
大
和
物
語
評
釈
（
六
＋
八
回
）

今

井

源

衛

 
 
私
は
、
昭
和
三
六
年
九
月
か
ら
同
四
三
年
十
一
月
ま
で
六
七
回
に
わ
た
っ

て
、
 
「
国
文
学
」
誌
に
、
 
「
大
和
物
語
評
釈
」
を
連
載
し
た
が
、
三
十
段
ば
か

り
を
残
し
た
ま
ま
、
大
学
紛
争
の
た
め
に
中
断
し
て
し
ま
っ
た
。

 
本
稿
は
、
そ
の
続
稿
で
あ
る
。

二
 
段

 
み
か
ど
お
り
る
給
ひ
て
ま
た
の
と
し
の
秋
、
御
ぐ
し
お
ろ
し
給
て
、
と
こ
ろ

み
＼
山
ぶ
み
し
た
ま
て
を
こ
な
ひ
た
ま
ひ
け
り
。
備
前
の
ぜ
う
に
て
た
ち
ば
な

の
よ
し
と
し
と
い
ひ
け
る
人
、
内
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
殿
上
に
さ
ぶ
ら
ひ

け
る
、
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
や
が
て
御
と
も
に
か
し
ら
お
ろ
し
て

け
り
。
人
に
も
し
ら
れ
た
ま
は
で
あ
り
き
給
ひ
け
る
御
と
も
に
、
こ
れ
な
む
を

く
れ
た
て
ま
つ
ら
で
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
。
 
「
か
＼
る
御
あ
り
き
し
た
ま
ふ
、
い
と

あ
し
き
こ
と
な
り
」
と
て
、
内
よ
り
、
少
将
・
中
将
、
こ
れ
か
れ
、
「
さ
ぶ
ら

へ
」
と
て
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ひ
け
れ
ど
、
た
が
ひ
つ
＼
あ
り
き
た
ま
ふ
。
和
泉

の
国
に
い
た
り
た
ま
ふ
て
、
日
根
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
お
は
し
ま
す
夜
あ
り
。
い

と
こ
こ
ろ
ほ
そ
う
か
す
か
に
て
お
は
し
ま
す
事
を
思
つ
＼
、
い
と
か
な
し
か
り

け
り
。
さ
て
、
 
「
ひ
ね
と
い
ふ
事
を
う
た
に
よ
め
」
と
、
お
ほ
せ
ご
と
あ
り
け

れ
ば
、
こ
の
良
利
大
徳
、

 
 
ふ
る
さ
と
の
旅
寝
の
夢
に
見
え
つ
る
は
恨
み
や
す
ら
む
又
と
㌧
は
ね
ば

と
あ
り
け
る
に
、
み
な
密
な
き
て
え
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
。
そ
の
名
を
な
ん
凝

れ
ん
だ
い
と
く
と
い
ひ
て
、
後
ま
で
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
。

〔
語
釈
〕
☆
み
か
ど
・
・
宇
多
法
皇
。
☆
お
り
る
給
ひ
て
：
宇
多
天
皇
の
譲
位

は
、
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
七
月
三
日
。
 
「
お
り
る
る
」
は
退
位
す
る
、
．
意
。

☆
御
ぐ
し
お
ろ
し
給
ひ
て
・
・
剃
髪
出
家
な
さ
っ
て
。
宇
多
天
皇
出
家
の
年
次

に
つ
い
て
は
二
説
あ
り
、
扶
桑
略
記
に
は
、
譲
位
の
翌
々
年
昌
泰
二
年
（
八
九

九
）
十
月
十
四
日
、
日
本
紀
略
に
は
同
じ
く
十
月
二
十
四
日
と
す
る
が
、
古
本

系
大
鏡
は
、
そ
の
前
年
昌
泰
元
年
四
月
十
日
の
こ
と
と
す
る
。
し
か
し
、
伊
勢

集
に
は
「
み
か
ど
お
り
さ
せ
給
ひ
て
二
年
と
い
ふ
に
、
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
た
ま

ひ
て
、
仁
和
寺
と
い
ふ
所
に
住
ま
せ
給
ふ
」
と
あ
り
、
流
布
本
系
の
大
鏡
に
も

「
昌
泰
二
年
己
未
十
月
十
四
日
出
家
せ
さ
せ
給
ふ
。
御
名
金
剛
覚
と
申
し
き
」

と
あ
り
、
扶
桑
略
記
・
紀
略
・
一
代
要
記
な
ど
す
べ
て
同
年
十
月
十
五
日
に
東

寺
で
灌
頂
を
受
け
た
旨
記
さ
れ
て
お
り
、
昌
泰
二
年
十
月
出
家
が
正
し
い
。
出

家
は
譲
位
の
翌
々
年
の
初
冬
の
こ
と
で
あ
る
が
、
物
語
の
本
文
が
そ
れ
を
翌
年

の
こ
と
と
誤
っ
た
の
は
、
出
家
以
前
の
昌
泰
元
年
十
月
二
十
日
か
ら
十
日
過
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程
、
宇
多
上
皇
は
交
野
・
雨
曇
・
立
田
山
・
難
波
を
巡
遊
さ
れ
た
こ
と
が
あ

り
、
大
和
物
語
の
作
者
が
そ
れ
と
後
に
述
べ
る
延
喜
七
年
十
月
の
御
幸
と
を
混

同
し
た
も
の
か
と
全
集
（
「
日
本
古
典
文
学
全
集
8
、
大
和
物
語
」
。
以
下
同
）

は
い
う
。
ま
た
十
月
は
正
確
に
言
え
ば
秋
で
は
な
く
て
冬
で
あ
る
が
、
拾
穂
抄

は
、
 
コ
年
を
な
べ
て
春
秋
と
い
へ
ば
、
春
は
夏
に
こ
も
り
、
秋
と
い
ふ
に
冬

は
お
の
つ
か
ら
侍
る
心
に
や
。
又
物
語
に
は
か
く
大
様
に
い
ふ
事
お
ほ
か
る
べ

し
」
と
す
る
。
殊
に
野
外
の
遣
遙
の
こ
と
だ
か
ら
、
晩
秋
と
初
冬
と
は
ま
ぎ
れ

る
事
も
あ
ろ
う
か
。
 
☆
御
ぐ
し
・
・
「
く
し
」
四
は
頭
髪
、
あ
る
い
は
頭
の

意
。
 
「
ミ
グ
シ
」
と
よ
む
。
☆
給
て
：
す
ぐ
後
の
「
た
ま
て
」
と
と
も
に
、
当

時
の
よ
み
か
た
に
問
題
が
あ
る
。
 
「
給
て
」
は
活
用
語
尾
の
「
ひ
」
も
し
く
は

そ
の
音
便
形
で
あ
る
「
う
」
の
省
略
と
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
い
つ
れ
か
を
決
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
☆
学
ぶ
み
・
・
扶
桑
略
記
に
よ
れ
ば
、
宇
多
法
皇
は
昌

