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伊
勢
物
語
の
特
徴

〔　
　
　
　
　
　
　

〕
の
最
初
の
作
品

〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
と
み
や
び
の
文
学

 

さ
ら
に
詳
し
く

　

中
古
・
平
安
初
期
の
成
立
。
一
二
五
段
前
後
か
ら
成
る
が
、
各
段
に
必
ず
一
首
以
上
の
歌
を
ふ
く
み
、
そ
の
歌
を
中
心
と

し
て
物
語
が
展
開
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
独
立
し
た
物
語
と
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
典
型
的
な
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
で
あ

る
。

　

各
段
の
多
く
は
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
で
始
ま
り
、
そ
の
「
男
」（
主
人
公
）
は
『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕』
の
代
表

的
歌
人
で
あ
り
、〔　
　
　
　
　
　
　

〕
の
一
人
で
あ
る
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
と
想
像
さ
れ
る
。

　

全
体
の
約
三
分
の
二
の
段
が
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
を
取
り
上
げ
、
残
り
の
段
で
肉
親
の
情
・
主
従
の
情
・
友
情
・

旅
情
な
ど
を
描
い
て
い
る
。
一
貫
す
る
精
神
は
、
平
安
貴
族
の
理
想
と
す
る
「〔　
　
　
　
　
　
　

〕」（
優
雅
な
ふ
る
ま
い
）

で
あ
り
、
文
体
は
簡
潔
で
、
叙
情
性
も
豊
か
で
あ
る
。

　

有
名
な
段
と
し
て
は
、「
初う
い

冠こ
う
ぶ
りの
段
」（
一
段
）、「〔　
　
　
　
　
　

〕
の
段
」（
六
段
）、「〔　
　
　
　
　
　
　

〕
の
段
」（
九

段
）、「〔　
　
　
　
　
　
　

〕
の
段
」（
二
三
段
）、「
梓
あ
ず
さ

弓ゆ
み

の
段
」（
二
四
段
）、「
惟こ
れ

喬た
か

親
王
の
段
」（
八
二
・
八
三
段
）
な
ど

が
挙
げ
ら
れ
る
。

芥 

川
（
六
段
）

●
登
場
人
物　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〇
男　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〇
女
＝
二に

条じ
ょ
うの

后き
さ
き　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〇
堀ほ
り

川か
わ

の
大お
と
ど臣　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

〇
太た

郎ろ
う

国く
に

経つ
ね

の
大だ
い

納な

言ご
ん　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

歌
に
つ
い
て　
　

　
　
白
玉
か　
何
ぞ
と
人
の　
問
ひ
し
時　
つ
ゆ
と
こ
た
へ
て　
消
え
な
ま
し
も
の
を

訳	

（
あ
れ
は
）
白
玉
（
真
珠
）
で
す
か
、
何
で
す
か
と
あ
の
人
が
尋
ね
た
と
き
、（
あ
れ
は
）
露つ
ゆ
で
す
よ
と
答
え
て

	

（
私
も
露
の
よ
う
に
）
消
え
て
し
ま
え
ば
よ
か
っ
た
の
に
な
あ
。（
そ
う
す
れ
ば
、
悲
し
ま
ず
に
す
ん
だ
の
に
。）

問
一　

傍
線
部
「
あ
の
人
」
と
は
誰
で
す
か
。　
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

問
二　

こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
誰
で
す
か
。　
　
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕



新
訂 
国
語
図
説 

五
訂
版　

 

自
習
プ
リ
ン
ト
　
『
伊
勢
物
語
』
②
東あ
ず
ま

下く
だ
り 

p. 

106
〜
107

東
下
り
（
九
段
）

●
登
場
人
物

　

〇
男　

〇
友
と
す
る
人　

〇
修
行
者　

〇
渡
し
守

 

歌
に
つ
い
て
（
現
代
語
訳
文
の
空
欄
に
、
適
当
な
語
句
を
入
れ
な
さ
い
。）

　

①　

か
ら
衣　
着
つ
つ
な
れ
に
し　
つ
ま
し
あ
れ
ば

　
　
　

は
る
ば
る
き
ぬ
る　
旅
を
し
ぞ
思
ふ

訳	

何
度
も
着
て
い
る
う
ち
に
肌
に
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
か
ら
衣
の
よ
う
に
、
長
年

	

〔　
　
　
　
　
　

〕
親
し
ん
で
き
た
妻
が
（
都
に
残
っ
て
）
い
る
の
で
、
は
る
ば
る

	

や
っ
て
来
た
旅
が
（
し
み
じ
み
と
悲
し
く
）
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。　
　
　
　

問　

	

次
の
修
辞
法
の
正
し
い
組
み
合
わ
せ
を
線
で
結
び
、
①
の
歌
で
使
わ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
を
指
摘
し

な
さ
い
。	

（
p.	

98
～
99
参
照
）

○
枕ま
く
ら

詞こ
と
ば　

・　
　
　
　
　
　

○
序じ
ょ

詞こ
と
ば　

・　
　
　
　
　
　

○
掛か
け

詞こ
と
ば　

・　
　
　
　
　
　

〇
縁え
ん

語ご　

・　
　
　
　
　
　

〇
折お
り

句く　

・　
　
　
　
　
　

・
歌
の
中
心
と
な
る
語
句
と
縁
の
あ
る
言
葉
を
使
い
、
歌
に
あ
や
を
つ
け
る
手
法
。

　

①
の
場
合
〔	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

・	

特
定
の
言
葉
の
上
に
置
か
れ
、
そ
の
言
葉
を
飾
っ
た
り
歌
の
調
子
を
整
え
た
り
す
る
語
。
五

音
が
多
い
。
修
飾
す
る
語
と
の
関
係
は
習
慣
的
に
一
定
し
て
い
る
。

　

①
の
場
合
〔	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

・
仮
名
五
文
字
を
、
一
句
か
ら
五
句
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
頭
に
置
い
て
歌
を
詠
む
こ
と
。

　

①
の
場
合
〔	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

・	

同
音
異
義
語
を
利
用
し
て
、一語
ま
た
は
そ
の一部
分
に
二
つ
以
上
の
意
味
を
兼
ね
さ
せ
る
技
巧
。

　

	

①
の
場
合
〔	

	
〕

・	

特
定
の
言
葉
の
上
に
置
か
れ
、
そ
の
言
葉
を
飾
っ
た
り
歌
の
調
子
を
整
え
た
り
す
る
語
の
う
ち
五

音
以
上
の
も
の
。作
者
が
情
意
を
も
っ
て
自
由
に
作
り
出
す
一
回
限
り
の
表
現
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　

