
拒
む
女

l
『
伊
勢
日
記
」
の

伊
勢
は
、
小
野
小
町
と
と
も
に
平
安
前
期
の
女
流
歌
人
の
代
表
で

あ
る
が
、
現
代
に
お
い
て
そ
の
歌
名
は
小
町
と
比
べ
て
あ
ま
り
に
も

低
い
。
し
か
し
、
『
古
今
集
』
に
は
、
小
町
を
緩
い
て
、
こ
す
こ
首

を
採
歌
さ
れ
、
古
今
集
女
流
歌
人
の
筆
顕
で
あ
る
n

又
そ
の
五
十
年

後
、
伊
勢
の
没
後
し
ば
ら
く
し
て
編
纂
さ
れ
た
『
後
撰
集
』
や
、
紫

式
部
・
和
泉
式
部
・
清
少
納
言
の
活
路
し
た
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
『
拾

遺
集
』
に
お
い
て
も
、
女
性
と
し
て
も
伊
勢
が
も
っ
と
も
多
く
採
飲

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
伊
勢
の
影
響
は
、
中
古
最
高
の
文
学
作
品

と
さ
れ
る
『
源
氏
物
語
』
に
も
つ
よ
く
見
て
と
れ
る
。
桐
車
車
帝
が
、

亡
き
更
衣
を
偲
ん
で
明
け
暮
れ
「
長
恨
歌
の
御
絵
」
を
ご
覧
に
な
る

場
面
が
あ
る
。
こ
の
「
長
恨
歌
の
御
絵
」
こ
そ
は
字
多
天
皇
が
、
伊

勢
と
貫
之
に
詠
ま
せ
た
歌
を
賛
’
と
し
て
書
き
込
ま
せ
た
も
の
で
あ
る
。

文
、
空
蝉
の
巻
の
末
尼
に
見
え
る
「
空
蝉
の
楽
に
お
く
露
の
木
、
が
く

れ
て
し
の
び
し
の
び
に
滞
る
る
紬
か
な
」
と
い
う
歌
は
、
そ
の
巻
名

と
も
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
『
伊
勢
崎
県
』
所
載
の
歌
で
あ
る
。

虚
構
性
に

つ
い
て
ー禿

河

真

樹

子

『
今
昔
物
語
』
巻
二
十
四
に
は
「
延
喜
御
扉
風
伊
勢
御
息
所
、
読
和

歌
語
」
と
し
て
長
い
税
話
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
終
始
歌
人
伊

勢
へ
の
称
賛
が
記
さ
れ
、
「
サ
レ
パ
御
息
所
ナ
ホ
メ
デ
タ
キ
歌
詠
ミ

ト
ナ
ム
穏
リ
伝
へ
タ
ル
ト
ヤ
」
と
結
ぶ
。
ま
た
『
無
名
草
子
』
に
も
、

「
ま
こ
と
に
名
を
得
て
い
み
じ
く
心
に
く
く
あ
ら
ま
ほ
し
き
た
め
し

は
、
伊
勢
の
御
息
所
ば
か
り
の
人
は
い
か
で
か
普
も
今
も
侍
ら
ん
」

と
伊
勢
の
歌
名
は
最
大
級
に
讃
え
ら
れ
て
い
る
”
こ
の
よ
う
に
、

伊
勢
の
そ
の
歌
は
非
常
に
高
い
評
価
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
。
そ
の
伊
勢
の
家
集
と
し
て
『
伊
勢
集
』
が
あ
る
。
五
百

弱
の
軟
か
ら
な
り
、
そ
の
官
頭
三
十
首
余
の
歌
物
語
の
態
を
な
し
て

い
る
部
分
は
伴
信
友
に
よ
り
「
伊
勢
日
記
」
と
称
さ
れ
、
伊
勢
の
半

生
が
歌
と
詞
書
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
字
多
天
皇
に
入
内
し
た
藤
原
基

緩
女
温
子
に
仕
え
る
女
房
伊
勢
が
、
温
子
の
兄
弟
で
あ
る
仲
平
の
か

り
そ
め
の
愛
を
受
け
、
や
が
て
失
恋
。
失
意
の
う
ち
に
大
和
に
退
く

が
、
主
人
温
子
の
薦
め
で
再
び
出
仕
し
、
申
T
多
車
市
の
寵
を
受
け
皇
子
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を
な
す
。
そ
の
皇
子
と
離
れ
、
な
お
も
宮
仕
え
を
続
け
る
う
ち
に
字

多
帝
は
譲
位
、
落
飾
し
、
仁
和
寺
に
隠
出
世
す
る
こ
と
と
な
・
り
、
皇
子

も
早
逝
す
る
の
温
子
と
伊
勢
は
そ
の
悲
し
み
を
歌
に
託
し
な
ぐ
さ
め

合
う
。
以
上
が
「
伊
勢
日
記
」
部
分
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
が
第
三

者
の
目
を
介
し
て
、
か
つ
自
照
的
に
描
き
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
『
伊

勢
集
』
は
、
伊
勢
に
つ
い
て
知
る
最
も
有
用
な
資
料
の
一
つ
で
あ
る

が
、
そ
の
冒
頭
部
分
「
伊
勢
日
記
」
は
歌
物
語
の
原
型
と
も
い
わ
れ
、

多
分
に
物
語
的
で
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
事
実
と
は
と
ら
え
が
た
い

も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
伊
勢
日
記
」
の
物
語
的
作
為
・
虚
構
の

例
を
挙
げ
て
周
辺
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
考
策
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

