
伊
勢
物
語
「
芥
川
」
段
小
考

ー

　

は

じ

め

に

r
伊
勢
物
語
」
の
「
芥
川
」
串
段
(
約
6
段
)
は
'
高
校
古
文
の
定
番
教
材
で

あ
る
。
た
だ
し
'
古
来
、
議
論
が
多
い
。

O
「
芥
川
」
(
物
語
部
分
)
と
は
ど
こ
か
?
「
内
裏
」
(
解
説
部
分
)
と
の
位
置

関
係
は
ど
う
な
る
の
か
?

①
「
大
宮
川
」
(
伝
源
経
信
r
知
顕
集
」
等
)
②
摂
津
国
三
島
郡
の
歌
枕
「
芥
川
」
(
牡

丹
花
肖
柏
r
肖
開
抄
j
等
)
③
芥
の
捨
て
ら
れ
た
野
に
近
い
川
(
酒
税
宣
s
k
 
r
惟
清

抄
j
等
)
④
虚
構
の
川
(
契
沖
r
勢
語
臆
断
L
V
o

O
「
率
て
」
(
物
語
部
分
)
?
「
負
ひ
て
」
(
解
説
部
分
)
?

昔
男
は
女
を
「
率
て
」
い
っ
た
の
か
'
「
負
ひ
て
」
い
っ
た
の
か
(
荷
田
春
満
r
童

子
問
」
)
。
「
牢
て
」
は
歩
い
て
か
、
女
を
馬
に
乗
せ
て
か
。
ま
た
'
「
弓
・
胡
路
を
負
」

う
男
(
物
語
部
分
)
は
女
を
「
負
」
う
こ
と
(
解
説
部
分
)
が
可
能
か
(
竹
岡
正
夫

r
伊
勢
物
語
全
評
釈
-
¥
u
注
釈
十
i
柾
集
成
l
)
。

O
「
か
れ
は
何
ぞ
」
(
物
語
部
分
)
　
の
女
の
言
葉
の
真
意
は
?
そ
の
よ
う
に
問

う
女
が
な
ぜ
　
「
い
み
じ
う
泣
-
」
(
解
説
部
分
)
　
の
か
?

竹
　
村
　
信
　
治

「
男
に
こ
,
ろ
ゆ
き
て
と
ら
る
,
ほ
ど
に
て
は
い
か
で
か
泣
き
は
ん
べ
る
な
れ
ど
も
'

業
平
に
こ
,
ろ
あ
ほ
せ
た
る
と
い
は
ん
も
無
下
に
念
も
な
け
れ
ば
'
非
道
に
と
ら
れ

た
る
や
う
に
せ
ん
と
て
」
か
(
伝
源
経
信
r
知
顕
集
」
)
。
女
の
「
心
の
ま
ど
へ
る
」

故
か
(
牡
丹
花
肖
柏
r
肖
聞
抄
j
V
、
「
夜
探
-
か
か
る
道
な
ど
も
見
給
へ
る
こ
と
な
き
」

探
窓
の
令
根
故
か
(
清
原
宣
賢
r
惟
活
抄
j
・
細
川
幽
斎
r
閑
疑
抄
j
・
北
村
季
吟

「
拾
穂
抄
∵
契
沖
r
勢
語
臆
断
L
V
'
「
う
ち
見
た
る
時
に
ふ
と
思
へ
る
情
」
か
(
藤

井
高
尚
r
伊
勢
物
語
新
釈
l
)
、
そ
れ
と
も
知
っ
て
い
て
わ
ざ
と
聞
い
た
の
か
。
夜
中

に
露
は
見
え
た
の
か
も
見
え
た
の
は
稲
光
に
よ
っ
て
か
(
賀
茂
真
淵
r
苗
意
L
V
t
月

が
出
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
松
明
の
火
の
光
か
(
上
田
秋
成
r
よ
し
や
あ
L
や
l
V
。

な
ど
が
そ
れ
で
'
見
ら
れ
る
と
お
り
'
古
注
'
新
注
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
議
論
は
'
右
に
書
き
込
ん
で
お
い
た
よ
う
に
'
本
段
を
構
成
す
る
物
語

部
分
(
前
半
の
昔
語
り
的
な
「
鬼
l
ロ
」
課
)
と
解
説
部
分
(
物
語
部
分
を
基
経
・
国

経
に
よ
る
高
子
奪
還
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
り
直
す
後
半
)
と
の
問
の
懸
隔
や
甑
既
を

ど
う
扱
う
か
と
い
う
杜
題
に
端
を
発
す
る
O
そ
し
て
'
見
解
の
相
違
は
、
い
さ

さ
か
乱
暴
な
整
理
を
こ
こ
ろ
み
れ
ば
t

A
両
者
の
つ
じ
っ
ま
合
わ
せ
を
試
み
よ
う
と
す
る
立
場

B
後
者
を
作
者
に
よ
る
種
明
か
し
と
す
る
立
場
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C
後
者
を
後
人
に
よ
る
さ
か
し
ら
注
記
と
み
る
立
場

の
三
者
の
'
い
ず
れ
に
立
つ
か
に
よ
っ
て
生
じ
て
い
る
。
A
は
伝
源
経
信
『
知

顕
集
」
　
に
代
表
さ
れ
る
中
世
期
の
注
に
多
-
見
ら
れ
る
も
の
。
B
は
一
条
兼
良

云
「
此
一
段
は
、
皆
物
が
た
り
書
-
人
の
つ
-
り
ご
と
に
書
た
る
な
り
。
」
「
此

下
の
詞
は
、
物
語
の
作
者
の
わ
れ
と
尺
し
た
る
こ
と
な
る
べ
L
O
」
(
r
愚
見
抄
j
)

を
経
て
契
沖
r
勢
語
臆
断
J
の

此
作
者
み
づ
か
ら
書
て
か
-
註
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
ら
ぬ
こ
と
を
あ
ら
は

せ
る
欺
。
ま
た
業
平
の
日
記
な
ど
に
か
,
れ
た
る
を
、
い
ま
そ
の
作
-
て

い
へ
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
欺
。

に
い
た
る
も
の
。
C
は
荷
田
春
満
r
童
子
問
」
(
「
伊
勢
物
語
を
た
す
け
て
見
る
べ
き

一
案
あ
り
.
そ
れ
は
本
文
と
往
者
と
を
別
に
見
る
案
也
。
」
)
や
賀
茂
真
淵
r
古
市
・
u
(
「
此

左
の
注
に
は
'
末
に
順
ぬ
L
を
さ
へ
雷
出
た
れ
ば
(
第
3
9
段
)
本
文
な
ら
ぬ
事
は
明
ら
け

し
。
ぬ
り
け
す
べ
き
も
の
な
り
。
」
)
な
ど
で
明
確
に
打
ち
出
さ
れ
る
立
場
で
あ
る
。

現
在
の
談
論
も
、
こ
れ
ら
の
立
場
を
そ
れ
ぞ
れ
に
引
き
継
ぐ
か
た
ち
で
さ
ま
ざ

ま
に
展
開
し
て
い
る
。
現
行
の
教
科
書
で
は
'
新
注
以
来
の
C
の
立
場
も
　
そ
れ

を
承
け
た
日
本
古
典
集
成
「
伊
勢
物
語
」
本
段
頭
注
'

「
こ
れ
は
、
二
樵
の
后
の
」
以
下
は
'
例
に
よ
っ
て
後
人
の
往
。
こ
の
注

に
従
う
な
ら
、
本
文
の
「
芥
川
」
を
摂
津
の
芥
川
と
解
す
る
わ
け
に
い
か

な
-
な
る
。
国
経
、
基
経
が
参
内
す
る
た
め
に
今
の
高
槻
市
あ
た
り
を

通
っ
た
こ
と
に
な
-
話
が
合
わ
な
-
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
芥
川
」

を
宮
中
の
小
川
と
す
る
説
も
あ
る
が
'
そ
も
そ
も
は
後
人
注
が
無
理
な
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
従
っ
て
つ
じ
っ
ま
を
合
わ
せ
る
必
要
は
な
い
。

な
ど
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
A
B
の
立
場
を
斥
け
も
　
さ
ら
に
後
半
解
説
部
分
を

省
略
し
た
「
鬼
1
口
」
許
の
み
を
掲
出
す
る
場
合
も
見
う
け
ら
れ
る
。

さ
て
'
こ
う
し
た
議
論
は
し
か
し
'
物
語
部
分
だ
け
を
掲
出
す
る
教
科
書
の

登
場
に
よ
っ
て
、
逆
に
終
止
符
が
う
た
れ
た
と
い
っ
て
よ
さ
そ
う
だ
。
「
逆
に
」

と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
処
理
が
「
鬼
l
口
」
葦
の
み
の
本
章
段
の
異
質
性

を
際
だ
た
せ
'
第
6
段
と
い
う
位
置
へ
の
再
考
を
う
な
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。

本
段
は
、
解
説
部
分
を
併
せ
も
っ
て
こ
そ
r
今
昔
物
語
集
j
巻
第
二
十
七
(
本

朝
付
霊
鬼
)
「
在
原
業
平
中
将
女
も
被
噴
鬼
語
第
七
」
と
は
異
な
る
r
伊
勢
物
語
」

の
一
章
段
た
り
う
る
。
ま
た
'
そ
の
形
で
あ
っ
て
こ
そ
'
第
3
段
か
ら
の
　
「
二ヽ

条
后
」
牽
段
群
と
第
7
段
以
降
の
「
東
下
-
」
章
段
群
と
の
連
接
を
に
な
う
第

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

3

6
段
と
し
て
'
そ
の
位
置
づ
け
の
意
義
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
'
C

の
立
場
は
あ
り
え
な
い
。

思
う
に
'
こ
の
あ
り
え
な
い
C
の
立
場
が
有
力
で
あ
り
つ
づ
け
た
の
は
、
注

釈
へ
研
究
の
場
で
た
か
ま
っ
た
原
F
伊
勢
物
語
』
　
へ
の
関
心
に
か
か
わ
り
、
い

わ
ば
r
伊
勢
物
語
j
　
の
成
立
論
の
範
時
で
'
本
段
の
有
無
、
原
初
形
態
、
形
成

過
程
が
問
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
「
r
こ
れ
は
'
二
条
の
后

の
」
以
下
を
後
人
の
昏
き
加
え
た
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
が
'
物
語
の
正
文
と

認
む
べ
き
で
あ
る
。
」
と
し
た
石
田
穣
二
氏
は
'

章
段
中
の
ど
の
部
分
が
古
い
か
新
し
い
か
、
あ
る
い
は
'
ど
の
章
段
が
古

-
'
ど
の
章
段
が
新
し
い
か
'
「
伊
勢
物
語
」
　
の
成
立
を
第
一
次
と
第
二

次
に
分
け
る
'
あ
る
い
は
第
一
次
'
第
二
次
、
第
三
次
と
分
け
る
'
　
-

そ
う
な
れ
ば
、
こ
れ
を
何
ら
か
の
形
で
、
歴
史
的
な
時
間
軸
の
上
に
置
く

こ
と
に
な
る
。
(
-
中
略
-
)
　
こ
れ
は
、
今
我
々
の
目
の
前
に
あ
る
「
伊
勢

物
語
」
を
t
 
l
応
何
ら
か
の
形
に
解
体
す
る
こ
と
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
成

立
論
は
'
解
体
に
熱
心
で
あ
り
す
ぎ
は
し
な
か
っ
た
か
。
そ
の
間
に
、
物

語
自
体
を
見
失
う
結
果
に
な
る
恐
れ
は
な
か
っ
た
か
。
(
-
中
略
⊥
今
見
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る
r
伊
勢
物
語
」
は
'
初
冠
の
段
に
は
じ
ま
り
'
終
環
の
段
に
終
わ
る
'

業
平
の
一
代
記
の
形
を
取
っ
て
お
り
'
冒
頭
を
「
昔
'
男
」
「
昔
'
男
あ

り
け
り
」
と
い
う
形
で
だ
い
た
い
統
一
し
て
、
業
平
の
一
代
記
で
あ
る
こ

と
を
脱
化
し
ょ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
.
r
伊
勢
物
語
」
が
'
全
体
と
し

て
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
物
語
と
し
て
'
つ
ま
り
l
つ
の
作
品
と
し
て
自
己

を
主
張
し
う
る
根
拠
は
'
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
(
-
中
略
-
)
作
り
物

