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『閾
疑
抄
初
冠
」
考

藤

島

綾

『伊
勢
物
語
』
に
対
す
る
理
解
と
知
識
は
、
中
世
以
来
、
和
歌
詠
作

の
場
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
。
こ
の
た
め
、
多
く
の
注
釈
書
が

編
ま
れ
、
講
釈
や
伝
授
を
通
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
説
が
伝
え
ら
れ
て
き

た
。近

世
に
な
る
と
、
印
刷
技
術
の
発
達
は
書
物
の
大
量
生
産
を
可
能
に

し
、
商
業
と
し
て
の
出
版
活
動
も
さ
か
ん
に
な
る
。
享
受
層
は
ひ
ろ
が

り
、
書
籍
の
内
容
分
野
も
個
々
の
読
者
の
需
要
に
応
じ
、
し
だ
い
に
細

分
化
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
て
、

『
伊
勢
物
語
』

の
刊
本
に
注
目
し
て
み
る
と
、
慶
長
十
三
年

(
一
六
○
八
)
嵯
峨
本

『伊
勢
物
語
』
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。
当
初
、

貴
顕

へ
の
献

呈
を
目
的
と
し
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
の
本
は
、
の
ち
に
増

刷
が
容
易
な
整
版
本
に
改
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
少
な
く
と
も
八
回
に
わ

(
1
)

た

っ
て
刊
行
さ
れ
る
。
翌
慶
長
十
四
年

(
一
六
○
九
)
に
は
嵯
峨
本

『伊

(
2
)

勢
物
語
肖
聞
抄
』
が
二
度
に
わ
た
り
刊
行
さ
れ
た
。
『
肖
聞
抄
』
は
宗
祇

の
講
義
を
牡
丹
花
肖
柏
が
書
き
記
し
た
も
の
で
、
今
日
刊
本
と
し
て
よ

り
も
、
む
し
ろ
写
本

の
形

で
多
く
伝
わ
る
が
、

二
条
流
の
注
釈
で
は
、

細
川
幽
斎

の

『
伊
勢
物
語
閾
疑
抄
』
同
様
重
要
な
位
置
を
し
め
る
注
釈

(
3
)

書
で
あ
る
。
『閾
疑
抄
』
は
、
文
禄
五
年

(
一
五
九
六
)
に
成
立
し
、
慶

長
二
年

(
一
五
九
七
)

に
中
院
通
勝
の
校
訂
を
経
た
本
文
が
流
布
し
た

が
、

川
瀬

一
馬
氏

『増
補
古
活
字
版
の
研
究
』

(↓
ゴ
o
A
コ
ニ
ρ
霞
冨
b

じ口
o
○
閃
ω①=
Φ「。。
A
ωω
○
o冨
鼠
○
づ
o
h
Jo
冨
口

昭

42
)

に
よ
れ
ば
、
こ
の

『閾
疑
抄
』
も
ま
た
、
慶
長
元
和
期
と
推
定
さ
れ
る
古
活
字
版
、
さ
ら

に
寛
永
中
期
ま
で
に
成
立
し
た
と
思
し
き
三
種

の
古
活
字
版
、
さ
ら
に

整
版
本
と
し
て
は
、
寛
永
十

一
年

(
一
六
三
四
)
版
、
同
十
九
年

二

六
四
二
)
版
と
ほ
ぼ
期
を
同
じ
く
し
て
刊
行
さ
れ
、
注
釈
書
と
し
て
盛

行
を
印
象
づ
け
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
注
釈
書

の
刊
行
と
刊
本
の
古
活
字
版
か
ら
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整
版

へ
の
移
行
は
、
そ
れ
ま
で
は
講
釈
あ
る
い
は
写
本
を
通
し
て

一
部

の
人
々
し
か
知
り
え
な
か

っ
た

『伊
勢
物
語
』
注
釈
の
内
容
を
人
々
が

目
に
す
る
機
会
を
増
や
す
こ
と
に
な

っ
た
。

し
か
し
、

い
か
に
知
識
層
に
属
す
る
と
は
い
え
、
従
来
講
釈
者
が
対

面
し
て
教
授
し
て
い
た
内
容
を
、
読
者
が
自
力
で
読
み
解
い
て
理
解
す

る
に
は
お
の
ず
か
ら
限
界
が
あ
る
。
注
釈
書
を
手
に
す
る
機
会
は
増
え

て
も
、
そ
の
知
識
が

一
様
で
な
い
人
々
の
間
で
は
注
釈
内
容
に
対
す
る

理
解
度
や
満
足
度
は
大
き
く
異
な

っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、

い
か
に
注
釈
書
が
刊
行
さ
れ
、
そ
の
内
容
が
公
け
に
な

っ
て
も
、
依
然

と
し
て
講
釈

は
必
要
で
あ

っ
た
に
違
い
な
い
。

ま
し
て
、
『閾
疑
抄
』
は
、
二
条
流

『伊
勢
物
語
』
注
釈
の
根
幹
を
な

す
注
釈
書

で
あ
り
、
堂
上
地
下

に
関
わ
ら
ず
、
そ
の
修
学
が
必
要

で

あ

っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
な
な
か
で

『閾
疑
抄
』
を
用
い
た

『伊
勢
物
語
」
の
講
釈

や
、
『閾
疑
抄
』
へ
の
考
勘

の
書
き
入
れ
が
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
い
た
ら

し
い
。
今
日
、
写
刊
を
問
わ
ず
、
頭
書
や
書
き
入
れ
を
有
す
る

『閾
疑

(
4
)

抄
』
の
本
文

が
伝
わ

っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
の
も
と
で
加
藤
磐
斎

(
一
六
二
五
「

一
六
四
七
)

が
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

加
藤
磐
斎
は
、
松
永
貞
徳
に
歌
学
を
学
び
、
学
識
を
認
め
ら
れ
た
人

で
あ
る
。
神
道
を
ト
部
家
、
儒
を
松
永
昌
三
、
詩
を
石
川
丈
山
に
、
そ

(
5
)

の
他
に
も
筆
道
、
律
宗
、
法
相
の
宗
義
を
学
ん
だ
と
伝
え
ら
れ
る
。
な

か
で
も
古
典

に
関
し
て
は
、
み
ず
か
ら

『
伊
勢
物
語
』
や

『源
氏
物
語
』

の
講
釈
を
行

っ
た
ほ
か
、
『
土
佐
日
記
見
聞
抄
』
『清
少
納
言
枕
草
紙
抄
』

『
方
丈
記
抄
』
『徒
然
草
抄
』
『
百
人

一
首
抄
』

『新
古
今
増
抄
』
『三
部

抄
増
註
』
な
ど
の
注
釈
書
を
世
に
出
し
て
い
る
。
古
典
学
に
お
い
て
後

世
に

一
派
を
残
す
に
は
い
た
ら
な
か

っ
た
よ
う
だ
が
、
磐
斎
同
様
貞
徳

門
下
に
あ

っ
て
、
晩
年
は
幕
府

の
和
歌
方
も

つ
と
め
た
北
村
季
吟
が
、

同
年
代
の
磐
斎
の
存
在
を
意
識
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
と
推
定
さ

