
西
本
願
寺
本
系
業
平
集
と
東
山
御
文
庫
本
業
平
朝
臣
集

鈴
木
 
隆
司

一 

は

じ
め

に

 
業
平
集

の
写
本
の
な
か
で
、
西
本
願
寺
本
系
統
の
本
は
最
も
数
が
多

い
が
、
そ
の
多
く
は
西
本
願
寺
本
と
配
列
を
同
じ
く
す
る
五
十
八
首
本

で
あ
り
、
配
列

・
歌
数
の
異
な
る
異
本
は
極
め
て
少
な
い
。
現
在
知
ら

れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
六
十
四
首
の
歌
を
も
つ
東
山
御
文
庫
蔵
業

平
朝
臣
集

(
以
下

「東
山
御
文
庫
本
」
)
と
、
五
十
五
首
の
歌
を
も
つ

永
和
二
年
奥
書
藤
原
為
敦
筆
本

二
)
の
二
本
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。

こ
の
う

ち
、

東

山
御

文
庫

本

に

関

し
て
は

、
既

に

田
中

宗
作

氏

〔三
、

杉
谷
寿
郎
氏

三
)
を
は
じ
め
諸
先
学
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
通
り
、

現
存
本
は
江
戸
時
代
初
期
の
書
写
な
が
ら
、
原
本
に
極
め
て
忠
実
に
書

写
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
こ
と
や
、
平
安
末
期
の
書
写
と
さ
れ
る
伝
公

任
筆
業
平
集
切
に
歌
の
配
列
、
詞
書
が
極
め
て
近
似
し
て
い
る
こ
と
か

ら
、
か
な
り
淵
源
の
古
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
収
載

歌

・
配
列
の

一
致
か
ら
、
こ
の
本
が
西
本
願
寺
本
系
の
本
か
ら
派
生
し

た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
も
言
わ
れ
て
い
る
が
、
ま
ず
は
確

認
の
た
め
、
西
本
願
寺
本
と
東
山
御
文
庫
本
の
配
列
の
比
較
を

「
覧
に

し
て
み
る
。
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に
見

る

通
り

、

い
く

つ
か

の
歌

の
出

入
り

は
あ

る
が
、

両
集

に
共

通

す

る
歌

の
配
列

は

ほ
ぼ

一
致

し

て

い

る
と
言

っ
て
よ

い
。

 
そ
れ
で
は
、
東
山
御
文
庫
本
と
西
本
願
寺
本
の
関
係
は
ど
の
よ
う
に

考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
歌

の
配
列
と
出
入
り
に
加
え
て
、
両
集
の
詞
書
に
か
な
り
の
異
同
が
あ
る

点
も
考
慮
に
入
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

こ
れ
ま
で
に
、
田
中
宗
作
氏
の

「増
補
改
訂
の
際
第

一
次
資
料
に
な

っ

た
も
の
は
古
今
和
歌
集

・
後
撰
和
歌
集
で
あ

っ
て
、
伊
勢
物
語

・
他
の

異
本
類
と
は
さ
ほ
ど
深
い
関
係
を
も
つ
も
の
で
は
あ
る
ま
い
」
㊧
と
い

う
指
摘
と
、
渡
辺
泰
宏
氏
の

「東
山
御
文
庫
本
が
五
十
八
首
本
の
詞
書

を
古
今
集
、
後
撰
集
な
ど
に
よ
っ
て
修
正
し
た
こ
と
に
よ

っ
て
両
集
に

多
く
の
異
同
が
生
じ
、
ま
た
、
五
十
八
首
本
に
お
い
て
詞
書
の
な
い
こ

の
四
首
に
限

っ
て
は
、
古
今
集
、
後
撰
集
に
よ
る
し
か
な
か

っ
た
た
め

に
こ
れ
ら
四
首
が
古
今
集
、
後
撰
集
に
近
い
詞
書
に
な
っ
た
と
し
か
考

え
ら
れ
な
い
」
(五
)と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
田
中
氏

・
渡
辺
氏
と
も
、
両

集
の
歌
の
出
入
り
と
詞
書
の
異
同
を
検
討
さ
れ
た
上
で
、
結
論
自
体
は
、

東
山
御
文
庫
本
は
西
本
願
寺
本
を
原
拠
と
し
、
古
今
集

・
後
撰
集
に
よ

っ
て
、
加
え
る
べ
き
と
考
え
た
歌
は
加
え
、
改
め
る
べ
き
と
考
え
た
詞

書
は
改
め
た
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
〔さ
。

 

一
方
で
、
西
本
願
寺
本
と
東
山
御
文
庫
本
の
関
係
を
直
接
論
じ
た
も

の
で
は
な
い
が
、
山
田
清
市
氏

(七)
は
、
「月
や
あ
ら
ぬ
」
「
か
ら
こ
ろ

も
」
な
ど
の
歌
の
詞
書
に
つ
い
て
、
古
今
集
荒
木
切
の
本
文
と
業
平
集

諸
本
の
本
文
を
比
較
さ
れ
、
こ
の
中
で
東
山
御
文
庫
本
が
荒
木
切
に
最

も
近
い
本
文
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
、
さ
ら
に
業
平
集
諸
本
、
と

り
わ
け
東
山
御
文
庫
本
が
原
古
今
集
の
本
文
を
伝
え
て
い
る
可
能
性
が

高
い
こ
と
を
示
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
山
田
氏
の
示
さ
れ

た
例
と
は
逆
に
、

は
る
ぐ

き
ぬ
る
た
び
を
こ
そ
お
も

へ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(古
今

・
荒
木
切
四

一
〇
)

は
る
ぐ

き
ぬ
る
旅
を
こ
そ
思

へ
 
 
 
 
 
 

(西
本
五
六
)

は
る
ぐ

き
ぬ
る
旅
を
し
そ
お
も
ふ
 
 
 

 
 
(東
山
五
五
)

と
、
荒
木
切
が
西
本
願
寺
本
と

一
致
し
て
い
る
箇
所
も
あ
り

八̂)、
西

本
願
寺
本

・
東
山
御
文
庫
本
と
荒
木
切
の
距
離
の
遠
近
は

一
概
に
は
言

え
な
い
。
山
田
氏
は
こ
の
よ
う
な
例
も
併
せ
て
、
現
存
古
今
集
よ
り
も

こ
れ
ら
の
業
平
集
の
本
文
が
古
今
集
の
原
形
を
示
し
て
い
る
と
考
え
て

お
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
荒
木
切
の
本
文
の
信
頼
性
に
も
問
題

は
あ
り

〔九
)、
現
存
業
平
集
と
古
今
集
の
原
形
を

つ
な
げ
る
こ
と
は
、

現
状
で
は
や
は
り
困
難
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
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西
本
願
寺
本
と
東
山
御
文
庫
本
の
二
本
に
つ
い
て
考
え
る
と
、
東
山

御
文
庫
本
に
あ

っ
て
西
本
願
寺
本
に
な
い
二
首

「
し
る
し
ら
ず
な
に
か

あ
や
な
く
」
(
一
二
)、
「お
ぼ
ろ
け
の
あ
ま
や
は
か
つ
く
」
(
二
〇
)
は

共
に
贈
答
歌
の
返
歌
で
あ
り
、
西
本
願
寺
本
に
あ
っ
て
東
山
御
文
庫
本

に
な
い
二
首
に
は
共
通
し
た
特
徴
が
な
い
。
確
か
に
こ
の
点
か
ら
す
れ

ば
、
東
山
御
文
庫
本
の
増
補
改
訂
と
考
え
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。
ま