語
を
範
型
と
す
る
以
外
に
、
「
伊
勢
物
語
」
　
の
成
立
は
あ
り
得
な
か
っ
た
0

つ
ま
り
'
今
見
る
初
冠
本
の
成
立
し
た
時
が
t
と
-
も
直
さ
ず
r
伊
勢
物

語
」
　
の
成
立
し
た
時
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
不
思
議
な
こ
と
に
'
従
来
の
論

に
は
こ
の
視
点
が
欠
落
し
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
以
下
、
「
成
立
」
　
の
と
ら
え
方
を
石
田
氏
に
な
ら
い
、
物
語

ヽ

　

ヽ

部
分
と
解
説
部
分
と
を
共
に
そ
な
え
た
形
を
r
伊
勢
物
語
』
成
立
時
の
第
6
段

6

の
姿
と
み
な
し
て
ー
そ
の
表
現
内
容
お
よ
び
表
現
性
を
め
ぐ
る
考
察
を
こ
こ
ろ

み
る
こ
と
と
し
た
い
。

2
　
「
芥
川
」
章
段
の
表
現
内
容

物
語
部
分
と
解
説
部
分
と
を
共
に
そ
な
え
た
第
6
段
と
は
、
な
に
を
語
る
章

段
で
あ
っ
た
の
か
。

伝
源
経
信
「
知
顕
集
」
第
6
段
注
に
は
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

こ
の
女
を
盗
み
か
-
し
け
る
こ
と
度
々
の
こ
と
也
。
あ
る
と
き
、
都
の
ほ

か
ま
で
つ
れ
て
い
で
、
茅
が
下
葉
に
か
-
し
て
'
焼
き
出
だ
さ
れ
(
節
1
2
段
)
へ

あ
る
と
き
は
、
採
草
に
家
を
つ
-
り
、
秋
の
野
を
つ
-
り
て
、
萩
・
女
郎

花
の
な
か
に
隠
し
お
き
な
ん
ど
せ
し
か
ど
も
'
ま
た
か
-
い
だ
さ
れ
な
ん

7

ど
し
て
(
節
は
段
?
)
'
い
づ
-
も
、
世
は
た
蝣
蝣
'
1
つ
に
て
、
か
り
も
と
む

れ
ば
'
隠
れ
が
た
し
。

こ
れ
は
、
F
伊
勢
物
語
l
=
「
業
平
の
l
代
記
」
　
の
読
書
と
し
て
、
そ
こ
に
散

在
す
る
「
女
を
盗
み
か
-
し
け
る
」
章
段
を
要
約
摘
記
し
た
も
の
。
そ
れ
ら
が

「
業
平
の
一
代
記
」
中
の
主
要
話
題
た
る
二
条
后
(
=
「
こ
の
女
」
)
と
の
悲
恋

物
語
の
一
文
脈
と
み
な
さ
れ
'
第
6
段
も
そ
の
一
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
解
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
院
政
期
の
顕
昭
は
t
 
r
古
今
集
注
」
　
(
「
古
今
和
歌
隻
巻
約
十
三
恋
歌
三
」
)

六
四
五
・
六
四
六
番
注
の
'
6
9
段
を
初
段
に
お
-
狩
便
本
に
F
伊
勢
物
語
」
　
の

名
義
由
来
を
も
と
め
る
説
を
批
判
し
た
件
-
で
'
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

又
業
平
ハ
二
条
后
ノ
間
ノ
事
コ
ソ
始
終
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
ト
ミ
エ
侍
レ
。

始
ニ
ヌ
ス
ミ
イ
ダ
シ
テ
ウ
バ
ヒ
カ
へ
サ
レ
　
(
6
段
)
、
又
カ
ク
サ
レ
　
(
4
段
)
ち

又
カ
ヨ
フ
ミ
チ
ヲ
フ
タ
ガ
レ
　
(
5
段
)
'
後
こ
ハ
人
ノ
ク
二
へ
ツ
カ
バ
サ
レ

(
6
5
段
)
　
ナ
ド
シ
タ
リ
。

こ
れ
も
、
「
業
平
の
一
代
記
」
と
し
て
の
　
「
伊
勢
物
語
」
　
の
読
書
に
お
い
て
'

「
業
平
」
r
l
l
条
后
」
悲
恋
物
語
を
主
要
話
題
と
み
と
め
、
そ
の
中
の
一
文
脈

を
r
知
顕
集
」
と
は
別
の
形
で
取
り
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
'
「
始
こ
」

「
又
」
「
又
」
「
後
ニ
ハ
」
と
恋
の
月
末
が
か
た
ど
ら
れ
'
そ
の
間
の
　
「
業
平
」

の
「
始
終
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
　
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
第
6
段
は
そ
う

し
た
業
平
の
心
的
体
験
の
「
始
」
を
語
っ
た
話
題
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の

「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
は
'
「
知
顕
集
」
　
で
も
'
そ
の
摘
出
さ
れ
た
一
文
脈
に

読
み
と
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

「
盗
み
か
-
し
」
1
「
か
-
も
と
む
れ
ば
'
隠
れ
が
た
し
」
1
「
ワ
リ
ナ
キ

オ
モ
ヒ
」
、
「
ヌ
ス
ミ
イ
ダ
シ
テ
ウ
バ
ヒ
カ
へ
サ
レ
」
1
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
0
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ヽ

　

ヽ

第
6
段
は
ー
ど
ち
ら
の
文
脈
に
措
か
れ
る
と
し
て
も
、
高
子
と
の
叶
わ
ぬ
恋
を

ヽ

　

ヽ

生
き
る
業
平
の
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
　
へ
と
読
者
を
導
い
て
い
-
。
「
か
り
も

と
む
れ
ば
」
「
ウ
バ
ヒ
カ
へ
サ
レ
」
に
明
ら
か
な
よ
う
に
'
そ
こ
で
読
ま
れ
て

い
た
第
6
段
は
解
説
部
分
を
そ
な
え
た
形
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
'
物
語
部
分

と
解
説
部
分
と
を
共
に
そ
な
え
た
第
6
段
は
'
こ
う
し
て
「
業
平
の
一
代
記
」

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

中
の
1
話
題
'
高
子
を
そ
の
縁
者
に
奪
い
返
さ
れ
た
業
平
の
　
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ

ヒ
」
を
語
る
物
語
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
物
語
部
分
と
解
説
部
分
と
を
共
に
そ
な
え
た
第
6
段
の
表
現
内

容
を
古
典
時
代
の
右
の
ご
と
き
読
み
に
う
か
が
う
と
し
て
'
し
か
し
.
.
そ
こ
に

は
物
語
部
分
へ
の
言
及
が
な
い
。
「
か
り
も
と
む
れ
ば
」
「
ウ
バ
ヒ
カ
へ
サ
レ
」
'

そ
の
読
書
は
あ
-
ま
で
も
解
説
部
分
に
軸
足
が
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
r
伊
勢
物
語
」
を
「
業
平
の
1
代
記
」
と
み
な
す
読
古
の
必
然
で
も
あ
ろ

う
が
'
そ
う
し
た
解
説
部
分
に
即
し
た
読
書
が
読
者
を
業
平
の
「
ワ
リ
ナ
キ
オ

モ
ヒ
」
　
に
導
い
て
い
-
回
路
は
'
業
平
へ
の
共
感
に
よ
る
と
い
え
ば
い
え
な
く

は
な
い
け
れ
ど
も
'
な
お
判
然
と
し
な
い
。

こ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
時
代
は
一
挙
に
下
る
が
、
大
和
文
筆
餌
蔵
の
伝

俵
屋
宗
達
画
「
芥
川
図
」
や
慶
長
十
三
年
嵯
峨
本
「
伊
勢
物
語
」
の
第
6
段
挿

絵
は
'
1
つ
の
ビ
ン
-
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
う
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

と
お
り
へ
　
そ
れ
ら
の
絵
に
お
い
て
は
'
男
が
女
を
背
負
っ
て
柳
の
菜
が
揺
れ
る

ヽ

(
芥
川
)
河
畔
を
行
-
さ
ま
が
括
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
二
人
の
視
線
は
と
も

ヽ

に
川
縁
の
露
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
女
が
男
に
背
負
わ
れ
る
の
は
解
説
部
分
で

語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
河
畔
に
到
っ
て
女
が
露
を
見
と
が
め
る
の
は
物
語
部

分
で
語
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
括
出
さ
れ
た
場
面
は
二
人
の
逃
避
行
の
時
間
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
'
二
人
の
逃
避
行
の
時
間
が
'
解
説
部
分
と
物
語
部
分
の

そ
れ
ぞ
れ
の
叙
述
を
緩
り
合
わ
せ
る
形
で
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。

い
ま
「
二
人
の
逃
避
行
の
時
間
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
場
面
は
、
そ
れ
が
選

ば
れ
て
い
る
理
由
を
考
え
る
な
ら
ば
t
よ
り
厳
密
に
、
「
白
玉
か
」
詠
で
男
に

回
想
さ
れ
た
風
景
、
つ
ま
-
は
記
憶
の
中
の
女
と
共
に
あ
っ
た
時
空
間
と
い
わ

ヽ

　

ヽ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
白
玉
か
」
詠
は
物
語
部
分
に
昔
男
詠
と
し
て
語
ら

れ
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
ら
の
絵
で
は
'
河
畔
で
女
が
露
を
見
と
が

め
る
構
図
に
解
説
部
分
の
　
〝
高
子
を
背
負
う
業
平
″
を
描
き
込
む
こ
と
で
'
物

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

語
部
分
の
逃
避
行
を
業
平
と
高
子
の
こ
と
と
L
t
「
白
玉
か
」
歌
を
業
平
の
詠
と

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
本
章
段
を
'
「
白
玉
か
」
と
詠
ず
る
業
平
の
回
想

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
時
間
、
そ
こ
で
業
平
に
よ
っ
て
反
窮
さ
れ
る
記
憶
の
中
の
甘
美
な
情
景
に
お

い
て
'
(
絵
)
語
り
直
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
語
り
の
前
提
に
は
'
詠
歌
回
想
す
る
男
-
業
平
の
心
の
内
で
経
験
さ

れ
た
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
を
想
う
読
書
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、
そ
れ
は
解
説

部
分
に
軸
足
を
お
い
て
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
に
想
到
し
た
　
r
知
顕
集
」
や

『
古
今
集
注
」
に
も
あ
っ
た
こ
と
と
推
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
'
物
語
部
分
と
解

説
部
分
と
を
共
に
そ
な
え
た
第
6
段
の
表
現
内
容
は
、
古
典
時
代
の
読
み
を
介

し
て
こ
れ
を
う
か
が
え
ば
、
高
子
を
「
ヌ
ス
ミ
イ
ダ
シ
テ
ウ
バ
ヒ
カ
へ
サ
レ
」
、

「
白
玉
か
」
歌
を
詠
じ
っ
つ
記
憶
の
中
の
甘
美
な
情
景
を
反
窮
す
る
業
平
の
「
ワ

リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

3
　
語
り
の
構
造

さ
て
'
右
の
よ
う
な
表
現
内
容
は
'
歌
に
託
さ
れ
た
心
情
を
主
題
化
し
そ
の

p
・
.
邑
S
H
S
U

再
　
現
に
む
け
て
叙
述
を
つ
む
ぐ
歌
物
語
の
本
義
に
か
な
い
、
あ
り
う
べ
き
こ
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と
と
観
察
さ
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
表
現
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
の
か
'
す
な
わ
ち
語
り
の
構
造
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
そ
こ
に
職
の
レ
ト

リ
ッ
ク
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
後
半
部
分
が
実
体
を
伝
え
る
も
の
で

あ
る
と
す
る
と
へ
　
前
半
部
分
の
す
べ
て
は
そ
の
比
喰
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
と

述
べ
る
渡
辺
泰
宏
氏
論
考
(
往
-
)
や
、
前
半
部
分
を
「
仮
相
」
、
後
半
部
分
を

0

「
実
相
」
と
み
な
す
片
桐
洋
一
氏
の
判
断
は
そ
の
例
。
河
地
修
氏
は
「
象
徴
」

の
語
を
も
ち
い
て
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
も

(
物
語
部
分
ノ
)
こ
の
時
の
男
の
心
情
こ
そ
が
'
実
は
そ
の
ま
ま
、
二
条
后

を
奪
い
返
さ
れ
た
時
の
男
の
心
情
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ

し
て
'
六
段
は
'
そ
の
心
情
を
こ
う
い
う
類
型
説
話
の
形
で
表
現
し
て
み

せ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
'
私
は
思
う
。
こ
う
い
う
形
を
取
ら
ざ
る

