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一
　
は
じ
め
に

　
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
、
芝
居
の
よ
う
な
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る

場
面
が
多
く
あ
る
。
こ
こ
で
そ
の
よ
う
に
い
う
の
は
、
人
物
の
振
る
舞
い
が
芝

居
が
か
っ
て
い
た
り
、
展
開
が
劇
的
で
読
者
を
惹
き
つ
け
る
工
夫
を
し
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
様
子
の
こ
と
で
あ
る
）
1
（

。
読
者
が
こ
の
よ
う
な
場
面
を
読
む
と
、

ま
さ
に
舞
台
上
で
行
わ
れ
る
俳
優
の
芝
居
を
観
て
い
る
か
の
よ
う
に
あ
り
あ
り

と
立
体
的
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
例
と
し
て
、「
国
譲
上
」
巻
の
、
あ
て

宮
（
藤
壺
）
が
内
裏
か
ら
里
帰
り
し
た
場
面
を
挙
げ
る
。

①
お
と
ど
、「
み
づ
か
ら
し
も
〔
迎
え
に
〕
ま
う
で
で
あ
り
ぬ
べ
け
れ
ど
〔
中

略
〕
遅
く
出
で
給
へ
る
、
い
と
心
も
と
な
く
な
む
」。
藤
壺
、「
皆
人
ま
か

で
た
る
頃
し
も
と
て
、
暇
を
賜
は
ざ
り
つ
れ
ば
。
か
ら
く
し
て
、
と
か
く

聞
こ
え
て
な
む
」。
お
と
ど
、「
前
に
も
催
し
申
し
て
騒
が
れ
け
れ
ば
、
わ

づ
ら
は
し
さ
に
、
物
も
申
さ
で
こ
そ
は
待
ち
奉
り
つ
れ
」
と
の
た
ま
へ
ば
、

大
宮
、「
あ
さ
ま
し
う
久
し
く
〔
中
略
〕
対
面
せ
ざ
り
つ
る
。〔
中
略
〕
何

ぞ
と
見
む
に
、搔
き
出
で
給
へ
れ
」
と
あ
れ
ば
、笑
ひ
給
ひ
て
、「
見
苦
し
」

と
聞
こ
え
給
ふ
。
女
御
、「
ま
か
で
給
ふ
に
よ
り
て
こ
そ
は
。
内
裏
に
も
、

昔
は
。
後
々
に
こ
そ
は
、
ま
か
づ
る
を
喜
び
に
も
」。
大
宮
、〔
中
略
〕
御

衣
を
搔
き
開
け
て
見
奉
り
て
、「
こ
の
度
も
、
同
じ
も
の
に
こ
そ
は
」
と

聞
こ
え
給
へ
ば
、
君
、「
い
づ
ら
、
こ
の
幼
き
人
々
は
。
ま
づ
、
そ
れ
を

こ
そ
。
い
つ
し
か
と
こ
そ
は
」。〔
略
〕 

（
国
譲
上
、
六
三
三
〜
六
三
四
）

　

ま
ず
あ
て
宮
の
父
親
で
あ
る
正
頼
が
、
迎
え
に
行
っ
た
が
あ
て
宮
が
な
か
な

か
出
て
来
な
か
っ
た
か
ら
心
配
し
た
と
言
い
、
あ
て
宮
が
、
な
か
な
か
暇
を
も

ら
え
な
か
っ
た
が
や
っ
と
退
出
で
き
た
、
と
応
じ
る
。
二
人
の
会
話
の
終
わ
り

に
は
「
と
の
た
ま
へ
ば
」
な
ど
が
な
く
、
間
髪
入
れ
ず
に
相
手
の
会
話
が
続
く

こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
は
定
型
と

い
っ
て
よ
い
表
現
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
以
前
迎
え
に
行
っ
た
際
に
東
宮
が
暴

れ
て
大
変
だ
っ
た
こ
と
を
正
頼
が
言
っ
た
後
、
今
度
は
母
親
の
大
宮
が
、
お
な

か
の
子
の
性
別
は
ど
う
か
、
と
言
っ
て
あ
て
宮
の
お
な
か
を
見
よ
う
と
す
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』「
菊
の
宴
」
巻
に
お
け
る
実
忠
と
妻
子
の
邂
逅

│
│ 「
志
賀
の
山
も
と
」
の
演
出
効
果 

│
│
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少
し
困
っ
て
笑
う
あ
て
宮
に
、
今
度
は
姉
の
仁
寿
殿
女
御
が
、
退
出
を
渋
る
の

は
東
宮
が
あ
な
た
を
寵
愛
す
る
か
ら
だ
、
私
の
夫
で
あ
る
帝
も
昔
は
そ
う
だ
っ

た
、
今
は
私
の
退
出
を
喜
ぶ
く
ら
い
だ
が
、
と
言
う
。
そ
の
後
大
宮
が
あ
て
宮

の
お
な
か
を
見
て
今
回
も
男
の
子
だ
と
言
い
、
あ
て
宮
は
こ
の
邸
に
預
け
て
い

る
自
身
の
二
人
の
子
息
に
会
い
た
い
と
言
う
。

　

上
流
貴
族
の
家
で
あ
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る
娘
た
ち
も
姉
は
女
御
、
妹
は
東

宮
妃
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
の
置
け
な
い
家
族
同
士
の
や
り
取
り
に
は
、

庶
民
の
家
の
よ
う
な
卑
近
さ
が
あ
る
。
し
か
し
特
に
正
頼
一
家
に
の
み
こ
の
よ

う
な
描
写
が
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
蔵
開
中
」
に
は
、
口
汚
く
下
品

な
こ
と
を
言
う
兼
雅
と
そ
れ
を
た
し
な
め
る
俊
蔭
女
の
会
話
の
場
面
が
あ
る
が
、

そ
れ
も
ま
た
卑
近
な
や
り
と
り
と
い
え
る
の
で
あ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お

い
て
は
高
貴
な
登
場
人
物
た
ち
の
人
間
ら
し
い
様
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
る
。

①
の
場
面
に
戻
る
と
、
読
者
は
、
家
族
四
人
が
口
々
に
自
分
の
思
う
こ
と
を

し
ゃ
べ
る
様
か
ら
、
舞
台
上
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
ホ
ー
ム
ド
ラ
マ
を
観
る
か
の

よ
う
に
、
リ
ア
ル
に
実
感
し
な
が
ら
読
ん
だ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
、
芝
居
の
よ
う
な
演
出
が
な
さ
れ
て

い
る
と
言
い
得
る
場
面
が
多
く
表
れ
る
。
①
で
挙
げ
た
の
は
会
話
劇
で
あ
っ
た

が
、
そ
れ
よ
り
も
い
っ
そ
う
演
出
性
の
強
い
場
面
と
し
て
、
本
稿
で
は
「
菊
の

宴
」
巻
の
実
忠
と
北
の
方
・
袖
君
を
め
ぐ
る
場
面
を
挙
げ
た
い
と
思
う
。
そ
れ

が
い
か
に
劇
的
に
、
読
者
に
対
し
ア
ピ
ー
ル
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
か
を

考
察
し
て
い
く
。

　

こ
の
場
面
で
は
歌
が
多
く
表
れ
、
芝
居
が
か
っ
た
演
出
に
欠
か
せ
な
い
要
素

と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
に
関
す
る
先
行
研
究
に
つ

い
て
振
り
返
っ
て
お
く
と
、
古
く
は
良
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

桑
原
博
史
に
よ
っ
て
そ
の
歌
群
の
意
義
が
認
め
ら
れ
）
2
（

、
大
井
田
晴
彦
に
よ
っ
て

よ
り
積
極
的
に
評
価
さ
れ
た
）
3
（

。
近
年
で
は
、
高
橋
秀
子
）
4
（

や
山
﨑
薫
）
5
（

な
ど
に
よ
っ

て
、
そ
の
和
歌
の
用
い
方
の
実
験
的
姿
勢
、
独
自
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、
本
稿
が
検
討
の
対
象
と
す
る
場
面
の
解
析
に
あ
た
っ
て
重
要
な
、

「「
山
里
」
へ
の
偶
然
の
訪
問
に
よ
る
恋
の
始
ま
り
」
の
型
に
つ
い
て
次
節
で
言

及
し
た
い
。

二
　「「
山
里
」
へ
の
偶
然
の
訪
問
に
よ
る
恋
の
始
ま
り
」

　
　
と
い
う
型

　

ま
ず
は
例
と
し
て
『
大
和
物
語
』
百
七
十
三
段
の
良
峯
宗
貞
の
話
を
挙
げ
て

み
た
い
。
女
が
住
む
の
は
「
五
条
わ
た
り
」
の
「
荒
れ
た
る
門
」
で
あ
り
「
山

里
」
で
は
な
い
の
だ
が
、
男
の
生
活
圏
と
は
異
な
る
場
に
住
む
女
の
家
を
偶
然

訪
れ
恋
愛
関
係
に
至
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「「
山
里
」
訪
問
型
」
の
話
と
同

じ
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
、
例
と
し
て
挙
げ
る
。

　

宗
貞
は
、
五
条
あ
た
り
で
雨
に
降
ら
れ
、
荒
れ
た
邸
で
雨
宿
り
を
し
て
そ
の

中
に
入
っ
て
ゆ
く
。「
階
の
間
に
梅
い
と
を
か
し
う
咲
き
た
り
。
鶯
も
鳴
く
」

と
い
う
風
情
の
中
、
邸
に
住
む
女
が
、
わ
び
住
ま
い
で
誰
も
訪
れ
ず
寂
し
い
気

持
ち
を
独
り
言
と
し
て
歌
に
詠
む
。
そ
れ
を
聞
い
た
宗
貞
は
す
か
さ
ず
歌
で
応

ず
る
。
そ
の
部
分
を
引
用
す
る
。
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よ
も
ぎ
生
ひ
て
荒
れ
た
る
宿
を
う
ぐ
ひ
す
の
人
来く

と
鳴
く
や
た
れ
と

か
待
た
む

と
ひ
と
り
ご
つ
。
少
将
、

来
た
れ
ど
も
い
ひ
し
な
れ
ね
ば
う
ぐ
ひ
す
の
君
に
告
げ
よ
と
教
へ
て

ぞ
鳴
く

と
声
を
か
し
う
て
い
へ
ば
、
女
お
ど
ろ
き
て
、
人
も
な
し
と
思
ひ
つ
る
に
、

物
し
き
さ
ま
を
見
え
ぬ
る
こ
と
と
思
ひ
て
、
も
の
も
い
は
ず
な
り
ぬ
。
男
、

縁
に
の
ぼ
り
て
ゐ
ぬ
。「
な
ど
か
も
の
も
の
た
ま
は
ぬ
。
雨
の
わ
り
な
く

は
べ
り
つ
れ
ば
、
や
む
ま
で
は
か
く
て
な
む
」
と
い
へ
ば
、「
大
路
よ
り

は
も
り
ま
さ
り
て
な
む
、
こ
こ
は
な
か
な
か
」
と
い
ら
へ
け
り
。〔
中
略
〕

簾す

の
う
ち
よ
り
し
と
ね
さ
し
い
で
た
り
。
ひ
き
寄
せ
て
ゐ
ぬ
。〔
略
〕

　

少
将
の
和
歌
に
驚
い
た
女
は
何
も
言
わ
な
く
な
る
が
、
少
将
は
な
ぜ
何
も
言

わ
な
い
の
か
と
た
し
な
め
、
雨
が
止
む
ま
で
は
こ
こ
に
い
さ
せ
て
も
ら
う
旨
を

言
い
、
女
は
結
局
し
と
ね
を
出
し
て
応
対
す
る
。
恋
の
始
ま
り
の
場
面
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
偶
然
男
が
女
の
家
を
発
見
し
、
そ
こ
を
訪
れ
歌
の
や
り
と

り
を
し
て
恋
愛
関
係
に
至
る
」
と
い
う
例
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。
女
の
家
は
荒

