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『
伊
勢
物
語
』
を
一
読
す
る
と
、
誰
し
も
、
そ
の
簡
素
な
文
体
と
横
溢

す
る
抒
俯
性
の
奇
妙
な
バ
ラ
ン
ス
に
惣
く
。
た
と
え
ば
、
主
人
公
の
衣
食

住
に
つ
い
て
の
記
述
は
な
く
、
ど
ん
な
家
に
住
み
、
ど
ん
な
衣
裳
を
ま
と

い
、
ど
ん
な
食
事
を
し
て
い
た
の
か
、
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
の
に
、
人

々
は
疑
問
を
抱
か
ず
に
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
盗
炉
や

品
汐
よ
り
も
、
益
旧
（
こ
こ
ろ
）
ク
に
焦
点
を
あ
て
て
書
か
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
各
時
代
の
享
受
者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
活
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
識

教
簑
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
嘉
炉
~
や
乙
物
ク
を
あ
て
は
め
て
、
そ
の
ヶ
俯

（
こ
こ
ろ
）
ク
を
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
作
品
の
あ
り
方

は
日
本
の
文
学
や
芸
能
に
共
通
す
る
特
質
だ
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
の
根
本
を
な
し
て
い
る
ヶ
梢

（
こ
こ
ろ
）
ク
と
し
て
、
ま
ず
第
一
に
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
謡
追
ぎ
去
り
ゆ

く
も
の
を
惜
し
む
俯
（
こ
こ
ろ
）
ク
で
あ
る
。
あ
る
時
は
過
ぎ
去
り
ゆ
く

人
を
惜
し
む
惜
と
な
り
、
あ
る
時
は
過
ぎ
去
り
ゆ
く
季
節
を
惜
し
む
惜
と

な
り
、
ま
た
あ
る
時
は
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
た
栄
華
や
青
春
を
惜
し
む
俯

と
な
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
こ
そ
が
、
ま
さ
し
く
『
伊
勢
物
語
』

侠
徳
堂
諧
座
諧
演
要
旨

片

桐

洋

伊
勢
物
語
の
本
質
と
そ
の
背
景

日
本
文
化
に
お
け
る
古
典
|
ー
伊
勢
物
語
の
場
合
ー
ー

昭
和
五
十
九
年
春
季

〈
懐
徳
講
座
講
演
要
旨
〉

伊
勢
物
語
と
源
氏
物
語

六
九 伊

井

春

樹

の
本
質
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
と
思
う
。
そ
し
て
、
こ
の
点
も
夢
幻
能
を

は
じ
め
と
す
る
我
が
国
の
文
学
や
芸
能
の
多
く
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
多

い
特
色
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

以
上
、
『
伊
勢
物
語
』
の
特
質
を
二
点
あ
げ
、
そ
れ
が
『
伊
勢
物
語
』

だ
け
で
な
く
日
本
の
文
芸
の
特
色
に
も
か
か
わ
る
と
言
っ
て
来
た
の
で
あ

る
が
、
こ
の
特
色
、
実
は
中
国
文
学
の
影
署
も
あ
っ
て
生
ま
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
最
近
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
今
回
の
講
演
は
こ
の
点
を
中
心
に

話
し
て
み
た
い
。

伊
勢
物
語
と
源
氏
物
語
の
関
係
は
、
早
く
か
ら
影
響
と
か
受
容
の
問
題

と
し
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
源
氏
物
語
の
長
い
注
釈
史
の
中
で
、
す
で
に

鎌
倉
時
代
成
立
の
『
紫
明
抄
』
に
お
い
て
、
源
氏
物
語
に
お
け
る
伊
勢
物

語
の
類
似
表
題
や
引
歌
の
指
摘
が
見
ら
れ
る
。
以
後
表
現
か
ら
梢
想
に
い

た
る
ま
で
の
詳
細
な
探
索
が
続
け
ら
れ
、
源
氏
物
語
の
世
界
に
伊
勢
物
語

が
い
か
に
反
映
し
て
い
る
か
、
両
者
の
緊
密
な
開
係
が
次
々
と
明
ら
か
に

さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
今
後
と
も
こ
の
方
向
は
さ
ら
に
多
面
的
に
追
究
さ

