
序

本
拙
稿
は
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
三
作
目
で
あ
る
。

第
一
作
は

平
成
十
一
年
八
月
（
口
頭
発
表
は
平
成
十
年
十
月
）
「
伊

勢
物
語
二
段
階
成
立
論
続
詔
ー
~
口
承
文
芸
か
ら
書
承
文

芸
ヘ
ー
~
」
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
第
三
十
一

号
所
収

で
あ
り
（
以
下
、
「
続
詔
」
と
略
す
こ
と
も
あ
る
）
、
第
二
作
は

平
成
十
二
年
八
月
（
口
頭
発
表
は
平
成
十
一
年
九
月
）

「
伊
勢
物
語
一
二
段
階
成
立
論
続
詔
第
二
I

I

六
つ
の
批
判

へ
の
再
反
論
と
第
四
十
五
段
詳
述
」
『
富
山
大
学

人
文
学
部
紀
要
』
第
三
十
三
号
所
収

で
あ
る
（
以
下
、
「
続
詔
第
二
」
と
略
す
こ
と
も
あ
る
）
。

本
拙
稿
副
題
の
「
七
つ
目
の
批
判
」
と
は
、

平
成
九
年
三
月
渡
辺
泰
宏
氏
「
伊
勢
物
語
作
者
論
序
論
ー

ー
紀
貫
之
作
者
説
と
そ
の
書
名
に
関
す
る
試
論
ー
_
」

『
學
習
院
大
學
國
語
國
文
學
會
誌
』

4
0
号
初
出
（
注
1
)

で
あ
り
、
「
六
つ
の
批
判
」
が
『
伊
勢
物
語
の
視
界
』
で
ま
と
め

ら
れ
た
後
に
公
刊
さ
れ
た
、
非
常
に
新
し
い
論
文
で
あ
る
。

ー

ま
ず
、
渡
辺
泰
宏
氏
は
、
「
三
、
伊
勢
物
語
と
貫
之
の
用
語
」

の
章
で
は
、
先
行
す
る
山
田
清
市
氏
「
土
佐

H
記
と
伊
勢
物
語
の

作
者
」
（
注
2
)
の
内
容
を
紹
介
し
、
「
伊
勢
物
語
と
土
佐
日
記
等

の
貫
之
作
品
に
見
る
用
語
の
共
通
性
」
の
具
体
例
を
列
挙
し
て
い

る
。
続
い
て
、
「
四
、
伊
勢
物
語
と
貫
之
の
発
想
」
の
章
で
は
、

渡
辺
氏
自
身
が
見
つ
け
た
発
想
の
類
似
性
の
具
体
例
を
列
挙
し
、

「
伊
勢
物
語
と
土
佐
日
記
と
に
お
け
る
類
似
す
る
発
想
の
面
か
ら

両
者
の
関
係
を
考
え
て
」
居
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
『
土
佐
日
記
』
の
「
諧
諌
」
と
し
て
、

田

村

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
詔
第
三

七
っ

H
の
批
判
へ
の
再
反
論
と

自
然
描
写
詳
述

俊

介

ー



い
っ
ぽ
う

『
伊
勢
物
語
』

か
ら
は
第
六

•
船
路
な
れ
ど
、
馬
の
は
な
む
け
す
〈
十
二
月
二
十
二
日
〉

•
i
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者
、
し
が
足
は
十
文
字
に
踏
み
て
ぞ

あ

そ

ぶ

〈

十

二

月

二

十

四

日

〉

•
海
は
荒
る
れ
ど
も
、
心
は
す
こ
し
凪
ぎ
ぬ
〈
一
月
九
日
〉

を
挙
げ
、最

初
の
例
は
、
「
船
」
と
「
馬
」
と
い
う
交
通
手
段
に
お
け

る
相
対
す
る
方
法
が
対
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
「
馬
」
が

後
半
で
「
馬
の
は
な
む
け
」
に
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
。
だ

か
ら
こ
そ
「
船
路
」
で
も
「
馬
の
は
な
む
け
」
と
い
え
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
機
智
的
な
笑
い
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

i

一
番
目
の
例
も
同
様
で
、
数
の
文
字
を
示
す
「
一
文
字
」
と

十
文
字
」
が
対
に
な
る
が
、
後
半
の
「
＋
文
字
」
は
実
際

の
文
字
で
は
な
く
「
足
」
を
「
＋
文
字
に
踏
む
」
の
で
あ
っ

"
J

、
「
一
文
字
を
だ
に
知
ら
ぬ
者
」
で
も
で
き
る
と
い
う
の

で
あ
る

3

三
番
目
の
例
も
、
海
の
天
候
に
お
い
て
相
対
す
る

「
流
る
」
と
「
凪
ぐ
」
が
対
に
な
っ
て
い
る
が
、
後
半
は
海

が
凪
ぐ
の
で
は
な
く
「
心
」
が
「
凪
ぐ
」
へ
と
そ
の
表
現
が

ず
ら
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
お
か
し
み
が
あ
る
と
い
え
る
。

つ
ま
り
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
あ
る
事
項
に
お
い
て
対
に

な
る
言
薬
が
あ
げ
ら
れ
る
の
だ
が
、
後
半
部
の
そ
れ
は
何
ら

か
の
形
で
そ
の
意
味
を
変
え
て
示
さ
れ
る
と
い
う
機
智
を
含

ん
で
い
る
。

の
よ
う
な
解
説
を
加
え
、

心
は
そ
ら
に
て

十
九
段
の

•
野
に
あ
り
け
ど
、

を
挙
げ
、こ

れ
も
や
は
り
、
「
野
」
と
「
空
」
と
い
う
空
間
に
お
け
る

相
対
す
る
語
が
用
い
ら
れ
つ
つ
、
後
半
の
「
空
」
は
実
際
に

は
「
う
わ
の
そ
ら
」
の
意
に
ず
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ま
た
、
土
佐
日
記
と
ま
っ
た
く
同
質
の
発
想
で
あ
ろ
う
。

の
よ
う
な
解
説
を
加
え
て
居
ら
れ
る

(
2
4
4ー

2
4
5
頁）。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
私
は
む
し
ろ
逆
に
、
両
作
品
の
発
想
の
違
い

を
読
み
取
る
べ
き
だ
と
思
う
。
『
伊
勢
物
語
』
第
六
十
九
段
は
一

途
で
純
粋
な
恋
で
あ
る
。
昔
男
の
状
況
を
諧
諌
味
を
交
じ
え
て
語

る
な
ど
と
い
う
の
は
論
外
で
あ
る
が
、
「
対
偶
性
」
や
「
機
智
」

も
語
り
手
が
意
識
的
に
狙
っ
た
効
果
で
は
な
く
、
真
実
を
正
確
に

語
ろ
う
と
つ
と
め
た
結
果
、
お
の
ず
と
生
じ
た
も
の
な
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
、
『
土
佐
日
記
』
の
三
例
の
場
合
、
機

智
や
諧
誠
味
の
狙
い
が
見
え
見
え
で
あ
る
。
早
い
話
、
第
一
例
や

第
二
例
の
前
半
を
削
っ
て

・
馬
の
は
な
む
け
す

・
足
は
十
文
字
に
踏
み
て
ぞ
あ
そ
ぶ

だ
け
に
直
し
て
も
達
意
と
い
う
点
か
ら
は
差
し
障
り
が
ほ
と
ん
ど

無
い
の
に
対
し
、
『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
、
前
半
の
「
野
に
あ
り

け
ど
」
も
後
半
の
「
心
は
そ
ら
に
て
」
も
決
し
て
省
く
こ
と
が
で

き
な
い
表
現
な
の
で
あ
る
。

2
 



そ
れ
に
し
て
も
、
渡
辺
泰
宏
氏
が
『
伊
勢
物
語
」
の
性
質
と
し

て
取
り
挙
げ
る
一
っ
―
つ
、
例
え
ば
2
4
1
頁
ー
の
「
と
ぼ
け
た

表
現
」
、

2
4
3
頁
2
行
目
1
1
1
行
目
の
掛
詞
、
加
え
て
平
成

十
一
年
卜
月
の
「
伊
勢
物
語
に
お
け
る
万
葉
類
歌
—
ー
そ
の
典
拠

ど
採
用
の
方
法
ー
ー
」
（
注
3
)
に
於
け
る
「
女
性
和
歌
の
二
句

切
れ
、
四
句
切
れ
、
二
句
、
四
句
切
れ
，
＿
に
し
て
も
そ
う
で
あ
る

が
、
本
当
に
『
伊
勢
』
だ
け
の
傑
出
し
た
方
法
な
の
か
ど
う
か
、

士
代
文
学
と
平
安
文
学
の
全
体
を
見
渡
し
た
上
で
再
検
討
す
る
必

咬
が
あ
る
だ
ろ
う
（
注
4
)
。

更
に
言
え
ば
、
山
田
清
市
氏
の
紀
貫
之
作
者
説
の
論
証
の
方
法

を
評
し
た

あ
え
て
疑
問
を
呈
す
る
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
可

能
性
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
伊
勢

物
語
と
貫
之
に
共
通
す
る
用
語
例
は
そ
の
一
方
か
ら
他
方
へ

の
影
響
が
あ
っ
た
た
め
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
そ
の

―
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
も
う
―
つ
に
は
、
こ
の
伊
勢
物
語

と
貰
之
と
に
共
通
す
る
用
語
は
こ
の
時
代
に
好
ん
で
用
い
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
両
者
の
関
係
を
示
す
も
の
で

は
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
従
っ
て
、
こ

の
よ
う
な
可
能
件
の
あ
る
限
り
、
伊
勢
物
語
と
貰
之
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
と
は
ま
た
別
の
方
向
か
ら
も
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

し
’
い
う
文
章
は
、
「
用
語
例
」
「
用
語
」
と
あ
る
箇
所
を
「
発
想
」

と
い
う
語
に
置
き
換
え
さ
え
す
れ
ば
、
第
四
章
（
第
四
節
？
）
の

渡
辺
氏
自
身
の
論
証
に
就
い
て
も
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で
あ

る。と
述
べ
て
居
ら
れ
る
。 2

 

平
成
十
二
年
七
月
に
上
梓
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
成
立
論
』
の

「
序
章
」
に
於
い
て
、
渡
辺
泰
宏
氏
は
、

益
田
（
勝
実
）
氏
の
論
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
、
歌
の
詠

ま
れ
た
経
緯
を
説
明
す
る
〈
歌
語
り
〉
が
、
そ
の
歌
と
と
も

に
平
安
朝
の
貴
族
集
団
の
中
で
語
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の

語
ら
れ
た
〈
歌
語
り
〉
に
啓
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま

た
新
た
な
〈
歌
語
り
〉
が
創
造
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
歌
物
語
」

