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伊
勢
物
語
の
第
二
三
段
は
、
「
筒
井
つ
の
段
」
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
段
を
分
析
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
古
伝
承

を
ふ
ま
え
た
説
話
を
ふ
く
ん
で
い
て
、
構
成
的
に
み
て
成
立
の
過
程
に
興
味

の
あ
る
問
題
を
持
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
こ
う
い
う
点

に
つ
い
て
、
若
干
検
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

第
二
三
段
の
本
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

⑥
む
か
し
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て

あ
そ
び
け
る
を
、
大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
、
を
と
こ
も
女
も
恥
ぢ
か
は
し

て
あ
り
け
れ
ど
、
を
と
こ
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。
女
は
こ
の
を

と
こ
を
と
思
ひ
つ
つ
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
ん
あ
り
け
る
。

さ
て
、
こ
の
隣
の
を
と
こ
の
も
と
よ
り
か
く
な
ん
。

筒
井
っ
の
井
筒
に
か
け
し
ま
る
が
た
け
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る

ま
に

伊
勢
物
語
「
筒
井
つ
の
段
」
の
榊
成

伊
勢
物
語
「
筒
井
っ
の
段
」
の
構
成

’

ｌ
伝
承
性
を
中
心
に
Ｉ

㈱

1
吋

11
㎡

女
、
返
し
、

く
ら
、
へ
こ
し
振
分
髪
も
肩
す
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
誰
か
あ
ぐ
零
へ
き

な
ど
い
ひ
ｊ
、
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

⑥
さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
た
よ
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、

も
る
と
も
に
い
ふ
か
ひ
な
く
て
あ
ら
ん
や
は
と
て
、
か
ふ
ち
の
国
、
高
安

の
郡
に
、
い
き
か
よ
ふ
所
出
で
き
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の

女
、
悪
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
、
出
し
や
り
け
れ
ば
、
を
と
こ
、

こ
と
心
あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
思
ひ
う
た
が
ひ
て
、
前
栽
の
中
に

か
く
れ
ゐ
て
、
か
ふ
ち
へ
い
ぬ
る
顔
に
て
見
れ
ば
、
こ
の
女
、
い
と
よ
う

仮
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

風
吹
け
ば
沖
つ
白
浪
た
っ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゅ
ら
ん

と
よ
み
け
る
を
き
き
て
、
限
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
い
か

ず
な
り
に
け
り
。

○
ま
れ
ｊ
＼
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
、
は
じ
め
こ
そ
心
に
く
も
つ
く
り

け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
い
ひ
が
ひ
と
り
て
、
笥
子
の
う
っ

森
本
茂

Ｌ
丸
捗
・
Ｔ
Ｐ
１
．
‐
姑
Ｆ
Ａ
四
Ⅱ
於
も
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は
物
に
盛
り
け
る
を
見
て
、
心
う
が
り
て
い
か
ず
な
り
に
け
り
。

⑪
さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の
方
を
見
や
り
て
、

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
居
ら
ん
生
駒
山
雲
な
か
く
し
そ
雨
は
降
る
と

も

と
い
ひ
て
見
い
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
、
大
和
入
来
む
と
い
へ
り
。
よ
る

こ
び
て
待
つ
に
、
た
び
，
Ｉ
＼
過
ぎ
ぬ
れ
ば
、

君
来
む
と
い
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ

ぞ
ふ
る

と
い
ひ
け
れ
ど
、
を
と
こ
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。

（
天
福
本
）

（
注
１
）

こ
の
段
に
つ
い
て
管
見
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
は
、
倉
野
憲
司
氏
を
除
く
と
、

（
注
２
）
（
注
３
）

秋
山
虚
氏
・
福
井
貞
助
氏
ら
に
よ
っ
て
一
般
に
は
三
つ
の
段
に
分
け
ら
れ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
「
ま
れ
ｊ
＼
か
の
高
安
に
」
以
下
終
わ
り
ま
で
を
一
つ
の

段
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
示
す
古
今
集
・
大
和
物
語
な
ど
の
記
載
を

参
照
す
る
と
、
四
つ
の
段
に
分
け
る
方
が
適
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
わ
た
く
し
は
論
の
展
開
上
、
本
文
を
右
の
よ
う
に
間
ｌ
⑪
、
の
四
つ
の
段
に

区
分
し
て
み
た
。

さ
て
、
右
の
説
話
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
部
分
は
、
古
今
集
・
大
和
物
語

・
古
今
和
歌
六
帖
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
古
今
集
に
は
右
の
⑧
に
当

た
る
部
分
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

題
し
ら
ず
よ
み
人
し
ら
ず

究
四
風
ふ
け
ば
お
き
つ
し
ら
な
み
た
っ
た
山
よ
は
に
や
君
が
ひ
と
り
こ
ゆ

ら
ん

幻

一
一

あ
る
人
、
こ
の
弓
は
む
か
し
大
和
の
国
な
り
け
る
人
の
女
に
、
あ

る
人
す
み
わ
た
り
け
り
。
こ
の
女
お
や
も
な
く
な
り
て
、
家
も
わ

る
く
な
り
行
く
あ
ひ
だ
に
、
こ
の
男
河
内
の
く
に
に
人
を
あ
ひ
し

り
て
か
よ
ひ
つ
つ
、
か
れ
や
う
に
の
み
な
り
ゆ
き
け
り
。
さ
り
け

れ
ど
も
、
つ
ら
げ
な
る
け
し
き
も
み
え
で
、
か
ふ
ち
へ
い
く
ご
と

に
男
の
心
の
ご
と
く
に
し
つ
つ
、
い
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
あ
や
し

