
浜
松
中
納
言
物
語
の
題
名

O
昌
夢
。
目
二
①
o
h
出
缶
目
9
日
鉾
。
。
帽
O
ゲ
ロ
昌
㊤
σ
q
9
寓
8
0
α
q
掌
。
紆
ユ

中
　
西
　
健
　
治

は
　
じ
　
め
　
に

浜
松
中
納
言
物
語
の
題
名
に
つ
い
て
従
来
の
論
考
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
な
お
こ
れ
ら
に
付
加
す
べ
き
な
に
が
し
か
が
な
い
か
、
模
索
し

て
み
よ
う
と
す
る
の
が
本
稿
の
意
図
で
あ
る
。

　
昭
和
三
十
九
年
五
月
、
日
本
古
典
文
学
大
系
の
中
の
一
冊
と
し
て
浜
松
が
加
え
ら
れ
て
刊
行
さ
れ
た
。
そ
の

よ
う
な
文
章
で
始
ま
っ
て
い
る
。

「
解
説
」
の
冒
頭
は
次
の

浜
松
中
納
言
物
語
と
い
う
名
は
、
今
の
人
に
は
極
め
て
耳
遠
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
あ
の
文
運
の
盛
ん
で
あ
っ
た
徳
川
時
代

に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
物
語
の
刊
本
は
わ
ず
か
に
丹
田
叢
書
に
属
す
る
一
本
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
こ
の
物
語
は
何
百
年
も

の
間
、
少
な
く
と
も
一
般
世
間
か
ら
は
捨
て
さ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
五
頁
）

三
五

150



浜松中納言物語の題名

三
六

こ
の
「
極
め
て
耳
遠
い
」
物
語
の
研
究
に
次
々
と
光
を
当
て
て
閲
明
に
努
め
て
こ
ら
れ
た
の
が
、
右
の
文
の
執
筆
者
で
あ
り
、
古
典
大
系

の
校
注
を
完
成
さ
れ
た
松
尾
聰
氏
で
あ
っ
た
。
氏
に
よ
っ
て
不
完
全
で
あ
っ
た
物
語
の
基
本
的
問
題
の
多
く
が
解
明
さ
れ
、
平
安
朝
物
語

の
一
つ
と
し
て
の
読
解
が
飛
躍
的
に
進
歩
し
た
の
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
題
名
に
関
す
る
考
察
に
し
て
も
、
「
書
誌
学
」

（
八
－
丁
昭
和
十
二
年
一
月
）
に
「
浜
松
中
納
言
物
語
題
名
考
」
（
『
平
安
時
代
物
語
論
考
増
補
版
』
所
収
・
こ
れ
を
い
ま
（
A
）
と
す
る
）
と
題

す
る
論
文
を
発
表
さ
れ
、
そ
の
中
で
基
本
的
見
解
の
ほ
と
ん
ど
に
つ
い
て
言
及
し
論
証
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
以
後
の
諸
論
は
松
尾
氏
の

見
解
に
幾
分
か
の
補
足
や
再
確
認
に
と
ど
ま
る
も
の
で
、
氏
の
説
は
今
日
に
ま
で
大
筋
で
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
本
稿
も
そ
の
点

で
は
屋
上
屋
を
架
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
自
認
し
つ
つ
、
諸
説
整
理
の
上
に
立
っ
て
、
あ
え
て
若
干
の
補
足
を
重
ね
て
お
く
も
の
で
あ

る
。
以
下
、
と
く
に
題
名
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
た
論
文
や
解
説
の
う
ち
、
本
稿
で
取
り
上
げ
て
み
よ
う
と
す
る
主
な
も
の
を
掲
げ
て
み
る

と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　　 　　 　DCB）　 ）　 ）

（
E
）

三
上
貫
之
氏
「
浜
松
中
納
言
物
語
私
考
－
題
名
と
作
者
に
つ
い
て
」
（
「
国
文
学
論
究
」
第
五
冊
・
昭
和
十
二
年
六
月
）

宮
下
清
計
氏
『
新
註
国
文
学
叢
書
　
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
解
説
・
「
四
　
題
名
」
）
（
昭
和
二
十
六
年
一
月
）

石
川
徹
氏
『
古
代
小
説
史
稿
　
　
源
氏
物
語
と
其
前
後
i
』
（
増
訂
版
）
（
「
第
十
九
章
　
浜
松
中
納
言
物
語
概
説
」
補
注
）

成
八
年
五
月
）

池
田
利
夫
氏
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
　
浜
松
中
納
言
物
語
』
（
解
説
・
「
二
　
書
名
に
つ
い
て
」
）
（
平
成
十
三
年
四
月
）

（
平

149

（一

j
　
従
来
の
諸
説
の
吟
味

（
A
）
の
松
尾
聰
氏
の
見
解
は
き
わ
め
て
厳
密
で
実
証
的
で
あ
る
。
要
点
の
み
摘
記
す
る
と
次
の
と
お
り
。



＠＠＠＠o
題
名
は
物
語
巻
一
の
中
納
言
の
歌
「
ひ
の
も
と
の
み
つ
の
浜
松
こ
よ
ひ
こ
そ
我
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ
」
に
よ
る
こ
と
。

こ
の
歌
は
万
葉
集
巻
一
の
山
上
憶
良
の
歌
、
及
び
巻
十
五
の
「
ぬ
ば
た
ま
の
」
に
依
っ
て
い
る
。

原
題
は
「
み
つ
の
浜
松
」
で
あ
り
、
浜
松
中
納
言
物
語
は
江
戸
時
代
以
降
の
名
称
で
あ
る
。

「
み
つ
の
浜
松
」
は
物
語
の
主
人
公
を
さ
し
て
は
い
な
い
。

主
人
公
で
な
い
人
物
を
さ
す
名
称
が
題
名
に
な
っ
た
か
は
物
語
の
内
容
と
深
く
関
連
す
る
。

中西健治

　
松
尾
隠
題
と
ほ
ぼ
同
じ
頃
に
発
表
さ
れ
た
三
上
氏
の
論
（
B
）
は
お
お
よ
そ
松
尾
氏
説
と
重
な
る
部
分
も
多
く
、
研
究
史
的
に
も
あ
ま

り
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。
鈴
木
弘
道
先
生
の
『
平
安
末
期
物
語
研
究
史
　
寝
覚
編
　
浜
松
編
』
に
も
わ
ず
か
に
巻
末
・
第
三
章
「
寝
覚
物

語
・
浜
松
中
納
言
物
語
研
究
史
年
表
」
に
し
か
取
り
上
げ
ら
れ
ず
、
ま
た
『
新
註
』
（
C
）
の
も
同
様
な
扱
い
し
か
な
さ
れ
て
い
な
い
。

三
上
論
文
が
掲
載
さ
れ
た
「
国
文
学
論
究
」
の
昭
和
十
二
年
二
月
に
は
、
研
究
史
上
、
特
記
さ
れ
る
臼
田
甚
五
郎
氏
の
論
文
「
浅
野
図
書

館
本
浜
松
中
納
言
物
語
末
巻
の
紹
介
に
併
せ
て
其
作
者
に
対
す
る
疑
ひ
な
ど
を
述
ぶ
」
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
「
国
文
学
論
究
」
と

し
て
は
、
む
し
ろ
こ
の
方
に
目
が
注
が
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
後
に
同
じ
物
語
を
対
象
と
し
て
掲
載
さ
れ
た
三
上
氏
の
論
は
臼
田

