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（一）

【
論
文
】

『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
教
材
研
究
（
二
）

―
本
文
の
注
釈
と
論
点
の
分
析

―

井

上

次

夫

（
二
〇
二
〇
年
九
月
二
十
五
日
受
付
、
二
〇
二
〇
年
十
二
月
十
四
日
受
理
）

T
extbook
Research
for
Chapter
23
ofthe
T
ales
ofIse:

A
nalysis
ofA
nnotations
and
T
opics
in
the
M
ain
T
ext

T
sugio
IN
O
U
E

（
Received：
Septem
ber
25.
2020,
A
ccepted：
D
ecem
ber
14.
2020）

要

旨

新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
二
〇
一
八
年
三
月
告
示
）
の
国
語
科
に
お
い
て
、

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
古
典
を
主
教
材
と
す
る
の
は
共
通
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
」

と
選
択
科
目
「
古
典
探
究
」
で
あ
る
。
こ
の
二
科
目
は
、
生
徒
が
主
体
的
・
対
話
的

に
自
分
や
社
会
と
の
関
わ
り
の
中
で
古
典
を
解
釈
し
、
自
ら
の
考
え
を
形
成
し
、
人

生
に
生
か
す
こ
と
を
重
視
し
た
学
習
指
導
を
求
め
て
い
る
。
そ
の
実
現
に
向
け
て
、

高
等
学
校
の
国
語
教
師
は
従
来
の
教
材
研
究
を
い
っ
そ
う
深
化
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
前
稿
に
続
き
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
「
筒
井
筒
」
章

段
を
例
に
、
先
学
の
古
注
釈
及
び
諸
論
考
を
吟
味
し
つ
つ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン

グ
を
視
野
に
、
授
業
に
お
い
て
核
と
な
る
論
点
を
導
出
し
分
析
を
行
う
。
同
時
に
、

古
典
の
授
業
に
お
け
る
「
主
体
的
･対
話
的
で
深
い
学
び
」
に
つ
な
が
る
言
語
活
動
を

考
案
す
る
た
め
に
必
要
な
視
点
を
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
伊
勢
物
語
「
筒
井
筒
」
章
段
教
材
研
究
ア
ク
テ
ィ
ブ
ラ
ー
ニ
ン
グ
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前
稿
（
一
）
で
は
授
業
の
導
入
部
か
ら
展
開
部
（
第
二
段
落
）
の
（
四
）
ま
で
の

分
析
を
行
っ
た
。
本
稿
（
二
）
で
は
、
改
め
て
教
材
本
文
を
示
し
た
後
、
そ
の
続
き

か
ら
分
析
を
行
う
。

教
材
本
文

教
材
研
究
の
対
象
は
、
高
等
学
校
「
国
語
総
合
」
の
現
行
教
科
書
の
ほ
ぼ
す
べ
て

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
、
い
わ
ゆ
る
「
筒
井
筒
」
章
段
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
大
修
館
版
『
国
語
総
合
改
訂
版
古
典
編
』（
二
〇
一
七
年
）
の
教
材

本
文
を
示
す
。
便
宜
上
、
数
字
は
筆
者
が
付
し
た
。

一
⑴

昔
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
、
遊
び
け

る
を
、
お
と
な
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
も
女
も
、
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、

男
は
「
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
。」
と
思
ふ
。
女
は
「
こ
の
男
を
。」
と
思
ひ
つ
つ
、

親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。

⑵

さ
て
、
こ
の
隣
の
男
の
も
と
よ
り
、
か
く
な
む
。

筒
井
筒
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

女
、
返
し
、

く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き

な
ど
言
ひ
言
ひ
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

二

さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
、
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、

「
も
ろ
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
む
や
は
。」
と
て
、
河
内
の
国
、
高
安
の

郡
に
、行
き
通
ふ
所
出
で
来
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、こ
の
も
と
の
女
、「
あ
し
」

と
思
へ
る
気
色
も
な
く
て
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
男
、「
異
心
あ
り
て
、
か
か
る

に
や
あ
ら
む
。」
と
思
ひ
疑
ひ
て
、
前
栽
の
な
か
に
隠
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る

顔
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

と
詠
み
け
る
を
聞
き
て
、「
限
り
な
く
か
な
し
。」
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
行
か

ず
な
り
に
け
り
。

三
⑴

ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、初
め
こ
そ
心
に
く
く
も
つ
く
り
け
れ
、

今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
盛
り
け

る
を
見
て
、
心
憂
が
り
て
、
行
か
ず
な
り
に
け
り
。

⑵

さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の
方
を
見
や
り
て
、

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
隠
し
そ
雨
は
降
る
と
も

と
言
ひ
て
、
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
大
和
人
、「
来
む
。」
と
言
へ
り
。
喜

び
て
待
つ
に
、
た
び
た
び
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経

る

と
言
ひ
け
れ
ど
、
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。

四

展
開
部
（
第
二
段
落
）

（
五
）
大
和
の
女
が
詠
ん
だ
歌

風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

上
二
句
「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
」
が
三
句
目
の
「
た
つ
」
に
続
い
た
と
こ
ろ
で
、

風
が
吹
く
と
決
ま
っ
て
沖
で
は
白
波
が
た﹅

つ﹅

（
立
つ
）、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
そ
れ

に
、「（
た
つ
）
た
山
」
と
続
い
た
と
き
、「
た﹅

つ﹅

た
山
（
龍
田
山
）」
と
い
う
山
の
姿

が
重
層
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
こ
う
し
て
、「
た
つ
」
と
い
う
二
音
は
動
詞

「（
白
波
が
）
立﹅

つ﹅

」
と
固
有
名
詞
「
龍﹅

（
田
山
）」
と
い
う
意
味
を
重
ね
持
つ
掛
詞
と
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な
る
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
上
二
句
は
「
た
つ
」
を
導
く
掛
詞
的
序
詞
と
し
て
理
解

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
（
１
）

加
え
て
、
こ
の
歌
で
は
「（
白
）
波
」
と
「
た
つ
（
立
つ
）」

「
越
ゆ
」
と
が
そ
れ
ぞ
れ
意
味
的
連
関
性
を
有
す
る
縁
語
に
な
っ
て
い
る
。

次
に
、
末
句
「
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む
」
の
助
動
詞
「
ら
む
」
に
つ
い
て
み
る
。
こ
れ

は
四
句
目
の
係
助
詞
「
や
」
を
受
け
て
の
結
び
（
連
体
形
）
と
な
っ
て
い
る
。
よ
っ

て
、「
ひ
と
り
越
ゆ
」
に
「
現
在
推
量
」
の
「
疑
問
」
を
加
え
て
意
味
を
取
る
。
す
る

と
、
大
和
の
女
は
こ
の
歌
で
、
今
、
こ
の
夜
中
に
、
た
つ
た
山
の
中
を
た
っ
た
一
人

で
歩
い
て
河
内
の
女
の
も
と
へ
通
う
男
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
つ
つ
、
そ
の
安
否
を
問

う
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
風
が
吹
く
と
沖
で
は
荒
れ
狂
っ
て
白
波
が
立﹅

つ﹅

。
そ
の
「
た
つ
」
と
い
う
同
音
の
名
を
（
名
称
の
一
部
に
）
持
つ
「
龍﹅

田
山
」。
そ

こ
も
ま
た
風
が
吹
く
と
草
木
が
白
波
の
よ
う
に
う
ね
る
恐
ろ
し
い
山
。
そ
ん
な
山
を

こ
ん
な
夜
中
に
愛
す
る
あ
な
た
は
今
、
た
っ
た
一
人
で
越
え
て
お
ら
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
私
は
心
配
で
た
ま
り
ま
せ
ん
。」
と
い
っ
た
歌
意
で
あ
る
。

さ
て
、
新
注
の
『
伊
勢
物
語
新
釈
』（
藤
井
高
尚
、
一
八
一
八
年
）
に
は
次
の
よ
う

に
あ
る
。

一
二
の
句
は
、「
た
つ
」
と
い
は
ん
た
め
の
序
に
て
、
一
首
の
意
は
龍
田
山
の
や

ま
ご
え
の
道
は
さ
か
し
く
て
、
ひ
る
ゆ
く
だ
に
く
る
し
と
き
く
に
、
山
の
こ
な

た
に
て
日
く
れ
て
、
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
ん
、
さ
ぞ
く
る
し
く
も
、

お
そ
ろ
し
く
も
思
ひ
た
ま
は
ん
が
い
と
ほ
し
き
と
い
へ
る
也
。
女
の
情
の
あ
は

れ
に
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
ゞ
も
、
い
ふ
も
さ
ら
也
。

例
え
ば
、
こ
の
注
釈
を
授
業
で
活
用
す
る
と
、
歌
の
解
釈
か
ら
歌
の
内
容
、
現
代

語
訳
に
ま
で
迫
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
、
古
人
の
注
釈
を
活
用
し
た
指
導
、
古

文
に
よ
る
古
文
（
歌
）
の
読
解
と
い
う
古
典
指
導
法
の
一
例
に
な
る
。

な
お
、
こ
の
歌
は
、
他
に
『
古
今
和
歌
集
』
に
「
題
し
ら
ず
」「
読
人
し
ら
ず
」
と

し
て
左
注
と
と
も
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、『
古
今
和
歌
六
帖
』
で
は
重
出
し
て

お
り
、
四
二
六
番
歌
で
は
作
者
を
「
か
く
山
の
花
の
子
」、
八
四
六
番
歌
で
は
「
か
こ

の
山
の
花
子
」
と
記
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
後
の
『
大
和
物
語
』
一
四
九
段
に
も
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
を
取
り
上
げ
て
、
こ
の
歌
の
作
者
、
そ
れ
ぞ

れ
の
作
品
中
に
お
け
る
役
割
な
ど
を
探
究
す
る
授
業
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る

が
、
そ
の
詳
細
は
後
考
に
待
ち
た
い
。

（
六
）
大
和
の
女
の
歌
を
聞
い
た
男
の
変
化

「
限
り
な
く
か
な
し
。」
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
行
か
ず
な
り
に
け
り
。

大
和
の
女
の
独
詠
「
風
吹
け
ば
」
を
耳
に
し
た
男
は
、
一
転
し
て
高
安
の
女
の
所

へ
通
う
の
を
や
め
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
を
考
え
る
前
に
、
こ
こ
で
は
、
こ
の
場
面

で
、
男
は
何
を
契
機
に
、
何
に
対
し
「
限
り
な
く
か
な
し
」
と
思
っ
た
の
か
、
そ
れ

を
一
つ
の
論
点
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
６
〉
男
が
「
限
り
な
く
か
な
し
」
と
思
っ
た
契
機
は
何
か
。
女
の
歌
だ
け
か
。

こ
れ
は
、
男
が
「
限
り
な
く
か
な
し
」
と
思
っ
た
契
機
が
、「
風
吹
け
ば
」
と
い
う

大
和
の
女
の
歌
に
限
定
さ
れ
る
か
、
そ
れ
と
も
「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が

め
て
」
と
い
う
女
の
行
為
を
も
含
む
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
高
橋
文
二
氏
は
、「
男
が
直
接
に
感
動
を
喚
起
さ
れ
た
の
は
女

の
詠
歌
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
は
っ
き
り
浮
か
び
あ
が
っ
て
き
た
夫
へ
の
思
い
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
男
に
と
っ
て
意
味
の
あ
っ
た
こ
と
は
、
そ
の

詠
歌
に
至
る
ま
で
の
微
妙
な
女
の
振
舞
い
の
中
に
あ
っ
た
」
と
述
べ
る
（
２
）

。
そ
の
上

で
、「
化
粧
」
が
「
男
が
い
な
く
と
も
な
お
心
嗜
み
を
崩
さ
ぬ
、
女
の
心
の
姿
勢
の
確

か
さ
」「
内
面
的
、
倫
理
的
な
心
ざ
ま
」
を
表
す
と
主
張
す
る
。
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一
方
、
関
根
賢
司
氏
は
、
本
文
中
に
、
女
が
詠
ん
だ
歌
「
を
聞
き
て
」
と
あ
る
の

だ
か
ら
、「
男
は
、
そ
の
歌
に
よ
っ
て
「
か
な
し
」
と
い
う
思
い
を
触
発
さ
れ
、
ふ
た

た
び
愛
が
よ
み
が
え
っ
た
、
と
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
歌
が
、
危
機
を
、
救
っ

た
の
だ
」
と
述
べ
る
（
３
）

。
そ
の
上
で
、
歌
に
よ
る
無
私
の
愛
情
だ
け
で
は
男
の
心
を
取

り
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
、「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
」
と
い
う

行
為
、
表
現
の
意
味
を
考
究
し
た
結
果
、
歌
を
詠
む
行
為
も
、
化
粧
す
る
行
為
も
ま

た
「
男
を
招
ぶ
た
め
の
呪
術
」
で
あ
る
と
の
考
え
を
主
張
す
る
。

な
お
、
女
の
歌
に
つ
い
て
鈴
木
日
出
男
氏
は
、「
妻
は
、
夫
の
浮
気
を
と
ど
め
よ
う

と
意
図
し
た
の
で
は
な
く
、
ひ
と
り
空
閨
に
と
り
残
さ
れ
る
孤
独
の
な
か
か
ら
夫
へ

の
心
情
を
歌
い
あ
げ
た
だ
け
で
あ
る
。
妻
に
は
歌
う
こ
と
じ
た
い
に
意
味
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
そ
の
心
の
証
が
夫
の
心
を
捉
え
な
お
す
」
と
述
べ
て
（
４
）

