べ
て
を
山
崎
の
水
無
瀬
宮
で
の
話
に
仕
立
て
あ
げ
た
の
で
は
な
い
か
と

み
え
て
く
る
。
実
際
そ
の
こ
と
を
証
す
る
不
自
然
な
痕
跡
が
あ
る
。

　

ま
ず
『
古
今
和
歌
集
』
歌
に
お
け
る
場
所
と
季
節
の
確
認
を
し
よ
う
。
1
の

詞
書
に
は
「
渚
の
院
」
と
あ
る
の
み
で
、
季
節
は
桜
の
咲
く
頃
の
こ
と
。
3
は

「
狩
」、
そ
し
て
「
天
の
川
」
で
の
酒
宴
と
あ
り
、
七
夕
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。

5
も
「
狩
」
と
い
う
設
定
で
、
月
日
は
「
十
一
日
の
月
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
を
『
伊
勢
物
語
』
で
は
す
べ
て
を
山
崎
の
水
無
瀬
宮
で
の
、
あ
る
春
の
日

の
出
来
事
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

　
1
の
「
渚
の
院
」
を
『
伊
勢
物
語
』
で
は
「
交
野
の
渚
の
家
」
と
し
て
い
る

が
、
元
来
「
渚
の
院
」
と
は
惟
喬
・
水
無
瀬
・
交
野
と
な
ん
の
関
係
も
な
い
場

所
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
資
料
的
他
出
は
、
当
の
『
伊
勢
物
語
』
と
先
掲
『
土

佐
日
記
』
の
記
述
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
2
に
「
天
の
川
」
と
あ
る
が
、
は
た

し
て
こ
れ
は
固
有
名
で
あ
る
か
も
疑
わ
し
い
し
、
し
か
も
こ
の
2
に
し
て
も
3

に
し
て
も
ど
こ
で
の
狩
か
は
特
定
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
こ
の
2
の
歌

群
は
七
夕
の
頃
の
も
の
だ
ろ
う
が
、
1
か
ら
の
流
れ
か
ら
す
る
と
『
伊
勢
物

語
』
で
は
春
の
歌
と
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
い
さ
さ
か
収
ま
り
が

わ
る
く
も
な
っ
て
い
る
。
ま
た
3
は
月
入
り
の
遅
い
と
い
う
意
味
で
「
十
一
日

の
月
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
た
『
伊
勢
物
語
』
で
は
春
三
月
一
一
日

の
こ
と
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
『
伊
勢
物
語
』
で
は
悲
運
の
皇
子
惟
喬
を
慰
め
る
べ
く
、
業
平
と
有
常

等
と
の
歌
の
贈
答
が
あ
る
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
て
、
そ
れ
に
よ
り
『
伊
勢

物
語
』
な
ら
で
は
の
主
題
が
構
築
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
『
古
今
和

歌
集
』
3
の
贈
答
歌
は
そ
の
ま
ま
収
録
で
き
る
と
し
て
も
、
1
と
5
に
は
有
常

歌
が
な
い
の
で
あ
る
。
1
の
歌
は
業
平
の
独
唱
で
あ
り
惟
喬
・
有
常
と
い
う
話

で
は
な
い
し
、
5
も
惟
喬
と
業
平
は
い
る
が
有
常
の
登
場
は
な
い
。
か
く
し
て
、

『
伊
勢
物
語
』
で
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
な
い
歌
二
首
を
急
遽
拵
え
お
く
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
、
八
二
段
の
「
散
れ
ば
こ
そ
…
…
」
の
「
ま
た
人
の
歌
」
は
観
念
的
す

ぎ
て
業
平
歌
と
の
対
応
が
わ
る
い
。
こ
の
歌
が
悪
い
と
い
う
の
で
な
い
が
、
業

平
歌
に
番
え
て
み
る
と
、
妙
に
物
分
り
の
よ
い
歌
と
な
っ
て
お
り
、
白
け
た
気

分
も
若
干
し
な
い
で
は
な
い
。
典
拠
と
し
て
『
古
今
集
』
の
春
歌
下
「
題
し
ら

ず
」「
よ
み
人
し
ら
ず
」
の
「
残
り
な
く
散
る
ぞ
め
で
た
き
桜
花
あ
り
て
世
の

中
は
て
の
う
け
れ
ば
」（
七
一
）
を
あ
げ
る
『
伊
勢
物
語
』
注
釈
書
が
あ
り
、

確
か
に
こ
の
あ
た
り
に
発
想
源
が
あ
る
か
も
し
れ
ぬ
。
ま
た
同
じ
く
八
二
段
の

「
お
し
な
べ
て
」
の
有
常
歌
も
、『
後
撰
和
歌
集
』「
雑
三
」
に
、「
月
夜
に
、
か

れ
こ
れ
し
て
」
と
い
う
詞
書
の
も
と
に
、「
お
し
な
べ
て
峰
も
平
ら
に
な
り
な

な
む
山
の
端
な
く
は
月
も
隠
れ
じ
」
と
い
う
上
野
岑
雄
の
ほ
ぼ
同
様
の
歌
が
収

録
さ
れ
て
お
り
、
元
来
有
常
歌
か
ど
う
か
も
あ
や
し
い
。
す
べ
て
が
平
に
な
っ

て
山
の
端
が
な
く
な
れ
ば
、
月
は
隠
れ
よ
う
に
も
隠
れ
ど
こ
ろ
が
な
い
…
…
私

は
寝
よ
う
に
も
寝
る
場
所
が
な
い
…
…
と
し
て
お
り
、
こ
こ
に
あ
る
機
知
は
こ

の
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
業
平
歌
に
番
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え
ら
れ
た
こ
れ
ら
二
首
は
、
酒
宴
の
場
で
の
歌
に
し
て
は
、
そ
の
場
に
い
な
い

が
ご
と
き
の
、
人
ご
と
の
よ
う
な
詠
み
ぶ
り
の
歌
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
ま
た

6
・
7
で
は
、
確
か
に
小
野
に
隠
棲
し
た
落
魄
し
た
親
王
像
が
そ
れ
と
し
て
髣

髴
と
す
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
八
三
段
の
そ
れ
と
重
な
る
と
こ
ろ

も
あ
る
が
、
や
は
り
『
伊
勢
物
語
』
の
よ
う
に
、
そ
の
問
題
に
ふ
み
こ
も
う
と

は
し
て
い
な
い
。

　

先
の
『
土
佐
日
記
』
の
引
用
テ
ク
ス
ト
が
直
接
に
は
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る

こ
と
は
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
渚
の
院
の
場
所
を
淀
川
沿
い
と
し
た
の
は

『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る
。
ま
た
惟
喬
を
め
ぐ
る
君
臣
の
麗
し
い
主
従
関
係
を
語

る
の
も
『
伊
勢
物
語
』
な
ら
で
は
で
あ
り
、
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
引
用
に
よ

り
、『
土
佐
日
記
』
世
界
の
な
ん
た
る
か
が
逆
照
射
さ
れ
得
た
の
で
あ
る
。『
古

今
和
歌
集
』
に
収
録
さ
れ
た
惟
喬
歌
群
で
は
、
潜
在
的
に
は
と
も
か
く
、
ど
う

み
て
も
そ
の
よ
う
な
話
で
は
な
い
し
、
勅
撰
和
歌
集
と
い
う
体
裁
か
ら
し
て
も

そ
の
意
味
で
の
深
入
り
は
不
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。『
伊
勢
物
語
』
は
、

業
平
歌
と
そ
の
詞
書
と
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
を
昔
男
を
主
人
公
と
す
る
歌
物

語
へ
と
転
換
さ
せ
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
す
ぐ
れ
て
『
伊
勢
物
語
』
的
な
「
や

ま
と
う
た
」
観
の
発
見
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
成
立
論
的
に
は
『
古
今
和
歌
集
』
↓
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
順
序
以
外

に
考
え
ら
れ
な
い
。
八
二
段
の
よ
う
に
纏
ま
っ
た
話
で
あ
る
も
の
を
解
体
し
た

と
は
思
わ
れ
ず
、
元
来
別
々
の
も
の
を
合
体
さ
せ
た
ら
し
き
痕
跡
が
『
伊
勢
物

語
』
に
は
あ
っ
た
。
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
惟
喬
章
段
を
み
る

限
り
、
と
い
う
条
件
づ
き
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

五　
『
伊
勢
物
語
』
二
条
后
章
段

　

か
の
有
名
な
『
伊
勢
物
語
』「
二
条
后
章
段
」
に
つ
い
て
も
、
惟
喬
章
段
と

同
様
の
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
は
禁
忌
の
恋
と
貴
種
の
流
離
と

い
う
、
歌
に
よ
る
昔
男
の
反
乱
物
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
業
平
歌
に
胚
胎
す

る
恋
の
心
情
な
る
も
の
が
自
ず
と
か
た
ち
を
な
し
た
物
語
で
あ
り
、
そ
れ
は

『
古
今
和
歌
集
』
の
業
平
歌
の
扱
い
と
は
異
質
で
あ
る
。
な
お
以
下
の
二
条
后

に
つ
い
て
の
分
析
は
、
河
地
修
氏
『
伊
勢
物
語
論
集
│
│
成
立
論
・
作
品
論
』

（
竹
林
舎
、
二
〇
〇
三
）
の
記
述
と
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
私
な
り
の
問

題
意
識
か
ら
整
理
し
た
。
ま
ず
は
『
伊
勢
物
語
』
三
〜
九
段
の
方
を
引
用
す
る
。

　

・
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
懸
想
じ
け
る
女
の
も
と
に
、
ひ
じ
き
藻
と
い
ふ

も
の
を
や
る
と
て
、

思
ひ
あ
ら
ば
葎
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
じ
き
も
の
に
は
袖
を
し
つ
つ

も

　
　

二
条
の
后
の
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま
つ
り
給
は
で
、
た
だ
人
に
て
お
は
し

ま
し
け
る
時
の
こ
と
な
り
。 

（
三
段
）

　

・
む
か
し
、
ひ
む
が
し
の
五
条
に
、
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の
対

に
住
む
人
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
、
本
意
に
は
あ
ら
で
こ
こ
ろ
ざ
し
深
か
り

け
る
人
、
ゆ
き
と
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
正
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
に
、
ほ

か
に
か
く
れ
に
け
り
。
あ
り
ど
こ
ろ
は
聞
け
ど
、
人
の
い
き
通
ふ
べ
き
所

に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
な
ほ
憂
し
と
思
ひ
つ
つ
な
む
あ
り
け
る
。
又
の
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年
の
正
月
に
、
梅
の
花
ざ
か
り
に
、
去
年
を
恋
ひ
て
い
き
て
、
立
ち
て
見
、

居
て
見
、
見
れ
ど
、
去
年
に
似
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
う
ち
泣
き
て
、
あ
ば

ら
な
る
板
敷
に
、
月
の
か
た
ぶ
く
ま
で
ふ
せ
り
て
、
去
年
を
思
ひ
い
で
て

よ
め
る
。

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身

に
し
て

　
　

と
よ
み
て
、
夜
の
ほ
の
ぼ
の
と
明
く
る
に
、
泣
く
泣
く
か
へ
り
に
け
り
。

（
四
段
）

　

・
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
ひ
む
が
し
の
五
条
わ
た
り
に
い
と
忍
び
て
い
き

け
り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
門
よ
り
も
え
入
ら
で
、
わ
ら
は
べ
の
ふ

み
あ
け
た
る
築
泥
の
く
づ
れ
よ
り
通
ひ
け
り
。
人
し
げ
く
も
あ
ら
ね
ど
、

た
び
か
さ
な
り
け
れ
ば
、
あ
る
じ
聞
き
つ
け
て
、
そ
の
通
ひ
路
に
、
夜
ご

と
に
人
を
す
ゑ
て
、
ま
も
ら
せ
け
れ
ば
、
い
け
ど
も
え
逢
は
で
か
へ
り
け

り
。
さ
て
よ
め
る
。

人
し
れ
ぬ
わ
が
通
ひ
路
の
関
守
は
よ
ひ
よ
ひ
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な

む

　
　

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
い
と
い
た
う
心
や
み
け
り
。
あ
る
じ
ゆ
る
し
て
け
り
。

　
　

二
条
の
后
に
忍
び
て
ま
ゐ
り
け
る
を
、
世
の
聞
え
あ
り
け
れ
ば
、
兄
た
ち

の
ま
も
ら
せ
給
ひ
け
る
と
ぞ
。 

（
五
段
）

　

・
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば

ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
、
い
と
暗
き
に
き
け
り
。

芥
川
と
い
ふ
川
を
率
て
い
き
け
れ
ば
、
草
の
う
へ
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、

「
か
れ
は
何
ぞ
」
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
。
ゆ
く
さ
き
お
ほ
く
、
夜
も
ふ

け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
と
こ
ろ
と
も
知
ら
で
、
神
さ
へ
い
と
い
み
じ
う
鳴

り
、
雨
も
い
た
う
降
り
け
れ
ば
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
に
、
女
を
ば
奥
に
お
し

入
れ
て
、
男
、
弓
、
や
な
ぐ
ひ
を
負
ひ
て
、
戸
口
に
を
り
。
は
や
夜
も
明

け
な
む
と
思
ひ
つ
つ
ゐ
た
り
け
る
に
、
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。
あ

な
や
と
い
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
さ
わ
ぎ
に
え
聞
か
ざ
り
け
り
。
や
う
や
う

夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
、
率
て
こ
し
女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣

け
ど
も
か
ひ
な
し
。

白
玉
か
何
と
ぞ
人
の
問
ひ
し
と
き
露
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の

を

　
　

二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や
う
に
て
ゐ

給
へ
り
け
る
を
、
か
た
ち
の
い
と
め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負

ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
、
御
兄
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大
納
言
、
ま

だ
下
﨟
に
て
内
へ
ま
ゐ
り
給
ふ
に
、
い
み
じ
う
泣
く
人
あ
る
を
聞
き
つ
け

て
、
と
ど
め
て
と
り
か
へ
し
給
う
て
け
り
。
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な

り
け
り
。
ま
だ
い
と
若
う
て
后
の
た
だ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。（

六
段
）

　

・
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
に
こ
れ
は
、
あ
り
わ
び
て
東
に
い
き
け
る
に
、

│
│
以
下
省
略
│
│ 

（
七
段
）

　

・
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
、
東
の
か
た
に
ゆ
き
て

│
│
以
下
省
略
│
│ 

（
八
段
）

　

・
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、
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京
に
は
あ
ら
じ
、
東
の
か
た
に
住
む
べ
き
国
求
め
に
、
と
て
ゆ
き
け
り
。

│
│
以
下
省
略
│
│ 

（
九
段
）

　

有
名
な
四
段
は
、
恋
人
の
い
な
く
な
っ
た
家
を
翌
年
の
同
時
期
に
訪
れ
た
男

の
孤
独
を
扱
う
。
正
月
十
日
ば
か
り
、
梅
の
花
盛
り
の
月
夜
、
梅
香
に
昔
を
懐

か
し
み
、
い
て
も
た
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
男
の
絶
望
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
梅

香
は
男
を
過
去
の
時
空
へ
と
誘
う
と
と
も
に
、
そ
れ
は
二
人
の
燃
え
上
が
っ
た

愛
を
髣
髴
さ
せ
、
官
能
的
な
気
分
を
い
ま
だ
こ
の
場
に
と
ど
め
お
く
。
女
は
も

は
や
手
の
と
ど
か
ぬ
所
に
い
て
、
そ
れ
は
二
条
后
で
あ
る
と
い
う
。
五
段
は
築

地
の
崩
れ
を
通
っ
て
の
男
の
忍
び
の
恋
の
物
語
で
あ
り
、
そ
の
崩
れ
に
は
関
守

が
配
さ
れ
て
、
関
守
は
毎
夜
毎
夜
寝
て
欲
し
い
と
男
は
う
っ
た
え
る
。「
よ
ひ

よ
ひ
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む
」
と
い
う
の
は
あ
ま
り
に
素
朴
に
し
て
稚
拙
な

