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は
じ
め
に

　
『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
第
七
段
か
ら
第
九
段
ま
で
の
「
東
下
り
章
段
」

に
続
き
、
東
国
が
舞
台
と
な
る
第
十
段
か
ら
第
十
五
段
ま
で
の
「
東
国
章

段
」
が
あ
る
。
東
国
が
舞
台
と
な
る
点
で
は
、
物
語
後
半
の
第
百
十
五
段

と
第
百
十
六
段
も
含
ま
れ
る
。
第
百
十
五
段
・
第
百
十
六
段
は
、
従
来

「
後
か
ら
加
え
ら
れ
た
」
と
さ
れ
て
い
る
段
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
段
は

「
陸
奥
の
国
」
を
舞
台
と
し
、
第
十
四
段
・
第
十
五
段
と
土
ハ
通
す
る
。
ま

た
、
塗
籠
本
で
は
、
第
百
十
五
段
（
「
お
き
の
ゐ
て
」
歌
を
持
つ
段
）
は
、

第
十
五
段
の
後
に
位
置
し
、
「
東
国
章
段
」
と
し
て
の
配
列
に
な
っ
て
い

る
。
第
百
十
六
段
に
相
当
す
る
段
は
な
い
。

　
本
論
で
は
東
国
章
段
の
中
央
に
位
置
し
、
「
陸
奥
の
国
」
に
舞
台
が
移

る
直
前
に
あ
る
第
十
三
段
の
「
武
蔵
鐙
」
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

一、

潔
ｺ
り
の
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1

　
『
伊
勢
物
語
』
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
が
「
む
か
し
」
と
始
ま
る
。
段
ご
と

に
完
結
し
た
形
を
取
る
た
め
、
独
立
し
て
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
し

か
し
、
初
冠
に
始
ま
り
終
焉
で
終
わ
る
「
男
」
の
一
代
記
と
い
わ
れ
る
よ

う
に
、
各
段
は
他
の
段
と
の
関
連
を
も
っ
て
配
列
さ
れ
て
お
り
、
決
し
て

一
つ
の
段
だ
け
を
取
り
出
し
て
解
釈
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
東
下
り
章

段
・
東
国
章
段
と
ひ
と
ま
ず
分
け
ら
れ
る
が
、
連
続
さ
せ
て
解
釈
す
べ
き

で
あ
る
。
諸
本
に
よ
り
、
段
の
配
列
は
異
な
る
が
、
適
宜
比
較
し
つ
つ
、

本
論
で
は
天
福
本
を
中
心
に
考
察
し
て
い
く
。

　
そ
も
そ
も
「
男
」
が
東
国
ま
で
行
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
東
下
り
章
段
の

第
七
段
に
は
、
「
京
に
あ
り
わ
び
て
あ
づ
ま
に
い
き
け
る
に
」
、
第
八
段
で

は
「
京
や
す
み
憂
か
り
け
む
、
あ
づ
ま
の
方
に
ゆ
き
て
、
す
み
所
も
と
む

と
て
」
、
第
九
段
で
は
「
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
、

京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
す
む
べ
き
国
も
と
め
に
と
て
ゆ
き
け

り
」
と
あ
る
。
「
男
」
が
京
に
居
場
所
を
な
く
し
た
具
体
的
な
内
容
は
描

か
れ
な
い
が
、
東
下
り
の
前
に
は
二
条
后
章
段
が
あ
る
。
第
三
段
か
ら
第
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六
段
に
は
「
男
」

の
通
り
で
あ
る
。

と
二
条
后
の
悲
恋
が
描
か
れ
て
い
る
。
第
六
段
は
以
下

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
来
け
り
。
芥
河
と
い
ふ
河
を
率
て
い
き
け
れ
ば
、
草
の
上
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

先
お
ほ
く
、
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
所
と
も
し
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

倉
に
、
女
を
ば
奥
に
お
し
入
れ
て
、
男
、
弓
、
胡
鑛
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
来
し
女
も
な
し
。
足
ず
り
を
し
て
泣
け
ど
も
か
ひ
な
し
。

　
　
白
玉
が
何
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し

　
　
も
の
を

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
た
ま
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
膓
に
て
、
内
裏
へ
参
り
た
ま
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
た

ま
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
。

　
第
六
段
の
い
わ
ゆ
る
〈
後
人
注
〉
に
「
ま
だ
い
と
若
う
て
、
后
の
た
だ

に
お
は
し
け
る
時
と
や
」
と
あ
る
。
入
内
前
の
二
条
の
后
、
つ
ま
り
藤
原

高
子
と
の
逃
避
行
に
失
敗
し
、
居
辛
く
な
っ
た
京
を
離
れ
、
東
に
旅
立
っ

た
と
い
う
流
れ
に
読
め
る
。
注
意
し
た
い
の
は
、
実
際
に
在
原
業
平
が
二

条
后
と
恋
愛
関
係
に
あ
り
、
引
き
裂
か
れ
て
東
国
へ
下
っ
た
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
『
伊
勢
物
語
」
で
は
そ
の
よ
う
に
読
め
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

　
「
男
」
と
在
原
業
平
を
重
ね
て
み
る
な
ら
ば
、
官
位
が
十
三
年
停
滞
し

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
『
続
日
本
後
紀
』
に
よ
る
と
嘉
祥
二
年
（
八
四

九
年
）
一
月
に
従
五
位
下
に
任
じ
ら
れ
た
以
降
、
『
日
本
三
代
実
録
」
の

貞
観
四
年
（
八
六
二
年
）
三
月
に
従
五
位
上
に
叙
せ
ら
れ
る
ま
で
、
十
三

年
も
官
位
が
停
滞
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
業
平
は
父
を
阿
保
親
王
、

母
を
伊
都
内
親
王
と
す
る
生
ま
れ
で
あ
る
。
阿
保
親
王
は
、
父
で
あ
る
平

城
上
皇
が
目
論
ん
だ
平
城
京
遷
都
、
弘
仁
元
年
（
八
一
〇
年
）
の
薬
子
の

変
に
連
坐
し
、
太
宰
府
に
十
四
年
も
流
さ
れ
る
憂
き
目
に
あ
っ
た
。
平
城

上
皇
の
崩
御
に
よ
り
、
天
長
元
年
（
八
二
四
年
）
帰
京
が
許
さ
れ
る
。

『
続
日
本
後
紀
」
に
よ
る
と
、
承
和
元
年
（
八
三
四
年
）
二
月
に
遠
江
国

敷
智
郡
古
荒
田
廿
三
町
を
拝
領
し
て
い
る
。
翌
月
三
月
に
は
上
野
太
守
に
、

承
和
九
年
（
八
四
二
年
）
正
月
に
上
総
太
守
と
な
っ
て
お
り
、
東
国
と
の

関
わ
り
を
持
つ
。

　
こ
う
し
た
関
連
か
ら
雨
海
博
洋
氏
は
、
東
国
に
「
す
む
べ
き
国
」
と
し

て
求
め
た
一
つ
と
し
て
、
「
父
と
の
縁
深
き
上
総
の
国
と
み
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
九
段
に
は
、
男
が
駿
河
か
ら
武
蔵
国
に
入
り
、

武
蔵
国
に
つ
い
て
は
何
も
ふ
れ
る
こ
と
な
く
、
い
き
な
り
武
蔵
と
上
総
と
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『伊勢物語』東下りと東国章段

の
境
の
隅
田
川
に
場
面
が
移
っ
て
い
る
の
も
、
下
総
か
ら
上
総
へ
の
意
図

　
　
　
　
　
　
注
2

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
東
下
り
の
旅
程
は
、
『
閾
疑
抄
」

で
第
八
段
の
「
浅
ま
た
け
に
た
つ
け
ぶ
り
、
い
せ
尾
張
の
方
よ
り
は
見
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

ま
じ
き
か
。
昔
は
煙
の
過
分
に
立
け
る
も
の
に
て
こ
そ
有
つ
ら
め
」
と
あ

り
、
実
際
に
旅
を
し
た
の
か
否
か
も
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』

