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一

は

じ

め

に

伊
勢
物
語
と
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
の
共
通
歌
の
う
ち
、
伊
勢

物

語
の

「
男
」
の
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
で

は

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
収
録
さ
れ
た
歌
が
あ
る
こ
と
は
、

こ
れ
ま
で
に
も
繰
り
返
し
述

べ
ら
れ
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ

れ

る
理
由
に
つ
い
て
も
様
々
な
説
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
こ

と
は
単
に
集
の
作
者
表
記
の
問
題
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
定
家

を
は
じ
め
と
す
る
当
時
の
知
識
人
た
ち
が
伊
勢
物
語
を
ど
の
よ
う

に

理
解
し
て
い
た
か
と

い
う
問
題
と
も
関
連

し
得
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
歌
に
つ
い
て
伊
勢
物
語
の
当
時
の
理
解
の

あ
り
方
を
示
唆
す
る
も
の
は
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
以
外
に
は
な

く
、
伊
勢
物
語
の
享
受
史
を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
問
題

の

一
つ

で
あ
る
と
言
え
る
。

伊
勢
物
語
の

「
男
」
の
歌
が

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
理

由
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
伊
勢
物
語
の
す

べ
て
の
章
段
が
業
平

の
実
録
と
し
て
読
ま
れ
た
か
否
か
と
い
う
点
を
中
心
に
諸
説
が
展

開
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
筆
者
は
前
に

「
伊
勢
物
語
享

受
の

一
側
面
i

新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
の
伊
勢
物
語
歌
1

」

(以
下
、
「
前
稿
」
と
略
す
)
に
お
い
て
、
物
語
が
実
録
と
読
ま

れ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
と
、
歌
が
実
作
と
考
え
ら
れ
る
か
否
か

と
い
う
こ
と
は
区
別
の
必
要
な
問
題
で
あ
り

、
い
く

つ
か

の
歌
に

つ
い
て
は
、
物
語
が
業
平
の
実
録
と
し
て
読

ま
れ
て
も
、
歌
は
業

平
が
古
歌
な
ど
他
人
の
歌
を
借
用
し
て
実
作

で
は
な
い
歌
を
詠
出

し
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
た
可
能
性
も
あ

り
得
る
こ
と
を
考
え

た
。
本
稿
に
お
い
て
は
、
前
稿
に
お
い
て
紙

幅
の
都
合
も
あ
り
触

れ
る
こ
と
の
で
き
な
か

っ
た
、
作
者
表
記
に
問
題
の
あ
る
十
二
首

(「
男
」

の
歌
で

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ

れ
る
歌
十
首
、
そ

の

他
の
問
題
の
あ
る
歌

二
首
)
の

一
首
ご
と
の
問
題
に
つ
い
て
、
検

討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

な

お

、

伊

勢

物

語

の

「
女

」

の

歌

に

つ
い

て

は

、

そ

の
ほ

と

ん
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ど

が

「
よ

み

人

知

ら

ず

」

と

し

て

収

録

さ

れ

て
お

り

、

「
女

」

の

歌

を

「
よ

み

人
知

ら

ず

」

と

す

る

の

は

一
応

問

題

が

な

さ

そ

う

で

あ

る

が

、

「
女

」

の
歌

で

あ

る
と

い
う

こ

と

だ

け

で

「
よ

み

人

知

ら

ず

」

と

さ

れ

て

い

る

の
か

、

疑

間

の
残

る
歌

も

あ

る

。

た

だ

、

い

た

ず

ら

に

問

題

を

煩

雑

に

す

る

こ
と

を

避

け

る

た

め

、

本

稿

に

お

い
て

は

「
女

」

の
歌

で

「
よ

み

人

知

ら

ず

」

と

さ

れ

る

歌

に

つ

い

て
は

、

考

察

の
対

象

か

ら

外

し

て

お

く

こ
と

に

す

る

。

二

「
よ

み

人
知

ら

ず

」

の
理

由

伊
勢
物
語
の

「
男
」
の
歌
を

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
収
録

す

る
理
由
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ
ら
れ
て
き
た
説
の
中
に
は
、

必
ず
し
も
直
接
的
な
理
由
の
説
明
に
な

っ
て
い
な
い
も
の
、
論
理

的

に
矛
盾
が
生
じ
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一
首
ご
と
の
歌
の
考
察
に
入
る
前
に
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ

れ

る
こ
と
に
つ
い
て
、
何
が
理
由
と
な
り
得
る
の
か
、
何
が
理
由

と
は
な
り
得
な
い
の
か
を
整
理
し
て
お
き
た
い
。
こ
れ
ま
で
に
「よ

み
人
知
ら
ず
」
に
な
る
理
由
と
さ
れ
た
説
を
ま
と
め
る
と
、
次
の

九

つ
が
挙
げ
ら
れ
る
。

①
伊
勢
物
語
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
ず
、

ら
収
録
さ
れ
た
。

他
の
出
典
か

②
万
葉
集
の
歌
、
古
今
集
の

「
よ
み
人
知

ら
ず
」
の
歌
な
ど
に

類
歌
が
あ
る
。

③
そ
の
歌
を
含
む
章
段
に
、
業
平
の
歌
で
は
な
い
歌
が
含
ま
れ

て
い
る
。

④
業
平
集
な
ど
、
伊
勢
物
語
以
外
の
資
料
を
参
考
と
し
て
、
業

平
の
歌
か
否
か
が
決
め
ら
れ
た
。

⑤
伊
勢
物
語
で
は

「
男
」
の
歌
で
あ
る
が
、
女
歌
に
見
立
て
る

な
ど
、
伊
勢
物
語
か
ら
独
立
し
て
享
受

し
た
。

⑥
伊
勢
物
語
の
本
文
解
釈

の
上
で
、
歌

の
詠
み
手
が

「
男
」
で

は
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

⑦
そ
の
歌
を
含
む
章
段
が
業
平
の
実
録
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ

た
。

⑧
他
の
章
段
と
の
関
係
の
上
で
、
業
平
の
歌

で
は
な
い
と
考
え

ら
れ
た
。

⑨
物
語
は
業
平
の
実
録
で
あ

っ
て
も
、
歌

は
他
人
の
歌

の
借
用

で
あ
り
、
業
平
の
実
作
歌
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
。

①
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
お
い
て
も
触
れ
た
よ
う
に
、
当
時
の

伊
勢
物
語

へ
の
嗜
好
、
ま
た
定
家
が
生
涯
に
わ
た

っ
て
繰
り
返
し

伊
勢
物
語
を
書
写
し
て
い
る
点
な
ど
か
ら
考
え
れ
ば
、
単
純
な
見

落
と
し
は
や
は
り
考
え
に
く

い
。
こ
れ
以
外
に
説
明
の
し
よ
う
が

な
く
、
見
落
と
す
こ
と
に
何
ら
か
の
蓋
然
性

が
あ
る
よ
う
な
場
合

を
除
い
て
は
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
な
る
理
由
と
し
て
積
極
的
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伊勢物語 と伊勢物語歌の理解(鈴 木)

に
は
考
え
に
く
い
。
ま
た
、
伊
勢
物
語
に
歌
が
あ
る
こ
と
を
知
り

な
が
ら
、
伊
勢
物
語
以
外
の
資
料
を
直
接
の
出
典
に
し
た
と
い
う

考
え
方
も
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
伊
勢
物
語
が
ど
の
よ
う
に

理
解
さ
れ
、
な
ぜ
他
の
出
典
の
方
が
重
く
見
ら
れ
た
の
か
と
い
う

点

に

つ
い
て
別
の
説
明
が
必
要
に
な
り
、
直
接
的
な
理
由
と
は
な

り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

②
の
、
類
歌

の
存
在
に
よ

っ
て

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
な
る
理

由
を
説
明
す
る
説
は
、
こ
れ
ま
で
に
も
数
多
い
が
、
疑
問
に
な
る

点

が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
吉
海
直
人
氏

;̂
が

「
そ
れ
で
は
真

名
序
に
記
さ
れ
た

「
万
葉

の
中
よ
り
抽
き
、
さ
ら
に
七
代
の
集
の

外
よ
り
拾
ふ
」
と
い
う
新
古
今
集
の
編
纂
方
針
に
反
し
て
し
ま
う
」

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
類
歌
が
古
今
集
の
歌
で
あ
る
場
合

に
は
、
勅
撰
集
同
士
の
重
出
を
ど
う
説
明
す
る
か
と
い
う
問
題
が

残

っ
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
、
同
じ
く
古
今
集
の

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
歌
に
類
歌
が
あ
り
な
が
ら
、
「
お
も
ふ
に

は
」
(新
古
今

一
一
五

一
)
の
歌
は

「業
平
」
の
歌
と
さ
れ
、
「
わ

す

る
ら
む
と
」
(新
古
今

=
二
六
二
)
の
歌
は

「よ
み
人
知
ら
ず
」

と

さ
れ
る
よ
う
に

三
)、
た
だ
単
に
類
歌
が
あ
る
だ
け
で

「
よ
み

人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
、
疑
問
が
生
じ
る
例
が
あ
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二
点
の
問
題
が
あ
る
以
上
、
類
歌
の
存
在
だ

け

で
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
な
る
理
由
を
説
明
す
る
の
は
難
し
い
。

類
歌
が
存
在
す
る
場
合
に
、
伊
勢
物
語
の
歌
が
、
あ
る
い
は
そ
の

歌
を
含
む
章
段
が
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を

直
接
的
な
理
由
と
し
て
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。

③
に

つ
い
て
は
、
⑦
の
理
由
と
併
せ

て
考
え
る
べ
き
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
、
章
段
全
体
を
ど
う
理
解
し
た
の
か
と
い
う
点
に

つ
い
て
は
⑦
の
項
で
改
め
て
考
え
て
み
た
い
が
、
そ
も
そ
も
章
段

内
の
他
の
歌
と
の
関
係
で

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
理
由
を

説
明
す
る
方
法
が
妥
当
で
あ
る
の
か
ど
う
か
。
そ
の
こ
と
に
疑
問

を
感
じ
る
の
は
、
②

で
も
挙
げ
た

「
お
も
ふ

に
は
」
の
歌
を
含
む

伊
勢
物
語
六
五
段
に
、
古
今
集

(
六
二
〇

)
・
定
家
八
代
抄

(
一

一
七
八
)
で

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る

「
い
た
づ
ら
に
ゆ
き

て
は
き
ぬ
る
も
の
ゆ
ゑ
に
見
ま
く
ほ
し
さ
に

い
ざ
な
は
れ

つ
つ
」

の
歌

(
こ
の
歌
に

つ
い
て
は
伊
勢
物
語

・
古
今
集

・
新
古
今
集

の

間
に
歌
句
の
異
同
が
な
い
)
が

「
男
」
の
歌

と
し
て
含
ま
れ
て
お

り
、
業
平
の
歌
で
は
な
さ
そ
う
な
歌
が
含
ま
れ
て
い
る
章
段
で
は

他
の
歌
も
業
平
の
歌
で
は
な
い
と
さ
れ

て
い
た
と
す
る
と
、
「
お

も
ふ
に
は
」

の
歌
の
作
者
に
つ
い
て
、
説
明

に
窮
す
る
こ
と
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。
③
に

つ
い
て
も
、
直
接
的

に
は

「
よ
み
人
知
ら

ず
」
と
な
る
理
由
と
す
る
の
は
難
し
い
よ
う

に
思
う
。

④
に
つ
い
て
は
、
業
平
集
に
収
録
さ
れ
な
が
ら

「
よ
み
人
知
ら

ず
」
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
業
平
集
に
収
録
さ
れ

て
い
な
い
歌

で
も

「業
平
」
の
歌
と
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
り
、

全
体
的
に
見
て
業
平
集
で
の
歌
の
有
無
と
新

古
今
集

・
新
勅
撰
集

の
作
者
表
記
の
間
に
規
則
性
は
見
出
せ
な
い
。
加
え
て
、
撰
者
た
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ち