①
の
場
合
〔	

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

　

②　

駿す
る

河が

な
る　
宇う

津つ

の
山
辺
の　
う
つ
つ
に
も　
夢
に
も
人
に　
あ
は
ぬ
な
り
け
り

　
訳	

	

駿
河
の
国
に
あ
る
宇
津
の
山
の
あ
た
り
に
さ
し
か
か
っ
た
が
、（
そ
の
山
の
名
前
の
よ
う
に
）〔　
　
　
　
　
　

〕
で
も
夢
の
中
で
も	

あ
な
た
と
会
わ
な
い
こ
と
だ
な
あ
。（
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
私
を
忘
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。）

　

③　

時
知
ら
ぬ　
山
は
富
士
の
嶺ね　
い
つ
と
て
か　
鹿か

の
子こ

ま
だ
ら
に　
雪
の
降
る
ら
む

　
訳	

時
節
を
わ
き
ま
え
な
い
山
は
、富
士
の
山
で
あ
る
。
今
を
い
つ
だ
と
思
っ
て
、鹿
の
子
ま
だ
ら
に
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕。

　

④　

名
に
し
負
は
ば　
い
ざ
こ
と
問
は
む　
都
鳥　
わ
が
思
ふ
人
は　
あ
り
や
な
し
や
と

　
訳	
	（
都
と
い
う
）
名
前
を
持
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
さ
あ
尋
ね
よ
う
、
都
鳥
よ
、
私
の
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
は
（
都
で
）
無
事
に
暮

ら
し
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
と
。
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筒
井
筒
（
二
三
段
）

●
人
物
関
係
図

　
　
　
　
　

女
＝
元
の
女
＝
こ
の
女

　
　
　
　
　
　
　

↑　
（
幼
な
じ
み
・
最
初
の
妻
）

　
　
　
　
　

男
＝
隣
の
男
＝
大
和
人

　
　
　
　
　
　
　

↓　
（
新
し
い
妻
）

　
　
　
　
　

か
の
女

 

歌
に
つ
い
て　

　

①　

筒
井
つ
の　
井
筒
に
か
け
し　
ま
ろ
が
た
け　
過
ぎ
に
け
ら
し
な　

妹
見
ざ
る
ま
に

　
訳	

	（
幼
い
こ
ろ
）
筒
井
の
井
筒
（
井
戸
の
枠
）
と
高
さ
を
比
べ
た
私
の
背
丈
も
、（
井
筒
の
高
さ
を
）
越
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
よ
。
あ

な
た
と
会
わ
な
い
で
い
る
間
に
。

　

②　

比
べ
こ
し　
振
り
分
け
髪
も　
肩
す
ぎ
ぬ　

君
な
ら
ず
し
て　
た
れ
か
あ
ぐ
べ
き

　
訳	

	（
あ
な
た
と
長
さ
を
）
比
べ
合
っ
て
き
た
私
の
振
り
分
け
髪
も
、
肩
を
過
ぎ
る
ほ
ど
長
く
伸
び
て
し
ま
っ
た
。
あ
な
た
で
は
な
く
、
い
っ

た
い
誰
の
た
め
に
髪
上
げ
を
し
よ
う
か
。（
あ
な
た
の
た
め
に
す
る
の
だ
。）

　

③　

風
吹
け
ば　
沖
つ
白
波　
た
つ
た
山　
夜
半
に
や
君
が　
ひ
と
り
こ
ゆ
ら
む

　
訳	

	

風
が
吹
く
と
沖
の
白
波
が
立
つ
、
そ
の
「〔　
　
　
　

〕」
と
い
う
名
の
龍
田
山
を
、
夜
中
に
あ
な
た
は
一
人
で
越
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

④　

君
が
あ
た
り　
み
つ
つ
を
居を

ら
む　
生い

駒こ
ま

山や
ま　
雲
な
隠
し
そ　
雨
は
降
る
と
も

　
訳	

	

あ
な
た
の
（
い
ら
っ
し
ゃ
る
）
あ
た
り
を
見
つ
め
な
が
ら
暮
ら
し
て
い
よ
う
。
生
駒
山
を
、
雲
よ
隠
さ
な
い
で
く
れ
、
た
と
え
雨
は
降
っ

て
も
。

　

⑤　

君
来
む
と　
言
ひ
し
夜
ご
と
に　
過
ぎ
ぬ
れ
ば　
頼
ま
ぬ
も
の
の　
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経ふ

る

　
訳	

	

あ
な
た
が
来
よ
う
と
言
っ
た
夜
ご
と
に
（
待
っ
て
い
た
の
に
、む
な
し
く
時
間
が
）
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
、も
う
あ
て
に
は
し
な
い
が
、（
そ

れ
で
も
あ
な
た
を
）
恋
し
く
思
い
続
け
て
日
を
送
っ
て
い
る
こ
と
だ
よ
。

問
一　

①
～
⑤
の
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰
で
す
か
。

　
　
　

①
〔　
　
　
　

〕　　

②
〔　
　
　
　

〕　　

③
〔　
　
　
　

〕　　

④
〔　
　
　
　

〕　　

⑤
〔　
　
　
　

〕

問
二　

	

①
～
⑤
の
歌
の
囲
み
部
分
は
す
べ
て
「
あ
な
た
」
を
意
味
す
る
言
葉
で
す
が
、
こ
の
「
あ
な
た
」
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
誰

を
指
し
ま
す
か
。

　
　
　

①
〔　
　
　
　

〕　　

②
〔　
　
　
　

〕　　

③
〔　
　
　
　

〕　　

④
〔　
　
　
　

〕　　

⑤
〔　
　
　
　

〕

問
三　

③
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
書
き
入
れ
な
さ
い
。

問
四　

④
の
傍
線
部
「
雲
な
隠
し
そ
」
に
つ
い
て
、
何
を
隠
さ
な
い
で
く
れ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

　
　
　
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
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大
鏡
の
特
徴

・
歴
史
物
語
〔　
　
　
　
　
　

〕
の
先
駆

・
道
長
摂
関
政
治
に
〔　
　
　
　
　
　

〕
的

 

さ
ら
に
詳
し
く　

　

成
立
は
平
安
後
期
と
推
定
さ
れ
る
。
鏡
は
「〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
の
意
。

　

