
四
二

は
じ
め
に
　

『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
（
以
下
、
六
十
三
段
）
に
登
場
す
る
「
世
ご
こ
ろ
づ

け
る
女
」
は
、「
つ
く
も
髪
」
の
好
色
な
女
（
以
下
、「
つ
く
も
髪
」
の
女
）
で
、

そ
の
切
実
な
思
い
に
「
心
な
さ
け
あ
ら
む
男
」（
後
に
「
在
五
中
将
」
と
登
場
）

が
応
じ
た
と
い
う
特
異
な
内
容
を
持
つ
段
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、ま
ず
、六
十
三
段
に
用
い
ら
れ
た
「
世
ご
こ
ろ
」
と
「
心
な
さ
け
」

の
意
味
を
、
そ
の
漢
語
で
あ
る
「
世
心
」
と
「
心
情
」
の
意
味
と
比
較
す
る
こ
と

で
再
検
討
し
た
い
。
次
に
、
六
十
三
段
の
背
景
に
は
『
万
葉
集
』
巻
二
の
石
川
女

郎
と
大
伴
田
主
の
「
み
や
び
を
」
問
答
が
あ
る
こ
と
を
、「
方
便
」
と
「
恥
」
に

着
目
し
て
考
察
す
る
。
そ
の
際
「
み
や
び
を
」
問
答
が
『
藝
文
類
聚
』
に
あ
る
「
登

徒
子
好
色
賦
」
や
「
美
人
賦
」
と
と
も
に
、『
遊
仙
窟
』
の
影
響
の
も
と
に
創
作

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
ふ
ま
え
る
。
さ
ら
に
、「
み
や
び
を
」
問
答
が
六
十
三
段
だ

け
で
な
く
、『
う
つ
ほ
物
語
』
忠
こ
そ
の
巻
の
一
条
北
の
方
物
語
（
１
）
の
背
景
に

も
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、「
な
さ
け
」
と
「
恥
」
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し

た
い
。
こ
れ
ら
の
考
察
を
ふ
ま
え
て
、
六
十
三
段
の
「
け
じ
め
み
せ
ぬ
心
」
を
持

つ
男
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
橘
千
蔭
が
、
物
語
内
で
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設

定
さ
れ
て
い
る
か
を
、『
伊
勢
物
語
』
と
仏
教
思
想
、
特
に
『
法
華
経
』
と
の
影

響
関
係
を
も
と
に
し
て
明
ら
か
に
し
、
新
た
な
六
十
三
段
の
読
み
を
提
示
し
て
い

き
た
い
。

一
　『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
の
「
世
ご
こ
ろ
」
と
「
心
な
さ
け
」

ま
ず
、
六
十
三
段
の
本
文
を
み
る
。

　

昔
、
ⓐ
世
ご
こ
ろ
づ
け
る
女
、
い
か
で
ⓑ
心
な
さ
け
あ
ら
む
男
に
、
あ
ひ

得
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
言
ひ
出
で
む
も
頼
り
な
さ
に
、
ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢

語
り
を
す
。
子
三
人
を
呼
び
て
語
り
け
り
。
二
人
の
子
は
、
な
さ
け
な
く
い

ら
へ
て
や
み
ぬ
。
三
郎
な
り
け
る
子
な
む
、「
よ
き
御
男
ぞ
い
で
来
む
」
と

あ
は
す
る
に
、
こ
の
女
、
け
し
き
い
と
よ
し
。
こ
と
人
は
い
と
な
さ
け
な

し
、
い
か
で
こ
の
在
五
中
将
に
あ
は
せ
て
し
が
な
と
思
ふ
心
あ
り
。
狩
し
歩

き
け
る
に
行
き
あ
ひ
て
、
道
に
て
馬
の
口
を
取
り
て
、「
か
う
か
う
な
む
思

ふ
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
あ
は
れ
が
り
て
、
来
て
寝
に
け
り
。
さ
て
後
、
男
見

え
ざ
り
け
れ
ば
、
女
、
男
の
家
に
行
き
て
、
垣
間
見
け
る
を
、
男
、
ほ
の
か

に
見
て
、

　
　

も
も
と
せ
に
ひ
と
と
せ
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
面
影
に
見
ゆ

と
て
、
い
で
立
つ
け
し
き
を
見
て
、
う
ば
ら
、
か
ら
た
ち
に
か
か
り
て
、
家

に
来
て
う
ち
臥
せ
り
。
男
、
か
の
女
の
せ
し
や
う
に
、
忍
び
て
立
て
り
て
見

れ
ば
、
女
嘆
き
て
寝
と
て
、

　
　

さ
む
し
ろ
に
衣
片
敷
き
今
宵
も
や
恋
し
き
人
に
あ
は
で
の
み
寝
む

と
よ
み
け
る
を
、
男
、
あ
は
れ
と
思
ひ
て
、
そ
の
夜
は
寝
に
け
り
。
　

世
の
中
　

の
例
と
し
て
、
思
ふ
を
ば
思
ひ
、
思
は
ぬ
を
ば
思
は
ぬ
も
の
を
、
こ
の
人

は
、
ⓒ
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
な
む
あ
り
け
る
。

『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
と
仏
教
思
想　

　
　
　

―
『
万
葉
集
』「
み
や
び
を
」
問
答
の
受
容
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
一
条
北
の
方
物
語
へ
の
影
響
を
通
し
て 

―

内　

藤　

英　

子
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四
三

六
十
三
段
の
特
徴
と
し
て
、
冒
頭
が
「
昔
、
男
あ
り
け
り
。」
で
始
ま
っ
て
い

な
い
こ
と
、
在
原
業
平
個
人
と
特
定
で
き
る
「
在
五
中
将
」
と
い
う
呼
称
で
登
場

し
、
最
後
に
男
に
つ
い
て
の
批
評
が
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
、
業
平
は
、
卓
越
し

た
、
博
愛
主
義
的
な
色
好
み
の
男
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る（
２
）。
ま
た
、「
既
成

章
段
が
描
き
出
し
た
主
人
公
、
す
な
わ
ち
在
原
業
平
の
人
物
像
に
一
方
で
強
く
寄

り
か
か
り
な
が
ら
、
他
方
で
は
、
極
端
に
非
現
実
的
な
虚
構
の
世
界
を
新
し
く
描

き
出
し
て
」（
３
）い
る
と
も
さ
れ
、
第
三
次
段
階
の
成
立
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ

て
い
る（
４
）。
漢
詩
文
の
影
響
に
つ
い
て
古
注
よ
り
指
摘
は
さ
れ
て
い
る
が
、
直

接
的
な
引
用
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
見
出
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
六
十
三
段
に
は
次
の
八
つ
の
モ
チ
ー
フ
が
あ
る（
５
）。

Ａ　

 「
世
ご
こ
ろ
づ
け
る
女
」、
つ
ま
り
好
色
で
、
し
か
も
「
つ
く
も
髪
」
の
女

が
登
場
す
る
こ
と
。

Ｂ　

 

Ａ
の
女
に
「
心
な
さ
け
あ
ら
む
男
」
で
あ
る
「
在
五
中
将
」
が
「
あ
ふ
」

こ
と
。

Ｃ　

Ａ
の
女
が
「
ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢
語
り
」
を
し
た
こ
と
。

Ｄ　

 

三
人
の
息
子
の
う
ち
末
子
が
母
の
喜
ぶ
発
言
と
行
動
を
し
て
親
孝
行
し
た

こ
と
。

Ｅ　

垣
間
見
が
女
と
男
で
前
後
二
回
繰
り
返
さ
れ
た
こ
と
。

Ｆ　

 

女
が
「
う
ば
ら
、
か
ら
た
ち
に
か
か
り
て
」
走
る
よ
う
に
し
て
家
に
帰
っ

た
こ
と
。

Ｇ　

 

女
の
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
」
の
歌
が
『
古
今
集
』
に
あ
る
宇
治
の

橋
姫
の
歌
の
下
の
句
を
作
り
か
え
た
歌
で
あ
る
こ
と
。

Ｈ　

男
が
「
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」
を
持
っ
て
い
た
こ
と
へ
の
批
評
。

こ
の
中
の
Ａ
Ｂ
Ｈ
を
中
心
に
検
討
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
に
本
文
の 

ⓐ
「
世
　

ご
こ
ろ
　

づ
け
る
女
」
ⓑ
「
　

心
　

な
さ
け
あ
ら
む
男
」
ⓒ
「
思
ふ
を
も
、
思

は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
　

心
　

」
と
「
心
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』

に
は
、「
心
」
を
含
む
言
葉
が
八
十
三
例
あ
り
、
心
の
あ
り
方
が
描
か
れ
た
作
品

と
言
え
る
。
ま
た
、『
古
今
和
歌
集
』
の
仮
名
序
に
は
「
在
原
業
平
は
、
そ
の
心

あ
ま
り
て
、
こ
と
ば
た
ら
ず
」
と
あ
り
、
業
平
の
和
歌
に
は
お
さ
ま
り
き
れ
な
い

あ
ふ
れ
る
思
い
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
冒
頭
で
対
比
さ
れ
て
い
る
ⓐ
の
「
世
ご
こ
ろ
」
と
ⓑ
の
「
心
な
さ
け
」

の
意
味
を
再
検
討
し
た
い
。
ⓒ
に
つ
い
て
は
、
後
ほ
ど
考
察
す
る
。
ⓐ
の
「
世

ご
こ
ろ
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
写
本
の
表
記
と
し
て
は
、「
世
ご
こ
ろ
」「
世
心
」「
よ

ご
こ
ろ
」
の
三
種
類
が
あ
る（
６
）。
漢
語
「
世
心
（
セ
イ
シ
ン
）」
と
区
別
す
る
た

め
、本
稿
で
は
統
一
し
て
「
世
ご
こ
ろ
」
と
表
記
す
る
。「
世
ご
こ
ろ
」
の
用
例
は
、

『
伊
勢
物
語
』
に
一
例
し
か
な
い
語
で
あ
る
。
こ
の
「
世
ご
こ
ろ
」
に
つ
い
て
は

森
野
宗
明
氏
の
説
明
に
従
い
た
い（
７
）。

　
「
世
ご
こ
ろ
」
は
、
通
説
、「
世
」
を
男
女
の
仲
の
意
と
規
定
し
、
異
性
に

対
す
る
関
心
、
色
心
、
好
色
心
と
す
る
。
用
例
に
と
ぼ
し
い
こ
と
ば
で
帰
納

的
に
語
義
を
確
定
し
が
た
い
が
、
あ
る
い
は
、
普
通
な
ら
と
う
に
そ
う
い
う

煩
悩
か
ら
は
解
放
さ
れ
て
い
て
し
か
る
べ
き
ほ
ど
の
年
齢
な
の
に
、
依
然
と

し
て
、
人
並
み
の
女
の
人
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
心
、
つ
ま
り
場
面
的
に

は
、
異
性
へ
の
関
心
が
そ
の
ま
ま
染
み
つ
い
て
い
る
女
…
…
の
意
で
あ
っ

て
、「
世
ご
こ
ろ
」
じ
た
い
は
、
人
並
み
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
心

の
意
か
。
ま
た
、「
世
ご
こ
ろ
づ
け
る
」
と
、「
世
ご
こ
ろ
づ
く
」
と
動
詞
と

み
る
読
み
方
も
あ
る
が
、「
世
ご
こ
ろ
・
つ
く
」
と
二
語
と
し
て
扱
っ
て
よ

い
。「
つ
け
る
」
の
「
る
」
は
完
了
。
そ
の
ま
ま
い
ま
だ
に
染
み
つ
い
て
い

る
と
い
う
存
続
の
気
持
ち
を
く
み
と
り
た
い
。

「
世
ご
こ
ろ
」
の
意
味
は
本
来
「
人
並
み
の
誰
も
が
持
っ
て
い
る
よ
う
な
心
」

と
し
、
そ
れ
を
「
煩
悩
」
と
と
ら
え
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
「
煩
悩
」

は
、
六
十
三
段
で
は
「
異
性
に
対
す
る
関
心
」
や
「
淫
欲
」
と
考
え
ら
れ
、
仏
教

の
五
戒
の
一
つ
で
あ
る
「
不
邪
淫
」
の
「
淫
」
に
つ
な
が
る
。

次
に
、
ⓑ
の
「
心
な
さ
け
」
は
、『
伊
勢
物
語
』
写
本
の
表
記
と
し
て
は
、
塗

籠
本
が
「
心
」
を
「
こ
の
」
と
す
る
以
外
は
「
心
な
さ
け
」
と
表
記
さ
れ
て
い
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四
四