と
い
う
作
品
内
に
お
い
て
、
事
実
か
否
か
を
問
い
た
だ
す
必
要
は
な
い
。

従
っ
て
、
武
蔵
国
に
触
れ
ず
に
上
総
と
下
総
の
境
界
を
流
れ
る
隅
田
川
に

至
る
こ
と
に
、
父
阿
保
親
王
と
縁
深
い
上
総
を
忍
ぶ
在
原
業
平
の
影
を
み

る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
「
東
国
」
と
い
う
空
間
に
向
か
う
「
男
」
は

〈
在
原
業
平
〉
の
影
を
負
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
業
平
で
は
な
い
。
阿
保

親
王
を
通
じ
た
東
国
と
の
縁
は
、
業
平
の
影
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

　
隅
田
川
に
場
面
を
移
す
こ
と
に
つ
い
て
、
本
田
恵
美
氏
に
「
「
住
む
ベ

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

き
国
」
を
求
あ
て
「
す
み
だ
河
」
の
辺
り
を
彷
裡
う
東
下
り
」
と
の
指
摘

が
あ
る
。
ま
た
、
コ
ハ
段
と
の
関
連
で
七
～
九
段
を
読
む
な
ら
ば
、
東
下

り
の
旅
と
は
、
所
謂
芥
川
の
段
で
鬼
に
一
口
に
食
わ
れ
露
の
よ
う
に
は
か

な
く
消
え
て
し
ま
っ
た
女
を
求
め
て
の
旅
、
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
は
な

い
か
。
そ
れ
は
、
す
な
わ
ち
、
東
1
1
吾
妻
を
求
め
て
の
旅
で
あ
っ
た
。
」

　
　
　
　
　
　
注
4

と
も
述
べ
て
い
る
。
「
東
」
は
『
古
事
記
』
に
東
征
の
帰
途
、
日
本
武
尊

が
弟
橘
媛
を
思
い
「
吾
妻
は
や
」
と
嘆
い
た
こ
と
か
ら
「
あ
づ
ま
」
と
呼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

ぶ
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
話
が
知
ら
れ
る
。
日
本
武
尊
と
は
貴
種
流
離
讃

と
し
て
の
共
通
点
も
あ
る
が
、
「
男
」
は
「
吾
妻
」
を
求
め
て
東
へ
旅
立

　
　
　
　
　
へ

つ
。
そ
れ
は
音
に
注
目
し
た
歌
が
詠
ま
れ
る
東
下
り
の
旅
と
し
て
見
逃
せ

な
い
指
摘
で
あ
る
。

　
以
上
を
踏
ま
え
て
、
第
九
段
を
見
て
み
た
い
。

二
、
東
下
り
の
核
・
第
九
段

　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ

な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方
に
す
む
べ
き
国
も
と
め
に

と
て
ゆ
き
け
り
。
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
、
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い

き
け
り
。
道
し
れ
る
人
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
い
き
け
り
。
三
河
の
国

八
橋
と
い
ふ
所
　
に
い
た
り
ぬ
。
そ
こ
を
八
橋
と
い
ひ
け
る
は
、
水

ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
橋
を
八
つ
わ
た
せ
る
に
よ
り
て
な
む
、

八
橋
と
い
ひ
け
る
。
そ
の
沢
の
ほ
と
り
の
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、

か
れ
い
ひ
食
ひ
け
り
。
そ
の
沢
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
咲

き
た
り
。
そ
れ
を
見
て
、
あ
る
人
の
い
は
く
、
「
か
き
つ
ば
た
、
と

い
ふ
五
文
字
を
句
の
か
み
に
す
ゑ
て
、
旅
の
心
を
よ
め
」
と
い
ひ
け

れ
ば
、
よ
め
る
。

　
　
か
ら
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
旅

　
　
を
し
そ
思
ふ

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
、
か
れ
い
ひ
の
上
に
涙
お
と
し
て
ほ
と

び
に
け
り
。

　
ゆ
き
ゆ
き
て
駿
河
の
国
　
に
い
た
り
ぬ
。
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、

わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
か
へ
で
は
茂
り
、

も
の
心
細
く
、
す
ず
う
な
る
め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ

ひ
た
り
。
「
か
か
る
道
は
、
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
と
い
ふ
を
見
れ

ば
、
見
し
人
な
り
け
り
。
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
文
か

き
て
つ
く
。

　
　
駿
河
な
る
う
つ
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
も
あ
は
ぬ

3



　
　
な
り
け
り

　
富
士
の
山
を
見
れ
ば
、
五
月
の
つ
ご
も
り
に
、
雪
い
と
白
う
ふ

れ
り
。

　
　
時
し
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
つ
と
て
か
鹿
子
ま
だ
ら
に
雪
の
ふ

　
　
る
ら
む

そ
の
山
は
、
こ
こ
に
た
と
へ
ば
、
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
あ

げ
た
ら
む
ほ
ど
し
て
、
な
り
は
塩
尻
の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。

　
な
ほ
ゆ
き
ゆ
き
て
、
武
蔵
の
国
と
下
つ
総
の
国
の
な
か
に
い
と
大

き
な
る
河
あ
り
け
り
。
そ
れ
を
す
み
だ
河
と
い
ふ
。
そ
の
河
の
ほ
と

り
に
む
れ
ゐ
て
、
思
ひ
や
れ
ば
、
か
ぎ
り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か

な
、
と
わ
び
あ
へ
る
に
、
渡
守
、
「
は
や
船
に
乗
れ
、
日
も
暮
れ
ぬ
」

と
い
ふ
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
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
さ
る
を
り
し
も
、
白
き
鳥
の
、

は
し
と
あ
し
と
赤
き
、
鴫
の
大
き
さ
な
る
、
水
の
上
に
遊
び
つ
つ
魚

を
食
ふ
。
京
に
は
見
え
ぬ
鳥
な
れ
ば
、
み
な
人
見
し
ら
ず
。
渡
守
に

問
ひ
け
れ
ば
、
「
こ
れ
な
む
都
鳥
」
と
い
ふ
を
聞
き
て
、

　
　
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
言
問
は
む
み
や
こ
ど
り
わ
が
思
ふ
人
は
あ

　
　
り
や
な
し
や
と

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
船
こ
ぞ
り
て
泣
き
に
け
り
。

　
『
伊
勢
物
語
』
の
あ
る
段
を
取
り
上
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
前
後
の
段

を
見
る
場
合
、
未
だ
避
け
て
は
通
れ
な
い
問
題
と
し
て
、
成
立
論
が
あ
る
。

有
名
な
片
桐
洋
一
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
三
段
階
成
立
論
」
（
『
伊
勢
物
語
の
研

究
〔
研
究
篇
〕
』
明
治
書
院
　
｝
九
六
八
年
）
で
は
、
こ
の
九
段
は
『
古

今
和
歌
集
』
以
前
の
原
初
形
態
な
る
『
伊
勢
物
語
」
か
ら
存
在
し
た
も
の

と
さ
れ
て
い
る
。
論
者
は
「
三
段
階
成
立
論
」
に
は
賛
同
し
か
ね
る
考
え

で
あ
る
。
業
平
歌
か
ど
う
か
、
な
ど
違
い
が
あ
っ
て
も
、
一
回
的
に
ま
と

め
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
冒
頭
の
「
む
か
し
」
で
揃
え
た

表
現
や
、
「
男
」
の
人
生
を
一
代
記
風
の
流
れ
に
し
て
い
る
点
を
見
過
ご

し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
そ
れ
と
は
別
に
、
こ
の
第
九
段
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
こ
の
段
を
核

と
し
て
東
下
り
章
段
が
で
き
、
東
国
章
段
が
続
い
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ

る
。
「
段
階
」
と
い
う
時
間
を
隔
て
た
も
の
で
は
な
く
、
素
材
と
し
て
先

に
あ
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
第
九
段
に
は
詠
ま
れ
た
四
首
の
歌
の
内
、
最
初

