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『
大
和
物
語
』
の
「
け
む
」
を
め
ぐ
っ
て

伊
佐
山
潤
子

は
じ
め
に

　
い
わ
ゆ
る
過
去
推
量
の
助
動
詞
「
け
む
」
が
物
語
の
地
の
文
に
用
い
ら
れ
た

と
き
一
種
特
別
の
乱
丁
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
つ
い
て
、
甲
斐
睦
朗
氏
は
『

源
氏
物
語
』
若
紫
巻
の
源
氏
と
藤
壷
の
逢
瀬
の
場
面
の
「
い
か
が
た
ば
か
り
け

制
、
い
と
わ
り
な
く
て
見
た
て
ま
つ
る
ほ
ど
さ
へ
、
現
と
は
お
ぼ
え
ぬ
ぞ
わ
び

し
き
や
．
』
の
注
釈
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
注
1
）
。

　
　
光
源
氏
の
強
引
な
依
頼
に
根
負
け
し
た
王
命
婦
は
綿
密
な
計
略
を
用
い
て

　
　
光
源
氏
の
手
引
を
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
計
略
が
う
ま
く
い
っ
た
の
に

　
　
語
り
手
が
突
然
、
　
「
い
か
が
た
ば
か
り
け
む
」
と
い
う
よ
う
に
、
現
実
の

　
　
物
語
る
場
に
立
ち
戻
っ
て
、
古
い
昔
の
田
来
事
だ
か
ら
は
っ
き
り
し
な
い

　
　
と
お
ぼ
め
く
の
で
あ
る
。
語
り
手
が
王
命
婦
の
と
こ
ろ
に
い
な
か
っ
た
か

　
　
ら
、
ど
う
い
う
計
画
を
立
て
た
の
か
知
ら
な
い
と
し
て
も
よ
い
。
光
源
氏

　
　
と
そ
の
義
母
藤
壷
の
宮
が
密
か
に
逢
う
と
い
う
大
胆
な
設
定
で
あ
る
か
ら

　
　
語
り
手
が
逃
げ
を
打
っ
た
の
で
あ
ろ
う
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ま
た
物
語

　
　
に
遠
近
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
手
法
の
「
け
む
」
は
源
氏
物
語
に

　
　
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
先
行
す
る
伊
勢
物
語
が
常
套
的
に
用
い
て
い

　
　
た
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
続
け
て
、
甲
斐
氏
は
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
の
「
か
の
ま
め
男
、
う
ち

物
語
ら
い
て
、
か
へ
り
き
て
、
い
か
が
思
ひ
鶉
、
時
は
三
月
の
つ
い
た
ち
、

雨
そ
ほ
ふ
る
に
や
り
け
る
。
」
を
引
い
て
、

　
　
伊
勢
物
語
の
語
り
手
が
突
然
主
人
公
か
ら
離
れ
て
、
そ
の
心
中
が
分
か
ら

　
　
な
い
と
す
る
こ
と
で
、
こ
の
物
語
に
空
闘
的
時
間
的
な
奥
行
き
が
設
け
ら

　
　
れ
る
こ
と
に
な
る
。
・
・
（
中
略
）
・
・
対
象
人
物
の
気
持
は
、
も
と
よ

　
　
り
語
り
手
に
は
分
か
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
　
「
い
か
が
思
ひ
け

　
　
ん
』
の
場
合
は
、
語
り
手
が
即
し
て
い
る
主
人
公
の
心
中
で
あ
る
か
ら
「

　
　
け
む
」
で
表
現
す
る
の
は
異
例
な
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

と
も
記
し
て
お
ら
れ
る
。

語
り
手
が
事
細
か
に
述
べ
よ
う
と
思
え
ば
い
く
ら
で
も
細
か
く
詳
し
く
述
べ

ら
れ
る
と
こ
ろ
を
、
あ
え
て
、
　
「
い
か
が
た
ば
か
り
瓢
」
「
い
か
が
思
ひ
け

d
」
と
す
る
こ
と
で
、
『
源
誉
の
場
合
、
読
者
竺
気
に
密
会
の
ク
ラ
イ
マ

ッ
ク
ス
の
部
分
へ
導
か
れ
、
な
お
か
つ
王
命
婦
の
手
引
き
の
あ
れ
こ
れ
を
想
像

す
る
楽
し
み
も
与
え
ら
れ
る
し
、
『
伊
勢
』
の
場
合
は
男
の
恋
情
の
深
さ
を
し

み
じ
み
か
み
し
め
る
よ
う
に
仕
向
け
ら
れ
る
。
こ
れ
を
甲
斐
氏
は
物
語
に
「
奥

行
き
が
設
け
ら
れ
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
「
け
む
」
は
普
通
過
去
推
量
の
助
動
詞
と
呼
ば
れ
て
い
る
通
り
、
過
去
の
甲
」

と
を
推
量
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
先
の
例
の
よ
う
に
、
こ

れ
が
物
語
の
地
の
文
に
使
わ
れ
る
と
、
物
語
中
の
あ
る
こ
と
す
な
わ
ち
過
虫
の

こ
と
に
つ
い
て
、
語
り
手
が
物
語
に
突
然
割
り
込
ん
で
き
て
、
直
接
そ
の
肉
声

で
推
量
す
る
と
い
う
形
に
な
る
。
従
っ
て
、
読
者
は
こ
こ
を
読
む
と
き
、
物
語

（
過
虫
》
の
世
界
か
ら
今
ま
さ
に
物
語
を
読
み
つ
つ
あ
る
現
在
の
時
点
に
引
き

戻
さ
れ
、
そ
こ
で
語
り
手
の
声
を
聞
き
、
さ
ら
に
は
語
り
手
の
推
量
に
触
発
さ

れ
て
自
ら
も
ま
た
あ
れ
こ
れ
思
い
巡
ら
せ
て
み
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
　
『
源
氏
』
の
「
け
む
」
の
例
は
な
る
ほ
ど
そ
の
最
た
る
も
の
で
、
　
「
語
り

手
が
選
げ
を
打
っ
た
」
分
だ
け
読
者
は
想
像
す
る
余
地
を
大
幅
に
与
え
ら
れ
、

語
り
手
の
代
り
に
物
語
を
紡
い
で
み
る
こ
と
も
可
能
で
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て

読
者
は
あ
ら
た
め
て
物
語
の
世
界
に
、
煎
よ
り
さ
ら
に
深
く
引
き
込
ま
れ
て
い

く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
池
の
文
（
注
2
）
の
「
け
む
」
は
、
語
り
手
と

物
語
の
世
界
と
読
者
と
、
こ
の
三
者
を
緊
密
に
結
び
つ
け
る
効
果
を
も
っ
た
用

語
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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し
た
が
っ
て
、
　
「
け
む
」
が
物
語
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る

か
を
調
べ
て
み
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
語
に
対
す
る
、
あ
る
い
は
読
者
に
対
す

る
語
り
手
の
姿
勢
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
一
般
に
『
伊
勢
物
語
』
と
董
び
称
さ
れ
る
こ
と
の
多

