
　
　
　

明
石
の
君
と
歌
人
伊
勢

　
　
　
　
　
　
　

�

森　

野　

正　

弘　
　

　
　
　

一
．
問
題
の
所
在

　

本
論
で
考
察
の
対
象
と
す
る
の
は
『
源
氏
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ
る
明
石

の
君
。
彼
女
は
、
光
源
氏
が
都
を
離
れ
て
明
石
の
地
へ
と
赴
い
た
際
に
出
会
っ

た
女
性
で
、
や
が
て
光
源
氏
の
子
ど
も
を
身
ご
も
り
、
当
地
で
出
産
。
そ
の

後
、
出
生
し
た
子
（
姫
君
）
と
共
に
光
源
氏
の
い
る
都
へ
や
っ
て
く
る
と
い
う

プ
ロ
セ
ス
を
踏
む
。
今
回
、
問
題
の
所
在
と
す
る
の
は
、
そ
の
光
源
氏
と
明
石

の
君
が
初
め
て
対
面
す
る
場
面
で
あ
る
。

　
　

�

近
き
几
帳
の
紐
に
、
箏
の
琴
の
ひ
き
鳴
ら
さ
れ
た
る
も
、
け
は
ひ
し
ど
け

な
く
、
う
ち
と
け
な
が
ら
搔
き
ま
さ
ぐ
り
け
る
ほ
ど
見
え
て
を
か
し
け
れ

ば
、（
源
氏
）「
こ
の
聞
き
な
ら
し
た
る
琴
を
さ
へ
や
」
な
ど
よ
ろ
づ
に
の

た
ま
ふ
。

　
　
　
　

�（
源
氏
）
む
つ
ご
と
を
語
り
あ
は
せ
む
人
も
が
な
う
き
世
の
夢
も
な

か
ば
さ
む
や
と

　
　
　
　

�（
明
石
）
明
け
ぬ
夜
に
や
が
て
ま
ど
へ
る
心
に
は
い
づ
れ
を
夢
と
わ

き
て
語
ら
む

　
　

�

ほ
の
か
な
る
け
は
ひ
、
伊
勢
の
御
息
所
に
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
。
何
心

も
な
く
う
ち
と
け
て
ゐ
た
り
け
る
を
、
か
う
も
の
お
ぼ
え
ぬ
に
、
い
と
わ

り
な
く
て
、
近
か
り
け
る
曹
司
の
内
に
入
り
て
、
い
か
で
固
め
け
る
に
か

い
と
強
き
を
、
し
ひ
て
も
お
し
立
ち
た
ま
は
ぬ
さ
ま
な
り
。
さ
れ
ど
、
さ

の
み
も
い
か
で
か
あ
ら
む
。
人
ざ
ま
い
と
あ
て
に
そ
び
え
て
、
心
恥
づ
か

し
き
け
は
ひ
ぞ
し
た
る
。�

（
明
石
②
二
五
七
～
八
頁注

１

）

　

八
月
十
二
、
三
日
の
月
夜
の
頃
、
光
源
氏
は
明
石
入
道
に
促
さ
れ
て
、
そ
の

娘
明
石
の
君
の
暮
ら
す
岡
辺
の
宿
を
訪
れ
た
。
明
石
の
君
の
部
屋
に
は
箏
の
琴

が
あ
り
、
几
帳
の
紐
が
風
に
揺
れ
て
琴
の
絃
に
触
れ
る
た
び
に
音
を
立
て
て
い

る
。
か
ね
て
入
道
よ
り
、
彼
女
の
箏
の
琴
の
奏
法
が
由
緒
あ
る
も
の
で
あ
る
こ

と
を
聞
い
て
い
た
光
源
氏
は
、
そ
の
演
奏
を
聞
か
せ
て
ほ
し
い
旨
申
し
入
れ
、

「
む
つ
ご
と
を
…
」
と
い
う
歌
を
詠
む
。「
琴
な
ら
ぬ
睦
言
を
交
わ
し
合
え
る
人

が
ほ
し
い
、
そ
う
す
れ
ば
憂
き
世
を
さ
ま
よ
う
夢
も
半
ば
覚
め
よ
う
か
」
と
。

そ
れ
に
対
し
、
明
石
の
君
は
「
明
け
ぬ
夜
に
…
」
と
い
う
歌
を
詠
み
、
自
分
に

は
夢
を
覚
ま
す
力
な
ど
な
い
と
切
り
返
す
。
そ
の
明
石
の
君
の
様
子
を
物
語

は
、
光
源
氏
の
所
感
に
絡
め
て
「
伊
勢
の
御
息
所
」
に
よ
く
似
て
い
る
と
語
っ

て
ゆ
く
。
い
っ
た
い
、
明
石
の
君
に
似
て
い
る
と
い
う
「
伊
勢
の
御
息
所
」
と

は
誰
の
こ
と
か
。
試
み
に
諸
注
を
紐
解
い
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
六
条
御
息
所

を
指
す
と
い
う
解
釈
で
一
致
し
て
い
た
。

　

・
孟
津
抄　
　
　
　

…
哥
も
よ
く
侍
れ
は
御
息
所
に
似
た
る
と
源
心
也
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・
岷
江
入
楚　
　
　

…
け
た
か
き
さ
ま
也
心
ふ
か
き
さ
ま
も
さ
る
へ
き
也

　

・
玉
上
評
釈　
　
　

…�

い
ま
伊
勢
に
い
る
御
息
所
は
、
大
臣
の
姫
で
あ
り
、

桐
壺
帝
の
弟
君
で
あ
る
前
坊
の
御
息
所
に
な
っ
た
人

で
あ
る
。（
略
）
身
体
つ
き
、
動
作
、
声
の
出
し
具

合
、
そ
し
て
お
し
ら
く
性
格
ま
で
似
て
い
る
、
と
作

者
は
い
い
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

・
新
潮
古
典
集
成　

…
伊
勢
に
下
向
し
た
六
条
の
御
息
所
。

　

・
岩
波
新
大
系　
　

…
六
条
御
息
所
。

　

・
小
学
館
新
編
全
集
…�

六
条
御
息
所
。「
心
に
く
く
よ
し
あ
り
」
と
評
判
が

高
か
っ
た
。

　

・
鑑
賞
と
基
礎
知
識
…�

六
条
御
息
所
。
斎
宮
と
な
っ
た
娘
と
共
に
伊
勢
に

下
っ
て
い
る
。「
心
に
く
く
よ
し
あ
る
人
」
と
し
て

評
判
の
高
か
っ
た
貴
婦
人
。

　
『
孟
津
抄
』（
九
条
稙
通
、
一
五
七
五
年
）
は
歌
の
詠
み
ぶ
り
と
い
う
点
に
、

『
岷
江
入
楚
』（
中
院
通
勝
、
一
五
九
八
年
）
や
小
学
館
新
編
全
集
、『
源
氏
物

語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』（
至
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
は
気
品
や
風
情
と

い
う
点
に
、
そ
し
て
玉
上
琢
彌
『
源
氏
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
五

年
）
は
身
体
つ
き
に
性
格
を
も
含
め
、
そ
れ
ぞ
れ
明
石
の
君
と
六
条
御
息
所
の

類
似
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
と
き
六
条
御
息
所
は
、
斎
宮

に
卜
定
さ
れ
た
娘
に
付
き
添
っ
て
伊
勢
へ
下
向
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
六
条

御
息
所
を
明
石
の
君
に
結
び
付
け
て
ゆ
く
物
語
の
論
理
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
こ
の
件
に
関
し
て
最
初
に
注
目
し
た
の
は
坂
本
和

子
で
あ
っ
た
。
坂
本
は
、
明
石
の
君
の
父
方
の
祖
父
大
臣
と
六
条
御
息
所
の
父

大
臣
と
の
間
に
血
縁
関
係
を
想
定
す
る
説
を
唱
え
た
の
で
あ
る注

２

。
こ
の
坂
本
説

は
そ
の
後
、
藤
井
貞
和
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
ゆ
く注

３

。
一
方
、
血
縁
で
は
な

く
、
役
割
上
の
系
譜
と
い
う
観
点
で
両
者
を
捉
え
た
の
が
小
沢
恵
右
で
あ
る
。

小
沢
は
、
明
石
の
君
母
子
と
六
条
御
息
所
母
子
が
そ
れ
ぞ
れ
住
吉
の
神
と
伊
勢

の
神
の
加
護
を
受
け
る
存
在
で
あ
る
と
い
う
対
偶
を
読
み
取
り
、
い
ず
れ
も
娘

を
通
し
て
光
源
氏
の
政
治
的
権
力
を
支
え
て
い
る
と
し
て
、
六
条
御
息
所
―
明

石
の
君
と
い
う
類
似
の
系
譜
の
持
つ
意
味
を
説
い
た注

４

。
こ
の
系
譜
と
い
う
観
点

は
久
富
木
原
玲
に
よ
っ
て
も
採
用
さ
れ
、
久
富
木
原
は
更
に
、
明
石
の
君
が
桐

壺
更
衣
の
血
縁
に
あ
た
る
点
を
も
加
味
し
て
、
桐
壺
更
衣
―
六
条
御
息
所
―
明

石
の
君
と
い
う
三
者
を
「
御
息
所
の
ゆ
か
り
」
と
し
て
捉
え
て
い
る注

５

。
ま
た
、

こ
れ
ら
諸
説
に
対
し
、
類
似
す
る
両
者
の
関
係
を
血
縁
、
系
譜
、「
ゆ
か
り
」

な
ど
の
い
ず
れ
か
に
帰
結
さ
せ
て
解
釈
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
い
っ

た
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
性
を
誘
発
す
る
仕
組
み
に
こ
そ
注
意
を
払
う
べ
き
だ
と
い

う
安
藤
徹
の
意
見
も
あ
る注

６

。

　

そ
も
そ
も
明
石
の
君
と
六
条
御
息
所
の
類
似
を
、
何
ら
か
の
意
味
あ
る
関
係

と
し
て
捉
え
直
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
い
っ
た
疑
問
を
投
げ
か
け
て

い
る
の
が
鎌
田
清
栄
で
あ
る
。
鎌
田
は
、
明
石
の
君
も
六
条
御
息
所
も
共
に
琴

と
松
風
を
組
み
合
わ
せ
た
場
面
を
有
し
て
い
る
点
に
着
目
し
、
そ
れ
ら
の
場
面

が
斎
宮
女
御
（
徽
子
女
王
）
の
詠
に
よ
る
「
琴
の
音
に
峰
の
松
風
か
よ
ふ
ら
し

（
な
り
）
い
づ
れ
の
を
よ
り
調
べ
そ
め
け
む
」
歌
を
下
敷
き
に
し
て
作
ら
れ
て

い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
の
間
に
は
繋
が
り
が
あ
る
わ

け
で
は
な
く
、「
琴
の
音
に
」
歌
の
情
趣
が
選
び
取
ら
れ
た
だ
け
で
あ
る
と
し
、

明
石
の
君
が
「
伊
勢
の
御
息
所
」
に
似
て
い
る
と
い
う
の
も
、「
明
石
女
像
を

六
条
御
息
所
に
似
せ
て
作
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
場
面
設
定
に
か
か

