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大

和

物

語

と

後

撰

集

の
関

係

『
大
和
物
語
』
第
四
十

・
第

一
二
〇
段

の
場
合

ー

*
森

本

茂

『大
和
物
語
』

(為
家
本
)
の
第
四
十
段
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

桂
の
み
こ
に
、
式
部
卿
宮
す
み
給

ひ
け
る
時
、
そ
の
宮
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る

う
な
ゐ
な
ん
、
こ
の
男
宮
を
、

い
と
め
で
た
し
と
思
ひ
か
け
奉
り
た
り
け
る

を
も
、
え
知
り
給
は
ざ
り
け
り
。
蛍

の
と
び
あ
り
き
け
る
を
、「
か
れ
、
と
ら

へ
て
」
と
、
こ
の
童
に
の
た
ま
は
せ
け
れ
ば
、
汗
杉

の
袖
に
蛍
を
と
ら
へ
て
、

包
み
て
御
覧
ぜ
さ
す
と
て
、
聞
え
さ

せ
け
る
、

つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
も
の
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け

り

す
な
わ
ち
、
宇
多
天
皇
の
皇
女
で
母
は
十
世
王
女

の
桂
皇
女

(孚
子
内
親
王
)

の
も
と
に
、
宇
多
天
皇
の
皇
子
で
母
は
胤
子
の
式
部
卿
宮

(敦
慶
親
王
。
孚
子
の

同
父
異
母
兄
)
が
同
居
な
さ

っ
て
い
た
と
き
、
桂
皇
女
付
き
の
童
女
が
親
王
を
恋

い
慕

っ
て
い
た
が
、
あ
る
と
き
親
王
が
そ
の
童
女
に
、

「蛍
を
と
ら
え
て
」
と
お

っ
し

ゃ
っ
た
の
で
、
童
女
は
汗
杉

(童
女

の
正
装
)
の
袖
に
蛍
を
包
ん
で
、

「
つ

つ
め
ど
も
」
の
歌
を
よ
み
、
恋
の
思
い
を
匂
わ
せ
て
献
上
し
た
、
と
い
う
内
容
の

歌
話
で
あ
る
。

こ
の
話
は
、

『後
撰
集
』
の
日
本
大
学
本
に
は
、

桂
の
み
こ
の

「蛍
を
と
ら

へ
て
」
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
童
の
汗
杉
の

袖
に
包
み
て

つ
つ
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り

(巻
四

・
夏

・
二
〇
九
)

と
あ
る
。
こ
れ
だ
と
、
桂
皇
女
が

「
蛍
を
と
ら
え
て
」
と
言

っ
た
の
で
、
童
女
が

汗
杉
の
袖
に
蛍
を
包
ん
で
、
皇
女
に

「
つ
つ
め
ど
も
」
の
歌
を
献
上
し
た
こ
と
に

な
り
、
童
女
の
親
王

へ
の
恋
慕
は
ま

っ
た
く
み
え
ず
、
恋
の
歌
に
は
な

っ
て
い
な

い
。

(1
)

ま
た
、
二
荒
山
本
に
は
、

桂
の
み
こ
の

「蛍
を
と
ら

へ
て
」
と
い
ひ
侍
り
け
れ
ば
、
童
の
か
の
宮

を
思
ひ
か
け
た
る
が
、
汗
杉
の
袖
に
包
み
て

つ
つ
あ
ど
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏
虫
の
身
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
な
り
け
り

と
あ
る
。
こ
れ
だ
と
、

「
か
の
宮
」
が
唐
突
で
分
か
り
に
く
い
。
桂
の
皇
女
を
さ

す
の
な
ら

「
そ
の
宮
」
と
あ
る
は
ず
だ
か
ら
、

「か
の
宮
」
は
他
の
宮
を
さ
す
の

だ
ろ
う
が
、
そ
の
実
体
が
不
明
で
あ
る
。
童
の
歌
も
そ
の

「か
の
宮
」
に
奉

っ
た

こ
と
に
な
ろ
う
。

(2

)

次
に
、

『古
来
風
体
抄
』

(初
撰
本
)
所
載
の

『後
撰
集
』
に
は
、

桂
の
み
こ
の

「
蛍
を
と
り
て
」
と
侍
り
け
れ
ば
、
袖
に
包
み
て
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学大良奈

う

な

ゐ

つ

つ
め

ど

も

か

く

れ

ぬ
物

は
夏

虫

の
身

よ

り

あ

ま

れ
る

思

ひ

な
り

け

り

と

あ

る

。

「
う

な

ゐ

」

は
童

子

の
垂
髪

を

い

い

(

『
和

名

抄

』

巻

二

)
、

さ

ら

に

そ

の
髪

型

を

し

た
幼

い
子

ど

も

を

男

女

と

も

に

い
う

語

と

な

っ
た
。

こ

こ

で

は

そ

の

「
う

な

ゐ

」

の
衣

装

が
単

に

「
袖

」

と

あ

る

だ

け

だ

し
、

「
う

な

ゐ

」

が

男

の

子

か

女

の
子

か

不

明

で

あ

る
。

こ

れ
が

、

『
古

来

風
体

抄

』

(
再

撰

本

)

所

載

の

『
後

撰

集

』

に
は

、

桂

の
み

こ

の

「
蛍

を

と

り

て
」

と

侍

り

け

れ
ば

、

狩

衣

の
袖

に
包

み

て

う

な

ゐ

童
男
也

つ

つ
め

ど

も

か

く

れ

ぬ

物

は

夏

虫

の
身

よ

り

あ

ま

れ

る

思

ひ

な

り

け

り

又

、

一
説

に

は
、

桂

の

み

こ

に
、

式
部

卿

の
み

こ

住

み

給

ひ

け

る

を

、

か

の
宮

の
童

女

の
男

み

こ
を

思

ひ

か

け

申

し

て
、

男

み

こ

の

「
蛍

を

と

り

て
」

と

侍

り

け

る

に
、

汗

杉

の
袖

に
包

み

奉

る

と

て
よ

め

る

と

も

い

へ
り

。

そ

れ
を

桂

の

み

こ
を

男

み

こ
か

と

心

え

て
、

此

比

も

物

に

か
く

も

の

な
ど

の
侍

る

な

る

こ
そ

い
と

見

苦

し

く

。

と

あ

る

。

こ

れ

だ

と
、

そ

の
左

注

に

『
大

和

物

語

』

の
本

文

と

対

比

し

て
記

す

よ

う

に
、

桂

皇

女

を

男

み

こ

と

誤
解

し
、

童

女

を

童

男

と

解

し

、

童

女

の
着

る

「
汗

杉

」

を

童

男

の
着

る

「
狩

衣

」

に
改

め

て
し

ま

っ
て

い
る

。

次

に
、

『
十

訓

抄

』

(
片

仮
名

本

、

古

典

文

庫

)

に

は
、

後

撰

集

云

、

カ

ツ

ラ

ノ
ミ

コ
ノ
蛍

ヲ

ト

ラ

ヘ
テ

ト
云

ケ

レ

バ
、

ワ

ラ

バ
ノ

カ

ザ

ミ

ノ
袖

ニ
ツ

＼
ミ

テ
、

ツ

、
メ

ド

モ
カ

ク

レ

ヌ

モ

ノ

ハ
夏

虫

ノ
身

ヨ
リ

ア

マ
レ

ル
思

ヒ

ナ
リ

ケ

リ

養

也

ト

申

。

宋

玉

ガ

隣

ニ

ス

ミ

シ

女

ハ
、

コ

レ

ポ

ド

マ
デ

ポ

ノ

メ

カ

ス

タ

ヨ
リ

モ

ナ

ク

テ

ヤ

＼

ミ

ニ

ケ

ン
。

　　ロ
コノ
ヒ

抑

此

歌

、

大

和

物

語

ニ

ハ
、

カ

ツ
ラ

ノ
御

子

ノ
、

故

式

部

卿

口

御

子

ニ

ス

ミ
給

ケ

ル

ヲ
、

彼

宮

ノ
童

女

ノ
、

オ

ト

コ
ミ

コ
ヲ
思

カ

ケ

テ
後

、

ミ

コ

ノ
蛍

(
マ
こ

ト

リ

テ

ト
有

ケ

ル

ニ
、

カ

ザ

シ

ノ
袖

ニ
ツ

＼
ミ

テ
奉

ル
ト

テ

ヨ

メ

ル
ト

ア
リ
。

ソ

レ

ニ
近

比

、

俊

成

卿

ノ

ヱ

ラ

バ

レ

タ

ル
古

来

風

体

抄

ト

云
物

ニ

ハ
、

カ

ツ

ラ

ノ

ミ

コ
ト
申

女

御

子

ノ
蛍

ヲ
ト

リ

テ
ト
有

ケ

レ

バ
、

童

男

ノ
カ

リ

ギ

ヌ

ノ

袖

ニ

ツ

＼
ミ

テ
奉

ル
ト

テ

ヨ

メ

ル

ヲ
、

オ

ト

コ
ミ

コ
ト

心
得

テ
、

ア

シ
ク
人

　
　
　
チ

ノ
云

ナ

セ

ル
ト

カ

、
レ

タ

リ

。

説

々

ノ
不

同

心
得

ガ

タ

シ
。

中
務

卿

重

明

親

王

ヲ
桂

親

王

ト
号

ス
。

宇

多

女

五

宮

ヲ
婁
内

親

王

ト
申

ス
。

イ

ヅ

レ

ノ
事

ニ

カ

タ

ヅ

ヌ

ベ

シ
。

(
巻

十

の
四

二
)