(
6
)

れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
て
も
、
当
時
の
磐
斎
に
対
す
る
評
価
は

相
当
高
か

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
磐
斎
が

『閾
疑
抄
』

に
頭
注
を
付
す
形
で
万
治
三
年

(
一
六
六
○
)

に
刊
行
し
た
の
が

『閾

疑
抄
初
冠
』
で
あ
り
、
さ
ら
に
八
年
後
、
自
分
自
身
の
新
た
な

「抄
」(7

)

と
し
て
寛
文
八
年

(
一
六
六
八
)
に
刊
行
し
た

の
が

『伊
勢
物
語
新
抄
』

で
あ
る
。

二

 

『閾
疑
抄
初
冠
』
(以
下

『初
冠
」
と
略
称
。
本
文
の
引
用
は
九
州
大

学
附
属
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。)
お
よ
び

『
伊
勢
物
語
新
抄
』
(以
下

『新

抄
』
と
略
称
。
)
に

つ
い
て
は
、
は
や
く
に
野
村
八
良
氏

『
国
文
学
研
究

史
』
(原
広
書
店

大
15
)
に
そ
の
内
容
が
比
較
的
詳
し
く
、
し
か
し
や

や
否
定
的
な
評
価
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
大
津
有

一
氏

『
伊

勢
物
語
古
註
釈

の
研
究
』
(初
版
石
川
国
文
学
会

昭
29

増
訂
版

八
木
書
店

昭
61
)
、
小
高
敏
郎
氏

『近
世
初
期
文
壇
の
研
究
』
(明
治

書
院

昭
和
39
)
、
田
中
宗
作
氏

『伊
勢
物
語
研
究
史
の
研
究
』
(桜
楓

一16一



社

昭
40
)
な
ど
に
そ
れ
ぞ
れ
言
及
が
見
ら
れ
る
が
、
成
立
時
期
や
出

版
の
経
緯
、
な
か
で
も

『初
冠
』
の
そ
れ
ら
に
つ
い
て
明
ら
か
に
な

っ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。

『初
冠
』

の
構
成
は
、

A
総
論「伊

勢
物
語
大
略
」

先
行
注
釈
書
の
指
摘

『閾
疑
抄
』
の
重
要
性

『伊
勢
物
語
』
の
本
文
の
種
類

『伊
勢
物
語
』
書
名
の
由
来

B
識
語「承

応
元
年
於
二
東
山
建
仁
寺
一書
焉
。
与
二
聴
聞
衆
う令
二
講
談
一者

也
。
乞
食
旅
僧
繋
亀

」

C
自
序「林

氏

な
る
お
と
こ
有
け
り
。
頭
書
の
あ
る
閾
疑
抄
を
板
に
え
り

た
る
を
見
よ
と
て
、
も
て
き
た
れ
り
。
見
れ
ば
、
見
し
本
な
り
け

り
。
か

ゝ
る
こ
と
は
、
い
か
で
か
い
ま
す
る
と
思
ふ
に
、
こ
ゝ
ち

ま
ど
ひ
に
け
り
。
…
…
わ
が
や
ま
ず
み
は
、
ひ
え
の
山
の
麓
な
れ

ば
、
ゆ
き
い
と
た
か
し
。
さ
れ
ば
あ

つ
め
ぬ
窓
に
光
を
の
つ
か
ら

有

べ
け
れ
ど
、
冬
ご
も
り
て
か
ひ
な
く
あ
か
し
ゝ
を
、
こ
こ
に
す

み
給
ふ
、
二
品
親
王
き
か
せ
給
ふ
て
、
ま
い
る
べ
き
よ
し
仰
ご
と

つ
た
ふ
人
な
む
有
け
る
。
そ
の
ぜ
ん
じ
の
み
こ
、
文

こ
の
み
給
ふ

な
れ
ば
、
み
や
つ
か

へ
の
は
じ
め
に
た
ゞ
な
を
や
は
あ
る
べ
き
と

て
、
寄
な
ど
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
し
に
、
み

こ
よ
ろ
こ
び
給

ひ
て
、

ふ
る
き
文
な
ど
よ
め
と
仰
せ
ら
る
ゝ
を
、
め
に
は
み
て
手
に
は
と

ら
れ
ぬ
月

の
み
や
に
し
て
、
か
ゝ
る
こ
と
は
か

つ
ら
折
け
ん
こ
ゝ

ち
し
て
、

つ
か
う
ま

つ
り
し
を
、
…
…
禅
学
し
が
て
ら
、
東
山
に

ゐ
け
る
に
、
又
こ
ゝ
に
も
あ
る
じ
き

ゝ
つ
け
て
、
夜
ご
と
に
よ
ま

せ
け
れ
ば
、

い
な
と
も
え
い
は
で
、
よ
み
け
る
に
、
い
ま
は
わ
す

れ
に
け
る
こ
と
を
書

つ
け
し
な
り
と
て
、
人

に
も
見
せ
し
頭
書

也
。
…
…
」

D
注
釈

(巻

一
～
五
)

E
刊
記「萬

治
三
庚
子
歳
吉
日
林
傳
左
衛
門
尉
板
行
」

と
な

っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
か
ら
判
断
し
て
、
大
津
氏
は
、
磐
斎
は
は
や

く
に
大
原
で
二
品
親
王
の
た
め
に
物
語
を
講
じ

て
い
た
が
、
そ
の
後
、

同
じ
親
王
の
求
め
に
応
じ
承
応
頃
建
仁
寺

で

『
伊
勢
物
語
』
を
数
度
に

わ
た

っ
て
講
釈
し
た
際
、

『
閾
疑
抄
』

に
頭
書

を
加
え
D
の
形
を
な
し

た
。
そ
の
時
の
頭
書
を
人
々
に
見
せ
、
A
B
も
記
し
た
。
そ
の
後
万
治

三
年
に
刊
行
す
る
に
あ
た

っ
て
、
C
を
差
し
込
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と

成
立
と
出
版
の
経
緯
を
推
定
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
小
高
氏
は
、
C
の
記
述
を
重
視
し
、
承
応
元
年

二

(
9
)