た
、
西
本
願
寺
本
は
四

一
～
五
二
が
ま
と
め
て
詞
書
を
省
い
て
い
る
が
、

東
山
御
文
庫
本
は
、
「
ひ
と
の
も
と
に
し
ば
く
ま
か
り
け
れ
口
あ
ひ
が

た
き
け
し
き
に
は
べ
り
」
(四
二
)、
「思
ふ
と
こ
ろ
あ
り
て
大
政
大
臣

よ
ま
せ
て
侍
け
る
」
(四
七
)
と
、
詞
書
を
伴

っ
て
い
る
歌
が
あ
り
、

し
か
も
こ
れ
ら
の
詞
書
が
後
撰
集
に
近
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

西
本
願
寺
本
が
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
二
つ
の
詞
書
を
省
い
た
と
は
考
え
難
く
、

や
は
り
、
こ
こ
で
も
東
山
御
文
庫
本
の
詞
書
の
増
補
を
考
え
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。

 
右
の
よ
う
な
点
か
ら
す
れ
ば
、
田
中
氏
、
渡
辺
氏
の
言
わ
れ
る
通
り
、

東
山
御
文
庫
本
は
西
本
願
寺
本
系
統
の
本
を
増
補
改
訂
し
た
本
と
考
え

る
の
が
自
然
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
尚
疑
問
を
感
じ
る
点
が
な
い

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
に
関
し
て
、
以
下
に
考
察
を
進
め
て
い
き
た

い
。

二
 
詞
書
の
異
同

 
ま
ず
、
西
本
願
寺
本
と
東
山
御
文
庫
本
の
次
の
詞
書
の
異
同
か
ら
考

え
て
み
た
い
。

紀
の
と
し
さ
だ
が
あ
は
の
か
み
に
な
り
て
ま
か
り
け
る
と
き
、
…

…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(西
本
四
〇
)

紀
の
と
し
さ
だ
が
あ
は
の
す
け
に
な
り
て
く
だ
り
け
る
と
き
、
…

…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(東
山
四

一
)

こ
の

「か
み
」
と

「す
け
」
は
ど
ち
ら
が
原
形
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
西

本
願
寺
本
系
諸
本

(δ
)
の
な
か
に

「す
け
」
と
す
る
も
の
は
見
出
せ
な

い
。
古
今
集
は
現
存
す
る
ほ
と
ん
ど
の
本
が

「
す
け
」
で
あ
る
が
、
元

永
本
に
は

「
か
み
」
と
あ
る
。
東
山
御
文
庫
本
が
古
今
集
の
詞
書
に
従

っ
て

「す
け
」
と
改
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
西
本
願
寺
本
が
東
山

御
文
庫
本
を
派
生
さ
せ
た
後
、
元
永
本
の
よ
う
な
詞
書
を
も
つ
古
今
集
 
 
塩

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弓

に
よ

っ
て
改
め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
で
は
ど
ち
ら
が
ど
ち

ら
と
も
言
い
切
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
東

山
御
文
庫
本
と
同
じ
く
西
本
願
寺
本
系
統
の
本
か
ら
派
生
し
た
と
考
え

ら
れ
る
在
中
将
集

≡̂

が
、
東
山
御
文
庫
本
と
同
じ
く

「す
け
」
と
い

う
本
文
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
東
山
御
文
庫
本
と
在
中

将
集
が
共
に
西
本
願
寺
本
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
仮
定
の

下
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
可
能
性
の
方
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く

と
も
、
東
山
御
文
庫
本
の
増
補
改
訂
と
い
う
だ
け

で
こ
の
詞
書
の
異
同

を
考
え
る
訳
に
は
い
か
な
い
。

 
こ
の
よ
う
に
、
東
山
御
文
庫
本

・
西
本
願
寺
本

・
在
中
将
集
の
三
本

の
詞
書
に
つ
い
て
、
東
山
御
文
庫
本
と
在
中
蒋
集
は

一
致
し
、
西
本
願



寺
本
が
そ
れ
と
は
異
な
る
と
い
う
箇
所
を
少
な
か
ら
ず
見
出
す
こ
と
が

で
き
る
。

こ
れ
を

一
覧
に
す
る
と

【資
料
1
】
の
よ
う
に
な
る
。
こ
れ

ら
の
う
ち
、
例
え
ば

「十

一
日
の
月
…
…
」
(東
山
三
二
、
在
中
五

六
)
な
ど
は
、
古
今
集

・
伊
勢
物
語
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
東
山
御
文

庫
本

・
在
中
将
集
が
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
古
今
集
、
あ
る
い
は
伊
勢
物
語

に
接
触
し
て
詞
書
を
改
め
た
と
考
え
て
も
そ
れ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
く
、

詞
書
の
前
後
関
係
と
い
う
こ
と
に
は
必
ず
し
も
つ
な
が
ら
な
い
が
、

一

方
で
詞
書
の
前
後
関
係
に
示
唆
を
与
え
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
い
く

つ
か
あ
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。

①

か

へ
し

、
を

ん
な

に

か
は

り

て
、
な

り

ひ

ら

 

(
西
本

一
四

)

 
 
返
し
、
女
に
か
は
り
て
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (東
山

一
四
)

「な
り
ひ
ら
」
の
有
無
の
み
の
異
同
で
あ
る
。
西
本
願
寺
本
系
諸
本
で

は
、
群
書
類
従
本
が

「な
り
ひ
ら
」
を
欠
い
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の

本
に
は

「
な
り
ひ
ら
」
が
あ
り
、
東
山
御
文
庫
本
に
は

「な
り
ひ
ら
」

が
な
い
。
ま
た
、
在
中
将
集
に
も

「
な
り
ひ
ら
」
が
な
く
、
東
山
御
文

庫
本
と

一
致
し
て
い
る
。
こ
の
詞
書
を
見
て
最
初
に
考
え
る
こ
と
は
、

業
平
集
の
詞
書
に
な
ぜ
業
平
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
す
必
要

が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
詞
書
に
続
く
歌
は
、
藤
原
敏

行
が
業
平
の
も
と
に
い
る
女
に
贈
っ
た
歌
の
返
歌
と
さ
れ
て
い
る

「
あ

さ
み
こ
そ
」
の
歌
で
あ
る
が
、
「女
に
か
は
り
て
」
だ
け
で
も
、
業
平

が
女
の
代
作
を
し
て
こ
の
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
と
い
う
事
情
は
十
分
に
伝

わ
る
。
「
な
り
ひ
ら
」
の
詞
書
は
、
そ
の
歌
は
業
平
が
詠
ん
だ
も
の
で

あ

る
と

い
う

こ
と
を
念

押

し

し
よ

う
と

し

た
も

の
で
あ

ろ
う

が
、

同

じ

よ
う
に
業
平
が
女
の
代
作
を
し
た

「か
ず
く

に
」
の
歌

(西
本
三
六
、

東
山
三
七
、
在
中
六

一
)
の
詞
書
を
含
め
て
、
こ
の
よ
う
な
詞
書
が
西

本
願
寺
本

・
東
山
御
文
庫
本

・
在
中
将
集
の
い
ず
れ
に
も
、
他
に
は
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
考
え
て
も
、
こ
れ
が
原
形
と
は
考
え
に
く

