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伊
勢
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終
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周
辺

室

伏

信

助

1

伊
勢
物
語

は
、
定
家
本

に
代
表

さ
れ

る
百

二
十
五

の
章
段

か
ら

成

る

本

文

が
、

「
昔
、
男
」

を
主
人
公

に

一
代
記
的
な
構
成
を
も

つ
物
語
と
し

て
、
長

い

伝
流
享
受

の
歴
史

を
支

え
て
き

た
と

い

っ
て
も

よ
い
で
あ

ろ
う
。
現
存
は
し
な

い
が
、

「
君
や
こ
し
」

の
歌

で
始
ま

り

「
忘

る
な

よ
」

の
歌

に
終
る
小
式
部
内

侍

本
は
、
定

家
本
で
い
う

と
、
第

六
十

九
段

か
ら
始
ま
り
第
十

一
段

で
終
る
わ

け
で
あ

る
か
ら
、
各
章

段
の
排
列

順
序

は
不
明
な
が
ら
、
少
な
く
と
も

一
代
記

的
な
構

成
と
い
う
観
点
か
ら
こ
れ

を
取
扱
う

こ
と

は
で
き
な

い
。

さ
て
、
そ

の

一
代
記
的
な
構

成
の
伊
勢
物
語
が
、
そ

の
最
後

の
章
段
と

し
て

設
け
た

の
が
、
終
焉

の
段
と
し
て
知
ら
れ
る
次
の
物
語

で
あ

る
。

む
か
し
、
男
、
わ
づ
ら
ひ
て
、
心
地
死
ぬ
べ
く

お
ぼ

え
け
れ
ば
、

つ
ひ
に
ゆ
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
き

の
ふ
け
ふ
と
は
思
は
ざ

り

し
を

こ
の
段
は
、
初
段

の
い
わ
ゆ

る
初
冠

の
章
段
と
と
も

に
、

一
代
記
的
な
構
成

の
首
尾

を
担
う
わ
け

で
あ

り
、
そ

こ
に
こ
の
物
語

の

一
貫
し
た
構
想
を
意
図
す

る
作
為
性

を
認

め
る
こ
と
が

で
き
る
。
そ

の
事
実
を
さ
ら

に
・内
在
的

に
裏
づ
け

る
も
の
と

し
て
、
前

段
に
あ

た
る
第
百

二
十
四
段

の
物
語

の
内
容
と
位
置
と
が

考
慮

さ
れ

て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ

る
。

む
か
し
、
男
、

い
か

な

る
こ
と
を
思

ひ
け

る
を
り

に
か
よ
め
る
。

思
ふ
こ
と

い
は
で
ぞ

た
だ

に
や
み
ぬ
べ
き

わ
れ
と

ひ
と

し
き
人

し
な
け

れ
ば

歌

に
い
う

「
思
ふ

こ
と
」
が

ど
ん
な
内
容

か
は
わ
か
ら
な

い
。

物

語

に

も

「
い
か
な
り
け
る
こ
と
を
」
と
あ

っ
て
、
語

り
手
が
そ

の
こ
と

に

つ
と

め
て
触

れ
よ
う
と
し
な

い
態
度
を
示
し
て
い
る
か
ら
、
内

容
を
特
定

す
る
こ
と

は
、
却

っ
て
作
意

に
反
す
る

こ
と
に
も
な
り
か
ね
な

い
。

第

二
十

一
段

に
、
相
愛

の
男
女
が
ち

ょ

っ
と
し
た

こ
と
で
気
ま
ず

く
な
り
、

女
が
家
出
を
す

る
話
が
あ
る
が
、
そ

こ
に
も

「
い
か
な
り
け
る
こ
と
か
あ

り
げ
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む
」

と
あ

っ
て
、

語
り
手
が

そ
の
理
由

に
深
く
立

ち
入
る
こ
と
を

避

け

て

い

る
。
贈
答
歌
が

七
首
あ

り
、
男
女

は
互

い
に
歌
を
詠

み
合

い
心
を

交

わ

し

た

が
、

結
局

「
お
の
が
世

々
に
な
り

に
け
れ
ば
、
う
と
く
な
り

に
け
り
」
と
あ

っ

て
破
局

に
終

っ
て
し
ま
う
。
従

っ
て
こ
の
段

の
物
語

の
進
展
は
歌

の
贈
答
が
担

っ
て
お
り
、
そ
れ

に
す

べ
て
が
託
さ
れ

て
い
る
と

い

っ
た
趣
で
あ
る
。

伊
勢
物
語

の
中
心

に
歌
が
あ
る
と

い
う

こ
と
は
改

め
て

い
う
ま

で

も

な

い

が
、
'
過
度

の
比
重
が
歌

に
か
け
ら
れ
て

い
る
場
合
も
し
ば
し
ば

あ
る
。
第

百
二

.十
四
段

の

「
思

ふ
こ
と
」
も
、
そ

の
内
容
は
き
わ
め
て
漠
然
と
し
て
い
る
が
、

歌

の
下

の
句

「
わ
れ
と

ひ
と
し
き
人
し
な
け
れ
ば
」

と
い
う
条

件
の
呈
示

は
、

お
そ
ろ
し
く
朋
快

で
断
固
た
る
も

の
が

あ
る
。
そ
れ

な
れ
ば

こ
そ
、
匂そ

の
条
件

を
逆
手
に
と
れ
ば
、

「
わ
れ
と
ひ
と

し
き
人
」

を
索

め
て
、
物
語

の
世
界

に
は

さ
ま
ざ
ま
な
人
間
関
係
が

設
定

さ
れ

た
と
い
え
る
の
で
は
な

い
か
。

し
か
し
、

い
ま

こ
の
結
論
に
達

し
、

諦
観
を
得

た
か
ら

に
は
、

こ
れ
以
上
な

に
を
語
り
な

に
を
歌
え
ぽ

よ
い
と
い
う

の
か
。
そ
う

い
う
語
気

は
、
当
然
、

つ
ぎ

の
終
焉

の

段
を
導
く
上

に
、
大
き

な
効
果

を
及
ぼ

し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

第

百
二
十

四
段
は
、
成
立
論

の
上

で
第

三
次
段
階
以
後

に
付
加
さ
れ
た
章
段

と

さ
れ

て
い
る
。
も

ち
ろ
ん
そ
れ
が

い
つ
か
は
明
ら
か

で
な

い
が
、

こ
の
歌
が

後

に
新
勅
撰
和
歌
集
雑

二
に
第

二
句
を

「
い
は

で
た
だ

に
ぞ
」
と
し
て
作

者
を

業
平
と
記
す

の
は
、
伊
勢
物
語
を
業
平

の
物
語
と
見
て
引
い
た
例
と
考

え
て
よ

い
。

か
り

に
、

つ
ぎ

の
終
焉
歌
よ
り
お
く
れ
げ・、伊
勢
物

語
の
組
織

に
加

わ

っ
た

も

の
と
す
れ
ば
、
上

に
述
べ
た
こ
と
が
ら
は
、

男
の

一
代
記
が

か
な
り

の
分
量

の
物
語
と
し
て
多
様
性
を
も

つ
に
至

っ
た
と
き
、
そ
れ
ら

を
統
括

し
終
末
を
導

く
章

段
と
し
て
、
静
か
に
自

己
を
凝
視

し
沈
黙

を
宣
す

る

一
段
が

t
こ
に
付
加

さ
れ
る
必
然
を
説
き
明
か
し
て
く
れ
よ
う
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
作

為
性
は
、
あ

る
意
味

で
す
で
に
先

蹤
が
あ

っ
た
と

い
、兄
る
。
高
橋

正
治
氏
は
、
第

百
二
十

四
段
は

「
恋

の
遍

歴
、
そ

の
他
複
雑
な

人
間
関
係

の
中
を
生
き
抜
い
て
来

て
、

し
か
も

そ
こ
を
抜
け
出

た
心
境
を
述

べ

(注
1
)

