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「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」

―
伊
勢
物
語
第
八
十
七
段
の
草
子
地
に
つ
い
て
―

山　

本　

登　

朗

一　

第
八
十
七
段
の
問
題
点

　

伊
勢
物
語
の
第
八
十
七
段
は
、
摂
津
国
の
芦
屋
の
里
を
舞
台
と
す
る
章

段
で
あ
る
。
芦
屋
の
里
に
つ
い
て
読
者
に
説
明
す
る
冒
頭
部
の
後
、
当
地

に
所
領
を
持
っ
て
住
ん
で
い
た
主
人
公
を
訪
ね
て
、
宮
仕
え
の
同
僚
で
あ

る
「
衛え
　
ふ府

の
佐す

け

」
た
ち
や
、「
衛
府
の
督か

み

」
だ
っ
た
主
人
公
の
兄
が
集
ま
っ

て
き
た
こ
と
が
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
物
語
は
布
引
の
滝
で
の
詠
歌
の
場

面
へ
と
続
い
て
ゆ
く
。

（
前
略
）
こ
の
男
、
な
ま
宮
仕
へ
し
け
れ
ば
、
そ
れ
を
た
よ
り
に
て
、

衛
府
の
佐
ど
も
集
ま
り
き
に
け
り
。
こ
の
男
の
こ
の
か
み
も
衛
府
の

督
な
り
け
り
。
そ
の
家
の
前
の
海
の
ほ
と
り
に
遊
び
あ
り
き
て
、「
い

ざ
、
こ
の
山
の
か
み
に
あ
り
と
い
ふ
布
引
の
滝
見
に
の
ぼ
ら
む
」
と

い
ひ
て
、
の
ぼ
り
て
見
る
に
、
そ
の
滝
、
も
の
よ
り
こ
と
な
り
。
長

さ
二
十
丈
、
広
さ
五
丈
ば
か
り
な
る
石
の
お
も
て
、
白し
ら

絹ぎ
ぬ

に
岩
を
包

め
ら
む
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
。
さ
る
滝
の
か
み
に
、
わ
ら
う
だ
の

大
き
さ
し
て
、
さ
し
い
で
た
る
石
あ
り
。
そ
の
石
の
上
に
走
り
か
か

る
水
は
、
小せ
う

柑か
う

子じ

、
栗
の
大
き
さ
に
て
こ
ぼ
れ
落
つ
。
そ
こ
な
る
人

に
、
み
な
滝
の
歌
よ
ま
す
。
か
の
衛
府
の
督
ま
づ
よ
む
。

わ
が
世
を
ば
今
日
か
明
日
か
と
待
つ
か
ひ
の
涙
の
滝
と
い
づ
れ

高
け
む

あ
る
じ
、
次
に
よ
む
。

抜
き
乱
る
人
こ
そ
あ
る
ら
し
白
玉
の
ま
な
く
も
散
る
か
袖
の
せ

ば
き
に

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
、
こ

の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
。
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布
引
の
滝
の
光
景
を
見
て
、「
そ
こ
な
る
人
に
、
み
な
」、
つ
ま
り
そ
こ

に
い
た
全
員
に
歌
を
詠
ま
せ
る
こ
と
に
な
り
、
ま
ず
主
人
公
の
兄
が
「
わ

が
世
を
ば
」
の
歌
を
詠
む
。
そ
れ
に
続
い
て
「
あ
る
じ
」
で
あ
る
主
人
公

が
「
抜
き
乱
る
」
の
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
が
、
物
語
は
そ
れ
に
続
い
て
、

　

か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
歌
に
め
で
て
や

み
に
け
り
。

と
語
る
。
布
引
の
滝
の
場
面
は
こ
の
言
葉
で
終
わ
り
、
物
語
は
こ
の
後
、

芦
屋
の
里
に
む
か
っ
て
帰
っ
て
ゆ
く
一
行
の
帰
路
の
様
子
を
語
っ
て
ゆ
く
。

ひ
と
つ
の
場
面
の
最
後
に
記
さ
れ
た
こ
の
し
め
く
く
り
の
部
分
の
表
現
は
、

け
れ
ど
も
い
さ
さ
か
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
示
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
言
葉
で
、
語
り
手
は
い
っ

た
い
ど
ん
な
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

二　

注
釈
の
歴
史
か
ら

　

