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出
典

【
文
章
Ⅰ
】『
伊
勢
物
語
』
第
六
段

【
文
章
Ⅱ
】
賀か

茂も
の

真ま

淵ぶ
ち

『
伊
勢
物
語
古こ

意い

』
第
一

【
文
章
Ⅲ
】
荷か

田だ
の

春あ
ず
ま

満ま
ろ

『
伊
勢
物
語
童ど
う

子じ

問も
ん

』
第
二
巻

　
『
伊
勢
物
語
』
は
、
平
安
時
代
初
期
に
成
立
し
た
作
者
未
詳
の
歌
物
語
で
、
在
原

業
平
（
八
二
五
～
八
八
〇
）
を
主
人
公
の
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
。

　
『
伊
勢
物
語
古
意
』
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
国
学
者
・
賀
茂
真
淵
（
一
六
九
七
～

一
七
六
九
）
の
著
作
で
、
宝
暦
三
（
一
七
五
三
）
年
頃
、
八
代
将
軍
吉
宗
の
子
・
田た

安や
す

宗む
ね

武た
け

に
献
上
さ
れ
た
。

　
『
伊
勢
物
語
童
子
問
』
は
、
江
戸
時
代
中
期
の
国
学
者
・
荷
田
春
満
（
一
六
六
九

～
一
七
三
六
）
の
著
作
で
、
享
保
年
間
（
一
七
一
六
～
三
六
）
に
成
立
し
た
。
書
名

に
あ
る
「
童
子
問
」
は
、
も
と
も
と
伊
藤
仁じ
ん

斎さ
い

の
儒
学
書
の
書
名
で
、
そ
の
影
響
を

受
け
た
春
満
が
、
同
書
の
問
答
形
式
を
踏
襲
し
、
書
名
も
同
書
に
ち
な
ん
で
付
け
た
。

　

な
お
、
真
淵
は
春
満
の
弟
子
で
、『
古
意
』
は
『
童
子
問
』
よ
り
も
後
の
成
立
で

あ
る
が
、
今
回
は
話
題
の
つ
な
が
り
を
考
慮
し
て
、『
古
意
』
を
先
に
配
し
た
。

解
　
説

▪
出
題
の
ね
ら
い

複
数
の
文
章
を
読
み
取
り
、
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
を
整
理
す
る
力
が
求
め
ら
れ

る
共
通
テ
ス
ト
で
は
、
古
文
で
も
複
数
の
出
典
を
対
比
さ
せ
る
出
題
が
予
想
さ
れ
る
。

特
に
、
あ
る
出
典
に
対
し
、
異
な
る
視
点
で
考
察
を
加
え
る
注
釈
書
を
複
数
並
べ
て
、

情
報
を
整
理
し
考
察
さ
せ
る
よ
う
な
出
題
は
試
行
調
査
で
も
出
題
さ
れ
て
お
り
、
今

後
も
出
題
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
出
題
傾
向
を
踏
ま
え
、『
伊
勢
物

語
』
の
本
文
と
、
二
種
の
注
釈
書
を
読
み
比
べ
な
が
ら
考
え
る
必
要
の
あ
る
出
題
と

し
た
。

第
２
問

【
概
要
】　

そ
れ
ぞ
れ
の
文
章
ご
と
に
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

【
文
章
Ⅰ
】　

昔
、
男
が
い
た
。
男
は
、
結
婚
の
か
な
わ
な
か
っ
た
女
を
こ
っ
そ

り
と
連
れ
出
し
た
が
、
途
中
の
倉
で
、
女
は
鬼
に
食
わ
れ
て
し
ま
い
、
後
悔
の

念
を
歌
に
詠
ん
だ
。
こ
れ
は
、
二
条
の
后
が
ま
だ
后
に
な
る
前
の
こ
と
で
、
男

が
連
れ
出
そ
う
と
し
た
の
を
、
后
の
兄
弟
た
ち
が
引
き
留
め
て
取
り
返
し
た
。

そ
れ
を
鬼
と
い
っ
て
い
る
の
だ
。

【
文
章
Ⅱ
】　
「
二
条
の
后
」
以
下
は
後
人
の
注
記
で
あ
る
。
物
語
は
、
業
平
の

時
代
や
官
位
を
変
え
て
い
る
。
古
人
の
名
を
出
し
た
箇
所
も
あ
る
が
、
密
通
の

場
面
で
は
出
し
て
い
な
い
。
密
通
が
事
実
で
は
な
い
の
で
出
せ
な
か
っ
た
の
だ
。

注
意
深
い
作
者
が
、
后
の
不
義
を
描
き
、
さ
ら
に
兄
弟
の
名
を
出
し
て
恥
を
か

か
せ
る
は
ず
が
な
い
。
物
語
の
成
立
時
期
か
ら
も
、
二
条
の
后
の
不
義
を
書
く

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。『
新
古
今
集
』「
哀
傷
」
に
、
こ
の
歌
が
業
平
の
歌
と
し

て
入
っ
て
い
る
の
は
、
物
語
の
後
半
部
の
な
い
本
文
に
拠
っ
た
か
、
後
半
部
の

記
述
を
注
記
と
考
え
て
採
用
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

【
文
章
Ⅲ
】　

白
玉
の
歌
が
、『
新
古
今
集
』
に
「
題
し
ら
ず
」
と
し
て
入
っ
て

い
る
の
は
、
そ
の
典
拠
が
不
明
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
物
語
に
拠
っ
た
の
だ

ろ
う
。
こ
の
歌
は
業
平
の
歌
ら
し
く
な
い
が
、
後
人
は
「
む
か
し
男
」
を
業
平

と
考
え
て
い
た
た
め
、
歌
風
の
違
い
を
意
識
せ
ず
、
誤
解
し
た
の
だ
ろ
う
。「
哀

傷
」
に
入
っ
て
い
る
の
は
、
鬼
に
食
わ
れ
た
話
を
実
話
と
考
え
た
の
だ
ろ
う
。

問
1

1

⑤　

2

②　

3

④　
《
語
句
の
解
釈
問
題
》

ア

傍
線
部
を
単
語
ご
と
に
区
切
る
と
「
よ
ば
ひ
／
わ
た
り
／
け
る
／
を
」
と
な
る
。

「
よ
ば
ひ
」
は
、
ハ
行
四
段
活
用
の
動
詞
「
よ
ば
ふ
」
の
連
用
形
で
、
そ
こ
に
〈
～

し
続
け
る
〉
の
意
を
添
え
る
補
助
動
詞
「
わ
た
る
」
の
連
用
形
、
過
去
の
助
動
詞
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「
け
り
」
の
連
体
形
、
接
続
助
詞
「
を
」
が
続
い
て
い
る
。

　
「
よ
ば
ふ
」
は
、
動
詞
「
呼
ぶ
」
に
、
反
復
・
継
続
の
意
を
添
え
る
「
ふ
」
が
付

い
て
で
き
た
動
詞
で
、
本
来
の
意
味
は
〈
呼
び
続
け
る
〉
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
派

生
し
て
、〈
求
婚
す
る
・
言
い
寄
る
〉
の
意
で
も
用
い
ら
れ
た
。
こ
こ
は
「
女
の
え

得
ま
じ
か
り
け
る
〈
＝
女
で
、
妻
と
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
か
っ
た
者
〉」
に

つ
い
て
使
わ
れ
て
お
り
、〈
求
婚
す
る
〉
の
意
と
見
て
よ
い
。

　

最
後
の
「
を
」
は
、
順
接
〈
～
の
で
〉
で
も
逆
接
〈
～
け
れ
ど
も
〉
で
も
用
い
ら

れ
る
接
続
助
詞
で
、
前
後
の
文
脈
に
よ
っ
て
用
法
が
変
わ
る
。
そ
こ
で
「
を
」
の
前

後
に
注
目
す
る
と
、「
を
」
の
前
に
は
、
先
の
「
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
」
が
あ
り
、

