
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
友
」

●

「
友
だ
ち
」近

　
藤
　
さ
　
や
　
か

は
じ
め
に

　
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
「
男
」
は
、
在
原
業
平
と
思
わ
れ
る
人
物
と

さ
れ
て
い
る
が
、
物
語
中
で
「
在
原
業
平
」
と
名
前
を
明
記
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
。
そ
の
一
方
で
実
名
が
明
記
さ
れ
る
人
物
た
ち
が
登
場
す
る
。
彼

ら
の
多
く
は
実
際
に
存
在
し
た
人
物
と
し
て
特
定
さ
れ
、
史
料
か
ら
在
原

業
平
と
何
ら
か
の
接
点
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
明

　
　
　
　
　
　
注
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ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
男
」
1
1
在
原
業
平
で
は
な
い
よ
う
に
、

実
名
で
登
場
す
る
人
物
も
実
在
の
人
物
自
身
で
は
な
い
。
彼
ら
は
、
実
名

と
そ
の
実
在
に
付
随
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
物
語
に
持
ち
込
む
。
そ
し
て
、

『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
作
品
の
中
で
「
男
」
と
の
関
係
を
再
構
成
す
る
。

主
人
公
「
男
」
の
名
前
を
明
か
さ
な
い
『
伊
勢
物
語
』
中
で
、
実
名
表
記

さ
れ
る
人
物
が
登
揚
す
る
意
味
は
何
か
。

　
本
論
で
は
、
最
も
多
く
実
名
で
登
場
す
る
、
紀
有
常
が
、
実
際
の
在
原

業
平
と
は
義
理
の
父
と
息
子
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

作
品
内
で
「
友
だ
ち
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
『
伊
勢
物

語
』
に
お
け
る
「
友
」
・
「
友
だ
ち
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

一、

I
有
常
と
「
と
も
だ
ち
」

　
紀
有
常
は
、
第
十
六
段
・
第
三
十
八
段
・
第
入
十
二
段
に
登
場
し
て
い

る
。
初
登
場
で
あ
る
第
十
六
段
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

む
か
し
、
紀
の
有
常
と
い
ふ
人
あ
り
け
り
。
三
代
の
み
か
ど
に
仕
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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
に
ず
。
貧
し

く
経
て
も
、
な
ほ
、
む
か
し
よ
か
り
し
時
の
心
な
が
ら
、
世
の
常
の

こ
と
も
し
ら
ず
。
年
ご
ろ
あ
ひ
馴
れ
た
る
妻
、
や
う
や
う
床
は
な
れ

て
、
つ
ひ
に
尼
に
な
り
て
、
姉
の
さ
き
だ
ち
て
な
り
た
る
所
へ
ゆ
く

を
、
男
、
ま
こ
と
に
む
つ
ま
し
き
こ
と
こ
そ
な
か
り
け
れ
、
い
ま
は

と
ゆ
く
を
、
い
と
あ
は
れ
と
思
け
れ
ど
、
貧
し
け
れ
ば
す
る
わ
ざ
も

な
か
り
け
り
。
思
ひ
わ
び
て
、
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
友
だ



ち
の
も
と
に
、
「
か
う
か
う
、
い
ま
は
と
て
ま
か
る
を
、
な
に
ご
と

も
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
も
え
せ
で
、
つ
か
は
す
こ
と
」
と
書
き
て
、

奥
に
、

　
　
手
を
折
り
て
あ
ひ
見
し
こ
と
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
十
と
い
ひ
つ
つ
四

　
　
つ
は
へ
に
け
り

か
の
友
だ
ち
、
こ
れ
を
見
て
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、
夜
の
物
ま

で
お
く
り
て
よ
め
る
。

　
　
年
だ
に
も
十
と
て
四
つ
は
経
に
け
る
を
い
く
た
び
君
を
た
の
み

　
　
来
ぬ
ら
む

か
く
い
ひ
や
り
た
り
け
れ
ば
、

　
　
こ
れ
や
こ
の
あ
ま
の
羽
衣
む
べ
し
こ
そ
君
が
み
け
し
と
た
て
ま

　
　
つ
り
け
れ

よ
ろ
こ
び
に
た
へ
で
、
ま
た
、

　
　
秋
や
く
る
つ
ゆ
や
ま
が
ふ
と
思
ふ
ま
で
あ
る
は
涙
の
ふ
る
に
ぞ

　
　
あ
り
け
る

　
第
十
六
段
の
冒
頭
で
紀
有
常
は
、
「
む
か
し
、
紀
の
有
常
と
い
ふ
人
あ

り
け
り
」
と
、
ま
る
で
こ
の
段
の
主
人
公
の
如
く
登
場
す
る
。
「
男
の
一

代
記
風
」
と
称
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
だ
が
、
「
男
」
以
外
の
人
物
で

「
む
か
し
、
」
と
始
ま
る
段
は
こ
の
段
が
最
初
で
あ
る
。
「
三
代
の
み
か
ど

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
」
と
政
治
的
な
立
場
を
失
っ
た

人
物
と
し
て
描
か
れ
、
「
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
に
ず
。
貧
し
く
経
て
も
、
な
ほ
、
む
か
し

よ
か
り
し
時
の
心
な
が
ら
、
世
の
常
の
こ
と
も
し
ら
ず
」
と
経
済
力
も
失

っ
て
い
る
が
、
風
流
さ
だ
け
は
失
わ
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
妻

が
出
家
す
る
こ
と
に
な
り
、
家
庭
さ
え
も
失
う
。
そ
こ
に
物
語
主
人
公
で

あ
る
「
男
」
が
「
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
友
だ
ち
」
と
し
て
登
場

す
る
。
「
男
」
と
有
常
の
関
係
を
「
友
だ
ち
」
と
明
確
に
し
て
い
る
の
は

第
十
六
段
の
み
で
あ
る
。
出
家
す
る
妻
に
「
な
に
ご
と
も
い
さ
さ
か
な
る

こ
と
も
え
せ
で
、
つ
か
は
す
こ
と
」
し
か
で
き
な
い
貧
し
い
有
常
を
援
助

し
、
「
友
だ
ち
」
は
「
夜
の
物
」
ま
で
を
贈
り
返
歌
を
す
る
。

　
次
に
有
常
が
登
場
す
る
の
は
、
第
三
十
八
段
で
あ
る
。

　
む
か
し
、
紀
の
有
常
が
り
い
き
た
る
に
、
歩
き
て
遅
く
来
け
る

に
、
よ
み
て
や
り
け
る
。

　
　
君
に
よ
り
思
ひ
な
ら
ひ
ぬ
世
の
中
の
人
は
こ
れ
を
や
恋
と
い
ふ

　
　
ら
む

返
し
、

　
　
な
ら
は
ね
ば
世
の
人
ご
と
に
な
に
を
か
も
恋
と
は
い
ふ
と
問
ひ

　
　
し
わ
れ
し
も

　
こ
こ
で
は
「
男
」
が
有
常
を
尋
ね
て
行
っ
た
が
、
留
守
で
待
た
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

こ
と
で
「
恋
」
を
知
っ
た
と
詠
む
。
「
紀
の
有
常
が
り
」
と
い
う
表
現
や
、

改
め
て
「
紀
の
有
常
」
の
人
物
設
定
が
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
第

十
六
段
で
「
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
友
だ
ち
」
と
さ
れ
た
二
人
の

親
し
い
関
係
は
継
続
し
て
い
る
。
第
十
六
段
で
、
有
常
の
妻
は
出
家
し
て

お
り
、
「
な
ら
は
ね
ば
」
の
返
歌
は
自
虐
的
に
も
読
め
る
が
、
友
情
の
親
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し
さ
を
恋
愛
感
情
に
置
き
換
え
た
男
性
同
士
に
よ
る
疑
似
恋
愛
と
も
い
え

