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竹
田　

由
花
子

［
キ
ー
ワ
ー
ド
：
①
「
総
角
」
巻　

②
『
伊
勢
物
語
』　

③
四
十
九
段　

④
匂
宮　

⑤
絵
］

は
じ
め
に

物
語
内
の
物
語
絵
の
中
で
他
作
品
の
引
用
と
い
う
行
為
が
起
こ
る
と
き
、
草
子
地
や
登
場
人
物
の
発
話
・
心
内
語
の
中
で
そ
の

行
為
が
起
こ
る
場
合
と
何
か
違
い
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
第
三
部
「
総
角
」
巻
に
て
、
匂
宮
が
同
母
の
姉
で
あ
る

女
一
の
宮
の
も
と
へ
訪
れ
る
場
面
が
あ
る
。
そ
こ
で
女
一
の
宮
は
数
々
の
絵
を
眺
め
て
お
り
、そ
の
中
に
「
在
五
が
物
語
描
き
て
、

妹
に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
「
人
の
結
ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
」
と
い
う
内
容
の
物
語
絵
が
あ
っ
た
。「
在
五
が
物
語
」、「
妹
」、「
人

の
結
ば
ん
」
と
い
う
語
句
か
ら
、そ
の
物
語
絵
は
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
を
題
材
に
描
か
れ
た
も
の
だ
と
わ
か
る
。『
伊
勢
物
語
』

四
十
九
段
は
、
男
主
人
公
が
妹
に
恋
の
歌
を
贈
る
と
い
う
内
容
で
あ
り
、
そ
の
絵
に
触
発
さ
れ
た
匂
宮
は
女
一
の
宮
へ
「
若
草
の

「
総
角
」
巻
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
引
用
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ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
心
地
こ
そ
す
れ
」
と
い
う
歌
を
贈
り
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
と
同
様
に
実
の
女
き
ょ

う
だ
い
に
対
し
て
好
色
じ
み
た
言
動
に
及
ぶ
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
場
面
に
お
い
て
長
年
問
題
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
、
現
行
の
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
に
は
男
が
妹
に
琴
を
教
え
た
と
い

う
記
述
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
総
角
」
巻
で
女
一
の
宮
が
鑑
賞
し
て
い
た
物
語
絵
に
は
「
妹
に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
」
が

描
か
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、「
総
角
」
巻
の
作
者
が
見
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
に
「
琴
」
や
「
兄
が

妹
に
琴
を
教
え
る
」
と
い
う
本
文
が
あ
っ
た
か
否
か
が
中
心
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
こ
う
い
っ
た
本
文
の
問
題
に
関
わ
る

論
考
の
他
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
と
の
関
連
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
。
実
の
女
き
ょ
う
だ
い
へ
の
懸
想
、「
琴
を
教
え
る
」

と
い
う
内
容
か
ら
、
同
母
妹
あ
て
宮
へ
恋
心
を
抱
く
仲
澄
の
物
語
と
の
影
響
関
係
か
ら
論
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
先
学
を
踏
ま
え
た
上
で
従
来
と
は
違
っ
た
方
法
で
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
具
体
的
に
は
、

匂
宮
と
絵
の
関
係
、
続
編
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
引
用
の
方
法
を
考
察
し
た
上
で
、
該
当
場
面
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
引
用

が
『
源
氏
物
語
』
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
に
い
る
の
か
を
考
え
、
読
み
を
深
め
る
こ
と
を
目
標
と
す
る
。

１
、「
総
角
」
巻
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
引
用

時
雨
い
た
く
し
て
の
ど
や
か
な
る
日
、
女
一
の
宮
の
御
方
に
参
り
た
ま
へ
れ
ば
、
御
前
に
人
多
く
も
さ
ぶ
ら
は
ず
、
し
め
や

か
に
、
御
絵
な
ど
御
覧
ず
る
ほ
ど
な
り
。
御
几
帳
ば
か
り
隔
て
て
、
御
物
語
聞
こ
え
た
ま
ふ
。
限
り
も
な
く
あ
て
に
気
高
き

も
の
か
ら
、
な
よ
び
か
に
を
か
し
き
御
け
は
ひ
を
、
年
ご
ろ
二
つ
な
き
も
の
に
思
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
ま
た
こ
の
御
あ
り

さ
ま
に
な
ず
ら
ふ
人
世
に
あ
り
な
む
や
、
冷
泉
院
の
姫
宮
ば
か
り
こ
そ
、
御
お
ぼ
え
の
ほ
ど
、
内
々
の
御
け
は
ひ
も
心
に
く
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く
聞
こ
ゆ
れ
ど
、
う
ち
出
で
む
方
も
な
く
思
し
わ
た
る
に
、
か
の
山
里
人
（
＝
中
の
君
）
は
、
ら
う
た
げ
に
あ
て
な
る
方
の

劣
り
き
こ
ゆ
ま
じ
き
ぞ
か
し
な
ど
、
ま
づ
思
ひ
出
づ
る
に
い
と
ど
恋
し
く
て
、
慰
め
に
、
御
絵
ど
も
の
あ
ま
た
散
り
た
る
を

見
た
ま
へ
ば
、
を
か
し
げ
な
る
女
絵
ど
も
の
、
恋
す
る
男
の
住
ま
ひ
な
ど
描
き
ま
ぜ
、
山
里
の
を
か
し
き
家
居
な
ど
、
心
々

に
世
の
あ
り
さ
ま
描
き
た
る
を
、
よ
そ
へ
ら
る
る
こ
と
多
く
て
、
御
目
と
ま
り
た
ま
へ
ば
、
す
こ
し
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
か
し

こ
へ
奉
ら
む
と
思
す
。

	

（
総
角
⑤
三
〇
三
―
三
〇
四
頁
）

時
雨
が
降
り
し
き
る
あ
る
日
、
匂
宮
は
同
母
の
姉
で
あ
る
女
一
の
宮
の
も
と
へ
や
っ
て
き
た
。「
の
ど
や
か
な
る
日
」、「
御
前

に
人
多
く
も
さ
ぶ
ら
は
ず
、
し
め
や
か
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
は
し
ん
み
り
と
し
た
静
か
な
空
間
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
女
一
の
宮
は
絵
な
ど
を
見
て
過
ご
し
て
い
た
。
匂
宮
は
、
目
の
前
に
い
る
姉
の
気
品
に
満
ち
た
美
し
さ
に
魅
入

り
な
が
ら
も
、
宇
治
に
い
る
中
の
君
の
美
し
さ
を
思
い
出
す
。
ま
た
、
そ
こ
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
絵
を
見
な
が
ら
、
そ
の
絵

を
中
の
君
に
差
し
上
げ
た
い
と
も
考
え
る
。
匂
宮
は
現
前
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
女
一
の
宮
と
物
語
絵
の
美
し
さ
に
魅
入
り
な
が

ら
も
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
遠
く
に
い
る
中
の
君
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
こ
と
を
留
意
し
て
お
き
た
い
。

そ
し
て
、
問
題
と
な
る
の
は
次
の
場
面
で
あ
る
。

在
五
が
物
語
描
き
て
、
妹
に
琴
教
へ
た
る
と
こ
ろ
の
、「
人
の
結
ば
ん
」
と
言
ひ
た
る
を
見
て
、
い
か
が
思
す
ら
ん
、
す
こ

し
近
く
参
り
寄
り
た
ま
ひ
て
、（
匂
宮
）「
い
に
し
へ
の
人
も
、
さ
る
べ
き
ほ
ど
は
、
隔
て
な
く
こ
そ
な
ら
は
し
て
は
べ
り
け

れ
。
い
と
う
と
う
と
し
く
の
み
も
て
な
さ
せ
た
ま
ふ
こ
そ
」
と
、
忍
び
て
聞
こ
え
た
ま
へ
ば
、
い
か
な
る
絵
に
か
と
思
す
に
、
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お
し
巻
き
寄
せ
て
、
御
前
に
さ
し
入
れ
た
ま
へ
る
を
、
う
つ
ぶ
し
て
御
覧
ず
る
御
髪
の
う
ち
な
び
き
て
こ
ぼ
れ
出
で
た
る
か

た
そ
ば
ば
か
り
、
ほ
の
か
に
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
が
飽
か
ず
め
で
た
く
、
す
こ
し
も
も
の
隔
て
た
る
人
と
思
ひ
き
こ
え
ま

し
か
ば
と
思
す
に
、
忍
び
が
た
く
て
、

　
　
（
匂
宮
）
若
草
の
ね
み
む
も
の
と
は
思
は
ね
ど
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
心
地
こ
そ
す
れ

　

御
前
な
り
つ
る
人
々
は
、
こ
の
宮
を
ば
こ
と
に
恥
ぢ
き
こ
え
て
、
物
の
背
後
に
隠
れ
た
り
。
こ
と
し
も
こ
そ
あ
れ
、
う
た

て
あ
や
し
と
思
せ
ば
、
も
の
も
の
た
ま
は
ず
。
こ
と
わ
り
に
て
、「
う
ら
な
く
も
の
を
」
と
言
ひ
た
る
姫
君
も
、
ざ
れ
て
憎

く
思
さ
る
。
紫
の
上
の
、
と
り
わ
き
て
こ
の
二
と
こ
ろ
を
ば
な
ら
は
し
き
こ
え
た
ま
ひ
し
か
ば
、
あ
ま
た
の
御
中
に
、
隔
て

な
く
思
ひ
か
は
し
き
こ
え
た
ま
へ
り
。
世
に
な
く
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ひ
て
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
も
、
か
た
ほ
に
す
こ
し
飽

か
ぬ
と
こ
ろ
あ
る
は
は
し
た
な
げ
な
り
。
や
む
ご
と
な
き
人
の
御
む
す
め
な
ど
も
い
と
多
か
り
。
御
心
の
移
ろ
ひ
や
す
き
は
、