泰
三
年
七
月
吉
野
の
金
峰
山
に
、
延
喜
四
年
及
び
五
年
四
月
十
四
日
・
同
六
年

十
月
十
七
日
の
三
度
比
叡
山
に
、
延
喜
七
年
十
月
二
日
～
二
八
日
に
は
紀
伊
・

熊
野
に
参
詣
し
て
い
る
。
本
塁
の
御
幸
は
こ
の
最
後
の
延
喜
七
年
十
月
の
も
の

で
あ
る
。
（
な
お
後
述
）
 
☆
橘
良
媒
・
・
花
鳥
余
情
手
習
巻
に
「
備
前
草
々
良

利
、
肥
前
国
藤
津
郡
大
村
人
影
。
出
家
名
言
蓮
、
為
亭
子
院
殿
上
法
師
。
亭
子

院
法
王
山
ふ
み
し
給
ふ
時
御
と
も
し
け
る
由
大
和
物
語
に
の
せ
侍
り
。
碁
の
上

手
な
る
に
よ
り
て
、
碁
聖
と
い
へ
り
。
延
喜
十
三
年
五
月
三
日
、
奉
勅
作
碁

式
、
献
之
。
」
と
あ
る
。
昌
泰
二
年
十
月
十
四
日
、
宇
多
上
皇
出
家
と
と
も
に
、

入
道
。
時
に
肥
前
縁
（
大
鏡
）
、
三
四
歳
。
出
家
後
寛
蓮
（
古
事
談
は
「
観

蓮
」
）
と
号
し
、
碁
に
巧
み
で
あ
う
た
事
は
西
宮
記
に
「
延
喜
四
年
九
月
二
十

四
日
、
召
尊
皇
右
少
弁
清
並
等
、
令
囲
碁
」
と
あ
る
外
、
今
昔
物
語
二
十
四

「
碁
郷
チ
ノ
寛
蓮
碁
郷
チ
シ
女
二
値
ヒ
タ
ル
語
」
に
も
見
え
る
。
東
寺
長
者
補

任
に
よ
れ
ば
、
 
「
延
喜
八
年
五
月
三
日
向
山
、
法
王
四
二
、
於
東
寺
法
三
御
子

（
「
斉
世
親
王
」
と
傍
注
）
二
十
ご
、
並
寛
蓮
三
五
会
理
、
黒
帯
令
授
灌
頂
給

云
々
」
と
あ
り
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
貞
観
十
六
年
目
八
七
四
）
生
ま
れ
で
、
こ

の
話
の
延
喜
七
年
当
時
は
三
十
四
歳
と
な
る
。
仁
和
寺
の
北
に
あ
る
弥
勒
寺

は
、
彼
が
宇
多
天
皇
と
の
囲
碁
で
勝
ち
、
そ
の
賭
物
の
金
の
枕
を
資
と
し
て
建

て
た
も
の
だ
と
い
う
（
古
事
談
六
・
今
昔
物
語
二
十
四
）
。
二
君
歴
に
も
「
囲

碁
、
碁
聖
、
寛
喜
・
賀
陽
・
祐
挙
（
下
略
）
」
と
あ
る
。
な
お
、
紗
は
「
吉
俊
」

の
字
を
あ
て
、
 
「
備
前
豫
吉
俊
は
清
友
の
孫
吉
清
子
」
と
す
る
が
、
系
図
類
に

は
良
利
・
吉
俊
と
も
に
見
え
な
い
。
ま
た
、
拾
穂
抄
は
「
ひ
ぜ
ん
の
ぜ
う
」
の

注
に
、
 
「
備
前
・
肥
前
の
両
説
あ
り
」
と
し
、
大
鏡
・
河
海
抄
・
花
鳥
余
情
は

「
肥
前
豫
」
、
大
日
本
護
国
郡
司
表
に
も
「
肥
前
縁
」
と
す
る
。
た
だ
し
大
和

物
語
の
諸
本
多
く
は
「
対
せ
ん
せ
う
」
で
あ
り
、
鈴
・
巫
は
「
ひ
せ
ん
」
と
す

る
。
ま
た
昌
泰
元
年
十
月
に
紀
長
谷
雄
が
作
っ
た
「
競
磁
器
」
に
は
「
越
前
権

嫁
橘
良
利
」
と
し
て
い
る
。
大
和
物
語
の
本
文
と
し
て
は
「
備
前
」
を
採
る
外

な
い
。
 
☆
内
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
・
・
宇
多
天
皇
が
内
裏
に
い
ら
っ
し
ゃ

っ
た
と
き
。
ご
在
位
中
の
意
。
 
☆
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
・
・
鈴
・
巫
「
し
た
り
け

る
」
。
類
・
抄
・
図
・
衆
「
さ
ぶ
ら
ひ
て
」
。
底
本
の
ま
ま
な
ら
ば
、
「
さ
ぶ

ら
ひ
け
る
に
」
 
「
さ
ぶ
ら
け
る
が
」
な
ど
の
よ
う
な
句
の
省
略
形
と
み
ら
れ
る

が
、
挿
入
句
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
 
☆
殿
上
に
さ
ぶ
ら
ふ
・
・
殿
上
人
と

し
て
お
勤
め
を
し
て
い
た
。
殿
上
人
は
四
・
五
位
の
官
入
、
六
位
の
蔵
人
の

中
で
、
勅
許
を
得
て
、
清
涼
殿
の
「
殿
上
の
間
」
に
伺
候
し
、
帝
の
お
側
仕
え

を
す
る
。
 
☆
や
が
て
・
・
す
ぐ
、
そ
の
ま
ま
。
 
☆
か
し
ら
お
ろ
し
て
け
り

・
・
底
本
「
か
し
ら
お
ろ
し
し
て
け
り
」
だ
が
、
諸
本
に
従
う
。
古
今
集
哀
傷

に
み
え
る
僧
正
遍
正
の
「
み
な
ひ
と
の
」
歌
の
詞
書
に
も
「
か
し
ら
お
ろ
し
て
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け
り
」
と
あ
り
、
体
言
「
か
し
ら
お
ろ
し
」
は
他
に
所
見
が
な
い
。
 
☆
内
・

・
醍
醐
天
皇
（
八
八
五
～
九
三
〇
）
。
宇
多
天
皇
第
一
皇
子
。
母
は
藤
原
高
藤

の
娘
胤
子
。
寛
平
九
年
（
八
九
七
）
七
月
、
元
服
、
即
位
。
延
長
八
年
差
九
三

〇
）
九
月
崩
御
。
延
喜
七
年
当
時
二
十
三
歳
。
 
☆
少
将
・
中
将
こ
れ
か
れ
・

・
中
将
や
少
将
の
あ
れ
こ
れ
の
人
々
に
対
し
て
、
の
意
味
。
舌
足
ら
ず
の
表
現

で
あ
る
。
少
将
は
左
右
各
定
員
二
名
、
中
将
は
正
五
上
下
相
当
。
中
将
は
同
じ

く
各
一
名
、
従
四
位
下
相
当
。
と
も
に
正
権
両
宮
が
あ
る
。
こ
の
時
は
右
中
将

藤
原
仲
平
と
左
少
将
源
嗣
が
該
当
す
る
。
後
述
。
巫
「
こ
れ
か
れ
た
つ
ね
つ
＼

御
と
も
に
さ
ぶ
ら
へ
」
 
☆
た
て
ま
つ
れ
た
ま
ひ
け
れ
ど
・
・
下
二
段
活
用
の

「
た
て
ま
つ
る
」
に
つ
い
て
は
、
目
上
の
者
に
対
し
て
、
消
息
や
人
を
、
人
を

介
し
て
遣
わ
す
場
合
に
用
い
、
「
た
て
ま
つ
り
入
れ
」
あ
る
い
は
「
た
て
ま
つ

ら
せ
」
の
約
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
詳
し
く
は
分
か
ら
な
い
。
巫
・
鈴
「
た
て

ま
つ
り
た
ま
ひ
け
れ
ど
」
 
☆
た
が
ひ
つ
つ
・
・
単
に
行
き
違
い
に
な
っ
た
と

い
う
よ
り
は
、
故
意
に
会
わ
な
い
よ
う
に
、
は
ぐ
ら
か
し
て
の
意
で
あ
ろ
う
。

大
げ
さ
な
見
舞
い
や
供
奉
を
、
法
皇
が
煩
わ
し
が
ら
れ
た
こ
と
を
強
調
す
る
表

現
と
み
ら
れ
る
。
 
☆
い
つ
み
の
国
に
い
た
り
た
ま
ふ
て
・
・
巫
・
鈴
ナ
シ
。

☆
日
根
・
・
和
泉
国
日
根
郡
日
根
野
村
。
和
名
抄
に
も
和
泉
国
の
郡
名
と
し
て

「
日
根
、
比
禰
」
と
出
て
い
る
。
古
く
か
ら
「
日
根
野
」
の
名
で
よ
ば
れ
、
平

安
時
代
に
は
遊
猟
の
地
と
し
て
名
が
あ
り
、
垣
武
天
皇
の
行
幸
も
あ
っ
た
。
今

の
大
坂
府
泉
佐
野
市
。
も
っ
と
も
、
当
時
京
か
ら
熊
野
に
出
る
に
は
、
通
常
は

山
崎
の
津
か
ら
乗
船
、
淀
川
を
下
り
、
河
口
で
下
船
、
陸
路
を
南
下
し
て
、
堺

の
南
の
あ
た
り
か
ら
、
小
栗
街
道
を
通
り
、
雄
山
峠
を
越
え
て
紀
伊
国
に
入
る

の
が
常
で
あ
る
。
日
根
野
は
こ
の
通
路
か
ら
は
か
な
り
西
に
離
れ
て
い
る
。
紀

伊
国
に
入
る
の
に
、
設
備
も
整
っ
た
小
栗
街
道
を
と
ら
ず
に
、
わ
ざ
わ
ざ
海
岸

大
和
物
語
評
釈

に
そ
っ
て
南
下
し
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
段
の
歌
が
「
ひ
ね
」
を
詠