の
「
か
ら
衣
」
の
歌
と
四
番
目
の
「
み
や
こ
ど
り
」
の
歌
が
『
古
今
和
歌

集
』
四
一
〇
・
四
＝
番
歌
（
巻
第
九
・
覇
旅
歌
）
に
あ
る
こ
と
か
ら
も

わ
か
る
。

四
一
〇

　
　
　
あ
づ
ま
の
方
へ
友
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
い
ざ
な
ひ
て
い
き

　
　
　
け
り
、
み
か
は
の
く
に
や
つ
は
し
と
い
ふ
所
に
い
た
れ
り
け
る

　
　
　
に
、
そ
の
河
の
ほ
と
り
に
か
き
つ
ば
た
い
と
お
も
し
ろ
く
さ
け

　
　
　
り
け
る
を
見
て
、
木
の
か
げ
に
お
り
ゐ
て
、
か
き
つ
ば
た
と
い

　
　
　
ふ
い
つ
も
じ
を
く
の
か
し
ら
に
す
ゑ
て
た
び
の
心
を
よ
ま
む
と

　
　
　
て
よ
め
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
業
平
朝
臣

　
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
た
び
を
し

　
そ
思
ふ

4
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四
一
一

　
　
　
む
さ
し
の
く
に
と
し
も
つ
ふ
さ
の
く
に
と
の
中
に
あ
る
す
み
だ

　
　
　
河
の
ほ
と
り
に
い
た
り
て
み
や
こ
の
い
と
こ
ひ
し
う
お
ぼ
え
け

　
　
　
れ
ば
、
し
ば
し
河
の
ほ
と
り
に
お
り
ゐ
て
、
思
ひ
や
れ
ば
か
ぎ

　
　
　
り
な
く
と
ほ
く
も
き
に
け
る
か
な
と
思
ひ
わ
び
て
な
が
め
を
る

　
　
　
に
、
わ
た
し
も
り
は
や
舟
に
の
れ
日
く
れ
ぬ
と
い
ひ
け
れ
ば
舟

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

　
　
　
に
お
も
ふ
人
な
く
し
も
あ
ら
ず
、
さ
る
を
り
に
し
ろ
き
と
り
の

　
　
　
は
し
と
あ
し
と
あ
か
き
河
の
ほ
と
り
に
あ
そ
び
け
り
、
京
に
は

　
　
　
見
え
ぬ
と
り
な
り
け
れ
ば
み
な
人
見
し
ら
ず
、
わ
た
し
も
り
に

　
　
　
こ
れ
は
な
に
と
り
ぞ
と
と
ひ
け
れ
ば
、
こ
れ
な
む
み
や
こ
ど
り

　
　
　
と
い
ひ
け
る
を
き
き
て
よ
め
る

　
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
事
と
は
む
宮
こ
ど
り
わ
が
思
ふ
人
は
あ
り
や
な

　
し
や
と

　
『
伊
勢
物
語
』
第
九
段
は
、
『
古
今
和
歌
集
』
に
二
首
並
ん
だ
和
歌
を
核

と
な
る
素
材
に
し
、
三
河
の
国
と
武
蔵
の
国
と
下
総
の
国
の
間
を
埋
め
る

も
の
と
し
て
、
駿
河
の
国
の
歌
「
駿
河
な
る
う
つ
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も

夢
に
も
人
に
も
あ
は
ぬ
な
り
け
り
」
「
時
し
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
つ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

て
か
鹿
子
ま
だ
ら
に
雪
の
ふ
る
ら
む
」
を
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
九

段
に
限
ら
ず
、
「
現
行
『
伊
勢
物
語
』
「
東
下
り
」
の
諸
章
段
が
、
同
一
作

者
の
手
に
よ
っ
て
、
殆
ど
一
回
的
に
制
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る

　
　
　
　
　
　
注
7

見
方
」
の
河
地
修
氏
の
論
に
あ
る
よ
う
に
、
東
下
り
章
段
は
そ
れ
ぞ
れ
照

応
関
係
に
あ
る
。
河
地
氏
は
歌
枕
に
対
す
る
解
説
的
性
格
、
第
七
～
九
段

の
冒
頭
表
現
を
照
応
の
論
拠
と
し
て
い
る
が
同
様
の
照
応
関
係
は
、
東
国

章
段
で
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
、
東
下
り
の
先
の
東
国

佐
藤
裕
子
氏
は
第
十
段
か
ら
第
十
五
段
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
、
第
十

一
段
は
内
容
的
関
連
性
の
な
い
地
縁
的
関
連
の
み
で
位
置
し
て
い
る
と
し

て
、
他
の
章
段
と
は
別
に
す
る
も
の
の
、
「
東
国
章
段
は
、
単
に
地
縁
的

な
関
連
の
み
で
は
な
く
、
内
容
的
関
連
性
を
求
め
た
配
列
が
な
さ
れ
て
い

る
注
8
」
と
論
じ
て
い
る
。
佐
藤
氏
の
論
で
は
、
東
国
章
段
の
中
で
も
、

第
十
一
段
を
除
い
た
五
つ
段
の
関
係
を
対
象
と
し
て
い
る
が
、
少
し
視
界

を
広
げ
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　
ま
ず
第
十
段
で
あ
る
。

　
む
か
し
、
男
、
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
歩
き
け
り
。
さ
て
そ
の
国

に
あ
る
女
を
よ
ば
ひ
け
り
。
父
は
こ
と
人
に
あ
は
せ
む
と
い
ひ
け
る

を
、
母
な
む
あ
て
な
る
人
に
心
つ
け
た
り
け
る
。
父
は
な
ほ
人
に
て
、

母
な
む
藤
原
な
り
け
る
。
さ
て
な
む
あ
て
な
る
人
に
と
思
ひ
け
る
。

こ
の
む
こ
が
ね
に
よ
み
て
お
こ
せ
た
り
け
る
。
す
む
所
な
む
入
間
の

郡
、
み
よ
し
の
の
里
な
り
け
る
。

　
　
み
よ
し
の
の
た
の
む
の
雁
も
ひ
た
ぶ
る
に
君
が
方
に
そ
よ
る
と

　
　
鳴
く
な
る

む
こ
が
ね
、
返
し
、

　
　
わ
が
方
に
よ
る
と
鳴
く
な
る
み
よ
し
の
の
た
の
む
の
雁
を
い
つ

5



か
忘
れ
む

と
な
む
。
人
の
国
に
て
も
、
な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む
や
ま
ざ
り
け
る
。

　
「
吾
妻
」
を
求
め
て
向
か
っ
た
東
で
、
武
蔵
国
に
至
っ
た
男
は
、
第
十

段
で
「
武
蔵
の
国
ま
で
ま
ど
ひ
歩
き
け
り
。
さ
て
そ
の
国
に
あ
る
女
を
よ

ば
ひ
け
り
」
と
武
蔵
国
の
女
に
逢
う
。
「
母
な
む
藤
原
な
り
け
る
」
と
母

方
が
藤
原
氏
と
い
う
展
開
は
、
同
じ
く
藤
原
氏
で
あ
っ
た
女
性
・
高
子
の

二
条
后
章
段
を
思
わ
せ
る
。
「
あ
て
な
る
人
」
で
あ
る
男
を
「
む
こ
が
ね
」

に
と
願
う
母
か
ら
和
歌
が
届
く
。
積
極
的
な
母
親
の
賛
成
を
得
る
の
で
あ

る
。
第
六
段
で
「
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、
年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た