内
容
は
、
紫
む
ら
さ
き

野の

の
雲う

林り
ん

院い
ん

の
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
が
始
ま
る
前
に
、
大お
お

宅や
け
の

世よ

継つ
ぎ

（
190
歳
、
流
布
本
150
歳
）
と
夏な
つ

山や
ま
の

繁し
げ

樹き

（
180
歳
、
流
布
本
140
歳
）、
繁
樹
の
妻
、
若わ
か

侍ざ
む
ら
い（
30
歳
く
ら
い
）
ら
が
会
い
、
主
に
〔　
　
　
　
　
　

〕
が
歴
史
を
語
り
、
他

の
三
人
が
相
づ
ち
を
打
ち
補
足
す
る
の
を
、
そ
ば
で
聞
い
て
い
た
筆
者
が
筆
録
す
る
と
い
う
形
を
と
る
。

　

文も
ん

徳と
く

天
皇
の
嘉か

祥し
ょ
う

三
年
（
八
五
〇
）
か
ら
後ご

一い
ち

条じ
ょ
う

天
皇
の
万ま
ん

寿じ
ゅ

二
年
（
一
〇
二
五
）
に
至
る
、
一
四
代
・
一
七
六
年
間
の
歴

史
を
物
語
風
に
記
す
。
こ
の
人
物
中
心
の
歴
史
叙
述
法
を
、
中
国
の
『〔　
　
　
　
　
　

〕』
に
な
ら
っ
て
〔　
　
　
　
　
　
　

〕

と
い
う
。

　

歴
史
物
語
の
先
駆
と
な
っ
た
『〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕』
が
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
終
始
し
て
い
る
の
に
対
し
、

戯
曲
的
対
話
形
式
と
い
う
方
法
で
道
長
の
功
罪
を
挙
げ
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
か
ら
語
っ
て
い
る
。
深
く

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
迫
ろ
う
と
し
て
お
り
、
歴
史
資
料
と
し
て
も
価
値
が
高
い
。
こ
の
影
響
を
受
け
て
、

『〔　
　
　
　
　
　

〕』『〔　
　
　
　
　
　

〕』『〔　
　
　
　
　
　

〕』
な
ど
の
鏡
物
（『
大
鏡
』
を
加
え
て
「〔　
　
　
　
　
　

〕」

と
い
う
）
が
次
々
と
書
か
れ
た
。

雲
林
院
の
菩
提
講

●
冒
頭
部　

　
先さ
い

つ
こ
ろ
、
雲
林
院
の
菩ぼ

提だ
い

講か
う

に①
詣ま

う

で
て
侍は

べ

り
し
か
ば
、
例れ
い

人ひ
と

よ
り
は
こ
よ
な
う
年
老
い
、
う
た
て
げ
な
る
翁
お
き
な

二
人
、
嫗お
う
な

と
い
き
あ
ひ
て

②同
じ
所
に
居
ぬ
め
り
。

問
一　

傍
線
部
①
の
主
語
は
誰
で
す
か
。〔　
　
　
　
　
　

〕

問
二　

	

同
じ
傍
線
部
①
「
侍
り
」
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
説
明
し
た
、
次
の
文
の
空
欄
に
当
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
書
き

入
れ
ま
し
ょ
う
。

※
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
活
用
の
補
助
動
詞
「
侍
り
」
の
〔　
　
　
　
　
　

〕
形
で
、
話
し
手
（
書
き
手
）
が
聞
き
手
（
読

み
手
）
に
敬
意
を
表
す
た
め
に
用
い
る
〔　
　
　
　
　
　

〕
語
。　

問
三　

	

傍
線
部
②
に
つ
い
て
、
推
量
の
助
動
詞
「
め
り
」
を
使
う
こ
と
で
、
断
定
を
避
け
遠
回
し
に
い
う
婉え
ん

曲き
ょ
く

表
現
を
用
い
て

い
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
か
ら
選
び
ま
し
ょ
う
。

　
　

ア　

老
人
た
ち
が
普
通
の
人
と
は
異
な
っ
て
、
ま
る
で
幽
霊
の
よ
う
に
姿
が
透
け
て
見
え
た
た
め
。

　
　

イ　

筆
者
は
老
人
た
ち
の
こ
と
を
直
接
見
て
い
な
い
た
め
。

　
　

ウ　

筆
者
は
や
や
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
老
人
た
ち
を
見
て
い
る
た
め
。
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平
家
物
語
の
特
徴

・
源
平
の
興
亡
を
描
く
〔　
　
　
　
　
　
　

〕。

・〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
が
語
り
伝
え
、
流
麗
な
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
で
書
か
れ
た
。

 

さ
ら
に
詳
し
く　

　

成
立
は
明
確
で
は
な
い
が
、
琵び

琶わ

法
師
が
「〔　
　
　
　
　
　

〕」
と
し
て
語
り
伝
え
た
も
の
で
、
南
北
朝
時
代
に
活
躍
し

た
琵
琶
法
師
の
巨
匠
覚か
く

一い
ち

に
よ
っ
て
応お
う

安あ
ん

四
年
（
一
三
七
一
）
に
完
成
さ
れ
た
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
が
一
般
に
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
異
本
が
多
く
、
大
き
く
分
け
て
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
「〔　
　
　
　
　
　
　

〕」
系
と
、
読
み
物

と
し
て
の
「〔　
　
　
　
　
　
　

〕」
系
と
が
あ
る
。

　

内
容
の
中
心
は
、〔　
　
　
　
　
　
　

〕
が
太だ
い

政じ
ょ
う

大だ
い

臣じ
ん

と
な
っ
た
仁に
ん

安あ
ん

二
年
（
一
一
六
七
）
か
ら
、
壇だ
ん

の
浦う
ら

で
の

〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
の
元げ
ん

暦り
ゃ
く

二
年
（
一
一
八
五
）
ま
で
の
約
二
〇
年
間
で
あ
る
。〔　
　
　
　
　
　

〕
を
説
く
一
文
で
筆

を
起
こ
し
、
平
家
繁
栄
の
陰
で
泣
く
祇ぎ

王お
う

・
小こ

督ご
う

ら
の
女
性
哀
話
、
反
平
家
の
動
き
を
見
せ
る
俊
し
ゅ
ん

寛か
ん

ら
の
運
命
、
以も
ち

仁ひ
と

王お
う

の

挙
兵
と
敗
退
、
平
家
を
都
か
ら
掃そ
う

討と
う

し
な
が
ら
同
族
の
頼よ
り

朝と
も

に
滅
ぼ
さ
れ
る
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕、
勇
猛
果
敢
な

義よ
し

経つ
ね

の
合か
っ

戦せ
ん

譚た
ん

な
ど
、
様
々
な
逸
話
を
七
五
調
を
基
調
と
し
た
流
麗
な
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
で
描
く
。
覚
一
本
で
は
、