後
に
は
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
て
〈
＝
や
っ
と
の
こ
と
で
密
か
に
連
れ
出
し
て
〉」

が
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
は
前
後
の
つ
な
が
り
が
不
自
然
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
〈
結
婚

が
か
な
わ
ず
〉
と
い
っ
た
内
容
を
補
っ
て
や
る
と
、〈
求
婚
し
続
け
た
が
、
結
婚
が

か
な
わ
ず
、
女
を
密
か
に
連
れ
出
し
た
〉
と
い
う
流
れ
で
理
解
で
き
、「
を
」
は
逆

接
と
判
断
で
き
る
。

　

以
上
よ
り
、
⑤
「
求
婚
し
続
け
て
き
た
が
」
が
正
解
で
あ
る
。

　

残
り
の
選
択
肢
の
う
ち
、
①
②
④
は
「
よ
ば
ふ
」
の
基
本
的
な
意
味
に
即
し
て
お

ら
ず
、
誤
り
で
あ
る
。
③
は
、
現
代
語
の
「
夜よ

這ば

い
」
を
連
想
さ
せ
る
選
択
肢
で
あ

る
が
、
古
語
の
「
夜
這
ひ
」
は
名
詞
で
の
み
用
い
ら
れ
、「
夜
這
ふ
」
と
い
う
動
詞

は
使
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
③
は
接
続
助
詞
「
を
」
の
訳
出
も
な
い
。
よ
っ
て
誤

り
で
あ
る
。

イ

傍
線
部
を
単
語
ご
と
に
区
切
る
と
「
は
や
／
夜
／
も
／
明
け
／
な
む
」
と
な
る
。

こ
の
中
で
重
要
な
の
は
最
後
の
「
な
む
」
で
あ
る
。

「
な
む
」
は
、
未
然
形
に
接
続
す
る
場
合
は
、
他
に
対
す
る
願
望
の
終
助
詞
で
、

〈
～
て
ほ
し
い
〉
の
意
を
表
し
、
連
用
形
に
接
続
す
る
場
合
は
、
完
了
・
強
意
の
助

動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
と
、
推
量
ほ
か
の
助
動
詞
「
む
」
の
連
語
で
、〈
き
っ
と
～

だ
ろ
う
・
～
て
し
ま
う
だ
ろ
う
〉
と
い
っ
た
意
味
を
表
す
。
通
常
、
両
者
は
接
続
で

見
分
け
ら
れ
る
が
、
こ
こ
は
、
直
前
に
あ
る
の
が
カ
行
下
二
段
活
用
の
「
明
く
」
で

あ
る
た
め
、「
明
け
」
は
未
然
形
と
も
連
用
形
と
も
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
接
続

で
は
「
な
む
」
の
意
味
を
決
め
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
文
脈
に
注
目
し
よ
う
。

　

ま
ず
、「
な
む
」
を
他
に
対
す
る
願
望
の
終
助
詞
と
考
え
る
と
、
傍
線
部
は
〈
は

や
く
夜
も
明
け
て
ほ
し
い
〉
と
な
る
。
一
方
、「
な
む
」
を
「
ぬ
」
と
「
む
」
の
連

語
と
考
え
る
と
、
傍
線
部
は
〈
す
ぐ
に
夜
も
明
け
て
し
ま
う
だ
ろ
う
〉
と
な
る
。
こ

れ
ら
を
も
と
に
選
択
肢
を
見
る
と
、
前
者
は
選
択
肢
②
「
は
や
く
夜
も
明
け
て
ほ
し

い
」
と
合
致
す
る
。
一
方
、
後
者
に
合
致
す
る
選
択
肢
は
な
い
。
よ
っ
て
、
②
が
正

解
で
あ
る
。
内
容
的
に
見
て
も
、
②
は
、
倉
の
外
で
見
張
り
を
し
て
い
る
「
男
」
の

心
情
と
し
て
適
切
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
本
文
に
あ
る
「
夜
も
ふ
け
に
け
れ
ば
〈
＝
夜

も
更
け
て
し
ま
っ
た
の
で
〉」
か
ら
の
つ
な
が
り
も
自
然
で
あ
る
。

ウ

傍
線
部
を
単
語
ご
と
に
区
切
る
と
「
后
／
の
／
た
だ
に
／
お
は
し
／
け
る
／
時

／
と
／
や
」
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、「
の
」
は
主
格
〈
～
が
〉
の
格
助
詞
、「
と
」
は

引
用
の
格
助
詞
、「
や
」
は
疑
問
の
係
助
詞
で
あ
る
。

　

こ
の
「
と
や
」
は
「
と
や
言
ふ
」
の
「
言
ふ
」
が
省
略
さ
れ
た
も
の
で
、
説
話
の

末
尾
な
ど
で
、〈
～
と
か
い
う
こ
と
だ
〉
と
い
う
意
で
用
い
ら
れ
る
慣
用
表
現
で
あ

る
。

　

一
方
、
解
釈
上
重
要
な
の
は
、「
た
だ
に
」
と
「
お
は
し
」
で
あ
る
。「
た
だ
に
」

は
形
容
動
詞
「
た
だ
な
り
」
の
連
用
形
で
、「
お
は
し
」
は
尊
敬
の
補
助
動
詞
「
お

は
す
」
の
連
用
形
で
あ
る
。

　
「
た
だ
な
り
」
は
〈
直
接
だ
・
普
通
だ
・
あ
り
の
ま
ま
だ
〉
と
い
っ
た
意
を
表
す

が
、
こ
こ
は
〈
普
通
だ
〉
の
意
で
あ
る
。
同
源
の
言
葉
で
あ
る
「
た
だ
び
と
」
は
、

〈（
神
に
対
し
て
）
一
般
の
人
・（
天
皇
に
対
し
て
）
臣
下
〉
の
意
で
用
い
ら
れ
る
が
、

「
た
だ
に
」
も
、〈（
天
皇
に
対
し
て
）
臣
下
で
あ
る
こ
と
〉
を
い
う
。

　

よ
っ
て
、
傍
線
部
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
〈
后
が
臣
下
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
時
の
こ

と
だ
と
か
〉
と
な
り
、
こ
れ
と
内
容
的
に
近
い
④
が
正
解
で
あ
る
。

　

残
り
の
選
択
肢
の
う
ち
、
①
は
「
お
は
し
け
る
」
を
「
お
仕
え
し
て
い
た
」
と
謙

譲
語
で
訳
し
て
い
る
点
が
明
ら
か
に
誤
り
で
あ
る
。
ま
た
、
②
③
は
、
ど
ち
ら
も
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「
お
は
す
」
の
訳
出
が
な
く
、
誤
り
で
あ
る
。
一
方
⑤
は
、「
ご
懐
妊
な
さ
る
」
と
、

尊
敬
語
で
訳
さ
れ
て
い
る
が
、
続
く
「
過
去
」
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
訳
出
が
な
い
。

ま
た
、
女
性
の
懐
妊
を
「
た
だ
な
ら
ず
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
逆
に
、
懐

妊
し
て
い
な
い
こ
と
を
、「
た
だ
な
り
」
と
表
現
す
る
こ
と
は
普
通
し
な
い
。
よ
っ

て
、
⑤
は
誤
り
で
あ
る
。

問
2　

4

①　
《
文
法
問
題
（「
に
」「
な
る
」「
て
」「
し
」
の
識
別
）》

　

ま
ず
、
ａ
「
に
」
ｂ
「
な
る
」
ｃ
「
て
」
ｄ
「
し
」
の
識
別
で
重
要
な
点
を
整
理

し
て
お
こ
う
。
選
択
肢
に
関
わ
る
も
の
を
中
心
に
し
て
ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に

