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凡
例

１

本
書
で
は
、
万
葉
集
の
歌
番
号
は
、
旧
国
歌
大
観
番
号
に
よ
る
。

２

万
葉
集
の
伝
本
の
名
称
は
、
基
本
的
に
『
校
本
万
葉
集
』
に
よ
る
。
た
だ
し
、
同
書
の
神
田
本
の
名

称
に
つ
い
て
は
、
近
年
の
一
般
的
な
名
称
で
あ
る
紀
州
本
に
す
る
。

３

万
葉
集
の
校
訂
本
文
を
使
用
す
る
と
き
に
は
、
木
下
正
俊
校
訂
『
万
葉
集
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版

（
塙

』

書
房

平
成
十
三
年
）
を
使
用
す
る
。

４

万
葉
集
伝
本
の
画
像
は
、
主
た
る
伝
本
は
、
以
下
の
通
り
。
広
瀬
本
は

『
校
本
万
葉
集

（
新
増

、

』

補
・
追
補
・
別
冊

平
成
六
年
）
と
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ｗ
ｅ
ｂ
版
を
併
用
す

る
。
紀
州
本
は
、
複
製
本
（
後
藤
得
三
編

昭
和
十
六
年
）
と
新
た
に
撮
影
し
た
カ
ラ
ー
写
真
を
併

用
す
る
。
元
暦
校
本
は
、
複
製
本
（
勉
誠
社
刊

昭
和
六
一
年

）
を
使
用
す
る
。
他
の
本
は
、
そ

の
都
度
出
典
を
明
示
す
る
。
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序

万
葉
集
伝
本
研
究
の
課
題

近
代
に
お
け
る
万
葉
集
の
伝
本
研
究
は
、
大
正
十
三
年
刊
の
『
校
本
万
葉
集
』
に
始
ま
る
と
い
っ
て
よ

い
。
同
書
は
、
万
葉
集
の
諸
伝
本
を
校
合
し
、
名
前
の
通
り
万
葉
集
の
校
本
を
作
成
す
る
目
的
で
作
ら
れ

て
い
る
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
べ
く
、
諸
本
の
調
査
も
詳
細
に
行
っ
て
お
り
、
同
書
首
巻
に
載
る
「
万
葉

集
諸
本
解
説

「
万
葉
集
諸
本
系
統
の
研
究
」
は
き
わ
め
て
充
実
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
諸
本
の

」
、

基
礎
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
様
々
な
点
で
調
査
に
便
宜
が
図
ら
れ
る
現
在
に
お
い
て
も
、
こ
れ
以
上
の

調
査
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
詳
細
で
正
確
な
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
同
書
首
巻
の
記
述
は
、
次
の
二
つ
の
点
で
問
題
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
ず
一
つ
は
、
万

葉
集
の
伝
本
は
、
仙
覚
の
校
訂
本
（
仙
覚
本
系
統
）
と
そ
れ
以
外
の
伝
本
（
非
仙
覚
本
系
統
）
と
に
分
け

ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
非
仙
覚
本
系
統
は
、
さ
ら
に
訓
の
仮
名
の
種
類
に
よ
っ
て
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮

名
訓
の
本
と
に
分
け
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
書
は
、
こ
の
仮
名
の
種
類
に
よ
っ
て
二
種
類
に
分
け
ら
れ

る
伝
本
群
が
系
統
の
上
で
も
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
の
か
否
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
。

も
う
一
つ
の
問
題
は
、
非
仙
覚
本
系
統
と
仙
覚
校
訂
本
系
統
と
い
う
二
つ
の
伝
本
群
が
い
か
な
る
関
係

。

、

、

に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る

同
書
は

現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
の
う
ち

天
治
本
に
つ
い
て
は
、
仙
覚
本
の
底
本
の
系
統
で
あ
る
む
ね
の
べ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
本
に
つ
い
て

は
、
仙
覚
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。

す
な
わ
ち
、
同
書
首
巻
に
よ
る
限
り
、
万
葉
集
の
諸
伝
本
の
関
係
は
、
非
仙
覚
本
系
統
と
仙
覚
校
訂
本

系
統
と
に
分
け
ら
れ
、
前
者
は
そ
の
中
に
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
が
存
す
る
こ
と
、
後
者
で

は
、
第
一
次
校
訂
本
の
寛
元
本
と
第
二
次
校
訂
本
の
文
永
本
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
の
み
が
述
べ
ら
れ
、

非
仙
覚
本
系
統
で
の
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
の
関
係
、
さ
ら
に
、
非
仙
覚
本
系
統
と
仙
覚
校

訂
本
と
の
関
係
の
有
機
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
同
書
に
は
諸

伝
本
に
お
け
る
関
係
に
つ
い
て
何
も
記
述
が
な
い
か
と
い
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
個
々
の
伝

本
の
様
々
な
特
徴
に
つ
い
て
は
、
こ
の
特
徴
に
つ
い
て
は
何
本
と
何
本
と
が
似
て
い
る
と
い
う
た
ぐ
い
の

記
述
は
き
わ
め
て
多
く
見
い
だ
さ
れ
る
。
同
書
は
、
む
し
ろ
諸
伝
本
同
士
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
深
く
関

心
を
払
っ
て
記
述
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
は
、
万
葉
集
の
諸
伝
本
に
お

い
て
、
個
々
の
伝
本
は
き
わ
め
て
密
接
に
関
係
し
合
っ
て
い
る
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

個
々
の
伝
本
の
類
似
点
を
集
積
し
て
ゆ
け
ば
、
諸
伝
本
の
枠
組
み
を
見
い
だ
す
道
は
存
す
る
と
予
測
さ
れ

る

校
本
万
葉
集

は

刊
行
後

増
補

昭
和
七
年

が
刊
行
さ
れ

そ
の
後
編
者
が
変
わ
り

新

。『

』

、

、「

」（

）

、

「

増
補

（
昭
和
五
五
年

「
新
増
補
・
追
補

（
平
成
六
年
）
と
増
訂
版
が
刊
行
さ
れ
た
が
、
諸
伝
本
の

」

）
、

」

関
係
に
つ
い
て
の
枠
組
み
に
は
手
は
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。

同
書
「
新
増
補
・
追
補
」
は
、
新
発
見
の
広
瀬
本
万
葉
集
を
校
合
に
加
え
、
さ
ら
に
そ
の
影
印
版
を
刊

行
し
た
こ
と
が
話
題
と
な
っ
た
。
広
瀬
本
は
、
非
仙
覚
本
系
統
で
初
め
て
発
見
さ
れ
た
二
〇
巻
揃
い
の
完

本
で
あ
る
。
非
仙
覚
本
系
統
の
諸
本
が
系
統
分
け
出
来
な
か
っ
た
事
情
は
た
く
さ
ん
あ
る
が
、
そ
の
一
つ

に
、
非
仙
覚
本
系
統
の
伝
本
に
完
本
が
な
い
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
広
瀬
本
の
出
現
が
、
万
葉
集
の

伝
本
研
究
を
大
き
く
変
え
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
本
研
究
の
目
的
は
、
こ
の
広
瀬
本
を
軸
と
し

て
、
従
来
不
明
と
さ
れ
て
き
た
万
葉
集
の
諸
伝
本
の
関
係
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
る
。
特
に
、

先
述
の
非
仙
覚
本
系
統
で
の
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
の
関
係
、
さ
ら
に
は
非
仙
覚
本
系
統
と

仙
覚
本
系
統
と
の
関
係
の
解
明
を
中
心
と
す
る
。
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第
一
章

非
仙
覚
本
系
の
系
統
分
け

第
一
節

平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

一

万
葉
集
の
伝
本
の
う
ち
、
い
わ
ゆ
る
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は
、
系
統
上
の
関
係
が
十
分
に
は
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
春
日
本
は
、
他
の
伝
本
の
本
文
と
の
関
係
に
明
確
な
傾
向
が
読
み

と
れ
る
例
外
的
な
存
在
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
春
日
本
と
諸
本
と
に
見
ら
れ
る
こ
の
明

確
な
傾
向
性
が
、
伝
本
全
体
の
関
係
を
考
え
る
上
で
あ
る
混
乱
を
も
た
ら
し
て
い
る
。

春
日
本
は

二
十
巻
の
う
ち

巻
五
～
十
・
十
三
・
十
四
・
十
九
・
二
十
の
十
巻
が
現
存
し
て
い
る

た

、

、

（

だ
し
、
残
存
す
る
の
は
い
ず
れ
も
そ
の
一
部
分

。
そ
の
う
ち
、
他
の
本
と
本
文
が
比
較
し
う
る
巻
は
、

）

巻
五
～
八
・
巻
十
九
・
二
十
の
六
巻
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
巻
五
～
八
に
お
い
て
は
、
本
文
は
、
明

ら
か
に
広
瀬
本
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
範
囲
で
の
二
本
の
類
似
は
、
本
文
だ
け
で
な
く
、
歌
の
脱

落
の
共
有
な
ど
に
も
及
び
、
ま
さ
に
酷
似
す
る
と
い
う
表
現
に
ふ
さ
わ
し
い
内
容
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

巻
十
九
・
二
十
に
お
い
て
は
、
広
瀬
本
に
は
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
ず
、
一
方
元
暦
校
本
に
は
春
日
本
と
酷

似
し
た
本
文
が
見
ら
れ
る
。
逆
に
巻
五
～
八
で
は
、
春
日
本
と
元
暦
校
本
に
そ
の
よ
う
な
類
似
は
見
ら
れ

な
い
（

春
日
本
の
再
検
討
」
本
書
第
三
章
付
属
論
文
①

。
つ
ま
り
、
春
日
本
は
、
あ
る
部
分
で
は
広

「

）

瀬
本
と
本
文
が
き
わ
め
て
近
似
し
て
お
り
、
別
の
部
分
で
は
元
暦
校
本
と
近
似
し
て
い
る
と
い
う
、
奇
妙

な
傾
向
を
持
つ
わ
け
で
あ
る
。
一
つ
の
伝
本
が
異
な
っ
た
部
分
で
本
文
の
近
い
伝
本
が
異
な
る
と
言
う
だ

け
で
も
十
分
な
混
乱
が
予
想
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
類
似
す
る
伝
本
の
性
格
が
そ
の
こ
と
に
さ
ら
に
輪
を
か

け
て
い
る
。

万
葉
集
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
に
は
、
訓
の
種
類
に
よ
っ
て
、
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
が

見
ら
れ
る
。
当
面
の
春
日
本
は
、
片
仮
名
の
訓
を
持
つ
本
で
あ
る
し
、
広
瀬
本
も
片
仮
名
の
訓
の
本
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
元
暦
校
本
は
、
平
仮
名
訓
の
本
な
の
で
あ
る
。
訓
の
種
類
が
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
の

分
類
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
が
、
訓
の

種
類
が
伝
本
の
分
類
の
上
で
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
春
日
本
は
、

巻
五
～
八
の
部
分
で
は
、
片
仮
名
訓
本
の
広
瀬
本
と
本
文
が
酷
似
し
、
巻
十
九
・
二
十
で
は
平
仮
名
訓
本

の
元
暦
校
本
と
本
文
が
酷
似
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
春
日
本
が
、
全
体
が
一
つ

の
系
統
で
な
く
、
途
中
か
ら
異
な
っ
た
系
統
に
な
っ
て
い
る
可
能
性
を
も
感
じ
さ
せ
る
し
、
場
合
に
よ
っ

て
は
、
春
日
本
と
関
わ
る
広
瀬
本
・
元
暦
校
本
の
方
に
何
ら
か
の
混
乱
が
存
す
る
こ
と
さ
え
も
想
定
さ
せ

る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
問
題
の
こ
れ
以
上
の
追
求
は
、
先
掲
拙
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
春
日
本
の
残
存

、

、

。

部
分
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
以
外
で
は
極
端
に
少
な
い
事
な
ど
か
ら

た
い
へ
ん
困
難
で
あ
る

す
る
と
、
春
日
本
を
め
ぐ
っ
て
、
傾
向
と
し
て
は
き
わ
め
て
は
っ
き
り
し
た
事
実
が
二
つ
、
し
か
も
互
い

に
矛
盾
し
た
状
態
で
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
十
分
な
説
明
が
出
来
な
い
状
態
で
あ
る
事
に
な

る
。

二

春
日
本
の
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
全
体
の
関
係
が
ど
の
程
度
明
ら
か
に
な
っ
て
い

る
か
に
よ
っ
て
、
受
け
止
め
方
が
か
な
り
変
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
先
に
述
べ
た
平

仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
が
、
訓
の
種
類
に
よ
っ
て
、
系
統
上
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
事
が
証
明
さ
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れ
て
い
れ
ば
、
春
日
本
に
見
ら
れ
る
傾
向
が
直
ち
に
伝
本
全
体
の
系
統
の
混
乱
に
結
び
つ
く
心
配
は
さ
ほ

ど
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
従
来
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
に
つ
い
て
、
平
仮
名
訓
の
本
と
、

片
仮
名
訓
の
本
と
で
、
系
統
が
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
事
を
論
証
し
た
研
究
は
見
出
せ
な
い
。
近
代
の
万
葉

集
の
伝
本
研
究
の
原
点
と
も
い
う
べ
き
『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
（

万
葉
集
諸
本
系
統
の
研
究

）
で
は
、

「

」

主
要
な
万
葉
集
の
伝
本
を
分
け
る
要
素
と
し
て
訓
の
位
置
と
と
も
に
、
平
仮
名
片
仮
名
の
種
類
を
挙
げ
、

現
存
の
伝
本
で
は
、
平
仮
名
訓
の
本
は
平
安
時
代
書
写
の
も
の
が
多
く
、
片
仮
名
訓
の
本
は
鎌
倉
時
代
以

降
の
書
写
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
が
、
現
存
の
伝
本
が
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
で
系
統
上

分
類
で
き
る
か
否
か
ま
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。
同
書
に
言
及
は
な
い
ま
で
も
、
訓
の
種
類
に
よ
っ
て
書

写
年
代
が
異
な
る
と
い
う
事
実
だ
け
で
も
、
系
統
を
考
え
る
上
で
決
定
的
に
も
思
わ
れ
る
が
、
同
書
に
も

指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
平
安
時
代
書
写
の
本
で
も
片
仮
名
の
訓
の
本
が
存
し
て
い
た
証
拠
も
あ
り
（
惟
宗

孝
言
本
・
中
務
大
輔
本

、
現
存
伝
本
の
書
写
年
代
だ
け
か
ら
、
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
を

）

分
類
す
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
ろ
う

『
校
本
万
葉
集
』
以
降
、
こ
の
問
題
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
論

。

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
系
統
の
問
題
で
は
な
く
、
片
仮
名
訓
の
本
同
士
で
本
文
な
ど
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
指
摘

で
あ
る
な
ら
ば
、
従
来
か
ら
か
な
り
見
る
事
が
出
来
る
。
た
と
え
ば
、
先
掲
『
校
本
万
葉
集
』
の
「
万
葉

集
諸
本
系
統
の
研
究
」
で
は
、
片
仮
名
訓
の
本
で
あ
る
紀
州
本
と
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
と
が
同
一
の

系
統
で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
と
は
、
元
暦
校
本
に
別
の
本
の
内
容

が
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
、
そ
の
訓
の
様
相
か
ら
、
片
仮
名
の
訓
の
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
指
摘
を
は
じ
め
、
次
の
よ
う
な
指
摘
を
見
る
事
が
出
来
る
。

（
あ
）

Ａ
元
暦
校
本
・
藍
紙
本

Ｂ
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
・
類
聚
古
集
・
紀
州
本
・
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

小
島
憲
之
「
万
葉
集
原
典
批
評
一
私
考

（
国
語
国
文

第
十
三
巻
三
号

」

昭
和
十
八
年
三
月
）

（
い
）

類
聚
古
集
片
仮
名
訓
書
き
入
れ
・
紀
州
本
・
冷
泉
本
（
注
１

・
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

）

山
崎
福
之
「
類
聚
古
集
の
片
仮
名
訓
書
入

（
万
葉

第
一
一
三
号

昭
和
五
十

」
八
年
三
月
）

（
う
）

広
瀬
本
・
紀
州
本

『

』

「

」（

）

佐
竹
昭
広
他

校
本
万
葉
集

新
増
補
・
追
補

広
瀬
本
万
葉
集
解
説

平
成
六
年

（

）

、

あ

の
指
摘
の
Ｂ
群
の
中
に
平
仮
名
訓
の
本
の
類
聚
古
集
が
入
っ
て
い
る
こ
と
に
は
問
題
が
残
る
が

右
の
四
つ
の
論
の
結
論
は
ど
れ
も
基
本
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
指
摘
に

、

、

、

よ
れ
ば

個
々
の
片
仮
名
訓
の
本
同
士
互
い
に
本
文
が
似
通
っ
て
お
り

こ
れ
ら
の
指
摘
を
集
積
す
れ
ば

片
仮
名
訓
の
本
が
平
仮
名
訓
の
本
と
対
立
的
な
関
係
を
形
作
る
事
が
自
ず
か
ら
示
唆
さ
れ
る
と
い
う
側
面

。

、

、

、

は
否
定
で
き
な
い

こ
の
よ
う
な
研
究
の
蓄
積
が

改
め
て
論
証
す
る
ま
で
も
な
く

片
仮
名
訓
の
本
は

平
仮
名
訓
の
本
に
対
し
て
系
統
上
対
立
す
る
こ
と
は
自
明
の
理
で
あ
ろ
う
と
す
る
風
潮
を
生
ん
で
い
る
よ

う
に
も
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
二
つ
の
点
で
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、
こ
れ
ら
の
指
摘

、

、

、

は

た
し
か
に
片
仮
名
訓
の
本
同
士
の
類
似
を
証
明
し
て
い
る
が

こ
れ
ら
の
指
摘
の
軸
と
な
る
伝
本
は

明
ら
か
に
紀
州
本
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
紀
州
本
を
中
心
と
し
て
そ
の
他
の
片
仮
名
訓
の
本
と
の
類

似
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
紀
州
本
の
非
仙
覚
本
系
の
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部
分
は
巻
十
ま
で
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
紀
州
本
が
論
証
に
役
に
立
つ
部
分
は
巻
十
ま
で
に
限
ら
れ
る

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
本
稿
で
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
の
系
統
上
の
位
置
を
討

究
す
る
理
由
は
、
春
日
本
が
、
巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
と
で
相
似
る
伝
本
が
片
仮
名
訓
の
本
の
場
合

と
平
仮
名
訓
の
本
の
場
合
と
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
り
、
こ
こ
に
存
す
る
問
題
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
片

仮
名
訓
の
本
が
系
統
上
、
平
仮
名
訓
の
本
と
対
立
す
る
こ
と
を
、
巻
十
ま
で
で
は
な
く
、
二
十
巻
全
体
で

論
証
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
う
一
つ
は
、
右
の
諸
論
で
は
、
た
し
か
に
片
仮
名
訓
の
本
同
士
類
似
す
る
点
が
多
い
事
実
は
指
摘
さ

れ
て
い
る
が
、
片
仮
名
訓
の
本
が
グ
ル
ー
プ
と
し
て
平
仮
名
訓
の
本
と
系
統
上
対
立
す
る
事
ま
で
は
当
然

の
こ
と
な
が
ら
証
明
さ
れ
て
い
な
い
。
個
々
の
本
同
士
で
は
な
く
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
片
仮
名
訓
の
本
が

平
仮
名
訓
の
本
と
対
立
す
る
事
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
、
系
統
上
の
関
係
を
論
証
し
た
事
に
な
ら
な
い
。

三

片
仮
名
の
訓
の
本
が
、
グ
ル
ー
プ
と
し
て
、
し
か
も
巻
一
か
ら
二
十
に
至
る
ま
で
平
仮
名
訓
の
本
と
対

立
す
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
証
明
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
万
葉
集
の
伝
本
は
、

今
問
題
に
な
っ
て
い
る
非
仙
覚
本
系
の
他
に
、
仙
覚
系
の
伝
本
が
存
す
る
。
鎌
倉
時
代
に
仙
覚
が
校
訂
を

施
し
た
本
の
系
統
で
あ
る
。
仙
覚
の
校
訂
作
業
は
、
本
文
（
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名
）
だ
け
で
な
く
、
訓
に

ま
で
及
ん
で
い
る
。
諸
本
の
訓
を
取
捨
す
る
だ
け
で
な
く
、
従
来
の
訓
に
飽
き
た
ら
ぬ
場
合
は
自
ら
の
訓

を
付
し
、
従
来
訓
の
な
か
っ
た
歌
に
は
、
新
た
に
訓
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
新
た
な
訓
は
、
新
点
と
呼
ば

れ
る
。
新
点
の
歌
は
全
部
で
一
五
二
首
を
数
え
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
一
一
首
は
長
歌
で
あ
る
。
仙
覚
の

当
時
、
未
読
の
歌
が
長
歌
に
偏
っ
て
い
た
事
が
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
長
歌
が
仙
覚
に
よ
っ
て
新

た
に
読
ま
れ
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
万
葉
集
の
長
歌
は
全
部
で
二
六
五
首
、
す
な
わ
ち
、
仙
覚
以
前

に
既
に
半
分
以
上
の
長
歌
に
は
訓
が
存
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
表
は
、
現
存
の
非
仙
覚
本

系
の
主
要
伝
本
に
お
け
る
巻
別
の
長
歌
訓
の
分
布
で
あ
る
（
注
２

。
巻
ご
と
の
直
下
の
数
字
は
、
そ
の

）

巻
に
存
す
る
長
歌
の
数
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
欄
の
右
下
の
数
字
が
そ
の
巻
に
お
け
る
当
該
伝
本

の
現
存
す
る
長
歌
の
数
、
斜
線
を
挟
ん
で
左
上
が
訓
の
存
す
る
歌
の
数
で
あ
る
。
た
だ
し
、
諸
本
の
長
歌

の
中
に
は
、
基
本
的
に
訓
は
な
い
が

「
泉
河
乃

速
瀬

（
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
、
巻
十
三
、
三

、

」

ノ

ヲ

二
四
〇
第
六
～
七
句
）
の
よ
う
に
、
句
の
一
部
に
わ
ず
か
に
訓
の
存
す
る
例
が
か
な
り
見
ら
れ
る
。
そ
れ

ら
は
実
質
上
訓
が
な
い
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
一
首
中
訓
の
あ
る
句
数
が
全
句
数
の
一
割
に
満

た
な
い
場
合
は
、
訓
が
な
い
歌
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
し
た
。
ち
な
み
に
、
そ
の
よ
う
な
例
は
も
っ
ぱ
ら
片
仮

名
訓
の
本
に
見
ら
れ
、
平
仮
名
訓
に
は
な
い
。

伝
本
の
配
列
は
、
上
の
方
が
平
仮
名
訓
の
本
、
下
が
片
仮
名
訓
の
本
で
、
後
者
は
太
字
で
表
示
し
て
い

る
。
平
仮
名
訓
の
本
は
、
類
聚
古
集
と
元
暦
校
本
を
除
け
ば
、
現
存
す
る
巻
が
一
巻
か
二
巻
の
も
の
が
ほ

と
ん
ど
で
、
ま
と
ま
っ
て
残
る
も
の
が
多
い
片
仮
名
訓
の
本
と
は
比
較
が
し
に
く
い
面
も
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
で
長
歌
の
訓
の
傾
向
に
は
顕
著
な
差
が
見
ら
れ
る
。
た

と
え
ば
、
類
聚
古
集
は
、
全
長
歌
の
八
割
近
く
の
二
〇
三
首
存
し
て
い
る
が
、
訓
が
あ
る
歌
は
、
十
首
し
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か
見
ら
れ
な
い
。
平
仮
名
訓
の
本
で
は
類
聚
古
集
に
次
い
で
残
存
数
の
多
い
元
暦
校
本
に
至
っ
て
は
、
一

八
七
首
中
訓
の
あ
る
歌
は
た
っ
た
二
首
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
ほ
か
の
平
仮
名
訓
の
本
に
お
い
て
も
、
天
治

本
が
五
首
、
藍
紙
本
が
二
首
、
伝
壬
生
隆
祐
筆
本
が
一
首
を
数
え
る
に
と
ど
ま
る
。
こ
れ
ら
は
残
存
歌
数
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が
少
な
い
も
の
の
、
訓
の
あ
る
長
歌
が
ま
れ
で
あ
る
こ
と
は
、
類
聚
古
集
・
元
暦
校
本
と
同
じ
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
下
の
方
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
片
仮
名
訓
の
本
で
は
、
ま
ず
紀
州
本
が
、
残
存
す
る

巻
十
ま
で
に
お
い
て
、
そ
の
全
て
の
長
歌
に
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
広
瀬
本
も
、
少
な

く
と
も
紀
州
本
と
同
じ
範
囲
に
お
い
て
は
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
訓
が
あ
る
と
い
っ
て
良
い
。
ま
た
、
古
葉

略
類
聚
鈔
は
、
長
歌
の
残
存
数
が
少
な
い
が
、
基
本
的
に
長
歌
に
訓
が
存
す
る
。
残
り
の
元
暦
校
本
代
赭

書
き
入
れ
は
、
独
立
し
た
本
で
は
な
く
、
書
き
入
れ
の
形
で
残
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
本
来
は
独
立
し
た

片
仮
名
訓
の
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
紀
州
本
の
存
す
る
範
囲

に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
が
訓
を
持
っ
て
い
る
（
補
注

。
）

詳
し
く
見
て
ゆ
け
ば
、
平
仮
名
訓
の
本
に
も
長
歌
訓
は
皆
無
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
片
仮
名
訓
の

本
も
、
全
て
の
長
歌
に
訓
が
備
わ
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
が
、
全
体
と
し
て
み
れ
ば
、
平
仮
名
訓
の

本
に
は
基
本
的
に
長
歌
に
訓
は
な
く
、
片
仮
名
訓
の
本
に
は
長
歌
の
訓
が
目
立
つ
と
い
う
対
比
的
な
傾
向

は
明
白
で
あ
り
、
そ
の
点
で
両
者
が
紛
れ
る
事
は
な
い
。
ま
た
、
平
仮
名
訓
の
本
、
片
仮
名
訓
の
本
い
ず

、

。

、

れ
の
長
歌
訓
の
分
布
の
し
方
に
お
い
て
も

そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
共
通
性
が
見
ら
れ
る

片
仮
名
訓
の
本
は

紀
州
本
が
存
す
る
巻
十
ま
で
に
は
ほ
と
ん
ど
の
長
歌
に
訓
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
後
の
十
巻
に
つ
い

、

、

。

、

て
は

長
歌
の
あ
る
七
巻
中

五
巻
に
つ
い
て
は
ど
の
本
に
も
ほ
と
ん
ど
の
歌
に
訓
を
存
し
な
い

一
方

平
仮
名
訓
の
本
に
は
長
歌
訓
は
あ
わ
せ
て
も
二
十
例
し
か
な
い
が
、
そ
の
う
ち
四
例
八
首
が
複
数
の
本
で

訓
の
あ
る
例
で
あ
る
（
注
３

。
こ
と
に
、
巻
九
で
は
、
二
本
で
訓
の
あ
る
歌
が
重
な
る
二
つ
の
事
例
を

）

含
め
、
六
例
が
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
、
平
仮
名
訓
の
本
で
長
歌
訓
の
存
す
る
部
分
が
お
お
む
ね

同
じ
所
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
よ
う

（
平
仮
名
訓
の
本
で
も
っ
と
も
訓
の
あ
る
類
聚
古

。

集
で
は
、
他
に
、
巻
三
、
四
、
八
、
十
三
に
訓
の
あ
る
歌
が
見
ら
れ
る
が
、
巻
三
、
八
に
つ
い
て
は
、
類

聚
古
集
以
外
に
平
仮
名
訓
の
伝
本
が
存
し
な
い

）
。

右
の
こ
と
は
、
長
歌
の
訓
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
基
準
に
よ
っ
て
分
け
る
と
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本

が
長
歌
訓
の
少
な
い
平
仮
名
訓
の
本
と
長
歌
訓
の
多
い
片
仮
名
訓
の
本
と
に
き
れ
い
に
分
け
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
平
仮
名
訓
の
本
同
士
で
の
長
歌
訓
の
分
布
、
片
仮
名
訓
の
本
同
士
で
の
長
歌

訓
の
分
布
が
、
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
平
仮
名
訓

の
本
と
、
片
仮
名
訓
の
本
と
は
、
長
歌
訓
に
関
す
る
限
り
、
訓
の
種
類
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
同
一
の
特
徴

を
持
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

万
葉
集
の
長
歌
は
全
部
で
二
六
五
首
を
数
え
る
。
四
千
五
百
首
を
越
え
る
万
葉
集
の
歌
の
中
で
は
さ
し

て
多
い
数
で
は
な
い
が
、
先
の
表
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
長
歌
は
、
万
葉
集
二
十
巻
の
中
に
ほ
ぼ
ま
ん

べ
ん
な
く
分
散
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
訓
の
有
無
、
分
布
が
、
右
に
示
し
た
よ
う
に
平
仮
名
訓
の
本
と
片

仮
名
訓
の
本
と
で
そ
れ
ぞ
れ
に
グ
ル
ー
プ
と
し
て
顕
著
な
特
徴
を
示
す
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
両
者
が
系
統

上
対
立
す
る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
強
く
示
唆
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四

し
か
し
、
片
仮
名
訓
の
長
歌
訓
に
は
あ
る
問
題
が
残
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
片
仮
名
訓
の
本
は
、
巻
十

ま
で
は
ほ
と
ん
ど
訓
が
存
す
る
が
、
そ
れ
以
降
の
訓
の
分
布
に
は
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
訓
が
な
い
巻
も
目

立
つ
。
す
る
と
、
巻
十
三
以
降
で
は
、
長
歌
訓
が
稀
で
あ
る
点
で
平
仮
名
訓
の
本
と
大
差
が
な
い
こ
と
に

な
っ
て
し
ま
う
。
も
ち
ろ
ん
、
平
仮
名
訓
の
本
の
方
は
、
二
十
巻
全
体
に
お
い
て
訓
が
稀
な
わ
け
で
あ
る

、

、

、

か
ら

巻
十
ま
で
は
ほ
と
ん
ど
訓
を
持
つ
片
仮
名
訓
の
本
と
比
較
し
た
場
合

前
半
の
十
巻
は
も
ち
ろ
ん

後
半
の
十
巻
を
含
め
た
総
体
で
系
統
を
異
に
す
る
と
い
う
論
理
も
一
応
は
成
り
立
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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だ
が
、
先
述
の
よ
う
に
本
稿
は
、
万
葉
集
の
一
つ
の
伝
本
が
、
巻
に
よ
っ
て
系
統
を
異
に
す
る
か
も
し
れ

な
い
と
い
う
可
能
性
を
も
想
定
し
て
、
巻
一
か
ら
二
十
に
お
い
て
諸
本
の
系
統
が
一
貫
し
て
い
る
か
否
か

に
つ
い
て
も
検
証
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
仮
に
、
平
仮
名
の
訓
の
本
と
片
仮
名
の
訓
の
本
の
長
歌

の
様
相
が
巻
十
一
以
降
で
有
効
な
差
異
を
持
た
な
い
な
ら
ば
、
論
証
は
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、
さ
い
わ
い
、
巻
十
三
以
降
に
も
片
仮
名
訓
の
本
に
長
歌
訓
の
見
ら
れ
る
例
が
存
す
る
。

片
仮
名
訓
の
本
で
は
、
巻
十
三
以
降
、
巻
十
三
・
十
六
・
十
七
・
十
八
・
二
十
の
五
巻
に
は
長
歌
訓
は

ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
、
巻
十
五
・
十
九
で
訓
が
見
ら
れ
る
。
巻
十
五
で
は
、
広
瀬
本
・
古
葉
略
類
聚
鈔
が

と
も
に
五
首
中
三
首
に
訓
を
持
ち
（
元
暦
校
本
は
こ
の
巻
が
現
存
し
な
い

、
巻
十
九
で
は
、
広
瀬
本
、

。
）

元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
が
、
全
体
の
八
割
近
い
十
八
首
に
訓
を
持
っ
て
い
る
。
巻
十
五
に
は
、
平
仮
名

訓
の
本
に
お
い
て
も
類
聚
古
集
と
天
治
本
に
一
例
で
は
あ
る
が
訓
が
あ
り
（
三
六
九
一

、
そ
の
点
で
や

）

や
片
仮
名
訓
の
本
と
区
別
が
つ
け
に
く
い
所
が
あ
る
が
、
巻
十
九
で
は
、
平
仮
名
訓
の
本
に
は
長
歌
訓
は

見
ら
れ
ず
、
片
仮
名
訓
の
本
だ
け
が
長
歌
訓
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
巻
十
九
で
は
、
広
瀬
本
・
元
暦

校
本
代
赭
書
き
入
れ
と
も
に
、
全
て
の
長
歌
に
訓
を
持
つ
わ
け
で
は
な
く
、
訓
を
持
つ
歌
に
つ
い
て
も
、

一
首
全
体
に
訓
が
あ
る
も
の
は
稀
で
、
部
分
的
に
訓
が
あ
る
例
の
方
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
二
本
で
の
訓

の
ば
ら
つ
き
は
、
二
本
の
長
歌
訓
が
、
あ
と
に
な
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
付
さ
れ
た
訓
で
あ
る
可
能
性
を

も
残
す
よ
う
に
思
う
。
そ
こ
で
、
巻
十
九
で
の
長
歌
訓
の
様
相
を
一
覧
に
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
訓

が
付
さ
れ
る
状
況
が
様
々
で
あ
る
た
め
、
表
の
左
の
凡
例
の
よ
う
に
、
訓
の
あ
る
句
の
数
を
一
首
全
体
の

、

、

、

、

、

句
数
で
割
っ
て

そ
の
数
値
に
よ
り

八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

五
十
％
以
上

五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

訓
無
し
、
で
分
類
し
た
。
分
類
の
基
準
は
便
宜
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。

巻
十
九
の
長
歌
訓
の
分
布

４

６

０

４

６

９

７

０

５

７

９

２

７

９

１

４

０

７

６

５

４

４

６

５

５

６

６

６

６

７

８

８

８

８

９

０

０

１

１

２

２

３

４

５

６

６

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

４

本瀬

◎

◎

×

△

○

○

○

○

○

○

◎

×

◎

×

◎

◎

○

◎

×

×

◎

◎

○

広赭元

○

△

×

△

○

○

◎

◎

△

◎

◎

×

◎

×

△

◎

△

◎

×

×

◎

○

◎

長
歌
の
全
句
数
に
対
し
て
訓
の
あ
る
句
数
の
比
率

◎
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

○
五
十
％
以
上

△
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

×
訓
無
し

、

。

右
の
表
で
明
ら
か
な
の
は

訓
無
し
の
歌
を
意
味
す
る
×
の
位
置
が
二
本
で
揃
っ
て
い
る
事
で
あ
ろ
う

訓
の
あ
る
歌
に
お
い
て
は
、
訓
を
有
す
る
割
合
は
二
本
で
や
や
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
訓
の
あ
る
な
し
で

見
た
場
合
、
両
者
の
共
通
性
は
明
白
で
あ
り
、
本
来
双
方
が
同
じ
出
自
を
持
つ
事
は
確
実
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
両
者
の
具
体
的
な
訓
の
中
身
に
は
さ
ら
に
明
瞭
な
共
通
性
が
見
ら
れ
る
。

そ
の
ほ
ん
の
一
二
例
を
挙
げ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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（
Ａ

「
敷
座
国
者

（
四
一
五
四
）

）

」

宮
・

西

シ
キ
マ
ス
ク
ニ
ハ

広
・
元
赭

ア
ツ
マ
ノ
ク
ニ
ハ

（
Ｂ

「
離
家

（
四
一
八
九
）

）

」

西

イ
ヘ
サ
カ
リ
（
青
訓

・
サ
カ
ル
ヤ
ト
（
左
）

）

宮

ヤ
ト
ハ
ナ
ル

広
・
元
赭

サ
カ
ル
ヤ
ト

（
Ｃ

「
離
家

（
四
二
一
一
）

）

」

西

イ
ヘ
サ
カ
リ
（
青
訓

・
イ
ヘ
ハ
ナ
レ
（
左
）

）

宮

イ
ヘ
サ
カ
リ

広
・
元
赭

ワ
カ
レ
ケ
ム

（
Ａ
）
の
「
敷
座
国
者
」
に
類
す
る
句
は
、
集
中
に
い
く
つ
か
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
「
ア
ツ
マ
ノ
ク

ニ
ハ
」
と
訓
ず
る
例
は
他
に
は
見
ら
れ
ず
、
こ
の
歌
の
二
本
の
訓
に
だ
け
見
ら
れ
る
例
で
あ
る

「
敷
座

。

国
」
と
い
う
万
葉
仮
名
を
「
ア
ツ
マ
ノ
ク
ニ
」
と
す
る
特
異
な
訓
が
、
別
々
に
生
ず
る
と
は
と
う
て
い
考

え
ら
れ
ず
、
両
者
の
類
似
性
が
明
瞭
に
知
ら
れ
る
例
で
あ
る
。
ま
た

（
Ｂ

（
Ｃ
）
の
よ
う
に
、
異
な

、

）

「

」

（

、

）
、

っ
た
長
歌
の

離
家

と
い
う
同
じ
万
葉
仮
名
を

西
本
願
寺
本
で
は

と
も
に
イ
ヘ
サ
カ
リ
と
訓
ず
る

一
方
で
サ
カ
ル
ヤ
ト
と
訓
じ
、
他
方
で
は
ワ
カ
レ
ケ
ム
と
訓
じ
分
け
て
い
る
例
も
こ
の
二
本
に
独
特
の
も

の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
に
も
、
巻
十
九
の
長
歌
に
は
、
こ
の
類
の
広
瀬
本
・
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
と

い
う
二
本
に
だ
け
特
有
の
訓
が
か
な
り
目
立
つ
。

以
上
の
よ
う
に
、
片
仮
名
訓
の
本
は
、
巻
十
三
以
降
で
も
、
長
歌
訓
の
あ
る
巻
な
い
巻
が
共
通
し
、
訓

が
存
す
る
巻
、
中
で
も
巻
十
九
で
は
、
訓
の
あ
る
歌
の
分
布
、
訓
の
内
容
に
至
る
ま
で
、
そ
の
類
似
性
が

確
認
で
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
長
歌
訓
の
有
無
に
よ
る
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
の
違
い
は
、

巻
一
か
ら
巻
二
十
に
至
る
全
巻
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
る

（
注
４
）

。

五

長
歌
訓
に
関
す
る
、
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
の
違
い
は
、
基
本
的
に
長
歌
訓
を
持
た
な
い

か
、
比
較
的
多
く
長
歌
訓
を
持
つ
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
そ
の
長
歌
訓
が
ど
の
巻

に
ど
の
程
度
存
す
る
か
の
具
合
は
、
平
仮
名
訓
の
本
、
片
仮
名
訓
の
本
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
で
基
本
的

に
は
等
し
い
。
な
ら
ば
、
長
歌
訓
を
基
準
に
す
れ
ば
、
平
仮
名
訓
の
本
は
、
ほ
と
ん
ど
長
歌
訓
を
持
た
な

い
伝
本
を
共
通
の
祖
と
し
て
持
ち
、
片
仮
名
訓
本
は
、
巻
十
以
前
を
中
心
に
か
な
り
長
歌
訓
を
持
つ
伝
本

を
共
通
の
祖
と
し
て
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
長
歌
訓
の
あ
り
方
か
ら
考
え
る
と
、
平
仮
名
訓
の

本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
は

系
統
上
二
つ
に
分
か
つ
事
が
出
来
る
こ
と
に
な
る

ま
た

上
田
英
夫
氏

万

、

。

、

（
『

葉
集
訓
点
の
史
的
研
究
』
昭
三
一
年
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
万
葉
集
の
伝
来
史
は
万
葉
歌
の
訓
読
の
歴
史

で
も
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
長
歌
訓
が
な
い
状
態
と
、
あ
る
程
度
訓
が
付
さ
れ
た
状
態
で
は
、
前
者
の
方
が

時
期
的
に
早
い
状
態
で
あ
る
事
は
容
易
に
判
断
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
平
仮
名
訓
の
本
の
祖
と
な
る
伝
本
の

形
態
の
方
が
、
片
仮
名
訓
の
本
の
祖
と
な
る
伝
本
の
形
態
の
方
が
前
の
段
階
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け

で
あ
る
（
注
５

。
こ
の
系
統
上
の
関
係
を
、
概
念
図
で
示
せ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

）
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（
長
歌
に
ほ
と
ん
ど
訓
の
な
い
段
階
）

期

現
存
平
仮
名
訓
本

点次

（
か
な
り
の
長
歌
に
訓
が
付
さ
れ
た
段
階
）

現
存
片
仮
名
訓
本

、

、

、

、

も
っ
と
も

こ
の
系
統
上
の
分
類
は

今
の
と
こ
ろ

長
歌
訓
の
み
を
よ
り
ど
こ
ろ
に
し
て
い
る
の
で

こ
の
こ
と
が
現
存
の
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
全
体
の
系
統
上
の
分
類
に
直
ち
に
結
び
つ
く
わ
け

で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
片
仮
名
訓
の
本
の
方
で
、
本
稿
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
る
春
日
本
が
長
歌
訓
の

分
布
の
表
に
な
い
事
が
注
意
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
春
日
本
が
そ
も
そ
も
長
歌
訓
を
一
例
も
持
た
な
い
た
め

で
あ
る
。
春
日
本
の
残
存
す
る
十
巻
の
う
ち
、
六
つ
の
巻
に
長
歌
の
例
が
確
認
さ
れ
る
が
、
ど
れ
に
も
訓

は
見
ら
れ
な
い
。
片
仮
名
訓
本
で
あ
る
春
日
本
が
ど
う
し
て
長
歌
訓
を
待
た
な
い
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
事

情
は
不
明
と
す
る
し
か
な
い

（
注
６
）
春
日
本
は
、
当
面
こ
の
長
歌
訓
に
よ
る
系
統
の
問
題
か
ら
除
外

。

し
て
お
く
。
か
よ
う
な
例
外
の
存
在
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
残
り
の
平
仮
名
訓
の
本
・
片
仮
名
訓
の
本
の
傾

、

。

向
は
明
ら
か
で
あ
る
た
め

そ
れ
ら
に
つ
い
て
右
の
系
統
上
の
分
類
は
な
お
有
効
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

万
葉
集
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
群
を
、
長
歌
訓
を
手
が
か
り
に
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
で

系
統
上
二
分
割
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
実
に
単
純
な
指
摘
で
あ
る
。
こ
の
簡
単
な
見
取
り
図

が
こ
れ
ま
で
見
出
さ
れ
ず
に
い
た
背
景
に
は
、
広
瀬
本
の
存
在
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
片
仮
名
訓
の
本

は
、
平
仮
名
訓
の
本
と
異
な
り
、
比
較
的
全
巻
に
及
ぶ
本
が
多
い
の
だ
が
、
広
瀬
本
出
現
以
前
に
は
、
元

。

、

暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
な
ど
独
立
し
た
本
で
な
い
も
の
が
多
い
と
い
う
面
が
あ
っ
た

書
き
入
れ
の
類
は

書
き
入
れ
ら
れ
た
本
体
と
同
じ
内
容
は
基
本
的
に
書
き
込
ま
れ
な
い
な
ど
、
本
文
資
料
と
し
て
制
限
が
多

い
。
そ
の
た
め
か
、
ど
う
し
て
も
独
立
し
た
本
に
比
べ
て
二
次
的
な
扱
い
を
受
け
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
と

に
、
紀
州
本
が
現
存
し
な
い
巻
十
一
以
降
で
は
、
片
仮
名
訓
の
本
は
、
書
き
入
れ
の
形
の
本
が
主
体
と
な

っ
て
お
り
、
そ
の
時
点
で
片
仮
名
訓
の
本
全
体
を
論
ず
る
の
に
い
さ
さ
か
手
薄
の
感
が
あ
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
そ
こ
に
、
ほ
ぼ
完
本
で
あ
る
広
瀬
本
と
い
う
片
仮
名
訓
の
本
が
現
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
片
仮
名
訓

の
本
の
全
体
像
が
か
な
り
明
確
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
実
際
、
巻
十
三
以
降
に
お
け
る
片

仮
名
訓
の
本
の
長
歌
訓
の
共
通
性
は
広
瀬
本
な
し
に
は
証
明
は
不
可
能
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

片
仮
名
訓
の
本
の
系
統
を
巡
っ
て
、
広
瀬
本
の
存
在
が
重
要
な
役
割
を
担
う
事
例
は
、
そ
れ
だ
け
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
仙
覚
は
、
万
葉
集
の
校
訂
を
行
っ
た
際
、
校
訂
に
使
っ
た
伝
本
の
様
々
な
特
徴
を
書
き
留

め
て
い
る
。
そ
の
中
に
、
伝
本
に
よ
っ
て
、
巻
の
は
じ
め
に
一
巻
の
歌
数
を
示
す
も
の
が
あ
る
と
記
し
て

。

、

、

「

」

、

い
る

仙
覚
は

そ
の
書
き
ぶ
り
に
つ
い
て

巻
五
の

短
歌
十
首
反
歌
百
三
首

と
あ
る
事
例
を
挙
げ

長
歌
の
こ
と
を
「
短
歌

、
短
歌
を
「
反
哥
」
と
記
す
な
ど
、
と
う
て
い
万
葉
集
本
来
の
記
述
と
は
思
わ

」

れ
な
い
と
非
難
し
て
い
る
（
仙
覚
文
永
三
年
本
奥
書

。
し
か
し
、
仙
覚
の
書
き
ぶ
り
に
よ
れ
ば
、
そ
の

）

。

、

表
示
は
複
数
の
伝
本
に
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る

あ
え
て
あ
げ
つ
ら
っ
て
非
難
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
に

こ
れ
ら
の
表
示
が
当
時
の
伝
本
の
間
に
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
た
事
を
示
唆
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
存
の

。『

』

「

」

伝
本
に
ま
さ
に
こ
の
記
述
を
持
つ
本
が
見
ら
れ
る

校
本
万
葉
集

首
巻

万
葉
集
諸
本
系
統
の
研
究

に
お
い
て
、
紀
州
本
が
、
件
の
巻
五
を
は
じ
め
と
し
て
、
巻
十
の
目
録
な
ど
に
も
類
似
の
記
述
を
持
つ
こ

と
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
れ
に
類
す
る
記
述
は
、
紀
州
本
だ
け
で
な
く
、
同
じ
片
仮
名
訓
の
本
の
元
暦
校
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本
代
赭
書
き
入
れ
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
暦
校
本
自
体
、
巻
五
が
現
存
し
な
い
の
で
、
こ
の
巻
の

、

「

」

代
赭
書
き
入
れ
の
内
容
は
確
認
で
き
な
い
が

巻
十
の
目
録
の
夏
雑
歌
と
秋
雑
歌
の
項
に
お
い
て

短
歌

（
長
歌
の
こ
と
）
の
歌
数
表
示
が
あ
り
、
目
録
の

後
に
は

「
都
廬
五
百
五
十
首
之
中
五
百
百
三
十
四

、

」

。

、

「

」

首
反
歌
二
首
短
哥
旋
頭
歌

と
い
う
表
示
も
見
ら
れ
る

こ
れ
は

先
掲
の

万
葉
集
諸
本
系
統
の
研
究

が
指
摘
し
た
紀
州
本
の
巻
十
の
目
録
の
記
述
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
ま
た
、
巻
六
の
首
題
下
に
も
、

紀
州
本
・
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
二
本
に
同
様
の
記
述
が
あ
る
（
注
７

「
万
葉
集
諸
本
系
統
の
研

）
。

究
」
の
記
述
は
、
ち
ょ
う
ど
紀
州
本
と
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
部
分
な
の
で
あ
る
が
、
紀
州
本
の
巻
五
・
十
の
歌
数
表
示
に
つ
い
て
言
及
し
な
が
ら
、
元
暦
校
本
代
赭

書
き
入
れ
な
ど
の
他
の
片
仮
名
訓
本
と
の
共
通
点
と
し
て
は
指
摘
し
て
い
な
い
。

、

。

こ
れ
ら
に
加
え

近
年
出
現
し
た
広
瀬
本
に
も
同
様
の
歌
数
表
示
の
事
例
が
見
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る

広
瀬
本
で
は
、
巻
五
・
六
の
例
は
見
ら
れ
な
い
が
、
巻
十
の
諸
例
は
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
な
ど
と
ほ

ぼ
同
じ
記
事
を
持
っ
て
い
る
。
ま
た
、
他
本
に
は
事
例
の
な
い
巻
二
の
主
題
下
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る

（
注
８

。
広
瀬
本
の
出
現
に
よ
り
、
巻
十
の
場
合
は
、
現
存
の
確
認
で
き
る
片
仮
名
訓
の
本
の
全
て
に

）

類
似
の
記
事
が
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
り
、
巻
二
の
場
合
は
、
従
来
見
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
巻
の
事
例

を
加
え
た
事
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
事
実
と
、
く
だ
ん
の
表
示
が
平
仮
名
訓
の
本
に
は
ま
っ
た
く
例
を
見
な

い
事
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、
巻
の
は
じ
め
、
目
録
な
ど
に
見
ら
れ
る
歌
数
表
示
が
、
片
仮
名
訓
の
本
に
特

有
の
も
の
で
あ
る
と
の
見
方
を
ほ
ぼ
決
定
的
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
の
は
じ
め
の
歌
数
表
示
は
、
片
仮
名
訓
の
本
の
中
で
も
、
本
に
よ
っ
て
表
示
の
あ
る
巻
な
い
巻
が
か

な
り
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
点
は
否
定
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
い
ま
だ
片
仮
名
訓
の
本

を
平
仮
名
訓
の
本
と
系
統
的
に
分
か
つ
特
徴
と
し
て
十
分
で
な
い
面
も
残
る
が
、
先
の
長
歌
訓
の
様
相
と

考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
片
仮
名
訓
の
系
統
を
考
え
る
上
で
は
重
要
な
要
素
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

六

以
上
、
主
と
し
て
長
歌
訓
の
有
無
と
い
う
視
点
か
ら
、
万
葉
集
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
を
片
仮
名
訓
の
本

と
平
仮
名
訓
の
本
と
に
系
統
上
分
類
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
が
、
本
稿
の
出
発
は
、
本
来
春
日
本
を
め
ぐ

る
系
統
上
の
疑
問
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
肝
心
の
春
日
本
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
長
歌
訓
が

全
く
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
こ
の
点
に
つ
い
て
は
埒
外
の
立
場
に
あ
る
た
め
、
当
面
の
論
証
は
、
春
日
本

を
め
ぐ
る
問
題
に
は
直
接
寄
与
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
先
述
の
春
日
本
の
系
統
上
の

疑
問
は
、
春
日
本
と
、
元
暦
校
本
・
広
瀬
本
の
二
本
と
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
っ
た
。
先
の
長
歌
訓
に
よ
る

系
統
分
け
の
中
で
、
巻
十
ま
で
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
後
半
の
十
巻
に
つ
い
て
も
、
平
仮
名
訓
の
本
と
片

仮
名
訓
の
本
と
は
、
対
立
関
係
に
あ
る
事
が
確
認
さ
れ
た
。
そ
の
中
で
、
巻
十
九
な
ど
後
半
の
巻
々
の
片

仮
名
訓
の
本
の
長
歌
訓
の
傾
向
を
論
証
す
る
際
、
用
い
た
の
は
主
と
し
て
広
瀬
本
と
元
暦
校
本
代
赭
書
き

。

、

、

入
れ
と
で
あ
っ
た

そ
の
折

平
仮
名
訓
の
本
で
あ
る
元
暦
校
本
本
体
や
類
聚
古
集
で
は
長
歌
訓
が
な
く

片
仮
名
訓
本
で
あ
る
広
瀬
本
や
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
は
長
歌
訓
を
持
つ
と
い
う
点
で
対
立
し
て
い

た
。
つ
ま
り
、
元
暦
校
本
本
体
は
平
仮
名
訓
の
本
と
し
て
、
広
瀬
本
は
片
仮
名
訓
の
本
と
し
て
、
二
十
巻

全
体
で
系
統
上
対
立
す
る
事
が
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
春
日
本
自
体
の
系
統
上
の
性
格

、

、

、

に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
問
題
は
残
る
も
の
の

春
日
本
と
関
わ
る

元
暦
校
本
と
広
瀬
本
と
に
つ
い
て
は

二
十
巻
全
体
を
通
じ
て
系
統
上
の
混
乱
は
な
い
と
考
え
て
よ
い
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
ま
ず
は
、
平

仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
は
基
本
的
に
系
統
を
異
に
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
春
日
本
の
問
題

も
考
え
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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注１

山
崎
論
文
の
発
表
当
時
、
広
瀬
本
は
未
公
表
で
あ
っ
た
。
同
論
文
で
は
、
広
瀬
本
と
同
系
統
で
あ
る

伝
冷
泉
為
頼
筆
本
（
巻
一

・
細
井
本
（
巻
四
・
五
・
六
）
を
比
較
に
用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、

事

）

実
上
、
広
瀬
本
と
他
の
片
仮
名
訓
本
の
本
文
が
似
て
い
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。

２

類
聚
古
集
に
も
、
長
歌
に
片
仮
名
訓
が
見
ら
れ
る
が
、
他
の
片
仮
名
訓
本
と
比
べ
る
と
量
的
に
圧
倒

。

、

。

的
に
少
な
い

ま
た

内
容
に
つ
い
て
も
他
の
片
仮
名
訓
本
同
士
で
見
ら
れ
る
類
似
性
が
見
ら
れ
な
い

類
聚
古
集
の
片
仮
名
訓
は
、
少
な
く
と
も
長
歌
訓
に
関
し
て
は
他
の
片
仮
名
訓
本
と
は
出
自
が
異
な
る

可
能
性
が
高
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
覧
表
か
ら
も
は
ず
し
て
い
る
。

３

巻
四
、
七
二
三
（
元
・
類

、
巻
九
、
一
七
四
七
（
藍
・
壬

、
一
七
五
五
（
藍
・
類

、
巻
十
五
、

）

）

）

三
六
九
一
（
天
・
類

。
）

４

万
葉
集
中
で
は
、
長
歌
よ
り
圧
倒
的
に
数
の
多
い
短
歌
の
訓
に
お
い
て
も
、
伝
本
に
よ
っ
て
訓
の
有

無
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
に
お
い
て
も
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
は
、
平
仮
名
訓
本
に
訓
が
な
い
場
合
で
も
片

、

。

、

、

仮
名
訓
本
に
は
訓
が
あ
る
と
い
う

長
歌
訓
と
同
様
の
傾
向
は
認
め
ら
れ
る

が

短
歌
訓
の
場
合
は

平
仮
名
訓
本
の
内
部
に
訓
の
有
無
に
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
あ
り
、
一
方
、
片
仮
名
訓
本
の
方
に
も
一

本
単
独
の
訓
の
欠
落
（
紀
州
本
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
）
が
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
短
歌
訓
の
分
布

は
、
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
の
系
統
上
の
関
係
を
考
え
る
上
で
長
歌
訓
ほ
ど
有
効
で
は
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。

５

こ
の
論
の
も
と
と
な
っ
た
研
究
発
表
の
際
、
兼
築
信
行
氏
か
ら
、
平
仮
名
訓
本
の
多
く
は
、
装
飾
性

の
高
い
本
で
あ
り
、
長
歌
の
訓
は
、
読
め
な
い
た
め
、
付
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
く
、
長
歌
に
関
心

が
な
い
た
め
、
あ
え
て
付
さ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘
を
受
け
た
。
十
分
考
慮
す
べ
き
意

見
で
は
あ
る
が
、
現
存
の
平
仮
名
訓
の
伝
本
に
お
い
て
も
、
長
歌
の
本
文
（
万
葉
仮
名
）
自
体
は
存
し

て
お
り
、
そ
れ
が
意
図
的
に
除
か
れ
る
現
象
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
少
な
い
な
が
ら
も
平
仮
名
訓
の

。

、

、

、

本
に
も
長
歌
訓
を
持
つ
事
例
が
存
す
る

そ
れ
ら
を
考
え
る
と

平
仮
名
訓
本
に
お
い
て
も

長
歌
は

今
後
読
ま
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
、
未
読
の
ま
ま
保
留
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
。

６

春
日
本
の

長
歌
で
は
、
た
と
え
ば
平
仮
名
訓
の
本
で
訓
を
持
つ
事
例
に
お
い
て
も
訓
が
な
い
（
巻

八
、
一
四
二
八
な
ど

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
在
の
所
、
春
日
本
の
長
歌
訓
が
見
ら
れ
な
い
の
は
、
系

）

統
上
の
特
徴
で
は
な
く
、
意
図
的
な
脱
落
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。

７

紀
州
本
巻
六
冒
頭
の
主
題
の
次
の
「
雑
歌
」
の
下
に
「
短
歌
廿
七
首

反
哥
百
廿
七
首
」
と
あ
り
、

元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
で
は
、
主
題
の
下
に

「
短
哥
廿
七
首
反
哥
百
廿
七
首
之
内
百
廿
二
首
已
読

、

五
首
末
之
」
と
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
こ
の
部
分
は
青
字
で
書
か
れ
て
い
る

。）

マ
マ

８

「
短
歌
廿
一
首

反
歌
廿
九
首
」
と
あ
る
。
表
示
さ
れ
た
歌
数
は
、
実
際
の
歌
数
と
は
か
な
り
異
な

っ
て
い
る
。
が

「
短
歌
…
首
、
反
歌
…
首
」
と
い
う
形
が
、
他
の
巻
の
表
示
と
同
じ
た
め
、
由
緒
あ

、
ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

る
も
の
と
認
め
た
。

補
注

元
論
文
執
筆
時
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
に
つ
い
て
、
山
崎
福
之
氏
の
説
に
従
い
、
非
仙
覚
本

系
の
片
仮
名
訓
の
本
と
位
置
付
け
て
い
た
。
し
か
し
、
一
連
の
論
を
積
み
重
ね
て
行
く
途
上
で
、
京

大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
仙
覚
寛
元
本
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
至
っ
た
（
本
書
第

五
章
第
二
節
「
仙
覚
寛
元
本
を
反
映
す
る
伝
本

。
し
た
が
っ
て
、
本
書
で
は
、
表
な
ど
に
お
い

」
）

て
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
の
一
覧
か
ら
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
を
抜
い
て
い
る
。
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（
初
出
「
長
歌
訓
か
ら
見
た
万
葉
集
の
系
統
」
和
歌
文
学
研
究
第
八
九
号

平
成
一
六
年
十
二
月
）
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第
二
章

片
仮
名
訓
本
系
統
の
性
格

第
一
節

片
仮
名
訓
本
系
統
の
二
種
類
の
長
歌
訓

一

片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓

奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
万
葉
集
に
仮
名
で
訓
が
付
さ
れ
た
の
は
、
平
安
期
村
上
朝
の
源
順
ら
梨
壺
の

五
人
た
ち
の
付
訓
が
嚆
矢
と
さ
れ
る

「
古
点
」
と
称
さ
れ
る
こ
の

初
の
万
葉
歌
の
訓
に
は
、
実
は
長

。

歌
に
対
す
る
訓
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
長
歌
の
訓
は
、
次
点
期
と
称
さ
れ
る
、
古
点
か
ら
鎌
倉
時

代
の
仙
覚
に
至
る
ま
で
の
時
期
に
初
め
て
本
格
的
に
付
さ
れ
る
。
次
点
期
に
付
さ
れ
た
長
歌
訓
は
、
今
日

現
存
す
る
片
仮
名
訓
本
と
言
わ
れ
る
諸
伝
本
に
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
本
の
長
歌
訓
は
、
基
本
的
に

訓
の
あ
る
歌
と
な
い
歌
の
分
布
が
諸
本
一
様
で
あ
り
、
本
来
は
同
一
の
伝
本
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
万
葉
集
の
訓
点
史
に
お
い
て
、
長
歌
に
訓
を
付
す
こ
と
は
、
万
葉
歌
に
対
す
る
認
識
の
転
換
を

意
味
し
、
仙
覚
の
校
訂
事
業
の
先
駆
け
を
な
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
片
仮
名
訓

本
の
長
歌
訓
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
仙
覚
前
夜
の
万
葉
訓
点
史
を
知
る
上
で
き
わ
め
て
重
要
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
訓
の
分
布
も
そ
の
内
容
も
さ
ほ
ど
の
差

が
見
ら
れ
ず
、
基
本
的
に
ひ
と
ま
と
ま
り
の
資
料
と
考
え
ら
れ
る
。
が
、
そ
れ
ら
の
長
歌
訓
も
、
更
に
詳

細
に
検
討
す
る
と
、
全
体
が
ひ
と
し
な
み
に
一
様
と
は
い
え
ず
、
あ
る
部
分
に
は
異
質
な
性
格
の
訓
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
る
。
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
が
万
葉
集
の
訓
点
史
上
に
お
い
て
重
要
な
資
料
で
あ
れ
ば

、

。

、

。

あ
る
ほ
ど

そ
の
異
質
な
部
分
の
分
析
は
急
務
と
考
え
ら
れ
る

以
下
は

そ
の
具
体
的
な
分
析
で
あ
る

二

二
種
類
の
長
歌
訓

現
存
片
仮
名
訓
本
で
は
、
確
認
さ
れ
る
限
り
長
歌
訓
の
分
布
は
諸
本
で
等
し
い
（
拙
稿
「
万
葉
集
の
平

仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
」
本
書
第
一
章
第
一
節

。
こ
の
こ
と
は
、
片
仮
名
訓
本
諸
本
が
同
一
の
伝
本

）

か
ら
派
生
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
推
定
さ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
付
さ
れ
て
い
る
長
歌
の
訓
が
あ
る
特

。

、

定
の
時
期
に
ま
と
ま
っ
て
付
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
れ
る
大
き
な
根
拠
に
な
っ
て
い
る

す
な
わ
ち

諸
伝
本
の
長
歌
訓
の
分
布
か
ら
見
れ
ば
、
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
は
均
一
の
様
相
を
示
し
て
い
る
と
い
え

。

、

。

る

が

こ
れ
ら
の
長
歌
訓
を
巻
ご
と
に
分
け
て
そ
の
分
布
を
追
っ
て
行
く
と
あ
る
偏
り
に
突
き
当
た
る

次
頁
の
表
は
、
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
分
布
を
巻
別
に
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
便
宜
上
、
巻
十
ま
で
と

そ
れ
以
降
と
を
二
段
に
分
け
て
表
示
し
て
い
る
。

片
仮
名
訓
本
の
長
歌
は
、
万
葉
集
の
全
長
歌
の
う
ち
半
数
以
上
の
歌
に
訓
が
あ
る
が
（
全
巻
が
存
す
る

広
瀬
本
で
い
う
と
、
二
六
五
首
中
一
五
一
首
に
訓
が
あ
る

、
訓
を
持
つ
歌
の
分
布
に
は
偏
り
が
あ
る
。

）

そ
の
こ
と
は
、
右
の
表
か
ら
顕
著
に
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
太
字
で
示
し
た
広
瀬
本
の
部
分
を
見
る
と
よ

く
分
か
る
よ
う
に
、
上
段
に
示
し
た
巻
十
ま
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
歌
に
訓
が
あ
り
、
下
段
に
示
し
た
巻

十
三
以
降
は
、
巻
十
五
・
十
九
以
外
に
は
ほ
と
ん
ど
訓
が
な
い
（
注
１

。
巻
十
以
前
は
、
長
歌
一
三
三

）

首
ほ
と
ん
ど
全
て
に
訓
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
巻
十
三
以
降
で
は
、
巻
十
ま
で
と
ほ
ぼ
同
数
の
一
三
二
首

の
長
歌
が
あ
る
が
、
訓
の
あ
る
歌
は
二
十
三
首
に
過
ぎ
な
い
（
広
瀬
本
二
十
二
首
と
古
葉
略
類
聚
鈔
の
み

）
。

、

、

に
訓
の
あ
る
歌
一
首

こ
れ
を
巻
次
順
に
見
て
ゆ
く
と

巻
十
ま
で
は
連
続
し
て
存
し
て
い
た
も
の
が

巻
十
三
以
降
は
訓
の
な
い
巻
が
多
く
な
り
、
訓
の
あ
る
巻
十
五
・
十
九
は
、
分
布
の
上
で
巻
十
ま
で
と
比

べ
る
と
や
や
孤
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
は
、
数
の
上

で
も
分
布
に
お
い
て
も
巻
十
ま
で
と
は
異
質
で
あ
る
と
い
え
よ
う
（
注
１

。
以
下
、
片
仮
名
訓
本
の
巻

）
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10 9 8 6 5 4 3 2 1 巻次
3 22 6 27 10 7 23 19 16 長歌数

０／３ 桂本
０／４ ０／２ ０／１７ 金沢本

２／２２ 藍紙本
尼崎本

１／４ 伝壬生隆祐筆本
４／４ 天治本

０／３ ３／１７ ２／５ ０／１５ ０／３ １／６ ２／１８ ０／１６ ０／１４ 類聚古集
１／３ ０／１４ ０／２７ １／７ ０／３ ０／１５ 元暦校本
３／３ １４／１４ ２６／２７ ６／７ ３／３ １４／１５ 元暦校本代赭
３／３ ２２／２２ ６／６ ２７／２７ １０／１０ ７／７ ２３／２３ １９／１９ １６／１６ 紀州本

０／１ ２２／２２ ４／５ ２７／２７１０／１０ ７／７ ２３／２３１９／１９１６／１６ 広瀬本
６／６ ５／５ ０／３ １４／１４ 古葉略類聚鈔

20 19 18 17 16 15 13 巻次
6 23 10 14 8 5 66 長歌数

桂本
金沢本

０／１ 藍紙本
０／８ 尼崎本

伝壬生隆祐筆本
１／３ ０／６６ 天治本

０／５ ０／１７ ０／７ ０／９ ０／７ １／４ １／５７ 類聚古集
０／６ ０／２３ ０／１０ ０／１４ ０／６５ 元暦校本
０／６ １８／２３ １／１０ ０／１４ ４／６５ 元暦本代赭

紀州本
０／５ １８／２３ ０／１０ ０／１４ ０／８ ３／５ １／６６ 広瀬本

３／３ １／１ 古葉略類聚鈔
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十
三
以
降
の
長
歌
訓
（
巻
十
五
・
十
九
）
を
検
討
し
て
ゆ
く
が
、
論
述
の
対
象
は
巻
十
九
が
主
、
巻
十
五

が
従
と
な
る
。
そ
れ
は
、
訓
の
あ
る
長
歌
が
圧
倒
的
に
巻
十
九
に
多
い
こ
と
と
、
片
仮
名
訓
本
の
主
た
る

伝
本
の
一
つ
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
が
巻
十
五
で
は
現
存
し
な
い
こ
と
な
ど
に
よ
る
。

片
仮
名
訓
本
の
巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
は
、
数
や
分
布
だ
け
で
な
く
、
付
訓
の
様
相
に
つ
い
て
も
巻
十

ま
で
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
次
に
示
す
の
は
、
片
仮
名
訓
本
の
中
で
唯
一
ほ
ぼ
全
巻

が
そ
ろ
う
広
瀬
本
の
長
歌
訓
の
事
例
で
あ
る
。
イ
に
は
巻
十
ま
で
の
例
と
し
て
巻
六
の
九
四
六
を
、
ロ
に

は
巻
十
三
以
降
の
例
と
し
て
巻
十
九
の
四
一
八
〇
を
挙
げ
た
（
注
２

。
）

二
首
の
歌
は
一
見
し
て
異
な
っ
た
印
象
を
受
け
る
。
原
因
は
も
ち
ろ
ん
訓
で
あ
る
。
イ
と
ロ
と
は
そ
れ

ぞ
れ
の
範
囲
か
ら
任
意
の
長
歌
を
選
ん
で
は
い
る
が
、
句
数
は
同
じ
規
模
（
十
五
句
）
の
も
の
を
選
ん
で

い
る
。
と
こ
ろ
が
、
イ
で
は
十
五
句
す
べ
て
の
歌
句
に
訓
が
付
さ
れ
て
お
り
、
一
方
、
ロ
で
は
、
十
五
句

中
六
句
で
訓
が
欠
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
ロ
の
長
歌
の
第
一
行
下
の
「
左
夜
中
爾