が
伊
勢
物
語
以
上
に
業
平
集
を
尊
重
し
た
根
拠
も
見
出
せ
な

い
。
あ
る
歌
に
つ
い
て
業
平
集
で
の
歌
の
有
無
と
新
古
今
集

・
新

勅

撰
集
の
作
者
表
記
が

一
致
し
た
と
し
て
も
、
偶
然

の

一
致
の
可

能
性
も
あ
り
、
ま
た
、
両
者
が
共
通
す
る
根
拠
に
よ

っ
て
業
平

の

歌
と
は
し
な
か

っ
た
た
め
と
も
考
え
ら
れ
、
必
ず
し
も
両
者
の
直

接
的
な
関
係
を
示
す
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
業
平
集
に
よ

っ
て
作

者
表
記
を
定
め
た
と
す
る
の
は
、
や
は
り
根
拠
に
乏
し
い
こ
と
で

あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
に
つ
い
て
は
、
前
稿
に
お
い
て
検
討
し
た
が
、
新
古
今
集

・

新
勅
撰
集
の

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
歌
の
中
に
、
こ
の
よ
う
な
理

由

で
撰
集
資
料
の
記
述
に
反
し
て
ま
で

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ

れ
た
歌
は
他
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
ず
、
撰
者
た
ち
が
こ
の
よ
う

な
姿
勢
を
持

っ
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
。
女
の
歌
に
見

立

て
た
と
す
る
根
拠
は
、
歌
の
表
現
が
女
歌
ら
し
い
と
い
う
点
に

集
約
さ
れ
る
が
、
何
を
も

っ
て

「女
歌
ら
し
い
」
「男
歌
ら
し
い
」

と
す
る
の
か
は
、
か
な
り
主
観
的
な
要
素
も
絡
ん
で
し
ま
い
、
新

古

今
集

・
新
勅
撰
集
の
作
者
表
記
に
合
わ
せ
て
何
と
で
も
言
え
て

し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
し
、
撰
者
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
撰
集
姿
勢

を
持

っ
て
い
た
こ
と
の
証
拠
も
必
要
に
な
る
。
ま
た
、
伊
勢
物
語

一
〇
七
段
に
は
、
「
男
」
が
女
の
代
作
を
し
て
歌
を
詠
む
よ
う
な

例

(古
今
集
に
は
業
平
の
歌
と
し
て
収
録
)
も
あ
る
。
伊
勢
物
語

の
み
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
和
泉
式
部
日
記
に
も
、
「女
」
が
親
王

の
代
作
を
し
て
男
歌
を
詠
ん
で
い
る
例
も
見
出
せ
る
。
男
が
女
の

代
作
を
し
た
り
、
女
が
男
の
代
作
を
す

る
よ

う
な
例
は
、
他
に
も

私
家
集
な
ど
に
は
数
多
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ほ
ど
特
別
な

こ
と
で
は
な
か

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
歌
の
表

現
と
実
作
者
の
性
別

は
必
ず
し
も

一
致
さ
せ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
下
で
、
果
た
し

て
女
歌
の
よ
う
だ
か

ら
業
平
の
歌
で
は
な
い
と
す
る
よ
う
な
判
断
基
準
が
あ

っ
た
の
か

ど
う
か
、
そ
の
よ
う
な
例
が
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
か
ら
他
に
は

見
出
せ
な
い
以
上
、
や
は
り
疑
問
と
考
え
ざ

る
を
得
な
い
。

⑥
に
つ
い
て
は
、
伊
勢
物
語
二
六
段

の

「
お
も
ほ
え
ず
」
の
歌

(新
古
今

=
二
五
八
)
の
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
で
の
歌
の
詠
み
手

が
「
男
」
以
外
の
人
物
と
読
ま
れ
る
可
能
性

の
あ
る
歌
に

つ
い
て
、

こ
れ
ま
で
に
も

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
な
る
理
由
に
挙
げ
ら
れ
て

き
た
。
伊
勢
物
語
に
お
い
て

「男
」
の
詠
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
、

少
な
く
と
も

「
男
」
の
詠
で
あ
る
の
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
と
判

断
さ
れ
た
歌
が

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
な
る
の
は
自
然
な
こ
と
で

あ
ろ
う
。
伊
勢
物
語
の
本
文
か
ら
そ
の
よ
う
な
判
断
が
可
能
で
あ

る
場
合
に
は
、
⑥
を

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と

な
る
理
由
と
考
え
て

お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

⑦
に
つ
い
て
も
、
前
稿
に
お
い
て
検
討
を
加
え
た
。
②
で
述

べ

た

「
お
も
ふ
に
は
」
の
歌
と

「
わ
す
る
ら
む
と
」

の
歌
の
差
、
ま

た
③
に
お
い
て
述

べ
た
伊
勢
物
語
六
五
段
の
問
題
は
、
実
録
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
は
解
消
さ
れ
な

い
問

題
で
あ
り
、
「
よ
み
人

知
ら
ず
」
の
歌
を
実
録
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
た
章
段
の
歌
と
即
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断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
但
し
、
周
知

の
通
り
、
定
家
は
い
わ

ゆ

る
根
源
本
の
奥
書
に
お
い
て
、
伊
勢
物
語
を
業
平
の
自
筆
と
す

る
説
を
引
き
な
が
ら
、史
実
で
は
業
平
没
後
の
出
来
事
と
な
る
「芹

川
行
幸
」
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
業
平
自
筆

説

に
対
し
て
は
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、

伊
勢
物
語
が
業
平
の
作
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ

り
、
実
録
云
々
に
つ
い
て
の
記
述
で
は
な
い
が
、
業
平
没
後
の
出

来
事
と
い
う
よ
う
に
明
ら
か
に
業
平
の
実
録
と
考
え
る
と
矛
盾
の

生
じ
る
章
段
の
歌
に

つ
い
て
は
、
⑦
を

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
な

る
理
由
と
考
え
る
余
地
は
あ
る
。
と
は
い
え
、
定
家
が
作
者
に
つ

い
て
の
説
を
述
ぺ
る
際
に

「在
原
中
将
降
諦
」
と
い
う
表
現
を
用

い
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
基
本
的
に
は
伊
勢
物
語
を
業
平
の
実
録

と
理
解
し
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、
ま
ず
は
他
の
可
能
性
を
考
え
て

み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
説
明
が
つ
か
な
い
場
合
に
、
問

題

と
な
る
歌
を
含
む
章
段
か
ら
、
実
録
で
は
な
い
と
判
断
さ
れ
得

る
十
分
な
根
拠
が
見
出
せ
る
か
ど
う
か
を
慎
重
に
考
え
る
必
要
が

あ

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

⑧
に
つ
い
て
は
、
あ
る
章
段
を
他
の
章
段
と
の
つ
な
が
り
を
考

え

て
読
む
こ
と
自
体
は
、
伊
勢
物
語
の
理
解
と
し
て
自
然
な
こ
と

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
③

で
も
考
え
た
よ
う
に
、
同

一

章
段
の
中
で
も
業
平
の
歌
と
考
え
ら
れ
る
歌
と
そ
う
で
は
な
い
歌

が
混
在
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
こ
と
自
体
が

商
[接
に

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
直
接
の
理
由
と
な
る
わ
け

で
は
な
い
。
そ
の
章
段
群
に

つ
い
て
ど

の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
か

と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

次
の
よ
う
な
先
学
諸
氏
の
説
が
あ
る
。

a

(
=

二
段
か
ら

一
二
二
段
に
つ
い
て
)
本
来
定
家
本
に
含

ま
れ
て
い
な
い
、
後
の
増
補
付
加

の
章
段
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
た

三
》。

b

(
一
〇
九
段
以
降
に
つ
い
て
)
業
平
以
外
の
詠
歌
に
よ
る
業

平
の
物
語
か
ら
外
れ
た
章
段
と
考
え
ら
れ
た

四̂}。

c
古
今
集

の
業
平
歌
の
章
段
と
繋
が
り
の
弱

い
章
段
に

つ
い
て

は
業
平
歌
ら
し
く
な
い
章
段
と
考
え
ら
れ
た

(五》。

ま
ず
、

a
に
つ
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
増
補
付
加
の
章
段
の
歌

で
あ
れ
ば
、
伊
勢
物
語
の
出
典
と
し
て
の
信
頼
性
が
な
く
な
る
の

か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
新
古
今
集
で
は
、
伝
為
家
筆
本
の

巻
宋
付
加
章
段
に
見
ら
れ
る

(他
に
出
典
と
考
え
ら
れ
る
資
料
は

現
存
す
る
限
り
で
は
見
出
せ
な
い
)

一
四

一
〇

「
む
め
の
花
」
の

歌
が

「業
平
」
の
歌
と
し
て
、

一
七
二
〇

「夢
か
と
も
」

の
歌
が

「惟
喬
親
王
」
の
歌
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
首
に

関
し
て
は
、
定
家
本
に
含
ま
れ
て
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
伊

勢
物
語
の
記
述
が
信
頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
ま
た
、
そ
も

そ
も
撰
者
た
ち
に
伊
勢
物
語
が
増
補
を
経
た

も
の
と
す
る
考
え
が

あ

っ
た
の
か
、
根
源
本
の
定
家
奥
書
が
作
者

を
業
平
か
伊
勢
か
と

い
っ
た
択

一
的
な
書
き
方
を
し
て
い
る
こ
と

に
照
ら
し
て
も
疑
問

で
あ
る
し
、
仮
に
増
補
を
考
え
て
い
た
と
し

て
も
、
増
補
さ
れ
た
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章
段
だ
か
ら
業
平
の
実
録
で
は
な
い
と
理
解
さ
れ
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
中
世
に
流
行
す
る

「
業
平
作

・
伊
勢
補
筆
」
説
も
、
伊

勢

が
業
平
の
妻
で
あ

っ
た
と
い
う
伝
承
が
前
提
に
な

っ
て
い
る
。

増

補
さ
れ
た
章
段
と
し
て
も
、
そ
れ
は
業
平
を
よ
く
知
る
人
物
に

よ

っ
て
書
か
れ
た
業
平
の
実
録
と
理
解
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
も

の
と
考
え
ら
れ
、
増
補
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
と
業
平
の
歌
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
は
直
接
に
は
結
び

つ
か
な
い
。

b
に
つ
い
て
は
、
「業
平
以
外

の
詠
歌
」
が
誰
の
詠
歌
で
あ
る

の
か
が
問
題
と
な
る
。
生
澤
氏
が
示
さ
れ
た
、

一
〇
九
段
か
ら

一

一
六
段
ま
で
の
歌
は
、
古
今
集

・
後
撰
集
の
紀
望
行

・
在
原
元
方

・
在
原
行
平

・
小
野
小
町
、
お
よ
び

「
よ
み
人
知
ら
ず
」

の
歌

で

あ
る
が
、
こ
れ
ら

の
歌
が
あ
る
か
ら
と
い

っ
て
、
業
平
と
無
関
係

の
章
段
と
判
断
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
こ
の
点
に
問
題
が
あ
る
。