な
る
。

○
「
に
」
の
識
別
（
ａ
）

Ⅰ
格
助
詞

→
体
言
、
及
び
活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
。

Ⅱ
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
連
用
形

→
活
用
語
の
連
用
形
に
接
続
。

○
「
な
る
」
の
識
別
（
ｂ
）

Ⅲ
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
体
形

→
体
言
、
及
び
活
用
語
の
連
体
形
に
接
続
。

Ⅳ
ナ
リ
活
用
の
形
容
動
詞
の
連
体
形
活
用
語
尾

→
形
容
動
詞
の
一
部
で
あ
る
た
め
、
直
前
の
言
葉
と
切
り
離
せ
な
い
。

○
「
て
」
の
識
別
（
ｃ
）

Ⅴ
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
の
未
然
形
・
連
用
形

→
活
用
語
の
連
用
形
に
接
続
。

Ⅵ
接
続
助
詞
「
て
」

→
活
用
語
の
連
用
形
に
接
続
。

○
「
し
」
の
識
別
（
ｄ
）

Ⅶ
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
連
体
形

→
活
用
語
の
連
用
形
に
接
続
。
た
だ
し
、
カ
変
・
サ
変
の
未
然
形
に
も
付
く
。

Ⅷ
副
助
詞

→
体
言
な
ど
種
々
の
言
葉
に
接
続
す
る
が
、「
し
」
を
省
い
て
も
意
味
が
通

る
。

　

こ
れ
ら
を
も
と
に
、
各
波
線
部
を
見
よ
う
。

　
ａ
は
「
い
と
暗
き
に
来
け
り
」
と
い
う
箇
所
に
あ
る
。「
に
」
の
前
の
「
暗
き
」

は
、
ク
活
用
の
形
容
詞
「
暗
し
」
の
連
体
形
で
、
こ
こ
は
体
言
の
「
時
」
を
補
っ
て

「
い
と
暗
き
時
に
来
け
り
」
と
言
え
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
「
に
」
は
Ⅰ
の
「
格
助

詞
」
で
あ
る
。

　

ｂ
は
「
あ
ば
ら
な
る
倉
に
」
と
い
う
箇
所
に
あ
る
。「
あ
ば
ら
な
る
」
は
、〈
荒
れ

て
い
る
・
す
き
ま
が
あ
る
〉
の
意
の
形
容
動
詞
「
あ
ば
ら
な
り
」
の
連
体
形
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、「
な
る
」
は
Ⅳ
の
「
形
容
動
詞
の
連
体
形
活
用
語
尾
」
と
な
る
。

　
ｃ
は
「
食
ひ
て
け
り
」
と
い
う
箇
所
に
あ
る
。「
て
」
の
前
に
は
、
ハ
行
四
段
活

用
の
動
詞
「
食
ふ
」
の
連
用
形
が
あ
る
が
、
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」
も
、
接
続
助
詞

「
て
」
も
連
用
形
接
続
の
た
め
、
前
の
言
葉
か
ら
は
ど
ち
ら
で
あ
る
か
決
ま
ら
な
い
。

そ
こ
で
、「
て
」
の
後
を
見
る
と
、
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
し
か
な
く
、
こ
こ
で

文
節
が
切
れ
な
い
の
で
接
続
助
詞
で
は
な
い
。「
け
り
」
は
連
用
形
接
続
で
あ
る
た

め
、「
け
り
」
の
前
の
「
て
」
は
、
Ⅴ
の
「
完
了
の
助
動
詞
『
つ
』
の
連
用
形
」
と

決
ま
る
。

　

ｄ
は
「
率
て
来
し
女
も
な
し
」
と
い
う
箇
所
に
あ
る
。「
し
」
の
前
に
は
、
カ
行

変
格
活
用
の
動
詞
「
来く

」
が
あ
る
。
一
方
、「
し
」
の
後
に
は
名
詞
「
女
」
が
あ
り
、

こ
の
「
し
」
を
省
く
と
「
来
女
も
な
し
」
と
な
り
、
意
味
が
通
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
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「
し
」
は
Ⅶ
の
「
過
去
の
助
動
詞
『
き
』
の
連
体
形
」
で
あ
る
。
な
お
、「
き
」
は
連

用
形
接
続
で
あ
る
が
、
カ
変
・
サ
変
の
動
詞
に
は
未
然
形
に
も
接
続
し
、
こ
の

「
来
」
も
未
然
形
で
、「
来こ

し
」
と
読
む
。

　

以
上
を
も
と
に
す
る
と
、
①
が
正
解
で
あ
る
。

問
3　

5

⑤　
《
和
歌
の
表
現
と
内
容
に
関
す
る
問
題
》

　

和
歌
Ｘ
は
、
上
の
句
と
下
の
句
で
、
そ
れ
ぞ
れ
内
容
上
ま
と
ま
り
が
あ
る
。

　

ま
ず
、
上
の
句
を
見
る
と
、
初
句
か
ら
第
二
句
に
か
け
て
の
「
白
玉
か
何
ぞ
」
は
、

直
後
に
「
引
用
」
の
格
助
詞
「
と
」
が
あ
り
、
さ
ら
に
第
三
句
に
は
「
問
ひ
し
時
」

と
あ
っ
て
、
こ
の
「
白
玉
か
何
ぞ
」
が
〈
問
い
〉
の
中
身
で
あ
る
と
わ
か
る
。「
白

玉
」
は
〈
真
珠
な
ど
の
白
い
玉
〉
の
こ
と
で
、
形
状
の
類
似
か
ら
〈
露
・
涙
〉
の
た

と
え
と
さ
れ
る
ほ
か
、〈
大
切
な
人
・
愛
児
〉
の
た
と
え
と
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。

こ
こ
は
前
者
で
、
草
の
上
の
「
露
」
を
、「（
あ
れ
は
）
白
玉
か
」
と
尋
ね
て
い
る
の

で
あ
る
。「
何
ぞ
」
の
「
ぞ
」（
係
助
詞
）
は
、
文
末
に
あ
る
場
合
、
断
定
・
疑
問

（
問
い
た
だ
し
）
の
用
法
で
、
こ
こ
は
、
疑
問
を
表
す
「
何
」
が
あ
る
の
で
、
疑
問

（
問
い
た
だ
し
）
の
用
法
で
あ
る
。
ま
た
、「
問
ひ
し
時
」
の
「
し
」
は
、
過
去
の
助

動
詞
「
き
」
の
連
体
形
で
あ
る
。

　

以
上
を
も
と
に
上
三
句
を
訳
す
と
、〈「
白
玉
か
（
そ
れ
と
も
）
何
か
」
と
尋
ね
た

と
き
〉
と
な
る
。
物
語
本
文
に
は
、「
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
、『
か
れ
は
何

ぞ
』
と
な
む
男
に
問
ひ
け
る
」
と
あ
り
、
こ
の
「
か
れ
は
何
ぞ
〈
＝
あ
れ
は
何
か
〉」

と
い
う
「
女
」
の
〈
問
い
〉
を
言
い
換
え
た
も
の
で
あ
る
。

　

次
に
下
の
句
を
見
よ
う
。
第
四
句
の
「
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て
」
に
も
、
引
用
の
格
助

詞
「
と
」
が
あ
り
、「
つ
ゆ
」
の
部
分
が
〈
答
え
〉
で
あ
る
。「
白
玉
か
（
そ
れ
と

も
）
何
か
」
と
い
う
〈
問
い
〉
に
対
し
て
、〈
露
だ
〉
と
答
え
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
結
句
の
「
消
え
な
ま
し
も
の
を
」
は
、
ヤ
行
下
二
段
活
用
動
詞
の
「
消
ゆ
」

の
連
用
形
に
、
強
意
の
助
動
詞
「
ぬ
」
の
未
然
形
、
反
実
仮
想
の
助
動
詞
「
ま
し
」

の
連
体
形
、
詠
嘆
の
終
助
詞
「
も
の
を
」
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
。「
ま
し
」
は
、