と

あ

る
。

す

な

わ

ち
、

『
大

和

物

語

』

第

四

十

段

を
基

に
し

て
、

『
古

来

風

体

抄

』

(
再

撰

本

)

の

『
後

撰

集

』

の
内

容

を

批

判

し

な

が
ら

、
他

方

、
桂

み

こ

に
該
当

す

る

人

物

名

を
決

め

か

ね

て

い
る

。

二

 

蛍
火
の
話
と
い
え
ば
、

『伊
勢
物
語
』
第
三
十
九
段
に
、
西
院
の
帝

(淳
和
天

皇
)
の
皇
女
の
崇
子
が
亡
く
な
り
、
そ
の
葬
送
の
夜
、
天
下
の
色
好
み
の
源
至
が

牛
車
に
乗

っ
て
葬
送
を
見
物
し
て
い
て
、
こ
れ
も
見
物
す
る
他
の
牛
車
を
女
車
と

見
て
、
蛍
を
そ
の
女
車
の
中
に
放

つ
話
が
あ
る
。

ま
た
、

『宇
津
保
物
語
』

(初
秋
)

に
、
仲
忠
が
水
辺
で
と
ら
え
て
き
た
蛍
を
、

朱
雀
院
が
羅
の
御
直
衣
の
袖

に
移
し
入
れ
、
俊
蔭
女

(仲
忠
の
母
)
を
見
る
話
も

あ
る
し
、

『源
氏
物
語
』

(蛍
)
に
、
源
氏
が
兵
部
卿
宮
に
玉
婁
を
見
せ
よ
う
と

し
て
、
羅
に
蛍
を
包
ん
で
几
帳

の
内

に
入
れ
る
話
も
あ
る
。
ま
た
、
蛍
の
歌
は
、

題
し
ら
ず

よ
み
人
し
ら
ず

明
け
た
て
ば
蝉

の
を
り
は

へ
泣
き
暮
し
夜
は
蛍
の
燃
え
こ
そ
わ
た
れ

(
『古
今
集
』
巻
十

一
・
恋

一
・
五
四
三
)

蛍

友
則

夕
さ
れ
ば
蛍
よ
り
け
に
燃
ゆ
れ
ど
も
光
み
ね
ば
や
人

の
つ
れ
な
き
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(
『古
今
和
歌
六
帖
』
第
六

・
四
〇

一
三
)

さ
夜
ふ
け
て
わ
が
待

つ
人
や
い
ま
来

る
と
お
ど
ろ
く
ま
で
も
照
ら
す
蛍
か

(同

・
四
〇

一
四
)

貫
之

昼
は
鳴
き
夜
は
燃
え
て
ぞ
長
ら
ふ
る
蛍
も
蝉
も
わ
が
身
な
り
け
り

(同

・
四
〇

一
五
)

な
ど
の
よ
う
に
、
蛍
火
に
恋
の
火

(思

ひ
)
を
掛
け
る
も
の
が
多
い
。

以
上

の
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
と
、

「
つ
つ
め
ど
も
」
の
歌
は
、

『大
和
物

語
』

の
よ
う
に
、
童
女
が
男
宮
で
あ
る
式
部
卿
宮
を
恋
慕
し
て
蛍
を
奉
る
歌
で
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
格
好

の
歌
な
の
で
あ
る
が
、
日
本
大
学
本
や

『古
来
風
体
抄
』
(初

撰
本
)
な
ど
の
よ
う
に
、
童
女
が
主
人

の
桂
皇
女
に
奉
る
歌
な
ら
ば
、
そ
れ
は
不

自
然
な
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
二
荒
山
本
は
、
前
述
し
た
よ
う

に
、
童
女
は
桂
皇
女
か
ら

「蛍
を
と
ら

え
て
」
と
頼
ま
れ
て
い
る
の
に
、
童
女
が

「
か
の
宮
」
を
思
い
か
け
た
と
い
う
の

は
お
か
し
い
し
、
同
性
の
宮
を

「
思
ひ
か
け
た
」
の
も
お
か
し
い
。
お
そ
ら
く
二

荒
山
本
は
、
桂
み
こ
と
式
部
卿
宮
を
同

一
人
物
で
あ
る
と
錯
覚
し
、
「式
部
卿
宮
」

云
々
の
内
容
を
省
略
し
た
結
果
、

こ
の
よ
う
に
変
な
内
容
の
詞
書
に
な

っ
た
の
で

あ
ろ
う
。

「か
の
宮
」
は
本
来
は

「
式
部
卿
宮
」
を
さ
す
は
ず
で
あ

っ
た
が
、
前
の

「式

部
卿
宮
住
み
給
ひ
け
る
時
」
と
い
う
内
容

が
脱
落
し
た
た
あ
に
、
詞
書
が
不
完
全

に
な

っ
た
。
二
荒
山
本
の
筆
者
は
、

「
か
の
宮
」
は
式
部
卿
宮
を
さ
す

つ
も
り
で

あ

っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
は
実
体
が
不
明

に
な

っ
た
。
こ
の
二
荒
山
本
の
内

容
は
、

『大
和
物
語
』
の
内
容
か
ら
日
本
大
学
本

の
内
容

へ
移
行
す
る
過
渡
的
な

姿
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

日
本
大
学
本
で
は
式
部
卿
宮
の
こ
と
は
す

っ
か
り
脱
落
し
て
、
二
荒
山
本

に
み

え
て
い
た
よ
う
な
そ
の
片
鱗

(
「
か
の
宮
」
)
す
ら
み
え
な
い
。
そ
の
結
果
、
童

女
が
桂
皇
女
に
歌
を
奉
る
こ
と
に
な

っ
た
。
そ
れ
が

『古
来
風
体
抄
』
(初
撰
本
)

で
は
、

「う
な
ゐ
」
が
男
女
不
明
と
な
り
、
そ
の

「再
撰
本
」
で
は

「う
な
ゐ
」

が
男
と
解
さ
れ
、

「桂

の
み
こ
」
も
男
と
解
さ
れ
、
か
く
し
て
そ
の
詞
書
は
、
「つ

つ
め
ど
も
」
の
歌
と
は
無
関
係
に
流
転

・
変
様
す
る
結
果
と
な
り
、

『十
訓
抄
』

に
記
し
た
よ
う
な
批
判
を
招
い
た
の
だ

っ
た
。

こ
れ
ら
の
移
行
の
あ
と
を
図
式
化
す
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。
(↑
は
「思

慕
の
対
象
」
を
示
す
)

↓

大

物

吾

桂

の
み
こ

11

女

式
部
卿
宮

11

男

汗
杉
の
童

11

女

式
部
卿
宮

↑

童

二後

郷 髪藷撰
宮 童 宮 ご本 集

Tii

童 女 不 女
明

 

古
来
風
体
抄

(初

撰
本
)

桂

の
み
こ

ー

女

う

な

ゐ

11

男
女
不
明

桂

の
み
こ

う
な

ゐ

桂 汗 桂
の 杉 の
み の み
こ 童 こ

↑1口1

童 女 女

 

古
来
風
体
抄

(再
撰
本

)