わ
り
の
あ
る
斎
宮
女
御
か
ら
六
条
御
息
所
を
思
い
出
し
て
、
明
石
女
の
誉
め
言

葉
に
し
た
の
で
は
な
い
か
」
と
説
く注

７

。
確
か
に
、
明
石
の
君
と
六
条
御
息
所
の

類
似
を
明
言
し
て
い
る
の
は
当
該
箇
所
の
み
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
叙
述
は
光
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源
氏
の
所
感
で
あ
る
と
同
時
に
語
り
手
の
コ
メ
ン
ト
で
も
あ
っ
た注

８

。
研
究
史
に

お
い
て
、
鎌
田
の
説
は
作
中
人
物
間
の
連
繋
を
切
断
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え

に
少
数
派
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
が
、
実
は
本
論
の
立
場
は
鎌
田
と
極
め
て

近
い
所
に
あ
る
。
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
鎌
田
が
「
伊
勢
の
御
息
所
」

を
斎
宮
女
御
と
解
す
る
の
に
対
し
、
本
論
で
は
そ
れ
を
歌
人
伊
勢
と
解
す
る
こ

と
に
な
る
。

　
　
　

二
．
歌
こ
と
ば
と
し
て
の
「
明
け
ぬ
夜
」

　

ま
ず
は
研
究
史
の
顰
に
倣
い
、「
伊
勢
の
御
息
所
」
と
い
う
呼
称
の
実
態
調

査
か
ら
始
め
た
い
。
次
に
掲
げ
る
の
は
物
語
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
呼
称
の

一
覧
で
あ
る注

９

。

　
　

 

［
巻
名
］  

（
呼
称
）

　
　
　

夕
顔　

（
六
条
わ
た
り
、
女
）

　
　
　

若
紫　

（
六
条
京
極
わ
た
り
）

　
　
　

末
摘
花
（
六
条
わ
た
り
）

　
　
　

葵　
　

（
六
条
御
息
所
、
女
、
斎
宮
の
御
母
御
息
所
、
御
息
所
）

　
　
　

賢
木　

（
御
息
所
、
女
君
、
女
）

　
　
　

須
磨　

（
伊
勢
宮
、
御
息
所
）

　
　
　

明
石　

（
伊
勢
御
息
所
）

　
　
　

澪
標　

（
御
息
所
、
女
、
故
御
息
所
、
母
御
息
所
）

　
　
　

絵
合　

（
故
御
息
所
）

　
　
　

薄
雲　

（
は
か
な
う
消
え
た
ま
ひ
に
し
露
）

　
　
　

梅
枝　

（
中
宮
の
母
御
息
所
）

　
　
　

藤
裏
葉
（
中
宮
の
御
母
御
息
所
）

　
　
　

若
菜
上
（
母
御
息
所
、
伊
勢
御
息
所
）

　
　
　

若
菜
下
（
中
宮
の
御
母
御
息
所
）

　
　
　

柏
木　

（
御
物
の
怪
）

　
　
　

鈴
虫　

（
御
息
所
、
亡
き
人
）

　

物
語
中
、「
伊
勢
の
御
息
所
」
の
用
例
は
二
例
で
、
問
題
の
所
在
と
し
た
明

石
巻
の
箇
所
と
若
菜
上
巻
で
の
表
出
と
な
る
。
若
菜
上
巻
の
用
例
は
、
そ
の
時

点
で
「
六
条
」
と
い
う
場
所
が
光
源
氏
の
邸
宅
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
六

条
」
の
呼
称
を
用
い
ず
に
「
伊
勢
」
の
呼
称
を
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ

う
す
る
と
、
御
息
所
が
「
伊
勢
」
と
呼
称
さ
れ
る
の
は
、
原
則
と
し
て
彼
女
が

伊
勢
へ
下
向
し
て
い
る
期
間
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
期
間
中
、
御
息
所

が
物
語
に
語
ら
れ
て
く
る
の
は
須
磨
巻
の
一
箇
所
だ
け
で
、
須
磨
に
い
る
光
源

氏
と
手
紙
を
交
わ
す
条
で
あ
る
。
通
説
に
従
え
ば
、
問
題
の
所
在
と
し
た
明
石

の
君
は
、
そ
の
条
に
お
け
る
御
息
所
と
似
通
う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
こ

こ
で
実
際
に
、
須
磨
巻
に
語
ら
れ
て
く
る
六
条
御
息
所
の
様
子
に
つ
い
て
確
認

し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　

�

ま
こ
と
や
、
騒
が
し
か
り
し
ほ
ど
の
紛
れ
に
漏
ら
し
て
け
り
。
か
の
伊

勢
の
宮
へ
も
御
使
あ
り
け
り
。
か
れ
よ
り
も
ふ
り
は
へ
た
づ
ね
参
れ
り
。

浅
か
ら
ぬ
こ
と
ど
も
書
き
た
ま
へ
り
。
言
の
葉
、
筆
づ
か
ひ
な
ど
は
、

人
よ
り
こ
と
に
な
ま
め
か
し
く
い
た
り
深
う
見
え
た
り
。（
六
条
御
息

所
）「
な
お
現
と
は
思
ひ
た
ま
へ
ら
れ
ぬ
御
住
ま
ひ
を
う
け
た
ま
は
る
も
、

明
け
ぬ
夜
の
心
ま
ど
ひ
か
と
な
ん
。
さ
り
と
も
年
月
は
隔
て
た
ま
は
じ

と
思
ひ
や
り
き
こ
え
さ
す
る
に
も
、
罪
深
き
身
の
み
こ
そ
、
ま
た
聞
こ
え

さ
せ
む
こ
と
も
は
る
か
な
る
べ
け
れ
。

4
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�

う
き
め
刈
る
伊
勢
を
の
海
人
を
思
ひ
や
れ
も
し
ほ
た
る
て
ふ
須
磨
の

浦
に
て

　
　

�
よ
ろ
づ
に
思
ひ
た
ま
へ
乱
る
る
世
の
あ
り
さ
ま
も
、
な
ほ
い
か
に
な
り
は

つ
べ
き
に
か
」
と
多
か
り
。�

（
須
磨
②
一
九
三
～
四
頁
）

　

須
磨
で
の
暮
ら
し
が
落
ち
着
き
を
見
せ
始
め
た
頃
、
光
源
氏
は
京
に
い
る
紫

の
上
を
は
じ
め
と
し
て
、
方
々
の
女
君
た
ち
に
手
紙
を
送
っ
た
。
伊
勢
へ
下
向

中
の
六
条
御
息
所
に
も
使
者
が
遣
わ
さ
れ
、
そ
の
返
信
が
届
け
ら
れ
る
こ
と
に

な
る
。
御
息
所
の
手
紙
に
は
、
光
源
氏
が
須
磨
で
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
を
現
実

の
出
来
事
と
し
て
受
け
止
め
ら
れ
ぬ
と
い
う
思
い
や
、
ま
る
で
闇
の
中
を
彷
徨

う
思
い
で
あ
ろ
う
光
源
氏
の
心
中
を
忖
度
す
る
文
面
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
注
目

し
た
い
の
は
、
そ
の
文
面
で
用
い
ら
れ
た
「
明
け
ぬ
夜
の
心
ま
ど
ひ
」
と
い
う

表
現
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
問
題
の
所
在
と
し
て
掲
げ
た
明
石
の
君
の
歌
に

見
ら
れ
る
「
明
け
ぬ
夜
」「
ま
ど
へ
る
心
」
と
い
う
表
現
と
照
応
す
る
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
明
石
の
君
と
六
条
御
息
所
が
似
て
い
る
と
い
う
の

は
、
人
柄
な
ど
の
造
型
と
い
う
よ
り
も
、
よ
り
直
接
的
に
は
彼
女
た
ち
の
用
い

た
「
明
け
ぬ
夜
」
と
い
う
表
現
の
一
致
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
の
で
あ
る
。
こ
の
表
現
の
一
致
に
つ
い
て
は
既
に
、
宗
雪
修
三注注

注

や
竹
内

正
彦注注

注

に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
両
者
と
も
こ
れ
を
明
石

の
君
と
六
条
御
息
所
の
造
型
の
相
似
を
論
じ
る
文
脈
へ
と
回
収
し
て
お
り
、
従

来
説
の
枠
組
み
に
止
ま
っ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
本
論
で
注
目
し
た
い
の

は
、
こ
の
「
明
け
ぬ
夜
」
と
い
う
表
現
が
、
更
に
作
品
の
外
側
へ
と
典
拠
を
求

め
得
る
点
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』
に
よ
れ
ば
、
こ
こ
に
は
次
の
よ

う
な
引
歌
が
指
摘
さ
れ
て
い
る注注

注

。

　

①�

あ
ふ
こ
と
の
あ
け
ぬ
夜
な
が
ら
明
け
ぬ
れ
ば
我
こ
そ
帰
れ
心
や
は
ゆ
く

（
伊
勢
集
、
一
八
一
五
四
・
新
古
今
集
巻
十
三
、
恋
三
、
一
一
六
八
、
題

し
ら
ず　

伊
勢
）〔
花
屋
抄
〕

　

②�

明
け
ぬ
夜
の
心
地
な
が
ら
に
や
み
に
し
を
朝
倉
と
い
ひ
し
声
は
き
ゝ
き
や

（
後
拾
遺
集
巻
十
八
、
雑
四
、
一
〇
八
二
、
実
方
の
朝
臣
女
の
許
に
ま
う

で
来
て
格
子
を
な
ら
し
侍
り
け
る
に
女
の
心
し
ら
ぬ
人
し
て
あ
ら
く
ま
し

げ
に
問
は
せ
て
侍
け
れ
ば
帰
り
侍
り
に
け
り
、
つ
と
め
て
女
の
遣
し
け
る

　

読
人
し
ら
ず
）〔
異
本
紫
明
抄
〕

　

こ
の
う
ち
、
詠
出
時
期
と
し
て
先
行
す
る
の
は
『
花
屋
抄
』（
一
五
九
五
年
）

の
指
摘
す
る
①
の
歌
で
あ
る注注

注

。
こ
れ
は
、
平
安
期
の
歌
人
伊
勢
が
、
屏
風
絵
の

中
の
人
物
に
な
り
代
わ
っ
て
詠
ん
だ
歌
で
、
西
本
願
寺
本
『
伊
勢
集
』
で
は
五

一
番
歌
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
第
二
句
の
本
文
に
は
異
同
が
あ

り
、
群
書
類
聚
本
・
歌
仙
家
集
本
・『
新
古
今
集
』（
一
一
六
八
番
歌
）
は
「
あ

け
ぬ
夜
」
で
あ
る
が
、
西
本
願
寺
本
で
は
「
あ
は
ぬ
夜
」
と
な
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
参
考
に
な
る
の
が
、『
伊
勢
集
』
の
三
五
九
番
歌
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

人
の
あ
け
ぬ
夜
ふ
か
く
と
い
ふ
だ
い
を

　

・（
三
五
九
番
）　�

年
の
う
ち
に
あ
ひ
て
も
あ
は
ず
嘆
き
け
む
人
の
う
へ
こ
そ

わ
が
み
な
り
け
れ注注

注

　

こ
れ
は
、
あ
る
男
が
伊
勢
に
贈
っ
た
歌
で
、
詞
書
に
よ
れ
ば
「
あ
け
ぬ
夜
ふ

か
く
」
と
い
う
題
で
詠
ま
れ
た
も
の
ら
し
い
。
こ
の
題
の
典
拠
に
つ
い
て
、
歌

中
の
「
あ
ひ
て
も
あ
は
ず
」
と
い
う
状
況
な
ど
か
ら
、『
伊
勢
集
』
五
一
番
歌

を
踏
ま
え
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
説
が
提
出
さ
れ
て
い
る注注