い
『
大
和
物
語
』
に
つ
い
て
、
　
「
け
む
」
の
問
題
を
こ
の
両
者
を
比
較
し
な
が

ら
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。
　
（
注
3
）

一

　
さ
て
、
　
『
大
和
物
語
』
の
地
の
文
に
は
以
下
に
示
す
通
り
三
園
例
の
「
け
夕

が
見
ら
れ
る
。

　
1
　
そ
の
物
急
ぎ
た
ま
ひ
け
る
時
は
、
ま
も
な
く
、
こ
れ
よ
り
も
か
れ
よ
り

　
　
も
、
い
ひ
か
は
し
た
ま
ひ
け
る
を
、
そ
れ
よ
り
の
ち
は
、
そ
の
こ
と
と
や

　
　
な
か
り
け
む
、
消
忌
も
い
は
で
．
．
．
（
三
傘
－
3
）

　
2
　
男
、
女
、
あ
ひ
知
り
て
年
経
に
け
る
を
、
い
さ
さ
か
な
る
こ
と
に
よ
り

　
　
て
は
な
れ
に
け
れ
ど
、
あ
く
と
し
も
な
く
て
や
み
に
し
か
ば
に
や
あ
り
嗣

　
　
制
、
男
も
あ
は
れ
と
思
ひ
け
り
。
　
（
七
　
7
3
－
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
λ

　
3
　
御
返
し
、
こ
れ
に
や
劣
り
劉
、
人
忘
れ
に
け
り
。
　
（
八
　
％
一
9
）

　
　
（
注
4
）

　
4
　
か
い
せ
う
と
い
ふ
人
、
法
師
に
な
り
て
山
に
す
む
間
に
、
あ
ら
は
ひ
な

　
　
ど
す
る
人
の
な
か
り
け
れ
ば
、
親
の
も
と
に
衣
を
な
む
あ
ら
ひ
に
お
こ
せ

　
　
た
り
け
る
を
、
い
か
な
る
を
り
に
か
あ
り
割
、
む
つ
か
り
て
…
（

　
　
二
七
解
B

　
5
　
平
中
、
に
く
か
ら
ず
思
ふ
着
き
女
を
、
妻
の
も
と
に
率
て
来
て
お
き
た

　
　
り
け
り
。
に
く
げ
な
る
こ
と
ど
も
を
い
ひ
て
、
妻
つ
ひ
に
追
ひ
い
だ
し
け

　
　
り
。
こ
の
妻
に
し
た
が
ふ
に
や
あ
り
割
、
ら
う
た
し
と
思
ひ
な
が
ら
え

　
　
と
ど
め
ず
。
　
（
六
四
　
脚
1
8
）

　
6
　
ま
た
、
と
し
こ
、
雨
の
降
り
け
る
夜
、
千
兼
を
待
ち
け
り
。
雨
に
や
さ

　
は
り
劉
、
来
ざ
り
け
り
。
　
（
六
七
　
3
1
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

7
　
御
篭
の
御
歌
は
い
か
が
あ
り
鶉
、
忘
れ
に
け
り
。
　
（
七
八

8
　
数
中
務
の
宮
の
北
の
方
、
う
せ
た
ま
ひ
て
の
ち
・
・
（
中
略
）

　
の
北
の
方
の
御
お
と
う
と
九
の
君
を
、
や
が
て
え
た
ま
は
む
と
、

　
け
る
を
、
な
に
か
は
、
親
は
ら
か
ら
と
も
お
ぼ
し
た
り
け
る
に
、

　
あ
り
明
d
、
左
兵
衛
の
書
、
侍
従
に
も
の
し
た
ま
ひ
け
る
こ
ろ
、

　
文
も
て
来
と
な
む
聞
き
た
ま
ひ
け
る
。
　
（
九
四
　
銘
i
3
）

9
　
さ
て
心
づ
き
な
し
と
や
お
ぼ
し
け
む
、

　
ひ
に
け
る
。
　
（
九
四
　
纂
1
5
）
　
｛
注
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

鋼
－
5

・
・
か

お
ぼ
し

、
　

、
　
～

レ
カ
カ

そ
の
御

も
と
の
宮
に
な
む
わ
た
り
た
ま

10

@
お
な
じ
右
の
お
ほ
い
ど
の
の
御
息
所
、
帝
お
は
し
ま
さ
ず
な
り
て
の
ち

　
式
部
卿
の
宮
な
む
す
み
た
て
ま
つ
り
た
ま
う
け
る
を
、
い
か
が
あ
り
け
む

　
お
は
し
ま
ざ
ざ
り
け
る
こ
ろ
…
　
（
九
五
　
鵜
1
2
）

”
　
さ
て
来
た
り
け
る
夜
も
、
え
あ
ふ
ま
じ
き
こ
と
や
あ
り
け
む
、
え
あ
は

　
ざ
り
け
れ
ば
、
か
へ
り
に
け
り
。
　
（
一
〇
九
　
需
一
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ

に
　
三
条
の
右
の
大
臣
の
む
す
め
、
堤
の
中
二
二
に
あ
ひ
は
じ
め
た
ま
ひ
け

　
る
あ
ひ
だ
は
、
内
蔵
の
助
に
て
、
内
の
殿
上
を
な
む
し
た
ま
ひ
け
る
。
女

　
は
あ
は
む
の
心
や
な
か
り
団
d
、
心
も
ゆ
か
ず
な
む
い
ま
す
か
り
け
る
、
。

　
＝
三
五
靭
－
5
）
（
注
6
）

13

@
返
し
、
上
手
な
れ
ば
よ
か
り
劉
ど
、
え
聞
か
ね
ば
書
か
ず
。
　
（
一
三

　
五
獅
－
ρ
）

峰
　
　
「
世
の
中
心
憂
し
。
な
ほ
男
せ
じ
」
な
ど
い
ひ
け
る
も
の
な
む
、
こ
の
．

　
男
を
や
う
や
う
思
ひ
や
つ
き
割
、
こ
の
男
の
返
り
ご
と
な
ど
し
て
や
り

　
て
・
：
（
一
西
一
部
－
に
）

ド
　
さ
て
こ
の
男
は
、
く
れ
竹
の
よ
長
き
を
．
切
り
て
、
狩
衣
一
袴
、
鳥
帽
子

　
帯
と
を
入
れ
て
、
弓
、
胡
糠
、
太
刀
な
ど
入
れ
て
ぞ
う
つ
み
け
る
。
い
ま

　
ひ
と
り
は
お
ろ
か
な
る
親
に
や
あ
り
劉
、
さ
も
せ
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
　
（

　
　
　
　
　
7

　
　
　
　
　
霧
一
6
）

　
一
四
七

あ
　
さ
て
返
し
は
い
か
が
し
た
り
瓢
、
知
ら
ず
。
　
（
一
四
八
　
姓
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
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η
　
の
ち
に
は
い
か
が
な
り
に
劉
、
知
ら
ず
。
　
（
一
四
八
紳
一
“
）