桂

の
み

こ

男

狩
衣

の
う
な
ゐ
11

男

桂

の
み

こ
↑

う
な
ゐ

ヘ
ヨ
　

『大
和
物
語
』
の
成
立
は
、
天
暦
五
年

(九
五

一
)
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
天

元
五
年

(九
八
二
)
頃
以
前
の
十
四
、
五
年
と
す
る
誕
も
あ
る
。

『後
撰
集
』
の

完
成
奏
覧
の
時
期
は
、
天
暦
九
年

(九
五
五
)
～
天
徳
二
年

(
九
五
八
)
誕
も
あ

似

奏
覧
さ
れ
ず
に
未
定
稿

に
終

っ
た
と
す
る
誕
も
あ
る
・
二
荒
山
本
は
非
定
家

へ　
ゾ

本
に
属
し
、
非
定
家
本
は
草
稿
的
色
彩
が
強

い
と
い
わ
れ
る
。

右
の

『大
和
物
語
』
と

『後
撰
集
』
の
内
容
の
違
い
は
、
も
と
の
歌
語
り
の
相
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違
に
よ
る
の
か
、
他
資
料
を
そ
れ
ぞ
れ
が
書
写
す
る
段
階
で
生
じ
た
の
か
。
二
荒

山
本
に

「か
の
宮
」
が
残
存
す
る
の
は
、
式
部
卿
宮

の
記
事
が
書
写
す
る
際
に
脱

落
し
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
残
る
が
、
そ
れ
は
後
考
を
侯
ち
た
い
。

三

『大
和
物
語
』
の
第

一
二
〇
段
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

太
政
大
臣
、
大
臣
に
な
り
た
ま
て
年
ご
ろ
お
は
す
る
に
、
枇
杷
の
お
と
ど

は
、
え
な
り
給
は
で
あ
り
わ
た
り
け
る
を
、

つ
ひ
に
大
臣
に
な
り
給
ひ
に
け

る
お
ほ
む
よ
ろ
こ
び
に
、
太
政
大
臣
、
梅
を
折
り
て
、
か
ざ
し
た
ま
て
、

お
そ
く
と
く
つ
ひ
に
咲
き
け
る
梅
の
花
た
が
植
ゑ
お
き
し
種
に
か
あ
る

ら
ん

と
あ
り
け
り
。

そ
の
日
の
こ
と
ど
も
を
、
歌
な
ど
書
き
て
、
斎
宮
に
奉
り
給
ふ
と
て
、
三

条
の
右
の
大
殿
の
女
御
、
や
が
て
こ
れ
に
書
き

つ
け
給
ひ
け
る
、

い
か
で
か
く
年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
荒
れ
ゆ
く
庭
の
陰
と
た
の
ま
む

と
あ
り
け
り
。
そ
の
御
返
し
、
斎
宮
よ
り
あ
り
け
り
。
忘
れ
に
け
り
。

か
く
て
、
願
ひ
給
ひ
け
る
か
ひ
あ
り
て
、
左
の
お
と
ど
中
納
言
わ
た
り
住

み
給
ひ
け
れ
ば
、
種
み
な
広
ご
り
た
ま
て
、
陰
多
く
な
り
に
け
り
。
さ
り
け

る
に
、
斎
宮
よ
り
、

花
ざ
か
り
春
は
見
に
こ
む
年
切
り
も
せ
ず
と
い
ふ
種
は
生
ひ
ぬ
と
か
聞

く

構
成
上
は
三
段
落
か
ら
な
る
。
第

一
段
落
は
藤
原
忠
平

(太
政
大
臣
基
経
の
子
)

が
兄
仲
平

(枇
杷
の
大
臣
)
の
大
臣
召
を
祝

っ
た
こ
と
、
第
二
段
落
は
藤
原
定
方

(三
条
右
大
臣
)
の
娘
の
能
子
が
仲
平

の
大
臣
召
の
こ
と
を
聞
い
て
、
そ
の
よ
う

な
年
切
り
も
せ
ぬ
花
の
種
が
ほ
し
い

(基
経

一
門
の
人
と
結
婚
し
た
い
)
と
希
望

し
て
、
も
と
斎
宮
の
柔
子
に
和
歌
を
奉

っ
た
こ
と
、
第
三
段
落
は
能
子
の
希
望
が

か
な
っ
て
、

能
子
は
実
頼

(中
納
言
。
忠
平
の
子
)
の
妻
と
な
り
、
大
勢
の
子
ど

も
が
生
れ
、
柔
子
が
祝
賀

の
歌
を
贈

っ
た
こ
と
、
が
書
か
れ
て
お
り
、
主
題
も

一

貫
し
て
い
る
。

こ
の
第
二

・
三
段
落

の
部
分
は
、

『後
撰
集
』

(
日
本
大
学
本
)
に
は
次
の
よ

う
に
あ
る
。三

条
右
大
臣
身
ま
か
り
て
あ
く
る
年
の
春
、
大
臣
召
あ
り
と
聞
き
て
、

斎
宮

の
み
こ
に

つ
か
は
し
け
る

む
す
め
の
女
御

い
か
で
か
の
年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
荒
れ
た
る
宿
に
植
ゑ
て
見
る
べ
く

(巻
十
五

・
雑

一
・
一
一
〇
九
)

か
の
女
御
、
左
の
お
ほ
い
ま
う
ち
ぎ
み
に
あ
ひ
に
け
り
と
聞
き
て
つ
か

は
し
け
る

斎
宮
の
み
こ

春
ご
と
に
行
き
て
の
み
み
む
年
切
り
も
せ
ず
と
い
ふ
種
は
生
ひ
ぬ
と
か
聞
く

(同

・
一
一
一
〇
)

藤
原
定
方
は

『公
卿
補
任
』

『
日
本
紀
略
』
な
ど
に
よ
れ
ば
、
承
平
二
年

(九

三
二
)
八
月
四
日
、
六
十
歳
で
没
し
た
。

「
そ
の
あ
く
る
年
の
春
」
は
翌
承
平
三

年

(九
三
三
)
春
で
、
仲
平
が
右
大
臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
承
平
三
年

(九
三
三
)
二

月
と

一
致
す
る
。
能
子
の
歌
の

「荒
れ
ゆ
く
庭
」

(
『後
撰
集
』
は

「
荒
れ
た
る

宿
」
)
に
つ
い
て
、
北
村
季
吟
は

『大
和
物
語
抄
』

(賀
茂
季
鷹
文
庫
本
)
で
、

去
年
三
条
右
大
臣
莞
じ
給
ひ
、
其
子
朝
忠
卿
な
ど
未
だ
浅
官
な
る
事
を
、
あ

れ
行
庭
と
い
へ
る
成
べ
し
。

と
い
い
、
ま
た
、
柿
本
奨
氏
は

『
尊
卑
分
脈
』
に
よ

っ
て
、
定
方
の
子
の
佳
節

・

理
実

・
朝
忠

・
朝
成

・
朝
頼
ら
が
、
当
時
ま
だ
従
五
位
下
な
ど
の
下
藤
で
あ

っ
た

と
指
摘
し
て
お
ら
れ
魏
ゲ
能
子
は
醍
醐
天
皇
の
女
御
で
あ

っ
た
が
、
天
皇
は
延
長

八
年

(九
三
〇
)
九
月
に
崩
御
さ
れ
、
承
平
二
年

(九
三
二
)
八
月
父
定
方
が
没

し
、
自
分

の
弟
た
ち
は
皆
下
藤
で
あ
る
の
に
、
基
経

一
門
は
順
調
に
昇
任
し
て
い

る
。
そ
こ
で
長
女

の
能
子
が

「
年
切
り
も
せ
ぬ
種
」
を
望
ん
だ
の
は
当
然
の
こ
と
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で
あ

っ
た
。

「
年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
」
の
本
意

は
、
後
の

「
願
ひ
け
る
か
ひ
あ
り
て
」

「種
み
な
広
ご
り
た
ま
て
、
陰
多
く
な

り
に
け
り
」
と
の
照
応
か
ら
、
種
が
芽
を

出
し
て
や
が
て
荒
廃
し
た
庭
に
花
を
咲

か
せ
て
陰
を
作
る
の
を
願
う
、

つ
ま
り
基

経

一
門
の
人
と
の
結
婚
を
願
う
こ
と
と
読

め
る
。

と
こ
ろ
が
、
今
井
源
衛
氏
は
、

『後
撰
集
』
の
能
子
の
歌
に

つ
い
て
、

　

