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(
特
別
寄
稿
)

『
伊
勢
物
語
』
と
『
古
今
集
」

て
あ
た
り
ま
え
の
説
を
深
め
る

「
「
伊
勢
物
語
』
と
「
古
島
主
に
は
共
通
点
が
あ
る
、
似
て
い
る
点
が
多
い
:
止
と
い

う
よ
う
な
こ
と
を
言
う
研
究
者
が
い
れ
ば
、
「
今
さ
ら
、
何
を
あ
ほ
な
。
あ
た
り
ま
え
の
こ

と
ゃ
な
い
か
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
一
-
一
一
口
う
μ
孟
省
ほ
ど
軽
蔑
す
べ
き

も
の
は
な
い
」
な
ど
と
、
か
つ
て
の
私
な
ら
言
っ
て
い
た
と
思
う
。

実
際
、
『
伊
勢
物
語
」
(
通
行
の
定
家
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
)
の
中
に
は
、
「
古
今
集
』

の
在
原
業
平
の
歌
一
一
干
首
の
ほ
か
、
「
古
島
高
丘
所
収
の
他
人
歌
(
歌
句
の
一
部
改
変
を
含

む
)
と
見
な
さ
れ
る
歌
が
や
は
り
三
十
首
を
越
え
て
い
る
の
で
、
両
者
に
共
通
点
が
あ
っ

町住
l日

て
あ
た
り
前
だ
し
、
大
学
院
博
士
課
程
在
学
中
に
書
い
た
「
在
中
将
集
成
立
存
差
以
来
、

機
会
あ
る
ご
と
に
述
べ
て
い
る
『
伊
勢
物
証
巴
の
成
立
に
つ
い
て
の
私
見
を
、
念
の
た
め

に
要
約
す
れ
ば
、
①
「
伊
勢
物
語
」
は
一
人
の
作
者
に
よ
っ
て
一
度
に
書
き
上
げ
ら
れ
た
も

の
で
は
な
く
、
②
そ
の
最
も
古
い
部
分
は
『
古
A
ゑ
」
成
立
の
西
暦
九
O
五
年
1
九一一一一

年
よ
り
三
十
年
余
り
先
行
す
る
時
期
に
、
お
そ
ら
く
は
在
原
業
平
そ
の
人
に
よ
っ
て
作
ら

れ
、
③
「
古
A
柔
」
が
成
立
し
た
少
し
後
に
第
二
次
成
立
の
部
分
が
付
加
さ
れ
、

@
cら
に

そ
の
後
も
成
長
を
続
け
て
、
一

O
世
紀
の
後
半
に
、
ほ
ほ
今
の
形
に
近
づ
い
た
と
見
て
い

る
の
で
あ
る
が
、
果
た
し
て
し
か
ら
ば
、
原
初
形
態
と
第
二
次
的
形
態
と
い
う
、
『
伊
器
物

『
伊
勢
物
語
』
と
『
古
今
必
丘

片

洋

桐

語
」
の
構
造
上
も
っ
と
も
重
要
な
部
分
は
、
ま
さ
し
く
『
古
今
集
』
前
後
の
成
立
と
い
う

こ
と
に
な
り
、
「
伊
勢
物
語
』
が
『
古
島
畠
ご
と
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
当
然
、
何
を

今
さ
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
、
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
畳
一
一
守
つ
学
者
を
批
判
す
る
気
持
ち
は
今
も
変

わ
ら
な
い
。
特
に
若
い
研
究
者
に
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
は
言
わ
な
い
で
、
表
面
に
出

て
い
な
い
も
の
を
掘
り
起
こ
す
意
欲
を
何
よ
り
も
期
待
し
て
い
る
が
、
七
十
歳
を
越
え
た

私
自
身
は
、
今
で
は
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
一
つ
一
つ
を
吟
味
し
て
、
そ
の

説
が
何
故
あ
た
り
ま
え
に
な
っ
た
の
か
、
も
う
一
度
考
え
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
気
持
ち

も
強
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
そ
し
て
、
本
稿
も
、
そ
の
試
み
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。
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告し

二
、
平
城
天
皇
の
縁

紀
貫
之
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
『
古
A
ゑ
」
の
仮
名
序
の
一
節
に
、
次
の
よ
う
に
あ
る
こ

と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

(
和
歌
は
)
い
に
し
へ
よ
り
か
く
伝
は
る
う
ち
に
も
、
な
ら
の
御
時
よ
り
ぞ
ひ
ろ
ま

り
に
け
る
。

こ
の
「
な
ら
の
御
時
(
の
み
か
ど
と
が
誰
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
柿
本



『
伊
勢
翌
巴
と
『
古
今
集
』

A

桂
三

人
麿
異
聞
」
に
詳
述
し
た
よ
う
に
、

①
柿
本
人
麿
が
「
な
ら
の
み
か
ど
」
の
時
代
の
人
で
あ
る
と
仮
名
序
に
記
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
実
在
の
人
麿
の
時
代
に
あ
た
る
文
武
天
皇
(
六
九
七

i
七
O
七
年

在
位
)
と
す
る
説
-

②
「
な
ら
の
み
か
ど
」
と
呼
ば
れ
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
奈
良
時
代
を
代
表
す
る

帝
で
あ
る
聖
武
天
皇
(
七
二
回
l
七
四
九
年
在
位
)
と
す
る
説
i

③
「
な
ら
の
み
か
ど
」
と
そ
の
ま
ま
呼
ぴ
得
る
平
城
天
皇
(
八
O
六
l
八
O
九
年
在

位
)
と
す
る
説
、

と
い
う
三
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
「
古
今
集
』
が
言
、
つ
「
な
ら
の
み
か
ど
」
で
あ
る
か
ら
、

他
の
文
献
で
は
な
く
、
「
古
今
也
と
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
緒
論
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

