
平
安
末
期
に
お
け
る
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」

旧
稿
の
過
誤 「

伊
勢
物
語
の
高
安
の
女
」
補
遺
Ｉ

い
た
が
、
賀
茂
真
淵
が
「
伊
勢
物
語
古
意
」
に
、

…
…
「
け
こ
」
は
、
或
説
に
家
の
子
に
て
家
人
奴
蝉
の
事
と
い
へ
る

も
理
り
な
き
に
あ
ら
ね
ど
、
古
本
に
「
歳
子
」
と
書
、
万
葉
に
も
「
家

に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
」
と
も
あ
れ
ば
、
飯
旗
の
器
て
ふ
意
也
け

り
。

と
述
べ
て
以
来
、
飯
を
盛
る
食
器
と
す
る
説
が
一
般
化
す
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
旧
稿
で
は
、
真
淵
が
新
説
の
根
拠
と
し
て
い
た
「
古
本
」
す
な
わ

ち
伊
勢
物
語
真
名
本
の
表
記
や
さ
ま
ざ
ま
の
文
献
を
検
討
し
、
こ
の
「
け

こ
」
は
や
は
り
食
器
で
な
く
一
家
春
属
の
者
た
ち
の
意
に
理
解
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
そ
し
て
、
「
賀
茂
真
淵
の
「
伊
勢
物
語
古
意
」
よ
り

以
前
に
は
、
食
器
の
意
の
「
笥
子
」
と
い
う
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
結
論
づ
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
早
乙
女
利
光
氏
は
「
「
伊
勢
物
語
」
二
十
三
段
考
１

山
本
登
朗

ヒ
ル

平
成
十
六
年
二
月
十
七
日
発
行
の
「
国
文
学
」
第
八
十
八
号
に
、
私
は

「
伊
勢
物
語
の
高
安
の
女
’
二
十
三
段
第
三
部
の
二
つ
の
問
題
ｌ
」
と
題
す

る
論
文
を
発
表
し
た
。
そ
の
「
二
つ
の
問
題
」
の
う
ち
最
初
に
取
り
上
げ

た
問
題
に
つ
い
て
は
、
い
ま
は
省
略
す
る
。
論
文
の
後
半
で
、
私
は
、
伊

勢
物
語
第
二
十
三
段
に
見
え
る
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
と
い
う
表
現
、

中
で
も
と
り
わ
け
「
け
こ
」
と
い
う
語
の
解
釈
に
つ
い
て
論
じ
た
。
伊
勢

物
語
第
二
十
三
段
の
第
三
部
で
、
「
ま
れ
ま
れ
」
高
安
に
来
た
主
人
公
は
、

、
、

高
安
の
女
が
「
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ
か
ら
飯
が
ひ
取
り
て
、
け
一
）
の