鳴
霍
公
鳥

（
さ

」

よ
な
か
に

な
く
ほ
と
と
ぎ
す
）
第
二
行
上
の
「
聞
婆
奈
都
可
之

菖
蒲

花
橘
乎

（
き
け
ば
な
つ
か

」

し

あ
や
め
ぐ
さ

は
な
た
ち
ば
な
を
）
な
ど
の
句
に
訓
が
な
い
。
が
、
こ
れ
ら
の
本
文
は
さ
ほ
ど
訓
読

が
難
し
い
と
は
い
え
ず
、
む
し
ろ
容
易
に
付
訓
出
来
る
箇
所
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
事

、

。

例
か
ら
は

当
該
の
部
分
に
訓
が
な
い
理
由
を
訓
読
が
難
し
い
と
い
う
点
に
は
求
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う

各
々
一
例
ず
つ
で
は
あ
る
が
、
イ
・
ロ
が
、
広
瀬
本
の
巻
十
ま
で
の
長
歌
と
そ
れ
以
降
の
長
歌
の
付
訓

状
況
を
端
的
に
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
。
広
瀬
本
に
お
い
て
、
巻
十
以
前
で
訓
の
あ
る
長
歌
は
一
三

〇
首
中
一
二
八
首
。
そ
の
う
ち
、
一
部
で
も
訓
の
欠
け
る
事
例
は
九
首
（
訓
の
欠
け
る
事
例
と
は
、
ま
っ

た
く
訓
の
な
い
歌
句
が
一
句
以
上
あ
る
場
合
に
つ
い
て
言
う

。
一
方
、
巻
十
三
以
降
で
は
長
歌
は
一
三

）

二
首
中
訓
の
あ
る
歌
は
わ
ず
か
に
二
二
首
。
と
こ
ろ
が
そ
の
う
ち
一
六
首
も
が
一
部
訓
を
欠
く
例
な
の
で

イロ

図
版
：
広
瀬
本

巻
六
、
九
四
六

図
版
：
広
瀬
本

巻
一
九
、
四
一
八
〇
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あ
る
。
巻
十
ま
で
は
訓
を
完
備
し
て
お
り
、
そ
れ
以
降
は
訓
を
欠
き
が
ち
で
あ
る
と
い
う
傾
向
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
巻
十
三
以
降
の
訓
を
欠
く
長
歌
は
、
先
に
ロ
で
見
た
の
と
同
様
、
付
訓
の
さ
し
て

困
難
で
な
い
句
に
お
い
て
訓
を
欠
く
と
い
う
点
で
も
共
通
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
同
じ
片
仮
名
訓
本
で
も
、
長
歌
訓
の
状
況
は
伝
本
に
よ
っ
て
や
や
異
な
る
。
た
と
え
ば
元

暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
で
は
、
広
瀬
本
と
は
訓
の
存
す
る
部
分
に
若
干
の
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
右
の
イ

・
ロ
の
事
例
で
い
う
と
、
イ
の
例
で
は
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
に
お
い
て
も
全
て
の
句
に
訓
が
見
ら

れ
る
が
、
ロ
で
は
や
は
り
訓
の
な
い
部
分
が
目
立
つ
。
ロ
の
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
様
相
は
次

の
通
り
で
あ
る
（
注
３

。
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
写
真
で
示
し
に
く
い
た
め
、
そ
の
付
訓
の
状

）

況
を
広
瀬
本
の
訓
と
比
較
し
て
示
し
た
も
の
を
示
す
（
広
瀬
本
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
を
、
そ
れ
ぞ

れ
広
・
元
赭
と
略
称

。
本
文
は
、
便
宜
上
今
日
の
校
訂
本
文
（
注
４
）
を
用
い
て
い
る
。

）

短
歌

不
飽
感
霍
公
鳥
之
情
述
懐
作
歌
一
首
并

ス
キ
テ

ナ
ツ
キ
ム
カ
ヘ
ハ

ヨ
ヒ
ト
メ
ヨ
メ

広

ナ
ツ
キ
ム
カ
ヘ
ハ

ア
シ
ヒ
キ
ノ

ヤ
マ
ヨ
ヒ
ト
ヨ
メ

元
赭

春
過
而

夏
来
向
者

足
檜
木
乃

山
呼
等
余
米

4180

ハ
ツ
コ
エ
ヲ

広

サ
ヨ
ナ
カ
ニ

ナ
ク
ホ
ト
ト
キ
ス

ハ
ツ
コ
エ
ヲ

キ
ケ
ハ
ナ
ツ
カ
シ

元
赭

左
夜
中
尓

鳴
霍
公
鳥

始
音
乎

聞
婆
奈
都
可
之

ヌ
キ
マ
シ
ヘ

カ
ツ
ラ
ク
マ
テ
ニ

広

サ

ヌ
キ
マ
シ
ヘ

カ
ツ
ラ

元
赭

菖
蒲

花
橘
乎

貫
交

可
湏
良
久
麻
泥
尓

サ
ト
ヒ
ヽ
キ

ナ
キ
ワ
タ
レ
ト
モ

ナ
ホ
シ
ヽ
ノ
ハ
ユ

広

サ
ト
ト
ヨ
ミ

ナ
キ
ワ
タ
レ
ト
モ

ナ
ヲ
シ
ノ
ハ
ユ

元
赭

里
響

喧
渡
礼
騰
母

尚
之
努
波
由

元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
広
瀬
本
に
比
べ
、
や
や
訓
の
あ
る
句
が
多
い
が
、
そ
れ
で
も
、
訓
の
な

い
句
が
二
句
、
一
部
分
欠
け
た
句
が
二
句
、
十
五
句
中
四
句
で
訓
が
欠
け
て
い
る
。
し
か
も
、
訓
を
欠
く

部
分
は
双
方
で
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
巻
十
九
で
両
本
は
十
八
首
の
長
歌
に
訓
を
持
っ
て

お
り
、
中
に
は
、
四
一
六
六
の
よ
う
に
、
全
三
十
五
句
中
、
訓
の
あ
る
句
が
広
瀬
本
で
二
十
七
句
、
元
代

赭
で
十
八
句
と
相
当
開
き
が
あ
る
事
例
も
見
ら
れ
る
が
、
十
八
首
全
体
と
し
て
は
訓
を
欠
く
長
歌
が
目
立

つ
と
い
う
点
で
は
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
。
広
瀬
本
と
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ

と
は
、
巻
十
九
の
長
歌
訓
の
有
無
に
つ
い
て
の
複
雑
な
分
布
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
お
り
（
本
書
第
一
章
第
一

節
「
万
葉
集
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

、
具
体
的
に
ど
の
句
に
訓
が
な
く
、
ど
の
句
に
訓
が
あ
る

」
）

か
と
い
う
細
か
い
部
分
は
と
も
か
く
と
し
て
、
大
ま
か
に
長
歌
訓
に
欠
け
る
部
分
が
目
立
つ
と
い
う
点
は

両
本
の
祖
本
に
ま
で
遡
り
う
る
特
徴
、
す
な
わ
ち
系
統
上
の
特
徴
と
い
っ
て
よ
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

片
仮
名
訓
本
に
お
け
る
巻
十
以
前
と
巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
の
違
い
の
重
要
な
点
は
、
巻
十
三
以
降
の
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付
訓
し
な
い
句
が
必
ず
し
も
難
訓
で
な
い
と
い
う
所
に
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
巻
十
三
以
降
の
訓
の
な
い
部

分
は
、
す
べ
て
の
訓
に
付
訓
し
よ
う
と
し
た
結
果
付
訓
困
難
な
句
が
残
っ
た
と
い
う
事
情
で
は
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
巻
十
ま
で
の
長
歌
と
巻
十
三
以
降
の
長
歌
と
で
は
、
基
本
的

な
付
訓
の
姿
勢
に
違
い
が
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
前
者
は
、
一
首
全
体
に
丁
寧
に
付
訓
し
、

。

、

後
者
で
は
任
意
と
も
い
え
る
付
訓
の
仕
方
を
す
る

こ
の
付
訓
の
姿
勢
か
ら
う
か
が
え
る
両
者
の
違
い
は

訓
の
内
容
自
体
に
も
反
映
し
て
い
る
。
先
掲
拙
稿
「
万
葉
集
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
」
で
、
巻
十
九

の
長
歌
訓
の
特
異
な
訓
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
の
意
図
は
、
複
数
の
片
仮
名
訓
本
が
特
異

な
訓
を
共
有
す
る
こ
と
か
ら
そ
れ
ら
の
本
が
系
統
上
同
一
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し

か
し
、
論
点
を
巻
十
ま
で
と
巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
の
性
格
の
違
い
と
い
う
点
に
絞
れ
ば
、
こ
れ
ら
巻
十

九
の
訓
は
、
巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
の
特
異
性
を
示
す
証
拠
と
も
な
り
う
る
。
先
掲
拙
稿
で
取
り
上
げ
た

訓
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
注
５

。
）

Ａ

離
家

サ
カ
ル
ヤ
ト
（
広
・
元
赭
）

四
一
八
九
第
五
句

Ｂ

離
家

ワ
カ
レ
ケ
ム
（
広
・
元
赭
）

四
二
一
一
第
二
十
五
句

Ａ
・
Ｂ
は
、
同
じ
字
面
が
、
歌
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
訓
を
持
つ
例
で
あ
る
。
双
方
で
歌
に
用
い
ら
れ
る

、

。

、

文
脈
は
や
や
異
な
る
も
の
の

と
も
に
自
分
の
家
を
離
れ
て
と
い
う
基
本
的
な
意
味
は
違
わ
な
い

実
際

仙
覚
本
で
は
、
と
も
に
「
イ
ヘ
サ
カ
リ
」
と
訓
じ
ら
れ
て
い
る
し
、
現
在
の
諸
注
釈
で
も
同
様
で
あ
る
。

一
方
、
万
葉
集
中
こ
の
字
面
（

離
家

）
で
長
歌
に
用
い
ら
れ
た
例
は
他
に
は
な
い
が
、
短
歌
で
は
い

「

」

く
つ
か
見
ら
れ
る
（
３
四
七
一
・
７
一
一
六
一

、
そ
こ
で
も
諸
伝
本
、
イ
ヘ
ハ
ナ
レ
、
イ
ヘ
サ
カ
リ
あ

）

、

。

る
い
は

イ
ヘ
ソ
カ
レ
な
ど
と
い
ず
れ
も
自
分
の
家
を
離
れ
て
と
い
う
意
味
合
い
の
訓
で
読
ま
れ
て
い
る

そ
れ
と
同
じ
字
面
を
、
二
首
の
歌
で
、
ワ
カ
レ
ケ
ム
、
サ
カ
ル
ヤ
ト
と
訓
じ
分
け
る
の
は
い
か
に
も
不
可

解
な
措
置
と
言
え
、
他
の
訓
に
比
べ
て
特
異
性
が
際
だ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
四
一
六
六
の
第
三
一
，
二
句

の
「
暁

月
爾
向
而

（
仙
覚
本
の
訓
ア
カ
ツ
キ
ノ
ツ
キ
ニ
ム
カ
ヒ
テ
）
を
広
瀬
本
、
元
暦
校
本
代
赭
書

」

き
入
れ
と
も
「
ア
シ
タ
ニ
ナ
リ
テ
」
と
訓
じ
て
い
る
事
例
も
あ
る
。
こ
れ
も
字
面
か
ら
は
大
き
く
隔
っ
た

訓
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
き
わ
め
て
特
異
な
訓
は
特
に
数
が
多
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
れ
ら
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
は
、
万
葉
集
の
諸
本
の
他
の
部
分
の
訓
法
と
は
確
実
に
異
な
っ
た
様

相
が
看
取
さ
れ
る
（
巻
十
五
に
も
長
歌
訓
は
存
す
る
が
、
こ
の
巻
は
完
全
な
一
字
一
音
の
万
葉
仮
名
で
あ

、

）
。

、

、

る
こ
と
も
あ
っ
て

こ
の
よ
う
な
傾
向
は
見
い
だ
せ
な
い

片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
は

巻
十
ま
で
と

巻
十
三
以
降
と
で
前
者
は
ほ
と
ん
ど
の
歌
に
訓
が
あ
り
、
後
者
に
は
訓
の
あ
る
歌
が
格
段
に
少
な
い
と
い

、

、

、

、

う
大
き
な
違
い
が
存
す
る
上
に

さ
ら
に
は

巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
は

付
訓
が
ま
ば
ら
で
あ
る
こ
と

訓
の
内
容
が
明
ら
か
に
異
な
る
こ
と
と
い
う
二
点
で
巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
と
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
性
格

が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
性
格
の
異
な
っ
た
訓
を
同
一
人
物
が
付
し
た
と
い
う
可
能
性
は
低
く
、

さ
ら
に
は
、
同
じ
状
況
下
（
た
と
え
ば
、
複
数
の
人
間
が
協
力
し
て
付
訓
し
た
と
い
う
状
況
）
で
付
訓
さ

れ
た
と
言
う
こ
と
も
想
定
し
に
く
い
。
つ
ま
り
、
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
は
、
巻
十
ま
で
と
巻
十
三
以
降

と
で
異
な
っ
た
出
自
を
持
つ
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く
、
両
者
で
付
訓
さ
れ
た
時
期
も
人
も
異

な
っ
て
い
る
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
に
は
、
二
種
類
の
長
歌
訓
が

存
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
で
は
長
歌
訓
の
分
布
は
基
本
的
に
す
べ
て

同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
片
仮
名
訓
本
諸
本
の
源
泉
に
当
た
る
祖
本
の
段
階
で
す
で
に
こ
の
よ
う

な
分
布
に
な
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
、
巻
十
ま
で
と
巻
十
三
以
降
の
二
様
の
長
歌
訓
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は
、
少
な
く
と
も
現
存
諸
本
間
の
差
異
を
探
っ
て
も
、
両
者
の
関
係
、
た
と
え
ば
、
ど
ち
ら
が
先
に
付
さ

れ
た
の
か
と
い
う
前
後
関
係
な
ど
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
難
し
い
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
両
者
の
関
係

を
探
る
手
だ
て
は
他
に
は
な
い
の
か
。

三

巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
の
出
自

、

、

片
仮
名
訓
本
巻
十
五
・
十
九
の
長
歌
訓
の
性
格
を
知
る
手
が
か
り
は

片
仮
名
訓
本
の
内
部
で
は
な
く

。

、

。

そ
れ
ら
と
は
系
統
の
異
な
る
仙
覚
本
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

し
か
し

こ
と
は
さ
ほ
ど
単
純
で
は
な
い

ま
ず
は
、
迂
遠
な
よ
う
で
も
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
本
と
の
深
い
相
関
関
係
か
ら
述
べ
始
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

こ
れ
ま
で
の
万
葉
集
伝
本
論
に
お
い
て
は
、
仙
覚
の
校
訂
本
で
あ
る
仙
覚
本
系
と
、
そ
れ
以
外
の
い
わ

ゆ
る
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
と
の
間
に
は
直
接
的
な
関
係
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
が
、

近
、
非
仙

覚
本
系
の
諸
本
の
う
ち
、
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
の
校
訂
本
と
の
間
に
は
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
が
分
か

っ
て
き
た
。
こ
と
に
、
そ
れ
は
、
長
歌
訓
に
お
い
て
著
し
く
、
仙
覚
が
従
来
の
伝
本
で
訓
が
あ
る
と
す
る

長
歌
（
古
点
と
次
点
の
歌
）
の
分
布
は
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
を
持
つ
長
歌
の
分
布
と
酷
似
し
て
お
り
、
仙

覚
の
長
歌
の
古
次
新
点
の
認
定
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
伝
本
一
種
類
の
み
を
参
考
に
認
定
さ

れ
た
可
能
性
が
高
い
（
本
書
第
四
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

。
そ
し

」
）

て
、
そ
の
傾
向
は
、
巻
十
九
の
よ
う
な
、
片
仮
名
訓
本
に
お
い
て
、
訓
の
あ
る
長
歌
と
な
い
長
歌
と
が
複

雑
に
入
り
組
ん
で
分
布
し
て
い
る
巻
で
も
同
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
巻
十
九
は
、
長
歌
訓
の
あ
る
歌
、
な

い
歌
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
故
、
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
の
密
接
な
関
係
が
、
他
の
い
か
な
る
巻
よ

り
明
確
に
立
証
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
よ
り
に
よ
っ
て
両
者
の
結
び
つ
き
が
も
っ
と
も
明
確
な
巻
十
九
に
お
い
て
、
仙
覚
本
の
長

歌
訓
に
別
の
異
な
っ
た
出
典
が
示
さ
れ
て
い
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。
仙
覚
の
校
訂
本
の
う
ち
、
文
永
本
系

の
諸
本
に
五
首
に
わ
た
り

「
江
家

「
江
説
」
な
ど
、
江
家
本
の
訓
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
注
記
が

、

」

見
出
さ
れ
る
。
仙
覚
の
次
点
歌
の
中
で
、
そ
の
訓
の
出
典
が
江
家
本
で
あ
る
と
表
示
さ
れ
る
例
は
全
部
で

十
四
例
（
北
井
勝
也
「
江
家
本
万
葉
集
逸
文
考
」
美
夫
君
志
第
六
二
号
平
成
十
三
年
四
月

、
そ
の
う
ち

）

五
例
が
長
歌
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
す
べ
て
巻
十
九
に
集
中
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
家
本

は
、
仙
覚
文
永
本
の
奥
書
に
そ
の
名
が
見
え
、
仙
覚
が
校
訂
の
底
本
に
用
い
た
源
親
行
本
の
祖
本
で
あ
る

忠
兼
本
に
、
江
家
本
で
校
合
し
た
旨
の
記
事
が
見
え
る
。
仙
覚
本
全
体
で
も
江
家
本
の
指
摘
が
さ
ほ
ど
多

く
な
い
こ
と
か
ら
、
仙
覚
は
、
底
本
の
親
行
本
に
校
合
さ
れ
た
江
家
本
の
記
事
を
参
考
に
し
た
と
推
定
さ

れ
る
。
仙
覚
本
で
「
江
家
」
な
ど
の
注
記
を
付
し
て
い
る
箇
所
は
、
江
家
本
の
内
容
で
あ
る
と
ま
ず
は
認

め
ら
れ
よ
う
。
す
る
と
、
仙
覚
本
の
巻
十
九
の
長
歌
訓
は
、
一
方
で
片
仮
名
訓
本
の
訓
に
依
拠
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
、
他
方
で
は
、
仙
覚
自
身
が
江
家
本
に
よ
っ
た
と
注
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両

者
の
傾
向
を
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
巻
十
九
の
長
歌
に
付
さ
れ
た
江
家
本
に
関
す
る
注
記
は
次
の
通
り
で
あ
る
（
か
っ
こ
内
は
、
そ

の
歌
に
付
さ
れ
た
表
示
。
い
ず
れ
も
、
長
歌
の
後
に
、
朱
で
付
さ
れ
て
い
る

。）

四
一
八
五
（
江
家

・
四
一
八
七
（
江
説

・
四
一
八
九
（
江
家
）

）

）

四
二
五
四
（
江

・
四
二
六
六
（
江
説
）

）

こ
れ
ら
の
歌
に
つ
い
て
、
上
田
英
夫
『
万
葉
集
訓
点
の
史
的
研
究

（
第
三
節
次
点
歌
の
研
究
そ
の
２

』

昭
和
三
十
一
年
）
は
、
い
ず
れ
も
江
家
本
に
よ
っ
て
次
点
が
加
え
ら
れ
た
例
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
上

田
氏
は
詳
し
く
言
及
し
て
い
な
い
が
、
文
脈
か
ら
は
、
一
首
全
体
の
訓
を
江
家
本
か
ら
取
っ
た
も
の
と
す
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る
理
解
か
と
考
え
ら
れ
る
。
江
家
本
に
つ
い
て
の
注
記
が
、
直
接
一
句
の
本
文
や
訓
に
付
さ
れ
た
事
例
が

あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
歌
全
体
に
付
し
た
と
考
え
ら
れ
る
右
の
よ
う
な
注
記
は
、
ま
ず
は
訓
全
体
が
江
家

本
の
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
さ
せ
る
。
だ
が
、
短
歌
一
首
と
異
な
り
、
歌
の
分
量
の
多
い
長
歌

故
に
、
先
掲
北
井
勝
也
「
江
家
本
万
葉
集
逸
文
考
」
が

「
ど
の
部
分
が
江
家
本
の
訓
で
あ
る
の
か
は
明

、

ら
か
で
な
い
」
と
発
言
し
て
い
る
よ
う
に
、
よ
り
慎
重
な
態
度
が
要
求
さ
れ
よ
う
。

右
の
よ
う
に
、
江
家
本
の
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
長
歌
訓
に
つ
い
て
、
仙
覚
本
の
訓
と
江
家
本
の
訓
と

の
関
係
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
な
い
。
と
す
れ
ば
そ
れ
ら
江
家
本
の
注
記
が
付
さ
れ
た
歌
の
中
で
、
さ
ら

に
片
仮
名
訓
本
と
の
関
係
を
見
極
め
る
こ
と
は
な
か
な
か
難
し
そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
は
、
は
っ

き
り
と
比
較
が
可
能
な
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
と
の
関
係
か
ら
探
っ
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。

仙
覚
本
が
江
家
本
に
よ
っ
た
こ
と
を
表
示
す
る
歌
と
し
て
四
一
八
九
を
取
り
あ
げ
る
。
本
文
の
横
の
訓

に
仙
覚
文
永
本
と
し
て
西
本
願
寺
本
（
注
６
）
の
訓
を
（
仙
と
略
称

、
そ
し
て
、
片
仮
名
訓
本
と
し
て

）

広
瀬
本
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
を
な
ら
べ
た
。
本
文
は
先
程
と
同
様
今
日
の
校
訂
本
文
を
掲
げ

て
い
る
。

ア
マ
サ
カ
ル

ヒ
ナ
ト
シ
ア
レ
ハ

ソ
コ
コ
コ
モ

オ
ナ
シ
コ
コ
ロ
ソ

仙

サ
カ
ル

ヒ
ナ
ト
シ
ア
レ
ハ

ソ
コ
ソ
コ
モ

オ
ナ
シ
コ
ヽ
ロ
ソ

広

ア
マ
サ
カ
ル

ヒ
ナ
ト
シ
ア
レ
ハ

ソ
コ

モ

ヲ
ヤ
シ
コ
ゝ
ロ
ソ

元
赭

天
離

夷
等
之
在
者

彼
所
此
間
毛

同
許
己
呂
曽

ト
シ
ノ
ヘ

ハ

ウ
ツ
セ
ミ
ハ

モ
ノ
オ
モ
ヒ
シ
ケ
シ

ソ
コ
ユ
ヱ
ニ

仙

イ
ヘ
サ
カ
リ

ユ
ケ

サ
カ
ル
ヤ
ト

ト
シ
ノ
ヘ
ヌ
レ
ハ

モ
ノ
オ
モ
ヒ
シ
ケ
シ

ソ
コ
ユ
ヘ
ニ

広

サ
カ
ル
ヤ
ト

ヘ
ヌ
レ
ハ

ウ
ツ
セ
ミ
ハ

モ
ノ
オ
モ
ヒ
シ
ケ
シ

コ
ゝ

元
赭

離
家

等
之
乃
経
去
者

宇
都
勢
美
波

物
念
之
氣
思

曽
許
由
恵
尓

コ
コ
ロ
ナ
ク
サ
ニ

ホ
ト
ト
キ
ス

ナ
ク
ハ
ツ
コ
ヱ
ヲ

タ
チ
ハ
ナ
ノ

タ
マ
ニ
ア
ヘ
ヌ
キ

カ
ツ
ラ
キ
テ

仙

コ
ヽ
ロ
ナ
ク
サ
ニ

ナ
ク
ハ
ツ
コ
エ
ヲ

タ
チ
ハ
ナ
ノ

タ
マ
ニ
ア
ヘ
ヌ
キ

カ
ツ
ラ
キ
テ

広

コ
ゝ
ロ
ナ
ク
サ
ニ

ス

ナ
ク
ハ
ツ
コ
ヱ
ヲ

タ
チ
ハ
ナ

タ
マ
ニ

ヌ
キ

テ

元
赭

情
奈
具
左
尓

霍
公
鳥

喧
始
音
乎

橘

珠
尓
安
倍
貫

可
頭
良
伎
氐

ハ
シ
モ

マ
ス
ラ
ヲ
ヲ

ト
モ
ナ
ヘ
タ
テ
テ

シ
ク
ラ
カ
ハ

ナ
ツ
サ
ヒ
ノ
ホ
リ

ヒ
ラ
セ
ニ
ハ

仙

タ
ハ
ル
レ

ア
ソ
フ
ハ
シ
モ

ト
モ
ナ
ヘ
タ
テ
ヽ

シ
ク
ラ
カ
ハ

ノ
ホ
リ

ヒ
ラ
セ
ニ
ハ

広

ア
ソ
ハ
レ
ハ
シ
モ

ラ
ヲ
ト

ト
モ
ナ
ヘ
タ
チ
テ

シ
ク
ラ
カ
ハ

ナ
ツ
サ
ヒ
ノ
ホ
リ

ヒ
ラ
セ
ニ
ハ

元
赭

遊
波
之
母

須
麻
良
乎
ゝ

等
毛
奈
倍
立
而

叔
羅
河

奈
頭
左
比
泝

平
瀬
尓
波

サ
テ
サ
シ
ワ
タ
シ

ハ
ヤ
セ
ニ
ハ

ウ
ヲ
シ
ツ
メ
ツ
ツ

ツ
キ
ニ
ヒ
ニ

シ
カ
シ
ア
ソ
ハ
ネ

仙

サ
テ
サ
シ
ワ
タ
シ

ハ
ヤ
セ
ニ
ハ

ウ
ヲ
シ
ツ
メ
ツ
ヽ

ツ
キ
ニ
ヒ
ニ

シ
カ
シ
ア
ソ
ハ
ハ
ネ

広

サ
テ
サ
シ
ワ
タ
シ

ハ
ヤ
セ
ニ
ハ

ウ
ヲ
シ
ツ
メ
ツ
ツ

ツ
キ
ニ
ヒ
ニ

シ
カ
シ
ア
ソ
ハ
ネ

元
赭

左
泥
刺
渡

早
湍
尓

水
焉
乎
潜
都
追

月
尓
日
尓

之
可
志
安
蘇
婆
祢



- 22 -

ハ
シ
キ
ワ
カ
セ
コ

仙

ハ
シ
ワ
カ
セ
コ

広

ハ
シ
キ
ワ
カ
セ
コ

元
赭

波
之
伎
和
我
勢
故

先
述
の
よ
う
に
、
片
仮
名
訓
本
は
、
訓
を
欠
く
句
が
見
ら
れ
る
。
全
二
十
七
句
の
う
ち
、
広
瀬
本
が
四

句
、
元
赭
が
五
句
、
訓
を
欠
く
か
、
ほ
ぼ
欠
い
た
句
を
持
つ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
を
見
渡
し
て
、

ま
ず
分
か
る
の
は
、
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
の
訓
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
歌
の

場
合
、
仙
覚
が
、
基
本
的
に
片
仮
名
訓
本
の
訓
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
よ
う
。
た
だ
、
こ
の

歌
を
始
め
、
巻
十
九
の
長
歌
に
は
さ
し
て
難
訓
の
句
が
な
い
こ
と
か
ら
、
こ
れ
だ
け
で
は
偶
然
の
一
致
と

い
う
可
能
性
も
充
分
に
残
る
で
あ
ろ
う
。
問
題
は
、
仙
覚
の
紺
青
訓
で
あ
る
。
仙
覚
の
文
永
本
は
、
従
来

の
訓
が
飽
き
た
ら
ぬ
場
合
、
訓
の
訂
正
を
試
み
、
そ
の
際
に
は
訓
を
紺
青
の
筆
で
記
し
、
訂
正
訓
で
あ
る

こ
と
を
明
示
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
こ
の
歌
に
は
紺
青
訓
が
三
箇
所
見
ら
れ
る
（
右
の
引
用
で
、
訓

が
網
掛
け
太
字
に
な
っ
て
い
る
部
分

第
五
句

離
家

第
六
句

等
之
乃
経
去
者

第
十
六
句

遊

）
。

「

」
、

「

」
、

「

」

。

、

、

、

波
之
母

で
あ
る

第
五
句
は

先
ほ
ど

片
仮
名
訓
本
の
特
異
な
訓
と
し
て
取
り
あ
げ
た
例
で
あ
る
が

「

」

、

「

」

。

、

サ
カ
ル
ヤ
ト

と
い
う
訓
が

仙
覚
本
で
は

イ
ヘ
サ
カ
リ

と
改
め
ら
れ
て
い
る

他
の
二
例
で
も

仙
覚
の
青
訓
の
句
は
、
片
仮
名
訓
本
と
訓
が
異
な
っ
て
い
る
。
青
訓
が
従
来
の
訂
正
の
印
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
青
訓
の
句
に
限
っ
て
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
と
が
訓
が
異
な
る
の
は
、
両
者
の
密
接
な
関
係
を
か
え

っ
て
明
確
に
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
江
家
本
の
表
示
が
見
え
る
五
首
に
お
い
て
、
青
訓
は
全
部
で
十
五

箇
所
見
ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
も
片
仮
名
訓
本
と
訓
が
異
な
っ
た
事
例
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
仙
覚
本
と
片
仮

名
訓
本
の
訓
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
示
す
の
は
、
片
仮
名
訓
本
の
訓
の
な
い
句
の
存
在
で
あ
る
。

先
述
の
よ
う
に
、
巻
十
九
の
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
に
は
少
な
か
ら
ず
訓
の
な
い
句
が
見
ら
れ
る
。
江
家

本
の
注
記
が
あ
る
五
首
で
、
広
瀬
本
を
例
に
と
れ
ば
、
全
体
の
句
数
に
対
し
て
訓
の
あ
る
句
の
数
値
は
次

の
よ
う
で
あ
る
。

四
一
八
五
（

句
）

四
一
八
七
（

句
）

四
一

八
九
（

句
）

／

／

／

１１

１７

２０

２９

２４

２７

四
二
五
四
（

句
）

四

二
六
六
（

句
）

／

／

４５

４５

１４

２７

右
の
通
り
、
少
な
か
ら
ぬ
句
で
訓
を
欠
い
て
い
る
が
、
従
来
の
訓
を
改
め
よ
う
と
す
る
仙
覚
青
訓
十
五

、

（

）
。

、

、

例
は

こ
れ
ら
の
訓
の
な
い
句
と
は
重
な
ら
な
い

注
８

一
見
す
る
と

訓
の
な
い
句
に
つ
い
て
は

青
訓
ど
こ
ろ
か
、
新
に
訓
を
付
す
朱
訓
が
付
さ
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

事
例
は
見
あ
た
ら
な
い
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
片
仮
名
訓
本
の
訓
を
欠
い
た
句
は
、
難
訓
の
句
で
は

な
く
、
む
し
ろ
読
め
て
当
た
り
前
の
句
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
仙
覚
は
、
巻
十
九
の
長
歌
に

限
っ
て
は
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
な
い
句
に
つ
い
て
、
判
読
に
問
題
の
な
い
句
と
し
て
扱
っ
た
も
の
と
忖

度
さ
れ
る
。

さ
よ
う
に
密
接
な
関
係
に
あ
る
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
で
は
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
お
い
て
、
一
箇
所
だ

け
訓
の
齟
齬
が
存
す
る
。
第
三
句
で
あ
る
。
こ
の
句
は
、
広
瀬
本
が
「
ソ
コ
ソ
コ
モ

（
元
赭
は

「
ソ

」

、

コ

モ

）
で
、
仙
覚
本
の
「
ソ
コ
コ
コ
モ
」
と
は
異
な
っ
て
い
る
が
、
仙
覚
本
諸
本
に
青
訓
の
表
示

」

は
な
い
。
だ
が
、
青
訓
以
外
で
の
右
の
よ
う
な
齟
齬
は
、
こ
の
例
を
入
れ
て
当
面
の
五
首
で
た
っ
た
二
箇

所
に
過
ぎ
な
い
。
同
じ
片
仮
名
訓
本
で
も
、
広
瀬
本
と
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
の
長
歌
訓
に
お
い
て
細
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か
い
差
異
は
見
ら
れ
た
。
そ
れ
を
考
え
れ
ば
、
仙
覚
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
と
の
右
の
よ
う
な
訓
の
不
一

致
は
、
現
存
す
る
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
が
見
て
い
た
片
仮
名
訓
本
と
い
う
、
同
じ
系
統
の
伝
本
間
の
系
統

内
で
の
本
文
の
揺
れ
と
理
解
し
て
良
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
江
家
本
の
表
示
の
あ
る
長
歌
の
訓
は
、
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
と
に
お
い
て
き
わ
め
て

密
接
な
関
係
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
仙
覚
が
長
歌
訓
を
校
訂
す
る
際
、
基
本
的
に

現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
本
一
種
類
を
基
に
し
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
仮

に
、
仙
覚
が
現
存
片
仮
名
訓
本
の
系
統
と
は
ま
っ
た
く
別
個
の
長
歌
訓
を
持
つ
伝
本
を
も
参
照
し
て
い
た

と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
本
は
当
然
独
自
の
長
歌
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら

ば
、
先
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
と
の
相
似
関
係
は
ど
こ
か
で
破
綻
し
て
い
る
と
想

定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
拙
稿
の
筆
者
が
、
従
来
の
論
で
行
っ
て
き
た
、
訓
の
あ
る
長
歌
の
分
布
に
よ
っ
て

仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
と
の
密
接
な
関
係
を
論
証
し
て
き
た
論
理
（
注
８
）
を
訓
の
内
容
に
及
ぼ
し
た
も

の
で
、
ま
っ
た
く
同
じ
理
屈
で
あ
る
。
し
か
も
、
訓
の
具
体
的
な
内
容
に
同
様
の
論
理
が
適
用
で
き
る
と

言
う
こ
と
は
、
両
者
の
関
係
の
深
さ
が
更
に
詳
細
に
証
明
で
き
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
、
片
仮
名
訓
本
と
き
わ
め
て
密
接
な
関
係
に
あ
る
五
首
の
長
歌
に
お
い
て
、
な
お
か
つ
、

仙
覚
本
が
江
家
本
に
よ
る
と
い
う
表
示
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
条
件
を
矛
盾
な
く

満
た
す
た
め
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
よ
う
。
仮
に
江
家
本
の
訓
が
片
仮
名
訓
本
と
異
な
っ
た

系
統
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
片
仮
名
訓
本
と
の
食
い
違
い
が
目
立
た
な
い
ほ
ど
ま
ば
ら
な
訓
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
江
家
本
の
訓
が
現
存
片
仮
名
訓
本
と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
本
来
江
家
本
が
き
わ
め
て
ま
ば
ら
な
訓
し
か
持
っ
て
い
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

そ
も
そ
も
「
江
家
」
な
ど
と
い
う
注
記
は
付
さ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
事
実
上
後
者
、
す
な
わ

ち
、
江
家
本
と
片
仮
名
訓
本
は
、
ほ
ぼ
同
じ
訓
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
れ
は
、
江
家

本
の
訓
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。

四

江
家
本
と
片
仮
名
訓
本

こ
の
よ
う
な
結
論
は
、
片
仮
名
訓
本
の
巻
十
九
の
長
歌
訓
の
性
格
を
考
え
る
際
に
重
大
な
影
響
を
与
え

る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
よ
う
な
結
論
に
達
す
る
前
に
、
慎
重
を
期
し
て
も
う
一
度
検
証
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
仙
覚
が
巻
十
九
の
長
歌
を
校
訂
し
た
際
、
本
当
に
現
存
片
仮
名
訓
本
と
同

じ
系
統
の
本
以
外
の
長
歌
訓
を
参
考
に
し
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

４

６

０

４

６

９

７

０

５

７

９

２

７

９

１

４

０

７

６

５

４

４

６

５

５

６

６

６

６

７

８

８

８

８

９

０

０

１

１

２

２

３

４

５

６

６

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

１

２

２

２

２

２

２

２

２

２

２
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○
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○

×

×

○

○

○

元
赭

○

○
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○

○
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巻
十
九
長
歌
に
お
い
て
、
仙
覚
本
で
従
来
訓
が
あ
る
と
さ
れ
る
歌
（
次
点
歌
）
と
片
仮
名
訓
本
で
訓
の

あ
る
歌
と
が
不
規
則
な
分
布
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
再
三
述
べ
て
き
た
。
そ

れ
を
一
覧
に
し
た
の
が
右
の
表
で
あ
る
。
広
瀬
本
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
（
元
赭
と
略
称
）
の
○
×

は
、
そ
れ
ぞ
れ
訓
の
あ
る
、
な
い
を
示
す
。
仙
覚
新
点
は
新
が
新
点
歌
で
あ
る
こ
と
、
江
家
本
の
○
は
江

家
本
の
注
記
が
存
す
る
こ
と
を
示
す
。

仙
覚
本
の
次
点
歌
が
十
八
首
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
あ
る
歌
が
十
八
首
。
そ
れ
ら
が
ほ
ぼ
同
じ
分
布
で

存
し
て
い
る
。
が
、
両
者
の
間
に
は
ち
ょ
っ
と
し
た
齟
齬
が
あ
る
。
四
一
六
四
と
四
二
〇
九
で
あ
る
。
前

（

）

、

、

者
は
仙
覚
本
で
従
来
訓
の
な
い
と
さ
れ
る
歌

新
点
歌

で
あ
り
な
が
ら

片
仮
名
訓
本
で
訓
が
あ
る
例

後
者
は
、
逆
に
仙
覚
本
が
次
点
歌
で
あ
り
な
が
ら
、
片
仮
名
訓
本
に
訓
が
な
い
例
で
あ
る
。
こ
の
現
象
か

ら
す
れ
ば
、
仙
覚
が
校
訂
し
た
際
、
仙
覚
が
見
た
諸
本
に
は
、
四
一
六
四
に
は
訓
が
な
く
、
四
二
〇
九
に

は
訓
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
ず
れ
は
、
先
に
も
述
べ
た
の
と
同
様
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本

と
仙
覚
が
見
た
片
仮
名
訓
本
と
の
同
系
統
内
で
の
本
文
の
揺
れ
と
し
て
処
理
で
き
な
く
も
な
い
が
、
四
二

〇
九
の
場
合
な
ど
は
、
仙
覚
本
が
従
来
訓
が
あ
る
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
別
に
こ
の
歌
に
訓
の

あ
る
伝
本
が
あ
っ
た
、
つ
ま
り
、
こ
の
歌
だ
け
何
ら
か
の
理
由
で
別
系
統
の
本
が
参
照
さ
れ
て
い
た
可
能

性
を
も
一
応
は
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、
右
の
表
で
分

か
る
よ
う
に
、
江
家
本
に
関
わ
る
歌
五
首
に
は
、
当
面
の
齟
齬
は
直
接
関
わ
ら
な
い
こ
と
は
注
意
さ
れ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
江
家
本
の
注
記
を
持
つ
五
首
は
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
が
あ
り
、
か
つ
仙
覚
本
で
次
点
歌

で
あ
る
十
六
首
の
中
に
完
全
に
吸
収
さ
れ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
巻
十
三
以
降
に
お
い
て
、
片
仮
名
訓
本
の
訓
の
あ
る
長
歌
は
き
わ
め
て
変
則
的
な
分
布
を

し
て
い
る
。
し
か
も
、
訓
の
あ
る
歌
の
割
合
は
低
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
範
囲
で
長
歌
は
全
部
で
一
三
二

首
。
そ
の
う
ち
、
片
仮
名
訓
本
に
訓
の
あ
る
歌
は
わ
ず
か
に
二
十
三
首
。
全
体
の
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
に
過

ぎ
な
い
。
一
方
、
仮
に
江
家
本
の
長
歌
訓
が
片
仮
名
訓
本
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
一

三
二
首
の
ど
の
歌
に
江
家
本
の
注
記
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
江
家
本
の
五
例
の
注

記
は
す
べ
て
こ
の
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
部
分
と
重
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
到
底
偶
然
の
一
致

で
は
片
づ
け
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
分
布
の
点
か
ら
考
え
て
も
、
江
家
本
と
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓

は
同
じ
系
統
で
あ
る
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
良
か
ろ
う
。
ま
し
て
、
訓
の
内
容
の
検
討

か
ら
同
様
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
江
家
本
の
訓
は
片
仮
名
訓
本
の
訓
と
同
系
統
で
あ
る
妥

当
性
は
極
め
て
高
い
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
。

右
の
よ
う
に
、
仙
覚
本
に
よ
る
注
記
か
ら
推
測
す
る
と
、
江
家
本
と
巻
十
九
の
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓

は
同
系
統
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
が
、
現
在
江
家
本
の
長
歌
訓
が
ど
の
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
た
か
を

知
る
こ
と
が
出
来
な
い
以
上
、
そ
の
推
測
に
は
不
安
が
残
る
。
い
っ
た
い
、
江
家
本
の
長
歌
訓
は
具
体
的

に
ど
の
よ
う
に
付
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
江
家
本
は
、
今
に
伝
わ
る
伝
本
は
な
く
、
仙
覚
本
の
底

本
で
あ
る
源
親
行
本
の
親
本
に
あ
た
る
藤
原
忠
兼
本
に
校
合
さ
れ
た
形
で
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い
。
現
存

本
で
こ
の
忠
兼
本
の
系
統
を
引
く
数
少
な
い
伝
本
が
天
治
本
で
あ
る
。
現
存
の
天
治
本
の
中
に
は
江
家
本

の
注
記
と
思
わ
れ
る
も
の
も
見
ら
れ
、
ま
た
長
歌
訓
に
も
他
本
か
ら
の
付
訓
と
見
ら
れ
る
箇
所
も
あ
る
。

が
、
天
治
本
に
注
記
を
持
つ
片
仮
名
訓
の
本
は
江
家
本
に
限
ら
な
い
の
で
、
そ
の
ど
れ
が
江
家
本
の
訓
で

あ
る
か
の
特
定
は
難
し
い
（
注
９

。
し
か
し
、
一
例
だ
け
、
江
家
本
の
注
記
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き

）

る
箇
所
が
あ
る
。
次
頁
に
示
す
の
は
、
天
治
本
巻
十
五
、
三
六
九
四
（
冠

）
で
あ
る
。

纓
神
社
蔵

注
１０

第
一
行
下
か
ら
第
二
行
上
に
か
け
て
、
第
四
句
「
奈
久
奈
夜
美

」
と
あ
る
部
分

「

」
の
左
に

伎
弖

弖

、
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「
江
家
之

（

之
」
は
朱
）
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
江
家
本
で
は
、
こ
こ
の
本
文
が
「
之
」
で
あ
っ
た
こ

」
「

と
を
示
す
表
示
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
本
文
の
右
側
に
は
、
や
は
り
朱
で
「
シ
」
と
い
う
訓

。

「

」

。

「

」

が
付
さ
れ
て
い
る

天
治
本
本
文
の

で
は
到
底
シ
と
は
読
め
な
い

こ
こ
は
江
家
本
の
異
文

之

弖

に
対
応
し
た
訓
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば

「
シ
」
の
訓
も
ま
た
江
家
本
の
訓
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る

、

と
、
こ
の
歌
に
散
見
さ
れ
る
朱
の
片
仮
名
の
訓
は
江
家
本
の
訓
と
考
え
て
良
い
こ
と
に
な
る
。
き
わ
め
て

わ
ず
か
な
訓
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
江
家
本
に
付
さ
れ
た
訓
が
そ
の
ま
ま
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。一

方
、
次
に
示
す
の
は
、
広
瀬
本
の
同
じ
歌
で
あ
る
。

天
治
本
の
朱
の
訓
と
比
べ
れ
ば
、
訓
の
量
は
多
い
が
、
約
四
割
の
句
に
は
訓
が
な
く
、
巻
十
三
以
降
の
付

訓
の
特
徴
が
出
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
両
者
を
よ
く
比
較
し
て
み
る
と
、
付
訓
さ
れ
て
い
る
部
分
は

大
変
似
て
い
る
。
天
治
本
の
訓
を
増
や
し
て
ゆ
く
と
広
瀬
本
に
、
逆
に
広
瀬
本
の
訓
を
徐
々
に
減
ら
し
て

ゆ
く
と
天
治
本
の
様
相
に
な
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
歌
全
体
で
付
訓
さ
れ
て
い
る
場
所
に
偏
り
は
な
く
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
の
付
訓
位
置
が
ほ
ぼ
同
じ
所
に
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
両
者
の
出
自
が
本

来
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
こ
の
両
者
の
訓
の
様
相
が
、
す
な
わ
ち
片
仮
名

訓
本
と
江
家
本
と
の
訓
の
関
係
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
ま
ば
ら

な
江
家
本
の
訓
を
、
や
や
発
展
的
に
継
承
し
た
の
が
片
仮
名
訓
本
の
訓
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
で

あ
る
。

五

二
種
類
の
訓
併
存
の
意
味

図
版
：
広
瀬
本

巻
一
五
、
三
六
九
四

図
版
：
天
治
本

巻
一
五
、
三
六
九
四
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当
面
の
江
家
本
は
、
仙
覚
本
の
奥
書
に
藤
原
忠
兼
本
に
記
載
の
あ
る
本
と
し
て
見
え
る
。
同
じ
く
忠
兼

本
の
奥
書
を
持
つ
天
治
本
が
天
治
年
間
（
一
一
二
四
～
五
）
の
書
写
で
あ
る
こ
と
か
ら
（
注

、
少
な

）
11

く
と
も
十
二
世
紀
前
半
を
遡
る
本
で
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
る
。
し
か
も
、
忠
兼
本
に
校
合
さ
れ
た
と
き
に

は
す
で
に
存
在
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
よ
り
か
な
り
遡
る
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
現
存
の
片
仮

名
訓
本
の
祖
本
は
、
い
つ
頃
成
立
し
た
か
は
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
。
が
、
現
存
諸
本
は
す
べ
て
鎌
倉
時

代
以
降
の
成
立
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（

校
本
万
葉
集
』
首
巻

。
そ
の
中
で
確
認
で
き
る
も
っ
と
も
古

『

）

い
出
自
は
、
広
瀬
本
に
残
る
建
保
三
年
（
一
二
一
五
）
の
藤
原
定
家
の
奥
書
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
片
仮
名

訓
本
自
体
の
成
立
は
、
確
実
な
と
こ
ろ
十
三
世
紀
初
め
ま
で
し
か
遡
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し

て
、
片
仮
名
訓
本
に
見
ら
れ
る
長
歌
訓
は
、
平
安
時
代
書
写
の
伝
本
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
こ
と
か

ら
す
れ
ば
、
あ
ら
か
た
の
長
歌
訓
は
片
仮
名
訓
本
の
成
立
時
期
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
と
推
定
で
き
る
。

以
上
、
曖
昧
な
点
は
多
々
残
る
が
、
右
の
よ
う
な
諸
点
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
江
家
本
と
重
な
る
、
片
仮

、

。

名
訓
本
の
巻
十
九
の
五
首
の
長
歌
訓
は

巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
よ
り
も
由
来
が
古
い
可
能
性
が
高
く
な
る

、

。

、

巻
十
九
に
注
記
を
持
つ
江
家
本
長
歌
の
訓
は

片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た

が

巻
十
九
の
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
で
訓
の
あ
る
長
歌
は
他
に
十
三
首
存
す
る
。
こ
れ
ら
と
右
の
五
首
と
の
関

係
は
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
ら
の
十
三
首
に
つ
い
て
は
、
仙
覚

本
に
江
家
本
の
注
記
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
江
家
本
と
の
直
接
の
関
係
は
指
摘
で
き
な
い
。
た
だ
し
、

件
の
五
首
の
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
本
と
の
関
係
を
検
討
し
た
際
、
両
者
で
訓
の
内
容
は
基
本
的
に
一
致
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
傾
向
は
、
仙
覚
の
青
訓
の
句
に
片
仮
名
訓
本
の
訓
を
欠
く
句
が
な
い
と

い
う
細
部
に
至
る
ま
で
他
の
十
三
首
に
お
い
て
も
ま
っ
た
く
変
わ
ら
な
い
。
先
に
見
た
、
片
仮
名
訓
本
巻

十
九
の
長
歌
の
特
徴
で
あ
る
、
訓
の
欠
け
た
句
が
多
い
、
特
異
な
内
容
の
句
が
あ
る
な
ど
は
件
の
五
首
と

そ
れ
以
外
の
十
三
首
双
方
に
ま
た
が
っ
て
見
出
せ
る
し
、
仙
覚
本
と
の
関
係
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

片
仮
名
訓
本
の
巻
十
九
の
長
歌
訓
は
十
八
首
一
体
と
し
て
同
様
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出

来
よ
う
。
な
ら
ば
、
江
家
本
の
表
示
が
あ
る
五
首
の
長
歌
と
他
の
十
三
首
が
ま
っ
た
く
別
個
の
も
の
と
い

う
こ
と
は
か
え
っ
て
考
え
が
た
く
、
十
三
首
も
何
ら
か
の
形
で
江
家
本
と
関
わ
り
を
持
つ
と
考
え
う
る
。

先
に
見
た
巻
十
五
、
三
六
九
四
の
事
例
を
参
考
に
す
る
と
（
こ
の
歌
の
仙
覚
本
に
は
江
家
本
の
注
記
は
な

い

、
わ
ず
か
な
訓
し
か
持
た
な
い
江
家
本
を
増
補
す
る
形
で
片
仮
名
訓
本
が
付
訓
し
て
い
る
と
い
う
状

）
況
が
考
え
ら
れ
る
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
く
だ
ん
の
五
首
が
江
家
本
と
の
関
係
で
古
い
由
来
を
持
っ
て
い
る

な
ら
ば
、
残
り
の
十
三
首
も
相
応
に
古
い
も
の
と
い
う
推
定
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
先

の
三
六
九
四
の
事
例
か
ら
す
れ
ば
、
巻
十
五
の
長
歌
訓
も
同
様
の
出
自
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま

り
、
片
仮
名
訓
本
の
中
に
は
、
互
い
に
別
の
状
況
下
で
付
さ
れ
た
よ
り
古
い
長
歌
訓
（
巻
十
五
・
十
九
）

と
よ
り
新
し
い
長
歌
訓
（
巻
十
以
前
）
と
が
併
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
新
旧
二
層

の
長
歌
訓
が
存
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

以
上
、
片
仮
名
訓
本
の
内
部
で
互
い
に
異
質
な
性
格
を
持
つ
、
巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
と
巻
十
三
以
降
の

長
歌
訓
と
は
、
後
者
の
方
が
よ
り
古
く
、
前
者
は
よ
り
新
し
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
が
、
こ
の
二
種
類

の
長
歌
訓
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
今
あ
る
姿
に
な
っ
た
か
に
つ
い
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

よ
り
古
い
と
思
わ
れ
る
巻
十
五
・
十
九
の
訓
が
先
に
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
巻
十
ま
で
の
訓
が
新
に
付

さ
れ
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
巻
十
ま
で
の
訓
が
先
に
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
後
に
別
の
伝
本
な
ど
か
ら
巻

十
五
・
十
九
の
訓
が
空
白
を
埋
め
る
形
で
補
充
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
の
事
情
は
不
明
と
す
る
し
か

な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
一
つ
の
伝
本
の
中
に
明
ら
か
に
質
の
異
な
る
長
歌
訓
が

併
存
し
て
い
る
様
相
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
は
、
た
と
え
質
の
異
な
る
訓
で
あ
っ
て
も
、
な
る
べ
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く
多
く
の
歌
に
訓
を
備
え
よ
う
と
い
う
意
図
を
う
か
が
う
こ
と
が
出
来
る
。
実
際
の
所
、
平
仮
名
訓
本
を

含
め
、
現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
で
見
ら
れ
る
長
歌
訓
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
現
存
片
仮
名
訓
本
諸
本
に
存

す
る
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
い
（
注

。
こ
れ
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
の
祖
本
が
、
長
歌
の
付
訓
に
関

）
12

心
を
持
ち
、
不
完
全
な
が
ら
も
長
歌
訓
の
集
成
を
意
図
し
て
い
た
こ
と
を
証
し
よ
う
。
つ
ま
り
、
現
存
片

仮
名
訓
本
の
祖
本
は
、
単
に
親
本
を
忠
実
に
書
写
し
よ
う
と
し
た
本
で
は
な
く
、
あ
る
明
確
な
意
図
を
持

（

）
。

、

っ
て
作
ら
れ
た
一
種
の
校
訂
本
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
い
え
よ
う

注

こ
の
こ
と
は

１４

万
葉
集
の
全
歌
に
訓
を
付
そ
う
と
志
し
（
仙
覚
が
新
に
訓
を
付
し
た
、
い
わ
ゆ
る
新
点
歌
は
、
大
半
が
長

）
、

、

、

。

歌
で
あ
る

達
成
し
た
仙
覚
の
校
訂
事
業
と
相
通
じ

か
つ

そ
の
先
駆
け
と
な
る
も
の
と
い
え
よ
う

注１

片
仮
名
訓
本
で
長
歌
訓
の
分
布
が
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
に
変
則
的
に
な
っ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
今

の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
た
だ
、
仙
覚
の
校
訂
以
前
の
伝
本
に
お
い
て
、
現
存
す
る
本
の
長
歌
訓
の
分

布
が
全
て
同
様
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
仙
覚
が
校
訂
を
行
っ
た
鎌
倉
時
代
に
あ
っ
て
も
こ
れ
以
外
の

長
歌
訓
の
分
布
を
持
つ
伝
本
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
本
書
第
四
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓

本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

。
」
）

２

広
瀬
本
万
葉
集
の
画
像
及
び
引
用
は

『
校
本
万
葉
集
』
別
冊
一
～
三
（
平
成
六
年
岩
波
書
店
）
に

、

よ
る
。
以
下
同
じ
。

３

元
暦
校
本
の
引
用
は

『
元
暦
校
本
万
葉
集

（
昭
和
六
一
年
勉
誠
社
）
に
よ
り
、
代
赭
書
き
入
れ

、

』

の
詳
細
に
つ
い
て
は

『
校
本
万
葉
集
』
を
参
照
し
つ
つ
、
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
の
原
本
で
確
認
を

、

行
っ
た
。

４

万
葉
集
の
校
訂
本
文
は
、
塙
書
房
版
『
万
葉
集
』
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
（
平
成
十
三
年
）
に
よ
っ
た
。

「

」（

）

、

５

拙
稿

万
葉
集
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

本
書
第
一
章
第
一
節

で
取
り
あ
げ
た
事
例
に
は

「
敷
座
国
者
」
を
広
・
元
赭
両
本
で
ア
ツ
マ
ノ
ク
ニ
ハ
と
読
む
例

が
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
場
合
、
本

文
が
両
本
で
「
敦
座
国
者
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
関
連
す
る
と
考
え
ら
れ
、
巻
十
三
以
降
の
長
歌

・

訓
の
特
異
性
と
は
関
わ
ら
な
い
と
判
断
し
、
取
り
あ
げ
な
か
っ
た
。

、『

』（

）（

）

６

西
本
願
寺
本
万
葉
集
の
引
用
は

西
本
願
寺
本
万
葉
集

普
及
版

平
成
八
年

主
婦
の
友
社

に
よ
っ
た
。

７

仙
覚
青
訓
の
う
ち
、
四
二
六
六
の
第
二
句
「
八
峯
能
宇
倍
能
」
の
「
八
峯

（
仙
覚
本
ヤ
ツ
ヲ
）
の

」

部
分
だ
け
は
、
広
瀬
本
に
訓
が
な
い
。
が
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
に
は
「
ヤ
ミ
ネ
」
と
訓
じ
ら
れ

て
い
る
。

８

片
仮
名
訓
本
の
訓
の
あ
る
長
歌
の
分
布
と
仙
覚
本
の
古
次
点
長
歌
（
従
来
訓
が
あ
る
歌
で
あ
る
こ
と

を
意
味
す
る
）
の
分
布
が
二
十
巻
全
体
で
細
部
に
至
る
ま
で
似
て
い
る
。
も
し
、
仙
覚
が
、
片
仮
名
訓

本
と
は
ま
っ
た
く
別
の
状
況
下
で
長
歌
訓
が
付
さ
れ
た
伝
本
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ
ら
の
訓
の
分
布
は

片
仮
名
訓
本
の
分
布
と
同
じ
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
仙
覚
が
そ
の
よ
う
な
伝
本
の
訓
を
も
参
照
し

て
い
た
な
ら
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
な
い
歌
が
仙
覚
本
で
は
次
点
歌
（
従
来
訓
の
あ
る
歌
）
で
あ
る
と

い
う
現
象
が
少
な
か
ら
ず
起
こ
り
う
る
と
想
定
さ
れ
る
。
が
、
そ
の
よ
う
な

現
象
は
事
実
上
な
い
と

い
っ
て
よ
い
。
し
た
が
っ
て
、
仙
覚
は
、
長
歌
訓
に
つ
い
て
は
、
片
仮
名
訓
本
の
一
系
統
の
み
を
参
考

に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

９

天
治
本
巻
十
五
の
長
歌
に
は
、
三
六
九
四
の
他
に
三
六
二
七
（
検
天
治
本

、
三
六
八
八
の
二
首
の

）

長
歌
に
朱
の
片
仮
名
訓
が
存
す
る
。
が
、
そ
こ
に
江
家
本
の
訓
で
あ
る
む
ね
の
注
記
は
な
い
。
天
治



- 28 -

本
に
は
、
江
家
本
以
外
に
「
孝
本

（
惟
宗
孝
言
本
）
で
あ
る
む
ね
の
注
記
を
持
つ
朱
の
片
仮
名
訓
の

」

事
例
が
あ
り
（
巻
十
四
、
三
四
一
九
・
検
天
治
本

、
朱
の
片
仮
名
訓
が
あ
る
だ
け
で
は
江
家
本
の
訓

）

と
は
即
断
で
き
な
い
。

天
治
本
三
六
二
四
の
画
像
は

『
冠
纓
神
社
蔵
天
治
本
万
葉
集

（
昭
和
五
十
八
年

勉
誠
社
）
に

、

』

10
よ
る
。

、

、

（

）

た
だ
し

天
治
本
の
奥
書
で
江
家
本
の
記
事
が
見
え
る
巻
二
の
奥
書
に
は

大
治
四
年

一
一
二
九

11
書
写
と
記
さ
れ
て
い
る
（
検
天
治
本

。
）

平
仮
名
訓
本
に
も
数
は
少
な
い
が
長
歌
訓
は
存
す
る
。
が
、
そ
れ
ら
の
歌
は
、
す
べ
て
片
仮
名
訓
本

12
で
訓
の
あ
る
長
歌
と
重
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
、
片
仮
名
訓
本
は
、
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
を
包

摂
す
る
形
で
長
歌
に
付
訓
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
（
片
仮
名
訓
本
が
、
平
仮
名
訓
本
で
あ
る

天
治
本
の
長
歌
訓
を
取
り
込
ん
で
い
る
事
例
に
つ
い
て
は
第
三
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
廣

瀬
本
の
位
置
」
参
照

。
）

片
仮
名
訓
本
が
平
仮
名
訓
本
の
訓
を
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
、
長
歌
に
限
ら
ず
、
万
葉
集
の
訓
全

13
体
に
及
ぶ
現
象
で
あ
る
。
現
存
片
仮
名
訓
本
の
祖
本
は
、
仙
覚
以
前
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
訓
を

集
成
す
る
と
い
う
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
（
第
四
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長

歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

。
」
）

〈
付
記
〉
本
稿
執
筆
に
当
た
り
、
元
暦
校
本
巻
十
九
の
代
赭
書
き
入
れ
の
確
認
を
行
っ
た
。
所
蔵
者
の
東

京
国
立
博
物
館
か
ら
は
特
別
閲
覧
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

（
初
出
「
万
葉
集
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
」
国
語
国
文
第
七
六
巻
六
号

平
成
一
九
年
六
月
）
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第
二
章

片
仮
名
訓
本
系
統
の
性
格

第
二
節

片
仮
名
訓
本
系
統
と
平
安
期
片
仮
名
訓
本

一

近
年
、
万
葉
集
の
伝
本
、
な
か
で
も
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
に
つ
い
て
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

主
た
る
要
点
は
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
が
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

『
校
本
万
葉
集
』
以
来
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
群
は
、
形
態
の
面
か
ら
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本

が
あ
る
こ
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
長
歌
訓
の
有
無
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ら
が
系
統
上
二
つ
に
分
け
ら
れ

る
こ
と
が
判
明
し
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
、
現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
群
を
分
け
る

も
顕

著
な
指
標
は
訓
が
平
仮
名
か
片
仮
名
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が

『
校
本
万
葉
集
』
で
は
、
そ

、

れ
ら
と
は
別
に
万
葉
集
の
伝
来
史
の
中
で
、
平
安
期
に
片
仮
名
訓
の
伝
本
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
痕
跡
が
少

な
か
ら
ず
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
指
摘
の
中
で
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
そ
れ
ら
平
安
期
片
仮

名
訓
本
と
の
つ
な
が
り
の
有
無
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
て
い
る
。
現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
が
平

仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
で
系
統
分
け
で
き
る
こ
と
が
判
明
し
た
以
上
、
同
じ
片
仮
名
の
訓
を
も
つ
、

現
存
の
片
仮
名
訓
本
系
統
（
平
安
期
の
片
仮
名
訓
本
と
区
別
す
る
た
め
に
、
広
瀬
本
な
ど
の
片
仮
名
訓
本

を
、
こ
う
仮
称
す
る
。
以
下
同
じ

）
と
平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
か
を
明
ら

。

か
に
す
る
こ
と
は
、
大
き
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
平
安
期

片
仮
名
訓
本
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
万
葉
集
伝
来
史
に
お
け
る
現
存
片
仮
名
訓
本
系

統
の
位
置
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

、

、

『

』

平
安
期
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
存
在
に
つ
い
て

ま
ず
言
及
し
て
い
る
の
が

先
述
の

校
本
万
葉
集

で
あ
る
。
同
書
、
首
巻
の
「
万
葉
集
系
統
の
研
究

（
第
三
節
「
訓
の
字
体

）
で
は
、
平
安
期
書
写
の

」

」

伝
本
は
お
お
か
た
平
仮
名
訓
で
あ
る
が
、
一
方
、
当
時
片
仮
名
訓
も
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
事
を
述
べ

る
。
そ
れ
ら
は
お
お
む
ね
次
の
三
つ
の
点
に
要
約
さ
れ
る
。

ア

古
点
本
が
片
仮
名
訓
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性

イ

平
仮
名
訓
本
に
お
け
る
特
定
の
仮
名
の
誤
り
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
（

あ
」
を
「
み
」

「

と
誤
る
こ
と
な
ど

、
本
来
訓
は
片
仮
名
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
。

）

ウ

平
仮
名
訓
本
に
見
ら
れ
る
、
片
仮
名
訓
の
書
き
入
れ
か
ら
、
当
時
片
仮
名
訓
の
伝
本
が
存
し

た
で
あ
ろ
う
可
能
性

。

い
ず
れ
も
、
現
在
に
残
る
痕
跡
か
ら
平
安
期
の
片
仮
名
訓
の
使
用
を
推
定
す
る
論
で
あ
る

『
校
本
万

。

葉
集
』
は
、
右
の
よ
う
な
言
及
を
行
い
な
が
ら
、
懐
疑
的
な
論
調
が
目
立
つ
。
実
際

『
校
本
万
葉
集
』

、

に
続
く
論
で
も
、
こ
れ
ら
平
安
期
の
片
仮
名
訓
使
用
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
積
極
的
に
認
め
る
立
場
が
あ

る
一
方
で
、
一
切
認
め
な
い
と
す
る
立
場
も
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
の
対
立
は
、
実
際
に
伝
本
の

形
で
残
っ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
検
証
が
し
に
く
い
事
に
拠
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

『
校
本
万
葉
集
』

、

の
右
の
記
事
で
、
ウ
に
つ
い
て
は
唯
一
そ
の
可
能
性
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
の
書
き
入
れ
の
存
在
か

ら
、
当
時
片
仮
名
訓
の
伝
本
が
存
し
た
と
い
う
推
定
は
、
実
際
に
書
入
の
片
仮
名
訓
の
存
在
も
認
め
ら
れ

る
こ
と
か
ら
、
比
較
的
蓋
然
性
が
高
い
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
、
平
安
期
の
片
仮
名
訓
本
と
し
て
、
ウ
の

書
き
入
れ
に
よ
る
片
仮
名
訓
本
の
み
を
扱
う
こ
と
と
す
る
。
平
安
期
に
片
仮
名
訓
の
伝
本
が
存
在
し
た
と



- 30 -

、

、

。

す
れ
ば

ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は

現
存
の
片
仮
名
訓
本
系
統
と
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
で
あ
ろ
う

『
校
本
万
葉
集
』
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

さ
て
現
存
し
て
ゐ
る
本
で
、
主
と
し
て
訓
を
片
假
字
で
本
文
の
次
に
別
提
し
て
ゐ
る
本
は
四
種

あ
る
。
伝
冷
泉
為
頼
筆
本
、
細
井
本
お
よ
び
林
道
春
校
本
の
う
ち
の
巻
第
四
五
六
の
三
冊
、
定
家

様
切
等
で
あ
る

（
中
略
）
こ
の
伝
冷
泉
為
頼
筆
本
等
の
訓
の
体
裁
が
、
か
の
孝
言
本
、
中
務
大

。

輔
本
等
の
如
き
古
本
か
ら
そ
の
形
を
受
け
つ
い
だ
か
、
又
は
後
人
の
便
宜
に
出
た
か
は
ま
た
未
詳

で
あ
る
。

右
の
内

「
孝
言
本

「
中
務
大
輔
本
」
は
、
平
安
期
の
片
仮
名
訓
本
で
あ
る
。
一
方

「
伝
冷
泉
為
頼

、

」

、

筆
本
」
等
の
四
種
の
伝
本
は
、
現
存
す
る
片
仮
名
訓
本
系
統
で
、
皆
同
系
統
で
あ
り
、
冷
泉
本
と
称
さ
れ

て
い
る
。
現
存
の
片
仮
名
訓
本
系
統
で
は
他
に
、
紀
州
本
・
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
な
ど
、
量
的
に
も

っ
と
多
い
本
も
存
す
る
が
、
あ
え
て
残
存
量
の
少
な
い
冷
泉
本
系
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
系
統

が
、
本
文
の
左
に
訓
を
別
提
す
る
と
こ
ろ
が
、
平
仮
名
訓
本
と
付
訓
の
形
式
が
似
て
い
る
と
の
判
断
に
よ

る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
右
の
記
事
で
は
、
平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
冷
泉
本
と
で
関
わ
り
が
あ
る
か
否
か

に
つ
い
て
は
判
断
を
保
留
し
て
い
る
。
判
断
を
保
留
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
当
時
冷
泉
本
系
の
伝

本
が
『
校
本
万
葉
集
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、

大
で
も
三
巻
し
か
残
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
態
が
明
確
で

な
か
っ
た
と
い
う
点
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
冷
泉
本
系
に
つ
い
て
は
、
後
に
大
き
な
動
き
が
存