「年
き
り
も
せ
ぬ
種
」
の
用
語
に
は
、
何
ら
男
の
種

・
子
種

・
結
婚
と
い
う

へ
9
4

連
想
は
、
能
子
の
側
に
は
な
か

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
い
わ
れ
、

『後
撰
集
』
と

『大
和
物

語
』
の
主
題
の
違
い
に
言
及
し
て
お
ら
れ

る
。
私
は
こ
の
今
井
氏
の
指
摘
さ
れ
た
疑

問
点
を
考
察
す
る
の
を
手
初
め
と
し
て
、

両
者
の
内
容
の
違
い
を
分
析
し
て
み
た

い
と
思
う
。

四

ま
ず
能
子
を
め
ぐ
る
状
況
と
し
て
、

定
方
の
生
前
に
遡
る
必
要
が
あ
る
。
忠
平

と
定
方
は
、
延
長
二
年

(九
二
四
)
か
ら
承
平
二
年

(九
三
二
、
定
方
没
)
ま
で

の
八
年
間
、
忠
平
が
左
大
臣
、
定
方
が
右
大
臣
を
務
め
た
。
年
齢
は
忠
平
の
方
が

蝋

紡

藤
原
基
経
無

穏
子

醍
醐
天
皇

-
代
明
親
王

敦
実

親
王
(
式
部
卿
宮
)

柔

子

(斎

宮
)

九

の
君

園

摩

鮮

(侍
従
)

七
歳
若
か

っ
た
が
、

官
位
は
定
方
よ
り
上

で
あ

っ
た
。

忠
平
の
同
母
の
妹

穏
子
は
、
醍
醐
天
皇

の
更
衣
か
ら
女
御

・

中
宮
と
な
り
、
寛
明

親
王
(朱
雀
天
皇
)
・

成
明
親
王

(村
上
天

皇
)
ら
を
生
み
、
天

皇
の
愛
情
も
格
別
に
深
く
、
皇
統
の
主
流
に
位
置
し
て
い
た
。

一
方
、
能
子
は
醍

醐
天
皇
の
従
兄
妹
で
、
更
衣
か
ら
女
御
に
な

っ
た
。
女
御
に
な

っ
た
の
は
、
穏
子

が
延
喜
元
年

(九
〇

一
)
三
月
、
能
子
が
同
十
三
年

(九

=
二
)
十
月
で
あ

っ
た

か
ら

(
『
日
本
紀
略
』
)
、
能
子
は
穏
子
よ
り
十
歳
ほ
ど
若
か

っ
た
と
推
定
さ
れ

る
。
天
皇
と
能
子
と
の
間
の
皇
子
は

『紹
運
録
』

『尊
卑
分
脈
』
な
ど
に
み
え
ず

皇
子
は
な
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

醍
醐
天
皇
の
後
宮
は
、

『
一
代
要
記
』
に
二
十
四
名
、

『河
海
抄
』

(巻

一
)

に
二
十
七
名
み
え
る
。
し
か
し
こ
の
中
に
は
、
事
実
の
疑
わ
れ
る
人
も
あ
る
し
、

天
皇
の
晩
年
ま
で
に
死
没
し
た
人
も
あ
る
の
で
、
実
際
は
も
う
す
こ
し
少
な
い
。

こ
の
中
に
は
源
和
子

(承
香
殿
女
御
)
の
よ
う
に
、
晩
年
天
皇
の
お
通
い
が
間
遠

に
な

っ
た
人
も
あ

っ
た
が
、
さ
い
ご
ま
で
天
皇
の
厚
い
寵
を
受
け
た
の
が
穏
子
と

能
子
で
あ

っ
た
よ
趨

・

忠
平
は
兄
時
平
の
死
後
氏

の
長
者
と
な
り
、
穏
子
と
手
を
む
す
び
、
自
分
に
好

意
的
で
な
い
醍
醐
天
皇
を
敬
遠
し
な
が
ら
後
宮
に
も
次
々
と
手
を
う
ち
、
定
方
方

と
き
び
し
く
対
立
し
て
い
た
。
そ
の
辺
の
こ
と
を
角
田
文
衛
氏
は
次
の
よ
う
に
い

わ
れ
る
。

彼

(注
、
忠
平
)
は
、
穏
子

一
人
だ
け
で
満
足
せ
ず
、
保
明
親
王
に
先
立
た

れ
た
娘
の
貴
子
を
御
厘
殿
別
当
の
名
で
後
宮
に
入
れ
、
右
大
臣

・
藤
原
定
方

に
連
な
る
尚
侍

・
藤
原
満
子
の
勢
力
を
減
殺
し
よ
う
と
図

っ
た
。
強
調
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
の
は
、
忠
平
の
そ
う
し
た
術
策
が
い
つ
も
好
機
を
捕
え
て
、
自
然

に
遂
行
さ
れ
、

一
部
の
人
び
と

(醍
醐
帝
、
定
方
、
道
明
、
兼
輔
の
よ
う
な
)

は
漠
然
と
感
じ
て
い
た
と
し
て
も
、
宮
廷
で
も
世
間
で
も
、
殆
ど
そ
の
巧
妙

(11

)

な
権
謀
を
感
づ
く
人
が
い
な
か

っ
た
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
忠
平

・
定
方
の
緊
張
関
係
を
、
定
方
の
長
女
の
能
子
が
知
ら
ぬ

は
ず
は
な
く
、
定
方
没
後
の
翌
承
平
三
年

(九
三
三
)
に
も
、
能
子
の
心
に
忠
平

方
を
相
容
れ
な
い
意
識
が
揺
曳
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が

っ
て
、

『後
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撰
集
』
で
能
子
が

「年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
」
と
よ
ん
だ
の
は
、
自
分
の

一
族

が
次
々
に
高
位
高
官
に
昇
る
の
を
望
ん
だ
の
で
あ
り
、
こ
の
時
点
で
基
経

一
門
の

人
と
の
結
婚
を
暗
示
し
た
の
で
は
な
か

っ
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
、
醍
醐
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
後
の
能
子
の
周
辺
を
み
る
と
、
右

の
解
釈
の
正
当
性
が
い

っ
そ
う
明
確
に
な
る
。
そ
れ
は

『大
和
物
語
』
第
九
十
四

段
～
第
九
十
六
段
に
表
れ
て
い
る
。

故
中
務
の
宮
の
北
の
方
う
せ
給
ひ
て
の
後
、
小
さ
き
君
た
ち
を
ひ
き
ぐ
し

て
、
三
条
右
大
臣
殿
に
住
み
給
ひ
け
り
。
御
忌
み
な
ど
す
ぐ
し
て
は
、

つ
ひ

に
ひ
と
り
は
す
ぐ
し
給
ふ
ま
じ
か
り
け
れ
ば
、
か
の
北
の
方
の
御
お
と
う
と

九
君
を
、
や
が
て
得
給
は
む
と
な
ん
お
ぼ
し
け
る
を
、

「な
に
か
は
、
さ
も
」

と
親
は
ら
か
ら
も
思
し
た
り
け
る

に
、
い
か
が
あ
り
け
ん
。
左
兵
衛

の
督
の

君
、
侍
従
に
物
し
給
ひ
け
る
こ
ろ
、
そ
の
御
文
も
て
来
と
な
む
聞
き
給
ひ
け

る
。
さ
て
心
づ
き
な
し
と
や
お
ぼ
し
け
む
、
も
と
の
宮
に
な
む
わ
た
り
給
ひ

に
け
る
。
そ
の
時
に
、
御
息
所
の
御
も
と
よ
り
、

な
き
人
の
巣
守
に
だ
に
も
な

る
べ
き
を
今
は
と
か
へ
る
今
日
の
悲
し
さ

宮

の
お
ほ
む
返
し
、

巣
守
に
と
思
ふ
心
は
と
ど
む
れ
ど
か
ひ
あ
る
べ
く
も
な
し
と
こ
そ
聞
け

と
な
む
あ
り
け
る
。

(九
十
四
段
)

お
な
じ
右

の
お
ほ
い
ど
の
の
御
息
所
、
帝
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
て
後
、
式