注

。
も
し
そ
う
で

あ
れ
ば
、
五
一
番
歌
の
第
二
句
は
「
明
け
ぬ
夜
」
と
し
て
流
通
し
て
い
た
可
能

性
が
高
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
当
時
の
男
性
た
ち
に
よ
っ
て
伊
勢
と
結
び
つ
く

語
彙
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
こ
こ
で
顧
み
ら
れ
て
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く
る
の
が
、
先
に
掲
げ
た
須
磨
巻
の
場
面
に
見
ら
れ
る
六
条
御
息
所
の
歌
で
あ

る
。
御
息
所
は
、「
須
磨
の
浦
で
、
伊
勢
に
い
る
私
の
こ
と
を
思
い
や
れ
」
と
、

自
ら
を
「
伊
勢
の
海
人
」
と
し
て
象
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
御
息
所
の
現
在
地
で

あ
る
伊
勢
を
響
か
せ
た
も
の
で
あ
る
が
、「
伊
勢
の
海
人
」
を
自
称
す
る
在
り

方
も
ま
た
、
伊
勢
の
歌
に
散
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　

・（
二
一
九
番
）�
伊
勢
の
海
に
年
経
て
住
み
し
あ
ま
な
れ
ば
い
づ
れ
の
藻
か

は
か
づ
き
の
こ
せ
る

　

・（
四
六
二
番
）�

沖
つ
波　

荒
れ
の
み
ま
さ
る　

宮
の
内
に　

年
経
て
住
み

し　

伊
勢
の
あ
ま
も
…

　

須
磨
巻
に
お
け
る
六
条
御
息
所
の
手
紙
は
、
恐
ら
く
は
地
名
と
し
て
の
伊
勢

か
ら
の
連
想
に
よ
り
、
歌
人
伊
勢
に
ま
つ
わ
る
歌
こ
と
ば
を
織
り
込
む
も
の
と

な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
明
け
ぬ
夜
」
と
い
う
表

現
の
典
拠
も
、
②
の
『
異
本
紫
明
抄
』
説
よ
り
は
、
①
の
『
花
屋
抄
』
説
の
方

が
適
当
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
し
て
、
そ
の
御
息
所
の
手
紙
に
引
用
さ
れ

た
の
と
同
じ
く
「
明
け
ぬ
夜
」
と
い
う
表
現
を
含
み
持
つ
も
の
と
し
て
、
明
石

巻
に
お
け
る
明
石
の
君
の
歌
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

三
．
琴
の
貸
借
と
い
う
モ
チ
ー
フ

　

こ
こ
で
、
伊
勢
と
い
う
歌
人
の
足
跡
を
論
考
に
関
わ
る
範
囲
で
確
認
し
て
お

き
た
い注注

注

。
伊
勢
と
は
、
宇
多
天
皇
の
女
御
藤
原
温
子
の
も
と
に
出
仕
し
た
女
性

の
こ
と
で
、
そ
の
当
時
彼
女
の
父
藤
原
継
蔭
が
伊
勢
守
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら

付
い
た
女
房
名
で
あ
る
。
伊
勢
は
や
が
て
、
宇
多
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
る
よ
う

に
な
り
、
男
皇
子
を
生
む
。
寛
平
九
年
（
八
九
七
）、
宇
多
天
皇
が
退
位
し
、

温
子
も
内
裏
を
去
っ
た
が
、
伊
勢
は
引
き
続
き
温
子
に
仕
え
、
延
喜
七
年
（
九

〇
七
）
に
温
子
が
崩
御
す
る
ま
で
侍
女
と
し
て
付
き
従
っ
た
。
そ
の
後
、
宇
多

天
皇
の
第
四
皇
子
敦
慶
親
王
と
の
交
際
が
始
ま
り
、
女
子
を
儲
け
る
。
ち
な
み

に
こ
の
女
子
も
長
じ
て
歌
人
と
な
り
、
父
敦
慶
親
王
の
官
職
名
か
ら
中
務
と
呼

ば
れ
た
。

　

・
貞
観
十
七
年
（875

）
…�

誕
生
。
父
は
藤
原
継
蔭
（
仁
和
二
年
〈886

〉
～

寛
平
二
年
〈890

〉
に
伊
勢
守
就
任
）。

　

・
仁
和
四
年
（888

）
…
…�

宇
多
天
皇
の
女
御
藤
原
温
子
の
も
と
に
出
仕
す
る
。

　

・
寛
平
八
年
（896

）
…
…�

伊
勢
、
宇
多
天
皇
の
寵
愛
を
受
け
、
や
が
て
男

皇
子
を
生
む
。

　

・
寛
平
九
年
（897

）
…
…
宇
多
天
皇
退
位
。

　

・
延
喜
七
年
（907

）
…
…
温
子
崩
御
。

　

・
延
喜
十
年
（910

）
…
…�

敦
慶
親
王
（
＝
宇
多
天
皇
第
四
皇
子
）
と
交
際

を
始
め
、
や
が
て
女
子
（
＝
中
務
）
を
生
む
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
人
生
を
歩
む
伊
勢
で
あ
る
が
、
そ
の
足
跡
の
多
く
は
彼

女
に
ま
つ
わ
る
歌
を
通
じ
て
辿
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
伊
勢
の
歌

を
取
材
源
と
し
て
あ
る
人
物
が
形
象
さ
れ
る
と
し
た
場
合
、
果
た
し
て
そ
の
人

物
像
は
伊
勢
の
影
を
ど
の
よ
う
に
揺
曳
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
の
よ
う
な

観
想
を
め
ぐ
ら
す
の
も
、
実
は
、
物
語
に
お
け
る
明
石
の
君
の
描
か
れ
方
を

追
っ
て
い
く
と
、
そ
の
要
所
要
所
で
伊
勢
の
歌
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
次
に
掲
げ
る
明
石
巻
の
一
節
を
見
て

み
よ
う
。
こ
れ
は
、
明
石
を
去
る
こ
と
に
な
っ
た
光
源
氏
が
、
明
石
の
君
に
形

見
と
し
て
琴
を
渡
す
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
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�

こ
の
（
光
源
氏
が
）
常
に
ゆ
か
し
が
り
た
ま
ふ
物
の
音
な
ど
（
明
石
の
君

が
）さ
ら
に
聞
か
せ
た
て
ま
つ
ら
ざ
り
つ
る
を
、
い
み
じ
う
恨
み
た
ま
ふ
。

（
光
源
氏
）「
さ
ら
ば
、
形
見
に
も
忍
ぶ
ば
か
り
の
一
こ
と
を
だ
に
」
と
の

た
ま
ひ
て
、
京
よ
り
持
て
お
は
し
た
り
し
琴
の
御
琴
取
り
に
遣
は
し
て
、

心
こ
と
な
る
調
べ
を
ほ
の
か
に
搔
き
鳴
ら
し
た
ま
へ
る
、
深
き
夜
の
澄
め

る
は
た
と
へ
ん
方
な
し
。
入
道
（
＝
明
石
入
道
）、
え
た
へ
で
箏
の
琴
取

り
て
（
明
石
の
君
の
も
と
へ
）
さ
し
入
れ
た
り
。（
明
石
の
君
）
み
づ
か

ら
も
い
と
ど
涙
さ
へ
そ
そ
の
か
さ
れ
て
、
と
ど
む
べ
き
方
な
き
に
さ
そ
は

る
る
な
る
べ
し
。
忍
び
や
か
に
調
べ
た
る
ほ
ど
い
と
上
衆
め
き
た
り
。
…

（
略
）
…
月
ご
ろ
、
な
ど
強
ひ
て
も
聞
き
な
ら
さ
ざ
り
つ
ら
む
と
（
光
源

氏
は
）
悔
し
う
思
さ
る
。
心
の
限
り
行
く
先
の
契
り
を
の
み
し
た
ま
ふ
。

（
光
源
氏
）「
琴
は
ま
た
搔
き
合
は
す
る
ま
で
の
形
見
に
」
と
の
た
ま
ふ
。

女
、

　
　
　
　

�（
明
石
の
君
）
な
ほ
ざ
り
に
頼
め
お
く
め
る
一
こ
と
を
つ
き
せ
ぬ
音

に
や
か
け
て
し
の
ば
ん

　
　

言
ふ
と
も
な
き
口
ず
さ
び
を
恨
み
た
ま
ひ
て
、

　
　
　
　

�（
光
源
氏
）「
逢
ふ
ま
で
の
か
た
み
に
契
る
中
の
緒
の
し
ら
べ
は
こ
と

に
変
ら
ざ
ら
な
む

　
　

こ
の
音
違
は
ぬ
さ
き
に
か
な
ら
ず
あ
ひ
見
む
」
と
頼
め
た
ま
ふ
め
り
。

�

（
明
石
②
二
六
五
～
七
頁
）

　

朱
雀
帝
か
ら
赦
免
の
宣
旨
が
下
さ
れ
、
光
源
氏
は
都
へ
召
還
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
帰
京
す
る
に
あ
た
り
、
光
源
氏
は
明
石
の
君
の
も
と
を
訪
れ
、
一
度

聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
た
琴
の
演
奏
を
彼
女
に
望
む
。
ま
ず
は
光
源
氏
が
、
京

か
ら
持
参
し
た
琴
を
わ
ず
か
に
搔
き
鳴
ら
し
た
。
同
席
し
て
い
た
明
石
入
道
は

感
に
堪
え
ず
、
箏
の
琴
を
娘
の
い
る
御
簾
の
内
へ
と
差
し
入
れ
る
。
明
石
の
君

も
気
持
ち
を
そ
そ
ら
れ
、
促
さ
れ
る
ま
ま
に
箏
の
琴
を
奏
で
た
。
そ
の
音
色
を

耳
に
し
た
光
源
氏
は
、
こ
れ
ま
で
演
奏
を
聞
か
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
こ
と
を
悔
や

み
つ
つ
、
将
来
の
再
会
を
明
石
の
君
に
約
束
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
再
会
す
る

ま
で
の
形
見
と
し
て
自
分
の
琴
を
手
渡
し
た
。
こ
の
、
琴
を
再
会
す
る
ま
で
の

形
見
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
発
想
が
、『
伊
勢
集
』
一
七
八
番
歌
に
も
見
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

琴
か
り
た
る
人
に

　

・（
一
七
八
番
）�

逢
ふ
こ
と
の
か
た
み
の
声
の
高
か
ら
ば
わ
が
泣
く
音
と
も

ひ
と
は
聞
か
な
む

　

こ
れ
は
、
伊
勢
が
あ
る
人
か
ら
琴
を
借
り
て
い
て
、
そ
の
琴
を
返
却
す
る
際

に
詠
み
添
え
た
歌
と
な
る
。
歌
意
は
、「
形
見
」
の
琴
の
音
が
高
く
響
い
た
ら
、

そ
れ
は
再
会
す
る
こ
と
の
「
難か

た

み
」（
難
し
さ
）
に
泣
く
私
の
声
と
聞
い
て
ほ

し
い
、
と
な
ろ
う
か
。
琴
の
持
ち
主
が
誰
で
あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
詠
歌
内

容
か
ら
推
し
て
恋
人
に
擬
し
得
る
異
性
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
こ