六
五
二
)
冬
以
前
に
、
天
台
座
主
慈
胤
親
王
の
た
め
に
大
原
で
、
そ
の

後
承
応
元
年
に
も
建
仁
寺
で
た
び
た
び

『伊
勢
物
語
』
を
講
釈
、
万
治

三
年
に
な

っ
て
書
騨
の
林
傳
左
衛
門
か
ら
、
そ

の
時
の
注
釈
の
多
く
が

『閾
疑
抄
』
の
頭
注
と
し
て
勝
手
に
用
い
ら
れ
、
さ
ら
に
出
版
さ
れ
よ

一17一



う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
た
磐
斎
が
不
快
に
思
い
、
C
を
作
り

自
ら
の
名
で
刊
行
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
両
氏

の
説
は
頭
注
が
建

仁
寺
で
行
わ

れ
た
講
釈

に
お
お
む
ね
基
く
と
す
る
点

で

一
致
す
る

一

方
、
そ
れ
ら
が
刊
行
可
能
な
形
に
ま
と
め
ら
れ
た
時
期
や
、
刊
行
が
当

初
か
ら
磐
斎

の
意
志
に
よ
る
も
の
で
あ

っ
た
か
否
か
に

つ
い
て
見
解
を

異
に
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
『初
冠
』
成
立
に
関
連
し
て
指
摘
し
た
い
の
が
、
従
来
、

注
目
さ
れ
る

こ
と
が
な
か

っ
た
巻

一
の
巻
末
の

「
萬
治
三
年
孟
夏
晦
日

繋
斎
記
之
」
と
い
う
識
語
で
あ
る
。
こ
の
記
事
か
ら

『
初
冠
』

の
刊
行

が
五
月
以
降

で
あ

っ
た
こ
と
も
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
万
治
三
年

四
月
末
に
磐
斎
が

『
初
冠
』
を
執
筆
あ
る
い
は
加
筆
し
て
い
た
こ
と
も

わ
か
る
。
磐
斎
は
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
こ
の
識
語
を
記
し
た
の
だ

ろ
う
か
。

後
年

『新
抄
』
は

『初
冠
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

一
先

年

初

冠

を

せ

し

と

き

、

抄

を

と

い
ふ

人

あ

り

し

か

ど

も

、

閾

疑

抄

外

な

け

れ

ば

と

て
、

か

し

ら

が

き

を

し

、

端

に
大

略

を

記

し

た

る
也

。

さ

れ

ど

も

又

抄

す

べ
き

よ

し

あ

れ

ば

、

時

の
人

の
き

ゝ

し

る
や

う

に
と

い
ふ

も

、

さ

も

あ

る

べ
き

こ
と

ゝ
思

ひ

て
、

書

ぬ

れ

ば

、

文

体

は
む

か

し

の
や

う

に

は
あ

る
ま

じ

き

事

、

こ
と

は

り

だ

に
き

こ
え

ば

、

文

体

は
み

ゆ

る
し

給

ふ

べ
し

。

こ
の
説
明
に
し
た
が
え
ば
、
『初
冠
』
の
成
立
経
緯
は
、
『
伊
勢
物
語
』

注
釈
書
の
執
筆
を
す
す
め
ら
れ
た
磐
斎
が
、
当
時
注
釈
書
と
し
て
高
い

評
価
を
得
て
い
た

『閾
疑
抄
』
以
外
に
新
た
な
注
釈
書
を
書
く
こ
と
を

良
し
と
せ
ず
、
『
閾
疑
抄
』
に
頭
書
を
し
、
さ
ら
に
冒
頭
に

「大
略
」
を

加
え
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
磐
斎
は
こ
の

『
新
抄
』
の
記
事
で
は
、

『初
冠
』
の
序
に
記
す
よ
う
な
出
版
時
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
に
言
及
し

て
い
な
い
。

本
の
出
版
に
あ
た
り
、
謙
辞
と
し
て
序
に
執
筆
の
要
請
あ
る
い
は
執

筆
を
強
い
る
何
ら
か
の
外
的
要
因
の
存
在
を
書
き
記
す
こ
と
が
し
ば
し

ば
あ

っ
た
。
事
実
、
右
に
あ
げ
た

『新
抄
』
の
記
事
も
、
『初
冠
』
『
新

抄
』
と
い
う

一
連
の

『伊
勢
物
語
』
注
釈
書
執
筆
の
動
機
と
し
て
、
人

か
ら
つ
よ
い
す
す
め
が
あ

っ
た
こ
と
を
記
す
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
『初
冠
』
の
出
版
に
関
す
る
序
文
の
内
容
の
信
愚
性
に
つ
い
て
は
更

に
検
討
す
る
必
要
が
で
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

三

 

『初
冠
』
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
『閾
疑
抄
』
本
文
に
頭
注
を
施
す
か

た
ち
で
構
成
さ
れ
た
注
釈
書
で
あ
り
、
全
五
巻

の
頭
注
の
数
は
六
○
○

に
及
ぶ
。
注
釈
内
容
は
、
語
釈
、
表
記

へ
の
言
及
、
謹
歌
、
故
実
の
指

摘
な
ど
で
、
そ
の
出
典
は
、
万
葉
集
、
日
本
書
紀
、
源
氏
物
語
、
礼
記
、

前
漢
書
な
ど
和
漢
を
問
わ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
記
事
に
く
わ
え

て
磐
斎
が
頭
注
に
指
摘
す
る
の
が
先
行
注
釈
の
説
で
あ
る
。
『初
冠
』
頭

注

に
指
摘
す
る

『伊
勢
物
語
』
の
先
行
注
釈
と
お
ぼ
し
き
も
の
は
次
の
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通

り
。

「
首

書

」

(
記

事

数

は

五

十

三

。
以
下

同

じ

。
)

・

「
或

抄

」

(
三

十

二
)

・

「
愚

」

(
三

十

。

た
だ

し
、

「
桃

御

説

」

七

、
コ

禅

」

一
を

含

む
)

・

「
用

」

(
二
十

七

)

・

「
勢

」

(
二

十

七

)

・

「
祇

」

(
十

五
。

た
だ

し

「
宗

祇

」

一
を

含

む

。
)

・

「
肖

」

(八

)

・

「
朶

」

(八

)

・

「
巴

」

(七

)

・

「
惟

」

(
六
)

・

「
星

」

(
四
)

・

「
御

説

」

(
四
)

・

「
冷

泉

家

抄

」

(
三
)

こ
れ

ら

の
う

ち
、

磐

斎

が
最

も

多

く
引

用

す

る

の

は
、

最

初

に
挙

げ

た

(
10
)

「首
書
」
で
あ
り
、
そ
の
数
は
、
巻

一
に

一
例
、
巻
二
に
二
十
三
例

(説

明
を
含
め
ば

二
十
四
例
)
、
巻
三
に
九
例
、
巻
四
に
七
例
、
巻
五
に
十
三

例
と
、
合
計

五
十
三
例
に
及
ぶ
。

こ
の

「首
書
」
に

つ
い
て
は
、
巻
二

に

私
云
首
書
と
は
幽
斎
閾
疑
抄

の
か
し
ら
書
也
。

と
記
す
た
め
、
そ
れ
が
、
磐
斎
が
目

に
し
た

『
閾
疑
抄
』
頭
注

で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
閾
疑
抄
』
の
頭
注
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性
格
を
二
つ
に

