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三
八

伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

i
一
条
兼
良
と
宗
祇
と
一

青

木

賜
　
鶴
　
子

　
伊
勢
物
語
旧
注
と
は
、
一
条
兼
良
の
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
に
は
じ
ま
る
室

町
時
代
中
・
後
期
か
ら
江
戸
時
代
初
期
に
か
け
て
の
伊
勢
物
語
注
釈
を
一
括
し

た
呼
称
で
あ
る
。
こ
の
呼
称
は
、
大
津
有
一
博
士
が
『
伊
勢
物
語
古
註
釈
の
研

究
』
（
昭
和
二
九
年
、
石
川
国
文
学
会
刊
。
昭
和
六
一
年
増
訂
再
版
、
八
木
書
店
刊
）
に

お
い
て
、
伊
勢
物
語
注
釈
史
の
時
代
区
分
を
、
髄
脳
古
註
の
時
代
（
鎌
倉
時
代
）
、

旧
註
の
時
代
（
室
町
時
代
）
、
新
註
の
時
代
（
江
戸
時
代
）
と
区
分
さ
れ
た
こ
と
に

始
ま
り
、
以
後
の
研
究
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
注
釈
の
特
色
と
そ
の
性
格
を
具
体
的
に
把
握
す
る
時
、
兼
良
と
、

そ
れ
に
続
い
て
出
た
宗
祇
や
三
条
西
家
流
の
注
釈
と
を
同
質
の
も
の
と
し
て
扱

う
の
は
適
切
で
な
い
。
宗
祇
・
三
条
西
家
流
を
中
心
と
す
る
こ
の
時
代
の
伊
勢

物
語
注
釈
に
は
、
拙
稿
「
室
町
後
期
伊
勢
物
語
注
釈
の
方
法
－
宗
祇
・
三
条

西
家
流
を
申
心
に
一
」
（
『
中
古
文
学
』
第
三
四
号
、
昭
和
五
九
年
十
月
）
に
お
い

て
述
べ
た
よ
う
に
、
儒
教
的
倫
理
観
に
基
づ
い
た
好
色
否
定
や
教
訓
性
な
ど
と

い
う
顕
著
な
特
色
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
そ
の
根
本
に
あ
る
伊
勢

物
語
観
と
、
そ
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
注
釈
姿
勢
に
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
兼
良
の
「
愚
見
抄
」
に
は
、
そ
の
よ
う
な
特
色
が
ま
っ
た

く
見
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
注
釈
そ
の
も
の
が
目
指
す
方
向
が
、
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
一
条
二
重
と
二
型
に
よ
る

注
釈
方
法
の
相
違
に
着
目
し
な
が
ら
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
明
ら
か
に

し
、
伊
勢
物
語
旧
注
論
の
序
説
と
し
た
い
。

一

　
そ
も
そ
も
、
一
条
兼
良
の
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
以
降
の
注
釈
を
旧
注
と
呼

ぶ
の
は
、
こ
れ
ら
室
町
中
・
後
期
の
注
釈
が
鎌
倉
時
代
の
古
注
を
徹
底
的
に
批

判
す
る
姿
勢
で
注
釈
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
兼
良
は
、
「
伊
勢
物
語
愚
見

抄
」
の
序
文
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
（
注
1
）

　
　
伊
勢
物
語
の
末
書
に
知
顕
集
と
い
ふ
は
、
大
納
言
経
信
卿
の
筆
墨
と
い
ひ

　
　
つ
た
へ
た
り
。
其
に
は
あ
ら
で
、
又
、
十
巻
の
抄
世
間
に
流
布
せ
り
。
誰



　
　
人
の
し
わ
ざ
と
も
し
ら
ず
。
相
伝
の
家
訓
に
は
、
随
分
の
奥
義
と
の
み
思

　
　
へ
り
。
ひ
そ
か
に
是
を
披
見
す
る
に
、
来
歴
ど
も
引
の
せ
た
る
和
漢
の
書

　
　
典
、
一
と
し
て
ま
こ
と
あ
る
事
な
し
。
昔
物
語
の
本
意
を
う
し
な
ふ
の
み

　
　
な
ら
ず
、
詞
花
言
葉
の
た
よ
り
に
も
な
り
が
た
し
。
末
学
の
と
も
が
ら
ゆ

　
　
め
く
信
用
す
べ
か
ら
ず
。
邪
路
に
お
も
む
か
ん
謡
う
た
が
ふ
べ
か
ら

　
　
ず
。
（
略
）
業
平
の
中
将
の
か
よ
ひ
侍
る
女
は
、
を
の
つ
か
ら
物
語
の
中

　
　
に
其
名
を
あ
ら
は
し
侍
る
は
申
に
不
及
。
又
、
代
々
の
撰
集
な
ど
の
中

　
　
に
、
端
歌
に
つ
き
て
、
ま
、
作
老
を
の
せ
侍
る
事
あ
り
。
然
を
近
古
の
末

　
　
釈
に
、
一
々
に
退
軍
を
あ
ら
は
し
侍
る
、
い
と
お
ぼ
つ
か
な
き
事
な
る
べ

　
　
し
。
た
と
ひ
そ
の
世
に
む
ま
れ
あ
ひ
た
り
と
も
、
か
》
る
み
そ
か
わ
ざ
を

　
　
ば
、
あ
ま
ね
く
烈
し
る
べ
か
ら
ず
。
い
は
む
や
数
百
年
置
後
に
出
て
、
数

　
　
百
年
の
さ
き
を
を
し
は
か
り
い
ふ
べ
き
事
は
、
た
と
ひ
名
儀
の
口
伝
た
り

　
　
と
い
ふ
と
も
、
信
用
に
た
ら
ぬ
事
な
る
べ
し
。

「
和
歌
知
顕
集
」
「
十
巻
の
抄
」
な
ど
を
真
っ
向
か
ら
非
難
し
、
こ
れ
ら
鎌
倉

時
代
の
古
注
一
般
に
広
く
見
ら
れ
る
、
登
場
人
物
の
一
人
一
入
に
実
在
の
入
物

名
を
あ
て
て
注
釈
す
る
方
法
に
つ
い
て
、
た
と
え
「
三
哲
の
口
伝
」
で
あ
ろ
う

と
、
全
く
信
用
で
き
な
い
の
だ
と
鋭
く
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
。
「
十
巻
の
抄
」

と
は
、
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
な
ど
の
冷
泉
家
流
注
釈
の
こ
と
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
麗
・
養
自
身
が
「
相
伝
」
し
た
豪
訓
」
に
お
い
て
、
「
随

分
の
奥
義
」
と
さ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
そ
の
当
時
に
お
い
て
も
重
要
視
さ
れ
て
い

　
　
　
　
伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

た
で
あ
ろ
う
も
の
を
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
否
定
し
、
新
た
な
る
注
釈
を
確
立
し
よ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
、
兼
良
の
こ
の
姿
勢
は
、
実
際
の
注
釈
に
お
い
て
は
、
必
ず
し
も
徹

底
し
て
い
な
い
こ
と
を
片
桐
洋
一
先
生
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
四

十
二
段
の
「
昔
、
男
、
色
好
み
と
知
る
知
る
女
を
あ
ひ
い
へ
り
け
り
」
の
「
女
」

や
、
六
十
段
の
「
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀

自
、
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
人
の
国
へ
行
き
け
り
」
の
「
家
刀

自
」
を
小
野
小
町
と
し
て
い
る
こ
と
、
六
十
五
段
の
女
主
人
公
を
古
今
集
に
従

っ
て
「
此
女
は
典
侍
藤
原
直
子
と
い
ふ
人
な
り
。
染
殿
后
の
御
い
と
こ
な
り
け

り
」
と
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
例
に
、
こ
の
強
引
付
会
は
、
古
注
の
否
定
に
似

て
否
定
に
い
た
ら
ぬ
愚
見
抄
の
態
度
を
表
わ
す
代
表
例
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
』
六
二
九
～
六
三

〇
頁
）
。

　
古
注
否
定
の
姿
勢
を
示
し
な
が
ら
も
、
人
名
を
あ
ら
わ
し
て
注
釈
す
る
場
合

が
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
辞
職
の
注
釈
に
お
い
て
も
兼
良
と
同
様
で
あ
る
。
し

か
し
、
そ
の
あ
て
方
の
基
準
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
探
っ
て
み
る
と
、
兼
良
と

宗
祇
と
で
は
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
ま
ず
、
「
伊
勢
物
語
」
本
文
に
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
人
物
名
を

あ
ら
わ
し
て
注
釈
し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
、
片
桐
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
箇
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
3
）