で
、
こ
の
伊
勢
の
歌
と
光
源
氏
が
明
石
の
君
に
贈
っ
た
歌
と
を
見
比
べ
て
み
た

い
。

　
　

伊
勢
の
歌　

＝�

逢
ふ
こ
と
の
か
た
み
の
声
の
高
か
ら
ば
わ
が
泣
く
音
と

も
人
は
聞
か
な
む

　
　

光
源
氏
の
歌
＝��

逢
ふ
ま
で
の
か
た
み
に
契
る
中
の
緒
の
し
ら
べ
は
こ
と

に
変
ら
ざ
ら
な
む

　

両
歌
と
も
、
琴
を
「
形
見
」
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
同
じ
モ
チ
ー
フ
が
採
用

－�6�－－�7�－



さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
表
現
面
で
も
、
伊
勢
の
歌

の
「
逢
ふ
こ
と
の
か
た
み
」
と
い
う
冒
頭
に
対
し
て
、
光
源
氏
の
歌
で
も
「
逢

ふ
ま
で
の
か
た
み
」
と
あ
っ
た
り
、
ま
た
、
句
末
に
願
望
の
終
助
詞
「
な
む
」

を
置
い
て
い
た
り
な
ど
、
構
成
上
の
一
致
を
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
こ
で
、
光
源
氏
か
ら
明
石
の
君
に
渡
さ
れ
た
形
見
の
琴
が
、
物
語
で
は
ど

う
な
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
　

�（
光
源
氏
が
）
あ
り
し
夜
の
こ
と
思
し
出
で
ら
る
る
を
り
過
ぐ
さ
ず
、（
明

石
の
君
は
）
か
の
琴
の
御
琴
さ
し
出
で
た
り
。（
光
源
氏
は
）
そ
こ
は
か

と
な
く
も
の
あ
は
れ
な
る
に
、
え
忍
び
た
ま
は
で
搔
き
鳴
ら
し
た
ま
ふ
。

ま
だ
調
べ
も
変
ら
ず
、
ひ
き
返
し
そ
の
を
り
今
の
心
地
し
た
ま
ふ
。

　
　
　
　

�（
光
源
氏
）
契
り
し
に
変
ら
ぬ
こ
と
の
し
ら
べ
に
て
絶
え
ぬ
心
の
ほ

ど
は
知
り
き
や

　
　

女
、

　
　
　
　

�（
明
石
の
君
）
変
ら
じ
と
契
り
し
こ
と
を
た
の
み
に
て
松
の
ひ
び
き

に
音
を
そ
へ
し
か
な

　
　

�

と
聞
こ
え
か
は
し
た
る
も
似
げ
な
か
ら
ぬ
こ
そ
は
、
身
に
余
り
た
る
あ
り

さ
ま
な
め
れ
。�

（
松
風
②
四
一
四
頁
）

　

こ
れ
は
、
光
源
氏
が
大
堰
の
山
荘
で
明
石
の
君
と
再
会
し
、
形
見
の
琴
を
演

奏
す
る
と
い
う
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
の
姫
君
を
生
ん
だ
明
石
の
君
は
、
明
石

の
地
を
離
れ
、
京
の
郊
外
に
あ
る
大
堰
の
山
荘
に
移
住
し
て
き
た
。
光
源
氏
は

そ
こ
を
訪
れ
、
再
会
を
果
た
す
。
そ
の
大
堰
で
の
逗
留
中
、
明
石
の
君
が
差
し

出
し
て
き
た
の
は
、
か
つ
て
光
源
氏
か
ら
形
見
と
し
て
手
渡
さ
れ
た
琴
で
あ
っ

た
。
琴
の
絃
の
調
子
は
明
石
で
離
別
し
た
時
と
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
音
色

に
よ
っ
て
当
時
の
こ
と
が
思
い
起
こ
さ
れ
、
二
人
は
琴
を
め
ぐ
る
歌
の
贈
答
を

交
わ
す
。
光
源
氏
は
、
琴
の
調
べ
が
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
で
、
再
会
を
約
束

し
た
自
分
の
気
持
ち
に
偽
り
が
無
か
っ
た
こ
と
を
分
っ
て
ほ
し
い
と
訴
え
る
。

そ
れ
に
対
し
て
明
石
の
君
は
、
愛
情
が
変
わ
る
こ
と
は
な
い
と
約
束
し
、
渡
し

て
く
れ
た
光
源
氏
の
言
葉
と
琴
と
を
頼
み
に
し
て
、
琴
の
響
き
に
泣
く
音
を
添

え
て
再
会
す
る
日
を
心
待
ち
に
し
て
い
た
と
返
す
。
光
源
氏
と
明
石
の
君
と
の

間
で
、
借
り
た
琴
を
返
す
と
い
う
や
り
と
り
を
題
材
と
し
て
歌
の
贈
答
が
行
わ

れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
『
伊
勢
集
』
を
紐
解
い
て
み
た
い
。
実
は
『
伊
勢
集
』
に
も
、

琴
の
貸
借
を
め
ぐ
る
歌
の
贈
答
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
該
当
す
る
の
は
、

三
五
〇
番
か
ら
三
五
三
番
に
か
け
て
の
歌
群
で
、
敦
慶
親
王
と
伊
勢
と
の
間
で

交
わ
さ
れ
た
も
の
と
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

こ
中
務
宮
（
＝
敦
慶
親
王
）
琴
を
借
り
た
ま
ひ
て
、
御

か
へ
し
た
ま
ふ
と
て

　

・（
三
五
〇
番
）��

東
琴
春
の
調
べ
を
借
り
し
か
ば
か
へ
し
物
と
も
思
は
ざ
り

け
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
へ
し

　

・（
三
五
一
番
）�

ほ
ど
も
な
く
か
へ
す
に
ま
さ
る
琴
の
音
は
人
の
と
が
め
ぬ

音
を
や
そ
ふ
ら
ん

　　

・（
三
五
二
番
）�

か
へ
し
て
も
飽
か
ぬ
心
を
そ
へ
つ
れ
ば
常
よ
り
声
の
ま
さ

る
な
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　

か
へ
し

　

・（
三
五
三
番
）�

み
ち
よ
り
や
そ
ふ
る
心
の
か
へ
り
け
む
知
ら
ぬ
声
な
る
琴

も
き
こ
え
ぬ
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敦
慶
親
王
が
伊
勢
か
ら
琴
を
借
り
、
そ
の
琴
を
返
す
時
に
詠
ん
だ
歌
が
三
五

〇
番
歌
。
歌
意
は
、
春
の
調
べ
に
調
え
ら
れ
て
い
た
あ
づ
ま
琴
（
和
琴
）
を
借

り
た
の
で
、
調
律
す
る
必
要
も
無
く
弾
け
た
が
、
そ
の
琴
を
あ
な
た
（
伊
勢
）

に
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
は
思
わ
な
か
っ
た
、
と
な
る
。
そ
の
敦
慶

親
王
の
歌
に
対
す
る
伊
勢
の
返
歌
が
三
五
一
番
歌
で
、
時
を
置
か
ず
に
返
し
て

く
れ
た
琴
の
音
色
が
以
前
よ
り
も
優
れ
て
聴
こ
え
る
の
は
、
あ
な
た
（
敦
慶
親

王
）
に
気
に
入
ら
れ
て
音
色
が
加
わ
っ
た
せ
い
で
し
ょ
う
か
、
と
い
う
意
。
こ

こ
で
、
こ
の
三
五
一
番
歌
と
、
先
の
松
風
巻
に
お
け
る
明
石
の
君
の
詠
歌
と

を
見
比
べ
て
み
た
い
。
二
首
の
歌
は
い
ず
れ
も
、
相
手
の
男
か
ら
渡
さ
れ
た

「
琴
」
に
「
音
を
添
へ
る
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
が
詠
み
込
ま
れ
て
お
り
、
同
じ

趣
向
の
歌
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
　

�

明
石
の
君
の
返
歌
＝�

変
ら
じ
と
契
り
し
琴
を
た
の
み
に
て
松
の
ひ
び
き

に
音
を
そ
へ
し
か
な

　
　

�

伊
勢
三
五
一
番
歌
＝�

ほ
ど
も
な
く
返
す
に
ま
さ
る
琴
の
音
は
人
の
と
が

め
ぬ
音
を
や
そ
ふ
ら
ん

　

な
お
、
琴
の
貸
借
を
め
ぐ
っ
て
伊
勢
と
歌
を
交
わ
し
た
敦
慶
親
王
と
い
う
人

物
は
、『
河
海
抄
』
に
よ
れ
ば
、「
光
宮
」
と
呼
ば
れ
、｢

好
色
無
双
の
美
人
」

で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
、
光
源
氏
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
さ
れ
て
い
る注注

注

。

ま
た
、
箏
の
琴
の
師
子
相
承
関
係
の
系
譜
を
表
し
た
『
秦
箏
相
承
血
脉
』
で
は
、

伊
勢
か
ら
箏
の
琴
の
伝
授
を
受
け
た
者
と
し
て
敦
慶
親
王
の
名
が
見
え
る注注

注

。

　

こ
こ
で
想
起
さ
れ
て
く
る
の
が
、
明
石
巻
で
光
源
氏
が
帰
京
す
る
際
に
、

「
さ
ら
ば
、
形
見
に
も
忍
ぶ
ば
か
り
の
一
こ
と
を
だ
に
」（
二
六
五
頁
）
と
、
明

石
の
君
に
箏
の
琴
の
演
奏
を
望
ん
で
い
た
条
で
あ
る
。
こ
れ
は
見
方
に
よ
っ
て

は
、
明
石
の
君
に
伝
わ
る
由
緒
あ
る
箏
の
琴
の
奏
法
を
、
光
源
氏
が
学
ぼ
う
と

し
て
い
る
構
図
と
し
て
映
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
の
明
石
の
君

の
由
緒
あ
る
奏
法
と
い
う
の
は
、
明
石
入
道
の
話
に
よ
れ
ば
、「
延
喜
（
＝
醍

醐
天
皇
）
の
御
手
」
を
伝
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り注注

注

、
こ
れ
は

ち
ょ
う
ど
、
伊
勢
が
醍
醐
天
皇
の
奏
法
を
相
承
し
て
い
る
こ
と
と
重
な
っ
て
く

る
。
こ
の
よ
う
に
明
石
の
君
と
伊
勢
と
の
間
に
は
、
琴
の
貸
借
と
い
う
モ
チ
ー

フ
を
め
ぐ
っ
て
符
合
し
て
く
る
点
が
多
く
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
．
桂
へ
の
行
程
―
母
子
離
別
の
物
語
―

　

光
源
氏
と
明
石
の
君
の
琴
を
め
ぐ
る
再
会
は
、
明
石
の
君
が
京
の
郊
外
で
あ

る
大
堰
へ
と
転
居
し
て
き
た
こ
と
で
実
現
す
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
明
石
の
君
の

皇
太
子
保
明

重
明
親
王　

右
大
臣
師
輔　

太
政
大
臣
為
光

長
明
親
王

雅
明
親
王

兼
明
親
王

勤
子
内
親
王　
　
　

中
務
君

伊
勢　
　
　
　
　
　

敦
慶
親
王

従
三
位
博
雅　
　
　

左
大
臣
保
忠

関
白
実
頼　
　
　
　

村
上
天
皇　
　

…

…　

醍
醐
天
皇
（
＝
延
喜
帝
）
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歩
む
行
程
を
辿
り
、
伊
勢
と
の
関
わ
り
を
確
認
し
て
い
き
た
い
。