た
も

の
で
貸
古
今
集

の
巻

十
五
恋

五
の
最
後

の
二
首
と

お
な
じ
性
格
を
も

つ
」

と
述

べ
た
。
そ
れ

は
必
ず

し
も
典
拠
と

は
い
え
な

い
に
し

て
も
、
構
成

の
類
同

性
に
は
や
は
り
注
意

し
て
よ
い
だ

ろ
う
。
古
今

の
二
首
は
、

友

則

け

浮
き
な
が
ら
消

ぬ
る
泡
と
も
な
り
な
な
む
流
れ

て
と
だ
に
頼
ま
れ
ぬ
身
は

よ
み
人
知

ら
ず

流
れ

て
は
妹
背

の
山

の
中

に
落

つ
る
吉
野

の
川

の
よ
し
や
世

の
中

つ
ら

い
思

い
を
抱

い
て
生
き
長
ら
え
た
と
で
、
さ
ら
に

こ
れ
か
ら
望

み
を
持

て
る
わ
け

で
な

し
、

い

っ
そ

こ
の
ま
ま
死
ん
で
し
ま

い
た
い
、
と
歌

う
前
歌
。

長

い
人
生

の
間

に
は
男
女

の
仲
も
波
瀾
万
丈
、
ま
あ
よ
し
、

そ
れ
が
世

の
中
、

と
歌
う
後
歌
。
松

田
武
夫
氏

の
構
造
論
に
よ
れ
ば

、
恋

五
の
世
界

は
恋

の
終
末

期
を
経
過
的

に
描

い
た
も

の
で
、
と
く
に
そ

の
結

末
は

「
わ
び

は

つ

る

歌
」

「
恨
む
わ
が
身
」

「
心

の
秋
」

「仲
絶

え
て
年
経

る
」
と
歌
が
続

い
た
あ
と

こ

の

「
あ
き
ら
め
」

の
二
首

で
結
ぼ
れ

る
が
、

「
夫
婦
関
係

の
結
ば
れ

た
後

で
、

相

離
れ
、
捨

て
ら
れ
、
忘

れ
ら
れ

た
男
女

の
抱
く
哀
感

を
、
漸
層
的

に
盛
り
上

げ
て
、
諦
観
と
い
叢

後
の
響

点
に
ま
で
・
持
ち
来
唯
杉

と
・
こ
の
巻
の

構
造

を
捉

え
て
い
る
。

古
今

の
場
合
は
恋
と

い
う
主
題

の
枠
内

に
あ
る
か
ら
、
伊
勢

物
語

の
多
様

な

内
容
と
は
直
接
比
較

の
対
象
に
は
な
ら
な
い
か
も
し
れ

な
い
。

し
か
し
、
歌
物
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語
と

い
う
も

っ
と
幅
広

い
世
界

の
出
来
事
を
包
括
し
整

序
す
る
方
法
が
、
例
え

ば
勅
撰
集
を
先
蹤
と
す
る

こ
と
で
、

い

っ
そ
う
確

か
な
形
象

を
得

る
と
見

る
こ

と
は
許
さ
れ
よ
う
。

2

伊
勢
物

語
終

焉

の
段
が
、
そ

の
前

に

門
思

ふ
こ
と

い
は
で
ぞ
」
と

い
う
諦
観

を
歌
う

段
を
置
く

こ
と

で

「
つ
ひ
に
ゆ
く
道
」

の
到
来
を
必
然
化

し
た
経
緯
を

た
ど

っ
て
み
た
。
そ

の
事
実

は
、
男
が

「
わ
づ
ら

ひ
て
、
心
地
死

ぬ
べ
く
お
ぼ

え
」

た
と
記

し
て
も
、
そ

の
ま
ま

で
は
、
単

に
肉
体
的
条
件

の
潰
え

の
果
て
に

死
が
訪
れ
た

こ
と
を
描
く

の
み

で
、
人
生

の
長

い
遍
歴

の
果
て
に
、

こ
の
物

語

の
主
人
公
を
葬
り
去

る
こ
と

に
は
な
ら
な

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

「
わ
れ

と

ひ
と

し
き
人
」
を
索

め
て
得
ら
れ
ず
、

こ
の
世
に
絶
望
し
て

「
わ
づ

ら

ひ
」
、

「
心
地
死

ぬ
べ
く
お
ぼ
え
」
て
辞
世

の
歌
を
よ
む
。

こ
れ
が

こ

の
物
語

の
世
界

を
歩
み

つ
づ
け
た
主
人
公

の
死

に
ふ
さ
わ
し
い
と
す

る
認
識
、
物

語

的

論

理

が
、
定
家
本
に
代
表
さ
れ
る
伊
勢
物

語
を
形
造
ら

せ
た
。

と

こ
ろ
で
終
焉

の
歌

は
、

周
知

の
よ
う

に
古
今
集
巻
十

六
哀
傷
歌

に
載
る
在

原
業

平

の
歌
で
あ

る
。

や
ま
ひ

病
し
て
弱
く

な
り
に
け

る
時

に
よ
め
る

業
平
朝

臣

と

し
て
歌
が
あ

る
。
そ
れ
が
臨
終

の
歌
と
さ
れ
る
の
は
、
詞
書
や
歌
意
に
よ
る

こ
と

は
も

ち
ろ
ん
だ
が
、

こ
の
歌
が
哀
傷
歌

に
部
類
さ
れ
、
し
か
も
辞
世

の
歌

六
首
を

一
括

し
て
巻
末

に
排
列
し

て
い
る
中

の

一
首
と
い
う
事

実
に
よ

っ
て
、

い

っ
そ
う
確

か
た
印
象
を
刻
む
こ
と
に
な

っ
た
。

六
首

の
歌

の
詞
書
と
作
者
名
を
あ
げ
る
と
、

つ
ぎ

の
よ
う
に
な
る
。

「
式
部

卿

の
み
こ
、
閑
院

の
五

の
み

こ
に
住
み
わ
た
り
け
る
を
、
い
く
ば
く

も
あ

ら
で

女

み
こ
の
身
ま

か
り
け
る
時

に
、
か

の
み
こ

の
住
み
け
る
帳

の
か
た
び
ら

の
紐

に
、
文
を
結

ひ
つ
け
た
り
け
る
を
取
り
て
見
れ
ば
、
昔

の
手
に
て
こ
の
歌
を
な

む
書
き

つ
け
た
り
け
る
」
(
八
五
七
)
、
「
男
の
人

の
国
に
ま
か
り
け

る
間

に
、
女

に
は

か
に
病
を
し
て
、

い
と
弱
く
な
り
に
け
る
時
、

よ
み
お
き

て
身

ま
か
り
に

け
る

よ
み
人
知

ら
ず
」

(八
五
八
)、
「
病

に
わ
づ
ら

ひ
侍

り
け
る
秋
、
心
地

の

頼
も
し
げ
な
く
お
ぼ

え
け
れ
ぽ
、

よ
み
て
人
の
も

と
に
遣

は
し
け

る

大
江
千

里
」
(
八
五
九
)
、
、
「身

ま
か
り
な
む
と

て
よ
め
る

藤
原
惟
幹
」

(
八
六
〇
)
、

そ

と
ぶ
ら

し
て
業

平
の
歌
を
置
き
、
最
後

は

「
甲
斐
国

に
あ

ひ
知
り

て
侍
り
け
る
人
訪
は

.

み
ち
な
か

む
と
て
ま
か
り
け

る
を
、
道
中

に
て
に
は
か
に
病
を

し
て
、
今

々
と
な
り

に
け

れ
ぽ
、

よ
み
て

『
京

に
も

て
ま

か
り

て
母

に
見

せ
よ
』
と
言

ひ
て
、
人

に
つ
け

侍

り
け

る
歌

在
原
澱
春
」

(八
六
二
)
で
こ
の
巻
は
終

っ
て

い
る
。
.

