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『伊勢物語』六十段と『漢書』朱買臣伝

『
伊
勢
物
語
』
六
十
段
は
、

五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば

昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

の
名
歌
を
含
み
な
が
ら
か
な
ら
ず
し
も
現
代
の
研
究
者
に
好
感
を
与
え
て

（
注
．
）

は
い
な
い
。
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
を
考
え
な
が
ら
内
容
を
検
討
し
て
み
よ

○

ニ
フ

（
注
・
）

六
十
段
の
本
文
は
、
こ
う
で
あ
る
。

む
か
し
、
男
あ
り
け
り
。
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
、
心
も
ま
め
な
ら

ざ
り
け
る
ほ
ど
の
家
刀
自
、
ま
め
に
思
は
む
と
い
ふ
人
に
つ
き
て
、

人
の
国
へ
い
に
け
り
。
こ
の
男
、
宇
佐
の
使
に
て
行
き
け
る
に
、
あ

し
ぞ
う

め

る
国
の
祗
承
の
官
人
の
妻
に
て
な
む
あ
る
と
聞
き
て
、
「
女
あ
る
じ

に
か
は
ら
け
と
ら
せ
よ
。
さ
ら
ず
は
飲
ま
じ
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
か

『
伊
勢
物
語
』
六
十
段
と
『
漢
書
』
朱
買
臣
伝

｜
、
六
十
段
の
「
家
刀
自
」

は
ら
け
取
り
て
出
し
た
り
け
る
に
、
さ
か
な
な
り
け
る
橘
を
と
り

て
、五
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
ば

む
か
し
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る

と
い
ひ
け
る
に
ぞ
、
思
ひ
出
で
て
、
尼
に
な
り
て
、
山
に
入
り
て
ぞ

あ
り
け
る
。

六
十
段
の
作
者
は
、
「
五
月
待
つ
」
の
歌
に
つ
い
て
、
〈
主
人
公
の
「
男
」

の
家
の
家
刀
自
で
、
京
で
共
に
暮
ら
し
て
い
た
女
が
、
「
男
」
の
愛
情
に

誠
実
さ
を
感
じ
ら
れ
ず
、
誠
意
を
こ
め
て
愛
そ
う
と
い
う
他
の
男
の
許
に

走
っ
て
、
地
方
の
一
宮
人
の
妻
と
な
っ
た
。
そ
の
後
「
男
」
は
勅
使
と
な

り
下
向
の
途
中
、
接
待
の
宴
で
昔
の
妻
と
再
会
し
、
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
〉

と
物
語
っ
て
い
る
。
「
男
」
は
饗
宴
の
席
の
酒
肴
に
出
て
い
た
橘
の
実
か

ら
発
想
を
得
た
と
し
て
、
〈
五
月
を
待
っ
て
咲
く
橘
の
花
の
香
に
よ
っ
て
、

か
っ
て
自
分
を
捨
て
て
去
っ
た
妻
が
、
袖
に
た
き
し
め
て
い
た
薫
り
を
、

な
つ
か
し
く
思
い
出
し
た
（
今
で
も
心
の
奥
底
に
妻
へ
の
愛
情
が
残
っ
て

糸
井
久
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い
る
）
〉
と
、
わ
が
思
い
を
歌
う
の
で
あ
る
。

こ
の
歌
に
よ
っ
て
女
は
、
目
前
の
勅
使
が
昔
の
夫
で
あ
る
こ
と
を
思
い

出
し
、
自
分
の
行
い
を
悔
い
て
尼
と
な
り
、
山
の
寺
に
入
っ
た
と
、
物
語

ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
古
今
和
歌
集
』
巻
三
夏
に
は
こ
の
歌
が
詞
書
も
な
く
、

よ
み
人
知
ら
ず
の
歌
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
〈
五
月
を

待
っ
て
咲
く
橘
の
花
の
香
に
よ
っ
て
、
今
は
忘
れ
果
て
て
い
た
は
ず
の
昔

の
恋
人
の
こ
と
、
そ
の
人
と
の
恋
に
生
き
た
日
々
の
こ
と
が
、
思
い
も
か

け
ず
一
瞬
の
う
ち
に
心
に
蘇
っ
て
き
た
〉
と
い
う
歌
に
な
っ
て
い
る
。

物
語
の
歌
と
和
歌
集
の
歌
と
は
、
同
じ
歌
で
あ
り
な
が
ら
杼
情
の
内
容

が
ち
が
っ
て
い
る
の
だ
。

私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
『
伊
勢
物
語
』
は
、
少
く
と
も
三
次
に
わ

た
る
増
補
が
行
わ
れ
て
現
在
の
姿
と
な
っ
た
こ
と
が
、
片
桐
洋
一
氏
の
研

（
注
：
．
）

究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
『
伊
勢
物
壷
叩
』
と
『
古
今
和
歌
集
』

と
は
深
い
関
係
を
も
っ
て
い
て
、
第
一
次
の
最
も
古
い
形
態
の
『
伊
勢
』

は
、
『
古
今
集
』
の
長
い
詞
書
の
つ
い
た
歌
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
片
桐
氏
は
第
一
次
『
伊
勢
』
が
『
古
今
集
』
に
反
映
し
た
も
の
と
判

断
さ
れ
、
第
一
次
『
伊
勢
』
は
『
古
今
集
』
成
立
以
前
に
生
ま
れ
た
と
考

察
さ
れ
た
。
し
か
し
『
古
今
集
』
の
詞
書
も
な
い
よ
み
人
知
ら
ず
の
歌
と

同
じ
歌
を
も
っ
た
六
十
段
の
よ
う
な
『
伊
勢
物
語
』
と
の
関
係
は
、
『
伊

勢
』
の
作
者
が
『
古
今
集
』
の
歌
に
よ
っ
て
物
語
を
創
作
し
た
と
し
て
、

『
古
今
集
』
成
立
以
後
の
、
遅
く
第
三
次
の
増
補
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

片
桐
氏
の
考
察
に
従
う
と
、
『
古
今
集
』
の
「
五
月
待
つ
」
の
歌

は
、
六
十
段
の
作
者
に
、
ど
ん
な
人
物
が
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
こ
の

歌
を
詠
ん
だ
か
と
い
う
想
像
を
か
き
た
て
て
、
散
文
に
よ
る
虚
構
の
世
界

を
創
作
さ
せ
得
る
力
を
も
っ
た
名
歌
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
六
十
段
は
か
な
ら
ず
し
も
研
究
者
に
好
感
を
与
え