と
思
ひ
て
、
も
し
な
き
ま
に
、
こ
と
心
も
や
あ
る
と
う
た
が
ひ
て
、

月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
か
ふ
ち
へ
い
く
ま
ね
に
て
、
せ
ん

ざ
い
の
な
か
に
か
く
れ
て
み
け
れ
ば
、
夜
ふ
く
る
ま
て
、
こ
と
を

か
き
な
ら
し
つ
つ
う
ち
な
げ
き
て
、
こ
の
弓
を
よ
み
て
れ
に
け
れ

ば
、
こ
れ
を
き
き
て
、
そ
れ
よ
り
、
又
外
へ
も
ま
か
ら
ず
な
り
に

け
り
と
な
ん
い
ひ
つ
た
へ
た
る
。

（
巻
一
八
・
雑
歌
下
。
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

次
に
大
和
物
語
・
一
四
九
段
に
は
、
間
．
、
に
当
た
る
部
分
は
な
く
、

⑧
。
⑥
に
当
た
る
部
分
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。
（
紙
面
の
関
係
か
ら
全
文
は
引
用

で
き
な
い
）
⑥
の
部
分
の
冒
頭
は
、

、
昔
大
和
の
国
葛
城
の
郡
に
す
む
男
女
あ
り
け
り
。
こ
の
女
か
ほ
容
貌
い

と
き
よ
ら
な
り
。
と
し
ご
ろ
お
も
ひ
か
は
し
て
す
む
に
、
こ
の
女
い
と
わ

る
く
な
り
に
け
れ
ば
、
思
ひ
わ
づ
ら
ひ
て
、
か
ぎ
り
な
く
お
も
ひ
な
が
ら

妻
を
ま
う
け
て
け
り
。
こ
の
い
ま
の
め
は
富
み
た
る
女
に
な
む
あ
り
け
る
。

と
あ
り
、
男
が
前
栽
の
か
げ
か
ら
見
て
い
る
と
、
女
は
、

端
に
い
で
ゐ
て
、
月
の
い
と
い
み
じ
う
お
も
し
ろ
き
に
、
頭
か
い
柿
り

な
ど
し
て
を
り
。
夜
更
く
る
ま
で
寝
ず
、
い
と
い
た
う
う
ち
な
げ
き
て
な

〃
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が
め
け
れ
ば
、
人
待
つ
な
め
り
と
み
る
に
、
使
ふ
人
の
ま
へ
な
り
け
る
に

い
ひ
け
る
、

こ
う
し
て
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
を
よ
む
。
さ
ら
に
見
て
い
る
と
、
女
は
、

か
な
ま
り

こ
の
女
う
ち
泣
き
て
臥
し
て
、
金
椀
に
水
を
い
れ
て
胸
に
な
む
据
ゑ
た

り
け
る
。
「
あ
や
し
、
い
か
に
す
る
に
か
あ
ら
む
」
と
て
な
ほ
み
る
。
さ

れ
ば
こ
の
水
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、
湯
ふ
て
つ
。
又
水
を
入
る
。

と
い
う
様
子
で
あ
る
。
。
に
当
た
る
部
分
は
、

か
く
て
月
日
お
ほ
く
経
て
お
も
ひ
け
る
や
う
、
「
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、

女
の
お
も
ふ
こ
と
い
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
を
、
か
く
行
か
ぬ
を
、

い
か
に
思
ふ
ら
む
」
と
思
ひ
い
で
て
、
あ
り
し
女
の
が
り
い
き
た
り
け
り
。

久
し
く
行
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
ま
し
く
て
た
て
り
け
り
。
さ
て
か
い
ま

め
ば
、
我
に
は
よ
く
て
み
え
し
か
ど
、
い
と
あ
や
し
き
様
な
る
衣
を
き
て
、

大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か
け
て
を
り
て
、
手
づ
か
ら
飯
盛
り
を
り
け
り
。
い

と
い
み
じ
と
お
も
ひ
て
、
来
に
け
る
ま
ま
に
、
い
か
ず
な
り
に
け
り
。
こ

の
男
は
王
な
り
け
り
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

次
に
古
今
六
帖
に
は
「
風
吹
け
ば
」
の
歌
が
二
か
所
あ
ら
わ
れ
る
。

雑
風
か
く
山
の
は
な
の
こ

風
ふ
け
ば
沖
つ
白
波
た
っ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
ゆ
く
ら
む

（
巻
一
）

山
か
こ
の
山
の
花
子

風
ふ
け
ば
沖
っ
白
波
た
っ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
ゆ
く
ら
む

（
巻
二
）

伊
勢
物
語
「
筒
井
つ
の
段
」
の
構
成
Ｉ

､
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さ
て
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
、
古
今
集
・
大
和
物
語
と
の
関
係
か
ら
い
う

と
、
⑥
の
部
分
が
ま
ず
問
題
に
な
り
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
⑧
の
部
分
か
ら

考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

⑥
の
説
話
を
持
つ
古
今
集
雑
歌
下
は
、
雑
歌
上
と
と
も
に
古
伝
承
の
要
素

を
ふ
く
む
歌
が
多
い
と
い
う
点
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、

こ
の
究
四
の
歌
の
左
注
の
書
か
れ
た
時
期
は
い
つ
か
、
ま
た
、
古
今
集
の
歌

お
よ
び
左
注
と
伊
勢
物
語
と
の
先
後
関
係
な
ど
、
多
く
の
困
難
な
問
題
を
は

ら
ん
で
い
る
。

究
四
「
風
ふ
け
ば
」
の
歌
の
左
注
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
は
、
「
後
人
の
添