う
た
い
ぶ
り
だ
が
、
こ
こ
に
あ
る
正
直
さ
が
こ
の
歌
の
力
で
も
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
関
守
を
一
度
は
置
い
た
兄
た
ち
だ
が
、
結
局
は
男
の
恋
を
許
し
た
と
さ

れ
る
。
六
段
は
、
女
を
盗
み
だ
し
た
男
の
逃
避
行
を
語
る
。
追
っ
手
に
怯
え
つ

つ
も
男
は
黙
々
と
先
を
急
ぎ
、
汗
だ
く
に
な
り
な
が
ら
も
、
あ
と
一
歩
の
と
こ

ろ
ま
で
逃
げ
て
き
た
の
だ
。
そ
れ
に
し
て
も
死
を
賭
し
た
男
の
激
情
に
比
し
て
、

草
上
の
露
を
知
ら
な
い
女
の
姿
は
幼
く
、
ま
た
異
様
に
物
静
か
で
あ
る
。
男
は

女
を
蔵
の
中
に
隠
し
お
き
、
し
っ
か
り
と
見
張
る
も
、
夜
が
明
け
た
ら
も
は
や

女
は
い
な
く
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
愛
す
る
も
の
を
掌
中
に
し
得
た
と
思
わ
れ

た
瞬
間
、
か
き
け
す
よ
う
に
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
男
の
手
元
に
は

も
は
や
な
に
も
な
い
。
露
と
は
な
に
か
を
女
が
尋
ね
た
時
に
、
自
分
も
露
の
よ

う
に
は
か
な
く
失
せ
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
と
男
は
う
た
う
。
女
を
失
っ
た
絶

望
感
が
、
実
に
美
し
く
も
哀
し
く
も
表
現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

　

一
般
に
「
二
条
后
章
段
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
な

ぜ
「
二
条
后
」
と
特
定
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
点
に
す
べ
て
の
問
題
の
端
緒
が
あ

る
。
二
条
后
云
々
の
記
述
が
、
三
段
・
五
段
・
六
段
に
お
い
て
、「
後
人
の
注
」

と
い
わ
れ
る
章
段
末
尾
の
箇
所
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
網
掛

け
部
分
が
そ
れ
だ
が
、
そ
れ
は
「
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
」
で
始
ま
る
文
体
と

は
異
質
で
、
物
語
世
界
の
裏
事
情
を
実
名
入
り
で
説
明
し
て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
、

「
二
条
の
后
の
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま
つ
り
給
は
で
、
た
だ
人
に
て
お
は
し
ま

し
け
る
時
の
こ
と
な
り
」（
三
段
）、「
二
条
の
后
に
忍
び
て
ま
ゐ
り
け
る
を
、

世
の
聞
え
あ
り
け
れ
ば
、
兄
た
ち
の
ま
も
ら
せ
給
ひ
け
る
と
ぞ
」（
五
段
）、

「
こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、
仕
う
ま
つ
る
や
う

に
て
ゐ
給
へ
り
け
る
を
、
│
│
略
│
│
。
御
兄
堀
河
の
大
臣
、
太
郎
国
経
の
大

納
言
│
│
略
│
│
。
ま
だ
い
と
若
う
て
后
の
た
だ
に
て
お
は
し
け
る
時
と
や
」

（
六
段
）
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
三
・
六
段
で
の
出
来
事
は
、
二
条
の
后
が
い

ま
だ
入
内
前
の
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
五
段
も
た
だ
人
時
代
の
話
で
あ
ろ
う
か
。

　

こ
う
み
て
く
る
と
、
こ
の
後
人
注
の
部
分
が
、
テ
ク
ス
ト
の
周
辺
部
に
あ
り

つ
つ
も
、
意
外
な
こ
と
に
、
こ
れ
こ
そ
が
二
条
后
物
語
な
る
も
の
を
定
位
さ
せ

て
い
る
こ
と
が
解
る
。
我
々
は
何
気
な
く
二
条
后
章
段
と
い
っ
て
い
る
が
、
と

ど
の
つ
ま
り
、
す
べ
て
は
こ
の
後
人
注
の
記
述
に
こ
そ
根
拠
が
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
例
え
ば
、「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
む
か
し
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も

と
の
身
に
し
て
」
で
有
名
な
四
段
を
参
照
し
た
い
。
そ
こ
に
は
後
人
注
は
な
く
、

「
ひ
む
が
し
の
五
条
に
、
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の
対
に
住
む
人
あ
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り
け
り
」
と
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
こ
れ
だ
け
で
は
女
を
二
条
后
と
断
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
男
の
通
い
所
は
「
大
后
の
宮
」
の
西
の
対
に
住
む
人
で
し
か

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
三
・
五
・
六
段
の
中
に
こ
の
四
段
が
お
か
れ
る

こ
と
で
、「
西
の
対
に
住
む
人
」
が
二
条
后
で
な
い
か
と
仮
定
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。
そ
し
て
大
后
の
宮
は
藤
原
順
子
も
し
く
は
藤
原
明
子
と
な
る
。

　

ま
た
七
・
八
・
九
段
は
昔
男
の
東
下
り
の
事
情
を
語
り
、
そ
れ
は
一
〇
〜
一

五
段
と
い
う
一
連
の
東
国
章
段
へ
と
続
く
の
だ
が
、「
京
に
あ
り
わ
び
て
」、

「
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
」、「
身
を
要
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
」
と
い
う
よ

う
に
、
昔
男
が
都
に
居
ら
れ
な
く
な
っ
た
事
情
が
そ
れ
ぞ
れ
仄
め
か
さ
れ
て
い

る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
章
段
の
流
れ
か
ら
推
し
て
、
二
条
后
と
の

禁
忌
の
恋
ゆ
え
に
都
落
ち
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
と
解
釈
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ

た
。
と
く
に
有
名
な
九
段
で
は
、
昔
男
が
「
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ

れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」、「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
つ

に
も
夢
に
も
人
に
逢
は
ぬ
な
り
け
り
」、「
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
こ
と
問
は
む
都

鳥
わ
が
思
ふ
人
は
在
り
や
な
し
や
と
」
と
い
う
よ
う
に
、
都
に
残
し
た
恋
人
へ

の
切
な
る
思
い
を
再
三
う
た
い
あ
げ
て
い
る
が
、
相
手
は
二
条
后
で
は
な
い
か

と
想
定
す
る
こ
と
も
、
あ
な
が
ち
無
理
で
な
い
こ
と
と
な
る
。

六　
『
古
今
和
歌
集
』
の
二
条
后

　

で
は
、『
伊
勢
物
語
』
の
二
条
后
章
段
に
相
当
す
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌

群
を
参
照
し
た
い
。

　

・
東
の
五
条
わ
た
り
に
、
人
を
知
り
お
き
て
ま
か
り
通
ひ
け
り
。
忍
び
な
る

所
な
り
け
れ
ば
、
門
よ
り
し
も
え
入
ら
で
、
垣
の
崩
れ
よ
り
通
ひ
け
る
を
、

度
重
な
り
け
れ
ば
、
主
人
聞
き
つ
け
て
、
か
の
道
に
夜
ご
と
に
人
を
伏
せ

て
守
ら
す
れ
ば
、
行
き
け
れ
ど
え
逢
は
で
の
み
帰
り
て
、
よ
み
て
や
り
け

る
。 

業
平
朝
臣

　
　
　
　

人
知
れ
ぬ
我
が
通
ひ
路
の
関
守
は
宵
宵
ご
と
に
う
ち
も
寝
な
な
む

（
恋
歌
三
・
六
三
二
）

　

・
五
条
后
宮
の
西
の
対
に
住
み
け
る
人
に
、
本
意
に
は
あ
ら
で
も
の
言
ひ
わ

た
り
け
る
を
、
正
月
の
十
日
あ
ま
り
に
な
む
、
他
所
へ
隠
れ
に
け
る
。
在

り
所
は
聞
き
け
れ
ど
、
え
も
の
も
言
は
で
、
ま
た
の
年
の
春
、
梅
の
花
盛

り
に
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
去
年
を
恋
ひ
て
、
か
の
西
の
対
に

行
き
て
、
月
の
傾
く
ま
で
、
あ
ば
ら
な
る
板
敷
に
臥
せ
り
て
よ
め
る

在
原
業
平
朝
臣

　
　
　
　

月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
一
つ
は
も
と
の
身
に
し
て

（
恋
歌
五
・
七
四
七
）

　

前
者
が
『
伊
勢
物
語
』
五
段
に
、
後
者
が
四
段
に
対
応
す
る
が
、
二
条
后
で

あ
る
と
明
記
す
る
『
伊
勢
物
語
』
後
人
注
に
当
た
る
も
の
が
『
古
今
和
歌
集
』

に
は
な
く
、
業
平
の
相
手
が
だ
れ
で
あ
る
か
は
特
定
で
き
な
い
。
前
者
は
「
東

の
五
条
わ
た
り
に
」
と
あ
る
だ
け
、
後
者
も
「
五
条
后
宮
の
西
の
対
に
住
み
け

る
人
│
│
」
と
あ
り
、
確
か
に
こ
れ
ら
が
『
伊
勢
物
語
』
と
相
似
し
た
文
言
で

あ
り
つ
つ
も
、
や
は
り
女
が
二
条
后
と
は
い
え
な
い
。
し
か
も
「
他
所
へ
隠
れ

に
け
る
。
在
り
所
は
聞
き
け
れ
ど
、
え
も
の
も
言
は
で
│
│
」
と
い
う
の
で
は
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女
の
入
内
を
仄
め
か
し
た
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
で
は
、「
人
の

い
き
通
ふ
べ
き
所
に
も
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
」
と
あ
っ
た
。
ま
た
『
古
今
和
歌

集
』
で
は
、
業
平
東
下
り
の
理
由
も
明
ら
か
で
な
い
。

　

・
東
の
方
へ
、
友
と
す
る
人
、
一
人
二
人
誘
ひ
て
行
き
け
り
。
三
河
国
八
橋

と
い
ふ
所
に
至
れ
り
け
る
に
、
そ
の
川
の
ほ
と
り
に
、
か
き
つ
ば
た
い
と

お
も
し
ろ
く
咲
け
り
け
る
を
見
て
、
木
の
陰
に
下
り
居
て
、
か
き
つ
ば
た

と
い
ふ
五
文
字
を
句
の
頭
に
据
ゑ
て
、
旅
の
心
を
よ
ま
む
と
て
よ
め
る
。

在
原
業
平
朝
臣

唐
衣
着
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
ぞ

思
ふ 

（
羇
旅
歌
四
一
〇
）

　

・
武
蔵
国
と
下
総
国
と
の
中
に
あ
る
、
隅
田
川
の
ほ
と
り
に
至
り
て
、
都
の

い
と
恋
し
う
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
し
ば
し
川
の
ほ
と
り
に
下
り
居
て
思
ひ
や

れ
ば
、
限
り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
、
と
思
ひ
わ
び
て
な
が
め
を
る

に
、
渡
守
、「
は
や
舟
に
乗
れ
、
日
暮
れ
ぬ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
舟
に
乗

り
て
渡
ら
む
と
す
る
に
、
み
な
人
も
の
わ
び
し
く
て
、
京
に
思
ふ
人
な
く

し
も
あ
ら
ず
。
さ
る
折
に
、
白
き
鳥
の
嘴
と
脚
と
赤
き
、
川
の
ほ
と
り
に

あ
そ
び
け
り
。
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
り
け
れ
ば
、
み
な
人
見
知
ら
ず
。
渡

守
に
、「
こ
れ
は
何
鳥
ぞ
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、「
こ
れ
な
む
都
鳥
」
と
言
ひ

け
る
を
聞
き
て
よ
め
る

名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
都
鳥
我
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な
し
や

と 

（
羇
旅
歌
四
一
一
）

　

四
一
一
で
は
と
も
か
く
、
四
一
〇
番
歌
の
詞
書
に
な
る
と
、
ま
る
で
友
達
と

つ
れ
だ
っ
て
の
物
見
遊
山
の
旅
以
外
で
な
い
。
男
は
こ
こ
で
も
遠
く
都
に
残
し

た
恋
人
へ
と
思
い
を
馳
せ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
誰
で
あ
る
と
も
知
れ
な
い
し
、

誰
か
と
想
定
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
。
し
か
も
こ
の
『
古
今
和
歌
集
』
の
業

平
歌
を
み
る
と
、『
伊
勢
物
語
』
九
段
の
作
り
様
が
逆
に
み
え
て
く
る
で
は
な

い
か
。『
古
今
和
歌
集
』
で
は
、
場
所
は
「
三
河
国
八
橋
」
と
「
武
蔵
国
と
下

総
国
と
の
中
に
あ
る
、
隅
田
川
」
と
あ
る
だ
け
だ
が
、「
宇
津
の
山
」「
富
士
の

山
」
等
を
介
在
さ
せ
て
、
こ
れ
ら
す
べ
て
を
つ
な
げ
て
作
っ
た
の
が
『
伊
勢
物

語
』
九
段
だ
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。
因
み
に
、
業
平
の
東
下
り
の
真
偽
が
よ

く
問
題
に
さ
れ
る
が
、
当
然
史
料
的
に
裏
を
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら

く
、「
八
橋
」
や
「
隅
田
川
」
で
歌
を
詠
ん
だ
と
す
る
設
定
に
し
て
も
、
現
実

に
還
元
す
れ
ば
、
塩
釜
の
景
を
庭
園
に
模
し
た
源
融
邸
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
の
、

「
見
立
て
」
の
旅
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
富
士
山
を
評
し
て
、「
な
り
は

し
ほ
じ
り
の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
庭
に
築
い
た

「
し
ほ
じ
り
」
富
士
山
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
で
は
な
い
か
。

　

惟
喬
章
段
に
つ
づ
い
て
二
条
后
章
段
を
み
て
き
た
が
、
や
は
り
こ
こ
で
も

『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
世
界
観
の
差
異
は
歴
然
と
し
て
い
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
は
「
恋
」
と
い
う
部
立
て
を
わ
ざ
わ
ざ
設
け
て
お
り
、
業
平

の
恋
を
否
定
的
に
扱
う
謂
わ
れ
は
な
い
。
し
か
し
、
二
条
后
と
業
平
の
恋
は

『
古
今
和
歌
集
』
の
ど
こ
を
さ
が
し
て
も
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
『
伊
勢
物
語
』

で
は
、
本
文
で
な
く
後
人
注
が
二
条
后
と
の
恋
を
根
拠
づ
け
し
て
お
り
、
後
人

注
と
「
昔
男
」
の
本
文
と
は
微
妙
な
均
衡
関
係
に
あ
っ
て
、
か
つ
両
者
は
成
立

論
的
に
も
同
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
に
つ
き
次
の
よ
う
な
経

225



紀貫之の『伊勢物語』体験

（17）

緯
を
想
定
し
得
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
は
、
業
平
歌
を
主
た
る
材
料
と
し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
男
」