て
は
い
な
い
と
記
し
た
。
そ
れ
は
「
男
」
が
勅
使
接
待
役
の
祗
承
（
今
の

夫
）
に
「
女
あ
る
じ
に
か
は
ら
け
と
ら
せ
よ
。
さ
ら
ず
は
飲
ま
じ
」
と
、

権
勢
を
も
っ
て
饗
応
を
拒
否
し
、
昔
の
妻
を
宴
席
に
呼
び
出
す
こ
と
を
強

要
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
だ
ろ
う
。

ｏ

私
は
、
女
が
六
十
段
で
歌
の
中
で
「
む
か
し
の
人
」
と
歌
わ
れ
な
が

ら
、
地
の
文
で
は
「
家
刀
自
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

「
お
ん
な
・
つ
ま
・
ひ
と
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
「
家
刀
自
（
い
へ
と

じ
・
い
へ
と
う
じ
）
」
の
語
は
す
で
に
『
万
葉
集
』
や
『
日
本
霊
異
記
』

に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し

例
え
ば
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻
「
狐
を
妻
と
し
て
子
を
生
ま
令
む
る

（
注
川
）

縁
第
一
一
」
に
は
、
「
家
室
」
と
記
さ
れ
「
イ
ヘ
ノ
ト
ジ
」
と
訓
読
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
話
で
は
、
男
は
旅
の
途
中
で
美
女
に
出
会
い
、
妻
と
な
る

い
と
つ

一
」
と
を
承
諾
さ
れ
、
「
即
ち
家
に
将
て
交
通
き
相
住
む
」
こ
と
と
な
っ
た
。

男
が
通
い
訪
れ
る
女
（
妻
）
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
共
に
住
み
、
一
つ

家
に
暮
ら
す
夫
婦
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
男
の
家
は
富
裕
な
農
家
で
あ
っ

い
へ
の
と
じ

た
ら
し
く
、
こ
の
「
家
室
」
は
、
一
一
月
一
一
一
月
の
頃
自
家
で
国
へ
供
出
す
る

米
を
春
く
時
、
精
米
の
労
働
に
従
事
す
る
女
た
ち
に
食
事
を
支
給
す
る
た

め
、
唐
臼
小
屋
に
入
っ
た
と
あ
る
。
そ
こ
で
彼
女
は
飼
犬
に
ほ
え
か
け
ら

れ
、
狐
の
正
体
を
現
わ
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ

い
へ
の
と
じ

の
「
家
室
」
は
か
な
り
の
豪
農
の
家
の
家
政
を
担
当
し
、
使
用
人
の
管

理
、
食
料
の
配
分
・
供
与
な
ど
の
重
要
な
役
割
を
荷
っ
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
。

２４
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『伊勢物語』六十段と『漢書』朱買臣伝
ま
た
『
源
氏
物
語
』
帯
木
巻
の
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
左
馬
頭
の
話
に

（
注
Ⅱ
）

も
「
家
刀
自
」
が
登
場
す
る
。

ま
め
ノ
ー
し
き
す
ぢ
を
た
て
シ
、
耳
は
さ
み
が
ち
に
、
美
相
な
き
家

刀
自
の
、
ひ
と
へ
に
、
う
ち
と
け
た
る
後
見
ば
か
り
を
し
て
、
…
…

こ
の
「
家
刀
自
」
に
も
、
身
な
り
顔
つ
く
り
も
か
ま
は
ず
に
夫
や
家
族
の

世
話
、
日
々
の
家
事
に
打
ち
込
む
、
家
政
を
荷
っ
た
主
婦
の
姿
を
見
て
よ

い
だ
ろ
う
。
「
雨
夜
の
品
定
め
」
の
色
好
み
の
貴
公
子
た
ち
の
議
論
の
根

底
に
は
、
家
政
担
当
者
と
し
て
す
ぐ
れ
た
能
力
あ
る
妻
（
Ⅱ
家
刀
自
）
を

求
め
る
の
が
、
い
か
に
む
つ
か
し
い
か
の
嘆
き
が
あ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
に
は
、
六
十
段
以
外
に
四
十
四
段
に
も
「
家
刀
自
」
が

（
注
六
）

登
場
し
て
い
る
。

む
か
し
、
縣
へ
ゆ
く
人
に
馬
の
は
な
む
け
せ
む
と
て
、
呼
び
て
、

う
と
き
人
に
し
あ
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
家
刀
自
、
杯
さ
さ
せ
て
、
女
の

装
束
か
づ
け
む
と
す
。
あ
る
じ
の
男
、
歌
よ
み
て
、
裳
の
腰
に
結
び

つ
け
さ
す
。

出
で
て
ゆ
く
君
が
た
め
に
と
ぬ
ぎ
つ
れ
ば

我
さ
へ
も
な
く
な
り
ぬ
く
き
か
な

こ
の
歌
は
あ
る
が
な
か
に
面
白
け
れ
ば
、
心
と
ど
め
て
、
よ
ま
ず
、

腹
に
味
は
ひ
て
。

「
男
」
は
地
方
に
赴
任
す
る
友
人
の
送
別
の
宴
を
催
し
た
。
親
し
い
人

で
あ
っ
た
の
で
、
家
刀
自
も
宴
席
に
加
わ
っ
て
い
た
。
「
杯
を
さ
さ
せ
て
」

と
あ
る
か
ら
彼
女
は
召
し
使
う
人
に
命
じ
て
客
人
に
杯
を
勧
め
、
酒
を

飲
ま
せ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
女
は
旅
立
つ
客
人
に
女
の
装
束
（
裳
）
を
贈

る
。
そ
れ
を
見
た
あ
る
じ
の
「
男
」
が
、
即
興
に
「
出
で
て
ゆ
く
」
の
歌

を
詠
ん
で
贈
物
の
「
裳
の
腰
」
に
結
び
つ
け
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ

も
も
も

は
く
あ
な
た
に
裳
を
贈
る
こ
と
で
、
私
ｊ
Ｄ
ま
た
「
裳
Ⅱ
喪
（
凶
事
）
」
が

な
く
な
っ
た
〉
と
い
う
祝
い
の
歌
で
、
歌
の
前
提
に
宴
席
に
お
け
る
家
刀

自
ら
し
い
心
配
り
や
振
舞
い
が
あ
る
。

四
十
四
段
は
、
片
桐
洋
一
氏
の
説
に
従
う
と
、
第
二
次
『
伊
勢
物
語
』

と
し
て
増
補
さ
れ
た
段
に
あ
た
り
、
『
後
撰
集
』
以
後
し
ば
ら
く
の
間
に

成
立
し
た
『
在
中
将
集
』
『
雅
平
本
業
平
集
』
の
こ
ろ
の
も
の
と
な
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
六
十
段
の
作
者
に
は
四
十
四
段
の
家
刀
自
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
、
そ
の
関
わ
り
の
上
で
六
十
段
を
付
け
加
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
。
私
は
私
的
な
友
人
送
別
の
宴
席
に
あ
た
る
四
十
四
段
の
「
家
刀
自
」

