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史
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今
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集
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伊
勢
物
語

（1）

は

じ
め
に

　
ま
ず
は
じ
め
に
、
本
稿
の
論
旨
は
、
知
識
の
暗
記
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
断
つ

て
お
き
た
い
。
知
識
は
思
考
の
材
料
で
あ
る
。
知
識
が
な
い
と
こ
ろ
で
思
考
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
い
か
に
多
く
の
知
識
を
手
に
入
れ
る
か
が
、
よ
り
深
い
考
察
を
可
能
に
す
る
重
要
な
鍵

を
握
っ
て
い
る
と
考
え
る
。

　
し
か
し
、
昨
今
は
考
え
る
力
を
重
視
す
る
あ
ま
り
、
知
識
の
暗
記
を
否
定
す
る
よ
う
な
発
言

が

目
に
つ
く
。
大
学
で
教
鞭
も
と
っ
て
い
る
あ
る
米
国
人
タ
レ
ン
ト
が
、
テ
レ
ビ
の
教
育
番
組

で
ア

ク
テ
イ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
を
め
ぐ
っ
て
次
の
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
る
の
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
る
。

　
r
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
を
使
え
ば
簡
単
に
必
要
な
知
識
を
得
ら
れ
る
時
代
に
、
学
校
で
一

生
懸
命
知
識
を
暗
記
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
お
か
し
い
と
、
以
前
か
ら
思
っ
て
い
た
。
」

　
結
論
か
ら
言
う
と
、
こ
れ
は
す
で
に
あ
る
程
度
の
知
識
を
持
っ
て
い
る
人
に
あ
て
は
ま
る
こ

と
で
、
知
識
が
全
く
な
い
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
な
い
者
は
、
そ
も
そ
も
問
題
意
識
を
持
つ
こ

と
さ
え
も
な
く
、
何
か
の
知
識
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
場
面
に
出
会
う
こ
と
も
ほ

と
ん
ど
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
仮
に
問
題
意
識
を
持
っ
た
と
し
て
も
、
ど
う
い
う
知
識
を
ど

の

よ
う
に
調
べ
た
ら
解
決
で
き
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
分
野
の
知
識
が
必
要

に

な
る
と
い
う
の
は
、
ベ
ー
ス
と
な
る
知
識
を
あ
る
程
度
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
ま
た
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
知
識
は
ま
さ
に
玉
石
混
渚
で
、
中
に
は
誤
っ
た
知
識
も
氾
濫

し
て
い
る
。
最
近
社
会
問
題
と
も
な
っ
た
こ
と
だ
が
、
健
康
や
医
学
に
関
す
る
誤
っ
た
情
報
が

ネ
ッ
ト
上
に
氾
濫
し
、
そ
れ
を
信
じ
た
人
た
ち
に
健
康
被
害
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も

あ
っ
た
。
私
た
ち
は
、
ネ
ッ
ト
上
に
あ
ふ
れ
て
い
る
情
報
の
中
か
ら
正
し
い
知
識
を
取
捨
選
択

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
正
し
い
情
報
を
取
捨
選
択
す
る
た
め
の
基
礎
知
識

が

必
須
で
あ
る
。

　
本
来
、
知
識
力
と
思
考
力
と
は
、
両
立
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
、
い
か
に
そ
れ
を
バ

ラ
ン
ス
よ
く
身
に
付
け
て
い
く
か
が
重
要
な
の
で
あ
っ
た
。
な
ん
の
た
め
に
知
識
を
身
に
付
け

る
の
か
、
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
考
え
る
材
料
を
得
る
た
め
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
従
来
は
、
や
み

く
も
に
た
だ
暗
記
せ
よ
、
と
指
導
し
て
き
た
か
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
憶
え
て
な
ん
の
役
に
立
つ
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の

か
、
必
要
に
な
っ
た
ら
調
べ
た
ら
い
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

　
本
稿

は
、
知
識
を
身
に
付
け
る
こ
と
の
楽
し
さ
や
意
義
を
感
じ
な
が
ら
学
習
を
進
め
て
い
く

た

め
に
は
ど
う
し
た
ら
い
い
か
と
い
う
観
点
で
、
文
学
史
の
知
識
の
学
習
法
を
考
え
て
み
た
い
。

高
等
学
校
の
国
語
の
授
業
で
は
、
各
教
材
作
品
の
文
学
史
的
な
知
識
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が

多
い
。
芥
川
龍
之
介
は
い
つ
頃
に
活
躍
し
た
人
で
あ
る
の
か
、
源
氏
物
語
の
作
者
は
誰
か
、
と

い
っ
た
知
識
は
、
日
本
人
の
教
養
と
し
て
持
つ
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
国
際
化
の
時
代
に
あ
つ

て
、
自
国
の
芸
術
・
文
学
に
つ
い
て
全
く
知
ら
な
い
と
い
う
の
で
は
困
る
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ

う
。
文
学
史
は
、
教
養
に
深
く
関
わ
る
、
暗
記
す
べ
き
知
識
で
あ
る
。

　
た
だ
、
例
え
ば
歴
史
教
育
が
単
な
る
暗
記
か
ら
思
考
へ
と
舵
を
切
っ
て
い
る
よ
う
に
、
文
学

史
も
た
だ
必
要
事
項
を
憶
え
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
を
必
要
と
感
じ
な
い
、
あ
る
い
は
問
題
意
識

の

な
い
学
習
者
に
と
っ
て
は
テ
ス
ト
の
た
め
の
勉
強
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
な
ら
な

い
た
め

に
、
文
学
史
も
ま
た
疑
問
を
持
ち
、
考
え
る
教
材
と
し
て
扱
う
よ
う
に
工
夫
し
て
い
v

必
要
が
あ
る
。

　
本
稿
で

は
、
特
に
古
典
教
材
の
中
か
ら
『
古
今
和
歌
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
を
中
心
に
、
考