い
。
西
本
願
寺
本
が
東
山
御
文
庫
本
を
派
生
さ
せ
た
後
に
行

っ
た
改
訂

と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

②

き
さ
い
の
み
や
の
五
条
の
に
し
の
た
い
の
に
し
の
つ
ま
に
す
む
人

を
忍
び
て
も
の
い
ひ
は
べ
る
が
、
…
…
 

 

 
 
(西
本

一
七
)

五
条
の
き
さ
い
の
宮
の
に
し
の
た
い
な
る
人
に
し
の
び
て
物
い
ひ

は
べ
る
、
…
…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (東
山

一
七
) 
 

5

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
弔

西
本
願
寺
本
系
諸
本

の
な
か
に
は
、
陽
明
文
庫
蔵
本
、
京
都
大
学
附
属

図
書
館
蔵
谷
村
文
庫
本
な
ど
、
「に
し
の
つ
ま
に
」
の

「
に
し
の
」
を

欠
い
て

「
つ
ま
に
」
と
す
る
本
も
あ
る
が
、
「
つ
ま
に
」
を
欠
く
本
文

は
見
出
せ
な
い
。

一
方
で
、
こ
の

「
(に
し
の
)

つ
ま
に
」
は
東
山
御

文
庫
本
に
も
在
中
将
集
に
も
含
ま
れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、

古
今
集

(七
四
七
)
の
詞
書
に
は
、

 

 
五

条

の
き

さ

い

の
宮

の
に
し

の
た

い
に
す

み

け

る
人

に
…

…

と

あ
り

、

伊
勢

物
語

(
四
段

)
に

は
、

昔

、

東

の
五
條

に
大

后

の
宮

お

は

し
ま

し
け

る

、
西

の
対

に
住

む

人
あ

り
け

り
。

…

…

と
あ
り
、
現
存
本
を
見
る
限
り
で
は
、
古
今
集

・
伊
勢
物
語
の
諸
本
の



み

な
ら

ず

業

平
集

諸

本

に
も

、

西

本

願
寺

本

系

諸

本

を

除

い

て
は

、

「
(
に

し

の
)

つ
ま

に

」
と

い
う

内
容

を

も

つ
も

の
を

見

出
す

こ
と

が

で
き

な

い
。

 
と
こ
ろ
で
、
こ
の
詞
書
は

「月
や
あ
ら
ぬ
」
の
歌
の
詞
書
で
あ
り
、

伊
勢
物
語

で
は
二
条
后
関
連
の
章
段
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。
歌
自
体

も
非
常
に
有
名
で
あ
り
、
伊
勢
物
語
の
な
か
で
も
中
核
を
な
す
よ
う
な

章
段
で
あ

る
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
西
本
願
寺
本
の

「
(に
し

の
)
つ
ま
に
」
と
い
う
詞
書
が
発
生
し
た
事
情
も
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
見

え
て
く
る
よ
う
に
思
え
る
。
も
と
も
と

「西
の
た
い
な
る
人
」
も
ぼ
か

し
た
書
き
方
で
は
あ
る
が
、
二
条
后
を
暗
に
示
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に

読
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
皇
妃
と
な
る
二
条
后
が
入
内
前
に

業
平
と
関
係
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
る

人
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
し

て
し
ま
う
人
も
い
た
で
あ
ろ
う
。
西
本
願
寺
本
の
編
者
が
そ
の
よ
う
に

考
え
た
の
で
あ
れ
ば
、
業
平
と
関
係
の
あ

っ
た
女
が
二
条
后
で
は
な
い

こ
と
を
強
調
し
よ
う
と
し
て

「
(に
し
の
)
つ
ま
に
」
と
い
う
言
葉
を

あ
え
て
加
え
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
「西
の
対
」
に
住
む
の
で

あ
れ
ば
、
二
条
后
を
思
わ
せ
る
が
、
「
端
」
を
意
味
す
る

「
つ
ま
」
を

加
え
れ
ば
そ
れ
は
二
条
の
后
で
は
な
い
と
思
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
詞
書
の
異
同
が
生
ま
れ
る
余
地

は
十
分
に
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
西

本
願
寺
本
の
詞
書
に
そ
う
し
た
姿
勢
が
窺
え
る
と
仮
定
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
次
の
詞
書
の
異
同
に
つ
い
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

③

あ
る
ひ
と

 

 

 

 

 

 

 

(西
本
二
三
)

い
と
わ
り
な
く
し
て
あ
ひ
し
口
は
べ
り
け
る
女
の
、
い
と
あ
さ
ま

し
き
こ
と
な
ど
い
ひ
て
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
(東
山
二
四
)

「
君

や
来

し
」

の
歌

の
詞
書

で
あ

り
、

こ
れ

も
伊
勢

物

語

で
有

名

な
、

伊

勢

斎
宮

関
連

の
章

段

(
六
九

段

)
に
含

ま

れ

る
歌

で
あ

る
。

こ
こ

で

も
在

中

将

集

は

「
い
み

じ
う

わ

り

な
く

て
あ

ひ
た

る
女

」

(
四

八

)
と

い
う

、
東

山
御

文
庫

本
に

一
致

し

な

い
ま

で
も

近
似

し
た

詞
書

を

も

っ

て

い
る
。

そ

れ

に
対

し

て
、

西
本

願
寺

本
は

た

だ

=
言

「
あ

る

ひ
と
」

で
あ

り
、

大

き
く

異

な

っ
て

い
る

。
同

じ
歌

に

つ
い
て
、

古
今

集

(六

四
五

)

の
詞
書

に
は

、

業
平
朝
臣
の
伊
勢
の
く
に
に
ま
か
り
た
り
け
る
時
、
斎
宮
な
り
け

る
人
に
い
と
み
そ
か
に
あ
ひ
て
又
の
あ
し
た
に
人
や
る
す
べ
な
く

て
思
ひ
を
り
け
る
あ
ひ
だ
に
、
女
の
も
と
よ
り
お
こ
せ
た
り
け
る

と

あ
り

、
在

中
将

集

と
東

山
御

文
庫

本

に
共

通
す

る

「
わ

り

な

し
」

も
、

西

本
願

寺
本

の

「
あ

る

ひ
と

」
も

含
ま

れ

て

い
な

い
。
非

常

に
長

文

に

な

る

の
で
、

引

用
は

省
略

す

る
が

、
伊

勢
物

語

の
本

文

に
も

「
わ

り

な

し

」
「
あ

る

ひ
と

」

は
含

ま

れ

て

い
な

い
。

現
存

す

る

古

今
集

・
伊
勢

物
語

の
諸
本

に

つ
い
て
、

こ
の

こ
と
は

同
様

で
あ

る
。

現
存

し

な

い
古

今
集

・
伊
勢

物

語
に

「
わ

り

な
し

」
と

い
う

表

現
が

あ

り
、

東
山

御

文

庫

本

・
在
中

将

集
が

と

も
に

そ

の
よ
う

な
本

に

よ

っ
て
別

々
に
改

訂

さ

れ

た
と

い
う
可

能
性

は
完

全

に
否

定

で
き

る
訳

で
は

な

い
が
、
や

は

り

極

め

て
低

い
よ

う

に
思

わ
れ

る
。

む

し
ろ
、

西

本
願

寺

本

が

「
わ
り

な

一56―



く
」
と
い
う
詞
書
か
ら
斎
宮
犯
し
の
禁
忌
を
想
起
す
る
こ
と
を
嫌

っ
て

「あ
る
ひ
と
」
に
置
き
換
え
を
し
た
考
え
る
方
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