、
男
の
改
心
が

歌
に
込
め
ら
れ
た
女
の
意
図
に
よ
る
効
用
で
は
な
く
、
女
に
よ
る
自
身
の
人
間
存
在

の
証
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
る
見
解
は
傾
聴
に
値
す
る
。

で
は
、
以
上
の
よ
う
に
、
男
が
大
和
の
女
の
行
為
を
見
る
と
と
も
に
、
そ
の
歌
を

聞
い
た
こ
の
場
面
で
、
男
が
女
を
「
限
り
な
く
か
な
し
」
と
思
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

そ
の
理
由
を
論
点
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
７
〉
男
が
女
の
こ
と
を
「
限
り
な
く
か
な
し
」
と
思
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。

ま
ず
、
形
容
詞
「
か
な
し
」
の
語
義
を
辞
典
で
み
る
と
、「
心
に
な
つ
い
て
か
わ
い

く
て
（
＝
愛
）
な
ら
ぬ
の
が
原
義
で
、
心
を
ゆ
す
ぶ
ら
れ
る
痛
切
な
愛
憐
・
悲
哀
な

ど
の
意
味
に
転
じ
た
も
の
」
と
あ
る（
５
）

。
す
る
と
、
男
は
こ
の
場
面
で
大
和
の
女
に
対

し
、
こ
の
上
な
く
い
と
し
く
思
う
感
情
が
湧
き
上
が
り
、
そ
の
結
果
、
高
安
の
女
の

所
へ
通
う
の
を
や
め
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
松
尾
聰
氏
の
解
釈
を
引
け

ば
次
の
よ
う
で
あ
る
。

男
は
妻
の
心
根
を
は
じ
め
て
知
つ
た
。（
中
略
）
幼
友
達
の
頃
か
ら
ね
り
に
ね

ら
れ
て
し
つ
と
り
と
し
た
、
大
地
に
し
み
込
む
水
の
よ
う
な
は
て
し
な
い
廣
さ

と
深
さ
と
落
ち
つ
き
と
を
も
つ
た
愛
情
を
、
男
は
妻
の
そ
の
姿
に
感
じ
と
つ
て

夢
さ
め
る
思
い
で
あ
つ
た
。「
ど
う
し
よ
う
、
こ
の
か
わ
い
さ
つ
た
ら
」
男
は
女

を
か
き
抱
い
た（
６
）

。

一
方
、
新
注
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』（
賀
茂
真
淵
、
一
七
九
三
年
）
は
、「
実
情

ま
こ
と

あ

れ
ば
か
く
つ
ひ
に
な
れ
る
ぞ
か
し
。」
と
評
し
、『
新
釈
』
は
「
男
も
も
の
ゝ
あ
は
れ

し
れ
る
也
。」
と
す
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
女
の
思
い
に
対
し
、
男
は
正
し
く
「
実
情
」

及
び
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
も
っ
て
応
え
た
こ
と
に
な
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
第
一
段
落
か
ら
振
り
返
る
と
、
物
語
の
主
人
公
は
、
互
い

に
思
い
合
い
、
恥
ず
か
し
が
り
合
う
よ
う
に
な
っ
た
幼
な
じ
み
の
男
女
で
あ
る
。
歌

の
贈
答
は
男
か
ら
始
ま
り
、
女
は
そ
れ
を
待
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
歌
の
中
で
男
が

丈
を
比
べ
た
相
手
は
井
筒
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
女
が
髪
を
比
べ
た
相
手
は
男
で

あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
男
は
井
筒
を
経
由
し
て
女
に
至
る
が
、
女
は
何
も
経
由
せ
ず
直

に
男
に
至
る
。
そ
し
て
、
男
が
「
ま
ろ
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹﹅

見﹅

ざ﹅

る﹅

間﹅

に﹅

」

と
間
接
的
に
求
婚
を
暗
示
す
る
の
に
対
し
、
女
は
「
振
り
分
け
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君﹅

な﹅

ら﹅

ず﹅

し﹅

て﹅

誰﹅

か﹅

あ﹅

ぐ﹅

べ﹅

き﹅

」
と
直
接
的
に
求
婚
の
受
諾
を
明
示
す
る
。
こ
の
よ
う
な

歌
の
贈
答
を
積
み
重
ね
て
二
人
は
念
願
通
り
、
結
婚
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
段
落
で
、
比
翼
連
理
の
夫
婦
に
経
済
的
危
機
が
発
生
す
る
。
打
開
策
を
講
じ

る
の
は
や
は
り
男
か
ら
で
あ
る
が
、そ
れ
は
新
し
い
妻
と
な
る
高
安
の
女
に
頼
り（
経

済
負
担
）
を
求
め
る
と
い
う
ふ
が
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
男
の
こ
と
を

誰
よ
り
も
知
る
本
の
妻
で
あ
る
大
和
の
女
は
そ
れ
を
承
知
し
な
が
ら
も
、
内
に
あ
る

不
快
感
を
表
面
に
出
す
こ
と
も
な
く
、
男
か
ら
の
愛
、
そ
し
て
自
ら
の
男
へ
の
愛
を

信
じ
て
男
を
新
し
い
女
の
所
へ
と
送
り
出
す
。
そ
う
と
は
気
づ
か
ぬ
男
は
、
こ
の
大

和
の
女
の
異
心
を
疑
い
、
直
に
確
か
め
る
こ
と
も
な
く
、
姑
息
な
方
法
で
自
ら
の
疑
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念
の
解
決
、
事
の
真
相
を
求
め
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
、
男
が
、
高
安
の
女
の
経
済

を
介
し
て
大
和
の
女
、
そ
し
て
我
が
身
を
守
ろ
う
と
し
た
の
と
同
様
に
、
事
に
面
と

向
か
わ
ず
、
こ
こ
で
は
庭
の
前
栽
に
身
を
潜
め
て
女
の
愛
を
確
か
め
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
う
と
は
気
づ
か
ぬ
大
和
の
女
は
、念
入
り
に
化
粧
を
し
て
男
と
の
過
去
、

そ
し
て
現
在
に
思
い
を
巡
ら
し
て
ひ
と
り
歌
を
詠
む
。
し
か
し
、
女
は
も
は
や
第
一

段
落
の
生
娘
で
は
な
い
。
こ
の
男
と
の
付
き
合
い
は
幼
少
時
か
ら
始
ま
り
、
今
で
は

長
年
連
れ
添
っ
て
き
た
妻
、
古
女
房
で
あ
る
。
こ
の
女
が
、
こ
の
場
面
で
詠
む
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
か
つ
て
の
よ
う
な
男
女
の
恋
愛
の
歌
（
相
聞
歌
）
で
は
な
く
、
長

年
の
連
れ
合
い
で
あ
る
男
の
身
を
案
じ
願
う
歌
（
無
私
の
愛
の
歌
）
で
あ
っ
た
。
愛

の
次
元
、
質
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
女
の
こ
の
独
詠
を
聞
い
た
男
は
、
通
常
の
男
女

の
恋
愛
を
超
え
た
次
元
の
大
和
の
女
の
愛
に
心
を
激
し
く
揺
す
ぶ
ら
れ
、
痛
切
な
愛

憐
、
悲
哀
を
思
い
知
る
。
そ
う
し
て
、
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
の
を
や
め
る
に
至
る
。

た
だ
し
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
こ
の
一
夜
の
偶
然
の
出
来
事
で
は
な
く
、
必
然
の

結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
男
の
こ
と
を

知
り
尽
く
し
て
い
る
女
は
、
男
が
出
か
け
た
夜
に
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
夜
に
そ
う
で

あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
い
つ
も
決
ま
っ
て
「
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
」

て
、
龍
田
山
越
え
を
す
る
男
を
思
い
浮
か
べ
、
そ
の
身
を
案
じ
無
事
を
願
う
歌
を
口

ず
さ
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
こ
そ
、
女
が
男
に
対
し
て
「
あ
し
」
と
思
う
様
子
も
な
く

送
り
出
す
こ
と
と
そ
の
後
の
行
動
、
女
の
振
る
舞
い
と
女
の
深
奥
の
内
実
に
合
点
が

い
く
。
ま
た
一
方
、
女
に
対
す
る
男
の
誤
解
と
女
の
真
実
と
の
大
き
な
落
差
が
浮
き

彫
り
に
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
自
身
の
ふ
が
い
な
さ
と

い
っ
た
男
の
自
覚
を
把
捉
で
き
る
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五

展
開
部
（
第
三
段
落
）

（
一
）
後
日
譚
「
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
」

第
二
段
落
末
尾
の
「
河
内
へ
も
行
か
ず
な
り
に
け
り
。」
を
も
っ
て
「
筒
井
筒
」
の

物
語
は
完
結
し
た
と
読
者
に
は
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
に
「
ま
れ
ま
れ
」

と
続
き
、
第
三
段
落
が
語
ら
れ
始
め
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
市
原
愿
氏
は
、
第
三

段
落
は
第
二
段
落
の
「
後
日
譚
で
あ
り
、
言
わ
ず
も
が
な
の
感
が
し
な
い
で
も
な
い
。

む
し
ろ
古
今
集
左
注
の
ご
と
き
終
結
が
一
番
す
っ
き
り
し
て
い
る
し
、
お
そ
ら
く
こ

れ
が
こ
の
説
話
の
原
初
的
形
態
で
あ
っ
た
も
の
と
思
う
」
と
述
べ
る（
７
）

。
ま
た
、
片
桐

洋
一
氏
は
、「
前
の
節
の
お
わ
り
に
、「
河
内
へ
も
い
か
ず
な
り
に
け
り
。」と
あ
っ
た
。

そ
こ
で
終
わ
っ
て
い
た
ほ
う
が
物
語
と
し
て
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、

お
そ
ら
く
は
だ
れ
か
が
こ
の
部
分
を
付
加
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
行
か
な
く
な
っ
た
と

言
っ
て
、
す
ぐ
に
「
ま
れ
ま
れ
…
…
来
て
見
れ
ば
」
と
続
け
る
の
だ
か
ら
、
大
し
た

も
の
」
だ
と
評
す
る（
８
）

。
確
か
に
、
読
者
は
こ
の
語
り
出
し
部
分
に
対
し
て
唐
突
な
感

じ
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
男
は
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
の
を
や
め
た
は
ず
な
の
に
、

そ
れ
で
も
ま
だ
ご
く
稀
に
で
も
あ
れ
、
高
安
の
女
を
訪
れ
て
い
た
の
か
、
と
呆
れ
な

が
ら
読
み
進
め
る
結
果
と
な
る
。

た
だ
し
、『
古
意
』
は
、『
伊
勢
物
語
』
略
本
の
塗
籠
本
に
「
行
か
ず
な
り
に
け
り
」

の
部
分
が「
を
さ
〳
〵
か
よ
は
ず
な
り
に
け
り
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
○「
を
さ
〳
〵
」

の
語
古
本
に
あ
る
を
よ
し
と
す
る
。
次
の
詞
に
「
ま
れ
〳
〵
」
ゆ
く
と
あ
れ
ば
也
。」

と
す
る
。
ま
た
、『
新
釈
』
で
も
「「
を
さ
〳
〵
か
よ
は
ず
」
は
俗
語
に
、
あ
ま
り
か

よ
は
ず
と
云
意
也
。
○「
を
さ
〳
〵
か
よ
は
ず
」塗
本
に
し
た
が
ふ
。」と
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
本
文
が
「
を
さ
〳
〵
か
よ
は
ず
な
り
に
け
り
。
さ
て
、
ま
れ
〳
〵
か
の
た

か
や
す
の
こ
ほ
り
に
い
き
て
み
れ
ば
」
な
ら
ば
、
第
三
段
落
の
語
り
出
し
は
合
理
的

で
唐
突
感
や
違
和
感
が
生
じ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
石
田
穣

二
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
後
半
の
、
男
が
新
し
い
妻
に
愛
想
づ
か
し
を
す
る
と
い

う
部
分
は
、
こ
の
類
の
説
話
の
、
二
次
的
な
発
展
、
付
加
の
部
分
と
考
え
ら
れ
る
か
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ら
、
本
段
の
場
合
も
、「
を
さ
を
さ
」
の
語
の
な
い
ほ
う
が
、
説
話
の
原
型
を
素
朴
に

保
存
し
て
お
り
、こ
れ
を
原
型
と
考
え
て
よ
い

（
９
）

」と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
部
分
は
、

第
三
段
落
の
書
き
手
が
第
二
段
落
の
書
き
手
と
は
別
人
で
あ
っ
て
、
第
三
段
落
が
後

人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
の
証
左
の
一
つ
と
も
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
冒
頭
で
示
し
た
「
教
材
本
文
」
で
は
、
塗
籠
本
の
「
た
か
や
す
の
こ
ほ
り

に
い
き
て
み
れ
ば
」
に
対
し
て
「
来
て
見
れ
ば
」
に
な
っ
て
い
る
点
を
取
り
上
げ
て

お
く
。
こ
れ
が
現
代
文
な
ら
ば
「
来
て
見
れ
ば
」
と
「
来
て
み
れ
ば
」
の
比
較
に
よ

り
表
記
の
違
い
が
意
味
の
違
い
と
し
て
問
題
に
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、

山
本
登
朗
氏
は
、
こ
れ
に
つ
い
て
「
本
文
中
の
「
来
て
見
れ
ば
」
と
い
う
表
現
は
、

こ
の
当
時
、「
来
て
、
そ
し
て
見
る
と
」
と
い
う
意
に
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
。「（
試
み
に
）
〜
し
て
み
る
」
と
い
う
、「
み
る
」
を
補
助
動
詞
的
に
用
い
る
用
法

は
、
伊
勢
物
語
の
時
代
に
は
ま
だ
存
在
し
て
お
ら
ず
、
後
代
に
あ
っ
て
も
、
古
典
語

と
し
て
は
認
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
、
お
お
む
ね
考
え
て
よ
い
」
と
し
て
い
る(
)。

