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伊
勢
物
語
の
多
く
の
段
で
は
、
登
場
人
物
に
名
が
な
く
、
男
と
か
女
と
し
て
物
語
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
段
の
そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
が
終
結

し

た
後

で
、
登
場
人
物
と
歴
史
上
の
実
在
人
物
と
関
係
づ
け
た
説
明
や
、
あ
る
い
は
、
物
語
の
中
の
歌
や
登
場
人
物
の
行
動
を
説
明
す
る

内
容

の
も
の
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
前
者
を
旧
注
で
は
、
作
者
の
詞
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
賀
茂
真
淵
や
藤
井
高
尚
が
後

人

の
注
と
い
う
よ
う
に
な

っ
て
以
来
、
今
日
ま
で
そ
れ
に
従
う
人
が
多
い
。

現
存
の
伊
勢
物
語
の
テ
キ
ス
ト
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
人
の
手
が
加
わ

っ
て
増
益
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
み
る
こ
と
に
異
論
を
も

つ
人
は

い
な
い
。
し
か
し
、
歌
物
語
も
語
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
伊
勢
物
語
は
非
現
実
的
な
物
語
が
多
く
、
ま
た
理
解
し

に
く
い
歌
や
説
明
の
ほ

し

い
言
動
が
あ
り
、
語
り
手
は
説
明
や
感
想
を
述
べ
た
く
な
る
だ
ろ
う
。
物
語
は
作
中
世
界
に
語
り
手
の
説
明
や
感
想
を
加
え
て
語
ら
れ

る
も
の
で
あ
り
、
後
人
の
注
と
い
う
よ
う
に
別
人
の
作
が
物
語
に
加
わ

っ
た
も
の
と
扱
わ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

(一)

 

ω

む
か
し
、
を
と
こ
あ
り
け
り
。
女
の
え
う
ま
じ
か
り
け
る
を
、
と
し
を

へ
て
、
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
る
を
、
か
ら
う
じ
て
ぬ
す
み
い
で

て
、

い
と
く
ら
き

に
き
け
り
。
あ
く
た
が
は
と
い
ふ
河
を
ゐ
て
い
き
け
れ
ば
、
草
の
う
へ
に
お
き
た
り
け
る

つ
ゆ
を
、
「か
れ
は
な

に

ぞ
」
と
な
ん
を
と
こ
に
と
ひ
け
る
。
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ゆ
く

さ

き

お

ほ

く

、

夜

も

ふ

け

に

け

れ

ば

、

お

に

あ

る
所

と

も

し

ら

で
、
神

さ

へ
い
と

い

み
じ

う

な

り

、

あ

め

も

い

た

う

ふ

り

け

れ

ば

、

あ
ば

ら

な

る

く

ら

に
、

女

を
ば

お

く

に

お

し

い

れ

て
、

を

と

こ
、

ゆ

み

や

な

ぐ

ひ
を

お

ひ

て
、

と

ぐ

ち

に
を

り
。

は

や
夜

も

あ

け

な

ん

と

思

ひ

つ

＼
ゐ

た

り

け

る

に
、

お

に

、

は

や

ひ
と

く

ち

に
く

ひ

て

け

り

。

「あ

な

や

」
と

い

ひ
け

れ

ど

、

神

な

る

さ

わ

ぎ

に

、

え

き

か

ざ

り

け

り

。

や

う

く

夜

も

あ

け

ゆ

く

に
、

見

れ

ば

、

ゐ

て

こ
し

女

も

な

し

。

あ

し
ず

り
を

し

て
な

け

ど

も

、

か

ひ

な

し

。

し
ら
た
ま
か
な
に
ぞ
と
人
の
と
ひ
し
時

つ
ゆ
と
こ
た

へ
て
き
え
な
ま
し
も
の
を

助

こ
れ
は
二
条
の
き
さ
き
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
御
も
と
に
、

つ
か
う
ま

つ
る
や
う
に
て
ゐ
た
ま

へ
り
け
る
を

、
か
た
ち
の
い
と
め
で

(
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
ぬ
す
み
て
お
ひ
て
い
で
た
り
け
る
を
、
御
せ
う
と
ほ
り
か
は
の
お
と
ゾ

・
た
ら
う
く
に

つ
ね
の
大
納
言
、
ま
だ

下
ら
う
に
て
、
内

へ
ま
ゐ
り
た
ま
ふ
に
、
い
み
じ
う
な
く
人
あ
る
を
き

＼
つ
け
て
、
と
ゾ
め
て
と
り
か
へ
し
た
ま
う
て
け
り
。
そ
れ
を
、

か
く
お
に
と
は
い
ふ
な
り
け
り
。
ま
だ
、
い
と
わ
か
う
て
、
き
さ
き
の
た
ゴ
に
お
は
し
け
る
時
と
や
。
(校
注
古
典
叢
書

『伊
勢
物

語
』
に
よ
る
)

