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秋
成
の『
伊
勢
物
語
』六
段「
芥
川
」理
解
と
物
語
創
作
の
関
係

原　

田　

隆　

伸

一
、
問
題
の
所
在

　

秋
成
の
散
文
作
品
の
中
に
は
、『
伊
勢
物
語
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
も
の
が

多
く
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
利
用
の
仕
方
は
、
語
句
引
用
や
話
全
体
の
筋
を

利
用
す
る
も
の
な
ど
様
々
で
あ
る（（
（

。
端
的
な
例
と
し
て
『
癇く
せ

癖も
の

談が
た
り』

が
あ
り
、

そ
の
題
や
構
成
、
文
辞
が
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
の
は
、

明
ら
か
で
あ
る（（
（

。
そ
の
『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
も
特
に
六
段
「
芥
川
」（
以

下
、「
芥
川
」）
は
、
秋
成
の
作
品
中
で
数
多
く
の
利
用
が
認
め
ら
れ
る
。
具

体
的
に
は
、『
諸
道
聴
耳
世
間
狙
』
二
之
巻
三
回
「
呑
こ
み
は
鬼
一
口
の
色
茶

屋
（
（
（

」
や
『
雨
月
物
語
』「
吉
備
津
の
釜
」、『
癇
癖
談
』
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
お

り
（
（
（

、
ま
た
『
藤
簍
冊
子
』
巻
三
「
秋
山
記
」
に
も
利
用
が
認
め
ら
れ
る
だ
ろ

う
。
こ
の
こ
と
は
、
秋
成
が
「
芥
川
」
か
ら
大
き
な
影
響
を
受
け
て
物
語
を

創
作
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
示
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
秋
成
は
『
伊
勢
物
語
』
を
用
い
て
物
語
を
創
作
す
る
だ
け
で
は
な

く
、『
伊
勢
物
語
』
自
体
の
注
釈
も
試
み
て
い
る
。
そ
の
注
釈
は
、『
雨
月
物

語
』
刊
行
の
安
永
五
（
一
七
七
六
）
年
に
先
行
す
る
安
永
二
（
一
七
七
三
）

年
の
加
島
村
居
住
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、『
伊
勢
物
語
考
』
が
香
具
波
志

神
社
に
写
本
と
し
て
残
っ
て
い
る（（
（

。
さ
ら
に
、
寛
政
五
（
一
七
九
三
）
年
に

は
、
賀
茂
真
淵
『
伊
勢
物
語
古
意
』（
以
下
、『
古
意
』）
を
刊
行
す
る
際
に
、

『
豫よ

し

や

あ

し

や

之
也
安
志
夜
』
を
附
刻
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
秋
成
に
と
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
研
究
と
『
伊
勢
物
語
』
を

利
用
し
た
物
語
創
作
と
は
車
の
両
輪
の
よ
う
な
関
係
で
あ
り
、
有
機
的
な
つ

な
が
り
が
あ
る
と
考
え
る（（
（

。
先
行
研
究
で
は
、「
吉
備
津
の
釜
」
に
お
い
て
正

太
郎
が
磯
良
に
殺
さ
れ
る
場
面
が
、「
芥
川
」
を
利
用
し
て
い
る
指
摘
は
数
多

く
な
さ
れ（（
（

、
さ
ら
に
秋
成
の
作
品
の
み
な
ら
ず
多
く
の
近
世
作
品
に
お
い
て

鬼
が
人
を
食
う
と
い
う
話
形
の
物
語
が
創
作
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
秋
成
の
作

品
に
つ
い
て
も
、「
芥
川
」
だ
け
で
は
な
く
、『
今
昔
物
語
集
』
等
、
鬼
に
人

が
食
わ
れ
る
と
い
う
話
形
を
持
つ
作
品
が
典
拠
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
秋
成
の
『
伊
勢
物
語
』
理
解
を
踏
ま
え
た
「
芥
川
」
利
用
の
研
究

に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
考
察
の
余
地
が
あ
る
と
考
え
る
。

　

本
稿
で
は
、『
古
意
』
や
そ
れ
以
前
の
注
釈
書
と
稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』

な
ら
び
に
刊
本
『
豫よ

之し

也や

安あ

志し

夜や

』
を
比
較
す
る
こ
と
で
秋
成
の
「
芥
川
」

理
解
の
様
相
に
つ
い
て
指
摘
し
、
そ
の
「
芥
川
」
理
解
と
創
作
と
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
こ
の
考
察
を
通
し
て
、
秋
成
は
創
作
す
る
作
品
の
性
格
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に
よ
っ
て
、
自
ら
の
「
芥
川
」
理
解
を
使
い
分
け
て
い
た
と
述
べ
る
。
さ
ら

に
「
芥
川
」
の
典
拠
利
用
と
し
て
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
た
作
品
に
加
え
、

「
秋
山
記
」
の
存
在
を
新
た
に
指
摘
し
、
そ
の
叙
述
方
法
が
「
吉
備
津
の
釜
」

最
終
場
面
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
言
及
す
る
。

二
、
古
典
注
釈
書
に
お
け
る
「
芥
川
」
理
解

　
「
芥
川
」
は
、
男
が
芥
川
を
越
え
て
連
れ
て
き
た
女
を
鬼
に
食
わ
れ
て
し
ま

い
、「
白
玉
か
な
に
ぞ
と
人
の
問
ひ
し
時
露
と
こ
た
へ
て
消
え
な
ま
し
も
の

を
（
（
（

」
の
歌
を
詠
む
部
分
と
、
そ
の
部
分
が
実
は
高
子
（
後
の
二
条
后
）
と
業

平
と
の
話
で
あ
り
、
高
子
の
兄
の
国
経
と
基
経
が
、
高
子
を
奪
い
返
し
た
と

い
う
話
の
例
え
だ
と
す
る
部
分
と
で
成
り
立
っ
て
い
る
。
な
お
、
本
稿
で
は

物
語
部
分
を
「
前
半
部
」、
物
語
の
説
明
部
分
を
「
後
半
部
」
と
す
る（（
（

。
こ
の

二
つ
の
部
分
の
関
係
を
巡
っ
て
、
荷
田
春
満
『
伊
勢
物
語
童
子
問
』（
以
下
、

『
童
子
問
』）
に
先
行
す
る
注
釈
書
で
は
、
い
ず
れ
も
「
後
半
部
」
を
物
語
の

事
実
だ
と
解
釈
し
、「
前
半
部
」
は
「
後
半
部
」
に
書
か
れ
て
い
る
事
実
を
モ

チ
ー
フ
に
し
て
創
作
さ
れ
た
部
分
だ
と
理
解
さ
れ
て
き
た
。
次
に
そ
の
例
と

し
て
、
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』（
以
下
、『
闕
疑
抄
』）、
北
村
季
吟

『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』（
以
下
『
拾
穂
抄
』）、
契
沖
『
勢
語
臆
断
』
に
お
け
る

「
芥
川
」
の
注
釈
を
参
照
す
る
。

⑴
細
川
幽
斎
『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
注
釈

　
『
闕
疑
抄
』
で
は
、「
此
段
、
殊
に
作
物
語
也
。
え
う
ま
じ
か
り
け
る
は
、

得
が
た
き
女
也
。
二
条
の
后き
さ
きの
事
な
り
」
と
述
べ
、「
芥
川
」
に
登
場
す
る
男

が
盗
ん
だ
女
と
は
、
二
条
后
の
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、「
鬼
は
や
一
口

に
く
ひ
て
け
り
と
は
、
人
の
つ
れ
て
行
て
、
女
の
な
き
体て
い

也
。
此
事
お
く
に

委く
は

し
」
と
し
、
鬼
が
一
口
に
女
を
食
べ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
は
、
人
が
女

を
連
れ
て
行
っ
て
、
そ
の
女
が
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
有
様
の
こ

と
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
の
「
後
半
部
」
に
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
、
と

し
て
い
る
。
ま
た
、「
白
玉
か
」
の
歌
に
関
し
て
、「
此
、
白
玉
か
の
歌
、『
新

古
今
』
に
は
哀あ
い

傷し
や
うの

部
に
入
た
り
。
実ま
こ
とに

鬼
も
く
は
ざ
れ
共
、
哀
傷
に
見
る

は
、
真ま
こ
とに
鬼
く
ひ
て
な
き
物
に
し
て
入
た
る
也
」
と
述
べ
、『
新
古
今
和
歌

集
』
哀
傷
の
部
に
こ
の
歌
が
あ
る
の
は
、
実
際
に
鬼
が
女
を
食
べ
た
わ
け
で

は
な
い
け
れ
ど
も
、
本
当
に
鬼
が
女
を
食
ら
い
、
亡
き
者
に
し
た
と
し
て
入

集
し
た
た
め
だ
と
『
闕
疑
抄
』
で
は
解
釈
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
後
半
部
」

に
つ
い
て
は
「
是
は
、
作
者
の
詞こ
と
ば也

」
と
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
後
半
部
」
は
作
者
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
事
実
で
あ
り
、「
前

半
部
」
は
そ
の
事
実
の
例
え
話
で
あ
る
と
『
闕
疑
抄
』
で
は
理
解
し
て
い
る
。

⑵
北
村
季
吟
『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
注
釈

　
『
拾
穂
抄
』
で
は
、
牡
丹
花
肖
柏
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』
を
引
用
し
、「
肖 

女

を
と
り
か
へ
し
た
る
人
を
鬼
と
い
へ
り
」
と
述
べ
、「
後
半
部
」
に
書
か
れ
て

い
る
二
条
后
を
取
り
返
し
に
来
た
兄
た
ち
の
こ
と
を
、「
前
半
部
」
に
お
い
て

登
場
す
る
鬼
と
い
う
の
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、「
白
玉
か
」
の
歌
に
関

し
て
は
先
に
引
用
し
た
『
闕
疑
抄
』
で
の
注
釈
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に

「
鬼
は
や
一
口
に
く
ひ
て
け
り
」
に
つ
い
て
も
「
女
を
ひ
と
に
う
ば
ゝ
れ
た
る

を
鬼
に
く
は
れ
た
る
に
た
と
ふ
る
也 

玄
同
」
と
し
て
、『
闕
疑
抄
』
の
理
解

を
示
し
て
い
る
。「
後
半
部
」
に
関
し
て
も
『
闕
疑
抄
』
を
引
用
し
「
是
は
、

作
者
の
詞こ
と
ば也
」
と
し
て
い
る
。

　
『
拾
穂
抄
』
に
お
い
て
も
、「
前
半
部
」
を
「
後
半
部
」
の
例
え
だ
と
す
る

『
闕
疑
抄
』
等
の
旧
注
を
追
認
す
る
態
度
で
「
芥
川
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
示
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し
て
い
る
。

⑶
契
沖
『
勢
語
臆
断
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
注
釈

　

