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『
伊
勢
物
語
』
八
五
段
考…

―
「
思
へ
ど
も
」
の
歌
と
親
王

飯
田
さ
や
か

一　

は
じ
め
に

　
『
伊
勢
物
語
』
八
五
段
は
、
八
二
、八
三
段
と
続
い
た
惟
喬
親
王
章
段
の
最
終
部
に
位
置
し
、
出
家
し
た
親
王
の
も
と
に
、
正
月
に
は
必

ず
訪
れ
る
と
い
う
男
の
姿
が
描
か
れ
る
。

　

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
わ
ら
は
よ
り
仕つ

か

う
ま
つ
り
け
る
君
、
御み

ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
正む

月つ
き

に
は
か
な
ら
ず
ま
う
で
け

り
。
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
つ
ね
に
は
え
ま
う
で
ず
。
さ
れ
ど
、
も
と
の
心
う
し
な
は
で
ま
う
で
け
る
に
な
む
あ
り
け
る
。

む
か
し
仕
う
ま
つ
り
し
人
、
俗ぞ

く

な
る
、
禅ぜ

ん
じ師

な
る
、
あ
ま
た
参ま

ゐ

り
集
り
て
、
正
月
な
れ
ば
こ
と
だ
つ
と
て
、
大お

ほ

御み

酒き

た
ま
ひ
け
り
。

雪
こ
ぼ
す
が
ご
と
ふ
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や
ま
ず
。
み
な
人
酔ゑ

ひ
て
、
雪
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
り
、
と
い
ふ
を
題
に
て
、
歌
あ
り
け

り
。

思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目め

離か

れ
せ
ぬ
雪
の
積つ

も

も
る
ぞ
わ
が
心
な
る…

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
親み

王こ

、
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
御
衣ぞ

ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
。

	

（『
伊
勢
物
語
』、
一
八
八
～
一
八
九
頁
）
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「
む
か
し
仕
う
ま
つ
り
し
人
」「
俗
な
る
」「
禅
師
な
る
」
人
々
が
多
く
集
ま
る
中
、「
雪
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
り
」
と
い
う
題
で
、男
は
「
思

へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
と
詠
ん
だ
。
親
王
は
こ
の
歌
に
い
た
く
感
激
し
、
男
へ
御
衣
を
下

賜
す
る
。
御
衣
の
下
賜
は
言
う
ま
で
も
な
く
歌
へ
の
反
応
と
し
て
は
最
上
級
の
も
の
で
、
親
王
の
「
い
と
い
た
う
あ
は
れ
」
と
い
う
感
激

の
発
露
と
し
て
あ
る

（
注
１
）。

　

従
来
、
こ
の
歌
は
第
一
、
二
句
が
同
様
で
あ
る
『
古
今
和
歌
集
』（
以
下
『
古
今
集
』）「
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
に
見
え
ぬ
心

を
君
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
や
る
」（
巻
第
八
、
離
別
歌
、
三
七
三
番
歌
）
を
引
い
た
も
の
と
解
さ
れ
て
き
た
。『
古
今
集
』
三
七
三
番
歌
を
共
通

認
識
と
し
て
も
ち
つ
つ
も
、
そ
の
一
方
で
男
の
詠
ん
だ
歌
の
解
釈
は
分
か
れ
て
お
り
、
訳
が
定
ま
っ
て
い
な
い
。
特
に
、
第
三
句
「
目
離

れ
せ
ぬ
」
の
解
釈
は
様
々
で
あ
り
、
そ
の
下
に
続
く
第
四
、五
句
「
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
の
部
分
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
歌
を
読
み
解
け
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
親
王
に
感
激
さ
れ
る
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
八
五
段
「
思
へ
ど
も
」
の
歌
（
以
下
、
八
五
段
歌
）
に
注
目
し
、
第
三
句
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
お
よ
び
第
四
、五
句
「
雪
の

積
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
の
解
釈
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
親
王
の
感
激
に
い
た
る
背
景
を
考
察
す
る
。

二　
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
の
解
釈

　
『
伊
勢
物
語
』
八
五
段
は
、
出
家
し
た
親
王
の
も
と
に
以
前
仕
え
て
い
た
人
々
が
集
う
段
で
あ
る

（
注
２
）。

一
日
中
降
る
雪
に
よ
っ
て
、
帰
る

こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
人
々
は「
雪
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
り
」と
い
う
題
で
歌
を
詠
む
。
そ
の
中
で
男
が
詠
ん
だ
歌
が
八
五
段
歌
で
あ
っ

た
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
歌
を
ど
う
理
解
す
る
か
、
諸
注
解
釈
が
分
か
れ
て
い
る

（
注
３
）。

そ
の
一
つ
が
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
を
め
ぐ
っ
て

で
あ
る
。
こ
の
語
に
つ
い
て
竹
岡
正
夫
氏
の
検
討
に
従
え
ば
、
注
釈
書
に
お
け
る
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
は
以
下
の
三
種
に
分
類
で
き
る

（
注
４
）。

Ａ
．
降
り
続
く
雪
（
森
本
全
釈
・
全
書
・
全
集
・
集
成
・
新
全
集
・
新
大
系
・
鈴
木
評
解
）
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Ｂ
．
目
か
ら
離
れ
ず
に
積
も
る
雪
（
ノ
ー
ト
編
・
新
解
・
大
系
・
片
桐
全
読
解
）

Ｃ
．
ず
っ
と
お
会
い
し
て
い
る
（
竹
岡
全
評
釈
）

大
半
の
注
釈
書
は
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
を
Ａ
「
降
り
続
く
雪
」
と
解
す
る
。
そ
の
他
、
Ｂ
「
目
か
ら
離
れ
ず
積
も
る
雪
」
と
す
る
大
系
や

全
読
解
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
注
釈
書
を
踏
ま
え
て
提
示
さ
れ
た
の
が
、
Ｃ
「
ず
っ
と
お
会
い
し
て
い
る
」
と
す
る
竹
岡
氏
の
解
釈
で
あ

る
。
氏
は
、「「
目
離
る
」
と
は
、
見
る
こ
と
が
遠
ざ
か
る
。
逢
わ
ぬ
日
数
が
重
な
る
。（
中
略
）、
雪
が
絶
え
間
も
な
く
降
り
し
き
る
場
合

と
か
、
目
を
離
さ
ず
に
雪
を
じ
っ
と
見
る
場
合
な
ど
に
は
、「
目
離
る
」
と
は
言
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。」
と
い
う
こ
と
か
ら
、「
目
離

れ
せ
ぬ
」
を
親
王
と
「
ず
っ
と
お
会
い
し
て
い
る
」
と
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
理
解
に
そ
っ
て
、
こ
の
和
歌
を
現
代
語
訳
す
る
と
ひ
と
ま
ず

次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

Ａ
．
い
つ
も
お
傍
に
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
身
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
こ
の
降
り
続
く
雪
が
積

も
る
こ
と
が
私
の
心
に
か
な
う
こ
と
な
の
で
す
。

Ｂ
．
い
つ
も
お
傍
に
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
身
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
今
、
目
か
ら
離
れ
な
い

こ
の
積
雪
の
よ
う
に
思
い
が
積
も
っ
て
い
る
の
が
私
の
心
な
の
で
す
。

Ｃ
．
い
つ
も
お
傍
に
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
身
を
二
つ
に
分
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
の
で
、
今
日
、
雪
が
積
も
っ
て

帰
れ
な
く
な
っ
て
、
宮
様
に
ず
っ
と
お
会
い
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
の
こ
と
は
私
の
心
に
か
な
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
も
そ
も
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
と
は
誰
の
「
目
」
な
の
か
。
男
な
の
か
。
親
王
な
の
か
。
周
囲
の
人
々
か
。「
目
離
る
」
は
、『
角
川
古
語