　
　

�
東
の
院
造
り
た
て
て
、
花
散
里
と
聞
こ
え
し
、
移
ろ
は
し
た
ま
ふ
。
西
の

対
、
渡
殿
な
ど
か
け
て
、
政
所
、
家
司
な
ど
、
あ
る
べ
き
さ
ま
に
し
お
か

せ
た
ま
ふ
。
東
の
対
は
、
明
石
の
御
方
と
思
し
お
き
て
た
り
。

�

（
松
風
②
三
九
七
頁
）

　

明
石
の
地
に
と
ど
ま
り
続
け
る
明
石
の
君
を
都
へ
迎
え
よ
う
と
し
た
光
源
氏

は
、
京
内
に
あ
る
二
条
院
の
隣
に
新
た
に
二
条
東
院
と
い
う
邸
宅
を
造
営
す

る
。
し
か
し
明
石
の
君
は
、
上
京
す
る
に
あ
た
っ
て
そ
こ
へ
は
入
居
せ
ず
、
母

方
の
祖
父
中
務
宮
の
旧
宅
で
あ
る
大
堰
の
山
荘
へ
と
移
り
住
む
。

　
　

�

昔
、
母
君
の
御
祖
父
、
中
務
宮
と
聞
こ
え
け
る
が
領
じ
た
ま
ひ
け
る
所
、

大
堰
川
の
わ
た
り
に
あ
り
け
る
を
、
そ
の
御
後
は
か
ば
か
し
う
相
継
ぐ
人

も
な
く
て
、
年
ご
ろ
荒
れ
ま
ど
ふ
を
思
ひ
出
で
て
、
か
の
時
よ
り
伝
は
り

て
宿
守
の
や
う
に
て
あ
る
人
を
呼
び
と
り
て
語
ら
ふ
。
…
（
略
）
…
（
最

近
に
な
っ
て
光
源
氏
が
）
造
ら
せ
た
ま
ふ
御
堂
は
、
大
覚
寺
の
南
に
当
た

り
て
、
滝
殿
の
心
ば
へ
な
ど
劣
ら
ず
お
も
し
ろ
き
寺
な
り
。
こ
れ
（
＝
大

堰
の
山
荘
）
は
川
づ
ら
に
、
え
も
い
は
ぬ
松
蔭
に
、
何
の
い
た
は
り
も
な

く
建
て
た
る
寝
殿
の
こ
と
そ
ぎ
た
る
さ
ま
も
、
お
の
づ
か
ら
山
里
の
あ
は

れ
を
見
せ
た
り
。�

（
松
風
②
三
九
八
～
四
〇
一
頁
）

　

明
石
の
君
の
転
居
先
で
あ
る
大
堰
の
山
荘
は
、
大
堰
川
の
畔
に
あ
る
。
近
所

に
は
、
最
近
に
な
っ
て
光
源
氏
が
建
造
を
始
め
た
御
堂
が
あ
る
と
い
う
。
こ
の

御
堂
は
大
覚
寺
の
南
に
位
置
し
て
い
る
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
物
語
は
嵯
峨
野

一
帯
の
地
域
を
舞
台
と
し
て
想
定
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
光
源
氏
は
こ
の
明

石
の
君
の
い
る
大
堰
の
山
荘
を
訪
れ
る
に
あ
た
り
、
紫
の
上
に
対
し
て
次
の
よ

う
な
口
上
を
述
べ
て
ゆ
く
。

　
　

�（
光
源
氏
）「
桂
に
見
る
べ
き
こ
と
は
べ
る
を
、
い
さ
や
、
心
に
も
あ
ら
で

ほ
ど
経
に
け
り
。
と
ぶ
ら
は
む
と
言
ひ
し
人
（
＝
明
石
の
君
）
さ
へ
、
か

の
わ
た
り
近
く
来
ゐ
て
待
つ
な
れ
ば
、
心
苦
し
く
て
な
む
。
嵯
峨
野
の
御

堂
に
も
、
飾
り
な
き
仏
の
御
と
ぶ
ら
ひ
す
べ
け
れ
ば
、
二
三
日
は
は
べ
り

な
ん
」
と
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
桂
の
院
と
い
ふ
所
に
は
か
に
つ
く
ろ
は
せ
た

ま
ふ
と
聞
く
は
、
そ
こ
に
据
ゑ
た
ま
へ
る
に
や
と
思
す
に
心
づ
き
な
け
れ

ば
、（
紫
の
上
）「
斧
の
柄
さ
へ
あ
ら
た
め
た
ま
は
む
ほ
ど
や
、
待
ち
遠
に
」

と
心
ゆ
か
ぬ
御
気
色
な
り
。�

（
松
風
②
四
〇
九
頁
）

　

こ
れ
に
よ
る
と
、
桂
に
所
用
が
あ
り
、
つ
い
で
に
嵯
峨
野
の
御
堂
に
も
立
ち

寄
っ
て
来
る
と
あ
っ
て
、
あ
え
て
「
大
堰
」
と
い
う
地
名
は
出
さ
ず
に
旅
程
を

伝
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
れ
を
聞
い
た
紫
の
上
は
、「
さ
て
は
修
繕
中

の
桂
の
院
に
明
石
の
君
を
迎
え
た
の
か
」
と
推
測
す
る
。
こ
の
紫
の
上
の
推
測

は
実
際
に
は
外
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
の
外
れ
た
推
測
が
物
語
に
こ
う

し
て
書
き
留
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
表
現
の
次
元
で
は
、
明
石
の
君
が
「
大
堰
」

と
い
う
地
名
か
ら
外
さ
れ
、「
桂
」
と
い
う
地
名
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
く
と

い
う
現
象
が
起
き
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
「
桂
」
と
い
う
土
地
で
の
出
来
事

を
、
物
語
は
次
の
よ
う
に
描
い
て
ゆ
く
。

　
　

�

大
御
遊
び
は
じ
ま
り
て
、
い
と
い
ま
め
か
し
。
…
（
略
）
…
月
高
く
さ
し

上
が
り
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
澄
め
る
夜
の
や
や
更
く
る
ほ
ど
に
、
殿
上
人
四

五
人
ば
か
り
連
れ
て
参
れ
り
。
上
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
を
、
御
遊
び
あ
り
け

る
つ
い
で
に
、（
冷
泉
帝
）「
今
日
は
六
日
の
御
物
忌
あ
く
日
に
て
、
か
な

ら
ず
参
り
た
ま
ふ
べ
き
を
、
い
か
な
れ
ば
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
こ
こ

（
＝
桂
の
院
）
に
か
う
と
ま
ら
せ
た
ま
ひ
に
け
る
よ
し
聞
こ
し
め
し
て
、

御
消
息
あ
る
な
り
け
り
。
御
使
は
蔵
人
弁
な
り
け
り
。

　
　
　
　

�（
冷
泉
帝
）「
月
の
す
む
川
の
を
ち
な
る
里
な
れ
ば
桂
の
か
げ
は
の
ど

け
か
る
ら
む

－�8�－－�9�－



　
　

�

う
ら
や
ま
し
う
」
と
あ
り
。
か
し
こ
ま
り
き
こ
え
さ
せ
た
ま
ふ
。
上
の
御

遊
び
よ
り
も
、
な
ほ
所
が
ら
の
す
ご
さ
添
へ
た
る
物
の
音
を
め
で
て
、
ま

た
酔
ひ
加
は
り
ぬ
。
こ
こ
に
は
設
け
の
物
も
さ
ぶ
ら
は
ざ
り
け
れ
ば
、
大

堰
に
、「
わ
ざ
と
な
ら
ぬ
設
け
の
物
や
」
と
言
ひ
遣
は
し
た
り
。
と
り
あ

へ
た
る
に
従
ひ
て
参
ら
せ
た
り
。
衣
櫃
二
荷
に
て
あ
る
を
、
御
使
の
弁
は

と
く
帰
り
参
れ
ば
、
女
の
装
束
か
づ
け
た
ま
ふ
。

　
　
　
　

�（
光
源
氏
）
久
か
た
の
光
に
近
き
名
の
み
し
て
あ
さ
ゆ
ふ
霧
も
晴
れ

ぬ
山
里

　
　

�

行
幸
待
ち
き
こ
え
た
ま
ふ
心
ば
へ
な
る
べ
し
。（
光
源
氏
）「
中
に
生
ひ
た

る
」
と
う
ち
誦
じ
た
ま
ふ
つ
い
で
に
、
…

�
（
松
風
②
四
一
九
～
四
二
〇
頁
）

　

大
堰
逗
留
の
最
終
日
、
光
源
氏
一
行
は
桂
の
院
に
移
動
し
、
遊
宴
を
催
し

た
。
そ
こ
へ
冷
泉
帝
の
消
息
が
届
く
。「
さ
ぞ
か
し
桂
で
見
る
月
の
光
は
の
ど

か
で
あ
ろ
う
」
と
、
桂
で
の
滞
在
を
羨
む
内
容
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
光

源
氏
は
、「
桂
と
は
名
ば
か
り
で
、
光
（
＝
帝
の
威
光
）
の
届
か
ぬ
霧
の
山
里

で
す
」
と
詠
み
、「
中
に
生
ひ
た
る
」
と
い
う
古
歌
の
一
節
を
口
ず
さ
む
。
こ

の
光
源
氏
の
口
ず
さ
ん
だ
古
歌
と
い
う
の
が
、
他
な
ら
ぬ
伊
勢
の
歌
で
あ
っ

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　

�

こ
れ
か
れ
（
＝
こ
の
男
や
あ
の
男
が
）、
と
か
く
言
へ
ど
、

聞
か
で
、
宮
仕
へ
を
の
み
し
け
る
ほ
ど
に
、
①
時
の
み
か

ど
（
＝
宇
多
天
皇
）、
め
し
つ
か
ひ
給
ひ
け
り
。
よ
く
ぞ

（
他
の
男
に
な
び
か
ず
）
ま
め
や
か
な
り
け
る
（
＝
宮
仕

え
に
専
念
し
た
）
と
（
伊
勢
自
身
が
）
お
も
ふ
に
、
②
を

と
こ
宮
生
ま
れ
給
ひ
ぬ
。
親
な
ど
も
、
い
み
じ
う
よ
ろ
こ

び
け
り
。
つ
か
う
ま
つ
る
み
や
す
ど
こ
ろ
（
＝
温
子
）
も
、

后
に
ゐ
た
ま
ひ
ぬ
。
③
宮
（
＝
男
皇
子
）
を
、
桂
と
い
ふ

所
に
、
お
き
た
て
ま
つ
り
て
、
み
づ
か
ら
（
＝
伊
勢
）
は

后
の
宮
に
さ
ぶ
ら
ふ
。
雨
の
降
る
日
、
う
ち
な
が
め
て
、

（
男
皇
子
の
こ
と
を
）
思
ひ
や
り
た
る
を
、
宮
（
＝
温
子
）、

御
覧
じ
て
お
ほ
せ
ら
る

　

・（
二
二
番
）�

月
の
う
ち
に
桂
の
人
を
お
も
ふ
と
や
雨
に
涙
の
添
ゐ
（
ひ
）

て
ふ
る
ら
ん

　
　
　
　
　
　
　
　

御
か
へ
し

　

