
一

『

伊
勢
物
語』

二
一
段
は
、『

伊
勢
物
語』

の
全
章
段
の
中
で
最
多
の
所
載
歌
を
持
っ
て
い
る
力
作
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
ま
り
人
気

が
な
く
、
成
立
論
の
場
で
問
題
に
さ
れ
る
ぐ
ら
い
で
正
面
切
っ
て
取
り
上
げ
た
文
章
を
、
私
の
管
見
の
故
も
あ
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
見

た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
一
六
段
の
紀
有
常
関
係
章
段
と
二
三
段
の
筒
井
筒
章
段
と
の
間
に
挟
ま
れ
た
一
七
段
か

ら
二
二
段
ま
で
の
章
段
に
も
こ
の
傾
向
が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
原
因
の
一
つ
に
は
、
一
六
段
と
二
三
段
が
と
も
に
説
話
的
要
素
が
濃

厚
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
七
段
か
ら
二
一
段
ま
で
の
諸
段
は
、
歌
の
存
在
感
の
方
が
説
話
的
要
素
よ
り
も
強
い
と
云
う
こ
と
が
あ

る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

歌
物
語
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
云
っ
て
し
ま
え
ば
、｢

歌
語
り｣

と

｢

打
聞｣
と
に
関
係
の
あ
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、｢

平
安
時
代
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に
お
け
る
物
語
の
様
式
の
一
つ
。
和
歌
を
中
心
と
し
て
構
成
さ
れ
た
短
編
物
語
。
ま
た
短
編
物
語
集
。『

源
氏
物
語』

な
ど
の
本
格

的
な
物
語
を
生
む
過
渡
的
形
態
で
、
日
記
、
私
家
集
そ
の
他
に
も
歌
物
語
的
性
格
が
あ
る
と
さ
れ
る
。｣

(『

精
選
版
日
本
国
語
大
辞

典』)
な
ど
と
さ
れ
る
も
の
で
す
が
、『

伊
勢
物
語』

を
短
編
物
語
と
と
ら
え
る
と
、
各
詞
章
の
一
つ
ひ
と
つ
は
、
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ

ト
の
よ
う
な
、
あ
る
瞬
間
・
場
面
を
切
り
取
っ
た
も
の
か
ら
、
き
わ
め
て
説
話
性
の
強
い
も
の
ま
で
様
々
の
性
格
を
も
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
で
、
初
段
の

｢

春
日
野｣

や
九
段
と
そ
の
周
辺
の

｢

東
下
り｣

、
あ
る
い
は
六
五
段
の

｢

在
原
な
り
け
る
男｣

の
宮
中

で
の
ゴ
シ
ッ
プ
め
い
た
も
の
、
さ
ら
に
は
六
九
段
の

｢

斎
宮
譚｣

な
ど
の
よ
う
に
事
件
性
の
強
い
も
の
が
、
そ
の
背
後
に
あ
る
史
実

な
ど
へ
の
興
味
が
あ
っ
て
、
私
を
含
め
た
多
く
の
享
受
者
を
引
き
つ
け
て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
思
い
が
あ
り
ま
す
。
と

こ
ろ
が
最
近
は
、
私
自
身
が
年
老
い
た
所
為
で
し
ょ
う
か
、
陰
湿
な
政
争
や
激
し
い
恋
愛
な
ど
と
い
っ
た
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
も
の
よ

り
は
も
う
少
し
人
の
世
の
日
常
の
生
活
そ
の
も
の
中
に
あ
る
さ
さ
や
か
な
出
来
事
、
人
生
の
つ
く
り
だ
す
襞
を
細
や
か
に
描
き
出
し

て
い
る
章
段
の
方
へ
と
関
心
が
移
っ
て
き
て
、
地
味
な
章
段
で
あ
る
二
一
段
な
ど
が
、
思
い
の
ほ
か
気
に
掛
か
る
よ
う
に
な
り
、
そ

れ
が
本
稿
を
書
こ
う
す
る
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
後
で
少
し
触
れ
ま
す
が
、
片
桐

洋
一
の
大
著

『

伊
勢
物
語
全
読
解』

(

二
〇
一
三
年
一
二
月
和
泉
書
院)

の
二
一
段
の

｢

ま
と
め｣

を
読
ん
だ
時
に
あ
る
種
の
違
和

感
を
感
じ
た
こ
と
に
も
あ
り
ま
す
。
な
お
、
初
め
に
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
が
、
本
稿
で
用
い
る

『

伊
勢
物
語』

の
本
文
は
、
武
田

本
系
統
の
松
井
簡
治
博
士
旧
蔵
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
に
よ
る
山
田
清
市
編
著

『

伊
勢
物
語
影
印
付』

(

一
九
七
五
年
四
月
訂
正
再
版
白

帝
社)

の
影
印
を
も
と
に
筆
者
が
整
定
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
本
稿
で
扱
う
一
七
段
か
ら
二
二
段
の
前
後
の
一
六
段
・
二
三
段
に

は
そ
れ
ぞ
れ
筆
者
に

｢

文
学
と
歴
史
の
間
―

『

伊
勢
物
語』

を
軸
と
し
て｣

(

室
伏
信
助
編

『

伊
勢
物
語
の
表
現
史』

(

二
〇
〇
四
年

一
〇
月
笠
間
書
院)

｢『

伊
勢
物
語』

二
十
三
段
再
考｣

(｢

中
京
国
文
学｣
第
二
五
号
二
〇
〇
六
年
三
月)

が
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
参

照
い
た
だ
け
れ
ば
と
存
じ
ま
す
。
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二

二
一
段
を
取
り
囲
む
章
段
群
を
簡
単
に
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
一
七
段
か
ら
、

年
ご
ろ
、
訪
づ
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
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り

返
し
、

け
ふ
来
ず
ば
あ
す
は
雪
と
ぞ
降
り
な
ま
し
消
え
ず
は
有
と
も
花
と
見
ま
し
や

ま
ず
、
気
に
な
る
の
が
、『

伊
勢
物
語』
の
各
章
段
の
は
じ
め
に
あ
る

｢

む
か
し｣

の
語
を
持
た
な
い
書
き
出
し
で
あ
る
と
い
う

こ
と
。
単
な
る
書
き
落
と
し
、
筆
写
、
転
写
を
し
て
い
く
間
に
生
じ
た
誤
り
が
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
か
ど
う
か
。
そ
れ

と
も
何
ら
か
の
作
為
が
あ
る
の
か
ど
う
か
。
定
家
本
系
統
の
諸
本
は
見
る
限
り｢

む
か
し｣

が
な
い
。
誤
写
と
考
え
た
な
ら
ば
、
補
っ

て
も
い
い
は
ず
な
の
だ
が
、
補
っ
て
い
な
い
と
言
う
こ
と
は
、
も
と
の
本
を
忠
実
に
写
そ
う
と
す
る
親
本
尊
重
の
強
い
意
志
の
表
れ

か
、｢

む
か
し｣

を
必
要
と
し
な
い
、
詞
章
自
体
の
も
つ
強
い
論
理
が
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
読
み
手
の
方
に

｢

む
か
し｣

が
な
く

て
も
よ
い
と
す
る
何
ら
か
の
要
請
が
あ
っ
た
の
か
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
す
。
何
は
と
も
あ
れ
、
眼
前
の
本
文
に
は

｢

む
か
し｣

が

な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、｢

む
か
し｣

を
補
う
と
い
う
恣
意
的
な
操
作
を
し
て
読
む
か
、
な
い
こ
と
を
前
提
と
し
て
考
え
て
読
む
か

の
ど
ち
ら
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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と
こ
ろ
で
、
こ
の
詞
章
の
所
載
歌
は

『

古
今
和
歌
集』

巻
一

｢

春
上｣

に
、

さ
く
ら
の
花
の
さ
か
り
に
、
ひ
さ
し
く
と
は
ざ
り
け
る
人
の
き
た
り
け
る
時
に
よ
み
け
る

よ
み
人
知
ら
ず

62
あ
だ
な
り
と
な
に
こ
そ
た
て
れ
桜
花
年
に
ま
れ
な
る
人
も
ま
ち
け
り

返
し

な
り
ひ
ら
の
朝
臣

63
け
ふ
こ
ず
は
あ
す
は
雪
と
ぞ
ふ
り
な
ま
し
き
え
ず
あ
り
と
も
花
と
見
ま
し
や

と
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く

『

古
今
和
歌
集』

の
詞
書
き
に
は
、
例
外
的
に
八
七
四
番
歌
の

｢

寛
平
御
時
に｣

の
よ

う
な
時
制
を
規
定
す
る
表
現
は
あ
り
ま
す
が
、｢

む
か
し｣

と
か

｢

む
か
し
、
男｣

と
い
っ
た
表
現
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
が
、

こ
の
一
七
段
の
成
立
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
が
、
本
稿
で
成
立
論
を
展
開
す
る
意
図
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、

こ
れ
以
上
は
お
い
て
お
き
ま
す
。

次
に
気
に
な
る
の
が
、｢

あ
る
じ｣

で
す
。
例
え
ば
、『

古
今
和
歌
集』

春
上
の
四
二
番
歌
の
詞
書
の
中
に
は
、
傍
線
部
の
よ
う
な

用
法
が
あ
り
ま
す
。

初
瀬
に
詣
づ
る
ご
と
に
宿
り
け
る
人
の
家
に
、
久
し
く
宿
ら
で
、
程
経
て
後
い
た
れ
り
け
れ
ば
、
か
の
家
の
あ
る
じ
、

｢

か
く
さ
だ
か
に
な
む
宿
は
あ
る｣

と
言
ひ
出
だ
し
て
侍
り
け
れ
ば
、
そ
こ
に
立
て
り
け
る
梅
の
花
を
折
て
よ
め
る

貫
之

42
人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
故
里
は
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
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｢

初
瀬｣

は
言
う
ま
で
も
な
く
。
奈
良
県
桜
井
市
初
瀬

は

せ

、
伊
勢
街
道
の
要
衝
の
地
で
あ
り
、
長
谷
寺
の
門
前
町
で
参
詣
の
た
め
の

宿
な
ど
が
多
く
あ
っ
た
場
所
。
梅
花
と
桜
花
、
花
の
種
類
は
違
い
ま
す
が
、
久
々
に
訪
れ
た
場
所
で
の
、｢

あ
る
じ｣

と

｢

客｣

と

の
当
意
即
妙
の
や
り
と
り
と
い
う
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
一
七
段
と
共
通
し
て
い
ま
す
。

｢

あ
る
じ｣

と
い
う
こ
の
語
は
、
男
性
に
対
し
て
も
女
性
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
語
で
一
七
段
の

｢

あ
る
じ｣

に
関
し
て
は
、
諸

注
、｢

男｣
か

｢
女｣

に
分
か
れ
て
い
て
い
ま
す
。『

伊
勢
物
語』

の
中
に
は
、
友
情
譚
も
あ
り
、
こ
の
段
の
直
前
の
一
六
段
が
紀
有

常
と

｢

ね
む
ご
ろ
に
あ
ひ
か
た
ら
ひ
け
る
友
だ
ち｣

と
の
友
情
譚
で
あ
る
こ
と
と
の
結
び
つ
き
を
考
慮
す
る
と
男
性
同
士
の
や
り
と

り
で
あ
る
可
能
性
も
十
分
あ
り
ま
す
し
、
こ
れ
を
Ｂ
Ｌ
小
説
の
は
や
い
も
の
と
捉
え
て
も
い
い
の
で
す
が
、
当
時
の
男
女
関
係
は
、

基
本
的
に
は
、
訪
れ
る
の
が
男
性
で
あ
り
、
待
つ
の
が
女
性
と
い
う
の
が
基
本
的
な
パ
タ
ー
ン
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ

の
こ
と
を
重
視
す
れ
ば

｢

あ
る
じ｣
は
女
性
と
言
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
で

『

伊
勢
物
語
知
顕
抄』

の
よ
う
に

｢

い
ゑ
あ
る
じ

は
あ
り
つ
ね
が
む
す
め
。
ま
れ
人
は
な
り
ひ
ら
な
り｣

と
い
っ
た
解
釈
ま
で
出
て
来
る
の
で
す
。
確
か
に
、
女
性
の
方
か
ら
歌
を
詠

み
掛
け
る
の
は
、
異
例
で
あ
る
と
す
る
説
な
ど
が
一
般
的
な
解
釈
と
な
っ
て
い
ま
す

(

鈴
木
日
出
男

『

伊
勢
物
語
評
解』

二
〇
一
三

年
六
月
筑
摩
書
房)

。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で
し
ょ
う
か
。
続
く
一
八
・
一
九
・
二
一
・
二
二
段
は
女
性
の
歌
か
ら
始
ま
っ
て

い
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
一
七
段
か
ら
二
二
段
ま
で
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
、
取
り
立
て
て
異
例
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
言
え
な
く
な

り
ま
す
。
た
だ
、
所
載
歌
に

｢

あ
だ
な
り｣

と
い
う
語
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
は
無
視
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
こ
の
語
は
、

｢

徒
な
り｣

｢

婀
娜
な
り｣

な
ど
の
字
を
当
て
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。
は
か
な
く
頼
り
な
い
等
の
意
だ
け
で
は
な
く

｢

色
気｣

を

も
感
じ
さ
せ
る
語
感
を
持
つ
形
容
動
詞
。
こ
こ
で
は
散
り
や
す
い
の
意
で
、
桜
の
花
の
散
り
や
す
い
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
浮
気
心

を
も
含
め
て
い
る
。
登
場
人
物
二
人
は
と
も
に

｢

あ
だ
な
り｣

と
評
判
の
立
つ
人
で
あ
り
、｢

色
好
み｣

と
言
う
よ
り
は

｢

好
き
者｣

の
要
素
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
ま
す
。
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｢

ま
れ
な
る
人｣

は

｢

ま
れ
び
と｣

を
連
想
さ
せ
る
表
現
。
し
か
し

｢

ま
れ
な
る
人｣

で
あ
っ
て

｢

ま
れ
人｣

で
は
な
い
。
ポ
イ

ン
ト
は

｢

桜
の
さ
か
り｣

の
時
期
を
的
確
に
知
り
訪
れ
て
き
て
い
る
こ
と
。

｢
桜
花｣

は
、
女
が
自
分
自
身
を
た
と
え
た
も
の
と
と
る
の
か
ど
う
か
で
す
が
、
詞
書
の

｢

桜
の
さ
か
り
に
見
に
来
た
り
け
れ
ば｣

と
あ
る
こ
と
で
観
桜
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
す
れ
ば
、
喩
と
と
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
七
段
の
贈
答
歌
を
考
え
る
と
き
に
、
次
の
二
つ

『

古
今
和
歌
集』

所
載
歌
が
参
考
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
は
、

雲
林
院
に
て
、
桜
の
花
の
散
り
け
る
を
見
て
よ
め
る

承
均

そ
う
く

法
師

75
さ
く
ら
ち
る
花
の
所
は
春
な
が
ら
雪
ぞ
ふ
り
つ
つ
消
え
が
て
に
す
る

雲
林
院
の

｢

雲｣
(

空
に
あ
る
も
の)

｢
さ
く
ら
の
花｣

｢

雪｣

と
い
う
景
物
の
組
み
合
わ
せ
は
さ
て
お
き
、
桜
の
散
る
所

(

地
上)

の
様
子
を
雪
の

｢

む
ら
消
え｣

と
す
る
喩
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
す
が
、
一
七
段
の
所
載
歌
の

｢

桜
花
―
雪｣

と
い
う
喩
に
通
じ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
次
の
貫
之
歌
は
、
一
七
段
の
後
に
付
さ
れ
て
も
い
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
す
。

あ
ひ
知
れ
り
け
る
人
の
ま
う
で
来
て
、
帰
り
け
る
後
に
、
詠
み
て
、
花
に
挿
し
て
遣
は
し
け
る

78
ひ
と
目
見
し
君
も
や
来
る
と
さ
く
ら
花
け
ふ
は
待
ち
み
て
ち
ら
ば
ち
り
な
む
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三

次
に
一
八
段
を
見
て
お
き
ま
す
。

む
か
し
、
な
ま
心
あ
る
女
あ
り
け
り
。
男
近
う
あ
り
け
り
。
女
、
歌
よ
む
人
な
り
け
れ
ば
、
心
見
む
と
て
、
菊
の
花
の
う
つ
ろ

へ
る
を
ゝ
り
て
、
男
の
も
と
へ
や
る
。

紅
に
ゝ
ほ
ふ
は
い
づ
ら
白
雪
の
え
だ
も
と
を
ゝ
に
ふ
る
か
と
も
見
ゆ

お
と
こ
、
し
ら
ず
に
よ
み
に
よ
み
け
る
。

紅
に
ゝ
ほ
ふ
が
う
へ
の
白
菊
は
折
り
け
る
人
の
袖
か
と
も
見
ゆ

一
七
段
か
ら
の
繋
が
り
か
ら
云
え
ば
、
ま
ず
、
気
が
つ
く
の
が
、
花
を

｢

雪｣

に
喩
え
る
修
辞
法
で
あ
り
、
あ
と
は
、
贈
歌
に
対

す
る
答
歌
の
切
れ
味
の
よ
さ
で
し
ょ
う
か
。

登
場
し
て
く
る
の
は

｢

な
ま
心
の
あ
る｣

女
性
で
し
た
。
こ
の

｢

な
ま｣

は
若
い
、
中
途
半
端
の
意
で
、
知
っ
た
か
ぶ
り
。
近
世

的
表
現
を
す
れ
ば

｢

半
可
通｣

。
初
段
の

｢

な
ま
め
く｣
と
は
違
い
、
こ
こ
で
は

｢

艶｣

に
近
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
ま
せ
て
解
す
る

こ
と
も
可
能
で
す
。
さ
ら
に
言
え
ば
は
遊
女

あ
そ
び
め

的
存
在
と
も
見
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。(

原
由
来
恵

｢『

伊
勢
物
語』

―
研
究
の
現
在
と

展
望｣

《
妹
能
好
信
・
渡
辺
泰
宏
・
久
下
裕
利
編

『

伊
勢
物
語
の
新
世
界』

二
〇
一
六
年
三
月
武
蔵
野
書
院
所
収
》
に
よ
れ
ば
、
初

段
の｢

女
は
ら
か
ら｣

の
背
景
に
遊
行
婦
女
の
姿
を
窺
う
こ
と
も
可
能
で
す)
。
あ
る
い
は
、『

源
氏
物
語』

｢

夕
顔｣

巻
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
前
哨
的
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。
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｢

近
う
あ
り
け
り｣

は
、
女
の
家
近
く
に
男
の
家
が
あ
っ
た
の
か
。
そ
れ
と
も
方
違
え
か
な
に
か
で
男
が
女
の
家
の
近
く
に
寄
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
機
会
を
と
ら
え
て
、
女
の
方
か
ら
ち
ょ
っ
か
い
を
だ
し
た
の
で
し
ょ
う
。
伝
民
部
卿
局
筆
塗
籠
本

『

伊
勢

物
語』
一
九
段
で
は
、｢

菊｣

が

｢

梅
花｣

に
替
わ
り
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

昔
、
な
ま
ご
こ
ろ
あ
る
女
あ
り
け
り
。
男
、
と
か
う
い
ひ
け
り
。
女
、
哥
よ
む
人
な
り
け
れ
ば
、
こ
こ
ろ
み
む
と
て
、
梅
を
折

り
て
や
る
。

く
れ
な
ひ
に
に
ほ
ふ
は
い
づ
ら
し
ら
雪
の
ゑ
だ
も
た
わ
わ
に
ふ
る
や
と
も
み
ゆ

男
、
し
ら
ず
よ
み
に
よ
み
け
り
。

く
れ
な
ひ
に
ほ
ふ
が
う
ゑ
の
し
ら
雪
は
を
り
け
る
人
の
そ
で
か
と
ぞ
み
る

諸
注
、
場
の
設
定
を
想
定
す
る
場
合
に

『
貫
之
集』

の
、

近
隣
な
る
所
に
方
違
へ
に
あ
る
女
の
わ
た
れ
る
と
聞
き
て
あ
る
ほ
ど
に
、
こ
と
に
ふ
れ
て
見
聞
く
に
、
歌
詠
む
べ
き
ひ
と
な
り

と
聞
き
て
、
こ
れ
が
詠
ま
む
さ
ま
、
い
か
で
心
み
ん
と
思
ふ
と
、
い
は
ん
と
の
心
な
り
け
れ
ば
、
深
く
も
い
は
ぬ
ほ
ど
に
、
か

れ
も
ま
た
心
み
ん
と
や
思
ひ
け
ん
、
萩
の
葉
も
み
ぢ
た
る
に
つ
け
て
を
こ
せ
た
り
。
あ
は
せ
て
十
首
、

女
秋
萩
の
下
葉
に
つ
け
て
め
に
ち
か
く
よ
そ
な
る
人
の
心
を
ぞ
み
る

返
し
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世
の
中
の
人
の
心
を
そ
め
し
な
ば
草
葉
の
露
も
見
え
じ
と
思
ふ

女
下
葉
に
は
さ
ら
に
う
つ
ら
で
ひ
た
す
ら
に
散
り
ぬ
花
と
成
り
や
し
ぬ
ら
ん

返
し

散
り
も
せ
ず
う
つ
ろ
ひ
も
せ
ず
人
を
思
ふ
心
の
う
ち
に
花
し
咲
か
ね
ば

(

以
下
略)

を
引
い
て
い
ま
す
。
こ
の
贈
答
歌
群
は

『

拾
遺
和
歌
集』

雑
秋
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
こ
の

｢

女｣

は
一

体
ど
う
い
う
人
物
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。｢

女
、
歌
よ
む
人｣

は
塗
籠
本
の
よ
う
に

｢

女
が
歌
詠
む
人
で
あ
っ
た｣

と
も

｢

女

が
、
男
は
歌
詠
む
人
で
あ
っ
た
の
で｣

と
も
と
れ
ま
す
が
、
こ
の
女
性
自
身
は

｢

な
ま
心｣

と
規
定
さ
れ
た
人
物
で
し
た
。
と
す
る

な
ら
ば
、『

古
今
和
歌
集』

｢

仮
名
序｣
の
、

や
ま
と
う
た
は
、
ひ
と
の
こ
ゝ
ろ
を
た
ね
と
し
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
の
葉
と
ぞ
な
れ
り
け
る
。

に
従
え
ば
、｢

女｣

の
歌
は

｢

な
ま
こ
ゝ
ろ｣

詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
女
は
中
途
半
端
に
歌
を
も
て

あ
そ
ぶ
人
で
、
そ
の

｢

女
は
、
男
が
本
格
的
に
歌
を
詠
む
人
で
あ
っ
た
の
で｣

と
と
っ
て
お
き
ま
す
。

｢

紅
に
ヽ
ほ
ふ｣

の
女
性
の
歌
。｢

に
ほ
ふ｣

は
元
来
色
が
際
立
つ
意
味
で
そ
れ
が
影
響
し
て
他
の
も
の
が
照
り
映
え
る
、
ま
た
嗅

覚
で
も
用
い
ら
れ
る
意
に
な
っ
た
も
の
で
す
。｢

か
お
る｣

は

｢

香｣

に
限
ら
ず
全
て
の
物
の
気
が
漂
う
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
が
、