が
生
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説
は
、

「
歌
物
語
」
の
生
成
に
つ
い
て
の
新
た
な
る
考
え
方
を
も
た

ら
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ま
た
、
「
歌
物
語
」
が
そ

れ
ほ
ど
短
期
間
に
成
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
し
て
そ
の
作

者
も
、
誰
と
も
知
れ
ぬ
者
を
含
む
不
特
定
多
数
で
あ
る
こ
と

を
示
す
こ
と
と
も
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
論
は
、
伊
勢
物

語
の
成
立
時
期
と
そ
の
作
者
を
ま
す
ま
す
わ
か
ら
な
い
も
の

に
し
た
と
も
い
え
る
の
で
あ
り
、
伊
勢
物
語
の
成
立
研
究
も

混
迷
を
極
め
る
も
の
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
丸
カ
ッ
コ
内
は
引
用
者
）

「
こ
の
論
」
と
は
直
接
に
は
益
田
勝
実
氏

3
 



の
「
〈
歌
語
り
〉
論
」
を
指
す
の
だ
ろ
う
が
、
「
伊
勢
物
語
の
成
立

研
究
も
滉
迷
を
極
め
る
」
原
因
と
な
っ
た
と
い
う
言
い
方
は
、
益

田
氏
に
い
さ
さ
か
失
礼
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
口
承
文
芸
と

掛
承
文
芸
と
、
ど
ち
ら
が
高
度
で
あ
る
か
ラ
ン
ク
付
け
を
す
る
の

は
我
々
研
究
者
の
領
分
を
超
え
て
い
る
。
我
々
は
そ
の
ど
ち
ら
で

あ
る
の
か
を
で
き
る
限
り
客
観
的
に
見
極
め
、
そ
の
結
論
に
基
づ

い
て
作
品
ご
と
に
方
法
論
を
樹
立
し
て
行
く
べ
き
で
あ
る
。
作
者

が
「
誰
と
も
知
れ
ぬ
者
を
含
む
不
特
定
多
数
で
あ
る
」
と
い
う
の

も
、
そ
の
作
者
説
に
基
づ
く
場
合
全
百
余
段
の
性
格
を
一
元
的
に

研
究
で
き
な
く
な
る
だ
け
の
話
で
あ
っ
て
‘
―
つ
の
立
派
な
答
え

で
あ
り
、
研
究
に
「
混
迷
」
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
。

又
、
「
あ
と
が
き
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
居
ら
れ
る
。

近
年
、
「
成
立
論
」
と
い
う
書
名
は
す
っ
か
り
そ
の
姿
を
見

せ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
は
、
現
在
の
文
学
研
究
の

状
況
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
は
‘
―
つ
に
は
、

文
学
作
品
の
成
立
の
問
題
に
関
す
る
研
究
、
と
い
う
よ
り
は

そ
の
材
料
が
出
つ
く
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
だ

ろ
う
。
が
、
も
う
一
っ
と
し
て
、
ま
ず
近
・
現
代
文
学
研
究

が
、
そ
し
て
平
安
朝
文
学
研
究
が
い
ち
は
や
く
と
り
い
れ
た

テ
キ
ス
ト
論
と
い
う
研
究
方
法
の
影
響
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
論
と
は
、
ロ
ラ
ン
・
バ
ル
ト
の
「
作
者
の
死
」

が
発
表
さ
れ
た
頃
あ
た
り
か
ら
定
着
し
た
考
え
方
で
あ
る

が
、
作
品
（
テ
キ
ス
ト
）
は
そ
の
作
者
の
意
図
と
離
れ
て
一

人
歩
き
を
す
る
の
で
あ
り
、
作
品
は
そ
の
作
者
と
切
り
は
な

し
て
考
え
る
べ
き
だ
と
す
る
方
法
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
私
が
「
平
安
朝
文
学
」
の
一
っ

で
あ
る
『
源
氏
物
語
」
に
関
し
て
、
「
成
立
論
」
（
論
述
の
都
合
上
、

本
拙
稿
の
本
節
に
限
っ
て
は
、
「
現
行
形
態
と
は
違
う
最
初
の
形

態
を
想
定
す
る
論
」
と
い
う
狭
い
意
味
で
使
い
た
い
）
に
基
づ
い

た
研
究
を
行
っ
て
い
な
い
の
は
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
一

つ
」
の
理
由
と
も
、
「
も
う
―
つ
」
の
理
由
と
も
全
く
関
係
が
無

い
。
成
立
論
の
論
者
が
提
出
し
た
中
心
論
拠
を
、
平
成
三
年
五
月

「
か
の
十
六
夜
の
女
君
ー
|
葵
巻
晩
秋
の
新
解
釈
|
~
」
（
注
5
)

に
於
い
て
覆
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
和
辻
哲
郎
氏
の
論

や
玉
上
琢
禰
氏
の
論
と
比
較
し
て
、
青
柳
秋
生
氏
の
帯
木
グ
ル
ー

プ
後
記
説
や
武
田
宗
俊
氏
の
玉
蔓
系
後
記
説
は
逢
か
に
説
得
力
が

強
か
っ
た
。
「
主
流
の
巻
々
に
傍
流
の
巻
々
を
踏
ま
え
た
記
事
が

無
い
」
と
い
う
中
心
論
拠
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら

こ
そ
、
外
部
徴
証
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
武
田

氏
の
論
文
は
、
発
表
さ
れ
た
昭
和
二
十
五
年
以
降
数
十
年
間
活
発

な
論
議
を
呼
び
、
少
な
く
と
も
完
全
な
黙
殺
に
は
遭
わ
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
私
は
平
成
三
年
に
、
主
流
の
巻
で
あ

る
「
葵
」
に
傍
流
の
巻
で
あ
る
「
末
摘
花
」
の
八
月
の
出
来
事
を

指
示
し
た
文
が
あ
る
こ
と
を
立
証
し
た
。
そ
の
た
め
、
平
成
三
年

以
降
、
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
論
文
を
口
頭
発
表
し
た
平
成
二
年

十
月
以
降
、
現
行
形
態
の
『
源
氏
物
語
」
を
前
か
ら
順
番
に
読
み
、

- 4 -



有
機
的
統

i

体
と
し
て
捉
え
る
試
み
を
続
け
て
来
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
昭
和
四
十
三
年
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究

篇
〕
」
（
「
〔
研
究
篇
〕
』
と
略
す
る
こ
と
も
あ
る
）
に
纏
め
ら
れ
た

片
桐
洋
一
氏
の
成
立
論
の
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
『
在
中
将
集
（
両

業
平
集
と
も
呼
ば
れ
る
）
と
い
う
中
心
論
拠
は
到
底
覆
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
従
っ
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
、
幾
段
階
か
の
成

立
過
程
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
両
業
平
集
編
纂
以

前
の
所
謂
第
二
次
•
第
一
次
章
段
と
、
編
纂
以
後
の
第
三
次
章
段

と
の
違
い
は
明
ら
か
に
し
て
行
き
た
い
、
と
い
う
の
が
こ
の
シ
リ

ー
ズ
の
立
場
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
幾
人
か
の
論
者
は
『
雅
平
本
業
平
集
』
も
「
在
中

将
艇
」
も
成
立
時
期
が
十
二
世
紀
以
降
だ
と
述
べ
て
い
る
。
そ
の

場
合
、
世
紀
で
言
え
ば
十
世
紀
を
中
心
に
起
こ
っ
た
伊
勢
物
語
三

段
階
成
長
を
知
る
た
め
に
は
、
全
く
無
力
な
資
料
だ
と
言
う
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
私
は
、
第
一
に
第
四
十
九
段
に
立
脚
し
た
考
察

に
拠
っ
て
、
第
二
に
は
第
四
十
五
段
に
立
脚
し
た
考
察
に
拠
っ
て
、

両
業
平
集
は
『
源
氏
物
語
』
以
前
に
編
纂
さ
れ
て
い
た
と
い
う
結

論
を
出
し
た
。

第
一
の
考
察
は
、
私
家
集
の
編
者
に
限
ら
ず
、
い
や
し
く
も
イ

ン
テ
リ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
者
な
ら
、
「
源
氏
見
ざ
る
歌
詠
み
は

遺
恨
の
こ
と
な
り
」
と
言
わ
れ
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
必
ず
『
源
氏

物
語
』
を
読
ん
で
い
る
は
ず
だ
と
い
う
事
実
を
出
発
点
と
す
る

（注
6
)
。
そ
の
『
源
氏
物
語
」
の
「
総
角
」
で
『
伊
紡
物
語
』
第

四
十
九
段
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。

在
五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
、
「
人

の
結
ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
を
見
て
、
・
い
か
が
思
す
ら
ん
、
す

こ
し
近
く
参
り
寄
り
た
ま
ひ
て
、
匂
宮
「
い
に
し
へ
の
人
も
、

さ
る
べ
き
ほ
ど
は
、
隔
て
な
く
こ
そ
な
ら
は
し
て
は
べ
り
け

れ
。
い
と
う
と
う
と
し
く
の
み
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
こ
そ
」

と
、
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
い
か
な
る
絵
に
か
と
思
す

に
、
お
し
巻
き
寄
せ
て
、
御
前
に
さ
し
入
れ
た
ま
へ
る
を
、

う
つ
ぶ
し
て
御
覧
ず
る
御
髪
の
う
ち
な
び
き
て
こ
ぼ
れ
出
で

た
る
か
た
そ
ば
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ

が
飽
か
ず
め
で
た
く
、
す
こ
し
も
も
の
隔
て
た
る
人
と
思
ひ

き
こ
え
ま
し
か
ば
と
思
す
に
、
忍
び
が
た
く
て
、

若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る

心
地
こ
そ
す
れ

御
前
な
り
つ
る
人
々
は
、
こ
の
宮
を
ば
こ
と
に
恥
ぢ
き
こ

え
て
、
物
の
背
後
に
隠
れ
た
り
。
こ
と
し
も
あ
れ
、
う
た
て

あ
や
し
と
思
せ
ば
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
。
こ
と
わ
り
に
て
、

「
う
ら
な
く
も
の
を
」
と
言
ひ
た
る
姫
君
も
、
ざ
れ
て
憎
く

思
さ
る
。
（
〔
二
六
〕
）
（
注
7
)

紫
式
部
の
物
語
取
り
は
「
部
分
摂
取
」
が
原
則
で
あ
る
が
、
そ

の
例
外
が
こ
の
段
の
引
用
の
姿
勢
と
、
同
じ
『
伊
勢
物
語
』
の
第

四
十
五
段
の
引
用
の
姿
勢
で
あ
る
。
こ
れ
に
拠
れ
ば
、
「
在
五
」

5
 



（注
l
l
)
5

9
番
は

が
「
人
の
結
ば
ん
」
の
和
歌
を
妹
を
見
つ
め
な
が
ら
自
分
で
作
り
、

そ
し
て
妹
に
自
分
で
言
っ
た
と
し
か
解
釈
し
よ
う
が
な
い
。
そ
も

そ
も
、
業
平
実
作
を
疑
わ
せ
る
根
拠
と
な
る
は
ず
の
「
古
今
集
j

と
『
後
撰
集
」
に
こ
の
歌
、
即
ち
「
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る