部
卿
の
宮
な
む
住
み
奉
り
給
う
け

る
を
、
い
か
が
あ
り
け
む
、
お
は
し
ま
さ

ざ
り
け
る
頃
、
斎
宮
の
御
も
と
よ
り
御
文
奉
り
給

へ
り
け
る
に
、
御
息
所
の
、

お
は
し
ま
さ
ぬ
こ
と
な
ど
聞
え
給

う
て
、
奥
に
、

白
山
に
降
り
に
し
雪
の
あ
と
絶
え
て
い
ま
は
越
路

の
人
も
通
は
ず

と
な
む
あ
り
け
る
。

(12
)

お
ほ
む
返
り
あ
れ
ど
、
本
に
な
し
と
あ
り
。

(九
十
五
段
)

か
く
て
、
九
の
君
、
侍
従
の
君
に
あ
は
せ
奉
り
給
ひ
て
け
り
。
お
な
じ
こ

ろ
、
御
息
所
を
、
宮
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
左
の
お
と
ど
、
右
衛

門
の
督
に
お
は
し
け
る
頃
、
御
文
奉
れ
給
ひ
け
り
。

「
か
の
君
、
む
こ
ど
ら

れ
給
ひ
ぬ
」
と
聞
き
給
ひ
て
、
お
と
ど
、
御
息
所
に
、

波
の
た
つ
か
た
も
知
ら
ね
ど
わ
た

つ
み
の
う
ら
や
ま
し
く
も
思
ほ
ゆ
る

か
な

(九
十
六
段
)

こ
の
三
つ
の
段
は

一
段
に
ま
と
ま
る
ほ
ど
の

一
連
の
事
柄
を
記
し
て
い
る
。
こ

れ
を
整
理
す
る
と
、

○

能
子
の
妹

(定
方
女
)
は
代
明
親
王

(醍
醐
天
皇
皇
子
)
の
妻
で
あ

っ
た

が
、
承
平
六
年

(九
三
六
)
三
月
に
没
し
た
の
で
、
親
王
は
小
さ
い
子
ど
も

を
連
れ
て
定
方
邸

へ
移

っ
た
。
親
王
は
や
が
て
定
方
の
九
の
君

(能
子
ら
の

妹
)
を
妻
に
迎
え
よ
う
と
思

っ
た
が
、
九
の
君
に
は
師
丑
ノ
(忠
平
の
子
、
侍

従
)
が
文
を
通
わ
す
と
聞
い
た
の
で
、
九
の
君
を
妻
に
迎
え
ず
、
親
王
は
自

邸
に
帰

っ
た
。

(九
十
四
段
)

○

能
子
は
醍
醐
天
皇
が
延
長
八
年

(九
三
〇
)
九
月
に
崩
御
さ
れ
て
後
、
そ

の
弟
君
の
敦
実
親
王
と
同
居
し
て
い
た
。

(九
十
五
段
)

〇

九
の
君
は
師
サ
と
結
婚
し
た

(
そ
の
時
期
は
、
代
明
親
王
の
妻
の
忌
明
け

の
承
平
六
年
-
九
三
六
1
六
月
か
ら
、
師
丑
ノが
侍
従
を
退
い
た
同
七
年
ー
九

三
七
⊥

二
月
ま
で
の
間
)
。

そ
の
頃
、
敦
実
親
王
は
能
子
を
訪
れ
な
く
な
り
、

実
頼

(忠
平
の
子
、
左
衛
門
の
翫
い
が
能
子
に
文
を
奉

っ
た
。
(九
十
六
段
)

能
子
が
敦
実
親
王
と
同
居
を
始
め
た
時
期
は
、
醍
醐
天
皇
の
服
喪
の
終

っ
た
承

平
元
年

(九
三

一
)
末
頃
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
か
ら
承
平
六

・
七
年
(九
三
六
・

七
)
頃
ま
で
の
数
年
間
、
二
人
は
同
居
し

(断
絶
期
間
を
含
む
)、

承
平
六

・
七

年
頃
か
ら
実
頼
が
能
子
に
文
を
奉
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
し
て
、

『
日
本
紀
略
』

に
、

　　
　

承
平
三
年
正
月
某
日
。
参
議
藤
原
朝
臣
実
頼
室
家
逝
去
。

承
平
六
年
四
月
某
日
。
中
納
言
左
衛
門
督
藤
原
実
頼
室
源
氏
卒
。
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(
14
)

と
あ
る
か
ら
、
杉
崎
重
遠
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
能
子
が
実
頼
の
正
室
に
迎
え

ら
れ
た
の
は
、
第
二
の
正
室
の
没
し
た
承
平
六
年

(九
三
六
)
よ
り
後
で
、
承
平

七
年

(九
三
七
)
か
翌
天
慶
元
年

(九
三
八
1
実
頼
は
こ
の
年
大
納
言
に
遷
る
)

か
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
能
子
が

「年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
」
と
よ
ん
だ

承
平
三
年

(九
三
三
)
春
は
、
能
子
は
敦
実
親
王
と
同
居
中
で
、
基
経

一
門

の
実

頼
と
の
交
渉
も
、
そ
の
弟
師
サ
と
自
分

の
妹
九
の
君
と
の
交
渉
も
、
ま
だ
始
ま

っ

て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
、
基
経

一
門
の
人
と
の
結
婚
を
暗
示
す
る
客
観
的
状
況
に

は
な
い
。

ま
た
、
他
撰
で
は
あ
る
が
、
実
頼
と
能
子
の
贈
答
歌
が
大
部
分
を
占
め
る

『清

慎
公
集
』
か
ら
、
二
人
の
気
持
を
推
測
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

『清
慎
公
集
』
(全

一
〇
三
首
)
は
冒
頭
歌
が
、

「延
喜
御
時
、
飛
香
舎
に
て
藤
宴
あ
り
し
に
」
と
い

う
詞
書
を
も
ち
、
七
番
歌

(
「誰
に
か
は
」
の
歌
)
が

『新
勅
撰
集
』
巻
十
二

・

恋
二
に
、

「下
ら
ふ
に
侍
り
け
る
時
、
女
に

つ
か
は
し
け
る
」

(七

=

)
と
あ

り
、
終
り
に
近
い
九

一
番
歌
が
、
師
サ

の
没
し
た
安
和
二
年

(九
六
九
)
以
後
の

歌
で
あ
る
か
ら
、
実
頼
の
ほ
ぼ
若
年
か
ら
晩
年
に
至
る
よ
う
で
あ
り
、
能
子

(集

中
に
は

「女
御
」
と
記
す
)
と
の
贈
答
も
、
文
を
通
わ
し
は
じ
め
た
頃
の
歌
か
ら

能
子
の
邸
を
訪
れ
る
歌
ま
で
、
だ
い
た

い
日
次
を
追

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
た

だ
し
、
勅
撰
集
の
実
頼

の
歌

で

『
清
慎
公
集
』
に
入
ら
ぬ
も
の
も
か
な
り
あ
る
。

実
頼
が
能
子
に
文
を
通
わ
し
始
あ
た
頃

(承
平
六

・
七
年
1
九
三
六

・
七
1
頃
)

の
歌
は
、
集
中
に
は
、

あ
る
女
御
に
聞
え
は
じ
め
給
ふ
と
て

音
聞
き
に
物
な
れ
に
け
る
衣
手
は
涙
と
と
も
に
ふ
り
や
し
ぬ
ら
ん

(四
)

と
あ
る
。

「
音
聞
き
に
物
な
れ
に
け
る
」
は

『大
和
物
語
』
第
九
十
六
段
に
、
「お

な
じ
こ
ろ
、
御
息
所
を
、
宮
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
に
け
れ
ば
、
左

の
お
と
ど
、
右

衛
門
の
督
に
お
は
し
け
る
頃
、
御
文
奉
れ
給
ひ
け
り
」
と
あ
る
の
を
ふ
ま
え
る
と
、

敦
実
親
王
に
他
に
親
し
い
女
が
で
き
て
、
能
子
の
悩
み
が
絶
え
な
い
の
を
い
う
の

だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

『
玉
葉
集
』
に
は
、

三
条
右
大
臣
女

の
女
御
の
も
と

へ
、
は
じ
め
て
つ
か
は
し
け
る

清
慎
公

秋
の
野
に
色
う

つ
ろ

へ
る
女
郎
花
我
だ
に
行
き
て
折
ら
ん
と
そ
思
ふ

(巻
十
二

・
恋
四

・
一
六
五
〇
)