加
。
伊
勢
物
語
は
こ
れ
を
受
け
て
作
ら
れ
た
。
」
（
校
正
古
今
和
歌
集
講
義
）
、

「
紀
氏
の
筆
に
成
る
。
伊
勢
物
語
は
こ
れ
を
受
け
て
作
ら
れ
た
。
」
（
古
今
和

歌
集
正
義
）
、
「
伊
勢
物
語
か
ら
の
転
写
」
（
金
子
元
臣
氏
・
古
今
和
歌
集
評
釈
）
、

「
古
今
成
立
以
後
二
百
年
以
内
に
後
人
の
添
加
」
（
安
田
喜
代
門
氏
・
古
今
集
時

代
の
研
究
）
な
ど
の
説
が
あ
り
、
大
和
物
語
を
加
え
た
三
者
の
関
連
に
つ
い

て
は
、
「
当
代
の
口
碑
を
も
と
に
成
立
し
た
」
（
松
尾
聡
氏
・
ア
テ
ネ
文
庫
「
伊

勢
物
語
」
）
、
「
三
者
三
様
に
他
演
料
・
仏
承
に
拠
っ
た
」
（
秋
山
度
氏
・
「
文
学
」

昭
和
三
一
年
二
月
号
、
福
井
貞
助
氏
・
伊
勢
物
語
生
成
考
）
な
ど
の
説
が
あ
る
。

い
っ
た
い
に
古
今
集
究
四
の
左
注
と
伊
勢
物
語
⑧
の
部
分
の
部
分
と
を
比

較
し
て
み
る
と
、
左
注
に
は
「
月
の
お
も
し
ろ
か
り
け
る
夜
、
：
・
・
：
夜
ふ
く
る

ま
で
、
こ
と
を
か
き
な
ら
し
つ
つ
う
ち
な
げ
き
て
」
と
あ
る
点
が
、
伊
勢
物

語
と
大
き
く
異
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
「
風
ふ
け

刑



ぱ
‐
｜
の
歌
は
旅
に
あ
る
夫
の
身
を
案
ず
る
歌
で
あ
り
、
そ
こ
に
主
題
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
、
説
話
の
内
容
と
し
て
は
伊
勢
物
語
の
方
が
よ
り
素
朴
で

あ
り
、
古
い
形
を
残
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
究
四
の
左
注
に
「
あ

る
人
、
こ
の
牙
は
む
か
し
：
。
…
と
な
ん
い
ひ
つ
た
へ
た
る
」
と
あ
る
点
か
ら

み
る
と
、
古
今
集
の
は
あ
る
人
の
語
っ
た
伝
承
説
話
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
か
ら
推
測
す
る
と
、
「
風
吹
け
ば
」
の
説
話
は
、
時
代

に
よ
っ
て
ま
た
大
和
の
土
地
に
よ
っ
て
、
多
少
形
や
極
の
変
っ
た
も
の
が
伝

承
流
布
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
が
大
和
物
語
に
な
る
と
、
伊
勢
物
語
・
古
今
集
と
は
大
い
に
趣
が

変
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
男
女
は
「
大
和
の
国
蔦
城
の
郡
」
に
住
む
と
限

定
し
、
女
を
「
か
ほ
容
貌
い
と
き
よ
ら
な
り
」
と
説
明
し
、
新
し
い
女
を

「
富
み
た
る
女
」
だ
と
し
、
も
と
の
女
の
心
情
を
「
心
ち
に
は
か
ぎ
り
な
く

妬
く
心
愛
し
と
お
も
ふ
を
忍
ぶ
る
に
な
む
あ
り
け
る
。
留
ま
り
な
む
と
思
ふ

夜
も
、
な
ほ
『
性
ね
」
と
い
ひ
け
れ
ば
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
、
説
話
と
し

て
の
お
も
し
ろ
さ
を
蝋
上
げ
、
夫
を
思
う
気
持
を
「
金
椀
に
水
を
い
れ
て
胸

に
な
む
据
ゑ
た
り
け
る
。
…
：
・
さ
れ
ば
こ
の
水
熱
湯
に
た
ぎ
り
ぬ
れ
ば
、
湯

ふ
て
っ
。
、
又
水
を
入
る
。
」
と
い
う
よ
う
に
、
滑
稽
な
ま
で
に
強
調
し
て
い

る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
大
和
物
語
の
は
説
話
と
し
て
戯
化
さ
れ
て

し
ま
い
、
く
ず
れ
た
形
の
も
の
で
あ
り
、
説
話
と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
を
意

識
的
に
強
調
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
、
多
分
に
説
明
的
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
瓜
吹
け
ば
」
の
説
話
に
脚
す
る
限
り
で
は
、
大
和
物
語
の

よ
う
な
形
で
大
和
地
方
に
流
布
し
て
い
た
と
い
う
よ
り
も
、
大
和
物
語
の
作

者
が
読
者
（
聞
き
手
）
を
予
想
し
て
筆
を
加
え
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考

象

Ｆ
ｄ

四

え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
風
吹
け
ば
」
の
説
話
の
よ
う
に
、
愛
妻
が
あ
る
の
に
新
し

い
女
が
で
き
、
そ
の
女
に
愛
情
を
傾
け
て
い
た
男
が
、
も
と
の
妻
の
詠
ん
だ

た
だ
一
首
の
歌
に
感
動
し
、
新
し
い
女
を
捨
て
て
も
と
の
妻
の
も
と
に
帰
る

と
い
う
話
は
他
に
も
あ
る
・
大
和
物
語
の
一
五
七
段
は
下
野
国
を
背
景
に
し

た
話
で
あ
り
、
そ
の
同
じ
話
が
今
昔
物
語
・
巻
三
○
の
第
一
○
話
に
も
あ
る
。

ま
た
次
の
一
五
八
段
は
大
和
国
を
背
景
に
し
て
お
り
、
そ
の
同
じ
話
が
今
昔

（
注
４
）

物
語
・
巻
三
○
の
第
一
二
話
で
は
丹
波
国
の
話
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
「
風
吹
け
ば
」
説
話
に
は
類
型
が
あ
り
、
と
く
に
後
者
の
よ
う
に
、
大
和