注
釈
史
を
た
ど
っ
て
み
る
と
、「
古
注
」
と
呼
ば
れ
る
鎌
倉
時
代
の
『
和

歌
知
顕
集
』
や
冷
泉
家
流
の
注
釈
に
は
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
注
は
見

え
な
い
が
、
室
町
時
代
後
半
に
「
古
注
」
を
否
定
し
た
一
条
兼
良
の
『
伊

勢
物
語
愚
見
抄
』
に
は
次
の
よ
う
な
注
が
記
さ
れ
て
い
る
。（
以
下
、
伊
勢

物
語
の
古
注
釈
の
引
用
は
、
特
記
す
る
も
の
以
外
は
、
す
べ
て
『
伊
勢
物

語
古
注
釈
叢
刊
』〈
平
成
一
七
年
〜
・
笠
間
書
院
〉
に
よ
る
。）

わ
ら
ふ
は
、
歌
の
わ
ろ
く
て
お
か
し
く
思
ふ
に
は
あ
ら
ず
。
入
興
し

た
る
心
也
。

　

ま
た
、
宗
祇
の
説
を
伝
え
る
『
伊
勢
物
語
肖
聞
抄
』（
文
明
九
年
本
）
に

は
、
こ
の
部
分
に
た
だ
「
入
興
の
儀
也
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
て
、
諸
本

間
に
も
異
同
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
部
分
を
、
そ
ば
に
い
た
人
た

ち
が
歌
の
す
ば
ら
し
さ
に
興
じ
た
、
つ
ま
り
賞
賛
し
た
と
い
う
意
に
解
す

る
注
釈
は
他
に
も
多
く
、
現
代
で
も
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
伊
勢
物

語
』（
平
成
九
年
・
岩
波
書
店
）
の
秋
山
虔
氏
の
注
に
、

　

こ
の
「
笑
ふ
」
は
、
衛
府
督
の
歌
の
重
苦
し
さ
を
巧
み
に
逸
ら
し

た
奇
抜
な
歌
の
趣
向
に
、
人
々
は
ほ
っ
と
し
て
顔
を
ほ
こ
ろ
ば
せ
声

を
あ
げ
た
の
で
あ
ろ
う
。
感
嘆
の
あ
ま
り
追
和
し
え
な
い
。

と
あ
る
よ
う
に
、「
笑
ふ
」
を
賞
賛
す
る
意
に
解
し
て
い
る
注
釈
は
多
い
。

　

片
桐
洋
一
氏
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』（
平
成
二
五
年
・
和
泉
書
院
）
が
指
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摘
す
る
よ
う
に
、
後
続
す
る
「
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う

表
現
は
、
次
の
よ
う
に
伊
勢
物
語
に
く
り
返
し
用
い
ら
れ
て
い
る
、
一
種

の
定
型
的
な
言
い
回
し
で
あ
っ
た
。

（
第
六
十
六
段
）

昔
、
男
、
津
の
国
に
し
る
所
あ
り
け
る
に
、
兄
お
と
と
友
だ
ち
ひ

き
ゐ
て
、
難
波
の
方
に
い
き
け
り
。
な
ぎ
さ
を
見
れ
ば
、
舟
ど
も

の
あ
る
を
見
て
、

難
波
津
を
今
朝
こ
そ
み
つ
の
浦
ご
と
に
こ
れ
や
こ
の
世
を
う

み
渡
る
舟

こ
れ
を
あ
は
れ
が
り
て
、
人
々
帰
り
に
け
り
。

（
第
六
十
八
段
）

昔
、
男
、
和
泉
の
国
へ
い
き
け
り
。（
中
略
）
あ
る
人
、「
住
吉
の

浜
と
よ
め
」
と
い
ふ
。

雁
鳴
き
て
菊
の
花
咲
く
秋
は
あ
れ
ど
春
の
海
辺
に
す
み
よ
し

の
浜

と
よ
め
り
け
れ
ば
、
み
な
人
々
よ
ま
ず
な
り
に
け
り
。

　

こ
れ
ら
と
対
照
さ
せ
て
考
え
る
と
、
こ
の
第
八
十
七
段
の
場
合
、「
笑
ふ

こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
は
、
た
と
え
ば
例
示
し
た
第
六
十
六
段
の
「
こ
れ

