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〈
老
い
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れ
る
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男
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一

序

本
稿
は
、
伊
勢
物
語
を
配
列
順
に
読
む
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
の
五
本
目
に
あ
た
る
。
一
本
目
は

一
上
一
〇
段
、
二
本
目
は
二
一
上
二
七
段
、
三
本
目
は
三
八
一
四
八
段
、
四
木
目
は
四
九

~
七
1
べ
彫
を
と
り
あ
げ
た
。
五
本
目
で
は
七
七
～
九
五
段
を
と
り
あ
げ
る
。

伊
勢
物
語
を
配
列
順
に
通
し
て
読
む
と
い
う
作
業
は
、
予
想
以
上
に
骨
の
折
れ
る
作
業
だ
っ

た
。
伊
勢
物
語
の
読
者
で
と
ば
し
読
み
の
衝
動
に
駆
ら
れ
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ

れ
ほ
ど
伊
勢
物
語
に
は
群
小
章
段
が
多
く
、
そ
れ
ら
を
主
要
章
段
と
絡
ま
せ
る
こ
と
は
難
し
い
。

群
小
章
段
を
後
補
・
付
加
と
位
置
づ
け
て
物
語
世
界
の
中
心
か
ら
追
放
し
て
し
ま
う
成
立
論
的

解
釈
が
広
く
支
持
さ
れ
た
の
も
、
正
直
な
話
、
そ
う
し
た
背
景
に
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

成
立
論
的
解
釈
に
は
も
は
や
従
い
得
な
い
と
い
う
結
論
を
私
は
得
て
い
る
。
群
小
章
段
だ
ろ
う

と
、
そ
の
前
後
の
構
成
を
丹
念
に
読
み
こ
み
、
主
要
章
段
と
も
絡
ま
せ
て
い
く
。
そ
の
読
み
の

試
み
は
成
果
を
あ
げ
て
き
た
と
自
負
し
て
い
る
。

今
回
と
り
あ
げ
る
七
七
一
九
五
段
で
は
、
八
八
~
九
五
段
が
群
小
章
段
と
言
え
る
。
群
小
章

段
の
多
さ
と
い
う
点
で
は
二
本
目
と
三
本
目
が
難
し
か
っ
た
が
、
今
回
も
こ
の
八
八
～
九
五
段

は
難
関
と
な
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
七
七
～
八
七
段
と
て
組
し
や
す
い
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
一
本
目
の
一
~
二
〇
段
に
は
東
下
り
章
段
群
が
含
ま
れ
て
い
た
が
、
こ
の
有
名
な
章
段

群
に
私
は
あ
ま
り
紙
面
を
割
い
て
い
な
い
。
既
に
先
行
研
究
も
多
く
、
新
見
を
出
し
に
く
か
っ

た
か
ら
だ
。
七
七
~
八
七
段
で
は
、
惟
喬
関
係
章
段
群
を
中
心
に
、
政
治
的
敗
者
と
の
交
情
を

描
い
た
有
名
な
章
段
が
群
を
な
し
て
い
る
。
多
く
の
論
文
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
に
、
新
見
を
述

べ
る
こ
と
は
容
易
で
は
あ
る
ま
い
。
こ
こ
を
翁
関
係
の
七
七
一
八
二
段
と
宮
仕
え
関
係
の
八
三

～
八
七
段
に
二
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
見
を
盛
り
こ
み
つ
つ
、
後
続
の
八
八
~
九
五
段
の
群
小

章
段
に
繋
げ
て
い
き
た
い
。

一
一
二
〇
段
の
一
本
目
に
入
る
前
、
私
は
、
「
全
体
を
編
集
し
た
者
の
意
図
」
な
る
も
の
を
さ

ぐ
ろ
う
と
し
て
へ
が
。
す
べ
て
の
章
段
を
繋
い
で
繋
い
で
繋
ぎ
ま
く
り
、
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
完

結
さ
せ
る
こ
と
が
、
全
体
的
編
集
者
の
意
図
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
、
と
も
考
え
て

い
た
。
換
言
す
れ
ば
、
全
体
的
編
集
者
の
意
図
が
な
け
れ
ば
挫
折
す
る
、
と
考
え
て
い
た
の
だ
。

け
れ
ど
も
、
本
格
的
に
シ
リ
ー
ズ
に
と
り
か
か
る
と
す
ぐ
、
私
は
繋
ぐ
こ
と
の
難
し
さ
を
痛
感

し
た
。
そ
し
て
、
も
し
仮
に
全
体
的
編
集
者
が
い
て
も
そ
こ
ま
で
考
え
て
な
い
だ
ろ
う
、
と
思

え
る
ほ
ど
の
深
読
み
や
関
連
づ
け
を
も
行
な
っ
た
。
全
体
的
編
集
者
は
私
の
視
野
か
ら
消
え
て

し
ま
っ
た
の
だ
。
ど
う
読
め
る
か
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
は
、
私
か
読
み
を
仕
掛
け
て
創
り
出
す
田

口
本
伊
勢
物
語
と
言
え
る
。
文
献
学
的
に
見
て
も
ど
こ
ま
で
が
全
体
的
編
集
者
の
仕
事
な
の
か

確
定
で
き
る
は
ず
は
な
い
の
だ
か
ら
、
全
体
的
編
集
者
の
仕
事
と
い
う
概
念
は
考
え
な
い
方
が

無
難
だ
。
テ
ク
ス
ト
論
と
い
う
言
葉
を
こ
れ
ま
で
意
図
的
に
使
わ
な
か
っ
た
私
だ
が
、
シ
リ
ー

ズ
五
本
目
に
入
り
、
そ
ろ
そ
ろ
使
っ
て
も
い
い
頃
か
と
思
っ
て
い
る
。

二

翁
の
仮
面

伊
勢
物
語
は
一
代
記
的
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。
章
段
が
進
む
ほ
ど
に
昔
男
は
年
を
重
ね
、
成

長
し
て
い
く
。
少
な
く
と
も
私
は
そ
う
読
ん
で
き
た
。
一
~
二
〇
段
で
は
、
原
体
験
と
そ
の
後

の
曲
折
を
経
て
、
共
感
す
べ
き
相
手
と
進
む
べ
き
方
向
性
を
知
る
。
二
I
土
二
七
段
で
は
、
つ

づ
く
不
運
と
失
敗
に
自
ら
を
見
失
い
な
が
ら
も
、
恥
を
知
っ
た
後
は
凛
然
と
し
た
強
さ
を
と
り

も
ど
す
。
三
八
~
四
八
段
で
は
、
角
の
と
れ
た
博
愛
主
義
と
、
広
く
連
帯
し
よ
う
と
す
る
孤
高

か
ら
の
脱
却
を
見
せ
る
。
四
九
~
七
六
段
で
は
、
は
じ
め
の
う
ち
こ
そ
だ
れ
た
雰
囲
気
を
ひ
き

ず
る
も
の
の
、
仮
死
と
再
生
の
五
九
段
を
境
に
シ
リ
ア
ス
路
線
に
も
ど
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、