し
、
こ
の
系
統
の
完
本
が
出
現
し
た
（
平
成
五
年
十
二
月

。
そ
れ
が
広
瀬
本
で
あ
る
。
こ
の
広
瀬
本
出

）

現
を
受
け
、
広
瀬
本
と
平
安
期
の
片
仮
名
訓
本
と
の
関
係
を
積
極
的
に
認
め
よ
う
と
し
た
の
が
、
廣
岡
義

隆
氏
で
あ
る
。
廣
岡
氏
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

平
仮
名
訓
と
片
仮
名
訓
に
つ
い
て
は
、
片
仮
名
訓
の
方
が
古
い
と
見
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。

（
中
略

『
万
葉
集
』
の
初
期
の
訓
点
に
お
い
て
は
、
や
は
り
佐
佐
木
信
綱
氏
や
上
田
英
夫
氏
の
指
摘

）

が
当
た
っ
て
い
よ
う
。
も
と
片
仮
名
の
訓
を
読
み
誤
っ
た
事
例
は
私
も
常
々
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
次
点
本
の
冷
泉
本
系
統
に
属
す
る
片
仮
名
別
提
訓
で
あ
る
善
本
『
広
瀬
本

万
葉
集
』
出
現
の
意
義
は
大
き
い
と
言
え
よ
う
。

（

廣
岡
義
隆
『
上
代
言
語
動
態
論
』
第
一
篇
第
四
節
「
訓
の
独
立
」

平
成
一
七
年

初
出

昭
和
五
一
年
七
月
）

広
瀬
本
の
出
現
に
よ
り
、
冷
泉
本
系
の
み
な
ら
ず
片
仮
名
訓
本
全
体
の
認
識
が
一
変
し
た
こ
と
を
考
え

れ
ば
、
氏
の
指
摘
も
一
面
頷
け
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
近
年
広
瀬
本
を
含
む
現
存
片

仮
名
訓
本
の
多
く
は
同
一
の
系
統
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
の

関
係
を
考
え
る
場
合
、
広
瀬
本
だ
け
を
特
化
し
て
比
較
す
る
の
で
は
な
く
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
全
体

と
平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
を
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

廣
岡
氏
は
、
本
稿
で
認
め
る
、
書
き
入
れ
に
よ
る
平
安
期
片
仮
名
訓
本
以
外
に
も

『
校
本
』
の
ア
・

、

イ
に
あ
た
る
平
安
期
の
片
仮
名
訓
の
存
在
ま
で
広
く
認
め
る
立
場
か
ら
、
そ
れ
ら
と
広
瀬
本
と
の
つ
な
が

り
を
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
が
、
平
安
期
の
伝
本
と
し
て
扱

い
う
る
か
否
か
に
つ
い
て
考
え
て
ゆ
く
こ
と
と
す
る
。
本
稿
の
筆
者
は
、
現
存
平
仮
名
訓
本
、
片
仮
名
訓

（

「

」

）

本
の
系
統
を
考
え
る
一
連
の
論

本
書
第
一
章
第
一
節

万
葉
集
の
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

な
ど

に
お
い
て
、
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
系
統
と
の
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
述
べ
た
。
現

存
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
系
統
と
の
間
の

も
顕
著
な
違
い
は
、
長
歌
訓
が
あ
る
か
無
い
か
と
い
う
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点
で
あ
る
。
右
の
表
は
、
非
仙
覚
本
系
の
主
要
伝
本
の
長
歌
訓
の
巻
別
の
一
覧
で
あ
る
。
便
宜
上
上
の
段

が
巻
十
ま
で
、
下
の
段
が
巻
十
三
以
降
と
な
っ
て
い
る
（
巻
次
が
な
い
の
は
長
歌
が
な
い
巻

。
表
中
の

）

数
値
は
、
右
下
が
そ
の
本
に
現
存
す
る
長
歌
の
数
、
左
上
が
訓
の
あ
る
歌
の
数
で
あ
る
。
こ
の
表
で
明
ら

か
な
の
は
、
平
仮
名
訓
本
に
は
ほ
と
ん
ど
長
歌
訓
が
な
く
、
片
仮
名
訓
本
系
統
に
は
か
な
り
の
長
歌
に
訓

が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
し
か
も
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
は
、
二
十
巻
全
体
に
存
す
る
わ
け
で

10 9 8 6 5 4 3 2 1 巻次
3 22 6 27 10 7 23 19 16 長歌数

０／３ 桂本
０／４ ０／２ ０／１７ 金沢本

２／２２ 藍紙本
尼崎本

１／４ 伝壬生隆祐筆本
４／４ 天治本

０／３ ３／１７ ２／５ ０／１５ ０／３ １／６ ２／１８ ０／１６ ０／１４ 類聚古集
１／３ ０／１４ ０／２７ １／７ ０／３ ０／１５ 元暦校本
３／３ １４／１４ ２６／２７ ６／７ ３／３ １４／１５ 元暦校本代赭
３／３ ２２／２２ ６／６ ２７／２７ １０／１０ ７／７ ２３／２３ １９／１９ １６／１６ 紀州本
０／１ ２２／２２ ４／５ ２７／２７１０／１０ ７／７ ２３／２３１９／１９１６／１６ 広瀬本

６／６ ５／５ ０／３ １４／１４ 古葉略類聚鈔

20 19 18 17 16 15 13 巻次
6 23 10 14 8 5 66 長歌数

桂本
金沢本

０／１ 藍紙本
０／８ 尼崎本

伝壬生隆祐筆本
１／３ ０／６６ 天治本

０／５ ０／１７ ０／７ ０／９ ０／７ １／４ １／５７ 類聚古集
０／６ ０／２３ ０／１０ ０／１４ ０／６５ 元暦校本
０／６ １８／２３ １／１０ ０／１４ ４／６５ 元暦本代赭

紀州本
０／５ １８／２３ ０／１０ ０／１４ ０／８ ３／５ １／６６ 広瀬本

３／３ １／１ 古葉略類聚鈔
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は
な
く
、
唯
一
の
完
本
で
あ
る
広
瀬
本
で
見
る
と
、
巻
十
ま
で
の
す
べ
て
の
巻
と
、
巻
十
五
、
十
九
の
都

合
十
二
巻
に
は
訓
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
巻
に
は
訓
が
な
い
と
い
う
偏
っ
た
分
布
に
な
っ
て
い
る
。
広

瀬
本
以
外
の
片
仮
名
訓
本
系
統
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
情
で
完
本
は
存
し
な
い
が
、
広
瀬
本
の
分
布
を
規

準
に
比
較
す
る
と
、
基
本
的
に
同
じ
訓
の
分
布
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
現
存
片
仮
名
訓
本

系
統
は
す
べ
て
同
じ
長
歌
訓
の
分
布
を
も
っ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
長
歌
訓
の
分

布
が
複
数
の
伝
本
で
偶
然
一
致
す
る
と
は
考
え
が
た
く
、
こ
れ
ら
は
、
或
る
特
定
の
伝
本
か
ら
枝
分
か
れ

し
た
同
一
の
伝
本
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
平
仮
名
訓
本
は
、
基
本
的
に
長
歌
訓
を
も
た
な

い
と
い
う
点
で
同
様
の
性
格
を
持
ち
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は
同
じ
長
歌
訓
の
分
布
を
も
つ
こ
と
か
ら

同
一
の
系
統
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
両
者
は
、
二
つ
の
系
統
に
分
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
の
二
系
統
の
先
後
関
係
は
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
万
葉
集
の
訓
点
史
は
、
基
本
的
に
訓
が

増
加
し
て
ゆ
く
歴
史
と
と
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
、
長
歌
訓
が
な
い
平
仮
名
訓
本
よ
り
長
歌
訓
が
あ

る
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
方
が
後
に
生
じ
た
も
の
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
仮
に
、
平
仮
名

訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
が
互
い
に
交
渉
す
る
こ
と
な
く
伝
来
し
て
い
た
と
考
え
れ
ば
、
前
者
は

長
歌
訓
が
な
い
ま
ま
、
後
者
は
長
歌
訓
が
付
さ
れ
た
形
で
別
々
に
存
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
長

歌
訓
の
有
無
が
必
ず
し
も
先
後
関
係
に
関
わ
ら
な
い
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
で
は
、
平

仮
名
訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
は
交
渉
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
の
よ
う
に
、
平
仮
名
訓
本
に
は
基
本
的
に
長
歌
訓
は
な
い
が
、
稀
に
訓
の
あ
る
長
歌
が
存
す
る
。

現
存
平
仮
名
訓
本
全
体
で
十
五
首

十
九
例

万
葉
集
の
長
歌
全
体
か
ら
す
る
と
約
八
％
に
す
ぎ
な
い

注

、

。

（

１

。
こ
れ
ら
の
巻
別
の
分
布
を
、
先
程
の
長
歌
訓
一
覧
に
示
し
て
あ
る
。
平
仮
名
訓
本
の
網
掛
け
の
部

）
分
で
あ
る
。
平
仮
名
訓
本
で
長
歌
訓
が
存
す
る
巻
は
、
巻
二
、
四
、
八
、
九
、
十
、
十
三
、
十
五
の
七
巻

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、
巻
十
ま
で
の
五
巻
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
が
基
本
的
に
長
歌
訓
を
持
つ

巻
な
の
で
、
平
仮
名
訓
本
で
訓
を
持
つ
長
歌
に
は
片
仮
名
訓
本
で
も
訓
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
以
降
の
巻

は
と
い
う
と
、
巻
十
五
も
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
で
長
歌
訓
を
持
つ
巻
で
あ
り
、
か
つ
、
平
仮
名
訓
本
が

訓
を
持
つ
三
六
九
一
（
天
治
本
・
類
聚
古
集
）
に
は
片
仮
名
訓
本
に
も
訓
が
見
ら
れ
る
。
も
う
一
つ
の
巻

十
三
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
平
仮
名
訓
本
で
類
聚
古
集
が
一
首
だ
け
訓
が
あ
る
長
歌
を
有
す
る
。
が
、

こ
れ
も
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
代
表
的
伝
本
で
あ
る
広
瀬
本
に
も
一
首
だ
け
訓
の
あ
る
長
歌
が
あ
り
、
そ

れ
は
同
じ
三
二
二
五
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
仮
名
訓
本
で
長
歌
訓
が
あ
る
事
例
は
、
す
べ
て
現
存
片

仮
名
訓
本
系
統
で
長
歌
訓
が
あ
る
例
と
重
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
現
存

片
仮
名
訓
本
で
は
、
基
本
的
に
長
歌
訓
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
数
の
少
な
い
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
と
重
な

る
の
は
当
た
り
前
と
考
え
る
向
き
も
あ
ろ
う
。
が
、
完
本
で
あ
る
広
瀬
本
で
見
る
と
、
現
存
す
る
長
歌
は

二
六
一
首
、
そ
の
う
ち
訓
が
あ
る
長
歌
は
一
五
〇
首
、
全
体
の
五
七
％
に
過
ぎ
な
い
。
平
仮
名
訓
本
諸
本

の
長
歌
訓
が
こ
と
ご
と
く
こ
の
五
七
％
の
訓
の
あ
る
部
分
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
、
平
仮
名
訓
本
と
現

存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
よ
う
。

し
か
も
、
両
系
統
の
長
歌
訓
に
は
、
内
容
面
に
お
い
て
も
つ
な
が
り
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ま
で
も
そ
の

類
似
性
に
つ
い
て
は
述
べ
て
き
た
が
（
補
注

、
一
例
を
挙
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
巻
八
、
一
五
〇

）

七
の
長
歌
の
句
「
直
一
眼

「
令
睹
麻
而
爾
波

「
志
許
霍
公
鳥
」
は
、
仙
覚
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
タ
タ

」

」

ヒ
ト
メ

「
ミ
セ
ム
マ
テ
ニ
ハ

「
シ
コ
ホ
ト
ト
キ
ス
」
と
読
ま
れ
て
い
る
が
、
平
仮
名
訓
本
の
類
聚
古

」

」

集
で
は
「
な
か
め
し
て

「
あ
ひ
み
る
ま
て
に
は

「
し
る
し
は
か
り
に
ほ
と
と
き
す
」
と
い
う
訓
に
な

」

」

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
歌
本
文
と
比
べ
て
普
通
に
そ
う
読
め
る
訓
と
は
思
わ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
現
存

片
仮
名
訓
本
系
統
の
ひ
と
つ
紀
州
本
で
は
、
こ
れ
ら
を
類
聚
古
集
と
ま
っ
た
く
同
じ
訓
で
読
ん
で
お
り
、
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「

」

、

。

広
瀬
本
も
二
番
目
の
句
が

ア
ヒ
ミ
ル
マ
テ
ハ

と
小
異
が
あ
る
だ
け
で

ほ
ぼ
同
じ
訓
で
読
ん
で
い
る

こ
れ
は
一
方
の
訓
が
も
う
一
方
の
訓
を
踏
襲
し
た
結
果
と
し
か
考
え
ら
れ
ず
、
お
そ
ら
く
は
平
仮
名
訓
本

の
訓
を
片
仮
名
訓
本
系
統
が
踏
襲
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
似
現
象
は
、
先
の
平
仮
名
訓
本

に
見
ら
れ
る
十
五
首
十
九
例
に
お
い
て
ほ
ぼ
す
べ
て
に
見
出
せ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
現
存
片
仮
名
訓
本

系
統
は
、
平
仮
名
訓
本
の
数
少
な
い
長
歌
訓
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
新
し
く
長
歌
訓
を
付
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

訓
の
踏
襲
と
い
う
点
で
は
、
も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
現
象
が
見
ら
れ
る
。
さ
き
の
長
歌
訓
一
覧
に
よ
れ

ば
、
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
が
あ
る
巻
に
は
偏
り
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
九
な
ど
に
は
比
較
的
訓
の
あ

る
長
歌
が
集
中
し
て
い
る
。
藍
紙
本
に
二
首
、
伝
壬
生
隆
祐
筆
本
に
一
首
、
類
聚
古
集
に
三
首
と
い
う
具

。

、

、

。

合
で
あ
る

と
こ
ろ
が

次
に
示
す
の
が

巻
九
に
お
け
る
平
仮
名
訓
本
諸
本
の
長
歌
訓
の
状
況
で
あ
る

○
は
訓
の
あ
る
歌
、
×
は
訓
の
な
い
歌
、
空
白
は
歌
が
現
存
し
な
い
部
分
で
あ
る
。

巻
九

一
七
四
七

藍
○

類
×

壬
生
○

一
七
五
五

藍
○

類
○

一
八
〇
〇

藍
×

類
○

元
×

一
八
〇
一

藍
×

類
○

元
×

一
七
四
七
で
は
、
類
聚
古
集
に
訓
が
な
く
、
藍
紙
本
、
伝
壬
生
隆
祐
筆
本
に
訓
が
あ
り
、
一
八
〇
〇
，

一
八
〇
一
で
は
、
類
聚
古
集
に
訓
が
あ
り
、
藍
紙
本
、
元
暦
校
本
に
は
訓
が
な
い
と
、
歌
に
よ
っ
て
伝
本

の
訓
の
有
無
に
か
な
り
の
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
平
仮
名
訓
本

の
長
歌
訓
と
現
存
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
は
基
本
的
に
よ
く
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
現
象
に
つ
い
て
、
本

書
第
四
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本
」
で
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
諸
本
の
共

通
の
祖
本
の
時
点
で
、
複
数
の
平
仮
名
訓
本
に
孤
立
的
に
存
し
て
い
る
長
歌
訓
を
、
諸
本
を
見
比
べ
て
長

歌
訓
を
集
成
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
（
補
注
参
照

。
こ
の
こ
と
を
、
現
在
問
題
に
な
っ

）

、

、

て
い
る
平
仮
名
訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
と
の
先
後
関
係
に
読
み
替
え
る
と

現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は

明
ら
か
に
平
仮
名
訓
本
の
内
容
を
踏
ま
え
た
上
で
生
じ
た
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

四

以
上
、
長
歌
訓
か
ら
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は
平
仮
名
訓
本
よ
り
後
の
段
階
で
あ
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
し
か
し
、
万
葉
集
訓
点
史
に
お
い
て
長
歌
訓
は
、
短
歌
訓
と
比
べ
数
も
少
な
く
、
い
さ
さ
か
特

殊
で
あ
る
と
い
う
側
面
は
存
す
る
。
な
ら
ば
、
長
歌
訓
だ
け
で
は
、
平
仮
名
訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系

統
と
の
先
後
関
係
は
十
分
に
は
証
明
し
き
れ
な
い
と
い
う
危
惧
は
残
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
長
歌
よ
り
遙

か
に
数
が
多
い
短
歌
訓
で
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

長
歌
訓
は
稀
で
あ
る
平
仮
名
訓
本
も
、
短
歌
で
は
訓
の
充
足
率
は
高
い
。
そ
の
な
か
で
、
比
較
的
無
訓

歌
が
目
立
つ
の
は
、
次
点
短
歌
で
あ
ろ
う
。
次
点
と
は
、
万
葉
集
を
校
訂
し
た
仙
覚
の
命
名
で
あ
り
、
村

上
朝
に
初
め
て
本
格
的
に
付
訓
さ
れ
た
訓
が
古
点
、
そ
れ
以
降
伝
来
の
間
に
徐
々
に
付
さ
れ
て
い
っ
た
の

が
次
点
、
そ
し
て
、
仙
覚
に
い
た
っ
て
初
め
て
付
訓
さ
れ
た
の
が
新
点
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
次
点

の
短
歌
に
お
い
て
、
平
仮
名
訓
本
の
代
表
的
伝
本
で
あ
る
元
暦
校
本
が
現
存
四
三
首
中
訓
が
あ
る
歌
が
二

六
首
、
類
聚
古
集
が
六
六
首
中
四
九
首
、
お
の
お
の
約
六
割
、
約
七
割
五
分
程
度
の
訓
し
か
な
い
。
そ
れ

、

、

。

、

以
外
の
平
仮
名
訓
本
に
お
い
て
は

三
〇
首
中
一
六
首

五
割
そ
こ
そ
こ
の
数
値
に
な
っ
て
い
る

一
方

片
仮
名
訓
本
で
は
、
紀
州
本
が
五
三
首
中
五
二
首
、
広
瀬
本
が
六
九
首
中
六
六
首
と
い
ず
れ
も
九
割
五
分

以
上
の
歌
に
訓
を
持
つ
。
こ
れ
は
、
平
仮
名
訓
本
諸
本
で
付
訓
状
況
が
不
安
定
で
あ
っ
た
も
の
を
、
現
存
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片
仮
名
訓
本
が
訓
の
空
白
を
埋
め
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
長
歌
訓
の
時
と
同
じ
く
、
平
仮
名
訓
本

諸
本
の
付
訓
状
況
は
、
伝
本
に
よ
り
、
ま
た
歌
に
よ
り
付
訓
状
況
は
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
。

、

、

，

，

次
の
表
は

次
点
短
歌
で

平
仮
名
訓
本
の
付
訓
状
況
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る
傾
向
が
顕
著
な
巻
四

九

。

、

、

、

一
〇
の
付
訓
状
況
を
示
す

中
で
は

類
聚
古
集
が

も
多
く
訓
を
持
つ
歌
が
多
い
が

一
番
上
の
巻
四

五
一
一
な
ど
で
は
、
類
聚
古
集
と
金
沢
本
に
は
訓
が
な
い
の
に
、
元
暦
校
本
で
は
訓
が
あ
る
な
ど
、
付
訓

の
状
況
は
一
様
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
長
歌
訓
の
時
に
推
定
し
た
よ
う
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本

系
統
の
共
通
の
祖
本
は
、
複
数
の
平
仮
名
訓
本
諸
本
の
付
訓
の
状
況
を
見
比
べ
な
が
ら
、
訓
を
増
や
し
て

い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
祖
本
は
、
訓
に
関
す
る
限
り
、
長
歌
も
短

歌
も
、
平
仮
名
訓
本
の
訓
の
状
況
を
よ
く
見
比
べ
て
、
そ
れ
ら
の
訓
を
取
り
入
れ
、
な
お
か
つ
、
少
な
か

ら
ぬ
歌
に
新
に
訓
を
付
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
付
訓
状
況
は
、
あ
き
ら
か
に
平
仮
名
訓
本
の
付
訓
状
況
を
俯
瞰

し
た
上
で
な
い
と
生
ま
れ
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
共
通
の
祖

本
は
、
平
仮
名
訓
本
諸
本
が
ほ
ぼ
出
そ
ろ
っ
た
後
、
そ
れ
ら
を
十
分
に
見
比
べ
ら
れ
る
状
況
に
お
い
て
生

その他
平仮名

類聚古
集

元暦校
本

元代赭 紀州本 広瀬本
古葉略類聚
鈔

4 511 金× × ○ ○ ○

4 537 桂× × ○ ○ ○

4 641 金× × ○ ○ ○

4 655 ○ ○ ○ ○

4 719 × ○ ○ ○

4 773 桂× ○ ○ ○ ×

4 774 桂× ○ ○ ○

9 1671 藍○壬○ ○ ○ ○ ○

9 1698 藍×壬× × ○ ○ ○

9 1750 藍× ○ ○ ○

9 1752 藍× ○ ○ ○

9 1758 藍○ ○ ○ ○ ○

9 1779 藍× × × ○ ○ ○

9 1802 藍○ ○ ○ ○ ○ ○

9 1803 藍○ ○ ○ ○ ○ ○
10 1849 × ○ ○ ○
10 1971 ○ ○ ○ ○
10 1998 × × ○ ○
10 2004 天治× × × ○ ○
10 2005 天治× × × ○ ○
10 2019 × × ○ ○
10 2091 × × ○ ○
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ま
れ
た
伝
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
は
、
広
瀬
本
を
は
じ
め
と
す
る
現
存
片
仮
名
訓
本

が
、
平
仮
名
訓
本
と
の
交
渉
無
し
に
、
平
安
期
の
古
点
本
な
ど
の
古
い
形
態
を
純
粋
に
伝
え
る
伝
本
で
あ

る
と
い
う
見
方
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
平
安
期
の
片
仮
名
訓
本
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
述

の
『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
「
万
葉
集
系
統
の
研
究
」
に
お
い
て
は
、
平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
し
て
、
孝
言

朝
臣
本
・
中
務
大
輔
本
が
挙
が
っ
て
い
る
が

同
論
文
の
当
該
箇
所
以
外
で
も
江
家
本

宇
治
殿
御
本

御

、

、

（

本

、
通
俊
本
（
礼
部
本
）
な
ど
の
名
が
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
平
安
期
の
平
仮
名
訓
本
に
書
き

）
入
れ
の
形
で
付
さ
れ
て
お
り
、
い
ず
れ
も
訓
が
片
仮
名
で
付
さ
れ
て
い
る
た
め
、
片
仮
名
訓
本
と
推
定
さ

れ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
小
川
靖
彦
『
万
葉
学
史
の
研
究

（
第
一
部
第
一
節
「
題
詞
と

』

歌
の
高
下
」
補
注

平
成
一
九
年
）
は
、
こ
れ
ら
に
残
る
片
仮
名
訓
は
、
書
入
の
便
宜
の
た
め
に
片
仮
名

に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、
本
来
は
平
仮
名
訓
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
し
て
い
る
。
小
川
説
は
、
当
時

の
平
仮
名
片
仮
名
の
あ
り
方
を
踏
ま
え
て
の
主
張
で
、
傾
聴
に
値
す
る
。
が
、
平
安
時
代
の
伝
本
の
実
態

に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
ま
だ
少
な
く
な
い
。
こ
れ
ら
の
伝
本
の
原
形
態
が
ま
っ
た
く
わ
か
ら
ず
、
い
ず

れ
に
つ
い
て
も
片
仮
名
訓
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
に
対
し
て
、
す
べ
て
訓
は
平
仮
名
で
あ
っ
た

と
い
う
推
定
は
乱
暴
に
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
控
え
め
に
言
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
内
の
い
く
つ
か
は

。

、

、『

』

片
仮
名
訓
本
で
あ
っ
た
可
能
性
の
方
が
高
い
と
考
え
得
る

し
た
が
っ
て

本
稿
で
は

校
本
万
葉
集

以
来
の
記
述
に
従
い
、
こ
れ
ら
を
片
仮
名
訓
本
と
し
て
扱
う
こ
と
と
す
る
。

こ
れ
ら
の
本
は
、
い
ず
れ
も
左
の
仙
覚
文
永
三
年
本
の
奥
書
に
そ
の
名
前
が
見
え
る
。

先
度
書
本
云

斯
本
者
肥
後
大
進
忠
兼
之
書
也

件
表
紙
書
云
以
讃
州
本
書
写
畢

以

校

江
家
本

畢

又
以
梁
園
御
本
校
畢

又
以

校
畢
者

可
謂
証
本
者
歟

又
校
本
云

以
前
左

孝
言
朝
臣
本

金
吾
本
書
写
畢

保
安
二
年
七
月
以
数
本
比
校
畢

又
以

校
畢

件
本
表
紙
書
云

中
務
大
輔
本

以

校
畢
者

宇
治
殿
御
本

通
俊
本

（
仙
覚
文
永
三
年
本
奥
書

・
西
本
願
寺
本
巻
二
十
）

そ
の
う
ち
、
江
家
本
と
孝
言
朝
臣
本
と
は
忠
兼
本
（
仙
覚
が
校
訂
の
底
本
と
し
た
源
親
行
本
の
親
本
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る

）
に
校
合
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
、
そ
れ
以
前
に
存
し
て
い
た
こ
と
が

。

知
ら
れ
る
。
が
、
あ
と
の
中
務
大
輔
本
・
宇
治
殿
御
本
・
通
俊
本
に
つ
い
て
は
、
当
面
の
奥
書
の
解
釈
が

確
定
し
て
い
な
い
こ
と
な
ど
か
ら
、
こ
の
奥
書
だ
け
か
ら
は
時
代
が
特
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら

の
本
の
お
お
む
ね
の
時
代
は
押
さ
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
次
頁
に
示
す
の
は
、
万
葉
集
の
関
係
略
年

表
で
あ
る
。
万
葉
集
の
現
存
伝
本
の
多
く
は
、
書
写
年
代
が
明
確
で
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
年
表
に
載
せ

た
年
次
は
、
従
来
の
研
究
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
だ
い
た
い
の
所
を
載
せ
た
に
過
ぎ
な
い
。
が
、
そ
の
よ

、

、

、

う
に
年
表
を
作
っ
て
行
く
と

あ
ら
か
た
の
平
仮
名
訓
本
は

書
写
年
代
が
分
か
る
唯
一
の
平
仮
名
訓
本

天
治
本
（
一
一
二
六
年
ご
ろ
ま
で
の
書
写
）
よ
り
も
前
の
書
写
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
表
の
平
仮
名

訓
本
で
唯
一
元
暦
校
本
が
飛
び
抜
け
て
書
写
年
代
が
遅
い
が
、
こ
れ
は
現
在
に
残
る
奥
書
が
、
元
暦
元
年

（
１
１
８
４
）
に
校
合
が
行
わ
れ
た
こ
と
し
か
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
書
写
自
体
は

も
っ
と
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
（
注
２

。
一
方
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
で
、
書
写
年
代
が
知
ら
れ

）

る

も
早
い
記
事
は
、
広
瀬
本
の
親
本
で
あ
る
藤
原
定
家
書
写
本
の
建
保
三
年
（
１
２
１
５
）
で
あ
る
。

な
ら
ば
、
お
お
ざ
っ
ぱ
で
は
あ
る
が
、
さ
き
に
見
て
き
た
平
仮
名
訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
の



- 36 -

万
葉
集
関
係
伝
本
略
年
表

）

一
〇
四
〇

長
久
元
年

こ
の
こ
ろ

書
写
か
？
（
源
兼
行

桂
本

延
久
六
年

藤
原
頼
通
、
死
去

→
〈
宇
治
殿
御
本
〉
？

一
〇
七
四

寛
治
八
年

大
江
佐
国
死
去

→
〈
江
家
本
〉
？

一
〇
九
四

藍
紙
本

一
〇
九
六

嘉
保
三
年

藤
原
伊
房

死
去

→

永
長
二
年

こ
の
こ
ろ
惟
宗
孝
言
死
去
→
〈
孝
言
朝
臣
本
〉

一
〇
九
七

康
和
元
年

藤
原
通
俊
死
去

→
〈
通
俊
本
〉

一
〇
九
九

長
治
元
年

忠
兼
本
書
写
か
（
武
田
祐
吉
説
）

一
一
〇
四

（

江
家
本

・

孝
言
朝
臣
本
〉
校
合
）

〈

〉
〈

元
永
元
年

こ
の
こ
ろ

書
写
か
？
（
藤
原
定
信
）

一
一
一
八

金
沢
本類

聚
古
集

一
一
二
〇

保
安
元
年

藤
原
敦
隆
死
去

→

保
安
二
年

前
左
金
吾
本
校
合

一
一
二
一

天
治
元
年

書
写
（
忠
兼
本
系
）

一
一
二
四

～
一
一
二
六
年

天
治
本

（

江
家
本

・

孝
言
朝
臣
本

・

中
務
大
輔
本

）

〈

〉
〈

〉
〈

〉

元
暦
元
年

藤
原
顕
家
、

を
校
合

一
一
八
四

元
暦
校
本

（

）

〈

〉
〈

〉

宇
治
殿
御
本

・

通
俊
本

（
書
写
は
、
寛
治
年
間
一
〇
八
七
～
一
〇
八
四
と

い
う
説
複
数
あ
り
）

建
保
三
年

藤
原
定
家
万
葉
集
書
写
（
広
瀬
本
の
祖
本
）

一
二
一
五

序
列
は
、
書
写
年
代
か
ら
の
推
定
と
よ
く
合
致
す
る
こ
と
に
な
る
。

平
安
期
片
仮
名
訓
本
に
話
を
戻
せ
ば
、
先
に
挙
げ
た
五
本
の
う
ち
、
忠
兼
本
に
校
合
さ
れ
た
と
さ
れ
る

孝
言
朝
臣
本
と
江
家
本
と
は
、
天
治
本
に
そ
の
名
が
見
え
（
天
治
本
は
、
奥
書
か
ら
忠
兼
本
か
ら
書
写
さ

れ
た
本
と
知
ら
れ
る

、
こ
の
二
本
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
天
治
本
以
前
に
は
存
し
て
い
た
こ
と
が

）

知
ら
れ
る
。
ま
た
、
中
務
大
輔
本
も
、
同
じ
く
天
治
本
に
引
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
天
治
本
以
前
の
成

立
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
宇
治
殿
御
本
と
通
俊
本
は
、
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
本
が
、
元
暦
校
本
と
広

瀬
本
で
あ
る
た
め
、
そ
こ
か
ら
書
写
時
代
を
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
が

『
校
本
万
葉
集
』
以
来
の

、

研
究
に
よ
り
、
宇
治
殿
御
本
が
藤
原
頼
通
、
通
俊
本
は
藤
原
通
俊
と
関
わ
る
伝
本
で
あ
る
こ
と
が
推
定
さ

れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
本
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
物
の
生
前
に
写
さ
れ
た
伝
本
と
推
定
さ
れ
る
。

二
人
の
没
年
は
、
年
表
に
あ
る
と
お
り
、
頼
通
が
一
〇
七
四
年
、
通
俊
が
一
〇
九
九
年
に
没
し
て
い
る
の
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で
、
そ
れ
以
前
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
件
の
平
安
期
片
仮
名
訓
本
は
、
い
ず
れ
も
天
治
本

よ
り
も
前
に
は
既
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は
、
明
ら
か
に
平
仮

名
訓
本
よ
り
後
の
成
立
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
平
仮
名
訓
本
の
一
角
の
天
治
本
よ
り
前
の
成
立
の
平
安
期

片
仮
名
訓
本
と
時
代
的
に
異
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
た
だ
し
、
今
の
と
こ
ろ
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系

統
の
上
限
は
明
確
で
な
く
、
た
と
え
ば
、
成
立
の
遅
い
天
治
本
な
ど
と
時
代
が
重
な
る
の
で
は
と
い
う
危

惧
は
残
る
。
が
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は
、
明
ら
か
に
天
治
本
よ
り
も
後
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
平
仮
名
訓
本
に
も
わ
ず
か
に
長
歌
訓
が
存
す
る
が
、
そ
れ
ら
訓
の
あ
る
巻
に
は

偏
り
が
あ
る
。
そ
の
中
で
、
巻
二
は
、
平
仮
名
訓
本
と
し
て
金
沢
本
・
類
聚
古
集
・
元
暦
校
本
な
ど
が
見

ら
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
も
一
首
も
長
歌
訓
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
巻
は
基
本
的
に
平
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓

の
な
い
巻
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
天
治
本
だ
け
に
は
、
残
存
す
る
四
首
（
検
天
治
本
を
含
む
）

す
べ
て
に
訓
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
か
ら
、
お
そ
ら
く
は
天
治
本
巻
二
に
は
す
べ
て
の
長
歌
に
訓
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
天
治
本
の
長
歌
訓
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
の
長
歌
訓
は
基
本
的

に
一
致
し
て
い
る
（
本
書
第
三
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
廣
瀬
本
の
位
置

。
こ
の
こ
と
か

」
）

ら
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は
お
そ
ら
く
は
天
治
本
の
長
歌
訓
を
見
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
現
存
片
仮
名
訓
本
は
、
天
治
本
よ
り
も
後
の
成
立
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
以
上
の
論
証
は
、

平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
と
が
天
治
本
成
立
を
挟
ん
で
、
き
び
す
を
接
し
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
を
述
べ
る
た
め
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
両
者
の
年
代
を
知
る
確
実
な
手
だ
て
が
な
い
と
い
う
状
況

下
で
、

低
限
両
者
が
時
代
的
に
重
な
り
合
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
す
る
た
め
の
苦
肉
の
策
で
あ
る
。
実

態
と
し
て
は
、
平
安
期
片
仮
名
訓
本
は
、
十
二
世
紀
前
半
成
立
の
天
治
本
よ
り
か
な
り
前
、
十
一
世
紀
後

半
に
は
既
に
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
し
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は
天
治
本
よ
り
か
な
り
後
の
十

二
世
紀
末
頃
に
成
立
し
た
と
考
え
る
の
が
常
識
的
で
あ
ろ
う
。

五

平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
で
時
代
が
重
な
ら
な
い
な
ら
ば
、
当
然
両
者
は
別
個

の
伝
本
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
両
者
の
訓
の
内
容
な
ど
か
ら
も
検
証
す
る
こ
と
は
可

能
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
中
で
、
両
者
の
関
係
の
遠
さ
を
示
唆
す
る
指
摘
が
い
く
つ
か
見
出

せ
る
。
代
表
的
な
事
例
を
一
二
取
り
あ
げ
る
こ
と
と
す
る
。
次
の
例
の
イ
は
、
検
天
治
本
に
載
る
孝
言
朝

臣
本
の
事
例
で
あ
る
（
巻
十
四
、
三
四
一
九
・
画
像
は
『
校
本
万
葉
集
』
諸
本

。
天
治
本

輯
影
に
よ
る
）

、

。『

』

に
平
仮
名
訓
の
な
い
部
分
に

孝
言
朝
臣
本
に
よ
っ
て
訓
が
補
わ
れ
て
い
る
例
で
あ
る

校
本
万
葉
集

新
増
補
・
追
補
（
第
十
八
巻

平
成
六
年
）
の
「
広
瀬
本
万
葉
集
解
説
」
に
お
い
て
、
訓
の
補
わ
れ
た
形

が
、
片
仮
名
訓
別
提
の
広
瀬
本
に
類
似
し
て
い
る
た
め
、
取
り
あ
げ
ら
れ
た
事
例
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

右
の
ロ
が
同
じ
部
分
の
広
瀬
本
で
あ
る
（
画
像
は
『
校
本
万
葉
集
』
別
冊
に
よ
る

「
広
瀬
本
万
葉
集

）
。

解
説
」
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
全
五
句
す
べ
て
を
引
い
て
い
る
孝
言
朝
臣
本
と
異
な
り
、
広
瀬

本
は
第
一
句
し
か
書
い
て
い
な
い
。
じ
つ
は
、
同
じ
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ

で
も
、
こ
の
部
分
は
第
一
句
だ
け
し
か
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
第
一
句
の
み
と
い
う
形
は

広
瀬
本
の
単
独
の
誤
写
な
ど
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
の
系
統
上
の
特
徴
と
推
定
さ

れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
例
か
ら
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
孝
言
朝
臣
本
は
無
関
係
で
あ
る
と

考
え
ら
れ
る
。

つ
ぎ
は
、
宇
治
殿
御
本
と
通
俊
本
で
あ
る
。
両
本
は
、
元
暦
校
本
に
も
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
広

瀬
本
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

巻
二
を
中
心
に
大
量
な
書
入
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

先
掲

広

、

（

「
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瀬
本
万
葉
集
解
説

。
こ
の
二
本
に
つ
い
て
は
、
巻
二
を
中
心
に
二
百
箇
所
以
上
の
書
入
が
認
め
ら
れ

」
）

イ

孝
言
朝
臣
本

巻
十
四
、
三
四
一
九

ロ

廣
瀬
本
、
同
歌

る
の
に
、
長
歌
訓
の
書
入
は
一
箇
所
も
見
つ
か
っ
て
い
な
い
（
長
歌
本
文
へ
の
書
入
は
そ
れ
ぞ
れ
二
十
箇

所
程
度
存
す
る

。
こ
の
こ
と
か
ら
、
北
井
勝
也
「
万
葉
集
の
散
逸
本

（
国
文
学

第

）

」

解
釈
と
教
材
の
研
究

四
十
九
巻
第
八
号

平
成
十
六
年
七
月
）
は
、
こ
の
両
本
は
長
歌
訓
の
な
い
本
で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い

る
。
一
方
、
先
述
の
よ
う
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本
は
、
当
該
両
本
の
書
き
入
れ
が
存
す
る
巻
二
に
は
長
歌

に
訓
を
持
つ
。
こ
の
長
歌
訓
の
有
無
が
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
他
と
を
分
け
る
大
き
な
特
徴
で
あ
る
こ

と
を
考
え
れ
ば
、
宇
治
殿
御
本
と
通
俊
本
と
は
、
と
も
に
現
存
片
仮
名
訓
本
と
は
別
系
統
の
伝
本
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
例
は
い
く
つ
か
見
出
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、
中
務
大
輔
本
な
ど
は
比
較
で
き
る
有
効
な

訓
が
ほ
と
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
な
ど
、
平
安
期
片
仮
名
訓
本
で
具
体
的
に
訓
が
残
っ
て
い
る
総
量
は
決
定

的
に
少
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
が
直
接
に
関
係
し
な
い

こ
と
を
完
璧
に
論
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
逆
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
の
関
わ
り

が
疑
わ
れ
る
事
例
さ
え
あ
る
。
江
家
本
で
あ
る
。
本
書
第
二
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
二
種
類
の

長
歌
訓
」
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
の
巻
十
九
の
長
歌
訓
の
分
布
（
二
十
三
首
中
十
八
首
に
訓
あ
り
）
が
、

仙
覚
本
の
次
点
長
歌
の
分
布
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
両
者
の
訓
も
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と

か
ら
、
仙
覚
は
、
長
歌
訓
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
を
踏
襲
し
て
い
る
と
推

測
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
仙
覚
本
の
巻
十
九
長
歌
に
は
、
五
カ
所
に
わ
た
っ
て
江
家
本
か
ら
訓
を
取
っ

た
旨
の
表
示
が
見
ら
れ
る
（
四
一
八
七
・
四
一
八
九
・
四
一
九
二
・
四
二
五
四
・
四
二
六
六

。
こ
れ
ら

）

五
首
の
長
歌
訓
も
、
仙
覚
本
と
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
の
訓
は
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

、

。

、

は

こ
の
五
首
の
現
存
片
仮
名
訓
本
の
訓
は
江
家
本
の
訓
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る

な
ら
ば

現
存
片
仮
名
訓
本
に
ほ
か
な
ら
ぬ
平
安
期
片
仮
名
訓
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
江
家
本
の
訓
が
入
り
込
ん
で
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
。

現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
は
先
述
の
よ
う
に
、
長
歌
訓
が
か
な
り
偏
っ
た
分
布
を
有
し
て
い
る
が
、
大
き
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く
分
け
て
巻
十
ま
で
と
巻
十
三
以
降
と
に
分
け
ら
れ
る
。
巻
十
ま
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
長
歌
で
訓
を
持
つ

の
に
対
し
て
、
巻
十
三
以
降
で
は
二
割
弱
の
長
歌
に
し
か
訓
が
な
い
（
広
瀬
本
で
い
う
と
、
一
三
一
首
中

二
十
二
首
に
し
か
訓
が
な
い

。
し
か
も
、
巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
の
句
に
訓
が
あ
る
の

）

に
対
し
て
、
巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
は
所
々
訓
が
欠
け
て
い
る
事
例
が
目
立
つ
。
わ
ず
か
二
十
二
首
（
広

）

、

。

、

瀬
本
の
場
合

の
訓
の
あ
る
長
歌
の
う
ち

じ
つ
に
十
六
首
で
そ
の
よ
う
な
現
象
が
見
ら
れ
る

こ
れ
は

同
じ
長
歌
訓
で
も
、
巻
十
ま
で
と
巻
十
三
以
降
で
は
、
付
訓
の
方
針
が
異
な
る
、
お
そ
ら
く
は
異
な
っ
た

人
に
よ
る
付
訓
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
現
存
片
仮
名
訓
本
で
は
、
巻
十
ま
で
と
巻
十
三
以
降

と
で
出
自
の
異
な
る
長
歌
訓
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
出
自
の
異
な
る
長
歌
訓
が
一
つ
の
伝
本

に
収
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
本
、
つ
ま
り
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
共
通
の
祖
本
が
少
な
く

。

、

、

と
も
一
種
類
の
長
歌
訓
は
別
の
所
か
ら
取
り
込
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る

こ
れ
は

現
存
片
仮
名
訓
本
が

長
歌
訓
に
関
し
て
は
一
種
の
校
訂
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
先
掲
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
二
種
類
の

長
歌
訓
」
第
二
章
第
一
節

。
お
そ
ら
く
は
、
他
の
文
献
に
見
え
な
い
巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
は
共
通
の
祖

）

本
の
時
点
で
付
さ
れ
、
空
白
の
部
分
を
江
家
本
な
ど
の
従
来
の
本
で
補
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
、

現
存
片
仮
名
訓
本
の
共
通
の
祖
本
が
、
本
来
江
家
本
で
、
そ
こ
に
巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
を
増
補
し
た
と
い

う
可
能
性
も
ま
っ
た
く
に
は
否
定
出
来
な
い
（
注
３

。
も
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
存
片

）

仮
名
訓
本
系
統
と
平
安
期
片
仮
名
訓
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
江
家
本
と
は
密
接
に
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

が
、
先
述
の
通
り
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
共
通
の
祖
本
は
、
二
種
類
の
長
歌
訓
を
取
り
込
ん
で
い

る
こ
と
で
、
既
に
校
訂
本
の
性
格
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
先
述
の
通
り
、
平
仮
名
訓
本
と
の
関

係
で
も
、
短
歌
訓
・
長
歌
訓
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
共
通
の
祖
本
は
、
諸
本
を

見
比
べ
て
訓
を
集
成
す
る
と
い
う
痕
跡
が
う
か
が
え
る
。
つ
ま
り
、
二
重
三
重
に
校
訂
本
の
性
格
を
ま
と

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
共
通
の
祖
本
が
成
立
す
る
に
あ
た
っ

て
は
、
必
ず
何
ら
か
の
特
定
の
伝
本
が
書
写
の
底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
現
在
の
時
点

で
は
そ
れ
が
い
か
な
る
性
格
の
本
で
あ
る
か
は
う
か
が
い
知
れ
な
い
。
そ
の
本
が
、
先
の
江
家
本
で
あ
っ

た
と
い
う
可
能
性
さ
え
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
述
べ
来
た
っ
た
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
性
格
を
考

え
る
と
、
成
立
し
た
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
共
通
の
祖
本
は
、
様
々
な
伝
本
か
ら
長
短
歌
の
訓
を
増
補

し
た
、
一
種
の
校
訂
本
で
あ
り
、
で
き
あ
が
っ
た
本
は
、
底
本
と
は
基
本
的
に
性
質
の
異
な
っ
た
本
に
変

容
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
性
格
は
、
鎌
倉
時
代
に
多
く
の
諸
本
を
校
合
し
て
行
わ
れ
た

仙
覚
の
校
訂
本
を
思
い
合
わ
さ
れ
る
も
の
と
言
え
よ
う
（
注
４

。
）

、

、

、

す
る
と

現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
平
安
期
片
仮
名
訓
本
と
は

成
立
の
時
代
が
異
な
る
だ
け
で
な
く

内
容
の
上
で
も
直
接
関
係
が
な
い
こ
と
に
な
る
。
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
共
通
の
祖
本
は
、
平
安
期
片

仮
名
訓
本
や
平
仮
名
訓
本
よ
り
も
確
実
に
後
の
段
階
で
生
ま
れ
、
し
か
も
、
一
種
の
校
訂
本
の
様
相
を
持

つ
た
め
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
諸
伝
本
と
は
一
線
を
画
し
た
伝
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味

で
、
現
存
片
仮
名
訓
本
諸
本
は
、
万
葉
集
の
伝
来
史
に
お
い
て
は
、
平
安
期
片
仮
名
訓
本
よ
り
は
、
む
し

ろ
仙
覚
校
訂
本
と
よ
り
近
い
関
係
に
あ
る
と
い
っ
て
も
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。

注１

天
治
本
（
検
天
治
本
を
含
む
）
２
一
三
一
・
一
九
六
・
一
九
九
・
二
三
〇

類
聚
古
集

３
三
一
七
、
四
二
三

８
一
五
〇
七

９
一
八
〇
〇
・
一
八
〇
一

三
二
二
五

13

元
暦
校
本

一
九
三
七

10

類
聚
古
集
と
元
暦
校
本

４
七
二
三

天
治
本
と
類
聚
古
集

三
六
九
一

15
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藍
紙
本
と
類
聚
古
集

９
一
七
五
五

藍
紙
本
と
伝
壬
生
隆
祐
筆
本

９
一
七
四
七

２

佐
佐
木
信
綱
『
万
葉
集
の
研
究

第
二

（
昭
和
十
九
年
）
等
。
た
だ
し
、
元
暦
校
本
の
書
写
が
仮

』

に
校
合
時
と
同
じ
元
暦
元
年
で
あ
っ
て
も
、
以
下
の
記
述
に
支
障
は
な
い
。

３

現
存
片
仮
名
訓
本
の
巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
も
本
来
は
江
家
本
の
訓
で
あ
っ
た
と
い
う
想
定
も
出
来
そ

う
だ
が
、
仙
覚
本
の
江
家
本
の
長
歌
訓
に
関
す
る
注
記
は
巻
十
九
だ
け
で
あ
り
、
天
治
本
に
残
る
巻
二

の
長
歌
に
も
、
江
家
本
の
長
歌
訓
に
関
す
る
書
き
入
れ
は
一
切
な
く
、
巻
十
以
前
の
江
家
本
に
は
長
歌

訓
は
な
か
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
。

４

仙
覚
校
訂
本
の
様
相
が
、
様
々
な
面
で
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
と
類
似
し
て
お
り
、
仙
覚
が
万
葉
集

校
訂
に
際
し
て
現
存
片
仮
名
訓
本
の
有
り
様
を
学
ん
で
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
は
、
本
書
第

四
章
第
二
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
短
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本
」
で
も
述
べ
て
い
る

〔
付
記
〕
本
稿
は
、
美
夫
君
志
会
七
十
周
年
記
念
全
国
大
会
で
の
口
頭
発
表
（
平
成
二
十
年
七
月
六
日
於

）

。

、

。

中
京
大
学

を
基
と
す
る

発
表
に
あ
た
っ
て

ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
諸
氏
に
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る

こ
と
に
、
廣
岡
義
隆
氏
に
は
、
発
表
の
前
後
に
も
貴
重
な
ご
指
摘
を
い
た
だ
い
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

〈
補
注
〉

片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
に
は
、
単
に
新
た
に
長
歌
訓
を
付
し
た
と
い
う
に
と
ど
ま
ら
ぬ
面
も
見
ら

れ
る
。
片
仮
名
訓
本
系
統
の
前
に
も
、
平
仮
名
訓
本
に
わ
ず
か
な
が
ら
長
歌
訓
が
存
し
た
こ
と
は
す
で
に

述
べ
た
。
平
仮
名
訓
本
で
長
歌
訓
が
あ
る
例
は
、
十
五
首
、
十
九
例
。
そ
れ
を
訓
の
あ
る
伝
本
を
中
心
に

示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

天
治
本
（
検
天
治
本
を
含
む
）
巻
二
、
一
三
一
・
一
九
六
・
一
九
九
・
二
三
〇

類
聚
古
集

巻
三
、
三
一
七
・
四
二
三

巻
八
、
一
五
〇
七

巻
九
、
一
八
〇
〇
・
一
八
〇
一

巻
十
三

三
二
二
五

元
暦
校
本

巻
十

一
九
三
七

類
聚
古
集
と
元
暦
校
本

巻
四
、
七
二
三

類
聚
古
集
と
天
治
本

巻
十
五
、
三
六
九
一

藍
紙
本
と
類
聚
古
集

巻
九
、
一
七
五
五

藍
紙
本
と
伝
壬
生
隆
祐
筆
本

巻
九
、
一
七
四
七

こ
の
う
ち
、
天
治
本
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
廣
瀬
本
の
位
置

（
第
三
章
第
一

」

）

、

、

、

節

に
お
い
て

具
体
的
に
訓
を
比
較
し
な
が
ら

長
歌
の
訓
が
片
仮
名
訓
本
と
内
容
が
酷
似
し
て
お
り

到
底
別
個
に
訓
が
付
さ
れ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
片
仮
名
訓
本
が
天
治
本
か
ら

（

）

。

あ
る
い
は
そ
れ
と
類
似
の
訓
を
持
つ
平
仮
名
訓
本
か
ら

訓
を
移
入
し
た
結
果
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

で
は
、
天
治
本
以
外
の
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
平
仮
名
訓
本
で
は
、
他
に
類
聚
古

集
・
元
暦
校
本
・
藍
紙
本
・
伝
壬
生
隆
祐
筆
本
な
ど
に
訓
が
見
ら
れ
る
。

次
に
示
す
の
は
、
現
存
本
で
は
類
聚
古
集
に
だ
け
訓
が
存
す
る
巻
八
、
一
五
〇
七
の
主
要
な
訓
の
異
同

で
あ
る
。

直
一
眼

令
覩
麻
而
尓
波

志
許
霍
公
鳥



- 41 -

西

タ
タ
ヒ
ト
メ

ミ
セ
ム
マ
テ
ニ
ハ

シ
コ
ホ
ト
ト
キ
ス

宮

タ
タ
ヒ
ト
メ

ミ
セ
ム
マ
テ
ニ
ハ

シ
コ
ホ
ト
ト
キ
ス

京
赭
ナ
カ
メ
シ
テ

ア
ヒ
ミ
ル
マ
テ
ニ
ハ

シ
ル
シ
ハ
カ
リ
ニ

広

ナ
カ
メ
シ
テ

ア
ヒ
ミ
ル
マ
テ
ハ

シ
ル
シ
ハ
カ
リ
ニ
ホ
ト
ト
キ
ス

紀

ナ
カ
メ
シ
テ

ア
ヒ
ミ
ル
マ
テ
ニ
ハ

シ
ル
シ
ハ
カ
リ
ニ
ホ
ト
ト
キ
ス

類

な
か
め
し
て

あ
ひ
み
る
ま
て
に
は

し
る
し
は
か
り
に
ほ
と
と
き
す

あ
ま
り
に
冗
長
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
こ
れ
以
上
引
用
は
し
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
西
本
願
寺
本
で

「
シ
コ
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
読
ま
れ
て
い
る
「
志
許
霍
公
鳥
」
と
い
う
本
文
に
対
し
て

「
し
る
し
は
か
り

、

に
ほ
と
と
き
す
」
と
す
る
訓
に
普
遍
性
が
あ
る
と
は
到
底
思
わ
れ
ず
、
ま
っ
た
く
同
じ
訓
を
有
す
る
紀
州

本
、
広
瀬
本
な
ど
片
仮
名
訓
本
の
訓
が
平
仮
名
訓
本
の
類
聚
古
集
の
訓
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
ろ
う
。

次
は
、
類
聚
古
集
に
訓
が
な
く
、
藍
紙
本
、
伝
壬
生
隆
祐
筆
本
に
訓
の
あ
る
巻
九
、
一
七
四
七
の
例
で

あ
る
。

開
乎
為
流

末
枝
者

落
過
去

利
祁

西

サ
キ
ヲ
セ
ル

ホ
ツ
エ
ハ

チ
リ
ス
キ
ニ
ケ
リ

宮

サ
キ
ヲ
セ
ル

ホ
ツ
エ
ハ

ヲ
チ
ス
キ
ニ
ケ
リ

ヒ
ラ
ケ
タ
ル
（
左
）

エ
タ
ハ
（
左
）

京
赭
ヒ
ラ
ケ
タ
ル

イ
ト
ス
ヱ
ノ
エ
タ
ハ

オ
チ
ス
キ
サ
リ
ニ
ケ
リ

広

ヒ
ラ
ケ
タ
ル

イ
ツ
サ
ヘ
ノ
エ
タ
ハ

チ
リ
ス
キ
サ
リ
ケ
リ

紀

ヒ
ラ
ケ
タ
ル

イ
ト
ス
エ
ノ
エ
タ
ハ

オ
チ
ス
キ
サ
リ
ニ
ケ
リ

藍

ひ
ら
け
た
る

い
と
す
ゑ
の
え
た
は

お
ち
す
き
さ
り
に
け
り

壬

ひ
ら
け
た
る

い
と
す
ゑ
の
え
た
は

お
ち
す
き
さ
り
に
け
り

片
仮
名
訓
本
の
内
部
で
、
広
瀬
本
に
訓
の
異
同
が
見
ら
れ
る
が
、
平
仮
名
訓
本
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が

と
も
に

「
落
過
去

利
」
の
「
過
去
」
を
、
字
面
に
引
か
れ
て
結
果
的
に
字
余
り
に
な
る
の
も
か
ま
わ

、

祁

ず
「
す
き
（
ぎ
）
さ
り
」
と
読
む
点
な
ど
、
や
は
り
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が
平
仮
名
訓
本
を
踏
襲
し
た
証

拠
と
見
ら
れ
る
。

も
う
一
例
は
、
元
暦
校
本
に
の
み
訓
の
あ
る
巻
十
、
一
九
三
七
の
事
例
で
あ
る
。
類
聚
古
集
は
現
存
す

る
が
訓
が
な
い
。
ま
た
、
片
仮
名
訓
本
の
一
つ
広
瀬
本
に
も
訓
が
見
ら
れ
な
い
。

暮
去
者

小
松
之
若
末
爾

答
響
萬
田

西

ユ
フ
サ
レ
ハ

コ
マ
ツ
カ
ウ
レ
ニ

コ
タ
フ
ル
マ
テ
ニ

宮

ユ
フ
サ
レ
ハ

コ
マ
ツ
カ
ウ
レ
ニ

コ
タ
フ
ル
マ
テ
ニ

ク
レ
ユ
ケ
ハ
（
左
）

コ
タ
ヘ
ヒ
ゝ
ク
（
左
）

京
赭
ク
レ
ユ
ケ
ハ

ス
エ

コ
タ
ヘ
ヒ
ヒ
ク
マ
テ

紀

ク
レ
ユ
ケ
ハ

コ
マ
ツ
ノ
ス
ヱ
ニ

コ
タ
ヘ
ヒ
ヒ
ク
マ
テ

元
赭

ウ
レ
ニ

コ
タ
ヘ
ヒ
ヒ
ク

元

ゆ
ふ
さ
り
は

こ
ま
つ
の
わ
か
す
ゑ
に

た
に
ひ
ひ
く
ま
て

こ
の
歌
の
元
暦
校
本
の
訓
は
、
他
の
事
例
と
は
や
や
様
相
を
異
に
す
る
。
取
り
あ
げ
た
三
句
の
訓
は
い
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ず
れ
も
片
仮
名
訓
本
の
訓
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
長
歌
の
全
十
五
句
の
う
ち
、
異
同
が
あ
る

の
は
こ
の
三
句
だ
け
で
、
他
で
は
諸
本
の
訓
は
一
致
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
歌
の
場
合
は
、
片
仮

名
訓
本
系
統
が
平
仮
名
訓
本
の
訓
を
参
照
し
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
残
る
が
、
一
方
で
、
全
体
の
訓

の
近
さ
か
ら
す
る
と
、
く
だ
ん
の
三
句
だ
け
片
仮
名
訓
本
で
改
め
た
と
い
う
可
能
性
の
方
が
高
い
と
思
わ

れ
る
。

以
上
、
三
首
だ
け
取
り
あ
げ
て
検
討
し
た
が
、
他
の
十
二
首
は
、
基
本
的
に
前
の
二
例
の
よ
う
に
、
平

仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
と
が
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
先
の
天
治
本
の
事
例
を
も
あ
わ
せ

考
え
る
と
、
平
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓
の
あ
る
事
例
の
ほ
と
ん
ど
は
、
双
方
の
訓
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に

な
る
。
こ
れ
は
、
先
掲
拙
稿
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
祖
本
が
、
平
仮
名
訓
本
に
訓
が

あ
る
場
合
は
、
そ
の
訓
を
踏
襲
し
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
現
存
の
伝
本
の
状
況
を
見
る

限
り
、
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
は
、
各
伝
本
に
孤
立
的
に
散
在
し
て
い
る
。
右
の
よ
う
な
平
仮
名
訓
本
の

長
歌
訓
が
一
つ
の
本
に
集
成
さ
れ
た
伝
本
が
存
し
た
可
能
性
も
あ
な
が
ち
に
は
否
定
で
き
な
い
が
、
一
般

的
に
考
え
れ
ば
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
祖
本
が
、
複
数
の
伝
本
に
残
る
わ
ず
か
な
訓
を
そ
れ
ぞ
れ
参
照
し

て
い
た
と
ま
ず
は
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓

と
の
類
似
は
、
平
仮
名
訓
本
を
博
捜
し
て
訓
を
集
め
た
結
果
と
推
定
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
事
実
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
祖
本
が
、
あ
る
伝
本
か
ら
の
単
純
な
転
写
本
な
ど
で
は
な
く
、

複
数
の
伝
本
を
参
照
し
な
が
ら
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
一
種
の
校
訂
本
で
あ
っ
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
よ

う
。

（

「

」

）

初
出

万
葉
集
伝
来
史
に
お
け
る
片
仮
名
訓
本
の
位
置

美
夫
君
志
第
七
七
号

平
成
二
〇
年
十
二
月
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第
三
章

片
仮
名
訓
本
系
統
内
で
の
諸
本
の
位
置

第
一
節

片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
廣
瀬
本
の
位
置

一

万
葉
集
の
伝
本
中
、
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
平
仮
名
訓
の
伝
本
に
は
基
本
的
に
長

歌
に
訓
が
な
く
、
片
仮
名
訓
の
本
に
は
、
そ
の
半
数
に
訓
が
あ
る
と
い
う
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。
し

か
も
、
片
仮
名
訓
の
本
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
諸
本
で
一
致
し
て
い
る
た
め
、
あ
る
本
か
ら
枝
分
か
れ
し

た
同
一
系
統
の
伝
本
群
と
認
定
さ
れ
る
。
一
方
、
基
本
的
に
長
歌
に
訓
が
な
い
平
仮
名
訓
の
本
は
、
片
仮

名
訓
の
本
と
は
別
の
系
統
と
考
え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
次
の
長
歌
訓
の
分
布
表
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
。

こ
の
表
か
ら
看
取
で
き
る
こ
と
は
、
ま
ず
、
平
仮
名
訓
本
に
は
ほ
と
ん
ど
長
歌
訓
の
あ
る
歌
が
な
く
、

一
方
、
片
仮
名
訓
本
に
は
そ
れ
に
比
べ
る
と
長
歌
訓
を
持
つ
例
が
か
な
り
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
も
、
長
歌
訓
を
多
く
持
つ
片
仮
名
訓
本
で
は
、
比
較
で
き
る
全
て
の
伝
本
に
お
い
て
、
巻
十
ま
で
の

長
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
の
例
で
訓
を
持
つ
の
に
対
し
て
、
そ
れ
以
降
で
は
、
巻
十
五
・
十
九
の
二
巻
以
外
で

は
長
歌
訓
が
見
ら
れ
な
い
と
い
う
傾
向
が
一
様
に
認
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
片
仮
名
訓
の
本
は
、
す
べ
て

同
じ
長
歌
訓
の
分
布
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
平
仮
名
訓
本
は
、
基
本
的
に
長
歌
訓
は
な
い
も
の

の
、
諸
本
で
稀
に
訓
を
持
つ
事
例
が
存
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
あ
る
特
定
の
巻
（
巻
三
、
八
、
九
、

十
五
）
に
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
長
歌
訓
の
分
布
か
ら
見
る
と
、
平
仮
名
訓

本
と
片
仮
名
訓
本
と
で
は
対
立
的
な
傾
向
を
見
せ
、
し
か
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
伝
本
同

士
同
様
の
分
布
傾
向
を
見
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
現
存
の
平
仮
名
訓
本
は
、
長

歌
訓
が
ほ
と
ん
ど
付
さ
れ
て
い
な
い
段
階
の
伝
本
で
あ
る
が
、
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
り
を
持
つ
グ
ル
ー
プ

で
あ
り
、
片
仮
名
訓
本
は
、
半
分
程
度
長
歌
に
訓
が
付
さ
れ
た
段
階
で
の
伝
本
を
共
通
の
祖
と
し
て
い
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
は
、
明
確
に
系
統
上
二
つ
に
分
か
つ
こ

と
が
出
来
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
諸
本
は
、
同
一
系
統
の
伝
本
群
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ら

ば
、
そ
の
系
統
の
中
で
、
個
々
の
伝
本
は
い
か
な
る
位
置
づ
け
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
片
仮
名
訓
本
系

統
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
長
歌
訓
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
長
歌
訓
が
解
明
の
端

緒
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
本
節
で
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
内
、
廣
瀬
本
を
取
り
上
げ
、
系
統
内
の
位
置
づ

け
に
つ
い
て
考
え
て
行
く
。
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（
Ａ
）
万
葉
集
長
歌
訓
分
布
図

10 9 8 6 5 4 3 2 1 巻次
3 22 6 27 10 7 23 19 16 長歌数

０／３ 桂本
０／４ ０／２ ０／１７ 金沢本

２／２２ 藍紙本
尼崎本

１／４ 伝壬生隆祐筆本
４／４ 天治本

０／３ ３／１７ ２／５ ０／１５ ０／３ １／６ ２／１８ ０／１６ ０／１４ 類聚古集
１／３ ０／１４ ０／２７ １／７ ０／３ ０／１５ 元暦校本
３／３ １４／１４ ２６／２７ ６／７ ３／３ １４／１５ 元暦校本代赭
３／３ ２２／２２ ６／６ ２７／２７ １０／１０ ７／７ ２３／２３ １９／１９ １６／１６ 紀州本
０／１ ２２／２２ ４／５ ２７／２７１０／１０ ７／７ ２３／２３１９／１９１６／１６ 広瀬本

６／６ ５／５ ０／３ １４／１４ 古葉略類聚鈔
０ ５ ４ ４ ０ ０ ２ １９ ２ 古点
３ １７ ２ ２２ ９ ７ １７ ０ １４ 次点
０ ０ ０ １ １ ０ ４ ０ ０ 新点

20 19 18 17 16 15 13 巻次
6 23 10 14 8 5 66 長歌数

桂本
金沢本

０／１ 藍紙本
０／８ 尼崎本

伝壬生隆祐筆本
１／３ ０／６６ 天治本

０／５ ０／１７ ０／７ ０／９ ０／７ １／４ １／５７ 類聚古集
０／６ ０／２３ ０／１０ ０／１４ ０／６５ 元暦校本
０／６ １８／２３ １／１０ ０／１４ ４／６５ 元暦本代赭

紀州本
０／５ １８／２３ ０／１０ ０／１４ ０／８ ３／５ １／６６ 広瀬本

３／３ １／１ 古葉略類聚鈔
０ ０ ０ ０ ０ １ １ 古点
０ １８ ０ ０ ０ ４ ２ 次点
６ ５ １０ １４ ８ ０ ６３ 新点
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二

あ
ら
た
め
て
、
片
仮
名
訓
の
本
を
確
か
め
て
み
る
と
、
紀
州
本
・
広
瀬
本
・
古
葉
略
類
聚
鈔
の
三
本
。

こ
れ
に
加
え
て
、
元
暦
校
本
の
代
赭
書
き
入
れ
と
い
う
書
き
入
れ
の
本
が
見
ら
れ
る
。
他
に
も
、
類
聚
古

集
に
も
片
仮
名
訓
の
書
き
入
れ
が
見
ら
れ
る
が
、
長
歌
訓
に
限
る
と
、
他
と
は
分
布
の
傾
向
も
訓
の
内
容

も
異
な
る
の
で
、
本
節
の
考
察
で
は
除
外
し
て
い
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
片
仮
名
訓
本
の
内
部
で
は
、
長

歌
訓
の
分
布
は
基
本
的
に
同
じ
な
の
で
あ
る
が
、
細
か
く
見
て
ゆ
く
と
、
諸
本
で
微
妙
な
違
い
が
見
ら
れ

。

、

、

、

、

る

た
と
え
ば

紀
州
本
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に

非
仙
覚
本
系
の
部
分
は
巻
十
ま
で
で
あ
り

そ
こ
に
あ
る
長
歌
に
は
す
べ
て
訓
が
見
ら
れ
る
。
一
方
、
広
瀬
本
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
片
仮
名
訓
本
に

は
、
そ
の
範
囲
の
長
歌
に
も
訓
の
な
い
も
の
や
訓
の
形
式
が
整
わ
な
い
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
原
因
は

各
々
様
々
で
あ
ろ
う
が
、
他
本
に
比
べ
て
紀
州
本
に
は
や
や
整
っ
た
感
じ
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

そ
れ
ら
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
中
で
、
他
本
と
の
違
い
が
と
く
に
際
だ
っ
て
い
る
の
は
、
広
瀬
本
の

長
歌
訓
の
い
く
つ
か
に
平
仮
名
の
訓
が
存
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
広
瀬
本
に
は
、
訓
の
あ
る
長
歌
が
一
五

一
首
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
十
五
首
が
平
仮
名
訓
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
う
ち
の
十
二
例
は

巻
二
に
集
中
し
て
い
る
。
巻
二
に
は
十
九
首
の
長
歌
が
あ
る
が
、
広
瀬
本
で
は
、
そ
の
う
ち
の
十
二
首
が

平
仮
名
訓
な
の
で
あ
る
。
実
に
半
分
以
上
が
平
仮
名
訓
で
占
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、

広
瀬
本
全
体
は
、
片
仮
名
訓
の
本
で
あ
り
、
訓
が
平
仮
名
で
あ
る
こ
と
は
異
例
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、

他
の
片
仮
名
訓
本
に
お
い
て
は
、
長
歌
訓
が
平
仮
名
で
付
さ
れ
て
い
る
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
広
瀬
本
内

の
他
の
巻
と
比
べ
て
も
、
他
の
片
仮
名
訓
本
と
比
べ
て
も
、
広
瀬
本
巻
二
の
長
歌
訓
は
、
他
と
は
孤
絶
し

た
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
広
瀬
本
に
は
、
今
問
題
に
し
て
い
る
長
歌
訓
の
他
に
も
平
仮
名
訓
が
見
ら
れ
る
。
そ