の
姿
と
、
公
的
な
勅
使
饗
応
の
宴
に
強
い
て
出
席
を
求
め
ら
れ
る
六
十
段

の
「
家
刀
自
」
（
「
女
あ
る
じ
」
）
の
姿
と
に
、
相
反
し
な
が
ら
照
応
し
合
う

も
の
を
感
じ
て
し
ま
う
。

六
十
段
の
「
家
刀
自
」
も
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
「
男
」
の
家
の
家
政

を
担
当
し
、
家
中
で
重
要
な
役
割
を
果
す
立
場
に
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
し

彼
女
は
自
分
か
ら
「
男
」
の
家
を
放
棄
し
、
他
の
男
の
言
に
従
っ
て
結
婚

し
、
地
方
へ
下
っ
て
し
ま
っ
た
。
「
男
」
が
「
宮
仕
へ
い
そ
が
し
く
、
心

も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
」
で
あ
っ
た
の
が
原
因
だ
と
い
う
。
た
し
か

に
原
因
は
「
男
」
の
側
に
あ
る
。

「
心
も
ま
め
な
ら
ざ
り
け
る
ほ
ど
」
は
、
〈
妻
へ
の
愛
情
も
十
分
と
は
い

え
な
か
っ
た
〉
と
い
う
こ
と
だ
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
と
考

え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
す
で
に
十
六
段
で
は
、
紀
有
常
は
、
長
年
つ
れ
添
っ

て
き
た
妻
が
老
齢
と
な
り
、
夫
と
別
れ
て
尼
に
な
っ
て
姉
の
い
る
寺
に

移
り
住
む
こ
と
に
な
っ
た
と
物
語
っ
て
い
る
。
別
れ
に
際
し
て
夫
の
有
常

は
「
ま
こ
と
に
む
つ
ま
じ
き
こ
と
こ
そ
な
か
り
け
れ
、
い
ま
は
と
ゆ
く
を

い
と
あ
は
れ
と
思
ひ
け
れ
ど
、
貧
し
け
れ
ば
す
る
わ
ざ
も
な
か
り
け
り
」
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と
思
う
の
で
あ
る
。
夫
の
側
か
ら
〈
本
当
に
夫
婦
仲
が
よ
い
と
い
う
ほ
ど

で
も
な
か
っ
た
が
〉
と
い
う
の
だ
か
ら
、
こ
れ
も
「
心
ま
め
ざ
り
け
る
ほ

ど
」
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
雨
夜
の
品
定
め
」
で
、
左
馬
頭
は
理
想
の
妻
像
を
論
じ
て
、
夫
婦
た

が
い
の
寛
容
・
忍
耐
を
説
い
て
い
る
。
男
の
立
場
に
立
っ
て
の
主
張
で
は

あ
る
が
、
「
深
き
山
里
、
世
離
れ
た
る
海
づ
ら
に
這
ひ
隠
れ
ぬ
る
」
女
や
、

情
愛
浅
く
な
い
男
を
見
捨
て
て
尼
に
な
っ
て
し
ま
う
女
を
、
「
軽
々
し
く

こ
と
さ
ら
び
た
る
こ
と
な
り
」
と
批
難
し
、
「
い
と
あ
ぢ
き
な
き
こ
と
な

り
」
と
断
じ
て
も
い
る
。
こ
れ
は
六
十
段
の
家
を
出
た
「
家
刀
自
」
に
も

あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
彼
女
の
そ
う
せ
ざ
る
を
得
な
い
原
因
が

「
男
」
の
側
に
あ
る
に
し
て
も
、
全
面
的
に
肯
定
し
う
る
も
の
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

女
あ
る
じ
で
あ
っ
て
も
ご
く
親
し
い
人
を
供
応
す
る
私
的
な
宴
で
な
い

か
ぎ
り
、
宴
席
に
は
加
わ
ら
な
い
。
ま
し
て
勅
使
接
待
の
公
的
な
宴
席
に

参
加
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
、
「
男
」
に
と
っ
て
は
勅
使
の

権
力
を
行
使
し
て
無
理
に
で
も
召
し
出
す
以
外
、
昔
の
妻
に
会
う
方
法
は

な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
「
男
」
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
愛
情
が

全
く
な
か
っ
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
我
が
家
の
「
家
刀
自
」
と
い
う
重
要

な
立
場
に
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
か
ら
放
棄
し
て
他
の
男
の
許

に
走
っ
た
妻
に
、
一
目
で
も
会
っ
て
恨
み
言
の
一
つ
も
い
い
た
く
な
る
の

は
、
自
然
な
感
情
で
は
な
か
ろ
う
か
。

六
十
段
の
作
者
が
「
五
月
待
つ
」
の
名
歌
に
心
を
動
か
さ
れ
て
、
こ
の

二
、
『
漢
書
』
朱
買
臣
伝
の
妻

歌
が
、
ど
の
よ
う
な
人
物
た
ち
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
で
詠
ま

れ
た
か
を
想
像
し
、
物
語
ろ
う
と
し
た
時
、
彼
の
想
像
の
支
え
と
な
っ
た

女
の
話
が
あ
る
。

そ
れ
は
中
国
古
代
の
史
書
『
漢
書
』
列
伝
中
の
「
朱
買
臣
伝
」
の
朱
の

（
注
七
）

妻
の
話
で
あ
る
。
こ
こ
で
小
竹
武
夫
氏
の
日
本
語
訳
を
引
い
て
お
こ
う
。

㈹
朱
買
臣
は
字
を
翁
子
と
い
い
、
呉
県
の
人
で
あ
る
。
家
が
貧
し
く
、

読
書
を
好
ん
で
、
生
業
に
身
を
入
れ
ず
、
つ
ね
に
薪
や
柴
を
刈
り
、
そ
れ

を
売
っ
て
食
い
つ
な
ぎ
、
束
ね
た
薪
を
背
負
う
て
、
歩
き
な
が
ら
書
物
を

よ

節
つ
け
て
論
ん
だ
。
彼
の
妻
も
ま
た
背
負
う
た
り
、
頭
に
の
せ
た
り
し
て

随
い
、
し
ば
し
ば
買
臣
に
道
中
で
歌
い
調
ま
な
い
よ
う
止
め
た
。
買
臣
は

い
や
ま
し
に
速
く
歌
う
の
で
、
妻
は
こ
れ
を
蓋
じ
て
離
縁
を
求
め
た
。
買

臣
は
笑
っ
て
、
「
わ
し
は
五
十
歳
に
な
れ
ば
富
貴
の
身
と
な
る
は
ず
だ
が
、

今
す
で
に
四
十
余
歳
だ
。
お
前
も
久
し
く
苦
し
ん
だ
が
、
わ
し
が
富
貴

の
身
と
な
っ
て
お
前
の
内
助
の
功
に
報
い
る
の
を
待
っ
て
く
れ
」
と
言
う

と
、
妻
は
恨
み
怒
っ
て
、
「
お
前
さ
ん
の
よ
う
な
人
は
、
と
ど
の
つ
ま
り

溝
の
中
で
飢
え
死
に
す
る
だ
け
の
こ
と
。
富
貴
の
身
に
な
れ
る
な
ん
て
と

ん
で
も
な
い
」
と
言
っ
た
。
買
臣
は
妻
を
引
き
と
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、