契
沖
『
勢
語
臆
断
』
で
は
、「
後
半
部
」
を
「
こ
れ
よ
り
作
者
の
注
也
」
と

し
た
上
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
と
は
、
此
作
者
み
づ
か
ら
か
き
て
、

か
く
注
し
て
ま
こ
と
に
あ
ら
ぬ
事
を
あ
ら
は
せ
る
や
。
業
平
の
自
記
な

ど
に
か
ゝ
れ
た
る
を
、
今
そ
の
作
り
て
い
へ
る
事
を
あ
ら
は
す
や
。

「
そ
れ
を
か
く
鬼
と
は
い
ふ
な
り
け
り
」
と
書
い
て
注
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
「
前
半
部
」
の
内
容
は
事
実
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
表
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
ま
た
、
業
平
の
日
記
な
ど
に
書
か
れ
た
も
の
を
、
物
語
に
作
り
変
え
た

と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
だ
ろ
う
か
と
し
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
作
者
自
ら
が
「
後
半
部
」
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
業
平
と
二

条
后
と
の
出
来
事
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
「
前
半
部
」
が
創
作
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
と
契
沖
は
解
釈
し
て
い
る
。

⑷
荷
田
春
満
『
伊
勢
物
語
童
子
問
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
注
釈

　

先
に
引
用
し
た
注
釈
で
は
、「
後
半
部
」
が
物
語
の
事
実
で
あ
り
、「
前
半

部
」
は
例
え
話
で
あ
る
と
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
方
、『
童
子
問
』

で
は
そ
れ
ら
の
注
釈
を
批
判
し
次
の
よ
う
に
あ
る
。

い
せ
物
語
を
た
す
け
て
見
る
べ
き
一
案
あ
り
。
そ
れ
は
、
本
文
と
注
者

と
を
別
に
み
る
案
也
。
此
一
案
に
よ
れ
ば
、
す
べ
て
業
平
の
事
に
あ
ら

ざ
る
を
、
注
文
を
く
わ
へ
て
、
自
注
の
や
う
に
み
せ
た
る
よ
り
、
先
達
、

悉
皆
ま
ど
ひ
て
、
む
か
し
男
を
業
平
と
決
す
る
邪
説
、
出
来
る
成
べ
し
。

其
一
案
に
よ
れ
ば
、
此
段
も
「
ゐ
て
こ
し
女
も
な
し
。
あ
し
ず
り
し
て

な
け
ど
も
、
か
ひ
な
し
」
と
い
ふ
ま
で
を
物
が
た
り
の
本
文
と
し
て
み

る
時
は
、
業
平
の
事
に
は
な
ら
ず
、
只
む
か
し
男
の
物
が
た
り
に
成
な

り
。
し
か
る
を
好
色
の
者
、
自
注
の
や
う
に
詞
を
く
わ
へ
て
、「
是
は
二

条
の
后
の
、
い
と
こ
の
女
御
の
」
な
ど
い
ふ
注
を
添
た
る
よ
り
、
本
文

に
ぬ
す
み
出
し
た
る
女
を
二
条
后
と
し
、
此
男
を
な
り
平
と
は
す
る
也
。

こ
れ
、
注
は
、
後
の
人
の
筆
と
す
れ
ば
、
い
せ
物
が
た
り
難
な
し
。（
中

略
）
注
に
「
二
条
の
后
に
忍
び
て
ま
い
り
け
る
を
」
な
ど
ゝ
い
ふ
詞
を

作
者
の
詞
と
す
る
よ
り
、
罪
人
あ
ま
た
出
来
る
な
り
。
是
、
い
せ
物
語

の
作
者
を
助
る
僻
案
の
一
案
也
。
後
代
、
此
僻
案
に
し
た
が
ふ
人
有
べ

し
。

「
芥
川
」
を
解
釈
す
る
案
と
し
て
、「
前
半
部
」
の
作
者
と
「
後
半
部
」
を
付

し
た
者
と
を
別
の
人
物
と
し
て
考
え
る
案
が
あ
り
、
そ
の
案
に
従
っ
て
「
芥

川
」
を
解
釈
す
れ
ば
、「
前
半
部
」
に
登
場
す
る
男
は
業
平
で
は
な
く
、
た
だ

の
「
昔
男
」
と
な
り
、
難
な
く
読
む
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
後
世
の
人

が
「
後
半
部
」
を
「
前
半
部
」
の
作
者
が
書
い
た
か
の
よ
う
に
見
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
、「
昔
男
」
を
業
平
と
す
る
邪
説
が
生
じ
た
の
で
あ
り
、「
後
半
部
」

と
「
前
半
部
」
と
の
作
者
を
同
一
人
物
と
す
る
案
に
従
う
者
が
多
い
と
述
べ

て
い
る
。

⑸
五
井
蘭
洲
『
勢
語
通
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
注
釈

　

五
井
蘭
洲
『
勢
語
通
』
に
お
い
て
も
、
作
者
と
別
の
者
が
「
後
半
部
」
を

付
し
た
と
す
る
注
釈
が
あ
る
。
以
下
に
引
用
す
る
。

こ
れ
註
者
の
書
加
ふ
る
と
こ
ろ
、
論
ず
る
に
た
ら
ず
。
こ
れ
を
実
と
す

る
よ
り
、
種
々
の
惑
説
お
ほ
く
出
来
る
な
り
。
下
ら
う
の
釈
、
い
ま
だ

委
敷
か
ん
が
え
ず
、
僧
臘
よ
り
転
じ
来
れ
り
と
見
ゆ
る
な
り
。
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「
後
半
部
」
は
、
注
を
付
し
た
者
が
書
き
加
え
た
の
で
あ
っ
て
論
じ
る
に
値
せ

ず
、
そ
の
「
後
半
部
」
を
も
本
文
と
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
様
々
な
説
が
出
て

き
た
の
だ
と
し
て
い
る
。

　

蘭
洲
は
『
勢
語
通
』
序
文
に
お
い
て
、「
こ
の
も
の
が
た
り
は
、
在
原
の
な

り
平
の
中
将
の
こ
と
を
主
と
し
て
書
な
り
」
と
し
な
が
ら
も
、「
男
女
の
あ
る

ま
じ
き
み
そ
か
ご
と
を
書
し
は
、
お
ほ
く
は
作
り
こ
し
ら
へ
た
る
こ
と
に
て
、

実
事
に
あ
ら
ず
。」
と
述
べ
て
お
り
、「
芥
川
」
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、『
勢
語

臆
断
』
等
の
注
釈
を
追
認
せ
ず
、『
童
子
問
』
の
注
釈
と
同
様
の
解
釈
を
示
し

て
い
る
。

⑹
賀
茂
真
淵
『
伊
勢
物
語
古
意
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
注
釈

　
『
古
意
』
で
は
『
童
子
問
』、『
勢
語
通
』
を
踏
襲
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

か
く
鬼
に
く
は
れ
た
る
を
い
ふ
は
、
む
か
し
物
語
の
常
に
て
、
し
か
る

事
も
あ
ら
で
は
興
な
き
故
也
。
た
ゞ
此
文
の
如
く
、
鬼
に
く
は
れ
し
と

意
得
べ
し
。
左
の
裏
書
は
こ
と
わ
り
な
し
。

こ
の
よ
う
に
、
鬼
に
人
が
食
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
描
く
の
は
物
語
の
常
で

あ
っ
て
、
そ
う
い
う
出
来
事
で
も
起
こ
ら
な
け
れ
ば
面
白
く
な
い
か
ら
だ
と

し
、
た
だ
鬼
に
食
わ
れ
た
話
だ
と
理
解
す
る
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

「
左
の
う
ら
書
は
こ
と
わ
り
な
し
」
と
し
て
「
後
半
部
」
を
道
理
が
な
い
も
の

と
し
て
い
る（（1
（

。

　

こ
こ
ま
で
、『
よ
し
や
あ
し
や
』
に
先
行
す
る
「
芥
川
」
の
注
釈
を
見
て
き

た
。
旧
注
な
ら
び
に
『
勢
語
臆
断
』
は
「
後
半
部
」
を
『
伊
勢
物
語
』
の
作

者
に
よ
る
自
注
だ
と
解
釈
す
る
。
一
方
、『
童
子
問
』、『
勢
語
通
』
は
「
後
半

部
」
を
後
人
が
補
筆
し
た
物
だ
と
解
釈
す
る
。『
古
意
』
は
「
後
半
部
」
を
蛇

足
と
し
た
上
で
、
鬼
が
女
を
食
う
と
い
う
出
来
事
を
「
芥
川
」
の
面
白
さ
と

し
て
捉
え
て
い
る
。
次
に
秋
成
の
「
芥
川
」
解
釈
を
検
討
す
る
。

三
、
秋
成
の
「
芥
川
」
理
解

⑴
刊
本
『
豫
之
也
安
志
夜
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
理
解

　

刊
本
『
豫
之
也
安
志
夜
』
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

さ
て
こ
ゝ
の
う
ら
書
に
、
二
条
后
の
い
と
こ
の
女
御
の
許も
と

に
お
は
せ
し

を
、
偸
み
て
出
た
り
け
る
を
、
兄せ
う

人ど

た
ち
の
と
り
か
へ
し
給
て
ふ
事
も
、

そ
の
か
み
に
い
ひ
つ
た
へ
し
事
の
あ
り
し
か
ば
、
こ
ゝ
に
は
書
加
へ
け

ん
。
古
事
談
に
、
業
平
朝
臣
二
条
后
を
盗
て
宮
仕
以
前
将
に
去
ら
む
と
す

る
の
間
、
兄
弟
達
昭
宣
公
等
追
至
て
奪
い
返
す
の
時
、
業
平
の
本モ
ト

鳥ヾ
リ

を
切

り
云
々
、
仍
て
髪
を
生
ず
る
の
程
、
歌
枕
を
見
と
称
て
関
東
に
発
向
す

云
々
。
こ
の
書ふ
み

は
実ま
こ
とも

虚
あ
だ
ご
とも

え
ら
ば
ず
、
む
か
し
の
口か
た
り
こ
と碑ど

も
を
聞
き

し
ま
ゝ
に
書
集つ
め

た
る
物
な
れ
ば
、
た
し
か
な
る
よ
り
所
と
は
す
べ
か
ら

ね
ど
、
事
の
つ
い
で
に
出
だ
す
の
み
。
そ
れ
を
注
に
と
う
出
で
て
、
本

文
を
い
た
は
ら
ざ
る
は
、
拙
き
も
の
ぞ
。

さ
て
こ
こ
の
「
後
半
部
」
に
あ
る
、「
二
条
后
が
い
と
こ
の
女
御
の
許
に
い

ら
っ
し
ゃ
っ
た
の
を
、
業
平
が
盗
み
出
し
た
の
を
、
后
の
兄
た
ち
が
取
り
返

し
な
さ
っ
た
」
と
い
う
こ
と
も
そ
の
時
代
に
言
い
伝
え
ら
れ
た
こ
と
が
あ
っ

た
の
で
、
こ
こ
に
書
き
加
え
た
の
だ
ろ
う
。
古
事
談
に
「
業
平
朝
臣
が
二
条

の
后
を
盗
み
出
て
ま
さ
に
去
ろ
う
と
す
る
の
を
后
の
兄
た
ち
が
追
い
付
い
て

后
を
奪
い
返
し
、
業
平
の
髻
を
切
っ
た
と
か
、
そ
れ
で
、
業
平
の
髪
が
生
え

る
ま
で
歌
枕
の
地
を
見
る
と
称
し
て
関
東
に
行
く
と
か
」
と
あ
る
。『
古
事

談
』
は
本
当
の
こ
と
も
嘘
の
こ
と
も
考
え
ず
、
昔
の
言
い
伝
え
に
あ
る
も
の

を
聞
い
た
ま
ま
に
書
き
集
め
た
も
の
な
の
で
、
確
か
な
る
よ
り
ど
こ
ろ
に
す
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る
べ
き
で
は
な
い
が
、
こ
と
の
つ
い
で
に
業
平
と
二
条
后
と
の
話
を
出
し
た