と
あ
る
。
こ
れ
は
能
子
を
女
郎
花
に
た
と
え
、
愛
情
を
交
わ
し
た
い
と
自
分
の
意

志
を
表
し
た
歌
で
あ
る
。
実
際
に
右
の
二
首
の
ど
ち
ら
が
最
初
か
は
明
ら
か
で
な

い
。そ

れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、

『清
慎
公
集
』
は
右
の

「音
聞
き
に
」
の
歌
を
初

め
と
し
て
、
実
頼
の
歌
に
は

一
途
な
思
い
を
訴
え
か
け
る
、
高
ぶ

っ
た
調
子
の
も

の
が
多
い
。
そ
れ
に
対
し
て
能
子
の
歌
は
、
男
心
を
疑
う
の
が
恋
歌
の
常
道
で
あ

る
と
は
い
え
、
徹
底
し
て
拒
否
の
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

『大
和
物
語
』
第
九
十

六
段
で
、
九
の
君
と
師
ヂ
が
結
婚
し
、
敦
実
親
王
が
能
子
の
も
と
に
あ
ま
り
住
ま

な
く
な

っ
た
の
で
、
実
頼
は
好
機
到
来
と
ば
か
り
に
、

波
の
た
つ
か
た
も
知
ら
ね
ど
わ
た
つ
み
の
う
ら
や
ま
し
く
も
思
ほ
ゆ
る
か
な

と
能
子
に
贈

っ
た

(こ
の
歌
は

『清
慎
公
集
』
に
は
、

「
潮
の
満

つ
か
た
は
白
波

わ
た
つ
み
の
う
ら
や
ま
し
く
も
聞
き
わ
た
る
か
な
」
〈
三
〇
〉
と
あ
麓
い
・

こ
れ
に
対
す
る
能
子
の
返
歌
は

『
大
和
物
語
』
に
は
み
え
な
い
が
、

『清
慎
公

集
』
に
は
、返

し

白
波
の
ま
た
こ
そ
知
ら
ね
高
砂
の
う
ら
や
ま
し
く
は
な
に
か
聞
ゆ
る(ゴ

=

)

と
あ
り
、
妹
の
九
の
君
た
ち
の
結
婚
に
あ
や
か
る
気
持
は
、
能
子
に
は
す
こ
し
も

見
ら
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
後
に
、
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お
は
し
け
る
を
、
か

へ
し
給
ひ
け
れ
ば

く
や
し
く
も
か
へ
り
に
け
る
か
唐
衣
か
ひ
た
ゆ
き
ま
で
か

へ
す
か
ひ
な
し

(六
六
)

女
御
の
も
と
に
お
は
し
た
る
に
、
か

へ
ら
せ
給
ひ
ね
と
聞
え
給

へ
れ
ば

月
は
出
で
て
入
る
と
こ
そ
聞
け
小
倉
山
ふ
も
と
に
来
て
は
か

へ
る
も
の
か
は

(七
五
)

(16

)

と
も
あ
り
、
実
頼
が
能
子
邸
を
訪
れ
て
も
追

い
返
し
て
い
る
。

能
子
が
こ
れ
ほ
ど
実
頼
を
こ
ば
み
続

け
た
真
意
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
父
定
方

と
忠
平
と
の
対
立
が
、
能
子
の
意
識
の
底
に
尾
を
引
い
て
い
た
だ
ろ
う
し
、
か

つ

て
深
い
愛
情
を
受
け
た
醍
醐
天
皇
に
代

る
人
と
し
て
、
そ
の
弟
君
の
敦
実
親
王
と

同
居
し
、
そ
の
親
王
の
足
が
遠
の
く
状
況
の
中
で
、
し
か
し
親
王
の
愛
を
再
び
期

待
し
て
待

つ
、
と
い
う
の
が
能
子
の
本
心
で
あ

っ
た
ろ
う
。
だ
か
ら
、
相
手
が
今

を
時
め
く
実
頼
で
あ

っ
て
も
、
軽
々
に
そ
の
求
婚
に
応
じ
る
気
に
な
ら
な
か

っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

能
子
は
定
方
の
没
後
、
弟
た
ち
が
下
藤
で
基
経
方
と
肩
を
並
べ
ら
れ
ぬ
の
を
嘆

き
、
代
明
親
王
が
定
方
邸
に
子
ど
も
を
残
し
て
自
邸
に
帰
る
と
き
も
、

「な
き
人

の
巣
守
に
だ
に
も
な
る
べ
き
を
今
は
と
か

へ
る
今
日
の
悲
し
さ
」
と
よ
ん
で
親
王

に
贈

っ
て
い
る

(九
十
四
段
)
。

こ
れ
ら
か
ら
推
定
す
る
と
、
能
子
は
定
方

(子

は
男
五
人
、
女
十
四
人
1

『
尊
卑
分
脈
』
)
の
長
女
と
し
て
、
常
に

一
家
の
将
来

に
心
を
向
け
て
、
弟
妹
た
ち
の
幸
せ
を
願

っ
て
い
た
よ
う
で
、
賢
く
、
む
し
ろ
控

え
目
な
才
女
で
あ

っ
た
よ
う
だ
。
そ
う

い
う
点
が
能
子
の
人
間
的
魅
力
と
な

っ
て

実
頼
の
心
を
強
く
捉
え
た
の
だ
ろ
う
。

実
頼
は

『大
鏡
」
に
、

和
歌
の
道
に
も
す
ぐ
れ
お
は
し
ま
し
て
、
後
撰
に
も
あ
ま
た
入
り
給

へ
り
。

お
よ
そ
何
事
に
も
有
職
に
、
御
心
う
る
は
し
く
お
は
し
ま
す
こ
と
は
、
世
の

人
の
本
に
ぞ
引
か
れ
さ
せ
給
ふ
。

(巻
二

・
実
頼
伝
)

と
評
さ
れ
、
こ
れ
も
才
人
で
あ

っ
た
。

能
子
が
実
頼
の
妻
に
な

っ
た
こ
と
は
、

『大
和
物
語
』
第

一
二
〇
段
や

『尊
卑

(
17

)

分
脈
』
の
能
子
の
傍
注
な
ど
に
明
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
直
前
の
経
過
は

『大

和
物
語
』

『清
慎
公
集
』
な
ど
に
も
み
え
ず
、
不
明
で
あ
る
。

以
上
、

『清
慎
公
集
』
を
通
し
て
み
て
も
、
承
平
三
年

(九
三
三
)
春

の
能
子

の
歌
の

「年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
」
に
、
基
経

一
門
の
人
と
の
結
婚
を
暗
示
し

た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

能
子
が
柔
子
に
便
り
を
し
た
理
由
は
、
二
人
が
従
姉
妹
で
あ

っ
た
事
に
も
よ
る

が
、
さ
ら
に
柔
子
は
故
醍
醐
天
皇
・
敦
実
親
王
の
同
母
の
妹
、つ
ま
り
能
子
の
義
妹

で
、
と
も
に
定
方
の
同
族
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。
だ
か
ら

「年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が

な
」
と
柔
子
に
便
り
を
し
た
の
は
、
定
方
方
に
栄
光

の
花
の
種
が
ほ
し
い
と
、
同

族
の
柔
子
に
本
心
を
吐
露
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
す
る
柔
子
の
返
歌
は
み
え

な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
同
感
で
あ

っ
た
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
能
子
が
人
も
あ
ろ
う
に
基
経
方
の
実
頼
の
妻
に
な

っ
た
と
い

う
う
わ
さ
が
柔
子
の
耳
に
入

っ
た
。
そ
れ
は
前
述
し
た
よ
う
に
承
平
六
・七
年
(九

三
六

・
七
)
頃
で
あ
る
か
ら
、

「年
切
り
も
せ
ぬ
種
」
の
歌
を
能
子
か
ら
も
ら

っ

て
三
、
四
年
後
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
柔
子
の
歌
に

「年
切
り
も
せ
ず
と
い
ふ
種
は

生
ひ
ぬ
」
と
あ
る
の
は
、

「年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
」
を
ふ
ま
え
る
が
、
今
井

氏
が

「
能
子

へ
の
か
ら
か
い
が
眼
目
で
あ
ろ
お

と
い
わ
れ
た
通
り
、

「あ
な
た

が
望
ん
で
お
ら
れ
た
、
定
方
方
の
年
切
り
も
せ
ぬ
種
が
、
意
外
に
も
相
手
方

(忠

平
方
)
に
年
切
り
も
せ
ぬ
種
が
生
え
る
結
果
に
な
り
ま
し
た
ね
」
と
皮
肉

っ
て
い

る
の
で
あ
る
。五

『大
和
物
語
』
第

一
二
〇
段
は
、
第

一
段
落
で
仲
平
の
大
臣
召
を
忠
平
が
祝

っ

た
和
歌
を
示
し
、

「
そ
の
日
の
こ
と
ど
も
、
歌
な
ど
書
き
て
、
斎
宮
に
奉
り
給
ふ
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と
て
」
で
第