す
ぐ
離
縁
を
承
諾
し
た
。
そ
の
後
、
買
臣
は
独
り
で
道
を
歩
き
な
が
ら
歌

い
調
み
、
墓
地
の
あ
た
り
で
薪
を
背
負
っ
て
暮
し
て
い
た
。
も
と
の
妻
と

そ
の
新
夫
が
共
に
墓
参
り
し
て
、
買
臣
が
飢
え
凍
え
て
い
る
の
を
見
、
呼

ん
で
飲
食
さ
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

⑧
数
年
の
後
、
買
臣
は
上
計
の
吏
の
卒
と
な
っ
て
随
行
し
、
荷
車
を
引

い
て
長
安
に
至
っ
た
。
宮
門
に
行
っ
て
上
書
し
た
が
、
い
つ
ま
で
も
返
事

が
な
く
、
詔
を
公
車
で
待
っ
て
い
た
が
、
食
糧
や
費
用
が
乏
し
く
上
計
の

吏
卒
た
ち
に
か
わ
る
が
わ
る
乞
食
し
て
ま
わ
っ
た
。
た
ま
た
ま
同
邑
の

2６
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『伊勢物語』六十段と『漢書』朱買臣伝
げ
ん
じ
よ

人
、
厳
助
が
天
子
に
貴
寵
さ
れ
て
お
り
、
買
臣
を
推
薦
ｉ
し
た
。
買
臣
は
召

さ
れ
て
謁
見
し
、
『
春
秋
』
を
説
き
『
楚
詞
』
に
つ
い
て
述
べ
た
と
こ
ろ
、

帝
は
は
な
は
だ
喜
ん
で
、
買
臣
を
中
大
夫
に
任
じ
た
。
こ
う
し
て
厳
助
と

と
も
に
侍
中
と
な
っ
た
。
（
略
）

ｐ
そ
の
こ
ろ
、
東
越
が
し
ば
し
ば
そ
む
い
た
。
よ
っ
て
買
臣
は
言
っ

た
。
「
も
と
の
東
越
王
は
泉
山
を
根
拠
地
と
し
て
い
ま
し
た
が
、
一
人
で

そ
の
険
を
守
れ
ば
、
千
人
で
も
上
れ
な
い
と
こ
ろ
で
す
。
い
ま
聞
く
と

こ
ろ
に
よ
れ
ば
東
越
王
は
あ
ら
た
め
て
根
拠
地
を
南
に
移
し
て
、
泉
山
を

去
る
五
百
里
の
大
沢
の
中
に
お
る
と
の
こ
と
。
い
ま
出
兵
し
て
海
上
よ
り

つ
ら

つ
ら
む
し
ろ

直
行
し
て
泉
山
を
ロ
ロ
ざ
し
、
舟
を
陳
ね
兵
を
列
ね
、
席
を
巻
く
よ
う
に
南

進
す
れ
ば
、
こ
れ
を
破
壊
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
ょ
う
」
。
主
上
は
買

臣
を
会
稽
郡
の
太
守
に
任
命
し
た
。
主
上
が
買
臣
に
、
「
富
貴
に
な
っ
て

故
郷
に
帰
ら
な
い
の
は
、
錦
の
衣
を
着
て
暗
い
夜
路
を
行
く
よ
う
な
も
の

き
み

だ
。
い
ま
子
は
ど
う
い
う
気
が
す
る
か
」
と
一
一
一
一
口
っ
た
。
買
臣
は
頓
首
し
て

お
礼
の
こ
と
ば
を
言
上
し
た
。
（
略
）

、
会
稽
郡
で
は
太
守
が
や
が
て
到
着
す
る
と
聞
い
て
、
民
を
く
り
出
し

て
道
を
掃
き
清
め
、
沿
道
の
役
人
が
並
ん
で
出
迎
え
見
送
り
、
行
列
の
車

が
百
余
台
つ
づ
い
た
。
呉
の
境
内
に
入
る
と
、
彼
の
も
と
の
妻
と
そ
の
夫

が
道
路
を
修
繕
し
て
い
る
の
を
見
か
け
た
。
買
臣
は
車
を
止
め
、
呼
ん

で
後
車
に
そ
の
夫
妻
を
載
せ
、
太
守
の
邸
に
着
く
と
、
二
人
を
園
内
に
置

き
、
食
事
を
給
し
た
。
一
ヶ
月
ほ
ど
た
っ
て
妻
が
み
ず
か
ら
首
を
く
く
っ

て
死
ん
だ
の
で
、
買
臣
は
そ
の
夫
に
銭
を
与
え
て
、
葬
ら
せ
た
。

『
漢
書
』
「
朱
買
臣
伝
」
の
妻
に
関
す
る
記
述
と
六
十
段
の
共
通
点
を
ま

と
め
る
と
、

Ｈ
、
朱
は
家
が
貧
し
く
、
彼
自
身
も
生
業
に
身
を
入
れ
な
か
っ
た
。
妻
は

貧
窮
の
生
活
に
あ
っ
て
不
誠
実
な
夫
に
愛
想
を
っ
か
し
、
自
分
か
ら
離
別

を
申
出
て
さ
ら
に
新
し
い
男
と
再
婚
し
た
。

口
、
数
年
後
朱
は
離
別
の
後
高
官
と
な
り
、
故
郷
へ
赴
任
の
途
中
、
も
と

の
妻
と
再
会
し
た
。

日
、
妻
は
、
昔
見
捨
て
た
夫
が
高
官
と
な
っ
て
現
れ
た
こ
と
で
、
自
か
ら

の
不
明
を
恥
じ
、
身
を
減
し
た
。

の
三
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
の
古
代
の
文
人
た
ち
に
と
っ
て
、
『
漢
書
』
「
朱
買
臣

伝
」
は
、
周
知
の
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
六
世
紀
な
か
ば
に
成

立
し
た
漢
詩
集
『
懐
風
藻
』
に
収
め
ら
れ
た
藤
原
宇
合
の
五
言
詩
「
不
遇

を
悲
し
ぶ
」
に
は
、
朱
買
臣
の
故
事
が
引
か
れ
て
い
る
。
詩
末
の
四
句
を

〈
注
八
〉

引
用
す
る
と
、

学
ハ
類
土
東
方
朔
一
一
一
年
ハ
餘
巫
朱
買
臣
一
一
一

一
一
毛
錐
華
己
二
富
ゴ
リ
ト
万
巻
繊
耀
一
貧
シ

と
あ
る
。
〈
私
の
学
問
は
漢
の
学
者
東
方
朔
と
同
じ
ほ
ど
深
く
、
私
の
年

齢
も
四
十
を
越
え
、
漢
の
朱
買
臣
が
不
遇
で
あ
っ
た
年
齢
を
越
え
て
し

ま
っ
た
。
〉
と
い
う
の
だ
。
「
朱
買
臣
伝
」
の
㈹
と
し
た
部
分
に
朱
は
五
十

歳
を
過
ぎ
て
の
ち
高
位
を
得
た
と
あ
り
、
宇
合
は
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
い
る