大
辞
典
』
に
お
い
て
「
見
て
い
な
い
状
態
で
い
る
。
逢
え
な
い
で
い
る
。」
と
あ
り
、「
古
代
で
は
、
相
手
の
目
か
ら
離
れ
て
相
手
に
見
ら
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れ
て
い
な
い
不
安
な
状
況
の
表
現
が
主
体
で
あ
っ
た
が
、
中
古
に
な
る
と
、
自
分
が
見
て
い
な
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
、
見
る
対
象
に
は

物
も
含
ま
れ
て
く
る
。」
と
解
説
さ
れ
る
。「
見
る
」
と
い
う
動
作
の
主
体
が
誰
な
の
か
、「
目
で
見
て
い
る
」
の
は
相
手
で
あ
る
の
か
、

自
分
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
古
代
か
ら
中
古
ま
で
の
用
例
を
確
認
し
て
お
き
た
い

（
注
５
）。

当
該
歌
の
理

解
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
目
離
る
」
は
『
万
葉
集
』
に
四
例
見
え
る
。

①
佐
保
過
ぎ
て　

奈
良
の
手
向
に　

置
く
幣
は　

妹
乎
目
不
離
（
妹
を
目
離
れ
ず
）　

相
見
し
め
と
そ

	

（『
万
葉
集
』
巻
第
三
、三
〇
〇
番
、
長
屋
王
）

②
あ
さ
ぢ
は
ふ　

妹
目
不
数
見
而
（
妹
が
目
離
れ
て
）　

し
き
た
へ
の　

枕
も
ま
か
ず
…	

（『
同
』
巻
第
六
、九
四
二
番
、
山
辺
赤
人
）

③
思
ふ
故
に　

逢
ふ
も
の
な
ら
ば　

し
ま
し
く
も　

伊
母
我
目
可
礼
弖
（
妹
が
目
離
れ
て
）　

我
居
ら
め
や
も

	

（『
同
』
巻
第
十
五
、三
七
三
一
番
、
中
臣
宅
守
）

④
…
た
ら
ち
ね
の　

波
波
我
目
可
礼
弖
（
母
が
目
離
れ
て
）　

若
草
の　

妻
を
も
ま
か
ず
…

	

（『
同
』
巻
二
〇
、四
三
三
一
番
、
大
伴
家
持
）

『
万
葉
集
』
に
お
け
る
例
は
何
れ
も
、
誰
の
目
で
あ
る
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
①
は
「
妹
を
目
離
れ
ず
」
と
あ
る
よ

う
に
、
妹
を
見
る
の
は
自
分
自
身
で
あ
る
。
一
方
、
②
、
③
、
④
は
妹
ま
た
は
母
の
目
で
あ
る
。『
角
川
古
語
大
辞
典
』
の
解
説
の
と
お
り
、

見
る
動
作
を
し
て
い
る
の
は
相
手
で
あ
る
例
が
大
半
で
あ
り
、
自
分
自
身
が
見
て
い
る
例
は
①
三
〇
〇
番
歌
の
み
で
あ
る
。

　

で
は
中
古
に
入
る
と
、
①
の
よ
う
な
自
分
自
身
が
見
る
行
為
を
す
る
用
例
は
ど
の
程
度
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。『
源
氏
物
語
』
で
は
「
目
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離
る
」
は
六
例
見
え
る
。

⑤
源
氏
「
…
ま
こ
と
に
、
い
か
な
り
と
も
と
の
ど
か
に
思
ひ
た
ま
へ
つ
る
ほ
ど
は
、
お
の
づ
か
ら
御
目
離か

る
る
を
り
も
は
べ
つ
ら
む

を
、
な
か
な
か
今
は
何
を
頼
み
に
て
か
は
怠
り
は
べ
ら
ん
…
。」	

（『
源
氏
物
語
』
葵
、
六
四
頁
）

⑥
宮
は
、
三
条
宮
に
渡
り
た
ま
ふ
。
御
迎
へ
に
兵

ひ
ゃ
う

部ぶ

卿き
や
う

宮の
み
や

参
り
た
ま
へ
り
。
雪
う
ち
散
り
風
は
げ
し
う
て
、
院
の
内う

ち

や
う
や
う
人

目
離か

れ
ゆ
き
て
し
め
や
か
な
る
に
、
大
将
殿
こ
な
た
に
参
り
た
ま
ひ
て
、
古
き
御
物
語
聞
こ
え
た
ま
ふ
。	

（『
同
』
賢
木
、
九
九
頁
）

⑦
源
氏
「
昨よ

べ夜
は
し
か
じ
か
し
て
夜
更
け
に
し
か
ば
な
ん
。
例
の
思
は
ず
な
る
さ
ま
に
や
思
し
な
し
つ
る
。
か
く
て
は
べ
る
ほ
ど
だ

に
御
目
離か

れ
ず
と
思
ふ
を
、
か
く
世
を
離は

な

る
る
際き

は

に
は
、
心
苦
し
き
こ
と
の
お
の
づ
か
ら
多
か
り
け
る
を
、
ひ
た
や
籠ご

も

り
に
て
や
は

…
。」	

（『
同
』
須
磨
、
一
七
一
頁
）

⑧
内
大
臣
「
…
は
か
ば
か
し
き
身
に
は
べ
ら
ね
ど
、
世
に
は
べ
ら
ん
限
り
、
御
目
離か

れ
ず
御
覧
ぜ
ら
れ
、
お
ぼ
つ
か
な
き
隔
て
な
く

と
こ
そ
思
ひ
た
ま
ふ
れ
…
。」	

（『
同
』
少
女
、
四
一
頁
）

⑨
…
さ
し
並
び
目
離か

れ
ず
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
年
ご
ろ
よ
り
も
、
対た

い

の
上う

へ

の
御
あ
り
さ
ま
ぞ
な
ほ
あ
り
が
た
く
、
我
な
が
ら
も

生お

ほ
し
た
て
け
り
と
思
す
。	

（『
同
』
若
菜
上
、
七
四
頁
）

⑩
薫
「
宮
の
お
は
し
ま
さ
む
世
の
か
ぎ
り
は
、
朝
夕
に
御
目
離か

れ
ず
御
覧
ぜ
ら
れ
、
見
え
た
て
ま
つ
ら
ん
を
だ
に
」
と
思
ひ
の
た
ま

へ
ば
、
…
。	

（『
同
』
匂
兵
部
卿
宮
、
三
一
頁
）

⑤
は
葵
の
上
の
死
後
、
左
大
臣
と
源
氏
の
会
話
で
あ
る
。「
御
目
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
見
る
行
為
の
主
体
は
相
手
、
左
大
臣
で

あ
る
。
⑥
は
桐
壺
院
の
死
後
、
ゆ
か
り
の
女
御
や
更
衣
が
自
邸
へ
と
下
が
っ
て
い
き
、
院
か
ら
人
気
が
な
く
な
る
さ
ま
が
描
か
れ
る
。
こ
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の
場
合
も
相
手
が
動
作
主
体
で
あ
る
が
、
相
手
が
不
特
定
多
数
で
あ
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
⑦
は
源
氏
か
ら
紫
の
上
へ
の
台
詞
で
あ
る
。

こ
の
場
合
も
紫
の
上
が
見
る
意
で
あ
る
。
⑧
は
内
大
臣
と
母
で
あ
る
大
宮
の
会
話
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
御
目
」
も
大
宮
の
目
を
指
す

た
め
、
見
る
行
為
を
す
る
の
は
相
手
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
⑨
は
源
氏
が
紫
の
上
に
つ
い
て
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
述
べ
る
場
面
で
あ
る
。

「
目
離
れ
ず
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
へ
る
…
」
と
あ
る
よ
う
に
「
自
分
の
側
か
ら
離
さ
ず
に
お
育
て
し
て
き
た
…
」
と
い
っ
た
意
味
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
見
て
い
る
の
は
源
氏
自
身
で
あ
ろ
う
。
⑩
は
こ
れ
ま
で
の
大
半
の
例
と
同
様
に
、「
御
目
」
は
宮
（
女
三
宮
）
を
指
す
。
以