を
あ
は
れ
が
り
て
」
に
相
当
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え

ら
れ
る
。
だ
と
す
れ
ば
こ
の
「
笑
ふ
」
は
、
ひ
と
ま
ず
入
興
や
賞
賛
の
意

に
解
さ
れ
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
三
条
西
公
条
の
『
伊
抄　

称
名
院
注
釈
』
に
は
、
こ
の
部

分
に
「
卑
下
の
辞
也
。
一
は
入
興
也
」
と
あ
っ
て
、「
入
興
」
説
と
の
両
説

併
記
の
よ
う
に
な
っ
て
は
い
る
も
の
の
、「
笑
ふ
」
を
「
卑
下
の
辞
」
と
解

す
る
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
解
釈
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

の
部
分
を
「
卑
下
」
と
解
す
る
注
釈
は
他
に
も
多
く
、
契
沖
の
『
勢
語
臆

断
』（『
契
沖
全
集
』
第
九
巻
・
昭
和
四
九
年
・
岩
波
書
店
）
に
は
「『
わ
ら

ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
ん
』
は
卑
下
の
詞
な
り
」
と
あ
り
、
ま
た
現
代
で
も
、

新
編
古
典
文
学
全
集
『
伊
勢
物
語
』（
平
成
六
年
・
小
学
館
）
に
は
、
次
の

よ
う
な
福
井
貞
助
氏
の
注
記
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

人
々
は
こ
の
歌
を
ほ
め
た
た
え
、
自
分
た
ち
は
詠
ま
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
作
者
は
、
一
応
自
作
を
卑
下
す
る
体て
い

で
、

人
々
は
笑
い
を
催
す
よ
う
な
お
か
し
い
歌
と
思
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、

と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
に
は
、「
作
者
は
、
一
応
自
作
を
卑
下
す
る
体て
い

で
」
と
記
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
、
伊
勢
物
語
を
、
主
人
公
の
モ
デ
ル
で
あ
る
在
原
業
平
が
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自
ら
書
い
た
も
の
、
つ
ま
り
は
自
記
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
前
提
に
し
て

い
る
。
そ
も
そ
も
、
室
町
時
代
の
学
者
た
ち
は
、
伊
勢
物
語
を
、
業
平
自

身
が
書
き
遺
し
た
も
の
を
も
と
に
、
業
平
の
愛
人
だ
っ
た
伊
勢
が
加
筆
し

て
で
き
あ
が
っ
た
作
品
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
考
え
は
現
代
か
ら
見
れ
ば
、

業
平
と
伊
勢
の
年
齢
の
差
だ
け
か
ら
考
え
て
も
成
り
立
た
な
い
、
誤
っ
た

説
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
だ
が
、
福
井
氏
は
、
こ
の
部
分

に
関
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
業
平
自
記
説
を
前
提
に
し
た
注
記
を
記
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

　

室
町
時
代
の
注
釈
の
中
に
は
、
次
に
あ
げ
る
橋
本
公き
ん
な
つ夏

の
『
志し

能の

夫ぶ

数ず

理り

』
の
よ
う
に
、
福
井
氏
の
注
記
に
よ
く
似
通
っ
た
内
容
の
記
述
も
見
ら

れ
る
。有

興
ノ
義
也
。
業
平
卑
下
の
詞
也
。
此
歌
ニ
メ
デ
テ
ヤ
ミ
ニ
ケ
リ
ト

侍
ル
ニ
テ
キ
コ
エ
タ
リ
。

　

こ
こ
に
は
「
有
興
」
と
「
卑
下
」
の
両
方
の
語
が
見
え
て
わ
か
り
に
く

い
が
、「
有
興
」
は
「
入
興
」
と
違
っ
て
、
滑
稽
に
思
っ
て
笑
い
飛
ば
し

た
、
と
い
う
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
公
夏

は
、「
業
平
卑
下
の
詞
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
注
目
さ
れ

る
の
が
、
注
記
の
後
続
部
分
に
「
此
歌
ニ
メ
デ
テ
ヤ
ミ
ニ
ケ
リ
ト
侍
ル
ニ

テ
キ
コ
エ
タ
リ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
表
現
が
不
十
分
で
わ

か
り
に
く
い
が
、
こ
こ
で
公
夏
は
、
福
井
貞
助
氏
が
述
べ
て
い
る
の
と
ほ

ぼ
同
様
の
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
後
続
部
分
と

矛
盾
す
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け

む
」
の
部
分
は
作
者
の
卑
下
の
言
葉
と
考
え
ら
れ
、
以
下
の
第
三
者
的
表

現
と
は
い
わ
ば
逆
説
的
に
つ
な
が
る
の
だ
と
、
公
夏
は
述
べ
て
い
る
よ
う

に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
注
釈
書
の
注
記
を
紹
介
し
た
。
こ
の
部
分
に
つ
い