　
　
　
　
　
　
　
注
3

る
戯
れ
の
和
歌
で
あ
る
。

　
ま
た
、
第
十
六
段
で
「
か
の
友
だ
ち
」
が
有
常
に
送
っ
た
和
歌
は
、

『
続
千
載
和
歌
集
』
巻
第
十
四
（
恋
歌
四
）
一
五
三
九
に
業
平
を
詠
み
人

と
し
、
「
と
し
だ
に
も
と
を
と
て
よ
つ
は
へ
に
け
る
を
い
く
た
び
人
を
た

の
み
き
ぬ
ら
ん
」
と
あ
る
。
第
十
六
段
の
対
象
が
「
君
」
だ
が
、
こ
こ
で

は
「
人
」
で
あ
る
と
い
う
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
同
歌
が
「
恋
歌
」
と
し

て
入
撰
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
山

田
清
市
は
、
「
勢
語
第
十
六
段
の
背
景
と
切
り
離
し
て
、
「
人
を
」
の
集
の

本
文
を
も
っ
て
歌
を
解
す
る
な
ら
ば
、
恋
歌
に
な
る
要
素
が
極
め
て
高
い

歌
で
あ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
本
来
恋
歌
で
あ
っ
た
も
の
を
、
友
情
歌
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

り
か
え
た
可
能
性
は
十
分
生
ま
れ
て
く
る
。
」
と
述
べ
て
い
る
。

　
そ
の
よ
う
な
疑
似
恋
愛
歌
を
や
り
と
り
す
る
「
友
だ
ち
」
関
係
に
あ
る

二
人
だ
が
、
有
常
が
最
後
に
登
場
す
る
第
八
十
二
段
で
は
、
惟
喬
親
王
の

狩
り
の
「
と
も
」
を
し
て
い
る
。

二
、
第
八
十
二
段
に
お
け
る
「
と
も
」

　
む
か
し
、
惟
喬
親
王
の
親
王
と
申
す
み
こ
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
の
頭
な
り
け
る
人
を
、
常
に
率
て
お
は
し
ま
し
け
り
。

時
世
経
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
、
や
ま
と
歌
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
も
と
に
お
り
ゐ
て
、
枝
を
折
り
て
、
か
ざ

し
に
さ
し
て
、
か
み
、
な
か
、
し
も
、
み
な
歌
よ
み
け
り
。
馬
の
頭

な
り
け
る
人
の
よ
め
る
。

　
　
世
の
中
に
た
え
て
さ
く
ら
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
憂
き
世
に
な
に
か
久
し

　
　
か
る
べ
き

と
て
、
そ
の
木
の
も
と
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
い
で
来
た
り
。
こ
の
酒
を
飲
み

て
む
と
て
、
よ
き
所
を
求
め
ゆ
く
に
、
天
の
河
と
い
ふ
所
に
い
た
り

ぬ
。
親
王
に
馬
の
頭
、
大
御
酒
ま
ゐ
る
。
親
王
の
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
盃
は
さ
せ
」
と
の
た
ま
う
け
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
よ
み
て
奉

り
ナ
る
。

　
　
狩
り
く
ら
し
た
な
ば
た
つ
め
に
宿
か
ら
む
天
の
河
原
に
わ
れ
は

　
　
来
に
け
り

親
王
、
歌
を
か
へ
す
が
へ
す
諦
じ
た
ま
う
て
、
返
し
え
し
た
ま
は

ず
。
紀
の
有
常
、
御
供
に
仕
う
ま
つ
れ
り
。
そ
れ
が
返
し
、

　
　
ひ
と
と
せ
に
ひ
と
た
び
来
ま
す
君
待
て
ば
宿
か
す
人
も
あ
ら
じ

　
　
と
そ
思
ふ

か
へ
り
て
宮
に
入
ら
せ
た
ま
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
た
ま
ひ
な
む
と
す
。
十
一
日

の
月
も
か
く
れ
な
む
と
す
れ
ば
、
か
の
馬
の
頭
の
よ
め
る
。
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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

　
こ
の
第
八
十
二
段
で
は
「
馬
の
頭
な
り
け
る
人
」
に
つ
い
て
「
時
世
経

て
久
し
く
な
り
に
け
れ
ば
、
そ
の
人
の
名
忘
れ
に
け
り
」
と
さ
れ
て
い
る

が
、
『
伊
勢
物
語
』
が
「
男
」
の
名
前
を
明
か
さ
な
い
の
は
終
始
一
貫
し

た
姿
勢
で
あ
り
、
今
更
明
言
す
る
必
要
は
な
い
。
わ
ざ
わ
ざ
、
時
間
の
経

過
を
理
由
に
忘
れ
た
と
す
る
こ
と
で
、
逆
説
的
に
惟
喬
親
王
と
紀
有
常
の

名
前
は
忘
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
在
原
業
平
・
紀
有
常
・
惟
喬
親
王
ら
三
人
の
関
係
を
整
理
し

て
お
き
た
い
。
業
平
と
有
常
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
（
巻
十
五
恋
歌
五
・
七

入
四
・
七
八
五
）
の
詞
書
に
お
い
て
義
理
の
親
子
関
係
に
あ
っ
た
と
み
ら

れ
て
い
る
。

　
　
業
平
朝
臣
き
の
あ
り
つ
ね
が
む
す
め
に
す
み
け
る
を
、
う
ら
む

　
　
る
こ
と
あ
り
て
し
ば
し
の
あ
ひ
だ
ひ
る
は
き
て
ゆ
ふ
さ
り
は
か

　
　
へ
り
の
み
し
け
れ
ば
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

あ
ま
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
め
に
は
見
ゆ
る
も

の
か
ら

　
　
返
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
り
ひ
ら
の
朝
臣

ゆ
き
か
へ
り
そ
ら
に
の
み
し
て
ふ
る
事
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は
や
み

な
り

　
「
天
雲
の
」
の
歌
に
は
詠
み
人
が
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
有
常
の
歌
と
す

る
か
、
有
常
の
娘
の
歌
と
す
る
か
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
同
歌
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

る
『
伊
勢
物
語
』
第
十
九
段
で
は
、
「
男
」
と
「
宮
仕
へ
し
け
る
女
の
方

に
、
御
達
な
り
け
る
人
」
と
の
贈
答
歌
と
な
っ
て
お
り
、
有
常
の
娘
を
通

し
た
義
理
の
親
子
関
係
は
改
変
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
有
常
と
惟
喬
親
王
は
、
叔
父
と
甥
の
関
係
で
あ
っ
た
。
惟
喬
親

王
の
母
は
「
三
条
の
町
」
と
呼
ば
れ
た
紀
静
子
で
あ
り
、
有
常
の
兄
妹
で

あ
る
。
第
六
十
九
段
の
斎
宮
に
つ
い
て
、
所
謂
〈
後
人
注
〉
の
「
斎
宮
は

水
の
尾
の
御
時
、
文
徳
天
皇
の
御
女
、
惟
喬
親
王
の
妹
」
と
い
う
一
文
か

ら
、
「
男
」
と
惟
喬
親
王
の
関
係
が
女
性
を
媒
介
に
し
た
関
係
と
し
て
描

か
れ
る
が
、
こ
れ
は
物
語
が
意
図
的
に
結
ん
だ
線
で
あ
っ
て
、
実
際
の
業

平
と
有
常
、
有
常
と
惟
喬
親
王
を
繋
ぐ
血
縁
関
係
は
一
切
排
除
さ
れ
て
い

る
。
三
人
の
間
を
繋
ぐ
女
性
の
存
在
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
彼
ら
は
、
狩
り
を
目
的
に
し
た
集
団
の
は
ず
だ
が
、
酒
と
和
歌
に
興
じ