物
語
で
大
和
国
の
話
が
今
昔
物
語
で
は
丹
波
国
の
活
に
な
っ
て
い
る
こ
と
な

ど
か
ら
す
る
と
、
同
型
説
話
が
流
布
す
る
こ
と
の
一
端
を
し
の
ば
せ
て
い
る
。

す
る
と
「
風
吹
け
ば
」
の
説
話
は
、
地
方
ノ
、
を
通
じ
て
共
通
の
地
盤
を

持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
と
し
て
大
和
地
方
で
古
く
か
ら
伝
承
・
流
布

し
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
を
強
く
感
じ
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

一
一
一

次
に
。
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
描
写
も
伊
勢
物
語
の
方
は
簡
潔

で
あ
る
が
、
大
和
物
語
の
方
は
詳
細
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
伊
勢
物
語
の

「
ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
見
れ
ば
」
に
対
し
て
、
大
和
物
語
は
「
か
く

て
月
日
お
ほ
く
経
て
お
も
ひ
け
る
や
う
、
「
つ
れ
な
き
顔
な
れ
ど
、
女
の
お

も
ふ
こ
と
い
と
い
み
じ
き
こ
と
な
り
け
る
を
、
か
く
行
か
れ
を
、
い
か
に
思

ふ
ら
む
』
と
思
ひ
い
で
て
、
あ
り
し
女
の
が
り
い
き
た
り
け
り
。
」
と
あ
り
、

男
が
高
安
に
出
か
け
る
動
機
が
詳
し
い
。
こ
の
こ
と
は
次
に
続
く
部
分
も
同

笛

よ

1
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次
に
⑨
の
部
分
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
大
和
物
語
に
は
な
い
。
ま
ず
「
君
が

あ
た
り
」
の
歌
は
万
葉
集
の
「
三
三
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
も
を
ら
む
生
駒
山

雲
な
た
な
び
き
雨
は
ふ
る
と
も
」
（
巻
一
二
ゞ
よ
み
人
し
ら
ず
）
の
改
作
か
異
伝

で
あ
ろ
う
。
万
葉
の
歌
は
「
寄
物
陳
思
」
の
部
に
入
っ
て
い
る
。
「
寄
物
陳

思
」
は
巻
一
○
に
も
み
え
る
が
、
そ
こ
で
は
「
相
聞
」
を
四
季
に
分
け
、
そ

の
中
に
「
烏
に
寄
す
る
二
首
」
と
か
「
花
に
寄
す
る
九
首
』
の
よ
う
に
題
の

物
が
明
示
し
て
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
巻
一
二
の
方
は
、
題
の
物
は
明
示
さ

れ
な
い
で
、
た
だ
歌
が
並
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
よ
く
み
る
と
、

す
ぺ

お
く
か

き
き
思
ひ
出
で
て
術
な
き
時
は
天
雲
の
奥
処
も
知
ら
ず
恋
ひ
つ
つ
ぞ
を
る

き
三
天
雲
の
た
ゆ
た
ひ
や
す
き
心
あ
ら
ぱ
吾
を
な
た
の
め
待
た
ば
苦
し
も

三
三
君
が
あ
た
り
見
つ
つ
も
を
ら
む
生
駒
山
雲
な
た
な
び
き
雨
は
ふ
る
と

も

様
で
あ
り
、
大
和
物
語
で
は
「
久
し
く
行
か
ざ
り
け
れ
ば
、
つ
つ
ま
し
く
て

た
て
り
け
り
。
」
と
男
を
描
き
、
次
に
「
さ
て
か
い
ま
め
ば
、
我
に
は
よ
く

み
え
し
か
ど
、
い
と
あ
や
し
き
様
な
る
衣
を
き
て
、
大
櫛
を
面
櫛
に
さ
し
か

け
て
を
り
て
、
手
づ
か
ら
飯
盛
り
を
り
け
り
。
」
と
女
の
様
態
が
詳
し
い
。

こ
の
両
者
の
ち
が
い
は
、
「
風
吹
け
ば
」
説
話
の
と
き
と
同
じ
く
、
大
和

物
語
の
方
は
説
話
と
し
て
の
お
‐
も
し
ろ
さ
を
意
識
的
に
高
め
よ
う
と
す
る
創

作
的
態
度
が
み
ら
れ
、
伊
勢
物
語
の
よ
り
も
く
ず
れ
た
形
を
と
っ
て
い
る
。

大
和
物
語
の
作
者
が
意
識
し
て
筆
を
加
え
た
趣
が
感
じ
ら
れ
る
。
結
び
の

「
こ
の
男
は
王
な
り
け
り
。
」
に
至
っ
て
も
大
い
に
説
明
的
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
「
筒
井
つ
の
段
」
の
構
成

、

4

も
け
ぷ
り

三
三
な
か
な
か
に
い
か
に
知
り
け
む
わ
が
山
に
焼
ゆ
る
火
気
の
外
に
見
ま

し
を

す
べ
あ
つ

三
云
吾
妹
子
に
恋
ひ
術
な
か
り
胸
を
熱
み
朝
戸
あ
く
れ
ば
見
ゆ
る
霧
か
も

か
へ

三
壹
あ
か
と
き
の
朝
霧
ご
も
り
反
ら
は
に
い
か
に
か
恋
の
色
に
出
で
に
け

る

す
べ
け

一
二
昊
思
ひ
出
づ
る
時
は
術
な
み
佐
保
山
に
立
つ
雨
霧
の
消
ぬ
、
へ
く
お
も
ほ

ゆ
（
新
訓
万
葉
集
。
以
下
同
じ
）

の
よ
う
に
、
き
き
’
三
二
が
「
雲
に
寄
す
る
歌
」
、
三
二
が
「
煙
に
寄
す
る

歌
」
、
壹
云
ｌ
一
言
二
〈
が
「
霧
に
寄
す
る
歌
」
と
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
三
三

の
歌
は
、
雲
に
寄
せ
て
相
聞
の
情
を
叙
べ
た
歌
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
し
た
歌

