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神
宮
文
庫
蔵
・
守
武
本
『
伊
勢
物
語
問
書
』

は
実
隆
説
に
あ
ら
ず

|
|
三
条
西
家
流
伊
勢
物
語
注
釈
の
展
開
付
|
|

ハ
-

室
町
時
代
後
期
に
お
け
る
伊
勢
物
語
注
釈
史
を
論
じ
る
場
合
に
、
三
条

西
実
隆
・
公
条
・
実
枝
を
中
心
・
と
す
る
三
条
西
家
流
の
注
釈
を
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
注
釈
書
の
中
に
は
、
残
念
な
こ
と

に
、
誤
ま
っ
た
位
置
付
け
が
な
さ
れ
た
ま
ま
に
現
在
に
至
っ
て
い
る
も
の

も
少
な
く
な
い
。
以
前
、
三
条
西
実
陸
の
名
を
借
り
た
偽
作
で
あ
る
こ
と

を
論
証
し
た
《
注
1
》
『
伊
勢
物
語
直
解
』
(
『
未
刊
国
文
古
注
釈
体
系
』
所

収
)
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
本
稿
で
は
、
神
宮
文
庫
所
蔵
の

荒
木
田
守
武
書
写
「
伊
勢
物
語
問
書
」
(
三
八
O
四
)
を
取
り
上
げ
た
い
。

本
間
寄
(
以
下
『
守
武
本
伊
勢
物
語
問
書
』
と
呼
ぶ
)
に
関
し
て
は
、

『
荒
木
田
守
武
集
』
(
昭
和
二
六
年
・
神
宮
司
庁
刊
)
に
お
い
て
、
コ
ニ
条

西
実
隆
の
註
縛
を
守
武
が
筆
寓
し
た
も
の
」
(
荒
木
田
守
武
翁
遺
文
書
目
録

並
解
説
)
、
「
実
陸
講
義
の
聞
書
」
(
荒
木
田
守
武
翁
年
譜
)
と
さ
れ
、
『
固

害
総
目
録
』
で
も
、
三
条
西
実
障
の
講
釈
の
閲
曹
と
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
昭
和
五
八
年
刊
行
の
『
神
宮
古
典
籍
影
印
叢
刊

ω
1
1

荒
木
田
守

、J

青

木

賜
鶴
子

武
集
』
に
収
め
ら
れ
、
そ
の
解
説
(
福
井
毅
氏
担
当
)
に
お
い
て
も
、
実

陸
の
講
釈
と
明
記
し
た
箇
所
は
な
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
さ
れ
な
が
ら

も
、
従
来
の
実
際
講
釈
説
を
結
論
に
し
て
お
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
『
守
武
本
伊
勢
物
語
聞
書
』
は
、
三

条
西
実
際
の
講
釈
の
聞
書
と
す
る
の
が
通
説
の
よ
う
で
あ
る
が
、
三
条
西

家
の
人
物
の
講
釈
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
え
な
い
も
の
の
、
そ
れ
を
実
陸
と

す
る
根
拠
は
な
く
、
具
体
的
に
内
容
を
検
討
す
る
と
、
む
し
ろ
実
隆
の

息
、
公
条
の
講
釈
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以

下
、
そ
れ
を
論
証
す
る
と
と
も
に
、
伊
勢
物
語
注
釈
史
に
お
け
る
本
聞
書

の
位
置
づ
け
を
試
み
て
お
き
た
い
と
思
う
。

《

--v

『
守
武
本
伊
勢
物
語
聞
書
』
の
書
誌
に
つ
い
て
は
、
前
掲
『
神
宮
古
典

籍
影
印
援
刊
』
の
解
説
に
詳
し
い
の
で
省
略
す
る
が
、
解
説
者
の
福
井
議

氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
三
条
西
実
隆
の
講
釈
と
明
記
し
た
箇

所
が
な
い
こ
と
に
ま
ず
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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す
な
わ
ち
、
巻
頭
に
、

君

臣

父

母

夫

妻

朋

友

三
条
殿
ニ
い
せ
物
語
聞
書

と
端
書
し
て
簡
単
な
総
論
を
載
せ
、
そ
の
次
に
、

西
殿
以
聞
書
写
之
/
守
武

と
あ
り
、
ま
た
、
奥
に
、

天
文
七
年
六
月
十
二
日
守
武
(
花
押
)

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
三
条
西
家
の
人
物
の
勢
語
講

釈
の
聞
曹
を
、
荒
木
田
守
武
が
天
文
七
年
二
五
三
八
)
六
月
十
二
日
に
書

写
し
た
こ
と
を
示
し
て
は
い
て
も
、
実
障
の
講
釈
で
あ
っ
た
と
す
る
根
拠

に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
最
初
に
注
目
し
た
い
の
は
、
『
守
武
本
聞
書
』
の
ニ
箇
所
に