右

の
六
首
中
、
最
初

の
二
首

の
.詞
書
は
詠
者

の
死
後
、
第
三
者

の
手
で
見
い

だ

さ
れ

た
こ
と

を
察
知
さ

せ
る
が
、
第
三

首

・
第
六
首
は

い
ず

れ
も
特

定

の
相

手

に
宛

て
て
詠
ま
れ

た
も

の
。
ま
た
、
第
四

・
五
首
は
詠
み
か
け
る
相

手
を
明

ら

か
に
し
な

い
歌

で
、
作
歌
事
情
は
ざ
ま
ざ
ま
な
が

ら
、
い
ず
れ
も

死
と
い
う

厳
粛
な
事
実
を
前

に
詠
ま
れ
た
感
概
を
、

そ
れ

ぞ
れ

に
語

り
伝

え
て
い
る
。

古

今
集
所
収

の
業
平
歌
三
十
首
は
、
す

べ
て
伊
勢
物
語

に
入

っ
て
い
る
。
作

者
名

の
わ
か
る
歌
と
し
て
は
も
ち
ろ
ん
最
高

の
数

で
あ

り
、
定
家
本

で
い
え
ば

全
所
収
歌

の
七
分

の

一
に
達

し
て
い
る
。
伊
勢
物
語
が
業
平

の
物
語
と
見
ら
れ

て
い
た
こ
と

は
、
そ

の
点

に
徴

し
て
も
明
ら

か
で
、
伊
勢
物
語
と

い
う
作
品
名

ぷ
始

め
て
文
献

に
記

さ
れ

た
と
さ
れ
る
源
氏
物
語

に
、

「
在
五
が
物
語
」
と
い
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う
異
称
を
併

せ
載

せ
て
い
る

の
は
、
き
わ

め
て
象
徴
的
な
事
実
と

い
わ
な
け
れ

ば

な
ら
な

い
。

し
か
し
、
物
語

の
書
名
が
伊
勢
物
語

に
限
ら
ず
、
い
ろ
い
ろ
な

作
品
が
何
通
り

か
の
呼
称

で
伝
え
ら
れ

て
い
る

の
は
、
物
語
と

い
う
作

品

の
享

受

の
あ

り
か
た
と
密
接

に
関
わ

る
と
見

て
間
違

い
あ
る
ま
い
。

一
方
が

公
的
な

呼
称

で
他
方
が
私
的
な
呼
称
と
見
る
立
場
も
あ
る
が
、
公
的
私
的
と

い
う
規

定

自
身
が
す

で
に
享
受

の
場

の
問
題

で
も
あ
る

の
で
あ
る
。
い
ま

一
度
、

源
氏
物

語

に
か
え

っ
て
こ
の
問
題
を
考
え

て
み

る
と
、

「
伊
勢
物
語
」
と
い
う
名

称
は

絵
合

の
巻

に
あ

り
、

「
在

五
が
物
語
」

は
総
角

の
巻

に
あ
る
が
.

