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三
、
伊
勢
物
語
の
独
詠
歌

四
、
伊
勢
物
語
の
人
間
連
帯

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
あ
い
さ
つ
は
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の

一

部
と
し
て
文
学
作
品
の
中
に
も
描
か
れ

て
い
る
。
だ
が
、
そ
の

様
相
は
い
ま
だ
独
自
に
分
析
さ
れ
て
は

い
な
い
。
本
稿
で
は
伊

勢
物
語
の
独
詠
歌
を
と
り
あ
げ
て
和
歌

の
あ
い
さ

つ
性
に
つ
い

て
考
え
て
み
る
。
そ
こ
に
は
、
人
生
の
折
目
に
際
し
て
の
認
識

を
自
己

・
世
間

一
般
に
表
出
す
る
要
素
と
、
人
間
連
帯

へ
の
信

頼
と
誠
実
さ
、
自
己
主
張
を
含
め
た
和
歌
的
主
情
性
と
が
認
め

ら
れ
る
。



一

あ
い
さ

つ
と
い
う
行
動
が
人
間
以
外
の
動
物
に
も
見
出
さ
れ
る
こ

と
が
知
ら
れ
、
あ
い
さ

つ
の
も

つ
個
体
間
の
緊
張
緩
和

・
関
係
の
調　ユ

　

節
と

い
う
機
能
が
、
現
在
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
、

戦
後

の
混
乱
も
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て
き
た
こ
ろ
、
N
H
K
京
都
放

送
局

の
プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
で
あ

っ
た
田
代
晃
二
氏
は
、
『言
葉
の
使

い
方
』
(昭
和
二
十
六
年
五
月
、
創
元
社
)
と
い
う
本
を
著
さ
れ
て
、

文
字
ど
お
り
さ
ま
ざ
ま
な
対
人
的
な
場
に
お
け
る
言
葉
の
使
い
方
に

つ
い
て
述

べ
ら
れ
た
。
そ
の
中
で
、
氏
は
、
「
あ
い
さ

つ
」
と
い
う

節
の
冒
頭
で
、
あ
い
さ

つ
に
つ
い
て
、

人
の
交
際
は
あ
い
さ

つ
に
始
ま
り
、
あ
い
さ

つ
に
終
る
。

と
切
り
だ
し
て
、
以
下
、
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
て
い
る
。

知
人
間
の
出
会
の
あ
い
さ
つ
は
、
変
り
な
き
心
情
を
示
し
合
い
、

互
の
無
事
は
喜
び
合
い
、
悲
し
み
は
い
た
わ
り
合

い
、
今
後
も

交
際
の
つ
穿
か
ん
こ
と
を
願

つ
て
、
互
の
無
事
を
祈
り
合
い
別

れ
る
の
が
そ
の
本
来
の
姿
で
あ
る
。

未
知
の
人

へ
の
あ
い
さ

つ
は
、
行
き
ず
り
と
か
道
を
聞
く
と

か
の
場
合
は
、
敵
意
な
き
こ
と
を
示
し
、
あ
る
い
は

一
時
の
好

意
を
請
う
て
、
丁
寧
に
別
れ
る
も
の
で
あ
る
。
業
務
上
、
あ
る

い
は
社
交
上
の
あ
い
さ

つ
は
、
先
ず
敵
意
な
き
こ
と
を
相
手
に

感
知
さ
せ
、
更
に
進
ん
で
は
互
に
好
意
を
得
ん
と
し
て
、
誠
意

を
示
し
合
い
、
今
後
の
交
際
を
望
ん
で
別
れ
る
の
が
本
来
の
姿

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
言
辞
の
背
後
に
は
、
田
代
氏

の
周
囲
に
新
村
出
博
士
の

よ
う
な
言
語
学
者
が
存
在
し
た
こ
と
の
影
響
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
認
識
自
体
は
、
本
書
の

「あ
と
が
き
」
に
記

さ
れ
る
ご
と
く
、
両
親
の
出
身
地
を
は
じ
め
、
日
本
語
方
言
の
異
な

る
各
地
を
転
々
と
し
た
生
い
立
ち
、
成
人
し
て
か
ら
は
教
養
番
組
の

プ

ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
と
し
て
、
ま
た

一
人
の
人
間
と
し
て
、
長
年
多
く

の
対
人
的
な
場
に
お
い
て
種
々
の
体
験
・見
聞
を
経
て
来
ら
れ
た
田

代
氏
個
人
の
獲
得
物
で
あ

っ
た
と
見
て
お

い
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

こ
の
氏
の
認
識
は
、
こ
れ
に
加
え
て
、

あ
い
さ
つ
を
言
葉
の
面
の
み
な
ら
ず
身
振

り

・
表
情
な
ど
非
言
語
的

な
面
を
も
含
め
た
も
の
と
と
ら
え
、
あ
い
さ
つ
行
動
の
背
後
に
氏
の

言
わ
れ
る

「知
人
間
」
「未
知
の
人
」
「業
務
上
、
あ
る
い
は
社
交
上
」

な
ど
と
い
う
現
実
の
人
間
関
係

・
身
分
関
係

・
力
関
係
が
作
用
し
て

い
る
こ
と
、
そ
の
機
能
が
個
人

・
集
団
間

の
社
会
関
係
を
調
節
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
あ
い
さ

つ
す
る
者
の
意
図
に
よ

っ
て
人

間
関
係
の
破
壊
を
も
含
あ
て
さ
ま
ざ
ま
な
効
果

・
表
現
が
可
能
で
あ

る
こ
と
、
等
を
明
確
に
し
て
お
く
な
ら
ば
、
あ
い
さ

つ
の
本
性
を
行

為
者
の
心
の
側
面
か
ら
捉
え
た
も
の
と
し

て
、
半
世
紀
後
の
わ
れ
わ

れ
に
と

っ
て
も
い
ま
だ
に
新
鮮
で
あ
る
と

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
、
出
会
い

・
別
れ

・
祝
い

・
見
舞
い

・
感
謝

・
詫
び
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な
ど
、
人
間
関
係
の
折
り
目
に
お
い
て
、
現
実
の
人
間
関
係

(身
分

関
係
、
力
関
係
)
に
規
定
さ
れ
て
、
相
手
に
敵
意
の
な
い
こ
と
を
示

し
、

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
な
ど
と
し
て
の
あ
い
さ
つ
は
、
既

　　
　

に
橋
本
四
郎
氏
が
言
及
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、

日
本
に
お
い
て
は

『魏
志
倭
人
伝
』
以
来
そ
の
存
在
が
確
認
で
き
る
も

の
で
、
こ
の
列

島
に
生
き
る
人
々
と
と
も
に
存
在
し
て
き
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
し

て
そ

の
具
体
的
様
相
は
、
そ
れ
以
後
万
葉
集
に
見
ら
れ
る
書
簡
文
の

よ
う

に
大
陸
文
化
の
影
響
を
も
蒙
り
つ
つ
、
ひ
ら
が
な
に
よ

っ
て
私

的
な
生
活

・
個
人
的
心
情
が
書
き
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
平
安
時

代
中
期
の
和
歌
集

・
物
語

・
日
記
と
い
っ
た
文
学
作
品
中
に
、
資
料

と
し

て
も
、
ま
た
文
学
的
方
法
と
し
て
も
多
く
の
例
を
通
し
て
知
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
例
え
ば
、
初
期
の
仮
名
作
品
で
あ
る

　ヨ
　

竹
取
物
語
に
は
、
は
や
く
阪
倉
篤
義
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
、
か
ぐ

や
姫

の
求
婚
者
た
ち
に
対
す
る
翁
の
詞

「翁
出
で
て
い
は
く

『
か
た

じ
け
な
く
汚
げ
な
る
所
に
年
月
を
経
て
も
の
し
給
ふ
こ
と
、
き
は
ま

り
た
る
か
し
こ
ま
り
』
と
申
す
」
を
は
じ
め
、
幾

つ
も
の
あ
い
さ

つ

が
認
め
ら
れ
、
私
も
、
作
品
中
に
和
歌
を
含
め
た
種
々
の
あ
い
さ

つ

表
現
が
、
か
ぐ
や
姫
の
昇
天
の
段
を
中
心
に
、
各
段
に
わ
た
り
め
り

　　
　

は
り

の
利
い
た
配
置
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
述

べ
た
。

た
だ
、
竹
取
物
語
と
同
様
、
仮
名
文
学
成
立
の
初
期
に
属
す
る
伊　　

　

勢
物
語
で
は
、
散
文
の
会
話
に
よ
る
あ
い
さ

つ
も
見
ら
れ
る
も
の
の
、

散
文
の
会
話
も
含
め
た
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
手
段
と
し
て
、
竹

取
物
語
以
上
に
和
歌
が
重
視
さ
れ
て
、
作
品
の
核
に
位
置
し
て
お
り
、

あ
い
さ

つ
も
主
要
に
は
和
歌
に
よ
り
担
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
和
歌
の
あ
い
さ