み
入
れ
る
と
い
ヶ
、
当
時
大
流
行
の
物
名
歌
で
あ
る
こ
と
も
、
注
意
す
る
必
要

が
あ
り
そ
う
だ
。
こ
の
段
が
あ
る
い
は
虚
構
に
よ
る
か
、
の
疑
い
が
な
き
に
し

も
あ
ら
ず
で
あ
る
。
な
お
後
述
。
 
☆
か
す
か
に
て
・
・
類
聚
名
義
抄
に
薫
、

薫
条
を
カ
ス
カ
ナ
リ
と
訓
じ
て
い
る
。
人
少
な
に
ひ
っ
そ
り
と
、
心
ぼ
そ
い
状

態
の
さ
ま
。
 
☆
事
を
歌
に
よ
め
・
・
「
事
」
は
「
言
」
の
意
の
あ
て
字
。

「
ひ
ね
」
を
歌
題
と
し
て
と
い
う
の
で
は
な
く
、
一
首
の
歌
の
中
に
こ
の
文
字

を
詠
み
込
め
、
の
意
。
地
名
を
詠
み
込
む
物
名
歌
は
、
特
に
後
撰
集
時
代
に
流

行
し
た
。
 
☆
だ
い
と
く
・
・
大
徳
。
棒
紅
に
「
梵
云
婆
檀
陀
、
原
事
象
仏
之

名
、
在
律
中
単
為
比
丘
高
年
之
称
」
と
あ
り
、
中
国
の
原
義
で
は
、
仏
、
あ
る

い
は
老
年
の
僧
を
敬
っ
て
い
う
言
葉
で
あ
る
。
我
が
国
の
平
安
朝
で
は
、
高
徳

の
僧
を
意
味
し
、
ひ
い
て
は
一
般
に
僧
侶
を
さ
す
こ
と
も
多
い
。
こ
の
物
語
で

ほ
か
に
も
「
宿
徳
に
ま
し
ま
し
け
る
大
徳
の
は
や
う
死
に
け
る
が
」
 
（
二
五

段
）
、
 
「
こ
の
大
徳
坊
に
し
け
る
所
の
ま
へ
に
」
 
（
四
三
段
）
と
あ
る
。
 
「
だ

い
と
こ
」
と
も
よ
む
。
 
☆
「
ふ
る
さ
と
の
」
の
歌
・
・
新
古
召
集
羅
旅
に

「
亭
子
院
御
ぐ
し
お
ろ
し
て
、
山
々
金
々
に
修
行
し
た
ま
ひ
け
る
こ
ろ
、
御
供

に
侍
ひ
て
、
和
泉
国
日
根
と
い
ふ
所
に
て
、
人
々
歌
よ
み
侍
り
け
る
に
、
よ
め

る
、
橘
良
利
」
と
し
て
所
出
。
 
「
ふ
る
さ
と
」
は
妻
子
が
い
る
住
み
慣
れ
た
我

が
家
ぐ
ら
い
の
意
。
今
日
の
故
郷
で
は
な
い
。
こ
こ
は
そ
こ
に
住
む
人
、
特
に

妻
を
指
す
。
他
人
が
我
が
夢
枕
に
立
つ
の
は
、
そ
の
人
が
自
分
の
こ
と
を
思
っ

て
い
て
、
そ
の
魂
が
か
ち
だ
を
離
れ
て
こ
ち
ら
へ
来
る
為
と
信
じ
ら
れ
て
い

た
。
 
「
思
ひ
つ
つ
ぬ
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
む
夢
と
知
り
せ
ば
さ
め
ざ
ら
ま
し

を
」
 
（
古
今
集
恋
二
、
小
町
）
は
有
名
だ
が
、
そ
の
せ
つ
な
い
思
慕
の
情
を
逆

の
恨
み
心
に
転
じ
た
所
に
、
こ
の
歌
の
工
夫
が
あ
ろ
う
。
 
「
た
び
ね
」
に
「
日
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根
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
ま
た
、
 
「
う
ら
み
や
す
ら
む
」
に
「
浦
見
」
、
を

か
け
る
。
五
十
二
段
に
も
「
わ
た
つ
み
の
深
き
心
は
あ
り
な
が
ら
う
ら
み
ら
れ

ぬ
る
も
の
に
ぞ
あ
り
け
る
」
が
あ
る
。
古
今
集
に
は

 
 
わ
た
つ
み
の
我
が
身
こ
す
波
だ
ち
か
へ
り
海
人
の
す
む
て
ふ
う
ら
み
つ
る

 
 
か
な
（
恋
五
）

 
 
あ
ふ
こ
と
の
な
ぎ
さ
に
し
よ
る
波
な
れ
や
う
ら
み
て
の
み
ぞ
た
ち
か
へ
り

 
 
ぬ
る
（
恋
三
、
在
原
元
方
）

な
ど
多
く
、
す
で
に
あ
り
ふ
れ
た
技
巧
で
あ
っ
た
。
 
☆
そ
の
な
を
な
ん
・
・

巫
「
そ
の
よ
し
と
し
」

 
〔
通
釈
〕
 
（
宇
多
の
）
帝
は
こ
譲
位
な
さ
い
ま
し
た
翌
年
の
秋
に
、
御
髪
も

お
お
ろ
し
な
さ
い
ま
し
て
、
あ
ち
こ
ち
ら
と
山
歩
き
を
な
さ
い
ま
し
て
、
仏
の

道
の
お
勤
め
を
な
さ
い
ま
し
た
。
備
前
の
縁
で
橘
の
良
妻
と
か
い
っ
た
人
は
、

帝
が
ご
在
位
の
時
は
殿
上
人
と
し
て
伺
候
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
帝
が
ご
出
家

な
さ
い
ま
し
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
す
ぐ
に
お
供
を
し
て
髪
を
剃
り
落
と
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
帝
が
人
に
も
お
知
ら
せ
に
な
ら
ず
に
お
歩
き
に
な
り
ま
し
た
お

供
に
、
こ
の
人
は
と
り
遺
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
て
、
い
つ
も
伺
候
し
て
お
り
ま

し
た
。
 
「
こ
の
よ
う
な
お
歩
き
を
な
さ
る
の
は
、
実
に
悪
い
こ
と
だ
」
と
い
う

の
で
、
御
所
か
ら
は
少
将
や
中
将
で
、
あ
れ
こ
れ
の
人
に
「
お
側
仕
え
を
せ

よ
」
と
の
こ
と
で
、
お
遣
わ
し
に
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
、
帝
は
そ
の
人
た
ち
を

度
々
は
ぐ
ら
か
し
な
さ
い
ま
し
て
、
お
歩
き
に
な
り
ま
す
。
和
泉
の
国
に
お
着

き
に
な
り
ま
し
て
、
夜
、
日
根
と
い
う
所
に
お
い
で
に
な
り
ま
し
た
。
お
供
の

者
た
ち
は
、
帝
が
ほ
ん
と
に
心
ぼ
そ
く
、
お
さ
び
し
く
頼
り
な
い
有
様
で
い
ら

っ
し
ゃ
る
こ
と
を
思
っ
て
、
ほ
ん
と
に
悲
し
か
っ
た
の
で
し
た
。
そ
ん
な
中

で
、
「
ひ
ね
」
と
い
う
言
葉
を
歌
の
申
に
詠
め
、
と
の
仰
せ
ご
と
が
あ
り
ま
し

た
の
で
、
こ
の
良
利
大
徳
が
詠
ん
だ
歌
に
は
、

 
 