つ
ま
り
、
第
三
段
落
⑴
で
は
、
高
安
に
や
っ
て
来
た
男
が
そ
こ
で
目
撃
し
た
こ
と
が

語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
な
お
、「
見
る
」
の
語
は
本
文
で
は
、
そ
の
後
、
同
じ
一
文
の

後
半
で
「
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
盛

り
け
る
を
見﹅

て
」
と
重
ね
て
本
動
詞
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。

そ
こ
で
、
主
人
公
の
男
は
、
ど
こ
か
ら
高
安
の
女
の
振
る
舞
い
を
見
た
の
か
に
つ

い
て
一
つ
の
論
点
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
８
〉
高
安
の
女
が
自
ら
給
仕
す
る
姿
を
、
男
は
ど
こ
か
ら
見
た
か
。

こ
れ
が
現
代
の
場
面
で
あ
れ
ば
、
今
、
女
が
飯
を
よ
そ
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
男

は
食
卓
に
つ
い
て
そ
の
様
子
を
見
て
い
る
よ
う
に
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
こ
れ
が
古
典
の
世
界
と
な
れ
ば
、『
伊
勢
物
語
』
の
絵
巻
絵
本
の
多
く
が
そ
う

で
あ
る
よ
う
に
、「
垣
間
見
」、
す
な
わ
ち
、
男
が
透
垣
や
物
陰
か
ら
ひ
そ
か
に
家
の

中
の
女
の
給
仕
姿
を
窺
い
見
る
様
子
が
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
、『
鉄
心
斎
文
庫
本

伊
勢
物
語
絵
巻
丙
本
』
を
見
る
と
、
男
が
、
高
安
の
女
の
屋
敷
の
外
側
か
ら
屋
内
の

十
二
単
の
女
が
給
仕
す
る
姿
を
垣
間
見
す
る
構
図
で
あ
る
（
図
１
）。
一
方
、『
異
本

伊
勢
物
語
絵
巻
』
に
お
い
て
は
、
男
が
、
女
の
家
の
敷
地
内
に
立
ち
入
っ
て
縁
先
か

ら
、
室
内
の
簡
素
な
服
装
の
女
が
給
仕
す
る
姿
を
覗
き
見
る
構
図
で
あ
る
（
図
２
）。

な
お
、
こ
の
場
面
の
絵
巻
を
採
録
す
る
教
科
書
は
、
い
ず
れ
も
前
者
で
は
な
く
後
者

（
図
２
）
を
採
録
し
て
い
る(
)。

他
方
、
前
出
の
山
本
登
朗
氏
は
、「
今
は
う
ち
と
け
て
」
に
対
す
る
片
桐
洋
一
氏
の

「
今
は
も
う
す
っ
か
り
気
を
許
し
て
」
と
い
う
現
代
語
訳
を
引
い
た
上
で
、「
こ
の
読

解
で
は
主
人
公
の
男
は
女
の
目
の
前
に
お
り
、
女
は
主
人
公
に
見
ら
れ
て
い
る
こ
と

を
十
分
承
知
の
う
え
で
、「
し
ゃ
も
じ
」を
取
っ
て
飯
を
盛
っ
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
、

そ
の
ま
ま
現
代
の
一
般
的
な
読
み
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
る(
)。
こ
の
裏
付

け
と
し
て
山
本
氏
が
示
さ
れ
た
鉄
心
斎
文
庫
所
蔵
『
伊
勢
物
語
扇
面
書
画
帖
』（
一
六

六
九
年
以
前
か
）
の
一
枚
を
見
る
と
、
主
人
公
の
男
が
室
内
に
座
り
、
そ
の
面
前
で

高
安
の
女
が
い
く
つ
か
の
食
器
に
飯
を
盛
り
つ
け
て
い
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
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図１ 透垣からの垣間見

図２ 縁先からの覗き見



ま
た
、『
東
京
国
立
博
物
館
住
吉
如
慶
筆
伊

勢
物
語
絵
巻
』（
一
六
六
三
年
以
降
）
を
見
て

も
、
男
の
面
前
で
高
安
の
女
が
給
仕
す
る
同

様
の
構
図
で
あ
る(
)（
図
３
）。

こ
う
な
る
と
、
は
た
し
て
男
は
離
れ
た
場

所
か
ら
女
に
気
付
か
れ
ず
に
女
の
当
時
と
し

て
は
品
の
な
い
給
仕
姿
を
見
た
の
か
、
あ
る

い
は
女
は
男
の
面
前
で
臆
面
も
な
く
そ
の
よ

う
な
給
仕
姿
を
見
せ
た
の
か
が
問
題
と
な
っ

て
く
る
。
仮
に
男
が
女
に
気
付
か
れ
ぬ
場
所

か
ら
女
の
振
る
舞
い
を
見
た
と
す
れ
ば
、
男

は
女
の
隠
さ
れ
た
本
性
を
知
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
仮
に
男
が
そ
の
目
前
で

女
の
そ
の
振
る
舞
い
を
目
撃
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
男
は
女
の
変
心
を
突
き
付
け
ら

れ
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
高
安
の
女
の
側
か
ら
す
る
と
、
給
仕
姿
が
偶
然
に
も
男

に
盗
み
見
さ
れ
た
「
今
は
う
ち
と
け
」
た
振
る
舞
い
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
女
の
地
金

を
表
す
行
為
と
な
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
自
身
が
百
も
承
知
で
対
峙
す
る
男
の
前
で

見
せ
た
振
る
舞
い
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
自
身
の
変
心
が
男
の
変
心
を
招
く
こ
と
に
思

い
至
ら
ぬ
浅
は
か
な
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
こ
の
男
が
女
の
給
仕
姿

を
目
撃
し
た
場
所
、
位
置
が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
は
、「
心
憂
が
り
て
、
行
か
ず
な
り
に

け
り
。」
に
至
る
男
の
心
理
の
解
釈
、
女
の
振
る
舞
い
の
解
釈
に
影
響
が
及
ぶ
。
男
が

高
安
の
女
の
給
仕
姿
を
ど
こ
か
ら
目
撃
し
た
か
を
問
う
所
以
で
あ
る
。

（
二
）
対
比
表
現
と
係
助
詞
「
こ
そ
」「
は
」

初
め
こ
そ
心
に
く
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
、

高
安
の
女
は
、
男
が
通
い
始
め
た
当
初
こ
そ
奥
ゆ
か
し
く
も
振
る
舞
っ
て
い
た
け

れ
ど
、
今
で
は
も
う
す
っ
か
り
気
を
許
し
た
振
る
舞
い
で
あ
る
。
こ
の
部
分
は
、「
初

め
」
と
「
今
」
の
時
間
が
係
助
詞
「
こ
そ
」
と
「
は
」
に
よ
っ
て
対
比
的
に
取
り
立

て
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
通
常
の
表
現
「
初
め
心
に
く
く
も
つ
く
り
け

り
」
と
「
今
う
ち
と
け
て
」
が
、
こ
こ
で
は
「
…
…
こ
そ
…
…
已
然
形
、
…
…
」
の

形
式
を
と
っ
て
逆
接
の
意
味
と
な
っ
て
下
接
し
、「
初
め
」
と
「
今
」
を
対
比
的
に
強

調
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
以
下
、
す
っ
か
り
気
を
許
し
た
高
安
の
女
の
具
体
的

行
為
が
描
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
係
助
詞
「
こ
そ
」
は
対
比
的
な
文
脈
に
し
ば
し

ば
用
い
ら
れ
、
書
き
手
の
判
断
を
強
調
す
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。

（
三
）「
け
こ
」
の
解
釈

手
づ
か
ら
飯
匙
と
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
盛
り
け
る

こ
こ
は
、
高
安
の
女
が
今
で
は
も
う
男
に
す
っ
か
り
気
を
許
し
、（
使
用
人
で
は
な

く
）自
ら
が
し
ゃ
も
じ
を
手
に
取
っ
て
飯
を
お
椀
に
盛
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。「
け

こ
」
は
、
現
行
教
科
書
の
多
く
が
「
笥
子
」
と
漢
字
表
記
し
た
上
で
、
本
文
の
「
笥

子
の
う
つ
は
も
の
」
へ
の
注
で
、「
飯
を
盛
る
入
れ
も
の
」「
飯
を
盛
る
器
」
と
説
明

し
て
い
る
。
し
か
し
、「
笥
子
」
の
注
を
文
字
通
り
「
飯
を
盛
る
器
」
と
す
る
説
の
場

合(
)、「
笥
子
の
う
つ
は
も
の
」
と
は
「
飯
を
盛
る
器
の
器
」
と
な
り
、
不
自
然
な
こ
と

に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
竹
岡
正
夫
氏
は
、「「
け
こ
（
け
ご
）
と
も
」
は
家
族

や
家
来
・
召
使
と
解
す
る
の
が
妥
当
。
こ
こ
で
は
、
女
が
、
先
の
妻
の
ご
と
く
夫
を

偲
ぶ
歌
を
優
雅
に
詠
む
ど
こ
ろ
か
、
一
家
眷
属
の
者
た
ち
の
食
器
に
飯
を
盛
り
分
け

た
り
し
て
、
た
ま
た
ま
訪
問
し
て
来
て
い
る
夫
な
ど
眼
中
に
も
な
く
、
糠
味
噌
女
房

に
ど
っ
ぷ
り
浸
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
で
は
貴
族
の
男
な
ら
ず
と
も

「
心
憂
が
り
て
」
足
も
遠
ざ
か
る
の
も
当
然
だ
」
と
述
べ
て
い
る(
)。
こ
の
見
解
は
、
高

安
の
女
の
背
景
か
ら
そ
の
人
物
像
の
理
解
に
ま
で
迫
る
も
の
で
あ
り
、
傾
聴
に
値
す

る(
)。
こ
れ
を
受
け
た
現
行
教
科
書
の
中
に
は
、
本
文
で
は
「
け
こ
」
と
平
仮
名
表
記
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し
、「
家
子
。
家
族
と
使
用
人
を
合
わ
せ
た
一
族
。
笥
子
（
飯
を
盛
る
器
）
と
す
る
説

も
あ
る
。」
と
注
す
る
も
の
が
あ
る(

)。

な
お
、
旧
注
の
『
伊
勢
物
語
愚
見
抄
』（
一
条
兼
良
、
一
四
七
四
年
）
に
は
「「
け

ご
」
は
家
子
な
り
。
家
の
う
ち
に
め
し
つ
か
ふ
も
の
ゝ
う
つ
は
物
に
手
づ
か
ら
も
り

け
る
な
り
。
さ
ま
で
の
事
は
あ
る
ま
じ
け
れ
ど
も
、
た
ゞ
い
や
し
き
わ
ざ
を
す
る
と

い
へ
る
に
や
。
但
む
か
し
は
こ
と
を
か
ざ
ら
ず
、す
な
ほ
な
る
道
を
さ
き
と
す
れ
ば
、

さ
る
事
も
し
た
り
け
ん
。」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
注
釈
は
、「
け
こ
」「
手
づ
か
ら
」

に
対
す
る
一
面
的
な
理
解
を
問
い
直
し
、
学
び
を
深
め
る
一
助
と
な
る
。

（
四
）
第
三
段
落
の
位
置
付
け

現
行
教
科
書
の
多
く
は
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
（「
筒
井
筒
」
章
段
）
の
全
文
を

掲
載
す
る
が
、
中
に
は
第
三
段
落
（
後
日
譚
）
を
割
愛
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
こ

と
に
関
し
、
松
島
毅
氏
は
、
前
者
を
完
全
版
、
後
者
を
割
愛
版
と
呼
ん
で
、
割
愛
版

が
も
た
ら
す
弊
害
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
完
全
版
の
教
材
化
の
問
題
点
及
び
主
題

に
つ
い
て
論
じ
て
い
る(
)。
そ
こ
で
、
二
十
三
段
に
お
け
る
第
三
段
落
の
位
置
付
け
を

一
つ
の
論
点
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
９
〉
物
語
が
第
二
段
落
で
終
わ
っ
て
い
る
場
合
と
、
第
三
段
落
が
あ
る
場
合

と
で
は
何
が
変
わ
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
第
三
段
落
に
関
す
る
教
科
書
の
「
学
習
の
手
引
き
」
類
を
み
る
と
、
そ
れ
ら

は
次
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア

二
人
の
女
に
つ
い
て
対
比
を
行
う
も
の
。

〇
こ
の
物
語
に
描
か
れ
た
「
大
和
の
女
」
と
「
高
安
の
女
」
に
つ
い
て
、
そ
の

違
い
を
考
え
な
さ
い
。

〇
筒
井
筒
の
女
と
高
安
の
女
を
、
そ
の
振
る
舞
い
や
性
格
、
詠
ん
だ
歌
に
つ
い

て
比
べ
て
み
よ
う
。

イ

高
安
の
女
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
。

〇
「
君
来
む
と
」
の
歌
に
「
頼
ま
ぬ
も
の
の
」
と
あ
る
。
河
内
の
女
が
男
を
「
頼

ま
ぬ
」
気
持
ち
に
な
っ
た
理
由
は
、
本
文
中
に
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
あ
る

か
、
考
え
て
み
よ
う
。

ウ
男
の
心
情
に
つ
い
て
考
え
る
も
の
。

〇
男
が
河
内
へ
行
か
な
く
な
っ
た
理
由
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
、
話
し

合
お
う
。

こ
れ
ら
で
は
、
第
二
段
落
ま
で
で
は
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
河
内
の
高
安
の
女
に
関

す
る
記
述
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
そ
れ
が
大
和
の
女
と
の
対
比
、
男
の
心
情
へ
の
影

