
伊
勢

物
語

と
あ

い
さ

つ
の
こ
と
ば
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ー

作
中
人
物
の
会
話
を
中
心
に

ー

上

野

辰

義

一
、
あ
い
さ

つ
研
究
の
意
義
と
目
的

二
、
散
文
の
あ
い
さ

つ
と
語
り
の
姿
勢

三
、
散
文
の
あ
い
さ

つ
の
役
割

四
、
散
文
の
あ
い
さ
つ
と
歌
の
関
係

五
、
散
文
の
力
と
歌
の
力

《要

旨
》

人
間
関
係

の
構
築

・
維
持
を
目
的
に
交
わ
さ
れ
る
あ
い
さ

つ

表
現
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
文
学
作
品

に
お
け
る
人
間
関
係
の

分
析
と
作
品
構
築

の
方
法

の
検
討
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
。
本

稿

で
は
、
伊
勢
物
語
の
作
中
人
物

の
発
話

に
見
ら
れ
る
散
文

の

あ
い
さ

つ
表
現
を
中
心
に
分
析
し
て
、

そ
の
性
格
と
伊
勢
物
語

の
和
歌
と
の
関
わ
り
を
考
察
す
る
。
伊
勢
物
語
に
お
け
る
章
段

構
成
の
核
は
あ
く
ま
で
歌

で
あ
る
が
、
作
中
人
物

の
散
文

の
あ

い
さ

つ
に
は
歌
と
の
関
わ
り
を
宿
命
づ
け
ら
れ
な
が
ら
、
個
人

の
個
別
的
な
思
考

・
心
情
を
陳
べ
て
歌
に
対
立
す
る
内
容
を
も

っ

て
い
る
も
の
も
あ
る
。
歌
に
作
品
の
美

を
集
中
さ
せ
な
が
ら
、

本
質
的
に
は
散
文
作
品
で
あ
る
伊
勢
物
語
の
、
隠
し
切
れ
な
い

素
顔
が
そ
こ
に
見
い
だ
せ
る
。



あ
い
さ
つ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
ご
く
普
通
に
、

か

つ
普
遍
的
に
見
ら
れ
る
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
人
間
相
互
の
良

好
な
関
係
の
構
築

・
維
持

・
確
認
を
目
的
と
し
て
交
わ
さ
れ
る
こ
と

ば
や
身
振
り
と
し
て
、
人
と
の
出
会
い
や
別
れ
の
場

の
み
な
ら
ず
、

祝

い

・
見
舞

い

・
感
謝

・
詫
び
な
ど
、
社
会
生
活

の
折
り
目
に
お
い

て
も
、
頻
繁

に
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
由
来
は
、
個
体
間
の
接
触

に
よ
る
緊
張
を
緩
和
し
関
係
を
調
整
す
る
行
動
と
し
て
人
間
以
外
の

諸
動
物
に
求
め
ら
れ
、
社
会
を
構
成
し
集
団

で
生
き
る
人
間
に
お
い

て
も
有
史
以
来
め
不
可
欠
の
行
動
と
し
て
、
人
間
相
互
の
コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
大
き
な
位
置
を
占
め
て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ

の
よ
う
な
あ
い
さ
つ
行
動
が
、
意
図
し
た
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、

古
来
の
文
献
に
記
し
残
さ
れ
、
上
古
以
来
の
文
学
に
も
描
き
出
さ
れ

て
き
た
の
に
は
、
十
分
な
理
由
が
見
出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
あ
い
さ

つ
行
動
は
、
こ
の
よ
う
に
人
間
に
と

っ
て
普

遍

・
一
般
的
な
行
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
表
現
に
は

一
部
強
固
な
類

型
性
が
存
在
す
る
。
し
た
が

っ
て
、
あ
る
集
団

・
社
会

の
あ
い
さ

つ

行
動
を
記
述
す
る
こ
と
で
、
そ
の
集
団

・
社
会
の
構
造
や
生
活
文
化

の
特
徴
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
あ
い
さ

つ
行
動
は
、
社

会

心
理
学

・
社
会
言
語
学
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
早
く
か
ら
注
目
さ

　ら

れ

て
き

た
。

し

か

し
、

そ

の
類

型

性

の

一
方

で
、

あ

い

さ

つ
に

は
、

民
族

・
時
代
を
異
に
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
同
じ
共
時
的
集
団

・

社
会
に
お
い
て
も
、
場

・
状
況

・
個
人

の
関
係

・
意
図
に
応
じ
て
、

そ
の
表
現
過
程
で
、
類
型
が
変
容
さ
せ
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
、
類

型
は
大
ま
か
な
内
容

・
構
成
を
規
定
す
る
だ
け
で
、
細
部
は
諸
条
件

に
沿

っ
て
構
築
さ
れ
て
い
く
な
ど
の
形

で
、
個
別
的
独
創
的
に
生
成

さ
れ
る
自
由
性
も
か
な
り
の
程
度
存
在
し

て
い
る
。

つ
ま
り
、
あ
い

さ

つ
は
、
人
間

一
般
の
行
動
と
し
て
他
の
集
団

・
社
会
の
あ
い
さ
つ

と
根
源
的
な
共
通
性
を
も
ち
な
が
ら
も
、
ま
ず
は
、
集
団
や
社
会
の

個
々
の
あ
り
よ
う
に
対
応
し
て
、
個
々
の
集
団

・
社
会
に
お
け
る
個

別
の
様
相
を
も
併
せ
持

つ
社
会
生
活
面
で
の
文
化
な
の
で
あ
り
、
さ

ら
に
、
あ
る
個
別
的
な
環
境
に
お
い
て
生
活
す
る
個
人
に
お
い
て
は
、

他
人
の
あ
い
さ

つ
と
、
同
じ
集
団
の
構
成
員
と
し
て
共
通
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
コ
ー
ド
を
持
ち
な
が
ら
も
、
彼
の
そ
の
場
の
人
間

関
係
や
状
況

・
意
図
等
に
応
じ
て
創
造
的

に
択
び
と

っ
て
い
く

一
回

的
な
個
性
的
表
現
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
類
型
性
と
自
由
性

の
、
個
々
の
あ
い
さ

つ
表
現
に
お
け
る
関

連

・
融
合

・
変
容
の
様
態
は
お
そ
ら
く
個

々
ま
ち
ま
ち
で
、
あ
い
さ

つ
全
体
を
俯
瞰
し
て
も

一
様
に
論
定
し
が
た
い
も
の
と
推
量
さ
れ
る

が
、
こ
う
し
た
複
層
的
構
造
と
独
創
的
性
格
を
も

つ
個
々
の
あ
い
さ

つ
表
現
の
具
体
を
分
析
し
て
い
け
ば
、
あ

い
さ

つ
行
為
者
の
そ
の
時

点
に
お
け
る
相
手
と
の
人
間
関
係
や
自
己

の
あ
い
さ
つ
行
動
に
対
す

る
意
識

・
意
図
が
測
定
さ
れ
、
さ
ら
に
は
、
あ
い
さ
つ
行
動
後
の
コ

ばとこ6　さいあと語物勢伊05　



ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ

ン
的

効

果

を

も

観

察

で
き

る
わ

け

で
あ

る
。

私

は
、

こ

の

よ

う

な

視

点

か

ら

、

「
挨

拶

の

こ
と

ば

と

源

氏

物

語

-

其
の

一
、
竹
取
物
語
と
宇
津
保
物
語
と
枕
草
子
か
ら
ー

」

(佛
教
大
学

『文
学
部
論
集
』
第
八
十
四
号
、

二
〇
〇
〇
年
三
月
。

以
下

「前
稿
」
と
よ
ぶ
)
と
い
う
拙
論
に
お
い
て
、
中
古
の
古
典
文

学
作
品
に
お
け
る
あ
い
さ

つ
表
現
に
注
目
し
、
具
体
的
に
は
竹
取
物

語
と
宇
津
保
物
語
と
枕
草
子
に
お
け
る
あ
い
さ

つ
の
こ
と
ば
を
整
理

し

つ
つ
、
そ
れ
ら
の
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
構
成
や
文
学
性
と

ど

の
よ
う
に
関
わ

っ
て
い
る
か
を
考
え
て
み
た
。
あ
い
さ

つ
表
現
が
、

そ
の
場
の
人
間
関
係
を
映
し
出
す
と
同
時
に
、
そ
こ
か
ら
そ
の
人
間

関
係
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す
る
使
用
者
の
意
図
が
あ
ぶ
り
出

さ
れ
、
そ
れ
に
基
づ
く
文
学
的
な
面
白
み
が
醸
成
さ
れ
て
く
る
と
と

も

に
、
そ
の
あ
い
さ
つ
表
現
の
発
想

・
仕
方

・
類
型
に
、
作
中
人
物

の
個
性

・
作
品
の
性
格

・
時
代
の
生
活
文
化
の
質
が
見
え
て
く
る
の

で
は
な
い
か
と
予
想
し
た
か
ら
で
あ
る
。

前
稿
は
い
ま
だ
試
行
錯
誤
的
で
、
用
例
の
遺
漏
を
含
め
内
容
的
に

十
分
で
な
い
点
も
あ

っ
た
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
今
後
補
足
等
を
行

っ

て
い
き
た
い
と
思

っ
て
い
る
が
、
将
来
的
に
は
源
氏
物
語
に
お
け
る

人
間
関
係
の
あ
り
よ
う
と
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
作
品
構
築
の

方
法
を
、
あ
い
さ
つ
表
現
を
介
し
て
考
え
て
み
た
い
と
思

っ
て
い
る
。

だ
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
に
、
あ
い
さ
つ
表
現
の
多
様
性
と
種
々
相

が
、
そ
れ
自
体
の
歴
史
と
し
て
も
、
ま
た
文
学
史
的
な
問
題
意
識
の

上
か
ら
も
、
源
氏
物
語
に
先
行
し
、
日
本
語
に
よ
る
あ
い
さ

つ
表
現

が
仮
名
に
よ

っ
て
具
体
的
に
書
き
止
め
ら
れ
て
い
る
伊
勢
物
語

・
蜻

蛉
日
記
な
ど
の
作
品
を
た
ど
る
こ
と
に
お

い
て
見
通
さ
れ
て
い
る
必

要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
源
氏
物
語
は
、

こ
の
よ
う
な

エ
ポ

ッ
ク

・
メ
イ
キ
ン
グ
な
作
品
の
精
神
と
表
現
を
わ
が
も
の
と
し
、

そ
の
流
れ
の
上
に
開
花
し
て
い
る
作
品
な

の
で
あ
る
か
ら
。

本
稿
で
は
、
と
り
あ
え
ず
そ
の

一
環
と
し
て
、
伊
勢
物
語
に
お
け

る
あ
い
さ

つ
表
現
の
実
態
と
位
相
を
、
作
中
人
物
の
発
す
る
散
文
的

な
会
話
の
こ
と
ば
を
中
心
に
分
析
し
て
お

こ
う
と
思
う
。
伊
勢
物
語

に
お
け
る
あ
い
さ

つ
表
現
は
、
和
歌
に
よ
る
あ
い
さ

つ
表
現
を
除
外

し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
今
は
、
字
数
の
制
限
も
あ
り
、

伊
勢
物
語
に
お
け
る
和
歌
に
よ
る
あ
い
さ

つ
表
現
に
つ
い
て
は
、
本

稿
の
内
容
と
関
連
づ
け
な
が
ら
、
な
お
別
稿
で
検
討
す
る
こ
と
に
し

た
い
。

ま
た
、
あ
い
さ

つ
行
動
は
、
言
語
の
み
な
ら
ず
、
表
情
や
身
振
り

に
よ

っ
て
も
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
対
象
作
品
の
性
格
上
、
そ
れ

へ
の
特
別
の
言
及
が
な
け
れ
ば
、
表
情
や
身
振
り
に
よ
る
あ
い
さ

つ

表
現
の
具
体
は
作
品
に
お
い
て
明
確
で
な

い
の
で
、
分
析
の
対
象
は

い
き
お
い
言
語
的
な
表
現
に
傾
く
こ
と
を
申
し
添
え
て
お
く
。

二

伊
勢
物
語
に
お
け
る
あ
い
さ
つ
表
現
を
見
る
と
、
人
間
関
係
の
折
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り
目
に
詠
ま
れ
る
贈
答
を
中
心
と
し
た
和
歌
に
あ
い
さ

つ
性
の
見
ら

れ
る
例
が
多
い
が
、
作
中
人
物

の
発
す
る
散
文
的
な
会
話
の
こ
と
ば

で
は
、
そ
の
例
は
多
く
な
い
。
具
体
的
な
あ
い
さ

つ
の
こ
と
ば
と
認

　　
　

め
ら
れ
る
の
は
次

の
五
例
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

①
男
、
「京

へ
な
む
ま
か
る
」
と
て
、

栗
原
の
あ
れ
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い

は
ま
し
を

と
言

へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、
「
思

ひ
け
ら
し
」
と
そ

言
ひ
を
り
け
る
」。

(十
四
段
)

②

(地
方

へ
下
向
し
た
親
友
か
ら
)
月
日
経
て
、
お
こ
せ
た
る
文

に
、
「
あ
さ
ま
し
く
、
対
面
せ
で
、
月
日
の
経
に
け
る
こ
と
。

忘
れ
や
し
給
ひ
に
け
む
と
、
い
た
く
思
ひ
わ
び
て
な
む
は
べ
る
。

世
の
中
の
人
の
心
は
、
目
離
る
れ
ば
忘
れ
ぬ
べ
き
も
の
に
こ
そ

あ
め
れ
」
と
言

へ
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
る
、

目
離
る
と
も
お
も
ほ
え
な
く
に
忘
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば

お
も
か
げ
に
た

つ

(四
十
六
段
)

③

(藤
原
常
行
が
山
科
の
禅
師
の
親
王
に
)
ま
う
で
た
ま
う
て
、

「年
ご
ろ
、
よ
そ
に
は
仕
う
ま

つ
れ
ど
、
近
く
は
い
ま
だ
仕
う

ま

つ
ら
ず
、
今
宵
は
こ
こ
に
さ
ぶ
ら
は
む
」
と
申
し
た
ま
ふ
。

親
王
よ
ろ
こ
び
た
ま
う
て
、
夜
の
お
ま
し
の
設
け
せ
さ
せ
給
ふ
。

(七
十
八
段
)

④
男

(藤
原
敏
行
)、
(あ
て
な
る
男
の
も
と
に
い
る
女
に
)
文
お

こ
せ
た
り
。
得

て
の
ち
の
こ
と
な
り
け
り
。
「
雨

の
降
り
ぬ
べ

き
に
な
む
、
見
わ
づ
ら
ひ
は
べ
る
。
身
さ
い
は
ひ
あ
ら
ば
、

こ

の
雨
は
降
ら
じ
」
と
言

へ
り
け
れ
ば
、
例

の
、

(あ

て
な
る
)

男
、
女
に
か
は
り
て
よ
み
て
や
ら
す
、

数
々
に
思
ひ
思
は
ず
問
ひ
が
た
み
身
を
知
る
雨
は
降
り
ぞ

ま
さ
れ
る

(百
七
段
)

⑤
男
、
久
し
く
音
も
せ
で
、
「
忘
る
る
心
も
な
し
。
参
り
来
む
」

と
言

へ
り
け
れ
ば
、

玉
か
づ
ら
は
ふ
木
あ
ま
た
に
な

り
ぬ
れ
ば
絶
え
ぬ
心
の
う

れ
し
げ
も
な
し

(百
十
八
段
)

物
語
で
は
、
各
例
、
あ
い
さ

つ
に
つ
い
て
こ
れ
だ
け
の
表
記
し
か

存
在
し
な
い
が
、
現
実
の
あ
い
さ

つ
の
場
面
を
想
定
し
て
み
る
と
、

こ
れ
ら
の
表
記
さ
れ
て
い
る
あ
い
さ

つ
だ
け
で
、
そ
の
場
で
の
あ
い

さ

つ
の
全
て
が
ま
か
な
わ
れ
た
と
は
考
え

に
く
い
。
①
②
④
⑤
に
お

け
る
傍
線
部
の
前
後
に
普
通
は
も

っ
と
こ
と
ば
が
付
加
さ
れ
た
か
も

し
れ
な
い
し
、
③
で
は
、
当
然
使
者
の
案
内
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ
る

