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『伊
勢
物
語
』
異
見

今

西

祐

一
郎

一

築
地

の
く
つ
れ

(

む
か
し
、
を
と

こ
あ
り
け
り
。
東

の
五
条

わ
た
り
に
い
と
忍
び

て
い
き
け

り
。
み
そ
か
な
る
所
な
れ
ば
、
門

よ
り
も

え
入
ら

で
、
わ
ら
は

べ
の
踏

み

あ
け
た
る
築
地

の
く
つ
れ
よ
り
通

ひ
け

り
。

『
伊
勢
物

語
』
五
段
、
傍
点

の
箇
所

は
、
古
来

草
か
り
わ
ら
は

べ
な
ど
の
道

に
し
た

る
心
也
。

(『
愚

見
抄
』
)

つ
き
ひ
ち
の
や
う
　

く
つ
れ
た
る
所
を
、
わ
ら
は
べ
ど
も
の
あ

そ
ぶ
と

て
、

た
び

　

ふ
み

こ
ゆ
る
ゆ
ゑ

に
い
と
ゞ
く
つ
れ

て
道

の
あ
き
た
る
を

た
よ
り
に
此
を

の
こ
の
か
よ
ふ
也
。

(『
伊
勢
物
語
新
釈
』
)

と

い

っ
た
具
合

に
説
か
れ

て
今
日
に
至
る
。

た
し
か

に
、
右

の
よ
う
な
意
味

で

の

「
わ
ら

は
べ
の
踏
み
あ
け
た
る
築
地

の
く
つ
れ
」

は
、
た
と
え
ば

葎
は
西
東

の
御
門
を
閉
ち
こ
め

た
る
ぞ
た

の
も
し
け
れ
ど
、
く
つ
れ
が
ち

な

る
め
ぐ
り

の
垣

を
馬
牛
な
ど

の
踏
み
な
ら
し
た
る
、
道
に

て
、
春
夏

に

な
れ
ば
、
放

ち
飼

ふ
総
角

の
心
さ

へ
ぞ
め
ざ
ま
し
き
。

と
述

べ
る

『
源
氏
物
語
』
蓬
生
巻

の

一
節
か
ら
も
容
易

に
う
か
が
う
こ
と
が

で

き
る
。

ま
た
、
「
わ
ら
は
べ
の
踏

み
あ
け
た
る
」
も

の
に
か
ぎ
ら
ず
、
「
築
地

の

く
つ
れ
」

と
は
め
ず
ら
し

い
も

の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
あ
り
ふ
れ
た
日
常
的
な

風
景
で
あ

っ
た
に
ち
が

い
な

い
。

さ
て
こ
の
男
、
そ

の
年

の
秋
、

西
の
京
極
九
条

の
ほ
ど

に
行
き
け
り
○

そ

の
あ

た
り
に
、
築
地
な
ど
崩

れ
た
る
が
、

さ
す
が

に
蔀
な
ど
上
げ

て
、
簾

か
け
わ
た
し

て
あ
る
人

の
家
あ

り
。
簾

の
も
と

に
、
女
ど
も
あ
ま
た
見

え

け
れ
ば
、

こ
の
男
、

た
だ
に
も
過
ぎ

で
、
な
ど
か
そ

の
庭

は
心
す
ご
げ

に

荒
れ
た
る
」
な
ど
い
ひ
入
れ

た
れ
ば
、
「
誰
そ
、
か
う

い
ふ
は
」
な
ぞ
問

ひ

け
れ
ば
、
「
な

ほ
道
行
く
人
ぞ
」
と
い
ひ
入

る
。
築
地

の
崩

れ
よ
り
見
出
し

て
、

こ
の
女

…
…
。

(
『平
中
物
語
』
三
十
六
段
)

今

ハ昔
、
駿
河
前
司
橘
季

通
ト
云
人
有

キ
。
其
人
若

カ
リ
ケ

ル
時
、
参
仕

マ

ッ
ル
所

ニ
モ
非

ヌ
止
事

無
キ
処

二
有

ケ
ル
女
房

ヲ
語

テ
、

忍

テ
通

ケ

ル

ヲ
、
其
所

二
有
ケ

ル
侍
共
、
生

々

六
位

ナ
ド
ノ
有
リ
ケ

ル
ガ
、
「此

ノ
殿

ノ
人

ニ
モ
非

ヌ
者

ノ
、
宵
暁

二
殿
内

ヨ
リ
出
入

ス
ル
、
極

テ
無
愛
也
。
去

来
此

レ
立
籠

テ
罰

ム
」

ト
集

テ
云
合

セ
ケ
ル
ヲ
、
季
通
然

ル
事

ヲ
モ
不
知

一
1

う



シ
テ
、
前

々
ノ
如

ク
小
舎
人
童

一
人
許

ヲ
具

シ
テ
、
歩

ヨ
リ
行

テ
、
忍

テ

局

二
入

ニ
ケ
リ
。
童

ヲ
バ
、
「
暁

二
迎

ヘ
ニ
来

レ
」
ト
云
テ
、
返

シ
遣

リ
ツ
。

然

ル
間
、
此

ノ
詩

ム
ト
為

ル
者
共
、
伺

ハ
ム
ト

シ
ケ

ル
程

二
、
「
例

ノ
主
来

テ
、
既

二
局

二
入

ヌ
ル

ハ
」

ト
告

廻

シ
テ
、
此
方
彼
方

ノ
門
共
差

シ
テ
ケ

リ
○
鑑

ヲ
バ
取
置

テ
、
侍
共
皆
曵

杖

シ
テ
、
築
垣

ノ
崩

ナ
ド
ノ
有

ル
所

二

立
塞
ガ
リ

テ
護
リ
ケ

ル
ヲ
…
…
。

(『今
昔
物

語
集
』
巻

二
十

三
、
駿
河
前
司
橘
季
通
構
逃
語
第
十

六
)