を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
も
'
私
は
思
う
。
鬼
が
女
を
一
口
に
喰
う
'

す
な
わ
ち
、
女
の
死
は
'
そ
の
ま
ま
'
男
と
二
条
后
と
の
別
れ
で
あ
ろ
う
。

二
条
后
は
'
二
度
と
男
の
も
と
へ
は
帰
っ
て
来
な
い
'
そ
う
い
う
彼
方
の

世
界
へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

そ
れ
と
同
時
に
へ
　
戦
わ
ず
し
て
敗
れ
去
っ
た
男
の
姿
は
'
そ
の
ま
ま
、
二

条
后
を
奪
い
返
さ
れ
た
時
の
'
絶
望
的
な
、
そ
れ
は
悲
痛
と
す
ら
言
え
る

男
の
無
力
感
の
象
徴
で
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。

「
(
二
条
后
を
奪
い
返
さ
れ
た
時
の
)
絶
望
的
な
'
そ
れ
は
悲
痛
と
す
ら
言
え
る

男
の
無
力
感
」
を
「
業
平
の
　
r
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
ヒ
に
置
き
換
え
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
も
右
は
古
典
時
代
の
読
書
の
延
長
線
上
に
あ
る
。

「
実
体
」
　
の
内
側
で
経
験
さ
れ
た
心
的
体
験
(
「
男
の
無
力
感
」
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ

ヒ
」
)
　
の
　
「
象
徴
」
と
し
て
の
物
語
部
分
。
も
っ
と
も
、
輪
の
物
語
り
の
　
〝
男
″

と
「
実
体
」
　
の
掠
奪
者
と
が
同
一
人
物
で
あ
る
こ
と
を
重
-
見
れ
ば
'
こ
の
語

り
の
構
造
は
ま
た
別
の
形
で
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

本
章
段
後
半
の
解
説
は
、
「
こ
れ
は
」
を
も
っ
て
は
じ
ま
る
。
ま
た
以
下
に
は

渡
辺
氏
の
い
う
「
実
体
」
が
説
か
れ
る
。
そ
こ
に
は
「
そ
れ
を
、
か
-
鬼
と
は

い
ふ
な
り
け
-
」
と
い
っ
た
物
語
部
分
と
の
対
応
関
係
を
明
示
す
る
文
言
も
見

え
る
が
'
注
意
さ
れ
る
の
は
'
こ
の
解
説
部
分
が
'
出
来
事
の
枠
組
み
(
-
女

性
掠
空
を
物
語
部
分
と
等
し
く
し
な
が
ら
も
'
両
者
の
差
異
を
際
だ
た
せ
る
こ

と
に
む
け
て
語
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
差
異
と
は
、
こ
れ
ま
で

「
両
者
間
の
話
題
要
素
の
懸
隔
や
組
齢
」
と
呼
ん
で
き
た
事
柄
の
数
々
で
あ
る
O

こ
の
あ
ま
り
に
露
わ
で
明
示
的
な
懸
隔
髄
齢
は
'
そ
れ
故
に
逆
に
破
綻
と
は
み

2

な
し
が
た
㌣
む
し
ろ
そ
れ
ら
は
'
物
語
部
分
の
語
り
の
位
相
を
際
だ
た
せ
る

仕
掛
け
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

杜
致
さ
れ
て
内
裏
近
辺
某
所
で
泣
き
-
れ
る
高
子
を
兄
弟
の
基
経
・
国
経
が

敬
-
返
す
「
実
体
」
解
説
O
対
す
る
物
語
部
分
は
'
「
か
ら
う
し
て
盗
み
い
で
て
」

の
逃
避
行
の
さ
な
か
'
「
芥
川
」
河
畔
で
露
を
見
呑
め
た
女
の
　
「
か
れ
は
な
に

ぞ
」
の
声
を
聞
き
な
が
ら
も
先
を
急
い
で
答
え
ず
、
雷
雨
の
中
、
女
を
蔵
の
中

に
押
し
入
れ
て
戸
口
を
守
-
「
は
や
夜
も
あ
け
な
む
と
思
ひ
っ
つ
ゐ
た
-
け
る

に
'
鬼
は
や
1
口
に
食
ひ
て
け
り
.
」
女
の
「
あ
な
や
」
　
の
声
も
耳
に
届
か
ず
'

「
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
t
か
ひ
な
し
。
」
と
語
っ
て
'
「
白
玉
か
」
詠
を
添
え
る
。
見
ら
れ

る
と
お
り
'
懸
隔
甑
倍
は
、
出
来
事
の
外
貌
を
「
取
り
か
へ
し
」
た
側
か
ら
な

ぞ
る
語
り
と
も
出
来
事
を
当
事
者
の
体
験
に
即
し
て
辿
り
な
お
す
語
-
と
の
間

で
生
じ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
'
物
語
部
分
は
当
事
者
側
の
語
り
と
し
て
'
当
事

者
に
経
験
さ
れ
た
心
的
体
験
に
即
し
た
出
来
事
の
顛
末
を
こ
そ
語
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
「
盗
み
負
ひ
て
」
　
の
按
致
逃
亡
は
「
率
て
行
」
-
恋
の
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逃
避
行
と
な
り
、
参
内
経
路
上
の
某
所
は
摂
津
「
芥
川
」
を
過
ぎ
た
某
地
と
な

-
、
「
と
ど
め
て
取
り
か
へ
し
」
た
基
経
・
国
経
は
「
鬼
」
と
な
る
。
ま
た
'

女
の
泣
き
声
は
被
掠
奪
者
の
愁
嘆
で
は
な
-
、
掠
奪
者
に
救
済
を
求
め
る
「
あ

な
や
」
　
の
叫
び
と
も
な
る
。

こ
う
し
て
'
物
語
部
分
は
「
当
事
者
側
の
語
り
」
と
し
て
あ
る
と
お
ぼ
し
い
。

し
た
が
っ
て
、
物
語
部
分
と
解
説
部
分
は
「
当
事
者
側
の
語
り
」
と
「
取
-
か

え
し
た
側
の
語
り
」
と
の
関
係
に
ま
ず
は
あ
る
の
で
あ
っ
て
'
「
比
喰
」
「
象
徴
」

と
「
実
体
」
と
の
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
物
語
部
分
に
「
当
事
者
」
性
を
喚
ぎ
取
る
こ
の
よ
う
な
感
覚
は
'

古
典
時
代
の
読
書
に
も
あ
っ
た
も
の
の
ご
と
-
、
r
狭
衣
物
語
」
(
二
が
F
伊

勢
物
語
」
を
「
在
中
将
が
恋
の
日
記
」
と
呼
称
す
る
の
も
そ
の
一
例
だ
が
、
藤

原
定
家
は
、
F
伊
勢
物
語
」
を
業
平
の
自
作
と
み
な
す
か
否
か
の
談
論
に
か
か

わ
っ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
　
(
い
わ
ゆ
る
根
源
本
奥
書
。
引
用
は
冷
泉
時
雨
亭

茄
缶
4
1
「
伊
勢
物
語
下
」
入
廷
仁
二
年
奥
缶
)
に
よ
っ
た
)
.

抑
伊
勢
物
語
根
源
へ
古
人
説
々
不
同
。
戎
云
'
在
原
中
将
自
記
也
.
国
立

有
其
嫌
退
比
興
之
詞
等
。
(
-
中
略
-
)
或
心
中
秘
密
、
身
上
興
言
、
外
人
推

而
難
記
.
以
之
思
之
、
尤
可
謂
其
自
書
。
(
以
下
略
)

「
嫌
退
比
興
之
詞
」
、
「
外
人
」
の
推
し
て
記
し
が
た
い
「
心
中
秘
密
'
身
上
興

言
」
の
存
在
が
「
在
原
中
将
自
記
」
　
の
根
拠
だ
と
い
う
。
第
6
段
物
語
部
分
は

ま
さ
に
そ
の
「
心
中
秘
密
'
身
上
興
言
」
の
事
例
。
定
家
に
よ
れ
ば
'
そ
れ
は

ヽ

「
当
事
者
側
の
語
り
」
な
ら
ぬ
「
自
己
語
り
」
=
「
当
事
者
の
語
り
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

も
ち
ろ
ん
、
定
家
が
右
の
引
用
に
続
け
て
「
但
'
万
葉
古
風
之
中
へ
多
載
撰

集
之
歌
。
仁
和
(
光
孝
帝
脱
～
附
在
位
=
業
平
没
後
)
聖
日
之
問
、
租
記
臨
幸
之
俵

段
)
。
依
此
等
事
、
又
有
此
難
。
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'
す
べ
て
が
真

正
の
自
己
語
り
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
O
し
た
が
っ
て
t
F
伊
勢
物
語
」
語

ヽ

　

ヽ

草
段
は
t
 
r
伊
勢
物
語
」
成
立
時
点
で
'
真
正
の
そ
れ
に
創
作
(
偽
作
)
の
そ
れ

を
併
せ
た
も
の
と
す
る
ほ
か
は
な
い
。
し
か
も
、
約
4
0
段
末
尾
「
昔
の
若
人
は
、

さ
る
好
け
る
も
の
思
ひ
を
な
む
し
け
る
。
今
の
翁
も
ま
さ
に
し
な
む
や
。
」
に
よ

れ
ば
、
自
己
語
り
は
、
「
翁
」
た
る
業
平
自
身
が
「
け
-
」
使
用
に
よ
っ
て
伝

3

承
葦
化
を
謀
っ
た
も
s
*
す
な
わ
ち
、
「
心
中
秘
密
、
身
上
興
言
」
を
他
者
の
こ

と
ば
(
伝
承
琶
に
仕
立
て
た
「
嫌
退
比
興
之
詞
」
、
い
わ
ば
業
平
「
積
晦
」
の

自
己
語
-
と
し
て
整
形
、
呈
示
さ
れ
た
も
の
の
ご
と
く
な
の
で
あ
7
号
「
当
事
者

ヽ側
の
語
-
」
と
な
る
所
以
だ
が
'
節
6
段
の
物
語
部
分
=
「
当
事
者
側
の
語
り
」

5

も
そ
う
し
た
位
相
に
あ
る
自
己
語
り
と
見
な
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
、
^

物
語
部
分
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
し
て
、
で
は
解
説
部
分
は
ど
う
だ
ろ
う
。

こ
れ
も
〝
業
平
騎
晦
の
自
己
語
-
″
と
み
な
せ
ば
'
先
に
引
い
た
契
沖
r
勢
語

臆
断
』
の
説
の
前
半
(
「
此
作
者
み
づ
か
ら
宙
て
か
く
註
し
て
、
ま
こ
と
に
あ
ら
ぬ
こ
と

を
あ
ら
は
せ
る
欺
。
」
)
に
近
づ
-
こ
と
に
な
る
が
、
r
伊
勢
物
語
」
諸
章
段
の
解
説

部
分
は
後
人
注
記
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
に
物
語
部
分
と
の
位
相
差
を
も
つ
。
ま
た
、

真
淵
の
r
古
意
」
が
不
審
を
表
明
し
た
よ
う
に
'
第
3
9
段
で
は
源
順
の
名
が
記

さ
れ
'
物
語
部
分
と
解
説
部
分
と
の
語
-
の
時
間
差
を
明
示
し
て
も
い
る
。
解

説
部
分
に
は
元
来
の
そ
れ
を
模
し
た
後
人
追
記
も
あ
っ
て
'
そ
の
真
贋
の
見
極

6

め
が
む
ず
か
し
い
の
だ
&
.
.
追
記
の
営
み
の
前
提
に
こ
の
位
相
差
の
看
取
が

あ
っ
た
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
解
説
部
分
は
業
平
と
は
別
の
語
り
手
に
よ
る
も

の
と
し
て
お
-
の
が
順
当
だ
ろ
、
r
T
o
が
'
そ
れ
は
契
沖
の
い
う
「
業
平
の
日
記

な
ど
に
か
,
れ
た
る
を
'
い
ま
そ
の
作
り
て
い
へ
る
こ
と
を
あ
ら
は
す
欺
。
」
と

は
異
な
り
、
見
た
よ
う
に
、
業
平
の
自
己
語
り
の
語
り
の
位
相
を
際
だ
て
、
そ
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の
「
砧
晦
」
　
の
内
側
を
'
す
な
わ
ち
業
平
の
心
的
体
験
を
顕
在
化
さ
せ
る
べ
-