廃
し
て
い
た
り
郊
外
で
あ
っ
た
り
と
、
男
の
生
活
圏
と
は
異
な
る
場
で
あ
る
こ

と
が
多
い
。
橋
本
ゆ
か
り
に
よ
れ
ば
、「『
更
級
日
記
』
の
女
性
作
者
」
は
、「「
山

里
に
隠
れ
る
女
た
ち
を
男
が
発
見
す
る
と
い
う
」
物
語
と
し
て
『
源
氏
物
語
』

の
夕
顔
や
浮
舟
の
物
語
を
読
ん
だ
」
と
い
う
）
6
（

。
そ
れ
に
先
立
っ
て
笹
川
博
司
は

「「
山
里
」
の
自
然
美
の
形
成
と
深
化
が
『
拾
遺
集
』
と
『
後
拾
遺
集
』
の
間
に

起
こ
っ
た
」
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、「
山
里
」
は
「
観
念
的
思
考
か
ら
生

ま
れ
た
言
葉
」
で
あ
り
な
が
ら
「
平
安
京
周
辺
の
郊
外
の
山
中
の
人
里
、
山
村
、

山
家
な
ど
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
私
家
集
に
表
れ
る
、

屏
風
絵
の
図
柄
が
背
景
に
あ
る
歌
か
ら
は
「「
山
里
」
に
「
女
」
を
据
え
た
い

と
い
う
発
想
」
が
う
か
が
い
知
れ
る
と
し
、「
夕
顔
・
玉
鬘
・
紫
上
・
末
摘
花
・

花
散
里
・
明
石
君
が
「
山
里
」
の
「
女
」
と
言
い
得
る
」
と
い
う
）
7
（

。『
源
氏
物
語
』

箒
木
巻
で
も
左
馬
頭
が
、「
世
に
あ
り
と
人
に
知
ら
れ
ず
、
さ
び
し
く
あ
ば
れ

た
ら
む
葎
の
宿
に
、
思
ひ
の
外
に
ら
う
た
げ
な
ら
む
人
の
閉
ぢ
ら
れ
た
ら
む
」

こ
と
が
す
ば
ら
し
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
、
笹
川
、

橋
本
な
ど
の
い
う
「
山
里
」
と
い
う
概
念
を
踏
襲
し
た
い
と
思
う
。
こ
の
よ
う

な
例
は
他
に
、『
伊
勢
物
語
』
一
段
や
百
二
段
、
ま
た
『
平
中
物
語
』
三
十
六

段
が
そ
れ
に
あ
た
る
で
あ
ろ
う
し
、『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十
二
の
高
藤
の
話

も
そ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」
巻
に
お

け
る
、
俊
蔭
女
と
若
小
君
と
の
出
会
い
も
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。「
こ

の
家
の
垣
穂
よ
り
、
い
と
め
で
た
く
色
清
ら
な
る
尾
花
、
折
れ
返
り
招
く
」
と

い
う
家
を
発
見
し
た
若
小
君
は
そ
こ
で
女
の
姿
を
見
る
。
賀
茂
詣
で
が
終
わ
っ

た
後
、
若
小
君
は
再
び
こ
の
家
を
訪
れ
た
。
そ
の
家
の
荒
れ
て
い
て
も
趣
の
あ

る
様
子
が
描
か
れ
た
後
、
琴
を
弾
く
女
の
も
と
に
近
づ
く
が
、
女
は
奥
に
入
っ

て
し
ま
う
。
そ
れ
を
惜
し
み
、
相
手
の
名
を
問
う
若
小
君
は
二
首
の
和
歌
を
詠

み
、
女
が
返
歌
す
る
、
と
い
っ
た
形
で
こ
の
二
人
の
出
会
い
は
描
か
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「「
山
里
」
に
住
む
女
の
家
を
偶
然
男
が
発
見
し
、
そ
こ
を
訪

れ
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
恋
愛
関
係
に
至
る
」
と
い
う
型
を
踏
ま
え
、「
菊
の

宴
」
巻
の
実
忠
と
北
の
方
・
袖
君
の
邂
逅
の
場
面
が
、
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
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ず
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
場
面
全
体
を
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
仕
立
て
上
げ
、
読
者
に

と
っ
て
そ
の
状
況
や
人
物
の
心
情
が
痛
切
に
響
く
よ
う
に
演
出
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
検
証
し
て
み
た
い
。

三
　
邂
逅
前

　
「
菊
の
宴
」
巻
の
、
実
忠
と
北
の
方
・
袖
君
の
邂
逅
の
場
面
を
検
討
し
て
い

く
が
、
そ
の
前
の
場
面
か
ら
和
歌
の
や
り
取
り
が
多
く
見
ら
れ
、
邂
逅
に
向
っ

て
雰
囲
気
を
高
め
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
こ
こ
で
は

ま
ず
実
忠
と
、
北
の
方
・
袖
君
の
邂
逅
に
至
る
前
の
場
面
か
ら
見
て
み
よ
う
。

②
「
い
か
で
、
人
も
寄
ら
ざ
ら
む
所
に
あ
ら
む
」
と
て
、
志
賀
の
山
も
と
に

ぞ
あ
り
け
る
。〔
中
略
〕
秋
深
く
な
り
ゆ
く
頃
の
夕
暮
れ
に
、
秋
風
肌
寒
く
、

山
の
滝
心
す
ご
く
、
鹿
の
音ね

遙
か
に
聞
こ
え
、
前
の
草
木
、
あ
る
は
、
色

の
盛
り
、
あ
る
は
、
花
の
い＊

た
な
ど
し
て
、
あ
は
れ
な
る
に
、
母
北
の
方
、

袖
君
、
御
簾
を
上
げ
て
、
出
居
の
簀
子
に
、
御
達
な
ど
居
て
、
北
の
方
琴こ
と

、

袖
君
琴き
ん

、
乳
母
な
ど
搔
き
合
は
せ
て
、
北
の
方
、

秋
）
8
（

風
の
身
に
寒
け
れ
ば
つ
れ
も
な
き

袖
君
、見

る
人
も
な
く
て
散
り
ぬ
る
山
里
の

乳
母
、蜩ひ

ぐ
ら
しの
鳴
く
山
里
の
夕
暮
れ
は

な
ど
言
ひ
つ
つ
、
う
ち
泣
き
て
居
給
へ
る
に
、
源
宰
相
、
か
の
こ
と
果
て

て
帰
り
給
ふ
に
、
藤
中
将
仲
忠
も
、
志
賀
に
籠
り
て
、
同
じ
や
う
な
る
こ

と
し
て
帰
り
出
づ
る
、
比
叡
辻
に
て
、
源
宰
相
、
見
つ
け
給
ひ
て
、「
い

づ
こ
よ
り
ぞ
や
」
と
の
た
ま
へ
ば
、
藤
中
将
、

や
）
9
（

く
と
あ
し
ひ
き
の
瓜
生
の
山
を
立
ち
馴
ら
し
つ
る

源
宰
相
、
う
ち
笑
ひ
て
、

お
と
な
し
も
の
を
す
か
り
馴
ら
せ
ど
も
か
ひ
な
き
山
は
我
も
ま
だ
見

ず

　
「
を
か
し
か
ら
む
紅
葉
折
り
て
、
山
づ
と
に
せ
む
」
と
て
見
給
ふ
に
、

こ
の
家
の
垣
根
の
紅
葉
、
唐
紅
を
染
め
返
し
た
る
錦
を
懸
け
て
渡
し
た
る

と
見
ゆ
。
源
宰
相
、「
情
け
あ
る
枝
は
、
か
し
こ
に
ぞ
あ
ら
む
」
と
て
、

ま
づ
押
し
折
る
と
て
、

濃
き
枝
は
家
づ
と
に
せ
む
つ
れ
な
く
て
や
み
に
し
人
や
色
に
見
ゆ
る

と

中
将
、山

づ
と
も
見
す
べ
き
人
は
な
け
れ
ど
も
わ
が
折
る
枝
に
風
も
避よ

き
な

む

と
て
折
り
て
立
ち
給
へ
る
に
、
な
ほ
、
こ
の
家
、
見
も
飽
か
ず
面
白
し
。

人
々
え
過
ぎ
給
は
で
、
源
宰
相
、

里
遠
み
急
ぎ
て
帰
る
秋
山
に
し
ひ
て
心
の
と
ど
ま
る
や
な
ぞ

中
将
、一

人
の
み
蓬
の
宿
に
臥
す
よ
り
は
錦
織
り
敷
く
山
辺
に
を
居
む

と
て
〔
以
下
略
、
後
掲
の
③
に
続
く
〕 

（
菊
の
宴
、
三
四
五
〜
三
四
七
）
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九
大
本
「
ち
り
」。

　

ま
ず
北
の
方
と
袖
君
の
住
む
「
志
賀
の
山
も
と
」
の
描
写
が
あ
る
。
秋
の
夕

暮
れ
、
寂
し
い
趣
の
あ
る
風
情
で
場
面
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
る
。
そ
し
て
北

の
方
・
袖
君
・
乳
母
の
合
奏
と
唱
和
が
描
か
れ
る
。
こ
の
唱
和
は
い
ず
れ
も
『
古

今
和
歌
集
』
の
和
歌
の
上
の
句
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
『
空
穂
物
語
考
』

で
は
「
以
下
三
首
と
も
、
を
り
に
ふ
れ
た
る
古
哥
を
お
も
ひ
出
て
う
た
へ
る
也
。

下
句
を
う
た
は
ぬ
に
は
あ
ら
ず
。
古
今
の
哥
に
て
、
た
れ
も
し
り
た
る
な
れ
ば
、

筆
者
の
略
せ
る
な
る
べ
し
」
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
【
大
系
】
は
「
一
首
と
言

わ
ず
三
首
ま
で
、
し
か
も
三
首
な
ら
ん
で
上
の
句
だ
け
を
記
す
と
い
う
の
は
物

語
の
体
裁
か
ら
見
て
も
拙
劣
で
あ
ろ
う
」
と
否
定
的
な
見
方
を
し
て
い
る
。
一

方
【
叢
書
】
で
は
、「
以
下
三
首
、
折
に
合
っ
た
古
歌
を
誦
詠
し
た
も
の
。
そ

れ
ぞ
れ
に
現
在
の
心
境
を
托
し
て
、
な
ま
な
か
な
創
作
以
上
に
効
果
的
で
あ

る
」
と
す
る
。
こ
の
古
歌
の
引
用
に
よ
る
唱
和
は
、【
大
系
】
の
言
う
よ
う
に

「
拙
劣
」
で
は
な
く
、
読
者
を
惹
き
つ
け
る
表
現
た
り
得
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
古
歌
の
一
部
を
引
用
し
、
自
分
の
心
情
を
乗
せ
て
朗
詠

し
合
う
と
い
っ
た
例
は
他
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
時
代
は
下
る
が
、
例
え
ば
『
十

訓
抄
』
一
ノ
十
五
で
は
、「
太
后
の
宮
」
に
仕
え
る
女
房
た
ち
が
、
集
ま
っ
て

飛
ぶ
蛍
を
前
に
、「
蛍
火
乱
れ
飛
ん
で
」「
夕
殿
に
蛍
飛
ん
で
」「
隠
れ
ぬ
も
の

は
夏
虫
の
」「
鳴
く
虫
よ
り
も
」
と
次
々
に
漢
詩
や
和
歌
の
引
用
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
機
知
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
に
比
べ
る
と
①
の
三
者
の
引
用

は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
が
長
く
、
朗
詠
し
て
い
る
人
の
心
情
の
表
現
と

な
っ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
上
の
句
が
投
げ
か
け
ら
れ

た
読
者
の
中
で
下
の
句
が
呼
応
し
、
北
の
方
た
ち
の
心
情
が
響
き
合
う
と
こ
ろ

に
面
白
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
こ
れ
自
体
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性

を
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
こ
こ
で
は
、
実
忠
の
不
在
と
、
こ
の
よ
う
な
寂
し
い
場
所
に