め
づ
ら
し
き
人
々
に
は
か
な
く
語
ら
ひ
つ
き
な
ど
し
た
ま
ひ
つ
つ
、
か
の
わ
た
り
を
思
し
忘
る
る
を
り
な
き
も
の
か
ら
、
訪

れ
た
ま
は
で
日
ご
ろ
経
ぬ
。	

（
総
角
⑤
三
〇
四
―
三
〇
五
頁
）

女
一
の
宮
が
見
て
い
た
絵
の
中
に
「
在
五
が
物
語
」
の
物
語
絵
が
あ
っ
た
。『
伊
勢
物
語
』
の
こ
と
で
あ
る
（
１
）。「
妹
」、「
人

の
結
ば
ん
」
と
い
う
語
か
ら
、
四
十
九
段
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
全
文
は
次

の
通
り
で
あ
る
。（「
総
角
」
巻
で
引
用
さ
れ
て
い
る
部
分
に
は
傍
線
を
付
す
。）

　

む
か
し
、
男
、
妹
の
い
と
を
か
し
げ
な
り
け
る
を
見
を
り
て
、

　
　

う
ら
若
み
ね
よ
げ
に
見
ゆ
る
若
草
を
人
の
む
す
ば
む
こ
と
を
し
ぞ
思
ふ
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と
聞
え
け
り
。
返
し
、

　

初
草
の
な
ど
め
づ
ら
し
き
言
の
葉
ぞ
う
ら
な
く
も
の
を
思
ひ
け
る
か
な

	

（『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
）

「
う
ら
若
み
…
…
」
の
歌
は
、
男
が
妹
の
愛
ら
し
い
さ
ま
を
見
て
「
若
々
し
く
寝
心
地
が
よ
さ
そ
う
な
若
草
、
そ
の
若
草
の
よ

う
な
あ
な
た
が
他
の
男
と
契
り
を
結
ぶ
こ
と
を
惜
し
く
思
い
ま
す
」
と
い
う
歌
を
詠
み
か
け
た
も
の
で
あ
る
。「
ね
」
に
は
「
根
」

と
「
寝
」
が
掛
け
ら
れ
て
お
り
、「
根
」、「
若
草
」、「
結
ぶ
」
は
縁
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
す
る
妹
の
返
歌
は
「
あ
な
た

の
こ
と
は
、
き
ょ
う
だ
い
と
し
か
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
に
」
と
い
う
兄
の
要
求
を
拒
否
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
章
全
体

か
ら
は
近
親
恋
愛
の
物
語
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
ら
れ
る
（
２
）。
傍
線
を
付
し
た
「
妹
」、「
人
の
む
す
ば
む
」
と
い
う
語
は
女
一
の
宮

の
物
語
絵
に
描
か
れ
て
い
た
内
容
と
し
て
引
用
さ
れ
て
お
り
、「
若
草
」
と
「
う
ら
な
く
も
の
を
」
の
語
も
そ
の
直
後
の
場
面
で

引
用
さ
れ
て
い
る
。
や
は
り
「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
で
引
用
さ
れ
て
い
た
の
は
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
で
あ
る
と
断
言
で
き

る
の
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
部
分
が
あ
る
。
そ
れ
は
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
総
角
」
巻
の
物
語
絵
に
は
「
妹
に
琴
を

教
え
る
」
と
い
う
内
容
が
描
か
れ
て
い
た
と
あ
る
が
、
現
行
の
『
伊
勢
物
語
』
に
は
そ
の
よ
う
な
本
文
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
、「
琴
」
と
い
う
語
を
含
む
諸
本
は
い
く
つ
か
存
在
し
て
お
り
、
例
と
し
て
、
最
福
寺
本
で
は
「
い
と
を
か
し
き
き
ん

を
し
ら
へ
け
る
を
み
て
」
と
あ
り
、
時
頼
本
で
は
「
イ
ト
ヲ
カ
シ
ケ
ナ
ル
キ
ム
ヲ
シ
ラ
フ
ト
テ
ミ
ヲ
リ
テ
」（
３
）
と
あ
る
。
し
か

し
、「
妹
に
琴
を
教
え
る
」
と
い
う
本
文
を
有
す
る
諸
本
は
現
存
し
な
い
（
４
）。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
今
ま
で
様
々
な
議
論
が
さ
れ
て
き
た
。
池
田
亀
鑑
（
５
）
は
、「「
き
ん
を
し
ふ
」
と
か
「
き
ん
を
し
ら
ふ
」

と
か
あ
る
諸
本
は
、
源
氏
物
語
作
者
の
見
た
伊
勢
物
語
と
同
系
統
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
そ
の
記
事
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
の
で
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あ
る
。（
中
略
）
少
く
と
も
時
頼
本
と
同
系
統
の
本
が
、寛
弘
の
頃
に
行
は
れ
て
ゐ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
」
と
し
、

「
総
角
」
巻
作
者
が
見
た
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
に
は
「
兄
が
妹
に
琴
を
教
え
た
」
と
い
う
本
文
が
あ
っ
た
と
可
能
性
を
述
べ
て

い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
福
井
貞
助
（
６
）
は
、「
総
角
」
巻
の
『
伊
勢
物
語
』
は
物
語
絵
で
あ
る
た
め
、
作
者
が
見
て
い
た
『
伊
勢

物
語
』
の
本
文
に
「
琴
教
へ
た
る
云
々
の
文
章
が
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、「
総
角
」
巻
作
者
が
見
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』
に
「
琴
」
と
い
う
本
文
が
あ
っ
た
か
否
か
と
は
別
な
観
点
か
ら
述
べ
ら

れ
て
い
る
論
稿
も
あ
る
。
片
桐
洋
一
（
７
）
は
、
時
頼
本
な
ど
「
琴
」
と
い
う
語
を
含
む
『
伊
勢
物
語
』
の
諸
本
は
、「『
源
氏
物
語
』

の
総
角
の
巻
の
記
述
に
よ
っ
て
本
文
を
改
変
し
た
と
見
る
べ
き
だ
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
池
田
和
臣
（
８
）
は
、

「
総
角
」
巻
の
作
者
が
「
本
文
を
正
確
に
で
は
な
く
誤
解
を
生
ず
る
か
た
ち
で
引
」
い
た
可
能
性
を
示
し
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲

澄
と
の
関
係
も
交
え
論
じ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
文
の
問
題
に
つ
い
て
は
様
々
な
論
稿
が
あ
り
、
ど
れ
も
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、

現
時
点
で
定
説
と
言
え
る
も
の
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。「
総
角
」
巻
の
作
者
が
見
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
が
い
か
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
知
る
の
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
か
ら
だ
。

し
か
し
、論
者
は
次
に
あ
げ
る
丸
山
愉
佳
子
の
論（
９
）が
実
に
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
と
感
じ
た
。
丸
山
は「
紫
式
部
の
み
た『
伊

勢
物
語
』
に
は
「
琴
」
を
含
む
本
文
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
や
、
作
者
の
錯
覚
に
よ
る
引
用
と
い
う
可
能
性
も
も
ち
ろ
ん
否
定

で
き
な
い
」
と
い
う
前
提
を
置
い
た
う
え
で
、「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
は
匂
宮
と
女
一
の
宮
と
の
関
係
を
「
姉
弟
を
こ
え
た
男

女
の
雰
囲
気
に
な
る
事
を
あ
ら
わ
す
た
め
に
、「
琴
」
の
語
を
あ
え
て
挿
入
」
し
た
、
つ
ま
り
「
現
行
の
『
伊
勢
物
語
』
に
は
な

い
本
文
を
作
者
が
意
識
的
に
改
変
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
」と
述
べ
て
い
る
。
丸
山
の
論
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、「
琴
」

に
は
、
き
ょ
う
だ
い
間
の
近
親
恋
愛
を
読
者
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
効
果
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、『
う
つ
ほ
物
語
』
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の
仲
澄
の
物
語
か
ら
付
与
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
次
節
以
降
で
は
、
仲
澄
の
例
と
、
同
じ
く
「
琴
を
教
え
る
」
こ
と
が
女
に
近

づ
く
例
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
玉
鬘
十
帖
の
例
を
見
て
み
る
。

２
、「
琴
を
教
え
る
」
と
い
う
口
実
①
仲
澄
の
場
合

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
日
本
文
学
史
上
初
の
長
編
物
語
で
あ
り
、『
源
氏
物
語
』
へ
影
響
を
与
え
て
い
る
。
例
と
し
て
、『
源
氏
物
語
』

正
編
「
絵
合
」
巻
に
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
物
語
絵
が
登
場
す
る
場
面
が
あ
る
（
10
）。
そ
の
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
登
場
人
物
で
あ

る
仲
澄
は
、
妹
あ
て
宮
へ
懸
想
し
求
婚
ま
で
す
る
の
だ
が
、
彼
女
は
東
宮
へ
入
内
し
た
た
め
そ
の
恋
心
は
叶
わ
ず
に
終
わ
る
。
そ

し
て
、
そ
の
シ
ョ
ッ
ク
に
よ
り
最
後
は
死
を
と
げ
る
。
こ
の
仲
澄
と
い
う
男
は
、
物
語
の
中
で
た
び
た
び
、
琴
を
教
え
る
こ
と
を

口
実
に
妹
あ
て
宮
へ
近
づ
こ
う
と
す
る
。

ま
た
、
か
く
て
、
夕
暮
れ
に
雨
う
ち
降
り
た
る
頃
、
中
島
に
、
水
の
溜
り
に
、
鳰
と
い
ふ
鳥
の
、
心
す
ご
く
鳴
き
た
る
を
聞