4

右
の
文
章
は
、
伊
勢
物
語
六
段
で
あ
る
。
主
な
注
釈
書
は
、
⑧
の
文
章
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ω
こ
の
下
の
詞
は
物
語
の
作
者
の
、
我
と
釈
し
た
る
事
な
る
べ
し
。
(伊
勢
物
語
愚
見
抄
)

②
伊
勢
が
詞
也
。
註
也
。
(伊
勢
物
語
宗
長
聞
書
)

③
是
は
作
者
の
詞
也
。
(伊
勢
物
語
閾
疑
抄

・
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
)

ω

こ
れ
は
作
者
の
註
な
り
。
(勢
語
臆
断
)
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⑤
右
二
条
后
て
ふ
よ
り
下
の
詞
は
後
人
の
う
ら
書
な
る
事
已
に
も
い
へ
り
。
(伊
勢
物
語
古
意
)

㈲
後
の
人
の
か
き
そ

へ
た
る
な
り
。
(藤
井
高
尚

『伊
勢
物
語
新
釈
』)

ω
以
下
後
注
の
補
入
か
。
(日
本
古
典
文
学
大
系
)

⑧
第
三
段

・
第
五
段
の
末
尾
と
同
様
な
、
注
め
い
た
部
分
。
(日
本
古
典
文
学
全
集
)

⑨

「こ
れ
は
、
二
条
の
后
の
」
以
下
は
、
例
に
よ
っ
て
後
人
の
注
。
(新
潮
日
本
古
典
集
成
)

⑩

「
こ
れ
は
二
条
の
后

の
」
以
下
を
後
人
の
書
き
加
え
た
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
が
、
物
語
の
正
文
と
読
む

べ
き
で
あ
る
。
(角
川
文

庫
)

ω
第
三
段

・
第
五
段
の
末
尾
と
同
様
な
、
二
条
の
后
を
示
す
注
め
い
た
部
分
。
(新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
)

『宗
長
聞
書
』
は
、
伊
勢
物
語
は

「伊
勢
が
筆
作
」
と
す
る
立
場
だ
か
ら
、
②
の

「伊
勢
が
詞
也
」
と
は
、
作
者
の
詞
と
い
う
の
と
同
じ

で
あ
る
。
従

っ
て
、
ω
～
ω
は
、
作
者
が
ω
の
物
語
に
つ
い
て
述
べ
た
注
と
す
る
も
の
で
、
い
わ
ば
、
物
語
世
界
に
対
す
る
草
子
地
と
し

て
の
説
明
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

⑤
㈲
ω
⑧
⑨
ω
は
、
ω
の
物
語
に
対
し
て
、
後
人
が
附
し
た
注
が
⑧
だ
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
注
釈
の
大
勢
が
そ
の
方
向
に
あ

る
。
藤
井
高
尚
は
、

『伊
勢
物
語
新
釈
』
の
序

で
、
塗
籠
本
と
知
顕
抄
の
本
文
を
折
衷
し
た
と
い
っ
て
い
る
。
知

顕
抄

で
は
、
⑧
に
つ
い

て
問
答
し
て
お
り
、
塗
籠
本
に
も
⑧
が
あ
る
の
に
、
高
尚
は
、
⑥
の
よ
う
に
述
べ
て
本
文
を
あ
げ
て
い
な
い
。

⑧
を
後
人
注
と
す
る
多
く
の
説
に
対
し
反
対
の
⑩
は
、
角
川
文
庫
の
補
注
で
あ
る
。

5
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(二)

六
段
に
関
す
る
論
文
の
中
に
は
、
⑧
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
説
が
あ
る
。

⑰
福
井
貞
助
氏
は
、
「
い
わ
ゆ
る
後
人
の
注
記
と
言
わ
れ
る
」
二
条
后
関
係
の
実
在
人
物
を
顕
わ
す
文
辞
で
、
「
こ
れ
が
果
し
て
本
文
と
区

(
1

別
し
て
考
う
べ
き
か
」
問
題
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

⑬
片
桐
洋

一
氏
は
、
は
じ
あ

「段
末
注
」
と
い
う
語
を
用
い
、
伊
勢
物
語
の
諸
段
の
段
末
注
の
成
立
に
つ
い
て
述

べ
ら
れ
、
二
条
后
の
名

の
出
る
も
の
は
、
二
条
后
の
産
ん
だ
陽
成
天
皇
の
崩
じ
た
天
暦
二
年

(九
四
九
)
九
月
二
十
九
日
よ
り
後
、
二
条
后
と
業
平
の
関
係
が

(
2

伝
説
的
に
遠
い
過
去
の
こ
と
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
か
ら
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
述
べ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
六

段
の
段
末
注
に
つ
い
て
は
、
六
段
を
、
四
段
五
段
の
二
条
后
関
係
の
段
の
位
置
に
お
く
た
め
、
「実
は
鬼
に
喰
わ
れ
た
の
で
は
な
く
、

兄
に
よ

っ
て
助
け
ら
れ
た
の
だ
と
し
て
」
注
釈
的
後
書
が
作
ら
れ
た
の
で
、
「唯

一
の
実
相
を
基
盤
と
し
て
、
仮
相

の
形
で
物
語
を
作 (3

　

