
『伊勢物語』補充章段をめぐって

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2014-09-22

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 片桐, 洋一

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.24729/00005065URL



『
伊
勢
物
語
』

補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て

非
定
家
本
独
自
章
段
の
本
文
の
性
格

現
在
、
新
刊
書
庖
で
購
い
得
る
『
伊
勢
物
語
』
は
、
藤
原
定
家
が
天
福

二
年
(
一
二
三
四
)
に
書
写
し
た
本
の
系
統
に
限
ら
れ
て
い
る
と
言
っ
て

よ
い
。と

言
っ
て
も
、
定
家
の
真
筆
本
は
存
在
せ
ず
、

天
福
二
年
正
月
廿
日
是
申
刻
、
凌
桑
門
之
盲
目
、
連
日
風
雪
之
中
、

遂
此
書
写
、
為
授
鍾
愛
之
孫
女
也
。
同
廿
二
日
校
了
。

と
い
う
定
家
の
奥
書
を
含
め
て
、
定
家
筆
本
を
三
条
西
実
隆
(
一
四
五
五
|

一
五
三
七
年
)
が
忠
実
に
写
し
た
学
習
院
大
学
所
蔵
本
か
、
冷
泉
為
和

(
一
四
八
六

l
一
五
四
九
年
)
が
や
は
り
定
家
自
筆
本
を
忠
実
に
書
写
し
た

も
の
と
さ
れ
て
い
る
宮
内
庁
書
陵
部
本
を
底
本
に
し
て
活
字
に
し
た
も
の

『
伊
勢
物
語
』
補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て

片

洋

桐

が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
定
家
書
写
本
系
統
の
本
に
は
な
い
、
非
定
家
本
独

自
の
章
段
を
持
つ
伝
本
も
伝
存
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
は
定
家
本
系
統
の

『
伊
勢
物
語
』
だ
け
を
見
て
い
る
と
、
目
に
す
る
こ
と
の
な
い
草
段
が
か

な
り
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
定
家
本
な
ど
の
百
二
十
五
段
本
に
比
べ
て
十
章
段
ほ
ど
も

段
数
が
少
な
い
ゆ
え
に
「
略
本
系
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
本
間
美
術
館
所
蔵

の
伝
民
部
卿
局
筆
本
で
は
、
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
い
で
」
た
女
が
「
鬼
一
口
」

に
喰
わ
れ
て
死
ん
だ
と
い
う
定
家
本
第
六
段
の
後
に
、
や
は
り
「
女
を
盗

み
て
」
と
書
か
れ
て
い
る
次
の
章
段
を
置
い
て
い
る
。

〔
補
充
章
段

B
〕

昔
、
を
と
こ
あ
り
け
り
。
女
を
ぬ
す
み
て
い
て
ゆ
く
み
ち
に
て
、
「
み

づ
の
ま
む
」
と
と
ふ
に
、
う
な
づ
き
け
れ
ば
、
つ
き
な
む
ど
も
ぐ
せ



ね
ば
、
手
に
む
す
び
て
の
ま
す
。
さ
て
、
ゐ
て
の
ぼ
り
に
け
り
。
を

む
な
、
は
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
、
も
と
の
所
へ
ゆ
く
み
ち
に
、
か

の
し
水
の
み
し
所
に
て
、

お
ほ
は
ら
や
せ
か
ひ
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
あ
く
や
と
い
ひ
し
人

は
い
づ
ら
は

と
い
ひ
て
、
き
ゑ
に
け
り
。
あ
は
れ

1
1と
い
へ
ど
、
か
ひ
な
し
。

と
あ
る
。

こ
の
本
の
場
合
、
「
お
ほ
は
ら
や
せ
か
ひ
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
:
・
」
と

い
う
歌
を
詠
ん
だ
の
は
、
「
女
」
で
あ
り
、
「
お
ほ
は
ら
や
せ
か
ひ
の
水
を

む
す
び
あ
げ
て
あ
く
や
と
い
ひ
し
人
」
は
「
男
」
で
な
く
て
は
な
ら
な
い

か
ら
、
「
を
む
な
、
は
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
」
は
「
女
が
死
ん
で
し
ま
っ

た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
を
む
な
」
は
「
も
と
の
所
へ
ゆ
く
み
ち
に
」

に
続
き
、
「
は
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
」
は
「
(
男
が
)
は
か
な
く
な
り
に

け
れ
ば
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
男
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
、

「
あ
く
や
と
い
ひ
し
人
は
い
づ
ら
は
」
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
伝
民
部
卿
局
筆
本
が
、
こ
の
段
を
こ
こ
に
置
い
た

の
は
、
定
家
本
第
六
段
の
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
」
た
女
を
男
が
連
れ

て
ゆ
く
と
い
う
話
と
の
類
似
性
に
よ
る
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

一
方
、
真
名
本
で
は
、
こ
の
「
お
ほ
は
ら
や
せ
か
ひ
の
水
を
む
す
び
あ

げ
て
」
の
段
〔
補
充
章
段
B
〕
が
、
第
二
十
九
段
の
次
に
置
か
れ
て
い
て
、

む

か

し

れ

と

こ

を

ん

な

を

山

ず

み

て

ゆ

く

h
h
に

み

つ

あ

る

ー

と

こ

ろ

に

て

お

と

こ

の

止

ん

や

昔
、
男
、
女
平
盗
而
往
道
俗
、
水
有
所
が
而
、
夫
「
将
呑
哉
」
与
聞
が
、

-

J

Z

づ

き

吋

れ

は

む

オ

ひ

て

の

ま

十

さ

て

ん

て

ゆ

く

に

に

は

か

に

は

か

な

く

仕

り

由

領
拝
計
礼
波
、
結
而
為
呑
。
然
将
而
往
が
、
率
が
基
将
成
。

お
と
こ
も
と
の
と
こ
ろ
え
か
へ
る
に
か
の
み
つ
の
み
し
と
こ
ろ
に
て

壮
士
本
所
江
還
航
、
彼
水
飲
志
所
伝
市
、

お
お
は

ι
や

せ

き

山

し

み

つ

を

む

す

ひ

あ

刊

て

あ

く

や

と

E
ひ
し
ひ
と
は
い
つ
ら
は

大
原
哉
堰
之
志
水
尾
結
上
市
飽
哉
与
問
志
入
者
害
等

と
あ
る
。

「
率
が
墓
将
成
」
つ

あ

く

や

と

と

ひ

し

た
の
は
「
女
」
の
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
れ
で
は
「
飽
哉
与
問
志