き
た
ま
ひ
て
、
侍
従
、
あ
て
宮
の
御
方
に
お
は
し
て
、
か
く
聞
こ
え
給
ふ
。

　
（
仲
澄
）「
池
水
に
玉
藻
沈
む
は
鳰
鳥
の
思
ひ
あ
ま
れ
る
涙
な
り
け
り

と
は
御
覧
ず
や
」
と
聞
こ
え
給
へ
ば
、
あ
や
し
う
思
し
て
、
い
ら
へ
聞
こ
え
給
は
ず
。
こ
の
侍
従
も
、
あ
や
し
き
戯
れ
人
に

て
、
よ
ろ
づ
の
人
の
、「
婿
に
な
り
給
へ
」
と
、
を
さ
を
さ
聞
こ
え
給
へ
ど
も
、
さ
も
も
の
し
給
は
ず
、「
こ
の
同
じ
腹
に
も

の
し
給
ふ
あ
て
宮
に
聞
こ
え
つ
か
む
」
と
思
せ
ど
、
あ
る
ま
じ
き
こ
と
な
れ
ば
、
た
だ
、
御
琴
を
習
は
し
奉
り
給
ふ
つ
い
で

に
、
遊
び
な
ん
ど
し
給
ひ
て
、
こ
な
た
に
の
み
な
む
、
常
に
も
の
し
給
ひ
け
る
。	

（
藤
原
の
君
、
七
八
頁
）
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「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
と
同
じ
く
雨
が
降
っ
て
い
る
時
分
、
仲
澄
は
「
琴
を
教
え
る
」
こ
と
を
口
実
に
同
母
の
妹
あ
て
宮
へ

近
づ
く
。
匂
宮
と
女
一
の
宮
が
「
弟
と
姉
」
と
い
う
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
ち
ら
は
「
兄
と
妹
」
と
い
う
関
係
で
あ
る
が
、

異
性
間
の
き
ょ
う
だ
い
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
の
場
面
と
同
じ
よ
う
に
、
仲
澄
が
「
琴
を
教
え
る
」
こ
と
を
口
実
に

あ
て
宮
に
接
近
を
試
み
る
場
面
は
複
数
あ
る
。

孫
の
、
た
て
き
と
い
ふ
を
呼
び
て
、「
姫
君
は
、
い
づ
く
に
か
お
は
し
ま
す
」。
た
て
き
、「
侍
従
の
君
と
、
御
琴
遊
ば
す
」。

	

（
藤
原
の
君
、
九
七
頁
）

侍
従
の
君
、
御
琴
遊
ば
す
つ
い
で
に
、

　
　

人
を
思
ふ
心
い
く
ら
に
砕
く
れ
ば
多
く
忍
ぶ
に
な
ほ
言
は
る
ら
む

例
の
聞
き
入
れ
給
は
ず
。	

（
藤
原
の
君
、
一
〇
二
頁
）

　
「
何
か
は
、
知
り
給
へ
れ
ば
。
ま
だ
小
さ
か
り
し
時
、
箏
の
琴
習
は
し
し
頃
な
む
、
あ
や
し
く
、
思
は
ぬ
や
う
な
る
気
色

な
む
見
え
し
。
…
…
（
中
略
）」	

（
蔵
開
・
上
、
五
一
四
頁
）

室
城
秀
之
（
11
）
は
、
最
福
寺
本
・
時
頼
本
『
伊
勢
物
語
』
と
「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
が
「
琴
を
弾
い
て
い
る
妹
に
歌
を
詠
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み
か
け
る
」
と
い
う
状
況
に
お
い
て
一
致
し
、
そ
れ
ら
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
も
同
じ
よ
う
な
状
況
で
あ
る
た
め
「『
う
つ

ほ
物
語
』
が
見
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』
が
、
現
在
の
流
布
本
の
『
伊
勢
物
語
』
と
同
じ
も
の
だ
と
い
う
保
証
は
な
い
の
で
あ
る
」

と
述
べ
て
い
る
。

同
じ
く
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
と
関
連
づ
け
た
論
と
し
て
、
勝
亦
志
織
（
12
）
は
、「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
に
つ
い
て
「『
伊

勢
物
語
』
の
近
親
恋
愛
は
も
と
よ
り
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
近
親
恋
愛
も
引
用
さ
れ
て
き
て
」
お
り
、
そ
れ
に
よ
り
「
匂
宮
と
女

一
宮
の
危
う
い
関
係
構
造
を
創
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
は
、『
伊
勢
物
語
』

四
十
九
段
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
両
方
か
ら
引
用
さ
れ
た
の
だ
と
論
じ
て
い
る
。
近
藤
さ
や
か
（
13
）
は
勝
亦
の
論
に
従
い
、「
総

角
」
巻
で
は
『
伊
勢
物
語
』
を
絵
に
し
た
と
き
に
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
の
物
語
が
取
り
込
ま
れ
た
と
し
、
そ
の
際
、「「
琴
」

と
「
音
」
と
い
う
聴
覚
要
素
を
「
絵
」
と
い
う
視
覚
要
素
の
中
に
閉
じ
込
め
て
描
く
点
か
ら
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
を
『
伊

勢
物
語
』
と
同
レ
ベ
ル
で
表
現
し
よ
う
と
し
な
い
『
源
氏
物
語
』
の
態
度
が
見
て
と
れ
よ
う
か
」
と
し
て
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
中
で
『
う
つ
ほ
物
語
』
を
踏
ま
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
部
分
は
多
々
あ
る
た
め
、「
総
角
」
巻
の
作
者
も
『
う

つ
ほ
物
語
』
を
読
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
き
ょ
う
だ
い
間
の
近
親
恋
愛
に
「
琴
を
教
え
る
」
と
い
う
行
為
が
付

加
さ
れ
る
「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
に
は
、勝
亦
ら
が
述
べ
る
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
だ
け
で
は
な
く
『
う
つ
ほ
物
語
』

の
仲
澄
も
引
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
に
は
大
き
な
異
同
は
な
い
た
め
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
方
が

妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
そ
う
な
る
と
一
つ
疑
問
が
浮
上
し
て
く
る
。「
総
角
」
巻
の
該
当
場
面
で
は
『
伊
勢
物
語
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
二

つ
の
物
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、『
伊
勢
物
語
』
の
方
は
「
在
五
が
物
語
」
や
「
人
の
結
ば
ん
」
と
い
っ
た
語
に
よ
り
『
伊

勢
物
語
』
四
十
九
段
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
読
者
に
対
し
て
明
白
に
わ
か
る
よ
う
な
引
用
を
し
て
い
る
の
に
対
し
、『
う
つ



学習院大学人文科学論集ⅩⅩⅦ（2018）

学習院大学　人文科学論集　27号（責了）　P108

108

ほ
物
語
』
の
方
は
兄
と
妹
の
近
親
恋
愛
の
場
と
「
琴
を
教
え
る
」
と
い
う
内
容
が
一
致
す
る
の
み
で
あ
り
、『
伊
勢
物
語
』
と
比

べ
る
と
そ
れ
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
引
用
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
（
14
）。『
源
氏
物
語
』
に

お
い
て
、『
伊
勢
物
語
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
は
引
用
の
レ
ベ
ル
が
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
（
15
）。
も
し
く
は
、該
当
場
面
で
は
『
う

つ
ほ
物
語
』
の
引
用
で
あ
る
こ
と
は
曖
昧
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

３
、「
琴
を
教
え
る
」
と
い
う
口
実
①
玉
鬘
十
帖
の
場
合

『
源
氏
物
語
』
正
編
で
は
、
光
源
氏
が
養
女
玉
鬘
に
接
近
を
試
み
る
場
面
に
て
、
仲
澄
の
物
語
と
同
様
に
「
琴
を
教
え
る
」
こ

と
が
口
実
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
参
考
と
し
て
こ
ち
ら
も
見
て
み
よ
う
。

渡
り
た
ま
ふ
こ
と
も
、
あ
ま
り
う
ち
し
き
り
、
人
の
見
た
て
ま
つ
り
咎
む
べ
き
ほ
ど
は
、
心
の
鬼
に
思
し
と
ど
め
て
、
さ
る

べ
き
こ
と
を
し
出
で
て
、
御
文
の
通
は
ぬ
を
り
な
し
。
た
だ
こ
の
御
事
の
み
、
明
け
暮
れ
御
心
に
は
か
か
り
た
り
。
な
ぞ
、

か
く
あ
い
な
き
わ
ざ
を
し
て
、
や
す
か
ら
ぬ
も
の
思
ひ
を
す
ら
む
、
さ
思
は
じ
と
て
、
心
の
ま
ま
に
も
あ
ら
ば
、
世
の
人
の

譏
り
言
は
む
こ
と
の
軽
々
し
さ
、
わ
が
た
め
を
ば
さ
る
も
の
に
て
、
こ
の
人
の
御
た
め
い
と
ほ
し
か
る
べ
し
、
限
り
な
き
心

ざ
し
と
い
ふ
と
も
、春
の
上
の
御
お
ぼ
え
に
並
ぶ
ば
か
り
は
、わ
が
心
な
が
ら
え
あ
る
ま
じ
く
思
し
知
り
た
り
。（
中
略
）
宮
、

大
将
な
ど
に
や
ゆ
る
し
て
ま
し
、
さ
て
も
て
離
れ
、
い
ざ
な
ひ
取
り
て
ば
、
思
ひ
も
絶
え
な
ん
や
、
言
ふ
か
ひ
な
き
に
て
、

さ
も
し
て
む
、
と
思
す
を
り
も
あ
り
。
さ
れ
ど
渡
り
た
ま
ひ
て
、
御
容
貌
を
見
た
ま
ひ
、
今
は
御
琴
教
へ
た
て
ま
つ
り
た
ま

