
く
、
私
の
回
答
は
不
充
分
だ
っ
た
。

平
成
十
一
年
九
月
十
一
日
、
大
阪
女
子
大
学
で
開
催
さ
れ
た
関
西
平
安
文
学
会
に
於
い
て
、
私
は
本
拙
稿
と
同
じ
表
題
、
似
た
副
題
で
口
頭
発
表
し
た
。

席
上
、
表
題
の
「
三
段
階
成
立
論
」
と
い
う
名
称
は
不
正
確
で
あ
る
、
と
の
指
摘
を
受
け
た
。
片
桐
洋
一
氏
の
仮
説
は
『
伊
勢
物
語
』
の
成
立
時
期
を
ま
ず
大
き
な

二
つ
の
指
標
を
用
い
て
三
区
分
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
二
つ
目
の
指
標
も
細
か
く
言
え
ば
一
―
つ
あ
る
し
、
所
謂
「
第
三
次
」
な
ど
も
更
に
小
区
分
さ
れ
る
だ
ろ
う

か
ら
、
「
多
段
階
成
立
論
」
と
呼
ん
だ
ほ
う
が
正
確
な
の
で
あ
る
。
私
は
昭
和
四
十
―
二
年
の
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
』
（
以
下
、
『
〔
研
究
篇
〕
』
と
略
す
る
こ
と

も
あ
る
。
）

や
昭
和
六
十
二
年
の
『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』
（
以
下
、
『
新
研
究
』
と
略
す
る
こ
と
も
あ
る
。
）
を
熟
読
し
て
居
り
、
そ
の
こ
と
は
前
も
っ
て
わ
か
っ
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
、
文
学
研
究
は
そ
の
作
品
に
即
し
た
個
有
の
方
法
で
行
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
私
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
、
第
一
次
か
ら
第
一
＿
一
次
へ
と
時

代
の
流
れ
を
辿
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
よ
り
も
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、

一
段
一
段
の
解
釈
を
大
切
に
し
た
い
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に
は
小
区
分
よ
り
も
大
区
分
の
ほ
う
が

現
実
的
に
役
立
つ
の
で
、
今
後
も
、
憚
り
な
く
、
「
三
段
階
」
と
い
う
言
薬
を
用
い
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
当
日
は
、
主
旨
を
う
ま
く
伝
え
る
言
葉
を
探
す
時
間
も
無

第
二
に
、
こ
れ
は
表
題
副
題
と
は
関
係
な
い
が
、
所
謂
小
式
部
内
侍
本
系
（
狩
使
本
系
）
に
つ
い
て
勉
強
不
足
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
っ
た
。
勉
強
不
足
は
そ
の
後

も
変
わ
り
は
な
い
が
、
御
発
言
を
き
っ
か
け
に
改
め
て
考
え
た
末
の
見
通
し
を
申
し
述
べ
た
い
。

内
田
美
由
紀
氏
「
伊
勢
物
語
「
小
式
部
内
侍
本
」
の
本
文
に
つ
い
て
」
(
(
平
9
年
3
月
『
中
古
文
学
』
臨
時
増
刊
号
）
は
、
そ
の
吋
半
|
|
＇
、
王
と
し
て
「
一
―
」
「
三
」

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
紹
第
二

第
1
節
狩
使
本
そ
の
他
に
つ
い
て

I

六
つ
の
批
判
へ
の
再
反
論
と
第
四
十
五
段
詳
述
ー

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
紹
第

田

村

俊

介
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富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

—
で
は
、
現
存
小
式
部
内
侍
本
系
諸
本
の
中
で
、
大
島
本
付
載
小
式
部
内
侍
本
（
略
称
「
大
島
本
小
」
）
が
比
較
的
古
態
を
保
っ
て
居
り
、
天
理
本
付
載
小
式
部
内

侍
本
（
略
称
「
天
理
本
小
」
）
や
大
島
本
付
載
皇
太
后
宮
越
後
本
（
略
称
「
大
島
本
越
後
」
）
は
こ
れ
を
改
訂
し
た
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
「
三
」
で
は
、
通
称

G
段
に
就
い
て
、
大
島
本
小
の
古
態
性
を
言
う
が
、
賛
成
す
る
。
次
に
、
「
二
」
で
は
H
段
に
就
い
て
、
や
は
り
大
島
本
小
の
古
態
性
を
言
う
が
、
私
は
私
な
り
に
非

（注
1
)

文
学
的
方
法
に
よ
っ
て
、
考
え
て
み
た
い
。
全
く
違
う
道
筋
を
辿
っ
て
同
じ
結
論
に
至
る
は
ず
で
あ
る
。

H
段
は
、
男
が
、
裳
着
を
終
え
た
ば
か
り
の
若
い
女
の
子
に
、
「
鉗
子
（
さ
し
）
」

1
1
か
ん
ざ
し
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
す
る
物
語
で
あ
る
。
女
の
子
は
、
既
に
、
た
く
さ
ん

の
美
し
い
か
ん
ざ
し
を
持
っ
て
い
る
。
実
際
に
頭
に
つ
け
る
の
は
、
多
分
、
他
の
か
ん
ざ
し
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
よ
い
か
ら
、
櫛
箱
を
開
け
る
時
に
、
し
ま
っ
た
ま
ま

の
私
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
を
見
て
、
私
を
思
い
出
し
て
ほ
し
い
、
と
控
え
目
な
和
歌
を
贈
る
。

あ
ま
た
あ
ら
は
さ
し
は
せ
す
と
も
た
ま
く
し
け
あ
け
ん
を
り
／
＼
思
ひ
て
に
せ
よ

と
い
う
和
歌
で
あ
っ
た
。
第
二
句
ま
で
は
、
他
に
た
く
さ
ん
お
持
ち
な
ら
、
自
分
の
贈
っ
た
鉗
子
を
お
挿
し
に
な
ら
な
く
と
も
、
の
意
で
あ
る
。

あ
ま
た
あ
ら
ば
さ
し
は
す
る
と
も
玉
く
し
げ
あ
け
む
を
り
を
り
思
ひ
い
で
な
む

と
い
う
本
文
の
場
合
、
や
や
不
自
然
だ
が
、
柳
田
忠
則
氏
に
従
っ
て
、
他
に
た
く
さ
ん
お
持
ち
な
ら
、
他
の
鉗
子
を
お
挿
し
に
な
る
こ
と
で
し
ょ
う
、
そ
れ
で
も
や
は

り
、
の
意
と
考
え
て
お
こ
う
。

【
天
理
本
小
】
（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
3
の
1
8
6
頁
に
写
真
が
あ
る
の
で
、
照
合
し
た
。
）

あ
ま
た
あ
ら
ハ
さ
し
わ
す
る
と
も
た
ま
く
し
け
あ
け
ん
お
り
／
＼
お
も
ひ
い
て
な
ん

以
上
、
三
種
の
小
式
部
内
侍
本
系
諸
本
の
優
劣
を
判
定
す
る
際
、
本
文
批
評
の
対
象
と
な
り
得
る
の
は
、
和
歌
の
中
で
は
唯
一
箇
所
、
第
二
句
で
あ
る
。

「
と
も
」
と
い
う
助
詞
は
、
周
知
の
通
り
、
終
止
形
に
接
続
す
る
の
が
正
格
で
あ
り
、
連
体
形
接
続
の
例
は
『
徒
然
草
』
ま
で
下
る
。
泉
州
本
の
「
す
る
」
は
「
す
」

の
連
体
形
と
し
か
取
れ
な
い
か
ら
、
中
世
的
本
文
で
あ
る
。
天
理
本
小
「
挿
し
忘
る
」
は
、
中
世
語
で
さ
え
な
い
。

現
代
語
「
忘
れ
る
」
に
関
し
て
注
意
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
具
体
的
動
作
を
し
な
い
こ
と
を
一
回
的
に
言
う
時
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
ア
ク

セ
サ
リ
ー
を
身
に
「
つ
け
忘
れ
る
」
、
「
は
ず
し
忘
れ
る
」
の
よ
う
に
、
具
体
的
動
作
を
第
一
動
詞
に
持
つ
複
合
動
詞
も
非
常
に
良
く
発
達
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

【
泉
州
本
】
（
講
談
社
学
術
文
庫
本
に
拠
る
。

1
9
3
頁
の
〈
補
説
〉
）

【
大
島
本
小
】
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空
ゆ
く
月
の
め
ぐ
り
あ
ふ
ま
で

（
天
福
本
第
十
一
段
）

（
同
第
九
十
四
段
）

の
よ
う
に
、
「
頭
の
中
か
ら
消
え
る
」
で
あ
り
、
参
考
ま
で
に
打
消
表
現
が
付
く
と
「
た
と
え
目
の
前
に
な
く
と
も
、
頭
の
中
に
は
あ
る
」
の
意
に
な
る
。
従
っ
て
『
源

自
立
語
篇
』
か
ら
、
そ
の
逆
引
き
表
も
使
っ
て
、
「
忘
る
」
を
第
二
動
詞
に
持
つ
複
合
動
詞
を
検
じ
て
み
る
と
、
「
思
ひ
忘
る
」
と
そ
の
敬

語
体
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
他
に
は
「
棄
て
忘
る
」
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
「
棄
て
忘
る
」
全
二
例
も
、

「
…
…
今
は
こ
の
世
の
こ
と
を
思
ひ
た
ま
へ
ね
ば
、
験
方
の
行
ひ
も
棄
て
忘
れ
て
は
べ
る
を
」

「
…
…
こ
の
世
の
こ
と
は
棄
て
忘
れ
は
べ
り
ぬ
る
を
…
…
」

の
よ
う
に
、
非
常
に
狭
く
限
定
さ
れ
た
用
法
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
天
理
本
小
「
さ
し
わ
す
る
」
は
II

改
訂
本
文
II

で
さ
え
な
く
、
擬
古
物
語
の
転
写

本
な
ど
に
も
し
ば
し
ば
起
こ
る
よ
う
な
「
語
頭
の
ハ
行
転
呼
」
で
あ
り
、
「
（
髪
に
鉗
子
を
）
挿
し
忘
る
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
現
代
の
学
者
達
の
II

誤
植
II

と
さ
え
言

え
る
の
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
理
由
で
、
「
大
島
本
小
」

1
1
大
島
本
付
載
小
式
部
力
侍
本
の
相
対
的
古
態
性
を
言
う
、
論
文
前
半
の
論
旨
に
賛
成
し
た
い
。

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
詔
第
二

氏
物
語
語
彙
用
例
総
索
引

霞
に
霧
や
千
重
ま
さ
る
ら
む

秋
の
夜
は
春
日
わ
す
る
る
も
の
な
れ
や

時
し
な
け
れ
ば
面
影
に
た
つ

目
か
る
と
も
思
ほ
え
な
く
に
忘
ら
る
る

忘
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
ゐ
に
な
り
ぬ
と
も

中
古
語
中
世
語
「
忘
る
」
は

（
同
第
四
十
六
段
）

（
『
源
氏
物
語
』
の
引
用
は
新
全
集
に
拠
る
。
以
下
同
じ
）

（
「
明
石
」
〔
八
〕
）

（
「
若
紫
」
〔
一
〕
）
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は
、
第
二
句
か
ら
第
三
句
に
か
け
て
の
「
に
あ
ら
ね
ど
も
」
が
解
釈
の
鍵
を
握
る
。
諸
注
は
っ
き
り
と
は
指
摘
し
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
私
見
に
拠
れ
ば
、
「
に
あ
ら

ね
ど
も
」
は
、
有
名
な
後
撰
集
歌
「
人
の
親
の
心
は
闇
に
あ
ら
ね
ど
も
子
を
思
ふ
道
に
ま
ど
ひ
ぬ
る
か
な
」
の
そ
れ
と
全
く
同
じ
よ
う
に
「
比
喩
の
た
め
の
否
定
表
現
」

で
あ
っ
て
、
「
否
定
の
た
め
の
否
定
表
現
」
で
は
な
い
。
英
語
の
比
喩
表
現
「
as
i
(
」
節
に
仮
定
法
が
用
い
ら
れ
る
現
象
と
、
又
、
日
本
語
の
比
喩
表
現
「
…
…
や
う

逢
は
ぬ
日
お
ほ
く
恋
ひ
わ
た
る
か
な

岩
根
ふ
み
重
な
る
山
に
あ
ら
ね
ど
も

む
か
し
、
男
、
女
を
い
た
う
う
ら
み
て

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

論
文
後
半
で
は
、
小
式
部
内
侍
本
系
（
前
半
の
論
旨
に
拠
り
、
大
島
本
付
載
小
式
部
内
侍
本
に
代
表
さ
れ
る
）
が
古
態
を
保
つ
、
こ
れ
を
改
訂
し
て
出
来
上
が
っ
た

の
が
普
通
本
（
天
福
本
に
代
表
さ
れ
る
）
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
論
拠
は
、
例
え
ば
、
天
福
本
第
七
十
四
段
に
当
た
る

い
は
ね
ふ
み
か
さ
な
る
山
は
と
を
け
れ
と
あ
は
ぬ
日
お
ほ
く
こ
ひ
わ
た
る
か
な

あ
ま
の
す
む
さ
と
の
し
る
へ
に
あ
ら
ね
と
も
う
ら
み
む
と
の
み
人
は
い
ふ
ら
ん

さ
れ
て
い
る
二
首
目
（
「
あ
ま
の
す
む
さ
と
の
し
る
へ
に
…
…
」
）
は
取
り
合
わ
せ
が
お
か
し
い
と
の
判
断
で
、
天
福
本
な
ど
普
通
本
は
小
野
小
町
歌
を
削
除
し
た
、
と

の
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
第
七
十
一
段
で
も
小
式
部
内
侍
本
系
の
ほ
う
が
一
首
多
い
が
、
そ
の
一
首
の
万
葉
歌

伊
勢
の
浜
荻

折
り
伏
せ
て

一
首
目
の
万
葉
歌
（
「
い
は
ね
ふ
み
か
さ
な
る
山
は
…
…
」
）

旅
寝
や
す
ら
む

（
集
成
本
。
以
下
も
、
原
則
と
し
て
集
成
本
）

の
返
歌
と
し
て
、
『
古
今
集
』
で
は
小
野
小
町
作
と
明
記

（
全
集
『
万
菓
集
』
。

5
0
0
番）

は
留
守
を
守
る
妻
の
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
『
伊
勢
物
語
』
の
伊
勢
斎
宮
関
係
の
話
と
明
ら
か
に
作
歌
事
情
が
異
な
る
た
め
、
普
通
本
が
削
除
し
た
可
能
性
も
あ
る
、
要

す
る
に
全
体
的
に
普
通
本
は
出
典
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
改
訂
を
行
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
主
旨
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
〔
研
究
篇
〕
』
、
特
に
第
一
篇
で
詳
述
さ

れ
て
い
る
所
か
ら
考
え
て
、
作
者
の
違
う
歌
、
作
歌
事
情
の
違
う
歌
を
ど
ん
ど
ん
付
け
加
え
て
物
語
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
行
く
の
が
当
時
の
自
由
な
文
学
的
空
気
で
あ
っ