「
女
」
の
物
語
へ
と
ま
ず
は
転
換
さ
せ
た
が
、
そ
の
こ
と
は
業
平
と
い
う
固
有

性
を
越
え
た
、
純
化
さ
れ
た
男
女
の
恋
の
心
情
を
象
る
べ
く
機
能
し
た
と
と
も

に
、
実
在
の
業
平
か
ら
離
れ
て
、
物
語
と
い
う
虚
構
空
間
へ
の
自
在
な
参
入
を

も
可
能
な
ら
し
め
た
。
が
、
実
は
問
題
は
そ
の
先
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
語
ら
れ
た
「
男
」「
女
」
の
恋
を
至
高
の
禁
忌
の
恋
と
す
る
た
め
に
、
一
旦

は
排
除
し
た
社
会
的
・
歴
史
的
文
脈
を
再
度
招
来
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
後
人
注
の
具
体
的
記
述
に
よ
り
、
反
藤

原
氏
と
で
も
い
う
べ
き
禁
忌
の
恋
物
語
で
あ
る
こ
と
が
駄
目
押
し
的
に
確
定
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
一
つ
の
捩
れ
を

も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
っ
た
。
普
遍
化
さ
れ
た
男
女
の
織
り
成
す
恋
物
語
を
語

り
つ
つ
も
、
一
方
で
そ
れ
に
実
名
性
を
付
与
す
る
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
が
、
逆
説
的
で
は
あ
る
が
、
こ
の
捩
れ
こ
そ
が
『
伊
勢
物
語
』
の

想
像
力
の
か
た
ち
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
掲
惟
喬
章
段
の
分
析
で
は
一
切
ふ
れ
な
か
っ
た
が
、

そ
こ
で
は
か
か
る
二
重
構
造
は
、
後
人
注
で
な
く
地
の
文
に
お
い
て
露
呈
し
て

い
た
。
地
の
文
に
「
惟
喬
の
親
王
」「
紀
の
有
常
」
と
い
う
よ
う
に
実
名
表
記

が
あ
り
、
そ
こ
に
「
男
」（
八
五
段
）
も
し
く
は
「
右
の
馬
頭
な
り
け
る
人
」

（
八
二
段
）「
馬
頭
な
る
翁
」（
八
三
段
）
と
呼
ば
れ
る
業
平
ら
し
き
人
物
が
登

場
し
て
き
て
い
る
。
業
平
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
業
平
と
特
定
し
て
は
い
な
い

で
あ
ろ
う
。「
右
の
馬
頭
な
り
け
る
人
」
と
い
う
の
で
は
、
仄
め
か
し
た
表
現

で
し
か
な
く
、
そ
れ
で
も
そ
こ
ま
で
記
し
た
こ
と
に
抵
抗
感
が
あ
っ
た
た
め
か
、

す
ぐ
に
「
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け
り
」
と
切
り
返
し
て
い
る
。

　

こ
こ
で
も
業
平
な
る
も
の
か
ら
離
れ
て
、
い
わ
ゆ
る
男
の
心
情
を
語
る
物
語

へ
と
転
換
さ
せ
た
と
し
て
も
、
政
治
的
に
排
斥
さ
れ
た
も
の
た
ち
の
結
社
的
同

盟
を
語
ら
ん
と
す
る
主
題
的
要
請
の
も
と
に
、
最
低
限
の
政
治
的
文
脈
を
そ
こ

に
持
ち
込
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
か
。

惟
喬
云
々
と
い
う
実
名
性
が
付
与
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
惟
喬
章
段
の
主
題
性
は

鮮
や
か
に
顕
現
し
得
た
で
は
な
い
か
。

　

ま
た
『
伊
勢
物
語
』
の
も
う
一
つ
の
核
と
し
て
斎
宮
章
段
が
あ
る
が
、
そ
れ

に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く
同
じ
議
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
二
条
后
と
の
恋

を
語
ら
な
い
『
古
今
和
歌
集
』
だ
が
、
業
平
と
斎
宮
と
の
出
逢
い
の
方
は
語
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
。
詞
書
に
「
業
平
朝
臣
の
伊
勢
国
に
ま
か
り
た
り
け
る
時
、

斎
宮
な
り
け
る
人
に
、
い
と
み
そ
か
に
逢
ひ
て
、
ま
た
の
朝
に
、
人
や
る
す
べ

も
な
く
、
思
ひ
を
り
け
る
あ
ひ
だ
に
、
女
の
も
と
よ
り
お
こ
せ
た
る
」
と
あ
っ

て
、
二
人
の
贈
答
歌
を
収
め
る
（
恋
歌
三
、
六
四
四
・
六
五
五
）。
が
、
こ
の

恋
、
た
と
え
伊
勢
斎
宮
と
の
密
通
と
い
え
ど
も
、『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
と
比

べ
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
感
じ
も
す
る
。『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
例

の
ご
と
く
後
人
注
で
、「
斎
宮
は
水
尾
の
御
時
、
文
徳
天
皇
の
御
む
す
め
、
惟

喬
の
親
王
の
妹
」
と
し
て
、
そ
の
斎
宮
が
誰
か
を
特
定
し
て
い
る
。
な
ん
と
そ

の
相
手
は
文
徳
帝
の
娘
で
、
惟
喬
妹
の
恬
子
内
親
王
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
俄

然
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
事
件
め
い
て
く
る
わ
け
だ
が
、『
古
今
和
歌
集
』
で
は

単
に
「
斎
宮
」
と
し
か
な
い
以
上
、
そ
こ
ま
で
の
話
に
は
な
ら
な
い
。
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ま
た
、
こ
の
後
人
注
だ
が
、
こ
こ
で
も
場
当
た
り
的
に
添
加
さ
れ
た
文
言
と

い
う
の
で
も
な
い
。
昔
男
が
狩
の
使
と
し
て
伊
勢
に
下
る
に
際
し
て
、「
か
の

伊
勢
の
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
」
が
、「
常
の
使
よ
り
は
、
こ
の
人
、
よ
く
い

た
は
れ
」
と
娘
の
斎
宮
に
あ
ら
か
じ
め
い
い
お
い
た
と
い
う
。
な
ぜ
昔
男
を
か

く
も
丁
重
に
接
待
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
こ
の
限
り
で
は
い
さ
さ
か
不

審
だ
が
、
後
人
注
に
よ
り
そ
の
理
由
が
明
ら
か
に
な
る
。
か
の
斎
宮
が
恬
子
内

親
王
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
母
は
紀
有
常
妹
の
文
徳
天
皇
更
衣
紀
静
子
と
な
る

の
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
親
戚
筋
に
あ
た
る
業
平
に
格
別
気
を
遣
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
確
か
に
こ
こ
で
も
昔
男
の
本
文
は
後
人
注
の
記
述
を
も
視
野
に
い
れ
な

が
ら
定
位
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

七　
そ
の
他
の
『
伊
勢
物
語
』
二
条
后
章
段

　

そ
の
他
の
『
伊
勢
物
語
』
二
条
后
章
段
、
さ
ら
に
『
古
今
和
歌
集
』
が
二
条

后
を
ど
う
位
置
づ
け
て
い
る
か
を
み
て
お
こ
う
。
私
は
次
の
七
六
段
な
ど
に
も

注
目
し
て
い
る
。

　

・
む
か
し
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
、
氏
神
に

ま
う
で
給
ひ
け
る
に
、
近
衛
府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
翁
、
人
々
の
禄
た
ま
は

る
つ
い
で
に
、
御
車
よ
り
た
ま
は
り
て
、
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
。

　
　
　
　

大
原
や
を
し
ほ
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
思
ひ
い
づ
ら
め

　
　

と
て
、
心
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
む
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
知
ら
ず
か

し
。 

（
七
六
段
）

　

・
二
条
后
の
、
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
大
原
野
に
詣
で
給

ひ
け
る
日
よ
め
る
。

 

業
平
朝
臣

　
　
　
　

大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
思
ひ
出
づ
ら
め

 

（
雑
歌
上
八
七
一
）

　

こ
の
七
六
段
で
は
、
二
条
后
の
名
が
後
人
注
で
は
な
く
、「
む
か
し
、
二
条

后
の
、
ま
だ
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
」
と
い
う
よ
う
に
地
の
文
に
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
詞
書
を
そ
の
ま
ま
『
伊
勢
物
語
』

が
踏
襲
し
た
結
果
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
効
果
は
両
テ
ク
ス
ト
間
で

大
き
く
異
な
る
。『
古
今
和
歌
集
』「
大
原
や
…
…
」
は
、
后
が
東
宮
の
御
息
所

の
頃
、
大
原
野
神
社
に
参
詣
し
た
折
に
、
業
平
が
藤
原
氏
の
歴
史
を
賀
し
て
う

た
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
で
な
い
。
一
方
『
伊
勢
物
語
』
も
、「
近
衛

府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
翁
」
が
禄
を
賜
っ
て
詠
ん
だ
歌
と
し
て
あ
り
、
同
じ
く
大

原
野
で
藤
原
氏
を
寿
い
だ
も
の
と
な
っ
て
い
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
文
脈
に

こ
の
歌
が
あ
る
と
、
も
う
一
つ
の
意
味
性
が
生
じ
て
し
ま
う
。
二
条
后
に
向
か

っ
て
私
と
の
過
去
を
お
ぼ
え
て
お
い
で
で
す
か
、
と
よ
み
か
け
た
歌
と
も
い
え

る
か
ら
な
の
だ
。
確
か
に
こ
の
七
六
段
そ
の
も
の
に
、
そ
の
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
二
条
后
と
の
恋
を
語
る
三
・
五
・
六
段
の
よ

う
な
章
段
が
一
方
に
あ
る
以
上
、
そ
れ
ら
に
規
定
さ
れ
て
か
か
る
裏
解
釈
が
可

能
と
な
る
。

　

後
人
注
が
二
条
后
章
段
を
支
え
て
い
る
と
す
る
前
言
を
反
芻
さ
れ
た
し
。
そ

れ
は
、
三
・
五
・
六
段
に
付
随
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
段
の
意
味
を
規
定
す
る
の
み
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な
ら
ず
、
遠
く
離
れ
て
こ
の
七
六
段
の
解
釈
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

思
え
ば
、『
伊
勢
物
語
』
は
、
い
わ
ゆ
る
地
の
文
の
中
で
は
二
条
后
と
昔
男
と

の
恋
を
一
度
も
正
面
か
ら
は
扱
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
二
条
后
と
の
恋
は
後

人
注
の
記
述
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
。
一
方
、
地
の
文
に
后
が
登
場
す
る
際

に
は
、
こ
の
七
六
段
の
よ
う
に
表
面
的
に
は
后
と
の
恋
は
語
ら
れ
て
い
な
い
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
二
人
の
恋
の
気
分
が
揺
曳
す
る
の
は
、
他
の
章
段

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
『
伊
勢
物
語
』
特
有
の
表
現
構
造
・
方
法

を
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
『
古
今
和
歌
集
』
を
ふ
ま
え
た
思
わ
れ
る
二
条
后
の
話
と
し
て
六
五
段
も
あ

る
。
た
だ
し
、
典
拠
は
業
平
歌
で
は
な
い
。

・
む
か
し
、
お
ほ
や
け
思
し
て
つ
か
う
給
ふ
女
の
、
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
あ
り

け
り
。
大
御
息
所
と
て
い
ま
す
か
り
け
る
い
と
こ
な
り
け
り
。
殿
上
に
さ

ぶ
ら
ひ
け
る
在
原
な
り
け
る
男
の
、
ま
だ
い
と
若
か
り
け
る
を
、
こ
の
女

あ
ひ
し
り
た
り
け
り
。
男
、
女
が
た
許
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
女
の
あ
る
所

に
来
て
む
か
ひ
を
り
け
れ
ば
、
女
、「
い
と
か
た
は
な
り
。
身
も
ほ
ろ
び

な
む
。
か
く
な
せ
そ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、

思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け
に
け
る
逢
ふ
に
し
か
へ
ば
さ
も
あ
ら

ば
あ
れ

と
い
ひ
て
、
曹
司
に
お
り
給
へ
れ
ば
、
例
の
、
こ
の
御
曹
司
に
は
人
の
見

る
を
も
、
知
ら
で
の
ぼ
り
居
け
れ
ば
、
こ
の
女
、
思
ひ
わ
び
て
里
へ
ゆ
く
。

さ
れ
ば
、
何
の
よ
き
こ
と
と
思
ひ
て
、
行
き
通
ひ
け
れ
ば
、
み
な
人
き
き

て
笑
ひ
け
り
。
つ
と
め
て
主
殿
寮
の
見
る
に
、
沓
は
と
り
て
奥
に
な
げ
入

れ
て
の
ぼ
り
ぬ
。
か
く
か
た
は
に
し
つ
つ
あ
り
わ
た
る
に
、
身
も
い
た
づ

ら
に
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
つ
ひ
に
ほ
ろ
び
ぬ
べ
し
と
て
、
こ
の
男
、「
い

か
に
せ
む
。
わ
が
か
か
る
心
や
め
給
へ
」
と
仏
神
に
も
申
し
け
れ
ど
、
い

や
ま
さ
り
に
の
み
覚
え
つ
つ
、
な
ほ
わ
り
な
く
恋
し
う
の
み
覚
え
け
れ
ば
、

陰
陽
師
、
巫
よ
び
て
、
恋
せ
じ
と
い
ふ
祓
の
具
し
て
な
む
行
き
け
る
。
祓

へ
け
る
ま
ま
に
、
い
と
ど
悲
し
き
こ
と
数
ま
さ
り
て
、
あ
り
し
よ
り
異
に

恋
し
く
の
み
覚
え
け
れ
ば
、

　
　
　
　

恋
せ
じ
と
御
手
洗
川
に
せ
し
禊
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な

と
い
ひ
て
な
む
去
に
け
る
。

こ
の
帝
は
顔
か
た
ち
良
く
お
は
し
ま
し
て
、
仏
の
御
名
を
御
心
に
入
れ
て
、

御
声
は
い
と
尊
く
て
申
し
給
ふ
を
聞
き
て
、
女
は
い
た
う
泣
き
け
り
。

「
か
か
る
君
に
仕
う
ま
つ
ら
で
、
宿
世
つ
た
な
く
悲
し
き
こ
と
、
こ
の
男

に
ほ
だ
さ
れ
て
」
と
て
な
む
泣
き
け
る
。
か
か
る
ほ
ど
に
帝
聞
こ
し
召
し

つ
け
て
、
こ
の
男
を
ば
流
し
つ
か
は
し
て
け
れ
ば
、
こ
の
女
の
い
と
こ
の

御
息
所
、
女
を
ば
ま
か
で
さ
せ
て
、
蔵
に
籠
め
て
し
を
り
給
う
け
れ
ば
、

蔵
に
籠
り
て
泣
く
。

海
人
の
刈
る
藻
に
す
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
音
を
こ
そ
な
か
め
世
を
ば

う
ら
み
じ

と
泣
き
を
れ
ば
、
こ
の
男
、
人
の
国
よ
り
夜
ご
と
に
来
つ
つ
、
笛
を
い
と

お
も
し
ろ
く
吹
き
て
、
声
は
を
か
し
う
て
ぞ
、
あ
は
れ
に
う
た
ひ
け
る
。

か
か
れ
ば
、
こ
の
女
は
蔵
に
籠
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
ぞ
あ
な
る
と
は
聞
け

ど
、
あ
ひ
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
で
な
む
あ
り
け
る
。

222



（20）

さ
り
と
も
と
思
ふ
ら
む
こ
そ
悲
し
け
れ
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
身
を
知
ら

ず
し
て

と
思
ひ
を
り
。
男
は
女
し
逢
は
ね
ば
、
か
く
し
あ
り
き
つ
つ
、
人
の
国
に

あ
り
き
て
か
く
う
た
ふ
。

い
た
づ
ら
に
行
き
て
は
来
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
誘
は

れ
つ
つ

水
尾
の
御
時
な
る
べ
し
。
大
御
息
所
も
染
殿
の
后
な
り
。
五
条
の
后
と

も
。 

（
六
五
段
）

　