七
七
段
か
ら
は
翁
と
し
て
の
性
格
を
見
せ
る
。

ま
ず
、
前
回
の
最
未
尾
で
あ
り
、
今
回
と
の
繋
ぎ
目
に
あ
た
る
七
六
段
の
本
文
を
示
す
。
実

は
、
翁
は
こ
こ
か
ら
現
れ
て
い
る
か
ら
だ
。

昔
、
二
条
の
后
の
、
ま
だ
東
宮
の
御
息
所
と
申
し
け
る
時
、
氏
神
に
ま
う
で
給
ひ
け
る
に
。

近
衛
府
に
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
翁
、
人
々
の
禄
た
ま
は
る
つ
い
で
に
、
御
車
よ
り
た
ま
は
り
て
。

よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
。

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

と
て
、
心
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
む
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
知
ら
ず
か
し
。

二
七

-224-

・
伊
勢
物
語
七
七
~
九
五
段
に
見
る
現
実
と
の
折
り
合
い
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な
ぜ
翁
な
の
か
。
前
橋
で
は
、
時
間
の
経
過
を
知
ら
し
め
る
、
言
祝
ぐ
役
割
を
担
う
、
章
段

群
内
の
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
の
揺
り
戻
し
を
印
象
づ
け
る
、
と
い
っ
た
理
由
を
あ
げ
て
お
い
た
。

全
二
一
五
章
段
の
一
代
記
の
七
六
段
目
な
ら
翁
と
い
う
呼
称
も
不
思
議
で
な
い
し
、
内
容
的
に

も
昔
日
を
回
想
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
翁
と
は
、
単
純
に
〈
老
人
〉
を
さ
す
だ

け
で
な
く
、
卑
賤
の
道
化
師
の
よ
う
に
ふ
る
ま
い
、
言
祝
ぐ
〈
役
柄
〉
を
も
意
味
す
る
か
ら
、

そ
の
点
で
も
、
七
六
段
に
お
け
る
昔
男
は
ま
さ
に
翁
と
言
え
る
。
注
目
す
べ
き
は
こ
の
〈
役
柄
〉

だ
。
七
六
段
で
の
昔
男
の
ふ
る
ま
い
は
、
〈
役
柄
〉
と
し
て
の
翁
の
仮
面
を
つ
け
て
の
も
の
だ
。

か
つ
て
の
昔
男
は
、
ご
了
六
段
で
は
、
藤
原
氏
の
大
切
な
持
駒
だ
っ
た
高
子
に
果
敢
に
求
愛
し
、

六
五
段
で
は
、
帝
の
寵
愛
を
受
け
て
い
る
高
子
に
執
拗
に
つ
き
ま
と
っ
た
。
現
実
世
界
の
権
威

を
も
の
と
も
し
な
か
っ
た
わ
け
だ
が
、
七
六
段
で
は
身
分
差
を
受
け
入
れ
、
藤
原
氏
の
氏
神
で

あ
る
大
原
野
神
社
へ
の
行
啓
を
言
祝
い
で
い
る
。
あ
っ
け
な
い
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と
現
実
を
受
け

入
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
た
だ
し
、
年
を
と
っ
て
少
し
は
角
が
と
れ
た
と
し
て
も
、
な
ん
の

臆
面
も
な
く
ふ
る
ま
え
る
場
面
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
翁
の
仮
面
で
本
当
の
自
分
を
隠
し
て
い
る

か
ら
こ
そ
、
こ
の
よ
う
に
ふ
る
ま
え
る
の
で
は
な
い
か
。
歌
後
部
に
も
注
目
し
た
い
。

心
に
も
か
な
し
と
や
思
ひ
け
む
、
い
か
が
思
ひ
け
む
、
知
ら
ず
か
し
。

わ
ざ
と
ら
し
い
。
「
か
な
し
」
と
思
う
気
持
ち
を
わ
ざ
と
ら
し
さ
で
覆
い
隠
し
て
い
る
、
と
読
め

る
。
こ
の
種
の
物
言
い
は
、
七
六
段
以
前
で
は
、
や
は
り
翁
の
回
想
で
あ
る
四
〇
段
の
歌
後
部

に
あ
る
。

昔
の
若
人
は
さ
る
す
け
る
物
思
ひ
を
な
む
し
け
る
。
今
の
翁
ま
さ
に
し
な
む
や
。

七
六
段
に
せ
よ
、
四
〇
段
に
せ
よ
、
翁
の
仮
面
が
、
こ
の
よ
う
な
わ
ざ
と
ら
し
い
と
ぼ
け
た
台

詞
を
可
能
に
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
伊
勢
物
語
の
翁
は
、
き
わ
め
て
仮
面
性
の
強
い
〈
役
柄
〉

な
の
だ
。

で
は
、
〈
役
柄
〉
と
し
て
の
翁
の
性
格
に
特
に
注
目
し
て
、
七
七
~
八
二
段
の
翁
関
係
章
段
群

を
貫
く
問
題
を
考
え
て
い
こ
う
。
伊
勢
物
語
の
な
か
で
翁
の
呼
称
が
使
わ
れ
る
の
は
、
前
出
の

七
六
段
と
四
〇
段
以
外
で
は
、
七
七
・
七
九
・
八
∵
八
三
・
九
七
肌
こ
、
こ
こ
に
集
中
す
る
。

七
八
・
八
〇
・
八
二
段
に
は
翁
の
呼
称
が
な
い
も
の
の
、
昔
男
の
言
動
は
翁
的
で
、
前
後
章
段

の
翁
の
呼
称
が
効
い
て
い
る
と
読
め
る
。
七
七
段
か
ら
は
政
治
的
敗
者
を
励
ま
す
と
い
う
テ
ー

マ
が
で
て
き
て
、
そ
こ
が
七
六
段
と
異
な
る
が
、
励
ま
す
に
し
て
も
、
道
化
師
の
よ
う
に
ふ
る

ま
い
、
大
げ
さ
に
言
祝
ぐ
。
〈
役
柄
〉
と
し
て
の
翁
を
演
じ
て
い
る
の
だ
。
ま
た
、
枕
草
子
の
清

少
納
言
の
よ
う
に
、
悲
し
み
を
隠
蔽
し
、
明
る
さ
の
み
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
も
認
め
ら

れ
る
。
も
し
翁
の
仮
面
が
な
か
っ
た
ら
、
現
実
を
直
視
し
、
湿
っ
ぼ
く
な
っ
て
し
ま
う
。
励
ま

す
相
手
に
と
っ
て
も
、
自
分
に
と
っ
て
も
、
惨
め
だ
。
だ
か
ら
、
翁
な
の
で
は
な
い
か
。
翁
の

仮
面
は
敗
者
の
惨
め
さ
を
覆
い
隠
す
た
め
の
も
の
な
の
だ
。

一
八

七
七
・
七
八
段
は
、
藤
原
常
行
関
係
章
段
群
と
言
え
る
。
常
行
も
ま
た
北
家
藤
原
氏
だ
が
、

常
行
の
父
良
相
は
、
そ
の
兄
良
房
の
策
謀
に
か
か
り
、
応
天
門
の
変
の
翌
年
死
去
す
る
。
良
房

に
よ
っ
て
権
勢
の
圏
外
へ
と
追
い
や
ら
れ
た
家
系
。
良
房
・
基
経
父
子
の
た
め
に
敗
者
と
な
っ

た
者
に
は
、
昔
男
の
在
原
氏
、
灌
融
、
惟
喬
親
王
ら
が
い
る
。
紀
氏
も
入
れ
て
い
い
だ
ろ
う
。

昔
男
は
彼
ら
と
連
帯
し
て
い
る
。
彼
ら
に
対
す
る
ほ
ど
の
親
密
さ
は
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
常