を
も
含
め
て
、
表
に
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



司四1護

　
伊
勢
物
語
本
文

大
后
の
宮

あ
る
じ

愚
見
抄
　
　
宗

染
殿
后
　
染
殿
后

染
晶
出
　
沈
殿
略

章
　
　
流

一
八
　
な
ま
心
あ
る
女

ふ
れ
ず
　
小
野
小
町

　
　
宮
仕
へ
し
け
る
女

一
九

　
　
ご
た
ち
な
り
け
る
人

ふ
れ
ず
　
染
殿
皇

紀
有
常
女
　
　
（
女
房
）

一
二

男
女
、
い
と
か
し
こ
く

思
ひ
か
は
し
て

ふ
れ
ず

「
女
誰
と
も
な
し
。
又
小

町
な
ど
に
も
や
」

　
　
　
　
　
　
（
肖
聞
抄
）

二
三
　
　
（
女
主
人
公
）

ふ
れ
ず
　
有
三
女

二
五
　
色
好
み
な
る
三

五
条
わ
た
り
な
り
け
る

女

小
野
小
町

「
誰
と
も
な
し
」

　
　
　
　
　
（
肖
豊
野
）

二
六

ふ
れ
ず
　
二
条
后

わ
び
た
り
け
る
人

ふ
れ
ず
　
染
殿
の
后

二
八
　
色
酌
み
な
り
け
る
女

小
野
小
町
　
　
「
誰
と
も
な
し
」

　
　
　
東
宮
女
御

二
九

　
　
　
（
花
の
貿
）

二
条
后
　
二
条
后

ふ
れ
ず
　
（
北
殿
后
の
四
十
貿
）

四
二
　
色
婦
み
と
知
る
知
る

小
野
小
町
　
ふ
れ
ず

四
四
　
県
へ
行
く
人

ふ
れ
ず
　
有
常

理
〇
　
家
と
う
じ

小
野
小
町
　
　
「
誰
に
て
も
な
る
べ
し
」

　
（
或
説
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肖
聞
抄
）

六
五

7
女
主
人
公
）

一
震
直
子

四
〇

六
九

八
二

斎
宮
な
り
け
る
人
の
親

「
散
れ
ば
こ
そ
」
の
作

者

δ
七
一
甥
の
も
と
な
り
け

冨
静
子

ふ
れ
ず

初
草
の
妹

　
（
一
説
）

二
条
后

一
譲
后

一
有
常

業
平
妹

　
＊
「
宗
舐
流
」
の
項
目
は
「
肖
聞
耳
」
「
宗
長
聞
書
」
に
よ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
だ

　
　
け
に
注
記
が
あ
る
場
合
は
、
（
）
内
に
書
名
を
示
し
た
。

　
＊
「
」
内
は
、
注
釈
書
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
場
合
で
あ
る
。

一
見
し
て
わ
か
る
よ
う
に
、
同
じ
段
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、
あ
て
る
人
名
が

異
な
る
場
合
や
、
一
方
が
人
名
を
あ
て
て
い
て
も
、
他
方
は
そ
れ
を
否
定
し
た

り
、
全
く
触
れ
て
い
な
い
場
合
が
多
い
。
次
に
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

ま
ず
兼
良
が
人
名
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
場
合
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

二

　
は
じ
め
に
、
六
十
五
段
の
女
主
人
公
に
直
子
を
あ
て
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

こ
の
女
が
詠
む
「
あ
ま
の
か
る
藻
に
す
む
虫
の
」
の
注
に
お
い
て
、
兼
良
が

「
此
歌
、
古
今
第
十
五
、
典
侍
藤
原
直
子
朝
臣
の
歌
也
」
と
出
典
を
指
摘
し
て

い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
こ
の
歌
が
「
古
今
集
」
恋
五
、
八
〇
七
に
藤

原
直
子
の
作
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
の
を
根
拠
に
、
歌
の
作
者
を
そ
の
ま
ま

物
語
の
登
場
人
物
と
考
え
て
の
注
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物

（
注
4
）

語
抄
」
は
「
直
子
と
は
わ
か
く
て
の
御
名
な
り
。
お
と
な
し
く
て
た
か
子
と
か



け
り
。
さ
れ
ば
、
高
子
・
直
子
、
二
の
名
あ
れ
ど
も
、
入
は
ひ
と
り
な
り
」
と
、

高
子
・
直
子
同
人
説
を
と
っ
て
お
り
、
「
愚
見
抄
」
の
書
き
方
は
、
古
注
の
影

響
を
受
け
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
古
今
集
」
に
よ
っ
て
作

者
を
実
証
し
た
と
解
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
十
九
殺
・
二
十
五
段
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
十
九
段
の
「
ご
た
ち
な
り
け

る
人
」
に
「
有
常
女
」
を
あ
て
る
の
は
、
兼
良
が
「
古
今
亭
十
五
の
巻
に
見
え

た
り
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
毅
の
「
天
雲
の
よ
そ
に
も
入
の
」
と

「
天
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
」
の
贈
答
が
、
「
古
今
集
」
恋
五
、
七
八
四
・
七

八
五
に
お
い
て
紀
有
常
置
と
業
平
と
の
贈
答
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
二
十
五
毅
の
「
あ
は
じ
と
も
い
は
ざ
り
け
る
女
の

さ
す
が
な
り
け
る
が
も
と
に
」
贈
っ
た
「
秋
の
野
に
笹
わ
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
」

と
、
「
色
好
み
な
る
女
」
の
「
み
る
め
な
き
我
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
」

の
贈
答
は
、
実
は
「
古
今
集
」
恋
三
、
六
二
二
・
六
二
三
に
、
「
題
し
ら
ず
」

と
し
て
偶
然
並
ん
で
い
る
業
平
と
小
町
の
歌
で
あ
り
、
こ
の
段
は
そ
れ
を
利
用

し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
「
伊
勢
物
語
」
の
こ
の
段
を
、
「
古
今

集
」
に
よ
る
物
語
化
な
ど
と
は
考
え
ず
に
、
「
古
今
集
に
み
え
た
」
る
ゆ
え
に
、

「
小
町
」
の
こ
と
だ
と
兼
良
は
断
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
六
十
九
段
の
「
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
」
に
つ
い
て
は
、
末
尾
注
の

「
斎
宮
は
水
の
尾
の
御
時
、
文
徳
天
皇
の
御
通
、
惟
喬
の
み
こ
の
妹
」
に
素
直

に
従
っ
て
、
惟
喬
親
王
や
単
子
内
親
王
の
母
で
あ
る
「
紀
静
子
」
の
こ
と
と
し

　
　
　
　
伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

て
い
る
の
で
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
問
題
は
む
し
ろ
「
染
殿
后
」
を
あ
て

る
宗
浅
黄
の
方
に
あ
る
。

　
次
に
、
二
十
九
段
の
「
東
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賀
に
、
め
し
あ
づ
け
ら

れ
た
り
け
る
」
に
つ
い
て
、
「
東
宮
女
御
」
を
二
条
后
と
す
る
の
は
、
兼
良
・

宗
祇
と
も
に
一
致
し
、
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
「
和
歌
知
顕
集
」
の
説
と
も

一
致
す
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
、
七
十
六
段
、

　
　
昔
、
二
条
の
后
の
ま
だ
春
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
、
下
々
の
禄
給
は
る
つ
い
で

　
　
に
、
御
車
よ
り
給
は
り
て
、
よ
み
て
奉
り
け
る
、
（
以
下
略
）

や
、
「
古
今
集
」
秋
下
、
二
九
四
の
業
平
歌
の
詞
書
「
二
条
の
后
の
春
宮
の
御

息
所
と
申
し
け
る
時
に
、
御
屏
風
に
龍
田
川
に
紅
葉
流
れ
た
る
か
た
を
書
け
り

け
る
を
題
に
て
よ
め
る
」
な
ど
に
よ
っ
て
、
「
春
宮
の
御
息
所
」
と
い
え
ば
二

条
后
で
あ
り
、
業
平
が
「
め
し
あ
づ
け
ら
れ
」
る
「
春
宮
の
女
御
」
と
は
、
二

条
后
の
ほ
か
に
は
な
い
と
と
ら
え
た
上
で
の
注
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
兼
良
が
登
場
人
物
の
名
を
あ
ら
わ
す
場
合
は
、
「
伊
勢
物
語
」

を
含
め
、
「
古
今
集
」
や
国
史
な
ど
の
信
頼
で
き
る
文
献
で
確
か
め
得
る
事
実

を
根
拠
に
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る

が
、
片
桐
先
生
の
先
の
御
指
摘
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
の
原
則
に
あ
て
は
ま

ら
な
い
例
外
も
、
や
は
り
存
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
二
十
八
段
の
「
色
好
み
な
り
け
る
女
」
、
四
十
二
段
「
色
好
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一



と
知
る
知
る
、
女
を
あ
ひ
い
へ
り
け
り
」
の
「
女
」
、
六
十
段
「
宮
仕
へ
忙
し

く
、
ひ
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
」
の
「
家
と
う
じ
」
の
場
合
、
こ
の
二
章

段
の
女
を
小
野
小
町
と
す
る
根
拠
は
全
く
な
く
、
六
十
段
の
注
に
お
い
て
「
小

町
、
惟
章
が
妻
に
成
て
宇
佐
へ
行
を
い
ふ
」
と
し
、
二
十
八
・
四
十
二
段
で
も

女
を
小
町
と
す
る
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
な
ど
の
古
注
の
影
響
と
し
か
言

い
よ
う
が
な
い
。
六
十
段
の
場
合
、
「
愚
見
抄
」
は
、
「
或
説
」
と
し
て
「
小
野

小
町
、
大
江
惟
章
が
妻
に
経
て
筑
紫
へ
く
だ
り
け
る
が
、
後
に
尼
に
な
り
て
あ

ふ
み
の
関
寺
の
あ
た
り
に
あ
り
け
る
を
、
山
に
い
る
と
い
ふ
と
い
へ
り
」
と
い

う
説
を
あ
げ
、
「
な
を
尋
ぬ
べ
し
」
と
続
け
て
い
て
、
思
量
自
身
不
審
を
抱
い

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
が
、
二
十
八
・
四
十
二
分
置
よ
う
に
「
色
好
み
」