前
者
は
物
語

の
世
界

で
は
あ

っ
て
も
中
宮
を
判
者
と

し
た
絵
合
と

い
う
準
公
的
な
場
で
あ
る

の
に
対

し
て
、
後
者

は
匂
宮
が
姉
君

の
女

一
宮

に
物
語
絵
を
材
料

に
戯
れ
か
か

る
と
い

っ
た
私

的
な
場

で
用

い
ら
れ

て
お
り
、
名
称
が
や
は
り
微
妙

に
使

い
分

げ

ら
れ

て
い
る
と
見
ら
れ

る
。
も

っ
と
も
、
前
者

の
記
事

の
中

に
、
藤
壺

の
こ

く
た

と
ぽ
と

し
て

「在

五
中
将

の
名

を
ば
、

え
朽

さ
じ
」
と
あ
る

の
は
、
そ

の
す
ぐ

前

に
平
内
侍

の
発
言

「
業
平
が
名
を
や
朽
す

べ
き
」
を

承
け

て
、
言

い
換
え
た

趣

が
あ

る
が
、

い
ず
れ
も
物
語

の
主
人
公

に
実
在
人
物
を
何

の
た
め
ら

い
も
な

く

言

っ
て

の
け
る
事
実

は
、
両

者
の
同

一
視
が

ほ
と

ん
ど

こ
の
作
品

の
本
性

に

由

来
す

る
こ
と

を
裏
書
き
す

る
も

の
と

い
え

よ
う
。

し
か
し
、
そ
れ
に
も
拘

ら
ず
、
伊
勢
物
語
が

「
業
平
」

な

い

し

「
在

五
中

将
」
を
表
立

っ
て
示
さ
な
か

っ
た
こ
と
、
と
い
う

よ
り
、
古
今
集

に
拠

り
な
が

ら
、
あ
る

い
は

一
歩
さ
が

っ
て
古
今

集
を
念
頭
に
置
き

つ

つ
も
、
あ

え
て
作
者

名
を
切
り
落
し
、
そ

の
こ
と
が
同
時
に

「
昔
、
男
」
な
る
主
人
公
を
敢
然

と
表

立

て
、

一
貫

し
て
物
語

の
主
人
公
た
ら
し

め
た
事
実
と
、
や
は
り
区
別
し
て
考

え
な
け
れ
ぽ
な
ら
な

い
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な

い
。
そ

の
事

実
に

こ
だ
わ
る

の

rは
、

一
方

に
歌
語
り
と
し
て
、
実
名

を
表
示

す
る
業
平
説
話
が
現
実

に
形
成
さ

れ
て

い
た
と
い
う

こ
と
に
関
わ
り
(
そ
う

し
た
歌
語
り
と

の
本
質

的

な

叢

異

が

、
と
り
も

直
婁
ず
、
作
品
と

し
て
の
伊
勢
物
語

の
特
質
を
明
ら
か

に
す
る

こ

と

に
な
る
と

思
う

か
ら

で
あ

る
。

丶'・

3

大
和
物
語
第

百
六
十
五
段
は
、
在
中
将
す
な
わ

ち
業
平

の
終
焉
を
伝
え
る
歌

物
語

で
あ
る
。

水
尾

の
帝

の
御

時
、
左
大
弁

の
む
す

め
、
弁

の
御
息
所
と

て
い
ま
す

か
り

け
る
を
、
帝
御
ぐ
し
お
ろ
し
た
ま
う

て
の
ち
に
ひ
と

り
い
ま
す

か
り
け
る

を
、
在
中
将

し

の
び
て
通
ひ
け
り
。
中
将
、
病

い
ど

お
も
く

し
て
わ
づ
ら

め

ひ
け
る
を
、

も
と

の
妻
ど
も
も
あ

り
、

こ
れ

は
い
と

し
の
び

て
あ

る
亡
と

な
れ
ば
、
え

い
き
も
と
ぶ
ら
ひ
た
ま
は
ず
、

し
の
び
し
の
び

に
な
む
と

ぶ

ら
ひ
け
る

こ
と
日

々
に
あ
り
け
り
。

さ
る
に
、
と

は
ぬ
日
な
む
あ

り
け

る

に
、
病
も

い
と
お
も
り

て
、
そ

の
日
に
な
り
に
け
り
。

中
将

の

も

と

よ

り
、

つ
れ
づ
れ
と

い
乏
ど
心

の
わ
び
し
き
に
け
ふ
は
と
は
ず

し
て
暮

し

て
む
と
や

と

て
お
こ
せ
た
り
。

「
よ
は
く
な
り
に
た
り
」
と
て
、
.い
と
い
た
く
泣
き

さ
わ
ぎ

て
、
返
り
ご
と
な
ど
も

せ
む
と
す
る
ほ
ど
に
、

「
死
に
け
り
」

と

聞
き

て
、

い
と

い
み
じ
か
り
け
り
。
死
な
む
と
す
る

こ
と
、
今

々
と
な
り

て
よ
み
た
り
け

る
。

つ
ひ
に
ゆ
く
道

と
は
か
ね

て
聞
き

し
か
ど
き

の
ふ
け

ふ
と
は
思

は
ざ
り

し
を
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と
よ
み

て
な
む
絶
え
は
て
に
け
る
。

見
ら
れ
る
よ
う
に
、
二
首

の
歌

を
中

心
に
前
後

二

つ
の
話

か
ら
成
立

っ
て
い

る
。
清

和
天
皇
に
仕

え
た
弁

の
御
息
所
が
、
天
皇

の
出
家
後
、
業
平
と
通
じ
た

が
、

そ
の
業
平
が
重
病

に
な
り
、
御
息
所

は
業
平

の
妻
妾

た
ち

の
目
を
忍
び
な

が

ら
、
毎

日
手
紙
を
届
け

て
い
た
と

こ
ろ
、

い
よ
い
よ
臨
終
と
な

っ
て
た
ま
た

ま
そ
の
日
便

り
の
な
い
の
を
嘆

い
て
業
平

の
詠

ん
だ
歌

の
部
分
が
前
半

で
、
そ

れ

に
付
け

足
し
た
か
た
ち
で
古
今
集

や
伊
勢
物
語

に
見
え

る
臨
終

の
話
を
後
半

に
据
え
て
い
る
。

と

こ
ろ
で
、

こ

の
前
半

の
部
分

は
、
多
少
簡
略

し
た
叙
述
な
が
ら
、
前

田
家

本
在
中
将
集

(二
八
)
と
雅

平
本
業

平
集

(九
四
)
に
小
異

は
あ

る
が
伝
え
ら
れ

て

い
る
。

前
者
を
底

本
に
後

者
の
校
異
を
傍

記
し
て
示
す

と
、

つ
ぎ

の
よ
う

に

な
る

(読
点

か
濁
点
を
加
え
た
)。

み
か
ど

の

に

の

サ
リ
　
ロ
　
　
　
の

み
つ

の
お
の

・
…

御

時

・
右
大
弁

の
む
す
め
弁

の
み
や
す

ど
と

ろ
と

て
さ
ぶ
ら

ひ
け
る
を
、
み
か
ど
御
く
し
お
ろ
さ
せ
た
ま
て
の
ち
、

い
と

し

侍

の
び

て
か
た
ら

ひ

・
け
る
ほ
ど

に
、
わ
づ
ら
ふ

こ
と
あ
り
け
れ
ば
、

し

の

や
り
侍

び

て
女

日
怠
に
と
ぶ
ら

ひ

…

け
る
を
、

い
か
な
る
事
か
あ
り
け
む
、

も

く

侍

せ
う
そ

こ

・
を
こ
せ
ざ
り
け
る

日
、

心
地
も

い

と

よ
は
う
な
り
に
け
れ

か
う
そ

侍

ば

、

…

い

ひ
や

り

・
け

る

、

つ
れ
づ
れ
と

い
と

黛
心
地

の
わ
び

し
き

に
け

ふ
は
と
は
ず

て
く
ら
し
て

む
と

や

さ
て
よ
は
う

な
り
に
け
れ
ぽ
、
返
ご
と
も

え
せ
で
ぞ
な
き
け

る
、

大

和
物

語

の
記
事

は
、
前
半

に
弁

の
御
息
所
が
業
平

の
重
病
を
知

っ
て
泣
き

騒
ぎ
、
返
事

も
し
な
い
で
い
る
う

ち
に

「
死
に
け

り
と
聞

い
て
」
と
あ

る
よ
う

に
業
平

の
死
を
叙

し
て

い
る
が
、
そ

の
後
に
続
く
い
わ
ゆ
る
終

焉
歌

と
の
結
び

つ
き
は
、
別

々
の
伝
承
を
か
な
り
無
造
作

に
つ
な
げ

て
し
ま

っ
た
と

い
う
印
象

を
消

し
が
た

い
。

し
か
し
、
そ

の
連

接
に

つ
い
て
今
井
源
衛

氏
は
呼
前
半

の
部

分
が
簡
略
化
さ
れ
た
か
た
ち

で
在
中
将
集
や
雅
平
本
業

平
集

に
あ

り
、

し
か
も

そ
れ
と
は
別

の
個
所

に

「
つ
ひ

に
ゆ
く
」

の
終
焉
歌
を
収
め
て
い
る
こ
と

は
、

本
来

「
同

一
の
原
材
料
が
、
家
集
と
大
和
と

に
流
れ
込
ん
で
そ
れ
ぞ
れ

の
形
を

と

っ
た
と

み
る

べ
き

で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
、
家
集
と
大
和
と
に
共
通
し
な
い
要

素
を
、
大
和
独
自

の
物
語
化

の
跡
と
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
右
に
述

べ
た
臨
終

の
日
の
こ
と
と
す

る
点

で
あ
る
。
例

の
有
名
な

『
つ
ひ

に
ゆ
く
』

の
歌
と
共

に

一
個
所

に
ま
と

め
て
業
平

の
死
を

よ
り
哀
切

に
、
色
ど
り
豊
か
な
も

の
と
す
る

(注
3
)

の
が
、
作
者

の
意
図
だ

っ
た

の
で
は
あ

る
ま

い
か
」
と
評
し
た
。
そ
れ

に
対
し

て
、
柳

田
忠
則
氏

は

「
前
後

の
続
き
具
合
が
す

っ
き
り

し
な

い
こ
と
」
や

「
時

(注
4
)

間
的
な
だ
ぶ

つ
き

や
場
面

の
移

り
変
わ

り
に
不
自
然

さ
」

の
あ

る
こ
と
を
指
摘

し
て
い
る
。

ま
た
、
菊

地
靖
彦
氏

は
連
接

の
不
自
然

さ
を
認

め

な

が

ら

も
、

「禁

忌
を
犯
す

在
中
将

の
イ

メ
ー
ジ
を
、
そ

の
最
晩
年

に
お
い
て
も
語

ろ
う
と

し
て
、
作

老
は
苦
心
し
て

い
る

の
で
あ

る
。

二
人
の
関
係
が
忍
び

の
上

に
も
忍

(注
5
)