我
が
子
、
安あ
ん

徳と
く

天
皇
を
失
っ
た
建け
ん

礼れ
い

門も
ん

院い
ん

の
出
家
と
そ
の
死
で
終
わ
る
。

　

古
代
の
終
し
ゅ
う

焉え
ん

と
中
世
の
始
ま
り
と
い
う
転
換
期
を
告
げ
る
作
品
で
、『
太た
い

平へ
い

記き

』
な
ど
軍
記
物
語
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

中
世
の
謡
曲
や
近
世
の
浄
じ
ょ
う

瑠る

璃り

な
ど
、
後
代
の
文
学
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

祇
園
精
舎

　
祇ぎ

園を
ん

精し
や
う

舎じ
や

の
鐘
の
声
、
諸し
よ

行ぎ
や
う

無む

常じ
や
うの

響
き
あ
り
。
娑し
や

羅ら

双さ
う

樹じ
ゆ

の
花
の
色
、
盛じ
や
う

者し
や

必ひ
つ

衰す
い

の
こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
す
。

　

こ
の
冒
頭
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
万
物
は
す
べ
て
移
り
変
わ
る
と
い
う
意
の
「〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
と
、
栄
え
る

も
の
は
必
ず
滅
び
る
と
い
う
意
の
「〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
を
掲
げ
、『
平
家
物
語
』
全
編
を
貫
く
根
本
主
題
と
し
て

〔　
　
　
　
　
　
　

〕
を
説
く
。
さ
ら
に
「
お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、
唯た
だ

春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。」
と
続
き
、
平
た
い
ら
の

清き
よ

盛も
り

を
は
じ
め
と
す
る
平
家
一
門
の
権
勢
と
滅
亡
を
内
容
の
中
心
に
据
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

木
曽
の
最
期

●
人
物
関
係
図

（
木
曽
側
）
三
〇
〇
騎
→
五
騎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
寵
ち
ょ
う

愛あ
い

〔
①　
　
　
　
　
　
　

〕
→
〔
③　
　
　

〕

　
　

主
君
↑　

↓
従
者

〔
②　
　
　
　
　
　
　

〕

④
手て

塚づ
か
の

太た

郎ろ
う

（
討
死
）

⑤
手て

塚づ
か
の

別べ
っ

当と
う

（
逃
亡
）

（
頼
朝
側
）
六
〇
〇
〇
騎

一い
ち

条
じ
ょ
う
の

次じ

郎ろ
う

土と

肥い
の

次じ

郎ろ
う

実さ
ね

平ひ
ら

御お
ん

田だ
の

八は
ち

郎ろ
う

師も
ろ

重し
げ		

家
来

石い
し

田だ
の

次じ

郎ろ
う

為た
め

久ひ
さ　

→　
〔　
　
　
　
　
　

〕

（
義
仲
を
討
ち
取
る
）

追
討



『
こ
こ
ろ
』
登
場
人
物
関
係
図

私	

目
標
も
な
く
〔　
　
　
　
　
　

〕
を
送
る
。

　
　
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
を
持
つ
先
生
の
過
去
に
興
味
を
抱
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⇩	

先
生
か
ら
の
〔　
　
　
　
　
　

〕
の
中
で
明
か
さ
れ
る

 

夏
目
漱
石
に
つ
い
て　
〈
一
八
六
七
（
慶
応
三
）
年
～
一
九
一
六
（
大
正
五
）
年
〉

　

東
京
牛う
し

込ご
め

に
生
ま
れ
る
。
生
後
す
ぐ
里さ
と

子ご

に
出
さ
れ
た
り
、
他
家
へ
養
子
に
出
さ
れ
た
り
し
た
。
早
く
か
ら
漢
籍
に
親
し

み
、
漢
学
塾
の
二に

松し
ょ
う

学
舎
に
入
学
、〔　
　
　
　
　
　

〕
的
な
倫
理
観
や
〔　
　
　
　
　
　

〕
的
な
美
意
識
を
身
に
つ
け
た
。

第
一
高
等
中
学
校
本
科
に
進
学
。
こ
の
頃
、
同
級
生
の
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
か
ら
句
作
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
、
俳
句
を

始
め
る
。
明
治
二
三
年
、〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
大
学
〔　
　
　
　
　
　

〕
科
に
入
学
。
同
二
六
年
に
大
学
院
に
進
学
。

同
二
八
年
、
旧
制
松
山
中
学
に
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
と
し
て
赴
任
。
こ
の
松
山
で
の
体
験
が
、
後
に
中
編
小
説

『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕』
を
生
む
。
翌
年
、
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
教
授
と
し
て
赴
任
。
そ
の
後
、
文
部
省
留
学
生

と
し
て
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
に
渡
っ
た
。
し
か
し
、
日
々
に
実
感
す
る
西
洋
と
の
隔
絶
感
な
ど
の
た
め
に
、
強
度
の

〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
陥
る
。
こ
の
留
学
体
験
か
ら
、「〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
の
立
場
を
固
め
た
。
帰
国
後
、

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕講
師
を
務
め
な
が
ら
、高た
か

浜は
ま

虚き
ょ

子し

の
勧
め
で「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」に『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

	　

〕』

を
連
載
。
以
後
、『
倫ロ
ン

敦ド
ン

塔と
う

』『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕』『〔　
　
　
　
　
　

〕』
を
発
表
す
る
。
文
壇
は
自
然
主
義
の
最

盛
期
で
あ
っ
た
が
、
漱
石
は
余
裕
を
持
っ
て
人
生
を
眺
め
る
立
場
を
崩
さ
ず
、「〔　
　
　
　
　
　
　

〕」
と
批
判
さ
れ
た
。

明
治
四
〇
年
、
教
職
を
辞
め
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
入
社
。
以
後
、
新
聞
小
説
と
し
て
『
坑こ
う

夫ふ

』『
夢ゆ
め

十じ
ゅ
う

夜や

』『
三さ
ん

四し

郎ろ
う

』
な
ど
を
掲
載
。「
三
部
作
」
と
呼
ば
れ
る
『
三
四
郎
』『〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕』
に
続
く
『〔　
　
　
　
　

〕』
を
執
筆

途
中
に
、
伊
豆
の
修し
ゅ

善ぜ
ん

寺じ

で
大
吐
血
し
、
生
死
の
間
を
さ
ま
よ
う
。
こ
の
「〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
は
、
漱
石
の
人

間
観
・
死
生
観
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
し
、エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
問
題
を
追
究
し
た『
彼ひ

岸が
ん

過す
ぎ

迄ま
で

』『
行こ
う

人じ
ん

』『〔　
　
　
　
　
　
　

〕』

が
書
か
れ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
こ
ろ
漱
石
は
、『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕』
や
『
私
の
個
人
主
義
』
な
ど
、
講
演

も
精
力
的
に
行
っ
た
。
晩
年
に
は
漱
石
が
到
達
し
た
理
想
の
境
地
「〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
の
作
品
化
と
も
い
わ
れ
る

『〔　
　
　
　
　
　

〕』
の
執
筆
に
と
り
か
か
っ
た
が
、
病
状
が
悪
化
し
、
未
完
の
ま
ま
亡
く
な
っ
た
。
な
お
、
筆
名
で
あ
る

「
漱
石
」
は
、
故
事
成
語
「〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
か
ら
取
ら
れ
た
。（
p.	