ふ
に
さ
へ
こ
と
つ
け
て
、
近
や
か
に
馴
れ
寄
り
た
ま
ふ
。	

（
常
夏
③
二
三
四
―
二
三
五
頁
）
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光
源
氏
は
、
玉
鬘
を
妾
に
し
た
い
と
い
う
思
い
と
、
そ
の
欲
望
を
自
制
す
る
心
と
の
間
で
揺
れ
動
く
。
玉
鬘
の
近
く
に
い
た
い

光
源
氏
は
彼
女
の
い
る
西
の
対
に
幾
度
と
な
く
訪
れ
る
の
だ
が
、
人
目
が
気
に
な
り
躊
躇
す
る
。
そ
の
た
め
、
何
か
口
実
を
つ
け

て
は
玉
鬘
に
手
紙
を
送
る
。
し
か
し
、
手
紙
の
や
り
取
り
だ
け
で
は
物
足
り
な
か
っ
た
よ
う
で
、
二
つ
目
の
傍
線
部
で
は
「
琴
を

教
え
る
こ
と
」
を
口
実
に
彼
女
の
近
く
に
寄
り
添
う
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
部
分
に
お
い
て
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
が
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。
も
し
く
は
、『
源
氏
物
語
』
が

執
筆
さ
れ
た
当
時
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
影
響
に
よ
っ
て
「
琴
を
教
え
る
」
こ
と
は
男
が
近
親
者
の
女
に
近
づ
く
手
段
で
あ
る
と
い

う
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
し
て
し
ま
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
部
分
に
お
い
て
も
仲
澄
の
影
響
が
少
な
か
ら

ず
あ
る
と
言
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。

ま
た
、
玉
鬘
の
物
語
と
本
論
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
次
に
あ
げ
る
「
胡
蝶
」
巻
も
見
て
み
た
い
。

　

ま
た
の
朝
、
御
文
と
く
あ
り
。
な
や
ま
し
が
り
て
臥
し
た
ま
へ
れ
ど
、
人
々
御
硯
な
ど
ま
ゐ
り
て
、「
御
返
り
疾
く
」
と

聞
こ
ゆ
れ
ば
、
し
ぶ
し
ぶ
に
見
た
ま
ふ
。
白
き
紙
の
、
う
は
べ
は
お
い
ら
か
に
、
す
く
す
く
し
き
に
、
い
と
め
で
た
う
書
い

た
ま
へ
り
。（
源
氏
）「
た
ぐ
ひ
な
か
り
し
御
気
色
こ
そ
。
つ
ら
き
し
も
忘
れ
が
た
う
。
い
か
に
人
見
た
て
ま
つ
り
け
む
。

　
　

う
ち
と
け
て
ね
も
み
ぬ
も
の
を
若
草
の
こ
と
あ
り
顔
に
む
す
ぼ
ほ
る
ら
む

幼
く
こ
そ
も
の
し
た
ま
ひ
け
れ
」
と
、
さ
す
が
に
親
が
り
た
る
御
言
葉
も
、
い
と
憎
し
と
見
た
ま
ひ
て
、
御
返
り
事
聞
こ
え

ざ
ら
む
も
、
人
目
あ
や
し
け
れ
ば
、
ふ
く
よ
か
な
る
陸
奥
国
紙
に
、
た
だ
、（
玉
鬘
）「
承
り
ぬ
。
乱
り
心
地
の
あ
し
う
は
べ

れ
ば
、
聞
こ
え
さ
せ
ぬ
」
と
の
み
あ
る
に
、
か
や
う
の
気
色
は
さ
す
が
に
す
く
よ
か
な
り
と
ほ
ほ
笑
み
て
、
恨
み
ど
こ
ろ
あ
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る
心
地
し
た
ま
ふ
も
、
う
た
て
あ
る
心
か
な
。	

（
胡
蝶
③
一
九
〇
―
一
九
一
頁
）

父
親
分
だ
と
思
っ
て
い
た
光
源
氏
か
ら
慕
情
を
告
白
さ
れ
る
と
い
う
、
玉
鬘
に
と
っ
て
は
不
愉
快
極
ま
り
な
い
出
来
事
が
あ
っ

た
日
の
翌
朝
の
場
面
で
あ
る
。
光
源
氏
か
ら
玉
鬘
の
も
と
に
手
紙
が
届
い
た
の
だ
が
、
彼
女
は
そ
の
手
紙
を
読
む
こ
と
を
た
め
ら

う
。
し
か
し
、
付
近
に
仕
え
て
い
る
女
房
た
ち
の
目
も
あ
る
た
め
、
し
ぶ
し
ぶ
手
紙
に
目
を
通
す
。
そ
の
手
紙
は
「
白
き
紙
」
に

書
か
れ
て
お
り
恋
文
の
形
態
と
は
異
な
る
が
、
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
光
源
氏
が
玉
鬘
を
養
女
で
は
な
く
女
と
し
て
見
て
い
る
よ

う
な
内
容
で
あ
っ
た
。

傍
線
を
付
し
た
和
歌
で
は
玉
鬘
が
喩
え
ら
れ
た
「
若
草
」
や
「
ね
も
み
ぬ
」、「
む
す
ぼ
ほ
る
」
と
い
っ
た
語
が
あ
り
、こ
れ
は
『
伊

勢
物
語
』
四
十
九
段
を
踏
ま
え
た
か
の
よ
う
な
歌
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
諸
注
釈
な
ど
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
時
の
光
源
氏

と
玉
鬘
は
義
理
と
は
い
え
親
子
関
係
、
つ
ま
り
近
親
関
係
に
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
手
紙
を
読
ん
だ
玉
鬘
が
「
い
と
憎
し
」
と
反
応

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
男
の
方
は
近
親
者
で
あ
る
女
に
言
い
寄
る
も
女
の
方
は
そ
の
思
い
を
拒
否
し
て
い
る
と
い
う
構
図
が
『
伊

勢
物
語
』
四
十
九
段
と
一
致
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
玉
鬘
十
帖
に
お
い
て
も
『
う
つ
ほ
物
語
』
仲
澄
と
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
が
引
用
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高

い
。
そ
し
て
こ
こ
で
も
、『
伊
勢
物
語
』の
方
は
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
在
化
さ
れ
る
よ
う
な
引
用
の
方
法
と
な
っ
て
い
る
が
、

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
方
は
潜
在
化
さ
れ
た
引
用
と
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
が
、
他
の
物
語
に
お
け
る
「
琴
を
教
え
る
」
こ
と
を
口
実
に
男
が
女
に
接
近
を
試
み
る
例
で
あ
る
。『
う
つ
ほ
物
語
』
仲

澄
の
物
語
で
確
立
さ
れ
た
近
親
者
の
女
へ
の
恋
慕
と
、
そ
の
女
に
接
近
を
試
み
る
口
実
に
「
琴
を
教
え
る
」
こ
と
が
使
わ
れ
る
方

法
は
、
玉
鬘
の
物
語
へ
も
受
け
継
が
れ
た
。
そ
の
玉
鬘
の
物
語
に
は
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
が
明
ら
か
に
引
用
さ
れ
て
い
る
部
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分
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
こ
で
は
同
章
段
を
下
敷
き
に
し
つ
つ
、
光
源
氏
の
執
心
と
そ
れ
を
厭
う
玉
鬘
の
心
情
が
細
か
く
語
ら
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
は
兄
と
妹
と
い
う
関
係
で
あ
っ
た
が
、
玉
鬘
の
方
は
義
理
の
父
と
娘
と
い
う
関
係
で

あ
る
と
い
う
差
異
も
あ
る
。

一
方
、「
総
角
」
巻
の
「
在
五
が
物
語
」
の
物
語
絵
が
出
て
く
る
場
面
は
と
い
う
と
、
匂
宮
と
女
一
の
宮
は
異
性
間
の
き
ょ
う

だ
い
で
あ
り
、
人
物
間
の
関
係
は
玉
鬘
の
物
語
よ
り
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
と
一
致
す
る
。
し
か
し
、
女
一
の
宮
は
匂
宮
の
誘

い
を
す
る
り
と
か
わ
し
、
匂
宮
も
し
つ
こ
く
迫
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
該
当
場
面
で
は
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
を
引
用
し
つ
つ
も
、

玉
鬘
の
物
語
に
あ
っ
た
よ
う
な
近
親
恋
愛
が
起
こ
る
予
感
や
緊
張
感
は
存
在
し
な
い
と
言
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
該
当
場
面
の
匂
宮
は
宇
治
へ
行
け
な
い
日
が
続
き
煩
悶
と
す
る
中
で
、
い
わ
ば
暇
つ
ぶ
し
も
兼
ね
て
姉
の
も
と
へ

来
た
の
で
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
冒
頭
で
見
た
場
面
で
は
、
匂
宮
は
目
の
前
に
い
る
女
一
の
宮
と
そ
こ
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
様
々

な
絵
を
注
視
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
宇
治
に
い
る
中
の
君
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。
匂
宮
は
本
気
で
女
一
の
宮
に
迫
ろ

う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
場
面
で
は
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
を
引
用
し
つ
つ
も
、
匂
宮
と
女
一
の
宮
の
間
に
近
親
恋
愛
が
起
こ
る
緊
張

感
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
近
親
恋
愛
が
題
材
と
な
っ
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
を
パ
ロ
デ
ィ
化
し

た
小
話
の
よ
う
な
場
面
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、「
在
五
が
物
語
」
と
作
品
名
を
は
っ
き
り
と
提
示
し
て
い
る
時
点
で
、『
伊
勢