氏
と
は
異
な
っ
た
観
点
か
ら
、
な
ぜ
に
「
み
つ
の
浜
松
」
と
い
う
語
が
好
ま
れ
た
か
と
い
う
点
を
焦
点
と
し
て
論
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
れ
は
平
安
上
期
に
お
け
る
万
葉
集
の
愛
好
や
海
外
交
通
へ
の
憧
憬
に
よ
っ
て
い
て
、
と
り
わ
け
題
名
の
根
拠
と
な
っ
た
憶
良
の
歌

と
万
葉
集
歌
と
の
緊
密
性
が
然
ら
し
め
た
も
の
と
の
判
断
に
よ
っ
て
考
察
を
す
す
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
み
つ
の
浜
松
」

及
び
こ
れ
に
類
す
る
「
み
つ
の
浜
辺
」
「
み
つ
の
浜
」
「
み
つ
の
松
原
」
な
ど
の
歌
を
掲
出
し
、
そ
こ
に
警
め
ら
れ
た
墨
縄
の
地
と
し
て
の

「
み
つ
の
浜
」
へ
の
思
い
の
存
在
を
確
認
し
、
同
時
に
人
々
の
別
れ
に
関
わ
る
地
名
で
も
あ
る
と
し
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
た
。
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待
ち
恋
ふ
心
と
大
陸
へ
舟
出
の
解
縄
地
と
し
て
の
三
津
の
浜
の
印
象
は
、
単
に
万
葉
人
の
心
を
支
配
し
た
の
み
な
ら
ず
、
遥
か
に
下

三
七



浜松中納言物語の題名

っ
て
、
此
浜
松
中
納
言
物
語
の
作
者
に
「
日
の
本
の
み
つ
の
浜
松
こ
よ
ひ
こ
そ
云
々
」

　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

の
歌
を
作
ら
し
め
て
み
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
「
夢
に
見
え
つ
れ
」
の
語
句
に
も
万
葉
集
と
の
関
連
が
あ
る
と
説
き
、
「
み
つ
の
浜
松
」
と
「
夢
に
見
え
つ
れ
」
の
両
句
を
有
す

る
浜
松
中
納
言
物
語
の
歌
は
時
代
的
に
関
心
の
高
い
歌
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
物
語
の
題
名
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
万
葉
集
と
の
関
連
は
憶
良
の
歌
と
の
関
わ
り
の
あ
る
こ
と
で
注
目
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
惹
が
、
三
上
氏
は
こ
れ
に
つ

い
て
多
く
の
資
料
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
「
夢
に
見
え
つ
れ
」
に
つ
い
て
は
わ
ず
か
に
万
葉
集
の

五
首
を
か
か
げ
て
何
ら
の
関
わ
り
を
も
考
察
さ
れ
る
こ
と
な
く
補
足
的
に
述
べ
ら
れ
た
の
は
や
や
不
満
の
残
る
も
の
で
は
あ
っ
た
。

　
浜
松
研
究
史
上
、
画
期
的
な
業
績
の
一
つ
で
あ
る
注
釈
を
完
成
さ
れ
た
の
が
宮
下
清
里
氏
の
『
新
註
』
で
あ
っ
た
。
そ
の
巻
頭
九
十
一

頁
に
亙
る
「
解
説
」
は
さ
な
が
ら
一
編
の
論
文
の
体
を
な
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
な
か
で
題
名
に
関
し
て
宮
下
清
里
氏
は
、
「
日

の
本
の
み
つ
の
浜
松
」
が
暗
に
左
大
将
の
大
君
を
指
し
て
い
る
は
ず
で
、
こ
の
人
物
が
主
人
公
で
は
な
い
の
に
物
語
の
題
名
と
な
っ
て
い

る
理
由
に
つ
い
て
次
の
三
点
を
あ
げ
ら
れ
た
。
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中
納
言
と
大
君
の
恋
愛
が
中
心
で
あ
り
、
大
君
の
人
形
と
し
て
の
唐
后
、
さ
ら
に
吉
野
姫
へ
の
恋
愛
と
し
て
発
展
す
る
物
語
で
あ

る
。
よ
っ
て
作
者
の
ね
ら
う
構
想
の
特
異
性
を
醸
し
出
す
重
要
な
位
置
を
占
め
る
人
物
だ
か
ら
。

当
時
の
文
壇
、
読
書
界
に
万
葉
・
古
今
等
の
影
響
が
強
く
あ
り
、
「
み
つ
の
浜
松
」
の
語
の
方
が
余
韻
標
砂
た
る
も
の
が
あ
り
、
文

学
的
効
果
が
高
い
か
ら
。

万
葉
的
世
界
へ
の
思
慕
が
大
陸
文
化
を
通
し
て
の
未
知
の
国
、
唐
土
へ
の
憧
憬
を
か
り
た
て
て
い
た
か
ら
。



　
こ
れ
ら
は
す
で
に
松
尾
聰
、
三
上
貫
之
両
氏
の
論
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
で
は
あ
っ
た
が
、
宮
下
清
計
上
の
視
点
か
ら
眺
め
て
み
る
と
、
な

お
豊
か
な
理
解
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宮
下
氏
は
、
浜
松
巻
一
の
「
日
の
本
の
…
…
」
の
中
納
言
の
歌
は
今
日
の
我
々
が
考

え
る
以
上
に
高
く
評
価
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
物
語
に
対
す
る
共
感
と
諾
意
と
が
当
時
の
人
々
の
心
に
深
く
訴
え
る
も
の
が
あ
っ
た
と
述

べ
、
「
お
そ
ら
く
こ
の
物
語
の
命
名
者
は
、
こ
の
題
名
に
一
抹
の
得
意
と
優
越
を
感
じ
、
文
学
的
香
気
高
き
も
の
と
し
て
自
負
し
た
に
ち

が
ひ
な
い
。
か
う
し
た
「
見
遊
戯
的
に
さ
へ
見
え
る
題
名
の
付
け
方
の
上
に
も
当
時
の
人
々
の
繊
細
な
感
覚
が
見
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま

い
か
。
」
（
一
七
頁
）
と
説
い
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
三
上
、
松
尾
両
氏
の
説
と
基
本
的
に
は
か
わ
ら
な
い
も
の
の
、
豊
か
な
当
代
の

文
芸
思
潮
を
援
用
し
て
論
じ
て
お
ら
れ
る
点
に
お
い
て
視
野
の
広
が
り
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。

中西健治

　
（
A
）
で
は
こ
の
点
に
関
し
て
は
「
主
人
公
中
納
言
の
悲
恋
の
生
涯
の
出
発
を
切
ら
せ
た
意
味
に
於
い
て
、
こ
の
物
語
の
前
半
で
、
か

な
り
作
者
に
よ
っ
て
強
調
さ
れ
た
女
性
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
女
性
に
対
す
る
中
納
言
の
悲
恋
の
歌
に
現
れ
た
こ
の
女
性
の
影
『
み
つ

の
浜
松
』
が
翻
っ
て
こ
の
物
語
の
題
名
と
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
極
め
て
自
然
で
あ
ら
う
と
考
へ
る
。
」
（
四
三
七
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て

い
て
、
（
C
）
と
並
べ
て
み
る
と
（
A
）
の
見
解
が
極
め
て
禁
欲
的
論
調
に
見
え
て
く
る
。
や
や
な
ら
し
て
み
れ
ば
、
（
A
）
（
B
）
を
ひ