だ
け
だ
。
そ
の
部
分
を
対
象
と
し
て
注
釈
に
取
り
出
し
て
、
本
文
を
ぞ
ん
ざ

い
に
扱
う
の
は
拙
い
こ
と
だ
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
『
古
事
談
』
と
は
、
巻
二
の
二
八
「
業
平
、
小

町
の
歌
に
下
の
句
を
付
す
る
事
」
の
こ
と
で
、
業
平
が
関
東
に
下
向
し
た
際

の
奥
州
八
〇
嶋
で
の
話
で
あ
る
。
そ
こ
の
野
中
の
髑
髏
か
ら
「
秋
風
の
吹
く

に
つ
け
て
も
穴
目
〳
〵
」
と
い
う
上
の
句
を
詠
う
声
が
聞
こ
え
、
業
平
は
そ

れ
を
奇
怪
に
思
う
。
す
る
と
、
あ
る
者
が
「
小
野
小
町
が
関
東
に
下
向
し
、

こ
こ
で
死
ん
だ
」
と
か
い
う
話
を
業
平
に
す
る
。
業
平
は
そ
の
話
を
聞
い
て

哀
れ
に
思
い
、「
小
野
と
は
い
は
じ
薄
生
ひ
け
り
」
と
い
う
下
の
句
を
付
け

る
。
な
お
、
こ
の
話
の
冒
頭
部
に
業
平
と
二
条
后
と
の
密
通
の
話
が
語
ら
れ

る
。

　
『
古
事
談
』「
業
平
、
小
町
の
歌
に
下
の
句
を
付
す
る
事
」
冒
頭
部
の
業
平

と
二
条
后
の
話
は
、『
古
事
談
』
が
書
か
れ
た
当
時
に
お
い
て
語
り
伝
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
な
の
で
、
こ
と
の
つ
い
で
に
書
き
加
え
ら
れ
た
の
だ
と
秋
成
は

解
釈
し
て
い
る
。

　

す
な
わ
ち
、「
芥
川
」
に
つ
い
て
も
『
古
事
談
』
と
同
様
に
「
芥
川
」
の

「
後
半
部
」
が
書
き
加
え
ら
れ
た
当
時
に
お
け
る
、
業
平
と
二
条
后
と
の
噂
が

あ
っ
た
の
で
、
こ
と
の
つ
い
で
に
書
き
加
え
ら
れ
た
の
だ
と
秋
成
は
解
釈
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、「
後
半
部
」
に
注
目
し
て
本
文
を
な
い
が
し
ろ

に
す
る
の
は
拙
い
こ
と
だ
と
述
べ
て
お
り
、「
後
半
部
」
を
除
い
た
「
前
半

部
」
ま
で
を
本
文
と
し
て
そ
の
ま
ま
解
釈
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の

解
釈
は
、『
童
子
問
』、『
古
意
』、『
勢
語
通
』
を
追
認
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
、「
後
半
部
」
を
も
本
文
と
見
な
す
『
勢
語
臆
断
』
等
と
は
全
く
別
の
解
釈

を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
膽
大
小
心
録
』
で（（（
（

「
契
沖
の
古
語
を
と

き
し
書
ど
も
を
あ
つ
め
て
よ
ん
た
れ
ど
、
猶
所
〻
に
い
ぶ
か
し
い
事
が
有
て
」

の
一
つ
に
は
、『
勢
語
臆
断
』
の
「
芥
川
」
解
釈
も
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
推

定
さ
れ
る
。

⑵
稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
に
お
け
る
「
芥
川
」
理
解

　

稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
本
文
な
ら
び
に
「
上
欄
書
き
入
れ
部
分
」
に
お

い
て
も
、
先
に
引
用
し
た
刊
本
『
豫
之
也
安
志
夜
』
と
同
様
の
注
釈
が
確
認

で
き
る
。「
後
半
部
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

是
も
後
の
人
の
注
と
は
見
ゆ
る
か
、
と
り
わ
け
て
記
者
の
意
を
し
ら
ざ

る
人
の
書
る
也
。
決
し
て
と
る
べ
か
ら
ず
。

此
段
を
、
今
昔
物
が
た
り
に
、
在
原
中
将
、
妾
を
鬼
の
為
に
食
わ
れ
し

語
と
て
、
其
文
に
も
、
か
の
女
ぬ
す
み
て
、
北
山
科
の
辺
の
、
古
き
山

荘
の
、
あ
れ
て
人
も
住
ま
ざ
り
け
る
か
、
…
…
と
あ
り
て
、
又
雷
も
鳴

と
ゞ
ま
り
、
夜
も
明
に
け
り
。
し
か
れ
ど
も
女
声
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、

中
将
あ
や
し
み
て
□（
か
へ
カ
）□り

み
る
に
、
女
□
（
ム
シ
）首

と
異
類
ば
か
り
の
こ
り
た

り
云
〻
、
こ
れ
も
其
比
の
世
説
を
し
る
し
給
へ
ば
、
こ
こ
も
同
じ
世
説

を
、
さ
ま
〴
〵
と
い
ひ
は
や
し
た
る
と
見
え
た
り
。
さ
る
か
ら
此
注
文

い
よ
ゝ
わ
ろ
し�

（
上
欄
書
き
入
れ
部
分
）

「
後
半
部
」
を
後
世
の
人
が
書
い
た
物
だ
と
し
、
決
し
て
そ
の
部
分
を
「
芥

川
」
解
釈
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。「
上
欄
書
き
入
れ
部
分
」

で
も
、「
後
半
部
」
は
そ
の
部
分
が
書
か
れ
た
頃
の
噂
話
を
書
き
記
し
た
も
の

で
あ
り
、「
わ
ろ
し
」
と
し
て
否
定
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
同
じ
く
稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
で
は
、「
お
に
は
や
ひ
と
く
ち

に
く
ひ
て
け
り
」
の
注
に
「
此
鬼
に
く
は
れ
た
る
を
、
と
か
く
に
理
を
つ
け

て
い
ふ
は
、
こ
ゝ
の
文
章
に
興
な
し
。
唯
化
鬼
に
と
ら
れ
た
る
に
て
、
物
が
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た
り
は
お
も
し
ろ
し
」
と
あ
り
、
秋
成
は
女
が
鬼
に
食
わ
れ
る
と
い
う
部
分

を
、
物
語
の
面
白
さ
と
し
て
捉
え
、「
前
半
部
」
を
「
芥
川
」
の
面
白
い
部
分

と
し
て
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
評
価
は
、『
古
意
』
に
「
か
く
鬼
に
く
は
れ
た

る
を
云
は
、
昔
物
語
の
常
に
て
、
し
か
る
事
も
あ
ら
で
は
興
な
き
故
也
」
と

あ
る
の
を
追
認
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る（（1
（

。
こ
の
よ
う
な
秋
成
に
よ
る
真
淵

追
認
の
態
度
は
、『
よ
し
や
あ
し
や
』「
此
鬼
に
く
は
れ
た
る
を
、
と
か
く
に

理
を
つ
け
て
い
ふ
は
、
こ
ゝ
の
文
章
に
興
な
し
」
の
「
と
か
く
に
理
を
つ
け

て
い
ふ
」
と
い
う
部
分
に
も
見
い
だ
せ
、
そ
の
真
淵
追
認
の
態
度
に
は
二
通

り
の
解
釈
の
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
一
つ
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
「
と
か
く
に
理
を
つ
け
て
い
ふ
」
の
「
い
ふ
」
の
主
体
は
、「
芥
川
」
本
文

の
「
後
半
部
」
ま
た
は
契
沖
等
の
注
で
あ
り
、「
鬼
に
食
わ
れ
た
」
と
い
う
部

分
の
叙
述
を
例
え
話
と
し
て
も
っ
と
も
ら
し
く
説
明
す
る
態
度
を
、
秋
成
は

「
と
か
く
に
理
を
つ
け
て
い
ふ
」
と
非
難
し
た
と
す
る
解
釈
の
可
能
性
で
あ

る
。

　

こ
の
よ
う
に
真
淵
を
そ
の
ま
ま
追
認
し
た
と
す
る
解
釈
が
で
き
る
一
方
で
、

『
よ
し
や
あ
し
や
』
当
該
部
分
に
関
し
て
、
真
淵
を
追
認
し
な
が
ら
も
秋
成
独

自
の
観
点
で
注
釈
が
加
え
ら
れ
た
と
解
釈
で
き
る
可
能
性
も
あ
る
と
考
え
る
。

次
に
詳
し
く
述
べ
る
。

　

女
が
鬼
に
食
わ
れ
る
と
い
う
の
は
昔
物
語
の
話
形
の
一
つ
で
あ
っ
て
、
そ

う
い
う
こ
と
が
な
く
て
は
面
白
く
な
い
と
述
べ
る
真
淵
に
対
し
て
、
秋
成
は
、

鬼
に
女
が
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
部
分
に
つ
い
て
「
芥
川
」
本
文
が
あ

れ
こ
れ
と
順
序
立
て
て
説
明
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
面
白
み
は
な
い
と
述
べ

て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
鬼
は
や
一
口
に
く
ひ
て
け
り
」
と
い

う
簡
潔
な
描
写
を
し
て
い
る
こ
と
を
秋
成
は
面
白
み
と
し
て
評
価
し
て
い
る

可
能
性
が
あ
る（（1
（

。

　