て
は
、
な
お
、
こ
こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
読
解
案
が
示
さ
れ
て

い
る
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
含
め
て
、
ま
ず
注
意
さ
れ
る
の
は
、「
笑
ふ
こ

と
に
や
あ
り
け
む
」
の
「
笑
ふ
」
を
、
賞
賛
や
感
嘆
の
意
味
に
解
す
る
か
、

嘲
笑
や
冷
笑
の
意
に
取
る
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
の
方
向
が
大
き
く
二
つ
に

分
か
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
笑
ふ
」
と
い
う
語
の
意
味
だ
け
か
ら
は

ど
ち
ら
の
可
能
性
も
否
定
で
き
な
い
の
で
、
こ
の
問
題
は
、
さ
ら
に
別
個

な
視
点
か
ら
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

三　

疑
問
推
量
の
草
子
地

　

こ
の
「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
は
、「
や
〜
け
む
」
と
い
う
疑
問
推

量
の
形
を
と
っ
た
挿
入
句
、
す
な
わ
ち
は
め
込
み
文
で
あ
り
、
竹
岡
正
夫
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氏
『
伊
勢
物
語
全
評
釈
』（
昭
和
六
二
年
・
右
文
書
院
）
が
言
う
よ
う
に

「
物
語
者
自
身
の
推
量
表
現
」
と
見
る
べ
き
も
の
だ
が
、
別
稿
「「
い
ち
は

や
き
み
や
び
」
―
伊
勢
物
語
の
草
子
地
―
」（
近
刊
『
伊
勢
物
語
の
生
成

と
展
開
』
第
二
章
二
、
初
出
は
「『
い
ち
は
や
き
み
や
び
』
―
伊
勢
物
語

の
主
人
公
と
語
り
手
―
」〈
片
桐
洋
一
編
『
王
朝
文
学
の
本
質
と
変
容
・

散
文
編
』
平
成
十
三
年
・
和
泉
書
院
〉）
で
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
れ

ら
は
す
べ
て
い
わ
ゆ
る
草
子
地
と
見
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の

形
の
草
子
地
は
伊
勢
物
語
に
き
わ
め
て
数
多
く
見
ら
れ
、
こ
の
物
語
の
特

徴
的
文
体
を
形
作
る
上
で
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
っ
た
。
伊
勢
物
語
に
二
十
例
以
上
見
ら
れ
る
同
種
の
表
現
の
中

か
ら
、
い
ま
、
問
題
に
し
て
い
る
第
八
十
七
段
の
事
例
に
類
似
し
て
い
る

と
思
わ
れ
る
九
例
を
示
し
て
お
く
。

（
第
二
十
一
段
）

こ
の
女
、
い
と
久
し
く
あ
り
て
、
ね
む
じ
わ
び
て
に
や
あ
り
け

む
、
言
ひ
お
こ
せ
た
る
。

（
第
三
十
七
段
）

昔
、
男
、
色
ご
の
み
な
り
け
る
女
に
会
へ
り
け
り
。
う
し
ろ
め

た
く
や
思
ひ
け
む
、

（
第
四
十
五
段
）

う
ち
出
で
む
こ
と
か
た
く
や
あ
り
け
む
、
も
の
や
み
に
な
り
て

死
ぬ
べ
き
時
に
、

（
第
六
十
二
段
）

昔
、
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
、

（
第
七
十
七
段
）

そ
の
か
み
は
、
こ
れ
や
ま
さ
り
け
む
、
あ
は
れ
が
り
け
り
。

（
第
九
十
三
段
）

少
し
た
の
み
ぬ
べ
き
さ
ま
に
や
あ
り
け
む
、
ふ
し
て
思
ひ
、
お

き
て
思
ひ
、
思
ひ
わ
び
て
よ
め
る
。

（
第
百
三
段
）

心
あ
や
ま
り
や
し
た
り
け
む
、
み
こ
た
ち
の
つ
か
ひ
給
ひ
け
る

人
を
、
あ
ひ
言
へ
り
け
り
。

（
第
百
四
段
）

か
た
ち
を
や
つ
し
た
れ
ど
、
も
の
や
ゆ
か
し
か
り
け
む
、
賀
茂

の
祭
見
に
出
で
た
り
け
る
を
、
男
、
歌
よ
み
て
や
る
。

（
第
百
二
十
三
段
）

深
草
に
住
み
け
る
女
を
、
や
う
や
う
あ
き
が
た
に
や
思
ひ
け
む
、

か
か
る
歌
を
よ
み
け
り
。



78

　

