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本
稿
で
は
物
語
的
家
集
の
一
つ
で
あ
る
『
一
条
摂
政
御
集
』
を
取
り
上
げ
、
主
に

『
伊
勢
物
語
』
と
比
較
し
な
が
ら
、
物
語
性
の
観
点
を
中
心
に
考
察
を
行
っ
て
い
る
。

二
つ
の
作
品
に
は
類
似
点
と
同
時
に
相
違
点
も
多
く
捉
え
ら
れ
、
中
で
も
『
一
条
摂

政
御
集
』
が
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
影
響
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー

フ
が
作
品
間
の
大
き
な
差
異
を
内
包
し
て
い
る
。

　
そ
の
一
つ
と
し
て
、
歌
物
語
と
物
語
的
家
集
で
あ
る
同
集
で
は
「
色
好
み
」
の
モ

チ
ー
フ
の
利
用
に
お
い
て
温
度
差
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
『
一

条
摂
政
御
集
』
が
私
家
集
と
い
う
制
約
を
持
つ
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
、
同
集
が

『
伊
勢
物
語
』
か
ら
「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー
フ
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
実
在
の
伊
サ
が

常
に
背
後
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
モ
チ
ー
フ
は
十
分
に
成
熟
す
る
こ
と

は
な
い
。
そ
れ
は
、
物
語
に
隣
接
し
な
が
ら
も
物
語
に
は
な
り
得
な
い
物
語
的
家
集

の
特
徴
を
垣
間
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
加
え
て
、
両
作
品
に
お
け
る
「
色
好
み
」
の
概
念
の
変
化
を
見
る
こ
と
も
で
き
た
。

『
伊
勢
物
語
』
が
恋
の
情
熱
に
真
摯
な
「
色
好
み
」
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
『
一

条
摂
政
御
集
』
で
は
あ
く
ま
で
も
日
常
的
な
恋
愛
に
お
け
る
「
色
好
み
」
の
姿
が
見

ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
十
世
紀
後
半
と
い
う
時
代
性
も
加
味
さ
れ
た
『
伊
勢
物
語
』

と
は
距
離
を
お
く
「
色
好
み
」
が
示
さ
れ
て
い
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
　
物
語
的
家
集
、
『
伊
勢
物
語
』
、
色
好
み
、
藤
原
伊
サ
、
虚
構
化

一．

ﾍ
じ
め
に

　
『
後
撰
集
』
成
立
前
後
の
十
世
紀
中
頃
に
物
語
的
な
要
素
を
持
っ
た
私
家
集
が
盛

ん
に
作
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
長
文
化
し
た
詞
書
、
三
人
称
の
語
り
な
ど
歌
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

語
に
類
似
し
た
構
成
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
と
し
て
藤
原
伊
サ
の
家
集
『
一
条

摂
政
御
集
』
が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
集
で
は
「
大
蔵
史
生
倉
橋
豊
蔭
」
と
仮
託
さ
れ
た

人
物
が
設
定
さ
れ
、
特
に
一
番
歌
か
ら
四
一
番
歌
ま
で
の
第
一
部
の
構
成
は
物
語
的

家
集
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
同
集
を
物
語
的
な
観
点
か
ら
考
察
す
る
が
、
・
そ
の
際
に
『
伊
勢
物
語
』

を
一
つ
の
手
が
か
り
に
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
同
集
は
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
少
な

か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
、
場
面
設
定
や
話
の
内
容
、
表
現
な
ど
の
面

一271一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

で
多
く
の
類
似
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
物
語

と
し
て
の
展
開
や
「
色
好
み
」
を
中
心
と
し
た
モ
チ
ー
フ
が
踏
襲
さ
れ
た
こ
と
が
、

同
集
の
物
語
性
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。

　
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
同
集
の
物
語
性
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
の
人
物
造
型
を
中

心
に
二
つ
の
作
品
の
共
通
点
と
相
違
点
を
中
心
と
し
た
考
察
を
行
う
。
仮
託
さ
れ
た

「
豊
蔭
」
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
り
何
が
描
か
れ
て
い

る
の
か
。
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
で
、
同
集
の
物
語
性
の
把
握
を
試
み
た
い
。
ま
た
、

そ
う
す
る
こ
と
で
、
同
集
が
も
つ
『
伊
勢
物
語
』
と
共
通
す
る
「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー

フ
が
明
ら
か
に
な
り
、
「
色
好
み
」
の
系
譜
と
し
て
の
様
相
を
見
る
こ
と
が
可
能
に

な
る
と
も
想
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
益
田
勝
実
氏
が
「
業
平
－
平
仲
－
豊
蔭
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の
連
な
り
を
提
示
し
た
よ
う
に
、
「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー
フ
の
物
語
内
で
の
機
能
を

探
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
な
お
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
は
三
部
に
大
分
さ
れ
る
と
の
指
摘
が
さ
れ
て
い
る
が
、

本
稿
で
は
物
語
的
要
素
が
強
く
見
ら
れ
る
第
一
部
の
冒
頭
歌
か
ら
四
一
番
歌
の
後
書

き
ま
で
を
中
心
と
し
た
考
察
を
行
う
。

二
．
『
一
条
摂
政
御
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
の
比
較

　
『
一
条
摂
政
御
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
。
二
つ
の
作
品
に
は
表
現
語
句
の
一
致
や
表

現
方
法
の
類
似
を
多
く
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
が

受
け
た
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
犬
養
廉
氏
が
同
集
の
物

語
的
部
分
に
つ
い
て
「
恐
ら
く
、
一
条
摂
政
伊
サ
が
み
ず
か
ら
の
相
聞
贈
答
を
、
伊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

勢
物
語
に
倣
っ
て
豊
蔭
に
仮
託
、
物
語
化
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
」
と
し
て
い
る
よ
う

に
、
二
つ
の
作
品
の
関
係
は
密
接
な
も
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
類
似
点
を
意
識
す
る
こ
と
同
時
に
、
二
つ
の
作
品
の
相
違
点
に
つ
い
て

も
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
色
好
み
」
像
を
『
一
条
摂

政
御
集
』
が
模
倣
し
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
到
達
で
き
な
い
主
人
公

の
姿
が
強
調
さ
れ
、
戯
画
的
と
も
言
え
る
描
か
れ
方
が
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
従
来
の
研
究
で
は
二
つ
の
作
品
の
類
似
、
あ
る
い
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
『
伊

勢
物
語
』
か
ら
受
け
た
影
響
が
第
一
に
述
べ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
同
時
に

そ
の
相
違
点
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
そ
の
比
較
は
更
に
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
二
つ
の
作
品
の
類
似
点
、
そ
し
て
相
違
点
を
同
列
な
視
点

か
ら
見
て
い
き
た
い
。

具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
同
集
第
一
部
の
歌
が
歌
群
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
持

っ
て
い
る
点
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

第
一
歌
群

第
三
歌
群

第
五
歌
群

第
七
歌
群

（一

ﾔ
・
二
番
歌
）

（
八
番
か
ら
十
一
番
歌
）

（
十
八
番
か
ら
二
〇
番
歌
）

（
二
四
番
か
ら
三
〇
番
歌
）

以
上
の
よ
う
に
各
歌
は
単
独
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、

っ
た
歌
群
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
物
語
的
な
要
素
を
持
っ
て
い
る
。

れ
る
恋
に
は
『
伊
勢
物
語
』
と
の
類
似
が
い
く
つ
か
捉
え
ら
れ
る
。

　
第
二
歌
群
（
三
番
か
ら
七
番
歌
）

　
第
四
歌
群
（
十
二
番
か
ら
十
七
番
歌
）

　
第
六
歌
群
（
二
一
番
か
ら
二
一
二
番
歌
）

　
第
八
歌
群
（
一
一
二
番
か
ら
四
一
番
歌
）

　
　
　
　
　
　
連
続
し
た
ま
と
ま
り
を
持

そ
れ
ら
の
歌
群
で
は
「
困
難
な
恋
」
が
描
か

　
　
　
　
　
　
　
そ
し
て
、
そ
こ
で
見
ら

　
冒
頭
歌
に
は
長
文
の
詞
書
が
付
随
し
、

『
一
条
摂
政
御
集
』
一
、
二
番
歌

同
集
の
概
略
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
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大
蔵
史
生
倉
橋
豊
蔭
、
く
ち
を
し
き
下
衆
な
れ
ど
、
若
か
り
け
る
と
き
、
女

　
　
　
の
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る
こ
と
ど
も
を
書
き
集
め
た
る
な
り
。
公
事
さ
わ
が

　
　
　
し
う
て
、
を
か
し
と
思
ひ
け
る
こ
と
ど
も
あ
り
け
れ
ど
、
忘
れ
な
ど
し
て
、

　
　
　
後
に
見
れ
ば
こ
と
に
も
あ
ら
ず
ぞ
あ
り
け
る
。
い
ひ
か
は
し
け
る
ほ
ど
の
人

　
　
　
は
、
豊
蔭
に
こ
と
な
ら
ぬ
女
な
り
け
れ
ど
、
年
月
を
経
て
返
事
を
せ
ざ
り
け

　
　
　
れ
ば
、
負
け
じ
と
思
ひ
て
い
ひ
け
る

　
ー
あ
は
れ
と
も
い
ふ
べ
き
人
は
お
も
ほ
え
で
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な

　
　
　
女
、
か
ら
う
じ
て
こ
た
み
ぞ

　
2
な
に
ご
と
も
お
も
ひ
知
ら
ず
は
あ
る
べ
き
を
ま
た
は
あ
は
れ
と
誰
か
い
ふ
べ
き

　
　
　
は
や
う
の
人
は
か
う
や
う
に
ぞ
あ
る
べ
き
。
い
ま
や
う
の
若
い
人
は
、
さ
し

　
　
　
も
あ
ら
で
上
衆
め
き
て
や
み
な
ん
か
し
。

　
「
く
ち
を
し
き
下
衆
な
れ
ど
、
若
か
り
け
る
と
き
、
女
の
も
と
に
い
ひ
や
り
け
る

こ
と
ど
も
を
書
き
集
め
た
る
な
り
」
と
あ
る
こ
と
で
、
同
集
が
実
在
の
伊
サ
と
は
異

　
　
　
　
（
6
）

な
る
大
蔵
史
生
と
さ
れ
る
低
い
身
分
の
人
物
に
仮
託
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
こ
と
が
示

さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
同
集
の
虚
構
性
を
印
象
付
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
若
か
り
け
る
と
き
」
と
あ
る
の
は
、
同
集
が
過
去
へ
の
視
点
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
二
番
歌
の
左
注
に
も
「
は
や
う
の
人
は
か

く
や
う
に
ぞ
あ
る
べ
き
。
い
ま
や
う
の
若
い
人
は
、
さ
し
も
あ
ら
で
上
ず
め
き
て
や

み
な
ん
か
し
」
と
あ
り
、
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
初
段
の
「
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は

や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
」
、
四
〇
段
の
「
昔
の
若
人
は
、
さ
る
す
け
る
物
思
ひ

を
な
ん
し
け
る
。
今
の
翁
、
ま
さ
に
し
な
む
や
」
を
想
起
さ
せ
、
過
去
へ
の
視
点
を

浮
上
さ
せ
る
。
宮
谷
聡
美
氏
は
当
該
箇
所
の
類
似
に
つ
い
て
「
（
『
伊
勢
物
語
』
四
〇

段
が
）
明
確
に
男
の
恋
の
激
し
さ
を
賞
賛
す
る
評
語
的
部
分
を
持
ち
、
身
分
が
違

い
、
親
に
反
対
さ
れ
な
が
ら
も
恋
に
殉
じ
る
、
恋
愛
至
上
主
義
的
な
情
熱
の
物
語
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

あ
り
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
積
極
的
に
そ
の
姿
勢
を
受
け
継
こ
う
と
し
て
い
る
」

と
指
摘
す
る
。
加
え
て
、
現
在
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
る
過
去
の
上
位
性
が
示
さ
れ

て
お
り
、
「
懐
旧
」
の
意
識
と
い
う
面
か
ら
も
同
集
が
『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響

を
受
け
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
類
似
点
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
冒
頭
部
に
は
相
違
点
も
確
認
さ
れ

る
。
「
い
ひ
か
は
し
け
る
ほ
ど
の
人
は
、
と
よ
か
げ
に
こ
と
な
ら
ぬ
女
な
り
け
れ
ど
」

に
つ
い
て
『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』
（
以
下
『
注
釈
』
と
す
る
）
は
以
下
の
よ
う
に

指
摘
す
る
。

　
　
伊
勢
物
語
で
は
、
「
身
は
い
や
し
く
て
、
い
と
に
な
き
人
を
思
ひ
か
け
た
り
」

　
　
と
い
う
よ
う
に
、
自
分
よ
り
こ
の
上
な
く
身
分
の
高
い
女
に
思
い
を
か
け
る
話

　
　
が
多
い
が
、
そ
れ
に
対
し
、
豊
蔭
も
身
分
は
低
い
が
、
女
も
同
等
の
身
分
で
あ

　
　
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
伊
勢
物
語
を
下
に
ふ
ま
え
て

　
　
の
語
り
方
で
あ
る
。

『
注
釈
』
で
は
両
作
品
の
語
り
方
の
類
似
と
対
称
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
豊
蔭
の
相

手
と
さ
れ
る
女
が
「
と
よ
か
げ
に
こ
と
な
ら
ぬ
女
」
で
あ
る
こ
と
は
、
同
集
の
恋
愛

に
対
す
る
意
識
が
端
的
に
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
『
伊
勢
物
語
』
と
の
相
違
点
と
し
て

捉
え
ら
れ
る
。
長
谷
川
政
春
氏
が
「
『
伊
勢
物
語
』
で
は
男
が
自
分
よ
り
も
身
分
の

高
い
女
に
懸
想
す
る
話
が
多
い
の
に
対
し
て
、
「
豊
蔭
」
は
自
分
と
同
等
の
身
分
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

低
い
女
を
相
手
に
す
る
色
好
み
の
話
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
『
伊
勢
物

語
』
と
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
指
示
す
る
恋
愛
の
対
象
と
な
る
女
性
は
大
き
く
異
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
両
作
品
に
お
け
る
主
人
公
の
「
色
好
み
」
の
人
物
造

型
に
相
違
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
。
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『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
が
手
の
届
か
な
い
女
に
情
熱
的
な
愛
情
を
傾
け
る
の
に

対
し
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
自
分
と
同
等
の
身
分
の
低
い
女
を
恋
愛
の
対
象
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

す
る
。
そ
こ
に
は
益
田
勝
実
氏
が
「
〈
好
色
者
〉
の
下
降
」
と
す
る
「
色
好
み
」
の

劣
化
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
つ
の
作
品
を
つ
な
げ
る
「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー
フ

に
お
い
て
見
ら
れ
る
隔
絶
が
、
冒
頭
に
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
示
唆
的
で
あ
る
。
『
一

条
摂
政
御
集
』
に
お
け
る
「
色
好
み
」
の
劣
化
は
、
作
品
の
全
体
像
を
把
握
す
る
上

で
は
っ
き
り
と
し
た
指
針
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
冒
頭
歌
の
連
な
り
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
を
多
分
に
受

け
て
い
る
と
推
察
さ
れ
、
『
伊
勢
物
語
』
の
持
つ
恋
の
情
熱
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、

同
歌
集
が
編
ま
れ
て
い
く
こ
と
を
示
す
書
き
出
し
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の

一
方
で
す
で
に
二
つ
の
作
品
の
相
違
が
表
れ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
　
続
い
て
四
、
五
番
歌
を
見
て
み
よ
う
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
四
、
五
番
歌

　
　
　
を
な
じ
女
に
、
い
か
な
る
折
に
か
あ
り
け
む

　
4
か
ら
こ
ろ
も
袖
に
人
め
は
つ
x
め
ど
も
こ
ぼ
る
x
も
の
は
涙
な
り
け
り

　
　
　
女
、
返
し

　
5
つ
二
む
べ
き
袖
だ
に
君
は
あ
り
け
る
を
わ
れ
は
涙
に
な
が
れ
は
て
に
き

　
　
　
年
を
経
て
、
上
衆
め
き
け
る
人
の
か
う
い
へ
り
け
る
に
、
い
か
ば
か
り
あ
は

　
　
　
れ
と
思
ひ
け
ん
。
こ
れ
こ
そ
は
女
は
く
ち
を
し
う
も
、
ら
う
た
く
も
あ
り
け

　
　
　
れ
。

　
贈
答
歌
で
頻
繁
に
使
わ
れ
る
コ
涙
」
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
『
伊
勢

物
語
』
一
〇
七
段
の
歌
と
の
関
連
が
想
起
さ
れ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
一
〇
七
段

　
　
（
前
略
）
さ
て
、
男
の
よ
め
る
。

　
　
　
つ
れ
づ
れ
の
な
が
め
に
ま
さ
る
涙
河
袖
の
み
ひ
ち
て
あ
ふ
よ
し
も
な
し

　
　
返
し
、
例
の
男
、
女
に
か
は
り
て
、

　
　
　
あ
さ
み
こ
そ
袖
は
ひ
つ
ら
め
涙
河
身
さ
へ
流
る
と
聞
か
ば
頼
ま
む

　
　
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
男
、
い
と
い
た
う
め
で
て
、
い
ま
ま
で
、
巻
き
て
文
箱
に

　
　
入
れ
て
あ
り
と
な
む
い
ふ
な
る
。

「
袖
に
涙
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
て
女
へ
の
想
い
が
よ
ま
れ
て
い
る
点
に
類
似
が
見

ら
れ
る
。
加
え
て
『
一
条
摂
政
御
集
』
三
番
歌
も
絡
ま
せ
る
こ
と
で
、
更
に
二
つ
の

作
品
の
類
似
が
捉
え
ら
れ
る
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
三
番
歌

　
　
　
宮
仕
へ
す
る
人
に
や
あ
り
け
ん
、
豊
蔭
も
の
い
は
む
と
て
、
「
下
に
今
宵
は

　
　
　
あ
れ
」
と
い
ひ
お
き
て
暮
ら
す
ほ
ど
に
、
雨
い
み
じ
う
降
り
け
れ
ば
、
そ
の

　
　
　
こ
と
知
り
た
り
け
る
人
の
、
「
上
に
な
め
り
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
豊
蔭

　
3
を
や
み
せ
ぬ
涙
の
雨
に
あ
ま
雲
の
の
ぼ
ら
ば
い
と
父
わ
び
し
か
る
べ
し

　
　
　
な
さ
け
な
し
と
や
思
ひ
け
ん
。

『
注
釈
』
が
「
い
み
じ
う
雨
の
中
を
女
の
も
と
へ
や
っ
て
き
た
男
の
誠
意
を
語
っ
た

も
の
と
し
て
、
落
窪
の
少
将
や
、
伊
勢
物
語
百
七
段
な
ど
は
あ
ま
り
に
も
有
名
で
あ

る
」
と
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
も
『
伊
勢
物
語
』
一
〇
七
段
と
の
類
似
が
見
ら
れ
る
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
の
三
、
四
、
五
番
歌
を
連
続
し
て
見
る
こ
と
で
二
つ
の
作
品
の

関
係
が
は
っ
き
り
し
た
も
の
に
な
る
。

　
冒
頭
歌
か
ら
五
番
歌
の
左
注
に
つ
い
て
曽
根
誠
一
氏
は
「
好
色
老
豊
蔭
像
の
造
型

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

に
最
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
の
は
左
注
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
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二
番
歌
、
五
番
歌
の
左
注
に
見
ら
れ
る
「
は
や
う
の
人
は
か
う
や
う
に
ぞ
あ
る
べ

き
。
い
ま
や
う
の
若
い
人
は
、
さ
し
も
あ
ら
で
上
衆
め
き
て
や
み
な
ん
か
し
」
、
「
年

を
経
て
、
上
衆
め
き
け
る
人
の
か
う
い
へ
り
け
る
に
、
い
か
ば
か
り
あ
は
れ
と
思
ひ

け
ん
。
こ
れ
こ
そ
は
女
は
く
ち
を
し
う
も
、
ら
う
た
く
も
あ
り
け
れ
」
と
あ
る
の
は

「
好
色
者
」
と
し
て
の
主
人
公
を
端
的
に
説
明
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
の
人
物
造
型
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
二
つ
の
作
品
の
「
色
好
み
」
は
同
じ
も
の
で
は

