
変
わ
ら
な
い
心
を
贈
る
︱
﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
〇
段
試
論
︱

亀

田

夕

佳

︻
要
旨
︼

﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
十
段
に
は
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
を
介
し
た
贈
答
歌
が
語
ら
れ
て

い
る
が
︑
従
来
そ
の
意
味
に
つ
い
て
は
専
ら
﹁
女
の
心
変
わ
り
﹂
も
し
く
は
﹁
男
の
思

い
の
強
さ
・
祝
意
﹂
と
し
て
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
︒
本
論
で
は
﹁
か
へ
で
﹂
に
﹁
変

へ
で
﹂
の
意
を
重
ね
る
﹁
歌
こ
と
ば
﹂
の
用
例
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
︑
本
段
の
や

り
と
り
が
﹁
か
へ
で
／
変
へ
で
﹂
と
い
う
﹁
変
わ
ら
な
い
心
﹂
を
贈
る
前
提
で
行
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
新
た
に
考
察
す
る
︒

一
︑
問
題
の
所
在

﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
〇
段
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
︵
１
︶

︒

む
か
し
︑
男
︑
大
和
に
あ
る
女
を
見
て
︑
よ
ば
ひ
て
あ
ひ
に
け
り
︒
さ
て
︑
ほ
ど

へ
て
︑
宮
仕
へ
す
る
人
な
り
け
れ
ば
︑
帰
り
来
る
道
に
︑
三
月
ば
か
り
に
︑
か
へ
で

の
も
み
ぢ
の
い
と
お
も
し
ろ
き
を
折
り
て
︑
女
の
も
と
に
︑
道
よ
り
い
ひ
や
る
︒

君
が
た
め
手
折
れ
る
枝
は
春
な
が
ら
か
く
こ
そ
秋
の
も
み
ぢ
し
に
け
れ

と
て
や
り
た
り
け
れ
ば
︑
返
り
ご
と
は
︑
京
に
来
着
き
て
な
む
も
て
来
た
り
け
る
︒

い
つ
の
ま
に
う
つ
ろ
ふ
色
の
つ
き
ぬ
ら
む
君
が
里
に
は
春
な
か
る
ら
し

︵
一
三
一
～
一
三
二
頁
︶

男
が
大
和
の
女
と
結
婚
し
た
が
︑
し
ば
ら
く
し
て
宮
仕
へ
の
た
め
に
帰
京
す
る
こ

と
に
な
っ
た
︒
男
が
京
に
向
か
う
道
で
︑
美
し
い
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
と
と
も
に

歌
を
贈
る
と
︑
女
は
男
が
京
に
帰
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
返
歌
を
届
け
た
と
い
う
︒

右
の
贈
答
歌
は
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
に
託
し
て
心
情
を
詠
ん
で
お
り
︑
相
手
へ

の
気
持
ち
の
強
さ
を
詠
ん
だ
男
の
贈
歌
に
対
し
て
︑
切
り
返
し
て
い
く
女
の
返
歌
と

い
う
形
は
︑
類
型
的
で
あ
る
と
い
え
る
︒
特
徴
的
で
あ
る
の
は
︑
一
般
に
﹁
も
み
ぢ
﹂

が
秋
の
景
物
で
あ
る
と
こ
ろ
を
︑
本
段
で
は
﹁
三
月
ば
か
り
﹂
と
し
て
﹁
春
の
紅
葉
﹂

を
取
り
上
げ
て
い
る
点
で
あ
る
︒

﹁
三
月
の
も
み
ぢ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
早
く
に
柿
本
奨
氏
に
よ
り
考
察
が
な
さ
れ
︑

﹁
病
葉
と
考
へ
る
ほ
か
は
な
い
︵
２
︶

﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
実
際
の
植
物
の
あ
り

よ
う
は
そ
れ
と
し
て
︑
﹁
和
歌
表
現
﹂
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
は
︑
考
察
の
余
地

が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
︒

平
安
時
代
の
文
学
作
品
に
は
︑
し
ば
し
ば
物
と
と
も
に
和
歌
を
贈
る
行
為
が
描
か

れ
る
︒
そ
う
し
た
場
合
に
︑
贈
る
﹁
物
﹂
が
﹁
こ
と
ば
﹂
を
抱
え
る
と
の
指
摘
が
本

田
恵
美
氏
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
︒
本
田
氏
は
︑
和
歌
と
共
に
贈
ら
れ
る
﹁
物
﹂

が
﹁
︿
こ
と
ば
﹀
性
を
帯
び
る
﹂
と
さ
れ
︑
﹃
伊
勢
物
語
﹄
三
段
の
﹁
ひ
じ
き
も
﹂
に

つ
い
て
詳
細
に
考
察
を
さ
れ
て
い
る
︵
３
︶

︒
﹁
物
﹂
と
﹁
こ
と
ば
﹂
と
の
分
か
ち
が
た

い
関
連
を
指
摘
さ
れ
た
点
︑
首
肯
す
べ
き
見
解
で
あ
る
︒

本
論
で
は
︑
﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
〇
段
に
お
い
て
︑
和
歌
が
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
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と
共
に
贈
ら
れ
る
意
味
に
つ
い
て
︑
従
来
指
摘
の
な
い
﹁
楓
／
か
へ
で
／
変
へ
で
﹂

の
掛
詞
を
新
た
に
指
摘
し
︑
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
︒
本
段
で
贈
ら
れ
る
﹁
か
へ
で
・

楓
﹂
は
︑﹁
か
へ
で
・
変
へ
で
﹂
と
の
分
か
ち
が
た
い
連
想
関
係
に
あ
る
﹁
歌
こ
と
ば
﹂

だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
の
意
味
を
問
い
た
い
︒

ま
ず
は
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
を
確
認
し
て

お
く
︒二

︑
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
に
つ
い
て
の
諸
説

述
べ
た
よ
う
に
︑
二
十
段
の
贈
答
歌
は
春
の
三
月
に
紅
葉
が
贈
ら
れ
て
い
る
︒
秋

の
紅
葉
が
一
般
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
﹁
春
の
紅
葉
﹂
は
特
異
な
も
の
で
あ
り
︑
従