う
え
、
常
行
が
宮
に
対
面
し
て
、
傍
線
部

に
先
立

っ
て
何
か
述
べ
て

い
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
い
、
却

っ
て
そ
の
ほ
う
が
自
然
で
あ

ろ
う
。

つ
ま
り
当
然
の
こ
と
な
が
ら
伊
勢
物
語
は
、
文
学
作
品
と
し

て
作
品
の
構
成
に
必
要
と
認
め
た
詞
し
か
記
し
と
め
て
い
な
い
の
で

あ
る
。
だ
が
、

こ
れ
ら
に
み
え
る
辞
去

・
無
沙
汰

・
不
参
の
あ
い
さ

つ
と
し
て
、
ま
た
、
さ
ほ
ど
親
密
で
も
な

い
人

へ
の
来
訪

の
あ
い
さ

ばとこ6　さいあと語物勢伊乳0　



つ
と
し
て
、

こ
れ
ら
が
肝
要
な
部
分
で
あ

っ
た
ろ
う
こ
と
は
、
相
手

と
の
離
別
、
あ
る
い
は
接
触
の
再
開

・
開
始

・
回
避
の
意
向
と
そ
の

理
由

(離
別
の
場
合
は
哀
惜
の
情
)
を
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
認

め
て
お
い
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も

っ
と
も
、
①
の
場
合
は
、
「
京

へ
な

む
ま
か
る
」
の
み
で
は
惜
別
の
情

・
再
会
の
期
待
等
人
問
関
係
の
構

築

・
維
持
に
強
く
関
わ
ろ
う
と
す
る
表
現
の
力
が
十
分
と
は
思
わ
れ

ず
、
単
な
る
通
知
の
レ
ベ
ル
と
差
が

つ
き
に
く
い
が
、

こ
れ
は
、

「
と

て
」
に
よ

っ
て

「栗
原
の
あ
れ
は
の
松

の
…
…
」

の
歌
と

一
体

と
な
る
こ
と
で
や
は
り
あ
い
さ

つ
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

②

に
お
い
て
は
、
接
触
再
開
に
際
し
て
、
理
由
あ
る
い
は
自
己
の
非

に
替
え
て
、
「忘
れ
や
し
給
に
け
む
」
と
、
消
極
的
な
が
ら
相
手

の

変
心
を
疑
い
な
じ

っ
て
い
る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
無
沙
汰
の
あ
い
さ

つ
等
で
相
手
を
な
じ

っ
た
り
、
皮
肉
を
言
っ
た
り
す
る
の
は
、
基
本

的

に
男
女
の
関
係
で
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
段
の
基
調
が
、
同
性
間
の

　ヨ
　

友
情
を
、
恋
情
的
に
仕
立
て
て
い
る
こ
と
と
関
わ

っ
て
い
る
。
さ
ら

に
④
で
は
、
雨
の
た
め
女
の
家
に
行
け
な
い
と
は
言
い
切

っ
て
い
な

い
が
、
女
の
反
応
を
見
な
が
ら
自
分
の
意
向
を
ほ
の
め
か
し
た
も
の

と
し
て
、
あ
い
さ

つ
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
あ
い
さ

つ
表
現
を
有
す
る
段
が
存
在
す
る

一
方
で
、
伊
勢
物
語
に
は
あ
い
さ

つ
の
な
さ
れ
た
状
況
の
存
在
が
推

測
さ
れ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
あ
い
さ

つ
表
現
の
存
在
し
な
い
章
段
が

あ
る
。

⑥

(女
は
別
の
男
に
)
「
今
宵
あ
は
む
」
と
契
り
た
り
け
る
に
、

こ
の

(元
の
)
男
来
た
り
け
り
。
「
こ
の
戸
、
あ
け
た
ま

へ
」

と
た
た
き
け
れ
ど
、
あ
け
で
、
歌
を
な
む
、
よ
み
て
、
い
だ
し

た
り
け
る
。

(
二
十
四
段
)

⑦

(女
が
)
死
ぬ
べ
き
時
に
、
「
か
く

こ
そ
思

ひ
し
か
」
と
言

ひ

け
る
を
、
親
聞
き

つ
け
て
、
泣
く
泣
く

(男
に
)
告
げ
た
り
け

れ
ば
、
ま
ど
ひ
来
た
り
け
れ
ど
、
死

に
け
れ
ば
、

(
四
十
五
段
)

⑧

(三
郎
は
)
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
あ
り
き
け
る

に
行
き
あ
ひ
て
、
道
に
て
馬
の
口
を
と
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
。

(亠ハ
十
三
段
)

⑨
そ
の
男
、
伊
勢
の
国
に
狩
の
使
に
行
き
け
る
に
、
か
の
伊
勢
の

斎
宮
な
り
け
る
人
の
親
、
「常
の
使

よ
り
は
、

こ
の
人
よ
く
い

た
は
れ
」
と
い
ひ
や
れ
り
け
れ
ば
、
親
の
言
な
り
け
れ
ば
、
い

と
ね
む
ご
ろ
に
い
た
は
り
け
り
。
あ
し
た
に
は
狩
に
い
だ
し
た

て
て
や
り
、
夕
さ
り
は
帰
り

つ
つ
、

そ
こ
に
来
さ
せ
け
り
。
か

く
て
、
ね
む
ご
ろ
に
い
た
づ
き
け
り
。

(六
十
九
段
)

⑥
は
、
「
か
た
ゐ
な
か
」
に
住
ん
で
男

が

「
宮
仕

へ
」

に
京

へ
出

る
よ
う
な
階
級
の
男
女
の
物
語
で
、
こ
の
よ
う
な
階
級
の
男
女
が
ど

の
程
度
の
あ
い
さ

つ
を
習
慣
的
に
交
わ
す
も
の
か
不
明
な
点
も
あ
る
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が
、
「
宮
仕

へ
」

に
出
て

「
三
年
来
」
な
か

っ
た
男
が
、
再
訪

の
際

に
女
に
全
く
あ
い
さ

つ
せ
ず
い
き
な
り

「
こ
の
戸
あ
け
た
ま

へ
」
と

い

っ
た
と
は
常
識
的
に
考
え
に
く
い
。
ま
ず
は
、
「
俺
だ
。
今
帰

っ

て
来
た
ぞ
」
程
度
の
あ
い
さ

つ
は
先
行
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、
語

　る
　

り
は
そ
れ
を
略
す
。
そ
し
て
、
も
と
の
男

の
再
訪

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

戸

を
開
け
る
こ
と
も
な
く
、
男
を
家

に
入
れ
ず
に
男
と
会
わ
な
い
女

の
意
志
と
事
情
を
歌

で
示
し
て
い
く
。
「『
こ
の
戸
、
あ
け
た
ま
へ
』

と
た
た
き
け
れ
ど
、
あ
け
で
」
と
い
う
部
分
が
、
男
に
対
す
る
女

の

態
度
を
行
動

で
明
ら
か
に
し
、
歌

に
つ
な
げ

て
い
く
描
写
と
し
て
省

略

さ
れ
ず
に
示
さ
れ
た
の
と
は
対
照
的

で
あ
る
。

⑦

で
は
、
女

の
親
と
男
と
の
具
体
的
関
係
は
不
明

で
あ
る
が
、
と

も

に
貴
族
階
級
に
属
す
る
者
で
あ
る
の
は

「人
の
む
す
め
の
か
し
つ

く
」
と
い
う
親
娘
に
対
す
る
語
り
手
の
待
遇
や
、

「
宵
は
遊
び
を
り

て
」
と
い
う
男
の
態
度
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
な
ら
ば
、
初
対
面
で

・

あ
れ
ば
な
お
さ
ら
だ
が
、
面
識
が
あ
る
関
係
で
も
男
と
言
葉
を
交
わ

し

た
い
と
願

っ
て
い
た
危
篤
状
態
の
娘
の
意
向
を
伝
え
る
親
に
と

っ

て
当
の
男

へ
の
丁
重
な
あ
い
さ

つ
は
欠
か
せ
な
い
は
ず
だ
。
だ
が
、

語
り
で
は
あ
い
さ

つ
に
触
れ
ず
、
用
向
き
の
み

「告
げ
た
り
け
れ
ば
」

と
言
及
し
て
、
直
ち
に

「ま
ど
ひ
来
」
る
男
の
訪
問
に
進
む
。
緊
迫

し
た
場
に
、
そ
し
て
男
の
娘
に
対
す
る
即
時
の
態
度
に
、
間
延
び
す

る
あ
い
さ

つ
へ
の
言
及
は
不
要
な
の
だ
ろ
う
。

⑧
も
同
様
。
「
こ
の
在
五
中
将
に
あ
は
せ
て
し
が
な
と
思
ふ
心
あ

り
」
の

「
こ
の
」
の
用
法
や

「道
に
て
馬

の
口
を
と
り
て
」
の
動
作

か
ら
、
『童
子
問
』
を
は
じ
め
と
し
て
、
在
五
中
将
を
三
郎
の

「
主

人
」
と
す
る
見
解
が
あ
る
が
、
三
郎
が
家
臣
で
あ
る
な
ら
家
臣
と
し

て
の
立
場
か
ら
、
そ
う
で
な
い
な
ら
中
将

と
の
身
分
差
や
面
識

の
有

無
を
考
慮
し
た
現
状

の
人
間
関
係
か
ら
、

こ
れ
か
ら

「百
年

に

一
年

た
ら
ぬ

つ
く
も
髪
」

で
あ
る
母

の
男
に
な

っ
て
ほ
し
い
と
慈
悲
に
も

近
い
施
し
を
中
将
に
請
お
う
と
し
て
い
る

の
だ
か
ら
、
三
郎
に
よ
る

中
将

へ
の
丁
重
な
あ
い
さ

つ
の
こ
と
ば
が
あ

っ
て
し
か
る
べ
き

で
あ

る

(「
道
に
て
馬
の
口
を
と
り
て
」
の
動
作
が
あ
い
さ

つ
の
態
度
だ

と
し
て
も
)
。
だ
が
、
語
り
は
あ
い
さ

つ
の
こ
と
ば
に
触
れ
ず
、

三

郎
の
意
向
が
過
不
足
な
く
伝
わ
る
べ
く

「か
う
か
う
な
む
思
ふ
」
の

語
句
だ
け
を
示
し
て
、
直
ち
に
中
将
の
来
訪
に
続
け
る
。
話
の
展
開

に
必
要
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
中
将
に
依
頼
し
よ
う
と
し
た
事
柄
の
み

を
記
す
に
止
め
た
の
で
あ
る
。

⑨
で
も
、
伊
勢
滞
在
の
斎
宮
と
京
か
ら

の
勅
使
と
の
間
に
、
直
接

言
葉
は
交
わ
さ
ず
と
も
、
来
訪
に
際
し
て
正
式
の
あ
い
さ

つ
は
交
わ

さ
れ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
に
は
触
れ
ず
、
替
わ
り
に
、
親
の
言
以
上

に

「
い
と
ね
む
ご
ろ
に
い
た
は
」

っ
た
斎
宮
の
接
待
ぶ
り
を
述
べ
て
、

そ
れ
に
よ
り
男
が

「
わ
れ
て
、
あ
は
む
」
と
言
う
心
情
に
ま
で
至
る

こ
と
を
述
べ
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
語
り
で
は
、
そ
の
段
の
物
語
の
展
開
に
必
要

な
当
事
者
間
の
心
情
を
構
築
す
る

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
行
為
に
つ
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い

て
は
略
さ
ず
触
れ
る
が
、
あ

っ
た
は
ず
の
あ
い
さ

つ
行
為
は
物
語

の
展
開
と
心
情
構
築
に
不
必
要
で
あ
る
と
認
め
て
省
い
た
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
、
九
段
に
も
存
在
し
て
も
よ
い
は
ず
の
あ
い
さ
つ
行
為

へ
の

言

及
が
な
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が
あ
る
。

⑩
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
い
と
暗
う

細
き
に
、
蔦
、
か
へ
で
は
茂
り
、
も
の
心
細
く
、
す
ず
う
な
る

め
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
修
行
者
あ
ひ
た
り
。

「
か
か
る
道

は
、
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
と
言
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
な
り
。

京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に
と
て
、
文
書
き
て
つ
く
。

(九
段
)

こ
こ
で
は
、
男
と
修
行
者
は
、
男
が
修
行
者
を
か
つ
て
京
で

「見

し
人
」
で
あ

っ
た
関
係
で
は
あ

っ
て
も
、
修
行
者
が

「
か
か
る
道
は
、

い
か
で
か
い
ま
す
る
」
と
言

っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
相
互

に
東
国
を
旅
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ず
に
お
り
、
消
息
を
入
れ
て
近

況
を
や
り
取
り
す
る
ほ
ど
の
親
し
い
間
柄
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

と
す
る
と
、
「か
か
る
道
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
」

と
い
う
こ
と
ば

は
、
修
行
者
か
ら
の
最
初
の
発
話
と
す
る
と
、
宇
津
の
山
道
と
い
う

予
想
外
の
場
所

(宇
津
の
山
道
が
間
道
で
あ

っ
た
こ
と
も
加
わ
っ
て

い
よ
う
)
で
予
想
外
の
京
人
と
出
会

っ
た
驚
き
を
、
男
の
側
の

「
…
:

と
言
ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
な
り
」
と
い
う
行
文
の
緊
張
感
と
も
よ

く
対
応
し

つ
つ
、
表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
が
、
そ
の
場
合
に
は
、

そ
の
予
想
外
の
驚
き
の
た
め
に
、
本
来
な

ら
丁
重
に
交
わ
さ
れ
る
べ

き
、
呼
び
か
け

・
存
在
の
確
認
か
ら
久
々
の
出
会
い
に
対
す
る
あ
い

さ
つ
の
こ
と
ば
が
、
京
に
お
け
る
身
分
差
意
識
と
と
も
に
吹
き
飛
ば

さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
⑥
～
⑨
の
例
の
よ
う
に
、
あ

い
さ
つ
が
な
さ
れ
た
は
ず
な
の
に
そ
れ
へ
の
言
及
が
省
か
れ
た
と
い

う
も
の
で
は
な
い
。
あ
い
さ
つ
自
体
が
当
事
者
に
よ

っ
て
忘
れ
去
ら

れ
た
の
だ
。

し
か
し
、
そ
う
理
解
せ
ず
、
実
際
の
発
話
は

(も
ち
ろ
ん
創
作
と

み
な
す
べ
き
だ
が
)
「
か
か
る
道
は
…
…
」
の
文
に
先
立

っ
て
、
「も

し
、
誰
々
様
で
は
い
ら

っ
し
ゃ
ら
ぬ
か
。

お
久
し
う
ご
ざ
り
ま
す
」

な
ど
、
呼
び
か
け
等
の
こ
と
ば
が
あ

っ
た
の
に
、
⑥
～
⑨
の
例
と
同

様
、
物
語
の
展
開
と
人
物
の
心
情
の
形
成

に
必
要
で
は
な
い
と
判
断

さ
れ
て
、
そ
れ
へ
の
言
及
が
省
か
れ
た
の
だ
と
全
く
考
え
ら
れ
な
い

わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
、
そ
の
場
合
で
も
、
男
の

「
『
......』

と
言

ふ
を
見
れ
ば
、
見
し
人
な
り
」
と
い
う
反
応
の
示
さ
れ
方
が
、
想
定

さ
れ
先
行
す
る
呼
び
か
け

・
あ
い
さ
つ
の
こ
と
ば
に
十
分
余
裕
を
も

っ

て
な
さ
れ
た
も
の
と
は
受
け
取
り
に
く
い
も
の
な
の
で
、
そ
の
先
行

す
る
呼
び
か
け

・
あ
い
さ
つ
の
こ
と
ば
が
存
在
し
た
と
し
て
も
、
そ

の
あ
い
さ
つ
自
身
も
男
に
十
分
な
心
的
態
度
を
構
築
さ
せ
る
だ
け
の

余
裕
を
与
え
な
い
よ
う
な
も
の
、

つ
ま
り
緊
迫
し
た
ご
く
短
い
も
の

で
あ

っ
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
す
る
と

こ
の
場
合
で
も
、
予
想
外

の
場
所
で
予
想
外
の
京
人
と
出
会

っ
た
驚
き
が
強
か

っ
た
の
で
あ
り
、

0　　



そ

の
驚
き
に
よ
り
直
ち
に
、

こ
の
東
国
の
う
ら
ぶ
れ
た
心
象
風
景

の

中

に
京
を
持
ち
込
み
、
京

・
女

へ
の
懐
旧
の
情
を
生
成
さ
せ
る
た
め

に
、
あ
い
さ

つ
へ
の
言
及
は
略
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
う
し
て
、
以
上
、
あ