な
い
。
三
番
歌
の
左
注
に
「
な
さ
け
な
し
と
や
思
い
け
ん
」
と
あ
る
の
は
、
豊
蔭
が

女
を
薄
情
に
思
っ
た
と
い
う
心
情
を
あ
ら
わ
し
、
そ
れ
は
豊
蔭
の
恋
に
対
す
る
消
極

的
な
姿
勢
へ
と
つ
な
が
り
、
そ
の
「
色
好
み
」
が
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
た
よ
う

な
身
を
破
滅
さ
せ
る
恋
に
向
か
っ
て
い
く
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ

れ
を
受
け
て
か
、
続
く
六
、
七
番
歌
で
恋
の
進
展
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
六
、
七
番
歌

　
　
　
女
の
親
聞
き
て
、
い
と
か
し
こ
う
い
ふ
と
聞
き
て
、
豊
蔭
、
ま
だ
し
き
さ
ま

　
　
　
の
文
を
書
き
て
や
る

　
6
人
知
れ
ぬ
身
は
い
そ
げ
ど
も
年
を
経
て
な
ど
越
え
が
た
き
逢
坂
の
関

　
　
　
こ
れ
を
、
親
に
、
こ
の
こ
と
知
れ
る
人
の
見
せ
け
れ
ば
、
思
ひ
な
ほ
り
て
返

　
　
　
事
書
か
せ
け
り
。
母
、
女
に
祓
を
さ
へ
な
む
せ
さ
せ
け
る

　
7
あ
づ
ま
路
に
行
き
か
ふ
人
に
あ
ら
ぬ
身
は
い
つ
か
は
越
え
ん
逢
坂
の
関

　
　
　
心
や
ま
し
な
に
年
も
経
た
ま
へ
、
と
書
か
す
。

　
　
　
女
、
か
た
は
ら
い
た
か
り
け
ん
か
し
。
人
の
親
の
あ
は
れ
な
る
こ
と
よ
。

　
「
女
の
親
聞
き
て
、
い
と
か
し
こ
う
い
ふ
と
聞
き
て
」
と
あ
り
、
女
の
親
族
が
恋

の
障
害
と
な
る
こ
と
で
『
伊
勢
物
語
』
五
段
が
連
想
さ
れ
、
ひ
い
て
は
『
伊
勢
物
語
』

の
主
要
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
「
禁
忌
の
女
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
意
識
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
ま
た
「
母
、
女
に
祓
を
さ
へ
な
む
せ
さ
せ
け
る
」
と
あ
る
の
は
、
『
伊
勢

物
語
』
六
五
段
で
男
が
自
分
の
恋
を
止
め
る
た
め
に
祓
い
を
し
た
こ
と
に
類
似
す
る
。

『
伊
勢
物
語
』
六
五
段

　
　
（
前
略
）
こ
の
男
、
「
い
か
に
せ
む
。
わ
が
か
か
る
心
や
め
た
ま
へ
」
と
仏
神
に

　
　
も
申
し
け
れ
ど
、
い
や
ま
さ
り
に
の
み
お
ぼ
え
つ
つ
、
な
ほ
わ
り
な
く
恋
し
う

　
　
の
み
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
陰
陽
師
、
神
巫
よ
び
て
、
恋
せ
じ
と
い
ふ
祓
へ
の
具
し

　
　
て
な
む
い
き
け
る
。
祓
へ
け
る
ま
ま
に
、
い
と
ど
悲
し
き
こ
と
数
ま
さ
り
て
、

　
　
あ
り
し
よ
り
け
に
恋
し
く
の
み
お
ぼ
え
け
れ
ば

　
　
　
　
恋
せ
じ
と
み
た
ら
し
河
に
せ
し
み
そ
ぎ
神
は
う
け
ず
も
な
り
に
け
る
か
な

　
　
と
い
ひ
て
な
む
い
に
け
る
。

「
身
も
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
つ
ゐ
に
亡
び
ぬ
べ
し
」
と
す
る
男
の
恋
心

を
止
め
る
た
め
に
祓
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
が
、
七
番
歌
の
詞
書
に
「
母
、
女
に

祓
を
さ
へ
な
む
さ
せ
け
る
」
と
あ
る
の
は
女
の
恋
心
を
止
め
る
た
め
の
も
の
で
あ
り

違
い
が
見
ら
れ
る
点
を
お
さ
え
て
お
き
た
い
。

　
七
番
歌
で
女
の
親
が
娘
に
「
あ
づ
ま
路
に
行
き
か
ふ
人
に
あ
ら
ぬ
身
は
い
つ
か
は

越
え
ん
逢
坂
の
関
」
と
冷
た
い
返
事
を
送
る
こ
と
で
同
歌
群
は
結
ば
れ
る
。
三
番
歌

か
ら
七
番
歌
が
連
続
性
を
持
ち
、
女
の
親
が
恋
の
障
害
と
な
る
点
は
『
伊
勢
物
語
』

六
五
段
が
引
用
さ
れ
た
構
成
が
と
ら
れ
、
二
つ
の
作
品
の
距
離
は
近
づ
い
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
伊
勢
物
語
』
六
五
段
で
男
が
身
を
破
滅
さ
せ
る
情
熱
的
な

恋
を
描
い
て
い
る
の
に
対
し
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
そ
の
引
用
は
表
現
の
レ
ベ

ル
に
留
ま
っ
て
お
り
、
「
色
好
み
」
「
禁
忌
の
女
」
の
モ
チ
ー
フ
が
押
し
出
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
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そ
れ
は
七
番
歌
が
「
女
、
か
た
は
ら
い
た
か
り
け
ん
か
し
。
人
の
親
の
あ
は
れ
な

る
こ
と
よ
」
と
結
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は

歌
群
で
示
さ
れ
て
き
た
恋
愛
が
希
薄
化
し
、
親
と
子
の
関
係
と
い
う
新
た
な
モ
チ
ー

フ
に
代
行
さ
れ
て
い
る
。
豊
蔭
の
「
色
好
み
」
が
徹
底
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
で
、
恋

の
モ
チ
ー
フ
も
明
確
に
貫
か
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。

　
八
番
か
ら
十
一
番
歌
で
も
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
が
見
ら
れ
る
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
八
番
か
ら
十
一
番
歌

　
　
　
豊
蔭
、
大
炊
御
門
わ
た
り
な
り
け
る
人
に
通
ひ
け
る
。
人
お
ほ
か
り
け
る
な

　
　
　
か
に
、
男
の
、
家
の
前
を
つ
ね
に
渡
り
て
、
も
の
も
い
は
ざ
り
け
れ
ば
、
女

　
8
雲
ゐ
に
は
渡
る
と
き
け
ど
飛
ぶ
雁
の
声
き
瓦
が
た
き
秋
に
も
あ
る
か
な

　
　
　
男
、
返
し

　
9
雲
ゐ
に
て
声
き
x
が
た
き
も
の
な
ら
ば
た
の
む
の
雁
も
近
く
な
き
な
む

　
　
　
ま
た
た
ち
か
へ
り
、
女

　
1
0
言
伝
て
の
な
か
ら
ま
し
か
ば
め
づ
ら
し
き
た
の
む
の
雁
も
知
ら
で
ぞ
あ
ら
ま
し

　
　
　
豊
蔭
来
ず
や
な
り
に
け
ん
、
女

　
1
1
お
も
ふ
こ
と
む
か
し
な
が
ら
の
橋
柱
ふ
り
ぬ
る
身
こ
そ
か
な
し
か
り
け
れ

九
番
歌
に
見
ら
れ
る
「
た
の
む
の
雁
」
の
表
現
が
『
伊
勢
物
語
』
十
段
に
あ
る
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

の
歌
に
拠
っ
た
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
十
番
歌
、
十
一
番
歌
で
は
「
家

の
前
を
つ
ね
に
渡
る
」
男
に
対
し
て
女
の
恨
み
が
よ
ま
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
『
伊

勢
物
語
』
十
九
段
で
男
と
女
が
「
同
じ
所
な
れ
ば
」
と
宮
仕
え
を
し
て
い
る
状
況
、

二
七
段
で
男
が
女
の
歌
を
物
陰
で
立
ち
聞
き
し
て
い
る
状
況
に
類
似
し
て
い
る
。
空

間
的
に
は
近
く
に
い
な
が
ら
思
い
を
寄
せ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
男
に
対
す
る
女
の

恨
み
を
共
通
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
し
か
し
、
『
伊
勢
物
語
』
十
段
は
女
の
親
と
男
と
の
歌
の
贈
答
と
な
っ
て
お
り
、

話
の
内
容
に
関
連
を
見
出
す
こ
と
は
難
し
く
、
十
九
段
と
二
七
段
も
歌
の
贈
答
が
成

立
し
て
い
る
と
い
う
点
で
描
か
れ
た
内
容
は
異
な
っ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
十
九

段
、
二
七
段
で
は
そ
の
内
容
は
と
も
か
く
、
男
か
ら
の
返
歌
が
な
さ
れ
二
人
の
問
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
が
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
男
の
返
歌

は
見
ら
れ
ず
女
が
空
し
く
歌
を
よ
む
の
み
で
あ
る
。
女
が
男
を
待
ち
続
け
て
一
方
的

に
詠
歌
す
る
話
と
し
て
は
『
伊
勢
物
語
』
二
三
段
後
半
の
大
和
の
女
が
思
い
出
さ
れ

る
が
、
そ
の
描
か
れ
方
は
戯
画
的
で
さ
え
あ
る
。
同
様
に
当
該
箇
所
で
女
が
恨
み
の

歌
を
独
詠
す
る
こ
と
で
、
女
の
憐
れ
さ
や
孤
独
感
が
強
調
さ
れ
、
男
の
薄
情
な
姿
が

際
立
つ
こ
と
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
作
品
に
お
い
て
男
の
行
動
を
中
心
と

し
た
相
違
点
を
抽
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
男
の
返
歌
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
不
在
が
あ
ら
わ
れ

る
と
と
も
に
、
男
の
行
動
は
「
色
好
み
」
か
ら
外
れ
た
姿
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。

『
伊
勢
物
語
』
の
「
み
や
び
」
に
つ
い
て
秋
山
慶
氏
が
「
自
ら
の
情
動
を
歌
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