区
別
し
て
把
握
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ひ
と

つ
は
、

著
者
で
あ
る
細
川
幽
斎
が
自
分
自
身

で
あ
る
い
は
直
接
他
人

に
指
示
し

て
頭
書
を
付
し
た
も
の
。
も
う
ひ
と

つ
は
、
『伊
勢
物
語
』
講
釈
に

『閾

疑
抄
』
を
用

い
、
そ
の
際
押
紙
あ
る
い
は
頭
書
を
し
た
り
、
あ
る
い
は

『閾
疑
抄
』

に
考
勘
を
加
え
た
り
し
た
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
頭
注
内

容
も
前
者
は
幽
斎
自
身
の
説
を
反
映
し
、
後
者
は
別
の
人
物

の
説
を
反

映
し
た
も
の
に
な
る
。
し
か
し

『
初
冠
』

の

「首
書
」

の
場
合
、
先

に

あ
げ
た

「
幽
斎
閾
疑
抄

の
か
し
ら
書
」
と
い
う
説
明
の
み
で
は
、
そ
れ

が
、
「
『閾
疑
抄
』
に
付
さ
れ
た
幽
斎
に
よ
る
首
書
」
を
意
味
す
る
の
か
、

あ
る
い
は

「
幽
斎
著

『
閾
疑
抄
』
に
付
さ
れ
た
首
書
」
を
意
味
す
る
の

か
判
断
し
が
た
い
。
そ
の
た
め
、
「首
書
」
の
筆
者
や
全
体
像
に
つ
い
て

は
、
『初
冠
』
所
引
の

「首
書
」
説
と
複
数
の

『
閾
疑
抄
』
の
首
書
と
の

対
照
に
よ

っ
て
探
る
以
外
に
方
法
は
な
い
だ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
九
州
大
学
蔵

『
閾
疑
抄
』
は
宇
土
細
川
家
旧
蔵
の
二
冊

'

本
だ
が
、
下
巻
奥
に

「
右
此
本
上
下
直

ニ
書
付
頭
書
者
、
並
問
之
分
也
。

幽
斎
尊
翁
依
仰
於
御
前
書
之
。
更
以
札
私
又
付
。
此
の
者
予
見
出
分
、

為
心
得
以
後
験
之
畢
。
」
と
幽
斎
自
身
の
指
示

の
頭
書
し
た
こ
と
を
伝

え
る
写
本
で
あ
り
、
全
体
を
通
し
て
、
計
七
十

五
ヶ
所
に
頭
書
、
三
十

五

ヶ
所
に
押
紙
が
確
認
で
き
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
ら
の
頭
注
や
押
紙
の

説
を

『初
冠
』
の

「首
書
」
の
説
と
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

一
致
が

み
ら
れ
な
か

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
九
大
本
を
見
る
か
ぎ
り
で
は
、
『初

冠
』
の

「首
書
」
と
幽
斎
の
説
と
の
間
に
は
直
接
的
な
関
係
は
見
出
せ

な
い
と
言
え
よ
う
。

磐
斎
が
先
行
注
釈
書
と
し
て
多
用
し
た

「
閾
疑
抄

の
か
し
ら
書
」
の

全
容
は
、
現
段
階
で
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
し
か
し
、
大
津
氏

の
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
同
様
に
頭
注
を
付
し
た

『
閾
疑
抄
』
は
他
に
も

数
種
現
存
す
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ら
の
検
討
を
通
し
て
新
た
な
事
実
が

明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
磐
斎
が

「首
書
」
に
つ
い
で
多
く
引
用
す
る
の
が
こ
れ
か
ら
述

べ
る

「或
抄
」
で
あ
る
。
五
巻
を
通
し
て
三
十
七
の
記
事
を
確
認
す
る
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こ
と
が
で
き

る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら

「或
抄
」
の
標
示
の
も
と
に
示
さ
れ
る
記
事
に

は
、
先
行
注
釈
書
か
ら
の
引
用
が
多
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
顕
著
な

も
の
を
二
一二
指
摘
し
よ
う
。

百
十
五
段

〈宮
こ
し
ま
べ
〉

或
抄
云
愚
見
云
宮
こ
し
ま
の

一
句
も
の
ゝ
名
と
も
き
こ
え
ず
。
今

案
都
と
し
ま
べ
と
の
別
い
つ
れ
も
か
な
し
き
と
云
心
に
と
り
な
し

て
物
名
を
か
く
し
た
る
と
云
べ
き
に
や
。
た
と

へ
は
都

へ
上
る
人

と
嶋

べ
に
と
ま
る
人
難
別
は
同
じ
か
な
し
さ
と
云
心
成
べ
し
。

百
十
八
段

〈玉
か
づ
ら
は
ふ
木
あ
ま
た
に
成
ぬ
れ
ば
た
へ
ぬ
こ
ゝ

ろ
の
う
れ
し
げ
も
な
し
〉

或
抄
愚
見
祇
玉
か
づ
ら
を
男

の
心
に
た
と
へ
た
り
。
惟
清
閾
疑
玉

か
づ
ら
女
に
た
と
へ
た
り
。

百
十
九
段

〈む
か
し
女
の
あ
だ
な
る
お
と
こ
の
か
た
み
と
て
を
き

た
る
物
共
を
み
て
〉

或
抄
云
惟
あ
だ
は
仇
也
。

に
ご
る
へ
し
。
御
説
古
今
両
用
な
り
。

巴
説
か
た
み
も
い
ま
は
あ
だ
人

の
ご
と
し
と
也
。

百
十
五
段
は

「宮

こ
し
ま
べ
」

に
つ
い
て

「或
抄
」
の
標
示
の
も
と
に

『愚
見
抄
」
を
、
百
十
八
段
は

「玉
か
づ
ら
」
に

つ
い
て
、
や
は
り

『愚

見
抄
』
「宗
祇
説
」
『惟
清
抄
』
『閾
疑
抄
』
を
、
百
十
九
段

「
あ
だ
な
る

男
」
に
つ
い
て
は
や
は
り

『
惟
清
抄
』
「御
説
」
「
巴
説
」
を
そ
れ
ぞ
れ

「或
抄
」
の
標
示
の
も
と
に
引
用
す
る
。

あ
る
特
定
の
注
釈
書
を
引
用
す
る
際
、
そ
の
注
釈
記
事
が
含
む
別
の

注
釈
書
の
説
を
も
引
用
す
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る

「孫
引
き
」
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
注
釈
書
で
確
認
で
き
よ
う
。
し
か
し
、