と
さ
れ
て
い
る
女
に
つ
い
て
は
、
外
部
資
料
に
よ
る
論
証
も
な
く
小
野
小
町
と

決
め
て
か
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
二
十
五
段
に
お
い
て
、
「
古
今

集
」
の
小
町
歌
が
「
色
好
み
な
り
け
る
女
」
の
作
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

今
度
は
逆
に
「
色
好
み
な
る
女
」
と
あ
れ
ば
す
な
わ
ち
小
町
の
事
跡
と
し
て
し

ま
う
鎌
倉
時
代
の
古
注
と
何
ら
変
わ
る
所
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
「
伊
勢
物
語
」
の
中
で
、
相
手
の
女
の
こ
と
を
「
色
好
み
」
と
は
っ
き
り
書

い
て
い
る
の
は
、
先
に
あ
げ
た
二
十
五
段
と
、
こ
の
二
十
八
・
四
十
二
毅
の
ほ

か
に
は
、
三
十
七
毅
の
「
昔
、
男
、
色
好
み
な
り
け
る
女
に
あ
へ
り
け
り
」
だ

け
で
あ
る
。
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
は
、
こ
の
段
の
女
に
つ
い
て
も
「
小

野
小
町
也
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
女
が
詠
む
コ
一
人
し
て
結
び
し
紐
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
二

一
人
し
て
あ
ひ
見
る
ま
で
は
と
か
じ
と
そ
思
ふ
」
は
、
「
万
葉
集
」
巻
十
二
、

二
九
二
九
の

　
　
ふ
た
り
し
て
　
　
む
す
び
し
ひ
も
を
　
　
ひ
と
り
し
て
　
　
あ
れ
ほ
と
き
み
じ
　
　
た
だ
に
あ
ふ
ま
で
は

　
　
二
品
而
　
結
之
露
玉
　
一
為
而
　
吾
者
解
不
見
　
農
相
及
者

の
改
作
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
兼
良
も
こ
の
殺
に
つ
い
て
は
小
町
の
こ
と
と
は
し

て
い
な
い
の
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
兼
良
が
、
「
愚
見
抄
」
の
序
文
に
お
い
て
、

　
　
言
説
、
在
中
将
、
二
条
の
后
を
、
か
し
奉
ら
ん
は
か
り
ご
と
に
出
家
せ
し

　
　
が
、
其
後
、
髪
を
生
さ
ん
為
に
陸
奥
国
八
十
嶋
に
い
た
り
て
、
小
野
小
町

　
　
が
車
駕
の
「
秋
風
の
吹
に
つ
け
て
も
あ
な
め
く
」
と
い
へ
る
声
を
聞
付

　
　
た
る
と
い
ふ
事
、
江
次
第
の
第
十
四
の
巻
に
載
侍
り
。
匡
房
卿
説
、
尤
証

　
　
拠
と
す
べ
し
。

　
　
　
　
（
注
5
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
に
現
代
の
目
か
ら

見
れ
ば
と
て
も
事
実
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
、
か
な
り
説
話
化
さ
れ
た
小
町
の

話
で
も
、
「
江
家
次
第
」
に
載
っ
て
い
る
な
ら
ば
「
証
拠
」
と
し
て
用
い
る
兼

良
の
姿
勢
が
表
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
三
章
段
に
小
町
を
あ
て
る
の

も
、
現
代
の
我
々
に
す
れ
ば
根
拠
が
な
い
よ
う
に
見
え
て
も
、
兼
良
な
り
の
文

献
的
裏
付
け
が
あ
っ
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
に
、
「
色

好
み
な
る
女
」
と
い
う
物
語
の
記
述
も
、
そ
の
裏
付
け
の
一
つ
と
し
て
兼
良
が

考
え
て
い
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
四
段
の
「
東
の
五
条
」
の
「
大
后
の
宮
」
、
五
殺
の
「
東
の
五
条
わ



た
り
」
の
「
あ
る
じ
」
は
、
五
条
后
順
子
を
暗
示
す
る
書
き
方
で
あ
る
が
、
兼

良
・
宗
祇
と
も
に
染
殿
后
明
子
を
あ
て
て
い
る
の
も
、
や
は
り
「
冷
泉
家
流
伊

勢
物
語
抄
」
の
説
と
一
致
す
る
（
和
歌
知
顕
集
は
、
五
条
后
順
子
と
す
る
）
。
し
か

し
、
四
殺
末
尾
に
「
二
条
后
と
そ
」
と
い
う
本
文
を
も
つ
異
本
（
阿
波
国
文
庫

旧
蔵
本
・
谷
森
本
）
が
存
在
す
る
事
実
が
示
す
よ
う
に
、
三
段
・
五
段
・
六
段

の
二
条
后
物
語
の
間
に
位
置
す
る
四
段
の
女
を
二
条
后
と
考
え
る
の
は
自
然
で

あ
り
、
芥
川
の
六
段
の
末
尾
注
「
こ
れ
は
、
二
条
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も

と
に
、
つ
か
う
ま
つ
る
や
う
に
て
る
給
へ
り
け
る
を
、
形
の
い
と
め
で
た
く
お

は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
惹
を
」
云
々
に
よ
れ
ば
、
二
条
后

は
い
と
こ
の
染
殿
后
の
も
と
に
い
た
こ
と
に
な
る
か
ら
、
「
大
后
の
宮
」
が
女

を
「
西
の
対
」
に
住
ま
わ
せ
て
い
た
と
い
う
四
段
を
、
こ
れ
と
同
じ
時
の
こ
と

と
考
え
れ
ば
、
「
大
后
の
宮
」
は
、
伯
母
の
五
条
后
で
は
な
く
、
い
と
こ
の
主

殿
后
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
（
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
伯
母
の
五
条
后
の
も
と
に
い
た
時

は
盗
み
出
せ
な
か
っ
た
が
、
い
と
こ
の
染
殿
后
の
時
に
は
じ
め
て
盗
み
出
せ
た
と
も
考

え
得
る
）
。
さ
ら
に
、
六
十
五
段
末
尾
注
の
「
大
御
息
所
も
染
殿
后
也
。
五
条
后

と
も
」
は
、
「
大
御
息
所
」
を
「
五
条
后
」
と
す
る
別
の
伝
承
も
あ
る
と
言
っ

て
い
る
の
だ
が
、
「
上
殿
后
」
の
別
名
が
「
五
条
盾
」
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る

の
だ
と
誤
解
し
て
、
そ
れ
を
根
拠
に
、
四
段
の
「
大
后
の
宮
」
や
五
段
の
「
あ

る
じ
」
に
つ
い
て
、
五
条
后
す
な
わ
ち
染
殿
盾
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
同
様
に
、
百
七
段
の
場
合
も
、
主
人
公
が
恋
歌
を
代
詠
す
る
「
そ
の
男
の
も

　
　
　
　
伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

と
な
り
け
る
人
」
に
つ
い
て
、
兼
良
が
「
業
平
の
中
将
の
も
と
の
女
也
。
初
草

の
妹
と
い
ふ
説
も
あ
り
」
と
、
一
説
と
し
て
掲
げ
る
説
は
、
四
十
九
段
で
主
人

公
に
懸
想
さ
れ
て
「
初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
」
と
詠
む
業
平
の
妹
と
こ
の
段

の
女
を
同
一
人
物
と
考
え
て
「
初
草
の
女
直
」
と
注
す
る
「
冷
泉
家
伊
勢
物
語

抄
」
以
来
の
説
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
物
語
の
す
べ
て
の
記
述
を
同
次
元
・
等
価
値
に
と
ら
え
て
、
そ

の
す
べ
て
を
矛
盾
な
く
説
明
し
よ
う
と
す
る
古
注
独
自
の
発
想
が
生
み
だ
し
た

　
　
　
　
　
（
注
6
）

も
の
で
あ
っ
た
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
兼
良
は
、
こ
の
物
語
を
信
頼
す
る

に
足
る
資
料
と
し
て
、
事
実
を
考
証
し
て
い
く
上
で
の
基
本
に
据
え
て
い
た
と

考
え
ら
れ
、
そ
の
意
味
で
は
、
物
語
全
体
に
記
載
さ
れ
て
い
る
事
柄
を
組
み
立

て
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
こ
の
考
え
方
は
、
一
つ
に
は
古
注
の
影
響

で
あ
り
、
ま
た
一
つ
に
は
こ
の
物
語
の
記
述
を
事
実
と
し
て
信
頼
す
る
に
足
る

と
考
え
る
ゆ
え
の
読
解
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。

三

　
以
上
の
よ
う
に
、
一
条
兼
学
の
「
愚
見
抄
」
が
人
名
を
あ
ら
わ
す
根
拠
は
、

原
則
と
し
て
、
こ
の
物
語
を
含
め
た
信
頼
で
き
る
文
献
に
よ
っ
て
確
か
め
得
る

事
実
で
あ
り
、
例
外
的
に
古
注
に
よ
っ
て
名
を
あ
ら
わ
す
場
合
は
、
六
十
・
百

七
段
の
よ
う
に
一
説
と
し
て
掲
げ
る
も
の
が
多
く
、
断
定
的
に
述
べ
る
の
は
、

お
も
に
小
町
に
関
す
る
も
の
や
、
「
五
条
后
」
イ
コ
ー
ル
「
染
殿
后
」
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三