ひ

と

は

い

つ

ら

は

お

と

こ

も

ど

の

と

ニ

ろ

え

か

へ

る

に

お

と

こ

入
者
安
等
」
と
矛
盾
し
て
し
ま
う
。
「
壮
士
本
所
江
還
が
」
の
「
壮
士
」
と

も
と
の
と
こ
ろ
え
か
へ
る
に

「
本
所
江
還
が
」
の
聞
に
脱
落
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
。

あ

く

や

と

と

ひ

し

ひ

と

は

い

つ

ら

は

「
飽
哉
与
問
志
人
者
勢
等
」
と
あ
る
限
り
、
歌
を
詠
ん
だ
の
は
「
女
」
で
あ

は
か
な
〈
な
っ

り
、
「
男
」
が
「
基
将
成
」
た
と
見
る
ほ
か
な
く
、
真
名
本
の
本
文
に
欠
陥

こ
ち
ら
は
、

お
と
ニ

ιと
の
と
ニ
ろ
え
か
へ
る
に

「
壮
士
本
所
江
還
が
」

と
あ
る
の
で
、

が
あ
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

真
名
本
は
、
た
と
え
ば
「
も
と
の
所
へ
か
へ
る
に
」
を
「
本
所
江
還
匁
」

と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
室
町
時
代
以
降
の
成
立
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
真
名
表
記
を
さ
れ
る
以
前
の
姿
は
、

か
な
り
古
い
本
文
を
持
っ
て

い
た
と
見
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
大
英
図
書
館
本
『
伊
勢
物

語
絵
巻
』
と
小
野
家
本
『
伊
勢
物
語
絵
巻
』
で
は
、

第
二
十
九
段
の
次
で



は
な
い
が
、
そ
の
次
の
第
三
十
段
に
連
続
し
て
、
こ
の
章
段
に
該
当
す
る

(注

2
}

と
恩
わ
れ
る
絵
が
置
か
れ
て
い
る
。
真
名
本
に
限
ら
ず
、
こ
の
章
段
が
こ

の
あ
た
り
に
置
か
れ
て
い
た
痕
跡
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
真
名
本
が
伝
え
る
本
文
は
か
な
り
乱
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

に
は
か
に
は
か
な
く
な

「
率
が
墓
将
成
」
っ
た
の
は
、
男
で
あ
ろ
う
か
、
女
で
あ
ろ
う
か
。
真
名
本

お
と
こ
も
と
の
と
ニ
ろ
え
か
へ
る
に

の
本
文
で
は
定
か
で
は
な
い
。
続
い
て
「
壮
士
本
所
江
還
匁
」
と
あ
る
の

あ

く

や

だ
か
ら
、
死
ん
だ
の
は
「
女
」
と
し
か
読
め
な
い
。
し
か
し
、
歌
に
「
飽
哉

と
と
ひ
し
ひ
と
は
い
つ
ら
は

与
問
志
人
者
勢
等
」
と
あ
る
の
は
、
や
さ
し
く
水
を
飲
ま
せ
て
く
れ
た
男

の
こ
と
を
女
が
回
想
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
さ
し
く
、
真
名

本
の
本
文
が
混
乱
し
て
い
る
、
誤
っ
て
い
る
と
見
る
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
伝
民
部
卿
局
筆
本
と
真
名
本
は
、
こ
の
「
大
原
や
せ
か

ゐ
の
水
を
:
・
」
の
段
を
、
そ
の
本
の
配
列
の
中
に
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

他
の
多
く
の
本
で
は
、
全
体
の
物
語
が
終
る
終
駕
辞
世
の
段
(
定
家
本
第

百
二
十
五
段
)
の
後
に
、
い
わ
ば
参
考
資
料
と
し
て
他
系
統
本
を
引
用
す

る
形
で
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
はた
、と

え

ば

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
大
島
家
旧
蔵
伝
為
氏
築
本

或
本
云
、

こ
れ
よ
り
し
も
は
、
こ
の
本
に
な
き
を
え
り
い
で
〉
か
き
つ
ら
ね
た

『
伊
勢
物
語
』
補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て

る
也
。
小
式
部
内
侍
が
自
筆
の
本
に
あ
る
な
り
。

と
記
し
て
、
小
式
部
内
侍
筆
本
か
ら
補
っ
た
二
十
四
章
段
が
付
載
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
、
こ
れ
と
同
じ
内
容
の
章
段
が
見
ら
れ
る
。

む
か
し
、
お
と
こ
、
女
を
ぬ
す
み
て
ゆ
く
み
ち
に
、
水
の
あ
る
と
こ

ろ
に
て
「
の
ま
ん
」
と
と
ふ
に
、
う
な
づ
き
け
れ
ば
、
て
に
む
す
び

て
の
ま
す
。
さ
て
、
ゐ
て
の
ぼ
り
け
り
。
お
と
こ
な
く
な
り
に
け
れ

ば
、
も
と
の
と
こ
ろ
に
か
へ
り
ゆ
く
に
、
か
の
み
づ
の
み
し
と
こ
ろ

てお
ほ
は
ら
や
せ
か
ゐ
の
水
を
む
す
び
つ
〉
あ
く
や
と
い
ひ
し
人
は

い
づ
ら
は

と
あ
っ
て
、
こ
の
場
合
は
、
男
が
亡
く
な
っ
た
の
で
、
女
が
「
も
と
の
と

こ
ろ
に
か
へ
り
ゆ
く
に
」
、
か
つ
て
水
を
飲
ま
せ
て
く
れ
た
所
で
、
や
さ
し

か
っ
た
男
を
思
い
出
し
て
、
女
が
歌
を
詠
ん
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
文
章
は
明
快
、
歌
の
詠
み
手
を
は
じ
め
と
し
て
人
間
関
係
は
よ
く
わ