来
こ
の
点
を
取
り
上
げ
て
︑
解
釈
さ
れ
て
き
て
い
る
が
︑
大
別
し
て
Ａ
︑
女
の
心
変

わ
り
︑
Ｂ
︑
男
の
思
い
の
強
さ
が
読
み
取
ら
れ
て
き
て
い
る
︒
い
く
つ
か
具
体
的
に

示
し
て
お
く
︵
４
︶

︒

Ａ
︑
女
の
心
変
わ
り

ａ
︑
﹃
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
﹄

﹁
君
が
こ
こ
ろ
も
し
う
つ
ろ
ふ
か
︿
中
略
﹀
女
の
心
を
う
た
が
ひ
て
い
ひ
な

せ
る
也
﹂

ｂ
︑
﹃
伊
勢
物
語
惟
清
抄
﹄

﹁
春
ナ
ガ
ラ
︑
カ
ク
モ
ミ
ヂ
ス
ル
ハ
︑
君
ガ
心
ノ
︑
ウ
ツ
ロ
フ
ユ
ヘ
ニ
ヤ
ト

云
心
也
﹂

ｃ
︑
﹃
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
﹄

﹁
君
が
心
の
あ
き
が
有
故
に
か
く
色
付
か
と
云
心
也
﹂

ｄ
︑
﹃
勢
語
臆
断
﹄

﹁
君
の
こ
こ
ろ
の
は
や
う
つ
ろ
ふ
か
と
よ
め
り
︒
出
く
る
道
な
れ
ば
︑
か
な

ら
ず
し
も
女
の
心
を
う
た
が
ひ
た
る
に
は
あ
ら
で
︑
た
ゞ
ひ
き
み
る
な
る
べ

し
﹂

ｅ
︑
﹃
伊
勢
物
語
古
意
﹄

﹁
君
が
心
に
我
を
あ
き
て
ふ
事
あ
れ
ば
︑
御
為
に
と
て
折
り
た
る
枝
す
ら
も

う
つ
ろ
ふ
色
の
侍
る
よ
と
よ
め
る
也
﹂

右
は
︑﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
に
女
の
心
変
わ
り
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
︒
ａ
﹁
女

の
心
を
う
た
が
ひ
て
﹂
︑
ｂ
﹁
君
ガ
心
ノ
︑
ウ
ツ
ロ
フ
ユ
ヘ
﹂
︑
ｄ
﹁
は
や
う
つ
ろ
ふ

か
﹂
は
女
の
不
実
を
読
み
取
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
こ
と
を
︑
ｃ
﹁
き
み
が
心
の

あ
き
﹂
︑
ｅ
﹁
我
を
あ
き
て
ふ
﹂
は
﹁
秋
／
飽
き
﹂
の
掛
詞
と
し
て
読
み
取
っ
て
い

る
と
い
え
る
︒

男
の
贈
っ
た
﹁
紅
葉
﹂
を
﹁
秋
／
飽
き
﹂
の
象
徴
と
し
︑
女
の
不
実
を
詠
ん
だ
す

る
立
場
に
対
し
て
︑
﹁
春
の
紅
葉
﹂
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
﹁
男
の
思
い
の
強
さ
﹂

と
し
て
理
解
す
る
立
場
も
見
ら
れ
る
︒
以
下
の
よ
う
で
あ
る
︒

Ｂ
︑
男
の
思
い
の
強
さ

ｆ
﹃
伊
勢
物
語
愚
見
抄
﹄

﹁
君
が
為
に
と
手
お
れ
る
え
だ
な
れ
ば
︑
も
み
ぢ
す
ま
じ
き
こ
ろ
な
れ
ど
︑

か
く
色
づ
け
る
と
い
へ
り
︒
わ
り
な
き
心
の
色
を
も
み
ぢ
に
つ
け
て
い
へ
る

歌
也
﹂

ｇ
︑
﹃
伊
勢
物
語
新
釈
﹄

﹁
師
説
に
︑
此
歌
の
意
は
︑
君
に
わ
が
心
ざ
し
深
き
に
か
な
ひ
て
春
な
が
ら

も
秋
の
ご
と
く
色
ふ
か
く
染
た
り
と
い
ふ
意
な
る
べ
し
﹂

ｈ
︑
﹃
評
釈
伊
勢
物
語
大
成

増
補
版
﹄
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﹁
秋
を
︑
厭
の
来
る
色
に
染
め
出
で
た
と
い
ふ
注
が
多
数
で
あ
る
け
れ
ど
︑

詞
書
に
﹁
い
と
お
も
し
ろ
き
を
折
り
て
﹂
と
書
き
︑
歌
に
﹁
君
が
た
め
手
折

れ
る
枝
﹂
と
い
う
た
詞
の
響
き
が
︑
厭
味
を
い
ふ
の
に
は
調
和
し
な
い
︒︵
５
︶

﹂

ｆ
﹃
愚
見
抄
﹄
は
女
の
不
実
で
は
な
く
︑
男
の
思
い
と
し
て
解
釈
す
る
早
い
例
で

あ
る
︒
ｇ
﹃
新
釈
﹄
は
﹁
師
説
﹂
と
し
て
本
居
宣
長
の
説
を
引
用
し
て
い
る
︒
そ

し
て
ｈ
﹃
評
釈
伊
勢
物
語
大
成
﹄
で
は
︑
﹃
愚
見
抄
﹄
に
も
言
及
が
あ
っ
た
﹁
君

が
為
﹂
の
表
現
内
容
を
根
拠
と
し
﹁
厭
味
を
い
ふ
の
に
は
調
和
し
な
い
﹂
と
し
て
︑

相
手
の
不
実
を
詰
る
﹁
秋
／
飽
き
﹂
と
す
る
解
釈
を
排
し
て
い
る
︒
以
下
ｉ
～
ｌ

と
し
て
示
す
よ
う
に
︑
現
行
の
主
な
注
釈
書
は
主
と
し
て
で
は
︑
こ
の
指
摘
を
受

け
︑
男
の
思
い
の
深
さ
︑
強
さ
を
い
う
歌
と
い
う
解
釈
に
落
ち
着
い
た
状
況
に
あ

る
︒

ｉ
︑
﹃
新
潮
日
本
古
典
集
成

伊
勢
物
語
﹄

﹁
あ
な
た
の
た
め
に
と
思
っ
て
折
る
と
︑
春
で
も
こ
の
よ
う
に
紅
葉
に
な
る
︑

す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
と
い
う
意
味
︵
６
︶

﹂

ｊ
︑
﹃
新
日
本
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
脚
注

﹁
私
の
心
も
あ
な
た
へ
の
思
い
に
︑
色
濃
く
染
ま
っ
て
い
ま
す
︵
７
︶

﹂

ｋ
︑
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
頭
注

﹁
紅
く
色
づ
く
の
は
︑
あ
な
た
を
思
う
私
の
心
の
色
で
染
ま
っ
た
の
で
す
︒

の
意
を
こ
め
る
︒
思
ひ
︵
緋
︶
の
色
で
染
ま
っ
た
と
い
う
つ
も
り
で
あ
ろ

う
︵
８
︶

﹂

ｌ
︑
﹃
伊
勢
物
語
全
読
解
﹄

﹁
紅
葉
の
紅
は
︑
血
の
涙
で
染
ま
っ
た
袖
の
色
を
連
想
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た