つ
性
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
伊

勢
物
語
の
描
く
人
間
関
係
を
見
る
う
え
で
重
要
な
の
だ
が
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
い
ま
だ
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

本
稿
で
は
と
り
あ
え
ず
、
そ
の
こ
と
を
伊
勢
物
語
の
独
詠
歌
を
対
象

に
考
え
て
み
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
今
後
他

の
作
品
を
同
視
点
で
見
て

い
く
際
の
手
掛
か
り
と
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

二

和
歌
の
も
つ
あ
い
さ
つ
性
に
つ
い
て
は
、
時
枝
誠
記
博
士
が
、
古

今
集

・
歌
合
な
ど
に
採
ら
れ
て
い
る
観
照
的
な
和
歌
に
対
し
て
、
源

氏
物
語
中
の
登
場
人
物
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
贈
答
歌
を
会
話
の
言
葉

と
し
て
と
ら
え
、
「会
話
の
言
葉
で
あ
る
か

ら
に
は
、

そ
の
中
に
挨

拶
の
言
葉
も
あ
り
、
不
平
の
言
葉
も
あ
り
、
要
求
、
願
望
、
挑
戦
、

詠
嘆
等
、
凡
そ
言
語
に
よ

つ
て
表
現
せ
ら
れ
る
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も

の
が
あ
つ
て
差
支

へ
な
い
訳
で
あ
る
」
(「源
氏
物
語
の
文
章
と
和
歌
」

『源
氏
物
語
講
座
』
下
巻
、
昭
和
二
十
四
年
十
二
月
、
『言
語
生
活
論
』

所
収
)
と
述
べ
ら
れ
た
の
が
比
較
的
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。
博

士
は
そ
こ
で
、
例
と
し
て
光
源
氏
と
中
将

の
君

・
末
摘
花

・
六
条
御

息
所
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
三
組
の
贈
答
歌
を
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い

　　　



る
。

(光

源

氏

)

咲

く
花

に

う

つ
る

て

ふ
名

は

つ

丶
め

ど

も
折

ら

で

　　
　

す
ぎ
う
き
け
さ
の
朝
顔

(中
将
君
)
朝
霧
の
晴
れ
ま
も
待
た
ぬ
け
し
き
に
て
花
に
心
を

と
め
ぬ
と
そ
見
る

(夕
顔
)

(光
源
氏
)
夕
霧
の
晴
る
る
け
し
き
も
ま
だ
見
ぬ
に
い
ぶ
せ
さ

添
ふ
る
宵
の
雨
か
な

(末
摘
花
)
晴
れ
ぬ
夜
の
月
待

つ
里
を
思
ひ
や
れ
同
じ
心
に
な

が
め
せ
ず
と
も

(末
摘
花
)

(六
条
御
息
所
)
袖
濡
る
る
恋
路
と
か

つ
は
知
り
な
が
ら
お
り

た

つ
田
子
の
み
つ
か
ら
ぞ
憂
き

(光
源
氏
)
あ
さ
み
に
や
人
は
お
り
た

つ
我
が
方
は
身
も
そ
ぼ

つ
ま
で
深
き
恋
路
を

(葵
)

博
士
は
こ
れ
ら
を

「
殆
ど
挨
拶
と
し
て
交
換
さ
れ
た
の
で
あ

つ
て
、

両
者

に
、
ど
れ
だ
け
切
実
な
感
情
が
あ
つ
た
か
は
、
疑
は
し
い
も
の
」
、

す
な
わ
ち

「
異
性
間
に
交
換
さ
れ
る
挨
拶
の
言
葉
」
「
恋
愛
歌

の
形

式

を
と
つ
た
挨
拶
の
言
葉
」
な
の
だ
、
と
言
わ
れ
た
。

も

っ
と
も
、
博
士
が
こ
こ
で
い
わ
れ
る

「挨
拶
」
の
内
実
に
つ
い

て
は
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「相
手
に
対
す
る

周
到
な

エ
テ
ィ
ケ
ッ
ト
が
、
恋
愛
の
表
現
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ

る
と
心
得
る
だ
け
の
教
養
と
ゆ
と
り
は
、
平
安
朝
人
の
生
活
理
想
か

ら
当
然
習
得
し
て
ゐ
た
も
の
と
考

へ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」

(「
源
氏
物
語

の
文
章
と
和
歌
」
)
と
い
う
言
辞
か
ら
す
る
と
、
博
士

は

「挨
拶
」
を
、
「あ
ひ
し
ら
ひ
」
「
あ
し
ら
い
」
の

一
部
、
す
な
わ

ち
相
手
に
心
遣
い
し
て
本
心
と
は
齟
齬
す
る
言
葉
で
飾
る
応
対
や
交

際
の
術
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
想
定
さ
れ
て
い
る
の
か
と
思
わ
れ

る
。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
は
、
「挨
拶
」

と
い
う
語
自
体
の
そ
も
そ

も
の
意
味
、
俳
諧
で
説
か
れ
る

「挨
拶
」

の
意
味
と
の
つ
な
が
り
が

う
か
が
え
、
現
在
の
文
学
研
究
で
も
こ
の
よ
う
な

「あ
い
さ

つ
」
の

　ア
　

理
解
の
仕
方
も
存
在
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
こ
の

「
あ
ひ
し
ら
ひ
」

「あ
し
ら
い
」
「挨
拶
」

一
般
も
、
出
会

い

・
別
れ

・
祝
い
・
見
舞
い

・

感
謝

・
詫
び
な
ど
人
間
関
係
の
折
り
目
に
お
い
て
、
良
好
な
対
人
関

係
の
維
持

・
構
築
を
意
図
し
た
場
合
は
、
あ
い
さ

つ
に
該
当
す
る
こ

と
に
な
り
、
実
際
、
末
摘
花
巻
の
光
源
氏

の
贈
歌
は
恋
人
に
来
訪
せ

ざ
る
旨
を
告
げ
る
断
り
の
あ
い
さ

つ
と
な

っ
て
い
る
し
、
夕
顔
巻
の

例
も
、
博
士
の
言
わ
れ
る

「切
実
な
感
情
」
の
認
め
ら
れ
な
い

「恋

愛
歌
の
形
式
を
と
つ
た
挨
拶
の
言
葉
」
と
み
る
な
ら
、
恋
人
宅
を
去

る
に
際
し
て
見
送
り
に
出
た
奉
公
人
に
対
す
る
礼
や
労
わ
り
の
あ
い

さ
つ
と
み
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

時
枝
博
士
に
よ
る
こ
の
指
摘
以
後
、
和
歌
の
会
話
性
が
広
く
注
視

さ
れ
て
く
る
中
で
、
そ
れ
に
由
来
す
る

「
挨
拶
」
機
能
に
つ
い
て
も
、

近
年
で
は
、
古
代
和
歌
の
共
同
性
を
強
く
説
か
れ
た
鈴
木
日
出
男
氏

が
、
「
こ
の
時
代

(
引
用
者
注
、
藤
原
摂
関
体
制
時
)

の
和
歌
は
、

人
々
の
実
際
の
交
際
に
お
い
て
、
そ
の
社
交
的
な
性
格
か
ら
贈
答
歌
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な
ど
と
し
て
挨
拶

・
文
通

の
役
割
を
果
た
し
、
ま
た
そ
の
趣
向
性
か

ら
歌
合
や
屏
風
歌
も
お
こ
っ
た
の
で
あ
る
」
(『
古
代
和
歌
の
世
界
』

一
八
頁
)
と
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、

一
般
的
な
認
識
と
な

っ
て

い
る
。
小
町
谷
照
彦
氏
が
、
源
氏
物
語
若
紫
巻
に
み
え
る
北
山
か
ら

の
帰
途
に
際
し
て
光
源
氏
と
北
山
の
僧
都

・
聖
が
詠
み
交
わ
し
た
唱

和
、

(光
源
氏
)
宮
人
に
行
き
て
語
ら
む
山
桜
風
よ
り
先
に
来
て
も

見
る
べ
く

(僧
都
)

優
曇
華
の
花
待
ち
得
た
る
心
地
し
て
深
山
桜
に
目

こ
そ
移
ら
ね

(聖
)

奥
山
の
松
の
と
ぼ
そ
を
ま
れ
に
開
け
て
ま
だ
見
ぬ

花
の
顔
を
見
る
か
な

(若
紫
)

に

つ
い
て
、
「
光
源
氏
が
北
山
の
桜
を
讃
美
し
て
再
来
を
約
束
し
、

僧
都
と
聖
は
山
の
花
を
は
る
か
に
凌
駕
す
る
光
源
氏
の
容
姿
の
美
し

さ
を
優
曇
華
の
花
に
よ
そ
え
て
賞
讃
す
る
と
い
う
惜
別
の
挨
拶
の
歌

と

な

っ
て
い
る
」
(「
唱
和
歌
の
表
現
性
」
『
源
氏
物
語

の
歌
こ
と
ば

表
現
』)
と
い
わ
れ
る
の
も
、
光
源
氏

の
詠
歌
の
直
前
に

「
山
水
に

心

と
ま
り
侍
り
ぬ
れ
ど
、
内
よ
り
お
ぼ
つ
か
な
が
ら
せ
給

へ
る
も
、

か
し
こ
け
れ
ば
な
む
。
今
、
此
の
花
の
折
り
過
ぐ
さ
ず
参
り
来
む
」

と
彼
の
詞
が
あ
る
よ
う
に
、
本
稿
で
い
う
あ
い
さ

つ
と
認
め
ら
れ
て

の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
和
歌
は
、
あ
い
さ
つ
性
を
も
つ
と
い