る
が
、「
こ
こ
ろ
な
さ
け
」
と
読
み
、「
心
な
さ
け
」
で
一
語
と
考
え
た
い
。「
心

な
さ
け
」
の
用
例
は
、
他
に
次
の
一
例
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

ひ
た
ぶ
る
に
思
ひ
た
え
て
も
あ
る
べ
き
は
あ
な
む
つ
か
し
の
心
な
さ
け
や

（
長
承
三
（
一
一
三
四
）
年
・
中
宮
亮
顕
輔
歌
合
、
藤
原
為
貞
）

ま
ず
、「
心
な
さ
け
」
の
一
部
で
あ
る
「
な
さ
け
」
の
意
味
を
明
確
に
し
た
い
。

「
な
さ
け
」
の
語
は
、『
時
代
別
国
語
大
辞
典
』[

上
代
編]

に
な
く
、
平
安
時
代
か

ら
み
ら
れ
る
言
葉
で
あ
る
。「
な
さ
け
」
の
最
も
語
源
的
に
古
い
意
味
は
、「
い
や

な
相
手
に
対
し
て
も
、
つ
と
め
て
、
形
だ
け
で
も
つ
く
っ
て
示
す
態
度
」
つ
ま
り

「
愛
情
の
そ
ぶ
り
」
で
、「
相
手
へ
の
思
い
や
り
」（
８
）と
さ
れ
る
。
ま
た
、「
な
さ

け
」
は
王
朝
文
化
を
「
み
や
び
」
に
向
か
っ
て
形
成
す
る
重
要
な
「
心
的
因
子
」

と
す
る
指
摘
も
あ
り
、「
思
ひ
や
り
」
あ
る
態
度
や
心
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
、
生
み
出
さ
れ
て
く
る
自
然
や
事
物
の
あ
り
方
ま
で
を
さ
し
て

い
る（
９
）。
す
な
わ
ち
、「
な
さ
け
」
は
「
自
然
に
向
け
ら
れ
れ
ば
、
風
雅
、
風
流

な
心
、
人
間
に
向
け
ら
れ
れ
ば
、
思
い
や
り
、
情
愛
」（10
）と
い
う
意
味
に
な
る
。

『
伊
勢
物
語
』
に
は
、「
な
さ
け
」
が
四
例
あ
り
、
そ
の
う
ち
三
例
が
こ
の

六
十
三
段
で
、
あ
と
一
例
は
一
〇
一
段
に
あ
る
。
業
平
の
兄
で
あ
る
在
原
行
平
が

「
な
さ
け
あ
る
人
に
て
、
瓶
に
花
を
さ
せ
り
」
と
あ
り
、
こ
の
「
な
さ
け
」
は
「
情

趣
、
風
流
」
の
意
味
で
あ
る
。
六
三
段
で
は
、
ⓐ
「
世
ご
こ
ろ
づ
け
る
女
」
が
求

め
て
い
た
の
が
、
ⓑ
「
心
な
さ
け
あ
ら
む
男
」
で
、
母
で
あ
る
女
の
息
子
三
人
の

内
、
兄
二
人
は
母
の
「
ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢
語
り
」
に
「
な
さ
け
な
く
」
答
え
、「
三

郎
な
り
け
る
子
」
だ
け
が
、「
在
五
中
将
」
で
な
け
れ
ば
「
い
と
な
さ
け
な
し
」

と
思
っ
た
と
い
う
三
例
が
あ
る
。
こ
の
六
十
三
段
は
、「
心
」
の
あ
り
方
と
し
て
、

特
に
「
な
さ
け
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
主
題
に
な
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
、「
世
ご
こ
ろ
」
と
「
心
な
さ
け
」
が
、
い
ず
れ
も
漢
字
を
あ
て
る

と
、『
漢
語
第
詞
典
』
に
「
世
心
」、「
心
情
」
と
立
項
さ
れ
て
い
る
漢
語
で
あ
る

こ
と
に
着
目
し
て
、
二
つ
の
語
の
意
味
を
検
討
し
た
い
。
写
本
の
表
記
で
「
世

心
」
は
あ
る
が
、「
心
な
さ
け
」
の
「
な
さ
け
」
に
「
情
」
を
あ
て
た
も
の
は
な

い
。
ま
た
『
新
撰
字
鏡
』（
昌
泰
年
間
（
八
九
八
～
九
〇
一
年
）
成
立
）
に
は

「
情
」
に
「
こ
こ
ろ
」
の
訓
だ
け
が
あ
り
、「
情
」
を
「
な
さ
け
」
と
読
む
例
は

『
源
氏
物
語
』
の
蜻
蛉
巻
が
初
出
で
あ
る（
11
）。
本
稿
で
は
、
昌
泰
年
間
か
ら

『
源
氏
物
語
』
成
立
ま
で
の
間
に
、「
情
」
を
「
な
さ
け
」
と
読
む
こ
と
が
定
着
し

た
と
推
測
し
て
考
察
を
進
め
た
い
。
特
に
六
十
三
段
は
第
三
次
成
立
で
こ
の
期
間

内
に
成
立
し
た
可
能
性
が
高
い
。
漢
語
「
世
心
」「
心
情
」
の
漢
詩
文
と
仏
典
で

の
用
例
を
次
に
あ
げ
る（
12
）。

① 

『
藝
文
類
聚
』
巻
七
十
六
「
内
典
上
」「
内
典
」
宋
謝
荘
「
霊
空
詩
」

物
情
異
所
異
、
世
心
同
所
同
、
状
如
薪
遇
火
、
亦
似
草
行
風
。

②
『
雑
阿
含
経
』
巻
五
十
（
宋
天
竺
三
蔵
求
那
跋
陀
羅
訳
）

調
伏
楽
世
心　

常
楽
心
解
脱　

当
捨
不
楽
心　

執
受
安
楽
住

③
『
白
氏
文
集
』
巻
五
「
答
元
八
宗
簡
同
遊
曲
江
後
明
日
見
贈
」
白
居
易

行
到
曲
江
頭
、
反
照
草
樹
明
。
南
山
好
顔
色
、
病
客
有
心
情
。

④
『
賢
愚
経
』
巻
九
・
本
縁
部

時
有
一
女
。
端
政
殊
妙
。
世
間
希
有
。
王
甚
愛
重
。
不
違
其
意
。
時
女
辞

王
。
出
遊
園
観
。
王
便
聴
去
。
女
至
園
中
。
見
於
太
子
迦
良
那
伽
梨
。
頭
乱

面
垢
。
目
無
所
見
。
著
弊
壊
衣
。
坐
林
樹
間
。
其
女
観
察
。
覩
其
色
状
。
心

情
属
向
。
不
離
其
側
。
便
坐
其
辺
。
与
共
談
語
。

①
②
と
も
に
「
世
心
」
は
「
世
の
人
の
心
」
を
意
味
し
、『
伊
勢
物
語
』
を
そ

の
意
味
で
理
解
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
①
の
「
内
典
」
は
仏
教
の
典
籍
を
意

味
し
、
傍
線
部
は
「
物
の
情
（
こ
こ
ろ
）
異
な
る
所
は
異
な
り
、
世
の
心
同
じ
き

所
は
同
じ
く
す
」
と
読
み
、「
物
情
」
も
「
世
心
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
、
仏

教
で
は
「
物
」（
木
草
山
川
鳥
獣
魚
虫
）
に
も
「
情
」
が
有
る
と
さ
れ
る
。
②
の

傍
線
部
は
「
調
伏
し
て
世
心
を
楽
に
す
」
と
読
み
、『
雑
阿
含
経
』
は
原
始
仏
教

経
典
で
あ
る
。「
世
心
」
は
、
仏
教
語
と
し
て
特
別
な
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、

仏
典
類
に
数
多
く
み
ら
れ
る
表
現
で
あ
る（
13
）。
③
の
「
心
情
」
は
、「
興
趣
や

そ
れ
を
感
ず
る
人
間
本
来
の
情
緒
心
境
」（
14
）を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
詩
で
は
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石
川
女
郎
、
大
伴
宿
禰
田
主
に
贈
る
歌
一
首

126
遊み
や
び
を士
と
我
は
聞
け
る
を
屋
戸
貸
さ
ず
我
を
帰
せ
り
お
そ
の
風み
や
び
を

流
士　

　
　

大
伴
田
主
、
字
を
仲
郎
と
い
ふ
。
ⓐ
容
姿
佳
艶
、
風
流
秀
絶
、
見
る
人
聞
く

者
、
嘆
息
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
時
に
、
石
川
女
郎
と
い
ふ
人
あ
り
。 

ⓑ
自も
と
より
双
栖
の
感お
も
ひを
な
し
、
恒
に
独
守
の
難
き
こ
と
を
悲
し
ぶ
。
ⓒ
意こ
こ
ろに
書

を
寄
せ
む
と
欲お
も

へ
ど
、
良
信
に
逢
は
ず
。
ⓓ
こ
こ
に
方
便
を
作
し
て
、
賤
し

き
嫗
に
似
す
。
お
の
れ
堝な

べ子
を
提さ

げ
て
、
寝
側
に
至
る
。
ⓔ
哽
音　

足
し
、

戸
を
叩
き
て
諮と
ぶ
らひ
て
曰
く
、「
ⓕ
東
隣
の
貧
女
、
火
を
取
ら
む
と
し
て
来
る
」

と
い
ふ
。
こ
こ
に
仲
郎
、
暗
き
裏
に
冒
隠
の
形
を
知
ら
ず
、
慮
の
外
に
拘
接

の
計
た
ば
か
りに
堪あ

へ
ず
。
思
ひ
の
ま
に
ま
に
火
を
取
り
、
跡
に
就
き
て
帰
り
去
ら
し

む
。
明
け
て
後
に
、
ⓖ
女
郎
、
既
に
自
媒
の
愧
づ
べ
き
こ
と
を
恥
ぢ
、
復
心

契
の
果
ら
ざ
る
こ
と
を
恨
む
。
因
り
て
、
こ
の
歌
を
作
り
て
謔
戯
を
贈
る
。

大
伴
宿
禰
田
主
の
報こ
た

へ
贈
る
歌
一
首

127
遊み
や
び
を士
に
我
は
あ
り
け
り
屋
戸
貸
さ
ず
帰
し
し
我
そ
風み
や
び
を

流
士
に
は
あ
る

石
川
女
郎
（
以
下
、
女
郎
）
は
、
容
姿
が
麗
し
く
風
流
に
秀
で
た
大
伴
田
主

（
以
下
、
田
主
）
と
逢
瀬
の
機
会
を
持
ち
た
い
と
思
い
、
恋
文
を
届
け
よ
う
と
は

思
う
が
良
い
つ
て
が
な
い
。
そ
こ
で
「
方
便
」
す
な
わ
ち
一
計
を
案
じ
、
東
隣
の

み
す
ぼ
ら
し
い
老
婆
に
変
装
し
、
自
ら
鍋
を
提
げ
て
、
老
婆
の
声
色
を
使
い
、
足

を
ふ
ら
つ
か
せ
て
、
火
を
乞
う
た
め
に
田
主
の
寝
所
を
訪
ね
る
。
田
主
は
女
郎
の

変
装
に
気
付
か
ず
、
乞
わ
れ
る
ま
ま
に
火
を
与
え
、
そ
の
ま
ま
女
郎
を
帰
し
て
し

ま
っ
た
。
女
郎
は
、
仲
人
な
し
に
厚
か
ま
し
く
押
し
か
け
て
い
っ
た
こ
と
が
き
ま

り
悪
く
、
ま
た
思
い
の
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
恨
み
に
思
い
、
田
主
の
無
粋
を

な
じ
る
歌
を
戯
れ
ご
と
と
し
て
贈
る
。
女
郎
は
、「
み
や
び
を
」
を
恋
愛
の
機
微

に
通
じ
た
男
、
色
好
み
の
意
味
で
用
い
て
お
り
、
田
主
は
「
み
や
び
を
」
と
聞
い

て
い
た
の
に
自
分
を
泊
め
も
し
な
い
で
間
抜
け
な
「
み
や
び
を
」
だ
と
詠
ん
で
い

る
。
一
方
の
田
主
は
、「
み
や
び
を
」
を
女
性
の
誘
惑
を
退
け
る
道
徳
的
な
男
と

し
て
用
い
て
、
女
郎
に
宿
を
貸
さ
ず
に
帰
し
た
自
分
こ
そ
真
の
「
み
や
び
を
」
で

「
病
客
有
心
情
」
は
、「
病
み
上
が
り
の
身
に
は
ひ
と
し
お
興
趣
を
感
じ
、
し
み
じ

み
と
し
た
心
境
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
こ
の
「
心
情
」
の
語
は
、