　

る
と
い
う
」
物
語
の
創
作
そ
の
も
の
に
深
く
関
与
し
て
い
る
と
し
て
、
q
と
①
の
作
者
は
同

一
人
と
考
え
て
い
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

ω
森
本
茂
氏
は
、
「補
注
を

つ
け
る
後
人
は
、
読
者

の
側
の

一
入
で
あ
り
、
備
忘
と
か
解
説
な
ど
の
目
的
を
持

っ
て
本
文
に
添
加
す
る
の

で
あ
る
か
ら
、
根
本
的
に
作
者
と
は
別
の
範
疇
に
属
す
る
も
の
」
と
さ
れ
、
人
名
を
明
ら
か
に
す
る
部
分
は
、
後
人
の
補
注
で
あ
ろ
う

と
述

べ
、
六
段
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。
ω
で
は
、
草
の
上
の
露
を

「あ
れ
は
何
ぞ
」
と
女
は
男
に
尋
ね
て
い

る
か
ら
女
の
心
は
乱
れ
て
い
な
い
。
鬼
に
食
わ
れ
た
時
、
「あ
な
や
」
と
女
は
悲
鳴
を
発
し
た
が
、
「神
な
る
さ
わ
ぎ
に
え
き
か
ざ
り
け

り
」
と
い
う
の
に
、
⑧
で
は

「い
み
じ
う
な
く
」
と
あ
る
の
は
、
「あ
な
や
」
と
い
う
悲
鳴
と
は
異
な
る
内
容
で
、
「い
み
じ
う
な
く
」

6
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(
4

必
然
性
が
な
く
、
ω
と
⑧
に
は
矛
盾
が
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
⑧
が
後
人
の
補
注
だ
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
た
。

⑮
市
原
　
氏
は
以
下
の
理
由
で
⑧
を
後
注
と
さ
れ
て
い
る
。
ω
で
は
、
「か
ら
う
じ
て
ぬ
す
み
い
で
て
、
い
と
く
ら
き
に
き
け
り
」
と
あ

る
の
に
、
⑧
で
は

「ぬ
す
み
て
お
ひ
て
」
と
い
う
が
、
女
を
背
負

っ
た
の
な
ら
、
ω
の

「を
と
こ
、
ゆ
み
や
な
ぐ
ひ
を
お
ひ
て
と
ぐ
ち

に
を
り
」
と
背
馳
す
る
。
ま
た
、
下
膓
と
は
い
え
、
権
勢
家
冬
嗣
を
祖
父
に
も

つ
基
経
、
国
経
が
、
雷
鳴
、
豪

雨
の
夜
更
け
に
参
内
と

い
う
こ
と
は
異
常

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
鬼
を
史
実
化
す
る
た
め
、
基
経
、
国
経
達
に
あ
ば
ら
な
る
蔵
の
近
く
を

通
る
と
い
う
場
を
作
る

必
要
か
ら
、
参
内
と
い
う
貴
族
に
と

っ
て
自
然
な
形
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
な
か

っ
た
。
国
経
は
、
父
長
良
の
居
た
枇
杷
殿
か
ら
参
内

し
た
と
考
え
ら
れ
、
芥
川
や
あ
ば
ら
な
る
蔵
は
そ
の
道
筋
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
の
の

「あ
く
た
が
は
と
い
ふ
河
」
と
い
う
表

(

(5

現
か
ら
受
け
る
感
じ
は
、
洛
外
か
、
洛
中
で
も
内
裏
か
ら
は
か
な
り
離
れ
た
さ
び
し
い
場
所
が
想
像
さ
れ
、
⑧

の
記
事
は
ω
と
微
妙
な

食
い
違
い
が
あ
る
。

な
お
ま
た
、
ω
の

「あ
な
や
」
と
い
う
鬼
を
前
に
し
た
女
の
絶
叫
に
対
し
、
⑧
で
は

「い
み
じ
う
な
く
」
と
あ
る
。
「あ
な
や
」
と

い
う
絶
叫
は
瞬
間
的
な
も
の
で
、
兄
達
が

「き

＼
つ
け
」
る
こ
と
は
困
難
だ
と
い
う
合
理
的
観
点
か
ら
、
女
を
泣
か
せ
る
こ
と
に
よ

っ

て
兄
達
に
妹
の
存
在
を
知
る
と
い
う
形
を
と
ら
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
。
以
上
の
点
か
ら
、
助
は
、
「こ
の
物
語
を
業
平
の
実
録
的
物
語

(6

(

の

一
環
と
し
て
意
図
し
た
時
点
に
敷
設
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

Cam)

 

　

　