374
参
照
）
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先
生　

性格
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕

　
・	

二
十
歳
に
な
る
前
に
両
親
を
亡
く
し
、
信
頼
し
て

い
た
叔
父
に
遺
産
を
〔　
　
　
　
　
　

〕
さ
れ
、

〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
な
る
。

Ｋ　

性格
努
力
家
・〔　
　
　
　
　
　

〕が
強
い

　
・	

養
家
を
欺
き
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

し
な
か
っ
た
た
め
、
仕
送
り
を
停
止
さ
れ
、

親
か
ら
も
〔　
　
　
　
　
　

〕
さ
れ
る
。

Ｋを出し抜き

〔　　　　　　〕の了承を得る
心情

〔　　　　　　〕への
〔　　　　　　〕感

意志に反し

〔　　　　　〕に悩む
心情

〔　　　　　　〕感・
〔　　　　　　〕

お
嬢
さ
ん

先生の過去

畏
敬
・

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

〔　
　
　
　
　
　

〕



状
況
設
定

場
所
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕（〔　
　
　
　

〕
県
）　　

「
自
分
」
の
境
遇
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

心
境
の
軌
跡

★
〔　
　
　
　
　
　

〕
に
つ
い
て
考
え
る

❶
蜂毎

日
せ
わ
し
く
働
い
て
い
た
一
匹
の
蜂
の
死
。

　

↓
死
者
の
〔　
　
　
　
　
　

〕。

❷
鼠ね
ず
み小

川
で
首
に
串く
し

を
刺
さ
れ
、
あ
が
き
回
る
鼠
。

　

↓
生
き
る
も
の
の
〔　
　
　
　
　
　

〕

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
を
担
い
な
が
ら
、

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
様
子
が
妙
に
頭
に
付
い
た
。

自
分
は
寂
し
い
嫌
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。
あ
れ
が
本
当
な
の
だ
と
思
っ
た
。

❸
い
も
り

驚
か
す
つ
も
り
で
投
げ
た
石
が
当
た
っ
て
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
い
も
り
。

　

↓
生
と
死
を
分
か
つ
〔　
　
　
　
　
　
　

〕。

自
分
は
偶
然
に
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕。
い
も
り
は
偶
然
に
〔　
　
　
　
　
　
　

〕。

〔　
　
　
　
　

〕
と
〔　
　
　
　
　

〕
は
両
極
で
は
な
か
っ
た
。

さ
し
て
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
よ
う
な
気
が
し
た
。

 

志
賀
直
哉
に
つ
い
て　
〈
一
八
八
三
（
明
治
一
六
）
年
～
一
九
七
一
（
昭
和
四
六
）
年
〉

　

宮
城
県
石い

し
の

巻ま
き

町
に
生
ま
れ
る
。
二
歳
の
こ
ろ
、
東
京
の
祖
父
母
宅
へ
転
居
。
実
業
家
の
祖
父
の
保
護
の
も
と
、
祖
母
に
育

て
ら
れ
る
。
学
習
院
初
等
科
に
入
学
し
、
キ
リ
ス
ト
教
思
想
家
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
の
影
響
を
受
け
る
。
足あ
し

尾お

銅
山
鉱

毒
事
件
の
見
解
に
つ
い
て
〔　
　
　
　
　

〕
と
衝
突
。
以
後
、
決
定
的
な
不
和
の
原
因
と
な
る
。
明
治
三
九
年
、

〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
大
学
英
文
学
科
に
入
学
。〔　
　
　
　
　
　
　

〕
科
に
転
じ
た
後
、
中
退
。
明
治
四
三
年
、
同
級
生

の
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
ら
と
と
も
に
「〔　
　
　
　
　
　

〕」
を
創
刊
。『〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕』『
剃か
み

刀そ
り

』

『〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕』『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕』
な
ど
次
々
に
発
表
し
た
。
父
と
の
不
和
が
原
因
で
、
東
京
を
離

れ
、
尾お
の

道み
ち

・
松ま
つ

江え

・
京
都
・
千
葉
県
我あ

孫び

子こ

と
転
々
と
し
た
。
大
正
六
年
、
心
境
小
説
の
領
域
を
開
拓
し
た

『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕』、
父
と
の
不
和
を
解
消
し
て
い
く
過
程
を
描
い
た
私
小
説
『〔　
　
　
　
　
　

〕』
を
発
表
し
、

文
壇
に
確
固
と
し
た
地
位
を
得
る
。『
小
僧
の
神
様
』
を
発
表
後
、
直
哉
自
身
の
内
面
的
な
発
展
を
主
人
公

〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
託
し
た
長
編
小
説
『〔　
　
　
　
　
　

〕』
の
連
載
を
始
め
、
完
成
ま
で
十
六
年
を
費
や
し
た
。

戦
後
は
小
説
ら
し
い
小
説
を
書
く
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
短
編
小
説
の
名
手
と
し
て
「〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕」
と
終
生
、

慕
わ
れ
た
。

新
訂 
国
語
図
説 

五
訂
版　

 

自
習
プ
リ
ン
ト
　
『
城き

の
崎さ
き
に
て
』
志
賀
直
哉 

p. 
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〜
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説 
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訂
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自
習
プ
リ
ン
ト
　
『
羅ら

生し
ょ
う

門も
ん
』
①
　
芥あ
く
た

川が
わ 

龍り
ゅ
う

之の

介す
け 

p. 