『初
冠
』
頭
注
の
場
合
、

「或
抄
」
で
示
さ
れ
る
全
三
十
七
例

の
注

の
う
ち
二
十
例
と
半
数
以
上

を
そ
の
よ
う
な
記
事
が
占
め
る
こ
と
は
、
や
は
り
注
目
す
べ
き
だ
ろ

う
。
「或
抄
」
は
、
複
数
の
先
行
注
釈
の
引
用
記
事
で
構
成
さ
れ
た
諸
注

集
成
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
い
。

大
津
氏
前
掲
書
に
よ
れ
ば
、
室
町
時
代
末
期

か
ら
江
戸
時
代
初
期
に

か
け
て
、
数
種
の
注
釈
書
を
引
用
す
る
諸
注
集

成
が
流
行
し
た
と
い

う
。
例
え
ば
、

一
華
堂
切
臨
編

『伊
勢
物
語
集
注
』
は
書
名
か
ら
し
て
、

そ
の
内
容
の
想
像
は
容
易
で
あ
り
、
北
村
季
吟

に
よ
る

『伊
勢
物
語
拾

穂
抄
』
も

『愚
見
抄
』
『肖
聞
抄
』
『惟
清
抄
』
『
閾
疑
抄
』
な
ど
の
先
行

注
釈
書
に
師
松
永
貞
徳
の
説
を
加
え
、
諸
注
の
整
理
集
成
を
試
み
た
も

の
で
あ

っ
た
。

つ
ま
り
、
磐
斎
が

『初
冠
』
を
記
し
た
当
時
、
こ
の
よ

う
な
形
態
を
と
る
注
釈
書
は
少
な
く
な
か

っ
た
の
だ
。

こ
れ
ら
の
点
を
ふ
ま
え
て
、
「或
抄
」
が
諸
注
集
成
で
あ
る
と
い
う
立

場
に
立

っ
て
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

で
は
、
「或
抄
」
は
ど
の
よ
う
な
注
釈
書
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ

う
か
。
『初
冠
』
頭
注
に
お
い
て

「或
抄
」
と
と
も
に
示
さ
れ
た
注
釈
書

の
略
号
は
次
に
あ
げ
た
通
り
で
あ
る
。
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「
勢

」

(
九

)

・

「
用

」

(
五

)

・

「
愚

」

(
四

)

・

「
惟

」

(
二

)

・

「
御

説
」

(
二
)

・

「
祇

」
(
一
)

・

「
朶

」

(
一
例

)

・

「
巴
」

(
一
)

こ
れ

ら

の
う

ち
、

「
愚

」

「
祇

」
「
惟

」
「
御

説

」

「
巴

」

が
指

す

の

は

そ
れ

(
11
)

そ
れ

『
愚
見
抄
』
「宗
祇
説
」
『惟
清
抄
』
「三
光
院
の
説
」
「紹
巴
説
」

で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「勢
」
「用
」
「朶
」
が
指
す
注
釈
書
は
、
ひ
ろ
く
流

布
す
る
よ
う
な
性
格

の
も
の
で
は
な
か

っ
た
ら
し
く
、
本
来
吻
騒
日名
や

著
者
、
内
容

に
つ
い
て
、
現
在
も
あ
き
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
。

し
た
が

っ
て
、
そ
の
よ
う
に
、
ひ
ろ
く
流
布
し
て
い
な
か

っ
た
ら
し

い

「勢
」
「
用
」
「朶
」
な
ど
の
注
釈
書
に
つ
い
て
、
『初
冠
』
が
、
全
体

を
通
し
て
そ
れ
ぞ
れ
、
十
八
例
、
十
例
、
三
例
と
言
及
す
る
の
は
い
さ

さ
か
奇
妙
に
も
感
じ
ら
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
約
半
数
が
右
に
あ
げ
る

よ
う
に

「
或
抄
」
の
標
示
の
も
と
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
着

目
し
、
こ
の
こ
と
か
ら

「勢
」
「用
」
「
朶
」

の
説
が
諸
注
集
成
で
あ
る

「
或
抄
」
を
通
し
て
間
接
的
に

『初
冠
』

に
取
り
入
れ
ら
れ
た
の
だ
と

考
え
れ
ば
、

一
応
の
説
明
が

つ
く
。
そ
し
て
や
は
り

「
勢
」
「用
」
「朶
」

と
同
様
に
本
来

の
書
名
が
不
明
な
注
釈
書

「
星
」
の
記
事
に

つ
い
て
も

「
或
抄
」
の
標
示
こ
そ
欠
く
も
の
の
、
同
じ

「抄
」
か
ら
引
用
さ
れ
た

可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。

で
は
、
こ
の
よ
う
な
先
行
注
釈
を
含
ん
だ

「或
抄
」
と
は
ど
の
よ
う

な
注
釈
書
だ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

九
州
大
学
附
属
図
書
館
に

『伊
勢
物
語
抄
』
と
称
す
る
注
釈
書
が
あ

(
13
)

る
。
こ
の
本
は
、
注
釈
の

一
部
に
後
水
尾
院
説
と
の
重
複
が
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
大
津
氏
に
よ

っ
て
後
水
尾
院
に
よ
る
注
釈
で
あ
る
可
能

性
が
指
摘
さ
れ
た
注
釈
書
で
あ
る
。
同
じ
内
容

を
伝
え
る
も
の
と
し
て

は
、
書
陵
部
蔵
の
三
本
、
桃
園
文
庫
本
、
徳
島
光
慶
図
書
館
旧
蔵
本
、

大
津
氏
蔵
本
、
高
松
宮
家
本
の
七
本
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「伊
勢
物
語
講
本
」
(書
陵
部
本
)
「伊
勢
物
語
大
鏡
裏

書
」
(書
陵
部
本
)
「伊
勢
物
語
抄
」
(書
陵
部
本

・
桃
園
文
庫
本

・
高
松

宮
本

・
九
大
本
)
「伊
勢
遣
遥
院
御
抄
」
(徳
島
光
慶
図
書
館
旧
蔵
本
)
、

「伊
勢
物
語
抄
実
澄
公
作
」
(大
津
氏
蔵
本
)
の
異
な
る
書
名
が
付
さ
れ

て
い
る
と
い
う
。
た
だ
し
、
そ
の
内
容
に
寛
永

二
年

(
一
六
二
五
)
の

講
釈

へ
の
言
及
が
た
び
た
び
見
ら
れ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
適
遥
院