若
草
を
人
の
結
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
」
（
注
8
)
は
存
在
し

な
い
（
注
9
)
。
「
古
今
六
帖
」
（
九
七
六
ー
九
八
七
）
に
は
存
在

す
る
。
し
か
し
、
「
な
り
ひ
ら
」
の
和
歌
と
し
て
存
在
す
る
の
だ

か
ら
、
両
業
平
集
の
編
者
が
仮
に
『
古
今
六
帖
」
を
見
て
も
、
業

平
実
作
の
確
信
を
強
め
こ
そ
す
れ
、
そ
の
逆
の
想
定
は
絶
対
に
導

か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
「
源
氏
』
以
降
に
成

立
し
た
歌
集
で
あ
れ
ば
、
こ
の
歌
及
び
こ
の
歌
の
返
し
と
し
て
妹

が
詠
ん
だ
「
う
ら
な
く
も
の
を
」
の
和
歌
を
採
ら
な
い
は
ず
が
な

い
。
と
こ
ろ
が
「
雅
平
本
業
平
集
』
「
在
中
将
集
」
は
揃
い
も
揃

っ
て
第
四
十
九
段
か
ら
採
歌
し
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
ば
、
背

理
法
に
拠
っ
て
、
両
業
平
集
は
「
源
氏
』
以
前
の
成
立
で
あ
る
こ

と

が

確

実

に

な

る

の

で

あ

る

。

．

第
二
の
考
察
も
や
は
り
背
理
法
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
か
と
言
え

ば
、
和
歌
の
部
分
よ
り
も
地
の
文
の
部
分
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

『
在
中
将
集
』
（
注
l
o
)
1
0
番
は

夏
の
夜
、
風
す
ゞ
し
う
ふ
き
て
ほ
た
る
と
び
あ
が
る

行
ほ
た
る
雲
の
う
へ
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
か
り
に

つ
げ
こ
せ

で
あ
り
、
又
、
『
雅
平
本
業
平
集
』

み
な
月
の
あ
か
つ
き
が
た
に
、
か
ぜ
の
ふ
き
し
を
な
が

め
し
ほ
ど
に
、
ほ
た
る
の
わ
た
り
し
か
ば

ゆ
く
ほ
た
る
雲
の
う
へ
ま
で
い
ぬ
べ
く
は
あ
き
か
ぜ
ふ
く
と

か
り
に
つ
げ
こ
せ

で
あ
る
。
二
つ
の
歌
集
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
第
四
十
五
段
の
最
初

の
形
態
は
、
夏
嫌
い
の
昔
男
が
、
早
く
秋
が
来
て
ほ
し
い
と
い
う

願
い
を
込
め
て
、
・
「
秋
風
吹
く
」
と
天
上
の
雁
に
伝
え
よ
う
と
し

た
と
い
う
、
季
節
主
題
の
物
語
で
あ
っ
た
。
こ
れ
を
第
一
次
第
四

十
五
段
と
呼
ぶ
。
第
一
次
第
四
十
五
段
の
和
歌
の
部
分
は
「
ゆ
く

螢
雲
の
う
へ
ま
で
去
ぬ
べ
く
は
秋
風
ふ
く
と
雁
に
告
げ
こ
せ
」
と

い
う
一
首
の
独
詠
歌
の
み
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
私
の
直
感
的
推

定
で
あ
る
。
し
か
し
、
第
二
首
「
暮
れ
が
た
き
夏
の
日
ぐ
ら
し
な

が
む
れ
ば
そ
の
こ
と
と
な
く
物
ぞ
悲
し
き
」
も
加
え
た
独
詠
連
作

で
あ
っ
た
、
と
い
う
想
定
も
理
論
上
は
成
り
立
つ
。
並
び
あ
っ
た

二
首
の
う
ち
、
一
首
目
の
み
を
業
平
実
作
と
見
倣
し
、
二
首
目
は

こ
の
段
の
主
人
公
で
あ
る
業
平
が
古
歌
な
ど
他
人
の
歌
を
借
用
し

た
と
両
業
平
集
の
編
者
が
判
断
し
た
、
或
い
は
、
そ
の
他
何
ら
か

の
理
由
で
二
首
目
の
和
歌
の
み
を
切
り
捨
て
た
、
と
い
う
ケ
ー
ス

は
極
め
て
考
え
に
く
い
、
と
い
う
私
の
直
感
は
「
続
詔
第
二
」
ー

8
5
頁
で
述
べ
た
と
こ
ろ
と
つ
な
が
る
推
定
で
あ
り
、
又
、
片
桐

洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
』
の
ペ
ー
ジ
数
を
言
う

と
す
れ
ば

l
6
9
頁
か
ら
1
7
0
頁
ま
で
が
参
考
に
な
る
（
注
1

2
)
。
だ
か
ら
極
め
て
可
能
性
は
低
い
の
だ
が
、
第
一
次
第
四
十
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五
段
は
和
歌
が
二
首
あ
っ
た
と
仮
定
し
よ
う
。
重
要
な
の
は
そ
の

後
だ
。
両
業
平
集
の
完
成
後
、
第
四
十
五
段
は
恋
と
死
と
哀
傷
と

を
主
題
と
す
る
十
一
行
の
長
い
物
語
（
本
拙
稿
で
は
、
集
成
本

「
伊
納
物
語
』
の
行
詰
め
を
基
準
に
し
て
分
量
を
示
す
こ
と
に
す

る
つ
あ
く
ま
で
便
宜
的
な
処
置
で
あ
り
、
お
お
よ
そ
の
目
安
に
過

ぎ
な
い
）
、
即
ち
現
行
形
態
へ
と
増
益
す
る
。
こ
の
十
一
行
の
物

語
が
幻
巻
の
六
月
の
段
落
に
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
採
ら
れ
て
い
る

（注
l
3
)
。
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
両
業
平
集
の
成
立
時
期
は

『
源
氏
』
以
前
な
の
で
あ
る
。
も
し
『
源
氏
』
以
後
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
、
第
四
十
五
段
が
増
益
し
終
わ
っ
て
現
行

形
態
と
な
っ
た
後
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
十
一
行
の
物
語
を

『
雅
平
本
業
平
集
』
は
四
行
に
、
『
在
中
将
集
』
は
三
行
に
縮
少
し

て
し
ま
っ
た
、
地
の
文
の
部
分
だ
け
を
数
え
る
と
、
七
行
を
二
行

な
り
一
行
な
り
に
縮
少
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら

だ
。
量
的
な
問
題
と
し
て
、
物
語
の
地
の
文
よ
り
歌
集
詞
書
が
短

く
な
っ
て
い
る
こ
と
自
体
は
構
わ
な
い
。
し
か
し
、
内
容
上
の
問

題
と
し
て
、
女
の
片
思
い
と
死
と
い
う
極
め
て
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な

記
述
を
削
ぎ
落
と
し
て
、
男
の
哀
傷
の
背
景
に
な
っ
て
い
た
に
過

ぎ
な
い
自
然
描
写
を
残
す
と
い
う
の
は
余
り
に
も
不
自
然
な
の
で

あ
る
。以

上
、
『
源
氏
』
に
立
脚
し
た
成
立
時
期
の
特
定
は
発
表
し
た

て
の
仮
説
で
あ
る
が
、
『
拾
遺
集
』
に
立
脚
し
た
片
桐
氏
の
仮
説

は
三
十
年
を
遥
か
に
超
え
る
長
い
仮
説
生
命
を
持
っ
て
い
る
。
氏

は
、
両
業
平
集
の
編
者
が
『
拾
遺
集
』
を
見
た
形
跡
が
無
い
か
ら

そ
の
成
立
時
期
は
『
拾
遺
集
』
以
前
で
あ
る
、
と
い
う
背
理
法
的

論
証
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
平
成
十
三
年
四
月
の
和
歌
文
学
会
西

部
例
会
の
口
頭
発
表
に
於
い
て
、
貴
重
な
根
拠
が
提
示
さ
れ
、
説

得
力
が
増
し
た
。

『
拾
遺
集
』
の
成
立
時
期
は
寛
弘
二
年

(
1
0
0
五
）
か
ら
寛

弘
四
年
ま
で
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
『
源
氏
物
語
』
は
寛
弘
五
年

に
前
編
の
、
少
な
く
と
も
一
部
の
巻
々
が
流
布
し
て
居
り
、
宇
治

十
帖
ま
で
揃
っ
た
の
は
そ
の
直
後
、
若
し
く
は
し
ば
ら
く
後
と
考

え
ら
れ
る
か
ら
、
結
局
、
『
拾
遺
集
』
以
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と

と
「
源
氏
』
以
前
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
同
値
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
時
期
に
成
立
し
た
両
業
平
集
、
特
に
「
雅
平
本
業
平

集
』
が
、
『
伊
熱
物
語
』
第
二
次
以
前
章
段
と
第
三
次
章
段
と
を

峻
別
す
る
外
部
資
料
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
平
成
十
三
年
夏
現

在
動
か
し
が
た
く
な
っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
。
「
状
況
証
拠
」

と
い
う
言
築
（
『
伊
勢
物
語
成
立
論
』
八
頁
）
は
、
な
る
ほ
ど
、

そ
れ
以
前
の
長
い
年
月
の
成
立
研
究
に
は
よ
く
あ
て
は
ま
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
両
業
平
集
は
極
め
て
具
体
的
で
確
か
な
証
拠
な
の

で
あ
る
。

で
は
、
そ
の
第
二
次
伊
納
物
語
と
は
如
何
な
る
形
態
か
。

『
〔
研
究
篇
〕
』
で
は
『
雅
平
本
業
平
集
』
の
典
拠
と
な
っ
た

『
伊
勢
物
語
』
は
最
大
限

一
・
ニ
•
四
•
五
•
九
•
一
O
·

―
六
•
一
七
•
一
八
•
一
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九
・
ニ
五
•
三
九
•
四

0
•

四
一
•
四
二
•
四
五
•
四
六
·

四
七
•
四
八
•
五
九
•
六
六
•
六
七
·
六
八
•
六
九
・
七

六
・
（
七
七
•
七
八
•
七
九
．
）
八

0
•

八
一
•
八
ニ
・
八

三
•
八
四
•
八
五
•
八
六
·
八
七
•
八
八
•
九
三
・
九
四
・

九
七
•

I
O
 I
·
I
O
二
•
1
0
三
•

1
0
六
•

1
0
七
・

―
二
五

の
五
十
段
弱
で
あ
っ
た
と
明
言
さ
れ
て
い
る
(
-
七
二
頁
、
も
と

は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
。
三
角
印
は
、
論
旨
の
単
純
化
を
図
る
た
め
、