解
説
し
た
も
の
。
自
己
語
り
に
創
作
(
偽
作
)
が
含
ま
れ
る
点
を
考
慮
し
て
言
い

直
せ
ば
'
業
平
の
真
正
自
己
語
り
(
「
業
平
の
日
記
な
ど
」
)
　
の
　
「
枯
晦
」
　
に
潜
め

ら
れ
た
心
的
体
験
を
汲
み
取
り
'
ま
た
、
そ
の
読
書
の
地
平
で
新
た
な
自
己
語

り
を
創
作
(
偽
作
)
　
し
て
加
え
'
そ
れ
ら
を
そ
の
ま
ま
呈
示
し
た
り
解
説
し
た

り
し
て
自
己
語
-
を
次
な
る
読
者
へ
と
媒
介
す
る
、
そ
う
し
た
読
者
=
語
り
手

に
よ
っ
て
も
の
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
「
伊
勢
物
語
」
は
こ
の
媒
介
す
る
語
り

ヽ

　

ヽ

手
の
生
成
を
も
っ
て
成
立
し
た
と
お
ぼ
し
い
。

こ
う
し
た
語
り
手
の
存
在
を
解
説
部
分
に
見
透
か
す
と
き
、
第
6
段
は
'
ま

た
r
伊
勢
物
語
』
は
'
「
〝
業
平
福
晦
の
自
己
語
-
″
を
聞
き
伝
え
語
り
伝
え
る

8

語
り
」
'
折
口
信
夫
流
に
い
え
ば
「
〝
翁
の
語
り
″
を
も
ど
-
語
且
と
し
て
我
々

の
前
に
あ
る
と
評
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
本
章
段
の
読
者
は
、
こ
の

語
り
の
構
造
=
〝
翁
の
も
ど
き
役
″
の
〝
も
ど
き
の
語
り
″
に
促
さ
れ
て
'
〝
業

平
輪
晦
の
自
己
語
-
″
を
辿
り
な
お
し
、
「
実
体
」
　
の
内
側
で
経
験
さ
れ
た
当

事
者
の
心
的
体
験
と
出
会
う
。
「
芥
川
図
」
等
の
第
6
段
絵
の
結
語
-
の
構
図
は
'

そ
の
よ
う
に
し
て
出
会
わ
れ
た
業
平
の
心
的
体
験
を
「
白
玉
か
」
詠
に
焦
点
を

合
わ
せ
つ
つ
表
象
し
た
も
の
と
い
う
べ
-
ち
 
r
知
顕
集
l
 
F
古
今
集
注
」
　
の
(
莱

平
ノ
)
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
も
'
ま
た
河
地
氏
の
「
男
の
無
力
感
」
も
、
同
様

f
c
T
M
l
l
C
l
-
s

に
し
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
.
第
6
段
は
そ
う
し
た
読
書
を
解
説
部
分

の
　
〝
も
ど
き
〟
を
も
っ
て
読
者
に
う
な
が
す
テ
キ
ス
ト
と
し
て
あ
っ
た
。

4
　
自
己
語
り
の
表
現
性

第
6
段
の
表
現
内
容
'
語
り
の
構
造
を
以
上
の
よ
う
に
考
え
る
と
し
て
'
次

に
問
題
に
な
る
の
は
'
第
6
段
の
言
述
(
-
生
成
の
言
語
過
程
)
　
の
様
態
を
め
ぐ

る
議
論
、
つ
ま
り
は
表
現
性
へ
の
問
い
で
あ
る
。
そ
の
批
評
に
は
さ
ま
ざ
ま
な

視
点
が
あ
り
う
る
が
'
こ
こ
で
は
先
に
引
い
た
河
地
氏
の
発
言
に
も
指
摘
さ
れ

て
い
る
、
業
平
の
心
的
体
験
=
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
を
表
象
す
る
物
語
部
分

0

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

2

の
類
型
性
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。
ま
た
'
そ
の
類
型
性
を
ど
こ
に
認
め
る

か
に
つ
い
て
も
い
く
つ
か
の
判
断
が
あ
り
う
る
が
(
た
と
え
ば
「
鬼
1
ロ
」
許
)
へ

こ
こ
で
は
「
女
性
掠
奪
」
　
の
モ
テ
ィ
ー
フ
に
注
目
す
る
。
そ
こ
か
ら
は
〝
業
平

輪
晦
の
自
己
語
り
″
 
、
解
説
部
分
の
　
〝
も
ど
き
の
語
り
″
　
に
つ
い
て
の
別
の
位

相
も
み
え
て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
'
物
語
部
分
に
認
め
ら
れ
る
「
女
性
掠
奪
」
　
の
物
語
モ
テ
ィ
ー
フ

は
'
こ
れ
を
中
古
の
文
芸
テ
キ
ス
ト
に
求
め
る
と
き
'
『
源
氏
物
語
」
　
の
夕
顔

2

の
よ
う
に
女
が
掠
奪
に
合
意
し
て
い
る
場
合
(
I
)
t
 
r
大
和
物
語
j
　
川
段
の
女

の
よ
う
に
終
始
拒
絶
し
て
い
る
場
合
(
=
)
t
 
r
大
和
物
語
j
1
5
段
の
「
安
積
山
」

伝
説
の
女
の
よ
う
に
掠
奪
さ
れ
て
後
や
が
て
男
を
受
け
入
れ
て
い
-
場
合
(
Ⅲ
)

の
三
類
型
が
あ
る
。
第
6
段
の
場
合
は
Ⅲ
型
と
い
う
こ
と
に
な
る
.
し
か
し
、

こ
れ
は
『
伊
勢
物
語
」
諸
本
の
う
ち
'
い
わ
ゆ
る
定
家
本
系
統
の
本
文
(
天
福

本
・
武
田
本
・
根
源
本
'
冒
頭
「
か
ら
う
し
て
ぬ
す
み
い
て
、
」
)
　
に
よ
る
場
合
の
こ
と

で
あ
っ
て
'
「
女
こ
,
ろ
(
を
)
あ
ほ
せ
て
ぬ
す
み
い
て
、
」
(
広
本
系
統
)
「
を

ん
な
の
こ
,
ろ
あ
は
せ
て
ぬ
す
み
て
」
(
換
托
本
系
枕
)
と
す
る
本
文
の
場
合
に
は

I
型
と
な
る
。
後
者
は
折
口
信
夫
に
「
文
章
が
落
ち
て
-
る
」
と
難
じ
ら
れ
た

2

本
文
だ
が
'
屋
代
弘
m
j
 
r
参
考
伊
勢
物
語
」
所
引
の
「
黄
門
卿
(
定
家
)
　
の
手

を
へ
ざ
る
本
」
(
「
中
院
(
為
家
)
大
納
言
書
写
本
」
)
に
も
こ
の
本
文
が
認
め
ら
れ

る
。
ま
た
、
山
田
清
市
氏
が
「
藤
原
顕
昭
本
」
と
し
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

2

蔵
(
大
島
椎
太
郎
旧
蔵
)
伝
為
氏
筆
本
の
「
第
一
部
原
体
本
文
」
も
、
顕
昭
『
古
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今
集
注
」
(
古
今
和
歌
隻
巻
第
十
三
恋
歌
三
〓
ハ
三
二
番
注
に
所
引
の
本
文
も
同
様
で

あ
る
。
顕
昭
が
F
古
今
葬
任
」
の
各
処
で
「
普
通
伊
勢
物
語
」
「
普
通
(
ノ
)
本
」

/
「
普
通
ナ
ラ
ヌ
本
」
「
戎
本
」
　
の
峻
別
を
云
々
す
る
な
か
も
そ
こ
に
特
段
の
言

及
が
な
い
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
　
「
女
(
の
)
　
こ
,
ろ
　
(
を
)
あ
ほ
せ
て
ぬ
す
み
い

て
,
」
　
(
折
口
信
夫
訳
「
女
の
心
を
'
自
分
の
心
と
一
つ
に
し
て
」
「
女
の
心
を
合
わ
さ
し

6

2
て
」
)
は
,
定
家
改
訂
以
前
の
本
文
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
N
o

定
家
本
系
統
の
本
文
で
読
み
慣
れ
た
日
に
は
違
和
感
の
あ
る
文
言
だ
が
'
こ

の
方
が
芥
川
河
畔
で
女
が
「
か
れ
は
な
に
ぞ
」
と
問
う
展
開
と
整
合
す
る
。
そ

し
て
'
女
を
喪
-
し
た
男
の
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
も
つ
よ
-
響
-
。
ま
た
へ

定
家
本
系
統
以
外
の
広
本
系
'
塗
龍
本
も
小
式
部
内
侍
本
'
真
名
本
'
「
中
院

(
為
家
)
大
納
言
書
写
本
」
に
よ
れ
ば
'
定
家
改
訂
以
前
の
r
伊
勢
物
語
」
　
で

は
第
6
段
に
つ
づ
-
位
置
に
次
の
よ
う
な
章
段
が
あ
っ
た
ら
し
い
(
顕
昭
r
袖
中

7

抄
j
(
再
撰
本
)
第
十
「
ノ
ナ
カ
ノ
シ
ミ
ズ
」
条
に
所
引
の
本
文
で
引
用
す
る
」
)
o

考
伊
勢
物
語
云
'
昔
、
男
、
女
ヲ
ヌ
ス
ミ
テ
ユ
ク
道
ニ
'
水
ア
ル
所
こ
テ
、

男
'
「
ノ
マ
ム
ト
ヤ
思
」
ト
,
フ
ニ
'
ウ
ナ
ヅ
ケ
バ
'
手
こ
ム
ス
ピ
テ
ノ

マ
ス
。
サ
テ
ヰ
テ
ノ
ポ
リ
ニ
ケ
リ
。
男
ハ
カ
ナ
ク
ナ
リ
ニ
ケ
レ
バ
'
本
ノ

所
へ
カ
ヘ
リ
行
ニ
'
彼
水
ノ
ミ
シ
所
ニ
テ

オ
ホ
バ
ラ
ヤ
セ
ガ
ヰ
ノ
ミ
ヅ
ヲ
ム
ス
ビ
ア
ゲ
テ
ア
ク
ヤ
ト
,
ヒ
シ
ヒ

ト
ハ
イ
ゾ
ラ
ハ

逃
避
行
の
さ
な
か
の
男
女
の
宥
和
は
第
6
段
に
通
じ
、
こ
ち
ら
は
男
の
亡
-

な
っ
た
あ
と
の
女
の
詠
だ
が
'
そ
こ
で
回
顧
さ
れ
る
記
憶
の
中
の
情
景
は
'
こ

れ
も
第
6
段
に
通
じ
て
い
る
。
本
章
段
も
'
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
女
合
意

.J-

の
掠
奪
許
だ
ろ
-
r
*
こ
の
よ
う
な
話
題
連
続
も
,
「
女
(
の
)
こ
,
ろ
(
を
)
あ

わ
せ
て
」
が
第
6
段
の
本
来
の
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
も

か
-
し
て
第
6
段
の
輪
晦
の
自
己
語
り
は
、
「
か
ら
う
し
て
女
(
の
)
こ
,
ろ

(
を
)
あ
は
せ
て
ぬ
す
み
い
て
,
」
の
掠
奪
と
そ
の
不
首
尾
を
語
る
話
題
と
し
て
'

03

掠
奪
葦
I
型
を
襲
う
も
の
だ
っ
た
と
日
さ
れ
る
が
、
第
6
段
の
言
述
の
様
態
を

批
評
と
し
よ
う
と
す
る
こ
こ
で
の
議
論
で
は
'
か
か
る
掠
奪
葦
が
語
ら
れ
て
い

る
こ
と
自
体
の
意
義
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
考
え
る
上
で
'

「
古
事
記
」
下
巻
・
仁
徳
天
皇
条
の
連
結
別
王
・
女
鳥
王
琵
は
一
つ
の
視
点
を

提
供
し
て
い
て
興
味
深
い
。
本
話
は
'
仁
徳
帝
の
庶
妹
女
鳥
王
求
愛
の
媒
と
し

て
派
遣
さ
れ
た
連
結
別
王
(
仁
徳
郊
)
が
、
求
愛
を
拒
否
す
る
女
鳥
王
の
「
吾
は

汝
命
の
妻
と
為
ら
む
」
と
の
言
葉
に
し
た
が
っ
て
嫁
い
だ
話
題
。
女
鳥
王
は
連

結
別
王
に
反
逆
を
う
な
が
し
、
こ
れ
を
知
っ
た
帝
が
軍
を
派
遣
、
二
人
は
逃
避

行
の
は
て
に
討
伐
さ
れ
る
。
話
題
中
'
逃
避
行
の
さ
な
か
で
詠
ま
れ
る
速
鑑
別

王
の
「
梯
立
の
倉
橋
山
を
峻
し
み
と
岩
懸
き
か
ね
て
我
が
手
取
ら
す
も
」
「
梯

立
の
倉
椅
山
は
峻
し
け
ど
妹
と
登
れ
ば
験
し
-
も
あ
ら
ず
」
歌
が
名
高
い
。
こ

れ
ら
の
歌
を
軸
に
よ
め
ば
、
本
話
題
は
'
速
総
別
王
が
女
鳥
王
の
合
意
を
得
て

の
掠
奪
の
後
に
逃
亡
を
企
て
た
も
の
の
不
首
尾
に
お
わ
り
、
女
烏
王
と
と
も
に

果
て
た
物
語
で
あ
っ
て
t
 
I
型
掠
奪
葦
の
先
縦
と
称
し
う
る
も
の
で
あ
ろ
う
.