の
で
は
な
い
か
︵
９
︶

﹂

現
行
の
注
釈
書
は
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
を
﹁
男
の
思
い
の
深
さ
﹂
と
し
て
と
ら

え
て
い
る
が
︑
﹃
全
読
解
﹄
は
そ
の
思
い
の
強
さ
を
﹁
紅
葉
の
袖
﹂
と
い
う
読
み
ぶ

り
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
﹁
血
の
涙
﹂
で
染
ま
っ
た
の
だ
と
し
て
い
る
︒
一
首

が
﹁
袖
﹂
と
い
う
衣
服
と
結
び
つ
く
必
然
性
に
つ
い
て
は
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
が
︑

歌
こ
と
ば
の
表
現
を
手
掛
か
り
に
考
え
て
ゆ
く
点
に
お
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
指
摘

で
あ
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
ま
で
諸
注
釈
の
解
釈
を
確
認
し
て
き
た
︒
男
の
和
歌
に
お
け
る
﹁
秋

の
も
み
ぢ
﹂
が
﹁
秋
／
飽
き
﹂
と
の
連
想
に
あ
る
こ
と
か
ら
︑
初
期
に
は
﹁
女
の
不

実
﹂
と
す
る
解
釈
が
見
ら
れ
た
が
︑
一
首
に
お
い
て
は
﹁
君
が
た
め
﹂
の
一
語
と
の

の
矛
盾
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
現
在
で
は
﹁
男
の
思
い
の
深
さ
﹂
が
読
み
取
ら
れ
て
い

る
状
況
を
述
べ
た
︒

﹁
君
が
た
め
﹂
の
表
現
に
つ
い
て
は
大
井
田
晴
彦
氏
に
よ
り
﹁
真
心
こ
め
た
贈
り

物
を
す
る
時
の
常
套
句
︒
﹂
と
の
指
摘
が
あ
る
︵
10
︶

︒
こ
の
表
現
は
︑
し
ば
し
ば
正
月

の
若
菜
摘
み
な
ど
に
用
い
ら
れ
て
お
り
︑
行
事
や
季
節
ご
と
の
挨
拶
な
ど
の
公
的
な

場
で
の
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
君
が
た
め
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
和
歌
が
い

か
に
大
切
な
贈
り
物
を
い
う
表
現
で
あ
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
︒

大
伴
坂
上
郎
女
歌
一
首

ｍ
︑
五
月
之

花
橘
乎

為
君

珠
尓
社
貫

零
巻
惜
美

︵
さ
つ
き
の

は
な
た
ち
ば
な
を

き
み
が
た
め

た
ま
に
こ
そ
ぬ
け
ち
ら

ま
く
を
し
み
︶

︵
万
葉
集
︑
巻
八
︑
夏
相
聞
︑
一
五
〇
二
︶

左
中
弁
よ
し
み
つ
の
朝
臣
の
人
の
馬
の
は
な
む
け
す
る
所
に
︑
幣
に
書
か

ん
と
て
よ
ま
せ
た
る

ｎ
︑
い
と
ま
だ
き
み
ゆ
る
紅
葉
は
君
が
た
め
思
ひ
そ
め
た
る
幣
に
ざ
り
け
る
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︵
貫
之
集
︑
七
三
四
︶

は
る
か
む
の
宰
相
︑
左
近
の
中
将
に
て
︑
紅
梅
を
折
り
て
お
こ
せ
た
り
し

ｏ
︑
君
が
た
め
我
が
を
る
や
ど
の
梅
花
色
に
ぞ
い
づ
る
ふ
か
き
こ
こ
ろ
は

と
あ
る
返
し

色
も
か
も
と
も
に
に
ほ
へ
る
梅
花
ち
る
う
た
が
ひ
の
あ
る
や
な
に
な
り

︵
兼
輔
集
︑
六
︑
七
︶

ｐ
︑
に
ほ
ひ
う
す
く
咲
け
る
花
を
も
君
が
た
め
を
る
と
し
を
れ
ば
色
ま
さ
り
け
り

か
へ
し

を
ら
ざ
り
し
時
よ
り
に
ほ
ふ
花
な
れ
ば
わ
が
た
め
深
き
色
と
や
は
み
る

︵
敦
忠
集
︑
四
一
︑
四
二
︶

右
は
︑
ｍ
﹁
花
橘
﹂
︑
ｎ
﹁
幣
︵
紅
葉
︶
﹂
︑
ｏ
﹁
梅
花
﹂
︑
ｐ
﹁
花
︵
枝
︶
﹂
を
﹁
君

が
た
め
﹂
に
贈
る
と
い
う
和
歌
で
あ
る
︒
ｍ
﹁
橘
﹂
は
花
も
実
も
﹁
玉
に
貫
く
﹂
と

詠
ま
れ
る
植
物
で
あ
る
が
︑
﹁
散
ら
な
い
よ
う
に
﹂
と
し
て
い
る
点
に
相
手
へ
の
思

い
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
ｎ
は
﹁
馬
の
は
な
む
け
﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
旅
立
ち
の
無
事
を
祈
念
し
て
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
が
︑
早
々
と
色
づ
い
た
紅
葉

は
自
分
の
深
い
思
い
で
染
ま
っ
た
幣
な
の
だ
と
し
て
い
る
︵
11
︶

︒

続
く
ｏ
︑
ｐ
に
お
い
て
も
贈
る
側
の
心
が
贈
る
事
物
に
作
用
し
て
彩
り
を
増
し
て

い
る
と
詠
ま
れ
て
い
る
︒
ｏ
で
は
﹁
梅
の
花
﹂
で
は
﹁
深
き
心
の
さ
ま
﹂
を
示
し
︑

ｐ
で
は
﹁
に
ほ
ひ
う
す
く
咲
け
る
花
﹂
が
﹁
色
ま
さ
り
け
り
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ

れ
ら
二
首
は
と
も
に
贈
歌
で
あ
る
が
︑
返
歌
で
は
そ
の
思
い
の
深
さ
が
切
り
返
さ
れ

て
い
る
点
は
︑
﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
〇
段
の
贈
答
歌
と
同
趣
向
で
あ
る
と
い
え
よ
う
︒

以
上
︑
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て

き
た
︒
繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
一
般
に
﹁
も
み
ぢ
﹂
が
﹁
秋
／
飽
き
﹂
の
景
物
で
あ