事
実
、
前
引
の
「
古
今
集
』
の
仮
名
序
の
少
し
後
に
は
、

必
阻
ん

I

t

と

ぜ

よ

と

つ

F

か
の
御
時
(
な
ら
の
み
か
ど
の
御
時
)
よ
り
こ
の
か
た
、
年
は
百
牛
、
世
は
十
代
に

な
む
な
り
に
け
る
。

と
い
う
叙
述
が
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
な
ら
の
み
か
ど
」
は
、
『
古
今
集
』
を
撰
ん
だ
醍
醐
天

皇
よ
り
百
年
前
で
、
十
代
前
に
あ
た
る
平
城
天
皇
以
外
に
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
は
っ
き

り
し
て
い
る
。

ま
た
、
「
古
今
集
』
に
は
、
そ
の
「
な
ら
の
み
か
ど
」
の
歌
を
、
春
下
九
O
香
に
収
め

て
い
る
。

な
ら
の
み
か
ど
の
御
歌

ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
奈
良
の
都
に
も
色
は
変
ら
ず
花
は
咲
き
け
り

平
城
京
が
、
今
は
「
古
い
里
」
と
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
「
な
ら

の
み
か
ど
」
は
、
奈
良
時
代
の
み
か
ど
で
は
な
く
、
平
安
遷
都
後
二
代
自
の
天
皇
に
あ
た

る
平
城
天
皇
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
で
も
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
平
城
天
皇

こ
そ
が
、
『
伊
勢
物
語
』
の
主
人
公
と
さ
れ
て
い
る
在
尿
業
平
の
祖
父
に
あ
た
る
こ
と
は
誰

も
が
知
っ
て
い
る
。

「
伊
勢
物
語
』
生
成
の
核
に
な
っ
た
原
初
形
態
の
章
段
に
見
ら
れ
る
歌
は
、
『
古
今
集
』

に
「
在
尿
業
平
朝
巨
」
の
作
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
原
初
形
態
の
『
伊
勢
物
語
」

自
体
が
、
在
原
業
平
そ
の
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
見
る
べ
き
だ
と
思
う
が
、
そ
の
物
語
的

叙
述
の
ゆ
え
に
、
作
者
と
し
て
よ
り
も
、
主
人
公
と
し
て
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
そ
の

後
に
生
成
付
加
さ
れ
た
章
段
を
含
め
て
、
主
人
公
と
し
て
の
在
原
業
平
が
一
般
的
把
握
に

な
っ
て
い
る
。
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ち
な
み
に
、
主
人
公
の
元
服
直
後
の
「
み
や
び
」
を
語
る
初
段
も
、
原
初
形
態
の
「
伊

勢
物
証
巴
に
は
な
く
、
後
に
書
か
れ
て
物
語
の
冒
頭
に
置
か
れ
た
第
二
次
成
立
の
部
分
に

属
す
る
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
こ
し
叫
が
あ
る
。

4

?

f

f

 

む
か
し
、
男
、
初
冠
し
て
、
な
ら
の
京
、
春
日
の
里
に
、
し
る
よ
し
し
て
、
狩
に

い
に
け
り
。
そ
の
旦
に
、
い
と
な
ま
め
い
た
る
女
は
ら
か
ら
住
み
け
り
。
こ
の
男
、

か
い
ま
見
て
け
り
。
思
ほ
え
ず
、
ふ
る
さ
と
に
い
と
は
し
た
な
く
て
あ
り
け
れ
ば
、

f
E
I
 

心
地
ま
ど
ひ
に
け
り
。
男
の
着
た
り
け
る
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
曹
c
て
や
る
。

そ
の
男
、
し
の
ぶ

foの
狩
衣
を
な
む
着
た
り
け
る
。

春
日
野
の
若
紫
の
す
り
衣
し
の
ぶ
の
乱
れ
限
り
知
ら
れ
ず



と
な
む
お
ひ
っ
き
て
言
ひ
や
り
け
る
。

つ
い
で
お
も
し
ろ
き
こ
と
と
も
や
恩
ひ
け
む
、

み
ち
の
く
の
忍
ぶ
も
ぢ
f
h，
誰
ゆ
主
に
乱
れ
そ
め
に
し
我
な
ら
な
く
に

と
い
ふ
歌
の
心
ば
へ
な
り
。

む
か
し
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
令
な
む
し
け
る
。

業
平
よ
り
三
歳
年
長
に
過
ぎ
な
い
河
原
左
大
臣
源
融
の
「
み
ち
の
く
の
忍
ぶ
も
ぢ
ず
り

・
:
」
の
歌
を
本
歌
に
し
た
「
春
日
野
皇
集
の
す
り
衣
i
」
が
、
業
平
元
服
の
時
に
詠
ま

れ
得
た
と
は
思
え
な
い
。
こ
の
初
段
は
、
源
融
の
歌
が
「
古
A
Z呆
』
に
採
ら
れ
て
有
名
に

な
っ
て
か
ら
作
ら
れ
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
と
思
う
が
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
れ

ば
、
こ
の
段
の
物
語
文
「
な
ら
の
京
、
春
日
の
里
i
・
:
ふ
る
さ
と
:
」
が
、
前
掲
の
「
古

今
集
』
の
歌
「
ふ
る
さ
と
と
な
り
に
し
奈
良
の
都
に
も
色
は
変
ら
ず
花
は
咲
き
け
り
」
に

依
拠
し
て
い
る
と
言
Y

え
る
の
で
は
な
い
か
。

と
い
う
こ
と
は
、
初
段
は
、
平
城
天
皇
の
孫
在
原
業
平
を
主
人
公
と
し
て
、
そ
の
元
服

に
始
ま
る
一
代
記
を
、
奈
良
へ
の
再
選
都
を
願
っ
て
果
た
せ
ず
、
陵
墓
だ
け
は
奈
良
の
地

に
置
か
れ
た
平
城
天
皇
ゆ
か
り
の
地
を
舞
台
と
し
て
語
り
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
は
、
平
城
天
皇
を
官
蕩
し
て
、