て
、
そ
の
確
実
な
例
と
し
て
、
橘
忠
基
の
「
忘
る
な
よ
ほ
ど
は
雲
ゐ
に
…
…
」
の
東
下
り
章
段
取
り
入
れ
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
逆
の
方
向
は
例
が
あ
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
れ
が
後
半
の
【
論
旨
】
に
対
し
て
、
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ
疑
問
で
あ
る
。

天
福
本
第
七
十
四
段

神
風
の

荒
き
浜
辺
に

と
い
う
小
式
部
内
侍
本
系
の
一
段
で
あ
っ
て
、

む
か
し
お
と
こ
女
を
う
ら
み
て

（
内
田
氏
論
文
97
頁
下
段
）

四
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原
型
と
し
て
、
そ
の
段
序
に
至
る
ま
で
、
尊
重
さ
れ
た
。

い
つ
頃
、
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

五

に
」
節
に
「
（
薫
が
中
君
に
対
し
て
）
こ
ま
や
か
に
、
世
の
中
の
あ
る
べ
き
や
う
な
ど
を
、
は
ら
か
ら
や
う
の
者
の
あ
ら
ま
し
や
う
に
、
教
へ
慰
め
き
こ
え
た
ま
ふ
。
」

（
「
宿
木
」
〔
八
〕
）
の
よ
う
に
、
反
実
仮
想
の
「
ま
し
」
が
用
い
ら
れ
る
現
象
と
同
じ
原
理
で
あ
る
。
恐
ら
く
本
当
は
す
ぐ
近
く
に
い
る
の
に
、
あ
た
か
も
「
京
と
伊
勢
」

程
遠
く
離
れ
て
い
る
か
の
よ
う
な
恋
愛
し
か
で
き
な
い
気
の
弱
さ
を
苦
笑
い
す
る
、
或
い
は
、
男
を
寄
せ
つ
け
ず
、
心
理
的
な
距
離
を
保
つ
つ
れ
な
い
女
に
い
つ
ま
で

も
縛
ら
れ
て
い
る
自
分
を
笑
う
、
と
い
っ
た
よ
う
な
自
虐
の
お
か
し
み
を
狙
っ
た
段
な
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
第
五
十
六
段
、

と
同
じ
よ
う
に
、
男
の
詠
歌
は
ひ
と
り
ご
と
で
あ
る
方
が
文
学
的
に
善
い
。
贈
歌
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
女
の
性
格
、
二
人
の
間
の
心
理
的
距
離
か
ら
考
え
て
、
ど
う

右
の
よ
う
な
理
由
で
、
大
島
本
付
載
小
式
部
内
侍
本
が
普
通
本
の
も
と
と
な
っ
た
と
い
う
内
田
氏
説
に
は
従
え
な
い
。
や
は
り
通
説
通
り
、
普
通
本
か
ら
大
島
本
付

載
小
式
部
内
侍
本
が
派
生
し
、
論
文
前
半
の
論
旨
を
合
わ
せ
る
と
、
そ
の
後
天
理
本
付
載
小
式
部
内
侍
本
、
大
島
本
付
載
皇
太
后
宮
越
後
本
、
泉
州
本
、
が
派
生
し
た

の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
右
の
三
、
四
本
は
あ
く
ま
で
現
小
式
部
内
侍
本
系
で
あ
る
。
原
小
式
部
内
侍
本
系
、
と
言
う
よ
り
、
狩
使
の
段
を
冒
頭
に
置
く
原
狩
使
本
系
は
、

狩
使
本
系
に
関
す
る
伝
説
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
平
安
末
期
の
伊
行
が
『
伊
勢
物
語
』

は
、
六
十
九
番
目
ぐ
ら
い
に
置
か
れ
て
い
る
狩
使
の
段
を
一
番
目
に
置
き
換
え
た
話
で
あ
る
。
定
家
は
こ
の
段
序
の
操
作
を
「
狼
籍
」
と
批
難
し
て
い
る
が
、
昭
和
六

十
一
年
、
渡
辺
泰
宏
氏
「
続
•
伊
勢
物
語
小
式
部
内
侍
本
考
」
は
こ
れ
を
否
定
し
た
。
初
冠
本
系
は
主
と
し
て
光
源
氏
の
十
代
後
半
か
ら
第
十
二
帖
「
須
磨
」
ま
で
の

と
し
て
、
な
ら
の
話
を
冒
頭
に
誼
い
て
い
て
も
『
伊
勢
物
語
』
と
呼
ん
で
い
い
、
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
別
に
『
源
氏
釈
』

藉
の
誤
り
を
受
け
る
危
険
を
冒
し
て
ま
で
、
題
号
に
義
理
を
立
て
て
段
序
を
人
れ
換
え
た
り
す
る
は
ず
が
な
い
。
や
は
り
狩
使
本
系
は
『
源
氏
』
以
前
か
ら
既
に
行
な

わ
れ
て
い
た
と
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
二
段
階
成
立
論
統
紹
第
一
―

せ
返
事
は
も
ら
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

暮
る
れ
ば
露
の
宿
り
な
り
け
り

わ
が
袖
は
草
の
庵
に
あ
ら
ね
ど
も

む
か
し
、
男
、
臥
し
て
思
ひ
、
起
き
て
思
ひ
、
思
ひ
あ
ま
り
て

の
題
号
を
合
理
的
に
す
る
た
め
に
初
冠
本
系
『
伊
勢
物
語
』

で

一
方
で
は
、
第
十
七
帖
「
絵
合
」
に
は
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
書
名
が
見
え
て
い
る
。
誤
解
か
正
解
か
は
別

の
著
者
に
限
ら
ず
、
狼

-184 



富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
が
、
内
田
氏
の
、
小
式
部
内
侍
本
系

(II
狩
使
本
系
）
の
自
由
な
構
成
か
ら
、
普
通
本
（
私
は
、
初
冠
本
系
と
言
い
換
え
た
い
）
の
一
代

記
的
構
成
へ
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
な
論
旨
は
、
後
半
、
即
ち
普
通
本
の
天
福
本
を
比
較
の
対
象
と
し
た
「
五
」
「
六
」
の
み
な
ら
ず
、
大
島
本
付
載
皇
太

后
宮
越
後
本
を
比
較
の
対
象
と
し
た
「
四
」
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
）
私
は
前
者
を
第
二
次
伊
勢
物
語
（
片
桐
氏
の
言
う
第
一
次
章
段
と
第
二
次
章
段
を
合
わ
せ
た

伊
勢
物
語
）
、
後
者
を
第
三
次
伊
勢
物
語
（
天
福
本
に
代
表
さ
れ
る
現
行
形
態
）
と
見
倣
し
た
い
の
で
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
は
、
や
は
り
、
伊
勢
斎
宮
と
の
恋
愛
謂
を
冒
頭
に
置
く
数
段
、
若
し
く
は
、
十
数
段
が
出
発
点
で
あ
っ
た
。
出
発
点
の
正
確
な
段
数
は
不
明
だ
が
、

と
も
あ
れ
、
『
古
今
集
』
編
纂
時
（
九
0
五
年
）
に
は
十
数
段
で
あ
っ
た
。
九
0
五
年
以
降
、
増
益
し
て
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
の
撰
集
資
料
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
、

後
に
も
そ
の
別
の
主
張
に
つ
い
て
第
3

節
で
触
れ
る
こ
と
に
な
る
、
渡
辺
泰
宏
氏
の
高
名
な
論
文
（
昭
和

5
8年
1
2月
「
在
中
将
集
•
雅
平
本
業
平
集
考
」
）
で
主
張
さ

れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
『
雅
平
本
業
平
集
」
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
、
渡
辺
氏
は
十
二
世
紀
以
降
と
し
て
い
る
が
、
私
は
、
後
述
の
通
り
、
片
桐
氏
に
従
っ
て
、
九
五

一
年
か
ら
九
八
七
年
ま
で
の
期
間
中
の
或
る
年
と
考
え
た
い
。
そ
の
年
を
通
称
の
イ
ニ
シ
ャ
ル
を
取
っ
て
、
西
暦
M
年
と
す
る
。
西
暦
M
年
よ
り
も
ほ
ん
の
少
し
後
の

z年
に
は
、
『
在
中
将
集
』
が
編
ま
れ
た
が
、

N
年
よ
り
も
あ
と
の
あ
る
年
、
初
冠
本
が
派
生
し
た
。
既
存
の
狩
使
本
伊
勢
物
語
1
1
第
二
次
伊
勢
物
語
の
五
十
段
弱
に

新
た
な
章
段
が
加
わ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
内
田
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
な
方
向
で
調
整
が
行
な
わ
れ
た
。
既
存
の
詞
章
を
い
じ
る
よ
う
な
こ
と
は
少
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、

一
代
記
と
し
て
構
成
が
整
え
ら
れ
て
い
っ
た
が
、
重
要
な
の
は
冒
頭
に
、
伊

そ
の
代
り
、
新
た
な
章
段
も
考
慮
に
入
れ
て
の
大
幅
の
段
序
の
入
れ
換
え
が
行
な
わ
れ
、

勢
を
舞
台
に
す
る
話
に
換
え
て
奈
良
を
舞
台
に
す
る
話
が
据
え
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
時
が
初
冠
本
の
出
発
点
で
あ
る
。
出
発
点
で
の
章
段
の
数
は
五
十
段
弱
よ

り
は
数
十
段
多
い
と
い
う
こ
と
以
外
不
明
だ
が
、
明
ら
か
な
の
は
紫
式
部
の
頃
に
は
ほ
ぼ
百
二
十
五
段
揃
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、
絵
合
巻
の
物
語
合
せ
で

一
番
高
い
評
価
を
得
た
し
、
現
に
五
十
四
帖
を
通
じ
て
最
も
重
要
な
出
典
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
次
第
に
主
流
に
な
っ
て
い
っ
た
。
『
源
氏
』
以
前
に
も
主

流
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
と
も
、
傍
流
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
明
ら
か
な
の
は
、
『
源
氏
』
以
前
に
は

11

分
家
II

で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

語
で
あ
る
狩
使
本
は
、
”
の
れ
ん
分
け
II

の
後
も
、
傍
流
に
な
っ
た
か
主
流
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
と
も
か
く
行
な
わ
れ
て
い
て
、
建
仁
二
年
(
―
二

0
二
）
の

頃
か
そ
れ
よ
り
も
前
の
頃
に
は
、
有
名
な
「
三
本
差
別
説
」
も
唱
え
ら
れ
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
っ
た
が
、
定
家
が
「
不
可
用
之
」
と
言
っ
た
せ
い
か
別
の
理
由
か
、
衰

退
の
一
途
を
た
ど
り
、
現
在
で
は
「
散
侠
本
」
と
言
わ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
程
、
そ
の
輪
郭
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
本
文
が
伝
わ
っ
て
い
な
い
よ
う
な
有
様
で
あ
る
。

以
上
が
、
狩
使
本
に
就
い
て
、
学
会
発
表
以
降
考
え
に
考
え
た
末
の
見
通
し
で
あ
り
、
粗
々
図
示
す
る
と
、
図
1
の
よ
う
に
な
る
。

一方、
11

本
家
“
伊
勢
物

六
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期
は

Z
年
よ
り
前
、

M
年
よ
り
も
前
、

礎
と
な
っ
た
原
小
相
公
本
」
）

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
留
第
二

M
年 z年

『
源
氏
」

l
l
C
初

狩使本 ―

-

本冠初 >現在

図 1

内
田
氏
が
根
拠
に
し
た
よ
う
な
写
本
に
基
づ
か
ず
、
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
想
定
で
あ
る
が
、
も
し
的
を
射
た
も
の
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
内
田
氏
論
文
を
熟
読
し
吟
味
し
た
成
果
で
あ
り
氏
の
発
想
の
す
ば
ら
し
さ
か
ら
得
た
学
恩
と
言
う
他
な
い
。
即
ち
、

ち
ょ
う
ど
「
青
表
紙
本

ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
換
に
よ
っ
て
、
通
時
的
対
立
と
見
倣
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
分

岐
点
は
西
暦

z年
よ
り
や
や
後
で
あ
る
。
そ
の
前
は
「
狩
使
本
の
時
期
」
、
そ
の
後
は
「
狩
使
本
初
冠
本
同
時
並
行
の
時
期
」

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
胆
な
想
定
を
す
る
の
も
ひ
と
え
に
一
―
一
段
階
成
立
論
の
た
め
で
あ
る
。
仮
説
の
当
否
は
賛
否
の
学
者

の
数
、
名
前
で
は
な
く
、
学
問
的
根
拠
の
数
、
そ
し
て
質
で
あ
る
と
い
う
立
場
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
平
成
十
年
代
初
期
に
於

い
て
、
成
立
論
争
は
永
遠
に
決
着
が
つ
か
な
い
よ
う
に
見
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
論
争
も
、

決
、
如
上
の
立
場
に
即
し
た
解
決
を
迎
え
る
も
の
で
あ
る
。
狩
使
本
論
と
い
う
難
題
に
敢
え
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
御
叱
正
を

乞
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
自
分
な
り
に
そ
の
糸
口
を
見
つ
け
た
い
か
ら
だ
が
、
例
え
ば
、

芸
へ
、

ソ
系
指
示
語
か
ら
コ
系
指
示
語
へ
、
と
い
う
よ
う
に
文
体
、
語
彙
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
論
ず
る
研
究
ー
ー
と
て
れ
は
、

現
時
点
で
は
、

七

初
冠
本
」
を
、

コ

い
つ
の
日
か
、
解

口
承
文
芸
的
文
芸
か
ら
書
承
文

い
や
お
う
な
し
に
天
福
本
を
底
本
と
す
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
し
、
辛
嶋
稔
子
氏
論
文
が
出
た
頃
も
そ
う

だ
っ
た
—
|
1

を
不
毛
に
し
な
い
た
め
に
、
図

l

の
中
で
一
番
大
事
な
部
分
は
、
初
冠
本
が
狩
使
本
か
ら
派
生
し
た
時
期
で
あ
る
。

例
え
ば
、
複
数
の
論
者
が
唱
え
る
紀
貫
之
作
者
説
、
正
確
に
言
え
ば
、
紀
貫
之
初
冠
本
百
―
-
＋
五
段
大
部
分
作
者
説
を
加
味
し
て
図
l
を
再
構
成
す
る
と
、
そ
の
時

M
年
よ
り
ず
っ
と
前
に
書
き
込
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
『
在
中
将
集
』
（
正
確
に
言
え
ば
「
在
中
将
梨
の
基

は
何
故
、
初
冠
本
百
余
段
に
対
し
て
黙
殺
に
近
い
も
の
を
も
っ
て
し
た
の
か
、
そ
の
「
集
大
成
」
的
性
格
か
ら
言
っ
て
も
、
複
数
の
論

者
に
疑
問
を
提
示
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
『
在
中
将
集
』
が
直
接
的
に
、
及
び
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
を
経
由
し
て
孫
引
き
的
に
採
歌
し
詞
書
に
採
り
入
れ
た
と
こ
ろ
の
『
伊

勢
物
語
』
が
、
た
と
え
初
冠
本
系
で
な
い
に
し
て
も
、
そ
の
後
で
優
先
順
位
七
番
目
か
八
番
目
ぐ
ら
い
の
原
資
料
と
し
て
初
冠
本
百
余
段
を
幡
い
て
み
れ
ば
、
手
も
と