え
る
文
学
史
の
授
業
の
展
開
を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

二
　
『
古
今
和
歌
集
』
を
め
ぐ
っ
て

　
ま
ず
、
『
国
語
総
合
』
の
各
教
科
書
に
お
け
る
『
古
今
和
歌
集
』
の
解
説
文
か
ら
と
り
あ
げ
て

み
た

い
。
各
教
科
書
の
記
述
は
お
お
む
ね
同
じ
な
の
で
、
第
一
学
習
社
・
東
京
書
籍
・
三
省
堂

の
解
説
文
を
引
用
す
る
。

【第
一
学
習
社
『
高
等
学
校
国
語
総
合
』
】

最
初
の
勅
撰
和
歌
集
。
二
十
巻
。
醍
醐
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
九
〇
五
年
（
延
喜
五
）
ご
ろ
に

成
立
。
撰
者
は
、
紀
貫
之
・
紀
友
則
・
凡
河
内
躬
恒
・
壬
生
忠
琴
の
四
人
。
歌
数
約
千
百
首
。

春
・
夏
・
秋
・
冬
・
恋
・
雑
な
ど
の
部
立
の
も
と
に
整
然
と
配
列
さ
れ
、
そ
の
後
の
勅
撰
和
歌

集
の
範
と
な
っ
た
。
歌
風
は
繊
細
・
優
雅
で
理
知
的
傾
向
が
強
く
、
掛
詞
、
縁
語
、
見
立
て
、

擬
人
法
な
ど
の
技
巧
が
駆
使
さ
れ
て
い
る
。
（
二
九
五
頁
）

【東
京
書
籍

『
精
選
国

語
総
合
』
】

最
初
の
勅
撰
和
歌
集
。
1
1
＋
m
o
o
約
千
百
首
。
延
喜
五
年
（
九
o
五
）
頃
に
成
立
。
醍
醐
天
皇

の
命
に

よ
っ
て
、
紀
友
則
、
紀
貫
之
、
凡
河
内
躬
恒
、
壬
生
忠
琴
が
編
集
し
た
。
仮
名
序
と
真

名
序
を
備
え
、
以
後
の
勅
撰
和
歌
集
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
（
二
八
三
頁
）

【
三
省
堂

『
精
選
国
語
総
合
』
】

歌
集
。
醍
醐
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
、
九
〇
五
（
延
喜
五
）
年
、
紀
友
則
・
紀
貫
之
・
凡
河
内
躬

恒
・
壬
生
忠
零
に
よ
っ
て
撰
進
さ
れ
た
最
初
の
勅
撰
和
歌
集
。
歌
数
は
約
千
百
余
首
。
全
二
十

巻
。
わ
が
国
初
の
文
学
論
と
い
わ
れ
る
仮
名
序
（
紀
貫
之
）
と
、
漢
文
で
書
か
れ
た
真
名
序
（
紀

淑
望
）
の
二
つ
の
序
文
が
つ
い
て
い
る
。
（
1
I
七
O
頁
）

　

こ
れ
ら
の
解
説
文
で
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
成
立
年
時
を
「
延
喜
五
年
頃
」
と
す
る
教

科
書
が

あ
る
一
方
で
、
三
省
堂
の
よ
う
に
延
喜
五
年
の
成
立
と
断
定
し
て
い
る
本
が
あ
る
の
は

な
ぜ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
授
業
で
は
、
複
数
の
解
説
文
を
比
較
す
る
こ
と
は
し

な
い
が
、
し
か
し
こ
の
よ
う
な
微
妙
な
記
述
の
違
い
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
、

少
な
く
と
も
教
え
る
側
は
確
認
し
て
お
v
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
醍
醐
天
皇
の
勅
命
で
四
人
の
撰
者
が
編
纂
し
た
と
い
う
点
も
、
た
だ
単
に
そ
の
よ
う

に
暗
記
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
何
を
根
拠
に
し
た
記
述
で
あ
る
の
か
を
押
さ
え
る
こ
と

が

必
要
で
あ

る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
の
が
「
仮
名
序
」
で
あ
る
。

　
か

つ
て
の
教
科
書
に

は
、
一
部
と
は
言
え
「
仮
名
序
」
を
載
せ
て
い
た
が
、
最
近
は
参
考
資

料
と
し
て
さ
え
も
載
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
あ
ら
た
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
『
古
今

和
歌
集
』
の
成
立
に
関
し
て
「
仮
名
序
」
か
ら
わ
か
る
こ
と
は
多
い
。
次
に
、
そ
の
成
立
に
関

し
て
述
べ
た
「
仮
名
序
」
の
該
当
部
分
を
引
用
す
る
。

か
か

ま
ね
き
御
う
つ
く
し
み
の
な
み
や
し
ま
の
外
ま
で
流
れ
、
広
き
御
め
ぐ
み
の
か
げ
、
筑
波

山
の
ふ
も
と
よ
り
も
し
げ
く
お
は
し
ま
し
て
、
よ
う
つ
の
政
を
、
き
こ
し
め
す
い
と
ま
、

も
ろ
も
ろ
の
こ
と
を
捨
て
た
ま
は
ぬ
余
り
に
、
い
に
し
へ
の
こ
と
を
も
忘
れ
じ
、
ふ
り
に

し
こ
と
を
も
お
こ
し
た
ま
ふ
と
て
、
今
も
み
そ
な
は
し
’
後
の
世
に
も
つ
た
は
れ
と
て
、

延

四
月
八
日
に
、
　
内
±
。
糸
則
、
御
目
力
の

之
、
則
の
甲
斐
の
少
目

a、

　

づ

カ
ら
の
を
も
た
て
ま
つ
ら
し
め
た
ま
　
て
な
む
’

り
始
め
て
、
郭
公
を
聞
き
、
も
み
ち
を
折
り
、
雪
を
見
る
に
い
た
る
ま
で
、

け
て
君
を
思
ひ
人
を
も
祝
ひ
、
秋
萩
、
夏
草
を
見
て
、
妻
を
恋
ひ
’
逢
坂
山
に
い
た
り
て
、

た

む

け
を
祈
り
、
あ
る
は
春
夏
秋
冬
に
も
い
ら
ぬ
く
さ
ぐ
さ
の
歌
を
な
む
撰
ば
せ
た
ま
ひ

そ

れ
が

中
に
梅
を
か
ざ
す
よ

　
　
　
　
　
　
又
鶴
亀
に

つ

（2）
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け
る
、
す
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て
、