↑
に
お
い
て
六
段
の
⑧
に
対
す
る
注
の
主
な
も
の
を
あ
げ
、
仁
に
お
い
て
六
段
の
⑧
に
関
す
る
論
文

の
説
を
あ
げ
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ

7
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た
説
は
、

ω

ω
と
⑧
が
物
語
と
し
て
同
時
に
成
立
し
た
と
す
る
も
の

ω

ω
の
成
立
の
後
に
⑧
が
成
立
し
た
と
見
る
も
の

ω

ω
⑧
の
成
立
を
分
け
る
こ
と
に
疑
問
を
も

つ
も
の

に
分
か
れ
る
。
の
は
、
⑧
を
ω
に
対
す
る
作
者
の
言
葉
と
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
、
⑧
を
後
人
の
注
と
す

べ
き
で
な
い
と
す
る
も
の
で
あ

る
。
④
は
、
⑧
を
ω
に
対
す
る
後
人
の
注
だ
と
す
る
。

現
存
の
伊
勢
物
語
は
、
何
段
階
も
人
手
が
加
わ

っ
て
成
立
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従

っ
て
、
各
段
の
成
立
の
先
後
、
あ
る
い

は
、

一
つ
の
段
の
い
く

つ
か
の
構
成
要
素
の
成
立
の
先
後
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ど
の
物
語
も
、
研
究
の

対
象
と
し
て
で
な
く
、
作
品
と
し
て
読
む
の
が

一
般
で
あ
る
。
作
品
と
し
て
物
語
を
読
む
場
合
は
、
各
段
の
成
立

の
先
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の

段

の
構
成
要
素
の
成
立

の
先
後
は
問
題
に
は
な
ら
な
い
。
六
段
は
、
四
段
や
五
段
と
成
立
の
先
後
を
考
慮
に
入
れ
な
け
れ
ば
理
解
で
き
な

い
も
の
で
は
な

い
。

伊
勢
物
語
を
物
語
と
し
て
読
む
時
、
た
と
え
ば
、
九
段
の
場
合
、
八
橋
の
段
と
、
隅
田
川
の
段
が
先
に
あ

っ
て
、
宇
津
の
山
と
富
士
の

(
7

山

の
段
が
後
か
ら
入

っ
た
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
を
読
む
時
は
、
現
存
の
テ
キ
ス
ト
を
、
段
毎
の
成

立

の
先
後
関
係
、

一
つ
の
段
の
中
の
い
く

つ
か
の
段
の
成
立
の
先
後
関
係
を
問
わ
ず
に
い
る
。
こ
う
い
う
立
場
か
ら
い
え
ば
、
ω
と
⑧
は
、

成
立

の
先
後
関
係
と
し
て
で
は
な
く
、
内
容
の
性
格
に
つ
い
て
問
題
と
な
る
。

ω
は
物
語
の
世
界
で
あ
り
、
⑧
は
ω
の
内
容
に
つ
い
て
、
歴
史
上
実
在
の
人
物
の
行
為
と
関
係
づ
け
た
解
説
の
内
容
と
な

っ
て
い
る
。

物
語
の
構
成
か
ら
い
え
ば
、
ω
は
物
語
世
界
で
あ
り
、
⑧
は
語
り
手
か
ら
聞
き
手

へ
の
解
説
の
文
章
で
、
草
子
地
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

8
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る
。
⑧
が
な
く
て
も
ω
だ
け
で
物
語
で
あ
り
う
る
が
、
物
語
の
場
に
お
い
て
は
、
語
り
手
は
ω
を
語
り
、
次
に
⑧
に
類
す
る
解
説
を
す
る

場
合
や
、
し
な
い
場
合
が
あ
り
、
解
説
を
す
る
場
合
に
は
、
⑧
に
類
す
る
も
の
が
テ
キ
ス
ト
に
書
か
れ
て
伝
え
ら
れ
る
場
合
、
書
か
れ
ず

に
伝
わ
ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
。

ω
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
盗
み
出
し
た
か
、
女
は
車
に
乗
せ
た
の
か
、
徒
歩
だ

っ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
⑧
の
よ
う
に
男
が
背
負

っ

た

の
か
、
男
は
最
初
か
ら
弓
や
胡
錬
を
持

っ
て
い
た
の
か
、
あ
ば
ら
な
る
蔵
の
中
で
女
は
ど
ん
な
思
い
を
し
て
い
た

の
か
等
々
、
テ
キ
ス

ト

で
は
読
者
に
語
る
こ
と
は
し
て
い
な
い
。
ω
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
「と
し
を

へ
て
よ
ば
ひ
け
る
」
「え
う
ま
じ
か
り
け
る
」
女
を

「か
ら

う
じ
て
ぬ
す
み
い
で
」
て
来
た
と
こ
ろ
、
女
は
草
の
上
の
露
を

「か
れ
は
な
に
ぞ
」
と
尋
ね
た
こ
と
、
夜
も
ふ
け
雷
鳴
が
は
げ
し
い
の
で
、

男
は

「あ
ば
ら
な
る
く
ら
」
の
奥
に
女
を
押
し
入
れ

て

「ゆ
み
や
な
ぐ
ひ
を
お
ひ
て
、
と
ぐ
ち
に
」
い
た
と
こ
ろ
、
女
を
鬼
が

一
口
に

食

っ
た
と
言
う
こ
と
、
夜
が
あ
け
て
、
女
が
い
な
い
こ
と
を
知

っ
て
、
男
が
足
ず
り
を
し
て
泣
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
男
女
の
言
動