『
全
唐
詩
』
の
中
で
五
十
七
例
の
用
例
が
あ
る
が
、
白
居
易
が
二
十
九
例
、
そ
の

友
人
の
元
稹
が
六
例
（
そ
の
内
三
例
が
白
居
易
と
の
贈
答
）
で
白
居
易
文
化
圏
で

好
ん
で
用
い
ら
れ
た
語
と
言
え
る
。
特
に
、「
興
趣
を
感
じ
る
心
境
」
の
意
味
で

あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
④
の
『
賢
愚
経
』
は
、
中
国
で
四
四
五
年
に
編
集
さ

れ
た
も
の
で
、
説
話
を
通
し
て
仏
教
の
根
本
的
な
教
義
が
語
ら
れ
て
い
る
。
傍
線

部
「
心
情
属
向
」
の
「
属
向
」
は
、
気
持
ち
が
そ
ち
ら
に
向
く
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
王
の
愛
を
受
け
る
女
性
が
太
子
に
心
惹
か
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
女

性
が
男
性
に
心
惹
か
れ
る
説
話
で
あ
る
点
を
六
十
三
段
と
の
関
連
で
注
目
し
た

い
。「
心
情
」
も
、
特
に
仏
教
語
と
し
て
特
別
な
意
味
は
認
め
ら
れ
な
い
が
、
白

居
易
は
仏
教
に
深
く
帰
依
し
て
い
た
の
で
、
仏
典
に
よ
く
み
ら
れ
る
言
葉
を
意
識

的
に
自
ら
の
漢
詩
文
に
用
い
て
い
た
可
能
性
は
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
語
「
世
心
」
と
「
心
情
」
は
、
本
来
は
漢
詩
文
、
特
に
仏

典
に
由
来
す
る
語
で
あ
っ
た
が
、『
伊
勢
物
語
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
語
を
、
和

語
化
し
て
「
世
ご
こ
ろ
」「
心
な
さ
け
」
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。「
世
ご
こ
ろ
」
の
本
来
の
意
味
は
「
世
の
人
の
心
」
と
も
っ
と
広
い
意
味

で
と
る
べ
き
で
、
仏
典
で
の
用
例
が
多
い
こ
と
か
ら
も
、
仏
教
的
な
「
煩
悩
」
の

意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、「
心
な
さ
け
」
も
同
様
に
、
も

と
は
仏
典
に
由
来
す
る
語
で
、
意
味
的
に
は
白
居
易
が
③
で
用
い
た
よ
う
に
、「
興

趣
を
感
じ
る
心
境
」
の
意
味
も
含
ま
れ
、
風
流
や
「
み
や
び
」
と
い
っ
た
言
葉
に

通
じ
て
い
る
。

二
　
六
十
三
段
と
『
万
葉
集
』
の
「
み
や
び
を
」
問
答
─
「
方
便
」
と
「
恥
」

こ
の
節
で
は
、
六
十
三
段
に
は
、『
万
葉
集
』
巻
二
の
石
川
女
郎
と
大
伴
田
主

と
に
交
わ
さ
れ
た
歌
の
贈
答
「
み
や
び
を
」
問
答
が
背
景
に
あ
る（
15
）こ
と
に
つ

い
て
、「
方
便
」
と
「
恥
」
と
い
う
言
葉
に
着
目
し
て
考
察
し
た
い
。
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六

あ
っ
た
と
詠
ん
で
い
る
。

「
み
や
び
を
」
問
答
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
「
み
や
び
を
」
は
、『
万
葉
集
』
で

は
二
つ
の
漢
字
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
。「
遊
士
」
と
「
風
流
士
」
で
、「
遊
士
」
は

「
風
流
を
求
め
て
遊
ぶ
男
子
」
の
意
味
で
あ
る
。「
風
流
士
」
は
漢
籍
に
例
が
あ
る

が
、
中
国
で
も
時
代
に
よ
っ
て
変
遷
が
あ
り
、「
個
人
の
道
徳
的
な
風
格
」
と

「
官
能
的
な
退
廃
性
を
帯
び
た
な
ま
め
か
し
さ
」
の
意
味
が
あ
る（
16
）。
田
主
は

前
者
の
解
釈
を
と
り
、
田
主
に
と
っ
て
「
風
流
」
と
は
俗
に
つ
か
ず
高
邁
な
生
き

方
を
貫
く
こ
と
で
あ
っ
た
。「
我
は
あ
り
け
り
」
の
「
け
り
」
は
詠
嘆
的
な
用
法

で
、
自
媒
女
を
撃
退
し
た
自
分
こ
そ
「
み
や
び
を
で
あ
っ
た
」
と
再
確
認
し
た
気

持
ち
を
表
し
て
い
る
。
一
方
の
女
郎
は
後
者
の
延
長
と
も
い
う
べ
き
好
色
的
な
意

味
に
解
釈
し
、
こ
の
意
味
は
『
遊
仙
窟
』
な
ど
唐
代
小
説
類
に
多
い
意
味
で
あ

る
。こ

の
「
み
や
び
を
」
問
答
の
左
注
の
記
事
は
宋
玉
の
「
登
徒
子
好
色
賦
」（『
文

選
』
巻
十
九
）
や
司
馬
相
如
「
美
人
賦
」
な
ど
の
賦
か
ら
暗
示
を
得
て
作
っ
た
思

わ
れ
る
虚
構
性
の
強
い
内
容
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宋
玉
の
「
登
徒
子
好
色
賦
」
と

司
馬
相
如
「
美
人
賦
」
は
、
こ
の
順
で
『
藝
文
類
聚
』
巻
十
八
・
人
部
二
「
美
婦

人
」
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
賦
の
あ
る
『
藝
文
類
聚
』
は
、
奈
良
時

代
の
官
人
の
必
読
書
で
あ
っ
た（
17
）。『
藝
文
類
聚
』
人
部
二
の
項
目
は
「
美
婦

人
」「
賢
夫
人
」「
老
」
の
順
で
続
い
て
い
く
。
特
に
関
連
性
の
あ
る
宋
玉
「
登
徒

子
好
色
賦
」（
以
下
「
好
色
賦
」）
を
み
た
い
。

　

登
徒
子
侍
於
楚
王
。
短
宋
玉
曰
「
ⓐ
玉
為
人
体
貌
閑
麗
、
口
多
微
辞
、
又

性
好
色
、
願
王
勿
与
出
入
後
宮
。」
王
以
登
徒
子
之
言
問
宋
玉
。
玉
曰
「
天

下
之
佳
人
、
莫
若
臣
ⓕ
東
家
子
、
増
之
一
分
則
太
長
、
減
之
一
分
則
太
短
、

著
粉
太
白
、
施
朱
太
赤
、
眉
如
翠
羽
、
肌
如
白
雪
、
腰
如
束
素
、
歯
如
含

貝
、
嫣
然
一
笑
、
惑
陽
城
、
迷
下
蔡
、
然
此
女
登
牆
闚
臣
三
年
、
至
今
未
許

也
。
登
徒
子
則
不
然
、
ⓔ
其
妻
蓬
頭
攣
耳
、　

脣
歴
歯
、
旁
行　

僂
、
又
疥

且
痔
、
登
徒
子
悦
之
、
使
有
五
子
、
王
熟
察
之
、
誰
為
好
色
者
矣
。」（
後

略
）

宋
玉
を
形
容
す
る
ⓐ
の
「
体
貌
閑
麗
」
は
、『
日
本
三
代
実
録
』
で
在
原
業
平

の
形
容
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
賦
で
、
宋
玉
は
自
分
が
好
色
で
は
な
い
こ
と

を
楚
王
に
訴
え
て
い
る
。
宋
玉
は
、
東
隣
に
住
む
美
し
い
娘
が
家
の
垣
根
に
登
っ

て
私
の
様
子
を
う
か
が
い
三
年
に
な
る
が
、
ま
だ
そ
の
思
い
に
答
え
て
い
な
い
こ

と
で
自
分
は
好
色
で
な
い
と
す
る
。
さ
ら
に
登
徒
子
の
妻
が
、
髪
が
乱
れ
、
耳
は

つ
ぶ
れ
、
唇
は
薄
く
、
歯
は
欠
け
、
足
は
ふ
ら
つ
き
、
背
は
曲
が
っ
て
い
て
、
疥

癬
の
上
に
痔
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
そ
の
よ
う
な
妻
を
愛
し
、
五
人
の
子
を
作
る

登
徒
子
の
方
が
好
色
で
あ
る
と
反
論
し
て
い
る
。

「
好
色
賦
」
と
「
み
や
び
を
」
問
答
は
、
男
が
ⓐ
の
よ
う
に
美
男
子
で
あ
る
こ

と
、
女
が
ⓕ
の
東
隣
に
住
む
女
性
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
、
登
徒
子
の
妻
の
様
子

ⓔ
が
老
女
に
変
装
し
た
女
郎
の
表
現
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、「
み
や
び
を
」

問
答
に
あ
る
ⓓ
の
「
方
便
を
作
し
て
」
や
ⓖ
の
「
自
媒
の
愧
づ
べ
き
こ
と
を
恥

ぢ
」
の
部
分
は
、「
好
色
賦
」
に
は
な
い
。

こ
の
「
方
便
」
と
「
自
媒
を
愧
づ
」
に
関
わ
る
言
葉
は
、『
藝
文
類
聚
』
と
と

も
に
奈
良
時
代
の
官
人
に
よ
く
読
ま
れ
た
『
遊
仙
窟
』
の
中
に
あ
る
。
十
娘
、
張

郎
、
五
嫂
の
三
人
が
古
人
の
詩
を
歌
う
場
面
で
、
五
嫂
が
『
詩
経
』
斉
風
「
南

山
」
の
詩
の
一
部
を
引
い
て
「
妻
を
娶
る
こ
と
之
を
如
何
、
媒
に
匪
ざ
れ
ば
得

ず
。」
と
歌
い
、
自
ら
が
十
娘
、
張
郎
の
「
媒
」（
仲
人
）
に
な
る
こ
と
を
言
う
。

傍
線
部
は
、「
妻
を
娶
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
、
仲
人
が
い
な
け
れ

ば
娶
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
意
味
で
、
も
と
の
「
南
山
」
の
詩
に
は
こ
の
前

に
、
妻
を
娶
る
に
は
「
必
ず
父
母
に
告
ぐ
」
と
い
う
言
葉
も
あ
り
、
父
母
の
許
可

や
仲
人
が
い
な
け
れ
ば
、
結
婚
は
成
立
し
な
い
こ
と
が
歌
わ
れ
て
い
る
。『
詩
経
』

で
は
そ
う
し
た
手
続
き
を
経
な
い
恋
愛
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。

十
娘
の
部
屋
に
通
さ
れ
た
張
郎
は
、
十
娘
が
な
か
な
か
姿
を
み
せ
な
い
理
由
を

五
嫂
に
尋
ね
る
。
五
嫂
は
、「
女
人
は
自
ら
嫁
が
ん
こ
と
を
羞
づ
。
方
便
も
て
渠き
み

が
招
か
ん
こ
と
を
待
つ
な
ら
ん
。」
と
、
女
性
は
自
分
の
方
か
ら
進
ん
で
嫁
に
行

― 253 ―



金城学院大学論集　人文科学編　第18巻第 2号 2022年 3 月

四
七

く
こ
と
を
恥
ず
か
し
が
る
も
の
と
、
張
郎
に
説
明
し
、
こ
こ
で
の
「
方
便
」
は
、

「
特
に
、
わ
ざ
と
」
ま
た
は
「
婉
曲
に
、
遠
回
し
に
」
の
意
で
、
自
ら
来
る
こ
と

は
せ
ず
、
わ
ざ
と
（
遠
回
し
に
）
張
郎
に
招
か
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
と
す
る
。

「
方
便
」
は
、
本
来
仏
教
語
で
、
仏
菩
薩
が
一
切
衆
生
つ
ま
り
人
び
と
を
導
く
の

に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
素
質
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
手
立
て
を
用
い
る
、
そ
う
し
た
巧

み
な
手
段
の
こ
と
を
「
方
便
」
と
言
い
、
語
源
的
に
は
「
近
く
に
行
く
」
と
い
う

意
味
で
あ
る（
18
）。
ま
た
、
仏
典
で
は
『
法
華
経
』
の
「
方
便
品
」、「
如
来
寿
量

品
」
な
ど
に
み
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
自
ら
嫁
が
ん
こ
と
」
や
「
媒
」
が
な
く
結
婚
を
申
し
込
む
こ