か
る
。ま

た
、
天
理
図
書
館
所
蔵
の
伝
為
家
筆
本
は
、
本
体
は
定
家
の
根
源
奥

書
本
で
あ
る
が
、
そ
の
後
に
別
系
統
本
で
補
っ
た
章
段
が
見
ら
れ
る
、
そ



の
中
に
、む

か
し
、
を
と
こ
、
女
を
ぬ
す
み
て
行
。
水
あ
る
所
に
て
、
お
と
こ

「
の
ま
ん
や
」
と
〉
ふ
に
、
う
な
づ
き
け
れ
ば
、
て
に
む
す
び
て
の

ま
す
。
さ
て
ゐ
て
の
ぼ
り
に
け
り
。
お
と
こ
け
〉
な
く
な
り
に
け
れ

ば
、
も
と
の
所
へ
か
へ
り
ゆ
く
に
、
み
づ
の
み
し
所
に
て
、

お
ほ
は
ら
や
せ
か
ゐ
の
水
を
む
す
び
あ
げ
て
あ
く
や
と
〉
ひ
し
人

は
い
づ
ら
は

と
あ
る
。

「
は
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
」
を
「
け
〉
な
く
な
り
に
け
れ
ば
」
と
読
め

る
文
字
に
誤
写
し
て
い
る
ほ
か
は
、
ほ
ぽ
一
致
し
て
お
り
、
こ
の
伝
為
家

筆
本
の
巻
末
補
充
本
文
が
、
や
は
り
小
式
部
内
侍
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
本

文
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
前
述
し
た
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
の
大
島
家
旧

蔵
本
に
見
ら
れ
る
皇
太
后
宮
越
後
本
に
よ
る
補
充
本
文
で
は
、

む
か
し
、
女
を
ぬ
す
み
て
な
ん
ゆ
く
。
み
ち
に
、
み
づ
の
あ
る
と
こ

ろ
に
て
「
の
ま
ん
や
」
と
〉
ふ
に
、
う
な
づ
き
け
れ
ば
、
つ
き
な
ど

も
ぐ
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
て
に
む
す
び
て
く
は
す
。
ゐ
て
の
ぼ
り
け
れ

四

ぱ
、
も
と
の
と
こ
ろ
に
か
へ
り
ゆ
く
に
、
か
の
み
づ
の
み
し
と
こ
ろ

に
て
、お

ほ
は
ら
や
せ
か
ひ
の
み
づ
を
む
す
び
つ
〉
あ
く
や
と
〉
ひ
し
人

は
い
づ
ら
は

と
い
ひ
て
き
え
に
け
り
。
は
れ
/
¥
。

と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
「
ゐ
て
の
ぼ
り
け
れ
ば
」
と
「
も
と
の
と
こ
ろ
に

か
へ
り
ゆ
く
に
」
の
聞
に
「
男
は
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
」
と
い
う
内
容

の
文
が
脱
落
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

ま
た
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
の
阿
波
国
文
庫
旧
蔵
本
の
帖
末
増
補
本
文
の

場
合
も
(
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
谷
森
本
や
神
宮
文
庫
本
も
同
じ
て

む
か
し
、
を
ん
な
を
ぬ
す
み
て
ゆ
く
み
ち
に
、
み
づ
あ
る
と
こ
ろ
に

て
、
「
の
ま
ん
や
」
と
〉
ふ
に
、
う
な
づ
き
け
れ
ば
、
つ
き
な
ど
も
ぐ

せ
ざ
り
け
れ
ば
、
て
に
む
す
び
て
く
は
す
。
さ
て
、
の
ぼ
り
に
け
れ

ば
、
も
と
の
と
こ
ろ
に
か
へ
り
ゆ
く
に
、
か
の
み
づ
の
み
し
と
こ
ろ

に
て
、お

ほ
は
ら
や
せ
か
ひ
の
み
づ
を
む
す
び
つ
〉
あ
く
や
と
〉
ひ
し
人

は
い
づ
ら
は

と
い
ひ
て
、
き
へ
に
け
り
。
あ
は
れ

f
l。



と
あ
っ
て
、
同
じ
よ
う
に
「
男
は
か
な
く
な
り
に
け
れ
ば
」
と
い
う
内
容

の
文
が
脱
落
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
た
め
に
、
「
さ
て
、
の
ぼ
り
に
け
れ
ば
、

も
と
の
と
こ
ろ
に
か
へ
り
ゆ
く
に
」
の
主
体
が
男
な
の
か
女
な
の
か
わ
か

ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
に
補
充
さ
れ
て
い
る
非
定
家

本
系
の
独
自
本
文
は
、
本
来
そ
の
本
が
持
っ
て
い
な
か
っ
た
幾
つ
か
の
系

統
の
本
文
を
か
な
り
無
理
を
し
て
採
用
し
て
整
定
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、

意
が
通
じ
に
く
い
本
文
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら

の
本
文
は
、
通
じ
難
い
点
が
多
い
特
殊
な
本
文
だ
と
い
う
意
識
で
書
写
さ

れ
、
享
受
さ
れ
て
来
た
と
言
っ
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ

る。

非
定
家
本
独
自
章
段
の
古
さ

前
章
で
問
題
に
し
た
〔
B
段
〕
の
「
大
原
や
せ
か
ゐ
の
水
」
の
段
が
、

い
つ
『
伊
勢
物
語
』
に
加
え
ら
れ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
非

定
家
本
の
多
く
が
こ
の
段
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
意
外
に
古
い

の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

一
方
、
定
家
本
が
こ
の
段
を
持
た
な
い
の
は
、
「
男
」
が
こ
こ
で
死
ん
で

し
ま
う
の
で
は
、
「
昔
男
」
の
一
代
記
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
今
の
『
伊

勢
物
語
』
に
定
着
し
難
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

『
伊
勢
物
語
』
補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て

こ
の
「
大
原
や
せ
か
ゐ
の
水
」
の
段
が
、
か
な
り
古
い
も
の
で
あ
る
こ

と
は
、
『
伊
勢
物
語
』
の
絵
巻
の
歴
史
に
残
る
逸
品
『
党
字
経
刷
白
描
伊
勢

A

注
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物
語
絵
巻
』
に
絵
画
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
が
、
こ
こ

に
問
題
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
〔
補
充
章
段
J
〕
の
東
下
り
の
宇
津
の
山