理
解
に
基
づ
い
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て

宗
祇
の
注
釈
に
お
い
て
は
、
先
に
掲
げ
た
表
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
人

名
を
あ
ら
わ
す
場
合
が
血
紅
よ
り
も
は
る
か
に
多
い
。
し
か
も
、
そ
の
場
合

に
、
兼
良
の
よ
う
に
文
献
に
基
づ
い
て
人
名
を
あ
ら
わ
す
の
で
は
な
く
、
す
べ

て
古
注
の
説
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
四
十
四
段
の
「
あ
が
た
へ
行
く
人
」
や
八
十
二
段
の
「
又
、
人

の
歌
、
ち
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
」
の
作
者
を
冷
泉
家
流
古
注
に
従
っ
て
有
常

と
し
た
り
（
知
顕
集
は
四
十
四
段
を
有
二
女
と
し
、
八
十
二
段
は
ふ
れ
な
い
）
、
二
十

一
毅
の
「
い
さ
さ
か
な
る
事
に
つ
け
て
、
出
て
」
い
く
女
に
つ
い
て
、
「
誰
と

も
な
し
」
と
し
な
が
ら
も
冷
泉
家
流
古
注
の
小
町
説
（
知
顕
集
は
有
常
女
）
を
あ

げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
二
十
六
段
階
「
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
」
の
一
文
は
、
現
在
の
注
釈
に
お

い
て
も
解
釈
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
宗
紙
は
、
「
五
条
わ
た
り
な
り

け
る
女
」
と
は
二
条
后
の
こ
と
と
し
、
そ
の
女
を
「
え
得
ず
な
」
つ
た
と
「
わ

び
た
り
け
る
入
」
と
解
釈
し
て
、
「
わ
び
た
り
け
る
人
」
に
染
殿
后
を
あ
て
、

「
業
平
二
条
后
に
思
ひ
あ
る
事
を
、
霊
殿
后
あ
は
れ
み
、
佗
給
ひ
し
也
」
（
垂
泣

抄
）
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
、
こ
の
段
は
、
四
段
の
「
東
の
五
条
に
、
大
后

の
宮
お
は
し
ま
し
け
る
、
西
の
対
に
、
す
む
人
あ
り
け
り
」
、
五
段
の
「
東
の
五

条
わ
た
り
に
、
い
と
し
の
び
て
い
き
け
り
」
な
ど
と
い
う
記
述
を
持
つ
二
条
后

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

物
語
を
前
提
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
前
述
の
ご
と
く
「
五
条
の

大
后
宮
」
を
、
六
段
の
「
い
と
こ
の
女
御
」
染
殿
后
の
別
名
な
り
と
す
る
説
が

一
般
的
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
れ
を
う
け
て
、
「
わ
び
た
り
け
る
人
」
を
染
殿

后
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
説
は
、
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
合
」
（
書
陵
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
注
7
）

本
）
に
は
見
え
な
い
が
、
同
種
の
も
の
で
あ
る
慶
応
本
「
伊
勢
物
語
註
」
に
あ

っ
て
、
や
は
り
冷
泉
家
流
古
注
以
来
の
説
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
次
に
、
前
述
し
た
百
七
段
の
「
そ
の
男
の
も
と
な
り
け
る
人
」
を
業
平
の
妹

と
す
る
古
注
の
説
に
つ
い
て
、
兼
良
が
一
説
と
し
て
あ
げ
て
い
る
こ
と
は
先
に

述
べ
た
が
、
四
周
は
、
「
業
平
の
い
も
う
と
也
。
初
草
の
歌
よ
み
し
女
工
」
（
肖

聞
抄
）
と
断
じ
、
あ
わ
せ
て
、
「
業
平
い
も
う
と
の
こ
と
を
ね
ん
ご
ろ
に
思
ふ
由

見
え
た
り
。
初
草
の
段
の
心
、
受
に
て
見
侍
べ
し
」
（
同
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
四
十
九
段
に
お
け
る
、
妹
に
対
す
る
業
平
の
懸
想
で
あ
る
と
い
う
説
を

否
定
し
て
、
妹
を
憐
貸
し
た
と
解
釈
す
る
説
の
根
拠
と
す
る
た
め
の
発
言
で
あ

る
が
、
四
十
九
段
と
同
一
次
元
の
世
界
と
し
て
と
ら
え
る
古
注
の
読
み
方
に
従

っ
て
こ
の
段
の
女
を
妹
の
こ
と
と
し
て
し
ま
う
ば
か
り
で
は
な
く
、
根
拠
の
な

い
そ
の
理
解
を
、
今
度
は
四
十
九
段
の
解
釈
に
ま
で
及
ぼ
す
と
い
う
、
あ
る
意

味
で
古
注
に
非
常
に
似
通
っ
た
注
釈
方
法
を
宗
祇
が
用
い
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
宗
祇
は
、
斜
面
が
外
部
資
料
に
よ
る
論
証
も
な
く
小
町
を
あ
て

て
い
る
二
十
八
・
四
十
二
・
六
十
段
の
場
合
に
は
、
前
掲
の
表
に
示
し
た
よ
う



に
、
「
誰
と
も
な
し
」
「
誰
に
て
も
な
る
べ
し
」
と
誰
と
も
名
を
表
す
べ
き
で
な

い
こ
と
を
主
張
す
る
か
、
小
町
説
に
全
く
触
れ
な
い
か
で
あ
り
、
初
段
の
春
日

の
里
の
「
女
は
ら
か
ら
」
に
つ
い
て
の
注
、

　
　
此
兄
弟
の
女
、
誰
と
も
な
し
。
此
物
語
の
う
へ
に
名
の
あ
ら
は
れ
た
る
は

　
　
い
ふ
に
お
よ
ば
ず
。
名
を
あ
ら
は
さ
ざ
る
を
ば
、
誰
と
も
な
く
て
置
べ

　
　
し
。
当
流
の
義
也
。
和
寄
の
読
人
不
知
の
ご
と
し
。
一
群
御
里
同
之
。
古

　
　
注
に
は
、
、
有
常
が
女
姉
妹
と
云
々
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
曾
聞
抄
）

が
い
う
よ
う
に
、
古
注
否
定
の
姿
勢
が
基
盤
に
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
兼
良
が
文
献
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
事
実
を
根
拠
に
人
名
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
の
を
知
り
な
が
ら
、
あ
え
て
そ
れ
に
よ
ら
ず
に
別
の
説
を
主
張
す

る
場
合
に
、
宗
砥
の
独
自
の
考
え
方
が
表
れ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
、
六
十
五
段
の
女
主
人
公
に
つ
い
て
、
「
染
殿
の
盾
の
い
と
こ
」

と
い
う
こ
の
段
の
設
定
に
よ
っ
て
、
二
条
后
の
こ
と
と
し
、
「
古
今
集
」
を
根

拠
に
、
物
語
に
全
く
登
場
し
な
い
藤
原
直
子
を
あ
て
る
兼
良
の
説
を
、
「
伊
勢

物
語
」
の
世
界
を
壊
す
も
の
と
し
て
は
じ
め
か
ら
無
視
す
る
の
を
は
じ
め
、
先

に
触
れ
た
六
十
九
段
の
「
斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
」
に
つ
い
て
、
宗
祇
は
、
コ

禅
御
説
に
は
、
親
と
は
惟
喬
の
み
こ
の
母
静
子
の
事
也
云
々
。
惟
喬
と
斎
宮
丁

子
と
一
腹
な
れ
ば
也
」
（
肖
聞
抄
）
と
、
兼
良
の
説
を
あ
げ
な
が
ら
、
「
し
か
れ

ど
も
染
殿
后
が
可
然
歎
。
斎
宮
の
御
た
め
に
は
継
母
な
れ
ど
も
、
染
殿
に
業
平

家
礼
な
れ
ば
、
只
御
湿
を
加
ら
る
べ
き
に
や
と
云
々
」
（
同
）
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
　
伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

こ
れ
は
冷
泉
家
流
古
注
の
説
な
の
だ
が
、
宗
舐
は
、
実
母
は
静
子
で
あ
る
事
実

を
承
知
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
の
「
お
や
」
は
継
母
の
染
殿
盾
と
考
え
る
べ
き

だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
兼
良
が
「
古
今
集
」
に
従
っ
て
小
町
と
す
る
二
十
五
段
の
場
合
は
、

「
古
今
に
は
、
此
寄
小
町
と
有
り
」
（
肖
南
面
）
と
そ
れ
を
指
摘
し
な
が
ら
も
湘

し
か
し
こ
の
殺
に
お
い
て
は
名
を
あ
て
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
し
、
十

八
段
目
「
な
ま
心
あ
る
女
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
「
此
段
誰
と
も
見