っ
た
は
ず
の
あ
い
さ

つ
が
言
及
さ
れ
な
い

の
は
、
渡
辺
実
氏
が
初
段
を
分
析
さ
れ
て
、
「伊
勢
物
語
が
、
歌
の

成
立
事
情
と
、
そ
の
歌
を
支
え
て
い
る
主
人
公
の
精
神
状
況
と
を
軸

に
意
味
構
造
を
作
り
、
そ
の
構
造
の

一
部
を
な
す
べ
き
も
の
以
外
は
、

す

べ
て
無
用
と
し
て
捨
て
去

っ
た
」
(「
い
ち
は
や
き
到
達

-

伊
勢

物
語

i

」
『平
安
朝
文
章
史
」
)
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
軌
を

一

に
す
る
。
あ
い
さ

つ
は
、
物
語
の
構
成

・
歌
の
理
解
に
不
必
要
と
判

断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

三

と
す
る
と
、
先

の
①
～
⑤

の
例

で
、
そ
の
前
後

の
こ
と
ば
の
有
無

は
と
も
か
く
、
あ
い
さ

つ
こ
と
ば
が
省
略
さ
れ
ず
に
き
ち
ん
と
示
さ

れ

て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
貴
族
生
活

の

一
般
的
な
あ
り
よ
う
を
た

だ
無
為
に
写
し
と

っ
た
の
で
は
な
く
、
逆
に
伊
勢
物
語

の
書
き
方
か

ら
す
る
と
、
そ
の
言
及
が
物
語
の
展
開
に
、
段
の
核
を
な
す
歌

の
成

立
と
理
解
に
と

っ
て
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
に
違
い
な

い
。例

え
ば
、
①
で
は
、
「京

へ
な
む
ま
か
る
」

の
詞
が
な
け
れ
ば
、

歌
、
特
に
下
句

「都
の
つ
と
に
」
は
理
解
で
き
な
く
な
る
。

ま
た
、
②

の
あ
い
さ

つ
は
、
主
人
公
の
男

に
と

っ
て
、
京

で
の
日

常
の
日
々

「
か
た
時
さ
ら
ず
あ
ひ
思
ひ
け
る
」
程
で
あ

っ
た

「
い
と

う
る
は
し
き
友
」
が
、
「人
の
国

へ
」
「
い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
別
れ
」

て
下

っ
て
い

っ
た
後
、
「月
日
経
て
、
お

こ
せ
た
る
文

に
」
書

い
て

あ

っ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
「月
日
経
て
」

の
部
分
に
は

「年
月
経
て
」

な
ど
の
異
文
も
存
在
し
な
い
か
ら

(山
田
清
市

『伊
勢
物
語

校
本

と
研
究
』
に
よ
る
)
、
こ
れ
に
よ
る
と
下
向
し
て
年
を
越
え
ぬ
内
、

お
そ
ら
く
京
で
の
二
人
の
関
係
か
ら
二
、

三
箇
月
の
内
に
は
送

っ
て

き
た
消
息
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
の

「か
た
時
さ
ら
ず
あ
ひ

思
ひ
け
る
」
「
い
と
う
る
は
し
き
友
」
に
と

っ
て
京

の
男

の
顔
を
見

ず
に
過
ぎ
て
い
っ
た
期
間
は
や
り
き
れ
な

い

「月
日
」
で
あ

っ
た
よ

う
だ
。
こ
こ
で
文
面
に
は

「あ
さ
ま
し
く
、
対
面
せ
で
」
と
あ
る
か

ら
、
男
と
顔
を
合
わ
せ
て
い
な
い
の
は
確
か
な
の
だ
が
、
消
息
文
が

こ
れ
以
前
に
通
わ
な
か

っ
た
か
ど
う
か
に

つ
い
て
は
物
語
に
言
及
が

な
い
の
で
明
確

で
な
い
。
た
だ
、
本
文

に

「人
の
国

へ
行
き
け
る
を
、

い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
て
別
れ
に
け
り
。
月
日
経
て
、
お
こ
せ
た
る
文

に
」
と
あ

っ
て
、
別
れ
と
こ
の
消
息
文

の
送
付
と
が
間
を
置
か
ず
語

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
る
と
、
下
向

以
後
最
初

に
送
ら
れ
て
き

た
消
息
文

で
あ
る
印
象
が
強
い
。
だ
が
、

そ
う
で
な
か

っ
た
と
し
て

も
、
「
月
日
経
て
、
お
こ
せ
た
る
文
」
の
あ
い
さ

つ
で
、

そ
の
よ
う

な
状
況
下
で
の
も
の
と
し
て
ま
ず
想
定
さ
れ
る
、
そ
れ
ま
で
の
音
信

・

消
息
の
断
絶
を
嘆
く
の
で
な
く
、
「
あ
さ
ま
し
く
、
対
面
せ
で
」

と

ばとこ6̀　さいあと語物勢伊　　　



直
対
の
空
白
を
わ
ざ
わ
ざ
嘆
い
た
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
消
息
文

に
引
忘
れ
や
し
給
に
け
む
と
、
い
た
く
思
ひ
わ
び
て
な
む
は
べ
る
」

と
あ
る
と
お
り
、
「世

の
中

の
人

の
心
は
、
目
離
る
れ
ば
忘
れ
ぬ
べ

き
も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
い
う
習
い
に
よ

っ
て
、
自
分
が
男
に
忘

れ
去
ら
れ
る
こ
と
に
耐
え
ら
れ
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し

て
も
こ
の
友
は
、
対
面
の
な
い
音
信
の
み
の
交
流
の
無
力
さ
を
痛

感
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
、
こ
の
友
は
、
文
字
を
介
し
て

で
な
く
、
視
覚
と
聴
覚
に
よ
る
直
接
的
な
交
流
が
人
と
人
と
の
繋
が

り
に
お
い
て
有
す
る
力
を
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
、
そ
の
自
分
の
現

在

の
気
持
ち
が
そ
の
ま
ま
直
対
の
空
白
を
嘆
く
あ
い
さ

つ
に
な

っ
て

い
た
。

つ
ま
り
、
こ
の
友
が
男
に
述
べ
た
②
の
あ
い
さ

つ
は
そ
の
ま

ま
、
自
分
の
現
在
の
心
情
な
の
で
あ
り
、
男
に
伝
え
た
い
核
心
の
も

の
で
あ

っ
た
。
あ
い
さ
つ
の
内
容
が
そ
の
ま
ま
消
息
文
の
主
旨
な
の

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
友
の
こ
の
消
息
文

「贈
詞
」
に
対
す
る
男

の
返
歌

「目
離
る
と
も
お
も
ほ
え
な
く
に
忘
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば

お
も
か
げ
に
た
つ
」
が
、
友

の
あ

い
さ

つ
を
受
け

て

「
目
離

る
」

「
忘
る
」
「お
も
か
げ

(対
面
)」
を
よ
み
込
み
、
友

の
心
配
を
慰
あ

て
い
る
こ
と
か
ら
も
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
段
に

お
い
て
、
友
の
あ
い
さ
つ
は
、
物
語
と
男
の
歌
と
を
構
成
す
る
最
重

要

の
要
素
で
あ

っ
て
、
語
り
か
ら
除
外
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

③
は
、
藤
原
常
行
が
、
安
祥
寺
で
行
わ
れ
た
、
妹
の
文
徳
天
皇
女

御
多
可
幾
子

の
四
十
九
日
の
法
事
の
帰
途
、
そ
れ
ま
で
特
に
親
し
い

関
係
で
は
な
か

っ
た
山
科
の
禅
師
の
親
王
を
訪
れ
、
臣
従
の
礼
を
申

し
出
た
時
の
あ
い
さ

つ
で
あ
る
。
こ
の
あ

い
さ

つ
は
、
ど
の
よ
う
に

七
十
八
段
の
構
成
と
歌
と
に
か
か
わ

っ
て
い
る
の
か
。
物
語
は
こ
の

後
、
臣
従
の
礼
を
形
に
表
す
た
め
、
常
行
が
、
「
三
条

の
大
行
幸
」

の
時
、
「紀

の
国
の
千
里
の
浜
」
か
ら
献
上
さ
れ
た
石
を
、
庭
園
好

き
の
親
王
に
献
呈
す
る
こ
と
に
し
、
そ
の
石
に
右
馬
頭
の
作

っ
た
歌

を
付
け
た
と
語

っ
て
い
く
。
そ
の
歌
は

「飽
か
ね
ど
も
岩
に
ぞ
か
ふ

る
色
見
え
ぬ
心
を
見
せ
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

親
王
に
臣
従
す
る
常
行
の
堅
く
深
い
心
は
見
せ
よ
う
が
な
い
の
で
、

不
満
だ
が
こ
の
献
呈
す
る
岩
で
そ
れ
を
代
わ
り
に
示
す
、
の
意
で
あ

る
。
こ
の
歌
も
あ
い
さ

つ
で
あ
る
の
だ
が
、
今
は
散
文
の
あ
い
さ

つ

を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
点
は
措

い
て
お
く
と
し
て
、
歌
の

内
容
と
関
わ

っ
て
い
る
物
語
の
事
柄
は
、
親
王
に
臣
従
す
る
常
行
の

真
心
と
、
そ
れ
を
表
す
た
め
に
庭
園
好
き

の
親
王
に
名
石
を
献
呈
し

た
と
い
う
二
点
で
あ
る
。

前
者
の
臣
従
す
る
心
は
③
の
あ
い
さ

つ
で
示
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、

こ
の
段
で
の
常
行
の
行
動
を
、
単
に
出
家
し
て
世
俗
の
力
を
持
た
な

い

「淋
し
い
境
遇
の
親
王
を
、
お
な
ぐ
さ
あ
申
そ
う
と
い
う
趣
向
」

(渡
辺
実

『伊
勢
物
語
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
)
と
だ
け
取

っ
て
は

不
十
分
だ
ろ
う
。
こ
の
あ
い
さ

つ
で
、
常
行
は

「年
ご
ろ
よ
そ
に
は

仕
う
ま

つ
れ
ど
」
「近
く
は
い
ま
だ
仕
う
ま

つ
ら
ず
」
「今
宵
は
こ
こ

に
さ
ぶ
ら
は
む
」
と
、
親
王
に
仕

え
る
事

に
三
度
言
及
し
、

ま
た

2　　



「
よ
そ
」
「近
く
」
と

「年
ご
ろ
」
「今
宵
」
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
、

今
夜

の
奉
公
の
決
意
を
語

っ
て
い
る
う
え
、
岩
を
献
上
す
る
際
に
も

「宮
仕

へ
の
は
じ
め
に
、
た
だ
な
ほ
や
は
あ
る
べ
き
」

と
、
親
王

へ

の
臣
従
に
言
及
し
、
段
構
成
の
中
心
に
位
置
す
る
、
献
上
す
る
岩
に

付
す
る
歌
に
も

「色
見
え
ぬ
心
」
と
詠
み
こ
ま
せ
て
、
臣
従
の
誠
意

を
見
せ
る
。

つ
ま
り
、
常
行
の
親
王

へ
の
臣
従
の
誠
意
は
、
こ
の
段

の
テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
。
③
の
あ
い
さ
つ
に
対
し
て
山
科
の
禅
師
の

親
王
が
、
「親
王
よ
ろ
こ
び
た
ま
う
て
、
夜
の
お
ま
し
の
設
け
せ
さ

せ
給
ふ
」
と
素
直
に
反
応
し
た
の
も
、
こ
う
し
た
文
脈
の
中
で
理
解

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

常
行
が
こ
の
よ
う
に
、
仁
明
天
皇
皇
子
人
康
親
王
と
見
な
さ
れ
る

山
科
の
禅
師
の
親
王
に
接
近
し
た
の
は
、
妹
多
可
幾
子
生
前
の
皇
室

・

後
宮
を
め
ぐ
る
両
者
の
政
治
的
関
係
も
意
識
さ
れ
て
い
た
か
も
し
れ

　う
　

ぬ
が
、
物
語
的
に
は
、
片
桐
洋

一
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
前
七
十

七
段

で
妹

の
法
事
の
後
、
歌
人
た
ち
に
歌
を
献
上
さ
せ
て

「文
芸
的

な
パ
ト

ロ
ン
の
風
格
」
の
あ
る
常
行
と
、
「
山
科

の
宮

に
、
滝
落
と

し
、
水
走
ら
せ
な
ど
し
て
」
「
島
こ
の
み
給
」
う
親
王
と
い
う

「
文

化

に
関
心
の
深
い
二
人
」
の
出
会
い
、
「
権
力
や
富

の
推
移
転
変

に

よ

っ
て
も
変
わ
ら
ぬ
人

の
心
、

つ
ま
り
風
流
の
士

の
心
を
描
く
」

(鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
五
巻

『
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語
』
)
た
め
で

あ

っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
三
段
後
に
語
ら
れ
る
、

一
世
源

氏

で
あ
る
河
原
の
左
大
臣
融
を
め
ぐ
る
風
流
人
の
逸
話
と
、
そ
れ
に

続
く
終
に
は
出
家
す
る
こ
と
に
な
る
惟
喬
親
王
を
め
ぐ
る
グ
ル
ー
プ

の
事
跡
と
通
底
す
る
基
調
が
こ
こ
に
見
い
だ
せ
る
。

し
た
が

っ
て
、
常
行
が
そ
れ
ま
で
特
に
親
し
い
関
係
で
な
か

っ
た

親
王
に
、
こ
う
し
た
精
神
的
交
流
を
求
あ

て
近
づ
く
た
め
に
は
、
出

家
し
た
と
は
言
え
親
王
と
臣
下
た
る
者
と

の
間
に
交
わ
さ
れ
る
べ
き
、

人
間
関
係
を
新
た
に
築
く
た
め
の
正
式
の
あ
い
さ
つ
が
必
要
で
あ

っ

た
。
物
語
は
そ
れ
を
、
常
行
の
発
話
と
し

て
具
体
的
に
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
臣
従
す
べ
き
親
王
を
、
安
祥
寺
の
法
事
の
帰
途
に
訪
問

し
た
と
い
う
の
は
、
渡
辺
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
「
あ
る
人

の
御

曹
司
の
ま

へ
の
溝
に
す
ゑ
た
り
し
」
石
を
献
上
し
た
事
と
と
も
に
、

「
思
い

つ
き
め
い
た
印
象
が
強
く
禅
師
親

王
が
気
の
毒
な
感
じ
」
(前

掲
書

『伊
勢
物
語
』)

に

一
見
も
さ
れ
る
が
、
時
代
は
後
の
も
の
で
、

ま
た
状
況
も
異
な
る
が
、
源
氏
物
語
少
女
巻
で
は
、
朱
雀
院
で
行
わ

れ
た
放
島
の
試
み
の
際
、
光
源
氏
も
同
行
し
て
冷
泉
帝
が
、

「夜

ふ

け
ぬ
れ
ど
、
か
か
る
つ
い
で
に
、
大
后
の
宮
お
は
し
ま
す
か
た
を
、

よ
き
て
と
ぶ
ら
ひ
き
こ
え
さ
せ
た
ま
は
ざ
ら
む
も
、
清
け
な
け
れ
ば
、

か

へ
さ
に
わ
た
ら
せ
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
当
の
弘
徽
殿
大
后
は
待
ち

喜
ん
で
対
面
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
訪
問

は
必
ず
し
も
失
礼
に
は
当

た
ら
な
か

っ
た
よ
う
だ
。
逆
に
疎
遠
な
人

に
で
も
近
所
に
来
た
ら

つ

い
で
に
顔
を
見
せ
て
あ
い
さ

つ
し
て
い
く

の
が
礼
儀
で
さ
え
あ

っ
た

よ
う
に
み
え
る
。
「
あ
る
人

の
御
曹
司
の
ま

へ
の
溝
に
す
ゑ
た
り
し
」

石
も
、
「
御
曹
司
」
と
あ
る
か
ら
家

の
婿

な
ど
身
分

の
あ
る
人

の
部

ばとこS　さいあと語物勢伊　　　



屋

の
前
に
し

つ
ら
え
て
あ

っ
た
石
で
、
時
期
的
に
実
現
し
な
か

っ
た

が
本
来
な
ら
清
和
天
皇
に
も
お
見
せ
す
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
か
ら
、

そ

の
石
の
献
呈
プ
ラ
ン
が
仮
に
思
い
つ
き
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、