業

平
の
兄
で
あ
る
行
平
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
当
時
に
お
い
て
は

小
町
も
二
五
段
に
よ

っ
て
業
平
と
の
関
係
が
考
え
ら
れ
て
い
た
は

ず

あ
り
、
と
も
に
伊
勢
物
語
の
他

の
章
段
に
も
登
場
す
る
人
物
で

あ
る
。

=

五
段
は
陸
奥
の
国
に
住
む
男
と
女
の
話
で
あ
る
が
、

古
今
集

(
一
 
〇
四
)
の
小
町
の
歌

「
お
き
の
ゐ
て
身
を
や
く
よ

り
も
か
な
し
き
は
宮
こ
し
ま
べ
の
わ
か
れ
な
り
け
り
」
を

「女
」

が

「
男
」
に
詠
み
贈

っ
た
と
物
語
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
「
女
」
は

小
町
、
「
男
」
は
業
平
と
読
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
考
え
て
お
か

な
け
れ
ば
な
ら
な

い
宍
)。
業
平
以
外
の
詠
歌
に
よ

っ
て
作
ら
れ

て

い
る
か
ら
と
い

っ
て
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
業
平
と
無
関
係
な
章

段
と
理
解
さ
れ
た
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う

か
。c

に

つ
い
て
は
、
古
今
集
の
業
平
歌
と

つ
な
が
り

の
弱
い
章
段

は
業
平
歌
ら
し
く
な
い
章
段
と
す
る
よ
う
な
判
断
が
当
時
の
撰
者

た
ち
に
あ

っ
た
の
か
ど
う
か
、
ま
た

「
ら
し
い
」
「
ら
し
く
な

い
」

と

い
う

こ
と
で
勅
撰
集

の
作
者
表
記
を
決

め
て

い
た

の
か
ど
う

か
、
ま
ず
こ
の
点
に
疑
問
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

つ
な
が
り
が
強
い

か
弱
い
か
は
か
な
り
主
観
的
な
判
断
に
拠
る

こ
と
で
も
あ
り
、
こ

れ
も
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
の
作
者
表
記
に
合
わ
せ
る
形
で
何
と

で
も
言
え
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
い
く

つ
か
の
章
段
を
ま

と
め
た
章
段
群
の
形

で
捉
え
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
も
、
こ
れ
だ

け
で
は

「
よ
み
人
知

ら
ず
」
の
直
接
の
理
由
に
は
な
ら
ず
、
そ
の
上
で
他
の
合
理
的
な

理
由
を
探
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨
は
前
稿
に
お

い
て
提
出
し
た
説
で
あ
り
、
歌
句
を

一
部
変
え

て
他
人
の
歌
を
借
用
し
た
と
理
解
さ
れ
た
場

合
、
歌
句
が
異
な
る

以
上
も
と
の
歌
と
は

一
応
別
の
歌
と
さ
れ
な

が
ら
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
歌
と
も
考
え
ら
れ
な
か

っ
た
た
め
に
、
借

用
し
た
詠
み
手
を
作

者
と
し
て
記
す
こ
と
が

で
き
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
た
。
こ
の
よ

う
に
考
え
る
と
②
③
で
存
在
し
た
よ
う
な
矛
盾
も
解
消
さ
れ
る
。

た
だ
、
す

べ
て
の

「よ
み
人
知
ら
ず
」
の
歌

が
こ
の
理
由
で
説
明

で
き
る
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
適
用
の
条
件
も
含

め
て
、
本
稿
に
お
い
て
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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以
上
の
検
討
に
よ
れ
ば
、
伊
勢
物
語
の

「
男
」
の
歌
で
あ
り
な

が
ら
、
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集

で

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
収

録
さ
れ
る
直
接
の
理
由
と
し
て
は
、
⑥

「伊
勢
物
語
の
本
文
理
解

の
問
題
」
(
以
下

〈
理
由
⑥
〉
と
略
す
)、
⑦

「
物
語
が
業
平

の

実

録
で
は
な

い
」
(
以
下

〈
理
由
⑦
〉
と
略
す
)
、
⑨

「
歌

の
実

作

者
が
業
平
で
は
な
い
」
(以
下

〈
理
由
⑨
〉
と
略
す
)
の
三
点

が
考
え
ら
れ
、
場
合
に
よ

っ
て
は
①

「単
な
る
見
落
と
し
」
(
以

下

〈
理
由
①
〉
と
略
す
)
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な

る
。
以
下
、
問
題
と
な
る
歌
に

つ
い
て
、

一
首
ご
と
に
検
討
を
加

え

て
い
き
た
い
。

三

新
古
今
集
の
問
題
歌

伊
勢
物
語
と
新
古
今
集
の
共
通
歌

の
う
ち
、
作
者
に
つ
い
て
の

問
題
が
あ
る
の
は
次

の
六
首
で
あ
る

(
な
お
、
す
ぺ
て

「
題
知
ら

ず
」
で
あ
る
)。

・
一
〇
四
〇

風
ふ
け
ば
と
は
に
な
み
こ
す
い
そ
な
れ
や
わ
が
こ
ろ
も
で
の

か
わ
く
時
な
き

・
=
二
五
八

お
も
ほ
え
ず
袖
に
み
な
と
の
さ
わ
ぐ
か
な
も
ろ
こ
し
舟
の
よ

り
し
ば
か
り
に

・
=
二
六
二

わ
す
る
ら
む
と
お
も
ふ
心
の
う
た
が
ひ
に
あ
り
し
よ
り
け
に

物
ぞ
か
な
し
き

・
=
二
六
六

今
ま
で
に
わ
す
れ
ぬ
人
は
よ
に
も
あ
ら

じ
お
の
が
さ
ま
ざ
ま

と
し
の
へ
ぬ
れ
ば

・
=
二
六
八

や
ま
し
ろ
の
ゐ
で
の
た
ま
水
て
に
く
み

て
た
の
み
し
か
ひ
も

な
き
よ
な
り
け
り

・
一
五
九
〇

あ
し
の
や
の
な
だ
の
し
ほ
や
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
を
ぐ
し

傷η

も
さ
さ
ず
き
に
け
り

こ
の
う
ち

=
二
五
八

「
お
も
ほ
え
ず
」
=

二
六
六

「
今
ま
で
に
」

の
二
首
に
つ
い
て
は
、
出
典
と
考
え
ら
れ
る
伊
勢
物
語

二
六
段
、

八
六
段
か
ら
、
歌
の
詠
み
手
が
必
ず
し
も

「
男
」
に
限
定

で
き
な

い
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

七̂
)。
撰
者
た
ち
が

詠
み
手
を

「
男
」

で
は
な
い
、
あ
る
い
は

「
男
」
で
あ
る
か
ど
う

か
わ
か
ら
な
い
、
と
判
断
し
た
の
で
あ
れ
ば

、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」

と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
二
首
に
関
し
て

は
、
他
に

「よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
理

由
が
伊
勢
物
語
の
本

文
や
こ
の
歌
に
関
わ
る
現
存
す
る
資
料
か
ら

は
見
出
せ
な

い
。
こ



の

二
首

に

つ
い

て

は

、

先

学

諸

氏

の
説

に

従

い
、

い

て
検

討

し

て

い
き

た

い
。

残
る
四
首
に
つ

一
〇
四
〇

「
風
ふ
け
ば
」
の
歌
は
、
新
古
今
集
で
は

「
貫
之
」

の
歌
、
伊
勢
物
語

(
}
〇
八
段
)
で
は
第
三
句
を

「
い
は
な
れ
や
」

と
す
る

「
女
」
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
貫
之
集
に
も
第
二
句
を

「
た

え

ず
浪
こ
す
」
と
す
る
形
で
収
録
さ
れ
て
い
る
。
貫
之
集
か
ら
の

収

録
で
あ
る
こ
と
は
間
違

い
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
伊

勢
物
語
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
か
が
問
題
で
あ
る
。

;

エ
ハ
ニ

「
わ

す

る

ら

む

と

」

の
歌

は

、
新

古

今

集

で
は

「
よ

み

人

知

ら

ず

」
、

伊

勢

物

語

(
一
=

段

)

で

は

「
男

」

の
歌

で

あ

る

。
ま

た

、
古

今

集

(
七

一
八

)
で
は

第

三
句

を

「
つ
く

か

ら

に
」

第

五

句

を

「
ま

つ

そ

こ

ひ

し

き

」

と

す

る

類
歌

が

「
よ

み

人

知

ら

ず

」

の
歌

と

し

て

収

録

さ

れ

て

い
る

。

一
三
六
八

「
や
ま
し
ろ
の
」
の
歌
も
、
新
古
今
集

で
は

「
よ
み

人

知
ら
ず
」
、
伊
勢
物
語

(
「
二
二
段
)
で
は
第
三
句
を

「
て
に

む
す
び
」
と
す
る

「
男
」
の
歌
で
あ
る
。
古
今
六
帖

(三

=

一五
)

で
は
第
四
句
を

「
た
の
め
し
か
ひ
も
」
と
す
る
形
で
収
録
さ
れ
て

い
る
。

一
五
九
〇

「
あ
し
の
や
の
」
の
歌
は
、
前
の
二
首
と
は
逆
に
、

伊
勢
物
語

(
八
七
段
)
で
は

「昔

の
歌
」
と
あ
り
な
が
ら
、
新
古

今
集
で

「業
平
」
の
歌
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま

で
に
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
古
今
六
帖

(=
=

八
〇
)
に
新
古
今

集

・
伊
勢
物
語
と
同
じ
形
で
作
者
が
表
記
さ
れ
ず
に
収
録
さ
れ
て

い
る
他
、
万
葉
集

(
二
七
八
)

で
石
川

少
郎

の
歌
と
さ
れ

る

「
然
之
海
人
者

軍
布
苅
塩
焼

無

暇

髪
硫

乃
小
櫛

取
毛
不
見
久
ホ
」
が
類
歌
と
し
て
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

ま

ず

、

伊

勢

物

語

の

「
男

」

の
歌

で

あ

り

な

が

ら

、

「
よ

み

人

知

ら

ず

」

と

さ

れ

る

二
首

に

つ
い

て
考

え

た

み
た

い

。

=
二
六
二

「
わ
す
る
ら
む
と
」
の
歌
に

つ
い
て
は
、
前
稿
に
お

い
て
、
新
古
今
集

一
一
五

一
「
お
も
ふ
に
は

し
の
ぶ
る
こ
と
そ
ま

け
に
け
る
あ
ふ
に
し
か

へ
ば
さ
も
あ
ら
ば
あ

れ
」
の
歌
と
の
比
較

に
お
い
て
考
察
し
た
。

い
ず
れ
も
古
今
集
の

「
よ
み
人
知
ら
ず
」

の
歌
を
類
歌
と
し
て
持
ち
な
が
ら
、
新
古
今
集
に
お
い
て

一
方
が

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
、
他
方
が

「
業
平
」

の
歌
と
さ
れ
る
の
は
、

時
代
の
先
後
関
係
か
ら
、
「
お
も
ふ
に
は
」

の
歌
に
つ
い
て
は
延

喜
帝
に
よ
る
業
平

の
歌
の
借
用
、
「
わ
す
る
ら
む
と
」
の
歌
に

つ

い
て
は
業
平
に
よ
る
古
歌
の
借
用
と
理
解
さ
れ
た
た
め
、
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
た