響
を
考
え
さ
せ
る
学
習
活
動
に
結
び
付
く
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
考
察
す
る

こ
と
に
よ
り
、
物
語
が
第
二
段
落
で
終
結
し
た
場
合
の
主
題
と
は
異
な
る
新
た
な
主

題
の
読
み
込
み
が
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
三
段
落
は
、
こ
れ
を
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
で
二
十
三
段
全

体
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
秋
山
虔
氏
に
よ
れ
ば
、
第
三
段
落
は
⑴
「
ま

れ
ま
れ
…
…
い
か
ず
な
り
に
け
り
。」
と
⑵
「
さ
り
け
れ
ば
…
…
住
ま
ず
な
り
に
け

り
。」の
二
つ
に
分
か
れ
る
。
そ
し
て
、物
語
と
し
て
は
⑴
の「
行
か
ず
な
り
に
け
り
。」

と
い
う
結
び
で
終
わ
れ
ば
十
分
で
あ
り
、
⑵
は
附
け
足
し
と
い
う
感
じ
も
強
い
こ
と

に
な
る(
)。
こ
れ
を
受
け
て
市
原
愿
氏
は
、
第
二
段
落
ま
で
と
第
三
段
落
の
間
の
断
層

を
認
め
た
上
で
、
第
三
段
落
の
⑴
は
第
二
段
落
ま
で
と
調
和
す
る
が
、
⑵
は
そ
れ
ま

で
と
異
な
っ
た
旋
律
、
奇
妙
な
屈
折
が
あ
る
点
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
異
質

な
⑵
に
つ
い
て
、後
人
が
第
一
・
二
段
落
の
物
語
的
詞
章
と
和
歌
に
よ
る
構
成
に
倣
っ

て
、
⑴
に
新
た
に
追
録
し
て
終
楽
章
と
し
て
の
統
一
的
形
態
を
整
え
た
の
で
は
な
い
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か
と
考
え
、
第
二
段
落
を
軸
と
す
る
二
十
三
段
の
成
立
論
を
展
開
し
て
い
る(

)。
こ
の

よ
う
に
、
第
三
段
落
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
十
三
段
の
段
落
相
互
の
関
係
を
考

え
る
学
習
活
動
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
物
語
の
成
立
過
程
を
考
え
る
学
習
活
動
が
見
え

て
く
る
。
今
は
こ
れ
以
上
そ
れ
ら
に
つ
い
て
述
べ
る
余
裕
が
な
い
た
め
、
そ
の
詳
細

は
別
稿
を
期
し
た
い
。

（
五
）
高
安
の
女
の
歌
二
首

第
三
段
落
⑴
の
末
尾
を
み
る
と
、
第
二
段
落
と
同
じ
「
行
か
ず
な
り
に
け
り
。」
で

結
ば
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
秋
山
虔
氏
、
市
原
愿
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
で

物
語
は
名
実
と
も
に
終
わ
る
こ
と
も
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、物
語
は「
さ

り
け
れ
ば
」
と
続
く
。
そ
し
て
、
第
三
段
落
⑵
で
は
高
安
の
女
の
歌
二
首
が
詠
ま
れ

る
。
で
は
、
こ
こ
で
、
な
ぜ
高
安
の
女
は
歌
を
詠
ん
だ
の
か
。
先
述
の
市
原
愿
氏
の

成
立
論
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
れ
に
よ
り
、
高
安
の
女
に
は
物
語
的
詞
章
と
和
歌
と

が
整
い
、
大
和
の
女
の
物
語
的
詞
章
と
和
歌
と
の
対
比
に
よ
る
二
十
三
段
の
テ
ー
マ

へ
と
物
語
は
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
二
首
の
歌
の
内
容
、
解
釈
、
評
価
、

そ
し
て
位
置
付
け
に
つ
い
て
み
て
い
く
。

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
む
生
駒
山
雲
な
隠
し
そ
雨
は
降
る
と
も

男
は
、
高
安
の
女
が
自
ら
杓
文
字
を
手
に
飯
を
分
配
す
る
行
為
を
見
て
「
心
憂
が

り
て
」
以
後
、
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
の
を
や
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
高
安
の

女
は
、
来
な
く
な
っ
た
男
が
住
ん
で
い
る
大
和
の
方
を
見
や
っ
て
こ
の
歌
を
詠
む
。

初
句
「
君
が
あ
た
り
」
は
、「
あ
な
た
の
住
ん
で
い
る
辺
り
」
の
意
で
、
こ
こ
で
は

男
が
住
ん
で
い
る
大
和
の
方
角
の
意
で
あ
る
。
第
二
句
の
「
見
つ
つ
」
に
間
投
助
詞

「
を
」
が
付
く
こ
と
で
感
動
、
強
意
が
加
わ
り
、「
何
度
も
何
度
も
見
て
は
」
の
意
と

な
る
。「
居
ら
む
」
は
じ
っ
と
そ
の
状
態
を
継
続
す
る
意
志
を
表
す
。
そ
し
て
、
第
四

句
「
雲
な
隠
し
そ
」
の
「
な
〜
そ
」
に
つ
い
て
は
、
富
士
谷
成
章
の
『
あ
ゆ
ひ
抄
』

に
説
が
あ
り
、「
〜
な
」
は
手
厳
し
い
禁
止
で
絶
対
的
で
あ
る
の
に
対
し
、「
な
〜
そ
」

は
も
の
柔
ら
か
な
制
止
で
条
件
付
き
で
あ
る
と
し
て
い
る(

)。
第
五
句
は
「
雨
は
降
る

と
も
（
た
と
え
雨
は
降
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
が
）」
と
、「
と
も
」
に
よ
る
逆
接
の
仮

定
条
件
が
付
い
て
倒
置
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
雨
は
」の
係
助
詞「
は
」に
よ
っ

て
「
雨
」
と
「
雲
」
が
対
比
さ
れ
、
高
安
の
女
は
、
意
図
と
し
て
み
る
と
「
雨
は
降

る
と
も
／
雲
な
隠
し
そ
」
の
ご
と
く
「
降
る
雨
」
よ
り
も
強
く
「
隠
す
雲
」
に
生
駒

山
に
対
す
る
自
ら
の
思
い
を
託
し
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。

な
お
、
下
の
句
に
つ
い
て
は
、
雨
が
降
れ
ば
生
駒
山
は
見
え
な
い
は
ず
な
の
に
、

雨
が
降
っ
て
も
よ
い
か
ら
、
と
い
う
の
は
条
理
に
外
れ
る
願
い
だ
と
し
て
、
そ
こ
に

男
を
思
う
女
の
切
な
さ
を
読
み
取
る
解
釈
が
あ
る(
)。

女
に
と
っ
て
、
雲
が
か
か
っ
て

生
駒
山
が
見
え
な
く
な
る
こ
と
は
、
男
へ
の
思
い
を
向
け
る
場
所
す
ら
見
失
う
こ
と

に
な
り
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

歌
意
は
、
片
桐
洋
一
氏
に
よ
れ
ば
、「
あ
の
人
が
住
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
ほ
う
を
何

度
も
何
度
も
見
な
が
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
し
ょ
う
。
あ
の
生
駒
山
を
雲
は
隠
さ
な
い

で
く
だ
さ
い
。
た
と
え
雨
の
降
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と
も
。」
で
あ
る(
)。

句
切
れ
は
、
第

二
句
（「
む
」
は
意
志
の
助
動
詞
、
終
止
形
）
と
第
四
句
（「
そ
」
は
終
助
詞
）
の
二

個
所
に
あ
る
。

一
方
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
眺
め
続
け
た
い
、
思
い
続
け
て

い
た
い
と
思
う
対
象
を
、
意
地
悪
く
も
雲
な
ど
の
自
然
物
象
が
さ
え
ぎ
っ
て
し
ま
う

こ
と
へ
の
嘆
き
を
歌
う
の
で
あ
り
、
そ
の
嘆
き
を
通
し
て
愛
着
や
執
着
の
心
を
表
し

て
い
る
。（
中
略
）
わ
が
恋
す
る
人
の
象
徴
と
し
て
の
生
駒
山
へ
の
祈
り
に
も
似
た

憧
れ
が
切
実
な
ひ
び
き
を
伴
っ
て
歌
わ
れ
て
い
る
」
と
解
釈
す
る(
)。

さ
て
、
こ
の
歌
は
『
万
葉
集
』
巻
十
二
の
三
〇
三
二
番
歌
「
君キ

ミ

之ガ

当
見

ア
タ
リ
ミ

乍ツ
ツ

母モ

将
居

ヲ
ラ
ム

伊
駒
山

イ
コ
マ
ヤ
マ

雲ク
モ

莫ナ
タ

蒙
雨

ナ
ビ
キ
ア
メ

者ハ

雖フ
ル

零ト
モ

」が
原
歌
で
あ
る
。
そ
の
第
四
句「
雲
な
た
な
び
き（「
な
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（
副
詞
）
＋
連
用
形
」
で
柔
ら
か
い
禁
止
を
表
す
）」
は
、
高
安
の
女
の
歌
で
は
「
雲

な
隠
し
そ
」
と
な
っ
て
い
る
。
自
動
詞
「
た
な
び
く
」
は
雲
が
生
駒
山
に
横
に
長
く

引
い
て
生
駒
山
が
見
え
に
く
く
な
る
こ
と
を
表
す
の
に
対
し
、
他
動
詞
「
隠
す
」
は

雲
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
生
駒
山
へ
の
視
界
を
遮
り
完
全
に
見

え
な
く
す
る
こ
と
を
表
す
。
す
な
わ
ち
、「
雲
な
た
な
び
き
」
は
生
駒
山
を
少
し
で
も

見
え
る
よ
う
に
し
て
お
い
て
ほ
し
い
と
い
う
自
然
現
象
の
雲
へ
の
祈
り
に
近
い
の
に

対
し
、「
雲
な
隠
し
そ
」
は
雲
を
擬
人
的
に
と
ら
え
て
生
駒
山
が
少
し
で
も
見
え
な
く

な
る
よ
う
な
こ
と
だ
け
は
決
し
て
し
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
懇
願
で
あ
る
と
言
え

る
。
こ
の
「
雲
な
た
な
び
き
」
か
ら
「
雲
な
隠
し
そ
」
へ
の
改
変
は
、
大
和
の
男
を

慕
う
縁
と
よ
す
が

し
て
生
駒
山
を
見
続
け
て
い
た
い
と
い
う
高
安
の
女
の
思
い
を
強
く
表
現

す
る
。
実
際
、
生
駒
山
は
、
気
象
条
件
次
第
で
、
雨
が
降
っ
て
煙
っ
て
も
山
影
が
視

界
に
入
る
こ
と
も
あ
り
、
雨
が
降
ら
ず
と
も
雲
だ
け
が
た
な
び
い
て
視
界
が
妨
げ
ら

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
、
古
橋
信
孝
氏
に
よ
れ
ば
、
万
葉
人
に
と
っ
て
、
本
来
、

雲
と
雨
は
結
び
つ
い
て
お
り
、
同
値
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
中
で
、
こ
の
歌
は
異
色

で
あ
る
と
い
う(
)。
つ
ま
り
、
万
葉
人
に
と
っ
て
雨
と
雲
は
重
な
る
（
同
値
）
で
あ
る

と
い
っ
た
共
通
の
観
念
に
反
し
、
こ
の
歌
が
雨
と
雲
を
切
り
離
し
て
い
る
点
で
注
目

さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
二
十
三
段
の
書
き
手
に
と
っ
て
は
、
高
安
の
女
に
は
『
万
葉

集
』
三
〇
三
二
番
歌
に
お
け
る
第
五
句
の
「
降
る
雨
」
よ
り
も
第
四
句
の
「
た
な
び

く
雲
」、
そ
れ
以
上
に
第
四
句
に
お
け
る
「
隠
す
雲
」
に
向
か
っ
て
懇
願
す
る
表
現
と

し
て
の
「
雲
な
隠
し
そ
」
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る

高
安
の
女
が
「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
を
詠
ん
で
か
ら
し
ば
ら
く
し
て
、
や
っ
と
の

こ
と
で
、
大
和
の
男
か
ら
「
そ
ち
ら
へ
行
く
よ
」
と
の
便
り
が
届
い
た
。
そ
こ
で
、

女
は
喜
ん
で
待
っ
て
い
る
が
、
男
は
来
な
い
。
こ
の
よ
う
な
空
し
く
過
ぎ
る
夜
が
何

度
も
繰
り
返
さ
れ
た
の
で
、
女
は
こ
の
歌
を
詠
む
。

初
句
「
君
来
む
と
」
は
、「
あ
な
た
が
こ
ち
ら
へ
来
よ
う
と
」
の
意
で
、
高
安
の
女

の
視
点
か
ら
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。
地
の
文
に「
大
和
人
、「
来
む
。」と
言
へ
り
。」

と
あ
っ
た
の
も
実
は
高
安
の
女
の
視
点
に
よ
る
表
現
で
あ
り
、
書
き
手
の
視
点
か
ら

は
「
大
和
人
、「
行
か
む
。」
と
言
へ
り
。」
と
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
。

次
の
「
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
」
は
、
男
が
「
来
よ
う
」
と
言
っ
て
約
束

し
た
夜
は
、
ど
の
夜
も
男
が
来
る
こ
と
な
く
空
し
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
意

で
あ
る
。
第
四
句
「
頼
ま
ぬ
も
の
の
」
の
接
続
助
詞
「
も
の
の
」
は
逆
接
の
確
定
条

件
を
表
し
、
句
末
に
見
ら
れ
る
「
ぞ
経
る
」
の
係
り
結
び
と
相
俟
っ
て
末
句
の
内
容

を
強
調
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
新
注
の
『
新
釈
』
に
は
「
た
の
み
に
は
な