の
章
も
、
『
伊
勢
物
語
』
の
生
成
に
か
か
わ
る
古
さ
を
持
っ
て
い
る
。

む
か
し
、
お
と
こ
、
す
ジ
ろ
な
る
み
ち
を
た
ど
り
ゆ
く
に
、
す
る
が

の
く
に
、
う
つ
の
や
ま
く
ち
に
い
た
り
て
、
わ
が
い
ら
ん
と
す
る
道
は

い
と
く
ら
う
ほ
そ
き
に
、
っ
た
・
か
へ
で
は
し
げ
り
、
物
こ
〉
ろ
ぽ

そ
く
お
も
ほ
え
て
、
す
ジ
ろ
な
る
め
を
見
る
事
と
思
ふ
に
、
す
ぎ
ゆ

く
に
さ
し
あ
ひ
た
り
。
「
か
与
る
み
ち
に
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
と

い
ふ
を
み
れ
ば
、
み
し
人
な
り
け
り
。
「
京
に
そ
の
人
の
も
と
に
」
と

て
、
ふ
み
か
き
て
つ
く
。

な
か
ぞ
ら
に
た
ち
ゐ
る
雲
の
あ
と
も
な
く
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り

ぬ
べ
き
か
な

か と
く て
てな
思tん
ひっ
ゆ け
く〉
にる

す
る
が
な
る
う
つ
み
の
山
の
う
つ
〉
に
も
ゆ
め
に
も
人
に
あ
は
ぬ

な
り
け
り

と
お
も
ひ
ゆ
き
け
り
。

五



誰
も
が
わ
か
る
よ
う
に
、
第
九
段
の
「
東
下
り
」
の
第
二
部
分
「
宇
津

の
山
」
の
章
の
異
伝
で
あ
る
。
「
す
ぎ
ゆ
く
に
さ
し
あ
ひ
た
り
」
は
、
お
そ

ら
く
「
す
行
者
に
さ
し
あ
ひ
た
り
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。

ま
た
「
す
る
が
な
る
う
つ
み
の
山
」
は
「
す
る
が
な
る
う
つ
の
み
山
の
」

の
「
み
」
と
「
の
」
が
誤
っ
て
入
れ
替
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
「
中
空
に
立
ち
ゐ
る
雲
の
あ
と
も
な
く
身
の
い
た
づ
ら
に
な
り

ぬ
べ
き
か
な
」
の
歌
は
、
普
通
本
第
二
十
一
段
に
あ
る
七
首
の
歌
の
最
後

の
歌
、
す
な
わ
ち
、

又
々
、
あ
り
し
よ
り
け
に
い
ひ
か
は
し
て
、
お
と
こ
、

忘
る
ら
ん
と
思
ふ
心
の
う
た
が
ひ
に
あ
り
し
よ
り
け
に
物
ぞ
か
な

し
き

返
し中

ぞ
ら
に
た
ち
ゐ
る
雲
の
あ
と
も
な
く
身
の
は
か
な
く
も
な
り
に

キ
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と
は
い
ひ
け
れ
ど
、

お
の
が
世
々
に
な
り
に
け
れ
ば
、
う
と
く
な
り

に
け
り
。

と
同
じ
歌
と
見
ら
れ
る
し
、
皇
太
后
宮
越
後
本
の
〔
補
充
章
段
E
〕
に
、

-'-/、

む
か
し
、
お
と
こ
、
あ
る
人
に
し
の
び
て
あ
ひ
か
よ
ひ
け
れ
ば
、
か

の
を
と
こ
に
、
あ
る
ひ
と
、

な
か
ぞ
ら
に
立
ち
ゐ
る
雲
の
あ
と
も
な
く
身
の
は
か
な
く
も
な
り

ぬ
べ
き
か
な

と
い
う
形
で
見
ら
れ
る
歌
と
同
じ
と
見
て
よ
か
ろ
う
。

右
に
揚
げ
た
普
通
本
第
二
十
一
段
や
、
〔
補
充
章
段
E
〕
の
場
合
も
、
主

人
公
の
男
の
歌
で
は
な
く
、
相
手
の
女
の
歌
に
な
っ
て
い
る
の
が
注
意
さ

れ
る
が
、
確
た
る
足
場
が
定
ま
ら
ず
、
は
か
な
く
た
ゆ
た
う
人
の
心
を
表

現
す
る
歌
で
あ
る
ゆ
え
に
、
女
の
歌
と
し
て
も
、
男
の
歌
と
し
て
も
利
用

で
き
る
歌
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
普
通
本
第
九
段
は
、
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、

*
第
一
部
分
三
河
の
国
八
橋
の
場
面

*
第
二
部
分
駿
河
の
国
宇
津
の
山
の
場
面

*
第
三
部
分
駿
河
の
国
富
士
山
の
場
面

*
第
四
部
分
武
蔵
・
下
総
の
境
の
隅
田
川
の
場
面

の
四
場
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
第
一
部
分
の
「
か
ら
こ
ろ
も
き
つ

つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
来
ぬ
る
旅
を
し
ぞ
思
ふ
」
と
第
四

部
分
の
「
名
に
し
お
は
ば
い
ざ
こ
と
と
は
む
都
鳥
わ
が
思
ふ
人
は
有
り
や

無
し
や
と
」
の
歌
は
、
い
ず
れ
も
、
在
原
業
平
の
作
と
明
記
す
る
『
古
今



集
』
覇
旅
(
四
一

O
)
と
、
同
(
四
一
二
に
先
行
し
て
流
布
し
て
い
た
と

判
断
さ
れ
る
し
、
ま
た
第
三
部
分
の
「
時
知
ら
ぬ
山
は
富
士
の
ね
い
っ
と

て
か
か
の
こ
ま
だ
ら
に
雪
の
降
る
ら
む
」
の
歌
は
、
『
西
本
願
寺
本
業
平

集
』
『
在
中
将
集
』
『
素
寂
本
業
平
集
』
に
見
え
、
そ
れ
ら
の
『
業
平
集
』

が
撰
集
資
料
に
し
て
い
た
生
成
途
中
の
『
伊
勢
物
語
』
に
既
に
存
在
し
て

い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
『
業
平
集
』
の
諸
本
に
採
ら
れ
て
い
な

い
「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
べ
の
う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け