だ
が
、
ひ
る
が
え

っ
て
考

え
て
み
る
に
、
「
築
地

の
く
つ
れ
」
が
、
あ
り
ふ
れ

た
も
の

で
あ

っ
た
の
な

ら
ば
、
『
伊
勢
物
語
」
は
な
ぜ
そ

の

「
築
地

の
く
つ
れ
」

に
、

わ
ざ

わ
ざ

「
わ
ら

は
べ
の
踏
み
あ
け
た
る
」

な
ど
と
い
う
形
容
を
加

え
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
と

い
う

の
も
、
古
来

の
解
釈

に
従
う
か
ぎ
り
、
こ
の
形
容

は
、

『
伊
勢
物
語
』
五
段

に
と

っ
て
、
本
質

的
な
意
味

を
担

う
も

の
と
は
考
え
ら
れ

ず
、
無
駄

な
表
現
を
極
力
省
く

の
を
旨

と
す
る

『
伊
勢
物
語
』

の
文
章
と
し

て

い
さ
さ
か

の
違
和
感
を
お
ぼ
え
る
か
ら

で
あ
る
。
現

に
、
五
段

の
歌
を
同
趣

の

詞
書
と
と
も

に
載
せ
る

『古
今
集
』
巻
十

三

(六

三
二
)
が

ひ
ん
が
し

の
五
条

わ
た
り
に
、
人
を
し

り
お
き

て
ま
か
り
か
よ

ひ
け
り
。

忍
び
な
る
所
な
り
け
れ
ば
、
門

よ
り
し
も
え

い
ら

で
、
垣

の
く
つ
れ
よ
り

か
よ
ひ
け
る
を

…
…
。

と
、
「垣

の
く
つ
れ
」
と
だ
け
言

っ
て

「
わ
ら
は

べ
の
踏

み
あ
け
た
る
」
と

い
う

形
容
句
を
欠

い
て
い
る
の
は
、

そ
れ
が
歌

に
と

っ
て
必
ず
し
も
必
要
と

さ
れ

る

も

の
で
は
な
か

っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
。
『
伊
勢
物
語
』
で
も
塗
籠

本

の
み
は

『
古

今
集
』
と
同
じ
く
そ

の
形
容
を
欠

く
本
文

を
も

つ
。

こ
の
よ
う

に

「
わ
ら
は

べ
の
踏

み
あ
け
た
る
」
と

い
う
語
句
を
欠
く

の
が
原

型

で
、

『
伊
勢
物

語
』

に
お
い
て
物
語

の
描
写
と
し

て
そ
れ
が
付
加
さ
れ
た

の

か
、
ま
た
は
逆

に
そ
れ
を
持

つ
の
が
原
型

で
、
『
古
今
集
』
や
塗
籠
本

は
そ
れ
を

削
除
し
た
の
か
、

と
い

っ
た
原
型
を
あ
ぐ
る
論
義
に
は
、

こ
こ
で
は
立
ち
入
ら

な

い
。
そ
れ
が
原
型

で
あ

る
か
否
か
を
問

わ
ず
、
塗
籠
本
を
除
く

『
伊
勢
物
語
』

の
諸
伝
本

に
見

え
る

「
わ
ら

は
べ
の
踏
み
あ
け
た
る
築
地

の
く
つ
れ
」
と

い
う

本
文

が

『
伊
勢
物
語
』
五
段

に
と

っ
て
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
、
あ
る

い
は

意
味

し
う
る
の
か
を
従
来

の
解
釈

に
と
ら
わ
れ
ず

に
考

え
る
こ
と

に
、
当
面

の

目
的
を
限
定
す

る
。

さ
て
、
問
題

の
語
句
は
、
た
ん
に
歌

に
と

っ
て
不
可
欠
な
も

の
で
な
い
の
み

な
ら
ず
、
す

で
に
触

れ
た
よ
う
に
、
『
伊
勢
物
語
』
五
段

の
物
語

に
と

っ
て
も
、

さ
し

て
深

い
意
味

を
も

つ
と
は
思

え
な

い
も

の
で
あ

っ
た
。

そ
れ
が
五
段

に
も

た
ら
す

の
は
、
「草

か
り
」
の
従
僕

(
『
愚
見
抄
』
)
や

「
遊
ぶ
」
子
供
た
ち

(『
伊

勢
物

語
新

釈
』
〉
と

い

っ
た
、
の
ど

か
な
背
景

に
と
ど
ま
る
が
、
し

か
し

そ
れ

は

『
伊
勢
物

語
』

の

「
男
」

の
恋
と

い
う
文
脈

に
は
ほ
と
ん
ど
か
か
わ
ら
な

い
。

だ
が
、
築
地
を
踏

み
あ
け

た
る

「
わ
ら
は

べ
」
と
は
、
草
刈

り
の
従
僕
や
遊
ぶ

子
供

た
ち
と
い

っ
た
、
「
男
」
に
無
縁
な
不
特
定

の
存
在
と
し

て
し
か
解
せ
な

い

も

の
な

の
で
あ

ろ
う
か
。

思

う
に
、
従
来

の
解
釈
は

「
わ
ら
は
べ
」
と

い
う
語

の
複
数
性

に
忠
実

で
あ

り
す
ぎ
た

の
で
は
な

い
か
。

た
し
か
に

「
わ
ら

は
べ
」

の
用
例
の
多

く
は
複
数

の

「
わ
ら

は
」
を
意
味

し
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
、
『
伊
勢
物

語
』

に
も
、

む
か
し
、
を
と
こ
、
狩

の
使

よ
り
帰
り
き
け
る
に
、
大
淀

の
わ
た
り

に
宿

り

て
、
斎
宮

の
わ
ら
は
べ
に
い
ひ
か
け
け
る
。

(七
十
段
)