慮
　

夜
昼
、
こ
れ
（
罎
一
筆
者
注
）
を
あ
っ
か
り
て
、
と
り
か
ひ
た
ま
ふ
ほ

　
ど
に
、
い
か
が
し
た
ま
ひ
響
、
そ
ら
し
た
ま
ひ
け
り
。
二
五
二
㈱

　
一
3
）

円
　
む
か
し
、
大
納
言
の
、
む
す
め
い
と
う
つ
く
し
う
て
も
ち
た
ま
う
け
る

　
を
、
帝
に
奉
ら
む
と
て
か
し
づ
き
た
ま
ひ
け
る
を
、
殿
に
近
う
仕
う
ま
つ

　
り
け
る
内
舎
人
に
て
あ
り
け
る
人
、
い
か
で
か
見
劉
、
こ
の
む
す
め
を

　
見
て
け
り
。
　
（
一
五
五
　
二
一
5
》

”
　
大
和
の
国
に
、
男
女
あ
り
け
り
。
年
月
か
ぎ
り
な
く
思
ひ
て
す
み
け
る

　
を
、
い
か
が
し
瓢
、
女
を
え
て
け
り
。
　
（
一
五
八
　
毬
1
4
）

詞
　
い
も
う
と
見
つ
け
て
、
あ
は
れ
と
や
思
ひ
割
。
　
（
一
六
八
　
三
一
ε

》
　
い
か
な
る
一
5
地
し
け
れ
ば
か
、
さ
る
わ
ざ
し
け
む
、
人
に
も
知
ら
せ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ず

　
車
に
乗
り
て
内
に
ま
み
り
に
け
り
。
（
一
七
一
　
二
一
ω
）

　
こ
れ
に
た
い
し
て
『
伊
勢
物
語
』
に
は
「
け
む
」
が
二
八
例
見
ら
れ
る
。
　
（

注
7
）

　
先
ず
初
め
に
使
用
頻
度
を
『
全
集
』
の
ペ
ー
ジ
数
当
た
り
で
概
算
し
て
み
る

と
．
　
『
伊
勢
』
三
・
六
べ
…
ジ
に
一
回
、
　
『
大
和
』
七
・
五
ペ
ー
ジ
に
一
回
の

罰
合
と
な
っ
て
、
こ
れ
で
見
る
か
ぎ
り
『
大
和
田
の
語
り
手
は
『
伊
勢
』
の
語

り
手
の
お
よ
そ
半
分
程
し
か
表
に
姿
を
現
わ
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き

よ
う
。

　
続
い
て
、
　
『
伊
勢
』
と
の
比
較
で
目
に
付
く
事
柄
を
二
、
三
述
べ
る
。

二

　
第
一
に
、
　
「
け
む
」
を
用
い
て
推
理
す
る
場
合
、
例
2
の
よ
う
に
、
別
れ
た

後
も
男
が
女
を
い
と
し
く
思
っ
て
歌
を
送
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
「
あ
く
と
し
も

な
く
て
や
み
に
し
か
一
に
や
あ
り
け
む
」
、
飽
き
て
嫌
に
な
っ
た
た
め
に
割
れ

た
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
か
と
、
具
体
的
に
そ
の
推
量
の
内
容
を
示

す
場
合
（
一
・
A
＞
も
あ
れ
ば
、
例
解
の
よ
う
に
、
大
事
に
育
て
ら
れ
て
い
た

娘
を
「
い
か
で
か
見
明
慧
ど
う
や
っ
て
見
た
の
か
と
、
た
だ
単
に
疑
悶
の
言

葉
を
添
え
る
だ
け
の
場
合
（
一
・
8
）
と
、
二
通
り
の
推
量
の
仕
方
が
あ
る
。

全
用
例
中
に
（
一
・
B
＞
の
占
め
る
割
合
を
調
べ
る
と
、
　
『
伊
勢
』
は
六
例
（

注
8
）
、
二
一
・
四
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
『
大
和
』
は
一
〇
例
（
4
、
7

8
、
ρ
，
ゆ
、
1
7
、
8
、
霞
、
M
、
鼻
）
四
五
・
五
％
と
、
　
『
大
和
』
の
方
が

倍
く
ら
い
多
い
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
　
『
伊
勢
』
で
は
か
な
り
具
体
的

に
語
り
手
の
推
量
し
た
内
容
が
明
示
さ
れ
た
う
え
で
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
て

い
る
の
に
比
べ
て
、
　
『
大
和
』
の
場
合
あ
ま
り
具
体
性
が
な
く
、
　
「
い
か
が
」

と
か
「
い
か
な
る
』
と
か
疑
問
の
言
葉
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
例
が
多
い
の
が

目
立
つ
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
疑
問
の
言
葉
が
用
い
ら
れ
た
例
に
つ
い
て
詳
し
く
見

て
み
る
と
、
両
者
に
か
な
り
の
違
い
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
』
の
二
段
、
五
九
段
、
七
六
段
で
は
、
表
現
自
体
は
確
か
に
漠
然
と

し
て
い
る
け
れ
ど
も
実
際
は
、
二
段
「
ど
ん
な
に
《
恋
し
く
》
思
っ
た
の
か
」

五
九
段
「
ど
ん
な
に
《
辛
く
》
思
っ
た
の
か
」
、
七
六
段
「
ど
ん
な
に
《
懐
か

し
く
恋
し
く
》
思
っ
た
か
」
と
、
語
り
手
の
推
量
の
内
容
が
分
か
る
、
言
葉
で

表
わ
さ
れ
て
は
い
な
い
が
読
者
に
は
そ
れ
と
分
か
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
『
大
和
』
で
は
笈
を
除
い
て
、
他
の
例
は
み
な
語
り
手
も
全
く
白
紙
の
状

態
に
お
け
る
、
文
字
通
り
の
疑
問
の
形
の
推
量
で
あ
る
。
特
に
7
、
鴎
、
呼
に

は
「
忘
れ
に
け
2
「
知
ら
ず
」
と
、
一
応
推
量
は
し
て
み
る
が
語
り
手
自
身

そ
れ
に
つ
い
て
全
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
、

す
な
わ
ち
、
　
『
損
勢
』
で
「
け
む
」
が
閑
い
ら
れ
る
と
き
に
は
語
り
手
の
ほ
う

に
そ
れ
相
当
の
準
備
が
あ
る
、
言
い
か
え
れ
ば
、
語
り
手
と
し
て
は
読
者
に
こ

の
よ
う
に
理
解
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
が
は
っ
き
り
あ
る
の
だ
け
れ
と

も
、
そ
れ
を
こ
う
だ
と
断
定
し
て
し
ま
わ
ず
に
こ
う
で
は
な
か
ろ
う
か
と
柔
ら

か
く
推
量
の
形
で
述
べ
る
、
あ
る
い
は
敢
え
て
疑
問
の
表
現
を
使
っ
て
読
者
に
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考
え
て
も
ら
う
、
そ
う
す
る
こ
と
で
読
者
を
物
語
の
世
界
に
よ
り
深
く
引
き
入

れ
よ
う
と
し
て
い
る
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
　
『
大
租
』
で
は
そ
れ
と
は
異
な
り

も
っ
と
単
純
な
形
で
の
推
量
、
語
り
手
も
読
者
と
殆
ど
同
じ
地
平
に
立
っ
て
の

ぼ
ん
や
り
と
し
た
推
量
の
鋼
が
多
く
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
次
に
述
べ
る
推
量
の
対
象
、
つ
ま
り
何
に
つ
い
て

