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伝
為
家
筆
「
伊
勢
物
語
切
」
の
新
出
断
簡
―
紹
介
と
本
文
の
検
討
―

  
                   

日
本
文
学
／
准
教
授　

 

岸
本
理
恵

　
　
　
　
　

一
、
は
じ
め
に

　

藤
原
為
家
を
伝
称
筆
者
と
す
る
伊
勢
物
語
に
つ
い
て
、
『
新
撰
古
筆
名
葉
集
』
に
は
特
に

記
載
さ
れ
な
い
が
、
複
数
の
写
本
や
古
筆
切
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
流
布
す
る

よ
う
に
な
る
定
家
本
の
系
統
と
は
大
き
く
異
な
る
面
を
見
せ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
こ
れ

ら
は
定
家
本
の
成
立
や
性
格
を
知
る
手
が
か
り
と
な
り
、
あ
る
い
は
完
本
と
し
て
は
現
存
し

な
い
狩
使
本
の
姿
を
伝
え
る
も
の
が
あ
る
な
ど
、
伊
勢
物
語
本
文
を
考
え
る
上
で
重
要
な
も

の
が
多
い
。

　

こ
の
た
び
、
こ
の
よ
う
な
為
家
を
伝
称
筆
者
と
す
る
伊
勢
物
語
切
の
新
出
資
料
を
調
査
す

る
機
会
を
得
た
。
三
紙
を
継
い
だ
も
の
で
一
五
行
の
分
量
も
あ
り
、
ツ
レ
の
断
簡
も
複
数
確

認
で
き
た
の
で
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
そ
の
本
文
系
統
に
つ
い
て
も
以
下
に
考
察
す

る
。

　
　
　
　
　

二
、
新
出
断
簡
の
書
誌
と
本
文

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
新
出
断
簡
は
、
聴
松
室
蔵
の
古
筆
手
鑑
『
精
虔
』
に
押
さ
れ
た
一
葉

（
図
版
は
本
稿
末
に
掲
載
）
。
三
紙
を
継
い
だ
も
の
で
、
大
き
さ
は
、
縦
は
二
二
・
六
㎝
、

横
は
第
一
紙
目
一
三
・
二
㎝
、
第
二
紙
目
一
三
・
〇
㎝
、
第
三
紙
目
一
・
八
㎝
と
な
っ
て
い

る
。
行
数
は
、
七
行
・
七
行
・
一
行
の
計
一
五
行
。
伊
勢
物
語
は
四
〇
段
の
途
中
か
ら
段
末

ま
で
の
部
分
。
最
後
の
一
行
を
あ
え
て
貼
り
付
け
て
段
末
ま
で
を
一
葉
に
仕
立
て
た
も
の
。

手
鑑
に
は
筆
者
を
「
為
家
卿
」
と
す
る
札
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
為
家
の
真
跡
で
は
な

い
。
書
写
年
次
は
後
に
紹
介
す
る
ツ
レ
も
考
え
合
わ
せ
て
鎌
倉
中
期
頃
で
あ
ろ
う
か
。
本
文

は
次
の
と
お
り
（
行
頭
に
行
数
と
、
適
宜
句
読
点
を
、
途
中
の
小
丸
数
字
は
独
自
異
文
の
印

と
し
て
付
し
た
）
。

1　
　

い
ま
た
お
ひ
や
ら
す
。
人
の
こ
な
れ
は
と
ゝ
む
る
い
き

2　
　

を
ひ
も
な
し
。
女
も
い
や
し
け
れ
は
、
す
ま
ふ
ち

3　
　

か
ら
も
な
し
。
さ
る
あ
ひ
た
を
も
ひ
は
い
や
ま
さ
り
に

4　
　

ま
さ
る
。
に
は
か
に
お
や
こ
の
女
を
ゝ
ひ
い
つ
。
を
と
こ
は

5　
　

ち
の
な
み
た
を
な
か
せ
と
も
、
さ
ふ
る
よ
し
も

6　
　

な
し
。
さ①

る
程
に
、
お
と
こ
な
く
〳
〵
よ②

む

7　
　
　
　

い
と
ひ
て
は
た
れ
か
わ
か
れ
の
か
た
か
ら
む

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8　
　
　
　

あ
り
し
に
ま
さ
る
け
ふ
は
か
な
し
も

9　
　

と
よ
み
て
、
た
え
い
り
に
け
れ
は
、
を
や
あ
は
て
に

10　
　

け
り
。
な
を
思
て
こ
そ
い
ひ
し
か
、
い
と
か
く
し
も
あ
ら
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11　
　

