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『伊勢物語』第二十三段「けこ」について

は
じ
め
に

　
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
は
、
幼
な
じ
み
の
男
女
が
結
婚
し
た
後
、

「
男
」
が
他
の
女
の
も
と
に
通
う
よ
う
に
な
る
が
、
妻
の
和
歌
に
よ
っ
て

自
分
を
案
じ
る
思
い
に
感
動
し
、
他
の
女
に
通
う
の
を
や
め
元
通
り
に
な

る
話
で
あ
る
。

　
以
下
、
第
二
十
三
段
に
登
場
す
る
妻
を
「
大
和
の
女
」
、
「
男
」
が
新
し

く
通
う
よ
う
に
な
っ
た
女
を
「
高
安
の
女
」
と
呼
ぶ
が
、
「
男
」
が
高
安

の
女
の
元
に
通
わ
な
く
な
っ
た
理
由
は
「
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り

け
れ
、
い
ま
は
う
ち
と
け
て
、
て
つ
か
ら
い
ゐ
が
ひ
と
り
て
、
け
こ
の
う

つ
わ
物
に
も
り
け
る
を
見
て
、
心
う
が
り
て
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
」
と

あ
る
。
こ
の
「
け
こ
」
に
つ
い
て
現
在
多
く
の
注
釈
書
で
は
「
笥
子
」
と

漢
字
を
当
て
、
器
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
が
、
「
家
子
」
説
も
あ
り
、
近

年
再
考
を
促
す
論
考
が
み
ら
れ
る
。

　
本
論
で
は
、
『
伊
勢
物
語
」
第
二
十
三
段
が
大
和
の
女
と
高
安
の
女
と

い
う
二
人
妻
を
比
較
す
る
話
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、

考
し
て
み
た
い
。

一、

u
笥
子
」
説

「
家
子
」
説
を
再

第
二
十
三
段
は
以
下
の
通
り
三
場
面
に
分
け
ら
れ
る
構
成
で
あ
る
。

A
　
む
か
し
、
ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に

　
い
で
＼
遊
び
け
る
を
お
と
な
に
な
り
に
け
れ
ば
、
お
と
こ
も
女
も
は

　
ち
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、
お
と
こ
は
こ
の
女
を
こ
そ
え
め
と
お
も

　
ふ
、
女
は
こ
の
お
と
こ
を
と
お
も
ひ
つ
＼
お
や
の
あ
は
す
れ
ど
も
、

　
き
か
で
な
む
あ
り
け
る
。
さ
て
、
こ
の
と
な
り
の
お
と
こ
の
も
と
よ

　
り
、
か
く
な
む
、

　
　
　
①
つ
＼
ゐ
つ
の
ゐ
づ
、
に
か
け
し
ま
う
が
た
け
す
ぎ
に
け
ら
し

　
　
　
　
な
い
も
見
ざ
る
ま
に

女
、
返
し
、

1



　
　
　
②
く
ら
．
こ
し
ふ
り
わ
け
が
み
も
か
た
す
ぎ
ぬ
き
み
な
ら
ず
し

　
な
ど
い
ひ
く
て
、
つ
ゐ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

　
　
ま
＼
に
、
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
か

　
　
う
ち
の
く
に
た
か
や
す
の
こ
ほ
り
に
、
い
き
か
よ
ふ
所
い
で
き
に

　
　
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
あ
し
と
お
も
へ
る
け
し

　
　
き
も
な
く
て
、
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
お
と
こ
、
と
心
あ
り
て

　
　
か
＼
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
せ
ん
さ
い
の
中
に
か

　
　
く
れ
ゐ
て
、
か
う
ち
へ
い
ぬ
る
か
ほ
に
て
見
れ
ば
、
嚢

　
　
ー
う
ち
な
が
め
て
、

　
　
　
③
風
ふ
け
ば
お
き
つ
し
ら
浪
た
つ
た
山
夜
は
に
や
君
が
ひ
と
り

　
　
　
　
こ
ゆ
ら
む

　
と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ

　
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
。

C
　
ま
れ
く
か
の
た
か
や
す
に
来
て
見
れ
ば
、
は
じ
め
こ
そ
心
に
く

　
も
つ
く
り
け
れ
　
い
ま
は
う
ち
と
け
て
、
て
つ
か
ら
い
ゐ
が
ひ
と

　
い
か
ず
な
り
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
や
ま
と
の
方
を

　
見
や
り
て
、

　
　
④
君
が
あ
た
り
見
つ
＼
を
～
ら
む
い
こ
ま
山
く
も
な
か
く
し
そ

　
　
　
雨
は
ふ
る
と
も

と
い
ひ
て
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
、
や
ま
と
人
「
来
む
」
と
い

刎
。
よ
ろ
こ
び
て
ま
つ
に
、
た
び
く
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

　
　
⑤
君
こ
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
す
ぎ
ぬ
れ
ば
た
の
ま
ぬ
物
の
こ

　
　
　
ひ
つ
＼
ぞ
ふ
る

と
い
ひ
け
れ
ど
、
お
と
こ
す
ま
ず
な
り
に
け
り
。

　
幼
な
じ
み
の
男
女
が
想
い
合
っ
て
結
婚
す
る
A
、
「
男
」
が
高
安
の
女

の
元
に
通
う
よ
う
に
な
る
が
、
大
和
の
女
が
詠
む
和
歌
を
聞
き
、
高
安
通

い
を
や
め
る
と
い
う
B
、
高
安
の
女
の
後
日
談
で
あ
る
C
の
場
面
に
分
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
ユ

ら
れ
る
。
こ
の
段
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
九
九
四
番
歌
と
左
注
に
よ
る
B

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　

を
核
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
は
な
か
っ

た
高
安
の
女
を
登
場
さ
せ
た
点
が
『
伊
勢
物
語
』
独
自
の
展
開
で
あ
る
。

　
B
の
最
後
で
「
河
内
へ
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
」
と
締
め
く
く
る
も
の

の
、
そ
の
後
す
ぐ
に
「
ま
れ
く
か
の
た
か
や
す
に
来
て
見
れ
ば
」
と
訪

れ
て
お
り
、
高
安
の
女
の
様
子
を
見
て
「
心
う
が
り
て
、
い
か
ず
な
り
に

け
り
」
と
あ
る
。
高
安
の
女
か
ら
の
和
歌
に
対
し
て
、
「
か
ら
う
じ
て
、

や
ま
と
人
「
来
む
」
と
い
へ
り
」
と
は
伝
え
る
も
の
の
、
結
局
「
お
と
こ

す
ま
ず
な
り
に
け
り
」
と
仲
が
途
切
れ
る
。

　
大
和
の
女
の
和
歌
で
自
分
へ
の
思
い
を
知
っ
た
「
男
」
が
「
河
内
へ
も

い
か
ず
な
り
に
け
り
」
と
円
満
に
終
わ
っ
て
も
い
い
も
の
の
、
高
安
の
女

と
の
歯
切
れ
の
悪
い
と
も
い
え
る
後
日
談
が
語
ら
れ
る
C
の
部
分
が
つ
け

ら
れ
て
い
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
。

　
「
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
い
ま
は
う
ち
と
け
て
、
て
つ

か
ら
い
ゐ
が
ひ
と
り
て
、
け
こ
の
う
つ
わ
物
に
も
り
け
る
を
見
て
、
心
う

が
り
て
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
」
と
い
う
高
安
の
女
の
行
為
に
つ
い
て