え
ざ
れ
ど
も
、
業
平
の
か
た
へ
歌
を
送
な
ど
し
た
る
事
、
業
平
好
色
の
名
誉
な

れ
ば
、
小
町
と
名
を
あ
ら
は
す
也
と
云
々
」
（
同
）
と
述
べ
て
、
業
平
の
「
好

色
の
名
誉
」
の
た
め
に
、
古
注
に
従
っ
て
名
を
あ
ら
わ
し
て
読
む
べ
し
と
主
張

す
る
。
ま
た
、
十
九
段
の
「
ご
た
ち
な
り
け
る
入
」
に
つ
い
て
も
、
こ
の
女
が

詠
む
「
二
黒
の
よ
そ
に
も
人
の
」
の
歌
が
「
古
今
集
」
に
は
紀
尋
常
女
の
作
で

あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
「
ご
た
ち
は
染
殿
の
后
の
女
ど
も
の
中
に
て
も
や

侍
ら
ん
」
（
同
）
と
述
べ
て
、
こ
の
段
に
お
い
て
は
墨
筆
女
と
名
を
あ
ら
わ
す

べ
き
で
な
い
こ
と
を
注
し
て
い
る
が
、
二
十
三
段
の
女
主
人
公
で
あ
る
幼
な
じ

み
の
女
に
つ
い
て
、
「
貞
女
の
名
誉
を
し
ら
す
る
故
」
に
、
古
注
に
従
っ
て
有

常
女
と
名
を
あ
て
て
読
む
べ
し
と
す
る
な
ど
の
独
特
の
理
解
を
示
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
宗
祇
が
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
示
す
の
に
は
、
そ
れ
な
り
の
理
由
が

あ
っ
た
。
染
殿
后
を
あ
て
る
場
合
を
例
に
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
五
段
で
、
通
ひ
路
を
番
人
が
守
る
よ
う
に
な
っ
て
女
の
も
と
に
通
え
な
く
な

っ
た
主
人
公
が
「
人
知
れ
ぬ
我
が
通
ひ
路
の
関
守
は
昏
々
ご
と
に
う
ち
も
寝
な

な
む
」
と
詠
む
と
、
「
い
と
い
た
う
心
や
み
け
り
。
あ
る
じ
許
し
て
け
り
」
と

物
語
ら
れ
る
。
現
代
で
は
、
一
般
に
、
「
い
と
い
た
う
心
や
」
ん
だ
の
は
女
の

方
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
主
人
も
通
う
の
を
許
し
た
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
宗
祇

は
、
「
心
や
み
け
り
」
を
注
し
て
、
「
染
殿
后
、
心
に
す
こ
し
業
平
を
い
た
は
り

憐
慰
し
給
ふ
や
う
な
る
心
知
」
（
肖
聞
抄
）
と
言
い
、
「
ゆ
る
し
て
け
り
」
に
つ

い
て
、
「
寛
宥
の
義
也
。
恋
路
の
わ
り
な
き
事
を
不
便
が
り
お
も
ひ
給
へ
る
さ

ま
也
。
あ
は
せ
ぬ
事
を
ゆ
る
し
す
に
あ
ら
ず
」
（
雪
柳
聞
書
）
と
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
に
、
心
や
み
け
り
と
は
「
心
の
や
す
む
」

意
、
ゆ
る
す
と
は
「
一
夜
を
ゆ
る
し
逢
給
ふ
」
意
で
あ
る
と
述
べ
た
後
、
「
又

評
説
云
」
と
し
て
「
心
や
み
け
り
と
は
憐
感
の
心
な
り
。
ゆ
る
し
け
り
と
は
寛

宥
の
心
也
」
と
あ
る
説
と
一
致
し
、
宗
祇
は
そ
の
一
説
を
と
っ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
こ
の
よ
う
な
や
さ
し
い
宮
殿
后
で
あ
る
か
ら
、
業
平
が
伊
勢
に
狩
の
使
と

し
て
行
っ
た
時
に
は
、
「
常
の
使
よ
り
は
、
こ
の
人
よ
く
い
た
は
れ
」
と
わ
ざ

わ
ざ
斎
宮
に
言
っ
た
り
（
六
十
九
段
）
、
二
条
后
と
結
ば
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
嘆

く
業
平
を
憐
慰
し
た
（
二
十
六
段
）
と
考
え
る
の
は
ご
く
自
然
な
享
受
の
あ
り

方
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
、
何
度
か
触
れ
た
十
九
段
の
「
昔
、

宮
仕
へ
し
け
る
女
の
方
に
、
ご
た
ち
な
り
け
る
人
を
あ
ひ
知
り
た
り
け
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

あ
る
「
宮
仕
へ
し
け
る
女
」
に
つ
い
て
、
「
肖
聞
抄
」
に
、
「
染
殿
の
御
方
な
ど

に
や
。
業
平
は
忠
仁
公
に
家
来
也
云
々
。
さ
れ
ば
細
殿
后
な
ど
へ
も
通
ず
べ

し
」
と
あ
り
、
ま
た
、
二
十
九
段
の
「
東
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賓
」
に
つ

い
て
、
コ
禅
御
説
」
と
し
て
「
霊
殿
后
の
四
十
賀
を
い
と
こ
の
女
御
の
し
給

ふ
な
る
べ
し
。
い
と
こ
の
女
御
と
は
二
条
后
也
」
と
の
説
を
出
し
、
「
め
し
あ

づ
け
ら
れ
た
り
け
る
に
」
を
注
し
て
、
「
業
平
奉
行
な
ど
に
て
申
沙
汰
し
け
る

に
や
。
業
平
は
忠
仁
公
・
染
殿
な
ど
へ
家
来
な
り
と
云
々
」
と
述
べ
る
な
ど
、

業
平
が
染
被
髪
に
仕
え
て
い
た
と
し
ば
し
ば
注
記
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
な

お
、
こ
の
コ
禅
御
盆
」
は
「
愚
見
抄
」
に
は
見
え
ず
、
兼
良
の
説
か
ど
う
か
確
か
め

得
て
い
な
い
。
今
後
の
調
査
を
約
し
て
お
き
た
い
）
。

　
こ
れ
は
、
九
十
八
段
に
「
お
ほ
き
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
」
す
な
わ
ち
忠
仁
公

に
「
つ
か
う
ま
つ
る
男
」
と
し
て
主
人
公
業
平
が
登
場
す
る
こ
と
に
よ
り
、
「
業

平
は
忠
仁
公
の
家
礼
也
」
（
宗
長
聞
書
）
と
し
、
ま
た
、
前
述
の
七
十
六
段
に
よ

り
二
条
后
に
仕
え
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
、
良
工
に
仕
え
る
の
だ
か
ら
そ

の
娘
の
染
殿
后
に
も
、
ま
た
二
条
后
に
も
仕
え
て
い
た
の
だ
と
考
え
、
そ
れ
を

す
べ
て
の
章
段
の
解
釈
に
及
ぼ
し
て
、
業
平
が
宮
仕
え
に
よ
っ
て
知
り
あ
う
十

九
段
の
「
ご
た
ち
」
が
仕
え
て
い
る
「
宮
仕
へ
し
け
る
女
」
を
染
殿
后
と
し
、

業
平
が
「
東
宮
の
女
御
」
す
な
わ
ち
二
条
后
の
「
御
方
」
の
「
花
の
賀
」
に

「
め
し
あ
づ
け
ら
れ
」
る
こ
の
二
十
九
段
を
、
染
泉
源
の
四
十
賀
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
。



　
十
九
・
二
十
九
毅
の
場
合
、
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
に
も
見
え
る
説
で

あ
る
が
、
宗
祇
は
そ
こ
か
ら
、
業
平
の
主
人
で
あ
り
、
業
平
の
恋
愛
に
伴
う
苦

し
み
を
憐
慰
し
て
く
れ
る
、
よ
き
理
解
者
、
と
い
う
染
単
二
の
イ
メ
ー
ジ
を
抽

出
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
で
注
釈
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
た
と
え
ば
、
六
十
五
殺
で
「
大
御
息
所
」
が
女
主
人
公
を
「
蔵
に
こ
め

て
、
し
を
り
給
ふ
」
と
あ
る
の
を
、
そ
の
よ
う
な
や
さ
し
い
后
で
あ
れ
ば
、
折

濫
な
さ
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
は
ず
が
な
い
と
考
え
る
ゆ
え
に
「
い
さ
め
給

ふ
」
（
宗
長
聞
書
）
と
い
う
解
釈
を
示
す
場
合
の
よ
う
に
、
何
げ
な
い
と
こ
ろ
に

も
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
宗
祇
は
、
主
人
公
や
、
「
伊
勢
斎
宮
」
「
賀
陽
親
王
」
な
ど
の
登
場
人
物

を
好
色
で
は
な
い
と
主
張
し
て
お
り
、
そ
れ
は
、
先
に
触
れ
た
二
十
三
段
の
女

を
「
貞
女
」
と
し
て
業
平
の
正
妻
と
考
え
ら
れ
て
い
た
専
有
常
女
の
イ
メ
ー
ジ

と
重
ね
る
こ
と
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
前
稿
で
述
べ
た
が
、
小
野
小
町

に
関
し
て
は
、
こ
れ
と
は
逆
に
、
「
色
好
み
」
な
女
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。

主
人
公
業
平
の
好
色
に
つ
い
て
は
で
き
る
限
り
否
定
し
よ
う
と
す
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
前
述
し
た
十
八
段
の
「
な
ま
心
あ
る
女
」
に
根
拠
も
な
く
小
町
を
あ