推
量
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
と
密
接
に
闘
連
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

三

　
「
け
む
」
を
考
え
る
第
二
の
点
と
し
て
、
語
り
手
が
鑑
出
し
て
い
る
こ
と
の

内
容
を
見
て
み
る
と
、
例
9
の
「
心
づ
き
な
し
と
や
お
ぼ
し
劉
』
の
よ
う
に

登
場
人
物
の
心
中
を
推
量
す
る
場
合
（
二
・
A
V
と
、
焔
心
の
「
い
ま
ひ
と
り

は
お
ろ
か
な
る
親
に
や
あ
り
け
む
」
の
よ
う
な
出
来
事
・
事
柄
に
つ
い
て
推
量

す
る
場
合
（
二
・
B
＞
の
二
種
類
に
分
け
ら
れ
る
。

　
『
伊
勢
』
で
（
二
・
A
＞
の
心
情
に
対
す
る
推
量
は
｝
八
例
あ
り
（
注
9
）

全
体
の
六
四
．
三
％
を
占
め
て
い
て
、
こ
の
う
ち
、
　
「
…
と
や
怠
け
書

あ
る
い
は
類
似
の
「
お
ぼ
す
」
な
ど
の
、
明
ら
か
に
心
情
に
魁
す
る
推
量
で
あ

る
こ
と
の
示
さ
れ
た
形
の
も
の
が
一
三
例
も
あ
る
の
に
、
『
大
和
』
で
（
二
・

A
V
は
2
、
9
、
婦
、
ぬ
の
四
例
（
一
八
・
二
％
）
、
そ
の
う
ち
「
思
ひ
け
書

型
は
二
例
（
9
、
瞬
）
し
か
な
い
。
　
『
炉
勢
』
で
は
登
場
人
物
の
心
情
に
対
す

る
推
量
が
多
い
の
に
比
べ
て
、
　
『
大
和
』
で
は
人
問
の
心
中
よ
り
も
出
来
事
・

蜘
柄
に
対
す
る
も
の
の
ほ
う
が
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。

　
掬
え
て
、
　
『
伊
勢
』
の
一
八
例
の
う
ち
の
一
一
例
は
和
歌
を
詠
む
際
の
人
物

の
心
情
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
　
『
大
和
』
に
は
そ
の
よ
う
な
例
が
全
く

見
ら
れ
な
い
の
も
大
き
な
違
い
で
あ
る
と
い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
た
と
え
ば
先
に
も
引
い
た
『
伊
勢
物
語
』
第
二
段
は
、

　
　
・
・
　
（
前
略
）
　
・
・
か
へ
り
来
て
、
い
か
が
思
ひ
劉
、
時
は
三
月
の
っ

　
　
い
た
ち
雨
そ
ほ
ふ
る
に
や
り
け
る
。

　
　
　
　
お
き
も
せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
明
か
し
て
は
春
の
も
の
と
て
な
が
め
く

　
　
　
　
ら
し
つ

で
章
段
が
終
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
い
か
が
思
ひ
剛
d
」
は
「
お
き

も
せ
ず
…
」
の
歌
に
収
叙
さ
れ
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
逢
瀬
の
あ
と
一
人

に
な
っ
て
余
計
に
女
の
こ
と
が
慕
わ
れ
て
な
ら
な
い
、
ど
れ
ほ
ど
恋
し
く
思
っ

た
の
か
、
歌
を
逢
ん
で
送
っ
た
と
、
章
段
末
の
憩
歌
に
む
け
て
少
し
ず
つ
話
が

盛
り
上
が
っ
て
い
く
、
歌
の
直
蔚
の
、
そ
の
歌
が
詠
ま
れ
る
に
至
る
事
情
の
ま

さ
に
最
高
潮
の
と
こ
ろ
に
「
け
む
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
例
は
『
大
和
』
に
は
一
つ
も
見
当
た
ら
な
い
。

　
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
　
『
伊
勢
』
で
は
登
場
人
物
の
心
情
、
と
り
わ
け
そ
の
人

物
が
歌
を
詠
む
と
き
の
心
情
に
語
り
手
の
関
心
が
あ
る
の
に
、
　
『
大
和
』
の
場

合
は
過
去
の
出
来
事
・
事
柄
の
方
に
関
心
の
あ
る
こ
と
の
反
映
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
甲
斐
氏
が
先
の
引
溺
文
中
で
述
べ
て
お
ら
れ
た
よ
う
に
、
語
り
手
の
即
し
て

い
る
は
ず
の
入
物
の
心
中
に
つ
い
て
あ
え
て
「
い
か
が
思
ひ
け
む
」
と
「
異
例

な
表
現
」
を
す
る
こ
と
で
、
逆
に
読
者
を
作
中
人
物
あ
る
い
は
物
語
の
世
界
に

引
き
付
け
、
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
の
和
歌
へ
繋
い
で
い
こ
う
と
す
る
『
伊
勢
』
の

あ
り
方
と
、
一
門
「
い
か
で
か
見
け
む
」
見
ら
れ
る
は
ず
の
な
い
涕
窓
の
お
嬢

様
を
卑
し
い
身
分
の
男
が
一
体
ど
う
や
っ
て
見
た
の
だ
ろ
う
と
表
現
す
る
『
大

和
』
の
あ
り
方
と
の
間
に
は
相
当
な
開
き
が
あ
る
と
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い

だ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
が
先
に
二
で
述
べ
た
こ
と
と
関
連
す
る
の
だ
が
、
登
場
人
物
の
心

情
に
つ
い
て
な
ら
語
り
手
は
ど
の
よ
う
に
も
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
わ
ざ

と
逃
げ
て
読
者
に
下
駄
を
預
け
か
え
っ
て
昧
わ
い
を
深
め
る
と
い
う
こ
と
も
可

能
だ
が
、
過
去
の
事
実
に
つ
い
て
で
は
、
語
り
手
と
い
え
ど
も
知
ら
な
い
こ
と

は
書
き
よ
う
が
な
い
と
い
う
の
も
巡
る
意
味
で
は
当
然
か
も
し
れ
な
い
。
　
『
源

氏
』
の
語
り
手
が
王
命
婦
の
手
引
き
に
つ
い
て
「
逃
げ
を
打
っ
て
」
書
か
な
か

っ
た
の
も
、
物
語
最
大
の
重
要
場
面
で
あ
る
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
効
果
的
で
あ
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つ
た
わ
け
だ
が
、
　
『
大
和
』
の
場
合
は
ど
う
も
そ
れ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
次