「
け
こ
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
よ
っ
て
、
「
男
」
が
何
を
「
心
う
が
り
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『伊勢物語』第二十三段「けこ」について

て
」
通
わ
な
く
な
っ
た
の
か
も
変
わ
る
。
ち
な
み
に
、
『
伊
勢
物
語
』
中

で
他
に
食
べ
物
が
描
か
れ
る
の
は
、
第
九
段
の
「
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の

う
へ
に
な
み
だ
お
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
」
と
い
う
乾
飯
で
こ
の
第
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

三
段
と
合
わ
せ
て
二
例
の
み
の
特
殊
例
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
現
在
の
注
釈
書
で
多
く
採
ら
れ
て
い
る
「
笥
子
」
で
は
ど
う
か
。

　
「
笥
子
」
は
賀
茂
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
以
降
主
流
に
な
っ
た
説

で
あ
る
。

　
「
け
こ
は
、
或
説
に
家
の
子
に
て
、
家
人
奴
碑
の
事
と
い
へ
る
も
理
り

な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
古
本
に
饅
子
と
書
、
万
葉
に
も
、
家
に
あ
れ
ば
笥
に

盛
る
飲
を
と
も
あ
れ
ば
、
飯
鋸
の
器
て
ふ
意
也
け
り
仔
崩
静
殉
能
揮
敬
祉
ほ
の

驚
い
っ
譲
よ
」

と
い
う
解
釈
を
受
け
継
ぎ
、
藤
井
高
尚
の
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
（
片
桐
洋

一
・
山
本
登
朗
編
『
鉄
心
斎
文
庫
伊
勢
物
語
古
注
釈
叢
刊
』
第
1
3
巻
　
八

木
書
店
　
二
〇
〇
二
年
）
で
「
「
け
ご
」
は
笥
子
に
て
飯
も
る
器
な
り
」

と
し
て
い
る
。

　
現
代
の
諸
注
釈
で
も
、
池
田
亀
鑑
『
伊
勢
物
語
精
講
』
（
學
燈
社
　
一

九
五
五
年
）
、
上
坂
信
男
『
伊
勢
物
語
評
解
』
（
有
精
堂
出
版
　
一
九
六
九

年
）
、
森
野
宗
明
『
講
談
社
文
庫
　
伊
勢
物
語
』
（
講
談
社
　
一
九
七
二

年
）
、
渡
辺
実
校
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
伊
勢
物
語
』
（
新
潮
社
　
一

九
七
六
年
）
、
石
田
穣
二
訳
注
『
角
川
文
庫
　
伊
勢
物
語
』
（
角
川
書
店
一

九
七
九
年
）
、
福
井
貞
助
校
注
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
伊
勢
物

語
』
（
小
学
館
　
一
九
九
四
年
）
、
秋
山
度
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
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@
伊
勢
物
語
』
（
岩
波
書
店
　
一
九
九
七
年
）
と
多
く
が
こ
の
「
笥
子
」

説
を
採
用
し
て
い
る
。

　
高
安
の
女
が
自
ら
笥
子
に
盛
る
こ
と
を
「
男
」
が
不
快
に
感
じ
た
理
由

に
つ
い
て
は
、
高
崎
正
秀
氏
は
「
矛
の
力
」
（
『
國
學
院
雑
誌
』
第
五
十
四

巻
第
一
号
　
一
九
五
三
年
四
月
）
に
て
、
「
思
ふ
に
、
こ
の
女
は
既
に
既

婚
者
で
あ
り
、
家
刀
自
と
し
て
他
に
も
男
が
あ
り
、
少
く
と
も
娘
分
で
は

な
か
つ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
ゐ
る
も
の
と
認
め
る
よ
り
外
は
な
い
」
と
し

　
注
4

て
い
る
。
石
田
穣
二
氏
は
『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』
（
竹
林
舎
　
二
〇
〇
四

年
）
で
、
「
こ
の
箇
所
、
女
が
手
つ
か
ら
飯
匙
を
執
っ
て
飯
を
盛
っ
た
の

が
な
ぜ
男
の
不
興
を
買
っ
た
の
か
、
や
や
わ
か
り
に
く
い
。
食
物
を
盛
り

分
け
る
の
は
そ
の
家
の
主
婦
の
権
限
で
あ
り
、
こ
の
女
は
ま
だ
若
く
、
母

親
が
い
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
れ
を
さ
し
お
い
て
飯
匙
に
手
を
出
し
た
の
は
、

こ
の
女
の
食
い
意
地
の
張
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
ろ
う
」
と
い
う

よ
う
に
、
大
和
の
女
が
「
お
や
な
く
」
と
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
高
安
の

女
に
は
描
か
れ
な
い
が
親
の
存
在
を
背
景
に
見
て
い
る
。

　
で
は
、
こ
の
「
け
こ
」
を
「
家
子
」
で
読
む
と
ど
う
な
る
か
。

一一

A
「
家
子
」
説

　
「
家
子
」
は
『
竹
取
物
語
』
の
く
ら
も
ち
の
皇
子
に
出
さ
れ
た
難
題
で

あ
る
「
蓬
莱
の
玉
の
枝
」
を
作
っ
た
工
匠
が
愁
訴
す
る
言
葉
に
「
し
か
る

に
、
禄
い
ま
だ
賜
は
ら
ず
。
こ
れ
を
賜
ひ
て
、
わ
ろ
き
翠
に
賜
は
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

む
」
と
あ
る
の
が
初
出
と
さ
れ
、
第
二
十
三
段
の
家
子
説
も
笥
子
説
よ
り

も
古
く
か
ら
あ
る
。
『
書
陵
部
本
和
歌
知
顕
抄
』
「
け
こ
と
は
、
家
の
う
ち

に
さ
だ
ま
り
た
る
人
か
ず
な
り
」
、
『
愚
見
抄
』
の
「
け
こ
は
家
子
也
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
こ

『
閾
疑
抄
』
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
、
家
子
と
書
り
」
や
、
『
拾
穂
抄
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

「
真
名
伊
勢
物
語
二
諫
子
之
器
と
あ
り
家
子
也
」
と
古
注
釈
で
は
、
『
古

3



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

意
』
の
笥
子
説
以
前
は
「
家
子
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
い
た
。

　
岡
崎
正
継
氏
は
け
こ
「
饒
子
」
の
語
誌
（
中
田
祝
夫
他
編
集
『
古
語
大

辞
典
』
　
小
学
館
　
一
九
八
三
年
）
で

　
　
伊
勢
物
語
の
例
は
、
一
般
に
は
「
け
」
を
「
笥
」
、
「
こ
」
を
「
籠
」

　
　
あ
る
い
は
接
尾
語
「
子
」
と
解
し
て
、
飯
を
盛
る
器
と
解
し
て
い
る

　
　
が
、
そ
れ
だ
と
、
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
は
飯
を
盛
る
器
の
器
と

　
　
な
り
、
不
自
然
で
あ
る
。
色
葉
字
類
抄
の
例
は
、
「
人
倫
」
の
部
に

　
　
「
験
者
」
と
並
べ
て
載
せ
ら
れ
、
「
家
口
（
耐
1
1
一
家
ノ
者
）
也
」
と

　
　
注
せ
ら
れ
て
い
る
。
類
聚
名
義
抄
の
饒
も
元
来
、
食
物
を
贈
る
意
で
、

　
　
食
器
の
意
は
な
い
。
食
器
を
い
う
語
は
、
た
と
え
ば
黒
川
本
色
葉
字

　
　
類
抄
・
雑
物
部
に
、
「
笥
食
器
也
ヶ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
け
」
で
あ