と
は
、
中
国
で
は
恥
ず
べ
き
こ
と
と
さ
れ
、「
み
や
び
を
」
問
答
で
も
、「
媒
」
も

な
く
、
自
ら
が
変
装
し
て
「
媒
」
と
な
り
男
性
と
の
逢
瀬
を
実
現
し
よ
う
と
し
た

点
に
、
漢
詩
文
に
み
ら
れ
る
愧
ず
べ
き
「
自
媒
」
を
認
め
女
郎
は
恥
ぢ
て
い
る
。

「
愧
」
と
「
恥
」
の
二
度
、
恥
じ
る
思
い
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

こ
の
「
み
や
び
を
」
問
答
を
も
と
に
、
さ
ら
に
六
十
三
段
を
考
察
す
る
。
六
十

三
段
も
女
性
か
ら
男
性
を
誘
う
構
図
と
な
っ
て
い
る
。「
つ
く
も
髪
」
の
女
は
、

三
人
の
子
を
前
に
し
て
直
接
的
に
は
男
性
と
の
逢
瀬
を
望
む
気
持
ち
を
言
え
ず
、

「
ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢
語
り
」
を
す
る
。
表
面
的
に
は
「
恥
」
は
描
か
れ
て
い
な
い

が
、
こ
こ
に
女
の
恥
じ
ら
い
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。「
つ
く
も
髪
」
は
、

男
の
歌
に
詠
ま
れ
た
言
葉
で
、
年
老
い
た
女
性
の
白
髪
を
意
味
す
る
。
一
度
は
三

郎
の
お
か
げ
で
、
逢
瀬
は
実
現
し
た
が
、
二
度
目
は
、
女
自
ら
男
の
家
に
行
く
。

こ
れ
が
女
郎
の
「
方
便
」
で
あ
る
老
女
の
変
装
に
よ
る
「
自
媒
」
に
相
当
し
、
女

郎
は
「
恥
」
の
意
識
を
感
じ
て
い
る
が
、「
つ
く
も
髪
」
の
女
の
「
恥
」
の
意
識

は
描
か
れ
て
い
な
い
。

「
み
や
び
を
」
問
答
で
は
、
田
主
は
老
女
の
変
装
を
し
た
女
郎
を
そ
の
ま
ま
帰

し
た
が（
19
）、
六
十
三
段
の
「
在
五
中
将
」
は
「
つ
く
も
髪
」
の
女
に
応
じ
、
も

と
の
話
は
ず
ら
さ
れ
て
い
る
。
六
十
三
段
で
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
、
前
述
し
た

よ
う
に
、
男
の
「
な
さ
け
」
で
あ
る
。
女
郎
の
思
い
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
田
主

が
「
お
そ
の
み
や
び
を
」
で
あ
れ
ば
、
六
十
三
段
の
「
在
五
中
将
」
は
「
み
や
び

を
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
み
や
び
を
」
に
は
「
風
流
士
」
の
漢
字
が
あ

て
ら
れ
、「
み
や
び
」
は
風
流
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
』
初
段
で
、

昔
男
は
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
昔
男
が
姉
妹
を

垣
間
見
す
る
場
面
に
は
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。『
遊
仙
窟
』

に
も
、「
風
流
」
を
「
み
や
び
」
と
と
ら
え
る
用
例
が
あ
る（
20
）。
そ
の
「
み
や

び
」
の
実
現
の
た
め
に
は
、「
な
さ
け
」
あ
る
「
在
五
中
将
」
が
必
要
で
あ
っ
た
。

さ
ら
に
、
六
十
三
段
で
「
在
五
中
将
」
は
、
一
度
目
は
三
郎
の
親
孝
行
な
心
に

「
あ
は
れ
が
り
」
て
女
の
も
と
に
来
て
寝
、
二
度
目
は
「
つ
く
も
髪
」
の
女
の
歌

に
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
て
寝
た
。
そ
の
よ
う
な
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
る
こ
と
が

「
な
さ
け
」
と
も
言
え
、「
み
や
び
」
に
も
通
じ
る
。
六
十
三
段
で
の
「
な
さ
け
」

は
「
み
や
び
」
に
通
じ
る
行
為
で
、
女
性
の
「
恥
」
の
意
識
に
は
関
わ
ら
な
い
。

三
　「
一
条
北
の
方
物
語
」
と
「
み
や
び
を
」
問
答
─
「
恥
を
捨
つ
」

こ
の
節
で
は
、『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
と
『
万
葉
集
』
の
「
み
や
び
を
」
問

答
が
、『
う
つ
ほ
物
語
』
忠
こ
そ
の
巻
の
「
一
条
北
の
方
物
語
」
に
引
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
い（
21
）。
ま
ず
、
忠
こ
そ
の
巻
の
冒
頭
で
、
夫
で
あ

る
左
大
臣
を
亡
く
し
た
一
条
北
の
方
が
、
同
じ
時
期
に
北
の
方
を
亡
く
し
た
橘
千

蔭
と
の
結
婚
を
望
ん
で
歌
を
贈
る
場
面
を
み
る
。

　

殿
の
内
勢
ひ
て
経
た
ま
ふ
に
、
か
く
男
の
妻
失
ひ
て
も
の
し
た
ま
ふ
と
聞

き
て
、　北
の
方
　

、
①
こ
の
お
と
ど
に
御
心
つ
き
て
思
せ
ど
、
よ
き
を
だ
に
聞

き
過
ぐ
し
た
ま
ひ
て
、
ま
し
て
思
し
も
か
け
ず
。

　
　

女
君
　

は
、
か
く
思
ひ
て
、
②
山
々
寺
々
に
修
法
行
ひ
、
仏
神
に
大
願
を

立
て
た
ま
へ
ど
、
し
る
し
な
し
。
北
の
方
、
③
お
ほ
か
た
は
神
仏
に
も
申
さ

じ
。
こ
の
人
に
「
わ
れ
か
く
思
ふ
」
と
言
は
む
。
わ
れ
人
の
か
し
づ
く
娘
に

も
あ
ら
ず
、
妻
に
も
あ
ら
ず
。
さ
ら
ば
こ
そ
ま
ば
ゆ
く
も
あ
ら
め
。
④
こ
れ

を
放
ち
て
、
妻
な
き
人
の
よ
ろ
し
き
は
い
づ
こ
に
か
あ
ら
む
。
⑤
恥
を
捨
て
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四
八

か
い
な
い
こ
と
を
述
べ
た
④
の
部
分
に
、
女
郎
の
田
主
へ
の
思
い
が
描
か
れ
た
ⓑ

の
部
分
が
、
①
で
一
条
北
の
方
が
千
蔭
に
「
御
心
つ
き
て
」
つ
ま
り
関
心
を
も
っ

た
所
に
相
当
す
る
。「
心
つ
く
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
、
六
十
三
段
の
「
世

ご
こ
ろ
づ
け
る
」
女
と
同
じ
様
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ⓒ
の
手
紙
を
送
る

つ
て
が
な
い
部
分
は
、
②
と
③
の
神
仏
に
願
っ
た
が
効
果
は
な
く
、
神
頼
み
は
や

め
て
、
自
ら
が
思
い
を
告
げ
る
こ
と
を
決
意
す
る
部
分
に
相
当
す
る
。
ⓓ
で
女
郎

は
「
方
便
」
す
な
わ
ち
一
時
し
の
ぎ
の
便
宜
的
な
手
段
と
し
て
、
み
す
ぼ
ら
し
い

老
婆
に
変
装
し
て
田
主
に
近
づ
く
が
、
⑥
で
一
条
北
の
方
は
、
自
ら
は
赴
か
ず
、

豪
華
な
衣
装
を
着
せ
た
美
し
い
童
を
遣
わ
し
、「
み
す
ぼ
ら
し
い
老
婆
」
の
女
郎

と
は
正
反
対
の
「
方
便
」
を
用
い
る
。
一
条
北
の
方
は
、
神
仏
へ
の
祈
り
の
効
果

が
な
い
た
め
、
経
済
力
を
用
い
て
千
蔭
に
手
紙
を
届
け
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
女
郎

は
ⓖ
で
「
自
媒
」
を
「
恥
」
ぢ
て
い
る
が
、
⑤
で
一
条
北
の
方
は
「
恥
を
捨
て

て
」
言
い
出
そ
う
と
し
、
こ
の
「
恥
」
は
、
ⓖ
と
同
じ
「
自
媒
」
す
る
「
恥
」
と

考
え
ら
れ
る
。

⑤
の
「
恥
を
捨
つ
」
の
意
味
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
し
た
い
。『
竹
取
物
語
』

に
「
鉢
を
捨
つ
」
と
掛
け
ら
れ
た
「
恥
を
捨
つ
」
の
用
例
が
あ
り
、「
臆
面
も
な

く
厚
か
ま
し
い
こ
と
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
恥
を
捨
つ
」
は
『
う
つ
ほ
物
語
』

に
三
例
あ
る
が
、
⑤
以
外
の
用
例
は
「
春
宮
」
と
「
藤
英
」
の
二
人
が
主
語
で
男

性
だ
が
、
三
例
す
べ
て
「
恥
知
ら
ず
な
臆
面
も
な
い
言
動
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る（
22
）。
確
か
に
、
一
条
北
の
方
の
行
動
は
、
未
亡
人
で
あ
り
な
が
ら
後
述

す
る
よ
う
に
親
子
ほ
ど
も
離
れ
た
千
蔭
に
女
性
か
ら
言
い
寄
っ
て
お
り
、
臆
面
も

な
く
厚
か
ま
し
い
行
動
で
あ
る
と
言
え
る
。

石
川
女
郎
は
ⓖ
に
あ
る
よ
う
に
田
主
へ
の
思
い
が
果
た
さ
れ
ず
田
主
に
対
し
て

恨
み
を
も
っ
た
が
、
次
に
、
前
述
の
場
面
に
続
く
一
条
北
の
方
の
恋
の
行
方
が
描

か
れ
た
場
面
を
み
る
。

　

あ
や
き
、
千
蔭
の
御
殿
に
参
り
て
、
門
に
立
て
り
。
殿
の
人
見
つ
け
て
、

「
あ
や
し
く
清
ら
な
る
童
か
な
」
と
見
て
、「
い
づ
く
よ
り
ぞ
」
と
問
ふ
。
あ

て
言
ひ
出
で
む
と
思
し
て
、
か
の
お
と
ど
の
御
乳
主
の
娘
、
あ
や
き
と
て
、

⑥
め
で
た
く
か
た
ち
あ
る
童
を
使
ひ
た
ま
ふ
、
そ
れ
に
あ
り
が
た
き
装
束
を

せ
さ
せ
て
、
か
く
聞
こ
え
て
奉
り
た
ま
ふ
。

　
　
「
こ
こ
の
み
や
浅
茅
繁
き
と
思
へ
ど
も
ま
た
葎
生
ほ
す
宿
も
あ
り
と
か

同
じ
く
は
、
同
じ
野
に
や
思
し
召
し
た
ま
は
ぬ
」
と
て
、
を
か
し
き
浅
茅
に

御
文
さ
し
た
り
。
さ
て
奉
れ
た
ま
ふ
。（
二
一
二
・
二
一
三
頁
）

千
蔭
も
妻
を
亡
く
し
た
と
聞
き
、
一
条
北
の
方
は
千
蔭
に
関
心
を
持
つ
が
、
千

蔭
は
よ
い
女
と
の
再
婚
話
で
さ
え
聞
き
流
し
て
き
た
の
で
、
未
亡
人
の
一
条
北
の

方
な
ど
は
全
く
思
い
も
か
け
な
い
。
再
婚
話
に
見
向
き
も
し
な
い
の
は
、
我
が
子

忠
こ
そ
へ
の
継
母
の
い
じ
め
を
懸
念
す
る
北
の
方
の
遺
言
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
だ
一
条
北
の
方
の
年
齢
な
ど
は
一
切
記
さ
れ
ず
、「
北
の

方
」
か
ら
「
女
君
」
と
呼
称
が
一
度
変
更
さ
れ
て
い
る
。
一
条
北
の
方
は
、
両
親

の
一
人
娘
で
そ
の
遺
産
を
す
べ
て
相
続
し
た
比
類
の
な
い
財
宝
の
持
ち
主
で
、
莫

大
な
費
用
を
か
け
て
、
多
く
の
寺
々
に
修
法
を
依
頼
し
、
千
蔭
と
の
恋
が
成
就
す

る
大
願
を
立
て
る
が
効
果
が
な
い
。
両
親
が
死
ん
で
娘
と
し
て
親
の
意
向
に
従
う

必
要
も
な
く
、
夫
も
死
ん
で
寡
婦
の
身
、「
恥
を
捨
て
て
」
一
条
北
の
方
か
ら
千

蔭
に
自
分
の
思
い
を
歌
と
手
紙
で
伝
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
、
元
左
大
臣
の
妻
と