上
の
『
源
氏
物
語
』
の
例
の
う
ち
、
⑨
の
み
、
自
身
が
見
る
と
い
う
意
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』

の
解
説
に
よ
う
に
「
自
分
が
見
て
い
な
い
場
合
に
も
用
い
ら
れ
、
見
る
対
象
に
は
物
も
含
ま
れ
て
く
る
。」
と
い
っ
た
例
は
、
ま
だ
少
数

で
あ
る
。
ま
た
、『
源
氏
物
語
』
に
限
っ
て
言
え
ば
、
⑤
、
⑧
、
⑩
と
い
っ
た
明
ら
か
に
相
手
の
身
分
が
上
で
あ
る
場
合
は
必
ず
、
動
作

主
体
が
相
手
で
あ
る
こ
と
が
留
意
さ
れ
る
。

　

す
こ
し
時
代
は
下
る
が
、『
浜
松
中
納
言
物
語
』
や
『
夜
の
寝
覚
』
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
自
分
自
身
が
見
る
行
為
を
す
る
用
例
が
増
え

て
く
る
よ
う
で
あ
る
。

⑪
…
若
君
の
、
何
心
な
う
走
り
遊
び
給
ふ
な
ど
も
、
つ
ね
よ
り
は
目
か
れ
せ
ず
見
給
ひ
つ
つ
、
…
。

	

（『
浜
松
中
納
言
物
語
』
巻
第
四
、三
六
五
頁
）

⑫
い
み
じ
く
あ
て
に
、
を
か
し
く
、
な
ま
め
き
た
る
か
た
ち
、
様さ

ま

は
、
姫
君
に
も
劣
り
き
こ
え
ず
、
い
と
ど
た
だ
上う

へ

の
、
明
け
暮
れ

御
目め

離
れ
ず
、
掻か

き
撫
で
つ
つ
の
み
夜
を
も
明
か
さ
せ
た
ま
ふ
に
、（
中
略
）
い
と
め
づ
ら
し
く
、
心
や
す
か
べ
き
を
さ
へ
目め

離か

れ

ず
見
ぬ
契ち

ぎ

り
も
め
づ
ら
か
に
、
人
に
違た

が

ふ
心こ

こ

地ち

し
て
見
た
て
ま
つ
り
た
ま
ふ
に
、
…
。	

（『
夜
の
寝
覚
』
巻
四
、四
〇
七
頁
）
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⑪
は
、
中
納
言
が
若
君
の
遊
ぶ
さ
ま
を
見
る
場
面
で
あ
る
。
ま
た
、
⑫
の
「
御
目
離
れ
ず
」
は
帝
が
ま
さ
こ
君
を
大
層
可
愛
が
る
描
写
で

使
わ
れ
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
場
面
の
直
後
に
続
く
「
目
離
れ
ず
」
は
寝
覚
の
上
が
わ
が
子
を
い
つ
も
傍
で
見
守
る
こ
と
の
で
き
な
い
運

命
を
語
る
際
に
使
わ
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
例
に
お
い
て
、
動
作
主
体
が
自
分
自
身
で
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

　

で
は
、『
伊
勢
物
語
』
八
五
段
の
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
の
主
体
は
誰
な
の
か
。
こ
こ
で
、『
伊
勢
物
語
』
中
で
「
目
離
る
」
の
語
が
登
場
す

る
も
う
一
つ
の
段
で
あ
る
、
四
六
段
を
見
て
い
く
。

む
か
し
、
男
、
い
と
う
る
は
し
き
友
あ
り
け
り
。
か
た
時
さ
ら
ず
あ
ひ
思
ひ
け
る
を
、
人
の
国
へ
い
き
け
る
を
、
い
と
あ
は
れ
と
思

ひ
て
、
別
れ
に
け
り
。
月
日
経へ

て
お
こ
せ
た
る
文ふ

み

に
、

　

…

あ
さ
ま
し
く
、
対た

い

面め
ん

せ
で
、
月
日
の
経
に
け
る
こ
と
。
忘
れ
や
し
た
ま
ひ
に
け
む
と
、
い
た
く
思
ひ
わ
び
て
な
む
は
べ
る
。
世
の

中
の
人
の
心
は
、
a
目め

離か

る
れ
ば
忘
れ
ぬ
べ
き
も
の
に
こ
そ
あ
め
れ
。

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
み
て
や
る
。

b
目
離
る
と
も
思
ほ
え
な
く
に
忘
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば
お
も
か
げ
に
立
つ	（『
伊
勢
物
語
』
四
六
段
、
一
五
三
～
一
五
四
頁
）

非
常
に
親
し
く
し
て
い
た
友
人
と
、
男
と
の
別
れ
を
描
く
段
で
あ
る
。
傍
線
a
は
、
他
の
国
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
親
友
か
ら
月
日
を
経

て
送
ら
れ
て
き
た
手
紙
の
言
葉
で
あ
る
。「
世
の
中
の
人
の
心
」
と
い
う
の
は
逢
わ
な
い
で
い
る
と
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
意
で
あ
り
、

見
る
動
作
を
す
る
の
は
世
の
中
の
人
、
す
な
わ
ち
相
手
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
傍
線
b
の
場
合
は
や
や
難
解
で
あ
る
が
、
こ
こ
も
見

る
動
作
を
す
る
の
は
相
手
で
あ
る
と
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
山
本
登
朗
氏

（
注
６
）は

次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。
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す
な
わ
ち
「
目
」
が
自
分
の
目
の
場
合
は
、
主
人
公
は
目
の
前
に
浮
か
ぶ
相
手
の
「
面
影
」
を
た
だ
こ
ち
ら
か
ら
見
て
い
る
だ
け
だ

が
、「
目
」
が
相
手
の
目
の
場
合
、
主
人
公
は
自
分
が
見
て
い
る
そ
の
「
面
影
」
か
ら
、
逆
に
見
つ
め
ら
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
も

な
る
の
で
あ
る
。「
か
た
時
さ
ら
ず
相
思
ひ
け
る
」
ほ
ど
の
仲
で
あ
っ
た
親
友
ど
う
し
の
、
肉
親
や
恋
人
ど
う
し
に
も
似
た
濃
密
な

心
情
の
つ
な
が
り
を
言
う
言
葉
と
し
て
は
、
前
者
よ
り
も
む
し
ろ
後
者
の
解
釈
の
ほ
う
が
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

氏
は
、
常
に
相
手
の
視
線
が
意
識
さ
れ
、
互
い
に
そ
う
す
る
こ
と
で
一
方
通
行
で
は
な
い
心
情
の
交
流
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
と
指
摘
し

て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
、『
万
葉
集
』、『
源
氏
物
語
』、『
浜
松
中
納
言
物
語
』、『
夜
の
寝
覚
』
そ
し
て
『
伊
勢
物
語
』
四
六
段
の
「
目
離
る
」
の
用

例
を
見
て
き
た
。『
浜
松
中
納
言
物
語
』
以
降
は
、
自
分
が
相
手
を
見
る
際
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
大
半
の
例
に
お

い
て
見
る
動
作
を
す
る
の
は
単
数
の
相
手
の
目
で
あ
る
。
複
数
の
人
物
が
見
る
こ
と
を
表
す
用
例
も
あ
る
が
、そ
の
場
合
は
「
人
目
離
る
」

で
あ
り
、
自
分
自
身
を
含
め
た
複
数
の
目
を
言
う
意
味
合
い
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
場
合
、「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
と
は
、「（
男
、
親
王
を

含
め
た
）
そ
の
場
に
い
る
私
た
ち
全
員
が
見
る
雪
」
と
解
す
る
の
で
は
な
く
、「
親
王
の
視
線
を
常
に
受
け
て
い
る
雪
」
と
読
む
べ
き
で