わ
が
家
の
者
の
姿
が
旅
寝
の
夢
に
見
え
た
の
は
、
私
を
恨
ん
で
い
る
の
だ

 
 
ろ
う
か
、
あ
れ
以
来
一
度
も
訪
ね
て
い
か
な
い
の
だ
か
ら
。

と
あ
り
ま
し
た
の
で
、
皆
泣
い
て
、
歌
も
詠
め
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

こ
の
大
徳
は
そ
の
名
を
寛
蓮
大
徳
と
い
っ
て
、
後
々
ま
で
お
仕
え
を
い
た
し
ま

し
た
と
か
。

 
〔
余
説
〕
こ
の
宇
多
法
皇
の
紀
伊
国
御
幸
の
史
実
は
、
西
宮
記
の
「
諸
社
行

幸
」
条
に
引
か
れ
た
「
延
喜
御
記
」
逸
文
に
見
え
る
。
左
に
そ
の
要
点
の
み
、

訓
読
文
と
し
て
掲
げ
て
お
く
。

（
延
喜
七
年
十
月
一
日
）
 
（
醍
醐
天
皇
）
道
明
を
し
て
左
大
臣
（
時
平
）
に
仰

 
 
せ
て
曰
く
、
「
仁
和
寺
（
宇
多
上
皇
）
紀
伊
国
に
お
は
し
ま
す
べ
し
。
若

 
 
し
申
す
所
有
る
べ
き
や
否
や
」
と
。
大
臣
申
さ
し
め
て
云
は
く
、
 
「
先
例

 
 
を
勘
ふ
る
に
、
清
和
太
上
天
皇
平
城
に
お
は
す
る
時
、
直
垂
朝
臣
等
、
宿

 
 
衛
を
引
き
て
従
ひ
奉
る
。
又
前
の
時
法
皇
行
幸
の
時
は
友
訪
朝
臣
従
ひ
奉

 
 
る
。
今
お
も
へ
ら
く
、
参
議
少
将
等
を
遣
し
奉
ら
ば
善
か
る
べ
し
 
（
下

 
 
略
）
」
と
。

（
同
月
二
日
）
使
仲
平
朝
臣
途
中
を
問
ひ
奉
る
。

（
同
月
十
八
日
）
伊
勢
・
賀
茂
上
下
・
松
尾
・
石
清
水
・
春
日
・
平
野
・
住
吉

 
 
・
日
前
輪
の
神
を
拝
し
法
皇
の
道
中
の
平
否
を
祈
る
、
云
々
。
河
内
守
安

 
 
世
を
蔵
人
所
に
召
し
、
菅
根
朝
臣
を
し
て
太
上
法
皇
還
御
之
時
供
奉
に
闘

 
 
け
し
怠
状
を
勘
へ
し
む
。

 
ま
た
、
扶
桑
略
記
に
も
次
ぎ
の
記
述
が
あ
る
。

（
十
月
二
日
）
仁
和
寺
太
上
法
皇
紀
伊
国
に
幸
し
、
熊
野
の
山
に
参
り
お
は
し

 
 
ま
す
。
勅
使
右
近
中
将
仲
平
朝
臣
途
中
を
問
ひ
奉
る
。
法
皇
の
御
幸
に
従
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ひ
奉
ら
し
め
ん
が
為
に
、
使
を
差
し
て
、
参
議
昇
朝
臣
を
召
す
。

（
同
月
三
日
）
昇
朝
臣
奏
せ
し
む
。
 
「
昨
日
、
途
申
馬
に
踏
ま
れ
て
、
足
の
上

 
 
腫
れ
参
入
す
る
を
得
ず
」
と
。
回
し
て
、
「
宜
し
く
仲
平
朝
臣
に
仰
せ
て
、

 
 
法
皇
の
御
幸
に
祇
註
せ
し
む
べ
し
」
と
。
穀
倉
院
の
綿
三
百
屯
・
調
布
二

 
 
百
端
を
以
て
、
法
皇
の
紀
伊
国
に
幸
し
た
ま
ふ
途
申
に
充
て
奉
る
。

（
同
十
七
日
）
夜
に
及
び
、
仲
平
朝
臣
紀
伊
国
よ
り
来
り
て
復
命
す
、
 
「
法
皇

 
 
去
る
十
一
日
を
以
て
、
切
尾
湊
よ
り
舟
に
御
し
ま
し
て
、
熊
野
神
社
に
赴

 
 
き
向
ひ
た
ま
ふ
」
と
。
其
の
日
、
道
中
の
消
息
を
報
ぜ
し
め
ん
が
為
に
、

 
 
仰
せ
ご
と
有
り
て
還
り
来
ら
し
む
る
な
り
。
但
し
、
伝
へ
聞
く
、
道
中
に

 
 
進
み
お
は
し
ま
し
て
、
海
に
涯
び
、
山
に
憎
し
て
、
其
の
路
甚
だ
難
し

 
 
．
と
、
云
々
。

（
同
月
二
十
八
日
）
左
近
少
将
嗣
仁
和
寺
よ
り
還
り
来
り
て
復
命
す
、
法
皇
仰

 
 
せ
ら
れ
て
云
は
く
、
「
只
今
の
時
を
以
て
紀
伊
国
よ
り
還
ら
ん
」
と
。

 
以
上
を
ま
と
め
て
言
え
ば
、
延
喜
七
年
十
月
一
日
、
法
皇
は
熊
野
参
詣
の
途

に
つ
き
、
醍
醐
天
皇
は
そ
の
警
護
の
為
に
右
申
将
藤
原
仲
平
を
道
中
の
見
舞
い

の
為
に
、
ま
た
参
議
三
々
を
行
幸
供
奉
の
為
に
そ
れ
ぞ
れ
派
遣
す
る
こ
と
に
決

定
し
た
が
、
翌
日
に
な
る
と
、
昇
は
負
傷
と
称
し
て
供
奉
を
辞
退
し
、
仲
平
に

交
替
、
旅
費
と
し
て
、
綿
、
布
な
ど
が
朝
廷
か
ら
支
給
さ
れ
た
。
同
月
十
七

日
、
仲
平
は
一
足
先
に
紀
伊
国
よ
り
帰
り
、
法
皇
が
十
一
日
に
切
尾
（
「
尾
」

は
「
目
」
の
誤
か
）
湊
か
ら
船
で
熊
野
に
向
か
っ
た
旨
を
報
告
、
そ
の
地
の
難

路
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
翌
十
八
日
に
朝
廷
は
行
幸
の
無
事
を
諸
社
に
祈
願

す
る
と
と
も
に
、
途
上
の
接
待
に
疎
漏
の
あ
っ
た
河
内
守
安
世
を
取
り
調
べ
た

上
で
、
そ
の
始
末
書
の
文
案
に
つ
い
て
審
議
し
た
。
法
皇
は
二
十
八
日
無
事
に

帰
京
の
旨
、
使
者
の
源
嗣
（
融
の
息
。
昇
の
弟
に
「
副
」
が
あ
り
、
尊
卑
分
脈

大
和
物
語
評
釈

に
「
従
四
下
兵
部
大
甫
、

た
。

或
嗣
云
」
と
あ
る
）
が
醍
醐
天
皇
に
報
告
し
て
き

 
な
お
、
後
撰
集
十
九
賭
旅
に
、

 
 
 
法
皇
遠
き
所
に
山
ぶ
み
し
た
ま
ひ
て
、
京
に
か
へ
り
給
ふ
に
、
旅
の
や

 
 
 
ど
り
し
給
う
て
、
御
供
に
さ
ぶ
ら
ふ
道
俗
に
歌
よ
ま
せ
給
う
け
る
に
、

 
 
 
僧
正
三
宝
、

 
 
人
ご
と
に
け
ふ
け
ふ
と
の
み
恋
ひ
ら
る
る
都
近
く
も
な
り
に
け
る
か
な
。

と
あ
り
、
聖
篭
も
こ
の
御
幸
に
加
わ
っ
て
い
た
ら
し
い
。

 
ま
た
、
こ
の
行
幸
の
史
実
と
関
連
し
て
、
こ
の
段
の
説
話
と
し
て
の
発
想
に

つ
い
て
、
触
れ
て
置
く
。
既
に
福
井
貞
助
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
事