し
と
思
に
、
ま
こ
と
に
た
え
入
た
れ
は
、
願③

た
て
け
り
。

12　
　

今
日
の
い④

り
あ
ひ
のは

ほか

とり

にイ

た
え
い
り
て
、
又
の
日
の

13　
　

い
ぬ
の
と
き
は
か
り
に
、
い
き
い
て
た
り
け
る
。

14　
　

む
か
し
の
わ
か
き
ひ
と
は
、
さ
る
す
け
る
も
の
を
も
ひ
を

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
15　
　

な
ん
し
け
る
、
い
ま
の
を
き
な
さ⑤

ら
に
し
な
む
や
。

本
文
の
系
統
は
、
通
行
の
系
統
と
は
細
か
な
点
も
含
め
る
と
異
同
が
多
い
。
特
に
注
目
す
べ

き
異
同
は
、
七
～
八
行
目
の
和
歌
で
あ
る
。
断
簡
は
、

い
と
ひ
て
は
た
れ
か
わ
か
れ
の
か
た
か
ら
む
あ
り
し
に
ま
さ
る
け
ふ
は
か
な
し
も

と
あ
る
が
、
多
く
の
伊
勢
物
語
で
は
、
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る（
１
）

。

い
て
ゝ
い
な
は
誰
か
別
の
か
た
か
ら
ん
あ
り
し
に
ま
さ
る
け
ふ
は
か
な
し
も

傍
線
を
付
し
た
初
句
に
「
い
と
ひ
て
は
」
と
「
い
て
ゝ
い
な
は
」
の
対
立
が
あ
る
。
伊
勢
物

語
諸
本
の
中
で
は
大
島（
２
）本

が
断
簡
と
同
じ
く
「
い
と
ひ
て
は
」
と
書
い
た
の
を
見
せ
消
ち
に

よ
り
「
い
て
ゝ
い
な
は
」
と
訂
正
す
る
ほ
か
、
大
島
本
と
同
系
統
の
神
宮
文
庫
本
・
阿
波
国

文
庫
旧
蔵
本
・
谷
森
本
や
塗
込
本
も
「
い
と
ひ
て
は
」
の
本
文
を
も
つ
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
歌
を
他
文
献
に
求
め
る
と
、
尊
経
閣
文
庫
本
『
在
中
将
集
』
（
私
家
集
大

成
「
業
平
Ⅰ
」
）
や
伝
阿
仏
尼
筆
本
『
業
平
朝
臣
集
』
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
（
第
四
・
わ

か
れ
・
二
三
五
六（
３
）

）
で
も
、
初
句
に
「
い
と
ひ
て
は
」
と
あ
り
、
断
簡
と
一
致
す
る
。
こ
う

し
た
状
況
か
ら
、
片
桐
洋
一
氏
が
「
「
い
と
ひ
て
は
…
」
の
方
が
古
形
で
あ
る
可
能
性
は
大

き
い（
４
）

」
と
す
る
ご
と
く
、
古
い
本
文
を
留
め
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

そ
の
他
に
も
、
断
簡
一
行
目
「
人
の
こ
な
れ
は
と
ゝ
む
る
い
き
を
ひ
も
な
し
」
は
、
大
島

本
「
人
の
こ
な
れ
は
と
ゝ
む
る
い
き
を
い
な
し
」
と
あ
っ
て
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
に
対
し
、
定