　
　
っ
て
「
け
こ
」
で
は
な
い
。
以
上
、
い
ず
れ
も
一
家
春
属
（
け
ん
ぞ
く
）

　
　
の
者
の
意
の
「
け
こ
（
家
子
）
」
と
見
る
の
が
自
然
で
、
食
器
と
し

　
　
て
の
「
け
こ
」
の
存
在
は
疑
わ
し
い
。
な
お
、
第
二
例
「
ケ
コ
」
に

　
　
は
土
ハ
に
平
声
単
点
が
う
た
れ
、
清
音
で
あ
る
。

と
「
笥
子
」
説
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
確
か
に
、
「
笥
子
」
が
器

の
意
味
な
ら
ば
、
「
け
こ
に
も
る
」
で
意
味
は
通
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

こ
の
う
つ
わ
も
の
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。

　
竹
岡
正
夫
氏
は
（
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
　
古
注
釈
十
一
種
集
成
』
右
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

書
院
一
九
八
七
年
）
で
「
「
け
こ
」
（
「
け
ご
」
と
も
）
は
家
族
や
家
来
・

召
使
と
解
す
る
の
が
妥
当
。
こ
こ
で
は
、
女
が
、
先
の
妻
の
ご
と
く
夫
を

偲
ぶ
歌
を
優
雅
に
詠
む
ど
こ
ろ
か
、
一
家
春
属
の
者
た
ち
の
食
器
に
飯
を

盛
り
分
け
た
り
し
て
、
た
ま
た
ま
訪
問
し
て
来
て
い
る
夫
な
ど
眼
中
に
も

な
く
、
糠
味
噌
女
房
に
ど
っ
ぷ
り
浸
か
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
で
は
貴
族
の
男
な
ら
ず
と
も
「
心
憂
が
り
て
」
足
も
遠
ざ
か
る
の
も

当
然
だ
」
と
し
て
い
る
。
所
帯
じ
み
た
行
為
を
不
快
に
感
じ
た
も
の
と
し

て
捉
え
て
い
る
。

　
　
　
　
注
9

　
山
本
登
朗
氏
は
、
古
注
釈
や
そ
の
影
響
を
受
け
た
絵
画
資
料
、
中
世
小

説
「
窓
の
教
」
を
考
察
し
、
「
男
」
が
ど
こ
か
ら
高
安
の
女
を
見
て
い
た

か
、
つ
ま
り
垣
間
見
を
し
た
の
か
、
高
安
の
女
の
目
の
前
に
い
た
の
か
、

と
い
う
点
と
「
け
こ
」
は
「
笥
子
」
か
「
家
子
」
な
の
か
と
い
う
二
点
の

疑
問
を
提
示
し
た
。
こ
れ
ら
四
通
り
の
組
み
合
わ
せ
か
ら
、
「
男
」
は
高

安
の
女
の
目
の
前
で
一
家
春
属
の
「
家
子
」
の
食
器
に
飯
を
盛
っ
て
い
た

と
い
う
解
釈
を
導
き
出
し
た
。

　
　
　
注
1
0

　
原
國
人
氏
は
『
蒙
求
』
の
説
話
「
孟
光
荊
銀
」
や
、
そ
れ
を
基
に
し
た

と
考
え
ら
れ
る
『
唐
物
語
』
第
四
「
孟
光
、
夫
の
梁
鴻
に
よ
く
仕
ふ
る

語
」
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
「
家
子
」
説
を
と
る
。
早
乙
女
利
光
氏

も
、
『
唐
物
語
』
を
例
に
「
高
安
の
女
は
格
式
張
っ
た
客
用
で
は
な
く
、

親
し
い
家
族
に
使
用
す
べ
き
器
に
飯
を
盛
っ
て
、
男
に
差
し
出
し
た
」
と

解
釈
す
る
が
、
そ
の
後
の
用
例
調
査
の
結
果
、
こ
の
説
を
除
外
し
、
新
た

に
家
族
を
意
味
す
る
「
家
口
」
説
を
唱
え
コ
局
安
の
女
は
両
親
に
飯
を
盛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

り
分
け
て
い
た
」
と
考
察
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
近
年
「
家
子
」
あ
る
い
は
「
家
口
」
と
い
う
よ
う
に
、

「
け
こ
」
を
「
笥
子
」
と
い
う
器
と
し
て
解
さ
な
い
説
が
見
直
さ
れ
て
い

注
1
2

る
。
こ
の
「
家
子
」
に
つ
い
て
本
文
に
立
ち
返
っ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

三
、
比
べ
ら
れ
る
女

高
安
の
女
登
場
理
由
に
は
大
和
の
女
と
の
対
比
が
考
え
ら
れ
る
。
二
人

4



『伊勢物語』第二十三段「けこ」について

の
女
の
対
比
を
顕
著
に
み
せ
る
の
は
、
同
様
の
話
を
持
つ
『
大
和
物
語
』

第
百
四
十
九
段
で
あ
る
。

　
む
か
し
、
大
和
の
国
、
葛
城
の
郡
に
す
む
男
女
あ
り
け
り
。
扇

ー
。
年
ご
ろ
思
ひ
か
は
し
て
す
む
に
、

り
な
く
思
ひ
な
が
ら
妻
を
ま
う
け
て
け
り
。
こ
の
今
の
妻
は
、
富
み

だ
，
烈
，
女
に
，
類
む
，
戯
顔
，
げ
毒
d
、
，
ご
ど
，
侵
思
，
ば
ね
，
ど
M
，
，
“
げ
，
ば
，
い
み
，
じ
引

い
た
は
り
、
身
の
装
束
も
い
と
清
ら
に
せ
さ
せ
げ
，
鯛
，
。
か
く
に
ぎ
は

は
し
き
所
に
な
ら
ひ
て
、
来
た
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
わ
ろ
げ
に
て

ゐ
て
、
か
く
ほ
か
に
あ
り
け
ど
、
さ
ら
に
ね
た
げ
に
も
見
え
ず
な
ど

あ
れ
ば
、
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
け
り
。
心
地
に
は
か
ぎ
り
な
く
ね
た

く
心
憂
く
思
ふ
を
、
し
の
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。
と
ど
ま
り
な
む

と
思
ふ
夜
も
、
な
ほ
「
い
ね
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
わ
が
か
く
歩
き
す

る
を
ね
た
ま
で
、
こ
と
わ
ざ
す
る
に
や
あ
ら
む
。
さ
る
わ
ざ
せ
ず
は
、

恨
む
る
こ
と
も
あ
り
な
む
な
ど
、
心
の
う
ち
に
思
ひ
け
り
。
さ
て
、

い
で
て
い
く
と
見
え
て
、
前
栽
の
中
に
か
く
れ
て
、
男
や
来
る
と
、

見
れ
ば
、
は
し
に
い
で
ゐ
て
、
月
の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
に
、