（
「
歌
物
語
の
研
究
」
三
一
九
ペ
ー
ジ
）
で
あ
る
が
、
大
和
物
語
に
は
伊
勢
物

語
の
時
代
を
受
け
継
ぐ
と
い
う
意
図
が
み
う
け
ら
れ
、
伊
勢
物
語
の
内
容
を
模

倣
し
た
跡
が
し
ば
し
ば
見
え
る
。
こ
の
段
も
ま
た
そ
う
ら
し
い
。
特
に
伊
勢
物

語
九
段
、
東
下
り
の
八
橋
、
隅
田
川
の
条
の
影
響
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
。
八
橋
で
は
主
人
公
が
、
 
「
あ
る
人
」
に
「
か
き
つ
ば
た
と
い
ふ
五
文
字

を
句
の
上
に
す
ゑ
て
よ
め
」
と
言
わ
れ
て
、
 
「
か
ら
こ
ろ
も
」
の
歌
を
よ
み
、

「
み
な
人
、
か
れ
飯
の
う
へ
に
涙
お
と
し
て
ほ
と
び
に
け
り
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
が
、
大
和
物
語
で
は
帝
が
「
ひ
ね
と
い
ふ
こ
と
を
歌
に
よ
め
」
と
の
仰
せ

が
あ
っ
て
、
良
利
が
「
ふ
る
さ
と
の
」
の
歌
を
よ
む
。
都
を
遠
く
離
れ
て
の
郷

愁
、
こ
と
に
妻
へ
の
思
慕
、
他
人
の
勧
め
に
よ
る
詠
歌
と
言
う
事
情
、
そ
れ
を

聞
く
と
一
同
泣
き
出
し
た
と
い
う
結
末
の
つ
け
か
た
。
寛
蓮
が
法
皇
出
家
の
後

を
追
っ
た
ら
し
い
の
も
、
六
歌
仙
の
一
人
で
あ
る
遍
正
僧
正
の
場
合
と
よ
く
似

て
い
て
、
業
平
と
の
接
近
を
思
わ
せ
る
。
隅
田
川
の
条
も
同
様
で
、
伊
勢
で
は

「
日
も
く
れ
ぬ
」
と
あ
る
の
に
対
し
て
大
和
は
「
夜
」
で
あ
る
。
伊
勢
の
「
限
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り
な
く
遠
く
も
来
に
け
る
か
な
と
わ
び
あ
へ
る
に
（
略
）
皆
人
も
の
わ
び
し
く

て
、
京
に
思
ふ
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
」
の
あ
た
り
は
、
表
現
力
は
劣
る
も
の

の
、
大
和
で
も
そ
の
あ
ら
ま
し
は
似
て
い
る
。
最
後
に
「
舟
こ
ぞ
り
て
な
き
け

り
」
も
前
述
の
通
り
だ
。

 
と
す
れ
ば
、
こ
の
段
が
は
た
し
て
ど
こ
ま
で
史
実
に
忠
実
で
あ
っ
た
か
、
疑

え
ば
疑
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
法
皇
は
十
月
三
日
に
京
を
出
発
、
十
一
日
に
は

紀
伊
国
に
達
し
て
い
る
。
従
者
も
少
な
く
と
も
数
人
は
い
た
で
あ
ろ
う
し
、
僧

に
は
縁
遠
い
狩
猟
地
で
あ
り
、
し
か
も
日
根
が
当
時
の
熊
野
参
詣
の
ル
ー
ト
で

あ
る
小
栗
街
道
か
ら
遠
く
は
な
れ
て
い
る
こ
と
は
、
か
な
り
不
自
然
で
あ
る
。

花
山
院
も
後
年
熊
野
に
で
か
け
て
い
る
が
、
や
は
り
小
栗
街
道
を
通
っ
て
い
る
。

新
城
常
三
氏
『
中
世
の
寺
社
と
交
通
』
に
よ
れ
ば
、
当
時
京
と
熊
野
と
の
往
復

に
は
二
〇
～
三
〇
日
を
要
し
た
と
い
う
。
宇
多
法
皇
の
御
幸
は
ほ
ぼ
そ
れ
に
相

当
す
る
わ
け
で
、
事
実
上
は
ル
ー
ト
を
外
れ
た
回
り
道
を
す
る
余
裕
は
あ
ま
り

な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
文
に
朝
廷
か
ら
遣
わ
さ
れ
た
使
者
を
し
き

り
に
ま
い
た
と
じ
う
の
も
、
上
記
の
記
録
に
は
、
河
内
守
が
接
待
に
手
を
抜
い

た
と
い
う
の
で
講
責
処
分
に
付
さ
れ
て
い
る
点
に
、
何
か
あ
っ
た
か
の
疑
い
も

生
じ
よ
う
が
、
使
者
の
復
命
し
た
内
容
に
は
、
宇
多
法
皇
自
身
の
行
方
が
つ
か

め
な
く
て
困
っ
た
と
い
う
話
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
法
皇
が
わ
ざ
わ
ざ
朝
廷
か

ら
派
遣
さ
れ
た
使
者
を
た
び
た
び
ま
い
た
と
ま
で
い
う
の
は
、
話
と
し
て
出
来

過
ぎ
の
感
が
あ
る
。
こ
れ
は
菅
原
道
真
が
延
喜
三
年
に
死
ん
だ
後
四
年
の
出
来

事
で
あ
る
が
、
例
の
菅
公
が
雷
神
と
な
っ
て
時
平
の
一
族
に
襲
い
掛
か
り
、
次

々
に
取
り
殺
し
た
の
は
、
こ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
数
年
先
の
事
で
あ
る
。
そ
し
て

延
喜
十
年
代
に
は
、
こ
の
菅
公
雷
神
伝
説
や
醍
醐
天
皇
に
ま
つ
わ
る
日
劇
地
獄

め
ぐ
り
の
伝
承
も
す
で
に
生
ま
れ
つ
つ
あ
っ
た
と
い
う
。
単
寧
の
説
話
も
、
種

と
な
っ
た
史
実
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
な
も
の
の
、
超
俗
の
宇
多
法
皇
像
と

い
う
肉
付
け
の
上
で
は
、
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
背
景
が
潜
ん
で
い
る
か
も
し
れ

な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
は
憶
測
に
過
ぎ
ず
虚
構
の
確
証
と
す
る
に
は
足
ら
な

い
が
、
少
な
く
と
も
、
こ
の
段
の
発
想
の
根
底
に
は
そ
う
し
た
種
々
の
文
学
的

要
素
が
濃
厚
で
あ
る
事
に
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

 
大
和
物
語
の
段
序
は
、
他
の
古
典
の
場
合
と
同
じ
く
、
も
と
も
と
は
無
か
っ

た
も
の
で
、
写
本
類
に
は
一
切
そ
の
記
述
は
な
く
、
近
世
に
入
り
、
研
究
的
な

読
者
が
そ
れ
を
施
す
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
｛
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
段
序
は

北
村
季
吟
の
垂
穂
抄
に
よ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
本
段
は
二
段
で
あ

る
。
し
か
し
、
砂
は
こ
れ
を
「
初
段
竪
町
」
と
し
て
、
独
立
の
一
段
と
は
見
て

い
な
い
。
 
「
並
び
の
巻
」
は
源
氏
物
語
や
宇
津
保
物
語
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る