こ
れ
ら
は
、
別
稿
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
語
り
手
が
、
作
中
人
物

の
心
理
な
ど
に
つ
い
て
疑
問
を
ま
じ
え
た
推
測
を
し
た
り
、
そ
れ
が
語
り

手
に
も
不
明
、
不
審
で
あ
る
こ
と
を
、
こ
と
さ
ら
に
こ
と
わ
っ
た
り
し
て

い
る
部
分
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
第
八
十
七
段
に
あ
て
は
め
る
と
、
こ
の
「
笑

ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
は
、「
か
た
へ
の
人
、
…
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み

に
け
り
」、
す
な
わ
ち
こ
の
主
人
公
の
歌
の
す
ば
ら
し
さ
に
感
嘆
し
て
自
分

た
ち
が
歌
を
よ
む
こ
と
を
や
め
て
し
ま
っ
た
と
い
う
一
行
の
人
々
の
行
動

に
つ
い
て
、
語
り
手
の
立
場
か
ら
疑
問
を
投
げ
か
け
、
い
ぶ
か
し
ん
で
み

せ
た
表
現
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
表
面
的
に
は
「
か
た
へ
の
人
、
…
こ
の

歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う
賞
賛
の
形
で
し
め
く
く
ら
れ
た
こ
の

場
面
の
終
末
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
、
実
は
そ
れ
は
「
笑
ふ
こ
と
」
で
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。四　

和
歌
の
評
価

　

伊
勢
物
語
に
は
、
主
人
公
や
登
場
人
物
が
詠
ん
だ
歌
に
つ
い
て
、
物
語

の
語
り
手
が
消
極
的
な
評
価
を
下
す
、
次
の
よ
う
な
草
子
地
が
見
ら
れ
る
。

（
第
三
十
九
段
）

あ
め
の
し
た
の
色
好
み
の
歌
に
て
は
、
な
ほ
ぞ
あ
り
け
る
。

（
第
百
三
段
）

…
と
よ
み
て
や
り
け
る
。
さ
る
歌
の
き
た
な
げ
さ
よ
。

　

同
種
の
例
の
中
で
も
、
次
の
事
例
で
は
、
そ
の
場
の
人
た
ち
が
賞
賛
し

た
、
そ
の
歌
に
つ
い
て
、
語
り
手
が
「
今
」
の
立
場
か
ら
、「
今
見
れ
ば
よ

く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
」
と
否
定
的
な
評
価
を
下
し
て
い
る
。

（
第
七
十
七
段
）

…
と
よ
み
た
り
け
る
を
、
今
見
れ
ば
よ
く
も
あ
ら
ざ
り
け
り
。

そ
の
か
み
は
、
こ
れ
や
ま
さ
り
け
む
、
あ
は
れ
が
り
け
り
。

　

本
論
で
問
題
に
し
て
い
る
第
八
十
七
段
の
「
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と

に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
の
場
合
も
、
そ
の
場

の
人
た
ち
が
「
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う
対
応
を
見
せ
て

賞
賛
し
た
の
に
対
し
て
、
語
り
手
は
、「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」、
す

な
わ
ち
彼
等
は
実
は
笑
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
見
せ
て
い

る
。
こ
の
表
現
の
か
た
ち
は
、
第
七
十
七
段
の
場
合
と
類
似
す
る
と
こ
ろ

が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

ま
た
、
次
の
例
は
、
歌
に
対
す
る
消
極
的
な
評
価
が
、「
や
」
を
用
い
た
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疑
問
表
現
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
例
で
あ
る
。

（
第
三
十
三
段
）

ゐ
な
か
人
の
こ
と
に
て
は
、
よ
し
や
あ
し
や
。

（
第
八
十
七
段
）

ゐ
な
か
人
の
歌
に
て
は
、
あ
ま
れ
り
や
、
た
ら
ず
や
。

　
「
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
も
ま
た
「
や
」
を
用
い
た
疑
問
推
量
の
形