一
段
落
を
受
け
、
後
に

「
願
ひ
け
る
か
ひ
あ
り
て
」
と
記
し
て
、
「年

切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
」
の
主
意
が
、
忠
平

一
門
の
人
と
結
婚
し
た
い
こ
と
だ
と

暗
示
し
、
や
が
て
能
子
が
実
頼
の
妻
と
な

っ
て
大
勢
の
子
ど
も
が
生
れ
、
能
子
の

希
望
が
実
現
し
た
の
を
柔
子
が
祝
福
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
、
首
尾

一
貫
し
た
め

で
た
い
話
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
今
井
氏
も
、

「
か
く
ね
が
ひ
給

へ
る
か
ひ
あ
り

て
」
実
頼
が
通

っ
て
く
る
よ
う
に
な

っ
た

　

　

　

と
い
う
つ
ぎ
の
書
き
ぶ
り
も
、
作
者
が
そ
の
、
種
-
結
婚
と
い
う
モ
チ
ー
フ

の
下
に
主
題
を
統

一
し
よ
う
と
す
る
意
図
の
あ
ら
わ
れ
と
も
受
け
と
れ
る
の

(
19
)

で
あ

る

。

と

述

べ

て

お

ら
れ

る
。

「
種

み
な

広

ご

り

た
ま

て

、

陰

多

く

な

り

に
け

り

」

と

あ

る

点

も

問

題

で
あ

る
。

柿

本

氏

は

「
種

み
な

広

ご

る

」

に

つ
い

て
、

『
類

聚

名

義

抄

』

に

「
族

ヤ
・
.

.
己

と

あ

る

の
を

受

け

て
、

「
お

そ

く

と

く

」

の
歌

の

「
種

」

と

は

異

な

り

、

実

頼

と

の
結

婚

に

よ
り

忠

平

側

と

の

つ
な

が

り

が

で
き

た

事

を

い

い
、

多

く

の
子

が

生

れ

(20

)

た
事
を
い
う
の
で
は
な
い
、
と
い
わ
れ
た
が
、

「
願
ひ
け
る
か
ひ
あ
り
て
」
の
結

果

「種
み
な
広
が
る
」
の
だ
か
ら
、

「
お
そ
く
と
く
」
の
歌
の

「種
」
と
区
別
す

る
の
は
当
ら
な
い
だ
ろ
う
。
や
は
り
子
ど
も
が
大
勢
生
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ

う
。
問
題
は
そ
の
こ
と
の
真
偽
で
あ
る
。

実
頼
の
子
ど
も
は

『尊
卑
分
脈
』
に
は
、
敦
敏

(母
左
大
臣
時
平
女
)

・
頼
忠

(母
同
)

・
斉
敏

(母
同
)

・
慶
子

(朱
雀
院
妃
)

・
述
子

(村
上
妃
)

・
女
子

が
あ
り
、
斉
敏
の
子
の
実
資
が
実
頼
の
四
男
と
し
て
養
育
さ
れ
た
。

『大
鏡
』
(巻

二
)
裏
書
の
系
図
に
は
、
さ
い
こ

の

「
女
子
」
の
記
載
が
な
い
。
な
お

「左
大
臣

時
平
女
」
は
仁
善
子
の
こ
と
で
あ
る
。

『尊
卑
分
脈
』
や

『大
鏡
』
裏
書
に
慶
子

・
述
子
の
母
の
記
載
が
な
い
が
、
述

子
の
母
は

『
一
代
要
記
』
に

「
母
時
平
女
」

(村
上
天
皇
)
と
あ
り
、
母
は
仁
善

子
で
あ
る
。
慶
子
の
母
の
記
載
は
ど
こ
に
も
み
え
な
い
が
、
や
は
り
仁
善
子
と
考

え
て
よ
か
ろ
う
。
述
子
は

『大
鏡
』
の
裏
書
や

『
一
代
要
記
』
に
実
頼
の
三
女
と

あ
る
。
す
る
と
姉
妹
順
は
、
慶
子

・
女
子

・
述
子
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
し
前
述
の

よ
う
に
、

「女
子
」
は

『大
鏡
』
裏
書
に
な
く
確
認
で
き
な
い
。
か
り
に
こ
の
「女

子
」
を
認
め
て
、
母
を
能
子
と
仮
定
し
て
も
、
能
子
の
子
ど
も
は

一
人
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
た
が

っ
て

「種
み
な
広
ご
り
た
ま
て
、
陰
多
く
な
り
に
け
り
」
は

事
実
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
虚
構
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、

『大
和
物
語
』
第

一
二
〇
段
の

「
年
切
り
も
せ
ぬ
種
も
が
な
」

の
真
意
は
、
父
定
方
を
め
ぐ
る
政
治
状
勢
の
揺
曳
、
能
子
が
敦
実
親
王
と
同
居
中

な
ど
の
点
か
ら
み
て
、
基
経

一
門
の
人
と
の
結
婚
希
望
を
暗
示
し
て
は
お
ら
ず
、

「
種
み
な
広
ご
り
て
、
陰
多
く
な
り
に
け
り
」
は
、
実
頼
と
能
子
の
あ
い
だ
に
子

ど
も
の
生
れ
た
可
能
性
が
薄
く
、
虚
構
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
、
実
話
は

『後
撰

集
』
の
内
容
の
よ
う
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

『大
和
物
語
』
第

一
二
〇
段
は

忠
平
方
寄
り
の
歌
話
に
改
め
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
能
子
が
実
頼
の
妻
に
な

っ
た
真
意

・
経
過
は

明
ら
か
で
な
い
が
、

一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
実
頼

(21

)

の
母
は
宇
多
天
皇
の
皇
女
の
源
碩
子

(菅
原
の
君
、
母
は
菅
原
道
真
女
)
で
あ
る

か
ら

(
『貞
信
公
記
抄
』
)
、
実
頼
は
宇
多
天
皇
の
孫
、
醍
醐
天
皇

・
敦
実
親
王

の
甥

(異
母
の
子
)
に
あ
た
る
。
し
た
が

っ
て
、
能
子
と
敦
実
親
王
が
同
居
し
て

以
後
、
実
頼
は
親
王
を
訪
ね
た
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
能
子
と
も
近
づ
き
の
縁
は
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

能
子
は
定
方
方
の

「年
切
り
も
せ
ぬ
種
」
を
願

っ
た
が
、
醍
醐
天
皇

・
敦
実
親

王
と
の
間
に
そ
れ
ぞ
れ
御
子
が
生
れ
ず
、
焦
心
の
日
々
を
送

っ
て
い
た
が
、
承
平

六

・
七
年

(九
三
六

・
七
)
頃
、
親
王
の
足
が
遠
の
い
た
頃
、
実
頼
か
ら
文
が
届

い
た
。
か

つ
て
の
親
同
士
の
政
治
的
な
緊
張
関
係
は
、
定
方
の
没
後
四
、
五
年
た

っ
て
も
能
子
の
心
に
残
り
、

『清
慎
公
集
』
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
能
子
は
頑
な

ま
で
に
実
頼
を
拒
否
し

つ
づ
け
た
が
、
そ
の
う
ち
遠
の
く
親
王
を
恋
慕
す
る
思
い
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が
、
お
の
ず
か
ら
そ
の
甥
で
才
人
の
実
頼