物
語
』
を
本
質
的
に
引
用
す
る
つ
も
り
な
ど
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
証
拠
に
、
若
き
日
の
光
源
氏
が
活
躍
す
る
第
一
部
で
は
、
地
の
文
や
光
源
氏
以
外
の
登
場
人
物
の
発
話
部
分
な
ど
に
お
い

て
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
る
こ
と
で
、男
主
人
公
光
源
氏
に
『
伊
勢
物
語
』
の
昔
男
の
イ
メ
ー
ジ
が
投
影
さ
れ
て
い
た
。『
伊

勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
潜
在
化
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
で
も
当
時
の
読
者
か
ら
す
れ
ば
、
光
源
氏
に
昔
男
の
よ
う
な
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好
色
な
男
主
人
公
の
形
態
が
付
与
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

本
論
で
問
題
と
し
た
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
は
、「
若
紫
」
巻
で
も
引
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
、
第
一
部
の
『
伊
勢
物
語
』

引
用
の
例
と
し
て
見
て
み
よ
う
。

　
（
尼
君
）
生
ひ
立
た
む
あ
り
か
も
知
ら
ぬ
若
草
を
お
く
ら
す
露
ぞ
消
え
ん
そ
ら
な
き

ま
た
ゐ
た
る
大
人
、「
げ
に
」
と
う
ち
泣
き
て
、

　

初
草
の
生
ひ
ゆ
く
末
も
知
ら
ぬ
間
に
い
か
で
か
露
の
消
え
ん
と
す
ら
む	

（
若
紫
①
二
〇
八
頁
）

（
源
氏
）「
げ
に
、
う
ち
つ
け
な
り
と
お
ぼ
め
き
た
ま
は
む
も
こ
と
わ
り
な
れ
ど
、

　

初
草
の
若
葉
の
う
へ
を
見
つ
る
よ
り
旅
寝
の
袖
も
つ
ゆ
ぞ
か
わ
か
ぬ

と
聞
こ
え
た
ま
ひ
て
む
や
」
と
の
た
ま
ふ
。	

（
若
紫
①
二
一
六
頁
）

三
者
の
和
歌
の
中
で
、
若
紫
が
「
若
草
」、「
初
草
」
に
喩
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
が
投
影
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。「
総
角
」
巻
の
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
を
指
す
作
品
名
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、『
伊
勢
物
語
』

を
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
読
者
か
ら
す
れ
ば
、幼
い
女
が「
若
草
」「
初
草
」に
喩
え
ら
れ
て
い
る
和
歌
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
り
、
今
後
起
こ
る
展
開
、
つ
ま
り
若
紫
と
光
源
氏
の
近
親
者
の
よ
う
な

関
係
に
な
り
、
そ
の
後
男
女
の
関
係
に
な
る
と
い
う
展
開
を
予
想
さ
せ
る
よ
う
な
引
用
の
方
法
な
の
で
あ
る
（
16
）。

比
較
材
料
と
し
て
、
第
二
部
に
お
い
て
活
躍
す
る
柏
木
の
『
伊
勢
物
語
』
引
用
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
お
く
。
柏
木
は
『
伊
勢
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物
語
』
の
世
界
に
陶
酔
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
お
り
、
彼
自
身
の
発
話
・
心
内
語
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
の
語
句
が
引
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
神
田
龍
身
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
17
）。
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
『
伊
勢
物
語
』
を
引
用
し
た
こ
と
が
明
ら

か
で
あ
り
、
顕
在
化
さ
れ
た
引
用
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
柏
木
は
昔
男
や
光
源
氏
の
よ
う
に
物
語
の
男
主
人
公
格
に
は
な
れ
な

い
。
長
年
思
慕
し
続
け
た
女
三
の
宮
に
あ
っ
さ
り
振
ら
れ
、
死
ん
で
し
ま
う
。『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
恋
の
病
に
よ
り
死
ぬ
男
は

登
場
し
な
い
た
め
、
こ
の
結
末
は
昔
男
と
は
被
ら
な
い
。

自
ら
の
発
話
・
心
内
語
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
の
語
句
を
引
用
し
な
く
と
も
昔
男
の
よ
う
な
男
主
人
公
と
し
て
確
立
さ
れ
て
い

く
光
源
氏
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
主
人
公
に
成
り
き
ろ
う
と
す
る
も
周
囲
か
ら
は
そ
の
よ
う
に
認
知
さ
れ
な
い
柏
木
。
や
は
り
、『
源

氏
物
語
』
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
『
伊
勢
物
語
』
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
直
ぐ
に
は
分
か
ら
な
い

よ
う
に
、
潜
在
的
に
引
用
さ
れ
る
と
き
こ
そ
が
、
本
質
的
な
『
伊
勢
物
語
』
引
用
な
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
「
総
角
」
巻
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
引
用
を
考
え
る
と
、
こ
こ
は
『
伊
勢
物
語
』
を
引
用
し
て

い
る
こ
と
が
非
常
に
顕
在
化
さ
れ
て
お
り
、
本
質
的
な
引
用
か
ら
は
程
遠
い
も
の
だ
と
言
え
る
。
第
一
部
・
光
源
氏
の
物
語
の
よ

う
に
、『
伊
勢
物
語
』
を
下
敷
き
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
物
語
読
者
に
緊
張
感
を
与
え
る
よ
う
な
展
開
に
す
る
つ
も
り
な
ど
毛
頭

な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
匂
宮
は
、
第
二
部
に
お
け
る
柏
木
の
よ
う
に
、
昔
男
に
「
成
り
損
な
う
」
人
物
と
し
て
も
設
定
さ
れ

て
い
な
い
。
該
当
場
面
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
引
用
は
、
言
わ
ば
「
お
遊
び
」
の
よ
う
な
『
伊
勢
物
語
』
引
用
な
の

で
あ
る
。
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４
、
匂
宮
と
絵
―
―
表
出
さ
れ
る
欲
望
―
―

「
総
角
」
巻
に
は
『
伊
勢
物
語
』
の
物
語
絵
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
匂
宮
に
と
っ
て
絵
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な

の
だ
ろ
う
か
。
最
後
に
、
匂
宮
と
絵
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
し
、
本
稿
の
結
論
を
導
き
出
し
た
い
。
第
三
部
の
男
主
人
公
で
あ

る
薫
と
匂
宮
は
、
様
々
な
面
で
対
極
す
る
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
各
々
が
興
味
を
持
つ
対
象
も
異
な
る
。
薫
が
「
音

楽
」
に
深
く
関
心
を
寄
せ
る
の
に
対
し
、
匂
宮
は
「
絵
」
を
好
む
。「
総
角
」
巻
で
は
『
伊
勢
物
語
』
の
物
語
絵
を
女
一
の
宮
へ

近
づ
く
手
段
と
し
て
使
用
し
て
い
た
が
、
浮
舟
と
関
わ
る
場
面
で
も
絵
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
絵
」
は
、
匂
宮
に
と
っ
て
ど

の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。「
浮
舟
」
巻
の
三
例
を
見
て
み
よ
う
。

ま
ず
は
、
匂
宮
が
自
ら
絵
を
描
い
て
浮
舟
に
渡
す
場
面
で
あ
る
。

　

硯
ひ
き
寄
せ
て
、
手
習
な
ど
し
た
ま
ふ
。
い
と
を
か
し
げ
に
書
き
す
さ
び
、
絵
な
ど
を
見
ど
こ
ろ
多
く
描
き
た
ま
へ
れ
ば
、

若
き
心
地
に
は
、
思
ひ
も
移
り
ぬ
べ
し
。（
匂
宮
）「
心
よ
り
ほ
か
に
、
え
見
ざ
ら
む
ほ
ど
は
、
こ
れ
を
見
た
ま
へ
よ
」
と
て
、

い
と
を
か
し
げ
な
る
男
女
も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥
し
た
る
絵
を
描
き
た
ま
ひ
て
、（
匂
宮
）「
常
に
か
く
て
あ
ら
ば
や
」
な
ど
の

た
ま
ふ
も
、
涙
落
ち
ぬ
。

　
　
（
匂
宮
）「
長
き
世
を
頼
め
て
も
な
ほ
か
な
し
き
は
た
だ
明
日
知
ら
ぬ
命
な
り
け
り

い
と
か
う
思
ふ
こ
そ
ゆ
ゆ
し
け
れ
。
心
に
身
を
も
さ
ら
に
え
ま
か
せ
ず
、
よ
ろ
づ
に
た
ば
か
ら
む
ほ
ど
、
ま
こ
と
に
死
ぬ
べ

く
な
む
お
ぼ
ゆ
る
。
つ
ら
か
り
し
御
あ
り
さ
ま
を
、
な
か
な
か
何
に
尋
ね
出
で
け
む
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

	

（
浮
舟
⑥
一
三
二
―
一
三
三
頁
）
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匂
宮
が
描
い
た
絵
は
「
い
と
を
か
し
げ
な
る
男
女
も
ろ
と
も
に
添
ひ
臥
し
た
る
絵
」
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
絵
を
浮
舟
に

見
せ
、「
常
に
か
く
て
あ
ら
ば
や
」
と
言
う
。
つ
ま
り
匂
宮
は
、
仲
睦
ま
じ
く
添
い
寝
を
し
て
い
る
美
し
い
男
女
の
絵
を
描
き
、

自
分
た
ち
も
絵
の
中
の
二
人
の
よ
う
に
い
つ
も
寄
り
添
っ
て
い
た
い
と
言
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
絵
の
中
に
自
ら
の
欲
望
を
表

出
さ
せ
た
の
だ
と
言
え
る
。

そ
し
て
、
こ
の
絵
は
こ
の
後
の
場
面
で
も
登
場
す
る
。

雨
降
り
や
ま
で
、
日
ご
ろ
多
く
な
る
こ
ろ
、
い
と
ど
山
路
思
し
絶
え
て
わ
り
な
く
思
さ
れ
け
れ
ば
、
親
の
か
ふ
こ
は
と
こ
ろ