て
、
「
好
色
の
名
誉
」
の
た
め
に
名
を
あ
ら
わ
す
と
述
べ
る
の
は
そ
の
た
め
で

あ
る
。

　
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
兼
良
は
、
文
献
に
よ
っ
て
確
か
め
得
る
事
実
を
重
視

し
て
注
釈
し
て
お
り
、
そ
の
結
果
の
ひ
と
つ
と
し
て
古
注
否
定
の
姿
勢
が
表
れ

伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
宗
匠
は
、
そ
の
事
実
を
認
め
な
が
ら
も

あ
え
て
古
注
に
従
う
場
合
が
あ
っ
た
。
宗
祇
が
古
注
に
従
っ
て
名
を
あ
ら
わ
す

人
物
は
、
下
達
常
・
有
理
女
・
小
町
・
染
殿
后
な
ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
人
々

は
、
宗
祇
が
実
在
の
業
平
と
交
渉
が
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
人
々
な
の
で
あ
る

が
、
登
場
人
物
の
性
格
に
注
目
し
て
、
た
と
え
ば
染
殿
后
は
業
平
を
憐
慰
す
る

人
、
紀
有
聖
女
は
貞
女
、
小
町
は
色
好
み
、
と
い
う
よ
う
に
、
宗
舐
流
の
入
物

像
を
作
り
あ
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
名
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
祇

が
、
十
九
段
の
「
ご
た
ち
」
に
つ
い
て
、
有
常
女
と
い
う
「
古
今
集
」
の
作
老

名
表
記
に
も
冷
泉
家
流
古
注
に
も
従
わ
ず
に
、
有
蓋
女
の
名
を
あ
ら
わ
す
べ
き

で
は
な
い
と
注
し
て
い
る
の
は
、
「
又
、
男
あ
る
人
」
と
語
ら
れ
る
こ
の
十
九

段
の
女
が
、
古
注
以
来
有
男
女
の
事
蹟
と
し
て
名
高
い
二
十
三
段
の
女
の
貞
女

の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
は
ず
れ
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
古
注
に
従
い
な
が
ら

も
宗
祇
な
り
の
選
択
を
行
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
の
基
準
は
、
兼
良
の
よ
う
に
文

献
に
よ
る
事
実
で
は
な
く
、
宗
祇
が
特
っ
て
い
る
そ
の
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
基

準
に
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
好
例
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
宗
祇
と
古
注
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
場
合
、
「
伊
勢
物
語
抄
適
談
話
聴
」
（
宮

内
庁
書
陵
部
本
に
よ
る
）
に

　
　
東
常
縁
ハ
、
サ
シ
タ
ル
人
ニ
テ
モ
ナ
キ
人
ニ
ハ
以
古
注
よ
む
。
よ
き
門
弟

　
　
ニ
ハ
本
式
ニ
ヨ
ム
ト
云
々
。

と
あ
り
、
陽
明
文
庫
所
蔵
の
「
伊
語
古
説
」
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
祇
な
ど
も
古
注
を
専
に
よ
ま
れ
し
也
。

と
あ
る
よ
う
に
、
東
常
法
や
宗
舐
が
初
心
者
に
対
し
て
は
古
注
を
用
い
て
注
釈

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
今

ま
で
の
考
察
で
宗
祇
の
説
を
代
表
さ
せ
て
き
た
の
は
、
「
肖
聞
抄
」
や
「
君
長

聞
書
」
な
ど
の
、
い
わ
ゆ
る
「
当
流
」
の
注
釈
書
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
「
当

流
」
の
注
釈
に
お
い
て
も
、
物
語
の
す
べ
て
の
章
段
を
同
次
元
・
等
価
値
に
見

る
古
注
の
も
の
の
考
え
方
、
と
ら
え
方
を
前
提
に
し
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。

四

　
こ
の
よ
う
な
、
古
注
に
対
す
る
兼
良
と
宗
祇
の
態
度
の
相
違
は
、
そ
の
ま
ま

注
釈
の
根
本
姿
勢
の
相
違
で
も
あ
る
。

今
ま
で
に
あ
げ
た
例
に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
兼
良
の
注
釈
は
、
き
わ
め

て
実
証
的
な
点
に
持
色
が
あ
る
。
物
語
に
実
名
で
登
場
す
る
人
物
に
つ
い
て
、

た
と
え
ば
、
三
段
の
「
二
条
の
后
の
ま
だ
み
か
ど
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
」
の
注
に
お
い
て
、

　
　
二
条
后
、
名
は
高
子
。
中
納
言
藤
原
長
良
卿
の
中
女
也
。
貞
観
八
年
十
二

　
　
月
女
御
に
立
干
ふ
。
廿
六
の
と
し
の
事
也
。
同
十
年
十
二
月
に
陽
成
天
皇

　
　
を
う
み
給
へ
り
。
天
皇
位
に
つ
き
給
ひ
て
後
、
元
慶
元
年
正
月
に
中
宮
と

　
　
申
。
か
く
て
延
喜
十
年
三
月
に
莞
じ
給
ふ
。
六
十
九
歳
也
。
た
ぼ
人
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

　
　
お
は
し
ま
す
と
は
、
貞
観
八
年
よ
り
さ
き
の
事
を
い
へ
り
。

と
、
「
三
代
実
録
」
や
定
家
の
「
伊
勢
物
語
」
薄
物
な
ど
に
見
え
る
二
条
后
の

略
歴
を
掲
げ
た
上
で
、
「
た
だ
人
」
で
あ
っ
た
時
期
を
「
貞
観
八
年
よ
り
さ
き
」

と
考
証
す
る
態
度
や
、
物
語
の
和
歌
を
注
す
る
場
合
に
、
出
典
の
わ
か
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
ま
ず
そ
れ
を
掲
げ
た
上
で
注
釈
し
て
い
く
態
度
は
、
そ
の
実
証

主
義
の
表
れ
と
言
え
よ
う
。

　
ち
な
み
に
、
宗
門
は
、
こ
の
三
段
の
場
合
、
二
条
后
の
略
歴
を
掲
げ
る
こ
と

は
せ
ず
、
「
伊
勢
が
書
る
詞
な
る
べ
し
。
業
平
の
所
行
を
た
す
け
て
、
た
ゴ
人

に
て
の
事
と
書
る
と
云
々
。
又
女
御
以
前
の
事
に
も
や
侍
ら
ん
」
（
肖
聞
抄
）
と

述
べ
て
お
り
、
「
女
御
以
前
の
事
」
と
す
る
考
え
方
を
あ
げ
て
い
る
も
の
の
、

こ
の
書
き
方
か
ら
見
て
、
「
業
平
の
所
行
を
た
す
け
」
た
、
つ
ま
り
、
事
実
で
な

く
て
も
構
わ
な
い
の
だ
と
す
る
考
え
方
を
、
よ
り
評
価
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る

の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
兼
良
が
和
歌
の
出
典
を
掲
げ
て
い
る
時
に
、
宗
祇
は
全
く
そ
れ
に
触

れ
な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
た
と
え
ば
、
百
十
二
段
「
須
磨
の
あ
ま
の
塩
焼

く
け
ぶ
り
風
を
い
た
み
お
も
は
ぬ
方
に
た
な
び
き
に
け
り
」
に
つ
い
て
、
「
愚

見
抄
」
の

　
　
古
今
集
第
十
四
に
、
よ
み
蓋
し
ら
ず
の
歌
也
。
又
、
古
注
の
た
と
へ
歌
に

　
　
か
き
た
り
。
歌
の
心
は
詞
に
き
こ
ゆ
。

と
、
「
肖
聞
抄
」
の



、

　
　
内
心
は
、
こ
と
人
に
な
び
く
を
、
塩
焼
煙
に
た
と
へ
い
へ
る
也
。
此
寄
切
余

　
　
情
ふ
か
く
や
さ
七
き
寄
也
。
詞
つ
か
ひ
な
ど
よ
く
思
ふ
べ
し
と
そ
。

を
比
べ
て
み
る
と
、
ま
ず
出
典
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
専
心
し
て
注
釈
す
る

兼
良
と
、
出
典
よ
り
も
歌
の
心
に
着
目
し
て
、
い
か
に
読
む
べ
き
か
を
注
釈
す

る
雲
斎
の
姿
勢
が
よ
く
表
れ
て
い
る
。

、
ま
た
、
東
下
り
章
殺
の
ひ
と
つ
、
十
一
段
の
主
人
公
の
歌
、

　
　
忘
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
み
に
な
り
ぬ
と
も
空
行
く
月
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で
．

は
、
「
拾
遺
集
」
雑
上
、
四
七
〇
に
、
・
橘
忠
基
の
歌
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

伊
勢
物
語
を
業
平
の
実
見
と
と
ら
え
、
勅
撰
集
の
記
載
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
信

じ
て
い
た
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
不
審
の
対
象
で
あ
っ
た
が
、
r
兼
良
の