『
伊
勢
集
』
は
、
同
一
の
但
本
か
ら
生
じ
た
諸
本
が
三
系
統
（
西
本

願
寺
・
群
書
類
従
本
・
歌
仙
家
集
本
そ
れ
ぞ
れ
一
・
二
・
一
ニ
類

本
と
称
す
こ
と
と
す
る
）
あ
り
、
そ
の
う
ち
最
古
の
書
写
で
あ
る
。

西
本
願
寺
本
が
祖
本
の
形
を
比
較
的
よ
く
伝
え
て
い
る
と
す
る
見
解

が
支
持
を
得
て
お
り
、
本
稿
で
も
こ
の
西
本
願
寺
本
を
底
本
と
す
る

こ
と
に
す
る
。
本
分
引
用
の
際
に
は
、
原
則
的
に
西
本
願
寺
本
を
、

明
ら
か
な
誤
写
を
改
め
つ
つ
引
用
す
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
の
中
に

も
、
注
記
の
混
入
と
思
わ
れ
る
箇
所
等
、
他
系
統
を
用
い
た
ほ
う
が

よ
り
祖
本
に
近
い
と
恩
わ
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
、
随
時
他
の
二

系
統
本
も
用
い
て
ゆ
く
。

「
伊
勢
臼
記
」
は
、
楓
子
の
弟
で
あ
る
仲
平
と
の
恋
の
破
綻
か
ら
物

語
は
始
ま
り
、
そ
の
失
恋
の
痛
手
を
乗
り
越
え
て
宮
中
に
仕
え
る
伊

勢
が
今
度
は
言
い
寄
る
男
た
ち
に
は
目
も
く
れ
ず
、
一
心
に
温
子
に

忠
節
を
尽
く
す
こ
と
が
諮
ら
れ
て
い
る
。
再
び
言
い
寄
っ
て
く
る
仲

平
然
り
、
混
子
や
仲
平
の
兄
で
あ
る
時
平
然
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら

主
要
人
物
以
外
に
も
伊
勢
に
言
い
寄
り
な
が
ら
も
そ
で
に
さ
れ
続
け

る
男
た
ち
が
登
場
し
て
い
る
。

ま
た
人
数
と
も
思
は
ぬ
に
心
ざ
し
深
き
人
ぞ
そ
ゐ
て
言
ひ
け
る
。

文
お
こ
す
れ
ど
返
り
ご
と
も
せ
ね
ば

⑩
山
が
つ
は
言
へ
ど
も
か
ゐ
も
な
か
り
け
り
こ
ひ
こ
そ
そ
ら
に

わ
れ
こ
た
へ
せ
よ

猶
か
へ
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
「
否
と
も
い
か
に
と
も
、

わ
が
君
」
と
せ
む
れ
ば

⑪
い
か
に
せ
ん
言
い
放
た
れ
ず
う
き
も
の
は
身
を
心
と
も

せ
ぬ
よ
な
り
け
り

と
ば
か
り
い
ひ
て
や
み
じ
け
り
。

こ
れ
を
、
こ
の
一
類
本
に
そ
っ
て
解
釈
し
て
ゆ
く
な
ら
ば
、
，
恋
人
の

数
に
も
数
え
な
い
男
の
求
愛
を
ず
っ
と
無
視
し
つ
づ
け
、
男
の
『
古

今
集
』
恋
一
（
四
八
八
）
の
「
わ
が
恋
は
む
な
し
き
空
に
み
ち
ぬ
ら

し
思
い
や
れ
ど
も
ゆ
く
方
も
な
し
」
を
ふ
ま
え
た
訴
え
に
も
、
一
向

に
か
え
り
み
よ
う
と
は
し
な
い
。
男
は
な
お
も
訴
え
続
け
、
や
っ
と

の
こ
と
で
返
事
が
く
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
取
り
付
く
島
も
な
い
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よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
⑩
の
歌
で
あ
る
が
、
三
類
本

を
み
る
と
（
第
一
句
「
い
な
せ
と
も
」
）
、
そ
の
詞
書
に
は
「
：
男

文
を
こ
す
れ
ど
、
返
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
」
と
あ
り
、
男
か
ら

の
歌
で
あ
る
と
と
れ
る
。
幾
度
手
紙
を
送
っ
て
も
、
女
か
ら
の
返
事

は
一
向
に
こ
な
い
、
そ
こ
で
男
は
た
ま
ら
ず
哀
願
す
る
。
「
い
や
だ

と
も
、
い
い
と
も
あ
な
た
か
ら
は
っ
．
き
り
し
た
お
言
葉
を
い
た
だ
け

な
い
ま
ま
で
お
り
ま
す
。
締
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
と
知
り
な
が
ら
、

つ
ら
い
こ
と
に
、
我
が
身
ひ
と
つ
も
思
い
の
ま
ま
に
な
り
ま
せ
ん
。
」

と
な
る
の
だ
が
、
こ
こ
は
や
は
り
伊
勢
の
歌
と
と
り
た
い
。
『
後
国
間

集
』
恋
五
（
九
八
三
）
に
、

お
や
の
守
り
け
る
女
を
、
「
い
な
せ
と
も
言
ひ
放
て
」
と
申
し

け

れ

ば

伊

勢

い
な
せ
と
も
－
一
目
ひ
放
た
れ
ず
憂
き
も
の
は
身
を
心
ど
も

せ
ぬ
世
な
り
け
り

と
あ
る
。
こ
の
詞
書
を
信
じ
る
な
ら
ば
、
「
伊
勢
日
記
」
冒
頭
に
「

親
い
と
愛
し
う
し
て
、
男
な
ど
も
あ
は
せ
ざ
り
け
る
を
」
（
三
類
本
一
）

と
あ
る
よ
う
に
、
ま
だ
伊
勢
が
親
元
に
守
ら
れ
て
い
た
少
女
の
頃
に
、

男
に
言
い
寄
ら
れ
た
と
き
の
飲
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
意
も
、