び

で
あ

っ
た

こ
と
を
、
作

者
は
懸
命

に
謡

る
」
と
論

じ
た
。

諸
説

で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、

も
と
も

と
出
所

の
違
う
伝

承
を

一
つ
に
ま
と

め
た

こ
と
か
ら
生
ず
る
文
章

上

の
連
接

の
悪
さ
、
ぎ

こ
ち
な
さ
は
残

し
な
が
ら

も
、
そ

こ
に

一
代

の
好
色
者
業
平

の
最
後

を
飾
ろ
う
と
す
る
精

一
杯

の
演
出

は

認

め
ら
れ
そ
う
だ
。
た
し
か
に

こ
の
作

為
性

こ
そ
が

大
和
物
語

の

方

法

で

あ

り
、「

歌
語
り
と

い
う
伝
承
を
実
録
と
し
て
集
成
す
る

こ
の
和
歌

的
説
話
集

の
本

性

で
も
あ

っ
た
。
が
、

一
方

に
や
は
り
連
接

の
不
自

然
さ
に
よ
る
異
和
感

を
払
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拭

し
き
れ

な
か

っ
た

こ
と

は
、
実
名
表
記

の
方
法
と
共

に
、
文
章
表
現
そ

の
も

の
に
実
在
感

を
与

え
て
い
く
伊
勢
物
語

の
方
法
と

の
本
質
的
な
差
異
を
明
確

に

し
て
い
る
と

い
、兄
る
だ

ろ
う
。
伊
勢
物
語
第
百

二
十
四
段
が
、

つ
ぎ

の
終
焉

の

段
と
形
態

の
面

で
別
個

の
独
立
章
段
を
形
造
り
な
が
ら
、
物
語
全
体

の
主
人
公

の
死
を

よ
り
確

か
な
も

の
と
し

て
導
き
出
す
方
法
は
、
素
材

の
相

異

を

超

え

て
、
人
生
史
を
抒
情
と
反
俗

の
精
神
に
よ

っ
て
構

築
し
て
き

た
伊
勢
物
語

の
、

無
類

の
特
質
を
顕
示
す
る
も

の
と

い
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

4

前
節

で
大
和
物
語

の
方
法
を

め
ぐ

っ
て
、
業
平
終
焉

の
段
が
伊
勢
物
語

の
そ

れ
と
異
な

る
様
相
を
考
え

て
み
た
。
大
和
物
語

の
業
平
章
段
が
、
伊
勢
物
語
で

採
上
げ
な
聽

議

語
り
を
積
極
的
に
採
り
上
げ
て
い
く
と
.、
乏

そ
の
独
自

性
を
読
む
見
方
も
あ
る
が
、
確
か
に
伊
勢
物

語

の
有
名
章

段
は
あ

え
て
こ
れ

を

避
け
、
伊
勢
物
語
を
意
識
し

つ
つ
も
こ
れ
と
異
な
る
方
向

に
歌
語

り

を

集

成

し
、
実
名

表
記
を
表

立
て
て
現
実
感

を
与

え
よ
う
と

し
た
作
為
性

は
認

め
ら
れ

な
け
れ
ば

な
る
ま
い
。

こ
と

に
大
和
物
語
第

百
六
十

一
段

の
在
中
将
と

二
条
后

と

の
物
語

は
、
伊
勢
物
語
第

三
段
と
第

七
十

六
段
と

を
合
成

し
た
と

こ
ろ

に
、

新

た
な
興
味

を

つ
な
ぐ
意
図
が
う

か
が
わ
れ

る
。

こ
れ
を
作
品
化
前

の
歌
語
り

の
世
界

に
起

っ
た
現
象
と

は
見
ず

に
、
そ

の

「
構
想
性
は
歌
語
り
に
は
無
縁
」

と
し
た
上
で
、
伊
霧

語
と
の
書
承
関
係
を
耋

る
菊
地
靖
彦
氏
の
離

は
・

従
う

べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
伊
勢
物
語
と

い

っ
て
も

そ

の
伊
勢

物
語
は
や
は
り
定

家
本

に
代
表

さ
れ
る
本
文

の
状
況
を

一
往

の
目
安
と
考
え
る
こ
と
を
立
論

の
前
提

に
据

え
る

必
要
が
あ

ろ
う
と
思
う
。
何
と
な
れ
ば
、

い
わ
ゆ
る
異
本

の
本
文
状
況
は
、

つ

ぎ

に
検
討
す
る
塗
籠
本

の
終
焉

の
段

一
つ
を
採
上
げ
て
も
、
大

和
物

語
第

百
六

十

一
段

で
起

っ
た
現
象
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
現
象
が

、
伊
勢
物

語
で
も
起

っ
て
い

る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
く
、

例
え
ば
有
名
な
東

下
り
の
第
九
段

に
し
て
も
、
定

家
本

に
お
け
る
四
首

の
歌

の
う

ち
第

二
首
目

の

「
駿
河
な

る
」

の

一
首
は
、
大
島

家
旧
蔵
伝
為
氏
筆
本

の
末
尾

に
付
加

し
た
小
式
部
内
侍
本

で

は
、
定

家
本
第

二
十

一
段
の

「
中
空

に
」

の
歌
と
並

ん
で
ま

っ
た
く
別

の
独
立

し
た
章

段
の
中

に
含

め
ら
れ

て
い
る

の
で
あ

る
。

「
駿
河
な
る
」

の
歌
が
西
本

願
寺
本
忠
岑
集

や
古
今
和
歌

六
帖

に
載

せ
る
類
似

の
歌
と
関
わ
り
が
な

い
と
は

い
・兄
ず
、

い
ろ

い
ろ
な
観
点
か
ら
、

「
こ
の
歌
を
含
む
宇
津
谷
峠

の
部

分
は
、

後
に
な
.
騒

あ
加
え
ら
れ
た
部
分
と
思
う
の
で
あ
る
」
と
す
る
雋

洋

一
氏

の
よ
う
な
見
解
も
あ
り
、

そ
う
だ
と

す
れ
ば
定
家
本
自
身
が

さ
ま
ざ
ま
な
変
転

を
経

て
現

在

の
本

文
状
況

を

つ
く

り
あ
げ

た
内
実
と
表
現

の
達
成

度

に

お

い

て
、
伊
勢
物

語

の
文
学
史
的
意
義
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
大
和
物

語
的
方
法
が
伊
勢
物
語

の
形
成
ど
無
縁

で
あ
る
と
言

い
切
る

こ
と
は
、
形
態
的

に
こ
れ
を
論
ず

る
限
り

不
可
能

で
あ
り
、
内
容
的

に
見

て
も
そ

の
文
学
的
な
達

成
度

は
、
文
章
形
成

の
独
自
性
か
ら

こ
れ
を
測
定
す
る
以
外

に
方

法
は
な
か
6

う
と
思
わ
れ
る
。

さ

て
、
塗
籠
本

に
お
け
る
終
焉

の
段
を
左

記
に
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

、
昔
、
男
、
み
や
こ
を
い
か
が

思
ひ
け
む
、
東

山
に
住

ま
む
と
思

ひ
、

い
き

て
、住

み
わ
び
ぬ
今

は
か
ぎ

り
の
山

里
に
身
を
隠
す

べ
き
宿
も
と

め
て
む

な
ん
ど
、

よ
み
を
り
け

る
に
、
物

い
た
う
病

み
て
、
死

に
入
り
た
り
け
れ
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お
も
て

ば
、
面

に
水
そ
そ
ぎ
な

ん
ど

し
て
、
生
き

い
で
て
、

か
い

わ
が
上

に
露
ぞ
置
く
な
る
天

の
河
と
わ
た
る
舟

の
櫂

の
し
つ
く

か

と

い
ひ
て
ぞ
生
き

い
で
た
り
け
る
。
ま

こ
と
に
か
ぎ
り
に
な
り
け

る
時
、

つ
ひ
に
行
く
道
と
は
か
ね
て
聞
き
し
か
ど
き

の
ふ
け

ふ
と

は
思

は
ざ

り

し
を

と
て
な
む
絶
え
入
り
に
け

り
。

「住

み
わ
び
ぬ
」
と

「
わ
が
上

に
」

の
二
首
を
含
む
前
半

の
内
容
は
、
定
家

本

で
は
第

五
十
九
段

に
該
当
す
る
。

こ
の
五
十
九
段

に
あ
る
前
歌
は
、
後
撰
和

歌
集
巻
十
五
雑
歌

一
に
載

る
業
平

の
歌

で
あ
る
。

世

の
中
を
思

ひ
う
じ

て
は
べ
り
け
る

こ
ろ
、

業

平
朝

臣

住
み
わ
び

ぬ
い
ま
は
か
ぎ
り
の
山
里
に

つ
ま
木
こ
る
べ
き
宿
も
と

め
て

む

ま
た
後

の
歌
は
古
今

和
歌
集
巻

十
七
雑
上

に

「
題

し
ら
ず

よ

み

入

し

ら

ず
」

と
し
て
載

る
ほ
か
、
新

撰
和
歌
巻

四
に
も
収

ま

っ
て
い
る
。
前
歌

に

つ
い

て
は
肖
聞
抄

に

「業
平
左
遷

の
時
分
な

る
べ
し
。
先
、
都
を
出

て
東
山

に
あ
り

し
に
や
」
と

い
い
、
闕
疑
抄
も

「
左
遷

の
時
分

か
」
と
す
る
が
、
宗
長
聞
書
は

「
流
罪

の
時
分

の
こ
と
な

る
べ
し
」
と
さ
ら

に
厳

し
い
。
す
で

に
古
く
冷
泉
家

流

の
古
注

で

「
二
条
后
故

に
忠
仁
公

に
あ
づ
け
ら
れ
し
時

の
事
也
」
と
す
る
理

会

の
流
れ
を
増
幅
し

て
継
承
し
て

い
る
と
見
る
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
後

撰
集
時

代

に
伝
流

し
た
資
料
は
、
古
今
集

の

一
等
資
料
と
同
等
に
は
扱

え

な

い

も

の

の
、
勅
撰
集
に
採
ら
れ
た
業
平

の
歌
と
し
て
、
早

く
か
ら
伊
勢
物
語

の
形
成

に

あ
ず
か

っ
た
資
料
性
は
重

視
せ
ね
ぽ

な
ら

な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
歌
が

つ
ぎ

の
古
今
集
歌
と
合
体
し
て
第
五
十
九
段
と

し
て
こ
の
位
置

に
お
か
れ
た
理
由
は
、
前
後
覃
段

の
内
容
と
直
接

関
連

す
る
と

こ
ろ
が
な

い
こ
と
か
ら
、
ま

っ
た
く
別
個

の
基
準

と
い
う
か
、

一
種

の
言
語
遊

(注
9
)

