
伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

1
天
福
本
第
十
四
段
の
場
合
一

森

本

茂

　
伊
勢
物
語
の
中
の
歌
に
は
、
古
歌
集
な
ど
と
深
い
関
係
を
持
つ
も
の
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1

か
つ
て
福
田
良
輔
氏
の
調
査
き
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
伊
勢
物
語
の
歌
の
う

ち
、
万
葉
集
と
同
項
・
類
歌
．
同
系
統
領
に
あ
る
も
の
は
五
十
五
首
に
の
ぼ
り
、

伊
勢
物
語
全
歌
数
の
約
四
分
の
一
に
当
た
る
。
伊
勢
物
語
の
歌
は
万
葉
集
に
限
ら

ず
、
記
紀
歌
謡
や
古
今
亭
な
ど
の
勅
撰
集
に
み
え
る
歌
と
同
歌
・
類
歌
の
も
の
が

多
く
、
そ
れ
ら
の
歌
が
古
く
か
ら
民
謡
と
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
こ
う
い
う
伝
承
性
を
ふ
ま
え
て
伊
勢
物
語
の
歌
を
理
解
し
、
伊
勢
物
語
の

各
段
の
文
芸
性
を
論
ず
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
と
思
う
。
私
は
こ
う
い
う
点
に
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

目
し
て
、
か
つ
て
二
、
三
の
稿
を
発
表
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
本
稿
で
も
同
じ
立

場
に
立
っ
て
、
伊
勢
物
語
第
十
四
段
（
天
福
本
）
の
歌
三
首
に
関
す
る
伝
承
性
に

つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
伊
勢
物
語
第
十
四
段
の
全
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

　
む
か
し
、
を
と
こ
、
み
ち
の
國
に
す
寓
う
に
行
き
い
た
り
に
け
り
。
そ
こ
な

る
女
、
京
の
人
は
め
づ
ら
か
に
や
覧
え
け
ん
、
せ
ち
に
思
へ
る
心
な
ん
あ
り
け

る
。
さ
て
、
か
の
女
、

　
　
中
く
に
懸
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り

歌
さ
へ
そ
ひ
な
び
た
り
け
る
。
さ
す
が
に
あ
は
れ
と
や
思
ひ
け
ん
、
い
き
て
疲

に
け
り
。
夜
深
く
出
で
に
け
れ
ば
、
女
、

　
　
夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や

　
　
り
つ
る

と
い
へ
る
に
、
を
と
こ
、
京
へ
な
ん
ま
か
る
と
て
、

　
　
栗
原
の
あ
れ
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を

と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、
「
思
ひ
け
ら
し
」
と
そ
い
ひ
居
り
け

る
。

（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
）

五
一
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伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

二

　
ま
ず
「
聡
く
に
懸
に
死
な
ず
は
桑
子
に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り

」
の
歌
に
つ
い
て
み
る
。
こ
の
歌
の
類
歌
は
万
葉
集
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
三
〇
八
六
　
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
桑
子
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
玉
の
緒
ば
か

　
　
　
　
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
新
訓
万
葉
集
・
以
下
同
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
・
寄
物
陳
思
）

　
万
葉
集
巻
十
二
の
中
に
、
民
謡
性
を
持
つ
口
調
歌
が
混
入
し
て
い
る
と
み
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

は
今
日
の
定
説
で
あ
る
。
た
と
え
ば
「
寄
物
陳
思
」
の
申
の
二
九
六
四
番
か
ら
三

一
〇
〇
番
の
歌
は
み
な
恋
歌
で
あ
り
、
地
名
と
か
素
材
に
地
方
的
な
も
の
が
多
く

一
読
し
て
こ
れ
ら
の
歌
が
民
謡
で
あ
っ
た
ろ
う
と
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
森
本
治

吉
氏
が
、
　
「
巻
十
一
・
十
二
の
う
ち
本
来
の
口
調
文
学
と
記
載
文
学
と
を
一
一
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4

具
体
例
に
就
て
差
別
す
る
事
は
、
今
日
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
た
よ

う
に
、
　
「
一
國
の
歌
」
と
あ
る
も
の
を
除
い
て
、
ど
の
歌
が
民
謡
で
あ
り
ど
の

歌
が
民
謡
で
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
判
別
す
る
こ
と
は
ひ
じ
ょ
う
に
難
し
い
問

題
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
「
な
か
な
か
に
…
…
」
の
万
葉
歌
は
次
に
述
べ
る
点
か
ら
し

て
、
多
分
に
民
謡
性
を
持
つ
歌
で
あ
る
と
思
う
。

　
い
っ
た
い
に
万
葉
集
に
は
、
「
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
…
…
に
な
ら
ま
し

も
の
を
」
と
か
、
　
「
…
…
に
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
…
…
に
な
ら
ま
し
も
の
を
」
と

い
う
形
、
あ
る
い
は
こ
の
変
形
を
と
る
類
歌
が
ひ
じ
ょ
う
に
多
い
。

三
四
三

二
茜
三

八
六

三
〇

丑
窪

茜
四

五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ

　
　
太
宰
師
大
伴
卿
、
酒
を
讃
む
る
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し

な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
酒
壺
に
な
り
に
て
し
か
も
酒
に
染
み
な
む

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
三
・
雑
歌
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
　
ま

な
か
な
か
に
君
に
懸
ひ
ず
は
比
良
の
浦
の
白
水
郎
な
ら
ま
し
を
玉
藻
刈

り
つ
つ

　
　
或
本
の
歌
に
曰
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
に

な
か
な
か
に
君
に
懇
ひ
ず
は
留
牛
馬
の
浦
の
海
人
な
ら
ま
し
を
玉
藻
刈

る
刈
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
・
寄
物
陳
思
）

か
く
ば
か
り
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
高
山
の
岩
根
し
枕
き
て
死
な
ま
し
も

の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
・
相
聞
）

　
　
ゆ
　
げ

　
　
弓
削
皇
子
、
紀
皇
女
を
思
ほ
す
御
歌

吾
妹
子
に
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
秋
萩
の
咲
き
で
ち
り
ぬ
る
花
な
ら
ま
し

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
二
・
相
聞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
と
も

　
　
神
亀
元
年
甲
子
冬
十
月
、
紀
伊
國
に
幸
し
し
時
、
從
駕
の
人
に
贈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
と
ら

　
　
ら
む
が
爲
に
、
娘
子
に
読
へ
ら
え
て
作
れ
る
歌
一
首
井
に
短
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
笠
朝
臣
金
村

（
長
歌
略
）

　
　
反
歌

お
く後

れ
る
て
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
紀
の
國
の
妹
背
の
山
に
あ
ら
ま
し
も
の

を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
・
相
聞
）
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七ニ

j
七二

Z
灸
四

一
三
八
二

昊
九
三

二七

O三

三一

ﾄ
　
　
大
伴
宿
禰
家
持
の
歌
一
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も

か
く
ば
か
り
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
石
木
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を
物
思
は

ず
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
・
相
聞
）

　
　
天
皇
に
揚
れ
る
歌
一
二
販
玩
螂
敏
榊
偲
旧

エ
そ外

に
み
て
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
君
が
家
の
池
に
住
む
と
ふ
鴨
に
あ
ら
ま

し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
四
・
相
聞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
た

　
　
諸
人
の
梅
花
の
歌
に
和
へ
奉
る
、
一
首

お
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
そ
の
ふ

後
れ
る
て
弓
懸
せ
ず
は
御
園
生
の
梅
の
花
に
も
な
ら
ま
し
も
の
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
五
・
雑
歌
）