(八
)。
伊
勢
物
語
と
新
古
今
集
の
共
通
歌

の
中

で
は
他
に
も
、
新
古
今
集
九
〇
四

「す
る
が

な
る
う

つ
の
山
辺
の

う
つ
つ
に
も
夢
に
も
人
に
あ
は
ぬ
な
り
け
り

」
は
伊
勢
物
語

(九

段
)
と
の
間
に
歌
句
の
異
同
が
な
く
、
作
者

も

「
業
平
」
と
す
る

が
、
忠
参
集
に
第
四
、
五
句

「
ゆ
め
に
も
ひ
と
を
み
て
や
や
み
な

む
」
と
す
る
類
歌
が
あ
る
。
忠
琴
が
業
平
の
歌
を
借
用
す
る
こ
と

は
で
き
て
も
、
業
平
が
忠
寄

の
歌
を
借
用
す

る
こ
と
は
で
き
な
い

一80一
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か
ら
、
こ
の
歌
に
つ
い
て
も

「
お
も
ふ
に
は
」
の
歌
と
同
じ
く
、

業
平
の
歌
が
借
用
と
さ
れ
た
、
と
理
解
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
新
古
今
集

=
二
七
八

「
あ
し
べ
よ
り
み
ち
く
る
し
ほ
の
い

や
ま
し
に
お
も
ふ
か
き
み
が
わ
す
れ
か
ね

つ
る
」
は
作
者
を

「
山

口
女
王
」
と
す
る
が
、
伊
勢
物
語

(
三
三
段
)
で
は
第
四
、
五
句

を

「
君
に
心
を
思
ひ
ま
す
か
な
」
と
す
る

「
男
」
の
歌
で
あ
る
。

万
葉
集

(
六

一
七
)
で
は

「
従
薦
辺

満
来
塩
乃

弥
益
荷

念

欺
君
之

忘

金

鶴
」
、
作
者
を

「
山
口
女
王
」
と
し
て
お
り
、

新
古
今
集
の
直
接
の
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
伊
勢
物
語
に

つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
伊
勢
物
語

三
三
段
に
は
、

む

か

し

、

男

、

津

の
国

、

菟

原

の
郡

に

通

ひ
け

る
女

、

こ

の

た

び

い
き

て
は

、

ま

た

は

来

じ

と

思

へ
る

け

し

き

な

れ
ば

、

男

、あ
し
べ
よ
り
満
ち
く
る
し
ほ
の
い
や
ま
し
に
君
に
心
を
思

ひ
ま
す
か
な

返
し
、

こ
も
り
江
に
思
ふ
心
を
い
か
で
か
は
舟
さ
す
樟
の
さ
し
て

し
る
べ
き

ゐ
な
か
人
の
言
に
て
は
、
よ
し
や
あ
し
や
。

と
あ
る
。
物
語
の
本
文
か
ら
は
、
詠
み
手
が

「
男
」
で
は
な
い
と

は
考
え
ら
れ
な

い
し
、
実
録
で
な
い
こ
と
を
積
極
的
に
考
え
る
べ

き

根
拠
も
見
出
せ
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
章
段
は
新
古
今

集
で

「
業
平
」
の
歌
と
さ
れ
る

一
五
九
〇

「
あ
し
の
や
の
」
の
歌

を
含
む
八
七
段
と
同
じ
く
、
「
津
の
国
、
菟

原
の
郡
」
が
舞
台

で

あ
り
、
八
七
段
と
結
び

つ
け
ら
れ
て
業
平
の
実
録
と
考
え
ら
れ
て

い
た
可
能
性
が
高
い
。
残
る
可
能
性
と
し

て
は

〈
理
由
⑨
〉
、
す

な
わ
ち
、
業
平
が
万
葉
集
の
山
口
女
王
の
歌
を
借
用
し
た
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
四
首
の
歌
に
つ
い
て
、
新
古
今
集

と
伊
勢
物
語
の
歌
句

の
異
同

(「
歌
」
の
欄
)、
他
出
資
料
と
そ

の
資
料
に
お
け
る
歌

の
詠
者
及
び
新
古
今
集
と

の
歌
句
の
異
同

(
「
他
出
」
の
欄

)、

新
古
今
集
で
の
作
者

(「
作
者
」
の
欄
)
を

一
覧
に
ま
と
め
る
と

次
の
よ
う
に
な
る

(
な
お
、
「
歌
」
と

「
他
出
」

の
欄
の
○
、
×

は
、
新
古
今
集
と
の
歌
句
の

一
致
、
不

「
致
を
示
す
)。

歌
番
号

九
〇
四

=

五

}

=
二
六
二

=
二
七
八

歌・ ・xp

他
出

忠
苓
集

(忠
琴
)

古
今
集

(読
人
不
知
)

延
喜
御
集

(
延
喜
帝
)

古
今
集

(読
人
不
知
)

万
葉
集

(山
口
女
王
)

pxxxx

作
者

業 業
平 平

 

読
人
不
知

山
口
女
王

サ
ン
プ
ル
数
が
少
な
い
の
で
決
定
的
な

こ
と

は
言
い
に
く
い
が
、

類
歌
が
絡
ん
だ
と
き

の
新
古
今
集
の
処
理
に

つ
い
て
仮
に
ま
と
め

一81一



て

お

く

と

、

次

の

三
点

が

考

え

ら

れ

る

。

・
類
歌
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
と
き
は
、
時
代
の
先
後
な
ど
客

観
的
根
拠
に
よ

っ
て
実
作
者
が
決
定
さ
れ
る
。

・
も
と
の
歌
を
そ
の
ま
ま
収
録
す
る
と
き
は
、
当
然
そ
の
歌
の

実
作
者
が
作
者
と
さ
れ
る
。

・
も

と

の

歌

を

改

作

し

た

借

用

歌

を

収

録

す

る

と

き

は

、

「
よ

み

人

知

ら

ず

」

と

さ

れ

る
。

こ
の
こ
と
は
、
右
の
よ
う
な
伊
勢
物
語
関
係
の
歌
だ
け
に
見
ら
れ

る
特
殊
な
も
の
と
い
う
わ
け
で
も
な

い
。
一
例
を
挙
げ
て
お
く
と
、

新
古
今
集
八
五
〇

「あ
る
は
な
く
な
き
は
か
ず
そ
ふ
世
中
に
あ
は

れ

い
つ
れ
の
日
ま
で
な
げ
か
ん
」
の
歌
は
、
新
古
今
集
で
は

「
題

知

ら
ず
」
、
作
者
を

「
小
野
小
町
」
と
す
る
。
小
町
集
に
も
収
録

さ
れ
て
お
り
、
問
題
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
が
、
栄
花
物
語

(巻
第

四
)
に
は
、

世

の
中
の
あ
は
れ
に
は
か
な
き
こ
と
を
、
摂
津
守
為
頼
朝
臣

と
い
ふ
人
、

世
の
中
に
あ
ら
ま
し
か
ば
と
思
ふ
人
な
き
は
多
く
も
な
り

に
け
る
か
な

こ
れ
を
聞
き
て
、
東
宮
の
女
蔵
人
小
大
君
、
返
し
、

あ
る
は
な
く
な
き
は
数
そ
ふ
世
の
中
に
あ
は
れ
い
つ
ま
で

あ
ら
ん
と
す
ら
ん

と

そ

。

と

あ

り

、

第

四

、

五

句

が

異

な

る

形

で

「
小

大

君

」

に

よ

っ
て
も

詠
ま
れ
て
い
る
。
新
古
今
集
の
時
代
に
、
栄
花
物
語
の
記
事
が
実

録
で
は
な
い
も
の
と
し
て
読
ま
れ
た
と
は
考

え
に
く
く
、
こ
の
歌

に

つ
い
て
も
、
時
代
の
古
い
小
町
が
実
作
者

と
さ
れ
、
小
大
君
に

ょ
る
小
町
の
歌
の
借
用
と
理
解
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ

る
。=

二
六
二

「
わ
す
る
ら
む
と
」
が

「
よ
み

人
知
ら
ず
」
と
し
て

収
録
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
や
は
り

〈
理
由
⑨
〉
、
業
平
に
よ
る

古
歌
の
借
用
と
理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
し
て
お
く
の
が
最
も
合

理
的
で
あ
ろ
う
。

次

に

、

=

二
⊥
ハ
八

「
や

ま

し
ろ

の
」

の
歌

に

つ
い

て

考

え

て

み

た

い

。

ま

ず

、

こ

の
歌

を

含

む

伊

勢

物

語

一
二

二
段

の

本

文

を

挙

2
.

唱

げ

て

お

く

と

、

昔
、
男
、
ち
き
れ
る
こ
と
あ
や
ま
れ
る
人
に
、

山
城
の
井
手
の
玉
水
手
に
な
す
び
た

の
み
し
か
ひ
も
な
き

世
な
り
け
り

と
言
ひ
や
れ
ど
、

い
ら

へ
も
せ
ず
。

と
あ
る
。
こ
の
歌

に
つ
い
て
も
、
物
語

の
記
述
か
ら
、
や
は
り

「
男
」
の
詠
歌
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
し
、

実
録
で
は
な
い
こ
と

を
積
極
的
に
考
え
ら
れ
る
根
拠
を
見
出
す
こ
と
も
で
き
な
い
。
ま

た
、
古
今
六
帖
は
作
者
を
表
記
し
な

い
形
で
収
録
し
て
い
る
が
、

古
今
六
帖

で
作
者
を
記
さ
な
い
歌
を
新
古
今

集
が
作
者
明
記
で
収

録
す
る
こ
と
は
、
伊
勢
物
語
関
係

の
歌
も
含

め
て
新
古
今
集
に
は
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他
に
い
く

つ
も
例
が
あ
り
、
撰
者
た
ち
が
伊
勢
物
語
以
上
に
古
今

六
帖
を
重
視
し
て
作
者
表
記
を
決
め
た
と
は
考
え
に
く
い
。

こ
の
他
に
出
典
と
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
を
他
に
は
見
出

せ
な
い
が
、

一
つ
だ
け
気
に
な
る
資
料
が
あ
る
。
こ
の
歌
に
つ
い

て
、
袖
中
抄
に
は
、

一
、
ゐ
で
の
た
ま
み
つ

や
ま
し
ろ
の
ゐ
で
の
玉
水
て
に
く
み
て
た
の
み
し
か
ひ
も

な
き
よ
な
り
け
り

顕
昭
云
、
是
は
伊
勢
物
語
云
、
昔
を
と
こ
ち
き
れ
る
事
あ
や

ま
れ
る
人
に
、
此
歌
を
や
れ
り
け
れ
ど
、
い
ら

へ
せ
ず
と
あ

り
。
ゐ
で
の
玉
水
と
は
、
山
城
よ
り
な
ら

へ
ゆ
く
道
に
ゐ
で

の
清
水
と
て
、
め
で
た
き
水
の
み
ち
づ
ら
に
あ
る
也
。
往
来

の
人
是
を
手
に
む
す
び
つ
Σ
の
む
。此
水
を
ば
玉
の
井
と
云
。

其
を
ゐ
で
の
玉
水
と
は
い
ふ
欺
。
た
の
み
し
と
は
手
に
掬
て

の
む
と
云
事
を
、
人
を
た
の
む
心
に
よ
せ
て
読
る
な
る

べ
し
。

今
案
云
、
此
歌
は
ゐ
で
に
て
ち
ぎ
れ
る
事
を
誰
か
か
た
り
け

る
事

の
有
け
る
に
や
。
若
大
和
物
語
に
書
さ
し
た
る
は
是
に

や
。
昔
内
舎
人
に
有
け
る
人
…
…

(
以
下
、
大
和
物
語

一
六

九
段
の
引
用
)