元
の
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。

　
ま
た
『
大
和
』
の
こ
の
よ
う
な
畠
来
事
・
事
柄
に
対
す
る
関
心
の
深
さ
は
、

蒋
に
か
な
り
理
屈
つ
ぼ
く
ま
た
｝
見
無
駄
な
よ
う
な
形
で
表
わ
さ
れ
る
場
合
も

見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
例
6
は
第
六
七
段
冒
頭
か
ら
、

　
　
ま
た
、
と
し
こ
、
雨
の
降
り
け
る
夜
、
千
兼
を
待
ち
け
り
。
慧

　
　
り
け
む
、
来
ざ
り
け
り
。
こ
ぼ
れ
た
る
家
に
て
、
い
と
い
た
く
も
り
け
り

　
　
「
雨
の
い
た
く
降
り
し
か
ば
、
え
ま
ゐ
ら
ず
な
り
に
き
。
さ
る
と
こ
ろ
に

　
　
い
か
に
も
の
し
た
ま
へ
る
」
と
い
へ
り
け
れ
ば
…

と
あ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
の
「
雨
に
や
さ
は
り
け
む
」
の
句
は
、
あ
と
の
千
兼

か
ら
の
便
り
の
「
雨
の
い
た
く
降
り
に
し
か
ば
、
え
ま
ゐ
ら
ず
な
り
に
き
」
と

内
容
的
に
は
全
く
重
複
す
る
も
の
で
、
仮
に
な
く
て
も
一
向
構
わ
な
い
も
の
で

あ
る
。
文
章
の
流
れ
か
ら
言
っ
て
も
、
　
「
…
千
兼
を
待
ち
け
る
に
、
来
ざ

り
け
り
。
こ
ぼ
れ
た
る
家
に
て
…
」
の
方
が
す
っ
き
り
し
て
よ
い
と
思
わ

れ
る
方
も
多
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
よ
う
な
語
句
を
あ
え
て
『
大
和
』
の
語
り
手
が
加
え
た
の
は
、
　
「
千
兼

を
待
ち
け
り
」
と
「
来
ざ
り
け
り
」
と
の
間
の
ミ
ゾ
を
言
葉
で
埋
め
よ
う
と
し

た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。

　
例
芦
で
も
、
同
じ
時
に
同
じ
様
に
し
て
死
ん
だ
ふ
た
り
の
男
の
一
方
の
親
は

立
派
な
副
葬
品
を
揃
え
た
の
に
、
も
う
一
方
の
親
は
何
も
し
な
か
っ
た
、
そ
れ

は
そ
の
親
が
「
お
ろ
か
」
だ
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
い
う
ひ
と
こ
と
を
撫
え

て
い
る
。

　
事
柄
と
事
柄
と
が
矛
題
し
て
い
た
り
、
い
く
ら
か
ず
れ
て
い
た
り
し
た
時
、

『
大
和
』
の
語
り
手
は
そ
の
ま
ま
ほ
う
っ
て
置
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
で
あ

る
。
か
な
り
理
詰
め
に
事
樋
と
事
柄
と
を
言
葉
で
篤
い
で
い
こ
う
と
す
る
、
こ

の
よ
う
な
『
大
和
』
の
語
り
手
の
態
度
は
、
ほ
か
に
も
、
例
i
、
5
噛
鱒
、
1
1
、

鼻
、
枠
、
θ
、
8
、
却
と
い
く
ら
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
な
か
で
特
に
携
に
つ
い
て
は
、
小
堀
桂
一
郎
氏
が

　
　
（
い
か
で
か
み
け
む
．
…
み
て
け
り
〉
と
（
見
〉
の
反
復
に
は
力
が

　
　
あ
る
。
何
故
か
は
し
ら
ぬ
が
、
と
に
か
く
見
た
こ
と
は
見
て
し
ま
っ
た
の

　
　
だ
一
、
と
い
っ
た
語
気
で
あ
る
。

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
注
ゆ
》
。
語
の
繰
り
返
し
に
よ
っ
て
結
果
的
に
あ
る
種

の
語
気
が
添
え
ら
れ
た
と
い
う
点
は
確
か
に
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ

は
語
り
手
が
初
め
か
ら
意
図
し
た
こ
と
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
内
舎

人
の
よ
う
な
身
分
の
低
い
男
が
、
入
内
を
望
ま
れ
て
い
る
娘
を
見
る
な
ど
と
い

う
こ
と
の
普
通
な
ら
お
よ
そ
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
素
朴
な
疑
問
、
恐

ら
く
読
者
も
こ
こ
で
全
く
同
じ
こ
と
を
考
え
る
で
あ
ろ
う
そ
の
疑
問
を
そ
の
ま

ま
記
し
た
も
の
と
す
る
方
が
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
と
も
か
く
こ
の
よ
う
な
語
句
は
、
人
に
よ
っ
て
は
不
要
の
も
の
、
語
り
手
の

無
駄
な
お
し
ゃ
べ
り
で
、
か
え
っ
て
物
語
の
流
れ
を
断
ち
切
り
物
語
自
体
を
底

の
浅
い
も
の
に
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
む
き
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

こ
れ
ら
は
柿
本
更
氏
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
合
理
を
求
め
る
精
神
の
所
産
」
　
（

注
1
一
）
で
あ
り
、
　
『
大
和
』
の
語
り
手
に
と
っ
て
は
や
は
り
必
要
だ
っ
た
こ
と

で
、
こ
れ
が
ま
た
『
伊
勢
』
と
は
異
な
る
『
大
和
』
．
の
独
自
性
を
成
す
も
の
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

四

　
次
に
『
大
和
』
と
『
伊
勢
』
と
の
語
り
手
の
姿
勢
の
違
い
を
象
徴
的
に
表
わ

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
例
と
し
て
、
　
『
大
和
物
語
』
の
一
六
一
段
を
取
り
上
げ

て
み
る
。
周
知
の
と
お
り
『
伊
勢
』
と
共
通
す
る
内
容
を
も
つ
た
章
段
は
『
大

和
』
に
七
段
あ
る
（
注
ド
》
が
、
そ
の
い
ず
れ
に
も
「
け
む
」
は
用
い
ら
れ
て

い
な
い
。
関
連
の
『
俘
勢
』
の
各
章
段
の
文
章
に
も
「
け
む
」
は
一
例
し
か
見

ら
れ
ず
、
そ
の
た
だ
一
つ
の
例
が
七
六
段
に
あ
る
。
　
『
大
和
』
一
六
一
段
は
前

半
が
『
俘
勢
』
の
三
段
と
、
後
半
が
七
六
段
と
ほ
ぼ
同
じ
話
で
、
艶
物
語
の
比

較
研
究
に
は
し
ば
し
ば
素
桝
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
だ
が
、
以
上
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の
よ
う
な
理
由
で
「
け
む
」
を
考
え
る
に
際
し
て
は
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な

い
章
段
で
あ
る
。

『
大
和
物
瓶
悶
臨
　
第
一
六
一
段

　
在
中
将
、
二
条
の
后
の
宮
、
ま
だ
、
帝
に
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
は
で
、

た
だ
人
に
お
は
し
ま
し
け
る
世
に
、
よ
ぱ
ひ
た
て
ま
つ
り
け
る
時
、
ひ
じ

き
と
い
ふ
物
を
お
こ
せ
て
、
か
く
な
む
、

　
　
思
ひ
あ
ら
ば
む
ぐ
ら
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
じ
き
物
に
は
袖
を
し
つ