今
回
は
省
略
し
た
。
（
）
を
付
し
た
の
は
本
来
存
在
し
た
が
欠

脱
し
た
と
考
え
ら
れ
る
段
）
た
め
、
百
二
十
五
個
の
章
段
か
ら
成

る
現
存
本
（
定
家
本
系
天
福
本
を
も
っ
て
代
表
と
す
る
）
の
半
分

以
下
の
大
き
さ
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
学
界
全
体
に
広
く
行
き
渡

っ
た
t"

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
小
さ
な
『
伊
勢
物
語
』
の
排
列
に

就
い
て
は
『
〔
研
究
篇
〕
』
は
明
言
し
て
い
な
か
っ
た
し
、
右
の
章

段
番
号
一
覧
は
、
角
川
文
庫
『
伊
勢
物
語
』
解
説
な
ど
多
く
の
二

次
文
献
に
も
明
記
さ
れ
て
非
常
に
有
名
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た

め
、
「
冒
頭
が
第
一
段
、
第
一
段
の
次
が
第
二
段
、
第
二
段
の
次

が
第
四
段
…
…
」
と
い
う
順
番
も
少
し
は
行
き
渡
っ
て
し
ま
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
第
二
次
伊
勢
物
語
で
あ
る
な

ら
ば
、
冒
頭
よ
り
や
や
後
に
貴
種
流
離
謂
が
あ
る
点
や
そ
の
他
後

述
す
る
よ
う
な
点
に
於
い
て
曲
が
り
な
り
に
も

H
本
古
来
の
一
代

記
的
構
成
を
取
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
間
に
新
し
い
章
段
を
挿
入

し
た
り
章
段
を
入
れ
換
え
た
り
し
よ
う
と
い
う
意
欲
は
湧
か
な
か

っ
た
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
の

典
拠
と
な
っ
た
『
伊
勢
物
語
』
の
排
列
が
現
存
本
の
此
抒
と
全
く

違
っ
て
い
る
点
を
明
確
に
し
た
の
が
、
渡
辺
泰
宏
氏
の
高
名
な
論

文
「
在
中
将
集
・
雅
平
本
業
平
集
考
そ
の
性
格
と
伊
勢
物
語

の
成
立
に
関
す
る
試
論
ー
」
（
注
l
4
)
で
あ
る
。
即
ち
、
現

存
本
の
第
六
十
九
段
の
よ
う
な
章
段
を
冒
頭
に
置
き
、
以
下
の
段

の
前
後
の
つ
な
が
り
に
原
則
と
し
て
脈
絡
が
見
い
出
せ
な
い
よ
う

な
狩
使
本
の
章
段
排
列
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
の
古
い
形
態
は
狩
使
本
で
あ
っ
た
と
考
え
る
ほ

う
が
題
号
の
説
明
も
遥
か
に
容
易
で
あ
る
。
『
竹
取
物
語
』
、
『
う

つ
ほ
物
語
』
そ
し
て
『
落
窪
物
語
』
の
よ
う
に
題
号
は
、
そ
れ
が

作
品
全
体
の
主
題
を
言
い
表
し
て
い
る
か
ど
う
か
よ
り
も
、
冒
頭

や
冒
頭
近
く
の
文
章
に
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』

の
題
号
も
、
や
は
り
、
最
初
の
話
の
舞
台
が
伊
勢
で
あ
っ
た
こ
と

に
由
来
す
る
よ
う
で
あ
る
。
作
品
全
体
の
中
で
最
も
重
要
秀
逸
な

章
段
が
第
六
十
九
段
だ
か
ら
、
或
い
は
、
「
作
者
と
い
う
暗
号
を

解
く
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
」
（
注
1
5
)
と
す
る
説
は
近
代
文
学

的
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
注
1
6
)
。
も
っ
と
も
、
日
記
で
言

え
ば
『
更
級
日
記
』
を
始
め
と
し
て
日
本
古
典
文
学
の
題
号
は
バ

ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る
と
い
う
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
』
五
十
四
帖
の
巻
名
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
濱

ん
で
い
た
こ
と
の
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
と
私
は
思
う
。

「
空
蝉
」
や
「
蛸
蛉
」
は
、
な
る
ほ
ど
、
最
後
に
種
明
か
し
を
す
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る
と
い
う
趣
向
の
技
巧
的
な
命
名
だ
し
、
「
澪
標
」
や
「
薄
雲
」
、

「
御
法
」
、
「
幻
」
も
そ
の
巻
の
主
題
や
最
も
重
要
秀
逸
な
場
面
を

見
事
に
言
い
あ
て
て
い
る
が
、
『
源
氏
』
以
前
の
題
号
は
、
も
っ

と
素
朴
に
、
冒
頭
や
冒
頭
近
く
に
由
来
し
て
つ
け
ら
れ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

以
上
、
古
い
形
態
の
『
伊
勢
物
語
』
の
冒
頭
が
第
六
十
九
段
で

あ
っ
て
、
現
存
本
の
第
一
段
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
来
た
の
だ

が
、
両
段
の
冒
頭
の
一
文
に
着
目
し
て
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
物
語

の
冒
頭
は
、

〔
時
〕
＋
〔
主
人
公
（
若
し
く
は
そ
の
親
）
〕
＋
〔
存
在
の
動

詞
〕
＋
〔
過
去
の
助
動
詞
〕

と
い
う
構
文
で
あ
る
。
第
六
十
九
段
の
冒
頭
は

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
伊
勢
の
国
に
狩
の
使
に

行
き
け
る
に
、
…
…

と
右
の
公
式
を
踏
ま
え
て
い
る
の
に
対
し
、
第
一
段
の
冒
頭
は

む
か
し
、
男
、
う
ひ
か
う
ぶ
り
し
て
、
平
城
の
京
、
春
日
の

里
に
し
る
よ
し
し
て
、
狩
に
往
に
け
り
。

と
右
の
公
式
を
踏
ま
え
て
居
ら
ず
、
「
い
わ
ば
〈
伊
勢
物
語
馴
れ
〉
」

し
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
l
7
)
。
仮
に
第
一
段
の
冒
頭
が
「
昔
、

男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、
う
ひ
か
う
ぶ
り
し
て
：
・
…
」
型
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
昔
、
男
、
う
ひ
か
う
ぶ
り
し
て
…
…
」

型
の
原
文
を
作
品
全
体
の
冒
頭
た
る
に
ふ
さ
わ
し
く
書
き
換
え
た

と
考
え
る
余
地
が
残
る
。
し
か
し
「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
そ
の
男
、

う
ひ
か
う
ぶ
り
し
て
」
型
の
原
文
を
、
章
段
を
作
品
全
体
の
冒
頭

に
据
え
る
際
に
、
何
故
わ
ざ
わ
ざ
「
昔
、
男
、
う
ひ
か
う
ぶ
り
し

て
」
型
に
書
き
換
え
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
や
は
り
こ
の
話
は
、

狩
使
本
伊
勢
物
語
の
時
期
に
は
冒
頭
以
外
の
位
置
I

『
雅
平
本

業
平
集
』
約
七
十
首
の
六
一
番
か
ら
六
二
番
に
か
け
て
採
歌
さ
れ

て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
推
す
と
、
終
盤
近
く
の
位
置
ー
~
に
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
冠
本
伊
勢
物
語
の
作
者
が
、
そ
の
も
と
の

文
章
の
名
残
り
を
多
く
残
し
つ
つ
、
冒
頭
に
据
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
冒
頭
の
一
文
は
も
っ
と
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
る

と
い
う
反
論
も
予
想
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
『
源
氏
物
語
」

の
五
十
三
の
巻
々
の
ほ
と
ん
ど
が
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
富
ん
で
い
た
こ

と
の
影
響
を
受
け
た
結
果
で
あ
る
と
私
は
思
う
。
例
え
ば
『
更
級

日
記
』
や
『
と
は
ず
が
た
り
』
な
ど
の
日
記
文
学
、
『
狭
衣
』
や

『
浜
松
中
納
言
』
な
ど
の
物
語
文
学
が
和
歌
や
漢
詩
を
踏
ま
え
つ

つ
華
麗
に
書
き
起
こ
し
て
い
る
の
は
、
「
末
摘
花
」
や
「
玉
墓
」

の
巻
頭
を
先
縦
と
し
た
の
だ
と
い
う
よ
う
に
。
本
来
「
巻
頭
」
は

「
冒
頭
」
と
区
別
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
が
、
『
源
氏
物
語
』

の
一
巻
一
巻
は
質
量
と
も
に
―
つ
の
作
品
に
相
当
す
る
場
合
が
少

な
く
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
区
別
は
曖
昧
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
『
源
氏
』
以
前
の
時
期
に
は
、
も
っ
と
オ
ー
ソ
ド

ッ
ク
ス
に
公
式
を
踏
ま
え
た
冒
頭
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
、
現
在
の
国
文
学
界
は
「
上
代
／
平
安
／
中
世
」
と

い
う
政
治
史
的
な
区
分
を
用
い
て
文
学
史
も
鳥
鰍
し
よ
う
と
す
る

，
 



姿
勢
が
余
り
に
も
強
い
た
め
、
『
伊
勢
物
語
』
の
研
究
も
、
同
じ

「
平
安
文
学
」
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
に
引
き
つ
け
て
な
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
。
今
後
は
む
し
ろ
上
代
文
学
に
も
っ
と
引
き
つ
け
て

な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
（
注
1
8
)
。
『
万
築
集
』
冒
頭
は
郊
外

を
遊
覧
す
る
雄
略
天
皇
が
そ
の
岡
で
菜
を
摘
む
少
女
に
「
…
…
家

聞
か
な
名
告
ら
さ
ね
：
・
…
」
と
求
婚
す
る
長
歌
で
あ
り
、
『
日

本
霊
異
記
』
第
一
話
は
雄
略
天
皇
と
そ
の
忠
実
な
随
身
・
栖
軽
の

話
、
『
古
事
記
」
冒
頭
は
伊
耶
那
岐
伊
耶
那
美
の
聖
婚
と
い
う
よ

う
に
、
男
女
が
契
り
を
結
ぶ
、
又
は
、
成
功
讀
で
あ
る
と
い
う
共

通
点
を
持
つ
。
第
三
次
伊
勢
物
語
の
作
者
兼
編
者
も
冒
頭
章
段
の

選
定
に
当
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
上
代
文
学
的
発
想
を
尊
重
し
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
い
っ
ぽ
う
、
『
万
薬
集
』
巻
二
の
巻
頭
に

据
え
ら
れ
た
磐
姫
の
四
連
首
は
巻
一
の
巻
頭
歌
よ
り
明
ら
か
に
時

代
は
古
い
が
、
悲
恋
の
色
彩
が
濃
い
。
『
日
本
霊
異
記
』
第
二
話

「
狐
を
妻
と
し
て
子
を
生
ま
し
め
し
縁
」
も
男
が
最
後
に
は
妻
の

死
を
悼
む
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
な
る
悲
劇
で
あ
る
。
男
が
一
人
身