・（
二
三
番
）�

ひ
さ
か
た
の
中
に
生
い
（
ひ
）
た
る
里
な
れ
ば
光
を
の
み
ぞ

た
の
む
べ
ら
な
る

　

こ
れ
は
、
温
子
と
伊
勢
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
歌
の
贈
答
で
あ
る
。
詞
書
に

よ
る
と
、
伊
勢
は
温
子
に
仕
え
る
う
ち
に
、
宇
多
天
皇
の
「
召
人

注注
注

」
と
し
て
寵

を
受
け
る
身
と
な
り
（
傍
線
部
①
）、
や
が
て
男
皇
子
を
生
ん
だ
（
傍
線
部
②
）。

そ
の
皇
子
は
桂
と
い
う
所
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、
伊
勢
自
身
は
皇
子
と
離

れ
て
温
子
に
仕
え
続
け
た
と
い
う
（
傍
線
部
③
）。
ち
な
み
に
、
温
子
自
身
は

宇
多
天
皇
と
の
間
に
均
子
内
親
王
を
儲
け
た
も
の
の
、
皇
子
は
な
く
、
田
坂
憲

二
は
こ
の
温
子
と
伊
勢
の
関
係
が
、
紫
の
上
と
明
石
の
君
の
関
係
に
通
じ
る
と

説
く注注

注

。
伊
勢
に
と
っ
て
桂
と
い
う
地
は
自
分
の
生
ん
だ
子
と
の
別
離
を
想
起
さ

せ
る
時
空
と
し
て
あ
り注注

注

、
そ
の
別
離
の
時
空
に
明
石
の
君
も
ま
た
、
儲
け
た
姫

君
と
と
も
に
引
き
込
ま
れ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
伊
勢
自
身
も
桂
で

暮
ら
し
て
い
た
時
期
が
あ
り
、
そ
れ
を
徴
す
る
歌
が
残
さ
れ
て
い
る
の
で
、
顧

み
て
お
こ
う
。
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�

み
か
ど
（
＝
宇
多
天
皇
）
物
に
お
は
し
ま
し
け
る
つ
い

で
に
、
桂
な
る
家
に
お
は
し
ま
し
て
、
そ
こ
の
花
に
書

き
つ
け
さ
せ
給
ひ
け
る

　

・（
二
五
〇
番
）�

梅
の
花
香
だ
に
残
ら
ず
な
り
に
け
り
か
こ
ひ
て
だ
に
や
惜

し
ま
ざ
り
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�
桂
に
は
べ
り
し
こ
ろ
、
院
の
み
か
ど
（
＝
宇
多
上
皇
）

の
た
ま
は
せ
た
り
し

　

・（
二
三
五
番
）�

あ
ふ
ほ
ど
と
川
を
隔
て
て
経
る
ほ
ど
は
た
な
ば
た
つ
め
も

な
に
か
こ
と
な
る

　

二
五
〇
番
歌
は
、
宇
多
天
皇
が
行
幸
の
つ
い
で
に
桂
に
あ
る
伊
勢
の
家
へ

や
っ
て
来
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
二
三
五
番
歌
は
、
そ
の
宇
多
が
譲
位
後
に
詠

ん
だ
歌
と
な
る
。
い
ず
れ
も
桂
で
暮
ら
す
伊
勢
と
そ
の
皇
子
を
見
舞
っ
た
際
の

も
の
と
思
わ
れ
る
。
宇
多
天
皇
の
子
ど
も
を
身
ご
も
っ
た
伊
勢
は
、
出
産
の
た

め
に
桂
に
家
を
用
意
さ
れ
、
そ
こ
で
皇
子
を
生
み
、
し
ば
ら
く
は
皇
子
と
と
も

に
過
ご
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
や
が
て
そ
の
皇
子
を
桂
に
残
し
、
再
び
温
子

の
も
と
で
仕
え
る
生
活
に
戻
る
。
先
に
見
た
温
子
と
伊
勢
の
贈
答
は
そ
の
頃
の

も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
こ
で
再
び
『
源
氏
物
語
』
の
文
脈
に
戻
り
、
薄
雲
巻
の
冒
頭
に
語
ら
れ
て

く
る
明
石
の
君
の
様
子
を
見
て
み
た
い
。

　
　

�

冬
に
な
り
ゆ
く
ま
ま
に
、
桂
の
住
ま
ひ
い
と
ど
心
細
さ
ま
さ
り
て
、（
明

石
の
君
は
）
上
の
空
な
る
心
地
の
み
し
つ
つ
明
か
し
暮
ら
す
を
、
君
（
＝

光
源
氏
）
も
、「
な
ほ
か
く
て
は
え
過
ぐ
さ
じ
。
か
の
近
き
所
（
＝
二
条

東
院
）
に
思
ひ
立
ち
ね
」
と
す
す
め
た
ま
へ
ど
、（
明
石
の
君
は
）
つ
ら

き
と
こ
ろ
多
く
試
み
は
て
む
も
残
り
な
き
心
地
す
べ
き
を
、
い
か
に
言
ひ

て
か
、
な
ど
い
ふ
や
う
に
思
ひ
乱
れ
た
り
。�

（
薄
雲
巻
②
四
二
七
頁
）

　

季
節
は
冬
へ
と
移
り
、
京
の
郊
外
で
暮
ら
す
明
石
の
君
の
心
細
さ
は
募
る
一

方
で
あ
る
。
光
源
氏
も
思
い
余
り
、
自
邸
の
隣
に
建
て
た
二
条
東
院
へ
の
入
居

を
勧
め
て
い
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
明
石
の
君
の
所

在
地
が
「
桂
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
厳
密
に
言
え
ば
、
明
石
の
君

は
「
大
堰
」
で
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
り
、「
桂
」
に
住
ん
で
は
い
な
い
。
果

た
し
て
こ
の
現
象
を
ど
う
解
す
る
べ
き
か
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
、
作
品
外
コ
ン

テ
ク
ス
ト
の
拘
束
と
し
て
捉
え
て
お
き
た
い
。
こ
れ
は
、
本
来
な
ら
自
律
的
に

営
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
物
語
（
源
氏
物
語
）
の
文
脈
が
、
作
品
の
外
側
に
あ
る

テ
ク
ス
ト
（
伊
勢
集
）
の
表
現
を
参
照
し
続
け
た
結
果
、
つ
い
に
は
そ
の
文
脈

を
も
引
き
込
ん
で
し
ま
う
と
い
う
現
象
を
仮
に
〈
拘
束
〉
と
し
て
捉
え
て
み
た

も
の
で
あ
る
。
物
語
に
即
し
て
言
え
ば
、
明
石
の
君
の
歩
む
べ
き
行
程
が
、
伊

勢
の
表
現
を
参
照
し
続
け
た
こ
と
で
、
今
や
そ
の
伊
勢
の
歩
ん
だ
足
跡
に
よ
っ

て
拘
束
さ
れ
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
実
際
に
、
物
語
は
伊
勢

の
歩
ん
だ
足
跡
通
り
に
、
明
石
の
君
と
そ
の
姫
君
と
の
別
離
を
こ
の
薄
雲
巻
で

展
開
す
る
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

五
．
二
条
東
院
と
伊
勢
の
御
息
所
の
二
重
性

　

こ
こ
で
、
歌
人
伊
勢
の
晩
年
の
住
居
に
関
す
る
伝
承
を
見
て
お
き
た
い
。
先

に
、
明
石
の
君
の
入
居
先
と
し
て
光
源
氏
が
二
条
東
院
を
準
備
し
て
い
た
こ
と

に
つ
い
て
触
れ
た
が
、
実
は
そ
の
二
条
東
院
で
暮
ら
す
と
い
う
階
梯
も
ま
た
、

伊
勢
の
履
歴
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
あ
る
。
次
に
掲
げ

る
の
は
、
平
安
期
の
歌
人
源
俊
頼
（
一
〇
五
五
～
一
一
二
九
年
）
の
著
と
さ
れ
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る
『
俊
頼
髄
脳
』
に
見
え
る
話
で
あ
る
。

　
　

�
能
因
法
師
は
、
歌
を
も
、
う
が
ひ
し
て
申
し
、
草
子
な
ど
を
も
、
手
洗
ひ

て
取
り
も
ひ
ろ
げ
け
る
。
た
だ
、
う
ち
す
る
か
と
思
ひ
け
れ
ど
、
讃
岐
の

前
司
兼
房
と
申
し
し
人
の
、
能
因
を
、
車
の
し
り
に
の
せ
て
、
も
の
へ
ま

か
り
け
る
に
、
二
条
と
、
東
の
洞
院
と
は
、
伊
勢
が
家
に
て
あ
り
け
る

に
、
子
日
の
小
松
の
あ
り
け
る
を
、
さ
き
を
結
び
て
植
ゑ
た
り
け
る
が
、

生
ひ
つ
き
て
、
ま
こ
と
に
大
き
な
る
、
松
に
て
あ
り
し
が
、
木
末
の
見
え

け
れ
ば
、
車
の
し
り
よ
り
、
ま
ど
ひ
お
り
け
れ
ば
、
兼
房
の
君
、
心
も
得

ず
、「
い
か
な
る
事
ぞ
」
と
尋
ね
け
れ
ば
、「
こ
の
松
の
木
は
、
高
名
の
、

伊
勢
が
結
び
松
に
は
候
は
ず
や
。
そ
れ
が
松
を
ば
、
い
か
で
か
、
車
に
の

り
な
が
ら
は
す
ぎ
侍
ら
む
」
と
い
ひ
て
、
は
る
か
に
歩
み
の
き
て
、
木
松

の
隠
る
る
程
に
な
り
て
こ
そ
、
車
に
は
の
れ
り
け
る注注

注

。

　

平
安
中
期
の
歌
人
藤
原
兼
房
が
、
能
因
法
師
を
牛
車
の
後
ろ
に
乗
せ
て
出
か

け
た
時
の
こ
と
。
二
条
大
路
と
東
洞
院
大
路
の
交
わ
る
所
は
、
か
つ
て
伊
勢
の

家
が
あ
っ
た
場
所
で
、
先
端
を
結
ん
で
植
え
て
お
い
た
子
の
日
の
小
松
が
根
付

き
、
今
は
大
木
に
生
長
し
て
い
た
。
そ
の
高
名
な
伊
勢
の
「
結
び
松
」
の
前
を

通
り
過
ぎ
る
際
に
、
能
因
は
下
車
の
礼
を
も
っ
て
敬
意
を
表
し
た
と
あ
る
。
こ

の
逸
話
は
、
藤
原
清
輔
（
一
一
〇
四
～
一
一
七
七
年
）
が
著
し
た
『
袋
草
紙
』

に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
。

　
　

�

能
因
、
兼
房
の
車
の
後
に
乗
り
て
行
く
の
間
、
二
条
東
洞
院
に
て
俄
か

に
下
り
て
数
町
歩
行
す
。
兼
房
驚
き
て
こ
れ
を
問
ふ
。
答
へ
て
云
は
く
、

「
伊
勢
の
御
の
家
の
跡
な
り
。
か
の
御
の
前
栽
の
植
松
、
今
に
侍
り
。
い

か
で
か
乗
り
乍
ら
過
ぐ
べ
け
ん
や
」
と
云
々
。
松
の
木
の
末
の
見
ゆ
る
ま

で
車
に
乗
ら
ず
と
云

注々注
注

。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
り
、
伊
勢
の
家
の
あ
っ
た
場
所
を
「
二