り
」
の
歌
を
中
心
と
す
る
第
二
部
分
は
生
成
過
程
の
か
な
り
後
の
段
階
に

な
っ
て
『
伊
勢
物
語
』
に
採
り
入
れ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
つ
ま
り
『
伊

勢
物
語
』
と
『
業
平
集
』
諸
本
と
の
関
係
か
ら
、
こ
の
第
九
段
第
二
部
分

の
「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
ベ
の
う
つ
つ
に
も
・
:
」
の
場
面
が
、
か
な
り
後

の
成
立
・
増
補
に
か
か
る
こ
と
を
私
は
早
く
か
ら
推
理
し
て
来
た
の
で
あ

{注
4
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る
が
、
今
、
問
題
に
し
て
い
る
小
式
部
内
侍
本
に
よ
る
〔
補
充
章
段
J
〕

の
存
在
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
は
確
認
で
き
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
第
九
段
の
第
二
部
分
の
、

ゆ
き
f
t・
-
て
、
駿
河
の
国
に
い
た
り
ぬ
。
宇
津
の
山
に
い
た
り
て
、

わ
が
入
ら
む
と
す
る
道
は
、
い
と
暗
う
細
き
に
、
蔦
・
か
へ
で
は
茂

り
、
物
心
細
く
、
す
£
ろ
な
る
目
を
見
る
こ
と
と
思
ふ
に
、
す
行
者

あ
ひ
た
り
。
「
か
与
る
道
は
い
か
で
か
い
ま
す
る
」
と
言
ふ
を
見
れ
ば
、

『
伊
勢
物
語
』
補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て

ふ
み

見
し
人
な
り
け
り
。
「
京
に
そ
の
人
の
御
も
と
に
」
と
て
、
文
書
き
て

つ
く
。

ぁ

駿
河
な
る
宇
津
の
山
ペ
の
う
つ
与
に
も
夢
に
も
人
に
会
は
ぬ
な
り

け
り
。

と
い
う
部
分
が
既
に
あ
れ
ば
、
前
掲
〔
補
充
章
段
J
〕
の
よ
う
な
文
章
を

小
式
部
内
侍
本
が
追
加
補
充
す
る
は
ず
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

今
の
第
九
段
の
「
駿
河
な
る
宇
津
の
山
ペ
の
う
つ
〉
に
も
:
・
」
の
部
分

や
、
第
二
十
一
段
の
最
終
部
分
の
「
中
空
に
立
ち
ゐ
る
雲
の
あ
と
も
な
く

身
の
は
か
な
く
も
な
り
に
け
る
か
な
」
が
ま
だ
形
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

か
ら
、
こ
の
よ
う
な
〔
補
充
章
段
J
〕
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

後
、
そ
れ
を
再
び
解
体
し
て
第
九
段
を
今
の
形
に
完
成
さ
せ
た
り
、
第
二

十
一
段
の
最
終
部
分
が
今
の
よ
う
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
考
え
れ
ば
、
小
式

部
内
侍
本
の
断
片
と
し
て
伝
わ
る
〔
補
充
章
段
J
〕
は
、
『
伊
勢
物
語
』
生

成
史
の
か
な
り
古
い
時
期
の
遺
品
と
し
て
注
目
す
べ
き
も
の
と
見
ざ
る
を

得
な
い
の
で
あ
る
。

小
野
小
町
章
段
の
増
殖

『
伊
勢
物
語
』
に
『
古
今
集
』
の
よ
み
人
知
ら
ず
歌
や
『
高
葉
集
』
の
古

歌
と
と
も
に
、
小
野
小
町
の
歌
が
幾
つ
か
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く

七



知
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、
〔
普
通
本
第
二
十
五
段
〕

の

昔
、
男
あ
り
け
り
。
「
あ
は
じ
」
と
も
言
は
ざ
り
け
る
女
の
、
さ
す
が

な
り
け
る
が
も
と
に
、
言
ひ
や
り
け
る
o

u
b

あ

さ

そ

で

由

主

秋
の
野
に
笹
分
け
し
朝
の
袖
よ
り
も
あ
は
で
寝
る
夜
ぞ
ひ
ち
ま
さ

り
け
る

色
好
み
な
る
女
、
返
し
、

み
る
め
な
き
わ
が
身
を
う
ら
と
知
ら
ね
ば
や
か
れ
な
で
あ
ま
の
足

た
ゆ
く
来
る

前
の
「
秋
の
野
に
・
:
」
の
歌
は
『
古
今
集
』
恋
一
ニ
(
六
一
一
二
)
の
在
原

業
平
の
歌
で
、
後
の
歌
は
『
古
今
集
』
に
お
い
て
そ
れ
に
続
い
て
並
ん
で

い
る
恋
三
(
六
二
三
)
の
小
野
小
町
の
歌
で
あ
る
。
お
よ
そ
贈
答
歌
の
場

合
、
詠
ま
れ
て
い
る
景
物
や
語
集
に
、
共
通
す
る
も
の
、
対
立
す
る
も
の

が
あ
っ
て
、
響
き
合
う
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
前
者
が
「
秋
の

野
」
「
笹
」
「
朝
」
「
夜
」
「
ひ
ち
ま
さ
る
」
な
ど
の
語
を
連
ね
て
い
る
の
に

治

あ

ま

対
し
て
、
後
者
は
「
み
る
め
」
「
う
ら
(
浦
)
」
「
枯
れ
」
「
海
人
」
な
ど
の

語
を
連
ね
て
い
て
、
ま
っ
た
く
対
応
し
て
い
な
い
。
同
じ
歌
集
(
『
古
今
集
』
)

の
同
じ
部
立
(
恋
一
ニ
)
に
偶
然
並
ん
で
い
た
業
平
と
小
町
の
歌
を
組
み
合

)¥ 

一
つ
の
歌
物
語
に
し
た
つ
も
り
で
あ
ろ
う
が
、
実
際
は
歌
物
語

に
な
り
得
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
、
非
定
家
本
の
補
充
章
段
に
も
あ
る
。

