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伊

勢

物

語

酔
・露

抄

た
ら

一全
八
冊
。

穐
押
形
押
模
様
つ
藍
色
表
紙
¨
美
濃
判
袋
綴
。

巻̈

一
・
四

ｏ
五
●
七
の
四
冊
に
は

「
酔
露
鋤
」
と
あ
る
。

一こ
の
書
の
成
立
は
、
そ
の
跛
文
に
語
る
と
こ
ろ
に
よ
つ
て
概
略
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
す
な
は
ち
、
摂
津
国
平
野
郷
の
人
、
土
橋
友
直
は
同
好
の
士
と
共

に
含
筆
堂
を
構

へ
て
主
と
し
て
漢
文
を
修
め
て
ゐ
た
が
、
風
雅
の
道
に
も
趣
味

が
あ
つ
た
ｆ
旧
知
の
よ
し
み
も
あ
つ
て
、
菅
雄
は
彼
ら
の
た
め
に
京
都
か
ら
出

張
し
て
は
朝
夕
わ
が
国
典
の
講
釈
を
ｔ
て
日
を
重
ね
た
が
、
あ
る
日
の
こ
と
、

聴
講
者
の

一
人
た
る
三
村
好
方
が
き
て
、
自
分
は
伊
勢
物
語
が
好
き
で
繰
り
か

へ
し
読
ん
だ
が
、
な
ほ
分
ら
ぬ
と
こ
ろ
が
多
ぐ
あ
る
の
で
、
菅
雄
の
考

へ
に
よ

・
る
解
釈
書
を
作
つ
て
ほ
し
い
と
求
め
た
。
ち
や
う
ど
菅
雄
に
は
伊
勢
物
語
に
関

し
て
、
若
い
頃
か
ら
の
覚
書
も
で
き
て
ゐ
た
の
で

，
そ
れ
ら
を
整
理
し
て
作
つ

て
み
よ
う
と
応
じ
た
。
菅
雄
は
京
に
帰

つ
て
そ
の
仕
事
に
か
か
つ
て
ゐ
た
が
、

七
十
の
坂
も
随
分
と
す
ぎ
た
身
に
は
、
筆
と
る
手
も
ふ
る
へ
て
、
思
ふ
に
任
か

せ
ぬ
進
捗
ぶ
り
に
や
が
て
中
絶
状
態
と
な
っ
た
が
、
娘
に
そ
れ
を
引
き
つ
い
で

や

ヽ
ら
■

て
み
て
ゐ
る
中
に
、

や
う
や
く
全
巻
の
議
釈
が
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

従
つ
て
、
こ
の
や
う
な
須
齢
不
如
意
の
中
で
著
作
さ
れ
た
ふ
の
で
あ
る
か
ら
、

詳
ら
か
に
ｔ
え
て
ゐ
．な
い
点
に
つ
い
て
新
た
に
研
究
す
る
こ
と
き
で
き
ず
、
た

ど
た
ど
ｔ
い
節
ヽ
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
見
ゅ
る
ｔ
て
欲
し
い
と
そ
の
抜
攻
中
に