居
る
し
か
な
い
我
が
身
の
不
遇
を
か
こ
つ
内
容
を
古
歌
に
乗
せ
て
言
い
合
い
、

共
有
し
合
っ
て
い
る
。
直
後
の
「
う
ち
泣
き
て
居
給
へ
る
」
か
ら
も
そ
れ
は
分

か
る
の
で
あ
り
、
こ
の
三
者
は
、
こ
こ
で
思
い
を
通
わ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

一
方
、
②
後
半
で
は
実
忠
と
仲
忠
も
こ
こ
で
出
会
い
、
三
度
の
贈
答
を
す
る
。

最
初
の
贈
答
は
本
文
が
乱
れ
て
お
り
分
か
ら
な
い
が
、
実
忠
が
仲
忠
に
ど
こ
か

ら
来
た
の
か
尋
ね
、
そ
れ
に
答
え
た
仲
忠
に
対
し
「
う
ち
笑
ひ
て
」
実
忠
が
答

え
て
い
る
。
軽
口
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
次
の
贈

答
は
、
北
の
方
と
袖
君
の
住
む
（
実
忠
、
仲
忠
と
も
そ
う
と
は
知
ら
な
い
が
）

家
の
紅
葉
の
す
ば
ら
し
さ
を
、
あ
て
宮
の
存
在
を
示
唆
し
つ
つ
詠
み
合
っ
た
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
見
も
飽
か
ず
面
白
」
い
こ
の
家
に
心
惹
か
れ
留
ま
る
こ

と
を
、
次
の
贈
答
で
詠
み
合
う
。
こ
の
三
度
の
和
歌
の
や
り
と
り
は
贈
答
の
よ

う
で
あ
る
が
、
実
質
そ
の
場
の
雰
囲
気
や
共
有
し
た
い
思
い
を
詠
ん
だ
歌
と
そ

れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
唱
和
と
い
っ
て
よ
い
。
先
ほ
ど
の

北
の
方
・
袖
君
・
乳
母
の
唱
和
ほ
ど
の
心
情
的
連
帯
は
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で

実
忠
と
仲
忠
も
ま
た
歌
の
や
り
と
り
に
よ
っ
て
気
分
を
共
有
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

こ
こ
で
網
谷
厚
子
の
論
）
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を
参
照
す
る
。
網
谷
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
独
詠
に

つ
い
て
論
じ
、
特
に
俊
蔭
女
の
独
詠
歌
を
挙
げ
て
「
不
遇
を
表
現
す
る
の
な
ら
、
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説
明
的
な
散
文
で
た
く
さ
ん
」
な
の
に
「
な
ぜ
、
和
歌
と
い
う
表
現
形
態
に

よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
か
」
が
問
題
だ
と
す
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
、「
主
人

公
と
し
て
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と

し
て
い
る
。
和
歌
を
詠
む
こ
と
で
、
読
者
に
対
し
て
主
要
人
物
で
あ
る
こ
と
を

ア
ピ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
オ
ペ
ラ
で
ア
リ
ア
を
歌
う
よ
う
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
え
よ
う
。

　

②
で
は
、
北
の
方
や
袖
君
、
実
忠
と
仲
忠
は
す
で
に
重
要
な
人
物
と
し
て
読

者
に
認
知
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
の
邂
逅
と
い
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
に

向
っ
て
、
改
め
て
登
場
人
物
た
ち
を
、
こ
の
シ
リ
ア
ス
な
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
捉
え
な
お
し
、
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
な
邂
逅
場
面
の
序
章
と

し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
和
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
場
の
雰
囲
気
を
高
め
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
れ
で
は
、
次
節
に
お
い
て
②
に
続
く
場
面
を
見
て
み
よ
う
。

四
　「
志
賀
の
山
も
と
」
の
宿
に
入
っ
て

③
こ
の
家
に
入
り
給
ひ
て
見
入
る
れ
ば
、
籬ま
が
きの
尾
花
、
色
深
き
袂
に
て
、
折

れ
返
り
招
く
。
源
宰
相
、
思
す
こ
と
は
な
ら
ず
、
年
ご
ろ
の
妻
子
は
、
い

か
に
し
け
む
方
も
知
ら
で
、
よ
ろ
づ
に
あ
は
れ
に
思
ほ
ゆ
れ
ば
、

夕
暮
れ
の
籬
に
招
く
袖
見
れ
ば
衣
縫
ひ
着
せ
し
妹
か
と
ぞ
思
ふ

妹
が
門
の
声
振
り
に
、
北
の
方
聞
き
給
ひ
て
、「
あ
は
れ
に
も
、
失
ひ
た

る
人
こ
そ
あ
な
れ
」。
北
の
方
、「
あ
な
む
く
つ
け
や
。
そ
れ
は
、
鬼
の
声

ぞ
せ
む
。
こ
れ
は
、
人
の
声
に
こ
そ
あ
な
れ
」
と
は
の
た
ま
へ
ど
、「
そ

れ
な
り
け
り
」、「
げ
に
似
た
る
声
か
な
」
と
の
た
ま
ふ
に
、
な
ほ
、
か
く

あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
北
の
方
、

故
郷
の
つ
ら
き
昔
を
忘
る
や
と
替
へ
た
る
宿
も
袖
は
濡
れ
け
り

袖
君
、立

ち
寄
り
し
籬
を
見
つ
つ
慰
め
し
宿＊

を
替
へ
て
ぞ
い
と
ど
悲
し
き

と
て
、
こ
れ
か
れ
、
う
ち
泣
き
つ
つ
居
給
へ
る
に
、
中
門
押
し
開
け
て
、

二
所
並
び
立
ち
給
へ
る
を
見
給
ひ
て
、「
む
く
つ
け
く
、
こ
の
わ
た
り
に

あ
り
つ
ら
む
。
あ
な
か
ま
、
人
々
、
言
ひ
そ
」
と
て
、
御
簾
取
り
下
ろ
し

て
入
り
給
ひ
ぬ
。
人
々
近
く
立
ち
寄
り
給
へ
ば
、
さ
す
が
に
人
は
住
む
も

の
か
ら
、
咎
め
ず
。 

（
菊
の
宴
、
三
四
七
）

＊
底
本
「
や
と
を
か
く
て
そ
」。

　

女
性
が
住
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
紅
葉
の
美
し
い
侘
び
た
風
情
の
宿
に
男
が

入
っ
て
い
く
と
い
う
と
、
ま
さ
に
二
節
で
扱
っ
た
「「
山
里
」
訪
問
に
よ
る
恋

の
始
ま
り
の
場
面
」
が
想
起
さ
れ
る
。「
尾
花
が
折
れ
返
り
招
く
」
と
い
う
描

写
は
、
二
節
で
挙
げ
た
俊
蔭
女
と
若
小
君
と
の
出
会
い
の
場
面
と
同
じ
で
あ
る
。

宮
谷
聡
美
は
、
石
井
直
子
）
11
（

、
三
田
村
雅
子
）
12
（

の
論
に
対
し
、「
実
忠
物
語
に
、
歌

物
語
的
な
性
格
を
見
る
論
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
実
忠
物
語
の
な
か
で

歌
が
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
」
と
述
べ
る
）
13
（

。
必
ず
し
も
こ
の
よ
う
な
「「
山

里
」
訪
問
型
」
は
歌
物
語
に
の
み
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な

型
を
踏
ま
え
る
こ
と
に
よ
り
、
実
忠
と
宿
の
人
と
の
贈
答
を
自
然
に
し
、
両
者

の
実
際
の
関
係
と
の
落
差
が
際
だ
つ
効
果
を
上
げ
て
い
る
。
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③
で
は
、
ま
ず
実
忠
が
、「
年
ご
ろ
の
妻
子
」
を
思
っ
て
歌
を
詠
む
。「
衣
縫

ひ
着
せ
し
妹
」
と
は
北
の
方
の
こ
と
を
指
す
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
催
馬
楽
「
妹

が
門
」
の
「
声
振
り
」
を
用
い
て
歌
っ
て
い
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
に
は
「
声

振
り
」
が
三
例
あ
ら
わ
れ
る
が
、
山
﨑
薫
は
声
振
り
に
つ
い
て
、「
同
時
代
の

文
学
作
品
に
お
い
て
は
他
に
見
ら
れ
な
い
語
で
あ
る
」
と
す
る
。
そ
し
て
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
声
振
り
に
つ
い
て
、「
作
中
人
物
た
ち
は
、
聞
き
手
が
、
そ
れ

が
催
馬
楽
の
ど
の
曲
か
聞
い
て
分
か
る
よ
う
、「
替
え
歌
」
の
よ
う
に
自
作
の

和
歌
を
歌
っ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
」
と
す
る
）
14
（

。「
妹
が
門
」
に
は
「
妹
が
門　

夫せ
な

が
門　

行
き
過
ぎ
か
ね
て
や
」、「
宿
り
て
ま
か
ら
む
」
と
い
う
歌
詞
が
あ
り
、

実
忠
は
そ
の
意
を
響
か
せ
な
が
ら
朗
詠
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ー
ス
ト
コ

ン
タ
ク
ト
と
し
て
宿
の
人
に
掛
け
る
言
葉
が
ま
さ
に
そ
の
宿
の
人
で
あ
る
北
の

方
を
思
う
も
の
で
あ
っ
た
。
山
﨑
は
こ
れ
に
つ
い
て
、「
志
賀
の
家
は
ま
さ
し

く
実
忠
の
「
妹
之
門
」
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
知
ら
ぬ
ま
ま
催

馬
楽
「
妹
之
門
」
を
用
い
る
実
忠
の
姿
は
皮
肉
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。

　

ま
た
、北
の
方
の
発
言
中
に
み
え
る
「
鬼
の
声
」
に
つ
い
て
、【
大
系
】
は
「
真

砂
君
ま
で
死
な
せ
な
が
ら
平
気
で
家
を
外
に
し
て
い
る
人
を
鬼
に
見
立
て
て
、

夫
な
ら
鬼
の
声
が
す
る
筈
だ
と
い
う
詞
に
は
、
前
と
比
較
し
て
憎
し
み
が
こ

も
っ
て
い
る
と
共
に
、
又
懐
か
し
さ
も
哀
れ
も
漂
う
」
と
し
て
お
り
、【
新
全

集
】
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
。
し
か
し
【
原
田
文
庫
】
は
こ
こ
に
つ
い
て
、「
夫

の
声
が
聞
こ
え
る
筈
が
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
れ
な
ら
き
っ
と
鬼
が
夫
の
声
を
聞

か
せ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
こ
れ
は
た
し
か
に
生
き
た
人
の
肉
声
で
あ
る
よ
う

だ
」
と
し
て
い
る
。
直
前
の
「
失
ひ
た
る
人
」
に
つ
い
て
、
北
の
方
に
と
っ
て

実
忠
は
、
ま
だ
そ
の
存
在
が
心
に
は
あ
る
も
の
の
死
ん
だ
も
同
然
の
断
絶
感
を

感
じ
る
存
在
で
あ
る
た
め
、「
失
ひ
た
る
人
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

死
ん
だ
人
間
の
声
は
「
む
く
つ
け
」
き
も
の
で
あ
り
、「
鬼
の
声
」
と
し
か
思

え
な
い
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
後
の
「
そ
れ
な
り
け
り
」
に
つ
い
て
、【
全

書
】・【
叢
書
】
は
直
後
の
「
げ
に
似
た
る
声
か
な
」
と
と
も
に
括
り
、
袖
君
の

会
話
文
と
し
て
い
る
。
一
方
【
室
城
全
】・【
新
全
集
】
は
こ
の
部
分
を
会
話
文

と
せ
ず
、
地
の
文
（
草
子
地
）
と
見
な
し
て
い
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
こ
れ
を
、

直
前
の
北
の
方
の
台
詞
に
反
論
す
る
袖
君
の
会
話
文
と
捉
え
、「
げ
に
似
た
る

声
か
な
」
を
そ
れ
に
応
じ
た
北
の
方
の
台
詞
と
捉
え
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

そ
う
す
る
と
、
母
と
娘
が
互
い
の
認
識
を
確
認
し
合
う
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る