こ

の
石
な
ら
ば
失
礼
と
も
い
え
な
い
だ
ろ
う
。
「か

へ
さ
」
の
訪
問
や
、

千

里
の
浜

の
石

の
献
呈
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
な
ら
、
常

行

の
親
王
に
対
す
る
誠
意
は

一
層
深
い
も
の
と
な

っ
て
く
る
。
③

の

あ
い
さ

つ
は
そ
う
し
た
誠
意

の
最
初

の
表
出

で
あ

っ
た
。

後
者
の
、
庭
園
好
き
の
親
王
に
名
石
を
献
呈
し
た
と
い
う
点
に

つ

い

て
は
、
も
う
い
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
段

の
は
じ
め
に

「
そ
の

山
科
の
宮
に
、
滝
落
と
し
、
水
走
ら
せ
な
ど
し
て
、
お
も
し
ろ
く

つ

く
ら
れ
た
る
」
と
語
ら
れ
て
以
来
、
造
園
は
親
王
の
風
流
心
を
表
す

も
の
と
し
て
、
常
行
が
親
王
に
接
近
す
る
媒
体
を
な
し
、
ま
た
、
彼

に
親
王

へ
の
臣
従
の
真
心
の
証
と
し
て
名
石
を
献
呈
す
る
ア
イ
デ
ィ

ア
を
思
い
浮
か
ば
せ
る
こ
と
で
、
段
構
成
の
中
心
で
あ
る
歌
を
招
き

寄

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

④
で
も
、
例
の
男
が
女
に
代
わ

っ
て
詠
ん
だ

「数
々
に
思
ひ
思
は

ず

と
問
ひ
が
た
み
身
を
知
る
雨
は
降
り
ぞ
ま
さ
れ
る
」
の
歌
の
要
素

は
、
地
の
文
で
示
さ
れ
る

「得
て
の
ち
の
こ
と
」
、
結
婚
成
立
後
の

男
女
関
係
だ
と
い
う
前
提
の
外
は
、
す

べ
て
敏
行
の
不
参
の
意
向
を

ほ

の
あ
か
す

「雨

の
降
り
ぬ
べ
き
に
な
む
、
見
わ
づ
ら
ひ
は
べ
る
。

身

さ
い
は
ひ
あ
ら
ば
、

こ
の
雨
は
降
ら
じ
」
と
い
う
消
息
の
内
容
を

前
提

に
し
て
い
る
。
基
本
は
訪
問
す
べ
き
時
刻
に
な

っ
た
の
に
、
障

害
と
な
る
雨
が
ふ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
状

況
は
、
そ
の
ま
ま
、
敏
行
の
あ
い
さ

つ
の
詞
か
ら
男
の
代
作
の
歌
に

引
き
継
が
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
敏
行
が
、
雨
が
降
る
の
は
不
運
に

も
自
分
の
意
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
不
参
は
自
分
の
責
任
で
は

な
い
と
詞
で
主
張
し
た
の
に
対
し
て
、
代
作
し
た
男
は
、
こ
の
雨
の

中
敏
行
が
来
る
か
来
な
い
か
で
、
自
分

へ
の
愛
情
の
有
無
が
判
明
す

る
と
、
歌
で
応
じ
た
。

こ
の
ず
ら
し
は
恋

の
贈
答
歌
に
み
ら
れ
る
常

套
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
、
結
局
、
敏
行

の
あ
い
さ

つ
の
詞
は
、
男

の
代
作
し
た

「答
歌
」
と
対
応
し
て
内
容
的
に

「
贈
歌
」
に
相
当
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
敏
行

の
あ

い
さ

つ
の
詞
は
男
の
代
作

歌
が
成
立
す
る
前
提

で
あ
り
、
物
語
か
ら
消
去
し
え
な
い
。

⑤

の
場
合
も
同
様

で
あ
る
。
地

の
文

「
男
、
久
し
く
音
も
せ
で
」

が
両
者
の
や
り
取
り
の
場

の
前
提
と
な
り
、
男
の
あ
い
さ

つ

「
忘
る

る
心
も
な
し
。
参
り
来
む
」
が
贈
詞
と
な

っ
て
、
答
歌

「
玉
か
づ
ら

は
ふ
木
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
絶
え
ぬ
心

の
う
れ
し
げ
も
な
し
」
を

引
き
出
し
て
い
る
。
「男
、
久
し
く
音
も
せ
で
」
が

「
玉
か
づ
ら
は

ふ
木
あ
ま
た
に
な
り
ぬ
れ
ば
」
に
、
「忘

る
る
心
も
な
し
」
が
、
「絶

え
ぬ
心
」
に
、
「参
り
来
む
」
が

「う
れ
し
げ
も
な
し
」

に
、

そ
れ

ぞ
れ
対
応
し
て
い
る
。
百
十
八
段
で
も
歌

に
と

っ
て
あ
い
さ

つ
の
詞

を
消
去
で
き
な
い
。

こ
う
し
て
、
伊
勢
物
語
の
散
文
の
会
話
文
で
の
あ
い
さ

つ
表
現
の

さ
ま
を
見
て
み
る
と
、
本
来
あ
い
さ

つ
が
存
在
し
た
は
ず
の
状
況
で

4　　



も
歌
の
成
立
と
表
現
に
と

っ
て
必
要
で
な
け
れ
ば
、
あ
い
さ

つ
行
為

に

つ
い
て
は
言
及
も
表
現
も
な
さ
れ
ず
、
歌
の
成
立
と
表
現
に
と

っ

て
必
要
で
あ
れ
ば
、
そ
の
範
囲
で
あ
い
さ

つ
が
具
体
的
に
示
さ
れ
て

い
る
と
い
う
事
実
を
指
摘
で
き
る
。

つ
ま
り
、
伊
勢
物
語
に
と

っ
て

散
文
の
あ
い
さ

つ
は
、
歌
の
た
め
に
あ
り
、
歌
に
奉
仕

・
従
属
し
て

い
る
、
と
い
え
る
。

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
「『
伊
勢
物
語
』

の
詞

章

は
お
お
む
ね
、
物
語
の
中
核
を
な
す
和
歌

に
向
か

っ
て
推
移
す
る

求

心
的
な
文
体
を
形
成
し
て
」
お
り
、
そ
の
こ
と
が

「和
歌

の
表
現

を
極
限
的
に
効
果
的
な
ら
し
め
て
い
る
点

で
、
他

の
歌
物
語

一
般
と

も
異

な
る
」
と
い
わ
れ
る

「『
伊
勢
物
語
』
独
自
の
方
法
」
(鈴
木
日

出
男

「『
伊
勢
物
語
』

の
和
歌
」
『古
代
和
歌
史
論
』
)

に
由
来
し
て

い
る
と
言

っ
て
よ
い
。

四
・

し
か
し
、

一
段
の
構
造
面
で
和
歌
に
奉
仕

・
従
属
し
て
い
る
と
は

い
え
、
こ
れ
ら
の
散
文
部
分
に
お
け
る
あ
い
さ
つ
の
詞
は
、
あ
い
さ

つ
の
詞
と
し
て
、
形
式
的
に
和
歌
か
ら
自
立
し
て
存
在
し
て
い
る
。

②
④
⑤
の
あ
い
さ
つ
の
詞
は
歌
を
伴
わ
ず
そ
れ
だ
け
で
発
話
者
の
あ

い
さ
つ
と
し
て
存
在
し
て
い
た
し
、
相
手
の
歌
を
呼
び
起
こ
し
て
そ

れ
と
対
立
し
て
い
る
。

つ
ま
り
贈
答
の
答

「歌
」
に
対
し
て
贈

「詞
」

で
あ

り
え
た
。
③
も
、
常
行

の
あ

い
さ

つ
が
、

歌
で
は
な

い
が
、

「
親
王
よ
ろ
こ
び
た
ま
う
て
、
夜

の
お
ま
し
の
設
け
せ
さ
せ
給
ふ
」

の
反
応
を
引
き
だ
し
そ
れ
と
対
立
し
て
い
る
。
歌
と
連
続
し
て
同

一

人
に
よ
る
あ
い
さ

つ
を
構
成
し
て
い
る
点

で
歌
か
ら
の
独
立
性
の
弱

い
①
に
お
い
て
も
、
文
と
し
て
は
、
「京

へ
な
む
ま
か
る
」
が
自
立

し
、
「と
て
」
を
介
し
て
歌
と
対
立
し
て
い
る
。

す
る
と
、

こ
れ
ら
の
あ
い
さ

つ
が
、
①

に
お
い
て
は
歌
と

一
体
に

な
り

つ
つ
も
文
と
し
て
自
立
し
て
い
る
こ
と
、
②
④
⑤
に
お
い
て
は

贈

「詞
」
と
し
て
他
者

の
歌
と
対
立
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
③
に

お
い
て
は
贈

「詞
」

で
す
ら
な
く
、
常
行

の
詞
は
当
の
言
語
場
に
お

い
て
歌
か
ら
全
く
独
立
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。

ま
ず
①
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
詞

の
あ
い
さ
つ
は
、
歌
物
語

と
し
て
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
歌
の
あ
い
さ
つ
が
出
現
す
る
前
提
と

し
て

(特
に
下
句
の

「都
の
つ
と
に
」
に
と

っ
て
)
存
在
し
て
い
た
。

だ
が
、
と
も
に
あ
い
さ
つ
で
あ
る
と
は
い
え
、
両
者
は
同

一
の
内
容

で
は
な
い
。
詞
が
、
「京

へ
な
む
」
「ま
か

る
」
と
い
う
動
作
の
質
を

伝
え
る
こ
と
で
、
離
別
の
具
体
的
な
内
容
と
決
意
を
示
し
て
い
る
の

に
対
し
、
歌
は
、
内
容
的
に
詞
よ
り
も
先

に
進
ん
で
、
そ
の
土
地
や

女
に
対
す
る
気
遣
い
の
飾
り
の
言
葉
と
し

て
存
在
す
る
。
あ
い
さ
つ

と
い
っ
て
も
詞
と
歌
と
で
役
割
り
を
異
に
す
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

詞
と
歌
が
相
手

へ
伝
達
さ
れ
る
も
の
と
し

て
連
続
し

一
体
的
な
も
の

で
は
あ
る
が
、
詞
は
ま
ず
相
手

へ
伝
達
す

べ
き
内
容
を
具
体
的
に
説

明
的
に
述
べ
て
お
り
、
歌
は
そ
の
上
で
自
己
の
感
慨
を
詠
嘆
的
に
表

ばとこ　C̀さいあと語物勢伊15　



　　
　

出

し
て
い
る
、
と
い
う
内
容
と
性
格
面
で
の
相
違
が
あ
る
。
そ
れ
が
、

①

に
お
い
て
詞
が
歌
か
ら
形
式
的
に
自
立
し
て
い
る
理
由
と
見
ら
れ

る
。ま

た
、
相
手
の
答

「歌
」
を
ひ
き
だ
し
て
い
る
②
④
⑤
の
贈

「詞
」

は
、
地
の
文
の
内
容
と
と
も
に
答

「歌
」
の
成
立
す
る
前
提
を
構
成

し

て
い
た
わ
け
だ
が
、
同
じ
く
歌
の
成
立
す
る
前
提
を
な
し
て
い
る

と

い
っ
て
も
①
の
場
合
が
同

一
人
に
よ
る
同

一
の
意
図
に
基
づ
く

一

つ
の
事
柄
の
発
話
的
展
開
で
あ

っ
た
の
に
対
し
、
②
④
⑤
で
は
、
話

線

は
つ
な
が
る
が
、
二
者
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
別
個
の
意
図
に
基
づ

く
発
話
で
、
形
式
も
散
文
と
和
歌
と
に
異
な

っ
て
い
る
。
散
文
の
あ

い
さ
つ
に
対
す
る
返
事
が
な
ぜ
和
歌
の
形
式
を
採

っ
た
か
は
重
要
な

問
題
だ
が
今
は
措
い
て
、
散
文
の
あ
い
さ
つ
は
、
①
の
場
合
と
同
じ

く
、
あ
い
さ
つ
す
る
に
い
た
っ
た
事
情
を
相
手
に
対
し
て
説
明
的
に

具
体
的
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
和
歌
の
場
合
に
は

ど

う
な
る
か
。
こ
れ
ら
と
同
じ
く
辞
去

・
復
縁

・
不
訪
問
の
あ
い
さ

つ
を
み
る
と
、
次
の
よ
う
に
相
手
の
存
在
を
和
歌
の
中
に
直
接
取
り

込

ん
で
相
手
と
表
現
的
に
直
対
し
て
い
る
歌
で
は
散
文
の
場
合
と
同

様

に
説
明
的
だ
が
、

、

⑪
む
か
し
、
男
、
あ
づ
ま
へ
行
き
け
る
に
、
友
だ
ち
ど
も
に
道
よ

り
言
ひ
お
こ
せ
け
る
、

忘
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
居
に
な
り
ぬ
と
も
空
行
く
月
の
め
ぐ

り
あ
ふ
ま
で

(十

一
段
)

⑫
む
か
し
、
男
、
す
ず
う
に
陸
奥
ま
で
ま
ど
ひ
い
に
け
り
。
京
に
、

思
ふ
人
に
言
ひ
や
る
、

波
間
よ
り
見
ゆ
る
小
島
の
は
ま
び
さ
し
久
し
く
な
り
ぬ
君

.

に
あ
ひ
見
で

「な
に
ご
と
も
、
み
な
よ
く
な
り
に
け
り
」
と
な
む
言
ひ
や
り

け
る
。

(百
十
六
段
)

次
例
の
歌
の
よ
う
に
、
相
手
を

「人
」
な
ど
と
三
人
称
化
し
た
り
あ

る
い
は
歌
の
表
面
か
ら
消
去
し
た
り
し
て
二
人
称
性
を
薄
め
、
叙
述

の
重
心
を
い
ち
だ
ん
と
自
己
の
心
情
の
方

へ
移
動
さ
せ
た
場
合
は
、

あ
い
さ

つ
と
し
て
の
述
べ
方
が
相
手
か
ら
見
て
、
散
文
の
場
合
と
比

べ
て
非
説
明
的

・
間
接
的
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

⑬
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
に
つ
け
て
、
世

の
中
を
憂
し
と
思
ひ
て
、

い
で
て
い
な
む
と
思
ひ
て
、
か
か
る
歌
を
な
む
、
よ
み
て
、
も

の
に
書
き

つ
け
け
る
。

い
で
て
い
な
ば
心
か
る
し
と
言

ひ
や
せ
む
世
の
あ
り
さ
ま

を
人
は
知
ら
ね
ば

と
よ
み
お
き
て
、
い
で
て
い
に
け
り
。

(
二
十

一
段
)

⑭
む
か
し
、
は
か
な
く
て
絶
え
に
け
る
仲
、
な
ほ
や
忘
れ
ざ
り
け

む
、
女
の
も
と
よ
り
、

憂
き
な
が
ら
人
を
ば
え
し
も
忘

れ
ね
ば
か

つ
恨
み

つ
つ
な

ほ
ぞ
恋
し
き

と
言

へ
り
け
れ
ば
、
…
…

(二
十
二
段
)

6　　



⑮
御
お
く
り
し
て
、
と
く
い
な
む
と
思
ふ
に
、
…

つ
か
は
さ
ざ
り

け
り
。
こ
の
馬
の
頭
、
心
も
と
な
が
り
て
、

枕
と
て
草
ひ
き
む
す
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋
の
夜
と
だ
に
頼
ま

れ
な
く
に

と
よ
み
け
る
。

(八
十
三
段
)

⑯

(秋
に
逢
う
と
約
束
し
て
い
な
が
ら
妨
害
が
入
り
か
な
わ
ず
に
)

歌
を
よ
み
て
、
書
き

つ
け
て
お
こ
せ
た
り
。

秋
か
け
て
言
ひ
し
な
が
ら
も
あ
ら
な
く
に
木

の
葉
降
り
し

く
え
に
こ
そ
あ
り
け
れ

と
書
き
置
き
て
、
…
…

(九
十
六
段
)

つ
ま
り
、
②
④
⑤

の
散
文

の
あ
い
さ

つ
は
、
意
図
の
み
な
ら
ず
、

形
式
面
で
も
常
に
相
手

(受
け
手
)
を
そ
の
ま
ま
の
位
置
で
表
現
の

構
造
に
組
み
込
ん
で
成
立
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
あ
い
さ

つ
が
相
手

を
意
識
し
た
も
の
ゆ
え
当
然

の
こ
と
で
あ
り
、
人
間
関
係

の
維
持

・

構
築
と
い
う
機
能
に
相
応
し
た
表
現
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
、
和