④

む

か

し
ふ

か

く
さ

と

い
ふ

と

こ
ろ

に
す

み
け

る
…

…
(
西
本

三
七

)

 
 
ふ
か
草
の
里
に
す
み
侍
て
…
…
 
 
 
 
 
 
 
(東
山
三
八
)

東
山
御
文
庫
本
に
も
在
中
将
集
に
も
な
い

「む
か
し
」
が
西
本
願
寺
本

に
は
存
在
し
て
い
る
。
同
様
に
西
本
願
寺
本
の
み

「む
か
し
」
で
始
ま

る
詞
書
の
例
が

「人
知
れ
ぬ
」
の
歌

(西
本
二
二
、
東
山
二
三
)
に
も

見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
の
例
に
し
て
も
歌
集
の
詞
書
と
し
て
は
異
例
の

書
き
方
で
あ
り
、
「
む
か
し
」
を
含
ん
だ
形
を
原
形
と
は
考
え
に
く
い
。

伊
勢
物
語
の
本
文
に
影
響
さ
れ
て
西
本
願
寺
本
が
こ
の
箇
所
を
改
訂
し

た
の
で
あ
ろ
う
。

 
東
山
御
文
庫
本
と
在
中
将
集
に
共
通
し
、
西
本
願
寺
本
系
諸
本
と
異

な
る
詞
書
に
関
し
て
は
、
以
上
の
よ
う
な
例
か
ら
考
え
れ
ば
、
東
山
御

文
庫
本
の
増
補
改
訂
と
い
う
だ
け
で
は
両
集
の
詞
書
の
異
同
に
説
明
が

つ
か
な
い
。
む
ろ
ん
、
田
中
氏
、
渡
辺
氏
が
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
東
山

御
文
庫
本
が
古
今
集

・
後
撰
集
に
よ

っ
て
詞
書
を
改
め
た
と
思
わ
れ
る

箇
所
が
多

い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
逆
に
、
現
存
す
る
西
本
願
寺

本
が
改
訂
を
受
け
た
も
の
で
あ
り
、
東
山
御
文
庫
本
が
古
い
形
の
本
文

を
と
ど
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
西
本
願
寺
本
と
東
山
御
文
庫
本
の
詞
書
の
異
同
に
つ
い
て
は
、

東
山
御
文
庫
本
の
改
訂
と

一
方
的
に
考
え
る
べ
き
で
は
な
く
、
逆
の
可

能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

歌
の
増
補
と
詞
書
の
増
補

・
改
訂
は
、

一
応
は
分
け
て
考
え
て
お
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
②
③
で
考
え
た
よ
う
な
西
本
願
寺
本
の
詞
書
の
改

訂
は
、
当
時
の
伊
勢
物
語
享
受
の
あ
り
方
の

一
端
を
垣
間
見
せ
る
も
の

で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
稿
を
改
め
て
考
え
て

み
た
い
。三

 
東
山
御
文
庫
本
の
増
補
歌

 

最

初

に
表

に
見

た
通

り
、

東
山

御

文
庫

本

に

は
巻

末
に

西
本

願
寺

本

に

な

い
歌

が
ま

と
ま

っ
て
存

在

し

て

い
る
が

、

こ
れ

も

こ
れ
ま

で
言

わ

れ

て
い

る
よ
う

に
、

古

今
集

・
後

撰
集

に
よ

る
増

補

と
考
え

ら

れ

る

の

だ

ろ

う
か

。

こ

の
こ
と

を
疑

問

に
感

じ

る

の
は
、

第

一
に

、
五

八

～
六

四

の
七
首

の
う

ち
、

古

今
集

・
後

撰
集

で
業

平

の
歌

と
さ

れ

て

い
る

の

は

「
ち

は

や
ぶ

る
」

(
⊥ハ
○

)

の
歌

一
首

だ
け

で
あ

り
、

他

は

全

て
他

人

の
詠

で
あ

る

こ
と
、

第

二

に
、
そ

の

「
ち

は
や

ぶ

る
」

の
歌

が
然

る

べ
き

場

所

(
西
本

願
寺

本

で
は
九

。

西

本
願

寺

本
と

の
共

通
歌

で
、
配

列
が

異

な

る

の
は

こ
の

一
首

の
み

で
あ

る

)
に

な
く

、

こ

の
よ

う

な
場

所

に
あ

る
理

由
が

判
然

と

し
な

い
こ
と

が
あ

る

か
ら

で
あ

る
。

仮

に

こ

れ
ら

七

首

が
古
今

集

・
後

撰
集

に

よ

っ
て
補

わ

れ
た

と
考

え

る
に

し

て

も

、
贈

答
歌

の
返
歌

二
首

(
一
二
、

二

〇
)
と

は
、

増
補

さ

れ
た

箇

所

も
違

う

し

、
補

わ
れ

た
歌

の
性

質

も
違

う
。

東

山
御

文
庫

本

に
近

似
す

一57一



る
伝
公
任
筆
業
平
集
切
が
、
五
八
～
⊥ハ
四
の
部
分
に
関
し
て
は

一
葉
も

存
在
を
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
考
え
併
せ
る
と
、
や
は
り
こ
れ
ら
七

首
は
、

一
～
五
七
の
部
分
と
は
別
に
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

 

そ

こ

で
ま
ず

、
東

山

御

文
庫

本

の
五

八
～

六

四

の
う
ち

、
六

〇

「
ち

は

や
ぶ

る
」
を

除

く
六

首

に

つ
い
て
他

集
と

の
比
較

を

し
て

み

る
と
、

【
資
料

2

】

の
よ

う
に

な

る
。

一
見

し
て
明

ら

か
な

通
り

、
東

山

御

文

庫

本
増

補
部

は

、

小
相

公

本

(…

に

も

っ
と
も

近

い
。
東

山
御

文
庫

本

増

補
部

に

あ

る
歌

は
全

て
小
相

公

本

に
あ

り
、

そ

の
配

列
も

一
首

(東

山

六

三

)
を
除

い
て

一
致

し

て

い
る

。
ま

た

、
詞

書

の
有

無

も
、

小
相

公

本

八

三

の

「
返

し

」
を

除

い

て
は

全

て

一
致

し
、
詞

書

の
あ

る
も

の

に
関

し

て
は

、
完

全

に

一
致

し
な

い
ま

で
も

、
ほ

と
ん

ど
が

近
似

し

て

い

る

。

「
お

な

じ

こ
と

侍

し
に

し
が

に

ま

か

り

て
」

(
東

山

六

三

)

と

「
お

も
ふ

事

侍

し

に

し
が

に
ま

か

り

て

」

(
小

相
九

七
)