『
親
が
私
を
厳
し
く
守
っ
て
お
り
ま
す
の
で
、
つ
ら
い
こ
と
で
す
が
、

我

と

我

が

身

の

ま

ま

に

は

な

り

ま

せ

ん

。

」

『

伊

勢

集

』

の
作
者
は
、
こ
の
伊
勢
の
歌
に
あ
る
、
相
手
の
思
い
を
歯
牙
に
も
か

け
ず
、
す
る
り
と
か
わ
す
態
度
を
、
物
語
の
こ
の
文
脈
の
中
に
取
り

と
な
る
。

込
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
物
語
の
な
か
で
は
、
男
も

伊
勢
の
す
げ
な
い
返
事
に
と
う
と
う
締
め
が
つ
い
た
の
で
あ
ろ
う
、

男
と
の
交
流
は
こ
こ
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
、
返
事
す

ら
し
な
い
黙
殺
の
態
度
と
並
ん
で
、
最
後
の
『
と
ば
か
り
い
ひ
て
や

み
に
け
り
」
と
い
う
、
冷
た
く
切
り
離
す
よ
う
な
物
雷
い
に
よ
っ
て
、

伊
勢
の
接
近
し
て
く
る
男
に
対
す
る
強
固
な
拒
絶
の
姿
勢
を
、
一
層

鮮
明
に
し
て
い
る
。

か
く
い
ふ
ほ
ど
に
騒
ぎ
い
で
き
て
、
兵
衛
の
す
け
な
る
人
解
か

れ
て
、
但
馬
の
介
の
な
り
に
け
り
。
「
近
く
て
は
さ
も
お
ぼ
え

で
や
み
に
し
を
、
か
く
と
ほ
く
流
さ
れ
た
る
が
あ
は
れ
な
る
こ

と
」
と
い
ひ
た
る
か
へ
り
ご
と
に

⑬
か
け
て
言
へ
ば
一
俣
の
河
の
水
脈
は
や
み
心
づ
か
ら
や

ま
た
は
流
れ
む

「
か
く
い
ふ
ほ
ど
に
騒
ぎ
い
で
き
て
」
は
二
類
本
「
か
か
る
時
の
大

臣
な
が
さ
れ
給
ふ
」
三
類
本
「
か
く
て
世
に
さ
わ
ぎ
い
で
き
て
、

大
匡
も
な
が
さ
れ
給
ひ
け
る
」
と
あ
り
、
そ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に

菅
原
道
真
の
配
流
事
件
の
こ
と
で
あ
る
a
厳
原
時
平
側
が
作
成
し
た
賞

旨
に
は
「
右
大
臣
菅
原
朝
臣
、
寒
門
よ
り
俄
に
大
臣
に
上
り
て
止
足

の
分
を
知
ら
ず
、
専
権
の
心
あ
り
。
佐
伯
嗣
の
情
を
以
て
前
上
皇
の
御

意
を
欺
惑
す
。
詞
は
煩
に
し
て
心
は
逆
、
こ
れ
天
下
の
知
る
と
こ
ろ

な
り
。
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
藤
原
氏
側
の
立
場
か
ら
す
る
発
言
で
あ

っ
て
も
J

当
時
異
例
の
出
世
を
し
た
菅
原
道
真
に
対
し
．
「
止
足
の
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分
を
」
知
れ
、
分
際
を
わ
き
ま
え
ろ
と
い
う
声
が
あ
っ
た
こ
と
は
「

天
下
の
知
る
と
こ
ろ
」
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
道
官
再
が
右
大
臣
に

叙
せ
ら
れ
た
の
は
園
田
泰
二
年
（
八
九
九
）
の
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の

翌
年
に
は
、
三
善
清
行
に
大
臣
辞
任
を
勧
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

昌
泰
四
年
（
九

O
一
）
の
亙
月
二
五
日
、
道
真
は
、
太
宰
権
帥
と
し

て
左
遷
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
失
脚
の
直
接
の
理
由
と
さ
れ
た
の
は

道
真
が
倒
醍
帝
を
廃
し
、
女
婿
の
斉
世
親
王
を
擁
立
せ
ん
と
企
て

上
皇
の
同
意
を
も
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
事
実

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
定
か
で
は
な
い
。
こ
の
、
道
古
典
の
左
還
に
伴

っ
て
「
兵
衛
の
す
け
な
る
人
」
も
任
を
解
か
れ
て
但
馬
の
介
に
な
っ

た
の
で
あ
る
・
一
類
本
に
は
そ
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
配
さ
れ

て
い
な
い
が
、
二
類
本
に
は
、
「
む
こ
に
て
兵
衛
佐
よ
り
た
ぢ
ま
の

介
に
な
さ
れ
て
な
が
さ
れ
け
る
を
」
、
ゴ
一
類
本
「
む
こ
に
て
兵
衛
佐

よ
り
た
ち
ま
の
介
に
そ
の
人
も
な
が
さ
れ
に
け
り
」
と
あ
り
、
こ
の

努
が
道
真
の
女
婿
で
あ
っ
た
と
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
道
官
H

が
太
宰

府
に
流
さ
れ
る
に
伴
い
そ
の
子
息
た
ち
は
、
長
男
の
大
学
頒
高
視
は

土
佐
介
に
、
式
部
丞
景
行
は
駿
河
梅
介
に
、
右
衛
門
尉
景
茂
は
飛
騨
権

橡
に
、
文
章
特
業
生
淳
茂
は
播
磨
へ
と
そ
れ
ぞ
れ
流
さ
れ
て
い
っ
た
。

女
婿
の
方
は
、
字
多
天
皇
、
字
多
皇
子
斉
世
担
割
王
以
外
は
必
ず
し
も

は
っ
き
り
し
な
い
が
、
伴
侶
友
の
『
喪
章
伊
勢
日
記
附
征
』
が
考
証

す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
『
政
事
要
略
』
に
所
載
の
局
泰
四
年
正
月