で
な
い
西
の
京
の
女
と
密
通
し
て
物
思
い
に
沈
む
話
、
男
が
最
後

に
は
恋
人
の
死
を
悼
む
和
歌
を
詠
む
こ
と
に
な
る
芥
川
の
話
な
ど

が
第
二
の
位
置
に
置
か
れ
る
排
列
と
対
応
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
万

菓
類
歌
が
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
増
え
た
（
注
l
9
)
第
三
次
伊
勢

物
語
生
成
の
時
期
と
は
、
即
ち
、
書
物
と
し
て
『
万
葉
集
』
が
読

ま
れ
、
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
な
の
で
あ
る
。

但
し
、
第
二
次
以
前
の
時
期
に
は
『
万
薬
集
』
的
発
想
が
薄
か

っ
た
か
と
言
う
と
、
そ
う
は
断
定
で
き
な
い
。

第
二
次
伊
勢
物
語
が
一
代
記
的
構
成
を
取
ら
な
か
っ
た
理
由
に

つ
い
て
は
、
も
う
―
つ
別
の
観
点
か
ら
考
え
な
く
て
は
な
る
ま
い
。

『
古
事
記
』
編
者
に
と
っ
て
の
伊
耶
那
岐
伊
耶
那
美
、
『
万
葉
集
』

や
『
日
本
霊
異
記
』
の
編
者
に
と
っ
て
の
雄
略
天
皇
は
「
あ
な
た

な
る
世
界
」
に
住
む
人
で
あ
り
、
本
人
は
も
と
よ
り
そ
の
子
孫
と

も
交
渉
す
る
可
能
性
が
無
い
。
増
益
を
続
け
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』

に
と
っ
て
も
、
在
原
業
平
が
「
あ
な
た
な
る
世
界
」
の
存
在
に
な

っ
て
し
ま
わ
な
い
時
期
に
は
、
ま
だ
一
代
記
を
作
り
に
く
か
っ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
文
芸
的
能
力
、
構
成
力
の
欠
如
の
た
め
と

単
純
に
言
い
切
っ
て
し
ま
え
な
い
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
独

特
の
複
雑
で
微
妙
な
問
題
が
潜
ん
で
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。以

上
で
本
節
を
閉
じ
る
に
当
た
っ
て
、
私
見
を
も
う
一
度
ま
と

め
て
お
く
と
、
所
謂
第
二
次
伊
勢
物
語
か
ら
第
三
次
へ
の
変
貌
は
、

自
由
な
排
列
の
狩
使
本
か
ら
一
代
記
的
構
成
の
初
冠
本
へ
の
変
貌

と
し
て
把
握
で
き
る
こ
と
、
そ
し
て
渡
辺
泰
宏
氏
の
あ
の
高
名
な

論
文
は
成
立
論
否
定
の
た
め
に
書
か
れ
た
よ
う
で
あ
り
、
又
、
こ

の
論
文
も
収
録
さ
れ
た
平
成
十
二
年
『
伊
勢
物
語
成
立
論
』
を

「
序
章
」
か
ら
「
あ
と
が
き
」
ま
で
一
読
し
て
み
て
も
「
一
回
的

成
立
」
の
旗
印
を
掲
げ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
研
究
史
上
今

後
何
世
紀
に
も
亙
っ
て
伝
え
ら
れ
て
い
く
際
に
は
、
逆
に
成
立
論

の
徹
底
と
い
う
意
義
付
け
が
さ
れ
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
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三
十

む
か
し
、
男
、
は
つ
か
な
り
け
る
女
の
も
と
に

る
。
「
後
撰
集
の
頃
の
伊
勢
物
語
は
現
存
本
と
違
っ
て
い
た
」
と

い
う
こ
と
を
片
桐
氏
は
主
と
し
て
章
段
の
数
の
面
で
明
ら
か
に
し

た
。
渡
辺
氏
は
段
序
の
面
で
あ
る
。
そ
の
頃
の
伊
勢
物
語
の
段
序

が
現
存
本
と
は
な
は
だ
し
く
違
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
の

は
、
少
な
く
と
も
、
し
っ
か
り
し
た
根
拠
に
甚
づ
い
て
論
証
し
た

の
は
渡
辺
氏
に
し
て
初
め
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
快
挙
で
あ
る
。

3
 

第
一
次
第
二
次
章
段
で
は
、
困
難
と
知
り
つ
つ
も
一
途
で
純
粋

な
恋
愛
を
し
て
、
我
が
身
の
破
滅
を
も
厭
わ
な
い
昔
男
の
姿
が
よ

く
描
か
れ
て
い
る
。
第
一
次
章
段
で
あ
る
第
六
十
九
段
の
伊
勢
斎

宮
と
の
恋
愛
、
同
じ
く
第
一
次
の
第
四
段
第
五
段
の
高
子
（
た
か

い
こ
）
と
の
恋
愛
が
最
も
有
名
な
例
で
あ
ろ
う
。
第
二
次
の
第
四

十
段
も
親
の
反
対
と
い
う
困
難
が
立
ち
は
だ
か
っ
た
恋
愛
で
あ

り
、
昔
男
は
女
が
出
て
行
っ
た
た
め
に
気
絶
す
る
程
の
一
途
さ
で

あ
る
。こ

う
し
た
恋
愛
讀
の
再
演
と
も
考
え
ら
れ
る
第
六
十
五
段
の
よ

う
な
例
外
も
無
く
は
無
い
が
（
注
2
0
)
、
第
三
次
『
伊
勢
物
語
』

の
新
し
い
傾
向
と
し
て
、
困
難
な
恋
を
困
難
と
知
っ
て
、
女
に
告

白
せ
ず
に
、
又
は
、
行
動
に
出
ず
に
、
一
人
悩
む
昔
男
の
姿
が
あ

る。

逢
ふ
こ
と
は
玉
の
緒
ば
か
り
お
も
ほ
え
て

つ
ら
き
心
の
な
が
く
見
ゆ
ら
む

五
十
四

む
か
し
、
男
、
つ
れ
な
か
り
け
る
女
に
い
ひ
や
り
け
る
。

行
き
や
ら
ぬ
夢
路
を
た
の
む
袂
に
は

天
つ
空
な
る
露
や
お
く
ら
む

五
十
五

む
か
し
、
男
、
思
ひ
か
け
た
る
女
の
え
得
ま
じ
う
な
り
て

の
世
に
、思

は
ず
は
あ
り
も
す
ら
め
ど
言
の
築
の

を
り
ふ
し
ご
と
に
た
の
ま
る
る
か
な

五
十
六

む
か
し
、
男
、
臥
し
て
思
ひ
、
起
き
て
思
ひ
、

り
て
、

わ
が
袖
は
草
の
庵
に
あ
ら
ね
ど
も

暮
る
れ
ば
露
の
宿
り
な
り
け
り

五
十
七

む
か
し
、
男
、
人
し
れ
ぬ
物
思
ひ
け
り
。

も
と
に
、

思
ひ
あ
ま

つ
れ
な
き
人
の
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恋
ひ
わ
び
ぬ
海
人
の
刈
る
藻
に
宿
る
て
ふ

わ
れ
か
ら
身
を
も
く
だ
き
つ
る
か
な

七
十
三

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

べ
く
も
あ
ら
ぬ
女
の
あ
た
り
を
思
ひ
け
る
。

目
に
は
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の

桂
の
如
き
君
に
ぞ
あ
り
け
る

八
十
九

む
か
し
、
い
や
し
か
ら
ぬ
男
、
我
よ
り
は
勝
り
た
る
人
を

思
ひ
か
け
て
、
年
へ
に
け
る
。

人
知
れ
ず
わ
れ
恋
ひ
死
な
ば
あ
ぢ
き
な
く

何
れ
の
神
に
な
き
名
お
ほ
せ
む

来
つ
つ
か
へ
れ
ど
、

九
十
二

む
か
し
、
恋
し
さ
に
、

だ
に
え
せ
で
よ
め
る
。

鷹
べ
漕
ぐ
棚
な
し
小
舟
い
く
そ
た
び

ゆ
き
か
へ
る
ら
む
知
る
人
も
な
み

の
八
つ
の
章
段
が
ま
ず
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

三
十
四

む
か
し
、
男
、
つ
れ
な
か
り
け
る
人
の
も
と
に
、 女

に
消
息
を

言
へ
ば
え
に
言
は
ね
ば
胸
に
騒
が
れ
て

心
ひ
と
つ
に
嘆
く
こ
ろ
か
な

お
も
な
く
て
言
へ
る
な
る
べ
し
。

も
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
恋
愛
謂
と
し
て

読
む
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

二
十
九

む
か
し
、
東
宮
の
女
御
の
御
方
の
花
の
賀
に
、
召
し
あ
づ

け
ら
れ
た
り
け
る
に
、

花
に
飽
か
ぬ
歎
き
は
い
つ
も
せ
し
か
ど
も

今
日
の
こ
よ
ひ
に
似
る
時
は
な
し

も
加
え
た
い
。
こ
の
よ
う
に
、
集
成
本
『
伊
勢
物
語
』
の
行
詰
め

を
一
応
の
目
安
と
す
れ
ば
和
歌
二
行
、
地
の
文
ほ
ぼ
一
行
の
短
小

な
章
段
が
第
三
次
『
伊
勢
物
語
』
に
於
い
て
目
立
つ
こ
と
は
、
既

に
『
〔
研
究
篇
〕
』
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
片
桐
氏
は
、

付
加
増
益
に
よ
っ
て
出
来
た
章
段
が
、
既
に
存
し
た
も
の
に

比
べ
て
量
的
に
短
小
な
ば
か
り
か
内
容
的
に
も
二
番
煎
じ
の

域
を
出
ず
、
従
っ
て
文
芸
的
に
も
劣
る
こ
と
は
一
読
し
て
誰

し

も

が

惑

ず

る

と

こ

ろ

で

あ

ろ

う

。

（

注

2
1
)

と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
短
小
な
章
段
の
増
加
は
第
三
次
『
伊
勢
』

作
者
（
た
ち
）
の
文
芸
的
な
力
の
無
さ
、
第
二
次
以
前
の
章
段
へ

の
依
存
に
起
因
し
て
い
よ
う
が
、
同
時
に
、
男
主
人
公
の
行
動
力

の
無
さ
を
も
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
こ
れ
ら
の
段
は
、
在
原
業
平

の
高
子
や
伊
勢
斎
宮
と
の
恋
愛
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
が
、
同
時

-12 -



に
「
高
嶺
の
花
」
と
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
業
平
の
姿
勢
を
も
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
業
平
が
和
歌
の
詠
み