だ
ろ
う
。
試
み
に
本
文
を
そ
の
よ
う
に
校
訂
し
た
。

　

次
の
北
の
方
と
袖
君
の
歌
の
贈
答
は
②
の
実
忠
と
仲
忠
の
も
の
と
同
様
、
思

い
を
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
を
表
す
よ
う
に
袖
君
が
返
す
の
で
あ
り
、
唱
和
に

近
い
も
の
と
い
え
る
。
内
容
と
し
て
は
、
突
如
現
れ
た
実
忠
の
存
在
に
よ
っ
て
、

住
み
慣
れ
た
家
か
ら
こ
こ
に
移
っ
て
き
て
も
悲
し
み
に
暮
れ
て
い
る
心
境
を
詠

ん
で
い
る
。
北
の
方
は
、
実
忠
の
歌
に
あ
る
「
袖
」
を
用
い
て
そ
の
位
置
づ
け

を
転
じ
て
つ
ら
い
気
持
ち
を
詠
む
。
ま
た
袖
君
も
、
実
忠
の
歌
の
「
籬
」
を
用

い
て
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
二
首
は
実
忠
の
歌
に
応
じ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

外
の
実
忠
に
対
し
て
詠
ま
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
北
の
方
と
袖
君
で
思
い
を
共

有
す
る
た
め
に
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
北
の
方
は
、
入
っ
て
く
る
実
忠
に
素
性
を
知
ら
れ
な
い
よ
う
、
仕
え

て
い
る
者
た
ち
に
声
を
出
す
な
と
言
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
宿
の
内
の
人
々
が
一
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丸
と
な
っ
て
外
か
ら
来
た
実
忠
（
・
仲
忠
）
を
欺
き
、
無
関
係
で
あ
る
ふ
り
を

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
事
態
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
唯
一
読
者
の
み
で
あ
る
。

そ
し
て
次
の
場
面
で
は
、
と
う
と
う
実
忠
と
、
北
の
方
・
袖
君
の
や
り
と
り
に

至
る
。
次
節
で
解
析
し
て
ゆ
く
。

五
　
邂
　
逅

④
簀
子
近
く
寄
り
て
、
宰
相
、

夕
暮
れ
の
た
そ
か
れ
時
は
な
か
り
け
り
か
く
立
ち
寄
れ
ど
と
ふ
人
も

な
し

と
て
、
上
り
て
居
給
ひ
ぬ
。
皆
、
声
聞
き
知
り
給
へ
る
人
の
み
あ
れ
ば
、

物
も
言
は
せ
ず
。
宰
相
、「
な
ど
か
物
の
た
ま
ふ
人
も
な
き
。
も
し
、
片

端
人
の
住
み
給
ふ
所
か
」
と
て
、

「
山
彦
も
答
ふ
る
も
の
を
夕
暮
れ
に
旅
の
空
な
る
人
の
声
に
は

あ
や
し
く
、
な
ど
か
世
離
れ
た
る
住
ま
ひ
は
し
給
ふ
。
思
ふ
心
な
き
人
々
、

好
か
ず
や
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。
袖
君
、
夜
昼
恋
ひ
泣
き
給
ふ
父
君
の
ま
れ

に
見
え
給
ふ
を
、「
い
か
が
い
ら
へ
聞
こ
え
ざ
ら
む
」
と
て
、
御お

座ま
し

な
ど

出
だ
す
と
て
、
円
座
に
か
く
書
き
つ
く
。

「
旅＊
１

て
へ
ば
我
も
悲
し
な
世＊
２

を
憂
し
と
知
ら
ぬ
山
路
に
入
り
ぬ
と
思
へ

ば
『
同
じ
山
路
に
』
と
か
言
ふ
な
る
」。

　

出
だ
し
て
し
ば
し
ば
か
り
あ
り
て
、
透す
き

箱ば
こ

四
つ
に
平
杯
据
ゑ
て
、
紅
葉

折
り
敷
き
て
、
松
の
子
、
菓
物
盛
り
て
、
菌
く
さ
び
らな

ど
し
て
、
尾
花
色
の
強
飯

な
ど
参
る
ほ
ど
に
、
雁
鳴
き
て
渡
る
。
北
の
方
、
か
は
ら
け
に
か
く
書
き

て
出
だ
し
給
ふ
。

秋
山
に
紅
葉
と
散
れ
る
旅
人
を
さ
ら
に
も
か
り
と
告
げ
て
行
く
か
な

源
宰
相
、

旅
と
言
へ
ど
雁
も
紅＊
３

葉
も
秋
山
を
忘
れ
て
過
ぐ
す
時
は
な
き
か
な

北
の
方
、

あ
き
果
て
て
落
つ
る
紅
葉
と
大
空
に
か
り
て
ふ
音ね

を
ば
聞
く
も
か
ひ

な
し

な
ど
言
へ
ど
、
気
色
も
見
せ
ず
。 

（
菊
の
宴
、
三
四
七
〜
三
四
八
）

＊
１

底
本
「
た
ひ
て
ゝ
は
」。　
　

＊
２

底
本
「
よ
を
ゝ
し
と
」。

＊
３

底
本
「
を
み
ち
も
」。

　

ま
ず
、
実
忠
が
二
首
の
歌
を
詠
み
か
け
る
。
北
の
方
に
何
も
言
わ
な
い
よ
う

命
じ
ら
れ
た
人
々
が
沈
黙
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
い
ぶ
か
る
内
容
で
あ
る
。
先

に
挙
げ
た
『
大
和
物
語
』
一
七
三
段
や
、
俊
蔭
女
と
若
小
君
の
出
会
い
の
場
面

と
同
じ
と
い
え
る
。
し
か
し
袖
君
は
、
泣
い
て
恋
し
が
っ
た
父
が
目
の
前
に
い

る
こ
と
に
思
い
が
溢
れ
、
御
座
を
出
す
の
に
か
こ
つ
け
て
和
歌
を
書
い
て
添
え

る
。『
大
和
物
語
』
一
七
三
段
で
も
「
し
と
ね
」
を
出
し
て
お
り
、
そ
れ
が
男

の
滞
在
を
許
し
受
け
入
れ
る
印
と
な
っ
て
い
る
。
初
句
の
「
旅
」
は
実
忠
の
二

首
目
の
「
旅
の
空
な
る
人
」
を
受
け
て
い
る
。
内
容
的
に
は
実
忠
へ
の
返
答
と

な
っ
て
は
い
な
い
が
、
袖
君
は
実
忠
へ
の
「
い
ら
へ
」
と
言
っ
て
い
る
。
歌
の

後
の
「
同
じ
山
路
に
」
は
ど
の
歌
の
引
用
か
不
明
で
あ
る
。
袖
君
の
歌
に
つ
い
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て
は
、
各
注
釈
と
も
「
神
無
月
時
雨
ば
か
り
を
身
に
添
へ
て
知
ら
ぬ
山
路
に
入

る
ぞ
悲
し
き
」（
後
撰
集　

冬　

増
基
）
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
【
原
田
文
庫
】

で
は
、
補
注
に
「
旅
と
言
え
ば
私
ど
も
も
旅
の
身
で
悲
し
い
の
で
す
、
世
を
つ

ら
い
と
思
っ
て
知
ら
ぬ
山
路
に
入
っ
た
と
思
い
ま
す
と
」
と
歌
意
を
記
し
て
い

る
。「「
山
里
」
訪
問
型
」
の
話
で
、
や
っ
て
来
た
男
に
声
を
か
け
ら
れ
た
女
が
、

自
分
や
そ
の
邸
を
卑
下
し
た
返
答
を
す
る
こ
と
は
よ
く
あ
り
、
そ
の
型
を
踏
ま

え
た
も
の
と
言
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
に
は
も
う
一
つ
の
意
味
が
あ
る
。「
世

を
憂
し
」
の
「
世
」
は
、
実
忠
に
見
捨
て
ら
れ
た
世
で
あ
り
、
そ
の
せ
い
で
「
知

ら
ぬ
山
路
」
に
入
る
旅
の
身
と
な
り
悲
し
い
思
い
を
し
て
い
る
わ
け
で
、
現
在

の
身
の
上
を
も
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「「
山
里
」
訪
問
型
」
の
男
女
の
出
会

い
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
志
賀
の
山
も
と
」
に
住
ん
で
い
る
女
が
い
か
に
も

答
え
そ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
歌
の
中
に
、
実
忠
に
と
っ
て
身
を
切
る
よ
う
に
つ
ら

く
響
く
は
ず
の
袖
君
の
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　

次
に
北
の
方
が
、
接
待
の
食
物
な
ど
に
添
え
て
「
秋
山
に
」
の
歌
を
出
す
。

【
大
系
】、【
全
書
】、【
室
城
文
庫
】
は
「
旅
人
」
を
実
忠
と
取
っ
て
い
る
が
、

そ
の
他
の
注
釈
書
は
北
の
方
自
身
と
取
っ
て
い
る
。
実
忠
に
自
分
た
ち
の
存
在

を
隠
す
以
上
、
一
見
宿
の
女
が
い
か
に
も
詠
み
そ
う
な
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

相
手
の
男
を
否
定
し
過
ぎ
る
よ
う
に
詠
む
こ
と
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た

袖
君
の
歌
の
内
容
か
ら
も
、「
旅
人
」
は
北
の
方
自
身
と
し
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う
。

自
分
（
た
ち
）
を
、「
紅
葉
と
散
れ
る
」、
仮
の
は
か
な
い
存
在
だ
と
詠
ん
で
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、「
秋
山
」
の
「
秋
」
に
は
「
飽
き
」
が
掛
か
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
、
そ
う
す
る
と
袖
君
よ
り
も
一
歩
踏
み
込
ん
だ
痛
烈
な
本
音
を
も

示
し
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
本
音
は
自
嘲
的
で
あ
り
、
実
忠
へ

の
皮
肉
ま
で
も
が
漂
う
。
こ
の
歌
も
、
内
容
的
に
は
実
忠
の
歌
へ
の
返
答
と

な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
忠
の
歌
の
「
旅
の
空
な
る
人
」
に
応
じ
て

「
旅
人
」
と
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

宮
谷
聡
美
は
、「
宴
席
に
お
い
て
杯
や
そ
の
皿
な
ど
、「
か
は
ら
け
」
に
書
い

て
出
さ
れ
た
歌
に
よ
る
物
語
と
い
う
歌
物
語
の
型
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
）
15
（

。

と
い
う
の
は
、「
か
は
ら
け
」
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
歌
の
物
語
で
は
、
歌

は
女
方
か
ら
差
し
出
さ
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多
く
、
弱
い
立
場
に
あ
る
女

の
切
羽
詰
ま
っ
た
最
後
の
賭
、
と
い
っ
た
要
素
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
結
果
、
実
利
的
な
意
味
で
の
歌
徳
説
話
で
は
な
く
、
歌
の
力
を
信
頼
し

て
歌
を
詠
み
、
そ
の
結
果
、
相
手
の
男
に
心
が
通
じ
る
と
い
う
、
歌
物
語

の
な
か
で
も
も
っ
と
も
歌
物
語
ら
し
い
歌
徳
物
語
と
か
か
わ
り
が
深
い
と

い
う
特
色
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
た
宮
谷
は
そ
の
上
で
、
当
該
場
面
に
お
い
て
北
の
方
が
「
か
は
ら
け
」
に

歌
を
書
い
て
出
す
こ
と
に
つ
い
て
、「
宴
席
で
他
人
に
知
ら
れ
ず
に
特
定
の
相

手
と
歌
を
交
わ
す
た
め
の
設
定
で
あ
り
、
物
語
の
方
法
で
あ
る
が
、
ほ
か
に
な

す
す
べ
の
な
い
女
の
最
後
の
賭
で
あ
る
点
で
、
歌
の
力
を
頼
み
に
す
る
歌
徳
物

語
で
あ
り
、
も
っ
と
も
歌
物
語
的
な
場
面
で
あ
る
」
と
す
る
。
さ
ら
に
、「「
女
」

か
ら
贈
歌
す
る
き
っ
か
け
が
、
つ
ね
に
二
人
の
恋
愛
関
係
の
危
機
、
あ
る
い
は

悪
化
に
あ
る
」
と
い
う
鈴
木
一
雄
）
16
（

の
論
を
挙
げ
て
論
じ
て
お
り
、
当
該
場
面
に

お
い
て
、
北
の
方
が
積
極
的
に
歌
を
贈
っ
た
と
捉
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
（
宮
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谷
の
論
で
は
当
該
場
面
は
実
忠
の
歌
と
会
話
の
後
、
袖
君
の
描
写
か
ら
引
用
さ