歌

で
は
相
手
の
存
在
が
、

一
般

に
よ
り
間
接
的
な
も
の
と
な

っ
て
い

る
。
こ
れ
は
和
歌
の
も

つ
抒
情
詩
性

・
短
詩
性
の
た
め
に
、
詠
歌
主

体

の
比
重
が
強
く
な
り
、
相
手
は
そ
の
詠
歌
主
体
と
の
関
連

で
内
容

の
中
に
招
来
さ
れ
る
傾
向
が
強

い
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
よ

っ
て
あ

い
さ

つ
の
歌
と
い
っ
て
も
、
⑪
⑫
の
よ
う
に
相
手
に
直
接
詠
み
か
け

た
り
、
相
手
の
言
動
を
直
接
取
り
込
ん
で
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
、

そ
の
あ
い
さ

つ
性
は
散
文
の
場
合
に
比
べ
て
間
接
性
を
色
濃
く
も

つ

も
の
に
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
逆
に
言
え
ば
、
②
④
⑤
の
よ
う
な
あ

い
さ

つ
の
詞
は
、
贈

「
詞
」
と
し
て
、
歌

に
関
心
が
向
け
ら
れ
る
歌

物
語
の
中
で
、
段
の
核
と
な
る
歌
を
詠
む

こ
と
に
な
る
相
手
を
意
識

し
て
相
手
に
直
接
的
に
向
け
ら
れ
る
筋
合

い
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

結
果
、
段

の
核
と
な
る
歌
を
呼
び
起

こ
し

て
相
手
に
よ
る
自
己
中
心

的
た
り
う
る
答

「歌
」
に
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ち

な
み
に
②
④
⑤
に
お
け
る
歌
も
、
答

「歌
」
と
し
て
、
贈

「
詞
」

の

主
体

の
比
重
に
関
わ
る
二
人
称
性
を
弱
め

て
、
詠
主
の
側

の
主
情
性

を
強
め
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
贈

「
詞
」

の
あ
い
さ

つ
は
、
形
式
面

の
み
な
ら
ず
性

格
的
に
も
答

「歌
」
と
対
立
し
て
い
る
。

ま
た
、
③

で
は
、
常
行
の
あ
い
さ

つ
が
、
「
親
王
よ
ろ
こ
び
た
ま

う
て
、
夜
の
お
ま
し
の
設
け
せ
さ
せ
給
ふ
」

の
反
応
を
引
き
だ
し
そ

れ
と
対
立
し
て
い
た
。

こ
こ
で
は
、
そ
の
反
応
が
行
動

で
あ
る
こ
と

が
重
要
だ
。
歌

で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
歌
が
説
明
さ
れ
る
べ
き
対

象
と
し
て
段

の
中
核
に
位
置
し
緊
密
な
構
成
を
志
向
す
べ
き
歌
物
語

に
と

っ
て
歌

の
比
重

の
低
下
を
も
た
ら
す
ゆ
ゆ
し
い
事
態

で
あ
ろ
う
。

(
こ
の
あ
い
さ

つ
の
場
で
歌
の
詠
ま
れ
た
可
能
性
を
否
定

は
で
き
な

い
が
、
物
語
と
し
て
こ
こ
で
は
詠
歌
に
全

く
言
及
さ
れ
な
い
こ
と
が

重
要

で
あ
る
。
)
実
際
、
こ
の
段
で
は
、

こ
の
あ

い
さ

つ
の
詞
の
他

に
、
詞
が
も
う

一
つ
、

⑰
か
の
大
将
、
い
で
て
た
ば
か
り
た
ま
ふ
や
う
、

「
宮
仕

へ
の
は

ばとこS　さいあと語物勢伊乳　　



じ
め
に
、
た
だ
な
ほ
や
は
あ
る
べ
き
。
三
条
の
大
行
幸
せ
し
時
、

紀
の
国
の
千
里
の
浜
に
あ
り
け
る
、
い
と
お
も
し
ろ
き
石
奉
れ

り
き
。
大
行
幸
の
の
ち
奉
れ
り
し
か
ば
、
あ
る
人
の
御
曹
司
の

前
の
溝
に
す
ゑ
た
り
し
を
、
島
好
み
給
ふ
君
な
り
、

こ
の
石
を

奉
ら
む
」
と
の
た
ま
ひ
て
、

(七
十
八
段
)

と
あ
り
、
「
こ
の
石
を
奉
」
る
際
に
付
さ
れ
た

の
が
、

こ
の
段
に
た

だ

一
首
あ
る
歌
な
の
で
あ
る
か
ら
、
③

の
あ
い
さ

つ
の
詞
は
、
歌
と

の
関
連
を
さ
ら
に
希
薄

に
し
て
い
る
。

し
か
も
、

こ
の
段
で
は
、
そ
の
歌

「飽
か
ね
ど
も
岩
に
ぞ
か
ふ
る

色
見
え
ぬ
心
を
見
せ
む
よ
し
の
な
け
れ
ば
」
の
理
解
に
直
接
関
係
の

な

い
要
素
が
幾

つ
も
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
の
理
解
に
必
要
な
情

報
は
、
尊
経
閣
文
庫
蔵

『在
中
将
集
』
の
詞
書
に

「
い
し
の
お
か
し

　ア
　

き
を
人
に
た
て
ま

つ
り
け
る
」
と
あ
る
の
で
、
最
低
限
こ
の
程
度
で

十
分
な
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
加
え
る
と
し
て
も
、
こ

の
段
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
「昔
、
右
大
将
藤
原
の
常
行
と
い
ふ
人

い
ま
そ
か
り
け
り
。
い
し
の
を
か
し
き
を
、
宮
仕

へ
の
は
じ
め
に
山

科

の
禅
師

の
み
こ
に
た
て
ま

つ
り
給
ふ
に
、
右
の
馬
の
頭
な
り
け
る

人

の
歌
を
な
む
、

つ
け
て
奉
り
け
る
」
程
度
で
十
分
で
あ

っ
た
は
ず

だ
。で

あ
る
の
に
、
同
段

で
は
、
こ
れ
以
上
の
事
柄
、
す
な
わ
ち
、
常

行
が
山
科
宮
を
訪
れ
た
の
が
女
御
多
可
幾
子
の
四
十
九
日
の
法
事
を

安
祥
寺
で
済
ま
せ
た
帰
途

で
あ

っ
た
こ
と
を
語

っ
て
、
女
御
多
可
幾

子
の
法
事
を
安
祥
寺

で
行

っ
た
際

の
詠
進

に

つ
い
て
語

っ
た
前
七
十

七
段
に
連
続
し
た
段
と
し
て
読
ま
せ
、
歌

を
添
え
た
石
を
贈
る
に
い

た

っ
た
事
情
を
、
常
行
が
帰
途
に
立
ち
寄

れ
る
よ
う
に
山
科
の
禅
師

の
親
王
が
安
祥
寺

の
近
隣
に
住
ん
で
い
た

こ
と
、
常
行
が
親
王
に
臣

従
を
申
し
出
る
ほ
ど
好
意
を
抱
い
て
い
た
こ
と

(そ
の
日
京

へ
帰
ら

ず
宿
泊
し
て
い
る
)
、
親
王
が
立
て
石
を
肝
要
と
す
る
庭
園
を
好
ん

だ
こ
と
、
贈
る
石
が
三
条
の
大
行
幸
の
際
、
紀
の
国
の
千
里
の
浜
か

ら
献
上
さ
れ
た
謂
れ
あ
る
も
の
で
、
そ
の
後
、
あ
る
人
の
御
曹
司
の

前
の
溝
に
据
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
、
贈
る
石
に

つ
け
る
当
の
歌
の
趣

向
と
し
て
蒔
絵
の
模
様
の
よ
う
に
刻
ん
だ
青
い
苔
を
用
い
て
表
記
し

た
こ
と
等
を
、
歌
の
内
容
か
ら
は
み
出
し
て
こ
ま
ご
ま
と
語

っ
て
い

る
。
ま
こ
と
に

「歌
の
説
明
に
要
す
る
以
上
に
詳
し
く
描

い
」

(渡

辺
氏
前
掲
書

『伊
勢
物
語
』
)
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
歌

の
理
解
に
直
接
関
わ
ら
な
い
要
素
の
多
用
は
、

一
段
に
お
け
る
歌
の

比
重
を
低
め
歌
を
核
と
し
た
緊
迫
し
た
構
造
を
緩
め
る
結
果
に
な

っ

て
い
る
。

つ
ま
り
、

一
段
の
末
尾
を

「飽

か
ね
ど
も
…
…
」
の
歌
に

続
け
て

「
と
な
む
よ
め
り
け
る
」
と
結
ぶ
こ
と
で
、
か
ろ
う
じ
て
こ

の
段
は
詠
ま
れ
た
歌
の
説
明
を
目
的
と
す

る
歌
物
語
の
体
裁
を
保

っ

て
い
る
が
、
実
態
は
、
歌
か
ら
歌
の
詠
ま
れ
た
背
景
の
説
明
を
介
し

て
そ
の
背
景
自
体
に
、
歌
を
中
核
と
す
る
構
造
か
ら
歌
を
も
含
む
構

造

へ
、

つ
ま
り
次
第
に
歌
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
性

へ
と
重
心
が
移
り

つ

つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　　r
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こ
う
し
た
段
に
お
け
る
興
味
の
変
化
の
中
で
、
③
の
詞
の
あ
い
さ

つ
は
、
常
行
が
親
王
と
接
近
す
る
ロ
上
を
述
べ
て
石
が
親
王
に
贈
ら

れ
る
事
情
を
語
る
文
脈
の
中
に
あ
る
点
で
、
「
飽
か
ね
ど
も
…
…
」

の
歌
と
全
く
無
関
係
な
わ
け
で
は
な
い
が
、
先
に
見
た
ご
と
く
段
末

の

「飽
か
ね
ど
も
…
…
」

の
歌

の
理
解

に
と

っ
て
必
ず
し
も
現
状

の

形
態

で
あ
る
必
要
は
な
く
、
か

つ
、
そ
の
歌
と
も
も
う

一
つ
の
常
行

の
詞
を
介
す
る
こ
と
で

一
層
疎
遠

の
関
係
に
な

っ
て
い
る
し
、
ま
た

②
④
⑤
の
ご
と
く
贈

「詞
」
と
し
て
歌
を
呼
び
起

こ
し
た
り
も
せ
ず
、

そ
れ
自
体
は
全
く
散
文
的
な
環
境
の
中
に
あ

っ
た
。
す
る
と
、

こ
の

あ
い
さ

つ
が
こ
の
よ
う
に
具
体
的
に
物
語
に
示
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、

常
行
の
親
王

へ
の
臣
従
の
誠
意
が
段
の
テ
ー
マ
と
な
り
、
そ
の
結
果
、

歌

に
関
連
す
る
い
く

つ
も
の
事
柄
が
歌
か
ら
自
立
し
て
独
自
性
を
主

張

し
て
く
る
中
で
、
テ
ー
マ
に
沿

っ
て
親
王
に
接
近
し
て
臣
従
の
意

向
を
最
初
に
伝
え
る
こ
の
あ
い
さ

つ
自
体
の
存
在
、
そ
の
口
上
の
さ

ま
自
体
を
示
す
た
め
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
あ
い

さ

つ
行
為
を
表
現
す
る
こ
と

へ
の
関
心
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
六
段

「あ
な
や
」
・
九
段

「
は
や
舟

に
乗
れ
、
日
も
暮
れ
ぬ
」
・
六
十
二
段

「
こ
の
あ
り

つ
る
人
た
ま

へ
」

「
な
ど
い
ら

へ
も
せ
ぬ
」
・
六
十
三
段

「
よ
き
男
ぞ

い
で
来
む
」
・
六

十
五
段

「か
か
る
君
に
仕
う
ま

つ
ら
で
、
宿
世

つ
た
な
く
、
悲
し
き

事
。
こ
の
男
に
ほ
だ
さ
れ
て
」
・
六
十
九
段

「
常

の
使
よ
り
は
、

こ

の
人
よ
く
い
た
は
れ
」
「
わ
れ
て
、
あ
は
む
」
・
八
十
七
段

「
い
ざ
、

こ
の
山
の
上
に
あ
り
と
い
ふ
布
引
の
滝
、
見
に
の
ぼ
ら
む
」
・
九
十

六
段

「
か
し
こ
よ
り
人
お
こ
せ
ば
、
こ
れ
を
や
れ
」
「
今

こ
そ
は
見

め
」
な
ど
、
こ
の
七
十
八
段
と
同
様
に
、
段
に
お
い
て
歌
が
構
造
的

求
心
力
を
弱
め
、

い
く

つ
も
の
事
柄
が
自
立
し
て
ス
ト
ー
リ
i
性

へ

の
興
味
を
強
め
て
い
る
段
が
、
③

の
あ
い
さ

つ
の
詞
と
同
じ
形
式
、

つ
ま
り
そ
の
言
語
場
に
お
い
て
歌
と
の
関
わ
り
か
ら
自
立
し
て
い
る

直
接
話
法
的
発
話
を
中
に
含
ん
で
い
る
こ
と
と
も
呼
応
し
て
く
る
で

あ
ろ
う
。

＼

だ
が
、
③
か
ら
う
か
が
え
る
あ
い
さ

つ
へ
の
関
心
、
あ
い
さ

つ
の

様
を
具
体
的
に
示
そ
う
と
す
る
態
度
は
、
実
は
和
歌

の
あ
い
さ

つ
と

一
体
化
し
て
い
る
①
を
除
い
て
、
贈

「詞
」

で
あ
る
②
④
⑤
に
も
見

い
だ
す
こ
と
が
可
能
だ
。
と
い
う
の
は
、
②
④
⑤
は
答

「歌
」
を
引

き
出
し
て
い
る
こ
と
で
作
中
の
和
歌
と
の
関
わ
り
が
③
よ
り
も
強
い

が
、
②
④
⑤
の
詞
自
体
は
、
相
手
に
向
け
て
発
せ
ら
れ
た
散
文
の
み

の
あ
い
さ

つ
と
い
う
点
で
③
と
同
機
能

の
も

の
な
の
で
あ
り
、
答

「歌
」
の
代
わ
り
に
、
散
文
の
応
答
あ
る

い
は
詠
歌
以
外

の
行
動
が

引
き
起
こ
さ
れ
れ
ば
、
形
式
的
に
は
③
と
同
様
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
れ
ら
②
④
⑤
の
散
文
の
あ
い
さ
つ
は
、
そ
れ
自
体
の
表

現
と
し
て
不
足
が
な
い
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
中
の
直
接
話
法
的
発
話

の
中
で
も
、
と
く
に
③
と
同
様
に
、
具
体
的
に
丁
寧
に
記
さ
れ
て
い

る
点
で
共
通
す
る
。

と
い
う
の
は
、
い
ま
、
石
田
譲
二
氏
が
角
川
文
庫
本

『新
版
伊
勢

ばと▼」6̀　さいあと語物勢伊19　



物
語
』
の
本
文
に

「会
話
の
部
分
」
(同
書

「
凡
例
」)
と
認
め
て
施

さ
れ
た

「

」
を
参
考
に
、
こ
れ
ら
の
あ
い
さ
つ
の
詞
と
同
じ
く
直

接
話
法
的
な
物
語
中
の
発
話

(
一
部
書
面
の
詞
)
を
拾
い
出
し
て
、

そ
れ
ら
全
五
十
五
例
を
、
単
純
に
各
例
を
構
成
す
る
音
節
数

(長
音

は
二
音
節
に
、
促
音
お
よ
び
表
記
さ
れ
て
い
な
い
撥
音
は

一
音
節
に

数

え
た
)
の
多
い
順
に
、
音
節
同
数
の
場
合
は
文
節
数

〔(

)
内

の
数
字
〕

の
多
い
順
に
挙
げ
て
見
る
と
、
②
の
四
十
六
段
が
2
位
に
、

③

の
七
十
八
段
が
5
位
に
、
④
の
百
七
段
が
11
位
に
、
⑤
の
百
十
八

段

が
24
位
に
と
、
い
ず
れ
も
上
位
に
位
置
す
る
。
24
位
の
⑤
ま
で
を

示
す
。

1
、
28

(33
)