(
和
歌
は
)
い
に
し
へ
よ
り
か
く
伝
は
る
う
ち
に
も
、
な
ら
の
御
時
よ
り
ぞ
ひ
ろ
ま

り
に
け
る
。

と
仮
名
序
に
明
記
し
た
『
古
ム
晶
ご
と
通
ず
る
姿
勢
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
伊
勢
按
証
巴
と
『
士
旦
耳
芭

、
翁
語
り
の
方
法

と
こ
ろ
で
、
前
掲
の
初
段
は
、
「
む
か
し
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を
な
む
し
け

る
」
と
い
、
ヱ
文
章
で
結
ぼ
れ
て
い
た
が
、
直
訳
す
る
と
、
「
昔
の
人
は
、
こ
の
よ
う
に
激
し

い
み
や
び
を
し
た
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
い
ち
は
や
き
」
と
い
う
語
は
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
が
こ
の
『
伊
勢
物
語
」
の
初
段

を
例
に
し
て
「
す
ば
や
い
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
い
る
が
、
同
趣
の
用
例
が
他
に
見
い

出
せ
ず
、
「
伊
艶
説
明
語
』
を
誤
読
し
た
結
果
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
『
伊
勢

物
語
』
初
段
の
場
合
も
、
『
岩
波
古
語
辞
典
』
が
そ
の
次
に
あ
げ
て
い
る
『
大
和
物
語
』

六
四
段
の
「
〔
本
妻
ガ
〕
い
ち
は
や
く
言
ひ
〔
責
メ
〕
け
れ
ば
、
〔
愛
人
ノ
〕
近
く
だ
に
言

ひ
寄
ら
で
」
と
い
う
例
に
よ
っ
て
、
「
(
恐
ろ
し
い
ほ
ど
)
き
つ
く
は
げ
し
い
」
と
訳
す
方

が
よ
い
。
『
源
氏
物
語
』
賢
木
の
巻
の
「
后
(
弘
徽
殿
肩
)
の
御
心
い
ち
は
や
く
て
」
な
ど

も
同
じ
で
あ
ろ
う
。
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と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
初
段
末
尾
の
「
む
か
し
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
び
を

な
む
し
け
る
」
の
「
い
ち
は
や
き
」
は
、
紙
を
持
っ
て
い
な
い
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
着

て
い
た
「
狩
衣
の
裾
を
切
り
て
、
歌
を
書
き
て
や
」
っ
た
と
い
う
所
業
を
「
き
つ
く
激
し

い
」
と
言
っ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
う
考
え
て
、
私
は
、
形
だ
け
を
つ
く
ろ

う
当
世
風
の
柔
弱
な
「
み
や
ぴ
」
で
は
な
く
、
「
真
実
味
を
と
も
な
っ
た
、
き
つ
く
数
し
い

み
や
び
」
と
解
し
て
〈
表
め
言
葉
V
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
近
年
、
山
本
登
朗
氏
が
、

韮

-

こ
れ
を
否
定
的
雷
同
辞
と
す
る
新
解
釈
を
示
さ
れ
た
の
に
は
陸
自
さ
せ
ら
れ
た
。

『
伊
器
級
品
開
』
で
は
、
た
と
え
ば
、
百
一
段
の

も
と
よ
り
、
歌
の
こ
と
は
知
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
す
ま
ひ
け
れ
ど
、
し
ひ
て
よ
ま
せ
け

れ
ば
、
か
く
な
ん
。



『
情
勢
物
語
但
と
『
古
谷
高
と

の
よ
う
に
、
物
語
の
作
者
が
主
人
公
の
立
場
に
立
っ
て
卑
下
謙
遜
し
て
語
る
方
法
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
言
辞
は
、
在
原
業
平
自
作
の
第
一
次
成
立
章
段
を
継
承
す
る
ゆ
え
に
、
い
か

に
も
業
空
白
身
が
み
ず
か
ら
の
こ
と
を
謙
遜
し
て
否
定
的
に
語
っ
て
い
る
か
に
見
せ
る
た

め
の
ポ
l
ズ
を
と
っ
て
い
る
第
二
次
成
立
章
段
に
特
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、

初
段
の
「
昔
人
」
の
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
こ
の
線
上
で
と
ら
え
る
と
、
昔
の
自
分

を
謙
遜
し
て
否
定
的
に
=
E一守ワポ
l
ズ
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
実
、
み
ず
か
ら
の
品
目

の
「
若
い
目
」
を
確
認
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
「
昔
人
」
は
、
す
な
わ

ち
今
の
「
語
り
手
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の

は
、
第
四
十
段
の
後
書
喜
で
あ
る
。

(
前
略
)
今
日
の
い
り
あ
ひ
ば
か
り
に
絶
え
入
り
て
、
ま
た
の
日
の
郎
の
時
ば
か
り

に
な
ん
、
か
ら
う
じ
て
生
き
出
で
た
り
け
る
。
昔
の
若
人
は
、
き
る
す
け
る
物
思
ひ

を
な
ん
し
け
る
。
今
の
翁
ま
さ
に
し
な
ん
や
。

と
い
う
後
書
き
を
見
て
、
問
題
に
な
る
の
は
、
最
後
の
「
昔
の
若
人
は
、
さ
る
す
け
る
物

思
ひ
を
な
ん
し
け
る
。
今
の
翁
ま
さ
に
し
な
ん
や
」
で
あ
る
。
「
品
目
の
若
人
は
、
こ
の
よ
う

な
一
途
な
恋
の
苦
し
み
を
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
の
翁
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
か
。
で
き
は
し
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
よ
く
考
え
る
と
、