　
　
　
つ
も

と
な
む
の
た
ま
へ
り
け
る
。
返
し
を
入
な
む
忘
れ
に
け
る
。

　
さ
て
、
后
の
宮
、
春
宮
の
女
御
と
聞
え
て
大
原
野
に
ま
う
で
た
ま
ひ
け

り
。
御
と
も
に
上
達
部
・
殿
上
人
、
い
と
お
ほ
く
仕
う
ま
つ
り
け
り
。
在

中
将
も
仕
う
ま
つ
れ
り
。
御
車
の
あ
た
り
に
、
な
ま
暗
き
を
り
に
立
て
り

け
り
。
御
社
に
て
、
お
ほ
か
た
の
人
々
禄
た
ま
は
り
て
の
ち
な
り
け
り
。

御
車
の
し
り
ょ
り
、
奉
れ
る
御
単
衣
の
御
衣
を
か
づ
け
さ
せ
た
ま
へ
り
け

り
。
在
中
将
、
た
ま
は
る
ま
ま
に
、

　
　
大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
お
も
ひ
い
づ
ら
め

と
、
し
の
び
や
か
に
い
ひ
け
り
。
む
か
し
を
お
ぼ
し
い
で
て
、
を
か
し
と

お
ぼ
し
け
る
．

『
伊
勢
物
語
』
第
三
段

　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
懸
想
じ
け
る
女
の
も
と
に
、
ひ
じ
き
藻
と
い

ふ
も
の
を
や
る
と
て
、

　
　
思
ひ
あ
ら
ば
む
ぐ
ら
の
宿
に
寝
も
し
な
む
ひ
じ
き
物
に
は
袖
を
し
つ

　
　
　
つ
も

二
条
の
后
の
、
ま
だ
帝
に
も
仕
う
ま
つ
り
た
ま
は
で
、
た
だ
人
に
て
お
は

し
ま
し
け
る
時
の
こ
と
な
り
。

『
伊
塾
〃
物
駈
暇
』
笈
州
七
六
段

　
む
か
し
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
春
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
、
氏
神

　
に
ま
う
で
た
ま
ひ
け
る
に
、
近
衛
府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
お
き
な
、
入
人
の

禄
た
ま
は
る
つ
い
で
に
、
御
車
よ
り
た
ま
は
り
て
、
よ
み
て
奉
り
け
る
。

　
　
大
原
や
小
塩
の
山
も
今
日
こ
そ
は
神
代
の
こ
と
も
お
も
い
い
づ
ら
め

と
て
、
心
に
も
か
な
し
と
や
鞘
、
い
か
が
蜀
、
し
ら
ず
か

し
。

　
こ
れ
ら
の
章
段
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
は
や
く
に
笠
鉾
源
衛
氏
が
、
『
俣
謙

を
素
材
に
『
大
和
』
が
合
成
し
、
　
「
後
半
で
は
、
む
し
ろ
意
識
的
に
伊
勢
に
反

す
る
形
を
工
夫
し
た
』
こ
と
、
　
「
細
か
い
描
写
の
度
は
大
和
が
は
る
か
に
ま
さ

っ
て
い
る
」
も
の
の
、
結
末
の
違
い
か
ら
「
大
江
の
作
者
は
や
は
り
伊
勢
物
語

の
そ
れ
に
比
べ
て
幼
か
っ
た
と
い
う
ほ
か
は
な
い
」
と
記
し
て
お
ら
れ
る
（
注

13

j
。

　
今
井
氏
が
、
　
「
撰
勢
の
よ
う
な
結
末
こ
そ
」
　
「
二
首
の
歌
を
頂
点
と
す
る
男

の
恋
清
を
描
い
た
』
内
容
に
「
ふ
さ
わ
し
い
」
と
い
わ
れ
た
、
そ
の
結
末
の
部

分
を
比
べ
て
み
る
と
、
　
『
伊
勢
臨
七
六
段
の
末
尾
の
文
に
は
『
け
む
」
が
二
度

繰
り
返
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
「
大
原
や
」
の
歌
を
詠
ん
だ
主
人
公

の
心
中
に
つ
い
て
、
　
「
心
に
も
か
な
し
と
や
蜀
、
い
か
が
思
ひ
け
む
」

と
畳
み
込
ん
で
い
く
表
現
で
読
者
を
引
き
韓
け
、
　
「
知
ら
ず
か
し
」
と
余
情
を

残
す
こ
と
で
印
象
的
な
結
末
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
歌
を

詠
む
主
人
公
の
心
中
に
つ
い
て
具
体
的
に
推
量
し
て
い
る
と
い
う
点
に
お
い
て

既
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
『
伊
勢
』
の
「
け
む
」
の
典
型
と
言
え
る
も
の
で
も

あ
る
。
一
文
中
に
二
度
「
け
む
」
が
使
わ
れ
て
い
る
例
は
、
　
『
伊
勢
』
『
大
塑

両
物
語
を
通
じ
て
も
こ
こ
一
か
所
の
み
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
だ
け
で
も
か
な
り

特
殊
な
表
現
で
あ
る
の
だ
が
、
さ
ら
に
そ
の
効
果
と
い
う
点
で
、
こ
の
「
け
む

は
重
要
な
役
罰
を
果
た
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
　
『
大
和
駈
一
六
一
段
に
は
「
け
む
』
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
今
＃
氏
は
、

　
　
伊
勢
の
「
い
か
が
思
ひ
け
ん
、
知
ら
ず
か
し
」
は
、
大
和
で
は
、
前
半
の

　
　
末
尾
に
移
さ
れ
て
「
か
へ
し
を
人
な
む
わ
す
れ
に
け
る
」
と
な
っ
た
ら
し

　
　
い
。

と
し
て
お
ら
れ
る
が
，
こ
れ
に
つ
い
て
は
三
田
忠
島
民
が
、

　
　
「
か
へ
し
を
、
人
な
む
忘
れ
に
け
る
」
と
い
う
本
文
は
．
二
条
后
の
返
し
歌

　
　
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
た
と
え
、
返
し
．
歌
の
有
無
が
現

　
　
在
は
っ
き
り
し
な
い
に
し
て
も
、
彼
女
を
少
し
で
も
注
目
さ
せ
よ
う
と
し

　
　
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
・
・
↑
勇
略
）
・
・
む
し
ろ
こ
れ
は
伊
勢
物
流
の
「
心

　
　
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
ん
、
い
か
～
思
ひ
け
ん
、
知
ら
ず
か
し
」
が
大

　
　
和
物
語
の
「
し
の
び
や
か
に
い
ひ
け
り
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
・

と
反
論
さ
れ
た
（
注
峠
）
。

　
こ
こ
は
柳
田
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
、
　
『
伊
勢
』
七
六
段
．
の
末
尾
文
が
『
大
和
』

前
半
の
末
．
尾
に
な
っ
た
の
で
な
く
、
　
「
入
な
む
忘
れ
に
け
る
」
は
『
三
士
』
の

第
三
段
に
二
条
の
后
の
返
歌
の
な
い
こ
と
に
つ
い
て
『
大
和
』
の
語
り
手
が
単

に
断
わ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
『
大
和
』
の
語
り
手
が
返
歌
が
あ
っ
て
し
か
る

べ
き
と
き
、
当
然
返
歌
が
あ
っ
た
で
あ
．
ろ
う
の
に
そ
れ
を
記
す
こ
と
が
で
き
な

い
ど
き
に
、
　
一
々
断
り
を
述
べ
て
い
る
の
は
全
体
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
傾
向
で