れ
、
源
氏
物
語
の
発
想
基
盤
に
ま
で
分
析
の
斧
は
加
え
ら
れ
る
と
と
も

に
、
そ
の
質
的
な
相
違
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

古
来
、
人
々
は
二
つ
の
物
語
を
、
き
わ
め
て
類
似
し
た
作
品
と
し
て
読

ん
で
き
た
。
両
者
に
描
か
れ
た
世
界
を
重
ね
、
そ
こ
に
登
場
す
る
人
物
を

同
一
の
レ
ベ
ル
で
対
比
さ
せ
て
味
わ
っ
て
も
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
具
体



『
伊
勢
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
に
初
め
て
そ
の
名
が
み
え
、
当
時
既

に
物
語
絵
巻
と
し
て
後
宮
の
女
性
た
ち
に
愛
好
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
が
、
平
安
時
代
の
絵
巻
の
遺
品
は
残
念
な
が
ら
全
く
伝
わ
っ
て
い
な

い
。
鎌
倉
時
代
の
遺
品
も
完
本
は
な
い
が
作
絵
絵
巻
の
残
欠
一
巻
と
白
描

絵
巻
の
残
欠
が
あ
り
、
両
本
の
画
面
に
は
明
ら
か
に
祖
本
の
投
影
が
認
め

ら
れ
る
の
で
、
王
朝
の
絵
巻
を
考
察
す
る
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。
な

お
模
本
で
は
あ
る
が
異
本
伊
勢
物
語
絵
巻
の
完
本
が
あ
り
、
十
四
世
紀
初

頃
に
古
絵
巻
に
基
づ
き
な
が
ら
改
変
や
創
作
を
加
え
た
新
し
い
絵
巻
が
成

立
し
た
こ
と
が
解
る
。
室
町
後
期
以
降
は
絵
巻
や
絵
入
冊
子
が
か
な
り
伝

存
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
諸
本
は
、
本
文
は
定
家
本
に
固
定
し
て
い
る

が
、
画
面
は
大
別
し
て
二
群
に
分
れ
る
。
そ
の
一
群
は
や
ま
と
絵
の
伝
統

じ
よ
う
て

画
風
を
継
承
す
る
上
手
の
作
品
で
、
先
行
絵
巻
を
写
し
、
図
様
が
一
定
し

伊
勢
物
語
と
絵
画

懐
徳
堂
諧
座
諧
演
要
旨

伊

籐

敏

子

的
な
あ
ら
わ
れ
が
、
鎌
倉
時
代
に
ま
と
め
ら
れ
た
『
伊
勢
源
氏
女
十
一

合
』
で
、
こ
こ
で
は
業
平
と
光
源
氏
を
め
ぐ
る
そ
れ
ぞ
れ
十
二
人
の
女
性

を
取
り
出
し
、
そ
の
優
劣
を
競
わ
せ
て
い
る
の
だ
。
『
伊
勢
物
語
』
も

『
源
氏
物
語
』
も
、
所
詮
は
さ
ま
ざ
ま
な
タ
イ
プ
の
女
性
の
あ
り
よ
う
を

描
い
て
い
っ
た
物
語
と
す
る
考
え
方
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
中
世
の
読
者
た

ち
の
両
作
品
へ
の
解
釈
で
あ
り
、
受
容
の
実
態
で
も
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は

ま
ず
そ
の
内
容
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
伊
勢
物
語
と
源
氏
物
語
の
二