っ
く
る
め
て
総
合
的
に
述
べ
た
の
が
（
C
）
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
（
C
）
の
な
か
で
宮
下
氏
が
石
川
氏
の
私
信
と
い
う
こ
と
で
触
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
（
D
）
で
あ
る
。
も
っ
と
も
大
要
は
従
来
の
見
解

を
基
本
と
は
す
る
も
の
の
、
（
D
）
は
古
今
集
と
の
関
係
を
付
加
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
石
川
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
「
み
つ
の

浜
松
」
は
従
来
か
ら
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
万
葉
集
歌
（
巻
一
、
早
良
・
七
十
五
）
か
ら
出
た
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
大
将
の
姫
君

を
指
す
こ
と
も
同
じ
。
た
だ
、
「
こ
の
姫
君
が
尼
に
な
る
と
い
ふ
構
想
に
ヒ
ン
ト
を
与
へ
た
の
は
、
古
今
集
雑
下
の
贈
答
歌
（
省
略
：
中

西
）
の
二
首
で
あ
っ
た
で
あ
ら
う
。
」
（
四
九
〇
・
四
九
一
頁
）
と
い
う
。
こ
の
こ
と
は
石
川
氏
が
初
め
て
提
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

で
、
こ
れ
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
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浜松中納言物語の題名

古
今
集
巻
十
八
・
雑
下
の
贈
答
歌
二
首
（
九
七
三
・
九
七
四
）
は
い
わ
ゆ
る
葦
刈
伝
説
に
関
わ
る
歌
で
あ
る
。

　
　
　
題
し
ら
ず

我
を
君
難
波
の
浦
に
有
り
し
か
ば
う
き
め
を
み
つ
の
あ
ま
と
な
り
に
き

　
　
　
こ
の
歌
は
、
あ
る
人
、
昔
、
男
あ
り
け
る
女
の
、
男
と
は
ず
な
り
に
け
れ
ば
、

　
　
　
り
て
、
よ
み
て
男
に
つ
か
は
せ
り
け
る
と
な
む
い
へ
る

　
　
　
返
し

難
波
潟
う
ら
む
べ
き
ま
も
お
も
ほ
え
ず
い
つ
こ
を
み
つ
の
尼
と
か
は
な
る

四
〇

難
波
な
る
三
津
の
寺
に
ま
か
り
て
、
尼
に
な

こ
の
二
首
に
つ
い
て
片
桐
洋
一
氏
は
『
古
今
和
歌
集
全
評
釈
（
下
）
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

歌
が
詠
ま
れ
た
事
情
の
説
明
は
前
歌
の
左
注
に
し
か
な
く
、
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
が
、
『
大
和
物
語
』
第
一
四
八
段
に
見
ら

れ
る
よ
う
に
、
当
時
葦
が
結
い
茂
っ
た
低
湿
地
で
あ
っ
た
難
波
と
都
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
物
語
の
前
提
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
五
五
頁
）

男
が
通
っ
て
来
な
く
な
っ
た
こ
と
で
女
は
悲
嘆
の
あ
ま
り
尼
と
な
っ
て
し
ま
い
、
男
に
恨
み
の
歌
を
よ
こ
し
た
と
い
う
の
で
あ
っ
て
、
い

か
に
も
浜
松
の
趣
向
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
浜
松
で
は
中
納
言
が
唐
土
に
出
発
し
て
し
ま
い
恋
人
で
あ
る
女
君
（
大
君
）
が
出
家
し
て

し
ま
う
と
い
う
人
物
の
動
静
の
類
似
に
加
え
て
、
片
桐
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
京
に
住
む
人
に
と
っ
て
海
辺
の
湿
地
は
異
郷
と
い
う

に
十
分
な
心
理
的
空
間
的
隔
た
り
が
あ
り
、
浜
松
で
の
日
本
と
唐
土
の
そ
れ
に
も
通
う
の
で
あ
る
。
石
川
氏
は
こ
の
二
首
の
「
み
つ
の
あ
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ま
」
の
傍
ら
に
と
く
に
圏
点
を
施
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
み
つ
の
あ
ま
」
は
「
み
つ
の
浜
松
」
と
い
う
語
句
を
も
誘
導
し
た
の
で

は
な
い
か
と
も
考
え
て
お
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
石
川
氏
が
あ
げ
ら
れ
た
古
今
集
の
歌
が
浜
松
の
構
想
に
何
ら
か
の

影
響
を
与
え
て
い
な
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
れ
ま
で
の
諸
見
解
が
近
年
ま
で
の
ほ
ぼ
定
説
を
形
成
し
て
い
た
と
い
え
る
。
『
新
註
』
『
大
系
』
の
あ
と
、
し
ば
ら
く
の
時
間
を
お
い

て
池
田
利
夫
氏
の
『
全
集
』
が
平
成
十
三
年
春
に
刊
行
さ
れ
た
。
『
全
集
』
の
解
説
も
題
名
に
つ
い
て
従
来
の
見
解
を
承
け
つ
つ
慎
重
か

つ
簡
潔
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
み
つ
の
浜
松
」
が
原
題
で
あ
る
こ
と
、
万
葉
集
の
憶
良
の
歌
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を

確
認
し
た
う
え
で
、
憶
良
の
歌
を
中
心
に
説
明
を
付
加
さ
れ
た
。
い
ま
そ
れ
ら
を
ま
と
め
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

中西健治

＠＠＠o＠＠

「
こ
れ
は
数
あ
る
『
万
葉
集
』
歌
の
中
の
、
国
外
で
詠
ま
れ
た
唯
一
の
歌
」
で
あ
る
こ
と
。

「
詞
書
の
『
大
唐
』
は
『
も
ろ
こ
し
』
、
『
本
郷
』
は
『
や
ま
と
』
と
も
『
く
に
』
と
も
訓
ま
れ
」
る
こ
と
。

「
歌
の
『
は
や
く
や
ま
と
へ
』
は
、
西
本
願
寺
本
で
は
『
は
や
ひ
の
も
と
へ
』
と
訓
む
」
こ
と
。

「『

苒
ﾃ
の
浜
松
』
と
い
う
命
名
が
、
果
た
し
て
作
者
自
身
に
ま
で
遡
り
う
る
の
か
ど
う
か
は
詳
か
で
は
な
い
が
、

本
と
唐
土
と
の
対
比
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
」
こ
と
。

「
帰
国
し
て
な
お
中
納
言
が
唐
后
を
憶
い
続
け
る
姿
を
写
し
出
し
て
い
る
書
名
で
あ
る
と
も
言
え
る
」
こ
と
。

実
材
卿
母
集
や
風
葉
和
歌
集
の
表
記
か
ら
こ
の
書
名
は
な
が
く
続
か
な
か
っ
た
。

こ
の
成
句
は
、
日

こ
の
六
項
目
の
う
ち
、
①
～
③
や
⑥
は
従
来
の
見
解
に
異
な
っ
た
角
度
か
ら
加
え
ら
れ
た
説
明
で
、
④
⑤
は
池
田
利
夫
氏
の
見
解
と
み
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
『
新
註
』
の
説
に
『
大
系
』
の
見
解
を
加
え
、
さ
ら
に
こ
の
池
田
利
美
氏
の
解
説
を
併
せ
見
る
か
ぎ
り
、
題
名
に
つ
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四
二