次
に
問
題
と
な
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
歌
を
列
挙
す
る
。

　
　

・ 

よ
み
人
知
ら
ず　

思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負
け
に
け
る
色
に
は
出
で
じ
と
思
ひ
し

も
の
を 
（
恋
歌
一
、
五
〇
三
）

　
　

・ 
よ
み
人
知
ら
ず　

恋
せ
じ
と
御
手
洗
川
に
せ
し
禊
神
は
受
け
ず
も
な
り
に
け
ら
し
も 

 

（
恋
歌
一
、
五
〇
一
）

　
　

・
題
知
ら
ず 

典
侍
藤
原
直
子
朝
臣　

海
人
の
刈
る
藻
に
住
む
虫
の
わ
れ
か
ら
と
音
を
こ
そ
泣
か
め
世
を

ば
う
ら
み
じ 

（
恋
歌
五
、
八
〇
七
）

　
　

・
題
知
ら
ず 

よ
み
人
知
ら
ず　

い
た
づ
ら
に
行
き
て
は
来
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に
い

ざ
な
は
れ
つ
つ 

（
恋
歌
三
、
六
二
〇
）

　

長
い
引
用
と
な
っ
た
こ
と
を
諒
と
さ
れ
た
し
。
こ
の
段
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、

後
人
注
を
そ
な
え
た
三
・
五
・
六
段
と
同
様
の
構
造
を
も
つ
話
の
よ
う
で
あ
る
。

地
の
文
で
は
、
男
に
つ
い
て
は
「
殿
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
在
原
な
り
け
る
男
の
、

ま
だ
い
と
若
か
り
け
る
を
…
…
」
と
あ
る
が
、
女
の
素
性
は
「
お
ほ
や
け
思
し

て
つ
か
う
給
ふ
女
の
、
色
ゆ
る
さ
れ
た
る
あ
り
け
り
。
大
御
息
所
と
て
い
ま
す

か
り
け
る
い
と
こ
な
り
け
り
」
と
あ
る
だ
け
で
、
誰
か
特
定
で
き
な
い
。
帝
の

登
場
も
あ
る
が
、
ど
の
帝
と
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
が
、
網
掛
け
の
後
人
注
に
、

「
水
尾
の
御
時
な
る
べ
し
。
大
御
息
所
も
染
殿
の
后
な
り
。
五
条
の
后
と
も
」

と
あ
る
こ
と
で
、
帝
が
清
和
天
皇
、「
大
御
息
所
」
が
藤
原
明
子
も
し
く
は
順

子
と
な
り
、
さ
ら
に
女
が
「
大
御
息
所
と
て
い
ま
す
か
り
け
る
い
と
こ
」
と
あ

る
こ
と
か
ら
二
条
后
高
子
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
と
し
て
も
、
こ
の
六
五
段
は
三
・
五
・
六
段
等
の
二
条
后

章
段
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
話
と
は
い
え
な
い
。
三
・
五
・
六
段
の
方
法

を
対
象
化
し
た
う
え
で
成
立
し
た
二
条
后
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
、
と
い
っ
た
と
こ

ろ
で
は
な
い
の
か
。「
大
御
息
所
と
て
い
ま
す
か
り
け
る
い
と
こ
な
り
け
り
」

と
い
う
女
の
紹
介
の
仕
方
が
、
四
段
の
「
大
后
の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の

対
に
住
む
人
あ
り
け
り
」
と
い
う
物
言
い
と
相
同
で
あ
る
し
、
と
く
に
「
か
か

る
ほ
ど
に
帝
聞
こ
し
召
し
つ
け
て
、
こ
の
男
を
ば
流
し
つ
か
は
し
て
け
れ
ば
」

と
い
う
箇
所
は
、
昔
男
の
東
下
り
の
裏
事
情
の
説
明
で
あ
る
か
の
ご
と
き
で
あ

る
。
ま
た
女
が
「
蔵
」
に
押
し
込
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
箇
所
は
、
自
ず

と
六
段
の
「
あ
ば
ら
な
る
蔵
」
に
押
し
込
め
ら
れ
た
女
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る

し
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
の
話
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
決
定
的
な
の
は
、
こ
の
六
五
段
の
話
し
は
、
歌
に
孕
ま
れ
て
い
た
も

221



紀貫之の『伊勢物語』体験

（21）

の
が
自
ず
と
か
た
ち
を
な
し
た
物
語
で
は
な
い
点
に
あ
る
。
詳
論
し
な
い
が
、

あ
ま
り
に
話
し
が
説
話
的
に
膨
ら
み
す
ぎ
て
い
て
、
歌
か
ら
自
然
発
生
し
た
物

語
と
い
う
の
で
な
く
、
ま
た
歌
に
す
べ
て
の
散
文
部
分
が
収
斂
し
て
い
る
の
で

も
な
い
。
従
来
の
著
名
な
二
条
后
章
段
の
内
容
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
話
が
話
自
体

と
し
て
肥
大
化
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
う
え
で
『
古
今
和
歌
集
』「
よ
み

人
知
ら
ず
」
歌
が
し
か
る
べ
き
位
置
に
配
さ
れ
た
と
い
う
趣
で
あ
る
。
こ
こ
で

引
用
さ
れ
て
い
る
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
歌
は
、「
思
ふ
に
は
忍
ぶ
る
こ
と
ぞ
負

け
に
け
る
…
…
」「
恋
せ
じ
と
御
手
洗
川
に
せ
し
禊
…
…
」「
海
人
の
刈
る
藻
に

住
む
虫
の
わ
れ
か
ら
…
…
」
等
と
い
う
よ
う
に
、
ど
れ
も
こ
れ
も
が
文
句
な
し

の
名
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
六
五
段
の
中
に

お
か
れ
て
し
ま
う
と
、
な
ん
と
途
端
に
色
褪
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
で
な
い
か
。

そ
の
他
、『
古
今
和
歌
集
』
に
相
当
す
る
歌
の
な
い
二
条
后
章
段
と
し
て
は
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
む
か
し
、
男
、「
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
え
得
ず
な
り
に
け
る
こ
と
」

と
、
わ
び
た
り
け
る
人
の
返
り
ご
と
に

思
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
騒
ぐ
か
な
唐
土
舟
の
よ
り
し
ば
か
り
に

 

（
二
六
段
）

・
む
か
し
、
東
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賀
に
、
召
し
あ
づ
け
ら
れ
た
り
け

る
に
、花

に
飽
か
ぬ
歎
き
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も
今
日
の
こ
よ
ひ
に
似
る
時

は
な
し 

（
二
九
段
）

・
む
か
し
、
男
、
み
そ
か
に
語
ら
ふ
わ
ざ
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
い
づ
く
な
り

け
む
、
あ
や
し
さ
に
よ
め
る
。

吹
く
風
に
わ
が
身
を
な
さ
ば
玉
す
だ
れ
ひ
ま
求
め
つ
つ
入
る
べ
き
も

の
を

　
　

返
し

と
り
と
め
ぬ
風
に
は
あ
り
と
も
玉
す
だ
れ
誰
が
許
さ
ば
か
ひ
ま
求
む

べ
き 

（
六
四
段
）

・
む
か
し
、
二
条
の
后
に
仕
う
ま
つ
る
男
あ
り
け
り
。
女
の
仕
う
ま
つ
る
を
、

つ
ね
に
見
か
は
し
て
、
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
り
。「
い
か
で
も
の
ご
し
に
対

面
し
て
、
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
め
た
る
こ
と
、
す
こ
し
は
る
か
さ
む
」

と
い
ひ
け
れ
ば
、
女
、
い
と
し
の
び
て
、
も
の
ご
し
に
逢
ひ
に
け
り
。
物

語
な
ど
し
て
、
男
、

彦
星
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
天
の
河
へ
だ
つ
る
関
を
い
ま
は
や
め
て
よ

　
　

こ
の
歌
に
め
で
て
、
逢
ひ
に
け
り
。 

（
九
五
段
）

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
の
繰
り
返
し
に
な
る
の
で
説
明
は
あ
ら
か
た
省
略
す
る
。

「
五
条
わ
た
り
な
り
け
る
女
」（
二
六
段
）、「
東
宮
の
女
御
」（
二
九
段
）、
行
方

不
明
の
女
（
六
四
段
）
等
と
あ
り
、
こ
れ
ら
の
章
段
も
二
条
后
へ
の
密
か
な
思

い
を
詠
ん
だ
歌
群
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
、
そ
う
解
釈
さ
れ
て
し
ま

う
の
か
、
そ
の
理
由
も
述
べ
る
ま
で
も
な
い
。
九
五
段
は
先
掲
七
六
段
の
よ
う

に
、
地
の
文
に
二
条
后
を
登
場
さ
せ
て
い
る
が
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
に
あ
っ
て
は

后
と
の
恋
は
正
面
か
ら
は
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
話
で
は
二

条
后
に
仕
え
る
女
と
の
恋
の
方
が
話
題
に
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
も
っ
て
し
て

后
と
の
愛
を
暗
喩
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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八　
『
古
今
和
歌
集
』
の
二
条
后
（
2
）

　

い
っ
た
い
に
『
古
今
和
歌
集
』
は
二
条
后
に
対
し
て
き
わ
め
て
好
意
的
で
あ

る
│
│
も
ち
ろ
ん
、『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
二
条
后
は
、
あ
く
ま
で
物
語
世

界
内
の
二
条
后
像
で
あ
り
、
否
定
的
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
な
い
│
│
。

后
は
詞
書
中
に
先
の
八
七
一
番
歌
を
も
含
め
て
五
度
登
場
し
て
お
り
、
他
の
四

例
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。

・
二
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と
き
こ
え
け
る
時
、
正
月
三
日
、
お
ま
へ
に

め
し
て
お
ほ
せ
ご
と
あ
る
あ
ひ
だ
に
、
日
は
て
り
な
が
ら
、
雪
の
か
し
ら

に
ふ
り
か
か
り
け
る
を
よ
ま
せ
給
ひ
け
る

 

文
屋
康
秀

春
の
日
の
光
に
あ
た
る
我
な
れ
ど
か
し
ら
の
雪
と
な
る
ぞ
わ
び
し
き

 
（
春
歌
上
、
八
）

・
二
条
の
后
の
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
御
屏
風
に
竜
田
川
に
紅

葉
な
が
れ
た
る
か
た
を
か
け
り
け
る
を
題
似
て
よ
め
る 
素
性

紅
葉
葉
の
流
れ
て
と
ま
る
み
な
と
に
は
紅
深
き
波
や
立
つ
ら
む

 

（
秋
歌
下
、
二
九
三
）

 

業
平
朝
臣

ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
竜
田
川
唐
紅
に
水
く
く
る
と
は

 

（
同
上
、
二
九
四
）

・
貞
保
の
親
王
の
、
后
宮
の
五
十
の
賀
奉
り
け
る
御
屏
風
に
、
桜
の
花
の
散

る
下
に
、
人
の
花
見
た
る
形
、
描
け
る
を
よ
め
る 

藤
原
興
風

い
た
づ
ら
に
過
ぐ
す
月
日
は
思
ほ
え
で
花
見
て
暮
ら
す
春
ぞ
少
な
き

 

（
賀
歌
、
三
五
一
）

・
二
条
の
后
、
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
め
ど
に
け
づ
り
花
さ
せ

り
け
る
を
よ
ま
せ
た
ま
ひ
け
る 

文
屋
康
秀

花
の
木
に
あ
ら
ざ
ら
め
ど
も
咲
き
に
け
り
ふ
り
に
し
こ
の
み
な
る
と

き
も
が
な 

（
物
名
、
四
四
五
）

　

文
屋
康
秀
の
歌
は
、
春
宮
や
后
の
日
頃
の
ご
愛
顧
へ
の
感
謝
の
念
を
表
し
つ

つ
、
そ
れ
に
つ
け
て
も
自
ら
の
い
か
ん
と
も
し
が
た
い
老
い
を
嘆
い
た
も
の
。

四
四
五
番
も
、
花
も
な
い
我
が
身
だ
が
実
る
時
が
あ
っ
て
ほ
し
い
と
う
た
っ
た

も
の
。
新
春
の
日
光
に
春
宮
や
后
の
恵
を
含
意
さ
せ
た
り
、
花
の
咲
か
な
い
蓍

に
作
り
花
が
挿
し
て
あ
る
の
に
引
っ
掛
け
て
我
が
身
の
浮
沈
を
嘆
い
た
り
し
て

い
る
。
愁
訴
の
歌
に
し
て
は
嫌
味
の
無
い
、
な
か
な
か
巧
み
な
品
の
よ
い
う
た

い
振
り
で
あ
る
。
素
性
と
業
平
の
二
九
三
・
二
九
四
番
歌
は
、
と
も
に
屏
風
の

絵
柄
を
題
材
に
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、「
紅
深
き
波
や
立
つ
ら
む
」「
唐
紅
に
水
く

く
る
と
は
」
と
い
う
よ
う
に
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
が
形
成
さ
れ
、
そ
れ
は
屏
風
歌

と
い
う
現
場
の
制
約
を
越
え
た
詩
境
の
歌
と
な
っ
て
い
る
。
興
風
の
歌
も
屏
風

歌
で
あ
り
、
普
段
は
な
に
も
思
わ
な
い
の
に
、
花
の
散
る
を
見
る
と
時
の
移
ろ

い
を
感
ず
る
と
し
た
、
静
か
な
観
照
的
な
歌
で
あ
る
。

　

こ
こ
か
ら
う
か
ん
で
く
る
の
は
、
山
崎
博
氏
の
『
王
朝
歌
壇
の
研
究　

桓
武

仁
明
光
孝
朝
篇
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
二
）
等
が
い
う
よ
う
に
、「
二
条
后
高
子

の
歌
壇
」
な
る
も
の
の
存
在
で
あ
る
。
詳
論
し
な
い
が
、『
古
今
和
歌
集
』
は
、
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素
性
・
業
平
・
康
秀
・
興
風
と
い
う
専
門
歌
人
た
ち
を
擁
し
つ
つ
、
き
た
る
べ

き
和
歌
の
時
代
の
先
駆
け
と
し
て
あ
っ
た
、
二
条
后
サ
ロ
ン
の
和
歌
史
的
功
績

を
評
価
し
て
い
る
の
だ
。
東
光
寺
の
僧
善
祐
と
通
じ
た
と
さ
れ
て
后
位
を
と
め

ら
れ
た
二
条
后
は
、
延
喜
一
〇
年
三
月
に
亡
く
な
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』
撰

集
時
に
は
い
ま
だ
存
命
で
あ
る
。
后
の
不
遇
な
現
在
の
境
涯
に
配
慮
し
つ
つ
も
、

「
后
」
の
呼
称
は
そ
の
ま
ま
に
、
后
の
過
去
の
栄
光
は
そ
れ
と
し
て
評
価
し
よ

う
と
し
て
い
る
。

　

そ
う
い
え
ば
、「
二
条
の
后
の
春
の
は
じ
め
の
御
う
た
」
と
い
う
詞
書
の
も

と
に
、「
雪
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
鶯
の
こ
ほ
れ
る
涙
今
や
と
く
ら
む
」（
春

歌
上
、
四
）
と
い
う
后
自
身
の
歌
が
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
収
録
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
は
謹
慎
中
と
は
い
え
、
近
々
春
が
め
ぐ
り
く
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
切