引
か
れ
て
い
る
「
古
入
道
ど
の
」
の
説
で
あ
る
。

一
つ
は
、
第
一
段
、

む
か
し
、
を
と
こ
、
う
ひ
か
う
ぷ
り
し
て
、
奈
良
の
京
、
春
日
の
里

に
、
し
る
よ
し
し
て
、
か
り
に
い
に
け
り
。

の
「
か
り
に
い
に
け
り
」
の
注
で
あ
る
。

鷹
が
り
の
事
也
。
制
刈
湖
剖
叫
は
、
ざ
ん
じ
の
事
と
ち
か
き
比
は
よ

み
給
ひ
し
な
り
。
か
り
に
ゐ
に
け
り
は
、
ゐ
た
る
心
に
や
、
と
な
り
。

【
『
よ
』
脱
力
}

と
は
い
ひ
け
れ
ど
そ
の
・
い
に
け
り
と
有
問
、
行
こ
、
，
ろ
も
あ
り
。

こ
れ
が
も
し
実
隆
の
講
釈
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
「
古
入
道
ど
の
」
は
、

「
ち
が
き
比
」
に
実
隆
に
講
釈
し
た
人
物
で
あ
る
。
「
ど
の
」
「

l
給

ひ
し
」
は
、
間
脅
し
た
人
物
の
立
場
か
ら
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
実
陸
が

講
釈
を
受
け
、
「
古
入
道
」
と
呼
ぶ
人
物
は
誰
な
の
だ
ろ
う
か
。

実
隆
が
伊
勢
物
語
の
講
釈
を
受
け
た
人
物
と
言
え
ば
、
第
一
に
考
え
ら

れ
る
の
は
宗
祇
で
あ
る
が
、
実
隆
が
宗
祇
の
こ
と
を
「
古
入
道
」
と
呼
ぶ

と
は
思
え
な
い
。
ち
な
み
に
、
杉
原
伊
賀
守
孝
盛
が
実
隆
の
講
釈
を
聞
書

し
た
『
伊
語
臆
説
』
(
陽
明
文
庫
所
蔵
}
で
は
、
「
宗
祇
説
」
「
祇
説
」
な

ど
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
「
か
り
に
い
に
け
り
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
古
来
、

「
狩
」
も
し
く
は
「
鷹
狩
」
と
し
て
い
る
の
だ
が
、
宗
祇
の
講
釈
を
肖
柏

が
聞
書
し
た
『
伊
勢
物
語
肖
閲
抄
』
を
見
る
と
、

か
り
に
い
に
け
り
、
業
平
な
に
と
な
く
か
り
を
し
て
遊
た
る
な
る
べ

し
。
一
禅
御
説
同
之
。
む
か
し
は
心
の
ま
〉
に
狩
り
を
し
け
る
な
り
。
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《注
2
》

と
、
宗
祇
も
や
は
り
「
狩
」
の
意
に
解
釈
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
宗
長
が
聞
書
し
た
『
伊
勢
物
語
宗
長
聞
書
』
な
ど
で
も
同
様
で

あ
っ
て
、
宗
祇
説
を
伝
え
る
注
釈
害
に
は
、
「
古
入
道
」
の
説
の
よ
う
に

「
ざ
ん
じ
の
事
」
つ
ま
り
「
仮
」
の
意
と
す
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
の
で

あ
る
。「

古
入
道
」
説
の
も
う
一
例
は
、
九
十
四
段
の
注
で
あ
る
。

・

・

{

マ

マ

)

ろ
う
じ
て
と
は
、
ろ
う
じ
て
と
は
、
わ
が
お
も
ひ
を
つ
〉
ま
で
、
も

ら
す
心
也
。
制
刈
遡
剖
側
、
ろ
ん
じ
て
と
也
。
春
秋
を
い
ふ
問
、
ろ

ん
ず
る
也
。



こ
の
段
は
、
「
い
か
が
あ
り
け
む
」
「
す
ま
ず
な
」
っ
た
女
と
の
贈
答

を
中
心
に
揺
え
て
い
る
。
女
に
は
す
で
に
別
の
男
が
い
る
が
、
子
供
が
い

た
の
で
、
時
々
は
便
り
を
よ
こ
す
仲
で
あ
る
。
そ
の
女
は
絵
を
書
く
人
な

の
で
、
書
き
に
や
る
の
だ
が
、
女
は
、
今
の
男
が
来
て
い
る
と
言
っ
て
、

「
ひ
と
ひ
、
ふ
っ
か
」
よ
こ
さ
な
い
。
そ
こ
で
、
主
人
公
は
、
ご
』
と
は

り
と
思
へ
ど
、
猶
、
人
を
ぼ
う
ら
み
つ
べ
き
物
に
な
ん
あ
り
け
る
」
と
、

「
ろ
う
じ
て
」
次
の
歌
を
詠
む
。

秋
の
夜
は
は
る
ひ
忘
る
〉
も
の
な
れ
や
霞
に
震
や
ち
へ
ま
さ
る
ら
む

時
は
秋
、
今
の
男
を
「
秋
の
夜
」
に
、
自
分
を
「
春
日
」
に
た
と
え

て
、
も
う
私
の
こ
と
な
ど
お
忘
れ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
よ
、
と
い
う
の

で
あ
る
。

こ
の
「
ろ
う
じ
て
」
に
関
し
て
は
、
一
条
兼
良
の
『
愚
見
抄
』
に
、

ろ
う
は
、
暁
也
。
人
を
て
う
ろ
う
す
る
事
也
。
《
注
3
》

と
、
「
あ
ざ
け
っ
て
」
の
解
釈
が
見
え
、
宗
祇
は
、

も

ら

す

也

云

々

。

文

、

弄

じ

て

に

や

。

(

肖

聞

抄

)