「宮
仕

へ
の
は
じ
め
に
、
た
だ
な
ほ
や
は
あ
る
べ

　
き
。
三
条
の
大
行
幸
せ
し
時
、
紀

の
国
の
千
里
の
浜
に
あ
り
け

る
、
い
と
お
も
し
ろ
き
石
奉
れ
り
き
。
大
行
幸

の
の
ち
奉
れ
り

し
か
ば
、
あ
る
人
の
御
曹
司
の
前
の
溝
に
す
ゑ
た
り
し
を
、
島

好
み
給
ふ
君
な
り
、

こ
の
石
を
奉
ら
む
」

(七
十
八
段
)

2
、
79

(18
)
②

「
あ
さ
ま
し
く
、
対
面
せ
で
、
月
日
の
経
に
け

る
こ
と
、
忘
れ
や
し
給
ひ
に
け
む
と
、

い
た
く
思
ひ
わ
び
て
な

む
は
べ
る
。
世
の
中
の
人
の
心
は
、
目
離
る
れ
ば
忘
れ
ぬ
べ
き

も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
」

(四
十
六
段
)

3
、
57

(
18
)

「今
は
な
に
の
心
も
な
し
。
身
に
、
か
さ
も

一
つ

二
つ
い
で
た
り
。
時
も
い
と
暑
し
。
す
こ
し
秋
風
吹
き
立
ち
な

む
時
、
か
な
ら
ず
あ
は
む
」

(九
十
六
段
)

4
、

55

(
14
)

「
い
と

つ
ら

く

、

お

の
が

聞

こ
ゆ

る

こ
と

を

ば

、

今

ま

で

た
ま

は

ね
ば

、

こ
と

わ

り

と

思

へ
ど

、

な

ほ
人

を

ば

恨

み

つ
べ
き

も

の

に
な

む

あ

り

け

る
」

(
九

十

四
段

)

5
、

41

(
9
)

③

「
年

ご

ろ
、

よ

そ

に

は
仕

う

ま

つ
れ

ど

、

近

く

は

い
ま

だ

仕

う

ま

つ
ら

ず

、

今

宵

は

こ

こ

に

さ

ぶ
ら

は
む

」

(
七

十

八

段

)

6
、

40

(
9
)

「
太

政

大

臣

の
栄

花

の

さ
か

り

に

み
ま

そ
か

り

て
、

藤

氏

の

こ
と

に
栄

ゆ

る
を

思

ひ

て

よ
め

る
」

(
百

一
段

)

7
、

37

(
10
)

「
交

野

を

狩

り

て
天

の
河

の

ほ
と

り

に

い

た

る
を

題

に

て
、

歌

よ

み

て
、

盃

は

さ

せ
」

(
八

十

二
段

)

7
、

37

(
10
)

「
か

か

る
君

に
仕

う

ま

つ
ら

で
、

宿

世

つ
た
な

く

、

か

な

し

き

こ
と

。

こ

の
男

に

ほ
だ

さ

れ

て
」

(
六

十

五

段

)

9
、

37

(
8
)

「
い

か

で
も

の
こ

し

に
対

面

し

て
、

お

ぼ

つ
か
な

く
思

ひ

つ
め

た

る

こ

と
、

す

こ

し

は

る

か

さ

む
」

(九

十
五
段
)

10
、

36

(
9
)

「
か

う

か

う
、

今

は

と

て

ま

か

る
を

、

な

に
ご

と

も

い

さ

さ

か

な

る

こ
と

も

え

せ

で
、

つ
か

は

す

こ
と
」

と
書

き

て
、

(十

六

段

)

11
、

35

(
8
)

④

「
雨

の
降

り

ぬ

べ
き

に

な

む
、

見

わ

づ

ら

ひ

は

べ
る
。
身
さ
い
は
ひ
あ
ら
ば
、

こ
の
雨
は
降
ら
じ
」

舍
曩

12
、

30

(
9
)

「
か

き

つ
ば

た

と

い

ふ

五
文

字

を
句

の
上

に

す

ゑ

て
、

旅

の
心

を

よ

め
」

(
九
段

)

13

、

28

(
9

)

「
い
ざ
、

こ

の
山

の
上

に
あ

り

と

い
ふ
布

引

の
滝

、

02　



見

に

の
ぼ

ら

む

」

(
八
十

七
段

)

14
、

22

(
5
)

「
女

あ

る

じ

に
か

は

ら

け

取

ら

せ

よ
。

さ

ら

ず

は

飲

ま

じ

」

(
六
十

段

)

15
、

21

(
6
)

コ
涙

の

こ
ぼ

る

る

に
、

目

も

見

え

ず
、

も

の
も
言

は
れ

ず

」

(
六
十

二
段

)

16
、

19

(
6
)

「
い
と

か

た

は
な

り

。

身

も

ほ
ろ

び

な

む
。

か

く

な

せ

そ
」

(
六
十

五
段

)

16
、

19

(
6
)

「
常

の
使

よ

り

は
、

こ

の
人

よ

く

い
た

は

れ
」

(
六

十

九

段
)

18
、

19

(
4
)

「
こ
れ

を

た

だ

に
奉

ら

ば

す

ず

う

な

る

べ
し
」

(
七

十

八

段
)

箪

、

18

(
6
)

「
い
か

に
せ

む

。

わ

が

か

か

る
心

や

め

た

ま

へ
」

(
六

十

五

段

)

20
、

17

(
4
)

「
聞

こ

ゆ
れ

ば

恥

つ

か

し

。

聞

こ
え

ね

ば

苦

し

」

(
十

三

段

)

21
、

16

(
5
)

「
か

し

こ

よ

り
人

お

こ
せ

ば

、

こ
れ

を

や

れ

」

(
九

十

六

段

)

21
、

16

(
5
)

「
今

ま

で
巻

き

て
文

箱

に
入

れ

て
あ

り
」

(
百

七

段

)

23
、

15

(
5
)

「
こ

れ

は
、

色

好

む

と

い

ふ
好

き

者

」
(
六

十

一
段

)

24
、

15

(
4
)

⑤

「
忘

る

る
心

も

な

し
。

参

り
来

む
」(百

十

八
段

)

ち

な

み

に
、

和

歌

の
あ

い

さ

つ
と

一
体

化

し

て

い
る
①

の
順

位

と

下

位

の
十

一
例

に

つ
い

て
は

以
下

の
と

お

り

で
あ

る
。

42
、

8

(
2
)

①

「
京

へ
な

む
、

ま

か

る
」

(十

四
段

)

45
、

7

(
2
)

「
今

こ
そ

は
見

め
」

(九

十

六

段

)

45
、

7

(
2
)

「
都

へ

い
な

む
」

(百

十

五
段

)

47
、

7

(
1
)

「
忘

れ

ぬ

な

め

り
」

(
三
十

六
段

)

48
、

6

(
2
)

「
か

れ

は

な

に
ぞ
」

(
六
段

)

48
、

6

(
2
)

「
今

宵

あ

は

む
」

(
二
十

四
段

)

48
、

6

(
2
)

「
わ

れ

て
あ

は

む
」

(
六
十

九
段

)

51
、

6

(
1
)

「
思

ひ
け

ら

し
」

(十

四
段

)

52
、

5

(
2
)

「
穂
拾

は

む
」

(
五
十

八
段

)

53

、

4

(
1

)

「
さ

れ

ば

よ
」

(
二

十

二

段
)

54

、

3

(
1

)

「
あ

な

や
」

(
六

段

)

55
、

2

(
1

)

「
来

む

」

(
二

十

三

段

)

こ

の
よ

う

に
上

位

に
来

て

い

る

例

の
属

し

て

い

る

段

を

見

る

と

(
1
位

の
詞

も
③

と
同

じ
七

十

八

段

に
属

す

る
)
、

気

づ

く

こ
と

は

、

全

て

で

は
な

い
が

、

ス

ト

ー

リ

ー
性

に
傾

く

段

の
多

い

こ
と

で
あ

る

。

九

段

・
六

十

五

段

・
六

十

九

段

・
七

十

八

段

・
八

十

二

段

・
九

十

六

段

・
百

七

段

な

ど

で
あ

る
。

ス

ト

ー

リ

ー
性

に
傾

く

と

い
う

こ
と

は
、

ス
ト

ー

リ

ー

の
展

開

・
話

の
具

体

的

な

内

容

に
興

味

が

移

る

こ
と

だ

ばとこ6̀　さいあと語物勢伊21　



か
ら
、
そ
こ
に
長
い
詞
が
登
場
し
て
き
て
も
不
思
議

で
は
な
い
。
し

か
し
そ
れ
以
上

に
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
7
位
八
十
二
段

・
12
位

九
段

の
歌
題

の
提
示
を
除
け
ば
、
上
位

に
位
置
す
る
詞
は
、
自
己

の

思
考

・
心
情

の
内
容
を
自
他

に
対
し
て
説
明
す
る
表
現
が
ほ
と
ん
ど

で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
②
③
④
の
位
置
す
る
11
位
ま
で
で
い

え
ば
、
順
に
、
石
を
献
上
す
る
理
由
と
そ
の
石
の
由
来
の
説
明
、
無

沙
汰
の
あ
い
さ
つ
と
忘
却
の
詰
り
と
疑
い
、
逢
瀬
の
承
諾
と
延
期
理

由

の
説
明
、
相
手
を
恨
む
理
由
の
説
明
、
臣
従
す
る
理
由
を
述
べ
る

あ

い
さ
つ
、
疑
義
に
対
し
て
詠
歌
の
趣
旨
を
解
説
、
(歌
題
の
提
示
)
、

逢
瀬
を
迫
る
口
説
き
、
自
己
の
境
遇
の
述
懐
と
理
由
の
明
示
、
自
己

の
境
遇
の
説
明
と
訴
え
、
訪
問
を
た
め
ら
う
事
情
の
説
明
と
あ
い
さ

つ
、
等
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
自
分
の
考
え
を
相
手

(
一
部
の
例
は
自

己
)
に
説
明
し
て
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
、
自
己
陳
述

・
自
己
主
張

的
な
詞
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
性

へ
の
傾
斜
と
結
び
付
き

つ
つ
、
伊
勢
物

語

の
散
文
の
発
話
に
お
い
て
比
較
的
多
く
の
語
を
用
い
て
省
略
さ
れ

ず

に
表
現
さ
れ
、
扱
い
に
留
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
音
節

・

文
節
数
下
位
の
発
話
に
、
感
嘆
文
、
推
量

・
疑
問

・
意
志
な
ど
の
単

純
な
内
容
の
表
現
が
多
い
の
と
対
照
的
で
あ
る
。

だ
が
、
い
ま
は
直
接
話
法
的
な
受
け
手
を
意
識
し
た
発
話
を
分
析

の
対
象
に
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
自
己
陳
述

・
自
己
主
張
的
な
詞

が
多
く
の
語
を
用
い
て
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
、
相
手
を

意
識
し
て
自
己
の
思
い
や
思
考
を
説
明
し
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、

そ
れ
だ
け
用
い
る
語
句

の
量
も
増
え
て
く
る
こ
と
に
な
り
、
文
章
に

お
い
て
は
当
然

の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
7
位
八
十
二
段

・

12
位
九
段
に
お
け
る
歌
題
の
提
示
の
よ
う

に
、
音
節

・
文
節
数
が
多

く
て
も
自
己
陳
述

・
自
己
主
張
的
と
い
う

よ
り
単
な
る
叙
述
が
主
で

あ
る
も
の
も
存
在
し
は
す
る
が
、
対
人
関
係
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
で
は
、
相
手
に
自
分
を
わ
か
ら
せ

る
自
己
説
明
の
機
会
が
多

く
な
る
の
は
自
然
の
い
き
お
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
も
の
が
結

果
的
に
上
位
に
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
対
人
関
係
を

特
に
意
識
し
て
、
人
間
関
係
の
維
持

・
構
築
を
意
図
す
る
あ
い
さ

つ

の
詞
が
、
音
節

・
文
節
数
で
上
位
に
来

る
の
は
少
し
も
不
可
思
議
で

は
な
い
。

た
だ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、

こ
れ
ら

の
あ
い
さ

つ
が

「
や
あ
」

「
じ
ゃ
あ
」
「
こ
ん
に
ち
は
」
「
さ
よ
な
ら
」
な
ど
単
純
な
音
声
や
形

式
的
な
こ
と
ば
を
発
し
て
、
相
手
の
存
在
と
相
互
の
関
係
を
確
認
す

　　
　

る
こ
と
を
中
心
的
な
目
的
と
す
る
よ
う
な
類
で
な
く
、
そ
の
場
の
状

況
と
相
互
の
関
係
に
沿

っ
て
発
話
さ
れ
る
表
現
の
自
由
度
が
高
い
非

類
型
的
な
あ
い
さ

つ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
11
位
ま
で
に
入
る
②
③

④
は
見
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
で
あ
る
が
、

24
位
の
⑤
、
42
位
の
①
に

お
い
て
も
、
「参
り
来
む
」
・
「ま
か
る
」
な
ど
常
套
的
な
語
句
が
用

い
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
あ

い
さ

つ
こ
と
ば
と
し
て
い
ま

だ
形
式
化
は
し
て
お
ら
ず
、
言
辞
と
し

て
実
質
的
な
意
味
を
有
し
て

い
る
う
え
に
、
⑤

で
は

「
忘
る
る
心
も
な
し
」
と
い
う
や
は
り
自
分

22　



の
気
持
ち
を
説
明
す
る
こ
と
ば
が
併
用
さ
れ
て
②
③
④
と
同
じ
性
格

を
も

っ
て
い
る
し
、
①
で
は

「京

へ
な
む
、
ま
か
る
」
が
あ
い
さ

つ

の
歌
に
連
続
し
て
、
歌

の
ほ
う
に
あ
い
さ

つ
の
比
重
が
あ
る
も
の
の
、

全
体

で
あ
い
さ

つ
の
表
現
の
型
に
は
ま
り

つ
つ
個
人
的
な
内
容
を
そ

こ
に
盛
り
込
ん
で
い
る
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
由
度
の
高

い
非
類
型
的
で
個
別
的
な
あ
い
さ

つ
の
詞
で
あ

っ
た
か
ら
、
音
節

・

文
節
数
の
多
い
表
現
に
な

っ
た
の
だ
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
に
お
け
る
散
文
の
あ
い
さ
つ
は
、
和
歌

と
連
続

一
体
化
し
て
い
る
①
は
和
歌
に
よ
る
あ
い
さ
つ
の
比
重
が
重

く
、
扱
い
を
保
留
す
べ
き
な
の
で
、
そ
れ
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
、

自
由
度
の
高
い
個
別
的
な
あ
い
さ
つ
の
表
現
と
し
て
、
他
の
自
己
説

明

・
自
己
主
張
的
な
散
文
の
詞
と
同
様
に
、
物
語
の
中
で
も
言
辞
を

割

い
て
そ
の
様
が
写
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

五

だ
が
、
あ
い
さ

つ
を
含
め
た
こ
の
よ
う
な
散
文
の
発
話
は
、
伊
勢

物
語
全
体
の
語
り
の
姿
勢
に
お
い
て
取
り
立
て
て
重
視
さ
れ
て
い
る

も

の
だ
と
も
い
い
に
く
い
。
と
い
う
の
は
主
要
な
成
立
時
期
を
遅
ら

せ
な
が
ら
も
、
伊
勢
物
語
と
同
じ
く
和
歌
を
重
要
な
構
成
要
素
と
し

て
持

つ
小
話
を
集
め
て
成
り
立

っ
て
い
る
大
和
物
語
に
お
け
る
散
文

の
発
話
を
見
て
み
る
と
、
伊
勢
物
語
以
上

に
自
己
説
明

・
自
己
主
張

的
な
内
容
を
も
ち
、
か

つ
そ
れ
の
た
め
に
よ
り
多
く
の
言
辞
が
割
か

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
い
ま
、
伊
勢
物

語
と
同
じ
よ
う
に
、
直
接

話
法
的
な
散
文
の
発
話
を
、
音
節
数
、
同
音
節
数
例
は
文
節
数
の
多

い
順
に
、
伊
勢
物
語
で
②
③
④
が
位
置
し
え
た
の
と
同
じ
11
位
内
ま

で
を
挙
げ
て
み
る
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る

(引
用
は
、
日
本
古
典
文

学
全
集
本
に
よ
る
)
。

1
、
98

(
37
)