に
は
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

を
と
め
ゆ
ふ

三
閨
未
通
女
ら
が
は
な
り
の
髪
を
木
綿
の
山
雲
な
た
な
び
き
家
の
あ
た
り

見
む
、
（
巻
七
・
雑
歌
）

山
に
寄
す
る

三
茜
秋
さ
れ
ば
雁
飛
び
越
ゆ
る
立
田
山
立
ち
て
も
居
て
も
君
を
し
ぞ
思
ふ

（
巻
二
・
寄
物
陳
思
）

一
西
畜
春
日
山
雲
ゐ
が
く
り
て
遠
け
ど
も
家
は
思
は
ず
君
を
し
ぞ
思
ふ

（
巻
二
・
正
述
心
緒
）

「
秋
さ
れ
ば
」
の
歌
は
「
立
田
山
」
ま
で
が
序
で
あ
る
が
、
序
は
実
際
の
景

と
も
み
ら
れ
、
「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
と
同
様
に
、
大
和
の
女
が
立
田
山
を

見
て
君
を
し
の
ぶ
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
「
未
通
女
ら
が
」
「
春
日
山
」
の

両
歌
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
山
を
見
て
君
を
し
の
ぶ
よ
す
が
と
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
山
は
み
な
君
の
い
る
方
に
そ
び
え
て
い
る
山
で
、
君
を
し
の
ぶ
に
な
つ

五

4
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か
し
い
山
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
雲
な
た
な
び
き
」
と
、
雲
に
寄
せ
て
願

わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
の
生
命
は
こ
こ
に
あ
る
。
す
る

と
「
君
が
あ
た
り
」
の
歌
は
、
大
和
に
住
む
あ
る
一
人
の
女
性
の
体
験
と
か

述
懐
と
か
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
何
か
の
事
情
で
去
っ
た
男
を
し
の

ぶ
と
い
う
、
同
じ
境
遇
に
あ
る
大
和
女
の
心
情
を
歌
っ
た
も
の
で
、
広
く
各

地
方
に
通
ず
る
基
盤
を
持
ち
、
民
謡
性
・
伝
承
性
の
感
じ
ら
れ
る
も
の
で
あ

マ
（
》
。

次
に
「
君
こ
む
と
」
の
歌
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
類
歌
ら
し
い
も
の
は
見

当
ら
な
い
。
た
だ
、
い
つ
い
つ
に
行
こ
う
と
約
束
し
た
人
が
や
っ
て
こ
な
い

嘆
き
を
詠
ん
だ
歌
は
、
万
葉
集
に
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
。

い
と

三
貢
よ
し
ゑ
や
し
来
ま
さ
ぬ
君
を
何
せ
む
に
脈
は
ず
吾
は
恋
ひ
つ
つ
を
ら

む
（
巻
二
・
寄
物
陳
思
）

へ
な

一
酉
三
石
根
踏
み
隔
れ
る
山
は
あ
ら
ね
ど
も
あ
は
い
日
ま
ね
み
恋
ひ
わ
た
る

か
も
（
巻
二
・
寄
物
陳
思
）

つ
げ
き
桑

壹
呈
夕
さ
れ
ば
床
の
へ
去
ら
ぬ
黄
楊
枕
い
つ
し
か
と
汝
王
を
待
て
ば
苦
し

も
（
巻
二
・
寄
物
陳
思
）

一
六
茜
吾
背
子
を
今
か
今
か
と
待
ち
を
る
に
夜
の
ふ
け
ぬ
れ
ば
嘆
き
つ
る
か

も
（
巻
一
二
・
正
述
心
緒
）
』
」

一
六
ざ
吾
背
子
が
来
む
と
語
り
し
夜
は
過
ぎ
ぬ
し
ゑ
や
さ
ら
さ
ら
し
こ
り
来

め
や
も
（
巻
一
二
・
正
述
心
緒
）
』
』

舌
三
〈
君
は
来
ず
吾
は
故
無
み
立
つ
波
の
し
く
し
く
わ
び
し
か
く
て
来
じ
と

！
や
（
巻
三
一
・
寄
物
陳
思
）

し
た
が
っ
て
、
「
君
こ
む
と
」
の
歌
の
発
想
は
伝
統
的
な
要
素
を
持
っ
て

I

鳶

｡

一
〈

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
民
謡
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
地
の

人
が
そ
の
地
の
範
囲
内
で
共
通
の
感
情
を
歌
に
托
し
て
詠
む
も
の
で
あ
っ
て
、

ぽ

そ
の
意
識
の
中
に
は
国
讃
め
と
い
う
心
持
も
ふ
く
み
持
つ
の
が
自
然
の
成
行

き
で
あ
る
と
思
う
。
す
る
と
民
謡
の
中
に
お
の
ず
か
ら
地
名
と
か
そ
の
地
独

（
注
５
）

特
の
も
の
を
詠
み
こ
む
場
合
が
多
く
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
現
今
の
民
謡
を

み
て
も
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
か
ら
い
う
と
、
こ
の
歌
が
民
謡

的
に
あ
る
地
方
で
歌
い
つ
づ
け
ら
れ
て
き
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
。

五

さ
て
次
に
、
伊
勢
物
語
の
間
の
部
分
も
、
大
和
物
語
に
は
み
え
な
い
部
分

で
あ
る
。
間
の
部
分
は
「
筒
井
っ
の
」
「
く
ら
べ
こ
し
」
の
贈
答
歌
を
中
心

に
し
て
い
る
。
ま
ず
「
筒
井
っ
の
」
の
歌
に
つ
い
て
み
る
と
、
こ
の
歌
の
類

歌
ら
し
い
も
の
も
見
当
た
ら
な
い
し
、
「
筒
井
」
「
井
筒
」
と
い
う
語
も
伊
勢

物
語
以
前
の
作
砧
に
あ
ら
わ
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
以
後
の
作
舶
に
は
「
筒