の
だ
が
、
彼
自
身
は
四
十
四
歳
で
没
し
て
お
り
、
漢
詩
の
表
現
と
は
い
え

か
な
り
誇
張
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
の
ち
に
正
一
位
左
大
臣
に
達
し

た
彼
が
「
不
遇
を
悲
し
ぶ
」
の
詩
を
作
る
の
は
実
人
生
と
か
け
離
れ
て
い

る
と
思
う
が
、
〃
不
遇
の
想
い
“
を
詩
に
表
現
す
る
時
、
壮
年
を
過
ぎ
て

な
お
貧
窮
の
境
遇
に
あ
っ
た
朱
買
臣
は
、
彼
に
と
っ
て
詩
興
を
か
き
た
て

る
身
近
な
詩
材
の
一
つ
で
あ
っ
た
の
だ
。

（
注
几
）

ま
た
『
枕
草
子
』
百
六
十
六
段
「
故
殿
の
御
服
の
こ
ろ
」
に
も
、
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内
裏
の
御
物
忌
な
る
日
、
右
近
の
将
監
み
つ
な
に
と
か
や
い
ふ
者

し
て
、
畳
紙
に
か
き
て
お
こ
せ
た
る
を
見
れ
ば
、
（
源
中
将
）
「
参
ぜ

む
と
す
ろ
を
、
今
日
明
日
の
御
物
忌
に
て
な
ん
。
『
三
十
の
期
に
及

ば
ず
』
は
い
か
が
」
と
い
ひ
た
れ
ば
、
返
り
ご
と
に
、
（
清
少
納
言
）

「
そ
の
期
は
過
ぎ
給
ひ
に
た
ら
ん
。
朱
買
臣
が
妻
を
教
へ
け
ん
年
に

は
し
も
」
と
書
き
て
や
り
た
り
し
を
、
（
源
中
将
）
ま
た
ね
た
が
り

て
…
…

と
、
朱
買
臣
の
名
が
出
て
く
る
。
出
来
事
の
詳
細
は
こ
こ
で
は
省
略
す
る

が
、
内
裏
の
物
忌
み
の
日
、
参
内
で
き
ぬ
つ
れ
づ
れ
に
源
中
将
宣
方
が
清

少
納
言
の
局
を
訪
ね
よ
う
と
便
に
文
を
持
た
せ
た
の
で
あ
る
。
彼
女
は
藤

原
斎
信
の
詩
吟
を
好
ん
で
い
て
、
と
く
に
源
英
明
の
漢
詩
「
二
毛
を
見

る
」
の
詩
句
「
顔
回
ハ
周
ノ
賢
ナ
ル
者
、
未
山
至
三
三
十
ノ
期
一
一
一
」
が
上
手
で
魅

力
的
だ
と
、
一
条
帝
に
申
上
げ
て
い
た
。
そ
れ
を
宣
方
は
知
っ
て
い
て
、

斎
信
に
吟
詠
法
を
学
び
、
清
少
納
言
の
局
近
く
で
斎
信
そ
っ
く
り
声
音
で

吟
ず
ろ
と
、
聞
き
違
え
た
彼
女
が
言
葉
を
か
け
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
。

手
紙
文
中
の
「
『
三
十
の
期
に
及
ば
ず
』
は
い
か
が
」
と
い
う
の
は
、
〈
私

の
詩
吟
を
お
聞
き
に
な
り
た
く
あ
り
ま
せ
ん
か
Ⅱ
お
訪
ね
し
て
よ
ろ
し
い

で
し
ょ
う
か
〉
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。

清
少
納
言
は
、
そ
の
返
事
に
源
英
明
の
詩
を
ふ
ま
え
ず
、
「
朱
買
臣
伝
」

の
㈹
の
部
分
で
朱
が
妻
に
戒
め
教
え
た
年
齢
「
わ
し
は
五
十
歳
に
な
れ
ば

富
貴
の
身
に
な
る
は
ず
だ
が
、
今
す
で
に
四
十
余
歳
だ
」
に
よ
っ
て
〈
あ

な
た
は
三
十
の
年
齢
は
と
っ
く
に
過
ぎ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
朱
が
妻
に
出

世
を
予
言
し
た
五
十
歳
に
は
ま
だ
達
し
て
い
な
い
で
し
ょ
う
け
れ
ど
（
モ

ウ
相
当
ナ
オ
ジ
イ
サ
ン
デ
シ
ョ
ウ
ご
と
か
ら
か
っ
て
返
し
た
の
で
あ
る
。

ま
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
巻
上
落
葉
の
高
丘
相
如
の
詩
句
「
落
葉
を
山
中

（
注
Ｉ
）

に
踏
む
」
に
朱
買
臣
の
名
が
見
え
フ
っ
。

樵
蘇
ノ
往
反
ス
ル
杖
ハ
穿
。
朱
買
臣
之
衣
三

隠
逸
ノ
優
遊
ス
ル
履
ハ
踏
聿
葛
稚
仙
之
薬
『

〈
山
の
木
こ
り
た
ち
が
紅
葉
の
散
り
敷
く
山
路
を
杖
を
突
い
て
往
来
す

る
の
は
、
朱
買
臣
の
錦
繍
の
衣
を
傷
つ
け
る
よ
う
な
も
の
だ
〉
と
い
う
の

で
、
こ
れ
は
朱
の
伝
ｏ
の
部
分
、
朱
が
故
郷
の
会
稽
郡
の
太
守
に
任
じ
ら

れ
た
と
き
、
帝
よ
り
与
え
ら
れ
た
「
富
貴
に
し
て
故
郷
に
帰
ら
ぬ
は
、
錦

を
着
て
夜
道
を
行
く
よ
う
な
も
の
だ
」
の
言
葉
に
よ
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
平
安
時
代
の
初
期
か
ら
、
文
人
た
ち
に
と
っ
て
『
漢
書
』

「
朱
買
臣
伝
」
は
身
近
な
よ
く
知
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
語
句