も
っ
と
も
、
連
結
別
王
詠
二
首
は
歌
垣
に
出
自
を
も
つ
と
見
ら
れ
、
本
話
題
自

体
'
両
首
と
I
型
掠
奪
欝
と
を
も
っ
て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ

ま
り
t
 
I
型
掠
奪
諺
の
先
縦
は
速
総
別
王
・
女
鳥
王
葦
を
さ
ら
に
遡
る
と
い
う

次
第
だ
が
'
第
6
段
の
〝
業
平
韓
晦
の
自
己
語
り
″
は
'
こ
の
よ
う
な
上
代
以

来
の
物
語
モ
テ
ィ
1
7
に
連
接
し
っ
つ
語
ら
れ
て
い
る
。

3

r
伊
勢
物
語
」
と
上
代
伝
承
モ
テ
ィ
1
7
と
の
相
関
。
興
味
深
い
の
は
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
。
記
紀
説
話
に
お
け
る
恋
愛
や
結
婚
の
多
く
が
政
治
的
な
事
象

の
暁
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
に
属
す
る
が
、
こ
の
速
総
別
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王
・
女
鳥
王
許
も
'
単
な
る
恋
愛
哀
話
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
-
'
皇
位
継
承

(
王
権
)
争
い
の
政
治
的
文
脈
を
背
景
に
も
つ
。
す
な
わ
ち
'
仁
徳
帝
が
王
権
保

持
の
た
め
に
弟
速
総
別
王
を
排
除
し
た
出
来
事
を
、
帝
の
求
愛
者
(
王
の
女
)
の

掠
奪
者
、
反
逆
者
(
王
権
の
侵
犯
者
)
が
討
伐
さ
れ
た
物
語
と
し
て
語
っ
て
い
る

の
で
あ
る
.
同
様
の
構
図
は
、
『
源
氏
物
語
」
の
光
源
氏
須
磨
流
説
因
縁
謹
(
批

月
夜
尚
侍
と
の
密
会
)
　
に
も
認
め
ら
れ
る
が
'
記
紀
説
話
に
も
い
-
つ
か
見
出
だ

さ
れ
る
。
も
っ
と
も
分
か
-
や
す
い
の
は
r
日
本
書
紀
l
履
中
前
紀
、
「
矢
代

宿
称
が
女
黒
媛
」
を
め
ぐ
る
住
吉
仲
皇
子
の
話
題
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
'
「
古

事
記
」
下
巻
履
中
天
皇
条
に
「
本
'
難
波
宮
に
坐
し
し
時
に
'
大
嘗
に
坐
し
て
、

豊
明
を
為
し
時
に
、
大
御
酒
に
う
ら
げ
て
大
御
寝
し
き
。
耐
く
し
て
t
.
笥
剰

:
j

墨
江
中
王
、
天
皇
を
取
ら
む
と
欲
ひ
て
、
火
を
大
殿
に
著
け
き
」
と
あ
る
出
来

事
が
'
住
吉
仲
皇
子
に
よ
る
履
中
の
后
が
ね
黒
媛
の
掠
奪
(
「
太
子
の
名
を
冒
し
て
'

3
K

只
…
蛇
に
肝
-
。
」
「
変
に
仲
皇
子
'
事
有
ら
む
こ
と
を
畏
り
て
'
太
子
を
殺
せ
ま
つ
ら
む
と
し
、

お

密
に
兵
を
興
し
て
、
太
子
の
宮
を
閃
む
。
」
)
と
語
ら
れ
て
い
る
。
後
、
住
吉
仲
皇
子

(
墨
江
中
王
)
は
履
中
に
よ
っ
て
討
た
れ
る
が
'
こ
の
歴
史
叙
述
に
お
い
て
も
'

お
か

王
の
后
が
ね
(
王
の
女
)
　
の
掠
奪
(
「
許
し
」
)
　
は
王
権
侵
犯
の
暁
と
し
て
あ
り
、

掠
奪
者
の
討
伐
は
王
権
侵
犯
者
の
処
罰
の
意
味
を
に
な
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
'
速
総
別
王
・
女
鳥
王
詩
は
、
履
中
前
紀
条
あ
る
い
は
光

源
氏
須
磨
流
誠
謹
な
ど
と
併
せ
考
え
る
な
ら
ば
へ
政
治
的
事
象
を
(
王
の
女
の
)

掠
奪
・
討
伐
許
を
も
っ
て
語
る
物
語
現
型
の
1
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
と
し
て
あ
っ
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
'
履
中
・
住
吉
仲
皇
子
欝
が
、
女
の
合

意
な
き
掠
奪
者
の
討
伐
葦
と
し
て
、
政
治
的
対
立
者
排
除
の
正
当
化
、
王
権
の

聖
性
担
保
に
む
け
た
王
権
の
側
か
ら
の
語
り
で
あ
る
の
と
比
べ
る
な
ら
ば
'
こ

れ
は
'
女
合
意
の
掠
奪
課
と
し
て
t
 
F
源
氏
物
語
j
同
様
'
排
除
さ
れ
る
「
当

事
者
」
連
結
別
王
に
眼
差
し
を
む
け
'
そ
の
心
情
(
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
)
　
へ
の

共
鳴
共
感
を
誘
う
か
た
ち
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
速
総
別
王
詠
の
存

在
と
内
容
に
明
ら
か
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
前
者
を
〝
王
権
の
語
り
″
と
呼
ぶ

と
す
れ
ば
'
後
者
は
〝
敗
者
へ
の
共
感
の
語
り
″
と
で
も
称
す
べ
き
も
の
で
あ
っ

て
、
こ
れ
が
速
総
別
王
・
女
鳥
王
謹
、
さ
ら
に
は
上
代
伝
承
世
界
の
I
型
掠
奪

葦
の
位
相
で
も
あ
る
.
r
伊
勢
物
語
」
第
6
段
の
物
語
部
分
'
自
己
の
心
的
体
験

(
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
)
を
他
者
の
そ
れ
と
し
て
語
る
〝
業
平
輪
晦
の
自
己
語
り
″

は
こ
の
I
型
掠
奪
課
を
も
っ
て
な
る
(
「
白
玉
か
」
詠
も
連
結
別
王
詠
と
同
趣
)
.
そ

れ
は
、
語
る
べ
き
心
的
体
験
を
〝
敗
者
へ
の
共
感
の
語
り
″
　
に
表
象
さ
れ
る
心

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

情
と
の
相
同
性
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
こ
に
表
現
の
場
'
言
表
の
か
た
ち
を
見

出
だ
し
て
い
く
言
述
の
あ
り
株
を
う
か
が
わ
せ
る
。
〝
業
平
積
晦
の
自
己
語
-
〟

の
表
現
億
は
こ
の
言
述
の
あ
り
様
に
お
い
て
批
評
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

5

　

お

わ

り

に

I

第

6

段

の

表

現

性

さ
て
'
右
は
'
第
6
段
の
物
語
部
分
の
類
型
性
に
薪
目
し
て
そ
の
言
述
の
様

態
'
表
現
性
を
う
か
が
っ
た
も
の
だ
が
'
こ
う
し
た
考
察
は
'
お
の
ず
か
ら
自

己
語
り
自
体
の
喰
性
-
虚
構
性
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
見
た
と
お
り
'

自
己
語
り
は
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
を
輪
で
語
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
実
体
」

の
「
比
喰
」
で
も
'
先
に
述
べ
た
よ
う
な
も
う
一
つ
の
「
実
体
」
(
-
当
事
者
に

と
っ
て
の
「
実
体
」
)
で
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
'
自
己
語
り
は
「
実
体
」
と
か
か

ヽ

　

ヽ

わ
ら
ず
'
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
の
由
来
も
そ
こ
に
は
明
か
さ
れ
て
い
な
い
。
お

そ
ら
く
は
そ
の
欠
を
補
お
う
と
し
た
の
が
解
説
な
の
だ
ろ
う
。
自
己
語
り
と
読

者
と
の
媒
介
役
を
に
な
う
語
り
手
は
'
自
己
語
り
に
潜
め
ら
れ
た
心
的
体
験
へ
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の
理
解
を
読
者
に
導
く
べ
-
へ
　
そ
の
由
来
(
「
実
体
」
)
を
語
る
の
で
あ
る
。

注
目
さ
れ
る
の
は
'
し
か
し
こ
の
由
来
も
ま
た
類
型
的
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

業
平
は
高
子
を
合
意
な
き
ま
ま
に
「
盗
み
て
負
ひ
て
」
出
る
。
そ
し
て
「
い
み

じ
う
泣
-
」
高
子
を
基
経
・
国
縫
が
「
と
ど
め
て
取
り
か
へ
」
す
。
高
子
を
摂

関
王
権
に
屈
す
る
女
と
み
れ
ば
、
掠
奪
し
た
業
平
は
そ
の
侵
犯
者
。
ま
た
、
掠

奪
侵
犯
者
の
手
か
ら
高
子
を
奪
還
し
て
威
信
を
回
復
し
た
基
経
・
国
経
は
'
摂

関
王
権
の
表
徴
で
も
あ
る
　
(
古
住
で
は
r
知
顕
集
」
以
来
国
縫
・
基
綻
兄
弟
の
記
載
順

が
問
題
に
さ
れ
'
「
昭
宣
公
は
弟
な
れ
ど
も
忠
仁
公
の
御
養
子
な
れ
ば
先
に
古
-
な
り
O
」

(
幽
斎
r
閑
疑
抄
j
V
な
ど
と
解
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
表
徴
性
に
か
か
わ
っ
て
い
よ

ヽ

　

ヽ

う
)
。
す
な
わ
ち
、
暁
の
語
り
の
由
来
は
'
こ
う
し
て
「
女
性
掠
奪
」
譜
類
型
の

一
つ
、
「
取
り
か
へ
し
」
た
側
か
ら
の
語
り
と
し
て
語
ら
れ
る
の
で
あ
り
'
そ

れ
は
前
節
に
み
た
履
中
・
住
吉
仲
皇
子
講
の
〟
王
権
の
語
り
″
と
類
同
す
る
o

そ
れ
は
'
お
そ
ら
く
は
'
翁
の
暁
の
語
-
に
上
代
伝
承
世
界
の
物
語
類
型
を
想

起
し
た
〝
翁
の
も
ど
き
役
″
　
の
仕
業
で
あ
っ
て
'
彼
は
こ
の
物
語
類
型
が
に
な

う
政
治
的
意
味
を
顕
在
化
さ
せ
る
べ
-
、
〝
敗
者
へ
の
共
感
の
語
り
″
と
対
を
な

す
〝
王
権
の
語
-
″
に
よ
っ
て
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
　
の
由
来
を
も
ど
い
て
み

せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
'
こ
の
類
同
は
'
語
ら
れ
る
由
来
も
ま
た

「
実
体
」
で
な
-
輪
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

語
-
手
は
、
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
の
由
来
を
〝
王
権
の
語
り
″
を
も
っ
て

語
る
こ
と
で
'
自
己
語
り
に
政
治
的
文
脈
を
合
意
さ
せ
て
い
-
。
そ
れ
は
「
ワ

リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
に
も
政
治
的
色
合
い
を
与
え
て
い
-
こ
と
に
な
る
が
、
そ
う