次
第
に

｢

に
ほ
ふ｣

の
意
に
似
て
き
、
現
在
で
は

｢

香｣

は
好
ま
し
い
香
り
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
雅
語
的
に
用
い
ら
れ
る

29



よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。｢

白
菊｣

に
つ
い
て
は
、
精
選
版
日
本
国
語
大
辞
典
に
は

｢

①
白
い
菊
の
花
。
白
い
花
が
咲
く

菊
。
②
襲

か
さ
ね

の
色
目
の
名
。
表
が
白
。
裏
は
蘇
芳
。
蘇
芳
菊
。
秋
に
着
用
す
る
。｣

と
あ
り
ま
す
が
、
襲
の
色
目
に
関
し
て
は
異
説
多

数
。
同
書

｢

移
菊

う
つ
ろ
ひ
き
く

｣

の
解
説
に
は

｢

表
は
中
紫
裏
は
青
。
一
説
に
裏
は
白
ま
た
は
黄
。
秋
に
用
い
る｣

。
白
菊
襲
を

｢

表
白
。
裏
萌

黄｣

と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。｢

枝
も
と
を
ヽ
に｣

の

｢

と
を
ヽ
に｣

は
形
容
動
詞
な
り
活
用
連
用
形
。｢

撓
わ
に｣

の
意
。
し
な

う
さ
ま
、
た
わ
む
さ
ま
を
い
い
、
中
古
に
は
ほ
と
ん
ど
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
す
が
、『

万
葉
集』

(

巻
十
・
二
三
一

九
番
歌)

に
は
次
の
よ
う
な
例
が
あ
り
ま
す
。

あ
し
ひ
き
の
山
道
も
知
ら
ず
白
橿
の
枝
も
と
を
を
に
雪
の
降
れ
れ
ば

な
お
、
菅
原
道
真
の

｢

寄
二

白
菊
一

四
十
韻｣

(『

菅
家
文
草』

巻
四)

は
讃
岐
守
と
し
て
赴
任
中
の
作
で
京
の
宣
風
坊
の
書
斎
の
庭

に
栽
培
し
て
い
た
菊
の
花
を
思
い
や
っ
て
、
讃
州
客
舎
の
押
さ
え
が
た
い
不
満
を
述
べ
た
全
四
百
字
の
大
作
で
す
が
、
そ
の
中
の
、

京
の
書
斎
を
自
画
自
賛
し
た
部
分
に
は
、｢

菊
花｣
を

｢

雪｣

に
喩
え
た
次
の
よ
う
な
、
句
が
あ
り
ま
す
。

乍
看
珠
顆
拆

乍
た
ち
ま

ち
に
看
る
珠
な
す
顆

つ
ぶ
ら

の
拆
く
こ
と
を

真
珠
よ
う
な
つ
ぶ
ら
な
蕾
が
開
く
の
を
突
然
に
見
付
け
る

爭
賞
素
�
翻

爭
ひ
て
賞
づ
素し

ろ

き

�

は
な
の
つ
し
べの

翻
ひ
る
が
へ

る
こ
と
を
白
菊
の
花
弁
が
舞
翻
っ
て
開
く
様
子
を
争
い
賞
美
す
る

�
翅
迷
施
粉

�
の
翅

つ
ば
さ

の
粉

は
ふ
に

を
施
せ
し
か
と
迷
ふ

白
菊
の
姿
は?
の
薄
い
羽
に
白
粉
を
引
き
施
し
た
か
と
疑
わ
れ
る

蜂
鑽
閙
著
痕

蜂
の
鑽き

り

の
痕あ

と

を
著つ

く

く
る
に
閙

い
そ
が
はし

蜂
は
菊
の
花
に
飛
ん
で
き
て
針
で
花
の
蕊
に
痕
を
着
け
る
の
に
忙
し
い

地
疑
星
隕
宋

地
は
星
の
宋
に
隕お

ち
た
る
か
と
疑
ふ

(

存
疑)

白
菊
の
様
は
天
井
の
星
が
宋
の
国
に
隕
ち
て
輝
く
よ
う
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庭
似
雪
封
袁

庭
は
雪
の
袁え

ん

を
封
た
る
が
似
し

白
菊
の
咲
く
庭
は
、
白
雪
が
袁
山
を
埋
め
て
降
り
積
も
っ
た
よ
う
だ
。

紫
襲
衣
藏
篋

紫
を
襲
ね
て
衣
は
篋
に
藏
む

こ
ろ
も
は
こ

白
菊
の
花
の
姿
は
ま
る
で
紫
を
襲
ね
て
衣
装
箱
た
た
み
納
め
た
よ
う
だ

香
浮
酒
満
�

香
に
ほ
ひ

を
浮
べ
て
酒
は
樽
に
満
て
る

白
菊
の
に
お
い
は
ま
る
で
酒
が
酒
樽
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
よ
う
だ

あ
る
い
は
、
ま
た
、｢

菊
の
花
の
う
つ
ろ
へ
る｣

『

古
今
和
歌
集』

秋
下
に
は
菊
の
歌
が
二
六
八
番
歌
か
ら
二
八
〇
番
歌
ま
で
十
三

首
続
い
て
い
ま
す
。
そ
の
中
の
二
六
八
番
歌
で
す
が
、
こ
の
歌
は

『

伊
勢
物
語』

の
五
一
段
所
載
歌
と
同
一
歌
で
す
。

以
上
の
よ
う
に
、
女
の
歌
の
周
辺
を
考
え
て
み
た
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
こ
の
歌
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

①
白
菊
の

｢

う
つ
ろ
い｣

を

｢
く
れ
な
ゐ｣

と
表
現
す
る
の
に
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
塗
籠
本

『

伊
勢
物
語』

一
九
段
の
よ
う
に

｢

梅
花｣

な
ら
ば
十
分
通
用
す
る
の
で
す
が
。

②｢

い
づ
ら｣

は
歌
語
と
し
て
は
不
適
な
口
語
的
表
現
。
確
か
に

『

万
葉
集』

に
は

｢

い
は
た
野
に
宿
り
す
る
君
家
人
の
伊
豆
良

と
わ
れ
を
問
は
ば
い
か
に
言
は
む｣

(

巻
一
五
、
三
六
八
九
番
歌)

と
い
っ
た
表
現
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
話
し
言
葉
を
取

り
込
ん
だ
も
の
で
す
か
ら
、
歌
語
と
す
る
に
は
不
十
分
で
し
ょ
う
。

③｢

と
を
を
に｣

は
こ
れ
も

『

万
葉
集』

な
ど
に
は
見
ら
れ
ま
す
が
古
い
表
現
で
あ
り
、
雪
の
重
さ
を
表
す
の
な
ら
と
も
か
く
白

さ
の
表
現
と
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

と
い
っ
た
難
点
が
あ
り
、
古
風
で
洗
練
さ
れ
て
い
な
い
未
熟
な
作
品
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
男
は
、｢

し
ら
ず
に｣

、
つ
ま
り
男
を
試
み
よ
う
と
し
て
歌
を
贈
っ
て
き
た
女
の
た
く
ら
み
を
十
分
わ
か
っ
て
い
な

が
ら
、
そ
の
こ
と
を
わ
か
ら
な
い
風
を
装
っ
て
返
歌
を
し
た
の
で
し
ょ
う
。

31



返
歌
に
は
、｢

紅
に
ほ
ふ｣

｢

か
と
も
見
ゆ｣

と
贈
歌
の
表
現
を
踏
襲
し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
贈
答
歌
に
お
い
て
は
贈
歌
の
用
い

た
言
葉
を
採
り
上
げ
て
返
す
と
い
う
ご
く
基
本
的
な
作
法
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
そ
の
作
法
を
初
句
と
結
句
に
用
い
て
こ
と
さ
ら
強
調

し
て
い
る
の
は
念
を
入
れ
す
ぎ
た
と
い
う
よ
り
は
も
は
や
嫌
み
で
あ
り
相
手
を
見
下
し
た
も
の
と
も
い
え
ま
し
ょ
う
。

『

伊
勢
物
語』

に
は
、｢

み
や
び｣

を
中
心
と
す
る
美
意
識
が
あ
り
、
あ
る
基
準
か
ら
離
れ
た
出
来
事
や
も
の
に
対
し
て
は
、
例
え

ば
十
四
段
の
よ
う
に
拒
否
を
す
る
姿
勢
を
通
し
て
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
和
歌
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
よ
う
と
す
る
強
い
姿
勢
も
見
ら

れ
ま
す
が
、
こ
う
し
た
点
が
後
世
の
連
歌
師
な
ど
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
た
一
因
で
、
例
え
ば
今
川
了
俊(

貞
世)

の『

了
俊
要
弁
抄』

に

｢

三
代
集
の
外
に
も
常
に
抄
物
を
見
る
べ
き
事｣

と
し
て
、

三
六
人
家
集
等
、
伊
勢
物
語
、
清
少
納
言
枕
草
子
、
源
氏
物
語
等
な
り
、
此
等
は
歌
心
必
ず
つ
く
も
の
な
り
。

な
ど
と
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
物
語
・
説
話
的
な
面
白
さ
か
ら
言
え
ば
こ
の
詞
章
は
、
あ
ま
り
高
い
評
価
を
あ
げ
る
こ
と
は
出
来
ま

せ
ん
が
、
歌
論
へ
の
接
近
と
い
う
観
点
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
い
詞
章
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

登
場
す
る
女
性
の
行
為
に
対
し
て
、『

伊
勢
物
語』
は
時
々
手
厳
し
い
評
価
を
下
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
段
な
ど
も
そ
う
し

た
傾
向
の
漏
れ
出
た
も
の
と
も
い
え
ま
す
。

四

次
は
一
九
段
で
す
。
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む
か
し
、
男
、
宮
仕
へ
し
け
る
女
の
か
た
に
、
御
達
な
り
け
る
人
を
あ
ひ
し
り
た
り
け
る
。
ほ
ど
も
な
く
か
れ
に
け
り
。
お
な

じ
所
な
れ
ば
、
女
の
目
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら
、
男
は
あ
る
も
の
か
と
も
思
た
ら
ず
、
女
、

雨
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
目
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
男
、
返
し
、

雨
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は
や
み
な
り

と
よ
め
り
け
る
は
、
ま
た
男
あ
る
人
と
な
む
い
ひ
け
る
。

ま
ず
は
、｢

宮
仕
へ
し
け
る
女
の
か
た｣

が
問
題
と
な
り
ま
す
。
男
が
宮
仕
え
を
し
て
い
る
貴
人
の
北
の
方
の
所
で
よ
い
と
思
わ

れ
ま
す
が
、『

伊
勢
物
語』

に
は
貴
人
に
仕
え
る
男
女
の
間
が
話
題
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
お
そ
ら
く
は
こ

の
作
品
の
享
受
者
層
の
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
の
で
し
ょ
う
が
、
後
宮
だ
け
で
は
な
く
、
摂
関
家
と
は
い
わ
な
い
ま
で
も
、『

落

窪
物
語』

な
ど
の
よ
う
に
、
一
般
貴
族
の
北
の
方
周
辺
に
も
、
文
藝
に
関
わ
る
よ
う
な
活
動
が
あ
っ
て
、
こ
の
章
段
も
、
そ
の
先
駆