事
実
に
反
す
る
こ
と
を
想
像
し
た
り
、
望
ん
だ
り
す
る
言
葉
で
、
こ
こ
で
は
、〈
消

え
た
か
っ
た
〉
と
い
う
「
男
」
の
希
望
を
表
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
「
な
（
＝
ぬ
）」

で
強
調
し
て
い
る
。

　

以
上
を
も
と
に
下
二
句
を
訳
す
と
、〈「
露
だ
」
と
答
え
て
消
え
て
し
ま
え
ば
よ

か
っ
た
の
に
な
あ
〉
と
な
る
。〈「
女
」
が
「
白
玉
か
…
…
」
と
尋
ね
た
と
き
に
、

「
露
だ
」
と
答
え
て
、
そ
の
「
露
」
の
よ
う
に
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
〉
と
悔

や
む
内
容
で
あ
る
。

　

な
お
、「
男
」
が
こ
こ
で
「
消
ゆ
」
と
い
う
動
詞
を
用
い
て
い
る
の
は
、〈
は
か
な

く
消
え
や
す
い
も
の
〉
で
あ
る
「
露
」
が
、「
消
ゆ
」
と
「
縁
語
」
に
な
る
た
め
で

あ
る
。「
縁
語
」
と
は
、〈
意
味
の
上
で
関
連
の
あ
る
言
葉
を
一
首
の
中
に
詠
み
込
む

修
辞
法
〉
で
、
そ
の
「
縁
語
」
を
意
識
し
て
、「
死
ぬ
」
で
は
な
く
「
消
ゆ
」
を
用

い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
、
各
選
択
肢
を
見
よ
う
。

①
は
、「
上
の
句
と
下
の
句
に
そ
れ
ぞ
れ
会
話
文
が
あ
り
、
歌
全
体
が
散
文
的
な

形
に
な
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
上
の
句
の
「
白
玉
か
何
ぞ
」、
下
の
句
の
「
つ
ゆ
」

は
、
い
ず
れ
も
「
引
用
」
の
「
と
」
で
受
け
て
お
り
、
形
式
上
「
会
話
文
」
と
言
っ

て
よ
い
。「
会
話
文
」
は
物
語
な
ど
の
散
文
作
品
で
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
点
で
「
歌
全
体
が
散
文
的
な
形
」
で
あ
る
と
す
る
の
も
、
誤
り
で
は
な
い
。
よ
っ

て
、
①
は
適
当
な
内
容
で
あ
る
。

②
は
、「『
つ
ゆ
』
は
実
際
の
景
物
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
は
か
な
い
も
の
の
た
と

え
と
し
て
『
消
え
』
と
縁
語
に
も
な
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
物
語
の
本
文
を
見
る
と
、

「
草
の
上
に
置
き
た
り
け
る
露
を
」
と
あ
っ
て
、「
露
」
は
実
際
に
あ
っ
た
も
の
で
あ

る
。
ま
た
、
先
に
見
た
よ
う
に
「
露
」
と
「
消
え
」
は
「
縁
語
」
で
あ
っ
た
。
よ
っ

て
、
②
は
適
当
な
内
容
で
あ
る
。

③
は
、「
希
望
を
強
調
す
る
『
な
ま
し
』
と
詠
嘆
の
『
も
の
を
』
を
組
み
合
わ
せ

る
こ
と
で
、
強
い
後
悔
の
念
が
表
現
さ
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、

「
な
ま
し
」
と
「
も
の
を
」
は
、「
男
」
の
希
望
を
強
調
し
た
表
現
で
あ
り
、〈
消
え
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て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
な
あ
〉
と
い
う
後
悔
の
念
を
表
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、

③
は
適
当
な
内
容
で
あ
る
。

④
は
、「『
か
れ
は
何
ぞ
』
と
い
う
女
の
生
前
の
問
い
を
踏
ま
え
つ
つ
、
ひ
と
り
生

き
残
っ
た
男
の
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
」
と
あ
る
。
上
の
句
に
は
「
問
ひ
し
時
」
と
、

「
過
去
」
の
助
動
詞
が
あ
り
、「
女
の
生
前
」
の
話
題
で
あ
る
。
一
方
、
下
の
句
は
、

「
女
」
の
不
在
に
気
づ
い
た
「
男
」
の
心
情
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
④
は
適

当
な
内
容
で
あ
る
。

⑤
は
、「『
白
玉
』
は
女
を
暗
示
し
て
お
り
、『
白
玉
』
の
よ
う
に
大
切
な
人
を
な

ぜ
死
な
せ
た
の
か
と
男
が
自
ら
を
責
め
る
歌
で
あ
る
」
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「
男
」
は
〈（
女
を
）
な
ぜ
死
な
せ
た
の
か
と
自
ら
を
責
め
た
〉
こ
と
に
な
る
。
一
方
、

歌
の
下
の
句
は
「
消
え
な
ま
し
も
の
を
〈
＝
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
な

あ
〉」
と
あ
り
、
こ
れ
は
、〈
自
分
が
生
き
残
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
〉
内
容
で
は
あ
る

が
、〈「
女
」
を
死
な
せ
た
自
分
を
責
め
る
〉
表
現
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
⑤
は
不
適

当
な
内
容
で
、
こ
れ
が
正
解
で
あ
る
。

問
4

6

③
《
理
由
説
明
問
題
》

①
は
、
本
文
の
「
凡
そ
、
こ
の
文
に
は
…
…
業
平
な
ら
ぬ
さ
ま
に
書
き
た
が
へ
」

の
箇
所
と
関
わ
る
。
該
当
箇
所
の
前
半
部
で
は
、「
こ
の
文
（
＝
『
伊
勢
物
語
』）」

に
、
業
平
の
歌
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
、「
そ
の
人
の
こ
と
を
作
れ
り
と
は
聞
ゆ
れ

ど
〈
＝
業
平
の
こ
と
を
作
っ
て
い
る
と
は
理
解
さ
れ
る
が
〉」
と
す
る
。
ま
た
後
半

部
で
は
、「
時
世
〈
＝
時
代
〉・
官
位
」
を
「
そ
の
人
〈
＝
業
平
〉」
で
は
な
い
よ
う

に
変
え
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
、〈『
伊
勢
物
語
』
に
は
「
業
平
」

の
歌
が
多
く
、「
業
平
」
の
話
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
る
も
の
の
、
物
語
は
、
あ
く
ま

で
も
「
業
平
」
の
話
で
は
な
い
よ
う
に
装
っ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、

選
択
肢
は
「
業
平
の
歌
を
、
そ
れ
が
誰
の
作
で
あ
る
の
か
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
よ

う
に
周
到
に
詠
み
変
え
て
お
り
」
と
し
て
お
り
、〈「
歌
」
そ
の
も
の
を
変
更
し
た
〉

と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
①
は
誤
り
で
あ

る
。②

は
、
本
文
の
「
そ
の
ほ
か
に
も
古
人
の
名
を
…
…
名
を
あ
ら
は
せ
し
は
あ
ら

ず
」
の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
の
う
ち
、「
は
ぶ
れ
」
は
〈
身
を
滅
ぼ
す
・
落
ち
ぶ
れ

る
〉
の
意
の
下
二
段
動
詞
「
は
ぶ
る
」
の
連
用
形
で
、
こ
こ
で
は
〈（
不
義
に
）
身

を
落
と
す
〉
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
該
当
箇
所
全
体
を
訳
す
と
、〈
そ
の

ほ
か
に
も
古
人
の
実
名
を
は
っ
き
り
示
し
た
箇
所
も
あ
る
が
、
す
っ
か
り
不
義
密
通

に
身
を
落
と
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
実
名
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
箇
所
は
な
い
〉
と
な

る
。
す
な
わ
ち
、〈
物
語
に
は
、
古
人
の
実
名
を
明
示
し
た
箇
所
は
あ
る
が
、
不
義

密
通
に
関
わ
る
と
こ
ろ
で
は
明
示
し
て
い
な
い
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
選