と
あ
り
、
大
和
物
語

ー
ハ
九
段
の
最
後
に
こ
の

「
や
ま
し
ろ
の
」

の
歌
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
と
す
る
説
を
述

べ
て
い

る
。
大
和
物
語

一
六
九
段
は
、

む
か
し
、
内
舎
人
な
り
け
る
人
、
お
ほ
う
わ
の
御
幣
使
に
大

和

の
国

に
下

り

け

り

。

井

手

と

い

ふ

わ

た

り

に

、

清

げ

な

る

人

の
家

よ

り

、
女

ど

も

わ

ら

は

べ

い

で
来

て

、

こ

の

い
く

人

を

見

る
。

き

た

な

げ

な

き

女

、

い
と

を

か

し

げ

な

る

子

を

抱

き

て
、

門

の
も

と

に

立

て
り

。

こ

の
児

の
顔

の

い

と

を

か

し

げ

な

り

け

れ

ば

、

目

を

と

ど

め

て

、

「
そ

の

子

、

こ
ち

率

て

来

」

と

い
ひ

け

れ

ば

、

こ
の

女

寄

り

来

た

り

。

近

く

て

見

る

に

、

い

と

を

か

し

げ

な

り

け

れ

ば

、

「
ゆ

め

、

こ

と

男

し

給

ふ

な

。

わ

れ

に
あ

ひ
給

へ
。

お

ほ

き

に

な

り

た

ま

は

む

ほ

ど

に

ま

ゐ

り

来

む

」

と

い

ひ

て

、

「
こ
れ

を

か

た

み

に

し

た

ま

へ
」

と

て
、

帯

を

と

き

て

と

ら

せ

け

り

。

さ

て
、

こ

の
子

の

し

た

り

け

る

帯

を

と
き

て

と

り

て
、

も

た

り

け

る
文

に

ひ

き

結

ひ

て

も

た

せ

て

い
ぬ

。

こ

の
子

、

と

し

六

、

七

ば

か

り

あ

り

け

り

。

こ

の
男

、
色

好

み

な

り

け

る

人

な

れ

ば

、

い
ふ

に

な

む

あ

り

け

る

。

こ
れ

を

こ

の

子

は

忘

れ

ず

思

ひ

も

た

り

け

り

。

男

は

は

や

う

忘

れ

に

け

り

。

か

く

て
七

、

八

年

ば

か

り

あ

り

て

、
ま

た

、
お

な

じ

使

に

さ

さ

れ

て

大

和

へ
い
く

と

て

、

井

手

の

わ

た

り

に

宿

り

ゐ

て
見

れ

ば

、

前

に

井

な

む

あ

り

け

る

。

そ

れ

に

水

く

む
女

ど

も

あ

る

が

い

ふ

や

う

、

と
あ
る
切
断
形
式
の
章
段
で
あ
り
、
「
水
く

む
女
」
が
詠
ん
だ
歌

が
記
さ
れ
て
い
な
い
。
袖
中
抄

の
よ
う
に

、
「
水
く
む
女
」
が
詠

ん
だ
歌
が

「
や
ま
し
ろ
の
」

の
歌
で
あ

っ
た
と
考
え
る
と
、
伊
勢

物
語

・
大
和
物
語
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
の
だ
ろ
う
か
。
伊
勢
物
語

・
大
和
物
語

の
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
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か
ら
、
実
録
で
は
な
い
と
す
る
根
拠
は
見
出
せ
な
い
。
ど
ち
ら
も

実
録
と
考
え
ら
れ
た
と
す
る
と
、
理
解
の
可
能
性
が
二
つ
あ
る
。

・
伊
勢
物
語
の

「男
」
と
大
和
物
語
の

「
内
舎
人
」
は
同

一
人

物
で
あ
り
、
同
じ
出
来
事
を
描

い
て
い
る

・
一
方
の
物
語
が
先
行
し
、
他
方
が
歌
を
借
用
し
た
。

歌

の
詠
み
手
が
伊
勢
物
語
で
は

「
男
」
、
大
和
物
語
で
は

「女
」

と

な

っ
て
お
り
、
ま
た
、
登
場
人
物
を
実
名
表
記
し
て
い
る
大
和

物

語
が
業
平
を
意
図
し
て

「
内
舎
人
」
と
記
す
と
は
考
え
に
く
い

九̂
)
か
ら
、
前
者
の
可
能
性
は
低
い
と
考
え
て
お
い
て
よ

い
で
あ

ろ
う
。
後
者
に

つ
い
て
は
、
「
「
水
く
む
女
」
の
実
作
、
業
平

の

借

用
」
、
「
業
平
の
実
作
、
「
水
く
む
女
」
の
借
用
」
の
両
方
の
可

能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
物
語
の
舞
台
が

「
井
手
と

い
ふ
わ
た
り
」
で
あ
る
大
和
物
語
で
は

「
や
ま
し
ろ
の
ゐ
で
の
…

…

」
と
詠
む
必
然
性
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
伊
勢
物
語
で
は
そ
の

必
然
性
が
な
い
。
す
る
と
、
伊
勢
物
語
の

「
男
」
の
歌
は
実
作
で

は

な
く
、
自
ら
が
約
束
を
違
え
た
場
面
で
、
よ
く
似
た
状
況
の
下

で
詠
ま
れ
た

「や
ま
し
ろ
の
ゐ
で
の
玉
水
」
の
歌
を
借
用
し
た
、

と

理
解
さ
れ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
。

こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
と
す
る
と
、
新
古
今
集
で

「
よ

み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
歌
に

つ
い
て
も
〈理
由
⑨
〉、

業

平
に
よ
る
古
歌
の
借
用
と
理
解
さ
れ
て
い
た
た
め
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
新
古
今
集
の
撰
者
た
ち
が
、
大
和
物
語
に

省
略
さ
れ
た
歌
が

「
や
ま
し
ろ
の
」
の
歌
で
あ
る
と
頭
か
ら
信
じ

て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
当
時

そ
の
よ
う
な
説
が
あ

っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
こ
の
歌
を

業
平
の
実
作
と
断
定

す
る
こ
と
が

で
き
ず
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」

と
し
た
の
で
は
な

い

だ
ろ
う
か
。

残
る
二
首
は

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
で
は
な

く
作
者
明
記
の
歌
で

あ
り
、
こ
こ
ま
で
と
は
別
の
問
題
に
な
る
。

一
〇
四
〇

「
風
ふ
け
ば
」
の
歌
が
新
古
今
集

で

「貫
之
」
の
歌

と
さ
れ
る
の
は
、
現
在
で
は
伊
勢
物
語

の

一
〇
八
段
が
貫
之
時
代

以
後
に
貫
之
の
歌
を
利
用
し
て
増
補
さ
れ
た

も
の
と
考
え
る
こ
と

で
簡
単
に
解
決
で
き
る
。
但
し
、
こ
れ
は
、

伊
勢
物
語
が
段
階
的

に
成
立
し
た
と
す
る
知
識
が
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
新
古
今

集
の
撰
者
た
ち
が
現
代
の
研
究
者
と
同
じ
レ

ベ
ル
で
こ
の
こ
と
を

理
解
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
。
こ
の
歌

の
作
者
の
問
題
に

つ
い
て
合
理
的
に
説
明
す
る
手
段
を
筆
者
は
持
た
な

い
が
、
前
稿

に
お
い
て
は
、
撰
者
名
注
記
か
ら
、
こ
の
歌

が
家
隆
単
独
の
撰
で

あ
る
こ
と
を
問
題
と
し
、
出
典
と
考
え
ら
れ

る
資
料
か
ら
作
者
が

明
ら
か
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

「
よ
み
人

知
ら
ず
」
と
さ
れ
る

歌
四
首
が
す

べ
て
家
隆
単
独
の
撰
と
考
え
ら

れ
る
こ
と
か
ら
、
撰

者
家
隆
の
ミ
ス
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
こ
と
を
考
え
た
。
や
は
り
、

こ
れ
以
外
に
説
明
の
付
け
よ
う
が
な
い
よ
う

で
あ
る
。
〈
理
由
①
〉

に
準
じ
て
、
伊
勢
物
語
を
見
て
い
な
か

っ
た
も
の
と
考
え
て
お
き

た
い
。
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伊勢物語 と伊勢物語歌の理解(鈴 木)

一
五

九

〇

「
あ

し

の
や

の
」

の
歌

に

つ
い

て

は

、

伊

勢

物

語

八

七

段

の

冒
頭

に

、

む

か

し

、

男

、

津

の
国

、

菟

原

の
郡

、
藍

屋

の
里

に

し

る

よ

し

し

て
、

い
き

て
す

み

け

り

。

昔

の
歌

に

、

藍
の
屋
の
な
だ
の
し
ほ
焼
き
い
と
ま
な
み
つ
げ
の
小
櫛
も

さ
さ
ず
来
に
け
り

と

よ

み
け

る

ぞ
、

こ

の

里

を

よ

み

け

る

。

こ

こ
を

な

む
薩

屋

の
灘

と

は

い
ひ

け

る

。

と
あ
る
。
「
昔
の
歌
」
と
あ

っ
て
業
平
の
歌
で
は
な
さ
そ
う
な
書

き
方
が
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
新
古
今
集
で
は

「
業
平
」
の
歌
と
し

て
収
録
さ
れ
て
お
り
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
閤
題
と
は
ち
ょ
う

ど
裏
返
し
の
問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
に
は
、

こ
の
歌
が
雅
平
本
業
平
集
に
、

つ
の
く
に
む
ば
ら
の
こ
ほ
り
あ
し
や
の
さ
と
に
て

あ

し

の

や

の
な

だ

の

し
ほ

や

き

い
と

ま

な

み

つ
げ

の

を
ぐ

し

も

さ

さ

で

き

に

け

り

と
あ
り
、
こ
の
記
述
に
即
し
て
業
平
の
歌
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、

と
説
明
さ
れ
て
き
た

二
9
。
こ
の
雅
平
本
重
視
の
説
に
問
題
が
あ

る
と
す
れ
ば
二
点
、
ま
ず
第

「
に
、
伊
勢
物
語
以
上
に
業
平
集
が

重
視
さ
れ
た
例
が
こ
の

一
首
以
外
に
見
出
せ
ず
、
な
ぜ
こ
の
歌
に

限

っ
て
雅
平
本
の
記
述
が
重
視
さ
れ
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
前
に
挙
げ
た

=
二
六
六

「今
ま
で
に
」
の

歌
は
、
雅
平
本
の
み
な
ら
ず
、
す

べ
て
の
系
統
の
業
平
集
に
収
録

さ
れ
て
お
り
、
詞
書
の
内
容
な
ど
か
ら
す
れ
は
ど
れ
に
従

っ
て
も

「
業
平
」
の
歌
と
な

っ
て
よ
い
は
ず
で
あ

る
の
に
、
「
よ
み
人
知

ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
そ
も
そ

も
な
ぜ
雅
平
本
が
こ

の
歌
を
収
録
し
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
こ
と

で
あ
る
。
「昔

の
歌
」

と

い
う
表
現
で
業
平
の
歌
で
は
な

い
と
判

断
さ
れ
る
の
で
あ
れ

ば
、
雅
平
本
の
編
者
も
こ
の
歌
を
収
録
し
な
か

っ
た
は
ず
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
雅
平
本
は
伊
勢
物
語
初
段
の