る
こ
と
か
ら
︑
﹁
女
の
心
変
わ
り
﹂
と
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
︑
右
に
述
べ

て
き
た
よ
う
に
︑
﹁
君
が
た
め
﹂
と
い
う
︑
相
手
を
思
う
心
か
ら
の
歌
で
あ
る
こ
と

を
宣
言
す
る
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
と
の
関
わ
り
か
ら
は
︑
﹁
男
の
強
い
思
い
﹂

が
読
み
取
ら
れ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒

こ
こ
で
改
め
て
問
題
に
な
る
の
は
︑
そ
も
そ
も
﹁
三
月
﹂
の
﹁
も
み
ぢ
﹂
が
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
か
で
あ
る
︒
時
節
を
外
れ
た
紅
葉
は
し
ば
し

ば
和
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
き
た
い
︒

三
︑
時
節
を
外
れ
た
紅
葉
に
つ
い
て

﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
〇
段
で
は
﹁
三
月
ば
か
り
に
︑
か
へ
で
の
も
み
ぢ
の
い
と
お
も

し
ろ
き
﹂
が
贈
ら
れ
る
︒
紅
葉
が
秋
の
景
物
で
あ
る
た
め
に
︑
三
月
の
紅
葉
が
特
別

に
取
り
上
げ
ら
れ
た
わ
け
だ
が
︑
時
節
を
外
れ
た
紅
葉
に
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
が

挙
げ
ら
れ
る
︒
い
く
つ
か
示
そ
う
︒

正
月
ま
ゆ
み
の
も
み
ぢ
に
つ
け
て
︑
大
納
言

時
雨
を
ば
ま
ち
も
つ
け
で
や
山
の
端
の
お
の
れ
ま
だ
き
に
紅
葉
そ
め
け
む

か
へ
し

ア
︑
ま
ち
か
ね
て
移
ろ
ふ
枝
の
あ
た
り
に
は
人
に
し
ら
れ
ぬ
秋
や
き
ぬ
ら
む

︵
中
務
集
︑
一
六
〇
︑
一
六
一
︶

三
月
ば
か
り
に
︑
雨
ふ
る
日
︑
か
つ
ら
の
も
み
ぢ
人
の
も
て
ま
ゐ
れ
り

イ
︑
春
さ
め
と
み
る
は
し
ぐ
れ
か
お
ぼ
つ
か
な
霞
を
わ
け
て
ち
れ
る
も
み
ぢ
ば

御
か
へ
り

ち
る
花
を
と
づ
る
か
す
み
は
春
な
が
ら
に
し
の
山
べ
も
紅
葉
す
ら
し
も

︵
斎
宮
女
御
集
︑
二
四
九
︑
二
五
〇
︶

夏
柞
の
紅
葉
の
ち
り
残
り
た
り
け
る
に
つ
け
て
︑
女
五
の
み
こ
の
も
と
に

ウ
︑
時
な
ら
で
柞
の
紅
葉
ち
り
に
け
り
い
か
に
こ
の
も
と
寂
し
か
る
ら
ん
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︵
拾
遺
集
︑
巻
第
二
〇
︑
哀
傷
︑
天
皇
御
製
︑
一
二
八
四
︶

太
政
大
臣
か
れ
が
れ
に
な
り
て
四
月
ば
か
り
に
ま
ゆ
み
の
も
み
ぢ
を
見
て

よ
み
は
べ
り
け
る

エ
︑
す
む
人
の
か
れ
ゆ
く
や
ど
は
時
わ
か
ず
草
木
も
秋
の
い
ろ
に
ぞ
あ
り
け
る

︵
後
拾
遺
集
︑
巻
十
六
︑
雑
二
︑
藤
原
兼
平
朝
臣
母
︑
九
一
七
︶

六
月
に
木
の
紅
葉
ぢ
た
る
を
と
り
て
歌
よ
み
て
︑
雅
正
の
朝
臣
の
も
と
よ

り
お
く
れ
る

オ
︑
秋
こ
そ
あ
れ
夏
の
野
べ
な
る
こ
の
は
に
は
露
の
心
の
あ
さ
く
も
有
る
か
な

と
あ
る
返
し

カ
︑
夏
な
か
に
秋
を
し
ら
す
る
紅
葉
ば
は
色
ば
か
り
こ
そ
か
は
ら
ざ
り
け
れ

︵
貫
之
集
︑
八
七
八
︑
八
七
九
︶

六
月
を
は
り

キ
︑
下
紅
葉
秋
も
こ
な
く
に
色
づ
く
は
て
る
夏
の
日
に
こ
が
れ
た
る
か
も

︵
好
忠
集
︑
一
七
六
︶

ア
は
﹁
ま
ゆ
み
の
も
み
ぢ
﹂
は
正
月
︑
イ
﹁
か
つ
ら
の
も
み
ぢ
﹂
は
三
月
に
詠
ま

れ
た
も
の
で
あ
る
︒
時
節
と
し
て
は
珍
し
い
﹁
も
み
ぢ
﹂
に
託
し
て
和
歌
が
贈
ら
れ

て
い
る
が
︑
秋
の
景
物
で
あ
る
﹁
し
ぐ
れ
﹂
と
の
連
想
関
係
が
詠
ま
れ
て
い
る
︒
時

節
を
外
れ
た
﹁
も
み
ぢ
﹂
は
︑
﹁
も
み
ぢ
﹂
で
あ
る
が
ゆ
え
に
﹁
秋
﹂
の
事
物
と
の

結
び
つ
き
が
却
っ
て
明
確
化
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
︒

ウ
は
村
上
天
皇
が
更
衣
源
計
子
が
亡
く
な
っ
た
際
に
︑
娘
の
女
五
宮
盛
子
内
親
王

に
向
け
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
﹁
柞
﹂
は
﹁
母
﹂
重
ね
た
表
現
で
あ
る
︒
﹁
時
な
ら
で
﹂

は
︑
季
節
外
れ
に
色
づ
い
た
柞
が
散
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
い
う
表
現
で
あ
る
が
︑

い
う
ま
で
も
な
く
そ
の
場
合
の
﹁
時
﹂
は
﹁
秋
﹂
の
こ
と
で
あ
る
︒
季
節
外
れ
で
あ
っ

て
も
﹁
紅
葉
﹂
は
﹁
秋
﹂
と
の
強
い
連
想
関
係
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