こ
と
わ
ら
て
ゐ
る
ｆ
そ
し
て
『
そ
の
終
り
に
は

「享
保
五
庚
子
年
十

一
月
下
旬

．‘
一

し｀

て

．　
八
　
　
木
　
　
　
　
毅
　
　
．

酔
露
堂
河
瀬
氏
源
菅
雄
」
と
あ
る
ｏ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

木
書
に
は
菅
雄
の
独
創
に
な
る
と
思
は
れ
る
解
釈
は
少
く
、
全
体
と
し
て
言

へ
ば
、
旧
誰
の
内
で
は
比
較
的
こ
の
書
に
近
い
一町
斯
に‐
で
き
た
と
考
へ
ら
れ
る

伊
勢
物
語
抒

‐海
に
■
る
と
こ
ろ
が
大
ぎ
か
つ
ｔ
の
で
一
．な
い
か
と
思
■
ず
一以

下
い
こ
の
層
の
内
容
を
も
う
少
ｔ
く
は
し
ぐ
紹
介
し
て
み
た
い
。

酔
露
堂
は
河
瀬
菅
雄
の
斎
号
で
あ
る
。
菅
雄
は
京
都
の
人
、
歌
学
を
飛
鳥
井

雅
章
に
学
び
、
京
都
歌
壇
一
方
の
雄
で
ぉ
つ
た
。
国
学
者
伝
記
集
成
な
ど
に
よ

れ
ば
、
彼
に
は
、
和
歌
ま
さ
な
草
、
和
歌
道
じ
る
べ
、
和
歌
拾
題
抄
、
百
人

一
首
玉
葛

＾
「百
人
一
首
さ
れ
力、
づ
ち
」
の
こ
と
な
ら
む
）、　
類
漢
抄
、　

‐春風

抄
ヽ
酔
露
軒
和
歌
集
等
の
著
書
が
あ
る
。
享
保
十
年

（
一
七
二
五
年
）
二
月
二

十
三
日
七
十
九
才
を
以
て
歿
し
た
。
か
の
三
輪
執
斎
は
、
漢
学
者
中
の
有
数
な

歌
人
で
あ
る
が
、
歌
道
を
こ
の
菅
雄
に
学
ん
だ
の
で
お
つ
た
。
本
誌
前
号
の
大

鋤
評
画
は
輸
酵
酬
嚇
幸
榔
硼
御
嘲
証
嘲
け
れ
は
に
解
縫
¨
『
榔
晴
一
端
骸
』
』

国
典
及
び
和
歌
の
教
へ
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
享
保
二
年
に
友
直
が

含
黎
堂
を
平
野
の
地
に
開
設
す
る
や
、
菅

‐雄
は
七
十
の
老
躯
を
以
て
来
つ
て
講

筵
を
布
い
て
み
る
。
か
や
う
な
わ
け
で
、
土
橋
家
に
は

，
含
黎
堂
の
諸
記
録
と

２
も
に
、
菅
雄
の

―著
述
や
筆
積
が
幾
っ
力、
襲
蔵
せ
ら
れ
て
も
ち
つ
で

‐ぁ
る
。
本

書
は
そ
の
中
の
一
部
で
あ
る
。　
　
　
　
・



ま
づ
本
書

の
大
体

の
体
裁
に
つ
い
て
言

ふ
と
、
最
初

に
伊
勢
物
語

の
総
論
が

あ
，

、

つ
づ

い
て
段
数
を
記

し
、

・
段

の
大
意
ヽ
本
文
＾
語
釈
、
評
言

の
順

に
各

段

の
議
解
が
す
す
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
段

の
大
意
や
、
評
言

の
省
略
さ
れ
て
ゐ
る

場
合
ヽ
沙
く
な

い
。
　

一　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
一　

　

　