れ
て
い
る
）。
よ
っ
て
、
北
の
方
が
「
実
忠
に
自
分
か
ら
は
っ
き
り
と
名
乗
り

出
る
こ
と
を
避
け
る
選
択
を
し
な
が
ら
、
や
は
り
実
忠
に
最
低
限
度
の
ヒ
ン
ト

を
与
え
、
最
後
の
可
能
性
に
賭
け
る
行
為
と
い
う
側
面
が
き
わ
め
て
強
く
な
っ

て
い
る
」
と
い
う
宮
谷
の
論
か
ら
は
、
北
の
方
が
積
極
的
に
歌
を
贈
っ
て
実
忠

が
自
分
た
ち
の
正
体
に
気
づ
く
よ
う
誘
導
し
、
苦
境
か
ら
救
わ
れ
よ
う
と
し
て

い
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
と
理
解
で
き
る
。

　

し
か
し
④
の
傍
線
部
の
よ
う
に
、
袖
君
は
自
ら
の
和
歌
を
実
忠
の
歌
へ
の

「
い
ら
へ
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
円
座
と
と
も
に
出
さ
れ
た
彼
女
の
歌
と

並
列
さ
れ
る
、
食
物
と
と
も
に
出
さ
れ
た
北
の
方
の
歌
も
ま
た
実
忠
の
「
旅
」

の
要
素
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
先
行
す
る
実
忠
の
歌
に
応
じ
た
も
の
と
い
う

点
は
見
逃
せ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
北
の
方
の
歌
も
実
忠
へ
の
返
歌
、

あ
る
い
は
応
じ
た
も
の
と
捉
え
た
方
が
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
、
当

該
場
面
に
似
た
要
素
を
持
つ
も
の
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

【
参
考
１

】『
平
中
物
語
』
二
十
二
段

月
な
ど
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
ぞ
、
か
の
門
の
前
渡
り
け
る
に
、
女
ど

も
多
く
立
て
り
け
れ
ば
、
馬
よ
り
お
り
て
、
こ
の
男
、
も
の
な
ど
い
ひ
ふ

れ
け
り
。
い
ら
へ
な
ど
し
け
る
、
男
う
れ
し
と
思
ひ
て
、
立
ち
と
ど
ま
り

に
け
り
。

　

右
は
、
男
が
「
聞
き
な
ら
し
て
、
ま
だ
も
の
は
い
ひ
ふ
れ
ぬ
」
女
の
「
家
の

門
」
の
あ
た
り
を
常
に
歩
き
回
り
、
や
っ
と
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
た
場
面
で
あ
る
。

や
は
り
男
の
方
か
ら
「
も
の
な
ど
い
ひ
ふ
れ
」
て
お
り
、
女
た
ち
が
「
い
ら
へ
」

を
し
て
い
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

【
参
考
２

】『
古
今
和
歌
集
』
雑
歌
下　

九
八
五

奈
良
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
荒
れ
た
る
家
に
女
の
琴
ひ
き
け
る
を
聞

き
て
、
よ
み
て
入
れ
た
り
け
る 

良
岑
宗
貞　
　

わ
び
人
の
住
む
べ
き
宿
と
見
る
な
へ
に
歎
き
く
は
は
る
琴
の
音
ぞ
す
る

　

右
も
、
女
の
弾
く
琴
の
音
に
心
ひ
か
れ
、
男
が
女
に
対
し
歌
を
詠
ん
で
い
る
。

ま
た
、『
う
つ
ほ
物
語
』
よ
り
後
の
時
代
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

【
参
考
３

】『
堤
中
納
言
物
語
』「
貝
合
」

「
を
か
し
か
ら
む
と
こ
ろ
の
、
あ
き
た
ら
む
も
が
な
」
と
言
ひ
て
歩
み
行

く
に
、
木
立
を
か
し
き
家
に
、
琴き
ん

の
声
ほ
の
か
に
聞
ゆ
る
に
、
い
み
じ
う

う
れ
し
く
な
り
て
、
め
ぐ
る
。

　

門
の
わ
き
な
ど
、
く
づ
れ
や
あ
る
と
見
け
れ
ど
、
い
み
じ
く
、
築
地
な

ど
全
き
に
、
な
か
な
か
わ
び
し
く
、〔
中
略
〕
例
の
、
声
出
だ
さ
せ
て
随

身
に
う
た
は
せ
た
ま
ふ
。

ゆ
く
か
た
も
忘
る
る
ば
か
り
朝
ぼ
ら
け
ひ
き
と
ど
む
め
る
琴こ
と

の
声
か

な

　

蔵
人
少
将
が
、
か
す
か
に
聞
こ
え
る
琴
の
音
の
主
に
対
し
、
外
か
ら
随
身
に

歌
を
詠
ま
せ
て
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
。
や
は
り
中
の
女
性
に
向
か
っ
て
男
の

方
か
ら
歌
を
詠
み
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

他
に
、『
平
中
物
語
』
三
十
六
段
で
は
、
男
が
「
築
地
な
ど
崩
れ
た
る
が
、

さ
す
が
に
蔀
な
ど
上
げ
て
、
簾
か
け
渡
し
て
あ
る
人
の
家
」
を
見
つ
け
、「
な

ど
か
そ
の
庭
は
心
す
ご
げ
に
荒
れ
た
る
」
と
言
い
入
れ
る
と
、
女
が
誰
か
と
尋
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ね
、
男
が
「
な
ほ
、
道
ゆ
く
人
ぞ
」
と
答
え
た
あ
と
に
、
女
か
ら
歌
を
詠
ん
で

い
る
。
そ
れ
に
男
が
ま
た
歌
で
答
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
場
合
、
女
の
歌

は
贈
歌
と
い
え
よ
う
が
、
そ
も
そ
も
は
男
が
女
に
言
葉
を
か
け
た
こ
と
が
発
端

と
な
っ
て
の
や
り
と
り
で
あ
る
。
ま
た
二
節
で
挙
げ
た
『
大
和
物
語
』
百
七
十

三
段
の
冒
頭
で
は
、
や
は
り
良
岑
宗
貞
が
、「
荒
れ
た
る
門
」
の
「
人
あ
り
と

も
見
え
ぬ
御
簾
の
う
ち
」
に
美
し
い
女
を
見
つ
け
る
。
そ
し
て
女
が
ひ
と
り
ご

ち
た
歌
に
対
し
宗
貞
が
す
か
さ
ず
歌
を
詠
み
か
け
て
お
り
、
あ
た
か
も
贈
答
の

よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
女
が
意
図
し
て
男
に
贈
っ
た
歌
と
は
い

え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
様
々
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
が
、
ど
れ
も
ア
プ
ロ
ー
チ
を
し

か
け
る
の
は
女
の
宿
に
立
ち
寄
っ
た
男
の
方
か
ら
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。

　

し
か
し
一
方
で
、『
源
氏
物
語
』「
夕
顔
」
巻
の
よ
う
に
、
家
の
前
に
い
た
光

源
氏
に
、
女
の
方
か
ら
童
を
使
っ
て
、「
い
た
う
こ
が
し
た
る
」
白
い
扇
に
歌

を
書
い
て
贈
る
と
い
う
有
名
な
場
面
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
純
粋
に
女
の
方
か

ら
の
贈
歌
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
あ
と
光
源
氏
は
返
歌
を
し
て
い
る
。

　

し
か
し
④
の
当
該
場
面
は
、
や
は
り
実
忠
が
仲
忠
と
と
も
に
、
北
の
方
の
家

に
入
っ
て
来
て
先
に
歌
を
二
首
詠
み
か
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
『
源
氏
物

語
』
の
例
と
は
異
な
る
。【
参
考
１

】
か
ら
【
参
考
３

】
の
例
に
近
い
と
い
え
る
。

よ
っ
て
宮
谷
の
言
う
よ
う
に
北
の
方
が
積
極
的
に
歌
を
贈
り
、「
最
後
の
可
能

性
に
賭
け
る
行
為
」
を
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
う
論
は
首
肯
し
が
た
い
。

　

先
に
挙
げ
た
山
﨑
は
、
③
の
場
面
で
、
実
忠
の
声
振
り
を
用
い
た
歌
に
つ
い

て
、「
敢
え
て
催
馬
楽
の
「
声
振
り
」
を
用
い
て
い
る
点
に
、
聞
き
手
を
意
識

し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
」
と
し
、
ま
た
「
実
忠
は
、
こ
の
家
の
人
々
が

「
声
振
り
」
と
和
歌
を
耳
に
し
て
自
身
の
来
訪
に
気
づ
き
、「
妻
の
家
を
想
起
さ

せ
る
よ
う
な
こ
の
家
に
、
是
非
宿
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
い
う
意
を
汲
ん
で
く
れ

る
こ
と
を
期
待
し
て
、「
妹
之
門
」
を
用
い
て
い
る
」
と
も
解
し
て
い
た
）
17
（

。
こ

の
論
か
ら
も
や
は
り
、
③
の
場
面
か
ら
、
訪
れ
た
実
忠
の
方
が
積
極
的
に
「
家

の
女
」
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

ま
た
宮
谷
は
、『
伊
勢
物
語
』「
狩
の
使
」
に
つ
い
て
、「
絶
体
絶
命
の
状
況

の
な
か
で
、
心
を
通
い
合
わ
せ
る
た
め
に
、
女
が
思
い
つ
い
た
唯
一
の
方
法
、

ぎ
り
ぎ
り
の
賭
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
が
、
盃
の
皿
に
歌
を
書
く
こ
と
で
あ

り
、連
歌
の
、歌
の
本
だ
け
を
詠
み
か
け
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
、こ
れ
が
「『
う

つ
ほ
物
語
』
の
実
忠
関
係
の
物
語
に
受
け
継
が
れ
て
い
く
も
の
」
だ
と
い
う
）
18
（

。

し
か
し
自
身
、「
あ
る
種
の
秘
密
性
が
あ
り
、
物
語
の
方
法
で
あ
る
こ
と
は
認

め
ら
れ
る
も
の
の
、
歌
を
詠
ん
だ
結
果
が
物
語
の
展
開
に
か
か
わ
る
わ
け
で
は

な
く
、
歌
物
語
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
」
よ
う
な
「「
か
は
ら
け
」
に
書
き

つ
け
ら
れ
た
歌
」
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
他
に
三
例
あ
る
と
述
べ
て
い
る
）
19
（

。
当

該
場
面
は
先
述
の
『
大
和
物
語
』
や
『
平
中
物
語
』
な
ど
を
意
識
し
て
書
か
れ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
北
の
方
の
出
し
た
「「
か
は
ら
け
」
に
書
き
つ
け

ら
れ
た
歌
」
を
『
伊
勢
物
語
』「
狩
の
使
」
と
同
系
列
の
も
の
と
扱
っ
て
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
北
の
方
に
先
ん
じ
て
、
ま
ず
袖
君
が
実
忠
に
御
座

な
ど
を
出
す
と
言
っ
て
円
座
に
実
忠
へ
の
返
歌
を
書
き
つ
け
る
。
そ
し
て
さ
ら

に
北
の
方
が
実
忠
に
食
べ
物
な
ど
を
出
す
際
に
「
か
は
ら
け
」
に
歌
を
書
い
て

出
し
て
い
る
。
こ
の
袖
君
と
北
の
方
の
歌
は
、
も
て
な
し
の
一
環
と
し
て
、
相
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手
に
何
か
を
出
す
際
に
付
け
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
み