戯
性
と

で
も

い
う
べ
き
言
葉
の

つ
な
が

り
を
指
摘

し
な
け
れ
ば
な

る
ま

い
。

す
な
わ
ち
、

地
名

に

つ
い
て
見

る
に
第

五
十

八
段

の

「
長
岡
」
、

第
五
十
九

段

の

「東

山
」
に
対
す

る
第

六
十

段
の

「
宇
佐
」
、

六
十

一
段

の

「
筑
紫
」
と

い

っ
た
対

照
表
現
、
ま

た
五
十

八
段

の

「
う

ち
わ
び

ぬ
」

に
対
す
る
五
十
九
段

の

「
住

み
わ
び
ぬ
」
、
そ

し
て

「
東
山

に
住
ま
む
」

に
対
す
る
六
十
段

の

「
山

に
入
り
て
」
、
さ
ら

に
は
同
段

の

「
袖
」
が

六
十

一
段

の

「
濡
れ
衣
」
を
喚
び
、

ざ
ら

に
六
十

二
段

の

「
衣
」

へ
と

つ
づ

い
て
い
く
不
思
議
な
現
象
は
、
お
そ
ら

く

こ
れ
ま

で

一
度
も
指
摘
さ
れ
な
か

っ
た
伊
勢
物
語
形
成

の
秘
事

で
あ
り
、
後

節

に
お

い
て
終
焉

の
段
を
め
ぐ

っ
て
同
様

の
現
象
を
指
摘

し
て
問
題
提
起

を
行

い
た

い
と
考
え
て

い
る
が
、
こ

の
章
段
に
即
し
て
、

典
拠

を
異

に
す

る
ま

っ
た

く
異
質

の
歌
を

一
段
に
共
存

さ
せ
る
要

因
に
、

い
ま
述

べ
た
言
語
遊
戯
性

を
考

慮
に
入
れ
な

い
限
り
、
こ

の
段

の
形
成

の
秘
密

は
容

易
に
解
き
が

た
い
で
あ

ろ

う
こ
と
を
述

べ
て
お
き

た
い
。

「
わ
が

上
に
」

の
歌

に

つ
い
て
は
、
古
く

か
ら

七
夕

の
歌
と
見
る
説
と
宮
中

で
の
酒
宴

に
賜
禄

の
よ
ろ
こ
び
を
歌

っ
た
と
見

る
説
と
が
対
立

し
て
い
る
が
、

独
立
歌
と

し
て
は
前
者

で
あ

っ
た
も

の
が
、
古
今
集

で
は
雑

の
部

に
入
り
秋

の

部

に
入
ら

な
か

っ
た
意
義
を
重
く
視

て
後
者

の
見
解
が
生
じ
た

こ
と
は
疑

い
な

い
。
歌

の
多
義
性

は
こ
れ
を
否
定
す

べ
き

で
な

い
か
ら
、
双
方
と
も
認
め
ら
れ

る
が
、

た
だ

こ
の
二
首
を
共
存
さ

せ
た
結
果
、
表
現
効
果
、と

し

て

の
滑
稽
感

は
、
旧
注
な
ど

で
経
典
を
引
き
、
蘇
注
譚
に
重
み
を
与
え
よ
う
と
し
て
も
拭

い
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去
る

こ
と
は
困
難

で
あ
ろ
う
。

,

伊
勢
物
語

の
蘇
生
譚
は
定
家
本

の
第

四
十
段
に
も
あ

り
、
美

し
い
婢
と
通

じ

た
ま
だ
部
屋
住
み

の
若
者
が

、
親

に
仲

を
割

か
れ

て

一
旦
絶
命
す

る
が
、
祈
願

め
甲
斐
あ

っ
て
蘇
生
す
る
話
で
あ

る
。

と
こ
ろ
が
広

本
系

の
諸
本

で
は
若

干
筋

書
が
異
な
り
、
若
者
は
蘇
生
後

に
再
び
絶
え
入
る

こ
と
に
な

っ
て
い
る
。

「
死

に
か

へ
る
」
と

い
う
古
語
は
、
万
葉
時
代
に
は
幾
度
も
死
ぬ
こ
と
を
意
味

し
た

が
、
平
安
時
代

に
は
死

ぬ
ほ
ど
…
…
す
る
と

い

っ
た
、
程
度

の
甚
だ
し
さ
を
い

う
副
詞
的
用
法
と
な

っ
て
広
く
用

い
ら
れ
た
。

こ
の
段
の
話
も
、
本
来

は
京
を
去

っ
て
東
山

に
佗
び
住
ま

い
を

求

め

た

男

が
、
病

を
得

て
死

ん
で
行
く
と
き
、
蘇
生

の
行
法
と
も

い
う
ぺ
き
方
法

に
よ

っ

て
生
き

返

っ
た
と

い
う
説
話
性

を
も

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。

こ
の
説
話
性

が

塗
籠
本
作

者
に
よ

っ
て
も
、

主
人

公
の
終
焉

を
飾

る
べ
き
最
終
段

に
活
用
さ

れ
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。

し
か
も
そ
の
効
果

は
、
定
家
本
第

四
十
段

の
蘇

生
譚
を
覆
し
、
再
び
主
人
公
を
死

へ
追
い
や

っ
た
広
本

と
同
じ
効
果
を
も

た
ら

す

こ
と

に
な

っ
た
。
従

っ
て
、
塗
籠
本
に
よ
る
限
り
、
定
家
本
が
表
現

し
よ
う

と
し
た
文
学
性
は
消
え
去
り
、
説
話
的
な
効
果
と
と
も
に

一
種

の
滑
稽
感
が

た

だ
よ
う

こ
と

に
な

っ
た
こ
と
は
、

こ
れ
を
否
定

す
る

こ
と
が

で
き
な
い
。

大
和
物
語

に
も
見
ら
れ
た
よ
う

に
、
そ
れ
が
説
話

の
も

つ
大
き
な
特

色
と

い

う
観

点
か
ら
す
れ
ぽ
、
伊
勢
物
語
を
形
成
す

る
要
因

の

一
つ
に
、
か
か
る
説
話

性

を
認
め
な
い
わ
け

に
は
い
か
な

い
だ

ろ
う
。
塗
籠
本

の
終
焉

の
段

に
、
も

し

説
話
的
で
な
い
要
因
を
求

め
る
な
ら
ば
、

こ
の
後

で
定
家
本

に
焦
点
を
絞
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な

い
言
語
遊

戯
性
が
、

こ
の
中
で

一
つ
あ
る
こ
と

を
指
摘

し
て
お

こ
う
。
第

一
首
目

の

「
い
ま
は
か
ぎ
り
」
と
三
首
目

の
前
文

「
ま

こ
と
に
か
ぎ

り
」

の
照
応
は
、

こ
の
段

の
形
成
に
塗
籠
本
作

者
が
着

眼
し
た
最
初

の
作
因

で

あ

っ
た

か
も
知
れ
な

い
の
で
あ
る
。

5

定
家
本
終
焉

の
段

の
表
現
性

に

つ
い
て
は
、
そ

の
前

の
段
と

の
関
わ
り
に
お

い
て
す
ぐ
れ

た
効
果
を
も
ち
得

た
点

に

つ
い
て