に
あ
っ
た
六
種
の
原
資
料
か
ら
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
詞
章
な
り
情
報
が
得
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
し
な
か
っ
た
特
別
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、
初
冠
本
系
が
西

暦

z年
に
於
い
て
、
西
暦
M
年
と
変
ら
ず
、
余
程
権
威
、
流
布
状
況
そ
の
他
が
劣
っ
て
い
た
の
か
、
何
か
説
明
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

対
河
内
本
」
と
同
じ
よ
う
に
共
時
的
対
立
と
さ
れ
て
き
た
「
狩
使
本
対
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第
二
次
章
段
は

物
語
』

の
地
の
文
は
特
別
扱
い
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
。

が
明
ら
か
に
長
大
で
あ
る
。
そ
れ
は

富
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要

前
誼
き
が
長
く
な
っ
た
が
、
こ
こ
で
改
め
て
三
段
階
成
立
論
の
一

1

一
段
階
を
紹
介
す
る
。

第
一
次
成
立
章
段
（
小
段
）

は
、
昭
和
五
十
年
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
5
巻

二
•
四
•
九
の
一
部
•
四
一
•
六
九
•
八
二
の
一
部
・
八
三
の
一
部
・
八
四
•
八
七
の
一
部
・
九
九

·
1
0
七
な
ど

の
十
数
段
で
あ
り
、
『
古
今
集
』
に
業
平
歌
と
し
て
採
ら
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
共
有
し
て
い
る
。
『
古
今
集
』
業
平
歌
は
、
他
の
詠
者
の
場
合
と
比
較
し
て
、
詞
甚

体
例
と
し
て
第
九
段
の
末
尾
と
対
応
す
る
『
古
今
集
』
四
―
一
番
歌
と
の
上
下
二
段
で
の
引
用
が
あ
り
、
後
に
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

私
は
同
じ
第
九
段
第
一
段
落
と
対
応
す
る
『
古
今
槃
』
四
一

0
番
と
の
関
係
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
る
。
「
か
き
つ
ば
た
」

っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
四
三
九
番
の
「
を
み
な
へ
し
」
の
折
句
は
当
然
の
如
く
「
巻
十

も
っ
と
も
、
第
一
〇
六
段
や
第
二
十
五
段
の
よ
う
に
、
逆
に
『
古
今
集
』
を
材
料
に
『
伊
勢
物
語
』
が
生
成
し
た
と
考
え
ら
れ
る
章
段
も
あ
り
、
第
一
次
成
立
章
段

と
そ
れ
以
降
の
章
段
と
を
完
全
に
識
別
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
片
桐
氏
も
先
の
よ
う
に
章
段
番
号
を
列
挙
す
る
前
に
、
「
第
一
次
『
伊
勢
物
語
』
か

ら
存
在
し
て
い
た
章
段
を
は
っ
き
り
指
摘
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
い
が
、

後
述
の
通
り
片
桐
氏
は
「
昔
男
」
の
人
間
像
も
三
段
階
に
分
け
て
仮
説
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
際
に
も
第
二
次
章
段
の
「
昔
男
」
像
を
お
お
む
ね
第
一
次
章
段
の

延
長
と
考
え
て
居
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
だ
と
す
れ
ば
、
「
第
一
次
／
第
二
次
」
の
区
分
は
、
「
第
一
一
次
／
第
三
次
」
と
比
べ
て
は
っ
き
り
し
て
い
な
く
と
も
よ
い
の
で

は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
本
拙
稿
及
び
『
伊
勢
物
語
』
に
関
す
る
前
拙
稿
（
「
伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
詔
I

口
承
文
芸
か
ら
書
承
文
芸
へ
」
。
平
成
11
年

8
月
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』
）

第
2
節

『
古
今
集
』
が
既
に
存
在
し
て
い
た
第
一
次
伊
勢
物
語
の
本
文
を
尊
重
し
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
総
説
」
で
は
具

―
―
一
段
階
成
立
論
と
六
つ
の
批
判

物
名
」
に
分
類
さ
れ
て
居
り
、

伊
剪
物
語
・
大
和
物
語
』

(15
頁
下
段
10ー

12
行）。

の
折
句
が
「
巻
九

や
は
り
『
古
今
集
』
編
集
に
於
い
て

い
ち
お
う
、
」
と
前
置
き
し
て
居
ら
れ
る

は
、
「
第
一
次
／
第
二
次
」
の
区
分
を
第
三
次
と
の
区
分
ほ
ど
に
は
重
ん
じ
て
い
な
い
。

I
・
I
O
・
 
―
六
•
三
九
•
四

0
•
四
二
•
四
一
二
•
四
四
•
四
五
•
四
六
•
四
七
•
四
八
•
五
一
•
五
一
―
•
六
六
•
六
七
•
六
八
•
七
六
•
七
七
•
七
八
•
七

九
•
八
0
•

八
一
•
八
五
•
八
六
•
八
八
•
九
一
―
一
・
九
四·
I
0
0
・
I
 0
1
・
I
O
二

・
I
01
―
―
．
一
―
-
三
．
―
二
五

で
あ
り
、
こ
の
中
に
は
そ
の
一
部
の
み
が
第
二
次
成
立
で
あ
る
章
段
も
混
ざ
っ
て
い
る
が
、
第
一
次
章
段
と
合
わ
せ
て
お
よ
そ
五
十
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
約
五
十
の
章

の
「
総
説
」
に
拠
れ
ば
、

覇
旅
」
の
部
に
入

(15
頁
下
段
1
2
i
1
3
行）

八

『
伊
勢
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伊
納
物
語
―
―
一
段
階
成
立
論
続
詔
第

-
i
―
1
0
段
に
見
る
〈
心
〉
と
〈
か
た
ち
〉

の
二
元
論
ー
ー
」

こ
の
う
ち
第
J
i
点
第
六
点
第
二
点
の
反
論
に
対
す
る
再
反
論
は
、
前
拙
稿
「
伊
勢
物
語
一
二
段
階
成
立
論
続
紹
|
|
占
口
承
文
芸
か
ら
書
承
文
芸
へ
」
に
述
べ
た

と
こ
ろ
に
ど
う
し
て
も
付
け
加
え
た
い
こ
と
は
な
い
。
第
一
点
は
、
更
に
細
か
く
、
第
一
次
章
段
か
ら
第
一
二
次
章
段
ま
で
用
語
法
や
創
作
技
巧
に
共
通
性
が
あ
る
と
す

る
も
の
と
、
段
序
に
も
深
い
意
味
が
あ
る
と
い
う
主
旨
の
も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
例
え
ば
田
口
尚
幸
氏
「
原
体
験
へ
と
回
帰
す
る
昔
男
伊
勢
物
語

「
反
論
」

（平
11
『
平
安
文
学
論
究
』
第
十
四
輯
）
な
ど
は
、
論
文
と
し
て
は
す
ば
ら
し
い
も
の
に
違
い
な
い
が
、

の
立
場
に
こ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。
私
の
よ
う
に
三
段
階
成
立
論
を
支
持
ナ
る
立
場
か
ら
言
え
ば
、
田
口
氏
論
文
の
す
ば
ら
し
さ
は
、
第
一
＿
一
次

あ
る
。

始
発
し
な
が
ら
な
ぜ
異
質
な
方
向
へ
の
大
き
な
増
益
が
始
ま
る
の
か
、

の
点
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

物
語
』

で
あ
る
。

段
に
共
通
す
る
特
徴
は
、
現
存
業
平
集
諸
本
、
な
か
ん
ず
く
『
雅
平
本
業
平
躾
』
・
『
在
中
将
集
』
（
慣
例
に
よ
り
、
以
下
両
業
平
集
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
）
に
採
歌
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
『
雅
平
本
業
平
集
』
と
『
在
中
将
集
』
と
は
、
『
〔
研
究
篇
〕
』

違
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
採
歌
さ
れ
て
い
る
章
段
約
五
十
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
と
い
う
現
象
は
、
共
通
の
源
泉
を
想
定
さ
せ
、
そ
の
源
泉
が
第
二
次
伊
勢
物
語
だ

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
二
次
章
段
成
立
の
上
限
は
第
一
次
伊
勢
物
語
の
後
、
下
限
は
両
業
平
集
成
立
時
で
あ
る
。
両
業
平
集
成
立
の
上
限
は
『
後
撰

槃
』
（
九
五
一
年
）
、
下
限
は
、
先
行
す
る
後
藤
利
雄
氏
の
論
文
に
拠
っ
て
、
貞
元
元
年
（
九
七
六
）
か
ら
永
延
元
年
（
九
八
七
）
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
『
古
今
六
帖
』

第
一
―
一
次
成
立
章
段
は
、
第
一
次
•
第
二
次
以
外
の
七
十
以
上
で
あ
り
、
そ
の
成
立
時
期
は
第
二
次
伊
勢
物
語
よ
り
後
、
下
限
は
、
私
見
も
加
え
て
言
え
ば
、
『
源
氏

（
前
編
は
一

0
0
八
年
以
前
、
後
編
は
一

0
0
八
年
以
後
）

で
あ
る
。

の
、
特
定
の
歌
集
に
存
在
し
な
い
か
ら
そ
の
物
語
は
そ
の
歌
躾
以
後
と
い
う
考
え
に
は
従
え
な
い
と
す
る
も
の
、
『
業
平
槃
』

九

の
第
二
篇
第
三
篇
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
、
編
纂
方
法
そ
の
他
が
大
き
く

以
上
の
よ
う
な
一
二
段
階
成
立
論
は
そ
の
後
定
説
化
し
た
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
が
、
対
す
る
反
論
（
疑
問
）
も
多
方
面
か
ら
提
出
さ
れ
、
平
成
七
年
の
時
点
で
は
六
つ

段
階
成
立
で
は
な
く
一
回
的
な
成
立
で
は
な
い
か
と
す
る
も
の
、
第
一
次
『
伊
勢
物
語
』
が
十
数
段
で
は
物
語
と
し
て
あ
ま
り
に
小
規
模
で
は
な
い
か
と
す
る
も

の
成
立
年
代
へ
の
疑
問
、
業
平
に

一
世
紀
近
く
も
人
々
が
そ
こ
に
こ
だ
わ
っ
た
理
由
と
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
何
か
、
な
ど
で

（
木
戸
久
二
子
氏
「
〔
研
究
の
現
在
と
展
望
〕
」
）

（
『
伊
勢
物
語
の
視
界
』
所
収
。
書
き
下
し
）
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る
。
し
か
し

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

伊
勢
物
語
作
者
、
編
者
の
、
章
段
排
列
や
書
き
加
え
、
編
集
の
手
腕
の
す
ば
ら
し
さ
と
し
て
説
み
換
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
点
は
、
言
わ
ば
内
部
徴
証
に
拠
る

議
論
に
過
ぎ
ず
、
決
定
的
な
反
論
に
な
ら
な
い
。
確
か
に
片
桐
氏
の
内
部
徴
証
も
傍
証
と
し
て
有
力
で
は
あ
る
が
、
出
発
点
は
外
部
徴
証
に
拠
る
の
で
、
そ
の
当
否
、

即
ち
、
第
四
点
と
第
三
点
が
正
し
く
な
い
か
正
し
い
か
の
再
検
討
が
肝
心
要
め
で
あ
る
。

第
四
点
の
再
検
討

第
四
点
の
批
判
を
す
る
論
文
、
即
ち
両
業
平
集
が
十
二
世
紀
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
と
す
る
論
文
と
し
て
、

ロ
、
井
川
健
司
氏
「
現
存
本
業
平
集
の
成
立
」
の
「
二
」
（
昭
46
『
平
安
朝
文
学
研
究
ー
作
家
と
作
品
I
』

91
頁
ー
）

ハ
、
山
田
清
市
氏
「
在
中
将
集
の
成
立
と
典
拠
伊
勢
物
語
の
性
格
」
（
昭
47
『
伊
勢
物
語
の
成
立
と
伝
本
の
研
究
』
）

ニ
、
渡
辺
泰
宏
氏
「
在
中
将
集
・
雅
平
本
業
平
集
考
I
そ
の
性
格
と
伊
勢
物
語
の
成
立
に
関
す
る
試
論
ー
|
'
」
（
昭
和
58
年
12
月
『
国
語
と
国
文
学
』
。
平
7
『伊

ホ
、
鈴
木
隆
司
氏
「
在
中
将
集
の
性
質
と
成
立
（
上
）
」
同
「
（
下
）
」
（
平
成
10
年
2
月
3
月
『
国
語
国
文
』
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。
但
し
最
も
新
し
い
ホ
は
あ
く
ま
で
も
在
中
将
集
の
最
終
的
な
成
立
年
代
が
院
政
期
以
降
、
「
少
な
く
と
も
公
任
時
代
よ
り
は
後
」
と
す
る
も
の
な
の

で
、
外
部
徴
証
と
し
て
の
無
効
性
を
強
調
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

ま
ず
、
二
の
渡
辺
氏
論
文
の
う
ち
、
『
在
中
将
集
』
が
建
仁
一
一
年
（
一
―

1
0
二
）
以
降
と
す
る
論
述
に
対
し
て
は
、
ホ
の
鈴
木
氏
論
文
が
反
論
し
て
い
る
。

一
方
、
渡
辺
氏
の
論
拠
は
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
聞
書
「
伊
勢
物
語
」
に
、
伊
勢
物
語
―
―
一
本
差
別
説
の
記
事
が
あ
り
、
同
書
に
「
干
時
建
仁
二
年
季
夏
中
旬
諜

雨
之
間
以
仮
日
終
此
功
」
と
い
う
記
述
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
業
平
自
箪
本
」
は
「
名
の
み
立
つ
」
（
四
三
段
）

の
歌
に
始
ま
る
と
す
る
説
が
建
仁
二
年
頃
に
流
行

し
た
と
考
え
ら
れ
る
と
す
る
点
に
あ
る
。
渡
辺
氏
は
、
在
中
将
集
が
「
名
の
み
立
つ
」
の
歌
を
も
つ
の
は
こ
の
三
本
差
別
説
に
ひ
か
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

一
首
の
歌
の
存
在
の
み
に
よ
っ
て
集
全
体
の
成
立
を
特
定
し
得
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
加
え
て
、
こ
の
記
述
が
、
な
ぜ
業
平
自
筆
本
説
が
建
仁
二

年
頃
に
流
行
し
た
と
い
う
証
明
に
な
る
の
か
と
い
う
の
も
疑
問
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
範
兼
『
和
歌
童
蒙
抄
』
や
顕
昭
『
古
今
集
註
』
に
見
ら
れ
る
、

又
業
平
ガ
テ
ヅ
カ
ラ
カ
ミ
ヤ
ガ
ミ
ニ
カ
ケ
ル
伊
勢
物
語
ノ
朱
雀
院
ノ
ヌ
リ
ゴ
メ
ニ
ア
リ
ケ
ル
ニ
ハ
、
夕
ゞ
右
近
ノ
馬
場
ノ
日
ム
カ
ヒ
ニ
タ
テ
リ
ケ
ル
女
ノ
カ