　
　
花
に
寄
す
る

長
き
夜
を
君
に
懸
ひ
つ
つ
生
け
ら
ず
は
咲
き
で
散
り
に
し
花
な
ら
ま
し

を　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
・
秋
相
聞
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち

か
く
ば
か
り
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
朝
に
日
に
妹
が
ふ
む
ら
む
地
な
ら
ま

し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
・
寄
物
陳
思
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ウ
そ

白
波
の
來
寄
す
る
島
の
荒
磯
に
も
あ
ら
ま
し
も
の
を
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず

は　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
・
寄
物
陳
思
）

お
く後

れ
る
て
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
田
子
の
浦
の
海
人
な
ら
ま
し
を
玉
藻
刈

る
刈
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
・
悲
心
歌
）

　
　
伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

　
こ
れ
ら
の
歌
を
通
し
て
み
る
と
、
そ
う
な
り
た
い
と
願
う
対
象
は
、
　
「
酒
壺
」

　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ま

（
三
四
三
）
、
「
白
水
郎
」
　
（
二
七
四
三
）
、
「
秋
萩
の
花
」
　
（
一
二
〇
）
、
「

妹
背
の
山
」
　
（
五
四
四
）
、
　
「
石
木
」
　
（
七
二
二
）
、
　
「
鴨
」
　
（
七
二
六
）
、
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ち

梅
の
花
」
　
（
八
六
四
）
、
「
花
」
　
（
二
二
八
二
）
、
「
地
」
　
（
二
六
九
三
）
、
「

荒
磯
」
　
（
二
七
三
三
）
、
「
海
人
」
　
（
三
二
〇
五
）
な
ど
で
あ
り
、
多
く
は
自
然

物
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
「
も
し
…
…
で
あ
っ
た
ら
」
「
か
り
に
そ
の
物
で

あ
っ
た
ら
よ
い
の
に
」
と
い
う
ふ
う
に
、
現
実
に
は
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
が
そ

の
実
現
を
仮
想
し
た
り
、
あ
る
い
は
希
求
し
た
り
す
る
意
識
と
表
裏
の
関
係
に
あ

り
、
両
者
の
根
源
は
同
じ
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
う
い
う
歌
は
次
の
よ
う
で
あ

る
。　

　
　
　
　
　
笠
女
郎
、
大
伴
宿
禰
家
持
に
贈
れ
る
歌
一
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3
0

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

　
冥
宍
朝
ご
と
に
わ
が
見
る
屋
戸
の
な
で
し
こ
の
花
に
も
君
は
あ
り
こ
せ
ぬ
か

　
　
　
　
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
八
・
秋
相
聞
）

　
二
八
量
　
人
言
の
繁
か
る
時
に
吾
妹
子
し
衣
に
あ
り
せ
ば
下
に
著
ま
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
・
寄
物
陳
思
）

　
二
突
四
　
か
く
の
み
に
あ
り
け
る
君
を
衣
に
あ
ら
ば
下
に
も
忌
む
と
わ
が
思
へ
り

　
　
　
　
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
・
寄
物
陳
思
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け

　
三
〕
矢
　
か
く
懸
ひ
む
も
の
と
知
り
せ
ば
夕
置
き
て
朝
は
消
ぬ
る
露
な
ら
ま
し
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
・
寄
物
陳
思
）

　
こ
う
い
う
歌
に
お
い
て
も
、
な
り
た
い
と
願
う
対
象
は
自
然
物
が
多
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

　
以
上
の
よ
う
に
、
な
り
た
い
対
象
に
自
然
物
を
選
ぶ
と
い
う
傾
向
は
万
葉
人
の

特
徴
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
万
葉
人
が
自
然
物
を
わ
が
身
の
分
身
で
あ
る
か
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

に
考
え
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
右
の
類
歌
を
み
る
と
、
自
分
の
思
い
を
述
べ
る
の
に
「
正
長
心
緒
」
の
形

を
と
ら
ず
、
　
「
寄
物
陳
思
」
の
形
を
と
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
　
「
寄
物
二
心
」
方
法
は
、
「
正
述
心
緒
」
の
方
法
よ
り
も
即
物
的
・
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
6

的
で
あ
り
、
前
時
代
的
な
素
朴
な
発
想
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
物
に
寄
せ

る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
物
を
入
換
え
さ
え
ず
れ
ば
、
他
の
場
所
や
他
の
場
合
に

も
歌
う
こ
と
の
で
き
る
と
い
う
性
格
、
す
な
わ
ち
き
わ
め
て
流
動
的
・
民
謡
的
な

性
格
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
例
証
と
し
て
最
適
の
歌
は
、
前
に
示
し
た
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
　
ま

七
四
三
番
の
歌
で
あ
る
。
二
七
四
三
番
で
「
比
良
の
浦
の
白
水
郎
な
ら
ま
し
を
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
　
　
　
は

と
あ
る
の
に
対
し
て
、
　
「
正
本
」
に
は
「
留
牛
馬
の
浦
の
海
人
な
ら
ま
し
を
」
と

あ
る
。
比
良
の
浦
は
滋
賀
県
滋
賀
郡
志
賀
町
南
小
松
・
木
戸
付
近
の
湖
岸
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

い
、
留
牛
馬
の
浦
は
兵
庫
県
相
生
市
那
波
の
海
か
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歌

の
第
三
句
は
、
比
良
の
浦
地
方
で
歌
わ
れ
る
時
は
「
比
良
の
浦
」
と
な
り
、
留
牛

馬
の
浦
地
方
で
歌
わ
れ
る
時
は
「
留
牛
馬
の
浦
」
と
歌
わ
れ
た
こ
と
を
示
す
と
思

わ
れ
る
し
、
地
名
を
変
え
て
他
の
地
方
で
も
歌
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り

こ
の
歌
は
民
謡
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
歌
に
限
ら
ず
、
三
〇
八
六
「
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
桑
子
に

も
な
ら
ま
し
も
の
を
玉
の
緒
ば
か
り
」
の
歌
や
そ
の
類
歌
も
、
多
少
の
差
は
あ
っ

て
も
民
謡
的
性
格
を
持
っ
て
い
た
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
。
伊
勢
物
語
の
「
白
く

に
…
…
」
の
歌
も
こ
れ
ら
の
歌
の
一
つ
と
し
て
民
謡
的
で
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ

．
つ
。

五
四

　
と
こ
ろ
で
、
万
葉
集
と
伊
勢
物
語
の
「
な
か
な
か
に
…
…
」
の
歌
は
、
東
北
．

東
海
道
地
方
の
養
蚕
地
に
伝
わ
る
民
話
と
大
い
に
関
連
が
あ
る
。
関
敬
吾
氏
の
「

日
本
昔
話
集
成
」
　
（
第
二
部
・
本
格
昔
話
）
に
は
、
　
「
蚕
神
と
馬
」
　
「
蚕
由
来
」

と
い
う
民
話
を
載
せ
て
い
る
。
「
蚕
神
と
馬
」
は
「
美
し
い
娘
が
厩
に
入
っ
て
毎

日
馬
の
世
話
を
し
て
い
る
う
ち
、
馬
に
恋
を
さ
れ
、
こ
の
世
で
い
っ
し
ょ
に
な
れ

な
い
の
で
昇
天
し
て
蚕
に
な
っ
た
」
と
い
う
筋
書
の
話
で
あ
り
、
今
日
、
岩
手
県

（
二
戸
郡
・
下
閉
伊
郡
・
上
閉
伊
郡
）
・
福
島
県
（
隻
葉
郡
）
・
山
梨
県
（
西
八

代
郡
）
・
静
岡
県
（
浜
松
市
）
に
伝
わ
る
と
い
う
。
　
「
蚕
由
来
」
は
「
美
し
い
娘

が
継
母
に
家
を
追
出
さ
れ
、
桑
の
木
で
作
っ
た
丸
木
舟
で
常
陸
国
の
海
辺
に
寄
せ

ら
れ
、
そ
こ
で
あ
る
爺
婆
に
助
け
ら
れ
た
。
ま
も
な
く
そ
の
娘
が
死
ん
だ
の
で
棺

桶
に
入
れ
た
と
こ
ろ
、
娘
は
蚕
と
化
し
、
桑
の
葉
を
与
え
る
と
繭
を
作
っ
た
。
そ

こ
で
爺
婆
は
そ
の
繭
か
ら
多
く
の
絹
を
と
っ
て
豊
か
に
暮
し
た
」
と
い
う
筋
書
の
　
2
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