う
つ
は
も
の
に
も
り
け
る
」
姿
を
見
て
、
「
心
う
が
り
て
」
、
高
安
に
行
か

な
く
な
る
。
こ
の
「
け
こ
」
に
つ
い
て
、
江
戸
時
代
初
期
ま
で
の
お
も
な

注
釈
は
す
べ
て
「
家
子
」
す
な
わ
ち
一
家
春
属
の
者
た
ち
の
意
に
捉
え
て



早
乙
女
氏
は
ま
た
、
同
じ
論
文
の
中
で
、
「
け
こ
」
の
語
や
「
け
こ
の
う

つ
は
も
の
」
と
い
う
表
現
を
用
い
た
和
歌
と
し
て
、
次
の
二
首
を
あ
げ
て

お
ら
れ
る
。

（
「
現
存
和
歌
六
帖
」
第
五
・
二
三
四
）

家
と
う
じ
を
思
ふ

知
家

、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

高
安
の
み
も
と
は
は
や
く
な
れ
に
け
り
手
づ
か
ら
け
こ
の
そ
な
へ
を

ぞ
や
る

（
「
段
富
門
院
大
輔
集
』
二
二
四
）

、
、
、
、
、
、
、
、

ま
た
、
け
こ
の
う
つ
は
も
の
な
ど
お
き
つ
つ
、
し
ひ
の
葉
に
盛

ら
ぬ
に
や
、
住
み
な
れ
た
る
さ
ま
ど
も
し
た
る
に

こ
と
わ
り
や
お
の
が
さ
と
ざ
と
ふ
り
捨
て
て
す
み
よ
し
と
の
み
思
ひ

が
ほ
な
る

こ
れ
も
「
唐
物
語
』
と
同
じ
よ
う
に
私
が
見
落
と
し
て
い
た
、
重
要
な

用
例
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
い
ま
私
が
傍
点
を
打
っ
た
部
分
を
見
れ
ば
わ
か

る
よ
う
に
、
こ
の
両
者
は
と
も
に
、
あ
き
ら
か
に
伊
勢
物
語
を
ふ
ま
え
て

い
る
。
早
乙
女
氏
は
そ
の
こ
と
を
確
認
し
た
だ
け
で
、
そ
れ
以
上
こ
れ
ら

の
例
を
検
討
し
て
お
ら
れ
な
い
が
、
実
は
重
要
な
こ
と
が
ら
が
、
こ
こ
か

ら
浮
か
ぶ
上
が
っ
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
最
初
の
知
家
の
歌
は
、
ど

二
段
富
門
院
大
輔
の
一
首
か
ら

へ
。

「
け
こ
の
う
っ
は
も
の
に
も
り
け
る
」
の
解
釈
と
和
歌
の
役
割
ｌ
」
（
「
文

学
・
語
学
」
一
八
七
号
・
平
成
一
九
年
三
月
）
で
同
様
の
問
題
を
検
討
さ

れ
、
藤
原
成
範
（
文
治
三
年
・
一
一
八
七
年
没
）
の
作
か
と
さ
れ
る
「
唐

物
語
」
第
四
の
「
孟
光
、
夫
の
梁
鴻
に
よ
く
仕
ふ
る
語
」
に
、

…
…
こ
の
男
を
ま
た
な
き
も
の
に
思
ひ
て
、
か
し
づ
き
敬
ふ
こ
と
思

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ふ
に
も
す
ぎ
た
り
け
り
。
朝
な
夕
な
に
飯
が
ひ
と
り
て
、
け
こ
の
う

、
、
、
、
、
、
、

つ
は
も
の
に
盛
り
つ
つ
、
眉
の
か
み
に
捧
げ
て
ね
ん
ご
ろ
に
進
め
け

れ
ば
、
斉
眉
の
礼
と
ぞ
今
は
言
ひ
伝
へ
た
る
。

と
、
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
を
ふ
ま
え
た
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
と
い

う
表
現
が
見
え
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
早
乙
女
氏
は
、
賀
茂
真
淵
以
前

に
は
「
け
こ
」
は
「
家
子
」
の
意
で
あ
っ
た
と
い
う
前
提
の
も
と
に
、
こ

の
「
唐
物
語
」
の
該
当
部
分
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ

ま
な
工
夫
を
こ
ら
し
て
お
ら
れ
る
が
、
『
唐
物
語
」
の
こ
の
「
け
こ
」
は
、

食
器
の
意
の
「
笥
子
」
と
考
え
た
方
が
は
る
か
に
自
然
で
あ
る
。
「
賀
茂
真

淵
の
「
伊
勢
物
語
古
意
」
よ
り
以
前
に
は
、
食
器
の
意
の
「
笥
子
」
と
い

う
語
は
存
在
し
な
か
っ
た
」
と
い
う
私
の
旧
稿
の
結
論
は
、
間
違
っ
て
い

た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
の

「
け
こ
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
か
。
本
稿
は
、
早
乙

女
氏
の
指
摘
を
ふ
ま
え
つ
つ
、
旧
稿
を
補
訂
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。