言
葉
の
秩
序
に
転
移
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
の
流
露
を
求
め
る
態
度
」
と
述
べ
て
い

る
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
男
の
詠
歌
の
重
要
性
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。
詠
歌
行
為
に
よ
っ
て
主
人
公
は
「
み
や
び
」
を
体
現
す
る
こ
と
に
な

る
の
だ
が
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
当
該
箇
所
で
返
歌
が
な
い
こ
と
は
、
同
集
の
主

人
公
が
「
色
好
み
」
の
人
格
に
お
い
て
『
伊
勢
物
語
』
よ
り
も
劣
っ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

二
〇
番
歌
で
は
『
伊
勢
物
語
』
と
対
照
的
な
人
物
像
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
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『
一
条
摂
政
御
集
』
二
〇
番
歌

　
　
　
こ
の
女
、
豊
蔭
に
か
く
忍
び
つ
L
あ
る
も
、
び
な
き
人
に
や
あ
り
け
ん
、
聞

　
　
　
く
人
の
い
み
じ
う
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
や
み
な
む
な
ど
契
り
て
、
あ
し

　
　
　
た
に
な
ほ
か
な
し
か
り
け
れ
ば
、
男
に
や
り
け
る

　
2
0
忘
れ
な
ん
今
は
と
お
も
ふ
を
り
に
こ
そ
あ
り
し
に
ま
さ
る
も
の
思
ひ
は
す
れ

　
　
　
こ
れ
を
豊
蔭
ひ
き
開
け
て
み
る
に
、
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
心
地
も
せ
ず
、
あ
は

　
　
　
れ
に
い
み
じ
と
思
ひ
て
、
　
一
日
二
日
さ
し
こ
も
り
て
泣
き
け
り
。

　
「
聞
く
人
の
い
み
じ
う
い
ひ
け
れ
ば
、
こ
の
こ
と
や
み
な
む
」
と
あ
る
の
は
、
お

互
い
に
想
っ
て
い
な
が
ら
も
止
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
恋
愛
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
。
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
「
二
条
后
物
語
」
を
は
じ
め
と
し
た

「
得
る
こ
と
の
難
し
い
女
」
と
の
恋
事
を
反
映
し
て
い
る
も
の
と
理
解
さ
れ
る
。

　
左
注
に
注
目
し
た
い
。
女
か
ら
送
ら
れ
た
二
〇
番
歌
に
対
し
て
男
は
「
さ
ら
に
い

ふ
べ
き
心
地
も
せ
ず
」
と
失
望
を
あ
ら
わ
す
だ
け
で
返
歌
を
送
る
こ
と
は
な
い
。
こ

こ
で
の
男
の
態
度
に
は
情
熱
的
な
「
色
好
み
」
の
姿
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
『
伊
勢
物
語
』
で
は
情
熱
的
な
恋
心
を
も
っ
て
「
禁
忌
の
女
」
「
得
る
こ
と
の
難
し

い
女
」
に
接
近
し
て
い
く
主
人
公
の
「
色
好
み
」
が
物
語
を
通
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

一
方
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
豊
蔭
は
「
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
心
地
も
せ
ず
」
と
あ
る

よ
う
に
、
恋
の
情
熱
が
欠
如
し
た
主
人
公
で
あ
り
、
そ
の
行
動
は
身
の
破
滅
を
省
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

な
い
よ
う
な
激
し
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
こ
か
ら
は
「
色
好
み
」
と
い
う
観

点
か
ら
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
の
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
対
す
る
優
位
性
が
指
摘

さ
れ
る
。

こ
こ
で
「
色
好
み
」
を
中
心
と
し
た
今
ま
で
の
考
察
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
二
つ

　
の
作
品
を
比
較
し
て
み
た
い
。

　
　
『
伊
勢
物
語
』
で
は
「
東
下
り
物
語
」
を
は
じ
め
と
し
て
、
主
人
公
が
深
い
内
省

　
的
態
度
を
示
す
段
が
確
認
さ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
捉
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
『
伊
勢

　
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
見
ら
れ
る
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
そ
れ
ら
の
意

　
識
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
『
一
条
摂
政
御
集
』
二
九
、
三
〇
番
歌

　
　
　
　
こ
の
史
生
、
お
な
じ
女
の
も
と
に
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
女
の
け
し
き
や
い

　
　
　
　
か
罫
あ
り
け
ん
、
立
ち
な
が
ら
ま
か
り
帰
り
て
、
又
の
あ
し
た
に

曹

　
　
2
9
寝
て
ゆ
け
と
い
ふ
人
も
な
き
秋
の
夜
は
挟
に
お
き
し
露
さ
へ
そ
憂
き

　
　
　
　
返
し

　
　
3
0
色
に
い
で
て
い
は
ね
ど
し
る
き
言
の
葉
に
か
x
ら
ぬ
露
や
つ
ら
き
な
り
け
ん

　
　
注
意
し
た
い
の
は
「
露
さ
へ
そ
憂
き
」
の
表
現
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
で
は

　
「
憂
し
」
が
「
京
や
す
み
憂
か
り
け
む
」
（
八
段
）
と
い
う
よ
う
に
内
省
的
な
表
現
と

　
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た
が
、
二
九
番
歌
で
は
男
女
の
仲
を
表
わ
す
表
現
と
し
て
用
い

　
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
九
九
番
、
一
〇
〇
番
歌
に
も
「
憂
し
」
が
使
わ
れ
て
い
る

　
が
、
同
様
に
男
女
の
仲
に
つ
い
て
の
表
現
と
理
解
さ
れ
る
。

　
『
一
条
摂
政
御
集
』
九
九
、
一
〇
〇
番
歌

　
　
　
　
女
、
石
と
瓦
と
を
つ
x
み
て

　
　
9
9
わ
が
仲
は
こ
れ
と
こ
れ
と
に
な
り
に
け
り
た
の
む
と
憂
き
と
い
つ
れ
ま
さ
れ
り

　
　
　
　
返
し
、
本
院
に
こ
そ

　
　
㎜
こ
れ
は
こ
れ
石
と
石
と
の
な
か
は
な
か
た
の
む
は
あ
は
れ
憂
き
は
わ
り
な
し

　
　
『
伊
勢
物
語
』
八
段
が
「
憂
し
」
を
内
省
的
な
意
識
を
導
く
た
め
に
用
い
て
い
る

　
の
と
は
異
な
り
、
同
集
で
示
さ
れ
る
の
は
「
男
女
の
仲
」
と
い
う
限
ら
れ
た
範
囲
内
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で
の
用
例
で
あ
る
。
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
他
に
も
「
身
を
な
き
も
の
に
」
（
九
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

番
歌
）
「
身
を
す
て
て
」
（
一
八
四
番
歌
）
な
ど
一
見
す
る
と
厭
世
的
、
内
省
的
な
意

識
に
つ
な
が
る
よ
う
な
表
現
が
確
認
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
も
男
女
の
仲
に
つ
い
て
の

表
現
と
し
て
用
い
ら
れ
、
『
伊
勢
物
語
』
の
「
東
下
り
」
に
見
ら
れ
る
意
識
と
の
関

連
は
薄
い
。
と
も
に
恋
愛
を
モ
チ
ー
フ
と
し
て
い
る
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
『
伊
勢

物
語
』
で
は
そ
の
恋
愛
の
挫
折
を
き
っ
か
け
と
し
て
内
省
的
な
意
識
が
導
か
れ
、

『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
そ
れ
ら
の
意
識
が
浮
上
し
て
く
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
ら

の
点
か
ら
も
二
つ
の
作
品
の
間
に
隔
絶
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
で
は
主
人
公
が
情
熱
的
な
恋
愛
に
身
を
打
ち
込
み
、
挫
折
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
孤
独
や
厭
世
を
抱
え
込
む
内
省
的
な
意
識
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
の

典
型
的
な
例
と
し
て
「
東
下
り
」
や
五
九
段
の
「
東
山
篭
り
」
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る

が
、
そ
こ
で
主
人
公
が
持
ち
得
る
内
省
的
な
意
識
は
、
「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー
フ
に

基
づ
く
真
摯
な
恋
愛
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
一
方
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
主
人
公
が
数
々
の
恋
愛
を
体
験
す
る
も
の
の
、

そ
こ
か
ら
内
省
的
な
意
識
を
得
る
こ
と
は
な
い
。
今
ま
で
見
て
き
た
『
伊
勢
物
語
』

で
描
か
れ
た
恋
と
の
落
差
と
関
連
付
け
て
み
れ
ば
、
同
集
に
お
い
て
「
色
好
み
」
と

し
て
の
主
人
公
が
徹
底
さ
れ
ず
、
中
途
半
端
と
も
言
え
る
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
こ

と
が
そ
の
理
由
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
深
い
内
省
に
つ
な
が
る
恋
愛
を
実

践
で
き
な
い
主
人
公
に
は
、
例
え
ば
『
伊
勢
物
語
』
で
見
ら
れ
た
「
憂
し
」
の
用
法

が
付
随
す
る
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
恋
の
表
現
の
み
に
留
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
主
人
公
が
内
省
的
な
人
格
を
持
ち
得
ず
に
、
常
に
俗
的
な
事
象
に
関
わ
る
姿
は
以

下
の
例
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
出
家
に
つ
い
て
語
ら
れ
て
い
る
『
一
条
摂

政
御
集
』
一
八
四
番
か
ら
一
八
六
番
歌
を
見
て
み
た
い
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
一
八
四
番
か
ら
一
八
六
番
歌

　
　
　
こ
の
お
と
ど
、
北
の
方
と
ゑ
じ
た
ま
て
横
川
に
て
法
師
に
な
ら
む
と
し
た
ま

　
　
　
ふ
に
、
法
師
し
て
、
ゐ
ど
の

　
悩
身
を
す
て
て
こ
x
ろ
の
ひ
と
り
た
つ
ぬ
れ
ば
お
も
は
ぬ
山
も
お
も
ひ
や
る
か
な

　
　
　
お
と
父
、
返
し

　
麟
た
つ
ね
つ
N
か
よ
ふ
心
し
深
か
ら
ば
し
ら
ぬ
山
路
も
あ
ら
じ
と
そ
お
も
ふ

　
　
　
又
、
ゐ
ど
の

　
鵬
な
よ
た
け
の
よ
か
は
を
か
け
て
い
ふ
か
ら
に
わ
が
行
く
末
の
名
こ
そ
惜
し
け
れ

出
家
が
主
題
と
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
こ
で
は
男
女
の
仲
に
つ
い
て
の
言
及
が
中
心
と