つ
の
世
界
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
く
思
う
。

小

林

鈴
木
春
信
の
見
立
絵
ー
伊
勢
物
語
の
場
合

忠

げ

て

て
い
る
。
他
の
一
群
は
俗
に
奈
良
絵
本
と
呼
ぶ
下
手
な
画
風
の
作
品
で
、

先
行
絵
巻
の
図
様
を
下
敷
に
し
て
い
る
が
、
自
由
に
改
変
あ
る
い
は
独
創

的
な
画
面
を
増
補
し
て
い
る
の
で
多
種
に
分
れ
る
。
こ
れ
ら
の
伝
本
の
画

面
は
一
方
で
扇
面
や
色
紙
、
屏
風
な
ど
の
画
題
に
転
用
さ
れ
、
さ
ら
に
ま

た
工
芸
意
匠
に
も
応
用
さ
れ
る
な
ど
、
源
氏
物
語
絵
と
共
に
古
典
の
代
表

と
し
て
人
々
に
親
し
ま
れ
、
綿
々
と
伝
承
さ
れ
て
き
た
。

今
回
は
ス
ラ
イ
ド
を
使
用
し
、
主
な
遣
品
の
本
文
と
絵
の
関
わ
り
や
伝

承
と
享
受
の
過
程
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
う
。

鈴
木
春
信
（
一
七
二
五

t
一
七
七

O
)
は
、
多
色
摺
木
版
画
ヶ
錦
絵
ク

の
創
始
に
多
大
の
貢
献
を
し
た
江
戸
時
代
中
期
の
浮
世
絵
師
で
あ
る
。

彼
は
、
と
か
く
遊
里
や
芝
居
町
と
い
っ
た
悪
所
の
風
俗
に
主
題
を
限
定

し
が
ち
な
浮
世
絵
師
の
中
に
あ
っ
て
、
王
朝
古
典
の
文
学
作
品
に
作
画
の

契
機
を
得
よ
う
と
す
る
特
殊
な
取
材
傾
向
を
も
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
原
典

と
し
て
選
ん
だ
物
語
や
和
歌
の
情
調
を
、
か
つ
て
の
宮
廷
風
俗
に
忠
実
に

描
く
の
で
は
な
く
、
当
時
の
江
戸
の
庶
民
日
常
の
生
活
風
俗
の
う
ち
に
、

や
っ
し
、
見
立
て
、
変
奏
す
る
と
い
う
、
い
か
に
も
江
戸
っ
子
の
好
み
に

合
っ
た
手
の
込
ん
だ
手
法
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
見
立
絵
と
呼
ば
れ
る
機
知
的
な
絵
画
手
法
の
諸
相
を
、
と
く

に
伊
勢
物
語
に
由
来
す
る
春
倍
画
を
中
心
に
点
検
し
、
考
察
し
て
み
た

、。i
 

七
〇



『
伊
勢
物
語
』
は
わ
が
国
の
代
表
的
古
典
だ
か
ら
、
中
批
に
お
い
て
謡

曲
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
生
れ
る
と
、
そ
れ
に
題
材
を
求
め
た
曲
が
作
ら
れ

た
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
ば
「
井
筒
」
と
い
う
曲
は
、
『
伊
勢
物
語
』
ニ

+
―
―
一
段
の
筒
井
筒
の
話
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た
曲
で
あ
る
、
な
ど
と
説
明

さ
れ
て
来
た
。
そ
れ
が
問
違
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
近
年
で
は
も

う
そ
ん
な
大
雑
把
な
こ
と
で
は
な
く
、
当
時
『
伊
勢
物
語
』
が
ど
の
よ
う

に
読
ま
れ
、
理
解
さ
れ
て
い
た
か
と
い
う
享
受
史
を
ふ
ま
え
て
、
謡
曲
の

描
想
や
表
現
を
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
来
て
い
る
。
し
か
も
ま
た
謡
曲