っ
て
も
、
会
話
に

お
け
る
散
文

の
あ
い
さ
つ
と
同
質

で
は
な

い
。
阪
倉
篤
義
氏
が
、
歌

物
語
の
歌
を
も
と
に
こ
の
時
代

の
和
歌
を
論
じ
て
、
唱
和
を
含
め

「大
部
分
は
、
こ
の
時
代
に
お
け
る
和
歌
の

一
般
的
な
傾
向
と
し
て
、

ひ
そ
か
に
希
求
し
、
み
ず
か
ら
に
反
問
し
、
詠
嘆
す
る
も
の
、
す
な

わ
ち
独
話
文
的
な
も
の
」

で
、
「
唱
和
形
式
の
も
の
す
ら
、
い
ち
い

ち
の
歌
は
独
話
文
的
詠
嘆
」
性
を
示
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
よ

う
に

(「物
語
の
文
章
」
『
文
章
と
表
現
』)
、
韻
律
を
有
す
る
改
ま

っ

た
言
葉
と
し
て
の
和
歌
の
持

つ
抒
情
性

・
詠
嘆
性
が
、
散
文
的
会
話

に
お
け
る
あ
い
さ

つ
と
は
異
な
る
質
を
、
和
歌
に
お
け
る
あ
い
さ

つ

に
賦
与
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
鈴
木
氏
が

『
古
代
和
歌

史
論
』

一
七

・
七
四
八
頁

で
当
時
の
和
歌

に
つ
い
て
、
「通
達
社
交

の
具
と
い
う

一
面
と
自
己
を
表
出
す
る
と

い
う

一
面
と
が
、
緊
張
的

に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
る
」
・
コ

面
で
は
他
者
と
交
流
し

つ
つ
も
、
も

う

一
面
で
は
他
者
と
相
容
れ
な
い
自
己
の
心
を
凝
視
す
る
と
い
う
表

現
の
二
重
性
を
、
王
朝
和
歌
は
そ
の
開
扉

の
時
点
か
ら
も

っ
て
い
た
」

と
い
わ
れ
、
ま
た
小
町
谷
氏
が
前
掲
論
文

で
、
先
の

「光
源
氏
の
歌

の

『山
桜
』
は
紫
の
上
を
色
濃
く
暗
示
し
た
も
の
で
」、
「光
源
氏
の

心
情
の
展
開
の
文
脈

の
中

で
、
『
山
桜
』

は
紫

の
上
を
表
象
す
る
記

号
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
」
る
と
さ
れ

る
の
も
、
こ
の
和
歌
の
主

情
性
と
繋
が

っ
て
い
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
散
文
的
会
話

一
般
か
ら
区
別
さ
れ
る
和
歌
の
あ
い
さ

つ
性
を
観
察
す
る
に
は
、
歌
の
詠
ま
れ
る
人

・
状
況
等
の
要
素
を
、
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説
明
的
に
示
す
詞
書
に
よ

っ
て
呈
示
さ
れ
る
歌
集
の
和
歌
で
な
く
、

詠
歌
す
る
人
物
の
心
情
が
彼
の
内
面
に
沿

っ
て
描
写
さ
れ
、
読
者
に

よ
る
追
体
験
の
道
が
可
能
的
に
拓
か
れ
る
日
記

・
物
語
な
ど
の
作
品

の
和
歌
、
な
か
ん
ず
く
、
和
歌
以
外

の
語
り

・
発
話
が

「
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
」

(鈴

木
氏

『古
代
和
歌
史
論
』
七
六
六
頁
)
と
い
わ
れ
る
伊
勢
物
語
の
そ

れ
が
、
有
効
な
対
象
の

一
つ
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

周
知
の
ご
と
く
伊
勢
物
語
は
、
後
の
源
氏
物
語
と
も
違

っ
て
、
登
場

人
物
の
心
情
を
彼
ら
の
言
葉
と
し
て
は
散
文
を
ほ
と
ん
ど
用
い
ず
ほ

ぼ
和
歌
の
み
に
よ

っ
て
表
現
さ
せ
た
作
品
で
あ
り
、
和
歌
の
内
包
す

る
も
の
が
他
の
作
品
に
比

べ
て
格
段
に
豊
饒
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ

に
和
歌
の
あ
い
さ

つ
性
の

一
つ
の
極
限
的
な
姿
が
、
伊
勢
物
語
固
有

の
作
品
性
と
複
合
し
な
が
ら
見
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
予
想
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
を
知
る
こ
と
が
同
時
期
、
ま
た
以
後
の
和
歌

・
仮

名
散
文
作
品
に
お
け
る
あ
い
さ

つ
の
位
相
を
見
て
い
く
う
え
で
も
大

切

で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

三

伊
勢
物
語
の
和
歌
の
も
つ
あ
い
さ
つ
性
を
観
察
す
る
に
は
、
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
構
成
要
素
で
あ
る
、
1
送
り
手

(誰
が
)
、
2
受

け
手

(誰
に
)、
3
送
ら
れ
る
心
的
内
容

(何
を
)
、
4
手
段
と
通
路

(
ど
の
よ
う
に
伝
え
)
、
5
効
果

(ど
う
な

っ
た
か
)
、
に
注
目
す
る

こ
と
が
大
事
だ
が
、
伊
勢
物
語
の
和
歌

で
は
こ
れ
ら
が
す
べ
て
必
ず

し
も
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
こ
れ
ら
す
べ
て

を
ク
ロ
ス
さ
せ
る
こ
と
も
効
果
的
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
と
り

あ
え
ず
、
従
来
の
和
歌
の
分
類
に
お
け
る
よ
う
に
詠
歌
す
る
相
手

・

受
け
手

・
享
受
者

(久
保
木
哲
夫
氏
の
言

わ
れ
る
第

一
次
享
受
者

〈

　　
　

歌
が
詠
ま
れ
た
時

の
直
接
の
受
け
手
〉)

を
基
準
に
和
歌
を
整
理
し

て
い
こ
う
。
こ
れ
ら
に
基
づ
く
和
歌
の
区
別
に
つ
い
て
は
、
今
井
卓

　　
　

爾
氏
の
説
が
参
考
に
な
る
。
氏
の
説
を
整
理
し
て
示
せ
ば
、
A
1
1

詠
歌
者
が
受
け
手
を
意
識
し
な
い
場
合

(詠
歌
者
自
身
が
受
け
手
)
11

独
詠
歌
、
B
詠
歌
者
が
受
け
手
を
意
識
す

る
場
合
、
1
2
特
定
の
単

数
の
受
け
手
を
意
識
"
贈
答
歌
、
1
3
特
定
の
複
数
の
受
け
手
を
意

識
冂
歌
合

の
歌
や
当
座

の
人
た
ち
の
歌

(
い
わ
ゆ
る
唱
和
)、

1
4

不
特
定
の
単
数
の
受
け
手
を
意
識
H

(稀
少
の
ケ
ー
ス
)
、

1
5
不

特
定
の
複
数
の
受
け
手
を
意
識
11
屏
風
歌
題
詠
歌
な
ど
、
と
な
る
。

5
に
あ
て
ら
れ
た
屏
風
歌
題
詠
歌
で
は
、
依
頼
主

・
被
祝
賀
者

・
主

催
者

・
出
題
者

・
判
者
な
ど
特
定
の
人
々
を
受
け
手
と
し
て
意
識
す

る
場
合
も
あ

っ
た
ろ
う
が
、
今
は
従

っ
て
お
く
。
こ
の
よ
う
に
分
類

し
て
も
、
現
実
に
は
、
前
後
の
詞
や
返
歌

・
追
和
歌
の
有
無
、
受
け

手
と
の
物
理
的
距
離

・
媒
体

(音
声

・
文
字
)
等
の
如
何
も
関
わ

っ

て
個
々
の
歌
の
分
類
帰
属
は
単
純

で
な
い
こ
と
が
容
易
に
想
像
さ
れ
、
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実
際
、
A
1
1
の
詠
歌
者
が
受
け
手
を
意
識
し
な
い
場
合