な
る
思
い
を
、
こ
の
歌
に
み
る
説
も
あ
る
が
（
金
子
元
臣
『
古
今
和
歌
集
評

釈
』、
明
治
書
院
、
一
九
二
七
）、
あ
な
が
ち
無
理
な
解
釈
と
も
い
え
な
い
気
が

す
る
。
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
因
み
に
、
僧
善
祐
と
の
密
通
事
件
と
善
祐
の
伊

豆
配
流
は
、
寛
平
八
年
（
八
九
六
）
の
こ
と
で
あ
り
（『
扶
桑
略
記
』）、『
伊
勢

物
語
』
が
後
人
注
に
お
い
て
、
昔
男
と
二
条
后
と
の
密
通
と
昔
男
の
東
下
り
の

物
語
を
構
想
す
る
に
際
し
て
、
こ
の
事
件
が
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
か

も
し
れ
な
い
。

　

ま
た
業
平
の
二
九
四
番
歌
は
、
実
は
『
伊
勢
物
語
』
一
〇
六
段
の
話
と
も
対

応
し
て
い
る
。
が
、
物
語
の
方
で
は
「
む
か
し
、
男
、
親
王
た
ち
の
逍
遥
し
給

ふ
と
こ
ろ
に
ま
う
で
て
、
龍
田
川
の
ほ
と
り
に
て
」
と
し
て
こ
の
歌
が
あ
り
、

渡
辺
実
氏
が
「
二
条
后
に
ス
ト
ー
リ
ー
を
結
び
つ
け
る
魅
力
を
、
な
ぜ
『
伊
勢

物
語
』
が
捨
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
（
新
潮
日
本
古
典

集
成
『
伊
勢
物
語
』）、
二
条
后
の
話
に
な
ぜ
か
な
っ
て
な
い
の
で
あ
る
。
の
み

な
ら
ず
こ
の
『
古
今
和
歌
集
』
業
平
歌
は
屏
風
歌
で
あ
り
、
こ
こ
に
み
る
『
伊

勢
物
語
』
と
の
あ
ま
り
の
本
文
的
落
差
は
な
に
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
の
他
、

惟
喬
章
段
や
二
条
后
章
段
以
外
に
も
、『
古
今
和
歌
集
』
業
平
歌
と
対
応
す
る

『
伊
勢
物
語
』
章
段
が
幾
つ
か
あ
り
、
そ
れ
ら
に
も
興
味
深
い
問
題
点
が
多
々

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。

九　
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
と
貫
之

　
『
伊
勢
物
語
』
は
、
業
平
歌
に
潜
む
危
険
な
想
像
力
を
全
面
開
花
さ
せ
た
と

こ
ろ
で
誕
生
し
た
「
昔
男
」
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
。
一
方
、
勅
撰
集
た

る
『
古
今
和
歌
集
』
は
、
漢
詩
に
か
わ
り
て
「
や
ま
と
う
た
」
の
公
的
格
上
げ

を
目
論
む
実
名
入
り
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
双
方
の
ジ
ャ
ン
ル
論
的
位
相
差
は

絶
対
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
は
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

い
っ
た
い
に
『
古
今
和
歌
集
』
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
か
な
り
に
自
由
な
包

括
的
な
編
集
方
針
を
う
ち
だ
し
て
い
る
。
貫
之
作
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
、

「
今
の
世
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
、
花
に
な
り
に
け
る
よ
り
、
あ
た
な
る

歌
、
は
か
な
き
言
の
み
い
で
く
れ
ば
、
色
好
み
の
家
に
埋
れ
木
の
、
人
知
れ
ぬ

こ
と
と
な
り
て
、
ま
め
な
る
所
に
は
、
花
す
す
き
ほ
に
出
だ
す
べ
き
こ
と
に
も

あ
ら
ず
な
り
に
た
り
」
と
あ
り
、
現
在
の
「
や
ま
と
う
た
」
が
「
色
好
み
」
の

私
的
占
有
物
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
公
的
な
「
ま
め
な
る
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所
」
で
の
復
権
の
必
要
を
唱
え
て
い
る
。
そ
し
て
和
歌
を
介
し
て
の
天
皇
と
臣

下
と
の
あ
る
べ
き
関
係
が
歴
史
を
遡
っ
て
模
索
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、『
古
今
和
歌
集
』
所
収
歌
や
そ
の
部
立
て
の
実
態
を
み
る
と
、
勅

撰
漢
詩
集
の
よ
う
な
政
教
主
義
的
な
文
学
観
と
は
異
質
で
あ
る
。
最
初
の
和
歌

勅
撰
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
文
章
経
国
的
文
学
観
を
「
や
ま
と
う
た
」
に
も
転
用

す
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
し
、
漢
詩
で
あ
ろ
う
と
和
歌
で
あ
う
と
、
歌
を
そ
の

よ
う
に
位
置
づ
け
得
る
時
代
は
、
も
は
や
菅
原
道
真
の
栄
光
と
悲
惨
の
人
生
を

も
っ
て
終
焉
し
た
の
で
あ
る
。
公
的
と
い
い
つ
つ
も
、
意
外
に
も
そ
の
公
的
な

る
も
の
の
実
態
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
ま
た
思
想
的
裏
づ
け
も
な
い
。

　

そ
し
て
そ
の
こ
と
と
関
連
し
て
想
起
さ
れ
る
の
は
、
同
じ
く
仮
名
序
に
「
や

ま
と
う
た
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。

世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
繁
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思
ふ
こ
と
を
、
見
る

も
の
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯
、
水
に
住
む
蛙

の
声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ
れ
か
歌
を
詠
ま
ざ
り
け
る
」

と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
世
の
中
に
あ
る
人
」
の
折
に
ふ
れ
て
の
喜
び
や
悲
し

み
を
う
た
っ
た
も
の
が
和
歌
だ
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
同
じ
く
仮
名
序
に
展
開

さ
れ
て
い
る
和
歌
六
種
論
の
批
評
方
法
の
問
題
も
含
め
て
、
和
歌
の
言
葉
そ
れ

自
体
を
尊
重
し
た
、
は
な
は
だ
芸
術
至
上
主
義
的
な
和
歌
本
質
論
と
も
い
え
る

で
は
な
い
か
。
片
桐
洋
一
氏
は
、
こ
の
仮
名
序
を
、
典
拠
と
し
て
い
る
「
毛
詩

序
」
と
比
較
し
な
が
ら
、
政
教
主
義
的
な
る
も
の
の
欠
如
と
い
い
（『
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
日
本
文
学
2　

古
今
集
』、
学
生
社
、
一
九
七
六
）、
藤
原
克
己
氏
は

「
脱
政
治
化
さ
れ
た
普
遍
的
心
情
主
義
」（「
文
学
」
5
・
6
月
号
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
五
）
と
評
す
る
が
、
勅
撰
和
歌
集
は
、
既
に
し
て
『
古
今
和
歌
集
』
の

段
階
に
お
い
て
、
和
歌
の
言
葉
そ
れ
自
体
の
も
つ
固
有
の
価
値
を
称
揚
し
て
い

る
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
す
る
な
ら
ば
、「
や
ま
と
う
た
」
の
プ

リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
発
生
現
場
を
記
録
し
た
『
土
佐
日
記
』
も
、
ま
た
昔
男
の
真
実

の
心
の
叫
び
を
す
く
い
あ
げ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
世
界
も
、
必
ず
し
も
否
定
の

対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
勅
撰
集
で
あ
る
以
上
、
そ
の
よ
う

な
世
界
に
偏
向
す
る
必
然
も
こ
れ
ま
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
歌
の
言
葉

そ
の
も
の
が
ま
ず
は
目
的
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
散
文
論
的
問
題

へ
の
深
入
り
は
当
初
よ
り
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

の
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
、
さ
ら
に
『
伊
勢
物
語
』
や
『
土
佐
日
記
』
の
よ
う

な
テ
ク
ス
ト
が
生
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

ま
た
成
立
論
的
に
は
、
再
三
述
べ
た
よ
う
に
『
古
今
集
』
か
ら
『
伊
勢
物

語
』
へ
と
い
う
順
序
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
現
『
伊
勢
物
語
』
に
『
古
今

和
歌
集
』
を
ふ
ま
え
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
私
は
再
三
指
摘
し
て
き
た
し
、
逆

の
動
き
を
示
唆
す
る
決
定
的
証
拠
は
な
い
。
実
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
研

究
者
個
々
に
よ
り
微
妙
な
違
い
が
あ
る
と
は
い
え
、
片
桐
洋
一
氏
の
『
伊
勢
物

語
』
三
段
階
成
立
説
（『
伊
勢
物
語
の
研
究
﹇
研
究
篇
﹈』、
明
治
書
院
、
一
九

六
八
）
が
登
場
す
る
ま
で
、
一
般
的
な
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、『
古
今
和
歌
集
』
が
編
纂
さ
れ
る
に
つ
き
依
拠
し
た
業
平
歌
資

料
は
あ
っ
た
ろ
う
し
、
そ
の
意
味
で
『
古
今
和
歌
集
』
は
第
一
次
資
料
で
は
な

い
。
そ
れ
は
業
平
自
撰
の
『
原
業
平
集
』
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
『
伊
勢
物
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語
』
も
、『
古
今
和
歌
集
』
で
な
く
、
こ
の
『
原
業
平
集
』
を
ふ
ま
え
て
成
立

し
た
可
能
性
も
な
く
も
な
い
。
実
は
第
三
の
資
料
を
想
定
す
る
こ
の
よ
う
な
考

え
方
は
多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
第
三
資
料
を
、
自
撰
業
平
集
で
は
な
く
、
現

『
伊
勢
物
語
』
の
原
型
と
も
い
え
る
昔
男
の
歌
物
語
に
み
る
説
も
あ
る
。『
古
今

和
歌
集
』
が
依
拠
し
た
資
料
は
既
に
歌
物
語
化
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
り

│
│
そ
の
作
者
を
誰
に
す
る
か
は
色
々
で
あ
る
が
│
│
、
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
現

『
伊
勢
物
語
』
が
成
立
し
た
と
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
説
は
ど
れ
も
こ
れ

も
無
理
が
あ
り
、
ま
た
た
と
え
そ
う
で
あ
る
と
し
て
も
あ
ま
り
生
産
的
で
な
い
。

　

ま
ず
『
古
今
和
歌
集
』
以
前
に
昔
男
形
式
の
歌
物
語
が
あ
っ
た
と
は
と
て
も

考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
は
本
稿
の
こ
れ
ま
で
の
論
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
、
現
『
伊
勢
物
語
』
が
『
古
今
和
歌
集
』
以
降
の
産
物
で
し
か
な

い
こ
と
を
私
は
再
三
論
証
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
古
今
和
歌

集
』
が
依
拠
し
た
昔
男
の
物
語
は
現
『
伊
勢
物
語
』
と
は
違
う
と
い
う
前
提
に

立
て
ば
、
先
の
よ
う
な
推
論
も
可
能
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
無
謀
な
議

論
で
あ
る
。
そ
の
昔
男
の
歌
物
語
が
現
『
伊
勢
物
語
』
と
違
う
な
ら
ば
、
そ
れ

は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
本
文
の
『
伊
勢
物
語
』
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ

の
も
っ
と
も
重
要
な
点
が
い
た
っ
て
は
っ
き
り
し
な
い
で
は
な
い
か
。
私
は
こ

れ
ま
で
、
惟
喬
章
段
・
二
条
后
章
段
、
さ
ら
に
斎
宮
章
段
と
い
う
よ
う
に
、

『
伊
勢
物
語
』
の
核
心
部
分
を
俎
上
に
の
せ
て
、
そ
れ
ら
が
『
古
今
和
歌
集
』

以
降
の
成
立
で
し
か
な
い
こ
と
を
述
べ
て
き
た
の
で
あ
り
、
と
な
る
と
、『
古

今
和
歌
集
』
以
前
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
昔
男
の
物
語
本
文
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
か
、
ま
っ
た
く
見
当
が
つ
か
な
い
の
で
あ
る
。
も
は
や
そ
れ
は
『
伊
勢
物

語
』
と
は
い
え
な
い
代
物
で
あ
る
。

　

ま
た
『
古
今
和
歌
集
』『
伊
勢
物
語
』
以
前
に
業
平
自
撰
歌
集
を
お
く
論
だ

が
、
こ
れ
は
き
わ
め
て
妥
当
な
推
論
で
は
あ
る
が
、
あ
ま
り
生
産
的
な
仮
説
と

も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、『
伊
勢
物
語
』
が
ふ
ま
え
た
本
文
が

『
古
今
和
歌
集
』
で
あ
ろ
う
と
『
原
業
平
集
』
で
あ
ろ
う
と
、『
古
今
和
歌
集
』

と
『
原
業
平
集
』
と
の
間
に
本
文
上
の
隔
た
り
が
な
け
れ
ば
、
結
局
の
と
こ
ろ

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
私
は
『
古
今
和

歌
集
』
は
『
原
業
平
集
』
の
詞
書
を
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
収
録
し
た
の
で
な
い

か
と
判
断
し
て
い
る
。『
古
今
和
歌
集
』
の
詞
書
は
、
そ
の
屏
風
歌
の
扱
い
を

み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
原
資
料
の
作
歌
状
況
を
必
ず
し
も
踏
襲
し
な
い
。

実
際
、
四
季
歌
の
多
く
が
屏
風
歌
で
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
か
ろ
う
じ
て
賀
の
部

に
屏
風
歌
を
ま
と
め
お
く
の
み
で
あ
り
、
四
季
部
で
は
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
を

ふ
せ
て
い
る
。
が
、
そ
の
意
味
で
逆
に
、
業
平
歌
に
限
っ
て
例
外
的
に
長
々
と

し
た
詞
書
を
の
せ
て
い
る
こ
と
に
は
意
味
が
あ
る
よ
う
に
思
え
て
く
る
。
長
々

と
の
せ
て
い
る
分
だ
け
、
か
え
っ
て
も
と
の
資
料
の
詞
書
を
そ
の
ま
ま
採
録
し

て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

お
そ
ら
く
『
古
今
和
歌
集
』
編
者
は
、
業
平
の
歌
が
か
く
も
立
体
的
な
状
況

の
も
と
に
定
位
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
不
思
議
な
感
興
を
お
ぼ
え
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
こ
こ
で
『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
が
、
業
平
歌
を
し
て
、「
そ
の
心

あ
ま
り
て
、
言
葉
足
ら
ず
。
萎
め
る
花
の
、
色
無
く
て
、
匂
ひ
残
れ
る
が
ご
と

し
」
と
評
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。「
そ
の
心
あ
ま
り
て
、
言
葉
足
ら

ず
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
歌
が
三
一
文
字
の
枠
に
収
ま
り
き
ら
な
い
有
り
余
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る
感
動
を
放
散
し
い
て
る
事
態
を
評
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
換
言
す
れ
ば
、
業

平
歌
が
か
く
も
濃
厚
な
物
語
的
状
況
に
支
え
ら
れ
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
状
況
を

歌
自
体
が
作
り
だ
し
て
い
る
点
に
、
他
の
歌
人
と
は
違
う
も
の
を
貫
之
は
み
て

い
た
の
で
あ
ろ
う
。
業
平
歌
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
歌
と
と
も
に
「
詞
書
」
な
る

散
文
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
の
発
見
が
あ
り
、
歌
だ
け
で
は
意
味
を
な
さ
な
い