は
、
そ
の
時
代
の
文
学
事
情
を
背
負
い
つ
つ
も
、
作
者
の
個
性
を
反
映
し

た
結
晶
で
あ
り
、
謡
曲
自
体
の
展
開
史
の
中
で
成
長
し
て
ゆ
く
。
こ
の
よ

う
な
視
点
か
ら
、
世
阿
弥
以
前
の
古
作
「
雲
林
院
」
、
世
阿
弥
の
「
井
筒
」

と
「
右
近
」
、
世
阿
弥
の
子
の
元
雅
の
「
隅
田
川
」
、
世
阿
弥
の
女
婿
の
金

春
禅
竹
の
「
小
塩
」
と
「
杜
若
」
な
ど
に
触
れ
つ
つ
、
『
伊
勢
物
語
』
に

関
連
し
た
謡
曲
作
品
の
特
徴
と
展
開
、
ま
た
素
材
処
骰
の
作
者
の
個
性
な

ど
を
考
え
て
み
た
い
。

ま
た
、
謡
曲
は
人
々
の
間
に
広
く
流
行
し
て
、
室
町
末
期
に
は
教
韮
人

の
必
須
課
目
と
な
り
、
古
典
と
し
て
の
位
骰
を
獲
得
す
る
に
到
る
。
そ
れ

故
に
、
謡
曲
に
と
り
入
れ
ら
れ
た
題
材
に
逆
に
影
響
を
与
え
て
い
る
場
合

も
少
な
く
な
い
。
『
伊
勢
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
後
代
の
享
受
に
謡
曲
か

ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
場
合
の
あ
る
こ
と
な
ど
に
も
言
及
し
た
い
と
考

懐
徳
堂
講
座
講
演
要
旨

伊
勢
物
語
と
謡
曲

伊

藤

正

義

伊
勢
物
語
は
、
古
今
集
・
源
氏
物
語
と
と
も
に
中
世
に
お
い
て
も
も
っ

と
も
よ
く
読
ま
れ
た
古
典
で
あ
っ
た
の
で
、
中
世
の
和
歌
や
連
歌
に
お
よ

ぽ
し
た
影
響
は
き
わ
め
て
大
き
い
。

藤
原
定
家
は
何
度
も
伊
勢
物
語
を
書
写
し
、
そ
の
系
統
の
諸
本
が
広
く

流
布
し
、
ま
た
注
釈
害
が
い
く
つ
も
作
ら
れ
て
、
そ
れ
が
秘
伝
を
も
と
も

な
っ
て
享
受
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
の
注
釈
は
和
歌
知
顕
集
・
冷
泉
家
流
伊
勢

物
語
抄
な
ど
の
古
注
か
ら
、
一
条
兼
良
の
愚
見
抄
や
宗
祇
の
講
義
を
肖
柏

が
聞
害
し
た
肖
聞
抄
以
下
の
旧
注
へ
と
大
き
な
変
貌
を
遂
げ
る
。
従
っ
て

伊
勢
物
語
を
木
歌
•
本
説
と
し
て
よ
ま
れ
た
和
歌
や
連
歌
も
、
そ
れ
ぞ
れ

に
当
然
そ
の
時
代
時
代
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

歌
人
で
も
あ
り
連
歌
師
で
も
あ
っ
た
心
敬
は
、
な
お
解
釈
は
古
注
に
拠

り
つ
つ
、
古
注
の
高
踏
無
稽
な
説
に
あ
ま
り
拠
り
か
か
る
こ
と
な
く
、
伊

勢
物
語
を
和
歌
・
連
歌
の
作
品
に
生
か
し
て
い
る
こ
と
を
、
心
敬
の
自
注

を
通
し
て
、
具
体
的
に
見
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

さ
ら
に
、
心
敬
ら
七
人
の
連
歌
師
の
句
を
集
め
た
宗
祇
に
よ
る
『
竹
林

抄
』
や
、
宗
祇
・
兼
載
撰
の
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
か
ら
、
伊
勢
物
語
と
か

か
わ
り
の
あ
る
句
を
い
く
つ
か
と
り
あ
げ
、
伊
勢
物
語
の
世
界
が
、
ど
の

よ
う
に
連
歌
に
よ
み
こ
ま
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

伊
勢
物
語
と
和
歌
・
連
歌

え
て
い
る
。

七
島

津

忠

夫



諸

葛

孔

中
国
の
人
物
像
ー
ー
ー
昭
和
五
十
九
年
秋
季

狩

野

直

禎

明
ー
政
治
家
と
し
て

諸

葛

孔

明

は

の

世

界

で

は

、

軍

師

と

し

て

描

か

れ

て

い
る
点
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
陳
寿
の
『
三
国
志
』
で
は
、
劉
備
の
謀
臣

と
し
て
、
蜀
漠
の
丞
相
と
し
て
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
魏
・
呉
・

蜀
三
国
鼎
立
の
時
期
に
あ
っ
て
、
戦
闘
は
避
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