家
本
は
「
人
の
こ
な
れ
は
ま
た
心
い
き
お
ひ
な
か
り
け
れ
は
、
と
ゝ
む
る
い
き
お
ひ
な
し
」

と
、
傍
線
を
付
し
た
一
文
が
入
る
。
一
一
行
目
「
ま
こ
と
に
た
え
入
た
れ
は
」
は
、
大
島
本

と
は
一
致
す
る
が
、
定
家
本
は
「
し
ん
し
ち
に
た
え
い
り
に
け
れ
は
」
と
あ
り
、
異
同
が
見

ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
断
簡
は
定
家
本
と
対
立
し
て
大
島
本
に
一
致
す
る
よ
う
に
見
え
る

が
、
必
ず
し
も
そ
う
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
断
簡
は
一
三
行
目
「
～
い
き
い
て
た
り
け
る
」

と
し
て
一
話
を
終
え
、
一
四
行
目
「
む
か
し
の
わ
か
き
ひ
と
は
」
と
続
け
る
。
し
か
し
、
大

島
本
は
「
～
い
き
い
て
た
り
け
る
」
に
続
け
て
、

　
　

女
か
へ
る
人
に
つ
け
て
、

　
　
　
　

い
つ
く
ま
て
を
く
り
は
し
つ
と
人
と
は
ゝ
あ
か
ぬ
な
こ
り
の
な
み
た
か
は
ま
て

　
　

と
あ
り
け
る
を
き
ゝ
て
こ
そ
、
お
と
こ
は
た
え
い
り
け
る

と
い
う
女
の
返
歌
ま
で
語
っ
た
後
に
、
「
む
か
し
の
わ
か
き
人
は
」
と
続
け
て
お
り
、
断
簡

と
対
立
す
る
。
こ
の
女
の
返
歌
は
大
島
本
の
み
で
な
く
広
本
系
と
さ
れ
る
諸
本
に
見
え
る
も

の
で
は
あ
る
が
、
本
来
は
行
間
注
記
で
あ
っ
た
も
の
が
大
島
本
の
よ
う
に
段
末
に
付
加
さ

れ
、
さ
ら
に
本
に
よ
っ
て
は
男
女
の
贈
答
歌
と
し
て
自
然
な
位
置
へ
と
移
さ
れ
て
い
く
も
の

と
さ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
断
簡
の
よ
う
に
こ
の
歌
を
持
た
な
い
の
が
本
来
の
形
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
な
お
、
通
行
の
本
に
も
女
の
返
歌
は
な
い
。

　

さ
ら
に
、
断
簡
は
わ
ず
か
一
五
行
の
間
に
、
先
の
翻
刻
に
小
丸
数
字
を
付
し
た
五
ヶ
所
に

独
自
異
文
が
あ
る
。
定
家
本
・
大
島
本
と
比
較
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
さ
る
程
に
―
定
家
本
「
ゐ
て
い
て
ゝ
い
ぬ
」
大
島
本
「
さ
て
ゐ
て
い
て
ぬ
」

②
よ
む
―
定
家
本
・
大
島
本
そ
の
他
諸
本
「
よ
め
る
」

③
願
た
て
け
り
―
定
家
本
「
ま
と
ひ
て
願
た
て
け
り
」

　
　
　
　
　
　
　

大
島
本
「
ま
と
ひ
つ
ら
を
ふ
き
願
た
て
け
り
」

④
い
り
あ
ひ
の
ほ
と
に
―
定
家
本
・
大
島
本
そ
の
他
諸
本
「
い
り
あ
ひ
許
に
」

⑤
さ
ら
に
―
定
家
本
・
大
島
本
そ
の
他
諸
本
「
ま
さ
に
」

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
断
簡
は
定
家
本
等
の
通
行
の
本
と
対
立
し
大
島
本
等
の
広
本
系
と

一
致
す
る
傾
向
を
見
せ
る
が
、
広
本
系
や
そ
の
他
幾
つ
か
の
本
が
も
つ
女
の
返
歌
は
持
た

ず
、
ま
た
細
か
な
独
自
異
文
も
少
な
く
な
い
も
の
と
言
え
る
。

　
　
　
　
　