(詠
歌
者

自
身
が
受
け
手
)
11
独
詠
歌
に
お
い
て
さ
え
も
、
作
品
中
の
個
々
の

詠
歌
に
あ
た
れ
ば
次
の
よ
う
に
調
整
が
必
要
と
な
る
。

伊
勢
物
語
の
い
わ
ゆ
る

「独
詠
歌
」
を
み
る
と
、
詠
歌
が
他
者
に

通

達
さ
れ
な
い
と
い
う
点
で
は
同
じ
で
も
、
(
ア
)
詠
歌
者
自
身
を

受
け
手
と
し
て
想
定
で
き
る
場
合
と
、

む
か
し
、
恋
し
さ
に
来

つ
つ
帰
れ
ど
、
女
に
消
息
を
だ
に
え
せ

で
よ
め
る
、

芦
辺
こ
ぐ
棚
な
し
小
舟
い
く
そ
た
び
行
き
か

へ
る
ら
む
知

る
人
を
な
み

(九
十
二
段
)

(
イ
)
特
定
の
他
者
を
心
中
の
受
け
手
と
し
て
意
識
す
る
場
合
と
、

む
か
し
、
そ
こ
に
は
あ
り
と
聞
け
ど
、
消
息
を
だ
に
言
ふ
べ
く

も
あ
ら
ぬ
女
の
あ
た
り
を
思
ひ
け
る
、

目
に
は
見
て
手
に
は
取
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の
桂
の
ご
と
き

君
に
ぞ
あ
り
け
る

(七
十
三
段
)

ま
た
、
結
果
的
に
通
達
が
可
能
な
の
だ
が
、

(ウ
)
詠
歌
す
る
場
に

お

け
る
特
定

の
受
け
手
の
存
在
を
意
識
し

つ
つ
、
意
識
せ
ぬ
建
前

(振
り
)

で
詠
歌
す
る
場
合
と
、

女
、
男
の
家
に
行
き
て
か
い
ま
見
け
る
を
、
男
、
ほ
の
か
に
見

て
、

百
年
に

一
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
お
も
か
げ

に
見
ゆ

と
て
、
い
で
立

つ
け
し
き
を
見
て
、

(六
十
三
段
)

(
エ
)
特
定
の
他
者
に
通
達
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
詠
み
捨
て
ら

れ
る
場
合
と
、

む
か
し
、
男
、
女
、
…
…
、
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
。

(女
)

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
)

(オ
)
不
特
定
の
他
者

に
通
達
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
詠
み
捨
て

ら
れ
る
場
合
と
、

し
り
に
立
ち
て
追
ひ
行
け
ど
、
え
追
ひ

つ
か
で
、
清
水
の
あ
る

所
に
ふ
し
に
け
り
。
そ
こ
な
り
け
る
岩
に
、
お
よ
び
の
血
し
て

書
き

つ
け
け
る
、

あ
ひ
思
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
め
か
ね
我
が
身
は
今
ぞ

消
え
は
て
ぬ
め
る

(
二
十
四
段
)

が
あ
る
。
だ
か
ら
、
他
者
と
の
通
達
を
意
図
し
な
い
厳
密
な
意
味
で

の
独
詠
歌
は

(
ア
)
の
場
合
の
み
だ
が
、
詠
歌
す
る
当
座
に
お
い
て

他
者
に
歌
の
通
達
さ
れ
る
こ
と
を
重
視
し

て
い
な
い

(あ
る
い
は
そ

の
建
前
の
)

一
方
的
な
詠
み
捨
て
の
歌
と
し
て
こ
れ
ら
の
場
合
を
独

詠
歌
に

一
括
し
て
お
く
。
す
る
と
、
こ
れ

ら
に
お
い
て
は

一
般
に
受

け
手
と
の
人
間
関
係
を
意
識
し
た
あ
い
さ

つ
は
存
在
し
に
く
い
の
だ
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が
、
実
際
は
存
在
す
る
。
出
奔
隠
遁
と
辞
世
と
人
の
死
を
悼
む
哀
傷

の
場
合

で
あ
る
。

現
在

の
生
活
を
捨
て
る
際
に
詠
む
出
奔
隠
遁
の
歌
は
、
先
の
二
十

一
段
と
五
十
九
段
に
あ
る
。

む
か
し
、
男
、
京
を
い
か
が
思
ひ
け
む
、
東
山
に
住
ま
む
と
思

ひ
入
り
て
、

住
み
わ
び
ぬ
今
は
か
ぎ
り
と
山
里
に
身
を
隠
す
べ
き
宿
求

め
て
む

(五
十
九
段
)

二
十

一
段
の
歌
は

(
エ
)
に
属
し
、
「
も
の
に
書
き

つ
け
」
た
も
の

で
、
残
さ
れ
た
男

(女
と
す
る
説
も
あ
る
)

へ
の
人
間
関
係
の
転
機

に
際

し
て
の
あ
い
さ
つ
と
な
る
。
こ
の
後
、
男
は
、
行
方
の
知
れ
ぬ

女
を
思

っ
て
、
「思
ふ
か
ひ
な
き
世
な
り
け
り
年
月
を
あ
だ
に
契
り

て
わ
れ
や
住
ま
ひ
し
」
「
人
は
い
さ
思
ひ
や
す
ら
む
玉
か
づ
ら
お
も

か
げ
に
の
み
い
と
ど
見
え

つ
つ
」
と
歌
を
詠
ん
で
お
り
、
「
も
の
に

書
き

つ
け
」
た

「
い
で
て
い
な
ば
」
の
歌
は
出
奔
の
あ
い
さ

つ
と
し

て
相
手
に
通
達
さ
れ
、
機
能
し
て
い
る
。
し
か
し
、
残
さ
れ
た
男
の

詠
ん
だ
二
首
は
、
女
の

「
い
で
て
い
な
ば
…
…
」
の
歌
に
よ

っ
て
引

き
起

こ
さ
れ
た
も
の
と
は
い

っ
て
も
、
返
歌
と
は
言
い
に
く
い
。
と

い
う
の
は
、
こ
の
二
首
に
表
し
た
自
分
の
気
持
ち
を
去

っ
た
女
に
知

ら
せ
よ
う
と
し
て
も
、
そ
の
手
段
も
な
い
ま
ま
に
女
に
は
伝
え
ら
れ

ず
、

こ
の
二
首
に
よ
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
二
人
の
間
に
成
立

し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
男
は
そ
う
な
る
こ
と
予
想
し
な
が
ら
歌

を
詠
ん
で
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
女
の
歌
も
、
こ
れ
を
見
る
で
あ

ろ
う
男
の
反
応
を
予
想
し
、
実
際
残
る
男

に
出
奔
の
あ
い
さ

つ
と
し

て
機
能
し
た
と
し
て
も
、
出
奔
す
る
女
に
と

っ
て
は
そ
れ
を
確
認
す

る
必
要
も
意
志
も
も
は
や
存
在
し
な
い
、
言
い
捨
て
の
詠
歌
な
の
で

あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
相
手
の
男
は
通
常

の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
お
け
る
受
け
手
の
ご
と
き
送
り
手
と
対
等
の
存
在
で
は
な
く
、
よ

り
卑
小
な
地
位
し
か
占
め
な
い
。
よ

っ
て
、
こ
の
送
り
手
で
あ
る
女

と
受
け
手
で
あ
る
男
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
け
る
地
位
の

ア
ン
バ
ラ
ン
ス
性
の
ゆ
え
に
、
完
全
で
は
な
い
が
こ
こ
に
女
に
と

っ

て
の
独
詠
性
が
生
じ
う
る
。
そ
の
独
詠
性
と
は
、
結
局
、
男
が
埋
め

き
れ
な
い
受
け
手
の
領
域
の
残
り
の
部
分

に
、
送
り
手
で
あ
る
女
自

身
あ
る
い
は
抽
象
化
さ
れ
た
人
間

一
般
が
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
に

よ

っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
こ
こ
に
い
う
受
け
手
の
領
域
に
立
ち
現
れ

て
く
る
送
り
手
自
身
あ
る
い
は
抽
象
化
さ
れ
た
人
間

一
般
と
は
、
例

え
ば
、
森
重
敏
氏
が
、
言
語
場
に
お
い
て
話
し
手
と
聞
き
手
と
の
間

で
行
わ
れ
る
通
達
を
可
能
と
す
る

コ
ー
ド
を
含
む
共
通
言
語
を
擬
人

化
し
て
、
両
者
の
内
面
の
言
語
場
に
想
定
さ
れ
て
い
る
社
会
的

・
客

観
的
な
存
在
と
し
て
の

「内
面
の
聴
手

(
語
手
)」

(『
日
本
文
法
通

論
』
第

一
章
)
の
よ
う
な
も
の
に
相
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
今
の
場
合
、