献
じ
て
也
。
心
裏
に
、
此
恨
を
こ
め
ず
し
て
云
所
、
漏
し
て
也
。
古

註
に
、
瞬
じ
て
と
あ
ざ
け
る
心
に
い
へ
り
。
(
宗
長
聞
書
)
《
注
3
》

と
、
「
漏
じ
て
(
自
分
の
思
い
を
も
ら
し
て
ご
文
は
、
『
弄
じ
て
(
か
ら
か

っ
て
ご
な
ど
と
解
釈
し
て
い
る
。

『
守
武
本
問
書
』
に
も
、
は
じ
め
に
「
も
ら
す
心
」
と
あ
っ
て
、
や
は

り
宗
祇
の
流
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
「
古
入
道
」
の
「
論
じ

て
」
説
は
、
右
の
よ
う
に
『
肖
聞
抄
』
な
ど
に
は
載
せ
ら
れ
て
お
ら
ず
、

「
古
入
道
」
が
宗
祇
を
指
し
て
い
る
と
は
と
て
も
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
『
守
武
本
間
書
』
の
注
釈
内
容
を
、
『
伊
勢
物
語
惟
清
抄
』

(
実
陸
揚
・
清
原
宣
賢
筆
記
)
な
ど
に
見
え
る
実
隆
の
説
と
比
較
検
討
し

て
み
る
と
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
実
陸
の
説
と
は
相
違
す
る
も
の
も
多

『
守
武
本
間
宮
』
の
講
釈
が
三
条
西
実
隆
の
も
の
と
す

る
従
来
の
説
に
は
、
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

〈

---v

そ
こ
で
、
視
点
を
転
じ
て
、
こ
の
「
古
入
道
」
の
説
と
一
致
す
る
も
の

を
探
し
て
み
る
と
、
実
陸
の
説
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
説
と
一
致
す
る

の
で
あ
る
。

ま
ず
、

一
段
の
「
か
り
に
い
に
け
り
」
は
、
公
条
の
甥
、
九
条
積
通
の

『
伊
勢
物
語
九
禅
抄
』
に
、

愚
見
抄
に
は
鷹
狩
と
あ
り
。
只
、
暫
時
た
る
べ
し
と
迫
造
院
は
読
給

ふ
也
。
(
略
)
《
注
4
》

と
、
「
暫
時
」
説
が
迫
造
院
実
隆
の
説
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、

学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
所
蔵
、
三
条
西
家
旧
蔵
の
「
芦
上
(
下
ご

と
題
す
る
三
条
西
公
条
の
勢
語
注
釈
書
(
今
、
仮
に
『
伊
勢
物
語
称
名
院

抄
』
と
呼
ぷ
)
を
見
る
と
、

(
略
)
古
来
鷹
狩
の
心
に
用
侍
也
。
度
々
講
尺
此
分
也
。
近
日
今
案

ガ

リ

$

と
て
被
命
云
、
こ
れ
は
只
、
仮
エ
居
=
け
り
に
て
心
お
だ
や
か
な
る
敗
。
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い
に
け
り
の
仮
名
づ
か
ひ
に
か
〉
り
て
此
説
あ
り
。
(
略
)
い
文
字
・

ゐ
文
字
は
、
上
古
は
か
な
の
差
別
あ
る
べ
か
ら
ざ
れ
ば
、
仮
居
、
可

然
敗
。
但
、
古
来
、
狩
の
意
を
用
来
れ
り
。
可
随
所
好
と
ぞ
。

と
あ
る
。
実
隆
の
度
々
の
講
釈
で
は
「
狩
」
の
意
と
し
て
い
た
が
、
「
近

日
今
案
」
と
し
て
実
隆
が
言
う
に
は
、
「
い
」
と
「
ゐ
」
は
上
古
で
は
通

用
し
て
い
た
の
で
、
『
仮
ニ
居
エ
ケ
リ
」
と
解
釈
す
る
の
が
よ
か
ろ
う
か
、

と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
「
古
入
道
』
の
『
ち
か
き
比
」
の
説
で
あ
る
。

ま
た
、
九
十
四
段
の
方
も
、
『
称
名
院
抄
』
に
、

(
略
)
文
仰
云
、
論
の
字
敗
。
春
秋
論
じ
て
い
へ
ば
也
。

と
あ
っ
て
、
実
隆
の
「
仰
云
」
説
が
先
の
「
古
入
道
」
の
説
と
一
致
し
て

い
る
。仮

に
こ
の
講
釈
を
し
た
人
物
を
公
条
と
考
え
る
な
ら
ば
、
父
実
隆
を

「
古
入
道
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
不
自
然
さ
は
惑
じ
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
『
称
名
院
抄
』
の
成
立
は
天
文
五
年
、
実
隆
は
そ
の
翌
年
の
天

文
六
年
に
残
し
て
い
る
の
だ
が
、
荒
木
田
守
武
が
こ
の
間
書
を
書
写
し
た

の
は
天
文
七
年
六
月
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
も
と
の
問
書
は
、
遅
く
と
も
そ

の
頃
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
す
る
と
、
『
称
名
院
抄
』

に
見
え
る
実
隆
の
「
近
日
」
の
説
が
、
『
守
武
本
間
書
』
に
「
古
入
道
」

の
「
ち
か
き
頃
」
の
説
と
し
て
載
っ
て
い
る
の
も
当
然
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
つ
ま
り
、
も
と
の
聞
寄
の
成
立
は
、
実
隆
が
残
し
た
天
文
六
年
以