る
ば
か
り
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
狩
り
」
と
は
、
初
段
の

「
奈
良
の
京
春
日
の
里
に
し
る
よ
し
し
て
、
狩
り
に
い
に
け
り
」
と
出
か

け
た
先
で
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
を
垣
間
見
す
る
場
面

や
、
第
六
十
九
段
で
は
、
斎
宮
に
出
逢
う
「
狩
り
の
使
」
な
ど
、
恋
と
深

　
　
　
　
注
6

く
関
わ
る
言
葉
で
あ
る
。
「
か
り
は
ね
む
ご
ろ
に
も
せ
で
」
と
は
、
恋
を

し
な
い
と
い
う
意
味
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
、
『
伊
勢
物
語
』
中
で
「
や
ま
と
歌
」
と
表
現
さ
れ
る
の
は
こ
の
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注
7

箇
所
の
み
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
佐
藤
裕
子
は
、
水
無
瀬
・
交
野

と
実
際
に
行
わ
れ
た
狩
り
を
結
び
つ
け
、
「
や
ま
と
歌
」
と
表
現
さ
れ
る

背
景
に
は
、
漢
詩
を
つ
く
る
機
会
と
な
っ
て
い
た
嵯
峨
天
皇
の
遊
猟
が
意

識
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
、
「
嵯
峨
天
皇
の
詩
会
が
、
遊
猟
中
と
は

い
え
、
公
的
な
、
政
治
的
な
場
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
入
十
二
段
は
逆

に
、
惟
喬
親
王
と
周
囲
の
人
々
の
『
狩
』
を
、
私
的
な
も
の
、
非
政
治
的

な
も
の
と
し
て
打
ち
出
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
」
と
考
察
し
て
い

る
。　

「
非
政
治
的
な
も
の
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
惟
喬
章
段
と
し
て
続

く
第
入
十
三
段
と
第
入
十
五
段
に
も
表
れ
て
い
る
。
「
さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ

て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は

で
（
第
入
十
三
段
）
」
や
、
「
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
つ
ね
に
は

え
ま
う
で
ず
（
第
八
十
五
段
）
」
と
あ
り
、
惟
喬
親
王
の
と
こ
ろ
に
も
っ

と
長
く
い
た
い
の
だ
が
で
き
な
い
理
由
と
し
て
、
「
お
ほ
や
け
ご
と
ど

も
」
、
「
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
」
が
障
害
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
惟
喬
親
王
と
の
関
係
は
公
の
こ
と
で
は
な
い
、
私
的
な
も
の
と
し
て

描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
や
ま
と
歌
」
と
い
う
言
葉
で
同
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
古

今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
の
冒
頭
、
「
や
ま
と
う
た
は
人
の
こ
こ
ろ
を
た
ね

と
し
て
よ
う
つ
の
こ
と
の
は
と
そ
な
れ
り
け
る
」
の
一
文
で
あ
る
。
「
い

き
と
し
い
け
る
も
の
、
い
つ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
」
と
い
う
和
歌

に
対
し
て
は
皆
平
等
で
あ
る
こ
と
を
謳
っ
た
精
神
は
、
第
八
十
二
段
で
も

「
そ
の
木
の
も
と
に
お
り
ゐ
て
、
枝
を
折
り
て
、
か
ざ
し
に
さ
し
て
、
か

み
、
な
か
、
し
も
、
み
な
歌
よ
み
け
り
」
に
み
ら
れ
る
。
「
か
み
、
な
か
、

し
も
」
と
階
級
を
三
つ
に
分
け
、
集
団
内
の
上
下
関
係
を
一
旦
意
識
さ
せ

る
も
の
の
、
「
み
な
歌
よ
み
け
り
」
と
「
や
ま
と
歌
」
を
詠
む
こ
と
に
よ

っ
て
、
そ
の
上
下
関
係
を
解
消
さ
せ
る
。
「
そ
の
木
の
も
と
に
お
り
ゐ
て
」

と
い
う
表
現
も
、
諸
注
釈
で
は
「
馬
か
ら
下
り
た
」
と
解
さ
れ
る
部
分
だ

が
、
桜
の
木
の
下
に
座
り
、
枝
を
か
ざ
し
に
挿
す
こ
と
で
視
覚
的
に
高
低

差
を
な
く
し
、
皆
を
平
面
的
な
位
置
に
置
こ
う
と
す
る
意
図
が
あ
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
段
末
尾
で
有
常
が
「
お
し
な
べ
て
峰
も
た
ひ
ら
に
な

り
な
な
む
」
詠
む
と
こ
ろ
に
も
、
イ
メ
ー
ジ
の
レ
ベ
ル
で
こ
の
平
面
化
意

識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
『
伊
勢
物
語
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
体
裁
を
と
り
な
が
ら
一
連
の

流
れ
を
も
っ
て
い
る
。
第
入
十
三
段
が
「
例
の
狩
し
に
お
は
し
ま
す
供

に
」
と
い
う
「
例
の
」
に
は
前
の
第
入
十
二
段
を
指
し
、
紀
有
常
に
つ
い

て
も
第
三
十
八
段
、
第
入
十
二
段
で
は
登
場
の
た
び
に
説
明
し
な
い
の

は
、
第
十
六
段
を
受
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
十
六
段
で
「
友
だ
ち
」

と
さ
れ
た
「
紀
有
常
」
と
「
男
」
の
関
係
は
そ
の
後
も
続
い
て
い
る
。
こ

の
「
友
だ
ち
」
二
人
が
第
入
十
二
段
で
惟
喬
親
王
の
「
御
供
」
を
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
て
み
た
い
。

三
、
「
友
」
と
「
供
」

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、
「
供
」
は
「
と
も
（
友
人
の
と
も
）

と
同
語
源
」
と
あ
る
。
勿
論
、
第
入
十
二
段
で
は
、
惟
喬
親
王
が
「
あ
る

じ
の
親
王
」
と
表
現
さ
れ
、
「
仕
う
ま
つ
れ
り
け
り
」
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
、
こ
こ
で
の
意
味
は
従
者
と
し
て
の
「
供
」
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
惟
喬
親
王
と
「
男
」
と
有
常
の
関
係
は
「
御
供
」
と
あ
る
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よ
う
に
、
従
者
の
「
と
も
」
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
。
し
か
し
、

「
と
も
」
に
は
、
友
だ
ち
の
意
味
の
「
友
」
も
響
い
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
つ
ま
り
、
「
友
だ
ち
」
の
「
と
も
」
と
「
御
供
」
の
「
と
も
」
は
同

音
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
男
」
と
「
有
常
」
と
「
惟
喬
親
王
」
と
の
関
係

を
「
友
だ
ち
」
の
「
と
も
」
に
近
づ
け
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
か
。

　
「
友
」
と
「
供
」
の
同
音
性
は
、
第
入
段
と
第
九
段
の
解
釈
に
お
い
て
、

古
注
釈
書
で
問
題
視
さ
れ
て
い
る
。
物
語
中
、
最
初
に
「
と
も
」
の
語
が

登
場
す
る
の
は
第
入
段
で
あ
る
。
天
福
本
で
は
「
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り

ふ
た
り
し
て
ゆ
き
け
り
」
と
仮
名
表
記
の
「
と
も
」
だ
が
、
「
と
も
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

る
人
」
に
つ
い
て
、
『
臆
断
』
で
は
第
九
段
に
漢
字
で
「
友
」
と
記
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

て
い
る
こ
と
か
ら
「
友
だ
ち
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
『
童

注
1
0

子
問
』
は
、
「
友
」
と
「
供
」
は
音
が
通
う
こ
と
を
指
摘
し
、
従
者
の
意

味
と
み
て
い
る
。
「
男
」
が
東
下
り
を
す
る
理
由
は
、
第
三
段
か
ら
第
六

段
に
位
置
す
る
二
条
后
章
段
に
お
け
る
悲
恋
を
連
想
さ
せ
て
い
る
が
、
そ

れ
は
政
治
性
を
孕
む
極
め
て
私
的
な
問
題
で
あ
る
。
「
と
も
と
す
る
人
」

が
男
の
「
友
だ
ち
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
『
古
意
』
が
い
う
よ
う
に
、
彼
ら