222
〜
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登
場
人
物

下
人
…
使
わ
れ
て
い
た
主
人
か
ら
、
四
、五
日
前
に
〔　
　
　
　
　

〕
を
出
さ
れ
た
。

老
婆
…
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
い
て
、
か
つ
ら
に
す
る
商
売
を
行
っ
て
い
る
。

場 

所
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
の
下　

→　

楼
上

時 

間あ
る
日
の
〔　
　
　
　
　
　
　

〕

あ
ら
す
じ　

次
の
表
内
の
空
欄
に
適
当
な
語
句
を
書
き
入
れ
、『
羅
生
門
』
の
あ
ら
す
じ
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

場 

面

人 

物

状
況
、
出
来
事
、
心
情
、
会
話
文
な
ど

羅
生
門
の
下

下	

人

・	

雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
、
行
き
所
が
な
く
て
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕。

・
明
日
の
暮
ら
し
を
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
、

			「〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
よ
り
ほ
か
に
仕
方
が
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
、
積

極
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
〔　
　
　
　
　
　

〕
が
出
ず
に
い
た
。

羅
生
門
の
楼
上
へ
出
る

梯
子

下	

人
老	

婆
下	

人

・
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
る
、
猿
の
よ
う
な
老
婆
を
見
つ
け
る
。

・	

六
分
の
〔　
　
　
　
　
　

〕
と
四
分
の
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
と
に
動
か
さ
れ
て
、

呼
吸
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
る
。

・
女
の
死
骸
か
ら
髪
の
毛
を
一
本
ず
つ
抜
き
始
め
た
。

・	〔　
　
　
　
　
　

〕
が
少
し
ず
つ
消
え
、老
婆
に
対
す
る
激
し
い
〔　
　
　
　
　
　

〕、

あ
ら
ゆ
る
悪
に
対
す
る
〔　
　
　
　
　
　

〕
が
強
さ
を
増
す
。

羅
生
門
の
楼
上

下	

人
老	

婆
下	

人

・	

老
婆
に
太
刀
を
つ
き
つ
け
る
。〔　
　
　
　
　
　

〕
の
心
が
冷
め
る
。
安
ら
か
な	

〔　
　
　
　
　
　

〕
と
〔　
　
　
　
　
　

〕
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。

・「
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
か
つ
ら
に
し
ょ
う
と
思
う
た
の
じ
ゃ
。」

・	「
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
、餓
え
死
に
を
す
る
じ
ゃ
て
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

す
る
こ
と
じ
ゃ
わ
い
の
。」

・	

老
婆
の
話
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
心
に
あ
る
〔　
　
　
　
　
　

〕
が
生
ま
れ

て
く
る
。
老
婆
の
着
物
を
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕、
ま
た
た
く
間
に
急
な
梯
子

を
夜
の
底
へ
か
け
下
り
た
。

〇
『
羅
生
門
』
発
表
の
時
代

　
『
羅
生
門
』
は
大
正
四
年
「
帝

国
文
学
」
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
。

　

同
年
に
は
夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き

の『
道
草
』

や
森も
り

鷗お
う

外が
い

の
『
山さ
ん

椒し
ょ
う

大だ

夫ゆ
う

』
な
ど

も
発
表
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
こ
の
前
年
（
大
三
）
に

は
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
が
、
翌
々

年
（
大
六
）
に
は
志し

賀が

直な
お

哉や

の

『
城き

の
崎さ
き

に
て
』
が
発
表
さ
れ
た
。
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自
習
プ
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ン
ト
　
『
羅ら

生し
ょ
う
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ん
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②
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く
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川が
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龍り
ゅ
う

之の
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け 
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漢
字
の
学
習
（
次
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
ま
し
ょ
う
。）

　

災
い　
（　
　
　
　
　
　

）　　

砕
く　
（　
　
　
　
　
　

）　　

始
末　
（　
　
　
　
　
　

）

　

顧
み
る（　
　
　
　
　
　

）　　

暇　
　
（　
　
　
　
　
　

）　　

余
波　
（　
　
　
　
　
　

）

　

空
模
様（　
　
　
　
　
　

）　　

影
響　
（　
　
　
　
　
　

）　　

夕
闇　
（　
　
　
　
　
　

）

　

局
所　
（　
　
　
　
　
　

）　　

肯
定　
（　
　
　
　
　
　

）　　

遠
慮　
（　
　
　
　
　
　

）

　

幸
い　
（　
　
　
　
　
　

）　　

濁
る　
（　
　
　
　
　
　

）　　

天
井
裏（　
　
　
　
　
　

）

　

揺
れ
る（　
　
　
　
　
　

）　　

無
造
作（　
　
　
　
　
　

）　　

範
囲　
（　
　
　
　
　
　

）　

　

未
練　
（　
　
　
　
　
　

）　　

塞
ぐ　
（　
　
　
　
　
　

）　　

円
満　
（　
　
　
　
　
　

）

　

成
就　
（　
　
　
　
　
　

）　　

鋭
い　
（　
　
　
　
　
　

）　　

存
外　
（　
　
　
　
　
　

）

　

平
凡　
（　
　
　
　
　
　

）　　

侮
蔑　
（　
　
　
　
　
　

）　　

恨
む　
（　
　
　
　
　
　

）

 

語
句
の
学
習
（
語
句
と
意
味
の
組
み
合
わ
せ
を
線
で
結
び
ま
し
ょ
う
。）

　

途
方
に
く
れ
る　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
決
着
を
つ
け
る
。

　

と
り
と
め
の
な
い　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
言
い
方
が
適
切
で
な
い
た
め
誤
解
が
生
じ
る
。

　

か
た
を
つ
け
る　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
ど
う
し
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
く
て
困
る
。

　

高
を
く
く
る　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
は
っ
き
り
と
し
た
ま
と
ま
り
が
な
い
。

　

語
弊
が
あ
る　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
相
手
の
程
度
を
見
く
び
る
。

 

芥
川
龍
之
介
に
つ
い
て　
〈
一
八
九
二
（
明
治
二
五
）
年
～
一
九
二
七
（
昭
和
二
）
年
〉

　

東
京
に
生
ま
れ
る
。
誕
生
日
の
明
治
二
五
（
一
八
九
二
）
年
三
月
一
日
は
、
辰た
つ

の
年
辰
の
月
辰
の
日
で
、
し
か
も
生
ま
れ

た
時
刻
も
辰
の
刻
（
午
前
八
時
ご
ろ
）
だ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
、
辰
之
助
＝「
龍
之
介
」
と
命
名
さ
れ
た
と
い
う
。
生
ま
れ
つ

き
神
経
質
で
ひ
よ
わ
な
体
質
の
少
年
だ
っ
た
が
、
学
業
成
績
は
抜
群
で
、
泉
い
ず
み

鏡き
ょ
う

花か

や
江
戸
の
戯げ

作さ
く

に
親
し
ん
だ
。

　