三
、
新
出
断
簡
の
ツ
レ
と
本
文
系
統

　

聴
松
室
蔵
の
新
出
断
簡
の
ツ
レ
と
し
て
、
次
の
四
葉
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
伊
勢
物

語
の
該
当
箇
所
、
大
き
さ
（
縦
×
横
）
、
行
数
、
伝
称
筆
者
、
所
蔵
者
お
よ
び
図
版
の
掲
載
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誌
の
順
に
示
す
（
以
下
に
聴
松
室
蔵
断
簡
を
Ａ
と
し
、
順
に
Ｂ
～
Ｅ
と
し
て
断
簡
に
記
号
を

付
す
）（
６
）。

B 
三
九
段
・
四
〇
段
、
二
二
・
八
×
一
四
・
三
㎝
、
七
行
、
為
家
、
久
曽
神
昇
『
物
語
古
筆

断
簡
集
成
』
（
汲
古
書
院
・
二
〇
〇
二
年
）

C 

二
一
段
、
二
二
・
七
×
一
四
・
五
㎝
、
七
行
、
後
鳥
羽
院(

田
原
切)

、
小
林
強
・
髙
城
弘
一

『
古
筆
切
研
究　

第
一
集
』
（
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
〇
年
）

D 

二
二
段
・
二
三
段
、
七
行
、
為
家
、
根
津
美
術
館
「
一
号
手
鑑
」

E 

六
九
段
、
二
二
・
八
×
一
四
・
二
㎝
、
七
行
、
為
家
、
東
京
国
立
博
物
館
（
B-

13
）

い
ず
れ
も
縦
の
大
き
さ
は
二
三
セ
ン
チ
足
ら
ず
、
横
幅
は
一
四
セ
ン
チ
程
度
。
断
簡
Ａ
に
比

べ
て
一
セ
ン
チ
程
幅
が
広
い
の
は
、
丁
数
を
示
し
た
小
字
や
綴
じ
穴
が
残
る
た
め
で
あ
る（
７
）

。

す
べ
て
一
面
七
行
詰
め
で
あ
り
、
大
き
さ
と
行
詰
め
に
お
い
て
一
致
す
る
。

　

こ
の
う
ち
、
断
簡
B
は
本
稿
末
に
図
版
を
掲
載
し
た
も
の
。
後
か
ら
二
～
三
行
目
の
下
の

部
分
に
見
え
る
大
き
な
シ
ミ
が
、
断
簡
A
の
三
行
目
辺
り
の
下
や
一
二
行
目
（
第
二
紙
目
と

し
て
は
後
か
ら
三
行
目
辺
り
）
下
の
部
分
に
も
同
じ
く
認
め
ら
れ
、
ま
さ
に
同
一
の
冊
子
か

ら
切
り
出
さ
れ
た
ツ
レ
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
る
。
し
か
も
、
断
簡
B
は
伊
勢
物
語
三
九
段
半

ば
か
ら
四
〇
段
の
冒
頭
部
分
で
、
聴
松
室
蔵
断
簡
A
に
連
続
す
る
。
こ
の
二
葉
に
よ
り
、
こ

の
本
の
伊
勢
物
語
四
〇
段
に
限
っ
て
は
完
全
に
復
原
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
断
簡
B
は
右
上

に
冊
子
本
と
し
て
綴
じ
る
た
め
に
記
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
丁
数
を
記
し
た
小
字
と
、
丁
の
右

側
余
白
部
分
に
綴
じ
穴
が
残
る
の
で
、
冊
子
本
の
状
態
で
は
こ
れ
が
表
、
断
簡
A
が
ま
さ
に

そ
の
裏
面
に
あ
っ
た
と
判
明
す
る
。

　