は
現
実
的
な
も
の
と
も
思
え
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
非
現
実
的
な
表
現
か
ら
、
深
窓
の
女
の
恐
ろ
し
い
目
に
あ

っ
た
こ
と
、
恋
す
る
男
の

不
如
意
な
嘆
き
を
、
読
者
は
詩
的
真
実
と
し
て
感
じ
る
は
ず
で
あ
る
。
ω
は
非
現
実
的
表
現
に
よ
る
詩
的
真
実
を
伝

え
る
物
語
と
で
も
い

え

よ
う
。

(四)

 

非
現
実
的
な
表
現
は
、
六
段
の
ω
の
み
で
は
な
い
。
伊
勢
物
語
の
中
で
、
歌
の
成
立
事
情
を
語
る
の
み
の
段
で
は
な
く
、
男
や
女
の
行

為

や
心
情
を
語
る
段
の
多
く
は
、
現
実
的
で
な
く
、
非
現
実
的
表
現
を
と

っ
て
い
る
。
次
に
、
そ
の
主
な
も
の
を
あ
げ
て
み
よ
う
。

9
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四
段

-

「お
ほ
き
さ
い
の
宮
」
の
い
た
邸
に
住
ん
で
い
た
女
が
、
男
の
行
き
通
う
こ
と
の
で
き
な
い
所

へ
姿
を
隠
し
た
。

一
年
後
、

か

つ
て
女
の
い
た
所
は

「あ
ば
ら
な
る
」
家
と
な
る
。
「お
ほ
き
さ
い
の
宮
」
の
い
る
邸
宅
と
は
思
え
な

い
。
現
実
的
で
な
く

ロ
マ
ン

的
な
設
定

で
あ
る
。

五
段

i

男
の
通
い
所
は
、
「み
そ
か
な
る
所
」
で
門
か
ら
入
る
こ
と
が
で
き
ず
、
「わ
ら
は
べ
の
ふ
み
あ
け
た
る

つ
い
ひ
ち
の
く
つ
れ

よ
り
」
通

っ
た
。
主
は
聞
き

つ
け
、
そ
の
通
い
路
を
夜
毎
に
守
ら
せ
た
と
い
う
。
立
派
な
邸
宅
を
感
じ
さ
せ
る
の
に
、
築
地
の
崩
れ
が

あ
り
、
そ
こ
か
ら
忍
ん
で
通

っ
た
こ
と
、
ま
た
、
築
地
を
修
復
せ
ず
、
人
を
据
え
て
守
ら
せ
た
こ
と
、
ま
た
男
の
歌
に
打
た
れ
た
主
が

男
を
許
し
た
と
い
う
の
は
、
非
現
実
的
で
、

ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
道
具
立
に
よ
る
表
現
で
あ
る
。

二
一二
段

-

丈
競
べ
の
男
女
の
家
は
大
和
、
男
の
新
し
い
通
い
所
の
女
の
家
は
河
内
の
国
高
安
の
郡
で
あ
る
。
大
和
か
ら
龍
田
山
を
越

え
て
高
安
の
郡

へ
通
う
と
は
非
現
実
的

で
あ
る
。
男
は

「ゐ
な
か
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
」
で
、
人
に
か
し
ず
か
れ
る
人
物
と

も
思
え
な
い
の
に
、
高
安
の
郡
の
女

の

「う
ち
と
け
て
、
て
つ
か
ら
い
ひ
が
ひ
と
り
て
、
け
こ
の
う

つ
は
物
に
」
盛
る
の
を
見
て

「心

う
が
り
て
」
行
か
な
く
な

っ
た
。

一
方
、
丈
競
べ
の
女
は
、
「お
や
な
く
」
「た
よ
り
な
く
」
な

っ
て
も

「
い
と
よ
う
け
さ
う
じ
て
」
男

の
心
を
打

つ
歌
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
な
男
女
の
存
在
は
非
現
実
的
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
二
三
段
が
、
「ゐ
な
か
わ
た