せ
き
も
の
に
こ
そ
と
思
す
も
か
た
じ
け
な
し
。

（
中
略
）

　

宮
の
描
き
た
ま
へ
り
し
絵
を
、
時
々
見
て
泣
か
れ
け
り
。
な
が
ら
へ
て
あ
る
ま
じ
き
こ
と
ぞ
と
、
と
ざ
ま
か
う
ざ
ま
に
思

ひ
な
せ
ど
、
ほ
か
に
絶
え
こ
も
り
て
や
み
な
む
は
い
と
あ
は
れ
に
お
ぼ
ゆ
べ
し
。

　
　
（
浮
舟
）「
か
き
く
ら
し
晴
れ
せ
ぬ
峰
の
雨
雲
に
浮
き
て
世
を
ふ
る
身
を
も
な
さ
ば
や

ま
じ
り
な
ば
」
と
聞
こ
え
た
る
を
、
宮
は
よ
よ
と
泣
か
れ
た
ま
ふ
。
さ
り
と
も
、
恋
し
と
思
ふ
ら
む
か
し
と
思
し
や
る
に
も
、

も
の
思
ひ
て
ゐ
た
ら
む
さ
ま
の
み
面
影
に
見
え
た
ま
ふ
。	

（
浮
舟
⑥
一
五
七
―
一
六
〇
頁
）

つ
ら
い
日
々
が
続
く
中
、
浮
舟
は
匂
宮
か
ら
貰
っ
た
絵
を
度
々
見
て
は
泣
い
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
薫
に
引
き
取
ら
れ
、
匂
宮
と

の
縁
が
薄
く
な
る
と
考
え
る
と
、
と
て
も
切
な
い
気
持
ち
に
な
る
。
浮
舟
は
自
ら
の
気
持
ち
を
慰
め
る
た
め
に
、
匂
宮
が
描
い
た
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絵
を
見
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
浮
舟
は
失
踪
す
る
直
前
に
も
こ
の
絵
を
携
え
て
い
る
。

右
近
は
、
言
ひ
切
り
つ
る
よ
し
言
ひ
ゐ
た
る
に
、
君
は
、
い
よ
い
よ
思
ひ
乱
る
る
こ
と
多
く
て
臥
し
た
ま
へ
る
に
、
入
り
来

て
あ
り
つ
る
さ
ま
語
る
に
、
答
へ
も
せ
ね
ど
、
枕
の
や
う
や
う
浮
き
ぬ
る
を
、
か
つ
は
い
か
に
見
る
ら
む
と
つ
つ
ま
し
。
つ

と
め
て
も
、
あ
や
し
か
ら
む
ま
み
を
思
へ
ば
、
無
期
に
臥
し
た
り
。
も
の
は
か
な
げ
に
帯
な
ど
し
て
経
読
む
。
親
に
先
立
ち

な
む
罪
失
ひ
た
ま
へ
と
の
み
思
ふ
。
あ
り
し
絵
を
取
り
出
で
て
見
て
、
描
き
た
ま
ひ
し
手
つ
き
、
顔
の
に
ほ
ひ
な
ど
の
向
か

ひ
き
こ
え
た
ら
む
や
う
に
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
昨
夜
一
言
を
だ
に
聞
こ
え
ず
な
り
に
し
は
、
な
ほ
い
ま
一
重
ま
さ
り
て
い
み
じ
と

思
ふ
。
か
の
、
心
の
ど
か
な
る
さ
ま
に
て
見
む
と
、
行
く
末
遠
か
る
べ
き
こ
と
を
の
た
ま
ひ
わ
た
る
人
も
い
か
が
思
さ
む
と

い
と
ほ
し
。	

（
浮
舟
⑥
一
九
二
―
一
九
三
頁
）

こ
の
時
の
浮
舟
は
「
親
に
先
立
ち
な
む
罪
失
ひ
た
ま
へ
と
の
み
思
ふ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
既
に
死
を
決
意
し
て
い
る
。
経
な
ど

を
読
み
な
が
ら
死
へ
向
か
う
準
備
を
す
る
が
、
そ
の
時
、
匂
宮
か
ら
貰
っ
た
例
の
絵
を
取
り
出
す
。
そ
し
て
、
そ
の
絵
を
描
い
て

い
た
と
き
の
匂
宮
の
手
つ
き
や
顔
の
美
し
さ
を
思
い
出
し
、
昨
晩
た
だ
の
一
言
さ
え
も
言
葉
を
か
け
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
や
み
、

再
び
切
な
い
気
持
ち
に
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
浮
舟
は
絵
を
通
し
て
そ
れ
を
描
い
て

い
た
時
の
匂
宮
の
身
体
を
思
い
浮
か
べ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

以
上
が
、
匂
宮
が
浮
舟
に
宛
て
て
描
い
た
絵
が
出
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
こ
の
後
、
こ
の
絵
が
ど
う
な
っ
た
の
か
は
明
記
さ
れ

て
い
な
い
。
し
か
し
、
浮
舟
が
こ
の
絵
を
見
る
こ
と
で
自
身
の
心
を
慰
め
、
拠
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
り
、
失
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踪
す
る
際
も
懐
に
入
れ
て
持
っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
（
18
）。

以
上
が
、「
浮
舟
」
巻
に
お
い
て
匂
宮
が
浮
舟
に
手
渡
し
た
絵
が
で
て
く
る
場
面
で
あ
る
。
匂
宮
に
と
っ
て
絵
は
、
単
に
関
心

を
寄
せ
る
も
の
で
は
な
く
、
女
に
対
す
る
自
ら
の
欲
望
を
表
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
意
中
の
女
に
手
渡
す
こ
と
で
、
そ

の
欲
望
を
相
手
へ
共
有
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
女
に
近
づ
く
道
具
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
浮
舟
に
手
渡
し
た
絵
は
、

匂
宮
が
自
ら
の
手
で
描
く
と
い
う
身
体
的
行
為
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
効
力
が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
そ
れ
は
、
失
踪
直
前
の
場
面
に
て
浮
舟
が
そ
の
絵
を
通
し
て
絵
を
描
い
て
い
た
時
の
匂
宮
の
手
つ
き
を
思
い
出
し
て
い
た
こ

と
か
ら
分
か
る
。

こ
の
浮
舟
に
手
渡
し
た
男
女
が
寄
り
添
う
絵
と
、「
総
角
」
巻
に
お
け
る
「
在
五
が
物
語
」
の
物
語
絵
を
比
較
し
て
み
た
い
。

ま
ず
共
通
点
と
し
て
は
、
ど
ち
ら
も
男
女
の
恋
愛
要
素
を
含
む
場
面
が
描
か
れ
て
お
り
、
匂
宮
が
そ
れ
を
女
に
近
づ
く
手
段
と
し

て
い
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、「
総
角
」
巻
の
方
の
絵
は
、
匂
宮
の
発
話
部
分
に
て
、
女
一
の
宮
と
「
そ
の
絵
に
描
か
れ

て
い
る
兄
妹
の
よ
う
な
隔
て
の
な
い
仲
に
な
り
た
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
ち
ら
も
浮
舟
に
手
渡
し
た
絵
と
同
様
に
、
絵
の
中

に
匂
宮
の
女
へ
対
す
る
欲
望
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、
両
者
に
は
差
異
も
あ
る
。
浮
舟
に
手
渡
し
た
絵
の
方
は
匂
宮
自
身
が
描
い
た
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、「
総
角
」
巻

の
方
は
女
一
の
宮
の
所
有
物
で
あ
り
、
匂
宮
が
描
い
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
浮
舟
は
絵
に
描
か
れ
た
匂
宮
の
欲
望
を
受
け
入

れ
た
の
に
対
し
、
女
一
の
宮
は
拒
絶
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
絵
を
受
け
取
っ
た
側
の
反
応
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
浮
舟
と
女
一
の
宮
、
双
方
の
女
の
反
応
の
違
い
は
次
に
あ
げ
る
二
点
に
よ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
先
述

し
た
よ
う
に
、
浮
舟
に
手
渡
し
た
方
の
絵
は
匂
宮
の
手
で
描
く
と
い
う
身
体
的
行
為
が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
、
自
ら
の
欲
望
を
女

に
も
共
有
さ
せ
る
効
力
が
高
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
点
目
は
、
鄙
び
た
地
で
育
っ
た
浮
舟
に
と
っ
て
絵
は
め
ず
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ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
匂
宮
か
ら
見
せ
ら
れ
た
美
し
い
絵
に
魅
了
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
が
、
都
で
育
っ
た
女
一
の
宮
に

と
っ
て
絵
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
見
慣
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
た
め
、
そ
れ
に
よ
り
口
説
き
落
と
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
19
）。

匂
宮
の
欲
望
が
表
出
さ
れ
た「
絵
」は
、東
国
育
ち
の
浮
舟
と
い
う
女
の
心
を
支
配
す
る
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

５
、
お
わ
り
に

「
総
角
」
巻
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
引
用
の
特
異
性
は
、
登
場
人
物
の
発
話
部
分
だ
け
で
は
な
く
、
物
語
内
の
物

語
絵
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
先
行
研
究
で
は
、
現
行
の
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
に
は
兄
が

妹
に
「
琴
を
教
え
た
」
と
い
う
本
文
を
有
す
る
も
の
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
総
角
」
巻
の
物
語
絵
に
は
「
妹
に
琴
教
へ
た

る
と
こ
ろ
」
が
描
か
れ
て
い
た
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
総
角
」
巻
の
作
者
が
見
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』
に
は
そ
の
よ
う
な
本
文
が