と
こ
ろ
が
業
平
歌
に
は
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、『
古
今
和

歌
集
』
の
編
者
た
ち
は
、『
原
業
平
集
』
の
詞
書
を
尊
重
し
、
そ
の
ま
ま
に
収

録
し
た
の
で
あ
る
。
業
平
歌
の
詞
書
に
限
っ
て
著
し
く
長
い
こ
と
が
、
そ
の
よ

う
な
推
論
を
自
ず
と
導
く
。
ま
た
そ
の
意
味
に
お
い
て
既
に
、『
古
今
和
歌
集
』

編
纂
時
に
お
い
て
、
い
ず
れ
の
時
期
か
『
伊
勢
物
語
』
が
誕
生
す
る
で
あ
ろ
う

下
準
備
が
整
っ
て
い
た
こ
と
に
も
な
る
。

　

仮
説
の
う
え
に
仮
説
を
積
み
上
げ
る
よ
う
な
議
論
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
私
の
議
論
は
こ
れ
以
上
な
い
く
ら
い
に
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
る
。
そ
も

そ
も
現
存
す
る
テ
ク
ス
ト
は
『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
だ
け
で
あ
り
、

結
局
は
目
の
前
に
あ
る
も
の
を
相
手
に
す
れ
ば
よ
い
の
だ
と
い
う
議
論
を
し
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　

で
は
、
か
く
し
て
生
成
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
と
は
な
に
か
、
ど
の

レ
ベ
ル
を
も
っ
て
し
て
『
伊
勢
物
語
』
が
成
立
し
た
と
い
え
る
の
か
。
再
三
述

べ
て
き
た
よ
う
に
、
歴
史
的
実
在
と
し
て
の
業
平
を
離
れ
て
、「
昔
男
」
な
る

主
人
公
が
活
躍
す
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
文
学
空
間
が
定
位
さ
れ
、「
や
ま
と

う
た
」
を
め
ぐ
る
主
題
性
が
構
え
ら
れ
た
時
点
で
『
伊
勢
物
語
』
は
成
立
し
た

こ
と
に
な
る
。
ま
た
「
後
人
の
注
」
と
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
と
は
同
時
で
も

あ
る
。
後
人
注
と
本
文
と
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
後
人
注
が
な
け
れ
ば

『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
は
な
い
。

　

そ
し
て
か
か
る
『
伊
勢
物
語
』
を
成
立
さ
せ
た
主
体
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、

や
は
り
紀
貫
之
し
か
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
体
的
な
限
定

に
抵
抗
が
あ
る
な
ら
ば
、
貫
之
的
主
体
と
評
し
て
み
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ

こ
で
『
伊
勢
物
語
』
貫
之
作
者
説
の
詳
細
な
研
究
史
的
整
理
は
省
略
す
る
が
、

鎌
田
正
憲
氏
（『
考
證
伊
勢
物
語
詳
解
』、
南
北
社
、
一
九
一
九
）
か
ら
は
じ
ま

り
、
折
口
信
夫
氏
（「
後
期
王
朝
文
学
史
」、
長
野
県
下
水
内
郡
教
育
会
編
、
一

九
二
六
）・
高
崎
正
秀
氏
（『
物
語
文
学
序
説
』、
青
磁
社
、
一
九
四
二
）・
森
重

敏
氏
（『
文
体
の
論
理
』、
風
間
書
房
、
一
九
六
七
）・
中
田
武
司
氏
）（『
王
朝

歌
物
語
の
研
究
と
新
資
料
』、
桜
楓
社
、
一
九
七
一
）・
山
田
清
市
氏
（『
伊
勢

物
語
の
成
立
と
伝
本
の
研
究
』、
桜
楓
社
、
一
九
七
二
）・
長
谷
川
政
春
氏

（『
紀
貫
之
論
序
説
』、
有
精
堂
、
一
九
八
四
）
ら
が
、
そ
れ
ぞ
れ
論
拠
が
異
な

る
と
は
い
え
貫
之
作
者
説
を
い
う
。『
伊
勢
物
語
』
と
貫
之
文
学
の
方
法
と
の

関
連
が
多
角
的
に
論
じ
ら
れ
、
さ
ら
に
貫
之
と
有
常
ら
が
同
族
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
こ
の
問
題
に
接
近
し
た
論
も
あ
る
。

　

決
定
的
だ
っ
た
の
は
渡
辺
泰
裕
氏
（『
伊
勢
物
語
成
立
論
』、
風
間
書
房
、
二

〇
〇
〇
）
の
研
究
で
あ
ろ
う
。
氏
は
先
の
片
桐
洋
一
氏
の
『
伊
勢
物
語
』
三
段

階
成
立
説
を
文
献
的
に
批
判
し
、
現
『
伊
勢
物
語
』
が
『
古
今
和
歌
集
』
以
降

『
後
撰
和
歌
集
』
以
前
に
は
成
立
し
て
い
た
と
い
う
成
立
論
を
展
開
し
た
う
え

で
、
貫
之
最
終
作
者
説
を
提
唱
し
て
い
る
。
詳
し
く
は
氏
の
論
著
に
直
接
あ
た

ら
れ
る
こ
と
望
む
が
、
そ
の
片
桐
成
立
論
批
判
と
い
い
、
貫
之
作
者
説
と
い
い
、
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現
在
も
っ
と
も
実
証
的
に
妥
当
な
論
で
あ
る
と
評
価
さ
れ
る
│
│
た
だ
し
、
氏

は
『
古
今
和
歌
集
』
以
前
に
原
『
伊
勢
物
語
』
と
も
い
う
べ
き
昔
男
の
歌
物
語

が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
い
る
が
│
│
。

　

私
と
し
て
は
、
右
の
先
学
の
研
究
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
や
は

り
『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
に
お
い
て
、「
や
ま
と
う
た
」「
上
中
下
」
と
い
う
用

語
が
使
わ
れ
て
い
る
点
が
決
定
的
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。「
や
ま
と
う
た
」

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、『
古
今
和
歌
集
』「
仮
名
序
」
と
『
土
佐
日
記
』
以

外
に
同
時
代
の
用
例
が
な
く
、
ま
た
「
上
中
下
」
も
『
土
佐
日
記
』
以
外
に
な

い
。「
仮
名
序
」
に
「
上
中
下
」
は
な
い
が
、「
世
の
中
に
あ
る
人
」
や
「
生
き

と
し
生
け
る
も
の
」
と
い
う
の
が
そ
れ
に
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ

ら
の
言
葉
は
、
個
々
の
テ
ク
ス
ト
に
よ
り
そ
の
意
味
に
偏
差
が
あ
る
と
は
い
え
、

最
重
要
単
語
と
し
て
あ
る
点
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。『
土
佐
日

記
』
し
か
り
、
仮
名
序
し
か
り
、
ま
た
前
掲
『
伊
勢
物
語
』
八
二
段
で
も
、

「
狩
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
酒
を
飲
み
つ
つ
、
や
ま
と
う
た
に
か
か
れ
り
け
り
。

い
ま
狩
す
る
交
野
の
渚
の
家
、
そ
の
院
の
桜
こ
と
に
お
も
し
ろ
し
。
そ
の
木
の

下
に
お
り
居
て
、
枝
を
折
り
て
か
ざ
し
に
さ
し
て
、
上
中
下
み
な
歌
よ
み
け

り
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
「
や
ま
と
う
た
」
な
る
言
葉
の
強
調
は
あ
ま

り
に
唐
突
で
あ
っ
た
。
文
脈
上
あ
え
て
「
や
ま
と
う
た
」
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ

必
然
は
な
く
、
い
わ
ば
貫
之
の
文
学
理
念
な
り
が
さ
な
が
ら
出
て
し
ま
っ
た
箇

所
で
は
な
い
の
か
。

　

貫
之
を
中
心
と
し
た
『
古
今
和
歌
集
』
編
者
た
ち
は
、『
原
業
平
集
』
に
み

る
長
々
と
し
た
詞
書
を
も
つ
業
平
歌
に
興
味
を
も
ち
、
そ
の
ま
ま
に
収
録
し
た

が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
撰
集
の
経
緯
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、『
伊
勢
物
語
』

の
創
作
に
着
手
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
そ
の
意
味
に
お
い
て

も
作
者
は
貫
之
以
外
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
私
は
現
存

『
伊
勢
物
語
』
す
べ
て
を
貫
之
の
責
任
に
帰
す
る
と
い
う
議
論
を
し
て
い
る
の

で
も
な
い
。『
伊
勢
物
語
』
の
完
結
性
を
ど
う
み
る
か
の
議
論
に
な
る
が
、
あ

る
程
度
の
増
補
や
改
変
は
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
形
態
上
、
貫
之
以
降
も
し
ば
ら

く
あ
っ
た
と
み
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
例
え
ば
、
先
に
あ
げ
た
六
五
段
な
ど
は
、

そ
こ
で
実
証
し
た
よ
う
に
、
ど
う
み
て
も
貫
之
の
方
法
を
模
倣
し
た
貫
之
以
降

の
増
補
と
思
わ
れ
る
。
問
題
は
、
ど
こ
に
『
伊
勢
物
語
』
の
文
学
性
を
認
め
る

か
の
議
論
に
あ
り
、
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
点
に
貫
之
の
関
与
が
あ
っ
た
と
私

は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
『
伊
勢
物
語
』
の
制
作
に
手
を
そ
め
る
こ
と
は
、

貫
之
に
と
っ
て
衝
撃
的
に
し
て
ス
リ
リ
ン
グ
な
文
学
的
体
験
で
あ
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。「
そ
の
心
あ
ま
り
て
、
言
葉
た
ら
ず
」
の
業
平
歌
に
託
し
な
が

ら
、
自
ら
の
「
や
ま
と
う
た
」
と
は
異
質
な
「
や
ま
と
う
た
」
の
世
界
を
追
体

験
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
身
の
世
界
を
束
の
間
広
げ
得

る
こ
と
の
快
楽
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
二
条
后
と
の
禁
忌
の
恋
、
そ
の
た
め

の
東
下
り
、
伊
勢
斎
宮
と
の
忍
び
逢
い
、
そ
し
て
惟
喬
親
王
サ
ロ
ン
と
い
う
哀

し
い
風
雅
の
集
い
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
こ
れ
も
が
貫
之
の
実
生
活
は
も
ち
ろ
ん

の
こ
と
、
そ
の
文
学
世
界
と
も
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
劇
的
に
し
て
哀

し
い
ス
ト
ー
リ
ー
、
真
実
の
心
の
叫
び
の
歌
…
…
。
貫
之
に
と
っ
て
『
伊
勢
物

語
』
の
執
筆
と
は
、
業
平
と
い
う
他
者
に
託
し
て
の
自
己
実
現
の
旅
だ
っ
た
の
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で
あ
る
。

　

ま
た
渚
の
院
の
廃
墟
を
前
に
し
て
の
『
土
佐
日
記
』
の
記
述
は
、
貫
之
自
身

に
よ
る
自
己
言
及
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
巷
間
に

流
布
し
た
人
気
テ
ク
ス
ト
が
自
身
の
作
で
あ
る
こ
と
の
さ
り
げ
な
い
表
明
で
あ

る
と
と
も
に
、
か
つ
て
の
自
己
の
文
学
的
営
為
を
懐
か
し
み
、
そ
の
世
界
と
は

決
定
的
に
分
け
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
現
在
を
嗟
嘆
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
そ
の
よ
う
な
嘆
き
の
う
ち
に
、『
土
佐
日
記
』
と
『
伊

勢
物
語
』
の
位
相
差
を
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

因
み
に
、「
廃
墟
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
も
う
一
つ
、『
古
今
和
歌

集
』
哀
傷
に
、
六
条
河
原
院
の
廃
墟
を
う
た
っ
た
貫
之
の
歌
の
こ
と
が
想
起
さ

れ
て
く
る
（
八
五
二
）。

河
原
左
大
臣
の
身
ま
か
り
て
の
ち
、
か
の
家
に
ま
か
り
て
あ
り
け
る
に
、

塩
釜
と
い
ふ
所
の
さ
ま
を
つ
く
れ
り
け
る
を
見
て
よ
め
る

君
ま
さ
で
煙
絶
え
に
し
塩
釜
の
う
ら
さ
び
し
く
も
見
え
わ
た
る
か
な

　

こ
の
歌
は
『
貫
之
集
』
巻
八
に
も
、「
河
原
の
大
臣
亡
せ
給
ひ
て
後
に
、
い

た
り
て
、
塩
釜
と
い
ひ
し
と
こ
ろ
の
さ
ま
の
荒
れ
に
た
る
を
見
て
よ
め
る
」

（
七
四
七
）
と
い
う
詞
書
の
も
と
に
収
録
さ
れ
る
。
左
大
臣
源
融
の
屋
敷
で
あ

る
河
原
院
の
巨
大
庭
園
は
、
陸
奥
の
名
所
「
塩
釜
」
を
模
し
て
造
ら
れ
た
が
、

大
臣
没
後
に
（
寛
平
四
年
、
八
九
二
）、
荒
れ
果
て
た
塩
釜
か
ら
は
も
は
や
煙

も
立
た
な
い
と
い
う
、
そ
の
寂
し
さ
が
う
た
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
荒
廃
し
た
河

原
院
を
眼
前
に
し
て
源
融
の
栄
華
と
悲
惨
と
が
偲
ば
れ
て
い
る
が
、
先
の
渚
の

院
の
件
も
含
め
て
、
こ
こ
に
貫
之
に
お
け
る
「
廃
墟
」
を
め
ぐ
る
想
像
力
の
か

た
ち
が
あ
る
。
惟
喬
章
段
が
定
位
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
実
際
、
こ
こ
で
も
河

原
院
を
舞
台
と
し
た
話
が
『
伊
勢
物
語
』
に
は
あ
る
（
八
一
段
）。

昔
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
い
ま
そ
か
り
け
り
。
賀
茂
川
の
ほ
と
り
に
、

六
条
わ
た
り
に
、
家
を
い
と
お
も
し
ろ
く
造
り
て
住
み
給
ひ
け
り
。
神
無

月
の
つ
ご
も
り
が
た
、
菊
の
花
う
つ
ろ
ひ
ざ
か
り
な
る
に
、
紅
葉
の
千
種

に
見
ゆ
る
折
、
親
王
た
ち
お
は
し
ま
さ
せ
て
、
夜
ひ
と
夜
、
酒
の
み
し
遊

び
て
、
夜
あ
け
も
て
い
く
ほ
ど
に
、
こ
の
殿
の
お
も
し
ろ
き
を
ほ
む
る
歌

よ
む
。
そ
こ
に
あ
り
け
る
か
た
ゐ
翁
、
板
敷
の
し
た
に
は
ひ
あ
り
き
て
、

人
に
み
な
よ
ま
せ
果
て
て
よ
め
る
。

塩
釜
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
な
ぎ
に
釣
す
る
舟
は
こ
こ
に
よ
ら
な
む

と
な
む
よ
み
け
る
は
、
み
ち
の
国
に
い
き
た
り
け
る
に
、
あ
や
し
く
お
も

し
ろ
き
所
々
お
ほ
か
り
け
り
。
わ
が
み
か
ど
六
十
余
国
の
な
か
に
、
塩
釜

と
い
ふ
所
に
似
た
る
と
こ
ろ
な
か
り
け
り
。
さ
れ
ば
な
む
、
か
の
翁
、
さ

ら
に
こ
こ
を
め
で
て
、「
塩
釜
に
い
つ
か
来
に
け
む
」
と
よ
め
り
け
る
。

　