よ
う
。

⑤
五
月
五
日
に
な
り
て
、
節せ

供く

な
ど
い
と
け
う
ら
に
調
じ
て
、「
お
と
ど
や

も
の
し
給
ふ
」
と
て
、
例
の
、
人
に
物
食
は
せ
で
、
う
ち
居
給
へ
る
に
、

忠
こ
そ
一
人
来
ぬ
れ
ば
、「
よ
し
、
か
の
御
代
は
り
に
」
と
て
、
忠
君
の

御
前
に
参
り
給
ひ
て
、
小
さ
き
菖
蒲
に
、
か
く
書
き
て
置
き
た
り
。
箸
の

台
に
、今

日
だ
に
も
生
ふ
と
知
ら
な
む
菖
蒲
草
涙
の
川
の
深
き
汀み
ぎ
はに

 

（
忠
こ
そ
、
一
一
八
）

　

右
は
、「
忠
こ
そ
」
巻
の
一
場
面
で
あ
る
が
、
父
の
代
わ
り
に
故
左
大
臣
の

北
の
方
の
も
と
に
来
た
忠
こ
そ
に
対
し
、
北
の
方
が
食
事
を
出
し
、
そ
れ
に
歌

を
つ
け
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
次
の
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。

⑥
宮
よ
り
、
種
松
が
妻
君
、
合
は
せ
薫
物
を
山
の
形か
た

に
作
り
て
、
黄こ

金が
ね

の
枝

に
白
銀
の
桜
咲
か
せ
て
立
て
並
べ
、
花
に
蝶
ど
も
あ
ま
た
据
ゑ
て
、
そ
の

一
つ
に
、
か
く
書
き
つ
く
。

桜
花
春
は
来
れ
ど
も
雨
露
に
知
ら
れ
ぬ
枝
と
見
る
ぞ
悲
し
き

 

（
吹
上
上
、
二
五
六
）

　

右
は
、
吹
上
を
訪
れ
た
仲
忠
ら
が
涼
を
交
え
林
の
院
で
花
見
を
し
、
皆
で
和

歌
を
詠
む
中
、
種
松
の
妻
が
和
歌
を
添
え
た
「
合
は
せ
薫
物
」
を
贈
る
場
面
で

あ
る
。
種
松
の
妻
が
そ
の
場
に
お
ら
ず
酒
や
食
べ
物
で
も
な
い
こ
と
が
④
の
当

該
場
面
と
は
異
な
る
が
、
広
義
の
も
て
な
し
と
し
て
の
、
物
に
添
え
る
歌
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、
も
て
な
し
と
し
て
何
か
を
相
手
に
出
す
時
に
歌
を
付
け
る
こ

と
は
よ
く
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
歌
と
し
て
表
現
す
る

か
ら
に
は
、
何
ら
か
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
強
い
訴
え
か

け
で
あ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
④
の
北
の
方
の
場
合
は
実
忠
の
歌
に

答
え
た
も
の
で
あ
る
上
、
内
容
的
に
も
、
自
ら
の
苦
境
を
表
現
し
な
が
ら
も
初

対
面
の
宿
の
女
が
い
か
に
も
詠
み
そ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
必

ず
し
も
「
実
忠
に
最
低
限
度
の
ヒ
ン
ト
を
与
え
、
最
後
の
可
能
性
に
賭
け
る
行

為
」
と
ま
で
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
も
て
な
し
と
し

て
御
座
や
食
べ
物
を
出
す
際
に
歌
を
添
え
る
と
い
う
自
然
な
行
為
を
実
忠
の
歌

に
応
え
る
き
っ
か
け
と
し
た
と
い
う
程
度
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
上
で
、
そ

れ
が
「
か
は
ら
け
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
る
で
あ

ろ
う
。

　

こ
う
し
た
北
の
方
か
ら
の
応
答
に
対
し
て
、
実
忠
が
歌
を
返
す
。【
全
書
】

で
は
、「
い
く
ら
旅
で
も
、秋
の
山
を
忘
れ
て
素
通
り
す
る
と
き
は
あ
り
ま
せ
ん
。

わ
ざ
わ
ざ
の
訪
問
で
、
漫
然
と
來
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
注
に
記
し
て
い

る
。
一
方
【
新
全
集
】
で
は
「
さ
す
ら
う
旅
人
の
よ
う
な
雁
も
紅
葉
も
、
か
つ

て
い
た
場
所
を
忘
れ
て
過
す
時
は
な
い
、
と
い
う
意
。
実
忠
は
、
か
つ
て
い
っ

し
ょ
に
暮
し
た
妻
子
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
示
唆
す
る
よ
う
な
歌
を
、
図

ら
ず
も
妻
当
人
に
対
し
て
詠
ん
だ
こ
と
に
な
る
」
と
し
て
い
る
。「
山
里
」
訪

問
型
の
物
語
に
お
い
て
、
女
が
自
身
を
卑
下
す
る
よ
う
な
歌
を
詠
ん
だ
場
合
、

男
が
フ
ォ
ロ
ー
す
る
の
は
常
套
で
あ
り
、【
全
書
】
の
解
釈
も
あ
り
得
る
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
妻
子
を
捨
て
て
あ
て
宮
に
夢
中
に
な
り
、
果
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て
は
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
女
に
歌
を
詠
み
か
け
、
そ
の
内
容
が
そ
う
と
は
知

ら
ず
当
の
妻
へ
の
思
い
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
の
皮
肉
が
こ
の
歌
、
そ
し

て
こ
の
場
面
の
核
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
一
連
の
や
り
と
り
は
北
の
方
の
、
よ

り
絶
望
の
強
く
感
じ
ら
れ
る
歌
で
締
め
く
く
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
歌
の
や
り
と

り
は
し
た
が
、
相
変
わ
ら
ず
無
関
係
を
装
っ
た
ま
ま
で
あ
っ
た
。

六
　
芝
居
を
感
じ
さ
せ
る
演
出
に
つ
い
て

　

以
上
、「
菊
の
宴
」
巻
に
お
け
る
、
実
忠
と
北
の
方
・
袖
君
の
邂
逅
の
場
面
を
、

そ
の
前
の
場
面
か
ら
通
し
て
見
て
き
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
場
面
に
つ
い
て
い

か
に
芝
居
が
か
っ
た
演
出
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
て
み
た
い
。

　

二
節
で
も
確
認
し
た
が
、
当
該
場
面
は
、「「
山
里
」
の
宿
の
女
の
も
と
に
偶

然
男
が
訪
れ
歌
の
や
り
と
り
を
し
て
恋
愛
関
係
に
至
る
」
と
い
う
定
型
を
踏
ま

え
て
作
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
②
で
、
北
の
方
・
袖
君
・
乳
母
、
そ
し
て
実
忠
と

仲
忠
の
唱
和
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
邂
逅
に
向
っ
て
そ
の
雰
囲

気
を
高
め
て
い
る
。
そ
し
て
実
忠
と
仲
忠
は
、
紅
葉
の
美
し
い
「
志
賀
の
山
も

と
」
の
家
を
発
見
し
て
そ
こ
に
入
っ
て
行
く
。
②
の
後
半
か
ら
「「
山
里
」
訪

問
型
」
に
沿
っ
て
話
が
進
行
す
る
が
、
実
忠
（
と
仲
忠
）
が
立
ち
寄
る
家
が
北

の
方
と
袖
君
の
住
む
家
で
あ
る
こ
と
も
、
ま
た
二
人
の
気
持
ち
を
も
知
っ
て
い

る
読
者
は
、
そ
の
皮
肉
な
展
開
に
く
ぎ
付
け
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
③
で
、

尾
花
が
招
く
家
に
入
り
ふ
と
妻
子
を
思
い
出
し
た
実
忠
は
、
そ
の
思
い
を
「
妹

が
門
」
の
声
振
り
で
詠
み
か
け
る
。
こ
の
声
振
り
を
用
い
る
と
こ
ろ
も
相
手
を

意
識
し
、
芝
居
が
か
っ
て
気
取
っ
て
い
る
様
が
読
み
取
れ
よ
う
。
し
か
も
そ
の

相
手
が
ま
さ
に
自
分
の
妻
子
で
あ
る
と
い
う
残
酷
な
真
実
と
の
乖
離
が
際
立
つ

演
出
と
な
っ
て
い
る
。
北
の
方
は
家
の
者
に
、
声
を
発
し
て
正
体
を
現
す
な
と

い
う
。
読
者
は
こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
か
、
緊
迫
し
た
状
況
で
読
み
進
め
る
こ
と

と
な
る
。
そ
し
て
④
で
、
と
う
と
う
両
者
が
直
接
や
り
と
り
を
す
る
に
至
る
。

こ
こ
で
は
、
和
歌
を
二
首
詠
み
、
ど
う
し
て
何
も
言
わ
な
い
の
か
、
な
ぜ
こ
の

よ
う
な
「
世
離
れ
」
た
生
活
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
「「
山
里
」
訪
問
型
」

の
話
に
沿
っ
た
問
い
を
発
し
、
恋
愛
の
始
ま
り
の
雰
囲
気
の
中
で
の
ん
き
に
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
実
忠
の
姿
と
、「
夜
昼
恋
ひ
泣
き
給
ふ
父
君
」
が
目
の
前
に
現

れ
て
思
い
が
あ
ふ
れ
た
袖
君
が
、
御
座
を
出
す
際
に
や
む
に
や
ま
れ
ず
返
歌
を

す
る
姿
が
対
照
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
真
打
と
も
い
え
る
北
の
方
が
、

も
て
な
し
の
一
環
と
し
て
「
か
は
ら
け
」
に
歌
を
書
き
、
実
忠
と
贈
答
を
す
る
。

袖
君
と
北
の
方
の
歌
に
は
、「
山
里
」
の
宿
の
女
が
い
か
に
も
詠
み
そ
う
な
典

型
的
な
歌
に
見
せ
な
が
ら
、
そ
の
実
自
身
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
と
い
う
二

重
性
が
見
ら
れ
た
。

　

あ
て
宮
に
心
奪
わ
れ
妻
子
を
捨
て
た
実
忠
と
、
北
の
方
・
袖
君
と
の
邂
逅
と

い
う
ト
ピ
ッ
ク
自
体
が
劇
的
な
の
だ
が
、
両
者
が
普
通
に
出
会
い
、
実
忠
が
謝

罪
し
た
り
北
の
方
が
恨
み
言
を
言
っ
た
り
し
て
、
結
局
分
か
り
合
え
ず
す
れ

違
っ
て
い
く
と
い
っ
た
場
面
に
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
を
、
実
忠
が
、

宿
の
女
た
ち
の
正
体
が
北
の
方
・
袖
君
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
ま
ま
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
と
い
う
設
定
に
し
た
こ
と
は
、
両
者
の
邂
逅
の
物

語
に
お
い
て
い
っ
そ
う
芝
居
が
か
っ
た
演
出
を
し
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
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そ
し
て
そ
の
よ
う
な
特
殊
な
シ
チ
ュ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
る
た
め
に
は
、「「
山

里
」
訪
問
型
」
の
典
型
的
場
面
を
利
用
し
、
そ
れ
を
な
ぞ
り
つ
つ
も
ず
ら
す
こ

と
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
観
客
席
か
ら
舞
台
を
観
る
よ
う
に
、
読
者
は
、

実
忠
の
側
か
ら
事
態
を
見
る
と
同
時
に
、
家
の
中
に
い
て
名
の
る
こ
と
が
で
き

な
い
北
の
方
・
袖
君
の
悲
痛
な
思
い
に
寄
り
添
う
こ
と
と
な
る
。
つ
ま
り
、
宿

の
外
と
内
の
両
方
の
様
子
、
さ
ら
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
心
内
の
表
現
が
ひ
と
つ
の

舞
台
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
、
こ
の
場
面
は

芝
居
性
が
あ
る
と
い
え
る
。

　

同
じ
仮
名
文
学
で
も
、
例
え
ば
た
だ
歌
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
類
い
の