の
一
部
分
を
自
作
の
詩
文
の
中
に
と
り
込
ん
で
用
い
て
も
、
当
時
の
読
者

に
は
十
分
に
通
じ
合
う
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
。

し
か
し
『
伊
勢
物
語
』
六
十
段
の
作
者
は
、
朱
の
伝
の
一
部
の
語
句
や

挿
話
を
物
語
創
作
に
利
用
す
る
の
で
は
な
く
、
伝
の
中
で
重
要
な
役
割
を

も
っ
た
妻
の
人
生
の
全
体
、
す
な
わ
ち
《
朱
と
の
貧
窮
の
暮
ら
し
１
１
Ｖ
自

分
か
ら
夫
を
見
棄
て
て
の
離
別
－
１
Ｖ
新
し
い
夫
と
の
再
婚
ｌ
‐
ｖ
高
官
と

な
っ
た
朱
と
の
再
会
－
１
Ｖ
自
死
》
を
物
語
化
の
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
、

圧
縮
し
、
当
代
の
社
会
に
通
行
す
る
よ
う
和
風
化
す
る
形
で
六
十
段
を
創

作
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
六
十
段
の
作
者
は
、
高
官
と
な
っ
た
前
夫
と
の
再
会
と
い
う
女

の
人
生
の
最
上
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
「
五
月
待
つ
」
の
歌
を
物
語
世
界

に
投
げ
込
ん
だ
。
『
古
今
集
』
で
は
、
橘
の
花
の
香
り
を
嗅
い
だ
そ
の
一

瞬
に
心
に
湧
き
起
こ
っ
た
思
い
を
表
現
し
た
歌
と
な
っ
て
い
る
が
、
『
伊

勢
物
語
』
六
十
段
で
は
、
「
男
」
の
家
の
家
刀
自
と
し
て
暮
ら
し
た
日
々

以
後
の
長
い
女
の
人
生
の
時
間
と
歌
が
結
び
つ
い
て
い
る
。

２８
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『伊勢物語』六十段と『漢書』朱買臣伝

『
伊
勢
物
語
』
の
基
本
形
は
、
｜
段
（
初
冠
り
）
に
は
じ
ま
り

百
二
十
五
段
（
辞
世
の
歌
）
で
終
わ
る
「
男
」
の
一
代
記
で
あ
り
、
中

心
と
な
る
の
は
「
男
」
の
恋
の
遍
歴
で
あ
る
。
「
男
」
が
元
服
直
後
に
出

会
っ
た
女
性
は
、
京
を
離
れ
た
自
家
の
荘
園
で
暮
ら
し
て
い
た
「
女
は
ら

か
ら
〈
「
男
」
と
同
腹
の
妹
（
ま
た
は
姉
）
〉
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
男
」

の
は
じ
め
て
の
恋
は
近
親
相
姦
の
タ
ブ
ー
に
触
れ
て
実
る
こ
と
の
な
い
恋

（
注
ト
ー
一
）

で
あ
っ
た
。
一
一
段
の
西
の
京
の
女
は
、
寂
れ
た
西
の
京
に
住
む
、
「
ひ
と

り
の
み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
（
通
っ
て
く
る
夫
の
あ
る
ら
し
い
Ｅ
と
い

う
心
美
し
い
女
性
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
三
段
以
後
は
、
一
族
繁
栄
の
期
待

を
担
う
「
后
が
ね
」
と
し
て
大
切
に
養
育
さ
れ
た
女
性
と
の
結
ば
れ
ぬ
恋

と
こ
ろ
で
、
私
は
い
ま
ま
で
「
六
十
段
の
作
者
は
」
と
く
り
返
し
て

き
た
。
こ
の
い
い
方
は
正
確
と
は
い
い
が
た
い
。
一
人
の
作
者
が
自
分

の
書
斎
内
で
、
『
漢
書
』
を
手
元
に
置
き
、
「
朱
買
臣
伝
」
を
そ
の
妻
を
中

心
に
し
て
要
約
し
、
日
本
的
に
書
き
直
し
た
と
い
う
形
で
創
作
状
況
を
考

え
て
は
な
る
ま
い
。
益
田
勝
実
氏
の
歌
語
り
の
論
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
、
平
安
時
代
の
貴
族
の
生
活
の
中
で
、
忘
れ
が
た
い
名
歌
を
め
ぐ
っ
て

そ
の
成
立
の
動
機
や
そ
れ
に
関
わ
る
人
々
の
後
日
讃
を
伝
え
る
話
Ⅱ
歌
語

（
注
卜
．
）

り
が
、
広
汎
に
生
ま
れ
、
そ
れ
が
壷
明
り
承
け
語
り
伝
え
る
営
み
が
あ
っ
た

と
す
れ
ば
、
「
五
月
待
つ
」
の
歌
も
朱
買
臣
伝
の
妻
の
話
と
合
わ
ざ
り
、

人
々
の
口
に
伝
わ
り
広
ま
っ
て
、
や
が
て
『
伊
勢
物
語
』
第
三
次
増
補
の

○
Ｏ

編
者
の
手
に
す
く
い
上
げ
ら
れ
、
「
男
」
を
主
人
公
と
す
る
物
語
の
一
部

分
と
し
て
収
め
ら
れ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
、
不
幸
な
る
女
の
物
語
群

の
物
語
が
つ
づ
く
。
こ
の
よ
う
に
「
男
」
の
恋
は
始
め
か
ら
恋
し
て
は
な

ら
ぬ
人
を
恋
し
、
実
る
こ
と
の
な
い
恋
に
身
を
ゆ
だ
ね
て
生
き
る
と
物
語

ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
恋
の
遍
歴
に
加
え
て
、
「
京
や
住
み
憂
か
り
け
む
、

東
の
か
た
に
ゆ
き
て
住
み
ど
こ
ろ
求
む
」
と
惑
い
つ
つ
旅
す
る
東
下
り
の

物
語
群
、
ま
た
政
治
権
力
の
中
枢
か
ら
疎
外
ざ
れ
酒
と
和
歌
に
惑
溺
す
る

主
従
や
友
人
の
情
愛
の
物
語
群
が
あ
っ
て
、
「
男
」
の
人
生
に
深
い
奥
行

き
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

だ
が
、
こ
れ
ら
の
物
語
群
の
他
に
少
数
で
は
あ
る
が
六
十
段
の
よ
う
に

女
の
人
生
を
対
象
と
し
て
描
く
物
語
群
が
存
在
す
る
事
は
あ
ま
り
知
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
六
十
二
段
は
六
十
段
を
踏
襲
し
な
が
ら
よ
り