勢
物
語
の
視
界
』
に
再
録
）

イ
、
福
井
貞
助
氏
「
業
乎
集
考
」
（
昭
和
40
『
伊
勢
物
語
生
成
論
』
）

第

3
節

1
0
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再
録
。
引
用
は
再
録
に
拠
っ
た
。
）

と
い
っ
た
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
「
業
平
自
筆
本
」
説
が
建
仁
二
年
頃
に
降
っ
て
湧
い
た
訳
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
書
き
方
か
ら
す
る
と
、
そ
う
呼
ば
れ
る

本
そ
の
も
の
が
存
在
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
業
平
自
筆
本
」
説
を
も
っ
て
在
中
将
集
の
成
立
時
代
を
特
定
す
る
の
は
、
無
理
が
あ

る
だ
ろ
う
。

同
じ
渡
辺
氏
論
文
の
う
ち
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
の
成
立
時
期
に
関
し
て
は

一
般
に
三
段
論
法
は
論
旨
明
快
で
読
み
心
地
の
良
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
と
人
文
科
学
の
場
合
、
類
推
の
上
に
類
推
を
重
ね
る
結
果
に
成

り
か
ね
な
い
。
特
に
私
が
疑
問
に
惑
ず
る
の
は
第
一
一
項
で
あ
り
、
第
二
項
は
、

落

(
2
7
6
頁
下
段
16
行
目
i
2
7
7
頁
上
段
末
）

一
年
前
の
昭
和
五
十
七
年
に
発
表
さ
れ
た
「
伊
勢
物
語
小
式
部
内
侍
本
考
—
ー
＇
そ
の

形
態
と
成
立
に
関
す
る
試
論
ー
」
の

2
7
6
頁
下
段
16
行
目
i
2
7
8
頁
上
段
10
行
目
で
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
部
分
は
三
つ
の
段
落
か
ら
成
り
、
第
一
の
段

で
は
、
「
初
段
の
成
立
し
た
時
こ
そ
が
伊
勢
物
語
の
本
格
的
な
生
成
の
開
始
さ
れ
た
時
で
あ
っ
た
」
こ
と
、
第
二

の
段
落

(
2
7
7
頁
下
段
1
行
目
i
2
7
8
頁
上
段
3
行
目
）

で
は
「
源
氏
物
語
は
初
冠
本
伊
勢
物
語
を
素
材
と
し
て
構
想
さ
れ
た
、
そ
し
て
そ
れ
は
初
冠
本
伊
勢
物

語
を
投
影
し
て
い
る
」
こ
と
、
第
三
の
段
落

(
2
7
8
頁
上
段
4
行
目
1
1
0
行
目
）

竹
取
物
語
・
伊
勢
物
語
』
（
片
桐
氏
編
）
に

で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
調
在
に
よ
れ
ば
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
伊
勢
物
語
の
形
態
と
し
て
は
初
冠
本
が
そ
の
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

従
っ
て
、
小
式
部
内
侍
本
の
成
立
に
つ
い
て
は
先
に
掲
げ
た
う
ち
の
⑥
小
式
部
内
侍
本
が
初
冠
本
の
発
展
過
程
か
ら
派
生
し
た
と
す
る
の
が
良
か
ろ
う
と
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
派
生
の
時
期
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語
第
一
部
に
初
冠
本
が
反
映
し
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
、
そ
れ
は
源
氏
物
語
第
一
部
成
立
以
降
、
少
な
く

と
も
同
時
期
と
考
え
ら
れ
る
。

（
昭
和
57
年
10
月
『
武
蔵
大
学
人
文
学
会
雑
誌
』

14
巻
l
号
。
昭
63
『
日
本
文
学
研
究
大
成

『
源
氏
物
語
』
の
「
須
召
」
「
明
石
」
ぐ
ら
い
ま
で
の
巻
々
に
、
初
冠
本
の
東
下
り
の
諸
段
ま
で
の
内
容
と
段
序
が
反
映
し
て
い
る
と
の
見
解
は
、
私
の
よ
う
に
『
源

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
紹
第
二

と
い
う
三
段
論
法
で
あ
る
。

〇
従
っ
て
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
後
に
成
立

0
小
式
部
内
侍
本
伊
勢
物
語
は
『
源
氏
物
語
』
の
後
に
成
立

0
『
雅
平
本
業
平
槃
』
は
小
式
部
内
侍
本
伊
勢
物
語
の
後
に
成
立

ホ
、
シ
タ
ス
ダ
レ
ヨ
リ
ホ
ノ
カ
ニ
ミ
エ
ケ
レ
バ
ト
ゾ
カ
ケ
ル
。
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擬
古
物
語
の
成
立
年
代
に
関
し
て
、

第

4
節

「
『
拾
遺
集
』
は
流
布
し
な
か
っ
た
か
ら
、
編
者
が
見
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
」
と
反
論
し
た
。
こ
れ
ら
の
活
字
は
消
え
て
な
く
な
ら
な
い
。
な
く
な
ら
な
い
ば
か
り
か
、

学
界
で
高
い
評
価
を
受
け
て
再
録
さ
れ
た
も
の
ま
で
あ
る
。
で
あ
る
以
上
、
『
拾
遺
県
』

を
実
証
し
な
い
限
り
、
両
業
平
集
の
成
立
を
十
二
世
紀
以
降
に
引
き
延
ば
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
『
源
氏
物
語
』
完
成
後
た
っ
た
十
数
年
し

一
介
の
受
領
の
娘
が
宇
治
十
帖
を
含
め
て
暗
記
す
る
程
熟
読
し
て
い
た
こ
と
が

第
三
点
の
再
検
討

か
経
た
な
い
頃

い
か
な
る
概
説
書
や
文
学
史
辞
典
を
幡
い
て
み
て
も
、
ま
ず
言
及
さ
れ
る
の
は
『
風
葉
槃
』
に
採
歌
さ
れ
て
い
る
か
否
か
で
あ

『
更
級
日
記
』
に
よ
っ
て
わ
か
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
、
片
桐
氏
が
「
『
拾
遺
集
』

最
後
に
私
か
ら
の
再
反
論
を
付
け
加
え
よ
う
。

（
寿
永

同
時
期
」
で
あ
る
根
拠
と
な
る
の
か
、

で
あ
る
。

輪
を
か
け
て
わ
か
ら
な
い
の
は
、
『
源
氏
』

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

ハ
の
山
田
氏
論
文
に
対
し
て
は

氏
』
の
現
行
巻
序
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
も
、
渡
辺
氏
論
文
の
よ
う
に
青
柳
秋
生
氏
や
武
田
宗
俊
氏
の
成
立
論
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
も
、
充
分
肯
定
で
き
る
。
だ
が
、

そ
れ
が
何
故
「
伊
勢
物
語
の
形
態
と
し
て
は
初
冠
本
が
そ
の
主
流
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
」
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。
紫
式
部
は
文
献
学
者
で
は
な
く
作

家
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
上
な
く
個
性
の
強
い
作
家
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
初
冠
本
と
狩
使
本
（
小
式
部
内
侍
本
）

の
ど
ち
ら
が
主
流
で
あ
っ
た
か
と
い
う
観
点
で
は
な

く
、
ど
ち
ら
が
光
源
氏
の
青
春
を
描
く
の
に
ふ
さ
わ
し
い
か
と
い
う
観
点
で
原
型
を
選
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
『
源
氏
』

『
源
氏
』

の
爆
発
的
流
布
に
よ
っ
て
、
初
冠
本
が
次
第
に
主
流
に
成
っ
て
行
っ
た
可
能
性
の
ほ
う
が
む
し
ろ
高
い
く
ら
い
で
あ
る
。

続
い
て
、

へ
の
初
冠
本
の
投
影
が
何
故
「
（
小
式
部
内
侍
本
の
）
派
生
の
時
期
」
が
「
源
氏
物
語
第
一
部
成
立
以
降
、
少
な
く
と
も

ロ
の
井
川
氏
論
文
に
対
し
て
は
公
任
撰
『
三
十
六
人
撰
』
『
深
窓
秘
抄
』
を
根
拠
に
し
て
、

二
年
以
前
が
通
説
）
『
袋
草
子
』
等
を
根
拠
に
し
て
、
鈴
木
氏
が
適
確
な
論
述
を
し
て
い
る
の
で
ぜ
ひ
と
も
ホ
の
論
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

両
業
平
槃
の
成
立
が
も
し
十
一
世
紀
半
ば
以
降
な
ら
、

『
萬
葉
集
時
代
難
事
』

い
や
し
く
も
イ
ン
テ
リ
で
あ
る
以
上
、
「
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
、
編
者
は
必
ず
『
源
氏
物
語
』
を
読
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。
「
総
角
」
〔
二
六
〕
段
落
で
匂
宮
が
業
平
の
歌
だ
と
言
っ
て
い
る
「
う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る

…
…
」
（
天
福
本
『
伊
勢
物
語
』
第
四
十
九
段
）
を
何
故
採
ら
な
か
っ
た
の
か
。

(
1
0
0
六
）
を
見
た
形
跡
が
無
い
か
ら
、
両
業
平
鮨
の
成
立
は
十
世
紀
で
あ
る
」
と
述
べ
た
の
に
対
し
、
イ
ロ
ハ
ニ
の
四
氏
は

の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
十
一
世
紀
に
『
源
氏
』
が
流
布
し
な
か
っ
た
こ
と

へ
の
投
影
を
強
い
て
根
拠
と
し
て
使
う
な
ら
ば
、
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ハ
、
河
地
修
氏
「
伊
勢
物
語
成
長
論
に
つ
い
て

(
-
）
」
同
「
（
二
）
」
（
昭
和
54
年
1
月
7
月
『
東
洋
』
）

両
業
平
集
の
指
標
と
し
て
の
無
効
性
を
主
張
し
た
も
の
ど
し
て

る
。
例
え
ば
『
石
清
水
物
語
』
の
よ
う
に
『
風
菓
集
』
に
採
歌
さ
れ
て
い
れ
ば
、
文
永
八
年
(
―
二
七
一
）
以
前
、
例
え
ば
『
白
露
』
の
よ
う
に
『
風
葉
集
』
に
採
歌

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
文
永
八
年
以
降
と
い
う
の
は
中
世
文
学
研
究
の
基
本
中
の
基
本
で
あ
っ
て
、
更
に
『
し
の
び
ね
』
の
よ
う
に
『
風
薬
集
』
に
採
歌
さ
れ
て
い
て
も

現
存
本
か
ら
採
歌
し
た
と
は
思
え
な
い
よ
う
な
場
合
、
第
一
次
『
し
の
び
ね
』
（
若
し
く
は
、
比
較
的
初
期
の
「
し
の
び
ね
』
）
が
文
永
八
年
以
前
、
第
二
次
『
し
の
び

ね
』
（
若
し
く
は
、
比
較
的
後
期
の
『
し
の
び
ね
』
）
が
文
永
八
年
以
降
と
い
う
結
論
が
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

『
風
葉
集
』
と
現
存
本
業
平
集
の
性
質
の
違
い
は
充
分
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
の
よ
う
な
中
世
文
学
研
究
の
常
識
か
ら
判
断
し
て
、
片
桐

氏
に
対
し
、
「
特
定
の
歌
集
に
存
在
し
な
い
か
ら
そ
の
物
語
は
そ
の
歌
集
以
後
と
い
う
考
え
に
は
従
え
な
い
」
と
言
う
の
は
い
さ
さ
か
厳
し
過
ぎ
る
の
で
あ
る
。

『
雅
平
本
業
平
集
』
が
『
伊
勢
物
語
」
か
ら
採
歌
し
て
い
る
こ
と
は
、
『
〔
研
究
篇
〕
』

1
4
2
i
1
4
4
頁
の
論
証
に
よ
っ
て
、
極
め
て
確
実
と
な
っ
た
。
そ
の
『
雅

平
本
雅
平
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
諸
段
と
の
関
係
を
考
え
る
際
、

つ
い
つ
い
、
『
風
薬
集
』
と
擬
古
物
語
諸
作
品
と
の
関
係
を
連
想
し
て
し
ま
う
の
は
突
飛
な
の
だ
ろ

う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
私
の
よ
う
に
広
く
浅
く
勉
強
し
て
い
る
者
か
ら
見
て
、
三
段
階
成
立
論
は
『
伊
勢
物
語
』
専
門
家
達
の
間
で
不
当
に
辛
い
採
点
を
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
感
ず
る
。
即
ち
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
だ
け
で
も
、
第
二
次
以
前
と
第
三
次
『
伊
勢
物
語
」
と
を
区
分
す
る
指
標
た
り
得
る
。
指
標
と
し
て
『
在
中
将
集
』
が

加
わ
れ
ば
、
確
か
ら
し
さ
が
二
倍
に
な
る
。
二
倍
ど
こ
ろ
か
、
四
倍
に
も
五
倍
に
も
な
る
。

一
般
論
だ
け
で
は
論
証
に
な
ら
ぬ
の
で
、
続
い
て
、
具
体
的
議
論
に
移
ろ
う
。

イ
、
上
野
理
氏
「
伊
勢
物
語
の
方
法
」
（
昭
和
52
年
11
月
『
国
語
と
国
文
学
』
。
『
伊
勢
物
語
の
視
界
」
に
再
録
）

ロ
、
石
田
穣
二
氏
「
解
説
」
（
昭
和
54
年
初
版
角
川
文
庫
『
伊
勢
物
語
』
）

が
あ
る
。
こ
れ
ら
イ
ー
ハ
の
論
文
は
、
前
節
の
イ
i
ホ
の
論
文
と
違
っ
て
、
両
業
平
集
十
世
紀
成
立
を
前
提
と
し
て
い
る
、
或
い
は
、
前
節
の
イ
ー
ホ
の
よ
う
に
十
二

世
紀
以
降
成
立
を
積
極
的
に
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
上
で
、
業
平
集
編
者
が
、
現
行
『
伊
勢
物
語
』
に
近
い
百
余
り
の
章
段
の
中
か
ら
五
十
に
満
た
ぬ

段

(II
片
桐
氏
の
言
う
第
二
次
以
前
の
段
）

在
中
将
集
、
雅
平
本
が
、
当
時
の
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
そ
の
含
む
歌
を
洩
れ
な
く
採
録
し
た
と
す
る
の
に
対
し
て
、
あ
り
得
る
も
う
―
つ
の
場
合
が
、
も
ち
ろ

ん
想
定
さ
れ
る
。
二
集
が
、
も
っ
と
規
模
の
大
き
い
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
、
何
ら
か
の
基
準
あ
る
い
は
見
当
で
、
業
平
作
と
思
わ
れ
る
歌
を
選
ん
だ
、
と
い
う
場

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
紹
第
二

の
和
歌
の
み
を
選
ん
だ
、
と
説
く
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

ロ
の
石
田
氏
「
解
説
」
で
は
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
。
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約50個の章段

図2

で、 と
を
説
い
て
い
る
。

『
文
学
・
語
学
』
）

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

合
で
あ
る
。

氏
の
仮
説
に
私
が
困
惑
を
感
ず
る
の
は
、
氏
の
精
緻
な
論
証
を
請
ん
で
も
、
こ
の
、
選
ん
だ
の
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
が
必
ず
し
も
否
定
し
き
れ
な
い