「
愚
見
抄
」
は
、

・
．
、
，
受
歌
（
拾
遺
集
の
第
八
に
あ
り
。
橘
の
た
ゴ
も
と
が
人
の
む
す
め
に
果
て

　
∴
憂
い
ひ
侍
り
け
る
比
、
と
ほ
き
所
に
ま
か
り
侍
と
て
、
此
女
の
も
と
に
い

　
　
ひ
っ
か
は
し
け
る
㍉
、
と
あ
り
。
作
者
相
違
せ
り
。

と
述
べ
て
、
作
者
相
違
の
事
実
を
指
摘
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し

て
、
宗
祇
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

」
、
此
歌
、
拾
遺
に
は
橘
の
忠
も
と
が
歌
と
見
え
た
り
。
か
や
う
の
事
、
本
物

＼
ヒ
語
に
お
ほ
し
。
・
此
物
語
に
て
は
（
業
平
の
歌
と
心
う
べ
し
。
、
（
奏
聞
抄
）
、

事
実
は
事
実
と
し
て
、
，
と
の
物
語
に
お
い
て
は
隅
主
人
公
の
業
平
の
作
と
思
っ

て
読
む
べ
き
だ
．
と
い
う
の
で
あ
る
6
　
》
・
一
鴎
　
　
　
，

伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

　
以
上
の
よ
う
に
、
兼
営
は
、
出
典
す
な
わ
ち
歴
史
的
事
実
を
掲
げ
て
、
物
語

本
文
と
の
相
違
を
明
ら
か
に
し
、
事
実
が
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
考
証
す
る
実
証

主
義
的
姿
勢
で
あ
る
の
に
対
し
、
宗
紙
は
、
歴
史
的
事
実
よ
り
も
む
し
ろ
、
い

か
に
読
む
べ
き
か
、
い
か
に
物
語
化
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
か
を
重
視
し
て

注
釈
す
る
、
実
証
よ
り
も
鑑
賞
を
重
ん
じ
る
姿
勢
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で

あ
る
。
r

　
こ
の
よ
う
な
両
者
の
注
釈
姿
勢
の
相
違
は
、
ま
た
、
そ
の
根
本
に
あ
る
伊
勢

物
語
観
の
相
違
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。
・

　
墨
壷
の
実
証
主
義
は
馬
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
「
愚
見
抄
」
の
序
文
に
お
い

て
、
古
注
を
厳
し
く
排
撃
す
る
点
に
も
表
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
事
実
を
知

ら
な
い
者
が
実
名
を
あ
て
て
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
も
歴
史
的
事
実

と
思
い
込
ん
で
し
ま
う
こ
と
を
お
そ
れ
て
の
警
告
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
、
兼
良
が
「
伊
勢
物
語
」
を
業
平
の
実
伝
に

準
ず
る
も
の
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
実
際
」
皇
師
は
、
二
段
の
「
奈
良
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京
は
人
の
家
ま
だ
定

ま
ら
ざ
り
け
る
頃
」
と
い
う
業
平
の
活
躍
し
た
時
代
よ
り
も
五
十
年
ほ
ど
も
煎

の
平
安
遷
都
ま
も
な
い
頃
、
と
い
う
時
代
設
定
に
つ
い
て
」

　
　
た
と
ひ
、
中
将
は
た
ち
ば
か
り
の
時
な
り
と
も
、
僅
に
五
十
余
年
ば
か
り

　
　
の
時
な
る
べ
し
。
都
と
い
ふ
ば
か
り
に
て
、
人
の
家
居
な
ど
、
い
ま
だ
さ

　
　
だ
ま
ら
ん
言
う
た
が
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



と
述
べ
て
、
無
理
に
業
平
の
時
代
の
こ
と
と
し
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
り
、
六

段
で
「
え
う
ま
じ
か
り
け
る
」
女
を
ぬ
す
ん
だ
主
人
公
が
、
「
あ
ば
ら
な
る
く

ら
」
に
女
を
入
れ
て
「
弓
や
な
ぐ
ひ
を
負
ひ
て
」
戸
口
に
い
た
と
い
う
、
少
し

大
げ
さ
な
設
定
に
つ
い
て
も
、

　
　
業
平
は
中
将
の
重
な
れ
ば
、
ゆ
み
や
な
ぐ
ひ
お
ふ
と
い
ふ
、
相
違
な
し
。

　
　
其
上
、
雷
鳴
陣
に
は
、
中
少
将
弓
箭
を
帯
し
て
内
裏
に
伺
候
す
。
か
み
さ

　
　
へ
い
み
じ
う
な
る
と
あ
れ
ば
、
弓
箭
お
へ
る
事
は
実
事
也
。

と
、
「
実
事
也
」
と
言
い
切
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
伊
勢
物
語
」
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
は
、
な
る
べ
く
事
実
と
し
て
見
た
い
と
い
う
姿
勢
を
一
貫
し
て
持
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
兼
良
に
し
て
も
、
た
と
え
ば
六
十
五
段
で
密
通
が
露
見
し
て

「
流
し
つ
か
は
」
さ
れ
た
主
人
公
が
「
人
の
国
よ
り
夜
ご
と
に
来
」
た
と
い
う

設
定
に
つ
い
て
、
「
誠
に
な
が
さ
れ
た
ら
ば
、
た
や
す
く
そ
の
国
を
は
な
る
べ

か
ら
ず
。
こ
れ
に
て
つ
く
り
事
と
は
し
る
べ
し
」
と
指
摘
す
る
な
ど
、
物
語
の

す
べ
て
が
業
平
の
実
伝
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ

れ
は
業
平
の
実
伝
と
は
思
え
な
い
極
端
な
場
合
に
限
ら
れ
て
お
り
、
物
語
が
虚

構
で
あ
る
こ
と
は
認
め
る
も
の
の
、
そ
の
虚
構
化
の
度
合
い
は
、
き
わ
め
て
小

さ
い
と
考
え
て
い
た
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
黒
旗
の
場
合
は
、
全
く
異
な
っ
た
態
度
を
示
す
。
こ
の
六

十
五
段
の
場
合
に
つ
い
て
言
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
是
又
作
物
語
の
さ
ま
也
。
当
流
の
儀
は
、
左
遷
の
事
定
め
ら
る
と
い
へ
ど

　
　
も
、
い
ま
だ
都
に
あ
り
し
時
の
事
也
。
左
遷
の
所
さ
だ
ま
る
に
よ
り
て
人

　
　
の
国
と
は
云
也
。
古
注
の
儀
不
可
然
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肖
聞
抄
）

作
り
事
と
と
ら
え
る
の
は
兼
良
と
同
様
で
あ
る
が
、
「
古
注
の
儀
」
で
あ
る
「
東

山
に
を
し
こ
む
る
」
（
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
）
と
い
う
説
を
修
正
し
て
、
実
は

都
に
い
た
の
だ
が
左
遷
が
決
定
し
て
い
た
た
め
に
「
な
が
し
つ
か
は
す
」
と
い

っ
た
の
だ
と
主
張
し
て
い
て
、
兼
良
の
言
う
「
つ
く
り
事
」
と
は
次
元
が
異
な

り
、
事
実
を
事
実
の
ま
ま
に
書
く
の
で
は
な
く
、
事
実
を
基
盤
に
し
な
が
ら
比

喩
的
に
語
る
と
い
う
古
注
の
「
伊
勢
物
語
」
理
解
の
延
長
線
上
に
ひ
と
つ
の
新

た
な
る
物
語
世
界
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
時
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
先
に
触
れ
た
六
段

に
つ
い
て
の
注
で
あ
る
。

　
　
心
の
た
け
き
体
を
い
へ
り
と
云
々
。
下
の
心
也
。
一
禅
御
亭
に
、
此
時
業

　
　
平
戸
衛
司
な
れ
ば
と
云
々
。
此
夜
位
負
弓
矢
事
如
何
。
只
作
り
事
な
れ

　
　
ば
、
か
く
書
る
な
る
べ
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肖
二
子
）

「
下
の
心
」
と
い
う
語
は
、
「
古
今
集
」
注
釈
で
は
、
主
と
し
て
、
裏
に
教
訓

的
な
注
を
含
ま
せ
て
解
釈
す
る
場
合
に
、
宗
翼
翼
の
注
釈
に
頻
繁
に
使
用
さ
れ

る
重
要
な
語
で
あ
る
が
、
「
伊
勢
物
語
」
注
釈
に
お
い
て
は
、
教
訓
的
な
も
の

に
限
ら
ず
、
裏
に
別
の
意
味
を
含
ま
せ
て
注
釈
す
る
場
合
に
散
見
さ
れ
る
。
「
心

の
た
け
き
体
」
と
は
、
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
に
、
「
是
、
実
に
弓
や
な
ぐ

」



ひ
を
を
ひ
た
る
に
非
ず
。
心
の
聴
く
て
后
を
ぬ
す
め
ば
、
心
に
弓
矢
を
お
ひ
て

有
が
ご
と
し
と
い
ふ
也
」
と
あ
る
よ
う
な
、
実
際
に
弓
矢
を
背
負
っ
て
い
た
の

で
は
な
く
、
業
平
の
勇
壮
な
心
の
状
態
の
比
喩
で
あ
る
と
す
る
古
注
の
説
を
さ

し
て
い
る
が
、
宗
祇
は
、
「
下
の
心
」
と
し
て
そ
の
比
喩
的
解
釈
を
受
け
入
れ
、

む
し
ろ
「
実
事
也
」
と
す
る
兼
営
の
方
に
攻
撃
の
矢
を
向
け
て
い
る
の
で
あ

る
。
ち
な
み
に
、
「
宗
長
聞
書
」
で
は
、
「
当
流
に
は
、
た
ゴ
其
時
の
た
け
き
心

を
弓
や
な
ぐ
い
と
い
へ
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
「
下
の
心
」
が
、
そ
の
ま
ま