あ
ろ
う
。
諸
注
釈
書
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
誰
が
見
て
い
る
の
か
が
曖
昧
で
あ
り
、
元
々
の
意
味
か
ら
離
れ
て
訳
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が

故
に
、
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。
ま
た
近
年
、「
親
王
の
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
今
年
も
訪
れ
た
雪
、
と
い
う
ふ
う
に
雪
を
擬

人
化
し
た
表
現
」
と
の
解
釈
も
あ
る
が
、「
目
離
る
」
の
主
体
を
「
物
」
に
し
た
も
の
は
用
例
と
し
て
確
認
で
き
な
い

（
注
７
）。「

目
」
は
親
王
の

目
で
あ
り
、「
親
王
の
視
線
を
常
に
受
け
て
い
る
雪
」
と
し
て
男
は
和
歌
に
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。

三　
『
古
今
集
』
と
の
関
わ
り
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次
に
、
第
四
、五
句
に
つ
い
て
見
て
い
く
。
従
来
、
八
五
段
歌
は
、
管
見
の
限
り
す
べ
て
の
注
釈
書
に
お
い
て
『
古
今
集
』
三
七
三
番

歌
と
の
関
わ
り
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

東
の
方
へ
ま
か
り
け
る
人
に
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る	

伊
香
子
淳
行

思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
に
見
え
ぬ
心
を
君
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
や
る	

（
巻
第
八
、
離
別
歌
）

　

東
国
へ
下
っ
た
人
へ
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
諸
注
釈
書
に
お
い
て
こ
の
歌
の
第
一
、二
句
「
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
」
を
踏
ま
え
て

八
五
段
歌
が
作
ら
れ
た
の
だ
と
解
説
さ
れ
る
と
お
り
、
第
一
、二
句
に
続
く
「
目
に
見
え
ぬ
心
を
君
に
た
ぐ
へ
て
ぞ
や
る
」
の
部
分
も

八
五
段
歌
に
響
い
て
い
る
。『
古
今
集
』
で
は
「
目
に
見
え
ぬ
心
」
で
あ
っ
た
も
の
が
八
五
段
歌
で
は
「
目
離
れ
せ
ぬ
雪
」
と
な
り
、
引

歌
を
意
識
す
れ
ば
、「（
目
に
は
見
え
な
い
心
と
は
違
い
）
親
王
の
視
線
を
常
に
受
け
て
い
る
雪
」
と
解
せ
る
。
そ
し
て
八
五
段
の
「
も
と

の
心
う
し
な
は
で
」
と
い
う
記
述
と
対
応
す
る
こ
と
で
、
雪
に
男
の
心
、
思
い
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
三
七
三
番

歌
「
目
に
見
え
ぬ
」
以
下
の
句
も
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
男
の
忠
誠
心
は
よ
り
一
層
強
い
も
の
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
八
五
段
歌
の
第
四
、五
句
「
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
は
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
注
釈
書
で
は
、

二
つ
に
大
別
さ
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

Ｄ
．
雪
が
積
も
っ
て
帰
れ
な
く
な
っ
た
の
は
私
（
男
）
の
本
望
だ
と
す
る
も
の
（
森
本
全
釈
・
全
書
・
ノ
ー
ト
編
・
新
解
・
全
集
・

集
成
・
新
全
集
・
竹
岡
全
評
釈
・
新
大
系
・
鈴
木
評
解
・
片
桐
全
読
解
）

Ｅ
．
積
雪
に
積
も
る
思
い
を
重
ね
て
解
釈
し
た
も
の
（
大
系
）

　

大
井
田
晴
彦
氏
は
こ
の
Ｄ
・
Ｅ
部
分
の
解
釈
の
揺
れ
に
つ
い
て
指
摘
し
、「
こ
の
降
り
積
も
っ
て
い
る
雪
こ
そ
が
、
君
を
慕
っ
て
い
る
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私
の
心
な
の
で
す
、
と
解
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
目
に
見
え
な
い
貞
節
の
心
を
、
雪
に
寄
せ
て
示
し
た
の
で
あ
る
。」
と
Ｅ
の
理
解

に
沿
っ
て
論
ず
る

（
注
８
）。

確
か
に
、『
古
今
集
』
三
七
三
番
歌
を
ふ
ま
え
た
場
合
は
、
稿
者
も
こ
こ
は
Ｅ
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
が
、
八
五

段
最
終
部
の
「
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
」
と
い
う
親
王
の
反
応
に
至
る
理
由
と
し
て
は
少
し

弱
い
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
、
近
年
の
注
釈
書
で
は
あ
ま
り
触
れ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
古
注
釈
の
指
摘
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。『
古
今
集
』
九
七
八
番
、

九
七
九
番
の
贈
答
歌
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。

宗
岳
大
頼
が
越
よ
り
ま
う
で
来
た
り
け
る
時
に
、雪
の
降
り
け
る
を
見
て
、「
お
の
が
思
ひ
は
こ
の
雪
の
ご
と
く
な
む
積
も
れ
る
」

と
言
ひ
け
る
折
に
よ
め
る	

凡
河
内
躬
恒

君
が
思
ひ
雪
と
積
も
ら
ば
頼
ま
れ
ず
春
よ
り
の
ち
は
あ
ら
じ
と
思
へ
ば
（
九
七
八
番
）

返
し	

宗
岳
大
頼

君
を
の
み
思
ひ
こ
し
ぢ
の
白
山
は
い
つ
か
は
雪
の
消
ゆ
る
時
あ
る
（
九
七
九
番
）

ま
ず
は
、
こ
の
贈
答
歌
に
関
し
て
触
れ
て
い
る
古
注
釈
書
の
記
述
を
み
て
い
き
た
い
。『
伊
勢
物
語
愚
見
抄（

注
９
）』

で
は
歌
が
『
古
今
集
』

九
七
八
番
お
よ
び
詞
書
と
「
心
お
な
じ
き
な
り
」
と
し
、『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄

）
（（

（
注

』
で
は
「
宗
岳
大
頼
が
歌
を
引
給
へ
り
」
と
指
摘
し
て
い
る
。

ま
た
『
勢
語
臆
断

）
（（

（
注

』、『
伊
抄
称
名
院
注
釈

）
（（

（
注

』、『
志
能
夫
数
理

）
（（

（
注

』
で
は
類
歌
と
し
て
九
七
八
番
歌
を
掲
げ
て
い
る
。『
伊
勢
物
語
童
子
問

）
（（

（
注

』

で
は
詳
細
に
記
述
が
さ
れ
、「
…
そ
の
う
へ
此
歌
は
古
今
・
離
別
の
歌
に
、
い
か
ご
の
あ
つ
ゆ
き
が
歌
の
上
の
句
を
と
り
て
下
の
句
は
古

今
集
雑
下
に
む
ね
を
か
の
お
ほ
よ
り
が
こ
し
よ
り
ま
う
で
き
た
り
け
る
と
き
に
、
雪
の
ふ
り
け
る
を
見
て
「
お
の
が
お
も
ひ
は
此
雪
の
ご
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と
く
な
ん
つ
も
れ
る
」
と
い
ひ
け
る
な
ど
ゝ
あ
る
詞
な
ど
を
と
り
合
わ
せ
て
一
首
の
歌
に
つ
く
り
あ
わ
せ
た
る
物
故
に
、
上
下
の
首
尾
と

く
と
は
合
ぬ
也
…
。」
と
あ
る
。

　

こ
の
説
に
触
れ
る
指
摘
に
は
、
山
田
清
市
氏
の
論

）
（（

（
注

が
あ
る
。
氏
は
、
八
五
段
歌
と
『
古
今
集
』
九
七
八
、九
七
九
番
歌
と
の
関
り
に
つ

い
て
、「
詞
書
や
歌
句
の
発
想
に
触
発
さ
れ
て
、
一
・
二
句
に
練
り
合
わ
さ
れ
た
も
の
」
と
し
、
こ
の
手
法
は
『
伊
勢
物
語
』
作
者
と
目
さ