に
は
男
と
と
も
に
都
を
出
て
東
国
へ
住
む
べ
き
国
を
求
め
に
行
く
理
由
は

な
い
は
ず
で
あ
る
。
友
情
の
厚
さ
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
こ
こ

は
惟
喬
親
王
と
「
男
」
と
有
常
と
の
関
係
と
は
逆
に
、
「
友
だ
ち
」
に
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

い
従
者
と
し
て
の
「
供
」
の
関
係
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
他
に
、
『
伊
勢
物
語
』
に
「
友
」
・
「
友
だ
ち
」
が
用
い
ら
れ
る
の

は
、
第
十
一
段
、
第
四
十
六
段
、
第
六
十
六
段
、
第
八
十
八
段
、
第
百
九

段
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
か
確
認
し
て
み

た
い
。

第
十
一
段
は
、

む
か
し
、
男
、
あ
づ
ま
へ
ゆ
き
け
る
に
、
友
だ
ち
ど
も
に
、
道
よ
り

い
ひ
お
こ
せ
け
る
。

　
　
忘
す
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
居
に
な
り
ぬ
と
も
空
ゆ
く
月
の
め
ぐ
り

　
　
あ
ふ
ま
で

　
東
下
り
の
途
中
で
男
が
「
友
だ
ち
ど
も
」
に
和
歌
を
詠
む
が
、
同
じ
歌

が
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
は
「
た
ち
ば
な
の
た
だ
も
と
が
人
の
む
す
め
に
し

の
び
て
物
い
ひ
侍
り
け
る
こ
ろ
、
と
ほ
き
所
に
ま
か
り
侍
り
と
て
、
こ
の

女
の
も
と
に
い
ひ
つ
か
は
し
け
る
」
と
橘
忠
幹
が
女
に
詠
ん
だ
歌
と
な
っ

て
い
る
。
第
十
六
段
の
「
年
だ
に
も
」
の
歌
が
恋
歌
と
し
て
『
続
千
載
和

歌
集
』
に
あ
る
例
と
同
様
に
、
こ
の
第
十
一
段
の
歌
も
詞
書
き
を
取
り
払

っ
て
み
る
と
、
恋
愛
歌
と
し
て
成
立
す
る
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

　
第
四
十
六
段
に
は
、

　
む
か
し
、
男
、
い
と
う
る
は
し
き
友
あ
り
け
り
。
か
た
時
さ
ら
ず

あ
ひ
思
ひ
け
る
を
、
人
の
国
へ
い
き
け
る
を
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ

て
別
れ
に
け
り
。
月
日
経
て
お
こ
せ
た
る
文
に
、

　
あ
さ
ま
し
く
、
対
面
せ
で
、
月
日
の
経
に
け
る
こ
と
。
忘
れ
や

　
し
た
ま
ひ
に
け
む
と
、
い
た
く
思
ひ
わ
び
て
な
む
は
べ
る
。
世

　
の
中
の
人
の
心
は
、
目
離
る
れ
ば
忘
れ
ぬ
べ
き
も
の
に
こ
そ
あ

　
め
れ
。
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と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
る
。

　
　
目
離
る
と
も
思
ほ
え
な
く
に
忘
ら
る
る
時
し
な
け
れ
は
お
も
か

　
　
げ
に
立
つ

と
い
う
よ
う
に
、
「
い
と
う
る
は
し
き
友
」
が
「
か
た
時
も
さ
ら
ず
あ
ひ

思
ひ
け
る
」
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
『
愚
見
抄
』
（
『
続
群
書
類
従
』
第

十
入
輯
上
）
で
は
「
ま
こ
と
の
友
だ
ち
を
い
へ
り
。
是
も
女
を
い
へ
る
に

や
。
」
と
し
て
い
る
が
、
「
人
の
国
」
へ
行
く
理
由
は
任
官
に
よ
る
と
考
え

ら
れ
、
こ
れ
も
男
性
間
の
「
友
」
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
も
「
世
の
中

の
人
」
が
対
照
的
に
持
ち
出
さ
れ
、
第
三
十
入
段
で
の
「
世
の
中
の
人
は

恋
と
い
ふ
ら
む
」
な
ど
、
一
般
論
と
比
較
す
る
点
も
共
通
す
る
。

　
第
六
十
六
段
で
は
、

　
　
む
か
し
、
男
、
津
の
国
に
し
る
所
あ
り
け
る
に
、
あ
に
お
と
と
友

習
ひ
き
ゐ
て
、
難
波
の
方
に
い
き
け
り
。
渚
を
見
れ
ば
、
船
ど
も

　
の
あ
る
を
見
て
、

　
　
難
波
津
を
今
朝
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み

　
　
渡
る
船

こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
、
人
々
か
へ
り
に
け
り
。

と
い
う
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
兄
弟
と
並
列
さ
れ
る
存
在
で
あ
り
、
世
の
中

に
対
す
る
憂
い
の
感
情
を
共
有
す
る
者
た
ち
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

　
第
八
十
入
段
で
は
、

　
む
か
し
、
い
と
若
き
に
は
あ
ら
ぬ
、
こ
れ
か
れ
友
だ
ち
ど
も
集
り

て
、
月
を
見
て
、
そ
れ
が
な
か
に
ひ
と
り
、

　
　
お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
つ
も
れ
ば
人
の
老
い

　
　
と
な
る
も
の

　
「
友
だ
ち
ど
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
第
十
一
段
と
同
じ
く
友
だ
ち
集
団

が
登
揚
す
る
。
「
い
と
若
き
に
あ
ら
ぬ
」
者
た
ち
の
集
ま
り
の
中
の
一
人

で
あ
る
男
が
「
老
い
」
に
つ
い
て
の
和
歌
を
詠
む
構
図
だ
か
、
「
い
と
若

き
に
あ
ら
ぬ
」
の
表
現
か
ら
こ
の
「
友
だ
ち
ど
も
」
は
年
齢
が
皆
変
わ
ら

な
い
者
た
ち
、
年
齢
差
の
な
い
集
団
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
。

　
最
後
、
第
百
九
段
で
は
、

む
か
し
、
男
、
友
だ
ち
の
人
を
失
へ
る
が
も
と
に
や
り
け
る
。

　
花
よ
り
も
人
こ
そ
あ
だ
に
な
り
に
け
れ
い
つ
れ
を
さ
き
に
恋
ひ
む

　
と
か
見
し

　
「
友
だ
ち
の
人
の
失
へ
る
」
と
あ
り
、
妻
と
思
わ
れ
る
「
人
」
を
亡
く

し
た
友
人
に
対
し
て
、
慰
め
の
歌
を
贈
っ
て
い
る
。
第
十
六
段
で
妻
が
出

家
し
た
有
常
と
の
関
係
に
も
似
た
、
妻
が
不
在
の
場
で
の
友
だ
ち
関
係
が

描
か
れ
る
。

　
以
上
が
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
友
」
・
「
友
だ
ち
」
が
登
場
す
る
段

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
「
友
」
・
「
友
だ
ち
」
が
ど
の
よ
う
な
存
在

で
あ
る
か
、
三
点
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
ず
、
常
に
一
緒
に
い
た
い
存
在
で
あ

る
こ
と
、
次
に
、
思
い
を
同
じ
く
す
る
者
で
あ
る
こ
と
、
最
後
に
女
性
が
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不
在
の
空
間
で
男
性
の
み
の
関
係
で
使
わ
れ
る
点
で
あ
る
。

　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
「
と
も
」
の
語
源
説
と
し
て
「
何
事
も
諸