い
て
は
何
ら
余
す
と
こ
ろ
な
く
言
及
さ
れ
、
言
い
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
な
い
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
で
ま
っ
た
く
十
全

な
の
で
は
あ
る
が
、
題
名
の
根
源
た
る
中
納
言
の
歌
は
ど
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
、
い
か
な
る
修
辞
法
を
伴
っ
て
詠
ま
れ
た
も
の
な
の

か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
き
た
の
か
、
と
い
う
歌
の
周
辺
事
情
に
ま
で
視
野
を
拡
大
す
れ
ば
、
な
お
言
及
し
て
お
く
べ
き
事
柄

が
若
干
は
あ
り
そ
う
に
思
え
て
く
る
。
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（
二
）
　
大
君
の
歌
に
つ
い
て

浜松中納言物語の題名

浜
松
の
題
名
は
物
語
巻
一
の
次
の
歌
に
あ
る
こ
と
は
先
行
諸
論
に
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

日
の
本
の
御
津
の
浜
松
こ
よ
ひ
こ
そ
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ

右
の
歌
は
唐
土
に
あ
る
中
納
言
の
夢
枕
に
日
本
に
い
る
大
君
が
立
ち
、
中
納
言
に
恨
み
言
を
含
ん
だ
歌
を
詠
み
か
け
た
こ
と
に
対
す
る
中

納
言
の
返
歌
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
大
君
の
歌
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

た
れ
に
よ
り
涙
の
海
に
身
を
沈
め
し
ほ
る
る
あ
ま
と
な
り
ぬ
と
か
知
る

中
納
言
は
こ
の
歌
に
こ
め
ら
れ
た
深
刻
な
意
味
の
核
心
に
つ
い
て
は
十
分
な
理
解
に
至
ら
ず
、
た
だ
、
中
納
言
恋
し
さ
で
涙
の
海
に
身
を

沈
め
て
い
る
悔
し
さ
、
恋
し
さ
を
訴
え
た
も
の
と
だ
け
受
け
と
め
た
の
で
あ
っ
た
。
『
全
集
』
は
「
大
君
は
中
納
言
の
渡
歴
々
に
懐
妊
が

発
覚
し
出
家
し
た
の
で
、
海
女
は
尼
を
掛
け
て
い
る
が
、
中
納
言
が
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
と
す
る
筋
立
な
の
で
、
日
本
に
残
さ
れ
た
大
君



が
恋
し
い
あ
ま
り
涙
の
海
に
身
を
沈
め
る
ほ
ど
嘆
く
の
は
誰
の
せ
い
か
と
単
に
問
い
か
け
た
、

い
る
と
お
り
で
あ
る
。

　
ま
ず
は
こ
の
歌
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

と
受
け
取
る
。
」
（
五
二
頁
）
と
注
さ
れ
て

　
「
た
れ
に
よ
り
」
を
初
句
に
も
つ
歌
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
例
え
ば
、
源
氏
物
語
・
濡
標
置
で
源
氏
が
帰
京
後
、

を
初
め
て
紫
の
上
に
語
る
場
面
で
、
紫
の
上
の
恨
め
し
い
気
持
ち
を
辱
め
た
歌
に
こ
た
え
て
、

明
石
の
君
の
こ
と

中西健治

誰
に
よ
り
世
を
う
み
や
ま
に
行
き
め
ぐ
り
絶
え
ぬ
涙
に
う
き
し
つ
む
身
ぞ

（『

坙
{
古
典
文
学
全
集
』
・
口
－
二
八
三
頁
）

と
い
う
歌
を
詠
み
か
け
る
場
面
が
あ
る
。
「
誰
に
よ
り
」
と
い
う
の
は
単
純
な
疑
問
で
は
な
く
、
源
氏
物
語
の
『
全
集
』
頭
注
が
指
摘
す

る
よ
う
に
「
誰
に
よ
り
…
…
身
ぞ
」
の
強
い
反
語
的
表
現
の
構
成
で
あ
っ
て
、
他
で
も
な
い
ま
さ
に
あ
な
た
、
そ
の
人
な
の
だ
と
い
う
意

味
合
い
が
強
く
押
し
出
さ
れ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
も
っ
て
い
る
語
句
で
あ
る
。
拾
遺
集
・
巻
十
六
・
墨
守
・
右
衛
門
督
公
任
の
歌
（
一
〇
二

二
）
、
「
誰
に
よ
り
松
を
も
引
か
ん
鶯
の
初
ね
か
ひ
な
き
今
日
に
も
あ
る
哉
」
は
、
詞
書
に
あ
る
「
東
三
条
島
田
四
十
九
日
の
う
ち
に
子
日

い
で
き
た
り
け
る
に
、
宮
の
君
と
い
ひ
け
る
人
の
許
に
遣
は
し
け
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
東
三
条
院
詮
子
が
亡
く

な
り
、
そ
の
忌
中
の
初
子
の
日
の
感
慨
を
詠
ん
だ
も
の
で
、
「
誰
に
よ
り
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、
他
で
も
な
い
ま
さ
に
詮
子
そ
の
人
に

寄
せ
て
子
日
の
松
を
引
く
こ
と
の
虚
し
さ
を
訴
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
続
古
今
和
歌
集
・
巻
十
一
・
恋
一
・
み
つ
ね
の
歌
（
九
四
五
）
、

「
た
れ
に
よ
り
お
も
ひ
み
だ
る
る
こ
こ
ろ
ぞ
と
し
ら
ぬ
ぞ
人
の
つ
ら
さ
な
り
け
る
」
（
古
今
六
帖
・
万
代
集
に
も
あ
り
）
も
同
様
に
解
さ
れ

る
。
自
ら
の
心
を
無
謀
的
に
表
出
し
、
「
誰
」
の
言
外
に
は
目
指
す
当
人
以
外
を
さ
す
も
の
で
な
い
と
い
う
強
い
気
持
ち
を
表
現
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
斎
宮
女
御
集
（
二
二
六
）
に
「
さ
だ
め
な
き
よ
を
き
く
と
き
も
た
れ
に
よ
り
な
が
め
が
し
は
の
し
げ
き
と
か
し
る
」
と
あ
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浜松中納言物語の題名

四
四

る
歌
の
「
た
れ
に
よ
り
」
の
背
景
は
、
そ
の
詞
書
が
記
す
よ
う
に
「
堀
河
の
中
宮
」
（
円
融
院
の
皇
后
藤
原
皇
子
）
が
亡
く
な
っ
て
後
、
作

者
の
従
姉
妹
で
あ
る
「
六
条
殿
」
（
源
重
信
の
妻
）
に
「
皇
子
が
三
十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
崩
じ
た
の
で
、
そ
の
思
い
を
深
く
し
」
て
い

る
こ
と
で
、
そ
こ
に
、
「
誰
の
た
め
に
こ
ん
な
嘆
き
を
す
る
の
か
ご
ぞ
ん
じ
で
す
か
と
い
う
の
は
、
ほ
か
な
ら
ず
、
あ
な
た
の
お
嘆
き
を

思
え
ば
こ
そ
だ
と
の
気
持
ち
を
含
ん
だ
弔
問
」
（
平
安
文
学
輪
読
会
編
『
斎
宮
女
御
集
注
釈
』
二
四
四
・
二
四
五
頁
）
の
意
が
責
め
ら
れ
て
い