れ
る
紀
貫
之
の
歌

）
（（

（
注

に
も
見
出
せ
る
と
指
摘
す
る
。
た
だ
し
、
氏
は
手
法
に
つ
い
て
の
み
言
及
し
て
お
り
、
内
容
の
検
討
は
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
前
掲
の
大
井
田
氏
も
、
雪
に
積
も
る
思
い
を
詠
ん
だ
類
歌
の
一
つ
と
し
て
引
い
て
い
る
。
し
か
し
「
心
お
な
じ
き
な
り
」、「
宗
岳
大

頼
が
歌
を
引
給
へ
り
」
と
い
う
古
注
釈
の
指
摘
や
、「
雪
」
と
「
思
ひ
」
の
読
ま
れ
方
を
考
え
た
と
き
、
八
五
段
の
男
の
歌
は
、
類
歌
に

と
ど
ま
ら
ず
、
九
七
八
、九
七
九
番
歌
を
引
い
た
も
の
と
し
て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ら
『
古
今
集
』

歌
を
踏
ま
え
る
こ
と
で
、
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、
以
下
検
討
し
た
い
。

　

一
般
的
に
雪
は
消
え
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
雪
と
と
も
に
消
え
る
「
思
ひ
」
や
「
わ
が
身
」
を
詠
む
歌
が
多
い
。

⑬
白
雪
の
降
り
て
つ
も
れ
る
山
里
は
住
む
人
さ
へ
や
思
ひ
消
ゆ
ら
む
（『
古
今
集
』
巻
第
六
、
冬
歌
、
三
二
八
番
、
壬
生
忠
岑
）

⑭
か
き
く
ら
し
降
る
白
雪
の
下
消
え
に
消
え
て
物
思
ふ
こ
ろ
に
も
あ
る
か
な
（『
同
』
巻
第
十
二
、
恋
二
、五
六
六
番
、
壬
生
忠
岑
）

⑮
逢
は
ぬ
夜
の
降
る
白
雪
と
積
り
な
ば
我
さ
へ
と
も
に
消
ぬ
べ
き
も
の
を
（『
同
』
巻
第
十
三
、
恋
三
、六
二
一
番
、
読
人
知
ら
ず
）

⑯
年
の
内
に
積
も
れ
る
つ
み
は
か
き
く
ら
し
降
る
白
雪
と
と
も
に
消
え
な
ん
（『
貫
之
集
』
二
二
番
）

⑬
は
白
雪
が
山
里
を
覆
い
隠
す
と
と
も
に
、
人
の
思
い
も
隠
し
て
消
し
て
し
ま
う
こ
と
を
、
⑭
は
積
も
っ
た
雪
が
、
目
に
は
見
え
な
い
下

の
ほ
う
か
ら
消
え
て
い
く
こ
と
を
踏
ま
え
、
自
ら
の
心
も
人
知
れ
ず
消
え
る
も
の
と
し
て
詠
ん
で
い
る
。
⑮
、
⑯
も
同
様
に
雪
と
と
も
に
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消
え
る
わ
が
身
や
罪
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
雪
に
自
ら
の
思
い
を
重
ね
る
こ
と
は
、
思
い
が
消
え
て
し
ま
う
と
い
っ
た
意
味
に

と
ら
れ
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
八
五
段
に
お
い
て
、
親
王
の
も
と
へ
「
も
と
の
心
う
し
な
は
で
ま
う
で
け
る
」
男
の
心
や
思
い
を
雪
に
重

ね
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
消
え
な
い
雪
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

だ
か
ら
こ
そ
『
古
今
集
』
九
七
八
、九
七
九
番
歌
が
重
要
に
な
っ
て
く
る
。
九
七
八
、九
七
九
番
歌
の
雪
は
「
越
路
の
雪
」
で
あ
る
。
宗

岳
大
頼
の
「
を
の
が
思
ひ
は
こ
の
雪
の
ご
と
く
な
む
積
も
れ
る
」
と
い
う
言
葉
に
対
し
、
凡
河
内
躬
恒
は
従
来
の
雪
の
イ
メ
ー
ジ
に
沿
っ

て
、
春
に
は
消
え
て
し
ま
う
も
の
と
詠
ん
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
大
頼
は
、
自
ら
の
思
い
は
「
越
路
の
雪
」
で
あ
る
と
詠
み
、
通
常
の
雪
と

異
な
り
、「
い
つ
か
は
雪
の
消
ゆ
る
時
あ
る
」
と
消
え
な
い
雪
に
重
ね
た
も
の
で
あ
る
と
し
た
。

　

越
路
は
越
の
国
へ
の
道
の
こ
と
で
あ
る
が
、越
の
地
そ
の
も
の
も
指
し
、必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
雪
と
詠
ま
れ
た
。「
越
の
白
山
」、「
白

山
」
な
ど
と
い
っ
た
場
合
も
越
路
の
雪
と
同
様
の
意
で
詠
ま
れ
た
。
そ
の
雪
は
春
に
な
っ
て
も
深
く
、
次
の
よ
う
な
例
が
見
え
る
。

⑰
雪
深
く
春
と
も
見
え
ぬ
越
路
に
も
折
り
し
梅
こ
そ
花
咲
き
に
け
り
（『
中
務
集
』
三
、九
九
番
）

中
務
が
越
へ
赴
任
す
る
源
順
へ
贈
っ
た
歌
で
あ
る
。
こ
の
歌
か
ら
は
、
雪
深
く
、
春
が
来
た
こ
と
も
分
か
ら
な
い
越
路
の
様
が
う
か
が
え

る
。
こ
の
雪
は
、
春
だ
け
で
な
く
夏
も
溶
け
ず
、
再
び
冬
を
迎
え
る
万
年
雪
で
あ
っ
た
様
子
が
次
の
二
首
に
見
え
る
。

⑱
あ
ら
た
ま
の
年
を
わ
た
り
て
あ
る
が
上
に
降
り
積
む
雪
の
絶
え
ぬ
白
山
（『
後
撰
集
』
第
八
巻
、
冬
、
四
八
二
番
、
読
人
不
知
）

⑲
白
山
に
降
る
白
雪
の
去
年
の
上
に
今
年
も
積
も
る
恋
も
す
る
か
な
（『
古
今
六
帖
』
第
一
、
雪
）
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ま
た
、
九
七
八
番
歌
を
詠
ん
だ
凡
河
内
躬
恒
は
次
の
よ
う
な
歌
も
詠
ん
で
い
る
。

⑳　
　

越
国
へ
ま
か
り
け
る
時
、
白
山
を
見
て
よ
め
る

　

消
え
は
つ
る
時
し
な
け
れ
ば
越
路
な
る
白
山
の
名
は
雪
に
ぞ
あ
り
け
る

	

（『
古
今
集
』
巻
第
九
、
羇
旅
歌
、
四
一
四
番
、
凡
河
内
躬
恒
）

こ
う
し
た
消
え
な
い
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
越
路
の
雪
が
、
八
五
段
歌
の
第
四
、五
句
の
背
景
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
男
の
忠
誠
心
は
い
っ
そ
う

強
い
も
の
と
し
て
訴
え
か
け
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
八
五
段
歌
「
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
の
背
景
に
、
九
七
八
、

九
七
九
番
歌
の
詞
書
「
を
の
が
思
ひ
は
こ
の
雪
の
ご
と
く
な
む
積
も
れ
る
」
が
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
、
男
の
「
わ
が
心
（
忠
誠
心
）」
も

ま
た
、「
越
路
の
白
雪
の
よ
う
に
消
え
な
い
」
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
八
五
段
歌
は
『
古
今
集
』
の
三
首
の
歌
を
巧
み
に
取