神
無
月
の
晦
、
融
邸
に
親
王
た
ち
が
集
っ
て
夜
を
徹
し
て
酒
を
飲
み
、
そ
し

て
夜
も
白
ん
だ
明
け
方
、
視
界
の
き
い
た
と
こ
ろ
で
河
原
院
の
素
晴
ら
し
さ
が

あ
ら
た
め
て
人
々
の
感
動
を
さ
そ
う
。
そ
し
て
そ
の
最
後
に
業
平
と
お
ぼ
し
き

「
か
た
ゐ
翁
」
が
う
た
う
。
し
か
し
、
新
潮
日
本
古
典
集
成
『
伊
勢
物
語
』
頭

注
が
い
う
よ
う
に
、
こ
の
歌
が
「
自
分
は
い
つ
塩
釜
に
来
て
し
ま
っ
た
の
か

…
…
」
と
し
て
、
な
ぜ
か
河
原
院
を
陸
奥
の
塩
釜
に
擬
え
た
ご
と
き
の
詠
み
ぶ

り
の
歌
と
な
っ
て
い
る
の
だ
。
塩
釜
を
模
し
た
の
が
河
原
院
で
あ
っ
た
は
ず
で

は
な
い
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
自
明
と
さ
れ
て
お
ら
ず
に
、
こ
の
乞
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食
老
人
が
は
じ
め
て
こ
こ
を
塩
釜
に
見
立
て
た
話
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、

河
原
院
が
塩
釜
を
模
し
た
と
い
わ
れ
る
こ
と
の
、
そ
の
起
源
を
語
る
話
に
な
っ

て
い
る
の
だ
。
後
人
注
は
、
日
本
に
は
面
白
い
所
は
色
々
あ
る
も
、
奥
州
塩
釜

に
似
た
名
所
は
ど
こ
に
も
な
い
と
し
た
と
こ
ろ
、
こ
こ
が
そ
れ
で
あ
る
と
し
て

詠
ま
れ
た
と
す
る
。

　

な
ぜ
『
伊
勢
物
語
』
八
一
段
は
塩
釜
の
起
源
譚
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
の
か
。

私
は
貫
之
が
、
河
原
院
の
廃
墟
を
前
に
慨
嘆
し
た
、
若
か
り
し
頃
の
経
験
を
ふ

ま
え
て
作
っ
た
話
で
こ
れ
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
延
喜
五
年
成
立
の
『
古

今
和
歌
集
』
に
こ
の
歌
が
あ
る
以
上
、
順
序
と
し
て
は
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立

が
後
で
あ
る
。
と
い
う
よ
り
、
そ
う
考
え
て
こ
そ
、
こ
の
八
一
段
が
河
原
院
の

起
源
譚
と
な
っ
て
い
る
こ
と
の
説
明
が
つ
く
。
い
ま
は
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
河

原
院
、
そ
の
あ
り
し
日
の
姿
を
、
業
平
と
一
世
を
風
靡
し
た
風
流
人
源
融
と
の

主
従
関
係
の
物
語
と
し
て
貫
之
は
幻
想
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
世
間
で
は

河
原
院
の
こ
と
を
塩
釜
を
模
し
た
名
園
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
業
平
が
は
じ

め
て
見
立
て
た
の
だ
と
し
て
い
る
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
業
平
と
源
融
と
が
実
際

に
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
二
人
を
番
え
た
と
こ
ろ
に
私

は
無
類
の
面
白
さ
を
感
じ
る
。『
伊
勢
物
語
』
が
源
融
を
は
た
し
て
ど
う
評
価

し
て
い
た
の
か
、
こ
れ
は
こ
れ
で
重
要
な
問
題
で
あ
る
。

　

貫
之
は
晩
年
に
お
い
て
、
荒
廃
し
た
渚
の
院
を
前
に
失
わ
れ
た
『
伊
勢
物

語
』
の
世
界
を
懐
古
し
て
い
た
。
一
方
若
か
り
し
頃
の
貫
之
は
、
や
は
り
廃
墟

を
前
に
河
原
院
の
最
盛
期
を
懐
古
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
ず
れ
『
伊

勢
物
語
』
八
一
段
の
世
界
と
し
て
結
晶
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
我
々
は

廃
墟
を
め
ぐ
っ
て
の
二
つ
の
想
像
力
の
軌
跡
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
と
も

に
、
貫
之
が
い
か
に
「
廃
墟
」
な
る
も
の
を
糧
に
生
き
て
き
た
文
学
者
で
あ
る

こ
と
も
分
か
る
で
あ
ろ
う
。
が
、
こ
の
問
題
、
こ
れ
以
上
た
ち
い
る
こ
と
は
し

な
い
。
こ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
、『
伊
勢
物
語
』
は
自
撰
『
業
平
集
』
や

『
古
今
和
歌
集
』
を
ふ
ま
え
つ
つ
成
立
し
た
と
と
も
に
、
時
に
は
貫
之
は
自
身

の
経
験
を
根
拠
と
し
て
書
か
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

ま
た
有
常
や
業
平
た
ち
と
貫
之
と
が
同
族
で
あ
る
と
す
る
先
の
問
題
を
こ
こ

に
か
ら
め
る
な
ら
ば
、『
古
今
和
歌
集
』
に
名
を
連
ね
る
作
者
た
ち
の
人
選
問

題
を
も
含
め
て
、
い
ま
や
没
落
を
運
命
づ
け
ら
れ
た
武
門
の
一
統
た
る
紀
氏
一

族
の
、「
や
ま
と
う
た
」
復
興
に
託
し
て
の
再
興
を
貫
之
は
企
図
し
て
い
る
の

か
も
し
れ
な
い
。
藤
原
専
制
時
代
に
お
い
て
、
政
治
的
栄
達
を
断
念
す
る
こ
と

と
引
き
換
え
に
、
文
化
に
よ
る
台
頭
が
密
か
に
図
ら
れ
て
お
り
、
貫
之
は
そ
の

よ
う
な
思
い
を
惟
喬
・
有
常
・
業
平
ら
の
事
跡
に
託
し
つ
つ
、『
古
今
和
歌
集
』

を
編
集
し
、
ま
た
『
伊
勢
物
語
』
を
も
書
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
貫
之
の
曽

祖
父
興
道
は
、
有
常
・
静
子
の
父
名
虎
と
兄
弟
で
あ
る
。
藤
原
克
己
氏
が
仮
名

序
の
精
神
を
「
脱
政
治
化
さ
れ
た
普
遍
的
心
情
主
義
」
評
し
た
こ
と
は
既
に
紹

介
ず
み
だ
が
、
そ
の
「
普
遍
性
」
な
り
「
心
情
主
義
」
は
身
分
も
権
力
も
な
い

も
の
た
ち
か
ら
す
れ
ば
、
既
成
の
秩
序
を
無
化
す
る
ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
に
転
化
す

る
こ
と
も
み
て
お
く
必
要
も
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
れ
は
こ
れ
だ
け

で
独
立
に
論
ず
べ
き
大
問
題
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
ま
た
、
貫
之
が
『
伊
勢
物
語
』
の
制
作
に
と
り
か
か
っ
た
の
は
、

『
古
今
和
歌
集
』
以
降
、『
土
佐
日
記
』
以
前
の
時
期
で
あ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
は
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二
条
后
の
薨
去
（
延
喜
一
〇
年
）
以
後
と
限
定
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
ぬ
。

と
な
る
と
、『
古
今
和
歌
集
』↑

『
伊
勢
物
語
』↑

『
土
佐
日
記
』、
と
い
う
成

立
経
緯
の
意
味
す
る
も
の
は
な
に
か
の
問
題
も
浮
上
し
て
く
る
。
と
く
に
『
土

佐
日
記
』
の
世
界
は
な
ぜ
か
く
も
不
気
味
な
死
の
世
界
と
し
て
あ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
勅
撰
和
歌
集
編
纂
と
い
う
一
大
事
業
を
な
し
と
げ
、
ま
た
時
に
は
業
平

歌
の
世
界
に
遊
ん
だ
こ
と
の
あ
る
貫
之
で
あ
る
。
晩
年
に
み
る
こ
の
寂
し
さ
と

は
い
っ
た
い
な
に
か
。

一
〇　
屏
風
歌
歌
人
と
歌
物
語

　

最
後
に
貫
之
が
歌
物
語
作
者
た
り
得
る
条
件
を
も
う
一
つ
提
示
し
て
お
き
た

い
。
周
知
の
よ
う
に
貫
之
は
屏
風
歌
歌
人
と
し
て
有
名
で
あ
る
。
正
保
版
歌
仙

家
集
本
『
貫
之
集
』
全
九
巻
八
八
九
首
の
う
ち
、
巻
一
よ
り
巻
四
ま
で
は
す
べ

て
屏
風
歌
で
し
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
数
は
な
ん
と
五
三
三
首
に
の
ぼ
る
。
こ

の
よ
う
に
当
代
き
っ
て
の
屏
風
歌
歌
人
で
あ
る
こ
と
と
、
如
上
の
歌
物
語
作
者

の
件
と
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
設

定
に
つ
い
て
も
、
玉
上
琢
彌
氏
『
物
語
文
学
』（
塙
選
書
、
一
九
六
〇
）
や
長

谷
川
政
春
氏
の
前
掲
著
書
に
あ
る
が
、
以
下
私
流
の
観
点
か
ら
問
題
を
整
理
し

て
お
き
た
い
。

　

屏
風
歌
の
詞
書
に
、
歌
物
語
の
ご
と
く
に
「
女
」「
男
」
と
記
さ
れ
た
も
の

が
多
い
と
い
う
事
実
が
ま
ず
あ
る
。
な
か
に
は
屏
風
歌
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
男
女
の
贈
答
歌
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
が
五
組
ほ
ど
あ
り
、
既
に
木

村
正
中
氏
『
土
佐
日
記　

貫
之
集
』（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一
九
八
八
）
の

解
説
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
歌
物
語
の
一
節
と
し
て
通
用
す

る
ほ
ど
で
あ
る
。『
貫
之
集
』
屏
風
歌
の
詞
書
中
で
の
「
女
」
の
初
出
例
は
、

「
延
喜
一
五
年
の
春
、
斎
院
（
醍
醐
帝
第
三
皇
女
恭
子
内
親
王
）
の
御
屏
風
の

和
歌
、
内
裏
の
仰
せ
に
よ
り
て
奉
る
」
と
あ
る
歌
群
や
、「
延
喜
一
六
年
、
斎

院
（
醍
醐
帝
第
二
皇
女
宣
子
内
親
王
）
御
屏
風
の
料
の
歌
、
内
裏
よ
り
仰
せ
う

け
た
ま
は
り
て
」
と
あ
る
歌
群
中
に
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
一
例
あ
げ
る
と
、

「
女
、
柳
の
枝
を
ひ
か
へ
て
立
て
り
」
と
い
う
詞
書
の
も
と
に
、「
花
見
に
も
行

く
べ
き
も
の
を
青
柳
の
糸
手
に
か
け
て
今
日
は
暮
ら
し
つ
」（
巻
一
、
四
八
）

と
詠
ま
れ
て
い
る
。「
男
」
の
詞
書
初
出
は
、「
延
喜
一
八
年
四
月
、
東
宮
の
御

屏
風
、
八
首
」
と
あ
る
歌
群
の
中
の
一
首
で
、「
男
の
萩
の
花
見
た
る
と
こ
ろ
」

と
い
う
詞
書
の
も
と
に
、「
お
な
じ
枝
に
花
は
咲
け
れ
ど
秋
萩
の
下
葉
に
わ
き

て
心
を
ぞ
や
る
」（
巻
二
、
一
〇
九
）
と
あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
は
一
人
称
的
詠

出
か
否
か
は
は
っ
き
り
せ
ず
、
外
よ
り
思
い
や
っ
た
歌
と
も
と
れ
る
が
。

　

さ
ら
に
、「
延
喜
一
八
年
、
承
香
殿
御
屏
風
の
歌
、（
醍
醐
帝
）
仰
せ
に
よ
り

て
奉
る
一
四
首
」
の
屏
風
歌
の
中
に
は
、
一
歩
進
ん
で
次
の
よ
う
な
詞
書
の
例

が
あ
る
。「
女
の
家
に
男
い
た
り
て
、
籬
の
尾
花
の
も
と
に
立
て
り
」
と
し
て
、

「
吹
く
風
に
な
び
く
尾
花
を
う
ち
つ
け
に
招
く
袖
か
と
た
の
み
け
る
か
な
」（
巻

二
、
一
二
二
）
と
い
う
男
の
歌
が
あ
る
。
こ
こ
に
は
男
女
二
人
の
登
場
人
物
が

あ
り
、
男
が
無
情
な
女
に
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
の
だ
。
女
の
返
し
は
な
い
が
、

既
に
し
て
恋
の
気
分
漂
う
一
篇
の
物
語
と
な
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に

続
く
歌
も
、「
九
月
の
つ
ご
も
り
に
、
女
車
紅
葉
の
散
る
な
か
を
す
ぎ
た
り
」
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と
い
う
詞
書
の
も
と
に
、「
も
み
じ
葉
の
幣
と
も
散
る
か
秋
は
つ
る
龍
田
姫
こ

そ
帰
る
べ
ら
な
れ
」（
一
二
三
）
と
あ
り
、
紅
葉
散
る
な
か
を
女
車
が
帰
途
に

つ
く
様
を
龍
田
姫
が
立
ち
去
る
ご
と
し
と
し
て
い
る
。
男
の
視
線
を
介
し
て
美

し
い
秋
の
終
り
の
幻
想
風
景
が
う
た
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
ふ
ま
え

つ
つ
、
男
女
の
贈
答
歌
形
式
の
屏
風
歌
が
自
ず
と
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

・
月
夜
に
女
の
家
に
男
い
た
り
て
ゐ
た
り

山
の
端
に
入
り
な
む
と
思
ふ
月
見
つ
つ
わ
れ
は
外
な
が
ら
あ
ら
む
と

や
す
る

　
　

女
、
返
し

久
方
の
月
の
た
よ
り
に
来
る
人
は
い
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
あ
ら
じ
と
ぞ
思

ふ 
（
巻
三
、
三
二
九
・
三
三
〇
）

　

・
男
、
女
の
家
に
い
た
り
て
と
ぶ
ら
ひ
た
る

草
も
木
も
あ
り
と
は
見
れ
ど
吹
く
風
に
君
が
年
月
い
か
が
と
ぞ
思
ふ

　
　

返
し
、
女

桜
花
か
つ
散
り
な
が
ら
年
月
は
わ
か
身
に
の
み
ぞ
つ
も
る
べ
ら
な
る

（
巻
四
、
四
二
四
・
四
二
五
）

・
梅
の
花
の
も
と
に
、
男
女
群
れ
ゐ
つ
つ
、
酒
飲
み
な
ど
し
て
、
花
を
折
り

て
う
ち
な
る
人
の
や
れ
る

ま
れ
に
来
て
折
れ
ば
や
あ
か
ぬ
梅
の
花
つ
ね
に
見
る
人
い
か
が
と
ぞ

思
ふ

　
　

返
し

宿
近
く
植
ゑ
た
る
梅
の
花
な
れ
ど
香
に
わ
が
あ
け
る
春
の
な
き
か
な

（
巻
四
、
五
〇
九
・
五
一
〇
）

　