わ
せ
て
、

〔
補
充
章
段
F
〕

昔
あ
り
け
る
い
ろ
こ
の
み
女
、
あ
き
が
た
に
な
り
に
け
る
お
と
こ
の

も
と
に
、

い
ま
は
と
て
わ
が
身
し
ぐ
れ
に
ふ
り
ゆ
け
ば
こ
と
の
は
さ
へ
ぞ
う

つ
ろ
ひ
に
け
る

か
へ
し
、
き
の
さ
ね
ふ
ん

人
を
恩
ふ
こ
〉
ろ
こ
の
は
に
あ
ら
ば
こ
そ
風
の
ま
に
f
t
Iち
り
も

み
だ
れ
め

こ
こ
に
あ
げ
た
の
は
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
所
蔵
大
島
家
旧
蔵
本
の

帖
末
に
記
さ
れ
た
小
式
部
内
侍
本
の
本
文
で
あ
る
が
、
同
じ
大
島
家
旧
蔵

本
で
、
こ
の
前
の
部
分
に
引
用
附
記
さ
れ
て
い
る
皇
太
后
宮
越
後
本
の
引

用
に
よ
れ
ば
、

む
か
し
あ
り
け
る
い
ろ
こ
の
み
け
る
女
、
あ
き
が
た
に
な
る
お
と
こ

の
も
と
に
、

い
ま
は
と
て
わ
れ
に
し
ぐ
れ
の
ふ
り
ゆ
け
ば
こ
と
の
葉
さ
へ
ぞ
う



つ
ろ
ひ
に
け
る

か
へ
し

紀
定
文

人
を
思
ふ
心
の
は
な
に
あ
ら
ば
こ
そ
か
ぜ
の
ま
に
f
t
hち
り
も
み

だ
れ
め

と
あ
る
。
後
者
の
皇
太
后
宮
越
後
本
の
方
は
、
「
心
こ
の
葉
に
」
が
「
心
の

花
に
」
と
な
っ
て
い
て
、
「
こ
〉
ろ
こ
の
は
に
」
を
「
こ
〉
ろ
の
は
な
に
」

と
誤
写
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
古
今
集
』
恋
五
(
七

八
二
・
七
八
三
)
の

(
題
し
ら
ず
)

小
野
小
町

今
は
と
て
わ
が
身
し
ぐ
れ
に
ふ
り
ぬ
れ
ば
言
の
葉
さ
へ
に
う
つ
ろ
ひ

に
け
り返

野;;
貞三
樹主

し

人
を
思
ふ
心
木
の
葉
に
あ
ら
ば
こ
そ
風
の
ま
に
ま
に
散
り
も
乱
れ
め

を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
一
つ
の
章
段
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
『
古
今
集
』
で
は
、
諸
本
と
も
に
小
野
小
町
と
小
野
貞

樹
の
贈
答
歌
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
巻
末
補
充
章
段

で
は
、
作
者
名
を
「
き
の
さ
ね
ふ
ん
」
と
か
「
紀
定
文
」
と
記
し
て
い
る

『
伊
勢
物
語
』
補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て

の
は
な
ぜ
か
。
「
平
定
文
」
に
擬
し
た
の
で
あ
れ
ば
ま
だ
わ
か
る
が
、
「
紀

実
文
」
と
か
「
紀
定
文
」
と
か
、
あ
り
も
し
な
い
名
を
わ
ざ
と
使
っ
て
い

る
の
は
何
故
か
。

『
古
今
和
歌
集
目
録
』
に
よ
れ
ば
、
小
野
貞
樹
は
、
嘉
祥
二
年
(
八
四

九
)
春
宮
少
進
、
斉
衡
二
年
(
八
五
五
)
従
五
位
上
、
仁
寿
元
年
(
八
五
一
)

甲
斐
守
、
貞
観
二
年
(
八
六
O
)
肥
後
守
と
あ
っ
て
、
実
在
人
物
で
あ
る
。

本
間
美
術
館
所
蔵
伝
民
部
卿
局
筆
本
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
第
九
段
の
末

尾
に
、

そ
の
河
渡
り
す
ぎ
て
、
京
に
見
し
、
あ
ひ
て
、
物
語
し
て
、
「
こ
と
づ

て
ゃ
あ
る
」
と
い
ひ
け
れ
ば
、

み
や
こ
人
い
か
け
〉
と
と
は
ジ
や
ま
た
か
み
は
れ
ぬ
雲
井
に
わ
ぶ
と

こ
た
ゑ
よ

と
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
、
『
古
今
集
』
雑
下
(
九
三
七
)
に
「
甲
斐
守
に
侍

り
け
る
時
、
京
へ
ま
か
り
の
ぼ
り
け
る
人
に
つ
か
は
し
け
る
」
と
い
う
調

書
で
採
ら
れ
て
い
る
小
野
貞
樹
の
歌
の
利
用
で
あ
る
。
小
野
貞
樹
で
あ
れ

ば
、
実
在
人
物
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
『
伊
勢
物
語
』
に
も
歌
を
用
い
ら

れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
の
に
、
「
紀
実
文
」
と
か
「
紀
定
文
」
と
か
い
う
、

あ
り
も
し
な
い
名
を
用
い
て
い
る
の
は
何
故
か
。
あ
え
て
そ
の
答
え
を
求

九



め
れ
ば
、
「
実
在
の
世
界
」
と
は
関
係
な
く
、
「
虚
構
の
世
界
と
し
て
の
自

立
」
を
意
識
し
た
当
時
の
物
語
の
方
法
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ

る。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
昔
あ
り
け
る
色
好
み
(
け
る
)
女
」
と
い
う
こ
の
段

の
書
き
出
し
は
、
前
掲
普
通
本
第
二
十
五
段
の
「
色
好
み
な
る
女
、
返
し
」

の
延
展
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
小
町
の
歌
を
使
っ
て
い
る
点
で
、

「
色
好
み
女
」
と
い
う
小
町
の
属
性
が
自
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