こ
れ
は
お
か
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
比
較
と
い
う
こ
と
は
、
両
者
の
共
巷
白
'
を
押
さ
え
た
上

で
、
相
違
点
を
問
題
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
「
若
人
」

と
い
う
共
通
点
を
前
提
と
し
て
、
「
昔
の
若
人
」
と
「
今
の
若
人
」
を
比
較
し
、
「
晶
旦
と

「
今
」
と
い
う
相
違
点
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
れ
ば
比
較
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
「
昔
」
と

「
今
」
が
対
立
す
る
ば
か
り
か
、
「
若
人
」
と
「
翁
」
も
対
立
概
念
で
あ
っ
て
、
こ
れ
で
は

比
較
に
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、
も
し
、
こ
の
両
者
の
比
較
の
前
提
に
な
る
共
通
点
を
あ
与
え
て
求
め
る
と
す

れ
ば
、
「
昔
の
若
人
」
す
な
わ
ち
「
今
の
翁
」
、
つ
ま
り
「
昔
の
若
人
」
と
「
今
の
翁
」
を

同
一
人
物
と
す
る
ほ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

初
段
に
お
い
て
、
今
の
語
り
手
自
身
が
「
い
ち
は
や
き
み
や
び
」
を
し
た
「
昔
人
」
で

あ
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と
同
じ
く
、
こ
の
第
四
十
段
の
「
今
の
翁
」
の

昔
話
り
の
中
に
、
み
ず
か
ら
が
「
昔
の
若
人
」
と
し
て
登
場
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
「
昔
」
と
三
己
の
対
比
は
、
ま
さ
に
「
古
今
集
』
の
方
法
で

あ
っ
た
。
仮
名
序
の
末
尾
近
く
に
、

人
麿
亡
く
な
り
に
た
れ
ど
、
歌
の
こ
と
と
ど
ま
れ
る
か
な
。
た
と
ひ
時
う
つ
何
事
-

き
り
、
楽
し
ぴ
悲
し
び
申
き
か
ふ
と
も
、
こ
の
歌
の
文
字
あ
る
を
や
。
青
柳
の
糸
絶

か

づ

ら

め

と

え
ず
、
松
の
葉
の
散
り
失
せ
ず
し
て
、
ま
さ
き
の
葛
長
く
伝
は
り
、
鳥
の
跡
ひ
さ
し

く
と
ど
ま
れ
ら
ぱ
、
歌
の
さ
ま
を
知
り
、
言
の
心
を
得
た
ら
む
人
は
、
大
空
の
月
を

見
る
ご
と
く
に
、
刊
叫
叫
吋
刻
側
割
引
可
ぶ
創
劉
削
剖
引
制
州
川
町
。
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と
書
か
れ
て
い
る
「
い
に
し
へ
」
と
「
い
ま
」
と
い
、
ユ
座
標
軸
の
上
に
作
品
を
構
築
し
て

い
る
官
径
と
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
私
の
『
伊
勢
物
語
』
生
成
論
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
こ

の
初
段
や
第
四
十
段
は
、
第
二
次
成
立
章
段
に
属
し
て
い
て
、
業
平
生
存
中
に
、
業
単
1
自

身
が
制
作
し
た
章
段
で
は
な
い
ゆ
え
に
、
翁
と
な
っ
た
業
平
が
、
み
ず
か
ら
の
若
き
日
々

を
回
想
し
て
語
る
ポ
1
ズ
を
と
っ
た
の
で
な
か
っ
た
か
。
こ
れ
ら
の
章
段
は
、
ま
さ
し
く

『
古
今
集
』
以
降
に
、
「
古
会
丘
を
意
識
し
て
、
「
古
」
と
「
今
」
、
「
昔
」
と
「
全
を
座

標
軸
に
据
え
て
制
作
さ
れ
た
章
設
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
恩
わ
れ
る
の
で
あ
る
。



四
、
「
時
間
」
、
そ
し
て
「
惜
春
」

『
古
今
集
」
の
和
歌
配
列
の
原
理
が
「
時
間
」
に
あ
る
こ
と
は
言
つ
ま
で
も
な
い
が
、

〔住

5)

そ
の
「
時
間
」
は
、
「
待
?
心
」
と
「
惜
し
む
心
」
の
表
現
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

『
伊
勢
物
語
』
の
場
合
も
、
第
一
次
成
立
章
段
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
「
伊
勢
斎
宮

密
通
謹
話
」
(
六
十
九
段
)
、
「
西
の
対
の
女
の
思
い
出
」
(
四
段
・
五
段
)
、
「
東
下
り
」
(
九
段
)

な
ど
の
よ
う
に
、
単
独
の
説
話
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
が
元
服
か
ら
終
駕
ま
で

の
「
時
間
口
の
中
に
、
一
代
記
風
に
語
ら
れ
る
初
冠
本
(
第
三
次
「
伊
勢
物
語
』
と
言
っ

て
も
よ
い
)
の
段
階
に
な
る
と
、
「
時
間
巴
と
い
主
概
念
が
全
体
を
支
配
す
る
構
造
に
な
り
、

「
時
は
や
よ
ひ
の
つ
い
た
ち
」
(
二
段
)
、
「
む
月
の
十
日
ば
か
り
の
ほ
ど
」
(
四

段
)
、
「
さ
月
の
つ
ど
も
り
」
(
九
段
)
、
「
や
よ
ひ
ば
か
り
に
」
(
一
一
十
段
)
、
「
し
は

す
の
つ
ご
も
り
に
」
(
四
十
一
段
)
、
「
時
は
さ
月
に
な
ん
あ
り
け
る
」
(
四
十
三
段
)
、

「
時
は
み
な
月
の
つ
ご
も
り
」
(
四
十
五
段
)
、
「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
に
」
(
八
十