廿
七
日
の
左
降
除
目
に
『
但
馬
権
守
源
敏
相
左
兵
」

衛
佐

と
あ
る
バ
ま
た
、
秋
山
堤
氏
は
皇
胤
紹
運
録
に
敏
相
は
醐
醍
皇
子
源

允
明
を
生
ん
だ
兵
衛
御
息
所
の
父
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
紹
介
さ
れ
て
る
。
敏
相
が
道
真
の
女
婿
で
あ
っ
た
と
い
う
記
録
は

見
え
な
い
が
、
疑
う
べ
き
根
嗣
間
も
な
く
、
こ
こ
で
は
特
に
問
題
に
し

な
い
回
し
か
し
こ
こ
で
、
一
つ
の
不
自
然
が
あ
る
。
は
や
く
は
染
谷

＊
2

本
河

進
氏
、
関
根
慶
子
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
こ
の
道
真
配
流
に

か
か
わ
る
記
事
が
こ
こ
に
お
か
れ
て
あ
る
こ
と
は
事
実
か
ら
離
れ
る

の
で
あ
る
。
道
真
の
事
件
は
、
字
多
天
皇
退
位
か
ら
四
年
た
っ
た
昌

泰
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
「
伊
勢
日
記
」
に
は
こ
の
後
に
、
伊
勢
が

在
任
中
の
字
多
天
皇
の
寵
を
得
て
皇
子
を
な
す
記
事
、
「
帝
お
り
さ

せ
た
ま
ひ
で
二
年
と
い
ふ
に
」
と
あ
る
国
事
情
二
年
の
記
事
が
あ
る
。

こ
の
時
間
的
矛
盾
が
、
「
伊
勢
日
記
」
の
他
作
税
の
有
力
な
棋
処
の

本

4

一
つ
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
片
桐
氏
は
、
こ
の
「
か
け
て
い
へ

ば
」
の
歌
が
『
中
院
本
後
捜
集
h

に
他
作
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

文
な
ど
お
こ
せ
け
る
男
、
但
馬
の
国
に
ま
か
り
け
る
を
、

が
と
ひ
に
お
こ
せ
け
れ
ば
、
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伊
勢

藤
原
さ
ね
た
だ
が
妹

か
け
て
い
づ
る
謂
恨
の
川
の
水
は
や
み
心
づ
か
ら
や
今
は
な
か
れ
む

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
但
馬
に
流
さ
れ
た
男
と
関
係
が
あ
っ
た
の
は
「
さ

ね
た
だ
が
妹
」
で
あ
っ
て
、
伊
勢
は
こ
の
女
性
を
慰
め
た
の
で
あ
り

こ
の
歌
は
そ
の
見
舞
い
に
対
す
る
彼
女
の
答
え
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



そ
こ
で
氏
は
、
「
伊
勢
日
記
」
の
作
者
が
、
伊
勢
の
手
元
に
残
つ

て
い
た
歌
反
古
を
利
用
し
て
物
語
に
仕
立
て
て
い
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
段
は
、
作
者
の
構
想
に
沿

っ
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
吋
い
る
。
ま
た
、
こ
こ

に
描
か
れ
る
伊
勢
の
姿
に
つ
い
て
秋
山
氏
は
以
下
め
よ
う
に
説
明
さ

れ
て
い
る
。
「
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
に
女
か
ら
男
へ
の
同
情
の
歌

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
『
あ
は
れ
な
る
こ
と
と
い

ひ
た
る
か
へ
り
ご
と
h

と
だ
け
あ
る
点
で
あ
る
。
（
中
略
｝
す
な
は

ち
女
は
男
に
対
し
て
、
は
か
ら
ず
も
お
の
ず
か
ら
優
越
的
な
立
場
に

立
ち
、
そ
こ
か
ら
相
手
を
同
情
し
て
や
る
と
い
う
態
度
な
の
で
あ
っ

て
、
そ
の
よ
う
な
女
の
態
度
は
軟
に
託
す
る
に
も
及
ぱ
ぬ
と
い
う
体

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
男
の
方
か
ら
は
、
か

く
も
深
沈
た
る
表
訴
の
歌
が
寄
せ
ら
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
お
の

ず
か
ら
女
の
姿
勢
の
、
酷
薄
な
ま
で
に
、
騎
慢
な
ま
で
に
、
男
・
女

の
つ
な
が
り
の
次
元
を
越
え
た
舵
立
が
諮
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
U

こ
こ
で
の
伊
勢
は
、
こ
れ
ま
で
の
仲
平
、
時
平
の
よ
う
に
相
手
に
気

を
持
た
せ
た
り
、
反
輸
し
や
り
込
め
る
こ
と
も
な
く
．
た
だ
黙
綬
し

つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
伊
勢
の
舵
立
と
し
て
、
容
赦
な
い
ま

で
に
冷
た
く
、
す
き
の
な
い
態
度
を
こ
の
段
で
明
確
に
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

平
占
同
文
に
関
わ
る
段
も
、
前
記
章
段
と
同
一
一
線
上
に
語
ら
れ
て
い
く
。

閉
じ
女
年
来
言
ふ
と
も
な
く
言
は
ず
と
も
な
き
男
あ
り
け
り
、

返
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
『
年
経
に
け
る
を
、
な
ど
か
見

っ
と
だ
に
の
た
ま
は
ぬ
」
と
は
べ
り
け
れ
ば
、
こ
の
女
「
み
つ
」

と
な
む
、
名
を
ば
つ
け
た
り
け
る
。
た
ち
か
へ
り
、
男

⑬
た
ち
か
へ
り
ふ
み
ゆ
か
ざ
ら
ば
浜
千
鳥
跡
見
っ
と
だ
に

君
嘗
は
ま
し
や

か
へ
し

＠
年
経
ぬ
る
こ
と
お
も
は
ず
ば
浜
千
鳥
ふ
み
と
め
て
だ
に

見
べ
き
も
の
か
は

夏
い
と
あ
っ
き
さ
か
り
に
、
お
な
じ
男

＠
夏
の
日
の
燃
ゆ
る
わ
が
身
の
わ
び
し
さ
に
水
こ
ひ
烏
の

音
を
の
み
ぞ
な
く

か
へ
り
ご
と
な
し

こ
こ
で
は
相
手
の
男
に
つ
い
て
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
『
平
中
物