の
平
仮
名
訓
の
総
量
、
分
布
の
仕
方
な
ど
に
よ
っ
て
は
、
広
瀬
本
の
平
仮
名
訓
自
体
に
問
題
が
あ
る
と
い

う
可
能
性
が
浮
上
し
て
く
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
が
、
広
瀬
本
の
長
歌
以
外
に
付
さ
れ

た
平
仮
名
訓
の
事
例
で
あ
る
。

２
一
三
九
・
７
一
一
一
二
・
７
一
一
一
四
・
７
一
一
一
五
・
７
一
一
一
六
・

四
二
〇
二

１９

四
二
〇
六
・

四
二
一
〇
・

四
二
九
六
（
た
だ
し
、
巻
二
末
尾
の
重
出
歌
）

１９

１９

２０

全
部
で
九
例
、
全
て
短
歌
の
例
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る
限
り
、
片
仮
名
訓
本
の
広
瀬
本
に
も
、
平
仮
名
の

訓
は
見
ら
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
が
、
万
葉
集
中
の
短
歌
は
四
千
首
を
超
え
る
。
そ
の
な
か
で
平
仮

名
訓
は
た
っ
た
九
例
に
過
ぎ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
例
外
に
は
何
ら
か
の
理
由
が
存
す
る
は
ず
で

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
、
広
瀬
本
巻
二
の
長
歌
訓
十
九
例
中
十
二
例
が
平
仮
名
訓
で
あ
る
こ
と
が
、
広
瀬

本
に
平
仮
名
訓
の
例
が
他
に
も
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
解
消
し
う
る
ほ
ど
の
例
で
は
な
い
こ
と
は
事
実

で
あ
ろ
う
。
広
瀬
本
の
他
の
平
仮
名
訓
の
存
在
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
と
広
瀬
本
巻
二
の
、
長

歌
の
平
仮
名
訓
の
集
中
と
は
と
り
あ
え
ず
は
無
関
係
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

三

し
か
も
、
広
瀬
本
巻
二
の
長
歌
訓
に
は
、
平
仮
名
訓
で
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
い
、
別
の
奇
妙
な
特

徴
が
見
ら
れ
る
。
広
瀬
本
の
長
歌
訓
は
、
多
く
の
場
合
本
文
の
右
側
に
、
い
わ
ゆ
る
傍
訓
の
形
で
付
さ
れ

。

、

。

（

）

て
い
る

と
こ
ろ
が

巻
二
に
は
そ
の
付
訓
位
置
が
他
と
は
異
な
る
例
も
見
ら
れ
る

次
に
挙
げ
る
表

Ｂ

は
、
広
瀬
本
巻
二
の
、
長
歌
訓
の
訓
の
種
類
、
訓
の
位
置
な
ど
に
つ
い
て
、
特
徴
を
一
覧
に
し
た
も
の
で

あ
る
。
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（
Ｂ
）
広
瀬
本
巻
二
の
長
歌
訓
の
様
相

歌
番
号

訓
の
仮
名
の
種
類
と
位
置

一
三
一

片
仮
名
左
傍
訓

一
三
五

片
仮
名
傍
訓

一
三
八

傍
訓
・
第
一
句
だ
け
片
仮
名
、
あ
と
は
平
仮
名

一
五
〇

平
仮
名
傍
訓

一
五
三

傍
訓
・
第
二
句
だ
け
片
仮
名
、
あ
と
は
平
仮
名

一
五
五

平
仮
名
傍
訓

一
五
九

平
仮
名
傍
訓

一
六
二

平
仮
名
傍
訓

一
六
七

平
仮
名
・
傍
訓
、
左
傍
訓
が
入
り
交
じ
る

一
九
四

平
仮
名
左
傍
訓

一
九
六

平
仮
名
傍
訓

一
九
九

片
仮
名
傍
訓

二
〇
四

平
仮
名
左
傍
訓

二
〇
七

片
仮
名
・
第
二
十
二
句
ま
で
傍
訓
、
あ
と
は
左
傍
訓

二
一
〇

左
傍
訓
・
第
十
七
句
ま
で
平
仮
名
、
あ
と
は
片
仮
名

二
一
三

傍
訓
・
第
三
句
ま
で
平
名
、
あ
と
は
片
仮
名

二
一
七

片
仮
名
傍
訓

二
二
〇

片
仮
名
傍
訓

二
三
〇

訓
な
し
・
別
に
平
仮
名
訓
有
り

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
十
九
首
中
、
平
仮
名
訓
が
十
二
例
、
片
仮
名
訓
が
七
例
と
い
う
こ
と
に
な
る

が
、
細
か
く
見
て
ゆ
く
と
、
さ
ら
に
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
一
三
八
番
は
、
第
一
句

だ
け
が
片
仮
名
で
、
あ
と
は
平
仮
名
で
あ
る
し
、
二
一
三
番
な
ど
は
、
第
三
句
ま
で
が
平
仮
名
で
、
あ
と

は
片
仮
名
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
、
二
句
だ
け
の
変
化
を
含
め
、
途
中
で
訓
の
種
類
が
変
わ

っ
て
い
る
例
が
四
例
も
見
出
せ
る
。
巻
二
に
は
、
訓
に
お
け
る
仮
名
の
種
類
の
混
在
が
、
歌
同
士
だ
け
で

な
く
、
一
首
中
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
訓
の
位
置
に
つ
い
て
も
、
他
巻
の
長
歌
と
同
じ
く
右
側
に
傍
訓
で
付
さ
れ
る
例
が
十
三
例
、
左

、

、

、

、

側
に
傍
訓
で
付
さ
れ
る
例
が
三
例

訓
が
別
置
さ
れ
る
例
が
一
例
と
様
々
で
あ
り

さ
ら
に
は

右
傍
訓

左
傍
訓
が
一
首
の
中
に
混
在
す
る
と
い
う
例
す
ら
二
例
見
ら
れ
る
。

次
頁
（
Ｃ
）
に
示
す
の
は
、
一
六
七
番
の
例
で
あ
る
（
注
１

。
こ
の
歌
で
は
、
訓
は
平
仮
名
で
付
さ

）

れ
て
い
る
。
冒
頭
か
ら
訓
は
本
文
の
右
側
に
付
さ
れ
て
い
る
が
、
第
六
行
（
①
と
あ
る
部
分
）
の
「
す
へ

ろ
き
の
」
の
次
の
「
し
き
し
ま
く
に
を
」
か
ら
は
訓
が
本
文
の
左
に
移
行
し
て
い
る
。
し
ば
ら
く
そ
の
形

で
続
い
て
い
る
が
、
丁
が
改
ま
っ
た
②
で
は
、
ま
た
本
文
の
右
側
に
変
わ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
③
の
下

辺
で
再
び
左
側
に
移
行
し
て
い
る
。
変
転
き
わ
ま
り
な
い
と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
訓
の
位

置
が
変
わ
っ
た
と
こ
ろ
を
子
細
に
見
る
と
、
そ
の
あ
た
り
に
「
伊
云
…
」
と
い
う
書
き
入
れ
が
存
し
、
訓

は
そ
れ
を
避
け
る
形
で
移
行
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
の
た
ぐ
い
の
書
き
入
れ
は
、
広

瀬
本
の
長
歌
の
他
所
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
訓
の
位
置
が
移
動
す
る
例
は
巻
二
以
外
に
は
見

ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
こ
の
よ
う
な
訓
の
移
動
は
、
巻
二
特
有
の
事
情
に
よ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
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（
Ｃ
）

、

、

ま
た

二
一
〇
で
は

訓
は
一
貫
し
て
本
文
の

左
側
に
付
さ
れ
て
い
る

の
だ
が
、
訓
の
種
類
が

途
中
で
変
わ
っ
て
い

る
。
冒
頭
か
ら
第
十
六

句
ま
で
は
平
仮
名
訓
な

の
だ
が

第
十
七
句

蜻

、

「

火
之
」
の
訓
「
か
や
リ

」

。

ヒ
ノ

と
な
っ
て
い
る

つ
ま
り

「
か
や
」
ま

、

で
は
平
仮
名
で

「
リ

、

ヒ
ノ
」
は
片
仮
名
に
な

っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

残
り
の
四
十
句
は
一
貫

し
て
片
仮
名
に
な
っ
て

い
る
。

右
の
よ
う
に
、
長
歌

の
途
中
で
訓
の
位
置
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
例

、

、

は

広
瀬
本
の
中
で
も

他
に
は
巻
三
の
二
三
九

番
一
例
が
あ
る
だ
け
だ

し
、
訓
の
種
類
が
変
わ

る
例
に
至
っ
て
は
、
巻
二
以
外
に
は
皆
無
で
あ
る
。
広
瀬
本
巻
二
の
長
歌
訓
に
は
、
訓
の
種
類
、
訓
の
位

置
な
ど
、
様
々
な
要
素
に
つ
い
て
混
乱
が
見
ら
れ
る
と
云
っ
て
よ
か
ろ
う
。

四

で
は
、
広
瀬
本
の
長
歌
訓
に
お
け
る
、
平
仮
名
訓
を
は
じ
め
と
す
る
混
乱
が
、
ど
う
し
て
ほ
か
な
ら
ぬ

巻
二
に
集
中
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
先
述
の
よ
う
に
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
に
お
い
て
、
長
歌
訓
は
片

仮
名
訓
本
の
特
徴
で
あ
り
、
平
仮
名
訓
本
に
は
長
歌
訓
は
稀
で
あ
る
。
実
際
、
巻
二
に
お
い
て
も
、
金
沢

本
、
元
暦
校
本
、
類
聚
古
集
な
ど
の
平
仮
名
訓
本
に
は
、
長
歌
訓
は
見
ら
れ
な
い
。
伝
本
伝
体
の
傾
向
か

ら
見
て
も
、
長
歌
訓
が
平
仮
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
奇
異
な
現
象
と
い
え
よ
う
。

そ
こ
で
、
長
歌
訓
と
い
う
観
点
か
ら
、
万
葉
集
の
巻
二
と
い
う
巻
を
改
め
て
見
直
す
と
、
こ
の
巻
が
他

の
巻
と
は
や
や
異
な
っ
た
と
こ
ろ
の
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
手
が
か
り
は
、
仙
覚
本
に
あ
る
。
仙
覚
は
、

鎌
倉
時
代
に
万
葉
集
の
多
く
の
本
を
参
照
し
な
が
ら
、
校
訂
本
を
作
っ
た
が
、
そ
の
校
訂
本
に
は
、
当
時

参
照
し
た
諸
本
の
情
報
が
様
々
な
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
訓
に
つ
い
て
そ
れ
が
著
し
い
。
こ
こ
で

、

、

。

、

、

、

関
係
す
る
こ
と
だ
け
記
せ
ば

墨
で
記
さ
れ
た
訓
は

古
点

こ
れ
は

基
本
的
に

平
安
期
村
上
朝
に

源
順
ら
梨
壺
の
五
人
が
付
し
た
訓
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
朱
の
訓
は
新
点
で
、
仙
覚
以
前
に
訓
の
な

図
版
：
広
瀬
本

巻
二
、
一
六
七

図
版
：
同
右
（
続
き
）
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い
歌
に
対
し
て
、
仙
覚
が
新
た
に
訓
を
付
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
訓
の
肩
に
朱

の
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
次
点
、
す
な
わ
ち
、
古
点
以
降
に
付
さ
れ
た
訓
と
仙
覚
が
認
定
し
た

訓
を
意
味
す
る
。
こ
の
古
点
・
次
点
・
新
点
の
違
い
を
、
巻
別
に
表
示
し
た
も
の
が
、
先
の
表
（
Ａ
）
に

見
ら
れ
る
。
な
お
、
仙
覚
本
に
お
け
る
古
点
・
次
点
・
新
点
の
区
別
は
、
西
本
願
寺
本
な
ど
複
数
の
仙
覚

文
永
本
系
の
伝
本
に
お
い
て
や
や
ば
ら
つ
き
が
見
ら
れ
る
が
、
諸
本
を
見
比
べ
て
、
適
宜
筆
者
が
判
断
し

た
。
表
（
Ａ
）
の
下
方
が
そ
れ
に
当
た
る

「
古
・
次
・
新
」
と
あ
る
各
欄
の
数
字
が
そ
れ
ぞ
れ
の
古
点

。

・
次
点
・
新
点
の
数
で
あ
る
。
仙
覚
本
の
訓
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
圧
倒
的
に
古
点
が
多
い

の
だ
が
、
長
歌
訓
に
お
い
て
は
、
古
点
は
少
な
く
、
次
点
・
新
点
が
多
い
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
ま
た
、

次
点
・
新
点
の
分
布
に
は
大
き
な
偏
り
が
あ
り
、
巻
十
ま
で
は
次
点
が
多
く
、
新
点
は
少
な
い
。
一
方
、

巻
十
三
以
降
で
は
、
逆
に
次
点
が
少
な
く
、
新
点
が
多
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
分
布
は
、
片
仮
名
訓
本
の

長
歌
訓
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
詳
し
く
言
及
し
な
い
（
注
２

。）

さ
て
、
仙
覚
本
全
体
に
お
い
て
、
長
歌
訓
は
次
点
・
新
点
が
多
い
の
だ
が
、
一
巻
だ
け
次
点
も
新
点
も

な
い
巻
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
が
巻
二
な
の
で
あ
る
。
巻
二
に
は
十
九
首
の
長
歌
が
あ
る
が
、
仙
覚
本
の
表

示
は
そ
の
す
べ
て
が
古
点
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
（
左
上
に
巻
二
の
み
の
表
を
提
示

。
仙
覚
本
の

）

長
歌
訓
で
は
、
全
体
に
古
点
の
占
め
る
割
合
が
小
さ
く
、
全
体
の
一
四
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
な
か
で
、

す
べ
て
の
長
歌
が
古
点
で
あ
る
と
い
う
巻
二

は
き
わ
め
て
特
異
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
従
来
訓
の
な
い
新
点
は
と
も
か
く
、
仙

覚
が
、
古
点
・
次
点
を
判
断
す
る
際
、
何
を

根
拠
に
判
断
し
た
か
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な

い
。
次
点
に
つ
い
て
詳
細
に
追
求
し
て
い
る

上
田
英
夫
、
前
野
貞
男
両
氏
も
、
そ
の
点
に

つ
い
て
は
不
明
と
し
て
い
る
（
注
３

。
し
か

）

し
、
少
な
く
と
も
、
仙
覚
が
巻
二
だ
け
長
歌

訓
を
す
べ
て
古
点
と
認
定
し
て
い
る
わ
け
だ

か
ら
、

低
限
巻
二
に
関
し
て
は
長
歌
に
由
緒
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
訓
が
存
在
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一

般
的
に
は
、
そ
れ
は
比
較
的
古
い
伝
本
に
長
歌
訓
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

れ
は
、
や
は
り
常
識
的
に
考
え
て
、
平
仮
名
訓
の
本
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仙
覚
が
参

照
し
た
伝
本
の
中
に
、
巻
二
の
長
歌
に
す
べ
て
訓
が
備
わ
っ
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る

と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
現
存
の
巻
二
の
平
仮
名
訓
本
の
ほ
と
ん
ど
に
は
訓
は
見
ら
れ

な
い
。
た
だ
し
、
巻
二
に
長
歌
訓
を
持
つ
平
仮
名
訓
本
が
一
つ
だ
け
現
存
す
る
。
天
治
本
で
あ
る
。
天
治

本
に
は
、
巻
二
に
四
首
の
長
歌
が
残
存
し
て
お
り
（
た
だ
し
、
検
天
治
本
を
含
む

、
そ
の
い
ず
れ
に
も

）

訓
が
備
わ
っ
て
い
る
。
残
っ
て
い
る
の
は
た
っ
た
四
首
で
は
あ
る
が
、
偶
然
残
っ
た
四
首
す
べ
て
に
訓
が

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
来
巻
二
の
長
歌
す
べ
て
に
訓
が
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

天
治
本
を
仙
覚
が
見
て
い
た
か
否
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
天
治
本
は
、
天
治
年
間
頃
（
一
一
二
〇
年
代
）

書
写
の
伝
本
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
、
仙
覚
以
前
に
巻
二
に
平
仮
名
訓
本
で
長
歌
訓
が
存
し
た
伝
本
が
存

在
し
た
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
天
治
本
は
、
仙
覚
が
底
本
に
用
い
た
源
親
行
本
と
同

じ
く
、
忠
兼
本
を
祖
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
（

校
本
万
葉
集
』
首
巻
）
の
で
、
仙
覚
が
校

『

訂
に
用
い
た
諸
本
と
天
治
本
と
に
関
わ
り
が
あ
る
可
能
性
は
あ
る
と
い
え
よ
う
（
こ
の
点
後
述

。
片
仮

）

名
訓
本
に
見
ら
れ
る
長
歌
訓
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
片
仮
名
訓
本
に
な
っ
て
新
た
に
加
え
ら
れ

2 巻次
19 長歌数

桂本
０／１７ 金沢本

藍紙本
尼崎本

伝壬生隆祐筆本
４／４ 天治本
０／１６ 類聚古集
０／３ 元暦校本
３／３ 元暦校本代赭

１９／１９ 紀州本
１９／１９ 広瀬本

０／３ 古葉略類聚鈔
１９ 古点
０ 次点
０ 新点
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た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
巻
二
に
限
っ
て
は
早
く
か
ら
平
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓
が
備
わ
っ
て
い
た
と
い
え
よ

う
。

五

す
る
と
、
巻
二
に
集
中
し
て
い
る
広
瀬
本
の
長
歌
の
平
仮
名
訓
は
、
こ
の
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
と
何

ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
両
者
は
い
か
な
る
関
係
に
あ
る

の
か
。
現
存
の
平
仮
名
訓
本
で
巻
二
の
長
歌
訓
が
見
ら
れ
る
の
は
、
天
治
本
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ま

ず
、
天
治
本
の
長
歌
訓
と
広
瀬
本
の
平
仮
名
訓
と
を
比
較
し
て
み
る
こ
と
と
す
る
。
天
治
本
巻
二
の
残
存

す
る
長
歌
は
、
一
三
一
，
一
九
六
，
一
九
九
，
二
三
〇
の
四
首
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
、
広
瀬
本
で
平
仮
名

訓
に
な
っ
て
い
る
歌
と
重
な
る
の
は
、
一
九
六
，
二
三
〇
の
二
首
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
、
一
九
六

の
両
者
の
主
要
な
訓
の
異
同
で
あ
る
。
比
較
の
た
め
に
、
仙
覚
文
永
本
の
西
本
願
寺
本
と
、
非
仙
覚
本
系

の
紀
州
本
の
訓
を
併
記
し
て
あ
る
。

上
瀬

石
橋
渡

石
橋

絶
者
生
流

西

ノ
ホ
リ
セ
ニ

イ
ハ
ハ
シ
ワ
タ
シ

イ
ハ
ハ
シ
ノ

タ
ユ
レ
ハ
オ
ユ
ル

紀

ホ
ト
リ
セ
ニ

イ
ハ
ハ
シ
ワ
タ
シ

イ
ハ
ハ
シ
ニ

タ
ユ
ル
ハ
オ
フ
ル

広

の
ほ
り
せ
に

い
は
は
し
わ
た
し

い
し
は
し
に

た
ゆ
れ
は
お
ゆ
る

天

の
ほ
り
せ
に

い
し
は
し
わ
た
し

い
し
は
し
の

た
ゆ
れ
は
お
ふ
る

干
者
波
由
流

何
然
毛

黄
葉
挿
頭

君
与
時
々

西

カ
ル
レ
ハ
ハ
ユ
ル

ナ
ニ
シ
カ
モ

モ
ミ
チ
ハ
カ
サ
シ

キ
ミ
ト
ト
キ
ト
キ

紀

カ
ハ
ケ
ハ
ハ
ユ
ル

ワ
キ
モ
コ
モ

モ
ミ
チ
ヲ
カ
サ
シ

キ
ミ
ト
ト
キ
ノ

広

か
は
け
は
は
ゆ
る

な
に
し
か
も

も
み
ち
を
か
さ
し

き
み
と
時
と
の

天

か
は
け
は
は
ゆ
る

わ
き
も
こ
も

も
み
ち
を
か
さ
し

き
み
と
と
き
と
の

右
の
訓
の
一
覧
で
、
ま
ず
わ
か
る
こ
と
は
、
広
瀬
本
と
天
治
本
と
で
訓
に
さ
ほ
ど
大
き
な
違
い
は
見
ら

れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は

「
何
然
毛
」
に
つ
い
て
、
天
治
本
が
紀
州
本
と
同

、

じ
く
「
わ
き
も
こ
も
」
と
訓
じ
、
広
瀬
本
が
西
本
願
寺
本
と
同
じ
く
「
な
に
し
か
も
」
と
訓
じ
て
い
る
な

ど
注
目
す
べ
き
異
同
も
見
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
両
者
の
訓
は
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
も
、
右
の
長
歌
は
、
全
体
で
七
五
句
に
及
ぶ
大
型
の
長
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
仮
名
遣
い
を
除

く
諸
本
の
訓
の
異
同
は
十
八
句
に
し
か
見
ら
れ
な
い
（
本
稿
で
は
、
そ
の
う
ち
の
八
例
を
掲
出
し
た

。
）

つ
ま
り
、
七
十
五
句
中
五
十
七
句
で
は
諸
本
に
異
同
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
異
同
の
あ

る
訓
の
様
相
が
右
の
通
り
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
広
瀬
本
、
天
治
本
の
訓
が
い
か
に
似
て
い
る
か
が

知
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
類
似
は
、
少
な
く
と
も
、
両
者
が
こ
の
長
歌
を
別
個
に
訓
じ
て
い
て
は
生
じ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
訓
は
、
と
も
に
あ
る
特
定
の
訓
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
こ

と
に
な
る
。
ま
た
、
広
瀬
本
が
平
仮
名
訓
で
あ
る
も
う
一
つ
の
一
三
一
番
に
お
い
て
も
両
者
の
訓
の
類
似

は
同
様
で
あ
り
、
さ
ら
に
天
治
本
に
残
る
他
の
二
首
（
そ
の
二
首
に
つ
い
て
は
、
広
瀬
本
は
片
仮
名
訓
で

あ
る
が
）
に
つ
い
て
も
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
巻
二
に
お
け
る
、
平
仮
名
訓
本
の
天
治
本
と
広

瀬
本
の
長
歌
訓
と
は
大
変
近
い
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
先
の
表
の
広
瀬
本
、
天
治
本
の
訓
に

対
し
て
、
紀
州
本
を
は
じ
め
と
す
る
片
仮
名
訓
本
の
訓
も
ほ
ぼ
同
様
の
類
似
関
係
が
見
ら
れ
、
天
治
本
が

長
歌
訓
を
持
つ
他
の
三
首
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
は
、
巻
二
の
長
歌
訓
に
お
い
て
、
片
仮
名
訓
本
の
訓
は
、
平
仮
名
訓
本
の
訓
を
踏
襲
し
て
い

る
こ
と
を
強
く
示
唆
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、
万
葉
集
全
体
で
、
平
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓
が
あ
る

、

。

、

場
合

片
仮
名
訓
本
の
訓
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か

平
仮
名
訓
本
が
長
歌
訓
を
持
つ
例
は

先
の
天
治
本
の
例
を
除
く
と
十
一
首
、
十
五
例
見
ら
れ
る
。
そ
の
歌
番
号
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

３
三
一
七
（
類
）

３
四
二
三
（
類
）

４
七
二
三
（
元
・
類
）

８
一
五
〇
七
（
類
）

（

）

（

）

（

）

（

）

９
一
七
四
七

藍
・
壬

９
一
七
五
五

藍
・
類

９
一
八
〇
〇

類

９
一
八
〇
一

類

１
０
一
九
三
七
（
元
）

１
３
三
二
二
五
（
類
）

１
５
三
六
九
一
（
天
・
類
）

、

、

こ
れ
ら
の
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
と

広
瀬
本
を
は
じ
め
と
す
る
片
仮
名
訓
本
の
訓
と
を
比
較
す
る
と

や
は
り
、
別
個
に
訓
じ
ら
れ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
。
平
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓
が

あ
る
場
合
は
、
当
然
片
仮
名
訓
本
よ
り
も
古
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
片
仮
名
訓
本
で
は
、
先
行
し
て
平

仮
名
訓
本
で
訓
が
あ
っ
た
時
は
、
そ
の
訓
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
巻
二
に
お

け
る
、
天
治
本
と
広
瀬
本
と
の
長
歌
訓
の
類
似
は
、
片
仮
名
訓
本
が
平
仮
名
訓
本
の
訓
を
参
照
し
た
こ
と

に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
、
た
ま
た
ま
巻
二
に
長
歌
訓
が
あ
る
平
仮
名
訓
本
と
し
て
、
現
存
す

る
唯
一
の
天
治
本
と
広
瀬
本
を
比
較
し
た
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
訓
が
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
広

瀬
本
な
ど
の
片
仮
名
訓
本
が
参
照
し
た
の
が
他
な
ら
ぬ
こ
の
天
治
本
に
見
ら
れ
る
訓
と
少
な
く
と
も
同
種

の
訓
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
平
仮
名
訓
本
で
長
歌
訓
が
稀
な
状
況
で
、
他
に
も

う
一
種
類
長
歌
訓
が
存
す
る
こ
と
は
考
え
に
く
い
の
で
、
仙
覚
本
に
見
え
る
巻
二
の
「
古
点

（
注
４
）

」

の
長
歌
訓
も
や
は
り
天
治
本
と
同
種
の
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。

現
存
の
片
仮
名
訓
本
の
祖
と
な
る
本
は
、
そ
れ
ま
で
訓
の
な
か
っ
た
長
歌
に
訓
を
付
し
て
い
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
が
、
巻
二
に
お
い
て
は
、
他
の
巻
と
異
な
り
、
長
歌
す
べ
て
に
先
行
す
る
平
仮
名
訓
が
存
し
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
て
、
広
瀬
本
巻
二
の
、
平
仮
名
訓
が
混
じ
る
な
ど
の
様
々

な
長
歌
訓
の
混
乱
を
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
片
仮
名
訓
本
が
平
仮
名
訓
本
の
訓
を
自
ら
の
形
に
写
し
取
る

際
の
混
乱
な
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

天
治
本
巻
二
の
長
歌
訓
は
、
本
文
の
後
に
平
仮
名
訓
が
ま
と
め
て
置
か
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
別
提
訓
の
形

に
な
っ
て
い
る
。
現
存
す
る
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
は
す
べ
て
こ
の
形
な
の
で
、
参
照
さ
れ
た
平
仮
名
訓

本
も
同
じ
付
訓
形
式
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
広
瀬
本
の
ほ
と
ん
ど
の
長
歌
訓
は
、
本
文
の
右

側
に
い
わ
ゆ
る
傍
訓
の
形
で
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
他
の
片
仮
名
訓
本
と
同
じ
形
で
あ
る
。
そ
れ
ら

片
仮
名
訓
本
が
、
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
を
写
し
取
っ
て
ゆ
く
場
合
、
自
ら
の
付
訓
形
式
に
合
わ
せ
て
写

し
取
る
と
想
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
訓
の
種
類
、
訓
の
位
置
い
ず
れ
も
変
換
し
な
が
ら
の
作
業
と

な
る
。
広
瀬
本
巻
二
に
見
ら
れ
る
長
歌
訓
の
様
々
な
混
乱
は
、
こ
の
際
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。

訓
を
写
し
取
る
と
い
う
程
度
の
作
業
で
、
こ
れ
ほ
ど
の
混
乱
が
生
ず
る
こ
と
に
は
や
や
不
審
が
残
る
。

、

、

、

。

が

巻
二
ほ
ど
で
は
な
い
が

広
瀬
本
の
長
歌
訓
に
は

訓
の
状
態
が
通
常
と
異
な
っ
た
例
が
見
ら
れ
る

た
と
え
ば
、
訓
の
位
置
が
途
中
で
移
動
す
る
例
、
本
文
の
左
に
訓
が
付
さ
れ
る
例
、
別
提
訓
の
例
な
ど
で

あ
る
。
そ
れ
ら
の
事
例
の
歌
番
号
だ
け
を
次
に
挙
げ
る
。

平
仮
名
訓

３
三
八
八
・
６
九
七
一
・
６
九
七
三

訓
の
位
置
移
動

３
二
三
九

左
傍
訓

３
四
四
三
・
３
四
七
五
・
８
一
四
二
九
・
９
一
七
四
二

四
二
三

一
四
五
三

一
五
〇
七

三
二
二
五

別
提
訓

３

・
８

・
８

・
９
一
七
四
〇
・
１
３

右
の
よ
う
な
例
が
あ
る
巻
が
、
巻
三
，
八
，
九
と
い
う
、
平
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓
が
存
す
る
巻
に
集
中
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す
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
こ
と
に
、
別
提
訓
の
太
字
に
な
っ
て
い
る
例
は
、
実
際
に
平
仮
名
訓
本
の

長
歌
訓
が
存
す
る
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
瀬
本
に
お
い
て
、
長
歌
訓
が
通
常
と
異
な
る
歌
は
、
本
来

先
行
の
訓
が
存
し
た
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

広
瀬
本
に
お
い
て
、
平
仮
名
訓
本
が
長
歌
訓
を
持
つ
巻
に
、
訓
の
種
類
や
位
置
な
ど
に
混
乱
が
見
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
が
、
平
仮
名
訓
本
か
ら
の
転
記
の
際
の
混
乱
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
さ
せ
る
。

そ
の
な
か
で
巻
二
が
、
他
の
巻
に
比
べ
て
突
出
し
て
混
乱
が
大
き
い
の
は
、
こ
の
巻
が
他
巻
に
比
べ
、
圧

倒
的
に
先
行
す
る
長
歌
訓
が
多
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
広
瀬
本
以
外
の
他
の
片
仮
名

訓
本
、
紀
州
本
な
ど
に
は
こ
の
種
の
混
乱
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
な
ど
の
書
き

入
れ
本
の
場
合
、
元
の
本
に
お
け
る
訓
の
位
置
な
ど
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
も
あ
る
が
、
知
ら
れ
る
範
囲

で
は
、
広
瀬
本
の
よ
う
な
混
乱
は
確
認
で
き
な
い
。
先
述
の
よ
う
に
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
は
、
同
一
の

系
統
と
考
え
ら
れ
、
長
歌
訓
を
新
た
に
付
し
た
共
通
の
祖
本
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
転
写

関
係
に
お
い
て
、
も
し
、
紀
州
本
な
ど
の
よ
う
に
、
長
歌
の
訓
が
、
一
貫
し
て
片
仮
名
で
、
本
文
の
右
に

付
さ
れ
て
い
る
伝
本
が
先
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
広
瀬
本
の
よ
う
な
、
訓
の
混
乱
し
た
本
は
生
ま
れ
得
な

か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
広
瀬
本
の
内
部
で
、
他
巻
の
よ
う
に
長
歌
訓
が
片
仮
名
で
付
さ
れ
て
い

る
例
が
先
に
あ
っ
て
も
巻
二
の
よ
う
な
混
乱
は
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
、
広
瀬
本
の
、
巻
二
の
長

歌
訓
の
状
況
は
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
の
祖
本
が
、
長
歌
訓
を
取
り
込
む
と
き
の
、
ご
く
初
期
の
状
況
を

色
濃
く
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。
こ
れ
ま
で
の
叙
述
で
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
の
祖
本
の
存

在
を
想
定
し
な
が
ら
進
め
て
き
た
が
、
そ
の
祖
本
の
様
相
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
広
瀬
本
に
残
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
注
５

。
）

六

広
瀬
本
が
、
片
仮
名
訓
本
の
初
期
の
状
況
を
残
し
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
す
る
と
、
さ
ら
に
注
目
す
べ

き
こ
と
が
あ
る
。
広
瀬
本
は
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
長
歌
訓
と
、
短
歌
の
訓
と
で
は
付
訓
の
形
式
が
異

な
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
で
は
本
文
の
左
側
に
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
し
、
長
歌
で
は
、
先
述
の
巻
二
な
ど

の
例
外
を
除
け
ば
、
本
文
の
右
に
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
が
、
両
者
の
違
い
は
、
単
に
付
訓
の
位
置
だ
け

に
と
ど
ま
ら
な
い
。
短
歌
の
場
合
、
訓
は
本
文
の
左
側
に
付
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
本
文
、
訓
の
順
番
で
並

ぶ
わ
け
だ
が
、
本
文
と
訓
と
は
必
ず
し
も
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
次
の
図
版
は
、
広
瀬

本
巻
六
の
一
〇
四
八
の
短
歌
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
本
文
と
訓
は
同
じ
く
一
行
で
記
さ
れ
な
が
ら
、
た
と
え
ば
第
二
句
の
「
古
京
跡
」
と
「
フ

ル
キ
ミ
ヤ
コ
ト
」
と
の
位
置
の
違
い
で
わ
か
る
よ
う
に
、
歌
本
文
の
該
当
す
る
部
分
に
訓
が
来
て
い
な
い

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
歌
は
、
長
歌
一
〇
四
七
番
（
巻
六
）
の
反
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
長
歌
の
様

相
の
一
部
を
示
せ
ば
、
次
頁
の
図
版
の
よ
う
で
あ
る
。

各
句
ご
と
に
本
文
と
訓
と
は
一
貫
し
て
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
長
歌
は
、
全
体
が
六

図
版
：
広
瀬
本

巻
六
、
一
〇
四
八
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三
句
に
及
ぶ
が
、
一
貫
し
て
本
文
と
訓
は
対
応
し
て
い
る
。
内
容
の
上
で
は
、
長
歌
反
歌
は
、
相
並
び
、

密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
訓
の
様
相
は
か
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と

は
、
広
瀬
本
で
は
、
短
歌
の
訓
と
長
歌
の
訓
と
が
根
本
的
に
異
な
っ
た
方
針
で
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
は

っ
き
り
物
語
っ
て
い
る
。
実
際
、
長
歌
反
歌
に
限
ら
ず
、
広
瀬
本
で
は
、
短
歌
の
訓
と
長
歌
の
訓
は
全
体

と
し
て
右
の
よ
う
な
違
い
を
見
せ
て
い
る
。
本
文
に
対
し
て
、
訓
が
対
応
す
る
か
否
か
は
、
付
訓
す
る
人

、

（

「

」

『

』

間
の

訓
に
対
す
る
意
識
を
如
実
に
反
映
す
る

竹
下
豊

万
葉
集
抄

解
説

冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書

３
９

平
成
六
年

注
６

。
す
な
わ
ち
、
万
葉
仮
名
の
本
文
を
、
一
首
の
歌
と
し
て
総
体
的
に
と
ら
え

）

た
場
合
は
、
訓
は
本
文
に
必
ず
し
も
対
応
し
な
い
し
、
一
方
、
本
文
を
い
か
に
訓
む
か
と
い
う
意
識
が
強

け
れ
ば
、
訓
は
本
文
に
対
応
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
瀬
本
の
短
歌
の
訓
と
長
歌
の
訓
と
に

は
、
訓
の
位
置
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
明
確
な
意
識
の
差
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
広
瀬
本
の
短

歌
訓
の
方
は
、
本
文
の
左
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
、
本
文
と
の
対
応
が
意
識
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
も
あ
り
、
本
質
的
に
平
仮
名
訓
本
の
付
訓
態
度
に
近
い
。
一
方
、
長
歌
訓
の
場
合
、
本
文
に
密
接
に
付

さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
紀
州
本
な
ど
の
他
の
片
仮
名
訓
の
本
に
近
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
紀
州
本
で

は
、
先
の
短
歌

一
〇
四
八
の
訓
は
次
の
よ
う
に
、
本
文
に
密
接
に
付
さ
れ
て
い
る
（
注
７

。）

、

。

も
ち
ろ
ん

紀
州
本
で
は
長
歌
の
一
〇
四
七
に
お
い
て
も
同
様
に
本
文
に
密
接
に
訓
が
付
さ
れ
て
い
る

、

。

、

、

紀
州
本
で
は

訓
は
一
貫
し
て
本
文
に
即
し
て
付
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る

そ
れ
に
対
し
て

広
瀬
本
は

全
体
は
片
仮
名
訓
の
本
で
は
あ
る
が
、
短
歌
の
訓
と
長
歌
の
訓
と
で
は
、
明
ら
か
に
性
格
に
違
い
が
あ
る

こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。、

、

。

片
仮
名
訓
本
の
中
で

短
歌
の
訓
が
左
側
に
あ
る
伝
本
は

広
瀬
本
と
そ
の
同
系
統
の
本
に
限
ら
れ
る

つ
ま
り
、
広
瀬
本
の
短
歌
の
付
訓
形
態
は
現
存
伝
本
中
で
も
特
殊
な
存
在
と
い
え
よ
う
。
そ
の
短
歌
の
訓

に
は
、
付
訓
位
置
に
も
付
訓
態
度
に
も
平
仮
名
訓
本
と
共
通
す
る
性
格
が
看
取
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一

方
、
長
歌
訓
の
ほ
と
ん
ど
は
、
伝
来
上
次
点
期
に
新
た
に
付
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
。
そ
の
長
歌
訓
に
は
、

他
の
片
仮
名
訓
本
と
同
様
の
付
訓
態
度
が
看
取
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
従
来
の
性
格
を
持
つ
短
歌
訓
と
、
新

し
い
性
格
を
持
つ
長
歌
訓
と
を
併
せ
持
つ
広
瀬
本
は
、
ま
さ
に
平
仮
名
訓
本
か
ら
片
仮
名
訓
本
へ
の
移
行

の
中
間
に
立
つ
伝
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
短
歌
の
訓
が
ま
ず
付
さ
れ
て
、
次
に
長
歌
の

訓
を
付
す
段
階
に
な
っ
て
、
訓
に
対
す
る
認
識
が
改
ま
り
、
長
歌
訓
は
右
側
に
本
文
に
即
応
す
る
形
で
付

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
面
問
題
に
な
っ
て
い
る
広
瀬
本
巻
二
の
長
歌
訓
の
混
乱
は
、

図
版
：
広
瀬
本

巻
六
、
一
〇
四
七

図
版
：
紀
州
本

巻
六
、
一
〇
四
八
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そ
れ
ら
長
歌
訓
が
付
さ
れ
る
も
っ
と
も
初
期
の
段
階
に
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
注
８

。

。

）

注１

広
瀬
本
の
引
用
は

『
校
本
万
葉
集
』
別
冊
一
～
三
（
平
成
六
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

、

２

片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
あ
る
歌
の
分
布
と
、
仙
覚
本
の
長
歌
の
次
点
表
示
の
あ
る
歌
の
分
布
は
ほ

ぼ
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
仙
覚
が
参
照
し
た
諸
本
に
お
け
る
長
歌
訓
の
分
布
が
現
存
の
片
仮
名
訓

本
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
仙
覚
が
当
時
ど
の
よ
う
な
伝
本
を
見
て
い
た
か
を

知
る
上
で
重
要
な
手
が
か
り
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
書
第
四
章
第
一
節
参
照
。

３

上
田
氏
先
掲
書
・
前
野
貞
男
『
万
葉
次
点
考
』
昭
和
三
六
年

４

当
面
の
巻
二
の
長
歌
訓
は
、
金
沢
本
な
ど
に
訓
の
な
い
状
況
か
ら
す
る
と
、
厳
密
な
意
味
で
の
古
点

＝
梨
壺
の
五
人
が
付
し
た
訓
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
は
、
仙
覚
が
す
べ
て
の
長

歌
訓
を
古
点
と
認
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
巻
二
に
は
平
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
が
存
し
た
で
あ
ろ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

ヽ

う
こ
と
を
推
論
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
、
巻
二
の
長
歌
訓
が
実
際
に
古
点
で
あ
る
か
否
か
は
問
題
に

な
ら
な
い
。

、

。

、

、

、

５

広
瀬
本
自
体
は

江
戸
後
期
書
写
の
伝
本
で
あ
る

し
た
が
っ
て

本
稿
の
主
張
は

広
瀬
本
に
は

平
仮
名
訓
本
を
祖
と
し
な
が
ら
、
片
仮
名
訓
本
（
現
存
の
片
仮
名
訓
本
の
祖
）
が
作
成
さ
れ
る
際
の
痕

跡
が
比
較
的
生
の
形
で
残
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「

」（

）

、

６

山
崎
福
之

本
文
批
判
は
ど
こ
ま
で
可
能
か

国
文
学

第
四
一
巻
六
号

平
成
八
年
五
月

は

竹
下
氏
の
こ
の
発
言
を
受
け
て
、
訓
が
本
文
に
即
応
す
る
か
否
か
と
い
う
観
点
が
、
万
葉
集
の
伝
本

の
性
格
を
探
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

７

紀
州
本
の
引
用
は
、
後
藤
幸
三
『

紀
州
本
万
葉
集

（
昭
和
一
六
年
）
に
よ
る
。

複
製

』

８

広
瀬
本
巻
二
が
、
長
歌
訓
が
付
さ
れ
る

も
早
い
段
階
で
あ
る
な
ら
ば
、
巻
二
の
長
歌
訓
の
本
文
と

訓
の
対
応
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
疑
問
は
当
然
生
ず
る
。
広
瀬
本
巻
二
の
長
歌
訓
の
う
ち
、
本

文
に
訓
が
一
部
対
応
し
て
い
な
い
例
が
五
例
（
一
六
七
・
一
九
四
・
一
九
六
・
二
〇
四
・
二
一
三
）
見

ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
四
例
が
平
仮
名
訓
の
例
で
、
一
例
が
一
部
平
仮
名
訓
の
例
で
あ
る
（
表
（
Ｂ
）

参
照

。
）

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
平
成
十
六
年
度
上
代
文
学
会
大
会
（
平
成
十
六
年
五
月
十
六
日
於
奈
良
女
子
大
学

題
目
「
長
歌
訓
か
ら
見
た
万
葉
集
の
系
統

）
に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
席
上
ご
質
問
い
た
だ
い

」

た
諸
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。
中
で
も
、
廣
岡
義
隆
・
乾
善
彦
両
氏
に
は
大
会
の
後
に
も
、
貴
重
な
ご
助

言
を
賜
っ
た
。
記
し
て
感
謝
す
る
。

（
初
出
「
長
歌
訓
か
ら
見
た
万
葉
集
片
仮
名
訓
本
」
上
代
文
学
第
九
三
号

平
成
一
六
年
一
一
月
）
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第
三
章
片
仮
名
訓
本
系
統
内
で
の
諸
本
の
位
置

第
二
節

片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）
の
位
置

一

片
仮
名
訓
本
系
統
と
し
て
の
紀
州
本

紀
州
本
は
、
現
存
の
形
は
二
十
巻
二
十
冊
の
完
本
で
あ
る
が

『
校
本
万
葉
集
』
で
す
で
に
指
摘
が
あ

、

る
よ
う
に
、
巻
十
ま
で
は
非
仙
覚
系
の
片
仮
名
訓
の
本
、
巻
十
一
以
降
は
仙
覚
文
永
本
系
統
の
本
と
明
確

に
そ
の
性
格
が
分
か
れ
て
い
る
。
非
仙
覚
系
の
片
仮
名
訓
本
系
統
を
主
と
し
て
扱
う
本
書
に
お
い
て
は
、

紀
州
本
と
は
、
す
な
わ
ち
巻
十
ま
で
の
非
仙
覚
系
の
部
分
を
さ
す
こ
と
に
な
る
。

片
仮
名
訓
本
系
統
の

大
の
特
徴
は
長
歌
訓
の
分
布
で
あ
る
。
だ
が
、
紀
州
本
の
非
仙
覚
系
の
部
分
は

先
述
の
よ
う
に
、
巻
十
ま
で
に
限
ら
れ
る
。
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
巻
十
ま
で
は
す
べ

て
の
長
歌
に
訓
が
存
し
、
巻
十
一
以
降
は
、
巻
十
五
、
十
九
に
し
か
訓
が
な
い
と
い
う
変
則
的
な
分
布
で

あ
る
。
紀
州
本
の
場
合
は
、
現
存
す
る
巻
十
ま
で
で
は
、
す
べ
て
の
長
歌
に
訓
が
あ
り
、
他
の
片
仮
名
訓

、

。

本
系
統
の
本
と
同
じ
分
布
で
あ
る
た
め

片
仮
名
訓
本
系
統
と
し
て
矛
盾
が
な
い
と
一
応
は
考
え
ら
れ
る

、

、

。

し
た
が
っ
て

こ
れ
ま
で
の
論
に
お
い
て
も

紀
州
本
を
片
仮
名
訓
本
系
統
の
一
本
と
し
て
論
じ
て
き
た

し
か
し
、
詳
細
に
こ
だ
わ
れ
ば
、
巻
十
一
以
降
は
確
認
出
来
な
い
と
い
う
不
安
点
を
抱
え
て
い
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

巻
１

２

３

４

５

６

８

９

１０

○

○

○

○

○

○

○

○

○

巻

１３

１５

１６

１７

１８

１９

２０

×

○

×

×

×

○

×

片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
の
特
徴
は
、
分
布
が
き
わ
め
て
変
則
的
な
と
こ
ろ
に
あ
り
、
そ
の
変
則
的
な

分
布
を
共
有
す
る
故
に
、
片
仮
名
訓
本
諸
本
は
同
一
の
系
統
で
あ
る
こ
と
が
証
明
出
来
る
の
で
あ
る
。
こ

の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
の
変
則
的
な
様
相
は
、
も
ち
ろ
ん
二
十
巻
全
体
で
確
認
出
来
る
わ
け
な
の

だ
が
、
こ
と
に
、
巻
十
三
以
降
に
お
い
て
、
巻
十
五
と
十
九
に
し
か
訓
が
な
い
こ
と
に
顕
著
な
特
徴
が
あ

る
。
ま
た
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
ほ
と
ん
ど
の
巻
で
長
歌
訓
の
あ
る
巻
と
な
い
巻
と

が
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
巻
十
九
だ
け
は
二
十
三
首
の
長
歌
の
う
ち
、
十
八
首
に
訓
が
あ

る
と
い
う
特
徴
を
持
つ
。
こ
の
分
布
が
、
廣
瀬
本
と
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
と
で
合
致
し
て
い
る
こ
と

が
片
仮
名
訓
本
系
統
が
同
一
の
系
統
で
あ
る
こ
と
の
決
定
的
な
証
拠
に
な
っ
て
い
た
。
と
す
れ
ば
、
巻
十

ま
で
し
か
現
存
せ
ず
、
巻
十
三
以
降
の
長
歌
訓
の
分
布
が
確
認
出
来
な
い
紀
州
本
で
は
、
右
の
分
布
の
特

徴
を
確
認
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
こ
で
、
ま
ず
、
紀
州
本
が
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
で
あ

る
こ
と
を
他
の
側
面
か
ら
も
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
内
容
を
検

討
し
て
行
く
本
書
に
お
い
て
、
そ
の
一
本
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
紀
州
本
は
、
他
の
片
仮
名
訓

本
系
統
の
諸
本
と
様
々
な
面
で
比
較
が
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
紀
州
本
の
種
々
の
特
徴
が
片
仮
名
訓

本
系
統
と
し
て
違
和
感
を
有
す
る
点
は
稀
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
検
証
を
積
み
上
げ
て
行
く
過
程
で
、
紀
州

本
が
片
仮
名
訓
本
系
統
の
一
本
で
あ
る
証
拠
は
固
め
ら
れ
て
行
く
方
向
に
あ
る
。
し
か
し
、
片
仮
名
訓
本

系
統
の
一
本
と
し
て
、
改
め
て
紀
州
本
を
取
り
上
げ
る
本
節
と
し
て
は
、
紀
州
本
が
片
仮
名
訓
本
系
統
で

あ
る
点
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
そ
の
伝
本
と
し
て
の
性
格
を
再
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
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片
仮
名
訓
本
系
統
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
各
巻
の
目
録
に
歌
数
の
表
示
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い

（

）
。

、

、

、

。

る

本
書
第
一
章
第
一
節

紀
州
本
の
場
合
も

巻
五

巻
六

巻
十
な
ど
に
そ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る

次
に
掲
げ
る
の
は
、
紀
州
本
巻
十
目
録
の
表
示
で
あ
る
。

都
廬
五
百
五
十
首

（
之
中
五
百

四
首
反
哥
／
二
短
哥
四
首
旋
頭
歌
）

卌

＊
か
っ
こ
内
割
り
注

右
の
表
示
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
廣
瀬
本
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
に
も
ほ
ぼ
同
じ
形
で
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
表
示
は
、
歌
数
か
ら
し
て

「
反
歌
」
が
短
歌
を
意
味
し

「
短
歌
」
が
長
歌
を
意

、

、

味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
特
異
な
書
き
ぶ
り
が
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
目
録
に
お
け
る
歌
数
表
示
の

顕
著
な
特
徴
で
あ
る
。

ま
た
、
紀
州
本
に
は
六
首
の
歌
の
欠
落
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
（
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
校
定

』

）
、

（

、

、

、

）

の
研
究

第
三
節

昭
和
二
四
年

そ
の
う
ち
の
三
首

巻
七

一
一
六
四

一
二
〇
五

一
四
〇
三

が
廣
瀬
本
や
春
日
本
な
ど
の
他
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
と
欠
落
が
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る

（
本
書
第
三
章
付
属
論
文
①
「
春
日
本
万
葉
集
の
再
検
討

。
次
に
掲
げ
る
の
は
、
紀
州
本
巻
七
の
一

」
）

一
六
三
か
ら
一
一
六
五
に
か
け
て
の
部
分
で
あ
る
。

第
一
首
の
一
一
六
三
（

年
魚
市
方

）
の
次
の
歌
は
、
一
一
六
五
（

暮
名
寸
爾

）
に
な
っ
て
い
る
。

「

」

「

」

他
本
で
は
、
こ
の
間
に
一
一
六
四
の
歌
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
紀
州
本
で
は
抜
け
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
次
に
掲
げ
る
の
は
同
じ
部
分
の
廣
瀬
本
の
画
像
で
あ
る
。

第
一
首
第
一
字
は

「
年
」
の
異
体
字
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
第
一
首
が
一
一
六
三
、
第
二
首
が
一
一
六

、
、

。

、

。

五
と
な
っ
て
い
て

一
一
六
四
が
欠
落
し
て
い
る

こ
の
部
分

春
日
本
で
も
同
様
の
欠
落
が
見
ら
れ
る

図
版
：
紀
州
本

巻
七
、
一
一
六
三
～
五

図
版
：
廣
瀬
本

巻
七
、
一
一
六
三
～
五

図
版
：
紀
州
本

巻
一
〇
目
録
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先
掲
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
校
定
の
研
究
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
万
葉
集
の
諸
本
に
お
け
る
欠
落
は
、
ほ
と

ん
ど
の
場
合
一
本
単
独
で
生
じ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
本
で
共
有
す
る
事
例
は
稀
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
欠
落
の
共
有
が
三
箇
所
に
わ
た
り
、
紀
州
本
、
廣
瀬
本
、
春
日
本
の
三
本
に
見
ら
れ
る
こ
と
は
、

伝
本
同
士
の
関
係
が
か
な
り
密
接
で
あ
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
一
方
、
非
仙
覚
本
系
の
う
ち
平
仮
名

訓
本
の
現
存
本
に
は
い
ず
れ
も
欠
落
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
紀
州
本
が
片
仮
名
訓
本
系
統
で
あ
る
こ

と
を
称
す
る
十
分
な
証
拠
と
な
り
得
る
。

こ
れ
ら
の
点
と
、
巻
十
ま
で
の
長
歌
訓
の
分
布
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
紀
州
本
は
片
仮
名
訓
本
系
統

の
伝
本
と
認
め
ら
れ
る
。

二

仙
覚
本
の
書
き
入
れ

、

、『

』

、

。

一
方

紀
州
本
は

校
本
万
葉
集

か
ら

仙
覚
本
の
書
き
入
れ
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

次
の
通
り
で
あ
る
。

訓
に
は
仙
覚
の
訓
が
入
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
入
り
方
は
例
へ
ば
仙
覚
新
点
の
歌
の
如
き
、
従
来
訓
の
な

か
つ
た
も
の
と
見
る
べ
き
歌
に
は
漢
字
の
右
に
入
つ
て
い
る
が
、
従
来
の
訓
の
あ
つ
た
も
の
に
は
、

。（
『

』

「

」「

」
）

漢
字
の
左
傍
等
に
入
れ
て
ゐ
る

校
本
万
葉
集

首
巻

万
葉
集
諸
本
系
統
の
研
究

神
田
本

注
１

『
校
本
万
葉
集
』
で
は
、
仙
覚
本
の
新
点
に
あ
た
る
歌
は
、
歌
本
文
の
右
傍
ら
に
付
さ
れ
て
お
り
、
紀

州
本
本
体
に
訓
が
あ
る
場
合
に
は
、
仙
覚
本
の
訓
は
歌
本
文
の
左
傍
な
ど
に
付
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い

る

『
校
本
万
葉
集
』
の
記
述
に
は
こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
が
、
紀
州
本
の
実
態
に
即
し
て
敷
衍
す
れ

。
ば
、
紀
州
本
で
は
、
仙
覚
本
の
新
点
歌
に
あ
た
る
歌
で
は
、
墨
で
歌
本
文
の
右
傍
に
仙
覚
の
新
点
が
付
さ

れ
て
お
り
、
仙
覚
の
訂
正
訓
（
仙
覚
文
永
本
で
は
紺
青
訓
に
あ
た
る
）
は
、
歌
本
文
の
左
傍
に
朱
で
付
さ

れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
示
す
の
は
、
紀
州
本
巻
三
、
二
六
九
で
あ
る
。
第
一
句
の
「
人

不
見
者
」
と
い
う
歌
本
文
に
対
し
て
、
右
側
に
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
「
ヒ
ト
ミ
ス
ハ
」
が
あ
り
、

左
側
に
は
朱
で
、
仙
覚
訂
正
訓
に
相
当
す
る
「
シ
ノ
ヒ
ニ
ハ
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（

）

、

。

、

紀
州
本
の
非
仙
覚
系
の
部
分

巻
十
ま
で

で

仙
覚
本
の
新
点
歌
は
十
八
首

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は

す
べ
て
の
歌
で
、
仙
覚
本
の
新
点
と
合
致
す
る
訓
が
墨
で
付
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
仙
覚
の
訂
正
訓
相
当

の
訓
は
、
現
存
十
巻
の
内
、
巻
一
～
四
の
範
囲
に
し
か
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
仙
覚
本
の
訓

で
も
新
点
と
訂
正
訓
と
で
加
わ
っ
て
い
る
範
囲
に
は
違
い
が
あ
る
が
、
紀
州
本
全
体
と
し
て
仙
覚
本
の
訓

が
入
り
込
ん
で
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
で
は
、
紀
州
本
が
仙
覚
本
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
し
て
、

い
つ
の
時
点
の
仙
覚
本
の
影
響
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
仙
覚
の
校
訂
本
は
、
大
き
く
第
一
次
校
訂
本
の
寛
元

本
、
第
二
次
校
訂
本
の
文
永
本
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
仙
覚
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
寛
元
本
で
は
、
訓
は

歌
本
文
の
左
右
に
複
数
付
し
て
い
た
が
、
そ
の
結
果
、
ど
れ
が
主
た
る
訓
か
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま

図
版
：
紀
州
本

巻
三
、
二
六
九
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っ
た
と
い
う
反
省
の
弁
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
永
本
の
時
点
で
は
次
の
よ
う
な
方
針
で
臨
ん
だ
と

し
て
い
る
。

こ
れ
に
依
り
て
、
去
今
両
年
二
箇
度
書
写
の
本
は
、
古
点
新
点
を
論
ぜ
ず
、
そ
の
正
訓
を
取
り
拾
ひ

て
、
漢
字
の
右
に
一
筋
に
点
じ
下
す
所
な
り
。

（
文
永
本
巻
一
、
奥
書
）
注
２

つ
ま
り
、
文
永
本
で
は
、
従
来
か
ら
あ
る
訓
、
自
ら
が
考
案
し
た
訓
を
問
わ
ず
、

も
良
い
と
思
っ
た
訓

を
一
種
類
だ
け
歌
本
文
の
右
側
に
提
示
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
く
記
述
で
、
そ
の
一
種
類
の

訓
を
、
従
来
か
ら
あ
る
訓
は
墨
、
従
来
は
訓
が
な
く
仙
覚
が
新
た
に
付
訓
し
た
も
の
は
朱
、
従
来
の
訓
を

仙
覚
が
訂
正
し
た
も
の
は
紺
青
と
色
分
け
し
た
由
が
記
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
寛
元
本
で
は
、
ど
う
で
あ

っ
た
か
。

か
く
の
ご
と
き
等
の
道
理
に
よ
り
て
、
漢
字
の
右
に
假
名
を
付
け
了
ん
ぬ
。
他
本
の
和
、
難
あ
る

歌
の
時
は
、
墨
を
以
て
ま
た
字
の
左
に
こ
れ
を
点
ず
。
そ
の
和
の
間
、
言
辞
の
道
理
と
い
ひ
、
符

合
せ
ざ
る
所
は
、
字
の
左
に
朱
を
以
て
愚
点
し
了
ん
ぬ
。

（
寛
元
本
巻
一
奥
書
）
注
３

訓
は
基
本
的
に
歌
本
文
の
右
に
付
す
が
、
他
本
の
訓
と
で
齟
齬
が
生
じ
た
と
き
に
は
そ
の
訓
を
歌
本
文

の
左
に
付
し
、
従
来
の
訓
で
は
満
足
し
な
か
っ
た
と
き
に
は
歌
本
文
の
左
に
朱
で
訓
を
付
す
む
ね
述
べ
ら

れ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
仙
覚
本
訂
正
訓
を
歌
本
文
の
左
に
朱
で
付
し
て
い
る
紀
州
本
の
訂
正
訓
の
付
さ
れ

方
は
、
あ
き
ら
か
に
、
文
永
本
で
は
な
く
、
寛
元
本
の
形
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
寛
元
本
と

文
永
本
と
の
訂
正
訓
の
付
訓
方
針
は
、
付
訓
位
置
も
墨
色
も
異
な
っ
て
い
る
の
で
、
文
永
本
を
参
考
に
し

て
、
歌
本
文
の
左
に
朱
で
訓
を
付
す
形
に
な
る
こ
と
は
考
え
づ
ら
い
。
な
ら
ば
、
紀
州
本
の
訂
正
訓
は
、

仙
覚
の
校
訂
本
の
中
で
も
寛
元
本
の
影
響
下
に
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
、
新

点
歌
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
紀
州
本
で
は
、
新
点
歌
は
歌
本
文
の
右
傍
に
墨
で
書
か
れ
て
い
る
。
文
永
本

で
は
、
新
点
は
朱
で
書
か
れ
て
い
る
。
一
方
、
寛
元
本
の
方
は
、
新
点
の
墨
色
、
付
訓
位
置
と
も
に
明
示

さ
れ
て
い
な
い
（
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
書
志

。
武
田
氏
は
、
寛
元
本
で
の
新
点
の
付
訓
位
置
は
不
明

』
）

と
し
な
が
ら
も
、
墨
色
に
つ
い
て
は
朱
で
付
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
だ
が
、
寛
元
本
の

奥
書
で
、
訂
正
訓
の
墨
色
、
付
訓
位
置
が
明
示
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
新
点
の
墨
色
、
付
訓
位
置
が
こ
と
さ

ら
書
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
む
し
ろ
、
寛
元
本
の
新
点
は
、
他
の
一
般
の
訓
と
同
様

に
、
墨
で
歌
本
文
の
右
傍
ら
に
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
な
い
か
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
は
、

現
状
の
紀
州
本
の
新
点
の
付
さ
れ
方
と
合
致
す
る
。
紀
州
本
に
お
い
て
、
仙
覚
の
訂
正
訓
が
寛
元
本
の
方

針
と
完
全
に
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
そ
の
こ
と
を
支
え
に
、
紀
州
本
の
新
点
の
付
さ
れ
方

（
歌
本
文
の
右
に
墨
で
付
す
）
は
寛
元
本
に
一
致
す
る
と
推
測
出
来
る
の
で
は
な
い
か
。

す
な
わ
ち
、
紀
州
本
は
、
仙
覚
校
訂
本
の
中
で
も
、
寛
元
本
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
本
で
あ
る
こ
と
が

知
ら
れ
る
。四

他
の
仙
覚
本
の
要
素

右
の
よ
う
に
、
紀
州
本
に
は
、
訓
の
書
き
入
れ
と
い
う
面
で
、
あ
き
ら
か
に
仙
覚
校
訂
本
、
そ
の
中
で

も
寛
元
本
の
影
響
が
看
取
さ
れ
た
。
し
か
し
、
紀
州
本
の
仙
覚
校
訂
本
の
影
響
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
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上
図
は
、
先
に
掲
げ
た
紀
州
本
巻
三
、
二
六
九

の
第
一
句
の
拡
大
図
で
あ
る
。
歌
本
文
の
左
に
朱

で
仙
覚
訂
正
訓
「
シ
ノ
ヒ
ニ
ハ
」
が
見
ら
れ
る
。

、

、

し
か
し

朱
の
書
き
入
れ
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く

「
不
見
」
の
間
に
あ
る
レ
点
（
雁
金
点
）
も
朱
で

付
さ
れ
て
い
る
。
第
一
句
だ
け
で
な
く
、
こ
の
歌

に
は
合
計
四
箇
所
の
朱
の
レ
点
が
認
め
ら
れ
る
。

紀
州
本
の
朱
の
レ
点
は
、
先
に
述
べ
て
き
た
仙
覚
訂
正
訓
が
見
ら
れ
る
範
囲
、
す
な
わ
ち
巻
四
ま
で
に
は

お
お
む
ね
認
め
ら
れ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
朱
の
レ
点
も
仙
覚
校
訂
本
の
影
響
か
と
推
測
さ
れ
る
。
左
が
同

じ
歌
の
西
本
願
寺
本
の
図
版
で
あ
る
（
注
４

。
）

同
じ
よ
う
に
朱
の
レ
点
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
（
注
５

。
こ
の
よ
う
な
歌
本
文
の
レ
点
は
、
寛
元
本

）

系
統
と
さ
れ
る
神
宮
文
庫
本
に
も
見
る
こ
と
が
出
来
、
仙
覚
本
全
般
の
特
徴
と
い
え
る
。
一
方
、
非
仙
覚

本
系
統
の
本
に
於
い
て
は
、
平
仮
名
訓
本
諸
本
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
ま
た
、
紀
州
本
と
同
じ
片
仮

名
訓
本
系
統
の
本
で
も
、
廣
瀬
本
、
春
日
本
、
古
葉
略
類
聚
鈔
な
ど
に
は
見
ら
れ
な
い
。

す
る
と
、
紀
州
本
に
見
ら
れ
る
歌
本
文
の
朱
の
レ
点
も
、
や
は
り
仙
覚
校
訂
本
の
影
響
に
よ
る
も
の
と

い
え
よ
う
。
お
そ
ら
く
は
、
仙
覚
訂
正
訓
の
朱
の
書
き
入
れ
も
、
朱
の
レ
点
も
、
仙
覚
本
か
ら
書
き
入
れ

ら
れ
る
と
き
に
同
時
に
移
入
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

仙
覚
の
訂
正
訓
だ
け
で
な
く
、
歌
本
文
の
レ
点
も
移
入
さ
れ
て
い
る
と
な
る
と
、
紀
州
本
の
仙
覚
本
と

の
関
係
は
か
な
り
深
い
も
の
で
あ
る
こ
と
が
予
想
出
来
る
。
こ
の
他
に
も
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
注
記
も

仙
覚
本
の
影
響
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
図
版
は
、
右
に
挙
げ
た
紀
州
本
巻
三
、
二
六
九
の
直
前
の
二
六
八
の
部
分
で
あ
る
。

題
詞
の
「
長
屋
王
故
郷
哥
一
首
」
の
廻
り
を
取
り
囲
む
よ
う
に
朱
で
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
。
翻
刻
す

れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

右
大
臣
従
二
位
長
屋
王
天
武
天
皇
孫
太
政
大
臣
高
市
王
男
也

養
老
五
年
叙
二
位
任
右
大
臣

元
正

図
版
：
紀
州
本

巻
三
、
二
六
九

図
版
：
西
本
願
寺
本

巻
三
、
二
六
九

図
版
：
紀
州
本

巻
三
、
二
六
八
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神
亀
元
年
正
二
位
左
大
臣

聖
武

天
平
元
年
二
月
謀
反
被
誅
年
四
十
六

次
に
示
す
の
は
、
西
本
願
寺
本
の
同
じ
部
分
で
あ
る
。

ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
朱
の
注
記
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
注
記
も
又
、
神
宮
文
庫
本
に
も
見
ら
れ
、
寛
元
本
、
文

永
本
と
い
う
仙
覚
本
全
体
の
特
徴
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
紀
州
本
の
こ
の
注
記
も
、
仙
覚
本
か
ら
の

移
入
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
朱
の
注
記
も
、
や
は
り
、
紀
州
本
の
巻
四
ま
で
の
範
囲
で
見
ら

れ
る
。

こ
の
よ
う
な
注
記
が
見
ら
れ
る
の
は
、
繰
り
返
し
述
べ
る
よ
う
に
紀
州
本
の
巻
四
ま
で
で
あ
る
が
、
そ

の
範
囲
の
中
で
は
、
仙
覚
本
の
記
述
内
容
を
克
明
に
移
入
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

五

仙
覚
訂
正
訓
を
持
つ
片
仮
名
訓
本

右
の
よ
う
に
、
紀
州
本
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
に
中
で
は
、
他
の
諸
本
と
異
な
り
、
仙
覚
校
訂
本
の
訂

正
訓
な
ど
の
要
素
を
移
入
し
て
い
る
点
で
大
き
な
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
現
存
す
る
片
仮
名
訓
本
系
統
で
、

紀
州
本
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
本
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
紀
州
本
は
片
仮
名
訓
本
系
統

で
も
特
異
な
本
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
ま
と
ま
っ
た
伝
本
だ
け
で
な
く
、
断
簡
に
ま
で

及
ぼ
せ
ば
、
事
情
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
。
次
に
示
す
の
は
、
先
に
見
た
巻
三
、
二
六
九
を
持
つ
あ
る

断
簡
で
あ
る
。

右
は
、
柘
枝
切
（
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
）
で
あ
る
。
柘
枝
切
は
、
佐
佐
木
信
綱
氏
（

父
子
草
』

『

つ
み
の
え
ぎ
れ

昭
和
一
九
年
等
）
に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
片
仮
名
傍
訓
の
万
葉
集
伝
本
の
断
簡
で
あ
る
。
佐
佐
木
氏
が
紹

介
し
た
時
点
で
は
、
ツ
レ
も
な
い
天
下
に
唯
一
の
切
で
あ
っ
た
が
、
平
成
十
三
年
に
も
う
一
枚
が
早
稲
田

大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
に
調
査
が
進
み
、
現
在
で
は
五
枚
の
存
在
が
確
認
さ

れ
、
そ
の
性
格
も
明
ら
か
に
成
り
つ
つ
あ
る
（
拙
稿
「
柘
枝
切
万
葉
集
考
」
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研

究
所
年
報
第
二
号
平
成
二
二
年
三
月
・

柘
枝
切
万
葉
集
の
性
格
」
同
年
報
第
五
号
平
成
二
五
年
三
月

「

注
６

。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
柘
枝
切
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
一
種
と
考
え
ら
れ
、
現
在
巻
三
、
四
、
十

）

九
の
三
巻
の
残
存
が
認
め
ら
れ
る
。
右
の
図
版
で

も
目
立
つ
の
は
、
第
一
句
の
歌
本
文
左
の
朱
の
訓
で

あ
る

「
シ
ノ
ヒ
ニ
ハ
」
と
い
う
訓
は
、
付
訓
位
置
も
墨
色
も
ま
っ
た
く
紀
州
本
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま

。
、

、

、

、

。

り

柘
枝
切
で
は

仙
覚
訂
正
訓
が

紀
州
本
と
同
じ
位
置
に

同
じ
墨
色
で
付
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

図
版
：
西
本
願
寺
本

巻
三
、
二
六
八

図
版
：
柘
枝
切

巻
三
、
二
六
九
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現
存
す
る
柘
枝
切
は
、
残
存
五
枚
（
十
二
首
）
の
中
に
仙
覚
訂
正
訓
に
相
当
す
る
訓
は
計
十
箇
所
存
し
、

九
箇
所
に
仙
覚
訂
正
訓
が
朱
で
付
さ
れ
て
い
る
。
断
簡
の
残
存
量
は
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
、
三
つ
の
巻
の

残
存
し
て
い
る
部
分
で
ほ
ぼ
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
仙
覚
訂
正
訓
を
朱
で
書
き
入
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る

と
、
本
来
二
十
巻
が
残
っ
て
い
た
ら
、
全
巻
で
同
様
の
書
き
入
れ
が
あ
っ
た
可
能
性
が
想
定
出
来
る
。
し

か
も
、
先
に
掲
げ
た
図
版
で
は
、
歌
本
文
に
朱
の
レ
点
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
付
さ
れ
方
も
紀
州
本
と
同
じ

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
柘
枝
切
も
、
同
じ
く
片
仮
名
訓
本
系
統
で
、
仙
覚
本
の
訂
正
訓
や
歌
本
文
の

レ
点
を
持
つ
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
す
る
と
、
片
仮
名
訓
本
系
統
で
、
紀
州
本
の
よ
う
に
仙
覚
訂

正
訓
を
有
す
る
本
は
、
他
に
も
仲
間
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

万
葉
集
の
片
仮
名
傍
訓
の
断
簡
を
見
て
行
く
と
、
他
に
も
同
様
の
特
徴
を
持
つ
も
の
が
存
す
る
。
次
に

掲
げ
た
の
は
、
甲
が
後
京
極
様
切
、
乙
が
伝
弘
誓
院
教
家
筆
切
で
あ
る
。

甲

後
京
極
様
切
（
お
茶
の
水
図
書
館
蔵
）
巻
七
、
一
二
六
五

乙

伝
弘
誓
院
教
家
筆
切
（
個
人
蔵
）
巻
三
、
四
〇
一
～
四
〇
三

甲
は
、
後
京
極
様
切
の
巻
七
の
一
二
五
六
で
あ
る
。
結
句
「
他
廻
来
毛
」
は
、
右
に
墨
で
「
ホ
カ
マ
ハ

リ
ク
モ
」
と
あ
り
、
左
に
朱
で
「
タ
モ
ト
ホ
リ
」
と
訓
が
あ
る
。
こ
の
「
タ
モ
ト
ホ
リ
」
は
、
仙
覚
の
訂

正
訓
で
あ
る
。
片
仮
名
傍
訓
の
本
で
、
仙
覚
の
訂
正
訓
が
歌
本
文
の
左
に
朱
で
付
さ
れ
て
い
る
点
は
、
先

の
柘
枝
切
と
同
じ
特
徴
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
後
京
極
様
切
は
、
現
存
す
る
の
は
い
ず
れ
も
巻
七
、
五
枚

十
三
首
分
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
の
柘
枝
切
と
ほ
ぼ
同
じ
残
存
状
況
で
あ
る
が
、
こ
の
範
囲
で
、
仙
覚
訂
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、

。

、

、

、

正
訓
は

今
見
た
一
箇
所
に
過
ぎ
な
い

す
な
わ
ち

後
京
極
様
切
で
は

今
に
残
る
部
分
は
一
箇
所
で

そ
こ
に
朱
訓
が
存
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
歌
の
第
三
句
「
道
者
雖
有
」
の
「
雖
」
と

「
有
」
と
の
間
に
朱
で
レ
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
後
京
極
様
切
で
は
、
残
っ
て
い
る
部
分
の
ほ
と
ん
ど
に

こ
の
朱
の
レ
点
が
見
ら
れ
る
。

次
の
乙
は
、
伝
弘
誓
院
教
家
筆
切
（
巻
三
、
四
〇
一
～
四
〇
三
）
で
あ
る
。
こ
の
切
は
、
当
該
切
が
唯

一
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
切
で
は
、
第
三
行
の
四
〇
三
の
第
一
句
「
山
守
者
」
の
左
に
朱
で
「
モ
リ

、
」

第
六
行
の
四
〇
三
の
第
二
句
「
欲
見
其
玉
乎
」
の
左
に
朱
で
「
ホ
リ
ス
ル
」
と
訓
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら

は
い
ず
れ
も
仙
覚
訂
正
訓
で
あ
る
。
こ
の
範
囲
に
は
、
他
に
訂
正
訓
は
な
い
。
こ
の
切
で
は
、
朱
で
は
な

い
も
の
の
、
歌
本
文
に
レ
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。

以
上
、
三
種
類
の
古
筆
切
は
、
い
ず
れ
も
残
存
数
が
五
枚
（
柘
枝
切

、
五
枚
（
後
京
極
様
切

、
一

）

）

枚
（
伝
弘
誓
院
教
家
筆
切
）
と
わ
ず
か
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
残
っ
て
い
る
部
分
に
は
ほ
と
ん
ど
に

お
い
て
、
仙
覚
訂
正
訓
が
朱
で
付
さ
れ
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
し
か
も
、
三
首
の
切
い
ず
れ

に
も
レ
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
古
筆
切
は
、
残
さ
れ
た
部
分
は
少
な
く
、
そ
こ
か
ら
全
体
の
姿
を

想
定
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、
当
面
の
三
種
類
の
切
は
、
残
存
量
も
本
当

。

、

、

、

に
僅
か
で
あ
る

だ
が

こ
れ
ら
に
残
る
特
徴
は

三
種
類
の
切
と
も
に
現
存
す
る
部
分
だ
け
で
は
な
く

他
の
部
分
に
も
広
が
り
を
持
つ
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
よ
う
な
残
り
方
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
片

仮
名
訓
本
に
は
、
紀
州
本
の
他
に
も
仙
覚
訂
正
訓
な
ど
が
書
き
入
れ
ら
れ
た
伝
本
が
複
数
存
し
て
い
た
こ

と
に
な
る
。
す
る
と
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
中
に
、
仙
覚
の
訂
正
訓
や
レ
点
が
付
さ
れ
て
い
た
伝
本
が
グ

ル
ー
プ
と
し
て
存
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

六

片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
グ
ル
ー
プ

片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
は
、
当
面
の
紀
州
本
の
他
に
廣
瀬
本
、
春
日
本
、
古
葉
略
類
聚
鈔
な
ど
が
あ

る
（
伝
本
と
し
て
の
諸
特
徴
が
わ
か
り
に
く
い
た
め
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
は
除
外
し
て
い
る

。
）

次
に
掲
げ
る
の
は
、
先
に
紀
州
本
で
挙
げ
た
巻
三
、
二
六
九
の
廣
瀬
本
の
画
像
で
あ
る
。

廣
瀬
本
の
場
合
、
朱
の
書
き
入
れ
は
、
江
戸
時
代
以
降
の
書
き
入
れ
で
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
内
容
と

は
関
わ
ら
な
い
（
本
書
第
三
章
付
属
論
文
②
「
廣
瀬
本
万
葉
集
の
信
頼
性

。
つ
ま
り
、
廣
瀬
本
の
本

」
）

来
の
書
写
内
容
に
は
、
紀
州
本
の
よ
う
な
仙
覚
訂
正
訓
の
書
き
入
れ
も
な
け
れ
ば
、
歌
本
文
の
レ
点
も
な

い
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
先
に
挙
げ
た
春
日
本
、
古
葉
略
類
聚
鈔
に
も
そ
れ
ら
の
要
素
は
見
ら

れ
な
い
。
つ
ま
り
、
片
仮
名
訓
本
系
統
で
も
、
廣
瀬
本
、
春
日
本
、
古
葉
略
類
聚
鈔
な
ど
の
諸
本
に
は
、

仙
覚
本
か
ら
の
書
き
入
れ
の
痕
跡
は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
三
本
の
う
ち
、
廣
瀬
本
と

春
日
本
と
は
、
歌
本
文
、
訓
な
ど
が
他
本
の
中
で
酷
似
し
て
い
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
（
本
書
第
三
章
付

属
論
文
①
「
春
日
本
万
葉
集
の
再
検
討

。
ま
た
、
春
日
本
と
古
葉
略
類
聚
鈔
と
は
、
同
じ
中
臣
祐
定

」
）

に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
、
類
題
別
万
葉
歌
集
と
そ
の
底
本
と
い
う
関
係
に
あ
る
（
吉
永
登
「
古
葉
略
類
聚
鈔

考

『
万
葉

通
説
を
疑
う
』
初
出
昭
和
二
二
年

。
い
ず
れ
も
伝
本
と
し
て
き
わ
め
て
近
い
関
係
に
あ

」

）

図
版
：
廣
瀬
本

巻
三
、
二
六
九
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る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
先
掲
「
春
日
本
万
葉
集
の
再
検
討
」
で
言
及
し
た
よ
う
に
、
紀
州
本
は
、
春

日
本
、
廣
瀬
本
の
本
文
等
の
近
い
関
係
と
は
一
部
分
を
除
き
、
関
わ
ら
な
い
。

右
の
よ
う
に
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
諸
本
の
う
ち
、
仙
覚
本
の
書
き
入
れ
の
有
無
と
い
う
点
で
、
廣
瀬

本
、
春
日
本
、
古
葉
略
類
聚
鈔
の
三
本
と
紀
州
本
と
は
対
立
し
、
そ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
本
文
や
訓

の
類
似
と
い
う
点
に
お
い
て
も
対
立
す
る
こ
と
が
確
認
出
来
た
。
ま
た
、
紀
州
本
の
特
徴
で
あ
る
仙
覚
本

の
書
き
入
れ
は
、
現
在
本
と
し
て
伝
来
す
る
も
の
は
な
い
が
、
古
筆
切
と
し
て
三
種
類
の
本
に
見
る
こ
と

。

、

、

。

が
出
来
る

す
な
わ
ち

片
仮
名
訓
本
系
統
は

次
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
分
け
を
す
る
こ
と
が
出
来
よ
う

Ａ

廣
瀬
本

春
日
本

古
葉
略
類
聚
鈔

Ｂ

紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）

〈
柘
枝
切

後
京
極
様
切

伝
弘
誓
院
教
家
筆
切
〉

Ａ
グ
ル
ー
プ
の
廣
瀬
本
は
、
現
存
す
る
片
仮
名
訓
本
系
統
の
中
で
は
唯
一
の
片
仮
名
別
提
訓
の
本
で
あ

る
（
同
一
系
統
の
細
井
本
巻
四
・
五
・
六
な
ど
は
廣
瀬
本
と
一
種
と
し
て
考
え
る

。
そ
の
廣
瀬
本
は
、

）

巻
二
の
長
歌
訓
の
様
相
な
ど
か
ら
、
片
仮
名
訓
本
系
統
で
も

も
早
い
時
期
の
形
態
を
有
し
て
い
る
と
推

定
さ
れ
る
（
本
書
第
三
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
廣
瀬
本
の
位
置

。
な
ら
ば
、
そ
の
廣
瀬

」
）

本
と
本
文
な
ど
が
よ
く
似
て
い
る
Ａ
グ
ル
ー
プ
の
本
は
片
仮
名
訓
本
系
統
の
な
か
で
も
比
較
的
初
期
の
伝

。

、

、

、

本
と
云
う
こ
と
に
な
ろ
う

一
方

Ｂ
グ
ル
ー
プ
は

仙
覚
本
の
影
響
が
あ
る
と
い
う
点
を
考
慮
す
れ
ば

寛
元
期
の
校
訂
作
業
（
寛
元
本
の
完
成
は
寛
元
五
年
１
２
４
７
）
以
降
の
本
（
少
な
く
と
も
、
書
き
入
れ

が
付
さ
れ
た
時
点
で
は
）
と
限
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
で
、
仙
覚
本
成
立
よ
り
後

の
書
写
の
本
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
本
は
か
な
り
後
の
本
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
Ａ
，
Ｂ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
時
間
軸
に
置
い
た
場
合
、
Ａ
が
先
、
Ｂ
が

後
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。

非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
は
、
長
歌
訓
の
分
布
を
共
有
す
る
同
一
系
統
の
伝
本
群
で
あ
る
が
、
以
上

の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
廣
瀬
本
を
中
心
と
す
る
Ａ
グ
ル
ー
プ
と
紀
州
本
を
中
心
と
す
る
Ｂ
グ
ル
ー
プ
の
二

つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

注１

『
校
本
万
葉
集
』
の
時
点
で
は
、
紀
州
本
は
「
神
田
本
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
。
が
、
現
在
は
、
紀
州

本
の
名
称
が
一
般
で
あ
る
た
め
、
紀
州
本
の
呼
称
を
使
用
す
る
。

２

仙
覚
本
の
奥
書
は
漢
文
で
あ
る
。
仙
覚
文
永
本
の
場
合
は
、
引
用
は

『
万
葉
集
総
釈

（
巻
二
十
）

、

』

所
収
の
奥
書
の
書
き
下
し
文
に
よ
る
。

３

仙
覚
寛
元
本
の
奥
書
は

『
仙
覚
全
集
』
所
収
の
寛
元
本
奥
書
に
よ
り
、
そ
の
漢
文
を
私
に
読
み
下

、

し
た
。

４

西
本
願
寺
本
の
図
版
は
、
竹
柏
会
刊
複
製
本
（
昭
和
八
年
）
を
使
用
し
た
。
以
下
同
じ
。

５

た
だ
し
、
西
本
願
寺
本
で
は
、
第
一
句
は
「
シ
ノ
ヒ
ニ
ハ
」
と
い
う
訓
で
あ
る
た
め
、
こ
の
句
の
歌

本
文
に
は
レ
点
が
な
い
。
が
、
他
の
歌
本
文
に
は
レ
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。

６

平
成
二
六
年
十
月
の
段
階
で
さ
ら
に
三
枚
見
出
さ
れ
て
い
る
。

（
初
出
「
柘
枝
切
万
葉
集
考
」
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報
第
二
号

平
成
二
〇
年
三
月
を
大

幅
に
書
き
直
し
）
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第
三
章

片
仮
名
訓
本
系
統
内
で
の
諸
本
の
位
置

付
属
論
文
①

春
日
本
万
葉
集
の
再
検
討

一

春
日
本
万
葉
集
は
、
寛
元
元
年
（
一
二
四
三
）
か
ら
同
二
年
に
か
け
て
、
奈
良
の
春
日
若
宮
社
の
神
主

中
臣
祐
定
（
後
に
祐
茂
と
改
称
）
に
よ
っ
て
写
さ
れ
た
伝
本
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
現
存
の
『
万
葉
集
』

の
伝
本
の
中
で
は
、
桂
本
な
ど
平
安
期
に
書
写
さ
れ
た
数
種
類
の
伝
本
に
次
い
で
書
写
が
古
く
、
き
わ
め

て
価
値
の
高
い
伝
本
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
は
、
資
料
と
し
て
扱
い
に
く
い
一
面
を
持
つ
こ
と
が
災

い
し
て
か
、
昭
和
二
十
年
前
後
に
い
く
つ
か
の
貴
重
な
研
究
が
発
表
さ
れ
て
以
後
、
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ

る
こ
と
な
く
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
本
が
『
万
葉
集
』
の
伝
本
の
中
に
お
い
て
ど
の
本

に
近
い
か
と
い
う
位
置
付
け
な
ど
は
、
先
行
研
究
に
よ
り
あ
る
程
度
の
見
通
し
は
得
ら
れ
る
も
の
の
、
そ

の
見
通
し
は
い
ま
だ
十
分
に
検
証
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
現
状
で
あ
ろ
う
。
か
よ
う
に
研
究
の
進
展

が
十
分
で
な
い
ま
ま
、
昭
和
五
十
五
年
か
ら
五
十
七
年
に
か
け
て
『
校
本
万
葉
集
』
の
〈
新
増
補
〉
に
お

い
て
そ
れ
ま
で
の
七
倍
に
あ
た
る
歌
数
が
校
合
に
加
え
ら
れ
た
（
さ
ら
に
昭
和
五
十
七
年
〈
補
遺

・
平

〉

成
七
年
〈
追
補
〉
と
順
次
追
加
さ
れ
て
い
る

。
こ
れ
に
よ
り
調
査
で
き
る
歌
数
が
七
倍
に
な
っ
た
こ
と

）

を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
が
（
後
述

、
春
日
本
を
知
る
上
で
情
報
量
が
著
し
く
増
加
し
た
こ
と
は
た
し

）

か
で
あ
ろ
う
。
先
行
の
諸
研
究
が
き
わ
め
て
限
ら
れ
た
歌
数
を
も
っ
て
春
日
本
の
性
格
を
把
握
し
よ
う
と

し
て
い
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
増
補
さ
れ
た
部
分
を
加
え
て
、
今
一
度
春
日
本
の
本
文
を
検
討
し
て
、
他

の
伝
本
と
の
関
係
を
考
え
直
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
よ
う
。

ま
た
、
現
存
の
『
万
葉
集
』
の
伝
本
は
、
仙
覚
が
校
訂
し
た
本
の
系
統
（
い
わ
ゆ
る
仙
覚
系
）
以
外
の

本
（
い
わ
ゆ
る
非
仙
覚
本
系
）
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
書
写
系
統
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
ら
ず
、
諸
本

の
関
係
は
、
本
文
の
比
較
な
ど
か
ら
相
対
的
に
測
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
、
非
仙

覚
本
系
の
伝
本
と
し
て
は
じ
め
て
完
本
で
あ
る
広
瀬
本
の
存
在
が
公
表
さ
れ
た
（
平
成
五
年

。
諸
本
間

）

の
関
係
が
相
対
的
な
本
文
の
比
較
で
測
ら
れ
て
い
る
以
上
、
広
瀬
本
の
よ
う
な
重
要
な
伝
本
が
現
れ
た
場

合
、
諸
本
の
相
関
図
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
必
至
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
瀬
本
を
加
え
て
、
非
仙

覚
本
系
の
諸
本
全
体
の
関
係
に
つ
い
て
再
考
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
し
、
そ
の
一
環
と
し
て
是
非
と
も

春
日
本
の
本
文
に
つ
い
て
も
改
め
て
検
討
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。
右
の
よ
う
な
諸
々
の
情
況

を
考
慮
す
る
と
、
春
日
本
の
再
検
討
に
は
十
分
に
新
し
い
意
義
が
存
す
る
。

二

春
日
本
の
本
文
を
検
討
す
る
前
に
、
春
日
本
自
体
に
つ
い
て
簡
単
に
説
明
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
こ
の
本
の
伝
存
状
況
が
他
本
と
は
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
春
日
本
は
先
述
の
ご
と

く
、
中
臣
祐
定
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
た
本
で
あ
る
が

『
校
本
万
葉
集

（
増
補
、
昭
和
七
年
）
な
ど
が

、

』

述
べ
る
よ
う
に
、
現
存
の
姿
は
き
わ
め
て
特
異
な
形
を
し
て
い
る
。
そ
れ
を
か
い
つ
ま
ん
で
説
明
す
れ
ば

次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
祐
定
は
『
万
葉
集
』
を
書
写
す
る
に
あ
た
り
、
当
時
、
春
日
大
社
、
興
福

寺
等
の
神
官
・
僧
侶
達
が
詠
ん
だ
和
歌
懐
紙
の
紙
背
を
用
い
て
、
そ
れ
を
二
ツ
折
に
し
て
写
し
た
。
そ
し

て
、
そ
れ
を
袋
綴
じ
に
し
て
冊
子
に
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
世
、
裏
の
和
歌
懐
紙
が
注
目
さ
れ
（

春
日

「

懐
紙
」
と
称
せ
ら
れ
る

、
綴
じ
が
は
ず
さ
れ
、
懐
紙
の
形
に
戻
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
懐
紙
の
面
が
珍
重

）
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さ
れ
る
あ
ま
り
、
裏
の
『
万
葉
集
』
の
部
分
が
削
ら
れ
る
場
合
も
多
々
存
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
知
ら
れ

る
限
り
の
春
日
本
は
す
べ
て
一
枚
一
枚
の
懐
紙
の
形
に
な
っ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
『
万
葉
集
』
の
面
は

、

、

。

除
去
さ
れ
て
い
て

あ
ま
つ
さ
え

そ
ち
ら
の
面
に
裏
打
ち
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い

『
校
本
万
葉
集

〈
新
増
補
〉
は
、
多
く
の
懐
紙
（
四
六
枚
）
を
追
加
し
て
い
る
が
、
全
面
的
に
校
合
資

』

料
と
し
て
使
え
る
も
の
は
、
そ
の
う
ち
の
四
割
弱
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
点
で
春
日
本
は
、
伝
本
と
し
て
ま

こ
と
に
不
幸
な
来
歴
を
持
っ
た
本
と
言
え
よ
う
。

現
存
の
春
日
本
の
分
布
を
次
に
示
す
。

巻
（
枚
数
）

可
読
歌
数

一
部
可
読
歌
数

不
可
読
歌
数

計

五
（

）

首

首

首

首

4

10

3

11

24

六
（

）

首

首

首

首

10

14

20

10

44

七
（

）

首

首

首

首

9

31

68

16

115

八
（

）

首

首

首

首

8

30

22

5

57

九
（

）

首

首

首

1

0

6

7

13

十
（

）

首

首

1

0

15

0

15

（

）

首

首

首

十
三

3

0

10

4

14

（

）

首

首

首

十
四

5

0

34

11

45

（

）

首

首

首

首

十
九

5

5

2

14

21

（

）

首

首

首

首

二
十

12

44

29

11

84

計
（

）

首

首

首

首

58

134

209

89

432

目
録
六
枚
分
（
巻
六
・
七
・
八
）
を
含
む

現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、
巻
五
～
十
と
巻
十
三
、
十
四
、
十
九
、
二
十
の
十
巻
で
、
懐
紙
の
数
に
し
て

（

）
。

、

、

五
八
枚
に
な
る

歌
数
で
言
う
と
お
よ
そ
四
三
二
首
分
が
存
す
る
計
算
に
な
る
が

表
の
よ
う
に

1

は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
歌
数
は
一
三
四
首
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
は
、
一
部
が
読
め
る
歌
（
表
で
は
「
一
部

可
読
歌

）
と
、
存
在
は
確
認
で
き
る
が
ま
っ
た
く
読
め
な
い
歌
（
表
で
は
「
不
可
読
歌

）
と
な
っ
て

」

」

い
る

「
一
部
可
読
歌
」
の
中
に
は
一
首
の
半
分
以
上
判
読
で
き
る
例
も
あ
る
が
、
そ
の
大
多
数
は
辛
う

。

じ
て
一
部
分
が
読
み
取
れ
る
程
度
で
あ
る
。

右
の
表
は
『
校
本
万
葉
集

〈
増
補

〈
新
増
補

〈
補
遺

〈
追
補
〉
の
記
載
に
従
っ
て
い
る
。
同
書

』

〉

〉

〉

の
記
載
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
限
り
原
本
な
い
し
写
真
等
に
よ
り
確
認
を
行
っ
た
が
（

、
所
蔵
者
の

）
2

移
動
な
ど
の
事
情
に
よ
り
、
今
な
お
原
本
の
状
況
を
確
認
で
き
な
い
懐
紙
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
一
方
、

『
校
本
万
葉
集
』
で
校
合
さ
れ
て
い
な
い
部
分
で
新
た
に
判
読
で
き
た
事
例
も
あ
り
、
ま
た

〈
追
補
〉

、

以
降
に
発
見
さ
れ
た
懐
紙
群
も
存
す
る
（

『
校
本
万
葉
集
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
懐
紙

）
。

3

を
直
接
参
観
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
る
し
、
同
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
部
分
や
未
紹
介
の
懐

紙
に
つ
い
て
紹
介
分
析
を
行
い
な
が
ら
、
春
日
本
の
本
文
を
検
討
す
る
の
は
、
一
本
の
論
文
と
し
て
は
煩

瑣
に
す
ぎ
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
ひ
と
ま
ず
『
校
本
万
葉
集
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
範
囲
で

検
討
を
行
い
、
春
日
本
に
関
わ
る
懐
紙
全
体
の
整
理
、
新
資
料
等
の
紹
介
な
ど
は
別
の
機
会
に
譲
る
（
補

注

。
）

、

『

』

。

以
下

春
日
本
が

万
葉
集

の
諸
伝
本
の
中
で
い
か
な
る
位
置
に
あ
る
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る

な
お
、
先
述
の
通
り

『
万
葉
集
』
の
伝
本
は
、
仙
覚
系
と
非
仙
覚
本
系
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
春
日
本

、
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が
非
仙
覚
本
系
に
属
す
る
こ
と
は
先
行
研
究
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
し
、
以
下
の
検
討
で
も
そ
の
予
測
に

間
違
い
は
な
さ
そ
う
な
の
で
、
検
討
は
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
の
中
で
の
位
置
付
け
に
絞
る
。

そ
う
は
言
っ
て
も
複
数
あ
る
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
の
中
で
、
具
体
的
に
春
日
本
の
位
置
付
け
を
行
う
こ

と
は
簡
単
で
は
な
い
。
従
来
の
研
究
で
も
『
万
葉
集
』
の
諸
本
全
体
の
親
疎
を
明
確
に
し
た
も
の
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
言
っ
て
よ
い
（

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
あ
く
ま
で
春
日
本
を
中
心
と
し
て
、
春
日
本

）
4

が
他
の
諸
本
と
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
か
と
い
う
点
を
考
察
す
る
。
諸
本
の
親
疎
は
ま
ず
第
一
に
本
文
に

現
れ
る
。
そ
こ
で
本
文
の
比
較
が
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が

『
万
葉
集
』
の
伝
本
間
に
お
け
る
本
文
の

、

揺
れ
は
き
わ
め
て
小
さ
い
（
井
手
至
「
現
存
万
葉
集
の
本
文

『
遊
文
録
』
万
葉
集
篇
一
、
初
出
昭
和
四

」

十
三
年

。
こ
と
に
非
仙
覚
本
系
・
仙
覚
系
各
々
の
系
統
の
内
部
で
は
そ
の
傾
向
が
著
し
い
。
そ
こ
で
、

）

春
日
本
が
他
本
に
対
し
て
異
文
を
生
じ
た
場
合
に
注
目
し
、
そ
の
異
文
が
ど
の
本
と
共
通
す
る
か
と
い
う

こ
と
を
調
べ
る
方
法
を
採
る
。
そ
の
一
致
す
る
率
の
高
さ
を
近
さ
の
指
標
に
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
で
あ

る
。
そ
の
際
、
他
の
ど
の
本
と
も
一
致
し
な
い
異
文
は
勘
定
に
入
れ
な
い
。
ま
た
、
春
日
本
が
大
多
数
の

本
と
同
じ
で
も
、
他
に
二
本
以
上
に
共
有
す
る
異
文
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
数
に
加
え
る
。
た
と
え
ば
、

類
聚
古
集
と
古
葉
略
類
聚
鈔
の
二
本
だ
け
が
一
致
す
る
異
文
を
持
つ
場
合
は
、
春
日
本
は
他
の
元
暦
校
本

・
紀
州
本
な
ど
と
一
致
す
る
と
い
う
形
で
数
え
て
い
る
。
先
に
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
非
仙
覚
本
系
の
伝

本
内
で
の
位
置
付
け
を
行
う
た
め
の
調
査
で
あ
る
の
で
、
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
で
本
文
が
一
致
す
る
場
合

に
は
、
仙
覚
系
の
本
文
と
対
立
し
て
い
て
も
問
題
に
し
な
い
。

右
の
よ
う
な
春
日
本
の
異
文
の
一
致
率
の
調
査
を
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
そ
れ

は
、
巻
十
ま
で
と
、
そ
れ
以
降
（
巻
二
十
ま
で
）
と
で
あ
る
。
当
然
さ
よ
う
な
処
置
を
と
る
に
つ
い
て
は

理
由
が
存
す
る
。
非
仙
覚
本
系
の
有
力
な
伝
本
の
一
つ
に
紀
州
本
が
あ
る
（
こ
の
本
は
『
校
本
万
葉
集
』

で
は
神
田
本
と
称
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
一
般
的
と
考
え
ら
れ
る
紀
州
本
の
名
称
を
用
い
る

。
こ
の
本

）

は
二
十
巻
揃
い
の
本
で
あ
る
が
、
巻
十
ま
で
は
非
仙
覚
本
系
、
巻
十
一
以
降
は
仙
覚
系
の
本
文
を
有
し
て

い
る
（

校
本
万
葉
集
』
首
巻

。
従
来
か
ら
も
、
春
日
本
は
、
紀
州
本
の
巻
十
ま
で
と
近
い
関
係
に
あ

『

）

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
春
日
本
の
性
格
を
考
え
る
上
で
鍵
に
な
る
本
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
し

た
が
っ
て
、
紀
州
本
（
非
仙
覚
本
系
）
の
存
す
る
巻
十
ま
で
と
そ
れ
以
降
と
を
便
宜
的
に
分
け
て
考
え
る

こ
と
と
す
る
（

。）
5

。

、

、

次
に
示
す
の
が
巻
十
ま
で
の
春
日
本
の
異
文
の
諸
本
と
の
一
致
率
で
あ
る

な
お

以
下
の
叙
述
で
は

諸
本
名
に
つ
い
て
は

『
校
本
万
葉
集
』
に
用
い
ら
れ
る
略
号
を
適
宜
用
い
る
（
但
し
、
紀
州
本
に
つ
い

、

て
は
、
紀
を
用
い
る

。
）

（
～
巻
十
）

春
日
本
異
文
一
致
率

○
（
完
全
に
一
致
）

△
（
ほ
ぼ
一
致
）

計

金
沢
本

（

％
）

10

6

0

6

60

元
暦
校
本

（

％
）

48

6

0

6

13

類
聚
古
集

（

％
）

67

10

6

16

24

古
葉
略
類
聚
鈔

（

％
）

33

13

2

15

46

紀
州
本

（

％

（

）

）

78

34

10

44

56

6

広
瀬
本

（

％
）

72

55

7

62

86

右
の
表
で
、
各
伝
本
の
す
ぐ
下
に
あ
る
の
が
箇
所
数
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
春
日
本
の
異
文
の
箇
所
と
各
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々
の
伝
本
と
が
重
な
る
数
を
示
す
。
各
伝
本
の
現
存
状
況
に
よ
っ
て
、
春
日
本
と
重
な
る
部
分
は
異
な
っ

て
く
る
。
た
と
え
ば
、
元
暦
校
本
に
は
巻
八
は
現
存
し
な
い
し
、
類
聚
古
集
に
は
各
巻
の
目
録
が
存
在
し

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
異
文
の
一
致
数
で
は
な
く
、
一
致
率
で
親
疎
を
計
ろ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
次

の
○
は
春
日
本
と
異
文
が
一
致
し
た
数
、
下
の
△
は
ほ
ぼ
一
致
し
た
数
を
示
す
（
な
お
、
△
に
つ
い
て
は

後
述
す
る

。
そ
し
て
、
一
番
下
の
数
が
○
△
を
合
わ
せ
た
数

（
）
内
が
一
致
率
で
あ
る
。

）

、

数
字
の
上
で
ま
ず
目
立
つ
の
は
、
広
瀬
本
と
の
一
致
率
の
高
さ
で
あ
る
。
春
日
本
の
異
文
七
八
ケ
所
の

う
ち
広
瀬
本
が
重
な
っ
て
い
る
の
は
七
二
ケ
所
で
あ
る
。
六
ケ
所
欠
け
て
い
る
の
は
、
広
瀬
本
が
巻
八
の

一
部
二
四
八
七
～
九

（

）
と
巻
十
の
後
半
部
（
一
九
七
六
～
二
三
五
〇
）
を
欠
い
て
い
る
た
め
で
あ

）

7

る
。
七
二
ケ
所
の
う
ち
春
日
本
と
一
致
、
あ
る
い
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
の
は
六
二
ケ
所
、
率
に
し
て
八

六
％
に
及
ぶ
。
ほ
ぼ
九
割
に
近
い
一
致
率
で
あ
る
。
次
に
位
置
す
る
金
沢
本
・
紀
州
本
な
ど
が
六
割
程
度

で
あ
る
か
ら
、
広
瀬
本
の
数
値
は
他
を
圧
倒
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
広
瀬
本
が
他
の
諸
本
に

比
べ
て
、
き
わ
め
て
春
日
本
に
近
似
し
た
本
文
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

こ
の
二
本
の
近
さ
は
、
二
本
の
み
が
一
致
す
る
異
文
の
例
を
見
る
と
よ
り
明
確
に
な
る
。
春
日
本
と
他

の
一
本
が
共
通
の
異
文
を
持
つ
例
は
、
他
に
紀
州
本
と
が
七
例
、
古
葉
略
類
聚
鈔
と
が
一
例
見
ら
れ
る
だ

け
で
、
そ
の
他
の
伝
本
と
の
間
に
は
見
ら
れ
な
い
。
し
か
も
、
紀
州
本
と
の
場
合
の
七
例
は
、
そ
の
う
ち

四
例
ま
で
が
、
先
に
述
べ
た
巻
八
・
十
の
広
瀬
本
の
欠
落
部
に
あ
た
る
（

一
四
八
七
×

例
・

一
四

8

2

8

八
八
・

二
一
九
二

。
春
日
本
と
広
瀬
本
と
の
高
い
一
致
率
を
考
え
る
と
、
こ
の
四
例
に
つ
い
て
も
、

）

10

純
粋
に
春
日
本
と
紀
州
本
と
の
二
本
の
み
の
共
通
異
文
と
は
言
い
切
れ
ぬ
面
も
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の

―

～

が
春
日
本
と
広
瀬
本
二
本
の
み
の
共
通
異
文
の
事
例
で
あ
る
。

( )a

( )1

( )14

―

八
八
三

訓

「
於
登
尓
吉
岐
」

ヲ

ト

ニ

キ

ク

( )a

( )1
5

1

（
オ
ト
ニ
キ
ク
）
／

（
お
と
に
き
ゝ
）

。

○

類

紀

広

キ

（
ヲ
ト
ニ
キ
ヽ
）

古

ク

サ
ヨ
歟

―

八
八
三

訓

「
佐
容
比
売
我
」

ヤ

マ

ヒ

メ

カ

( )a

( )2
5

3

（
ヤ
マ
ヒ
メ
カ
）
／

（
さ
よ
ひ
め
か
）

。

○

類

古
紀

広

或

サ

ヨ

―

九
〇
九

訓

「
白
木
綿

花

」

シ
ラ

ユ

フ

ハ
ナ
ノ

( )a

( )3
6

2

（

）

）

。

（

）

○

金

類
古

古

紀

元

広

シ
ラ
ユ
フ
ハ
ナ
ノ

／

し
ら
ゆ
ふ
は
な
に

し
ら
ゆ
き
は
な
に

（

一

二

、

、

ニ

―

九
一
〇

本
文

「
瀧
之
河
内
者
」

、

( )a

( )4
6

4

／

（
瀧
乃
河
内
者
）

。

（
訓
の
み

（

）

○

金

元
類
古

紀

古

広

二

一

）

、

8

開
歟

―

九
一
二

本
文

「
聞
来
受
屋
」

( )a

( )5
6

5

（
聞
来
受
屋
）
／

（
開
来
受
屋
）

。

（
訓
の
み
）

○

金

元
類
紀

古

広

開

―

一
〇
五
一

一
云

ナ
シ

( )a

( )6
6

／

（
一
云
此
跡
標
刺
）

。

○

元

類
古
紀

広
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―

一
二
〇
三

本
文
訓

「
奥
津
白
浪
」

ヲ
キ

ツ

シ
ラ
ナ
ミ

( )a

( )7
7

5

／

（
奥
津
白
玉
）

。

（
ヲ
キ
ツ
シ
ラ
タ
マ
・
訓
の
み
）

○

元

類
紀

古

広

お
き

つ

し
ら
た
ま

―

一
二
〇
六

訓

「
部
都
藻
纏
持
」

ツ
マ
ヲ
ル
マ
キ

モ

チ

( )a

( )8
7

2

△

元

類

紀
古

広

（
ツ
マ
モ
ル
マ
キ
モ
テ
）
／

（
へ
つ
も
ま
き
も
ち

。

（
へ
つ
も
ま
き
も
て
）

）

ツ

モ

マ

キ

モ

チ

テ

―

一
二
〇
六

本
文

「
依
来
土
万
居
尓
」

ヨ
リ

ク

ト

モ

キ
ミ

ニ

( )a

( )9
7

3
4

／

（
依
来
十
方
君
尓
）

。

（
依
来
共
君
尓
）

○

元

類
紀

古

広

―

一
二
二
八

訓

「
三
穂
乃
浦
廻
乎
」

ミ

ホ

ノ

ウ
ラ

ヘ

ヲ

( )a

( )10
7

2

／

（
み
ほ
の
う
ら
わ
を
）

。

○

元

類
古
紀

広

―

一
三
九
一

本
文

「
風
許
増
不
念
依
」

カ
セ

コ

ソ

ヨ

セ

ネ

( )a

( )11
7

5

／

（
風
許
増
不
令
依
）

。

○

元

類
紀

広

―

一
三
四
一

本
文

「
見
良
久
少
乃
」

ミ

ラ

ク

ス
ク
ナ
ク

( )a

( )12
7

4

／

（
見
良
久
少
）

。

○

元

類
紀

広

―

一
四
八
二

本
文

「

待

宇
能
花
」

マ
チ
シ

ウ

ノ

ハ
ナ

( )a

( )13
8

2

○

類

紀

広

／

（
待
師
宇
能
花
）

―

一
五
五
五

訓

「
幾
日
毛
不
有
者
」

イ
ク

カ

モ

ア
ラ

ネ

ト

( )a

( )14
8

2

／

（
い
く
か
も
あ
ら
ぬ
に

。

（
イ
ク
カ
モ
ア
ラ
ネ
ハ
）

○

類

紀

広

）

右
の
表
は
、
各
々

初
の
行
が
春
日
本
の
異
文
の
所
在
を
表
し
、
次
の
二
行
が
そ
れ
に
対
す
る
他
本
の

状
況
を
示
す
形
を
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

―

の
場
合
、
巻
五
の
八
八
三
番
の
第
一
句
の
訓
の
異

( )a

( )1

文
で
あ
る
こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
第
二
行
以
降
は
、
斜
線
よ
り
上
が
春
日
本
と
一
致
す
る
本
、
下
が

そ
の
他
の
本
を
い
ず
れ
も
略
称
で
示
し
、
カ
ッ
コ
内
は
そ
の
本
の
本
文
や
訓
の
様
相
を
示
し
て
い
る
。
カ

ッ
コ
に
続
く
伝
本
名
は
、
カ
ッ
コ
内
と
本
文
・
訓
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

―

～

は
、

( )a

( )1

( )14

す
べ
て
広
瀬
本
と
の
み
一
致
す
る
例
を
挙
げ
て
あ
る
た
め
、
斜
線
よ
り
上
は
い
ず
れ
も
「
広
」
と
い
う
表

示
が
さ
れ
て
い
る
。

春
日
本
の
異
文
が
広
瀬
本
と
の
み
一
致
す
る
事
例
の
特
徴
は
、
誤
っ
た
異
文
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る

―

で
は

本
文
は
一
字
一
音
で

於
登
尓
吉
岐

と
記
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら

訓
は
当
然

オ

。

、

「

」

、

「

、

( )a

( )1

ト
ニ
キ
キ
」
と
訓
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
春
日
本
は
こ
れ
を
「
ヲ
ト
二

」（

）

。

、

。

キ
ク

と
訓
ん
で
い
る

こ
の
本
文
を
そ
う
訓
み
う
る
余
地
は
な
く

誤
っ
た
訓
と
考
え
ら
れ
る

9

事
実
ほ
と
ん
ど
の
伝
本
は
「
オ
ト
ニ
キ
キ
」
と
訓
ん
で
お
り
、
そ
の
中
で
広
瀬
本
一
本
だ
け
が
春
日
本
に

同
じ
て
い
る
。
次
の

―

も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。
本
文
「
佐
容
比
売
我
」
は

「
サ
ヨ
ヒ
メ
ガ
」
と

、

( )a

( )2

訓
ま
れ
る
こ
と
を
意
図
し
た
用
字
で
あ
り
、
普
通
に
は
春
日
本
・
広
瀬
本
の
よ
う
に
「
ヤ
マ
ヒ
メ
カ
」
と

は
到
底
訓
め
な
い
。
ま
た
、

―

は
、
他
本
「
へ
つ
も
ま
き
も
ち

（
元
暦
校
本
）
な
ど
と
訓
ん
で
い

」

( )a

( )8

る
「
部
都
藻
纏
持
」
の
部
分
を
春
日
本
が
「
ツ
マ
ヲ
ル
マ
キ
モ
チ
」
と
訓
む
例
で
あ
る
。
こ
れ
も
用
字
に
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沿
っ
て
訓
も
う
と
す
る
限
り
、
と
て
も
そ
う
は
訓
め
な
い
。
こ
の
部
分
、
広
瀬
本
は
「
ツ
マ
モ
ル
マ
キ
モ

、

テ
」
と
あ
り
、
春
日
本
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
。
が
、
他
本
の
「
へ
つ
も
ま
き
も
ち
」
な
ど
の
訓
と

、比
較
す
れ
ば
、
二
本
の
訓
の
類
似
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
表
で
は
、
ほ
ぼ
一
致
す
る
と

い
う
△
の
印
の
も
と
に
登
載
し
て
い
る
。

訓
の
場
合
は
、
本
文
に
対
応
し
て
付
さ
れ
る
ゆ
え
、
明
ら
か
に
誤
ま
っ
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
例
も

少
な
く
な
い
が
、
本
文
の
場
合
は
右
の
傾
向
が
さ
ら
に
頭
著
に
見
ら
れ
る
。

―

～

・

・

～

( )a

( )5

( )7

( )9

( )11

( )13

な
ど
は
い
ず
れ
も
さ
よ
う
な
例
に
あ
た
る
。
こ
の
う
ち
、
た
と
え
ば

―

の
場
合
、
一
首
は
次
の
よ
う

( )a

( )7

に
な
っ
て
い
る
。

磯
上
尓
爪
木
折
焼
為
汝
等
吾
潜
来
之
奥
津
白
浪

イ
ソ
ノ
ウ
ヘ

ニ

ツ

マ

キ

コ
リ
タ
キ

ナ

カ

タ

メ

ト

ワ

カ

カ

ツ

キ

コ

シ

ヲ

キ

ツ

シ

ラ

ナ

ミ

第
四
句
の
「
我
が
潜
き
来
し
」
と
い
う
文
脈
か
ら
は
、
結
句
は
他
本
の
よ
う
に
「
奥
津
白
玉
」
と
な
け
れ

お
き

つ

し
ら
た
ま

ば
う
ま
く
意
味
が
通
ら
な
い
。
春
日
本
・
広
瀬
本
の
よ
う
な
「
奥
津
白
浪
」
と
い
う
本
文
は
明
ら
か
な
誤

り
と
言
え
よ
う
。

―

、

に
つ
い
て
は
、
す
で
に
木
下
正
俊
『
万
葉
賸
語
抄

（
平
成
九
年
・
私
家
版
）
が
こ
の
二

』

( )a

( )8

( )9

例
を
取
り
挙
げ
、
春
・
広
の
二
本
が
同
じ
誤
り
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
二
本
の
近
さ
を
強
調

し
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
の
二
例
は
典
型
的
な
例
で
は
あ
る
が
、
か
よ
う
な
事
例
が
他
に
も
数
多
く
見
ら

れ
る
こ
と
が
、
春
・
広
二
本
間
の
関
係
を
考
え
る
上
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
。

春
日
本
研
究
の
先
駆
的
業
績
の
一
つ
で
あ
る
吉
永
登
「
古
葉
略
類
聚
鈔
考

（

万
葉

通
説
を
疑
う
』

」
『

初
出
昭
和
二
十
二
年
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
本
文
の
比
較
か
ら
『
万
葉
集
』
の
伝
本
の
親
疎
を
探
る
こ
と

は
容
易
で
は
な
い
。
そ
の
要
因
の
一
つ
と
し
て
、
書
写
の
際
の
本
文
の
変
改
が
挙
げ
ら
れ
る
。
伝
本
の
書

写
と
い
う
行
為
に
は
、
祖
本
を
忠
実
に
書
き
写
そ
う
と
す
る
意
志
が
働
く
一
方
で
、
本
文
を
、
別
の
伝
本

を
参
照
す
る
な
ど
し
て
、
よ
り
本
来
の
形
に
近
付
け
よ
う
と
す
る
意
志
も
発
動
さ
れ
る
（

。
し
た
が

）
10

っ
て
、
Ａ
本
、
Ｂ
本
の
二
本
の
本
文
が
一
致
す
る
場
合
で
も
、
ど
ち
ら
か
が
ど
ち
ら
か
の
本
文
を
参
照
し

て
変
改
（
い
わ
ゆ
る
校
訂
）
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
、
そ
れ
だ
け
で
は
二
本
が
系
統
の
上
で
近
い

か
否
か
は
判
断
し
が
た
い
。

し
か
し
、
一
見
し
て
誤
ま
っ
た
本
文
で
あ
る
場
合
は
事
情
が
違
っ
て
く
る
。
祖
本
の
内
容
を
忠
実
に
書

き
継
ぐ
と
い
う
場
合
を
除
け
ば
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
本
文
が
校
訂
作
業
に
よ
り
他
本
か
ら
移
さ
れ
た
り
、

。

、

意
改
の
結
果
さ
よ
う
な
本
文
が
生
ま
れ
た
り
す
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
か
ら
で
あ
る

し
た
が
っ
て

―

～

の
春
・
広
二
本
の
共
通
異
文
の
大
部
分
は
、
共
通
の
祖
本
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ

( )a

( )1

( )14

結
果
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
が
次
々
に
写
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
で
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
本
文
は
訂
正
さ
れ

。

、

、

る
可
能
性
が
あ
る

な
ら
ば

現
存
の
形
で
は
春
日
本
の
ご
と
き
誤
り
を
持
た
な
い
他
の
伝
本
の
中
に
も

本
来
は
同
じ
誤
り
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
、
春
・
広

二
本
が
、
右
で
見
た
よ
う
な
誤
り
を
持
つ
共
通
の
祖
本
か
ら
出
た
、
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
だ
け
は
確
認

で
き
よ
う
。

誤
り
の
本
文
を
共
有
す
る
と
い
う
点
か
ら
は
、
広
瀬
本
に
次
ぐ
数
値
を
残
す
本
の
一
つ
紀
州
本
も
い
さ

さ
か
の
関
わ
り
が
見
ら
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
春
日
本
・
広
瀬
本
、
さ
ら
に
紀
州
本
と
い
う
三
本
間

に
だ
け
見
ら
れ
る
共
通
異
文
の
例
で
あ
る
。
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―

目
録

九
七
五

「
安
陪
広
庭
」

( )b

( )1
6

／

（
安
倍
広
庭
）

○
○

元

紀

広

―

目
録

一
〇
四
〇

「
大
伴
家
持
」

( )b

( )2
6

／

（
大
伴
宿
祢
家
持
）

○
○

元

紀

広

―

一
二
二
三

訓

「
波
不
立
而
」

ナ
ミ

モ

タ
ヽ
ス
テ

( )b

( )3
7

5

（
ナ
ミ
モ
タ
ヽ
ス
シ
テ
）
／

（
な
み
た
ゝ
す
し
て
）

。

○
△

元

類
古

広

紀

―

一
二
九
三

訓

「
何
如
将
嘆
」

イ
カ

ヽ

ナ
ケ
カ
ム

( )b

( )4
7

5

／

（
な
に
か
な
け
か
む
）

。

○
○

類

古

紀

広

―

一
四
八
二

本
文

「
奈
良
霍
公
鳥
」

ナ

ク

ホ
ト
ト
キ
ス

( )b

( )5
8

4

（
奈
即
霍
公
鳥
）
／

（
奈
久
霍
公
鳥

。

○
△

類

紀

広

）

―

一
四
八
六

題
詞

「
大
伴
家
持
・
霍
公
鳥
」

( )b

( )6
8

／

（
大
伴
家
持
恨
霍
公
鳥

。

○
○

類

紀

広

）

―

一
四
八
六

訓

「
令
落
常
香
」

ヲ
ト

シ

テ
ム
ト
カ

( )b

( )7
8

5

／

（
ち
ら
し
て
む
と
か

。

○
○

類

紀

広

）

―

一
五
五
七

本
文

「
今
日
者
零
雨
尓
」

ケ

フ

フ
ル
ア
メ

ニ

( )b

( )8
8

4

／

（
今
日
零
雨
尓

。

○
○

類

紀

広

）

―

一
五
五
九

本
文

「
還
去
矣
跡
哉
」

カ
ヘ
リ
ナ

ム

ト

ヤ

( )b

( )9
8

5

（
還
去

跡
哉
）
／

（
還
去
牟
跡
哉

。

○
△

類

広

紀

◦

）

矣

―

一
五
六
二

訓

「
従
此
間
鳴
渡
」

ミ
ナ

キ

リ

ワ
タ

ル

( )b

( )10
8

2

／

（
こ
ゝ
な
き
わ
た
る

。

○
○

類

紀

広

）

―

一
五
六
二

訓

「
之
知
左
守
」

カ
ク
シ
□
ク

サ

ル

( )b

( )11
8

5

（
カ
ク
シ
ル
ク
サ
ル
）

／

（
か
く
れ
し
た
く
さ
る

。

○

○

類

紀

広

）

―

一
五
七
六

訓

「
小
牡
鹿
履
起
」

ヲ

シ
カ

フ
ミ
タ
テ

( )b

( )12
8

2

（
ヲ
シ
カ
フ
ミ
タ
テ
ヽ
）
／

（
を
し
か
ふ
み
お
ら
し

。

○
△

類

広

紀

）

コ

―

一
五
七
七

訓

「
来
之
久
毛
知
久
」

キ

ツ
ル

モ

シ
ル

ク

( )b

( )13
8

4

／

（
こ
し
く
も
し
る
く

。

○
○

類

紀

広

）

三
本
の
み
の
共
通
異
文
は
、
一
三
例
中
九
例
ま
で
巻
八
に
集
中
す
る
と
い
う
特
徴
を
持
っ
て
い
る
。
巻

八
は
、
非
仙
覚
本
系
の
諸
伝
本
の
う
ち
、
元
暦
校
本
を
欠
き
、
古
葉
略
類
聚
鈔
も
こ
の
巻
に
相
当
す
る
歌

の
大
半
を
残
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
右
の
三
本
の
他
に
は
類
聚
古
集
一
本
だ
け
と
い
う
部
分
が
大

半
を
占
め
、
春
・
紀
・
広
の
三
本
が
共
通
の
異
文
を
多
く
持
つ
こ
と
も
、
さ
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
だ
が
、

―

の
よ
う
に
、
類
が
「
従
此
間
鳴
渡
」
と
い
う
本
文
を
「
こ

( )b

( )10

」

（

「

」

、

「

」

ゝ
な
き
わ
た
る

と
訓
む
所
を

仙
覚
系
諸
本

コ
ヨ
ナ
キ
ワ
タ
ル

)

三
本
が

ミ
ナ
キ
リ
ワ
タ
ル

と
ま
っ
た
く
対
応
し
な
い
訓
を
持
つ
例
、

―

類
が
「
来
之
久
毛
知
久
」
を
「
こ
し
く
も
し
る
く
」
と

( )b

( )13

訓
ん
で
い
る
所
を
（
仙
覚
系
諸
本
も
同
じ

、
三
本
が
「
キ
ツ
ル
モ
シ
ル
ク
」
と
訓
ん
で
い
る
例
な
ど
を

）

見
れ
ば
、
三
本
共
通
の
異
文
が
非
仙
覚
本
系
共
有
と
い
う
だ
け
で
な
い
、
あ
る
特
殊
な
傾
向
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
本
文
の
方
で
も
明
ら
か
に
誤
っ
た
事
例
が

―

・

・

な
ど
に
見

( )b

( )5

( )6

( )8
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ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
誤
り
も
、
や
は
り
到
底
別
々
に
生
起
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
必
ず
や
共
通
の
源
を

持
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
春
・
広
二
本
の
共
通
の
祖
本
は
、
ま
た
紀
州
本
に
も
関
わ
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
本
の
共
通
異
文
が
集
中
す
る
巻
八
に
は
、
春
・
広
二
本
の
み
の
共
通
異
文
が
一
四
例
中
二
例
と
極
端

に
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、
巻
八
以
外
で
は
春
・
広
二
本
の
共
通
異
文
が
、
巻
八
で
は
春
・
紀
・
広
の
三
本

共
通
の
異
文
が
各
々
目
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
巻
八
で
の
春
・
紀
・
広
三
本
の

共
通
異
文
は
、
他
所
で
の
春
・
広
二
本
の
共
通
異
文
と
同
じ
事
情
に
依
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
三
本
が
、
あ
る
特
定
の
共
通
し
た
伝
本
の
特
徴
を
受
け
継
い
で
い
る
証
左
は
巻
八
以
外
に
も
見
ら

れ
る
。
現
存
の
春
日
本
に
お
い
て
、
欠
落
歌
が
三
首
認
め
ら
れ
る
。
巻
七
の
一
一
六
四
・
一
二
〇
五
と
巻

八
の
一
五
七
九
の
三
首
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
一
五
七
九
は
現
存
他
本
（
類

紀

広
）
に
欠
落
が
見
ら
れ

ず
、
春
日
本
独
自
の
誤
脱
と
考
え
ら
れ
る
。
が
、
他
の
二
例
に
は
他
本
に
呼
応
す
る
も
の
が
存
す
る
。
一

一
六
四
は
紀
州
本
・
広
瀬
本
（
類
有
り

、
一
二
〇
五
は
紀
州
本
（
元
・
類
・
広
有
り
）
が
各
々
歌
を
欠

）

い
て
い
る
。
い
ず
れ
に
も
紀
州
本
・
広
瀬
本
の
ど
ち
ら
か
が
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
武
田

祐
吉
『
万
葉
集
校
定
の
研
究

（
第
三
節
・
昭
和
二
十
四
年
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に

『
万
葉
集
』
の
伝

』

、

本
全
体
に
お
い
て
、
歌
の
欠
落
は
ほ
と
ん
ど
各
伝
本
単
独
で
起
っ
て
お
り
（

、
他
本
と
連
動
す
る
こ

）
11

と
は
稀
で
あ
る
。
右
の
二
首
に
お
け
る
三
本
の
欠
落
歌
の
共
有
（
一
二
〇
五
は
春
・
紀
の
二
本
）
は
、
三

本
の
緊
密
な
関
係
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。

『
万
葉
集
』
の
諸
伝
本
の
欠
落
歌
で
、
複
数
の
伝
本
が
共
有
す
る
例
は
、
右
の
二
例
の
他
に
も
う
一
例

を
数
え
る
に
す
ぎ
な
い

そ
れ
は
同
じ
く
巻
七
の
一
四
〇
三
で
あ
る

こ
の
歌
に
つ
い
て
は

直
前
の

旋

。

。

、

「

頭
歌
」
と
い
う
標
題
と
と
も
に
紀
州
本
・
広
瀬
本
が
（

）
欠
い
て
い
る
（
元

古
有
り

。
春
日
本
は
、

）

12

こ
の
歌
の
存
す
る
部
分
が
現
存
し
な
い
の
で
、
歌
の
有
無
は
確
認
で
き
な
い
。
だ
が
、
春
日
本
も
ま
た
こ

の
歌
を
欠
い
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
を
推
測
す
る
手
だ
て
は
あ
る
。

春
日
本
は
、
懐
紙
の
裏
に
基
本
的
に
短
歌
一
首
一
行
で
、
一
面
一
八
行
で
書
写
さ
れ
て
い
る
。
件
の
一

四
〇
三
が
あ
る
部
分
の
懐
紙
は
現
存
し
な
い
が
、
そ
の
前
の
部
分
で
は
一
三
九
九
で
終
わ
る
懐
紙
が
確
認

さ
れ
て
い
る
（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵

。
一
方
、
後
の
方
は

『
校
本
万
葉
集
』
に
は
校
合
さ
れ
て

）

、

は
い
な
い
も
の
の
、
一
四
一
六
の
後
の
「
羈
旅
歌
」
の
題
を
第
一
行
と
し
て
「
万
葉
集
巻
第
七
」
の
尾
題

で
終
わ
る
懐
紙
が
存
す
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
（
佐
佐
木
信
綱
「
春
日
懐
紙
裏
万
葉
集
残
欠

『
万

」

葉
集
の
研
究
第
二
』
昭
和
一
九
年

（

。
す
る
と
、
こ
の
二
枚
の
懐
紙
に
は
さ
ま
れ
た
部
分
は
、
一

）

）
13

四
〇
〇
か
ら
一
四
一
六
ま
で
と
な
り
、
そ
こ
に
は
た
と
え
ば
西
本
願
寺
本
に
よ
れ
ば
、
短
歌
一
六
首
、
旋

、「

」「

」

、「

」

。

頭
歌
一
首

旋
頭
歌

挽
歌

と
い
う
標
題
が
二
ヶ
所

或
本
歌

と
い
う
題
詞
が
一
ケ
所
存
す
る

春
日
本
で
言
え
ば
お
お
む
ね
懐
紙
一
枚
分
の
量
に
あ
た
る
が
、
春
日
本
は
標
題
・
題
詞
な
ど
に
は
一
行
を

、

、

、

、

。

使
う
の
で

該
当
部
分
は

標
題
等
で
三
行

歌
一
七
首
で
一
七
行

計
二
〇
行
分
と
い
う
こ
と
に
な
る

こ
れ
で
は
春
日
本
の
他
の
懐
紙
に
比
し
て
二
行
分
超
過
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
こ
の
部
分
で
は

二
行
分
の
欠
落
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
、
現
状
で

も
必
然
性
が
高
い
の
は
、
二
本

が
欠
落
し
て
い
る
「
旋
頭
歌
」
の
標
題
と
一
四
〇
三
の
二
行
分
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
一
四
〇
三
の
春
日
本
の
欠
落
は
あ
く
ま
で
も
推
測
で
あ
る
が

『
万
葉
集
』
の
全
伝
本
に
お
け
る

、

欠
落
歌
の
共
有
の
事
例
が
三
例
と
も
巻
七
に
集
中
し
て
い
て
、
し
か
も
、
春
・
紀
・
広
の
三
本
に
の
み
関

わ
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
三
例
の
う
ち
、
一
一
六
四
の
場
合
、
仙
覚
系

の
伝
本
で
こ
の
歌
が
存
す
る
の
は
他
に
は
類
聚
古
集
だ
け
で
、
元
暦
校
本
は
こ
の
あ
た
り
（
一
一
六
三
～

七
〇
）
が
現
存
せ
ず
、
一
一
六
四
の
有
無
を
確
認
で
き
な
い
し
、
古
葉
略
類
聚
鈔
も
現
存
巻
に
見
出
さ
れ
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ず
、
欠
落
か
否
か
判
断
で
き
な
い
。
ま
た
、
誤
っ
た
異
文
と
同
様
、
欠
落
歌
も
転
写
の
間
に
他
本
に
よ
っ

て
補
わ
れ
る
可
能
性
を
否
定
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
、
件
の
欠
落
歌
を
現
状
で
は
載
せ
て
い
る
本
も
、
春
・

紀
・
広
と
元
来
無
関
係
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
が
、
こ
こ
で
も

低
限
三
本
が
親
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と

は
確
認
で
き
よ
う
。

紀
州
本
の
巻
八
と
そ
の
他
の
巻
と
で
は
、
春
日
本
の
異
文
と
の
一
致
率
は
、
前
者
が
七
五
％
、
後
者
が

五
一
％
と
巻
八
だ
け
極
端
に
高
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
巻

七
に
お
い
て
も
欠
落
歌
の
こ
と
か
ら
紀
州
本
が
春
・
広
二
本
と
の
近
い
関
係
が
明
ら
か
に
な
っ
た
上
は
、

紀
州
本
、
あ
る
い
は
そ
の
祖
本
は
、
巻
八
以
外
で
も
本
来
春
・
広
と
同
じ
誤
り
を
持
つ
本
文
を
有
し
て
い

た
の
が
、
紀
州
本
が
、
書
写
さ
れ
る
ま
で
の
過
程
で
、
そ
れ
ら
の
本
文
は
改
訂
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
考
え

る
の
が

も
妥
当
な
道
筋
と
言
え
よ
う
。
紀
州
本
は
、
春
日
本
と
一
致
す
る
異
文
を
巻
八
以
外
で
も
持
つ

が
、
明
ら
か
に
誤
っ
た
異
文
は
巻
八
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
が
そ
の
傍
証
と
な
ろ
う
。

な
お
、
こ
の
紀
州
本
と
数
値
の
上
で
匹
敵
す
る
の
が
金
沢
本
で
あ
る
。
金
沢
本
の
場
合
も
、
春
・
紀
・

広
と
一
致
す
る
例
が
多
く
（
春
・
紀
と
の
一
致
二
例
・
春
・
紀
・
広
と
の
一
致
三
例

、
件
の
三
本
と
の

）

親
近
関
係
が
金
沢
本
に
も
存
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
が
、
こ
の
本
の
場
合
、
春
日
本
と
比
較
で
き
る

箇
所
が
一
〇
ヶ
所
と
極
端
に
少
な
く
、
そ
の
上
、
春
・
紀
・
広
三
本
の
共
通
の
き
わ
だ
っ
た
特
徴
で
あ
る

誤
っ
た
異
文
を
持
つ
と
い
う
傾
向
が
見
ら
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
金
沢
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず

結
論
を
保
留
す
る
（

。
）
14

三

こ
こ
ま
で
あ
え
て
触
れ
ず
に
来
た
が
、
春
日
本
の
諸
本
と
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
古
葉
略
類
聚
鈔
の

存
在
を
無
視
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

古
葉
略
類
聚
鈔
は
、
類
聚
古
集
と
同
様
『
万
葉
集
』
を
部
類
別
に
編
集
し
直
し
た
歌
集
で
あ
る
。
現
存

す
る
古
葉
略
類
聚
鈔
の
す
べ
て
の
も
と
と
な
っ
て
い
る
建
長
二
年
（
一
二
五
〇
）
書
写
本
は
、
先
掲
吉
永

登
論
文
・
永
島
福
太
郎
「
鎌
倉
時
代
奈
良
に
於
け
る
万
葉
研
究

（

国
語
と
国
文
学
」
第
二
十
五
巻
一

」
「

号
昭
和
二
三
年
）
に
よ
り
、
春
日
本
と
同
じ
く
中
臣
祐
定
の
筆
に
よ
る
も
の
と
認
定
さ
れ
て
お
り
、
両
論

文
は
、
春
日
本
を
、
古
葉
略
類
聚
鈔
作
成
の
も
と
に
な
っ
た
『
万
葉
集
』
の
伝
本
で
あ
る
と
推
論
し
て
い

る
。
こ
と
に
、
吉
永
論
文
は
詳
細
に
両
者
を
比
較
し
、
本
文
の
上
で
も
多
く
の
類
似
点
が
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
い
る
。

た
し
か
に
、
春
日
本
と
古
葉
略
類
聚
鈔
の
建
長
二
年
書
写
本
と
で
筆
跡
が
酷
似
す
る
点
は
認
め
ら
れ
る

（
先
掲
吉
永
論
文
の

一
〇
六
六
～
七
の
両
本
の
比
較
参
照

。
と
す
れ
ば

『
万
葉
集
』
の
伝
本
と
『
万

）

、

6

葉
集
』
を
も
と
に
し
た
部
類
別
歌
集
と
が
、
同
一
人
に
よ
り
、
さ
ほ
ど
隔
っ
て
い
な
い
時
期
に
（
春
日
本

の
書
写
は
一
二
四
四
年
に
終
了
）
書
写
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
は
、
祐
定
が
ま
ず
春
日
本
を
書
写

し
て
、
そ
れ
に
基
き
古
葉
略
類
聚
紗
を
編
纂
す
る
と
い
う
道
筋
は
容
易
に
導
き
出
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
仮
に
右
の
通
り
で
あ
っ
て
も
、
先
の
春
日
本
の
異
文
の
調
査
結
果
は
、
こ
と
が
さ
ほ
ど
に
単
純
で
な

い
こ
と
を
告
げ
て
い
る
。
古
葉
略
類
聚
鈔
の
春
日
本
の
異
文
と
の
一
致
率
は
、
広
・
金
・
紀
に
続
く
四
番

目
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
数
値
の
上
で
は
広
瀬
本
の
半
分
以
下
の
数
字
し
か
示
し
て
い
な
い
（

。
春
日

）
15

本
と
本
文
の
上
で
き
わ
め
て
近
い
広
瀬
本
は
、
春
日
本
と
の
書
写
関
係
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
明
ら
か
で
な

く
、
付
訓
の
形
式
も
春
日
本
と
は
異
な
る
。
こ
れ
は
、
こ
の
二
本
が
書
写
系
統
の
上
で
た
だ
ち
に
結
び
付

く
ほ
ど
の
近
縁
関
係
に
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
お
り
、
そ
れ
は
逆
に
、
二
本
が
さ
よ
う
な
事
情
に
も
か
か
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わ
ら
ず
共
通
の
祖
本
の
俤
を
よ
く
と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
も
示
す
。
対
し
て
、
古
葉
略
類
聚
鈔
は
、
春
日

本
と
同
一
人
の
手
で
筆
写
さ
れ
、
し
か
も
同
じ
片
仮
名
傍
訓
形
式
で
あ
る
。
そ
の
古
葉
略
類
聚
鈔
が
本
文

の
上
で
春
日
本
に
対
し
て
、
広
瀬
本
よ
り
も
遠
い
と
い
う
こ
と
は
、
か
な
り
の
部
分
に
人
為
的
な
手
が
加

え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
校
訂
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
春
日
本
が
明
ら
か

に
誤
っ
た
異
文
を
持
つ
箇
所
に
対
応
す
る
古
葉
略
類
聚
鈔
の
本
文
は
、
ほ
と
ん
ど
大
多
数
の
他
本
と
同
じ

形
に
な
っ
て
い
る
（

。
先
に
、
紀
州
本
に
お
い
て
、
本
来
、
春
・
広
と
同
じ
祖
本
に
由
来
す
る
本
文

）
16

を
持
っ
て
い
た
の
が
、
巻
八
以
外
で
は
誤
ま
っ
た
部
分
を
中
心
に
大
幅
に
手
が
加
え
ら
れ
た
と
推
測
し
た

が
、
春
と
古
と
の
場
合
は
、
書
写
関
係
に
つ
い
て
具
体
的
な
証
拠
が
存
す
る
だ
け
に
、
古
葉
略
類
聚
鈔
に

本
文
校
訂
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
可
能
性
は
い
っ
そ
う
高
い
。

で
は
、
古
葉
略
類
聚
鈔
は
い
か
な
る
本
に
よ
っ
て
校
訂
さ
れ
た
の
か
。
ま
ず
想
起
さ
れ
る
の
が
類
聚
古

集
の
存
在
で
あ
ろ
う
。
古
は
、
全
体
の
結
構
か
ら
本
文
に
到
る
ま
で
類
に
よ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
が

た
い
へ
ん
多
い
か
ら
で
あ
る
（
橋
本
進
吉
「
建
長
二
年
書
写
古
葉
略
類
聚
鈔
解
説

『
複
製
古
葉
略
類
聚

」

鈔
』
大
正
十
二
年

。
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
の
つ
か
ぬ
こ
と
も
存
す
る
。
た
と
え
ば
、
春
日
本

）

の
欠
落
部
分
と
古
葉
略
類
聚
鈔
の
該
当
部
分
と
の
問
題
で
あ
る
。
春
日
本
は
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
欠
落
部

分
を
持
つ
。
次
の
通
り
で
あ
る
（
欠
落
部
分
は
西
本
願
寺
本
に
よ
り
掲
出

。
）

一
〇
五
一

一
云
「
一
云
此
跡
標
刺
」
／
類
「
一
云
此
跡
標
刺

、
古
同
上

」

(ア)
6

一
五
七
八

左
注
「
右
二
首
阿
部
朝
臣
蟲
麻
呂
」
／
類
「
首
阿
部
朝
臣
蟲
麻
呂

、
古
同
上

」

(イ)
8

一
六
九
五

題
詞
「
泉
河
作
歌
一
首
」
／
類
「
泉
河
作

、
古
「
泉
河
作
哥
一
首
」

」

(ウ)
9

四
五
〇
四

左
注
「
右
一
首
主
人
中
臣
清
麻
呂
朝
臣
」
／
類
「
主
人
清
丸

、
古
「
右
一
首
主
人

」

(エ)
20中

臣
清
麻
呂
朝
臣
」

～

い
ず
れ
の
場
合
も
、
各
々
の
下
の
記
述
の
ご
と
く
、
古
葉
略
類
聚
鈔
の
方
に
は
脱
落
は
認
め
ら

(ア)

(エ)

れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
現
象
は
、
古
葉
略
類
聚
鈔
が
春
日
本
の
み
を
参
照
し
て
い
た
と
し
た
ら
起
こ
り
え

な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

・

な
ど
を
見
れ
ば
、
春
日
本
の
脱
落
を
類
聚
古
集
に
よ
っ
て
訂
し
た
と
い
う

(ア)

(イ)

こ
と
も
想
定
し
う
る
。
が
、

・

の
事
例
で
は
、
古
の
形
は
、
少
な
く
と
も
現
存
の
類
聚
古
集
（
中
山

(ウ)

(エ)

本
）
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
春
日
本
、
類
聚
古
集
以
外
の
『
万
葉
集
』
の
伝
本
に
よ
つ
て
訂
さ
れ
た
可
能

性
が
示
唆
さ
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
古
葉
略
類
聚
鈔
は
、
書
写
系
統
の
上
か
ら
は
春
日
本
と
の
密
接
な
関
係
が
推
定
さ
れ
る

も
の
の
、
本
文
の
上
か
ら
は
広
瀬
本
・
紀
州
本
な
ど
に
一
歩
譲
る
立
場
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
本
稿
の
目

的
は
、
ま
ず
本
文
の
比
較
か
ら
春
日
本
と
他
の
伝
本
と
の
関
係
を
探
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

古
葉
略
類
聚
鈔
以
上
に
春
日
本
に
近
い
伝
本
が
見
ら
れ
る
以
上
、
古
葉
略
類
聚
鈔
の
考
察
は
こ
こ
で
は
こ

れ
以
上
行
わ
な
い
。

巻
十
ま
で
に
お
い
て
、
春
日
本
は
、
広
瀬
本
、
次
い
で
紀
州
本
に
近
い
こ
と
が
判
明
し
た
。
だ
が
、
論

の
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
春
日
本
の
残
存
部
分
、
し
か
も
判
読
で
き
る
部
分
は
き
わ
め
て
限
ら
れ
て

い
る
。
巻
十
ま
で
で
比
較
的
多
く
歌
を
残
す
巻
七
、
八
で
さ
え
も
、
校
合
に
十
分
に
用
い
る
こ
と
の
で
き

る
歌
の
数
は
、
巻
七
で
五
〇
首
中
三
一
首
、
巻
八
で
二
四
六
首
中
三
〇
首
と
、
各
々
全
体
の
九
％
、
一
二

％
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
。
春
日
本
の
広
瀬
本
・
紀
州
本
と
の
本
文
の
近
似
は
数
字
の
上
か
ら
明
白
で
、

こ
と
に
広
瀬
本
の
場
合
は
他
を
圧
倒
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
調
査
結
果
は
十
分
に
信
頼
に
堪
え

う
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
体
の
一
割
程
度
か
ら
得
ら
れ
た
結
果
だ
け
に
、
傍
証
に
よ
る
補
い
が
あ
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れ
ば
そ
れ
に
如
く
は
な
い
。

先
の
調
査
で
は
、
春
日
本
は
、
広
瀬
本
、
紀
州
本
の
二
本
と
共
通
の
異
文
を
持
つ
と
こ
ろ
に
大
き
な
特

徴
が
存
し
た
。
こ
の
傾
向
が
、
こ
れ
ら
の
本
の
関
係
を
正
し
く
反
映
し
て
い
る
な
ら
ば
、
春
日
本
の
残
存

し
て
い
な
い
部
分
で
も
広
瀬
本
と
紀
州
本
と
に
は
同
じ
よ
う
に
二
本
間
独
自
の
異
文
が
相
当
数
見
出
せ
る

と
予
想
さ
れ
る
。
以
下
に
、
春
日
本
以
外
の
二
本
の
近
似
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
巻
十
以
前
で
春

日
本
の
多
く
残
っ
て
い
る
巻
七
、
八
の
二
巻
に
つ
い
て
、
広
瀬
本
と
紀
州
本
と
の
二
本
間
の
共
通
異
文
の

数
を
調
べ
、
そ
の
他
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
に
お
け
る
各
々
の
二
本
間
の
共
通
異
文
の
数
と
比
較
を
試
み

る
。
以
下
に
計
上
す
る
の
は
二
本
が
同
一
の
本
文
を
有
す
る
場
合
み
と
し
、
春
日
本
の
調
査
で
用
い
た
、

類
似
の
本
文
の
場
合
（
△
の
場
合
）
は
こ
れ
を
採
ら
な
い
。
ま
た
、
春
日
本
が
現
存
す
る
部
分
で
も
そ
の

存
在
は
無
視
し
た
（
た
と
え
ば
、
春
・
紀
・
広
三
本
の
み
の
共
通
異
文
の
場
合
は
、
紀
・
広
二
本
の
異
文

と
す
る

。
）、

、

。

ま
た

巻
七
と
巻
八
と
で
は

残
っ
て
い
る
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
の
様
相
が
い
さ
さ
か
異
な
っ
て
い
る

巻
七
で
は
件
の
三
本
の
他
に
、
元
暦
校
本
（
二
八
九
首

、
類
聚
古
集
（
三
二
三
首

、
古
葉
略
類
聚
鈔

）

）

（
二
五
七
首
）
の
三
本
が
存
す
る
。
一
方
、
巻
八
で
は
、
元
暦
校
本
は
ま
っ
た
く
残
っ
て
お
ら
ず
、
古
葉

略
類
聚
鈔
も
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
（
一
一
首

。
し
た
が
っ
て
、
巻
七
で
は
紀
州
本
・

広
瀬
本
を
含

）

.