「
当
流
」
の
説
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
わ
せ
て
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
こ
の
物
語
が
在
原
業
平
ら
し
き
人
物
を
主
人
公
と
し
、
実
在
の
業
平
の
伝
と

無
関
係
で
は
あ
り
得
な
い
以
上
、
和
歌
の
実
作
者
を
探
り
、
史
実
性
を
考
証
す

る
千
丁
の
実
証
主
義
的
方
法
は
、
注
釈
の
第
一
般
階
と
し
て
、
ま
ず
必
要
と
さ

れ
る
態
度
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
兼
良
の
実
証
主
義
は
、
た
と
え
ば
、
六
十
五

段
の
女
主
人
公
を
、
「
古
今
集
」
に
よ
っ
て
藤
原
直
子
と
し
、
物
語
に
全
く
登

場
し
な
か
っ
た
直
子
を
あ
て
る
こ
と
に
何
の
不
審
も
抱
か
な
い
、
と
い
う
よ
う

に
、
物
語
に
は
物
語
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
ま
っ
た
く
考
え
な
い
と
こ
ろ
に
限

界
が
あ
っ
た
。
結
局
は
、
業
平
の
皆
伝
か
否
か
と
い
う
点
に
し
か
集
約
で
き
な

い
と
い
う
最
大
の
弱
点
を
特
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
兼
良
が
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
的
立
場
か
ら
古
注
を
真
っ
向
か
ら
攻
撃
し
、

　
　
　
　
伊
勢
物
語
旧
注
論
序
説

全
面
的
に
否
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
藁
筆
は
、
具
体
的
な
点
に
お
い
で
は

古
注
を
否
定
し
て
い
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
は
、
物
語
全
体
を
事
実
を
ふ
ま

え
た
比
喩
と
し
て
把
握
す
る
古
注
の
方
法
を
継
承
し
て
い
た
と
言
え
る
。
し

か
し
こ
の
よ
う
な
古
注
の
と
ら
え
方
は
、
二
条
后
を
兄
の
基
経
・
国
学
が
参
内

の
途
中
で
取
り
か
え
し
た
と
い
う
事
実
を
、
物
語
で
は
「
鬼
一
口
に
食
い
て
け

り
」
と
言
っ
た
の
だ
と
末
尾
注
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
（
六
段
y
、
事
実
を

事
実
の
ま
ま
に
描
く
の
で
は
な
く
仮
の
姿
で
表
す
と
い
う
物
語
自
体
の
虚
構
の

あ
り
方
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
「
此
物
語
は
、
い
か
に
も
幽
玄
に
よ
み
な
す
べ
き
事
と
そ
」
（
肖
聞
抄
九
十
六

段
ド
と
宗
砥
は
い
う
。
　
こ
の
「
幽
玄
に
よ
み
な
す
」
と
い
う
宗
祇
の
方
法
は
、

古
注
の
方
法
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
よ
う
な
物
語
の
虚
構

の
方
法
を
よ
く
把
握
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
そ
し
て
、
物
語
の
世

界
に
理
想
を
求
め
、
教
訓
と
し
て
受
け
取
ろ
う
と
す
る
宗
主
の
方
法
、
「
古
今

亭
」
の
恋
歌
や
雑
歌
の
一
首
一
首
に
も
「
下
の
心
」
と
し
て
教
訓
的
な
儒
教
道

徳
を
求
め
よ
う
と
す
る
宗
祇
の
方
法
は
、
兼
良
の
実
証
主
義
的
方
法
と
は
、
や

は
り
相
容
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
古
注
の
方
法
を
荒
唐
無
稽
な
も
の
と
し
て
否
定
す
る
兼
良
の
方
法
は
、
確
か

に
新
し
い
注
釈
史
の
は
じ
ま
り
で
あ
り
、
こ
れ
を
も
っ
て
古
注
時
代
の
終
焉
、

旧
注
時
代
の
始
発
と
す
る
大
津
有
一
博
士
の
時
代
区
分
は
確
か
に
正
し
い
。
し

か
し
、
そ
れ
以
後
、
契
沖
の
出
現
ま
で
、
．
兼
良
説
は
、
権
威
づ
け
の
た
め
に
利

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



由
川
さ
耽
る
て
止
億
あ
り
て
庵
、
そ
の
実
働
の
姿
勢
は
継
承
き
れ
発
展
さ
せ
ら
れ

喝
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
つ
契
沖
以
聯
の
業
績
や
近
代
の
文
献
学
的
研
究

切
匙
果
を
前
提
忙
し
て
児
れ
ば
、
兼
良
の
．
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
は
？
伊
勢
物

語
注
釈
史
の
大
き
煎
転
換
期
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
が
、
室
町
時
代

を
通
℃
て
依
然
力
を
持
ち
続
け
て
い
た
古
注
老
勢
力
を
二
分
し
て
い
た
の
が
、

実
は
一
舐
ゆ
ら
三
条
西
家
へ
止
伝
わ
づ
九
コ
口
方
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、

兼
良
の
学
問
は
「
伊
勢
物
語
」
注
釈
史
に
お
い
て
は
孤
高
で
あ
っ
た
と
い
う
評

価
し
か
な
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

’，

D
兼
良
．
・
宗
砥
を
一
括
し
て
旧
注
の
時
代
と
称
す
る
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
注

記
が
加
え
ち
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
本
稿
の
主
旨
で
あ
り
、
「
序

説
」
と
題
し
た
所
以
で
も
あ
っ
た
。

へ
注
1
）
　
一
「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
の
．
引
用
は
、
．
片
桐
洋
一
先
生
『
伊
勢
物
語
の
研
究

　
　
　
．
〔
資
料
篇
〕
』
（
昭
和
四
四
年
、
明
治
書
院
刊
）
所
収
の
京
都
大
学
国
語
学
国
文

　
　
　
学
研
究
室
本
に
よ
る
。

．
（
注
2
）
．
片
桐
洋
一
先
生
「
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
」
五
三
一
頁
参
照
。

パ
注
3
）
　
．
、
以
下
に
引
用
す
る
「
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
」
「
伊
勢
物
語
宗
長
聞
書
」
は
、
そ

　
　
　
」
れ
そ
れ
、
同
じ
く
片
桐
洋
一
．
先
生
「
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕
」
所
収
の

　
　
　
片
桐
洋
一
先
生
本
（
文
明
十
二
年
本
）
、
京
都
大
学
国
語
学
国
文
学
研
究
室
本

　
　
　
に
よ
る
。

．
パ
注
4
）
　
「
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
」
と
は
、
同
趣
の
注
の
総
称
で
あ
る
が
、
本
稿
で

　
　
　
．
は
『
伊
勢
物
語
の
研
塊
〔
資
料
篇
ζ
迄
翻
刻
さ
れ
た
宮
内
庁
書
陵
部
本
「
伊

五
二

　
　
　
勢
物
語
抄
」
に
よ
っ
て
代
衷
さ
せ
た
。

（
注
5
）
　
こ
の
部
分
は
．
「
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕
」
に
京
都
大
学
付
属
図
書
館

．
．
．
　
　
谷
村
文
庫
本
に
よ
っ
て
補
訂
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
σ
、
翻
刻
の
底
本
で
あ
る

　
　
　
京
都
大
学
国
語
学
国
文
学
研
究
室
本
に
は
な
い
。
ま
た
、
田
中
宗
作
氏
『
伊
勢

　
　
　
物
語
研
究
史
の
研
究
」
（
昭
和
四
〇
年
、
桜
楓
社
刊
）
に
翻
刻
さ
れ
た
初
稿
本

　
　
　
の
系
統
に
も
、
て
の
部
分
は
見
え
な
い
。
な
お
、
こ
の
説
は
、
「
江
家
次
第
」

　
　
　
第
十
四
、
即
位
、
「
后
宮
出
車
事
」
の
項
に
「
或
云
」
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い

　
　
　
る
内
容
に
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

，
（
注
6
）
　
片
桐
洋
一
先
生
「
伊
勢
物
語
古
注
の
世
界
構
造
」
（
「
論
集
日
本
又
学
・
a
本

　
　
　
語
2
・
中
古
」
昭
和
五
二
年
、
角
川
書
店
刊
）
、
「
虚
構
の
実
伝
と
物
語
一
伊

　
　
　
勢
物
語
古
注
の
世
界
構
造
（
続
）
」
（
『
香
椎
潟
』
第
二
十
七
号
、
昭
和
五
七
年

　
　
　
三
月
）
等
参
照
。

（
注
7
）
　
慶
応
義
塾
大
学
国
文
学
研
究
会
篇
、
国
文
学
論
叢
第
三
輯
「
平
安
文
学
研
究

　
　
　
と
資
料
一
源
氏
物
語
を
中
心
に
一
」
（
昭
和
三
四
年
、
至
文
堂
刊
）
所
収
「
定

　
　
　
家
流
伊
勢
物
語
註
」
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。