特
に
魏
・
呉
の
二
国
に
較
べ
る
と
、
必
ず
し
も
人
材
が
豊
か
で
な
く
、
孔

明
も
数
次
に
わ
た
り
北
征
を
敢
行
し
、
先
登
に
立
っ
て
戦
う
の
で
あ
る

が
、
彼
の
本
領
は
や
は
り
政
治
家
と
し
て
の
活
躍
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

陳
寿
が

「
蓋
応
変
将
略
。
非
其
所
長
敗
」

と
言
っ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
陳
寿
は
「
諸
葛
亮
伝
」
の
評
及
び

「
上
諸
葛
氏
集
表
」
の
中
で
、
孔
明
を
古
え
の
斉
の
桓
公
の
相
管
仲
及
び

漠
の
高
祖
の
功
臣
で
、
三
傑
の
一
人
癖
何
の
亜
匹
と
い
う
よ
う
に
記
し
て

い
る
が
、
こ
れ
が
彼
れ
の
実
像
に
近
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

私
は
政
治
家
と
し
て
の
孔
明
を
取
あ
げ
て
考
え
て
い
き
た
い
。
先
ず
第

一
に
は
、
彼
れ
が
後
漠
末
の
混
乱
期
に
あ
っ
た
中
国
世
界
を
、
ど
の
よ
う

な
方
向
に
尊
い
て
い
こ
う
と
し
て
い
た
か
を
、
孔
明
よ
り
や
や
先
ん
ず
る

哀
紹
、
荀
賎
、
氾
授
ら
の
意
見
、
及
び
同
時
代
人
の
魯
粛
の
説
な
ど
と
比

較
し
な
が
ら
検
討
し
て
い
き
た
い
。

俵
徳
堂
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第
二
に
は
孔
明
の
政
治
信
条
と
い
う
か
、
政
治
家
と
し
て
の
基
本
的
な

身
の
処
し
方
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
そ
し
て
第
三
に
は
彼
れ
が
実
際
蜀
漠

に
お
い
て
施
行
し
た
内
政
・
外
交
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ら

の
点
に
つ
い
て
述
べ
る
に
当
っ
て
も
、
同
時
代
人
と
の
比
較
を
行
う
つ
も

り
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
芸
術
の
歴
史
の
上
に
お
い
て
、
性
格
を
異
に
す

る
ふ
た
り
の
巨
人
が
同
時
代
に
出
現
し
、
あ
る
い
は
反
発
し
、
あ
る
い
は

尊
敬
し
な
が
ら
、
個
性
の
異
な
る
作
品
を
創
り
出
し
た
例
に
遭
遇
す
る
。

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
ベ
ー
ト
ー
ベ
ソ
、
ゲ
ー
テ
と
ジ
ラ
ー
、
清
少
納
言
と
紫

式
部
等
々
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
中
国
、
八
世
紀
の
詩
人
、
李
白
と
杜
甫
の

出
会
い
も
ま
た
、
そ
う
し
た
例
の
な
か
の
も
っ
と
も
輝
か
し
い
も
の
の
ひ

と
つ
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
正
し
く
巨
星
の
出
会
い
と
い
う

に
ふ
さ
わ
し
い
偉
観
で
あ
り
、
壮
観
で
あ
っ
た
。
韓
愈
の
こ
と
ば
を
借
り

れ
ば
「
李
杜
文
章
在
り
、
光
鮫
万
丈
長
し
」
で
あ
る
。
ふ
た
り
の
詩
人
が

河
南
の
洛
陽
で
出
会
っ
た
の
は
、
今
を
去
る
一
千
二
百
数
十
年
前
、
李
白

四
十
四
歳
、
杜
甫
―
―
-
+
-
＝
歳
の
と
き
で
あ
っ
た
。
ふ
た
り
の
交
遊
は
わ
ず

か
に
二
年
ば
か
り
に
す
ぎ
な
か
っ
た
が
、
そ
の
二
年
間
こ
そ
は
世
界
の
文

学
の
歴
史
の
上
に
記
念
さ
れ
る
べ
き
重
大
な
時
間
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ

い
。
後
年
、
杜
甫
は
そ
の
目
に
映
じ
た
李
白
を
想
起
し
て
、
「
李
白
一
斗

と
詠
じ
て
い
る
。
飲
め
ば
飲
む
ほ
ど
に
、
美
し
い
詩
が
そ
の
ロ

李

黒

Jll 

洋

と

杜

甫

ー

巨

星

の

出

合

い

七
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蘇

東

座

披
ー
政
治
と
文
学

麻
東
披
の
画
像
は
多
い
が
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
型
が
あ
る
。
―
つ
は

「
笠
展
図
」
と
よ
ば
れ
る
、
す
げ
笠
を
か
ぶ
り
木
展
を
は
い
た
も
の
、
い

ま
―
つ
は
頭
に
「
東
披
巾
」
を
つ
け
た
も
の
で
、
い
ず
れ
も
野
人
の
姿
で

あ
る
。
東
披
に
は
、
冠
服
に
威
儀
を
正
し
た
大
臣
の
姿
な
ど
は
お
よ
そ
似

つ
か
わ
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
彼
ら
は
、
何
よ
り
も
先
ず
官
僚
で
あ
っ
た
。
四
川
の
眉
山
と
い

う
町
の
新
興
階
級
の
家
に
生
ま
れ
た
彼
は
、
小
さ
い
時
か
ら
苑
仲
沌
の
よ

う
な
政
治
家
に
な
る
こ
と
を
志
し
、
父
蘇
洵
の
熱
心
な
教
育
を
う
け
て
成

長
し
た
。
果
た
し
て
難
関
の
科
挙
に
及
第
し
て
官
吏
と
な
り
、
つ
い
に
は

礼
部
尚
書
に
ま
で
の
ぽ
っ
た
。
た
だ
朝
廷
で
は
、
政
策
遂
行
上
の
重
要
な

ポ
ス
ト
に
は
一
度
も
つ
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
行
政
手
腕
は
、
そ

の
文
名
ほ
ど
に
は
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
彼
自

身
、
都
で
の
生
活
は
楽
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
、
都
で
つ
く
っ

た
詩
は
生
気
に
と
ぽ
し
い
。
も
っ
と
も
都
に
生
ん
だ
期
間
は
短
く
、
官
歴

四
十
年
中
、
あ
わ
せ
て
八
年
に
す
ぎ
な
い
。

東
披
の
政
治
家
、
文
学
者
と
し
て
の
本
領
は
、
都
を
離
れ
て
地
方
に
い

沙

雅

章

を
つ
い
て
滝
の
ご
と
く
奔
騰
す
る
天
才
を
前
に
し
て
、
若
き
杜
甫
は
い
か

に
苦
し
み
、
い
か
に
悩
ん
だ
か
。
そ
し
て
そ
の
苦
し
み
と
悩
み
の
な
か
か

ら
、
い
か
に
し
て
お
の
れ
の
文
学
を
生
み
出
し
て
い
っ
た
か
。
ふ
た
り
の

岸
擦
と
友
惜
を
芸
術
一
般
の
問
題
に
還
元
し
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

孫

文
ー
人
と
思
想

七
堀

) 1 | 

哲

男

る
時
に
こ
そ
発
揮
さ
れ
た
。
各
地
の
知
事
を
つ
と
め
て
善
政
を
行
い
、
詩

文
の
創
作
も
旺
盛
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
つ
ね
に
、
一
日
も
早
く
宮
仕
え

の
束
縛
か
ら
逃
が
れ
、
自
由
な
境
遇
に
な
り
た
い
と
願
っ
て
い
た
。
そ
の

意
味
で
、
黄
州
や
海
南
島
に
流
さ
れ
た
鏑
居
の
期
間
は
、
公
務
の
わ
ず
ら

わ
し
さ
か
ら
解
放
さ
れ
、
大
自
然
に
身
を
委
ね
て
、
思
索
と
創
作
に
打
ち

込
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
後
世
の
東
披
愛
好
者
が
抱
く
蘇
東
披
の
イ
メ
ー