る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
他
の
「
た
れ
に
よ
り
」
の
句
を
も
つ
歌
に
つ
い
て
み
て
も
、
そ
こ
に
共
通
し
て
い
る
意
味
合
い

は
、
単
な
る
疑
問
の
形
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
、
誰
で
も
な
い
、
他
な
ら
ぬ
あ
な
た
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
強
く
押
し
出
す
意
図
を

表
現
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
分
か
る
の
で
あ
る
。
浜
松
の
「
誰
に
よ
り
…
…
」
の
歌
も
、
ま
さ
に
そ
の
典
型
で
あ
り
、
大
君
か
ら
み
れ

ば
、
当
然
中
納
言
そ
の
人
を
さ
し
て
強
く
訴
え
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

　
「
涙
の
海
」
も
同
様
に
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
勅
撰
集
に
は
「
涙
の
あ
め
」
「
涙
の
い
ろ
」
「
涙
の
か
は
」
「
涙
の
た
ま
」
な
ど

は
よ
く
詠
ま
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
「
涙
の
海
」
は
ほ
と
ん
ど
詠
ま
れ
て
い
ず
、
そ
れ
以
外
の
私
家
集
な
ど
に
は
ま
ま
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
例
え
ば
、
好
忠
集
（
四
四
一
）
の
「
ひ
と
こ
ふ
る
な
み
だ
の
う
み
に
し
づ
み
っ
つ
水
の
あ
は
と
そ
お
も
ひ
ぎ
え
ぬ
る
」
（
伝
為
相
二
本

に
は
「
な
み
た
の
ふ
ち
」
と
あ
る
）
は
恋
人
へ
の
絶
望
的
な
思
い
を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
五
二
門
院
堀
河
の
私
家
集
（
待
賢
門

院
堀
河
集
・
一
二
三
V
の
「
こ
れ
や
さ
は
ふ
ね
な
が
し
た
る
あ
ま
な
ら
ん
な
み
だ
の
う
み
に
よ
る
か
た
も
な
し
」
は
前
後
の
歌
の
配
置
か

ら
み
る
と
ど
う
も
出
家
を
し
た
人
と
の
別
れ
を
詠
ん
で
い
る
（
「
あ
ま
」
が
「
尼
」
を
掛
け
て
い
る
か
）
と
も
受
け
取
れ
る
歌
で
あ
り
、
よ

し
ん
ば
そ
う
で
な
く
と
も
下
の
句
か
ら
そ
の
よ
う
に
理
解
は
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
狭
衣
物
語
・
巻
一
「
舵
緒
絶
え
命
も
絶
ゆ
と

知
ら
せ
ば
や
涙
の
海
に
沈
む
舟
人
」
の
歌
は
、
投
身
し
よ
う
と
嘆
く
飛
鳥
井
姫
の
心
を
詠
む
歌
で
あ
る
。
と
は
ず
が
た
り
の
「
わ
が
袖
の

涙
の
海
よ
三
瀬
河
に
流
れ
て
通
へ
影
を
だ
に
見
ん
」
（
六
）
、
「
す
る
墨
は
涙
の
海
に
入
り
ぬ
と
も
流
れ
ん
末
に
逢
ふ
瀬
あ
ら
せ
よ
」
（
「
五

一）

烽
?
驕
B
和
歌
に
は
「
涙
の
海
」
に
「
沈
む
」
「
入
る
」
「
漕
ぐ
」
、
」
あ
る
い
は
狭
衣
物
語
と
同
じ
「
舵
緒
た
え
」
な
ど
と
い
う
語
句
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が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
、
「
涙
の
海
」
を
読
み
込
む
場
合
に
は
絶
望
的
な
心
情
が
背
景
に
あ
り
、
そ
れ
を
象
徴
的
に
表
現
す

る
の
が
「
涙
の
海
」
と
い
う
語
句
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
可
能
な
よ
う
に
思
え
て
く
る
の
で
あ
る
。
実
材
卿
母
集
の
歌
「
あ
す
か
ら
は

あ
す
の
あ
ふ
せ
を
ま
ち
わ
び
て
涙
の
う
み
に
な
ど
し
づ
み
け
む
」
の
歌
に
つ
い
て
も
、
拙
著
で
は
中
納
言
と
唐
事
と
の
恋
を
も
と
に
詠
ま

れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
解
し
た
（
『
平
安
末
期
物
語
孜
』
第
↓
章
・
「
権
中
納
言
実
意
母
集
と
浜
松
中
納
言
物
語
」
・
八
三
頁
）
が
、
題
名
と

の
関
わ
り
か
ら
み
て
、
恋
の
成
就
が
絶
望
的
に
な
っ
た
大
君
の
歌
の
鍵
語
「
涙
の
海
」
を
意
識
し
て
詠
ま
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
、

あ
る
い
は
適
切
な
の
か
も
知
れ
な
い
。

　
な
お
、
付
言
す
る
な
ら
ば
、
結
句
末
に
「
と
か
知
る
」
を
用
い
る
歌
も
多
く
は
な
く
、
浜
松
に
も
う
一
首
「
思
ひ
わ
び
あ
ら
じ
と
思
ふ

世
な
れ
ど
も
た
れ
ゆ
ゑ
と
ま
る
心
と
か
知
る
」
（
巻
四
）
と
あ
る
他
、
近
世
和
歌
に
三
首
あ
る
の
み
で
、
修
辞
的
に
も
注
意
さ
れ
よ
う
。

中西健治

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
題
名
を
導
き
出
す
大
君
の
歌
に
は
巧
み
な
表
現
方
法
が
織
り
込
ま
れ
て
い
て
、
そ
の
修
辞
の
背
景
を
探
る

こ
と
に
よ
っ
て
あ
ら
た
め
て
大
君
の
深
い
絶
望
と
虚
し
い
呼
び
か
け
の
心
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
大
君
の

歌
に
応
え
る
か
た
ち
で
詠
ま
れ
た
中
納
言
の
歌
に
も
当
然
、
然
る
べ
き
詠
出
方
法
が
潜
ん
で
い
よ
う
と
の
推
測
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
り
、

浜
松
の
題
名
に
繋
が
っ
た
こ
と
の
事
由
に
つ
い
て
再
検
討
す
る
こ
と
も
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
と
思
わ
れ
て
く
る
。

（
三
）
　
中
納
言
の
歌
に
つ
い
て

中
納
言
の
歌
は
二
二
句
は
人
物
を
さ
し
、
「
こ
よ
ひ
こ
そ
」
は
時
間
を
、

る
中
納
言
の
思
い
を
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
「
我
を
恋
ふ
ら
し
」
に
つ
い
て
み
て
お
く
。

「
わ
れ
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ
」
は
こ
の
歌
の
重
点
で
あ
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「
我
を
恋
ふ
ら
し
」
の
句
を
も
つ
歌
も
さ
ほ
ど
多
く
な
い
。
新
編
国
歌
大
観
C
D
I
R
O
M
で
見
る
か
ぎ
り
、
十
一
件
中
六
件
が
伊
勢
物
語

の
六
十
三
段
（
つ
く
も
髪
）
の
「
も
も
と
せ
に
ひ
と
と
せ
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ
」
と
そ
れ
を
引
く
歌
論
書
な

ど
で
あ
り
、
残
り
五
件
中
三
件
が
浜
松
の
歌
（
浜
松
、
後
百
番
歌
合
、
風
葉
集
）
で
、
あ
と
は
長
能
集
の
「
み
や
こ
人
わ
れ
を
こ
ふ
ら
し
く