条
東
洞
院
」
と
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
光
源
氏
の
二
条
院
が
あ
る
場
所
に

つ
い
て
、
賢
木
巻
で
は
「
二
条
よ
り
洞
院
の
大
路
を
折
れ
た
ま
ふ
ほ
ど
、
二
条

院
の
前
な
れ
ば
」（
賢
木
②
九
四
頁
）
と
あ
り注注

注

、
こ
の
「
洞
院
の
大
路
」
を
東

洞
院
と
解
す
れ
ば注注

注

、
伊
勢
の
家
と
同
じ
区
域
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ

の
二
条
院
の
東
側
に
、
明
石
の
君
の
入
居
す
る
予
定
の
二
条
東
院
は
建
て
ら
れ

た
の
で
あ
っ
た
。

　

伊
勢
が
二
条
の
辺
り
に
暮
ら
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
次
に
掲
げ
る

『
大
和
物
語
』
十
八
段
か
ら
も
う
か
が
え
る
。

　
　

�

故
式
部
卿
の
宮
（
＝
敦
慶
親
王
）、
二
条
の
御
息
所
（
＝
伊
勢
）
に
絶
え

た
ま
ひ
て
、
ま
た
の
年
の
正
月
の
七
日
の
日
、
若
菜
奉
り
た
ま
う
け
る

に
、

　
　
　
　

�（
伊
勢
）
ふ
る
さ
と
と
荒
れ
に
し
宿
の
草
の
葉
も
君
が
た
め
と
ぞ
ま

づ
は
つ
み
け
る

　
　

と
あ
り
け
り
。�

（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
・
二
六
六
頁
）

　

こ
れ
は
、
敦
慶
親
王
と
伊
勢
の
仲
が
途
絶
え
た
後
、
そ
の
翌
年
の
正
月
七
日

（
子
の
日
）
に
伊
勢
が
親
王
へ
若
菜
を
献
上
し
た
際
に
歌
を
詠
み
添
え
た
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
そ
の
歌
は
、「
も
は
や
古
び
た
里
と
な
り
、
荒
れ
て

し
ま
っ
た
家
の
草
の
葉
で
す
が
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
あ
な
た
の
た
め
に
と
摘
み

ま
し
た
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た注注

注

。
こ
こ
で
詠
ま
れ
た
「
ふ
る
さ
と
」
は
、
伊

勢
の
呼
称
が
「
二
条
の
御
息
所
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
二
条
の
地
に
あ
っ
た
と
想

定
し
て
よ
か
ろ
う
。
伊
勢
が
敦
慶
親
王
と
交
際
を
始
め
た
の
は
温
子
崩
御
後
の

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
頃
よ
り
伊
勢
は
二
条
の
地
で
暮
ら
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た

と
思
わ
れ
る注注

注

。

　

こ
の
伊
勢
は
ま
た
、「
伊
勢
の
御
息
所
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
　

�

か
か
る
こ
と
ど
も
の
む
か
し
あ
り
け
る
を
、
絵
に
み
な
書
き
て
、
故
后
の
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宮
（
＝
温
子
）
に
人
の
奉
り
た
り
け
れ
ば
、
こ
れ
（
＝
生
田
川
伝
説
）
が

う
へ
を
、
み
な
人
々
（
＝
温
子
の
サ
ロ
ン
の
人
々
）
こ
の
人
（
＝
絵
に
描

か
れ
た
人
物
た
ち
）
に
か
は
り
て
よ
み
け
る
。
伊
勢
の
御
息
所
（
＝
伊

勢
）、
男
の
心
に
て
、

　
　
　
　

�（
伊
勢
）
か
げ
と
の
み
水
の
し
た
に
て
あ
ひ
見
れ
ど
魂
な
き
か
ら
は

か
ひ
な
か
り
け
り�

（
新
編
全
集
・
三
七
一
頁
）

　

こ
れ
は
、『
大
和
物
語
』
一
四
七
段
の
一
節
で
あ
る
。
当
段
は
三
つ
に
分
か

れ
て
お
り
、
第
一
段
は
生
田
川
の
処
女
塚
伝
説
を
語
る
部
分
。
第
二
段
は
そ
の

伝
説
の
屏
風
絵
を
題
材
に
し
て
温
子
に
仕
え
る
宮
廷
女
房
た
ち
が
歌
を
詠
む
と

い
う
部
分
。
第
三
段
は
処
女
塚
伝
説
の
後
日
談
を
語
る
部
分
と
な
る
。
右
に
引

用
し
た
の
は
そ
の
第
二
段
に
当
た
る
箇
所
で
、
伊
勢
が
屏
風
絵
の
中
の
登
場
人

物
で
あ
る
男
に
成
り
代
わ
っ
て
心
中
を
歌
に
詠
ん
だ
条
で
あ
る
。
こ
の
時
す
で

に
、
伊
勢
は
宇
多
天
皇
の
皇
子
を
生
ん
だ
身
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、「
御
息

所
」
の
呼
称
を
得
て
い
る
。
こ
れ
は
温
子
在
世
中
の
歌
語
り
で
あ
り
、
伊
勢
は

ま
だ
二
条
の
地
で
暮
ら
し
て
お
ら
ず
、「
二
条
」
で
は
な
く
「
伊
勢
」
の
「
御

息
所
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

�

伊
勢
の
御
息
所
（
＝
伊
勢
）
生
み
奉
り
た
り
け
る
親
王
の
な
く
な
り

に
け
る
が
、
描
き
置
き
た
り
け
る
絵
を
藤
壺
よ
り
麗
景
殿
の
女
御
の

方
に
遣
は
し
た
り
け
れ
ば
、
こ
の
絵
返
す
と
て�

麗
景
殿
宮
の
君

　
　

�

な
き
人
の
形
見
と
思
（
お
も
ふ
）
に
あ
や
し
き
は
ゑ
（
絵
）
見
て
も
袖
の

濡
る
ゝ
る
な
り
け
り�

（
岩
波
新
日
本
文
学
大
系
）

　

こ
れ
は
、『
拾
遺
和
歌
集
』
巻
九
雑
下
・
五
四
二
番
歌
で
、
や
は
り
伊
勢
の

こ
と
を
「
伊
勢
の
御
息
所
」
と
称
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
。
詞
書
に
見
え
る

「
藤
壺
」
は
村
上
天
皇
の
中
宮
安
子
、「
麗
景
殿
の
女
御
」
は
村
上
天
皇
の
女
御

荘
子
女
王
の
こ
と
。
伊
勢
の
生
ん
だ
男
皇
子
は
五
歳
（
群
書
類
従
本
・
歌
仙
家

集
本
で
は
八
歳
）
で
亡
く
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
の
皇
子
が
生
前
に
描
い
た
絵
が

宮
中
に
残
さ
れ
て
い
て
、
村
上
朝
の
後
宮
で
貸
借
さ
れ
つ
つ
、
鑑
賞
さ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
て
、
こ
れ
ら
に
見
え
る
「
伊
勢
の
御
息
所
」
と
い
う
呼
称
だ
が
、
こ
れ
こ

そ
は
、
本
論
の
冒
頭
で
問
題
の
所
在
と
し
た
明
石
巻
に
見
え
る
「
伊
勢
の
御
息

所
」
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
明
石
の
君
が
似
て

い
る
と
さ
れ
た
の
は
、
伊
勢
に
下
っ
て
い
る
最
中
の
六
条
御
息
所
と
い
う
作
中

人
物
を
経
由
し
つ
つ
も
、
そ
の
焦
点
の
結
ば
れ
る
先
は
作
品
外
の
コ
ン
テ
ク
ス

ト
と
し
て
敷
設
さ
れ
た
歌
人
伊
勢
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
解
釈
で
あ

る
。
も
し
こ
の
仮
説
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
明
石
の
君
と
は
、
そ
の
初
め
て

登
場
し
て
く
る
場
面
に
お
い
て
既
に
歌
人
伊
勢
と
の
一
致
を
物
語
に
よ
っ
て
刻

み
付
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

結

　
『
源
氏
物
語
』
の
明
石
巻
に
は
、
光
源
氏
が
明
石
の
君
と
出
会
い
、
結
ば
れ

る
模
様
が
描
か
れ
て
い
る
。
二
人
が
初
め
て
対
面
す
る
場
面
で
、
明
石
の
君

は
「
明
け
ぬ
夜
に
や
が
て
ま
ど
へ
る
心
に
は
い
づ
れ
を
夢
と
わ
き
て
語
ら
む
」

と
い
う
歌
を
詠
む
が
、
そ
の
様
子
を
物
語
は
「
伊
勢
の
御
息
所
」
に
よ
く
似
て

い
る
と
語
る
。
こ
の
「
伊
勢
の
御
息
所
」
に
つ
い
て
、
通
行
の
解
釈
は
い
ず
れ

も
六
条
御
息
所
を
指
す
と
す
る
が
、
両
者
の
相
似
は
人
柄
や
風
貌
な
ど
で
は
な

く
、
そ
こ
に
用
い
ら
れ
た
表
現
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
六
条
御

息
所
が
下
向
先
の
伊
勢
か
ら
光
源
氏
に
送
っ
た
手
紙
の
中
に
、「
明
け
ぬ
夜
の

心
ま
ど
ひ
か
と
な
ん
」（
須
磨
巻
）
と
い
う
文
言
が
あ
り
、
明
石
の
君
の
歌
句

と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
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本
論
で
は
さ
ら
に
、
こ
の
「
明
け
ぬ
夜
」
と
い
う
表
現
の
典
拠
が
作
品
の
外

側
に
求
め
ら
れ
る
点
に
注
目
し
た
。
そ
の
典
拠
と
は
、
平
安
中
期
の
歌
人
伊
勢

の
詠
ん
だ
「
逢
ふ
こ
と
の
明
け
ぬ
夜
な
が
ら
明
け
ぬ
れ
ば
我
こ
そ
帰
れ
心
や
は

ゆ
く
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
念
頭
に
置
い
て
問
題
の
所
在
と
な
る
明

石
の
君
の
詠
歌
場
面
を
顧
み
た
場
合
、「
伊
勢
の
御
息
所
」
に
似
て
い
る
と
い

う
叙
述
は
、
作
品
内
の
六
条
御
息
所
を
経
由
し
つ
つ
も
、
作
品
外
の
歌
人
伊
勢

と
の
類
似
を
意
味
し
て
く
る
可
能
性
が
出
て
く
る
。
実
際
に
物
語
は
、
明
石
の

君
を
描
い
て
ゆ
く
過
程
で
歌
人
伊
勢
の
音
楽
（
琴
）
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
次
々
に
引
用
し
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
引
用
を
繰
り

返
し
た
結
果
、
明
石
の
君
の
歩
む
べ
き
行
程
が
、
あ
た
か
も
歌
人
伊
勢
の
歩
ん

だ
足
跡
に
拘
束
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

伊
勢
の
足
跡
が
と
り
わ
け
拘
束
力
を
発
揮
す
る
の
は
、
宇
多
天
皇
の
召
人
と

し
て
皇
子
を
生
み
つ
つ
も
、
そ
の
皇
子
と
の
別
離
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
し
ま
う

と
い
う
展
開
で
あ
る
。
伊
勢
の
皇
子
出
産
前
後
の
履
歴
は
桂
と
い
う
地
を
め

ぐ
っ
て
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
明
石
の
君
と
そ
の
娘
が
一
時
的
に
大
堰
で
暮
ら