・

総
論
に
お
い
て
は
、
伊
勢
物
語
の
題
名
、
作
者
、
制
作
の
事
情
な
ど
に
つ
い

て
論
じ
て
ゐ
る
。

題
名
が

「
い
せ
も
の
が
た
り
」

と
呼
ば
れ
る
に
い
た
つ
た

理
由
に
つ
い
て

は
、
最
近
に
も
傾
聴
す
べ
き
説
が
な
さ
れ
て
ゐ
る
が
い
本
書
で
は
旧
註
の
所
説

を
四
つ
に
整
理
し
て
あ
げ
い
そ
れ
に
対
し
て
著
者
の
感
想
と
い
つ
た
程
度
の
も

の
を
述
べ
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
引
い
て
み
よ
う
。

Ａ
　
男
女
の
物
語
と
い
ふ
意
に
よ
る
と
す
る
説
¨

（
そ
の

一
、
伊
勢
の
二
字
に

男
女
と
訓
釈
す
る
こ
と
が
ぁ
る
か
ら
、
と
す
る
肖
聞
抄
や
嬰
児
抄
に
伝

へ
て

き
た
説
で
あ
る
‥。

こ
れ
は
閥
疑
抄
に
も
引
い
て
ゐ
る
。
そ
の
二
、
伊
は
閉

ｐ゙

る
音
で
陽
、
勢
は
開
く
音
で
陰
を
お
ら
は
す
と
こ
ろ
か
ら
、
「
伊
勢
」
で
「
男

女
」
の
意
に
な
る
の
だ
と
す
る
説
¨
こ
れ
は
或
人
が
菅
雄
に
教

へ
た
も
の
だ

と
言
つ
て
ゐ
る
。
）
ご
の
説
は
附
会
の
説
で
信
じ
が
た
い
と
し
て
ゐ
る
。

Ｂ
　
伊
勢
斎
宮
の
情
事
説
話
を
中
心
と
す
る
物
語
だ
か
ら
伊
勢
物
語
と
名
付
け

ら
れ
た
の
だ
と
す
る
説
。
筆
者
は
こ
の
説
の
伝
来
を
の
べ
、
こ
の
説
の
不
当

で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
ゐ
る
。
そ
の
理
由
を
彼
は
、
こ
の
説
話
が
必
ず
し

も
こ
の
物
語
の
中
心
で
は
な
い
ヽ
と
い
ふ
之
こ
ろ
に
お
い
て
弁
じ
て
ゐ
る
。

Ｃ
　
作
者
を
伊
勢
と
し
、　
そ
れ
に
よ
る
と
す
る
説
。　
筆
者
は
伊
勢
集
の
発
瑞

ど
、
こ
の
物
語
の
文
体
と
を
比
較
し
、
ま
た
所
謂
定
家
の
奥
書
は
、
作
者
が

伊
勢
で
あ
つ
た
か
ら
こ
そ
伊
勢
物
語
と
名
づ
け
た
の
だ
と
言
つ
て
あ
る

・
の
を

挙
げ
て
ゐ
る
０
し
か
し

「
定
家
の
奥
書
」
も
作
者
を
追
求
す
る
の
は
無
理
で

あ
る
と
い
つ
て
み
る
０
を
引
い
て
、
結
局
は
伊
勢
物
語
作
者
不
可
知
論
を
ほ

の
め
か
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
ヽ
最
後
に
い

Ｄ
　
業
平
の
官
記
が
す
で
に
あ
つ
た
の
に
対
し
て
、
伊
勢
の
御
の
加
筆
に
よ
つ

て
成
立
し
た
と
す
る
和
歌
知
顕
集
以
来
愚
見
抄
ま
で
ひ
き
つ
が
れ
来
つ
て
成

つ
だ
伊
勢
加
筆
説
を
挙
げ
、　
一
応
こ
れ
を
自
説
と
し
て
こ
の
題
名
論
の
し
め

く
く
り
に
し
て
ゐ
る
。

伊
勢
物
語
作
者
の
論
に
も
、
酔
露
抄
に
は
と
り
た
て
て
い
ふ
べ
き
も
の
を
見

出
さ
な
い
つ
こ
れ
は
、
題
名
論
と
も
関
聯
す
る
と
こ
ろ
で
、
右
に
あ
げ
た
Ｄ
に

よ
つ
て
、
菅
雄
の
作
者
に
つ
い
て
の
考
へ
は
凡
そ
知
り
う
る
の
で
あ
る
が
、
彼

は

「自
記
と
い
へ
る
説
英
分
明
也
」
と
い
つ
て
ゐ
る
も
の
の
、

「万
葉
の
歌
を

か
き
又
業
平
歿
後
の
事
を
か
け
る
を
も
て
見
れ
ば
伊
勢
の
詞
と
み
ゆ
、
尤
昔
と

い
ひ
男

・と
い
へ
る
は
伊
勢
の
筆
法
也
」
と
あ
る
か
ら
、
業
平
の
自
記
を
も
と
に

し
た
伊
勢
述
作
説
２
い
ふ
の
を
継
承
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