降
、
守
武
が
書
写
す
る
天
文
七
年
以
前
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ハ
問
問
》

『
守
武
本
間
書
』
の
講
釈
が
公
条
の
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
も
う
一
つ

の
榎
拠
は
、
公
条
が
出
し
た
種
々
の
新
説
を
載
せ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
八
十
七
段
に
お
い
て
、

む
か
し
の
う
た
に
、
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あ
し
の
や
の
な
だ
の
し
ほ
や
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
を
ぐ
し
も
さ

〉
で
き
に
け
り

と
よ
み
け
る
ぞ
、
こ
の
里
を
よ
み
け
る
。
こ
〉
を
な
む
、
あ
し
や
の

な
だ
と
は
い
ひ
け
る
。

と
紹
介
さ
れ
る
歌
は
、
類
歌
が
万
葉
集
巻
三
・
ニ
七
八
に
、

ヲ
ア
マ
ハ
メ
カ
リ
薬
事
イ
ト
マ
主

g
r
ノ

q
T
ν

ト

リ

:

;

然
之
海
人
者
軍
布
苅
塩
焼
無
暇
髪
械
乃
小
櫛
取
毛
不
見
久

対

〈

石

川

少

郎

〉

と
あ
り
、
ま
た
、
新
古
今
集
雑
中
・
一
五
九
O
に
は
、
「
題
し
ら
ず
在

原
業
平
朝
臣
」
と
し
て
、
物
語
の
歌
の
形
で
収
め
ら
れ
て
い
る
(
但
、
第

五
句
「
さ
さ
ず
き
に
け
り
』
)
。
現
代
で
は
、
す
で
に
有
名
に
な
っ
て
い
た

万
葉
集
歌
(
の
異
伝
)
を
伊
勢
物
語
の
作
者
が
利
用
し
、
新
古
今
集
の
撰

者
は
、
伊
勢
物
語
の
和
歌
を
業
平
の
作
と
す
る
伝
承
を
容
認
す
る
盗
勢
で

撰
歌
し
た
と
考
え
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
伊
勢
物
語
を
実
在

の
業
平
の
伝
と
と
ら
え
、
動
撰
集
の
記
述
を
そ
の
ま
ま
事
実
と
信
じ
て
い

た
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
勅
撰
集
に
業
平
作
と
あ
る
歌
が
万
葉
集
に



別
人
の
作
と
し
て
載
っ
て
い
て
、
物
語
で
も
「
昔
の
歌
」
と
さ
れ
て
い
る

な
ど
と
い
う
の
は
大
い
な
る
不
審
で
あ
っ
た
。
一
条
兼
良
の
『
愚
見
抄
』

は
、
右
の
事
実
を
そ
の
ま
ま
示
し
、
宗
祇
は
、
そ
の
事
実
を
ふ
ま
え
た
上

で
、
「
此
物
語
に
て
は
、
只
む
か
し
の
歌
と
心
得
ベ
し
」
(
肖
聞
抄
)
と
、

い
わ
ば
事
実
に
は
目
を
つ
む
る
方
法
で
物
語
と
し
て
の
読
み
方
を
説
い
て

い
る
。
そ
し
て
実
隆
も
、
『
愛
は
古
歌
と
見
よ
也
」
(
伊
語
聴
説
)
と
、
宗

祇
の
説
を
受
け
継
い
で
い
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
公
条
の
『
称
名
院
抄
』
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る。

私
案
之
。
此
寄
、
新
古
今
、
業
平
の
寄
に
の
せ
侍
り
。
尤
可
然
哉
。

此
万
葉
寄
に
は
こ
と
の
外
か
は
り
た
り
。
此
外
に
、
た
三
そ
の
ま
〉

に
て
、
一
旬
な
ど
用
か
へ
て
、
此
物
語
の
寄
に
し
け
り
。
事
あ
た
ら

し
く
古
寄
を
む
か
し
の
寄
と
い
ふ
べ
か
ら
ざ
る
敗
。
む
か
し
と
か
け

る
は
、
昔
男
と
か
け
る
類
な
る
べ
し
。
業
平
の
我
自
膏
を
昔
の
寄
と

い
ひ
た
る
な
る
べ
し
。
然
ぱ
、
新
古
今
の
心
、
尤
宜
に
や
。
(
下
略
)

万
葉
集
の
歌
と
は
異
聞
が
あ
る
し
、
万
葉
集
の
歌
を
利
用
し
た
他
の
寧

段
で
は
「
昔
の
歌
」
と
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
万
葉
歌
を
こ
こ

で
わ
ざ
わ
ざ
「
昔
の
歌
」
と
記
す
の
は
お
か
し
い
、
こ
の
「
昔
」
は
、

「
昔
J

男
」
の
時
代
す
な
わ
ち
業
平
の
時
代
で
あ
り
、
業
平
が
自
分
自
身

の
歌
を
「
昔
の
歌
」
と
呼
ん
だ
と
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
全
く
同
じ
歌
を
業
平
作
と
し
て
載
せ
る
新
古
今
集
に
よ
る
べ
し
と

主
張
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ぽ
、
伊
勢
物
語
に
「
昔
の
敬
」
と
記

さ
れ
、
万
葉
集
に
類
歌
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
業
平
の
伝
と
し
て
物
語
を

鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
勅
撰
集
の
記
述
と
矛
盾
す
る
こ
と
も
な
い

の
で
あ
る
。

ま
た
、
九
条
誼
通
の
『
九
禅
抄
』
に
は
、

(
略
)
業
平
の
歌
に
落
着
し
て
、
迫
へ
称
名
院
談
合
之
処
、
尤
可
然

よ
し
を
同
心
之
旨
、
健
に
永
禄
三
庚
申
南
昌
之
比
聴
聞
之
時
、
対
愚

老
入
道
右
府
被
語
之
也
。

と
あ
る
。
「
入
道
右
府
」
と
は
、
天
文
十
一
年
三
五
回
二
)
に
右
大
臣
と

な
り
、
十
三
年
(
一
五
四
四
)
に
落
飾
し
た
称
名
院
公
条
の
こ
と
で
あ
る

が
、
永
禄
三
年
三
五
六
O
)
八
月
、
積
通
が
公
条
の
勢
語
講
釈
を
聴
聞
し

た
時
、
公
条
が
言
う
に
は
、
「
昔
の
歌
」
イ
コ
ー
ル
業
平
の
敬
だ
と
す
る

公
条
の
新
説
を
迫
通
院
実
陸
に
「
談
合
」
し
た
と
こ
ろ
、
実
隆
も
「
尤
然

る
べ
き
よ
し
を
同
心
」
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
父
実
隆
に
も
同
意
し
て

も
ら
っ
て
、
得
意
に
な
っ
て
種
通
に
語
っ
て
聞
か
せ
る
公
条
の
姿
が
目
に

浮
か
ぷ
ょ
う
で
あ
る
。

こ
の
『
九
禅
抄
』
の
記
述
に
よ
っ
て
、
前
述
し
た
『
称
名
院
抄
』
の
説

は
、
公
条
が
初
め
て
出
し
た
新
説
で
あ
り
、
公
条
も
か
な
り
自
信
を
も
っ

て
主
張
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
説
は
、
当
時
か
な
り

斬
新
な
説
で
あ
っ
た
ら
し
く
、
里
村
紹
巴
の
『
伊
勢
物
語
紹
巴
抄
』
に

「
何
覚
初
テ
御
覧
。
奇
妙
云
々
。
《
注
5
》
」
と
評
さ
れ
、
細
川
幽
斎
の
『
伊

勢
物
語
閥
疑
抄
』
に
も
、
「
称
名
院
殿
、
始
て
御
論
ん
じ
出
さ
れ
た
り
。

奇
妙
也
。
《
注
6
》
』
と
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
『
守
武
本
間
書
』
を
見
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る
と
、

む
か
し
の
う
た
に
と
は
、
昔
な
り
ひ
ら
の
本
か
や
う
に
よ
み
給
し
。

と
、
簡
単
な
記
述
で
は
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
新
説
を
載
せ
て
い
る
の
で

あ
る
。同

様
の
倒
を
も
う
一
つ
加
え
て
お
こ
う
。

伊
勢
物
語
の
中
に
は
、
明
ら
か
に
別
人
の
作
と
わ
か
る
歌
を
取
り
込
ん

だ
章
段
が
少
な
く
な
い
が
、
十
一
段
で
主
人
公
が
詠
む
、

忘
る
な
よ
程
は
雲
ゐ
に
な
り
ぬ
と
も
空
ゆ
く
月
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で

の
和
敬
も
、
拾
遺
集
で
は
、
「
た
ち
ば
な
の
た
Y
も
と
」
が
「
人
の
む
す

め
」
に
贈
っ
た
歌
に
な
っ
て
い
る
(
雑
上
・
四
七

O
)
。
こ
れ
も
古
来
、
不

審
と
さ
れ
て
き
た
が
、
先
の
八
十
七
段
の
場
合
と
同
様
に
、
兼
良
は
「
作

者
相
違
せ
り
」
と
事
実
の
指
摘
に
終
わ
っ
て
お
り
、
宗
紙
や
実
隆
は
、

「
此
物
語
に
て
は
業
平
の
歌
と
心
う
べ
し
』
(
引
用
は
『
肖
聞
抄
』
。
『
惟
消

抄
』
も
同
様
)
と
、
そ
の
事
実
を
認
め
た
上
で
物
語
と
し
て
の
鑑
賞
法
を

説
い
て
い
る
。
し
か
し
、
公
条
は
、

第
八

此
寄
拾
遣
に
あ
り
。
作
者
橘
直
幹
也
。
作
者
相
違
せ
り
と
古
来
の
不

審
也
。
今
案
、
業
平
の
寄
、
一
決
せ
り
。
其
故
は
、
直
幹
は
天
暦
の
比

の
人
也
。
業
平
よ
り
は
莫
大
の
後
生
也
。
き
れ
ば
、
拾
遣
に
も
作
者

に
は
不
載
之
。
詞
曹
に
「
た
ち
ば
な
の
た
Y
も
と
が
人
の
む
す
め
に

し
の
び
て
物
い
ひ
侍
け
る
比
、
遠
き
所
に
ま
か
り
侍
と
て
こ
の
女
の

も
と
に
い
ひ
っ
か
は
し
け
る
」
と
あ
り
。
以
之
思
之
。
自
歌
な
ら
ば
、

作
者
に
橘
直
幹
と
こ
そ
あ
る
べ
き
。
読
人
し
ら
ず
の
な
み
に
い
れ
侍

り
。
時
に
相
応
し
た
る
寄
な
れ
ば
、
業
平
の
寄
を
か
き
て
や
り
た
る

な

る

べ

し

。

(

称

名

院

抄

)