と
い
う
点
に
あ
る
。
氏
の
説
の
と
お
り
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
、
そ
う
で
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
選
ん
だ
の
で
は
な
い
と
い
う
保
証
は
、
結
局
ど
こ
に
も
な
い
。

こ
れ
は
事
実
問
題
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
実
証
的
に
こ
の
点
の
決
着
の
つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
先
決
で
あ
る
だ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
仮
説
と
称
す
る
に
せ
よ
、
そ
う
し

た
説
を
立
て
る
こ
と
の
当
否
そ
の
も
の
が
実
は
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
私
は
思
う
。

選
ん
だ
の
か
、
総
て
を
採
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
事
実
問
題
で
あ
っ
て
、
こ
の
事
実
問
題
の
決
着
が
つ
か
な
い
の
に
、

だ
が
、
「
サ
イ
コ
ロ
を
振
る
に
等
し
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
「
当
時
の

洩
れ
な
く
採
録
し
た
」
可
能
性
も
50
％
は
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
実
際
、
互
い
に
無
関
係
に
成
立
し
た

二
つ
の
歌
集
が
採
歌
し
た
章
段
五
十
近
く
が
ほ
と
ん
ど
一
致
す
る
と
い
う
現
象
は
、
そ
の
五
十
近
く
の
章
段

し
か
無
か
っ
た
と
の
想
定
を
導
く
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
図
示
す
る
と
図
2
の
よ
う
に
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
両
業
平
集
の
間
に
関
係
が
あ
る
と
す
る
論
文
と
し
て
、

二
、
渡
辺
泰
宏
氏
「
在
中
将
集
考
そ
の
性
格
と
成
立
に
関
す
る
試
論
」
（
昭
和
62
年
3
月

も
あ
る
。
渡
辺
氏
は
『
在
中
将
集
』
と
ほ
ぼ
同
じ
原
小
相
公
本
が
『
雅
平
本
業
平
集
』
を
も
資
料
と
し
た
こ

も
っ
と
も
、
「
雅
平

l
在
中
」
と
す
る
渡
辺
氏
説
に
対
し
て
、
田
口
尚
幸
氏
は
「
在
中

l
雅
平
」
と

説
い
て
い
た
が
、
平
成

1
1年
の
「
成
立
論
か
ら
相
補
論
ヘ
ー
—
年
利
世
紀
の
伊
勢
物
語
研
究
ー
ー
＇
」
の
注
(
7
)

両
集
の
先
後
関
係
に
関
し
て
は
、
在
中

l
雅
平
と
す
る
山
田
説
・
私
見
…
…
A
案
と
、
雅
平

l

『
伊
勢
物
語
』

か
ら
そ
の
含
む
歌
を

め
る
こ
と
は
、

サ
イ
コ
ロ
を
振
る
に
等
し
い
こ
と
で
あ
る
。

（
角
川
文
庫
2
8
6ー

2
8
8
頁）

（略）

―
四

一
方
に
決
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月
を
み
て

月
を
見
て

【
原
小
相
公
本
（
在
中
将
集
）
】

更
に
、
〔
表
6
〕
以
上
に
有
力
な
根
拠
と
し
て
、
〔
表
7
〕
に

の
「
わ
か
る
」
に
つ
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
。

一五

在
中
と
す
る
渡
辺
説
：
…
•
B
案
が
あ
る
。
私
は
、
以
前
、
詞
書
の
生
成
過
程
と
い
う
点
か
ら
A
案
の
可
能
性
が
比
較
的
高
い
と
考
え
て
い
た
。
（
略
）
し
か
し
、

最
近
、
在
中
特
有
の
大
和
物
語
関
連
歌
の
多
く
が
雅
平
に
な
い
と
い
う
現
象
に
気
づ
き
、

B
案
の
可
能
性
を
考
え
て
い
る
。
在
中

1
雅
平
と
仮
定
し
た
場
合
、

雅
平
が
好
ん
で
在
中
の
大
和
関
連
歌
ば
か
り
を
採
ら
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
は
低
い
だ
ろ
う

と
述
べ
て
い
る
。
右
の
注
は
『
〔
研
究
篇
〕
』
の
第
三
篇
第
一

1

一
章
「
在
中
将
集
と
雅
平
本
業
平
集
の
比
較
考
察
（
一
）
ー
大
和
物
語
と
の
関
係
」
と
同
内
容
で
は
な
い

が
、
方
向
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
う
や
ら
、
両
集
の
先
後
関
係
を
決
定
す
る
根
拠
と
し
て
『
大
和
物
語
』
中
の
諸
段
（
或
い
は
、
そ
の
資
料
と
な
っ
た
説
話
）

そ
こ
で
、
「
在
中

1
雅
平
」
の
可
能
性
は
、
ひ
と
ま
ず
無
い
も
の
と
し
て
、
大
雑
把
に
ま
と
め
る
と
「
雅
平

l
在
中
」
を
説
く
二
の
渡
辺
氏
論
文
に
戻
ろ
う
。

渡
辺
氏
は
72
頁
の
表
6
で
、
「
原
小
相
公
本
（
在
中
将
集
）
」
と
「
雅
平
本
」
の
み
が
一
致
、
若
し
く
は
類
似
す
る
箇
所
八
つ
を
挙
げ
て
、

73
頁
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て

今
こ
の
よ
う
な
も
の
を
ま
と
め
る
と
、
〔
表
6
〕
の
ご
と
く
に
な
る
。
番
号
1
、
2
は
原
小
相
公
本
、
雅
平
本
の
み
が
「
き
こ
え
し
時
」
で
、
他
の
古
今
集
、

伊
勢
物
語
、
類
従
本
の
「
申
す
」
に
よ
る
表
現
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
偶
然
に
原
小
相
公
本
と
雅
平
本
の
編
者
が
好
ん
で
「
き
こ
ゆ
」
を
用
い
た
、
あ

る
い
は
両
集
が
同
一
の
資
料
を
用
い
た
と
い
う
可
能
性
を
残
す
も
の
の
、
ま
た
や
は
り
両
集
の
一
方
が
他
方
を
参
考
に
し
た
た
め
に
生
じ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。
他
の
番
号
3
の
「
所
」
、
番
号
4
の
「
か
へ
り
な
む
」
、
番
号
5
の
「
人
／
＼
」
、
番
号
6
の
「
い
そ
か
し
」
、
番
号
7
の
「
か
へ
る
道
に
」
、
番
号
8

55
お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
て
し
こ
れ
そ
こ
の
つ
も
れ
は
人
の
お
い
と
な
る
物

【
雅
平
本
】

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
詔
第
二

い
る
。

は
普
遍
性
を
持
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
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3
に
対
す
る
反
論
は
図
4
の
通
り
で
あ
る
。

88
昔
い
と
わ
か
き
に
は
あ
ら
ぬ
こ
れ
か
れ
と
も
た
ち
と
も
あ
つ
ま
り
て
月
を
見
て
こ
れ
か
な
か
に
ひ
と
り

お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
て
し
こ
れ
そ
こ
の
つ
も
れ
は
人
の
お
い
と
な
る
物

原
小
相
公
本
と
雅
平
本
が
別
個
に
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
両
集
は
そ
れ
ぞ
れ
伊
勢
物
語
か
ら
「
月
を
見
て
」

と
述
べ
て
い
る
。
以
上
合
計
九
箇
所
だ
け
見
て
い
る
と
、
確
か
に
、
両
業
平
集
の
間
に
交
渉
が
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
く
な
る
。
し
か
し
、
『
雅
平
本
業
平
集
』
七
十
首

書
の
文
体
が
違
う
例
が
、
遥
か
に
多
く
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
又
、
〔
表
7

〕

雅
平
本

l
原
小
相
公
本
（
在
中
将
集
）
」

の
よ
う
に
考
え
て
居
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
の
後
半
の
矢
印
は
よ
く
わ
か
る
の
で
あ
る
が
、
何
故
、
勢
語
の

「
い
と
若
き
に
は
あ
ら
ぬ
こ
れ
か
れ
」
と
い
う
、
和
歌
の
主
題
に
密
着
し
た
文
言
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

（注
4
)

私
は
両
業
平
集
の
源
泉
が
、
比
較
的
初
期
の
小
さ
な
形
態
の
第
八
十
八
段
だ
と
思
う
。
そ
の
小
さ
な
物
語
は
、
「
昔
男
l

が
ま
だ
若
い
の
に
月
を
見
て
「
老
い
」
を

連
想
す
る
所
に
面
白
味
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
方
が
業
平
ら
し
い
で
は
な
い
か
。
と
こ
ろ
が
、
両
業
平
集
に
採
歌
さ
れ
た
後
、
和
歌
の
詞
に
ひ
か
れ
て
「
老
人
達

の
集
ま
り
」
と
す
る
長
い
詞
書
が
増
益
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
思
う
。

（注
53)

し
か
し
な
が
ら
、
右
は
単
な
る
憶
測
の
域
を
出
な
い
の
で
、
今
は
百
歩
譲
っ
て
渡
辺
氏
の
説
に
従
っ
て
図
示
す
る
こ
と
に
す
る
と
、
図
3
の
よ
う
に
な
る
。
こ
の
図

弱
、
『
在
中
将
集
』
八
十
首
強
全
体
の
中
で
吟
味
す
る
と
、

偶
然
が
重
な
っ
た
と
で
も
い
う
ほ
か
は
な
い
だ
ろ
う
。

を
挙
げ
て

【
伊
勢
物
語
（
天
福
本
）
】

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

36
お
ほ
か
た
は
月
を
も
め
て
し
こ
れ
そ
こ
の
つ
も
れ
は
ひ
と
の
お
い
と
な
る
も
の

（
以
上
、
誤
字
そ
の
他
表
記
を
一
部
改
め
た
）

の
部
分
を
選
び
出
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
偶
然
に

い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
今
更
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
七
十
首
弱
と
八
十
首
強
と
を
照
合
さ
せ
る
と
、
詞

の
例
に
就
い
て
、
渡
辺
氏
は
詞
書
の
影
響
関
係
を
「
『
伊
勢
物
語
』
第
八
十
八
段

l

一
六
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「
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
雅
平
本
業
平
集
』

槃
』
へ
の
流
れ
を
示
す
矢
印
も
付
け
加
え
て
お
い
た
。
言
わ
ん
と
す
る
所
は
、
も
し
当
時
の
『
伊
勢
物
語
』
が
現
行
に
近
く
百
段
以
上
に
増
益
し
て
い
た
な
ら
ば
、
『
在

中
将
集
』
は
雅
平
本
そ
の
他
の
業
平
本
を
参
照
し
終
わ
っ
た
後
に
、
所
謂
第
一
―
一
次
章
段
約
七
＋
の
う
ち
の
七
十
と
は
言
わ
ぬ
ま
で
も
せ
め
て
二
十
数
段
、
十
数
段
か
ら

採
歌
し
て
も
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
在
五
中
将
」
「
在
原
な
り
け
る
男
」
と
記
名
さ
れ
て
い
る
第
六
十
―
―
一
段
や
第
六
十
五
段
を

両
業
平
飴
を
巡
る
論
争
は
、

II

何
故
採
っ
た
か
II

か
ら

II

何
故
採
ら
な
か
っ
た
か
II

っ
た
か
II

と
い
う
問
い
か
け
に
片
桐
氏
は
「
小
さ
な
伊
剪
物
語
」
と
い
う
答
え
を
提
示
し
、
又
、
石
田
氏
は
「
何
ら
か
の
基
準
あ
る
い
は
見
当
」
と
い
う
別
解
、
上
野

氏
は
「
世
評
」
（
再
録
本
16頁
3
行
目
）

集
』
の
場
合
）

と
い
う
別
解
を
用
意
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
論
争
は
互
角
に
進
む
。

っ
た
一
度
、
第
―
二
篇
第
一
―
章
の
章
末
の

何
故
採
歌
し
な
か
っ
た
の
か
。

へ
、
『
雅
平
本
雅
平
集
』
か
ら
『
在
中
将
集
』

や
「
正
し
い
知
識
」
「
他
に
信
頼
す
べ
き
資
料
」
（
同
l
行
目
）
と
い
う
別
解
、
そ
し
て
、
渡
辺
氏
は
他
の
業
平
槃
（
『
在
中
将

伊
勢
物
語
一

1

一
段
階
成
立
論
続
詔
第
二

（第三次章段）

百余りの章段

（第三次章段）

図3

百余りの章段

へ
の
矢
印
は
図
3
と
同
じ
だ
が
、
そ
の
外
側
に
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
在
中
将

ヘ
争
点
を
移
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
圧
倒
的
に
片
桐
氏
が
有
利
に
な
る
。

II

何
故
採

い
っ
ぽ
う
、
採
ら
れ
な
か
っ
た
歌
へ
の
着
目
は
『
〔
研
究
篇
〕
』
に
於
い
て
も
た

図4

一
七
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約50個の章段

が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
ら
、
元
も
子
も
な
い
。

(
1
9
2
頁）

第

5
節

有
効
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

（
両
業
平
集
の
）
取
っ
た
歌
、
取
ら
な
か
っ
た
歌
が
殆
ん
ど
一
致
し
て
い
る
と
い
う
事
実
こ
そ
は
、
両
者
が
恣
意
的
に
伊
勢
物
語
か
ら
歌
を
抜
き
出
し
た
の
で
は

第
四
十
五
段
詳
述

だ
け
で
あ
る
が
、

II

こ
の
段
の
歌
を
何
故
採
ら
な
か
っ
た
の
か
II

と
い
う
問
い
か
け
を
繰
り
返
し
て

い
っ
た
場
合
、
全
て
の
第
三
次
章
段
に
就
い
て
説
明
し
、
な
お
か
つ
採
っ
た
ほ
う
の
理
由
説
明
と

も
一
貫
さ
せ
る
の
は
極
め
て
困
難
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
答
え
は
た
だ
ひ
と
つ
、
こ
れ

ら
の
段
は
初
め
か
ら
無
か
っ
た
の
で
あ
る
と
言
っ
た
ほ
う
が
本
当
に
ゆ
い
い
つ
の
客
観
的
解
答
に

成
る
と
思
う
。

業
平
集
の
研
究
と
し
て
は
秀
れ
て
い
る
が
、
伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
批
判
と
し
て
も
必
ず
し
も

田
口
尚
幸
氏
は
平
成

11年
、
前
掲
「
原
体
験
へ
と
回
帰
す
る
昔
男
|
|
＇
伊
勢
物
語
一
ー
ニ
十
段
に
見
る
〈
心
〉
と
〈
か
た
ち
〉

材
だ
。
で
き
あ
が
っ
て
い
る
完
成
品
を
試
食
し
て
旨
い
と
感
じ
た
な
ら
、
そ
の
ま
ま
賞
味
す
れ
ば
い
い
。

と
述
べ
て
い
る
が
、
私
は
二
つ
の
意
味
で
納
得
で
き
な
い
。
第
一
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
既
に
片
桐
氏
が
説
明
し
て
い
る
。