と
あ
る
よ
う
な
、
単
数

に
解
し
得
る

「
わ
ら
は

べ
」

も
見
出

さ
れ
る

(北
山
難

太

『
源
氏
物
語
辞
典
』
)
。

こ
れ

に
倣

っ
て
、
五
段

の

「
わ
ら
は
べ
」
を

「
男
」

に
無
関
係
な
、
不
特
定
多
数

の

「
わ
ら
は

べ
」
で
は
な
く
、

一
人
の

「
わ
ら
は
」

と
考

え
て
み
れ
ば
、
ど
う
な
る
か
。

こ
の
想
定

は
、
本
文
批
判

の
立
場

か
ら
も

可
能
性
が
見
出
さ
れ
な
く
は
な
い
。

わ
ず
か

一
本

で
は
あ
る
が

『伊
勢
物

語
に

一2一



就

き
て
の
研
究
』
校
本
篇

に
よ
れ
ば
、
古
本
系
最
福
寺
本

に

「
わ
ら
は
」

の
形

が
見

ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
そ

の
と
き

「
わ
ら
は

べ
の
踏

み
あ

け

た
る
築
地

の
く
つ
れ
」

に
は
、
従
来
と
は
ま

っ
た
く
別
な
解
釈

の
可
能
性
が
生

ま
れ
て
く
る
で
あ

ろ
う
。

平
安
朝
貴
族

の
恋
と

は
、
た
だ
男
女
二
人
だ
け

の
間
に
成

り
立

つ
も

の
で
は

な

か

っ
た
。
伊
勢
物
語
絵
、
た
と
え
ば
大
英
図
書
館
蔵

『
伊
勢
物
語
図
絵
』
や

嵯
峨
本

の
、
初
、
十

四
、
二
十
九
段
な
ど

の
絵

に
、

な
ぜ

『
伊
勢
物
語
』
本
文

に
は
見

え
な

い

「
わ
ら
は
」
が

一
人
描
か
れ

て
い
る
の
か
。

そ
れ

は
、
物
語

に

表
立

っ
て
登
場
す
る

こ
と

こ
そ
む
し
ろ
少

な
い
が
、
恋
す

る
男

に
と

っ
て

「
わ

ら

は
」
と

は
常

に
そ

の
恋

に
お
け
る
同
伴
者

に
ほ
か
な
ら
な
か

っ
た
か
ら

で
あ

る
。
光
源
氏

は
素
性
を
隠
し

て
夕
顔

の
も
と

へ
通

う
と

き
に
も

人

に
知
ら
せ
給
は
ぬ
ま
ま
に
、

か
の
夕
顔

の
し

る
べ
せ
し
随
身
ば
か
り
、

さ

て
は
顔
む
げ

に
知
る
ま
じ
き
わ
ら
は

一
人
ば
か

り
ぞ
、
率

て
お
は
し
け

る
。

と
、
「
わ
ら
は
」
を
手
放

さ
な
い
し
、
ま
た
、
先

に
引

い
た

『今
昔
物
語
集
』

の

主
人
公
橘
季
通
も

「
前
々

ノ
如

ク
小
舎
人
童

一
人
許

ヲ
具

シ
テ
、
歩

ヨ
リ
行

テ
、

忍

テ
局

ニ
入
」

っ
て
い

っ
た
の
で
あ

っ
た
。
中

で
も
、
こ
の
よ
う
な

「
わ
ら
は
」

の
実
態

に
く
わ
し
く
触

れ
て
い
る
の
は

『
和
泉
式
部

日
記
」

で
あ
ろ
う
。

こ
の

作
品

で
は

ゆ
あ
よ
り
も
は
か
な
き
世

の
な
か
を
な
げ
き
わ
び

つ
ゝ
あ
か
し
く
ら
す
ほ

ど

に
四
月
十
余

日
に
も
な

り
ぬ
れ
ば
、
木

の
し
た
く
ら
が
り
も
て
ゆ
く
。

築
土

の
う

へ
の
草

あ
を

や
か
な
る
も
、
人
は

こ
と

に
め
も
と

ゴ
め
ぬ
を

あ

は
れ

と
な
が
む

る
ほ
ど

に
、
ち

か
き
透
垣

の
も
と

に
人

の
け
は

ひ
す

れ

ば
、
た
れ
な
ら
ん
と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、
故
宮

に
さ
ぶ
ら
ひ
し
小
舎
人
童

な

り
け
り
。

と

い
う
冒
頭
か
ら
敦

道
親

王

の

「
わ
ら
は
」
が
登
場
し

て
、
和
泉
式
部

と
の
往

き
来

の
重
要
な
役
割

を
し
ば
し
ば
担

っ
て
い
る
。

九
月
廿
日
あ
ま
り
ば
か
り
の
あ

り
あ
け

の
月

に
御

め
さ
ま
し
て
、

い
み
じ

う
ひ
さ
し
う
も
な
り
に
け

る
か
な
、
あ
は
れ

こ
の
月
は
み
る
ら
ん
か
し
、

人
や
あ
る
ら
ん
と

お
ぼ
せ
ど
、
れ

い
の
わ
ら
は
ば
か
り
を
御
と
も

に
て
お

は
し
ま
し
て
か
ど
を

た

ゝ
か
せ
給
ふ

に
…
…
。

『伊
勢
物

語
』
五
段

の
よ
う
な
恋
物
語

に

「
わ
ら
は
」

が
登
場
す

る
と
す
れ

ば
、
そ
の
役
割

で
ま
ず
考

え
ら
れ
る

の
は
、
右

に
見

た
よ
う
な
男

の
恋

の
手
先

と
し

て
の
そ
れ
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。
五
段

の

「
わ
ら
は
べ
」
を

そ
の
よ
う
な

存
在

と
し
て
考

え
る
な
ら
ば
、
「
わ
ら
は

べ
の
踏

み
あ
け

た
る
築
地

の
く
つ
れ
」

と
は
、
「男
」
と
は
無
関
係
な
子
供
た
ち
に
よ

っ
て
踏

み
破

ら
れ

て
い
た
築
地

の

崩

れ

で
は
な

く
、
「男
」
の
従
者

で
あ

る

「
わ
ら
は
べ
」
が
主
人

た
る

「男
」

の

た
め
に

「踏

み
あ
け
た
」
築
地

の
崩
れ
と
い
う
こ
と

に
な

る
○
許
さ
れ
ぬ
女

の

も
と

へ
通

う
男

に
と

っ
て
、
築
地

と
は
、

た
と
え

「
く
つ
れ
」
が
な
く
と
も
必

要

と
あ

ら
ば
踏
み
越
え
ね
ば
な
ら
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。

又
、

こ
の
男
、
親
近
江
な
る
人
に
、

い
と

し
の
び

て
住
み

に
け
り
。

さ
る

あ

ひ
だ

に
こ
の
女

の
親

、
気
色
を

や
見

け
む
、

口
舌
ち
、
守

り
、

い
さ
か

ひ
て
、

日
も
少
し
暮
る
れ
ば
門
鎖

し
て
う
か
が

ひ
け
れ
ば
、
女
は
思
ひ
障

り
、
男
逢
ふ
よ
し
も
な
く

て
、

か
ら
う
じ

て
築
地
を
越
え

て
、
こ

の
男
入

り

に
け

り
。
常

に
も

の
い
ひ
伝

へ
さ
す

る
人

に
、
た
ま
さ
か
に
会

ひ
に
け

り
。
さ
て
そ
れ
し
て
、
「
築
地
を
越
え
て
な
む
参

り
来

つ
る
」
と
い
は
せ
け

る
を
…
…
。

(『
平
中
物

語
』
二
十

四
段
)