択
肢
は
「『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
は
、
業
平
を
は
じ
め
、
実
在
の
人
物
の
名
は
す
べ

て
伏
せ
て
お
り
」
と
あ
り
、
こ
れ
は
、
本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
②

は
誤
り
で
あ
る
。

③
は
、
本
文
の
「
か
く
意
し
て
書
け
る
記
者
の
…
…
恥
か
が
や
か
し
ま
ゐ
ら
す
べ

き
か
は
」
の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
の
う
ち
、「
意こ
こ
ろし

て
」
は
〈
注
意
す
る
〉
の
意
の

動
詞
「
こ
こ
ろ
す
」
の
連
用
形
に
、
接
続
助
詞
「
て
」
が
付
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま

た
「
恥
か
が
や
か
し
ま
ゐ
ら
す
べ
き
か
は
」
は
、〈
恥
を
か
か
せ
る
〉
の
意
の
動
詞

「
恥
か
が
や
か
す
」
の
連
用
形
に
、
謙
譲
の
補
助
動
詞
「
ま
ゐ
ら
す
」
の
終
止
形
、

当
然
の
助
動
詞
「
べ
し
」
の
連
体
形
、
反
語
の
係
助
詞
「
か
は
」
が
付
い
た
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
該
当
箇
所
全
体
を
訳
す
と
、〈
こ
の
よ
う
に
注
意
し
て

書
い
た
作
者
の
心
に
な
っ
て
み
る
と
き
は
、
天
皇
の
御
妻
の
不
義
密
通
を
は
っ
き
り

と
示
し
、
そ
の
兄
弟
た
ち
の
御
名
前
を
さ
え
挙
げ
て
、
恥
を
か
か
せ
申
し
上
げ
る
は

ず
が
あ
る
ま
い
〉
と
な
る
。
こ
れ
は
選
択
肢
の
内
容
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、

③
が
正
解
で
あ
る
。
な
お
「
恥
か
が
や
か
す
」
は
、
平
安
時
代
の
自
動
詞
「
恥
か
か

や
く
〈
＝
恥
ず
か
し
が
る
〉」
か
ら
作
ら
れ
た
他
動
詞
で
あ
る
。

④
は
、
本
文
の
「
又
、
后
の
直
に
…
…
い
か
で
后
を
い
た
は
り
ま
ゐ
ら
せ
ぬ
に

や
」
の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
の
う
ち
、「
い
か
で
」
は
疑
問
・
反
語
の
副
詞
で
、〈
ど

う
し
て
〉
の
意
を
表
し
、
末
尾
の
「
に
や
」
は
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
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「
に
」
に
、
疑
問
・
反
語
の
係
助
詞
「
や
」
が
付
い
た
も
の
で
、
本
来
は
こ
の
後
に

続
く
「
あ
ら
む
」
な
ど
が
省
略
さ
れ
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
該
当
箇
所

全
体
を
訳
す
と
、〈
ま
た
、
后
が
（
入
内
す
る
前
の
）
普
通
の
方
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
折
と
い
う
の
を
、
業
平
に
気
を
つ
か
っ
て
書
い
た
な
ど
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
業

平
に
気
を
つ
か
っ
て
、
ど
う
し
て
后
に
気
を
つ
か
い
申
し
上
げ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う

か
、
い
や
あ
る
ま
い
〉
と
な
る
。
こ
れ
は
〈「
業
平
」
に
気
を
つ
か
っ
て
、「
后
」
に

気
を
つ
か
わ
な
い
の
は
お
か
し
い
〉
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
一
方
、
選
択
肢
は
「
業

平
へ
の
気
づ
か
い
に
な
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
」
と
あ
り
、〈「
業
平
」
に
対
し
て
も
気
を

つ
か
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
〉
と
し
て
い
る
。
し
か
し
本
文
で
は
〈「
業
平
」
へ
の

気
づ
か
い
に
な
ら
な
い
〉
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
④
は
誤
り
で
あ
る
。

⑤
は
、
本
文
の
「
こ
の
文
、
た
と
ひ
村
上
の
康
保
の
頃
に
…
…
い
か
な
る
を
こ
の

者
の
書
き
あ
ら
は
さ
ん
や
」
の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
の
う
ち
、「
さ
だ
さ
だ
と
」
は

〈
は
っ
き
り
と
・
確
か
に
〉
の
意
の
副
詞
で
あ
る
。
ま
た
、
末
尾
の
「
を
こ
の
者
」

は
、〈
愚
か
だ
〉
の
意
の
形
容
動
詞
「
を
こ
な
り
」
の
語
幹
に
、
格
助
詞
の
「
の
」、

名
詞
の
「
者
」
が
付
い
た
言
葉
で
、〈
愚
か
者
〉
の
意
を
表
す
。
形
容
動
詞
の
語
幹

を
こ
の
よ
う
に
用
い
る
の
を
「
語
幹
用
法
」
と
い
い
、
意
味
を
強
め
た
り
、
感
動
の

意
を
添
え
た
り
す
る
場
合
の
用
法
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
該
当
箇
所
全
体
を

訳
す
と
、〈
こ
の
物
語
が
、
た
と
え
村
上
天
皇
の
康
保
の
頃
に
書
か
れ
た
と
し
て
も
、

ま
だ
清
和
天
皇
の
御
代
に
近
く
、
二
条
の
后
も
（
そ
の
時
期
に
）
近
い
延
喜
十
年
ま

で
ご
健
在
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
后
が
お
産
み
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
陽
成
天
皇
も
、

天
暦
三
年
ま
で
ご
存
命
で
あ
っ
た
の
に
、（
不
義
密
通
を
）
は
っ
き
り
と
示
し
て
書

く
人
な
ど
い
る
ま
い
。
そ
の
う
え
、
藤
原
家
の
権
威
が
ま
す
ま
す
盛
り
で
あ
る
時
期

に
、
そ
れ
に
近
い
親
族
の
不
都
合
な
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
な
愚
か
者
が
書
き
表
す
だ

ろ
う
か
、
い
や
書
き
表
す
ま
い
〉
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
視
点
か
ら
見
解
が

示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
〈
天
皇
家
に
即
し
た
視
点
〉
で
、〈
康
保
年
間
は
、
二
条

の
后
の
夫
・
清
和
天
皇
の
治
世
や
、
二
条
の
后
自
身
の
存
命
時
期
、
さ
ら
に
二
条
の

后
が
産
ん
だ
陽
成
天
皇
の
存
命
時
期
に
近
く
、
二
条
の
后
の
不
義
を
書
く
人
は
い
る

は
ず
が
な
い
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
〈
藤
原
家
に
即
し
た
視
点
〉
で
、

〈
当
時
は
藤
原
家
の
権
勢
が
盛
ん
な
時
期
で
あ
り
、
藤
原
家
出
身
の
二
条
の
后
の
不

都
合
な
こ
と
を
書
く
愚
か
者
は
い
る
は
ず
が
な
い
〉
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、

選
択
肢
は
「
ま
だ
陽
成
天
皇
の
権
勢
が
盛
ん
な
時
期
で
あ
り
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、

両
視
点
の
内
容
を
折
衷
し
た
不
正
確
な
記
述
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
⑤
は
誤
り
で
あ
る
。

問
5

7

④　
《
内
容
説
明
問
題
》

①
は
、
本
文
の
「
こ
の
歌
、
業
平
の
歌
と
…
…
載
せ
ら
れ
た
る
や
」
の
箇
所
と
関

わ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
、〈
こ
の
歌
は
、
業
平
の
歌
と
ど
の
よ
う
な
書
物

で
も
っ
て
決
め
て
、『
新
古
今
集
』
に
入
れ
な
さ
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。

も
し
か
す
る
と
、
業
平
の
家
集
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
お
載
せ
に
な
っ
た
の
か
〉
と