い
う
身
分
の
高
い
一
条
北
の
方
は
、
自
ら
は
行
か
ず
、
亡
き
夫
の
乳
母
子
で
す
ぐ

れ
た
容
貌
の
女
童
で
あ
る
あ
や
き
に
、
豪
華
な
衣
装
を
着
せ
て
千
蔭
の
家
に
行
か

せ
る
。
こ
こ
で
、「
み
や
び
を
」
問
答
の
左
注
の
一
部
を
再
掲
す
る
。

　

大
伴
田
主
、
字
を
仲
郎
と
い
ふ
。
ⓐ
容
姿
佳
艶
、
風
流
秀
絶
、
見
る
人
聞

く
者
、
嘆
息
せ
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
時
に
、
石
川
女
郎
と
い
ふ
人
あ
り
。

ⓑ
自も
と
より
双
栖
の
感お
も
ひを
な
し
、
恒
に
独
守
の
難
き
こ
と
を
悲
し
ぶ
。
ⓒ
意こ
こ
ろに
書

を
寄
せ
む
と
欲お
も

へ
ど
、
良
信
に
逢
は
ず
。
ⓓ
こ
こ
に
方
便
を
作
し
て
、
賤

し
き
嫗
に
似
す
。（
中
略
）。
明
け
て
後
に
、
ⓖ
女
郎
、
既
に
自
媒
の
愧
づ
べ

き
こ
と
を
恥
ぢ
、
復
心
契
の
果
ら
ざ
る
こ
と
を
恨
む
。

田
主
を
形
容
す
る
ⓐ
が
、
妻
が
な
く
独
り
身
の
千
蔭
の
よ
う
な
人
物
は
な
か
な
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四
九

会
的
立
場
に
対
す
る
思
い
や
り
に
す
ぎ
ず
、「
み
や
び
」
な
ふ
る
ま
い
で
は
な
い
。

一
条
北
の
方
の
「
恥
見
せ
た
ま
ふ
な
」
と
い
う
言
葉
が
千
蔭
に
重
く
響
い
て
お

り
、
千
蔭
が
一
条
北
の
方
自
身
や
そ
の
歌
に
「
あ
は
れ
」
を
感
じ
た
と
描
か
れ
る

こ
と
は
な
い
。
こ
こ
に
「
み
や
び
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
一
条
北
の
方
と

千
蔭
は
、
世
間
に
対
し
て
「
恥
」
を
か
く
こ
と
を
恐
れ
て
お
り（
24
）、
二
人
が
意

識
し
て
い
る
の
は
世
間
の
目
で
あ
り
、
一
条
北
の
方
の
千
蔭
へ
の
思
い
が
「
恥
」

に
な
る
こ
と
を
懸
念
し
て
い
る
。

「
自
媒
」
が
中
国
で
は
恥
ず
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
先
述
し
た

が
、
こ
の
「
恥
」
と
い
う
言
葉
は
、
も
と
も
と
は
漢
詩
文
に
由
来
す
る
語
で
あ

る
。『
孟
子
』
尽
心
章
句
上
に
「
仰
ぎ
て
天
に
愧は

ぢ
ず
、
俯
し
て
人
に
は

ぢ
ざ
る

は
、
二
楽
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
天
に
対
し
て
恥
ず
べ
き
と
こ
ろ
が
な

く
、
下
の
ほ
う
を
見
て
人
々
に
恥
じ
る
こ
と
が
な
い
の
が
、
第
二
の
楽
し
み
で
あ

る
」
と
い
う
意
味
で
、「
愧
じ
る
」
と
は
、
自
分
の
見
苦
し
さ
を
他
人
や
世
間
に

対
し
て
、
恥
ず
か
し
く
思
う
こ
と
で
、
一
条
北
の
方
の
「
恥
」
に
も
つ
な
が
る
。

ま
た
、「
慚
愧
」
は
「
恥
」
を
意
味
す
る
語
で
あ
る
が
、
仏
典
に
用
例
の
多
い
言

葉
で
あ
る（
25
）。

耆
婆
答
言
「
善
哉
善
哉
。
王
雖
作
罪
心
生
重
悔
而
懐
慚
愧
。
大
王
。
諸
仏
世

尊
常
説
是
言
。
有
二
白
法
能
救
衆
生
。
一
慚
二
愧
。
慚
者
自
不
作
罪
。
愧
者

不
教
他
作
。
慚
者
内
自
羞
恥
。
愧
者
発
露
向
人
。
慚
者
羞
人
愧
者
羞
天
。
是

名
慚
愧
。」（『
涅
槃
経
』
巻
十
九
）

『
涅
槃
経
』
で
引
用
し
た
部
分
は
、
父
を
殺
し
た
阿
闍
世
王
の
問
い
に
対
し
て
、

耆ぎ

ば婆
が
答
え
る
場
面
で
あ
る
。
王
は
罪
を
犯
し
た
が
真
剣
に
反
省
し
て
い
る
の

で
、
諸
仏
世
尊
も
「
慚
愧
は
人
を
救
う
」
と
言
い
、「
慚
」
と
は
自
分
に
対
し
て

恥
じ
る
こ
と
、「
愧
」
と
は
他
人
に
た
い
し
て
恥
じ
る
こ
と
で
あ
る
と
説
い
て
い

る
。
こ
の
よ
う
に
、
他
人
の
目
を
気
に
す
る
「
恥
」
は
仏
典
に
も
説
か
れ
て
い

る
。⑩

の
よ
う
に
、
千
蔭
は
時
々
一
条
北
の
方
の
「
恥
」
を
か
か
せ
な
い
よ
う
に
通

や
き
「
左
の
大
殿
よ
り
」
と
答
ふ
。
お
ど
ろ
き
て
御
文
を
取
り
入
れ
て
見
た

ま
ふ
。
あ
や
し
く
、
い
か
に
思
ほ
し
て
の
た
ま
ふ
な
ら
む
。
⑦
世
の
人
と
思

し
て
、
一
人
あ
れ
ば
の
た
ま
ふ
に
や
あ
ら
む
と
思
ほ
し
て
、
長
き
葎
を
折
ら

せ
て
、
御
返
し
、

　
　

人
は
い
さ
か
れ
じ
と
ぞ
思
ふ
頼
め
置
き
て
露
の
消
え
に
し
宿
の
葎
は

と
て
奉
り
た
ま
ふ
。

　

こ
れ
よ
り
う
ち
は
じ
め
て
、　女
　

は
を
か
し
き
こ
と
も
あ
は
れ
な
る
こ
と
も

聞
こ
え
た
ま
ひ
つ
つ
、「
⑧
恥
見
せ
た
ま
ふ
な
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
⑨

や
む
ご
と
な
き
人
の
せ
ち
に
の
た
ま
ふ
を
、
聞
き
過
ぐ
し
て
や
み
な
ば
、
な

さ
け
な
き
や
う
に
も
あ
り
、
人
の
御
恥
に
も
あ
り
。
さ
り
と
て
、
昔
を
忘
れ

ば
こ
そ
あ
ら
め
、
⑩
時
々
は
通
ひ
て
ま
う
で
む
か
し
と
思
し
て
、
ま
う
で
通

ひ
た
ま
ふ
に
、　男
　

は
た
だ
今
三
十
余
、　女
　

は
五
十
余
ば
か
り
な
り
。
よ
き
ほ

ど
な
る
親
子
ば
か
り
な
る
中
に
も
、
⑪
千
蔭
の
お
と
ど
は
、
忠
こ
そ
の
母
君

よ
り
ほ
か
に
、
女
二
人
と
見
た
ま
は
ず
。（
二
一
三
～
二
一
五
頁
）

あ
や
き
は
千
蔭
の
従
者
た
ち
の
眼
に
と
ま
り
、
一
条
北
の
方
の
和
歌
は
千
蔭
に

届
い
た
。
千
蔭
は
、
自
分
に
は
世
の
中
一
般
の
男
が
持
つ
よ
う
な
女
性
へ
の
興
味

は
な
い
の
に
と
思
い
つ
つ
、
返
歌
を
す
る
。
⑦
に
あ
る
「
世
の
人
」
は
、
六
十
三

段
の
「
世
ご
こ
ろ
」
の
「
世
」
と
同
様
の
意
味
を
表
す（
23
）が
、
そ
の
よ
う
な
思

い
は
自
分
に
は
な
い
と
千
蔭
は
強
く
否
定
し
た
歌
を
返
す
。

こ
の
贈
答
か
ら
二
人
の
文
の
や
り
と
り
が
始
ま
り
、
こ
こ
か
ら
「
女
」
と

「
男
」
の
呼
称
に
変
化
し
て
い
る
。
北
の
方
は
興
趣
や
風
情
あ
る
便
り
と
と
も
に
、

⑧
「
自
分
に
恥
を
か
か
せ
る
な
」
と
常
に
千
蔭
に
発
言
す
る
。
⑤
で
「
恥
を
捨
て

て
」「
自
媒
」
を
行
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
で
「
恥
」
を
出
す
の
は
な
ぜ
な

の
だ
ろ
う
か
。
⑨
で
千
蔭
は
、
元
左
大
臣
の
妻
と
い
う
社
会
的
に
身
分
の
高
い
一

条
北
の
方
が
何
度
も
手
紙
を
く
れ
、
切
実
に
言
う
の
を
、
聞
き
流
し
て
そ
の
ま
ま

に
す
る
と
、
相
手
へ
の
「
な
さ
け
」
す
な
わ
ち
思
い
や
り
が
な
く
、
相
手
の

「
恥
」
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
千
蔭
の
「
な
さ
け
」
は
一
条
北
の
方
の
社
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五
〇

う
よ
う
に
な
る
が
、
こ
こ
で
初
め
て
二
人
の
年
齢
が
明
か
さ
れ
る
。
五
十
歳
あ
ま

り
の
一
条
北
の
方
が
、
親
子
ほ
ど
に
年
齢
の
ち
が
う
三
十
歳
あ
ま
り
の
千
蔭
に
懸

想
す
る
設
定
は
、
六
十
三
段
の
「
つ
く
も
髪
」
の
女
と
共
通
す
る
。
六
十
三
段
の

「
在
五
中
将
」
は
「
心
な
さ
け
」
あ
る
男
だ
っ
た
。「
み
や
び
を
」
問
答
の
田
主
と

女
郎
に
は
年
齢
が
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
女
郎
は
「
老
婆
」
に
変
装
す
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
よ
う
な
年
齢
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

四
　
一
条
北
の
方
の
「
恥
」
と
千
蔭
の
「
な
さ
け
」

こ
の
節
で
は
、
一
条
北
の
方
の
「
恥
」
と
千
蔭
の
「
な
さ
け
」
の
関
係
に
つ
い

て
さ
ら
に
考
察
し
た
い
。
千
蔭
が
公
務
に
か
こ
つ
け
て
一
条
北
の
方
の
も
と
に
訪

れ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
手
紙
さ
え
も
送
ら
ず
数
か
月
が
た
っ
た
場
面
を
み
る
。

　

北
の
方
、
⑫
待
ち
わ
づ
ら
ひ
、
す
べ
な
か
り
て
、
か
く
聞
こ
え
た
ま
ふ
。

　
　
「
菅
原
や
伏
見
の
里
を
忘
る
る
は
わ
が
荒
れ
ま
く
や
惜
し
ま
ざ
る
ら
む

と
聞
こ
ゆ
れ
ば
、
さ
ら
な
り
や
。
⑬
い
み
じ
き
恥
を
も
見
た
ま
へ
つ
る
か

な
」
と
恨
み
聞
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
お
と
ど
見
た
ま
ふ
に
、
⑭
い
と
ど
心
ざ

し
劣
る
心
地
し
た
ま
へ
ど
、
さ
て
あ
ら
む
や
は
と
て
、
返
り
ご
と
書
き
た
ま

ふ
、（
中
略
）
お
と
ど
、
⑮
い
と
ほ
し
が
り
て
、
か
く
の
た
ま
ふ
を
今
宵
ば

か
り
は
ま
う
で
む
か
し
と
思
し
て
、
そ
の
夜
さ
り
、
一
条
に
も
の
し
た
ま
ひ

て
、
下
り
て
入
り
た
ま
ふ
ま
で
は
、
な
ほ
た
え
た
ま
は
じ
と
思
す
。（
中
略
）

⑯
人
目
を
思
ほ
し
て
、
し
ば
し
も
の
し
た
ま
ふ
（
中
略
）
こ
の
北
の
方
見
た

て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
⑰
病
の
重
る
心
地
し
た
ま
へ
ど
、
け
し
き
に
も
出
だ