「
密
な
る
所
」

に

「
忍
び
て
」

通
う

『
伊
勢
物
語
」

の

「
男
」

の
立
場

も
ま

た
然
り
。
た
だ
し
彼

は
忠
実

な

「
わ
ら
は
」
に
築
地
を
少

々
殿
た
せ
、
「
わ
が
通

ひ
路
」
を
設
け

て
通

っ
て
い

っ
た
の
で
あ

る
。
恋

の
通
路

の
た
め
に
築
地
を
崩
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す
と

い
う

の
は

い
さ
さ
か
荒

っ
ぽ
い
し
わ
ざ

に
思

え
る
が
、
し
か
し
、
『
勢
語
臆

断
』
が
指
摘
す
る

『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻

の

一
節
を
読
め
ば
、
そ
れ
は
さ
ほ
ど

異
と
す
る

こ
と

で
も
あ
る
ま
い
。

い
そ
ぎ

て
宵
す
ぐ
る
程

に
お

は
し

ま
し

ぬ
。
内
記
案
内
よ
く
知

れ
る
か
の

殿

の
人

に
問

ひ
聞
き

た
り
け
れ
ば
、
宿
直
人
あ
る
か
た

に
は
寄

ら
で
葦
垣

し
籠
あ

た
る
西
面
を

や
を
ら
す

こ
し
殿
ち

て
入
り
ぬ
。

わ
れ
も
さ
す
が

に

ま
だ
見

ぬ
御
住

ひ
な
れ
ば
、
た
ど
た
ど
し
け
れ
ど
、
人
繁

う
な
ど
し
あ
ら

ね
ば
、
寝
殿

の
南
面

に
ぞ
、

火
ほ

の
暗
う
見
え
て
、

そ
よ
そ
よ
と
す
る
音

す

る
。
参

り
て
、
「
ま
だ
人
は
起
き

て
侍
る

べ
し
。
た
だ

こ
れ
よ
り
お
は
し

ま
さ
む
」
と
し
る

べ
し
て
入

れ
た
て
ま

つ
る
。

薫

の
厳
重
な
警
戒

の
も
と

に
あ

る
浮
舟

に
会

い
に
ゆ
く
匂
宮

は
、
腹
心

の
従

者

内
記

が
破

っ
た
葦

垣

の
崩

れ
か
ら
、
首
尾

よ
く
邸
内

に
潜
入

し
た

の
で
あ

る
。な

お
、
古
来

の
解

釈
は

「
築
地

の
く
つ
れ
」
を
、
『
枕
草
子

』
に
い
う

「
人

に

あ
な
づ
ら
る
る
も

の
」
、
す

な
わ
ち
邸

の
荒
廃

の
象
徴

と
見
な
す
も

の
で
あ

っ

た
と

い
え

る
。
だ
が
、
そ
う

で
あ
れ
ば
、
「東

の
五
条
」
と

い
う
藤
原
氏

の
大
邸

宅

に
そ
れ
は
は
な

は
だ
似
合

わ
ぬ
風

景
と

い
う

こ
と

に
な
ろ
う
。

「此

時

の
権

威

・
富
貴
を
極
め
た
る
人

の
姫
君
住

せ
た
ま
ふ
あ
た
り

に
、
築
地

の
崩

れ
を
さ

て
お
く

べ
き
か
は
」
(賀
茂
真
淵

『伊
勢
物

語
古
意
』
)
。
こ
う
し
た
観
点

か
ら
五

、段
末

尾

の

「
二
条

の
后

に
忍
び

て
ま

い
り
け

る
を
、
世

の
聞
え
あ
り
け
れ
ば
、

兄
人

た
ち

の
ま
も
ら
せ
給

ひ
け
る
と
そ
」
と

い
う
、
い
わ
ゆ
る

「後
人
注
」
を

否
定

し
、
本
来
業
平
と

二
条
后

の
事
蹟

に
は
か
か
わ
ら
ぬ
物

語
と
し
て
五
段
を

読
む
と

い
う
傾
向
が
今

日
の

一
般

で
あ
る
。
し
か
し
、
前
述

の
ご
と
く
考
え

る

な
ら
ば
、
「
わ
ら
は
」
に
築
地
を

「踏

み
あ
け
」
さ
せ
る
と

い
う
大
胆

に
し

て
か

つ
情
熱
的
な
行
動

は
、

二
条
后

と
い
う
許

さ
れ

ぬ
相
手

の
も
と

へ
忍
び
込
む
手

段

と
し
て
、
ま

こ
と

に
ふ
さ
わ
し

い
も

の
と
な
る
は
ず

で
あ

る
。

二

う
ば
ら
か
ら
た
ち

(

さ

て
の
ち
、
を
と
こ
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
女
、
を
と

こ
の
家

に
い
き

て
か

い
ま
み
け
る
を
、

を
と

こ
ほ
の
か

に
見

て
、

百
年

に

一
年

た
ら
ぬ

つ
く
も
髪
我
を
恋
ふ
ら
し
面
影

に
見
ゆ

と
て
、
出

で
た

つ
気
色
を
見

て
、
う
ば
ら
か
ら
た
ち

に
か

ゝ
り

て
、
家

に

来

て
う
ち

ふ
せ
り
。

六
十

三
段
、
右
傍
点
部
は
古
来
次

の
よ
う
に
解
さ
れ

て
き
た
。

む
ば
ら

は
茨
也
。
か
ら
た
ち

は
棘
也
。
此
女
お
と

こ
の
ほ
か

へ
い
つ
る
に

見
あ
は
じ
と

て
あ
は
て

ゝ
に
ぐ
れ
ば
、
道
も
な
き
方

へ
行

て
、

む
ば
ら
か

ら
た
ち

に
か

ゝ
れ
り
と
い
ふ
な
り
。

(
『愚
見
抄
』
)

さ

て
馬
に
く
ら
お
か

せ
て
と

い
ひ
、
う
ば
ら
か
ら
た
ち

の
事

い

へ
る
を
思

へ
ば
、
男

の
家

よ
り
お
う
な

の
も
と

へ
ゆ
く
に
は
野
路
を
遠
く
ゆ
く
な
り

け
り
。
か
く
遠
け
れ
ば
お
う
な
の
は
や
く
帰

ら
ん
と

て
野
路

の
ま

ゝ
に
あ

り
か
ず
、
荊
籟

の
あ
る
を
も
し
ら
ず
身
を

わ
す
れ

て
野
を
は
し
り
ま
ど
ひ

て
か

へ
る
也
。

(『
伊
勢
物

語
新
釈
』
)

『
伊
勢
物
語
新

釈
』

の
解

は
、
塗
籠
本

の
本
文

(歌
)
と
い
ひ
て
、
む
ま

に
く
ら
を
か
せ
て
、
い
で
た

つ
け
し
き
を

み
て
、

む
ば
ら
か
ら
た
ち

と
も

し
ら
ず
、
は
し
り
ま
ど
ひ

て
、
家

に
き
て
ふ
せ

り
.