（傍
線
筆
者
）

　
r
仮
名
序
」
の
記
述
は
、
醍
醐
天
皇
の
治
世
に
な
っ
て
九
年
の
歳
月
が
流
れ
た
「
延
喜
五
年
四

月
十
人
日
に
、
大
内
記
紀
友
則
、
御
書
所
の
預
紀
貫
之
、
前
の
甲
斐
の
少
目
官
凡
河
内
躬
恒
、

右
衛
門
の
府
生
壬
生
忠
琴
ら
に
仰
せ
ら
れ
て
、
万
葉
集
に
入
ら
ぬ
古
き
歌
’
み
つ
か
ら
の
を
も

た

て

ま
つ
ら
し
め
た
ま
ひ
て
」
作
ら
れ
た
と
あ
る
。
ま
た
そ
の
内
容
に
関
し
て
も
四
季
、
賀
、

恋
、
雑
歌
な
ど
を
撰
び
、
全
体
の
規
模
は
千
首
、
二
十
巻
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
歌
集
を

『
古
今
和
歌
集
』
と
名
付
け
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
撰
者
貫
之
が
書
い
た
「
仮
名
序
」
の
記
述

に

よ
っ
て
『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
事
情
が
判
明
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ

の
上

で
、
成
立
年
時
の
書
き
方
に
微
妙
な
差
異
の
あ
る
理
由
に
触
れ
て
お
く
こ
と
も
、
文

学
史
の
学
び
を
よ
り
深
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
「
仮
名
序
」
の
記
述
は
、
延
喜

五
年
四

月
十
八
日
に
勅
命
が
下
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
完
成
し
た
の
か
、
は
つ
き
り
し
な
い
。

こ

の

日
付
は
「
真
名
序
」
の
最
後
に
も
出
て
く
る
が
、
「
真
名
序
」
で
も
、

干
時
延
喜
五
年
歳
次
乙

丑
四
月
十
八
日
、
臣
貫
之
等
謹
序

と
あ
る
だ
け
で
、
ど
の
時
点
を
示
し
た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
。

　
し
か
も
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
和
歌
の
中
に
は
、
延
喜
十
三
年
の
「
亭
子
院
歌
合
」
の
和
歌
が

入
集
す

る
な
ど
、
明
ら
か
に
延
喜
五
年
以
後
の
歌
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
現
在
見
る
よ
う
な

形
に

完
成

し
た
の
は
延
喜
五
年
よ
り
後
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
を
、
延
喜
五
年
に
勅
命
が

下
っ
て
、
延
喜
十
三
年
以
後
に
完
成
し
た
と
見
る
の
か
、
そ
れ
と
も
延
喜
五
年
に
い
っ
た
ん
完

成

を
見
て
奏
覧
さ
れ
た
が
、
そ
れ
以
後
も
何
首
か
の
歌
が
増
補
さ
れ
る
な
ど
手
直
し
が
加
え
ら

れ
た

と
見
る
の
か
、
成
立
年
時
に
関
し
て
は
説
が
分
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
’
成
立
は
「
延
喜

五
年
頃
」
と
す
る
の
が
正
確
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
記
述
す
る
教
科
書
が
あ
る
の
で
あ
る
（
注
1
）
。

　

こ
の
よ
う
に
、
一
見
動
か
な
い
常
識
、
定
説
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
、
そ
の
根
拠
を
よ

v
よ
く
確
認
す
る
と
、
実
に
暖
昧
な
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ま
あ
る
。
常
識
を
疑
う
こ

と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
の
か
、
盲
目
的
に
暗
記
す
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
根
拠
を
考
え
る

こ
と
で
、
新
た
な
発
見
や
新
説
が
生
ま
れ
る
機
会
も
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
は
、
学
ぶ
こ
と
の

お
も
し
ろ
さ
に
気
づ
く
契
機
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
「
仮
名
序
」
に
は
、
六
歌
仙
と
そ
の
評
も
書
か
れ
て
い
る
。
時
間
に
余
裕
が
あ
る
な
ら

ば
、
そ
の
く
だ
り
も
読
ま
せ
た
い
。
特
に
、
在
原
業
平
は
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
「
男
」
の

モ
デ

ル
と
し
て
教
材
に
登
場
し
、
小
野
小
町
や
僧
正
遍
照
・
僧
喜
撰
・
文
屋
康
秀
は
『
百
人
一

首
』
の
歌
人
で
あ
り
’
そ
の
和
歌
は
教
科
書
の
教
材
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
六
歌
仙
は
古
典
和

歌

の
学
習
者
に
と
っ
て
は
な
じ
み
の
あ
る
歌
人
た
ち
な
の
で
、
「
仮
名
序
」
に
登
場
し
、
貫
之
が

そ

れ
ぞ
れ
に

コ

メ
ン
ト
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
授
業
展
開
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

①

『
古
今
和
歌
集
』
「
仮
名
序
」
を
紀
貫
之
が
書
い
た
こ
と
を
確
認
し
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
成

立
に

関
わ
る
記
述
の
部
分
を
資
料
と
し
て
配
付
し
、
そ
の
内
容
を
押
さ
え
る
。

②
そ
こ

に

書
か
れ
た

こ
と
か
ら
、
四
人
の
撰
者
、
成
立
の
経
緯
、
内
容
な
ど
を
押
さ
え
る
。

③

「
延
喜
五
年
」
と
い
う
年
時
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
せ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
以
後

に

詠

ま
れ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
和
歌
も
入
集
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
（
こ
の
年
時
が
ど
の

時
点

を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
ま
た
成
立
年
時
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
い
い
の
か
、
自
由
に