共
に
す
る
の
で
、
共
の
義
」
が
挙
げ
ら
れ
、
「
そ
の
者
・
物
と
同
質
で
同

じ
集
団
を
構
成
す
る
要
貝
を
さ
し
て
い
う
。
仲
間
。
つ
れ
。
」
と
い
う
意

味
も
あ
り
、
一
緒
に
い
た
い
存
在
で
あ
る
こ
と
、
思
い
を
同
じ
く
す
る
者

で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
「
と
も
」
の
基
本
的
な
意
味
と
重
な
る
。
し
か

し
、
女
性
が
不
在
の
空
間
で
、
男
性
の
み
の
関
係
で
使
わ
れ
る
点
に
つ
い

て
は
、
辞
書
的
な
意
味
の
範
疇
に
は
な
く
、

　
　
注
1
2

と
言
え
る
。

四
、
男
性
間
に
お
け
る
「
友
」

『
伊
勢
物
語
』
特
有
の
用
法

　
『
古
今
和
歌
集
』
で
「
友
だ
ち
」
に
詠
ん
だ
と
す
る
和
歌
を
、
詞
書
を

取
り
払
っ
て
見
た
と
き
に
、
恋
愛
歌
の
趣
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
先
述
の

通
り
だ
が
、
『
伊
勢
物
語
』
で
の
「
友
」
・
「
友
だ
ち
」
も
ま
た
、
第
三
十

入
段
や
第
四
十
六
段
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
女
性
不
在
の
空
間
で
同
性
間

の
疑
似
恋
愛
、
ま
た
は
同
性
愛
と
も
い
え
る
和
歌
を
贈
答
す
る
存
在
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
な
、
男
性
同
士
の
歌
の
や
り
取
り
に
恋
愛
歌
の
要
素
を
も
っ

た
も
の
と
し
て
、
『
万
葉
集
』
巻
第
十
七
の
大
伴
家
持
と
大
伴
池
主
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

贈
答
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
人
の
膨
大
な
歌
の
贈
答
に
同
性
愛
の
感

情
を
認
め
る
呉
哲
夫
（
「
万
葉
の
「
交
友
」
1
大
伴
家
持
と
同
性
愛
1
」

『
日
本
文
学
』
四
四
－
一
号
一
九
九
五
・
一
）
の
論
は
、
「
大
伴
」
と
い
う

姓
を
持
つ
家
持
が
、
歌
を
通
じ
て
「
身
分
の
上
下
関
係
を
捨
象
し
た
」
と

指
摘
す
る
。
し
か
し
、
直
木
孝
次
郎
（
「
七
、
八
世
紀
に
お
け
る
ト
モ
の

表
記
に
つ
い
て
1
友
と
伴
を
中
心
に
ー
」
『
萬
葉
』
第
一
五
四
号
　
一
九

九
五
。
七
）
）
も
上
代
の
「
と
も
」
の
表
記
に
つ
い
て
は
、
伴
を
友
の
意

味
に
用
い
た
歌
は
『
万
葉
集
』
に
は
一
首
も
な
い
こ
と
か
ら
、
「
友
と
伴

は
ま
っ
た
く
通
用
し
て
い
な
い
」
と
述
べ
、
辰
巳
正
明
（
「
交
友
論
－
家

持
の
同
性
愛
批
判
1
」
『
日
本
文
学
』
四
四
－
＝
号
一
九
九
五
・
一
一
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4

は
、
「
交
友
の
あ
り
よ
う
を
支
え
た
の
は
『
文
選
』
贈
答
の
方
法
」
と
呉

の
論
を
批
判
す
る
。
倉
又
幸
良
（
「
『
伊
勢
物
語
』
の
「
友
」
の
物
語
－
恋

の
一
代
記
の
支
え
」
『
相
模
女
子
大
学
紀
要
（
人
文
・
社
会
）
』
A
六
三
号

二
〇
〇
〇
・
三
）
）
は
、
こ
う
し
た
男
性
同
士
に
よ
る
恋
愛
的
表
現
方
法

を
持
つ
和
歌
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
を
受
け
、
『
伊
勢
物
語
』
で
「
友
」
の

語
を
持
つ
章
段
が
物
語
中
に
散
在
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、

「
友
」
の
章
段
は
、
恋
す
る
男
の
一
代
記
を
支
え
る
た
め
に
所
々
に

布
置
さ
れ
、
特
に
物
語
前
半
に
お
い
て
は
、
男
の
恋
の
若
さ
と
激
し

さ
に
対
応
し
て
、
異
性
愛
的
一
面
を
抱
え
込
ん
だ
の
で
あ
る
。
「
友
」

の
章
段
は
、
一
代
記
を
支
え
続
け
る
た
め
に
、
物
語
前
半
で
は
異
性

愛
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
「
友
」
の
章
段

の
異
性
愛
的
｝
面
に
は
、
伊
勢
物
語
固
有
の
一
代
記
性
を
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
よ
う
に
、
「
恋
す
る
男
」
の
一
代
記
性
を
支
え
る
意
味
を
求
め
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
男
性
同
士
の
疑
似
恋
愛
歌
、
同
性
愛
雰
囲
気
に
つ
い
て

否
定
的
な
論
が
多
い
が
、
呉
論
に
お
け
る
歌
に
よ
っ
て
身
分
の
上
家
関
係

を
な
く
す
と
い
う
構
図
の
萌
芽
は
認
め
ら
れ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
お
い
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て
女
性
不
在
空
間
で
登
場
す
る
「
友
」
・
「
友
だ
ち
」
に
は
、
異
性
と
の
恋

の
代
替
と
な
る
役
割
が
求
め
ら
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
双
方
に
共
通
し
た

意
識
が
必
要
と
な
る
。
業
平
と
紀
有
常
の
義
理
父
子
関
係
が
、
「
男
」
と

有
常
の
「
友
だ
ち
」
と
さ
れ
、
有
常
と
惟
喬
親
王
の
叔
父
と
甥
の
関
係
が

「
御
供
」
と
変
え
ら
れ
、
血
縁
関
係
を
消
し
去
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
精

神
的
連
帯
感
を
強
調
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
に
は
、
婚
姻
に
よ

る
血
縁
関
係
で
摂
関
政
治
を
行
う
藤
原
氏
へ
の
強
烈
な
皮
肉
が
透
か
し
見

え
よ
う
。

五
、
政
治
的
関
係
に
対
す
る
精
神
的
関
係
「
と
も
」

　
第
十
六
段
で
「
三
代
の
み
か
ど
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
」
と
背
景
設
定
の
中
で
登
場
し
た
紀
有
常
は
、
そ
の
「
紀
の
有
避
1
5

と
い
う
名
前
に
政
治
的
落
伍
者
の
イ
メ
ー
ジ
を
付
与
さ
れ
て
い
る
。
史
料

に
見
る
紀
有
常
は
、
文
徳
天
皇
の
時
代
に
次
々
と
叙
任
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
み
え
、
こ
の
背
後
に
は
有
常
の
妹
で
「
三
条
の
町
」
と
呼
ば
れ
て
い
た

静
子
が
、
文
徳
天
皇
に
寵
愛
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
影
響
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
清
和
天
皇
の
時
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
こ
れ
ら
叙
任