段
)
、
「
神
な
月
の
つ
ど
も
り
が
た
」
(
八
十
一
段
)
、
「
時
は
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
」

(
八
十
三
段
)
、
「
む
月
に
」
(
八
十
三
段
)
、
「
し
は
す
ば
か
り
に
」
(
八
十
四
段
)
、

「
む
月
な
れ
ば
」
(
八
十
五
段
)
、
「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
が
た
に
」
(
九
十
一
段
)
、

「
み
な
月
の
も
ち
ば
か
り
」
(
九
十
六
段
)
、
「
な
が
月
ば
か
り
に
」
(
九
十
八
段
)

と
い
う
よ
う
に
、
月
や
日
を
明
示
し
た
章
段
が
多
く
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
季
節
の
景

物
を
詠
む
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
和
歌
を
中
核
に
据
え
て
い
る
歌
物
語
で
あ
る
以
上
、
物

語
の
地
の
文
に
月
日
な
ど
の
季
箆
季
不
が
あ
る
の
は
あ
た
り
ま
え
だ
と
言
え
よ
う
。
し
か

し
、
「
あ
た
り
ま
え
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
深
め
る
と
い
、
ヱ
止
場
に
立
て
ば
、
さ
ら
に
問

題
点
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。

『
伊
勢
物
語
」
と
『
古
今
必
詮

た
と
え
ば
、
前
掲
の
諸
例
に
お
い
て
、
「
つ
ご
も
り
」
と
い
う
語
が
特
に
多
く
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
」
が
三
例
も
あ
る

の
が
、
特
に
自
に
つ
く
。

ま
ず
、
第
八
十
段
、

昔
、
お
と
ろ
へ
た
る
家
に
、
藤
の
花
植
ゑ
た
る
人
あ
り
け
り
。
や
よ
ひ
の
つ
ど
も
り

に
、
そ
の
日
、
雨
そ
ほ
ふ
る
に
、
人
の
も
と
へ
折
り
て
た
て
ま
つ
ら
す
と
て
、
よ
め

る。
和
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
昨
り
つ
る
年
の
内
に
春
は
般
小
も
あ
ら
じ
と
恩
へ
ば

の
場
合
、
後
述
す
る
よ
う
に
『
士
尽
柔
」
春
下
の
巻
末
近
く
(
一
三
三
)
に
「
惜
春
」
の

歌
の
一
つ
と
し
て
配
列
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
章
段
の
テ
1
7
は
「
春
を
惜
し
む
」
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
物
語
文
に
「
や
よ
ひ
の
つ
ど
も
り
に
」
と
記
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か

-9ー

っ
た
の
で
あ
る
。

第
九
十
一
段
の
場
合
は
、
そ
れ
が
も
っ
と
は
っ
き
り
し
て
い
る
。

昔
、
月
日
の
ゅ
く
を
さ
へ
嘆
く
男
、
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
か
た
に
:

惜
し
め
ど
も
春
の
限
り
の
今
日
の
目
の
夕
暮
れ
に
さ
へ
な
り
に
け
る
か
な

「
月
日
の
ゆ
く
の
を
惜
し
む
」
思
い
が
、
「
三
月
つ
ご
も
り
か
た
」
の
「
春
を
惜
し
む
」

と
い
う
テ
1
7
に
凝
縮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

や
よ最
ひ後
のに
つ、

Z実
り十
，，t = 
り夏
け m

旦議
と住
吉日

まか
吉守
。り

長
大
な
章
段
の
前
半
の

童
「

官



「
伊
勢
物
産
と
『
古
今
集
』

み

な

ぜ

i

:

;

昔
、
水
無
瀬
に
か
よ
ひ
給
ひ
し
惟
需
の
親
玉
、
例
の
狩
し
に
お
は
し
ま
す
。
供
に
馬

か
み

9
か

の
頭
な
る
翁
仕
う
ま
つ
れ
り
。
日
ご
ろ
へ
て
、
宮
に
帰
り
た
ま
う
て
け
り
。
御
送
り

し
て
、
「
と
く
い
な
ん
」
と
思
ふ
に
、
「
お
ほ
み
き
給
ひ
、
禄
給
は
む
」
と
て
、
哉
さ

ざ
り
け
り
。
こ
の
馬
の
頭
、
ん
い
も
と
な
が
り
て
、

和
と
て
草
引
き
結
ぶ
こ
と
も
せ
じ
秋
の
夜
と
だ
に
た
の
ま
れ
な
く
に

:
 

と
よ
み
け
る
。
時
は
、
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
。
親
主
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で

明
か
し
給
う
て
け
り
。

み
ぐ
し

か
く
し
つ
つ
ま
う
で
っ
か
う
ま
つ
り
け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
御
髪
お
ろ
し
給
う
て

け
り
。

b
院
に
「
を
が
み
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
て
、
小
野
に
ま
う
で
た
る
に
、
比
叡

み
ひ
ろ

の
山
の
ふ
も
と
な
れ
ば
、
雪
い
と
高
し
。
し
ひ
て
御
室
に
ま
う
で
て
、
を
が
み
た
て

ま
つ
る
に
、
つ
れ
づ
れ
と
、
い
と
物
が
な
し
く
て
お
は
し
ま
し
け
れ
ば
、
や
や
ひ
き

l

u

S
』

し
く
さ
ぶ
ら
ひ
て
、
い
に
し
へ
の
こ
と
な
ど
思
ひ
出
で
聞
え
け
り
。
「
き
て
も
さ
ぶ

ら
ひ
て
し
か
な
」
と
思
へ
ど
、
お
ほ
や
け
ど
と
ど
も
あ
り
け
れ
ば
、
え
さ
ぶ
ら
は
で
、

夕
暮
れ
に
帰
る
と
て
、

忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
思
ひ
き
や
雪
踏
み
分
け
て
君
を
見
む
と
は