断
簡
C
・
D
・
E
の
三
葉
は
髙
城
弘
一
氏
に
よ
っ
て
既
に
ツ
レ
と
認
定
さ
れ
て
い
る（
８
）

。

断
簡
C
は
極
札
に
「
後
鳥
羽
院　

田
は
ら
切
」
と
あ
り
伝
称
筆
者
が
異
な
る
の
で
注
意
さ
れ

る
。
断
簡
D
・
E
は
、
『
古
筆
学
大
成
』
が
伝
為
家
筆
伊
勢
物
語
切
（
一
）
と
し
て
掲
載
す

る
も
の
。
う
ち
断
簡
Ｅ
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
掛
幅
で
、
本
稿
末
に
図
版
を
掲
載
し
た
よ

う
に
、
頁
を
大
き
く
対
角
線
で
区
切
っ
て
三
角
形
の
図
柄
を
丁
字
吹
き
で
染
め
た
印
象
的

な
料
紙
を
用
い
る
。
し
か
も
、
染
め
て
色
付
い
た
部
分
に
は
あ
え
て
文
字
を
濃
い
墨
で
太
く

書
く
と
い
う
装
飾
的
な
書
写
を
し
て
い
る
。
断
簡
C
も
同
じ
く
丁
字
吹
き
で
、
こ
ち
ら
は
篭

目
模
様
の
料
紙
。
一
見
す
る
と
断
簡
A
や
B
と
は
ツ
レ
と
思
え
な
い
が
、
大
き
さ
は
ほ
ぼ
同

じ
、
断
簡
B
と
同
じ
く
断
簡
D
・
E
に
は
右
上
部
の
端
に
丁
数
を
記
し
た
小
字
が
残
る（
９
）

。

　

さ
ら
に
各
断
簡
の
筆
跡
を
比
較
す
る
と
、
次
の
【
表
】
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

「
い
と
」
の
「
と
」
を
「
い
」
の
右
下
に
小
さ
く
続
け
る
様
子
は
、
こ
の
他
に
「
ひ
と
」

等
に
も
見
え
る
。
「
を
と
こ
」
の
連
綿
の
様
子
、
「
お
（
於
）
」
や
「
思
」
の
崩
し
方
も
特

徴
的
で
同
筆
と
認
め
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
断
簡
A
・
B
は
C
・
D
・
E
に
比
べ
料
紙
の

装
飾
や
流
麗
な
筆
遣
い
の
点
に
お
い
て
一
見
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
丁
寧
に
比
較
す
る

と
全
て
ツ
レ
と
認
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
断
簡
A
の
ツ
レ
に
つ
い
て
本
文
の
系
統
も
確
認
し
て
お
く
。
断
簡
が
通
行
の
本
と

大
き
く
異
な
る
点
と
し
て
、
伊
勢
物
語
三
九
段
の
和
歌
（
断
簡
B
一
～
二
行
目
）
が
あ
る
。

定
家
本
・
大
島
本
と
併
せ
て
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
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い
と
あ
は
れ
け
に
そ
か
な
し
き
と
も
し
火
の
き
ゆ
ら
ん
こ
と
も
我
は
し
ら
ぬ
に 

断
簡
B

い
と
あ
は
れ
な
く
そ
き
こ
ゆ
る
と
も
し
け
ち
き
ゆ
る
物
と
も
我
は
し
ら
す
な 

定
家
本

い
と
あ
は
れ
けな

にく

そ
かき

なこ

しゆ

きる

と
も
し
ひ
の
き
ゆ
ら
ん
こ
と
も
わ
れ
は
え
し
ら
す 

大
島
本

第
二
句
目
、
断
簡
B
「
け
に
そ
か
な
し
き
」
は
大
島
本
の
訂
正
前
の
本
文
に
一
致
し
定
家
本

「
な
く
そ
き
こ
ゆ
る
」
と
対
立
す
る
。
し
か
し
、
一
首
が
訂
正
前
の
大
島
本
と
一
致
す
る
か

と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
、
断
簡
B
は
第
五
句
目
「
我
は
し
ら
ぬ
に
」
と
あ
っ
て
定
家
本
と