り
け
る
を
」
と
あ
っ
た
時
と
は
逆
に
障
害
な
く
進
む
。
「
人
の
国
に
て
も
、

な
ほ
か
か
る
こ
と
な
む
や
ま
ざ
り
け
る
」
と
い
う
一
文
は
、
京
で
の
二
条

后
と
の
恋
を
灰
め
か
し
て
も
い
る
。

　
第
十
一
段
で
「
友
だ
ち
ど
も
」
に
手
紙
を
送
る
話
が
置
か
れ
、
第
十
二

段
で
は
「
人
の
む
す
め
」
を
盗
む
。

　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
む
す
め
を
盗
み
て
、
武
蔵
野
へ
率

て
ゆ
く
ほ
ど
に
、
ぬ
す
び
と
な
り
け
れ
ば
、
国
の
守
に
か
ら
め
ら
れ

に
け
り
。
女
を
ば
草
む
ら
の
な
か
に
置
き
て
、
逃
げ
に
け
り
。
道
来

る
人
、
「
こ
の
野
は
ぬ
す
び
と
あ
な
り
」
と
て
、
火
つ
け
む
と
す
。

女
、
わ
び
て
、

　
　
武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
若
草
の
つ
ま
も
こ
も
れ
り
わ
れ
も

　
　
こ
も
れ
り

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
女
を
ば
と
り
て
、
と
も
に
率
て
い
に
け
り
。

　
第
六
段
と
同
じ
く
女
を
盗
み
、
失
敗
す
る
話
形
で
あ
る
。
こ
の
「
人
の

む
す
め
」
を
第
十
段
の
娘
と
み
る
必
要
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
藤
原
氏
の

娘
．
女
を
盗
む
と
い
う
こ
れ
ら
は
「
あ
た
か
も
二
条
后
と
の
恋
愛
の
繰
り

注
9

返
し
」
で
あ
る
。
続
く
第
十
三
段
は
、
第
十
段
を
も
と
に
解
釈
さ
れ
る
こ

と
が
多
い
。
第
十
三
段
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
む
か
し
、
武
蔵
な
る
男
、
京
な
る
女
の
も
と
に
、
「
聞
ゆ
れ
ば
恥

つ
か
し
、
聞
え
ね
ば
苦
し
」
と
書
き
て
、
う
は
が
き
に
、

團
］
と
書
き
て
を
こ
せ
て
の
ち
、
音
も
せ
ず
な
り
に

け
れ
ば
、
京
よ
り
女
、

　
　
武
蔵
鐙
さ
す
が
に
か
け
て
頼
む
に
は
問
は
ぬ
も
つ
ら
し
問
ふ
も

　
　
う
る
さ
し

と
あ
る
を
見
て
な
む
、
た
へ
が
た
き
心
地
し
け
る
。

　
　
問
へ
ば
い
ふ
問
は
ね
ば
恨
む
武
蔵
鐙
か
か
る
を
り
に
や
人
は
死

　
　
ぬ
ら
む

　
「
武
蔵
な
る
男
」
が
対
称
的
な
「
京
な
る
女
」
に
「
聞
ゆ
れ
ば
恥
つ
か

し
、
聞
え
ね
ば
苦
し
」
と
い
う
何
と
も
も
ど
か
し
い
内
容
の
判
然
と
し
な

い
文
を
書
く
。
こ
こ
で
和
歌
の
形
は
取
ら
ず
、
加
え
て
奇
妙
な
こ
と
に

「
う
は
が
き
」
に
「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
と
の
み
書
き
送
る
の
で
あ
る
。
従

来
、
「
聞
ゆ
れ
ば
恥
つ
か
し
、
聞
え
ね
ば
苦
し
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

　
　
　
注
1
0

『
勢
語
臆
断
』
で
い
う
よ
う
に
、
第
十
段
で
「
母
な
む
藤
原
な
り
け
る
」

女
の
婿
と
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。

6
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と
り
わ
け
こ
の
第
十
三
段
に
つ
い
て
は
、
「
武
蔵
鐙
」
の
解
釈
に
つ
い

て
問
題
と
さ
れ
る
。
「
さ
す
が
」
を
鐙
に
取
り
付
け
る
留
め
金
具
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

「
刺
鉄
」
と
し
て
、
『
愚
見
抄
』
以
降
、
「
さ
す
が
に
」
「
か
く
る
」
を
「
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2

ぶ
み
」
の
縁
語
と
す
る
説
、
「
逢
ふ
身
」
を
か
け
る
説
な
ど
が
あ
る
。
長

井
彰
氏
は
「
「
あ
ぶ
み
」
は
「
足
踏
み
」
の
意
で
あ
り
、
鞍
の
両
側
で
乗

り
手
の
足
を
支
え
る
馬
具
で
あ
る
。
「
あ
ぶ
み
」
は
、
ま
た
、
「
逢
ふ
身
」

を
掛
け
、
武
蔵
国
の
女
と
「
逢
ふ
身
」
と
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の

で
あ
る
。
左
右
二
つ
に
分
か
れ
る
「
鐙
」
の
意
と
重
ね
る
と
、
武
蔵
の
国

の
女
と
「
京
な
る
女
」
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
心
の
引
か
れ
る
男
の
気
持
ち
が

　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

込
め
ら
れ
て
い
よ
う
」
と
い
う
。
山
本
登
朗
氏
は
「
京
の
女
性
を
心
に

「
か
け
て
思
ふ
」
、
す
な
は
ち
今
で
も
心
に
「
か
け
」
て
恋
し
く
思
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
そ
れ
と
な
く
暗
示
す
る
た
め
に
足
を
「
か
け
」
る
も
の

で
あ
る
「
あ
ぶ
み
」
を
持
ち
出
し
た
も
の
と
す
る
理
解
が
、
も
っ
と
も
妥

　
　
　
　
注
1
4

当
で
は
な
い
か
」
と
述
べ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
5

　
信
友
の
随
筆
『
比
古
婆
衣
」
に
、
こ
の
第
十
三
段
の
「
武
蔵
鐙
」
に
つ

い
て
「
馬
の
胸
さ
き
を
さ
し
廻
し
て
も
の
す
る
足
躇
な
る
べ
し
」
と
し
、

「
名
義
む
さ
し
と
は
胸
さ
し
の
約
ま
れ
る
言
な
り
」
と
し
て
い
る
。
『
伊
勢

　
　
　
注
1
6

物
語
古
意
』
に
は
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
二
八
五
七
番
歌
（
第
五
［
ふ
み

た
が
へ
］
）
に
「
さ
だ
め
な
く
あ
ま
た
に
か
く
る
む
さ
し
あ
ぶ
み
い
か
に

の
れ
ば
か
ふ
み
は
た
が
ふ
る
」
の
歌
を
指
摘
し
て
い
る
。
武
蔵
鐙
の
形
状

か
ら
踏
み
違
ふ
る
こ
と
を
い
う
。
第
十
三
段
と
の
関
連
を
考
え
る
と
、

「
踏
み
」
と
「
文
」
を
か
け
る
と
解
し
た
く
な
る
が
、
深
読
み
だ
ろ
う
。

『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
『
伊
勢
物
語
』
と
の
前
後
関
係
は
未
だ
謎
の
ま
ま

で
あ
り
、
こ
の
歌
が
ど
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
た
か
も
不
明
で
あ
る
。

　
「
武
蔵
鐙
」
の
実
態
に
つ
い
て
探
り
、
理
解
し
よ
う
と
す
る
論
が
多
い

が
、
も
っ
と
単
純
に
捉
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

四
、
京
な
る
女

　
男
が
「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
と
書
き
送
っ
た
の
は
「
京
な
る
女
の
も
と
」

で
あ
る
。
男
は
第
九
段
の
東
下
り
の
途
中
で
も
、
京
へ
向
か
う
修
行
者
に

「
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
」
と
文
を
書
く
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

「
御
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
し
、
高
貴
な
女
性
が
想
定
さ
れ
、
そ
の
先
に

は
東
下
り
の
発
端
の
事
件
と
し
て
連
想
さ
せ
ら
れ
る
二
条
后
の
姿
が
浮
か

ぶ
。
こ
こ
で
は
コ
兄
な
る
女
の
も
と
」
と
あ
る
よ
う
に
「
御
も
と
」
で
は

な
い
。
男
を
必
ず
し
も
業
平
と
見
る
必
要
が
な
い
よ
う
に
、
女
も
二
条
后

と
し
て
見
る
必
要
は
な
い
。

　
例
え
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
第
六
十
九
段
で
斎
宮
と
の
恋
が
描
か