と
て
な
む
、
泣
く
泣
く
来
に
け
り
。

問
題
の
「
時
は
、
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
」
を
含
む
前
半
部
と
、
惟
喬
親
王
出

一
目
し
て
わ
か
る
。

家
隠
遁
後
の
後
半
部
に
分
か
れ
る
こ
と
は
、

ま
ず
、
前
半
部
。
今
か
ら
=
一
十
四
年
も
前
の
昭
和
四
十
六
年
(
一
九
七
こ
、
四
十
歳
の

時
に
初
版
を
出
し
た
『
校
注
古
典
叢
書
伊
勢
物
語
」
(
明
治
書
院
刊
)
の
頭
注
に
、

①
の
「
心
も
と
な
が
り
て
」
を
、

「
帰
れ
る
か
ど
う
か
歪
蛍
で
と
解
く
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
知
何
。
親
主
を
残
し

て
帰
宅
す
る
の
が
不
安
で
」
と
解
く
べ
き
で
は
な
い
か
。

と
注
し
、
ま
た
、
②
の
「
枕
と
て

i
:」
の
歌
を
、

「
枕
だ
と
言
っ
て
草
を
引
い
て
結
ぶ
こ
と
は
い
た
し
ま
す
ま
い
(
旅
寝
は
い
た
し
ま

す
ま
い
)
。
秋
の
夜
で
さ
え
長
い
夜
だ
と
言
っ
て
安
心
し
て
い
る
こ
と
は
で
き
な
い

の
に
、
ま
し
て
今
は
春
だ
か
ら
、
す
ぐ
に
明
け
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
:
」
と
解
く
の

が
普
通
で
あ
る
が
、
如
何
。
「
枕
と
し
て
草
を
引
い
て
結
ぶ
よ
う
な
こ
と
は
い
た
し

ま
す
ま
い
(
限
っ
た
り
い
た
し
ま
す
ま
い
)
。
秋
の
夜
で
さ
え
長
い
と
言
っ
て
安
心

で
き
な
い
の
に
、
ま
し
て
今
は
者
だ
か
ら
、
時
聞
が
た
つ
の
が
惜
し
い
。
一
晩
中
眠

ら
ず
に
、
共
に
明
か
し
ま
し
ょ
う
。

と
注
し
た
の
で
あ
る
が
、
教
科
書
版
の
頭
注
で
は
意
を
尽
く
せ
な
い
と
思
い
、
そ
の
後
、

「
伊
話
語
の
新
霊
山
ド
再
び
詳
述
し
た
が
、
依
号
し
て
、
①
を
「
閉
割
U
州
出

な
い
か
と
じ
れ
っ
た
く
て
」
、
②
を
「
(
前
略
)
せ
め
て
秋
の
夜
だ
っ
た
ら
夜
長
を
頼
り
に

ゆ
っ
く
り
も
い
た
さ
れ
ま
し
ょ
う
が
、
そ
う
も
い
た
し
か
ね
ま
す
。
短
か
夜
、
早
々
に
お

閥
創
刊
刻
刻
刻
剖
引
司
剖
叶
剖
引
」
と
解
釈
す
る
も
の
が
あ
る
の
は
遺
憾
で
あ
る
。

通
行
し
て
い
る
こ
の
よ
う
な
解
釈
だ
と
、
次
の
「
か
く
し
つ
つ
ま
う
で
っ
か
う
ま
つ
り

け
る
を
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
髪
お
ろ
し
給
う
て
け
り
。
」
に
続
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
こ
ん
な
に
ま
で
、
心
と
心
を
許
し
合
っ
て
お
仕
え
し
て
い
た
の
に
」
と
あ
る
か
ら
こ
そ
、

「
思
ひ
の
ほ
か
に
、
御
髪
お
ろ
し
た
ま
う
て
け
り
」
と
続
く
の
で
あ
る
。
早
く
帰
り
た
い
と

思
っ
て
い
た
の
に
、
お
許
し
を
い
た
だ
け
ず
に
、
仕
方
な
く
飲
み
明
か
し
た
と
い
う
の
で

は
、
物
語
の
主
人
公
は
「
心
な
き
人
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

後
半
部
の
、
ま
さ
に
絶
唱
と
言
っ
て
よ
い
「
忘
れ
て
は
夢
か
と
ぞ
思
ふ
・
:
」
に
至
る
ま

で
の
「
さ
で
も
さ
ぶ
ら
ひ
て
し
か
な
と
思
へ
ど
」
「
え
さ
ぶ
ら
は
で
」
「
夕
暮
れ
に
帰
る
と

て
」
と
続
く
叙
述
は
、
前
半
部
の
「
お
ほ
み
き
給
ひ
、
禄
給
は
む
」
と
言
っ
て
引
き
留
め

10 



る
親
主
に
対
し
て
、
「
枕
と
て
草
引
き
結
ぶ
こ
と
も
せ
じ
・
:
」
と
詠
ん
て
、
共
に
一
夜
を
過

ご
し
た
、
あ
の
三
月
晦
日
の
こ
と
と
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
し
で
も
長
く
お
そ
ば

に
い
た
い
、
も
っ
と
近
侍
し
て
い
た
い
と
思
う
も
の
の
、
正
月
の
年
中
行
事
に
参
加
し
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
身
、
今
や
隠
遁
生
活
の
親
王
と
の
隔
た
り
は
大
き
く
、
仕
方
な
く
「
泣
く

泣
く
」
帰
っ
て
来
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
前
半
と
後
半
は
、
こ
の
よ
う
に
、
ま
さ
し
く

対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
心
と
心
が
通
じ
合
っ
て
共
に
一
夜
を
明
か
し
た
日

を
、
「
時
は
、
や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
な
り
け
り
」
と
言
っ
た
の
は
何
故
か
。