あ
っ
て
、
八
段
（
例
1
）
、
四
五
段
、
七
八
段
（
例
7
）
、
九
五
段
、
一
二
〇

段
、
一
三
四
段
、
一
三
五
段
（
例
1
3
）
、
一
四
八
段
（
例
1
6
）
と
同
じ
よ
う
な

内
容
の
も
の
が
幾
つ
も
拾
え
る
こ
と
か
ら
も
そ
．
の
こ
と
は
何
え
る
の
で
あ
る
。

　
『
僻
目
』
の
「
心
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
割
、
い
か
が
思
ひ
崩
d
、
知
ら

ず
か
し
」
が
『
大
和
』
で
は
「
し
の
び
や
か
に
い
ひ
け
り
」
に
変
わ
り
、
さ
ら

に
「
む
か
し
を
お
ぼ
し
い
で
て
…
」
の
文
が
付
け
加
え
ら
れ
た
こ
と
で
、

『
伊
勢
』
の
語
り
手
の
関
心
が
あ
く
ま
で
男
の
心
境
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
『

大
秘
』
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
よ
う
。
擁
田
氏

は
『
大
和
』
で
は
「
二
条
の
后
の
方
に
中
心
が
置
か
れ
て
い
る
」
と
述
べ
て
お

ら
れ
る
が
、
私
は
『
大
和
馳
の
語
り
手
の
琶
は
歌
を
め
ぐ
る
入
物
ふ
た
り
に
等

分
に
注
が
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
．
語
い
換
え
れ
ば
、
　
『
伊

勢
』
は
歌
を
志
ん
．
だ
人
物
が
中
心
で
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
ど
の
よ
う
な
時
に

そ
の
歌
を
詠
ん
だ
か
に
重
点
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
『
大
和
』
で
は
歌
に
ま
つ

わ
る
事
柄
そ
の
も
の
が
主
人
公
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
と
の
よ
う
な
状
況
で
歌

が
詠
ま
れ
た
か
は
勿
論
の
こ
と
、
歌
を
受
け
取
っ
た
入
物
の
反
応
ま
で
含
め
た

『
慣
勢
』
よ
り
か
な
り
広
い
範
囲
に
興
味
を
も
っ
て
書
き
記
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
、
　
『
伊
勢
』
で
は
あ
く
ま
で
男
の
心

情
が
大
切
に
さ
．
れ
余
韻
を
も
っ
て
物
語
を
終
え
て
い
る
の
に
、
　
『
大
和
』
は
心

情
に
つ
い
．
て
は
男
に
関
レ
て
「
し
の
び
や
か
に
」
と
表
現
す
る
だ
け
、
女
に
つ

い
て
も
「
を
か
し
と
お
ぼ
．
し
け
り
」
と
あ
る
だ
け
で
い
た
っ
て
「
簡
略
に
扁
　
（

注
げ
）
さ
れ
、
そ
の
か
わ
り
に
、
　
「
な
ま
暗
き
を
り
に
立
て
り
け
り
」
と
か
、

「
御
衣
を
か
づ
け
濁
せ
た
ま
へ
り
け
り
」
と
か
細
か
い
事
柄
、
見
方
に
よ
っ
て

は
「
余
分
な
こ
と
」
「
い
さ
さ
か
作
り
ご
と
が
過
ぎ
る
」
（
注
応
）
と
書
わ
れ

る
よ
う
な
こ
と
ま
で
書
い
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
は
こ
の
章
段
だ
け
に
見
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
本
稿
で
こ
れ
ま
で
述

べ
て
き
た
「
け
む
」
を
め
ぐ
る
こ
と
ど
も
に
も
共
通
し
て
、
　
『
大
和
物
語
』
そ

の
も
の
の
特
質
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
『
大
和
』
の
「
け
む
」
を
『
伊
勢
』
と
比
べ
て
み
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は

『
撰
勢
』
で
は
．
登
場
人
物
の
心
情
に
つ
い
て
か
な
り
具
体
的
に
推
量
し
、
そ
の

こ
と
で
読
者
を
人
物
、
あ
る
い
は
物
語
世
界
に
よ
り
引
き
埋
け
よ
う
と
す
る
例

が
多
い
の
に
た
い
し
て
、
　
『
大
和
』
の
場
合
は
、
ま
ず
使
用
例
が
少
な
い
こ
と

過
表
の
出
来
事
・
事
柄
に
つ
い
て
物
語
の
記
述
を
で
き
る
だ
け
矛
盾
な
く
、
筋

が
通
る
よ
う
に
進
め
て
い
く
た
め
の
推
量
の
例
が
多
い
こ
と
、
さ
ら
に
、
一
応

筋
が
通
．
れ
ば
良
い
わ
け
だ
か
ら
推
量
の
内
容
は
特
に
具
体
性
が
な
く
て
も
、
量

り
手
も
無
頓
着
で
は
な
い
と
い
う
ζ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
十
分
で
、
読
者
に
と
っ

て
は
時
に
あ
り
が
た
迷
惑
の
よ
う
な
も
の
も
な
い
で
は
な
い
．
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
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こ
れ
は
取
り
も
直
さ
ず
『
大
和
隔
『
伊
勢
』
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
手
の
関
心
の

あ
り
方
の
違
い
、
　
『
伊
勢
函
で
は
人
物
の
、
と
り
わ
け
歌
を
詠
む
と
き
の
人
物

．
の
心
情
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
み
の
琵
、
　
『
大
和
』
で
は
歌
を
め
ぐ
る
事
柄
の

方
に
中
心
が
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
し
て
以
上
「
の
こ
と
は
は
や
煮
に
阿
部
俊
子
氏
が
、

　
　
僕
勢
物
語
で
鳳
、
．
話
の
中
心
が
、
歌
を
詠
ん
だ
場
合
の
対
人
関
係
、
事
情

　
　
雰
囲
気
の
説
明
に
お
か
れ
．
て
、
歌
を
よ
ん
だ
人
の
、
そ
の
歌
を
よ
む
時
の

　
　
気
持
①
動
．
き
を
盛
り
上
げ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
大
和
物
語
の
方
は
、
こ

　
　
の
よ
う
な
事
柄
に
対
し
て
、
こ
の
よ
う
な
歌
を
よ
ん
だ
ら
こ
う
だ
っ
た
、

　
　
と
い
う
よ
う
に
客
観
的
・
解
説
的
で
事
後
に
鋭
明
を
．
す
る
と
で
も
い
う
よ

　
　
う
な
立
場
を
と
っ
て
書
か
れ
．
て
い
る
も
の
が
多
い
。

と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
（
注
四
》
、
さ
ら
に
は
山
口
沖
美
氏
が
理
在
形
文
末
表
現

を
調
査
し
て
、
　
『
揮
勢
出
の
「
作
者
が
、
歌
そ
の
も
の
に
最
大
の
関
心
を
も
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
ヤ
「
一
方
、
．
丸
和
物
語
の
．
作
者
は
：
（
中
略
）
：
歌