意
見
を
交
換
さ
せ
る
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー
ク
に
す
る
と
い
い
で
あ
ろ
う
。

④

『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
年
時
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
考
え
方
が
あ
る
こ
と
を
示
し
、

文
学
史
の
常
識
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
も
根
拠
が
あ
り
、
ま
た
す
べ
て
が
間
違
い
の
な
い
定
説
で

あ
る
と
は
言
え
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
。

三
　

『
伊
勢
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て

　
『
伊
勢
物
語
』
は
高
等
学
校
の
古
典
教
材
と
し
て
は
定
番
中
の
定
番
と
言
っ
て
よ
く
、
『
国
語

総
合
』
の
教
科
書
で
は
す
べ
て
の
出
版
社
の
も
の
に
採
択
さ
れ
て
い
る
。

　
さ
て
、
各
教
科
書
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
の
解
説
文
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
い

ず
れ
の

出
版
社
の
も
の
も
お
お
む
ね
同
じ
で
、
大
き
な
異
同
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
三
社
の

例
を
あ
げ
る
。

【第
一
学
習
社
『
高
等
学
校
国
語
総
合
』
】

歌
物

語
。
作
者
は
未
詳
。
十
世
紀
中
ご
ろ
ま
で
に
段
階
的
に
増
補
さ
れ
て
成
立
。
約
百
二
十
五

段
か
ら
成
る
。
在
原
業
平
を
思
わ
せ
る
男
を
主
人
公
と
し
、
そ
の
一
代
記
ふ
う
の
体
裁
を
と
っ

て

い
，
e
e
　
（
1
I
五
l
頁
）

【東
京
書
籍

『
精
選
国
語
総
合
』
】

歌
物

語
。
約
百
二
十
五
の
章
段
か
ら
成
り
’
各
章
段
は
和
歌
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
作

者
未
詳
。
十
世
紀
初
頭
頃
ま
で
に
は
原
形
が
で
き
、
後
に
増
補
さ
れ
て
、
今
の
形
に
な
っ
た
の

は

十
世
紀
後
半
頃
か
と
い
わ
れ
る
。
『
古
今
和
歌
集
』
の
代
表
的
歌
人
で
あ
る
在
原
業
平
を
思
わ

（3）
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せ
る
人
物
を
主
人
公
と
し
て
、
そ
の
元
服
か
ら
死
ま
で
の
一
代
記
の
よ
う
な
形
を
と
つ
て
い
る
。

（二
七
二
頁
）

【大
修
館
書
店

『
精
選
国
語
総
合
』
】

歌
物

語
。
作
者
は
未
詳
。
原
形
は
1
0
世
紀
初
め
ま
で
に
成
立
。
現
在
の
形
に
な
っ
た
の
は
、

1
0
世
紀
の
中
頃
。
在
原
業
平
の
歌
を
中
心
に
、
約
l
二
五
段
か
ら
成
る
。
業
平
と
思
わ
れ
る

男
を
主
人
公
と
し
て
、
l
代
記
風
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
（
二
三
一
頁
）

　
い
ず
れ
の
記
述
も
’
ジ
ャ
ン
ル
（
歌
物
語
）
・
作
者
（
未
詳
）
・
成
立
（
原
型
は
十
世
紀
初
頭
、

現
在
の
形
は
十
世
紀
半
ば
あ
る
い
は
後
半
）
・
内
容
（
約
百
二
十
五
段
・
業
平
を
思
わ
せ
る
男
の

一
代
記
ふ
う
の
体
裁
を
と
る
）
に
つ
い
て
触
れ
、
そ
の
記
述
に
大
き
な
異
同
は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
作
品
の
内
容
に
つ
い
て
r
在
原
業
平
を
思
わ
せ
る

男
を
主
人
公
と
し
、
そ
の
一
代
記
ふ
う
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
」
と
す
る
点
で
あ
る
。
こ
の
記

述
も
各
社
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。

【明
治
書
院
『
高
等
学
校
国
語
総
合
』
】

全
体
と
し
て
在
原
業
平
を
想
起
さ
せ
る
「
男
」
の
一
代
記
の
よ
う
な
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。

【数
研
出
版
『
高
等
学
校
国
語
総
合
』
】

在
原
業
平
を
思
わ
せ
る
男
の
一
代
記
風
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

【桐
原
書
店
『
国
語
総
合
』
】

全
体
は
、
業
平
を
思
わ
せ
る
「
男
」
の
一
代
記
風
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

［
三
省
堂

『
精
選
国
語
総
合
』
】

在
原
業
平
と
考
え
ら
れ
る
「
男
」
の
一
代
記
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
お
り
’
（
後
略
）

【教
育
出
版
『
国
語
総
合
』
】

在
原
業
平
の
歌
を
中
心
に
成
立
し
’
（
中
略
）
歌
を
中
心
に
し
た
短
い
物
語
を
集
め
て
、
「
昔
男
」

の

元
服
か
ら
終
焉
ま
で
の
一
代
記
的
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

【筑
摩
書
房

『国
語
総
合
』
】

在
原
業
平
と
お
ぼ
し
き
「
昔
男
」
の
一
代
記
と
い
う
体
裁
を
と
っ
て
い
る
が
、
各
章
段
は
そ
れ

ぞ
れ
独
立

し
て
お
り
、
す
べ
て
の
話
が
和
歌
を
中
心
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
『
国
語
総
合
』
の
各
教
科
書
が
載
せ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
章
段
を
読
む
と
、
「
在

原
業
平
を
思
わ
せ
る
男
の
一
代
記
ふ
う
の
作
品
」
と
す
る
記
述
と
矛
盾
す
る
点
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
表
は
、
教
材
と
し
て
と
ら
れ
て
い
る
章
段
の
一
覧
表
で
あ
る
。