「お
ほ
せ
ご
と
に
は
、
『
か
う
帝
も
お
は
し
ま
さ

,-

,

ず

、

睦

ま

じ
く

思

し

召

し

し

人

を

か

た

み
と

お

も

ふ

べ
き

に
、

か

く

世

に
失

せ
隠

れ

た
ま

ひ

に
た

れ

ば

、

い
と

な

む

悲

し

き

。

な

ど

か

山

林

に
行

ひ
た

ま

ふ

と

も

、

こ

こ

に
だ

に
消

息

も

の
た

ま

は

ぬ
。

御

里

と

あ

り

し

と

こ

ろ

に
も

、

音

も

し

た

ま

は
ざ

な

れ

ば

、

い
と

あ

は
れ

に
な

む

な

き

わ

ぶ

な

る

。

い
か

な

る

御

心

に

て
か

う

は

物

し

た

ま

ふ

ら

む

と

き

こ
え

よ

』

と

て
な

む

お

ほ

せ

ら

れ

つ
る

。

こ

こ
か

し

こ
尋

ね

た

て
ま

つ
り

て
な

む

、

ま

ゐ

り

来

つ
る

」

と

い
ふ

。

(
百

六

十

八

段

)

2

、

鰯

(
37

)

「
お

ほ

せ

ご

と

か

し

こ
ま

り

て
承

り

ぬ

。

帝

か

く

れ

た

ま

う

て
、

か

し

こ
き

御

影

に
な

ら

ひ

て
、

お

は

し

ま

さ

ぬ

世

に
し

ば

し

あ

り

経

べ
き

心

ち

も

し

は

べ
ら

ざ

り

し

か

ば
、

か

か

る

山

の
末

に

こ
も

り

は

べ
り

て
、

死

な

む

を
期

に

て
と

お

も

ひ
給

ふ

る

を
、

ま

だ

な

む

か

く

あ

や

し

き

こ
と

は
、

生

き

巡

ら

ひ

は

べ
る
。

い

と

も

畏

く

と

は

せ
給

へ
る

こ
と
。

童

べ
の
侍

る

こ
と

は

さ

ら

に
忘

れ

は

べ
る
時

も

は

べ
ら

ず
」

と

て
、

(
百

六

十

八

段

)

ばと▼」SC̀さいあと語物勢伊23r,



3

、

10

(
32
)

「
た

れ

も

み

心

ざ

し

の

同

じ

や

う

な

れ
ば

、

こ

の

　

幼

き

者

な

む

思

ひ

わ

づ

ら

ひ

に

て
侍

る
。

今

日

い

か

に

ま

れ

こ

の
事

を

さ

だ

め

て
む
。

あ

る

は
遠

き
所

よ

り

い

ま

す

る
人

あ

り
。

あ

る

は

こ

丶
な

が

ら

そ

の

い
た

つ
き

か

ぎ

り

な

し
。

こ
れ

も

か

れ

も

い
と

ほ

し

き

わ

ざ

な

り
」

(
百

四
十

七
段

)

4

、

99

(
26

)

「
お

の
れ

は

と

て
も

か

く

て
も

経

な

む
。

女

の
か

く

若

き

ほ

ど

に
か

く

て
あ

る

な

む
、

い
と

い
と

ほ

し

き
。

京

に

の
ぼ

り

、

宮

仕

へ
を

も

せ

よ

。
よ

ろ

し
き

や

う

に
も

な

ら

ば

、

わ

れ

を

も

と

ぶ

ら

へ
。

お

の
れ

も

人

の
ご

と

も

な

ら

ば

、

か

な

ら

ず

た

つ

ね

と

ぶ

ら

は

む

」

(
百

四

十

八

段

)

5
、

98

(
27
)

「
こ

の
人

か

く

な

り

に
た

る

を

、

生

き

て
世

に
あ

る
も

の
な

ら

ば

、

今

ひ
と

た

び

あ

ひ
み

せ

た

ま

へ
。

身

を

な

げ

死

に
た

る
も

の
な

ら

ば

、

そ

の
道

成

し

給

へ
。

さ

て
な

む

死

に

た

り
と

も

、

こ

の
人

の
あ

ら

む

や

う

を

、

夢

に

て
も

う

つ

つ
に

て
も

聞

き

見

せ

た

ま

へ
」

と

言

ひ

て
、

(
百

六

十

八

段

)

6
、

84

(
17
)

「
み
だ

り

心

ち

は
ま

だ

お

こ
た

り

は

て
ね

ど

、

い

と

む

つ
か

し

う

心

も

と

な

く

侍

れ

ば

な

む

参

り

つ
る
。

の
ち

は

し

ら

ね
ど

、

か

く

ま

で

は

べ

る

こ
と

。

ま

か

り

い

で

て
あ

さ

て

ば

か

り
参

り
来

む

。

よ
き

に
奏

し

た

ま

へ
」

(
百

一
段

)

7
、

82

(
17
)

「
い
と

あ

だ

に
物

し

た
ま

ふ
と

聞

き

し

人

を

、

あ

り

あ

り

て
か
く

あ

ひ

た

て

ま

つ
り
給

ひ

て
、

み
ず

か

ら

こ

そ

い

と

ま
も

障

り
給

ふ

こ
と
も

あ

り
と

も

、

御

文

を

だ

に

た

て
ま

つ

り
た
ま
は
ぬ
、
心
憂
き
こ
と
」

(百
三
段
)

8
、
71

(
15
)

「
は
や
う
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
き
。
か
か
れ

ば
御
達
も
き
の
ふ
今
日
い
み
じ
う
泣

き
ま
ど
ひ
た
ま
ふ
。
げ
す

の
心
地
に
も
い
と
胸
痛
く
な
む
。
さ
ば
か
り
に
は
べ
り
し
御
ぐ

し
を
」

(百
三
段
)

9
、
71

(14
)

「御
前
に
御
あ
そ
び
な
ど
し
た
ま

へ
る
を
、
か
ら

う
じ
て
な
む
き
こ
え

つ
れ
ば
、
『
た
が
物
し
た
ま
ふ
な
ら
む
。

い
と
あ
や
し
き
こ
と
。
た
し
か
に
と
ひ
た
て
ま

つ
り
て
来
』
と

な
む
の
た
ま
ひ
つ
る
」

(百
七
十

一
段
)

10
、
62

(17
)

「
玉
淵
は
い
と
ら
う
あ
り
て
、
歌
な
ど
よ
く
よ
み

き
。
こ
の
鳥
飼
と
い
ふ
題
を
よ
く

つ
か
う
ま

つ
り
た
ら
む
に
し

た
が
ひ
て
、
ま
こ
と
の
子
と
は
お
も
ほ
さ
む
」

(百
四
十
六
段
)

11
、
61

(14
)

「
い
と
や
す
き
こ
と
な
り
。
そ
も
そ
も
か
く
き
こ

え

つ
ぎ
た
ら
む
入
を
ば
忘
れ
た
ま
ふ
ま
じ
や
。
い
と
あ
は
れ
に

夜
更
け
て
人
少
な
に
て
も
の
し
た
ま
ふ
か
な
」

(百
七
十

一段
)

こ
れ
ら
は
、
伊
勢
物
語
の
第
1
位
が
音
節
数
m
、
文
節
数
33
、
以

下
、
第
11
位
が
音
節
数
35
、
文
節
数
8
で
あ

っ
た
の
と
比
べ
る
と
、

そ
れ
の

一
倍
半
か
ら
二
倍
近
い
量
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
11
位
に
相
当

す
る
量
を
持

つ
例
は
、
大
和
物
語
で
は
、
第
41
位

(音
節
数
35
、
文

節
数
9
、
百
六
十
八
段
)
と
順
位
が
大
幅

に
下
が
る
。
直
接
話
法
的

発
話
の
例
自
体
も
、
伊
勢
物
語
の
五
十
五
例
に
対
し
て
大
和
物
語
で

は
二
百
五
例
と
、
三
倍
強
に
及
び
、

一
段
中
に
現
れ
る
発
話
の
数
も
、
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大
和
物
語
で
は
、
百
四
十
八
段

の
芦
刈
説
話
で
二
十
五
例
、
百
六
十

八
段
良
少
将
出
家
譚

で
二
十
例
と
、
多
数
に
の
ぼ
る
の
に
対
し
、
伊

勢
物
語
で
は
、
六
十
二
段
の
四
例
、
六
十
五
段

・
九
十
六
段
の
三
例

が
多

い
部
類

で
あ
る
。
伊
勢
物
語

(百
二
十
五
段
ま
で
)
と
大
和
物

語

の
本
文

の
量
が
、
似
た
よ
う
な
組
み
方
を
し
て
い
る
日
本
古
典
文

学
全
集
本

の
頁
数

で
お
よ
そ

一
・
六
倍
強
と
、
大
和
物
語
の
方
が
多

い
こ
と
を
勘
案
し
て
も
、

こ
れ
ら
の
数
値
は
散
文
的
な
発
話

の
量
が
、

大
和
物
語
に
お
い
て
伊
勢
物
語
以
上

に
多

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

量

の
み
な
ら
ず
、
質
も
実
は
大
和
物
語
の
方
が
挙
例

の
ご
と
く
、
伊

勢
物
語
以
上
に
委
曲
を
尽
く
し
て
自
己
の
思
い

・
考
え
を
聞
き
手

の

存
在
を
考
慮
し

つ
つ
述
べ
て
お
り
、
生
々
し
い
あ
い
さ

つ
の
詞
も
1

位
、
2
位
、
3
位
と
伊
勢
物
語
以
上
に
上
位

に
位
置
す
る
。
だ
か
ら
、

あ

い
さ

つ
を
含
め
た
自
己
説
明
的
な
散
文
の
発
話
は
、
伊
勢
物
語
に

お

い
て
取
り
立
て
て
重
視
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
事
実
は
、
同
じ
く
歌
物
語
と
し
て
括
ら
れ
な
が
ら
も
、

前
半
の
世
俗
説
話
、
後
半
の
伝
説
類
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
大
和

物
語
の
方
が
伊
勢
物
語
よ
り
は
る
か
に
饒
舌
で
そ
の
具
体
的
描
写
や

ス
ト
ー
リ
ー
展
開
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

逆

に
い
え
ば
、
伊
勢
物
語
は
、
ま
だ
歌
に
縛
ら
れ
て
い
る
。
歌
が

一

段

の
中
で
重
要
な
地
位
を
占
め
、
散
文
の
発
話
も
和
歌
か
ら
中
々
自

　　
　

由

に
な
れ
ず
に
い
る
。
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ご
と
く
、
伊
勢
物
語
に

お
け
る
散
文
に
よ
る
あ
い
さ

つ
の
詞
が
、
あ
い
さ

つ
の
和
歌
に
連
続

し
て
そ
れ
と

一
体
に
な
り
な
が
ら
も
、
独
自
の
あ
い
さ
つ
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
①
か
ら
、
贈

「詞
」
と
し

て
答

「歌
」
を
引
き
出
す

こ
と
で
和
歌
と
の
関
わ
り
を
も
ち
な
が
ら
も
、
自
身
は
答

「歌
」
の

主
体
と
は
異
な
る
言
語
主
体
に
よ
る
散
文

の
あ
い
さ
つ
と
し
て
の
自

立
性
を
有
し
て
い
る
②
④
⑤
、
さ
ら
に
段

の
構
成
要
素
と
し
て
、
歌

と
の
間
接
的
な
関
わ
り
を
保
ち
な
が
ら
も
、
贈

コ詞
」
と
し
て
の
役

割
も
も
た
ず
、
和
歌
と
は
直
接
呼
応
せ
ず

に
散
文
的
な
環
境
の
中

で

存
在
し
て
い
る
③

へ
と
移
る
中

で
、
次
第

に
和
歌
か
ら
の
自
立
性
を

強
め
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
結
局
は
和
歌

と

一
体
、
贈

「詞
」
と
し

て
答

「歌
」
と
対
応
、
と
い
っ
た
具
合

に
和
歌
と
関
わ
る
こ
と
の
方

が

一
般
的

で
基
本
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
あ
い
さ

つ
の

詞
を
含
あ
た
伊
勢
物
語
に
お
け
る
散
文

の
発
話
全
体

に
つ
い
て
も
い

え
る
。
そ
う
し
た
歌

の
力
学
内

で
の
散
文

に
よ
る
自
己
説
明
、
自
己

主
張
な
の
で
あ

っ
た
。

所
詮
、
伊
勢
物
語
の
会
話
に
お
け
る
散
文
の
あ
い
さ

つ
は
五
例
、

散
文
の
発
話
全
五
十
五
例
の
中
に
お
い
て
も
少
数
と
し
か
言
い
え
な

い
。
今
後
、
稿
を
改
め
て
述
べ
る
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
に
お
け
る
主

要
な
あ
い
さ

つ
、
人
間
関
係
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ほ
と
ん
ど

は
和
歌
に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
和
歌
抜
き
に
し
て
伊
勢
物
語
は

語
れ
な
い
。
た
だ
、
散
文
に
よ
る
あ
い
さ

つ
の
立
場
で
言
う
な
ら
ば
、

そ
し
て
そ
れ
を
も
含
む
散
文
の
会
話
機
能

の
名
誉
の
た
あ
に
言
う
な

ら
ば
、
歌
に
よ

っ
て
主
要
な

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
職
務
が
担
わ

ばとこS　さいあと語物勢伊翫12



れ

て

い
る

物

語

、

あ

る

い
は
歌

の
も

つ
コ
ミ

ュ

ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
の
諸

相

を

映

し

集

め

た
物

語

の
中

で
、

そ

う

し

た
和

歌

の
引

力

に

ひ

か

れ

な

が

ら

も
、

そ

の
力

に
対

抗

し
逃

れ

で

て
自

由

に
な

ろ

う
と

す

る
か

の
よ

う

に
、

多

く

の
散

文

の

こ
と

ば

を

用

い

て
開

陳

さ
れ

て

い

た

の

が
、

あ

い

さ

つ
の
場

合

で

い
う

な

ら

ば

、

仲

を

引

き

裂

か

れ

た
特

別

の
親

友

に
対

し

て
抱

い

た
猜

疑

と

恨

み
、

女

を

訪

れ

え

ぬ
責

任

を

不

可

抗

力

の
も

の
と

し

て
自

己

か

ら

放

擲

し

つ

つ
自

己

の
誠

意

を

証

せ

ん
と

す

る
試

み
、

出

家

し

て
既

に
世

俗

の
力

を

喪

失

し

て

い
る

親

王

へ
の
風

流

を

媒

介

と

し

た

臣

従

の
心

寄

せ

、

と

い
う

当

時

に
お

い

て

も

決

し

て
目

馴

れ

た

も

の

で
あ

っ
た

と

は

い
え

ぬ

で
あ

ろ

う
、

あ

ま

り

に
個

別

的

な

個
人

の
心
情

を
中

心

と

し

た

も

の

で
あ

っ
た
。

こ
れ

ら

が

和

歌

で
表

現

さ

れ

な

か

っ
た

こ
と

の
意

味

は
十

分

考

え

ら

れ

ね

ば

な

ら

ぬ

が
、

そ

れ
を

成

し
遂

げ

た

の
が
、

散

文

で
あ

っ
た
と

い

う

事

実

も
、

そ

れ

以
上

に
重

々

し

い
。

散

文

の
力

は
仮

名

文

の
初

期

か

ら
健

在

で
あ

っ
た
と

い

う

べ
き

で
あ

ろ
う

。

〈
注

〉

(
1
)
国
文
学

の
周
辺

で
は
こ
れ
ら

の
分
野

の
成
果
も
取
り
入
れ

て
、
次

の

よ
う
な
雑
誌
特
集
が
あ
る
。
『
言
語
生
活
』

一
九
六
号

、

昭
和

43
年

1

月
、
『
言
語
』
第

10
巻
第
4
号
、
昭
和
56
年
4
月
、
『あ

い
さ

つ
と
言
葉
』

(「
こ
と
ば
」

シ
リ
ー
ズ
ー4
、
文
化
庁
)
、
昭
和
56
年
4
月
へ

『言
語
生
活
』

三
六

三
号
、
昭
和
57
年
3
月
、
『
日
本
語
学
』
第
4
巻

8
号

、

昭
和

60

年

8
月
、
『
国
文
学
』
第
44
巻
6
号
、
平
成
11
年
5
月
、
な
ど
。

(
2
)
伊
勢
物
語

の
引
用

は
、
『
新
版
伊
勢
物
語
』

(角
川

日
本
古
典
文
庫
)