・
次
に
伊
勢
物
語
の
制
作
動
機
に
対
す
る
彼
の
見
解
を
質
し
て
み
よ
う
。
こ
の

点
に
関
し
て
伊
勢
物
語
抒
海
は
、

「業
平
増
身
の
事
え
る
物
あ
る
を
も
ち
て
、

そ
の
内
に
詞
を
く
は
へ
、
歌
を
く
は
へ
て‐
作
り
物
語
と
し
て
后
の
宮
へ
参
ら
せ

た
り
と
聞
え
侍
り
、
但
し
源
氏
物
語
な
ど
の
如
ぐ
に
虚
を
実
に
書
な
し
た
る
一

向
の
作
物
か
た
り
に
は
あ
ら
ず
、
こ
れ
は
た
だ
業
平
の
一
生
涯
を
書
き
つ
づ
け

て
英
の
内
に
古
歌
を
加
へ
、
又
別
の
事
を
も
よ
そ
へ
ち
は
せ
、
実̈
を
虚
に
と
り

な
し
、
お
も
し
ろ
く
作
り
立
て
、
后
の
宮
へ
奉
り
け
る
も
の
也
」
ど
し
て
、
伊

勢
物
語
を
一
篇
の
モ
デ
ル
小
税
と
み
ヽ
そ
の
興
味
あ
る
作
品
を
七
条
の
垢
に
奉

る
た
め
に
書
か
れ
た
と
す
る
０
に
対
し
、
酔
露
抄
は

「も
と
業
平
の
自
記
に
て

あ
り
し
を
伊
勢
の
筆
を
ぐ
は
へ
て
実
事
に
て
な
き
や
う
に
か
き
あ
ら
は
せ
り
、

是
人
の
悪
を
隠
し
て
善
を
お
ら
は
す
心
な
る
べ
し
、

（中
略
）
伊
勢
物
語
は
実

を
も
て
虚
に
か
き
な
し
、
源
氏
物
語
は
虚
を
も
て
実
に
か
き
な
せ
り
、
さ
れ
ば

い
づ
れ
も
作
物
語
と
見
る
べ
し
、
か
か
る
物
語
を
作
り
て
い
か
な
る
益
と
い
へ



ば
，

事
『
一
繭
わ
“
詢
″
¨
奪
れ
わ
た
識
凛

‐
み 人
輸

点‐の

―で，道
崚
秘
機

海 の
や‐仁
熱
陣
％
舞

幾
ら
力、
あ
ら
は
れ
て
き
て
ゐ
る
一‐と
言
ふ
こ
２
が
で
ぎ
る
ｃ
　
　
　
一

よ
辮
７
妙
一
内
容
一
は
‘
‘

，
先
立
つ
て
先
。つ

ｔ
つ
増
っ
組
珊
を
し
ら
べ
て
み

底
本
に
帰
ひ‐
で
あ
る
の
は
天
一
本
系
０
流
布‐‐
本
に
概
ね
日
一
で
、
そ
の
百
十
五

輿しの，産Ｈ”の収‐立‐め‐“方；‐ゐ‥」には絲塚動つた‐もいれに漱れヽ
巻‘っ一て』はかけに

猜轟
ざ
鵜
れ
説
騨
鰈
鈍
野
一́絣
ポ
鍔
奪
蕊

い」』』脅嚇〕』』筆一」］普一】］一一｝｝， 勧録̈一”一中一・ □
之
し
て
空
け
て
ゐ
る
。
巻
四
の
初
め
の
段
は
流
布
本
の
第
十
四
段
‘
当
る
の