【教
科
書
掲
載
章
段
一
覧
】

出
版
社

教

科
書
名

6

9

23

24

60

83

84

教

育
出
版

国
語
総
合

○

○

△

O

新

編

国
語
総
合

○

O

○

桐

原

書

店

国
語
総
合

O

O

O

O

探

求

国

語
総
合
．

O
○

O

O

三

省

堂

国
語
総
合

O

O
○

O

明
解
国
語
総
合

O

O

精

選

国
語
総
合

O

O

O

数

研

出
版

国
語
総
合

O

O

O
○

高

等

学

校
国
語
総
合

○

O

O

第
一
学
習
社

高
等
学
校
国
語
総
合

O

○

○

標

準

国
語
総
合

O
○

新

訂

国
語
総
合

○

○

○

○

新
編

国
語
総
合

○

大

修
館

書

店

国

語
総

合

O

O
○

○

新
編

国
語
総
合

○

O

精

選

国

語
総
合

○

O

0

筑
摩

書

房

国
語
総
合

O

O

O

O

精

選

国
語
総
合

O

O

O
○

東

京

書

籍

国
語
総
合

O

O
○

O

新
編

国
語
総
合

0

○

精
選

国

語
総

合

0

O
○

明
治
書
院

高

等

学
校

国
語
総
合

O

O
○

精
選

国
語
総
合

○

○

O

＊
教
育
出
版
『
国
語
総
合
』
で
第
六
十
段
に
「
△
」
が
付
い
て
い
る
の
は
、
「
六
十
段
を
調
べ
て
、

現
代
の
物
語
に
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
課
題
の
み
あ
げ
ら
れ
て
、
章
段
本
文
は
掲
載
さ
れ
て
い

な
い
こ
と
を
示
す
。

ま
ず
は
、
こ
の
一
覧
表
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
各
章
段
（
算
用
数
字
）
の
冒
頭
部
分
を
示
し
て

（4）
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み

よ
う
。
本
文
は
岩
波
書
店
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

第
六
段
「
芥
川
」

む
か

し
、
男
あ
り
け
り
。
女
の
え
得
ま
じ
か
り
け
る
を
、

か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
て
、
い
と
暗
き
に
来
け
り
。

年
を
経
て
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、

第
九
段

「
東
下
り
」

む
か

し
、
男
あ
り
け
り
。
身
を
え
う
な
き
物
に
思
ひ
な
し
て
、
京
に
は
あ
ら
じ
、
あ
づ
ま
の
方

に
住

む
べ
き
国
求
め
に
と
て
行
き
け
り
。
も
と
よ
り
友
と
す
る
人
ひ
と
り
ふ
た
り
し
て
い
き
け

り
。
道
知
れ
る
ひ
と
も
な
く
て
、
ま
ど
ひ
い
き
け
り
。

第
二
十
三
段

「筒
井
筒
」

む
か

し
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
あ
そ
び
け
る
を
、
大
人

に

な
り
に
け
れ
ば
、
お
と
こ
も
女
も
、
恥
ち
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、
お
と
こ
は
こ
の
女
を
こ

そ

得
め

と
思
ふ
、
女
は
こ
の
お
と
こ
を
と
思
ひ
つ
つ
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
ん
あ

り
け
る
。

第
二
十
四
段
「
あ
つ
さ
弓
」

む
か

し
、
男
、
片
田
舎
に
住
み
け
り
。

け
る
ま
ま
に
、
三
年
来
ざ
り
け
れ
ば
、

お

と
こ
’
宮
仕
へ
し
に
と
て
、
別
れ
お
し
み
て
ゆ
き
に

待
ち
わ
び
た
り
け
る
に
、
（
後
略
）

第
六
十
段
「
花
橘
」

む
か

し
、
男
あ
り
け
り
。
宮
仕
へ
忙
し
く
、
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自
、

に

思
は

む
」
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
、
人
の
国
へ
往
に
け
り
。

第
八
十
三
段
「
小
野
の
雪
」

む
か

し
、
水
無
瀬
に
か
よ
ひ
給
ひ
し
惟
喬
の
親
王
、

な
る
翁
仕
う
ま
つ
れ
り
。

第
八
十
四
段
「
さ
ら
ぬ
別
れ
」

む
か

し
、
男
あ
り
け
り
。
身
は
い
や
し
な
が
ら
、

rま
め

例
の
狩
り
し
に
お
は
し
ま
す
供
に
、
馬
頭

母
な
ん
宮
な
り
け
る
。
そ
の
母
、
長
岡
と
い

ふ
所
に

住
み
給
ひ
け
り
。
子
は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
ま
う
つ
と
し
け
れ
ど
、

ま
う
で
ず
。
ひ
と
つ
子
に
さ
へ
あ
り
け
れ
ば
、
い
と
か
な
し
う
し
給
ひ
け
り
。

し
ば
し
ば
え

　

こ
れ
ら
の
冒
頭
部
を
読
む
と
、
ま
ず
「
男
」
の
設
定
に
一
貫
性
の
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ

る
。
第
六
段
、
第
九
段
、
第
六
十
段
は
貴
族
社
会
に
属
す
る
人
物
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
第

八
十
三
段
も
惟
喬
親
王
に
仕
え
る
「
馬
頭
な
る
翁
」
で
あ
る
か
ら
、
や
は
り
貴
族
階
層
に
属
す

る
設
定
で
あ
る
が
、
第
八
十
四
段
は
「
身
は
い
や
し
な
が
ら
」
と
あ
る
の
で
下
級
官
人
と
い
う

設
定

で
、
た
だ
し
母
親
は
「
宮
」
で
、
し
か
も
一
人
っ
子
で
あ
っ
た
と
す
る
。

　
注

目
さ
れ
る
の
は
、
第
二
十
三
段
、
二
十
四
段
で
あ
る
。
第
二
十
三
段
で
は
「
田
舎
わ
た
ら

ひ

し
け
る
人
の
子
ど
も
」
と
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
都
生
ま
れ
の
貴
族
階
層
と
い
う
設
定
に
は
な
っ