れ
、
伊
勢
を
舞
台
と
す
る
段
が
続
く
が
、
こ
れ
ら
は
「
二
条
后
章
段
」
と

同
じ
レ
ベ
ル
で
「
斎
宮
章
段
」
と
は
呼
び
が
た
い
。
第
七
十
段
は
「
狩
の

使
よ
り
か
へ
り
来
け
る
に
、
大
淀
の
わ
た
り
に
宿
り
て
、
斎
の
宮
の
わ
ら

は
べ
に
い
ひ
か
け
け
る
」
、
第
七
十
一
段
は
「
伊
勢
の
斎
宮
に
、
内
の
御

使
に
て
ま
ゐ
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
宮
に
、
す
き
ご
と
い
ひ
け
る
女
」
、
第

七
十
二
段
「
伊
勢
の
国
な
り
け
る
女
」
、
第
七
十
三
段
「
そ
こ
に
は
あ
り

と
聞
け
ど
、
消
息
を
だ
に
い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ぬ
女
」
と
い
う
よ
う
に
、
相

手
が
斎
宮
か
ら
ず
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
七
十
四
段
で
「
女
を
い
た
う

恨
み
て
」
と
会
え
な
い
こ
と
を
恨
み
、
第
七
十
五
段
で
「
「
伊
勢
の
国
に

率
て
い
き
て
あ
ら
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
」
と
「
世
に
あ
ふ
こ
と
か
た
き

女
」
を
伊
勢
へ
誘
う
。
第
百
二
段
と
第
百
四
段
で
は
尼
に
な
っ
た
斎
宮
が
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登
場
す
る
が
、
斎
宮
と
の
恋
が
描
か
れ
る
の
は
第
六
十
九
段
の
み
で
あ
る
。

忠
実
に
相
手
の
女
を
斎
宮
か
ら
ず
ら
し
、
ぼ
か
し
て
い
く
。
会
い
が
た
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
7

女
と
し
て
の
側
面
を
残
像
と
し
て
後
段
が
引
き
継
い
で
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
手
法
が
二
条
后
章
段
か
ら
東
下
り
章
段
へ
、
ま
た
東
下
り

章
段
か
ら
東
国
章
段
へ
と
い
う
と
こ
ろ
で
も
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
二
条
后
章
段
の
後
に
続
く
東
下
り
章
段
の
第
九
段

で
は
「
御
も
と
」
と
し
て
高
貴
な
女
性
を
想
定
さ
せ
、
二
条
后
の
影
が
色

濃
い
。
し
か
し
、
第
十
三
段
で
は
コ
尽
な
る
女
の
も
と
」
で
あ
る
。
「
御
」

が
外
れ
敬
意
が
弱
ま
る
が
、
「
京
の
女
」
と
い
う
点
で
は
第
九
段
の
「
御

も
と
」
と
表
現
さ
れ
た
女
と
共
通
す
る
。
繰
り
返
す
が
、
第
十
三
段
の

「
京
な
る
女
」
1
1
二
条
后
と
解
し
た
い
の
で
は
な
い
。
二
条
后
か
ら
ず
ら
さ

れ
、
ぼ
か
さ
れ
て
き
た
先
に
い
る
「
京
な
る
女
」
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
女
は
「
聞
ゆ
れ
ば
恥
つ
か
し
、
聞
え
ね
ば
苦
し
」
と
書
か
れ
、
上

書
き
に
「
む
さ
し
あ
ふ
み
」
と
だ
け
書
か
れ
た
文
を
も
ら
い
、
男
の
状
況

を
知
る
。
「
む
さ
し
あ
ふ
み
」
か
ら
「
男
」
が
「
武
蔵
」
に
て
「
逢
ふ
身
」

と
な
っ
た
こ
と
を
察
し
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
は
、
第
九
段
で
男
が
修
行

者
に
託
し
た
文
に
書
か
れ
た
和
歌
「
駿
河
な
る
う
つ
の
山
辺
の
う
つ
つ
に

も
夢
に
も
人
に
も
あ
は
ぬ
な
り
け
り
」
に
対
応
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

駿
河
で
は
「
夢
に
も
人
に
も
あ
は
ぬ
」
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
男
は
武

蔵
で
「
逢
ふ
身
」
と
な
っ
た
。

　
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
む
さ
し
あ
ふ
み
」
が
詠
ま
れ
た
和
歌
は
あ
る

が
、
ど
れ
ほ
ど
流
通
し
た
か
も
不
明
で
あ
る
。
「
武
蔵
鐙
」
の
特
殊
な
形

状
か
ら
「
踏
み
違
ふ
る
」
を
引
き
出
す
説
も
あ
る
が
、
武
蔵
の
国
の
馬
具

で
あ
る
「
鐙
」
の
形
状
に
つ
い
て
、
コ
尽
な
る
女
」
が
知
り
得
る
だ
ろ
う

か
。
鐙
で
あ
る
か
ら
「
か
け
る
」
と
い
う
言
葉
く
ら
い
は
で
て
く
る
だ
ろ

う
。
「
む
さ
し
あ
ふ
み
」
と
の
み
上
書
き
に
あ
る
文
、
「
聞
ゆ
れ
ば
恥
つ
か

し
、
聞
え
ね
ば
苦
し
」
と
三
十
一
文
字
の
和
歌
に
ま
と
め
上
げ
る
こ
と
も

で
き
な
い
く
ら
い
の
男
の
困
惑
を
、
単
純
に
女
は
「
武
蔵
逢
ふ
身
」
の
意

味
で
受
け
取
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
解
釈
の
布
石
と
し
て
、
駿
河
か
ら
贈

ら
れ
た
「
夢
に
も
人
に
も
あ
は
ぬ
な
り
け
り
」
が
置
か
れ
て
い
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
駿
河
か
ら
贈
ら
れ
た
和
歌
を
受
け
取
っ
た
人
物
と
し

て
「
京
な
る
女
」
を
特
定
す
る
こ
と
も
な
い
。
こ
こ
で
の
女
に
求
め
ら
れ

る
の
は
、
教
養
と
物
わ
か
り
の
良
さ
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
続
く
第
十

四
段
で
は
物
わ
か
り
の
悪
い
陸
奥
の
国
の
女
が
登
場
す
る
か
ら
で
あ
る
。

第
十
四
段
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

む
か
し
、
男
、
陸
奥
の
国
に
す
ず
う
に
ゆ
き
い
た
り
に
け
り
。

こ
な
る
女
、
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
お
ぼ
え
け
む
、

る
心
な
む
あ
り
け
る
。
さ
て
か
の
女
、

　
　
な
か
な
か
に
恋
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の

　
　
緒
ば
か
り

歌
さ
へ
そ
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
む
、

い
き
て
寝
に
け
り
。
夜
ぶ
か
く
い
で
に
け
れ
ば
、
女
、

　
　
夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て

　
　
せ
な
を
や
り
つ
る

と
い
へ
る
に
、
男
、
京
へ
な
ん
ま
か
る
と
て
、

　
　
　
　
　
　
注
1
8

　
　
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
み
や
こ
の
つ
と
に
い
ざ
と
い

　
　
は
ま
し
を

せ
ち

に
田
）L．N

へそ1
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『伊勢物語』東下りと東国章段

と
い
へ
り
け
れ
ば
、

を
り
け
る
。

よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、
「
思
ひ
け
ら
し
」
と
そ
い
ひ

　
武
蔵
か
ら
陸
奥
へ
舞
台
を
移
し
た
男
は
、
「
そ
こ
な
る
女
」
か
ら
み
や

び
と
は
か
け
離
れ
た
和
歌
を
受
け
取
る
。
男
を
「
京
の
人
」
と
し
て
見
る

女
に
は
、
雅
に
対
す
る
雛
と
い
う
構
図
が
露
骨
に
表
れ
て
い
る
。
第
十
三

段
の
「
む
さ
し
あ
ふ
み
」
と
い
う
言
葉
か
ら
男
の
状
態
を
察
し
た
「
京
な

る
女
」
と
、
第
十
四
段
で
は
鳥
が
鳴
い
た
と
囎
き
去
る
男
の
言
葉
を
信
じ
、

「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば
」
と
人
並
み
の
女
な
ら
京
の
土
産
に