に
よ
る
も
の
だ
が
、
塗
籠
本

の
本
文

に
従
え
ば
従
来

の
解
釈

に
異
議
を
唱
え
る

こ
と
は

一
段
と
困
難

に
感
じ
ら
れ
る
。
「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」
が
洛
中

の
道

に
生

え
て
人

の
往
来
を
妨
げ
る
よ
う
な
も

の
で
な
い
こ
と

は
当
然

で
あ
ろ
う
。
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…
…
思

ヒ
不
懸

ズ
山

二
踏
入

ニ
ケ
リ
。
深
キ
山

二
迷

ヒ
ニ
ケ

レ
バ
、
浜
辺

二
出

ム
事

ヲ
願

ピ
ケ
リ
。

終

ニ
ハ
人
跡
絶

タ

ル
深

キ
谷

二
踏
入

ニ
ケ

レ

バ
、
弥

ヨ
歎

キ
悲

デ
荊

蘇

ヲ
分

ケ
行
ケ

ル
程

ニ
、

一
ノ
平
地
有

リ
。

『今
昔
物
語
集
』
巻
三
十

一

「通
四
国
辺
地
僧
行
不
知
所
被
打
成
馬
語
」
第
十
四

と
す

れ
ば
、
六
十

三
段

の
女
が

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
に
か

か
」

っ
た

の
は
ま

と
も
な
道
を
通
ら
な
か

っ
た
か
ら
だ
と

い
う
推

量
は
、
単
純

で
は
あ
る
が
も

っ

と
も
な
推
量

で
あ

る
。
し
か
し
、
男

の
出

か
け
る
様
子
を
見

て
あ
わ

て
て
家

に

も

ど
ろ
う
と
す

る
女
が

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」

の
生

え
た
道
な
き
道
を
通

っ
た

と

い
う
こ
と
を
、
六
十
三
段
は
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
述

べ
る
必
要
が
あ

っ
た

の
で
あ

ろ
う
か
。
女

は
た
だ
あ
わ

て
ふ
た
め

い
て
帰

っ
て
い
け
ば

そ
れ

で
十
分
な

の
で

あ

っ
て
、

そ
の
途
中

で

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」

に
難
渋
す

る
必
要
な
ど
ま

っ
た

く
な

い
。
ま
た
、
別
な
見
方
を
す
れ
ば
、

も
し
女
が
道
な
き
道
を
帰

っ
て
い

っ

た
と

い
う

こ
と
を
表
わ
す

の
な
ら
ば
、

そ
の
動
作

は
な
ぜ

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち

に
か
か

る
」
と
だ
け
し
か
述

べ
ら
れ
な
か

っ
た
の
か
。
道
な
き
道

に
生
え

て
い

る
の
は
必
ず
し
も

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」

だ
け
で
は
な

い
か
ら

で
あ
る
。

六
十

三
段

の
物
語

に
お

い
て
、
女

の
あ
わ
て
ふ
た
め
く
様
は
述

べ
ら
れ
ね
ば

な
ら
な

い
。
そ
し
て
、
「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」
が
無
理

の
な

い
形

で
意
味

を
も
ち

う

る
と
す
れ
ば
、
「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」
は
そ
の
女

の
あ
わ

て
る
と

い
う
動
作

と

直
接

に

つ
な
が
る
も

の
で
あ
る
こ
と

が
望

ま
し

い
。
す
な
わ
ち

「
あ
わ
て
ふ
た

め

い
た
」
だ
か
ら

「道

な
き
道
を
通

っ
た
」
、
そ
の
結
果

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
に

か
か

っ
た
」
と
い
う
間
接
的
な
形

に
お

い
て
で
は
な
く
、
「
あ
わ

て
た
」
だ
か
ら

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
に
か
か

っ
た
」
と

い
う
意
味

の

つ
な
が
り
が
期
待

さ
れ
る

の
で
あ
る
。

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」
と

は
、

は
た
し

て
従
来

の

『
伊
勢
物

語
』
注
釈

や
、

あ

る
い
は
先

に
掲

げ
た

『今
昔
物
語
集
』

に
見
た
よ
う
な
道
な
き
野
原

や
深
山

幽
谷

に
し
か
な
い
も
の
な
の
だ

ろ
う
か
。
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ

っ
て
、

古
く
か
ら

「
う
ば

ら
か
ら
た
ち
」

に
は
も

っ
と
人
間
の
生
活

に
親

し
い
別
な

一

面
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
.
時
代
は
著

し
く
下

る
が
、
「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」
を
考

え
る

に
あ
た

っ
て
、
次

の
よ
う
な
記
事
は
有
益

で
あ
る
。

○
濠
上

ノ
枳
殻

予
少
年

ノ
時
、
上
州
高
崎

ヲ
過
ギ

テ
、
濠
上

二
枳
棘

ノ
屏

ア
ル
ヲ
見

ル
。

コ
ノ
物
古

ク
ア
ル
事

ナ
リ
。
周
礼

ノ
掌

固

二
、
樹

渠

之
固

一。

ト
ア
ル
註

二
、
樹
謂
二
枳
棘
之
属
有
レ
棘
者

一也
。
ト
ア
リ
。
疎

二
、
樹
レ
渠
者
。
非
二直

溝
池
有

τ
樹
。
兼
其
余
渠
上
亦
有
レ
樹
也
。
ト
見

エ
タ
リ
。
江
戸
天
沢
寺

モ

枳
殻

ヲ
以
テ
囲

ト
ス
。

(以
下
略
)

(小
宮
山
昌
秀

『
譲
草
小

言
』
)

○
臭
橘
子

「
カ
ラ
タ
チ
」
を
枳
殻
と
呼
び
作
す
も
、
全
く
説
称

に
あ
ら
ず
。
陳
飛
霞

幼

々
集
成
日
。
枳
殻
鮮
者
更
妙
。
臭
橘
子
是
也
○
樹
名
鉄
籠
芭
○
多

レ
刺
而

鞭
。
人
家
園
錘
多
植
レ
之
。
以
禦
二宵
人

一者
。
此
説
を
見
れ
ば
、
彼

の
地

に

て
も
、
園
中

に
は
宵
人
入
る
と
見

え
て
、
此
木
を
以

て
籠
と
す
。

(佐
藤
成
裕

『
中
陵
漫
録
」
)