話
で
あ
り
、
山
梨
県
（
西
八
代
郡
）
・
岩
手
県
（
下
閉
伊
郡
）
・
長
野
県
（
南
安

曇
郡
）
に
伝
わ
る
と
い
う
。

　
ま
た
「
伊
勢
物
語
好
音
」
は
「
傾
く
に
…
…
」
の
歌
の
注
に
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
う
し
ん
し

　
　
桑
子
の
契
り
ふ
か
き
物
な
り
と
百
事
、
む
か
し
高
辛
氏
の
時
、
人
の
娘
に
家

　
　
か
い

　
に
飼
け
る
馬
の
心
を
か
け
け
る
を
、
そ
の
馬
を
こ
ろ
し
て
、
皮
を
は
り
て
を
き

　
け
る
に
、
そ
の
皮
、
か
の
娘
を
と
り
て
ま
き
て
つ
り
け
り
。
其
後
に
桑
の
木
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ゆ

　
み
く
だ
り
て
、
虫
と
な
り
て
、
蚕
を
つ
く
り
け
る
事
あ
り
。

　
「
高
州
氏
」
に
つ
い
て
は
「
左
氏
會
箋
」
に
「
高
辛
氏
有
二
才
子
八
人
一
。

縞
筆
意
態
穐
」
（
第
九
・
文
＋
八
）
と
あ
り
、
「
正
字
通
」
に
冨

又
帝
醤
高
辛
氏
之
號
、
別
作
レ
借
」
と
あ
り
、
申
国
の
古
代
帝
王
高
善
の
号
で



あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
　
「
伊
勢
物
語
拝
海
」
に
示
し
た
民
話
の
出
典
は

明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
古
代
申
国
に
お
い
て
も
、
わ
が
国
の
養
蚕
地
に

伝
わ
る
民
話
と
よ
く
似
た
伝
承
が
あ
っ
た
と
い
う
点
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
養
蚕
の
こ
と
は
中
国
の
「
既
記
」
に
、

　
　
季
春
月
、
后
妃
四
戒
、
親
東
向
レ
桑
、
以
勧
二
三
事
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
　
つ

と
み
え
る
し
、
わ
が
国
で
は
古
事
記
の
五
穀
起
源
説
話
で
、
殺
さ
れ
た
大
気
津
比

費
神
が
生
ま
れ
変
っ
た
姿
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
於
レ
混
生
レ
翼
、
於
二
二
目
一
生
二
稻
種
一
、
於
二
二
耳
一
生
レ
粟
、
於
レ
鼻
生
二
小
豆
一
、

　
　
　
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
キ

　
於
レ
陰
生
レ
萎
、
於
レ
尻
生
二
大
豆
｛
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
・
日
本
古
典
文
学
大
系
本
・
以
下
同
）

こ
れ
が
日
本
書
紀
に
な
る
と
、

　
　
シ
リ
　
ノ
ニ
ル
　
　

ノ
ニ
リ
　
ノ
ニ
リ
カ
ビ
コ
ノ
ニ
リ

　
　
唯
有
三
其
神
之
頂
、
化
二
為
牛
馬
一
。
頗
上
生
レ
粟
、
眉
上
生
レ
霊
、
眼
中
生
レ
稗
、

　
ノ
　
　
エ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
レ
リ

　
腹
中
生
レ
稻
、
陰
生
二
萎
早
大
小
豆
一
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
代
上
・
日
本
古
典
文
学
大
系
本
・
以
下
同
）

と
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
次
に
、

　
　
　
ノ
　
ニ
　
ミ
テ
　
ヲ
　
　
　
チ
　
タ
リ
　
ク
コ
ト
ヲ
　
　
リ
　
　
　
メ
テ
リ

　
　
又
口
裏
含
レ
翼
、
便
得
レ
抽
レ
懸
。
自
レ
此
始
有
二
下
翼
之
道
一
焉
。
　
（
神
代
上
）

　
こ
う
い
う
記
載
か
ら
み
る
と
、
蚕
や
牛
馬
は
五
穀
と
と
も
に
生
活
の
重
要
な
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
ニ
ミ
テ
ヲ
　
テ
タ
リ
ク
コ
ト
ヲ
ヲ

分
を
占
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
し
、
「
口
裏
含
レ
叢
、
舌
早
レ
抽
レ
綜
」
は
製
糸
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
リ
　
の
　
み

程
の
素
朴
な
姿
を
し
の
ば
せ
る
。
ま
た
古
事
記
で
、
仁
徳
天
皇
の
妃
奴
理
能
美
の

養
う
虫
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ノ
ヘ
ル
　

ハ
リ
フ
ト
　

ハ
リ
ニ
　

ハ
リ
プ
ニ

　
　
奴
理
能
美
之
所
レ
養
轟
、
一
度
為
二
旬
懸
一
、
一
度
為
レ
鼓
、
一
度
為
二
飛
鳥
一
、

　
リ
　
　
ル
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
シ
キ

　
馬
下
攣
二
三
色
一
之
奇
当
国
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
）

伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
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こ
の
三
色
の
虫
に
つ
い
て
、
本
居
宣
長
は
蚕
で
は
な
い
と
み
る
が
、
鋳
方
貞
亮

　
　
　
注
9

氏
の
よ
う
に
蚕
と
み
る
方
が
よ
い
と
思
う
。
つ
ま
り
、
蚕
が
幼
虫
か
ら
繭
・
蛾
と

な
る
様
を
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
日
本
書
紀
の
仁
徳
紀
・
三
十
年
十
一
月
七
日
の
条
に
は
、
仁
徳
天
皇
が
桑
の
木

を
ご
覧
に
な
っ
て
詠
ま
れ
た
長
歌
が
あ
る
し
、
日
本
書
紀
雄
略
紀
の
六
年
三
月
七

日
の
条
に
は
、
雄
略
天
皇
が
后
妃
に
蚕
を
飼
わ
せ
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
同

じ
く
雄
略
紀
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
テ
　
　
　
　
キ
　
　
　
　
ニ
　
　
　
　
ロ
グ
シ
テ
エ
レ
ム
　
ヲ
　
　
　
　
　
テ
　
　
　
シ
チ
　
ノ
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
ム
　
　
　
ラ
　
　
　
　
　
　
ヲ