へ
と
移
り
、
執
拗
に
し
て
激
し
い
実
頼

の
愛
を
受
け
入
れ
、
そ
の
妻
と
な

っ
た
の
だ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
。

『大
和
物
語
』
第

一
二
〇
段
と

『後
撰
集
』
を
対
比
し
て
み
る
と
、
『
後
撰
集
』

一
一
〇
九
の
作
者
名
が

「む
す
め
の
女
御
」
と
な

っ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

つ
ま
り
、
誰

の
娘
な
の
か
は
そ
の
詞
書
を
見
て
初
め
て
分
か
る
の
で
あ
り
、
勅
撰

集
の
作
者
名
表
記
の
仕
方
と
し
て
異
色
で
霧

。
こ
れ
は
片
桐
洋

民

が
、

詞

書

の
延
長
と
し
て
主
語
と
な
る
作
者
名
表

記
」
と
い
わ
れ
た
も
の
で
、

他

に
も

「女
」

(七
〇
五
)
、

「も
と
の
女
」

(七

一
五
)
、

「あ
る
じ
の
女
」

(
一
八

一
)
、

「
女
の
母
」

(
一
一
〇
八

・
一
二
五
九
)
、

「む
こ
」

(
一
二
六
〇
)
な

ど
が
あ
り
、

『後
撰
集
』
が
歌
語
り
を
撰
集
資
料
と
し
て
、
そ
の
生
の
姿
を
露
呈

し
た
も
の
で
あ
る
。

一
一
一
〇
の

「
か

の
女
御
」
は
前
歌
の

「む
す
め
の
女
御
」

を
受
け
て
お
り
、

「
か
の
」
と
い
う
指
示
語
で
始
ま
る
点
な
ど
、
や
は
り
歌
語
り

を
撰
集
資
料
と
し
た
感
が
強
い
。

こ
れ
に
対
し
て

『
大
和
物
語
』
第

一
二
〇
段
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
首
尾

一
貫

し
た
構
成
と
内
容
に
な

っ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、

『
大
和
物
語
』
は

『
後
撰
集
』

の
歌
語
り
に
基
づ
い
て
、
物
語
作
者
の
構
成
意
識
を
加
味
し
、
さ
ら
に
作
者
の
内

容
意
識
と
し
て
は
、
忠
平
方
寄
り
の
歌
話

に
改
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
、

『大
和
物
語
』
と

『後
撰
集

』
を
対
比
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、

「大

和
物
語
の
内
容
↓
後
撰
集
の
内
容
」
の

一
例
と
し
て
第
四
十
段
、

「後
撰
集
の
内

容
↓
大
和
物
語
の
内
容
」
の

一
例
と
し

て
第

一
二
〇
段
、
を
採
り
あ
げ
て
考
察
し

た
。

注
(
1
)
大
阪
女
子
大
学

国
文
学

研
究
室

編

『
後
撰

和
歌
集
総
索
引
』

の

に
よ

る
。

(
2
)

『
古
来
風
体
抄

』
の
初

撰
本

・
再
撰
本
は
、
佐

々
木
信
綱
氏
編

「本
文
総
覧

=

『
日
本
歌
学
大
系

』

(
第
二
巻
)
に
よ
る
。

(
3
)
阿
部
俊
子
氏

「
校
本
大
和
物
語
と
そ
の
研
究
』
。

(
4
)
増
淵
勝

一
氏

『
平
安
朝
文
学
成
立
の
研
究

散
文
編
』
。

(
5
)
奥
村
恒
哉
氏

『
古
今
集

・
後
撰
集

の
諸
問
題
』
。

(
6
)

『
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
』

の

『
後
撰
和
歌
集
』

の
項

(片
桐
洋

一
氏
担
当
)
。

(
7
)
片
桐
洋

一
氏

『
後
撰
集
』

(
『
万
葉
集
と
勅
撰
和
歌
集
』
所
収

i

「
和
歌
文
学
講

座
」
4
1
)
。

(
8
)
柿
本
奨
氏

『
大
和
物
語

の
注
釈
と
研
究
』
。

(9
)
今
井
源
衛
氏

「
大
和
物
語
評
釈
」
二
十
八

(
「
国
文
学

」
第
九
巻
十

号
)
。

(
10
)
拙
稿

「
大
和
物
語

の

『
と
し

こ
』
考
」

(
「
平
安
文
学

研
究
」
第
七

十
九

.
八
十

輯
)
。

(
11
)
角

田
文
衛
氏

『
平
安

人
物
志
下
』

(
「
角
田
文
衛
著
作
集
」
6
)
。

(
12
)

こ
の
歌
話

は

『
後
撰
集

』

(巻
八

・
冬

・
四
七
〇
)
に
も
み
え
る
が
、
そ
こ
に
は

「
し
の
び

て
通

ふ
所

」
と
あ
り
、
具
体
的

人
名
が
な

い
。

(
13
)

『大
和

物
語
』
第
九
十
六
段
は
実
頼

を

「右
衛
門

の
督
」
と
す
る
が
、
同
段

の
冒

頭
は
、
代
明
親
王
北

の
方

の
没
し
た
承
平
六
年

(九
三
六
)
六
月
か
ら
師
サ
が
侍
従

を
退

い
た
同
七

年

(
九
三
七
)
三
月
ま
で
の
こ
と

で
、

『
公
卿
補
任
』

に
照
ら
す
と

「
左
衛

門

の
督
」
が
正
し

い

(
承
平
三
年
～
五
年
右
衛
門

の
督
、
承
平
五
年
～
天
慶

元
年
左
衛
門

の
督
)
。

柿
本
氏
が

『
大
和
物
語

の
注
釈
と
研
究
』

で
い
わ
れ
た
よ
う

に
、

「
左
」
と

「
右
」

の
相
互
誤
写
は
多

い
の
で
、

『
大
和
物
語
』

『
西
宮
記
』
(巻

十
六

・
臨
時

四

・
宮
西
庁
座
)
と
も

「
左
衛
門
の
督
」
を

「
右
衛
門

の
督
」

に
誤
写

し

た
と
み
ら
れ
る
。

(
14
)
杉
崎
重
遠
氏

『
王
朝
歌

人
伝

の
研
究
』
。

(
15
)
木
船
重

昭
氏

は
、

「本
来

異
な

る
情
況
下

で
応
酬
さ
れ
た

一
連
の
中

の

一
首
(注
、

「潮

の
満

つ
」

の
歌
)
を

同
段

(注
、
九
十
六
段
)
の
情

況
に
適
応
さ
せ
る
た
め
に

あ

え
て
改
変

さ
れ
た
効

果
は
、
何
ら
見
出
せ
な

い
」

の
で
、
第
九
十
六
段
の
、

実
頼

が
師
サ
を

う
ら
や
ま
し
が

っ
て
歌
を
よ
ん
だ

の
は
、

「
事
実

の
誤
認
、
な
い
し
は
、

虚
構
で
あ
る
」
と

い
わ
れ
た
が

(
「
藤
原
実
頼
と
女
御
能
子
」
1

「
中
京
国
文
学
」
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第
七

号
)
、

そ
れ
で
は

「
う
ら
や
ま
し
く
も
聞
き
わ
た
る
か
な
」
と
照
応
し
な
く
な

る
。

や
は
り
第
九
十
六
段

は
事

実
と
考
え
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。

(
16
)
木
船
氏

は

「当

一
首

(
注
、

「
月
は
出

で
て
」

の
歌
)
を
も

っ
て
、

つ
い
に
実
頼

は
能

子
と
契

っ
た
、

と
解

す

べ
き

で
あ
る
」
と

い
わ
れ

る

(
¶
中
京
国
文
学
」
第
七

号
)
。

(
17
)

『尊
卑
分
脈

』
の
定
方
女
に

「
仁
善
子

醍
醐
天
皇
女
御

号
三
条
御
息
所

後
配
遇
清
慎
公
」
と
あ

る

が
、

『大

日
本

史
』
巻
七
十

八

(
列
伝

一
)

に
指
摘
さ
れ
た
よ
う

に
、

「
仁
善
子

」

は

「能

子
」
の
誤
記
。
仁
善
子
億
時
平
女

で
、
保
明
親
王

(文
献
太
子
、
醍
醐
天
皇

皇

子
)
の
妃
と
な

っ
た
。

(
18
)
・
(
19
)
注

(9
)
に
同
じ
。

(
20
)

注

(
8
)
に
同
じ
。

(21
)
実

頼
の
母
に

つ
い
て
、

「
源
順
子
」

(
『公
卿
補
任

』

『紹
運
録
』

)
、

「
源
傾

子
」

(
『
一
代
要
記
』

『
大
鏡
』
裏
書
)
と
す

る
も

の
も
あ

る
が
、

『貞
信
公

記
抄

』

の

「
源
順

子
」
に
従
う
。

(
22
)
注

(
7
)
に
同
じ
。
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