「
み
ち
の
く
の
し
の
ぶ

も
ち
ず
り
誰
ゆ
ゑ
に
乱
れ
そ
め
に
し
我
な
ら

な
く
に
」
の
歌
を
業

平
に
対
す
る
返
歌
と
し
て
収
録
し
て
い
る
か

ら
、
こ
の
例
に
準
じ

て
誤
り
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な

い
が
、
実
証

し
よ
う
の
な

い
誤
り

を
前
提
と
し
て
考
え
る
よ
り
も
他
の
可
能
性

を
考
え
て
み
る
必
要

が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
の
疑
問
は
何
と
も
言

い
難
い
部
分
も
あ
る
が
、
や
は
り
第

一
の
疑
問
が
大
き
く
、
単
純
に
雅
平
本
重
視

の
説
を
採
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
疑
問
の
解
決
と
し
て
、
ま
ず
考

え
ら
れ
る
の
が
、
新

古
今
集

・
雅
平
本
業
平
集
の
出
典
と
な

っ
た

伊
勢
物
語
の
本
文
の

問
題
で
あ
る
。
出
典
と
な

っ
た
伊
勢
物
語
に

「
昔
の
歌
」
と
い
う

表
現
が
な
く
、
「
男
」
の
歌
で
あ
る
か
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
た

と
す
れ
ば
、
二
つ
の
疑
問
は

}
気
に
解
決
す

る
。
し
か
し
、
そ
の

よ
う
な
本
文
の
存
在
は
現
在
確
認
で
き
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ

の
可
能
性
が
な
い
と
も
言
え
な
い
、
と
い
う

レ
ベ
ル
の
話
に
な

っ

て
し
ま
う
。
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と

こ

ろ

で
、

「
昔

の
歌

」

に

つ
い

て

、

現

代

の
我

々

は

万

葉

集

「
然

之

海

人

者

」

の
歌

を

踏

ま

え

た

も

の

と
考

え

て
お

り

、

現
代

の

主

要

な

伊

勢

物

語

の
注

釈

書

も

「
昔

の

歌

」

に

つ
い

て

、

漏

ら

さ

ず

こ

の
歌

を

類

歌

と

し

て
指

摘

し

て

い

る

。

で

は

、

新

古

今

集

の
撰

者

た

ち

は

ど

う

で

あ

っ
た

の

で

あ

ろ

う

か

。

新

勅

撰

集

(
一

三

三
七

)

に

は

「
し

か

の
あ

ま

の

め

か

り

し

ほ

や

き

い
と

ま

な

み

く

し

げ

の
を

ぐ

し
と

り

も

見

な

く

に

」

(
題

知

ら

ず

、

よ

み

人

知

ら

ず

)

と

万

葉

集

に

ほ

ぼ

一
致

す

る

形

で
歌

が

と

ら

れ

て

お

り

、

「
あ

し

の
や

の

」

の
歌

と

「
然

之
海

人
者

」

の
歌

は

、

定

家

の
認

識

と

し

て
は

別

の
歌

で
あ

っ
た

こ
と

に

な

る

。

加

え

て
、

伊

勢

物

語

の
本

文

か

ら

考

え

て

も

、

「
然

之

海

人

者

」

の
歌

で

あ

れ

ば

、

「
こ

の
里

を

よ

み

け

る

」

こ
と

に
は

な

ら

な

い

の

で
あ

る

か

ら

、

「
昔

の
歌

」

11

「
然

之

海

人

者

」

の

歌

、

と

い
う

認

識

が

さ

れ

て

い

た

わ

け

で
は

な

い

で

あ

ろ

う

。

で
は
、
「
昔
の
歌
」
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
林
克
則
氏
は

「「
む
か
し
の
う
た
」

を
業
平
が
か

つ
て
詠
ん
だ
歌
と
解
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
の
で
は
な

い
か
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る

三

)。
伊
勢
物
語
に
お
け
る

「昔
」

の
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
全
部
で
百
三
十
四
例
、
章
段
冒
頭

の
百
二
十
四
例
以
外
に
は
歌
に
四
例
、
物
語
本
文
に
六
例

(
八
七

段

「
昔
の
歌
」
の
例
を
含
む
)
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
物
語
本
文
の

例
を
列
挙
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

昔
人
は
、
か
く
い
ち
は
や
き
み
や
ぴ
を
な
む
し
け
る
。
(初

段

)

貧

し

く

経

て

も
、

な

ほ

、

昔

よ

か

り

し

時

の

心

な

が

ら

、

世

の
常

の

こ
と

も

し

ら
ず

。

(
=

ハ
段

)

昔

の

若

人

は

さ

る
す

け

る
物

思

ひ

を

な

む

し

け

る

。
今

の

翁

、

ま

さ

に

し

な

む
や

。

(
四

〇

段

)

昔

仕

う

ま

つ
り

し

人

、

俗

な

る

、

禅

師

な

る

、

あ

ま

た

参

り

集

ま

り

て
、

正

月

な

れ

は

こ

と

だ

つ
と

て

、

大

御

酒

た

ま

ひ

け

り

。

(
八

五

段

)

昔

も

か

か

る

こ

と

は

、
世

の

こ
と

わ

り

に

や

あ

り

け

む

。
(
九

三

段

)

こ
れ
ら
の
う
ち
、
「
昔
…
…
し
」

の
形
に
な

っ
て
い
る
二
例

(
一

六
段
、
八
五
段
)
は
物
語
場
面
以
前
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
物
語
と
無
関
係
な
過
去
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ

れ
以
外
の
三
例
は
す
べ
て
章
段
の
冒
頭
に
設

定
さ
れ
た

「
昔
」
と

同
じ
時
代
を
指
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
和
歌
の
用
例
は
、

た
と
え
ば

「
春
や
昔

の
春
な
ら
ぬ
」
(
四

段
)
「
昔
よ
り
心
は
君

に
よ
り
に
し
も
の
を
」
(
二
四
段
)
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
も
物

語
と
無
関
係
な
過
去
を
指
し
て
は
い
な

い
。

和
歌
の
用
例
も
含
め

て
九
例

の
中
に
、
「
昔
」
が

「
物
語
と
は
無

関
係
な
昔
」
「
業
平

の
時
代
よ
り
も
昔
」
を
指
し
て
い
る
も
の
は

一
例
も
な
い
こ
と
に

な
り
、
伊
勢
物
語
の

「昔
」
の
用
例
だ
け
に

即
し
て
考
え
れ
ば
、

「
昔
の
歌
」
を

「
業
平
以
前

の
歌
」
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
必
然
性
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
新
古
今
集
の
撰
者
た
ち
の

:.
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八
七
段
冒
頭
に

つ
い
て
の
解
釈
が
、

昔

、

男

は

、

津

の
国

、

菟

原

の

郡

、

薩

屋

の
里

に

領

地

を

持

っ
て

い
た

縁

で
、

そ

の
地

に
行

っ
て

住

ん

で

い
た

。

そ

の

当

時

の

歌

に

「
薩

の
屋

の

…

…

」

と

詠

ん

だ

の

は

、

(
男

が

)

こ

の

里
を

詠

ん

だ

の

で
あ

る
。

と

い
う
も
の
で
あ

っ
た
な
ら
ば
、

一
五
九
〇

「
あ
し
の
や
の
」
の

歌
は
、
伊
勢
物
語
の

「
男
」
の
歌
を

「
業
平
」
の
歌
と
し
て
収
録

し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
作
者
表
記
に
つ
い
て
の
問
題
は

な

い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
、
こ
こ
で

一
つ
問
題
と
し
て
残
る
の
は
、
「
あ
し
の
や
の
」

の
歌
と

「
然
之
海
人
者
」
の
歌

の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
二
首
が
類

歌

と
考
え
ら
れ
た
と
す
る
と
、
前
に
見
た

=
二
六
二
の
例
の
よ
う

に
、
業
平
に
よ
る
古
歌
の
借
用
と
理
解
さ
れ
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」

と

さ
れ
る
可
能
性
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
「
あ
し
の
や
の
」
の
歌
と

「
然
之
海
人
者
」

の
歌
は
、
内

容

上
の

一
致
は
見
ら
れ
て
も
、
歌
句
そ
の
も
の
は
あ
ま
り

一
致
し

て
い
な
い
。

一
句
が
完
全
に

一
致
す
る
の
は
第
三
句

「
い
と
ま
な

み
」

の
み
で
あ
り
、
語
句
の

一
致
も
こ
の
他

「
し
ほ
焼
き
」
「
小

櫛
」
の
二
語
の
み
で
あ
る
か
ら
、

=
二
六
二
な
ど
の
例
と
同
じ
レ

ベ
ル
で
類
歌
と
理
解
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
あ
し
の
や
の
」
の
歌
に

つ
い
て
は
単
な
る
借
用
歌
で
は
な
く
、

創
作
性
を
認
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
に
よ
れ
ば
、
こ
の
歌
に

つ
い
て
の
作
者
の
問
題
は

く理
由

⑥
〉
に
準
じ
た
形
で
、
伊
勢
物
語
の
本
文
理
解

の
上
で
の
問
題
、

と
考
え
て
お
く
の
が
、
雅
平
本
重
視

の
説
、

あ
る
い
は
新
古
今
集

の
撰
者
た
ち
の
単
純
な
ミ
ス
と
考
え
る
よ
り

も
合
理
的
な
よ
う
で

あ
る
。

以
上
、
伊
勢
物
語
と
新
古
今
集
の
共
通
歌

の
う
ち
作
者
に
問
題

の
あ
る
歌
に
つ
い
て
、
作
者
が

一
見
伊
勢
物
語
と
矛
盾
し
た
も
の

に
な
る
理
由
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。

・
一
〇
四
〇
～

〈
理
由
①
〉
撰
者
家
隆
に
よ
る
伊
勢
物
語
の
見

落
と
し
。

・

=

二
五

八

～

〈
理

由

⑥

〉
歌

の
詠

み

手

が

「
男

」
で
は

な

い

、

も

し
く

は

「
男

」

と

断

定

で

き

な

い
も

の

と

考

え

ら

れ

た

。

・
}
三
六

二
～

〈理
由
⑨
〉
古
今
集
よ
み
人
知
ら
ず
歌

の
借
用

と
理
解
さ
れ
た
。

・

=

二
六

六

～

〈
理
由

⑥

〉
歌

の
詠

み

手

が

「
男

」
で

は

な

い
、

も

し
く

は

「
男

」

と

断

定

で

き

な

い

も

の
と

考

え

ら

れ

た

。

・
=
二
六
八
～

〈
理
由
⑨
〉
大
和
物
語

一
六
九
段
の
省
略
歌
の

借
用
と
理
解
さ
れ
た
。
も
し
く
は
そ
の
よ
う
な
説
が
あ

っ
た

た
め
業
平
の
歌
と
断
定

で
き
な
い
も
の
と
考
え
ら
れ
た
。

・
「
五
九

〇
～

〈
理
由
⑥
〉
「
昔
の
歌

」
を

「
(
男
が
)
薩
屋

の
里
に
住
ん
で
い
た
当
時
の
歌
」
と
理
解
さ
れ
た
。
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四