　
　
十
六
年
秋
七
月
、
詔
、
宜
レ
桑
國
縣
殖
レ
桑
。
又
三
二
遷
秦
民
一
、
使
レ
献
二
庸
調
一
。

と
あ
る
点
か
ら
み
る
と
、
成
育
に
適
し
た
国
に
は
積
極
的
に
桑
の
木
を
植
え
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
前
述
の
仁
徳
妃
奴
理
能
美
は
「
筒
木
韓
人
、
名
奴
理
能

美
之
家
」
　
（
下
）
と
あ
る
し
、
雄
略
紀
で
秦
氏
が
養
蚕
に
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
こ

と
な
ど
か
ら
み
る
と
・
帰
化
人
の
多
く
は
馨
を
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
㎜

わ
れ
る
。

　
さ
て
雄
略
紀
に
よ
っ
て
、
養
蚕
が
国
家
的
意
図
の
も
と
に
進
め
ら
れ
た
と
推
定

で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
目
的
は
絹
・
緬
・
糸
・
綿
な
ど
を
紡
織
し
て
調
と
し

て
献
上
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
「
賦
役
令
」
冒
頭
に
、
　
「
空
調

絹
平
」
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
も
想
像
で
き
る
。

　
奈
良
時
代
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て
、
桑
作
は
し
だ
い
に
広
い
地
域
に
わ
た
っ

て
行
わ
れ
て
い
く
が
、
日
本
後
書
の
延
暦
十
五
年
十
一
月
乙
末
の
条
に
は
、
次
の

よ
う
な
記
載
が
み
え
る
。

　
　
遣
二
伊
勢
、
参
河
、
相
模
、
近
江
、
丹
波
、
但
馬
等
国
婦
女
各
二
人
於
陸
奥

　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
0

　
國
一
、
教
講
習
養
□
一
、
□
以
二
二
年
一
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
五
）

　
伊
勢
物
語
の
「
中
く
に
…
…
」
の
歌
は
、
み
ち
の
国
で
或
る
女
が
詠
ん
だ
も

五
五



伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

の
で
あ
る
が
、
右
の
日
本
後
紀
か
ら
す
る
と
、
み
ち
の
国
に
養
蚕
が
入
っ
た
の
は

延
暦
十
五
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
も
か
く
こ
う
し
て
陸
奥
の
農
民
た
ち
は
養
蚕
の
技
術
を
覚
え
た
よ
う
で
あ
る

が
、
じ
つ
は
そ
の
絹
は
中
央
貴
族
の
衣
料
と
し
て
献
上
す
る
た
め
の
物
で
あ
り
、

み
ず
か
ら
が
絹
の
衣
に
手
を
通
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
こ
れ
は
万
葉
集
の
次
の
歌
か
ら
も
推
定
で
き
る
。

　
　
　
　
つ
く
ば
　
ね
　
　
　
に
ひ
ぐ
は
ま
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
し

　
三
三
琶
　
筑
波
嶺
の
新
桑
認
の
衣
は
あ
れ
ど
君
が
み
衣
し
あ
や
に
著
ほ
し
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
四
・
東
歌
・
常
陸
國
の
歌
）

　
ま
た
万
葉
集
に
は
次
の
よ
う
な
歌
も
み
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
　
　
こ
　
　
　
ま
よ
ご
も

　
二
塞
　
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
認
の
繭
隠
り
こ
も
れ
る
妹
を
詠
む
よ
し
も
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
一
・
寄
物
陳
思
）

　
論
究
一
　
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
霊
の
繭
隠
り
い
ぶ
せ
く
も
あ
る
か
妹
に
あ
は
ず

　
　
　
　
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
二
・
寄
物
陳
思
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
三
孟
八
あ
ら
た
ま
の
　
年
は
來
去
き
て
　
玉
づ
さ
の
　
使
の
來
ね
ば
　
霞
立
つ

　
　
　
　
長
き
春
日
を
　
天
地
に
　
思
ひ
足
ら
は
し
　
た
ら
ち
ね
の
　
母
が
養
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
な
つ

　
　
　
　
鑑
の
繭
隠
り
氣
衝
き
わ
た
り
わ
が
懸
ふ
る
心
の
う
ち
を
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ま

　
　
　
　
に
い
ふ
　
も
の
に
し
あ
ら
ね
ば
　
松
が
根
の
　
待
つ
こ
と
遠
み
　
天
傳

　
　
　
　
ふ
　
日
の
く
れ
ぬ
れ
ば
　
白
た
へ
の
　
わ
が
衣
手
も
　
と
ほ
り
て
ぬ
れ

　
　
　
　
ぬ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
三
・
相
聞
・
よ
み
干
し
ら
ず
）

　
三
首
と
も
「
た
ら
ち
ね
の
母
が
養
ふ
叢
の
繭
隠
り
」
と
い
う
語
句
を
詠
み
込
ん

で
い
る
。
こ
れ
は
人
に
知
ら
れ
ず
に
い
る
状
態
と
か
、
う
ち
明
け
が
た
い
胸
の
思

い
を
表
わ
す
場
合
に
、
蚕
の
踊
や
蛾
が
繭
に
こ
も
る
こ
と
に
た
と
え
て
述
べ
た
も

五
六

の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
、
蚕
の
雌
雄
は
同
じ
繭
に
こ
も
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
成
ら
ぬ
恋
の
嘆
き

を
い
う
場
合
に
「
桑
子
」
に
托
し
て
述
べ
、
表
現
上
で
は
「
な
か
な
か
に
人
と
あ

ら
ず
は
…
…
に
な
ら
ま
し
も
の
を
」
と
か
「
…
…
に
懸
ひ
つ
つ
あ
ら
ず
は
…
…
に

な
ら
ま
し
も
の
を
」
と
か
い
う
伝
統
的
な
類
型
を
借
り
て
歌
が
作
ら
れ
た
。
こ
う

し
て
で
き
た
歌
が
万
葉
集
の
「
な
か
な
か
に
人
と
あ
ら
ず
は
桑
子
に
も
な
ら
ま
し

も
の
を
玉
の
緒
ば
か
り
」
と
か
、
伊
勢
物
語
の
「
亡
く
に
懸
に
死
な
ず
は
桑
子

に
ぞ
な
る
べ
か
り
け
る
玉
の
緒
ば
か
り
」
と
か
い
う
歌
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
両
歌
は
、
本
歌
と
改
作
歌
と
み
る
よ
り
も
、
異
伝
世
と
み
る
方
が
適

当
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

　
民
謡
と
は
、
農
民
と
か
漁
民
と
か
の
或
る
生
産
集
団
の
共
通
感
情
を
歌
に
し
て

表
わ
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
酒
田
は
、
陸
奥
の
養
蚕
地
方
で
蚕
を
飼
う
　
2
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

貧
し
い
農
民
の
少
女
た
ち
の
恋
の
嘆
き
を
歌
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ

れ
、
長
い
伝
承
性
の
し
の
ば
れ
る
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

三

　
次
に
「
夜
も
明
け
ば
き
つ
に
は
め
な
で
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を

や
り
つ
る
」
の
歌
に
つ
い
て
伝
承
性
を
考
え
て
み
た
い
。
　
「
き
つ
に
は
め
な
で
」

の
箇
所
は
、
古
来
難
解
な
と
こ
ろ
と
さ
れ
て
い
る
。
　
「
き
つ
に
は
め
な
で
」
は
お

そ
ら
く
「
き
つ
に
は
め
な
む
」
の
誤
写
で
あ
ろ
う
が
、
　
「
き
つ
に
は
め
る
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1

ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
　
「
狐
に
食
わ
せ
る
」
と
み
る
説
と
「
水
槽
に
ひ
た
す
」