語
』
第
二
段
に
よ
っ
て
こ
の
男
が
、
「
平
中
」
こ
と
平
貞
文
で
あ
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
男
の
、
懲
り
ず
ま
に
、
い
ひ
み
い
は
ず
み
あ
る

人
ぞ
あ
り
け
る
。
そ
れ
ぞ
、
か
れ
を
憎
し
と
は
思
う
ひ
は
て
ぬ

も
の
か
ら
、
返
り
ご
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
「
こ
の
、
車
中
る
文

を
見
た
ま
ふ
も
の
な
ら
ば
、
た
ま
は
ず
と
も
、
た
だ
『
み
つ
h

と
ば
か
り
の
た
ま
へ
」
と
ぞ
い
ひ
や
り
け
る
。
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男
や
る

夏
の
日
に
燃
ゆ
る
わ
が
身
の
わ
び
し
さ
に
み
つ
に
ひ
と
り
の

音
を
の
み
ぞ
な
く

ま
た
、
返
り
ご
と

い
た
ず
ら
に
た
ま
る
俣
の
水
し
あ
ら
ば
こ
れ
し
て
消
て
と
て

見
す
べ
き
も
の
を

か
う
い
ひ
か
わ
し
つ
つ
、
ほ
ど
は
経
ぬ
れ
ど
、
あ
ふ
こ
と
は

い
と
か
た
う
ぞ
あ
り
け
れ
ば
、

こ
の
貞
文
に
つ
い
て
は
‘
『
古
今
集
』
の
二
三
八
に

寛
平
御
時
、
蔵
人
所
の
お
の
こ
ど
も
、
さ
が
野
に
花
み
ん
と
て

主
か
り
た
り
け
る
と
き
、
か
へ
る
と
て
み
な
う
た
よ
み
た
り
け

る

つ

い

で

に

よ

め

る

平

さ

だ

ふ

ん

花
に
あ
か
で
な
に
か
へ
る
ら
ん
を
み
な
へ
し
お
ほ
か
る
の
ベ
に

ね
な
ま
し
物
を

と
あ
り
、
ま
た
二
七
六
に
は
、

仁
和
寺
に
き
く
の
花
め
し
け
る
時
に
う
た
そ
へ
て
た
て
ま
つ
れ

と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
よ
み
た
て
ま
つ
り
け
る

秋
を
お
き
て
時
こ
そ
有
句
け
れ
菊
の
花
う
つ
ろ
ふ
か
ら
に

色
の
ま
さ
れ
ば

と
あ
る
。
こ
の
二
首
に
つ
い
て
、
松
原
輝
美
氏
は
、
前
の
歎
を
宇
多

天
皇
の
盛
時
に
、
貞
文
が
帝
に
近
侍
し
て
い
た
頃
の
歌
と
し
、
後
の

歌
は
、
仁
和
寺
に
御
遜
御
に
な
っ
だ
帝
の
落
飾
の
後
も
親
し
く
拝
眉

帝
の
な
お
側
醍
帝
の
御
後
見
と
し
て
あ
ら
れ
る
御
稜
威
を
賀

し
た
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
上
う
に
、
占
同
文
が
字
多
天
皇

に
近
し
く
お
仕
え
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
伊
勢
と
交
渉
を
持
つ
機

会
も
自
然
多
く
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
n

「
伊
勢
日
記
」
本
文
に
そ
っ

て
、
伊
勢
と
、
平
貞
文
と
の
交
渉
を
見
て
み
る
と
、
さ
き
の
『
心
ぎ

し
ふ
か
き
人
」
が
「
そ
ゐ
て
一
一
一
ひ
け
る
」
の
と
は
異
な
旬
、
こ
の
今

度
の
男
は
、
「
い
ふ
と
も
な
く
い
は
ず
と
も
な
」
く
、
何
年
も
求
愛

し
て
く
る
に
し
て
は
態
度
の
岡
崎
昧
な
、
伊
勢
に
し
て
み
れ
ば
扱
い
づ

ら
い
男
で
あ
っ
た
。
こ
の
男
に
対
し
て
も
、
伊
勢
は
黙
殺
の
態
度
で

応
ず
る
。
男
は
「
せ
め
て
、
私
の
手
紙
を
見
た
と
だ
け
で
も
お
返
事

く
だ
さ
い
」
と
い
っ
て
き
た
の
で
．
伊
勢
は
男
に
『
み
つ
」
と
い
う

あ
だ
名
を
付
け
た
、
と
一
類
本
を
読
む
か
ぎ
り
で
は
解
釈
で
き
る
の

だ
が
、
二
類
本
、
三
類
本
を
見
る
と
事
情
が
変
わ
っ
て
く
る
。
二
類

本
「
な
ど
か
み
っ
と
も
の
給
は
ぬ
、
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
た
だ
み
つ

と
の
み
ぞ
い
へ
り
け
る
。
そ
れ
よ
り
此
女
を
み
っ
と
ぞ
つ
け
た
り
け

る
」
、
三
類
本
「
な
ど
か
み
っ
と
だ
に
の
た
ま
は
ぬ
と
い
ひ
け
れ
ば
、

み
っ
と
ぞ
い
ひ
た
り
け
る
。
そ
れ
よ
り
、
こ
の
女
を
み
っ
と
ぞ
つ
け

た
り
け
る
」
と
あ
り
、
「
み
つ
」
と
あ
だ
名
を
付
け
ら
れ
た
の
は
女

の
方
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
③
の
男
か
ら
の
散
の
中
に
あ
る