帖
末
補
充
章
段
に
『
古
今
集
』
の
小
野
小
町
の
歌
を
用
い
て
い
る
例
は

ほ
か
に
も
あ
る
。

〔
補
充
章
段
R
〕

昔
、
色
好
み
、
絶
え
に
し
人
の
も
と
よ
り
、

思
ひ
っ
つ
寝
れ
ば
や
人
の
見
え
つ
ら
ん
ゆ
め
と
し
り
せ
ば
さ
め
ざ

ら
ま
し
を

〔
補
充
章
段
S
〕

昔
、
男
、
来
て
か
へ
る
に
、
秋
の
夜
も
む
な
し
く
お
ぼ
え
け
れ
ば
、

秋
の
夜
も
名
の
み
な
り
け
り
あ
ふ
と
あ
へ
ば
こ
と
ぞ
と
も
な
く
明

け
ぬ
る
も
の
を

〔
補
充
章
段
R
〕
は
、
恋
二
(
五
五
二
)
「
題
し
ら
ず
」
の
小
町
作
の
歌
、

。

ま
た
〔
補
充
章
段
S
〕
は
、
恋
三
(
六
三
五
)
「
題
し
ら
ず
」
の
小
町
作
の

有
名
な
歌
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
で
は
、
小
町
は
「
色
好
み
の
女
」
と
い

う
扱
い
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
〔
R
段
〕
で
は
「
色
好
み
」
は
物
語
の
主
人

白

公
の
「
男
」
で
、
「
思
ひ
っ
つ
寝
れ
ば
や
:
・
」
の
歌
を
贈
っ
て
来
た
「
絶
え

に
し
人
」
は
、
今
は
業
平
と
没
交
渉
に
な
っ
て
い
る
小
町
の
こ
と
で
あ
る
。

女
(
小
町
)
は
業
平
の
こ
と
を
何
度
も
思
い
つ
つ
寝
た
の
で
夢
に
見
た
の

だ
が
、
夢
と
知
っ
た
上
で
、
ず
っ
と
見
て
い
た
か
っ
た
と
業
平
を
思
っ
て

詠
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
の
男
の
面
目
は
十
分

で
あ
る
。

一
方
、
〔
S
段
〕
の
方
も
、
小
町
の
も
と
へ
来
る
と
、
長
い
秋
の
夜
も
ご
』

と
ぞ
と
も
な
く
明
け
」
て
し
ま
う
。
小
町
と
の
一
夜
は
、
そ
れ
ほ
ど
に
す

ば
ら
し
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
小
町
も
す
ば
ら
し
い
が
、
物
語

の
主
人
公
の
業
平
も
す
ば
ら
し
い
と
言
っ
て
い
て
、
ど
の
段
も
色
好
み
の

物
語
と
し
て
の
見
事
な
存
在
感
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
補
充
章
段
I
〕
の

昔
、
男
、
え
う
ま
じ
か
り
け
る
人
を
恋
ひ
わ
び
て

わ
が
や
ど
に
蒔
き
し
な
で
し
こ
い
つ
し
か
も
花
に
咲
か
な
ん
よ
そ

へ
つ
つ
見
む



と
あ
る
の
を
見
て
、
こ
れ
は
『
高
葉
集
』
巻
八
に
あ
る
大
伴
家
持
が
坂
上

大
嬢
に
贈
っ
た
歌
で
あ
っ
て
、
在
原
業
平
と
は
関
係
な
い
は
ず
だ
と
言
っ

て
怒
っ
て
も
仕
方
が
な
い
。
『
高
葉
集
』
で
は
大
伴
家
持
の
歌
で
あ
る
が
、

『
伊
勢
物
語
』
は
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
の
歌
と
し
て
伝
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
物
語
の
多
く
は
、
異
伝
だ
と
考
え
て
享
受
す
べ
き
も
の
な
の
で

あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』
の
中
心
部
分
は
実
在
し
た
在
原
業
平
の
伝
と
し
て
享

受
し
て
差
し
支
え
は
な
い
。
し
か
し
、
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
に
は
、
こ

ん
な
話
も
あ
る
し
、
ま
た
こ
ん
な
話
も
あ
る
の
だ
と
い
う
形
で
、
別
の
話

を
次
々
と
異
伝
と
し
て
加
え
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
話
が
あ
る
の
だ
、

こ
ん
な
話
が
今
ま
で
伝
わ
っ
て
来
て
い
る
の
だ
と
い
う
形
で
、
新
し
い
異
伝

を
次
々
と
語
っ
て
ゆ
く
の
は
、
ま
さ
に
物
語
の
方
法
な
の
で
あ
る
。

四

享
受
者
も
、

第
三
の
作
者

第
二
、

大
津
有
一
博
士
の
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
補
遺
篇
』
は
、
定

家
本
『
伊
勢
物
語
』
全
百
二
十
五
段
に
含
ま
れ
な
い
異
本
独
自
章
段
を
、

第
百
二
十
六
段
と
か
、
第
百
三
十
二
段
な
ど
と
呼
ば
ず
に
、
A
段
・

B
段
・

C
段・

D
段
:
:
:
R
段・

S
段
と
呼
ん
で
い
る
の
で
、
本
稿
に
お
い
て
も
、

そ
れ
に
従
っ
て
、
〔
補
充
章
段
B
〕
と
か
、
〔
補
充
章
段
F
〕
と
か
、
〔
補
充

章
段
P
〕
な
ど
と
呼
ん
で
来
た
。

さ
て
、
〔
補
充
章
段
A
〕
は
、

『
伊
勢
物
語
』
補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て

あ
め
の
い
み
じ
う
ふ
り
く
ら
し
て
、

ふ
る
に
、
あ
る
人
の
が
り
や
り
し
。

つ
と
め
て
も
、
な
ほ
い
み
じ
う

ふ
り
く
ら
し
ふ
り
く
ら
し
つ
る
雨
の
音
を
つ
れ
な
き
人
の
心
と
も

カ
な

か
へ
し
、

や
h

も
せ
ば
風
に
し
た
が
ふ
雨
の
音
を
た
え
ぬ
心
に
か
け
ず
も
あ

ら
な
ん

(
阿
波
国
文
庫
旧
蔵
本
)

と
あ
る
。

こ
の
段
を
見
る
と
、
普
通
の
『
伊
勢
物
語
』
の
よ
う
に
、
「
昔
、
男
あ
り

け
り

0

・
:
」
と
か
、
「
昔
、
男
、
・
:
」
と
い
う
書
き
出
し
で
は
な
く
、
「
あ

め
の
い
み
じ
う
ふ
り
く
ら
し
て
、
つ
と
め
て
も
、
な
ほ
い
み
じ
う
ふ
る
に
、
」

と
い
う
変
わ
っ
た
書
き
出
し
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
ま
ず
問
題
に
な
る
。