だ
が
、
酔
露
沙
は
こ
こ
で
再
び
段
数
‐を仕
し
で
そ
れ
に，第
二
七
段
と
話
し
て
ゐ

』一」な一岸に̈
「るめ，つ̈】口̈
慟”″一̈
“暉］″一い０“球一，

中”い一̈い一砕̈̈
”̈“『̈̈
一］一一婢〕̈
‐，その段”一』』一一

ヽ

|ヽ



喩
は
蚕
の
面
を
と
り
で
維
を

っ
く
り
）
を
０
糸
ぐ
ら
を
鯵

い
だ
す

士
喩
は
蚕
の
市
を
と
り
て
絲
を

つ
く
り
、
そ
の
糸
く
ち
を
惨
出
す
る

が
ご
と
し
、
業
平

一
生
の
事
を
い
は
ん
と
し
て
、
粗
う
ゐ
か
う
ぶ

＊
が
ご
と
も
、
業
平

一
生
の
事
を
い
は
ん
と
し
て
、
粗
う
い
か
う
ぶ

り
を
発
喘
と
し
て
好
色

の
こ
と
、
ほ
の
め
か
し
て
女

の
貞
節
を
顕

＊
り
を
発
端
と
し
て
好
色
の
事
を
は
の
め
か
し
、
女
の
貞

節

を

顕

は
し
、
叉
歌

の
贈
答

の
奇
妙
な
る
事
を
を
し

へ
た
り
、
仏
経
の
中

＊
は
し
、
ス
歌

の
贈
答

の
奇
妙
な
る
事
を
教
え
た
り
、
　

仏
経
の
中

に
も
序
分
正
宗
分
流
通
分
と
段
を
わ
か
て
る
ご
と
し
、

＊
に
も
序
文
正
宗
分
流
通
分
と
三
段
を
わ
か
て
る
が
ご
と
し
、

物
語
を
儒
教
的
道
徳

の
下

に
価
値
づ
け
る
批
評

の
立
場
は
伊
勢
物
語
の
護
釈

の
場
合
で
言

へ
ば
、　
抒
海
か
ら
酔
露
抄
、　
勢
語
通

へ
伝

へ
ら
れ
た
と
み
ら
れ

る
。
し
か
も

こ
の
場
合
は
、
次
第

に
儒
教
的
道
徳
観
が
濃
く
な

つ
て
き
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
第

二
段

の
段
意
を
酔
露
抄
か
ら
引

い
て
み
る
と
、

此
段
は
好
色

の
み
だ
り
が
は
し
き
事
を
し
る
し
、
し
か
も
叉

こ
と
さ
ら

に
男
あ
る
女

に
み
そ
か
事
あ
る
は
大
な
る
僻
事
也
。

と
あ
る
が
、
抒
海

に
も
右
と
同
じ
文
が
あ
る
。
さ
う
し
て
抒
海
で
は
更
に
続
け

て
左

の
如
く
述
べ
て
ゐ
る
。

和
漢

と
も

に
そ
の
罪
す
て
に
刑
罰
ゆ
る
す
べ
か
ら
ず
、
さ
れ
ば
独
り
の

み
も
あ
ら
ざ
り
け
ら
し
と
書
た
る
よ
し
は
大

に
そ
し
り
た
る
詞
な
り
、

こ
れ
孔
子
の
春
秋
を
作
り
し
、　
一
子
褒
貶
の
文
法
な
り
。

ま
た
第
九
段

に
つ
い
て
は
、
酔
露
抄
で
は

業
平

の
好
色
は
か
く
流
浪
し
て
も
す
す
ろ
な
る
め
を
見
て
も

こ
り
給
は

ぬ
本
性
の
知
れ
た
る
を
深
く

い
ま
し
め
た
り
。

と
言

つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
ら
に
は
物
語
に
教
訓
を
求

め
る
護
者

の
立
場
が
よ
く
あ

ら、
は
れ
て
み
る
。

酔
露
抄
の
段
序
の
た
て
か
た
に
は
天
福
本
系
の
も
の
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な

が
、
段
数
の
附
し
か
た
に
多
少
の
相
違
の
み
ら
れ
る
こ
と
は
先
に
体
裁
に
つ
い

て
述
べ
た
時
に
ふ
れ
て
お
い
た
通
り
で
あ
る
。
天
福
本
系
流
布
本
の
第
九
段
に

あ
た
る
本
文
に
酔
露
抄
で
は
段
数
を
記
入
し
て
ゐ
な
い
が
、
三
つ
の
段
に
区
切

つ
て
段
を
立
て
て
ゐ
る
の
で
あ

つ
て
、

「ゆ
き
′
ヽ
て
す
る
が
の
く
に
に
い
た

り
」
の
条
下
に

此
段
を
は
じ
め
の
段
と
同
じ
段
に
つ
づ
け
て
か
け
る
本
も
あ
れ
ど
、
ま

へ
の
段
の
や
う
に
畢
党
歌
を
か
か
ん
た
め
な
れ
ば
、
是
は
又
一
段
に
き

り
て
み
る
べ
し

と
言
ひ
、

「な
ほ
ゆ
き
ノ
ヽ
て
、
武
蔵
の
国
と
」
の
条
下
に
は
、

此
段
よ
り
又

一
段
に
わ
か
ち
て
十
二
段
と
す
れ
ど
此
説
不
用

と
証
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
み
れ
ば
、
菅
雄
の
考
へ
で
は
、
流
布
本
の
第