古
来

の

『
伊
勢
物
語
』
注

釈

で
は
ま

っ
た
く
顧
ら
れ
る

こ
と
は
な
か

っ
た
け

れ
ど
も
、
「
か
ら
た
ち
」
に
は
は
や
く
中
国

に
お
い
て
、
ま
た
日
本
に
お

い
て
も

生
垣
、
籠
と
し

て
の
用
途
が
あ

っ
た
。
「
枳
落
」
、
「
枳
籠
」
の
語
が
そ
れ

で
あ
り
、

平
安
朝

の
詩
文

に
も
散
見
す
る
。

松
羅
任
土
枕
江
滑

。

明
月
春
風
不
失
期
。

枳
落
瀟
疎
謄
望
遠
。

沙
堤
委
曲
歩
行

遅
。
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こ
れ
は

『
菅
家

文
草
』
巻

二
に
収
め

る

「
園
池
晩
眺
」
と
題
す
る
七
言
律
詩

の

一
節

で
あ
る
が
、

『本
朝
無
題
詩
』
巻

二
に
も

「
人
家

有

来

客

一。
休
二
息
干

新
樹
之
下

・。
枳
落
花
開
。
紫
藤
梯

レ池
」
と

い
う
屏
風
絵
を
詠
ん
だ
藤
原
周
光

の
七
律

が
見
え
る
。

清
泉
白
石
地
形
幽
。

来
客
偶
然
税

レ駕
留
。

枳
落
花
間
尋

レ我
入
。

林
庭
風
虚
待

レ君
遊
。

(以
下
略
)

『伊
勢
物
語
』
六
十
三
段

の

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」

は
、
道

な
き
道
を
通

っ

た
か

ら
だ
と

い

っ
た
た
ぐ

い
の
理
屈
を
抜

き
に
し

て
、

こ
の
よ
う
な

「
か
ら
た

ち
」

の
生
垣
と
解
す
る

の
が
、
も

っ
と
も
自
然
な
受
け
取

り
方

で
は
あ
る
ま

い

か
。

そ
し

て
、

こ
の
よ
う

に
解

す
る
と
き
、

そ
の

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」
は
、

六
十

三
段

の
女

の
行
動
と
ほ
と
ん
ど
無

理
の
な

い
形

で
う
ま
く
か
み
あ
う
も
の

と
な
る

で
あ
ろ
う
。

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち

に
か
か
」

る
前
、
女

は
何
を
し

て
い
た
か
。
男

の
家

へ

行

っ
て

「
か

い
ま
み
」

を
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
物

語
本
文
に
は
そ
れ
が
ど

の

よ
う
な
形

で
の

「
か
い
ま
み
」

で
あ

っ
た
か

は

一
言
も
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
○

だ
が
、

同
じ
段

に

「
か
ら
た
ち
」
が
出

て
来
れ
ば
そ
れ
は
言

わ
ず
と
も
し
れ
た

こ
と
、
当
然

「
か
ら
た
ち
」

の
生
垣
か
ら

の

「
か

い
ま
み
」

で
あ

っ
た

は
ず

で

あ
る
。

そ
の

「
か
い
ま

み
」

の
さ
な
か
、
女
は
男

が
出

か
け
よ
う
と
す
る

の
を

見
て
、

あ
わ
て
て
自
分

の
家

へ
引
き
返
そ
う
と
す
る
。
女

が

「
う
ば
ら
か
ら
た

ち

に
か

か
」

っ
た

の
は
、
そ
の
時

で
は
な
か

っ
た
か
。
「
う
ば
ら
か
ら
た
ち

に
か

か
り
て
」

と
い
う
表
現
は
そ

の

「
か
か
る
」
と
い
う
事
態

の
因
果
関
係
を
今
ひ

と

つ
明
確

に
示
さ
な

い
が
、
「出

で
た

つ
気
色
を
見

て
、
う
ば
ら
か
ら
た
ち
に
か

か

り
て
」
と

い
う
語
気
に
は
、
右

の
よ
う
な
解
釈

の
余
地
も
十
分
あ
る
と
思
う
。

と

こ
ろ
で
、
「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」
を

い
き
な
り

「
か
ら
た
ち
」
の
生
垣
と
解

す
る

に

つ
い
て
は
、
少

し
説
明
を
要
す

る
で
あ
ろ
う
。
古
来

の
解
釈

で
は

「
う

ば
ら
か
ら
た
ち
」
は

「
う
ば
ら
、
か
ら
た
ち
」
、
す

な
わ
ち

「
い
ば

ら
や
か

ら
た

ち
」
と
し

て
、
複
数

の
植
物
名
と
解
し

て
き
た

の
で
あ
り
、

そ
の
こ
と
が

「
い

ば
ら
や
か
ら
た
ち
の
生

え
た
道
な
き
道
」
と

い
う
解
釈

を
支

え
る
大
き
な
心
理

的
拠

り
所
と
な

っ
て
い
た

の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
う
ば
ら
か

ら
た
ち
」

は
必
ず
し
も

二
種

の
植
物
名

に
解

さ
な
く

て
も

さ
し

つ
か

え
は
な

い
。

た
と
え
ば

『
万
葉
集
』
巻
十
六

(
三
八
三
二
)

に
は
次

の
よ
う
な
例
が
見

え
る
か
ら
で
あ
る
。

カ
ラ
タ
チ
ノ
ウ
バ
ラ
カ
リ
ソケ

ク
ラ
タ
テ
ム

ク
ソ
ト
ホ
ク
マ
レ

ク
ン
ツク
ル
ト
ジ

枳

棘
原
苅
除

倉
将
立

尿

遠

麻
礼

櫛

造

刀
自

「枳

ノ
棘
原
」
と
は

「
か
ら
た
ち
の
い
ば

ら
」

で
あ
り
、

こ
う

い
う
言

い
方

が
あ

る
と
す
れ
ば
、

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」

に
も

「
い
ば
ら
だ
ら
け
の
か
ら
た

ち
」
と

い
う
意
味

が
あ

っ
て
も

一
向
お
か
し
く
は
な

い
。
と

い
う
よ
り
も
、
「
う

ば
ら
か
ら
た
ち
」
に
は
、
む
し
ろ
そ
う
解
す

べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
用
例

が
他

に

見
出

さ
れ

る
の
で
あ
る
。

『
枕
草
子
』
「名

お
そ
ろ
し
き
も

の
」
の
段

に

「
い
き
す
だ
ま
、
く
ち
な

は
い

ち
ご
、
鬼
わ
ら
び
、
鬼
と

こ
ろ
」
な
ど

に
並

べ
て

「
う

(む
)
ば

ら
か
ら
た
ち
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

た
だ
し
、
諸
本

に
よ
り
表
記
も
ま
ち
ま
ち

で
あ

り
、
ま

た
、
そ
れ
に
対
す

る
今

日
の
解
釈
も

一
様

で
は
な
い
○

⑥

(↓

三
巻
本

(第

一
類
)