こ
の
注
釈
は
、「
芥
川
」
本
文
「
は
や
夜
も
明
け
な
ん
と
思
ひ
つ
ゝ
ゐ
た
り

け
る
に
、
鬼
は
や
一
口
に
く
ひ
て
け
り
。
あ
な
や
と
い
ひ
け
れ
ど
神
鳴
る
さ

わ
ぎ
に
え
聞
か
ざ
り
け
り
。」
と
い
う
箇
所
に
対
す
る
『
古
意
』
の
注
釈
を
受

け
て
な
さ
れ
た
も
の
だ
と
考
え
る
。
以
下
に
そ
の
注
釈
を
引
用
す
る
。

さ
て
、
此
所
は
詞
の
た
ら
は
ぬ
様
に
聞
ゆ
る
は
落
た
る
語
の
有
に
や
。

今
助
け
て
い
は
ゞ
、
あ
な
や
と
い
へ
る
こ
ゑ
の
き
こ
え
つ
れ
ど
、
物
の

ま
ぎ
れ
に
、
さ
る
事
な
ら
ん
と
も
え
聞
か
ざ
り
し
て
ふ
意
と
す
べ
き
歟
。

且
此
鬼
は
や
一
口
に
と
ふ
よ
り
き
か
ざ
り
け
る
ま
で
は
落
著
を
先
い
へ

り
。
さ
て
、
次
に
、
理
を
と
く
文
な
り
。

「
芥
川
」
本
文
の
叙
述
が
言
葉
足
ら
ず
の
よ
う
に
思
え
る
の
は
、
落
ち
て
し

ま
っ
た
語
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
か
、
考
え
る
に
「
あ
な
や
」
と
い
う
声

が
聞
こ
え
た
が
、
鬼
に
食
わ
れ
た
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
て
も
雷

の
音
な
ど
に
紛
れ
て
し
ま
っ
て
男
は
聞
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
意

味
で
捉
え
る
べ
き
か
。
ま
た
、
本
来
は
、「
ゐ
て
こ
し
女
も
な
し
」
以
下
を
先

に
記
し
、
そ
の
後
に
「
鬼
は
や
一
口
に
」
と
続
き
を
記
す
べ
き
と
こ
ろ
を
、

「
鬼
は
や
一
口
に
」
か
ら
「
聞
ざ
り
け
る
」
ま
で
の
物
語
の
帰
結
部
分
を
先
に

記
し
、
次
に
「
率
て
こ
し
女
も
な
し
」
以
下
、
帰
結
に
い
た
る
道
筋
を
記
し

て
い
る
と
述
べ
て
い
る（（1
（

。
す
な
わ
ち
、
連
れ
て
き
た
女
が
い
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
が
こ
れ
は
鬼
に
一
口
に
食
わ
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
、
と
記
す
べ
き

と
こ
ろ
を
順
序
を
逆
に
記
し
て
い
る
と
真
淵
は
述
べ
、「
落
た
る
語
の
有
に

や
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
一
方
で
、
秋
成
は
「
芥
川
」
に
お
け
る
簡
潔

な
表
現
を
む
し
ろ
面
白
み
と
し
て
評
価
す
る
視
点
が
あ
り
、
そ
れ
が
『
よ
し

や
あ
し
や
』
当
該
部
分
に
反
映
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、

『
古
意
』
に
は
「
芥
川
」
の
「
行
さ
き
遠
く
、
夜
も
更
に
け
れ
ば
、
鬼
あ
る
処

と
も
し
ら
で
、
神
さ
へ
い
み
じ
う
鳴
、
雨
も
い
た
う
ふ
り
け
れ
ば
」
と
い
う
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箇
所
に
対
し
て
頭
注
で
次
の
よ
う
に
あ
る
。

凡
文
に
は
さ
ま
〴
〵
の
例
あ
る
を
、
古
書
も
て
深
く
意
得
お
き
て
か
く

べ
し
。
是
を
習
ひ
と
い
ふ
也
。
且
こ
と
の
多
き
を
ば
、
い
か
に
も
短
か

く
て
聞
ゆ
る
や
う
に
し
、
短
き
事
の
時
、
詞
長
く
飾
る
様
に
意
得
べ
き

也

お
お
よ
そ
、
文
に
は
様
々
な
例
が
あ
る
と
い
う
の
を
、
古
書
を
参
照
し
、
そ

れ
を
心
得
て
書
く
の
が
適
当
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
習
い
」
と
い
う
の
だ
。
ま

た
、
多
く
の
言
葉
を
尽
く
さ
な
け
れ
ば
書
け
な
い
よ
う
な
こ
と
を
短
く
聞
こ

え
る
よ
う
に
し
、
端
的
に
表
せ
る
こ
と
を
言
葉
を
尽
く
し
て
飾
る
様
に
書
く

と
心
得
る
の
が
良
い
と
真
淵
は
述
べ
て
い
る
。
秋
成
が
「
こ
と
の
多
き
を
ば
、

い
か
に
も
短
か
く
て
聞
ゆ
る
や
う
に
」
す
べ
き
だ
と
す
る
真
淵
注
釈
を
「
鬼

は
や
一
口
に
く
ひ
て
け
り
」
の
注
釈
に
援
用
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、「
と

か
く
に
理
を
つ
け
て
い
ふ
は
、
こ
ゝ
の
文
章
に
興
な
し
」
に
つ
い
て
、「
芥

川
」
本
文
が
あ
れ
こ
れ
と
順
序
立
て
て
説
明
を
し
て
い
た
と
し
た
ら
面
白
み

は
な
い
と
す
る
解
釈
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

四
、
秋
成
の
「
芥
川
」
利
用

　

秋
成
の
「
芥
川
」
理
解
に
つ
い
て
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
そ
の
「
芥
川
」
理
解
と
物
語
創
作
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た

の
か
次
に
考
察
す
る
。

⑴
『
雨
月
物
語
』「
吉
備
津
の
釜
」
に
お
け
る
「
芥
川
」
利
用

　
「
吉
備
津
の
釜
」
最
終
場
面
に
お
い
て
、
典
拠
指
摘
は
数
多
く
な
さ
れ
て
お

り
、「
芥
川
」
や
『
今
昔
物
語
集
』、『
日
本
霊
異
記
』
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
（
（1
（

。
そ
の
最
終
場
面
は
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す
る
と
こ

ろ
は
、
磯
良
の
祟
り
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
四
二
日
間
の
物
忌
み
を
し
て
い
る

正
太
郎
で
あ
る
が
、
遂
に
そ
の
も
の
忌
み
も
明
け
た
と
勘
違
い
を
し
、
隣
屋

に
い
る
彦
六
に
話
し
か
け
る
場
面
で
あ
る（（1
（

。

長
き
夢ゆ
め

の
さ
め
た
る
如
く
、
や
が
て
彦
六
を
よ
ぶ
に
、
壁か
べ

に
よ
り
て
い

か
に
と
答
ふ
。
お
も
き
物
い
み
も
既
に
満み
て

ぬ
。
絶た
え

て
兄こ
の

長か
み

の
面お
も
てを
見
ず
。

な
つ
か
し
さ
に
、
か
つ
此
頃
の
憂う
さ

怕お
そ
ろし
さ
を
心
の
か
ぎ
り
い
ひ
和な
ぐ

さ
ま

ん
。
眠ね
ふ
りさ

ま
し
給
へ
。
我
も
外と

の
方
に
出
ん
と
い
ふ
。
彦
六
用
意
な
き

男
な
れ
ば
、
今
は
何
か
あ
ら
ん
、
い
ざ
こ
な
た
へ
わ
た
り
給
へ
と
、
戸

を
明
け
る
事
半な
か
ばな
ら
ず
。
と
な
り
の
軒
に
あ
な
や
と
叫さ
け

ぶ
声
耳
を
つ
ら

ぬ
き
て
思
は
ず
尻し
り

居ゐ

に
座
す
。

正
太
郎
の
「
あ
な
や
」
と
い
う
声
を
聞
い
た
彦
六
は
、
正
太
郎
が
物
忌
み
を

し
て
い
た
家
へ
と
行
く
。
し
か
し
正
太
郎
は
お
ら
ず
、
周
り
に
も
何
も
な
い
。

彦
六
が
と
も
し
び
を
掲
げ
る
と
「
戸
腋
の
壁
に
腥
々
し
き
血
濯
ぎ
流
て
地
に

つ
た
」
っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
正
太
郎
の
死
体
も
骨
も
な
く
髻
の
み
が
ぶ
ら

さ
が
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
引
用
箇
所
に
先
行
す
る
、「
此
鬼
世
を
さ
り
ぬ
る
は
七
日
前さ
き

な
れ
ば
、

今
日
よ
り
四
十
二
日
が
間
戸
を
閉た
て

て
お
も
き
物
斎い
み

す
べ
し
」
と
い
う
陰
陽
師

の
言
葉
や
、
物
忌
み
中
の
描
写
で
あ
る
「
か
の
鬼
も
夜
ご
と
に
家
を
繞め
ぐ

り
或

は
屋
の
棟
に
叫
び
て
忿い
か

れ
る
声
夜
ま
し
に
す
ざ
ま
し
」
と
い
う
地
の
文
か
ら

も
分
か
る
よ
う
に
磯
良
を
「
鬼
」
と
し
て
お
り
、
鬼
一
口
の
こ
と
を
ほ
の
め

か
し
て
い
る（（1
（

。
さ
ら
に
、「
芥
川
」
本
文
の
よ
う
な
二
部
構
成
（「
前
半
部
」

「
後
半
部
」）
を
用
い
て
創
作
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
秋

成
は
何
か
の
例
え
話
と
し
て
で
は
な
く
、
鬼
（
磯
良
）
が
正
太
郎
を
食
う
話

と
し
て
「
吉
備
津
の
釜
」
を
描
い
て
お
り
、『
古
意
』
の
「
芥
川
」
理
解
に
共

鳴
す
る
「
芥
川
」
観
を
、「
吉
備
津
の
釜
」
執
筆
時
に
は
既
に
持
っ
て
い
た
と
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考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
芥
川
」
理
解
を
創
作
に
反
映
さ
せ
た
と
考

え
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
芥
川
」
理
解
は
、「
吉
備
津
の
釜
」
に
無
条
件
に
反

映
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　

例
え
ば
、
寛
政
三
（
一
七
九
一
）
年
脱
稿
『
癇
癖
談
』
に
は
、「
鬼
あ
る
と

こ
ろ
と
も
し
ら
で
」「
あ
な
や
と
い
ひ
け
れ
ど
」「
男
あ
し
づ
り
し
て
泣
ど
も

甲
斐
な
し
」
な
ど
「
芥
川
」
の
「
前
半
部
」
に
確
認
で
き
る
文
辞
を
用
い
て

い
る
部
分
が
あ
る
一
方
で
、「
そ
れ
を
鬼
と
も
い
ふ
な
り
け
り
」
と
い
う
「
後

半
部
」
に
見
ら
れ
る
文
辞
を
も
用
い
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、