ジ
も
、
こ
れ
ら
の
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

孫
文
は
一
八
六
六
年
、
広
東
省
香
山
（
中
山
）
県
翠
亨
村
の
貧
し
い
農

家
に
生
ま
れ
た
。
そ
の
号
に
よ
っ
て
中
国
で
は
孫
中
山
と
呼
ば
れ
、
欧
米

諸
国
で
は
孫
逸
仙

(
S
u
n
Y
a
t
,
s
e
n
)

の
名
で
知
ら
れ
て
い
る
。

彼
は
死
の
前
年
、
広
東
に
お
い
て
行
っ
た
「
三
民
主
義
講
演
」
の
冒
頭
に

お
い
て
、
「
三
民
主
義
と
は
何
か
。
も
っ
と
も
筒
単
な
定
義
を
も
っ
て
い

え
ば
、
三
民
主
義
と
は
救
国
主
義
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。

救
国
主
義
'
|
ー
こ
の
言
葉
は
、
三
民
主
義
の
精
神
を
説
明
す
る
と
と
も

に
、
孫
文
の
五
十
九
年
の
生
涯
を
も
っ
と
も
的
確
に
表
現
し
て
い
る
と
い

え
る
で
あ
ろ
う
。
消
末
、
列
強
の
侵
略
が
激
化
す
る
な
か
で
中
国
の
政
治

変
革
を
志
し
た
彼
は
、
日
清
戦
争
の
敗
北
を
機
に
興
中
会
を
率
い
て
広
州

起
義
を
発
動
し
、
革
命
運
動
へ
の
決
定
的
な
第
一
歩
を
踏
み
出
し
た
。
以

後
、
一
九

0
五
年
の
中
国
同
盟
会
の
結
成
と
一
連
の
武
装
蜂
起
、
一
九
一

年
の
辛
亥
革
命
と
そ
の
後
の
反
軍
閥
闘
争
、
一
九
二
四
年
の
中
国
国
民



海
瑞
と
い
う
名
は
、
文
化
大
革
命
の
発
端
と
な
っ
た
呉
唸
批
判
事
件
に

関
連
し
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
事
件
が
な
か
っ
た
な

ら
、
恐
ら
く
専
門
家
以
外
に
は
、
あ
ま
り
知
ら
な
い
ま
ま
に
過
ぎ
た
人
物

で
あ
ろ
う
。
官
僚
で
は
あ
る
が
、
権
力
の
中
枢
に
立
っ
た
こ
と
も
な
け
れ

ば
、
大
き
な
事
件
に
関
与
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
剛
直
な
人
物
と

し
て
当
時
有
名
で
あ
っ
た
し
、
ま
た
地
方
官
と
し
て
行
政
の
実
状
に
関
す

る
詳
し
い
記
録
を
残
し
て
い
る
点
で
は
、
以
前
か
ら
研
究
者
の
注
意
を
ひ

い
て
い
た
。

か
れ
は
科
挙
の
最
終
段
階
で
二
回
失
敗
し
、
進
士
に
な
る
こ
と
を
断
念

し
て
、
挙
人
と
い
う
資
格
で
官
界
に
は
い
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
出
発
点

海

岩

見

瑞
ー
あ
る
清
官
の
生
涯

懐
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宏

党
改
組
と
連
ソ
・
連
共
・
扶
助
農
工
路
線
の
選
択
、
こ
う
し
た
な
か
で
、

彼
は
つ
ね
に
も
っ
と
も
重
要
な
指
禅
者
で
あ
り
続
け
た
。
そ
し
て
彼
の
行

動
を
支
え
る
思
想
的
基
盤
が
三
民
主
義
で
あ
っ
た
。

三
民
主
義
は
す
ぐ
れ
て
実
践
的
な
政
治
理
論
で
あ
り
、
彼
の
革
命
実
践

を
離
れ
て
思
想
と
し
て
抽
出
し
て
語
る
こ
と
は
、
単
に
困
難
で
あ
る
ば
か

り
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
意
味
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
時

そ
の
時
の
政
治
課
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
た
え
ま
な
く
内
容
を
発
展
さ

せ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
慈
味
で
は
最
後
ま
で
未
完
の
理
論
、
発
展
途
上