こ
と
，
で
あ
る
が
、
中
世
の
研
究
者
の
問
に
起
こ
っ
た
作
品
の
構
成
論
的
分
析
に

基
づ
く
名
辞
で
あ
る
。
ま
た
「
竪
」
と
は
、
砂
の
通
行
十
二
段
の
注
に
「
段
の

な
ら
び
た
て
よ
こ
の
こ
こ
ろ
は
、
本
段
の
次
に
あ
る
は
回
覧
。
本
星
の
事
よ
り

さ
き
あ
り
し
事
を
次
に
あ
る
は
横
也
」
、
ま
た
同
じ
く
一
〇
五
段
の
注
に
「
同

じ
帝
同
じ
人
な
ど
あ
る
所
を
前
段
の
な
ら
び
と
云
な
り
」
と
あ
っ
て
、
こ
の
段

が
初
段
に
続
い
て
宇
多
法
皇
を
主
人
公
と
し
て
い
る
点
で
、
そ
の
よ
う
に
扱
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
中
世
の
物
語
観
に
、
登
場
人
物
に
よ
る
単
元
化
の
傾
向
が

強
か
っ
た
こ
と
を
暗
示
す
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
参
照
、
拙
稿
「
古
注

「
大
和
物
語
鋤
」
考
」
 
（
『
王
朝
文
学
の
研
究
』
所
収
）
。

十
八
段

 
故
式
部
卿
の
宮
、
二
条
の
御
息
所
に
絶
え
た
ま
ひ
て
、

七
日
の
日
、
若
菜
た
て
ま
つ
り
た
ま
う
け
る
に
、

ま
た
の
年
の
正
月
の
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ふ
る
さ
と
と
荒
れ
に
し
や
ど
の
草
の
葉
も
君
が
た
め
と
そ
ま
っ
は
摘
み
け

 
 
る
。

と
あ
り
け
り
。

【
語
釈
・
校
異
】
☆
故
式
部
卿
の
宮
、
二
条
の
御
息
所
…
宮
は
前
段
の
敦

慶
親
王
で
は
な
く
て
、
敦
実
親
王
の
こ
と
。
紗
は
、
 
「
愛
に
紫
式
部
卿
と
有
は

寛
平
第
三
敦
慶
親
王
な
り
。
人
か
は
る
故
に
、
先
皇
式
部
卿
と
あ
る
次
に
、
又

故
式
部
卿
と
あ
る
也
。
次
に
は
同
じ
み
こ
と
あ
り
」
と
言
う
。
砂
は
十
七
段
の

「
故
式
部
卿
」
を
是
忠
親
王
と
し
、
そ
れ
に
続
く
本
段
の
「
故
式
部
卿
」
を
敦

慶
親
王
と
す
る
の
で
、
こ
の
よ
う
な
注
を
要
し
た
わ
け
だ
が
、
趣
旨
と
し
て

は
、
同
一
人
が
連
続
す
る
二
段
に
登
場
す
る
場
合
に
は
「
同
じ
人
」
「
同
じ
み

こ
」
な
ど
と
記
す
が
、
呼
称
は
同
じ
で
も
別
人
の
場
合
に
は
、
こ
の
よ
う
に
あ

ら
た
め
て
そ
の
呼
称
を
反
復
記
述
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
前
半
の
、
前

段
に
続
い
て
同
一
人
物
が
現
れ
る
時
は
「
同
じ
人
」
の
よ
う
な
語
で
受
け
る
と

い
う
指
摘
は
、
他
の
一
二
・
一
九
・
二
八
・
三
一
・
四
四
・
四
九
・
七
〇
・
七

二
・
七
四
・
七
五
・
七
七
・
七
九
・
八
二
・
八
三
・
・
八
四
・
八
五
・
八
八
．

九
〇
・
九
三
・
九
五
・
一
〇
七
・
一
〇
九
・
一
一
〇
・
一
＝
一
・
一
一
九
・
一

二
七
・
＝
二
二
・
コ
如
露
・
一
五
二
の
各
自
に
わ
た
っ
て
、
す
べ
て
例
外
な
く

「
同
じ
人
（
帝
・
女
・
み
こ
・
男
ナ
ド
）
」
と
い
う
形
で
前
段
を
受
け
て
を

り
、
そ
の
ま
ま
肯
定
で
き
る
。
し
か
る
に
、
こ
の
段
の
み
が
そ
の
原
則
に
背
い

て
、
同
一
人
物
で
あ
り
な
が
ら
呼
称
を
そ
の
ま
ま
反
復
す
る
と
い
う
こ
と
は
考

え
に
く
い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
人
物
が
誰
か
に
つ
い
て
は
聞
題
が
あ
り
、
従

来
こ
の
段
の
故
式
部
卿
宮
は
、
鋤
の
言
う
よ
う
に
敦
慶
親
王
と
さ
れ
て
き
た
の

で
あ
る
が
、
近
年
に
至
っ
て
、
南
波
浩
・
迫
徹
朗
・
増
渕
勝
一
・
柿
本
奨
の
各

氏
に
よ
っ
て
、
式
部
卿
宮
は
敦
慶
親
王
と
は
別
の
、
宇
多
天
皇
の
第
九
皇
子
敦

大
和
物
語
評
釈

実
親
王
（
八
九
三
～
九
六
七
。
九
五
段
参
照
）
と
す
る
説
が
有
力
で
あ
る
。
ま

た
、
相
手
の
「
二
条
の
御
息
所
」
も
、
 
「
二
条
の
后
」
の
呼
称
を
持
ち
業
平
と

の
恋
で
名
高
い
長
良
の
娘
の
高
子
（
八
四
二
～
九
一
〇
）
で
は
、
年
令
的
に
成

り
立
ち
に
く
く
、
 
「
二
」
は
；
こ
の
あ
や
ま
り
と
見
て
、
こ
れ
を
三
条
右
大

臣
藤
原
定
方
（
八
七
三
～
九
三
二
）
の
娘
の
能
子
（
？
～
九
六
四
、
醍
醐
天
皇

女
御
、
後
に
藤
原
実
頼
室
）
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
雨
海
博
洋
氏

は
、
こ
れ
と
は
異
な
る
観
点
か
ら
、
こ
の
前
後
の
段
は
史
実
と
は
別
に
、
伊
勢

物
語
の
影
響
が
強
く
、
た
と
え
ば
「
つ
く
も
髪
」
の
女
の
よ
う
な
虚
構
の
物
語

と
し
て
、
名
高
い
す
き
者
で
あ
る
敦
慶
親
王
と
高
子
と
を
組
み
合
わ
せ
て
登
場

さ
せ
た
か
と
い
わ
れ
る
。
史
実
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
物
語
の
虚
構
性
を
の
み
重

視
し
、
か
つ
十
世
紀
半
ば
の
こ
の
物
語
の
成
立
の
時
点
で
は
、
敦
慶
親
王
と
二

条
后
高
子
と
の
具
体
的
な
年
令
差
も
あ
い
ま
い
と
な
っ
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、

雨
海
氏
の
解
釈
も
生
ま
れ
る
わ
け
だ
が
、
二
段
と
次
の
二
〇
段
と
も
に
、
肝
心

の
地
の
文
お
よ
び
男
女
の
歌
の
内
容
に
、
老
女
の
恋
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
欠
落

し
て
い
る
点
が
問
題
と
な
ろ
う
。
強
い
て
老
女
の
恋
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
固
執

す
れ
ば
、
す
っ
か
り
嫌
気
が
さ
し
た
敦
慶
が
、
「
今
日
は
な
に
し
ろ
若
菜
の

日
、
ま
つ
先
に
あ
な
た
の
お
顔
を
思
い
出
し
ま
し
た
よ
。
せ
い
ぜ
い
こ
れ
で
も

召
し
あ
が
っ
て
、
織
で
も
取
っ
て
く
だ
さ
い
な
。
」
と
、
か
ら
か
い
半
分
に
こ

の
歌
を
送
っ
た
と
い
う
話
に
で
も
な
り
そ
う
だ
。
後
の
源
氏
物
語
あ
た
り
な
ら

ば
、
源
典
侍
相
手
に
こ
ん
な
事
も
あ
っ
て
不
思
議
は
な
さ
そ
う
だ
が
、
こ
の
時

代
に
は
ど
ん
な
も
の
か
。
伊
勢
物
語
の
「
つ
く
も
髪
」
の
段
も
そ
の
よ
う
な
意

地
の
悪
い
か
ら
か
い
は
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
雨
海
氏
の
指
摘
さ
れ
る
、
諸