「
後
半
部
」
の
文
辞
を
用
い
た
物
語
の
創
作
方
法
は
、「
前
半
部
」
の
み
を
「
芥

川
」
の
本
文
と
し
て
理
解
す
る
秋
成
の
「
芥
川
」
理
解
と
は
乖
離
し
た
も
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
、『
癇
癖
談
』
に
お
い
て
は
、
あ
え
て
「
芥
川
」
の
「
後
半

部
」
を
利
用
し
た
物
語
創
作
を
行
っ
て
お
り
、
秋
成
は
創
作
物
の
性
質
に
よ
っ

て
『
伊
勢
物
語
』
の
構
成
を
使
い
分
け
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
「
吉
備
津
の
釜
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
秋
成
が
学
問
研
究
を
反
映
し
た
作

品
と
し
て
『
雨
月
物
語
』
を
創
作
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、『
古
意
』
を
追
認
し

た
態
度
を
と
り
、「
後
半
部
」
に
対
応
す
る
部
分
を
設
け
な
か
っ
た
の
だ
と
考

え
る
。

　

た
だ
し
、「
吉
備
津
の
釜
」
に
見
ら
れ
る
秋
成
の
「
芥
川
」
観
は
、『
古
意
』

と
共
鳴
す
る
も
の
だ
け
で
は
な
い
。
稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
に
お
い
て
、

女
が
鬼
に
食
わ
れ
る
部
分
に
関
し
、「
鬼
は
や
一
口
に
く
ひ
て
け
り
」
と
い
う

簡
素
な
表
現
の
み
で
記
し
て
い
る
部
分
を
、「
芥
川
」
の
面
白
み
と
し
て
評
価

し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
先
に
述
べ
た
が
、
そ
の
よ
う
な
評
価
の
観
点
が

「
吉
備
津
の
釜
」
執
筆
時
に
も
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
正
太

郎
が
磯
良
に
殺
さ
れ
る
場
面
に
お
い
て
、
そ
の
様
子
を
具
体
的
に
書
く
と
い

う
こ
と
を
せ
ず
、「
あ
な
や
」
と
い
う
正
太
郎
の
声
と
そ
の
後
の
凄
惨
な
様
子

の
み
を
も
っ
て
し
て
、
正
太
郎
が
磯
良
に
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と

を
表
現
し
た
の
だ
と
考
え
る
。

⑵
『
藤
簍
冊
子
』
巻
三
「
秋
山
記
」
に
お
け
る
「
芥
川
」
利
用

　
「
秋
山
記
」
は
『
藤
簍
冊
子
』
巻
三
に
収
め
ら
れ
て
い
る
紀
行
文
で
、
安
永

八
（
一
七
七
九
）
年
、
城
崎
旅
行
直
後
の
成
立
で
あ
る（（1
（

。
刊
行
は
文
化
二
（
一

八
〇
五
）
年
（
巻
三
ま
で
の
三
冊
本
）
と
文
化
四
（
一
八
〇
七
）
年
（
六
冊

本
）
で
あ
る
。「
秋
山
記
」
に
関
す
る
先
行
研
究
は
数
多
く
な
さ
れ（（1
（

、
例
え
ば

本
稿
で
も
扱
う
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
論
考
で
は
、
正
本
綏

子
氏
が
「
秋
山
記
」
冒
頭
部
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
一
六
段
の
利
用
に
つ

い
て
指
摘
し
て
い
る（11
（

。
そ
の
他
「
秋
山
記
」
に
関
す
る
研
究
と
し
て
は
風
間

誠
史
氏
が
、
本
稿
で
も
言
及
す
る
「
里
人
何
が
し
」
が
物
語
を
す
る
場
面
に

つ
い
て
、
登
場
人
物
で
あ
る
不
道
徳
・
ふ
し
だ
ら
な
娘
が
讃
え
ら
れ
、
神
の

加
護
を
得
て
い
る
部
分
に
注
目
し
、
そ
こ
に
秋
成
の
寓
意
を
感
じ
ら
れ
る
と

述
べ
、『
春
雨
物
語
』「
死
首
の
咲
顔
」
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
通
じ
る
部
分
が
あ
る

と
指
摘
す
る（1（
（

。
村
田
俊
人
氏
は
同
じ
城
崎
旅
行
を
題
材
に
し
た
「
去
年
の
枝

折
」
と
「
秋
山
記
」
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
城
崎
旅
行
に
お
け
る
往
路
前
半

部
ま
で
の
行
程
が
『
雨
月
物
語
』
の
時
代
設
定
に
関
わ
る
土
地
の
探
訪
お
よ

び
説
話
蒐
集
を
目
的
と
し
て
い
た
と
し
、
そ
の
中
で
も
本
稿
と
関
わ
る
部
分

と
し
て
「
吉
備
津
の
釜
」「
磯
良
」
を
想
起
さ
せ
る
土
地
を
通
っ
て
い
た
と
述

べ
、「
秋
成
が
、『
雨
月
物
語
』
執
筆
時
に
抱
い
て
い
た
物
語
の
創
作
に
対
す

る
意
識
を
『
秋
山
記
』
執
筆
時
に
お
い
て
も
保
持
し
て
い
た
」
と
指
摘
す
る（11
（

。

森
山
重
雄
氏
は
、
秋
成
は
『
伊
勢
物
語
』
の
文
体
で
「
里
人
何
が
し
」
の
語

る
物
語
を
書
い
て
い
る
と
し
、
そ
の
物
語
は
『
日
本
書
紀
』
に
登
場
す
る
「
大

口
の
真
神
」
を
用
い
た
「
古
代
的
・
鄙
的
で
も
あ
る
物
語
に
、
勢
語
的
表
現
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を
意
識
的
に
と
っ
た
も
の
」
だ
と
指
摘
す
る（11
（

。
た
だ
し
、
そ
の
指
摘
は
『
伊

勢
物
語
』
が
男
性
を
示
す
際
に
「
お
と
こ
」
と
一
貫
し
て
示
し
て
い
る
こ
と

を
根
拠
に
「
秋
山
記
」
本
文
「
男
い
と
う
れ
し
う
て
寝
に
け
り
」
が
「
勢
語

的
表
現
で
あ
る
」
と
す
る
も
の
や
、『
伊
勢
物
語
』
同
様
に
「
け
り
」
が
多
用

さ
れ
て
い
る
と
す
る
も
の
な
ど
根
拠
に
乏
し
い
指
摘
で
あ
る
。
そ
こ
で
、「
秋

山
記
」
一
〇
月
一
一
日
の
記
事
に
お
け
る
、「
里
人
何
が
し
」
が
秋
成
の
所
へ

来
て
語
る
物
語
の
中
に
見
ら
れ
る
「
芥
川
」
利
用
の
様
相
を
具
体
的
に
検
討

す
る
。「
里
人
何
が
し
」
が
語
る
物
語
の
梗
概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

城
崎
の
竹
野
の
浜
に
住
む
娘
は
未
婚
で
あ
っ
た
が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
下

男
と
し
て
働
く
男
と
恋
仲
に
な
っ
た
。
そ
の
仲
を
悪
く
思
っ
た
男
の
主
で
あ

る
翁
に
よ
っ
て
二
人
は
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
娘
は
な
ん
と
か
し
て
度
々

下
男
の
所
へ
通
う
よ
う
に
な
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、
山
の
峠
を
娘
が
越
え
た

と
こ
ろ
で
「
大
口
の
真
神
（
狼
）」
に
で
あ
う
。「
大
口
の
真
神
」
が
す
さ
ま

じ
い
形
相
を
し
て
噛
み
つ
き
そ
う
だ
っ
た
の
で
、
娘
が
必
死
に
助
命
の
嘆
願

を
す
る
と
、「
大
口
の
真
神
」
は
食
い
つ
く
様
子
も
な
い
。
娘
は
な
ん
と
か
虎

口
を
逃
れ
る
。
さ
て
、
こ
の
娘
に
懸
想
す
る
山
賤
が
お
り
、
何
度
か
言
い
寄

る
も
の
の
、
娘
に
は
下
男
が
い
た
の
で
そ
れ
を
無
視
し
て
い
た
。
あ
る
夜
、

娘
が
下
男
の
所
へ
通
う
と
聞
き
つ
け
た
山
賤
は
、
娘
を
待
ち
構
え
て
本
意
を

遂
げ
よ
う
と
す
る
。
す
る
と
、「
大
口
の
真
神
」
が
や
っ
て
き
て
山
賤
を
食
い

尽
く
し
て
し
ま
い
、
娘
は
そ
の
危
機
か
ら
逃
れ
た
。

　

次
に
引
用
す
る
部
分
は
、
娘
が
初
め
て
「
大
口
の
真
神
」
に
出
く
わ
す
箇

所
で
あ
る（11
（

。

さ
み
だ
れ
の
は
れ
ま
あ
る
夜
、
れ
い
の
た
ど
〳
〵
し
か
ら
で
こ
え
く
る

に
、
山
の
た
む
け
過
る
ほ
ど
、
草
た
か
く
し
げ
り
あ
ひ
て
、
風
そ
よ
げ

る
よ
と
見
る
〳
〵
、
い
は
ほ
な
り
と
見
し
も
の
、
む
く
〳
〵
と
お
き
あ

が
り
て
、
こ
な
た
ざ
ま
に
む
か
ふ
を
見
れ
ば
、
あ
な
い
み
じ
、
あ
な
お

そ
ろ
し
、
大
口
の
真
神
と
い
ふ
も
の
な
り
け
り
、
あ
な
や
と
い
へ
ど
、

人
げ
と
ほ
け
れ
ば
、
い
か
ゞ
は
せ
む
、
た
ゞ
わ
な
な
く
〳
〵
、
し
り
へ

に
ゐ
ざ
る
を
、
神
ゆ
る
す
ま
じ
き
眼
つ
き
し
て
、
く
ひ
つ
く
ぞ
と
見
る
、

娘
が
馴
れ
た
足
取
り
で
下
男
の
所
へ
行
く
途
中
、
峠
を
越
え
た
あ
た
り
で
「
大

口
の
真
神
」
に
出
く
わ
す
。
娘
が
「
あ
な
や
」
と
言
う
け
れ
ど
も
、
人
気
の

な
い
と
こ
ろ
な
の
で
ど
う
し
よ
う
も
な
く
、
た
だ
わ
な
な
い
て
い
る
と
、
こ

の
「
大
口
の
真
神
」
が
噛
み
つ
い
て
き
そ
う
な
形
相
で
見
て
い
る
。
こ
の
後
、

娘
は
「
大
口
の
真
神
」
に
助
命
を
嘆
願
し
、
神
も
そ
の
嘆
願
を
聞
き
入
れ
た

の
だ
ろ
う
か
、
娘
に
食
い
つ
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

こ
の
箇
所
に
お
い
て
、「
芥
川
」
を
想
起
さ
せ
る
点
は
以
下
の
と
お
り
で
あ

る
。
①「
大
口
の
真
神
」
に
出
会
っ
た
娘
が
、「
あ
な
や
」
と
発
す
る
点
。
②

そ
の
場
所
が
人
気
の
な
い
所
で
あ
っ
た
と
い
う
点
。
こ
れ
ら
二
点
が
相
ま
っ

て
、「
芥
川
」
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
る
。
特
に
①
に
つ
い
て