の
思
想
で
あ
っ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
三
民
主
義
の
発
展
と

そ
の
特
徴
を
孫
文
の
生
涯
と
重
ね
る
形
で
概
観
し
て
み
た
い
。

に
お
い
て
ニ
リ
ー
ト
コ
ー
ス
に
乗
り
そ
こ
ね
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の

わ
り
に
は
、
最
後
に
か
な
り
高
い
官
位
に
ま
で
到
達
し
た
。
そ
の
間
、
抜

擢
も
さ
れ
た
が
、
投
獄
さ
れ
て
死
刑
に
な
り
か
け
な
が
ら
、
ま
た
復
官
す

る
と
い
う
よ
う
に
、
波
瀾
に
富
ん
だ
経
歴
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
経
歴
は
、
か
れ
の
独
特
な
性
格
に
由
来
す
る
点
も
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
か
れ
の
行
動
は
、
当
時
の
官
僚
の
中
で
は
、
全
く
型
破
り
の
も
の
で

あ
っ
た
。
ど
の
く
ら
い
変
っ
た
人
物
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
生
涯
を
た
ど

り
な
が
ら
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
か
れ
の
存
在
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

、。し

石
ー
財
政
改
革
の
旗
手

歴
史
事
件
は
一
度
し
か
起
ら
な
い
。
ま
さ
に
「
千
載
一
遇
」
の
運
命
に

向
っ
て
、
そ
の
時
代
人
が
な
に
を
課
題
に
選
び
、
ど
の
よ
う
な
足
跡
を
歴

史
に
し
る
す
こ
と
に
な
る
の
か
。
こ
と
に
変
貌
す
る
世
相
の
な
か
で
の
そ

れ
ら
を
知
る
こ
と
は
、
現
代
の
我
々
の
生
き
方
に
も
訴
え
る
も
の
が
あ
る

に
ち
が
い
な
い
。
中
国
史
上
の
文
化
黄
金
期
と
さ
れ
る
宋
代

(+i+―――

世
期
）
は
、
同
時
に
ま
た
「
宋
型
」
の
中
国
社
会
が
生
れ
出
て
、
元
・

明
・
消
へ
と
平
衡
に
達
し
て
ゆ
く
起
点
で
も
あ
っ
た
。
王
安
石

(
1
0
ニ

-
！
八
六
）
は
、
こ
う
し
た
新
し
い
時
代
の
型
が
打
ち
出
さ
れ
る
一

0-――

0
年
代
前
後
に
登
場
し
た
。
時
の
大
き
な
流
れ
の
一
っ
は
文
化
と
政
治
と

の
未
曽
有
の
深
い
交
渉
で
あ
り
、
も
う
―
つ
は
国
の
永
続
を
見
込
し
て
の

社
会
と
財
政
の
基
盤
整
備
で
あ
っ
た
。
魁
宋
八
大
家
に
加
わ
る
文
章
家
と

王

安

斯

波

義

信

七
四
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「
摂
徳
堂
物
語
国
」（
五
頁
）
参
照
。

並河寒泉画像

（早JII自省西，羽倉敬尚毀）

（大阪大学蔵）

し
て
、
さ
ら
に
能
忠
家
、
詩
人
、
思
想
家
と
し
て
、
王
安
石
は
文
化
の
品

楊
期
を
代
表
す
る
一
流
の
教
捉
人
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
彼
の
全
生
涯
を
賠

け
た
事
業
は
、
結
局
、
い
か
に
し
て
国
の
存
立
を
救
い
保
証
す
る
か
で
あ

っ
た
。
彼
が
立
ち
向
っ
た
財
政
の
改
革
と
は
、
長
期
・
短
期
の
目
で
み
て

ど
の
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
り
、
な
に
を
ど
こ
ま
で
改
革
し
、
ま
た
一

体
、
な
に
が
彼
を
そ
う
さ
せ
た
の
だ
ろ
う
か
。
人
物
評
と
い
う
よ
り
は
、

時
代
の
潮
流
の
な
か
で
、

一
定
の
先
見
性
を
も
っ
た
個
人
の
行
動
軌
跡
を

追
っ
て
、
歴
史
の
運
命
を
考
え
て
み
た
い
。
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