と
述
べ
る
。
『
拾
遺
集
』
に
お
い
て
、
和
歌
の
作
者
橘
忠
基
が
、
作
者
名

表
記
と
し
て
で
は
な
く
、
詞
書
の
中
に
示
さ
れ
て
い
る
事
実
《
注
7
》
に

よ
っ
て
、
す
で
に
流
布
し
て
い
た
業
平
の
歌
を
、
忠
基
が
そ
の
場
で
利
用

し
た
の
だ
と
説
く
の
で
あ
る
。

現
代
に
お
い
て
は
、
こ
の
説
を
そ
の
ま
ま
首
肯
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
も
し
れ
な
い
。
業
平
の
実
作
で
あ
っ
た
の
な
ら
ば
、
業
平
の
生
き
た
時

代
か
ら
そ
れ
ほ
ど
の
時
を
経
ず
し
て
編
纂
さ
れ
た
拾
遺
集
が
、
そ
の
事
実

を
無
視
し
て
、
あ
え
て
忠
基
の
作
と
し
て
撰
敬
す
る
と
は
思
え
な
い
か
ら

で
あ
る
。
し
か
し
、
古
歌
の
利
用
と
い
う
点
に
関
し
て
言
え
ば
、
た
と
え

ば
、
源
氏
物
語
空
蝿
巻
に
お
い
て
、
空
蝉
が
伊
勢
集
に
あ
る
有
名
な
歌
、

う
っ
せ
み
の
羽
に
お
く
露
の
木
が
く
れ
て
し
の
び
し
の
び
に
ぬ
る
る
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袖
か
な

を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
、
高
貴
な
人
に
愛
さ
れ
る
女
と
し
て
の
思
い
を
表

現
し
た
よ
う
に
、
十
分
に
可
能
性
の
あ
る
考
え
方
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ま
し
て
、
伊
勢
物
語
全
体
を
業
平
の
伝
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
当
時
の

人
々
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
画
期
的
な
説
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ち
な

み
に
、
こ
の
説
も
、
『
紹
巴
抄
』
に
「
称
名
院
殿
新
注
」
と
し
て
、
『
閥

疑
抄
』
に
も
「
称
名
院
殿
新
義
」
と
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
公
条
の
説

の
特
色
に
つ
い
て
は
、
別
の
機
会
に
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

る
が
、
以
上
ニ
例
を
見
る
だ
け
で
も
、
物
語
の
記
述
の
不
審
に
つ
い
て
、



作
品
を
総
合
的
に
と
ら
え
る
視
点
か
ら
、
す
べ
て
の
事
実
を
矛
盾
な
く
説

明
で
き
る
見
解
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
が
わ
か
る
と
思
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
、
『
紹
巴
抄
』
や
『
閥
疑
抄
』
が
公
条
の
新
説
と
し
て
伝
え
て
い

る
よ
う
に
、
公
条
に
よ
っ
て
始
め
て
う
ち
出
さ
れ
た
姿
勢
な
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
『
守
武
本
間
書
』
を
見
る
と
、

忘
な
よ
、
そ
な
た
も
わ
れ
も
遠
ざ
く
る
と
も
な
り
。
備
の
た
Y
も
と

が
う
た
、
拾
遣
の
う
た
に
あ
り
。
あ
や
ま
り
な
り
。
成
平
の
う
た
な

り
。
こ
と
の
葉
に
、
橘
の
た
玄
も
と
。
か
き
ゃ
う
は
、
な
り
ひ
ら
の

う
た
を
寄
て
つ
か
は
し
た
り
。
な
か
も
り
が
子
也
。

と
、
そ
の
新
説
を
主
蛋
し
て
お
り
、
や
は
り
公
条
の
講
釈
で
あ
る
こ
と
は

疑
え
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

(

ず

且

》

こ
の
よ
う
に
、
『
守
武
本
間
書
』
は
、
公
条
が
独
自
の
姿
勢
で
生
み
出

し
た
新
し
い
解
釈
を
載
せ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、

『
称
名
院
抄
』
に
す
で
に
見
え
る
説
で
あ
っ
た
が
、
一
般
的
な
語
句
の
解

釈
に
関
し
て
も
、
実
際
、
『
称
名
院
抄
』
と
共
通
す
る
説
が
き
わ
め
て
多

い
。
は
じ
め
に
触
れ
た
『
神
宮
古
典
籍
影
印
趨
刊
』
の
解
説
に
お
い
て
、

福
井
被
氏
は
、
本
間
宮
の
内
容
が
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
諸
注
集
成
「
惟

泊
抄
』
(
一
五
四
・
二
一
)
所
引
の
「
勢
」
の
注
に
近
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ

た
の
だ
が
、
こ
の
注
こ
そ
、
私
が
『
称
名
院
抄
』
と
仮
称
し
て
い
る
、
公

条
の
注
釈
脅
か
ら
の
引
用
な
の
で
あ
る
《
注
8
》
。
従
っ
て
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
実
隆
の
説
と
は
相
違
す
る
も
の
が
多
い
。