さ
じ
と
思
し
て
、（
中
略
）
い
と
苦
し
う
覚
え
た
ま
へ
ば
、
何
ご
と
に
か
こ

と
つ
け
て
往
な
ま
し
と
思
す
に
、
北
の
方
、
出
だ
し
や
ら
じ
と
て
、
よ
ろ
づ

に
い
ひ
と
ど
め
、
⑱
御
前
な
る
人
も
、
夢
語
り
な
ど
し
て
、
聞
こ
え
と
ど
む

る
気
色
の
し
る
く
見
え
け
れ
ば
、
お
と
ど
、
を
か
し
と
思
し
な
が
ら
、
二
、

三
日
も
の
し
た
ま
ふ
。
さ
て
四
日
と
い
ふ
に
、
出
で
た
ま
は
む
と
す
る
に
、

⑲
「
物
忌
み
し
た
ま
ふ
べ
き
夢
を
見
つ
」
と
聞
こ
え
た
ま
へ
ど
、「
内
裏
よ

り
召
し
あ
り
」
と
て
急
ぎ
出
で
た
ま
ひ
ぬ
。（
二
一
九
～
二
二
一
頁
）

⑫
の
「
す
べ
な
か
り
て
」
と
は
、
一
条
北
の
方
が
財
も
尽
き
修
法
も
で
き
ず
、

千
蔭
を
こ
ち
ら
に
振
り
向
か
せ
る
方
法
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。「
菅
原
や
」

の
歌
に
も
千
蔭
を
動
か
す
力
は
な
く
、
⑬
の
「
い
み
じ
き
恥
」
と
い
う
言
葉
に
の

み
、「
な
さ
け
」
の
あ
る
千
蔭
は
反
応
し
て
、
⑭
で
は
い
っ
そ
う
愛
情
が
薄
れ
て

い
く
感
じ
が
す
る
が
、
⑮
に
あ
る
よ
う
に
故
左
大
臣
の
北
の
方
と
し
て
の
相
手
の

世
間
体
を
思
っ
て
気
の
毒
が
っ
て
出
か
け
る
。
⑯
に
あ
る
「
人
目
」
す
な
わ
ち
周

囲
の
女
房
の
見
る
目
を
気
づ
か
い
、
⑰
で
は
、
北
の
方
を
見
て
い
る
と
病
気
が
重

く
な
る
心
地
が
す
る
が
、
そ
の
よ
う
な
不
快
な
そ
ぶ
り
は
出
す
ま
い
と
心
に
も
な

い
受
け
答
え
を
し
て
、
相
手
を
思
い
や
り
一
条
北
の
方
に
恥
を
か
か
せ
な
い
よ
う

に
精
一
杯
努
力
し
て
い
る
。
千
蔭
の
思
い
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
相
手
へ
の
愛
情

で
は
な
く
、
と
に
か
く
相
手
に
恥
を
か
か
せ
な
い
よ
う
に
と
い
う
思
い
や
り
で
あ

る
。
後
に
千
蔭
は
「
な
さ
け
づ
い
た
」
人
と
評
価
さ
れ
る
が
、
こ
れ
が
千
蔭
の

「
な
さ
け
」
な
の
で
あ
る
。
早
く
帰
ろ
う
と
す
る
千
蔭
を
引
き
と
ど
め
る
た
め
に
、

⑱
で
は
一
条
北
の
方
の
女
房
た
ち
が
「
夢
語
り
」
を
し
、
⑲
で
は
、
一
条
北
の
方

自
身
が
「
千
蔭
が
物
忌
み
を
な
さ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
夢
を
見
た
」
と
嘘
を
言

う
が
、
千
蔭
を
引
き
と
ど
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。「
ま
こ
と
な
ら
ぬ
夢
語

り
」
を
す
る
点
は
六
十
三
段
と
共
通
し
て
い
る
。

こ
の
後
、
長
く
千
蔭
が
一
条
殿
に
通
わ
ず
、
一
条
北
の
方
が
「
継
母
北
の
方
」

と
呼
称
さ
れ
た
時
点
か
ら
継
子
い
じ
め
が
始
ま
る
。
一
条
北
の
方
が
継
子
忠
こ
そ

へ
の
思
い
を
詠
ん
だ
歌
に
対
し
て
の
返
歌
に
あ
っ
た
「
寄
る
波
の
」
を
「
寄
る
年

波
」
と
読
み
誤
っ
た
後
、
自
尊
心
の
高
い
一
条
北
の
方
は
「
わ
れ
に
恥
見
す
る
こ

と
」
と
忠
こ
そ
を
恨
む
。
千
蔭
は
一
条
北
の
方
に
「
恥
」
が
生
じ
な
い
よ
う
に
努

力
し
て
き
た
が
、
我
が
子
忠
こ
そ
の
歌
に
よ
り
一
条
北
の
方
に
「
恥
」
が
生
じ
て

し
ま
い
、
忠
こ
そ
に
悲
劇
が
待
ち
受
け
る
。

次
の
場
面
は
、
忠
こ
そ
が
出
家
し
た
後
、
千
蔭
が
一
条
北
の
方
の
奸
計
を
知
り

疎
み
、
互
い
に
手
紙
を
返
却
す
る
場
面
で
あ
る
。
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五
一

　

か
か
る
ま
ま
に
、
一
条
と
い
ふ
も
の
を
よ
に
も
聞
か
じ
と
思
ほ
す
に
、
か

の
北
の
方
、
も
の
し
た
ま
は
ぬ
こ
と
を
思
ひ
い
ら
れ
て
、
⑳
大
願
を
立
つ
。

陰
陽
師
、
巫
女
を
召
し
集
め
て
、
せ
ぬ
わ
ざ
わ
ざ
を
し
た
ま
へ
ど
、
し
る
し

な
し
。
忠
こ
そ
を
失
ひ
て
思
ほ
し
嘆
く
こ
と
に
劣
り
た
ま
は
ず
嘆
き
た
ま
ふ

（
中
略
）
こ
の
お
と
ど
見
た
ま
ひ
て
、「
あ
な
心
憂
や
。
�
よ
し
と
も
思
は
ぬ

に
、
気
色
も
な
く
か
く
恨
み
た
ま
ふ
か
な
。
こ
こ
に
こ
そ
忠
が
上
に
、
よ
ろ

づ
に
い
み
じ
き
こ
と
を
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
に
、
�
恨
み
申
さ
ま
ほ
し
く
」

と
の
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
�
な
さ
け
づ
い
た
ま
へ
る
人
に
て
、「
日
ご
ろ
は
、

あ
や
し
き
こ
と
の
あ
る
に
思
ひ
た
ま
へ
騒
ぎ
て
、
内
に
も
参
ら
で
な
む
籠
り

は
べ
る
に
、
そ
こ
に
も
参
り
来
ず
や
」（
二
四
五
・
二
四
六
頁
）

忠
こ
そ
が
出
奔
し
た
千
蔭
と
同
様
に
、
千
蔭
に
通
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、
一
条

北
の
方
も
⑳
の
よ
う
に
大
願
を
立
て
、
様
々
な
秘
法
を
試
み
る
が
効
果
は
な
く
、

千
蔭
へ
の
恨
み
の
歌
と
と
も
に
、
今
ま
で
の
千
蔭
か
ら
の
手
紙
を
す
べ
て
返
却
す

る
。
そ
れ
を
見
た
千
蔭
は
、
�
�
に
あ
る
よ
う
に
こ
ち
ら
が
一
条
北
の
方
の
こ
と

を
よ
い
と
思
っ
て
い
な
い
の
に
、
臆
面
も
な
く
恨
む
相
手
に
対
し
て
、
忠
こ
そ
の

こ
と
で
こ
ち
ら
が
恨
み
た
い
と
発
言
し
な
が
ら
、
�
「
な
さ
け
づ
い
た
ま
へ
る

人
」
つ
ま
り
な
さ
け
の
深
い
人
な
の
で
、
相
手
を
恨
む
言
葉
は
手
紙
に
一
切
書
か

な
い
。
千
蔭
が
「
思
ふ
」
の
は
、
忠
こ
そ
の
母
親
で
あ
っ
た
亡
き
北
の
方
だ
け

で
、
一
条
北
の
方
に
対
し
て
の
「
思
ひ
」
は
な
く
千
蔭
に
と
っ
て
「
思
は
ぬ
」
人

で
あ
っ
た
。
千
蔭
は
、
六
十
三
段
に
あ
っ
た
「
在
五
中
将
」
を
評
価
し
た
言
葉

「
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」
で
「
心
な
さ
け
」
の
あ
る
男

だ
っ
た
が
、
亡
き
北
の
方
の
遺
言
を
守
ら
ず
、
自
ら
の
「
な
さ
け
」
に
よ
り
、
忠

こ
そ
の
巻
は
す
べ
て
の
登
場
人
物
が
悲
劇
的
な
結
末
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
。

五
　
六
十
三
段
の
「
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」
と
「
慈
悲
」

千
蔭
は
「
な
さ
け
づ
い
た
」
男
で
、「
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め
見

せ
ぬ
心
」
で
一
条
北
の
方
に
接
し
た
が
、
六
十
三
段
の
「
心
な
さ
け
あ
ら
む
男
」

も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
「
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」
と
仏
の
一
切
衆
生
に
注
ぐ
「
慈

悲
」
を
説
く
『
法
華
経
』
と
の
関
わ
り
を
中
心
に
、
六
十
三
段
に
み
ら
れ
る
仏
教

思
想
の
影
響
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。

「
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」
は
「
仏
教
が
説
く
心
の
「
平
等
」
さ
、
す
な
わ
ち
、
執

著
に
基
づ
く
分
別
を
示
さ
な
い
無
分
別
の
立
場
を
、
男
女
の
こ
と
に
強
引
に
あ
て

は
め
た
も
の
」
と
い
う
指
摘
が
あ
る
が（
26
）、
仏
は
本
来
人
を
「
思
ふ
」「
思
は
ぬ
」

と
区
別
せ
ず
往
生
さ
せ
る
。
ま
た
、
こ
の
「
思
ふ
を
も
、
思
は
ぬ
を
も
、
け
ぢ
め

見
せ
ぬ
心
」
は
、「
親
と
非
親
に
お
い
て
、
心
常
に
平
等
に
し
て
」（『
金
光
明
経
』

正
論
品
）
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
、「
親
し
い
人
に
も
親
し
く
な
い
人
に
対
し
て
も

心
は
常
に
平
等
で
あ
る
」
こ
と
を
意
味
し
、
仏
典
に
由
来
す
る
表
現
と
言
え
る
。

『
伊
勢
物
語
』
と
仏
典
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
、「
章
段
の
内
容
自
体
が
仏
教

に
直
接
関
わ
る
も
の
と
、
必
ず
し
も
内
容
に
関
わ
り
が
な
く
と
も
表
現
に
仏
教
の

影
響
を
考
え
得
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
研
究
の
方
向
」（
27
）が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

後
者
の
表
現
に
お
け
る
仏
典
受
容
（
歌
は
「
●
」、
そ
の
他
に
は
「
○
」
を
段
数

の
前
に
記
す
）
は
先
行
研
究
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る（
28
）。

●
三
十
一
段　

 「
罪
も
な
き
」
の
歌
→
『
法
華
経
』
普
門
品
「
呪
詛
諸
毒
薬
、

所
欲
害
身
者
。
念
彼
観
音
力
、
還
著
於
本
人
」
の
こ
と
わ
り
。

●
三
十
九
段　

 「
い
で
て
い
な
ば
」
の
歌
→
『
法
華
経
』
安
楽
行
品
「
当
入
涅

槃
、
如
煙
尽
灯
滅
」

●
三
十
九
段　

 「
い
と
あ
は
れ
」
の
歌
→
『
法
華
経
』
方
便
品
「
我
雖
説
涅
槃
、

是
亦
非
真
滅
」

●
五
十
段　
　

 「
行
く
水
に
」
の
歌
→
『
涅
槃
経
』
巻
一
「
猶
如
電
光
暴
水
幻

炎
、
亦
如
画
水
。」

●
五
十
八
段　

 「
葎
生
ひ
て
」
の
歌
→
『
法
華
経
』
陀
羅
尼
品
「
十
羅
刹
女
」

が
女
た
ち
を
喩
え
る
。

●
五
十
八
段　

 「
う
ち
わ
び
て
」
の
歌
→
『
法
華
経
』
に
対
し
て
の
『
涅
槃
経
』

を
「
落
穂
」
と
暗
示
。
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五
二

○
五
十
九
段　

 「
面
に
水
そ
そ
き
な
ど
し
て
」
→
『
法
華
経
』
信
解
品
「
以
冷

水
灑
面
、
令
得
醒
悟
」

●
六
十
六
段　

 「
難
波
津
」
の
歌
→
下
句
の
「
こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
渡
る
舟
」