に
よ

っ
た
。

な
お
、
作
中
人
物

の
発
す

る
散
文

の
会
話

こ
と
ば

で
は
あ

る
が
、
次

の
よ
う
な
も

の
は
、
あ

い
さ

つ
と
認
め
な
か

っ
た
。

⑦
女

の
仕
う
ま

つ
る
を
、
常

に
見
か
は
し

て
、
(
男

)

よ
ば

ひ
わ

た

り
け
り
。

「
い
か

で
も

の
こ
し

に
対
面
し

て
、

お
ぼ

つ
か

な
く

思

ひ

つ
め
た
る

こ
と
、
す

こ
し
は
る
か
さ
む
」

と
言

ひ
け
れ
ば
、

(
九
十

五
段

)

④
女
、
身

に
か
さ

一
つ
二

つ
い
で
き
に
け
り
。
女

言
ひ
お

こ
せ
た
る
。

「今

は
な
に
の
心
も
な
し
。
身

に
、

か
さ
も

一
つ
二

つ
い
で
た
り
。

時

も
い
と
暑

し
。
す

こ
し
秋

風
吹

き
立

ち
な

む
時
、

か
な

ら
ず

あ

は
む
」

と
言

へ
り
け
り
。

(九
十
六
段
)

㊥
陸
奥

に
て
、
男
、
女
、
住

み
け
り
。
男
、
「
都

へ
い
な
む

」

と
言

ふ
。

こ
の
女

い
と
か
な
し
う

て
、
馬

の
は
な
む

け
を
だ

に
せ
む
と

て
、

,

(百
十
五
段
)

⑦

は
、
「
よ
ば

ひ
わ
た
り
け
り
」
と
あ

る
よ
う

に
、

求

愛

し

つ
づ
け

て
送

っ
た
幾

つ
も

の
詞
が

一
連

の
も

の
と
捉
え
ら
れ

て
い
て
、
そ

の
連

続
性
ゆ
え
相
手
と

の
接
触

に
お
け
る
あ

い
さ

つ
の
も

つ
新
規
性

・
再
会

性
が
認
め
が
た

い
。
④
も
、
直
前

に

「
(
男
)
女
を

と

か
く
言

ふ

こ
と

月

日
経

に
け
り
。
石
木

に
し
あ
ら
ね
ば
、
心
苦
し
と
や
思

ひ
け
む
、
や

う
や
う
あ
は
れ
と
思

ひ
け
り
」
と
あ

っ
て
、
⑦

と
同
じ
事
情

の
も

の
。

⑫

の

「
都

へ
い
な
む
」
は
辞
去

の
あ

い
さ

つ
の
よ
う

に
み
え
る
が
、
そ

の
後

に
間
を
お

い
て
女
に
よ

っ
て
馬
の
は
な
む
け
が
な

さ
れ

、

「
お

き

の
ゐ

て
身
を
や
く
よ
り
も
…
…
」

の
歌
が
詠

ま
れ

て
い
る
か
ら
、
歌

と

そ
れ

の
詠
ま
れ
た
場
が
あ
い
さ

つ
的

な
の
で
あ

っ
て
、

「都

へ
い
な
む
」

に
は
離

別

に
際
し

て
の
惜

別

の
情

も
特

に
表

明
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
も

あ
り
、

男

の
単

な
る
意
思
表

示
と
解

さ
れ
る
。

あ
る
い
は
、

こ
の
段

の
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焦
点
が
残
さ
れ

る
女

の
悲
し
み
と
そ

の
歌

に
あ
る

の
で
、
な
さ
れ
た

で

あ

ろ
う
男

の
辞
去

の
あ

い
さ

つ
・
惜
別

の
情

の
表
出

(
詞

・
歌
)

は
段

の
焦
点
を
ぼ
か
さ
な

い
た
め

に
省
略
さ
れ
た
と
も
み
な
さ
れ
る
。

(
3
)
伊
勢
物
語

で
は
、
十
七
段

に
同
様
の
状

況
が
、
「
年

ご

ろ
お

と
つ

れ

ざ
り
け
る
人

の
、
桜

の
さ
か
り
に
見
に
来

た
り
け
れ
ば
、

あ
る
じ
、
あ

だ
な
り
と
名

に

こ
そ
立

て
れ
桜
花
年

に
ま
れ
な

る
人
も
待
ち

け
り
」
と

あ
り
、

こ
の
状
況

も
関

わ

っ
て
、

こ
こ
の

「あ

る
じ
」

が
同
性
か
異
性

か
見
解

が
分

か
れ

て
い
る
。
男
女
間

の
会
話

の
あ

い
さ

つ
に
お
け

る
相

手

へ
の
詰

り

・
皮
肉

・
当

て
こ
す

り
な
ど
攻
撃
的
要
素

の
存
在
す

る
例

と
し

て
は
、
前
稿
第
三
章

で
宇
津
保
物
語

の
も

の
を
示
し

て
あ

る
。

(
4
)
貴
族
階
級

の
男
性
が
宮
中

よ
り
帰
宅
し

た
際

の
も

の
だ
が
、
宇
津
保

物
語
沖

つ
白
波

に

「
た
だ
今
な
む
ま
か

で

つ
る
」
と

い
う

の
が
あ

る
。

前
稿
参
照
。

(5
)
森
本
茂

『
伊
勢
物
語
全
釈
』
三
四
〇
頁
。
な
お
、
中
野
ま
ゆ
み
氏
は
、

「
多
賀
幾
子
」
を
文
徳
天
皇
女
御
、
藤
原
順
子

の
妹
、

古

子

で
は
な

い

か
と
さ
れ
る

(
伊
勢

物
語
七
十
七
段

『
安
祥

寺

で
の
多
賀

幾
子
法
要
』

存
疑
1

『田
邑
帝
の
女
御
」
は
藤
原
古
子
か
r

」
『国
文
学
研
究
』

一
〇
八
、

平
成

四
年
十
月
)
。

(
6
)

こ
の
、
詞

と
歌

の
機
能

の
相
違

と
い
う
こ
と
に

つ
い

て
は
、
山

口
明

穂
氏

が
、

ほ
ぼ
同
様

の
見
解
を
散
文

の
表
現
と
韻
文

の
表
現
と

の
相
違

と

い
う
点

か
ら
、
前
者

は
説
明
的

・
描
写
的
、
後
者

は
感
動
的

・
主
情

的
と

い
う
言
葉

で
述

べ
ら
れ

て
い
る

(「
言
語
生
活

と
し

て
の
和
歌
」

『
国
文
学
』
平
成
元
年
十

一
月
号
)
が
、
①
と
同
様

に
同

一
人

に
よ

っ

て
詞
か
ら
歌
が
連
続
的

に
詠
ま
れ

て
い
る
伊
勢
物
語
中

に
存
在
す
る
他

の
三
例
か
ら
も
、
同
様

の
相
違
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

㊤
思

ひ
わ
び

て
、
ね
む
ご

ろ
に
あ

ひ
語
ら

ひ
け
る
友
だ
ち

の
も
と

に
、

「
か
う
か
う
、
今
は
と

て
ま
か
る
を
、
な

に
ご

と
も

い
さ
さ
か

な

る

こ
と
も
え
せ

で
、

つ
か
は
す

こ
と
」

と
書

き
て
、
奥

に
、

手

を
折

り

て
あ
ひ
見

し
こ
と
を

か
ぞ
ふ
れ
ば
十

と
い
ひ

つ
つ

四

つ
は
経

に
け
り

か
の
友

だ
ち
、

こ
れ
を
見

て
、

い
と
あ

は
れ
と
思

ひ
て
、

…
…

(十
六
段
)

㊥
男
、
「
わ
れ
を
ば
知
ら
ず

や
」
と

て
、

い
に
し

へ
の
に
ほ
ひ
は
い
づ
ら
桜
花

こ
け

る
か
ら
と
も
な
り

に
け

る
か
な

と
言
ふ
を
、

い
と
恥
つ
か
し
と
思

ひ
て
、

い
ら

へ
も
せ

で
ゐ
た
る

を
、
:
:
:

(
六
十
二
段
)

㊧
か

の
男
、
「
い
と

つ
ら
く
、
お

の
が
聞

こ
ゆ
る

こ
と
を

ば
、

今

ま

で
た
ま
は
ね
ば
、

こ
と
わ
り
と
思

へ
ど
、
な
ほ
人
を
ば
恨
み

つ
べ

き
も

の
に
な
む
あ
り
け
る
」

と

て
、
ろ
う
じ

て
よ
み

て
や
れ
り
け

る
、
時
は
秋

に
な
む
あ
り
け
る
。

秋

の
夜
は
春

日
忘

る
る
も

の
な
れ
や
霞
に
霧
や
千
重

ま
さ
る

ら
む

と
な

む
よ
め
り
け
る
。

(九
十

四
段
)

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
詞

と
歌

が
相
手

へ
伝
達

さ
れ
る
も

の
と
し

て

連
続

し

一
体
的
な
も

の
で
あ

る
の
に
、
詞

は
ま
ず
相
手

へ
伝
達
す

べ
き

内
容
を
具
体
的

に
説
明
的

に
述

べ
て
お

り
、
歌

は
そ
の
上

で
自
己

の
感

慨
を
詠
嘆
的

に
表
出
し

て
い
る
、
と

い
う
内
容
と
性
格
面

で
の
相
違
が

あ

る
。

こ
の
詠
嘆
性

は
和
歌
が
和
歌

で
あ

る
所
以

で
あ
り
、
和
歌
が
単

な

る
会
話

の
言
葉

で
な

い
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

な
お
、
同

一
人

に
よ

っ
て
詞
か
ら
歌
が
連
続
的

に
発
せ
ら
れ

て
い
る

例

に
は
、
も
う

一
例
次

の
も

の
が
あ
る
が
、

こ
れ
は
詞
が

い
わ
ゆ
る
独

話

で
、
続
く
歌
も
、

こ
の
独
話

に
内
容
的

に
連
続
す
る

の
で
は
な
く
、

独
話

の
前

に
示
さ
れ

て
い
る
他

人
か
ら

の
贈
歌

に
対
応

す
る
答
歌

と
し

ばとこS　さいあと語物勢伊27　



て
存
在
し

て
い
る

の
で
、
性
格

が
異
な
る
。

㊥
女

の
も
と
よ
り
、

憂
ぎ
な
が
ら
人

を
ば
え
し
も
忘

れ
ね
ば

か

つ
恨

み

つ
つ
な

ほ

ぞ
恋
し
き

と
言

へ
り
け
れ
ば
、

「
さ
れ
ば
よ
」

と
言

ひ

て
、
男
、

あ

ひ
見

て
は
心
ひ
と

つ
を
か
は
し
ま

の
水

の
流

れ

て
絶

え
じ

と
そ
思
ふ

と

は
言

ひ
け
れ
ど
、
そ

の
夜

い
に
け
り
。

(
二
十

二
段
)

(
7
)
引
用

は

『
私
家
集
大
成
中
古

1
』

に
よ
る
。

(8
)
も

っ
と
も
、
当
時

に
お

い
て
あ

い
さ

つ
こ
と
ば
と
し

て
形
式
化
し

て

い
る
と
見
ら
れ

る
言
辞
は
文
献
的

に
そ
う
多
く
拾
え
な

い
。
前
稿

に
例

を
挙
げ

て
あ

る

「
も

の
申
す
」
「
久
し
く
も
な
り

に
け
る
か
な
」
「
い
ま

来
む

よ
」
な
ど
も
、
本
来

の
語
義
を
十
分
保
有
し

て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

た
だ
用

い
ら
れ

る
状
況
が
か
な

り
固
定
し

て
お
り
、
用
法
と
し

て
類
型

的
な

の
で
、

そ
こ
に
形
式
的
な
あ

い
さ

つ
語
化

へ
の
き
ざ
し
を
認
め

て

は
お
け
る
だ

ろ
う
。
ち
な

み
に
大
和
物
語

に
も
別
れ

に
際
し

て

「
大
き

に
な
り
給

は
む
ほ
ど
に
参

り
来
む
」

(百
六
十
九
段
)

と

い
う
例

が
あ

る
。な

お
、
同

じ
「
(参

り
)
来

む
」
と

い
う
形

で
は
あ

る
が
、
伊
勢
物
語

に
み
え
る

「
む
か
し
、
男
、
久

し
く
音
も

せ
で
、
『
忘

る
る
心
も
な
し
。

参
り
来

む
』

と
言

へ
り
け
れ
ば
」

(百
十
八
段
)

や
、

「
か
ら

う
し

て
、

大
和
人
、
『
来
む
』

と
言

へ
り
。

よ
ろ
こ
び
て
待

つ
に
」

(
二
十

三
段
)

は
、

こ
れ
ら
と
同
類

に
扱
え
な
い
。

こ
れ
ら
は
、

そ
の
よ
う
な
辞
去
時

の
あ

い
さ

つ
で
は
な
く
、
別
居
中

の
男
が
女

に
訪
問

の
意
思

を
伝

え
る

言
辞

で
あ

る
。

こ
れ
ら
が
類
型
的

・
形
式
的
な
あ

い
さ

つ
こ
と
ば
化

し

て
お
ら
ず
、
実
質
的
な
意
味
を
有
し

て
用

い
ら
れ

て
い
る

こ
と
は
、

こ

れ

ら
の
言
辞

に
相
手
が
詠
歌
や
待

つ
と

い
う
行
動

で
反
応
し

て
い
る

こ

と
か
ら
も
知
ら
れ

る
。
百
十
八
段

の
場
合
は
発
話
全
体

で
再
会

の
意
志

を
伝

え
る
あ

い
さ

つ
に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
参
り
来
む
」
を
含
め

発
話
全
体
が
言
辞
と
し

て
実
質
的
な
意
味
を
持

つ
あ

い
さ

つ
で
あ

る
か

ら
、
相
手

に
よ
る
詠
歌
と

い
う
個
別
的

で
明
確
な
反
応
が
あ

る
め

で
あ

る
。

(
9
)

た
と
え
ば
、
伊
勢
物
語
と
大
和
物
語
と

で
、
共
通
す

る
歌
を
も

つ
段

〔(

)
内

は
大
和
物
語
〕

の
語

り
の
姿
勢
を
比
較
し

て
み
る
と
、

二
十

三
段

(百

四
十
九
段
)
を
除

い
て
伊
勢
物
語

で
の

「男
」
を
大
和
物
語

で
は

「在
中
将
」

と
す

る
こ
と
を

は
じ
め
、
内
容
も
、
五
十

一
段

(百

六
十

三
段

)
・
五
十

二
段

(百
六
十
四
段
)
・
九
十
九
段

(百
六
士

ハ
段
)
・

百
段

(
百
六
十

二
段
)

に
お
い

て
は
小

異
あ
る
も

の
の
ほ
と
ん
ど
同

じ

だ
が
、
二
十
三
段

(
百
四
十

九
段
)

に
お
い
て
は
伊
勢
物

語

で
歌

が
五

首
あ

っ
た

の
が
大
和

で
は

一
首

に
減

っ
て
、

そ
の

一
首

も
伊
勢
物
語

で

は
夫
が
改
心
す
る
直

接

の
契
機

で
あ

っ
た

の
に
、
大

和
物

語

で
は
沸
騰

し
た
金
椀

の
水

に
そ

の
地

位
を
譲

っ
て
い
る
、
三
段

・
七
十

六
段

(百

六
十

一
段
)
も
、
伊
勢
物
語

で
は
二
段

に
分
か
れ

て
い
た

の
に
大
和
物

語

で
は

二
条

の
后

の
立
場

で

一
段

に
統
合

し

て

い
る
、

百

二
十

五

段

(百
六
十
五
段
)
も
、
伊
勢
物
語

で
の
辞
世

の
歌

の
前

に
大
和

物
語

で

は
弁

の
御
息
所
と

の
交
渉
が
複
合
さ
れ

て
い
る
等
、
大
和
物
語

に
お
け

る
世
俗
的
関
心

の
強
さ
と
和
歌

の
地
位

の
低
下
と
が
見

て
と
れ
る
。

〈付
記
〉

前
稿

に
続

い
て
、

本

稿
が

、

「
挨

拶

の

こ
と

ば
と

源
氏
物

語

ー

其

の

ニ

ー

」

に
相
当
す

べ
き

こ
と
、
前
稿
以
来

の
作
業
が
、
平
成
十

一
年
度

に

お
け
る
上
野

の
国
内
研
修
期
間

に
始

ま
る
こ
と
を
、
記
し
置
く
。
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