ら
じ
と
思
ひ
な
が
ら
も
心
に
か
ゝ
り
て
こ
ひ
つ
ゝ
ぞ
を
る
と
い
ふ
意
」
と
あ
る
。
ま

た
、『
古
意
』
は
、
こ
の
歌
を
「
来
ん
と
聞
え
つ
る
に
こ
ぬ
夜
の
多
く
過
ぬ
れ
ば
、
今

は
さ
る
お
と
づ
れ
の
あ
れ
ど
思
ひ
た
の
ま
れ
ぬ
も
の
か
ら
猶
も
恋
し
た
ひ
つ
ゝ
月
日

の
経
ゆ
く
」
と
注
釈
す
る
。

歌
意
は
、
片
桐
洋
一
氏
に
よ
れ
ば
「
あ
な
た
が
「
来
よ
う
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
夜

は
、
そ
の
度
ご
と
に
む
な
し
く
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
も
う
あ
て
に
は
し
て
い
な

い
け
れ
ど
も
、
恋
い
慕
い
な
が
ら
過
ご
し
て
お
り
ま
す
。」
と
あ
る(

)。

一
方
、
鈴
木
日
出
男
氏
は
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
「
訪
れ
て
は
く
れ
そ
う
も
な
い
相

手
な
の
に
心
待
ち
し
て
し
ま
う
思
い
を
詠
ん
だ
歌
で
（
中
略
）
諦
め
き
れ
ぬ
女
の
執

心
を
痛
切
に
歌
っ
て
い
る
。」。
ま
た
、「「
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
」
と
「
恋
ひ
つ
つ

ぞ
ふ
る
」
の
照
応
に
よ
っ
て
、
恋
の
不
毛
の
時
間
の
、
切
れ
め
の
な
い
絶
望
的
な
長

さ
を
思
っ
て
い
る
。（
中
略
）
交
渉
の
回
復
の
不
可
能
を
思
い
つ
つ
も
、
男
に
訴
え
か

け
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
女
の
心
が
、
こ
の
歌
に
は
形
象
さ
れ
て
い
る
」
と
解
釈
し
て

い
る(
)。

ま
た
、
中
田
幸
司
氏
は
、「
初
句
に
は
男
の
言
葉
を
引
用
し
、
そ
の
言
葉
を
頼

り
に
し
な
が
ら
幾
日
も
過
ぎ
て
「
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る
」
と
待
つ
女
の
常
套
表
現
を
結
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句
に
置
い
て
思
い
を
述
べ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
歌
を
送
る
段
階
で
は
半
ば
「
頼
ま
ぬ

も
の
の
」
と
男
を
あ
き
ら
め
な
が
ら
も
、
思
い
を
伝
え
た
い
、
あ
き
ら
め
き
れ
な
い

女
の
葛
藤
す
る
姿
が
読
み
取
れ
る
」
と
解
釈
す
る(
)。

こ
う
し
て
み
る
と
、
こ
の
歌
は
確
か
に
高
安
の
女
の
男
に
対
す
る
真
情
が
表
出
さ

れ
て
い
る
面
が
認
め
ら
れ
る
一
方
で
、
は
た
し
て
そ
の
よ
う
な
思
い
を
受
け
た
男
の

心
情
は
ど
の
程
度
、
揺
り
動
か
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
も
す
る
。

（
六
）
二
首
の
歌
の
評
価

高
等
学
校
「
国
語
総
合
」
の
言
語
活
動
と
し
て
筆
者
は
、
二
十
三
段
で
詠
ま
れ
た

歌
五
首
の
ラ
ン
キ
ン
グ
審
査
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
が(

)、
こ
こ
で
は
高
安
の
女
が

詠
ん
だ
歌
二
首
の
評
価
を
一
つ
の
論
点
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
10
〉
高
安
の
女
の
歌
二
首
へ
の
評
価
は
高
い
か
、
低
い
か
。

先
学
の
諸
論
考
に
お
け
る
二
首
の
歌
の
評
価
を
表
す
言
語
表
現
（
評
言
）
に
着
目

す
る
と
、
高
く
評
価
す
る
も
の
と
そ
う
で
は
な
い
も
の
に
分
か
れ
る
。

最
初
に
、
二
首
を
高
く
評
価
す
る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
挙
げ
る
。

秋
山
虔
氏
は
、
高
安
の
女
に
つ
い
て
「
こ
こ
で
は
高
安
の
女
は
お
と
し
め
ら
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
女
性
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
愛
す
る
男
を
恋
慕
し
て
待
ち
か
ね
、
二
つ

の
歌
を
う
た
い
あ
げ
る
切
実
な
な
げ
き
の
人
妻
と
し
て
形
象
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ

て
い
る(
)。
こ
の
点
で
、
高
安
の
女
の
二
首
の
歌
は
、
愛
す
る
男
へ
の
恋
慕
、
切
実
な

嘆
き
を
表
現
し
た
評
価
す
る
に
値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
市
原
愿
氏
は
、
二
首
の
歌
に
つ
い
て
「
女
が
自
分
か
ら
去
っ
て
行
っ
た
、

或
は
去
っ
て
行
こ
う
と
す
る
男
を
し
の
ぶ
と
い
う
点
で
右
の
二
首
は
高
安
の
女
の
心

情
吐
露
の
歌
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
し
て
Ｃ
段
﹇
本
稿
の
第
三
段
落
﹈
の
説
話
に
拉

致
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。（
中
略
）
夫
に
対
す
る
純
粋
な
愛
情
や
優
雅
な
心

情
は
二
首
の
歌
に
完
全
に
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
述
べ
て(
)、
二

首
を
高
く
評
価
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
野
口
元
大
氏
は
、「
こ
の
女
の
心
の
や
さ
し
さ
、
夫
に
対
す
る
愛
憐
の
情

の
ふ
か
さ
は
、
そ
の
二
首
の
歌
に
よ
っ
て
、
十
分
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
十
分
に
理
解
さ
れ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
高
安
の
女
の
悲
痛
な
二
首
の
歌
を
み
て
も
、
も
と

の
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
に
何
ら
遜
色
は
な
い
。
こ
の
歌
に
溢
れ
る
真
情
に
動
か

さ
れ
な
い
男
の
心
は
ま
っ
た
く
頑
な
と
い
っ
て
よ
い
」
と
述
べ
て(
)、
高
安
の
女
の
歌

二
首
を
大
和
の
女
の
歌
と
同
等
の
も
の
と
し
て
高
く
評
価
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
と
軌
を
一
に
し
て
、
原
田
敦
子
氏
は
、「「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
に
こ
め
ら

れ
た
高
安
の
女
の
ひ
た
む
き
な
思
い
は
、「
風
吹
け
ば
」
の
歌
に
比
し
て
何
ら
遜
色
な

く
、
こ
れ
ら
二
首
の
歌
が
本
来
的
に
有
し
て
い
た
哀
切
と
も
言
え
る
純
粋
さ
が
、（
中

略
）
前
者
﹇「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
﹈
の
直
截
で
真
摯
な
響
き
と
、
後
者
﹇「
君
来
む

と
」
の
歌
﹈
の
屈
折
し
た
思
い
と
、
二
首
の
歌
は
、
高
安
の
女
の
無
為
な
愛
と
嘆
き

の
姿
を
表
現
し
て
、
そ
ぞ
ろ
哀
れ
を
催
さ
せ
る
」
と
述
べ
る
に
至
る(
)。

次
に
、
二
首
を
そ
の
よ
う
に
高
く
は
評
価
し
な
い
と
す
る
も
の
を
挙
げ
る
。

高
橋
文
二
氏
は
、「「
風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
た
つ
た
山
云
々
」
の
歌
に
し
て
も
、
後

の
高
安
の
女
が
歌
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
二
首
の
歌
（
中
略
）
の
み
ず
か
ら
の
思

い
に
の
み
関
わ
る
こ
と
切
な
る
も
の
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
思
い
や
り
に
満
ち
た
、

ま
さ
に
他
に
関
っ
て
ゆ
く
こ
と
の
つ
つ
ま
し
さ
を
も
っ
た
歌
で
あ
る
と
思
う
。
他
に

関
っ
て
ゆ
く
、
と
い
う
あ
り
方
を
除
け
ば
、
こ
れ
ら
三
首
の
歌
は
、
た
だ
ひ
た
す
ら

さ
と
い
う
点
の
み
を
強
調
さ
れ
て
質
的
な
差
を
ほ
と
ん
ど
も
た
ぬ
と
思
う
」
と
述
べ

な
が
ら
も
、
そ
れ
に
続
け
て
高
安
の
女
の
二
首
に
お
け
る
「
心
嗜
み
」
の
欠
如
を
指

摘
し
、
二
首
に
高
い
評
価
を
与
え
る
こ
と
は
し
て
い
な
い(
)。

ま
た
、
田
口
尚
幸
氏
は
そ
の
点
を
捉
え
つ
つ
、「
河
内
国
の
女
に
〈
無
私
の
愛
〉
は

見
当
た
ら
な
い
。
あ
る
の
は
、
男
の
愛
を
得
て
幸
せ
に
な
り
た
い
と
い
う
自
己
の
強
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い
欲
求
だ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、﹇
野
口
元
大
氏
が
﹈「
夫
に
対
す
る
愛
憐
の
情
の
ふ

か
さ
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
男
の
愛
を
求
め
て
い
る
と
い
う
だ
け
の
話
で
、
男

に
愛
を
与
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
、
男
は
二
人
の
女
の
愛
の

質
的
相
違
を
感
じ
と
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て(
)、
大
和
の
女
と
高
安
の
女
の
そ
れ
ぞ
れ

の
歌
に
お
け
る
愛
の
質
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。

同
様
に
、
原
國
人
氏
も
、「
初
恋
の
女
性
の
歌
と
こ
の
女
性
の
歌
を
よ
み
く
ら
べ
た

時
、詠
歌
の
姿
勢
に
根
本
的
な
姿
勢
の
差
異
が
あ
る
の
に
す
ぐ
気
が
つ
き
ま
す
。（
中

略
）
片
方
の
女
性
の
歌
は
、
ひ
た
す
ら
愛
人
の
無
事
を
祈
る
も
の
、
も
う
一
方
は
、

自
己
顕
示
の
歌
、
そ
こ
で
、
こ
の
男
は
前
者
を
選
択
し
た
と
い
う
わ
け
で
す(
)」
と
、

二
人
の
女
の
詠
歌
の
姿
勢
と
男
が
行
っ
た
選
択
（
結
果
）
を
関
係
づ
け
て
そ
の
優
劣

を
明
確
に
し
て
い
る
。

一
方
、
奥
村
英
司
氏
は
、「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
加
え
た
三
首
の
歌
を
分
析
し
な
が

ら
も
三
首
の
優
劣
に
は
言
及
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
力
の
ゆ
く
え
に
つ
い
て
考
察

し
て
い
る(
)。
ま
た
、
早
乙
女
利
光
氏
に
お
い
て
も
、「
大
和
の
女
の
歌
は
、
技
巧
的
に

も
特
に
目
立
つ
と
こ
ろ
は
な
い
。
高
安
の
女
の
歌
も
技
巧
的
に
は
単
純
だ
が
、『
万

葉
集
』
に
類
歌
も
あ
り
下
手
な
歌
と
は
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
末
も

合
わ
ぬ
支
離
滅
裂
な
歌
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
の
章
段
の
読
み
取
り
は
容
易
な
の
だ

が
、
そ
う
で
は
な
い
（
中
略
）
男
が
高
安
の
女
の
も
と
に
通
わ
な
く
な
っ
た
の
は
、

大
和
の
女
の
和
歌
が
優
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
く
、
高
安
の
女
の
和
歌
が
劣
っ
て
い

た
か
ら
で
も
な
い(
)」
の
よ
う
に
、
三
首
の
歌
に
つ
い
て
評
し
な
が
ら
も
、
三
首
の
間

に
明
確
な
優
劣
を
付
け
る
こ
と
は
な
い
。

一
般
に
、
物
事
の
評
価
に
際
し
て
は
評
価
の
観
点
や
基
準
が
必
要
で
あ
る
。
歌
の

評
価
な
ら
、
そ
れ
は
本
稿
の
（
五
）（
六
）
で
み
た
よ
う
に
、
例
え
ば
、
表
現
技
法
で

あ
っ
た
り
、
歌
に
託
さ
れ
た
作
者
の
心
情
の
内
容
や
思
い
の
程
度
で
あ
っ
た
り
、
歌

が
相
手
の
心
を
射
止
め
た
か
否
か
と
い
っ
た
効
力
で
あ
っ
た
り
す
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
は
高
安
の
女
の
歌
二
首
の
み
を
評
価
の
対
象
（
絶
対
評
価
）
と
す
る
か
、
そ
こ

に
大
和
の
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
引
き
合
い
に
出
す
（
相
対
評
価
）
か
に
よ
っ

て
評
価
が
分
か
れ
る
と
い
う
点
を
ひ
と
ま
ず
指
摘
す
る
だ
け
に
し
て
お
き
た
い
。

（
七
）
二
首
の
歌
の
出
自
と
享
受
・
継
承

本
節
で
は
、
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
高
安
の
女
の
歌
二
首
の
出
自
に
つ
い
て
み

る
と
と
も
に
、
そ
の
後
世
に
お
け
る
享
受
・
継
承
に
つ
い
て
み
る
。

一
首
目
の
「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
に
つ
い
て
、
新
注
の
『
伊
勢
物
語
童
子
問
』（
荷