は
、「
秋
山
記
」
が
「
あ
な
や
と
い
へ
ど
」
と
し
、「
芥
川
」
が
「
あ
な
や
と

い
ひ
け
れ
ど
」
と
し
て
い
る
よ
う
に
、「
あ
な
や
」
を
用
い
る
際
の
文
辞
に
も

一
致
が
見
ら
れ
る
。

　

先
に
引
用
し
た
部
分
に
加
え
て
、
娘
に
懸
想
す
る
山
賤
に
よ
っ
て
娘
が
襲

わ
れ
、
そ
こ
に
「
大
口
の
真
神
」
が
再
び
現
れ
る
場
面
で
も
「
芥
川
」
を
想

起
さ
せ
る
描
写
が
あ
る（11
（

。

こ
ゝ
に
人
と
云
べ
く
も
あ
ら
ず
、
う
ち
〳
〵
親
の
ゆ
る
せ
し
に
ぞ
、
か

う
し
の
び
に
か
よ
ふ
と
こ
ろ
の
侍
る
、
君
が
お
そ
き
み
心
に
、
今
は
い

ら
へ
が
た
く
な
ん
、
こ
ゝ
ゆ
る
し
て
通
さ
せ
給
へ
と
云
、
こ
よ
ひ
の
関

守
い
か
で
過
し
や
ら
ん
、
し
ひ
て
ほ
ゐ
と
げ
ん
と
て
こ
ゝ
に
侍
つ
れ
、

ひ
た
ぶ
る
に
心
づ
よ
く
は
、
命
う
し
な
ひ
て
ん
と
、
お
そ
ろ
し
き
眼
し
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て
い
ひ
お
ど
ろ
か
し
つ
ゝ
、
つ
よ
く
と
ら
へ
た
り
、
命
め
す
と
も
い
か

で
し
た
が
は
む
、
あ
が
御
神
〳
〵
、
こ
の
仇
追
た
ま
へ
と
さ
け
ぶ
〳
〵
、

山
賤
こ
と
の
こ
ゝ
ろ
も
し
ら
ね
ば
、
猶
し
ひ
言
き
こ
え
む
と
す
る
を
、

此
を
の
へ
よ
り
走
り
く
る
も
の
ゝ
有
て
、
山
が
つ
が
こ
む
ら
の
あ
た
り

を
、
骨
ま
で
つ
よ
く
ゝ
ひ
つ
き
た
り
、
あ
な
や
と
さ
け
び
て
倒
る
、
女
、

あ
が
御
神
〳
〵
と
申
す
〳
〵
、
山
を
逃
く
だ
る
、
山
が
つ
む
な
し
く
ゝ

ひ
つ
く
さ
れ
し
と
な
む
、
い
と
め
づ
ら
し
き
か
た
り
ぐ
さ
な
ら
ず
や
と

口
と
く
か
た
り
出
た
り
、

山
賤
が
本
意
を
遂
げ
よ
う
と
娘
を
脅
す
。
娘
は
「
命
を
奪
わ
れ
た
と
て
ど
う

し
て
従
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
我
が
神
よ
こ
の
仇
を
追
い
払
い
く
だ
さ
い
」

と
叫
ぶ
。
す
る
と
、
大
口
の
真
神
が
や
っ
て
来
て
山
賤
に
噛
み
つ
き
、
娘
が

逃
げ
て
い
る
内
に
こ
の
山
賤
を
食
い
尽
く
し
て
し
ま
っ
た
。

　

こ
の
部
分
に
お
い
て
、「
芥
川
」
を
想
起
さ
せ
る
部
分
は
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。
①
山
賤
に
噛
み
つ
い
た
「
大
口
の
真
神
」
に
よ
っ
て
、
山
賤
が
食
い

尽
く
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
点
。
②「
大
口
の
真
神
」
に
噛
み
つ
か
れ
た
山

賤
が
「
あ
な
や
」
と
い
う
叫
び
声
を
発
し
た
と
い
う
点
。

　

そ
も
そ
も
、
こ
の
「
大
口
の
真
神
」
は
『
万
葉
集
』
巻
八
・
一
六
三
六
、

巻
一
三
・
三
二
六
八
番
歌
に
見
ら
れ
、
巻
二
・
一
九
九
番
歌
に
は
「
真
神
か

原
」
と
し
て
掲
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
、『
代
匠
記
』
で
は
『
万
葉
集
』
巻
八
・

一
六
三
六
番
歌
に
つ
い
て
「
む
か
し
明
日
香
の
地
に
老
狼
あ
り
て
、
お
ほ
く

人
を
食
ふ
。
土
民
恐
れ
て
大
口
の
神
と
い
ふ
。
其
の
住
む
処
を
名
付
け
て
大

口
の
真
神
の
原
と
風
土
記
に
見
え
た
り
」
と
し
て
『
風
土
記
』
を
引
用
し
て

い
る（11
（

。
ま
た
、
こ
の
後
の
注
釈
部
分
で
は
「
欽
明
紀
」
を
引
用
し
て
い
る
。

他
に
も
『
万
葉
集
見
安
補
正
』（
以
下
『
見
安
補
正
』）
で
は
「
真マ

神ガ
ミ

之ノ

原
」

に
「
欽
明
記
に
、
二
フ
タ
ツ
ノ

狼カ
ミ

の
囓ク
ヒ

あ
ひ
し
所
に
て
、
名
の
義よ
し

と
は
な
れ
り
。
大
口

の
ま
か
み
の
原
也
」
と
し
て
お
り
、「
欽
明
紀
」
の
引
用
が
見
ら
れ
る（11
（

。『
膽

大
小
心
録
』
に
お
い
て
も
「
欽
明
紀
」
が
言
及
さ
れ
た
後
に
「
清
み
原
を
、

一
の
名
、
真
神
が
原
と
歌
に
は
よ
む
。
大
口
の
真
神
が
原
と
よ
む
也
」
と
あ

る
（
11
（

。
一
九
九
番
歌
に
関
し
て
は
『
楢
の
杣
』、『
金
砂
』
で
注
釈
が
な
さ
れ
、

い
ず
れ
も
『
日
本
書
紀
』「
欽
明
記
」
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
大
口
の
真
神
」
と
い
う
語
自
体
は
「
芥
川
」
を
想
起
さ
せ
る
語
で
は
な
く
、

「
欽
明
記
」
や
『
風
土
記
』、『
万
葉
集
』
と
い
っ
た
古
代
語
と
し
て
国
学
者
か

ら
は
認
識
さ
れ
て
お
り
、
秋
成
自
身
も
そ
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
と
考
え

ら
れ
る
。

　

つ
ま
り
、
秋
成
は
「
あ
な
や
と
い
ひ
け
れ
ど
」
と
い
う
「
芥
川
」
と
文
辞

を
一
致
さ
せ
た
形
で
「
あ
な
や
」
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
芥
川
」
を
想

起
さ
せ
つ
つ
、「
大
口
の
真
神
」
を
跡
形
も
残
ら
ず
山
賊
を
食
う
存
在
と
し
て

用
い
る
こ
と
で
、「
欽
明
記
」『
万
葉
集
』
語
彙
と
し
て
の
「
大
口
の
真
神
」

を
「
鬼
一
口
」
を
想
起
さ
せ
る
語
彙
へ
と
変
化
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
よ

う
に
、
秋
成
は
そ
れ
自
体
で
は
違
う
話
（
欽
明
記
な
ど
）
を
想
起
さ
せ
る
語

（
大
口
の
真
神
）
を
、
他
の
語
（
あ
な
や
）
と
の
取
り
合
わ
せ
や
話
形
の
利
用

な
ど
、
巧
み
に
用
い
る
こ
と
で
、「
芥
川
」
を
典
拠
と
す
る
作
品
と
し
て
「
里

人
何
が
し
」
の
語
る
物
語
を
創
作
し
た
の
だ
と
考
え
る
。
で
は
、
こ
の
「
秋

山
記
」
に
お
け
る
「
芥
川
」
利
用
と
先
に
確
認
し
た
秋
成
の
「
芥
川
」
理
解

と
の
ど
こ
に
共
通
点
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
に

考
察
す
る
。

　

秋
成
は
、「
大
口
の
真
神
」
を
何
か
の
例
え
と
し
て
用
い
る
の
で
は
な
く
、

山
賤
を
食
う
存
在
と
し
て
「
里
人
何
が
し
」
が
語
る
物
語
の
中
で
用
い
て
い

る
。
こ
の
叙
述
方
法
は
、「
芥
川
」「
前
半
部
」
の
み
を
本
文
と
す
べ
き
だ
と

す
る
『
古
意
』
を
追
認
し
た
秋
成
の
「
芥
川
」
理
解
が
反
映
さ
れ
て
い
る
と



― 11 ―

考
え
る
。
た
だ
し
、「
吉
備
津
の
釜
」
に
お
け
る
『
古
意
』
享
受
に
言
及
し
た

際
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
利
用
方
法
は
『
古
意
』
を
無
条
件
に
追
認
し

た
も
の
で
は
な
い
。「
秋
山
記
」
に
は
、
紀
行
文
で
あ
り
な
が
ら
『
源
氏
物

語
』
論
が
語
ら
れ
た
り
、
様
々
な
古
典
が
利
用
さ
れ
た
り
と
和
文
と
し
て
の

性
質
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
作
品
を
創
作
す
る
と
い
う
意
図
を
秋
成
が
持
っ

て
い
た
か
ら
こ
そ
、「
芥
川
」
の
「
後
半
部
」
に
相
当
す
る
部
分
を
「
秋
山

記
」
で
は
設
け
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、「『
雨
月
物
語
』
執
筆
時
に
抱

い
て
い
た
物
語
の
創
作
に
対
す
る
意
識
を
『
秋
山
記
』
執
筆
時
に
お
い
て
も

保
持
し
て
い
た
」
と
す
る
村
田
氏
の
先
行
研
究
も
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、「
秋
山
記
」
創
作
の
際
の
工
夫
は
『
古
意
』
を
利
用
す
る
だ
け
で

は
な
い
。
山
賤
が
食
い
尽
く
さ
れ
て
し
ま
う
部
分
に
お
い
て
は
、
そ
の
描
写

を
せ
ず
「
山
が
つ
む
な
し
く
ゝ
ひ
つ
く
さ
れ
し
と
な
む
」
と
い
う
伝
聞
の
み

の
簡
素
な
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
表
現
は
、
秋
成
が
「
吉
備
津
の
釜
」