な
る
。
一
方
、
選
択
肢
を
見
る
と
、
後
半
部
に
「
業
平
の
家
集
と
い
っ
た
も
の
が

あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
あ
る
。
本
文
で
は
〈「
業

平
の
家
集
」
が
存
在
し
た
の
で
は
な
い
か
〉
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
し
て
は
い
る
が
、

「
そ
れ
に
従
っ
た
と
見
る
の
が
妥
当
で
あ
る
」
と
ま
で
は
言
っ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、

①
は
誤
り
で
あ
る
。

②
は
、
本
文
の
「
か
の
新
古
今
に
…
…
載
せ
ら
れ
た
る
な
る
べ
し
」
の
箇
所
と
関

わ
る
。
こ
の
箇
所
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
、〈
例
の
『
新
古
今
集
』
に
、「
題
し
ら
ず
」

の
歌
の
並
び
に
お
載
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
確
か
に
こ
の
物
語
の
言
葉
を
用
い
な

さ
っ
た
の
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
は
、『
新
古
今
集
』
に
は
、
こ
の
物

語
を
用
い
て
業
平
の
歌
と
し
て
お
載
せ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
〉
と
な
る
。
こ
こ
で

は
、〈「
題
し
ら
ず
」
と
な
っ
て
い
る
点
は
、
物
語
の
本
文
に
依
拠
し
た
と
は
言
え
な

い
が
、
業
平
の
歌
と
し
て
載
せ
た
の
は
、
物
語
に
拠
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
〉
と
考
え

て
い
る
。
一
方
、
選
択
肢
は
、
末
尾
で
「
物
語
以
外
の
も
の
に
拠
っ
た
も
の
だ
ろ

う
」
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
本
文
の
内
容
と
は
正
反
対
の
結
論
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

②
は
誤
り
で
あ
る
。

③
は
、
本
文
の
「
こ
の
歌
、
業
平
の
口く
ち

風ぶ
り

に
似
ず
。
…
…
作
者
の
よ
め
る
う
た
、
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あ
ま
た
有
り
」
の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
の
う
ち
、「
口
風
」
は
〈
歌
の
詠
み
ぶ
り
・

歌
風
〉
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
該
当
箇
所
を
訳
す
と
、〈
こ
の
歌
は
、
業

平
の
歌
風
に
似
て
い
な
い
。
物
語
の
作
者
の
歌
で
あ
っ
て
、
業
平
の
歌
と
は
見
え
な

い
。
だ
い
た
い
こ
の
物
語
の
歌
は
、
古
歌
を
引
き
直
し
た
り
、
あ
る
い
は
（
地
の
文

の
）
言
葉
に
合
わ
せ
て
作
者
が
詠
ん
だ
り
し
た
歌
が
た
く
さ
ん
あ
る
〉
と
な
る
。
こ

こ
で
は
、〈「
白
玉
か
」
の
歌
が
、
業
平
の
歌
風
ら
し
く
な
く
、
ま
た
、
物
語
に
は
作

者
が
古
歌
を
引
用
し
た
り
、
新
た
に
作
っ
た
り
し
た
歌
が
た
く
さ
ん
あ
り
、「
白
玉

か
」
の
歌
も
作
者
の
歌
だ
〉
と
す
る
。
一
方
、
選
択
肢
で
は
「
物
語
の
歌
は
す
べ
て
、

物
語
の
作
者
が
古
歌
を
引
用
し
た
り
、
自
ら
作
っ
た
り
し
た
も
の
だ
と
考
え
」
る
と

し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
文
と
異
な
る
。
本
文
で
は
〈
作
者
の
引
用
し
た
り
作
っ
た

り
し
た
歌
が
「
あ
ま
た
〈
＝
た
く
さ
ん
〉」
あ
る
〉
と
は
言
っ
て
い
る
が
、〈「
物
語

の
歌
」
の
「
す
べ
て
」
が
そ
う
だ
〉
と
は
言
っ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
③
は
誤
り
で

あ
る
。

④
は
、
本
文
の
「
然
る
を
、
後
人
…
…
歌
の
風
体
を
弁
へ
ざ
る
よ
り
な
る
べ
し
」

の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
〈
そ
れ
な
の
に
、
後
人
が
「
む
か
し

男
」
を
皆
、
業
平
と
見
る
た
め
に
、
歌
の
風
体
を
理
解
し
な
い
こ
と
か
ら
（
生
じ
た

誤
解
）
で
あ
る
だ
ろ
う
〉
と
な
る
。
こ
れ
は
、
選
択
肢
の
内
容
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
。

よ
っ
て
、
④
が
正
解
で
あ
る
。

⑤
は
、
本
文
の
「
物
語
の
作
者
の
口
風
…
…
業
平
に
あ
ら
ざ
る
を
も
し
る
べ
し
」

の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
〈
物
語
の
作
者
の
歌
風
の
あ
る
こ
と

を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
自
然
と
業
平
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
る
だ
ろ
う
〉
と
な
る
。

こ
こ
で
は
〈
物
語
の
作
者
と
業
平
は
歌
風
が
異
な
る
〉
と
し
て
い
る
。
一
方
、
選
択

肢
は
「
物
語
の
作
者
が
業
平
の
歌
風
に
似
せ
て
作
っ
た
も
の
だ
」
と
あ
り
、〈
両
者

の
歌
風
が
、
結
果
的
に
似
た
も
の
で
あ
る
〉
と
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
本
文
の
内

容
と
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
⑤
は
誤
り
で
あ
る
。

問
6

8
・
9

②
・
⑥
（
順
不
同
）　
《
内
容
説
明
問
題
》

①
②
は
、
本
文
の
「
一
興
と
せ
し
例
な
し
ご
と
な
れ
ば
、
あ
ら
は
に
す
べ
か
ら
ぬ

ゆ
ゑ
な
り
」
の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
の
う
ち
、「
例あ
と

な
し
ご
と
」
は
〈
根
拠
の
な
い

こ
と
〉
の
意
で
あ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
該
当
箇
所
を
訳
す
と
、〈
一
興
と
し
て
描

い
た
事
実
無
根
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
実
名
を
は
っ
き
り
と
示
す
こ
と
が
で
き
な
い

た
め
で
あ
る
〉
と
な
る
。
こ
こ
で
【
文
章
Ⅱ
】
の
筆
者
は
、
二
条
の
后
の
密
通
事
件

が
、〈
物
語
作
者
の
描
い
た
、
事
実
無
根
の
話
題
だ
〉
と
考
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、

そ
れ
を
「
事
実
で
あ
る
」
と
す
る
①
は
誤
り
で
あ
る
。
一
方
、
②
は
後
半
で
、「
そ

れ
（
＝
密
通
事
件
）
が
『
伊
勢
物
語
』
に
描
か
れ
る
は
ず
は
な
い
と
考
え
て
い
る
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
文
の
「
右
二
条
后
て
ふ
よ
り
下
の
詞
は
、
後
人
の
裏
書
な

る
こ
と
已
に
も
い
へ
り
〈
＝
右
の
「
二
条
后
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
後
の
言
葉
は
、

後
人
の
注
記
で
あ
る
こ
と
は
前
に
も
言
っ
て
あ
る
〉」
と
い
う
主
張
と
矛
盾
し
な
い
。

よ
っ
て
、
②
は
正
解
で
あ
る
。

③
④
は
、
本
文
の
「
新
古
今
集
に
こ
の
白
玉
か
て
ふ
歌
を
…
…
い
か
で
哀
傷
に
入

れ
ら
れ
ん
や
」
の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
〈『
新
古
今
集
』
に

こ
の
「
白
玉
か
」
と
い
う
歌
を
哀
傷
の
部
に
入
れ
て
い
る
。
こ
の
撰
集
の
時
も
、
後

半
の
言
葉
の
な
い
本
に
拠
ら
れ
た
か
、
後
半
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
注
記
で
あ
る
の
で

お
採
り
に
な
ら
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
を
本
文
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
哀
傷
部
に

お
入
れ
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
〉
と
な
る
。
こ
こ
で
は
「
白
玉
か
」
の
歌