九
段
を

「ゆ
き
ノ
ヽ
て
す
る
が
の
く
に
に
い
た
り
」
で
前
後
に
二
分
す
る
の
が

本
意
で
あ
つ
た
の
を
旧
説
に
よ
つ
て
一
応
三
分
し
た
、
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。

流
布
本
の
第
二
十
四
段

里
日
男
か
た
ゐ
中
に
住
け
り
」
に
本
書
で
は
第
二
十

七
、
そ
こ
か
ら
六
段
に
わ
た
り
段
数
を
附
し
、

「む
か
し
春
宮
の
女
御
の
御
か

た
」
に
第
二
十
二
と
し
た
の
は
、
何
故
で
あ
る
か
、
私
は
そ
の
理
由
を
明
ら
に

し
え
な
い
。
本
書
が
、
こ
れ
も
前
述
の
や
う
に
、
巻

一
の
三
段
と
こ
の
部
分
と

以
外
に
段
数
を
附
け
な
か
つ
た
の
は
、
本
書
の
筆
者
菅
雄
が
、
諸
護
を
掛
酌
し

つ
つ
そ
の
点
の
解
決
を
え
な
い
ま
ま
、
こ
の
世
を
去
つ
た
た
め
で
は
な
い
か
と

思
は
れ
る
。

最
後
に
、
証
釈
の
実
際
例
を
本
書
の
中
か
ら
若
干
紹
介
し
て
み
よ
う
。

第
九
段
「く
も
て
な
け
れ
ば
」
の
話
釈
。
抒
海
に
は
「肖
聞
云
蛛
手
と
は
四



方
よ
り
水
お
ち
あ
ひ
縦
横
に
水
の
ゆ
く
を
い
ふ
。
ゃ
っ
と
は
数
の
事
也
。
閥
疑

抄
云
八
に
は
か
ぎ
る
べ
か
ら
ず
、
水
ゆ
く
川
た
て
よ
こ
な
る
に
、
あ
な
た
こ
な

た
へ
か
け
た
る
を
い
ふ
な
る
べ
し
。
後
撰
第
九
、
打
わ
た
し
な
が
き
心
は
や
つ

は
し
の
く
も
で
に
お
も
ふ
こ
と
は
た
え
せ
じ
、
今
案
云
、
八
を
か
ぎ
り
と
す
と

云
は
、
八
は
陰
数
の
き
は
ま
り
也
、
八
重
垣
、
八
百
万
、
八
功
徳
池
、
八
万
四

千
の
法
門
な
ど
み
な
八
を
以
て
こ
れ
を
い
ふ
な
り
」
と
証
し
て
ゐ
る
の
に
対

し
、
本
書
で
は
、

顕
昭
日
、
く
も
て
と
は
橋
の
柱
に
つ
よ
か
ら
せ
ん
よ
う
に
す
ち
か
へ
て

う
ち
た
る
木
を
く
も
て
と
云
也
云
、
○
叉
袖
中
抄
云
処
も
こ
そ
あ
れ
三

河
の
八
橋
を
い
ふ
に
水
の
く
も
て
に
て
あ
る
ら
ん
も
あ
や
し
、
さ
れ
は

く
も
て
と
は
水
の
事
也
、
橋
に
つ
き
た
る
事
に
は
あ
ら
ぬ
也
、
此
説
不

可
〇
肖
聞
云
蛛
手
之
は
四
方
よ
り
水
落
あ
ひ
、
縦
横
に
水
の
ゆ
く
を
い

ふ
。
真
名
に
蛛
手
と
か
け
り
、
此
肖
聞
の
説
、
可
然
。

と
あ
つ
て
、
総
論
や
段
意
の
と
こ
ろ
で
散
見
し
た
や
う
な
抒
海
か
ら
の
ひ
き
う

つ
し
は
一
応
み
ら
れ
な
い
。
こ
こ
で
言
へ
ば
、
結
論
的
に
は
同
説
と
言
へ
よ
う

が
、
そ
こ
に
至
る
旧
護
の
引
用
な
ど
に
、
違
つ
た
過
程
を
辿
つ
て
ゐ
る
こ
と
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
四
段