外
面
の
言
語
場
に
お
い
て
受
け
手
で
あ
る
男
の
存
在
が
送
り
手
で
あ

る
女
の
存
在
と
比
べ
て
卑
小
で
あ
る
た
め

に
、
そ
の
分
、
送
り
手
で

あ
る
女
の
内
面
の
言
語
場
で

「内
面
の
聴
手
」
の
存
在
が
顕
著
に
な

っ
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て
く
る
の
だ
と
、
言

い
換
え
ら
れ
よ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

独
詠
性
の
存
在
す
る
状
況
下
に
お
け
る
こ
の
歌
の
あ
い
さ
つ
性
と
は
、

出
て
ゆ
く
自
身

の
覚
悟
を
男
に
対
し
て
と
同
時
に
女
自
身

・
世
間

一

般
に
向
か

っ
て
も
宣
言
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

五
十
九
段
の

「
住
み
わ
び
ぬ
…
…
」
の
歌
に
も
二
十

一
段
と
同
様

の
状
況
を
予
想
す
る
こ
と
は
可
能
な
の
だ
が
、
物
語
本
文
に
、
詠
歌

の
場

に
詠
者
以
外
の
人
物

へ
の
言
及
が
な
く
、
歌

の
こ
と
ば
に
も

「人
」
な
ど
対
者
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず

素
直

に
全
く
の
独
詠
歌

(
ア
)
と
み
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
そ
の
場

合
は
、
隠
遁
を
機
と
し
た
完
全
に
こ
れ
ま
で
の
自
己
に
対
す
る
決
別

の
宣
言
と
な
る
Q

こ
の
よ
う
な
出
奔
隠
遁
の
詠
歌
と
同
様
の
独
詠
性
は
、
以
下
、
詳

述
は
し
な
い
が
、
辞
世
の
歌
や
他
人
の
死
を
悼
む
哀
傷
歌
の
場
合
に

も
認
め
ら
れ
る
。
受
け
手
の
如
何
で
完
全
な
独
詠
性
を
認
め
に
く
い

も
の
も
あ
る
が
、
詠
み
捨
て
の
歌
と
し
て
の
あ
り
よ
う
は
共
通
し
て

い
る

の
で
あ
る
。
独
詠
性
の
併
存
を
認
め
う
る
。

例
え
ば
、
辞
世
は
、
二
十
四
段
、
四
十
段
、
百
二
十
五
段
に
あ
る
。

二
十
四
段
の

「あ
ひ
思
は
で
」
の
歌
は
、
先
に
も
示
し
た
よ
う
に
、

去
る
夫
に
追
い
つ
け
ず

「清
水
の
あ
る
所
」
の

「岩
に
お
よ
び
の
血

し
て
書
き

つ
け
」
た
も
の
だ
が
、
将
来
に
お
け
る
受
け
手
の
登
場
を

意
識
し
た
と
し
て
も
夫
に
限
定
さ
れ
ぬ
不
特
定
の
人
間
で
あ
り

(オ
)
、

独
詠
性
は
強
い
。
こ
の
場
合
の
あ
い
さ

つ
性
は
、
自
身
の
認
識
を
自

身

・
世
間

一
般
に
向
か

っ
て
も
宣
言
し
た
、
そ
の
表
出
性
に
あ
る
だ

ろ
う
。

だ
が
、
次
の
二
例
は
、
特
定
の
受
け
手

の
存
在
ま
た
は
登
場
を
意

識
し
て
詠
ま
れ
た

(
エ
)
と
解
す
る
余
地

が
あ
る
。

い
で
て
い
な
ば
誰
か
別
れ
の
か
た
か
ら
む
あ
り
し
に
ま
さ

る
今
日
は
悲
し
も

と
よ
み
て
絶
え
入
り
に
け
り
。

(四
十
段
)

つ
ひ
に
行
く
道
と
は
か
ね
て
聞

き
し
か
ど
昨
日
今
日
と
は

思
は
ざ
り
し
を

(百
二
十
五
段
)

と
い
う
の
は
、
四
十
段
の
歌
は
、
業
平
集

(宮
内
庁
書
陵
部
蔵
、

私
家
集
大
成
中
古
1
に
よ
る
)
32

(初
句

「
い
と
わ
び
て
」
)
で
は
、

詞

書

に

「
い
か

丶
せ

む

と

て
、

な

く

ー

わ

か

る

と

て
」

と

あ

り
、

女
の
歌
も
後
に
記
さ
れ
て
い
て
、
本
来
別
れ
さ
せ
ら
れ
る
女

へ
の
贈

歌
で
あ

っ
た
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
し
、
伊
勢
物
語
の
本
文

で
も
、

男
の
親
が
聞
い
て
い
た
か
と
み
ら
れ
る

(
親
と
の
贈
答

に
は
な

っ
て

い
な
い
)
。
百
二
十
五
段
の

「
つ
ひ
に
行
く
…
…
」

の
歌
は
、
大
和

物
語
百
六
十
五
段
で
は
、
こ
の
歌
に
先
立

っ
て
、
業
平
と
弁
の
御
息

所
と
の
交
渉
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
歌
が
受
け
手
と
し
て
弁

の
御
息
所
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
し
、
伊
勢

物
語
百
二
十
五
段
の
場
合
に
も
、
周
囲
に
死
を
見
取
る
人
々
が
い
た

状
況
で
の
詠
歌
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
古
今
集

・
拾
遺
集
の
辞
世
を

見
て
も
、
他
者
に
宛

て
て
の
も
の
が
複
数

あ
る
か
ら

「
つ
ひ
に
行
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く
…
…
」
の
歌
も
同
様
だ
と
し
て
も
不
審
は
な
い
が
、
そ
の
よ
う
な

場
合

で
も
、
死
に
臨
ん
だ
辞
世
に
は
返
歌
が
示
さ
れ
な
い
の
が
常
態

だ
。

つ
ま
り
、
特
定
の
他
者
に
宛
て
て
の
辞
世
で
あ

っ
て
も
、
贈
答

歌
待
遇

に
な
ら
ず
、

一
方
か
ら
の
詠
歌
の
み
が
示
さ
れ
る
点
で
、
独

詠
性

を
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
場
合

の
あ
い

さ

つ
性
も
、
出
奔

の
場
合

に
準
じ
て
解
さ
れ
る
。

　　
　

他
人

の
死
を
悼
む
哀
傷
に
連
な
る
歌
は
、
四
十
五
段
に
あ
る
。

蛍
高
く
飛
び
あ
が
る
。
こ
の
男
、
見
ふ
せ
り
て
、

行
く
蛍
雲
の
上
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
吹
く
と
雁
に
告
げ

こ
せ

暮
れ
が
た
き
夏
の
ひ
ぐ
ら
し
な
が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
と
な

く
も
の
ぞ
か
な
し
き

(
四
十
五
段
)

こ
れ

ら
の
二
首
は
、
こ
れ
ら
を
載
せ
る
他
の
和
歌
集
、
即
ち
後
撰
集
、

古
今
六
帖
、
在
中
将
集
、
業
平
集
、
続
古
今
集
で
は
、
夏

(蛍
)
あ

る
い
は
秋
の
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
。
歌
の
個
々
の
こ
と
ば
も
、

蛍

・
雁

・
な
が
む

・
か
な
し
き
な
ど
が
あ
る
も
の
の
、
哀
傷
の
色
合

い
は
確
定
的
で
な
い
。
だ
か
ら
、
採
録
歌
集
の
分
類
の
よ
う
に
、
こ

　　
　

の
段

で
も
、
穢
れ
に
触
れ
て
自
宅
に
籠
る

「
つ
れ
づ
れ
」
の
折
り
に
、

単
に
季
節
の
景
物
に
私
情
を
託
し
て
詠
ん
だ
歌
と
解
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
し
か
し
、
伊
勢
物
語
で
は
歌
の
前
に

「ま
ど
ひ
来
た
り
け
れ

ど
、
死
に
け
れ
ば
、

つ
れ
づ
れ
と
こ
も
り
を
り
け
り
」
と
あ
り
、
哀

傷
の
文
脈
の
中
に
あ
る
。
三
代
集
を
見
る
と
、
哀
傷
の
部
に
属
し
特

定
の
人
物
の
死
に
言
及
す
る
歌
に
は
、
独
詠
の
み
な
ら
ず
、
贈
答
お

よ
び
唱
和
も
存
在
す
る
が
、
贈
答
歌
は
、

現
世
に
残

っ
た
者
同
士
の

慰
め
が
示
さ
れ
て
、
弔
問
す
る
者
と
さ
れ
る
者
と
の
間
の
あ
い
さ
つ

で
あ
り
、
唱
和
も
故
人
と
関
わ
る
人
を
慰

め
つ
つ
詠
者
た
ち
が
故
人

を
追
慕
す
る
情
を
共
有
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
あ
い
さ
つ
で
あ
る
。