同
様
の
傾
向
は
︑
エ
後
拾
遺
集
︑
オ
貫
之
集
に
お
い
て
も
指
摘
で
き
る
︒
エ
は
夫

で
あ
っ
た
太
政
大
臣
の
愛
情
が
薄
ら
い
だ
こ
と
﹁
ま
ゆ
み
の
も
み
ぢ
﹂
に
寄
せ
て
嘆

く
歌
で
あ
る
︒
﹁
時
わ
か
ず
﹂
は
四
月
で
あ
る
の
に
﹁
秋
の
い
ろ
﹂
に
染
ま
っ
て
し
ま
っ

た
こ
と
を
い
う
が
︑
こ
こ
の
﹁
秋
﹂
に
は
﹁
飽
き
﹂
と
不
可
分
で
あ
ろ
う
︒

続
く
貫
之
集
の
贈
答
歌
に
お
い
て
も
人
心
の
頼
め
難
さ
が
六
月
の
﹁
夏
な
か
﹂
の

紅
葉
を
通
し
て
詠
ま
れ
て
い
る
︒
オ
﹁
秋
こ
そ
あ
れ
﹂
︑
カ
﹁
秋
を
し
ら
す
る
﹂
は
︑

﹁
木
の
紅
葉
た
る
﹂
事
物
が
な
け
れ
ば
詠
ま
れ
え
な
い
表
現
で
あ
る
︒
オ
﹁
心
あ
さ
く
﹂

と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
は
︑
こ
こ
で
の
﹁
秋
﹂
に
は
﹁
飽
き
﹂
が
張
り
付
い
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
︒

キ
好
忠
集
で
は
﹁
下
紅
葉
﹂
の
色
づ
き
を
﹁
六
月
﹂
と
い
う
夏
の
終
わ
り
で
あ
る

こ
と
を
踏
ま
え
て
﹁
夏
の
日
に
こ
が
れ
た
る
﹂
と
し
て
い
る
︒
こ
の
和
歌
の
﹁
秋
も

こ
な
く
に
﹂
の
表
現
は
﹁
紅
葉
﹂
が
﹁
秋
﹂
の
景
物
で
あ
る
こ
と
を
逆
手
に
と
っ
た

言
い
回
し
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
〇
段
の
﹁
三
月
の
も
み
ぢ
﹂
を
考
え
る
た
め
に
︑
時
節

外
れ
の
紅
葉
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
多
く
の
用
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
が
︑
秋
以
外
の
季
節
に
お
い
て
も
︑﹁
も
み
ぢ
・
紅
葉
﹂
と
さ
れ
る
場
合
︑﹁
秋
﹂

と
の
連
想
と
は
切
り
離
し
え
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
た
︒
こ
こ
で
改
め
て
問
題

に
な
る
の
は
︑
本
章
段
の
和
歌
﹁
君
が
た
め
手
折
れ
る
枝
は
春
な
が
ら
か
く
こ
そ
秋

の
紅
葉
し
に
け
れ
﹂
の
解
釈
で
あ
る
︒

先
に
︑
﹁
二
︑
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
に
つ
い
て
の
諸
説
﹂
で
確
認
し
た
よ
う
に
︑

現
行
の
注
釈
書
で
は
︑﹁
君
が
た
め
﹂
の
内
容
と
の
齟
齬
が
生
じ
る
と
い
う
判
断
か
ら
︑

﹁
秋
の
紅
葉
し
に
け
れ
﹂
を
﹁
女
の
不
実
﹂
で
は
な
く
︑
﹁
男
の
思
い
の
強
さ
﹂
と
し

て
解
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
︒

確
か
に
︑
﹁
君
が
た
め
﹂
に
主
軸
を
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
︑
﹁
い
と
お
も

し
ろ
き
を
折
り
て
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
︑
男
の
深
い
思
い
の
表
れ
と
し
て
﹁
か
へ
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で
の
も
み
ぢ
﹂
を
捉
え
る
べ
き
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

し
か
し
一
方
で
︑
こ
こ
ま
で
確
認
し
た
よ
う
に
﹁
秋
の
紅
葉
﹂
と
い
う
表
現
は
︑

﹁
秋
／
飽
き
﹂
と
否
応
な
し
に
結
び
つ
い
て
し
ま
う
も
の
だ
と
も
い
え
る
︒
﹁
秋
の
紅

葉
﹂
に
﹁
飽
き
﹂
の
響
き
を
認
め
︑
女
の
不
実
を
い
う
と
す
る
解
釈
は
︑
古
注
釈
に

多
く
み
ら
れ
た
も
の
だ
が
︑
そ
の
解
釈
を
簡
単
に
は
否
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
︒

結
論
め
い
た
こ
と
を
述
べ
て
お
く
と
︑
こ
の
和
歌
の
基
盤
は
男
の
深
い
心
尽
く
し

に
あ
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
そ
の
上
で
﹁
秋
／
飽
き
﹂
を
戯
れ
の
よ
う
に
言
い
か
け
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
男
の
思
い
の
強
さ
は
︑
贈
っ
た
﹁
か

へ
で
﹂
に
も
込
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

従
来
言
及
が
な
い
よ
う
だ
が
﹁
か
へ
で
﹂
は
︑﹁
変
わ
ら
な
い
思
い
﹂
を
い
う
﹁
変

へ
で
﹂
と
の
掛
詞
と
し
て
の
用
法
が
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
︒

四
︑
﹁
か
へ
で
﹂
に
つ
い
て
︱
﹁
楓
／
変
へ
で
﹂
の
掛
詞
︱

こ
こ
ま
で
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
が
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
き
た
か
を
確
認
し
︑

検
討
し
て
き
た
︒
こ
こ
で
改
め
て
考
え
た
い
の
は
︑
あ
え
て
﹁
か
へ
で
﹂
が
選
ば
れ

た
理
由
で
あ
る
︒
﹁
も
み
ぢ
﹂
を
い
う
の
で
あ
れ
ば
︑
﹁
か
へ
で
﹂
で
な
く
て
も
よ
い

は
ず
だ
︒
な
ぜ
﹁
か
へ
で
﹂
で
あ
っ
た
の
か
︑
本
論
で
は
そ
の
理
由
と
し
て
﹁
楓
﹂

が
﹁
変
へ
で
﹂
と
分
か
ち
が
た
い
植
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
挙
げ
た
い
︒
以
下
︑
具
体

的
に
示
す
︒

法
皇
︑
寺
め
ぐ
り
し
た
ま
ひ
け
る
道
に
て
︑
か
へ
で
の
枝
を
を
り
て

Ａ
︑
こ
の
み
ゆ
き
ち
と
せ
か
へ
で
も
見
て
し
か
な
か
か
る
山
ぶ
し
時
に
あ
ふ
べ
く

︵
後
撰
集
︑
巻
第
十
五
︑
雑
一
︑
素
性
法
師
︑
一
〇
九
二
︶

Ａ
は
宇
多
天
皇
が
譲
位
の
翌
年
十
月
に
吉
野
宮
滝
や
竜
田
山
な
ど
を
め
ぐ
っ
た
際

に
︑
素
性
法
師
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
道
す
が
ら
折
り
取
っ
た
﹁
か
へ
で
の
枝
﹂
に