の
二
元
論
ー
~
」
の
中
で
、

素
材
の
新
古
は
問
わ
な
い
。
ま
た
、
ど
こ
か
ら
が
古
く
て
ど
こ
か
ら
が
新
し
い
の
か
、
常
に
確
定
で
き
る
と
も
か
ぎ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
素
材
は
あ
く
ま
で
も
素

い
ち
い
ち
素
材
の
成
立
の
早
遅
を
論
じ
て
完
成
品
の
味

画
家
が
絵
を
書
く
場
合
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
中
央
か
ら
絵
具
を
塗
り
始
め
て
も
そ
の
左
端
か
ら
塗
り
始
め
て
も
、
作
品
の
理
解
鑑
賞
に
は
何
ら
か
か
わ
り
な
い
、
作

以
上
、
本
節
の
結
論
を
図
示
す
る
と
、
図

5
の
よ
う
に
な
る
。
即
ち
、

一
連
の
渡
辺
氏
論
文
は

図 5

（
傍
線
と
カ
ッ
コ
内
は
引
用
者
に
拠
る
）

な
く
、
同
時
代
の
少
し
異
な
っ
た
伊
勢
物
語
か
ら
す
べ
て
の
歌
を
と
っ
た

（
略
）
と
す
る
私
見
に
、
ま
さ
し
く
適
合
す
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

一
八
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伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
詔
第
二

秋
風
ふ
く
と
雁
に
告
げ
こ
せ

ゆ
く
螢
雲
の
う
へ
ま
で
去
ぬ
べ
く
は

が
る
。
こ
の
男
、
見
ふ
せ
り
て

品
は
あ
く
ま
で
出
来
上
が
っ
た
姿
に
お
い
て
と
ら
え
る
べ
き
だ
と
い
う
立
場
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
今
述
べ
て
い
る
伊
勢
物
語
の
場
合
に
は
あ
て
は
ま
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
場
合
は
、
明
ら
か
に
五
十
年
以
上
の
年
月
と

一
人
の
画
家
が
一
枚
の
キ
ャ
ン
バ
ス
の
ど
の
部
分
か
ら
絵
具
を
塗
り
始
め
た
か
と
い
う
こ
と
と
は
全
く
異
な
っ
た
問
題

第
二
に
私
が
贅
言
を
加
え
る
な
ら
ば
、
食
材
は
新
し
い
ほ
う
が
旨
い
の
に
対
し
、
文
学
や
絵
画
は
、
後
人
が
付
け
加
え
た
り
、
補
修
し
た
り
し
た
部
分
よ
り
も
や
は
り

業
平
と
そ
の
仲
間
達
や
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
に
か
か
る
部
分
の
ほ
う
が
す
ば
ら
し
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
勿
論
第
三
次
成
立
章
段
の
中
に
も
文
芸
的
に

優
る
段
が
数
多
く
含
ま
れ
て
い
よ
う
が
、
し
か
し
、
第
十
四
段
そ
の
他
の
東
下
り
の
章
段
、
或
い
は
、
第
七
十
段
！
第
七
十
二
段
な
ど
の
伊
勢
斎
宮
関
連
章
段
、
と
い

っ
た
よ
う
な
「
付
加
増
益
に
よ
っ
て
出
来
た
章
段
」
は
、
「
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
」
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
又
、
集
成
本
上
段
鑑
賞
欄
で
「
不
出
来
な
段
」
「
末
の
世
の
迷
惑
な
増
補
」
と
さ
れ
て
い
る
第
六
十
三
段
そ
の
他

以
上
二
つ
の
意
味
で
、
三
段
階
成
立
論
は
新
世
紀
に
も
引
き
継
が
れ
て
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

だ
が
、
そ
の
前
に
、
今
世
紀
中
に
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
の
は
、
両
業
平
集
に
拠
っ
て
物
語
の
原
初
形
態
を
探
る
と
い
う
片
桐
氏
的
ア
プ
ロ
ー
チ
が
、
少
な
く
と

も
幾
つ
か
の
章
段
に
於
い
て
極
め
て
有
益
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
人
の
娘
の
か
し
づ
く
、

一
九

（注
6
)

（
『
〔
研
究
篇
〕
」

2
9
3ー

2
9
4
頁）

い
か
で
こ
の
男
に
も
の
言
は
む
と
思
ひ
け
り
。
う
ち
出
で
む
こ
と
難
く
や
あ
り
け
む
、
も
の
病
に
な
り
て
死

ぬ
べ
き
時
に
、
「
か
く
こ
そ
思
ひ
し
か
」
と
言
ひ
け
る
を
、
親
聞
き
つ
け
て
、
泣
く
泣
く
告
げ
た
り
け
れ
ば
、
ま
ど
ひ
来
た
り
け
れ
ど
、
死
に
け
れ
ば
、

れ
と
籠
り
を
り
け
り
。
時
は
六
月
の
つ
ご
も
り
、

や
や
長
い
が
、
第
四
十
五
段
の
全
文
を
引
用
す
る
。

は
、
本
当
に
迷
惑
な
増
補
と
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

だ
か
ら
で
あ
る
。

数
人
の
作
者
編
者
が
か
か
わ
っ
て
お
り
、

つ
れ
づ

い
と
暑
き
こ
ろ
ほ
ひ
に
、
よ
ひ
は
あ
そ
び
を
り
て
、
夜
ふ
け
て
や
や
涼
し
き
風
ふ
き
け
り
。
螢
た
か
く
飛
び
あ
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あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
か
く
る
る
か

十
五
段
は
ど
の
よ
う
な
作
品
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

と
あ
り
、
又
、
『
雅
平
本
業
平
集
」

で
は
、

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

そ
の
こ
と
と
な
く
物
ぞ
悲
し
き

『
〔
研
究
篇
〕
』
で
は
こ
の
章
段
は
全
体
が
第
二
次
成
立
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
同
書
の
中
で
両
業
平
集
に
採
歌
さ
れ
た
段
の
一
覧
表
が
掲
載
さ
れ
、
そ
の
段
の
一

部
の
み
の
場
合
番
号
の
傍
ら
に
三
角
印
が
付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
「
45
」
と
い
う
数
字
の
傍
ら
に
三
角
印
が
無
い
。

(
1
7
1
頁。

1
7
2
頁）。

そ
し
て
、
平
成
4
年
の
片
桐
氏
「
『
伊
勢
物
語
』
を
読
む
」
で
も
第
二
次
成
立
章
段
の
代
表
例
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る

し
か
し
な
が
ら
、
業
平
集
を
実
際
に
縞
い
て
み
る
と
、
ま
ず
、
『
在
中
将
集
』
で
は
、

10
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

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

（注
7
)

59
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

と
あ
っ
て
、

い
ず
れ
も
『
伊
勢
物
語
』

の
第
二
首
目
「
暮
れ
が
た
き
夏
の
日
ぐ
ら
し
…
…
」
が
漏
れ
て
い
る
。
従
っ
て
第
二
次
成
立
は
あ
く
ま
で
一
部
分
に
留
ま
る
と

考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。
以
上
は
形
式
的
処
理
に
過
ぎ
ぬ
が
、
内
容
上
も
、
現
行
第
四
十
五
段
か
ら
両
業
平
集
へ
と
い
う
流
れ
は
考
え
に
く
い
。
物
語
の
地
の
文
が
著
し

く
短
く
な
っ
て
い
る
の
は
歌
集
詞
書
の
常
で
あ
り
全
く
構
わ
な
い
の
だ
が
、
女
の
片
思
い
と
死
と
い
う
極
め
て
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
記
述
が
削
ぎ
落
と
さ
れ
て
背
景
の
自

然
描
写
だ
け
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

や
は
り
第
四
十
五
段
は
一
部
が
第
二
次
成
立
、
残
り
の
部
分
が
第
三
次
と
考
え
る
の
が
最
も
学
問
的
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
最
初
の
一
部
、
即
ち
、
第
一
次
第
四

昔
、
男
が
い
た
。
男
は
夏
が
嫌
い
だ
っ
た
。
暑
い
一
日
、
日
が
暮
れ
て
、

て
秋
の
到
来
を
天
上
の
雁
に
告
げ
、
ま
だ
夏
が
何
十
日
も
残
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
時
の
進
行
を
早
め
よ
う
と
し
た
。

両
業
平
集
か
ら
窺
い
知
ら
れ
る
第
一
次
第
四
十
五
段
は
、
右
の
よ
う
な
短
い
、
し
か
し
軽
妙
酒
脱
な
作
品
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
和
歌
の
発
想
は

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

暮
れ
が
た
き
夏
の
日
ぐ
ら
し
な
が
む
れ
ば

一
瞬
涼
し
い
風
が
吹
い
た
。
そ
こ
で
、
風
に
あ
お
ら
れ
て
高
く
舞
い
上
が
っ
た
螢
に
託
し

（
『
王
朝
物
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
）
。
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伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
詔
第
二

m
 

違
い
で
あ
る
。

（注

8
)

と
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
男
は
月
が
好
き
だ
か
ら
月
の
入
り
を
遅
ら
せ
よ
う
と
し
た
が
、
夏
は
嫌
い
だ
か
ら
、
今
度
は
逆
に
時
の
進
行
を
早
め
よ
う
と
し
た
だ
け
の

山
の
端
に
げ
て
入
れ
ず
も
あ
ら
な
む

図6

『
後
撰
集
』
で
は
秋
歌
上
の
部
立
て
に
題
知
ら
ず
で
採
歌
さ
れ
て
い
る
が
、
残
念
乍
ら

『
後
撰
集
』
編
者
は
こ
の
小
品
の
面
白
味
が
全
く
わ
か
っ
て
い
な
か
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
秋
に
風
が
吹
い
た
の
を
、
「
秋
風
吹
く
」
と
詠
ん
で
も
全
く
陳
腐
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
第
一
次
第
四
十
五
段
は
、
同
じ
主
題
で
第
二
首
「
暮
れ
が
た
き
夏
の
日
ぐ
ら
し

…
…
」
を
増
益
し
た
。
こ
れ
を
仮
に
第
二
次
第
四
十
五
段
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
こ
の
第

二
首
の
第
五
句
の
「
悲
し
」
は
、
特
に
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
な
ど
で
は
哀
傷
歌
に
よ
く

使
わ
れ
る
形
容
詞
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
、
或
い
は
、
第
一
首
の
「
螢
」
を
何
ら
か
の

文
学
的
理
由
に
拠
り
鎮
魂
の
景
物
と
読
み
倣
し
た
た
め
に
、
女
の
死
と
男
の
追
悼
を
主
題

と
す
る
物
語
に
変
貌
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
冒
頭
で
も
触
れ
た
通
り
、
片
桐
氏
の
仮

説
は
、
正
確
に
は
、
多
段
階
成
立
論
で
あ
り
、
両
業
平
集
編
纂
後
の
時
期
も
更
に
細
分
す

る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
時
期
の
う
ち
の
、
比
較
的
初
期
に
第
二
次
第
四
十
五
段
が
成
立
、

比
較
的
後
期
に
第
三
次
の
、

（注

9
)

し
た
い
。

つ
ま
り
現
行
の
第
四
十
五
段
が
成
立
し
た
の
だ
と
私
は
特
定

以
上
、
第
四
十
五
段
の
三
段
階
成
立
論
は
、
両
業
平
集
の
み
な
ら
ず
、
『
後
撰
集
』
に

立
脚
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
と
め
る
と
図
6
の
通
り
で
あ
る
。

増
益
者
が
螢
を
鎮
魂
の
景
物
と
読
み
倣
し
た
文
学
的
理
由
と
し
て
、
古
来
の
指
摘
を
参
考
に
す
れ
ば
、
ま
ず
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
『
長
恨
歌
』

で
あ
る
。
百
歩
譲
っ
て

そ
う
だ
と
し
て
も
、
こ
の
段
で
は
、
娘
が
一
方
的
に
噂
を
聞
い
て
知
っ
て
い
る
だ
け
で
、
昔
男
は
何
も
知
ら
な
い
。
契
り
を
結
ん
で
い
な
い
の
ま
勿
論
の
こ
と
、
対
話

（
第
八
十
二
段
）
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首
を
捨
て
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

く
こ
と
が
な
い
と
い
う
描
き
方
に
な
っ
て
い
る
。

実
な
延
展
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

が
あ
っ
た
と
し
て
も
せ
い
ぜ
い
物
越
し
の
二
言
三
言
で
あ
る
。
楊
責
妃
を
失
っ
た
玄
宗
皇
帝
（
或
い
は
愛
妃
を
失
っ
た
漢
皇
）
と
同
じ
よ
う
な
「
恋
の
鬱
情
」
を
昔
男

い
っ
た
い
、
片
桐
氏
が
「
昔
男
」
の
人
間
像
も
三
段
階
に
分
け
て
仮
説
し
て
い
る
こ
と
は
自
作
他
作
の
研
究
書
に
拠
っ
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
概
要
を
ま

と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

〔
第
一
次
〕

第
一
次
『
伊
勢
」
で
描
か
れ
て
い
る
主
人
公
は
、
い
ち
ず
な
恋
、
ひ
た
む
き
な
愛
に
生
き
る
、
ま
こ
と
に
純
粋
な
男
で
あ
っ
た
。

〔
第
二
次
〕

第
二
次
『
伊
勢
物
語
』
も
、
前
述
の
よ
う
に
在
原
氏
の
翁
が
語
る
と
い
う
物
語
的
姿
勢
が
強
く
打
ち
出
さ
れ
て
い
る
ほ
か
は
、
お
お
む
ね
第
一
次
『
伊
勢
』
の
忠

〔
第
三
次
〕

始
め
か
ら
女
性
よ
り
も
は
る
か
上
に
位
置
す
る
す
ば
ら
し
い
男
と
い
う
書
き
方
で
あ
る
。

第
三
次
成
立
の
章
段
は
、
（
略
）
広
く
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

右
の
う
ち
の
〔
第
三
次
〕

（
以
上
、
〔
第
一
次
〕
！
〔
第
三
次
〕
を
通
し
て
、
前
掲
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
」
に
拠
る
）

の
男
性
像
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
現
行
第
四
十
五
段
の
昔
男
は
女
性
に
情
け
を
垂
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
第
三
次
第
四
十
五
段
は
幻
巻
に
取
ら
れ
て
い
る
（
平
4

拙
稿
「
盛
夏
の
螢
そ
の
ほ
か
i

幻
巻
の
な
か
の
勢
語
ー
~
」
『
富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要
』

18)
。
今
、
仮
に
、
「
源
氏
」
以
降
に
初
冠
本
か
ら
狩
使
本
が
派
生
し
た
と
い
う
渡
辺
泰
宏
氏
説
に
従
う
と
す
る
と
、
そ
の
狩
使
本
編
集
者
と
両
業
平
集
編
者
の
い
ず
れ

か
が
、
女
の
恋
と
死
と
い
う
味
の
濃
い
文
学
か
ら
、
季
節
の
移
り
変
り
と
自
然
描
写
を
主
題
と
す
る
う
す
口
の
文
学
へ
と
縮
小
し
、
和
歌
も
同
趣
の
二
首
の
う
ち
の
一