「古
ι柔
」
の
春
下
の
巻
軸
あ
た
り
を
見
る
と
、

春
を
惜
し
み
て
よ
め
る

7c 
方

惜
し
め
ど
も
と
ど
ま
ら
な
く
に
春
霞
帰
る
遣
に
し
立
ち
ぬ
と
思
へ
ば
(
一
一
一
一
O
)

寛

平

の

御

時

の

后

宮

の

歌

合

の

歌

輿

風

声
絶
え
ず
鳴
け
や
鴬
寸
借
に
ふ
た
た
び
と
だ
に
来
ベ
き
春
か
は
(
一
一
一
一
一
)

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
目
、
花
摘
み
よ
り
帰
り
け
る
女
ど
も
を

担
問
恒

と
ど

F

留
む
べ
き
も
の
と
は
な
し
に
は
か
な
く
も
散
る
花
ご
と
に
類
ふ
心
か
(
一
三
二
)

や
よ
ひ
の
つ
ご
も
り
の
目
、
雨
の
降
り
け
る
に
、
藤
の
花
を
折
り
て

人

に

つ

か

は

し

け

る

業

平

の

朝

臣

い
〈
か

濡
れ
つ
つ
ぞ
し
ひ
て
折
り
つ
る
年
の
内
に
春
は
幾
日
も
あ
ら
じ
と
恩
へ
ば
(
一
三
三
)

隠

亭
子
の
院
の
歌
合
の
、
春
の
果
て
の
歌

見
て
よ
め
る

担
問
恒

今
日
の
み
と
春
を
思
は
由
時
だ
に
も
立
つ
こ
と
や
す
き
花
の
齢
か
は
(
一
一
-
一
四
)

と
い
う
よ
う
に
、
三
月
の
つ
ど
も
り
に
よ
ま
れ
た
歌
が
並
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
に
ヲ
万
尽
ミ
る
日
」
に
よ
ま
れ
た
歌
を
ま
と
め
る
の
は
、
時
間
の
流
れ
に

『
骨
勢
物
韮
巴
と
『
古
今
集
』

従
っ
て
和
歌
を
配
列
す
る
『
古
今
集
』
な
ら
で
は
の
方
法
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
唐
詩
、

特
に
白
居
易
の
詩
の
影
響
に
よ
っ
て
、
「
=
一
月
尽
日
」
が
、
「
過
ぎ
去
っ
た
日
々
」
「
過
ぎ
去

っ
た
春
」
を
惜
し
む
と
い
う
テ
l
マ
を
発
現
す
る
の
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
題
に
な
っ
て
い

{花
7
}

た
か
ら
で
あ
り
、
『
伊
勢
物
語
』
も
そ
の
影
響
を
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

『
白
氏
文
集
」
に
多
く
見
ら
れ
る
例
の
、
っ
ち
、
た
と
え
ば
、

三
月
尽
日
日
暮
ノ
時
:
:
・
・
天
涯
春
ヲ
送
ッ
テ
能
ク
伺
慢
ヲ
加
ヘ
ザ
ラ
ン
ヤ

(
巻
十
二
「
送
呑
帰
」
)

一
月
尽
ク
ル
時
頭
白
キ
日

春
ト
老
イ
別
レ
テ
更
ニ
依
々
タ
リ

(
巻
五
士
一
一
「
柳
主
)

五
年
一
二
月
会
賀
、
ク
・
:
(
中
略
)
:
・
年
々
衰
痩
シ
テ
衣
ニ
勝
ヘ
ズ

(
巻
六
十
八
「
春
尽
ク
ル
目
、
宴
罷
ミ
事
-
二
倍
ジ
テ
独
炉
支
」
)

三
月
三
十
日
春
帰
リ
日
復
暮
ル
:
・
・
:
人
生
ハ
行
客
ニ
似
タ
リ
両
足
停
歩

無
シ
唯
老
ノ
到
来
ス
ル
有
リ
人
間
避
ク
ル
底
無
シ
・
・
今
日
春
ヲ
送
ル

心
心
ハ
親
故
ニ
別
ル
ル
ガ
如
、
y
」

(

巻

十

「

送

春

」

)
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の
よ
う
に
、
「
三
月
尽
ク
ル
日
」
に
春
を
惜
し
む
の
は
、
た
だ
季
節
と
し
て
の
春
を
惜
し
む

だ
け
で
は
な
く
、
ま
さ
に
み
ず
か
ら
の
若
き
日
々
を
惜
し
む
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
伊
勢
物
語
』

第
八
十
三
段
に
お
い
て
、
惟
喬
親
主
と
物
語
の
主
人
公
が
、
ま
さ
に
「
や
よ
ひ
の
つ
ご
も

り
」
に
、
「
枕
と
て
草
引
き
結
ぶ
こ
と
も
せ
じ

i
:」
と
よ
ん
で
、
「
お
ほ
と
の
ご
も
ら
で
」

一
夜
を
共
に
語
り
明
か
し
た
の
は
、
そ
の
直
前
の
第
八
十
二
段
で
語
ら
れ
た
「
交
野
の
桜

狩
」
「
天
野
川
で
の
風
流
」
「
水
無
瀬
の
な
ご
り
の
月
」
な
ど
で
象
徴
さ
れ
る
、
往
時
の
風

雅
の
総
括
的
回
顧
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
っ
た
。
「
三
月
尽
日
」
に
春
を
惜
し
む
と
い
う