　
　
　
注
1
2

と
み
る
説
と
あ
る
が
、
今
は
こ
の
点
は
直
接
に
関
連
を
持
た
な
い
か
ら
触
れ
な



い
。
こ
の
歌
で
は
「
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や
つ
る
」
に
伝
承
性

が
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
の
部
分
に
関
す
る
類
歌
は
、
ま
ず
古
事
記
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
。

　
此
八
千
矛
神
、
將
レ
婚
二
高
志
國
之
沼
河
比
頁
一
、
幸
行
之
時
、
到
二
其
沼
河
比
費

　
之
家
一
、
歌
日
、

　
　
ヤ
チ
ホ
コ
ノ
ヵ
ミ
ノ
ミ
コ
ト
ハ
ヤ
シ
マ
ク
ニ
ッ
マ
マ
キ
カ
ネ
テ
ト

　
　
心
知
富
許
能
　
梅
壷
能
美
許
登
波
　
笹
身
麻
久
爾
　
都
麻
麻
心
墨
泥
且
　
登

　
　
ホ
ト
ホ
シ
　

コ
シ
ノ
ク
ニ
ニ
　
サ
ヵ
シ
メ
ヲ
　

ア
リ
ト
キ
カ
シ
テ
　

ク
ハ
シ

　
　
富
登
富
斯
　
故
志
能
久
遡
遍
　
佐
加
志
費
遠
　
阿
理
登
岐
加
唐
心
　
久
波
志

　
　
メ
ヲ
　

ア
リ
ト
キ
コ
シ
テ
　

サ
ヨ
パ
ヒ
ニ
　

ア
リ
タ
タ
シ
　

ヨ
バ
ヒ
ニ
　
ア

　
　
費
遠
　
阿
理
登
伎
許
志
且
　
佐
用
婆
比
爾
　
阿
理
多
多
斯
　
用
婆
比
遍
　
阿

　
　
リ
カ
ヨ
ハ
セ
　

タ
チ
ガ
ヲ
モ
　

イ
マ
ダ
ト
カ
ヅ
テ
　

オ
ス
ヒ
ヲ
モ
　

イ
マ
ダ

　
　
理
加
用
婆
勢
　
多
知
賀
遠
母
　
伊
麻
陀
登
加
受
命
　
涙
須
比
遠
母
　
伊
麻
陀

　
　
ト
カ
ネ
パ
　
ヲ
ト
メ
ノ
　

ナ
ス
ヤ
イ
タ
ド
ヲ
　

オ
ソ
ブ
ラ
ヒ
　

ワ
ガ
タ
タ
セ

　
　
登
加
泥
婆
　
並
立
費
能
　
那
須
夜
伊
多
斗
遠
　
紅
藍
二
二
比
　
和
最
多
多
勢

　
　
レ
バ
　

ヒ
コ
ヅ
ラ
ヒ
　
ワ
ガ
タ
タ
セ
レ
バ
　
ア
ヲ
ヤ
マ
ニ
　
ネ
エ
ハ
ナ
キ
ヌ

　
　
禮
婆
　
比
許
豆
良
比
　
和
何
多
多
隠
釘
婆
　
阿
遠
夜
麻
遽
　
寸
延
波
那
伎
奴

　
　
　
サ
ノ
ッ
ド
リ
　
キ
ギ
シ
ハ
ト
ヨ
ム
　

ニ
ハ
ツ
ド
リ
　
カ
ヶ
ハ
ナ
ク
　
ウ
レ

　
　
　
佐
怒
都
登
理
　
岐
藝
斯
波
登
與
牟
　
爾
波
都
登
理
　
迦
祁
波
動
久
　
三
二

　
　
タ
ク
モ
　
ナ
ク
ナ
ル
ト
リ
カ
　

コ
ノ
ト
リ
モ
　
ウ
チ
ャ
メ
コ
セ
ネ
　

イ
シ
タ

　
　
多
久
母
　
那
久
那
留
登
理
加
　
許
能
登
理
母
　
宇
知
夜
米
許
世
泥
　
伊
斯
多

　
　
フ
ヤ
　

ア
マ
ハ
セ
ヅ
カ
ピ
　

コ
ト
ノ
　
カ
タ
リ
ゴ
ト
モ
　

コ
ヲ
バ

　
　
布
夜
　
阿
麻
波
勢
豆
加
比
　
許
登
能
　
加
漆
工
其
登
母
　
許
遠
婆
　
　
（
上
）

　
こ
の
歌
に
続
い
て
沼
河
比
費
の
返
歌
が
あ
り
、
さ
ら
に
八
千
矛
神
（
大
國
主
神
）

は
嫡
后
須
勢
理
毘
費
命
の
嫉
妬
に
あ
い
、
二
人
の
贈
答
歌
が
あ
る
。
そ
し
て
須
勢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
　
ヨ
　
　
り
く
　
　
キ
　
　
　
　
　
タ
　
　
テ
　
　
マ
　
　
ツ
　
　
　
フ
　
　
セ

理
毘
費
命
の
こ
と
ば
の
終
り
に
「
登
與
美
岐
　
多
且
麻
都
良
世
」
（
豊
御
酒
奉
ら
せ

）
と
あ
る
と
こ
ろ
が
ら
み
る
と
、
こ
れ
ら
の
歌
は
饗
宴
の
席
で
歌
わ
れ
、
か
つ
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ヲ

作
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
神
語
も
言
語
歌
も
「
許
遠

バ婆
」
　
（
是
を
ば
）
で
終
る
の
は
日
本
書
紀
に
は
み
ら
れ
な
い
特
有
の
も
の
で
、
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
マ
ハ
セ
ゾ

り
ご
と
の
形
式
を
伝
え
た
も
の
と
い
わ
れ
る
。
ま
た
土
橋
誌
面
は
「
阿
麻
山
勢
豆

カ
ビ
　

コ
ト
ノ
　
カ
タ
リ
ゴ
ト
モ
　

コ
ヲ
パ

加
比
　
許
飯
能
　
加
道
理
其
登
母
　
許
遠
婆
」
　
（
天
応
使
事
の
語
事
も
是
を
ば
）

は
、
「
海
人
部
出
身
の
駈
使
が
『
海
人
使
』
で
あ
ろ
う
」
「
海
人
駈
使
が
、
こ
の

伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

物
語
を
語
り
言
と
し
て
お
話
し
申
し
ま
す
、
の
意
。
歌
の
最
後
に
、
そ
れ
が
海
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
5

部
の
物
語
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
語
」
と
さ
れ
る
。

　
ま
た
万
葉
集
に
は
、
次
の
よ
う
な
類
歌
も
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
ば
ひ

　
三
三
〇
　
三
重
の
　
泊
瀬
の
國
に
　
さ
結
婚
に
　
わ
が
來
れ
ば
　
た
な
ぐ
も
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ぎ
し

　
　
　
　
雪
は
ふ
り
來
　
さ
ぐ
も
り
　
雨
は
降
り
來
　
野
つ
鳥
　
矩
は
と
よ
み

　
　
　
　
　
　
　
　
か
け

　
　
　
　
家
つ
鳥
鶏
も
鳴
く
　
さ
夜
は
明
け
　
こ
の
夜
は
明
け
ぬ
　
入
り
て
か

　
　
　
　
つ
望
む
　
こ
の
戸
開
か
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
十
三
・
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
集
の
歌
）

　
こ
の
歌
に
よ
く
似
た
も
の
は
記
紀
に
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
要
す
る
に
求