も
大
島
本
と
も
異
な
る
。
大
島
本
の
他
に
広
本
系
と
さ
れ
る
も
の
の
一
部
に
は
第
二
句
目
が

断
簡
B
と
一
致
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
第
五
句
目
は
や
は
り
大
島
本
の
方
に
一
致
し
て
断
簡

と
は
対
立
す
る
。
わ
ず
か
に
伝
為
氏
筆
鉄
心
斎
文
庫
蔵
本
が
こ
の
第
五
句
目
を
「
わ
れ
は
し

ら
ぬす

にな

」
と
し
て
見
せ
消
ち
訂
正
前
に
断
簡
B
と
同
じ
本
文
を
持
つ
が
、
第
二
句
目
は
「
な

く
そ
き
こ
ゆ
る
」
と
あ
っ
て
定
家
本
の
方
に
一
致
す
る
。
つ
ま
り
、
断
簡
B
は
第
二
句
目
は

広
本
系
の
も
と
の
本
文
に
一
致
す
る
が
、
第
五
句
目
は
い
ず
れ
と
も
異
な
り
、
一
首
と
し
て

は
定
家
本
と
も
大
島
本
と
も
異
な
る
本
文
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

同
じ
く
伊
勢
物
語
三
九
段
の
段
末
部
分
（
断
簡
B
四
行
目
）
、
三
本
は
次
の
よ
う
な
対
立

を
見
せ
る
。

い
た
る
は
順
か
お
ほ
ち
也 
断
簡
B

い
た
る
は
し
た
か
ふ
か
お
ほ
ち
也
、
み
こ
の
ほ
い
な
し 
定
家
本

い
た
る
は
し
た
か
ふ
の
お
ほ
ち
な
り 

大
島
本

定
家
本
が
持
つ
「
み
こ
の
ほ
い
な
し
」
を
、
断
簡
Ｂ
と
大
島
本
は
持
た
ず
二
本
は
一
致
す
る
。

　

も
う
少
し
詳
し
く
検
証
し
て
み
よ
う
。
伊
勢
物
語
六
九
段
（
断
簡
E
六
～
七
行
目
）
で
は
、

あ①

け
な
は
お
は
り
の
く
に
へ
た②

ち
ぬ
へ
け
れ
は
、
を③

と
こ
も
女
も
人
し
れ
す
ち
の
な
み
た
を

断
簡
E

あ①

け
は
お
は
り
の
く
に
へ
た②

ち
な
む
と
す
れ
は
、
を③

と
こ
も
人
し
れ
す
ち
の
な
み
た
を

定
家
本

あ①

け
は
お
は
り
の
く
に
へ
た②

ち
ぬ
へ
け
れ
は
、
お③

と
こ
も
女
も
人
し
れ
す
ち
の
な
み
た
を

大
島
本

と
あ
り
、
傍
線
を
付
し
た
三
ヶ
所
で
断
簡
は
定
家
本
と
対
立
す
る
。
こ
の
う
ち
①
は
独
自
異

文
、
②
③
は
大
島
本
と
一
致
し
て
概
ね
大
島
本
に
近
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
断
簡
Ｅ
に
つ
い

て
は
複
数
の
辞
典
等
に
紹
介
さ
れ
、
「
通
行
の
定
家
本
と
は
異
な
り
広
本
系
統
の
そ
れ
で
あ

る
」
と
既
に
指
摘
が
あ
る）

（1
（

。
他
に
伊
勢
物
語
二
二
段
の
段
末
（
断
簡
D
三
行
目
）
で
も
、
歌

の
後
に
定
家
本
を
は
じ
め
多
く
が
「
い
に
し
へ
よ
り
も
あ
は
れ
に
な
む
か
よ
ひ
け
る
」
と
の

一
文
を
持
つ
が
、
大
島
本
な
ど
広
本
系
諸
本
は
こ
れ
を
持
た
ず
、
断
簡
と
同
じ
く
「
秋
の
夜

の
ち
よ
を
ひ
と
夜
に
な
せ
り
と
も
こ
と
は
の
こ
り
て
鳥
や
な
く
ら
ん
」
の
歌
で
一
段
を
終
え

る
の
で
、
断
簡
は
広
本
系
に
大
き
く
一
致
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
一
文
は
、
広
本
系
の
み
で