に
お
い
て
正
太
郎
が
殺
さ
れ
る
場
面
の
詳
細
な
描
写
を
行
わ
な
か
っ
た
こ
と

を
受
け
継
い
だ
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
狼
が
何
か
を
食
い

尽
く
す
と
い
う
話
形
を
持
つ
物
語
に
『
本
朝
二
十
不
孝
』
巻
一
「
大
節
季
に

な
い
袖
の
雨
」
が
あ
る
が
、
そ
の
叙
述
方
法
は
「
秋
山
記
」
と
は
様
相
を
異

に
す
る
。
当
該
箇
所
周
辺
の
梗
概
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

主
人
公
で
あ
る
不
孝
者
、
文
太
左
衛
門
の
両
親
は
息
子
の
あ
ま
り
の
不
道

徳
を
償
う
た
め
舌
を
か
み
切
り
自
害
す
る
が
、
そ
の
死
骸
は
狼
に
食
べ
ら
れ

て
し
ま
う
。
そ
れ
を
知
ら
な
い
文
太
左
衛
門
で
は
あ
っ
た
が
、
両
親
が
自
害

し
た
所
に
着
く
と
な
ぜ
か
足
が
す
く
み
目
も
く
ら
み
、
行
き
倒
れ
て
し
ま
っ

た
。
そ
こ
へ
狼
が
現
れ
る
。
次
に
引
用
す
る
場
面
は
そ
の
続
き
で
あ
る（11
（

。

二
親
の
亡
骸
を
食
ひ
し
狼
、
又
出
て
、
終
夜
、
嬲
り
食
ひ
、
大
か
た
な

ら
ぬ
、
う
き
め
を
見
せ
て
、
そ
の
骨
の
節
々
、
ま
で
を
、
余
多
の
狼
く

は
へ
て
、
狼
谷
の
道
ば
た
に
、
又
、
人
形
を
並
べ
置
き
て
文
太
左
衛
門

が
恥
を
曝
さ
せ
け
る
。

こ
の
よ
う
に
文
太
左
衛
門
を
な
ぶ
り
、
食
い
殺
し
た
狼
は
、
並
々
な
ら
ぬ
辛

い
目
に
遭
わ
せ
、
そ
の
死
骸
を
咥
え
、
道
ば
た
に
元
の
人
間
の
形
ど
お
り
に

骨
を
並
べ
て
文
太
左
衛
門
の
恥
を
曝
し
た
と
あ
り
、
文
太
左
衛
門
の
死
の
場

面
の
叙
述
は
簡
素
な
表
現
と
は
言
い
が
た
い
。
一
方
で
秋
成
は
「
山
が
つ
む

な
し
く
ゝ
ひ
つ
く
さ
れ
し
と
な
む
」
と
叙
述
す
る
の
み
で
あ
る
。
以
上
の
こ

と
か
ら
次
の
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
、「
此
鬼
に
く
は
れ
た
る

を
、
と
か
く
に
理
を
つ
け
て
い
ふ
は
、
こ
ゝ
の
文
章
に
興
な
し
」
と
い
う
秋

成
の
「
芥
川
」
観
の
萌
芽
を
、「
吉
備
津
の
釜
」
の
最
終
場
面
だ
け
で
な
く
、

「
秋
山
記
」
に
お
い
て
も
見
い
だ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
磯
良
が

正
太
郎
を
食
う
場
面
を
簡
潔
に
描
写
し
た
と
い
う
叙
述
方
法
を
「
秋
山
記
」

に
も
引
き
継
い
だ
と
い
う
事
実
は
、
秋
成
が
「
芥
川
」
の
簡
潔
な
描
写
を
評

価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
の
傍
証
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
文
太
左
衛

門
が
あ
ま
り
に
不
道
徳
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
報
い
と
し
て
、
死
の
場
面
に

際
し
て
先
に
引
用
し
た
よ
う
な
叙
述
を
行
っ
た
と
い
う
要
素
は
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、「
吉
備
津
の
釜
」
で
言
え
ば
、
正
太
郎
も
不
道
徳
な
人
物
と
し
て
描

か
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
死
の
場
面
に
際
し
て
、
秋
成
は
簡
潔
な
叙

述
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
簡
潔
な
描
写
を
評
価
す
る
態
度
が
創
作
に
反

映
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

す
な
わ
ち
、
秋
成
は
和
文
を
創
作
す
る
と
い
う
意
識
の
元
、『
古
意
』
を
利

用
し
、
さ
ら
に
「
吉
備
津
の
釜
」
最
終
場
面
の
叙
述
を
引
き
継
ぐ
こ
と
で
「
芥

川
」
を
典
拠
と
す
る
「
里
人
何
が
し
」
の
語
る
物
語
を
創
作
し
た
の
だ
と
考

え
る
。



― 12 ―

五
、
ま
と
め

　

こ
こ
ま
で
、
次
の
三
点
の
こ
と
を
述
べ
た
。
①
秋
成
の
「
芥
川
」
注
釈
の

内
実
を
検
討
す
る
こ
と
で
、「
吉
備
津
の
釜
」、「
秋
山
記
」
に
お
け
る
『
古

意
』
追
認
を
指
摘
し
た
。
②
ま
た
『
古
意
』
を
深
化
さ
せ
、
簡
潔
な
描
写
を

評
価
す
る
と
い
う
秋
成
の
「
芥
川
」
理
解
が
上
記
二
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い

る
可
能
性
を
述
べ
た
。
③「
秋
山
記
」「
里
人
何
が
し
」
の
語
る
物
語
は
「
芥

川
」
を
典
拠
と
し
て
お
り
、
そ
の
創
作
は
「
吉
備
津
の
釜
」
の
叙
述
方
法
を

引
き
継
ぐ
形
で
行
わ
れ
た
。
②
に
関
し
て
は
、
先
に
も
指
摘
し
た
こ
と
だ
が
、

簡
潔
な
描
写
を
評
価
す
る
と
い
う
秋
成
の
「
芥
川
」
理
解
が
、
解
釈
の
可
能

性
と
し
て
「
よ
し
や
あ
し
や
」
に
明
言
化
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、

そ
の
評
価
の
観
点
が
「
芥
川
」
を
利
用
し
た
「
吉
備
津
の
釜
」、「
秋
山
記
」

の
創
作
に
、
言
外
の
内
に
反
映
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
十
分
に
あ
る
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
こ
そ
秋
成
は
正
太
郎
や
山
賊
の
死
の
場
面
に
際
し
て
、
簡
潔
な
叙
述

を
採
用
し
た
の
だ
と
考
え
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、『
伊
勢
物
語
』
研
究
と
『
伊
勢
物
語
』
を
利
用
し
た
物
語
創

作
と
が
、
有
機
的
な
つ
な
が
り
を
見
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
雨
月
物
語
』
に

つ
い
て
は
怪
異
小
説
と
い
う
認
識
や
、
翻
案
小
説
と
し
て
の
「
読
本
」
で
あ

る
と
い
う
認
識
が
文
学
史
に
お
い
て
は
一
般
的
で
あ
り
な
が
ら
も
、
古
典
注

釈
の
成
果
を
反
映
さ
せ
た
と
い
う
意
味
で
の
「
和
文
」
と
し
て
の
性
格
も
か

な
り
強
い
。
し
た
が
っ
て
「
秋
成
の
和
学
研
究
の
一
環
と
し
て
の
『
雨
月
物

語
』」
と
い
う
視
点
か
ら
近
世
文
学
史
に
お
け
る
『
雨
月
物
語
』
の
位
置
を
再

構
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

注（
1
）�

鈴
木
健
一
氏
『
伊
勢
物
語
の
江
戸
―
古
典
イ
メ
ー
ジ
の
受
容
と
創
造
』（
森

話
社
、
二
〇
〇
一
年
九
月
）。

（
2
）�

浅
野
三
平
氏
「
三
つ
の
諷
刺
的
作
品
―
書
初
機
嫌
海
・
癇
癖
談
・
万
匀
集

―
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
二
三
巻
六
号
、
一
九
五
八
年
六
月
）。
高
田

衛
氏
『
完
本 

上
田
秋
成
年
譜
考
説
』（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
三
年
四
月
）。

（
3
）�

井
上
泰
至
氏
『
雨
月
物
語
論
―
源
泉
と
主
題
』「『
雨
月
物
語
』
の
遊
戯

性
」（
笠
間
書
院
、
一
九
九
九
年
四
月
、
初
出
『
防
衛
大
学
校
紀
要
』
六
七

巻
、
一
九
九
三
年
九
月
、
原
題
「『
雨
月
物
語
』
の
表
現
」）
は
、『
諸
道
聴
耳

世
間
狙
』「
呑
こ
み
は
鬼
一
口
の
色
茶
屋
」
が
六
段
「
芥
川
」
の
語
句
を
利
用

し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
色
茶
屋
の
主
「
鬼
の
喜
助
」
に
取

り
立
て
ら
れ
る
能
楽
師
家
嶋
与
左
衛
門
が
付
髪
を
落
と
し
て
し
ま
う
箇
所
に

つ
い
て
は
「
付
髪
で
鼓
を
打
つ
も
途
中
付
髪
が
落
ち
て
し
ま
い
、
こ
れ
を
拾
っ

た
後
見
の
生
駒
新
八
は
、
間
違
え
て
小
鼓
の
医
師
石
川
松
庵
に
こ
れ
を
つ
け

て
し
ま
う
。
退
出
の
際
こ
れ
が
発
覚
大
笑
い
と
な
る
が
、
こ
の
付
髪
の
趣
向

は
、
切
髻
説
話
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。」
と
し
て
い
る
。

（
4
）�

注（
1
）
に
同
じ
。
な
お
、
秋
成
の
「
芥
川
」
受
容
の
他
、
詩
歌
、
絵
画
、

演
劇
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
受
容
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。

（
5
）�

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
五
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
五
月
）
の
日
野

龍
夫
氏
の
解
題
部
分
に
よ
る
。
な
お
、『
伊
勢
物
語
考
』
は
、『
伊
勢
物
語
』

五
〇
段
と
一
二
四
段
の
二
段
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ま
た
、
近
衛
典
子

氏
『
上
田
秋
成
新
考 

く
せ
者
の
文
学
』「
物
語
の
変
容
―『
癇
癖
談
』
の
位

置
」（
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
六
年
二
月
、
初
出
『
国
文
』（
お
茶
の
水
女
子

大
学
）
七
七
号
、
一
九
九
二
年
八
月
）
は
、『
伊
勢
物
語
考
』
の
秋
成
説
が
稿

本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
稿

本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
、『
勢
語
臆
断
』・『
古
意
』
の
説

を
紹
介
す
る
こ
と
に
筆
を
費
や
し
て
い
る
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
に
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自
説
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、「
確
言
で
き
な
い
た
め
ら
い
を
見
せ

な
が
ら
も
、
自
説
に
対
し
て
こ
だ
わ
る
秋
成
の
態
度
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。」