的
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。｢

御
た
ち｣
の

｢

た
ち｣

は
複
数
を
示
す
の
が
普
通
で
す
が
、
個
人
の
場
合
に
も
使
わ
れ
て
敬

意
を
示
し
ま
す
。
一
種
の
朧
化
法
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

｢

あ
ひ
し
り
た
り
け
る｣

は
男
女
の
仲
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。｢

け
り｣

は
基
本
的
に
は
過
去
で
で
す
が
、
あ
る
事
実
に
気
づ

い
た
こ
と
を
示
し
た
り
、
ま
た
あ
る
事
実
を
そ
れ
に
気
づ
い
た
者
と
例
え
ば
表
現
者
と
の
間
に
あ
る
距
離
感
を
も
し
め
す
助
動
詞
で

す
。
そ
う
な
っ
て
も
、
気
が
つ
く
と

｢

か
れ
に
け
り｣

と
言
う
わ
け
で
す
。｢

か
れ｣

は

｢

離か

る｣

の
連
用
形
で
す
。

｢

女
の
め
に
は
見
ゆ
る
も
の
か
ら｣

の

｢

見
ゆ
る｣

は

｢

見｣

＋
上
代
の
助
動
詞

｢

ゆ｣

。｢

聞
こ
ゆ｣

や

｢

お
ぼ
ゆ｣

な
ど
と
同
じ

組
成
で
す
。｢

ゆ｣

に
は
、
自
発
、
受
身
、
可
能
、
尊
敬
な
ど
の
意
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
ら
の
意
味
が
反
映
さ
れ
ま
す
。
自
然
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と
男
の
様
子
が
目
に
入
っ
て
く
る
。
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
目
に
つ
い
て
し
ま
う
な
ど
の
意
を
読
み
取
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し

て
、
こ
れ
は
後
の
贈
答
歌
を
ど
う
読
む
か
に
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。

男
の
歌
の
中
の

｢

そ
ら｣

は

｢

中
空｣

で
ど
ち
ら
と
も
決
着
出
来
な
い
中
途
半
端
な
恋
の
状
況
を
さ
し
て
い
ま
す
。｢

は
や
み｣

の

｢

み｣
は
形
容
詞
な
ど
の
語
幹
な
ど
に
つ
き
、
原
因
・
理
由
を
示
し
て
い
ま
す
。

｢

ま
た
お
と
こ
あ
る
人
な
む
と
い
ひ
け
る｣

。
こ
れ
は
男
か
ら

｢

離
れ｣

て
い
っ
た
原
因
の
種
明
か
し
と
な
っ
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ

る｢

後
人
の
補
注｣
的
な
も
の
で
す
。
こ
の
一
文
が
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
女
性
へ
の
非
難
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
が
、
少
し
、

気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
と
い
う
の
は
、｢

男｣

に
は
、
状
況
改
善
す
る
だ
け
の
魅
力
が
な
か
っ
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
女

を
自
分
に
引
き
つ
け
る
た
め
の
手
練
手
管
と
し
て
の
無
視
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
点
で
す
。
そ
の
結
果
、
女
が
歌
を
贈
っ
て
き
た
、

だ
か
ら
だ
め
押
し
を
し
て
、
あ
な
た
の
全
て
を
わ
か
っ
て
い
ま
す
よ
。
こ
れ
か
ら
は
あ
な
た
次
第
で
す
よ
と
女
に
迫
っ
た
も
の
と
も

と
れ
ま
す
。
と
す
れ
ば
、｢

か
れ
に
け
り｣

と
い
う
状
況
が
こ
の
歌
の
後
さ
ら
に
変
転
し
て
ゆ
く
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

こ
の

｢

後
人
の
補
注｣

的
な
一
文
が
あ
る
方
が
い
い
の
か
ど
う
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
う
少
し
言
え
ば
、｢

女｣

は

同
じ
職
場
・
生
活
圏
の
男
性
と
男
女
の
関
係
に
な
る
前
か
ら
、
別
の
男
性
と
親
し
か
っ
た
の
か
、
そ
れ
と
も
男
女
の
関
係
に
な
っ
て

か
ら
さ
ら
に
別
の
男
性
と
の
関
係
が
生
じ
た
の
か
、
疑
問
は
様
々
に
出
て
き
ま
す
。
女
が

｢

好
き
者｣

で
あ
っ
た
の
か
。
他
に
男
性

が
い
る
の
に
そ
う
い
っ
た
関
係
な
っ
た
男
の
方
が

｢

色
好
み｣
だ
っ
た
の
か
あ
る
い
は
双
方
が
そ
う
で
単
な
る
火
遊
び
の
結
果
が
こ

の
章
段
で
あ
っ
た
の
か
。
こ
う
し
た
想
像
を
す
る
こ
と
自
体
下
世
話
な
話
な
の
で
す
が
、
そ
れ
を
和
歌
の
世
界
に
昇
華
し
て
い
る
と

こ
ろ
に
一
つ
の
大
人
の
文
藝
と
し
て
の
面
白
み
が
あ
る
と
も
言
え
ま
し
ょ
う
。

こ
の
章
段
の
贈
答
歌
は
、『

古
今
和
歌
集』

巻
十
五
恋
五
に
、
次
の
よ
う
に
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
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業
平
朝
臣
、
紀
有
常
が
む
す
め
に
す
み
け
る
を
、
う
ら
む
る
こ
と
あ
り
て
し
ば
し
の
あ
ひ
だ
、
昼
は
来
て
夕
さ
り
は
帰

り
の
み
し
け
れ
ば
、
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る

784
天
雲
の
よ
そ
に
も
人
の
な
り
ゆ
く
か
さ
す
が
に
目
に
は
み
ゆ
る
も
の
か
ら

〈
は
る
か
に
遠
く
へ
だ
っ
た
大
空
の
雲
の
よ
う
に
あ
な
た
と
は
よ
そ
よ
そ
し
い
中
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
と
は
申
す
も
の
の
目
に

見
え
る
と
こ
ろ
に
は
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
〉

返
し

な
り
ひ
ら
の
朝
臣

785
ゆ
き
か
へ
り
そ
ら
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
か
ぜ
は
や
み
な
り

〈
行
っ
た
り
戻
っ
た
り
、
落
ち
着
く
こ
と
も
出
来
ず
に
ぼ
ん
や
り
と
空
に
ば
か
り
居
て
過
ご
し
て
い
る
の
は
、
雲
の
私
が
居
る
は
ず
の

山
の
風
で
あ
る
あ
な
た
が
激
し
す
ぎ
る
か
ら
で
す
よ
〉

と
す
れ
ば
、
紀
有
常
を
通
し
て
か
す
か
な
が
ら
一
六
段
と
の
関
連
性
も
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。

五

そ
れ
で
は
、
二
十
段
に
話
を
進
め
ま
し
ょ
う
。

む
か
し
、
男
、
大
和
に
あ
る
女
を
見
て
よ
ば
ひ
て
あ
ひ
に
け
り
。
さ
て
ほ
ど
へ
て
、
宮
仕
へ
す
る
人
な
り
け
れ
ば
、
帰
り
く
る

道
に
、
弥
生
ば
か
り
に
、
楓
の
も
紅
葉
の
い
と
お
も
し
ろ
き
折
り
て
、
女
の
も
と
に
道
よ
り
い
ひ
や
る
。
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君
が
た
め
手
折
れ
る
枝
は
春
が
ら
か
く
こ
そ
秋
の
紅
葉
し
に
け
れ

と
て
や
り
た
り
け
れ
ば
、
返
事
は
京
に
来
着
き
て
な
む
、
持
て
き
た
り
け
る
。

い
つ
の
ま
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
む
君
が
里
に
は
春
な
か
る
ら
し

平
城
か
ら
長
岡
京
そ
し
て
平
安
京
へ
の
遷
都
は
、
藤
原
種
継
の
暗
殺
事
件
や
薬
子
の
乱
が
示
す
よ
う
に
必
ず
し
も
順
調
に
進
ん
だ

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
旧
都
か
ら
新
都
へ
す
べ
て
が
短
時
間
の
間
に
移
動
し
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
当
初
に
は
、
旧
都
に
自
宅
を

も
ち
、
新
都
で
の
仮
住
居
で
仕
事
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
遠
距
離
恋
愛
、
単
身
赴
任
な
ど
の
話

は
現
在
の
出
来
事
と
は
限
ら
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。｢

大
和
に
あ
る
女｣

の
背
景
に
は
、
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
事
情
が
考
え
ら

れ
ま
す
。
そ
の
女
性
に
男
は
、｢
見
て
よ
ば
ひ
て
あ
ひ
に
け
り｣

と
な
っ
た
。
男
が
女
に
積
極
的
に
言
い
寄
っ
て
結
ば
れ
た
の
で
し
ょ

う
。
初
段

｢

春
日
野
の
恋｣

の
後
日
談
の
一
つ
と
も
読
め
る
仕
掛
け
と
し
て

｢

大
和
に
あ
る
女｣

は
作
用
し
ま
す
。
そ
う
し
た
男
性

で
あ
れ
ば
こ
そ
、
女
性
の
も
と
か
ら
の
帰
り
に
、
後
朝
の
歌
を
詠
み
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
歌
、
気
を
利
か
せ
た
つ
も
り
が
曲
解

を
生
じ
さ
せ
る
隙
だ
ら
け
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。｢

楓
の
紅
葉｣

が
ま
ず
引
っ
か
か
り
ま
し
た
。
春
な
の
に
珍
し
く
紅

葉
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
男
の
歌
で

｢
秋｣

を
出
し
た
の
は
、
歌
の
作
法
と
し
て
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
。｢

秋｣

は

｢

飽
き｣

に
通
じ
、｢

春｣

は

｢

芽
も
張
る｣

も
か
け
た
の
で
し
ょ
う
が
、
ち
ょ
っ
と
短
慮
で
し
た
。｢

楓｣

は
春
に
小
枝
の
先
に
四
、

五
弁
の
小
花
を
つ
け
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
な
の
に
、｢
紅
葉｣

を
出
し
た
の
は
時
季
外
れ
、
も
っ
と
言
え
ば
二
人
の
気
持

ち
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
女
性
は
そ
こ
を
見
逃
し
ま
せ
ん
。
女
性
か
ら
の
返
歌
は
、｢

京

に
来
着
き
て｣

、
つ
ま
り
男
が
京
の
住
居
に
帰
り
着
い
た
の
と
同
時
に
届
く
よ
う
に
女
は
仕
掛
け
た
の
で
す
。
男
が
時
節
に
似
合
わ

な
い
状
況
を
歌
に
し
て
贈
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
、
返
歌
の
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
ピ
タ
リ
と
な
る
よ
う
に
合
わ
せ
て
き
ま
す
。
そ
の
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上
で
、｢