り
込
み
、
強
固
な
自
ら
の
忠
誠
心
を
詠
ん
だ
秀
逸
な
歌
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
親
王
の
「
い

と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
。」
と
い
う
反
応
も
ご
く
自
然
の
も
の
と
し
て
見
え
て
く
る
。
八
五
段

歌
は
「
い
つ
も
お
傍
に
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
身
を
分
け
る
こ
と
は
出
来
ま
せ
ん
。
せ
め
て
こ
の
よ
う
に
常
に
あ
な
た
の
視

界
に
あ
る
雪
の
よ
う
に
、
私
の
心
は
常
に
あ
な
た
の
お
傍
に
あ
る
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
、
雪
の
よ
う
に
積
も
る
私
の
心
（
思
い
）

は
、
消
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
有
名
な
あ
の
越
路
の
白
雪
の
よ
う
に
、
消
え
る
こ
と
は
な
い
も
の
な
の
で
す
。」
と
解
釈
で
き
よ
う
。

四　

惟
喬
親
王
と
雪
―
八
三
段
と
の
比
較
か
ら

　

こ
こ
ま
で
、
八
五
段
歌
「
思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
は
、『
古
今
集
』
三
七
三
番
歌
だ
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け
で
な
く
九
七
八
、九
七
九
番
歌
を
も
踏
ま
え
て
こ
そ
、
親
王
が
感
激
し
た
理
由
が
見
え
る
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
最
後
に
、
同
じ
く
惟

喬
親
王
章
段
の
一
つ
で
あ
る
八
三
段
と
八
五
段
の
比
較
を
通
し
て
、
八
五
段
の
親
王
の
思
い
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
た
い
。

　

む
か
し
、
水み

無な

瀬せ

に
通
ひ
た
ま
ひ
し
惟こ

れ

喬た
か

の
親み

王こ

、
例
の
狩か

り

し
に
お
は
し
ま
す
供と

も

に
、
馬
の
頭
な
る
お
き
な
仕つ

か

う
ま
つ
れ
り
。
日

ご
ろ
経
て
、
宮
に
か
へ
り
た
ま
う
け
り
。
御
お
く
り
し
て
と
く
い
な
む
と
思
ふ
に
、
ⅰ
大お

ほ

御み

酒き

た
ま
ひ
、
禄ろ

く

た
ま
は
む
と
て
、
つ
か

は
さ
ざ
り
け
り
。
こ
の
馬
の
頭
、
心
も
と
な
が
り
て
、

枕ま
く
らと

て
草
ひ
き
む
す
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋
の
夜よ

と
だ
に
た
の
ま
れ
な
く
に

と
よ
み
け
る
。
時
は
三や

よ
ひ月

の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
。
親
王
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で
明あ

か
し
た
ま
う
て
け
り
。
か
く
し
つ
つ
ま
う
で
仕
う

ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御み

ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
。
ⅱ
正む

月つ
き

に
お
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
小を

野の

に
ま
う
で
た

る
に
、
ⅲ
比ひ

叡え

の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。
し
ひ
て
御み

室む
ろ

に
ま
う
で
て
お
が
み
た
て
ま
つ
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
い
と
も

の
悲
し
く
て
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
や
や
久
し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い
に
し
へ
の
こ
と
な
ど
思
ひ
い
で
聞
え
け
り
。
ⅳ
さ
て
も
さ
ぶ
ら

ひ
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、
夕ゆ

ふ

暮ぐ
れ

に
か
へ
る
と
て
、

ⅴ
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君き

み

を
見
む
と
は

ⅵ
と
て
な
む
泣
く
泣
く
来
に
け
る
。	

（『
伊
勢
物
語
』
八
三
段
、
一
八
六
～
一
八
七
頁
）

次
の
表
に
示
す
よ
う
に
、
八
三
段
と
八
五
段
は
対
応
す
る
箇
所
が
非
常
に
多
い
。
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〈
表
Ａ
〉

八
三
段

八
五
段

ⅰ

大
御
酒
た
ま
ひ
、
禄
た
ま
は
む
と
て
、

正
月
な
れ
ば
こ
と
だ
つ
と
て
、
大
御
酒
た
ま
ひ
け
り
。

ⅱ

正
月
に
お
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
と
て
、
小
野
に
ま
う
で
た
る
に

正
月
に
は
か
な
ら
ず
ま
う
で
け
り
。

ⅲ

比
叡
の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。

雪
こ
ぼ
す
が
ご
と
ふ
り
て
、
ひ
ね
も
す
に
や
ま
ず
。

ⅳ

さ
て
も
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
が
な
と
思
へ
ど
、
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も

あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、
夕
暮
に
か
へ
る
と
て
、

雪
に
ふ
り
こ
め
ら
れ
た
り

ⅴ

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
お
も
ひ
き
や
雪
ふ
み
わ
け
て
君
を
見

む
と
は

思
へ
ど
も
身
を
し
わ
け
ね
ば
目
離
れ
せ
ぬ
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が

心
な
る

ⅵ

と
て
な
む
泣
く
泣
く
来
に
け
る

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
親
王
、
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う

て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
。

ⅰ
の
親
王
が
大
御
酒
を
振
舞
う
展
開
、
ⅱ
の
正
月
と
い
う
季
節
の
設
定
、
ⅲ
の
雪
の
描
写
な
ど
は
非
常
に
似
通
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
そ

れ
だ
け
に
ⅳ
、
ⅴ
、
ⅵ
は
対
照
的
な
描
写
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
ⅳ
は
親
王
の
元
に
訪
れ
た
男
が
帰
る
に
あ
た
っ
て
の
場
面
で
あ
る
。

八
三
段
で
は
、
ま
だ
居
た
い
け
れ
ど
帰
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
男
が
描
か
れ
、
対
し
て
八
五
段
で
は
雪
が
や
ま
ず
に
帰
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
様
が
描
か
れ
る
。
こ
こ
を
契
機
と
し
て
、
話
は
異
な
っ
た
展
開
を
し
て
い
く
。
ⅴ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
段
で
男
が
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
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八
三
段
に
お
い
て
、
心
な
ら
ず
も
帰
る
時
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
男
は
歌
を
詠
む
。
そ
の
歌
は
、
親
王
が
出
家
し
た
こ
と
を
受
け
止
め
き

れ
ず
、
悲
し
む
心
情
が
詠
ま
れ
る
。
そ
の
後
、
ⅵ
に
あ
る
よ
う
に
男
は
「
泣
く
泣
く
」
帰
っ
て
い
く
。
そ
れ
に
対
し
て
八
五
段
で
は
、
男

は
帰
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
た
原
因
で
あ
る
雪
に
、
自
分
の
思
い
を
重
ね
、
強
い
忠
誠
心
を
訴
え
か
け
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
に
確
認
し

た
よ
う
に
、
こ
の
歌
の
雪
は
「
親
王
の
視
線
を
常
に
受
け
て
い
る
雪
」
で
あ
り
「
越
路
の
白
雪
の
よ
う
に
消
え
な
い
雪
」
で
あ
る
。
い
つ

ま
で
も
こ
こ
に
あ
っ
て
、
消
え
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
自
分
た
ち
も
帰
ら
ず
に
そ
ば
に
い
る
こ
と
が
出
来
る
、
そ
ん
な
思
い
も
垣
間
見
え

て
く
る
。

　

ま
た
、
八
五
段
が
八
二
、八
三
段
と
八
五
段
と
続
い
た
惟
喬
親
王
章
段
の
最
終
段
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
す
る
と
、「
い
と
い
た
う
あ
は
れ

が
り
た
ま
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
」
と
い
う
親
王
の
反
応
は
章
段
全
体
へ
響
い
て
こ
よ
う
。
八
五
段
は
表
Ａ
で
確
認
し
た
似