長
月
の
十
日
ご
ろ
、
住
吉
に
人
々
具
し
て
詣
で
て
、
浜
の
仮
屋

ど
も
め
づ
ら
し
く
て
、
壷
ど
も
多
く
と
り
並
べ
た
る
に

い
ち
の
壷
落
ち
入
り
て
こ
そ
ゆ
か
し
け
れ
こ
の
世
の
ほ
か
の
住
ま
ま

ほ
し
さ
に

す
な
わ
ち
、
般
富
門
院
大
輔
は
人
々
を
誘
っ
て
住
吉
神
社
に
参
詣
し
た

が
、
そ
の
際
、
住
吉
の
海
岸
に
作
ら
れ
た
仮
屋
で
、
お
そ
ら
く
は
休
息
し

て
食
事
を
取
っ
た
。
大
輔
は
そ
の
仮
屋
の
あ
り
さ
ま
を
珍
し
が
っ
て
、
二

二
三
番
．
二
一
一
四
番
の
歌
に
詠
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
二
三
番
歌

の
解
釈
は
い
ま
省
略
す
る
が
、
二
二
四
番
歌
の
詞
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
、
他
郷
か
ら
来
た
ら
し
い
仮
屋
の
住
人
た
ち
が
、
椎
の
葉
に
飯
を

盛
る
の
で
は
な
く
、
い
か
に
も
そ
こ
に
「
住
み
な
れ
」
た
様
子
で
食
器
、

す
な
わ
ち
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
な
ど
を
並
べ
て
い
る
情
景
に
つ
い
て
、

二
二
四
番
の
歌
は
い
さ
さ
か
戯
れ
つ
つ
、
こ
こ
は
「
す
み
よ
し
（
住
み
良

し
）
」
な
の
だ
か
ら
、
故
郷
を
捨
て
て
住
み
着
こ
う
と
す
る
の
も
当
然
だ
と

詠
ん
で
い
る
。

般
富
門
院
大
輔
た
ち
花
林
苑
グ
ル
ー
プ
の
歌
人
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
連

れ
だ
っ
て
難
波
に
で
か
け
て
お
り
、
そ
の
際
、
自
分
た
ち
を
難
波
に
下
っ

た
伊
勢
物
語
の
主
人
公
に
見
立
て
た
歌
を
し
ば
し
ば
詠
ん
で
い
る
こ
と
が
、

松
野
陽
一
氏
「
花
林
苑
の
原
型
Ｉ
難
波
塩
湯
浴
み
這
遥
歌
群
注
解
」
（
初
出

昭
和
五
七
年
、
後
に
「
烏
帯
千
載
集
時
代
和
歌
の
研
究
」
〈
平
成
七
年
。

ノ、
一

の
よ
う
な
趣
旨
で
詠
ま
れ
た
歌
か
、
い
ま
ひ
と
つ
明
白
で
な
く
、
ま
た
、

こ
こ
で
「
け
こ
」
が
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
も
、

さ
だ
か
に
し
が
た
い
。
い
ま
注
目
し
た
い
の
は
、
二
首
目
の
股
富
門
院
大

輔
の
歌
の
、
お
そ
ら
く
は
段
富
門
院
大
輔
自
身
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
思

わ
れ
る
詞
瞥
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
と
い
う
表
現

と
と
も
に
、
「
し
ひ
の
葉
に
盛
ら
ぬ
に
や
」
と
い
う
言
葉
が
記
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
言
葉
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
万
葉
集
の
よ
く
知
ら
れ
た
次
の