移
ろ
ふ
色｣

と
来
ま
す
が
、
こ
れ
は
男
の
気
持
ち
が

｢

う
つ
ろ
ふ｣

の
を
揶
揄
し

｢

色｣

で
男
の
新
し
い
恋
人
で
も
で
き

た
の
と
怨
じ
て
み
せ
ま
す
。
そ
し
て

｢

君
が
さ
と
に
は
春
な
か
る
ら
し｣

と
追
い
打
ち
を
か
け
ま
す
。
実
は
こ
う
し
た
や
り
と
り
の

背
後
に
は
、｢

平
城
帝
の
御
歌｣

で
あ
る
次
の

『

古
今
和
歌
集』

春
下
九
十
番
歌
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

90
故
郷
と
成
り
し
な
ら
の
宮
こ
に
も
色
は
か
は
ら
ず
花
は
さ
き
け
り

新
京
の
男
の
新
し
い
住
居
に
は
、
私
に
飽
き
た

｢

秋｣

し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
当
然

｢

春｣

の
花
は
な
い
の
で
し
ょ
う
よ
。｢

ら

し｣

は
根
拠
の
あ
る
推
定
。｢
平
城
帝
の
御
歌｣

を
背
後
に
置
く
こ
と
で
、
こ
の
詞
章
は
、
二
段
の

｢

平
城
の
京
は
離
れ
、
こ
の
京

は
人
の
家
ま
だ
さ
だ
ま
ら
ざ
り
け
る
時
に｣

を
窺
わ
せ
ま
す
し
、
一
七
段
と
そ
の
背
後
に
あ
る
貫
之
歌
に
も
通
じ
る
も
の
が
あ
り
ま

す
。。

六

い
よ
い
よ
次
は
二
一
段
で
す
。

む
か
し
、
お
と
こ

女○

、
い
と
か
し
こ
く
思
ひ
か
は
し
て
、
こ
と
心
な
か
り
け
り
。
さ
る
を
い
か
な
る
事
か
あ
り
け
む
、
い
さ
ゝ

か
な
る
こ
と
に
つ
け
て
、
世
の
中
を
う
し
と
思
て
、
出
で
て
い
な
む
と
思
て
、
か
ゝ
る
哥
を
な
む
詠
む
て
、
も
の
に
書
き
つ
け
ゝ

る
、
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出
で
て
い
な
ば
心
か
る
し
と
い
ひ
や
せ
む
世
の
あ
り
さ
ま
を
人
は
知
ら
ね
ば

と
詠
み
を
聞
き
て
、
出
で
て
い
に
け
り
。
こ
の
女
か
く
書
き
置
く
き
た
る
を
、
け
し
う
心
置
く
べ
き
こ
と
も
お
ぼ
え
ぬ
を
、
何

に
よ
り
て
か
か
か
ら
む
と
い
と
い
た
う
泣
き
て
、
い
つ
方
に
求
め
ゆ
か
む
と
門
に
出
て
、
と
見
か
う
見
け
れ
ど
、
何
処
ば
か
り

と
も
お
ほ
え
さ
り
け
れ
は
、
帰
り
入
り
て
、

思
ふ
か
ひ
な
き
世
な
り
け
り
年
月
を
あ
だ
に
ち
き
り
て
わ
れ
や
す
ま
ひ
し

と
い
ひ
て
な
が
め
を
り
。

人
は
い
さ
思
ひ
や
す
ら
む
玉
葛
面
影
に
の
み
い
と
ど
見
え
つ
つ

こ
の
女
い
と
久
し
く
あ
り
て
、
念
し
わ
び
て
や
あ
り
け
む
、
い
ひ
を
こ
せ
た
る
。

今
は
と
て
忘
る
る
草
く
さ
の
種
を
だ
に
人
の
心
に
蒔
せ
ず
も
が
な

返
し忘

れ
草
植
ふ
と
た
に
聞
く
も
の
な
ら
ば
思
ひ
け
り
と
は
知
り
も
し
な
ま
し

ま
た
�
�
あ
り
し
よ
り
け
に
い
ひ
か
は
し
て
、
お
と
こ

忘
す
る
ら
ん
と
思
ふ
心
の
疑
ひ
に
あ
り
し
よ
り
け
に
も
の
ぞ
か
な
し
き

返
し
、

中
空
に
立
ち
居
る
雲
の
あ
と
も
な
く
身
の
は
か
な
く
も
な
り
に
け
る
か
な

と
は
い
ひ
け
れ
と
、
を
の
が
世
ゝ
に
な
り
に
け
れ
ば
、
う
と
く
な
り
に
け
り
。

男
と
女
の
間
柄
は

｢

か
し
こ
く｣

と
書
か
れ
る
も
の
で
し
た
。
こ
の
語

｢
畏

か
し
こ

し｣

は
普
通
は
、
程
度
の
は
な
は
だ
し
い
こ
と
と
さ
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れ
ま
す
が
、
自
分
自
身
に
好
都
合
な
よ
う
に
案
配
し
て
も
の
ご
と
を
取
り
計
ら
う
と
い
っ
た
抜
け
目
の
な
い
様
子
を
い
う
場
合
も
あ

り
ま
す
。
後
に

｢

こ
と
心
な
か
り
け
り｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
お
互
い
に
尊
重
し
合
っ
て
と
か
敬
愛
し
あ
っ
て
の
意
に
と
っ

て
お
く
こ
と
が
無
難
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の

｢

こ
と
心｣

は

｢

異こ
と

心｣

で
、
他
の
異
性
に
心
を
動
か
す
よ
う
な
こ
と
。
浮
気

心
。
あ
る
い
は
倦
怠
期
の
気
の
緩
み
。
ふ
と
し
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
夫
婦
間
の
緊
張
関
係
の
破
綻
か
な
ど
と
い
ろ
い
ろ
憶
測
す
る
こ

と
は
出
来
ま
す
が
、
は
っ
き
り
と
は
特
定
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

｢

い
か
な
る
こ
と
か
あ
り
け
む｣

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

し
ょ
う
。｢

け
む｣
は
過
去
の
出
来
事
に
対
す
る
推
量
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
も
語
り
手
の
視
点
か
ら
の
推
量
で
す
。
聞
き
手
に
共

感
を
促
す
表
現
。
こ
こ
で
は
そ
の
特
定
さ
れ
な
い
こ
と
が
実
は
一
番
肝
心
な
こ
と
で
、
自
分
自
身
に
も
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
、
不
定

愁
訴
が

｢

世
の
中｣

つ
ま
り
夫
婦
の
間
に
生
じ
て
き
た
の
を
こ
の
女
性
は
感
じ
た
の
で
し
ょ
う
。｢

世｣

に
は
、
世
間
・
世
界
、
あ

る
い
は
過
去
・
現
在
・
未
来
な
ど
の
時
空
の
広
が
り
を
示
す
語
で
す
が
、
こ
こ
は
二
人
の
世
界
。
そ
の
生
じ
て
き
た
こ
と
は
具
体
的

な
出
来
事
は
な
く
て

｢

憂
し｣

と
い
う
感
覚
あ
る
い
は
感
情
で
、
身
辺
の
些
細
な
も
の
ご
と
が
思
い
通
り
に
な
ら
な
い
状
態
を
嘆
く

心
情
や
そ
の
よ
う
な
心
情
に
さ
せ
る
状
況
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
夫
婦
の
間
柄
に
つ
い
て
相
方
の
こ
と
が
原
因
で
と
い
う
こ
と
と

は
限
ら
な
い
。
今
の
状
況
が
自
分
の
人
生
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
自
体
を｢

憂
し｣

と
感
じ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
。
ア
パ
シ
ー
と
い
っ

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
歌
を
書
き
付
け
た
り
出
奔
し
た
り
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
も
は
や
失
わ
れ
て
い
る
は

ず
で
す
か
ら
。

｢

も
の｣

に
歌
を
書
き
付
け
る
行
為
、｢

も
の｣

は
何
で
も
い
い
の
で
す
。
そ
ば
に
あ
る
柱
や
壁
あ
る
い
は
屏
風
な
ど
で
し
ょ
う
か
。

『

大
和
物
語』

初
段
に
は
宇
多
天
皇
が
退
位
す
る
時
に
伊
勢
の
御
が
弘
徽
殿
の
壁
に
歌
を
書
き
付
け
そ
れ
を
見
た
帝
が
そ
の
傍
ら
に

ま
た
歌
を
書
き
付
け
た
こ
と
を
載
せ
て
い
ま
す
。『

源
氏
物
語』

の
真
木
柱
は
、
髭
黒
大
将
と
玉
鬘
の
事
情
を
知
っ
た
外
祖
父
の
式

部
卿
宮
に
母
と
一
緒
に
引
き
取
ら
れ
る
際
に
、
住
み
慣
れ
た
屋
敷
の
柱
の
干
割
れ
た
る
隙
間
に
檜
皮
色
の
紙
の
重
ね
に
和
歌
を
書
き
、
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笄
の
先
で
差
し
込
ん
で
去
っ
て
行
き
ま
し
た
。

｢

出
て
い
な
ば｣

の
歌
。
出
て
行
っ
た
女
が
、
男
に
残
し
た
歌
。
男
が
出
て
行
っ
た
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
が
、
後
の
記
述
か
ら

は
そ
う
は
と
れ
ま
せ
ん
。
歌
の
中
の

｢

心
か
る
し
と
い
ひ
や
せ
む｣
｢

世
の
あ
り
さ
ま
を
人
は
し
ら
ね
ば｣

と
い
う
表
現
に
は
他
者

の
目
が
完
全
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
他
者
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
で
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る

｢

自
我｣

が
あ
り
ま
す
。｢

人｣

を
夫
と

と
っ
て
も
ま
た
身
の
回
り
の
人
達
あ
る
い
は
世
間
一
般
の
人
と
も
と
る
こ
と
が
出
来
で
き
ま
す
が
、
そ
の
人
達
の
存
在
や
価
値
観
が

｢

憂
し｣

の
気
分
を
醸
成
さ
せ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
歌

『

古
今
和
歌
六
帖』

四

｢

別
・
か
な
し
び｣

に
は
、

出
て
い
な
は
心
か
ろ
し
と
い
ひ
や
せ
ん
世
の
あ
り
さ
ま
を
人
は
知
ら
ず
て

と
あ
り
作
者
を

｢

な
り
ひ
ら
或
本｣
と
し
て
い
ま
す
。
理
解
さ
れ
な
い
自
分
と
い
う
の
は
、『

伊
勢
物
語』

の
中
に
は
い
く
つ
か
描

か
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
次
の
一
二
四
段
な
ど
は
、
そ
の
最
た
る
も
の
で
し
ょ
う
。

む
か
し
、
お
と
こ
、
い
か
な
り
け
る
事
を
、
思
ひ
け
る
お
り
に
か
よ
め
る
。

思
ふ
事
い
は
で
ぞ
た
ゞ
に
や
み
ぬ
べ
き
我
と
ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば

｢

け
し
う
心
置
く｣

以
下
は
男
の
心
中
思
惟
の
辞
。
置
き
去
り
に
さ
れ
た
者
が
感
じ
る
、
喪
失
感
を

｢

怪け

し｣

で
示
し
て
い
ま
す
。

｢

心
置
く｣

は
相
手
の
気
持
ち
に
添
え
な
い
距
離
感
、｢

怪
し｣

と
重
な
る
こ
と
で
不
安
を
と
も
な
っ
た
警
戒
感
が
あ
り
ま
す
。｢

と

見
か
う
見
け
れ
ど｣

は
四
段
に

｢

去
年
を
恋
ひ
て
行
き
て
、
立
ち
て
見
、
居
て
見
、
見
れ
ど｣

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
ち
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ら
を
見
こ
ち
ら
見
る
、
戸
惑
い
落
ち
着
か
な
い
状
態
を
し
め
す
慣
用
的
な
表
現
で
す
。

｢

思
ふ
か
ひ
な
き
世｣

こ
れ
は
男
の
独
詠
歌
。｢

な
り
け
り｣

の

｢

け
り｣

は
詠
嘆
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
こ
う

し
て
女
に
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
初
め
気
が
つ
い
て
み
る
と
私
た
ち
の
夫
婦
仲
と
い
う
の
は

｢

相
手
の
こ
と
を
い
く
ら
思
っ
て
も
相

手
に
尽
く
し
て
き
た
の
に
そ
れ
は
何
の
甲
斐
も
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か｣