は
人
生
が
「
苦
海
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
、
そ
の
語
は
『
大

乗
理
趣
六
波
羅
密
多
経
』「
在
於
苦
海
雖
受
種
種
諸
苦
難
事
。」

に
あ
る
。
ま
た
、「
こ
の
世
を
う
み
渡
る
舟
」
か
ら
「
彼
岸
に

渡
る
」
手
立
て
が
連
想
さ
れ
る
。

●
六
十
七
段　

 「
き
の
ふ
け
ふ
」
の
歌
→
「
花
の
林
を
憂
し
」
と
す
る
の
は
、

『
涅
槃
経
』
巻
一
「
其
林
変
白
猶
如
白
鶴
。
…
如
来
涅
槃
相
、

皆
悉
悲
感
愁
憂
不
楽
。」
に
よ
る
と
す
る
。

●
七
十
七
段　

 「
山
の
み
な
」
の
歌
→
『
涅
槃
経
』
巻
一
「
爾
時
大
地
諸
山
大

海
。
皆
悉
震
動
。」

●
百
二
十
四
段 

「
思
ふ
こ
と
」
の
歌
→
『
法
華
経
』
方
便
品
「
世
尊
重
説
偈
言
。

止
止
不
須
説
。
我
法
妙
難
思
」

●
百
二
十
四
段 

「
思
ふ
こ
と
」
の
歌
→
「
い
は
で
ぞ
た
だ
に
や
み
ぬ
べ
き
」
が

『
過
去
現
在
因
果
経
』「
仁
者
何
意
、
黙
然
不
言
」
に
よ
り
、「
ひ

と
し
き
人
」
が
な
い
は
『
過
去
現
在
因
果
経
』「
非
但
智
慧
勝

一
切
人
其
力
勇
健
亦
無
等
者
。」
に
よ
る
。

○
百
二
十
五
段 

「
心
地
」
→
心
が
様
々
な
も
の
を
生
み
出
す
と
い
う
点
で
大
地

に
喩
え
ら
れ
る
仏
教
語
。

●
百
二
十
五
段 

「
つ
ひ
に
ゆ
く
」
の
歌
→
「
き
の
ふ
け
ふ
と
は
」
が
『
菩
薩
処

胎
経
』
巻
七
「
昨
日
見
仏
、
今
日
已
称
言
滅
為
聞
」
に
よ
る
。

主
に
歌
の
表
現
の
素
材
と
し
て
、
仏
典
が
用
い
ら
れ
、
十
四
例
中
の
半
数
の
七

例
が
『
法
華
経
』
に
よ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
仏
典
の
用
い
ら
れ
方
と
し
て
、

例
え
ば
、
一
二
四
段
の
歌
「
思
ふ
こ
と
い
は
で
ぞ
た
だ
に
や
み
ぬ
べ
き
わ
れ
と
ひ

と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
、
仏
伝
の
表
現
を
利
用
し
な
が
ら
、
仏
教
の

世
界
を
志
向
せ
ず
、
釈
教
歌
と
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、「
こ
の
歌
の
作
者
は
、
あ

く
ま
で
も
心
の
あ
り
方
に
関
す
る
表
現
の
素
材
を
仏
典
に
求
め
た
」（
29
）と
の
指

摘
が
あ
る
。
六
十
三
段
に
お
い
て
も
同
様
で
、「
世
ご
こ
ろ
」「
心
な
さ
け
」「
け

ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」
と
「
心
の
あ
り
方
」
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

仏
典
の
引
用
の
半
数
を
占
め
る
『
法
華
経
』
は
、「
仏
の
一
切
衆
生
に
注
ぐ
慈

悲
に
つ
い
て
、
徹
底
し
て
述
べ
て
い
る
」
経
典
で
、
そ
の
中
で
重
要
な
の
は
、

「
方
便
品
」
と
「
如
来
寿
量
品
」
で
あ
る（
30
）。「
方
便
品
」
で
釈
尊
は
す
べ
て
の

人
間
は
平
等
で
、
差
別
な
く
成
仏
で
き
る
と
し
、
そ
の
中
で
「
方
便
」
を
用
い

た
。
前
述
し
た
が
「
方
便
と
は
、
人
々
を
覚
り
と
い
う
目
的
地
へ
と
導
く
た
め
の

〝
最
短
・
最
善
の
方
策
（
手
段
）〟
と
い
う
意
味
」
で
あ
る（
31
）。
こ
の
「
方
便

品
」
の
解
釈
に
つ
い
て
、
平
安
時
代
の
天
台
宗
の
祖
で
あ
る
最
澄
は
、
あ
ら
ゆ
る

人
間
が
成
仏
で
き
る
一
乗
の
思
想
に
た
ち
、
法
相
宗
の
僧
徳
一
は
、
宗
教
的
素
質

で
成
仏
で
き
る
人
間
を
区
別
す
る
三
乗
の
思
想
を
主
張
し
た
。
こ
の
宗
教
的
対
立

を
背
景
に
、
六
十
三
段
を
読
む
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
六
十
三
段

の
成
立
に
仏
教
知
識
の
あ
る
人
物
の
関
与
が
考
え
ら
れ（
32
）、
六
十
三
段
の
「
在

五
中
将
」
は
、
一
乗
的
「
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」
を
持
ち
な
が
ら
、
女
性
に
対
し
て

三
乗
的
「
思
ふ
」「
思
は
ぬ
」
と
い
う
区
別
を
し
て
い
る
こ
と
で
「
心
の
あ
り
方
」

が
問
題
と
な
り
、
千
蔭
も
同
様
で
あ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
特
に
俊
蔭
の
巻
に
お
い
て
仏
教
思
想
の
影
響
が
大
き
い

が
、
俊
蔭
は
異
国
の
地
で
仏
か
ら
「
前
の
世
に
淫
欲
の
罪
は
か
り
な
し
」
と
言
わ

れ
、
日
本
に
戻
っ
て
婿
に
求
め
ら
れ
て
も
、「
淫
欲
の
罪
重
き
」
を
理
由
に
し
て

結
婚
を
回
避
し
て
い
た
。
忠
こ
そ
の
巻
で
千
蔭
は
、
元
北
の
方
に
再
婚
し
な
い
よ

う
に
遺
言
さ
れ
な
が
ら
も
、
一
条
北
の
方
と
交
際
し
た
こ
と
で
、
忠
こ
そ
は
継
子

い
じ
め
の
対
象
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
千
蔭
の
罪
も
、
仏
教
に
い
う
淫
欲
の
罪
に

相
当
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
忠
こ
そ
の
巻
は
俊
蔭
の
巻
の
陰
画
と
な
っ
て

お
り
、
淫
欲
の
罪
に
よ
る
結
末
に
つ
い
て
、
仲
忠
と
忠
こ
そ
の
物
語
に
お
け
る
そ

の
後
を
考
え
る
と
、
は
っ
き
り
と
し
た
明
と
暗
に
分
け
ら
れ
る
。
千
蔭
は
仏
の

「
慈
悲
」
に
も
似
た
な
さ
け
深
い
人
間
で
は
あ
る
が
、
仏
性
を
持
つ
と
ま
で
は
言
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五
三

い
難
く
、
六
十
三
段
の
「
在
五
中
将
」
も
同
様
で
あ
る
。
忠
こ
そ
の
巻
の
一
条
北

の
方
物
語
に
お
け
る
千
蔭
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
で
、「
在
五
中
将
」
に
も
仏

教
思
想
の
影
響
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

六
十
三
段
に
関
連
し
て
、
同
じ
話
型
を
も
つ
話
が
『
法
華
経
直
談
鈔
』
巻
九
末

（「
薬
王
菩
薩
事
品
」
第
二
十
三
）「
老
女
恋
王
事
」
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て

い
る（
33
）。
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
以
前
に
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
『
法

華
経
直
談
鈔
』
は
法
華
経
二
十
八
品
の
注
釈
談
義
書
で
、
難
解
な
経
文
の
内
意
や

語
句
を
解
り
や
す
く
説
く
た
め
に
、
譬
喩
と
し
て
の
説
話
や
和
歌
を
多
く
引
用
し

て
お
り
、
そ
の
中
の
一
つ
に
「
老
女
恋
王
事
」
が
あ
る
。
六
十
三
段
と
比
較
し

て
、「
法
華
経
の
読
誦
の
功
徳
に
よ
っ
て
老
女
が
若
返
っ
た
と
す
る
の
は
独
特
の

も
の
」
で
あ
る
が
、「
三
人
の
男
子
を
持
つ
老
女
が
そ
の
末
子
の
助
力
に
よ
っ
て

狩
の
帝
王
と
契
り
を
結
ぶ
と
い
う
展
開
で
は
全
く
一
致
し
て
い
る
」。
六
十
三
段

の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
夢
語
り
は
、
こ
こ
で
は
老
女
の
述
懐
に
相
当
し
て
い

る
。「
貴
人
へ
の
懸
想
が
孝
行
な
息
子
の
援
助
に
よ
り
奇
跡
的
に
成
就
す
る
と
い

う
、
老
女
の
た
だ
な
ら
ぬ
恋
愛
譚
は
、
大
陸
に
お
い
て
も
霊
験
記
に
記
さ
れ
る
ほ

ど
の
伝
承
と
し
て
あ
り
、
我
が
国
で
は
鎌
倉
期
の
末
葉
に
は
寺
院
で
の
説
法
の
題

材
に
さ
れ
て
い
た
」
よ
う
で
あ
る
。
六
十
三
段
に
直
接
影
響
関
係
が
あ
る
と
い
う

わ
け
で
な
く
、『
法
華
経
』
の
教
え
を
説
く
書
物
の
中
で
六
十
三
段
に
類
似
し
た

内
容
の
話
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

六
十
三
段
は
、『
法
華
経
』
の
「
方
便
品
」
に
語
ら
れ
た
よ
う
な
仏
の
教
え
を
説

く
た
め
の
一
つ
の
「
方
便
」
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
み
や
び
を
」
問
答
に
も
「
方

便
」
の
語
は
用
い
ら
れ
て
い
た
。

さ
ら
に
、
六
十
三
段
以
外
の
『
伊
勢
物
語
』
と
『
法
華
経
』
の
関
係
に
つ
い

て
、
五
十
八
段
を
と
り
あ
げ
た
い
。
五
十
八
段
は
、
先
ほ
ど
に
も
示
し
た
よ
う

に
、
男
の
歌
に
あ
る
「
落
穂
」
と
い
う
表
現
が
『
法
華
経
』
に
対
し
て
の
『
涅
槃

経
』
を
暗
示
し
て
い
る
と
さ
れ
、
男
の
隣
に
住
む
宮
ば
ら
を
、
男
が
歌
の
中
で

「
鬼
」
に
喩
え
て
い
る
こ
と
は
、『
法
華
経
』
陀
羅
尼
品
「
十
羅
刹
女
」
に
相
当
す

る
と
し
、『
法
華
経
』
と
『
涅
槃
経
』
に
よ
り
展
開
す
る
隠
さ
れ
た
文
脈
を
創
り

出
し
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る（
34
）。『
涅
槃
経
』
は
、『
法
華
経
』
と
問
題
意

識
を
共
有
し
、「
一
切
衆
生
悉
有
仏
性
」
す
な
わ
ち
「
す
べ
て
の
衆
生
に
仏
性
が

あ
る
」
と
す
る
仏
典
で
あ
る
。
ま
た
、「
心
つ
き
て
色
好
み
な
る
男
」
が
「
田
刈

ら
む
」
と
す
る
こ
と
は
、
そ
の
男
が
田
の
主
で
あ
る
こ
と
を
示
し
「
み
や
び
を
」

問
答
の
大
伴
田
主
を
も
連
想
さ
せ
、
男
と
女
ど
も
の
和
歌
の
贈
答
の
内
容
も
、

「
み
や
び
を
」
問
答
を
連
想
さ
せ
る
。
女
た
ち
が
男
の
家
に
押
し
か
け
て
来
て
、

男
が
逃
げ
隠
れ
、
女
た
ち
を
老
婆
な
ら
ぬ
「
鬼
」
に
見
立
て
て
「
お
そ
の
み
や
び

を
」
の
よ
う
に
色
好
み
的
な
対
応
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
共
通
し
て
い
る
。
五