だ
が
、
現
世
に
残

っ
た
他
人
と
の
関
係
を
顧
慮
せ
ず
、
故
人
の
死
を

悼
む
自
己
の
心
情
を

一
義
的
に
陳

べ
た
歌

は
自
身
に
向
か

っ
て
詠
じ

ら
れ

(
ア
)
、
あ
る
い
は
故
人
に
向
か

っ
て
詠
じ
ら
れ
た
歌
も
通
常

死
者
と
は
交
信
が
途
絶
え
て
い
る
ゆ
え
に
同
じ
く
自
己
に
回
帰
し
て

き

て

(イ
)、
と
も
に
独
詠
性
が
認
め
ら
れ
る
。
四
十
五
段
の
歌
の

場
合
も
、
哀
傷
歌
と
見
る
場
合
に
は
、
「見

ふ
せ
り
て
」
と
あ
る
詠

歌
の
態
度
か
ら
、
男
の
周
囲
に
礼
を

つ
く
す

べ
き
亡
く
な

っ
た
女
の

親
な
ど
も
お
ら
ず

(男
の
自
邸
と
み
ら
れ
た
)、
彼
ら
を
詠
歌
の
受

け
手
と
し
た
と
も
み
ら
れ
な
い
。

つ
ま
り
、
歌
自
体
は
自
己

(
ア
)、

あ
る
い
は
亡
く
な
っ
た
女
に
向
け
ら
れ
て
い
る

(イ
)。
「行
く
蛍
…
…
」

の
歌
が
蛍
に
呼
び
か
け
ら
れ
た
体
裁
を
と

っ
て
い
て
も
、
そ
れ
は
和

歌
の
趣
向
に
と
ど
ま
り
、
擬
人
化
さ
れ
た
蛍
に
む
け
て
の
贈
答
歌
で

は
な
い
。
だ
が
、
「
見
ふ
せ
り
て
」
と
い
う
詠
歌

の
態
度
は
、
同
時

に
自
己
や
死
者

へ
の
改
ま

っ
た
態
度
の
表
明
と
も
と
れ
ず
、
こ
れ
ら

二
首
を
載
せ
る
他
の
和
歌
集
が
、
哀
傷
歌

で
な
く
夏
あ
る
い
は
秋
の

歌
と
し
て
採

っ
て
い
た
事
情
と
繋
が

っ
て
い
る
。
歌
に
あ
い
さ

つ
性

を
認
め
る
に
し
て
も
、
弱
い
の
で
あ
る
。
亡
く
な

っ
た
女
が
妻
で
も
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恋
人

で
も
な
か

っ
た
こ
と
と
相
関
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

四

こ
の
よ
う
に
、
あ
い
さ

つ
に
関
わ
る
伊
勢
物
語
の
独
詠
歌
に
は
、

(ウ
)

の
詠
歌
す
る
場
に
お
け
る
受
け
手
の
存
在
を
意
識
し

つ
つ
、

意
識
せ
ぬ
建
前

(振
り
)
で
詠
歌
す
る
場
合
を
除
く
、

(ア
)
(イ
)

(
エ
)
(オ
)
の
場
合
を
認
め
る
、
あ
る
い
は
想
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
れ
ら
に
お
け
る
あ
い
さ

つ
性
は
、
他
者

へ
の
通
達
が
不
可
能

な

(
ア
)

(イ
)

に
お
い
て
は
、
詠
者
の
内
面

の
言
語
場
に
想
定
さ

れ

る

「内
面
の
聴
手
」
、
自
己
と
抽
象
的
な
世
間
に
対
し
て
の
も
の

と
考
え
ら
れ
、
従
来
の
自
己
と
精
神
的
に
区
切
り
を

つ
け
る
こ
と
が

重
要

に
な

っ
て
く
る
。
こ
れ
に
対
し
、
詠
み
捨
て
な
が
ら
他
者

へ
の

通
達

が
可
能
な

(
エ
)
(
オ
)

に
お
い
て
は
、
詠
み
捨
て
で
あ
る
こ

と

に
よ

っ
て

(
ア
)
(イ
)
同
様
に
自
己
の
内
面
に
お
け
る
意
識

の

区
切
り
の
意
図
も
認
め
ら
れ
る
と
同
時
に
、
他
者

へ
の
連
帯
の
意
志

も
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
他
者

へ
の
連
帯
の
意
志
は
、
通
達
不
能
で
は

あ
る
も
の
の
特
定
の
他
者
を
心
中
の
受
け
手
と
し
て
意
識
す
る

(イ
)

に
も
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
以
上
の
伊
勢
物
語
に
お
け
る
独
詠
歌
の

あ

い
さ

つ
を
み
る
と
、
他
者
と
の
連
帯
志
向
の
要
素
を
認
め
な
く
て

よ
い
も
の
は
五
十
九
段
の
隠
遁
に
際
し
て
の

「住
み
わ
び
ぬ
…
…
」

の
歌

の
み
で
、
二
十

一
段
の
出
奔
歌

・
二
十
四
段
の
辞
世
は
書
き
と

め
ら
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
明
確
に
他
者
連
帯
の
志
向
が
認
め
ら
れ
、

四
十
段

・
百
二
十
五
段
の
辞
世
も
そ
れ
を
認
め
る
余
地
が
あ
り
、
四

十
五
段

の
独
詠
歌
も
弱
い
な
が
ら
哀
傷
歌
と
み
る
と
き
は
恋
死
に
し

た
娘

へ
の
連
帯

の
意
志
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
伊

勢
物
語
で
は
、
あ
い
さ
つ
の
歌
に
お
い
て
も
、
通
達

の
意
図
の
な
い

独
詠
歌
が
蜻
蛉
日
記
や
源
氏
物
語
以
降
の
物
語
に
増
加
す
る
と
い
わ

　ね
　

れ
る
こ
と
と
対
応
し
つ
つ
、
逆
に
他
者
と
の
連
帯
の
志
向
を
強
く
持

っ

て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
伊
勢
物
語

に
は
い
ま
だ
人
間
連
帯

へ

の
信
頼
が
感
じ
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
の
背
後

に
は
、
独
詠
歌
の
言
語
場
が
、
そ
こ
に
実
在
す

る
主
体
が
詠
歌
者

一
人
で
あ
り
、
言
語
場
と
し
て
も
ろ
い
構
造
を
持

っ

て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
受
け
手
と
し
て
他
者
を
指
向
す
る
エ
ネ
ル

ギ
ー
を
常
に
は
ら
ん
で
い
る
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
場
で
あ
る
こ

と
が
関
わ

っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
通
達
を
意
図
し
な
い
独
詠

歌
も
伊
勢
物
語
に
は
少
数
な
が
ら
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
や

は
り
以
後
の
作
品
と
比
較
し
て
人
間
連
帯

へ
の
強
い
信
頼
感
の
存
在

を
み
て
お
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
あ
い
さ
つ
の
独
詠
歌
を

も

つ
段
の
他
の
個
所
か
ら
も
知
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
、
主
観
的
で
は
あ

る
が
他
者
に
対
し
て
お
の
れ
の
誠
意
を
示
し
他
者
の
心
を
信
頼
し
よ

う
と
す
る
作
中
人
物
の
態
度
と

一
体
の
も

の
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

二
十

一
段
で
女
に
出
奔
さ
れ
て
と
り
残
さ
れ
た
男
は
、
女
の
出
奔
の

歌
を
見
て
、
「
け
し
う
、
心
置
く
べ
き
こ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
を
、
な
に

に
よ
り
て
か
か
ら
む
と
、

い
と
い
た
う
泣

き
て
」
「思
ふ
か
ひ
な
き
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世

な
り
け
り
年
月
を
あ
だ
に
契
り
て
わ
れ
や
住
ま
ひ
し
」
と
詠
歌
し

た
し
、
四
十
段
の
男
は
、
親
の
迫
害
の
中
で
女
を
い
や
ま
し
に
愛
し
、

力

つ
く
で
仲
を
引
き
裂
か
れ
る
に
際
し
て
は

「血
の
涙
を
流
」
し
、

果

て
は
、
「
…
…
あ
り
し
に
ま
さ
る
今
日
は
か
な
し
も
」
と
詠
ん
で

一
度
息
絶
え
た
。
四
十
五
段
の
男
も
、
個
人
的
に
は
関
わ
り
の
な
い

娘
が
自
分
を
恋
い
慕

っ
て
危
篤
に
陥

っ
た
と
聞
き
、
穢
れ
に
触
れ
る

の
も
厭
わ
ず
娘
の
も
と
に

「ま
ど
ひ
来
た
」
の
だ

っ
た
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
傾
向
の
あ
い
さ

つ
性
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

独
詠
歌
は
詠
歌
す
る
折
に
お
け
る
詠
歌
者
の
個
人
的
な
心
情
も
併
せ

表
現

し
て
い
る
。
例
え
ば
、

二
十

一
段

の
出
奔
す
る
女
は
、
男
と

「
い
と
か
し
こ
く
思
ひ
か
は
し
て
、

こ
と
心
な
」
く
暮
ら
し
て
い
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
に
つ
け
て
、
世