と
い
う
、
悔
悟
の
思
い
と
自
分
の
こ
と
を
少
し
客
観
視

す
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
次
に

｢

あ
だ｣

と
い
う
語
が
導
か
れ
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
こ
の

｢

あ
だ｣

は

｢

徒｣

に
近

い
も
の
で
空
虚
、
不
誠
実
の
意
。
対
義
語
と
し
て
、｢

ま
め

(

誠
実)｣

が
考
え
ら
れ
ま
す
。｢

わ
れ
や
住
ま
ひ
し｣

の

｢

や｣

は
反

語
。｢

住
む｣

は
と
も
に
過
ご
し
て
き
た
結
婚
生
活
を
さ
す
。｢

あ
だ
に
結
婚
生
活
を
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
く

ま
め
に
く
ら
し
て
き
た
は
ず
だ｣

の
意
。
少
し
男
に
対
し
て
厳
し
い
言
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
は
事
態
の
原
因
を
考
え
て
こ

れ
ま
で
の
自
己
の

｢

生
き
方
あ
り
方｣

を
真
摯
に
見
つ
め
相
方
の
関
係
の
中
で
相
手
の

｢

生
き
方
あ
り
方｣

に
寄
り
添
っ
て
い
こ
う

と
す
る
よ
り
も
、
自
分
の｢

生
き
方
あ
り
方｣

に
こ
だ
わ
り
相
方
の｢

憂
し｣

を
理
解
し
肯
定
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
見
え
て
こ
ず
、

自
己
憐
憫
に
沈
淪
し
て
い
る
姿
だ
け
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
ま
す
。

｢

人
は
い
さ｣

の
歌
、
こ
れ
も
男
の
独
詠
歌
。｢
い
さ｣

は
下
に

｢

知
ら
ず｣

な
ど
の
否
定
表
現
を
伴
う
場
合
に
は
、
か
な
り
強

い
意
志
の
表
明
で
す
が
、
こ
こ
は
判
断
で
き
ず
迷
っ
て
い
る
気
分
か
ら

｢

さ
あ
ど
う
で
し
ょ
う
か｣

な
ど
と
い
う
表
現
。｢

思
ひ
や

す
ら
ん｣

の

｢

や｣

は
疑
問
。｢

玉
鬘｣

は
髪
飾
り
で
頭
に
掛
け
る
こ
と
か
ら

｢

掛か

け｣

の
枕
詞
と
さ
れ
音
の
つ
な
が
り
で

｢

影か
げ｣

や

｢

面
影｣

な
ど
に
も
か
か
っ
て
い
き
ま
す
。｢

面
影｣

は
記
憶
に
残
っ
て
い
る
姿
。
ぼ
ん
や
り
と

｢

な
が
め
て
い
る｣

男
の
眼
前

に
、
現
実
に
は
い
な
い
は
ず
な
の
に
、
あ
た
か
も
あ
る
よ
う
に
目
の
前
に
ち
ら
つ
く
こ
と
。

｢

念
じ
わ
び
て
や
あ
り
け
む｣

の
部
分

｢

念
じ
わ
び
て
に
や
あ
り
け
む｣
と
す
る
本
文
が
多
い
。
先
の

｢

い
か
な
る
こ
と
か
あ
り

け
む｣

の

｢

け
む｣

に
同
じ
。
語
り
手
の
視
点
か
ら
の
推
量
。
聞
き
手
に
共
感
を
促
す
表
現
で
す
。｢

念
ず｣

は
我
慢
す
る
、
堪
え
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る
の
意
で
、｢

わ
ぶ｣

は
補
助
動
詞
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
。
上
の
動
詞
の
内
容
を

｢

…
…
し
か
ね
る｣

意
。
別
れ
て
出
奔
し
て
独

り
身
に
な
っ
た
こ
と
が
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
あ
る
い
は
生
活
一
般
に
於
い
て
も
つ
ら
い
。｢

に
や｣

の

｢

に｣

が
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
こ
れ
は
断
定
の
助
動
詞
で
あ
る
の
で
、｢

女｣

は
確
実
に

｢

念
じ
わ
び
て
い
る｣

そ
れ
を
語
り
手
が

｢

あ
り
け
む｣

で
推
量

し
た
こ
と
に
な
り
、｢

に｣

が
な
い
場
合
に
は

｢

女｣

の
状
態
そ
の
も
の
を
推
量
し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。

｢

今
は
と
て｣
は
女
か
ら
の
贈
歌
。
問
題
は

｢

忘
る
る
草
の
種｣

を
誰
が
蒔
く
の
か
と
言
う
こ
と
。
こ
こ
で
は
男
。｢

忘
る
る
草｣

は

｢

忘
れ
草｣

、
萱
草
の
こ
と
。｢

だ
に｣

は

｢

せ
め
て
…
…
だ
け
で
も｣

の
意
で

｢

蒔
か
せ
ず
も
が
な｣

の

｢

も
が
な｣

は
願
望
。

｢

蒔
か
せ
な
い｣

こ
と
が
願
い
な
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、｢

今
は
と
て｣

を
用
い
た
歌
に

『

竹
取
物
語』

に
か
ぐ
や
姫
が
月
に
帰
る
時

に
、
帝
に
残
し
て
い
た
次
の
歌
が
あ
り
ま
す
。

今
は
と
て
天
の
羽
衣
き
る
折
ぞ
君
を
あ
は
れ
と
思
ひ
い
で
け
る

｢

今
は
と
て｣

と
い
う
の
は
、
い
よ
い
よ
こ
れ
が
最
後
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
辞
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
女
は
、｢

せ
め
て
男
が

こ
れ
が
最
後
だ
、
そ
う
思
い
切
っ
て
私
の
こ
と
を
忘
れ
る
た
め
に
忘
れ
草
の
種
を
ま
く
と
い
う
こ
と
だ
け
は
し
な
い
よ
う
に
し
て
ね
、

お
願
い｣

と
い
っ
た
感
じ
で
し
ょ
う
か
。｢

忘
れ
草｣

は
恋
の
苦
悩
や
憂
鬱
な
気
分
を
忘
れ
さ
せ
て
く
れ
る
い
う
花
の
こ
と
。『

万
葉

集』

巻
四
に
は
、
大
伴
家
持
の
次
の
よ
う
な
恋
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
て
い
ま
す
。

大
伴
家
持
、
坂
上
家
の
大
嬢
に
贈
る
歌
二
首

離
絶
す
る
こ
と
数
年
、
ま
た
会
ひ
て
相
聞
す

727
忘
れ
草
我
が
下
紐
に
付
け
た
れ
ど
醜し

こ

の
醜
草
言こ

と

に
し
あ
り
け
り
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728
人
も
な
き
く
に
も
あ
ら
ぬ
か
吾
妹
子
と
た
づ
さ
は
り
行
き
て
た
ぐ
ひ
て
居
ら
む

｢
忘
れ
草｣

の
持
つ
効
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
は
下
紐
に
結
い
付
け
る
こ
と
が
必
要
で
し
た
。
そ
こ
に
は
〈
性
〉
の
匂
い
す
ら

感
じ
さ
せ
ま
す
。

｢

忘
れ
草｣
の
歌
。
こ
れ
は
男
の
返
歌
で
、｢

忘
れ
草｣

を
植
え
る
の
は
女
の
方
で
す
。｢

…
…
ば
…
…
ま
し｣

と
い
う
反
実
仮
想

の
構
造
。｢

せ
め
て
あ
な
た
が
忘
れ
草
を
植
え
た
と
だ
け
で
も
聞
い
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
が
私
の
こ
と
を
思
っ
て
い
た
の

か
と
知
り
も
し
た
で
あ
ろ
う
の
に
、
あ
な
た
が
忘
れ
草
を
植
え
た
と
は
知
り
も
し
な
か
っ
た
の
で
、
あ
な
た
が
私
の
こ
と
を
思
っ
て

い
た
な
ん
て
わ
か
る
わ
け
な
い
で
し
ょ
う｣

ほ
ど
の
意
。
答
歌
の
作
法
と
し
て

｢

忘
る
る
草｣

に
対
し
て

｢

忘
れ
草｣

。｢

だ
に｣

を

同
じ
く
使
用
し

｢

忘
れ
草｣

を
植
え
る
主
語
を
取
り
替
え
て
い
る
な
ど
は
評
価
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
よ
う
に
切
り

返
し
が
出
来
る
の
で
あ
れ
ば
、
才
気
煥
発
な
と
こ
ろ
を
、
結
婚
生
活
の
間
に
も
う
少
し
見
せ
て
お
い
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
。
惰
性

に
流
さ
れ
て
い
た
所
に
男
に
油
断
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
せ
る
一
首
で
す
。
こ
う
し
た
贈
答
歌
の
や
り
と
り
だ
け
で
も
、

な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
の
で
、
そ
の
結
果

｢

ま
た
く｣

以
下
を
必
要
な
い
と
す
る
説
も
あ
り
ま
す
。
去
っ
て
行
っ
た
女
に
男
が
見
事

に
切
り
返
し
た
と
し
て
、
そ
こ
ま
で
で
確
か
に
区
切
る
こ
と
は
出
来
ま
す
が
、
し
か
し
以
下
の
顛
末
を
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必

然
性
が
、
こ
の
詞
章
を
作
り
出
し
た
人
物
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

｢

あ
り
し
よ
り
け
に
言
ひ
か
は
し
て｣

男
と
女
の
仲
は
復
活
し
ま
す
。
以
前
に
比
べ
て
一
層
、｢

け
に｣

は

｢

異
に｣

で
何
か
に
比

べ
て
さ
ら
に
異
な
る
ほ
ど
の
意
。｢

言
ひ
交
は
す｣

は
歌
の
贈
答
を
す
る
、
文
の
や
り
と
り
を
す
る
の
意
。
結
婚
生
活
の
実
態
が
復

活
し
た
と
ま
で
い
え
る
か
ど
う
か
、
微
妙
な
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

｢

忘
る
ら
む｣

は
男
の
歌
、｢

あ
な
た
が
私
を
忘
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
考
え
る
私
の
心
に
生
じ
て
く
る
疑
心
暗
鬼
に

(

は
あ
る
も
の
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の)

以
前
に
も
ま
し
て
、
私
の
魂
は
つ
ら
く
か
な
し
い｣

の
意
。｢

も
の
ぞ
か
な
し
き｣

は

｢

も
の
か
な
し｣

の
強
調
表
現
。｢

か
な

し｣

に｢

愛か
な

し｣

の
字
を
あ
て
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
二
人
の
間
の
や
り
と
り
は
復
活
し
ま
し
た
。
そ
こ
で｢

か
な
し｣

に｢

愛か
な

し｣
の
字
を
あ
て
る
こ
と
も
可
能
で
す
が
、
や
は
り
心
に
傷
は
残
っ
て
い
て

｢

悲
し
い｣

と
と
る
方
が
い
い
の
か
と
迷
う
と
こ
ろ
。
た
ぶ

ん
こ
の
両
方
の
気
持
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
る
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
、
次
の

｢

中
空
に｣

の

女
の
返
歌
が
ま
る
で
辞
世
の
歌
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
も
無
理
の
な
い
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。｢

中
空
に
た
ち
ゐ
る
雲
の｣

が

｢

あ
と｣

を
引
き
出
す
た
め
の
序
詞
。｢

中
空｣

は
空
の
中
を
漠
然
と
さ
し
て
言
う
語
。
中
途
半
端
で
身
の
置
き
所
の
な
い
様
子
。

後
世
の
清
元

『

保
名』
の

｢

恋
よ
恋
わ
れ
中
空
に
為
す
な
恋｣

は
あ
ま
り
に
も
膾
炙
し
ま
し
た
が
、
そ
の
淵
源
は
こ
の
あ
た
り
に
あ

る
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
と
こ
と
ん
ま
で
信
じ
合
え
る
と
こ
ろ
ま
で
は
行
か
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、｢