か
し
ら
か
い
け
づ
り
な
と
し
て
を
り
。
夜
ふ
く
る
ま
で
寝
ず
、
い
と

い
た
う
う
ち
嘆
き
て
な
が
め
け
れ
ば
、
「
人
待
つ
な
め
り
」
と
見
る

に
、
使
ふ
人
の
前
な
り
け
る
に
い
ひ
け
る
。

　
　
風
吹
け
ば
沖
つ
し
ら
な
み
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ

　
　
ゆ
ら
む

と
よ
み
け
れ
ば
、
わ
が
う
へ
を
思
ふ
な
り
け
り
と
思
ふ
に
、
い
と
悲

し
う
な
り
ぬ
。
こ
の
今
の
妻
の
家
は
、
龍
田
山
こ
え
て
い
く
道
に
な

む
あ
り
け
る
。
か
く
て
な
ほ
見
を
り
け
れ
ば
、
こ
の
　
　
う
ち
六
き

あ
や
し
、
い
か
に
す
る
に
か
あ
ら
む
と
て
、
な
ほ
見
る
。
さ
れ
ば
こ

の
水
、
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、
湯
ふ
て
つ
。
ま
た
水
を
入
る
。
見

る
に
い
と
悲
し
く
て
、
走
り
い
で
て
、
「
い
か
な
る
心
地
し
た
ま
へ

ば
、
か
く
は
し
た
ま
ふ
ぞ
」
と
い
ひ
て
、
か
き
抱
き
て
な
む
寝
に
け

る
。
か
く
て
ほ
か
へ
も
さ
ら
に
い
か
で
、
つ
と
ゐ
に
け
り
。
か
く
て

月
日
お
ほ
く
経
て
思
ひ
や
る
や
う
、
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、
女
の
思

ふ
こ
と
、
い
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
を
、
か
く
い
か
ぬ
を
い
か

に
思
ふ
ら
む
と
思
ひ
い
で
て
、
あ
り
し
女
の
が
り
い
き
た
り
け
り
。

久
し
く
い
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
ま
し
く
て
立
て
り
け
る
。
ざ
，
で
が
，

“
，
劇
め
，
ば
罵
，
－
わ
，
れ
に
，
ば
よ
，
ぐ
，
で
見
え
U
，
が
ど
鰯
，
，
“
，
ど
－
あ
や
，
U
剖
，
ざ
剥
，

な
烈
友
を
，
着
で
、
，
，
犬
櫛
を
面
，
擶
に
ざ
U
が
げ
，
で
を
頓
醐
，
、
手
つ
が
－
引
飯

む
，
り
を
，
頓
，
げ
み
d
，
，
“
ど
“
，
み
じ
，
ど
思
び
，
で
M
，
，
来
め
，
げ
る
讃
，
畜
に
刈
，
，
“
，

か
ず
な
り
に
け
り
。
こ
の
男
は
お
ほ
き
み
な
り
け
り
。

　
大
和
の
女
を
「
顔
か
た
ち
い
と
清
ら
な
り
」
と
容
姿
を
褒
め
、
経
済
状

況
を
理
由
に
通
い
始
め
た
高
安
の
女
に
つ
い
て
「
富
み
た
る
女
」
と
述
べ

る
。
「
男
」
が
垣
間
見
た
大
和
の
女
は
「
か
し
ら
か
い
け
づ
り
な
ど
し
て

を
り
」
と
髪
を
杭
か
し
、
高
安
の
女
を
垣
間
見
る
と
「
い
と
あ
や
し
き
さ

ま
な
る
衣
を
着
て
、
大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
て
を
り
」
と
い
う
み
す
ぼ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

ら
し
い
着
物
に
大
櫛
を
前
髪
に
挿
す
と
い
う
様
子
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
大

和
の
女
は
「
か
な
ま
り
に
水
を
入
れ
て
胸
に
な
む
す
ゑ
た
り
け
る
」
と
水
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を
入
れ
た
金
鏡
を
胸
に
当
て
る
と
熱
湯
に
な
る
と
い
う
「
お
も
ひ
」
を
抱

い
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
高
安
の
女
は
「
手
つ
か
ら
飯
も
り
を
り
け

る
」
と
自
ら
ご
飯
を
盛
っ
て
い
た
。
「
か
な
ま
り
」
と
い
う
金
属
の
碗
と

飯
を
盛
る
器
も
対
照
的
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
三
段
で
も
、
B
の
冒
頭
で
「
さ
て
年
ご
ろ
ふ
る

ほ
ど
に
、
女
、
お
や
な
く
、
た
よ
り
な
く
な
る
ま
、
に
、
も
ろ
と
も
に
い

ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
と
て
」
と
大
和
の
女
の
親
が
亡
く
な
り
、
経

済
状
況
が
厳
し
く
な
っ
た
こ
と
を
理
由
に
高
安
に
通
い
始
め
る
。
B
の
最

後
で
は
「
河
内
へ
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
」
と
円
満
に
ま
と
め
な
が
ら
、

C
で
は
、
「
ま
れ
く
か
の
た
か
や
す
に
来
て
見
れ
ば
」
と
高
安
を
訪
れ

て
お
り
、
問
題
と
し
て
い
る
場
面
を
見
て
「
心
う
が
り
て
、
い
か
ず
な
り

に
け
り
」
と
い
う
。
し
か
し
、
高
安
の
女
の
和
歌
に
対
し
「
や
ま
と
人

「
来
む
」
と
い
へ
り
」
と
期
待
さ
せ
る
返
答
し
、
結
局
「
お
と
こ
す
ま
ず

な
り
に
け
り
」
と
閉
じ
る
。
高
安
の
女
の
後
日
談
で
あ
る
C
の
「
男
」
の

態
度
は
煮
え
切
ら
な
い
と
い
え
よ
う
。

　
そ
も
そ
も
「
男
」
は
経
済
的
な
理
由
で
高
安
の
女
の
元
へ
通
い
始
め
た

は
ず
だ
。
自
分
の
身
を
案
じ
て
く
れ
て
い
る
大
和
の
女
を
愛
し
い
と
見
直

し
た
と
こ
ろ
で
経
済
状
況
は
変
わ
ら
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
貧
し

く
出
家
す
る
妻
に
何
も
贈
れ
な
い
紀
有
常
の
第
十
六
段
や
、
貧
し
い
夫
の

妻
と
な
っ
た
女
が
抱
を
洗
う
際
に
破
っ
て
し
ま
う
第
四
十
一
段
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
段
に
登
場
す
る
「
男
」
は
「
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
か
た
ら
ひ
け
る

と
も
だ
ち
」
（
第
十
六
段
）
や
「
あ
て
な
る
お
と
こ
」
（
第
四
十
一
段
）
と

し
て
衣
を
提
供
す
る
裕
福
な
男
で
あ
る
。
貧
富
の
対
比
が
見
ら
れ
る
段
で

あ
る
が
、
こ
の
第
二
十
三
段
で
も
対
比
と
経
済
状
況
が
物
語
の
展
開
に
大

き
く
作
用
し
て
い
る
。

　
本
論
で
の
「
け
こ
」
の
解
釈
は
「
家
子
」
、
「
男
」
は
目
の
前
で
「
手
つ

か
ら
飯
匙
と
り
て
、
家
子
の
う
つ
は
物
に
も
り
け
る
」
行
為
を
見
た
と
解

す
る
。
山
本
登
朗
氏
の
論
と
同
様
で
あ
る
が
、
「
男
」
が
「
心
う
が
り
て
、

い
か
ず
な
り
に
け
り
」
と
感
じ
た
理
由
に
、
元
々
通
う
理
由
と
な
っ
て
い

た
経
済
的
な
状
態
を
加
え
た
い
。

　
つ
ま
り
、
「
手
つ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
家
子
の
う
つ
わ
物
に
も
り
け
る
」