め
た
五
本
の
調
べ
、
巻
八
で
は
、
紀
・
広
に
類
聚
古
集
を
加
え
た
三
本
の
調
べ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
ず
、
巻
七
の
場
合
は
次
の
よ
う
な
結
果
と
な
る
。

中
で
目
立
っ
て
数
が
多
い
の
は
、
紀
―
広
（
六
六

、
類
―
広
（
四
七

、
類
―
古
（
四
〇
）
と
い
う

）

）

三
つ
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
。
先
の
春
日
本
の
調
査
で
は
、
紀
・
広
の
二
本
に
近
い
と
い
う
結
果
は
出
て

い
た
も
の
の
、
紀
州
本
は
巻
七
に
お
い
て
は
広
瀬
本
に
比
べ
る
と
一
致
率
は
か
な
り
劣
っ
て
い
た
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
に
お
い
て
、
紀
―
広
の
共
通
異
文
が

も
数
が
多
い
と
い
う
点
を
確
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認
で
き
た
こ
と
は
意
義
深
い
。
ま
た
、
三
番
目
に
多
い
類
―
古
と
い
う
粗
み
合
わ
せ
は
、
こ
の
二
本
が
先

掲
橋
本
論
文
な
ど
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
浅
か
ら
ぬ
影
響
関
係
に
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
あ
る
程
度
予
測

で
き
た
結
果
と
も
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
類
―
広
（
四
七
）
と
い
う
祖
み
合
わ
せ
が
全
体
の
二
番
目
を
占
め
て
い
る
こ
と
は
意
外
に

感
じ
ら
れ
る
。
春
日
本
の
調
査
に
お
い
て
、
春
日
本
は
広
瀬
本
と
こ
そ
近
い
関
係
が
見
ら
れ
た
が
、
類
聚

古
集
と
の
近
い
関
係
を
示
す
よ
う
な
傾
向
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
方
で
類
―
広
に

近
似
し
た
傾
向
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
先
の
春
日
本
の
調
査
か
ら
得
ら
れ
た
諸
本
の
関
係
は
あ
く
ま

で
春
日
本
を
中
心
と
し
た
見
方
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
改
め
て
示
し
て
い
よ
う
。
広
瀬
本
は
、
一
方
で
春
日

本
・
紀
州
本
と
類
似
す
る
面
を
持
ち
な
が
ら
、
他
方
で
は
類
聚
古
集
に
近
い
一
面
を
幷
わ
せ
持
つ
と
い
う

広
が
り
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
だ
が
、
当
面
の
調
査
目
的
が
、
春

日
本
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
紀
・
広
二
本
が
、
春
の
な
い
部
分
で
も
本

文
の
上
で
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
に
あ
る
の
で
、
類

―
広
の
本
文
の
近
似
に
つ
い
て
は
詳
し
く
触
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。

た
だ
、
類
―
広
の
共
通
異
文
に
は
き
わ
め
て
特
徴
的
な
点
が
見
ら
れ

る
の
で
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
る
。
こ
の
二
本
間
の
異
文
は
、

本
文
―
訓
の
種
別
の
う
ち
本
文
の
方
で
三
一
を
数
え
る
。
そ
の
点
で
紀

―
広
の
数
（
二
〇
ヶ
所
）
を
大
き
く
上
回
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
の
半
数
の
一
六
ヶ
所
は
同

じ
傾
向
の
異
文
と
認
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
上
記
の
通
り
で
あ
る
（
右
、
類
聚
古
集
巻
七
、
一
一
五
五
・

左
、
同
上

広
瀬
本

（

。

」
）

）
17

右
の
類
聚
古
集
と
広
瀬
本
の
例
で
は

「
乱
而
持
有
」
と
、
本
来
推
量
系
の
助
動
詞
を
表
記
す
る
字
で

、

、

あ
る
「
将
」
と
あ
る
べ
き
所
を
「
持
」
に
誤
る
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
、
類
・
広
双
方
に
数
多

く
見
ら
れ
、
巻
七
だ
け
で
も
、
二
本
が
重
な
る
一
六
例
以
外
に
も
、
類
聚
古
集
に
一
九
例
、
広
瀬
本
に
も

一
八
例
指
摘
で
き
る
。
こ
と
に
類
聚
古
集
の
場
合
は
全
巻
（
万
葉
集
に
戻
し
て
）
を
通
し
て
見
ら
れ
る
。

こ
の
点
を
追
求
し
て
ゆ
け
ば
、
非
仙
覚
本
系
諸
本
の
関
係
の
別
な
面
が
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
ぬ
が
、

今
は
触
れ
る
ゆ
と
り
が
な
い
。

全
組
中
第
一
位
を
占
め
る
紀
―
広
の
組
み
合

、

、

わ
せ
に
戻
る
が

こ
の
二
本
間
の
共
通
異
文
は

春
・
紀
・
広
三
本
の
異
文
と
ほ
ぼ
同
様
の
傾
向

を
示
す
。
そ
の
傾
向
は
や
は
り
、
訓
よ
り
も
本

文
の
方
に
よ
り
著
し
い
。
本
文
の
二
〇
ヶ
所
は

す
べ
て
誤
り
と
い
っ
て
い
い
。
た
と
え
ば
、
一

〇
八
九
左
注
で
「
従
駕
作
」
と
あ
る
べ
き
所
を

「

」

、

「

」

従
賀
作

と
す
る
例

一
一
一
三
で

小
河

、

「

」

。

と
す
べ
き
所

小
何

と
す
る
例
な
ど
で
あ
る

、

先
の
春
日
本
の
調
査
で
、
春
日
本
と
紀
州
本
と

の
共
通
異
文
は
巻
八
以
外
で
は
明
ら
か
に
誤
っ

た
事
例
は
少
な
く
、
お
そ
ら
く
校
訂
さ
れ
た
由

の
推
測
を
行
な
っ
た
が
、
こ
う
見
て
ゆ
く
と
、

紀
州
本
の
巻
七
に
お
い
て
も
誤
ま
っ
た
本
文
を

持
つ
傾
向
は
依
然
と
し
て
残
っ
て
い
る
と
考
え

広
瀬
本

巻
七
、
一
一
五
五

類
聚
古
集

巻
七
、
一
一
五
五
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ら
れ
る
。

一
方
、
巻
八
は
、
先
述
の
通
り
、
類
・
紀
・
広
の
三
本
の
み
の
比
較
と
な
る
。

春
日
本
の
調
査
に
お
い
て
、
紀
州
本
は
巻
八
で
は
春
・
広
の
二
本
と
の
共
通
異
文
を
他
巻
に
比
べ
多
く

持
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
を
反
映
し
て
か
、
紀
―
広
の
異
文
は
群
を
抜
い
て
多
い
。
一
方
、
類
―
広
が
巻

七
に
比
べ
て
極
端
に
低
い
の
は
、
巻
七
で
見
ら
れ
た
「
将
」
の
字
を
「
持
」
な
ど
に
誤
る
事
例
が
広
瀬
本

に
一
例
も
な
い
こ
と
が
響
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
に
か
く
、
巻
八
で
は
紀
―
広
の
共
通
異
文
が
頭

抜
け
て
多
い
こ
と
は
確
か
め
ら
れ
よ
う
。
こ
の
巻
に
お
い
て
も
、
紀
―
広
の
共
通
異
文
の
特
徴
は
誤
り
が

多
い
こ
と
で
あ
る
。
共
通
異
文
中
、
本
文
の
例
で
二
九
例
中
、
明
確
に
誤
り
と
指
摘
で
き
な
い
例
は
次
の

六
例
に
す
ぎ
な
い
。

「
伊
波
瀬
之
社
」

他
本
「
乃

（
一
四
一
九
）

」

、

(イ)
「
見
四
九
与
四
門
」

他
本
「
九
四

（
一
四
二
一
）

」

、
、

(ロ)
「
御
食
所
肥
座
」

他
本
「
而

（
一
四
六
〇
）

」

、

(ハ)
「
靡
流
上
二
」

他
本
「
尓

（
一
五
九
六
）

」

、

(ニ)
「
皮

須
為
寸
」

他
本
「
皮
奈

（
一
六
〇
一
）

」

、
、

(ホ)
「
叮
々
」

他
本
「
叩
々

（
一
六
二
九
）

」

(ヘ)他
の
二
三
例
は
、
一
五
二
九
（
第
四
句
「
居
待
君
」
／
類
「
我
待
君

、
一
六
四
八
（
第
一
句
「
十

」
）

、

二
月
尓
吉
」
／
類
「
十
二
月
尓
者

）
な
ど
、
一
見
誤
り
と
わ
か
る
事
例
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
う

」

、

ま
で
も
な
く
、
春
、
紀
・
広
三
本
の
共
通
異
文
と
同
じ
性
格
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
、
巻
七
、
八
の
紀
―

広
二
本
の
共
通
異
文
の
調
査
に
よ
っ
て
、
春
日
本
が
現
存
し
な
い
部
分
で
も
紀
・
広
二
本
が
本
文
の
上
で

近
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
春
日
本
が
紀
・
広
二
本
と
近
似
し
て
お
り
、
こ
の
三
本
が
他
本
に
対
し
て
一

つ
の
グ
ル
ー
プ
を
な
す
と
い
う
先
の
調
査
結
果
に
傍
証
が
加
わ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
紀
―
広
の
二

、

、

、

、

（

）
、

本
の
関
係
に
つ
い
て
は

巻
七

八
だ
け
で
な
く

巻
一
～
十
全
体
二
つ
い
て

一
貫
し
た
方
法
で

18

そ
の
近
似
性
に
つ
い
て
証
明
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
が
、
今
回
の
調
査
だ
け
か
ら
で
も
、
お
お
む
ね
二
本

の
近
さ
は
窺
え
よ
う
。

春
・
紀
・
広
の
三
本
二
関
わ
る
共
通
異
文
は
、
そ
の
多
く
が
誤
り
で
あ
り
、
逆
に
共
通
異
文
が
本
来
の

本
文
と
し
て
採
用
さ
れ
た
り
、
校
訂
の
際
の
有
力
な
対
校
本
文
と
し
て
扱
わ
れ
る
事
例
は
稀
で
あ
る
。
こ

の
事
実
は
、
当
面
の
三
本
の
共
通
の
祖
本
と
し
て
想
定
さ
れ
る
本
が
、
多
く
の
誤
り
を
持
つ
一
方
で
、
そ

の
他
の
部
分
で
は
他
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
と
基
本
的
に
さ
し
て
違
わ
な
い
本
文
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

推
測
さ
せ
る
。

右
の
よ
う
な
結
論
は
、
従
来
の
春
日
本
の
研
究
が
示
す
方
向
性
と
軌
を
一
に
す
る
面
が
多
い
。
小
島
憲

之
「
万
葉
集
原
典
一
私
考

（
国
語
国
文
第
十
三
巻
三
号
昭
和
一
八
年
）
は
、
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
を
グ

」

ル
ー
プ
分
け
す
る
過
程
の
中
で
、
結
論
だ
け
の
提
示
な
が
ら
、
春
日
本
が
紀
州
本
と
同
系
統
で
あ
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。
ま
た
、
先
掲
吉
永
登
「
古
葉
略
類
聚
鈔
考
」
は
、
古
葉
略
類
聚
鈔
を
中
心
と
し
た
調

査
で
、
春
日
本
・
紀
州
本
の
本
文
が
近
い
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
広
瀬
本
と
の
関
係
に
つ
い
て

は
、
木
下
正
俊
氏
な
ど
の
執
筆
に
か
か
る
「
広
瀬
本
万
葉
集
解
説

（

校
本
万
葉
集
』
十
八
、
平
成
六

」
『

）

『

』

、

。

、

年

や
先
掲
木
下
正
俊

万
葉
賸
語
抄

が

広
瀬
本
と
春
日
本
と
の
類
似
を
指
摘
し
て
い
る

よ
っ
て

本
稿
の
結
論
は
、
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
ま
で
の
見
解
を
な
ぞ
っ
た
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
春
日
本
の
、
諸
本
と
の
関
係
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
、
各
伝
本
と
の
遠
さ
近
さ
が
同
一
の
尺
度
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の
も
と
に
測
ら
れ
て
は
じ
め
て
総
合
的
に
把
握
で
き
た
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
の
結
論
は
、
部
分
的
に
は
先
行
研
究
と
重
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
総
体
的
に
は
新
し
い
見
取
り
図
を

示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
本
稿
の
調
査
は
い
ま
だ
巻
十
一
～
二
十
の
部
分
を
残
し
て
い
る
。
右
の
先
行
論
文
の
う
ち
、

春
・
紀
二
本
の
関
係
を
説
く
小
島
・
吉
永
両
論
文
で
は
、
紀
州
本
（
非
仙
覚
本
系
）
の
存
し
な
い
巻
十
一

以
降
へ
の
興
味
は
薄
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
完
本
で
あ
る
広
瀬
本
と
の
関
係
を
説
く
木
下
氏
関
係
の
二

論
文
に
つ
い
て
も
、
言
及
は
巻
七
、
八
な
ど
巻
十
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
、
巻
十
一
以
降

の
春
日
本
の
本
文
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

四

春
日
本
の
巻
十
一
以
降
の
巻
に
お
い
て
、
調
査
の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
巻
十
四
の
数
ヶ
所
の
他
は
、

巻
十
九
、
二
十
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
部
分
に
お
け
る
春
日
本
の
本
文
の
特
徴
は
、
巻
十
ま
で
と
同
じ
く
、

誤
っ
た
異
文
の
多
さ
に
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

は
、
春
日
本
の
原
本
で
は
な
く
、
江
戸
の
国
学
者
橋
本
経
亮
に
よ
る
影
写
で
あ
る
。
右
側
が
四
二
七

( )A
五
で
、
次
の
二
行
は
、
後
世
転
写
の
間
に
ま
ぎ
れ
込
ん
だ
と
思
わ
れ
る
異
文
で
あ
る
。
四
二
七
五
の
方
の

第
一
句
「
天
地
与
」
の
下
の
部
分
は
「
久
万
代
尓
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
訓
の
方
は
「
ヒ
サ
シ
キ
マ
テ

ニ
ヨ
ロ
ツ
ヨ
ニ
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
訓
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は

「
久
万
弖
尓
万
代
尓

（
西

、

」

本
願
寺
本

「
久
万
弖
万
代
尓

（
類
聚
古
集
）
い
ず
れ
か
の
本
文
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
春
日
本
の
本
文

）
、

」

は
、
相
似
た
字
面
が
続
く
た
め
、
写
し
落
と
し
た
結
果
と
推
定
さ
れ
る
。
な
お
、
異
文
に
つ
い
て
は
後
述

す
る
。

（
Ａ
）
春
日
本
巻
十
九
、
四
二
七
五

（
Ｂ
）
春
日
本
巻
二
十
、
四
三
二
〇
左
注
・
四
三
二
一
～
四
四
二
四
総
題

は
、

四
三
二
〇
の
左
注
と
四
三
二
一
～
四
四
二
四
の
総
題
の
部
分
で
あ
る
。
二
行
目
の
総
題
は
、

( )B

20

「
天
平
勝
宝
七
歳

二
月
神
替
遣
筑
紫
諸
国
防
人
等
歌
」
と
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
下
に
「
聊
述
拙
懐
作

乙未

マ
ヽ

之
」
と
い
う
記
述
が
続
い
て
い
る
。
こ
れ
は
文
脈
上
い
さ
さ
か
不
審
な
内
容
で
あ
る
が
、
よ
く
見
る
と
、

前
の
四
三
二
〇
左
注
の

後
の
六
字
を
も
う
一
度
写
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
あ
き
ら
か
な
写
し
誤

り
で
あ
る
。
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こ
の

、

の
誤
り
に
対
し
て
、
巻
十
ま
で
で
は
春
日
本
と
た
い
へ
ん
よ
く
似
た
本
文
傾
向
を
示
し
た

( )A

( )B

広
瀬
本
の
当
該
部
分
を
提
示
し
た
の
が
次
の

、

で
あ
る
。

A '( )

B '( )

広
瀬
本
巻
十
九
、
四
二
七
五

A '( )

広
瀬
本
巻
二
十
、
四
三
二
一
～
四
四
二
四
総
題

B '( )

の
四
二
七
五
で
は
、
第
二
、
三
句
は
類
聚
古
集
な
ど
と
同
じ
よ
う
に

「
久
万
弖
万
代
尓
」
と
い
う

、

A '( )
形
を
と
り
、
春
日
本
と
は
異
な
る
。
ま
た
、
春
日
本
に
見
ら
れ
た
一
字
一
音
の
異
文
も
見
ら
れ
な
い
。
一

方
、

に
お
い
て
も
、
総
題
は
「
…
…
防
人
等
歌
」
で
終
わ
っ
て
お
り
、
春
日
本
に
見
ら
れ
る
誤
り
は
な

B '( )

い
。
春
日
本

、

の
ご
と
き
誤
り
が
、
仮
に
広
瀬
本
以
外
の
他
本
に
も
ま
っ
た
く
見
出
さ
れ
な
い
と
な

( )A

( )B

る
と
、
諸
本
の
関
係
に
何
の
意
味
も
持
た
ら
さ
な
い
、
単
な
る
誤
り
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が

、
( )A

と
ほ
ぼ
同
じ
内
容
を
持
つ
伝
本
が
他
に
存
す
る
の
で
あ
る
。
元
暦
校
本
が
そ
れ
で
あ
る
。

( )B

元
暦
校
本
巻
十
九
、
四
二
七
五

A ''( )
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で
は
、
第
二
、
三
句
に
春
日
本
と
ま
っ
た
く
同
じ
形
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
一

A '( )
字
一
音
の
形
の
異
文
の
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
も
春
日
本
と
同
じ
よ
う
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
実
は
、
こ
の

異
文
は
、
仙
覚
系
の
諸
本
や
古
葉
略
類
聚
鈔
、
広
瀬
本
に
は
な
い
も
の
の
、
他
に
も
う
一
本
、
類
聚
古
集

に
も
存
す
る
（

。）
( )C

類
聚
古
集
巻
十
九
、
四
二
七
五

( )C

、

、

。

、

こ
の
こ
と
か
ら

異
文
そ
の
も
の
の
存
在
は

元
・
春
二
本
だ
け
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る

が

ほ
ぼ
同
じ
よ
う
に
見
え
る
三
本
の
異
文
も
よ
く
見
る
と
あ
る
違
い
が
存
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
第
一
句
の

「
ア
メ
ツ
チ
ト
」
の
「
ア
メ
」
が

の
類
聚
古
集
で
は
「
阿
免
」
の
字
が
あ
た
っ
て
い
る
の
に
、
元
・
春

( )C

で
は
「
愛
女
」
の
字
に
な
っ
て
い
る
。

、

、

「

」

、

「

」

し
か
も

元

春
で
は
と
も
に

耳

の
字
で
第
一
行
が
終
わ
る
字
配
り
な
の
に
対
し
て

類
で
は

川

。

、

。

で
第
一
行
が
終
わ
っ
て
い
る

同
様
の
異
文
を
持
ち
な
が
ら
も

元
・
春
と
類
の
違
い
は
明
ら
か
で
あ
る

元
暦
校
本
巻
二
十
、
四
三
二
〇
左
注
・
四
三
二
一
～
四
四
二
四
総
題

B ''( )

に
お
い
て
も
、
春
日
本

と
同
じ
く
「
防
人
等
歌
」
の
下
に
「
聊
述
拙
懐
作
之
」
の
部
分
が
見
ら
れ

B ''( )

( )B

る

「
聊
」
以
下
に
は
そ
の
部
分
を
除
く
べ
き
印
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
元
暦
校
本
に
本
来
存
し
た
も
の

。
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。

・

―

・

の
事
例
は
、
誤
り
と
し
て
も
き
わ
め
て
特
異
な
例
に
属
し
、
そ
れ
ら
が
酷
似
し
て
い

( )A

( )B

A ''( )

B ''( )

、

。

、

る
こ
と
は

元
暦
校
本
と
春
日
本
と
の
密
接
な
関
係
を
示
唆
し
て
い
よ
う

巻
十
九
・
二
十
に
お
い
て
は

右
の
よ
う
な
春
日
本
と
元
暦
校
本
と
の
一
致
す
る
例
を
数
多
く
指
摘
で
き
る
反
面
、
春
日
本
と
広
瀬
本
と

の
一
致
例
は
き
わ
め
て
少
な
い
。
つ
ま
り
、

―

で
見
ら
れ
た
傾
向
は
、
巻
十
一
以
降
の
春

( )A
A '( )
A ''( )

( )B
B '( )
B ''( )

日
本
と
元
暦
校
本
、
広
瀬
本
と
の
関
係
を
忠
実
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
巻

十
ま
で
と
同
じ
調
査
を
巻
十
一
以
降
で
行
っ
た
結
果
で
あ
る
。
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（
巻
十
一
～
二
十
）

春
日
本
異
文
一
致
率

○

△

計

元
暦
校
本

（

％
）

％

.

38

23

3

26

68
4

12

類
聚
古
集

（

％
）

％

.

36

10

3

13

36
1

21

古
葉
略
類
聚
鈔

（

％
）

％

.

17

6

1

7

41
1

43

広
瀬
本

（

％
）

％

.
38

4

2

6

15
8

88

右
の
通
り
、
春
日
本
と
の
一
致
率
が

も
高
い
の
は
元
暦
校
本
で
約
六
八
％
、
逆
に

も
低
い
の
は
広

瀬
本
で
約
一
六
％
と
い
う
結
果
に
な
っ
て
い
る
。
巻
十
一
以
降
の
調
査
は
、
巻
十
ま
で
に
比
べ
て
異
文
の

事
例
が
少
な
い
た
め
、
一
致
す
る
異
文
の
一
、
二
の
増
減
が
率
に
過
敏
に
響
く
と
い
う
問
題
は
残
る
。
だ

が
、
巻
十
ま
で
の
調
査
で
は

も
一
致
率
の
高
か
っ
た
広
瀬
本
が
（
右
表
の
一
番
下
の
数
値
が
巻
十
ま
で

の
も
の

、

も
低
く
な
っ
て
お
り
、
逆
に

も
低
か
っ
た
元
暦
校
本
が

も
高
い
数
値
に
な
っ
て
い
る

）

、

。

と
い
う
傾
向
は

異
文
の
数
が
多
い
少
な
い
と
い
う
事
情
を
超
え
た
本
質
的
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

か
よ
う
な
異
な
っ
た
傾
向
の
中
、
古
葉
略
類
聚
鈔
は
ど
う
か
。
こ
の
本
は
、
成
り
立
ち
の
上
で
春
日
本
と

き
わ
め
て
近
い
関
係
が
指
摘
さ
れ
な
が
ら
、
巻
十
ま
で
の
調
査
で
は
本
文
の
上
で
広
・
紀
二
本
に
大
き
く

劣
っ
て
い
た
。
古
葉
略
類
聚
鈔
の
巻
十
一
以
降
の
一
致
率
は
四
一
％
と
、
巻
十
ま
で
の
四
三
％
と
ほ
ぼ
同

様
の
数
値
を
示
し
て
い
る
。

も
春
日
本
に
近
い
元
暦
校
本
と
比
べ
る
と
一
致
率
で
大
き
く
劣
り
、
し
か

も
、
巻
十
一
以
降
で
も
春
日
本
の
特
徴
で
あ
る
誤
っ
た
異
文
に
つ
い
て
も
、
共
有
す
る
事
例
は
一
例
（
20

四
四
五
七
題
詞
「
河
内
国
人
伎
郷

）
に
す
ぎ
な
い
。
古
は
、
巻
十
ま
で
と
巻
十
一
以
降
と
で
春
日
本
に

」

、
、
、

対
し
て
ほ
ぼ
同
一
の
傾
向
を
有
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

巻
十
一
以
降
の
春
―
元
の
本
文
の
上
で
の
類
似
は
、
巻
十
ま
で
の
春
―
広
の
関
係
に
よ
く
似
て
い
る
。

大
の
特
徴
は
、
春
―
元
二
本
間
独
自
の
共
通
異
文
の
多
さ
に
あ
る
。
二
本
間
だ
け
の
共
通
異
文
は
全
三

八
ヶ
所
中
一
八
ヶ
所
（
四
七
％
）
に
も
及
び
、
巻
十
ま
で
の
春
―
広
な
ら
び
に
春
―
広
―
紀
の
共
通
異
文

の
比
率
（
三
五
％
）
を
上
回
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
の
異
文
の
多
く
が
欠
落
や
誤
字
の
類
で
あ
る
点

ま
で
似
て
い
る
。
右
に
挙
げ
た

・

の
二
例
は
も
と
よ
り
、
左
注
の
欠
落
（

四
二
九
八
左
注

、
脚

）

( )A

( )B

20

注
の
欠
落
（

四
四
五
八
脚
注

「
古
」
と
あ
る
べ
き
所
を
「
等
」
と
誤
る
例
（

四
三
二
一
・
四
三

）
、

20

20

二
七
左
注
）
な
ど
顕
著
で
あ
る
。
た
だ
、
春
―
元
の
共
通
異
文
の
場
合
、
一
方
で
「
左

（
他
本
「
佐
」

」

・

四
三
二
三
第
二
句
）
や
「
妣

（
他
本
「
比

・

四
三
二
七
第
四
句
）
な
ど
他
本
に
比
べ
、
い
ず

」

」

20

20

れ
が
正
し
い
か
簡
単
に
判
断
で
き
ぬ
例
も
目
立
ち
、
巻
十
ま
で
の
春
―
広
の
共
通
異
文
ほ
ど
傾
向
が
極
端

で
な
い
点
も
窺
え
る
。
し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
、
春
日
本
の
持
つ
明
ら
か
に
誤
っ
た
異
文
を
他
の
も
う

一
本
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
巻
十
ま
で
と
、
巻
十
一
以
降
の
調
査
結
果
は
基

本
的
に
よ
く
似
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

巻
十
一
以
降
の
春
―
元
の
関
係
を
、
巻
十
ま
で
の
春
―
元
の
関
係
と
同
じ
論
理
で
考
え
る
な
ら
、
こ
こ

で
は
元
暦
校
本
が
春
日
本
と
同
じ
祖
本
の
誤
り
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
受
け
と
め
ら

れ
る
。
つ
ま
り
、
巻
十
一
以
降
で
は
、
春
日
本
は
元
暦
校
本
に
き
わ
め
て
近
い
と
い
う
徴
候
が
見
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
春
日
本
は
、
先
述
の
よ
う
に
片
仮
名
傍
訓
と
い
う
付
訓
形
式
、
一
方
、
元
暦
校
本

は
、
平
仮
名
別
提
訓
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
両
者
は
、
訓
の
仮
名
の
種
類
、
位
置
い
ず
れ
に
し
ろ
異
な
っ

て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
片
仮
名
傍
訓
の
古
葉
略
類
聚
鈔
や
平
仮
名
別
提
訓
の
類
聚
古
集
な
ど
を
さ

し
お
い
て
両
者
が
本
文
の
近
似
を
見
せ
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
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右
は
重
要
な
問
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
一
番
大
き
な
問
題
は
、
巻
十
ま
で
と
、
巻
十
一
以

降
と
で
春
日
本
に
近
い
伝
本
が
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
巻
十
ま
で
で
は
一
番
近

か
っ
た
広
瀬
本
が
巻
十
一
以
降
で
は

も
遠
く
、
逆
に
巻
十
ま
で
で
は

も
遠
か
っ
た
元
暦
校
本
が
巻
十

一
以
降
で
は

も
近
い
と
い
う
逆
転
現
象
が
起
っ
て
い
る
。

、

、

、

当
面
の
調
査
に
お
い
て

巻
十
ま
で
と
巻
十
一
以
降
と
二
つ
に
分
け
て
検
討
し
た
の
は

先
述
の
通
り

春
日
本
と
関
わ
り
が
深
い
と
考
え
ら
れ
る
紀
州
本
（
非
仙
覚
本
系
）
が
巻
十
ま
で
し
か
な
い
と
い
う
事
情

を
考
慮
し
て
の
処
置
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
意
図
は
な
い
。
つ
ま
り
、
巻
十
ま
で
と
巻
十
一
以
降
と
で
、

春
日
本
を
め
ぐ
る
諸
本
の
関
係
が
か
ほ
ど
に
劇
的
に
変
化
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
当
初
は
ま
っ
た
く
予

測
で
き
な
か
っ
た
事
態
で
あ
る
。
一
般
に
『
万
葉
集
』
の
あ
る
伝
本
の
異
な
る
二
ヶ
所
を
取
り
出
し
て
他

の
伝
本
と
比
較
し
た
場
合
、
得
ら
れ
る
結
果
は
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
と
期
待
さ
れ
る
。
元
暦
校
本
な
ら
元
暦

校
本
と
い
う
一
揃
い
の
伝
本
は
、
基
本
的
に
巻
一
か
ら
巻
二
十
ま
で
（
欠
巻
を
含
め
て
）
一
貫
し
た
本
文

傾
向
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
本
稿
の
み
な
ら
ず
、
春
日
本
の
本
文
に
つ
い
て
言
及
す
る
先

掲
の
三
氏
の
論
に
お
い
て
も
、
右
の
考
え
を
前
提
に
し
て
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
（

。
と
こ

）
22

ろ
が
、
そ
の
前
提
が
崩
れ
か
ね
な
い
よ
う
な
結
果
が
出
て
き
た
以
上
、
巻
十
ま
で
の
結
果
と
巻
十
一
以
降

の
結
果
に
つ
い
て
、
単
に
紀
州
本
の
有
無
と
い
う
状
況
に
従
っ
て
両
者
を
す
り
合
わ
せ
る
の
で
は
な
く
、

一
見
す
る
と
正
反
対
と
も
言
え
る
両
者
の
結
果
に
対
し
て
整
合
性
を
持
つ
説
明
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。春

日
本
を
め
ぐ
る
前
後
二
つ
の
調
査
で
、
春
日
本
と
他
本
（
と
く
に
広
瀬
本
と
元
暦
校
本
）
と
の
関
係

が
大
き
く
異
な
る
の
な
ら
、
ま
ず
は
右
の
二
つ
の
異
な
っ
た
傾
向
は
ど
こ
を
境
界
と
し
て
い
る
か
を
見
究

め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
巻
十
ま
で
の
調
査
（
実
質
巻
五
～
十
）
で
は
主
と
し
て
巻
七
・
八
に
残

存
部
分
が
集
中
し
て
お
り
、
巻
九
・
十
な
ど
に
は
各
々
懐
紙
一
枚
ず
つ
し
か
残
っ
て
い
な
い
上
に
本
文
の

状
態
も
悪
く
、
調
査
に
使
え
る
事
例
は
巻
十
の
三
例
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
、
巻
十
一
以
降
で
は
、
巻
十
九

・
二
十
に
集
中
し
て
お
り
、
そ
れ
よ
り
前
の
部
分
で
調
査
に
有
効
な
事
例
は
、
巻
十
四
に
や
は
り
三
例
存

す
る
の
み
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
数
の
上
で
き
わ
め
て
少
な
く
、
し
か
も
、
内
容
に
お
い
て
も
、
他
本
と
の

関
係
が
明
確
に
知
ら
れ
る
脱
落
や
誤
字
の
例
が
少
な
い
（

。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
、
巻
十

）
23

・
十
四
で
の
春
日
本
の
本
文
傾
向
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
た
が
っ
て
。
春
日
本
が
広
瀬
本
（
・
紀
州

本
）
に
近
い
傾
向
を
示
す
範
囲
を
巻
五
～
八
に
、
元
暦
校
本
に
近
い
傾
向
を
示
す
範
囲
を
巻
十
九
・
二
十

に
限
定
し
て
、
他
の
部
分
は
不
明
と
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
と
の
傾
向
の
違
い
は
、
春
日
本
に
対
し
て
、
前
者
で
は
広
瀬
本
が
近
く
元

暦
校
本
が
遠
く
、
後
者
で
は
元
暦
校
本
が
近
く
広
瀬
本
が
遠
い
と
い
う
点
に
尽
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
か
よ

う
な
現
象
は
、
春
日
本
が
存
し
て
こ
そ
は
じ
め
て
顕
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
仮
に
春
日
本
が
存
在
し
な
か

っ
た
と
し
た
ら
、
他
の
比
較
の
方
法
で
は
元
暦
校
本
と
広
瀬
本
と
の
如
上
の
傾
向
の
遠
い
は
お
そ
ら
く
認

識
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
（
巻
五
～
八
で
の
広
瀬
本
、
巻
十
九
・
二
十
で
の
元
暦
校
本
の
春
日
本
と
共

通
す
る
誤
っ
た
異
文
の
多
く
は
、
春
日
本
が
な
か
っ
た
ら
、
各
々
の
伝
本
の
誤
写
と
し
て
無
視
さ
れ
る
可

能
性
が
高
い

。
と
す
れ
ば
、
巻
九
～
十
八
に
お
い
て
春
日
本
の
本
文
の
様
相
が
ほ
と
ん
ど
把
握
で
き
ぬ

）

現
状
で
は
、
傾
向
の
変
化
が
ど
の
あ
た
り
で
起
こ
る
か
を
知
る
有
効
な
手
だ
て
は
な
い
と
言
え
よ
う
。
な

ら
ば
、
春
日
本
と
諸
本
と
の
関
係
は
、
巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
と
で
大
き
な
遠
い
が
存
す
る
が
、
そ

れ
以
上
の
実
態
に
つ
い
て
は
今
の
と
こ
ろ
解
明
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
こ
の
論
を
終
え
る
こ
と

も
一
つ
の
あ
り
方
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
今
の
様
相
の
ま
ま
で
も
あ
る
程
度
の
推
論
は
可
能

か
と
思
わ
れ
る
。
以
下
、
節
を
改
め
て
、
不
確
実
な
が
ら
も
考
え
う
る
限
り
の
推
論
を
行
っ
て
み
た
い
。
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五

右
の
よ
う
に
、
春
日
本
は
巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
と
で
は
異
な
っ
た
傾
向
を
見
せ
る
。
こ
の
一
見

齟
齬
し
て
見
え
る
状
況
か
ら
は
、
春
日
本
が
巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
と
で
系
統
を
別
に
す
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
疑
問
す
ら
抱
か
さ
れ
る
。
が
、
春
日
本
は
少
な
く
と
も
現
存
部
分
に
つ
い
て
は
、
形
態
の

上
で
、
付
訓
形
式
、
題
詞
の
高
さ
な
ど
で
巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
と
で
違
い
は
見
ら
れ
な
い
し
、
本

、

、

。

、

文
の
上
で
も

先
の
広
瀬
本
と
元
暦
校
本
の
問
題
を
除
け
ば

目
立
っ
た
変
化
は
見
ら
れ
な
い

む
し
ろ

巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
と
で
、
と
も
に
題
詞
・
左
注
の
欠
落
、
本
文
の
誤
り
な
ど
が
多
い
と
い
う
点

で
共
通
の
性
格
が
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
春
日
本
自
体
に
は
少
な
く
と
も
系
統
が
途
中
で
変
わ
っ
て
い

る
こ
と
を
示
す
よ
う
な
証
左
は
見
当
ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
、
全
巻
を
同
一
の
系
統

と
扱
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

巻
五
～
八
で
は
、
春
日
本
は
広
瀬
本
と
多
く
の
本
文
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
春
日
本
が
広
瀬
本

と
同
じ
祖
本
（
仮
に
ｘ
と
す
る
）
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
一
方
、
巻
十
九
・
二
十
で
は
、
春
日
本
は

。

、

（

）

元
暦
校
本
と
本
文
を
共
有
し
て
い
る

こ
こ
で
は

春
日
本
は
元
暦
校
本
と
同
じ
祖
本

仮
に
ｙ
と
す
る

を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
春
日
本
が
先
に
推
定
し
た
よ
う
に
全
巻
が
同
一
の
系
統
だ
と
し
た
ら
ど

う
な
る
か
。
広
瀬
本
と
共
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
祖
本
ｘ
と
い
う
本
と
、
元
暦
校
本
と
共
有
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
祖
本
ｙ
と
か
系
統
上
無
関
係
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。
ｘ
も
ｙ
も
春
日
本
に
関
わ
る
限
り
、
春
日
本
に
到
る
ま
で
に
書
き
写
さ
れ
て
き
た
一
連
の
系
統

の
ど
こ
か
に
は
位
置
す
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ｘ
と
ｙ
と
は

低
限
同
一
の
系
統
の
本

と
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
春
日
本
を
介
し
て
、
ｘ
を
祖
と
す
る
広
瀬
本
と
、
ｙ
を

祖
と
す
る
元
暦
校
本
と
が
同
一
の
系
統
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
導
き
出
す
。

と
こ
ろ
が
、
巻
五
～
八
の
調
査
で
は
、
元
暦
校
本
は
諸
本
中
春
日
本
か
ら

も
遠
い
伝
本
だ
っ
た
し
、

逆
に
巻
十
九
・
二
十
の
調
査
で
は
広
瀬
本
が
春
日
本
か
ら

も
遠
い
伝
本
で
あ
っ
た
。
そ
の
広
瀬
本
と
元

暦
校
本
と
が
同
一
の
系
統
で
あ
ろ
う
と
い
う
右
の
推
論
に
は
、
に
わ
か
に
受
け
入
れ
が
た
い
側
面
も
あ
る

だ
ろ
う
。
ま
た
、
巻
十
九
・
二
十
の
調
査
に
お
い
て
も
同
様
の
点
に
言
及
し
た
が
、
春
日
本
（
片
仮
名
傍

訓

・
広
瀬
本
（
片
仮
名
別
提
訓

・
元
暦
校
本
（
平
仮
名
別
提
訓
）
の
三
本
は
付
訓
形
式
に
お
い
て
は

）

）

考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
バ
ラ
バ
ラ
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
点
も
右
の
推
論
の
信
頼
性
を
脅
や
か
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
か
よ
う
に
一
見
縁
遠
く
見
え
る
広
瀬
本
と
元
暦
校
本
だ
が
、
実
は
こ
の
二
本
に
は
浅
か

ら
ぬ
縁
が
存
す
る
こ
と
が
別
の
面
か
ら
証
明
さ
れ
て
い
る
。

「

」（

、

）

、

、

拙
稿

広
瀬
本
万
葉
集
の
性
格

文
学
季
刊
第
六
巻
三
号

平
成
七
年
夏

は

広
瀬
本
巻
二
十
が

途
中
で
訓
が
な
く
な
る
こ
と
。

途
中
か
ら
題
詞
が
高
く
な
る
こ
と
。
と
い
う
大
き
な
特
徴
を
持
つ
こ

( )1

( )2

と
を
指
摘
し
、
そ
の
境
目
（
四
四
二
三
以
降
）
の
位
置
か
ら
、
こ
の

・

の
特
徴
が
、
本
来
「
九
十
四

( )1

( )2

首
な
き
本

（
従
来
「
九
十
余
首
欠
く
る
本
」
な
ど
と
称
せ
ら
れ
て
い
た
本
）
で
あ
っ
た
の
が
、
欠
落
し

」

た
九
四
首
を
題
詞
の
高
い
本
で
補
っ
た
痕
跡
で
あ
る
と
推
定
し
た
。
一
方
、
元
暦
校
本
の
巻
二
十
も
、
訓

は
す
べ
て
の
部
分
に
付
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
題
詞
は
広
瀬
本
と
同
じ
位
置
か
ら
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
、
元
暦
校
本
が
広
瀬
本
と
同
じ
祖
本
を
共
有
す
る
証
左
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
広
瀬
本
と
元
暦

校
本
と
は
、
と
も
に
「
九
十
四
首
な
き
本
」
に
題
詞
の
高
い
本
で
残
り
を
補
っ
た
本
の
末
裔
で
あ
る
点
で

同
系
統
で
あ
る
と
い
え
る
。

右
は
、
伝
本
の
形
態
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
得
ら
れ
た
帰
結
で
あ
る
。
一
方
、
本
稿
の
推
論
は
春
日
本
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を
中
心
と
し
た
本
文
の
比
較
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
双
方
の
考
察
は
各
々
別
個
に
行
わ
れ
て
お
り
、
関
連

す
る
こ
と
は
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
と
も
に
元
・
広
の
二
本
が
同
一
の
系
統
で
あ
る
と
い
う
方
向
に

結
論
が
向
い
て
い
る
。
本
稿
の
調
査
は
先
述
の
よ
う
に
い
ま
だ
十
分
で
な
い
部
分
が
あ
り
、
あ
く
ま
で
推

測
の
域
を
出
な
い
状
況
で
あ
る
が
、
右
の
事
実
は
、
本
稿
の
推
論
が
あ
な
が
ち
見
当
違
い
で
も
な
い
こ
と

を
告
げ
て
い
よ
う
。
そ
の
際
、
巻
五
～
八
で
元
暦
校
本
に
春
日
本
と
似
た
誤
り
が
極
端
に
少
な
い
こ
と
、

巻
十
九
・
二
十
で
広
瀬
本
に
同
じ
く
春
日
本
と
似
た
特
徴
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
の
所
、
巻
五
～

八
の
調
査
で
紀
州
本
な
ど
で
想
定
し
た
よ
う
な
、
校
訂
の
手
が
加
わ
り
、
誤
り
が
訂
正
さ
れ
た
と
い
う
道

筋
を
考
え
て
い
る
（

。
以
上
、
春
日
本
の
考
察
を
中
心
に
、
広
瀬
本
と
元
暦
校
本
と
が
祖
を
一
つ
に

）
24

す
る
形
跡
が
今
に
残
る
こ
と
に
つ
い
て
推
論
を
行
っ
た
。

と
は
い
え
、
春
日
本
と
い
う
一
伝
本
の
、
し
か
も
そ
の
ご
く
一
部
分
を
基
に
し
た
調
査
の
結
論
と
し
て

、

。

、

、

は

い
さ
さ
か
間
口
を
広
げ
す
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
る

今
後
は

今
あ
る
春
日
本
の
い
っ
そ
う
の
討
究
と

新
た
に
見
出
さ
れ
た
箇
所
の
検
討
を
通
じ
て
、
右
の
推
論
の
検
証
を
行
な
っ
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま

た
、
本
稿
は
、
春
日
本
の
本
文
の
性
格
の
解
明
を
第
一
義
と
し
た
た
め
、
行
論
の
途
上
で
直
接
春
日
本
に

関
わ
ら
ぬ
問
題
に
行
き
当
っ
た
場
合
は
い
ず
れ
も
深
入
り
を
避
け
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
春
日
本
以
外
の

伝
本
に
つ
い
て
検
討
す
べ
き
課
題
を
数
多
く
残
し
て
い
る
。
春
日
本
の
残
さ
れ
た
問
題
と
と
も
に
順
次
取

り
組
ん
で
ゆ
く
べ
き
と
考
え
て
い
る
。

注

、

、

、

１

懐
紙
の
中
に
は

ほ
ん
の
一
部
分
し
か
残
存
し
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
が

そ
れ
ら
に
つ
い
て
も

一
枚
と
数
え
て
い
る
。

２

公
刊
さ
れ
た
複
製
・
写
真
版
等
で
確
認
し
た
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
佐
佐
木
信
綱
『
春
日

本
万
葉
集
残
簡

（
昭
和
五
年

・

校
本
万
葉
集
』
十
七
諸
本
輯
影
（
昭
和
七
年
～

・
墨
跡
研

』

）
『

）

究
会
『
春
日
懐
紙

（
昭
和
三
十
九
年

・
田
山
方
南
『
茶
掛
け
艦
賞

（
昭
和
四
十
七
年

・
濱

』

）

』

）

口
博
章
「
中
臣
祐
春
筆
万
葉
集
断
簡
に
つ
い
て

（
万
葉
第
八
十
八
号
昭
和
五
十
年

・
伊
井
春

」

）

樹
他
『
古
筆
切
集
浄
照
坊
蔵

（
昭
和
六
十
三
年

・
国
文
学
研
究
資
料
館
『
逸
翁
美
術
館
蔵
国

』

）

』（

）

『

』（

、

）
。

文
学
関
係
資
料
解
説

平
成
元
年

・
小
松
茂
美

古
筆
学
大
成

第
十
二
巻

平
成
二
年

３

「
国
文
学
研
究
資
料
館
報

（
第
四
十
九
号
。
平
成
九
年
九
月
）
に
「
新
指
定
の
貴
重
書
」
と
し
て

」

「
春
日
懐
紙

（
中
臣
祐
定
写
・
二
十
五
枚
・
鎌
倉
初
期
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。

」

「

」（

）

４

小
島
憲
之

万
葉
集
古
写
本
に
於
け
る
校
合
書
入
考

国
語
国
文
第
十
一
巻
四
号
昭
和
十
六
年

は

『
万
葉
集
』
非
仙
覚
本
系
の
端
本
全
体
の
関
係
を
捉
え
よ
う
と
し
た
唯
一
の
業
績
で
あ
る
。

、
た
だ
し
、
諸
本
の
関
係
の
捉
え
方
は
本
稿
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

５

『
万
葉
集
』
の
伝
本
等
の
調
査
に
お
い
て
、
紀
州
本
の
特
殊
事
情
を
考
慮
し
て
、
巻
十
ま
で
と
そ
れ

以
降
と
を
分
け
て
考
え
る
先
蹤
と
し
て
、
中
世
万
葉
集
研
究
会
『
三
条
西
実
隆
自
筆
本
「
一
葉

抄
」
の
研
究

（
平
成
九
年
）
が
あ
る
。
な
お
、
後
掲
の
春
日
本
の
異
文
の
他
本
と
の
対
照
の

』

表
も
同
書
の
記
載
を
参
考
に
し
て
い
る
。

６

春
日
本
の
調
査
の
範
囲
の
中
で
、
非
仙
覚
本
系
の
有
力
な
伝
本
と
し
て
、
細
井
本
（
巻
四
・
五
・

六
。
細
井
本
は
こ
の
三
巻
だ
け
非
仙
覚
本
系
）
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
本
の
当
該
の
部
分
は

、

（
「

」『

』

広
瀬
本
と
同
系
統
で

本
文
状
況
も
酷
似
し
て
い
る

広
瀬
本
万
葉
集
解
説

校
本
万
葉
集

十
八
、
平
成
六
年

。
し
た
が
っ
て
、
細
井
本
に
つ
い
て
は
立
項
し
て
い
な
い
。

）

７

『
万
葉
集
』
の
歌
番
号
に
つ
い
て
は
、
旧
『
国
歌
大
観
』
番
号
を
用
い
る
。
こ
の
番
号
は
、
あ
る
部



- 83 -

分
（
巻
七
の
一
部
な
ど
）
に
つ
い
て
、
非
仙
覚
本
系
諸
本
の
歌
の
配
列
を
忠
実
に
反
映
し
て
い

な
い
点
も
あ
る
が
、
一
般
的
な
テ
キ
ス
ト
と
の
照
応
を
考
慮
し
て
、
あ
え
て
そ
の
ま
ま
使
用
す

る
。

８

古
葉
略
類
聚
鈔
は

『
万
葉
集
』
の
本
文
の
部
分
を
略
し
て
訓
だ
け
を
片
仮
名
で
示
す
事
例
が
ま
ま

、

見
ら
れ
る
。
表
中
の
「
訓
の
み
」
と
は
当
該
部
分
が
さ
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ
と
を
示
す
表
示

で
あ
る
。

９

春
日
本
の
訓
は
、
オ
・
ヲ
い
ず
れ
の
場
合
で
も
ヲ
を
用
い
て
い
る
（
佐
佐
木
信
綱
『
万
葉
集
の
研

究
第
二

（
昭
和
十
九
年

。

』

）

『
万
葉
集
』
の
古
写
本
に
は
明
ら
か
に
意
改
さ
れ
た
と
思
し
い
本
文
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
点
に

10

つ
い
て
は
木
下
正
俊
氏
の
一
連
の
論
（

万
葉
集
写
本
の
意
改
」
文
学
第
四
十
八
巻
二
号
昭
和

「

五
十
五
年

・

万
葉
集
古
写
本
の
文
改
変

（
国
文
学
（
関
西
大
学
）
第
六
十
七
号
平
成
二
年
）

）
「

」

に
詳
し
い
。

（

）

、

（

）

、

注

で
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に

細
井
本

巻
四
・
五
・
六

と
広
瀬
本
と
は
同
系
統
で
あ
り

11

6
こ
の
二
本
間
で
の
歌
の
欠
落
の
共
有
（
巻
四
）
は
欠
落
の
例
か
ら
除
外
し
て
い
る
。

広
瀬
本
は
、
件
の
「
旋
頭
歌
」
と
い
う
標
題
と
一
四
〇
三
の
歌
と
を
、
巻
七
の
巻
末
に
記
し
て

12

お
り
、
朱
で
「
可
在
挽
歌
上
」
と
注
記
も
存
す
る
。
そ
し
て
、
欠
落
部
の
上
に
も
「
可
書
入
旋

頭
歌
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
現
存
の
広
瀬
本
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
部
分
は
欠
を
補
っ
た
形
で

読
ま
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
も
補
わ
れ
て
い
る
歌
は
、
広
瀬
本

特
有
の
片
仮
名
別
提
訓
で
、
訓
の
内
容
も
元
暦
校
本
な
ど
非
仙
覚
本
系
の
本
に
似
て
い
る
。
そ

の
点
で
、
こ
の
部
分
を
本
来
の
欠
落
と
考
え
る
こ
と
に
疑
問
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
一

一
六
四
の
ご
と
く
、
同
じ
巻
七
の
中
で
、
紀
州
本
・
広
瀬
本
が
と
も
に
欠
落
し
て
い
る
事
例
を

考
え
る
と
、
紀
州
本
が
欠
落
し
て
い
る
所
が
広
瀬
本
で
も
（
少
な
く
と
も
本
篇
で
は
）
欠
落
し

て
い
る
こ
と
は
到
底
偶
然
と
は
思
え
な
い
。
し
か
も
、
双
方
と
も
歌
だ
け
で
な
く
「
旋
頭
歌
」

と
い
う
標
題
ま
で
同
じ
よ
う
に
欠
い
て
い
る
と
な
れ
ば
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本

稿
は
、
広
瀬
本
の
一
四
〇
三
及
び
前
の
標
題
は
、
少
な
く
と
も
本
篇
に
お
い
て
は
本
来
欠
け
て

い
た
も
の
と
判
断
す
る
。

同
論
文
は
主
と
し
て
関
戸
守
彦
氏
所
蔵
（
当
時
）
の
春
日
本
、
懐
紙
に
し
て
二
十
九
枚
分
を
か

13

な
り
詳
し
く
紹
介
し
て
い
る
。
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
紹
介
さ
れ
た
ほ
と
ん
ど
の
懐
紙

は
『
校
本
万
葉
集
』
に
も
校
合
さ
れ
ず
、
所
在
も
不
明
で
あ
る
。

一
致
率
の
表
に
は
掲
出
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
他
に
京
都
大
学
本
の
代
赭
書
入
（
京
大
本
赭
と

14

略
称
す
る
）
と
の
一
致
例
が
一
一
ヶ
所
ほ
ど
存
す
る
。
も
の
が
書
入
だ
け
に
他
の
伝
本
の
よ
う

に
一
致
率
を
割
り
出
す
こ
と
は
難
し
い
が
、
そ
の
う
ち
、
京
大
本
赭
だ
け
が
春
と
一
致
す
る
例

が
一
例
（

一
五
五
六
訓

、
春
の
他
に
紀
・
広
の
い
ず
れ
の
一
本
と
の
み
一
致
す
る
例
が
各

）

8

々
一
例
（

一
二
○
三
訓
・

一
二
二
八
訓
）
あ
り
、
春
・
紀
・
広
三
本
と
一
致
す
る
例
も
少

7

7

な
く
な
い
。
こ
の
こ
と
は
京
大
本
赭
と
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
山

崎
福
之
氏
の
一
連
の
論
考
（

類
聚
古
集
の
片
仮
名
訓
書
入
」
万
葉
第
一
一
三
号
昭
和
五
十
八

「

年
等
）
と
関
わ
っ
て
き
わ
め
て
興
味
深
い
。
が
、
春
日
本
の
特
徴
で
あ
る
誤
っ
た
異
文
と
の
一

致
例
は
皆
無
で
あ
る
。
書
入
れ
と
い
う
行
為
が
、
主
と
し
て
正
し
か
る
べ
き
本
文
を
摘
記
す
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
右
の
よ
う
な
傾
向
は
必
然
的
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
春
日
本
と
京
大
本
赭

と
の
関
係
の
決
定
的
な
所
が
わ
か
ら
な
い
の
は
残
念
で
あ
る
。
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先
掲
吉
永
登
「
古
葉
略
類
聚
鈔
考
」
は
、
春
・
古
・
紀
の
三
本
の
関
係
に
つ
い
て
「
以
上
、
訓

15

に
関
す
る
か
ぎ
り
、
春
日
本
は
紀
州
本
よ
り
い
っ
そ
う
古
葉
略
類
聚
鈔
に
近
く
」
と
発
言
し
て

い
る
が
、
吉
永
論
文
以
降
に
発
見
さ
れ
た
資
料
を
加
え
、
本
文
と
訓
と
を
総
合
的
に
判
断
し
た

結
果
、
前
述
の
よ
う
に
、
春
は
古
よ
り
紀
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
、
同
論
文
は
、
古
の
本
文
が
相
当
に
校
訂
の
手
が
加
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
す
で
に
言
及
し
て
い
る
。

誤
ま
っ
た
異
文
を
共
有
す
る
事
例
と
し
て
「
水
手
出
吉
之

（

一
三
八
六

本
文
）
の
例
を

」

、

16

7

3

挙
げ
う
る
に
す
ぎ
な
い
。

類
聚
古
集
の
図
版
は
上
田
万
年
・
小
島
憲
之
『
類
聚
古
集

（
縮
刷
版
・
昭
和
四
十
九
年

、

』

）

17

広
瀬
本
の
図
版
は
『
校
本
万
葉
集
』
別
冊
一
～
三
（
平
成
六
年
）
を
用
い
る
。
以
下
同
じ
。

巻
七
・
八
の
調
査
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
。
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は
、
巻
に
よ
っ
て
、
残
っ

18

て
い
る
本
の
種
類
や
数
が
著
し
く
変
動
す
る
。
紀
州
本
と
広
瀬
本
と
の
近
さ
は
、
他
本
と
の
比

、

、

較
で
し
か
測
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め

全
体
と
し
て
よ
り
正
確
な
把
握
を
目
指
す
た
め
に
は

本
稿
が
行
っ
た
巻
七
・
八
の
調
査
以
上
に
精
度
の
高
い
基
準
を
設
け
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

こ
の
部
分
の
図
版
は
『
校
本
万
葉
集
』
十
七
（
諸
本
輯
影
）
に
よ
る
。

19

こ
の
部
分
の
図
版
は
、
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
本
の
写
真
に
よ
る
。

20

元
暦
校
本
の
図
版
は
『
元
暦
校
本
万
葉
集

（
昭
和
六
十
一
年
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

』

21

三
氏
の
論
は
い
ず
れ
も
春
日
本
の
一
部
を
他
本
の
本
文
と
比
較
し
て
、
そ
の
結
果
を
た
だ
ち
に

22

春
日
本
と
他
の
本
全
休
の
近
さ
・
速
さ
に
結
び
付
け
る
形
で
行
論
し
て
い
る
。
か
よ
う
な
傾
向

は
、
件
の
三
氏
の
論
の
み
な
ら
ず

『
万
葉
集
』
の
伝
本
研
究
の
根
幹
を
な
す
『
校
本
万
葉
集
』

、

（
首
巻
）
を
は
じ
め

『
万
葉
集
』
の
伝
本
研
究
全
般
に
見
出
さ
れ
る
。

、

巻
十
の
三
例
は
い
ず
れ
も
広
瀬
本
の
現
存
し
な
い
部
分
で
、
三
例
と
も
紀
州
本
に
近
く
、
元
暦

23

校
本
と
は
遠
い
。
一
方
、
巻
十
四
の
例
で
は
、
三
例
中
二
例
が
広
瀬
本
と
近
く
、
元
暦
校
本
に

近
い
例
は
な
い
。
ま
た
、
三
例
と
も
に
一
致
す
る
の
は
類
聚
古
集
で
あ
る
。

巻
五
～
八
と
巻
十
九
・
二
十
の
齟
齬
に
つ
い
て
、
各
々
本
文
の
校
訂
を
想
定
す
る
に
し
て
も
、

24

ど
う
し
て
、
広
瀬
本
で
は
巻
五
～
八
で
は
誤
り
が
残
り
、
巻
十
九
・
二
十
で
は
そ
の
誤
り
が
改

め
ら
れ
て
い
て
、
逆
に
元
暦
校
本
で
は
巻
五
～
八
で
は
す
っ
か
り
改
め
ら
れ
て
い
て
、
巻
十
九

・
二
十
で
は
残
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
十
分
に
説
明
で
き
な
い
。
そ
の
点
も
含

め
て
、
さ
ら
に
考
え
て
ゆ
き
た
い
。

（
補
注
）
春
日
本
は
、
平
成
二
六
年
六
月
現
在
、
一
六
〇
枚
ま
で
、
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ
る
。
だ
が
、

新
た
に
発
見
さ
れ
た
春
日
懐
紙
の
多
く
は
、
裏
の
春
日
本
万
葉
集
が
残
存
し
て
い
る
事
例
が
極
端

に
少
な
く
、
本
論
文
で
得
ら
れ
た
以
上
の
成
果
は
得
ら
れ
て
い
な
い
。

〈
付
記
〉
本
稿
構
想
の
段
階
で
『
校
本
万
葉
集

（
新
増
補
）
の
編
者
で
あ
る
木
下
正
俊
・
神
堀
忍
両
先

』

生
よ
り
、
春
日
本
に
つ
い
て
種
々
御
教
示
を
賜
わ
っ
た
。
成
稿
の
段
階
で
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
新

藤
協
三
教
授
か
ら
お
教
え
を
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
に
は
、
所
蔵
の
春
日
本
の
閲

覧
等
に
つ
い
て
御
配
慮
を
賜
り
、
こ
と
に
亀
田
康
範
副
館
長
か
ら
は
格
別
な
御
厚
情
を
い
た
だ
い
た
。
記

し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
初
出
「
春
日
本
万
葉
集
の
再
検
討
」
文
学
（
季
刊
）
第
一
〇
巻
四
号

平
成
一
一
年
一
〇
月
）
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第
三
章

片
仮
名
訓
本
系
統
内
で
の
諸
本
の
位
置

付
属
論
文
②

広
瀬
本
万
葉
集
の
信
頼
性

一

広
瀬
本
万
葉
集
は

平
成
五
年
に
公
表
さ
れ
た
伝
本
で
あ
る

こ
の
本
は

公
表
と
ほ
ぼ
同
時
に

校

、

。

、

、『

本
万
葉
集
』
の
別
冊
と
し
て
影
印
本
が
刊
行
さ
れ
（
平
成
六
年

、
さ
ら
に
同
書
の
第
十
八
巻
に
「
広
瀬

）

本
万
葉
集
解
説

（
以
下

「
広
瀬
本
解
説
」
と
称
す
る
）
と
い
う
、
こ
の
本
に
つ
い
て
の
大
変
詳
細
な

」

、

解
説
が
収
め
ら
れ
た
。
こ
の
解
説
に
よ
り
、
広
瀬
本
が
、
本
来
定
家
本
で
あ
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
、
万

。

、

葉
集
の
伝
本
と
し
て
す
ぐ
れ
た
本
文
を
持
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る

こ
れ
を
承
け

現
在
、
広
瀬
本
は
、
様
々
な
点
で
検
討
が
進
み
、
も
は
や
、
広
瀬
本
の
伝
本
と
し
て
の
価
値
は
揺
る
ぎ
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
が
、
広
瀬
本
に
は
、
精
力
的
な
研
究
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
解
明
さ
れ
る
べ
き
大
き

な
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
書
写
年
代
が
、
他
に
突
出
し
て
新
し
い
と
い
う
点
で
あ
る
（
天
明

元
年
〈
一
七
八
一

。
一
般
に
、
人
の
手
を
介
し
て
写
さ
れ
る
写
本
は
、
書
写
年
代
が
新
し
い
と
、
原

〉
）

本
か
ら
の
転
写
が
数
多
く
重
ね
ら
れ
た
可
能
性
が
高
く
、
信
頼
性
が
低
下
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ

れ
故
、
校
訂
な
ど
に
は
な
る
べ
く
書
写
年
代
の
古
い
本
が
用
い
ら
れ
る
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
実
際
、
万

葉
集
で
校
訂
に
用
い
ら
れ
る
伝
本
は
、
そ
の
多
く
が
平
安
鎌
倉
期
の
書
写
本
で
あ
り
、
広
瀬
本
は
、
そ
れ

ら
と
比
べ
る
と
異
様
な
ほ
ど
新
し
い
伝
本
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど
に
新
し
い
写
本
が
、
ど
う
し