ま
ず
、
前
掲
一
段
の
注
に
は
、
「
古
入
道
」
の
「
曹
時
」
「
仮
ニ
居
エ

ケ
リ
」
説
の
後
に
「
と
は
い
ひ
け
れ
ど
そ
の
(
よ
)
い
に
け
り
と
有
問
、
行

『
称
名
院
抄
』
を
見
る
と
、
首

こ
〉
ろ
も
あ
り
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、

書
に
、

か
り
に
い
に
け
り
、
今
案
、
仮
リ
ニ
行
ケ
リ
ナ
ル
ベ
シ
。
此
物
語
廿

ニ
段
奥
、
あ
ひ
み
て
は
心
ひ
と
つ
を
か
は
し
ま
の
水
の

l
。
と
は

い
ひ
け
れ
ど
そ
の
夜
い
に
け
り
、
と
あ
り
。
此
い
に
け
り
も
、
寄
に

は
行
末
の
事
を
い
ひ
た
れ
ど
も
、
堪
忍
し
が
た
き
に
や
、
や
が
て
其

夜
行
タ
ル
義
也
。

と
あ
っ
て
、
『
守
武
本
間
寄
』
と
同
様
に
、
二
十
二
段
の
「
そ
の
夜
い
に

け
り
」
は
「
ソ
ノ
夜
行
ツ
タ
」
意
で
あ
る
か
ら
、
一
段
の
「
か
り
に
い
に

け
り
」
も
「
仮
ニ
行
ッ
タ
」
と
解
釈
す
べ
き
旨
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
れ

が
「
今
案
」
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
こ
の

説
は
『
惟
滑
抄
』
な
ど
の
実
隆
関
係
の
も
の
に
は
全
く
見
え
ず
、
公
条
の

新
説
と
考
え
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
十
五
段
、

む
か
し
、
み
ち
の
く
に
〉
て
、
な
で
ふ
こ
と
な
き
人
の
め
に
通
ひ
け

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

れ
ば
、

長
U

8
u
z
 

の
「
な
で
ふ
こ
と
な
き
」
に
つ
い
て
、

抄
』
を
比
較
し
て
み
る
と
、

『
守
武
本
問
書
』
と
『
称
名
院



守

間

名

称

武

本

書

院

抄

む
か
し
、
な
で
う
こ
と
な
き
と
は
、
一
な
で
う
事
な
き
と
は
、
愚
見
、
無

一
条
ど
の
、
何
で
う
と
あ
そ
ば
し
一
何
条
事
也
。
な
に
ほ
ど
の
事
も
な

た
る
が
、
何
ほ
ど
の
事
な
き
に
て
一
き
と
い
ふ
事
也
。
(
略
)
い
か
Y
O

は
な
し
。
ほ
め
た
る
事
也
。
何
で
一
こ
〉
の
心
は
、
人
を
か
ろ
し
め
ぬ

う
事
な
き
人
は
、
よ
き
女
也
。
一
詞
と
み
え
た
り
。
何
条
と
は
、
人

一
を
蔑
如
し
た
る
詞
也
。
さ
も
な
き

一
人
と
は
、
よ
ろ
し
き
人
と
也
。

と
、
両
者
と
も
に
、
一
条
禅
問
兼
良
の
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
の
説
で
あ

る
「
な
に
ほ
ど
の
事
も
な
き
」
と
す
る
説
を
批
判
し
て
、
「
ほ
め
た
る

事
」
「
よ
き
女
」
「
よ
ろ
し
き
人
」
の
意
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
が
、

『
伊
勢
物
語
惟
消
抄
』
に
は
、
「
人
ヲ
ア
ナ
ド
リ
テ
云
辞
也
。
サ
セ
ル
人

ニ
モ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
云
。
《
注

9
》
」
と
あ
っ
て
、
実
隆
の
説
は
こ
れ
と
は
相

違
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
十
六
段
、
三
代
の
帝
に
お
仕
え
し
た
紀
有
常
が
、
「
世
か
は

り
、
時
う
つ
」
っ
て
、
「
世
の
つ
ね
の
人
の
ご
と
も
あ
ら
ず
」
な
っ
た
時

に
も
、
「
人
が
ら
は
心
・
つ
つ
く
し
く
、
あ
て
は
か
な
る
こ
と
を
こ
の
み
て
、

こ
と
人
に
も
似
ず
。
」
と
語
ら
れ
る
「
あ
て
は
か
」
の
注
を
見
ょ
う
。

守

本

名

院

抄

間

称

武

書

あ
て
は
か
は
風
流
也
。

ょ
の
つ
ね
の
人
の
ご
と
も
、
ご
と

も
は
知
也
。
お
と
ろ
へ
た
る
さ
ま

人
の
ご
と
も
あ
ら
ず
は
、
お
と
ろ

へ
た
る
也
。
商
隈
御
せ
っ
。

世
の
つ
ね
は
、
世
上
の
世
わ
た
る

事
也
。

也
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あ
て
は
か
な
る
事
を
、
愚
見
は
、

あ
て
は
か
は
、
あ
て
が
ひ
は
か
な

あ
て
は
か
は
、
あ
て
が
い
は
か
な
一
き
事
を
こ
の
む
也
と
云
々
。
こ
れ

き
と
有
。
て
ん
ぷ
く
の
本
わ
ろ
し
。
一
は
、
世
間
の
事
に
心
を
か
け
ず
、

一
物
は
か
な
く
風
流
な
る
也
。
(
略
)