は

、

「
お

な

じ
」

と

「
お

も
ふ

」

と

の
相
違

は

あ

る
が

、

「
は

べ
り

し
に

」
と

い
う

、

現
存

す

る
資

料

で
は
他

に

は

見
ら

れ

な

い

一
致
が

見

ら
れ

る
点

は
注

目

し

て
お

い
て
よ

い
だ

ろ
う

。

ま
た

、
東

山

御

文
庫

本

六
四

の
詞

書
と

小

相

公
本

一
〇

九

の
詞

書
は

、
後

撰

集

、
あ

る

い
は

伊
勢

物
語

を

原
拠

に

し

て
省

略
を

行

っ
た

と
思

わ

れ

る
が

、
原

拠

が

い
ず

れ

で
あ

る
に

し

て

も

、
東

山
御

文
庫

本

・
小
相

公
本

の
省

略

の
仕
方

が
非

常

に
似

通

っ
て

お

り
、

や

は
り

両
集

に

何

ら
か

の
関

係
が

あ

る

こ
と
を

思
わ

せ

る

。

 
以
上

の
よ
う

な

こ
と

に
加

え

て
、

こ
れ

ら

の
歌

が

「
つ
ゐ
に

ゆ

く
」

(
五

七
)

の
歌

の
後

に

ま

と
ま

っ
て
存
在

し
て

い

る
こ
と

を
考

え
併

せ

る
と

、
東

山
御

文
庫

本

は

、
御

所
本

業
平

集

と

同

じ
よ
う

に
、

他

の
業

平
集
と
校
合
し
、
歌
を
増
補
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ

る
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
す
る
東
山
御
文
庫
本
は
、

「
つ
ゐ
に
ゆ
く
」
の
歌
ま
で
の
、
西
本
願
寺
本
と
ほ
ぼ
同

一
の
配
列
を

も
つ
五
十
七
首
本

(
こ
れ
を
仮
に

「
原
東
山
御
文
庫
本
」
と
す
る
)
に
、

小
相
公
本
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ
う
集

(
そ
の
本
は
、
小
相

公
本
と
の
歌
数
の
違
い
を
考
え
れ
ば
、
西
本
願
寺
本
か
ら
在
中
将
集

・

小
相
公
本

へ
至
る
過
渡
的
な
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
)
を
校
合
し
、

七
首
の
歌
を
増
補
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う

に
考
え
れ
ば
、
「ち
は
や
ぶ
る
」
(六
〇
)
が
こ
の
位
置
に
あ
る
こ
と
に

も
説
明
が
つ
く
。
お
そ
ら
く
は
、
原
東
山
御
文
庫
本
で
誤
写
な
ど
に
よ

り
脱
落
し
た
こ
の
歌
を
他
の
業
平
集
と
の
校
合
に
よ

っ
て
巻
末
に
補

っ

た
た
め
に
、
こ
の
歌
だ
け
が
西
本
願
寺
本
と
大
き
く
違
う
配
列
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
「ち
は
や
ぶ
る
」
の
歌
が
小
相
公
本
で
ど
の
位
置
に

あ

っ
た
の
か
は
、
現
存
の
形
態
か
ら
は
分
か
ら
な
い
が
、
在
中
将
集
と

小
相
公
本
が
現
存
す
る
部
分
に
関
し
て
は
配
列
が
ほ
ぼ

一
致
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る

―̂三)
こ
と
か
ら
、
「た
の
め
つ
Σ
」
(八
八
)
の
歌
の
直

前
、
現
存
の
御
所
本
の
八
七
と
八
八
の
間
に
あ
っ
た
も
の
と
考
え
る
と
、

 

 

(東

山

)

五
九
お
り

と

ら
ば

六
。
ち

は
や

ぶ

る

六
一よ

る

べ

な

み

 

 
 

 
(
小
相

)

瞳

八
三
お

り

と
ら

ば

 

↑

11
 

(
ち
は

や
ぶ

る

)

 

↑

時

一〇
六
よ

る

べ

な

み
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と

な

り
、

東
山
御

文

庫

本

も
小
相

公

本
も

「
お
り

と
ら

ば
」

の
歌
よ

り

は

前

、
「
よ

る

べ
な

み
」

の
歌
よ

り

は
後

に

、
「
ち

は
や

ぶ

る
」

の
歌

が

置

か

れ

て

い
た

こ
と

に

な

る
。

こ
の
よ

う

に
考

え

れ
ば

、

「
ち

は
や

ぶ

る
」

の
歌

が

こ

の
よ
う

な

場
所

に
あ

る
こ
と

も
、

ほ
ぼ

説

明
が

つ
く

の

で
は

な

い
だ

ろ
う

か
。

 
東
山
御
文
庫
本
の
五
八
以
降
の
七
首
の
歌
は
、
原
拠
を
た
ど

っ
て
い

け
ば
古
今
集

・
後
撰
集
に
行
き
着
く
の
で
あ
ろ
う
が
、
以
上
の
よ
う
な

考
察
に
よ
れ
ば
、
古
今
集

・
後
撰
集
か
ら

一
首
ご
と
直
接
に
補
わ
れ
た

も
の
と
は
考
え
に
く
く
、
小
相
公
本
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
で
あ
ろ

う
業
平
集
、
あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
限
定
し
な
い
に
し
て
も
他
の
業
平
集

な
ど
か
ら
ま
と
め
て
補
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四
 
結
び

 
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
西
本
願
寺
本
系
業
平
集
と
東
山
御
文
庫
本
業

平
朝
臣
集

の
関
係
、
東
山
御
文
庫
本
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。

①
東
山
御
文
庫
本
は
、
西
本
願
寺
本
系
の
本
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ

り
、

古
今

集

・
後
撰

集

に

よ

っ
て

二
首

の
歌

を

補

い
、
詞

書

を
改

訂

し

た
も

の

で
あ

る
と

い
う

こ
れ

ま

で
の
通

説
は

、
大

筋

に
お

い

て
認

め

ら
れ

る
。

②
し
か
し
な
が
ら
、
現
存
の
形
で
比
較
し
た
場
合
、
西
本
願
寺
本
よ
り

も
東
山
御
文
庫
本
の
ほ
う
が
原
形
を
保
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

箇
所
も
少
な
く
な
い
。

③
②
の
こ
と
か
ら
西
本
願
寺
本
に
つ
い
て
も
、
現
存
の
も
の
が
決
し
て

 
原
形
で
は
な
く
、
か
な
り
の
改
訂
の
手
が
入

っ
て
い
る
も
の
と
し
て

 
見
る
必
要
が
あ
る
。

④
東
山
御
文
庫
本
の
巻
末
七
首
の
増
補
歌
は
、
古
今
集

・
後
撰
集
に
よ

 

っ
て

一
首
ご
と
に
増
補
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
他
の
業
平
集
と
の
校

 
合
に
よ
っ
て
、
原
東
山
御
文
庫
本
に
は
な
か
っ
た
歌
を
補

っ
た
も
の

 
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
④
の
校
合
に
用
い
ら
れ
た
業
平
集
は
、
現
在
で
は
御
所
本
に
そ
の

一

 
部
を
と
ど
め
る
小
相
公
本
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
本
で
あ
る
可
能