行
為
は
高
安
の
女
の
経
済
的
な
豊
か
さ
を
象
徴
す
る
光
景
で
あ
る
が
、
家

子
の
器
に
ま
で
飯
を
分
配
す
る
こ
と
は
、
女
主
人
と
し
て
召
使
た
ち
の
食

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
ぬ

べ
る
量
を
限
定
す
る
吝
箇
な
一
面
を
み
せ
て
い
る
。

　
ま
た
、
「
お
と
こ
＼
と
心
あ
り
て
か
＼
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が

ひ
て
」
と
大
和
の
女
に
他
の
男
の
存
在
を
疑
っ
て
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
一

人
で
夫
の
身
を
案
じ
る
和
歌
を
詠
ん
だ
こ
と
に
対
し
、
高
安
の
女
は
「
家

子
」
に
囲
ま
れ
て
い
る
。
高
安
の
女
の
「
手
つ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
家
子

の
う
つ
わ
物
に
も
り
け
る
」
と
は
、
卑
俗
と
い
う
よ
り
吝
箇
と
い
え
、
経

済
的
豊
か
さ
を
頼
り
に
通
っ
て
い
た
「
男
」
に
と
っ
て
う
ち
と
け
て
化
粧

も
し
な
く
な
っ
た
点
に
加
え
て
幻
滅
し
た
瞬
間
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

　
そ
の
後
、
高
安
の
女
は
「
男
」
に
二
首
和
歌
を
贈
っ
て
い
る
が
、
な
ぜ

「
男
」
が
来
な
く
な
っ
た
の
か
、
気
付
い
て
い
な
い
よ
う
な
歌
で
あ
る
。

四
、
第
一
一
十
三
段
の
和
歌

　
「
男
」
が
見
て
い
な
い
は
ず
の
と
こ
ろ
で
化
粧
を
す
る
大
和
の
女
、
「
は

じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
い
ま
は
う
ち
と
け
て
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
「
男
」
の
目
の
前
で
見
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
化
粧
を

6
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し
な
く
な
っ
た
と
読
め
る
高
安
の
女
を
比
較
す
る
構
図
を
確
認
し
た
い
。

大
和
の
女
が
詠
む
③
「
か
ぜ
ふ
け
ば
」
の
歌
は
独
詠
で
あ
り
、
「
男
」
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
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聞
い
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
想
い
を
歌
に
し
て
い
る
が
、
大
和
の
女
は

男
と
会
え
ぬ
こ
と
を
嘆
き
、
訪
れ
を
待
っ
て
い
る
こ
と
を
歌
に
し
て
贈
る
。

　
第
二
十
三
段
は
「
男
」
の
歌
は
最
初
に
大
和
の
女
に
求
婚
す
る
①

「
つ
＼
ゐ
つ
の
ゐ
つ
＼
に
か
け
し
ま
う
が
た
け
す
ぎ
に
け
ら
し
な
い
も
見

ざ
る
ま
に
」
の
み
で
あ
る
。
そ
の
後
、
二
人
の
女
を
見
比
べ
る
「
男
」
が

い
う
「
妹
見
ざ
る
問
に
」
は
意
味
深
で
あ
る
。
こ
の
求
婚
を
受
け
る
大
和

の
女
も
②
「
く
ら
べ
こ
し
ふ
り
わ
け
が
み
も
か
た
す
ぎ
ぬ
き
み
な
ら
ず
し

て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き
」
の
「
く
ら
べ
こ
し
」
も
「
男
」
と
比
べ
た
髪
の
長

さ
を
指
す
が
、
大
和
の
女
は
高
安
の
女
と
比
べ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
ゐ
つ
つ
」
に
関
し
て
は
、
圷
美
奈
子
氏
が
「
幼
年
時
代
の
《
象
徴
》

と
し
て
の
「
井
筒
」
と
、
ず
っ
と
「
思
ひ
つ
つ
」
あ
る
、
そ
の
ま
ま
変
わ

ら
ず
に
あ
る
、
「
ゐ
つ
つ
」
あ
る
心
の
あ
り
さ
ま
を
訴
え
る
言
葉
と
し
て

の
「
ゐ
つ
つ
」
が
、
こ
の
一
首
の
求
婚
歌
の
ケ
ー
ス
で
は
じ
め
て
結
び
つ

い
た
の
で
は
な
い
か
。
「
つ
つ
ゐ
つ
の
ゐ
つ
つ
」
を
め
ぐ
っ
て
、
「
～
つ
つ

あ
る
」
、
「
～
つ
つ
ゐ
る
」
状
態
の
「
ゐ
つ
つ
」
が
想
起
さ
れ
る
可
能
性
は

　
　
　
注
1
7

十
分
あ
る
」
と
述
べ
、
高
安
の
女
の
歌
に
も
④
「
君
が
あ
た
り
見
つ
＼

を
、
ら
む
い
こ
ま
山
く
も
な
か
く
し
そ
雨
は
ふ
る
と
も
」
、
⑤
「
君
こ
む

と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
す
ぎ
ぬ
れ
ば
た
の
ま
ぬ
も
の
の
こ
ひ
つ
、
ぞ
ふ
る
」

ど
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
互
い
に
「
思
ひ
つ
つ
」
、
遠
い
昔

か
ら
変
わ
ら
ず
に
、
離
れ
て
い
る
間
も
心
の
様
は
「
ゐ
つ
つ
」
結
ば
れ
て

い
た
幼
な
恋
の
二
人
と
は
対
照
的
で
、
ま
た
あ
わ
れ
だ
」
と
述
べ
て
い
る
。

圷
氏
が
指
摘
し
た
「
ゐ
つ
つ
」
の
表
現
は
A
の
部
分
と
C
の
部
分
を
対
照

的
に
見
せ
て
い
る
。

　
三
部
構
成
と
し
て
場
面
が
分
け
ら
れ
る
段
で
あ
る
が
、
和
歌
の
表
現
は

緊
密
に
連
繋
し
合
っ
て
い
る
。
女
を
見
比
べ
る
こ
と
が
「
男
」
の
和
歌

　
　
　
　
　
注
1
8
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
9

「
妹
見
ざ
る
間
に
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
が
、
『
万
葉
集
』
の
類
歌
と
さ
れ

る
高
安
の
女
の
歌
も
④
「
見
つ
つ
を
ら
む
」
と
「
男
」
が
い
る
大
和
の
あ

た
り
を
見
よ
う
と
す
る
が
雲
や
雨
が
障
害
と
な
る
。
④
「
雨
は
ふ
る
と

も
」
の
雨
は
高
安
の
女
の
涙
の
象
徴
で
あ
る
が
、
他
の
和
歌
に
見
え
る
水

描
写
も
事
態
の
象
徴
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
③
「
沖
つ
白
浪
」
の

浪
は
大
和
の
女
と
「
男
」
の
波
瀾
の
関
係
で
あ
り
、
①
「
井
筒
」
は
留
ま

っ
て
い
る
水
、
つ
ま
り
昔
か
ら
ず
っ
と
そ
の
場
に
い
る
大
和
の
女
を
象
徴

し
て
い
る
と
い
え
ま
い
か
。
⑤
「
雨
」
に
象
徴
さ
れ
る
高
安
の
女
の
涙
は

流
れ
落
ち
る
も
の
で
あ
り
流
動
性
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

　
ま
た
、
幼
な
じ
み
の
男
女
が
結
婚
を
描
い
て
い
る
A
に
は
①
「
過
ぎ
に

け
ら
し
な
」
、
②
「
過
ぎ
ぬ
」
と
時
間
経
過
を
表
す
「
過
ぐ
」
が
使
わ
れ

て
い
る
が
、
「
男
」
が
来
な
い
時
間
を
詠
む
高
安
の
女
の
C
に
は
、
④

「
雨
は
ふ
る
と
も
」
、
⑤
「
恋
つ
つ
ぞ
ふ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
④
で
は