極
端
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

む
か
し
、
年
ご
ろ
お
と
づ
れ
ざ
り
け
る
女
、
心
か
し
こ
く
や
あ
ら

ざ
り
け
む
、
は
か
な
き
人
の
こ
と
に
つ
き
て
、
人
の
国
な
り
け
る
人

に
っ
か
は
れ
て
、
も
と
見
し
人
の
前
に
い
で
き
て
、
物
く
は
せ
な
ど

し
け
り
。
夜
さ
り
、
「
こ
の
あ
り
つ
る
人
た
ま
へ
」
と
あ
る
じ
に
い

ひ
け
れ
ば
、
お
こ
せ
た
り
け
り
。
男
、
「
我
を
ぱ
知
ら
ず
や
」
と
て
、

い
に
し
へ
の
に
ほ
ひ
は
い
づ
ら
さ
く
ら
花

こ
け
る
か
ら
と
も
な
り
に
け
る
か
な

と
い
ふ
を
、
い
と
は
づ
か
し
と
恩
ひ
て
、
い
ら
へ
も
せ
で
居
た
ろ
を

「
な
ど
い
ら
へ
も
せ
ぬ
」
と
い
へ
ぱ
、
「
涙
の
こ
ぼ
る
る
に
、
目
も
見

え
ず
、
も
の
も
い
は
れ
ず
」
と
い
ふ
。

こ
れ
や
こ
の
我
に
あ
ふ
み
を
の
が
れ
つ
つ

年
月
経
れ
ど
ま
さ
り
顔
な
き

と
い
ひ
て
、
衣
ぬ
ぎ
て
と
ら
せ
け
れ
ど
、
す
て
て
逃
げ
に
け
り
。
い

づ
ち
去
ぬ
ら
む
と
も
知
ら
ず
。

日本文學誌要第６９号z９

Hosei University Repository



こ
の
女
性
は
六
十
段
の
家
刀
自
に
優
っ
て
あ
は
れ
で
あ
る
。
「
男
」
が
長

く
訪
れ
な
か
っ
た
の
で
、
愛
情
に
誠
意
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

と
い
う
の
だ
が
、
他
の
男
の
〈
あ
て
に
な
ら
ぬ
言
葉
に
誘
わ
れ
て
都
を
離

れ
、
人
に
使
わ
れ
る
ま
で
に
零
落
し
た
身
〉
と
な
っ
た
。
「
心
か
し
こ
く

や
あ
ら
ざ
り
け
む
」
と
い
わ
れ
る
の
も
ま
た
や
む
え
な
い
こ
と
か
。
「
男
」

と
再
会
し
た
時
、
す
で
に
長
い
年
月
を
経
て
い
た
か
ら
か
、
女
は
前
の
夫

に
気
付
か
な
か
っ
た
。
「
男
」
は
〈
私
を
覚
え
て
い
な
い
の
か
〉
と
、
「
い

に
し
へ
の
」
の
歌
を
詠
み
か
け
る
。
女
も
も
う
若
く
は
な
か
っ
た
の
だ
。

こ
の
歌
は
〈
美
し
か
っ
た
桜
の
花
も
今
は
落
ち
散
っ
て
枯
枝
だ
け
の
姿
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
な
あ
〉
と
い
う
酷
薄
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら

く
六
十
二
段
は
六
十
段
を
お
手
本
と
し
て
、
「
男
」
の
立
場
か
ら
よ
り
極

端
な
も
の
と
し
て
描
こ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
次
の
「
こ
れ
や
こ
の
」

（
注
ト
ー
．
）

の
歌
と
あ
わ
せ
て
、
渡
辺
実
氏
の
酷
評
さ
れ
る
通
り
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
六
十
二
段
の
二
つ
の
歌
も
、
「
男
」
と
の
結
婚
生

活
ｌ
夫
の
愛
情
の
頼
り
難
さ
ｌ
新
し
い
男
と
の
出
会
い
ｌ
男
の
言

葉
に
誘
わ
れ
、
前
夫
と
の
別
離
ｌ
地
方
で
の
零
落
し
た
生
活
ｌ
前
夫

と
の
再
会
ｌ
落
槐
し
た
姿
を
知
ら
れ
行
方
を
絶
つ
、
と
い
う
女
の
一
生

と
、
歌
の
杼
情
と
が
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

六
十
段
、
六
十
二
段
は
片
桐
氏
の
説
に
よ
る
と
第
一
一
一
次
増
補
に
属
す
る

物
語
だ
が
、
女
の
不
運
な
人
生
を
物
語
る
有
名
な
二
十
四
段
（
梓
弓
）
も

同
じ
く
『
古
今
集
』
以
後
増
補
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
。
本
文
は
省
略
す
る

が
、
そ
こ
に
は
四
つ
の
歌
が
投
げ
込
ま
れ
て
い
て
、
は
じ
め
の
二
つ
は

Ｈ
あ
ら
た
ま
の
年
の
三
年
を
待
ち
わ
び
て

た
だ
こ
ょ
ひ
こ
そ
新
枕
す
れ

□
梓
弓
ま
弓
つ
き
弓
年
を
経
て

わ
が
せ
し
が
ご
と
う
る
は
し
み
せ
よ

Ｈ
の
女
の
歌
は
、
「
男
」
は
宮
仕
え
の
た
め
妻
と
別
れ
上
京
し
、
以
後
長

い
消
息
不
明
の
年
月
が
過
ぎ
る
。
そ
の
年
月
、
妻
は
夫
の
帰
り
を
「
待

ち
」
、
そ
し
て
「
わ
び
（
寂
し
く
思
い
ご
つ
づ
け
た
と
い
う
。
歌
は
そ
の

長
い
長
い
時
間
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
夫
の
帰
郷
を
諦
め
た
と
き
、

新
し
い
男
が
誠
意
を
も
っ
て
近
付
い
て
き
た
。
妻
は
新
し
い
男
と
の
結
婚

を
決
め
た
夜
、
夫
は
帰
っ
て
き
た
。
口
の
「
男
」
の
歌
は
、
〈
長
年
私
が

あ
な
た
に
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
は
新
し
い
夫
を
大
切
に
せ
よ
〉
と
歌

う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
彼
の
上
京
以
前
の
愛
情
に
満
ち
た
時
間
が
表
現

さ
れ
て
い
る
。
Ｈ
、
口
の
歌
と
も
に
夫
の
上
京
以
前
・
以
後
の
女
の
持
っ

た
長
い
時
間
、
す
な
は
ち
女
の
人
生
と
深
く
結
び
つ
い
た
歌
と
な
っ
て
い

る
。と
こ
ろ
で
、
六
十
、
六
十
二
、
二
十
四
の
各
段
と
も
女
の
主
体
的
な
判

断
・
選
択
が
、
以
後
の
人
生
を
没
落
、
破
滅
と
い
っ
た
不
幸
な
方
向
に

決
定
づ
け
て
し
ま
う
事
で
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
男
の
視
点
に
立
っ
て

女
の
人
生
を
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
が
、
ま
た
一
方
で
、
『
伊
勢
物
語
』

第
三
次
増
補
の
男
性
作
者
が
、
女
の
人
生
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
り
、

そ
れ
を
物
語
創
作
の
中
に
持
ち
込
ん
で
き
た
こ
と
を
示
し
て
も
い
る
。
こ

の
関
心
は
漢
文
偏
重
の
男
性
文
人
た
ち
に
も
女
の
作
る
女
の
物
語
の
価
値

を
理
解
し
享
受
す
る
土
壌
を
作
っ
て
い
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