十
八
段
と
六
十
三
段
は
、「
み
や
び
を
」
問
答
を
背
景
に
持
つ
こ
と
で
共
通
し
、

五
十
八
段
の
「
心
つ
き
て
色
好
み
な
る
男
」
は
、
六
十
三
段
の
「
世
ご
こ
ろ
づ
け

る
女
」
と
対
比
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
二
つ
の

段
は
『
法
華
経
』
に
関
連
す
る
段
と
い
う
こ
と
で
も
共
通
し
て
い
る
。

終
わ
り
に

六
十
三
段
の
冒
頭
に
あ
る
「
世
ご
こ
ろ
」
と
「
心
な
さ
け
」
の
二
語
は
、
そ
の

も
と
に
な
っ
た
漢
語
「
世
心
」「
心
情
」
が
仏
典
に
用
例
の
多
い
語
で
、
特
に

「
世
ご
こ
ろ
」
に
つ
い
て
は
、「
世
の
人
の
心
」
と
広
い
意
味
で
と
り
、
仏
教
的
な

「
煩
悩
」
の
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
六
十
三
段
と
一
条
北
の
方

物
語
の
背
景
に
は
、『
万
葉
集
』
の
「
み
や
び
を
」
問
答
が
あ
り
、
そ
こ
で
は

「
方
便
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。「
方
便
」
は
仏
教
で
は
人
々
を
覚
り
に
導
く

た
め
の
手
段
で
あ
る
が
、「
つ
く
も
髪
」
の
女
や
一
条
北
の
方
の
物
語
で
は
、
煩

悩
に
よ
る
自
分
の
思
い
を
遂
げ
る
た
め
の
手
段
で
あ
っ
た
。
女
郎
は
「
方
便
」
に

よ
る
「
自
媒
」
を
恥
ぢ
た
が
、「
つ
く
も
髪
」
の
女
の
「
恥
」
は
描
か
れ
ず
、
一

条
北
の
方
は
「
恥
」
を
捨
て
て
千
蔭
に
手
紙
を
贈
る
が
、
二
人
の
交
際
に
は
常
に

千
蔭
の
「
な
さ
け
」
に
よ
る
一
条
北
の
方
の
「
恥
」
の
回
避
が
あ
っ
た
。
そ
の

「
恥
」
も
、
漢
詩
文
、
特
に
仏
典
に
由
来
す
る
言
葉
で
あ
り
、
千
蔭
が
亡
き
妻
の
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五
四

遺
言
を
守
ら
ず
一
条
北
の
方
に
通
っ
た
こ
と
は
、
俊
蔭
が
回
避
し
よ
う
と
し
た
仏

教
の
淫
欲
の
罪
に
相
当
す
る
。「
在
五
中
将
」
と
千
蔭
は
、
仏
の
「
慈
悲
」
に
も

似
た
「
け
ぢ
め
見
せ
ぬ
心
」「
な
さ
け
」
を
持
ち
な
が
ら
、
仏
性
は
持
た
さ
れ
ず
、

仏
性
を
持
た
さ
れ
た
理
想
の
男
主
人
公
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
光
源
氏
の
登

場
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
は
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
一
条
北
の
方
物
語
に
お
け
る
仏
教
思
想
に
よ
る
読
み
を
逆
照

射
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仏
教
思
想
の
影
響
に
基
づ
い
た
新
た
な
読
み
が
可
能
に

な
る
。

注（
1
）
本
稿
で
は
、
橘
千
蔭
の
元
の
北
の
方
と
区
別
す
る
た
め
に
、
亡
く
な
っ
た
左
大
臣
の

正
妻
は
「
一
条
北
の
方
」
と
呼
称
し
、
一
条
北
の
方
と
橘
千
蔭
の
結
婚
と
そ
の
後
の
二

人
の
関
係
に
つ
い
て
の
物
語
を
「
一
条
北
の
方
物
語
」
と
し
て
扱
っ
て
い
く
。

（
2
）
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）

（
3
）
山
本
登
朗
「
伊
勢
物
語
の
成
熟
期
─
─
第
六
十
五
段
と
そ
の
周
辺
─
─
」（『
伊
勢
物

語
の
生
成
と
展
開
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
七
年
）

（
4
）
注
（
2
）
に
同
じ
。

（
5
）
今
井
源
衛
「
伊
勢
物
語
六
三
段
と
漢
文
学
」（『
今
井
源
衛
著
作
集
七
』
笠
間
書
院
、

二
〇
〇
四
年
）
の
六
つ
の
モ
チ
ー
フ
に
Ｂ
と
Ｇ
を
新
た
に
加
え
た
。

（
6
）
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）

（
7
）『
伊
勢
物
語
』（
講
談
社
文
庫
、
一
九
七
二
年
）

（
8
）
大
野
晋
『
日
本
語
の
世
界
』（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
六
年
）

（
9
）
犬
塚
旦
「『
な
さ
け
』
に
つ
い
て
」（『
王
朝
美
的
語
詞
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
一
九

七
三
年
）

（
10
）
竹
岡
正
夫
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、
一
九
七
六
年
）

（
11
）
藤
原
克
己
「
漢
語
の
「
情
」
と
和
語
の
「
な
さ
け
」
と
」（『
こ
と
ば
が
拓
く
古
代
文

学
史
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）

（
12
）『
雑
阿
含
経
』
と
『
賢
愚
経
』
は
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
以
下
、

二
〇
一
八
を
利
用
）
か
ら
の
本
文
で
あ
る
。『
藝
文
類
聚
』
は
上
海
古
籍
出
版
社
の
一
九

九
九
年
発
行
の
も
の
。『
白
氏
文
集
』
の
本
文
は
新
釈
漢
文
大
系
に
よ
る
。

（
13
）
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵
経
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
す
る
と
、「
世
心
」
は

五
八
二
件
、「
心
情
」
は
九
二
件
あ
る
。「
世
心
」
は
、
句
読
点
を
除
い
た
二
字
の
並
び

と
し
て
の
用
例
が
多
い
。

（
14
）
新
釈
漢
文
大
系
『
白
氏
文
集
二
上
』
の
「
心
情
」
の
語
釈
。

（
15
）
宮
谷
聡
美
「『
伊
勢
物
語
』
六
十
三
段
「
つ
く
も
髪
」
の
性
格
」（『
東
京
経
営
短
期

大
学
紀
要
』
第
十
八
巻
、
二
〇
一
〇
年
三
月
）。
後
藤
幸
良
「『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三

段
と
和
漢
の
文
学
」（『
相
模
国
文
』
三
九
号
、
二
〇
一
二
年
三
月
）。
大
井
田
晴
彦
「
老

い
ら
く
の
恋
─
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
三
段
と
そ
の
周
辺
─
」（『
名
古
屋
大
学
文
学
部

研
究
論
集
（
文
学
）』
六
〇
号
、
二
〇
一
四
年
三
月
）。

（
16
）
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
万
葉
集
①
』
九
八
頁
頭
注
に
よ
る
が
、
三
宅
香
帆
「
石

上
女
郎
大
伴
田
主
贈
答
歌
に
見
る
『
遊
仙
窟
』
の
影
響
─
二
人
の
「
風
流
」
を
め
ぐ
っ

て
─
」（『
人
間
・
環
境
学
』
二
八
巻
、
二
〇
一
九
年
十
二
月
）
に
よ
る
考
察
も
あ
る
。

（
17
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
學
と
中
國
文
學　

上
』（
塙
書
房
、
一
九
六
二
年
）

（
18
）
宮
坂
宥
勝
『
暮
ら
し
の
な
か
の
仏
教
語
小
辞
典
』（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一
九
九
五

年
）

（
19
）
田
主
は
女
郎
の
変
装
に
気
付
い
て
い
た
可
能
性
も
あ
り
、
そ
の
場
合
、
六
十
三
段
の

男
が
、
自
分
の
家
に
来
た
「
つ
く
も
髪
」
の
女
の
垣
間
見
に
気
付
く
場
面
に
も
通
じ
る
。

（
20
）
十
娘
の
美
貌
が
語
ら
れ
る
際
、「
資
質
天
生
有
、
風
流
本
性
饒
（
資
質
の
す
が
た
は

天
生
に
有
り
。
風
流
の
み
や
び
や
か
な
る
本
性
饒
（
ゆ
た
か
）
な
り
）」
で
「
風
流
」
の

文
選
読
み
が
な
さ
れ
「
み
や
び
や
か
な
る
」
と
読
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
本
文
は
、
蔵
中

進
編
『
江
戸
初
期
無
刊
記
本
』（
和
泉
書
院
、
一
九
八
一
年
）
に
よ
る
が
、
本
稿
で
は
八

木
沢
元
『
遊
仙
窟
全
講
増
訂
版
』（
明
治
書
院
、
一
九
七
五
年
）
を
用
い
た
。

（
21
）
一
条
北
の
方
は
六
十
三
段
の
「
つ
く
も
髪
」
の
女
と
比
較
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
大

井
田
晴
彦
「
一
条
北
の
方
の
造
型
─
『
う
つ
ほ
物
語
』
作
中
人
物
覚
書
─
」（『
物
語
研
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五
五

究
会
会
報
』
26
号
、
一
九
九
五
年
八
月
）
で
は
、
一
条
北
の
方
の
千
蔭
を
引
き
寄
せ
る

巫
女
的
な
力
に
着
目
し
、
柳
瀞
先
「『
宇
津
保
物
語
』
に
お
け
る
〈
老
女
の
恋
〉
─
一
条

北
の
方
を
め
ぐ
っ
て
─
」（『
名
古
屋
大
学
国
語
国
文
学
』
九
二
号
、
二
〇
〇
三
年
七
月
）

で
は
、
一
条
北
の
方
の
「
好
色
な
嫗
」
と
し
て
の
造
型
を
「
行
動
す
る
女
」
と
し
て
捉

え
て
い
る
。

（
22
）
関
根
賢
司
「
恥
を
捨
つ
」（『〈
恥
〉
の
文
化
史　

神
話
・
物
語
・
仏
教
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
一
四
年
）

（
23
）
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）

（
24
）
新
井
真
弓
「
宇
津
保
物
語
中
の
「
恥
」
に
つ
い
て
」（『
国
際
文
化
研
究
紀
要
（
横
浜

市
立
大
学
）』
十
号
、
二
〇
〇
四
年
十
二
月
）

（
25
）『
涅
槃
経
』
は
Ｓ
Ａ
Ｔ
大
正
新
脩
大
蔵
経
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
か
ら
の
本
文
で
、「
慚
愧
」

を
同
じ
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
検
索
す
る
と
、
九
七
七
二
件
の
用
例
が
あ
る
。『
涅
槃
経
』
の

解
釈
は
、
定
方
晟
『
大
乗
経
典
を
読
む
』（
講
談
社
、
一
九
九
二
年
）
に
よ
る
。

（
26
）
石
井
公
成
「
曖
昧
好
み
の
源
流
─
『
伊
勢
物
語
』
と
仏
教
─
」（『
文
学
』
五
巻
五

号
、
二
〇
〇
四
年
九
月
）

（
27
）
中
野
方
子
「『
伊
勢
物
語
』
と
仏
典
─
五
十
八
段
と
『
法
華
経
』・『
涅
槃
経
』
─
」

（『
伊
勢
物
語　

虚
構
の
成
立
』
竹
林
舎
、
二
〇
〇
八
年
）

（
28
）
注
（
26
）
と
注
（
27
）、
上
野
理
・
宮
谷
聡
美
「
伊
勢
物
語
と
漢
文
学
」（『
源
氏
物

語
と
漢
文
学
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
三
年
）
な
ど
に
よ
る
。

（
29
）
石
井
公
成
「『
遊
仙
窟
』
に
始
ま
り
仏
伝
に
終
る
─
定
家
本
『
伊
勢
物
語
』
の
構
成

─
」（『
駒
沢
大
学　

佛
教
文
学
研
究
』
一
一
号
二
〇
〇
八
年
三
月
）

（
30
）『
仏
教
経
典
の
世
界　

総
解
説
』（
自
由
国
民
社
、
一
九
九
三
年
）

（
31
）
植
木
雅
俊
『
法
華
経
と
は
何
か　

そ
の
思
想
と
背
景
』（
中
公
新
書
、
二
〇
二
〇
年
）

（
32
）
注
（
26
）
に
同
じ
。

（
33
）
徳
田
和
夫
「
九
十
九
髪
女
と
三
男
三
郎
」（『
日
本
古
典
文
学
会
々
報
』
九
九
号
一
九

八
三
年
一
一
月
）

（
34
）
注
（
27
）
に
同
じ
。

＊
『
万
葉
集
』『
伊
勢
物
語
』『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
、
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
を

用
い
た
。
表
記
は
、
私
的
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
古
代
文
学
研
究
会
例
会
で
の
発
表
を
も
と
に
し
、
そ
の

際
ご
教
示
い
た
だ
き
ま
し
た
先
生
方
に
は
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
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