て

い
な
い
。
さ
ら
に
、
続
く
第
二
十
四
段
も
「
片
田
舎
」
に
住
み
、
京
の
都
へ
宮
仕
え
を
す
る

た
め

に

出
か
け
る
と
い
う
設
定
で
あ
る
か
ら
、
京
外
に
住
ん
で
い
る
下
級
階
層
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
第
二
十
四
段
は
、
第
二
十
三
段
の
後
日
謂
と
も
読
む
こ
と
が
で
き
、
設
定
は
ほ
ぼ
同
じ

と
見
て
よ
い
。

　

こ
の
よ
う
に
、
教
科
書
に
採
ら
れ
た
章
段
を
見
る
限
り
で
も
、
主
人
公
「
男
」
の
設
定
は
ま
っ

た
く
バ
ラ
バ
ラ
で
一
貫
性
が
な
い
。
「
男
」
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
る
在
原
業
平
は
、
平
城
天
皇
の
皇

子
阿
保
親
王
を
父
に
持
ち
、
母
は
桓
武
天
皇
の
皇
女
伊
都
内
親
王
と
、
天
皇
家
の
血
を
濃
く
引

く
名
門
の
生
ま
れ
で
あ
る
。
兄
に
在
原
行
平
が
お
り
、
天
長
三
年
（
八
1
1
｛
〈
）
に
兄
行
平
ら
と

と
も
に
在
原
姓
を
賜
り
、
臣
籍
降
下
し
て
い
る
。
最
終
官
職
こ
そ
従
四
位
上
右
衛
門
権
中
将
兼

美
濃
権
守
と
、
公
卿
に
列
す
る
こ
と
も
な
く
、
高
位
に
昇
っ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
が
、
業
平

が

王
家
の
末
商
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
十
三
段
、
二
十
四
段
の
よ

う
に
「
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」
と
い
う
設
定
は
あ
り
得
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
第
八
十
四
段
の
「
身
は
い
や
し
な
が
ら
」
と
い
う
の
も
事
実
に
は
反
す
る
。

　
そ

も
そ
も
、
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
は
「
男
」
と
三
人
称
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
作
品
中
、

わ

ず
か
に

第
六
十
三
段
に
「
在
五
中
将
」
と
い
う
業
平
を
指
す
固
有
名
詞
が
用
い
ら
れ
、
第
六

十
五
段
に

「
在
原
な
り
け
る
男
」
と
い
う
呼
称
が
出
て
く
る
ほ
か
は
、
す
べ
て
主
人
公
は
「
男
」

で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
男
」
す
な
わ
ち
在
原
業
平
の
こ
と
と
す
る
の
は
、
作
品
中
の

和
歌
の
多
く
が
『
古
今
和
歌
集
』
で
作
者
業
平
と
し
て
入
集
し
、
業
平
の
家
集
『
業
平
集
』
に

収

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
業
平
の
和
歌
と
認
定
で
き
る
歌
が
、
『
伊
勢
物
語
』

で
は

「
男
」
の
歌
と
し
て
登
場
す
る
こ
と
か
ら
、
作
中
の
「
男
」
は
業
平
と
想
定
で
き
る
の
で

あ
る
。

（5）
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さ
ら
に
、
定
家
本
に
よ
れ
ば
、
初
段
は
元
服
し
た
「
男
」
の
話
で
始
ま
り
、
最
終
の
百
二
十

五
段
は

「
男
」
の
辞
世
の
歌
で
終
わ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
全
体
と
し
て
大
き
く
、
一

人
の

「
男
」
の
人
生
の
ス
タ
ー
ト
か
ら
死
ま
で
を
描
く
と
い
う
一
代
記
の
体
裁
に
な
っ
て
い
る

と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
百
二
十
五
の
章
段
は
必
ず
し
も
時
間
の
系
列
に
そ
っ
て

配
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
大
き
く
と
ら
え
た
と
き
に
、
一
代
記
と
い
う
解
釈
は
成

り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　
実
際
、
平
安
時
代
か
ら
す
で
に
『
伊
勢
物
語
』
は
『
在
五
が
物
語
』
（
源
氏
物
語
・
総
角
巻
）
・

『在
五
中
将
の
日
記
』
（
狭
衣
物
語
）
な
ど
の
呼
称
で
も
呼
ば
れ
て
お
り
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』

r絵
合
巻
」
で
は
、
「
男
」
が
在
原
業
平
で
あ
る
と
い
う
前
提
で
、
「
業
平
が
名
を
や
く
た
す
べ
き
」

r在
五
中
将
の
名
を
ば
え
く
た
さ
じ
」
（
岩
波
書
店
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
源
氏
物
語
二
』

一
七
七
頁
）
と
い
っ
た
会
話
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
「
男
」
が
在
原
業
平
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

早
く
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
の
読
者
に
あ
っ
て
は
当
然
の
了
解
事
項
で
あ
っ
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
実
在
の
人
物
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
す
べ
て
ノ
ン
フ
イ
ク

シ
ヨ

ン

で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
で
あ
ろ
う
、
当
然
、
作
者
の
想
像
力
に
よ
り
’
多
く
の
フ
イ
ク

シ
ヨ

ン
が
交
え
ら
れ
る
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　
た

だ
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
一
人
の
作
者
に
よ
っ
て
業
平
を
モ
デ
ル
に
書
か
れ
た
の
で
あ
れ

ば
、
「
男
」
像
に
は
一
定
の
統
一
性
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
『
源
氏
物
語
』
の
主
人
公
光
源
氏
は
、

巻
に

よ
っ
て
出
自
や
立
場
が
大
き
く
変
わ
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
『
平
中
物
語
』
の
平
貞
文
も

同
様
で
あ
る
。
や
は
り
こ
の
一
貫
性
の
な
さ
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
特
徴
と
言
っ
て
よ
い
の
で
あ

る
。　

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
さ
き
ほ
ど
あ
げ
た
「
教
科
書
掲
載
章
段
一
覧
」
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。

教
育
出
版
を
除
く
す
べ
て
の
『
国
語
総
合
』
の
教
科
書
に
、
実
際
の
業
平
像
か
ら
は
最
も
遠
い

と
思
わ
れ
る
「
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」
と
設
定
さ
れ
た
第
二
十
三
段
が
掲
載
さ