 
性
が
考
え
ら
れ
る
。

 
東
山
御
文
庫
本
は
こ
れ
ま
で
、
西
本
願
寺
本
の
改
訂
版
と
い
う
位
置

付
け
で
見
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
考
察
し

た
通
り
、
こ
の
集
が
西
本
願
寺
本
よ
り
も
古
い
形
を
保
存
し
て
い
る
と

思
わ
れ
る
箇
所
が
少
な
く
な
い
こ
と
、
ま
た
、
前
稿

}̂四
)
で
考
察
し
た

通
り
、
顕
昭

『
古
今
集
注
』
で
言
わ
れ
る

「業
平
集
」
が
こ
の
系
統
に

近
い
性
質
を
も

っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
点
な
ど
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の

集
の
位
置
付
け
は
、
単
に
西
本
願
寺
本
の
改
訂
版
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら

な
い
。
西
本
願
寺
本
や
在
中
将
集
の
位
置
付
け
を
考
え
る
う
え
で
も
、

重
要
な
資
料
の

一
つ
と
な
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
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【資
料
1
】
東
山
御
文
庫
本

・
在
中
将
集

・
西
本
願
寺
本
の
詞
書
の
比
較

東
山
御
文
庫
本

(
一
)

大

原

野

へ
ま

で
□

(
二
)

桜

の
さ

か

り

に
ひ

さ

し
う

…

…

(
五

)

三

月

つ
ご

も

り
ば

か

り

に
ふ

ち

の
花

を

あ

め

の
ふ

る

ひ
人

の
も

と

に

つ
か

は
す

と

て

(
一
四

)

返

し

女

に
か

は

り

て

(
一
五

)

あ
り

き

い
た
く

す

と

て
…

…

(
一
七

)

五

条

の
き

さ

き

の
宮

の
に
し

の
た

い
な

る

人

に

…
…

在
中
将
集

(
一
)

大

原

野

へ
ま

う

で
給

へ
る
日

(
二
)

さ
く

ら

の
さ

か

り

に
ひ

さ

し
う

…
…

(
五

)

三
月

つ
ご
も

り
許

に
さ

く
ら

の
花

を

雨

の

ふ

る
日

人

の
も

と

へ
お

り

て
た

て
ま

つ
る

(
二
六

)

返

し
女

に
か

は

り

て

(
三
五

)

あ

り
き

い
た

う

す

と

て
…

…

(
=
毛

)

五
条

の
き

さ

い

の
宮

の
に

し

の
た

い
な

る

人
に

…
…

西
本
願
寺
本

(
一
)

大

原
野

に
ま

で
給

ふ

に

(
二

)

桜

の
花

ざ

か

り

に

ひ
さ

し
く

…

…

(
五

)

三
月

の

つ
ご

も

り

に
ふ

ち

の
は

な

を

人
に

つ
か

は
す

と

て
雨
ふ

る

日

(
一
四

)

か

へ
し
を

ん

な

に
か

は

り

て
な

り

ひ

ら

(
一
五

)

あ

る
き

い
た

く

す

と

て

(
一
七

)

き

さ

い

の
み
や

の
五
条

の
に

し

の
た

い
の

に

し

の

つ
ま

に
す

む

ひ
と

を

…
…
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御 倉
し    

返 こ
し
を
た
ま
は
せ
ざ
り
け
れ
}≠

は1

窪
蕎

舞

箋
身

 

(
二
三

)

五

条

わ
た

り

に
人

を

か
た

ら

ひ

て

か
よ

ひ

侍

し

に

…
…

(
二
四

)

い
と

わ
り

な

く

し
て

あ

ひ

し
口

は

へ
り

け

る
女

の
…
…

(
二
八

)

き

の
有

つ
ね

が

む
す

め

に

…
…

(
三

二

)

…

…

十

一
日

の
月

も

か
く

れ

な
ん

と

し

け

る
を

り

に
み

こ
ゑ

い
て

い
り

な
と

し

た
ま

ふ

し
に

…
…

ほ

か

へ
ま

か

り

に
け

れ
ば

又

の

と
し

の
春

…

…

(
四

⊥ハ
)

み
こ
返
く

め
で
た
ま
ひ
て
返
し
え
し
た

ま

は
ざ

り

け

れ
ば

(
四
七

)

五

条

わ
た

り

に

人
を

か

た

ら
ひ

て
し

の

び

け

れ

ば
…

…

(
四

八
)

い
み

じ

う
わ

り

な
く

て
あ

ひ
た

る
女

(
五

二

)

紀
あ

り

つ
ね

が

む
す

め

に

…
…

(
五

六

)

…

…
十

一
日

の
月

い

り
な

む

と
し

け

る
お

り

み

こ
ゑ

ひ

て

い
り

な
む

と

し
け

れ
ば

い
き
け
む
か
た
も
し
ら
せ
ず
を
と
も
せ
ず

な
り
に
け
れ
ば
ま
た
の
と
し
の
春

の
…
…

(
二

こ

か

へ
し
み
こ
え
し
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば

(
二

二
)

む

か

し
五

条

わ

た
り

に

し

の
び

て
人

を

か

た

ら

ひ
け

り

…

…

(
二
三

)

あ

る

ひ
と

(
二
七

)

あ

り

つ
ね

が

む
す

め

に

…
…

(
三

一
)

…
…

(
「
十

↓
日

の
…

…
」

ナ

シ
)

み

こ

の

し
ゐ

て

い
り

な

む
と

し

た
ま

ふ

に
…

…
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(
三

八

)

ふ

か
草

の
里

に
す

み
侍

て
…

…

(
三
九

)

返

し房西

L

t

墓

募

吝

鑛

Z

 

(
五

二

)

世

の
中

を

も
う

し
て
侍

し

口

(
五

五

)

あ

づ

ま

へ
ま

か

る
み

ち
に

か

き

つ
ば

た

の

お

も

し

ろ
か

り

け
る

所
に

を

り

ゐ

て
…

…

(
五

六

)

…

…
ふ

ね

に

の
ら

ん
と

す

る

に
…

…

(
⊥ハ
ニ

)

深

草

の
さ
と

に
す

み
け

る
を

…

…

(
⊥ハ
三

)

返

し

(
六

五

)

紀

の

と
し

さ

だ
が

阿
波

介

に

な
り

て
…

…

(
七

八

)

世

中

を
思

う

し

て

(
八

〇

)

あ

づ

ま

の
か

た
に

ま

か

り
け

る
に
か

き

つ

ば

た

の
お

も

し
ろ

か

り

け

る
を

見

て
木

の

か
げ

に
お

り

ゐ

て
…

…

(
八

一
)

…

…
舟

に

の
ら

む
と

す

る

に
…

…

(
三

七

)

む
か

し

ふ
か

く

さ

と

い
ふ

と

こ
ろ

に
す

み

け

る
…

…

(三
八
)

と
い
ひ
け
れ
ば
を
ん
な

(
四

〇

)

紀

の
と

し

さ

だ
が

あ

わ

の

か
み

に
な

り

て

世
を
な
げ
き
は
べ

り
て

 

五
ε

 

(五

六

)

あ

づ
ま

の
か

た
に

と

も

だ

ち

二
三
人

ば

か

り

さ

そ

ひ
て

ま
か

り

け

る

に
か

き

つ
ば

た

の

い
と
お

も

し

ろ
く

は

べ
り
け

る

を

み

て

木

の
も

と
に

お

り

ゐ

て
…

…

(
五
七

)

…

…
舟

に

の
り

て

わ
た

ら

む
と

し
侍

る
ほ
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(
五
七

)