ら
ひ
し
け
る
人

の
子
ど
も
」
で
あ
り
な
が
ら
、
貴
族
的
生
活
感
覚
に
生
き

て
い
る
男
の
心
と
姿
が
、
伊
勢
物
語
諸
段
の
主
人
公
の
変
相

と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
る
か
ら
伊
勢
物
語
の

一
段
た
り
え
た
の
で
あ
ろ
う
。

二
四
段

-

片
田
舎
に
住
ん
で
い
た
男
が
、
妻
を
残
し
て
宮
仕
え
に
出

て
、
三
年
も
女
の
も
と

へ
や

っ
て
来
な
か

っ
た
。
そ
の
間
に
女

に

「ね
ん
ご
ろ
に
」
い
う
男
が
あ
ら
わ
れ
、
「こ
よ
ひ
あ
は
む
」
と
約
束
し
て
あ

っ
た
夜
に
、
元
の
男
が
戸
を
開
け
よ
と
い
う
。
女
は

開
け
ず
歌
で
言
い
訳
す
る
。
男
は
嫌
味
な
返
歌
を
し
て
去
ろ
う
と
す
る
と
、
女
は

「昔
よ
り
心
は
き
み
に
よ
り
に
し
物
を
」
と
い
う
が
、

10
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男
は
帰
る
の
で
女
は
後
を
追
う
。
女
は
追
い
つ
け
ず
、
清
水
の
あ
る
所
に
臥
し
、
指
の
血
で
岩
に
辞
世
の
歌
を
書
き

つ
け

「い
た
づ
ら

に
」
な

っ
た
。
現
実
に
あ
り
え
た
と
も
思
え
な
い
が
、
劇
的
で
あ
り
、
詩
的
な
美
し
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
。

六

三
段

つ
く
も
髪
の
女
の
三
郎
の
と
り
な
し
で
在
五
中
将
は

「あ
は
れ
が
り
て
」
つ
く
も
髪
の
女
と
寝
る
が
、
そ
の
後
男
が
来
な

い
の
で
女
は
男
の
家
に
行
き
男
の
動
向
を
か
い
ま
見
る
。
男
は
女
を
ほ
の
か
に
見
て
女
の
許

へ
行
こ
う
と
す
る
様
子
を
見
て
、
女
は

「む
ば
ら
、
か
ら
た
ち
に
か

＼
り
て
、
家
に
き
て
う
ち
ふ
せ
り
」
と
い
う
。
女
の
行
動
は
、
狂
し
た
る
か
と
思
わ
せ
る
程
異
常

で
あ
る
。

し
か
し
、
女
の

一
途
な
思
い
は
読
者
の
胸
に
訴
え
る
力
を
持

っ
て
い
る
。

六

五
段

大
御
息
所
の
い
と
こ
で
天
皇
の
籠
愛
を
受
け
て
い
る
女
に
、
在
原
な
り
け
る
若
い
男
の

一
途
な
恋
の
行
動
、
女
が
曹
司
に

下
り
る
と
人
目
も
か
ま
わ
ず
上
が
り
こ
ん
で
座
り
、
女
が
思
い
余

っ
て
里

へ
下
る
と
そ
こ
へ
通
う
。
女
も
男
に
ほ
だ
さ
れ
て
嘆
く
。
二

人

の
こ
と
を
聞
い
た
帝
は
、
男
を
流
罪
に
し
、
大
御
息
所
は
女
を
退
出
さ
せ
蔵
に
籠
め
て
折
橿
し
、
女
は
蔵
に
籠

っ
て
泣
い
て
い
る
。

そ
こ
へ
、
男
は
、
流
さ
れ
た

「人
の
く
に
よ
り
、
夜
ご
と
に
き

つ
つ
、
ふ
え
を
い
と
お
も
し
ろ
く
ふ
き
て
、
こ
ゑ
は
を
か
し
う
て
ぞ
あ

は
れ
に
」
歌
う
。
流
人
が
許
可
な
く
京
に
来
れ
る
も
の
で
も
な
く
、
た
と
い
近
流
に
し
て
も
、
流
罪
地
か
ら
毎
夜
来
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
全
く
非
現
実
的
な
詩
的
物
語
で
あ
る
。
し
か
も
、
男
の

一
途
な
思
い
と
、
ほ
だ
さ
れ
た
女
の
思
い
は
、
読
者
を
感
動
さ
せ
る
。

非
現
実
の
表
現
が
力
を
持

っ
て
い
る
。

六

九
段

伊
勢
の
斎
宮
の
親
が

「
つ
ね
の
つ
か
ひ
よ
り
は
、
こ
の
人
よ
く
い
た
は
れ
」
と
い
っ
た
の
で
、
狩
り

の
使
を
斎
宮
が

「ね

ん
ご
ろ
に
」
世
話
を
す
る
。
男
は

「わ
れ
て
あ
は
む
」
と
い
い
、
女
も

「い
と
あ
は
じ
」
と
も
思
わ
な
い
。
逢
う

こ
と
の
許
さ
れ
る
筈

の
な
い
斎
宮
に
逢
い
た
い
と
い
い
、
斎
宮
た
る
人
が
そ
れ
に
応
じ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
「女
、
ひ
と
を

し
づ
め
て
、
ね
ひ
と

つ
ば
か
り
に
、
を
と
こ
の
も
と
に
き
た
り
け
り
」
と
い
う
の
も
異
常
で
あ
る
。
元
槙
の

「会
真
記
」
の
影
響
を
受

11
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(
8

け
た
も
の
、
あ
る
い
は
翻
案
さ
れ
た
も
の
と
の
指
摘
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
る
筋
立
に
し
て
も
、
斎
宮
が
狩
の
使
の
男
を
訪
れ
、
夢
か
う