三
条
西
実
隆

(
一
四
五
五
=

一
五
三
七
)
や
そ

の
孫
三
条
西
実
澄

二

五

一
一
「

一
五
七
九
)
に
よ
る
抄
と
は
考
え
に
く
い
。
し
か
し
、
こ
の

よ
う
に
三
条
西
家
の
名
を
冠
し
た
外
題
を
有
す
る
こ
と
は
、

こ
の
注
釈

書
が
伝
来
の
過
程
に
お
い
て
、
堂
上
の
流
れ
を
汲
む
も
の
と
し
て
認
識

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。

注
目
す
べ
き
は
、
こ
の
九
大
本

『
伊
勢
物
語
抄
』
が
諸
注
集
成
の
体

を
な
し
て
お
り
、
そ
の
う
え
、
本
文
中

に
は

「
愚
」
「祇
」
「肖
」
「惟
」

「勢
」
「
朶
」
「巴
」
「
用
」
「星
」
な
ど
の

「或
抄
」

に
見
ら
れ
る
も
の

と
同
様
の
略
号
で
示
さ
れ
た
先
行
注
の
記
事
が
確
認
で
き
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
こ
の

『伊
勢
物
語
抄
』

に
引
用
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
説

を
、
『初
冠
』
頭
注

の
引
用
と
比
較
し
て
み
る
と
、
次

の
よ
う
な
記
事
の

共
通
を
見
る
。
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『初
冠
』
頭
注

〈今

日
来

ず

は
明

日

は
雪

と
そ

ふ

り
な
ま
し
消

え
ず
は
あ
り
と
も
花

と
見
ま
し
や
〉

或
抄

云
勢

云
此
寄
贈
答

の
本

と
す

べ
し
と
な
り
。
愚
見
云
消

ず
は
あ

り
と
も
は
花
也
。
花
と
み
ま
し
や

は
雪

な
り
。
け
ふ

ご
ず
は
と
云
も

女

の
あ
だ
な
る
事

を

い
は
ん
た
め

也
。

〈
あ
め

の
下

の
色

こ
の
み

の
嵜

に

て
は
猶
ぞ
有
け
る
〉

或
抄
朶
云
な
を
直
字
也
と
も

い
へ

と
猶

の
字
也
。
か
や
う

の
時
も
好

色
を
た

て
ゝ
よ
く
返
事
し
た
る
と

也
。

〈
昔
お

と

こ
女

み
そ

か

に
か

た
ら

ふ
わ
ざ
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
〉

或
抄
用
云
女
字
天
福
本

に
な
し
。

女
字
あ
り

て
可
然
也
。

〈
藤
原
常
行
〉

或
抄
勢
云
常
行
と
き

つ
ら
と
よ
む

由
系
図

に
は
あ
り
。
此

に
は

つ
ね

ゆ
き
尤
可
用
之
。

九
大
本

『伊
勢
物
語
抄
』

勢

此

笥
贈

答

ノ
本

ト

ス

ベ

シ
ト

也
。

愚
見

云
消
ず

は
あ
り
と
も

ハ

花
也
。
花

と
み
ま
し
や

ハ
雪
也
。

け
ふ

ご
ず
は
ト
云

モ
女

ノ
ア
ダ
ナ

ル
事

ヲ
イ

ハ
ン
タ

メ
也

。

朶

な

を
直

ノ
字

モ

ア
リ
。

サ

レ
ト

モ
猶

ノ
字

也

。

カ

ヤ

ウ

ノ
時

モ
好

色

ヲ
タ

テ

・
ヨ
ク
返

寄

シ
タ

ル
ト

也

。
天

ナ
シ
。
用
女

ノ
字
有

テ
可
然
。

勢
常
行

ト
キ

ツ
ラ
ト

ヨ
ム
由
系
図

ナ
ド

ニ
ハ
有
。
サ

レ
ト
此
物

語

ニ

ハ
ッ
ネ

ユ
キ

ト
有
。
尤

可

用
之

也
。

両
者

の
記
事

の
類
似
は

一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
を
は
じ
め
と
し

て
先
行
注
釈
記
事
の

一
致
は
七
十
七
例
に
お
よ
ぶ
。
そ
し
て
、
先
述
し

た

『
初
冠
』
頭
注
に

「
星
云
」
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
説
に
つ
い
て

も
、
や
は
り
、
『
伊
勢
物
語
抄
』
に
共
通
の
記
事
を
見
出
せ
る
。
こ
の
よ

う
な

一
致
は
、
『初
冠
』
頭
注
所
引

「或
抄
」
と

『伊
勢
物
語
抄
』
の
近

い
関
係
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
さ
ら
に

『初
冠
』
頭
注
と

『伊
勢
物
語
抄
』
を
対
照
し
て

い
く
と
、
記
事
の
共
通
が
先
行
注
釈
書
以
外
の
箇
所
に
も
確
認

で
き

る
。

つ
ま
り
、
『初
冠
』
頭
注
が
特
に

「或
抄
」
「或
説
」
な
ど
と
先
行

注
釈
の
存
在
を
示
唆
し
な
い
注

で
も

『伊
勢
物
語
抄
』
と
共
通
す
る
記

事
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
初
段

「む
か
し
」
と
い
う
物
語
の
発
端
に

つ
い
て
、
『初
冠
』

は

『
素
問
』
を
典
拠
と
し
て
引
用
す
る
。

一
方
、
典
拠
と
し
て
漢
籍
を

し
ば
し
ば
引
用
す
る
傾
向
に
あ
る

『集
註
』
は
同
じ
箇
所
に

『尚
書
』

を
あ
て
る
。
そ
し
て
こ
の
箇
所
に

つ
い
て
九
大
本

『伊
勢
物
語
抄
』
は

や
は
り

『
素
問
』
を
引
用
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
四
十

一
段

「う

へ
の

き
ぬ
」
の
注
に

『初
冠
』
は
、
古
辞
書
で
あ
る

『楊
氏
漢
語
抄
』
を
引

用
す
る
が
、
こ
の
箇
所
に

つ
い
て

『集
註
』
に
は
、
同
様
の
指
摘
は
確

認
な
い
の
に
対
し
、
『伊
勢
物
語
抄
』
は
、
や
は
り

『初
冠
』
と
同
じ
く

『楊
氏
漢
語
抄
』
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と

『初
冠
』
の

「或
抄
」
と

『
伊
勢
物
語
抄
』

と
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
磐
斎
が

『初
冠
』
頭
注
を

付
す
に
あ
た
り
、
「或
抄
」
と
明
記
し
な
い
箇
所

に
つ
い
て
も

「或
抄
」
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の
説
を
参
照
し
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
に
九
大
本

『
伊

勢
物
語
抄
』
と
重
複
す
る

『初
冠
』
頭
注
は
百
六
十
三
に
の
ぼ
り
、
頭

注
全
体
の
二
割
強
を
し
あ
て
い
る
。

四

(
14
)