託
し
て
宇
多
法
皇
に
従
う
こ
と
の
で
き
る
幸
せ
を
寿
い
だ
も
の
で
あ
る
︒
和
歌
に
お

け
る
﹁
千
歳
か
へ
で
も
﹂
は
﹁
千
歳
変
わ
ら
ぬ
﹂
と
す
る
予
祝
の
言
葉
で
あ
る
が
︑

新
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
後
撰
和
歌
集
﹄
の
脚
注
が
﹁
﹁
か
へ
で
﹂
は
﹁
変
え
な
い
で
﹂

の
意
の
中
に
︑
詞
書
に
あ
る
﹁
楓
﹂
を
掛
け
る
︵
12
︶

﹂
と
述
べ
る
よ
う
に
︑﹁
か
へ
で
も
﹂

は
﹁
変
へ
で
も
﹂
と
贈
ら
れ
た
﹁
楓
﹂
を
重
ね
た
表
現
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒

即
ち
︑
﹁
楓
﹂
は
﹁
変
わ
ら
な
い
﹂
意
を
抱
え
た
植
物
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
︒

か
へ
で

そ
せ
い

Ｂ
︑
今
さ
ら
に
心
は
か
へ
で
よ
は
へ
ん
と
い
ひ
し
こ
と
ば
に
あ
ざ
む
か
れ
つ
つ

た
だ
ふ
さ

Ｃ
︑
よ
し
野
山
き
し
の
も
み
ぢ
し
心
あ
ら
ば
ま
れ
の
み
ゆ
き
を
色
か
へ
で
ま
て

︵
古
今
六
帖
︑
第
六
帖
︑
四
〇
九
九
～
四
一
〇
〇
︶

Ｂ
︑
Ｃ
は
﹃
古
今
六
帖
﹄
第
六
帖
﹁
木
﹂
に
﹁
か
へ
で
﹂
と
し
て
採
録
さ
れ
て
い

る
う
ち
の
二
首
で
あ
る
︒
Ｂ
は
誠
実
を
約
束
し
た
相
手
の
言
葉
を
信
じ
︑
裏
切
ら
れ

て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詠
ん
だ
歌
だ
が
︑
﹁
心
は
か
へ
で
﹂
の
﹁
か
へ
で
﹂
は
﹁
変
へ

で
／
楓
﹂
の
掛
詞
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
︒
Ｃ
は
吉
野
山
の
紅
葉
に
対
し
て

行
幸
を
待
つ
よ
う
に
呼
び
か
け
る
歌
で
あ
る
︒
行
幸
の
主
体
が
誰
な
の
か
は
判
然
と

は
示
さ
れ
な
い
も
の
の
︑
宇
多
法
皇
と
す
る
指
摘
も
あ
り
︵
13
︶

︑
仕
え
る
主
君
に
対
し

て
︑
﹁
不
変
﹂
を
詠
み
あ
げ
る
寿
ぎ
の
歌
だ
と
い
え
よ
う
︒

こ
に
お
く
れ
て
な
げ
き
侍
り
け
る
こ
ろ
︑
こ
こ
ひ
の
庄
と
い
ふ
と
こ
ろ
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よ
り
く
だ
物
た
て
ま
つ
れ
り
け
る
︑
こ
に
青
き
か
へ
で
の
葉
お
し
た
り

け
る
を
見
て

Ｄ
︑
い
ろ
か
へ
で
と
き
は
な
が
ら
に
あ
る
も
の
は

こ
こ
ひ
の
も
り
の
な
げ
き
な
り
け
り

︵
続
詞
歌
和
歌
集
︑
巻
第
九
︑
哀
傷
︑
よ
み
人
し
ら
ず
︑
四
〇
五
︶

Ｄ
は
子
に
先
立
た
れ
て
悲
し
ん
で
い
る
と
︑
﹁
こ
こ
ひ
の
庄
﹂
か
ら
籠
に
入
れ
ら

れ
た
果
物
が
届
け
ら
れ
た
の
だ
が
︑
そ
こ
に
﹁
青
き
か
へ
で
﹂
の
葉
が
つ
け
ら
れ
て

い
た
の
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒
﹁
籠
﹂
は
﹁
こ
／
子
﹂
を
掛
詞
と
し
て
連
想
さ

せ
る
も
の
で
あ
る
︒
青
々
と
し
た
葉
は
﹁
色
か
へ
で
と
き
は
な
が
ら
に
﹂
と
詠
ま
れ

て
い
る
が
︑
そ
の
変
わ
ら
な
い
﹁
か
へ
で
﹂
に
よ
っ
て
︑
変
わ
り
果
て
た
今
の
状
況

が
否
応
な
し
に
突
き
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
後
に
述
べ
る
が
︑
﹁
変
へ
で
／

楓
﹂
は
︑
当
然
の
こ
と
な
が
ら
︑
楓
が
色
づ
く
植
物
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
た
表
現

で
あ
る
︒
考
察
を
続
け
る
︒

い
ま
は
阿
弥
陀
仏
を
心
に
か
け
た
て
ま
つ
り
て
︑
と
く
死
に
て
極
楽
に

ま
ゐ
ら
む
こ
と
を
の
み
思
ひ
は
べ
り
て
ぞ
︑
あ
け
く
れ
西
を
見
や
り
つ

つ
あ
か
し
暮
ら
し
は
べ
る
︑
を
さ
な
物
ど
も
の
︑
か
へ
で
を
と
り
も
て

き
た
る
︑
見
れ
ば
︑
て
ふ
の
飛
び
か
か
り
た
る
や
う
に
花
さ
く
物
な
り

け
る
︑
を
か
し
う
見
え
て

Ｅ
︑
名
に
し
お
へ
ば
色
か
へ
で
こ
そ
た
の
ま
る
れ

こ
て
ふ
に
に
た
る
花
も
咲
き
け
り

︵
成
尋
阿
闍
梨
母
集
︑
一
六
九
︶

Ｅ
は
︑
﹃
成
尋
阿
闍
梨
母
集
﹄
の
末
尾
近
く
に
語
ら
れ
た
場
面
で
あ
る
︒
遠
く
大

陸
に
渡
っ
て
し
ま
っ
た
子
息
成
尋
を
思
い
︑
悲
嘆
に
暮
れ
る
日
々
を
綴
っ
た
作
品
で

あ
る
︒
帰
ら
ぬ
息
子
を
思
っ
て
︑
自
ら
も
極
楽
に
往
生
し
た
い
と
い
う
こ
と
ば
か
り

を
考
え
て
い
た
あ
る
日
︑
阿
闍
梨
の
母
の
も
と
に
幼
い
者
た
ち
か
ら
﹁
か
へ
で
﹂
が

届
け
ら
れ
た
︒
ち
ょ
う
ど
楓
の
花
が
咲
く
季
節
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︑
蝶
の
よ
う
な