む
は
ら

か
ら
た
け

(陽
明
文
庫
本

富
岡
本
)

堺 前 能 三
田 因 巻

本 本 本 本

第

題

む
ば
ら

か
ら
た
ち

(大
東
急
記
念
文
庫
本
)

む
は
ら
か
ら
た
ち

(学
習
院
大
学
本
)

う
は
ら

か
ら
た
ち

か
ら
だ
ち

の
む
ば
ら

(田
中
重
太
郎
氏
蔵
本
)

か
ら
た
ち

の
む

は
ら

(京
都
大
学
文
学
部
蔵
本
)
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今
日
、
『
枕
草

子
』
諸
伝
本
中

の
最
善
本
と
見
な
さ
れ

て
い
る
三
巻
本
第

一
類

が

「
む
は
ら

か
ら
た
け
」
と
な

っ
て
い
る

の
は
、
単
純

に
従

う
こ
と

は
で
き

な

い
。
萩
谷
朴

『
枕
草
子
解
環
」
は

「
か
ら
た
け
」

の
本
文
を

「
唐
竹
割
り

の

恐
ろ
し
さ
」
を
意
味
す

る
も

の
と
し

て
、
そ

の
本
文
を
採

る
が
、
説
得
性

に
乏

し
い
。

そ
れ
よ
り
も
問
題
な

の
は
、

三
巻
本
第

一
類
を

は
じ
め
、
第
二
類
本

、

前

田
本

に
お

い
て
、
「
む

(う
)
は
ら
か
ら
た
ち

(け
)
」
が

「
む

(
う
)
は
ら
、

か
ら

た
ち

(け
)
」

の
二
語
を
示
す
も

の
と
し

て
表
記
さ
れ

て
い
る
点

で
あ
る
。

な
か

ん
ず
く
鎌
倉
中
期

を
下
ら
ざ
る
現
存

「
枕
草
子
』
伝
本
中
最
古

の
前

田
本

に
そ
う
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
む

(
う
)
ば
ら
か
ら
た
ち
」
を
二
語
と
見
な
す

解
が
、
相
当
古

く
か
ら
あ

っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

そ
し
て
そ
の
大
勢

に

牽
か
れ

て
で
あ
ろ
う
か
、
「む

は
ら
か
ら
た
ち
」
と
明
ら
か
に

一
語

に
表
記
さ
れ

て
い
る
学
習
院
大
学
蔵

(
三
条
西
家
旧
蔵
)
能
因
本

の
本
文

も
、
今

日
の
注
釈

で
は

「
む
ば

ら
。
か

ら
た
ち
」
と
二
語

に
分
け
ら
れ
て
お

り

(
日
本
古
典
文
学

全
集

『
枕
草
子
』
)
、

さ
ら

に
、
た
と
え
ば
右
に
記
し

た
田
中
重
太
郎
氏
蔵
本
、

京
都
大
学
文
学
部
蔵
本

で
は
明
ら
か

に

「
か
ら
だ
ち

の
む
ば
ら
」
、
「
か
ら
た
ち

の
む

は
ら
」
と
、
こ
れ
ま

た

一
語

に
書
か
れ

て
い
る
堺
本

の
本
文
も
、
「
か
ら
た

ち
。
の
む
ば

ら

(野
茨
)
」
と
読
ま
れ

て
い
る

の
で
あ
る

(古
典
文
庫

『堺
本
枕

冊

子
」
)
。

し
か
し
能
因

本
中

の
善

本
と
目

さ
れ

る
学
習

院
大
学
本

に
お
け

る

「
む
は
ら
か
ら
た
ち
」

と
い
う

一
語
表
記

の
意
味
は
も
う
少

し
慎
重
な
検
討
を

要
す
る

で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
堺
本

の
読
み
方

に
も
疑
問

は
残

る
。
す

な
わ
ち
、

も
し
堺
本

の
本
来

の
形

が

「
か
ら
た
ち
。
の
む
ば
ら
」
で
あ
る
と
す

る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
、
他
本

の

「
む

(
う
)
ば
ら
。
か
ら
た
ち
」

の
順
序
を
入
れ
換
え
た
も

の
、

と
考

え
ら
れ

る
。
と
す
れ
ば
、
全

部
と
は
い
わ
な

い
ま

で
も
せ
め

て

一
本

く
ら
い
は
、
「
か
ら
た
ち
。

の
む
ば

ら
」

で
は
な
く

「
か
ら
た
ち
。
む

ば
ら
」
と

い
う
本
文
を
持

つ
堺
本
が
あ

っ
て
も
よ
い
は
ず
で
は
な

い
か
。
と

こ
ろ
が
、
『校

本
枕
冊
子
』
に
よ

っ
て
検
し
う

る
十
本

に
及
ぶ
堺
本
伝
本

は
す

べ
て

「
か
ら

た

ち

の
む
は
ら
」
と
な

っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
存
堺
本

の
祖
本
が
、

「
む

(
う
)
ば
ら
」
を

「
の
む

(う
)
ば
ら
」

に
改
変
し
、
以
下
諸
本
に
そ

の

形

が
伝

え
ら
れ
た
、
と

い
う
想
定
も
で
き
な
い
こ
と

は
な

い
。
だ
が
、

こ
の
場

合
、

い
ま
だ
平
安
時
代

の
用
例

が
報
告

さ
れ

て
い
な

い

「
の
む
ば
ら
」
な

る
語

を
し

い
て
認
め
る
よ
り
も
、
す

で
に

『
万
葉
集
』

に
用
例

の
存

す
る

(前
掲
、

巻
十
六

・
三
八
三
二

「
枳

棘

原

」
)
「
か
ら
た
ち

の
む
ば
ら
」
に
従

っ
て
、
そ
れ

で

一
語
と
見
る
方

が
、

は
る
か
に
穏
当

で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
堺
本

の
祖
本
が

「
む

(う
)
ば
ら
か
ら
た
ち
」
を
わ
か
り
や
す
く

「
か
ら
た
ち

の
む
ば
ら
」

に

改
あ
た
と
想
定
す

る
の
で
あ

る
。

し
か