行
に
も
親
近
感
は
も
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
七
七
段
で
は
、
常
行
の
妹
多
賀
幾
子
の
法
事
に
参
列

し
た
「
右
の
馬
頭
な
り
け
る
翁
」
が
、
「
目
は
た
が
ひ
な
が
ら
」
、
法
事
の
盛
大
さ
を
称
え
る
歌

を
詠
む
。
七
八
段
は
、
常
行
が
、
そ
の
法
事
か
ら
の
帰
途
に
、
出
家
隠
棲
す
る
「
山
科
の
禅
師

の
親
王
」
の
宮
に
立
ち
寄
り
、
親
王
に
親
近
感
を
お
ぼ
え
て
、
風
流
に
暮
ら
す
親
王
に
庭
石
を

贈
る
、
と
い
う
内
容
で
、
敬
慕
の
情
を
「
右
の
馬
頭
な
り
け
る
人
」
に
代
作
さ
せ
る
。
両
段
に

お
い
て
、
昔
男
は
、
七
七
段
で
は
常
行
・
多
賀
幾
子
兄
妹
の
た
め
に
、
七
八
段
で
は
こ
れ
か
ら

交
友
が
は
じ
ま
ろ
う
と
す
る
常
行
と
山
科
禅
師
親
王
の
た
め
に
、
わ
ざ
と
ら
し
さ
す
ら
感
じ
ら

れ
る
歌
を
詠
む
。

山
の
み
な
う
つ
り
て
今
日
に
あ
ふ
こ
と
は
春
の
別
れ
を
と
ふ
と
な
る
べ
し

あ
か
ね
ど
も
岩
に
ぞ
か
ふ
る
色
見
え
ぬ
心
を
見
せ
む
よ
し
の
な
け
れ
ば

ま
さ
に
翁
の
歌
。
大
げ
さ
な
ま
で
に
、
称
え
、
敬
慕
す
る
。
幇
間
の
よ
う
だ
。
翁
の
仮
面
を
か

ぶ
り
、
演
じ
る
こ
と
に
徹
し
き
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
翁
の
仮
面
を
か
ぶ
ら
な
け
れ
ば
、

詠
め
る
歌
で
は
あ
る
ま
い
。
「
右
の
馬
頭
な
り
け
る
翁
」
と
明
記
さ
れ
る
七
七
段
で
は
、
「
目
は

た
が
ひ
な
が
ら
」
と
、
見
ま
ち
が
え
た
ふ
り
ま
で
演
じ
て
い
る
。

七
九
・
八
〇
段
は
、
在
原
氏
自
身
の
話
に
な
る
。
ま
ず
縁
遠
い
常
行
の
七
七
・
七
八
段
か
ら

入
り
、
七
九
・
八
〇
段
で
自
分
自
身
、
八
一
段
と
八
二
段
以
降
で
親
交
深
い
源
融
や
惟
喬
親
王

へ
と
範
囲
を
広
げ
て
い
く
か
た
ち
だ
。
七
九
段
は
。

昔
、
氏
の
な
か
に
、
親
王
う
ま
れ
給
へ
り
け
り
。
御
産
屋
に
人
々
歌
よ
み
け
り
。
御
祖
父

方
な
り
け
る
翁
の
よ
め
る
。

わ
が
門
に
千
尋
あ
る
か
げ
を
植
ゑ
つ
れ
ば
夏
冬
た
れ
か
隠
れ
ざ
る
べ
き

こ
れ
は
貞
数
の
親
王
。
時
の
人
、
中
将
の
子
と
な
む
い
ひ
け
る
。
兄
の
中
納
言
行
平
の
む

す
め
の
腹
な
り
。

と
短
い
。
つ
づ
く
八
〇
段
は
、
七
九
段
と
二
つ
で
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
章
段
。
八
〇
段
も
。

昔
、
衰
へ
た
る
家
に
、
藤
の
花
植
ゑ
た
る
人
あ
り
け
り
。
三
月
の
つ
ご
も
り
に
、
そ
の
日

雨
そ
ほ
降
る
に
、
人
の
も
と
へ
折
り
て
奉
ら
す
と
て
、
よ
め
る
。

ぬ
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
折
り
つ
る
年
の
う
ち
に
春
は
い
く
か
も
あ
ら
じ
と
思
へ
ば

と
短
い
。
以
前
、
こ
う
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。

七
九
段
の
在
原
氏
は
、
一
族
の
中
に
親
王
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
が
、
そ
の
背
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景
に
厳
し
い
現
実
が
あ
る
か
ら
喜
ん
で
い
る
わ
け
で
、
実
際
、
将
来
を
「
夏
冬
」
と
い
う

S
ご
し
に
く
い
季
節
に
た
と
え
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
直
後
の
八
〇
段
は
、
在
原
家
と
お

ぼ
し
き
家
を
「
お
と
ろ
へ
た
る
家
」
と
表
現
し
て
い
る
。
七
九
段
の
「
夏
冬
」
の
意
味
は

直
後
の
八
〇
段
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
、
八
〇
段
の
「
お
と
ろ
へ
た
る

家
」
は
、
直
前
の
七
九
段
で
か
す
か
な
希
望
が
示
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
両
段
の
間
に
落
差

が
生
じ
、
そ
の
衰
運
の
悲
哀
が
増
幅
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
七
九
段
と
八
〇
段
は
相
補
的
に

繋
が
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

こ
の
読
み
は
こ
れ
で
い
い
と
今
で
も
思
っ
て
い
る
。

今
回
は
、
翁
の
〈
役
柄
〉
と
い
う
視
座
か
ら
、
さ
ら
な
る
相
補
性
を
付
け
加
え
よ
う
。
七
九

段
は
言
祝
ぎ
、
八
〇
段
は
幇
間
性
を
見
せ
る
、
な
ど
と
当
た
り
前
り
こ
と
を
述
べ
て
終
わ
る
つ

も
り
は
な
い
。
七
九
段
歌
後
部
に
注
目
す
る
。
こ
の
箇
所
は
、
た
と
え
ば
渡
辺
実
『
新
潮
日
本

古
典
集
成
』
が
、

以
下
後
人
注
。
下
品
な
注
で
事
実
で
は
あ
る
ま
い
。

と
評
し
て
い
る
箇
所
だ
。
行
平
娘
文
子
と
清
和
天
皇
の
間
に
生
ま
れ
た
は
ず
の
貞
数
親
王
は
、

文
子
の
叔
父
業
平
と
の
密
通
に
よ
っ
て
で
き
た
子
だ
と
い
う
。
確
か
に
ゴ
シ
ッ
プ
的
で
、
渡
辺

評
も
わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
。
が
、
こ
こ
は
ぜ
ひ
深
読
み
し
た
い
箇
所
だ
。
八
〇
段
は
蘿
原
氏

の
ご
機
嫌
を
と
る
猟
官
運
動
を
描
い
て
い
る
が
、
そ
の
直
前
に
こ
の
密
通
の
ゴ
シ
ッ
プ
が
あ
っ

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
皇
続
か
ら
離
れ
た
在
原
氏
が
、
同
族
の
姪
と
密
通
し
、
在
原
氏
純
血
の
親