「
水
こ
ひ
鳥
」
が
「
水
を
欲
し
が
る
鳥
」
と
「
『
み
つ
』
を
欲
し
が

る
鳥
」
の
意
を
掛
け
て
い
る
と
と
れ
ば
、
「
水
こ
ひ
鳥
」
と
は
男
の

こ
と
を
さ
し
、
「
み
つ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
女
で
あ
る
こ
と
に

し
て
、
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『
水
恋
鳥
が
鳴
く
よ
う
に
、
「
み
つ
（
水
）
」
と
お

っ
し
ゃ
る
あ
な
た
を
求
め
て
、
ひ
と
り
泣
い
て
お
り
ま
す
」
（
秋
山

氏
口
語
訳
）
と
と
れ
ば
、
こ
れ
は
ど
ち
ら
に
し
て

ι差
し
支
え
な
い
。

怯
原
氏
は
、
「
せ
め
て
『
み
つ
』
と
だ
け
で
も
と
懇
願
す
る
男
に

対
し
て
、
女
は
た
だ
、
そ
の
願
い
の
ま
ま
に
『
み
つ
』
と
だ
け
言
っ

て
や
っ
た
。
そ
の
上
に
、
男
の
怒
願
の
そ
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
に

名
と
し
て
男
に
か
ぶ
せ
て
、
笑
い
の
め
し
て
や
る
。
そ
う
い
う
一
類

本
の
、
男
に
対
す
る
軽
い
あ
し
ら
い
を
述
べ
る
ほ
う
が
、
『
年
頃
』

の
求
愛
に
対
し
て
も
、
一
願
の
『
返
り
ご
と
も
せ
』
ず
に
黙
殺
し
て

き
た
男
に
対
す
る
処
遇
と
し
て
よ
り
適
わ
し
い
の
で
は
な
い
か
。
」

と
い
わ
れ
る
。
た
し
か
に
『
平
中
物
語
』
に
お
い
て
も
女
に
あ
し
ら

わ
れ
、
嚇
弄
さ
れ
る
色
好
み
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
彼
で
あ
る
、

『
平
中
物
語
』
と
「
伊
勢
日
記
」
と
を
同
じ
く
一
考
え
る
の
は
問
題
で

は
あ
る
が
、
『
平
中
物
語
』
に
よ
っ
て
好
色
人
平
中
の
定
評
が
あ
っ

た
と
す
る
な
ら
、
「
伊
勢
臼
記
」
の
作
者
も
そ
の
上
で
、
こ
の
段
に

お
い
て
も
、
徹
底
的
な
三
枚
目
役
と
し
て
平
中
を
登
場
さ
せ
る
こ
と

は
充
分
考
え
う
る
。
そ
れ
で
は
、
『
平
中
物
語
』
の
方
が
『
伊
勢
集
』

よ
り
も
さ
き
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い

＊
8
 

て
片
桐
氏
は
冒
頭
の
書
き
出
し
に
触
れ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
叫
平
中
物
語
』
に
は
、
「
お
な
じ
男
」
（
第
三
段
）
、
「
ま
た
、

こ
の
お
な
じ
男
」
（
第
四
段
・
第
一

O
段
・
第
一
四
段
・
第
二
二
段
）
、

な
る
。
ま
た
、

「
こ
の
お
ぼ
じ
男
」

｛
第
二
二
段
｝
な
ど
と
「
お
な
じ
男
」
で
始
ま

る
用
例
が
多
い
こ
と
か
ら
、
『
伊
勢
集
』
の
「
ま
た
、
お
な
じ
女
」

と
い
目
フ
書
き
出
し
を
見
る
と
『
平
中
物
語
』
を
意
践
し
て
こ
の
『
伊

勢
集
』
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ

る。
「
た
ち
か
へ
り
」
と
「
年
経
ぬ
る
」
の
贈
答
は
『
平
中
物
語
』
に

は
見
え
な
い
円
た
だ
一
言
で
は
あ
っ
て
も
、
や
っ
と
女
か
ら
返
事
を

も
ら
っ
て
、
平
中
は
、
こ
の
機
を
逃
す
ま
じ
と
す
ぐ
さ
ま
歌
を
贈
っ

て
く
る
の
そ
れ
に
対
す
る
伊
勢
の
返
歌
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
は
二
通

り
に
解
釈
の
違
い
が
あ
る
円
一
つ
に
は
、
「
長
年
私
の
こ
と
を
思
っ

て
く
だ
さ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
お
手
紙
を
手
元
に
と
ど
め
て
拝
見
し
た

の
で
す
わ
」
あ
な
た
の
熱
意
に
免
じ
て
、
と
り
あ
え
ず
手
紙
を
見
る

だ
け
は
見
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
秋
山
氏
は
こ
の
解
釈
に
た
っ

て
、
い
か
に
も
思
着
せ
が
ま
し
い
、
そ
し
て
、
相
手
に
決
し
て
心
を

開
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
、
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
に
は

「
何
年
も
の
問
、
お
手
紙
を
い
た
だ
い
て
い
る
こ
と
を
思
わ
な
け

れ
ば
、
手
紙
を
と
ど
め
て
お
い
て
、
引
刊
は
現
朝
剖
割
パ
可
あ
な
た

に
お
見
せ
し
た
り
す
る
で
し
上
う
か
。
」
（
片
桐
氏
口
語
訳
｝
畏
年

あ
な
た
か
ら
お
手
紙
を
い
た
だ
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
「
み
つ
」
と

返
事
を
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
返
事
な
ど
し
ま
せ
ん

で
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
と
取
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
返
事

を
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
あ
な
た
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
こ
と
で
は

決
し
て
な
い
の
で
す
よ
、
と
い
う
基
本
の
意
味
に
お
い
て
は
同
じ
で
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あ
る
が
、
こ
の
時
の
伊
勢
の
姿
勢
に
は
は
っ
き
り
と
違
い
が
あ
る
の

で
あ
る
。
前
者
の
取
り
方
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
暗
に
心
を
開
い
て