家
集
（
歌
集
）
の
場
合
、
芝
居
性
は
な
く
、
当
該
場
面
の
対
局
に
あ
る
と
い
え

よ
う
。
一
方
で
、
物
語
（
的
な
）
作
品
の
場
合
、
劇
的
な
内
容
を
も
つ
も
の
は

い
く
ら
で
も
あ
る
。
例
え
ば
二
節
で
取
り
上
げ
た
『
大
和
物
語
』
百
七
十
三
段

も
そ
の
一
つ
と
い
え
よ
う
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
実
忠
物
語
の
よ
う
な
芝
居

性
は
な
い
と
い
え
る
。

　

次
に
、
和
歌
の
贈
答
の
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
側
面
を
確
認
し

て
お
こ
う
。
和
歌
の
贈
答
を
仮
に
「
は
っ
き
り
と
誰
か
を
意
識
し
て
そ
の
相
手

に
対
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
し
、
相
手
が
そ
れ
に
対
し
返
答
を
す
る
場
合
」
と

定
義
す
る
と
、
④
の
邂
逅
場
面
に
お
い
て
の
歌
の
や
り
と
り
は
、
相
手
の
詠
む

こ
と
に
内
容
的
に
き
れ
い
に
答
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
応
じ
て
詠
ん
で

い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
広
義
の
「
贈
答
」
に
当
た
る
と
言
え
よ
う
。

　

時
枝
誠
記
は
和
歌
に
つ
い
て
、「
登
場
人
物
の
会
話
と
同
じ
性
質
の
も
の
で

あ
る
か
ら
、
韻
文
は
日
常
会
話
の
特
殊
の
形
態
の
も
の
と
し
て
取
扱
う
必
要
が

あ
る
」
と
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
）
20
（

。

　

和
歌
の
会
話
性
と
い
う
こ
と
は
、
和
歌
が
〔
中
略
〕
日
常
の
対
人
関
係

か
ら
起
こ
る
一
切
の
言
語
表
現
の
持
つ
機
能
、
例
え
ば
、
怨
恨
、
嫉
妬
、

求
愛
、
訓
戒
、
勧
誘
、
懇
願
、
慶
弔
等
の
表
現
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
人
間
的
交
渉
の
色
彩
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
あ
る
。〔
中
略
〕
そ
れ
が
芸
術
的
批
判
の
対
象
と
な
る
前
に
、
生
活
の

手
段
と
し
て
の
実
用
性
を
多
分
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
鈴
木
日
出
男
は
物
語
に
お
け
る
和
歌
に
つ
い
て
、「
和
歌
が
〔
中

略
〕
人
間
関
係
を
構
成
す
る
通
達
性
を
含
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
の
人
間
関

係
を
表
現
す
る
た
め
の
必
須
の
具
と
な
り
え
て
い
る
」
と
述
べ
る
）
21
（

。
い
ず
れ
も

和
歌
の
会
話
性
に
注
目
し
、
人
間
関
係
を
表
現
す
る
道
具
と
し
て
の
側
面
に
焦

点
を
当
て
て
い
る
。

　

実
忠
と
北
の
方
・
袖
君
は
本
来
、
家
族
と
い
う
濃
い
「
人
間
関
係
」
を
持
っ

て
お
り
、
今
は
そ
れ
が
断
絶
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
北
の
方
や
袖
君
（
あ

る
い
は
読
者
）
に
よ
っ
て
回
復
が
強
く
期
待
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
こ
の
「
志
賀
の
山
も
と
」
に
お
け
る
奇
跡
の
よ
う
な
邂
逅
は
、
そ
の
願
っ

て
も
な
い
チ
ャ
ン
ス
で
あ
っ
た
。
見
知
ら
ぬ
「
山
里
」
の
女
の
宿
に
男
が
立
ち

寄
り
、
歌
を
詠
み
か
け
、
女
が
応
え
て
「
人
間
関
係
」
が
で
き
る
。
こ
の
シ
チ
ュ

エ
ー
シ
ョ
ン
を
使
い
、
断
絶
し
た
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
描
か
れ
る
。

し
か
し
、
筆
跡
や
歌
の
詠
み
ぶ
り
か
ら
実
忠
が
相
手
の
正
体
に
気
づ
く
こ
と
は

な
い
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
の
は
、
歌
の
贈
答
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
表
面
上
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
、
そ
の
実
こ
の
上
も
な
く
断
絶
し
て
い
る



『うつほ物語』「菊の宴」巻における実忠と妻子の邂逅

（123）968

両
者
の
姿
で
あ
る
。
北
の
方
と
袖
君
は
実
忠
と
は
無
関
係
を
装
う
共
犯
関
係
に

あ
り
（
袖
君
は
積
極
的
に
そ
う
し
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
）、
彼
女
た
ち

の
歌
は
、
初
対
面
の
女
が
詠
み
そ
う
な
内
容
と
袖
君
・
北
の
方
自
身
と
し
て
の

本
音
と
い
う
二
重
性
を
帯
び
て
い
る
。
そ
れ
に
気
づ
か
ず
、
あ
く
ま
で
も
趣
の

あ
る
「
志
賀
の
山
も
と
」
の
宿
の
女
に
対
し
て
、
北
の
方
を
懐
か
し
む
歌
さ
え

詠
む
実
忠
の
心
の
浅
さ
と
孤
立
感
が
、
本
人
の
気
づ
か
な
い
ま
ま
に
浮
き
彫
り

に
さ
れ
て
い
く
。
邂
逅
前
は
北
の
方
・
袖
君
（
・
乳
母
）
と
、
実
忠
・
仲
忠
に

は
そ
れ
ぞ
れ
の
思
い
、
気
分
の
共
有
が
あ
り
、
こ
れ
も
歌
の
や
り
と
り
で
表
現

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
邂
逅
の
場
面
で
は
歌
の

や
り
と
り
を
し
な
が
ら
隔
た
り
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
歌
の
贈
答
と
い
う
側
面
か
ら
見
れ
ば
、
相
手
か
ら
歌
を
詠
ま
れ
た
時

に
、
返
歌
を
し
な
い
と
い
う
対
応
を
と
る
場
合
も
あ
る
が
、
不
本
意
で
も
返
す

と
い
う
対
応
を
す
る
場
合
が
多
い
。
そ
こ
に
は
相
手
か
ら
示
さ
れ
た
「
歌
の
場
」

と
い
う
フ
ィ
ー
ル
ド
に
建
前
上
は
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
強
制

力
が
働
い
て
い
る
と
い
え
る
。
当
該
場
面
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
北
の
方
は

決
し
て
自
ら
積
極
的
に
実
忠
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
っ
た
の
で
は
な
く
、「
贈
答
」

と
い
う
装
置
の
要
請
に
よ
っ
て
同
じ
フ
ィ
ー
ル
ド
に
立
た
さ
れ
、
歌
を
交
わ
し

合
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
実
忠
が
相
手
の
正
体
に
気
づ
く
こ
と
な
く
断
絶

し
て
い
る
と
い
う
、
両
者
の
姿
な
の
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る

こ
と
で
断
絶
し
て
い
る
こ
と
が
表
現
さ
れ
る
こ
の
場
面
は
、
和
歌
の
贈
答
と
い

う
形
で
し
か
描
き
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

先
に
引
い
た
時
枝
は
ま
た
、
和
歌
の
や
り
取
り
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
も
述

べ
て
い
る
）
22
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。

韻
文
的
表
現
は
、
表
現
形
式
と
し
て
彫
琢
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
折
目
の

つ
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
、
重
大
な
こ
と
の
表
現

（
必
ず
し
も
政
治
的
と
か
公
式
の
場
合
と
か
の
意
味
で
な
く
）
に
は
、
そ

れ
が
韻
文
の
形
式
を
と
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
論
で
は
、
三
節
で
引
い
た
網
谷
厚
子
の
論
と
と
も
に
、
散
文
で
は
表
現

し
得
な
い
強
い
印
象
を
読
者
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
ツ
ー
ル
と
し
て
歌
を
用

い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
読
者
は
②
の
場
面
か
ら
、
実
忠
と
北
の
方
・

袖
君
の
邂
逅
と
い
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
へ
と
向
か
う
序
章
と
し
て
た
っ
ぷ
り
と

歌
の
や
り
取
り
を
味
わ
い
、
卑
近
な
日
常
性
を
離
れ
た
そ
の
世
界
に
浸
る
。
こ

こ
か
ら
歌
に
よ
っ
て
改
め
て
登
場
人
物
た
ち
の
重
要
性
が
あ
ら
わ
さ
れ
、
ま
た

場
自
体
も
悲
劇
的
な
邂
逅
に
ふ
さ
わ
し
く
特
別
な
も
の
と
な
る
。
読
者
と
し
て

は
ま
さ
に
、
舞
台
上
で
歌
手
が
立
体
的
に
歌
を
歌
い
芝
居
を
す
る
オ
ペ
ラ
を
見

る
よ
う
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
③
で
実
忠
と
仲
忠
が
北
の
方
の
家
に
至
る
と
、

北
の
方
と
袖
君
の
悲
痛
な
心
情
に
寄
り
添
い
、
ま
た
北
の
方
か
ら
の
、
実
忠
に

知
ら
れ
ぬ
よ
う
声
を
出
す
な
と
い
う
命
令
に
よ
っ
て
、
緊
迫
し
た
気
持
ち
で
固

唾
を
の
ん
で
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
を
待
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
と
う
と
う
両
者
が

邂
逅
し
、
歌
の
や
り
取
り
を
す
る
に
至
る
。
読
者
は
は
ら
は
ら
し
な
が
ら
も
、

両
者
の
心
が
通
じ
合
う
と
い
う
理
想
を
描
き
な
が
ら
当
該
場
面
を
詠
む
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
そ
の
す
れ
違
い
に
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
、
深
く
心
に
染
み
る
の
で

あ
る
。
実
忠
は
相
手
が
ま
さ
に
今
思
い
を
馳
せ
て
い
る
北
の
方
で
あ
る
こ
と
を

知
ら
ず
、
北
の
方
と
袖
君
の
、
実
忠
を
前
に
し
な
が
ら
名
乗
り
出
る
こ
と
の
で
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き
な
い
切
実
な
心
情
に
気
づ
く
こ
と
は
な
い
。
こ
の
状
況
を
す
べ
て
把
握
す
る

の
は
、
客
席
で
舞
台
を
観
て
い
る
か
の
よ
う
な
立
場
の
読
者
だ
け
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
面
は
、「「
山
里
」
訪
問
型
」
の
物
語
と
い
う
背
景
、
そ
し
て
歌
の

贈
答
な
く
し
て
は
成
り
立
た
な
い
。
こ
の
二
つ
を
う
ま
く
使
っ
て
彼
ら
の
心

理
・
関
係
性
を
繊
細
に
、
か
つ
劇
的
に
描
き
出
し
、
読
者
を
魅
了
し
て
物
語
の

世
界
へ
と
引
き
入
れ
る
効
果
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
の
邂
逅
の
場
面
の
前
に
は
、
実
忠
が
あ
て
宮
か
ら
よ
う
や
く
返
歌

を
も
ら
う
が
、
兵
衛
の
君
に
今
後
の
仲
介
を
断
ら
れ
て
失
神
し
、
そ
の
挙
句
七

大
寺
や
比
叡
に
恋
の
成
就
を
祈
願
す
る
と
い
っ
た
内
容
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ

し
て
こ
の
邂
逅
の
場
面
の
後
に
は
、
実
忠
が
ま
た
あ
て
宮
に
歌
を
お
く
る
が
返

歌
は
な
い
と
い
う
場
面
が
書
か
れ
、「
菊
の
宴
」
巻
は
終
わ
る
。
つ
ま
り
、
実

忠
の
、
あ
て
宮
へ
の
求
婚
の
物
語
の
間
に
こ
の
邂
逅
の
場
面
は
位
置
し
て
い
る

の
だ
。
こ
の
邂
逅
は
、「
国
譲
上
」、「
国
譲
中
」
へ
と
つ
な
が
っ
て
は
い
く
が
、

あ
て
宮
求
婚
譚
と
い
う
「
筋
」
の
中
に
包
み
込
ま
れ
た
あ
る
種
の
「
遊
び
」、

変
化
の
場
面
と
い
え
る
。
そ
う
い
っ
た
意
味
に
お
い
て
も
エ
ン
タ
ー
テ
イ
ン
メ

ン
ト
性
が
あ
り
芝
居
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
邂
逅
の
場
面
の
後
、
実
忠
と
仲
忠
は
会
話
を
し
、
実
忠
が
妻
を
恋
し
く