誘
っ
た
の
に
と
い
う
男
の
和
歌
の
意
味
を
勘
違
い
し
て
喜
ぶ
女
は
対
称
的

　
注
1
9

で
あ
る
。

　
男
の
文
の
「
聞
ゆ
れ
ば
恥
つ
か
し
、
聞
え
ね
ば
苦
し
」
、
女
の
和
歌
の

「
問
は
ぬ
も
つ
ら
し
問
ふ
も
う
る
さ
し
」
、
男
の
和
歌
の
「
問
へ
ば
い
ふ
問

は
ね
ば
恨
む
」
の
言
葉
の
呼
応
関
係
に
つ
い
て
も
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。

久
保
朝
孝
氏
は
互
い
の
〈
心
〉
を
京
に
残
し
な
が
ら
〈
身
〉
が
武
蔵
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
0

る
男
の
乖
離
を
障
害
と
し
て
く
身
V
と
〈
心
〉
意
識
を
指
摘
す
る
。
第
九

段
で
も
「
身
を
え
う
な
き
も
の
に
思
ひ
な
し
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

〈
心
〉
を
京
へ
残
し
て
〈
身
〉
を
東
へ
と
向
か
わ
せ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
第
十
五
段
で
東
国
章
段
は
一
旦
終
わ
る
。
第
十
四
段
で
「
京
へ
な
ん
ま

か
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
東
国
に
は
遂
に
「
す
む
べ
き
国
」
は

見
つ
け
ら
れ
ず
、
京
へ
帰
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
十
五
段
も
陸
奥

の
国
を
舞
台
と
す
る
。

む
か
し
、
陸
奥
の
国
に
て
、
な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
妻
に
通
ひ
け

る
に
、
あ
や
し
う
、
さ
や
う
に
て
あ
る
べ
き
女
と
も
あ
ら
ず
見
え
け

れ
ば
、

　
　
し
の
ぶ
山
し
の
び
て
か
よ
ふ
道
も
が
な
人
の
心
の
お
く
も
見
る

　
　
べ
く

女
、
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
と
思
へ
ど
、
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心

を
見
て
は
、
い
か
が
は
せ
む
は
。

　
「
な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
妻
」
と
い
う
平
凡
な
男
の
人
妻
に
通
う
男
は
、

そ
ん
な
男
の
妻
に
な
っ
て
い
る
の
は
不
思
議
な
女
だ
と
見
て
、
「
心
の
お

く
」
が
見
た
い
と
い
う
和
歌
を
贈
り
、
女
は
「
か
ぎ
り
な
く
め
で
た
し
」

と
思
う
。
し
か
し
、
女
の
「
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
心
」
を
み
て
ど
う
す

る
の
だ
と
い
う
段
で
あ
る
。
こ
れ
も
〈
心
〉
を
京
に
残
し
て
〈
身
〉
だ
け

東
国
に
彷
復
う
男
と
見
る
の
な
ら
ば
、
女
の
〈
心
〉
を
見
た
と
こ
ろ
で
、

男
の
く
心
V
は
京
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
塚

原
鉄
雄
氏
が
「
栗
原
章
段
（
第
一
四
段
）
で
は
、
女
性
が
、
男
性
を
理
解

し
え
な
い
。
理
解
し
え
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
理
解
し
え
な
い
こ
と
を
も

理
解
し
え
な
い
。
そ
し
て
、
忍
山
章
段
（
第
一
五
段
）
で
は
、
男
性
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
1

女
性
を
理
解
し
え
な
い
の
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
こ
こ
に
も
対
応
関
係

が
み
ら
れ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
ま
で
東
国
章
段
を
み
て
き
た
。
東
国
章
段
の
中
で
あ
ま
り

他
の
段
と
の
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
な
い
第
十
一
段
に
つ
い
て
最
後
に
触
れ

た
い
。
第
十
一
段
は
次
の
よ
う
な
段
で
あ
る
。

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

9



り
い
ひ
お
こ
せ
け
る
。

　
　
忘
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

　
位
置
的
に
は
東
国
章
段
に
置
か
れ
な
が
ら
、
「
あ
づ
ま
へ
ゆ
き
け
る
に
」

「
道
よ
り
い
ひ
お
こ
せ
け
る
」
と
東
下
り
途
中
の
よ
う
な
状
態
で
、
「
友
だ

ち
ど
も
」
に
和
歌
を
詠
む
と
い
う
短
い
段
で
あ
る
。
東
下
り
は
「
友
と
す

る
人
、
ひ
と
り
ふ
た
り
」
（
第
八
段
）
、
「
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
、
ひ
と

り
ふ
た
り
」
（
第
九
段
）
と
あ
る
よ
う
に
「
友
」
と
の
旅
で
あ
っ
た
が
、

京
へ
残
し
て
き
た
「
友
だ
ち
ど
も
」
に
対
す
る
思
い
が
詠
ま
れ
る
。

　
同
歌
が
『
拾
遺
和
歌
集
』
に
あ
る
。
「
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
「
た
ち
ば
な
の
た
だ

も
と
」
が
女
に
詠
ん
だ
歌
と
な
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
は
恋
愛
歌
で
あ
っ
た
。

雨
海
博
洋
氏
は
「
橘
忠
幹
」
が
天
暦
九
年
（
九
五
五
年
）
に
駿
河
介
在
任

中
に
賊
に
よ
っ
て
殺
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
駿
河
の
国
と
い
う

東
国
と
の
関
連
、
悲
惨
な
事
件
の
被
害
者
と
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
歌
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
2

あ
わ
れ
な
も
の
と
し
て
「
歌
語
り
化
」
し
た
も
の
と
み
て
い
る
。

　
こ
の
段
は
「
友
だ
ち
ど
も
」
に
和
歌
を
「
い
ひ
お
こ
」
す
の
で
あ
る
が
、

東
か
ら
京
の
人
へ
文
を
送
る
と
い
う
点
で
第
十
三
段
と
共
通
す
る
。
友
へ

の
関
係
が
恋
愛
関
係
に
似
た
も
の
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
は
論
じ
た
こ
と

　
注
2
3

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
め
ぐ
り
あ
ふ
」
ま
で
と
「
あ
ふ
」
と
い
う
言
葉

が
使
わ
れ
て
い
る
。
遠
く
離
れ
て
逢
え
な
い
状
態
で
あ
る
た
め
、
再
び
逢

う
ま
で
自
分
の
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
欲
し
い
と
思
う
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ

う
が
、
第
九
段
、
第
十
一
段
と
京
へ
送
る
文
に
は
す
べ
て
「
あ
ふ
」
と
い

う
言
葉
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
九
段
で
は
夢
に
も
現
実
に
も
会
え
な
い
こ

と
を
嘆
き
、
第
十
一
段
で
は
再
会
を
前
提
と
し
た
「
あ
ふ
」
だ
が
、
第
十

三
段
の
「
む
さ
し
あ
ふ
み
」
を
「
逢
ふ
身
」
と
解
す
る
流
れ
は
こ
こ
に
も

あ
る
。

　
加
え
て
い
う
な
ら
ば
、
東
国
章
段
と
し
て
の
括
り
で
み
る
と
、
第
十
一

段
は
確
か
に
浮
い
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
「
友
だ
ち
ど
も
」
に
和
歌
を

詠
み
お
こ
す
だ
け
の
短
い
段
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
十
段
で
順
調
に
母
親

の
賛
成
を
得
て
進
ん
で
い
た
人
の
む
す
め
と
の
恋
が
、
こ
の
第
十
一
段
を

挟
ん
で
第
十
二
段
に
な
る
と
、
娘
を
盗
み
武
蔵
野
へ
逃
げ
る
展
開
へ
と
な

っ
て
い
る
。
こ
こ
に
も
二
条
后
章
段
と
似
た
構
図
が
み
え
る
。
第
五
段
を

参
照
し
た
い
。

　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
東
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
、
か
ど
よ
り
も
え
入
ら
で
、
わ
ら