し
た
か
た
ち
の
政
治
性
は
r
伊
勢
物
語
」
　
の
各
処
に
見
出
だ
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
舞
台
を
「
春
日
の
里
」
と
し
て
藤
原
氏
と
の
関
連
を
匂
わ
せ
る
初
段
「
初

冠
」
で
'
そ
の
地
の
「
女
は
ら
か
ら
」
　
へ
の
呼
び
か
け
を
「
い
ち
は
や
き
み
や

び
」
と
す
る
語
り
手
の
評
も
そ
の
一
つ
だ
ろ
う
。
ま
た
'
藤
原
常
行
へ
の
好
意
を

語
っ
て
応
天
門
の
変
で
排
除
さ
れ
る
そ
の
父
良
相
へ
の
業
平
の
同
情
を
合
意
さ

別

せ
た
第
t
>
-
.
。
o
段
、
あ
る
い
は
惟
喬
親
王
諸
許
も
'
話
題
口
喜
不
に
こ
れ
を
溶
ま

せ
て
い
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
い
え
ば
'
第
6
段
は
'
〝
王
権
の
語
り
″
の
も
ど
き
に

ょ
る
政
治
的
文
脈
の
付
与
を
得
て
t
r
伊
勢
物
語
山
草
段
と
な
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

以
上
t
r
伊
勢
物
語
」
芥
川
段
の
表
現
内
容
と
表
現
性
に
つ
い
て
若
干
の
考
察

を
試
み
た
。
第
6
段
の
語
り
手
は
'
自
己
語
り
す
る
業
平
に
住
吉
仲
皇
子
'
速

E
r
a
㌫
G
^
K

総
別
王
ら
と
同
様
の
政
治
的
敗
者
の
姿
を
み
と
め
、
そ
の
読
書
に
し
た
が
っ
て

〝
も
ど
き
の
語
-
″
を
構
成
す
る
。
そ
し
て
読
者
は
'
こ
の
〝
も
ど
き
の
語
り
″

に
み
ち
び
か
れ
て
〝
(
摂
関
)
王
権
の
語
り
″
を
「
実
体
」
と
見
な
し
'
こ
れ
と

の
懸
隔
甑
際
を
も
つ
自
己
語
り
(
〝
敗
者
の
語
り
″
)
を
も
実
体
化
し
て
'
高
子
を

奪
い
返
さ
れ
「
白
玉
か
」
詠
に
記
憶
の
中
の
甘
美
な
情
景
を
反
射
回
顧
す
る
業

平
に
摂
関
体
制
確
立
期
の
政
治
的
敗
者
の
姿
を
も
重
ね
'
業
平
の
　
「
ワ
リ
ナ
キ

オ
モ
ヒ
」
　
に
共
鳴
共
感
す
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
本
章
段
の
表
現
は
'
こ
の
'

〝
自
己
語
り
″
と
読
者
と
を
媒
介
す
る
語
り
手
の
　
〝
も
ど
き
の
語
り
″
　
に
お
い

て
成
立
し
、
表
現
性
は
こ
の
　
〝
も
ど
き
の
語
-
″
　
の
あ
り
様
へ
そ
こ
で
の
言
述

の
様
態
'
読
者
へ
の
作
用
の
う
ち
に
顕
現
し
て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
.

「
〝
自
己
語
り
″
を
聞
き
伝
え
語
り
伝
え
る
語
り
」
、
「
〝
翁
の
語
り
″
　
の
も
ど

き
の
語
り
」
と
し
て
あ
る
F
伊
勢
物
語
h
o
し
た
が
っ
K
右
は
第
6
段
だ
け

で
な
-
『
伊
勢
物
語
』
　
の
諸
章
段
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
が
'
〟
積
晦
の

自
己
語
り
″
が
r
伊
勢
範
」
r
l
粂
摂
政
御
集
r
ま
た
r
土
佐
日
記
j
　
に
も
見

出
だ
さ
れ
'
〝
翁
(
梶
)
の
語
-
″
が
上
代
詑
伝
承
の
系
譜
を
引
き
F
源
氏
物
語
」

等
の
作
り
物
語
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
'
〝
も
ど
き
の
語
-
″
も
そ
こ

で
草
子
地
と
し
て
手
法
化
さ
れ
て
い
-
こ
と
を
考
え
れ
ば
'
r
伊
勢
物
語
」
の
表
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現
内
容
'
言
述
の
位
相
(
=
表
現
性
)
は
そ
れ
ら
を
も
参
照
し
そ
れ
ら
と
の
比
較

に
お
い
て
探
ら
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
本
稿
は
そ
う
し
た
考
察
に
む
け
た
瀬
踏

み
と
し
て
あ
る
。

注
-
　
ほ
か
に
も
以
下
の
点
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。

O
「
か
ら
う
し
て
」
か
「
か
ら
う
じ
て
」
か
7

0
「
鬼
あ
る
と
こ
ろ
」
　
(
物
語
部
分
)
は
ど
こ
か
7

0
「
あ
ば
ら
な
る
倉
」
と
は
7

0
「
弓
・
胡
?
」
を
男
は
な
ぜ
負
っ
て
い
た
の
か
?

そ
れ
ら
の
一
々
が
現
在
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
は
'
竹
岡
正
夫

『
伊
勢
物
語
仝
評
釈
-
古
注
釈
十
一
種
集
成
」
　
(
右
文
書
院
t
.
-
i
a
j
o
o
t
-

刊
)
　
や
渡
辺
泰
宏
「
伊
勢
物
語
「
芥
川
」
-
そ
の
形
成
と
構
造
」
'
室
城

秀
之
「
伊
勢
物
語
「
芥
川
」
(
六
段
)
-
教
材
論
と
し
て
」
(
と
も
に
r
(
釈

し
い
作
品
論
)
へ
'
(
新
し
い
教
材
論
)
へ
-
古
典
編
①
j
右
文
書
院
t

c
s
i
o
o
c
o
刊
、
所
収
)
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
'
本
稿
で
の
古
注
・

新
注
の
引
用
は
'
特
に
こ
と
わ
ら
な
い
限
-
竹
岡
氏
著
書
に
拠
っ
た
。

2
　
日
本
古
典
集
成
r
伊
勢
物
語
」
　
(
渡
辺
実
校
注
'
新
潮
社
t
-
t
o
t
-
<
D
刊
)
0

3
　
石
田
接
二
『
新
版
　
伊
勢
物
語
」
(
角
川
文
庫
'
1
-
I
<
J
i
t
-
<
J
i
刊
)
「
解
説
」
、

二
七
一
頁
。

4
　
注
3
上
掲
古
、
二
二
頁
。

5
　
注
3
上
掲
書
'
二
七
六
～
二
七
七
頁
。

6
　
注
3
上
掲
番
二
八
八
～
二
九
一
頁
'
参
照
。
な
お
、
そ
こ
に
紹
介
さ
れ

る
大
津
有
l
、
池
田
亀
鑑
両
博
士
比
定
の
第
一
次
伊
勢
物
語
=
「
現
存
諸

本
に
共
通
す
る
と
見
ら
れ
る
ほ
ぼ
百
段
前
後
の
r
伊
勢
物
語
ヒ
は
t
 
1

S
3
蝣
>
*
-
-
3

t
o
.
O
.
>
-
t
-
t
o
.
c
o
-
r
o
.
1
0
-

t
o
t
o
t
^
t
>
サ
t
l
*
-
Q
i
C
i
畑
・
皿
-
-
-
蝣
>
-
i
・
e
-
ー
*
-
-
c
~
-
J
の
百
五
段
を

も
っ
て
な
る
も
の
と
さ
れ
る
(
池
田
亀
鑑
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究

〔
研
究
后
〕
」
有
精
堂
蝣
H
O
l
t
O
O
刊
(
初
版
=
大
岡
山
書
店
1
9
3

4
刊
)
、
七
八
三
～
七
九
九
頁
)
。
な
お
'
片
桐
洋
一
氏
は
'
第
6
段
を
第

三
次
成
立
車
段
と
し
て
い
る
。

第
1
2
3
段
の
採
草
女
を
t
r
彰
考
館
文
庫
本
伊
勢
物
語
抄
3
(
片
桐
洋
一
r
a

勢
物
語
の
研
究
-
資
料
編
」
明
治
書
院
t
i
-
I
O
)
l
」
3
C
T
>
刊
、
所
収
)
は
「
順

子
」
と
し
、
冷
泉
家
流
系
統
の
注
釈
を
含
む
徳
江
元
正
氏
蔵
r
伊
勢
物
語

註
」
(
三
弥
井
書
店
t
t
-
i
a
>
o
o
c
-
刊
)
で
は
「
高
子
」
の
こ
と
と
す
る
。

和
泉
書
院
影
印
叢
刊
2
7
'
>
-
i
e
n
o
o
<
-
t
刊
。
荷
田
春
満
r
童
子
問
」
に
は

「
ゐ
て
行
け
る
事
童
子
問
へ
此
条
を
絵
に
か
け
る
に
、
男
の
女
を
お
ひ

て
行
さ
ま
を
か
け
り
。
し
か
る
に
疑
抄
に
は
「
ゐ
て
行
」
は
ひ
き
い
て
行

也
と
あ
れ
ば
本
文
負
て
行
に
は
あ
ら
ざ
る
べ
し
。
疑
抄
に
し
た
が
ふ
べ
L

や
。
絵
に
し
た
が
ふ
べ
き
や
。
」
と
見
え
る
。

「
白
玉
か
」
詠
は
'
紀
貫
之
r
新
撰
和
歌
」
(
四
・
恋
雑
百
六
十
首
第
百

五
十
九
番
=
恋
歌
)
t
F
新
古
今
集
」
(
巻
第
八
二
哀
傷
・
八
五
1
番
・
題

し
ら
ず
・
業
平
朝
臣
)
の
二
作
品
に
の
み
の
所
見
で
'
出
所
不
明
歌
。
r
新

古
今
集
l
「
哀
傷
」
へ
の
入
集
は
r
伊
勢
物
語
」
物
語
部
分
に
よ
る
。
な
お
、

荷
田
春
満
云
「
此
苛
な
り
平
の
口
風
に
似
ず
'
物
語
の
作
者
の
耳
に
て
'

な
り
平
の
苛
と
見
え
ず
'
す
べ
て
此
物
語
の
苛
も
古
苛
を
引
直
し
'
或
は

詞
に
合
せ
て
作
者
の
よ
め
る
苛
あ
ま
た
あ
り
。
」
(
F
童
子
間
」
)
'
賀
茂
真
淵

云
「
白
玉
て
ふ
語
へ
一
首
に
は
か
な
へ
ど
、
前
の
文
に
よ
-
か
な
は
ず
侍

る
を
思
へ
ば
、
か
,
る
古
歌
の
有
し
を
と
-
て
詞
を
つ
-
り
た
る
に
も
侍
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る
べ
し
。
此
文
大
か
た
は
さ
る
例
な
れ
ば
也
」
(
r
古
意
」
)
'
折
口
信
夫
云

「
こ
の
歌
、
切
り
離
し
て
考
え
る
と
、
女
の
歌
だ
O
女
の
蛎
態
を
感
ず

る
。
」
(
全
集
・
ノ
ー
-
編
・
第
1
3
巻
・
六
段
・
注
2
0
)
と
あ
る
。

1
0
　
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
5
「
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
J
解
説
(
角
川
書
店

t
-
I
O
I
O
>
L
O
刊
。
二
〇
頁
)
　
な
ど
。

1
 
1
　
「
伊
勢
物
語
論
集
-
成
立
論
・
作
品
論
上
(
竹
林
舎
　
o
J
O
O
C
O
刊
)

六
三
頁
。

1
2
　
同
様
の
指
摘
は
関
根
賢
司
「
伊
勢
物
語
諭
し
(
桜
楓
社
　
M
o
o
i
n
刊
、

二
二
一
貫
)
に
見
え
る
(
初
出
「
(
読
む
V
 
r
伊
勢
物
語
」
第
六
段
」
「
日

本
文
学
L
 
l
九
八
九
二
　
1
)
.