手
、
即
ち
、
章
段
の
主
人
公
と
な
っ
て
い
る
か
不
明
だ
が
、

二
十
六

む
か
し
、
男
、
「
五
條
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
え
得
ず
な

り
に
け
る
こ
と
」
と
、
わ
び
た
り
け
る
人
の
返
り
ご
と
に

思
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
騒
ぐ
か
な

唐
土
舟
の
よ
り
し
ば
か
り
に

も
そ
の
線
に
沿
っ
た
章
段
で
あ
ろ
う
。

七
十
四

む
か
し
、
男
、
女
を
い
た
う
う
ら
み
て
、

岩
根
ふ
み
重
な
る
山
に
あ
ら
ね
ど
も

逢
は
ぬ
日
お
ほ
く
恋
ひ
わ
た
る
か
な

は
、
和
歌
の
部
分
の
「
に
あ
ら
ね
ど
も
」
に
疑
問
が
持
た
れ
て
居

り
、
塗
籠
本
の
「
は
へ
だ
て
ね
ど
」
の
ほ
う
が
善
い
と
す
る
説
も

あ
る
よ
う
だ
が
、
第
五
十
六
段
の
和
歌
の
部
分
の
「
に
あ
ら
ね
ど

も
」
と
同
じ
様
に
、
「
否
定
の
た
め
の
否
定
」
で
な
く
「
比
喩
の

た
め
の
否
定
」
と
考
え
た
い
。
男
主
人
公
は
、
恋
の
困
難
を
や
や

誇
張
ぎ
み
に
表
現
し
て
、
「
岩
根
ふ
み
重
な
る
山
」
を
越
え
て
行

く
時
と
同
じ
く
ら
い
困
難
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
注
2

2
)
。

以
上
、
短
小
な
章
段
を
お
よ
そ
十
一
個
挙
げ
て
来
た
が
、
そ
の

大
部
分
に
就
い
て
、
自
虐
の
お
か
し
み
が
感
じ
ら
れ
る
と
き
も
あ

る
。
第
二
次
以
前
の

な
か
ろ
う
か
。

『
伊
勢
物
語
』

に
は
無
か
っ
た
面
白
さ
で
は

4
 

前
節
は
「
一
途
で
純
粋
な
恋
」
（
第
一
次
第
二
次
）
か
ら
「
広

V
女
性
に
情
け
を
垂
れ
、
多
く
の
女
性
た
ち
に
讃
仰
さ
れ
る
恋
の

ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
描
か
れ
、
み
ず
か
ら
恋
に
苦
し
み
傷
つ
く
こ
と

が
な
い
と
い
う
描
き
方
」
（
第
三
次
）
へ
と
い
う
、
片
桐
氏
の
見

解
を
敷
術
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
前
半
は
そ
う
で
あ
っ
た
。

本
節
で
は
、
『
〔
研
究
篇
〕
』
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
新
し
い

観
点
を
導
入
し
た
い
。
季
節
観
と
そ
の
季
節
ご
と
の
自
然
の
描
写

で
あ
る
。
現
在
の
物
語
文
学
研
究
は
準
拠
論
や
王
権
論
な
ど
政
治

的
な
争
い
の
足
取
り
を
辿
る
も
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
が
、
日

本
独
自
の
文
化
を
知
る
上
で
こ
う
し
た
視
点
は
ま
ん
ざ
ら
捨
て
た

も
の
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
、
管
見
の
及
ぶ
限
り
、
フ
ラ

ン
ス
の
ア
ン
ド
レ
・
ジ
ッ
ト
等
の
例
外
が
あ
る
の
で
一
概
に
は
言

え
な
い
が
、
ド
イ
ツ
文
学
や
ロ
シ
ア
文
学
等
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
学
、

こ
れ
も
一
概
に
は
言
え
な
い
が
東
京
や
大
阪
を
舞
台
に
し
た
現
代

日
本
文
学
は
自
然
描
写
が
作
品
の
全
体
像
を
形
成
す
る
上
で
そ
れ

程
大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ

る。
在
原
業
平
の
自
然
詠
で
最
も
有
名
な
の
は
、

世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か
り
せ
ば
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や

六
十
六

春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し

で
あ
る
。
同
じ
「
春
」
を
歌
題
と
す
る
「
霞
た
ち
木
の
芽
も
春
の

雪
ふ
れ
ば
花
な
き
里
も
花
ぞ
散
り
け
る
」
（
『
古
今
集
』

9
番
）
は
、

紀
貫
之
の
歌
風
を
代
表
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
語
戯
や
知
的
技
巧

で
周
囲
の
人
間
を
感
心
さ
せ
る
の
が
創
作
動
機
に
な
っ
て
い
る
と

ま
で
思
わ
れ
る
の
に
対
し
、
業
平
実
作
歌
及
び
『
伊
勢
物
語
』
の

中
の
幾
つ
か
の
章
段
の
自
然
詠
は
、
「
春
」
や
「
秋
」
と
い
う
季

節
と
、
そ
の
季
節
の
景
物
へ
の
切
実
な
愛
着
が
根
底
に
あ
る
。

さ
て
、
右
の
歌
を
冒
頭
に
置
い
た
第
八
十
二
段
は
、
七
夕
と
い

う
年
中
行
事
を
主
題
と
し
た
贈
答
歌
、
西
の
山
に
隠
れ
る
月
と
い

う
秋
な
ら
で
は
の
、
か
つ
、
「
十
一
日
」
と
い
う
時
期
な
ら
で
は

の
歌
材
の
贈
答
歌
も
続
け
た
長
い
段
と
な
っ
て
い
る
が
、
非
常
に

季
節
観
豊
か
で
あ
る
。
夏
の
自
然
美
が
欠
け
て
い
て
バ
ラ
ン
ス
が

悪
い
の
は
次
の
第
八
十
三
段
ま
で
視
野
を
広
げ
て
も
同
じ
だ
が
、

か
え
っ
て
業
平
の
好
み
を
反
映
し
て
い
て
面
白
い
で
は
な
い
か
。

業
平
は
桜
の
散
っ
た
次
の
季
節
が
嫌
い
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
夏
嫌
い
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
少
し
後
に
、
第
一
次
第
四
十
五
段
を

産
ん
だ
の
で
あ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
第
八
十
七
段
の
中
の

は
る
る
夜
の
星
か
河
辺
の
螢
か
も

わ
が
住
む
か
た
の
海
人
の
た
＜
火
か

む
か
し
、
男
、
津
の
国
に
し
る
所
あ
り
け
る
に
、
あ
に
お

と
と
友
達
ひ
き
ゐ
て
、
難
波
の
か
た
に
行
き
け
り
。
渚
を
見

れ
ば
舟
ど
も
の
あ
る
を
見
て
、

難
波
津
を
け
さ
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に

こ
れ
や
こ
の
世
を
う
み
わ
た
る
舟

こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
、
人
々
か
へ
り
に
け
り
。

六
十
七

む
か
し
、
男
逍
遥
し
に
、
思
ふ
ど
ち
か
い
つ
ら
ね
て
、
和

泉
の
国
へ
二
月
ば
か
り
に
行
き
け
り
。
河
内
の
国
、
生
駒
の

山
を
見
れ
ば
、
曇
り
み
晴
れ
み
、
た
ち
ゐ
る
雲
や
ま
ず
。
朝

よ
り
曇
り
て
昼
晴
れ
た
り
。
雪
い
と
白
う
木
の
末
に
降
り
た

り
。
そ
れ
を
見
て
、
か
の
行
く
人
の
な
か
に
た
だ
一
人
よ
み

け
る
。

き
の
ふ
今
日
雲
の
た
ち
ま
ひ
隠
ろ
ふ
は

花
の
は
や
し
を
憂
し
と
な
り
け
り

六
十
八

む
か
し
、
男
、
和
泉
の
国
へ
行
き
け
り
。
住
吉
の
郡
、
住

吉
の
里
、
住
吉
の
浜
を
ゆ
く
に
、
い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、

お
り
ゐ
つ
つ
ゆ
く
。
或
る
人
、
「
住
吉
の
浜
と
よ
め
」
と
い

ふ。

雁
鳴
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど

春
の
う
み
べ
に
住
吉
の
浜

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
。
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の
三
連
続
章
段
、
更
に
は
、
東
下
り
三
河
の
国
八
橋
で
の
物
語
と

角
田
河
で
の
物
語
と
の
間
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
増
益
さ
れ
た

富
士
の
山
を
見
れ
ば
、
五
月
の
つ
ご
も
り
に
、

雪
い
と
し
ろ
う
降
れ
り
。

時
し
ら
ぬ
山
は
富
士
の
嶺
い
つ
と
て
か

鹿
の
子
ま
だ
ら
に
雪
の
降
る
ら
む

な
ど
は
全
て
、
そ
の
土
地
独
特
の
風
景
を
歌
材
に
し
て
い
る
。
特

に
第
六
十
八
段
は
、
美
し
い
風
景
に
感
動
し
や
す
か
っ
た
業
平
の

性
格
を
窺
わ
せ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
季
節
観
や
自
然
の
描
写
が
大
き
な
役
割
を
担
っ
て

い
る
よ
う
な
章
段
は
第
一
次
第
二
次
の
中
に
は
、
他
に
も
あ
ろ
う

が
、
第
三
次
章
段
の
中
に
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
第
九
段

東
下
り
の
物
語
の
、
三
河
の
国
八
橋
で
の
物
語
と
富
士
の
山
の
詠

歌
と
の
間
に
割
り
込
む
よ
う
に
し
て
増
益
さ
れ
た

宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、
…
…
京
に
、
そ
の
人
の
御
も
と
に

と
て
、
ふ
み
書
き
つ
く
。

駿
河
な
る
宇
津
の
山
辺
の
う
つ
つ
に
も

夢
に
も
人
に
逢
は
ぬ
な
り
け
り

も
、
業
平
と
そ
の
女
性
（
高
子
か
）
と
の
恋
愛
や
別
離
に
の
み
作

者
読
者
の
関
心
が
向
い
て
い
て
、
宇
津
の
山
容
の
美
し
さ
に
感
動

し
た
自
然
詠
と
は
と
て
も
見
倣
せ
な
い
。
唯
一
の
例
外
が

九
十
一

む
か
し
、
月
日
の
ゆ
く
を
さ
へ
嘆
く
男
、
三
月
つ
ご
も
り

が
た
にを

し
め
ど
も
春
の
か
ぎ
り
の
今

H
の
日
の

夕
暮
に
さ
へ
な
り
に
け
る
か
な

で
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
、
副
助
詞
「
さ
へ
」
に
よ
っ
て
業
平
の
か

な
わ
ぬ
出
世
や
恋
の
歎
き
の
ほ
う
を
読
者
の
前
に
大
き
く
ク
ロ
ー

ズ
ア
ッ
プ
す
る
結
果
に
な
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

お
よ
そ
五
十
段
か
ら
成
る
第
二
次
伊
銹
物
語
は
自
然
描
写
、
零

落
し
た
惟
喬
親
王
へ
の
忠
誠
、
友
情
、
親
孝
行
な
ど
な
ど
様
々
な

面
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
業
平
の
バ
ラ
ン
ス
良
い
人
間
像
を
構
築