と
こ
ろ
で
、
『初
冠
』
頭
注
は
、

一
部
に

「古
注
」
「或
説
」
と
い
う

表
現
を
用
い

つ
つ
も
、
磐
斎
自
身
が
属
す
る
二
条
流
と
は
異
な
る
冷
泉

(15
)

家
流
の
注
釈

に
つ
い
て
も
そ
の
書
名
を
指
摘
す
る
な
ど
、
出
典
名
を
明

記
す
る
特
徴
が
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
磐
斎
は
あ
れ
ほ
ど
多
用
し
た
注
釈

書
を

「或
抄
」
と
表
現
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、

次
の
よ
う
な
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

①
磐
斎

が
参
照
し
た
注
釈
書
の
外
題
が

「抄
」
あ
る
い
は

「伊
勢

物
語
抄
」
と
な

っ
て
お
り
、
著
者
に
つ
い
て
も
、
明
ら
か
で
は
な

か

っ
た
。

②
書
名
を
意
図
的
に
朧
化
し
た
。
こ
の
場
合
、
書
名
を
明
ら
か
に

出
来
な

い
、
何
ら
か
の
制
約
が
あ

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
大
津

氏
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
注
釈
書
が
後
水
尾
院
に
よ
る
注
釈

で
あ

っ
た
場
合
、
刊
本
に
そ
の
名
を
指
摘
す
る
こ
と
は
さ
す
が
に

は
ば
か
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
な

が
ら
、
①
に

つ
い
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
今
日
に
伝
わ
る

『伊
勢
物
語
抄
』
の
諸
本
が
か
な
り
狭
い
範
囲
で
伝
わ
る
以
上
、
磐
斎

が
そ
の
出
自

に

つ
い
て
何
も
知
ら
な
か

っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
仮

に
、
書
名
を

『伊
勢
物
語
抄
』
と
の
み
伝
え
ら
れ
て
い
て
も
、
学
識
を

以

っ
て
知
ら
れ
た
講
釈
者
た
る
磐
斎
が
、
そ
の
著
者
に
つ
い
て
何
の
予

備
知
識
も
な
く

『初
冠
』
頭
注
に
多
用
し
た
と
理
解
す
る
の
は
、
無
理

が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
注
釈
を
引
用
す

る
に
あ
た
っ
て
は
、

一

定
の
信
頼
感
と
そ
の
根
拠
が
あ

っ
た
は
ず
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
考
え

て
く
る
と
や
は
り
、

こ
の
注
釈
書
に

つ
い
て
磐
斎
が
意
識
的
に
書
名
や

由
来
を
公
に
す
る
こ
と
を
避
け
て

「或
抄
」
と
称
し
た
の
で
は
な
い
か

と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
堂
上
の
注

で
あ
る
三
条
西
実
枝
の
説
に
つ

い
て
は
、
「
御
説
と
は
三
光
院
殿
」
と
明
示
し
な
が
ら
、
こ
の
注
釈
書
に

つ
い
て
は
、
書
名
や
由
来
を
明
ら
か
に
し
な
か

っ
た
の
は
、
そ
れ
が
大

津
氏
が
指
摘
す
る
ご
と
く
、

後
水
尾
院

に
よ
る
注
釈
書

で
あ
り
、

『初

冠
』
が
刊
行
さ
れ
た
万
治
三
年
に
は
院
が
在
世
中
で
あ

っ
た
た
め
、
は

ば
か

っ
た
可
能
性
も
充
分

に
考
え
ら
れ
よ
う
。

地
下
の
講
釈
者

で
あ
る
磐
斎
が
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の

よ
う
な
注
釈
書
を
入
手
し
た
の
か
と
い
う
点
は
磐
斎
と
堂
上
と
の
交
流

を
考
え
る
う
え
で
も
重
要
な
問
題
と
し
て
残
る
だ
ろ
う
。

貞
徳
か
ら

『伊
勢
物
語
』
秘
伝
類
を
伝
授
さ
れ
、
し
ば
し
ば

『伊
勢

物
語
』
の
講
釈
を
行
い
、
二
度

に
わ
た

っ
て

『
伊
勢
物
語
』
に
関
す
る

注
釈
書
を
上
梓
し
た
磐
斎
。
そ
の
注
釈
は
、
い
か
な
る
先
行
注
釈
に
基

づ
い
て
形
成
さ
れ
た
も
の
だ

っ
た
か
。
ま
た
、

そ
れ
ら
の
注
釈
が
ど
の

よ
う
な
経
過
で
公
刊
さ
れ
る
に
い
た

っ
た
の
か
。
そ
の
解
明
が
当
時
の

古
典
学
の
あ
り
よ
う
を
次
第

に
明
ら
か
に
し
て
い
く
に
ち
が
い
な
い
。
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〈
注

〉

片
桐
洋

一
氏
編

『
伊
勢
物
語

慶
長
十
三
年
刊
嵯
峨
本
第

一
種
』
(和
泉
書

院

昭

56
)
解
題

に
寛
永
六
年
本

・
寛
永
二
十
年
本

・
正
保
二
年
本

・
正

保
三
年
本

・
正
保
五
年
本

・
承
応
あ

る
い
は
明
暦
頃
と
推
定
さ
れ
る
刊
年

不
明
本

・
万
治

二
年
本

・
万
治
三
年
本

の
八
本

の
整
版
本
を
指
摘
す
る
。

川
瀬

一
馬
氏

『
増
補
古
活
字
版

の
研
究
』
(↓
7
0
A
口
二
ρ
口
二
〇
ロ
U」
○
o
訂
o
一甲

Φ
「
ω
A
ω
。。○
o
§

一8

○
h
J
碧

o
昌

昭
42
)
に
よ
る
。
同
書

に
よ
れ
ば
、
『
肖

聞
抄
』

に
は
、

さ
ら
に
も

う

一
本
、
古
活
字
版
が
存
す

る
と

い
う
。

享
保
十

八
年

の
識
語
を
有
す

る
有
賀
長
伯

『
伊
勢
物
語
秘

々
注
』
(東
洋
文

庫
蔵
。
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
紙
焼
本

に
よ
る
)

は
、

二
条
家

に
用

い
る

注
釈
書

の

一
つ
と
し
て

『
閾
疑
抄
』
を
挙
げ

る
。
『
閾
疑
抄
』
の
盛
行

に

つ

い
て
は
、
田
中
宗
作
氏

『伊
勢
物
語
研
究
史

の
研
究
』

(桜
楓
社

昭

40
)

に
詳
し
い
。

た
だ
し
、

一
部

に
は

『閾
疑
抄
』

を
否
定

し
た

『伊
勢
物
語

集

注
』

(
一
華
堂
切

臨
編

慶
安

五
年

)