い
な
い
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
後
者
は
、
『
心
ざ
し

ふ
か
き
」
と
も
恩
わ
れ
な
い
、
し
か
し
好
機
に
乗
っ
て
言
い
寄
っ
て

こ
よ
う
と
す
る
男
へ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
拒
絶
で
あ
る
。
こ
の
段
の
最

後
の
言
葉
「
か
へ
り
ご
と
な
し
」
は
こ
の
前
の
段
で
も
た
び
た
び
出

て
き
た
、
伊
勢
の
も
っ
と
も
辛
練
な
拒
否
の
意
思
表
示
な
の
で
あ
る
。

前
段
と
あ
わ
せ
て
こ
の
章
段
を
伊
勢
の
頑
な
な
ま
で
に
男
を
俳
寸
る

姿
勢
を
描
い
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
＠
の
歌
意
も
後
者
の
ほ
う
が

よ
り
相
応
し
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
片
桐
氏
の
口
語
訳
中
の
下
線
部
『
そ
れ
に
書
い
て
」

と
い
う
の
は
、
伊
勢
が
平
中
に
「
み
つ
」
と
返
事
を
書
い
て
遣
っ
た

そ
の
返
事
は
、
当
時
往
々
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
相
手
の
手
紙
の
余

白
に
奮
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
氏
は
解
さ
れ
て
い
る
。
平
中
の
綿
々
た

る
手
紙
の
余
白
に
、
た
だ
「
み
つ
」
と
だ
け
書
い
て
送
り
返
す
、
そ

の
こ
と
に
伊
勢
の
男
に
対
す
る
冷
徹
さ
、
も
し
く
は
柵
陣
織
の
姿
態
が

見
え
る
の
だ
が
、
こ
れ
よ
り
も
っ
と
平
中
の
こ
の
呼
び
掛
け
に
対
し

て
、
か
れ
を
噸
弄
し
た
お
ん
な
の
こ
と
が
楢
か
れ
て
い
る
記
事
が
『

今
昔
物
語
』
巻
三
十
に
あ
る
。
平
中
が
、
本
院
の
大
臣
（
時
平
）
の

家
の
若
い
女
房
で
、
侍
従
の
君
と
い
う
人
に
年
頃
言
葉
を
尽
く
せ
ぬ

程
に
言
い
寄
っ
て
い
た
。
し
か
し
、

侍
従
消
息
ノ
返
事
ヲ
ダ
ニ
不
．
為
ケ
レ
パ
、
平
中
嘆
キ
伶
テ
、
消

息
ヲ
書
テ
遺
タ
リ
ケ
ル
ニ
、

ダ
ニ
見
セ
給
へ
」

と
い
っ
て
よ
こ
し
た
と
こ
ろ
、

「
只
『
見
ツ
』
ト
許
ノ
二
文
字
ヲ

其
ノ
返
事
ヲ
急
ギ
取
テ
見
ケ
レ
パ
、
我
ガ
消
息
ニ
「
『
見
ツ
』

ト
許
ノ
二
文
字
ヲ
ダ
ニ
見
セ
給
へ
」
ト
書
テ
遺
リ
タ
リ
ケ
ル
、

其
ノ
「
見
ツ
」
ト
言
フ
二
文
字
ヲ
破
テ
、
薄
様
ニ
押
付
テ
遺
タ

ル
也
ケ
リ
。

と
、
徹
底
的
に
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
伊
勢
日
記
」
や

『
平
中
物
語
』
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
同
詣
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、
平
中
の
相
手
は
侍
従
の
君
と
な
っ
て
お
り
、
伊
勢
の
名
前
は
消

え
て
い
る
の
い
っ
た
い
ど
ち
ら
が
、
事
実
で
あ
る
の
か
。
『
伊
勢
集
』

の
な
か
に
散
在
す
る
伊
勢
と
平
中
と
の
贈
欧
を
見
て
も
、
伊
勢
で

あ
る
可
能
性
は
低
く
な
い
が
、
断
定
に
及
ぶ
ほ
ど
の
根
拠
も
な
く
、

疑
問
の
残
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
今
は
本
文
を
追
っ
て
ゆ
く
し
か
な

・ν
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伊
勢
に
ぴ
し
ゃ
り
と
は
ね
つ
け
ら
れ
た
平
中
で
あ
っ
た
が
、
ま
た

懲
り
ず
に
文
を
よ
こ
す
の
で
あ
る
。
一
、
一
ニ
類
本
で
は
返
事
を
せ
ず

黙
殺
し
た
、
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
二
類
本
で
は
、

夏
の
い
と
暑
き
日
盛
り
に
、
お
な
じ
人

⑫
夏
の
日
に
燃
ゆ
る
恩
い
の
わ
び
し
き
は
み
つ
に
ひ
か
り
の

音
を
の
み
ぞ
な
く

返
し



＠
い
た
づ
ら
に
た
ま
る
漢
の
水
な
ら
ば
こ
れ
し
て
消
て
と

言
は
ま
し
も
の
を

と
あ
旬
、
多
少
の
諮
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
構
成
に
お
い
て

は
『
平
中
物
語
』
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
『
平
中
物
語
』
に
お
い
て
は

こ
れ
に
続
け
て
更
に
初
冬
の
頃
ま
で
季
節
の
推
移
の
な
か
に
二
人
の

交
渉
が
諮
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
折
り
込
ま
れ
る
十
首
の
歌
の
う

ち
五
首
が
『
伊
勢
集
』
の
な
か
に
散
在
し
て
い
る
。
こ
の
こ
類
本
の

＠
の
歌
は
後
人
の
増
補
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
定
説
と
な
っ
て
お
り

こ
こ
は
や
は
り
「
か
へ
り
ご
と
な
し
」
と
し
て
、
伊
勢
の
枢
絶
を

強
く
表
し
て
い
る
と
取
る
ほ
う
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
伊
勢
日
記
」
の