二
首
（
巻
二
・
一
四
一
～
一
四
二
）
の
う
ち
、
後
者
の
一
首
を
ふ
ま
え
て

い
る
。

あ
り
ま
の
み
こ

い
た

も
え

有
間
皇
子
み
づ
か
ら
傷
み
て
松
が
枝
を
結
ぶ
歌
一
一
首

・
え

艶
』
§

岩
代
の
浜
松
が
枝
を
引
き
結
び
ま
幸
く
あ
ら
ぱ
ま
た
か
へ
り
見
む

け

い
ひ

し
ひ

家
に
あ
れ
ば
笥
に
盛
る
飯
を
草
枕
旅
に
し
あ
れ
ば
椎
の
葉
に
盛
る

こ
の
歌
が
ふ
ま
え
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
「
般

富
門
院
大
輔
集
」
二
二
四
番
歌
の
詞
書
の
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
と
い

う
表
現
は
、
こ
の
同
じ
万
葉
歌
の
「
笥
」
と
い
う
語
と
同
じ
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
も
ま
た
、
賀
茂
真
淵
以

前
に
用
い
ら
れ
た
、
食
器
の
意
の
「
笥
子
」
と
い
う
語
の
用
例
だ
っ
た
の

で
あ
る
。

「
段
富
門
院
大
輔
集
」
を
見
る
と
、
こ
の
二
二
四
番
の
詞
書
と
歌
は
、
次

の
よ
う
な
一
首
（
二
二
三
）
に
続
け
て
記
さ
れ
て
い
る
。



段
富
門
院
大
輔
集
に
よ
れ
ば
、
段
富
門
院
大
輔
は
少
な
く
と
も
二
度
、

大
和
国
石
上
の
柿
本
人
麿
の
墳
墓
を
訪
れ
、
経
供
養
な
ど
を
お
こ
な
っ
て

い
る
（
山
本
弓
古
注
」
前
史
ｌ
平
安
末
期
の
伊
勢
物
語
享
受
ｌ
」
「
国
語

と
国
文
学
」
平
成
二
三
年
一
一
月
）
。
こ
の
墳
墓
は
、
藤
原
清
輔
に
よ
っ
て

発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
の
事
情
は
清
輔
の
「
袋
草
紙
」
や
顕
昭
の
「
柿

本
朝
臣
人
麻
呂
勘
文
」
に
詳
し
い
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
元
永
元
年
・
一

二
八
に
清
輔
や
顕
昭
の
祖
父
、
藤
原
顕
季
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
人
麿

影
供
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
な
、
人
麿
崇
拝
の
時
代
風
潮
が
あ
っ
た
。
そ
し

て
さ
ら
に
そ
の
背
後
に
は
、
万
葉
集
を
あ
ら
た
め
て
重
視
し
よ
う
と
す
る
、

当
時
の
歌
壇
全
体
の
大
き
な
動
き
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
、
「
次
点
」
と
呼
ば
れ
る
万
葉
集
の
訓
読
作
業

が
お
こ
な
わ
れ
、
ま
た
万
葉
集
歌
を
抄
出
・
部
類
し
た
「
類
緊
古
集
」
な

ど
も
編
纂
さ
れ
て
い
る
。
平
安
末
期
は
、
万
葉
集
が
さ
か
ん
に
読
ま
れ
、

重
ん
じ
ら
れ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。
さ
き
に
見
た
、
般
富
門
院
大
輔
集
二

二
四
番
歌
の
詞
書
が
、
万
葉
集
の
有
間
皇
子
の
歌
を
ふ
ま
え
て
書
か
れ
て

に
、
異
な
っ
た
二
種
類
の
理
解
が
同
時
に
併
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。三

万
葉
集
享
受
と
伊
勢
物
篭

ノＬ

風
間
書
房
〉
に
収
録
）
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
問
題
に
し
て

い
る
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
と
い
う
表
現
は
、
伊
勢
物
語
の
難
波
下
向

の
章
段
に
用
い
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
歌
で
は
な
く
詞
書
の

表
現
で
は
あ
る
が
、
同
じ
伊
勢
物
語
の
語
が
こ
こ
で
こ
と
さ
ら
に
用
い
ら

れ
て
い
る
の
も
、
お
そ
ら
く
は
類
似
の
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
が
有
間
皇
子
の
歌
の
言
葉
と
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
も
、
都
か
ら
は
る
ば