婚
の
歌
謡
で
あ
っ
て
、
歌
わ
れ
か
つ
動
作
を
伴
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
な
お
、
右
以
外
に
は
次
の
よ
う
な
類
歌
も
あ
る
。

§
あ
か
と
き
と
鶏
は
鳴
く
な
り
よ
し
ゑ
や
し
ひ
と
り
滴
る
夜
は
明
け
ば
明
泌

　
　
　
　
け
ぬ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
万
葉
集
・
巻
十
一
・
寄
物
陳
思
・
よ
み
下
し
ら
ず
）

　
　
　
ウ
タ
テ
シ
キ
ク
プ
レ
ド
リ
　
ヨ
ナ
カ
ニ
ヨ
プ
ア
ク
ト

　
　
　
　
薄
媚
狂
鶏
、
三
更
唱
レ
暁
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遊
仙
窟
）

　
　
　
　
く
た
か
け
は
い
つ
れ
の
里
を
う
か
れ
き
て
ま
だ
夜
深
き
に
八
聲
な
く
ら

　
　
　
　
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
夫
木
抄
・
巻
二
十
七
・
鶏
・
前
大
納
言
忠
良
卿
）

　
以
上
の
類
歌
を
通
し
て
み
る
と
、
　
「
か
け
鳴
く
」
は
本
来
は
鶏
が
夜
明
け
を
知

ら
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
後
に
は
求
婚
の
目
的
が
ま
だ
達
せ
ら
れ
て
い
な
い
の

に
、
早
く
も
朝
に
な
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ
り
、
求
婚
者
に
し
て
み
れ

ば
具
合
の
悪
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
と
を
詠
み
込
ん
だ
求
婚
の
歌
が
、
古
事

記
で
は
海
人
部
の
物
語
と
な
り
、
万
葉
集
で
は
山
国
の
物
語
と
な
っ
て
、
各
地
方

五
七



伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

で
宴
会
の
席
で
民
謡
と
し
て
歌
わ
れ
、
か
つ
舞
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
ま
た
古
事
記
で
朝
を
告
げ
る
鳥
が
鶉
・
錐
・
鶏
で
あ
っ
た
の
に
、
万
葉
集
で
は

雄
と
鶏
に
な
り
、
伊
勢
物
語
と
夫
木
抄
で
は
鶏
だ
け
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
生

産
生
活
に
近
い
鳥
が
文
学
の
対
象
と
し
て
限
定
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
し
の
ば
せ
、

こ
こ
に
も
伝
承
流
布
の
一
端
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
伊
勢
物
語
の
歌
の
「
く
た
か
け
の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や
り
つ
る
」
は
、

以
上
の
よ
う
な
伝
承
に
基
づ
く
発
想
で
あ
っ
た
。
第
十
四
段
に
お
い
て
通
っ
て
き

た
男
が
早
く
女
の
も
と
を
去
る
の
は
、
ほ
ん
と
う
は
男
が
女
の
無
教
養
さ
に
あ
き

れ
て
帰
る
の
で
あ
る
が
、
悲
し
い
か
な
女
は
そ
れ
に
気
づ
か
ず
に
、
　
「
く
た
か
け

の
ま
だ
き
に
鳴
き
て
せ
な
を
や
り
つ
る
」
と
思
っ
て
い
る
。
女
の
あ
わ
れ
が
よ
く

描
か
れ
て
い
る
と
思
う
。

四

　
次
に
「
栗
原
の
あ
れ
は
の
松
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」

の
歌
の
伝
承
性
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
　
「
あ
れ
は
」
と
あ
る
の
は
天
福
本
以

外
で
は
、
流
布
本
系
の
千
葉
本
、
古
本
系
の
承
久
本
・
泉
州
本
・
藤
房
本
・
武
者

小
路
本
な
ど
で
あ
り
、
七
五
の
諸
本
に
は
「
あ
ね
は
」
と
あ
る
。
宇
津
保
物
語
の

初
秋
の
巻
に
「
き
く
人
は
あ
ね
は
の
松
の
風
な
れ
や
む
か
し
の
こ
ゑ
を
思
ひ
出
つ

る
は
」
　
（
諸
本
同
）
と
あ
る
し
、
夫
木
抄
に
「
ふ
る
さ
と
の
人
に
か
た
ら
ん
く
り

は
ら
や
あ
ね
は
の
松
の
鶯
の
こ
ゑ
」
　
（
巻
二
十
二
・
原
・
鴨
長
明
）
、
「
か
く
ば

か
り
年
つ
も
り
ぬ
る
我
よ
り
も
あ
ね
は
の
松
は
お
い
ぬ
ら
ん
か
し
」
　
（
巻
二
十
九

．
松
・
祐
挙
）
、
千
五
百
番
歌
合
に
「
栗
原
の
あ
ね
は
の
松
を
誘
ひ
て
も
都
は
い

五
八

つ
と
し
ら
ぬ
旅
か
な
」
　
（
応
能
卿
）
と
あ
る
し
、
今
日
、
宮
城
県
栗
原
郡
金
成
町

に
「
姉
歯
」
と
い
う
地
名
が
残
っ
て
い
る
点
な
ど
か
ら
み
て
、
「
あ
れ
は
」
は
「

あ
ね
は
」
と
あ
る
本
文
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
歌
の
類
歌
に
、
古
今
集
の
東
歌
「
小
黒
崎
み
つ
の
小
島
の
人
な

　
　
　
　
つ
と

ら
ば
都
の
苞
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」
　
（
巻
二
十
）
が
あ
る
。
両
歌
の
下
句
は
同

じ
で
、
上
玉
の
地
名
だ
け
が
異
る
。
こ
う
い
う
歌
は
各
地
方
で
上
覧
に
お
の
が
地

名
を
詠
み
込
ん
で
歌
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
う
い
う
歌
の
発
想
は
そ
う
と
う
に
古
く
、
古
事
記
に
さ
か
の
ぼ
る
。
そ
れ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヲ
ハ
リ
ニ
　
タ
ダ
ニ
ム
カ
ヘ
ル
　
ヲ
ツ
ノ
サ
キ

古
事
記
の
中
の
倭
建
命
の
絶
唱
「
震
波
理
遍
　
多
陀
遡
牟
迦
亜
流
　
南
都
能
逐
電

ナ
ル
　
ヒ
ト
ツ
マ
ツ
　
ア
セ
ヲ
　

ヒ
ト
ツ
マ
ツ
　
ヒ
ト
ニ
ア
ウ
セ
バ
　
タ
チ
ハ
ケ

那
流
　
比
動
軸
合
盛
　
阿
品
衷
　
比
登
都
麻
都
　
比
登
遽
阿
理
勢
婆
　
多
知
波
氣

　
マ
シ
ヲ
　
キ
ヌ
キ
セ
マ
シ
ヲ
　
ヒ
ト
ツ
マ
ツ
　
ァ
セ
ヲ

麻
斯
衰
　
岐
奴
岐
勢
麻
斯
衰
　
比
登
都
麻
都
　
阿
勢
嚢
」
　
（
中
）
で
あ
る
。
こ
こ

　
　
　
　
ヲ
ッ
ノ
サ
キ
ナ
ル
　
ヒ
ト
ツ
マ
ツ

に
い
う
「
蓑
都
能
佐
岐
那
流
　
比
登
都
麻
都
」
　
（
尾
津
の
崎
な
る
一
つ
松
）
は
、

美
濃
か
ら
伊
勢
に
向
か
う
交
通
路
に
あ
る
も
の
で
、
旅
人
は
そ
の
一
本
松
を
愛
し

て
右
の
よ
う
に
歌
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
長
歌
は
倭
建
命
の
思
国
歌
と
な
っ
て