文
脈
に
孫
う
よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
。

こ
の
、
女
か
ら
ど
こ
ま
で
も
陣
織
さ
れ
、
銅
弄
さ
れ
る
平
中
は
、

「
伊
勢
日
記
」
に
お
け
る
男
の
あ
り
ょ
う
そ
の
も
の
で
あ
る
。
秋
山

氏
は
、
「
『
伊
勢
日
記
』
に
お
け
る
伊
勢
は
、
欧
と
い
う
言
語
に
よ

っ
て
男
と
直
対
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
矩
否
的
な
自
己
の
姿
勢
に

生
き
た
と
い
え
よ
う
」
・
と
結
論
づ
け
て
お
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は

あ
く
ま
で
「
伊
勢
日
記
」
に
お
け
る
上
で
の
伊
勢
の
姿
で
あ
る
。
こ

れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
章
段
は
虚
構
か
ら
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
「
伊
勢
日
記
」
の
作
者
の
構
想
に
治
っ
た
虚
構
。
こ
の

作
者
の
構
想
に
つ
い
て
片
桐
氏
は
、
群
が
り
よ
っ
て
く
る
男
た
ち
を

矩
否

L
尽
く
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
宇
田
帝
の
寵
を
得
る
に
至
っ
た
と

い
う
こ
と
が
、
こ
の
物
語
的
部
分
の
主
題
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
虚

構
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
。
ま
た
「
こ
の
部
分
は
、
伊
勢
を
毅
然
と

し
た
女
性
と
し
て
意
図
的
に
備
い
て
い
る
。
本
当
は
、
も
っ
と
弱
く

や
さ
し
い
女
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
物
語
の
ヒ
ロ
イ
ン
と
し
て
の

彼
女
は
特
に
こ
の
よ
う
に
儲
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
」
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
彼
女
も
才
気
あ
ふ
れ
る
宮

廷
女
房
で
あ
る
。
打
て
ば
響
く
よ
う
な
手
応
え
の
あ
る
応
酬
に
そ
の

闘
を
蹄
か
せ
た
に
違
い
な
い
。
そ
れ
を
証
明
す
る
歌
は
数
限
り
な
い

ほ
ど
に
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
才
女
の
伊
勢
か
ら
、
稀
に

垣
間
見
れ
る
弱
さ
や
、
に
じ
み
で
る
優
し
さ
が
彼
女
の
魅
力
と
な
っ

て
男
た
ち
を
惹
き
つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
伊
勢
日
記
」

に
捕
か
れ
る
よ
う
な
購
慢
と
も
言
え
る
鉄
の
女
で
あ
っ
て
は
、
人
間

的
魅
力
に
乏
し
く
、
そ
の
後
、
字
図
阜
市
か
ら
寵
を
得
る
こ
と
も
な
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
す
ら
思
え
る
の
で
あ
る
n

そ
れ
は
雷
い
す

ぎ
だ
と
し
て
も
、
「
伊
勢
日
記
」
部
分
以
外
に
見
え
る
時
平
と
の
贈

答
や
、
そ
の
他
『
伊
勢
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
優
し
く
鈍
な
歌
の

数
々
を
見
た
と
き
、
秋
山
氏
の
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
男
を
徹
底
的
に

打
ち
の
め
す
こ
と
が
、
わ
が
自
立
の
紅
と
す
る
よ
う
な
女
で
は
な
い

よ
う
に
思
う
の
で
あ
る
の
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四

以
上
の
よ
う
に
、
伊
勢
の
頑
な
に
冷
徹
に
男
を
矩
否
す
る
姿
勢
は
物

語
と
し
て
の
文
脈

l
他
の
男
に
心
を
動
か
さ
ず
、
一
心
に
お
仕
え
す



る
う
ち
に
帝
の
寵
を
得
る
に
至
っ
た

l
に
治
う
、
作
為
に
よ
る
演
出

と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
「
伊
勢
日
記
」
の
作
者
に
と
っ

て
「
帝
の
由
”
を
得
る
」
と
い
う
こ
と
が
最
高
の
栄
誉
で
あ
り
、
幸
福

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
宇
田
阜
市
の
落
飾
後
に
は
温
子
と
の
交
流
が
諮
ら
れ
る

に
と
ど
ま
り
、
伊
勢
の
抽
問
中
務
の
父
で
あ
る
教
慶
親
王
の
霊
場
が
な

い
の
だ
と
い
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
噂
貨
の
人
の
寵
が
、
伊
勢
に

真
実
幸
福
と
喜
び
を
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
か
疑
問
の
残
る
と
こ

ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ま
た
稿
を
改
め
る
こ
と
と
す
る
。

注

秋
山
度
「
伊
勢
日
記
解
」

昭
和
四
二
・
三
）

染
谷
進
「
伊
勢
集
の
歌
物
語
に
つ
い
て
」

昭
和
一
三
・
九

1
一一一）

関
根
慶
子
「
伊
勢
集
の
官
頭
歌
物
語
と
後
続
歌
集
と
の
成
立

関
係

l
歌
集
か
ら
歌
物
語
へ

1
」
（
『
文
学
・
語
学
』
昭
和

三
四
・
九
）

片
桐
洋
一
『
『
伊
勢
集
』
物
語
的
部
分
の
性
格
」
（
『
中
古

文
学
』
昭
和
五
二
・
五
）

注
一
に
同
じ
町

松
原
輝
美
「
伊
勢
日
記
私
注
（
四
｝

l
心
ざ
し
深
き
人
！
」

（
『
王
朝
女
流
文
学
の
形
成
』

注

（
司
槻
の
木
』

注注
四

注注
六五

注

じ
注注
九八

（
『
高
松
短
大

注
六
に
閉
じ
。

片
桐
洋
一

注
四
、

研
究
紀
要
』
昭
和
六

「
伊
勢
」
（
昭
和
六

0
・
八

お
よ
び
注
八
に
同
じ
。

新
典
社
）
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