王
を
誕
生
さ
せ
る
。
天
皇
は
藤
原
氏
の
傀
儡
と
も
言
う
べ
き
清
和
。
高
子
を
奪
っ
た
相
手
で
も

あ
る
。
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
の
威
力
で
政
治
に
一
矢
報
い
る
昔
男
。
真
偽
の
ほ
ど
は
と
も
か
く
、
こ
の

不
敵
な
行
為
あ
る
い
は
噂
こ
そ
、
心
ま
で
折
ら
れ
て
い
な
い
し
た
た
か
さ
を
あ
ら
わ
す
。
八
〇

段
の
ご
機
嫌
と
り
の
背
景
に
、
翁
の
仮
面
の
下
で
舌
を
だ
し
、
う
わ
べ
だ
け
と
り
つ
く
ろ
う
小

気
味
よ
さ
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
多
く
の
注
釈
書
の
よ
う
に
八
〇
段
に
お
け
る
昔
男
を

敗
者
あ
つ
か
い
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
敗
者
の
ふ
り
を
し
て
い
る
と
読
ん
だ
方
が
い
い
の
で

は
な
い
か
。
七
九
・
八
〇
段
を
含
む
一
連
の
章
段
群
は
翁
の
〈
役
柄
〉
を
演
じ
る
章
段
群
で
あ

り
、
そ
う
し
た
仮
面
性
を
こ
こ
で
読
む
こ
と
は
ご
く
自
然
だ
。
七
九
段
歌
後
部
に
注
目
し
、
七

九
・
八
〇
段
に
し
た
た
か
な
反
骨
精
神
ま
で
読
み
と
っ
て
み
た
い
。
私
は
、
(
ボ
ロ
は
着
て
て
も

心
は
ミ
ャ
毒
)
の
負
け
な
い
昔
男
を
書
い
て
き
た
・
そ
の
意
味
で
も
、
負
け
に
は
で
き
な
い
・

い
く
ら
〈
老
い
〉
て
も
、
譲
れ
な
い
一
線
は
あ
る
。

八
一
段
。
昔
男
は
、
塩
釜
を
模
し
た
源
融
邸
で
、
融
と
彼
の
も
と
に
集
ま
っ
た
親
王
た
ち
相

手
に
、
「
板
敷
の
下
を
は
ひ
あ
り
き
」
、
か
つ
て
の
東
下
り
を
再
現
す
る
。

塩
釜
に
い
つ
か
来
に
け
む
朝
な
ぎ
に
釣
り
す
る
舟
は
こ
こ
に
寄
ら
な
む

い
つ
の
ま
に
塩
釜
に
来
た
の
か
、
と
と
ぼ
け
て
見
せ
る
の
も
、
翁
な
ら
で
は
の
演
技
だ
ろ
う
。

こ
の
行
為
に
よ
っ
て
、
河
原
院
に
か
つ
て
の
東
下
り
の
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
流
入
九
糾
。
た
だ
の

園
遊
に
は
な
い
含
意
性
が
で
て
く
る
。
も
ち
ろ
ん
表
層
は
カ
ラ
ッ
と
し
た
庭
誉
め
だ
が
、
翁
の

仮
面
の
奥
の
深
層
を
読
み
た
い
。
七
七
・
七
八
段
も
政
治
的
敗
者
の
章
段
に
ち
が
い
な
か
っ
た

が
、
縁
遠
い
常
行
の
章
段
だ
け
に
、
負
の
イ
メ
ー
ジ
が
意
図
的
に
描
か
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

七
九
・
八
〇
段
は
ま
さ
に
当
事
者
。
思
い
き
り
負
だ
。
そ
し
て
、
八
一
段
。
直
前
で
昔
男
の
負

の
イ
メ
ー
ジ
が
描
か
れ
て
い
る
だ
け
に
、
昔
男
の
も
つ
陰
験
は
読
み
と
り
や
す
く
な
っ
て
い
る

の
だ
ろ
う
。
七
七
・
七
八
段
か
ら
比
べ
る
と
、
徐
々
に
物
語
が
複
雑
玄
妙
に
な
っ
て
き
て
い
る

と
い
う
わ
け
だ
。

八
二
段
は
、
業
平
の
呪
縛
、
と
で
も
言
お
う
か
。
こ
の
八
二
段
は
、
六
首
中
四
首
ま
で
が
古

今
集
で
業
平
作
・
有
常
作
と
さ
れ
る
由
緒
正
し
い
歌
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第
一
部

古
今
業
平
歌
二
ま
た
人
の
歌
」

第
二
部

古
今
業
平
歌
・
古
今
有
常
歌

第
三
部

古
今
業
平
歌
・
後
撰
上
野
峯
雄
類
歌
(
伊
勢
物
語
で
は
有
常
作
)

実
際
に
、
業
平
・
有
常
が
惟
喬
親
王
の
も
と
で
狩
と
酒
と
歌
の
遊
び
に
興
じ
た
の
だ
ろ
う
。
当

然
、
手
を
加
え
る
余
地
は
制
限
さ
れ
、
伊
勢
物
語
と
し
て
の
自
由
度
も
制
限
さ
れ
る
。
残
る
は

第
一
部
第
二
首
・
第
三
部
第
二
首
だ
が
、
後
者
は
伊
勢
物
語
で
は
有
常
作
と
さ
れ
て
お
り
、
古

今
業
平
歌
・
古
今
有
常
歌
の
延
長
線
上
に
置
か
れ
て
い
る
。
問
題
は
前
者
の
「
ま
た
人
の
歌
」

だ
。
以
前
に
書
い
た
が
、
こ
の
。

散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
め
で
た
け
れ
憂
き
世
に
な
に
か
久
し
か
る
べ
き

と
い
う
歌
一
首
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
体
が
陰
駱
を
帯
び
る
。
要
と
な
る
歌
だ
。
ど
う
い

う
経
緯
で
こ
の
歌
が
入
り
、
ど
う
し
て
「
ま
た
人
の
歌
」
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
深
入

り
す
ま
い
。
そ
う
い
う
成
立
論
的
な
問
題
は
、
確
実
な
答
が
で
な
い
。
ど
う
読
め
る
か
、
だ
。

お
そ
ら
く
、
八
二
段
の
構
造
は
、
七
九
・
八
〇
段
や
八
一
段
と
は
ち
が
う
。
七
九
~
八
一
段
は
、

昔
男
自
身
が
陰
を
見
せ
つ
つ
も
翁
の
仮
面
で
覆
い
隠
す
か
の
よ
う
な
構
造
。
八
二
段
は
、
真
意

の
表
現
は
「
ま
た
人
」
に
任
せ
、
昔
男
も
有
常
も
翁
に
な
り
き
っ
て
い
る
構
造
。
七
六
段
か
ら

か
ぶ
り
は
し
め
た
翁
の
仮
面
は
、
八
二
段
で
肉
付
き
の
仮
面
と
な
っ
た
。
そ
う
読
ん
で
み
た
い
。

三

宮
仕
え
の
悩
み

八
三
~
八
七
段
は
、
政
治
的
敗
者
と
の
交
情
と
い
う
点
で
、
七
七
～
八
二
段
か
ら
繋
が
っ
て

い
る
(
八
六
段
は
除
く
)
。
た
だ
し
、
宮
仕
え
が
問
題
に
な
る
と
い
う
、
七
七
～
八
二
段
に
は
な

か
っ
た
テ
ー
マ
が
で
て
き
て
、
よ
り
現
実
路
線
へ
と
移
行
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
日
々
の
仕