田
春
満
、
江
戸
中
期
）
に
は
「
問
、
此
哥
新
古
今
に
恋
上
に
入
て
、
よ
み
人
し
ら
ず

と
有
。
例
の
ご
と
く
此
物
語
の
う
た
を
載
ら
れ
た
る
か
、
但
古
哥
に
や
。
答
、
新
古

今
集
に
載
ら
れ
た
る
は
此
物
語
の
う
た
を
も
て
載
ら
れ
た
る
成
べ
し
。
此
物
語
に
て

は
女
の
哥
に
て
作
者
不
知
な
り
。（
中
略
）
新
古
今
集
に
入
ら
れ
た
る
も
、
万
葉
集
を

み
て
入
ら
れ
た
る
に
あ
ら
ず
。
此
物
語
を
み
て
入
ら
れ
た
る
」
と
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
の
歌
は
『
新
古
今
和
歌
集
』（
巻
十
五
、
恋
歌
五
、
一
三
六
九
番
歌
）

に
「
読
人
し
ら
ず
」
と
し
て
収
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
『
万
葉
集
』（
巻
十
二
、

三
〇
三
二
番
歌
）
か
ら
で
も
な
く
、『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
の
高
安
の
女
が
詠
ん
だ

歌
か
ら
採
録
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
は
奈
良

時
代
の
民
謡
的
な
歌
、『
万
葉
集
』
以
来
の
古
歌
で
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
平
安
時

代
の
『
伊
勢
物
語
』
を
経
て
鎌
倉
時
代
の
『
新
古
今
和
歌
集
』
へ
と
脈
々
と
享
受
・

継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
。

次
に
、「
君
来
む
と
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
同
じ
く
『
童
子
問
』
に
「
問
、
抄
、
古

今
に
は
「
恋
つ
ゝ
ぞ
ふ
る
」
と
有
。
是
は
あ
り
の
ま
ゝ
な
る
哥
也
。
君
来
む
と
度
々

過
し
侍
れ
ば
、た
の
ま
ず
は
有
な
が
ら
又
さ
す
が
に
待
て
恋
つ
ゝ
ぬ
る
と
也
と
有
り
。

此
説
い
か
が
。
答
、
古
今
と
い
へ
る
は
非
也
。
此
哥
新
古
今
恋
三
に
入
て
、
よ
み
人

し
ら
ず
と
有
。
此
五
句
を
「
こ
ひ
つ
ゝ
ぞ
ぬ
る
」「
こ
ひ
つ
ゝ
ぞ
ふ
る
」
の
い
は
、
此

物
語
伝
写
の
誤
り
成
べ
し
。「
ぬ
る
」と
い
ひ
て
は
理
も
た
が
ひ
、新
古
今
に「
ふ
る
」
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と
直
し
て
入
ら
れ
た
る
に
て
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
本
「
ふ
る
」
な
る
を
あ
や
ま
り
て

此
物
語
に
「
ぬ
る
」
と
か
け
る
成
べ
し
。
其
証
拠
は
真
名
に
は
「
不
特
魂
廼
恋
乍
社

歴
」
と
有
を
見
て
知
る
也
。」
と
あ
る
。

こ
れ
は
、
新
注
の
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
に
お
い
て
「
君
来
む
と
」
の
歌
が
『
古

今
和
歌
集
』
に
あ
る
と
い
う
の
は
誤
り
で
、
正
し
く
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
恋
三
に

あ
る
こ
と
を
い
う
。
そ
し
て
、『
伊
勢
物
語
』﹇
武
田
本
﹈
に
は
第
五
句
が
「
こ
ひ
つ
ゝ

ぞ
ぬ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
誤
写
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の

歌
は
、
類
歌
が
見
つ
か
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
民
謡
的
な
古
歌
、
二
十
三
段
の
書

き
手
に
よ
る
物
語
歌
と
も
推
測
さ
れ
て
い
る(
)。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
君
来
む
と
」
の
歌

が
少
な
く
と
も
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
『
新
古
今
和
歌
集
』（
巻
十
五
、
恋
歌
三
、
一
二

〇
七
番
歌
、「
題
知
ら
ず
」
の
「
読
人
し
ら
ず
」）
収
載
の
歌
へ
と
享
受
・
継
承
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
知
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
、
<論
点
10
>で
示
し
た
二
首
の
評
価
に
つ
い
て
『
新
古
今
和
歌
集
』

収
載
の
二
首
の
場
合
で
み
る
と
、「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
に
対
し
て
は
「
素
朴
で
ひ
た

む
き
な
心
情
が
生
き
て
、
重
厚
な
叙
情
で
あ
る
。」
と
評
さ
れ
て
お
り
、「
君
来
む
と
」

の
歌
に
対
し
て
は
「
男
に
飽
き
ら
れ
た
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
な
お
、
愛
情
を
い
だ

き
続
け
る
純
真
な
女
心
の
真
実
に
重
み
が
あ
る
」
と
評
さ
れ
て
い
る(
)。

確
か
に
、
二
首
の
歌
の
優
劣
は
一
概
に
付
け
が
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
、
恋

愛
の
進
行
過
程
と
い
う
観
点
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
既
に
そ
の
後
期
と
も
言
え
る
「
君

来
む
と
」
の
歌
よ
り
も
、
ま
だ
恋
愛
の
進
行
期
と
言
え
る
「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
の

ほ
う
が
男
の
心
を
強
く
捉
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
以
前
、
筆
者
が
大
学

生
対
象
に
二
十
三
段
の
模
擬
授
業
で
行
っ
た
五
首
の
ラ
ン
キ
ン
グ
審
査
会
の
結
果
で

は
、
こ
の
二
首
に
関
し
て
は
「
君
来
む
と
」
の
歌
よ
り
も
「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
の

ほ
う
が
上
位
に
来
て
い
る(
)。
こ
れ
は
、
現
代
の
若
者
に
お
け
る
こ
の
二
首
に
対
す
る

一
つ
の
評
価
な
が
ら
も
、
歌
の
享
受
の
不
変
的
な
あ
り
よ
う
を
端
的
に
示
し
て
い
る

よ
う
に
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
八
）
男
が
高
安
の
女
通
い
を
完
全
に
や
め
た
理
由
「
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。」

第
三
段
落
⑵
で
、
高
安
の
女
は
足
が
遠
の
い
た
男
に
向
け
て
二
首
の
歌
を
詠
ん
で

贈
っ
た
が(
)、
男
は
女
の
所
に
二
度
と
通
っ
て
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、

男
が
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
の
を
す
っ
か
り
や
め
て
し
ま
っ
た
理
由
は
何
か
を
一
つ

の
論
点
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〈
論
点
11
〉
男
は
、
な
ぜ
高
安
の
女
の
所
に
通
う
の
を
完
全
に
や
め
た
の
か
。

男
が
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
の
を
完
全
に
や
め
た
理
由
（「
行
か
ず
」
か
ら
「
住
ま

ず
」
へ
の
変
化
）
に
つ
い
て
先
学
の
諸
論
考
を
み
る
と
、
第
一
に
そ
れ
を
高
安
の
女

の
行
為
に
求
め
る
も
の
、
第
二
に
物
語
に
お
け
る
高
安
の
女
の
位
置
付
け
に
求
め
る

も
の
、
第
三
に
高
安
の
女
が
詠
ん
だ
二
首
の
歌
の
評
価
に
求
め
る
も
の
が
あ
る
。

第
一
の
例
と
し
て
、
安
藤
亨
子
氏
に
よ
る
見
解
、
す
な
わ
ち
「
高
安
の
女
は
男
の

不
在
時
に
「
う
ち
と
け
」
姿
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
手
づ
か
ら
食
事
の
世
話
を
す
る
と

い
う
い
わ
ば
糠
味
噌
く
さ
さ
は
（
中
略
）
今
更
に
歌
を
贈
っ
て
み
て
も
、
高
安
の
女

は
待
つ
女
に
た
ち
戻
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
飯
を
盛
る
と

い
う
自
分
の
仕
事
を
持
っ
て
し
ま
っ
た
女
に
男
は
魅
力
を
感
じ
な
く
な
っ
た
と
も
い

え
る(
)」を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
男
は
、高
安
の
女
が
自
ら
給
仕
す
る
様
子
に
す
っ

か
り
幻
滅
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
第
二
の
例
と
し
て
、
松
島
毅
氏
に
よ
る
見
解
、
す
な
わ
ち
「
筒
井
筒
の
女

は
歌
を
詠
み
、
夫
を
取
り
戻
し
た
が
、
一
方
の
高
安
の
女
は
、
い
か
に
歌
を
詠
ん
だ

と
こ
ろ
で
男
を
呼
び
も
ど
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
実
は
、
歌
の
よ
し
あ
し

の
問
題
で
は
な
く
、
も
と
も
と
男
が
二
人
の
女
そ
れ
ぞ
れ
に
抱
い
て
い
た
愛
情
の
濃

淡
に
由
来
す
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
い
っ
た
ん
愛
情
を
失
え
ば
、
高
安
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の
女
に
は
、
も
う
夫
を
取
り
戻
す
術
は
な
い(

)」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
物
語
に
お
い
て
、

筒
井
筒
の
女
は
男
か
ら
幼
な
じ
み
の
深
く
愛
さ
れ
る
べ
き
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
の
に
対
し
、
高
安
の
女
は
経
済
的
困
窮
を
賄
う
だ
け
の
存
在
と
し
て
位
置

付
け
ら
れ
て
い
た
と
捉
え
た
見
解
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
見
解
の
よ
う
に
男
が
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
の
を
完
全
に
や

め
た
理
由
を
歌
そ
れ
自
体
に
で
は
な
く
、女
の
行
為
に
、あ
る
い
は
物
語
や
男
に
と
っ

て
の
女
の
位
置
付
け
に
求
め
る
こ
と
は
歌
自
体
の
無
力
さ
を
主
張
す
る
こ
と
に
等
し

く
な
る
。
は
た
し
て
高
安
の
女
が
詠
ん
だ
二
首
の
歌
は
無
力
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
物
語
は
、「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
の
後
に
「
か
ら
う
じ
て
大
和
人
、「
来
む
。」

と
言
へ
り
。」
と
続
い
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
は
「
か
ら
う
じ
て
」
で
あ
っ
た

に
せ
よ
、
確
か
に
そ
の
効
力
を
発
揮
し
て
お
り
、
ま
っ
た
く
の
無
力
と
い
う
こ
と
に

は
な
る
ま
い
。

そ
こ
で
、
男
が
高
安
の
女
通
い
を
や
め
た
の
は
高
安
の
女
が
詠
ん
だ
二
首
の
歌
の

評
価
に
理
由
が
あ
っ
た
と
す
る
第
三
の
見
解
に
つ
い
て
み
る
。
先
に
（
六
）
で
二
首

の
歌
の
評
価
に
つ
い
て
み
た
が
、
高
く
評
価
す
る
も
の
と
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い

も
の
に
分
か
れ
た
。
実
は
、
そ
れ
は
二
首
の
歌
が
必
ず
し
も
高
く
評
価
で
き
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
と
い
う
含
意
の
あ
る
論
点
で
も
あ
っ
た(
)。

そ
こ
で
ま
ず
、
仮
に
二
首
が
高
く
評
価
で
き
る
歌
で
あ
る
と
し
て
み
る
と
、
な
ぜ

男
は
今
回
、
通
っ
て
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
改
め
て

考
え
て
お
き
た
い
。
第
二
段
落
で
、
大
和
の
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
は
高
く
評
価

で
き
る
優
れ
た
歌
だ
っ
た
の
で
、
男
は
改
心
し
、
高
安
の
女
の
所
へ
通
う
の
を
や
め

た
。
す
る
と
、
第
三
段
落
で
も
同
様
に
、「
君
が
あ
た
り
」
と
「
君
来
む
と
」
の
二
首

が
優
れ
た
歌
だ
っ
た
な
ら
ば
、
男
は
大
和
の
女
の
所
へ
戻
る
の
を
や
め
る
は
ず
に
な

る
。
だ
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
判
断
す
る
と
、
二
首
の

歌
は
そ
れ
ほ
ど
高
く
は
評
価
で
き
る
歌
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
関

し
て
、
二
首
の
歌
を
高
く
評
価
す
る
秋
山
虔
氏
の
見
解
を
引
く
な
ら
ば
、「﹇
第
三
段

落
で
は
﹈
お
そ
ら
く
貴
族
社
会
の
人
々
の
口
の
端
に
も
し
た
し
く
伝
え
ら
れ
た
で
あ

ろ
う
古
歌
、
あ
る
い
は
歌
語
が
利
用
さ
れ
つ
つ
（
Ｂ
）﹇
第
二
段
落
﹈
の
話
の
裏
が
わ

の
人
間
関
係
が
ゆ
た
か
に
新
し
く
脚
色
さ
れ
な
お
す
。
作
者
は
高
安
の
女
の
話
か
ら

﹇
歌
を
﹈
す
て
さ
る
の
で
は
な
く
、
歌
に
よ
っ
て
読
者
の
共
感
を
ひ
き
よ
せ
つ
つ
話
を

終
る(
)」
と
で
も
い
っ
た
回
答
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
二
首
の
歌
の
存
在

に
よ
っ
て
物
語
は
男
の
話
で
は
な
く
、
女
の
話
と
し
て
の
結
末
を
迎
え
る
。
そ
の
結

果
、
そ
こ
で
は
二
首
の
歌
の
優
劣
を
問
う
必
要
性
は
な
く
、
ま
た
、
男
が
高
安
の
女

の
所
へ
通
う
の
を
や
め
た
理
由
が
二
首
の
歌
に
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
も
不
問
に

付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
秋
山
虔
氏
に
正
し
く
従
え
ば
、
実
は
そ
う
で
は
な
く
、
物
語
は
高
く
評