、
す

で
に
第

一
節
で
述
べ
た
。

し
か
し
、
歌
物
語
が
そ

の
中
心

を
な
す
歌

の
形
象

に
お
い
て
、
そ

の
達
成
度
を

最
高

に
発
揮

せ
ぬ
と
し
た
ら
、

ま
こ
と

に
索
漠

た
る
も

の
が
あ

ろ
う
。

こ
の
物

語

の
主
人
公
が
さ
ま
ざ

ま
な

人
生
遍

歴
の
果

て
に
絶
望

し
、
病

は

つ
い
に
そ

の

肉
体
を
蝕
ん
で
主
人
公
を
死
に
追
い
や
る
。
そ

の
今
際

の
き

わ
に
辞
世

の
歌
を

詠

ん
で
死
を
迎
え
る
と
い
う
表
現
性
が
、

ま
さ
に
そ

の
辞
世

の
歌

に
凝
縮

し
て

象
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ

の
達
成
度
は
最

高
の
も
の
と
し
て
評
価

さ
れ

よ
う
。

「
此
歌
は
、
獲
麟

の

一
句
な
る
べ
し
。
む
か
し
、
男
、
う
ゐ
か

う

ぶ

り

し

て
、
と

い
ふ
に
は
じ
ま
り

て
、
此

一
首

に
か
き
と

父
め
侍
て
、
始
終

を
あ
ら

は

し
侍

る
作
者

の
心
、
絶
妙
な
る
物
を
や
」
(愚
見
抄
)
と
評
し
た

の
は

一
条
兼

良

だ
が
、
歌
そ

の
も

の
の
評
価

で
は
な

い
。
そ
れ
よ
り
古
く
難
義
注
で

「
業
平

の

心

に
は
、
終

に
行
道
と

は
よ
く

さ
と
り
ゐ
た

る
と
也
。
此
終
焉

の

一
念
は

つ
N

し
む
べ
き
事

な
れ
ば
、
教
誡

た
る
べ
き
故
也
。
又
在
五
中
将
は
住
吉

の
分
身
な

れ
ば
、
仮

令
に
も
人
と
成
て
世

を
誡

た
る
を
、
今

こ
そ

か
ぎ

り
と

て

ま

か

る

也
」
と
す
る
教
戒
説
も
、

悟
り
切

っ
た
業

平
像

や
住
吉

明
神
分
身
説
な
ど
を
掲

げ
る

の
は
、
歌
そ

の
も

の
の
理
会
に
基

づ
か
な
い
意

見
と
い
え
よ
う
。
江
戸
時

代

に
契
冲
が

「
是
ま

こ
と
あ
り

て
、
人

の
教

へ
に
も
よ
き
歌
な
り
」

と
す
る

の

は
、

死
に
臨

ん
で
大
仰
な
歌

や
悟

っ
た
こ
と
を
詠

ん
だ
り
せ
ず
、
死
に
直
面
し
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た
驚
き
を
素
直

に
歌

っ
た
点
を
評
価
し
て

い
る

こ
と
に
よ
る
た
め
で
あ

る
。

と

こ
ろ
が
、
す

で
に
山

口
抄
に
お
い
て
宗
祇
が

、

「古

註
に
、
き

の
ふ
ま

で

は
、
け

ふ
老
は
思
は
ざ
り
し
を
と
云
て
、
心
あ
ま
り
て
詞
た
ら

ぬ

歌

と

い

へ

り
。
当
流
は
う
ち
ま
か

せ
て
、
た

黛
き

の
ふ
け
ふ
と
は
思
は
ざ

り

し

と

い

へ

り
。
ま

こ
と
に
あ
は
れ
も
深
く
や
侍

ら
ん
」

と
述

べ
、
歌

の
こ
と
ば
遣

い
に
対

す
る
意
見
を
、
古

来

の
解
釈
を
退
け

て
示
そ
う
と

し
た
。
宗
祇

は

「
当
流

は
う

ち
ま
か
せ
て
」
と
述
べ
る
だ
け
で
、
古

註
で
い
う

「昨

日
ま

で
は
ま
さ

か
今
日

(
死
が
訪
れ
よ
う
)
と
は
思
ひ
も

し
な

か

っ
た
」
と

い
う
合
理
的
な
解
釈
を
具
体

的

に
批
判
し
て

い
な

い
が
、
宗
祇

の
教
え
を
受
け

た
三
条

西
実
隆
が

「
き

の
ふ

ま

で
は
け

ふ
と
は
思
は
ざ
り
し
と

い
ふ
儀
大
に
き
た
な
し
」

(直
解
)
と

評

し

て
い
る

こ
と
か
ら
見

て
.
古
歌

の
習
熟
か
ら
体
得
し
た
語
感
が
宗
祇

の
心
に
も

あ

っ
た

こ
と
を
推
察
さ

せ
る
。

し
か
し
、
近
世

に
な

っ
て
藤
井
高
尚

(新
釈
)
は
、

こ

の
点
に

つ
い
て
明
解

を
示

し
た
。

歌

の
意
明
ら

か
な
り
。

お
も
は
ざ
り

し
を
と

い
ひ
さ
し
て
、

い
ま
く

と

.な
り

に
け

る
事

か
な
と

い
ふ
意

ふ
く

め
た
り
。
さ
て
道
理
も

て
い
は

黛
、

け

ふ
あ
す
と

は
思

は
ざ
り
し
を
と

い
ふ
べ
く
、
き

の
ふ
は
し
れ
ざ
り
し
か

ば
、
と
り
出

て
い
ふ
ま

じ
き
事
な
れ
ど
も
、
歌
は
詞

の
あ
や
な
く
て
あ
は

れ
と
人

の
き

く
や
う

に

ょ
む
も

の

な
れ
ば
、

理
に
な
づ
ま
ず

し
て
を
り

ぐ

か
玉
る
事
あ

る
也
。
け

ふ
あ
す
と

い
ひ
て
は
四

の
句
詞
と

玉
の
は
ね

ば
き

の
ふ
げ

ふ
と

は
い
ひ
て
詞

の
あ
や
を
な
し
た
る
に
て
此
頃
と
は
お
も

は
ざ
り

し
を
と

お
ほ
よ
そ

に
い

へ
る
意
な
り
。

歌

は
理
屈

で
は
な
く

「
詞

の
あ
や
」
と
も

い
ふ
べ
き
修
辞
こ
そ
が
大
切

で
あ

る
旨
を
、
言

い
含

め
る
よ
う

に
説

い
て

い
る
。
理
屈

で

は

確

か

に

「今

日
明

日
」
だ
が
、
そ
れ

で
は

四
句
目

の
語
数

に
合
わ
ず
、
語
調
が
乱
れ

る
こ
と

に
注

意

し
て
い
る
の
で
あ

る
。

確

か
に
高
尚

の
説
は
、
業
平
歌

の
意
を
存
分

に
引
き
出
す
も

の
と

い

え

る

が
、

し
か

し
、
修
辞

の
面

に
関
す
る
周
到
な
理
会
が
、

却

っ
て
業

平
歌

の
修
辞

の
特
異
性
を

一
般
化
す
る
方
向

に
は
た
ら
き
、
「
き

の
ふ
け
ふ
」
の
破
格

な
用
法

の
意
味
す

る
も

の
を
取
り

こ
ぼ
し

て
し
ま

っ
た
惧
れ
さ
え
感
ず

る
の
で
あ

る
。

「
き

の
ふ
け

ふ
」
は
、
例
え
ば
万
葉
集
で
は

「
き

の
.ふ
け
ふ
君

に

逢

は

ず

て
」

(
三
七
七
七
)