て
平
安
鎌
倉
期
の
写
本
と
肩
を
並
べ
て
比
較
し
う
る
か
に
つ
い
て
は
、
不
思
議
な
こ
と
に
従
来
十
分
に
は

討
究
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ま
で
、
そ
の
よ
う
な
声
が
挙
ら
な
か
っ
た
背
景
に
は
、
研
究
の
積
み
重

ね
の
中
で
、
経
験
的
に
広
瀬
本
の
内
容
が
他
の
伝
本
と
遜
色
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
感
触
が
存
し
た
こ
と

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
か
よ
う
に
重
要
な
事
柄
は
、
感
じ
や
感
触
で
す
ま
せ
る
の
で
は
な
く
、
是

非
と
も
論
証
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
広
瀬
本
が
今
後
有
効
に
利
用
さ
れ
て
ゆ
く
た
め

に
も
、
原
点
に
立
ち
返
り
、
伝
本
と
し
て
の
信
頼
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
急
務
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

二

広
瀬
本
の
書
写
が
新
し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
も
ち
ろ
ん
「
広
瀬
本
解
説
」
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

同
書
で
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
論
の
各
所
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
、

広
瀬
本
の
、
原
本
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
古
い
形
が
残
っ
て
い
る
事
例
を
挙
げ
、
本
文
の
優
秀
性
と
い
う

面
か
ら
こ
の
問
題
を
克
服
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
書
写
年
代
が
新
し
い
こ
と
に
惹
起
す
る
不
安

は
、
主
と
し
て
、
長
い
期
間
を
経
た
こ
と
に
よ
り
、
本
文
な
ど
が
変
改
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い

う
点
に
つ
き
る

「
広
瀬
本
解
説
」
に
お
い
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
も
必
ず
し
も
言
及
が
な
い
と
い
う
わ

。

け
で
は
な
い
が
、
重
点
が
先
の
点
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
瀬
本
が
、
伝
来
の

間
に
い
か
に
変
改
さ
れ
て
い
な
い
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

広
瀬
本
は
、
藤
原
定
家
書
写
本
を
淵
源
と
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
定
家
が
書
写
し
た
と
考

え
ら
れ
る
の
は
、
建
保
三
年
（
一
二
一
五

、
鎌
倉
時
代
の
初
期
に
当
た
る
（
注
１

。
ま
ず
は
、
定
家

）

）

時
代
の
本
と
し
て
み
た
場
合
に
、
広
瀬
本
の
内
容
は
ど
う
か
と
い
う
観
点
で
考
え
て
み
た
い
。
そ
の
点
か

ら
、
注
目
さ
れ
る
の
は
、
他
作
品
で
定
家
書
写
本
を
淵
源
に
持
つ
事
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
の
中

に
は

書
写
年
代
が
遅
く
と
も
高
い
価
値
を
認
め
ら
れ
た
本
が
あ
る

た
と
え
ば

旧
高
松
宮
家
蔵
の

後

、

。

、

『
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撰
和
歌
集
』
は
、
江
戸
初
期
の
写
本
で
あ
る
が
、
定
家
自
筆
の
本
を
透
写
し
た
本
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
き

（

『

』

）
。

わ
め
て
重
要
な
本
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る

岸
上
慎
二

後
撰
和
歌
集
の
研
究
と
資
料

昭
四
一
年

時
代
が
下
っ
て
も
、
定
家
書
写
本
と
の
関
係
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
対
す
る
書
写
態
度
が
明
確
な
場
合
に

は
、
相
応
の
価
値
が
認
め
ら
れ
る
。
が
、
当
の
広
瀬
本
の
場
合
、
定
家
本
を
淵
源
に
持
つ
こ
と
は
認
め
ら

れ
て
も
、
元
の
定
家
書
写
の
万
葉
集
に
つ
い
て
は
、
現
在
そ
の
本
自
体
は
お
ろ
か
、
断
簡
一
枚
知
ら
れ
て

い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
定
家
自
筆
本
と
の
比
較
に
つ
い
て
は
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
広
瀬
本
が
全
く
他
と
隔
絶
し
た
伝
本
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

「
広
瀬
本
解
説
」

。

、

（

）

（

、

。

）

が
述
べ
る
よ
う
に

伝
冷
泉
為
頼
筆
本

巻
一

・
細
井
本

巻
四
～
六

他
の
巻
は
仙
覚
本
系

注
２

。「

」

、

、

を
同
系
統
の
本
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る

広
瀬
本
解
説

が
既
に
述
べ
る
よ
う
に

こ
れ
ら
は

と
も
に
大
変
広
瀬
本
に
よ
く
似
た
内
容
を
持
つ
本
で
あ
り
、
前
者
が
江
戸
時
代
初
期
、
後
者
が
室
町
時
代

、

。

、

、

、

末
と

い
ず
れ
も
広
瀬
本
よ
り
書
写
も
古
い

こ
れ
ら
の
存
在
に
よ
り

一
応

室
町
末
期
く
ら
い
ま
で

広
瀬
本
の
内
容
は
さ
か
の
ぼ
れ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
で
は
、
こ
れ
ら
の
伝
本
と
広
瀬
本
と
は
ど
の
く

ら
い
似
て
い
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
「
広
瀬
本
解
説
」
に
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
が
、
よ
り

書
写
年
代
の
古
い
細
井
本
と
の
比
較
に
つ
い
て
、
補
足
す
べ
き
こ
と
を
述
べ
る

「
広
瀬
本
解
説
」
は
、

。

細
井
本
と
広
瀬
本
に
つ
い
て
、

細
・
広
を
並
べ
て
一
枚
一
枚
め
く
り
な
が
ら
比
較
す
る
と
驚
く
ほ
ど
両
者
が
似
て
い
る
こ
と
が
知
ら

れ
る
。

と
述
べ
、
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て
い
る
。
問
題
は
、
両
者
が
ど
の
程
度
よ
く
似
て
い
る
か
で
あ
る
が
、

左
は
、
両
者
の
巻
四
の
目
録
の
一
部
分
で
あ
る
（
注
３

。
）

広
瀬
本

巻
四
目
録

細
井
本
（
東
洋
文
庫
蔵
）
同
上

行
配
り
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
細
井
本
が
広
瀬
本
と
同
じ
系
統
な
の
は
〈
巻
四

（
注
２
参
照

・
巻
五

〉

）

・
六
の
三
巻
。
そ
の
う
ち

〈
巻
四
〉
の
一
部
分
に
一
行
ず
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
が
（
広
瀬
本

、

の
影
印
本
で
言
う
と
、
Ｐ
四
〇
三
～
四
一
〇
と
Ｐ
四
五
一
～
四
六
二
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
一
行
ず
れ
て
い

る

、
巻
五
・
六
に
到
っ
て
は
、
全
丁
全
く
同
じ
行
配
り
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
文
に
つ
い
て
も
、

）
表
示
し
た
部
分
に
つ
い
て
は
全
く
同
じ
で
あ
る
し
、
全
体
に
お
い
て
も
、
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
を
除
け
ば
、
ほ

ぼ
同
じ
内
容
で
あ
る
。
が
、
両
者
を
並
べ
れ
ば
明
白
な
よ
う
に
、
筆
跡
は
、
さ
ほ
ど
似
て
お
ら
ず
、
透
写

や
臨
模
な
ど
が
行
わ
れ
た
形
跡
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
全
体
と
し
て
は
、
き
わ
め
て
よ
く
似
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
こ
に
四
例
見
え
る
「
○
首
」
の
「
首
」
の
字
は
様
々
に
崩
さ
れ
て
い

る
が
、
両
本
で
四
つ
の
事
例
の
崩
さ
れ
方
は
全
く
同
じ
で
あ
る
。
両
者
に
は
、
こ
の
よ
う
な
字
の
崩
し
方

に
到
る
ま
で
酷
似
す
る
例
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
字
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
写
さ
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
が
、
両
者
は
、
単
に
同
一
の
親
本
か
ら
派
生
し
た
伝
本
と
い
う
関
係
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
酷
似
し
た
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本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。

三

で
は
、
細
井
本
以
前
に
は
さ
か
の
ぼ
れ
る
の
か
。
筆
者
は
、
こ
れ
ま
で
、
広
瀬
本
に
つ
い
て
、
い
く
つ

か
の
観
点
か
ら
他
の
平
安
鎌
倉
期
の
伝
本
と
比
較
を
行
っ
て
き
た
。
そ
の
際
、
今
回
の
論
が
提
示
す
る
よ

う
な
問
題
意
識
を
十
分
に
持
た
ず
に
、
単
純
に
他
の
諸
本
と
の
比
較
を
行
っ
て
い
た
点
、
反
省
す
べ
き
で

は
あ
る
が
、
そ
の
結
果
は
、
今
回
の
論
に
対
し
て
も
有
益
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
調
査
で
、

広
瀬
本
が
、
い
ず
れ
も
平
安
鎌
倉
期
の
伝
本
と
き
わ
め
て
よ
く
似
た
傾
向
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
調
査
の
観
点
を
、
今
回
の
趣
旨
に
従
っ
て
整
理
し
直
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

ａ

題
詞
の
高
さ

ｂ

長
歌
訓
の
分
布

ｃ

本
文
の
誤
り

ま
ず
は
、
ａ
に
つ
い
て
で
あ
る
。
万
葉
集
は
、
伝
本
に
よ
っ
て
、
題
詞
が
歌
よ
り
も
高
い
本
と
低
い
本

と
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
広
瀬
本
は
、
基
本
的
に
は
題
詞
の
低
い
本
な
の
だ
が
、
一
部
に
題
詞
の
高

い
部
分
が
二
箇
所
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
巻
二
十
の
後
半
部
分
で
あ
る
。
広
瀬
本
巻
二
十
は
、
四
三
九
八
ま

で
は
他
の
部
分
と
同
じ
く
題
詞
が
低
い
の
だ
が
、
次
に
題
詞
が
現
れ
る
四
四
三
三
（
他
の
本
で
は
、
そ
の

間
に
四
四
〇
八
に
も
題
詞
が
あ
る
が
、
広
瀬
本
で
は
欠
落
し
て
い
る
）
は
題
詞
が
歌
よ
り
も
高
く
、
以
降

の
題
詞
は
す
べ
て
そ
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
広
瀬
本
は
、
こ
の
間
の
四
四
二
三
以
降
訓
が
い
っ
さ
い
な
い

と
い
う
特
徴
が
見
ら
れ
、
両
者
の
境
目
は
四
四
二
二
と
四
四
二
三
と
に
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、

広
瀬
本
が
、
巻
二
十
の

後
の
九
十
首
あ
ま
り
が
欠
け
た
本
、
い
わ
ゆ
る
「
九
十
余
首
な
き
本
」
だ
っ
た

も
の
に
、
残
り
の
歌
を
題
詞
の
高
い
本
で
補
っ
た
た
め
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
（
拙
稿
「
広
瀬
本
万
葉
集

の
性
格
」
季
刊
「
文
学
」
第
六
巻
三
号
平
成
七
年
夏

（
左
は
、
広
瀬
本
巻
二
十
、
四
四
三
六
）

）
。

広
瀬
本
の
伝
本
と
し
て
の
性
格
を
知
る
上
で
重
要
な
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
形
態
自
体
は
き
わ
め

て
特
殊
だ
と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
が
他
の
伝
本
に
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
元
暦
校

本
で
あ
る
。
元
暦
校
本
も
、
や
は
り
題
詞
の
低
い
本
な
の
で
あ
る
が
、
広
瀬
本
と
同
じ
部
分
か
ら
題
詞
が

高
く
な
っ
て
い
る
（
但
し
、
元
暦
校
本
の
場
合
、
題
詞
の
高
さ
は
、
歌
と
同
じ
高
さ
で
あ
る

。
元
暦
校

）

本
は
、
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
に
他
本
を
校
合
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
本
で
あ
り
、
書
写

は
そ
れ
以
前
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
元
暦
校
本
と
同
じ
特
徴
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
広
瀬
本
の

か
よ
う
な
特
徴
が
、
少
な
く
と
も
元
暦
校
本
以
前
に
さ
か
の
ぼ
り
う
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

も
う
一
箇
所
は
、
巻
六
で
あ
る
。
広
瀬
本
巻
六
は
、
題
詞
の
う
ち
、
年
号
を
示
す
も
の
に
限
り
、
歌
と

同
じ
高
さ
に
書
か
れ

し
か
も

多
く
は

年
号
と
干
支
だ
け
が
別
行
に
な
る
と
い
う
特
徴
を
持
つ

左

、

、

、

。（

は
、
広
瀬
本
巻
六
、
九
四
八
）

図
版
：
広
瀬
本

巻
二
十
、
四
四
三
六



- 88 -

、

。

、

、

他
の
本
は

当
該
部
分
も
他
と
同
じ
よ
う
に
題
詞
は
歌
よ
り
も
低
い

が

現
存
伝
本
の
中
で
一
本
だ
け

春
日
本
と
い
う
伝
本
で
は
広
瀬
本
と
同
じ
形
に
な
っ
て
い
る

（
た
だ
し
、
春
日
本
は
、
歌
と
同
じ
高
さ

。

、

。

、

、

で
は
な
く

一
字
分
低
く
な
っ
て
い
る

そ
れ
で
も

春
日
本
は
通
常
題
詞
は
歌
よ
り
二
字
分
低
い
の
で

他
の
部
分
よ
り
は
高
い
と
い
え
る
し
、
年
号
と
干
支
と
が
別
行
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
も
広
瀬
本
と
特
徴

を
同
じ
く
し
て
い
る

）
春
日
本
は
、
寛
元
元
～
二
年
（
一
二
四
三
～
四
）
の
書
写
で
あ
り
、
広
瀬
本
の

。

こ
の
よ
う
な
特
徴
も
鎌
倉
期
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
拙
稿
「
春
日
本
万
葉
集

の
資
料
分
析

「
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
」
第
十
巻
平
成
一
二
年
三
月

。

」

）

右
の
二
つ
の
事
例
は
、
広
瀬
本
の
題
詞
の
高
い
部
分
が
、
平
安
鎌
倉
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
り
う
る
古
い

形
態
で
あ
る
点
で
共
通
し
て
い
る
。
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
右
の
二
例
は
、
基
本
的
に
題
詞
の
低
い

本
の
、
あ
る
部
分
だ
け
に
題
詞
の
高
い
部
分
が
現
れ
る
と
い
う
特
異
な
現
象
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
歌
よ

り
も
題
の
方
が
高
い
、
あ
る
い
は
同
じ
高
さ
で
あ
る
と
い
う
現
象
は
、
我
が
国
の
和
歌
の
記
述
の
歴
史
の

中
で
は
大
変
特
殊
な
も
の
に
属
す
る
。
万
葉
集
の
伝
本
に
こ
そ
題
詞
の
高
い
本
が
見
ら
れ
る
が
、
平
安
時

代
以
降
の
和
歌
作
品
に
は
そ
の
よ
う
な
事
例
は
見
ら
れ
な
い
。
す
る
と
、
万
葉
集
が
平
安
鎌
倉
期
に
伝
来

し
て
い
る
間
に
、
題
詞
が
高
い
部
分
は
、
一
般
的
に
は
な
い
形
態
と
し
て
、
違
和
感
に
さ
ら
さ
れ
続
け
て

い
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
右
の
二
つ
の
事
例
は
、
す
べ
て
の
題
詞
が
高
い
わ
け
で
は
な
く
、
一
部
分

だ
け
が
高
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
こ
の
よ
う
な
形
は
、
一
般
的
に
考
え
て
、
題
詞
の
高
さ

が
、
他
に
あ
わ
せ
て
歌
よ
り
も
低
い
形
に
変
改
さ
れ
る
可
能
性
が
強
い
と
推
定
さ
れ
る
。
平
安
鎌
倉
期
に

写
さ
れ
た
元
暦
校
本
・
春
日
本
が
そ
の
よ
う
な
形
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
江
戸
後
期

の
書
写
で
あ
る
広
瀬
本
が
、
右
の
よ
う
な
特
異
な
形
態
を
保
存
し
て
い
る
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

広
瀬
本
が
、
平
安
鎌
倉
期
の
古
い
状
況
を
残
す
形
で
伝
来
し
て
き
た
こ
と
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

次
は
、
ｂ
の
長
歌
訓
の
問
題
で
あ
る
。
万
葉
集
の
伝
本
は
、
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
に
分

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
両
者
間
の
大
き
な
相
違
点
に
長
歌
訓
の
有
無
が
挙
げ
ら
れ
る
。
平
仮
名
訓
の
本
に

は
長
歌
訓
が
ほ
と
ん
ど
な
い
の
に
対
し
て
、
片
仮
名
訓
の
本
に
は
半
分
以
上
の
長
歌
に
訓
が
見
ら
れ
る
。

、

、

。

、

し
か
も

片
仮
名
訓
の
諸
本
に
お
い
て

長
歌
訓
の
分
布
は
ほ
ぼ
同
じ
傾
向
に
な
っ
て
い
る

す
な
わ
ち

巻
十
ま
で
の
長
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
訓
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
巻
で
は
、
巻
十
五
・
十
九
を
除
き
、
ほ
と
ん

（

「

」
）
。

ど
訓
が
な
い
と
い
う
点
で
共
通
す
る

本
書
第
一
章
第
一
節

万
葉
集
の
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

広
瀬
本
も
片
仮
名
訓
を
持
つ
本
で
あ
る
。
付
訓
位
置
は
他
の
片
仮
名
訓
の
本
と
は
異
な
る
も
の
の
、
長
歌

訓
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
他
の
片
仮
名
訓
本
と
同
じ
様
相
を
示
し
て
い
る
。
万
葉
集
中
の
長
歌
は
全
部
で

二
六
五
首
、
歌
数
で
言
え
ば
全
体
の
一
割
に
も
満
た
な
い
。
が
、
二
十
巻
の
各
所
に
散
在
し
て
い
る
長
歌

の
訓
の
有
無
が
、
他
の
鎌
倉
期
の
片
仮
名
訓
本
（
た
と
え
ば
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
な
ど
）
と
軌
を
一

に
し
て
い
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
片
仮
名
訓
本
の
諸
本
の
長
歌
訓
の
分
布
は
か
な
り
細
か
い

図
版
：
広
瀬
本

巻
六
、
九
四
八
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と
こ
ろ
ま
で
類
似
し
て
い
る
（
本
書
第
四
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

。
」
）

広
瀬
本
は
、
そ
れ
ら
鎌
倉
期
の
本
と
同
じ
分
布
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
に
、
二
十

巻
に
不
規
則
に
分
布
す
る
長
歌
の
部
分
だ
け
が
忠
実
に
写
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
考
え
に
く
い
。
長

歌
訓
の
あ
る
と
こ
ろ
、
な
い
と
こ
ろ
を
正
確
に
写
す
書
写
態
度
は
、
む
し
ろ
、
広
瀬
本
全
体
に
及
ん
で
い

る
と
考
え
る
方
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

ｃ
は
、
本
文
の
問
題
で
あ
る
。
広
瀬
本
は

「
広
瀬
本
解
説
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、
決
し
て
写
し
の
美

、

し
い
本
で
は
な
い
。
元
は
定
家
本
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
そ
の
手
跡
は
定
家
様
と
は
ほ
ど
遠
く
、
ま
た
、

至
る
所
に
字
体
の
つ
ぶ
れ
た
、
所
謂
嘘
字
と
い
っ
て
よ
い
よ
う
な
字
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
の
な
か
で
も
、

「
広
瀬
本
解
説
」
は
、
巻
七
を
「
格
別
に
見
劣
り
す
る
巻
」
と
述
べ
て
い
る

「
広
瀬
本
解
説
」
に
よ
れ

。

ば
、
見
劣
り
す
る
と
は
、
字
が
つ
た
な
い
こ
と
の
ほ
か
に
、
誤
字
の
多
い
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
左
は
、
広
瀬
本
巻
七
で
も
特
に
誤
字
の
多
い
事
例
で
あ
る
（
巻
七
、
一
三
八
六

。
）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

次
に
挙
げ
る
の
は
、
同
じ
歌
の
一
般
的
な
校
訂
本
の
本
文
で
あ
る
。

Ａ

Ｂ
Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ

大
船
尓

真
梶
繁
貫

水
手
出
去
之

奥
者
将
深

潮
者
干
去
友

一
首
二
十
一
字
の
う
ち
、
実
に
Ａ
か
ら
Ｆ
ま
で
六
ヶ
所
に
誤
字
が
認
め
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
挙
げ

る
の
は
春
日
本
の
同
じ
歌
で
あ
る
（
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵

。
）

Ａ

Ｃ

Ｄ

Ｆ

広
瀬
本
の
六
ヶ
所
の
誤
字
の
う
ち
、
Ａ
Ｃ
Ｄ
Ｆ
の
四
箇
所
は
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
Ｅ

の
「
持
」
は
類
聚
古
集
と
共
通
す
る
誤
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
誤
字
六
ヶ
所
の
う
ち
、
五
ヶ
所
は
他
の
伝

本
と
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
誤
字
が
決
し
て
広
瀬
本
特
有
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
様
な
傾
向
は
一
三
八
六
、
一
首
だ
け
で
は
な
い
。
広
瀬
本
は
、
こ
の
一
三
八
六
を
含

む
一
面
六
首
（
一
三
八
六
～
一
三
九
一
）
の
な
か
に
、
誤
字
が
十
二
ヶ
所
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
半
分

の
六
ヶ
所
は
春
日
本
と
共
通
し
て
い
る
し
、
三
ヶ
所
は
他
の
本
と
共
通
し
て
い
る
。
都
合
十
二
例
中
九
例

が
、
他
の
本
と
共
通
す
る
誤
り
な
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
一
面
六
首
の
歌
を
見
る
だ
け
で
も
、
広
瀬
本
の
誤

字
は
、
必
ず
し
も
広
瀬
本
だ
け
の
も
の
で
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
と
に
春
日
本
と
は
誤
字
を
共
有
す

る
事
例
が
き
わ
め
て
多
い
（
本
書
第
三
章
付
属
論
文
①
「
春
日
本
万
葉
集
の
再
検
討

。
こ
れ
ら
の
誤

」
）

字
は
、
当
然
原
本
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
、
後
代
の
所
産
な
の
だ
が
、
江
戸
期
の
写
本
で
あ
る
広
瀬
本

の
立
場
か
ら
考
え
る
と
、
平
安
鎌
倉
期
の
伝
本
と
共
通
す
る
誤
字
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
は
、
古
い
形

が
改
変
さ
れ
ず
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
証
左
と
も
考
え
ら
れ
る
。
い
わ
ば

“
由
緒
あ
る

、

誤
り
”
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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広
瀬
本

（
イ
）
三
〇
八

（
ロ
）
一
一
四

（
ハ
）
一
九
四

紀
州
本

（
イ
）
一
五
二

（
ロ
）
四
二

（
ハ
）
一
一
〇

右
は
、
く
だ
ん
の
巻
七
に
お
い
て
、
広
瀬
本
が
、
現
代
の
代
表
的
な
校
訂
本
の
一
つ
で
あ
る
塙
書
房
版

『
万
葉
集
』
に
対
し
て
ど
の
く
ら
い
誤
字
を
有
す
る
か
を
調
べ
た
結
果
で
あ
る

（
イ
）
塙
本
に
対
す
る

。

誤
字
の
数

（
ロ
）
他
の
伝
本
と
共
通
す
る
誤
字
の
数

（
ハ
）
広
瀬
本
に
し
か
見
ら
れ
な
い
誤
字
の
数

、

、

と
い
う
順
に
示
し
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
隣
は
、
同
じ
片
仮
名
訓
本
で
鎌
倉
時
代
の
書
写
と
さ
れ
る
紀
州

本
の
同
様
の
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
広
瀬
本
は
、
紀
州
本
に
対
し
て
、
単
独
の
誤
字
の
数
が
二

倍
に
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
が
、
こ
の
場
合
、
広
瀬
本
と
誤
字
を
多
く
共
有
す
る
春
日
本
が
、
巻
七
全
体
の

八
パ
ー
セ
ン
ト
（
三
五
〇
首
中
三
一
首
）
し
か
現
存
し
て
い
な
い
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
春
日
本

が
現
存
す
る
部
分
で
は
、
広
瀬
本
に
見
ら
れ
る
誤
字
の
三
分
の
二
は
、
春
日
本
と
共
通
す
る
誤
字
な
の
で

あ
る
（
先
掲
「
春
日
本
万
葉
集
の
再
検
討

。
こ
の
比
率
を
単
純
に
巻
七
全
体
に
当
て
は
め
れ
ば
、
広

」
）

瀬
本
の
誤
字
三
〇
八
の
う
ち
、
二
〇
〇
は
春
日
本
と
の
共
通
の
誤
字
と
想
定
さ
れ
、
広
瀬
本
単
独
の
誤
字

は
一
〇
〇
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
想
定
さ
れ
た
数
字
は
、
紀
州
本
の
結
果
（
ハ
）
と
ほ
ぼ
同
じ

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
仮
定
の
数
字
で
は
あ
る
が
、
残
存
す
る
春
日
本
と
、
広
瀬
本
と
の
本
文
の
類
似
性
は

明
白
で
あ
り
、
一
定
の
信
頼
性
は
持
ち
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
に
、
写
し
が

も
つ
た
な
い
と
さ
れ
る
巻
七
に
お
い
て
も
、
誤
字
の
多
く
が
春
日
本
な
ど
の

鎌
倉
期
の
写
本
と
共
通
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
む
し
ろ
鎌
倉
期
の
伝
本
の
状
況
を
よ
く
残

し
て
い
る
証
左
と
し
て
把
握
し
直
す
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
。

四

、

、

、

。

以
上
の
検
討
は

た
っ
た
三
つ
の
観
点
に
お
け
る

し
か
も

局
所
に
し
か
及
ば
ぬ
言
及
に
過
ぎ
な
い

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
観
点
の
検
討
か
ら
は
、
そ
れ
ら
の
観
点
に
限
ら
ず
、
全
体
で
広
瀬
本
が
古
い
形
態
を
残

し
て
い
る
こ
と
が
強
く
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
複
数
の
異
な
っ
た
角
度
か
ら
の
検
討
が
い
ず
れ
も

同
様
の
結
論
に
導
か
れ
て
い
る
事
実
を
考
慮
す
れ
ば
、
広
瀬
本
全
体
に
お
い
て
も
、
古
い
形
態
が
よ
く
残

さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
今
回
の
検
討
は
、
広
瀬
本
の
あ
ら
ゆ
る
箇
所
に

つ
い
て
、
後
世
の
変
改
が
な
い
と
断
じ
う
る
ほ
ど
の
有
効
性
は
持
た
ぬ
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
、
全

体
と
し
て
、
大
き
な
変
改
は
存
し
な
い
こ
と
は
証
明
で
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
瀬
本
が
、

他
の
平
安
鎌
倉
期
の
伝
本
と
の
比
較
に
用
い
う
る
水
準
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
こ
と
を
、

広
瀬
本
の
淵
源
が
定
家
本
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
広
瀬
本
は
、
江
戸
後
期
の

書
写
で
あ
り
な
が
ら
、
定
家
本
の
様
相
を
か
な
り
反
映
し
た
伝
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

だ
が
、
一
方
で

『
広
瀬
本
解
説
』
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
広
瀬
本
に
は
後
世
の
書
き
入
れ
が
か

、

な
り
多
く
残
っ
て
い
る

『
広
瀬
本
解
説
』
は
、
本
来
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
書
き
入
れ
と
後
世
に
加
わ
っ
た

。

書
き
入
れ
と
を
「
中
世
以
前

「
近
世
以
降
」
と
し
て
区
別
し
て
論
じ
て
い
る
（
第
八
・
九
節

。
し
か

」

）

し
、
両
者
の
違
い
を
ど
う
見
極
め
る
か
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
は

「
中
世
以
前
」

、

と
「
近
世
以
降
」
の
書
き
入
れ
の
違
い
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る

（
そ
の
点
後
述

。
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
広
瀬
本
の
書
き
入
れ
に
は
、
本
来
の
部
分
と
容
易
に
区
別
し

）

に
く
い
場
合
も
見
出
さ
れ
る
。
も
し
か
り
に
、
こ
の
後
世
の
書
き
入
れ
の
部
分
が
十
分
に
区
別
で
き
な
い

形
で
本
の
中
に
紛
れ
込
ん
で
い
る
の
な
ら
、
こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
広
瀬
本
の
古
体
を
色
濃
く
残
す
と

い
う
主
張
に
対
す
る
信
頼
性
自
体
が
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
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そ
こ
で
、
後
世
の
書
き
入
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
に
く
い
も
の
を
具
体
的
に
挙
げ
つ
つ
、
そ
の
様
相

を
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。

次
に
挙
げ
る
の
は
、
広
瀬
本
巻
六
の
九
八
二
か
ら
九
八
三
に
か
け
て
の
部
分
で
あ
る
。

ま
ず
、
目
立
つ
の
は
、
歌
の
本
文
（
万
葉
仮
名
）
に
付
さ
れ
た
雫
形
の
記
号
、
同
じ
く
歌
の
訓
に
付
さ

れ
た
「

」
と
い
う
記
号
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
句
の
切
れ
目
を
示
す
た
め
に
付
さ
れ
た
、
句
切

、

り
符
号
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
二
首
の
歌
と
も
に
見
ら
れ
る
。
次
に
目
立
つ
の
は
、
片

仮
名
の
訓
に
濁
点
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
右
側
の
九
八
二
に
見
ら
れ
る
。

短
歌
に
お
け
る
本
文
（
万
葉
仮
名

、
訓
の
句
切
り
符
号
や
、
訓
の
濁
点
な
ど
は
、
万
葉
集
の
古
い
伝

）

本
に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
と
に
、
こ
の
よ
う
な
形
の
濁
点
に
つ
い
て
は
、
時
代
的
に

考
え
て
も
、
鎌
倉
期
に
は
あ
り
う
る
も
の
で
は
な
く
、
後
世
的
な
性
格
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ

う
な
要
素
が
、
他
と
区
別
で
き
な
い
形
で
紛
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
広
瀬
本
に
古
い
形
が
残
っ
て
い
る
と
は

い
え
、
な
お
、
書
写
の
新
し
い
こ
と
の
弊
害
が
存
す
る
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
問
題
は
、
広
瀬
本
で
、

こ
れ
ら
の
要
素
が
ど
の
よ
う
な
形
で
記
さ
れ
て
い
る
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

、

、

。

こ
れ
ら
の
要
素
が

い
か
に
記
さ
れ
て
い
る
か
は

実
は
本
当
に
一
目
瞭
然
に
看
取
で
き
る
の
で
あ
る

、『

』

。

我
々
が
一
般
に
広
瀬
本
を
見
る
場
合
は

校
本
万
葉
集

の
別
冊
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
介
し
て
で
あ
る

右
の
写
真
は
そ
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
写
真
だ
と
わ
か
り
に
く
い
の
だ
が
、
実
際
の

、

。

広
瀬
本
は

朱
の
書
き
入
れ
が
数
多
く
見
ら
れ
る

そ
し
て
、
右
に
取
り
上
げ
た
要
素
は
、
す
べ
て
朱

書
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
（
上
図
参
照

。
先
の

）

、「

」

「

」

濁
点
に
つ
い
て
言
え
ば

ウ
ハ
タ
マ
ノ

の

ハ

は
、
墨
で
書
か
れ
た
訓
に
、
濁
点
だ
け
が
朱
で
付

。

、

さ
れ
て
い
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
る

こ
れ
は

濁
点
が
、
本
来
の
書
写
内
容
と
一
体
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
後
に
な
っ
て
加
え
ら
れ
た
要
素
で
あ
る

こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
な
ら
ば
、
同
じ
よ
う
に
、
朱
で
付
さ
れ
て
い
る
万
葉
仮
名
・
訓
の
句
切
り

符
号
も
、
後
に
な
っ
て
加
え
ら
れ
た
要
素
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
ど
う
も
、
広
瀬
本
の
朱
の
書
き

入
れ
に
は
、
後
世
に
書
き
加
え
ら
れ
た
も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
引
用
し
た
一
面
に
は
、
こ
の
ほ
か
に

も
朱
の
書
き
入
れ
が
見
ら
れ
る
。
訓
が
抹
消
さ
れ
（
注
４

、
右
に
新
た
な
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
部
分
で

）

あ
る
。
九
八
二
の
第
三
句
の
「
ス
マ
サ
ル
ニ
」
な
ど
六
ヶ
所
に
及
ぶ
。
こ
の
う
ち
、
九
八
二
の
「
ス
マ
サ

ル
ニ
」
を
抹
消
し

「
オ
ボ
ヽ
シ
ク
」
に
直
し
て
い
る
部
分
の
訂
正
さ
れ
た
訓
は

『
万
葉
考
』
の
説
と

、

、

考
え
ら
れ

近
世
に
な
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る

右
に
引
用
し
た
箇
所
は

巻

、

。

（

図
版
：
広
瀬
本

巻
六
、
九
八
二
～
九
八
三

図
版
：
広
瀬
本

巻
六
、
九
八
二

部
分
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六

、
先
に
取
り
上
げ
た
細
井
本
の
、
広
瀬
本
と
同
系
統
で
あ
る
三
巻
に
含
ま
れ
て
い
る
。
次
に
引
用
す

）
る
の
は
、
細
井
本
の
同
じ
部
分
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
広
―
細
は
、
そ
っ
く
り
で
あ
る
が
、
具
体
的
に
こ
の
二
首
を
比
べ
て
も
よ
く
似

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
細
井
本
の
方
に
は
、
広
瀬
本
に
あ
っ
た
、
歌
本
文
・
訓
の
句
切
り

符
号
・
濁
点
・
訓
の
抹
消
な
ど
が
全
く
存
在
し
な
い
。
内
容
が
酷
似
す
る
両
者
の
関
係
に
あ
っ
て
、
書
写

、

、

年
代
の
よ
り
古
い
細
井
本
の
方
に
右
の
三
つ
の
要
素
が
全
く
見
ら
れ
な
い
わ
け
で
あ
る
か
ら

こ
れ
ら
が

近
世
に
入
っ
て
か
ら
加
え
ら
れ
た
要
素
で
あ
る
こ
と
は
、
両
者
の
比
較
と
い
う
観
点
か
ら
も
確
認
さ
れ
た

と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
た
だ
し
、
広
瀬
本
の
九
八
三
の
第
二
句
の
訓
「
サ
ヽ
ラ
ハ
ヲ
ト
コ
」
の
左
の
合
点

「

」

、

。

、

。

を
伴
っ
た

エ

は

や
は
り
朱
書
で
あ
る

こ
れ
は

同
じ
部
分
の
細
井
本
に
も
朱
で
書
か
れ
て
い
る

同
じ
朱
書
で
も
、
こ
の
事
例
は
由
来
の
古
い
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
広
瀬
本
の
場
合
、
同
じ

朱
書
で
も
、
由
来
の
古
い
も
の
と
後
世
に
加
わ
っ
た
も
の
と
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら
は

ど
う
区
別
し
た
ら
よ
い
の
か
。

右
の
巻
六
の
挙
例
で
、
広
瀬
本
に
朱
書
が
あ
り
、
細
井
本
に
な
か
っ
た
の
は
、
次
の
三
つ
の
要
素
で
あ

る
。１

万
葉
仮
名
・
訓
の
句
切
り
符
号

２

濁
点

３

訓
の
抹
消

こ
の
広
瀬
本
の
朱
書
の
１
～
３
の
要
素
は
、
巻
六
に
限
ら
ず
、
他
の
巻
に
も
見
ら
れ
る
が
、
全
巻
に
見

、

、

、

。

。

ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く

ま
た

そ
れ
ぞ
れ
の
要
素
で

分
布
が
バ
ラ
バ
ラ
で
あ
る

次
の
通
り
で
あ
る

１

巻
三
～
六
と
巻
二
十

た
だ
し
、
訓
の
句
切
り
符
号
は
、
巻
九
・
十
に
も
あ
り
。

２

巻
三
～
六

３

巻
一
と
巻
三
～
六
・
九
・
十
一
（
注
５
）

三
つ
の
要
素
は
、
お
の
お
の
で
異
な
っ
た
分
布
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
書
き
入
れ
の
存
す
る
巻
は
あ

る
部
分
に
集
中
す
る
と
い
う
傾
向
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
巻
三
～
六
の
四
巻
に
は
三
つ
の
要
素
は
共

通
し
て
含
ま
れ
て
い
る
。
幸
い
に
も
、
こ
れ
は
ち
ょ
う
ど
細
井
本
と
重
な
る
部
分
で
あ
る
（
広
瀬
本
・
細

井
本
の
巻
四
相
当
巻
が
巻
三
と
四
と
の
混
じ
っ
た
巻
で
あ
る
こ
と
、
先
述
の
通
り
で
あ
る

。
細
井
本
に

）

図
版
：
細
井
本

巻
六
、
九
八
二
～
九
八
三
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お
け
る
右
の
三
つ
の
要
素
を
確
認
す
る
と
、
細
井
本
の
現
存
す
る
巻
三
～
巻
六
の
部
分
で
は
、
三
つ
の
要

素
は
、
と
も
に
認
め
ら
れ
な
い
。
つ
ま
り
、
細
井
本
と
比
較
が
可
能
な
部
分
に
お
い
て
は
、
１
～
３
の
要

素
は
、
い
ず
れ
も
後
世
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
結
果
が
出
た
こ
と
に
な
る
。
細
井
本
で
確
認
で
き
る
の

、

、

（

、

）

は

右
の
部
分
だ
け
で
あ
る
が

残
り
の
巻

訓
の
句
切
り
符
号
・
訓
の
抹
消
で

お
の
お
の
三
巻
ず
つ

に
つ
い
て
も
、
付
さ
れ
て
い
る
状
況
は
右
の
四
巻
と
異
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
だ
け
が
他
と
異
な
り
、
古
い
由

来
を
持
つ
と
は
考
え
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
つ
の
要
素
に
限
っ
て
は
、
い
ず
れ
も
後
世
の
書
き

加
え
と
考
え
て
よ
い
と
い
え
よ
う
。

五

、

。

右
の
様
な
こ
と
が
十
分
明
ら
か
で
な
い
た
め
に

広
瀬
本
の
把
握
に
あ
る
混
乱
が
生
じ
る
こ
と
も
あ
る

そ
の
一
例
と
し
て
、
藤
田
洋
治
「
赤
人
集
・
内
閣
文
庫
本
の
本
文
性
格

（
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
第

」

三
十
号

平
成
九
年
三
月
）
を
取
り
上
げ
る
。
こ
の
論
は
、
平
安
時
代
の
私
家
集
「
赤
人
集
」
を
扱
っ
た

も
の
で
、
そ
の
伝
本
の
ひ
と
つ
山
形
大
学
本
の
末
尾
の
増
補
歌
群
に
着
目
し
、
そ
こ
に
載
る
万
葉
集
の
長

歌
四
首
の
訓
と
広
瀬
本
の
訓
と
に
類
似
性
が
見
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
。
中
で
も
、
こ
れ
ら
の
万
葉
歌
の

訓
が
、
広
瀬
本
の
、
し
か
も
抹
消
さ
れ
た
訓
（

抹
消
訓

）
に
よ
く
似
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
引
か

「

」

れ
て
い
る
長
歌
は
、
巻
三
の
三
二
二
・
三
七
二
と
巻
六
の
九
一
七
・
九
三
八
の
四
首
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
四
首
に
見
ら
れ
る
訓
の
抹
消
は
、
す
べ
て
朱
書
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
先
述
の
通
り
、
後
世
の
書
き
入

れ
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
藤
田
氏
も
、
抹
消
さ
れ
た
訓
の
方
が
由
来
の
古
い
も
の
で
あ
る
事
は
認
め
て
い

る
が
、
広
瀬
本
の
現
状
を
ふ
ま
え
て
、
線
で
抹
消
さ
れ
て
い
る
訓
に
つ
い
て
「
抹
消
訓
」
と
称
し
、
そ
の

横
に
付
さ
れ
た
訓
を
「
訂
正
訓
」
と
し
て
い
る
。
氏
の
こ
の
よ
う
な
措
置
は
、
今
あ
る
広
瀬
本
の
姿
を
考

え
れ
ば
、
穏
当
な
も
の
と
い
え
る
し
、
む
し
ろ
、
広
瀬
本
の
現
状
を
伝
え
る
た
め
に
は
、
誠
実
な
態
度
と

さ
え
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
一
方
で
、
一
旦
「
抹
消
訓
」
と
い
う
名
称
が
付
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
、
あ
る

価
値
観
が
生
ず
る
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
抹
消
さ
れ
た
訓
と
い
う
語
感
に
は
、
当
然
否
定
的

な
感
覚
が
伴
う
。
こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
よ
う
に
、
広
瀬
本
の
場
合
、
朱
で
抹
消
さ
れ
た
訓
こ
そ
が
本

来
の
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
を
こ
の
よ
う
な
名
称
で
呼
ぶ
こ
と
が
招
く
誤
解
は
け
っ
し
て
小
さ

く
は
な
い
で
あ
ろ
う
（
注
６

。
藤
田
論
文
は
、
広
瀬
本
が
本
来
定
家
本
万
葉
集
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し

）

つ
つ
、
そ
の
流
布
の
相
を
指
摘
し
て
お
り
、
広
瀬
本
が
万
葉
享
受
史
に
益
す
る
可
能
性
を
示
唆
し
た
先
駆

的
な
研
究
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
価
値
を
考
え
る
に
つ
け
、
広
瀬
本
の
書
き
入
れ
の
様
相
に
対
す
る
共
通

理
解
の
徹
底
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

も
う
ひ
と
つ
、
こ
の
訓
の
抹
消
を
め
ぐ
る
問
題
に
は
、
視
覚
的
な
側
面
も
あ
る
。
先
ほ
ど
広
瀬
本
の
訓

の
抹
消
な
ど
の
認
定
は
一
目
瞭
然
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
、
広
瀬
本
の
実
物
を
見
た
場
合
で
あ
る
。
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に

『
校
本
万
葉
集
』
別
冊
の
モ
ノ
ク
ロ
写
真
だ
け
を
見
て
、
そ
れ
が
朱
書
で
あ
る
こ
と

、

を
判
別
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い

「
広
瀬
本
解
説
」
で
は
そ
の
点
に
つ
い
て
も
、
実
際
の
例
を
挙
げ

。

な
が
ら
、
言
及
し
て
い
る
（
第
九
節
Ｐ
一
五
五
～
一
五
六
等

。
が
、
そ
の
説
明
だ
け
で
は
、
広
瀬
本
全

）

体
で
ど
の
部
分
が
朱
書
で
あ
る
の
か
は
把
握
し
に
く
い
面
が
あ
る

ま
た

広
瀬
本
解
説

が
載
る

校

。

、「

」

『

本
万
葉
集
』
第
十
八
巻
に
は
、
広
瀬
本
を
中
心
と
し
た
校
異
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、
同
書
凡
例
で
断
っ

て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
の
校
異
を
網
羅
し
た
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
後
世
の
書
き
入
れ
の
状
況
に
つ
い

て
は
わ
か
り
に
く
い
面
が
残
る
。
現
状
の
モ
ノ
ク
ロ
の
『
校
本
万
葉
集
』
別
冊
と
第
十
八
巻
の
校
異
だ
け

で
は
、
朱
書
の
見
極
め
に
つ
い
て
、
問
題
は
少
な
か
ら
ず
残
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
事
実
、
先
の
藤

田
論
文
で
は
、
こ
れ
ら
の
訓
の
抹
消
に
つ
い
て

「
墨
で
抹
消
さ
れ
た
訓
は
取
り
敢
え
ず
『
抹
消
訓
』
と

、
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呼
称
し
て
お
く
が
」
と
し
て
い
る
。
訓
の
抹
消
が
朱
書
で
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
れ
ば
、
藤
田
論
文
で
の

扱
い
も
違
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

訓
の
抹
消
を
含
む
三
つ
の
要
素
に
つ
い
て
は
、
先
述
の
通
り
、
後
世
の
書
き
入
れ
で
あ
る
こ
と
が
判
明

し
た
た
め
、
朱
書
か
否
か
は
取
り
敢
え
ず
問
題
に
は
な
ら
な
い
が
、
そ
の
ほ
か
に
存
す
る
朱
書
の
書
き
入

れ
に
つ
い
て
は
、
未
だ
墨
色
の
問
題
は
残
る
と
い
え
よ
う
（
補
注

。
）

六

広
瀬
本
は
、
二
十
巻
が
ほ
ぼ
そ
ろ
う
浩
瀚
な
本
で
あ
る
。
そ
こ
に
含
ま
れ
る
情
報
量
は
膨
大
で
、
そ
れ

ら
を
す
べ
て
す
く
い
上
げ
、
内
容
を
一
挙
に
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
が
、
い
く
つ
か
の
チ
ェ
ッ
ク
ポ

イ
ン
ト
を
も
う
け
て
調
査
を
す
る
と
、
広
瀬
本
は
、
い
ず
れ
の
場
合
で
も
鎌
倉
期
の
伝
本
の
様
相
を
か
な

り
忠
実
に
残
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
広
瀬
本
に
は
、
後
世
の
書
き
入
れ
が
数
多
く
見
ら
れ

る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
細
井
本
な
ど
と
の
比
較
に
お
い
て
、
本
来
の
内
容
と
の
間
に
は
区
別
を
付

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
使
用
の
際
に
あ
る
一
定
の
配
慮
を
施
せ
ば
、
広
瀬
本
は
、
平
安
鎌

倉
期
に
書
写
さ
れ
た
伝
本
と
と
も
に
、
万
葉
集
の
校
訂
作
業
、
あ
る
い
は
伝
来
の
研
究
に
用
い
る
こ
と
が

可
能
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

注１

広
瀬
本
と
同
系
統
で
あ
る
細
井
本
（
巻
四
～
六
・
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
述
）
に
は
、
訓
の
一
部
が

摘
出
さ
れ
、
見
出
し
の
よ
う
に
掲
出
さ
れ
て
い
る

『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
は
、
こ
れ
ら
が
、
定
家
関

。

係
の
歌
書
と
深
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る

「
広
瀬
本
解
説
」
は
、
そ
れ
を
承
け
、
二
十
巻

。

が
完
備
す
る
広
瀬
本
で
、
よ
り
広
範
な
調
査
を
行
い
、
同
様
の
結
論
を
得
て
い
る
。
ま
た
、
山
崎
福
之

「
『

』

」（
『

』

）

、

、

定
家
本
萬
葉
集

上
代
語
と
表
記

平
一
二
年
一
〇
月

は

定
家
関
係
の
歌
書
で
も

攷
一

定
家
自
身
の
書
き
入
れ
が
存
す
る
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
五
代
簡
要
』
と
の
比
較
を
試
み
、
そ
の
内
容

が
広
瀬
本
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
方
面
の
研
究
か
ら
、
広
瀬
本
の
奥
書
が
、
定

家
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
定
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２

広
瀬
本
の
巻
三
と
四
は

「
広
瀬
本
解
説
」
が
述
べ
る
よ
う
に
、
錯
綜
し
て
お
り
、
広
瀬
本
で
巻
四

、

に
相
当
す
る
巻
は
、
巻
四
目
録
の
冒
頭
か
ら
巻
四
、
五
〇
二
ま
で
の
十
九
丁
分
と
、
巻
三
、
三
七
七
か

ら
巻
三
巻
末
ま
で
の
二
十
七
丁
分
の
計
四
十
六
丁
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
相
補
う
部
分
が
巻
三
に
相
当
す

。

、

（

、

）

る
巻
に
あ
り

そ
ち
ら
は

九
十
五
丁
分

巻
三
目
録
冒
頭
～
三
七
六
・
巻
四

五
二
〇
～
巻
四
巻
末

と
、
は
る
か
に
量
が
多
い
。
こ
れ
と
全
く
同
じ
現
象
が
、
細
井
本
巻
四
相
当
巻
に
も
見
ら
れ
る
（
巻
三

は
、
別
系
統
故
、
通
常
の
内
容

。
し
た
が
っ
て
、
細
井
本
・
広
瀬
本
の
巻
四
相
当
巻
は
、
と
も
に
巻

）

。

、

、

、

三
と
四
と
が
入
り
混
じ
っ
た
特
異
な
状
態
で
あ
る

そ
こ
で

便
宜
上

こ
の
二
本
の
巻
四
相
当
巻
を

〈
巻
四
〉
と
い
う
形
で
表
示
す
る
。

３

広
瀬
本
万
葉
集
の
引
用
は

『
校
本
万
葉
集
』
別
冊
一
～
三
に
よ
る
。
ま
た
、
細
井
本
万
葉
集
は
、

、

東
洋
文
庫
か
ら
提
供
さ
れ
た
紙
焼
き
写
真
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

４

こ
の
訓
の
抹
消
は
、
一
種
の
ミ
セ
ケ
チ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際

「
広
瀬
本
解
説
」
は
、
ミ
セ
ケ

、

チ
と
し
て
い
る
。
が
、
広
瀬
本
の
朱
の
書
き
入
れ
の
中
に
は
、
数
は
少
な
い
が
、
一
般
的
な
形
で
の
ミ

セ
ケ
チ
も
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
例
示
し
た
よ
う
な
抹
消
の
事
例
と
比
べ
る
と
、
数
が
圧
倒
的
に
少
な

い
。
両
者
の
違
い
に
つ
い
て
は
不
明
確
で
は
あ
る
が
、
か
よ
う
な
事
情
を
ふ
ま
え
、
今
回
は

「
訓
の

、

抹
消
」
と
称
し
て
お
く
。
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５

た
だ
し
、
巻
十
・
十
二
・
二
十
に
も
ご
く
少
数
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
巻
十
六
～
十
八
に
は
ミ
セ
ケ
チ

が
、
こ
れ
も
ご
く
少
数
見
ら
れ
る
。

６

近
、
阿
野
本
万
葉
集
の
書
き
入
れ
か
ら
、
新
た
な
伝
本
の
存
在
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
試
み
た
真

野
道
子
「
阿
野
本
万
葉
集
再
考

（

国
語
と
国
文
学
」
第
八
十
二
巻
三
号

平
成
十
七
年
三
月
）
の

」
「

中
で
も
、
広
瀬
本
の
朱
の
訓
の
抹
消
に
つ
い
て

「
広
瀬
本
も
『
ア
キ
タ
ツ
』
で
あ
る
が
、
見
せ
消
ち

、

と
な
っ
て
い
る

」
と
、
抹
消
さ
れ
た
事
実
を
重
く
受
け
止
め
る
事
例
が
見
ら
れ
る
。

。

〈
補
注
〉
広
瀬
本
万
葉
集
は
、
平
成
二
十
六
年
か
ら
関
西
大
学
ア
ジ
ア
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
（

）
で
カ
ラ
ー
画
像
が
公
開
さ
れ
て
い
る
。

C
SA
C

D
igtalA

rchive

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
和
歌
文
学
会
十
二
月
例
会
（
平
成
十
六
年
十
二
月
十
一
日
・
於
立
教
大
学
）
で
の
研

（

「

」
）

。

究
発
表

題
目

広
瀬
本
万
葉
集
の
伝
本
と
し
て
の
価
値

の
前
半
部
分
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る

席
上
、
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
、
片
桐
洋
一
先
生
、
久
保
木
秀
夫
氏
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

な
お
、
広
瀬
本
万
葉
集
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
関
西
大
学
図
書
館
に
、
ま
た
、
細
井
本
万
葉
集
の

調
査
と
写
真
掲
載
に
つ
い
て
は
、
東
洋
文
庫
に
、
春
日
本
万
葉
集
の
写
真
掲
載
に
つ
い
て
は
、
石
川

県
立
歴
史
博
物
館
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
。
と
も
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
初
出
「
広
瀬
本
万
葉
集
の
信
頼
性
」
和
歌
文
学
研
究
第
九
一
号
）
平
成
一
七
年
十
二
月
）
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第
四
章

片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
校
訂
本

第
一
節

片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

一

奈
良
時
代
の
歌
集
で
あ
る
万
葉
集
が
、
平
安
鎌
倉
期
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
伝
来
し
て
い
た
か
に
つ
い

て
は
、
そ
の
詳
細
は
知
ら
れ
ず
、
謎
が
多
い
。
も
し
、
平
安
鎌
倉
期
の
あ
る
時
期
に
、
ど
の
よ
う
な
万
葉

集
の
伝
本
が
ど
れ
く
ら
い
存
し
て
い
た
か
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
ら
、
万
葉
集
の
伝
来
史
の
研
究
は
飛
躍

的
に
進
展
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
た
だ
し
、
我
々
は
、
鎌
倉
時
代

の
一
時
期
に
、
か
な
り
の
数
の
万
葉
集
伝
本
が
、
一
人
の
人
物
の
元
に
集
め
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
知
っ

て
い
る
。
そ
の
人
物
と
は
、
仙
覚
で
あ
る
。
仙
覚
は
、
将
軍
藤
原
頼
経
の
命
に
よ
る
万
葉
集
の
校
訂
事
業

を
源
親
行
か
ら
受
け
継
ぎ
、
数
次
に
わ
た
る
校
訂
を
行
っ
た
。
そ
の
際
、
仙
覚
が
校
訂
に
用
い
た
伝
本
群

は
、
こ
と
が
時
の
将
軍
の
命
に
端
を
発
す
る
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
か
な
り
質
の
高
い
本
が
集
め
ら
れ
た

と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
本
に
限
っ
て
で
も
、
そ
の
様
相
が
詳
し
く
わ
か
れ
ば
、
当
時
の
万
葉
集
の
伝

本
の
状
況
を
知
る
上
で
は
第
一
級
の
資
料
と
な
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
仙
覚
は
、
原
則

と
し
て
、
校
訂
に
用
い
た
伝
本
の
内
容
を
い
ち
い
ち
断
る
こ
と
は
せ
ず
、
校
訂
の
結
果
だ
け
を
記
し
て
い

る
。
伝
本
の
名
称
や
あ
ら
あ
ら
の
特
徴
は
、
仙
覚
の
校
訂
本
の
奥
書
に
よ
り
知
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以

上
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

近
、
仙
覚
が
見
て
い

た
諸
本
の
様
相
を
知
る
端
緒
と
い
う
べ
き
も
の
が
見
出
さ
れ
た
。

二

こ
と
の
始
ま
り
は
、
万
葉
集
の
長
歌
の
訓
に
あ
る
。
現
存
の
万
葉
集
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は
、
長
歌
訓

の
分
布
の
特
徴
か
ら

平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
に
系
統
上
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る

本

、

（

書
第
一
章
第
一
節
「
万
葉
集
の
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

。
す
な
わ
ち
、
平
仮
名
訓
本
に
は
長
歌

」
）

訓
は
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
が
、
片
仮
名
訓
本
に
は
か
な
り
の
数
の
長
歌
に
訓
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、

そ
れ
ら
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
各
本
で
ほ
と
ん
ど
同
じ
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
現
存
の
片
仮

名
訓
本
は
、
あ
る
時
期
に
長
歌
訓
が
付
さ
れ
一
伝
本
を
共
通
の
祖
本
と
す
る
同
一
の
系
統
の
伝
本
群
で
あ

る
と
考
え
得
る
。
万
葉
集
中
長
歌
の
数
は
、
全
体
の
歌
数
の
一
割
に
も
満
た
な
い
け
れ
ど
も
、
集
全
体
に

分
散
す
る
長
歌
の
訓
の
様
相
が
、
そ
の
本
の
系
統
上
の
特
徴
を
雄
弁
に
物
語
る
。
右
の
知
見
は
、
万
葉
集

の
伝
本
の
性
格
を
把
握
す
る
上
で
、
簡
便
で
あ
り
な
が
ら
も
確
実
な
方
法
を
も
た
ら
し
た
と
い
っ
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
伝
本
の
詳
細
な
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
長
歌
訓
と
い
う
一
つ
の
要
素
か
ら
系
統
上
の
性
格

が
あ
る
程
度
予
測
さ
れ
う
る
点
に
重
要
な
意
味
が
あ
る
と
言
え
る
。
こ
れ
は
、
万
葉
集
の
伝
本
の
系
統
上

の
性
格
を
知
る
上
で
今
ま
で
以
上
の
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
長
歌
訓
と
仙
覚
の
見
た
本
と
の
関
係
で
あ
る
が
、
仙
覚
は
、
先
述
の
よ
う
に
個
々
の
伝
本

の
内
容
は
記
さ
な
い
も
の
の
、
自
ら
の
校
訂
作
業
に
は
厳
密
な
態
度
を
貫
い
て
い
る
。
こ
と
に
そ
れ
は
訓

に
つ
い
て
の
自
他
の
説
の
区
別
に
お
い
て
著
し
い
。
平
安
期
の
村
上
朝
に
梨
壺
の
五
人
に
よ
っ
て
付
さ
れ

た
訓
、
い
わ
ゆ
る
古
点
は
墨
で
、
ま
た
、
古
点
以
降
に
付
さ
れ
た
訓
、
い
わ
ゆ
る
次
点
は
、
墨
の
訓
に
朱

で
合
点
を
打
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
従
来
諸
本
に
訓
の
な
い
歌
に
つ
い
て
は
、
自
ら
考
案
し
た
訓
を
朱
で

付
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
従
来
の
訓
が
あ
り
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
満
足
せ
ず
、
新
た
な
訓
を
付
し
た
部
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分
に
つ
い
て
は
、
そ
の
部
分
だ
け
青
の
訓
に
す
る
と
い
う
徹
底
ぶ
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
仙
覚
本
の

右
の
よ
う
な
訓
の
表
示
を
見
る
と
、
当
時
仙
覚
が
参
照
し
て
い
た
伝
本
の
様
子
を
あ
る
程
度
把
握
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

と
こ
ろ
が
、
先
に
述
べ
た
現
存
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
分
布
と
、
仙
覚
本
に
お
け
る
長
歌
訓
の
古
次

新
点
の
表
示
と
に
は
無
視
で
き
な
い
類
似
性
が
看
取
さ
れ
る
。
次
に
示
す
の
は
、
万
葉
集
片
仮
名
訓
本
の

巻
別
の
長
歌
訓
の
分
布
と
、
仙
覚
本
の
や
は
り
巻
別
の
長
歌
訓
の
古
点
・
次
点
・
新
点
の
分
布
の
様
子
で

あ
る
。
な
お
、
便
宜
上
、
仙
覚
の
新
点
だ
け
数
字
を
太
字
に
し
て
見
や
す
く
し
て
い
る
。
片
仮
名
訓
本
の

長
歌
訓
は
、
諸
本
で
ほ
ぼ
同
様
の
分
布
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
大
き
な
特
徴
は
、
巻
十
ま
で
に
は
ほ
と
ん

ど
の
歌
に
訓
が
あ
り
、
そ
れ
以
降
（
実
質
巻
十
三
以
降
）
は
、
巻
十
五
・
十
九
の
二
巻
を
の
ぞ
き
、
ほ
と

ん
ど
訓
を
持
た
な
い
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
仙
覚
本
の
表
示
は
、
全
体
に
古
点
が
少
な
く
、
次
・
新
点
が

多
い
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
仙
覚
本
全
体
で
は
古
点
が
圧
倒
的
に
多
く
、
そ
の

中
に
あ
っ
て
古
点
が
目
立
っ
て
少
な
い
長
歌
は
、
仙
覚
が
見
た
諸
本
に
お
い
て
も
由
緒
あ
る
訓
が
少
な
か

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
仙
覚
本
の
長
歌
訓
は
右
の
よ
う
に
多
く
次
・
新
点
に
占
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ

が
、
次
点
と
新
点
の
分
布
に
は
際
だ
っ
た
違
い
が
見
ら
れ
る
。
新
点
を
太
字
に
し
た
こ
と
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
巻
十
ま
で
に
は
新
点
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
ず
（
一
三
三
首
中
六
首

、
巻
十
三
以
降
に
集
中
し

）

て
い
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
。
新
点
が
集
中
す
る
巻
十
三
以
降
で
も
、
巻
十
五
は
五
首
中
一
首
も
な
く
、

巻
十
九
は
二
十
三
首
中
五
首
し
か
見
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
巻
十
ま
で
の
九
巻
と
巻
十
五
、
十
九
の
計

十
一
巻
が
い
わ
ば
新
点
の
空
白
地
帯
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
巻
は
、
現
存
の
片
仮

。

、

、

名
訓
本
が
長
歌
訓
を
持
つ
巻
と
完
全
に
一
致
し
て
い
る

先
述
の
よ
う
に

新
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

仙
覚
が
見
た
諸
本
に
訓
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
逆
に
新
点
で
な
い
（
古
・
次
点
で
あ
る
）
と
い

う
こ
と
は
、
諸
本
に
訓
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
新
点
が
稀
な
巻
が
、
現
存
片
仮
名
訓
本
で
長

歌
訓
が
あ
る
巻
の
分
布
と
一
致
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
仙
覚
が
見
て
い
た
諸
本
の
う
ち
、
長
歌
に
訓
の
あ

、

。

、

る
本
の
訓
の
分
布
が

現
存
片
仮
名
訓
本
の
そ
れ
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う

こ
れ
は

仙
覚
が
見
て
い
た
本
の
う
ち
、
長
歌
訓
の
あ
る
本
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
本
で
あ
っ
た
こ
と

を
示
唆
す
る
重
要
な
証
拠
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
仙
覚
の
本
の
訓
の
表
示
は
、
複
数
の
本
を
校
訂
し
た

結
果
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
長
歌
訓
の
分
布
状
況
が
、
単
独
の
本
の
状
況
を
反
映
し
て
い
な
い

。

、

、

、

可
能
性
も
当
然
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う

そ
こ
で

こ
の
点
に
つ
い
て
は

さ
ら
に
検
討
を
重
ね
た
上
で

も
う
一
度
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

三

以
上
、
両
者
、
す
な
わ
ち
現
存
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
本
の
表
示
と
の
間
で
長
歌
訓
の
分
布
が
よ
く
似
て

い
る
と
い
う
の
は
、
巻
別
の
分
布
を
追
っ
て
い
っ
た
結
果
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
見
ら
れ
る
両
者
の
類
似
性

は
紛
れ
も
な
い
が
、
個
々
の
歌
に
つ
い
て
細
か
く
見
て
ゆ
く
と
、
両
者
の
間
で
、
長
歌
訓
の
有
無
に
つ
い

て
微
妙
に
食
い
違
う
例
が
い
く
つ
か
存
す
る
。
こ
の
事
例
を
さ
ら
に
追
求
す
れ
ば
、
両
者
の
関
係
が
よ
り

明
確
に
な
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
右
の
表
に
戻
り
、
そ
の
分
布
を
詳
し
く
見
て
ゆ
く

と
、
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
の
古
次
新
点
と
の
間
に
い
く
つ
か
齟
齬
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
齟
齬
は
大
き
く
分

け
て
二
種
類
存
す
る
。
一
つ
は
、
巻
十
ま
で
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
範
囲
で
は
、
双
方
と
も
基
本
的
に
長

歌
訓
を
持
っ
て
い
る
が
、
仙
覚
本
で
は
、
巻
十
ま
で
に
お
い
て
、
六
首
の
歌
が
新
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
ら
は
、
仙
覚
が
見
た
本
に
い
ず
れ
も
訓
が
な
か
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
、
そ
の
点
で
、
片
仮
名
訓
本

と
の
関
係
が
注
目
さ
れ
る
。

そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
巻
十
三
以
降
で
あ
る
。
齟
齬
は
、
主
と
し
て
巻
十
三
・
十
五
に
見
ら
れ
る
。
ま
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10 9 8 6 5 4 3 2 1 巻次
3 22 6 27 10 7 23 19 16 長歌数

０／３ 桂本
０／４ ０／２ ０／１７ 金沢本

２／２２ 藍紙本
尼崎本

１／４ 伝壬生隆祐筆本
４／４ 天治本

０／３ ３／１７ ２／５ ０／１５ ０／３ １／６ ２／１８ ０／１６ ０／１４ 類聚古集
１／３ ０／１４ ０／２７ １／７ ０／３ ０／１５ 元暦校本
３／３ １４／１４ ２６／２７ ６／７ ３／３ １４／１５ 元暦校本代赭
３／３ ２２／２２ ６／６ ２７／２７ １０／１０ ７／７ ２３／２３ １９／１９ １６／１６ 紀州本
０／１ ２２／２２ ４／５ ２７／２７１０／１０ ７／７ ２３／２３１９／１９１６／１６ 広瀬本

６／６ ５／５ ０／３ １４／１４ 古葉略類聚鈔
０ ５ ４ ４ ０ ０ ２ １９ ２ 古点
３ １７ ２ ２２ ９ ７ １７ ０ １４ 次点
０ ０ ０ １ １ ０ ４ ０ ０ 新点

20 19 18 17 16 15 13 巻次
6 23 10 14 8 5 66 長歌数

桂本
金沢本

０／１ 藍紙本
０／８ 尼崎本

伝壬生隆祐筆本
１／３ ０／６６ 天治本

０／５ ０／１７ ０／７ ０／９ ０／７ １／４ １／５７ 類聚古集
０／６ ０／２３ ０／１０ ０／１４ ０／６５ 元暦校本
０／６ １８／２３ １／１０ ０／１４ ４／６５ 元暦本代赭

紀州本
０／５ １８／２３ ０／１０ ０／１４ ０／８ ３／５ １／６６ 広瀬本

３／３ １／１ 古葉略類聚鈔
０ ０ ０ ０ ０ １ １ 古点
０ １８ ０ ０ ０ ４ ２ 次点
６ ５ １０ １４ ８ ０ ６３ 新点
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、

、

、

、

ず

巻
十
三
は

基
本
的
に
片
仮
名
訓
本
に
訓
が
な
く

仙
覚
本
も
あ
ら
か
た
新
点
で
あ
る
巻
で
あ
る
が

仙
覚
本
で
は
、
古
点
の
歌
一
首
、
次
点
の
歌
二
首
、
す
な
わ
ち
、
仙
覚
が
見
た
本
に
長
歌
訓
が
存
し
た
と

考
え
ら
れ
る
歌
が
三
首
あ
る
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
片
仮
名
訓
本
で
も
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
に
四

首
の
訓
が
見
ら
れ
る
な
ど
少
な
い
な
が
ら
も
訓
の
あ
る
歌
が
存
す
る
。
だ
が
、
仙
覚
の
古
次
点
の
歌
と
片

仮
名
訓
本
の
訓
の
あ
る
歌
と
は
必
ず
し
も
重
な
ら
な
い
。
一
方
、
巻
十
五
は
、
巻
十
三
以
降
で
は
例
外
的

に
訓
の
あ
る
巻
で
あ
る
が
、
仙
覚
本
が
五
首
す
べ
て
古
次
点
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
先
の
表
で
は
、
片
仮

名
訓
本
は
、
広
瀬
本
、
古
葉
略
類
聚
鈔
と
も
に
訓
の
あ
る
歌
は
三
首
し
か
示
さ
れ
て
い
な
い
。
巻
十
三
、

十
五
両
巻
の
例
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
表
か
ら
は
、
仙
覚
が
見
た
本
で
は
長
歌
訓
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
の
に
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
に
は
訓
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
事
例
で
あ
る
。

ま
ず
、
巻
十
ま
で
の
事
例
で
あ
る
。
こ
の
範
囲
で
の
仙
覚
の
新
点
が
見
ら
れ
る
長
歌
と
そ
の
諸
本
で
の

付
訓
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

元
暦
校
本
代
赭

紀
州
本

広
瀬
本

３
三
二
二

訓
あ
り

訓
あ
り

３
三
八
八

訓
あ
り

訓
あ
り

３
四
三
一

訓
あ
り

訓
あ
り

３
四
四
三

訓
あ
り

訓
あ
り

５
八
九
七

訓
あ
り

訓
な
し

６
九
六
三

訓
な
し

訓
あ
り

訓
あ
り

こ
れ
ら
新
点
の
歌
は
、
仙
覚
が
見
た
諸
本
で
い
ず
れ
に
も
訓
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
が
、
片