な
っ
て
お
り
、
出
家
に
よ
る
厭
世
、
無
常
な
ど
の
深
化
さ
れ
た
意
識
を
見
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』
と
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
間
に
は
心
的
な
意
識
に
お
い

て
大
き
な
格
差
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
一
番
歌
か
ら
四
一
番
歌
は
同
集
の
中
で
最
も
連
続
し
た
歌
群
と
な
っ
て
い
る
。

　
三
一
、
三
二
番
歌
の
詞
書
に
も
『
伊
勢
物
語
』
を
連
想
さ
せ
る
表
現
が
見
ら
れ
る
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
三
一
、
三
二
番
歌

　
　
　
豊
蔭
、
中
御
門
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
、
い
と
忍
び
て
は
か
な
き
所
に
率
て

　
　
　
ま
か
り
て
、
帰
り
て
あ
し
た
に

　
3
1
か
ぎ
り
な
く
結
び
お
き
つ
る
草
枕
こ
の
た
び
な
ら
ず
思
ひ
忘
る
な

　
　
　
返
し

　
3
2
草
枕
む
す
ぶ
旅
寝
を
忘
れ
ず
は
う
ち
と
け
ぬ
べ
き
こ
x
ち
こ
そ
す
れ

「
い
と
忍
び
て
は
か
な
き
所
に
率
て
ま
か
り
て
」
と
あ
る
の
を
『
注
釈
』
で
は
『
源

氏
物
語
』
夕
顔
巻
の
「
夕
顔
を
連
れ
こ
ん
だ
河
原
の
院
」
を
一
例
と
し
て
あ
げ
て
い
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る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
六
段
の
逃
避
行
を
思
い
起
こ
す
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。
三
一
、

三
二
番
歌
は
後
朝
の
歌
の
贈
答
と
な
っ
て
お
り
、
設
定
に
も
類
似
が
見
ら
れ
る
。

　
続
く
三
三
、
三
四
番
歌
で
は
そ
の
逢
瀬
が
夢
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
三
三
、
三
四
番
歌

　
　
　
翁
、
い
か
な
る
こ
と
を
か
い
ひ
お
き
け
ん

　
3
3
さ
め
ぬ
と
て
人
に
語
る
な
寝
ぬ
る
夜
の
夢
よ
く
と
い
ひ
し
言
の
葉

　
　
　
返
し

　
3
4
あ
は
す
べ
き
人
も
な
き
夜
の
夢
な
れ
ば
さ
め
つ
る
ほ
ど
に
忘
ら
れ
に
け
り

三
三
番
歌
に
見
ら
れ
る
「
寝
ぬ
る
夜
の
夢
」
に
注
目
し
て
み
た
い
。
『
伊
勢
物
語
』

↓
〇
三
段
に
も
同
様
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語
』
一
〇
三
段

　
　
　
む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
い
と
ま
め
に
じ
ち
よ
う
に
て
、
あ
だ
な
る
心
な
か

　
　
り
け
り
。
深
草
の
帝
に
な
む
仕
う
ま
つ
り
け
る
。
心
あ
や
ま
り
や
し
た
り
け

　
　
む
、
親
王
た
ち
の
つ
か
ひ
た
ま
ひ
け
る
人
を
あ
ひ
い
へ
り
け
り
。
さ
て
、

　
　
　
　
寝
ぬ
る
夜
の
夢
を
は
か
な
み
ま
ど
ろ
め
ば
い
や
は
か
な
に
も
な
り
ま
さ
る

　
　
　
　
か
な

　
　
と
な
む
よ
み
て
や
り
け
る
。
さ
る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
。

女
と
の
は
か
な
い
逢
瀬
が
「
寝
ぬ
る
夜
の
夢
」
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
逢
瀬
を
は
か
な
い
夢
に
例
え
る
表
現
は
六
九
段
に
も
見
ら
れ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
六
九
段

　
　
　
（
前
略
）
男
、
い
と
う
れ
し
く
て
、
わ
が
寝
る
所
に
率
て
入
り
て
、
子
一
つ

　
　
　
よ
り
丑
三
つ
ま
で
あ
る
に
、
ま
だ
何
ご
と
も
語
ら
は
ぬ
に
か
へ
り
に
け
り
。

　
　
　
男
、
い
と
か
な
し
く
て
、
寝
ず
な
り
に
け
り
。
つ
と
め
て
、
い
ぶ
か
し
け
れ

　
　
　
ど
、
わ
が
人
を
や
る
べ
き
に
し
あ
ら
ね
ば
、
い
と
心
も
と
な
く
て
待
ち
を
れ

　
　
　
ば
、
明
け
は
な
れ
て
し
ば
し
あ
る
に
、
女
の
も
と
よ
り
、
詞
は
な
く
て
、

　
　
　
　
君
や
来
し
わ
れ
や
ゆ
き
け
む
お
も
ほ
え
ず
夢
か
う
つ
つ
か
寝
て
か
さ
め
て

　
　
　
　
か

　
　
　
男
、
い
と
い
た
う
泣
き
て
よ
め
る
、

　
　
　
　
か
き
く
ら
す
心
の
や
み
に
ま
ど
ひ
に
き
夢
う
つ
つ
と
は
今
宵
さ
だ
め
よ

こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
夢
の
よ
う
な
逢
瀬
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
歌
の
贈

答
は
設
定
と
し
て
は
類
似
し
て
い
る
が
、
そ
れ
に
反
し
て
深
層
の
レ
ベ
ル
で
示
さ
れ

る
内
容
が
異
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
で
は
女
“
斎
宮
か
ら
「
昨
夜
の
逢
瀬
が
夢
で
あ
っ
た
の
か

現
実
で
あ
っ
た
の
か
」
と
問
い
か
け
が
な
さ
れ
、
男
か
ら
「
そ
れ
を
今
夜
確
か
め
ま

し
ょ
う
」
と
す
る
返
歌
が
送
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
は
か
な
い
夢
の
よ
う
な
逢
瀬
を

仲
立
ち
に
し
た
二
人
の
心
の
交
流
が
描
か
れ
て
い
る
。

　
一
方
、
三
三
番
歌
で
翁
が
逢
瀬
に
お
け
る
情
熱
的
な
心
情
を
よ
み
か
け
た
の
に
対

し
て
、
三
四
番
歌
で
女
が
「
さ
め
つ
る
ほ
ど
に
忘
ら
れ
に
け
り
」
と
返
し
た
こ
と

は
、
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
の
贈
答
歌
と
意
味
の
レ
ベ
ル
で
相
違
が
見
ら
れ
る
。
『
注

釈
』
で
は
三
四
番
歌
を
「
二
人
の
関
係
を
相
談
す
べ
き
人
が
い
な
い
、
私
は
ひ
と
り

ぼ
っ
ち
だ
と
の
意
で
あ
る
。
「
わ
す
ら
れ
」
の
語
に
、
女
の
あ
き
ら
め
の
気
持
が
表

れ
て
い
る
」
と
解
釈
し
て
お
り
、
恋
に
対
す
る
女
の
否
定
的
な
思
い
を
捉
え
て
い

る
。
そ
れ
は
、
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
に
お
け
る
禁
忌
を
侵
し
て
ま
で
実
行
さ
れ
た

逢
瀬
と
そ
れ
に
伴
う
二
人
の
心
の
交
流
と
は
か
け
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
『
一
条
摂
政
御
集
』
三
三
、
三
四
番
歌
と
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
に
見
ら
れ
る
相

一279一



違
点
を
看
過
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
と
も
「
は
か
な
い
夢
」
に
例
え
た
逢
瀬

に
つ
い
て
の
心
情
を
よ
ん
で
い
る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
六
九
段
で
は
そ
れ
は
お
互
い

の
共
感
を
呼
び
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
三
三
、
三
四
番
歌
で
は
男
女
の
意
識
の
齪
齪

を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。
「
夢
」
と
い
う
共
通
し
た
語
を
用
い
て
逢
瀬
の
は
か
な
さ

が
描
か
れ
て
い
る
も
の
の
、
両
作
品
に
は
大
き
な
相
違
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
同
じ
よ
う
に
夢
の
よ
う
な
逢
瀬
を
体
験
し
た
の
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
培
わ

れ
た
二
人
の
交
流
が
ま
る
で
異
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
三
五
番
歌
か
ら
四
一
番
歌
も
同
じ
女
と
の
や
り
取
り
が
描
か
れ
て
お
り
、
四
〇

番
、
四
一
番
歌
に
至
っ
て
二
人
の
関
係
は
終
焉
を
迎
え
る
。

『
一
条
摂
政
御
集
』
四
一
番
歌

　
　
　
翁
の
ひ
さ
し
う
ま
か
ら
さ
り
け
れ
ば

　
4
0
逢
ふ
こ
と
の
ほ
ど
へ
に
け
る
も
こ
ひ
し
ぎ
の
羽
の
数
に
ぞ
思
ひ
知
ら
る
二

　
　
　
こ
の
翁
、
た
え
て
ひ
さ
し
う
な
り
に
け
る
人
の
も
と
に

　
4
1
な
が
き
世
に
つ
き
ぬ
嘆
の
絶
え
さ
ら
ば
な
に
に
命
を
か
け
て
忘
れ
ん

　
　
　
お
ほ
や
け
ご
と
い
そ
が
し
き
こ
ろ
に
て
、
こ
れ
が
返
し
を
え
せ
ず
こ
そ
な
り

　
　
　
に
け
れ

　
四
〇
番
歌
の
詞
書
で
翁
の
訪
問
が
途
絶
え
が
ち
に
な
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
、
物
語

的
部
分
の
最
後
の
歌
と
な
っ
て
い
る
四
一
番
歌
は
久
し
く
訪
れ
て
い
な
い
女
に
送
っ

た
歌
と
な
っ
て
い
る
。

　
四
一
番
歌
の
後
書
「
お
ほ
や
け
ご
と
い
そ
が
し
き
こ
ろ
に
て
、
こ
れ
が
返
し
を
え

せ
ず
こ
そ
な
り
に
け
れ
」
と
あ
る
の
は
、
男
が
返
歌
を
し
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
指
摘
と
捉
え
る
こ
と
が
適
切
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
物
語
的
部
分
の
最
後
の
段