つ
つ
か
の
逢
う
瀬
を
も
ち
、
女
の
方
か
ら
後
朝
の
歌
を
贈

っ
て
く
る
と
い
う
の
は
異
常
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
物
語
に

一
般
的
で
あ
る

男
女
の
行
動
の
型
を
超
え
た
非
現
実
的
と
も
い
え
る
ロ
マ
ン
チ

ッ
ク
な
物
語
で
あ
る
。

右
に
見
た
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
で
は
、
非
現
実
的
表
現
の
明
ら
か
な
も
の
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
物
語
を
語
る
場
合
は
、
お
の
ず
か
ら

語
り
手
は
解
説
を
加
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
二
一二
段
や
二
四
段
等
の
よ
う
に
現
存
の
テ
キ
ス
ト
に
は
解
説
の
言
葉
が
な
く
て
も
、
物
語
の

場

で
は
、
語
り
手
に
よ
る
解
説
の
言
葉
が
あ

っ
た
筈
で
あ
る
。
六
段
の
ω
に
対
す
る
⑧
は
、
語
り
手
の
解
説
の
言
葉

で
あ
る
。
⑧
は
ω
の

物
語
を
語
る
語
り
手

の
言
葉
と
し
て
ω
に
密
着
し
て
ω
と
⑧
と
で
物
語
は
完
結
し
て
い
る
。

語
り
手
に
よ
る
解
説
に
は
、

)(き)(か)(お)(え)(う)(い)(あ

3
5
6
39
65
69
79
撹
…
…段
の
如
き
実
名
に
よ

っ
て
す
る
も
の

1
41
50
段
の
如
き
歌
や
物
語
の
内
容
に
関
す
る
も
の

9
81
87
段
の
如
き
場
所
に
つ
い
て
の
も
の

1
10
40
63
段
の
如
き
昔
人

へ
の
賛
美
の
も
の

33
39
44
77
鵬
段
の
如
き
歌
に
対
す
る
批
評

15
19
75
段
の
如
き
人
物
の
性
格
に
つ
い
て
の
も
の

32
34
42
76
90
…
…段
の
如
き
心
情
に
対
す
る
感
想
や
説
明
に
関
す
る
も
の

が
あ
り
、
後
人
注
と

い
わ
れ
て
い
る
も
の
は
㈲
と
㊥
に
つ
い
て
で
あ
り
、
ω
を
後
人
注
と
す
る
も
の
は
僅
か
で
、
主
と
し
て
㈲
に

つ
い
て

い
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
語
り
手
の
言
葉
と
い
う
点
で
は
、
㈲
～
㈲
は
同
じ
で
あ
る
の
に
、
説
明
内
容
が
実
名
に
よ
る
解
説

12



と

い
う
点
か
ら
特
に
作
者
を
別
人
と
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、

で
あ

っ
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。

物
語
の
文
章
と
し
て
の
性
格
か
ら
は
、
㈲
～
㈲
す
べ
て
語
り
手
の
言
葉

(五)
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凡
そ
、
物
語
に
お
い
て
、
草
子
地
と
い
わ
れ
る
語
り
手
の
解
説
や
意
見
を
、
物
語
世
界
の
作
者
と
は
別
人
の
作
だ
と
す
る
の
は
、
伊
勢

物

語
の
注
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。

竹
取
物
語
の

「さ
る
時
よ
り
な
む
、
よ
ば
ひ
と
は
言
ひ
け
る
」
と
か
、
「
こ
れ
を
聞
き
て
ぞ
、
と
げ
な
き
物
を
ば
あ

へ
な
し
と
言
ひ
け

る
」
等
と

い
う
語
源
の
解
説
の
類
は
、
類
型
的
な
語
り
手
の
言
葉
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
に

つ
い
て
い
う
な
ら
ば
、

「そ
こ
を
や

つ
は
し
と

い

ひ
け
る
は
、
水
ゆ
く
河
の
く
も
で
な
れ
ば
、
は
し
を
や

つ
わ
た
せ
る
に
よ
り
て
な
む
や

つ
は
し
と
い
ひ
け
る
」

(九
段
)
は
、
語
り
手

の
す
る
地
名
の
解
説
で
あ
る
。
ま
た

「そ
の
山
は
、
こ
＼
に
た
と
へ
ば
、
ひ
え
の
山
を
は
た
ち
ば
か
り
か
さ
ね
あ
げ
た
ら
ん
ほ
ど
し
て
、

な

り
は
し
ほ
じ
り
の
や
う
に
な
ん
あ
り
け
る
」
(九
段
)
は
、
聞
き
手

の
都
の
人
に
対
す
る
語
り
手
の
、
富
士
の
山
の
高
さ
と
姿
の
解
説

の
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
を
作
者
と
は
別
の
人
の
付
加
し
た
注
と
は
い
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も
や
思
ひ
け
ん
。
『み
ち
の
く
の
忍
ぶ
も
ち
ず
り
た
れ
ゆ
ゑ
に
み
だ
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に
』
と