に
求
め
、
恋
の
閏
怨
的
要
素
を
読
み
取
る
の
は
無
理
だ
と
思
う
。

（
前
掲
『
王
朝
物
語
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
に
拠
る
）
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と
に
な
る
点
で
も
、
貴
重
で
あ
る
。

る。 示
し
た
よ
う
な
見
通
し
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。

補
節

三
段
階
成
立
論
に
対
し
て
、
管
見
に
入
っ
た
だ
け
で
も
、
十
四
、
五
人
以
上
の
学
者
が
疑
問
・
反
論
を
提
出
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
そ
の
辿
る
道
筋
に
拠
っ
て
お
よ

そ
六
つ
に
分
け
ら
れ
る
が
、
六
つ
と
も
有
効
と
は
思
え
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』
の
研
究
は
片
桐
氏
説
に
従
う
の
が
最
も
安
全
な
の
で
あ
る
。
但
し
、
第
四
十
五
段
は
第

三
次
章
段
に
分
類
す
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
昔
男
の
人
物
像
も
「
一
途
で
純
粋
な
恋
」
と
い
う
第
一
次
第
二
次
章
段
に
し
ば
し
ば
描
か
れ
た
有
様
を
あ
て
は
ま
る
よ
り
、

二
十
世
紀
半
ば
に
出
た
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
』
を
巡
っ
て
、
二
十
世
紀
後
半
の
国
文
学
界
は
賛
否
両
論
を
繰
り
拡
げ
た
。
そ
う
な
っ
た
原
因
は
、

に
は
、
三
角
印
の
脱
落
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
字
二
字
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
、

速
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
『
伊
勢
物
語
』
百
余
段
の
生
成
の
足
取
り
を
大
局
的
に
は
見
事
に
据
え
た
『
〔
研
究
篇
〕
』
は
幾
世
紀

に
も
亙
っ
て
伝
え
ら
れ
て
行
く
不
滅
の
業
績
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
で
あ
る
。

田
舎
蔑
視
諸
段
の
後
発
性

最
後
に
、
学
会
発
表
後
に
出
た
渡
辺
泰
宏
氏
「
伊
勢
物
語
に
お
け
る
万
築
類
歌
|
|
＇
そ
の
典
拠
と
採
用
の
方
法
ー
」
（
平
成

11
年
10
月
『
平
安
文
学
論
究
』
第

十
四
輯
）
を
検
討
し
た
い
。
渡
辺
氏
本
人
の
意
図
と
は
は
ず
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
私
は
私
な
り
に
学
恩
を
受
け
た
つ
も
り
で
あ
り
、
本
節
の
小
見
出
し
で

「
序
」
と
「
結
」
を
加
え
て
六
つ
の
部
分
か
ら
成
る
こ
の
論
文
の
う
ち
、
「
二
、
」
で
は
、

直
接
目
で
読
ん
だ
と
の
論
旨
で
あ
る
。
私
も
賛
成
し
た
い
が
、
そ
れ
が
「
伊
勢
物
語
が
〈
歌
語
り
〉
に
よ
っ
て
次
第
に
か
た
ち
を
な
し
た
と
す
る
説
に
対
し
て
」
「
疑

問
を
提
ホ
し
た
こ
と
に
な
っ
た
」
（
論
文
全
体
の
末
尾
）
と
は
思
え
な
い
。
何
故
な
ら
、
氏
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
第
二
十
三
段
と
第
七
十
四
段
は
い
ず
れ
も
第

三
次
章
段
に
属
す
る
か
ら
で
あ
る
。
前
拙
稿
で
述
べ
た
通
り
、
私
は
口
承
文
芸
的
性
格
を
第
一
次
第
一
一
次
章
段
に
限
定
し
、
書
承
文
芸
的
な
第
三
次
と
対
峙
さ
せ
て
い

「
三
、
」
は
典
拠
と
な
る
万
葉
歌
が
『
万
薬
集
』
の
特
定
の
巻
に
躾
中
す
る
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
興
味
深
い
指
摘
で
あ
り
、
又
、
「
二
、
」
の
論
旨
と
連
動
す
る
こ

伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
統
詔
第
二

第
三
次
の
諸
段
の
持
つ
新
し
い
傾
向
に
即
し
た
解
釈
を
し
た
い
。

第

6
節

第
5
節
ま
で
の
総
括

一
字
と
言
う
に
足
ら
ざ
る
誤
植
さ
え
無
け
れ
ば
、
片
桐
氏
説
の
定
説
化
は
な
お
一
層
加

『
万
葉
集
』
を
採
り
入
れ
る
際
、
『
伊
勢
物
語
』
作
者
は
口
承
を
経
由
せ
ず
、

―つ
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な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 我

が
恋
ひ
居
れ
ば
我
が
や
ど
の
簾
動
か
し

宿
れ
り
し

仮
鷹
し
思
ほ
ゆ

の
よ
う
に
三
句
切
れ
で
あ
っ
た
り
、

玉
松
が
枝
は
愛
し
き
か
も
君
が
み
言
を
持
ち
て
通
は
く

l
l
2
古
に
恋
ふ
ら
む
鳥
は
ほ
と
と
ぎ
す
け
だ
し
や
鳴
き
し
我
が
恋
ふ
る
ご
と

は
力
強
い
、
男
性
的
な
感
じ
で
あ
る
。

8
熟
田
津
に

月
待
て
ば
潮
も
か
な
ひ
ぬ

五
七
調
で
あ
る
、
特
に
（
以
下
、
全
集
本
に
よ
る
）

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

今
は
漕
ぎ
出
で
な

「
四
、
」
で
取
り
挙
げ
ら
れ
た
の
は
第
十
四
段
、
第
二
十
一

1

一
段
後
半
及
び
第
一
―
十
四
段
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
段
の
「
陸
奥
（
み
ち
）

の
国
」
の
女
、
「
河
内
（
か
ふ

ち
）
の
国
、
高
安
」
の
女
及
び
「
か
た
ゐ
な
か
」
の
女
は
「
負
」
性
を
持
っ
て
居
り
、
彼
女
達
の
「
ゐ
な
か
」
び
た
雰
囲
気
や
時
代
遅
れ
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
二
句

切
れ
、
四
句
切
れ
、
「
二
句
、
四
句
切
れ
」
の
万
葉
類
歌
を
詠
ま
せ
た
、
と
い
う
論
旨
で
あ
ろ
う
か
。

二
句
切
れ
、
四
句
切
れ
及
び
「
二
句
、
四
句
切
れ
」
は
一
語
で
ま
と
め
る
と
、
五
七
調
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
優
美
な
七
五
調
に
対
し
て
、
五
七
調
が
力
強
さ
、
荒
々

し
さ
を
醸
し
出
す
の
は
、
少
な
く
と
も
古
代
文
学
の
和
歌
の
常
識
で
あ
っ
て
、
女
流
歌
人
は
好
ま
な
い
だ
ろ
う
と
演
繹
的
に
も
予
測
さ
れ
る
。
古
代
前
期
の
『
万
薬
集
』

の
女
流
歌
人
を
代
表
す
る
額
田
王
は
豊
か
な
感
受
性
を
持
ち
合
わ
せ
、
宮
廷
歌
人
と
し
て
集
団
を
代
表
す
る
際
に
も
、
個
人
的
惑
慨
を
詠
み
込
む
際
に
も
、
巽
彩
を
放

っ
て
い
た
と
定
評
が
あ
る
。
前
者
の
公
的
な
歌
8
番
18
番
は
そ
れ
ぞ
れ
四
句
切
れ
、
「
二
句
、
四
句
切
れ
」
で
あ
り
、
更
に
、
長
歌
の
常
で
は
あ
る
が
16
番
や
17
番
も

l
1
3
み
吉
野
の

7
秋
の
野
の

舟
乗
り
せ
む
と

み
草
刈
り
葺
き

4
8
8
君
待
つ
と

一
方
、
後
者
の
私
的
な
歌
は
、

20
番
(
-
応
、
四
句
切
れ
）

宇
治
の
み
や
こ
の

秋
の
風
吹
く

の
よ
う
な
例
外
も
あ
る
が
、

の
よ
う
に
句
切
れ
な
し
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
相
聞
歌
は
全
て
優
美
で
な
よ
や
か
な
感
じ
が
し
、
四
句
切
れ
の

20
番
も
そ
う
で
あ
る
。
思
う
に
、
恋
を
す
る
と
女
ら
し
く

古
代
後
期
の
『
源
氏
物
語
』
の
女
性
達
も
概
し
て
五
七
調
を
好
ま
な
い
と
い
う
惑
触
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
夕
顔
の
「
山
が
つ
の
垣
ほ
荒
る
と
も
…
…
」
（
「
帯

木」。

82
頁
9
行
目
）
と
い
う
四
句
切
れ
の
贈
歌
に
は
自
分
達
母
娘
を
ほ
っ
た
ら
か
し
に
し
て
い
る
頭
中
将
へ
の
怒
り
、
藤
壺
の
「
世
が
た
り
に
人
や
伝
へ
ん
…
…
」
（
「
若

紫」。

2
3
2
頁
1
行
目
）
と
い
う
二
句
切
れ
の
答
歌
は
、
自
他
共
に
破
滅
に
つ
な
が
る
不
義
密
通
を
強
引
に
続
け
よ
う
と
す
る
光
源
氏
へ
の
怒
り
が
込
め
ら
れ
て
い

る
。
紫
式
部
は
レ
ト
リ
ッ
ク
よ
り
内
容
重
視
で
言
葉
を
選
ぶ
か
ら
例
外
も
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
古
代
文
学
一
般
に
於
い
て
、
女
性
が
五
七
調
の
歌
を
詠
む
と
違
和
感
を

ニ
四
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伊
勢
物
語
―
二
段
階
成
立
論
続
紹
第
一
―

第
二
次
章
段
に
属
す
る
第
六
十
八
段
の
全
文
を
引
用
す
る
。

次
の
中
に
は
見
当
た
ら
な
い
。

与
え
る
の
は
当
た
り
前
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
先
述
の
諸
段
の
五
七
調
を
異
本
章
段
を
除
く
伊
勢
物
語
の
方
法
と
見
倣
し
、
「
伊
勢
物
語
が
成
長
し

て
成
っ
た
と
す
る
説
」
に
対
し
て
、
「
疑
問
を
提
示
し
た
こ
と
に
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
論
文
を
結
ぶ
あ
た
り
、
こ
の
論
文
及
び
平
成
10
年
2
月
『
国
文
学
』

論
文
目
録
1
番
ー

11
番
か
ら
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。
氏
の
十
二
本
以
上
の
業
績
は
、
私
如
き
が
今
更
言
う
ま
で
も
な
く
、
鋭
い
し
、
極
め
て
し
っ
か
り
し
た
も
の
で

私
が
関
心
を
持
っ
た
の
は
作
中
和
歌
の
区
切
れ
で
は
な
く
、
先
述
の
諸
段
、
特
に
第
十
四
段
、
第
二
十
三
段
が
全
て
第
一
孟
一
次
成
立
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

第
十
四
段
は
陸
奥
の
女
が
京
の
男
を
「
め
づ
ら
か
」
に
思
っ
て
、
二
人
が
結
ば
れ
た
物
語
で
あ
る
。
男
は
反
実
仮
想
の
構
文
を
用
い
て
、

と
い
う
別
れ
の
挨
拶
を
残
す
。
契
り
が
結
ば
れ
た
以
上
、
女
が
男
に
執
着
す
る
の
は
当
然
で
あ
っ
て
、
批
難
さ
れ
る
と
す
れ
ば
男
の
側
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
作
者
は
、

男
の
儀
礼
を
真
に
受
け
て
喜
ぶ
女
を
嘲
笑
す
る
よ
う
な
口
吻
で
あ
る
。
第
二
十
三
段
の
場
合
、
男
は
経
済
的
援
助
を
得
る
た
め
、
河
内
の
女
と
縁
を
組
む
。
所
期
の
目

的
を
果
た
し
た
が
、

や
が
て
一
方
的
に
通
う
の
を
止
め
る
こ
と
に
な
る
。
河
内
の
女
は
あ
き
ら
め
ら
れ
ず
、

た
の
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
ふ
る

と
相
聞
歌
を
連
作
す
る
。

二
五

の

二
句
、
四
句
切
れ
の
第
一
首
目
は
、
確
か
に
時
代
遅
れ
で
野
卑
な
感
じ
が
す
る
が
、
時
代
遅
れ
な
の
は
、
契
り
を
結
ぶ
前
か
ら
う
す
う
す
予

想
で
き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
ま
り
縁
切
り
の
理
由
に
な
ら
ぬ
は
ず
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
田
舎
蔑
視
の
章
段
は
、
第
三
次
の
中
に
は
、
他
に
も
、
第
十
三
段
武
蔵
に
住
み
つ
い
た
男
が
、
土
地
の
女
と
結
婚
し
た
の
を
恥
づ
か
し
く
思
う

段
や
、
第
十
五
段
み
ち
の
国
の
人
妻
に
つ
い
て
語
り
手
が
「
さ
る
さ
が
な
き
え
び
す
ご
こ
ろ
」
と
評
す
る
段
ー
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
第
一
―
次
や
第
一

君
こ
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば

雲
な
か
く
し
そ
雨
は
降
る
と
も

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山

都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

栗
原
の
あ
ね
は
の
松
の
人
な
ら
ば

あ
る
が
、
反
論
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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少
は
と
も
か
く
、
確
か
に
存
在
す
る
。

し
の
ぶ
の
み
だ
れ
か
ぎ
り
知
ら
れ
ず

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

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
、

美
し
い
自
然
に
接
し
て
感
動
の
頂
点
に
達
し
た
の
だ
が
、
第
五
句
に
掛
け
ら
れ
た
「
住
み
善
し
」
は
、
条
件
付
き
の
居
住
希
望
と
取
れ
な
く
も
な
い
。
同
じ
く
周
知
の

通
り
第
二
次
に
属
す
る
初
段
の
舞
台
「
大
和
」
は
、
「
都
／
田
舎
」
の
二
極
対
立
に
於
い
て
、
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
十
三
段
前
半
の
大
和
の
妻
は
誇
り
の
高
さ
、
第
二
十
段
の
大
和
の
女
男
に
心
が
「
う
つ
ろ
」

っ
気
を
特
徴
と
す
る
し
、
少
し
前
ま
で
平
城
京
が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、
「
都
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
が
集
成
本
「
解
説
」
を
は
じ
め
と
す
る
現
時
点
で

の
通
説
で
あ
る
。
し
か
し
以
上
二
つ
の
段
は
第
三
次
章
段
で
あ
る
。
初
段
の
場
合
、

お
も
ほ
え
ず
、
古
里
に
（
「
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
」
が
）
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば

と
い
う
地
の
文
か
ら
考
え
て
も
、
む
し
ろ
「
田
舎
」
の
範
疇
に
入
れ
る
ほ
う
が
素
直
な
読
み
で
あ
る
。

春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣

も
、
集
成
本
「
解
説
」
の
再
検
討
が
必
要
だ
ろ
う
。
も
し
「
異
性
讃
歌
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
着
て
い
た
狩
衣
の
裾
を
切
っ
た
点
を
含
め
て
、
激
し
す
ぎ
る