し
、
そ
の
地
が
「
桂
」
と
表
現
さ
れ
て
い
く
過
程
で
別
離
を
経
験
す
る
と
い
う

物
語
の
運
び
は
そ
れ
を
踏
襲
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
伊
勢
の
人
生
は
二

条
東
院
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
明
石
の
君
に
用
意
さ
れ
た
居
所
も
ま

た
、
二
条
東
院
で
あ
っ
た
。
し
か
し
明
石
の
君
は
、
つ
い
に
そ
の
二
条
東
院
へ

の
入
居
を
拒
み
続
け
、
最
終
的
に
は
六
条
院
の
住
人
と
な
る
。
そ
の
選
択
は
、

あ
た
か
も
伊
勢
の
人
生
―
召
人
と
し
て
の
人
生
―
を
拒
む
生
き
方
と
し
て
映
っ

て
は
こ
な
い
か
。
こ
こ
に
お
い
て
明
石
の
君
の
生
は
歌
人
伊
勢
の
く
び
き
か
ら

解
き
放
た
れ
、
物
語
に
固
有
の
も
の
と
し
て
自
立
す
る
こ
と
に
な
る
と
言
え
よ

う
。

注１�

『
源
氏
物
語
』
本
文
の
引
用
は
小
学
館
刊
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
拠

り
、
巻
名
・
冊
数
・
頁
数
を
記
し
た
。
以
下
同
様
。

２�

坂
本
和
子
「
光
源
氏
の
系
譜
」（『
国
学
院
雑
誌
』
一
九
七
五
年
十
二
月
、

日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
源
氏
物
語
Ⅳ
』
有
精
堂
、
一
九
八
二
年
に
採

録
）

３�

藤
井
貞
和
「
明
石
の
君　

う
た
の
挫
折
」（『
源
氏
物
語
入
門
』
講
談
社
学

術
文
庫
、
一
九
九
六
年
、
初
出
一
九
七
九
年
）

４�

小
沢
恵
右
「
六
条
御
息
所
と
明
石
上
―
「
い
と
よ
う
お
ぼ
え
た
り
」
と
い

う
視
点
―
」（『
国
文
学
攷
』
一
九
七
八
年
三
月
）

５�

久
富
木
原
玲
「
も
う
ひ
と
つ
の
ゆ
か
り
―
桐
壺
更
衣
・
六
条
御
息
所
か
ら

明
石
の
君
・
明
石
の
中
宮
へ
―
」（『
源
氏
物
語　

歌
と
呪
性
』
若
草
書
房
、

一
九
九
七
年
）

６�

安
藤
徹
「
ほ
の
か
な
る
け
は
ひ
、
伊
勢
の
御
息
所
に
―
物
語
社
会
を
紡
ぐ

人
間
関
係
」（『
国
文
学
』
二
〇
〇
〇
年
七
月
）

７�

鎌
田
清
栄
「
明
石
の
女
と
伊
勢
の
御
息
所
」（
広
島
平
安
文
学
研
究
会
『
古

代
中
世
国
文
学
』
四
、
一
九
八
四
年
八
月
）。
な
お
、
鎌
田
の
見
解
と
は

反
対
に
、
笹
部
晃
子
は
、
明
石
の
君
と
六
条
御
息
所
の
人
物
造
形
を
結
ぶ

も
の
と
し
て
斎
宮
女
御
（
徽
子
女
王
）
の
影
響
を
説
い
て
い
る
（「
明
石

君
と
六
条
御
息
所
―
斎
宮
女
御
徽
子
と
の
関
わ
り
か
ら
」『
中
央
大
学
国

文
』
四
七
、
二
〇
〇
四
年
三
月
）。

８�
注
６
安
藤
論
文
に
「
自
由
間
接
言
説
」
で
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る
。
な
お
、

塩
崎
真
理
子
は
、
こ
の
叙
述
を
光
源
氏
の
意
識
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
捉

え
、
両
者
の
類
似
は
光
源
氏
の
意
識
の
中
で
正
妻
格
に
あ
る
女
性
（
葵
の

上
、
紫
の
上
）
と
相
対
的
に
存
在
し
て
い
る
点
に
求
め
ら
れ
る
と
す
る
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（「
明
石
の
君
と
六
条
御
息
所
の
類
似
―
源
氏
の
心
情
か
ら
―
」『
駒
沢
大

学
大
学
院
国
文
学
会　

論
輯
』
三
三
、
二
〇
〇
五
年
三
月
）。

９�
岩
波
新
大
系
『
源
氏
物
語
索
引
』
に
よ
る
。

⓾�
宗
雪
修
三
「「
椎
本
」
巻
に
お
け
る
和
歌
言
語
の
方
法
」（『
名
古
屋
大
学

国
語
国
文
学
』
一
九
七
八
年
十
二
月
）

⓫�

竹
内
正
彦
「
明
石
君
の
「
け
は
ひ
」
―
「
明
石
」
巻
に
お
け
る
「
伊
勢
の

御
息
所
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
源
氏
物
語
発
生
史
論
―
明
石
一
族
物
語
の

地
平
―
』
新
典
社
、
二
〇
〇
七
年
）

⓬�

伊
井
春
樹
編
『
源
氏
物
語
引
歌
索
引
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
七
年
九
月
）

⓭�

「
あ
け
ぬ
よ　

あ
ふ
こ
と
の
明
ぬ
夜
な
か
ら
あ
け
ぬ
れ
は
我
こ
そ
か
へ
れ

こ
こ
ろ
や
は
ゆ
く
」（『
正
宗
敦
夫
収
集
善
本
叢
書
第
Ⅰ
期　

第
二
巻　

花

屋
抄
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
〇
年
九
月
）

⓮�

『
伊
勢
集
』
本
文
は
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
平
安
私
家
集
』（
岩
波
書

店
、
一
九
九
四
年
）
に
拠
る
。
以
下
同
様
。

⓯�

関
根
慶
子
・
山
下
道
代
『
伊
勢
集
全
釈
』
四
三
六
頁
（
風
間
書
房
、
一
九

九
六
年
）

⓰�

伊
勢
の
出
生
年
な
ど
、
諸
説
分
か
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
注

15
書
所
収
の
「
伊
勢
年
譜
」
に
拠
っ
た
。

⓱�

『
河
海
抄
』（
一
三
六
八
年
）巻
一
・
桐
壺
（
玉
上
琢
彌
編
『
紫
明
抄
・
河
海
抄
』

角
川
書
店
、
一
九
六
八
年
）
に
「
ひ
か
る
き
み
と
き
こ
ゆ　

亭
子
院
（
＝

宇
多
天
皇
）
第
四
皇
子
敦
慶
親
王
号
光
宮
好
色
無
双
之
美
人
也
」
と
あ
る
。

⓲�

『
秦
箏
相
承
血
脉
』（『
群
書
類
従
』
第
十
九
輯
「
管
絃
部
九
」
所
収
）

⓳�

（
明
石
入
道
）「
…
な
に
が
し
、
延
喜
（
＝
醍
醐
天
皇
）
の
御
手
よ
り
弾
き

伝
へ
る
こ
と
三
代
に
な
ん
な
り
は
べ
り
ぬ
る
を
、
か
う
つ
た
な
き
身
に

て
、
こ
の
世
の
こ
と
は
棄
て
忘
れ
は
べ
り
ぬ
る
を
、
も
の
の
切
に
い
ぶ
せ

き
を
り
を
り
は
搔
き
鳴
ら
し
は
べ
り
し
を
、
あ
や
し
う
ま
ね
ぶ
者
（
＝
明

石
の
君
）
の
は
べ
る
こ
そ
、
自
然
に
か
の
前
大
王
の
御
手
に
通
ひ
て
は
べ

れ
。
…
」（
明
石
巻
②
二
四
二
頁
）

⓴�

「
召
人
」
と
は
、「
主
人
と
主
従
関
係
に
あ
る
女
房
で
、
身
分
の
低
さ
か
ら

正
式
な
結
婚
を
経
て
い
な
い
が
主
人
と
男
女
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
そ
の

属
性
と
す
る
」
者
の
こ
と
で
あ
る
（
百
瀬
明
美
「
召
人
」『
源
氏
物
語
事
典
』

大
和
書
房
、
二
〇
〇
二
年
）。

㉑�

田
坂
憲
二
「
源
氏
物
語
の
『
桂
の
院
』
に
つ
い
て
」（『
源
氏
物
語
の
人
物

と
構
想
』
和
泉
書
院
、
一
九
九
三
年
）

㉒�

な
お
、
伊
勢
の
詠
ん
だ
二
三
番
歌
は
、『
古
今
集
』
巻
十
八
雑
下
に
も
九

六
八
番
と
し
て
見
え
、「
桂
に
侍
り
け
る
時
に
、
七
条
の
中
宮
の
と
は
せ

給
へ
り
け
る
御
返
事
に
奉
れ
り
け
る
」（
新
編
全
集
本
）
と
い
う
詞
書
を

持
つ
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
詠
歌
時
に
伊
勢
は
皇
子
と
と
も
に
桂
の
地
に
い

た
こ
と
に
な
る
。

㉓�

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
歌
論
集
』
二
三
六
～
七
頁
（
小
学
館
、
二
〇

〇
二
年
）

㉔�

新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
袋
草
紙
』
八
九
頁
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
）

㉕�

河
内
本
で
は
、「
二
条
よ
り
洞
院
の
お
ほ
ち
わ
た
り
給
ふ
ほ
ど
院
の
か
た

は
ら
な
れ
は
」（『
源
氏
物
語
大
成
』
巻
一
）
と
あ
る
。

㉖�

増
田
繁
夫
「『
東
院
大
路
』
考
―
光
源
氏
の
二
条
院
―
」（『
源
氏
物
語
と

貴
族
社
会
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
二
年
）
の
考
証
に
よ
る
。

㉗�
今
井
源
衛
『
大
和
物
語
評
釈
』
上
巻
（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
）
に
よ
っ

て
、『
大
和
物
語
』
十
八
段
と
次
に
掲
げ
る
『
伊
勢
集
』
一
四
八
番
歌
と

の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　

�

里
に
は
べ
り
し
を
り
、
花
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
、
式
部
卿
に
た
て
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ま
つ
る
と
て

　
　

ふ
る
さ
と
の
あ
れ
て
な
り
た
る
秋
の
野
に
花
見
が
て
ら
に
来
る
人
も
が
な

㉘�
な
お
、『
大
和
物
語
』
十
八
段
の
人
物
に
つ
い
て
は
、「
故
式
部
卿
の
宮
」

を
宇
多
天
皇
第
九
皇
子
敦
実
親
王
と
す
る
説
（
朝
日
古
典
全
書
）
や
、「
二

条
の
御
息
所
」
を
藤
原
定
方
の
娘
能
子
と
解
す
る
説
（
北
村
季
吟
『
大
和

物
語
拾
穂
抄
』）
な
ど
、
諸
説
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
本
論
で

は
森
本
茂
『
大
和
物
語
全
釈
』（
大
学
堂
書
店
、
一
九
九
三
年
）
の
説
に

従
っ
て
、
敦
慶
親
王
と
伊
勢
の
話
と
解
し
て
お
く
。

�

（
も
り
の
・
ま
さ
ひ
ろ
）
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