し
た
が
、
第
三
次
章
段
の
増
益
者
は
業
平
の
恋
愛
に
の
み
興
味
を

持
っ
て
、
そ
の
恋
愛
の
性
格
を
充
分
踏
ま
え
た
増
益
ば
か
り
す
る

（
こ
の
よ
う
な
偏
り
は
両
業
平
集
の
編
纂
者
と
は
無
関
係
で
あ
ろ

う
。
両
業
平
集
の
編
纂
者
が
、
目
の
前
に
あ
っ
た
百
二
十
五
か
そ

れ
に
近
い
数
の
章
段
か
ら
成
る
伊
勢
物
語
の
歌
を
採
る
際
‘
バ
ラ

ン
ス
を
慮
っ
て
自
然
詠
は
全
部
採
り
、
恋
愛
諄
の
章
段
は
数
が
多

過
ぎ
る
と
言
っ
て
半
分
を
捨
て
る
、
と
い
う
よ
う
な
踏
み
込
ん
だ

取
捨
選
択
を
す
る
こ
と
な
ど
ま
さ
か
あ
る
ま
い
。
）
。
こ
の
事
実
は

「
芸
術
作
品
と
そ
の
享
受
」
と
い
う
一
般
論
を
考
え
る
際
に
も
極

め
て
興
味
深
い
と
思
う
の
で
あ
る
（
注
2
3
)
。
即
ち
‘
享
受
者

は
、
恋
を
す
る
先
人
に
感
情
移
入
し
、
そ
の
先
人
に
成
り
代
わ
っ

て
相
聞
歌
を
詠
ん
だ
り
他
の
歌
集
の
相
聞
歌
を
持
っ
て
来
た
り
、

或
い
は
相
聞
で
な
い
歌
に
も
恋
の
気
持
ち
を
潜
ま
せ
た
り
す
る
も

の
だ
が
、
ど
こ
そ
こ
の
風
景
に
感
動
し
た
り
月
や
花
を
愛
で
た
り
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す
る
先
人
に
は
成
り
代
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・

ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
あ
の
代
表
傑
作
が
ス
ケ
ッ
チ
さ
れ
る
場
合
、
モ

ナ
・
リ
ザ
抜
き
で
自
然
描
写
が
抄
出
さ
れ
る
こ
と
は
極
め
て
少
な

＜
 

逆
に
、
今
私
の
手
も
と
に
あ
る
小
学
館
版
『
週
間
美
術
館
』

6

（
平
成
十
二
年
三
月
）
の
表
紙
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
自
然
描

写
抜
き
で
モ
ナ
・
リ
ザ
が
抄
出
さ
れ
る
の
は
極
く
普
通
の
こ
と
な

の
だ
。
同
書

3
3
ぺ
）
ジ
に
拠
れ
ば
、
背
景
の
山
岳
風
景
に
は

「
空
気
遠
近
法
」
と
い
う
、
普
通
の
遠
近
法
と
は
違
う
ダ
・
ヴ
ィ

ン
チ
独
特
の
手
法
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
な
り
に
画
期

的
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
専
門
家
な
ら
ぬ
我
々
の
目

に
よ
り
強
く
焼
き
つ
く
の
は
や
は
り
微
笑
ん
で
い
る
美
女
の
肖
像

の
ほ
う
で
あ
り
、
ナ
ポ
レ
オ
ン
が
切
り
取
っ
た
左
右
7
セ
ン
チ
の

中
に
湖
や
岩
肌
の
一
部
も
含
ま
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
芸
術
作
品

の
中
で
「
自
然
描
写
」
の
部
分
が
い
か
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
や
す
い
か
、

次
代
に
受
け
継
が
れ
に
く
い
か
を
物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
本
節
は
、
私
が
初
め
て
導
入
す
る
新
し
い
観
点
だ
と

述
べ
た
が
、
正
確
に
言
え
ば
、
『
〔
研
究
篇
〕
」
の
第
二
篇
（
八
七

頁
以
降
）
で
強
調
さ
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
第
一
篇
で
伊

藤
博
氏
の
論
文
が
援
用
さ
れ
て
い
る
次
の
く
だ
り
な
ど
貴
重
な
ヒ

ン
ト
と
な
っ
た
。

（
『
万
葉
集
』
の
）
三
七
八
六
の
場
合
「
春
さ
ら
ば
か
ざ
し
に

せ
む
と
わ
が
も
ひ
し
桜
の
花
は
散
り
に
け
る
か
も
」
と
い
う

歌
を
、
単
な
る
自
然
の
詠
と
は
と
ら
ず
に
「
春
が
来
た
ら
結

婚
し
た
い
と
自
分
が
思
っ
て
い
た
、
桜
の
花
の
よ
う
に
美
し

い
彼
女
は
こ
の
世
を
去
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
の
意
を
隠
し
た

も
の
と
し
て
、
（
和
歌
の
作
者
と
は
違
う
増
益
者
が
）

「
昔
者
有
娘
子
1

。
字
日
桜
児
二
．．．．． 
」
と
い
う
題
詞
を
つ

け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(
4
2ー

4
3

頁
。
但
し
、
丸
括
弧
内
は
引
用
者
。
又
、
傍
記
は
省
い
た
）

歌
の
作
者
が
純
粋
に
自
然
を
詠
ん
で
い
る
と
き
で
も
享
受
者
は

単
な
る
自
然
の
詠
と
は
と
ら
ず
に
何
ら
か
の
恋
の
気
持
ち
を
隠
し

た
も
の
と
す
る
傾
向
は
、
所
謂
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
章
段
を
含
む

「
伊
勢
物
語
』
の
少
な
か
ら
ぬ
章
段
を
研
究
す
る
際
に
も
、
又
、

『
伊
勢
物
語
」
と
い
う
作
品
全
体
の
増
益
の
過
程
を
総
合
的
に
把

握
す
る
際
に
も
、
念
頭
に
置
い
て
然
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
『
伊
勢

物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
』
は
、
や
は
り
、
歌
語
り
的
文
芸
一
般

に
関
す
る
鋭
い
考
察
で
あ
り
、
世
紀
が
改
ま
っ
て
も
二
次
文
献
三

次
文
献
の
要
約
に
拠
ら
ず
に
、
読
み
継
が
れ
て
行
っ
て
然
る
べ
き

名
著
で
あ
る
と
改
め
て
思
う
の
で
あ
る
。

勅
撰
集
、
『
後
撰
集
』
、
『
新
勅
撰
集
』
の
「
撰
（
せ
ん
）
」
の
字

は
、
右
側
上
部
は
「
巳
」
を
二
つ
並
べ
る
の
が
正
し
い
表
記
で
あ

る
ら
し
い
。
-
比
較
的
最
近
出
版
さ
れ
た
、
明
治
書
院
版
『
日
本
古

注
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典
文
学
大
事
典
j

も
そ
の
よ
う
な
表
記
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

パ
ソ
コ
ン
の
機
種
の
せ
い
で
（
或
い
は
、
私
の
操
作
能
力
の
欠
如

の
せ
い
で
）
、
そ
の
あ
た
り
を
正
確
に
表
記
で
き
な
い
。
諒
と
さ

れ
た
い
。

(1)
平
成
十
二
年
に
上
梓
さ
れ
た
、
渡
辺
氏
の
単
行
本
『
伊
勢

物
語
成
立
論
』
に
も
、
若
干
の
加
筆
修
正
を
経
て
、
収
録
さ
れ

た
。
引
用
は
こ
の
単
行
本
に
拠
る

C

(
2
)
昭
和
四
十
七
年
『
伊
納
物
語
の
成
立
と
伝
本
の
研
究
』
第

二
篇
第
三
章
、
平
成
三
年
『
伊
勢
物
語
成
立
論
序
説
』
第
三
篇

第
四
篇
等
。

(3)
『
平
安
文
学
論
究
』
第
十
四
輯
所
収

(4)
「
続
詔
第
二
」
の
補
節
で
も
触
れ
た
。

(5)
『
中
古
文
学
』

4
7
号
所
収

(6)
『
源
氏
物
語
』
は
発
表
当
初
か
ら
「
か
な
り
広
い
読
者
層
」

を
得
た
と
い
う
通
説
に
従
う
。
有
名
な
の
は
『
更
級
日
記
』
『
狭

衣
物
語
』
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
『
堤
中
納
言
物
語
』
な
ど
で
あ

る
が
、
『
後
拾
遺
集
』
も
光
源
氏
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
、
清
水

好
子
氏
『
源
氏
物
語
論
』
（
昭
和
四
一
年
）
第
三
章
が
論
証
し
て

い
る
。
も
っ
と
も
、
以
上
の
よ
う
に
『
源
氏
』
の
詞
章
を
踏
ま

え
た
り
作
中
歌
を
本
歌
取
り
し
て
い
る
散
文
作
品
や
歌
集
で
な

く
と
も
、
そ
の
作
者
や
詠
者
（
編
者
）
が
『
源
氏
』
を
読
ん
で

い
な
か
っ
た
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(7)
『
源
氏
物
語
」
の
引
用
は
、
新
編
全
集
本
に
拠
る
。

(8)
『
伊
勢
物
語
」
の
引
用
は
集
成
本
に
拠
る
。

(9)
本
論
で
は
譲
歩
し
て
こ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
た
が
、
理

論
上
は
と
も
か
く
現
実
問
題
と
し
て
十
世
紀
の
私
家
集
の
編
者

が
、
『
古
今
集
』
や
『
後
撰
集
』
と
照
合
し
て
業
平
実
作
か
否
か

検
証
し
た
と
い
う
こ
と
は
私
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
当
時
の
文

学
作
品
に
「
著
作
権
」
と
い
う
概
念
は
無
か
っ
た
と
よ
く
言
わ

れ
る
。
一
定
の
量
を
持
っ
た
日
記
や
作
り
物
語
に
は
作
者
の
個

性
は
強
く
存
在
す
る
と
私
は
思
う
が
、
短
詩
型
文
学
の
場
合
、

個
性
を
発
揮
す
る
こ
と
よ
り
も
そ
の
場
の
状
況
や
相
手
の
言
葉

に
合
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
り
、
「
著
作
権
」
と
い
う
概
念
は

薄
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
当
時
の
歌
集
の
編
集
者
は
少

な
く
と
も
現
代
の
学
者
と
比
べ
て
、
も
と
は
誰
が
作
っ
た
歌
な

の
か
に
関
し
て
正
確
を
期
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
特
に

『
雅
平
本
業
平
集
』
の
編
者
は
”
学
者
“
と
し
て
歌
集
を
編
む
と

言
う
よ
り
、
私
的
な
手
控
え
を
作
る
た
め
に
目
の
前
に
あ
る
伊

勢
物
語
の
ほ
ぼ
全
て
の
章
段
を
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
す
る
と
い
う
姿

熱
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
本
文
を
充

分
注
意
し
て
読
ま
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
第
八
十
七
段
冒
頭
と

第
一
段
と
か
ら
の
採
歌
も
”
メ
モ
“
的
性
格
を
表
し
て
い
る
し
、

和
歌
の
後
の
「
と
て
い
れ
つ
」
「
さ
て
の
ち
、
こ
の
う
た
を
い
ヘ

あ
る
じ
き
ヽ
て
」
な
ど
の
文
言
も
”
物
語
の
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
“