が
『
新
古
今
集
』
の
「
哀
傷
部
」
に
採
ら
れ
た
理
由
に
つ
い
て
、〈「
こ
れ
は
二
条
の

后
の
」
以
下
の
後
半
の
な
い
『
伊
勢
物
語
』
に
拠
っ
た
〉
か
、〈
後
半
部
は
あ
っ
た

が
、
注
記
と
考
え
て
、
そ
の
記
述
内
容
を
採
用
し
な
か
っ
た
〉
か
、
と
い
う
二
つ
の

可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
前
者
の
場
合
は
〈
そ
も
そ
も
「
二
条
の
后
」
に
関
わ
る
歌

だ
と
判
断
す
る
材
料
が
な
か
っ
た
〉
こ
と
に
な
り
、
後
者
の
場
合
は
〈
意
図
的
に

「
二
条
の
后
」
に
関
わ
る
歌
と
見
な
か
っ
た
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
踏
ま

え
て
選
択
肢
を
見
る
と
、
③
は
「
あ
え
て
『
題
し
ら
ず
』
と
し
て
」
と
あ
り
、
後
者

の
場
合
と
は
合
致
す
る
が
、
前
者
の
場
合
と
は
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
③
は
誤
り
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で
あ
る
。
一
方
④
は
、「
そ
れ
（
＝
二
条
の
后
が
鬼
に
食
わ
れ
た
は
ず
は
な
い
こ

と
）
に
気
づ
か
な
か
っ
た
」
と
す
る
が
、
こ
れ
は
、
前
者
・
後
者
の
ど
ち
ら
と
も
異

な
る
。
よ
っ
て
、
④
も
誤
り
で
あ
る
。

⑤
は
、
ま
ず
【
文
章
Ⅱ
】
の
「
あ
り
し
か
ど
裏
書
な
れ
ば
と
ら
れ
ざ
り
し
か
」
と

関
わ
る
。
③
④
の
解
説
で
見
た
よ
う
に
、
こ
こ
は
〈「
こ
れ
は
二
条
の
后
の
」
以
下

の
後
半
が
物
語
本
文
に
は
あ
っ
た
が
、
注
記
で
あ
る
の
で
、
そ
の
記
述
内
容
を
採
用

し
な
か
っ
た
〉
と
い
う
意
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
選
択
肢
の
「
注
記
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
て
い
た
」
の
部
分
と
合
致
す
る
。
一
方
、【
文
章
Ⅲ
】
に
は
〈
物
語
の

後
半
部
が
「
裏
書
」
で
あ
る
〉
と
い
っ
た
話
題
の
記
述
が
な
く
、「
注
記
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
い
て
い
た
」
と
は
言
え
な
い
。
よ
っ
て
、
⑤
は
誤
り
で
あ
る
。

⑥
は
、【
文
章
Ⅱ
】
の
「
新
古
今
集
に
こ
の
白
玉
か
て
ふ
歌
を
…
…
い
か
で
哀
傷

に
入
れ
ら
れ
ん
や
」
と
、【
文
章
Ⅲ
】
の
「
実
に
鬼
も
く
は
ざ
れ
ど
も
…
…
な
き
も

の
に
し
て
入
れ
た
る
も
の
な
る
べ
し
」
と
関
わ
る
。
前
者
は
、
③
④
の
解
説
で
見
た

よ
う
に
〈「
こ
れ
は
二
条
の
后
の
」
以
下
の
本
文
が
な
か
っ
た
か
、
あ
っ
て
も
採
用

し
な
か
っ
た
か
〉
と
い
う
こ
と
で
、
ど
ち
ら
の
場
合
で
も
〈「
こ
れ
は
二
条
の
后

の
」
以
下
の
内
容
に
は
基
づ
か
な
い
で
歌
を
採
っ
た
〉
と
言
え
る
。
一
方
、
後
者
は

〈
本
当
に
鬼
が
食
っ
て
、
亡
き
者
と
な
っ
た
こ
と
と
し
て
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
〉

と
い
う
意
味
で
、
こ
の
場
合
も
、「
こ
れ
は
二
条
の
后
の
」
以
下
の
内
容
に
は
基
づ

い
て
は
い
な
い
。
よ
っ
て
、
⑥
は
正
解
で
あ
る
。

⑦
は
、
ま
ず
【
文
章
Ⅲ
】
の
「
こ
れ
、
哀
傷
に
入
る
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ね
ど
も
」

の
箇
所
と
関
わ
る
。
こ
れ
は
〈
こ
の
歌
は
、
哀
傷
部
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

が
〉
と
い
う
意
で
、
選
択
肢
に
あ
る
よ
う
に
「『
白
玉
か
』
の
歌
を
哀
傷
の
部
に
載

せ
た
の
は
、
不
適
切
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
で
あ
る
。
一
方
【
文
章
Ⅱ
】
で
は
、

「
白
玉
か
」
の
歌
が
「
哀
傷
の
部
」
に
採
ら
れ
た
理
由
を
推
測
し
て
は
い
る
が
、
採

ら
れ
た
こ
と
自
体
に
つ
い
て
、
そ
の
適
否
を
述
べ
た
個
所
は
な
い
。
よ
っ
て
、
⑦
は

誤
り
で
あ
る
。

全
　
訳

【
文
章
Ⅰ
】

　

昔
、
男
が
い
た
。
女
で
、
妻
と
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
に
な
か
っ
た
者
に
、
何
年

に
も
わ
た
っ
て
求
婚
し
続
け
て
き
た
が
（
結
婚
が
か
な
わ
ず
）、
や
っ
と
の
こ
と
で

密
か
に
連
れ
出
し
て
、
た
い
そ
う
暗
い
時
に
逃
げ
て
き
た
。
芥
河
と
い
う
川
の
ほ
と

り
を
引
き
連
れ
て
行
っ
た
と
こ
ろ
、
草
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
露
を
、（
女
が
）「
あ

れ
は
何
で
す
か
」
と
男
に
尋
ね
た
。（
男
は
）
目
的
地
ま
で
の
道
の
り
が
長
く
、
夜

も
更
け
て
し
ま
っ
た
の
で
、
鬼
の
い
る
所
と
も
知
ら
な
い
で
、
雷
ま
で
た
い
そ
う
ひ

ど
く
鳴
り
、
雨
も
ひ
ど
く
降
っ
て
い
た
の
で
、
荒
れ
果
て
た
倉
に
、
女
を
奥
に
押
し

入
れ
て
、
男
は
、
弓
や
胡や
な

簶ぐ
い

を
背
負
っ
て
戸
口
に
い
て
、
早
く
夜
も
明
け
て
ほ
し
い

と
思
い
な
が
ら
座
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
鬼
が
す
で
に
（
女
を
）
一
口
で
食
っ
て
し

ま
っ
た
。（
女
は
）「
あ
あ
」
と
言
っ
た
け
れ
ど
も
、
雷
が
鳴
る
騒
が
し
さ
に
紛
れ
て
、

（
男
は
）
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
だ
い
に
夜
も
明
け
て
ゆ
く
う
ち
に
、（
倉

の
中
を
）
見
る
と
連
れ
て
来
た
女
も
い
な
い
。（
男
は
）
地じ

団だ
ん

駄だ

を
踏
ん
で
泣
く
け

れ
ど
も
ど
う
し
よ
う
も
な
い
。

白
玉
か
何
ぞ
と
…
…
〈「
白
玉
で
す
か
、（
そ
れ
と
も
）
何
で
す
か
」
と
あ
の
人

が
尋
ね
た
と
き
に
、「
露
で
す
」
と
答
え
て
、
そ
の
露
の
よ
う
に
、
消
え
て
し

ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
な
あ
〉

　

こ
れ
は
、
二
条
の
后
が
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
許
に
、
お
仕
え
す
る
よ
う
な
か
た

ち
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
を
、
御
容
貌
が
た
い
そ
う
美
し
く
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、