の
で
あ
る
。
『
古
事
記
」
の
景
行
天
皇
は
美
濃
国
の
姉
妹
を
物
に
し
よ
う
と
し
、
又
、
天
津
日
高
日
子
番
能
遁
々
芸
能
命
は
姉
妹
二
人
の
う
ち
の
妹
に
求
愛
し
、
結
婚

し
た
。
初
段
の
男
が
婚
姻
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
と
言
う
つ
も
り
は
な
い
が
、
や
は
り
、

「
心
と
言
動
と
の
間
の
屈
折
」
は
、
な
る
ほ
ど
、
作
品
全
体
に
流
れ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
敢
え
て
比
較
す
る
と
、
第
一

1

一次

章
段
の
ほ
う
が
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
よ
く
あ
て
は
ま
り
、
第
二
次
以
前
の
中
に
は
、
初
段
の
よ
う
に
「
心
と
言
動
と
の
直
結
」
を
主
調
と
す
る
も
の
も
、
そ
の
数
の
多

更
に
、
男
が
詠
ん
だ

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
。

春
の
う
み
べ
に
住
吉
の
浜

雁
鳴
き
て
菊
の
花
さ
く
秋
は
あ
れ
ど

の
浜
と
よ
め
」
と
い
ふ
。

一
途
で
純
粋
な
恋
歌
で
は
あ
っ
た
よ
う
だ
。

っ
た
の
で
す
ね
、
と
返
歌
し
た
は
洗
練
さ
れ
た
洒
落

い
と
お
も
し
ろ
け
れ
ば
、
お
り
ゐ
つ
つ
ゆ
く
。
或
る
人
、
「
住
吉

二
六
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伊
勢
物
語
三
段
階
成
立
論
続
紹
第

二
七

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
の
が
、
『
源
氏
物
語
』
の
注
釈
書
『
河
海
抄
」
に
関
す
る
島
崎
健
氏
の
画
期
的
論
文
で
あ
る
。
島
崎
氏
は
昭
和
五
十
五
年
の
「
『
河
海
抄
』
序
説

I

李
部
王
記
の
問
題
ー
」
（
『
国
語
国
文
」

49
巻
5
号
）
に
於
い
て
、
『
河
海
抄
』
を
代
表
す
る
『
李
部
王
記
』
（
散
侠
書
）
引
用
が
、
実
は
後
人
の
書
き
入
れ
で

あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
、
当
該
年
の
、
『
国
文
学
年
鑑
』
の
学
界
時
評
の
中
で
、
片
桐
洋
一
氏
も
大
き
く
取
り
挙
げ
て
い
る
。
島
崎
氏
は
、

現
存
河
海
抄
諸
伝
本
に
於
け
る
李
記
の
注
の
異
同
、
そ
れ
は
、
河
海
抄
の
個
と
し
て
の
固
有
の
注
釈
論
理
が
一
般
的
な
注
釈
概
念
の
中
に
解
消
さ
れ
て
い
っ
た
、

（
「
李
記
」
と
は
『
李
部
王
記
』
の
こ
と
。
カ
ッ
コ
内
は
引
用
者
に
拠
る
）

と
、
論
文
を
結
ん
で
い
る
。
継
承
し
つ
つ
、
私
な
り
の
平
た
い
言
莱
に
直
せ
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
も
在
原
業
平
や
仲
間
達
の
か
け
が
え
の
な
い
個
性
が
両
業
平

集
編
纂
以
後
第
三
次
章
段
が
漸
次
増
益
さ
れ
て
行
く
過
程
で
、
少
し
ず
つ
霞
ん
で
し
ま
う
こ
と
も
心
配
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
歌
物
語
の
一
段
一
段
に
込
め
ら
れ
た
作
者

の
個
性
は
、
注
釈
書
の
一
条
一
条
に
込
め
ら
れ
た
、
例
え
ば
四
辻
善
成
の
個
性
以
上
に
、
尊
重
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
次
第
二
次
伊
勢
物
語
の
文
学
精
神
や

特
定
の
章
段
を
念
頭
に
買
い
て
第
三
次
章
段
を
読
み
解
く
の
は
ま
だ
い
い
と
し
て
も
、
そ
の
逆
の
方
法
に
は
極
め
て
慎
重
な
配
慮
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

言
う
は
易
く
、
行
う
は
難
い
が
、
本
文
批
評
は
国
語
の
通
時
的
研
究
、
解
釈
は
国
語
の
共
時
的
研
究
を
ま
ず
第
一
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

木
戸
久
二
子
氏
「
神
宮
文
庫
蔵
『
伊
勢
物
語
注
本
』
を
め
ぐ
っ
て
」
（
平
成
元
年
12
月
『
中
古
文
学
論
孜
』
）
は
、
中
元
悦
子
氏
の
論
考
と
厳
正
に
区
別
し
つ
つ
、

狩
使
本
に
就
い
て
、
貴
重
な
指
摘
を
な
さ
っ
て
い
る
（
例
え
ば
、

15
頁
下
段
）
゜

H
段
は
廣
岡
義
隆
氏
を
含
め
た
三
人
の
共
著
「
翻
刻
『
伊
勢
物
語
注
本
』
（
下
）
」
（
平

日
本
語
学
文
学
』
）
に
写
真
が
載
る
が
、
中
元
氏
に
拠
れ
ば
、
改
変
を
経
た
本
文
と
の
こ
と
。
平
1
1
『
狩
使
本
伊
勢
物
語
ー
~
復
元
と
研
究

|
|
』
（
林
美
朗
氏
）
も
大
変
有
益
で
あ
っ
た
。
但
し
、

H
段
の
校
異

(25
頁
）
は
、
本
拙
稿
が
触
れ
た
四
本
を
集
成
し
て
い
る
が
、
第
一
句
に
限
っ
て
は
誤
植
か
。

な
お
、
本
論
で
述
べ
た
主
旨
は
従
来
の
大
方
の
見
方
と
一
致
す
る
も
の
だ
と
認
識
し
て
い
る
。
特
に
、
平
成
―
一
年
十
二
月
に
出
た
、
田
口
尚
幸
氏
「
狩
使
本
伊
剪

物
語
に
つ
い
て
1

そ
の
断
片
資
料
に
見
る
新
し
さ
ー
」
（
『
中
古
文
学
』

46)
は
不
滅
の
価
値
を
持
つ
。
余
談
乍
ら
そ
の
礎
稿
が
口
頭
発
表
さ
れ
た
際
片
桐
洋

一
氏
に
激
賞
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
惟
喬
親
王
章
段
を
含
む
多
く
の
、
但
し
、
内
田
氏
論
文
と
重
な
ら
ぬ
章
段
、
詞
章
を
適
確
に
考
察
し
た
結
果
、
現
存
狩
使
本

断
片
、
現
存
狩
使
本
系
諸
本
に
付
加
・
改
変
な
ど
の
合
理
化
の
形
跡
が
少
な
か
ら
ず
認
め
ら
れ
る
こ
と
、
か
と
言
っ
て
、
狩
使
本
そ
の
も
の
が
初
冠
本
よ
り
新
し
い

成
六
年
『
三
重
大
学

(2) 

(
l
)
 

注
い
わ
ば
非
文
学
的
な
過
程
の
象
徴
的
な
現
象
で
あ
っ
た
。
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合
し
た
。

(7) 

(6) 
て
、
本
拙
稿
の
不
充
分
を
補
わ
れ
た
い
。

(
5
)
 

(
4
)
 

そ
う
い
っ
た
趣
向
も
一
般
化
し
て
行
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。

富
山
大
学
人
文
学
部
紀
要

躾
抄
一
』
等
と
照

伊
勢
物
語
』
の
解
題
に
於
い
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
書
名
に
つ
い
て
第
三
説
…
…
伊
勢
斎
宮
の
段
が
巻
頭
だ
か
ら
、

第
四
説
…
…
同
じ
段
が
、
特
に
巻
頭
に
な
く
て
も
、
物
語
の
中
で
特
に
重
要
秀
逸
な
段
だ
か
ら
、
を
主
要
―
一
説
と
し
て
紹
介
し
、
第
四
説
を
選
ん
で
い
る
。
福
井
貞

助
氏
の
手
に
か
か
る
昭
和
四
十
七
年
全
集
本
以
降
現
在
に
至
る
ま
で
、
第
四
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
『
竹
取
物
語
』
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
及
び
宇
治
十
帖
に
よ
っ
て
よ

く
わ
か
る
よ
う
に
、
当
時
の
書
名
は
全
体
の
中
で
非
常
に
前
の
ほ
う
に
位
置
す
る
部
分
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。
や
は
り
、
昭
和
六
十
―
一
年
『
新
研
究
』
の
主
旨

と
近
く
、
『
伊
勢
物
語
』
の
最
初
の
形
態
は
狩
使
本
（
の
最
初
期
）

の
段
序
だ
っ
た
と
思
う
。
百
二
十
五
ペ
ー
ジ
の
短
篇
小
説
の
六
十
九
ペ
ー
ジ
目
で
、
或
い
は
、

二
百
五
十
ペ
ー
ジ
の
中
編
小
説
の
百
―
二
十
八
ペ
ー
ジ
目
で
題
名
の
由
来
を
明
か
す
な
ど
と
い
う
の
は
印
刷
製
本
技
術
の
発
達
し
た
近
代
の
趣
向
で
あ
っ
て
、
題
笞
の

誤
ま
り
さ
え
懸
念
さ
れ
る
当
時
の
読
者
に
は
不
親
切
で
あ
る
。
初
冠
本
が
出
発
点
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
別
名
と
し
て
、
「
な
ら
の
京
物
語
」
「
春
日
物
語
」
が
伝
わ

っ
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
但
し
、
『
石
清
水
物
語
』
(
―
二
四
九
i
―
二
七
一
）

や
『
白
露
』
(
-
三
六
二
年
以
降
）

の
例
も
あ
り
、
鎌
倉
期
南
北
朝
期
に
は

田
口
尚
幸
氏
は
「
共
通
資
料

x」
だ
と
し
て
い
る
。
「
雅
平
本
業
平
集
の
編
纂
態
度
」
（
昭
和
63
年
6
月
『
三
田
国
文
』

9
)

渡
辺
泰
宏
氏
は
、
在
中
将
集
の
第
一
資
料
が
類
従
本
で
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。
こ
れ
は
後
行
論
文
な
ど
で
も
受
け
継
が
れ
、
私
自
身
も
心
よ
り
の
敬
意

を
抱
き
つ
つ
、
当
面
の
課
題
が
『
伊
勢
物
語
』
で
あ
る
こ
と
に
慮
っ
て
、
そ
の
他
原
小
相
公
本
な
ど
も
、
図
示
し
な
か
っ
た
。
『
文
学
・
語
学
』
誌
に
直
接
当
た
っ

こ
の
意
味
で
も
、
『
伊
勢
物
語
』
と
『
源
氏
物
語
』
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
必
要
で
あ
る
。
片
桐
氏
説
の
価
値
が
「
第
一
次

l
第
二
次
I

↓
第
一
孟
一
次
」
の
流
動
の
足
取
り
を
辿
る
所
に
の
み
あ
る
と
誤
解
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
少
し
は
、
武
田
宗
俊
氏
説
が
「
第
一
次
（
紫
上
系
）

l
第
二
次
（
屯

蔓
系
）

l
第
一
―
一
次
」
を
主
張
し
た
こ
と
の
影
響
も
あ
ろ
う
。

「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
…
…
」
「
昔
、
男
あ
り
け
り
。
」
と
仕
切
り
直
し
が
繰
り
返
さ
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
は
、
例
外
も
あ
る
が
、
原
則
と
し
て
、
四
十
の
巻
頭
が

冒
頭
構
文
と
似
て
も
似
つ
か
ぬ
『
源
氏
』
前
編
と
別
の
読
み
方
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
拙
稿
に
於
け
る
業
平
集
の
引
用
は
、
昭
42
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
資
料
篇
〕
』
（
片
桐
氏
）
に
拠
り
、
必
要
に
応
じ
て
、
昭
44
『
私
家
躾

(3) 
片
桐
洋
一
氏
は
昭
46
『
校
注
古
典
叢
書

と
は
限
ら
な
い
こ
と
を
立
証
し
て
い
る
。

ニ
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伊
勢
物
語
―
二
段
階
成
立
論
続
詔
第

佐
竹
昭
広
氏
「
人
麻
呂
の
反
歌
一
首
I
意
味
論
的
考
察
ー
」
（
昭
46
、
全
集
『
ガ
薬
集
』
第
一
巻
）
に
も
、
月
の
進
行
を
止
め
よ
う
と
い
う
古
代
人
の

本
拙
稿
本
論
で
挙
げ
た
「
あ
か
な
く
に
ま
だ
き
も
月
の
…
…
」
の
み
な
ら
ず
、
古
今
槃
業
平
歌
と
し
て
人
口
に
謄
灸
し
て
い
た
「
世
の
中
に
絶
え
て
桜
の
な
か

り
せ
ば
春
の
心
は
の
ど
け
か
ら
ま
し
」
を
典
型
と
し
て
、
自
然
や
季
節
を
主
題
と
し
た
も
の
が
第
三
次
章
段
と
比
較
し
て
業
平
に
は
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

意
味
で
も
第
一
次
第
四
十
五
段
の
先
発
性
を
感
ず
る
。
も
っ
と
も
後
人
が
継
承
し
た
可
能
性
が
消
え
な
い
限
り
、
そ
の
種
の
断
定
は
極
力
慎
し
む
べ
き
だ
が
、
そ
れ

に
し
て
も
、
後
撰
集
秋
歌
上
か
ら
第
一
次
第
四
十
五
段
へ
と
い
う
関
係
は
考
え
に
く
く
、
万
一
、
将
来
、
両
業
平
集
の
外
部
資
料
性
が
動
揺
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

片
桐
氏
的
ア
プ
ロ
ー
チ
の
有
効
性
を
保
証
す
る
の
が
こ
の
第
四
十
五
段
で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
も
本
来
、
中
心
論
拠
、
最
有
力
徴
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
べ
き

で
あ
っ
た
。

な
お
、
天
福
本
百
二
十
五
段
を
「
在
原
朝
臣
業
平
槃
」
と
見
倣
し
て
、
ほ
ぼ
他
作
か
ら
成
る
部
分
七
十
余
段
（
第
三
次
成
立
章
段
）
と
、
自
作
の
割
合
が
多
い
五

十
段
弱
の
主
題
の
傾
向
を
比
較
し
て
み
る
と
、
他
作
は
恋
歌
が
集
中
し
自
作
は
自
然
詠
が
多
い
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
歌
集
の
構
成
（
昭
58
『
萬
葉
の
あ
ゆ
み
』
（
伊
藤

博
氏
著
）

(9) 

4
9
i
5
3
頁
参
照
）
と
相
通
ず
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
後
考
を
侯
つ
。

『
伊
勢
』
成
立
論
史
に
関
し
て
は
、
昭
63
『
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
必
携
』
所
収
の
高
田
祐
彦
氏
「
研
究
の
現
在
」
が
大
変
参
考
に
な
っ
た
。

惑
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(8) 

二
九
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