い
る
が
、
本
来
は
思
国
歌
と
は
関
係
な
く
、
素
朴
な
民
謡
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

注
1
7

い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
高
木
市
之
助
氏
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
恐
ら
く
こ
の
一
本
の
老
松
は
、
彼
等
の
あ
こ
が
れ
の
尾
張
に
向
っ
て
、
指
す

　
が
如
く
教
ふ
る
が
如
く
に
そ
の
枝
幹
を
向
け
て
み
た
で
あ
ら
う
。
単
純
な
古
代

　
人
は
か
う
し
た
場
合
、
こ
の
尾
張
に
対
す
る
愛
着
を
こ
の
一
個
の
植
物
に
移
す

　
事
が
出
来
た
に
ち
が
ひ
な
い
。
而
か
も
こ
の
愛
着
は
、
す
べ
て
を
擬
人
す
る
彼

　
等
に
と
っ
て
は
、
直
ち
に
き
ぬ
き
せ
ま
し
を
太
刀
は
け
ま
し
を
と
呼
び
か
け
ず

　
に
は
す
ま
さ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
か
う
い
う
風
に
想
像
し
て
こ
そ
（
仮
令

　
そ
れ
は
想
像
に
過
ぎ
な
く
と
も
）
、
一
つ
松
に
対
す
る
初
心
素
朴
な
古
代
人
の
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心
が
始
め
て
生
動
す
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
誰
か
が
樹
下
に
太
刀
を
忘
れ
て

　
行
か
う
が
、
さ
う
し
て
そ
れ
が
再
び
出
て
来
よ
う
が
、
そ
れ
は
歌
の
原
型
的
な

　
意
味
と
は
何
の
交
渉
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
吉
野
の
鮎
・
八
十
三
頁
）

　
さ
て
以
上
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
「
栗
原
の
…
…
」
の
歌
の
発
想
は
さ
か
の
ぼ
る

こ
と
が
で
き
る
と
思
う
が
、
古
今
集
東
歌
の
「
小
黒
崎
…
…
」
と
並
べ
て
み
て
す

ぐ
わ
か
る
よ
う
に
、
両
歌
は
「
…
…
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し

を
」
と
い
う
共
通
句
を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
句
の
上
に
地
名
と
か
、
そ
の
地
方
で

他
に
誇
り
う
る
歌
枕
的
な
物
を
冠
し
ざ
え
す
れ
ば
、
そ
の
地
方
の
民
謡
と
し
て
り

っ
ぱ
に
完
成
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
伊
勢
物
語
第
十
四
段
か
ら
も
推
測
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
栗
原

の
…
…
」
の
歌
の
次
に
「
…
…
と
い
へ
り
け
れ
ば
、
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、
思
ひ
け
ら

し
と
そ
い
ひ
を
り
け
る
」
と
あ
る
が
、
男
は
陸
奥
国
の
旅
を
終
え
て
京
へ
帰
ろ
う

と
す
る
に
当
た
っ
て
「
栗
原
の
…
…
」
と
い
う
歌
を
女
に
与
え
た
と
こ
ろ
、
女
は

「
姉
歯
の
松
が
人
で
な
い
よ
う
に
、
あ
な
た
は
田
舎
ぴ
て
い
て
人
ら
し
く
な
い
か

ら
、
京
へ
は
連
れ
て
行
け
な
い
」
と
い
う
歌
の
真
意
を
解
し
か
ね
、
か
え
っ
て
誤

解
し
て
、
「
あ
の
人
が
私
を
愛
し
て
く
れ
て
い
る
ら
し
い
」
と
思
っ
て
喜
ん
で
い

る
。
こ
う
い
う
女
の
無
教
養
ぶ
り
を
描
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
話
か
ら

推
測
す
る
と
、
都
の
人
が
地
方
に
下
り
、
し
ば
ら
く
地
方
に
い
て
や
が
て
上
京
す

る
場
合
に
、
都
人
は
「
…
…
の
人
な
ら
ば
都
の
つ
と
に
い
ざ
と
い
は
ま
し
を
」
と

　
　
て
い

い
う
体
の
よ
い
挨
拶
の
基
本
形
の
上
に
、
そ
の
地
名
と
か
そ
の
地
方
の
物
を
冠
し

て
、
一
首
の
歌
と
し
て
整
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
し
て
地
方
に
下
っ
た
都
人
が
地
方
で
恋
人
が
で
き
、
そ
の
人
と
別
れ
て
上
京

伊
勢
物
語
の
歌
の
伝
承
性

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
f
本
心
は
こ
れ
を
機
会
に
縁
を
切
り
た
い
時
一
、

こ
の
基
本
形
が
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
地
方
に
残
さ
れ

た
女
で
も
ち
ょ
っ
と
教
養
の
あ
る
者
な
ら
ば
、
そ
の
歌
の
真
意
を
理
解
し
て
悲
し

む
わ
け
で
あ
る
が
、
第
十
四
段
の
陸
奥
の
女
は
教
養
が
と
ぼ
し
か
っ
た
ば
か
り

に
、
真
意
を
解
し
な
い
ば
か
り
か
誤
解
し
て
喜
ぶ
と
い
う
反
対
の
結
果
を
招
く
こ

と
に
な
っ
た
、
こ
乙
に
い
う
に
い
わ
れ
ぬ
女
の
哀
れ
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
金
子
元
臣
氏
が
「
小
黒
崎
…
…
」
の
歌
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
8

て
、
「
作
者
は
京
人
で
あ
る
に
違
ひ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
は
当
た
っ
て
い
る
と

思
う
。
　
「
小
黒
崎
…
…
」
に
限
ら
ず
「
栗
原
の
…
…
」
の
歌
も
、
じ
つ
は
京
人
の

詠
む
歌
で
あ
り
、
京
人
が
旅
先
の
地
名
を
上
に
冠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
別
れ
の
歌

に
な
る
と
い
う
、
つ
ま
り
、
都
人
に
よ
る
一
種
の
伝
承
歌
で
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

五

　
以
上
、
私
は
伊
勢
物
語
第
十
四
段
の
三
首
の
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
伝
承
性
を
述

べ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
果
、
三
首
の
歌
と
も
そ
の
発
想
は
平
安
以
前
に

さ
か
の
ぼ
り
う
る
も
の
で
あ
り
、
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
庶
民
の
間
で
親
し
ま
れ

て
き
た
類
型
に
よ
り
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
民
謡
的
な
基
盤
に

立
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

　
い
っ
た
い
に
第
十
四
段
は
、
他
の
多
く
の
段
と
同
じ
く
「
む
か
し
、
男
・
｝
…
」

と
い
う
書
出
し
で
は
あ
る
が
、
そ
の
「
男
」
よ
り
も
陸
奥
の
女
を
描
く
方
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
女
の
心
情
は
、
「
聴
く
に
…
…
」
　
「
夜

も
明
け
ば
…
…
」
の
二
首
の
歌
で
よ
く
表
わ
れ
て
い
る
し
、
三
首
め
に
「
栗
原
の

五
九
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…
…
」
と
い
う
男
の
歌
は
あ
る
が
、
そ
の
次
の
「
よ
ろ
こ
ぼ
ひ
て
、
　
『
思
ひ
け
ら