「
降
る
」
と
「
経
る
」
が
掛
け
ら
れ
、
⑤
に
は
時
間
経
過
の
み
を
表
す

「
経
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

　
丁
莉
氏
は
「
結
局
、
高
安
の
女
が
詠
ん
だ
二
首
の
歌
は
「
待
つ
女
」
を

モ
チ
ー
フ
に
す
る
佳
作
で
、
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
に
何
ら
遜
色
な
い
の
で

あ
る
」
と
し
、
「
つ
ま
り
、
高
安
の
女
に
歌
を
詠
ま
せ
た
の
は
、
二
人
の

「
待
つ
女
」
に
対
す
る
徹
底
的
な
対
比
に
よ
っ
て
、
大
和
の
女
の
優
雅
で

純
粋
な
愛
情
を
い
っ
そ
う
強
調
し
、
一
種
の
理
想
的
な
女
性
像
を
こ
こ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
0

作
り
上
げ
よ
う
と
し
た
か
ら
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
。

7



　
第
二
十
三
段
の
女
二
人
は
比
べ
ら
れ
な
が
ら
も
二
人
と
も
「
待
つ
女
」

で
あ
る
。
こ
の
対
比
構
造
は
続
く
第
二
十
四
段
の
「
あ
ら
た
ま
の
年
の
三

と
せ
を
ま
ち
わ
び
て
た
、
こ
よ
ひ
こ
そ
に
ゐ
ま
く
ら
す
れ
」
と
詠
む
「
待

ち
わ
ぶ
る
女
」
と
の
対
比
へ
繋
が
っ
て
い
く
。

お
わ
り
に

　
第
二
十
三
段
の
高
安
の
女
の
「
け
こ
」
を
中
心
に
、
大
和
の
女
と
高
安

の
女
の
対
比
を
考
察
し
た
。
賀
茂
真
淵
の
『
古
意
』
以
来
「
笥
子
」
と
器

の
意
味
で
と
ら
れ
て
き
た
「
け
こ
」
を
今
一
度
「
家
子
」
と
し
て
捉
え
直

し
、
「
男
」
が
高
安
に
通
う
理
由
と
な
っ
て
い
た
経
済
的
状
態
と
絡
め
て
、

高
安
の
女
の
「
手
つ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
家
子
の
う
つ
わ
物
に
も
り
け

る
」
行
為
に
つ
い
て
卑
俗
と
い
う
よ
り
吝
箇
を
「
心
憂
」
く
感
じ
た
の
で

は
な
い
か
と
論
じ
た
。

　
最
後
に
、
第
二
十
三
段
を
中
心
に
前
後
章
段
と
の
関
係
も
見
て
お
き
た

い
。
第
二
十
三
段
を
元
に
創
作
さ
れ
た
謡
曲
『
井
筒
』
は
、
「
男
」
1
1
在

原
業
平
と
し
、
女
も
誰
か
と
特
定
す
る
注
を
付
け
る
中
世
注
釈
書
の
姿
勢

と
同
じ
く
、
「
大
和
の
女
」
で
は
な
く
、
「
か
ぜ
ふ
け
ば
」
と
詠
ん
だ
女
を

「
有
常
の
娘
」
と
し
「
人
待
つ
女
」
と
名
乗
ら
せ
る
。
第
十
九
段
は
、
『
古

今
和
歌
集
』
で
業
平
が
有
常
の
娘
に
通
っ
て
い
た
と
す
る
詞
書
を
も
つ
贈

注
2
1

答
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
二
十
段
は
「
や
ま
と
に
あ
る
女
」
が
「
い

つ
の
ま
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
む
き
み
が
さ
と
に
は
春
な
か
る
ら

し
」
と
「
う
つ
ろ
ふ
」
こ
と
を
詠
み
、
第
二
十
一
段
は
「
こ
と
心
な
か
り

け
り
」
だ
っ
た
男
女
が
和
歌
を
詠
み
交
わ
す
も
の
の
、
「
を
の
が
世
＼
に

な
り
に
け
れ
ば
」
と
破
局
し
て
し
ま
う
。
反
対
に
、
第
二
十
二
段
で
は

「
は
か
な
く
て
た
え
に
け
る
な
か
」
だ
っ
た
男
女
の
復
縁
が
描
か
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
男
女
の
時
間
経
過
と
心
の
移
り
変
わ
り
を
描
く
章
段
の
中

に
あ
る
第
二
十
三
段
は
本
稿
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
二
人
妻
の
構
図
で

大
和
の
女
と
の
復
縁
と
高
安
の
女
と
の
破
局
が
対
照
的
に
描
か
れ
る
。
第

二
十
四
段
で
は
一
人
の
女
に
二
入
の
男
と
い
う
登
場
人
物
の
関
係
構
図
も

第
二
十
三
段
を
反
転
さ
せ
た
も
の
だ
が
、
第
二
十
三
段
で
は
二
人
の
女
が

と
も
に
「
待
つ
女
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
、
第
二
十
四
段
の
女
は
「
待

ち
わ
ぶ
る
女
」
で
あ
っ
た
。

　
そ
し
て
、
第
二
十
四
段
の
「
か
た
ゐ
な
か
」
の
男
女
が
離
れ
、
女
が
待

ち
わ
び
た
原
因
は
「
お
と
こ
、
宮
つ
か
へ
し
に
と
て
わ
か
れ
お
し
み
て
ゆ

き
け
る
ま
＼
に
三
と
せ
こ
ざ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
「
か
た
ゐ
な
か
」
か
ら

宮
仕
え
す
る
と
い
う
経
済
的
な
理
由
で
あ
っ
た
。
第
二
十
三
段
も
「
ゐ
な

か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」
で
あ
る
。

　
田
舎
暮
ら
し
と
経
済
的
な
理
由
に
よ
る
離
別
を
基
盤
に
第
二
十
三
段
と

第
二
十
四
段
は
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
第
二
十
三
段
の

「
け
こ
」
を
「
家
子
」
と
し
て
「
男
」
が
高
安
の
女
の
「
手
つ
か
ら
飯
匙

と
り
て
、
家
子
の
う
つ
は
物
に
も
り
け
る
」
行
為
を
経
済
的
理
由
か
ら
不

快
に
思
っ
た
と
い
う
考
察
を
補
い
た
い
。

　
『
伊
勢
物
語
』
本
文
は
三
条
西
家
旧
蔵
学
習
院
大
学
所
蔵
天
福
本
を
定

本
に
し
た
小
林
茂
美
校
注
『
影
印
校
注
古
典
叢
書
6
伊
勢
物
語
』
（
新
典

社
一
九
七
五
年
）
を
私
に
翻
刻
し
、
適
宜
句
読
点
を
付
し
傍
線
な
ど
を
つ

け
た
。
『
竹
取
物
語
』
と
『
大
和
物
語
』
は
片
桐
洋
一
・
高
橋
正
治
校

注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
（
小
学
館
一
九
九
四
年
）
、
歌
集
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『伊勢物語』第二十三段「けこ」にっいて