価
さ
れ
る
二
首
の
優
れ
た
歌
に
よ
っ
て
「
高
安
の
女
の
形
象
化
に
混
乱
と
不
統
一
を

も
た
ら
す
結
果
」
を
招
く
。
す
な
わ
ち
、「
夫
を
思
う
悲
痛
な
二
首
の
歌
を
詠
む
高
安

の
女
と
飯
盛
る
女
と
は
物
語
の
世
界
で
統
一
さ
れ
ず
分
裂
し
て
い
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
」
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
市
原
愿
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
読

者
は
高
安
の
女
の
歌
に
純
情
と
教
養
さ
え
も
感
知
し
て
、
折
角
、
作
者
が
Ｃ
段
の
前

半﹇
第
三
段
落
⑴
﹈で
設
定
し
た
高
安
の
女
の
人
間
像
を
崩
し
、延
い
て
Ｃ
段
で
も
っ

て
Ｂ
段
﹇
第
二
段
落
﹈
の
「
風
吹
け
ば
」
の
女
の
純
情
と
妻
の
あ
は
れ
を
盛
り
上
げ

よ
う
と
し
た
意
図
を
弱
め
、
二
十
三
段
全
体
の
作
品
の
価
値
を
損
な
っ
て
し
ま
」
う

と
い
う
文
学
的
破
綻
を
招
く
に
至
る(
)。
た
だ
し
、
こ
の
見
解
で
は
、
物
語
に
お
い
て

高
安
の
女
に
優
れ
た
歌
を
詠
ま
せ
た
こ
と
が
招
く
問
題
点
に
つ
い
て
指
摘
は
さ
れ
る

が
、
男
が
高
安
の
女
通
い
を
や
め
た
理
由
が
歌
に
あ
っ
た
か
否
か
に
つ
い
て
は
な
お

不
問
に
付
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
二
首
の
歌
を
高
く
評
価
す
る
見
解
で
は
、
男
は
な
ぜ
高
安
の
女
の

所
に
完
全
に
通
わ
な
く
な
っ
た
の
か
、
結
局
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。

で
は
、
こ
の
二
首
は
や
は
り
、
高
く
評
価
す
る
に
及
ば
な
い
歌
で
あ
っ
た
の
か
。

評
価
の
上
で
言
え
ば
、
高
く
も
な
く
、
低
く
も
な
い
歌
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
出
来
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栄
え
の
劣
っ
た
評
価
の
低
い
歌
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

高
安
の
女
の
歌
二
首
に
対
す
る
先
学
の
諸
論
考
の
見
解
を
み
る
と
、そ
れ
ぞ
れ「
心

嗜
み
」
の
欠
如
、
詠
歌
の
姿
勢
、
歌
に
お
け
る
愛
の
質
的
相
違
、
男
へ
の
影
響
と
い
っ

た
も
の
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
見
解
の
根
拠
に
多
く
共
通
す

る
の
は
、歌
自
体
か
ら
導
出
さ
れ
た
結
果
と
い
う
よ
り
も
、大
和
の
女
が
詠
ん
だ「
風

吹
け
ば
」
の
歌
と
の
比
較
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
高
安
の
女
の
歌
二
首
へ
の
評
価
は
、
物﹅

語﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

大
和
の
女
の
「
風
吹

け
ば
」
の
歌
一
首
と
対
比
し
、
相
対
化
さ
れ
た
上
で
の
評
価
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
物﹅

語﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

大
和
の
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
は
男
を
取
り
戻
す
効
力

（
歌
徳
）
を
持
っ
た
の
に
対
し
、
高
安
の
女
の
二
首
の
歌
は
男
を
取
り
戻
す
効
力
（
歌

徳
）
を
持
た
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
男
が
高
安
の
女
の
所
に
通
わ
な
く
な
っ

た
理
由
を
求
め
る
な
ら
ば
、
高
安
の
女
の
歌
二
首
は
、
大
和
の
女
が
詠
ん
だ
「
風
吹

け
ば
」
の
歌
と
比
較
し
た
と
き
、
歌
自
体
の
出
来
栄
え
の
優
劣
と
い
う
よ
り
も
、
相

対
的
に
そ
の
出
来
栄
え
が
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
よ
り
も
劣
っ
て
い
た
か
ら
だ
と
い
う

回
答
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

（
九
）
歌
徳
説
話
た
り
え
ぬ
章
段
へ
の
変
容

前
節
で
、
男
が
高
安
の
女
通
い
を
完
全
に
や
め
た
理
由
と
し
て
高
安
の
女
の
歌
二

首
が
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
と
比
較
し
て
劣
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
。
し
か

し
、
そ
れ
は
男
の
行
動
の
変
容
を
も
た
ら
し
た
か
否
か
と
い
う
結
果
か
ら
の
理
由
づ

け
で
あ
る
と
い
う
そ
し
り
も
免
れ
な
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
再

度
、
高
安
の
女
の
歌
二
首
が
大
和
の
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
と
同
等
に
高
く
評
価

さ
れ
得
る
優
れ
た
歌
で
あ
っ
た
と
し
た
場
合
、
な
ぜ
男
に
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
か
を

次
の
よ
う
な
論
点
と
し
て
問
い
直
し
た
い
。

〈
論
点
12
〉「
筒
井
筒
」
章
段
は
、
歌
徳
説
話
と
言
え
る
か
。

高
安
の
女
の
歌
二
首
そ
れ
自
体
は
、
高
く
評
価
で
き
る
優
れ
た
歌
で
あ
る
と
思
わ

れ
も
す
る
の
だ
が
、「
筒
井
筒
」
章
段
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
歌
と
し
て
は
扱
わ
れ

て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
高
く
評
価
で
き
る
よ
う
な
優
れ
た
歌
で
は
な
い
歌
と
し
て

位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
優
れ
た
歌
と
は
、『
古
今
和
歌
集
』

仮
名
序
に
見
ら
れ
る
「
男
女
の
中
を
も
和
ら
げ
」
る
効
力
を
持
つ
歌
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
仮
に
二
首
の
歌
が
（
記
紀
歌
謡
に
お
け
る
）
独
立
歌
謡
に
相
当
す
る
も
の
で
あ

る
と
見
な
す
と
、
女
が
男
を
慕
う
相
聞
の
歌
と
し
て
、
そ
こ
に
愛
の
質
的
相
違
を
認

め
る
に
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
高
く
評
価
で
き
る
歌
で
あ
り
、
事
実
、
後
に
『
新
古
今

和
歌
集
』
恋
歌
に
収
載
さ
れ
る
名
歌
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、『
伊
勢
物
語
』
二

十
三
段
に
お
い
て
、
物
語
に
嵌﹅

め﹅

こ﹅

み﹅

、
高
安
の
女
が
詠
ん
だ
歌
と
し
て
転﹅

用﹅

さ﹅

れ﹅

る﹅

と
、「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
は
「
か
ら
う
じ
て
」
男
の
心
を
動
か
す
効
力
を
発
揮
す

る
が
、「
君
来
む
と
」
の
歌
は
何
の
効
力
も
持
た
ず
「
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。」
と

い
う
結
末
を
迎
え
る
。
歌
の
効
力
、
す
な
わ
ち
、
歌
徳
は
、
最
も
優
れ
た
「
風
吹
け

ば
」
の
歌
か
ら
「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
、
そ
れ
か
ら
「
君
来
む
と
」
の
歌
へ
と
順
に

減
損
し
序
列
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る(
)。

河
地
修
氏
の
言
を
引
け
ば
、「
今
日
の
我
々

か
ら
み
る
と
、
哀
切
な
調
べ
を
も
っ
て
聞
こ
え
る
二
首
な
の
で
あ
る
が
、「
大
和
」
の

男
に
託
さ
れ
た
こ
の
物
語
の
作
者
の
精
神
は
、
こ
れ
ら
の
歌
に
あ
え
て
「
負
」
の
性

質
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
「
大
和
」
の
女
の
歌
の
高
貴
さ
を
際
立
た
せ

よ
う
と
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る(
)」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
高
安
の
女
の
歌
二
首
は
物﹅

語﹅

に﹅

お﹅

い﹅

て﹅

新
た
な
位
置
付
け
を

与
え
ら
れ
た
の
で
あ
る(

)。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
第
三
段
落
⑵
に
お
い
て
、

高
安
の
女
が
⑴
で
の
行
為
に
加
え
、
そ
の
歌
ま
で
も
貶
め
ら
れ
る
結
果
を
招
く
。
た

だ
し
、
そ
れ
は
早
乙
女
氏
が
考
え
る
よ
う
な
、「
高
安
の
女
の
歌
二
首
が
存
在
し
て
い

る
理
由
は
、
こ
の
章
段
が
歌
徳
説
話
の
よ
う
な
、
歌
徳
を
全
面
に
押
し
出
し
た
も
の
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で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
大
和
の
女
の
和
歌
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か

に
す
る
た
め
」
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
第
三
段
落
⑵
の
書
き
手
は
、
そ
れ
を

目
的
と
し
た
の
で
は
な
く
、
二
十
三
段
の
物
語
的
詞
章
と
和
歌
と
い
っ
た
統
一
的
形

態
を
整
え
る
構
成
上
の
都
合
か
ら
、
高
安
の
女
に
二
首
の
歌
を
詠
ま
せ
、
二
十
三
段

を
歌
徳
説
話
た
ら
し
め
る
こ
と
を
意
図
し
た
の
で
あ
る(
)。
そ
の
結
果
、
確
か
に
大
和

の
女
の
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
の
効
力
は
高
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ

の
一
方
で
、
歌
一
般
が
有
す
る
効
力
と
し
て
み
る
と
、
高
安
の
女
の
歌
二
首
を
加
え

た
三
首
の
歌
の
効
力
の
間
に
優
劣
が
生
じ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
高
安
の
女

の
二
首
の
歌
の
効
力
の
間
に
さ
え
も
優
劣
を
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

し
て
、
書
き
手
の
意
図
と
は
裏
腹
に
、
第
三
段
落
⑴
ま
で
確
か
に
歌
徳
説
話
た
り
え

た
二
十
三
段
が
、
第
三
段
落
⑵
で
高
安
の
女
の
歌
二
首
を
追
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

歌
徳
説
話
た
ら
ざ
る
二
十
三
段
に
な
る
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
っ
た
。
つ
ま
り
、
二

十
三
段
は
第
三
段
落
⑵
に
よ
っ
て
、
そ
の
直
前
ま
で
歌
徳
説
話
た
り
え
た
章
段
か
ら

「
歌
徳
説
話
た
り
え
ぬ
章
段
」
へ
と
変
容
し
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

二
〇
一
八
年
告
示
の
新
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
の
下
で
の
国
語
科
授
業
の
構
築

及
び
実
践
に
向
け
て
教
員
に
は
確
か
な
教
材
研
究
が
い
っ
そ
う
重
要
と
な
る
。
そ
こ

で
の
教
材
研
究
は
、
従
来
の
訓
詁
注
釈
を
基
盤
と
し
つ
つ
も
、
教
材
の
分
析
・
解
釈

に
お
い
て
新
た
な
論
点
を
発
掘
し
、
分
析
す
る
視
点
を
持
ち
、
か
つ
新
た
な
指
導
法

を
開
拓
す
る
視
野
を
持
つ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
、

具
体
的
な
教
材
研
究
の
実
践
例
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
を
二

回
に
わ
た
っ
て
取
り
上
げ
、
教
科
書
教
材
の
本
文
を
対
象
と
し
な
が
ら
も
、
新
旧
の

注
釈
書
に
も
目
を
配
り
、
先
学
の
諸
論
考
を
吟
味
し
つ
つ
筆
者
な
り
に
論
点
を
整

理
・
分
析
し
、
見
解
を
示
し
て
き
た
。

そ
れ
ら
は
必
ず
し
も
新
し
い
論
点
ば
か
り
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
新
た
な
指
導

法
を
開
拓
で
き
る
可
能
性
を
含
む
も
の
に
は
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

例
え
ば
、
教
材
分
析
に
お
け
る
文
法
と
解
釈
の
連
関
は
言
う
に
及
ば
ず
、
古
注
釈
の

活
用
、
絵
巻
絵
本
の
活
用
、
諸
論
考
の
活
用
な
ど
は
従
来
の
古
典
の
教
材
研
究
に
新

た
な
広
さ
と
深
さ
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
教
材
研
究
を
基
盤
と
す
る

古
典
授
業
の
構
築
及
び
実
践
は
、
次
代
の
新
た
な
古
典
の
享
受
と
継
承
に
結
び
付
く

も
の
で
あ
る
。

注
『
伊
勢
物
語
』
の
注
釈
書
の
引
用
は
、
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
古
注
釈
十

一
種
集
成
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）
に
拠
る
。
た
だ
し
、
注
釈
書
の
古
注
、
旧

注
、
新
注
の
範
疇
は
、
そ
れ
と
は
別
に
、
大
津
有
一
『
伊
勢
物
語
古
註
釋
』（
宇
都
宮

書
店
、
一
九
五
四
年
）
に
拠
っ
た
。

(１
）
序
詞
（
序
歌
）
は
用
法
に
よ
っ
て
、
①
同
音
（
類
音
）
の
繰
り
返
し
的
序
詞
、
②
掛
詞
的

序
詞
、
③
比
喩
的
序
詞
の
三
種
類
に
大
別
さ
れ
る
。
例
歌
と
し
て
、
①
ほ
と
と
ぎ
す
鳴
く

や
五
月
の
あ
や
め
草
あ﹅

や﹅

め﹅

も
知
ら
ぬ
恋
も
す
る
か
な
（
古
今
和
歌
集
・
よ
み
人
知
ら

ず
）、「
あ
や
め
」
の
繰
り
返
し
。
②
霞
立
ち
木
（
こ
）
の
芽
も
は﹅

る﹅

の
雪
降
れ
ば
花
な
き

里
も
花
ぞ
散
り
け
る
（
古
今
和
歌
集
・
紀
貫
之
）、「
は
る
」
に
「
脹
る
」
と
「
春
」
を
掛

け
る
。
③
み
熊
野
の
浦
の
浜
木
綿
百﹅

重﹅

な﹅

す﹅

心
は
思
へ
ど
た
だ
に
逢
は
ぬ
か
も
（
万
葉

集
・
柿
本
人
麻
呂
）、
浜
木
綿
の
幾
重
に
も
重
な
り
合
っ
た
葉
の
イ
メ
ー
ジ
が
鬱
屈
し
た

恋
の
思
い
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。『
日
本
語
百
科
大
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
一
九
八
八