最
初
の
例
は
、
承
平
五
年
一
二
月
に
内
裏
御
屏
風
の
歌
を
朱
雀
帝
の
命
に
よ

り
詠
ん
だ
全
九
首
の
う
ち
の
一
組
で
あ
り
、
月
夜
に
訪
れ
た
男
を
、
女
が
な
か

な
か
中
に
入
れ
な
い
と
い
う
贈
答
で
あ
る
。
月
は
山
の
端
に
入
る
の
に
あ
な
た

は
私
を
入
れ
て
く
れ
な
い
と
男
が
う
ら
む
と
、
女
は
あ
な
た
は
月
の
光
が
ど
こ

で
も
照
ら
す
よ
う
に
、
い
た
ら
ぬ
と
こ
ろ
な
く
色
々
な
女
を
も
て
は
や
し
て
い

る
の
で
し
ょ
う
と
切
り
返
し
た
。
次
は
天
慶
二
年
に
宰
相
中
将
藤
原
敦
忠
の
た

め
に
詠
ん
だ
三
三
首
中
の
一
組
で
あ
り
、
年
月
を
経
て
た
ま
さ
か
訪
れ
た
男
の

歌
と
、
女
の
返
し
と
か
ら
な
る
。
最
後
は
天
慶
六
年
九
月
内
裏
屏
風
の
う
ち
の

ひ
と
つ
で
あ
り
、
表
面
上
梅
の
花
を
話
題
に
し
つ
つ
も
、
こ
の
梅
は
女
自
身
が

暗
喩
さ
れ
て
お
り
、
微
妙
な
陰
影
を
も
つ
贈
答
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
逐
一

紹
介
し
な
い
が
、
と
く
に
前
二
者
の
屏
風
歌
の
詞
書
で
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

「
女
」「
男
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
歌
群
を
な
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
そ
れ
は
歌
物
語
の
言
葉
と
は
な
は
だ
近
似
し
た
も
の
と
な
っ
て

お
り
、
実
際
に
次
の
『
伊
勢
物
語
』
中
の
一
篇
と
比
べ
て
も
な
ん
ら
区
別
が
つ

か
な
い
の
で
あ
る
。

　
　

む
か
し
、
男
、
契
れ
る
こ
と
あ
や
ま
れ
る
人
に
、

山
城
の
井
出
の
た
ま
水
手
に
む
す
び
た
の
み
し
か
ひ
も
な
き
世
な
り

け
り 

（
一
二
二
段
）

　

以
上
、
屏
風
歌
の
詞
書
を
め
ぐ
っ
て
、「
男
」「
女
」
の
物
語
的
な
表
現
論
的

推
移
を
確
認
し
て
き
た
が
、
こ
の
「
男
」「
女
」
に
限
ら
ず
、『
貫
之
集
』
の
詞

書
は
綿
密
に
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
。
古
今
集
時
代
、
屏
風
歌
歌
人
と
い
う
専
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門
歌
人
は
多
く
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
ら
の
私
家
集
一
般
を
み
て
も
、
女

流
歌
人
伊
勢
の
『
伊
勢
集
』
の
よ
う
な
例
外
が
あ
る
と
は
い
え
、
彼
ら
家
集
中

の
屏
風
歌
の
詞
書
は
い
た
っ
て
素
っ
気
無
い
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
例
え
ば
、

『
躬
恒
集
』
な
ど
は
、『
貫
之
集
』
同
様
多
く
の
屏
風
歌
を
収
録
す
る
が
、
屏
風

歌
か
否
か
も
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
が
多
い
う
え
に
、
屏
風
歌
で
あ
る
こ
と
が

明
記
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
い
つ
誰
か
ら
の
依
頼
に
よ
る
屏
風
歌
で
あ
る
こ

と
ぐ
ら
い
ま
で
で
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な
い
の
で
あ
る
。
ご
く
稀
に
、「
春
」

「
秋
」「
秋
の
野
に
鷹
狩
」
等
と
あ
る
程
度
で
あ
り
、
こ
れ
で
は
絵
の
素
材
を
指

示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
躬
恒
等
の
古
今
集
歌
人
た
ち
は
、
歌
の
中
に
自
己

完
結
的
に
埋
没
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
一
歩
ふ
み
で
て
歌
と
散
文
と
の
関
係
ま

で
問
お
う
と
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、『
貫
之
集
』
に
も
「
春
」

「
夏
」「
秋
」
等
と
し
て
簡
略
な
詞
書
も
な
く
は
な
い
が
、
あ
ら
か
た
の
詞
書
が

方
法
的
な
も
の
で
あ
る
と
評
し
得
る
。

　

こ
こ
で
貫
之
が
屏
風
歌
歌
人
で
あ
る
こ
と
の
、
す
ぐ
れ
て
貫
之
的
な
意
味
を

考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
も
そ
も
屏
風
歌
と
は
な
に
か
と
い
う
議
論
を
試
み
て

お
き
た
い
。
我
々
は
「
屏
風
歌
」
と
か
屏
風
歌
「
詞
書
」
と
い
う
言
い
方
を
無

批
判
に
す
る
が
、
そ
れ
は
歌
集
中
の
屏
風
歌
の
こ
と
で
あ
り
、
実
際
の
屏
風
歌

と
は
次
元
の
違
う
も
う
一
つ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
の
か
。
本
当
の
（
？
）
屏

風
歌
に
は
、
詞
書
な
ど
な
く
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
目
的
の
た
め
に
、
特
定
の

場
所
・
日
時
に
お
い
て
、
特
定
の
依
頼
主
の
注
文
に
よ
り
、
特
定
の
屏
風
に
添

付
さ
れ
た
歌
で
あ
り
、
一
回
的
な
言
語
行
為
以
外
で
な
い
。
そ
の
一
回
的
な
行

為
が
完
結
す
れ
ば
、
屏
風
歌
の
役
目
も
あ
ら
か
た
終
る
こ
と
と
な
る
。
も
ち
ろ

ん
、
絵
に
書
か
れ
た
屏
風
歌
は
、
即
座
に
消
滅
す
る
パ
ロ
ー
ル
で
は
な
い
。
が
、

そ
れ
に
し
て
も
あ
る
特
定
の
屏
風
絵
に
貼
ら
れ
た
歌
と
い
う
一
点
は
動
か
な
い
。

そ
の
絵
と
歌
は
不
即
不
離
の
関
係
に
あ
り
、
絵
と
運
命
を
と
も
に
し
、
い
ず
れ

屏
風
と
と
も
に
朽
ち
は
て
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

一
方
、
歌
集
中
の
屏
風
歌
は
、
絵
を
伴
わ
な
い
し
、
文
字
に
よ
る
産
物
以
外

で
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
特
定
の
紙
の
上
に
書
か
れ
た
も
の
で
な
く
、

書
写
さ
れ
続
け
る
限
り
に
お
い
て
、
い
つ
ま
で
も
消
滅
し
な
い
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
と
し
て
あ
る
。
こ
の
違
い
は
決
定
的
で
あ
る
。

　

歌
集
中
の
屏
風
歌
は
、「
文
字
に
よ
る
産
物
以
外
で
な
い
」
と
い
う
こ
と
。

で
は
、
絵
が
な
い
こ
と
を
補
塡
す
べ
く
詞
書
の
言
葉
が
絵
の
説
明
と
し
て
あ
る

の
か
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
に
も
な
ら
な
い
。
絵
の
説
明
と
し
て
の
詞
書

な
ら
ば
、
詞
書
に
先
行
し
て
絵
が
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
あ
た
り
の
事
情

は
複
雑
で
あ
る
。
詞
書
の
言
葉
こ
そ
が
絵
を
現
前
さ
せ
、
ど
の
よ
う
な
絵
で
あ

る
か
を
規
定
し
て
お
り
、
実
際
我
々
は
、
絵
の
な
ん
た
る
か
を
詞
書
と
歌
か
ら

推
測
す
る
し
か
な
く
、
こ
こ
に
は
言
葉
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
の
こ
と
は
次
の

よ
う
な
極
端
な
ケ
ー
ス
を
想
定
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
例
え
ば
、
実
際
に
は

屏
風
歌
で
あ
っ
た
歌
を
、『
古
今
和
歌
集
』
四
季
歌
の
よ
う
に
、
屏
風
歌
と
し

て
扱
わ
な
い
こ
と
も
で
き
る
し
、
あ
る
い
は
逆
に
屏
風
歌
で
な
い
も
の
を
屏
風

歌
に
す
る
こ
と
も
理
論
的
に
は
可
能
で
あ
る
。

　

し
か
も
そ
の
詞
書
の
言
葉
は
絵
な
る
も
の
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
の
で
も

な
い
。
歌
か
ら
詞
書
が
帰
納
的
に
導
か
れ
、
ま
た
詞
書
の
言
葉
が
歌
の
解
釈
を

規
定
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
詞
書
と
歌
と
は
相
関
関
係
に
あ
っ
て
互
い
に
向
き
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合
っ
て
い
る
。
そ
う
で
は
な
か
ろ
う
か
、
例
え
ば
、
先
の
『
貫
之
集
』
詞
書
に

「
女
」「
男
」
と
あ
っ
た
が
、
そ
の
男
女
は
あ
く
ま
で
歌
が
い
か
な
る
場
で
う
た

わ
れ
た
か
の
案
内
と
し
て
あ
り
、
そ
の
歌
が
絵
を
ど
う
と
ら
え
た
か
の
説
明
で

は
あ
っ
て
も
、
絵
そ
れ
自
体
の
客
観
的
説
明
で
は
な
い
。
絵
に
対
し
て
歌
を
詠

む
時
、
絵
の
な
に
に
着
目
す
る
か
は
、
人
そ
れ
ぞ
れ
歌
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
り
、
同

じ
絵
を
相
手
に
し
て
も
、
男
女
で
な
く
風
物
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
詠
む
こ
と
も

で
き
る
。
か
く
し
て
、
歌
と
詞
書
と
は
現
場
か
ら
限
り
な
く
離
れ
て
一
つ
の
自

律
性
を
獲
得
し
、
詞
書
の
言
葉
は
そ
れ
自
体
と
し
て
漸
次
生
成
発
展
し
て
い
く

こ
と
に
な
る
の
で
あ
っ
た
。

　

貫
之
は
実
践
的
に
屏
風
歌
歌
人
と
し
て
時
代
を
生
き
て
い
た
。
し
か
し
、
家

集
に
そ
れ
ら
を
纏
め
る
際
に
は
、
実
際
の
屏
風
歌
と
違
っ
て
、
す
べ
て
が
言
葉

の
問
題
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
。
紙
上
の
屛
風
歌
と
い
う
も
う

一
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
織
り
上
げ
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
だ
か
ら
こ
そ
、
巻

一
〜
巻
四
ま
で
年
代
順
に
屛
風
歌
を
並
べ
て
、
屛
風
歌
作
者
と
し
て
の
己
の
人

生
史
を
現
前
さ
せ
る
と
い
う
離
れ
業
も
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
こ
う
み
て
く
る
と
、
貫
之
が
屏
風
歌
歌
人
で
あ
り
つ
つ
歌
物
語
作
者

で
あ
る
こ
と
の
可
能
性
が
み
え
て
く
る
で
な
い
か
。
歌
だ
け
で
充
足
す
る
こ
と

な
く
、
歌
か
ら
散
文
へ
と
い
う
領
域
を
こ
そ
対
象
化
す
べ
き
だ
と
す
る
視
角
を

準
備
し
た
点
に
お
い
て
、
歌
物
語
の
生
成
と
屏
風
歌
の
方
法
と
は
パ
ラ
レ
ル
な

対
応
関
係
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
元
来
屏
風
歌
を
詠
む
と
い
う
経
験
は
、
絵
を

媒
介
に
想
を
練
る
こ
と
か
ら
、
歌
が
場
に
支
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
自

覚
を
歌
人
た
ち
に
自
ず
と
促
し
た
は
ず
だ
が
、
既
述
の
よ
う
に
当
時
の
歌
人
の

な
か
で
、
そ
の
問
題
を
正
面
か
ら
受
け
と
め
た
の
は
貫
之
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
ま
た
も
う
一
つ
、
屏
風
歌
作
者
で
あ
る
こ
と
が
、
貫
之
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

な
る
も
の
へ
の
認
識
を
深
め
た
こ
と
も
あ
る
。
実
体
験
で
な
く
、
絵
を
介
し
て

歌
を
詠
む
と
い
う
屏
風
歌
の
詠
出
法
そ
の
も
の
が
当
初
よ
り
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の

問
題
を
孕
ん
で
い
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
歌
の
言
葉
と
詞
書
の
言
葉
と

の
対
話
の
中
か
ら
、
自
己
増
殖
的
に
屏
風
歌
と
い
う
物
語
テ
ク
ス
ト
が
織
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
言
葉
が
言
葉
を
紡
ぎ
だ
す
自
在
な
想
像
力
の
軌
跡
を
我
々
は

そ
こ
に
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

貫
之
な
る
も
の
は
、
単
に
三
一
文
字
の
歌
詠
み
と
い
う
だ
け
で
は
お
さ
ま
り

き
ら
な
い
存
在
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
文
学
的
素
地
は
屏
風
歌
歌
人
と
し
て
出
発

し
た
点
に
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
の
固
有
性
を
も
越
え
て
、
和
歌
一
般
の
問
題
へ
、

さ
ら
に
は
仮
名
散
文
へ
と
い
う
よ
う
に
、
よ
り
普
遍
的
に
し
て
広
大
な
領
野
へ

と
彼
は
乗
り
出
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
私
は
か
つ
て
屏
風
歌
を
詠
む
と
い
う

経
験
が
、
貫
之
の
和
歌
な
る
も
の
へ
の
表
現
論
的
認
識
を
深
め
た
と
い
う
議
論

を
し
た
こ
と
が
あ
る
（
拙
稿
「
紀
貫
之
屏
風
歌
論
序
説
」、『
平
安
文
学
研
究　

生
成
』
所
収
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
）。
あ
る
い
は
ま
た
『
貫
之
集
』
巻
五

以
降
に
は
、
日
常
生
活
で
の
経
験
を
う
た
っ
た
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
ら
に
し
て
も
屏
風
歌
的
な
想
像
力
の
枠
組
み
で
世
界
を
切
り
取
っ
た
歌
が
多

い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
今
回
は
歌
物
語
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
の
だ
が
、『
土

佐
日
記
』
の
よ
う
な
仮
名
日
記
文
学
の
世
界
形
成
に
お
い
て
も
、
や
は
り
屏
風

歌
歌
人
で
あ
る
こ
と
の
経
験
が
大
き
く
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
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　本稿は「紀貫之論」の一環として書かれている。貫之という歌人には、単に三一文字の歌

詠みというだけではおさまりきれない何かがあり、まただからこそ『古今和歌集』仮名序や

『土佐日記』という仮名日記の執筆をも試みたものと思われる。本稿ではさらにもう一つ、

貫之の歌物語作者としての可能性をさぐってみた。

　まず、『伊勢物語』が『古今和歌集』を前提に成立したテクストであること実証的に論じ、

かつまたこの『伊勢物語』固有の世界観のなんたるかを再現してみた。次に貫之作者説ない

しは貫之の関与が最近さかんにいわれている『伊勢物語』であるが、だとするならば、その

ことが貫之の文学世界の問題として何を意味するかについて論じてみた。

キーワード【紀貫之　『伊勢物語』　『古今和歌集』　『土佐日記』　「やまとうた」】



論文要旨

191

The Ki─no─Tsurayuki Ise─monogatari Experience

Tatsumi KANDA

This paper is a part of a series on Ki─no─Tsurayuki. Tsurayuki was more than a simply the 
composer of Tanka（Japanese Poems）: he was also a composer of the Kokin─waka─shu（an 
imperial anthology of poetry）and the Tosa─Nikki（The Tosa Diary）. This paper examines  
Tsurayuki as a composer of stories written to story poems.

The paper will present factual evidence confirming that the Ise─monogatari was written on 
the premise of the Kokin─waka─shu and will reconstruct the unique view of the world 
portrayed through the Ise─monogatari. Recent research indicates that Tsurayuki either wrote 
the Ise─monogatari or at least contributed to its writing. 

Key words: Ki-no-Tsurayuki, Ise-monogatari, Kokin-waka-shu, Tosa-Nikki, Yamato-uta
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