は
べ
の
踏
み
あ
け
た
る
つ
い
ひ
ち
の
崩
れ
よ
り
通
ひ
け
り
。
人
し
げ

く
も
あ
ら
ね
ど
、
た
び
重
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
守
ら
せ
け
れ
ば
、
い
け
ど
も

え
あ
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
許
し
て
け

馴
。
二
条
の
后
に
忍
び
て
参
り
け
る
を
、
世
の
聞
え
あ
り
け
れ
ば
、

兄
人
た
ち
の
守
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
と
そ
。
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忍
ん
で
通
っ
て
い
た
築
地
の
崩
れ
に
関
守
を
お
か
れ
た
男
が
和
歌
を
詠

み
、
そ
の
和
歌
の
効
果
に
よ
っ
て
「
あ
る
じ
許
し
て
け
り
」
と
一
旦
は
許

さ
れ
る
。
先
に
引
い
た
第
六
段
で
は
、
一
転
し
て
女
を
盗
み
、
芥
川
ま
で

逃
げ
る
こ
と
に
な
る
。
東
国
章
段
で
は
、
第
十
段
と
第
十
二
段
の
間
に
、

第
十
一
段
が
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た
よ
う
な
二

条
后
か
ら
の
ず
ら
し
と
ぼ
か
し
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
、
第
五
段
と
第
六
段
は
相
手
の
女
が
〈
後
人
注
〉
に
よ
り
、
二
条

后
と
特
定
さ
れ
る
。
女
と
の
関
係
を
一
旦
は
許
さ
れ
る
も
の
の
、
女
を
盗

み
出
そ
う
と
し
失
敗
す
る
第
十
段
と
第
十
二
段
は
間
に
第
十
一
段
を
挟
む

こ
と
で
、
「
母
な
む
藤
原
な
り
け
る
」
女
を
盗
ん
だ
と
い
う
女
を
固
定
化

し
な
い
ず
ら
し
が
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
京
に
い
る
友
だ
ち
へ
自
分
を
忘

れ
な
い
で
ほ
し
い
と
詠
む
第
十
一
段
は
、
第
十
三
段
へ
の
「
京
の
女
」
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
注
2
4

の
手
紙
の
布
石
で
も
あ
る
。

お
わ
り
に

ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
わ
れ
な
ら
な
く
に
」
と
源
融
の
歌
が
あ

る
。
第
八
十
一
段
で
は
、
そ
の
源
融
こ
と
「
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
」

邸
で
「
か
た
ゐ
翁
」
が
「
陸
奥
の
国
に
い
き
た
り
け
る
に
、
あ
や
し
く
お

も
し
ろ
き
所
々
多
か
り
け
り
。
わ
が
み
か
ど
六
十
余
国
の
中
に
、
塩
竈
と

い
ふ
所
に
似
た
る
と
こ
ろ
な
か
り
け
り
。
」
と
「
陸
奥
の
国
」
を
共
有
し

た
塩
竈
を
見
出
す
段
が
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
陸
奥
の
国
」

に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
た
い
。

　
『
伊
勢
物
語
』
は
成
立
の
問
題
に
よ
っ
て
分
断
さ
れ
た
読
み
が
さ
れ
て

き
た
作
品
で
あ
る
が
、
細
か
く
分
断
す
る
の
で
は
な
く
、
初
冠
か
ら
終
焉

ま
で
を
描
い
た
作
品
全
体
の
中
で
配
列
の
意
図
を
汲
み
と
り
、
今
一
度
、

他
段
と
連
繋
さ
せ
た
関
係
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
み
え
る
も
の
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
の
歌
集
は
新
編
日
本
国
歌
大
観
に
よ
る
。

『伊勢物語』東下りと東国章段

　
第
十
三
段
の
「
む
さ
し
あ
ぶ
み
」
が
第
九
段
で
詠
ま
れ
た
「
駿
河
な
る

う
つ
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
も
あ
は
ぬ
な
り
け
り
」
に
対
応

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
二
条
后
章
段
／
東
下
り
章
段
／

東
国
章
段
と
い
う
よ
う
に
、
章
段
に
区
切
っ
た
範
囲
で
読
ま
れ
る
こ
と
が

多
い
が
、
前
後
の
段
だ
け
で
は
な
く
作
品
全
体
を
見
通
し
た
形
で
読
む
と
、

対
応
・
比
較
・
反
転
し
た
表
現
が
他
の
段
と
の
関
係
が
み
え
て
く
る
。

　
今
回
は
、
第
百
十
五
段
・
第
百
十
六
段
を
含
め
た
考
察
ま
で
至
ら
な
か

っ
た
が
、
「
陸
奥
」
に
は
初
段
で
引
か
れ
た
「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ
も
ち

注12

天
福
本
第
十
七
段
の
み
「
年
ご
ろ
お
と
つ
れ
ざ
り
け
る
人
の
」
で

始
ま
る
。
池
田
亀
鑑
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
（
校
本
篇
）
』

に
よ
る
と
、
古
本
系
承
久
本
・
大
島
本
系
神
宮
文
庫
本
・
塗
籠
本

系
不
忍
文
庫
本
・
群
書
類
従
本
・
丹
表
紙
本
に
は
「
昔
と
し
こ

ろ
」
で
始
ま
る
本
も
あ
る
。

雨
海
博
洋
「
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
東
国
物
語
」
の
形
成
基

盤
」
（
『
平
安
朝
文
学
研
究
」
二
巻
六
号
　
一
九
六
八
年
十
二
月
）
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堀
内
秀
晃
・
秋
山
度
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
竹
取
物

語
・
伊
勢
物
語
』
（
岩
波
書
店
、
｝
九
九
七
）
付
録
の
「
伊
勢
物

語
閾
疑
抄
」
（
細
川
幽
斎
著
　
文
禄
五
年
成
立
　
寛
永
十
九
年
版

本
五
巻
二
冊
）
の
翻
刻
。

「
「
い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
か
た
」
の
系
譜
1
『
伊
勢
物
語
』
七
段

か
ら
『
源
氏
物
語
』
へ
」
（
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
＝
二
　
新
典

社
二
〇
〇
五
年
二
月
）

小
林
正
明
氏
が
「
東
国
の
旅
程
で
「
な
れ
に
し
妻
」
「
夢
に
も
人
」

「
わ
が
思
ふ
人
」
「
を
ち
こ
ち
人
」
な
ど
詠
出
す
る
昔
男
に
は
「
あ

づ
ま
は
や
」
と
絶
唱
し
た
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
の
神
話
的
原
型
が
残
響

し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
」
と
し
て
い
る
。
（
「
伊
勢
物
語
を
読

む
」
鈴
木
日
出
男
編
『
別
冊
國
文
學
　
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
必

携
』
學
燈
社
　
一
九
八
八
年
）

『
伊
勢
物
語
』
の
和
歌
と
類
似
が
多
く
指
摘
さ
れ
る
『
古
今
和
歌

六
帖
』
　
第
二
〔
山
〕
八
三
八
に
「
す
る
が
な
る
う
つ
の
を
山
の

う
つ
つ
に
も
夢
に
も
み
ぬ
に
人
の
こ
ひ
し
き
」
、
第
一
〔
ゆ
き
〕

六
八
七
に
「
時
し
ら
ぬ
山
は
ふ
じ
の
ね
い
つ
と
て
か
か
の
こ
ま
だ

ら
に
雪
の
ふ
る
ら
む
」
が
あ
る
。
平
井
卓
郎
『
古
今
和
歌
六
帖
の

研
究
』
（
パ
ル
ト
ス
社
　
一
九
九
一
年
）
で
は
、
「
古
今
六
帖
の
歌

の
中
に
は
伊
勢
物
語
と
直
接
間
接
に
関
係
あ
る
も
の
が
七
十
一
首

も
存
す
る
」
と
し
、
A
六
帖
の
歌
が
伊
勢
物
語
か
ら
採
ら
れ
た
と

思
は
れ
る
も
の
B
伊
勢
物
語
と
六
帖
の
歌
と
が
系
統
を
異
に
す
る

と
思
は
れ
る
も
の
C
伊
勢
物
語
の
歌
と
六
帖
の
歌
と
が
無
関
係
で

あ
る
と
思
は
れ
る
も
の
D
六
帖
の
歌
が
年
代
的
に
み
て
最
も
後
に

78910ll12

な
る
と
思
は
れ
る
も
の
、
と
四
分
類
す
る
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
は