は
『
新
編
国
歌
大
観
』

る
。

1 注2

C
D
－
R
O
M
　
角
川
書
店
　
一
九
九
六
年
に
よ

『
古
今
和
歌
集
』
九
九
四
番
歌
・
巻
第
十
八
（
雑
歌
下
）
題
し
ら

ず
・
よ
み
人
し
ら
ず

風
ふ
け
ば
お
き
つ
白
浪
た
つ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら

む　
あ
る
人
、
こ
の
歌
は
、
む
か
し
や
ま
と
の
く
に
な
り
け
る
人
の

　
む
す
め
に
あ
る
人
す
み
わ
た
り
け
り
、
こ
の
女
お
や
も
な
く
な

　
り
て
家
も
わ
る
く
な
り
ゆ
く
あ
ひ
だ
に
、
こ
の
を
と
こ
か
ふ
ち

　
の
く
に
に
人
を
あ
ひ
し
り
て
か
よ
ひ
つ
つ
か
れ
や
う
に
の
み
な

　
り
ゆ
き
け
り
、
さ
り
け
れ
ど
も
つ
ら
げ
な
る
け
し
き
も
見
え
で

　
か
ふ
ち
へ
い
く
ご
と
に
を
と
こ
の
心
の
ご
と
く
に
し
つ
つ
い
だ

　
し
や
り
け
れ
ば
、
あ
や
し
と
思
ひ
て
も
し
な
き
ま
に
こ
と
心
も

　
や
あ
る
と
う
た
が
ひ
て
、
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
か
ふ
ち

　
へ
い
く
ま
ね
に
て
せ
ん
ざ
い
の
な
か
に
か
く
れ
て
見
け
れ
ば
、

　
夜
ふ
く
る
ま
で
こ
と
を
か
き
な
ら
し
つ
つ
う
ち
な
げ
き
て
こ
の

　
歌
を
よ
み
て
ね
に
け
れ
ば
、
こ
れ
を
き
き
て
そ
れ
よ
り
又
ほ
か

　
へ
も
ま
か
ら
ず
な
り
に
け
り
と
な
む
い
ひ
つ
た
へ
た
る

片
桐
洋
　
氏
の
所
謂
「
三
段
階
成
立
論
」
で
想
定
さ
れ
る
『
古
今

和
歌
集
』
以
前
の
「
原
型
伊
勢
物
語
」
に
第
二
十
三
段
は
存
在
し

て
い
な
い
。
（
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
』
明
治
書
院
　
一

九
六
八
年
）
『
古
今
和
歌
集
』
以
後
成
立
し
た
段
と
し
て
異
論
な

345

い
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

片
桐
洋
一
氏
は
「
伊
勢
物
語
と
う
つ
ほ
物
語
」
（
『
國
文
学
　
解
釈

と
教
材
の
研
究
』
第
4
3
巻
第
2
号
一
九
九
八
年
二
月
）
で
『
伊
勢

物
語
』
の
中
に
食
事
す
る
場
面
の
特
殊
例
と
し
て
第
九
段
と
第
二

十
三
段
を
挙
げ
て
お
り
、
当
該
箇
所
を
「
家
子
（
け
こ
）
」
と
表

記
し
て
い
る
。

秋
山
度
氏
は
「
伊
勢
物
語
私
論
－
民
間
伝
承
と
の
関
連
に
つ
い
て

の
断
章
ー
」
（
『
文
学
』
第
二
十
四
巻
第
十
一
号
　
一
九
五
六
年
十

一
月
）
で
、
こ
の
論
を
「
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
か
も
し
れ

な
い
」
と
し
、
「
こ
こ
で
は
高
安
の
女
は
お
と
し
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
女
性
な
の
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
愛
す
る
男
を
恋
慕
し
て

待
ち
か
ね
、
二
つ
の
歌
を
う
た
い
あ
げ
る
切
実
な
な
げ
き
の
人
妻

と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
」
と
高
安
の
女
像
を
捉
え
る
。

　
乗
岡
憲
正
氏
は
こ
の
指
摘
を
受
け
、
「
“
手
つ
か
ら
飯
匙
と
り
て

…
…
”
考
ー
「
伊
勢
物
語
」
〈
高
安
の
女
〉
の
場
合
」
（
『
國
學
院

雑
誌
』
第
八
十
四
巻
第
五
号
　
一
九
八
三
年
五
月
）
で
主
婦
と
し

て
の
高
安
の
女
と
く
山
の
神
V
信
仰
と
い
う
民
俗
学
的
見
地
か
ら

飯
匙
に
注
目
し
て
い
る
。

『
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
』
に
よ
る
。
ま
た
、
『
日
本
語
源
大
辞

典
』
（
前
田
富
棋
監
修
　
二
〇
〇
五
年
　
小
学
館
）
に
よ
れ
ば
、

「「

｢
へ
の
こ
」
の
漢
字
表
記
「
家
子
」
の
「
家
」
を
音
読
み
し
た

語
と
説
か
れ
る
。
「
い
へ
の
こ
」
が
ふ
る
く
「
万
葉
集
」
に
あ
る

の
に
対
し
て
、
「
け
ご
」
は
「
竹
取
物
語
」
の
用
例
が
最
も
古
い
」

と
あ
る
。
家
子
は
『
竹
取
物
語
』
で
は
工
匠
の
弟
子
と
解
せ
る
が
、
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妻
子
や
召
使
を
指
す
。
ま
た
、
「
笥
子
」
の
初
出
と
し
て
は
『
伊

勢
物
語
』
の
当
該
箇
所
が
挙
げ
ら
れ
る
。

『
書
陵
部
本
和
歌
知
顕
抄
』
（
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資

料
篇
〕
』
明
治
書
院
　
一
九
六
九
年
）
『
閾
疑
抄
』
（
『
新
日
本
古
典

文
学
大
系
1
7
　
竹
取
物
語
　
伊
勢
物
語
』
岩
波
書
店
　
一
九
九
七

年
）
『
拾
穂
抄
』
（
片
桐
洋
一
編
『
鉄
心
斎
文
庫
伊
勢
物
語
古
注
釈

叢
刊
』
第
5
巻
　
八
木
書
店
　
一
九
八
九
年
）

絵
巻
・
絵
入
り
本
に
も
こ
の
家
子
説
を
享
受
し
た
も
の
が
多
く
、

飯
匙
を
持
っ
て
器
に
飯
を
盛
る
女
と
「
家
子
」
に
該
当
す
る
童
が

描
か
れ
、
そ
の
場
面
を
男
が
垣
間
見
す
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
構
図
は
「
異
本
伊
勢
物
語
絵
巻
」
「
ス
ペ
ン
サ
ー
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
本
伊
勢
物
語
絵
巻
」
「
小
野
家
本
伊
勢
物
語
絵
巻
」
「
中

尾
家
本
伊
勢
物
語
絵
本
」
「
東
京
国
立
博
物
館
本
住
吉
如
慶
筆
伊

勢
物
語
絵
巻
」
「
嵯
峨
本
第
一
種
伊
勢
物
語
」
「
鉄
心
斎
文
庫
本
伊

勢
物
語
絵
巻
」
「
大
英
博
物
館
本
伊
勢
物
語
絵
巻
」
に
み
ら
れ
る
。

（
羽
衣
国
際
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
集
『
伊
勢
物
語
絵
巻
本
大

成
資
料
編
』
角
川
学
芸
出
版
二
〇
〇
七
年
）

「
け
こ
の
」
部
分
の
校
異
は
、
紅
梅
文
庫
旧
蔵
本
藤
房
本
「
け
の
」

（
石
田
穣
二
氏
『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』
に
よ
る
）
の
み
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
第
二
一
四
二
番
歌
「
有
間
皇
子
自
傷
結
二
松
枝
一
歌