階
に
き
て
も
、
男
が
「
お
ほ
や
け
ご
と
」
に
縛
ら
れ
て
し
ま
い
、
情
熱
的
な
恋
に
身

を
つ
い
や
す
「
色
好
み
」
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
は
深
い

意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
に
お
け
る
「
二
条
后
物
語
」
や
「
斎

宮
物
語
」
で
身
の
破
滅
を
省
み
な
い
よ
う
な
「
色
好
み
」
の
体
現
と
は
大
き
な
距
離

を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
主
人
公

の
人
物
造
型
が
『
伊
勢
物
語
』
に
比
べ
て
「
色
好
み
」
の
資
質
と
い
う
面
で
劣
化
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
。

　
『
一
条
摂
政
御
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
は
文
体
や
表
現
、
モ
チ
ー
フ
の
レ
ベ
ル
で

い
く
つ
か
の
類
似
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
『
伊
勢
物
語
』
か
ら

受
け
た
確
か
な
影
響
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
類
似
は
表
層
の
レ
ベ
ル
で
認
め

ら
れ
る
に
留
ま
り
、
描
か
れ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
は
大
き
な
違
い
が
確
認
さ
れ

る
。
そ
の
最
た
る
も
の
と
し
て
「
色
好
み
」
の
資
質
が
あ
げ
ら
れ
、
そ
れ
が
二
つ
の

作
品
の
大
き
な
差
異
を
導
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
．
藤
原
伊
サ
の
実
像
と
虚
構
化

　
人
物
造
型
の
面
で
二
つ
の
作
品
を
比
較
し
た
時
、
「
色
好
み
」
の
人
物
造
型
に
お

け
る
『
伊
勢
物
語
』
の
優
位
性
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
『
一
条
摂

政
御
集
』
は
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
像
を
強
く
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
の
「
色
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

み
」
像
に
は
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
益
田
勝

実
氏
が
端
的
に
「
『
伊
勢
物
語
』
の
文
学
的
達
成
を
〈
好
色
者
〉
憧
憬
の
結
晶
、
心

の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
の
高
い
到
達
と
し
、
歌
物
語
の
主
人
公
と
し
て
の
昔
男
－
平
中
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

豊
蔭
を
、
〈
好
色
老
V
の
下
降
の
系
譜
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。

主
人
公
の
人
物
造
型
の
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
は
『
伊
勢
物
語
』
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を
意
識
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
は
届
か
な
い
低
い
位
置
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
要

因
の
一
つ
と
し
て
、
実
在
の
伊
サ
と
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
関
連
を
取
り
上
げ
て
み

た
い
。

　
伊
サ
の
「
色
好
み
」
に
つ
い
て
同
時
代
の
他
作
品
と
連
携
さ
せ
な
が
ら
考
え
て
み

た
い
。
三
一
番
歌
に
「
豊
蔭
、
中
御
門
わ
た
り
な
り
け
る
女
を
、
い
と
忍
び
て
は
か

な
き
所
に
率
て
ま
か
り
て
」
と
あ
る
が
、
「
中
御
門
わ
た
り
な
り
け
る
女
」
は
『
拾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

芥
抄
』
の
記
述
か
ら
本
院
侍
従
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
る
。
伊
サ
が
関
係
す
る
本
院
侍

従
を
め
ぐ
っ
て
の
記
述
を
他
作
品
か
ら
も
確
認
し
て
お
こ
う
。

　
伊
サ
の
「
色
好
み
」
を
示
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
『
本
院
侍
従

集
』
二
八
番
歌
か
ら
三
〇
番
歌
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
伊
サ
自
身
は
登
場
し
な
い
が
、

周
辺
に
伊
サ
の
姿
が
認
め
ら
れ
る
。

『
本
院
侍
従
集
』
二
八
番
歌
か
ら
三
〇
番
歌

　
　
　
か
く
て
す
み
給
ふ
ほ
ど
に
、
こ
の
女
又
ひ
と
に
ぬ
す
み
て
い
に
け
れ
ば
、
を

　
　
　
と
こ
い
み
じ
う
な
げ
き
給
ひ
て
、
女
あ
は
れ
と
思
ひ
か
く
な
む
い
ひ
や
り
け

　
　
　
る

　
　
2
8
世
の
中
を
思
ふ
も
く
る
し
お
も
は
じ
と
思
ふ
も
身
に
は
や
ま
ひ
な
り
け
り

　
　
　
男
か
へ
し

　
　
2
9
忍
ぶ
れ
ど
猶
忘
ら
れ
ず
思
ほ
ゆ
る
や
ま
ひ
は
君
に
我
ぞ
ま
さ
れ
る

　
　
　
女

　
　
3
0
思
は
ず
も
あ
る
世
中
の
く
る
し
き
に
ま
さ
る
や
ま
ひ
は
あ
ら
じ
と
そ
思
ふ

兼
通
の
通
っ
て
い
た
本
院
侍
従
が
「
ひ
と
に
ぬ
す
み
て
い
に
け
れ
ば
」
と
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
が
、
連
れ
去
っ
た
人
物
は
伊
サ
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
。
そ
こ
に
は
女
を
強
奪
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
伊
サ
の
姿
が
見
ら
れ
、
そ
の
行
為
を
「
強
引
に
盗
み
出
す
伊
サ
の
男
ら
し
さ
」
と

し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
色
好
み
」
の
資
質
に
他
な
ら
な
い
も

の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
「
色
好
み
」
的
行
為
も
一
貫
し
た
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
『
拾

遺
和
歌
集
』
巻
十
九
に
は
伊
サ
が
冷
た
い
態
度
を
と
る
女
に
対
し
て
恨
み
を
訴
え
る

が
、
そ
れ
に
対
し
て
「
承
香
殿
女
御
に
侍
け
る
女
」
す
な
わ
ち
本
院
侍
従
が
抗
弁
す

る
歌
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

『
拾
遺
和
歌
集
』
一
二
六
三
番
歌

　
　
　
一
条
摂
政
下
蕩
に
侍
け
る
時
、
承
香
殿
女
御
に
侍
け
る
女
に
忍
び
て
物
言
ひ

　
　
　
侍
け
る
に
、
さ
ら
に
な
訪
ひ
そ
と
言
ひ
て
侍
け
れ
ば
、
契
り
し
事
あ
り
し
か

　
　
　
ば
な
ど
言
ひ
遣
は
し
た
り
け
れ
ば

　
　
そ
れ
な
ら
ぬ
事
も
あ
り
し
を
忘
れ
ね
と
言
ひ
し
許
を
耳
に
留
め
け
ん

こ
こ
で
「
一
条
摂
政
」
1
1
伊
サ
が
「
契
り
し
事
あ
り
し
か
ば
な
ど
言
ひ
遣
は
し
た
り

け
れ
ば
」
と
し
て
女
を
恨
む
様
子
を
見
せ
る
の
は
「
色
好
み
」
の
資
質
と
し
て
は
疑

わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
女
の
「
さ
ら
に
な
訪
ひ
そ
」
と
す
る
言
葉
に
か
こ
つ
け
て
、

「
二
度
と
訪
ね
な
い
と
約
束
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
」
と
し
て
女
の
側
に
責
任
を

負
わ
せ
よ
う
と
す
る
姿
に
は
「
色
好
み
」
が
も
つ
は
ず
の
情
熱
は
認
め
ら
れ
な
い
。

『
伊
勢
物
語
』
の
「
色
好
み
」
が
身
の
破
滅
を
賭
し
て
ま
で
も
恋
に
向
か
っ
て
い
っ

た
よ
う
な
姿
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
『
一
条
摂
政
御
集
』
・
『
本
院
侍
従
集
』
・
『
拾
遺
和
歌
集
』
を
連
関

さ
せ
る
こ
と
で
、
藤
原
伊
サ
の
姿
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
そ
の
連
関

の
中
で
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
お
け
る
「
色
好
み
」
の
問
題
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
本
院
侍
従
集
』
で
は
女
を
奪
い
去
る
情
熱
的
な
姿
が
見
ら
れ
る
一
方
で
、
『
拾
遺
和
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歌
集
』
で
は
「
色
好
み
」
の
概
念
に
そ
ぐ
わ
な
い
行
動
も
確
認
さ
れ
る
。

　
数
々
の
恋
愛
を
重
ね
る
伊
サ
は
「
色
好
み
」
の
よ
う
に
振
舞
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
そ
の
「
色
好
み
」
は
成
熟
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』

の
「
色
好
み
」
か
ら
は
遠
い
場
所
に
あ
る
、
生
半
可
な
「
色
好
み
」
と
も
言
え
る
も

の
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
の

人
物
造
型
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

四
．
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
背
景
－
物
語
と
私
家
集
の
異
相

　
以
上
の
考
察
で
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
の
比
較
を
通
し
て
、

「
色
好
み
」
と
し
て
の
主
人
公
に
つ
い
て
、
二
つ
の
作
品
の
人
物
造
型
に
お
け
る
差

異
を
見
て
き
た
。
以
降
で
は
そ
こ
で
見
ら
れ
た
「
色
好
み
」
の
差
異
が
、
ど
の
よ
う

な
要
因
に
依
拠
し
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
た
い
。

　
ま
ず
一
つ
ど
し
て
、
実
在
の
伊
サ
が
「
色
好
み
」
で
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
想
定
さ
れ
る
。
前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
伊
サ
に
見
ら
れ
る
の
は
生
半
可

な
「
色
好
み
」
の
姿
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
「
ま
た
色
め
か

し
く
、
女
を
も
多
く
御
覧
じ
興
ぜ
さ
せ
給
ひ
け
る
が
」
や
『
続
古
事
談
』
の
「
弘
徽

殿
の
ほ
そ
ど
の
の
つ
ぼ
に
い
り
て
、
あ
さ
ぼ
ら
け
に
、
冠
お
し
入
て
出
給
け
れ
ば
」

　
〔
2
3
）

の
記
述
が
「
色
好
み
」
を
示
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
よ

る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
の
伊
サ
に
つ
い
て
は
『
大
鏡
』
に
「
た
ゴ
御