注
一
た
と
え
ば
、
片
桐
洋
一
氏
は
、
「
宇
佐
の
使
い
は
勅
使
で
あ
る
。

相
手
は
そ
の
接
待
を
命
ぜ
ら
れ
た
人
の
妻
。
ま
こ
と
に
皮
肉
な
再
会
の

仕
方
で
あ
る
。
男
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
盃
を
与
え
よ
う

と
言
う
の
で
あ
る
。
（
略
）
そ
の
呼
び
出
し
方
が
ま
た
ひ
ど
い
。
そ
う

3ｏ
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『伊勢物語』六十段と『漢書』朱買臣伝

注
五
山
岸
徳
平
『
日
本
古
典
文
学
大
系
且
源
氏
物
語
巨
岩
波
書

い
だ
け
だ
．
」
「
伊
勢
物
語
’

昭
蛆
．
、
刊

注
二
渡
辺
実
『
新
潮
日
本
古
血

７
刊

注
三
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
一

蛆
・
２
刊

注
四
遠
藤
嘉
基
・
春
日
和
男

記
』
岩
波
書
店
昭
蛆
・
３
刊

し
な
け
れ
ば
酒
を
飲
ま
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
接
待
役
の
今
の
夫
の

責
任
に
し
て
し
ま
う
や
り
方
で
あ
る
。

現
代
の
わ
れ
わ
れ
か
ら
見
れ
ば
ず
い
ぶ
ん
ひ
ど
い
と
思
う
。
し
か

し
、
一
夫
多
妻
制
の
時
代
に
お
い
て
、
特
に
こ
れ
だ
け
の
身
分
格
差
が

あ
る
場
合
に
は
、
む
し
ろ
、
こ
れ
だ
け
い
つ
ま
で
も
覚
え
て
い
て
く
れ

る
男
主
人
公
の
優
し
さ
を
読
み
と
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
優
し

さ
が
か
え
っ
て
つ
ら
く
、
女
は
み
ず
か
ら
恥
じ
て
尼
に
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
自
分
の
思
い
を
憎
し
み
に
変
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
苦
し
さ
。

そ
の
理
由
は
何
か
。
一
つ
は
身
分
差
で
あ
り
、
一
つ
は
今
な
お
絶
ち
切

れ
な
い
男
へ
の
愛
で
あ
る
。
昔
の
暦
の
五
月
待
つ
こ
ろ
、
今
の
梅
雨
も

近
い
こ
ろ
、
じ
め
じ
め
と
し
た
季
節
に
ふ
さ
わ
し
い
重
苦
し
い
物
語
で

あ
る
。
」
『
鑑
賞
日
本
古
典
文
学
第
五
巻
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
』

角
川
書
店
昭
印
・
３
刊

ま
た
原
國
人
氏
は
、
「
こ
の
物
語
の
男
主
人
公
が
、
『
あ
る
国
の
祇
承

の
官
人
の
妻
』
に
な
っ
て
い
る
も
の
と
の
妻
の
前
に
姿
を
現
わ
し
、
酒

を
つ
が
せ
、
歌
を
よ
む
の
は
な
に
の
た
め
か
。
そ
れ
は
去
っ
た
妻
へ
の

恋
情
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
こ
こ
に
愛
の
姿
を
感
じ
る
こ
と
は
、
私

に
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
男
の
陰
湿
な
笑

い
だ
け
だ
．
」
「
伊
勢
物
語
ｌ
成
立
と
そ
の
世
界
ｌ
』
笠
間
書
院

渡
辺
実
『
新
潮
日
本
古
典
集
成

『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
旨
明
治
書
院
昭

『
日
本
古
典
文
学
大
系
、
日
本
霊
異

伊
勢
物
語
』
新
潮
社
昭
皿
．

店
昭
醐
・
１
刊

注
六
注
二
に
同
じ

注
七
小
竹
武
夫
訳
『
漢
書
中
巻
』
列
伝
Ｉ
筑
摩
書
房
昭
弱
・
１
刊

注
八
小
島
憲
之
『
日
本
古
典
文
学
大
系
Ⅱ
懐
風
藻
文
華
秀
麗
集

本
朝
文
粋
』
岩
波
書
店
昭
胡
・
８
刊

注
九
池
田
亀
鑑
・
岸
上
慎
二
『
日
本
古
典
文
学
大
系
⑲
枕
草
子
紫

式
部
日
記
』
岩
波
書
店
昭
羽
・
９
刊

注
十
川
口
久
雄
・
志
田
延
義
『
日
本
古
典
文
学
大
系
両
和
漢
朗
詠

集
梁
塵
秘
抄
』
岩
波
書
店
１
９
６
５
．
１
刊

注
十
一
益
田
勝
実
「
歌
語
り
の
世
界
」
『
國
文
』
四
号
東
京
文
科
大

学
国
語
国
文
学
会
昭
囲
・
３
刊

注
十
二
糸
井
久
「
『
伊
勢
物
語
』
の
作
者
の
内
面
」
『
日
本
文
學
誌
要
』

旧
号
法
政
大
学
国
文
学
会
１
９
６
７
．
皿
刊

後
藤
康
文
「
『
宝
の
八
島
』
の
背
景
ｌ
『
狭
衣
物
語
』
試
論
ｌ
」

『
国
語
と
国
文
学
』
東
京
大
学
国
語
国
文
学
会
１
９
８
７
．
８
月
号

三
谷
邦
明
「
好
計
す
る
伊
勢
物
語
ｌ
ジ
ャ
ン
ル
の
争
闘
あ
る
い

は
古
注
的
読
み
の
復
権
ｌ
」
『
日
本
文
学
』
川
本
文
学
協
会

１
９
９
１
．
５
月
号

注
十
三
注
二
に
同
じ
。
「
『
伊
勢
物
語
』
の
中
で
最
も
残
酷
な
段
で
あ

る
。
女
を
『
心
か
し
こ
く
』
な
か
っ
た
と
言
い
、
『
は
か
な
き
人
の
こ

と
に
つ
き
て
』
と
更
に
具
体
化
し
て
、
同
情
の
余
地
を
少
な
く
し
て

は
あ
る
け
れ
ど
も
、
『
こ
け
る
か
ら
』
と
は
何
と
残
忍
な
言
葉
で
あ
ろ

う
か
。
ま
た
返
事
も
出
来
な
い
で
い
る
女
の
当
然
の
態
度
に
対
し
て
、

『
な
ど
い
ら
へ
も
せ
ぬ
』
と
い
う
追
打
ち
は
、
輪
を
か
け
て
残
忍
で
あ

る
。
」

（
い
と
い
ひ
さ
し
・
一
九
六
○
年
度
卒
）
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