大
正
二
年
、
一
高
か
ら
〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
大
学
英
文
科
に
進
学
。
雑
誌
「〔　
　
　
　
　
　
　
　
（
第
三
次
・
四
次
）〕」

に
参
加
し
、
創
作
活
動
も
在
学
中
に
開
始
し
た
。『〔　
　
　
　
　
　
　

〕』
に
つ
い
で
発
表
し
た
『〔　
　
　
　
　

〕』
が

〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
に
激
賞
さ
れ
、『
芋い
も

粥が
ゆ

』『
手ハ
ン

巾ケ
チ

』
を
書
い
て
文
壇
に
登
場
。

　

大
正
四
年
末
か
ら
は
、漱
石
門
下
の
集
ま
り
で
あ
る
木
曜
会
に
も
出
席
し
た
。
結
婚
の
年
（
大
正
七
）
に
は
『
蜘く

蛛も

の
糸
』

を
発
表
。
ま
た
『〔　
　
　
　
　
　
　

〕』
を
新
聞
に
連
載
し
た
。
さ
ら
に
『
奉ほ
う

教き
ょ
う

人に
ん

の
死
』
や
『
枯か
れ

野の

抄し
ょ
う』
な
ど
に
よ
っ
て
、

日
常
生
活
と
は
異
質
の
感
動
を
求
め
る
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
の
作
風
を
明
瞭
に
示
し
た
。

　

大
正
一
一
年
、『
藪や
ぶ

の
中
』『
ト
ロ
ッ
コ
』
な
ど
を
発
表
す
る
が
、
こ
の
こ
ろ
か
ら
神
経
衰
弱
や
胃
け
い
れ
ん
な
ど
に
悩
み
、

身
体
の
不
調
を
訴
え
る
よ
う
に
な
る
。
さ
ら
に
関
東
大
震
災
以
後
の
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
の
勃ぼ
っ

興こ
う

と
い
う
社

会
機
運
の
中
で
、
創
作
活
動
も
停
滞
し
が
ち
に
な
っ
た
。

　

昭
和
二
年
、『
河か
っ
ぱ童

』
の
執
筆
や
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
と
の
論
争
な
ど
の
活
動
を
行
う
が
、「
唯た
だ

ぼ
ん
や
り
し
た
不

安
」
を
訴
え
て
、
枕
元
に
『
聖
書
』
を
置
い
て
服
毒
自
殺
す
る
。『
歯
車
』『
或あ
る

阿あ

呆ほ
う

の
一
生
』『
西せ
い

方ほ
う

の
人
』
な
ど
が
、
遺

稿
と
し
て
残
さ
れ
た
。
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自
習
プ
リ
ン
ト
　
『
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月
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』
中
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敦 
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登
場
人
物

●
主
人
公
…
李り

徴ち
ょ
う

出
身
地
〔　
　
　
　
　
　

〕

若
く
し
て
超
難
関
の
資
格
試
験
〔　
　
　
　
　
　

〕（
進
士
）
に
合
格
。

　

豆
知
識	　

進
士
は
、
出
自
・
家
庭
環
境
が
良
く
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
勉
強
し
て
い
な

い
と
合
格
は
難
し
い
。
試
験
は
政
治
的
な
知
識
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
漢

詩
・
文
章
が
作
れ
な
い
と
合
格
で
き
な
い
。

役
職　
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
…
江
南
地
方
の
軍
事
や
警
察
な
ど
を
司
る
官
。

性
格　
〔　
　
　
　
　
　

〕
…
片
意
地
で
他
人
と
相
い
れ
な
い
。

　
　
　
〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
…
プ
ラ
イ
ド
が
高
い
。

●
李
徴
の
親
友
〔　
　
　
　
　
　

〕

時 

代
〔　
　
　
　
　
　

〕
の
末
年
…
唐
の
時
代
。

豆
知
識	　

七
五
五
年
、
辺
境
防
衛
の
任
に
当
た
る
節せ
つ

度ど

使し

が
地
方
軍
閥
化
し
、〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
が
起
こ
っ
た
。

28
歳
で
即
位
し
た
玄
宗
皇
帝
が
〔　
　
　
　
　
　

〕
と
の
愛
欲
に
溺
れ
、
政
治
の
腐
敗
が
進
ん
だ
。

唐
の
時
代
に
活
躍
し
た
詩
人
…
杜と

甫ほ

・
李り

白は
く

・
王
維
な
ど
。	

（
p.	

328
～
331
参
照
）

あ
ら
す
じ

　

李
徴
は
、〔　
　
　
　
　
　

〕の
生
活
に
満
足
で
き
ず
、〔　
　
　
　
　
　

〕と
し
て
名
を
遺の
こ

す
こ
と
を
夢
見
て
辞
職
す
る
が
、

文
名
は
あ
が
ら
ず
、再
就
職
を
す
る
。プ
ラ
イ
ド
の
高
い
李
徴
は
、発
狂
し
〔　
　
　
　
　

〕
に
姿
を
変
え
る
。〔　
　
　
　
　

〕

と
化
し
た
李
徴
に
再
会
し
た
か
つ
て
の
親
友
〔　
　
　
　
　
　

〕
は
、
李
徴
自
身
か
ら
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

が
心
中
の
〔　
　
　
　
　

〕
と
な
り
、
や
が
て
体
も
〔　
　
　
　
　

〕
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
い
き
さ
つ
を
聞
く
。

 

中
島
敦
に
つ
い
て　
〈
一
九
〇
九
（
明
治
四
二
）
年
～
一
九
四
二
（
昭
和
一
七
）
年
〉

　

東
京
四よ

つ

谷や

に
生
ま
れ
る
。
中
島
家
は
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
の
家
系
で
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
漢
学
に
親
し
み
、
中
国
古
典
に

精
通
す
る
。
両
親
の
別
居
に
伴
い
、
母
と
離
別
後
、
父
に
つ
い
て
奈
良
・
浜
松
・
ソ
ウ
ル
な
ど
を
転
々
と
す
る
。
大
正
一
五

年
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
文
科
に
入
学
。
肋ろ
く

膜ま
く

炎え
ん

に
か
か
り
一
年
間
休
学
。
こ
の
頃
か
ら
生
涯
の
持
病
と
な
る

〔　
　
　
　
　
　

〕
の
発
作
に
苦
し
む
よ
う
に
な
る
。
昭
和
五
年
、〔　
　
　
　
　
　
　
　

〕
大
学
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
科

に
入
学
、
同
八
年
に
卒
業
後
、
横
浜
高
等
女
学
校
に
就
職
。
教
職
に
就
き
な
が
ら
執
筆
を
続
け
、
昭
和
九
年
、
雑
誌
「
中
央