と
述
べ
て
い
る
。

（
6
）�
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
特
徴
に
関
し
て
、
山
下
久
夫
氏
『
秋
成
の
古
代
』「『
豫

之
也
安
志
夜
』
の
古
代
幻
視
―「
在
五
中
将
物
語
」
の
視
点
」（
森
話
社
、
二

〇
〇
四
年
一
〇
月
、
初
出
『
論
究
日
本
文
学
』
七
四
号
二
〇
〇
一
年
五
月
、

原
題
「
秋
成
『
豫
之
也
安
志
夜
』
の
古
代
幻
視
」）
は
、「
だ
い
た
い
秋
成
の

評
釈
は
、
万
葉
評
釈
書
の
『
楢
の
杣
』
や
『
金
砂
』
を
み
て
も
わ
か
る
よ
う

に
、
語
順
に
沿
っ
た
注
釈
や
先
行
学
説
と
の
学
問
的
な
か
か
わ
り
と
い
っ
た

通
常
の
評
釈
ス
タ
イ
ル
が
重
視
す
る
あ
り
方
か
ら
は
ま
っ
た
く
外
れ
、
自
分

の
文
脈
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
恣
意
的
に
切
り
取
る
場
合
が
多
い
。」
と
述
べ

て
い
る
。

（
7
）�

後
藤
丹
治
氏
「
雨
月
物
語
と
伊
勢
、
今
昔
と
の
関
係
」（『
国
文
学
論
叢
』

五
巻
、
一
九
五
五
年
一
一
月
）。

（
8
）�

『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語
』（
新 

日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
、
岩
波
書
店
、

一
九
九
七
年
一
月
）。
な
お
、
当
該
歌
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
八
「
哀
傷

部
」
に
も
掲
出
さ
れ
、
終
句
は
「
け
な
ま
し
も
の
を
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
9
）�

「
芥
川
」
の
当
該
箇
所
の
呼
称
に
つ
い
て
、
山
本
登
朗
氏
「
伊
勢
物
語
に
お

け
る
散
文
と
和
歌
―
連
接
形
式
の
意
味
―
」（『
伊
勢
物
語
論 
文
体
・
主

題
・
享
受
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
年
五
月
）
は
、
鬼
が
女
を
喰
ら
う
部
分

に
つ
い
て
は
「
散
文
部
」
と
し
、
そ
れ
が
実
は
高
子
の
兄
達
の
こ
と
を
指
し

て
い
る
と
す
る
部
分
を
「
補
注
部
」
と
し
て
い
る
。

（
10
）�

高
野
奈
未
氏
「
物
語
の
「
興
」
―
賀
茂
真
淵
『
伊
勢
物
語
古
意
』
と
先
行

注
釈
―
」（『
国
語
と
国
文
学
』
九
五
巻
三
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）
は
、『
伊

勢
物
語
古
意
』
に
見
ら
れ
る
「
興
」
に
注
目
し
、
そ
れ
が
、「
旧
注
の
『
伊
勢

物
語
』
の
捉
え
方
を
否
定
し
、
さ
ら
に
は
師
で
あ
る
春
満
の
虚
構
批
判
を
乗

り
越
え
、
表
現
さ
れ
た
内
容
そ
の
も
の
を
読
む
た
め
に
用
い
ら
れ
て
き
た
」

と
述
べ
て
い
る
。「
芥
川
」
の
注
釈
に
つ
い
て
は
、
春
満
が
鬼
に
つ
い
て
特
に

言
及
し
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
真
淵
は
「
鬼
」
の
出
現
そ
の
も
の
を
「
芥

川
」
の
面
白
み
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。

（
11
）�

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
九
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
一
〇
月
）。
な

お
、
引
用
は
自
筆
本
に
よ
る
。

（
12
）�

日
野
龍
夫
氏
『
上
田
秋
成
全
集
』
第
五
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年

五
月
）
は
解
題
部
分
で
、
稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
に
つ
い
て
、「
七
割
以
上

は
賀
茂
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
古
意
』
の
引
き
写
し
、
二
割
は
契
沖
の
『
勢
語

臆
断
』
の
引
き
写
し
、
秋
成
の
創
見
は
一
割
に
も
満
た
な
い
、
と
い
っ
た
内

容
の
本
書
は
、
秋
成
が
本
腰
を
入
れ
て
取
り
組
ん
だ
著
述
で
は
決
し
て
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
て
い
る
。

（
13
）�

注
（
3
）
に
同
じ
。
井
上
泰
至
氏
は
稿
本
『
よ
し
や
あ
し
や
』
の
「
此
鬼
に

く
は
れ
た
る
を
、
と
か
く
に
理
を
つ
け
て
い
ふ
は
、
こ
ゝ
の
文
章
に
興
な
し
、

唯
化バ
ケ
モ
ノ鬼

に
と
ら
れ
た
る
に
て
物
が
た
り
は
お
も
し
ろ
し
」・「
こ
ゝ
は
俗
に
い

う
化バ
ケ
モ
ノ鬼
あ
る
所
と
も
し
ら
で
と
の
意
也
」
と
い
う
注
釈
に
つ
い
て
、「
創
見
を

述
べ
て
い
る
」
と
評
し
、「『
伊
勢
物
語
』
第
六
段
を
う
つ
し
、
正
太
郎
の
惨

殺
場
面
を
具
体
的
に
語
ら
な
か
っ
た
体
験
を
ふ
ま
え
た
か
の
ご
と
き
も
の
と

考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
指
摘
す
る
の
み

で
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
創
見
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
言
及
し
て
お
ら
ず
、
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
14
）�

「
芥
川
」
当
該
箇
所
は
次
の
と
お
り
。「
鬼
は
や
一
口
に
食
ひ
て
け
り
。「
あ

な
や
」
と
い
ひ
け
れ
ど
、
神
鳴
る
さ
わ
ぎ
に
、
え
聞
か
ざ
り
け
り
。
や
う
や

う
夜
も
明
け
ゆ
く
に
、
見
れ
ば
率
て
来
し
女
も
な
し
。
足
ず
り
し
て
泣
け
ど

も
か
ひ
な
し
。」（
本
文
は
『
竹
取
物
語 

伊
勢
物
語 

大
和
物
語 

平
中
物
語
』

日
本
古
典
文
学
全
集
所
収
、
小
学
館
、
一
九
八
五
年
九
月
に
よ
る
）

（
15
）�

鵜
月
洋
氏
『
雨
月
物
語
評
釈
』（
角
川
書
店
、
一
九
六
九
年
三
月
）。

（
16
）�

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
七
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
〇
年
八
月
）。
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（
17
）�

注（
3
）
に
同
じ
。

（
18
）�

『
近
世
歌
文
集
下
』（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
、
岩
波
書
店
、
一
九
九

七
年
八
月
）
中
村
博
保
氏
の
校
注
に
よ
る
。

（
19
）�
飯
倉
洋
一
氏
「
秋
成
和
文
の
生
成
『
文
反
古
』
を
中
心
に
」（『
秋
成
文
学

の
生
成
』
所
収
、
森
話
社
、
二
〇
〇
八
年
二
月
）。

（
20
）�

正
本
綏
子
氏
「「
秋
山
記
」
冒
頭
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
第
一
六
段
踏
襲

の
意
図
」（『
国
文
学
攷
』
一
五
七
巻
、
一
九
九
八
年
三
月
）。

（
21
）�

風
間
誠
史
氏
『
近
世
和
文
の
世
界 

蒿
蹊
・
綾
足
・
秋
成
』「「
秋
山
記
」
の

世
界
」（
森
話
社
、
一
九
九
八
年
六
月
）。

（
22
）�

村
田
俊
人
氏
「
上
田
秋
成
の
城
崎
行
―
『
雨
月
物
語
』
所
縁
の
地
の
探

訪
」（『
日
本
文
藝
研
究
』
六
〇
巻
、
二
〇
〇
八
年
一
一
月
）。

（
23
）�

森
山
重
雄
氏
『
秋
成 

言
葉
の
辺
境
と
異
界
』「『
秋
山
記
』
を
読
む
」（
三

一
書
房
、
一
九
八
九
年
五
月
）。

（
24
）�

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
一
〇
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
一
年
一
一
月
）。

（
25
）�

注（
18
）
に
同
じ
。

（
26
）�

『
契
沖
全
集
』
第
四
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
七
月
）。

（
27
）�

『
上
田
秋
成
全
集
』
第
四
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
三
年
二
月
）。「
解

題
」
に
よ
れ
ば
、『
見
安
補
正
』
は
秋
成
の
門
人
に
あ
た
る
池
永
秦
良
の
著
作

だ
が
、
そ
の
死
に
際
し
て
「
秋
成
は
秦
良
の
遺
稿
を
全
面
的
に
改
稿
し
た
の

で
あ
る
」
と
あ
り
、
秋
成
の
「
真
神
」
認
識
を
示
せ
る
も
の
と
し
て
本
稿
で

は
引
用
し
た
。

（
28
）�

注（
11
）
に
同
じ
。
引
用
は
自
筆
本
に
よ
る
。
な
お
、
引
用
箇
所
は
『
上
田

秋
成
全
集
』
に
所
収
さ
れ
て
い
る
『
膽
大
小
心
録
』
の
異
本
に
は
、
掲
出
さ

れ
な
い
。

（
29
）�

『
井
原
西
鶴
集 

二
』（
日
本
古
典
文
学
全
集
所
収
、
小
学
館
、
一
九
七
三
年

一
月
）。

※『
伊
勢
物
語
闕
疑
抄
』（
寛
永
一
九
年
刊
）
は
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
』
第
五

巻
（
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
年
二
月
）、『
伊
勢
物
語
拾
穂
抄
』
は
竹
岡
正
夫
『
伊

勢
物
語
全
評
釈
』（
右
文
書
院
、
一
九
八
七
年
四
月
）、『
勢
語
臆
断
』
は
『
契
沖

全
集
』
第
九
巻
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
四
月
）、『
伊
勢
物
語
童
子
問
』
は

『
伊
勢
物
語
古
注
釈
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
四
巻
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
年
六

月
）、『
勢
語
通
』（
懐
徳
堂
本
）
は
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
六

巻
（
和
泉
書
院
、
二
〇
一
一
年
一
一
月
）、『
伊
勢
物
語
古
意
』
は
『
伊
勢
物
語

古
注
釈
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
五
巻
（
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
六
年
一
〇
月
）、
稿
本

『
よ
し
や
あ
し
や
』
な
ら
び
に
刊
本
『
豫
之
也
安
志
夜
』
は
『
上
田
秋
成
全
集
』

第
五
巻
（
中
央
公
論
社
、
一
九
九
二
年
五
月
）
に
よ
る
。

（
は
ら
だ　

た
か
の
ぶ
／
藤
枝
明
誠
中
学
校
・
高
等
学
校
講
師
）