し
な
が
ら
、

こ
の
堺
本

の
改
定

は
実

に
拙
劣

な
改
訂
だ
と

い
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
『
枕
草
子
』
の
著
者
が

「名

お
そ
ろ
し
き
も

の
」
と
し

て
挙
げ
た

「む

(
う
)
ば
ら
か
ら
た
ち
」

の
、
そ
の

「名
」
と
し

て
の
お
ど
ろ
お
ど
う
し

さ
が
、

「
か

ら
た
ち

の
む
ば
ら
」

と
い
う
分
析
的
な
形

に
変
え
ら
れ
る
こ
と
に

よ

っ
て
半
減
し

て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。

こ
の
種

の
わ
か
り
や
す
く
改

あ
る
こ

と

に
よ

っ
て
か
え

っ
て
原
文

の
香
気
を
霧
散

さ
せ

て
し
ま
う
よ
う
な
改
訂

は
、

堺
本

の
得
意
と
す
る
所

で
あ

っ
た
。
だ
が
、

こ
の
拙
劣

な
改
訂

は
、
「
む

(う
)

ば
ら
か
ら
た
ち
」

が

一
語

と
し
て
解
し
う
る
語

で
あ
る

こ
と
を
示
す
点

で
貴
重

で
あ
る
。

こ
れ
は
、

さ
き

に
触
れ
た
学
習
院
大

学
本

の

「む

は
ら
か
ら
た
ち
」

と
い
う

一
語
表

記
と
並

ん
で
、
「
む

(う
)
ば
ら
。
か
ら
た
ち
」
と

い
う
今

日
の

『枕
草

子
』
注
釈

の
大
勢

に
見
な
お
し
を
迫
る
根
拠

た
り
う

る
で
あ
ろ
う
。

「
か
ら
た
ち

の
む
ば
ら
」
と

い
う
堺
本
本
文

の
形
が

「
名
お

そ
ろ
し
き
も

の
」

と
し
て
の
迫
力
を
欠
く
と
す
れ
ば
、
「
む

(う
)
ば
ら
。
か
ら
た
ち
」
と
二
語
に

分
断

さ
れ
た

三
巻
本

や
前

田
本

の
形

も
ま
た
然
り

で
あ

る
。
「
む
ば

ら
か
ら
た

ち
」
と

い
う
複
合

こ
そ
が
、
実
物

の
お
そ
ろ
し

さ
も
さ
る

こ
と
な
が
ら
、

と
り
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わ
け

「名
」

の

「
お
そ
ろ
し

さ
」
を
表
わ
し
え

て
い
る
の
だ
と
考

え
た
い
。

こ

の

「
う
ば
ら
か
ら

た
ち
」
を

一
語
と
し

て
読
む

べ
き
こ
と
は
、
実

は
は
や
く
岩

(11
)

崎
美
隆

『
枕
草
子
柾
園
抄
』

に
よ

っ
て
唱
え
ら
れ
て
い
た
問
題

で
あ

っ
た
。

う
ば

ら
か
ら
た
ち
は

つ
ゞ
け

て
讃
む
方

し
か
る

べ
し
。

う
ば
ら
と
か
ら
た

ち
と

二

つ
に
は
あ
ら
じ
。
伊
物

に
、
う
ば
ら
か
ら
た
ち
と
も
し
ら
ず
、
は

し

り
ま
ど

ひ
て
、
又
萬
葉
十
六

に
、
か
ら
た
ち

の
う
ば
ら
か
り

そ
け
倉
た

て
む
く

そ
と

ほ
く
ま
れ
く
し

つ
く
る
刀
自
、

な
ど
見

え
た
り
。

「
伊
勢
物
語
』

の

「
う
ば
ら
か
ら
た
ち
」

が

一
語

で
あ

る
こ
と
を
前
提
と
し

た
美
隆

の
考
証
は
、
手
続
き
と
し

て
は
不
備

の
そ
し
り
を
免
れ
な

い
が
、
「
う
ば

ら
か
ら
た
ち
」
と

い
う
語
に
対

す
る
彼

の
慧
眼

は
敬
服

に
値
す
る
。

ろ
う
か
。

(6
)
『陽
明
叢
書
」
所
収
。

(7
)
『校
本
枕
冊
子
』
附
巻
所
収
。

(8
)
日
本
古
典
文
学
会

刊
。

(9
)
笠
間
影
印
叢
刊
所
収
。

(10
)
笠
間
影
印
叢
刊
所
収
。

(11
)
国
文
註
釈
叢
書
所
収
。

注

(1
)
『在
外
奈
良
絵
本
』

(角
川
書
店
刊
)
所
収
。

(2
)
男
だ
け

で
は
な
く
、
女

に
と

っ
て
も
こ
の
よ
う
な
意
味

で
の

「
わ
ら
は
」
が
必
要

で

あ

っ
た
こ
と

は
、
『伊
勢
物
語
」
六
十
九
段
、
「月

の
お
ぼ
ろ
な
る
に
、
ち

ひ
さ
き
わ

ら
は
を

さ
き

に
立

て
て
、
人
立

て
り
」
か
ら
窺
え
る
。

(3
)

『日
本
随
筆
大

成
』
第

二
期
十
九
巻
所
収
。

(4
)
『
日
本
随
筆
大
成
』
第

三
期

三
巻
所
収
。

(5
)
『菅
家
文
草
』
巻
二

に
は
他
に

「春

日
過
二
丞
相
家

門

こ

と
題
す
る
七
言
絶
句

あ
り
、

そ
の
中

に

「
枳
棘
花
」
が
見
え
る
。

除
目
明
朝
丞
相
家

無
人
無

馬
復
無
車

況
乎

一
旦
蔓
已
後

門
下
慮
看
枳
棘
花

第
四
句
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
』
頭
注

は
、
「門

の
ほ
と
り

に
、
か
ら
た
ち
や
い
ば

ら

の
花

を
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
ほ
ど
に
、
荒

れ
は
て
て
行
く

の
意
」
と
、
「枳
棘

花
」
を
た
だ
ち

に
荒
廃

の
象
徴

と
解
す
る
か
に
見

え
る
が
、

こ
の

「枳
棘
花
」
も
、

も
と
は
門
前
に
生
垣
と
し

て
植
え
ら
れ

て
い
た
も

の
と
考

え
る
余
地

は
な
い
で
あ
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