れ
て

い

る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
『
伊
勢
物
語
』
は
業
平
を
思
わ
せ
る
「
男
」
の
一
代
記
ふ
う
の

作

品
で
あ
る
と
す
る
一
方
で
、
教
材
に
は
第
二
十
三
段
を
掲
載
し
て
い
る
。
こ
れ
を
『
伊
勢
物

語
』
と
は
ど
の
よ
う
な
作
品
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
材
料
と
し
て
利
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
他
の
章
段
も
読
ん
だ
上
で
、
章
段
ご
と
に
「
男
」
の
設
定
に
差
異
が
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
が
モ
デ
ル
と
な
っ
た
業
平
像
と
一
致
し
な
い
こ
と
に
気
づ
か
せ
、
そ
う

し
た
描
か
れ
方
に
な
っ
て
い
る
背
景
を
考
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
常
識
的
に
考
え
れ
ば
、
一
人
の
作
者
が
、
あ
る
時
期
に
一
気
に
書
き
上
げ
た
場
合
は
、
作
品

内
部
に
一
定
程
度
の
一
貫
性
が
生
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
な
い
と
す
れ
ば
’
1
人
の
作
者

に

よ
っ
て
、
か
な
り
間
隔
を
空
け
て
書
か
れ
た
（
書
き
足
さ
れ
た
）
か
、
複
数
の
作
者
に
よ
っ

て

原
型

と
な
る
作
品
に
後
か
ら
次
々
と
書
き
足
さ
れ
て
い
っ
た
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
。
『
伊

勢
物
語
』
の
場
合
は
、
各
教
科
書
の
解
説
文
で
も
触
れ
て
い
る
と
お
り
、
『
古
今
和
歌
集
』
以
前

に

原
型
が

作
ら
れ
、
そ
れ
に
増
補
さ
れ
て
で
き
あ
が
っ
た
の
が
現
在
の
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
2
）
。
こ
の
設
定
の
矛
盾
は
、
ま
さ
に
作
品
の
成
立
事
情
と
深
く
関
わ
つ

て

い
た
の
で
あ
る
。

　
こ

の

よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
「
男
」
は
在
原
業
平
で
、
こ
の
作
品

は
業
平
の
一
代
記
ふ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
単
純
に
決
め
つ
け
、
そ
れ
を
た
だ
知
識
と
し
て

提
示

し
て
覚
え
さ
せ
る
と
い
う
授
業
展
開
は
あ
ま
り
に
も
も
つ
た
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。
教
材

そ
の

も
の
に
、
成
立
事
情
を
解
く
ヒ
ン
ト
が
隠
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
利
用
し
て
、

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
齪
酷
が
生
じ
た
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
で
、
文
学
史
と
い
う

の
は
決
ま
り
切
っ
た
こ
と
を
暗
記
す
る
の
で
は
な
く
て
、
作
品
が
内
包
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題

や
矛
盾
に

合
理
的
な
説
明
を
試
み
る
こ
と
で
作
ら
れ
て
い
く
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
る

こ

と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
授
業
展
開
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

①

『
伊
勢
物
語
』
各
章
段
を
読
解
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
設
定
、
特
に
「
男
」
像
（
出
自
・

身
分
等
）
が
ど
の
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
。
第
二
十
三
段
に
は
特
に
注
目
さ

せ
た
い
。

②

『
伊
勢
物

語
』
の
作
品
解
説
文
に
「
在
原
業
平
を
思
わ
せ
る
男
を
主
人
公
と
し
、
そ
の
一
代

記
ふ
う
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
」
と
あ
る
点
を
押
さ
え
、
さ
ら
に
、
在
原
業
平
の
出
自
等
に
つ

い
て

確
認
す
る
。

③

『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
た
「
男
」
像
と
実
際
の
業
平
像
と
を
比
較
さ
せ
る
。
特
に
王
家
の

末
商
で
あ
る
業
平
が
モ
デ
ル
で
あ
る
と
し
た
ら
、
物
語
中
の
「
男
」
の
よ
う
な
出
自
や
行
動
は

あ
り
え
る
の
か
考
え
さ
せ
る
。
こ
こ
で
は
、
両
者
に
距
離
の
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
章

段
に

よ
っ
て
設
定
に
ば
ら
つ
き
の
あ
る
こ
と
も
押
さ
え
さ
せ
た
い
。

④
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
描
き
方
、
物
語
の
設
定
が
起
き
た
の
か
を
考
え
さ
せ
る
。
グ
ル
ー
プ
ワ
ー

ク
を
取
り
入
れ
る
の
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
一
人
の
作
者
が
書
い
た
場
合
、
複
数
の
作
者
が
書
い

た

場
合
な

ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
自
由
に
議
論
さ
せ
た
い
。

⑤
④
に

つ
い

て
、
1
つ
の
結
論
に
絞
る
必
要
は
な
い
が
、
現
在
の
一
般
的
な
考
え
方
と
し
て
は
、

複
数
の
作
者
に
よ
つ
て
書
き
足
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
最

後
に
押
さ
え
て
お
く
。

（6）
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『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
、
書
名
の
由
来
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
書
名
は
、

す
で
に

『
源
氏
物
語
』
「
絵
合
巻
」
に
も
登
場
し
て
い
る
の
で
、
早
く
か
ら
こ
の
呼
称
が
用
い
ら

れ
て

い
た

こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、
で
は
な
ぜ
こ
の
作
品
を
『
伊
勢
物
語
』
と
呼
称
し
た
の
か

不
明
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
こ
れ
以
上
深
く
触
れ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
『
伊
勢
物

語
』
の
よ
う
な
よ
く
知
ら
れ
た
作
品
で
も
’
ま
だ
ま
だ
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
多
く
残
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
も
触
れ
て
お
き
た
い
。
知
識
を
得
る
こ
と
で
、
逆
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
の
存
在
が
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。