天
福
本
は
、
文
字
濁
る
声
あ
り
。

不
審
也
。

一
方
が
講
釈
の
閲
密
で
あ
る
以
上
、
行
文
ま
で
全
く
一
致
す
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
叙
述
の
内
容
は
共
通
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
『
守
武

本
間
書
』
の
不
完
全
な
部
分
、
た
と
え
ば
末
尾
の
「
天
福
の
本
わ
ろ
し
」

の
理
由
が
『
称
名
院
抄
』
に
「
文
字
濁
る
声
あ
り
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
、
と
い
う
よ
う
に
、
『
称
名
院
抄
』
と
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

『
守
武
本
聞
書
』
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
が
さ
ら
に
よ
く
理
解
で
き
る
場

合
も
少
な
く
な
い
。
さ
ら
に
、
『
惟
消
抄
』
な
ど
実
隆
関
係
の
も
の
は
、

天
福
本
の
声
点
に
つ
い
て
全
く
言
及
す
る
こ
と
が
な
く
、
お
そ
ら
く
公
条

か
ら
注
目
し
始
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

今
、
声
点
に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
『
守
武
本
聞
書
』
が
載
せ
る
清
濁
に

関
す
る
注
記
も
、
実
隆
の
説
と
は
相
違
し
、
公
条
の
説
に
一
致
す
る
場
合

が
多
い
。

た
と
え
ば
、
六
十
五
段
の
「
M
C
う
以
」
は
、
天
理
図
書
館
所
蔵
の
宣
賢



自
筆
本
『
惟
消
抄
』
に
「
サ
ゥ
ザ
祢
卸
説
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
実
隆
の

説
(
右
側
の
声
点
)
と
は
相
違
し
て
公
条
の
新
説
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ

-

四

回

討

凶

伺

る
し
、
二
十
三
段
「
つ
〉
ゐ
つ
の
」
も
、
実
隆
の
「
い
い
つ
〉
ゐ
つ
の
」

M
Z

。

(
伊
語
臆
説
)
で
は
な
く
、
公
条
の
「
つ
〉
ゐ
つ
の
」
(
紹
巴
抄
)
と
一
致

。
。
。
。
。

す
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、

『
守
武
本
伊
勢
物
語
聞
書
』
は
、
従
来
言

わ
れ
て
き
た
よ
う
な
実
隆
の
講
釈
の
問
書
で
は
な
く
、
公
条
の
講
釈
の
聞

書
と
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
成
立
は
、
天
文
六
、
七
年
と
見
て
よ
い
と
思

う
の
で
あ
る
。

《
注
1
》
拙
稿
「
『
伊
勢
物
語
直
解
』
の
成
立
ー
そ
の
実
隆
作
に
あ
ら
ざ

る
こ
と
|
」
(
『
中
古
文
学
』
二
八
号
)

《
注
2
》
『
伊
勢
物
語
肖
間
抄
』
の
引
用
は
、
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
御
架
蔵
本
(
文
明

十
二
年
本
系
統
)
に
よ
る
。

《
注
3
》
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』
、
『
伊
勢
物
語
宗
長
聞
書
』
の
引
用
は
、

同
書
所
収
の
京
都
大
学
国
語
学
国
文
学
研
究
室
所
議
本
に
よ
る
。

《
注
4
》
『
伊
勢
物
語
九
禅
抄
』
の
引
用
は
、
慶
応
畿
塾
図
書
館
所
蔵
「
伊

勢
物
語
問
書
』
ご
一

ox-
一
O
ニ
)
に
よ
る
。

《
注
5
》
『
伊
勢
物
語
紹
巴
抄
』
の
引
用
は
、
初
雁
文
庫
所
蔵
「
伊
勢
物

語
註
寄
」
(
=
了
四
三
O
)
に
よ
る
。

《
注
6
》
『
伊
勢
物
語
閥
疑
抄
』
の
引
用
は
、
片
桐
洋
一
先
生
前
掲
書
所

収
の
京
都
府
総
合
資
料
館
所
蔵
本
に
よ
る
。

《
注
7
》
な
お
、
こ
の
和
歌
は
、
拾
遺
抄
雑
下
・
五
二
八
に
は
、
詞
書
の

「
人
の
む
す
め
」
の
部
分
が
「
人
の
め
」
と
あ
り
、
作
者
名
「
た

Y
も
と
」
と
あ
る
。

《
注
8
》
松
尾
檀
氏
「
学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
研
究
室
蔵
・
三
条
西
家

旧
藤
本
考
(
二
!
伊
勢
物
語
其
一

l
」
(
『
学
習
院
大
学
国
語

国
文
学
会
誌
』
九
号
)
、
大
樟
有
一
博
士
「
続
伊
勢
物
語
古
注
釈

の
研
究
」
(
『
金
沢
大
学
国
語
国
文
』
三
号
)
参
照
。

《
注
9
》
『
伊
勢
物
語
惟
消
抄
』
の
引
用
は
、
天
理
図
書
館
普
本
態
書
『
和

歌
・
物
語
古
註
集
』
所
収
の
天
文
十
七
年
宣
賢
自
筆
本
に
よ
る
。

*
*
な
お
、
写
本
か
ら
引
用
す
る
際
は
、
私
に
濁
点
、
句
読
点
等
を

施
し
た
。
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