『
伊
勢
物
語
』
の
一
章
段
と
し
て
書
き
出
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
の
で

あ
る
が
、
加
え
て
問
題
に
な
る
の
は
、
そ
れ
に
続
く
「
あ
る
人
の
が
り
や

り
し
」
で
あ
る
。
「
あ
る
人
」
は
、
「
そ
れ
を
見
て
あ
る
人
の
い
は
く
『
か

き
っ
，
は
た
と
い
ふ
い
つ
文
字
を
句
の
か
み
に
据
ゑ
て
、
旅
の
心
を
詠
め
』

と
言
ひ
け
れ
ば
」
(
第
九
段
)
、
「
あ
る
人
『
住
吉
の
浜
と
詠
め
』
と
言
ふ
」

(
第
六
十
八
段
)
、
「
あ
る
人
の
御
つ
ぽ
ね
」
(
第
三
十
一
段
)
な
ど
と
ほ
か



に
も
あ
り
、
「
が
り
」
も
、
「
紀
有
常
が
り
行
き
た
る
に
」
(
第
三
十
八
段
)

と
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
問
題
で
は
な
い
が
、
「
あ
る
人
の
が
り
や
り
し
」

の
「
し
」
は
、
や
は
り
気
に
か
か
る
。
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」
と
「
け
り
」

で
文
を
結
ん
で
ゆ
く
『
伊
勢
物
語
』
の
文
章
と
は
違
う
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、

あ
め
の
い
み
じ
う
ふ
り
く
ら
し
て
、

ふ
る
に
、
あ
る
人
の
が
り
や
り
し

つ
と
め
て
も
、
な
ほ
い
み
じ
う

と
い
う
文
章
は
、
女
の
立
場
か
ら
一
人
称
で
書
か
れ
て
い
る
感
じ
で
あ
っ

て
、
歌
集
の
詞
書
と
し
て
は
あ
り
得
て
も
、
物
語
の
文
章
で
は
な
い
。
ま

た
「
ふ
り
く
ら
し
ふ
り
く
ら
し
つ
る
雨
」
は
、
あ
の
「
つ
れ
な
き
人
の
心
」

と
違
っ
て
、
絶
え
る
こ
と
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
ふ
り
く

ら
し
ふ
り
く
ら
し
つ
る
雨
の
音
を
つ
れ
な
い
あ
の
人
の
心
に
し
た
い
」
と

言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
の
雨
の
音
の
よ
う
に
、
絶
え
る
こ
と
の
な
い

音
信
が
ほ
し
い
、
「
自
分
に
音
信
も
く
れ
な
い
『
つ
れ
な
き
人
』
の
心
も
、

こ
の
よ
う
に
『
絶
え
ぬ
心
』
で
あ
っ
て
ほ
し
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ

る。
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
、
「
や
や
も
す
れ
ば
、
そ
ち
ら
の
風
次
第
で
(
そ
ち

ら
の
ご
都
合
次
第
で
)
強
く
も
な
り
弱
く
も
な
る
雨
の
音
を
、
私
の
心
に

喰
え
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
伊
勢
物
語
』

第
十
九
段
の
「
天
雲
の
よ
そ
に
の
み
し
て
ふ
る
こ
と
は
わ
が
ゐ
る
山
の
風

速
み
な
り
」
を
連
想
す
る
よ
う
な
応
答
で
あ
っ
て
、
「
風
の
音
の
強
さ
は
、

あ
な
た
の
お
心
次
第
で
、
強
く
も
弱
く
も
な
る
の
で
す
」
と
言
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

内
容
的
に
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
あ
っ
て
、
何
ら
不
思
議
は
な
い
が
、
違

和
感
を
感
じ
て
し
ま
う
の
は
、
文
体
が
女
の
立
場
か
ら
の
第
一
人
称
的
な

感
じ
が
強
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
「
雨
の
い
み
じ
う
降
り
暮
ら
し
て
。
つ
と
め

て
も
な
ほ
い
み
じ
う
降
る
」
中
に
、
『
伊
勢
物
語
』
を
書
写
し
て
い
た
女
が
、

つ
い
み
ず
か
ら
の
情
況
を
反
映
し
た
章
段
を
作
っ
て
書
い
て
し
ま
っ
た
と

い
う
感
じ
で
あ
る
。
確
た
る
根
拠
は
な
い
が
、
こ
の
段
の
文
章
は
、
そ
の

よ
う
に
考
え
て
こ
そ
、
素
直
に
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で

あ
る
。『

伊
勢
物
語
』
に
限
ら
ず
、
写
本
時
代
の
作
品
は
、
享
受
者
も
ま
た
、

第
二
、
第
三
の
作
者
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
作
品
の
生
成
か
ら
享
受
ま
で

を
一
元
的
に
把
鑑
し
よ
う
と
す
る
私
の
持
論
で
あ
る
が
、
歌
を
中
心
と
す

る
短
い
章
段
か
ら
な
る
『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
、
「
降
り
暮
ら
し
、
降
り
暮

ら
し
つ
る
雨
の
音
」
を
聞
き
な
が
ら
、
物
語
を
書
写
し
て
い
た
書
写
者
が
、

思
わ
ず
に
、
「
我
」
を
投
入
し
過
ぎ
て
、
お
の
ず
か
ら
に
第
一
人
称
的
な
文

章
を
書
い
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。



【住】(
1
)
 

(
2
)
 

{
3
)
 

(
4
)
 

以
下
に
楊
出
し
た
本
文
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
底
本
を
忠
実
に
活
字
に
し
た
も

の
で
あ
る
が
、
漢
字
と
仮
名
の
当
て
方
や
仮
名
遣
等
は
、
適
宜
改
め
た
。

『
伊
勢
物
語
絵
巻
絵
本
大
成
』
(
平
成
十
九
年
。
角
川
学
芸
出
版
刊
)

『
伊
勢
物
語
絵
巻
絵
本
大
成
』
(
平
成
十
九
年
。
角
川
学
芸
出
版
刊
)

『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
鋪
]
』
(
昭
和
四
十
三
年
、
明
治
書
院
刊
)

(
か
た
ぎ
り

ょ
う
い
ち
・
大
阪
女
子
大
学
名
誉
教
授
)

『
伊
勢
物
語
』
補
充
章
段
を
め
ぐ
っ
て