（
男
が
）
密
か
に
連
れ
て
背
負
っ
て
出
て
き
た
と
こ
ろ
を
、
御
兄
弟
で
あ
る
、
堀
河

大
臣
と
御
長
男
国
経
大
納
言
が
、
ま
だ
官
位
が
低
く
て
、
宮
中
に
参
上
な
さ
る
時
に
、

ひ
ど
く
泣
く
人
が
い
る
の
を
聞
き
つ
け
て
、
引
き
留
め
て
取
り
返
し
な
さ
っ
た
。
そ

れ
を
こ
の
よ
う
に
鬼
と
は
言
う
の
で
あ
っ
た
。
ま
だ
た
い
そ
う
若
く
て
、
后
が
天
皇

の
夫
人
で
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
か
っ
た
時
の
話
だ
と
か
。
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【
文
章
Ⅱ
】

　

右
の
二
条
后
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
後
の
言
葉
は
、
後
人
の
注
記
で
あ
る
こ
と
は
前

に
も
言
っ
て
あ
る
。
ど
う
し
て
か
と
言
え
ば
、
お
よ
そ
、
こ
の
物
語
に
は
、
業
平
朝

臣
の
歌
を
多
く
挙
げ
て
、
そ
の
人
の
こ
と
を
作
っ
て
い
る
と
は
理
解
さ
れ
る
が
、
時

代
や
官
位
を
も
そ
の
人
で
は
な
く
書
き
換
え
て
、
業
平
で
は
な
い
様
子
に
書
き
改
め
、

そ
の
ほ
か
に
も
古
人
の
実
名
を
は
っ
き
り
示
し
た
箇
所
も
あ
る
が
、
す
っ
か
り
不
義

密
通
に
身
を
落
と
し
た
と
こ
ろ
で
は
、
実
名
を
は
っ
き
り
と
示
し
た
箇
所
は
な
い
。

一
興
と
し
て
描
い
た
事
実
無
根
の
こ
と
で
あ
る
の
で
、
実
名
を
は
っ
き
り
と
示
す
こ

と
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
注
意
し
て
書
い
た
作
者
の
心
に
な
っ
て

み
る
と
き
は
、
天
皇
の
御
妻
の
不
義
密
通
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
そ
の
兄
弟
た
ち
の

御
名
前
を
さ
え
挙
げ
て
、
恥
を
か
か
せ
申
し
上
げ
る
は
ず
が
あ
る
ま
い
。
こ
れ
は
、

本
物
語
の
主
意
に
相
違
し
て
い
る
の
で
、
同
じ
人
の
筆
で
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
ま
た
、
后
が
（
入
内
す
る
前
の
）
普
通
の
方
で
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
折
と
い
う
の

を
、
業
平
に
気
を
つ
か
っ
て
書
い
た
な
ど
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
業
平
に
気
を
つ

か
っ
て
、
ど
う
し
て
后
に
気
を
つ
か
い
申
し
上
げ
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
こ
の
物

語
が
、
た
と
え
村
上
天
皇
の
康
保
の
頃
に
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
清
和
天
皇
の

御
代
に
近
く
、
二
条
の
后
も
（
そ
の
時
期
に
）
近
い
延
喜
十
年
ま
で
ご
健
在
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
后
が
お
産
み
申
し
上
げ
な
さ
っ
た
陽
成
天
皇
も
、
天
暦
三
年
ま
で
ご
存

命
で
あ
っ
た
の
に
、（
不
義
密
通
を
）
は
っ
き
り
と
示
し
て
書
く
人
な
ど
い
る
ま
い
。

そ
の
う
え
、
藤
原
家
の
権
威
が
ま
す
ま
す
盛
り
で
あ
る
時
期
に
、
そ
れ
に
近
い
親
族

の
不
都
合
な
こ
と
を
、
ど
の
よ
う
な
愚
か
者
が
書
き
表
す
だ
ろ
う
か
。
皆
、
そ
の
大

本
を
知
ら
な
い
で
言
う
説
ど
も
は
、
言
う
に
も
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
。
…
…
（
中

略
）
…
…
ま
た
、『
新
古
今
集
』
に
こ
の
「
白
玉
か
」
と
い
う
歌
を
哀
傷
の
部
に
入

れ
て
い
る
。
こ
の
撰
集
の
時
も
、
後
半
の
言
葉
の
な
い
本
に
拠
ら
れ
た
か
、
後
半
は

あ
っ
た
け
れ
ど
も
注
記
で
あ
る
の
で
お
採
り
に
な
ら
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
を
本
文
と

す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
哀
傷
部
に
お
入
れ
に
な
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

【
文
章
Ⅲ
】

　
　

白
玉
の
歌
の
こ
と

童
子
問　
「
白
玉
で
す
か
何
で
す
か
と
あ
の
人
が
」
と
い
う
歌
を
、『
新
古
今
集
』
に

「
在
原
業
平
朝
臣
」
と
姓
名
を
は
っ
き
り
と
示
し
、
お
載
せ
に
な
っ
た
以
上
は
、

作
り
物
語
と
も
言
い
が
た
い
の
で
は
な
い
か
。

答　

こ
の
歌
は
、
ど
の
よ
う
な
書
物
で
も
っ
て
業
平
の
歌
と
決
め
て
、『
新
古
今

集
』
に
入
れ
な
さ
っ
た
の
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
。
も
し
か
す
る
と
、
業
平
の
家

集
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
お
載
せ
に
な
っ
た
の
か
。
例
の
『
新
古
今
集
』
に
、

「
題
し
ら
ず
」
の
歌
の
並
び
に
お
載
せ
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
確
か
に
こ
の
物
語

の
言
葉
を
用
い
な
さ
っ
た
の
で
も
あ
る
ま
い
。
た
だ
、
お
そ
ら
く
は
、『
新
古
今

集
』
に
は
、
こ
の
物
語
を
用
い
て
業
平
の
歌
と
し
て
お
載
せ
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
卑
見
で
は
、
こ
の
歌
は
、
業
平
の
歌
風
に
似
て
い
な
い
。
物
語
の
作
者
の
歌

で
あ
っ
て
、
業
平
の
歌
と
は
見
え
な
い
。
だ
い
た
い
こ
の
物
語
の
歌
は
、
古
歌
を

引
き
直
し
た
り
、
あ
る
い
は
（
地
の
文
の
）
言
葉
に
合
わ
せ
て
作
者
が
詠
ん
だ
り

し
た
歌
が
、
た
く
さ
ん
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
後
人
が
、「
む
か
し
男
」
を
皆
、

業
平
と
見
る
た
め
に
、
歌
の
風
体
を
理
解
し
な
い
こ
と
か
ら
（
生
じ
た
誤
解
）
で

あ
る
だ
ろ
う
。
物
語
の
作
者
の
歌
風
の
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
自
然
と

業
平
で
は
な
い
こ
と
も
わ
か
る
だ
ろ
う
。

童
子
問　

こ
の
「
し
ら
玉
」
の
歌
を
、『
新
古
今
集
』
で
は
哀
傷
部
に
入
れ
な
さ
っ

て
い
る
意
味
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。

答　

こ
の
歌
は
、
哀
傷
部
に
入
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
れ
は
『
伊
勢
物
語

闕
疑
抄
』
に
い
っ
て
い
る
よ
う
に
、
本
当
は
鬼
も
食
わ
な
い
が
、
哀
傷
部
に
見
る

の
は
、
本
当
に
鬼
が
食
っ
て
、
亡
き
者
と
な
っ
た
こ
と
と
し
て
入
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
で
、『
新
古
今
集
』
に
、
こ
の
歌
を
業
平
の
歌
と
決
め
て

お
入
れ
に
な
っ
た
か
と
思
わ
れ
た
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
こ
の
歌
は
、
哀
傷
の
部

に
入
れ
ら
れ
る
は
ず
が
な
い
。