四
　
お
わ
り
に

　
文
学
史
の
知
識
、
常
識
と
い
う
の
は
、
長
い
間
の
研
究
の
成
果
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。

そ

れ
ぞ
れ
の
作
品

の
制
作
現
場
を
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
現
代
人
が
、
い
つ
・
誰
の
手
に

よ
つ
て
・
ど
の
よ
う
な
事
情
で
そ
の
作
品
が
作
ら
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
語
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
従
来
の
授
業
方
法
で
は
、
文
学
史
の
知

識
と
い
う
の
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
て
暗
記
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
主
眼
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

学
習
者
の
主
体
的
な
学
び
が
求
め
ら
れ
る
今
は
、
知
識
一
つ
一
つ
の
根
拠
を
考
え
、
ど
う
い
う

理
由
で
そ
の
よ
う
に
判
断
で
き
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
思

う
e
ま
た
、
単
な
る
暗
記
で
は
、
興
味
を
持
た
な
い
学
習
者
や
、
そ
れ
を
必
要
と
感
じ
な
い
学

習
者
に
と
っ
て
は
、
学
ぶ
意
義
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
「
憶
え
る
文
学
史
か

ら
考
え
る
文
学
史
へ
」
と
発
想
を
転
換
す
る
こ
と
で
、
よ
り
生
き
生
き
と
、
そ
し
て
学
ぶ
楽
し

さ
や
意
義
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
授
業
を
作
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い

か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
授
業
方
法
は
、
ア
ク
テ
イ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
で
は
知
識
は
身
に

つ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
危
惧
に
答
え
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
要
は
、
学
習
者
が
い

か
に

学
ぶ
意
義
を
感
じ
る
か
で
あ
り
、
思
考
を
重
ね
な
が
ら
知
識
を
身
に
付
け
る
よ
う
な
環
境

を
作
っ
て
い
く
こ
と
が
生
き
た
学
習
を
生
み
だ
し
て
い
v
の
で
あ
る
。

【注
】

1
　
『
古
今
和
歌
集
』
の
成
立
等
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
書
や
注
釈
書
類
に
述
べ

　
ら
れ
て
い
る
が
、
村
瀬
敏
夫
「
古
今
和
歌
集
の
成
立
年
代
と
時
代
背
景
」
（
『
一
冊
の
講
座
古

今
和
歌
集
』
有
精
堂
出
版
・
一
九
八
七
年
三
月
）
は
問
題
点
を
的
確
に
整
理
し
て
い
る
。
そ

　
の
ほ
か
に
、
以
下
の
注
釈
書
の
解
題
が
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
史
や
諸
説
を
含
め
て
わ
か
り
や

　
す
v
解
説
し
て
い
る
。

『
古
今
和
歌
集
』
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
古
今
和
歌
集
』
岩
波
書
店
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
古
今
和
歌
集
』
小
町
谷
照
彦
訳
注
・
旺
文
社
文
庫
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

『
古
今
和
歌
集
』
高
田
祐
彦
訳
注
・
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

2
　
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
に
つ
い
て
の
諸
説
は
、
す
で
に
多
く
の
研
究
書
や
注
釈
書
類
に
述

　
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
『
日
本
古
典
文
学
大
事
典
』
（
岩
波
書
店
）
の
片
桐
洋
一
の
解
説
は
、
自

身
の
説
も
含
め
て
詳
し
い
o
ま
た
、
『
國
文
学
　
伊
勢
物
語
と
業
平
の
世
界
』
（
學
燈
社
・
昭

　
和
五
十

四
年
一
月
号
、
第
2
4
巻
1
号
）
は
『
伊
勢
物
語
』
の
特
集
号
で
あ
り
、
福
井
貞
助
「
伊

勢
物
語
成
立
研
究
の
争
点
」
は
、
そ
れ
ま
で
の
成
立
論
の
整
理
と
そ
の
問
題
点
を
指
摘
し
、

　
山
田
清
市
「
伊
勢
物
語
の
成
長
と
作
者
」
、
室
伏
信
助
「
物
語
を
喚
び
お
こ
す
う
た
」
は
当
時

　
大
論
争

と
な
っ
て
い
た
片
桐
洋
一
の
成
立
論
に
対
す
る
反
論
を
試
み
て
お
り
、
読
む
べ
き
論

考
が
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
以
下
の
注
釈
書
の
解
題
も
参
考
に
な
ろ
う
。

『
竹
取
物

語
・
伊
勢
物
語
』
岩
波
書
店
・
新
日
本
古
典
文
学
大
系

『
竹
取
物

語
・
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
平
中
物
語
』
小
学
館
・
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

『
伊
勢
物

語
全
釈
』
森
本
茂
著
・
大
学
堂
書
店

『
伊
勢
物

語
』
大
津
有
一
校
注
・
岩
波
文
庫

　
＊
片
桐
洋
一
の
成
立
に
関
す
る
研
究
、
及
び
そ
れ
を
さ
ら
に
発
展
さ
せ
た
大
野
晋
、
辛
島
稔

　
子
の

「1

illR
的
成
立
論
」
な
ど
に
つ
い
て
簡
潔
に
述
べ
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語
』
石
田
穣
二
訳
注
・
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫

　
＊
片
桐
洋
一
の
成
立
論
を
整
理
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
問
題
点
を
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
。

『伊
勢
物

語
全
評
釈
』
竹
岡
正
夫
著
・
右
文
書
院

『伊
勢
物

語
全
読
解
』
片
桐
洋
一
著
・
和
泉
書
院

『
新
校
注
伊
勢
物
語
』
片
桐
洋
一
・
田
中
ま
き
著
・
和
泉
書
院

【参
考
文
献
】

『
日
本
文
学
史
』
久
保
田
淳
編
・
お
う
ふ
う

『
日
本
古
典
文
学
史
辞
典
』
京
都
書
房

『
和
歌
文
学
辞
典
』
有
吉
保
編
・
お
う
ふ
う

『
和
歌
大
辞
典
』
明
治
書
院

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』
岩
波
書
店
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