る
住
吉
ま
で
や
っ
て
来
た
自
分
た
ち
を
、
有
間
皇
子
に
重
ね
て
表
現
し
よ

う
と
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
（
た
と
え
ば
「
俊
頼
髄
脳
」
は
有
間
皇
子

の
こ
の
二
首
に
つ
い
て
、
「
山
野
に
ゆ
き
ま
ど
ひ
て
…
…
詠
み
給
へ
る
歌
な

り
」
と
記
し
て
い
る
。
）
そ
の
有
間
皇
子
の
歌
の
「
笥
」
を
、
般
富
門
院
大

輔
は
「
け
こ
の
う
つ
は
も
の
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
一
方
で
、
当
時
、
「
け
こ
」
は
「
家
子
」
の
意
の
語
と

し
て
は
っ
き
り
と
認
識
さ
れ
て
も
い
た
。
旧
稿
で
も
紹
介
し
た
よ
う
に
、

「
角
川
古
語
大
辞
典
」
の
「
け
ど
」
の
項
に
は
、
般
富
門
院
大
輔
と
も
親
し

か
っ
た
顕
昭
の
「
散
木
集
注
』
の
、
「
流
し
つ
る
け
ど
の
み
わ
も
り
…
…
」

と
い
う
俊
頼
の
歌
に
対
す
る
、
次
の
よ
う
な
注
記
が
用
例
と
し
て
あ
げ
ら

れ
て
い
る
。

け
ご
は
家
子
な
り
。
伊
勢
物
語
に
も
「
け
ど
の
う
つ
は
も
の
」
と
書

け
り
。

平
安
末
期
に
は
、
「
け
こ
」
（
ま
た
は
「
け
ど
」
）
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う



る
。

い
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
時
代
背
景
の
ひ
と
つ
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
ら
れ

さ
て
、
早
乙
女
利
光
氏
が
問
題
に
し
て
お
ら
れ
る
「
唐
物
語
」
第
四
「
孟

光
、
夫
の
梁
鴻
に
よ
く
仕
ふ
る
語
」
の
全
文
は
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