1
3
　
片
桐
洋
一
氏
は
、
こ
の
第
4
0
段
の
末
尾
文
に
つ
い
て
'
次
の
よ
う
に
指

摘
し
て
い
る
　
(
注
1
0
、
一
八
頁
)
0

「
今
の
翁
」
が
み
ず
か
ら
の
「
若
人
」
た
り
し
と
き
の
ふ
る
ま
い
を
回

想
し
っ
つ
老
い
を
欺
-
と
い
う
形
で
こ
の
物
語
が
作
ら
れ
て
い
た
か
ら

こ
そ
'
こ
の
よ
う
な
表
現
が
な
さ
れ
え
た
の
だ
と
思
う
。
そ
の
意
味
に

お
い
て
、
F
伊
勢
物
語
」
の
本
質
を
、
若
年
の
成
年
式
に
臨
ん
で
み
ず

か
ら
の
経
験
を
語
り
聞
か
せ
る
翁
の
回
想
述
懐
の
態
度
と
成
年
成
女
を

前
に
し
て
の
翁
の
対
立
意
識
の
融
合
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
さ
れ
た
折

口
信
夫
博
士
の
す
ぐ
れ
た
直
感
(
r
古
代
研
究
・
民
俗
学
篇
」
そ
の
他
)

に
深
い
敬
帝
仙
を
表
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
0

1
4
　
そ
こ
に
は
業
平
が
伝
聞
し
た
他
者
の
話
題
も
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。
な
お
'
中
野
方
子
「
r
古
今
集
」
業
平
の
贈
答
歌
と
戯
作
詩
」
(
第
二

十
五
回
和
漠
比
較
文
学
会
[
平
成
1
8
年
9
月
2
4
日
午
後
]
発
表
要
旨
)
に

は
、
「
古
今
集
」
恋
五
(
七
八
四
・
七
八
五
)
の
贈
答
歌
(
=
r
伊
勢
物

語
」
第
1
9
段
)
の
業
平
歌
に
お
け
る
虚
構
性
、
戯
作
性
へ
の
言
及
が
見
え
'

こ
れ
と
「
r
人
j
な
ら
ぬ
も
の
」
に
自
ら
を
擬
す
陶
淵
明
「
閑
情
斌
」
'
白

居
易
「
代
鶴
」
「
間
鶴
」
「
代
鶴
答
」
、
道
真
「
問
秋
月
」
「
代
月
答
」
な
ど

と
の
関
連
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
〝
塙
晦
の
自
己
語
り
〟
の
生
成
、
伝
聞
他

者
話
題
の
混
在
も
、
こ
れ
ら
を
視
野
に
入
れ
て
考
え
て
い
く
べ
き
課
題
で

あ
ろ
う
。

1
5
片
桐
洋
1
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
(
注
O
'
c
M

i
-
I
C
M
頁
)
0

第
l
次
・
第
二
次
の
r
勢
語
」
に
お
い
て
は
、
輪
晦
し
た
姿
勢
を
と
る

こ
と
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
当
事
者
的
表
現
に
な
っ
て
い
た
が
'
第
三

次
の
そ
れ
に
な
る
と
、
享
受
者
の
立
場
と
同
じ
次
元
に
お
い
て
創
作
活

動
に
参
画
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

本
稿
で
は
「
伊
勢
物
語
」
諸
事
段
を
物
語
部
分
と
解
説
部
分
と
か
ら
な
る

と
考
え
(
前
者
の
み
の
場
合
も
あ
る
)
'
前
者
に
「
砧
晦
」
の
「
当
事
者

的
表
現
」
を
認
め
る
立
場
を
と
っ
て
い
る
。

16
こ
の
ほ
か
'
物
語
部
分
と
解
説
部
分
と
の
見
極
め
が
難
し
い
章
段
も
あ

る
。
た
と
え
ば
初
段
の
場
合
'
末
尾
の
「
昔
人
は
」
以
下
を
も
含
め
た
全

体
を
〝
業
平
積
晦
の
自
己
語
ク
ー
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
他
方
'

顕
昭
が
『
古
今
集
注
」
(
「
古
今
和
歌
隻
巻
第
十
四
恋
歌
四
」
)
七
二
四
番

注
で
、
源
融
詠
(
「
み
ち
の
-
の
」
歌
)
を
め
ぐ
っ
て
'

今
考
'
川
原
左
大
臣
融
者
'
嵯
峨
天
皇
第
十
三
子
也
。
弘
仁
十
四
年
生
'

寛
平
七
年
八
月
廿
五
日
完
も
年
七
十
三
。
業
平
ハ
天
長
二
年
生
、
元
慶

四
年
五
月
廿
八
日
卒
'
年
五
十
六
。
然
者
'
大
臣
ノ
年
、
増
業
平
柁
二

年
也
。
而
伊
勢
物
語
'
為
業
平
作
者
'
何
以
彼
大
臣
作
歌
之
心
、
詠
和

歌
之
由
、
注
載
平
。
両
歌
前
後
'
不
審
也
。
但
如
此
注
者
、
後
人
迫
々
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isre*

と
述
べ
た
よ
う
に
'
「
み
ち
の
-
の
」
歌
以
下
を
解
説
部
分
と
み
な
す
こ
と

も
可
能
で
あ
る
。
こ
う
し
た
不
分
明
さ
は
、
r
伊
勢
物
語
」
の
語
り
の
構
造

が
物
語
部
分
を
紹
介
し
っ
つ
解
説
す
る
〝
も
ど
き
の
語
り
″
と
し
て
あ
る

故
の
必
然
で
も
あ
ろ
う
(
後
述
)
0

1
7
　
注
1
2
の
関
根
論
は
'
こ
れ
を
「
草
子
地
」
と
と
ら
え
る
。
本
稿
で
は
、

「
草
子
地
」
と
し
て
手
法
化
さ
れ
る
以
前
の
、
説
話
の
話
末
評
(
注
1
8
折

口
論
に
い
う
「
も
ど
き
」
)
に
近
い
、
も
の
と
考
え
て
い
る
。

1
8
　
「
翁
の
発
生
」
(
新
訂
全
集
第
二
巻
'
中
央
公
論
社
　
i
-
i
O
l
t
D
L
O
刊
、
四

一
三
頁
)
。
「
も
ど
き
」
に
つ
い
て
折
口
は
「
も
ど
-
と
言
ふ
動
詞
は
'
反

対
す
る
・
逆
に
出
る
・
批
難
す
る
な
ど
言
ふ
用
語
例
ば
か
-
持
つ
も
の
,

様
に
考
へ
ら
れ
ま
す
。
併
し
古
-
は
、
も
つ
と
広
い
も
の
,
様
で
す
。
妙

く
と
も
'
演
芸
史
の
上
で
は
、
物
ま
ね
す
る
・
説
明
す
る
・
代
っ
て
再
説

す
る
・
説
き
和
げ
る
な
ど
言
ふ
義
が
'
加
は
つ
て
居
る
事
が
明
ら
か
で

す
。
」
と
解
説
し
て
い
る
(
同
上
、
四
〇
九
頁
)
0

1
9
　
た
と
え
ば
'
注
1
 
1
と
し
て
引
い
た
河
地
氏
の
論
な
ど
。

2
0
　
こ
の
類
型
的
な
話
題
が
真
正
の
自
己
語
-
(
「
業
平
の
日
記
な
ど
」
)
に

あ
っ
た
も
の
か
創
作
に
か
か
る
も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。
往
9
に
引
い

た
F
童
子
問
』
r
古
意
」
　
の
発
言
に
加
え
'
折
口
信
夫
も
そ
こ
で
'

歌
が
'
で
き
た
事
情
の
忘
れ
ら
れ
た
も
の
が
行
な
わ
れ
て
い
て
'
1
方

に
は
'
女
を
つ
れ
て
逃
げ
た
と
い
う
よ
う
な
話
は
た
-
さ
ん
あ
る
の
だ

か
ら
、
双
方
歩
み
寄
っ
て
'
こ
う
な
っ
て
き
た
の
だ
。
そ
し
て
'
し
だ

い
に
妥
当
性
を
も
っ
て
き
た
の
だ
。
一
人
の
力
で
、
こ
う
ぴ
た
り
と
は

い
か
な
い
。
う
ま
く
い
っ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
ま
だ
詞
書
と
こ
の
歌

と
は
離
れ
て
い
る
。

と
述
べ
て
い
る
。
一
方
、
池
田
亀
鑑
「
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
〔
研

究
筋
〕
」
は
、
「
白
玉
か
」
歌
が
紀
貫
之
r
新
撰
和
歌
」
に
所
見
の
故
を

も
っ
て
「
伊
勢
物
語
」
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
い
る
　
(
七
六
一
～
七
六
二

頁
)
。
「
新
撰
和
歌
」
は
詠
著
名
不
記
載
が
原
形
だ
が
t
 
r
古
今
集
」
入
集

業
平
歌
と
重
な
る
八
首
の
す
べ
て
が
r
伊
勢
物
語
』
掲
載
歌
で
あ
る
こ
と

(
r
古
今
集
」
入
集
業
平
歌
は
三
十
首
)
t
 
r
古
今
集
」
非
人
集
の
r
伊
勢

物
語
」
歌
と
し
て
「
白
玉
か
」
歌
の
ほ
か
に
も
う
一
首
「
-
れ
が
た
き
」

敬
(
第
4
5
段
)
が
元
禄
八
年
刊
本
巻
二
二
四
五
番
(
日
本
歌
学
大
系
別

巻
6
)
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
'
業
平
没
時
十
歳
前
後
で
あ
っ
た
貫
之

が
、
土
佐
赴
任
中
t
 
r
古
今
集
」
以
外
に
業
平
の
歌
集
も
し
-
は
「
業
平

の
日
記
な
ど
」
を
所
持
し
て
い
た
可
能
性
は
捨
て
き
れ
な
い
。
ま
た
、
「
白

玉
か
」
歌
が
恋
歌
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
は
'
す
で
に
第
6
段
物

語
部
分
が
〝
業
平
璃
晦
の
自
己
語
り
″
と
し
て
形
成
さ
れ
'
歌
集
、
「
業

平
の
日
記
な
ど
」
に
収
載
さ
れ
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
'
真

正
・
創
作
の
い
ず
れ
の
場
合
も
'
心
的
体
験
が
こ
の
類
型
的
な
話
型
を
か

り
て
表
象
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
点
も
変
わ
り
が
な
い
。

『
源
氏
物
語
」
夕
顔
巻
「
物
の
怪
、
夕
顔
の
女
を
取
り
殺
す
」
の
条
で
'

光
源
氏
は
'
夕
顔
を
常
夏
の
女
か
と
疑
い
頭
中
将
の
奪
還
を
懸
念
し
て
'

夕
顔
を
二
条
院
に
移
そ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
の
夕
顔
は
「
女
も
い
み
じ
-

な
び
き
て
さ
も
あ
り
ぬ
べ
く
思
ひ
た
り
」
と
'
光
源
氏
の
誘
い
に
合
意
し

て
い
る
。
後
'
夕
顔
は
「
な
に
が
し
の
院
」
に
連
れ
だ
さ
れ
'
そ
こ
で
霊

に
取
-
殺
さ
れ
る
が
へ
そ
の
展
開
は
こ
こ
で
と
-
あ
げ
る
話
型
に
対
応
し

て
い
る
(
注
2
9
参
照
)
.
な
お
も
女
の
合
意
を
得
て
の
掠
奪
課
に
は
r
更
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C
 
1

-・-I
2

26　25

級
H
記
』
竹
芝
寺
条
や
r
古
事
記
j
上
巻
・
大
軍
王
神
と
須
勢
理
姫
の
結

婚
条
も
あ
る
が
'
こ
れ
ら
は
不
首
尾
の
要
素
を
欠
-
0

注
9
所
引
全
集
・
ノ
ー
ト
編
・
第
1
3
巻
・
六
段
・
注
6
。

F
伊
勢
物
語
校
本
と
研
究
」
桜
楓
社
'
r
-
i
G
l
t
>
-
t
>
刊
。

古
今
和
歌
斐
巻
第
十
一
恋
一
・
四
七
六
番
注
'
同
巻
第
十
三
恋
歌
三
・

六
四
五
・
六
四
六
番
注
、
同
巻
第
十
四
恋
歌
四
・
七
四
六
番
注
'
同
巻
十

七
雑
上
・
九
〇
五
・
九
〇
六
番
注
。
な
お
'
四
七
六
番
注
で
は
'
尊
経
閣

文
庫
蔵
「
在
中
将
集
J
 
c
^
　
c
m
と
同
じ
三
首
を
含
む
r
伊
勢
物
語
し
　
(
節

9
9
段
)
　
が
「
伊
勢
物
語
戎
本
」
と
さ
れ
、
「
不
可
用
伊
勢
物
語
ノ
戎
本
」

と
も
記
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
こ
の
　
「
戎
本
」
本
文
に
対
応
す
る
の
は
小
式