も
滞
り
が
ち
と
み
え
、
こ
の
原
因
に
は
静
子
と
の
間
に
生
ま
れ
た
惟
喬
親

王
と
、
良
房
の
娘
染
殿
の
后
と
の
間
の
惟
仁
親
王
の
所
謂
「
位
贈
い
」
に

敗
北
し
た
か
ら
と
さ
れ
る
。
『
三
代
実
録
』
の
清
和
天
皇
即
位
前
紀
に
は
、

三
人
の
兄
を
超
え
て
清
和
天
皇
と
な
る
惟
仁
親
王
が
、
わ
ず
か
生
後
九
ヶ

月
で
立
太
子
し
た
こ
と
か
ら
巷
に
「
三
超
の
歌
」
が
流
行
し
た
こ
と
を
伝

　
　
　
　
　
　
　
注
1
7

え
て
い
る
。
『
江
談
抄
』
に
も
、
文
徳
天
皇
に
は
惟
喬
親
王
に
位
を
譲
る

意
思
が
あ
っ
た
が
、
太
政
大
臣
の
藤
原
良
房
に
悌
り
、
実
現
で
き
な
か
っ

た
こ
と
、
両
者
は
祈
師
ら
を
た
て
る
な
ど
争
っ
た
様
子
が
伝
え
ら
れ
、
こ

れ
は
後
に
『
大
鏡
裏
書
』
や
『
平
家
物
語
』
、
『
曽
我
物
語
』
な
ど
に
立
太

子
争
い
が
あ
っ
た
と
描
か
れ
て
い
く
。

　
　
　
注
1
8

　
片
桐
洋
一
な
ど
、
こ
の
「
位
争
い
」
に
つ
い
て
否
定
す
る
見
方
も
あ
る

が
、
実
際
に
あ
っ
た
か
否
か
の
論
議
は
別
と
し
、
第
十
六
段
の
冒
頭
で

は
、
有
常
を
政
治
的
敗
北
者
と
し
て
造
型
し
て
い
る
。
第
十
六
段
で
「
紀

の
有
常
」
と
い
う
実
名
を
明
か
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て
、
花
井
滋
春

（「

w
伊
勢
物
語
』
実
名
表
記
孜
ー
有
常
と
惟
喬
の
物
語
か
ら
ー
」
『
國
學

院
大
學
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
第
一
〇
号
一
九
八
三
・
三
）
は
、

「
両
者
が
等
質
の
反
俗
的
且
つ
反
逆
精
神
で
結
ば
れ
て
い
た
こ
と
を
強
調

す
る
」
と
し
、
神
尾
暢
子
（
「
伊
勢
物
語
の
有
常
章
段
」
『
伊
勢
物
語
の
成

立
と
表
現
』
新
典
社
二
〇
〇
三
）
は
、
「
権
力
闘
争
に
対
抗
さ
せ
る
も
の

と
し
て
、
友
情
を
位
置
づ
け
た
」
と
描
か
な
い
こ
と
で
よ
り
強
く
政
治
性

を
表
し
て
い
る
と
論
じ
る
。

　
「
男
」
と
政
治
的
敗
北
者
と
し
て
の
「
紀
の
有
常
」
を
「
友
だ
ち
」
と

し
、
血
縁
関
係
を
見
せ
な
い
こ
と
に
よ
り
、
世
代
差
を
無
く
し
、
疑
似
恋

愛
的
な
和
歌
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
、
男
性
同
士
の
連
帯
感
を
強
め
る
。

「
男
」
に
は
二
条
后
章
段
の
悲
恋
と
反
藤
原
氏
意
識
も
底
流
し
て
お
り
、

政
治
的
力
も
家
庭
も
失
っ
た
有
常
と
共
有
で
き
る
要
素
が
あ
る
。
「
あ
ひ

語
ら
ひ
け
る
友
だ
ち
」
同
士
で
あ
る
二
人
が
「
御
供
」
と
し
て
仕
、
尺
る
惟

喬
親
王
の
存
在
に
よ
り
、
政
治
的
敗
北
者
団
体
の
雰
囲
気
は
ま
す
ま
す
濃

厚
に
な
る
。
彼
ら
が
「
や
ま
と
歌
」
に
よ
っ
て
共
有
す
る
風
流
意
識
の
裏

側
に
は
藤
原
氏
に
よ
る
摂
関
政
治
の
舞
台
か
ら
退
場
し
た
哀
愁
が
漂
う
。
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お
わ
り
に

　
惟
喬
親
王
に
対
し
て
「
男
」
と
紀
有
常
は
・
王
従
関
係
で
あ
る
が
、
精
神

的
連
帯
感
を
核
と
し
た
集
ま
り
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「
御
供
」

で
あ
っ
て
も
、
「
公
の
宮
仕
へ
」
を
対
岸
に
お
い
た
、
極
め
て
私
的
な
関

係
で
あ
る
。
「
友
だ
ち
」
関
係
に
あ
る
「
男
」
と
有
常
が
「
御
供
」
を
し

て
い
る
こ
と
に
、
「
友
」
と
「
供
」
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
関
係
を
近
づ

け
、
惟
喬
親
王
を
奉
る
一
方
で
、
「
男
」
と
有
常
の
「
友
だ
ち
」
関
係
に

取
り
込
む
よ
う
な
連
帯
感
を
強
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
「
と
も
」
と
い
う
言
葉
が
持
つ
、
友
情
関
係
と
主
従
関
係
と
い
う
異
な

っ
た
意
味
を
区
別
し
な
が
ら
、
一
方
で
同
化
さ
せ
る
意
識
は
、
「
か
み
、

な
か
、
し
も
（
第
入
十
二
段
）
」
と
身
分
差
を
意
識
さ
せ
な
が
ら
、
直
後

「
み
な
歌
よ
み
け
り
」
と
同
化
さ
せ
る
こ
と
に
も
表
れ
て
い
る
。

　
勿
論
、
繰
り
返
す
が
、
惟
喬
親
王
と
は
「
友
」
で
は
な
く
基
本
的
に

「
あ
る
じ
」
と
「
供
」
の
主
従
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
、
有
常
の
実
名
を

明
か
す
反
面
、
婚
姻
に
よ
る
血
縁
関
係
を
消
し
去
り
、
女
性
を
排
除
し
た

空
間
で
の
み
現
わ
れ
る
「
友
だ
ち
」
と
し
て
「
男
」
と
の
関
係
を
結
び
、

よ
り
精
神
面
を
強
調
し
た
関
係
を
築
き
上
げ
て
い
る
。
二
人
は
惟
喬
親
王

の
「
供
」
と
な
り
、
「
や
ま
と
歌
」
に
よ
っ
て
風
流
な
精
神
的
世
界
を
共

有
す
る
者
た
ち
の
集
合
の
核
に
惟
喬
親
王
は
置
か
れ
る
が
、
根
底
に
は
政

治
的
敗
北
者
の
連
帯
感
が
あ
る
。

　
「
紀
の
有
常
」
登
場
章
段
は
、
い
わ
ば
惟
喬
親
王
章
段
へ
の
布
石
で
あ

る
と
い
え
る
が
、
そ
こ
に
政
治
的
敗
北
者
と
し
て
の
影
と
、
「
紀
の
有
常
」

と
い
う
、
在
原
業
平
と
惟
喬
親
王
の
血
縁
関
係
を
持
つ
実
名
が
必
要
で
あ

っ
た
と
い
え
る
。

注123

『
伊
勢
物
語
』
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
小
学
館

一
九
九
四
）
に
よ
る
。
ま
た
、
『
万
葉
集
』
『
古
今
和
歌
集
』
、
『
続

千
載
和
歌
集
』
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
は
『
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
に
実
名
表
記
登
場
人
物
全
体
に
つ
い
て
論
じ
た
も

の
に
は
、
深
町
健
一
郎
「
『
伊
勢
物
語
』
の
実
名
章
段
論
－
業
平

と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
ー
」
（
『
中
古
文
学
論
孜
』
第
三
号
一
九

八
二
．
一
〇
）
、
松
田
喜
好
「
実
名
登
場
章
段
－
伊
勢
物
語
の
鑑

賞
5
」
（
『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語
』
有
精
堂
出
版
　
一
九
八
三
）
、

河
地
修
「
『
伊
勢
物
語
』
の
実
名
章
段
と
和
歌
」
（
『
文
学
論
藻
』

第
七
一
号
　
一
九
九
七
・
三
）
な
ど
が
あ
る
。

石
田
穣
二
は
、
「
「
が
り
」
は
、
の
も
と
へ
、
の
意
。
愛
す
る
人
同

士
、
あ
る
い
は
ご
く
親
し
い
人
に
限
っ
て
使
わ
れ
る
。
」
（
『
新
版

伊
勢
物
語
』
角
川
書
店
　
一
九
七
九
）
と
し
、
「
こ
こ
に
「
紀
有

常
が
り
」
と
言
っ
た
の
は
、
主
人
公
の
男
と
有
常
と
の
親
密
な
関

係
を
意
識
し
て
の
言
葉
づ
か
い
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
ゆ
え