な
く
塗
込
本
や
高
野
本
、
永
享
十
一
年
正
徹
本
も
ま
た
持
た
な
い
。
ま
た
、
断
簡
Ｅ
一
行
目

「
か
り
に
い
て
ぬ
」
（
六
九
段
）
は
、
大
島
本
を
始
め
広
本
系
諸
本
の
「
か
へ
り
い
て
ぬ
」

と
対
立
し
、
断
簡
は
定
家
本
と
一
致
を
見
せ
る
。
よ
っ
て
、
断
簡
は
定
家
本
と
対
立
す
る
部

分
に
お
い
て
大
島
本
と
一
致
す
る
傾
向
を
見
せ
る
場
合
が
多
い
が
、
必
ず
し
も
大
島
本
と
一

致
す
る
も
の
で
も
な
く
、
定
家
本
と
一
致
す
る
場
合
や
独
自
の
本
文
を
持
つ
部
分
も
あ
る
。

こ
こ
に
図
版
を
掲
載
し
な
か
っ
た
断
簡
C
・
D
に
つ
い
て
も
概
ね
同
じ
傾
向
で
、
こ
の
た
び

紹
介
す
る
聴
松
室
蔵
の
断
簡
A
も
、
先
に
確
認
し
た
と
お
り
そ
の
よ
う
な
傾
向
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　

四
、
ま
と
め

　

以
上
、
新
出
の
断
簡
Ａ
が
『
古
筆
学
大
成
』
伝
為
家
筆
伊
勢
物
語
切
（
一
）
二
葉
の
ツ
レ

で
あ
り
、
さ
ら
に
『
物
語
古
筆
断
簡
集
成
』
に
紹
介
さ
れ
る
一
葉
も
同
じ
く
こ
の
ツ
レ
で
あ

る
と
認
定
し
、
全
六
頁
分
を
集
成
で
き
た
。
丁
字
に
よ
り
図
柄
を
染
め
た
料
紙
の
も
の
（
断

簡
C
・
E
）
が
あ
る
一
方
で
、
そ
の
他
は
素
紙
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
も
と
は
装
飾
の
あ
る
料

紙
と
素
紙
を
交
用
し
た
冊
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
そ
の
本
文
も
六
葉
を
集
成

し
た
こ
と
で
少
し
明
ら
か
に
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
定
家
本
と
異
な
る
点
が
多
く
、
そ
の
多

く
は
大
島
本
と
一
致
す
る
傾
向
に
あ
る
が
、
、
現
存
す
る
六
葉
の
う
ち
に
も
大
島
本
と
も
大

き
く
異
な
る
点
も
ま
た
持
っ
て
お
り
細
か
な
独
自
異
文
も
あ
る
。
鎌
倉
時
代
の
多
様
な
伊
勢

物
語
本
文
の
様
子
を
伝
え
る
貴
重
な
資
料
と
言
え
よ
う
。
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〈
注
〉

（
1
）
通
行
の
系
統
の
本
文
と
し
て
、
学
習
院
大
学
日
本
語
日
本
文
学
科
蔵
の
三
条
西
家
旧
蔵
伝
定
家

筆
本
を
『
伊
勢
物
語
校
異
集
成
』
（
加
藤
洋
介
編
・
和
泉
書
院
・
二
〇
一
六
年
）
本
文
篇
に
よ

り
挙
げ
る
。
な
お
、
以
下
に
こ
れ
を
通
行
の
本
文
の
例
と
し
て
「
定
家
本
」
と
す
る
。

（
2
）
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
伝
為
氏
筆
本
（
旧
大
島
雅
太
郎
蔵
本
）
を
以
下
に
「
大
島
本
」
と
す