公
論
」
の
懸
賞
に
応
募
し
、『
虎と
ら

狩が
り

』
が
選
外
佳
作
と
な
る
。
昭
和
一
一
年
に
は
、
中
国
各
地
を
旅
行
。
一
六
年
に
は
教
職

を
退
職
し
、
南
洋
庁
書
記
官
と
し
て
〔　
　
　
　
　
　
　

〕
に
赴
任
す
る
が
、
喘
息
の
発
作
と
風
土
病
に
苦
し
む
。
昭
和

一
七
年
、〔　
　
　
　
　
　
　

〕
に
赴
任
中
、深ふ
か

田だ

久き
ゅ
う

弥や

の
紹
介
で
短
編
小
説
『
古こ

譚た
ん

』（『〔　
　
　
　
　
　
　

〕』、『
文
字
禍
』）

が
発
表
さ
れ
文
壇
に
登
場
し
た
。
帰
国
後
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
ソ
ン
の
晩
年
を
描
い
た
『〔　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕』
を
発
表

し
広
く
認
め
ら
れ
た
が
、
喘
息
が
悪
化
し
三
三
歳
の
若
さ
で
亡
く
な
っ
た
。
没
後
、
昭
和
一
八
年
に
『
弟
子
』、

『〔　
　
　
　
　
　

〕』、
昭
和
二
二
年
に
『
わ
が
西さ
い

遊ゆ
う

記き

』
が
遺
稿
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。
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図
説 

五
訂
版　

 

自
習
プ
リ
ン
ト
　
『
水
の
東
西
』
山や
ま
崎ざ
き 

正ま
さ
和か
ず 
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評
論
中
に
示
さ
れ
て
い
る
、
対
比
、
具
体
例
を
押
さ
え
ま
し
ょ
う
。

　
　

東
（
日
本
）
の
水　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

西
（
西
欧
）
の
水

　
　

具
体
例
→　

日
本
の
〔　
　
　
　
　
　
　

〕　　
　
　
　
　
　
　
　

具
体
例
→　

西
洋
の
〔　
　
　
　

〕

　

←
対
比

→

	

〔　
　
　
　
　
　
　

〕

　
　

噴
き
上
げ
る
水

	

　
時
間
的
な
水　

〔　
　
　
　
　
　
　

〕

	

〔　
　
　
　
　
　
　

〕

　
　

目
に
見
え
る
水

水
に
対
す
る
日
本
人
の
感
性
と
は
（
ま
と
め
）

　

も
し
、
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
だ
け
が
大
切
な
の
だ
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
水
を
実
感
す
る
の
に
も
は
や
〔	　
　
　
　
　
　

	

〕

さ
え
な
い
と
い
え
る
。
た
だ
断
続
す
る
音
の
響
き
を
聞
い
て
、〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕
を
間
接
に
心
で
味
わ
え
ば

よ
い
。
そ
う
考
え
れ
ば
あ
の
「〔　
　
　
　
　
　

〕」
は
、
日
本
人
が
水
を
鑑
賞
す
る
行
為
の
極
致
を
表
す
仕
掛
け
だ
と
い
え
る

か
も
し
れ
な
い
。

 

漢
字
の
学
習
（
次
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
ま
し
ょ
う
。）

　

愛
嬌　
（　
　
　
　
　
　

）　　

一
端　
（　
　
　
　
　
　

）　　

緊
張　
（　
　
　
　
　
　

）　

　

跳
ね
る（　
　
　
　
　
　

）　　

徒
労　
（　
　
　
　
　
　

）　　

曇
る　
（　
　
　
　
　
　

）　

　

音
響　
（　
　
　
　
　
　

）　　

刻
む　
（　
　
　
　
　
　

）　　

静
寂　
（　
　
　
　
　
　

）　

　

仕
掛
け（　
　
　
　
　
　

）　　

強
調　
（　
　
　
　
　
　

）　　

素
朴　
（　
　
　
　
　
　

）

　

忙
し
い（　
　
　
　
　
　

）　　

間
隔　
（　
　
　
　
　
　

）　　

華
や
か（　
　
　
　
　
　

）　

　

趣
向　
（　
　
　
　
　
　

）　　

凝
ら
す（　
　
　
　
　
　

）　　

郊
外　
（　
　
　
　
　
　

）

　

別
荘　
（　
　
　
　
　
　

）　　

埋
め
る（　
　
　
　
　
　

）　　

壮
大　
（　
　
　
　
　
　

）　

　

造
型　
（　
　
　
　
　
　

）　　

彫
刻　
（　
　
　
　
　
　

）　　

掘
る　
（　
　
　
　
　
　

）　

　

乏
し
い（　
　
　
　
　
　

）　　

発
達　
（　
　
　
　
　
　

）　　

圧
縮　
（　
　
　
　
　
　

）

　

粘
土　
（　
　
　
　
　
　

）　　

独
特　
（　
　
　
　
　
　

）　　

感
性　
（　
　
　
　
　
　

）　

　

受
動
的（　
　
　
　
　
　

）　　

行
為　
（　
　
　
　
　
　

）

 

語
句
の
学
習
（
語
句
と
意
味
の
組
み
合
わ
せ
を
線
で
結
び
ま
し
ょ
う
。）

　

徒
労　
　
　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
物
事
を
行
う
際
に
、
味
わ
い
や
お
も
し
ろ
み
が
出
る
よ
う
工
夫
す
る
こ
と
。

　

い
や
が
う
え
に
も
・　
　
　
　
　
　
　

・
恐
れ
や
驚
き
な
ど
で
一
瞬
息
が
止
ま
る
。

　

趣
向
を
凝
ら
す　

・　
　
　
　
　
　
　

・
感
情
に
よ
る
顔
つ
き
の
変
化
が
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

　

息
を
の
む　
　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
苦
労
し
た
こ
と
が
無
駄
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
。

　

間
が
抜
け
る　
　

・　
　
　
　
　
　
　

・
す
で
に
そ
う
で
あ
る
う
え
に
い
よ
い
よ
。

　

表
情
に
乏
し
い　

・　
　
　
　
　
　
　

・
手
抜
か
り
が
あ
り
不
十
分
で
あ
る
。

⎧
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎨
⎜
⎜
⎜
⎜
⎜
⎩