に
、
一
六
段
を
踏
ま
え
て
の
制
作
と
い
う
こ
と
は
動
か
ぬ
で
あ
ろ

う
。
」
（
『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』
竹
林
舎
二
〇
〇
四
）
と
す
る
。

渡
辺
実
校
注
『
日
本
古
典
文
学
集
成
』
（
新
潮
社
　
一
九
七
六
）

で
は
「
男
は
長
く
待
っ
た
末
に
、
遅
く
戻
っ
て
「
来
」
た
有
常
と

会
い
、
翌
日
に
で
も
自
宅
か
ら
「
や
り
け
る
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
」

一12一
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と
い
う
状
況
と
し
、
「
女
と
逢
っ
た
後
朝
の
よ
う
な
格
好
」
と
し

て
い
る
。

山
田
清
市
『
伊
勢
物
語
成
立
論
序
説
』
（
桜
楓
社
　
一
九
九
一
）

第
一
篇
第
四
章

　
む
か
し
、
男
、
宮
仕
へ
し
け
る
女
の
方
に
、
御
達
な
り
け
る
人

を
あ
ひ
し
り
た
り
け
る
、
ほ
ど
も
な
く
離
れ
に
け
り
。
同
じ
所
な

れ
ば
、
女
の
目
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、
男
は
、
あ
る
も
の
か
と

も
思
ひ
た
ら
ず
。
女
、

　
　
天
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
目
に
は
見
ゆ

　
　
る
も
の
か
ら

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
男
、
返
し
、

　
　
天
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は

　
　
や
み
な
り

と
よ
め
り
け
る
は
、
ま
た
男
あ
る
人
と
な
む
い
ひ
け
る
。

返
歌
の
初
句
に
異
動
が
あ
る
が
、
『
古
今
和
歌
集
』
と
同
歌
を
用

い
て
い
る
。

上
野
英
二
「
狩
と
恋
－
伊
勢
物
語
ノ
ー
ト
」
（
『
成
城
国
文
学
』
第

一
六
号
　
二
〇
〇
〇
・
三
）
は
「
狩
は
恋
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に

　
『
伊
勢
物
語
』
の
狩
の
本
質
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
明

ら
か
だ
ろ
う
。
狩
は
、
女
性
を
狩
っ
た
の
だ
。
」
と
『
伊
勢
物
語
』

に
お
け
る
「
狩
」
と
「
恋
」
を
等
号
で
結
ぶ
。

佐
藤
裕
子
「
伊
勢
物
語
八
十
二
段
の
生
成
1
「
狩
」
の
設
定
を
中

心
に
ー
」
（
『
中
古
文
学
論
孜
』
第
二
号
　
一
九
八
一
．
＝
）

『
契
沖
全
集
第
九
巻
』
久
松
潜
一
監
修
・
築
島
裕
（
他
）
編
集
　
岩

波
書
店
一
九
七
四

　
此
段
よ
り
下
奥
州
ま
で
下
ら
れ
た
る
事
は
、

別
の
段
に
か
け
と
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も
皆
さ
き
の
段
の
末
也
。
と
も
と
す
る
人
は
友
と
す
る
人
也
。
下

に
あ
る
人
の
い
は
く
。
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
い
つ
も
し
を
く
の
か

み
に
す
ゑ
て
た
ひ
の
心
を
よ
め
と
い
ひ
け
れ
は
と
あ
る
は
、
此
友

の
中
也
。
古
今
集
旅
部
に
、
兼
輔
の
玉
く
し
げ
ふ
た
み
の
浦
は
と

云
寄
の
詞
書
に
も
、
と
も
に
有
け
る
人
く
寄
よ
み
け
る
つ
ゐ

て
」
に
よ
め
る
と
い
ふ
は
従
者
な
り
。
こ
れ
に
は
か
は
れ
り
。

第
八
段
の
「
と
も
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
」
の
一
文
を
持

た
な
い
塗
籠
本
系
で
は
、
第
九
段
も
仮
名
表
記
の
「
と
も
」
で
あ

る
。

『
伊
勢
物
語
古
注
釈
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
第
四
巻
』
片
桐
洋
一
編

和
泉
書
院
二
〇
〇
三
）

　
「
友
」
と
い
ふ
字
を
か
き
た
り
と
て
も
、
そ
れ
は
、
訓
の
か
よ

ふ
に
よ
り
て
書
事
、
常
の
事
な
れ
ば
害
な
し
。
も
と
よ
り
、
か
な

書
は
字
義
に
は
よ
ら
ざ
る
事
な
り
け
り
。
さ
れ
ば
、
此
「
と
も
」

は
、
従
老
の
こ
と
・
見
る
べ
し
。
「
一
人
二
人
」
と
圃
、
つ
き
随

ふ
者
、
わ
つ
か
に
一
人
二
人
し
て
行
け
る
成
べ
し
。
（
中
略
）
「
む

か
し
、
男
、
京
や
す
み
う
か
り
け
ん
」
と
有
に
、
友
を
か
た
ら
ふ

べ
き
理
な
く
、
人
に
知
ら
せ
ず
、
し
の
び
て
こ
そ
出
べ
け
れ
ば
、

「
従
者
と
す
る
も
の
、
ひ
と
り
二
人
」
に
こ
そ
理
も
か
な
ふ
べ
け

れ
。
友
と
見
る
、
お
も
は
ざ
る
説
な
る
べ
し
。

第
八
十
二
段
で
は
「
そ
の
木
の
も
と
に
お
り
ゐ
て
」
と
桜
の
木
の

下
に
皆
で
座
る
が
、
第
九
段
で
も
入
つ
橋
に
着
き
、
「
そ
の
沢
の
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ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
」
と
木
の
下
に
座
る
点
は
共
通

す
る
。

平
安
時
代
の
用
例
と
し
て
他
作
品
で
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
（
友
ー

四
例
、
友
だ
ち
ー
三
例
）
、
『
大
和
物
語
』
（
友
だ
ち
－
三
例
）
、

『
平
中
物
語
』
（
友
だ
ち
ー
九
例
、
友
だ
ち
ど
も
1
三
例
、
こ
と

友
だ
ち
ど
も
1
一
例
）
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
（
友
－
十
三
例
、
友
だ

ち
1
六
例
）
、
『
源
氏
物
語
』
（
友
－
十
例
、
友
だ
ち
1
二
例
）

（『

V
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
に
よ
る
。
）
の
用
例
を
検
討
し

た
。

一
例
と
し
て
、
『
万
葉
集
』
巻
第
十
七
の
贈
答
歌
を
挙
げ
て
お
く
。

八
月
七
日
夜
集
二
子
守
大
伴
宿
祢
家
持
館
一
宴
歌

　
　
あ
き
の
た
の
　
ほ
む
き
み
が
て
り
　
わ
が
せ
こ
が
　
ふ
さ
た

　
　
を
り
け
る
　
を
み
な
へ
し
か
も
（
三
九
六
五
）

　
右
一
首
守
大
伴
宿
祢
家
持
作

　
　
を
み
な
へ
し
さ
き
た
る
の
へ
を
ゆ
き
め
ぐ
り
き
み
を

　
　
お
も
ひ
い
で
　
た
も
と
ほ
り
き
ぬ
（
三
九
六
六
）

　
　
あ
き
の
よ
は
　
あ
か
と
き
さ
む
し
　
し
ろ
た
へ
の
　
い
も
が

　
　
こ
ろ
も
で
　
き
む
よ
し
も
が
も
（
三
九
六
七
）

　
　
ほ
と
と
ぎ
す
　
な
き
て
す
ぎ
に
し
　
を
か
び
か
ら
　
あ
き
か

　
　
ぜ
ふ
き
ぬ
　
よ
し
も
あ
ら
な
く
に
（
三
九
六
八
）

　
右
三
首
橡
大
伴
宿
祢
池
主
作

『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
友
」
、
「
友
だ
ち
」
に
つ
い
て
も
、
山