井
筒
井
筒
の
う
へ
に
水
こ
え
て
む
す
ぶ
も
浅
し
五
月
雨
の
こ
ろ
」
（
新
千
載

集
・
巻
三
・
土
御
門
内
大
原
）
、
「
は
か
な
し
や
筒
井
の
蛙
わ
れ
ば
か
り
ほ
か
を

も
知
ら
ず
浅
き
心
は
」
（
夫
木
抄
・
巻
五
・
藤
原
為
顕
）
、
「
筒
井
づ
つ
井
筒
の

た
る
ひ
と
け
い
ま
に
早
く
も
く
る
る
冬
の
か
げ
か
な
」
（
夫
木
抄
・
巻
一
六
・

定
家
）
な
ど
と
あ
ら
わ
れ
る
が
、
時
代
が
大
分
ず
れ
て
い
る
。

古
代
の
生
活
で
は
、
泉
で
あ
っ
て
も
川
で
あ
っ
て
も
、
用
水
と
し
て
汲
む

と
こ
ろ
を
「
井
」
と
い
っ
て
い
た
ら
し
く
、
井
と
は
水
の
集
ま
る
と
こ
ろ
の

意
味
だ
と
「
万
葉
集
抄
」
に
も
み
え
て
い
る
。
逸
文
丹
後
風
土
記
に
「
丹
後

の
国
丹
波
の
郡
。
郡
家
の
西
北
の
隅
の
方
に
比
治
の
里
あ
り
。
此
の
里
の
比

仁

’
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治
山
の
頂
に
井
あ
り
。
其
の
名
を
真
奈
井
と
云
ふ
。
今
は
既
に
沼
と
成
れ
次
に
「
く
ら
ゞ
へ
こ
し
」
の
歌
で
あ
る
が
、
当
時
の
女
は
適
令
期
を
迎
え
る

り
・
」
（
奈
具
社
）
と
あ
る
「
井
」
も
泉
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
柳
田
国
男
氏
監
と
、
振
分
髪
を
結
ん
で
髪
上
げ
と
い
う
こ
と
を
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、
竹
取

修
の
「
民
俗
学
辞
典
」
に
よ
る
と
、
現
今
で
も
信
州
の
遠
山
地
方
で
は
、
、
井
物
語
に
‐
も
、
「
こ
の
ち
ご
養
ふ
ほ
ど
に
す
く
す
く
と
大
き
に
な
り
ま
さ
る
。

戸
は
堰
水
の
こ
と
で
、
竪
に
掘
り
下
げ
た
井
戸
は
な
く
、
家
の
前
の
溝
川
の
三
月
ば
か
り
に
な
る
ほ
ど
に
、
よ
き
ほ
ど
な
る
人
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
髪
上
げ

洗
い
場
を
「
井
戸
ば
た
」
と
い
い
、
鳥
取
県
の
各
郡
で
も
「
井
戸
場
」
と
は
川
な
ど
さ
う
し
て
、
髪
上
げ
さ
せ
裳
着
す
。
」
と
あ
る
し
、
万
葉
集
に
も
次
の

ぺ
り
の
物
洗
い
場
を
い
う
そ
う
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
海
沿
岸
の
か
な
り
広
よ
う
に
み
え
て
い
る
。

い
け
染
か
た
の
さ
ゑ
そ
り
の
お
承
い
く
は
あ
い
く
だ

い
地
域
に
か
け
て
、
井
戸
の
こ
と
を
池
と
呼
ぶ
そ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
自
三
方
沙
弥
、
園
臣
生
羽
の
女
に
要
ひ
て
、
い
ま
だ
幾
時
も
経
ず
、

然
の
水
だ
け
で
は
た
り
な
く
な
る
と
、
地
盤
を
掘
り
下
げ
て
地
下
水
を
汲
み
病
に
臥
し
て
作
れ
る
歌
三
首
（
内
一
首
）

か
き

上
げ
る
よ
う
に
な
り
、
筒
井
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
柳
田
氏
に
よ
る
と
堅
一
三
た
け
ば
ぬ
れ
た
か
ね
ば
長
き
妹
が
髪
こ
の
こ
ろ
見
ぬ
に
掻
入
れ
っ
ら

に
深
く
掘
り
下
げ
る
技
術
は
江
戸
時
代
に
入
っ
て
普
及
し
た
と
い
う
こ
と
で
む
か
（
巻
二
・
相
間
）

を
と
め
ゆ
ふ

あ
る
。
し
か
し
、
正
倉
院
文
言
・
拾
芥
抄
・
和
漢
三
歳
図
会
に
、
井
を
掘
る
三
圀
未
通
女
ら
が
は
な
り
の
髪
を
木
綿
の
山
雲
な
た
な
び
き
家
の
あ
た
り

の
に
吉
日
を
選
ぶ
こ
と
を
示
し
、
「
乙
丑
・
辛
未
・
己
丑
・
…
：
」
の
よ
う
に
見
む
（
巻
七
・
雑
歌
）

ゐ
ね
う
な
ゐ
蟻
な
り

具
体
的
に
日
が
掲
げ
て
あ
る
点
か
ら
み
る
と
、
す
で
に
奈
良
時
代
に
所
に
よ

受
一
三
橘
の
寺
の
長
屋
に
わ
が
率
寝
し
童
女
放
髪
は
髪
あ
げ
っ
ら
む
か

と
り
ぶ

っ
て
は
井
戸
を
掘
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
右
の
歌
は
、
椎
野
連
長
年
が
肱
て
日
は
く
、
そ
れ
寺
家
の
屋
は
俗

い

し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
「
筒
井
」
「
井
筒
」
の
語
は
伊
勢
物
語
に
初
め
て
人
の
寝
処
に
あ
ら
ず
。
ま
た
若
冠
の
女
を
僧
ひ
て
放
髪
Ⅷ
と
い
へ