か
た
ち
・
身
の
ざ
へ
、
な
に
事
も
あ
ま
り
す
ぐ
れ
さ
せ
た
ま
へ
ば
」
と
あ
る
よ
う

に
、
優
れ
た
人
物
と
認
知
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
「
色
好
み
」
と
し
て

の
性
格
が
示
さ
れ
た
記
述
は
確
認
で
き
な
い
。

　
こ
こ
か
ら
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
と
『
伊
勢
物
語
』
の
間
に
生
じ
た
「
色
好
み
」

に
関
す
る
相
違
を
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
物
語
と
し
て
創
作
さ
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
伊
サ
の
私
家
集
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
拠
っ
て
い
る
と
考
え
て
み
た
い
。
つ
ま

り
、
実
在
の
伊
サ
の
姿
が
強
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
同
集
の
「
色
好
み
」
の
意

味
づ
け
を
大
き
く
左
右
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
益
田
勝
実
氏
が
同
集
に
つ
い
て
「
内
容
に
お
い
て
自
作
歌
集
成
を
ふ
み
は
ず
さ

ず
、
想
像
の
物
語
、
想
像
の
う
た
の
贈
答
を
ま
じ
え
な
い
。
そ
の
た
め
に
歌
物
語
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

伝
承
的
要
素
を
再
生
し
え
な
い
で
、
私
家
集
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
」
と
指
摘
す
る
点

は
重
要
で
あ
る
。
豊
蔭
な
る
人
物
に
仮
託
さ
れ
て
家
集
は
虚
構
化
が
進
め
ら
れ
て
い

る
も
の
の
、
伊
サ
の
自
作
歌
と
い
う
制
約
の
中
で
は
そ
れ
は
完
全
な
物
語
化
を
達
成

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
が
業
平
の
歌
だ
け
で
な

く
、
『
古
今
集
』
『
万
葉
集
』
所
載
歌
も
含
め
た
様
々
な
歌
を
加
え
て
構
成
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

る
こ
と
と
確
か
に
異
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
と
実
在
の
伊
サ
と
の
関
連
に
こ
だ
わ
ろ
う
。
『
伊
勢

物
語
』
の
「
色
好
み
」
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
背
景
に
は
伊
サ
が
必
ず
し
も

「
色
好
み
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
深
く
影
響
し
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』
が
業
平
幻

（
2
6
）

想
の
中
で
虚
構
化
を
推
し
進
め
「
色
好
み
」
を
描
い
た
の
に
対
し
て
、
私
家
集
で
あ

る
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
、
伊
サ
が
背
後
に
意
識
さ
れ
る
豊
蔭
は
「
色
好
み
」
を

演
じ
き
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
益
田
氏
が
指
摘
す
る
「
私
家
集
に
と
ど
ま
っ
て

い
る
」
同
集
は
、
物
語
と
し
て
の
虚
構
へ
の
跳
躍
は
見
ら
れ
ず
、
現
実
と
の
接
触
を

背
後
に
見
る
こ
と
が
強
要
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
伊
サ
の
自
作

歌
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
現
実
と
間
近
に
あ
り
、
そ
れ
は
『
伊
勢
物

語
』
の
よ
う
に
虚
構
が
押
し
出
さ
れ
た
物
語
と
は
自
然
と
異
な
っ
て
く
る
の
で
あ

る
。
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『
伊
勢
物
語
』
か
ら
の
影
響
と
し
て
「
色
好
み
」
に
関
し
て
の
言
及
を
進
め
て
き

た
が
、
『
伊
勢
物
語
』
の
時
代
と
伊
サ
を
取
り
巻
く
時
代
で
は
「
色
好
み
」
の
概
念

が
異
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
。
益
田
氏
が
伊
サ
の
「
色
好
み
」

を
時
代
性
で
捉
え
「
本
来
愛
情
の
探
求
か
ら
熱
い
人
間
性
の
回
復
が
め
さ
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
か
っ
た
好
色
が
、
次
第
に
愛
情
の
探
求
の
烈
し
さ
を
す
て
て
、
風
流
な
行

為
、
情
緒
に
富
ん
だ
ふ
る
ま
い
に
移
行
し
て
行
っ
て
し
ま
う
時
の
流
れ
の
上
に
彼
が

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

立
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」
と
述
べ
る
の
は
、
「
色
好
み
」
の
概
念
の
変
化
を
指
摘

す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
時
代
の
変
化
に
よ
り
「
色
好
み
」
的
な
行
為
が
風
流
な

行
為
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
る
ひ
た

む
き
な
情
熱
に
裏
打
ち
さ
れ
た
「
色
好
み
」
の
行
為
と
は
一
線
が
画
さ
れ
て
い
る
。

　
片
桐
氏
が
『
後
撰
集
』
を
「
宮
廷
女
房
社
会
に
お
け
る
色
好
み
の
和
歌
を
集
め
た
」

勅
撰
集
で
あ
る
と
し
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
と
の
同
一
の
基
盤
を
見
て
い
る
点
に
注

　
　
（
2
8
）

意
し
よ
う
。
そ
こ
で
は
「
色
好
み
」
の
歌
が
多
く
よ
ま
れ
た
こ
と
の
時
代
性
が
読
み

取
ら
れ
、
確
か
に
「
色
好
み
」
が
同
時
代
に
志
向
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
示

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
同
時
に
そ
れ
は
前
時
代
に
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
が
見

せ
た
「
色
好
み
」
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
ま
た
、
初
段
や
四
十
段
の
記
述
は
『
伊
勢
物
語
』
自
体
が
過
去
の
視
点
で
「
色
好

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

み
」
を
顕
在
化
し
て
い
る
と
も
言
う
こ
と
も
で
き
、
そ
れ
な
ら
ば
な
お
さ
ら
「
色
好

み
」
の
概
念
は
十
世
紀
後
半
の
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
時
代
に
は
異
な
っ
た
意
義
で

捉
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
た
情

熱
的
な
恋
愛
を
志
向
す
る
英
雄
的
な
「
色
好
み
」
の
姿
で
は
な
く
、
日
常
生
活
と
密

接
に
結
び
つ
い
た
日
常
性
を
持
っ
た
「
色
好
み
」
が
あ
ら
わ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
伊
サ
の
私
家
集
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
思
い
出
し
て
み
た

い
。
同
集
が
伊
サ
と
い
う
人
物
を
背
後
に
抱
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
時
代
性
に
抱
え

ら
れ
た
「
色
好
み
」
を
意
識
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
の
主
人
公
で
あ
る

豊
蔭
が
「
こ
と
な
ら
ぬ
女
」
と
の
恋
愛
に
向
か
っ
て
い
く
こ
と
に
必
然
性
が
見
出
さ

れ
る
の
で
あ
る
。

五
．
お
わ
り
に

　
以
上
の
考
察
か
ら
、
『
伊
勢
物
語
』
と
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
間
に
は
類
似
点
と

同
様
に
相
違
点
も
強
く
捉
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
二
つ
の
作
品
の
異
な
る
性

格
を
顕
著
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
一
つ
と
し
て
、
歌
物
語
と
物
語
的
家
集
の
距
離
が
明
示
さ
れ
て
い
る
点
が
あ

げ
ら
れ
る
。
私
家
集
で
あ
る
『
一
条
摂
政
御
集
』
が
物
語
化
を
進
め
る
に
し
て
も
そ

れ
が
徹
底
さ
れ
る
こ
と
は
難
し
く
、
実
在
の
伊
サ
に
束
縛
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
物
語
的
家
集
の
虚
構
化
の
限
界
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
実
在
の
伊
サ
の
私
家
集
で
あ
る
と
い
う
制
約
は
、
『
伊

勢
物
語
』
か
ら
「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー
フ
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
実
在
の
伊
サ
が
背

後
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
で
十
分
に
成
熟
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
文
学
作
品
の
虚

構
化
の
問
題
と
も
結
び
つ
い
て
お
り
、
物
語
に
類
似
し
な
が
ら
も
、
そ
う
で
は
あ
り

得
な
か
っ
た
物
語
的
家
集
の
特
徴
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
「
色
好
み
」
の
概
念
の
変
化
も
二
つ
の
作
品
間
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
『
一
条
摂
政
御
集
』
は
そ
の
成
立
・
構
成
を
『
伊
勢
物
語
』
に
多
く
拠
っ
て
い

る
が
、
『
伊
勢
物
語
』
に
見
ら
れ
た
「
色
好
み
」
が
純
粋
に
踏
襲
さ
れ
る
こ
と
は
な

く
、
そ
こ
に
は
到
達
で
き
な
い
「
色
好
み
」
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
語
』

が
恋
の
情
熱
に
真
摯
な
「
色
好
み
」
と
し
て
の
主
人
公
を
造
型
し
、
そ
の
挫
折
に
よ
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る
深
い
内
省
ま
で
を
描
い
た
の
に
対
し
て
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
で
は
あ
く
ま
で
も

日
常
的
な
恋
愛
を
重
ね
た
豊
蔭
の
姿
を
見
せ
る
の
み
で
あ
る
。
十
世
紀
後
半
と
い
う

時
代
性
を
現
実
と
し
て
持
ち
得
た
こ
と
で
、
そ
の
「
色
好
み
」
は
す
で
に
『
伊
勢
物

語
』
と
は
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
同
集
に
お
い
て
は

「
色
好
み
」
の
モ
チ
ー
フ
が
深
化
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
『
一
条
摂
政
御
集
』
は
『
伊
勢
物
語
』
の
影
響
を
受
け
て
制
作

さ
れ
、
類
似
点
を
多
く
持
ち
な
が
ら
も
、
作
品
を
大
局
的
に
見
た
と
き
そ
の
相
違
点

が
強
く
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
歌
物
語
と
物
語
的
家
集
の
差
異
と
い
う
問
題
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
物
語
的
家
集
が
歌
物
語
の
影
響
を
受
け
て
作
ら
れ
た
も
の

の
、
そ
の
形
式
や
時
代
性
に
よ
り
、
結
果
的
に
異
な
る
方
向
へ
と
向
か
っ
て
い
っ
た

こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

＊

『
一
条
摂
政
御
集
』
の
本
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
平
安
私
家
集
』
、