本
例
外
な
く
「
二
条
」
と
あ
る
こ
と
は
問
題
と
し
て
残
る
け
れ
ど
も
、
私
は
い

ち
お
う
上
記
の
説
に
従
っ
て
、
敦
実
親
王
と
能
子
の
こ
と
と
し
て
お
く
。
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な
お
、
紗
の
掲
げ
る
物
語
本
文
に
は
、
「
二
条
御
息
所
」
を
コ
一
位
御
息
所
」

と
し
、
そ
の
注
に
「
照
宣
公
女
穂
子
下
。
延
喜
の
御
息
所
也
。
中
宮
穏
子
の
妹

也
」
と
い
う
。
し
か
し
、
基
経
の
娘
に
穂
子
な
る
人
物
は
見
当
た
ら
な
い
。
女

官
は
お
お
む
ね
三
位
が
最
高
位
で
あ
り
、
道
長
の
娘
彰
子
で
す
ら
三
位
で
あ
っ

た
。
平
安
末
期
に
は
「
二
位
局
」
も
現
れ
た
が
、
大
和
物
語
の
時
代
に
は
「
二

位
御
息
所
」
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
な
に
か
の
誤
り
と
思
わ
れ
る
。

☆
正
月
の
七
日
の
日
若
菜
た
て
ま
つ
り
・
・
若
菜
は
春
の
初
め
の
若
草
。
正

月
、
初
め
の
子
の
日
に
野
遊
び
に
出
て
採
り
、
こ
れ
を
食
し
て
一
年
の
邪
気
を

払
う
も
の
。
起
源
は
中
国
に
あ
る
。
帝
に
菱
と
し
て
差
し
上
げ
て
予
祝
す
る
行

事
が
民
間
に
も
ひ
ろ
が
つ
た
。
河
海
抄
は
延
長
二
年
（
九
二
四
）
正
月
二
五

日
、
宇
多
法
皇
四
十
賀
の
先
例
を
引
く
。
当
初
は
日
は
不
定
で
あ
っ
た
が
、
次

第
に
七
日
に
固
定
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
菅
原
文
時
の
天
暦
九
年
（
九
五
五
）

十
二
月
二
五
日
の
奏
状
に
も
「
七
日
勝
遊
、
調
三
陽
之
佳
気
」
 
（
本
朝
文
粋

四
、
論
奏
）
と
あ
る
。
こ
の
物
語
の
こ
ろ
に
は
こ
の
行
事
は
既
に
ひ
ろ
く
流
布

し
て
い
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
歌
が
詠
ま
れ
た
年
次
に
つ
い
て
、
柿
本
氏

は
、
醍
醐
崩
御
（
九
三
〇
）
後
、
能
子
死
去
（
九
六
四
）
以
前
の
問
に
正
月
七

日
が
子
の
日
に
当
た
る
の
は
天
暦
甲
子
六
年
（
九
四
二
）
だ
け
で
あ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
年
の
こ
と
と
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
親
王
は
六
十
歳
（
日
本
紀

略
）
、
算
賀
の
年
で
あ
る
。
 
☆
「
ふ
る
さ
と
と
」
の
歌
・
・
能
子
の
歌
。

9
「
ふ
る
さ
と
」
は
今
日
い
う
故
郷
で
は
な
く
、
住
み
慣
れ
た
我
が
家
、
懐
か
し

い
家
族
の
住
む
所
ぐ
ら
い
の
意
味
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
上
に
「
住
み
古

し
た
」
の
意
味
が
加
わ
り
、
次
の
「
荒
れ
に
し
」
と
あ
い
ま
っ
て
、
二
人
の
結

婚
生
活
の
長
さ
と
、
そ
の
間
に
味
わ
っ
た
夫
の
愛
の
薄
さ
な
ど
を
想
像
さ
せ
る

は
た
ら
き
が
あ
る
。
九
三
〇
年
の
醍
醐
の
崩
御
の
後
い
く
ば
く
も
な
く
、
親
王

と
能
子
と
の
関
係
が
生
じ
た
と
す
れ
ば
、
す
で
に
二
人
の
生
活
は
二
十
年
ほ
ど

に
も
な
ろ
う
。
長
年
つ
れ
添
っ
て
き
た
が
、
そ
の
間
夫
の
足
は
問
罪
の
ま
ま

に
、
・
今
や
老
境
に
入
っ
て
、
つ
い
さ
き
ご
ろ
に
は
離
婚
に
ま
で
ゆ
き
つ
い
て
し

ま
っ
た
。
そ
う
い
う
女
の
悲
し
い
思
い
が
「
ふ
る
さ
と
乏
荒
れ
に
し
宿
」
の
語

に
に
じ
み
出
て
い
る
。
 
「
荒
れ
に
し
」
に
は
、
住
居
が
荒
れ
た
こ
と
の
外
に
、

夫
婦
の
仲
の
荒
廃
の
意
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
 
「
若
菜
」
の
語
を
避
け
て

「
草
の
葉
」
と
い
う
の
も
、
粗
末
な
も
の
で
す
が
と
い
う
謙
遜
と
と
も
に
、
自

ら
も
老
を
迎
え
て
夫
に
去
ら
れ
た
女
の
み
じ
め
な
身
の
上
を
託
し
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
一
首
、
光
孝
天
皇
（
敦
実
の
祖
父
）
の
「
君
が
た
め
春
の
野
に
出
で
て

若
菜
つ
む
わ
が
衣
手
に
雪
は
ふ
り
つ
つ
」
 
（
古
今
集
、
春
二
）
の
影
響
が
認
め

ら
れ
、
一
見
す
な
お
な
祝
い
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
一
抹
の
悲
哀
を
こ
め
た
と
こ

ろ
に
、
新
味
が
あ
ろ
う
α

〔
通
釈
〕
お
亡
く
な
り
に
な
り
ま
し
た
式
部
卿
の
宮
さ
ま
が
、
、
三
条
の
御
息
所

と
途
絶
え
て
お
し
ま
い
に
な
り
ま
し
て
、
そ
の
翌
年
の
正
月
の
七
日
の
日
に
御

息
所
か
ら
若
菜
を
さ
し
あ
げ
な
さ
い
ま
し
た
時
に
、

 
 
我
が
家
も
古
く
な
っ
て
荒
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
今
日
は
子
の
日
、
さ

 
 
っ
そ
く
に
、
そ
の
庭
の
草
の
葉
で
も
あ
な
た
の
為
に
と
思
っ
て
摘
ん
だ
こ

 
 
と
で
し
た
。十

九
段

お
な
じ
人
、
お
な
じ
み
こ
の
御
も
と
に
、
ひ
さ
し
く
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
れ

ば
、
秋
の
こ
と
な
り
け
り
。

 
 
世
に
ふ
れ
ど
こ
ひ
も
せ
ぬ
身
の
ゆ
ふ
さ
れ
ば
す
ず
う
に
も
の
の
か
な
し

 
 
き
や
な
ぞ
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と
あ
り
け
れ
ば
、
御
か
へ
し
、

 
 
 
ゆ
ふ
ぐ
れ
に
も
の
思
ふ
こ
と
は
神
無
月
我
も
し
ぐ
れ
に
お
と
ら
ざ
り
け

 
 