花
を
つ
け
た
枝
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
を
見
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
︒

﹁
名
に
し
お
へ
ば
﹂
は
﹁
楓
﹂
が
﹁
変
へ
で
﹂
の
名
を
身
に
備
え
て
い
る
こ
と
を

い
う
︵
14
︶

︒
ま
た
﹁
こ
て
ふ
﹂
は
﹁
来
て
ふ
﹂
が
掛
詞
と
さ
れ
る
︒
こ
こ
に
は
︑
成
尋

が
渡
唐
す
る
前
の
変
わ
ら
な
い
時
間
を
希
求
し
︑
そ
の
た
め
に
早
く
帰
っ
て
き
て
ほ

し
い
と
︑
叶
わ
ぬ
願
い
が
呟
く
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
︒
﹁
楓
﹂
は
秋
に
な
れ
ば
色

を
変
え
る
植
物
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
﹁
変
へ
で
／
変
わ
ら
な
い
﹂
意
を
名
と
し
て
持

つ
た
め
に
︑
叶
わ
な
い
と
知
り
な
が
ら
も
頼
み
に
し
て
し
ま
う
親
心
が
詠
ま
れ
て
い

る
の
だ
と
い
え
よ
う
︒

Ｆ
︑
秋
く
と
も
み
ど
り
の
か
へ
で
あ
ら
ま
せ
ば

散
ら
ず
ぞ
あ
ら
ま
し
紅
葉
な
ら
ね
ど

︵
是
貞
親
王
家
歌
合
︑
六
五
︶

Ｆ
の
﹃
是
貞
親
王
家
歌
合
﹄
は
︑
﹁
秋
﹂
に
ま
つ
わ
る
題
材
を
取
り
上
げ
た
歌
合

で
あ
る
が
︑
右
の
歌
で
は
秋
に
な
っ
て
も
﹁
み
ど
り
の
か
へ
で
﹂
が
あ
れ
ば
︑
紅
葉

の
よ
う
に
き
れ
い
な
色
づ
き
は
な
い
け
れ
ど
︑
散
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
と
し
て
い
る
︒

こ
こ
に
は
﹁
み
ど
り
﹂
で
あ
る
こ
と
が
﹁
か
へ
で
／
変
へ
で
﹂
の
掛
詞
と
結
ば
れ
て

い
る
︒

こ
こ
ま
で
﹁
楓
・
か
へ
で
﹂
が
﹁
か
へ
で
・
変
へ
で
﹂
の
意
を
掛
詞
と
し
て
帯
び

て
い
る
用
例
を
考
察
し
て
き
た
︒
二
〇
段
で
男
が
贈
っ
た
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
の

﹁
か
へ
で
﹂
に
は
﹁
変
へ
で
・
ず
っ
と
変
わ
ら
な
い
﹂
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
込
め

ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︵
15
︶

︒
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四
︑
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
に
つ
い
て
︱
謎
か
け
の
贈
歌
︱

﹃
伊
勢
物
語
﹄
二
〇
段
の
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
に
つ
い
て
考
察
し
て
き
た
︒
男

は
大
和
の
女
の
も
と
か
ら
京
に
上
る
途
中
で
︑
女
と
一
緒
に
見
た
い
と
思
う
よ
う
な

枝
ぶ
り
の
楓
を
見
か
け
た
︒
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
の
い
と
お
も
し
ろ
き
﹂
は
﹁
君
が

た
め
﹂
の
初
句
が
示
す
よ
う
に
︑
女
へ
の
思
い
や
り
に
満
ち
た
贈
り
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
れ
か
ら
離
れ
て
暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
女
に
対
し
て
﹁
か
へ
で
／
変
へ
で
﹂
を
贈

り
︑
﹁
変
わ
ら
な
い
﹂
心
を
届
け
よ
う
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

興
味
深
い
の
は
そ
れ
が
﹁
も
み
ぢ
﹂
し
た
も
の
で
あ
り
︑
否
応
な
し
に
﹁
秋
／
飽

き
﹂
を
連
想
さ
せ
て
し
ま
う
点
で
あ
る
︒
変
わ
ら
な
い
心
を
い
う
植
物
に
︑
ほ
ん
の

少
し
ス
パ
イ
ス
を
利
か
せ
る
よ
う
な
趣
が
﹁
紅
葉
﹂
に
は
あ
る
︒
諸
注
釈
を
確
認
し

た
際
に
︑
Ａ
﹁
女
の
心
変
わ
り
﹂
︑
Ｂ
﹁
男
の
思
い
の
強
さ
﹂
と
い
う
二
つ
の
解
釈

の
方
向
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
︑
Ｂ
﹁
男
の
思
い
の
強
さ
﹂
を
基
盤
と
し
な
が
ら

も
Ａ
﹁
女
の
心
変
わ
り
﹂
を
加
え
て
み
せ
た
の
が
二
〇
段
の
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂

で
あ
っ
た
の
だ
と
は
い
え
な
い
か
︒

贈
歌
に
対
し
て
答
歌
が
返
さ
れ
る
際
︑
さ
ま
ざ
ま
な
選
択
肢
が
想
定
さ
れ
る
︒
そ

の
数
多
い
可
能
性
か
ら
一
つ
を
選
ん
で
答
歌
が
詠
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒
贈
答
歌
の
関

係
を
考
え
る
際
に
︑
表
現
の
照
応
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
が
︑
そ
れ
は
最
初
か
ら
決
ま
っ

た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
︒
贈
る
側
が
さ
ま
ざ
ま
な
﹁
謎
か
け
︵
16
︶

﹂
を
用
意
す
る
場

合
も
あ
る
一
方
で
︑
答
え
る
側
が
さ
ま
ざ
ま
に
﹁
謎
と
き
﹂
を
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
︒

二
〇
段
の
女
の
答
歌
が
︑
京
に
着
く
タ
イ
ミ
ン
グ
で
届
け
ら
れ
︑
そ
の
こ
と
が
﹁
君

が
里
に
は
春
な
か
る
ら
し
﹂
と
い
う
切
り
返
し
と
絶
妙
に
合
っ
て
い
る
気
の
利
い
た

も
の
で
あ
る
こ
と
は
諸
注
釈
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
︵
17
︶