の
中
を

憂
し
と
思
」

っ
て
家
出
し
た
が
た
め
に
、
男
の
無
理
解
を
予
想
し
て

そ

の
危
惧
と
言

い
訳
を
歌

に
詠
み
こ
ん
で
い
た
し
、
五
十
九
段
の
隠

遁
す
る
男
は
、
他
者

へ
の
通
達
を
意
図
し
な
い
歌
の
初
句
に
、
自
分

に
言

い
聞
か
す
よ
う
に

「
住
み
わ
び
ぬ
」
と
言
い
切

っ
た
。
ま
た
、

辞
世

を

「岩
に
お
よ
び
の
血
し
て
書
き
つ
け
」
た
二
十
四
段
の
女
は
、

そ
こ
に

「
あ
ひ
思
は
で
離
れ
ぬ
る
人
を
と
ど
あ
か
ね
」
と
自
分
の
思

い
に
応
え
な
い
夫

へ
の
恨
み
と
無
念
さ
を
詠
い
、

一
方
的
に
恋
い
慕

っ

て
き

た
娘
の
死
に
穢
れ
た
四
十
五
段

の
男
は
、
娘
と
の
個
別
の
思

い

出
も
な
い
が
た
め
に

「
そ
の
こ
と
と
な
く
も
の
ぞ
か
な
し
き
」
な
ど

と
、
夏
と
秋
の
行
き
交
う
風
物
の
中
で

「
つ
れ
づ
れ
と
こ
も
」
る
感

慨

を
詠

じ

て

い

た
。

以
上

、

伊

勢

物

語

の
独

詠

歌

に

み

ら

れ

る

あ

い

さ

つ
性

と

し

て
、

他

者

と

の
通

達

を
意

図

し

な

い
厳

密

な
意

味

で

の
独

詠

歌

に
典

型
的

な
人

生

の
折

目

に
際

し

て

の
認

識

を
自

己

・
世

間

一
般

に
表

出

す

る

要

素

と
、

多

少

と
も

他

者

と

の
通

達

を

意

識

し

な

が

ら
詠

み
捨

て

ら

れ

る
独

詠

歌

に
顕

著

な
人

間

連

帯

へ
の
信

頼

と
誠

実

さ

、

そ

れ

ら

に

併

せ

て

の
和

歌

的

主

情

性

と

が
認

め

ら

れ

る
。

こ

れ

ら

の
要

素

が
、

独

詠

歌

以

外

の
和

歌

の
あ

い
さ

つ
で

は

ど

う

な

る

の
か

、

ま

た
散

文

の
会

話

に
よ

る
あ

い
さ

つ
の
自

己

表

出

と

は

ど

う
違

う

の
か

、

な

ど

、

検

討

す

べ
き

問

題

は
多

い
が

、

そ

の
詳

細

は
別

の
機

会

に
あ

ら
た

め

て
考

え

て
み

た

い
。

注
(
1
)
た
と
え
ば
国
文
学

の
周
辺

で
は
、
あ

い
さ

つ
に
関
す
る
次

の
よ
う
な

雑
誌
特
集

が
続

い

て
組
ま
れ

て
い
る
。
『
言
語
生

活
』
燭
、

昭
和

四
十

三
年

一
月

、
『
言
語
』

昭
和
五
十

六
年

四
月

、
『
あ

い
さ

つ
と
言
葉

』

(
「
こ
と
ば
」

シ
リ
ー
ズ
ー4
、
文

化
庁

)
、
昭
和
五
十
六
年
四
月
、
『
言
語

生

活
』

跚
、

昭
和

五
十
七
年
三
月
、

『
日
本
語
学
』
昭
和
六
十
年
八
月
、

『
国
文
学

』
平

成
十

一
年

五
月
、

な
ど
。

(
2
)
橋
本

四
郎

「
古
代

の
言

語
生

活
」
『
講
座
国

語
史
6

文
体
史

・
言

語
生

活
史
』
、

昭
和

四
十

七
年

二
月
。

(
3
)
阪
倉
篤
義

「座
談
会

『
あ

い
さ

つ
と
言
葉
』
を
め
ぐ

っ
て
」
注

(
1
)

『
あ
い
さ

つ
と
言
葉
』
。

(
4
)
拙
稿

「挨
拶

の
こ
と
ば

と
源
氏
物
語

ー

其

の

一
、
竹
取
物
語

と
宇
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津
保
物
語

と
枕
草

子
か
ら

」
佛
教
大
学

『
文

学
部

論
集
』
84
、
平

成
十

二
年

三
月
。

(
5
)
拙
稿

「
伊
勢
物
語
と
あ

い
さ

つ
の
こ
と
ば

作
中
人
物

の
会
話
を

中
心

に

ー

」
『
京
都
語
文
』
第
七
号

(平
成
十
三
年
五
月
)
、
参
照
。

(
6
)
源
氏
物
語

・
伊
勢
物
語

の
引
用

は
角

川
文
庫
本

に
よ
る
。

(
7
)
池
田
弥
三
郎

「
挨
拶

の
文
芸
」

(
『
俳
句
』
昭
和

四
十

八
年
二
月
)
、

井
上
新
子

「『
狭
衣
物
語
』

に
お

け
る

〈挨
拶
〉
と

し
て
の
引
用
表
現
」

(『
国
文
学
攷
』

一
四

四
、
平
成
六
年
十

二
月
)

な
ど
。

こ
れ
に
加
え

て
あ

い
さ

つ
に
関

し
て
二

つ
の
点
を
補
足

し
て
お
き

た

い
。

あ
い
さ

つ
と
近
接

す
る
概
念

と
の
相
違

で
あ
る
。

一
つ
は
、
あ

い

さ

つ
と
、
礼

(儀
)

や

マ
ナ
ー
と

の
違

い
に

つ
い
て
。
例

え
ば
、
現
代

に
お
い
て
、
他
人
と

の
出
会

い
や
別
れ

に
お
い
て
、

お
じ
ぎ
を

し
た
り
、

「
こ
ん

に
ち

は
」

な
ど

の
こ
と
ば

を
交

わ
す

こ
と

は
、

幼
児
期
か

ら
身

に

つ
け
さ

せ
ら
れ
る
躾

で
あ
り
、

ま
た
、
人

へ
の
敬
意
を
表
す

る
行

な

い
で
あ

っ
て
、

あ
い
さ

つ
と
重

な
る
領
域
を

も

つ
。

し
か
し
、
礼

は
、

儒
教
的

な
徳
目

の

一
つ
と
し
て
、
社
会
秩
序

を
乱
さ

ず
維
持
す

る
た
め

の
超
個
人
的
視
点

に
よ
る
規
定

で
あ
る
の
に
対

し
て
、
あ

い
さ

つ
は
、

動
物

の
あ
い
さ

つ
的
行
動

が
個
体

同
士

の
服
従

・
宥
和

を
目
的

と
す

る

際

に
見

い
だ
さ

れ
る
よ
う
に
、
個
人

と
個
人

の
関
係
構
築

に
基
礎

を
置

く
。
人
間

や
類
人
猿

な
ど
、
社
会
生
活

を
営

む
動
物

に
と

っ
て
は
、
個

体
間
の
関

係
は
集
団
内

の
関
係

の

一
要
素

を
構
成

し
て
い
る
わ
け
で
、

そ
こ
か
ら
、

あ
い
さ

つ
も
、

目
上

の
者

に
対

す
る
そ
れ
が
教
育
的

に
強

要
さ
れ
る
な
ど
、
社
会
体
制

の
維
持

に
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
あ
る
が
、

こ
れ
は
優

位
者

に
よ
る
あ

い
さ

つ
の
政

治
的

利
用
と
理
解

す

べ
き
で
、

あ

い
さ

つ
と

い
う
行
動

は
、

そ
の
よ
う
な
社
会

性
を
も
ち
な
が
ら
も
、

本
来
的

に
個
人

と
他
人
と

の
関
係
レ
ベ
ル

の
も
の
、

文
化
性
を
も

つ
個

人
的
レ
ベ
ル

の
行
動
と
理
解
し

て
お
く

べ
き
だ
ろ
う

(
た
だ
し
、

A
国

民

〔
ま
た
は
A
国
大
統
領
〕

か
ら
B
国
民

へ
の
あ
い
さ

つ
、

と
い
う
よ

う
な
個
人

の
概
念
か

ら
発
展

し
た
と
見

る

べ
き
集
団

に
お
け
る
あ
い
さ

つ
の
ケ
ー

ス
も

あ
り

う
る
)
。

ま
た
、

マ
ナ
ー
は
、

あ
い
さ

つ
の
仕
方
、
食
事

の
作
法

な
ど
に
も
言

う
よ
う
に
、
あ

る
社
会

・
集

団

・
階
層

の
も

つ
規
範

・
美
意
識

に
基

づ

く
行
動
様
式

で
あ
り
、

あ
い
さ

つ
が
個
人

の
人

間
関
係
維
持

と
い
う
精

神
的
性
格

を
も

つ
の
に
対
し
て
、
外
形
的
側
面

が
強

調
さ
れ
る
。

あ
い

さ

つ
行
動

に
お
い
て
も
、

マ
ナ
ー
と
し
て
は
そ
の
様
式
性

・
洗
練

さ
が

注
目

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、

あ
い
さ

つ
は
、
個
人

レ
ベ
ル
の
人
間
関
係
維
持

を
目
的

と
す
る
行
動

と
し
て
、
礼

(儀
)