で
表
現
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
こ
れ
ら
の
事
例
と
共
通
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
こ
の
点
で
も
第
八
十
七
段
の
問
題
の
表
現
は
、
伊
勢
物
語
中

の
他
の
部
分
と
も
似
通
っ
た
、
い
か
に
も
伊
勢
物
語
ら
し
い
も
の
だ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
を
勘
案
し
た
結
果
、
第
八
十
七
段
の
「
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ

と
に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う
表
現
は
、

「
か
た
へ
の
人
、
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
つ
ま
り
、
そ
の
場
の
人

た
ち
が
主
人
公
の
詠
歌
を
賞
賛
し
て
自
分
た
ち
が
詠
む
の
を
や
め
て
し
ま

っ
た
と
い
う
語
り
に
対
し
て
、
い
や
そ
れ
は
そ
う
で
は
な
く
、
人
々
は
実

は
そ
の
歌
を
笑
っ
て
そ
の
よ
う
に
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
語
り
手

が
自
分
の
立
場
か
ら
主
人
公
の
歌
を
い
さ
さ
か
消
極
的
に
評
価
し
て
推
測

し
、
そ
れ
を
挿
入
句
の
形
で
文
中
に
は
め
込
ん
だ
の
も
の
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
別
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
伊
勢
物

語
の
草
子
地
に
一
般
的
に
う
か
が
わ
れ
る
、
語
り
手
が
主
人
公
を
、
親
し

み
を
込
め
な
が
ら
こ
と
さ
ら
に
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
批
判
し
て
み
せ
る
と
い
う
、

主
人
公
と
語
り
手
の
間
の
、
い
か
に
も
伊
勢
物
語
ら
し
い
関
係
が
う
か
が

わ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

五　

段
末
と
の
呼
応

　

さ
き
に
も
最
後
の
一
文
だ
け
を
例
示
し
た
が
、
こ
の
第
八
十
七
段
の
最

後
の
部
分
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
夜
、
南
の
風
吹
き
て
浪
い
と
高
し
。
つ
と
め
て
、
そ
の
家
の
女め

の
子
ど
も
出
で
て
、
浮
き
海み
　
る松

の
浪
に
寄
せ
ら
れ
た
る
拾
ひ
て
、
家

の
内
に
も
て
来き

ぬ
。
女を

ん
な
が
た方よ

り
、
そ
の
海
松
を
高た

か
つ
き坏

に
盛
り
て
、
柏

か
し
は

を
覆
ひ
て
出い

だ
し
た
る
、
柏
に
書
け
り
。

わ
た
つ
み
の
か
ざ
し
に
さ
す
と
い
は
ふ
藻
も
君
が
た
め
に
は
惜

し
ま
ざ
り
け
り

ゐ
な
か
人
の
歌
に
て
は
、
あ
ま
れ
り
や
、
た
ら
ず
や
。

　
「
わ
た
つ
み
の
」
の
一
首
は
、
表
向
き
に
は
こ
の
家
の
「
女
方
」
か
ら
客
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人
た
ち
に
、「
海
松
」
に
添
え
て
贈
ら
れ
た
歌
だ
が
、
読
者
の
多
く
は
、
こ

の
歌
は
実
は
こ
の
家
の
主
人
で
あ
る
主
人
公
が
女
た
ち
の
た
め
に
詠
ん
だ
、

一
種
の
代
作
歌
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
の

よ
う
な
歌
に
つ
い
て
、
語
り
手
は
、「
ゐ
な
か
人
の
歌
に
て
は
、
あ
ま
れ
り

や
、
た
ら
ず
や
」
と
述
べ
て
、
疑
問
を
交
え
な
が
ら
も
、
こ
と
さ
ら
に
お

と
し
め
て
見
せ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
、
い
さ
さ
か
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
和
歌

批
評
に
よ
っ
て
こ
の
章
段
は
終
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
言
葉
と
、
本

論
で
問
題
に
し
て
い
る
「
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ
と
に
や
あ
り
け
む
」
と

い
う
、
前
半
部
の
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
表
現
は
、
同
じ
章
段
の
、
前

半
と
後
半
そ
れ
ぞ
れ
の
部
分
の
し
め
く
く
り
の
言
葉
と
し
て
、
同
様
の
雰

囲
気
を
共
有
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
も
す
る
。
主
人
公
や
主
人
公
側
の