思
う
歌
を
詠
ん
だ
り
し
て
、
二
人
で
明
け
方
宿
を
後
に
す
る
。「
志
賀
の
山
も

と
」
と
い
う
「
山
里
」
へ
の
訪
問
で
図
ら
ず
も
捨
て
た
妻
子
と
邂
逅
し
、
ま
た

歌
の
贈
答
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
な
が
ら
も
結
局
は
何
も
通
じ
合
う

こ
と
が
な
く
、
最
後
ま
で
宿
の
女
の
正
体
に
気
づ
く
こ
と
の
な
い
実
忠
で
あ
っ

た
。

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
、
室
城
秀
之 

校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
お
う
ふ
う
（
一

九
九
五
）
に
依
る
。
た
だ
し
、
本
文
を
あ
ら
た
め
た
箇
所
が
あ
る
。
な
お
、
引
用
本
文
の

後
の
数
字
は
同
書
の
頁
数
を
表
す
。
ま
た
、
本
文
中
、
資
料
中
の
〔　

〕
内
は
稿
者
の
注

記
で
あ
る
。

※
文
中
で
言
及
す
る
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
注
釈
書
の
略
称
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

【
全
書
】
宮
田
和
一
郎
校
註
『
宇
津
保
物
語　

二
』
日
本
古
典
全
書　

朝
日
新
聞
社　

一
九

四
九

【
大
系
】
河
野
多
麻
校
注
『
宇
津
保
物
語　

二
』
日
本
古
典
文
学
大
系
11　

岩
波
書
店　

一

九
六
一

【
原
田
文
庫
】
原
田
芳
起
校
注
『
宇
津
保
物
語　

中
巻
』
角
川
文
庫
二
五
三
八　

角
川
書
店　

一
九
六
九

【
叢
書
】
野
口
元
大
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

二
』
校
注
古
典
叢
書　

明
治
書
院　

一
九
七
八

【
室
城
全
】
室
城
秀
之
校
注
『
う
つ
ほ
物
語　

全
』
お
う
ふ
う　

一
九
九
五

【
新
全
集
】
中
野
幸
一
校
注
・
訳
『
う
つ
ほ
物
語　

２

』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集　

15　

小
学
館　

二
〇
〇
一

【
室
城
文
庫
】
室
城
秀
之
訳
注
『
新
版
う
つ
ほ
物
語　

三　

現
代
語
訳
付
き
』〈
角
川
ソ
フ
ィ

ア
文
庫
〉
二
〇
二
三

※
『
う
つ
ほ
物
語
』
以
外
の
本
文
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
諸
文
献
を
用
い
た
。

・
片
桐
洋
一　

福
井
貞
助　

高
橋
正
治　

清
水
好
子
校
注
・
訳
『
竹
取
物
語　

伊
勢
物
語　

大
和
物
語　

平
中
物
語
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
12　

小
学
館　

一
九
九
四

・
石
田
穣
二　

清
水
好
子
校
注
『
源
氏
物
語　

一
』
新
潮
日
本
古
典
集
成　

新
潮
社　

一

九
七
六

・
浅
見
和
彦
校
注
・
訳
『
十
訓
抄
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
51　

小
学
館　

一
九
九
七

・
小
沢
正
夫　

松
田
成
穂
校
注
・
訳
『
古
今
和
歌
集
』
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11　

小

学
館　

一
九
九
四

・
三
谷
栄
一　

三
谷
邦
明　

稲
賀
敬
二
校
注
・
訳
『
落
窪
物
語　

堤
中
納
言
物
語
』
新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
17　

小
学
館　

二
〇
〇
〇
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注

（
１

） 　

藤
澤
咲
良
「
う
つ
ほ
物
語
の
列
挙
表
現
」『W

A
SED

A
 RILA

S JO
U
RN
A
L

』
六　

早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
一
八
・
十　

で
は
、
音
声
・
口
誦

を
想
起
さ
せ
る
列
挙
表
現
の
存
在
を
指
摘
し
、
そ
れ
自
体
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
性
を
持

つ
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
澤
咲
良
「『
う
つ
ほ
物
語
』「
俊
蔭
」「
内

侍
の
か
み
」
巻
に
み
ら
れ
る
歌
群
の
特
性
」『W

A
SED

A
 RILA

S JO
U
RN
A
L

』
一

二　

早
稲
田
大
学
総
合
人
文
科
学
研
究
セ
ン
タ
ー　

二
〇
二
五
・
二
（
刊
行
予
定
）
で

は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
特
に
芝
居
が
か
っ
て
い
る
二
つ
の
歌
群
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。

（
２

） 　

桑
原
博
史
「
宇
津
保
物
語
の
和
歌
│
作
り
物
語
に
お
け
る
散
文
・
和
歌
の
融
合
の
一

方
法
│
」『
国
語
と
国
文
学
』
三
八
│
七　

一
九
六
一
・
七

（
３

） 　

大
井
田
晴
彦
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
│
そ
の
諸
相
│
」『
う
つ
ほ
物
語
の
世
界
』

風
間
書
房　

二
〇
〇
二

（
４

） 　

高
橋
秀
子
「『
う
つ
ほ
物
語
』
の
和
歌
と
初
期
定
数
歌
│
開
拓
さ
れ
た
和
歌
表
現
の

展
開
│
」『
平
安
前
期
物
語
と
和
歌
史
│
現
実
世
界
と
物
語
世
界
を
越
境
す
る
和
歌
│
』

武
蔵
野
書
院　

二
〇
二
四

（
５

） 　

山
﨑
薫
「「
祭
の
使
」
巻
と
「
菊
の
宴
」
巻
の
催
馬
楽
引
用
│
「
声
振
り
」
に
注
目

し
て
│
」『
物
語
と
催
馬
楽
・
風
俗
歌
│
う
つ
ほ
物
語
か
ら
源
氏
物
語
へ
│
』
新
典
社

研
究
叢
書
３

６

７　

新
典
社　

二
〇
二
三

（
６

） 　

橋
本
ゆ
か
り
「
声
を
聴
か
せ
る
大
君
物
語
│
〈
山
里
の
女
〉
と
〈
思
ひ
寄
ら
ぬ
隈
な

き
男
〉
の
語
ら
い
」『
源
氏
物
語
の
〈
記
憶
〉』
翰
林
書
房　

二
〇
〇
八

（
７

） 　

笹
川
博
司
「
源
氏
物
語
「
山
里
」
の
風
景
」『
隠
遁
の
憧
憬
』
和
泉
書
院　

二
〇
〇

四

（
８

） 　

こ
こ
か
ら
の
三
首
は
い
ず
れ
も
『
古
今
集
』
の
歌
。「
秋
風
の
」
の
歌
の
下
句
は
「
人

を
ぞ
た
の
む
暮
る
る
夜
ご
と
に
」（
恋
二
・
五
五
五　

素
性
法
師
）。「
見
る
人
も
」
の

歌
は
、「
見
る
人
も
な
く
て
散
り
ぬ
る
奥
山
の
紅
葉
は
夜
の
錦
な
り
け
り
」（
秋
下
・
二

九
七　

紀
貫
之
）。
各
注
釈
書
と
も
、
志
賀
の
山
も
と
に
合
わ
せ
「
奥
山
の
」
を
「
山

里
の
」
と
変
え
た
と
し
て
い
る
。「
蜩
の
」
の
歌
の
下
句
は
、「
風
よ
り
ほ
か
に
訪
ふ
人

も
な
し
」（
秋
上
・
二
〇
五　

詠
み
人
知
ら
ず
）。

（
９

） 　
「
や
く
と
…
」
は
、
底
本
「
や
く
と
あ
し
ひ
き
う
り
ふ
や
の
山
を
た
ち
な
ら
し
つ
る
」。

【
全
書
】・【
大
系
】・【
新
全
集
】
は
「
入
り
ぬ
べ
き
道
や
道
や
と
あ
し
ひ
き
の
龍り

う

華げ

の

山
を
立
ち
な
ら
し
つ
る
」、【
原
田
文
庫
】
は
「
待
つ
か
ひ
も
あ
り
や
あ
り
や
と
足
曳
の

瓜
生
の
山
を
た
ち
な
ら
し
つ
る
」
と
誤
脱
を
補
訂
し
て
い
る
。
次
の
実
忠
の
「
お
と
な

し
…
」
は
、【
全
書
】・【
大
系
】・【
新
全
集
】
は
「
つ
ゆ
じ
も
の
お
き
添
ふ
枝
を
歎
け

ど
も
か
ひ
あ
る
山
は
我
も
ま
だ
見
ず
」、【
原
田
文
庫
】
は
「
音
な
し
の
森
を
日
す
が
ら

馴
ら
せ
ど
も
か
ひ
な
き
山
は
我
も
ま
だ
見
ず
」
と
誤
脱
を
補
訂
し
て
い
る
。

（
10
） 　

網
谷
厚
子
『
平
安
朝
文
学
の
構
造
と
解
釈
│
竹
取
物
語
・
う
つ
ほ
物
語
・
栄
花
物
語
』

研
究
選
書
53　

教
育
出
版
セ
ン
タ
ー　

一
九
九
二

（
11
） 　

石
井
直
子
「
宇
津
保
物
語
の
和
歌
│
求
婚
歌
群
の
成
立
と
変
化
│
」『
後
藤
重
郎
教

授
停
年
退
官
記
念　

国
語
国
文
学
論
集
』
名
古
屋
大
学
出
版
会　

一
九
八
四

（
12
） 　

三
田
村
雅
子
「
若
小
君
物
語
の
位
相
│
宇
津
保
物
語
に
お
け
る
文

コ
ン
テ
ク
ス
ト

脈
の
差
異
と
統
合

│
」『
玉
藻
』
二
一　

一
九
八
五
・
十
二

（
13
） 　

宮
谷
聡
美
「
実
忠
物
語
の
「
か
は
ら
け
」
に
書
か
れ
た
歌
│
歌
物
語
の
継
承
と
発
展

│
」『
歌
物
語
史
か
ら
見
た
伊
勢
物
語
』
新
典
社
研
究
叢
書
３

４

９　

新
典
社　

二
〇

二
二

（
14
） 　

注（
５

）の
前
掲
論
。

（
15
） 　

注（
13
）の
前
掲
論
。

（
16
） 　

鈴
木
一
雄
『
王
朝
女
流
日
記
論
考
』「
日
記
文
学
に
お
け
る
和
歌
（
そ
の
２

）
│
女

か
ら
の
贈
歌
│
」
至
文
堂　

一
九
九
三

（
17
） 　

注（
５

）の
前
掲
論
。

（
18
） 　

宮
谷
聡
美
「
狩
の
使
│
歌
物
語
の
達
成
│
」『
歌
物
語
史
か
ら
見
た
伊
勢
物
語
』
新

典
社
研
究
叢
書
３

４

９　

新
典
社　

二
〇
二
二

（
19
） 　

注（
13
）の
前
掲
論
。
な
お
、
宮
谷
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
に
お
い
て
「
か
は
ら
け
」
に

書
き
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
歌
は
計
五
例
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
20
） 　

時
枝
誠
記
「
韻
文
散
文
の
混
合
形
式
の
意
義
」『
古
典
解
釈
の
た
め
の
日
本
文
法
』

増
訂
版　

至
文
堂　

一
九
五
九



965（126）

（
21
） 　

鈴
木
日
出
男
「
和
歌
に
お
け
る
対
人
性
」『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会　

一
九
九
〇

（
22
） 　

注（
20
）の
前
掲
論
。