し
』
と
そ
い
ひ
を
り
け
る
」
に
至
っ
て
、
女
の
哀
れ
は
最
高
潮
に
達
し
て
い
る
。

つ
ま
り
こ
の
段
は
、
　
「
京
の
人
」
を
「
め
づ
ら
か
」
に
思
っ
た
m
口
舎
の
陸
奥
女
が

く
り
広
げ
る
ひ
な
び
た
女
の
哀
れ
を
描
く
の
が
作
者
の
ね
ら
い
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
女
を
描
く
に
当
た
っ
て
作
者
は
、
民
謡
的
基
盤
に
立
つ
類
型
を
う
ま

く
組
合
せ
、
読
者
の
心
に
生
き
生
き
と
印
象
づ
け
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
伊
勢
物
語
の
前
段
の
う
ち
、
　
「
男
」
が
町
中
で
行
動
す
る
段
は
、
た
と
え
ば
第
．

二
段
に
お
い
て
「
男
」
は
西
の
京
の
女
と
語
ら
っ
て
わ
が
家
に
帰
り
、
「
起
き
も

せ
ず
寝
も
せ
で
夜
を
あ
か
し
て
は
春
の
物
と
て
な
が
め
暮
ら
し
つ
」
と
詠
み
、
第

四
段
に
お
い
て
、
東
五
條
の
大
后
の
西
の
対
に
住
む
女
を
し
の
ん
で
、
　
「
月
や
あ

ら
ぬ
春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
わ
が
身
ひ
と
つ
は
も
と
の
身
に
し
て
」
と
詠
む
。
「
男

」
は
適
中
の
ど
こ
へ
行
っ
て
も
心
が
晴
れ
ず
、
ま
こ
と
に
哀
れ
深
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
第
十
段
か
ら
第
十
五
段
へ
か
け
て
の
、
い
わ
ゆ
る
東
国
物
語
に
お
い
て

は
、
第
十
四
段
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
「
京
人
」
た
る
「
男
」
と
「
田
舎
女
」
を
対

照
さ
せ
、
女
の
哀
れ
を
描
き
、
逆
に
京
人
た
る
「
男
」
の
方
に
は
そ
の
衿
持
さ
え

も
感
じ
ら
れ
る
。
東
国
物
語
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
、
田
舎
女
の
哀
れ
に
同
情
の

念
を
催
す
と
と
も
に
、
京
人
た
る
「
男
」
の
意
気
に
驚
か
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
け
す

　
た
と
え
て
い
え
ば
、
京
に
い
る
時
の
「
男
」
は
生
恥
の
申
の
魚
で
あ
り
、
田
舎

に
い
る
時
の
「
男
」
は
大
海
を
遊
泳
す
る
魚
で
あ
る
。
伊
勢
物
語
に
描
か
れ
た
こ

の
よ
う
な
「
男
」
の
二
面
性
こ
そ
、
平
安
の
貴
族
社
会
に
生
き
る
者
の
宿
命
的
性

格
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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六
〇

福
田
良
輔
氏
「
伊
勢
物
語
の
民
謡
性
」
　
（
古
代
語
文
ノ
ー
ト
）

拙
稿
「
伊
勢
物
語
『
筒
井
つ
の
段
』
の
構
成
」
1
伝
承
性
を
中
心
に
一
（
論
究
日
本

文
学
・
第
三
十
一
号
）
、
「
伊
勢
物
語
の
伝
承
性
」
　
（
大
阪
私
立
短
期
大
学
協
会
・

昭
和
四
十
二
年
度
研
究
論
文
集
）

森
本
治
吉
氏
「
萬
葉
集
大
系
・
八
」
　
（
民
俗
篇
）
の
中
の
「
柳
田
国
男
氏
と
の
対
話

」
三
六
二
～
三
六
三
頁
、
森
本
治
吉
氏
「
萬
葉
集
の
芸
術
性
」
四
四
五
頁
な
ど
。

森
本
治
吉
氏
「
萬
葉
集
の
芸
術
性
」
　
（
萬
集
集
大
系
・
八
）
四
四
五
頁
。

津
田
左
右
吉
氏
「
萬
葉
の
歌
人
の
自
然
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
第
一
に
い
ふ
べ
き

こ
と
は
、
自
然
を
我
が
友
と
見
、
無
情
の
生
物
を
人
と
同
じ
く
有
情
の
も
の
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
」
　
（
文
学
に
現
は
れ
た
る
国
民
思
想
の
研
究
・
第
一
巻
・
二
〇
七

頁
）中

島
光
風
氏
「
物
象
が
介
在
す
る
だ
け
そ
れ
だ
け
正
述
心
緒
歌
よ
り
具
象
性
が
大
で

あ
る
と
云
ふ
事
は
云
へ
る
だ
ら
う
。
即
ち
正
述
心
緒
が
単
純
に
心
的
事
件
を
一
握
す

る
に
対
し
、
之
は
具
体
的
な
物
象
を
持
っ
て
来
て
例
証
す
る
の
で
あ
る
。
い
は
ば
無

形
的
な
心
的
事
件
に
対
し
一
種
の
枠
を
は
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
読
者
に
わ
か
　
2
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

り
易
く
な
る
。
」
　
（
国
語
と
国
文
学
・
第
六
巻
八
号
・
寄
物
陳
思
歌
の
表
現
方
法
に

つ
い
て
）

高
木
市
之
助
・
五
味
智
英
・
大
野
晋
氏
「
萬
葉
集
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
の
頭

注
に
よ
る
。

本
居
宣
長
「
古
事
記
伝
」
・
巻
三
十
六
。

鋳
方
貞
亮
氏
「
日
本
古
代
野
作
史
」
四
十
四
頁
。

矢
野
玄
道
「
日
本
逸
史
私
記
」
に
、
「
三
三
レ
三
二
詔
限
二
字
一
」
と
あ
る
。
□
の
箇

所
（
二
か
所
）
に
は
と
も
に
「
富
」
の
字
を
入
れ
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。

「
伊
勢
物
語
愚
見
抄
」
　
「
伊
勢
物
語
直
書
」
　
「
勢
語
臆
断
」
な
ど
。

「
勢
語
諸
註
引
解
」
「
伊
勢
物
語
新
稗
」
　
（
平
田
篤
胤
の
水
槽
に
鶏
を
ひ
た
す
話
を

紹
介
）

西
郷
信
綱
氏
「
古
事
記
の
世
界
」
　
（
岩
波
新
書
）

三
谷
栄
一
氏
「
日
本
文
学
の
民
俗
学
的
研
究
」
五
六
二
頁
。

土
橋
寛
氏
「
古
代
歌
謡
集
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
）
頭
注
に
よ
る
。
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「
柿
本
朝
臣
人
麻
呂
の
集
の
歌
」
と
い
っ
て
も
、
じ
つ
は
柿
本
人
麻
呂
の
自
作
歌
と

い
く
つ
か
の
他
人
の
歌
と
を
集
め
た
も
の
で
あ
り
、
柿
本
人
麻
呂
作
と
明
記
し
た
歌

よ
り
も
民
謡
性
に
富
む
。

土
橋
寛
氏
「
古
代
歌
謡
集
」
　
（
日
本
古
典
文
学
大
系
・
頭
注
）
、
武
田
祐
吉
氏
「
古

事
記
」
　
（
日
本
古
典
鑑
賞
講
座
）
一
六
二
頁
な
ど
。

金
子
元
臣
氏
「
古
今
和
歌
集
評
繹
」
一
〇
二
六
頁
。
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