歌
を
こ
と
さ
ら
に
お
と
し
め
て
見
せ
る
こ
と
で
、
堅
苦
し
い
礼
儀
や
作
法

の
世
界
を
脱
し
た
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
雰
囲
気
を
、
此
等
の
表
現
は
生
み
出
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六　

遊
覧
の
雰
囲
気

　

こ
の
第
八
十
七
段
で
主
人
公
は
、「
こ
の
男
、
な
ま

0

0

宮
仕
へ
し
け
れ
ば
」

と
語
ら
れ
て
い
る
。「
宮
仕
へ
」
を
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
が
不
本
意
な
も

の
で
あ
り
、
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
は
い
な
い
、
あ
る
い
は
取
り
組
む
気

に
な
れ
な
い
現
状
を
、「
な
ま
」
と
い
う
接
頭
語
は
表
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
芦
屋
の
住
ま
い
を
訪
ね
て
き
た
同
僚
た
ち
も
、
主
人
公
の
そ
の

よ
う
な
心
情
を
共
感
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
同
じ
思
い
を
持
っ
た
同
僚
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
布
引
の
滝
で
兄
の
「
衛
府
の
督
」

が
詠
ん
だ
「
わ
が
世
を
ば
」
の
一
首
も
、
自
分
自
身
の
不
遇
を
歎
く
も
の

で
あ
っ
た
。
彼
等
は
み
な
、
鬱
々
と
し
た
満
た
さ
れ
な
い
気
持
ち
を
抱
き

つ
つ
、
今
は
そ
の
よ
う
な
都
の
日
常
か
ら
ひ
と
と
き
解
放
さ
れ
て
、
芦
屋

の
付
近
を
遊
覧
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
八
十
七
段
に
描
か
れ
た
遊
覧
や

交
友
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
考
え
る
と
、
本
論
で
問
題
に
し
て
い
る
「
か
た
へ
の
人
、
笑
ふ
こ

と
に
や
あ
り
け
む
、
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う
言
葉
の
「
笑

ふ
こ
と
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
さ
げ
す
み
を
含
ん
だ
冷
笑
や
嘲
笑
と
み

る
よ
り
も
、
暖
か
い
交
友
を
背
景
に
し
た
、
主
人
公
の
歌
を
め
ぐ
っ
て
の

明
る
い
微
笑
や
哄
笑
と
考
え
た
方
が
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
。
語
り

手
は
、「
か
た
へ
の
人
、
こ
の
歌
に
め
で
て
や
み
に
け
り
」
と
い
う
、
い
っ

さ
さ
か
堅
苦
し
い
賞
賛
の
叙
述
に
対
し
、
そ
こ
に
は
、
共
感
に
満
ち
た
笑

い
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
草
子
地
の
形
で
付
記
し
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

本
論
の
前
半
で
は
「
入
興
」
説
と
「
卑
下
」
説
を
紹
介
し
て
、「「
笑
ふ
」

を
、
賞
賛
や
感
嘆
の
意
味
に
解
す
る
か
、
嘲
笑
や
冷
笑
の
意
に
取
る
か
に
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よ
っ
て
、
解
釈
の
方
向
が
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
」
と
述
べ
た
が
、
こ

の
よ
う
に
、
笑
い
を
暖
か
い
微
笑
や
哄
笑
と
考
え
れ
ば
、「
入
興
」
説
と

「
卑
下
」
説
は
、
笑
い
の
性
格
に
関
し
て
は
、
必
ず
し
も
背
反
す
る
も
の
で

は
な
く
重
な
り
合
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
も
す
る
。
堅
苦
し
い
賞
賛
表

現
を
草
子
地
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
や
わ
ら
げ
な
が
ら
、
語
り
手
は
、

「
か
た
へ
の
人
」
の
、
主
人
公
の
歌
の
大
胆
な
表
現
に
対
す
る
驚
き
と
、
内

容
に
対
す
る
共
感
を
、
巧
妙
に
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

付
記　

関
屋
俊
彦
教
授
の
ご
学
恩
に
感
謝
し
、「
笑
い
」
に
つ
い
て
考
え
た
、

こ
の
さ
さ
や
か
な
論
を
さ
さ
げ
る
。

（
や
ま
も
と　

と
く
ろ
う
／
本
学
教
授
）