年
）。

(２
）
高
橋
文
二
「
伊
勢
物
語
小
見
」（『
国
語
国
文
』
四
〇
―
一
、
一
九
七
一
年
）。
二
〇
頁
。

(３
）
関
根
賢
司
「
化
粧
考
」（『
国
学
院
雑
誌
―
伊
勢
物
語
を
読
む
―
』
八
六
―
七
、
一
九
八
五
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年
）。
五
四
頁
。

(４
）
鈴
木
日
出
男
「『
伊
勢
物
語
』
の
和
歌
」（『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九

〇
年
）。
七
七
九
頁
。

(５
）『
日
本
語
語
源
辞
典
』（
現
代
出
版
、
一
九
八
四
年
）。
な
お
、『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』（
北
村

季
吟
、
一
六
八
〇
年
）
の
「
か
ぎ
り
な
く
か
な
し
と
」
の
注
釈
に
は
「
か
ゝ
る
女
の
心
し

ら
で
わ
が
う
た
が
ひ
た
る
事
よ
と
悲
し
む
也
」
と
あ
る
。

(６
）
松
尾
聰
『
伊
勢
物
語
』（
ア
テ
ネ
文
庫
二
六
一
、
弘
文
堂
、
一
九
五
五
年
）。
一
八
頁
。

(７
）
市
原
愿
「
伊
勢
物
語
二
十
三
段
攷
」（『
平
安
文
学
研
究
』
五
四
、
一
九
七
五
年
）。
四
三

頁
。

(８
）
片
桐
洋
一
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
５
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』（
角
川
書
店
、
一
九
七
五

年
）。
一
〇
五
頁
。

(９
）
石
田
穣
二
『
伊
勢
物
語
注
釈
稿
』（
竹
林
舎
、
二
〇
〇
四
年
）。
三
一
五
頁
。

(10
）
山
本
登
朗
「
伊
勢
物
語
の
高
安
の
女
―
二
三
段
第
三
部
の
二
つ
の
問
題
―
」（『
国
文
学
』

八
十
八
、
二
〇
〇
四
年
）。
四
〜
五
頁
。

(11
）『
精
選
国
語
総
合
』（
東
京
書
籍
、
二
〇
一
六
年
）、『
高
等
学
校
国
語
総
合
』（
第
一
学
習

社
、
二
〇
一
六
年
）、『
国
語
総
合
古
典
編
』（
数
研
出
版
、
二
〇
一
六
年
）
な
ど
。

(12
）
羽
衣
国
際
大
学
日
本
文
化
研
究
所
編
『
伊
勢
物
語
絵
巻
絵
本
大
成
研
究
篇
』
角
川
学
芸
出

版
、
二
〇
〇
七
年
）
収
載
の
絵
巻
絵
本
で
、
こ
の
場
面
が
描
か
れ
て
い
る
八
種
の
う
ち
一

六
世
紀
以
降
成
立
の
四
種
は
、
男
が
敷
地
外
か
ら
垣
間
見
す
る
構
図
。
一
方
、
室
町
時
代

後
期
書
写
の
『
中
尾
家
本
伊
勢
物
語
絵
絵
本
』（
個
人
蔵
）、
室
町
時
代
後
半
か
ら
江
戸
時

代
初
期
制
作
の
『
小
野
家
本
伊
勢
物
語
絵
巻
』（
個
人
蔵
）、
ま
た
、
成
立
は
江
戸
時
代
後

期
だ
が
、
鎌
倉
末
期
な
い
し
南
北
朝
時
代
の
絵
巻
の
姿
を
伝
え
る
と
さ
れ
る
模
本
『
異
本

伊
勢
物
語
絵
巻
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
の
三
種
で
は
、
男
が
高
安
の
女
の
家
の
敷
地
内

に
入
り
込
ん
で
縁
先
の
板
戸
か
ら
中
を
覗
き
見
す
る
構
図
。
他
の
一
種
は
、
江
戸
時
代
初

期
の
『
東
京
国
立
博
物
館
本
住
吉
如
慶
筆
伊
勢
物
語
絵
巻
』（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）
で
、

男
が
室
内
で
女
の
給
仕
姿
を
面
前
で
見
る
構
図
で
あ
る
。

(13
）
山
本
登
朗
「
伊
勢
物
語
の
高
安
の
女
―
二
三
段
第
三
部
の
二
つ
の
問
題
―
」（『
国
文
学
』

八
八
、
二
〇
〇
四
年
）。
三
頁
。

(14
）『
精
選
国
語
総
合
』（
三
省
堂
、
二
〇
一
六
年
）
の
脚
注
。

(15
）
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
古
注
釈
十
一
種
集
成
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
）。
五

〇
七
頁
。

(16
）
そ
の
他
、「
け
こ
」
を
『
唐
物
語
』
の
例
か
ら
「
家
子
」
と
す
る
論
考
と
し
て
、
早
乙
女
利

光
「『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
考
―
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
に
も
り
け
る
」
の
解
釈
と
和
歌
の

役
割
―
」（『
文
学
･語
学
』
一
八
七
号
、
二
〇
〇
七
年
）。
ま
た
、
山
本
登
朗
「
平
安
末
期

に
お
け
る
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
―
「
伊
勢
物
語
の
高
安
の
女
」
補
遺
―
」（『
国
文
学
』

九
六
、
二
〇
一
二
年
）
が
あ
る
。

(17
）
注
（
14
）
前
掲
教
科
書
。

(18
）
松
島
毅
「『
伊
勢
物
語
』
筒
井
筒
章
段
教
材
論
―
そ
の
二
種
類
の
版
と
扱
い
方
を
め
ぐ
る

問
題
に
つ
い
て
―
」（『
新
時
代
の
古
典
教
育
』
学
文
社
、
一
九
九
九
年
）。

(19
）
秋
山
虔
「
伊
勢
物
語
私
論
―
民
間
伝
承
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
断
章
―
」（『
文
学
』
二
四

―
十
一
、
一
九
五
六
年
）。
一
四
頁
。

(20
）
注
（
７
）
市
原
愿
氏
論
文
。
四
四
〜
四
五
頁
。

(21
）
松
村
明
『
古
典
語
現
代
語
助
動
詞
助
詞
詳
説
』（
学
燈
社
、
一
九
六
九
年
）。
六
〇
〇
頁
。

(22
）
春
日
政
治
･久
松
潜
一
『
万
葉
集
総
釈
』
第
六
（
楽
浪
書
院
、
一
九
三
六
年
）。
一
九
五
頁
。

(23
）
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
三
年
）。
二
一
〇
頁
。

(24
）
注
（
４
）
鈴
木
日
出
男
氏
前
掲
書
。
三
七
一
頁
。

(25
）
古
橋
信
孝
「
伊
勢
物
語
と
万
葉
集
」（『
一
冊
の
講
座
伊
勢
物
語
』
有
精
堂
、
一
九
八
三

年
）。
一
〇
〇
頁
。

(26
）
注
（
23
）
片
桐
洋
一
氏
前
掲
書
。
二
一
〇
頁
。

(27
）
注
（
４
）
鈴
木
日
出
男
氏
前
掲
書
。
三
七
一
頁
。
七
七
九
頁
。

(28
）
中
田
幸
司
「
一
番
好
き
な
の
は
キ
ミ
だ
！
」『
学
び
を
深
め
る
ヒ
ン
ト
シ
リ
ー
ズ
伊
勢
物

語
』（
明
治
書
院
、
二
〇
一
八
年
）。
九
七
〜
九
八
頁
。

2 高知県立大学紀要 文化学部編 第70巻

（一七）



(29
）
井
上
次
夫
「『
伊
勢
物
語
』「
筒
井
筒
」
の
学
習
指
導
法
―
我
が
事
と
し
て
理
解
し
、
表
現

さ
せ
る
」『
次
世
代
に
伝
え
た
い
新
し
い
古
典
―
「
令
和
」
の
言
語
文
化
の
享
受
と
継
承
に

向
け
て
―
』（
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
二
〇
年
）。

(30
）
注
（
19
）
秋
山
虔
氏
論
文
。
一
四
〜
一
五
頁
。

(31
）
注
（
７
）
市
原
愿
氏
論
文
。
四
三
頁
。

(32
）
野
口
元
大
「
み
や
び
と
愛
―
伊
勢
物
語
私
論
―
」『
古
代
物
語
の
構
造
』（
文
弘
社
、
一
九

七
七
年
）。
六
四
頁
〜
六
六
頁
。

(33
）
原
田
敦
子
「
二
人
の
「
待
つ
女
」
―
伊
勢
物
語
二
三
段
考
―
」（『
大
阪
成
蹊
女
子
短
期
大

学
研
究
紀
要
』
三
〇
、
一
九
九
三
年
）。
四
六
〜
四
七
頁
。

(
）
注
（
２
）
高
橋
文
二
氏
論
文
。
二
一
頁
。

(
）
田
口
尚
幸
「『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
第
二
・
三
部
の
解
釈
」（『
文
学
研
究
』
七
五
、
一
九
九

二
年
）。
三
〜
四
頁
。

(
）
原
國
人
「
大
学
に
お
け
る
古
典
教
育
の
可
能
性
を
探
る
―
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
を
中
心

に
―
」（『
中
京
大
学
文
学
部
紀
要
』
四
一
、
二
〇
〇
六
年
）。
一
四
八
〜
一
四
九
頁
。

(
）
奥
村
英
司
「
歌
の
力
の
ゆ
く
え
―
『
伊
勢
物
語
』
二
十
三
段
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
国
語
と

国
文
学
』
六
七
―
三
、
二
〇
〇
二
年
）。

(
）
早
乙
女
利
光
「
教
材
と
し
て
の
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
考
」（『
早
稲
田
大
学
国
語
教
育
研

究
』
二
六
、
二
〇
〇
六
年
）。
六
八
〜
六
九
頁
。

(
）
注
（
４
）
鈴
木
日
出
男
氏
論
文
。
三
七
一
頁
。

(
）『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

新
古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
五
年
）。

(
）
注
（
29
）
井
上
次
夫
論
文
。
二
二
四
頁
。

(
）「
二
首
と
も
形
は
独
詠
歌
だ
が
、
内
実
は
「
君﹅

が
あ
た
り
」「
君﹅

来
む
と
」
な
ど
と
男
に
呼

び
か
け
て
い
る
贈
答
歌
の
片
わ
れ
と
な
っ
て
い
る
。」。
注（
４
）鈴
木
日
出
男
氏
前
掲
書
。

三
七
一
頁
。

(
）
安
藤
亨
子
「
伊
勢
物
語
の
女
た
ち
」（『
一
冊
の
講
座

伊
勢
物
語
』
有
精
堂
、
一
九
八
三

年
）。
三
二
八
頁
。

(
）
注
（
18
）
松
島
毅
氏
論
文
。
三
八
頁
。

(
）
例
え
ば
、
注
（
36
）。
ま
た
、「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
へ
の
評
「
大
和
の
女
が
「
龍
田
山
」

に
向
か
い
、
不
在
の
男
が
山
を
無
事
に
越
え
て
い
く
こ
と
へ
の
安
全
を
願
っ
た
の
に
対

し
、
高
安
の
女
は
「
生
駒
山
」
に
向
か
い
不
在
の
男
が
山
を
越
え
て
会
い
に
来
る
こ
と
を

願
っ
て
い
る
。
男
の
無
事
を
願
う
大
和
の
女
と
自
分
の
願
い
が
叶
う
こ
と
を
詠
ん
だ
高

安
の
女
は
対
照
的
で
あ
る
」。
注
（
28
）
中
田
幸
司
氏
論
考
。
九
七
頁
。

(
）
注
（
19
）
秋
山
虔
氏
論
文
。
一
五
頁
。

(
）
注
（
７
）
市
原
愿
氏
論
文
。
四
三
〜
四
五
頁
。

(
）
こ
の
序
列
は
、
大
学
生
が
行
っ
た
二
首
の
歌
の
優
劣
と
一
致
す
る
。
注
（
41
）。

(
）
河
地
修
「
伊
勢
物
語
「
筒
井
筒
」
章
段
考
―
化
粧
す
る
女
、
あ
る
い
は
没
落
貴
族
の
こ
と

―
」（『
文
学
論
藻
』
六
四
、
一
九
九
〇
年
）。
一
五
頁
。

(
）「
君
来
む
と
」
の
歌
に
つ
い
て
「
歌
だ
け
を
取
り
出
し
て
み
る
と
、
平
明
で
は
あ
る
が
、
恋

情
が
す
な
お
に
表
出
さ
れ
て
い
て
、
捨
て
難
い
」。
久
保
田
淳
『
新
古
今
和
歌
集
全
注
釈
』

四
（
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
二
年
）。
二
七
六
頁
。

(
）
注
（
７
）
市
原
愿
氏
論
文
。
四
五
頁
。
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