分
類
例
に
な
い
。

河
地
修
「
伊
勢
物
語
・
東
下
り
の
生
成
」
（
『
伊
勢
物
語
論
集
」
成

立
論
・
作
品
論
』
竹
林
舎
　
二
〇
〇
三
年
）

佐
藤
裕
子
「
伊
勢
物
語
「
東
国
物
語
」
の
配
列
意
識
」
（
『
国
文
学

研
究
』
七
十
八
号
　
一
九
八
二
年
十
月
）

渡
辺
泰
宏
「
伊
勢
物
語
章
段
群
論
」
（
『
國
文
學
　
解
釈
と
教
材
の

研
究
」
第
四
十
三
巻
二
号
　
一
九
八
八
年
二
月
）

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

巻
」
岩
波
書
店
　
一
九
七
四
年

「
き
こ
ゆ
れ
は
は
つ
か
し
き
こ
え
ね
は
く
る
し
と
は
、
さ
き
に
た

の
む
の
雁
と
よ
め
る
一
段
の
心
、
人
の
む
こ
と
な
れ
り
と
み
ゆ
れ

は
、
京
に
ち
き
り
置
き
し
人
に
、
さ
る
事
あ
る
身
な
れ
は
、
音
つ

れ
聞
え
さ
せ
む
も
、
思
は
む
ず
る
所
は
つ
か
し
く
、
さ
り
と
て
音

つ
れ
さ
ら
ん
も
、
く
る
し
と
な
り
。
」

塙
保
己
一
編
『
続
群
書
類
従
　
第
十
八
輯
上
』
続
群
書
類
従
完
成

会
　
一
九
二
四
年

渡
辺
実
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
伊
勢
物
語
」
（
新
潮
社
　
一
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

七
六
年
）
に
は
「
今
も
あ
な
た
（
京
の
女
）
を
か
け
て
頼
む
」
の

意
と
解
く
人
も
あ
る
が
、
そ
れ
だ
と
「
鐙
↓
懸
け
る
↓
か
け
て
頼

む
」
と
い
う
ふ
う
に
縁
語
を
挟
む
迂
遠
さ
が
あ
り
、
直
接
の
掛
詞

「
逢
ふ
」
を
考
え
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
」
と
す
る
。
山
本
登
朗

「「

潔
ｺ
り
」
の
物
語
・
そ
の
ニ
ー
十
三
段
そ
の
他
を
め
ぐ
っ
て

ー
」
（
『
伊
勢
物
語
論
　
文
体
・
主
題
・
享
受
』
笠
間
書
院
　
二
〇
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『伊勢物語』東下りと東国章段

13141516171819

〇
一
年
）
に
よ
る
と
、
『
尭
恵
加
注
承
久
三
年
本
校
合
伊
勢
物
語
』

以
来
、
「
聞
ゆ
れ
ば
恥
つ
か
し
」
を
第
十
段
で
む
こ
が
ね
と
な
っ

た
こ
と
を
指
す
解
釈
と
あ
わ
せ
て
示
さ
れ
た
と
す
る
。

「『

ﾉ
勢
物
語
』
＝
二
段
に
お
け
る
都
鄙
対
立
－
武
蔵
鐙
の
男
の
自

己
分
裂
」
（
『
解
釈
」
三
十
七
巻
八
号
　
一
九
九
一
年
八
月
）

山
本
登
朗
「
「
東
下
り
」
の
物
語
・
そ
の
ニ
ー
十
三
段
そ
の
他
を

め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
伊
勢
物
語
論
　
文
体
・
主
題
・
享
受
』
笠
間
書

院
　
二
〇
〇
一
年
）

林
陸
朗
編
集
・
校
訂
『
比
古
婆
衣
　
上
・
巻
七
』
現
代
思
潮
社

一
九
八
二
年

『
賀
茂
真
淵
全
集
　
第
十
六
巻
』
続
群
書
類
従
完
成
会
　
一
九
八

一
年

伊
勢
の
国
を
舞
台
に
し
た
第
七
十
～
七
五
段
は
第
六
十
九
段
を
中

心
に
生
成
さ
れ
、
そ
の
構
造
が
東
国
章
段
に
類
似
す
る
こ
と
を
福

井
貞
助
氏
（
『
伊
勢
物
語
生
成
論
』
有
精
堂
　
一
九
六
五
年
）
が

指
摘
し
て
い
る

底
本
は
「
あ
れ
は
」
で
「
ね
」
の
労
書
が
あ
る
。
通
常
、
武
田
本

を
も
っ
て
校
訂
さ
れ
る
。

女
を
比
較
す
る
表
現
は
第
二
十
三
段
の
「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
」
、

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

ら
む
」
と
他
の
女
の
も
と
へ
出
か
け
る
夫
の
無
事
を
願
う
健
気
な

妻
・
大
和
の
女
と
、
「
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今

は
う
ち
と
け
て
、
手
つ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の

に
も
り
け
る
」
高
安
の
女
が
顕
著
で
あ
る
。
化
粧
の
有
無
が
分
か

2021222324

り
や
す
い
対
比
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
第
二
十
三
段
に
続
く
第
二

十
四
段
で
は
、
三
年
間
夫
を
待
ち
続
け
、
「
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い

ひ
け
る
人
」
と
新
枕
を
交
わ
す
晩
に
夫
が
帰
っ
て
く
る
と
い
う
構

図
も
対
称
的
で
あ
る
。
男
一
人
に
女
二
人
の
第
二
十
三
段
、
女
一

人
に
男
二
人
の
第
二
十
四
段
と
い
う
設
定
と
、
第
二
十
三
段
の
大

和
の
女
は
夫
を
待
ち
取
り
戻
す
が
、
第
二
十
四
段
で
は
待
つ
こ
と

を
諦
め
別
れ
る
展
開
に
な
る
点
が
対
称
的
と
い
え
る
。

「
『
伊
勢
物
語
』
第
二
十
四
段
考
－
殉
愛
と
み
や
び
返
し
ー
」
（
『
淑

徳
国
文
』
二
十
六
号
　
一
九
八
四
年
十
二
月
）

「
勢
語
東
国
と
勢
語
陸
奥
」
（
『
伊
勢
物
語
の
章
段
構
成
』
新
典
社

一
九
八
八
年
）

前
掲
。
雨
海
博
洋
「
『
伊
勢
物
語
」
に
お
け
る
「
東
国
物
語
」
の

形
成
基
盤
」
（
『
平
安
朝
文
学
研
究
』
二
巻
六
号
　
一
九
六
八
年
十

二
月
）

拙
稿
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
友
」
・
「
友
だ
ち
」
（
『
学
習
院
大

学
國
語
國
文
學
會
誌
』
五
十
二
号
　
二
〇
〇
九
年
三
月
）

さ
ら
に
東
国
章
段
後
の
配
列
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
第
十
段
か

ら
第
十
五
段
ま
で
の
東
国
章
段
の
後
に
お
か
れ
た
第
十
六
段
で
は

「
紀
の
有
常
」
と
「
ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
語
ら
ひ
け
る
」
仲
で
あ
る

「
男
」
の
「
友
だ
ち
」
関
係
が
描
か
れ
る
。
恋
愛
章
段
の
間
に
置

か
れ
、
第
三
十
八
段
で
は
戯
れ
に
疑
似
恋
愛
歌
を
贈
答
し
あ
う
よ

う
な
「
友
だ
ち
」
の
有
常
登
場
の
伏
線
と
も
な
っ
て
い
る
。

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