事
に
自
由
を
奪
わ
れ
る
と
い
う
内
容
は
、
今
ま
で
に
も
な
か
っ
た
。
思
え
ば
、
六
五
段
は
象
徴

的
な
章
段
だ
っ
た
。
で
た
ら
め
な
仕
事
ぶ
り
。
仏
神
と
も
無
縁
。
イ
ロ
ゴ
ノ
ミ
に
の
み
生
き
る

二
九
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デ
カ
ダ
ン
。
六
九
段
に
し
て
も
、
公
的
な
狩
の
使
い
の
は
ず
が
、
神
を
も
畏
れ
ず
、
斎
宮
と
密

通
し
て
い
た
。
仕
事
に
背
を
向
け
、
不
良
を
気
取
っ
て
い
た
。
七
七
～
八
二
段
の
翁
関
係
章
段

群
で
は
現
実
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
の
、
翁
と
し
て
ふ
る
ま
う
わ
ざ
と
ら

し
さ
に
ま
だ
〈
若
さ
〉
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
八
三
段
以
降
、
翁
的
幇
間
性
も
薄
れ
る
。
日
々

の
仕
事
に
は
逆
ら
え
な
い
現
実
に
、
ポ
ー
ズ
を
と
る
余
裕
も
な
く
な
っ
て
い
く
の
だ
。

ま
ず
は
八
三
段
。
は
じ
め
の
方
の
紹
介
で
「
馬
頭
な
る
翁
」
と
し
と
て
で
て
く
る
が
、
な
ぜ

か
詠
歌
の
前
で
は
呼
称
が
た
だ
の
「
馬
頭
」
に
な
り
、
翁
と
し
て
の
幇
間
的
言
動
も
見
ら
れ
な

い
。
前
半
部
で
は
、
帰
り
た
い
と
こ
ろ
を
惟
喬
親
王
に
引
き
留
め
ら
れ
そ
う
に
な
り
、
渋
る
。

後
牛
部
で
は
、
出
家
し
て
小
野
で
隠
棲
す
る
惟
喬
親
王
の
も
と
を
訪
ね
、
「
お
ほ
や
け
ご
と
ど
も
」

の
た
め
に
長
居
で
き
な
い
こ
と
を
嘆
く
。
本
筋
に
は
幇
間
的
な
翁
の
言
動
は
な
い
。
前
段
ま
で

の
翁
関
係
章
段
群
と
は
一
線
を
画
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
八
三
段
に
お
い
て
翁
の
呼
称
が
は

じ
め
の
方
だ
け
で
使
わ
れ
、
本
筋
で
使
わ
れ
な
い
の
は
、
い
つ
ま
で
も
翁
で
あ
り
っ
づ
け
ら
れ

な
い
現
実
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
惟
喬
親
王
の
出
家
も
、
翁
の
慰
め
な
ど
で
は

対
処
し
き
れ
な
い
厳
し
い
現
実
を
直
視
さ
せ
て
い
る
、
と
読
め
る
。
八
三
段
の
は
し
め
ま
で
は
、

前
段
ま
で
の
翁
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
込
み
、
翁
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
も
い
ら
れ
な
い
現
実
を
描

く
本
筋
の
場
面
で
は
、
翁
の
呼
称
を
使
わ
な
い
。
テ
ー
マ
の
転
換
を
印
象
づ
け
る
に
は
効
果
的

だ
。
八
二
段
で
翁
の
仮
面
が
肉
付
き
と
な
っ
た
だ
け
に
、
き
っ
ち
り
と
転
換
し
て
お
き
た
い
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。
翁
の
呼
称
の
背
景
に
そ
ん
な
計
算
が
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
が
、
そ
う
読
ん

で
み
る
と
お
も
し
ろ
い
だ
ろ
う
。

惟
喬
親
王
関
係
の
八
一
∵
八
三
段
に
つ
づ
く
八
四
段
は
、
一
つ
と
ん
だ
八
五
段
が
惟
喬
親
王

関
係
な
の
に
、
な
ぜ
か
惟
喬
親
王
関
係
で
は
な
い
。
か
つ
て
は
、
八
二
・
八
三
段
と
こ
の
八
四

段
は
第
一
次
の
成
立
、
八
五
段
は
第
二
次
の
成
立
、
な
ど
い
っ
た
成
立
時
期
の
差
で
説
明
し
よ

う
と
す
る
時
代
も
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
成
立
論
は
も
う
い
い
だ
ろ
う
。
繰
り
返
し
述
べ
て
き
た

よ
う
に
、
依
拠
で
き
る
ほ
ど
の
確
実
性
は
な
い
し
、
成
立
論
的
に
見
る
こ
と
で
見
え
な
く
な
る

世
界
が
あ
る
。
実
は
、
そ
の
世
界
こ
そ
が
お
も
し
ろ
い
の
だ
。
そ
こ
に
は
論
理
的
な
構
成
が
認

め
ら
れ
、
既
に
指
摘
も
あ
る
。
私
か
読
む
と
す
れ
ば
、
八
二
・
八
三
段
-
八
五
段
の
ラ
イ
ン
に

八
四
段
と
八
六
段
が
そ
れ
ぞ
れ
副
次
的
に
絡
ん
で
い
る
、
と
読
む
。
た
と
え
ば
、
四
四
段
-
四

六
段
の
ラ
イ
ン
に
四
五
段
と
四
七
段
が
絡
ん
で
四
七
段
で
統
合
さ
れ
る
、
六
〇
段
―
六
二
段
の

ラ
イ
ン
に
六
一
段
と
六
二
段
が
絡
む
、
と
い
っ
た
こ
れ
ま
で
読
ん
で
き
た
構
成
と
同
様
に
考
え

る
の
だ
。
八
四
段
と
八
六
段
は
、
七
七
段
以
来
つ
づ
い
て
い
る
政
治
的
敗
者
と
の
交
情
と
い
う

テ
ー
マ
か
ら
は
や
や
そ
れ
る
た
め
、
バ
イ
パ
ス
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
八
四
段
は
内
親
王
と
い

う
よ
り
母
親
を
描
い
て
い
る
し
、
八
六
段
は
た
だ
の
男
女
の
話
だ
。
宮
仕
え
と
い
う
テ
ー
マ
だ

け
な
ら
ま
だ
し
も
、
政
治
的
敗
者
と
の
交
情
と
い
う
テ
ー
マ
ま
で
視
野
に
入
れ
る
と
、
副
次
的

三
〇

な
位
置
づ
け
に
な
る
。
八
四
段
は
、
長
岡
で
寂
し
く
暮
ら
す
母
親
が
、
多
忙
で
な
か
な
か
会
い

に
来
て
く
れ
な
い
昔
男
に
、
死
別
す
る
前
に
会
い
た
い
と
詠
み
、
昔
男
が
「
千
代
も
と
い
の
る

人
の
子
の
た
め
」
に
長
生
き
し
て
ほ
し
い
と
返
す
。
長
居
で
き
な
い
の
が
八
三
段
だ
と
す
れ
ば
、

会
え
な
い
ま
ま
死
別
す
る
か
も
し
れ
な
い
の
が
八
四
段
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
八
三
段
に
も
、