的
な
特
徴
で
あ
る
。
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(
l
o
)
引
用
は
、
昭
和
四
十
四
年
片
桐
洋
一
氏
「
伊
勢
物
語
の

研
究
〔
資
料
篇
〕
』
に
拠
り
、
昭
和
四
十
四
年
『
私
家
集
集
抄
一
」

と
照
合
し
た
。

(
l
l
)
引
用
は
、
注

(
1
0
)
と
同
じ
く
『
〔
資
料
篇
〕
」
に
拠

り
、
昭
和
四
十
四
年
「
私
家
集
集
抄
一
』
と
照
合
、
平
成
十
年

『
和
歌
文
学
大
系
」
＋
八
も
参
照
し
た
。

(
1
2
)
片
桐
氏
は
こ
こ
で
「
現
在
の
研
究
者
が
、
業
平
作
の
和

歌
で
あ
る
か
他
人
の
詠
で
あ
る
か
を
弁
別
し
得
る
の
は
、
各
種

索
引
等
に
よ
っ
て
い
る
。
当
時
資
料
は
多
く
、
編
者
の
知
識
も

豊
富
だ
っ
た
ろ
う
が
、
そ
れ
を
学
問
的
に
操
作
し
て
作
者
を
考

証
す
る
よ
う
な
態
度
が
あ
っ
た
と
ほ
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う

主
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
居
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
平
安
時
代
か
ら

江
戸
の
初
期
ま
で
、
人
々
は
伊
勢
物
語
の
「
昔
男
」
の
歌
の
す

べ
て
を
在
原
業
平
作
だ
と
信
じ
切
っ
て
い
た
こ
と
を
実
証
す
る

た
め
に
、
第
―
二
段
の
「
武
蔵
野
は
け
ふ
は
な
や
き
そ
…
…
」
、

第
八
七
段
（
七
八
段
と
あ
る
の
は
誤
植
で
あ
ろ
う
|
|
＇
田
村
注
）

の
「
芦
の
屋
の
灘
の
盪
や
き
…
…
」
、
第
六
五
段
の
「
お
も
ふ
に

は
し
の
ぶ
る
こ
と
ぞ
…
…
」
を
始
め
、
第
二
九
段
以
下
八
つ
の

段
の
和
歌
も
、
「
大
鏡
」
や
新
古
今
集
•
新
勅
撰
集
に
お
い
て
業

平
作
と
さ
れ
て
い
た
事
実
を
挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
第
八

七
段
「
む
か
し
、
男
、
津
の
国
菟
原
の
郡
、
蓋
屋
の
里
に
し
る

よ
し
し
て
、
い
き
て
住
み
け
り
。
昔
の
歌
に
鷹
の
屋
の
灘

の
塩
焼
き
い
と
ま
な
み
黄
楊
の
小
櫛
も
さ
さ
ず
き
に
け
り

と
よ
み
け
る
ぞ
、
こ
の
里
を
よ
み
け
る
。
こ
こ
を
な
む
直
屋
の

灘
と
は
い
ひ
け
る
。
こ
の
男
、
な
ま
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
そ
れ

を
便
り
に
て
、
…
…
」
は
ち
ょ
う
ど
第
九
段
第
一
段
落
と
同
じ

く
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展
開
を
急
が
ず
、
そ
の
土
地
の
（
特
に
地

名
の
）
説
明
に
言
葉
を
費
や
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
「
昔
の
歌
」

を
業
平
が
か
つ
て
詠
ん
だ
歌
と
解
釈
す
る
余
地
は
全
く
無
い
。

林
克
則
氏
「
新
古
今
集
の
撰
集
と
典
拠
伊
勢
物
語
」
（
平
成
十
二

年
二
月
「
国
語
と
国
文
学
」
所
収
）
は
、
し
か
し
、
右
の
よ
う

な
解
釈
が
古
く
か
ら
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
、
室
町
期
の
注
釈

書
で
あ
る
曼
殊
院
蔵
「
経
厚
講
伊
勢
物
語
聞
書
」
に
「
…
…
只

業
平
ノ
歌
也
」
と
い
う
記
事
が
あ
る
こ
と
、
「
雅
平
本
業
平
集
』

が
採
歌
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
主
張
な
さ
っ
て
い
る
。
「
新

古
今
集
」
一
五
九
0
番
が
「
業
平
」
作
と
し
て
い
る
の
も
そ
の

た
め
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
ま
ず
第
一
に
、
「
経
厚
講
伊
勢

物
語
聞
書
」
が
室
町
期
の
文
献
で
あ
る
な
ら
、
業
平
実
作
説
の

源
流
が
鎌
倉
期
の
「
新
古
今
集
』
に
あ
る
可
能
性
が
残
っ
て
し

ま
う
の
で
、
今
回
の
論
文
を
読
ん
だ
だ
け
で
は
従
い
が
た
く
思

う
。
又
、
「
雅
平
本
業
平
集
」
は
第
一
段
の
第
二
首
の
扱
い
、
第

二
段
の
和
歌
を
採
歌
し
た
五
十
五
番
の
「
こ
の
京
に
あ
り
し
に
」

と
い
う
言
葉
遣
い
な
ど
、
熟
考
す
れ
ば
や
や
不
得
要
領
と
感
じ

ざ
る
を
得
な
い
と
こ
ろ
が
あ
り
、
こ
の
歌
の
扱
い
に
つ
い
て
も

そ
の
線
で
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

(
1
3
)
平
成
四
年
拙
稿
「
盛
夏
の
螢
そ
の
ほ
か

I
幻
巻
の
な
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『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』

か
の
勢
語
」
、

収。
(
1
4
)
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
十
八
年
十
二
月
号
初
出
。
平

成
十
二
年
『
伊
勢
物
語
成
立
論
』
に
も
収
録
。

(
1
5
)
本
拙
稿
序
節
に
記
し
た
「
伊
勢
物
語
作
者
論
序
論
」
。
ニ

五
一
頁
参
照
。

(
1
6
)
本
拙
稿
本
論
で
は
、
「
近
代
文
学
的
」
と
い
う
言
菓
を
、

十
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
を
舞
台
に
し
た
『
G
o
n
e
w
i
t
h

t
h
e
w
i
n
d

風
と
共
に
去
り
ぬ
」
や
二
十
世
紀
フ
ラ

ン
ス
の
『
B
o
n
j
o
u
r
t
r
i
s
t
e
s
s
e

悲
し

み
よ
こ
ん
に
ち
は
』
（
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
サ
ガ
ン
著
）
を
念

頭
に
置
き
つ
つ
、
用
い
て
い
る
。
二
つ
の
タ
イ
ト
ル
は
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
の
主
題
を
も
の
の
見
事
に
言
い
表
し
て
い
る
し
、
し

か
も
、
最
後
の
場
面
に
由
来
す
る
言
薬
、
或
い
は
、
最
後
の
セ

ン
テ
ン
ス
で
あ
る
か
ら
、
ま
さ
に
「
種
明
か
し
」
「
暗
号
を
解
く
」

と
言
っ
た
趣
向
の
命
名
で
あ
る
。

(
1
7
)
昭
和
六
十
二
年
片
桐
洋
一
氏
『
伊
熱
物
語
の
新
研
究
』

第
三
篇
第
五
章

(
1
8
)
例
え
ば
、
第
九
十
八
段
で
昔
男
が
太
政
大
臣
に
梅
に
雉

子
を
つ
け
て
贈
る
場
面
、
梅
が
「
造
花
」
で
あ
る
の
は
太
政
大

臣
へ
の
「
毒
」
が
含
ま
れ
て
い
て
、
第
九
十
六
段
の
失
恋
に
拠

る
「
ス
ト
レ
ス
」
の
発
散
、
「
八
つ
当
た
り
」
と
読
み
解
く
説
も

あ
る
（
田
口
尚
幸
氏
「
す
さ
み
ゆ
く
昔
男
」
『
国
語
国
文
学
報
』

第
十
八
号
所

平
成
十
三
年
三
月
号
所
収
。
但
し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
も

公
開
さ
れ
て
い
て
、
引
用
は
後
者
に
拠
る
。
田
口
氏
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス
は
、
『
平
安
文
学
論
究
』
第
十
四
輯
所
収
の
同

氏
の
論
文
等
に
記
さ
れ
て
い
る
）
が
、
『
万
薬
集
』
四
二
三
一
番

i
四
二
三
二
番
、
造
花
の
「
な
で
し
こ
」
を
主
題
と
し
た
二
首

を
読
む
と
、
「
造
花
」
だ
か
ら
「
に
せ
も
の
」
「
見
せ
か
け
」
と

決
め
つ
け
る
の
は
現
代
的
惑
覚
で
、
古
代
文
学
に
於
い
て
は
む

し
ろ
、
季
節
を
分
か
ず
に
咲
く
花
は
、
「
変
ら
ぬ
わ
が
心
で
あ
る

こ
と
の
表
明
」
（
新
大
系
）
で
あ
り
強
い
敬
意
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
て
く
る
。
と
も
あ
れ
、
第
一
次

1
第
三
次
の
い
ず
れ
の
時

期
で
あ
る
か
を
問
わ
ず
、
『
伊
勢
物
語
』
の
研
究
に
は
も
っ
と

『
万
菓
集
』
や
万
葉
的
発
想
が
重
ん
ぜ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。

(
1
9
)
例
え
ば
、
渡
辺
泰
宏
氏
「
伊
勢
物
語
に
お
け
る
万
薬
類

歌
ー
ー
そ
の
典
拠
と
採
用
の
方
法
ー
ー
」
（
『
平
安
文
学
論
究
』

第
十
四
輯
）
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
万
葉
類
歌
は
ほ
と
ん
ど
が
伊

勢
物
語
第
三
次
章
段
や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
章
段
に
見
ら
れ
る
。

同
論
文
の
「
二
、
」
「
三
、
」
に
は
特
に
貴
重
な
指
摘
が
含
ま
れ
て

居
り
、
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
0
)
平
成
三
年
『
伊
勢
物
語
成
立
論
序
説
』
（
山
田
清
市
氏
）

三
三

i
三
四
頁

(
2
1
)
二
四
一
頁
。
「
量
的
に
短
小
な
」
章
段
の
例
と
し
て
、
第

三
段
、
第
六
段
、
第
七
段
、
第
八
段
、
第
一
―
段
ー
ー
第
一
五

段
、
第
七

0
段
1

第
七
十
三
段
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
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(
2
2
)
「
続
詔
第
二
」
の
第
1
節
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
2
3
)

一
般
に
、
片
桐
氏
の
研
究
は
「
文
学
作
品
の
享
受
」
と

い
う
問
題
に
目
を
向
け
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
も
意
義
が
あ
る
、
と

よ
く
言
わ
れ
る
。
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