 
り

と
な
む
あ
り
け
る
。
心
に
入
ら
で
あ
し
く
な
む
よ
み
た
ま
ひ
け
る
。

〔
語
釈
・
校
異
〕
☆
お
な
じ
人
・
お
な
じ
み
こ
・
・
前
段
を
受
け
て
、
能
子
と

敦
実
親
王
。
 
☆
ひ
さ
し
く
お
は
し
ま
さ
ざ
り
け
れ
ば
・
・
「
お
は
し
ま
さ
ざ

り
け
れ
ば
」
の
主
語
は
「
み
こ
」
。
以
下
に
「
き
こ
え
た
ま
ひ
け
り
」
な
ど
の

語
を
省
い
た
形
。
☆
秋
の
こ
と
な
り
け
り
・
・
付
加
的
説
明
の
為
の
膏
雨
句
。

以
下
に
「
か
の
御
歌
に
」
な
ど
の
語
を
省
い
た
形
。
 
☆
「
世
に
ふ
れ
ど
」
の

歌
・
・
作
者
は
能
子
。
「
世
に
ふ
れ
ど
」
は
、
単
に
世
の
中
に
生
き
な
が
ら
え

て
い
る
け
れ
ど
、
と
い
う
よ
り
は
、
夫
婦
と
し
て
長
く
暮
ら
し
て
来
た
が
、
の

意
味
で
あ
ろ
う
。
 
「
こ
ひ
」
は
、
体
言
と
し
て
夫
婦
と
し
て
の
情
交
を
暗
に
さ

し
、
そ
れ
を
失
っ
た
結
果
と
し
て
、
今
で
は
人
を
恋
し
く
思
う
心
を
失
っ
て
し

ま
っ
た
自
分
だ
け
れ
ど
も
、
と
い
う
二
重
の
意
味
を
含
め
て
い
る
。
・
「
す
ず
う

に
」
は
、
理
由
も
な
く
。
む
や
み
に
。
恋
心
を
な
く
し
た
女
だ
か
ら
、
い
ま
さ

ら
心
を
傷
め
る
は
ず
は
な
い
の
に
、
の
意
。
下
半
句
は
、
古
今
集
の
、
い
ず
れ

も
読
人
し
ら
ず
の
歌
、

 
 
い
っ
と
て
も
恋
し
か
ら
ず
は
あ
ら
ね
ど
も
秋
の
ゆ
う
べ
は
あ
や
し
か
り
け

 
 
り
（
恋
二
）

 
 
夕
さ
れ
ば
い
と
ど
ひ
が
た
巷
わ
が
袖
に
秋
の
露
さ
へ
置
き
そ
は
り
つ
つ

 
 
（
恋
一
）

 
 
夕
さ
れ
ば
人
な
き
床
を
う
ち
払
ひ
な
げ
か
む
た
め
と
な
れ
る
わ
が
身
か

 
 
（
恋
五
）

な
ど
の
発
想
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
我
が
身
は
「
恋
も
せ
ぬ
身
」
と
逆
手
を
取
っ

大
和
物
語
評
釈

て
、
い
ま
さ
ら
恋
心
な
ど
残
っ
て
い
る
は
ず
も
無
い
の
に
、
夕
暮
れ
に
な
る

と
、
も
の
悲
し
さ
が
つ
の
る
の
は
ど
う
い
う
わ
け
か
、
と
相
手
に
迫
る
の
で
あ

る
。
砂
は
「
こ
ひ
も
せ
ぬ
身
と
は
、
恋
せ
ぬ
と
い
ひ
、
恋
し
き
と
い
ふ
心
を
い

ひ
つ
く
せ
る
余
情
也
」
と
い
う
。
や
や
舌
足
ら
ず
な
が
ら
、
的
確
な
評
で
あ

る
。
こ
の
歌
、
右
近
の
「
忘
ら
る
る
身
を
は
思
は
ず
誓
ひ
て
し
人
の
命
の
を
し

く
も
あ
る
か
な
」
 
（
八
四
段
）
に
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
。
 
☆
「
ゆ
ふ

ぐ
れ
に
」
の
歌
・
・
敦
実
親
王
の
歌
。
神
無
月
は
初
冬
で
あ
り
、
秋
で
は
な

い
。
そ
の
点
、
地
の
文
に
「
秋
の
こ
と
な
り
け
り
」
と
断
っ
て
い
る
の
に
矛
盾

す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
「
時
雨
」
は
晩
秋
か
ら
初
冬
に
か
け
て
の
も
の
で
あ

り
、
古
今
集
冬
の
巻
頭
歌
に
も
読
み
こ
ま
れ
て
い
て
、
問
題
に
は
な
ら
な
い
。

親
王
が
こ
の
歌
の
出
来
栄
え
に
つ
い
て
自
分
で
も
不
満
だ
っ
た
理
由
は
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
直
筆
に
「
御
こ
た
へ
大
ぞ
う
な
る
様
也
」
と
い

う
通
り
、
こ
の
内
容
・
表
現
と
も
に
、
い
か
に
も
通
り
一
遍
で
深
み
が
無
く
、

論
理
も
す
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
、
物
思
い
が
時
雨
に
劣
ら
な
い
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
断
続
的
に
降
る
時
雨
が
、
こ
の
場
合
の
恋
慕
の
涙
に
ふ

さ
わ
し
い
比
喩
と
は
と
う
て
は
思
え
な
い
。
古
今
集
に
も
そ
の
よ
う
な
例
は
無

い
。
ま
た
、
女
の
歌
は
形
の
上
で
「
ど
う
し
て
こ
ん
な
変
な
こ
と
が
あ
る
の
で

し
ょ
う
」
と
、
男
に
質
問
を
発
し
な
が
ら
、
そ
の
不
実
を
責
め
て
い
る
の
で
あ

り
、
親
王
は
そ
れ
を
う
ま
く
さ
ば
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
が
、
彼
の
歌
は

ま
と
も
な
答
え
に
な
っ
て
い
な
い
。
 
「
あ
し
く
」
は
「
わ
ろ
く
」
ど
こ
ろ
で
は

な
い
最
悪
な
の
だ
が
、
確
か
に
親
王
は
よ
く
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ

ろ
う
。〔

通
釈
〕
同
じ
人
が
同
じ
皇
子
の
御
も
と
に
、
皇
子
が
久
し
く
お
越
し
に
な
り

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
。
そ
れ
は
秋
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
し
た
。
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こ
う
し
て
世
の
中
に
過
ご
し
て
い
て
も
、
人
を
恋
し
く
思
う
心
も
な
く
し
．

 
 
て
し
ま
っ
た
身
の
上
で
す
の
に
、
夕
方
に
な
る
と
や
わ
け
も
な
く
な
に
か

 
 
悲
し
い
気
持
ち
に
な
る
の
は
、
い
っ
た
い
ど
う
し
て
な
の
で
し
ょ
う
。

と
あ
り
ま
し
た
の
で
、
御
返
歌
は
、

 
 
夕
暮
れ
に
物
思
い
を
す
る
こ
と
は
、
私
の
方
も
、
十
月
の
こ
と
だ
か
ら
、

 
 
折
り
か
ら
の
時
雨
に
劣
ら
ず
涙
が
こ
ぼ
れ
る
こ
と
で
す
よ
。

と
あ
り
ま
し
た
。
親
王
は
ご
自
分
で
毛
お
気
に
召
さ
ず
に
、
ひ
ど
く
下
手
に
お

読
み
な
さ
っ
た
の
で
し
た
。

〔
余
説
〕
鋤
は
こ
の
段
を
「
前
段
横
並
」
と
す
る
。
同
一
人
物
の
話
で
、
し
か

も
時
間
的
に
は
前
段
と
ほ
ぼ
前
後
平
行
す
る
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
柿
本
氏
は
こ

の
段
の
話
は
前
段
の
離
婚
が
実
現
す
る
よ
り
は
早
い
時
期
と
し
、
醍
醐
崩
御
の

延
長
八
年
（
九
三
〇
）
か
ら
親
王
が
出
家
し
た
天
暦
四
年
（
九
五
〇
）
ま
で
の

問
の
出
来
事
と
さ
れ
る
。

 
末
尾
に
見
え
る
「
心
に
い
ら
で
」
云
々
の
一
句
は
、
こ
の
物
語
の
成
立
事
情

や
環
境
に
つ
い
て
、
多
少
の
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
種
の
歌

の
作
者
自
身
の
詠
歌
に
関
す
る
感
想
を
、
物
語
の
作
者
な
い
し
編
者
は
ど
の
よ

う
な
経
路
に
よ
っ
て
入
手
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
よ
し
ん
ば
間
接
的
に
し
ろ
、
歌

の
読
み
手
に
極
く
近
い
人
が
、
そ
こ
に
は
介
在
し
て
い
る
可
能
性
が
強
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
な
語
句
は
こ
の
物
語
の
諸
所
に
見
え
て
お
り
、
そ
れ
を
総
合
す

る
事
に
よ
っ
て
、
そ
の
点
の
手
掛
か
り
を
得
る
こ
と
も
有
り
得
る
と
思
わ
れ

る
。

（30）