八
四
段
に
も
、
そ
ら
と
ぼ
け
た
翁
の
要
素
は
少
な
い
。
そ
ん
な
余
裕
も
な
い
、
せ
っ
ぱ
つ
ま
っ

た
現
実
と
向
き
合
う
昔
男
の
姿
が
あ
る
。

八
五
段
。
再
び
惟
喬
親
王
関
係
章
段
。
プ
ロ
ッ
ト
の
進
展
が
あ
る
。
普
段
忙
し
く
て
参
上
で

き
な
い
人
々
が
、
正
月
に
集
ま
る
。
雪
に
降
り
込
め
ら
れ
、
昔
男
が
詠
む
。

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

降
り
込
め
ら
れ
て
帰
れ
な
く
な
っ
た
の
は
本
望
だ
、
と
い
う
内
容
。
帰
り
た
が
っ
て
い
た
八
三

段
前
半
部
と
も
呼
応
す
る
の
だ
ろ
う
。
惟
喬
親
王
も
喜
ん
で
褒
美
を
与
え
る
。
驚
き
悲
し
む
の

が
八
三
段
。
驚
き
祈
る
の
が
八
四
段
。
八
五
段
は
、
忙
中
閑
あ
り
。
普
段
の
多
忙
さ
と
参
上
で

き
な
い
現
状
を
前
置
き
し
て
お
い
て
、
た
ま
に
会
え
た
時
の
喜
び
を
描
く
。
た
だ
し
、
惟
喬
親

王
を
喜
ば
せ
る
昔
男
の
歌
か
ら
は
、
翁
的
幇
間
性
と
い
う
よ
り
、
し
み
し
み
と
し
た
情
感
が
感

じ
ら
れ
る
。

八
六
段
は
、
八
四
段
同
様
、
八
一
丁
元
三
段
-
八
五
段
の
ラ
イ
ン
に
絡
む
副
次
的
章
段
だ
。

内
容
は
、
若
い
頃
の
昔
男
と
女
の
話
。
親
の
手
前
、
二
人
は
中
途
半
端
な
か
た
ち
で
交
際
を
や

め
る
。
年
月
が
経
ち
、
昔
男
は
、
年
月
が
経
て
ば
誰
で
も
忘
れ
る
も
の
だ
、
と
清
算
す
る
。
そ

し
て
、
「
男
も
女
も
あ
ひ
離
れ
ぬ
宮
仕
へ
に
な
む
出
で
に
け
る
」
で
終
わ
る
。
「
あ
ひ
離
れ
ぬ
宮

仕
へ
」
は
、
抜
け
出
し
て
会
え
な
い
ほ
ど
忙
し
い
宮
仕
え
と
し
て
お
こ
う
。
八
六
段
は
、
八
五

段
の
交
情
に
水
を
差
す
。
現
実
は
厳
し
い
。
年
月
は
人
の
心
を
変
え
、
仕
事
の
忙
し
さ
が
関
係

を
風
化
さ
せ
て
い
く
。
八
五
段
の
「
も
と
の
心
う
し
な
は
で
ま
う
で
け
る
」
人
々
は
、
八
六
段

の
。

今
ま
で
に
忘
れ
ぬ
人
は
世
に
も
あ
ら
じ
お
の
が
さ
ま
ざ
ま
年
の
経
ぬ
れ
ば

と
い
う
歌
の
よ
う
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
前
段
の
内
容
と
あ
ま
り
に
も
う
ま
く
呼
応
す

る
歌
だ
。
こ
れ
以
降
登
場
し
な
く
な
る
惟
喬
親
王
と
昔
男
た
ち
の
交
情
は
つ
づ
い
て
い
く
の
か
、

と
い
う
不
安
を
抱
か
せ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
あ
ひ
離
れ
ぬ
宮
仕
へ
」
の
解
釈
し
だ
い
で
は
別
解
も

あ
り
得
る
し
、
対
照
的
な
八
六
段
を
以
て
八
五
段
の
固
い
忠
心
を
逆
照
射
す
る
と
と
っ
て
も
か

ま
わ
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
そ
う
読
ん
だ
の
は
、
つ
づ
く
八
七
段
が
、
兄
行
平
を
慰
め
な
が
ら

も
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を
拒
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
八
五
段
で
慰
め
ら
れ
て
喜
び
う
ち
に
終
わ
っ
て

し
ま
え
ば
、
一
連
の
暗
い
色
調
も
厳
し
い
現
実
路
線
も
崩
れ
て
し
ま
う
。
あ
く
ま
で
も
相
補
的

関
連
性
を
重
視
し
、
八
五
段
の
交
情
に
水
を
差
し
て
い
る
と
読
ん
で
お
く
。

八
七
段
に
つ
い
て
の
詳
細
な
読
み
は
別
稿
で
述
べ
て
あ
る
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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お
お
ま
か
に
言
っ
て
お
く
と
、
第
一
部
は
、
不
遇
を
嘆
く
兄
と
「
な
ま
宮
仕
へ
」
の
友
達
を
昔

男
が
笑
い
で
一
時
的
に
救
う
。
第
二
部
は
、
救
わ
れ
そ
う
に
な
い
暗
い
将
来
を
予
感
さ
せ
る
。

第
三
部
は
、
「
田
舎
人
」
の
慰
め
な
ど
で
は
晴
ら
せ
な
い
憂
情
で
締
め
括
る
。
こ
の
八
七
段
が
七

七
段
以
降
の
政
治
的
敗
者
を
描
い
た
諸
章
段
の
締
め
括
り
に
な
る
こ
と
も
、
既
に
ま
た
別
の
稿

で
述
べ
て
お
い
た
。
】
連
の
相
補
的
な
繋
が
り
に
つ
い
て
は
、
こ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
。
結

論
だ
け
抜
き
出
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

派
生
的
な
八
六
段
を
は
さ
ん
で
七
七
一
八
五
段
の
後
に
位
置
す
る
八
七
段
は
、
一
連
の
章

段
群
の
〈
締
め
括
り
〉
と
し
て
機
能
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
な
る
と
。

当
然
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
で
は
困
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
、
八
七
段
第
三
部
が
重
要
に

な
っ
て
く
る
。
八
七
段
第
三
部
は
虚
無
感
を
印
象
づ
け
、
八
七
段
第
丁
二
部
ば
か
り
で

な
く
、
七
七
~
八
五
段
に
対
し
て
も
、
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン
ド
を
拒
む
〈
締
め
括
り
〉
の
重
責

を
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
。

付
け
足
し
て
お
こ
う
。
七
七
~
八
七
段
の
政
治
的
敗
者
関
係
章
段
群
全
体
の
締
め
括
り
だ
け
に
、

前
半
に
あ
た
る
翁
関
係
章
段
群
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
、
第
一
部
の
昔
男
の
ピ
エ
ロ
の
よ
う
な
慰
め

に
受
け
継
か
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
後
半
に
あ
た
る
八
三
~
八
七
段
の
宮
仕
え
関
係
章

段
群
の
エ
ッ
セ
ン
ス
は
、
変
質
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
昔
男
に
と
っ
て
仕
事
が
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
の
妨
げ
に
な
る
、
と
い
う
の
が
従
来
の
パ
タ
ー
ン
だ
っ
た
が
、
今
度
は
、
ま
ず
、
仕
事
に
悩

む
当
事
者
が
昔
男
で
は
な
い
。
昔
男
は
翁
的
役
割
に
も
ど
っ
て
い
て
、
代
わ
り
に
、
衛
府
督
で

あ
る
兄
行
平
と
そ
の
部
下
の
衛
府
佐
た
ち
が
悩
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
仕
事
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト

の
妨
げ
に
な
る
、
と
い
う
こ
れ
ま
で
の
仕
事
の
位
置
づ
け
も
踏
襲
さ
れ
4

い
、
八
七
段
は
蘆
屋

で
物
見
遊
山
す
る
話
で
、
親
し
い
者
ど
う
し
集
ま
っ
て
い
る
し
、
も
し
彼
ら
が
職
場
に
で
た
と

し
て
も
部
署
は
近
い
は
す
だ
。
こ
こ
で
嘆
い
て
る
の
は
、
官
位
の
低
さ
に
つ
い
て
。
今
ま
で
は

仕
事
の
た
め
に
親
し
い
者
と
の
交
情
が
妨
げ
ら
れ
て
悩
ん
で
い
た
が
、
今
度
は
仕
事
の
ス
テ
ー

タ
ス
そ
の
も
の
が
悩
み
の
種
に
な
っ
て
い
る
。
い
く
ら
な
ん
で
も
脱
仕
事
人
間
の
昔
男
が
官
位

に
つ
い
て
悩
む
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
兄
や
友
達
が
そ
の
役
を
担
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ

う
。
そ
も
そ
も
、
昔
男
は
、
こ
こ
で
は
傍
観
者
的
な
翁
の
立
場
な
の
だ
。
八
七
段
は
、
七
七
~
八

七
段
の
政
治
的
敗
者
関
係
章
段
群
全
体
の
締
め
括
り
と
し
て
の
色
彩
が
濃
く
、
八
ご
了
八
七
段

の
宮
仕
え
関
係
章
段
群
締
め
括
り
と
し
て
は
、
や
や
は
ず
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
、

先
の
見
え
な
い
絶
望
的
な
や
る
せ
な
さ
を
印
象
づ
け
る
第
二
∴
二
部
は
、
第
一
部
の
翁
的
な
慰

め
が
一
時
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
翁
の
慰
め
な
ど
で
は
対
処

し
き
れ
な
か
っ
た
八
三
段
の
惟
喬
親
王
の
出
家
と
同
様
な
印
象
を
与
え
る
。
八
三
~
八
七
段
の

宮
仕
え
関
係
章
段
群
と
し
て
見
る
時
、
冒
頭
と
末
尾
が
呼
応
す
る
円
環
性
は
認
め
ら
れ
る
だ
ろ

四

消
え
ゆ
く
激
越
性

七
七
~
八
七
段
を
政
治
的
敗
者
関
係
章
段
群
と
す
れ
ば
、
八
八
~
九
五
段
は
ま
た
別
の
章
段

群
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一
区
切
り
あ
っ
て
、
流
れ
が
変
わ
る
の
だ
。
内
容
的
に
は
、
恋
に
振
っ

て
あ
る
。

八
八
~
九
五
段
の
う
ち
、
八
八
~
九
三
段
の
構
成
に
つ
い
て
は
、
既
に
渡
辺
『
集
成
』
に
指

摘
が
あ
る
。

九
十
∵
九
十
二
・
九
十
三
の
三
段
は
、
そ
れ
ぞ
れ
八
十
八
・
八
す
九
・
九
十
の
三
段
の
、

変
奏
と
し
て
位
置
づ
け
得
る
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

確
か
に
そ
う
し
た
繰
り
返
し
構
造
は
認
め
ら
れ
る
。
渡
辺
説
を
踏
ま
え
つ
つ
、
八
八
一
九
三
段

の
構
成
の
意
味
を
よ
り
深
く
読
ん
で
い
こ
う
。
便
宜
的
に
、
八
八
・
九
一
段
、
八
九
・
九
二
段
、

九
〇
〃
九
三
段
に
三
分
し
て
説
明
す
る
。

ま
ず
は
、
八
八
・
九
一
段
か
ら
。
八
八
段
は
次
の
よ
う
な
話
。

昔
、
い
と
若
き
に
は
あ
ら
ぬ
、
こ
れ
か
れ
友
だ
ち
ど
も
集
ま
り
て
、
月
を
見
て
、
そ
れ
が

な
か
に
ひ
と
り
、

お
は
か
た
は
月
を
も
め
で
じ
こ
れ
ぞ
こ
の
つ
も
れ
ば
人
の
老
い
と
な
る
も
の

友
達
の
集
ま
り
と
い
う
点
で
は
八
七
段
を
受
け
て
い
る
が
、
嘆
き
の
対
象
は
、
官
位
で
は
な
く
、

〈
老
い
〉
そ
の
も
の
に
な
る
。
九
一
段
も
、

昔
、
月
日
の
ゆ
く
を
さ
へ
嘆
く
男
、
三
月
つ
ご
も
り
が
た
に
、

を
し
め
ど
も
春
の
か
ぎ
り
の
今
日
の
日
の
夕
暮
に
さ
へ
な
り
に
け
る
か
な

と
、
や
は
り
、
時
の
流
れ
を
嘆
い
て
い
る
。

八
九
・
九
二
段
で
は
、
積
年
の
片
想
い
を
嘆
い
て
い
る
。
八
九
段
。

昔
、
い
や
し
か
ら
ぬ
男
、
わ
れ
よ
り
は
勝
り
た
る
人
を
思
ひ
か
け
て
、
年
経
け
る
。

人
知
れ
ず
わ
れ
恋
ひ
死
な
ば
あ
ぢ
き
な
く
い
づ
れ
の
神
に
な
き
名
お
ほ
せ
む

九
二
段
。

昔
、
恋
し
さ
に
、
来
つ
つ
か
へ
れ
ど
、
女
に
消
息
を
だ
に
え
せ
で
よ
め
る
。

蘆
辺
漕
ぐ
棚
な
し
小
舟
い
く
そ
た
び
ゆ
き
か
へ
る
ら
む
知
る
人
も
な
み

「
来
つ
つ
か
へ
」
る
と
は
、
繰
り
返
し
無
駄
骨
を
折
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
前
段
の
八
八
・

九
一
段
で
は
、
時
の
流
れ
を
嘆
い
て
い
た
。
今
度
は
、
そ
の
流
れ
る
時
の
な
か
で
、
た
だ
む
な

し
く
片
想
い
し
っ
づ
け
る
不
如
意
を
嘆
く
。
な
ん
の
成
果
も
な
い
、
ま
さ
に
む
な
し
い
時
の
流

れ
な
の
だ
。

九
〇
・
九
三
段
は
、
前
段
の
八
九
・
九
二
段
か
ら
プ
ロ
ッ
ト
の
進
展
が
あ
り
、
相
変
わ
ら
ず

困
難
な
が
ら
も
、
や
や
期
待
で
き
そ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
る
。
九
〇
段
は
、
「
さ
ら
ば
、
あ
す
、

一
一

一

一
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も
の
越
し
に
て
も
」
と
返
事
を
も
ら
う
。
が
、
昔
男
は
。

桜
花
今
日
こ
そ
か
く
も
に
は
ふ
と
も
あ
な
頼
み
が
た
あ
す
の
夜
の
こ
と

と
疑
っ
て
い
て
、
歌
後
は
「
と
い
ふ
心
ば
へ
も
あ
る
べ
し
」
で
終
わ
る
。
九
三
段
も
同
じ
で
、

せ
っ
か
く
「
す
こ
し
頼
み
ぬ
べ
き
さ
ま
に
や
あ
り
け
む
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
も
っ
て
き
て
お