さ
ま
く
ら
我
が
た
び
ね
の
ゆ
め
見
さ
わ
が
し
」
と
、
古
今
注
の
「
我
を
こ
ふ
ら
し
宇
治
の
橋
姫
」
の
二
首
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
伊
勢
物
語
の
後
世
に
お
け
る
影
響
を
網
羅
的
に
研
究
を
す
す
め
ら
れ
て
い
る
伊
藤
颯
隠
里
の
『
伊
勢
物
語
の
享
受
に
関
す
る
研
究
　
第

二
巻
』
で
は
、
伊
勢
物
語
の
「
我
を
恋
ふ
ら
し
面
影
に
見
ゆ
」
と
浜
松
の
「
我
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ
」
に
は
「
な
ん
ら
か
の
交
渉

が
あ
り
は
し
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
応
、
引
歌
と
考
え
る
が
、
不
安
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
」
（
≡
二
七
頁
）
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
。
伊
藤
氏
の
見
解
を
受
け
、
こ
れ
を
さ
ら
に
積
極
的
に
支
持
し
て
、
伊
勢
物
語
の
つ
く
も
髪
の
歌
を
浜
松
が
承
け
、
そ
れ
を
発
想

の
背
景
と
し
て
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と
捉
え
る
と
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
伊
勢
物
語
の
場
合
は
「
老
母
」
の
歌
と
も
、
ま
た

子
が
老
母
を
恋
い
偲
ぶ
類
の
歌
と
も
い
わ
れ
る
。
竹
岡
正
夫
氏
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
は
六
百
番
歌
合
に
も
「
老
恋
」
の
部
立
の
あ
る
こ

と
を
例
歌
を
あ
げ
て
指
摘
す
る
一
方
で
、
「
子
が
老
母
を
恋
い
偲
ぶ
類
の
歌
」
の
例
と
し
て
「
万
葉
集
の
防
人
の
、
国
に
残
し
て
来
た
父

母
を
恋
う
歌
」
の
「
月
日
よ
は
過
ぐ
は
行
け
ど
も
衆
父
が
玉
の
姿
は
忘
れ
せ
な
ふ
も
」
（
四
三
七
八
）
を
示
さ
れ
て
い
る
。
悠
か
な
異
郷

に
い
る
父
母
を
思
慕
す
る
と
い
う
発
想
は
浜
松
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
。
「
歪
面
」
と
い
う
面
が
あ
ま
り
に
強
く
意
識
さ
れ
す
ぎ
た
た
め

に
、
そ
こ
に
隠
れ
た
意
味
を
見
失
い
が
ち
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
竹
岡
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
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こ
の
段
も
、
「
百
歳
に
一
年
足
ら
ぬ
つ
く
も
髪
」
と
い
う
「
老
恋
」
（
あ
る
い
は
老
母
を
恋
う
）
の
歌
と
、
古
今
集
・
古
今
和
歌
六
帖

に
も
収
め
ら
れ
て
有
名
な
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
」
の
宇
治
の
橋
姫
の
歌
と
を
い
か
に
巧
み
に
デ
フ
ォ
ル
メ
し
て
見
せ
る
か

に
、
こ
の
段
の
作
者
の
ね
ら
い
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
二
六
頁
）
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古
今
集
の
歌
は
巻
十
四
・
恋
四
（
六
八
九
）
の
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
は
し
ひ
め
」
で
あ
り
、
古

今
和
歌
六
帖
（
五
・
四
六
五
）
に
は
「
家
刀
自
を
思
ふ
」
と
す
る
題
で
こ
の
歌
が
入
っ
て
い
る
。
「
家
刀
自
を
思
ふ
」
歌
と
な
る
と
、
こ
れ
は

浜
松
に
お
け
る
中
納
言
と
大
君
と
の
関
係
と
重
な
り
、
同
じ
設
定
で
詠
ま
れ
た
も
の
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
浜
松
全
体
を
物
語
の
展
開
に
即
し
て
細
か
く
検
討
す
る
島
内
景
二
氏
『
源
氏
・
後
期
物
語
話
叢
論
』
で
は
「
日
の
本
の
み

つ
の
は
ま
ま
つ
…
…
」
に
つ
い
て
、
こ
の
歌
が
古
今
集
「
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や
我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
橋
姫
」
と
酷
似

し
、
こ
の
歌
の
基
底
に
あ
る
橋
姫
伝
承
が
浜
松
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
た
（
三
五
〇
～
三
五
二
頁
）
。
つ
ま
り
、

大
君
と
唐
后
と
が
中
納
言
に
と
っ
て
の
二
人
妻
で
あ
り
、
本
妻
が
大
君
、
後
妻
が
唐
后
に
当
る
と
み
、
さ
ら
に
、
古
今
歌
と
中
納
言
の
歌

が
類
似
し
て
い
る
の
は
、
大
君
と
唐
后
と
が
中
納
言
に
と
っ
て
二
人
妻
で
あ
る
こ
と
を
語
る
た
め
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
浜
松

の
構
想
に
橋
姫
伝
承
、
二
人
妻
伝
承
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
一
考
に
値
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
二
人
妻
と

い
う
設
定
は
必
ず
し
も
大
君
と
唐
后
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
で
な
く
、
大
君
と
吉
野
姫
君
、
あ
る
い
は
唐
后
と
吉
野
姫
君
の
関
係
に
も
、
考

え
方
に
よ
っ
て
は
相
当
し
得
る
よ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
む
し
ろ
橋
姫
伝
承
の
方
に
よ
り
濃
い
影
響
関
係
が
あ
る
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
と

思
わ
れ
る
。
い
っ
た
い
に
重
層
的
な
影
響
関
係
を
単
一
な
説
話
概
念
で
把
握
す
る
こ
と
は
困
難
で
は
あ
る
。
い
ま
問
題
と
し
て
い
る
浜
松

の
中
納
言
の
歌
に
し
て
も
橋
姫
伝
承
の
発
想
に
は
よ
り
な
が
ら
も
、
歌
の
表
現
上
の
語
句
使
用
か
ら
い
え
ば
あ
き
ら
か
に
伊
勢
物
語
第
六

十
三
段
の
つ
く
も
髪
伝
承
に
み
え
る
「
も
も
と
せ
に
ひ
と
と
せ
足
ら
ぬ
つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
み
え
つ
れ
」
に
基
づ
い
て
い
る
の

で
あ
る
。
伊
勢
物
語
の
歌
の
「
九
十
九
歳
の
女
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
「
恋
人
を
待
ち
続
け
る
日
本
の
女
」
に
置
き
換
え
て
み
る
と
浜
松
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

歌
に
な
る
。
こ
う
考
え
る
と
伊
藤
氏
の
さ
き
の
指
摘
は
ま
こ
と
に
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
「
我
を
恋
ふ
ら
し
」
を
も
つ
も
う
一
例
の
長
能
集
（
一
〇
）
の
歌
に
つ
い
て
み
て
お
こ
う
。
詞
書
は
「
ゆ
め
み
さ
わ
が
し
、
と
て
よ
め

る
」
と
あ
り
、
こ
の
歌
が
「
夢
見
が
穏
か
で
な
か
っ
た
、
と
い
う
の
で
、
よ
ん
だ
歌
」
と
い
う
設
定
で
詠
ま
れ
て
い
る
。
平
安
文
学
輪
読