あ
っ
た
か
否
か
が
中
心
に
議
論
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
で
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
総
角
」
巻
の
作
者
が
見
て
い
た
『
伊
勢
物
語
』

に
は
「
琴
を
教
え
た
」
と
い
う
本
文
は
な
か
っ
た
と
い
う
論
に
同
調
し
、
勝
亦
・
近
藤
ら
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
妹
に
琴
教
へ

た
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
部
分
は
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
仲
澄
か
ら
付
与
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

ま
た
、
匂
宮
に
と
っ
て
絵
と
は
、
女
に
対
す
る
自
己
の
欲
望
を
表
出
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
浮
舟
に
贈
与
し
た
絵
の
例

を
見
る
と
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
そ
の
絵
に
は
美
し
い
男
女
が
寄
り
添
う
様
が
描
か
れ
て
お
り
、
匂
宮
は
そ
の
絵
を
指
し
て
「
自

分
た
ち
も
常
に
こ
う
し
て
い
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
そ
の
後
、
浮
舟
が
そ
の
絵
を
大
切
そ
う
に
持
っ
て
お
り
、
失
踪
し

た
際
も
そ
の
絵
を
携
帯
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
浮
舟
は
絵
に
込
め
ら
れ
た
匂
宮
の
欲
望
を
受
け
入
れ
た
女
で
あ
る
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と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
匂
宮
の
欲
望
が
込
め
ら
れ
た
絵
は
、
彼
が
意
中
の
女
へ
近
づ
く
道
具
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
。
浮
舟
に
渡
し
た
絵
は
、

匂
宮
自
身
が
考
え
た
理
想
の
男
女
の
構
図
で
あ
る
こ
と
や
、自
ら
の
手
で
描
く
と
い
う
身
体
的
行
為
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

彼
の
欲
望
が
よ
り
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
匂
宮
は
そ
れ
を
使
い
、
浮
舟
に
接
近
す
る
と
と
も
に
、
彼
女
の
心
を

支
配
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
、「
総
角
」
巻
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
の
物
語
絵
は
、
匂
宮
が
自
身
の
手
で
描
く
と
い
う
身
体
的
行
為
は
施
さ

れ
て
お
ら
ず
、
彼
の
所
有
物
で
も
な
い
。
こ
の
絵
は
、
匂
宮
が
他
人
の
描
い
た
絵
に
自
己
の
欲
望
を
便
乗
さ
せ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、

彼
自
身
の
欲
望
を
そ
の
ま
ま
表
出
さ
せ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
女
一
の
宮
に
対
し
て
は
絵
を
使
っ
て
接
近
す

る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
。
匂
宮
は
、
他
人
が
描
き
所
有
す
る
絵
を
以
っ
て
女
に
近
づ
き
支
配
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

ま
た
、『
源
氏
物
語
』
第
一
部
で
同
じ
く
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
が
引
用
さ
れ
て
い
る
「
胡
蝶
」、「
若
紫
」
巻
と
比
べ
て
み
る
と
、

「
総
角
」
巻
に
お
け
る
四
十
九
段
引
用
の
特
異
性
が
見
え
て
く
る
。「
胡
蝶
」、「
若
紫
」
巻
で
は
、
光
源
氏
と
女
君
の
関
係
が
近
親

者
の
よ
う
な
関
係
で
あ
る
こ
と
に
加
え
、
登
場
人
物
の
和
歌
の
中
で
「
若
草
」、「
初
草
」
と
い
う
歌
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、

読
者
に『
伊
勢
物
語
』四
十
九
段
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
方
法
で『
伊
勢
物
語
』四
十
九
段
の
引
用
が
行
わ
れ
て
い
た
。『
伊
勢
物
語
』

四
十
九
段
を
引
用
し
た
こ
と
が
読
者
に
は
っ
き
り
と
は
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
、
潜
在
化
さ
れ
た
引
用
の
方
法
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
「
総
角
」
巻
の
方
は
、「
在
五
が
物
語
」
と
い
う
語
に
よ
り
『
伊
勢
物
語
』
を
引
用
す
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
示

し
た
上
で
、「
妹
」・「
人
の
結
ば
ん
」・「
若
草
」・「
う
ら
な
く
も
の
を
」
な
ど
と
い
う
四
十
九
段
の
語
を
引
用
し
て
い
る
。「
胡
蝶
」、

「
若
紫
」
巻
と
比
べ
る
と
、『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
を
引
用
し
た
こ
と
が
よ
り
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
引
用
は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
潜
在
化
さ
れ
て
い
る
と
き
程
、
よ
り
本
質
的
な

引
用
が
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
質
的
な
引
用
と
は
、
引
用
し
た
方
の
物
語
の
中
で
、
引
用
さ
れ
た
方
の
物
語
が
基
盤
と

し
て
強
く
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
論
者
は
考
え
る
。

「
総
角
」
巻
の
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
引
用
は
、
匂
宮
と
女
一
の
宮
と
い
う
異
性
の
き
ょ
う
だ
い
が
同
じ
空
間
に
い
る
中
で
、

き
ょ
う
だ
い
間
の
近
親
恋
愛
が
語
ら
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
を
引
用
す
る
こ
と
で
、
匂
宮
と
女
一
の
宮
の
間
に
恋
愛
関
係

が
発
生
す
る
か
の
よ
う
に
見
せ
か
け
て
い
る
が
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
展
開
に
は
な
ら
な
い
。
該
当
場
面
で
は
、「
在
五
が
物
語
」

と
い
う
『
伊
勢
物
語
』
を
表
す
書
名
が
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
て
い

る
部
分
の
中
で
、
最
も
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
顕
在
化
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、『
源

氏
物
語
』
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
引
用
の
特
徴
を
鑑
み
る
と
、
こ
こ
は
本
質
的
な
引
用
か
ら
は
最
も
離
れ
た
方
法
で
『
伊
勢
物

語
』
の
引
用
が
さ
れ
て
い
る
場
面
な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
こ
の
場
面
の
匂
宮
は
、
本
気
で
女
一
の
宮
に
接
近
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
直
前
の
場
面
に
匂
宮
が

宇
治
へ
行
け
な
い
日
が
続
い
て
い
た
と
あ
る
こ
と
や
、
匂
宮
が
現
前
に
あ
る
女
一
の
宮
と
絵
に
魅
入
り
な
が
ら
も
宇
治
に
い
る
中

の
君
を
思
い
出
し
て
い
た
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
。

「
総
角
」
巻
に
お
け
る
『
伊
勢
物
語
』
引
用
は
、『
源
氏
物
語
』
の
中
で
最
も
顕
在
的
に
『
伊
勢
物
語
』
が
引
用
さ
れ
た
場
面
で

あ
り
、
第
一
部
光
源
氏
の
物
語
に
お
い
て
使
わ
れ
た
本
質
的
な
『
伊
勢
物
語
』
引
用
と
は
程
遠
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
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『
源
氏
物
語
』、『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
文
は
お
う
ふ
う
の
『
う

つ
ほ
物
語　

全　

改
訂
版
』
に
よ
る
。

注
（
1
）		

『
源
氏
物
語
』
正
編
「
絵
合
」
巻
に
も
『
伊
勢
物
語
』
の
絵
が
出
て
く
る
場
面
が
あ
る
。「
伊
勢
物
語
に
正
三
位
を
合
は
せ
て
、
ま

た
定
め
や
ら
ず
」（
絵
合
②
三
八
一
頁
）
と
あ
り
、
こ
れ
が
『
伊
勢
物
語
』
と
い
う
作
品
名
の
初
出
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
部
分
の

直
後
に
『
伊
勢
物
語
』
の
男
主
人
公
を
「
業
平
」、「
在
五
中
将
」
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
総
角
」
巻
に
あ
る
「
在
五
が
物

語
」
も
『
伊
勢
物
語
』
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
て
い
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
以
降
の
作
品
に
な
る
が
『
狭
衣
物
語
』

に
は
『
伊
勢
物
語
』
が
「
在
五
中
将
の
日
記
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。

（
2
）		

『
伊
勢
物
語
』
四
十
九
段
の
解
釈
に
つ
い
て
、
古
注
釈
で
は
、「
常
二
ハ
、
業
平
ノ
妹
ヲ
、
ケ
サ
ウ
シ
テ
、
ヨ
ム
ト
イ
ヘ
ド
モ
、
シ

カ
ラ
ス
。
妹
ヲ
不
便
ニ
思
テ
、
憐
愍
ノ
心
ニ
テ
イ
ヘ
ル
也
」（『
惟
清
抄
』）、「
い
も
う
と
を
不
便
に
思
ひ
て
、
憐
愍
に
て
い
へ
る
也
」

（『
闕
疑
抄
』）
な
ど
と
あ
る
。
現
代
の
注
釈
書
で
は
、例
と
し
て
、新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
（
福
井
貞
助
校
注
・
小
学
館
）
で
は
「
本

段
は
昔
あ
り
け
る
男
の
心
情
を
語
る
小
話
と
し
て
、
佳
品
を
な
し
て
い
る
。
二
首
の
歌
は
軽
い
気
持
ち
の
応
酬
と
見
る
べ
き
も
の
で

あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
。
新
潮
日
本
古
典
集
成
（
渡
辺
実
校
注
・
新
潮
社
）
に
は
「
兄
が
妹
に
性
的
魅
力
を
感
じ
、
妹
が
は
じ
め
て

兄
の
異
性
で
あ
る
こ
と
を
意
識
す
る
話
、
と
見
て
お
く
」
と
あ
る
。
な
お
、『
伊
勢
物
語
』
の
男
主
人
公
の
モ
デ
ル
で
あ
る
在
原
業