︑
そ
う
し
た
返

し
の
前
提
に
は
︑
男
に
対
す
る
信
頼
が
不
可
欠
で
あ
ろ
う
︒
男
が
﹁
か
へ
で
﹂
に
託

し
て
贈
っ
た
﹁
変
わ
ら
な
い
心
﹂
に
つ
い
て
︑
女
は
深
く
理
解
し
た
上
で
の
切
り
返

し
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
︒

以
上
︑
二
〇
段
に
つ
い
て
﹁
か
へ
で
の
も
み
ぢ
﹂
の
掛
詞
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ

り
︑
考
察
を
行
っ
た
︒

︻
注
︼

1

﹃
伊
勢
物
語
﹄
︑
﹃
万
葉
集
﹄
の
本
文
は
︑
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
り
︑
﹃
万
葉
集
﹄
以
外

の
和
歌
は
︑
新
編
国
歌
大
観
に
よ
り
︑
歌
番
号
等
を
記
し
た
︒
私
に
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
︒

和
歌
の
用
例
検
索
に
は
﹁
日
本
文
学W

eb

図
書
館
﹂
︵
株
式
会
社
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑
二
〇
二

二
年
二
月
︶
を
用
い
た
︒

2

柿
本
奨
﹁
や
よ
ひ
の
紅
葉
︱
︱
伊
勢
物
語
第
二
十
段
︱
︱
﹂
︵
﹃
平
安
文
学
研
究
﹄
︑
第
十
三
号
︑

一
九
五
三
年
一
一
月
︑
一
四
頁
︶
︒

3

本
田
恵
美
﹁
﹃
伊
勢
物
語
﹄
に
お
け
る
︿
物
こ
と
ば
﹀
表
現
﹂
︵
﹃
国
語
国
文

研
究
と
教
育
﹄
︑
第

四
四
号
︑
二
〇
〇
六
年
三
月
︑
二
九
頁
︶
︒
﹁
物
こ
と
ば
﹂
に
つ
い
て
は
︑
小
川
幸
三
﹁
﹃
紫
式
部
日

記
﹄﹁
こ
れ
︑
遅
く
て
は
悪
か
ら
ん
﹂
鶏
肋
︱
︱
︿
物
こ
と
ば
﹀
論
序
説
の
た
め
の
序
章
︱
︱
﹂︵
﹃
国

語
国
文

研
究
と
教
育
﹄
︑
第
四
一
号
︑
二
〇
〇
三
年
一
二
月
︶
が
定
義
を
し
て
い
る
︒

4

﹃
伊
勢
物
語
﹄
の
古
注
釈
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
よ
る
︒

5

新
井
無
二
郎
﹃
評
釈
伊
勢
物
語
大
成
︵
増
補
版
︶
﹄
︵
代
々
木
書
院
︑
一
九
三
一
年
︑
二
四
五
頁
︶
︒

6

渡
辺
実
校
注
﹃
新
潮
日
本
古
典
文
学
集
成

伊
勢
物
語
﹄
︵
新
潮
社
︑
一
九
七
六
年
︑
三
四
頁
︶
︒

7

秋
山
虔
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

伊
勢
物
語
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
七
年
︑
九
九
頁
︶
︒

8

福
井
貞
助
校
注
・
訳
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

伊
勢
物
語
﹄
︵
小
学
館
︑
一
九
九
四
年
︑

一
三
二
頁
︶
︒

9

片
桐
洋
一
﹃
伊
勢
物
語
全
読
解
﹄
︵
和
泉
書
院
︑
二
〇
一
三
年
︑
一
七
三
頁
︶
︒

10

大
井
田
晴
彦
﹃
伊
勢
物
語

現
代
語
訳
・
索
引
付
﹄
︵
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
一
九
年
︑
五
三
頁
︶
︒

鈴
木
日
出
男
氏
は
﹁
相
手
に
何
か
を
贈
っ
て
誠
意
を
表
そ
う
と
す
る
恋
歌
の
常
套
句
︒
﹂
と
さ
れ
て

い
る
︵
﹃
伊
勢
物
語
評
解
﹄
︑
筑
摩
書
房
︑
二
〇
一
三
年
︑
七
五
頁
︶
︒

11

田
中
喜
美
春
・
田
中
恭
子
﹃
貫
之
集
全
釈
﹄︵
私
家
集
全
釈
叢
書
二
〇
︑
風
間
書
房
︑
一
九
九
七
年
︑
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五
一
四
頁
︶
は
︑
﹁
深
く
思
い
を
染
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
が
周
囲
に
感
染
す
る
︒
﹂
と
解
す
る
︒

12

片
桐
洋
一
校
注
﹃
新
日
本
古
典
文
学
大
系

後
撰
和
歌
集
﹄
︵
岩
波
書
店
︑
一
九
九
〇
年
︑
三
二

四
頁
︶
︒

13

石
塚
龍
麿
﹃
校
證
古
今
歌
六
帖
︵
下
︶
﹄
︵
有
精
堂
出
版
︑
一
九
七
四
年
︑
三
七
五
頁
︶
は
﹁
寛
平

法
皇
﹂
で
は
な
い
か
と
す
る
︒

14

宮
崎
荘
平
﹃
成
尋
阿
闍
梨
母
集

全
訳
注
﹄︵
講
談
社
学
術
文
庫
︑
一
九
七
九
年
︑
二
二
八
頁
︶
は
︑

﹁
﹁
か
へ
で
﹂
に
﹁
変
へ
で
︵
様
子
が
変
わ
る
こ
と
な
く
︑
の
意
︶
を
ひ
び
か
す
﹂
と
す
る
︒

15

﹃
伊
勢
物
語
﹄
九
六
段
に
は
︑
男
と
別
れ
る
さ
い
に
﹁
か
へ
で
の
初
紅
葉
﹂
を
贈
る
物
語
が
あ
る
︒

こ
の
﹁
か
へ
で
﹂
に
つ
い
て
も
掛
詞
を
前
提
に
考
え
た
い
︒

16

﹁
謎
か
け
﹂
に
つ
い
て
は
︑
注
３
本
田
氏
の
論
考
に
も
説
か
れ
て
お
ら
れ
る
︵
三
〇
頁
︶
︒

17

注
７
秋
山
氏
は
﹁
さ
わ
や
か
な
切
り
返
し
に
よ
っ
て
︑
男
は
斥
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
︑
か
え
っ

て
そ
の
才
覚
に
ひ
き
よ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
﹂
と
注
し
て
い
る
︒

亀田夕佳 変わらない心を贈る―『伊勢物語』二〇段試論―
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