通
っ
た
表
現
や
、
文
中
の
語
の
一
致
な
ど
か
ら
、
八
三
段
を
引
き
継
い
で
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

）
（（

（
注

。
ま
た
、
八
五
段
前
半
部

の
「
お
ほ
や
け
の
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
つ
ね
に
は
え
ま
う
で
ず
」
と
い
う
文
が
前
段
で
あ
る
八
四
段
の
「
子
は
京
に
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、

ま
う
づ
と
し
け
れ
ど
、
し
ば
し
え
ま
う
で
ず
」
と
い
う
文
に
酷
似
し
て
い
る
。
八
四
段
は
男
と
そ
の
母
宮
の
交
流
が
描
か
れ
る
段
で
あ
る
。

惟
喬
親
王
章
段
の
間
に
配
さ
れ
、
や
や
話
が
そ
れ
た
印
象
が
あ
る
段
で
あ
る
が
、
多
忙
な
宮
仕
え
の
合
間
に
自
身
の
母
や
主
人
に
会
い
に

行
く
男
の
姿
が
描
か
れ
る
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
八
二
、八
三
、八
四
段
の
あ
ら
ゆ
る
面
を
取
り
込
ん
で
八
五
段
は
構

成
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
山
田
清
市
氏

）
（（

（
注

は
、『
伊
勢
物
語
』
の
構
成
者
が
「
八
四
段
を
す
で
に
書
き
終
え
た
段
階
で
、
改
め
て
一
段
前

の
惟
喬
親
王
章
段
の
延
展
を
は
か
る
気
持
が
動
い
た
」
と
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
八
五
段
に
は
、
惟
喬
親
王
章
段
の
総
括
段
と
し
て
の
役
割

が
見
出
せ
る
の
で
あ
る

）
（（

（
注

。
八
二
段
は
「
渚
の
院
」
と
し
て
知
ら
れ
、
出
家
前
の
親
王
と
周
辺
の
人
々
の
交
流
を
描
く
著
名
な
段
で
あ
る
。

渚
の
院
の
桜
、天
の
河
の
辺
で
歌
を
詠
み
、最
後
に
水
無
瀬
の
離
宮
に
至
っ
て
宴
を
す
る
一
日
が
描
か
れ
る
。
八
三
段
前
半
も
同
様
に
、「
例

の
狩
」
を
す
る
親
王
と
供
の
「
馬
の
頭
な
る
お
き
な
」
の
様
子
が
描
か
れ
る
。
八
二
段
と
変
わ
ら
ぬ
華
や
か
さ
が
続
く
か
と
見
せ
、
親
王
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は
「
思
ひ
の
ほ
か
に
」
出
家
し
て
し
ま
う
。
以
降
後
半
部
は
、
八
二
段
か
ら
引
き
続
き
描
か
れ
た
華
や
か
さ
は
影
を
潜
め
、
雪
が
高
く
積

も
っ
た
地
で
徒
然
と
暮
ら
す
親
王
の
様
子
が
描
か
れ
、
男
は
深
い
悲
し
み
の
中
、
都
へ
と
帰
っ
て
い
く
。
八
三
段
で
語
り
つ
く
さ
れ
た
か

に
見
え
る
惟
喬
親
王
と
男
の
交
流
は
、
八
四
段
を
挟
ん
で
多
忙
な
宮
仕
え
の
合
間
を
縫
う
男
と
い
う
要
素
を
取
り
込
ん
で
、
再
び
八
五
段

で
語
ら
れ
る
。
八
二
段
で
語
ら
れ
た
、
出
家
前
の
親
王
の
華
や
か
な
交
流
を
想
起
さ
せ
る
か
の
よ
う
な
八
五
段
は
、
八
三
段
と
は
対
照
的

に
喜
び
の
中
に
幕
を
閉
じ
る
。
八
五
段
最
終
部
、
親
王
の
「
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
」
と
い

う
反
応
は
、
一
度
は
失
っ
た
か
に
思
え
た
臣
下
の
忠
誠
心
を
目
の
当
た
り
に
し
た
感
激
で
あ
り
、
惟
喬
親
王
章
段
全
体
の
流
れ
を
踏
ま
え

る
こ
と
で
一
層
際
立
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
、『
伊
勢
物
語
』
八
五
段
歌
に
つ
い
て
、
第
三
句
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
の
語
の
再
検
討
お
よ
び
第
四
、五
句
「
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心

な
る
」
と
『
古
今
集
』
三
七
三
番
歌
、
九
七
八
、九
七
九
番
歌
と
の
関
わ
り
か
ら
考
察
し
て
き
た
。

　
「
目
離
れ
せ
ぬ
」
つ
ま
り
「
目
離
る
」
の
語
は
、
平
安
時
代
中
期
ま
で
は
「
相
手
が
自
分
を
見
る
行
為
」
を
指
し
、『
伊
勢
物
語
』
に
お

い
て
見
る
動
作
を
す
る
主
体
は
相
手
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
つ
ま
り
、
八
五
段
に
お
い
て
雪
を
見
て
い
る
の
は
惟
喬

親
王
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
従
来
引
歌
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
『
古
今
集
』
三
七
三
番
歌
だ
け
で
な
く
、
八
五
段
歌
の
第
四
句
以
下

「
雪
の
積
も
る
ぞ
わ
が
心
な
る
」
に
は
『
古
今
集
』
九
七
八
、九
七
九
番
歌
を
踏
ま
え
て
読
む
必
要
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。『
古
今
集
』

三
七
三
番
歌
を
踏
ま
え
る
だ
け
で
は
強
調
さ
れ
な
い
「
男
の
忠
誠
心
」
が
、
九
七
八
、九
七
九
番
歌
の
「
越
路
の
雪
」
を
連
想
さ
せ
る
こ

と
で
よ
り
強
固
な
も
の
と
し
て
親
王
に
訴
え
か
け
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
八
五
段
を
惟
喬
親
王
章
段
の
総
括
段
と
し
て
見
た
と
き
、
親
王
の
華
や
か
な
日
々
を
描
い
た
八
二
段
を
再
び
想
起
さ
せ
る
段
と
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読
む
こ
と
が
出
来
る
。
八
三
段
で
は
、
親
王
の
出
家
か
ら
小
野
の
地
で
の
ひ
っ
そ
り
と
し
た
暮
ら
し
が
記
述
さ
れ
た
。
八
五
段
は
そ
う
し

た
八
三
段
と
非
常
に
似
通
い
な
が
ら
も
異
な
っ
た
展
開
を
す
る
こ
と
で
、
親
王
と
周
辺
の
人
々
の
変
わ
ら
ぬ
交
流
、
そ
し
て
男
の
強
い
忠

誠
心
を
描
く
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
親
王
の
「
い
と
い
た
う
あ
は
れ
が
り
た
ま
う
て
、
御
衣
ぬ
ぎ
て
た
ま
へ
り
け
り
」
と
い
う
反
応
は
、

三
首
の
歌
を
踏
ま
え
た
男
の
巧
み
な
歌
と
、
八
二
段
か
ら
八
五
段
に
至
る
経
過
す
べ
て
に
対
す
る
感
激
で
あ
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。

※
本
文
の
引
用
は
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。
和
歌
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
り
、
一
部
表
記
を
私
に
改
め
た
。

（
注
１
）『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
に
は
、
須
磨
に
流
離
す
る
光
源
氏
が
、
朱
雀
帝
か
ら
賜
っ
た
御
衣
を
身
か
ら
離
さ
ず
に
傍
に
置
い
て
い
る
描
写
が
み
え
る
。
歌
に

関
わ
る
下
賜
で
は
な
い
が
、「
御
衣
」
を
賜
っ
た
側
の
喜
び
の
大
き
さ
が
見
て
と
れ
る
。

（
注
２
）
八
五
段
に
関
し
て
は
、
段
そ
の
も
の
よ
り
も
成
立
時
期
を
含
め
惟
喬
親
王
章
段
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
の
論
考
が
多
い
。
以
下
に
そ
の
一
部
を