る
。
本
文
は
『
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵　

貴
重
典
籍
叢
書　

文
学
篇　

第
十
六
巻
〈
物
語

１
〉
』
（
臨
川
書
店
・
一
九
九
九
年
）
に
よ
る
。

（
3
）
た
だ
し
、
『
古
今
和
歌
六
帖
』
は
第
五
句
「
け
さ
は
か
な
し
も
」
と
あ
る
。

（
4
）
片
桐
洋
一
『
伊
勢
物
語
全
読
解
』
（
和
泉
書
院
・
二
〇
一
三
年
）
第
四
〇
段
の
項
。

（
5
）
林
美
朗
「
伊
勢
物
語
書
本
論
と
そ
の
本
文
」
（
王
朝
物
語
研
究
会
編
『
論
叢 

伊
勢
物
語
１　

本
文
と
表
現
』
・
新
典
社
・
一
九
九
九
年
）

（
6
）
こ
の
他
、
小
林
強
「
出
典
判
明
仮
名
散
文
関
係
古
筆
切
一
覧
稿
」
（
『
人
文
科
学
』

一
二
・
二
〇
〇
七
年
三
月
）
に
は
、
伝
後
鳥
羽
院
筆
田
原
切
と
し
て
伊
勢
物
語
一
二
段
部
分
の

断
簡
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
図
版
等
を
確
認
で
き
て
い
な
い
の
で
こ
こ
に
は
挙
げ
な
か
っ

た
。
な
お
、
断
簡
Ｂ
～
Ｅ
そ
れ
ぞ
れ
の
図
版
は
、
次
の
書
籍
に
も
掲
載
が
あ
る
。

Ｂ 

春
日
井
道
風
記
念
館
図
録
『
国
文
学
と
古
筆
』
（
二
〇
〇
四
年
）

Ｃ 

出
光
美
術
館
図
録
『
平
安
の
仮
名 

鎌
倉
の
仮
名
』
（
二
〇
〇
五
年
）

Ｄ
『
古
筆
学
大
成
』
伝
為
家
筆
伊
勢
物
語
切
（
一
）
７
、
髙
城
弘
一
『
古
筆
切
研
究　

第
一
集
』

Ｅ
『
古
筆
学
大
成
』
伝
為
家
筆
伊
勢
物
語
切
（
一
）
８
、
髙
城
弘
一
『
古
筆
切
研
究　

第
一

集
』
。
東
京
国
立
博
物
館
画
像
検
索
に
画
像
が
ウ
ェ
ブ
公
開
さ
れ
て
お
り
、
掲
載
の
図
版
は
こ

れ
に
よ
る
。

（
7
）
た
だ
し
断
簡
Ｄ
は
、
図
版
で
は
丁
数
の
表
記
や
綴
穴
は
確
認
で
き
な
い
。

（
8
）
断
簡
Ｃ
を
紹
介
し
た
髙
城
弘
一
氏
の
『
古
筆
切
研
究　

第
一
集
』
（
思
文
閣
出
版
・
二
〇
〇
〇

年
）
。

（
9
）
断
簡
Ａ
は
第
一
紙
・
二
紙
と
も
各
七
行
な
が
ら
他
の
断
簡
と
比
較
し
て
一
紙
分
の
横
幅
が
一
セ

ン
チ
程
度
短
い
の
は
、
こ
の
部
分
を
切
断
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
10
）『
日
本
古
典
書
誌
学
辞
典
』
（
岩
波
書
店
・
一
九
九
九
年
）
、
「
伊
勢
物
語
切
（
伝
為
家

筆
）
」
の
項
。

〔
付
記
〕
資
料
の
閲
覧
に
ご
高
配
賜
り
、
図
版
の
掲
載
を
許
可
く
だ
さ
い
ま
し
た
方
々
お
よ
び
諸
機
関

に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。
な
お
、
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
（16K

02370

）
の
助
成
を
受
け
た

も
の
で
す
。
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断
簡
A
（
聴
松
室
蔵
古
筆
手
鑑
『
精
虔
』
）

断
簡
B
（
『
物
語
古
筆
断
簡
集
成
』
）

断
簡
E
（
東
京
国
立
博
物
館
蔵
）