「夜
も
明
け
ば
」
の
歌
の
解
。

き
つ
に
、
狐
也
、
ね
を
に
と
云
は
五
音
通
ふ
故
也
。
は
め
、
食
の
字
き

つ
ね
に
此
鶏
を
は
め
と
也
、
な
て
は
ね
か
ひ
た
る
詞
に
て
狐
に
彼
を
は

ま
ぬ
か
、
は
め
よ
と
也
〇

一
義
は
ま
せ
ん
と
い
へ
れ
ど
不
用
。
く
た
か

け
、
鶏
の
事
也
。
東
国
の
な
ら
ひ
に
て
家
を
く
た
と
い
ふ
、
か
け
は
家

鶏
也
、
に
は
と
り
也
、
さ
れ
ば
言
重
た
る
事
な
れ
と
是
等
い
に
し
へ
り

い
ひ
な
ら
は
し
た
る
也
、
か
け
と
ば
か
り
も
よ
む
也
○
万
葉
に

（以
下

略
）

と
あ
つ
て
、

「き
つ
」
に
関
し
て
は
愚
見
抄
、

「
か
け
」
に
つ
い
て
は
閥
疑
抄

と
い
つ
た
風
に
、
古
証
を
利
用
し
て
の
語
釈
が
行
は
れ
て
ゐ
る
。

第
四
十
三
段

「
ほ
と
と
ぎ
す
の
か
た
」
を

「
ほ
と
と
ぎ
す
の
形
ち
也
」
と
し

て
ゐ
る
の
は
古
護
に
も

「形
也
、
下
絵
也
」
と
あ
る
の
を
継
承
し
た
の
で
あ
ら

う
が
、
下
絵
と
い
ふ
方
を
省
い
て
形
と
い
ふ
解
釈
だ
け
を
と
つ
た
の
は
誤
解
を

さ
け
る
意
味
で
正
し
い
。
ゑ
と
か
た
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
、
前
者
は
芸
術

的
な
も
の
（絵
画
表
現
）を
言
ひ
、
後
者
は
芸
術
を
意
識
し
な
い
単
な
る
図
形
、

模
様
、
か
た
ち
な
ど
の
意
に
わ
け
て
考
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
現
在
で
は

「
か
た
」
の
解
釈
に

「
ゑ
」
の
意
を
も
混
用
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

ま
た
、
第
六
十
九
段
の
注
釈
の
後
に
記
し
た
評
言
に
は
、

か
く
の
ご
と
く
斎
宮
は
い
づ
れ
の
御
時
い
づ
れ
の
帝
の
御
女
誰
の
妹
な

と
と
名
を
あ
ら
は
し
た
る
事
不
義
不
道
を
大
き
に
い
ま
し
め
た
る
也
。

聖
人
の
教
に
は
不
義
不
道
な
る
も
の
は
英
官
を
除
、
そ
の
名
を
削
て
い

ま
し
め
と
し
給
ふ
。
是
は
そ
の
う
ら
に
て
、
か
く
名
を
顕
は
し
連
子
な

ど
ま
で
を
事
あ
ら
は
し
た
る
事
聖
人
の
道
と
は
た
が
ひ
た
る
や
う
な
れ

と
い
ま
し
め
と
す
る
の
心
は
同
じ
事
な
る
べ
し
。

と
一言
つ
て
ゐ
る
が
、
菅
雄
が
こ
の
物
語
に
対
し
た
態
度
が
よ
く
う
か
が
は
れ
る

と
思
ふ
。

要
す
る
に
酔
露
抄
は
、
古
来
の
諸
注
の
説
を
彼
の
判
断
に
も
と
づ
い
て
、
出

来
る
だ
け
新
し
く
正
し
く
取
捨
し
よ
う
と
努
力
し
た
も
の
の
如
く
で
あ
る
が
、

そ
の
結
果
は
、
伊
勢
物
語
註
釈
史
の
上
に
、
劃
期
的
な
も
の
と
は
な
り
え
な
か

つ
た
。
け
れ
ど
も
、
伊
勢
物
語
護
釈
史
の
上
に
そ
の
名
を
書
き
加
へ
ら
る
べ
き

若
干
の
価
値
は
あ
る
で
あ
ら
う
。

―
大
阪
大
学
助
手
―

―
昭
和
二
十
九
年
度
科
学
研
究
費
に
よ
る
調
査
報
告
の
一
部
―