会
編
『
長
能
芸
注
釈
』
は
「
ゆ
め
み
さ
わ
が
し
」
に
つ
い
て
、
「
不
吉
な
夢
、
不
安
な
夢
を
見
た
こ
と
を
い
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
が
、

四
七
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こ
こ
は
歌
か
ら
判
る
よ
う
に
、
そ
れ
ほ
ど
深
刻
な
夢
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
」
（
二
一
頁
）
と
説
か
れ
、
肝
心
の
歌
に
つ
い
て
は
、
「
丹

波
国
の
田
舎
に
い
る
自
分
に
対
し
て
都
に
い
る
人
、
恐
ら
く
は
都
の
女
性
、
恋
人
を
さ
す
の
で
あ
ろ
う
。
『
ゆ
め
み
』
は
、
具
体
的
な
内

容
は
判
ら
な
い
が
、
気
に
な
る
よ
う
な
内
容
の
夢
、
普
通
で
は
な
い
夢
を
見
た
の
で
あ
ろ
う
。
古
代
人
は
、
あ
る
人
が
夢
の
中
に
現
れ
た

場
合
、
そ
れ
は
そ
の
人
が
自
分
を
恋
い
求
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
こ
と
は
、
万
葉
集
以
来
多
く
の
例
が
あ
る
。
『
わ
れ
を

こ
ふ
ら
し
』
は
、
伊
勢
物
語
六
三
段
の
『
百
歳
に
一
歳
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
お
も
か
げ
に
見
ゆ
』
に
よ
っ
た
語
と
考
え
ら
れ

る
。
」
（
二
一
頁
）
と
述
べ
て
、
明
確
に
伊
勢
物
語
つ
く
も
髪
伝
承
と
の
関
係
の
存
在
を
注
記
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、
浜
松
の
こ
の
歌
も
や
は
り
伊
勢
物
語
六
十
三
段
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
意
識
し
つ
つ
詠
ま

れ
て
い
る
と
捉
え
る
の
が
ま
ず
は
穏
当
な
考
え
で
は
な
か
ろ
う
か
。
歌
の
鍵
語
で
あ
る
「
つ
く
も
髪
」
と
い
う
語
も
平
安
期
の
物
語
に
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
源
氏
物
語
・
手
習
巻
に
わ
ず
か
に
一
例
（
コ
年
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪
多
か
る
所
に
て
」
）
あ
る
の
み
で
、
和
歌
に
も
多

く
は
な
い
。
「
つ
く
も
髪
」
に
は
伊
勢
物
語
の
イ
メ
ー
ジ
が
色
濃
く
織
り
込
ま
れ
て
い
る
と
み
て
も
よ
か
ろ
う
。
大
雑
把
に
ま
と
め
れ

ば
、
伊
勢
物
語
の
老
女
の
夢
語
り
の
発
想
を
す
こ
し
ず
ら
せ
ば
、
若
い
女
が
出
家
を
す
る
話
に
、
さ
ら
に
出
家
後
に
在
俗
中
の
恋
人
を
慕

っ
て
夢
告
げ
を
す
る
と
い
う
設
定
に
再
生
さ
れ
る
可
能
性
の
過
程
は
、
さ
ほ
ど
の
駐
路
と
は
思
え
な
い
よ
う
で
も
あ
る
。
冒
険
つ
い
で
に

付
加
す
る
な
ら
ば
、
さ
き
に
あ
げ
た
長
蛇
集
の
歌
は
、
道
綱
母
と
長
能
と
は
異
母
姉
弟
で
は
な
い
か
と
言
わ
れ
て
お
り
、
仮
に
浜
松
の
作

者
が
孝
標
女
と
す
る
な
ら
ば
血
縁
関
係
が
ま
っ
た
く
無
い
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
縁
者
と
し
て
の
近
し
い
意
識
が
作
歌
の
際
に
も
働
い

て
い
た
と
も
と
れ
な
く
は
な
い
よ
う
で
あ
り
、
他
に
あ
ま
り
多
く
用
い
ら
れ
て
い
な
い
語
句
を
物
語
の
主
題
の
歌
と
し
て
導
入
す
る
可
能

性
、
あ
る
い
は
親
近
性
な
ど
が
潜
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
推
測
で
き
る
余
地
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
き
に
石
川
徹
氏
の
見
解
と
し
て
、
伊
勢
物
語
の
い
わ
ゆ
る
葦
刈
伝
説
に
係
る
二
首
の
「
み
つ
の
尼
」
が
題
名
に
ヒ
ン
ト
を
与
え
た
の

で
は
な
い
か
と
の
説
を
紹
介
し
た
。
石
川
氏
の
見
解
と
こ
の
つ
く
も
髪
の
歌
と
の
関
わ
り
と
を
み
る
と
、
浜
松
に
は
伊
勢
物
語
か
ら
の
影

響
が
や
は
り
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
と
み
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
発
想
に
お
い
て
も
表
現
の
面
に
お
い
て
も
前
代
の
作
品
の
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影
響
が
濃
く
あ
る
と
み
る
の
は
自
然
で
、
し
か
も
浜
松
の
よ
う
な
新
奇
な
構
想
に
お
い
て
こ
そ
物
語
の
深
層
に
、

き
い
伝
承
が
重
層
し
な
が
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

依
拠
す
べ
き
骨
格
の
大

（
四
）
　
為
家
と
浜
松
と
の
関
わ
り
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次
に
「
夢
に
見
え
つ
れ
」
に
着
目
し
て
み
る
。
こ
れ
と
同
じ
句
を
も
つ
歌
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
新
編
国
歌
大
観
の
C
D
－
R
O
M
で

見
る
か
ぎ
り
、
五
件
の
該
当
歌
が
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
三
件
は
浜
松
の
こ
の
歌
と
、
こ
れ
を
お
さ
め
る
後
百
番
歌
合
、
風
葉
集
の
歌
で
あ

る
。
残
る
二
首
は
為
家
集
と
法
性
寺
為
信
集
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。
法
性
寺
為
信
集
の
は
「
せ
め
て
猶
ま
ど
ろ
む
程
も
わ
す
ら
れ
ぬ
つ
ら

さ
の
み
こ
そ
夢
に
見
え
つ
れ
」
（
三
〇
三
）
と
あ
る
歌
で
、
「
恋
歌
の
中
に
」
と
題
す
る
五
首
の
中
の
↓
首
で
あ
る
よ
う
に
、
逢
え
ぬ
恋
人

の
嘆
い
て
い
る
様
子
を
夢
に
見
た
と
詠
む
恋
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
為
家
集
の
歌
は
「
い
か
に
ぞ
と
お
も
ひ
や
す
ら
ん
今
夜
こ
そ
故
郷
人
の

夢
に
み
え
つ
れ
」
（
】
七
九
二
）
と
い
う
も
の
で
、
歌
の
趣
向
と
し
て
は
、
自
己
の
苦
衷
に
拘
泥
す
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る
法
性
寺
為
信

集
の
よ
り
も
、
い
っ
そ
う
浜
松
の
歌
に
近
い
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
故
郷
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
恋
し
い
人
に
思
い
を
馳
せ
て
い
る
と
、

何
と
、
今
夜
、
そ
の
恋
し
い
人
を
夢
に
見
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
故
郷
人
」
は
夢
路
を
辿
っ
て
来
て
我
が
夢
枕
に
や
っ
て
き
た
の
で
あ