昔
、
梁
鴻
と
い
ふ
人
、
孟
光
に
あ
ひ
具
し
て
年
ご
ろ
住
み
け
り
。
こ

の
孟
光
、
世
に
類
な
く
み
め
わ
る
く
て
、
こ
れ
を
見
る
人
、
心
を
惑

は
し
て
騒
ぐ
ほ
ど
な
り
け
れ
ど
、
こ
の
男
を
ま
た
な
き
も
の
に
恩
ひ

て
、
か
し
づ
き
敬
ふ
こ
と
恩
ふ
に
も
す
ぎ
た
り
け
り
。
朝
な
夕
な
に

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

飯
が
ひ
と
り
て
、
け
｝
」
の
う
つ
は
も
の
に
盛
り
つ
つ
、
眉
の
か
み
に

捧
げ
て
ね
ん
ご
ろ
に
進
め
け
れ
ば
、
斉
眉
の
礼
と
ぞ
今
は
言
ひ
伝
へ

た
る
。

さ
も
あ
ら
ば
あ
れ
玉
の
姿
も
何
な
ら
ず
ふ
た
心
な
き
妹
が
た
め

に
は

志
だ
に
浅
か
ら
ず
は
、
玉
の
姿
花
の
形
な
ら
ず
と
も
、
ま
こ
と
に
口

惜
し
か
ら
じ
か
し
。

作
者
は
こ
こ
で
「
世
に
類
な
く
み
め
わ
る
く
て
、
こ
れ
を
見
る
人
、
心

を
惑
は
し
て
騒
ぐ
ほ
ど
」
で
あ
っ
た
醜
女
孟
光
が
、
梁
鴻
に
か
し
づ
き
仕

え
た
こ
と
を
お
も
に
述
べ
、
末
尾
に
「
志
だ
に
浅
か
ら
ず
は
、
玉
の
す
が

た
花
の
か
た
ち
な
ら
ず
と
も
、
ま
こ
と
に
口
惜
し
か
ら
じ
か
し
」
と
記
し

て
い
る
が
、
そ
の
出
典
で
あ
る
「
後
漢
書
」
梁
鴻
伝
に
よ
れ
ば
、
孟
光
は

四
伊
勢
物
語
と
「
唐
物
語
」

ノＬ

こ
の
有
間
皇
子
の
歌
は
、
「
古
今
和
歌
六
帖
」
に
も
収
録
さ
れ
、
ま
た
さ

き
に
見
た
よ
う
に
「
俊
頼
髄
脳
」
、
そ
し
て
ま
た
『
古
来
風
体
抄
」
等
の
歌

論
普
に
も
見
え
る
、
当
時
で
も
よ
く
知
ら
れ
た
一
首
で
あ
っ
た
。
こ
の
歌

に
見
え
る
「
笥
」
と
い
う
語
は
、
他
に
は
ほ
と
ん
ど
歌
に
詠
ま
れ
る
こ
と

の
な
い
、
そ
れ
だ
け
に
印
象
的
な
語
と
言
え
る
が
、
そ
れ
が
、
般
富
門
院

大
輔
集
の
詞
普
に
は
っ
き
り
と
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
の
「
け

こ
」
と
い
う
語
の
解
釈
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
「
け
こ
」
も
「
笥
」
と
同
じ

く
食
器
の
意
味
の
語
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い

か
と
推
測
さ
れ
る
。
さ
き
に
見
た
「
唐
物
語
」
第
四
に
見
え
る
用
例
も
、

そ
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
広
ま
っ
た
「
け
こ
」
に
つ
い
て
の
解
釈
（
伊

勢
物
語
自
体
に
と
っ
て
は
も
ち
ろ
ん
誤
っ
た
解
釈
）
に
基
づ
い
た
用
例
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
か
ら
五
百
年
以
上
も
後
の
時
代
に
、
先
に
見
た
よ
う
に
賀
茂
真
淵

は
、
真
名
本
の
表
記
の
ほ
か
に
、
や
は
り
こ
の
有
間
皇
子
の
一
首
を
根
拠

に
挙
げ
て
、
「
け
こ
」
が
「
笥
」
と
同
じ
意
味
の
語
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

時
を
隔
て
て
、
二
度
に
わ
た
っ
て
、
万
葉
集
の
こ
の
歌
は
、
伊
勢
物
語
の

解
釈
に
、
同
じ
よ
う
な
影
響
を
与
え
た
の
で
あ
る
。



す
で
に
旧
稿
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
考
察
し
た
よ
う
に
、
ま
た
竹
岡

正
夫
氏
の
「
伊
勢
物
語
全
評
釈
」
（
昭
和
六
二
年
・
右
文
書
院
）
や
片
桐
洋

一
氏
の
「
校
注
古
典
張
瞥
伊
勢
物
語
」
（
新
装
版
、
平
成
一
三
年
・
明
治

書
院
）
で
す
で
に
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
の

「
け
こ
」
は
、
正
し
く
は
「
家
子
」
、
す
な
わ
ち
一
家
春
属
の
者
た
ち
を
言

う
言
葉
で
あ
っ
た
。
第
二
十
三
段
の
高
安
の
女
は
、
主
人
公
に
う
ち
解
け

た
後
、
「
手
づ
か
ら
飯
が
ひ
」
を
取
る
と
い
う
下
賎
な
ふ
る
ま
い
を
見
せ
た

だ
け
で
な
く
、
せ
っ
か
く
来
訪
し
た
主
人
公
を
放
置
し
て
、
家
の
従
者
や

下
人
た
ち
に
配
分
を
考
え
つ
つ
食
事
を
あ
て
が
う
と
い
う
、
い
か
に
も
一

家
の
女
主
人
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
に
没
頭
し
た
。
主
人
公
は
、
そ
の
よ
う