『
伊
勢
物
語
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
、
『
本
院
侍
従
集
』
は

『
新
編
国
歌
大
観
』
、
『
拾
遺
和
歌
集
』
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
っ

た
。

注
（
1
）
　
日
向
一
雅
「
後
撰
和
歌
集
の
前
後
」
『
日
本
文
芸
史
　
表
現
の
流
れ
　
古
代
2
』
河

　
　
出
書
房
新
社
一
九
八
六
年

（
2
）
　
平
安
文
学
輪
読
会
の
『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』
（
塙
書
房
一
九
六
八
年
）
、
片
桐
洋
一

　
　
氏
の
「
『
一
条
摂
政
御
集
』
に
つ
い
て
」
『
古
今
和
歌
集
以
後
』
（
笠
間
書
院
二
〇
〇
〇

　
　
年
）
等
で
も
、
二
つ
の
作
品
の
類
似
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

（
3
）
　
益
田
勝
実
「
伊
井
＊
「
と
よ
か
げ
」
と
の
間
」
『
国
文
学
』
一
九
八
一
年
四
月

（
4
）
　
『
注
釈
』
や
片
桐
同
2
前
掲
論
文
に
指
摘
が
あ
る
。

（
5
）
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
平
安
私
家
集
』
の
脚
注
に
そ
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

（
6
）
　
「
大
蔵
史
生
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
同
集
に
「
律
令
機
構
よ
り
の
自
己
解
放
と

　
　
し
て
の
愛
情
探
求
と
い
う
意
図
」
を
見
る
山
口
博
氏
の
考
察
（
「
大
蔵
史
生
豊
蔭
と
い

　
　
う
事
－
家
集
「
豊
蔭
」
の
一
問
題
1
」
『
平
安
文
学
研
究
』
一
九
六
一
年
十
二
月
）
、

　
　
『
一
条
摂
政
御
集
注
釈
』
の
補
注
で
「
色
好
み
に
は
、
財
力
が
必
要
で
あ
る
」
と
し
、

　
　
「
大
蔵
史
生
と
は
、
身
分
は
低
く
て
も
、
財
力
の
あ
る
者
と
い
う
イ
メ
」
ジ
が
当
時
あ

　
　
り
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
指
摘
な
ど
が
あ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て

　
　
ほ
と
ん
ど
触
れ
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
今
後
追
求
す
る
課
題
だ
と
捉
え
て
い
る
。

（
7
）
　
宮
谷
聡
美
「
『
と
よ
か
げ
』
の
「
あ
は
れ
」
」
『
古
代
研
究
』
一
九
九
四
年
九
月

（
8
）
　
長
谷
川
政
春
「
豊
蔭
物
語
」
『
体
系
物
語
文
学
史
　
第
三
巻
』
有
精
堂
出
版
一
九
八

　
　
三
年

（
9
）
　
益
田
同
3
前
掲
論
文

（
1
0
）
　
曽
根
誠
一
「
『
と
よ
か
げ
』
の
方
法
」
『
古
典
和
歌
論
叢
』
明
治
書
院
｝
九
八
八
年
，

（
H
）
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
　
平
安
私
家
集
』
脚
注
に
よ
る
。

（
1
2
）
　
十
九
段
「
天
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風
は
や
み
な
り
」
、

　
　
二
七
段
「
み
な
く
ち
に
我
や
見
ゆ
ら
む
か
は
つ
さ
へ
水
の
下
に
て
も
ろ
声
に
鳴
く
」
と

　
　
男
の
返
歌
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
1
3
）
　
秋
山
塵
「
伊
勢
物
語
・
「
み
や
び
」
の
論
」
『
国
文
学
』
一
九
七
九
年
一
月

（
1
4
）
　
宮
谷
聡
美
氏
は
「
あ
は
れ
に
い
み
じ
と
思
ひ
て
」
を
重
視
す
る
こ
と
で
、
当
該
箇
所

　
　
を
「
男
と
女
は
共
通
の
基
盤
に
立
っ
て
お
り
、
女
の
心
情
を
男
が
評
価
す
る
」
（
宮
谷

　
　
同
7
前
掲
論
文
）
と
肯
定
的
に
捉
え
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
「
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
心
地

　
　
も
せ
ず
」
に
重
点
を
置
い
て
解
釈
す
る
。

（
1
5
）
　
九
五
番
歌
「
恋
し
さ
を
つ
み
に
て
消
ゆ
る
も
の
な
ら
ば
身
を
な
き
も
の
に
な
し
つ
Σ

　
　
や
見
ん
」
一
八
四
番
歌
「
身
を
す
て
て
こ
玉
ろ
の
ひ
と
り
た
つ
ぬ
れ
ば
お
も
は
ぬ
山
も

　
　
お
も
ひ
や
る
か
な
」
な
ど
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
男
女
の
仲
に
っ
い
て
の
表

　
　
現
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
も
の
に
留
ま
っ
て
い
る
。

（
1
6
）
　
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
平
安
私
家
集
』
脚
注
の
説
を
と
る
。
『
注
釈
』
で
は
、
単
に

　
　
女
の
返
歌
が
な
か
っ
た
と
す
る
解
釈
の
可
能
性
も
示
し
て
い
る
が
、
文
脈
か
ら
判
断
し

　
　
た
時
に
意
味
が
通
り
に
く
く
な
る
た
め
首
肯
で
き
な
い
。
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（
1
7
）
　
『
伊
勢
物
語
』
で
は
「
私
」
と
「
公
」
の
葛
藤
が
「
惟
喬
親
王
物
語
」
な
ど
の
後
半

　
　
部
に
あ
ら
わ
れ
そ
こ
に
も
私
的
な
情
熱
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
主
に
前

　
　
半
部
の
恋
物
語
に
対
す
る
主
人
公
の
情
熱
を
想
定
し
て
い
る
。

（
1
8
）
　
宮
谷
氏
は
「
『
と
よ
か
げ
』
は
『
伊
勢
物
語
』
を
忠
実
に
受
け
継
こ
う
と
し
た
が
、

　
　
実
際
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
を
『
と
よ
か
げ
』
独
自
の
論
理
で
捉
え
た
。
す
な
は
ち
、

　
　
『
と
よ
か
げ
』
は
『
伊
勢
物
語
』
の
「
よ
む
」
歌
の
物
語
を
「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉

　
　
で
捉
え
た
の
で
あ
る
」
（
宮
谷
同
7
前
掲
論
文
）
と
す
る
。

（
1
9
）
　
益
田
同
3
前
掲
論
文

（
2
0
）
　
『
拾
芥
抄
』
の
「
本
院
中
御
門
北
堀
河
東
左
大
臣
時
平
家
」
の
記
述
が
参
考
と
な
る
（
本

　
　
文
は
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
『
拾
芥
抄
』
八
木
書
店
｝
九
九
八
年
に
よ
る
）
。

　
　
『
注
釈
』
補
注
に
詳
細
な
考
察
が
あ
り
、
中
務
の
娘
と
す
る
可
能
性
も
な
い
で
は
な
い

　
　
と
し
な
が
ら
、
本
院
侍
従
と
す
る
こ
と
の
妥
当
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
木
船
重
昭
『
本

　
　
院
侍
従
集
全
釈
』
（
風
間
書
房
一
九
九
一
年
）
に
は
「
こ
の
な
か
ど
み
か
ど
あ
た
り
と

　
　
い
う
の
が
「
拾
芥
抄
」
に
よ
れ
ば
「
本
院
中
御
門
北
堀
河
東
左
大
臣
時
平
家
」
、
「
土
御
門

　
　
以
上
為
北
辺
、
中
御
門
以
上
為
一
条
」
左
大
臣
藤
原
時
平
の
邸
宅
「
本
院
」
を
さ
す
と

　
　
思
わ
れ
る
」
と
あ
る
。

（
2
1
）
　
木
船
同
2
0
前
掲
論
文
や
『
注
釈
』
に
も
指
摘
が
見
ら
れ
る
。

（
2
2
）
　
『
注
釈
』
の
指
摘
に
よ
る
。

（
2
3
）
　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
本
文
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』
、
『
続
古
事
談
』
の
本

　
　
文
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
る
。

（
2
4
）
　
益
田
同
3
前
掲
論
文

（
2
5
）
　
ま
た
、
『
伊
勢
物
語
』
が
中
国
小
説
や
歌
語
り
の
影
響
を
受
け
て
、
虚
構
化
さ
れ
た

　
　
こ
と
も
成
立
事
情
と
し
て
は
大
き
な
相
違
点
で
あ
る
。

（
2
6
）
　
業
平
が
皇
統
の
人
物
で
あ
る
こ
と
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
「
血
統
を
受
け

　
　
て
平
城
天
皇
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
た
業
平
は
、
憧
憬
の
対
象
と
し
て
崇
拝
さ
れ
賛
美
さ

　
　
れ
る
出
自
を
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
（
小
町
谷
照
彦
『
源
氏
物
語
ハ
ソ
ド
ブ
ヅ
ク
』

　
　
新
書
館
一
九
九
六
年
）
と
あ
り
、
業
平
は
優
れ
た
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
る
必
然
性
を

　
　
持
ち
え
て
い
た
。

（
2
7
）
　
益
田
勝
実
「
豊
蔭
の
作
者
」
『
益
田
勝
実
の
仕
事
2
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
〇
〇
六

　
　
年
）

（
2
8
）
　
片
桐
同
2
前
掲
論
文
。
ま
た
、
片
桐
氏
が
同
論
文
に
お
い
て
実
頼
の
『
小
野
宮
殿

　
　
集
』
、
師
輔
の
『
九
条
殿
集
』
、
師
氏
の
『
海
人
手
子
良
集
』
、
伊
サ
の
『
一
条
摂
政
御

　
　
集
』
を
藤
原
氏
の
「
色
好
み
」
の
「
個
別
的
な
現
れ
」
と
し
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い

　
　
指
摘
で
あ
る
。

（
2
9
）
　
初
段
の
「
昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け
る
」
、
四
〇
段
の
「
む

　
　
か
し
の
若
人
は
、
さ
る
す
け
る
物
思
い
ひ
を
な
む
し
け
る
。
今
の
お
き
な
、
ま
さ
に
し

　
　
な
む
ぞ
」
の
記
述
が
注
意
さ
れ
る
。
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