よ
り
も
事
件
そ
の
も
の
の
経
過
に
よ
り
多
く
の
興
味
関
心
を
も
っ
て
い
た
」
と

結
論
さ
れ
た
（
注
1
8
）
こ
と
と
も
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
両
物
語
の
こ
の
よ
う
な
漣
い
は
、
独
り
語
り
手
の
関
心
の
あ
り
ど
こ

ろ
の
違
い
だ
け
で
な
く
読
者
層
の
違
い
、
す
な
わ
ち
、
語
ウ
手
の
書
か
な
か
っ

た
「
こ
と
を
も
十
分
に
読
み
込
む
二
と
が
で
き
人
情
を
深
く
味
わ
ヶ
下
地
の
あ
る

読
者
と
、
書
か
れ
た
こ
．
と
の
み
を
受
け
取
り
事
実
に
対
す
る
興
味
の
旺
盛
な
読

者
と
の
違
い
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
反
映
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
、

お
わ
り
に

　
以
上
『
大
和
物
語
』
’
の
「
け
む
」
を
め
ぐ
っ
て
、
　
『
欝
勢
物
語
』
と
比
較
し

な
が
ら
述
べ
て
き
た
。
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
『
大
和
』
『
伊
勢
』
の
牲
格
の

違
い
が
．
助
動
．
詞
「
け
む
」
の
用
い
ら
れ
方
の
上
に
も
現
わ
れ
て
捷
た
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。

残
さ
れ
た
問
題
も
多
い
が
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
注

1
　
　
「
若
紫
巻
を
読
む
　
一
六
　
藤
壷
の
宮
と
の
逢
瀬
」
　
（
日
本
語
学

　
　
一
九
八
七
・
三
）
．

2
　
よ
り
正
確
に
は
い
わ
ゆ
る
「
草
子
地
」
に
あ
た
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ

　
う
．
が
、
地
の
文
．
と
草
子
地
の
区
璃
は
厳
密
．
に
は
難
し
く
悶
題
も
あ
る

　
の
で
こ
こ
で
な
地
の
文
と
言
っ
て
お
く
。

3
　
本
文
は
『
日
本
古
典
文
学
全
集
　
竹
取
物
語
・
撰
勢
物
語
・
大
和

　
物
語
・
平
中
物
語
』
　
（
小
学
館
、
一
九
七
二
・
一
二
）
に
よ
る
。
引

　
罵
の
あ
と
の
括
弧
内
、
漢
数
字
は
章
段
の
数
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
は
底

　
本
の
べ
ポ
ジ
数
・
置
数
を
．
示
す
。

4
　
底
本
と
同
じ
二
条
家
本
系
統
の
諸
本
の
う
ち
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

　
本
は
こ
の
一
文
を
欠
く
。

5
　
8
。
9
の
例
，
文
は
九
四
段
で
連
続
し
て
い
る
。

6
　
二
条
家
本
系
統
の
諸
本
の
う
ち
天
福
本
は
、
　
「
け
む
」
の
部
分
が

　
「
け
る
」
之
な
つ
で
い
る
。

7
　
紙
数
の
関
係
か
ら
全
て
を
引
朋
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
小

　
学
館
本
で
の
該
当
箇
所
の
み
記
す
。

－
＝
蘭
一
3
）
　
2
（
二
性
i
8
）
　
3
（
八
碧
一
9
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ξ

4
＝
四
幽
－
3
）
　
5
（
一
四
齢
－
7
）
　
6
（
一
＝
障

　
－
7
｝
　
7
（
二
一
鳴
i
8
）
　
8
（
ニ
ニ
簿
一
9
）
　
9
（

　
三
一
　
μ
i
7
）
　
ゆ
（
三
二
　
僻
i
4
）
　
μ
（
三
七
　
麓
一
ε

匹
西
五
酵
－
4
）
O
（
五
九
卸
－
8
）
峰
（
六
二
嘩

－
3
）
8
（
六
四
防
－
工
　
距
七
六
酵
i
巳
　
費

七
六
醒
∴
｝
膚
七
七
噌
i
）
虞
八
六
畔
じ

貿
八
七
蝉
∴
）
三
九
〇
半
・
）
㌘
き
・
一
三
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1
）
㌘
些
二
滑
－
5
）
絆
（
九
四
㌘
7
）
㌘

九
六
踊
一
）
蝿
＝
・
三
羽
占
）
巧
二
・
四
渦

　
－
7
）
　
鉾
（
＝
三
沸
－
5
）

8
例
2
・
『
β
・
ヴ
σ
・
婚
・

9
　
例
－
、
2
、
3
、
4
、
5
、
7
、
8
、
9
、
四
、
け
、
一
3
、
臣
、

　
曽
8
・
ぞ
玲
・
功
・
乎

国
　
　
「
『
大
和
物
語
魎
…
安
積
香
山
の
歌
1
」
　
（
『
文
章
の
解
釈
－
本

　
文
分
析
の
方
法
1
』
．
東
京
大
学
出
版
会
　

一
九
七
七
・
一
一
所
収
）

一
1
　
　
「
事
実
と
物
語
レ
大
稲
物
語
の
記
述
1
」
　
（
国
語
と
国
文
学
　
一

　
九
七
七
・
一
二
）

に
　
　
一
四
九
、
一
六
一
～
一
六
六
の
諸
段
。

19

@
　
「
大
和
物
語
評
釈
　
五
〇
　
在
中
将
」
　
（
国
文
学
　
一
九
六
六
・

　
一
〇
）
　
な
お
、
　
『
撰
勢
』
の
三
段
と
七
六
段
を
も
と
に
『
大
和
』

　
が
作
ら
れ
た
と
す
る
の
が
通
説
で
こ
こ
で
は
そ
れ
に
従
う
が
、
た
と

　
え
ば
吉
山
裕
樹
氏
な
ど
は
諸
本
閻
の
異
同
や
成
立
事
情
と
か
ら
め
て

　
か
な
り
複
雑
な
影
響
闘
係
を
考
え
て
お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
（
「
大

　
和
物
語
に
お
け
る
在
中
将
・
二
条
后
説
話
と
伊
勢
物
語
」
　
（
広
島
大

　
学
文
学
部
紀
要
　
第
三
九
巻
　
一
九
七
九
・
一
二
）
）
。
こ
の
問
題

　
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

件
　
　
「
大
和
物
語
に
お
け
る
在
原
業
平
関
係
章
段
に
つ
い
て
」
　
（
解
釈

　
　
一
九
七
八
・
四
）

17

@
柳
田
氏
、
注
吟
。

挿
　
今
井
氏
．
注
β
。

口
　

「
大
和
物
語
の
解
釈
と
文
法
上
の
問
魑
「
点
」
　
（
『
講
座
解
釈
と
文

　
法
　
4
』
明
治
書
院
　

一
九
六
〇
・
五
）

8
　
　
「
伊
勢
・
大
和
・
平
中
の
文
末
表
現
』
　
（
『
平
安
文
学
の
文
体
の

　
研
究
函
明
治
書
院
　
一
九
八
三
・
二
）
初
出
は
一
九
七
六
・
五
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
鹿
児
島
女
子
短
期
大
学
講
師
一
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