る
。
し
か
と
そ
の
内
実
は
分
明
で
は
な
い
も
の
の
、
夢
枕
に
た
つ
こ
と
に
よ
っ
て
熱
い
思
い
は
伝
わ
っ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
長
い
隔
た

り
を
越
え
て
、
夢
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
恋
し
さ
は
ま
さ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
大
久
保
広
行
氏
は
、
今
日
の
「
夢
を
見
る
」
に
相
当

す
る
表
現
は
万
葉
集
に
お
い
て
は
「
夢
に
見
ゆ
」
（
「
夢
に
見
る
」
）
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
夢
の
対
象
を
主
語
と
す
る
単
純
な
構
文
を

と
る
も
の
で
、
夢
を
自
然
発
生
的
な
神
秘
霊
妙
な
も
の
と
す
る
観
念
が
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
」
（
「
国
文
学
」
昭
和
四
七
・
六
）
と

述
べ
て
お
ら
れ
る
。
し
か
も
「
夢
に
見
ゆ
」
は
必
ず
し
も
万
葉
集
の
修
辞
に
の
み
と
ど
ま
ら
ず
、
和
歌
の
類
型
的
表
現
と
し
て
定
着
す
る

こ
と
に
な
る
。
大
久
保
氏
の
言
い
方
を
援
用
す
る
な
ら
ば
、
浜
松
の
「
日
の
本
の
」
の
歌
は
「
日
の
本
の
御
津
の
浜
松
」
が
主
語
で
あ
っ
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浜松中納言物語の題名

五
〇

て
、
そ
れ
が
夢
枕
に
立
つ
と
い
う
解
が
成
り
立
つ
。
中
納
言
は
、
自
分
の
夢
枕
に
今
夜
、
「
御
津
の
浜
松
」
が
立
っ
た
が
ゆ
え
に
、
遠
い

異
郷
に
い
る
自
分
を
恋
し
く
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
と
思
い
当
る
の
で
あ
っ
た
。
日
本
を
離
れ
、
大
君
と
も
別
れ
、
多
く
の
日
数
を

経
、
今
日
に
限
っ
て
大
君
の
夢
を
見
た
の
で
あ
る
。
日
は
多
く
あ
っ
た
の
に
、
他
の
日
で
な
く
、
ま
さ
に
今
夜
、
大
君
の
姿
を
見
、
彼
女

自
ら
が
話
し
掛
け
る
か
の
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
設
定
で
の
中
納
言
の
歌
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
「
故
郷
人
の
夢
に

み
え
つ
れ
」
と
す
る
為
家
集
の
歌
は
ま
さ
に
こ
の
浜
松
中
納
言
物
語
の
中
納
言
と
大
君
の
交
感
に
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
と
み
て
も
よ
さ

そ
う
で
あ
る
。

　
歌
｝
首
の
類
似
か
ら
類
推
を
拡
散
さ
せ
て
い
く
傾
き
を
警
戒
は
し
つ
つ
も
、
な
お
も
う
一
言
付
加
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ

は
こ
の
為
家
と
い
う
人
物
の
こ
と
で
あ
る
。
藤
原
為
家
は
藤
原
定
家
の
嫡
男
で
続
古
今
和
歌
集
な
ど
の
編
纂
に
当
た
っ
た
歌
人
。
さ
ら
に

は
物
語
歌
集
で
あ
る
風
葉
集
の
撰
者
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
為
家
も
定
家
同
様
、
物
語
に
も
関
心
が
深
か
っ
た
こ
と
は
言
う

ま
で
も
な
い
。
さ
ら
に
憶
測
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
為
家
の
歌
は
、
表
面
は
単
な
る
故
郷
人
恋
し
さ
の
思
い
を
詠
ん
で
は
い
る
も

の
の
、
そ
の
背
景
と
し
て
物
語
の
世
界
、
浜
松
の
物
語
的
世
界
を
、
そ
し
て
浜
松
の
題
名
の
源
と
な
っ
た
歌
に
注
目
し
て
い
た
か
ら
こ
そ

の
詠
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
浜
松
の
題
名
に
つ
い
て
考
え
て
く
る
と
、
な
お
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
り
そ
う
に
思
え
て
く
る
。
物
語
中
の
歌
と
場
面

と
を
子
細
に
検
討
す
る
過
程
で
多
く
の
読
み
残
し
が
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
浜
松
中
納
言
物
語
の
元
題
は
中
納
言
の
詠
ん
だ
歌
に
あ
る

「
み
つ
の
は
ま
ま
つ
」
に
本
源
が
あ
り
、
後
に
「
浜
松
中
納
言
」
や
「
浜
松
中
納
言
物
語
」
に
な
っ
て
い
る
と
説
く
こ
と
は
ま
っ
た
く
正

し
い
。
た
だ
、
そ
れ
が
物
語
の
展
開
の
な
か
で
、
ま
た
、
広
く
物
語
史
の
流
れ
の
な
か
で
い
か
な
る
背
景
の
な
か
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
ど



の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
っ
た
の
か
は
、
も
う
少
し
慎
重
に
み
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

中　西　健　治

丁注
s．．．．

小
考
の
要
点
を
図
示
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
　
も
も
と
せ
k
ひ
と
と
せ
た
ら
ぬ
つ
く
も
髪

「
　
　
一
　
一
ひ
の
も
と
の
み
燈
の
浜
松
こ
よ
ひ
㍗
」
そ

「
：
さ
む
し
ろ
に
衣
か
た
し
き
今
宵
も
や

我
を
恋
ふ
ら
し
夢
に
見
え
つ
れ

　
　
　
一
　
一

等
を
管
ふ
ら
し
夢
τ
見
直
つ
れ

　
　
　
…
　
｝

我
を
待
つ
ら
む
宇
治
の
は
し
ひ
め

（
伊
勢
・
6
3
）

（
浜
松
）

（
伊
勢
・
1
3
）

な
お
、
辛
島
正
雄
氏
は
「
女
中
納
言
と
「
宇
治
」
1
『
今
と
り
か
へ
ば
や
』
に
お
け
る
〈
二
人
妻
説
話
〉
の
影
1
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
平
成

十
四
年
五
月
特
集
号
）
に
お
い
て
「
今
と
り
か
へ
ば
や
」
に
「
二
人
妻
説
話
」
の
面
影
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
依
っ
て
き
た
る

も
の
と
し
て
散
逸
物
語
「
橋
姫
の
物
語
」
が
あ
る
と
い
う
。
こ
れ
を
浜
松
に
応
用
し
、
二
人
妻
を
大
君
と
唐
后
と
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
物

語
の
古
層
に
共
通
す
る
何
者
か
が
あ
り
そ
う
に
思
え
て
く
る
。

橋
姫
　
の
　
物
語

浜
松
中
納
言
物
語

1
　
二
人
妻
の
話
で
あ
る
H
　
本
の
妻
は
夫
の
子
を
生
む
皿
　
夫
は
龍
王
の
婿
と
な
り
、
妻
た
ち
と
幽
明
処
を
隔
て
る
W
　
本
の
妻
が
「
宇
治
の
橋
姫
」
と
呼
ば
れ
る

大
君
と
唐
后
大
君
は
女
児
を
生
む
中
納
言
は
唐
后
と
契
り
、
唐
土
に
三
年
い
る
本
の
妻
（
大
君
）
は
「
み
つ
の
浜
松
」
と
呼
ば
れ
る

五
一
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