き
な
が
ら
。

あ
ふ
な
あ
ふ
な
思
ひ
は
す
べ
し
な
ぞ
へ
な
く
高
き
い
や
し
き
苦
し
か
り
け
り

と
諦
め
て
い
る
。
分
相
応
に
恋
を
す
べ
き
だ
、
な
ど
と
説
い
て
し
ま
う
。
歌
後
の
「
昔
も
か
か

る
こ
と
は
、
世
の
こ
と
わ
り
に
や
あ
り
け
む
」
も
、
九
〇
段
の
「
と
い
ふ
心
ば
へ
も
あ
る
べ
し
」

同
様
、
妙
に
さ
め
て
い
る
。
激
越
な
情
念
は
も
は
や
描
か
れ
な
い
。
八
九
・
九
三
段
に
は
身
分

差
が
あ
り
、
九
〇
段
で
は
相
手
が
「
つ
れ
な
」
く
、
九
二
段
は
手
紙
す
ら
だ
せ
な
い
状
況
に
あ
っ

た
け
れ
ど
も
、
も
し
以
前
の
昔
男
な
ら
、
突
撃
し
た
は
ず
だ
。
九
〇
・
九
三
段
の
諦
め
モ
ー
ド

は
、
〈
老
い
〉
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な
い
。
仕
事
と
か
の
場
面
な
ら
と
も
か
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ

恋
の
場
面
で
こ
う
な
の
だ
。
あ
る
い
は
、
八
八
・
九
一
段
の
〈
老
い
〉
へ
の
嘆
き
は
、
そ
う
し

た
自
分
の
変
化
を
嘆
い
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

八
八
～
九
三
段
の
繰
り
返
し
構
造
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
で
、
九
四
段
が
く
る
。
昔
男
は
、
か

つ
て
通
っ
て
い
た
女
に
、
絵
を
描
い
て
ほ
し
い
と
依
頼
す
る
。
女
の
も
と
に
は
新
し
い
男
が
来

て
い
て
、
返
事
が
遅
れ
る
。
そ
れ
を
昔
男
が
皮
肉
っ
て
。

秋
の
夜
は
春
日
わ
す
る
る
も
の
な
れ
や
霞
に
霧
や
千
重
ま
さ
る
ら
む

と
詠
む
。
自
分
を
「
春
日
」
二
霞
」
、
新
し
い
男
を
「
秋
」
・
「
霧
」
に
讐
え
て
い
る
。
女
は
返
す
。

千
々
の
秋
ひ
と
つ
の
春
に
む
か
は
め
や
紅
葉
も
花
も
と
も
に
こ
そ
散
れ

ど
う
せ
ど
ち
ら
も
あ
て
に
な
ら
な
い
、
と
は
な
ん
と
も
達
観
し
て
い
る
。
こ
こ
ら
あ
た
り
ま
で

く
る
と
、
昔
男
の
み
な
ら
ず
、
相
手
の
女
ま
で
さ
め
て
し
ま
う
ら
し
い
。

最
終
の
九
五
段
は
、
二
条
后
に
仕
え
る
女
と
の
話
。
二
条
后
と
言
え
ば
、
八
九
・
九
三
段
の

高
貴
な
女
は
、
二
条
后
を
想
定
し
て
い
い
だ
ろ
う
。
九
〇
・
九
二
段
の
女
も
、
二
条
后
と
見
て

い
か
も
し
れ
な
い
。
と
す
れ
ば
、
九
五
段
は
そ
の
後
日
談
と
し
て
も
読
め
る
。

昔
、
二
条
の
后
に
仕
う
ま
つ
る
男
あ
り
け
り
。
女
の
仕
う
ま
つ
る
を
、
つ
ね
に
見
か
は
し

て
、
よ
ば
ひ
わ
た
り
け
り
。
「
い
か
で
も
の
越
し
に
対
面
し
て
、
お
ぼ
つ
か
な
く
思
ひ
つ
め

た
る
こ
と
、
す
こ
し
は
る
か
さ
む
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
女
、
い
と
し
の
び
て
、
も
の
越
し

に
逢
ひ
に
け
り
。
物
語
な
ど
し
て
、
男
。

彦
星
に
恋
は
ま
さ
り
ぬ
天
の
河
へ
だ
つ
る
関
を
い
ま
は
や
め
て
よ

こ
の
歌
に
め
で
て
、
逢
ひ
に
け
り
。

わ
ざ
わ
ざ
二
条
后
に
仕
え
る
女
を
持
ち
出
し
て
き
た
と
こ
ろ
に
意
味
が
あ
る
。
二
条
后
は
諦
め

た
。
そ
し
て
、
二
条
后
に
仕
え
る
女
に
懸
想
し
、
逢
っ
て
も
ら
え
た
。
べ
つ
に
ハ
ッ
ピ
ー
エ
ン

三
二

ド
で
も
な
ん
で
も
な
い
。
た
だ
の
妥
協
だ
。
昔
男
は
現
実
と
折
り
合
い
を
つ
け
、
こ
じ
ん
ま
り

と
分
相
応
に
生
き
る
。
〈
老
い
〉
を
受
け
入
れ
た
の
だ
。

五

結
び

一
段
か
ら
こ
れ
ま
で
、
相
補
論
の
深
読
み
を
繰
り
返
し
て
き
た
。
毎
回
感
じ
る
の
は
、
伊
勢

物
語
は
一
代
記
だ
、
と
い
う
こ
と
。
ご
く
表
面
だ
け
見
て
も
当
た
り
前
に
言
え
る
こ
と
な
の
だ

が
、
こ
こ
ま
で
内
容
に
踏
み
込
ん
で
昔
男
の
〈
生
〉
の
軌
跡
を
な
ぞ
っ
て
み
る
と
、
一
代
記
と

い
う
と
い
う
こ
と
が
さ
ら
に
強
く
実
感
で
き
る
。

今
回
、
昔
男
は
、
期
待
ど
お
り
〈
老
い
〉
て
く
れ
た
。
は
じ
め
は
、
翁
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
て

照
れ
隠
し
し
て
い
た
。
昔
男
ら
し
い
〈
老
い
〉
へ
の
入
り
方
だ
。
次
は
、
宮
仕
え
に
プ
ラ
イ
ベ
ー

ト
を
奪
わ
れ
て
悩
む
。
今
ま
で
に
は
見
せ
な
か
っ
た
現
実
的
な
姿
だ
。
そ
し
て
、
昔
男
の
本
分

と
も
言
う
べ
き
恋
の
世
界
で
も
、
〈
老
い
〉
と
と
も
に
か
つ
て
の
激
越
性
を
消
失
し
て
い
く
。

昔
男
は
一
人
。
す
べ
て
の
章
段
を
引
き
ず
っ
て
い
く
。
〈
老
い
〉
る
と
こ
ろ
ま
で
は
き
た
。
最

終
の
こ
一
五
段
ま
で
あ
と
わ
ず
か
だ
。
こ
の
ま
ま
相
補
論
で
走
り
抜
き
た
い
。

な
お
、
本
稿
を
含
め
た
配
列
順
相
補
論
の
全
シ
リ
ー
ズ
は
、
愛
知
教
育
大
学
田
口
研
究
室
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
閲
覧
で
き
る
。
「
早
わ
か
り
伊
勢
物
語
成
立
論
批
判
」
も
掲
載
し
て
あ
る
。
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