の
よ
う
な
注
釈
書

も
あ

っ
た
。

大
津
有

一
氏

『伊
勢

物
語
古
註

釈

の
研
究
』
(初
版

石
川
国
文
学
会

昭

29

増
訂
版

八
木

書
店

昭
61
)

に
、
中
院

通
勝

に
よ
る
頭

書
を
持

つ
京
都
府

立
図
書
館
蔵

『
闘
疑
抄
』
、
後
水

尾
院

の
講

釈
に
よ
る
頭
書
を
持

2
局
松
宮

本

『
闘
疑
抄
』
、
大
津
氏
蔵
風
月
版

『
闘
疑
抄

』
な
ど
が
指
摘

さ
れ

て
い
る
。

藤
関
吉
徳
氏

「
加
藤
磐
斎
伝
記
考
証
」
(
『
國
文

學
』
第
63
号

・
昭
61
)
に

翻
字
さ
れ
た
山
本
道
竹
軒
治
斎
編

『
日
本

古
今

往
生

略
伝
』

(
天
和
三
年

版
)

に
よ
る
。

小
高
敏
郎
氏

『
松
永
貞
徳

の
研
究

続
編
』
(
至
文
堂

昭
31
)
は
、
季
吟

が

『
百
人

一
首
拾
穂
抄
』
序

に
批
判
し
た

「
偽

の
註
解
」
と
は
磐
斎
が
刊

行
し
た

『
貞
徳
頭
書
百
人

一
首
抄
』

で
は
な

い
か
と
し
、
季
吟
が
磐
斎

に

対
し

て
疎
隔

の
心
を
有
し

て
い
た
と
推
測
す
る
。

こ
の
点

に

つ
い
て
野
村

貴
次
氏

『
季
吟
本

へ
の
道

の
り
』
(新
典
社

昭

58
)
は
、
季
吟
が
磐
斎

に

批
判
的

な
言
動

を
お
こ
し

た
の
は
磐
斎
没
後

で
あ

っ
た
ろ
う
と
す
る
。

有
吉
保
氏
編

『加
藤
磐
斎
古
注
釈
集
成

1
伊
勢
物
語
抄
』

(新
典
社

昭

60
)
所
収
。

な
お
本
稿

で
は
同
書

の
書
名

に

つ
い
て
、
通
例

に
従

い

『
伊

勢

物
語
新
抄
』

と
す
る
。

磐

斎

の
号
に

つ
い

て
は
、
『初
冠
』
お
よ
び
万
治
三
年

の
識
語
を
持

つ
九
州

大
学
蔵

『
伊
勢
物

語
口
伝
』

は

「繋
斎
」
と
す

る
。

元
和
三
年

(
一
六

一
七
)
生
。

元
禄
十

二
年

(
一
六
九
九
)
莞
。
寛
永
十

九
年

(
一
六
四
二
)
、
慶
安
三
年

(
一
六
五
○
)
、
明
暦
元
年

(
一
六
五
五
)

の
三
度

に
わ
た

っ
て
天
台
座

主
に
補
。

巻
五
以
降
は
頭
書
と
表
記
す
る
。

巻

一
頭
注

に

「
御
説
は
三
光
院
殿
」
と
あ
る
。

た
だ
し
、
当
時

「
勢
」
と
し

て
引
用
さ
れ
て
い
た
注
釈

に

つ
い
て
は
、
大

津
氏
前
掲
書
が
、
書
陵
部
本

『
惟
清
抄
』

に
引

用
す

る

「勢
」
説
が
、
学

習
院
大
学
蔵
三
条
西
公
条

『
伊
勢
物
語
御
抄
』

の
内
容

と

一
致
す

る
こ
と

を
指
摘
し

て
い
る
。

書
型
縦

二
十
六

・
三
糎

×
横
十
八

・
○
糎
。

一
冊
。
「
伊
勢
物
語
抄

」
の
題

籏
を
表
紙
中
央

に
付
す
。
内
題
な
し
。
料
紙
は
鳥

の
子
の
勝

っ
た
交
ぜ
漉

き
。
遊
び
紙

一
丁
。
墨
付
百
七
十

一
丁
。

一
面
十
行
書

き
。
巻
末

に

「元

禄

四
年
辛
未
八
月

日
写
之
畢

元
繁
」

の
識

語
を
持

つ
。
朱

・
墨

に
よ
る

書
き
入

れ
が
多

い
が
本
文
と
同
筆
。
『
伊
勢
物
語
』
本
文

は
平
仮
名
漢
字
交

じ
り
で
、
講
釈
部
分

は
片
仮
名
漢
字
交
じ
り

で
書

き
記
す
。

中
世

か
ら
近
世

に
か
け

て
用

い
ら
れ
る

「
古
注
」
と
い
う
呼
称

は
、
冷
泉

流

の
秘
伝
類
を
指
す

と
い
う
片
桐
洋

一
氏

の
指

摘
が
あ
る
。
『
伊
勢
物
語

の
研
究

研
究
篇
』

(明
治
書
院

昭
43
)

今
川

了
俊

『師
説
自
見
集
』

・
同

『
言
塵
集
』

・

『
冷
泉
家
抄
』

は
冷
泉

家
流

の
書
物

で
あ

っ
た
。
た
だ
し
、
二
条
流

に
属
す
る
注
釈
書

に
お
い
て
、

冷
泉
家
注
釈

も
摂
取
し

て
注
を
加
え

る
こ
と
が
あ

っ
た

こ
と
は
、
既
に
田

う24一



中
氏
前
掲
書
及
び
堤
康
夫
氏

「
『
伊
勢
物
語
増
選
抄
』
に
関
す
る
考
察
=

江

戸
時
代
前
期

に
お
け
る
注
釈

の

一
形
態
を

さ
ぐ

る
=
」

(『
國
學
院
雑
誌
』

第

91
巻

8
号

・
平

2
)
同
氏

「
『
伊
勢
物
語
増
選
抄
』
の
源
泉

1
冷
泉
家
流

「古

注
」
と

の
関
連

を
中
心

と

し

て
ー
」

(『
國
學

院
雑

誌
』
第

91
巻

10

号

・
平

2
)

に
指
摘

が
あ

る
。

た
だ
し
、
前
述

の

「
む
か
し
」
(初
段
)
の
典
拠

と
し
て

『
初
冠
』
頭
注
及

び

『伊
勢
物
語
抄
』

が

『
素
問
』
を
指
摘
す

る
の
に
対
し
、
明
暦

二
年

の

後
水
尾
院

の
講
釈

の
聞
書

で
あ

る
九
州
大
学
附
属
図
書
館
蔵

『
後
水
尾
院

聞
書
』
は

『尚
書
』
を
指
摘
す

る
な

ど
、
両
者
間

に
は
違

い
も
見

ら
れ

る
。
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