二
首
」
の
一
首
で
あ
る
有
名
な
「
い
へ
な
れ
ば
　
け
に
も
る
い
ひ

を
く
さ
ま
く
ら
た
び
に
し
あ
れ
ば
し
ひ
の
は
に
も
る
」

（
家
有
者
　
笥
ホ
盛
飯
乎
　
草
枕
　
旅
ホ
之
有
者
　
椎
之
葉
ホ
盛
）

で
も
「
け
」
で
あ
っ
た
。

9101112

「
伊
勢
物
語
の
高
安
の
女
　
　
二
十
三
段
第
三
部
の
二
つ
の
問
題
」

『
國
文
學
』
（
関
西
大
学
国
文
学
会
）
第
八
十
八
号
　
二
〇
〇
四
年

二
月

「
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
再
考
」
『
中
京
国
文
学
』
第
二
十
五
号

二
〇
〇
六
年

「
家
口
」
か
「
家
子
」
か
ー
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
新
た
な

読
解
の
た
め
に
」
『
言
語
と
文
芸
』
搦
号
　
二
〇
一
〇
年
二
月

第
二
十
三
段
は
多
く
の
教
科
書
で
採
用
さ
れ
て
い
る
。
文
部
科
学

省
検
定
高
等
学
校
用
教
科
書
（
平
成
二
十
三
年
度
使
用
）
の
国
語

総
合
の
教
科
書
（
三
十
点
中
現
代
文
編
を
除
く
二
十
五
種
）
で
は
、

B
ま
で
を
載
せ
る
教
科
書
が
三
点
（
数
研
出
版
社
版
「
国
語
総

合
」
、
明
治
書
院
版
「
高
校
生
の
国
語
総
合
」
、
桐
原
書
店
版
「
国

語
総
合
」
）
、
第
二
十
三
段
を
全
文
掲
載
し
、
「
笥
子
」
説
の
脚
注

を
つ
け
る
教
科
書
が
八
点
（
教
育
出
版
版
「
国
語
総
合
　
改
訂

版
」
、
大
修
館
書
店
版
「
国
語
総
合
　
改
訂
版
」
、
筑
摩
書
房
版

「
精
選
国
語
総
合
　
古
典
編
［
改
訂
版
〕
」
・
「
国
語
総
合
［
改
訂

版
］
」
、
第
一
学
習
出
版
コ
局
等
学
校
　
新
訂
国
語
総
合
　
古
典

編
」
・
コ
局
等
学
校
　
改
訂
版
　
国
語
総
合
」
・
コ
局
等
学
校
　
改
訂

版
標
準
国
語
総
合
」
・
「
高
等
学
校
改
訂
版
新
編
国
語
総

合
」
）
あ
る
。
「
家
子
」
説
は
、
東
京
書
籍
版
「
精
選
国
語
総

合
」
・
「
国
語
総
合
　
古
典
編
」
の
二
点
が
脚
注
で
「
家
子
。
家
族

と
使
用
人
を
合
わ
せ
た
一
族
。
笥
子
（
飯
を
盛
る
器
）
と
す
る
説

も
あ
る
。
」
と
「
笥
子
」
よ
り
や
や
優
勢
に
説
明
し
て
い
る
の
み

で
あ
る
が
、
従
来
の
「
笥
子
」
説
を
抑
え
、
教
科
書
と
い
う
場
に

10
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「
家
子
」
説
が
出
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
。

『
伊
勢
物
語
』
で
は
大
和
の
女
が
「
振
り
分
け
髪
」
の
和
歌
を
詠

む
が
、
こ
の
連
想
で
両
者
の
髪
を
対
比
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
家
口
」
説
で
は
、
高
安
の
女
の
家
族
を
指
し
、
親
を
亡
く
し
た

大
和
の
女
と
対
照
的
で
あ
る
が
、
親
に
飯
を
盛
る
行
為
は
親
孝
行

と
解
す
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

女
を
対
比
す
る
話
と
し
て
、
第
十
三
、
十
四
段
が
あ
る
。
第
十
三

段
は
「
む
さ
し
あ
ふ
み
」
と
い
う
言
葉
で
「
男
」
が
武
蔵
で
「
逢

ふ
身
」
と
な
っ
た
事
態
を
察
知
す
る
「
京
な
る
女
」
、
第
十
四
段

は
「
男
」
の
歌
は
自
分
を
想
っ
て
く
れ
る
も
の
を
誤
解
す
る
陸
奥

の
女
が
い
る
が
、
東
下
り
か
ら
東
国
章
段
へ
と
い
う
一
連
の
流
れ

の
中
で
対
比
さ
れ
て
い
る
構
図
が
あ
る
。
拙
稿
「
『
伊
勢
物
語
』

東
下
り
と
東
国
章
段
1
「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
に
つ
い
て
ー
」
（
『
学

習
院
大
学
大
学
院
　
日
本
語
日
本
文
学
』
第
6
号
　
二
〇
一
〇
年

三
月
）

　
高
安
の
女
と
第
十
四
段
の
女
の
類
似
は
森
本
茂
氏
『
伊
勢
物
語

論
』
（
大
学
堂
書
店
　
一
九
七
三
年
）
と
前
述
の
山
本
登
朗
氏
の

論
に
も
指
摘
が
あ
る
。

大
和
の
女
の
③
「
か
ぜ
ふ
け
ば
」
歌
に
つ
い
て
本
論
で
は
ほ
と
ん

ど
触
れ
て
い
な
い
が
、
拙
稿
「
『
伊
勢
物
語
」
の
音
楽
」
（
『
人
文

科
学
論
集
』
1
9
　
二
〇
一
〇
年
十
月
）
で
こ
の
和
歌
が
詠
ま
れ
る

場
の
視
覚
と
聴
覚
の
効
果
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
。

H
篇
第
一
章
第
一
節
3
「
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
「
筒
井
筒
」

の
主
題
と
構
成
ー
「
ゐ
つ
つ
」
の
風
景
と
見
送
る
女
の
心
1
」

18192021

（『

V
典
社
研
究
叢
書
鵬
　
王
朝
文
学
論
－
古
典
作
品
の
新
し
い
解

釈
1
』
新
典
社
　
二
〇
〇
九
年
）

大
和
の
女
、
高
安
の
女
が
詠
む
和
歌
は
そ
れ
ぞ
れ
二
首
、
合
計
四

首
あ
る
が
、
「
君
」
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
お
り
、
ど
れ
も
「
男
」

を
指
し
示
し
て
い
る
。
一
方
、
「
男
」
の
和
歌
は
一
首
の
み
で
大

和
の
女
を
表
す
「
妹
」
が
詠
ま
れ
て
い
る
。

『
万
葉
集
』
三
〇
四
六
番
歌
・
巻
第
十
二
（
寄
物
陳
思
）
「
き
み
が

あ
た
り
　
み
つ
つ
も
を
ら
む
　
い
こ
ま
や
ま
　
く
も
な
た
な
び
き

あ
め
は
ふ
る
と
も
」

第
四
篇
第
十
章
「
「
待
つ
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
」
（
『
伊
勢
物

語
と
そ
の
周
縁
」
風
間
書
房
　
二
〇
〇
六
年
）

『
古
今
和
歌
集
』
七
八
四
・
七
八
五
番
歌
・
巻
第
十
五
（
恋
歌
五
）

　
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

　
　
　
　
　
　
　
　
（
こ
ん
ど
う
・
さ
や
か
　
博
士
後
期
課
程
）
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