わ
づ

ら

ひ
は

べ
り

て

い
ま

は

か
ぎ

り

と
思

ひ
は

べ
り

て

(八
二
)

わ
づ
ら
ひ
て
今
は
か
ぎ
り
と
お
ぼ
え
け
れ

ば

ど

に
…

…

(
五

八

)

や

ま

ひ
し

て
か

き

り

と
お

も

た

べ
し

に

人

に

つ
か

は

し
け

る

(注
)
縦

に
並
ぶ
も
の
が
同
じ
歌
の
詞
書
で
あ
る
。

【資
料
2
】
東
山
御
文
庫
本
巻
末
部
の
他
集
と
の
比
較

東
山
御
文
庫
本

(
五

八
～
五

九

)

ち
り

ぬ

れ
ば

こ
ふ

れ

ど

し

る
し

な
き

物

を

け

ふ

こ
そ

さ
く

ら

お

ら

ば
を

り

て
め

お
り

と
ら

ば

を

し
げ

に
も

あ

る
か

さ

く
ら

口

い
ざ

や
ど

か

り

て

ち

る
ま

で
は

み
む

小
相
公
本

(
八

二
～
八

三

)

ち

り

ぬ

れ
ば

こ
ふ

れ

ど

し
る

し
な

き

も

の

を
け

ふ

こ

そ
さ
く

ら

お
ら

ば

お

り

て
め

返

し

お

り

と
ら

ば
お

し
げ

に

も
あ

る

か
さ

く
ら

ば

な

い
ざ

や
ど

か
り

て
ち

る
ま

で
は

み

な

在
中
将
集

(
八

)

ち

り

ぬ
れ

ば

こ
ふ

れ

ど

し

る

し
な

き
も

の

を

け
ふ

こ
そ

さ
く

ら

お

ら

ば

お
り

て

め

勅
撰
集

(古
今

六
四
主
ハ
五
)

題
し
ら
ず

 
 
 
よ
み
人
し
ら
ず

ち
り
ぬ
れ
ば
こ
ふ
れ
ど

し
る
し
な
き
も
の
を
け

ふ
こ
そ
さ
く
ら
を
ら
ば

を
り
て
め

を
り
と
ら
ば
を
し
げ

も
あ
る
か
桜
花
い
ざ
や

ど
か
り
て
ち
る
ま
で
は

見
む

伊
勢
物
語
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(六

こ

よ
る
べ
な
み
み
ち
こ

そ
と
を
く
へ
だ
て
つ

れ
心
は
き
み
が
か
げ

と
な
り
に
き

(
六
二
)

し
ら
雲
の
や

へ
か
さ

な
れ
る
帰
や
ま
か

へ

る
 
く
も
を
い
に
け

る
か
な

(六
三
)

お
な
じ
こ
と
侍
し
に

し
が
に
ま
か
り
て

世
の
な
か
を
い
と
ひ

が
て
ら
に
こ
し
か
ど

も
う
き
身
は
山
の
な

(
一
〇
六

)

よ
る

べ
な

み
身

を

こ

そ
と

を

く

へ
だ

つ
れ

と

こ

Σ
ろ

は
き

み
が

か
げ

と

な

り
に

き

(
一
〇

七

)

し

ら

ゆ
き

の
や

へ
ふ

り

し

け

る
か

へ
る
や

ま

か

へ
る

 
く

も
お

ひ
に

け

る
か

な

(九
七
)

お
も
ふ
事
侍
し
に
し

が
に
ま
か
り
て

よ
の
中
は
い
と
ひ
が

て
ら
に
こ
し
か
ど
も

う
き
み
な
が
ら
の
山

(
三
九
)

思
こ
と
あ
り
て
し
が

に
ま
か
り
て

世
中
を
い
と
ひ
が
て

ら
に
こ
し
か
ど
も
う

き
身
は
山
の
な
か
に

(
古

今

六

一
九

)

題

し
ら

ず

 
 
 
よ
み
人
し
ら
ず

よ
る
べ
な
み
身
を
こ
そ

と
ほ
く

へ
だ
て
つ
れ
心

は
君
が
影
と
な
り
に
き

(古
今

九
〇
二
)

寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮

の
歌
合
の
う
た

 
 
 
在
原
む
ね
や
な

白
雪
の
や

へ
ふ
り
し
け

る
か

へ
る
山
か

へ
る
が

へ
る
も
お
い
に
け
る
か

な(後
撰

一
二
三
三
)

思
ふ
事
侍
け
る
こ
ろ
志

賀
に
ま
う
で
て

世
中
を
い
と
ひ
が
て
ら

に
こ
し
か
ど
も
う
き
身

な
が
ら
の
山
に
ぞ
有
り
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か
に
ぞ
な
り
け
る

(六
四
)

仁
和
の
み
か
ど
せ
り

川
の
行
幸
に
た
か
が

ひ
に
て
か
り
ぎ
ぬ
の

た
も
と
に
つ
る
の
か

た
を
ゑ
に
か
き

つ
く

るお
き
な
さ
び
人
な
と

が
め
そ
か
り
ご
ろ
も

け
ふ
ば
か
り
と
そ
た

つ
も
な
く
な
り

に
ぞ
あ
り
け
る

(
一
〇
九
)

仁
和
の
み
か
ど
の
せ

り
が
は
の
行
幸
に
た

も
と
に
つ
る
の
か
た

を
え
り
て
か
き

つ
く

お
き
な
さ
び
ひ
と
な

と
が
め
そ
か
り
ご
ろ

も
け
ふ
ば
か
り
と
そ

か
り
も
な
く
な
る

ざ

り
け

る

け
る

(後
撰

一
〇
七
五
～
六
)

仁
和
の
み
か
ど
嵯
峨
の

御
時
の
例
に
て
せ
り
河

に
行
幸
し
た
ま
ひ
け
る

日
 
 
在
原
行
平
朝
臣

(
一
〇
七
五
歌
 
略
)

お
な
じ
日
た
か
が
ひ
に

て
か
り
ぎ
ぬ
の
た
も
と

に
つ
る
の
か
た
を
を
ぬ

ひ
て
か
き
つ
け
た
り
け

るお
き
な
さ
び
人
な
と
が

め
そ
狩
衣
け
ふ
ば
か
り

と
そ
た
つ
も
な
く
な
る

(
=

四

段

)

む
か

し

、
仁

和

の
み
か

ど

、
芹

河

に

行

幸

し

た
ま

ひ
け

る
時

、
今

は

さ

る

こ
と

似
げ

な

く

思

け
れ

ど

、
も

と

つ

き
に

け

る
事

な

れ

ば

、
大
鷹

の
鷹

飼

に

て
さ
ぶ

ら

は

せ

た
ま

ひ
け

る
。

摺

狩

衣

の
た
も

と

に
書

き

つ
け

け

る
。

翁

さ
び

人
な

と

が

め

そ
狩

衣

け
ふ

ば

か

り
と

そ
鶴

も
鳴

く
な

る

お

ほ
や

け

の
御

気

色
あ

し
か

り
け

り

。

を

の
が

齢
を

思

け

れ
ど

、

わ

か

Σ
ら

ぬ

人

は
き

Σ
お

ひ
け

り
と

や

。
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〈
注

〉

(
一
)
藤
原
為
敦
筆
本
は
、

飯
田
季
治

『評
釈
業
平
全
集
』
(
明
治
四
〇
 
如
山
堂
書
店
)