こ
と
は
、
ま
さ
に
過
苦
羊
A

っ
た
人
生
を
惜
し
む
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



「
伊
勢
翌
巴
と
『
古
今
集
』

五
、
む
す
び
|
|
「
伊
勢
物
語
」
の
テ
l
マ
|
|

こ
の
よ
う
に
、
「
過
ぎ
去
っ
た
人
生
を
惜
し
む
」
と
い
う
こ
と
を
『
伊
勢
物
語
』
の
テ
ー

マ
と
し
て
見
る
と
、
「
古
」
と
「
今
」
の
対
立
の
中
に
、
主
宮
c
日
の
み
ず
か
ら
を
、
今
の
翁

の
立
場
か
ら
稲
晦
し
つ
つ
語
る
「
翁
語
り
」
と
い
、
っ
構
造
も
、
時
の
進
行
を
「
三
月
尽
白
」

に
停
止
さ
せ
て
、
我
が
身
の
春
を
回
想
す
る
と
い
う
叙
法
も
、
ま
さ
に
「
古
ム
コ
集
』
の
方

法
に
通
じ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
納
得
さ
れ
る
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
な
く
、
「
月
や
あ
ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
我
が
身
ひ
と
つ
は
元
の
身
に
し
て
」
(
四

段
)
に
始
ま
っ
て
、
「
い
と
ど
し
く
渇
き
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
波

か
な
」
(
七
段
)
、
「
羊
を
折
り
て
あ
ひ
見
し
こ
と
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
十
と
言
ひ
っ
つ
四
つ
は
へ

に
け
り
」
(
十
六
段
)
、
「
年
だ
に
も
十
と
て
四
つ
は
へ
に
け
る
を
い
く
た
び
君
を
た
の
み
来

ぬ
ら
む
」
(
十
六
段
)
、
「
い
に
し
へ
の
し
づ
の
を
だ
ま
き
く
り
か
へ
し
昔
を
今
に
な
す
よ
し

も
が
な
」
(
三
十
二
段
)
、
「
さ
月
待
つ
花
橘
の
香
を
か
げ
は
昔
の
人
の
袖
の
香
ぞ
す
る
」

(
六
十
段
)
、
「
い
に
し
へ
の
に
ほ
ひ
は
い
づ
ら
桜
花
こ
け
る
か
ら
と
も
な
り
に
け
る
か
な
」

(
六
十
二
段
)
、
「
桜
花
緩
り
か
曇
れ
老
い
ら
く
の
来
む
と
い
ふ
な
る
道
ま
が
ふ
だ
に
」
(
九

十
九
段
)
、
「
剣
剖
別
人
な
と
が
め
そ
狩
衣
今
日
ば
か
り
と
ぞ
た
づ
も
鳴
く
な
る
」
(
百
十
四

段
)
、
「
矧
則
こ
そ
今
は
あ
た
な
れ
こ
れ
な
く
は
忘
る
る
時
も
あ
ら
ま
し
も
の
を
」
(
百
十
九

段
)
な
ど
、
『
伊
勢
物
語
」
の
歌
の
数
々
が
、
「
今
」
の
時
点
か
ら
、
よ
き
「
昔
」
を
懐
か

し
む
思
い
で
よ
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
気
つ
く
の
で
あ
る
。

「
あ
の
す
ば
ら
し
い
日
を
も
う
一
産
と
い
う
思
い
は
、
人
間
誰
も
が
抱
く
思
い
で
あ

り
、
文
学
の
基
本
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
成
立
し
た
ま
害
時
代
は
も
ち
ろ
ん
、
鎌
倉
時

代
、
室
町
時
代
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
常
に
最
高
の
人
気
を
と
も
な
っ
て
読
み
継
が
れ

て
来
た
『
伊
勢
物
葺
巴
の
魅
力
の
挺
源
は
、
こ
の
点
に
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
る
。

(注
l
)
「
在
中
将
集
成
立
存
疑
」
(
『
国
語
国
文
』
昭
和
三
十
三
年
二
月
号
)
、
の
ち
、
「
伊

勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕
』
(
昭
和
四
十
三
年
、
明
治
書
院
刊
)
所
収
。

(注
2
)
『
柿
本
人
麿
異
聞
』
(
二
O
O
三
年
、
和
泉
書
院
刊
)

(注
3
)
「
伊
勢
物
語
冒
頭
三
章
段
の
成
立
と
主
題
」
(
『
中
古
文
学
』
第
一
一
十
九
号
、
昭
和

五
十
七
年
五
月
、
の
ち
『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』
(
昭
和
六
十
二
年
、
明
治
書
院

刊
)
所
収
。

(注
4
)
「
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

『
主
朝
文
学
の
本
質
と
変
容
散
文
編
』
二
O
O
一
年
、
和
泉
書
院
刊
)
、
の
ち
山

本
登
朗
『
伊
勢
物
語
論
文
体
主
題
・
専
A
Z
』
(
平
成
土
ニ
年
、
笠
間
書
院
刊
)

(注
5
)
片
桐
洋
一
「
古
ム
ゑ
的
表
現
の
本
質
」
(
『
古
今
和
歌
集
研
究
集
成
』
第
一
巻
八
風

問
責
一
房
、
二
O
O
四
年
一
月
刊
V
所
収
)

(注
6
)
「
伊
勢
物
語
聞
の
新
研
究
』
第
五
篇
「
伊
勢
物
語
解
釈
断
章
」
(
昭
和
六
十
二
年
、
明

治
書
院
刊
)

(注
7
)
片
桐
洋
一
「
伊
勢
物
語
と
白
詩
そ
の
方
法
と
本
質
」
(
『
文
学
・
語
学
』
第

一
O
五
号
)
、
の
ち
『
伊
勢
物
語
の
新
研
究
』
(
昭
和
六
十
二
年
、
明
治
書
院
刊
)
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所

時

【付記】本
稿
の
お
お
む
ね
は
、
平
成
十
六
年
十
月
三
日
開
催
の
大
阪
女
子
大
壁
夫
学
院
国
語

学
国
文
堂
専
攻
院
生
の
会
総
会
特
別
講
演
会
に
お
い
て
講
演
し
た
も
の
で
あ
る
。

(
か
た
ぎ
り

ょ
う
い
ち
・
本
晶
子
事
菅
教
授
)