部
内
侍
本
系
統
(
狩
使
本
)
当
該
章
段
本
文
で
あ
り
'
「
普
通
」
本
本
文

は
宮
内
庁
昏
陵
部
所
蔵
「
異
本
業
平
集
」
補
　
　
i
n
(
「
雅
平
本
」
に
な

-
「
三
条
三
位
入
道
本
」
に
あ
っ
た
歌
)
　
の
本
文
に
対
応
す
る
。
こ
れ
は
'

顕
昭
所
持
「
普
通
」
本
が
「
三
条
三
位
入
道
」
　
(
藤
原
俊
成
)
　
所
持
本
の

本
文
で
も
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
る
。
ま
た
、
r
雅
平
本
業
平
集
」
一
一
～
一

四
が
伊
勢
物
語
第
1
6
段
と
第
1
0
2
段
を
併
せ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
な

ど
を
も
勘
案
す
る
な
ら
ば
'
片
桐
氏
成
立
論
の
前
提
へ
の
再
考
を
う
な
が

す
材
料
と
も
な
ろ
う
。

往
9
所
引
全
集
・
ノ
ー
ト
縮
・
第
1
3
巻
エ
バ
段
・
注
2
5
。

片
桐
洋
一
氏
は
冷
泉
時
雨
亭
叢
書
4
1
所
収
『
伊
勢
物
語
下
し
　
(
朝
日
新

聞
社
　
r
-
i
C
i
C
D
C
O
刊
)
解
説
で
'
建
仁
二
年
蝣
-
H
C
S
I
O
C
^
奥
書
本
を
「
定
家

本
確
立
以
前
の
「
伊
勢
物
語
J
　
の
姿
を
そ
の
ま
ま
に
保
持
し
て
い
る
」
と

す
る
　
(
1
6
頁
)
。
た
し
か
に
'
建
仁
二
年
本
奥
書
に
は
「
只
以
旧
本
可
為

証
拠
耳
」
　
の
文
言
が
見
え
る
の
に
対
し
て
'
「
戸
部
尚
書
」
　
(
定
家
民
部
卿

那
-
-
I
C
M
-
H
C
0
-
-
-
-
t
C
M
C
^
0
-
)
　
の
署
名
を
も
つ
伝
本
の
奥
書
に
は
「
合
多
本

所
用
捨
也
。
可
備
証
本
。
」
と
あ
る
。
こ
の
民
部
卿
期
に
本
文
改
訂
の
作
業

が
始
ま
っ
た
と
す
れ
ば
'
そ
れ
以
前
の
「
旧
本
」
本
文
を
顕
昭
r
古
今
集

注
』
が
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
時
間
的
に
も
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
'

伝
為
家
本
や
伝
為
氏
本
の
本
文
の
存
在
は
、
定
家
の
本
文
改
訂
以
後
も
改

訂
以
前
の
本
文
が
流
通
し
て
い
た
こ
と
を
教
え
る
が
、
こ
れ
は
'
伝
経
信

「
知
顕
集
』
　
の
「
ま
た
男
も
女
も
た
が
ひ
に
こ
,
ろ
ゆ
き
て
こ
そ
と
ら
れ

け
め
'
そ
れ
に
さ
し
も
人
の
き
く
ほ
ど
は
な
き
け
る
こ
と
よ
。
こ
れ
ま
た
'

こ
,
ろ
へ
が
た
し
。
」
　
に
対
す
る
回
答
に
「
業
平
に
こ
,
ろ
は
あ
は
せ
た

る
と
い
は
ん
も
、
無
下
に
ね
ん
も
な
け
れ
ば
'
非
道
に
と
ら
れ
た
る
や
う

に
せ
ん
と
て
'
な
-
と
は
い
へ
り
。
ま
こ
と
に
な
き
た
る
に
は
あ
ら
ず
。
」

と
あ
る
こ
と
や
、
r
真
名
本
伊
勢
物
語
」
が
「
女
心
合
而
」
と
し
て
い
る

こ
と
、
近
世
新
注
真
淵
r
古
恵
」
以
下
に
こ
ち
ら
が
採
用
さ
れ
る
な
ど
し

て
生
き
続
け
た
こ
と
　
(
注
3
1
)
と
も
符
合
す
る
。
な
お
'
日
本
古
典
全
書

r
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
j
　
(
朝
日
新
聞
社
　
-
O
)
I
J
I
O
刊
)
　
解
説
、
「
塗

絶
本
の
史
的
意
義
」
項
(
二
一
三
頁
)
、
参
照
。

橋
本
不
美
男
・
後
藤
祥
子
r
袖
中
抄
の
校
本
と
研
究
」
笠
間
書
院
、
1

9
8
5
刊
。
二
二
九
頁
。
な
お
、
r
伊
勢
物
語
」
本
文
で
は
亡
-
な
っ
た
の

を
女
と
す
る
も
の
が
多
-
、
『
袖
中
抄
」
同
様
「
男
」
と
す
る
の
は
小
式

部
内
侍
本
系
統
(
狩
便
本
)
　
の
天
理
図
書
館
蔵
伝
為
家
筆
本
付
載
章
段
及

び
真
名
本
の
数
本
。
今
も
歌
意
か
ら
r
袖
中
抄
」
所
引
本
文
が
妥
当
と
見

て
引
用
し
た
　
(
日
本
古
典
仝
古
本
(
塗
能
本
)
第
7
段
・
頭
注
8
'
参
照
)
0

本
章
段
は
「
〝
業
平
暗
晦
の
自
己
語
り
″
を
聞
き
伝
え
語
-
伝
え
る
物

請
-
」
た
る
r
伊
勢
物
語
」
　
の
話
題
と
し
て
相
応
し
い
も
の
で
は
な
い
が
'

99
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r
袖
中
抄
』
　
に
特
段
の
注
記
も
な
-
引
か
れ
て
い
る
か
ら
に
は
顕
昭
所
持

本
(
「
普
通
本
」
)
　
に
所
載
の
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
段
階
で
す

で
に
定
着
し
た
後
人
増
補
章
段
と
す
る
の
も
一
解
だ
が
、
も
と
も
と
r
伊

勢
物
語
」
が
こ
う
し
た
話
題
を
も
併
せ
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
見
て
お
く
。

連
想
'
類
想
か
ら
関
連
話
題
を
も
語
る
の
が
類
緊
形
態
テ
キ
ス
ト
の
通
例

で
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
な
お
'
本
章
段
が
定
家
本
系
統
で
削
除
さ
れ
て
い

ヽ

　

ヽ

る
点
は
'
定
家
に
よ
る
r
伊
勢
物
語
」
制
作
の
問
題
を
考
え
る
材
料
を
提

供
し
て
い
る
。

注
2
1
に
も
取
り
上
げ
た
「
源
氏
物
語
」
夕
顔
巻
中
も
夕
顔
頓
死
場
面
本

文
「
た
だ
こ
の
枕
上
に
夢
に
見
え
つ
る
容
貌
し
た
る
女
、
面
影
に
見
え
て

ふ
と
消
え
失
せ
ぬ
。
昔
物
語
な
ど
に
こ
そ
か
か
る
こ
と
は
聞
け
へ
　
い
と
め

づ
ら
か
に
む
-
つ
け
け
れ
ど
」
　
の
「
昔
物
語
」
に
つ
い
て
'
「
紫
明
抄
」

は
「
伊
勢
物
語
云
、
お
に
は
や
ひ
と
く
ち
に
く
ひ
て
け
り
、
あ
な
や
と
い

ひ
け
れ
ど
'
神
な
ひ
さ
は
ぎ
に
'
え
き
か
ざ
り
け
り
。
」
と
注
し
て
い
る

(
玉
上
琢
弼
r
紫
明
抄
・
河
梅
抄
j
角
川
書
店
-
H
O
x
C
C
O
刊
)
o
こ
こ

か
ら
、
夕
顔
物
語
(
ち
な
み
に
こ
れ
も
「
ワ
リ
ナ
キ
オ
モ
ヒ
」
　
の
物
語
)

の
構
想
に
第
6
段
が
作
用
し
た
か
と
う
か
が
え
ば
、
紫
式
部
の
目
に
し
た

r
伊
勢
物
語
」
も
'
「
女
(
の
)
こ
,
ろ
(
を
)
あ
わ
せ
て
」
本
文
を
持
っ

た
も
の
で
あ
っ
た
か
と
推
さ
れ
る
。
ま
た
、
r
大
鏡
」
第
一
巻
「
第
五
十

七
代
陽
成
院
」
　
に
見
え
る
「
伊
勢
語
」
　
の
場
合
も
同
様
で
あ
ろ
う
。

藤
井
高
尚
r
新
釈
」
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

「
女
の
心
あ
ほ
せ
て
」
と
は
'
か
み
に
「
女
の
え
あ
ふ
ま
じ
」
と
か
け

る
を
思
ふ
に
'
は
じ
め
よ
り
此
男
を
い
と
ひ
て
に
は
あ
ら
ず
。
ふ
か
き

ゆ
ゑ
あ
り
て
'
と
て
も
あ
ひ
が
た
け
れ
ば
'
つ
れ
な
く
い
ら
へ
て
過
ぬ

233343

れ
ど
、
年
へ
て
い
ふ
が
い
と
は
し
-
て
'
今
は
身
を
す
て
,
あ
ひ
な
ん

と
女
の
こ
,
ろ
あ
ほ
せ
て
'
か
く
て
は
あ
ひ
が
た
し
'
も
ろ
と
も
に
こ

と
か
た
に
ゆ
か
ん
と
て
し
の
び
出
る
か
ま
へ
し
て
、
ぬ
す
み
い
で
ら

る
,
を
い
ふ
。

と
こ
ろ
で
、
定
家
は
こ
れ
を
「
か
ら
う
し
て
ぬ
す
み
い
て
,
」
に
変
え
て

Ⅲ
型
掠
奪
葦
と
す
る
.
そ
こ
に
い
か
な
る
読
古
が
介
在
し
た
の
か
は
興
味

深
い
が
今
は
措
-
。
Ⅲ
型
掠
奪
課
の
典
型
「
安
積
山
」
伝
説
が
『
古
今
集
」

序
文
に
見
え
る
点
は
何
ら
か
の
力
と
し
て
働
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
他
へ

物
語
世
界
の
男
女
関
係
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
定
家
の
理
念
型
や
イ
メ
ー
ジ

も
作
用
し
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
。
な
お
'
古
注
に
注
2
6
に
引
い
た
「
知

顕
集
』
　
の
ご
と
き
問
答
が
見
え
、
新
注
に
も
「
業
平
も
二
条
后
も
罪
人
に

な
る
也
」
　
(
r
童
子
悶
」
)
、
「
天
皇
の
御
妻
の
密
事
」
　
(
r
古
古
ご
)
な
ど
の
文

言
が
見
え
る
。
同
様
の
読
書
に
定
家
の
藤
原
氏
へ
の
同
族
意
識
が
加
わ
っ

て
高
子
の
合
意
を
隠
蔽
さ
せ
た
と
の
解
も
可
能
だ
が
'
と
ら
な
い
。

「
伊
勢
物
語
」
と
上
代
文
学
と
の
相
関
に
つ
い
て
は
'
日
本
古
典
全
書

r
竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
」
解
説
(
一
八
二
～
一
八
三
頁
)
　
の
ほ
か
'
注

1
 
1
河
地
氏
著
書
(
「
武
蔵
野
は
今
日
は
な
焼
き
そ
」
、
二
七
四
～
二
七
五
頁
)
'

注
1
2
関
根
氏
著
書
(
「
作
り
物
語
-
第
一
二
段
」
)
　
に
も
考
察
が
備
わ
る
。

引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
F
古
事
記
」
(
小
学
館
　
-
o
I
N
N
刊
)

に
よ
る
。

引
用
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
r
日
本
書
紀
2
」
　
(
小
学
館
1
9
9

6
刊
)
　
に
よ
る
。

注
2
日
本
古
典
集
成
r
伊
勢
物
語
」
第
7
7
段
頭
注
の
解
説
部
分
'
参
照
。

(
広
島
大
学
)
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