み
え
る
語
で
あ
る
。
筒
井
の
上
に
置
い
た
井
筒
の
高
さ
と
子
供
の
背
丈
と
く
り
。
然
ら
ば
腰
句
に
す
で
に
放
髪
卯
と
い
へ
れ
ば
、
尾
句
に
重
ね

つ
さ
だ

ら
、
へ
る
と
い
う
こ
と
は
、
井
筒
と
い
う
物
さ
え
あ
れ
ば
、
日
常
の
体
験
と
し
て
冠
を
箸
く
る
辞
を
云
ふ
、
へ
か
ら
ざ
ら
む
か
。
決
め
て
曰
く
、

て

て
ご
く
自
然
に
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、
子
供
が
成
長
す
る
こ
と
の
喜

一
六
二
一
橘
の
光
れ
る
長
屋
に
わ
が
率
寝
し
童
女
放
髪
に
髪
上
げ
っ
ら
む
か

び
に
も
連
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
（
巻
一
六
・
有
由
縁
丼
雑
歌
）

こ
う
い
う
わ
け
で
、
「
筒
井
っ
の
」
の
歌
の
背
景
は
今
少
し
明
ら
か
に
し
「
く
ら
筆
へ
こ
し
」
の
歌
は
、
こ
う
い
う
伝
統
的
な
髪
上
げ
の
行
事
を
ふ
ま

（
注
６
）

が
た
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
は
あ
る
地
方
の
特
異
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
高
田
与
清
は
「
松
屋
筆
記
」
の
「
振
分

は
な
い
し
、
大
和
物
語
に
間
の
部
分
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
傍
証
に
す
る
と
、
髪
」
（
一
三
）
の
項
で
、
「
く
ら
べ
こ
し
。
：
。
：
」
の
歌
は
万
葉
集
の
「
臺
完

や
と
せ
よ
ち
こ
ほ
つ
え

こ
の
歌
が
古
い
伝
承
歌
で
あ
っ
た
ろ
う
と
は
考
え
が
た
い
よ
う
に
思
う
。
年
の
八
歳
を
切
り
髪
の
吾
同
子
を
過
ぎ
橘
の
末
枝
を
過
ぎ
て
こ

伊
勢
物
語
「
筒
井
つ
の
段
」
の
構
成
七

0

身

､
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以
上
、
第
二
三
段
を
分
析
し
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
け
つ
き
よ
く
、
⑧
の

「
風
吹
け
ば
」
説
話
に
仰
の
高
安
の
女
説
話
の
添
っ
た
も
の
が
中
心
に
な
り
、

古
今
集
・
大
和
物
語
を
参
照
す
る
と
、
⑧
。
。
説
話
は
大
和
地
方
で
土
地
に

よ
っ
て
多
少
説
話
の
内
容
も
変
っ
て
伝
承
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
中
で
も
、
伊
勢
物
語
の
説
話
が
も
っ
と
も
素
朴
で
あ
る
か
ら
、
も
っ
と
も

古
態
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
間

．
⑨
の
部
分
が
⑥
．
。
の
説
話
に
付
加
さ
れ
た
の
は
い
つ
の
こ
と
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
一
般
に
は
、
原
伊
勢
物
語
作
者
が
当
初
に
二
三
段
全
部
を
作
っ
た

と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
わ
た
く
し
は
次
の
よ
う
に
推
定
し
た
い
。

、
前
述
し
た
よ
う
に
大
和
物
語
・
一
四
九
段
は
、
内
容
は
く
ず
れ
て
は
い
る

が
、
伊
勢
物
語
の
⑧
．
。
の
部
分
だ
け
を
持
ち
、
文
末
は
「
こ
の
男
は
王
な

り
け
り
。
」
と
結
ん
で
あ
る
。
こ
の
文
末
に
つ
い
て
、
岡
一
男
氏
は
、
「
『
大

和
物
語
」
に
は
此
の
話
を
葛
城
郡
の
男
女
の
こ
と
と
し
て
載
せ
て
、
終
り
を

ザ
『
こ
の
男
は
王
な
り
け
り
。
」
を
以
て
結
ん
だ
の
は
、
業
平
を
暗
示
し
て
い

る
よ
う
だ
が
、
彼
は
葛
城
郡
に
縁
故
が
な
か
っ
た
や
う
だ
か
ら
、
此
の
事
は

し
た
な
こ
こ
ろ

の
川
の
下
に
も
長
く
汝
が
情
待
て
」
（
巻
一
三
・
柿
本
朝
臣
人
麿
の
集

の
歌
）
と
い
う
長
歌
に
拠
る
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
長
歌
も
発
想
は
類
似
し

て
い
る
が
、
本
歌
と
考
え
る
に
は
む
り
で
あ
ろ
う
。
「
君
こ
む
と
」
の
歌
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
「
く
ら
ゞ
へ
こ
し
」
の
歌
も
あ
る
地
方
の
特
殊
性
を

詠
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
歌
が
あ
る
地
方
の
伝
承
歌
で
あ
っ
た

ら
し
い
と
は
考
え
が
た
い
。

ｆ
４
Ｊ

八

「
大
和
物
語
』
の
作
者
が
「
伊
勢
物
語
』
の
話
を
全
部
業
平
の
こ
と
ら
し
く

考
へ
て
、
お
ぽ
め
か
し
た
の
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
る
。
」
（
古
典
と
作
家
）

と
述
守
へ
て
お
ら
れ
る
。
業
平
は
桓
武
天
皇
の
曾
孫
、
平
城
天
皇
の
孫
で
あ
り
、

た
し
か
に
「
王
」
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
の
男
は
王
な
り
け
り
」
は
岡
氏
の
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
の
「
男
」
を
業
平
ら
し
く
考
え
た
結
果
に
よ
る