「
き

の
ふ
も
け

ふ
も
雪

の
降
れ

れ

ぽ
」

(
三
九
二
四
)
の
よ

う

に
過
ぎ
去

っ
た
時
間

の
連
続
し
た
相
と
し
て
捉
え
る
用
法
で
あ

り
、
古
今
集

に
お
い
て
も
そ
れ
は
変
ら
な

い
の
で
あ
る
。

「
き

の
ふ
と

い
ひ
け
ふ
と
暮

ら
し

て
明

日
香
川
」
(
一一西

一
)
「
明
日
香
川
き

の
ふ

の
淵
ぞ
け
ふ
は
瀬
に
な
る
」

(
九

三
三
)
。
従

っ
て
、
業

平
終

焉
歌

の
よ
う

に

「け

ふ
か
あ
す

か
」

の
意
味

で

「
き

の
ふ
け

ふ
」
を
用

い
る
こ
と

は
な
か

っ
距

の
で
あ
る
。
た
と
え

「
詞

の
あ
や
」

と

し
て
も
、
意
味
を
違

え
、
慣
用
を
越
え
た
用
法
は
、
そ
れ
自
身
特
異
な
表
現

法

と
い
わ
ね
ば

な
ら

な
い
。
単

に
語
調

に
合
う

か
ら
と

い

っ
て
済
ま

せ
る
問
題

で
は
な
い
の
で
あ

る
。

し
か
し
、
そ

こ
に
亡
そ
む

し
ろ
業
平
歌

の
独
自
性
ー

真
骨
頂
が
あ

っ
た
と

い
え
る

の
で
は
な
い
か
。
す

な
わ

ち
、

「
き

の
ふ
け

ふ
」
と

い
う
古
く
か
ら
言

い
慣

わ
さ
れ

た
歌

詞
の
リ
ズ

ム
に
身
を
委
ね
な
が
ら
、
そ

の
意
味
す
る
も

の
は

ま

っ
た
く

逆
の
、
異

例
な
用
法

か
ら
く

る
意
味
上

の
疑
義
が
言

い
知
れ

ぬ
不
安

感
を
読
む
者
に
与

え
る
、
と

い
う
表
現

の
効
果
を
押

さ
え

て
こ
そ
、
修
辞
が
極

度

の
緊
張
感

を
も

っ
て
存
在
す

る
業
平
歌

の
特
質
を
知

る
こ
と
が

で
き
る

の
で

【
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あ

る
σ

6

最
後

に
、
各
段

の
排
列
が
必
ず
し
も
内
容
的
な
連
接

に
よ
ら
ず
、
そ

の
段

に

用

い
ら
れ
た
あ
る
種

の
こ
と
ば

の
照
応
と
い
う
、

」思

い
が
け

ぬ
言
語
遊
戯
的
機

能

が
存

す
る
こ
と
を
問
題
提
起

的
に
述

べ
て
み
た
い
。

先
に
終

焉

の
段
が

、
そ

の
前

に
位
置
す

る
第
百

二
十

四
段

の
表
現
性

に
よ

っ

て
、
死
を
必
然
化
す

る
内
面
性

を
得

た
こ
と
を
見

て
き

た
が
、
さ
ら

に
両
段
相

俟

っ
て
物
語
全

体
を
統
括
す

る
効
果
を
も

っ
た
こ
と
を
述
べ
た
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
効
力
は
個
々
の
章
段
-

例
え
ば
第
百
二
十
三
段
な
り
そ
の
前
段
な
り

へ
溯

っ
て
発
揮

さ
れ

る
こ
と
は
な

い
で
あ
ろ
う
か
。
残
念
な
が
ら

、
内

容
的

な

尺
度

に
よ
る
限
り
、
連
接

の
関
わ
り
は
ま

っ
た
く
見
い
だ
す
こ
と

が

で

き

な

い
。
そ
れ

に
反
し

て
不
思
議
な

の
は
、
和

歌
的
な
修
辞

と
も
考

え
ら
れ

る
用
語

が
鎖
状
に

つ
な
が

っ
て
い
る
と
見
ら
れ

る
こ
と

で
あ

る
。
意
味

に
関
係
な
く
単

に
同
音

の
語

の
用
法
も
含
め
て
、
伊
勢
物
語

の
各
段

の
排
列
、

ひ
い
て
は
全
体

の
構

成
な
ど
に
、

そ
う

し
た
修
辞

の
面

か
ら

の
接
近
が
ど
れ

ほ
ど
可
能

で
あ
ろ

う
か
。

ま
た
、
こ
う
し
た
事
実
が

か
り
に
認

め
ら
れ

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は

こ

の
物

語
を
形
成
す
る
表
現

主
体
と
ど
う
結

び

つ
く

の
で
あ

ろ
う

か
。

さ
ま
ざ

ま
な
想

い
が
去
来
す

る
が
、

ひ
と
ま
ず
今

阿
は
紙
面

の

都

合

も
あ

り
、
終

焉
の
段
に
近
い
十
章

段
に
限

っ
て
、
具
体
的

に
用
語
を
抜
き
出

し
、
若

干

の
注
記

を
加
え
た
い
と
思
う
。

第

百
十
五
段

1
陸
奥

2
都
島

第

百
十
六
段

1
陸
奥

2
小
島

3
久

し
く

・
は
ま
び
さ
し

4
み
な
よ

く注

2
は

「
都
島
」

の

一
部

の
音
。
仮
名
書

で
あ
る

こ
と
を
考
慮
す
る
。

は
ま
ひ
さ
き

3

「
は
ま
び
さ

し
」

は
万
葉
集

り

「
浜
久
木
」
を
伊
勢
物
語
で
読
み
誤

っ

た
た
め
に
で
き

た
歌
語
と
さ
れ
、

「
久
し
」
を
導
く
序
と
し
て
使
わ
れ
る

が
、
む

し
ろ
こ
こ
に
相
適
し

い
言
語
遊
戯
性
を
考
え
る
べ
き

か
。

第
百
十
七
段

3
久
し
く

4
住
吉

注

前
段

の

「
み
な
よ
く
」
は
具
体
的
な
意
味
合
が
判
然
と

し
な

い
点
、

「
住
吉
」
に
か
け
た
言
語
遊
戯
性
が
考

え
ら
れ

る
。

、

第
百
十
八
段

3
久
し
く

5
忘

る
る

6
は
ふ
木
あ
ま
た

第

百
十
九
段

5
忘
る
る

6
あ
だ
な

る

注

6
ば
意
味
上

の
照
応

第

百
二
十

段

6

つ
れ
な
き

7
人

の
御
も
と

に
忍
び
て

8
鍋

注

6
は
対
照
的
表
現

第
百

二
十

一
段

7
人

の
ま
か
り

い
つ
る

8
笠

9
雨
に
濡
れ

注

7
は
対
照
的
表
現

8
は
共
に
被
る
物

第
百

二
十
三
段

9
手

に
む
す
び

10
井
手

11
無
き

注

9
は
共

に
水
に
濡
れ
る

第
百

二
十
三
段

10
出
で

11
鳴
き

、12
思

ふ

第
百

二
十
四
段

12
思
ふ

13
思
ひ
け

る

第
百

二
十
五
段

13
思
は
ざ

り

注

13
は
対
照
的
表
現
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〈
注
〉

1234

「
歌
語
り

と
伊
勢
物
語

」

(『
国
文
学

』
昭
54

・
1
)

『
古
今
集
の
構

造
に
関
す

る
研
究
』

(
昭
40
.・
9
、
風
聞
書
房
)

「
大
和
物
語

評
釈

・
五
十

」一
」

(『
国
文

学
』
昭
41

・
11
)

「大

和
物
語

に
お
け
る
在
原
業
平
関
係
章
段

に
つ

い

て
」

(『
解
釈
』
昭
53

・

4
)

5

「
『大
和
物
語
』
の
在
中
将
章
毅
を
め
ぐ

っ
て
」

(
『
一
関
工
業
高
等
専
門
学
校

研
究
紀
要
』
第
十
七
号

和
57

・
12
)

6

雨
海
博
洋

「
大
和
物
語
の
伊
勢
物
語
意
識
-

大
和

一
六
〇
段

・
一
六
五
段
を

中
心
と
し
た
考
察
ー

」

(『論
叢
王
朝
文
学
』
所
収

昭
53
・
12

笠
間
書
院
)

7

注

5
に
同
じ

8

『
靉

鞣

塞

物
語

・
大
和
物
語
』

(昭
5・

・
n

角
川
書
店
)

9

こ
の
問
題

に
つ
い
て
は
、
か

つ
て
数

年
間
続

い
て
終
了

し
た

「
伊
勢
物
語
拾
穂

抄
を
読
む
会

」
に
お
い
て
私

が
問

題
提
起

を
試
み
、

そ
の
後
、
各
段
を
読
解
す
る

過
程
で
も
種

々
の
指
摘

が
な
さ
れ

た
が
、

そ
の
後
、

こ
の
断
蘰

を
正
面
切

っ
て
採

上
げ
る

こ
と
な
く
過
ぎ
た
。

が
、
今

回
、
標
題

に
即

し
て
論
じ
る
部
分

に
限

っ
て

述

べ
る
こ
と

に
し
た
。
な
お
、
具
体
的
な
用
例
は
同
会

に
お
け
る
会
員

諸
氏
の
指

摘

に
よ

る
と

こ
ろ
が
多

い
。
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