な
女
の
姿
を
「
心
う
が
り
」
、
来
訪
の
意
欲
を
失
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
の
「
け
こ
」
の
語
は
、
以
上
の
よ

う
に
、
平
安
時
代
末
期
に
す
で
に
食
器
の
意
に
誤
解
さ
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
は
一
部
の
人
々
の
間
に
と
ど
ま
り
、
や
が
て
姿
を
消
し
て
い
っ
た
。
そ

の
後
、
賀
茂
真
淵
に
至
っ
て
再
び
同
じ
解
釈
が
主
張
さ
れ
、
誤
っ
た
通
説

と
な
っ
て
現
代
に
至
っ
て
い
る
。

古
典
文
学
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
い
を
抱
き
さ
ま

ざ
ま
な
教
養
や
知
識
を
持
っ
た
多
く
の
人
に
読
ま
れ
、
多
様
な
形
で
享
受

五
さ
ま
ざ
ま
な
享
受
史

ノＬ
ｌＪ判

単
に
醜
女
だ
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
賢
人
を
求
め
て
「
年
三
十
」
ま
で

「
嫁
」
せ
ず
に
い
た
と
こ
ろ
、
乱
世
を
嘆
い
て
「
倶
に
深
山
に
隠
る
べ
き

者
」
を
求
め
て
い
た
梁
鴻
に
見
込
ま
れ
て
妻
と
な
り
、
「
黙
々
」
と
し
て
行

動
を
起
こ
さ
な
い
夫
を
励
ま
し
て
山
中
に
入
り
共
に
生
き
た
、
尋
常
な
ら

ざ
る
女
性
で
あ
る
。
藤
原
成
範
か
と
さ
れ
る
「
唐
物
語
」
の
作
者
は
、
こ

の
女
性
が
夫
に
仕
え
る
さ
ま
を
描
写
す
る
た
め
に
、
「
け
こ
」
を
食
器
の
意

と
誤
解
し
つ
つ
、
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
の
描
写
を
借
り
用
い
て
い
る
。

だ
と
す
れ
ば
、
『
唐
物
語
」
の
作
者
が
捉
え
た
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
の
高

安
の
女
は
、
ひ
た
す
ら
夫
に
尽
く
す
点
で
孟
光
に
近
い
要
素
を
持
っ
た
女

性
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
伊
勢
物
語
の
主
人
公
は
、
そ
ん
な
高

安
の
女
を
「
心
う
が
り
て
」
来
訪
を
や
め
る
が
、
「
唐
物
語
」
作
者
の
男
女

関
係
に
つ
い
て
の
価
値
観
は
、
も
と
よ
り
伊
勢
物
語
の
主
人
公
と
は
ま
っ

た
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
承
知
の
う
え
で
、
「
唐
物
語
」
の
作
者
は
あ

え
て
、
人
々
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
伊
勢
物
語
第
二
十
三
段
の
描
写
を
借

用
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
個
性
的
な
、
か
つ
興

味
深
い
伊
勢
物
語
享
受
、
批
判
的
享
受
と
も
言
う
べ
き
語
句
利
用
の
姿
が
、

そ
こ
に
は
見
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。



（
や
ま
も
と
と
く
ろ
う
／
本
学
教
授
）

ノＬ
王魂

さ
れ
て
き
た
。
よ
り
古
い
時
代
の
解
釈
が
よ
り
正
し
い
と
は
限
ら
ず
、
同

じ
時
代
に
も
当
然
複
数
の
解
釈
が
あ
り
得
た
。
本
稿
は
、
と
り
あ
え
ず
伊

勢
物
語
第
二
十
三
段
に
つ
い
て
、
そ
の
複
雑
な
享
受
史
の
一
端
を
か
い
ま

み
た
に
す
ぎ
な
い
。