に
お
い
て
校
合
に
用
い
ら
れ
た
本
で
あ
る
が
、
現
在
は
所
在
不
明

で
あ
る
σ

(
二
)
田
中
宗
作

「
東
山
御
文
庫
本
業
平
朝
臣
集
に
つ
い
て
―
-
新
資
料
紹
介
と
翻
刻
と
を

 

テ
ー
マ
と
し
て
ー

」
(
『語
文

(
日
本
大
学
)』

一
〇
 
昭
和
三
六

・
四
)

(三
)
杉
谷
寿
郎

「伝
公
任
筆
―業
平
集
切
と
東
山
御
文
庫
本
業
平
朝
臣
集
」
(『和
歌
史
研
究

 

会
会
報
』
六
五
 
昭
和
五
二

・
=

一)

(四
)
前
掲
注

(
二
)

(五
)
渡
辺
泰
宏

「西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
系
業
平
集
1

そ
の
始
発
と
系
統
本
に
関
す



 

る
試
論
i

」
(『国
語
国
文
』
 

昭
和
六
二

・
八
)

(六
)
東
山
御
文
庫
本
が
西
本
願
寺
本
系
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
右

の
他
に
、

片
桐
洋

一
『
伊
勢
物
語
の
研
究

(研
究
篇
)』
(昭
和
四
三
 
明
治
書
院
)

福
井
貞
助

『
伊
勢
物
語
生
成
論
』
(昭
和
四
〇
 
有
精
堂
)

に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

(七
)
山
田
清
市

「
古
今
集
業
平
歌
の
詞
書

に
つ
い
て
」
(『
文
学
』
昭
和
 
四
八

・
一
〇
)

〔
八
)
但
し
、
西
本
願
寺
本
系
諸
本
の
な
か
で
、
群
書
類
従
本
だ
け
は

「
旅
を
し
そ
思
ふ
」

 

と

あ
る

。

(
九

)
例

え
ば

、

「
名

に

し
負

は

ば

」

の

歌

(
四

一

一
)

の
詞
書

に

は

「
む

さ

し

の
く

に

と

し
も

つ
け
の
く
に
と
の
な
か
に
い
た
り
て
…
…
」
と
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
問
題
に
さ

れ

て
い
る
。
通
常

「む
さ
し
の
く
に
と
し
も

つ
ふ
さ
の
く
に
と
の
中
に
あ
る
す
み
だ
河

の
ぼ
と
り
に
い
た
り
て
…
…
」
と
あ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
「
し
も

つ
け
」
と
す
る
本
文

は
荒
木
切

の
み
で
あ
る
が
、
現
存
す
る
古
今
集
諸
本
の
な
か
に

「
し
も

つ
さ
」
と
し
て

い
る
本
が
あ
る

(
善
海
所
伝
本
、
基
俊
本
な
ど
)
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
「さ
」

(
字
母

「
佐
」)
を

「
け
」
(字
母

「計

」)
と
誤
写
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
す

る
と

「
す
み
だ
河
」
が
荒
木
切
に
含
ま
れ
て
い
な

い
の
は
、
あ
る
い
は

「
し
も

つ
け
」

の
本
文
を
合
理
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
も
出
て
く
る
。

(
一
〇
)
本
稿
に
お
い
て

「
西
本
願
寺
本

(系
諸
本
)」
は
五
十
八
首
本
を
示
す
も
の
と
し
、

 

歌
数
の
違
う
異
本
は
含
ま
な

い
も
の
と
す
る
。

 

尚
、
西
本
願
寺
本
の
本
文
は

 

久
曽
神
昇

『
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
精
成
』
(昭
和
四

一

風
間
書
房
)

 

に
よ
り
、
諸
本
に
異
同
の
あ
る
箇
所
に

つ
い
て
は
、
そ
の
都
度
示
し
た
。

(
一
一
)
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
論
は

鈴
木
知
太
郎

「在
中
将
集
の
成
立
に

つ
い
て
」
(『
文
学
』
昭
和

一
一
・
一
)

福
井
貞
助

『伊
勢
物
語
生
成
論
』
(
昭
和
四
〇
 
有
精
堂
)

山
田
清
市

『
伊
勢
物
語
の
成
立
と
伝
本
の
研
究
』
(昭
和
四
七
 
桜
楓
社
)

渡
辺
泰
宏

「
在
中
将
集

・
雅
平
本
業
平
集
考
ー

そ
の
性
格
と
伊
勢
物
語
の
成
立
に
関

す
る
試
論
―

」
(『国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
八

・
=

一) 

「在
中
将
集
考
―

そ

の
性
格
と
成
立
に
関
す
る
試
論
1

」
(『
文
学

・
語
学
』

一
一
二
 
昭
和
六
二

・
三
)

な
ど
、

こ
れ
ま
で
に
も
多
い
,

拙
稿

「在
中
将
集

の
性
質
と
成
立
」
(『
国
語
国
文
』
平
成

―
○

・
二
、
三
)

に
お
い
て
も
、
こ
の
点
に
関
し
て
考
察
し
た
。

(
=

一)
御
所
本
の
奥
書
に
は
、

 
 

宝
治
年
中
以
法
性
寺
少
将
雅
平
本
書
写
之
、
校
合
了

 
 

建
長
四
年
以
三
条
三
位
入
道
本
校
合
之
、
奥
書
入
之

 
 

建
長
五
年
四
月
廿
日
授
小
相
公
本
云
入
歌
了
、
云
他
本
是
也

 
建
長
六
年
正
月
十
七
日
校
合
九
条
三
位
入
道
本
了
、
彼
本
歌
四
十
七
首
 
上
輪
者
九

 
条
本
歌
也

と
あ
り
、
こ
の
本
は
雅
平
本
に
三
位
入
道
本
、
小
相
公
本

の
二
本
を
校
合
し
て
歌
を
補

い
、
さ
ら
に
九
条
三
位
入
道
本
と
の
校
合
を
行

っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

る
。

(
=
二
)
片
桐
洋

↓

『
伊
勢
物
語
の
研
究

(研
究
篇
)』
(昭
和
四
三
 
明
治
書
院
)

 

田
口
守

「
原
撰
業
平
集
と
類
従
本
業
平
集
の
成
立
と
展
開
ー

類
従
本
、
前
田
本
、
相

 

公
本
を
中
心
に
ー

」
(『平
安
文
学
研
究
』
三
九
 
昭
和
四
二

・
}
二
)

 

渡
辺
泰
宏

「在
中
将
集

・
雅
平
本
業
平
集
考
ー

そ
の
性
格
と
伊
勢
物
語

の
成
立
に
関

 

す
る
試
論
―

」
(『国
語
と
国
文
学
』
昭
和
五
八

・
一
二
)
 

「
在
中
将
集
考
ー

そ

 ..



の
牲
格
と
成
立
に
関
す
る
試
論
r

」
(『文
学

・
語
学
』

一
一
二
 
昭
和
六
二

・
三
)

 

な
ど
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

(
一
四
)
拙
稿

「在
中
将
集
の
性
質
と
成
立
」
(
『国
語
国
文
』
平
成

一
〇

・
二
、
三
)

(す
ず
き
 
た
か
し

・
本
学
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
)
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