紹
介
す
る
。

①
竹
岡
正
夫
「
一
語
の
解
釈
の
相
違
か
ら
―
伊
勢
物
語
第
85
･
86
･
90
･
91
段
の
解
釈
―
」（『
香
川
大
学
一
般
教
育
研
究
』
13
、
一
九
七
八
・
三
）

②
市
原
愿
「
惟
喬
説
話
に
お
け
る
業
平
の
座
標
」（『
伊
勢
物
語
生
成
序
説
』
明
治
書
院
、
一
九
七
七
所
収
）

③
山
田
清
市
「『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
段
を
め
ぐ
っ
て
」（『
文
学
・
語
学
』
127
、
一
九
九
〇
・
十
一
）

④
仁
平
道
明
「『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
章
段
の
方
法
」（『
日
本
文
芸
の
潮
流
』
お
う
ふ
う
、
一
九
九
四
所
収
）

⑤
吉
山
裕
樹
「
伊
勢
物
語
八
五
段
に
つ
い
て
」（『
た
ま
ゆ
ら
』
26
、
一
九
九
四
・
十
二
）

⑥
河
添
房
江
「
伊
勢
物
語
を
読
む
・
惟
喬
親
王
に
親
し
む
」（『
別
冊
国
文
学
・
竹
取
物
語
伊
勢
物
語
必
携
』
学
燈
社
、
一
九
九
八
・
五
）

⑦
根
本
智
治
「
惟
喬
親
王
譚
の
論
理
」（『
伊
勢
物
語
の
表
現
史
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
四
所
収
）

⑧
大
井
田
晴
彦
「
伊
勢
物
語
・
惟
喬
親
王
章
段
の
主
題
と
方
法
」（『
国
語
と
国
文
学
』
85
‒
9
、二
〇
〇
八
・
九
）

⑨
阿
部
好
臣
「
雪
の
織
り
成
す
心
象
―
末
摘
花
巻
と
『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
章
段
」（『
物
語
組
成
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
一
所
収
）
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⑩
古
川
翼
「
幻
想
の
天
皇
と
し
て
の
惟
喬
親
王
―
「
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
」
の
意
味
す
る
も
の
―
」（『
学
芸
古
典
文
学
』
5
、
二
〇
一
二
・
三
）

⑪
森
野
正
弘
「『
伊
勢
物
語
』
惟
喬
親
王
章
段
に
お
け
る
時
間
の
構
造
」（『
日
本
文
学
』
65
（
4
）、
二
〇
一
六
・
四
）

（
注
３
）
今
回
確
認
し
た
注
釈
書
と
は
以
下
の
も
の
で
あ
る
。『
日
本
古
典
全
書
』（
朝
日
新
聞
社
：
南
波
浩
校
注
）、『
伊
勢
物
語
全
釈
』（
大
学
堂
：
森
本
茂
著
）、『
折

口
信
夫
全
集
・
ノ
ー
ト
編
』（
中
央
公
論
社
：
折
口
信
夫
著
）、『
伊
勢
物
語
新
解
』（
白
帝
社
：
中
田
武
司
、
狩
野
尾
義
衛
著
）『
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
：

福
井
貞
助
）『
新
潮
日
本
古
典
集
成
』（
新
潮
社
：
渡
辺
実
校
注
）、『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』（
右
文
書
院
：
竹
岡
正
夫
著
）、『
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
：

大
津
有
一
、
築
島
裕
）、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
：
福
井
貞
助
校
注
）、『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』（
岩
波
書
店
：
秋
山
虔
校
注
）、『
伊
勢
物
語

評
解
』（
筑
摩
書
房
：
鈴
木
日
出
男
著
）『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
和
泉
書
院
：
片
桐
洋
一
著
）

（
注
４
）
注
２
、
①
お
よ
び
竹
岡
正
夫
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』
右
文
書
院
、
一
九
八
八

（
注
５
）
今
回
は
以
下
の
作
品
を
対
象
と
し
て
調
査
し
た
。『
万
葉
集
』、『
竹
取
物
語
』、『
大
和
物
語
』、『
平
中
物
語
』、『
土
佐
日
記
』、『
蜻
蛉
日
記
』『
う
つ
ほ
物

語
』、『
落
窪
物
語
』、『
堤
中
納
言
物
語
』、『
枕
草
子
』、『
源
氏
物
語
』、『
和
泉
式
部
日
記
』、『
紫
式
部
日
記
』、『
更
級
日
記
』、『
讃
岐
典
侍
日
記
』、『
浜
松
中

納
言
物
語
』、『
夜
の
寝
覚
』

（
注
６
）
山
本
登
朗
「
見
ら
れ
る
こ
と
と
見
る
こ
と
―
「
目
離
る
」
覚
え
書
―
」（
山
本
登
朗
『
伊
勢
物
語
評
論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
一
所
収
）

（
注
７
）
注
２
、
⑧
お
よ
び
田
原
加
奈
子
「
お
別
れ
の
歌
･
･
･
と
見
せ
か
け
て
（
目
離
れ
せ
ぬ
雪
・
八
十
五
段
）」（
早
稲
田
久
喜
の
会
編
、
学
び
を
深
め
る
ヒ

ン
ト
シ
リ
ー
ズ
『
伊
勢
物
語
』
明
治
書
院
、
二
〇
一
八
所
収
）

（
注
８
）
注
２
、
⑧
。
な
お
、
第
四
句
が
「
雪
の
と
む
る
ぞ
」
で
あ
る
歌
が
『
古
今
六
帖
』（
第
一
、
雪
、
七
二
三
）
に
あ
る
。
氏
は
、
第
四
句
が
「
雪
の
と
む
る
ぞ
」

で
あ
れ
ば
、
Ｄ
の
よ
う
に
解
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
注
９
）
片
桐
洋
一
編
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
』
第
三
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
八
所
収

（
注
10
）
注
９

（
注
11
）
築
島
裕　

他
編
『
契
沖
全
集
』
第
九
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
所
収

（
注
12
）
片
桐
洋
一
編
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
』
第
四
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
九
所
収

（
注
13
）
片
桐
洋
一
編
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
大
成
』
第
五
巻
、
笠
間
書
院
、
二
〇
一
〇
所
収

55



（
注
14
）
片
桐
洋
一
編
『
伊
勢
物
語
古
注
釈
書
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
第
四
巻
、
和
泉
書
院
、
二
〇
〇
三
所
収

（
注
15
）
注
２
、
③

（
注
16
）
氏
は
、『
拾
遺
集
』
巻
十
三
恋
三
、八
一
一
番
歌
「
わ
す
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば
春
の
田
を
返
す
返
す
ぞ
人
は
こ
ひ
し
き
」
は
『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
一
恋

一
、五
一
四
番
歌
「
わ
す
ら
る
る
時
し
な
け
れ
ば
あ
し
た
づ
の
思
ひ
み
だ
れ
て
ね
を
の
み
ぞ
な
く
」（
よ
み
人
し
ら
ず
）
お
よ
び
五
一
五
番
歌
「
唐
衣
ひ
も
ゆ
ふ

ぐ
れ
に
な
る
時
は
返
す
返
す
ぞ
人
は
こ
ひ
し
き
」（
よ
み
人
し
ら
ず
）
を
合
わ
せ
た
発
想
歌
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

（
注
17
）
注
２
、
③

（
注
18
）
注
２
、
③

（
注
19
）
な
お
、
片
桐
洋
一
氏
は
注
３
に
あ
げ
た
注
釈
の
中
で
、
八
十
五
段
は
「
第
八
十
三
段
と
は
異
な
る
ケ
ー
ス
を
示
し
て
い
る
」
と
、
八
十
五
段
を
別
伝
承
と

し
て
伝
え
る
物
語
の
方
法
と
解
す
。
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