い
ふ
う
た
の
心
ば

へ
な
り
」
(
一
段
)
は
、
「か
す
が
の
の
わ
か
む
ら
さ
き
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
み
だ
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず
」
の
解
説
で
あ

り
、
四

一
段
の

「む
さ
し
の
の
心
な
る
べ
し
」
は
、
「む
ら
さ
き
の
色
こ
き
時
は
め
も
は
る
に
野
な
る
草
木
ぞ
わ
か
れ
ざ
り
け
る
」
の
歌

の
心
の
解
説

で
あ
る
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
旧
注
以
来
、
「物
語
の
作
者
の
釈
し
た
る
詞
也
」
「記
者
の
詞
」
「作
者
の
註
な
り
」
と
い

13



14

う
注
を

つ
け
て
い
る
が
、

「後
注
の
補
入
」
と
す
る
も
の
も
あ
る
。
段
末
に
あ
る
解
説
だ
か
ら
と
て
、
ど
う
し
て
後
人
の
注
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

⊃
に
お
い
て
あ
げ
た
森
本
氏
や
市
川
氏
の
論
文
で
は
、
ω
の
物
語
に
対
し
、
⑧
で
実
名
を
も

っ
て
解
説
す
る
場
合
、
ω
と
⑧
の
間
に
矛

(
盾
す
る
点
の
あ
る
こ
と
を
あ
げ
て
、
ω
と
⑧
の
作
者
を
別
と
さ
れ
て
い
る
。

前
述
の
如
く
、
伊
勢
物
語
で
は
、
物
語
の
表
現
が
非
現
実
的
で
あ
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
を
実
名
を
あ
げ
て
事
実
ら
し
く

一
分
の
隙
も

な
く
合
理
的
に
解
説
す
る
こ
と
は
、
作
者
と
い
え
ど
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
矛
盾
が
生
じ
る
可
能
性

十
分
に
解
説
し
え
な
い
こ
と

I

i

が
あ
る
。
幾
段
階
も
経
て
成
立
し
た
伊
勢
物
語
の
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
、
成
立
過
程
を
論
ず
る
こ
と
は
研
究
と
し
て
意
義
あ
る
こ
と

で
は
あ
る
。
し
か
し
、
作
品
と
し
て
の
物
語
に
お
い
て
、
ω
と
⑧
の
作
者
を
別
人
と
す
る
こ
と
は
、
物
語
表
現
に
お
け
る
草
子
地

語

り
手
の
言
葉

1

を
作
者
の
も
の
で
な
い
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
⑧
は
ω
と
共
に
作
ら
れ
た
も
の
と
し
て
読
む

べ
き
で
あ
る
。

(国
文
学
専
攻

教
授
)

14

(((((
54321注

『伊
勢
物

語
生

成
論
』
四
三

三
頁
。

『伊
勢

物
語

の
研
究

研
究
篇

』
四
七

二
～

四
七

三
頁
。

『
伊
勢

物
語

の
新
研
究
』
六

一
頁
。

「
伊
勢
物
語

に
お
け

る

『後
人

の
補
注

』
に

つ
い
て

-

人
名
を

明
ら
か

に
す

る
部
分

1

』

(平
安
文
学
研
究
第

四
十
輯
)

芥
川

に

つ
い
て
は
、

山
本
登
朗
氏

の

「
ふ
た

つ
の

『芥
川

』

1

室
町
中
期
物

語
注
釈
に
お
け
る

『作
り
物

語
』

の
概
念

1

」
(
国
語
国

文
六
五
巻

四
号
)

に
お
い

て
、
古
注

と
旧
注

に
お

い
て
、

摂
津
国

の
川
と
す

る
も

の
、
内
裏

の
塵
芥
を
流
す
京

や
内
裏

の
中

の
川
と
す
る
も



((

76

 

(
8

の
の
二
説
を
整

理
し
批
判
を
加
え

て
い
ら
れ
る
。

「伊
勢
物

語
六
段

の
後
注

に

つ
い
て
」

(中
古
文
学
十

四
号
)

片
桐
洋

一
氏
は
、

『鑑
賞

日
本
古
典
文
学

第
5
巻
』

に
お

い
て
、
九
段

の
成
立
過
程

と
し

て
、
宇
津

の
山

の
段
と
富
士

の
山

の
段
は
八
橋

の
段

や

隅
田
川
の
段

の
成
立
よ
り
後

の
も

の
と
述

べ
て
い
ら
れ

る
。

田
辺
爵

氏

「伊
勢
竹

取
に
於
け
る
伝
奇
小
説

の
影
響

」
(
国
学
院
雑
誌
、
昭
和

9

・
12
)
目
加

田
さ
く
を

氏

『
物
語
作
家
圏

の
研
究
』
六

八
七

～
六

八
九
頁
、
上
野
理
氏

「伊
勢
物
語
狩

の
使
考

」
(
国
文
学

研
究

四

一
号
)
。
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