平
に
妹
（
同
腹
・
異
腹
い
ず
れ
も
）
が
い
た
と
い
う
史
実
は
な
い
。

（
3
）		

池
田
亀
鑑
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究　

校
本
篇
』（
大
岡
山
書
店
・
一
九
三
三
年
）

（
4
）		

古
注
釈
で
「
琴
」
を
含
む
も
の
と
し
て
は
『
冷
泉
家
流
伊
勢
物
語
抄
』
が
あ
り
、「
き
ん
を
し
ら
べ
と
は
、琴
也
」
と
あ
る
。
し
か
し
、

こ
こ
で
も
や
は
り
兄
が
妹
に
琴
を
「
教
え
た
」
と
い
う
内
容
で
は
な
い
。

（
5
）		

池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成	

第
十
二
冊　

研
究
篇
』（
中
央
公
論
社
・
一
九
八
五
年
）

（
6
）			

福
井
貞
助
『
伊
勢
物
語
生
成
論
』（
有
精
堂
・
一
九
六
五
年
）

（
7
）		

片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語	

大
和
物
語
』〈
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
〉（
角
川
書
店
・
一
九
七
五
年
）
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（
8
）			

池
田
和
臣
「
源
氏
物
語
の
引
用
表
現
に
お
け
る
異
文
―
―
引
用
本
文
の
行
方
、
引
用
表
現
の
含
意
―
―
」（『
論
叢　

源
氏
物
語
４

　

本
文
と
表
現
』
新
典
社
・
二
〇
〇
二
年
）

（
9
）		

丸
山
愉
佳
子
「
異
同
を
ど
う
読
む
か
」（『
源
氏
物
語
の
鑑
賞
と
基
礎
知
識
』
二
九
・
至
文
堂
・
二
〇
〇
三
年
）

（
10
）		

「
絵
合
」
巻
の
例
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

ま
づ
、
物
語
の
出
で
来
は
じ
め
の
親
な
る
竹
取
の
翁
に
宇
津
保
の
俊
蔭
を
合
は
せ
て
争
う
。（
中
略
）「
俊
蔭
は
、
は
げ
し
き
浪
風

お
ぼ
ほ
れ
、
知
ら
ぬ
国
に
放
た
れ
し
か
ど
、
な
ほ
さ
し
て
行
き
け
る
方
の
心
ざ
し
も
か
な
ひ
て
、
つ
ひ
に
他
の
朝
廷
に
も
わ
が
国

に
も
あ
り
が
た
き
才
の
ほ
ど
を
弘
め
、
名
を
残
し
け
る
古
き
心
を
い
ふ
に
、
絵
の
さ
ま
も
唐
土
と
日
本
と
を
と
り
並
べ
て
、
お
も

し
ろ
き
こ
と
ど
も
な
ほ
並
び
な
し
」
と
言
ふ
。	

（
絵
合
②
三
八
〇
―
三
八
一
頁
）

　

斎
宮
の
女
御
（
梅
壺
の
女
御
）
ら
左
方
が
『
竹
取
物
語
』
の
物
語
絵
を
出
し
た
の
に
対
し
、
弘
徽
殿
女
御
ら
が
い
る
右
方
が
出
し

た
物
語
絵
が
『
う
つ
ほ
物
語
』
で
あ
る
。

（
11
）			

室
城
秀
之
「『
伊
勢
物
語
』
と
『
う
つ
ほ
物
語
』」（
山
本
登
朗
編
『
伊
勢
物
語	

虚
構
の
成
立
』
竹
林
舎
・
二
〇
〇
八
年
）

（
12
）		

勝
亦
志
織
『
物
語
の
〈
皇
女
〉
―
―
も
う
ひ
と
つ
の
王
朝
物
語
史
』
第
一
章
第
二
節
・
笠
間
書
院
・
二
〇
一
〇
年

（
13
）		

近
藤
さ
や
か
「『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
音
楽
」（『
学
習
院
大
学
人
文
科
学
論
集
』
第
一
九
号
・
二
〇
一
〇
年
一
〇
月
）

（
14
）		

勝
亦
は
、前
掲
注
意
12
に
て
、「
仲
澄
の
こ
と
が
直
接
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」
も
の
の
、「『
う
つ
ほ
物
語
』
を
知
っ

て
い
る
読
者
か
ら
す
れ
ば
、「
妹
に
琴
を
教
え
る
兄
」
と
い
う
造
形
に
仲
澄
を
思
い
起
こ
す
可
能
性
は
低
く
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ

て
い
る
。

（
15
）		

近
藤
は
、
前
掲
注
13
に
て
、「
実
際
に
あ
っ
た
「
絵
」
を
前
提
と
し
て
い
る
よ
り
は
、「
琴
」
と
「
音
」
と
い
う
聴
覚
要
素
を
「
絵
」

と
い
う
視
覚
要
素
の
中
に
閉
じ
込
め
て
描
く
点
か
ら
、『
う
つ
ほ
物
語
』
の
引
用
を
『
伊
勢
物
語
』
と
同
レ
ベ
ル
で
表
現
し
よ
う
と

し
な
い
『
源
氏
物
語
』
の
態
度
が
見
て
取
れ
よ
う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
16
）		

「
若
紫
」
巻
は
、
賀
茂
真
淵
の
『
伊
勢
物
語
新
釈
』
に
て
、
そ
の
巻
名
が
『
伊
勢
物
語
』
初
段
に
よ
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
現
在
で
は
ほ
ぼ
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
三
谷
邦
明
は
、「
若
紫
」
巻
冒
頭
に
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
と
対
応

す
る
部
分
が
多
々
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
伊
勢
物
語
四
十
九
段
を
典
拠
に
し
た
和
歌
が
記
さ
れ
、
初
段
と
四
十
九
段
が
結

鎖
し
兄
弟
の
近
親
相
姦
的
な
〈
罪
〉
が
物
語
を
覆
い
、
そ
れ
は
伊
勢
物
語
で
描
か
れ
て
き
た
二
条
后
や
斎
宮
と
の
禁
忌
の
恋
を
喚
起

す
る
こ
と
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
（「
藤
壺
物
語
の
表
現
構
造
―
―
若
紫
巻
の
方
法
あ
る
い
は
〈
前
本
文
〉
と
し
て
の
伊
勢
物
語
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―
―
―
」（『
物
語
文
学
の
方
法
Ⅱ
』・
有
精
堂
・
一
九
八
九
年
）
／
初
出
『
物
語
・
日
記
文
学
と
そ
の
周
辺
』
一
九
八
〇
年
九
月
）。

（
17
）		

神
田
龍
身
「『
源
氏
物
語
』
第
二
部
論
序
章
―
―
編
年
的
時
間
認
識
と
書
く
こ
と
の
論
理
の
抬
頭
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第

八
十
六
巻
第
五
号
・
二
〇
〇
九
年
五
月
）

（
18
）		

葛
綿
正
一
「
絵
を
め
ぐ
っ
て
―
―
主
題
と
変
奏
」（『
源
氏
物
語
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
―
―
記
号
と
歴
史
』
笠
間
書
院
・
二
〇
〇
六

年
）
／
初
出
「
音
楽
と
絵
、人
形
と
絵
―
―
宇
治
十
帖
論
の
た
め
に
」（『
水
鳥
』
一
・
一
九
八
八
年
八
月
）。
改
訂
し
て
「
絵
を
め
ぐ
っ

て
―
―
源
氏
物
語
の
主
題
論
的
分
析
」（『
沖
縄
国
際
大
学
日
本
語
日
本
文
学
研
究
』
六
・
二
〇
〇
〇
年
六
月
）。

（
19
）		

川
名
淳
子
は
、浮
舟
に
つ
い
て
、「
紫
の
上
や
玉
鬘
と
同
じ
よ
う
に
鄙
の
地
か
ら
登
場
し
、高
貴
な
男
に
愛
さ
れ
た
」と
い
う
点
が「
極

め
て
「
物
語
的
」
な
女
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
。（「
物
語
絵
の
女
―
―
〈
絵
を
見
る
心
〉
の
発
動
と
物
語
の
表
現
」『
物
語
世
界

に
お
け
る
絵
画
的
領
域　

平
安
文
学
の
表
現
方
法
』
二
〇
〇
五
年
一
二
月
／
初
出
「
物
語
絵
の
女
―
―
源
氏
物
語
の
表
現
か
ら
」『
国

文
学
』
学
燈
社
・
一
九
九
八
年
五
月
）

付
記

本
稿
は
、
物
語
研
究
会
・
二
〇
一
六
年
度
一
月
例
会
（
於
立
正
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
ご
意
見
・
ご
教
示
く

だ
さ
っ
た
皆
様
に
は
心
よ
り
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
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The quotation from
 “Isem

onogatari” chapter 49 in C
hapter “ A

gem
aki”

TA
K

ED
A

, Yukako

It’s considered about the quotation from
 “Isem

onogatari” C
hapter49 in C

hapter “A
gem

aki” by the m
ain subject. 

“Isem
onogatri” chapter 49 are the story w

hich m
akes closely related love rem

em
ber. This is quoted in the situation N

ionom
iya 

is close to O
nnaichinom

iya his elder sister.There are second singularities of the “Isem
onogatari” quotation . The first, other 

w
orks are quoted in the story picture in the story. N

ionom
iya approaches O

nnaichinom
iya his elder sister,m

ake it agency. 
The second, the book that she w

as seeing and the present book of  “Isem
onogatari”.In a book of “Isem

onogatari” that she 
w

as seeing, a m
an tells a koto to m

y younger sister.but the present book of  “Isem
onogatari” aren’t included the contents.

In this thesis, considered about the problem
 and the sequel of  “genjim

onogatari”.

（
日
本
語
日
本
文
学
専
攻　

博
士
後
期
課
程
三
年
）　