お
の
が
世
々
に
な
り
け
れ

ば｣

と
な
る
の
で
す
。
こ
の
男
女
は
結
局
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
た
ら
し
い
伴
侶
を
求
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
人
生
を
歩
ん
で
行
く
こ
と

に
な
っ
た
の
で
す
。
こ
の
章
段
、

①
お
互
い
に
心
を
交
わ
し
合
っ
て
い
た
の
に
、
女
が
突
然
男
の
も
と
を
去
る
。

②
し
ば
ら
く
時
間
が
流
れ
、
女
の
方
か
ら
男
に
歌
を
読
み
掛
け
二
人
の
縒
り
が
戻
る
。

③
二
人
は
以
前
よ
り
も
親
密
な
交
際
を
す
る
。

④
し
か
し
、
二
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
が
あ
り
、
結
局
は
別
れ
て
し
ま
う
。

と
い
う
四
の
パ
ー
ト
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
が
、｢

ま
た
�
�｣
以
下
を
蛇
足
と
す
る
の
で
は
な
く
、
何
気
な
い
日
常
に
潜
む
陥
穽
が

も
た
ら
す

｢

有
為
無
常｣

を
テ
ー
マ
と
す
る
、
男
女
の
一
生
を
描
く
の
が
こ
の
詞
章
の
目
的
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
や
は
り
、
こ

の
四
つ
の
パ
ー
ト
を
全
て
必
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『

伊
勢
物
語』

の
主
人
公
に
は
、
九
段
を
中
心
と
す
る

｢

東
下
り｣

章
段
の
よ
う
に
無
用
者
を
気
取
る
人
物
も
い
ま
す
が
、
そ
れ
と
は
別
に
、
そ
の
先
に

｢

無
常｣

を
知
っ
た
人
物
も
い
た
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。『

伊
勢
物
語』

の
最
終
一
二
五
段
、

む
か
し
、
お
と
こ
、
わ
づ
ら
ひ
て
、
心
地
し
ぬ
べ
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、

つ
ゐ
に
ゆ
く
み
ち
と
は
か
ね
て
き
ゝ
し
か
ど
昨
日
け
ふ
と
は
お
も
は
ざ
り
し
を

が
、
示
し
て
い
る
の
は
、
続
く
は
ず
の
人
生
が
こ
こ
で
途
切
れ
て
し
ま
う
と
い
う
恒
常
性
の
破
綻
を
き
わ
め
て
端
的
に
示
す
も
の
と

は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
二
一
段
に
つ
い
て
、
片
桐
洋
一

『

伊
勢
物
語
全
読
解』

は
、
所
載
歌
の
成
立
の
状
況
な
ど
を
踏
ま
え
、
複
雑
な
成
立
段
階
を

も
っ
て
い
る
お
り
、｢『

伊
勢
物
語』
の
中
核
と
な
る
章
段
、
た
と
え
ば
、
第
四
段
・
第
五
段
や
第
九
段
の

｢

八
橋｣

や

｢

隅
田
川｣

の
部
分
と
は
、
か
な
り
異
な
っ
た
作
り
方
と
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い｣

し
た
上
で
さ
ら
に
、

次
に
内
容
面
か
ら
見
て
も
、
男
と
の
結
婚
生
活
を
捨
て
て
家
を
出
て
行
く
女
が
舞
台
回
し
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

｢

い
さ
ゝ
か
な
る
こ
と
に
つ
け
て
、
世
の
中
を
う
し
と
思｣

っ
て
出
て
行
っ
た
女
に
焦
点
を
あ
て
て
物
語
る
の
で
は
な
く
、｢

こ

の
女
、
い
と
ひ
さ
し
く
あ
り
て
、
念
じ
わ
び
て
に
や
あ
り
け
ん
、
言
ひ
お
こ
せ
た
る｣

と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
女
に
感
情

移
入
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
突
き
放
し
て
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。｢

淡
々
と｣

と
言
え
ば
聞
こ
え
が
よ
い
が
、
か
な
り
お

ざ
な
り
に
、
古
歌
や
廃
棄
処
分
に
な
り
か
け
て
い
た

『

伊
勢
物
語』

の
歌

｢

中
空
に
…｣

ま
で
を
利
用
し
て
、｢

つ
ぎ
は
ぎ｣

的
に
ま
と
め
て
み
た
章
段
で
あ
る
と
い
う
感
じ
が
強
い
の
で
あ
る
。
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と
ま
と
め
て
い
ま
す
。
傍
線
部
に
つ
い
て
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
大
島
家
旧
蔵
本
の
巻
末
に
引
用
さ
れ
て
い
る
散
逸
本

で
あ
る
皇
太
后
宮
越
後
本
の
章
段
や
小
式
部
内
侍
本
本
文
を
も
と
し
た
お
考
え
で
あ
り
、
一
応
首
肯
出
来
ま
す
の
で
、
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
て
お
き
ま
す
。
考
え
た
い
の
は
二
重
傍
線
部
の
読
み
で
す
。
成
立
の
過
程
は
、
確
か
に
重
要
で
す
。
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て

も
、
私
に
と
っ
て
何
よ
り
も
大
切
な
の
は
、
眼
前
の
テ
ク
ス
ト
こ
こ
で
は
武
田
本
系
統
の

『

伊
勢
物
語』

を
ど
う
読
む
か
と
い
う
こ

と
で
す
。
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
が
、
こ
の
片
桐
説
に
、
あ
る
種
の
違
和
感
を
感
じ
て
し
ま
う
遠
因
な
の
で
し
ょ
う
。
ど
う
表
現
し
て

い
い
か
わ
か
ら
な
い
男
女
の
営
み
の
奥
に
存
す
る
無
常
と
、
そ
こ
か
ら
の
諦
念
を
描
い
た
も
の
と
し
て
こ
の
詞
章
を
読
む
よ
み
方
が

あ
っ
て
も
よ
い
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
す
れ
ば
、｢

淡
々
と｣

人
生
の
部
分
々
々
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
方
法
が
あ
っ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

七

最
後
は
二
二
段
で
す
。

む
か
し
、
は
か
な
く
て
た
え
に
け
る
な
か
、
猶
や
わ
す
れ
ざ
り
け
む
、
女
の
も
と
よ
り
、

う
き
な
が
ら
人
を
ば
え
し
も
わ
す
れ
ね
ば
か
つ
う
ら
み
つ
ゝ
猶
ぞ
こ
ひ
し
き

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
さ
れ
ば
よ
と
い
ひ
て
、
男
、

あ
ひ
見
て
は
心
ひ
と
つ
を
か
は
し
ま
の
水
の
な
が
れ
て
た
え
じ
と
ぞ
思
ふ

と
は
い
ひ
け
れ
ど
、
そ
の
夜
い
に
け
り
。
い
に
し
へ
ゆ
く
さ
き
の
こ
と
ゞ
も
な
ど
い
ひ
て
、
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秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
な
ず
ら
へ
て
八
千
夜
し
ね
ば
や
あ
く
時
の
あ
ら
む

返
し
、

秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に
な
せ
り
と
も
こ
と
ば
の
こ
り
て
と
り
や
鳴
き
な
む

い
に
し
へ
よ
り
も
あ
は
れ
に
て
な
む
か
よ
ひ
け
る
。

前
段
は

｢

い
と
か
し
こ
く
思
ひ
か
は
し
て
、
こ
と
心
な
か｣

っ
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず

｢

い
か
な
る
事
か
あ
り
け
む
、
い
さ
ゝ
か

な
る
こ
と
に
つ
け
て
、
世
の
中
を
う
し
と
思
て
、
出
で
て
い
な
む
と
思
っ
て｣

歌
を
残
し
て
女
が
家
を
出
た
話
で
し
た
。
こ
こ
も

｢

は
か
な
く
て｣

途
絶
え
得
て
し
ま
っ
た
男
と
女
の
話
で
す
。｢

は
か
な
し｣

そ
の
前
段
の
話
を
受
け
た
と
す
れ
ば
、
取
る
に
足
ら
な

い
よ
う
な
些
細
な
こ
と
の
意
で
す
が
、
末
尾
に

｢

い
に
し
へ
よ
り
も｣

と
あ
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
二
人
の
愛
情
が
し
っ
く
り
と
ま

だ
深
ま
っ
て
い
な
い
ほ
ど
の
か
り
そ
め
の
恋
で
あ
っ
た
ま
ま
途
絶
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
愛
は
育
ち
行
く
も
の
と

い
う
思
い
が
根
底
に
は
あ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。｢

は
か
な
く
て
た
え
に
け
る
仲｣

と

｢

う
ら
み｣

が
結
び
つ
く
と
、
現

代
の
享
受
者
に
っ
と
っ
て
は
、
別
離
の
、
例
え
ば

『
長
恨
歌』

か
ら

『

源
氏
物
語』

の
桐
壺
更
衣
、
さ
ら
に
は
森
�
外

『

舞
姫』

の

エ
リ
ス
へ
と
続
く
悲
話
が
直
ぐ
に
想
定
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
結
末
は
こ
の
章
段
で
は
裏
切
ら
れ
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
に
な
り
ま
す
。

｢

な
ほ
や
わ
す
れ
ざ
り
け
む｣

は
、
語
り
手
が
登
場
人
物
の
心
中
を
推
量
し
た
辞
。
女
か
ら
先
に
歌
を
寄
こ
し
た
こ
と
か
ら
考
え

る
と
女
の
心
中
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
後
の｢

さ
れ
ば
よ｣
と
い
う
男
の
こ
と
ば
を
考
え
る
と
、
男
女
双
方
の
心
を
推
し
量
っ

た
辞
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

女
か
ら
の
歌
の
仲
の

｢

う
し｣

は
も
と
も
と
は
自
分
の
気
持
ち
の
中
の
堪
え
難
さ
を
言
う
語
で
す
が
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
通
っ
て

こ
な
く
な
っ
た
男
へ
の
思
い
を
込
め
て
い
ま
す
。｢

え
…
…
ね｣

は
不
可
能
を
示
し
、
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
強
く
訴
え
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ま
す
。｢

う
ら
み｣

は
も
と
は

｢

う
ら

(

心)

み

(

見)｣

で
相
手
の
心
の
中

(

裏)

を
見
る
と
い
う
こ
と
で
あ
な
た
の
気
持
ち
が
悲

し
い
と
い
う
こ
と
。
そ
こ
か
ら
派
生
し
て

｢

恨
み｣

な
り
ま
す
。｢

恨
み｣

は
怨
念
を
連
想
し
が
ち
で
す
が
、
恋
に
伴
う
様
々
な
情

念
の
一
つ
で
、
そ
れ
も
強
い
も
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も

｢

猶
ぞ
こ
ひ
し
き｣

と
言
い
き
る
と
こ
ろ
に
思
い
の
深
さ
が
あ
り
ま
す
。

｢

さ
れ
ば
よ｣

は
、
思
い
通
り
だ
、
そ
れ
み
た
こ
と
か
の
意
。
男
の
自
信
に
満
ち
た
口
調
で
す
が
、
ど
う
も
そ
の
後
の
行
動
は
、

見
て
い
る
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
さ
そ
う
で
す
。
男
の

｢

あ
ひ
み
て
の｣

の
歌
は
、『

久
安
百
首』

や

『

百
人
一
首』

で
膾
炙
さ

れ
て
い
る
崇
徳
院
の
、

瀬
を
は
や
み
岩
に
せ
か
る
る
滝
川
の
割
れ
て
も
末
に
あ
は
む
と
ぞ
お
も
ふ

を
想
起
さ
せ
る
歌
で
す
。
修
辞
法
と
し
て
は
、｢

か
は
し
ま｣

に
中
島
の
あ
る

｢

川
島｣

の
こ
と
と

｢

交
は
し
間ま｣

の
掛
詞
が
用
い

ら
れ
て
い
ま
す
が
、
し
か
し
贈
ら
れ
た
歌
へ
の
返
歌
と
し
て
は
、
増
歌
に
使
わ
れ
た
こ
と
ば
も
使
っ
て
い
な
い
し
、
簡
単
に