の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

大
和
物
語
の
素
材
は
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
一
四
九
段

に
関
し
て
の
み
い
う
と
、
も
し
大
和
国
の
伝
説
・
説
話
だ
け
か
ら
取
っ
た
と

す
る
な
ら
ば
、
「
こ
の
男
は
王
な
り
け
り
」
と
い
う
、
改
っ
た
注
記
め
い
た

一
文
は
異
質
な
感
じ
を
抱
か
せ
る
と
思
う
。
伝
説
・
説
話
だ
け
に
拠
っ
た
の

で
は
な
く
、
伊
勢
物
語
を
参
照
し
た
と
い
う
色
彩
が
非
常
に
濃
い
と
思
わ
れ

る
。
す
る
と
、
大
和
物
語
の
作
者
（
原
作
者
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
）
の

見
た
伊
勢
物
語
第
二
三
段
は
、
⑧
．
ｐ
の
部
分
だ
け
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

れ
る
と
い
う
の
は
、
も
し
そ
の
時
、
間
．
⑨
の
部
分
も
伊
勢
物
語
に
あ
っ
た

の
な
ら
ば
、
何
ら
か
の
形
で
大
和
物
語
に
も
取
入
れ
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う

と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
伊
勢
物
語
間
・
⑥
の
部
分
は
、
大
和
物
語
・
一
四
九
段
の
成

立
後
に
、
⑥
・
何
の
部
分
の
前
後
に
、
後
人
の
手
に
よ
っ
て
付
加
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
大
和
物
語
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
藤
原
清
輔

の
「
袋
草
紙
」
上
に
「
朱
雀
院
御
時
天
暦
始
事
献
」
と
記
さ
れ
た
の
を
初
め

と
し
て
、
増
補
説
も
ふ
く
め
て
諸
説
が
出
さ
れ
、
ま
だ
定
説
を
み
な
い
。
そ

れ
ら
の
諸
説
の
結
論
は
、
南
波
浩
氏
の
「
大
和
物
語
」
（
日
本
古
典
全
書
）

の
「
解
説
」
で
整
理
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
通
覧
し
、
南
波
説
も
ふ
く
め
て

’

←

、



、

注
１
倉
野
憲
司
氏
「
上
中
古
文
学
諭
孜
」
二
三
一
頁
。

２
秋
山
虚
氏
「
伊
勢
物
語
私
論
ｌ
民
間
伝
承
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
断
章
ｌ
」

お
よ
そ
の
年
代
を
推
定
す
る
と
、
天
暦
の
頃
に
原
存
形
大
和
物
語
の
大
部
分

が
成
立
し
、
以
後
伝
写
の
際
に
部
分
的
な
註
記
・
補
筆
が
行
わ
れ
、
室
町
時

代
以
後
に
付
載
説
話
を
持
つ
も
の
が
現
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
、
伊
勢
物
語
の
第
二
三
段
は
、
天
暦
頃
ま
で
は
⑧
．
。
説
話
だ
け
で

あ
っ
た
が
、
天
暦
頃
以
後
に
間
．
⑪
の
部
分
が
付
加
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
推
定
が
で
き
る
。
（
㈹
．
⑪
の
部
分
が
同
時
に
付
加
さ
れ
た
か
否
か

は
わ
か
ら
な
い
）

と
も
か
く
、
伊
勢
物
語
の
第
二
三
段
は
、
大
和
物
語
の
原
本
成
立
の
と
き

以
後
に
⑧
。
⑪
の
部
分
が
増
補
さ
れ
、
現
存
本
の
よ
う
な
形
に
整
え
ら
れ
た

の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

イ

伊
勢
物
語
「
筒
井
つ
の
段
」
の
構
成

心
、

』

（
文
学
・
昭
和
三
一
年
．
二
月
号
）

３
福
井
貞
助
氏
「
伊
勢
物
語
生
成
考
」
一
九
九
頁
。

４
今
昔
物
語
の
話
は
大
和
物
語
か
ら
取
り
来
っ
た
と
み
ら
れ
る
向
き
も
あ
る
が
、

今
昔
物
語
は
か
な
ら
ず
し
も
大
和
物
語
に
拠
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
早
く
か
ら

描
か
れ
て
あ
っ
た
輪
廓
に
、
そ
れ
ぞ
れ
異
っ
た
色
彩
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
と
、

倉
野
憲
司
氏
は
い
わ
れ
る
。
（
「
上
中
古
文
学
諭
孜
」
二
二
五
頁
’
二
二
九
頁
）

５
民
謡
と
地
名
の
関
係
に
つ
い
て
、
武
田
祐
吉
氏
は
「
地
名
を
詠
み
込
ん
だ
歌
は

旅
行
人
の
歌
に
多
く
、
土
着
人
の
歌
で
は
他
と
比
較
し
て
い
う
必
要
あ
る
場
合

に
限
ら
れ
る
」
（
大
意
）
（
上
代
国
文
学
の
研
究
）
と
い
わ
れ
る
の
に
対
し
、
児

山
信
一
氏
は
「
民
族
的
詩
歌
に
お
い
て
は
土
着
の
人
が
そ
の
土
地
の
地
名
を
詠

み
入
れ
る
場
合
も
多
い
」
（
大
惹
）
と
し
て
、
後
世
の
民
謡
の
例
を
あ
げ
て
お

ら
れ
る
。
（
「
国
語
と
国
文
学
」
第
二
巻
第
六
号
）

６
藤
本
一
恵
氏
は
「
く
ら
べ
こ
し
．
…
：
」
の
上
髪
の
儀
か
ら
み
て
、
こ
の
歌
は
万

葉
の
伝
統
に
も
と
づ
く
平
安
初
期
庶
民
の
風
俗
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
（
「
女
子

大
国
文
」
第
四
○
号
・
勢
語
「
た
れ
か
あ
ぐ
毒
へ
き
」
）

■』

』
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