新
勅
撰
集
の
問
題
歌

伊
勢
物
語
と
新
勅
撰
集
の
共
通
歌

の
う
ち
、
作
者
に
つ
い
て
の

問
題
が
あ
る
の
は
次
の
⊥ハ
首
で
あ
る

(な
お
、
こ
の
六
首
も
す

べ

て

「
題
知
ら
ず
」
で
あ
る
)。

・
六
二
九

い
に
し

へ
は
あ
り
も
や
し
け
む
い
ま
そ
し
る
ま
だ
見
ぬ
ひ
と

を
こ
ふ
る
も
の
と
は

・
七
二
〇

こ
ひ
わ
び
ぬ
あ
ま
の
か
る
も
に
や
ど
る
て
ふ
我
か
ら
身
を
も

く
だ
き
つ
る
か
な

・
九
四
八

た
ま
の
を
を
あ
わ
を
に
よ
り
て
む
す

べ
れ
ば
た
え
て
の
の
ち

も
あ
は
む
と
そ
思
ふ

・
九
四
九

あ
ふ
こ
と
は
た
ま
の
を
ば
か
り
お
も
ほ
え
て
つ
ら
き
こ
こ
ろ

の
な
が
く
も
あ
る
か
な

・
九
五
〇

ひ
と
は
い
さ
お
も
ひ
や
す
ら
む
た
ま
か
づ
ら
お
も
か
げ
に
の

み
い
と
ど
見
え

つ
つ

・
九
五

}

な
が
か
ら
ぬ
い
の
ち
の
ほ
ど
に
わ
す
る
る
は
い
か
に
み
じ
か

き
心
な
る
ら
む

こ
れ
ら
六
首
は
す
べ
て
、
伊
勢
物
語
の

「
男
」
の
歌
で
あ
り
な

が
ら
、
新
勅
撰
集
で

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
て
い
る
歌
で
あ

る
。六

二
九

「
い
に
し

へ
は
」
の
歌
は
、
新
勅
撰
集
と
伊
勢
物
語

(
一

一
一
段
)
の
間
に
歌
句
の
異
同
は
な
く
、
他

に
出
典
と
考
え
ら
れ

る
も
の
も
見
出
せ
な
い
。

七
二
〇
「
こ
ひ
わ
び
ぬ
」
の
歌
も
、
新
勅

撰
集
と
伊
勢
物
語

(五

七
段
)
の
間
に
歌
句
の
異
同
は
な
く
、
他
に

出
典
と
考
え
ら
れ
る

も
の
も
見
出
せ
な
い
。

九
四
八

「
た
ま
の
を
を
」
の
歌
も
、
新
勅

撰
集
と
伊
勢
物
語

(三

五
段
)
の
間
に
歌
句
の
異
同
は
な
い
が
、
万
葉
集

(
七
六
三
)
に

「
玉

緒

乎

沫

緒

二
援

而

結

有

者

在

手

後

二

毛

不
相
在
目
八
方
」
と
す
る
紀
女
郎

の
歌
が
あ

り
、
古
今
六
帖

(
三

二
〇
八
)
に
も
第
三
、
四
、
五
句
を

「
む
す

べ
ら
ば
あ
り
て
の
の

ち
に
も
あ
は
ざ
ら
め
や
は
」
と
万
葉
集
に
近

い
形
で
収
録
さ
れ
、

作
者
も

「
き
の
女
郎
」
と
あ
る
。

九
四
九

「あ
ふ
こ
と
は
」
の
歌
は
、
伊
勢

物
語

(三
〇
段
)
で

は
第
五
句
を

「
な
が
く
見
ゆ
ら
ん
」
と
し
て
お
り
、
新
勅
撰
集
と

一
致
し
な
い
が
、
他
に
出
典
と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
見
出
せ
な

い
。

九
五
〇
「
ひ
と
は
い
さ
」
の
歌
は
、
新
勅

撰
集
と
伊
勢
物
語

(
二

一
段
)
の
間
に
歌
句
の
異
同
は
な

い
が
、
万
葉
集

(
一
四
九
)
に

は

「
人
者
縦

念
息
登
母

玉

纏

影
ホ
所
見
乍

不
所
忘
鴨
」

::
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と
あ
り
倭
太
后
の
歌
で
あ
る
。
な
お
、
続
古
今
集

(
=
二
九
二
)

で
は
万
葉
集
と

一
致
す
る
形
で
歌
を
収
録
し
、
作
者
を

「倭
太
后
」

と

し
て
い
る
。

九
五

一
「
な
が
か
ら
ぬ
」
の
歌
は
、
新
勅
撰
集
と
伊
勢
物
語

(
一

=

二
段
)
の
間
に
歌
句
の
異
同
は
な
く
、
他
に
出
典
と
考
え
ら
れ

る
も
の
も
見
出
せ
な
い
。

こ
れ
ら
⊥ハ
首

の
う
ち
、
ま
ず
類
歌
の
存
在
す
る
九
四
八

「
た
ま

の
を
を
」、
九
五
〇

「
ひ
と
は
い
さ
」
の
二
首

に
つ
い
て
考
察
し

て
み
た
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
出
典
と
考
え
ら
れ
る
伊
勢
物
語
三
五
段
、

二

一
段
か
ら
は
、
こ
れ
ら
を
業
平
の
実
録
で
は
な
い
と
積
極
的
に

判
断

で
き
る
根
拠
は
見
出
せ
ず
、
ま
た
、
歌
の
前
後
に

「
男
」
の

歌
と
す
る
記
述
は
い
ず
れ
も
な
い
も
の
の
、
文
脈
上
や
は
り
「
男
」

の
歌
と
考
え
ら
れ
、
〈
理
由
⑥
〉
〈
理
由
⑦
〉
は
考
え
に
く
い
。

と

も
に
万
葉
集
の
歌
を
古
歌
と
し
て
見
出
せ
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば

、
〈
理
由
⑨
〉
、
業
平
に
よ
る
古
歌

の
借
用
と
理
解
さ
れ
た
と

す

る
の
が
最
も
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、

新
勅
撰
集
九
五
三

「
め
に
は
見
て
手
に
は
と
ら
れ
ぬ
月
の
う
ち
の

か

つ
ら
の
ご
と
き
い
も
を
い
か
に
せ
む
」
は
作
者
を

「
湯
原
王
」

と
す
る
が
、
伊
勢
物
語

(七
三
段
)

で
は
第
五
句
を

「
君
に
ぞ

あ
り
け
る
」
と
す
る

「
男
」
の
歌
で
あ
る
。
万
葉
集

(
六
三
二
)

で
は

「
目
二
破
見
而

手
二
破
不
所
取

月
内
之

楓

如

妹
乎
奈
何
責
」
と
す
る
湯
原
王
の
歌
で
あ
り
、
新
勅
撰
集
の
庖
接

の
出
典
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
他
、
古
今
六

帖

(四
二
八
八
)
に

も
第
五
句
を

「
い
も
に
も
あ
る
か
な
」
と
す

る
形
で
収
録
さ
れ
て

い
る
。
以
上
の
三
首
を
、
前
章
と
同
様
に
整

理
し
て
お
く
と
次
の

よ
う
に
な
る
。

歌
番
号

九
四
八

九
五
〇

九
五
三

歌O× ○

他
出

万
葉
集

(紀
女
郎
)

古
今
六
帖

(紀
女
郎
)

万
葉
集

(倭
大
后
)

万
葉
集

(
湯
原
王
)

pxxx

作
者

読
人
不
知

読
人
不
知

湯
原
王

こ
れ
ら
三
首
の
歌
に
つ
い
て
も
、
前
章
で
仮
定
し
た
類
歌
の
扱

い

に
矛
盾
は
な
い
。
い
ず
れ
も
業
平
に
よ
る
万
葉
集
の
歌

の
借
用
と

理
解
さ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

六
二
九

「
い
に
し

へ
は
」
の
歌
に
つ
い
て
は
、
出
典
と
考
え
ら

れ
る
伊
勢
物
語

一
=

段
の
他
の
二
首
の
歌

が
、
後
撰
集
の
在
原

元
方
の
歌
と
そ
れ

へ
の
返
歌
を
逆
に
し
た
も

の
で
あ
り
、
こ
の
こ

と
が
原
因
で

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と

が
こ
れ
ま
で
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

二
三
。
後
撰
集
の
誤
り
、
元

方
が
業
平
の
歌
を
借
用
し
た
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
理
解
の
可
能
性

が
考
え
ら
れ
る
が
、
「
い
に
し

へ
は
」

の
歌

の
作
者
を

「
元
方
」
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で
は
な
く

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

の
章
段
の

「
男
」
が

「
元
方
」
と
理
解
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な

い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
後
撰
集
を
信
用
し
て
、
元
方
の
歌
が
含

ま
れ
る
こ
の
章
段
を
、
業
平
の
時
代
で
は
な
い
、
業
平
没
後
の
物

語

と
理
解
し
た
、
あ
る
い
は
、
そ
の
可
能
性
が
あ
る
た
め
に
業
平

の
歌
と
断
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
、
と
考
え
て
お
い
て
よ

い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

九
五

一
「
な
が
か
ら
ぬ
」
の
歌
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
と
関
連
し

て
考
え
ら
れ
る
。
出
典
と
考
え
ら
れ
る
伊
勢
物
語

一
=
二
段
は
、

こ
の
章
段
自
体
に
業
平
の
実
録
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
記
述
が
含
ま

れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
続
く

一
一
四
段
は
定
家
も
疑
い
を

持

っ
て
い
た

「
芹
川
行
幸
」
の
章
段
で
あ
り
、
二
つ
前
の

―
一
一

段
は
前
述
の
通
り
、
業
平
没
後

の
章
段
と
理
解
さ
れ
得
る
も
の
で

あ

っ
た
。

一
一
一
段
か
ら

一
一
四
段
ま
で
の
間
に
業
平
没
後
の
物

語
が
ま
と
め
て
書
か
れ
て
い
る

(
あ
る
い
は
、
そ
の
可
能
性
が
あ

る
)
と
考
え
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
歌
が
業
平
の
実
作
で
あ
る

こ
と
も
疑
わ
し
い
と
考
え
ら
れ
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以

上

二
首

に

つ
い

て

は

、

「
よ

み

人

知

ら

ず

」

と

さ

れ

た

直

接

の

理

由

と

し

て

、

〈
理

由

⑦

〉

を
考

え

て

お

き

た

い
。

残
る
二
首
、
七
二
〇

「
こ
ひ
わ
び
ぬ
」
、
九
四
九

「
あ
ふ
こ
と

は
」
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
出
典
と
考
え
ら
れ
る
伊
勢
物
語
五
七

段
、
三
〇
段
か
ら
業
平
の
実
録
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
根
拠
は

見
出
せ
ず
、
ま
た
、
現
存
資
料
の
限
り
で
は
類
歌
な
ど
の
存
在
も

確
認
で
き
な
い
。
た
だ
、
生
澤
喜
美
恵
氏

(一三
u
も
指
摘
し
て
お
ら

れ
る
よ
う
に
、
他
の
伊
勢
物
語
と
新
勅
撰
集

の
共
通
歌
が

「業
平
」

の
歌

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
の
歌
を
問
わ
ず
、
す

べ
て
定
家
本
系
の

伊
勢
物
語
と
歌
句
が

一
致
し
て
い
る
の
に
対

し
て
、
九
四
九

「
あ

ふ
こ
と
は
」
の
歌
だ
け
に
歌
句
の
異
同
が
あ

り
、
こ
の
歌
に

つ
い

て
は
伊
勢
物
語
以
外
の
出
典
か
ら
収
録
さ
れ

た
可
能
性
も
考
え
ら

れ
る
。
そ
の
場
合
は
、
出
典
が
伊
勢
物
語
で

は
な
い
か
ら
、
で
は

な
く
、
直
接
的
な
理
由
と
し
て
は
や
は
り

〈
理
由
⑨
〉
の
よ
う
な

こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

定
家

の
見
た
資
料
の
す

べ
て
を
現
代

の
我

々
が
見
る
こ
と
は
で

き
ず
、
「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
た
カ
ギ
が
そ
こ
に
あ
る
可
能