や

マ
ナ
ー
と
区

別
さ
れ
る
特
質

を
も

つ
が
、
個
人
間
の
関
係
構
築
の
面
か
ら
み
る
と
、
ま
た

一
方

で
、

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
と
も
繋

が

っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
関
係

が
二

つ

目
の
補
足
。

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
は
、
送

り
手

が
あ
る
手
段

を
通

じ
て
受

け
手

に
何

ら
か
の
情
報

を
伝

え
、

そ
こ
に
効

果
の
生

じ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、

あ
い
さ

つ
も
、
言
葉

や
身
振

り
に
よ

っ
て
、
送

り
手

の
受

け
手

へ
の
存

在
認
知

の
態
度

や
親
愛

や
敬
意

の
情

を
伝

え
、

そ

こ
に
両
者

の
良
好

な

人
間

関
係

の
確
認

・
維
持

を
願

う
わ
け
で
あ
る
の

で
、

当
然
、

コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
に
含

ま
れ
、

そ
の

一
部

を
な
す
。

し
か
し
、

そ
の
全
体

で
は
な
い
。

ま
た
、

一
般
の
会
話

・
情
報
交
換

も
、
相
互

の
親
密
度

を

深
め
る
の
に
役

に
立

つ
が
、

あ
い
さ

つ
が
人

間
関
係
の
構
築

・
維
持

・

確

認
を
目
的

と
し
て
相
手

の
存
在

を
意
識

し
て
い
る

・
気

に
か
け
て
い

る
な
ど
の
通
達

を
第

一
義

に
し
て
い
る
の
と
、

や
は
り
区

別
さ
れ
る

べ

き
だ
ろ
う
。

も

っ
と
も
そ

の
境
界

は
曖
昧

で
は
あ
る
の
だ
が
。

あ

い
さ

つ
を
、
人

の
出
会

い
や
別
れ
の
場
に
集
中

し
て
用

い
ら
れ
定

型
化

・
短

縮
化
の
進

ん

で
い
る
表
現
な
ど
と
規
定

し
た
り
す
る
こ
と
が
多

い

の
は
、
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こ
の
境
界

の
曖
昧
さ

・
認
定

の
困
難
さ
と
関
連
し

て
い
る
。

だ
が
、
良
好
な
人
間
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

い
う
視
点
か
ら
見
る
な
ら
、

あ

い
さ

つ

は
、
人
の
出
会

い
や
別
れ
の
場
以
外

で
も
見

い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

し
、
ま
た
定

型
化

・
短
縮

化
の
進

ん
だ
表

現
で
な
く
、
両
人

の
関
係

と

立

場
と
思
惑

を
反
映

し
て
個
性
的

な
表
現

と
も
な

っ
て
く
る
道
理

で
あ

る
。
式
典

に
お
け
る
関
係
者

の

「挨
拶
」

や
、
人

間
関
係
修
復
を

目
的

と
す
る
謝

り

・
詫

び
、
あ

る
い
は
逆

の
祝

い

・
見
舞

い
の

「挨
拶
」

は
、

そ
れ
自
体

が
用
件

と
な

っ
て
、

そ
の
接
触
中

の
要
素
的
順
序

や
そ
の
表

現

に
お
い
て
、
あ

る
程
度

の
約
束
事
を
も

ち
な

が
ら
も
、
か

な
り

の
自

由
、

つ
ま
り
個
性
も
あ
わ
せ
も

つ
。

こ
う
し
た
場
合
、
そ

の
時

の
コ
ミ

ュ

ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
全
体

に
お

け
る
あ

い
さ

つ
部
分
と
非
あ

い
さ

つ
部
分

の

識
別

は

一
層
曖
昧

に
、
ま
た
困
難

に
な

っ
て
く

る
。

あ

い
さ

つ
と

コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
関
係

で
は
、

こ
の
包
含
関
係

と
識
別

の
困
難
さ

に
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な

い
。
会
話
性
を
も

つ
和

歌

に
お
け

る
あ

い
さ

つ
性
を
見

る
と
き
も
、
同
様

で
あ

る
。

(
8
)

久
保
木
哲
夫

「
『
唱
和
歌

』
考
」
『
日
本

文
芸
思
潮
論
』
。
氏

は
、

第

一
次
享
受
者

の
他

に
第
二
次
享
受
者

〈
歌
集

・
日
記
・
歌
語
り

・歌
物
語

な
ど
を
通
し

て
し
か
そ

の
歌

に
接
す
る

こ
と

の
で
き
な

い
享
受
者
〉
を

考
え

て
お
ら
れ
る
が
、
今
は

こ
れ
を
除
外
す
る
。

(9
)
今
井

卓
爾

「
源
氏
物
語

の
贈
答
歌
」
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和

四
十

四
年
五
月
。

(
10
)
六
段

の

「
白
玉
か
な
に
ぞ
と
人

の
問
ひ
し
時
露
と
答

へ
て
消
え
な
ま

し
も

の
を
」

の
歌
は
、

新
古

今
集

で
哀

傷

の
部

に
採
ら
れ

て
い
る

(
第

五
句

「
け
な

ま
し
も

の
を
」
)

が
、

歌

の
直
前

の

「
や
う

や
う
夜
も

明

け
ゆ
く
に
、
見

れ
ば
、
率

て
来

し
女
も
な
し
。

足
ず
り
を
し

て
泣

け
ど

も
、

か
ひ
な
し
」

と
い
う
語
り
の
状

況
か
ら
す
れ
ば
、
女

と
の
死
別
を

認
識
し
受
け
入
れ
た
上

で
の
あ
い
さ

つ
と
い
う
よ
り
は
、
自

己
の
悔

や

ん

で
も
悔

や
み
き
れ
な
い
慟
哭
性

が
顕
著

で
あ
る
の
で
、
本
稿

で
は
独

詠

の
あ

い
さ

つ
の
例

か
ら

は
ず
し

た
。

だ
が
、
新
古

今
集

の
よ
う

に

「題

し
ら
ず
」

(承
前
)

と
し
て
こ
の
歌

だ
け
を
見

た
場
合

で
も
、
新
撰

和

歌

(
第
三
句

「
と
ひ
し
よ
り
」
、
新

編
国
歌
大
観

に
よ
る
)
が

こ
の

歌

を
巻
四

の
恋
雑

に
入
れ

(賀
哀

は
巻

三
)
、

そ
し
て
折

口
信
夫
全
集

ノ
ー
ト
編
十

三

『
伊
勢
物
語
』

の
説

と
通

じ

つ
つ
、

日
本
古
典
文
学
全

集

『伊
勢
物
語
』
が
、
「本
来
涙

の
玉

に
か
け

て
、
『
そ
れ
は
白
玉

で
し
ょ

う
か
、
と
人
が
尋

ね
た
と

き
、
悲
し

い
心

の
わ

た
く
し

は
、
浮
か

ぶ
涙

を
露
と
答
え

て
、
露

の
よ

う
に
は
か
な
く
死
ん

で
し
ま

っ
た

ら
よ
か

っ

た

の
に
』
と

い
う
意
味

の
歌
ら
し
」

い
と
言

っ
て
い
る
よ
う

に
、
哀
傷

歌
と

は
と
り

に
く

い
。
新
古
今
集

の
理
解

に
は

「
題
し

ら
ず
」
と
し
な

が

ら
作
者
を

「
業
平
朝
臣
」
と
す
る
よ
う

に
伊
勢
物
語
が
背
景

に
あ
る

の
だ
が
、

そ
の
新
古
今
集
が

こ
の
歌
を
哀
傷

に
入
れ

て
い
る

の
も
、
例

示

は
略
す
が
前
後

に
配
さ
れ
た
小
町
歌
や
醍
醐
天
皇
歌
か
ら
知
ら
れ
る

よ
う

に
、
人

の
死
を
機
縁
と
し

て
生
成
さ
れ
た
自
己

の
心
情
を
表
白
し

た
も

の
と
し

て
の
扱

い
で
あ
り
、
特
定

の
個
人

の
死
を
直
接
悼
む
も

の

と
し

て
の
理
解

で
は
な

い
と
み
ら
れ
る
。

(11
)
片
桐
洋

一

『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

第
5
巻

伊
勢
物
語

・
大
和
物

語
』
。

(12
)
後
藤
祥
子

「
独
詠
歌
論
」
『
国
文
目
白
』
7
、
昭
和
四
十
三
年
三
月
、

伊
井
春
樹

「物
語
に
お
け
る
和
歌
ー

独
詠
歌
の
展
開
-

」
『論
集

和
歌
と

は
何

か

和
歌
文
学

の
世

界
第

9
集
』
、

石
埜
敬
子

「
独
言

と

手
習

-

狭
衣
物
語

か
ら

」

『
国
文
学

』
平
成

四
年

四
月
、
吉

本

隆
志

「蜻

蛉
日
記
に
お
け
る
叙
述

の
方

法
と
し

て
の
独
詠
歌

の
誕
生
」

『
国
文
学
論
集
』

26
、

平
成

五
年

一
月
、

な
ど
。
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