｢

絶
え

じ
と
ぞ
お
も
ふ｣

な
ど
と
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
ま
す
。｢

さ
れ
ば
よ｣

と
い
う
割
り
は
何
か
安
直
な
感
じ
が
し
ま
す
。
駆
け
引
き
を

楽
し
む
だ
け
の
余
裕
が
な
い
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
案
外
男
は

｢

ま
め｣

で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

｢

と
は
い
ひ
け
れ
ど
、
そ
の
夜
い
に
け
り｣

男
に
は
、
女
の
方
か
ら
必
ず
別
れ
な
い
で
ほ
し
い
と
い
っ
て
く
れ
る
は
ず
だ
と
い
う

精
一
杯
の
突
っ
張
り
や
せ
我
慢
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
案
の
定
、
女
の
側
か
ら
、
復
縁
を
迫
る
よ
う
な
歌
が
贈
ら
れ
て
き
ま
し

た
。
だ
か
ら
鷹
揚
な
余
裕
を
見
せ
る
感
じ
の
歌
を
贈
た
の
で
す
が
、
内
心
は
果
た
し
て
ど
う
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。｢

と
は
い
ひ

け
れ
ど｣

と
い
う
通
り
内
心
は
心
配
で
焦
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
晩
す
ぐ
に
女
の
と
こ
ろ
に
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
、
男

の
思
い
の
深
さ
と
同
時
に
よ
く
言
え
ば
素
直
で
単
純
、
悪
く
言
え
ば
、
女
に
手
玉
に
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
男
の
姿
が
さ
ら
け
出
さ
れ
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て
い
ま
す
。
案
外
か
わ
い
い
男
な
の
で
す
。

秋
の
夜
の
歌
二
首
で
す
が
、
最
初
の
が
男
か
ら
の
贈
歌
。
夏
の
夜
に
比
べ
る
と
秋
は
夜
長
。
そ
の
長
い
夜
の
八
千
を
一
夜
に
あ
て

て
、
そ
の
一
夜
を
八
千
夜
重
ね

｢

長
時
間
の
逢
瀬
を
重
ね
た
ら
飽
く
時
が
来
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い｣

と
い
う
反

語
で
強
調
し
た
も
の
。
次
の
一
首
が
女
か
ら
の
返
歌
。
男
の
贈
歌
に

｢

秋
の
夜
の
千
夜
を
一
夜
に｣

と
重
ね
て
い
ま
す
。｢

と
り
や

鳴
き
な
む｣
は
夜
明
け
を
つ
げ
て
鳴
く
鳥
を
い
い
、
二
人
の
時
間
が
短
い
こ
と
い
う
。
男
の
歌
に
対
す
る
軽
妙
な
切
り
返
し
。

｢

い
に
し
へ
よ
り
も
あ
は
れ
に
て
な
む
か
よ
ひ
け
る｣

は
語
り
手
の
ま
と
め
。｢

は
か
な
く｣

｢

う
き｣

｢

う
ら
み｣

と
い
っ
た
女

の
想
念
を
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
男
の
心
情
を

｢

あ
は
れ｣

と
ま
と
め
た
の
で
し
ょ
う
。

八

以
上
、『

伊
勢
物
語』

の
一
七
段
か
ら
二
二
段
ま
で
を
読
ん
で
き
ま
し
た
。
そ
の
中
で
気
に
な
る
の
は
次
の
諸
点
で
す
。

十
六
段

天
の
羽
衣

紀
有
常
・
友
情
・
夫
婦
別
居

十
七
段

年
に
ま
れ
な
る

和
歌
の
贈
答
の
軽
妙
さ

(

主
が
先
に
歌
を
詠
む)

貫
之
の
影
？

十
八
段

紅
に

男
と
女

和
歌
の
優
劣

(
女
が
先
に
歌
を
詠
む)

貫
之
の
影
？

十
九
段

風
は
や
み

男
と
女

別
れ

別
の
男
の
存
在

(

女
が
先
に
歌
を
詠
む)

有
常
女

二
十
段

移
ろ
ふ
色

男
と
女

遠
距
離
恋
愛

贈
答
の
綾

二
一
段

あ
り
し
よ
り
け
に

男
と
女

人
生
は
無
常

(

女
が
先
に
歌
を
詠
む)

二
二
段

千
夜
を
一
夜
に

男
と
女

復
活
も
あ
り
う
る
か

(

女
が
先
に
歌
を
詠
む)
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二
三
段

筒
井
筒

男
と
女

復
活

愛
の
勝
者
は
？

贈
答
歌
の
場
合
、
女
性
の
方
か
ら
歌
を
読
み
掛
け
る
の
は
異
例
だ
と
さ
れ
ま
す
が
、
一
七
段
か
ら
二
二
段
ま
で
の
間
で
は
、
そ
う

と
も
言
え
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
ま
た
男
を
捨
て
て
家
を
出
た
女
は
二
四
段

｢

梓
弓｣

・
六
十
段

｢

五
月
ま
つ
花
橘｣

や
六
二
段

｢
こ
け
る
か
ら｣

な
ど
に
よ
っ
て
不
幸
に
な
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
う
強
く
も
言
え
な
い
気
配
が
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
た
女
性
に
自
制
を
求
め
る
よ
う
な
章
段
で
は
な
く
て
、
も
う
少
し
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
男

女
の
仲
と
い
う
も
の
は
、
結
局
な
る
よ
う
に
し
か
な
ら
な
い
も
の
だ
と
い
う
あ
る
意
味
で
は
無
常
観
に
基
づ
く
諦
観
に
よ
っ
て
、
こ

の
章
段
群
は
で
き
あ
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
節
が
あ
り
ま
す
。
一
六
段
の
友
情
の
影
に
あ
る
老
夫
婦
の
別
れ
、
そ
こ

に
は
出
家

｢

尼
に
な
る｣
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
一
七
段
で
は
、
男
と
女
の
や
り
と
り
と
も
気
の
置
け
な
い
男
同
士
の
交
際
と
も

と
れ
る
形
で
受
け
、
さ
ら
に
有
常
、
貫
之
の
文
脈
で
次
に
続
け
、
男
女
の
間
の
説
き
が
た
い
機
微
を
描
き
、
別
離
の
話
か
ら
、
再
会

の
話
へ
と
続
け
、
二
三
段
の
愛
情
の
復
活

(

そ
こ
に
は
し
た
た
か
な
女
の
計
算
が
あ
る
の
で
す
が)

と
も
う
一
つ
の
失
わ
れ
る
愛
の

物
語
と
続
け
て
い
く
。
章
段
の
構
成
・
展
開
を
こ
う
読
み
解
く
こ
と
も
ま
た
可
能
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

蛇
足
を
付
け
加
え
れ
ば
、
そ
れ
を
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
恋
愛
論
に
も
比
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
と
も
思
え
て
く
る
の
で
す
。
中

野
孝
次
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
の
い
う
と
こ
ろ
を

『

人
生
を
励
ま
す
言
葉』

(

講
談
社
現
代
新
書
一
九
八
八
年
九
月)

で
次
の
よ
う
に
ま

と
め
て
い
ま
す
。

一
、
感
嘆
。

二
、｢

あ
の
人
に
接
吻
し
、
接
吻
さ
れ
た
ら
ど
ん
な
に
い
い
だ
ろ
う｣
等
々
と
自
問
す
る
。

三
、
希
望
―
美
点
を
検
討
す
る
。

四
、
恋
が
生
ま
れ
る
。｢

恋
す
る
と
は
、
自
分
が
愛
し
、
自
分
を
愛
し
て
く
れ
る
人
を
あ
ら
ゆ
る
感
覚
を
持
っ
て
、
出
来
る
だ
け
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近
く
寄
っ
て
、
見
た
り
触
れ
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ
と
に
快
感
を
感
じ
る
こ
と
で
あ
る｣

五
、
第
一
の
結
晶
作
用
が
始
ま
る
。

恋
す
る
男
の
頭
を
二
十
四
時
間
近
く
動
く
ま
ま
に
し
て
お
け
ば
、
諸
君
は
次
の
こ
と
が
起
こ
る
の
を
知
る
だ
ろ
う
。
―
ザ
ル

ツ
ブ
ル
グ
の
塩
坑
で
は
、
廃
坑
の
奥
深
く
、
冬
葉
を
落
と
し
た
木
の
枝
を
投
げ
込
む
。
二
三
ヶ
月
し
て
取
り
出
し
て
み
る
と
、

そ
れ
は
輝
か
し
い
結
晶
で
蔽
わ
れ
て
い
る
。
山
雀
の
足
ほ
ど
も
な
い
一
番
細
い
枝
す
ら
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
揺
れ
て
き
ら
め
く

無
数
の
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
飾
ら
れ
て
い
る
。
も
と
の
小
枝
は
認
め
ら
れ
な
い
。

私
が
結
晶
作
用
と
呼
ぶ
の
は
、
我
々
の
遭
遇
す
る
あ
ら
ゆ
る
こ
と
か
ら
発
し
て
、
愛
す
る
者
が
新
し
い
美
点
を
持
つ
こ
と
を

発
見
す
る
精
神
の
作
用
で
あ
る
。

六
、
疑
惑
が
生
ま
れ
る
。
―

｢
彼
が
あ
ま
り
安
心
し
き
っ
て
い
る
様
子
を
見
せ
る
と
、
相
手
は
無
関
心
、
冷
淡
、
怒
り
を
も
っ
て

報
い
る｣

｢

彼
は
人
生
の
他
の
快
楽
に
転
じ
よ
う
と
す
る
が
、
気
が
つ
く
と
そ
ん
な
も
の
は
ど
こ
に
も
な
い
。｣

七
、
第
二
の
結
晶
作
用
―

｢

彼
女
が
私
に
与
え
る
快
楽
は
彼
女
の
ほ
か
誰
も
与
え
て
く
れ
な
い｣

恋
の
持
続
を
確
保
す
る
も
の
は
第
二
の
結
晶
作
用
で
あ
る
。
こ
の
間
ひ
と
は
始
終
愛
さ
れ
る
か
死
ぬ
か
と
い
う
問
題
と
顔
を

突
合
わ
せ
て
い
る
。
恋
が
幾
月
も
過
ぎ
、
こ
う
し
て
絶
え
ず
確
信
を
噛
み
し
め
る
習
慣
が
つ
い
た
後
で
、
ど
う
し
て
愛
す
る
の

を
止
め
よ
う
な
ど
と
い
う
考
え
を
持
ち
得
よ
う
。
性
格
が
強
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
心
変
わ
り
は
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

あ
ま
り
早
く
身
を
任
せ
る
女
と
の
恋
に
は
、
第
二
の
結
晶
作
用
は
ほ
と
ん
ど
な
い
わ
け
だ
。

一
七
段
か
ら
二
二
段
ま
で
が
、
こ
の
恋
の
解
説
の
全
て
段
階
や
相
を
含
ん
で
い
る
と
は
言
い
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
ら
の
い
く
つ
か
を

含
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
和
歌
が
恋
愛
の
ツ
ー
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。
そ
の
こ
と
を
含
め
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て
や
は
り

『

伊
勢
物
語』

が
恋
の
教
科
書
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、
一
七
段
か
ら
二
二
段
ま
で
の
よ
う
な
詞
章
を
保
っ
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
の
で
す
。
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