性
も
あ

っ
て
、
こ
の
二
首
に

つ
い
て
は

「
よ

み
人
知
ら
ず
」
と
さ

れ
た
理
由
を
現
時
点
で
は
保
留
せ
ざ
る
を
得

な
い
。

以
上

、

伊

勢

物

語

の

「
男

」

の
歌

で

あ

り

な

が

ら

、

新

勅

撰

集

で

「
よ

み

人
知

ら

ず

」

と

さ

れ

て

い

る
歌

に

つ
い

て

、

そ

の

理

由

を

ま

と

め

る

と

、

次

の
よ

う

に
な

る

。

・
六
二
九
～

〈
理
由
⑦
〉
後
撰
集
元
方
歌

に
ょ
り
業
平
没
後
の

物
語
と
理
解
さ
れ
た
。

・
七
二
〇
～
現
時
点
で
は
保
留

・
九
四
八
～

〈
理
由
⑨
〉
業
平
が
万
葉
集

の
歌
を
借
用
し
た
と
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理
解
さ
れ
た
。

・
九
四
九
～
現
時
点
で
は
保
留

・
九
五
〇
～

〈理
由
⑨
〉
業
平
が
万
葉
集
の
歌
を
借
用
し
た
と

理
解
さ
れ
た
。

・
九
五

一
～
〈
理
由
⑦
〉
業
平
没
後
の
章
段
群
と
理
解
さ
れ
た
。

五

ま
と
め

伊
勢
物
語
と
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
の
共
通
歌
の
う
ち
、
新
古

今
集

・
新
勅
撰
集
の
作
者
表
記
に
問
題
の
あ
る
歌
に
つ
い
て
、

一

首
ご
と
に
そ
の
理
由
を
検
討
し
た
と
こ
ろ
、
以
上
の
よ
う
な
結
果

を
得
た
。
こ
の
よ
う
な
考
察
に
対
し
て
は
、
定
家
を
は
じ
め
と
す

る
撰
者
た
ち
が
ど
の
程
度
厳
密
に
作
者
を
判
断
し
て
い
た
の
か
、

と

い
う
立
場
か
ら
の
反
論
も
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
撰

者

た
ち
が
は

っ
き
り
と
し
た
基
準
も
な
く
行
き
当
た
り
は

っ
た
り

に
作
者
を
判
断
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
し
、
前
稿
に
お
い
て

も
考
察
し
た
よ
う
に
、
新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
で

「
よ
み
人
知
ら

ず
」
と
さ
れ
る
歌
は
、
現
存
す
る
資
料
で
厳
密
に
考
察
し
て
も
、

撰
者
た
ち
が
本
当
に
作
者
が
わ
か
ら
ず
に

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
と

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
も
の
ば
か
り
で
あ

っ
た
。
当
時
の
伊
勢

物
語
に
つ
い
て
の
理
解
を
正
し
く
把
握
す
る
た
め
に
も
、
資
料
的

な
限
界
が
あ
る
と
は
い
え
、
で
き
る
限
り
合
理
的
に
作
者
表
記
の

問
題
に

つ
い
て
解
決
を
求
め
る
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

本
稿
に
お

い
て
考
察
し
た
中
で
も
、
特
に

「
男
」
の
歌
で

「
よ

み
人
知
ら
ず
」
と
さ
れ
る
十
首
の
う
ち
少
な

く
と
も
四
首
が
、
業

平
が
他
人
の
歌
を
借
用
し
た
と
理
解
さ
れ
た

と
考
え
て
お
く
こ
と

に
よ
っ
て
矛
盾
の
な
い
説
明
が
可
能
に
な
る
点
は
注
目
で
き
る
。

こ
れ
以
後
、
中
世
に
お
け
る
伊
勢
物
語
注
釈

に
お
い
て
は
、
万
葉

集
や
古
今
集

の

「
よ
み
人
知
ら
ず
」
歌

で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
な

が
ら
、
基
本
的
に
伊
勢
物
語
が
業
平
の
実
録

で
あ
る
こ
と
を
疑

っ

て
い
な
い
。
伊
勢
物
語
の
理
解
を
考
え
る
に
あ
た

っ
て
は
、
前
稿

に
お
い
て
も
考
え
た
よ
う
に
、
や
は
り
物
語

の
実
録
性
と
歌
の
実

作
性
を
別
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う

で
あ
る
。

参
考
文
献

片
桐
洋

「
氏

『
伊
勢
物
語
の
研
究

(
研
究
篇
)
』
(
昭
和
四
三

・
二

明
治
書
院
)

田
中
宗
作
氏
「
伊
勢
物
語
と
勅
撰
集
の
共

通
歌
に

つ
い
て

(
一
)

i

新
古
今
集

・
新
勅
撰
集
を
中
心

と
し
て
ー

」
(
『
語

文
』
三
九

昭
和
四
九

・
三
)

神
谷
敏
成
氏

「新
古
今
集

・
新
勅
撰
集

と
伊
勢
物
語
」
(
『
北

海
道
大
学
国
語
国
文
研
究
』
五
七

昭

和
五
二

・
二
)
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吉
海
直
人
氏

「
新
古
今
集

の
伊
勢
物
語
享
受
」
(『
日
本
文
学

論
究
』
四

一

昭
和
五
六

・
一
一
)

生
澤
喜
美
恵
氏

「
新
勅
撰
集
の
伊
勢
物
語
歌
」
(
『
百
舌
鳥
国

文

』

三

昭

和

五

八

・
六

)

田
口
尚
幸
氏

「
伊
勢
物
語
歌
の

「業
平
歌
ら
し
さ
」
1

新
古

今
集

・
新
勅
撰
集
の
採
歌
態
度
に
つ
い
て
の
考
察
1

」

(『
解
釈
』
三
六
1

一

平
成
二

・
こ

阿
部
方
行
氏

「
新
古
今
集
の
伊
勢
物
語
歌
」
(
『
日
本
文
学
』

三
九

・
九

平
成
二

・
九
)

林
克
則
氏

「
新
古
今
集
の
撰
集
と
典
拠
伊
勢
物
語
」
(『
国
語

と

国

文

学

』

七

七

1

二

平
成

一
二

・
二
)

拙
稿

「
伊
勢
物
語
享
受
の

一
側
面
-

新
古
今
集

・
新
勅
撰
集

の
伊
勢
物
語
歌
ー

」

(『
国
語
国
文
』
六
九
1
七

平
成

=

丁

七
)

〈
注
〉

(
一
)
前

掲
参
考

文
献
、
吉
海

直
人
氏

論
文
。

(
二
)
「
お
も

ふ
に
は

」
の
歌
に

つ
い
て
は

、
伊
勢
物
語

(
六
五
段

)
に
、

思
ふ

に

は
忍
ぶ

る

こ
と

そ
負
け

に
け

る
逢

ふ
に

し
か

へ
ば

さ
も

あ

ら
ば
あ
れ

と
あ

る

の
に
対
し
、
古
今
集

(
五

〇
三
)
に
は

、

お

も
ふ

に
は
忍

ぶ

る
事

ぞ
ま
け
に

け

る
色

に
は

い
で
じ
と

お
も

ひ

し
も

の
を

と
あ

る

「
よ

み
人
知
ら

ず
」
の
歌

で
あ

る
。
古
今

六
帖

(
二
六

八
二

)

に
も
古
今
集

と
同

じ
形

で
収

録
さ
れ
、

延
喜
御

集

に
は
、

醍
醐

の

み
か

ど

、
ま

だ
く

ら
ゐ

に
お

は

し
ま

し
け

る
時

、

御

め

の
と

の
宣
旨

君
に
色

ゆ
る
さ

せ
た
ま
ふ

と

て

思
ふ

に
は

し

の
ぶ

る
こ
と

そ
ま

け

に
け

る
色

に
は

い
で
じ

と
お

も

ひ
し
も

の
を

と
あ

っ
て
、

延
喜
帝

の
御
詠
と

さ
れ

て
い
る
。

「
わ

す
る
ら
む

と
」
の
歌
に

つ
い
て
は

、
伊

勢
物
語

(
二

一
段

)
に
、

わ

す

る
ら
む

と
思

ふ
心

の
う
た

が

ひ
に

あ
り

し

よ
り

け

に
も

の

ぞ

か
な

し
き

と
あ

る
の
に
対

し
、
古

今
集

(
七

一
八
)
に
は

、

忘

れ
な

む
と

思
ふ

心

の

つ
く
か

ら

に
有

り

し
よ

り

け
に

ま
つ

そ

こ

ひ
し
き

と
あ

る

「
よ
み
人
知
ら

ず
」

の
歌

で
あ

る
。

な
お

、
新

古
今
集

で
は

い
ず

れ
も

伊
勢

物

語

と

一
致
す

る

形

で

「
題

知
ら
ず
、

よ
み
人
知

ら
ず
」
と

し

て
収

録
さ

れ

て
い
る
。

(
三
)
前
掲
参
考

文
献
、

神
谷
敏
成

氏
論
文

。

(
四
)
前
掲
参
考

文
献

、
生
澤
喜
美

恵
氏

論
文

。

(
五
)
前
掲

参
考
文
献

、
田

口
尚

幸
氏
論

文
。

(
六

)
業
平

が
陸

奥

の
国

で
小
町

の
燭
髄

を

見

つ
け

、
亡

骸

を
弔

う

話

は

当
時
か

な
り

流
布

し

て
い
た

よ
う

で
、

江
家

次
第

・
古
事

談

・
無

名
抄

な
ど

に
見

る

こ
と
が

で
き

る
。

伊
勢

物

語

一

一
五
段

に
直

接
結

び

つ
く
わ
け

で
は
な

い
が
、
「
業

平

・
小
町

・
陸
奥

の
国
」
が
結

び

つ
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き
や

す

い
状

況

に
あ

っ
た

こ
と
は
考

え

て
お

い
て
も

よ
い
よ
う

に
思

う
。

(
七

)
前
掲

参
考
文

献
、

神
谷
敏

成
氏

論
文

・
吉
海

直

人
氏
論
文

。

な

お
、

二
六
段

に

つ
い
て
は
神

谷
氏

・
吉
海

氏
が
、

八

六
段

に

つ
い
て

は
神

谷
氏
が
指
摘

さ
れ
て

い
る
。

(
八

)
そ
れ
ぞ
れ

の
歌

に

つ
い
て
は

、
前
掲
注

(
二

)。

(
九

)
「
業

平
」

に

つ
い
て
、
大
和
物
語

}
四
三
段
、

}
四
四
段
、

一
六

○
段

～

一
六
六
段

で
は

、
す

べ
て

「
在

中
将

」

と
記

さ
れ

て

い
る

。

(
一
〇
)
前
掲

参
考

文
献

、
神

谷
敏

成
氏

論
文

・
吉

海

直
人

氏
論

文

。

(
一
一
)
前
掲
参

考
文
献

、
林
克

則
氏
論
文

。

(
=

一
)
前
掲
参
考

文
献

、
神
谷
敏

成
氏
論

文

・
生

澤
喜
美

恵
氏
論

文

。

(
=
「じ

前

掲
参

考
文
献

、
生
澤

喜
美
恵

氏
論
文
。

(
す
ず

き

た
か

し

・
研

修

員
)
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