本
登
朗
に
漢
籍
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て

は
稿
を
改
め
た
い
。
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『
日
本
三
代
實
録
』
元
慶
元
年
正
月
二
十
三
日
条
（
『
國
史
大
系
第

四
巻
』
黒
板
勝
美
　
國
史
大
系
編
修
會
編
　
吉
川
弘
文
館
一
九

三
四
）

　
廿
三
日
乙
未
。
從
四
位
下
行
周
防
櫃
守
紀
朝
臣
有
常
卒
。
有
常

者
左
京
人
。
正
四
位
下
名
虎
之
子
也
。
性
清
警
有
二
儀
望
一
ゆ
少
年

侍
－
二
奉
仁
明
天
皇
一
ゆ
承
和
中
耀
拝
二
左
兵
衛
大
尉
補
数
年
右
近

衛
椹
將
監
。
兼
二
近
江
権
少
豫
司
仁
壽
初
遷
二
左
馬
助
司
是
年

授
二
從
五
位
下
の
爲
二
但
馬
介
司
左
馬
助
如
レ
故
。
俄
而
右
兵
衛

佐
兼
讃
岐
介
。
尋
授
二
從
五
位
上
の
迂
二
左
近
衛
少
將
「
ゆ
讃
岐
介

如
レ
故
。
天
安
元
年
自
二
左
近
衛
少
將
の
遷
爲
二
伊
勢
権
守
一
心
同

年
除
二
少
納
言
司
兼
二
侍
從
の
明
年
遷
二
肥
後
梅
守
一
心
貞
観
九
年

爲
二
下
野
橿
守
』
秩
溝
爲
二
信
濃
椹
守
の
十
五
年
授
二
正
五
位
下
の

十
七
年
爲
二
雅
樂
頭
の
十
八
年
至
二
從
四
位
下
司
爲
二
周
防
椹
守
司

卒
時
年
六
十
＝
一
。
」

　
『
古
今
和
歌
集
目
録
』
紀
有
常
（
『
群
書
類
従
　
第
五
輯
』
塙
保

己
一
編
　
続
群
書
類
従
完
成
會
　
一
九
六
四
）

　
正
四
位
下
名
虎
男
。
口
承
和
十
年
正
月
任
二
左
兵
衛
大

尉
司
嘉
祥
三
年
補
二
藏
人
一
心
四
月
二
日
任
二
左
近
將
監
司
五
月
十

七
日
兼
二
近
江
権
少
豫
』
文
徳
御
時
。
仁
壽
元
年
十
一
月
廿
六
日

叙
二
從
五
位
下
』
七
月
十
六
日
任
二
左
馬
助
』
三
年
正
月
十
六
日

任
二
左
兵
衛
佐
の
齊
衡
元
年
正
月
兼
二
讃
岐
介
の
二
年
正
月
七
日

叙
二
從
五
位
上
一
十
五
日
任
二
左
近
少
將
』
兼
。
四
年
九
月
廿
七

日
任
二
少
納
言
司
天
安
二
年
二
月
五
日
兼
二
肥
後
槽
守
司
貞
観
七

年
三
月
一
日
任
二
刑
部
権
大
輔
司
十
三
年
三
月
二
日
兼
二
信
濃
椹
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守
司
十
五
年
正
月
七
日
叙
二
正
五
位
下
』
十
七
年
正
月
十
三
日

任
二
雅
樂
頭
』
十
入
年
正
月
七
日
叙
二
從
四
位
下
』
元
慶
元
年

月
十
五
日
任
二
周
防
権
守
一
ゆ

『
日
本
三
代
実
録
』
清
和
天
皇
即
位
前
紀
　
天
安
二
年
八
月

（『

綜
j
大
系
第
四
巻
』
経
濟
雑
誌
社
一
入
九
七
）

　
天
皇
。
誰
惟
仁
。
文
徳
天
皇
之
第
四
子
也
。
母
太
皇
太
后
藤
原

氏
。
太
政
大
臣
贈
正
一
位
良
房
朝
臣
之
女
也
。
嘉
祥
三
年
歳
在
二

庚
午
一
三
月
廿
五
日
癸
卯
。
生
二
天
皇
於
太
政
大
臣
東
京
一
條
第
』

十
一
月
廿
五
日
戊
戌
。
立
為
二
皇
太
子
』
干
レ
時
誕
育
九
月
也
。

先
レ
是
有
二
童
謡
一
云
。
大
枝
乎
超
天
走
超
天
躍
止
利
騰
加
理
超

天
。
我
耶
護
毛
留
田
仁
耶
。
捜
阿
左
理
食
無
志
岐
耶
。
雄
々
伊
志

岐
耶
。
識
者
以
為
。
大
枝
謂
二
大
兄
一
也
。
是
時
。
文
徳
天
皇
有
二

四
皇
子
凶
第
一
惟
喬
親
王
。
第
二
惟
條
親
王
。
第
三
惟
彦
親
王
。

皇
太
子
是
第
四
皇
子
也
。
天
意
若
日
超
三
二
兄
一
而
立
。
故
有
二
此

三
超
之
謡
一
焉
。

『
江
談
抄
』
第
二
雑
事
（
一
）
（
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
山
根

封
助
・
後
藤
昭
雄
校
注
　
岩
波
書
店
一
九
九
七
）

　
天
安
皇
帝
、
惟
喬
親
王
に
譲
位
の
志
有
る
事

　
命
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
「
天
安
皇
帝
、
宝
位
を
惟
喬
親
王
に
譲

る
志
有
り
。
太
政
大
臣
忠
仁
公
、
天
下
の
政
を
惣
摂
し
、
第
｝
の

臣
為
り
。
揮
り
思
し
て
口
よ
り
出
だ
さ
ざ
る
間
、
漸
く
数
月
を
経

た
り
と
云
々
。
あ
る
い
は
神
祇
に
祈
請
し
、
ま
た
秘
法
を
修
し
、

仏
力
に
祈
る
。
真
済
僧
正
は
小
野
親
王
の
祈
師
為
り
、
真
雅
僧
都

は
東
宮
の
護
持
僧
為
り
と
云
々
。
お
の
お
の
祈
念
を
専
ら
に
し
、

18

互
ひ
に
相
猜
ま
し
む
」
と
云
々
。

片
桐
洋
一
『
在
原
業
平
・
小
野
小
町
天
才
作
家
の
虚
像
と
実
像
』

（
新
典
社
一
九
九
一
）

　
参
議
以
上
の
人
が
皆
無
の
紀
氏
を
外
戚
と
す
る
惟
喬
親
王
よ

り
、
最
高
権
力
者
で
あ
る
右
大
臣
藤
原
良
房
を
外
祖
父
と
す
る
惟

仁
親
王
が
立
太
子
す
る
の
は
、
当
時
と
し
て
は
、
い
わ
ば
当
然
で

あ
っ
て
、
長
子
相
続
が
原
則
と
な
っ
て
い
る
後
代
の
常
識
で
事
を

推
し
測
る
こ
と
は
適
当
で
は
な
い
。

【
付
記
】
本
論
は
中
古
文
学
会
関
西
部
会
第
一
六
回
例
会
に
お
け
る
口

　
頭
発
表
を
基
に
し
て
お
り
ま
す
。
ご
意
見
・
ご
教
示
い
た
だ
い
た
先

　
生
方
に
深
く
お
礼
申
し
あ
げ
ま
す
。
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