仮
名
訓
本
の
当
該
の
六
首
を
見
て
ゆ
く
と
、
い
ず
れ
か
の
本
に
は
訓
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

六
首
に
は
、
少
な
く
と
も
紀
州
本
、
広
瀬
本
ど
ち
ら
か
の
本
で
訓
が
存
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
歌

、

。

、

に
お
け
る
片
仮
名
訓
本
の
訓
の
内
容
は

他
の
長
歌
訓
と
は
い
さ
さ
か
異
な
る
面
が
見
ら
れ
る

つ
ぎ
は

当
面
の
六
首
の
中
の
一
つ
、
巻
三
、
三
二
二
の
訓
の
異
同
の
一
部
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
西
は
、
西
本

願
寺
本
（
仙
覚
文
永
本
系
統

、
宮
は
神
宮
文
庫
本
（
仙
覚
寛
元
本
系
統

、
紀
は
紀
州
本
、
広
は
廣
瀬

）

）

本
の
略
称
で
あ
る
。

皇
神
祖
之

敷
座

國
之
盡

湯
者
霜

ス
メ
ロ
キ
ノ

シ
キ
マ
ス

ク
ニ
シ
シ

ユ
ハ
シ
モ

西

ス
メ
ロ
キ
ノ

シ
キ
マ
ス

ク
ニ
シ
シ

ユ
ハ
シ
モ

宮

ス
メ
ロ
キ
ノ

シ
キ
マ
ス

ク
ニ
シ
シ

ユ
ハ
シ
モ

紀広

ス
ヘ
ラ
キ
ノ

シ
キ
シ
マ
ノ

ク
ニ
ノ
シ
ツ
ク
シ
テ

ユ
ニ
ハ
シ
モ

極
此
疑

崗
尓
立
而

歌
思

辞
思
為
師

西

イ
フ
オ
モ
ヒ

コ
コ
シ
キ

ヲ
カ
ニ
タ
タ
シ
テ

ウ
タ
フ
オ
モ
ヒ

宮

イ
フ
オ
モ
ヒ

コ
コ
シ
キ

ヲ
カ
ニ
タ
タ
シ
テ

ウ
タ
フ
オ
モ
ヒ

紀

イ
ソ
オ
モ
ヒ

コ
コ
シ
キ

ヲ
カ
ニ
タ
タ
シ
テ

ウ
タ
フ
オ
モ
ヒ

広

サ
ネ
コ
コ
リ

ヤ
マ
ヲ
カ
ニ
タ
チ
テ

コ
ト
ハ
オ
モ
ヒ
シ

ウ
タ
オ
モ
ヒ

こ
の
な
か
で
、
一
見
し
て
異
様
な
の
は
、
紀
州
本
の
訓
が
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
、
仙
覚
本
と
一
致
し
て
い
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る
こ
と
で
あ
る
。
紀
州
本
の
訓
が
仙
覚
本
と
異
な
る
の
は
、
第
十
四
句
「
辞
思
為
師
」
の
イ
ソ
オ
モ
ヒ
だ

け
で
あ
り
、
そ
れ
も
単
な
る
誤
写
の
可
能
性
が
高
い
。
一
方
、
広
瀬
本
の
訓
は
、
そ
れ
ら
と
は
明
ら
か
に

異
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
に
示
す
の
は
、
同
じ
巻
三
で
、
仙
覚
本
が
新
点
で
な
い
長
歌
二
六
〇
の

訓
の
異
同
の
例
で
あ
る
。

木
晩
茂

阿
遅
村
動

天
降
就

神
乃
香
山

宮

カ
ミ
ノ
カ
ク
ヤ
マ

コ
ク
ラ
ク
モ
チ
テ

ア
チ
ム
ラ
サ
ハ
キ

ア
マ
ク
タ
ル

西

ア
モ
リ
ツ
ク

カ
ミ
ノ
カ
ク
ヤ
マ

コ
ノ
ク
レ
シ
ケ
ミ

ア
チ
ム
ラ
サ
ワ
キ

紀

ア
マ
ク
タ
ル

カ
ミ
ノ
カ
コ
ヤ
マ

コ
ク
ラ
ク
シ
ケ
キ

ア
チ
ム
ラ
ユ
ル
キ

広

ア
マ
ク
タ
ル

カ
ミ
ノ
カ
コ
ヤ
マ

コ
ク
ラ
ク
シ
ケ
キ

ア
チ
ム
ラ
ユ
ル
キ

二
六
〇
で
は
、
訓
は
、
紀
州
本
と
広
瀬
本
と
で
類
似
し
つ
つ
、
明
ら
か
に
仙
覚
本
と
対
立
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ
ん
、
細
か
い
部
分
で
は
、
両
本
で
異
な
っ
た
訓
も
見
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
の

類
似
性
は
動
か
な
い
。
こ
の
傾
向
は
、
紀
州
本
が
現
存
す
る
巻
十
全
体
で
ほ
ぼ
一
貫
し
て
い
る
と
言
っ
て

よ
か
ろ
う
。
し
か
し
、
先
ほ
ど
の
三
二
二
で
は
紀
州
本
は
仙
覚
本
と
酷
似
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
仙
覚

系
・
非
仙
覚
本
系
の
訓
が
き
わ
め
て
近
い
た
め
に
、
結
果
と
し
て
両
者
が
似
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
い

う
可
能
性
は
残
る
。
が
、
非
仙
覚
本
系
の
広
瀬
本
に
も
訓
が
あ
り
、
そ
の
内
容
は
、
紀
州
本
な
ど
と
は
か

な
り
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
、
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
の
中
で
こ
の
歌
に
訓
が
あ
る
の
は
、
紀
州
本
、
広
瀬

本
の
二
本
だ
け
な
の
で
、
こ
の
歌
で
は
広
瀬
本
の
訓
が
他
の
長
歌
と
は
異
質
で
あ
る
と
い
う
点
も
考
慮
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
歌
の
紀
州
本
の
訓
が
本
来
仙
覚
の
訓
で
あ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
動
か

な
い
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
歌
の
第
一
句

「
皇
神
祖
之
」
を
仙
覚
本
、
紀
州
本
は
い
ず
れ
も
「
ス
メ
ロ
キ
ノ
」
と
訓
じ
て
い

、

る
。
広
瀬
本
の
訓
は
「
ス
ヘ
ラ
キ
ノ

。
万
葉
集
の
伝
本
で
、
類
似
の
例
（

皇
祖

「
天
皇
」
な
ど
の
万

」

「

」

葉
仮
名
で
、
ス
メ
ロ
キ
・
ス
ヘ
ラ
キ
な
ど
の
訓
を
持
つ
例
）
は
、
十
例
ほ
ど
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
、
仙
覚

系
・
非
仙
覚
本
系
い
ず
れ
に
も
訓
が
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
仙
覚
本
は
「
ス
メ
ロ
キ

、
非
仙
覚
本
が

」

「
ス
ヘ
ラ
キ
」
と
い
う
形
で
対
立
し
て
い
る
（
注
１

。
あ
ま
つ
さ
え
、
こ
れ
ら
の
仙
覚
本
の
「
ス
メ
ロ

）

キ
」
は
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
青
訓
な
の
で
あ
る
（
全
体
が
朱
訓
の
歌
に
は
青
訓
は
な
い

。
仙
覚
文
永
本

）

に
お
い
て
、
青
訓
が
、
先
行
す
る
訓
を
改
め
た
場
合
に
付
さ
れ
る
こ
と
は
、
先
述
の
通
り
で
あ
る
。
す
な

わ
ち

「
ス
メ
ロ
キ
ノ
」
と
い
う
訓
に
は
仙
覚
訓
の
色
合
い
が
濃
く
、
三
二
二
に
お
い
て
、
紀
州
本
の
訓

、

が
仙
覚
本
の
訓
に
酷
似
し
て
い
る
の
は
、
偶
然
の
一
致
で
は
な
く
、
紀
州
本
が
仙
覚
本
の
訓
を
踏
襲
し
た

た
め
で
あ
る
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。

、

（

）

、

、

、

実
は

紀
州
本

巻
十
ま
で

で
は

仙
覚
本
の
新
点
歌
相
当
の
歌
に
は

長
歌
短
歌
に
か
か
わ
ら
ず

す
べ
て
の
歌
に
新
点
の
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
（
第
三
章
第
二
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
紀
州
本
の
位

置

。
非
仙
覚
本
系
の
紀
州
本
に
仙
覚
本
の
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
別
に
論
じ
て
い
る
の

」
）

で
（
第
五
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
と
仙
覚
寛
元
本

、
こ
こ
で
は
言
及
し
な
い
が
、
少
な
く
と

」
）

も
、
紀
州
本
の
場
合
は
、
新
点
相
当
長
歌
に
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
が
あ
る
例
に
な
ら
な
い
こ
と
は
確
認

出
来
る
。
た
だ
、
紀
州
本
の
場
合
、
新
点
長
歌
相
当
の
歌
で
、
本
来
訓
が
な
い
た
め
新
点
が
補
わ
れ
た
の

か
、
訓
が
本
来
あ
っ
た
の
に
、
新
点
に
変
え
ら
れ
た
の
か
は
、
不
明
と
す
る
し
か
な
い
。

一
方
、
巻
十
ま
で
の
新
点
長
歌
六
首
の
う
ち
、
五
首
に
は
廣
瀬
本
に
訓
が
見
ら
れ
る
。
ま
ず
、
訓
が
な

い
八
九
七
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
に
も
実
は
訓
は
存
す
る
。
し
か
し
、
左
図
版
の
よ
う
に
、
別
筆
の
朱
で
訓
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が
付
さ
れ
て
お

り
（
注
２

、
）

し
か
も
訓
の
内

容
は
、
明
ら
か

に
仙
覚
本
の
訓

で
あ
る
こ
と
か

ら
、
後
世
の
書

き
入
れ
で
あ
る

こ
と
は
確
実
で

あ
る
。
さ
ら
に

こ
の
歌
に
は
、

本
不
和

底

「

」（

本
に
は
訓
が
な

い
と
い
う
意
味

か
）
と
い
う
表

示
も
見
ら
れ
る

の
で
、
本
来
訓

が
な
か
っ
た
と

こ
と
が
知
ら
れ

る
。
ま
た
、
訓
が
あ
る
例
の
中
で
も
、
九
六
三
に
は
、
八
九
七
と
同
様
「
本
不
和
」
の
表
示
が
あ
る
。
こ

の
歌
の
場
合
、
他
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
で
あ
る
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
も
現
存
し
、
そ
れ
に
は
ま

っ
た
く
訓
が
見
ら
れ
な
い
。
す
る
と
、
こ
の
歌
で
は
、
少
な
く
と
も
片
仮
名
訓
本
系
統
内
部
で
も
訓
が
あ

る
か
否
か
で
諸
本
に
ば
ら
つ
き
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

す
る
と
、
巻
十
ま
で
の
新
点
長
歌
の
う
ち
、
現
存
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
に
確
実
に
訓
が
あ
る
の
は
四

首
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
巻
十
ま
で
の
長
歌
で
、
仙
覚
本
で
他
に
訓
が
な
い
と
さ
れ
る
新
点
歌
に
、
片
仮

名
訓
本
系
統
で
四
首
に
は
訓
あ
る
、
つ
ま
り
、
四
首
仙
覚
本
の
表
示
と
齟
齬
す
る
例
が
あ
る
と
言
う
こ
と

。

、

、

、

、

、

に
な
る

し
か
し

逆
に
言
え
ば

巻
十
ま
で
の
長
歌
は
一
三
三
首

そ
の
う
ち

わ
ず
か
四
例
を
除
き

（

）

（

）

仙
覚
本
の
古
点
次
点

従
来
訓
が
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

と
新
点

従
来
訓
が
な
い
こ
と
を
意
味
す
る

の
表
示
が
片
仮
名
訓
本
系
統
と
合
致
し
て
い
る
の
で
あ
る

。
。

新
点
歌
を
め
ぐ
る
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
の
有
り
様
を
、
系
統
内
の
諸
本
の
状
況
と
い
う
観
点
か

ら
見
る
な
ら
ば
、
右
の
新
点
の
六
首
の
中
、
一
例
を
除
け
ば
、
他
の
片
仮
名
本
が
本
来
無
訓
で
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
一
方
、
広
瀬
本
に
は
訓
が
見
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
同
じ
片
仮
名
訓
本
の
中
に
も
わ
ず
か
な
が

、

。

、

、

ら

伝
本
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
こ
と
を
知
り
う
る

あ
る
い
は

仙
覚
が
見
た
長
歌
訓
を
持
つ
伝
本
は

片
仮
名
訓
本
系
統
で
も
、
広
瀬
本
で
は
な
い
本
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

（
注
４

。

。

）

次
に
、
巻
十
三
以
降
の
場
合
だ
が
、
巻
十
三
・
十
五
で
仙
覚
本
が
新
点
で
な
い
歌
は
次
頁
の
通
り
で
あ

、
、
、
、
、
、

る
。
巻
十
よ
り
後
に
は
、
紀
州
本
が
な
く
、
巻
十
五
に
は
元
暦
校
本
が
現
存
し
な
い
た
め
、
比
較
し
に
く

い
面
も
あ
る
が
、
巻
十
五
の
五
例
の
う
ち
、
三
例
に
は
広
瀬
本
に
訓
が
あ
り
、
広
瀬
本
に
訓
の
な
い
二
首

の
う
ち
一
首
に
は
古
葉
略
類
聚
鈔
に
訓
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
五
首
中
四
首
に
は
広
瀬
本
か
古
葉
略
類

聚
鈔
の
い
ず
れ
に
か
は
訓
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
、
先
の
巻
十
ま
で
で
見
ら
れ
た
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
あ

る
歌
な
い
歌
の
ば
ら
つ
き
の
あ
る
事
例
と
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
現
存
の
片
仮
名
訓
本
に
訓
が

図
版
：
廣
瀬
本

巻
五
、
八
九
七
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元
代
赭

広
瀬
本

古
葉
略
類
聚
鈔

仙
覚
本

三
二
二
五

訓
あ
り

訓
あ
り

訓
あ
り

次
点

13
三
二
四
八

訓
な
し

訓
な
し

次
点

13
三
三
一
八

訓
あ
り

訓
な
し

古
点

13
三
六
二
五

訓
あ
り

短
歌
扱
い

次
点

15
三
六
二
七

訓
な
し

次
点

15
三
六
八
八

訓
な
し

訓
あ
り

次
点

15
三
六
九
一

訓
あ
り

訓
あ
り

次
点

15
三
六
九
四

訓
あ
り

訓
あ
り

古
点

15
確
認
で
き
な
い
の
は
、
三
六
二
七
、
一
首
で
あ
る
。

ま
た
、
巻
十
三
で
仙
覚
本
が
新
点
で
な
い
の
は
三
例
、
そ
の
う
ち
、
三
二
二
五
は
、
広
瀬
本
、
元
暦
校

聚
古
集
に
も
訓
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、

本
代
赭
書
き
入
れ
で
訓
を
持
つ
ば
か
り
か
、
平
仮
名
訓
本
で
あ
る
類

三
三
一
八
は
、
広
瀬
本
で
は
訓
が
見
ら
れ
な
い
も
の
の
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
に
は
訓
が
見
ら
れ
る
。
し
か

し
、
三
二
四
八
に
つ
い
て
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
に
は
ど
れ
に
も
訓
が
確
認
で
き
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
巻
十
三
以
降
二
首
に
つ
い
て
は
仙
覚
本
の
表
示
と
片
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓
の
有
無
で
齟
齬

が
見
ら
れ
た
。
し
か
し
、
巻
十
三
・
十
五
で
長
歌
は
七
十
一
首
、
そ
の
う
ち
、
現
存
片
仮
名
訓
本
の
グ
ル
ー
プ
と

仙
覚
本
で
の
表
示
と
が
齟
齬
を
き
た
し
た
の
が
た
っ
た
二
首
で
あ
る
と
こ
ろ
が
、
両
者
の
密
接
な
関
係
を
か
え
っ

て
証
明
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
と
に
、
巻
十
三
以
降
は
、
長
歌
訓
が
あ
る
歌
な
い
歌
が
複
雑
に
入
り
組

ん
で
お
り
、
そ
の
分
布
が
こ
れ
ほ
ど
似
て
い
る
こ
と
は
特
筆
に
値
し
よ
う
。

先

し
か
も
、
こ
の
よ
う
な
長
歌
訓
の
分
布
の
類
似
は
、
巻
十
九
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ら
に
明
確
に
な
る
。

の
表
の
よ
う
に
、
巻
十
九
は
、
片
仮
名
訓
本
が
巻
十
三
以
降
で
訓
を
多
く
持
つ
数
少
な
い
巻
の
一
つ
で
あ

る
。
こ
の
巻
で
は
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
と
広
瀬
本
が
二
十
三
首
中
十
八
首
に
訓
を
持
っ
て
い
る
。

こ
の
二
本
に
お
い
て
も
、
訓
の
あ
る
歌
に
は
す
べ
て
全
面
的
に
訓
が
存
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
訓
の
存
し

方
は
歌
に
よ
っ
て
か
な
り
差
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
先
の
表
よ
り
も
訓
の
存
し
方
を
細
か
く
分
け
て
分
類
し

た
の
が
次
頁
の
表
で
あ
る
。

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
、
広
瀬
本
両
本
で
、
訓
が
ま
っ
た
く
な
い
と
い
う
表
示

、

。

、

で
あ
る
×
の
表
示
が
全
部
で
五
首
あ
り

そ
れ
が
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る

表
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り

訓
の
な
い
歌
の
分
布
は
巻
の
前
半
、
後
半
ど
ち
ら
に
も
偏
る
こ
と
な
く
ば
ら
け
て
存
し
て
い
る
。
そ
の
分

布
が
両
本
で
一
つ
残
ら
ず
合
致
し
て
い
る
所
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本
諸
本
で
の
系
統
上
の
結
び
つ
き
の
深

さ
が
看
取
さ
れ
る
（
第
一
章
第
一
節
「
万
葉
集
の
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

。
一
方
、
こ
の
巻
で

」
）

の
仙
覚
本
の
新
点
歌
は
同
じ
く
五
首
で
あ
る
。
こ
の
表
の
右
側
に
、
い
く
つ
か
「
新
」
と
い
う
表
示
が
付

さ
れ
て
い
る
歌
が
そ
れ
に
あ
た
る
。
そ
れ
を
見
て
ゆ
く
と
、
ほ
と
ん
ど
が
両
本
の
×
の
歌
と
一
致
し
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
新
点
歌
と
両
本
で
訓
の
な
い
歌
と
の
分
布
が
お
お
む
ね
一
致
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
合
致
し
な
い
の
は
、
両
本
が
△
、
つ
ま
り
全
句
の
五
〇
％
以
下
し
か
訓
が
な
い
歌
が
新
点
と
な

っ
て
い
る
こ
と
と
、
両
本
に
訓
が
な
い
四
二
〇
九
が
逆
に
仙
覚
本
で
新
点
の
表
示
に
な
っ
て
い
な
い
箇
所

。

、

、

。

だ
け
で
あ
る

こ
の
う
ち

四
一
六
四
は

片
仮
名
訓
本
系
統
の
両
本
で
も
特
に
訓
が
少
な
い
例
で
あ
る

廣
瀬
本
で
訓
が
あ
る
句
が
全
二
三
句
中
一
一
句
と
半
分
以
下
に
過
ぎ
な
い
し
、
元
赭
に
至
っ
て
は
、
二
三

句
中
わ
ず
か
八
句
に
し
か
訓
が
見
ら
れ
な
い
。
片
仮
名
訓
本
系
統
の
巻
十
九
の
長
歌
訓
は
、
全
体
の
傾
向
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本瀬

◎

◎

×

△

○

○

○

○

○

○

◎

×

◎

×

◎

◎

○

◎

×

×

◎

◎

○

広赭元

○

△

×

△

○

○

◎

◎

△

◎

◎

×

◎

×

△

◎

△

◎

×

×

◎

○

◎

長
歌
の
全
句
数
に
対
し
て
訓
の
あ
る
句
数
の
比
率

◎
八
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
上

○
五
十
パ
ー
セ

ン
ト
以
上

△
五
十
パ
ー
セ
ン
ト
以
下

×
訓
無
し

と
し
て
訓
が
ま
ば
ら
で
あ
る
の
が
特
徴
で
は
あ
る
が
（
第
二
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
二
種
類
の

長
歌
訓

、
右
の
表
で
わ
か
る
よ
う
に
、
廣
瀬
本
、
元
赭
が
共
に
五
〇
％
以
下
の
例
は
、
当
面
の
四
一

」
）

六
四
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
。
す
る
と
、
四
一
六
四
は
、
巻
十
九
の
中
で
も
格
段
に
訓
が
少
な
い
歌
と
い

、

、

。

う
こ
と
に
な
り

仙
覚
に
よ
っ
て

訓
の
な
い
長
歌
と
し
て
認
定
さ
れ
た
可
能
性
も
十
分
に
考
え
ら
れ
る

、

、

、

、

一
方

両
者
に
訓
が
な
い
四
二
〇
九
は

仙
覚
本
で
は
新
点
で
は
な
い
こ
と
か
ら

こ
の
歌
に
限
っ
て
は

他
の
本
の
訓
を
取
り
込
ん
で
い
た
可
能
性
を
否
定
出
来
な
い
。

し
か
し
、
重
要
な
こ
と
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
二
本
と
仙
覚
本
と
で
、
巻
十
九
の
二
十
三
首
の
長
歌

訓
で
、
仙
覚
本
の
新
点
歌
と
両
本
の
訓
の
な
い
歌
の
分
布
が
合
致
し
な
い
例
が
わ
ず
か
一
、
二
例
に
留
ま

る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
現
象
は
、
仙
覚
本
が
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
を
参
照
し
て
い
な
け
れ
ば

生
じ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
、
巻
十
ま
で
と
、
巻
十
三
、
十
五
、
そ
し
て

巻
十
九
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
本
の
表
示
と
が
そ
の
ご
く
一
部
に
し
か
食
い

違
い
を
見
せ
な
い
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
万
葉
集
全
体
に
お
い
て
、
仙
覚
本
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統

の
本
を
参
照
し
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
片
仮
名
訓
本
系
統
の
諸
本
は
、
同
一
系
統
で
あ
る
と
言

っ
て
も
、
個
々
の
伝
本
で
あ
る
た
め
、
訓
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
細
部
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
本
が
一
致

す
る
わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ば
、
同
一
系
統
内
部
で
の
“
揺
れ
”
が
存
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
点
を
勘

案
す
れ
ば
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
本
の
見
て
い
た
本
と
に
見
ら
れ
る
長
歌
訓
の
分
布
の
違
い
は
、
現

存
片
仮
名
訓
本
が
内
部
に
抱
え
て
い
る
伝
本
同
士
の
差
異
の
範
囲
内
に
収
ま
る
程
度
の
わ
ず
か
な
違
い
と

い
え
よ
う
。

右
の
よ
う
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
の
見
た
本
と
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
個
々
の
歌
の
レ
ヴ
ェ
ル

に
お
い
て
も
き
わ
め
て
似
通
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
来
れ
ば
、
先
に
保
留
し
た
点
、
仙
覚
本
の
長
歌
訓
の

分
布
は
、
複
数
の
異
な
っ
た
長
歌
訓
の
分
布
を
持
つ
伝
本
の
特
徴
が
合
わ
さ
っ
た
結
果
で
は
な
い
か
と
い

う
危
惧
に
つ
い
て
、
十
分
な
答
え
が
用
意
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
仙
覚
の
見
た
本
の
長
歌
訓

、

、

、

の
分
布
が

こ
れ
ほ
ど
細
部
に
到
る
ま
で
現
存
片
仮
名
訓
本
と
一
致
す
る
の
は

仙
覚
が
見
た
本
の
う
ち

、

、

長
歌
訓
の
あ
る
本
は

現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
本
で
あ
っ
た
こ
と
以
外
に
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
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と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
、
仙
覚
が
見
た
本
で
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
本
は
、
一
本
で
あ

る
か
、
同
系
統
の
本
が
複
数
あ
っ
た
か
に
つ
い
て
は
わ
か
ら
な
い
。

四

右
の
件
は
、
も
う
一
つ
の
注
意
す
べ
き
事
実
を
喚
起
す
る
。
も
し
、
仙
覚
が
見
た
本
の
中
に
、
現
存
片

仮
名
訓
本
と
は
別
個
に
長
歌
訓
を
付
し
た
本
が
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
訓
の
分
布
は
、
現
存
片
仮
名
訓

本
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
ま
っ
た
く
一
致
す
る

こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
れ
ば
、
二
十
巻
全
体
の
中
で
、
ど
こ
か
に
現
存
片
仮
名

訓
本
と
は
異
な
っ
た
分
布
の
傾
向
が
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
が
、
先
に
見
た
と
お
り
、
現
状
で
は
、
そ

の
よ
う
な
兆
候
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
仙
覚
が
見
た
本
の
中
に
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
異

な
っ
た
長
歌
訓
の
分
布
を
持
つ
伝
本
は
存
在
し
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、
仙
覚
が
見
た
多

く
の
本
の
中
で
、
長
歌
訓
を
ま
と
ま
っ
て
持
つ
伝
本
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
一
種
類
だ
け
で

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
注
５

。
先
述
の
通
り
、
仙
覚
が
校
訂
に
用
い
た
伝
本
は
、
残
さ
れ
た
情

）

報
が
あ
ま
り
に
も
少
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
の
本
と
現
在
伝
存
し
て
い
る
本
と
が
い
か
な
る
関
係
に
あ
る
の

か
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
一
方
で
、
仙
覚
の
奥
書
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
仙
覚
が
見
た

本
の
中
に
は
、
現
存
の
伝
本
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
持
つ
本
の
存
在
が
記
さ
れ
て
い
る
（
注
６

。
こ

）

の
よ
う
な
状
況
は
、
と
も
す
れ
ば
、
仙
覚
が
見
た
本
の
中
に
は
現
在
我
々
が
知
り
得
な
い
未
知
の
伝
本
が

数
多
く
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
必
要
以
上
の
危
惧
を
生
み
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
仙
覚
が
見
て
い
た
伝
本
の
中
で
も
、
長
歌
に
訓
の
あ
る
本
と
い
う
限
定
は
つ
く
も
の
の
、
そ
れ
ら
に

つ
い
て
は
、
現
在
我
々
が
確
認
す
る
こ
と
の
で
き
る
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
伝
本
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
事

が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
、
仙
覚
当
時
の
万
葉
集
の
伝
本
に
対
す
る
認
識
は
か
な
り
改
ま
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。

現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
と
仙
覚
校
訂
本
の
関
係
は
、
仙
覚
本
の
底
本
の
系
統
と
考
え
ら
れ
る
忠
兼

本
の
系
統
を
継
ぐ
天
治
本
の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
以
外
の
伝
本
と
仙
覚
校
訂
本
と
の
関

係
は
、
不
明
と
言
っ
て
よ
い
状
況
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
本
の
う
ち
、
仙
覚
が
ど

れ
を
見
て
い
た
か
、
見
て
い
な
か
っ
た
か
の
判
断
は
、
ま
っ
た
く
為
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
長
歌
訓
を
介
し
て
知
り
得
た
の
は
、
仙
覚
は
、
校
訂
に
際
し
て
、
廣
瀬
本
な
ど
が
属
す
る
片
仮
名

訓
本
系
統
の
伝
本
を
確
実
に
見
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

注１

当
面
の
よ
う
な
例
で
、
非
仙
覚
本
系
の
本
で
「
ス
メ
ロ
キ
」
の
訓
が
見
ら
れ
る
の
は
、
巻
二
、
一
六

七

の
「
天
皇
」
を
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
が

「
ス
ヘ
ラ
キ
」
と
共
に
「
ス
メ
ロ
キ
」
の
訓
を
書
き

、

入

れ
て
い
る
一
例
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
非
仙
覚
本
系
の
本
の
訓
に
は
、
一
部
「
ス
ヘ
ラ
キ
」
以
外
の

訓
も

混
じ
る
。

２

広
瀬
本
の
朱
の
注
記
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
三
章
付
属
論
文
②
「
広
瀬
本
万
葉
集
の
信
頼
性
」
を
参

照
。

３

一
首
全
体
で
は
な
い
が
、
６
九
四
八
の
第
十
～
十
三
句
も
仙
覚
本
は
朱
訓
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
部

分
、
広
瀬
本
・
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
・
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
い
ず
れ
も
無
訓
で
あ
り
、
紀
州
本

は
、
こ
の
部
分
だ
け
仙
覚
本
の
訓
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
、
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
が
見
た
本
の
長
歌
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訓
の
分
布
の
酷
似
を
示
す
事
例
と
い
え
よ
う
。

４

広
瀬
本
は
、
巻
十
ま
で
に
こ
れ
ら
と
は
別
に
二
首
無
訓
の
長
歌
が
見
ら
れ
る
（
８
一
五
二
〇
・
１
０

一
九
三
七

。
こ
れ
ら
の
歌
で
は
、
い
ず
れ
も
仙
覚
本
は
新
点
で
は
な
く
、
紀
州
本
・
京
大
本
代
赭
書

）

き
入
れ
は
、
類
似
し
た
訓
を
持
ち
、
仙
覚
本
と
対
立
し
て
い
る
。
仙
覚
本
の
新
点
の
六
例
と
と
も
に
、

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
も
、
仙
覚
が
見
た
本
が
、
片
仮
名
訓
本
の
中
で
も
、
広
瀬
本
よ
り
も
比
較
的
紀
州

本
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
に
近
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

、

、

（

）

５

た
だ
し

こ
の
論
証
は

現
存
片
仮
名
訓
本
に
長
歌
訓
の
あ
る
部
分

巻
十
ま
で
と
巻
十
五
・
十
九

に
お
い
て
、
そ
こ
に
訓
が
な
い
と
い
う
分
布
パ
タ
ー
ン
の
伝
本
が
あ
っ
た
場
合
に
は
有
効
で
な
い
。
さ

よ
う
な
パ
タ
ー
ン
の
伝
本
が
存
す
る
可
能
性
は
、
現
状
で
は
否
定
で
き
な
い
。

６

目
録
に
つ
い
て
、
仙
覚
本
奥
書
（
巻
二
十
・
文
永
三
年
八
月
）
に
は
、
ど
の
巻
に
も
目
録
が
な
い
と

い
う
、
現
存
本
に
は
な
い
特
徴
を
持
つ
伝
本
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
初
出
「
万
葉
集
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
が
見
た
諸
本
」
高
岡
市
万
葉
歴
史
館
紀
要
第
一
五
号

平
成

一
七
年
三
月
）
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第
四
章
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
校
訂
本

第
二
節

片
仮
名
訓
本
系
統
の
短
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

一

次
点
長
歌
の
分
布
と
片
仮
名
訓
本

万
葉
集
の
訓
点
史
に
お
い
て

「
次
点
」
と
い
う
語
が
存
す
る
。
平
安
期
村
上
朝
の
源
順
ら
梨
壺
の
五

、

人
が
は
じ
め
て
万
葉
集
を
本
格
的
に
訓
読
し
た
訓
が
、
い
わ
ゆ
る
古
点
。
鎌
倉
時
代
半
ば
に
仙
覚
が
そ
れ

。

、

、

ま
で
訓
読
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
歌
に
新
た
に
訓
を
付
し
た
の
が
新
点

次
点
と
は

古
点
が
付
さ
れ
た
後

、

。

仙
覚
の
新
点
が
付
さ
れ
る
ま
で
の
間
に

古
点
で
読
み
残
さ
れ
た
歌
に
新
に
付
さ
れ
た
訓
に
つ
い
て
言
う

い
ず
れ
も
仙
覚
に
よ
る
命
名
で
あ
る
。
こ
の
次
点
が
付
さ
れ
た
時
代
（
今
日
「
次
点
期
」
と
言
い
習
わ
さ

れ
て
い
る
）
は
、
梨
壺
の
五
人
に
よ
る
訓
読
と
仙
覚
に
よ
る
校
訂
事
業
と
い
う
、
万
葉
訓
点
史
の
二
大
事

業
の
間
に
挟
ま
っ
た
形
で
は
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
、
事
実
上
仙
覚
以
前
の
万
葉
集
の
伝
来
史
と
ほ
ぼ
重

な
っ
て
い
る
。
次
点
の
内
実
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
万
葉
集
の
伝
来
の
実
態
の
解
明
に
大
き

く
寄
与
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

。

、

次
点
歌
を
考
え
る
上
で
ま
ず
鍵
と
な
る
の
は
長
歌
訓
の
存
在
で
あ
る

現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は

平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
に
系
統
上
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
系
統
上
截
然
と
分
け
る
こ
と

が
で
き
る

大
の
証
拠
は
、
長
歌
訓
の
有
無
で
あ
る
。
平
仮
名
訓
本
に
は
、
基
本
的
に
長
歌
訓
は
な
く
、

片
仮
名
訓
本
に
は
半
数
の
長
歌
に
訓
が
存
す
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
訓
の
あ
る
長
歌
の
分
布
は
片
仮
名
訓

本
諸
本
で
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
現
存
の
片
仮
名
訓
本
は
、
あ
る
特
定
の
長
歌
訓
を
持
っ
た
本
を
共
通
の
祖

本
と
し
て
持
つ
も
の
と
推
測
さ
れ
る
（
本
書
第
一
章
第
一
節
「
万
葉
集
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本

。
」
）

一
方
で
、
そ
の
片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
仙
覚
の
次
点
長
歌
の
分
布
と
き
わ
め
て
よ
く
合
致
し

て
い
る
（
本
書
第
四
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

。
」
）

前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
長
歌
訓
に
お
け
る
、
片
仮
名
訓
本
系
統
と
仙
覚
校
訂
本
の
古
次
新
点
の
分
布

は

よ
く
呼
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

つ
ま
り

片
仮
名
訓
本
系
統
で
訓
の
あ
る
巻

巻
一
～
十

除

、

。

、

、

（

巻
七
）
と
巻
十
五
、
十
九
で
は
、
仙
覚
校
訂
本
で
は
ほ
と
ん
ど
新
点
が
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
そ
れ
以
外

の
片
仮
名
訓
本
系
統
で
長
歌
に
訓
が
見
ら
れ
な
い
巻
（
巻
十
三
、
十
六
、
十
七
、
十
八
、
二
十
）
で
は
、

仙
覚
校
訂
本
は
ほ
と
ん
ど
新
点
と
な
っ
て
い
る
。
仙
覚
が
新
点
と
す
る
長
歌
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
で
訓

が
な
い
長
歌
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
こ
と
は
、
仙
覚
が
、
あ
る
長
歌
が
次
点
か
新
点
か

を
判
断
す
る
と
き
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本
と
同
じ
長
歌
訓
の
分
布
を
持
つ
伝
本
（
す
な
わ
ち
、
片
仮
名
訓

本
系
統
の
本
）
が
判
断
の
基
準
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
事
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。
平
仮
名
訓
本
に
な
く
、

片
仮
名
訓
本
に
存
す
る
長
歌
訓
を
「
次
点
」
と
認
定
し
た
と
言
う
こ
と
は
思
考
の
道
筋
と
し
て
必
然
性
が

高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

先
掲
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本
」
で
は
、
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
の
次
点
長
歌
と
の

分
布
の
一
致
が
、
仙
覚
の
時
代
に
長
歌
訓
を
有
し
て
い
る
伝
本
が
現
存
の
片
仮
名
訓
本
と
同
じ
一
系
統
に

限
定
で
き
る
こ
と
の
み
を
述
べ
る
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
こ
の
事
実
が
、
片
仮
名
訓
本
が
仙
覚
の
次
点
長
歌

の
基
準
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
あ
き
ら
か
に
な
る
こ
と
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
こ
と
強
調
し
て
お

き
た
い
。
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二

次
点
短
歌
と
諸
本
の
分
布

次
点
歌
の
う
ち
、
長
歌
に
つ
い
て
は
片
仮
名

訓
本
が
基
準
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
な
ら

ば
、
当
然
次
点
短
歌
で
は
ど
う
か
と
い
う
点
が

注
目
さ
れ
よ
う
。
次
点
短
歌
は
全
部
で
七
十
四

首
。
そ
れ
ら
の
歌
に
お
い
て
、
代
表
的
な
現
存

諸
本
で
、
訓
の
あ
る
歌
な
い
歌
が
巻
ご
と
に
ど

の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
か
表
示
し
た
の
が
上

の
表
で
あ
る

（
表
中
の
伝
本
は
、
元
暦
校
本
よ

。

り
左
側
が
平
仮
名
訓
本
、
そ
れ
よ
り
右
側
が
片

仮
名
訓
本
で
あ
る

）
分
母
が
、
そ
の
本
に
現
存

。

す
る
歌
の
数
、
分
子
が
そ
の
う
ち
訓
の
あ
る
歌

の
数
で
あ
る
。

表
は
、
片
仮
名
訓
本
で
は
次
点
短
歌
に
ほ
と

ん
ど
訓
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
平
仮
名
訓
本

で
も
か
な
り
の
歌
に
訓
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
点
は
、
次
点
長
歌
と
は
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
次
点
長
歌
で
は
、
平

仮
名
訓
本
に
は
ほ
と
ん
ど
訓
が
な
く
、
片
仮
名

訓
本
に
は
訓
が
存
す
る
の
が
顕
著
な
特
徴
で
あ

る
。
次
点
短
歌
で
は
、
平
仮
名
訓
本
に
も
訓
の。

あ
る
歌
が
多
い
こ
と
に
そ
の
特
徴
が
見
ら
れ
る

平
仮
名
訓
本
の
う
ち
、
比
較
的
多
く
の
歌
を
残

す
本
の
一
つ
類
聚
古
集
で
は
次
点
短
歌
が
六
六

首
現
存
し
、
う
ち
四
九
首
に
訓
が
存
す
る
（
七

四
％

。
も
う
一
つ
の
元
暦
校
本
で
は
、
四
三
首

）

現
存
し
、
二
六
首
に
訓
が
あ
る
（
六
〇
％

。
と
り
あ
え
ず
、
次
点
短
歌
に
お
い
て
は
、
次
点
長
歌
と
は

）

異
な
り
、
訓
の
有
無
と
い
う
点
で
、
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
で
明
瞭
な
傾
向
性
が
見
い
だ
せ
な
い

こ
と
に
つ
い
て
確
認
を
し
て
お
く
。
次
点
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
古
点
で
訓
が
付
さ
れ
て
い
ず
、
後
の
時

代
に
訓
が
付
さ
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
初
め
て
認
定
さ
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
基
準
と

な
る
よ
う
な
伝
本
（
こ
の
本
に
訓
が
な
く
、
他
本
に
訓
が
あ
る
場
合
は
次
点
と
判
断
さ
れ
る
よ
う
な
本
）

を
探
し
出
さ
な
け
れ
ば
次
点
の
基
準
は
見
極
め
ら
れ
な
い
。
次
点
長
歌
の
場
合
は
、
平
仮
名
訓
本
全
般
で

訓
が
な
く
、
片
仮
名
訓
本
全
般
に
訓
が
あ
る
た
め
、
片
仮
名
訓
本
が
次
点
歌
の
基
準
と
し
て
想
定
し
え
た

の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
点
短
歌
の
場
合
は
、
現
存
平
仮
名
訓
本
の
う
ち
、
ま
と
ま
っ
た
歌
数
を
持
つ

類
聚
古
集
・
元
暦
校
本
の
い
ず
れ
で
も
、
大
半
の
次
点
歌
に
訓
が
あ
る
た
め
、
基
準
と
な
っ
た
本
と
は
考

。

（

『

』

）

、

え
ら
れ
な
い

こ
れ
ま
で
の
次
点
研
究

上
田
英
夫

万
葉
集
訓
点
の
史
的
研
究

昭
和
三
一
年
等

が

仙
覚
の
次
点
認
定
の
基
準
が
ど
こ
の
あ
る
の
か
見
出
せ
な
い
こ
と
を
一
様
に
嘆
い
て
い
る
が
、
少
な
く
と

も
次
点
短
歌
に
限
っ
て
は
現
存
諸
本
か
ら
そ
の
基
準
と
な
る
本
を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
も
っ

と
も
、
そ
の
原
因
と
し
て
は
、
現
存
す
る
平
仮
名
訓
本
の
数
が
限
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も
、
残
っ
て
い
る

伝
本
も
多
く
の
場
合
一
部
分
し
か
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
限
ら
れ
た
状
況
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ

巻
その他平
仮名訓本

類聚古集 元暦校本 元代赭 紀州本 広瀬本
古葉略類
聚鈔

1 ０／２ ２／２ ２／２ ２／２ ２／２
2 ０／１ ０／１ １／１ １／１ １／１ １／２＊
3 １５／１６ １６／１６ １６／１６ １０／１０
4 ０／５ ０／１ ４／７ ３／３ ７／７ ７／７ １／２
6 ０／１ １／１ １／１ １／１
7 １０／１１ ９／９ １０／１１ １０／１１ ９／１０
9 ５／１０ ６／８ ３／４ １／１ ８／８ ８／８ ４／４

10 ０／２ １／７ ２／７ ５／５ ７／７ ２／２
11 ０／１ １／１ ０／１
13 ４／４ ３／４ ４／４ ４／４
16 ７／８ ７／８ ７／８ ７／８
19 ４／６ ２／６ ２／４ ６／６ ２／３
20 ２／２ １／２ ０／１ ２／２ １／１

１６／３０ ４９／６６ ２６／４３ １４／１７ ５２／５３ ６６／６９ ３４／４２
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う
。

、

、

。

、

右
の
よ
う
に

次
点
短
歌
の
場
合

な
ぜ
次
点
歌
と
し
て
認
定
さ
れ
た
か
の
基
準
は
わ
か
ら
な
い

が

次
点
長
歌
は
平
仮
名
訓
本
に
ほ
と
ん
ど
訓
が
な
く
、
次
点
短
歌
は
平
仮
名
訓
本
の
大
半
に
訓
が
あ
る
と
い

う
事
実
か
ら
は
、
次
点
の
短
歌
と
長
歌
の
性
格
の
違
い
が
明
確
に
な
る
。
平
仮
名
訓
本
は
、
ほ
と
ん
ど
平

安
時
代
の
書
写
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
本
に
訓
が
あ
る
歌
は
当
然
そ
れ
ら
が
写
さ
れ
た
時
代
に
は
す
で
に
訓

、

。

が
存
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り

そ
れ
ら
に
存
し
な
い
長
歌
訓
は
そ
れ
以
降
に
付
訓
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る

す
な
わ
ち
、
同
じ
く
次
点
歌
で
あ
っ
て
も
、
次
点
短
歌
と
次
点
長
歌
と
で
は
、
大
雑
把
に
言
っ
て
、
付
訓

時
期
が
明
ら
か
に
異
な
る
の
で
あ
る
。

大
雑
把
に
、
と
言
っ
た
の
に
は
当
然
理
由
が
あ
る
。
次
点
短
歌
の
場
合
、
歌
に
よ
っ
て
伝
本
間
で
の
訓

の
有
無
に
ば
ら
つ
き
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
先
に
見
た
残
存
歌
数
の
多
い
二
つ
の
伝
本
、
類
聚
古

、

、

、

。

集
と
元
暦
校
本
で

訓
の
存
す
る
歌
は

前
者
が
七
四
％

後
者
が
六
〇
％
と
明
ら
か
に
差
が
見
ら
れ
る

こ
の
二
本
を
比
較
す
る
だ
け
で
も
、
次
点
短
歌
の
訓
の
有
無
に
伝
本
に
よ
る
ば
ら
つ
き
が
存
す
る
こ
と
が

確
認
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
歌
ご
と
の
訓
の
出
入
り
を
見
る
た
め
に
、
平
仮
名
訓
本
で
次
点
短
歌
に
訓
の

な
い
事
例
が
比
較
的
目
立
つ
巻
四
・
九
・
十
に
お
け
る
諸
本
の
状
況
を
示
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
例
を

見
る
と
、
平
仮
名
訓

本
に
も
訓
が
多
い
と

は
い
え
、
現
存
す
る

平
仮
名
訓
本
に
訓
が

全
く
な
い
歌
も
か
な

り
見
ら
れ
る
し
（
巻

十
に
目
立
つ

、
伝

）

本
に
よ
っ
て
訓
の
あ

る
本
な
い
本
と
に
分

か
れ
る
歌
も
か
な
り

あ

る

こ

と

が

分

か

る
。
こ
の
う
ち
、
巻

四
の
桂
本
の
例
（
五

三
七
・
七
七
三
・
七

七
四
）
を
見
る
と
、

い
ず
れ
も
訓
が
な
い

が
、
そ
の
う
ち
二
例

は
元
暦
校
本
で
は
訓

が
あ
り
な
が
ら
桂
本

で
訓
を
持
た
な
い
例

で
あ
る
。
桂
本
が
現

存

古
の
伝
本
で
、
明
か
に
他
の
伝
本
よ
り
古
い
形
態
を
持
つ
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
桂
本
の
段
階
で
は

訓
が
な
か
っ
た
も
の
が
、
元
暦
校
本
の
段
階
で
は
す
で
に
訓
を
得
た
と
解
釈
さ
れ
よ
う
。
ま
た
、
巻
九
で

は
、
他
巻
と
比
べ
て
平
仮
名
訓
本
の
残
存
が
多
い
の
で
あ
る
が
、
す
べ
て
の
本
に
訓
の
あ
る
歌
（
一
六
七

一
、
一
七
五
八
、
一
八
〇
二
，
一
八
〇
三

、
伝
本
に
よ
っ
て
訓
の
有
無
が
分
か
れ
る
歌
（
一
七
五
〇
，

）

類聚
古集

元暦
校本

元代
赭

紀州
本

広瀬
本

古葉略
類聚鈔

4 511 金× × ○ ○ ○
4 537 桂× × ○ ○ ○
4 641 金× × ○ ○ ○
4 655 ○ ○ ○ ○
4 719 × ○ ○ ○
4 773 桂× ○ ○ ○ ×
4 774 桂× ○ ○ ○
9 1671 藍○壬○ ○ ○ ○ ○
9 1698 藍×壬× × ○ ○ ○
9 1750 藍× ○ ○ ○
9 1752 藍× ○ ○ ○
9 1758 藍○ ○ ○ ○ ○
9 1779 藍× × × ○ ○ ○
9 1802 藍○ ○ ○ ○ ○ ○
9 1803 藍○ ○ ○ ○ ○ ○

10 1849 × ○ ○ ○
10 1971 ○ ○ ○ ○
10 1998 × × ○ ○ ○
10 2004 天治× × × ○ ○ ○
10 2005 天治× × × ○ ○ ○
10 2019 × × ○ ○ ○
10 2091 × × ○ ○ ○
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一
七
五
二

、
す
べ
て
の
本
に
訓
の
な
い
歌
（
一
六
九
八
、
一
七
七
九
）
な
ど
、
訓
の
状
況
は
多
様
で
あ

）

る
。
こ
れ
ら
は
順
に
、
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
訓
が
付
さ
れ
た
状
況
、
そ
れ
よ
り
後
の
時
期
に
訓
が
付
さ

れ
た
状
況
、
い
ま
だ
訓
が
付
さ
れ
て
い
な
い
状
況
を
各
々
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
残
存

す
る
平
仮
名
訓
本
す
べ
て
に
訓
の
な
い
巻
十
の
五
例
は
、
巻
九
の
三
番
目
の
例
と
同
様
、
平
仮
名
訓
本
の

時
点
で
は
い
ま
だ
訓
を
得
て
い
な
い
事
例
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
平
仮
名
訓
本
の
伝

本
間
に
見
ら
れ
る
次
点
短
歌
の
訓
の
有
無
の
ば
ら
つ
き
は
、
次
点
短
歌
の
訓
が
、
歌
に
よ
っ
て
様
々
な
事

情
を
背
負
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
次
点
歌
は
、
従
来
、
古
点
で
読
み
残
さ
れ
た
歌
が
、
伝
来

の
途
上
で
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
新
た
に
訓
が
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（

校
本
万
葉
集
』
首

『

巻
等

注
１

。
右
の
よ
う
な
次
点
短
歌
で
の
平
仮
名
訓
本
の
訓
の
有
無
の
ば
ら
つ
き
は
、
ま
さ
に
さ
よ

）

。

、

、

う
な
事
情
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る

す
な
わ
ち

平
仮
名
訓
本
諸
本
の
次
点
短
歌
の
付
訓
状
況
に
は

長
い
間
に
個
別
的
に
付
訓
さ
れ
て
来
た
経
過
、
お
よ
び
、
一
部
の
歌
に
は
未
だ
付
訓
さ
れ
て
い
な
い
現
状

が
顕
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。

以
上
、
次
点
短
歌
の
場
合
は
、
平
仮
名
訓
本
に
お
お
か
た
の
歌
の
訓
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
す
で
に
平
安

時
代
に
は
多
く
の
歌
の
訓
が
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
基
本
的
に
は
時
間
を
か
け
て
徐
々
に
付

訓
さ
れ
て
い
っ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
一
方
、
次
点
長
歌
へ
の
付
訓
は
、
平
仮
名
訓
本
に
は
基
本
的
に

見
ら
れ
な
い
た
め
、
次
点
短
歌
よ
り
は
確
実
に
後
の
時
代
に
付
訓
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
さ
ら

に
、
片
仮
名
訓
本
で
は
長
歌
訓
の
あ
る
歌
の
分
布
は
諸
本
で
相
等
し
く
、
平
仮
名
訓
本
の
よ
う
な
ば
ら
つ

き
は
な
い
。
こ
の
ば
ら
つ
き
の
な
さ
は
、
ま
ず
は
、
現
存
片
仮
名
訓
本
が
、
あ
る
特
定
の
一
本
か
ら
派
生

し
て
い
る
と
い
う
事
実
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
長
歌
訓
に
つ
い
て
は
片
仮
名
訓
本

内
部
の
諸
本
を
精
査
し
て
も
、
分
布
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
言
う
べ
き
違
い
は
見
ら
れ
な
い
（
注
２
）

つ
ま
り
、
諸
伝
本
か
ら
、
付
訓
の
過
程
に
相
当
す
る
動
き
（
あ
る
部
分
が
先
に
つ
き
、
別
の
部
分
は
後
に

付
い
た
等
）
は
見
い
だ
せ
な
い
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
の
次
点
長
歌
は
、
次
点
短
歌
と

比
べ
る
と
比
較
的
ま
と
ま
っ
て
付
訓
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
次
点
短
歌
と
比
べ
る

と
、
後
の
時
代
に
、
そ
し
て
、
比
較
的
短
期
間
の
う
ち
に
付
さ
れ
た
と
い
う
点
で
、
次
点
長
歌
は
際
だ
っ

た
特
徴
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。

三

次
点
長
短
歌
の
共
通
点

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
付
訓
の
事
情
が
異
な
っ
て
い
る
次
点
短
歌
と
次
点
長
歌
と
の
間

に
は
、
あ
る
共
通
点
が
存
す
る
。
平
仮
名
訓
本
に
お
い
て
は
長
歌
と
短
歌
と
で
状
況
に
か
な
り
違
い
が
あ

っ
た
の
に
対
し
て
、
片
仮
名
訓
本
に
は
い
ず
れ
に
も
訓
が
存
す
る
こ
と
で
あ
る
。
次
点
長
歌
で
は
、
先
述

の
通
り
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
あ
る
長
歌
と
次
点
長
歌
と
は
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
次
点
と

表
示
さ
れ
た
長
歌
は
、
片
仮
名
訓
本
で
は
す
べ
て
に
訓
が
あ
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
次
点
短
歌

で
も
、
先
の
表
の
通
り
、
片
仮
名
訓
本
数
種
類
の
う
ち
の
一
本
に
訓
の
な
い
歌
が
七
首
見
ら
れ
る
が
、
そ

の
う
ち
い
ず
れ
の
本
に
も
訓
が
見
ら
れ
な
い
歌
は
二
首
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
七
四
首
中
七
二
首
の

歌
に
訓
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
短
歌
長
歌
を
問
わ
ず
、
次
点
と
表
示
さ
れ
た
歌
に
は
片
仮
名
訓
本
に
訓
が
あ
る
と
言
う
こ
と

に
な
る
。
こ
の
事
実
は
、
次
点
長
歌
で
推
定
さ
れ
た
、
仙
覚
は
、
次
点
を
認
定
す
る
と
き
に
片
仮
名
訓
本

と
同
系
統
の
本
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
。
古
次
点
と
新
点
と
の
関
係
は
、
仙
覚

以
前
に
訓
が
あ
っ
た
か
否
か
と
い
う
点
で
当
然
相
補
関
係
に
あ
る
。
長
歌
の
場
合
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
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あ
る
歌
が
次
点
歌
と
、
訓
の
な
い
歌
が
新
点
歌
と
き
れ
い
に
一
致
し
て
い
る
た
め
、
先
の
推
定
が
可
能
だ

っ
た
わ
け
だ
が
、
実
は
、
短
歌
の
場
合
も
、
同
じ
こ
と
が
言
え
そ
う
な
の
で
あ
る
。
次
点
短
歌
は
片
仮
名

訓
本
で
ほ
と
ん
ど
訓
が
あ
る
こ
と
、
先
に
確
認
し
た
。
で
は
、
仙
覚
の
新
点
、
つ
ま
り
、
仙
覚
が
従
来
訓

が
な
い
と
し
た
歌
は
、
片
仮
名
訓
本
で
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
右
に
示
す
の
は
、
新
点
短
歌
の
諸
本

の
訓
の
分
布
で
あ
る
。
次
点
短
歌
と
同
じ
く
、
左
か
ら
元
暦
校
本
ま
で
が
平
仮
名
訓
本
で
あ
る
。

例
に
よ
っ
て
、
ま
ず
広
瀬
本
の
分
布
を
見
る
と
、
次
点
短
歌
の
場
合
と
は
対
照
的
に
訓
が
な
い
こ
と
が

わ
か
る
。
訓
が
あ
る
の
は
、
一
五
六
、
一
八
九
〇
、
三
九
五
八
の
三
例
に
と
ど
ま
る
。
し
か
し
、
こ
の
う

ち
一
五
六
は

「
本
不
和

（
書
写
し
た
元
の
本
に
訓
が
な
い
と
い
う
意
味
の
表
示
と
思
わ
れ
る
）
の
注

、

」

、

、

、

記
が
あ
り

訓
は
他
と
違
い
本
文
の
傍
ら
に
付
さ
れ
て
い
る
し

一
八
九
〇
は
朱
で
訓
が
付
さ
れ
て
お
り

明
ら
か
に
他
と
は
性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。
残
る
は
三
九
五
八
一
例
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
同
じ
片
仮
名
訓

巻 歌番号
その他の
本

類聚古集 元暦校本
元暦校本
代赭書き

紀州本 広瀬本
古葉略類
聚鈔

1 9 × × ○ ○ × ×
2 156 金× × ○ △ ×
3 249 × ○ × ×
3 385 ○ × ×
7 1113 × × × ○ × ×
7 1169 ○ ○ × ○
9 1689 壬× ○ ○ ×
9 1718 壬× × ○ × ×
9 1731 藍×壬× × ○ × ○
10 1890 ○ ○ △
10 1996 × × × ○
10 2012 × × × ○
11 2384 嘉× × ×
11 2387 ×
11 2400 ×
11 2407 嘉× × ×
11 2457 嘉× × ×
11 2481 嘉× × × ×
11 2522 嘉× ×
11 2555 嘉× ×
11 2647 嘉× × × ×
12 2842 × × × ×
12 2853 × × × × ×
12 2859 × × ×
12 2876 × × ×
12 2877 × × ×
12 2934 尼× × × ×
12 2996 × × ×
12 3132 × × × ×
13 3306 天× × × ×
13 3341 天× × × × × ×
13 3342 天× × × × × ×
13 3343 天× × × × × ×
16 3846 尼× × × ×
16 3847 尼× × × ×
17 3958 × × × ○ ○
19 4205 × × × × △
19 4239 ○ × × ×
20 4514 × （なし）
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本
で
あ
る
古
葉
略
類
聚
鈔
に
も
訓
が
認
め
ら
れ
る
。
広
瀬
本
で
新
点
短
歌
に
訓
が
あ
る
の
は
事
実
上
こ
れ

だ
け
と
言
っ
て
よ
い
。
今
言
及
し
た
古
葉
略
類
聚
鈔
は
、
当
面
の
三
九
五
八
以
外
に
二
例
ほ
ど
訓
が
存
す

る
。
が
、
こ
の
二
例
の
場
合
、
広
瀬
本
に
訓
が
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
「
本
不
和

（
一
一
六
九

「
不
和
」

」

）
、

（
一
七
三
一
）
と
い
う
注
記
が
存
す
る
。
こ
れ
は
、
先
述
の
通
り
、
広
瀬
本
の
底
本
で
訓
が
な
か
っ
た
こ

と
を
意
味
し
、
片
仮
名
訓
本
諸
本
の
祖
本
の
時
点
で
は
本
来
訓
が
な
か
っ
た
と
推
定
し
う
る
。
元
暦
校
本

代
赭
書
き
入
れ
に
も
一
例
だ
け
訓
の
あ
る
例
が
あ
る
が
（
九

、
広
瀬
本
・
古
葉
略
類
聚
鈔
に
は
訓
が
な

）

く
、
同
様
に
処
理
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

右
の
表
で
、
も
っ
と
も
違
和
感
が
あ
る
の
が
紀
州
本
で
あ
ろ
う
。
現
存
部
分
の
新
点
短
歌
す
べ
て
に
訓

が
あ
り
、
他
の
片
仮
名
訓
本
と
正
反
対
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
紀
州
本
で
非
仙
覚
本
系
で

あ
る
巻
十
ま
で
の
十
二
例
の
う
ち
の
一
首
の
訓
を
仙
覚
系
の
代
表
的
伝
本
西
本
願
寺
本
の
訓
と
対
照
す
る

と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

近
江
之
海

湖
者
八
十

何
爾
加

君
之
舟
泊

草
結
兼

（
７
一
一
六
九
）

西
ア
フ
ミ
ノ
ウ
ミ

ミ
ナ
ト
ハ
ヤ
ソ
チ

イ
ツ
ク
ニ
カ

キ
ミ
カ
フ
ネ
ハ
テ

ク
サ
ム
ス
ヒ
ケ
ム

紀
ア
フ
ミ
ノ
ウ
ミ

ミ
ナ
ト
ハ
ヤ
ソ
チ

イ
ツ
ク
ニ
カ

キ
ミ
カ
フ
ナ
ハ
テ

ク
サ
ム
ス
ヒ
ケ
ム

古
ア
フ
ミ
ノ
ウ
ミ

ミ
ツ
ウ
ミ
ハ
ヤ
ソ
チ

イ
ツ
ク
ニ
カ

キ
ミ
カ
フ
ナ
ト
メ

ク
サ
ム
ス
ヒ
ケ
ム

類
あ
ふ
の
う
み

み
つ
か
み
は
や
そ
ち

い
へ
く
に
か

き
み
か
ふ
ね
と
め

く
さ
む
す
ひ
け
む

新
点
の
歌
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
非
仙
覚
本
系
の
本
に
訓
が
な
い
の
だ
が
、
非
仙
覚
本
系
の
本
に
も
訓
の

あ
る
希
少
な
事
例
を
あ
え
て
掲
げ
た
。
仙
覚
系
の
西
本
願
寺
本
と
非
仙
覚
本
系
の
類
聚
古
集
・
古
葉
略
類

聚
鈔
（
注
３
）
と
を
比
べ
た
場
合
、
第
二
、
四
句
の
二
句
に
お
い
て
対
立
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第
二

句
の
「
湖
」
を
ミ
ナ
ト
と
読
む
か
、
ミ
ツ
ウ
ミ
（
み
つ
か
み
）
と
読
む
か
。
第
四
句
の
「
泊
」
を
ハ
テ
と

読
む
か
、
ト
メ
と
読
む
か
。
と
こ
ろ
が
、
非
仙
覚
本
系
で
あ
る
は
ず
の
紀
州
本
は
、
二
箇
所
と
も
仙
覚
本

、

。

系
と
同
じ
本
文
を
取
っ
て
お
り

結
果
的
に
ほ
と
ん
ど
仙
覚
系
の
訓
に
な
っ
て
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る

こ
の
よ
う
に
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
の
訓
が
一
首
丸
ご
と
仙
覚
本
の
訓
と
同
じ
で
あ
る
の
は
尋
常
で
は
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
紀
州
本
の
新
点
短
歌
は
、
他
の
十
例
を
見
て
も
、
一
字
二
字
の
異
な
り
を
除
き
、
一
一

六
九
と
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
紀
州
本
の
新
点
歌
の
訓
は
、
仙
覚
系
の
本
に
よ
っ
て
補
っ
た
結
果
と
考
え

。

「

」

、

、

ざ
る
を
得
な
い

先
掲

片
仮
名
訓
本
系
統
の
長
歌
訓
と
仙
覚
校
訂
本

で

新
点
長
歌
を
検
討
し
た
際

片
仮
名
訓
本
系
統
で
や
は
り
紀
州
本
に
だ
け
訓
が
あ
る
場
合
が
見
ら
れ
、
そ
れ
ら
の
訓
が
仙
覚
本
系
の
訓

と
合
致
し
て
い
た
た
め
、
仙
覚
系
の
本
に
よ
る
訓
の
導
入
と
い
う
結
論
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
新
点

短
歌
の
場
合
も
ま
っ
た
く
同
じ
事
情
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
紀
州
本
に
も
本
来
は
こ
れ
ら
の

歌
に
訓
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。

以
上
、
伝
本
に
よ
っ
て
や
や
ば
ら
つ
き
は
あ
る
が
、
仙
覚
新
点
歌
に
お
い
て
片
仮
名
訓
本
は
基
本
的
に

訓
を
持
た
な
い
。
こ
れ
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が
仙
覚
次
点
短
歌
に
お
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
に
訓
を
持

つ
こ
と
と
際
や
か
な
対
照
を
示
す
。
こ
の
現
象
は
長
歌
で
も
同
様
で
あ
っ
た
。
繰
り
返
す
が
、
仙
覚
本
の

新
点
の
歌
は
仙
覚
以
前
に
訓
が
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
し
、
新
点
以
外
の
歌
は
す
で
に
訓
が
付
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
仙
覚
の
新
点
歌
と
片
仮
名
訓
本
の
訓
の
な
い
歌
の
分
布
が
短
歌
長
歌
を
問
わ

ず
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
仙
覚
が
、
校
訂
作
業
を
通
じ
て
従
来
訓
が
あ
る
と
判
断
し
た

歌
に
は
、
片
仮
名
訓
本
で
必
ず
訓
が
あ
り
、
従
来
訓
が
な
い
と
判
断
し
た
歌
に
は
片
仮
名
訓
本
に
必
ず
訓

が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
も
偶
然
と
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
仙
覚
が
従
来
訓
が
あ
る
、
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な
い
と
い
う
判
断
を
下
す
基
準
と
な
っ
た
の
は
、
他
な
ら
ぬ
現
存
の
片
仮
名
訓
本
と
同
系
統
の
本
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
両
者
の
関
係
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
は
、
片
仮
名
訓
本
諸
本
で
は
、
先
に
見
た
新
点
歌
以
外
に
も
訓
を
欠
く
短
歌
が
少
な
か
ら

ず
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
説
明
が
付
か
な
い
と
、
そ
も
そ
も
片
仮
名
訓
本
の
短
歌
の
訓
の
あ

る
歌
の
分
布
が
仙
覚
本
と
深
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
指
摘
自
体
に
説
得
性
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
片
仮

名
訓
本
の
う
ち
、
ま
と
ま
っ
た
数
が
あ
り
、
し
か
も
訓
の
有
無
が
確
実
に
見
定
め
ら
れ
る
本
は
、
広
瀬
本

と
紀
州
本
で
あ
る
が
、
広
瀬
本
（
二
十
巻
）
で
五
一
首
、
紀
州
本
（
十
巻
）
で
九
首
の
訓
の
な
い
短
歌
が

認
め
ら
れ
る
。
広
瀬
本
は
、
そ
の
う
ち
三
二
首
が
新
点
歌
で
、
そ
れ
以
外
の
欠
訓
歌
は
一
九
首
。
紀
州
本

は
、
基
本
的
に
新
点
歌
に
は
仙
覚
本
の
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
た
め
（
先
述

、
す
べ
て
新
点
歌
以
外
の
欠

）

訓
歌
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
う
ち
、
広
瀬
本
で
一
二
首
、
紀
州
本
で
八
首
は
、
他
の
片
仮
名
訓
本

で
訓
が
あ
り
、
あ
ま
つ
さ
え
平
仮
名
訓
本
に
も
訓
の
あ
る
事
例
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
は
、
明
ら

か
に
お
の
お
の
の
伝
本
単
独
の
欠
落
と
考
え
ら
れ
る
。
す
べ
て
一
系
統
と
考
え
ら
れ
る
現
存
の
片
仮
名
訓

本
の
中
で
も
、
本
に
よ
っ
て
こ
れ
だ
け
の
揺
れ
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
仙
覚
本
の
古
次
新

点
の
分
布
と
の
間
に
も
若
干
の
齟
齬
は
当
然
生
じ
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
む
し
ろ
、
全
体
と
し
て
こ
れ
ほ

ど
よ
く
合
致
し
て
い
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
（
注
４

。
）

一
般
的
に
考
え
て
、
仙
覚
は
当
時
存
し
た
多
く
の
伝
本
を
参
照
し
て
い
た
わ
け
だ
か
ら
、
そ
れ
ら
多
様

な
伝
本
の
付
訓
状
況
を
勘
案
し
て
、
従
来
訓
が
あ
る
か
否
か
を
判
断
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
歌
に
よ
っ
て
は
、
た
っ
た
一
本
に
し
か
訓
が
存
し
な
い
事
例
が
何
例
か
は
存
し
た
の
で
は
な
い

か
と
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
仙
覚
が
従
来
訓
が
あ
る
と
判
断
し
た
歌
の
分
布
が
、
片
仮
名

訓
本
と
い
う
一
系
統
の
伝
本
群
の
付
訓
状
況
と
あ
ま
り
に
酷
似
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
基
本
的
な

基
準
は
片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
が
単
独
で
担
っ
て
い
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
い
。

四

仙
覚
新
点
と
片
仮
名
訓
本
系
統

万
葉
集
の
伝
来
史
に
お
い
て
、
仙
覚
校
訂
本
の
価
値
は
、
そ
の
校
訂
の
信
頼
性
の
高
さ
な
ど
様
々
な
点

に
認
め
ら
れ
る
が
、
は
じ
め
て
万
葉
集
の
歌
す
べ
て
に
訓
を
付
し
た
こ
と
に
大
き
な
価
値
が
認
め
ら
れ
る

。

、

「

」

。

こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う

従
来
訓
の
な
い
歌
す
べ
て
に
訓
を
付
し
て

そ
れ
ら
を

新
点

と
称
し
た

こ
れ
ら
従
来
の
無
訓
歌
の
空
白
を
埋
め
た
新
点
に
、
仙
覚
自
身
が
大
き
な
意
義
を
認
め
て
い
た
こ
と
は
、

仙
覚
が
第
一
次
校
訂
本
で
あ
る
寛
元
本
制
作
後
、
建
長
五
年
１
２
５
３
に
新
点
に
つ
い
て
の
報
告
を
、
時

の
後
嵯
峨
院
に
奏
覧
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
容
易
に
知
ら
れ
る
（

仙
覚
律
師
奏
覧
状

『
仙
覚
全
集
』

「

」

大
正
十
五
年
所
収

。
も
ち
ろ
ん
、
新
点
の
第
一
の
意
義
は
、
こ
れ
ま
で
読
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
万
葉
歌

）

を
読
み
解
い
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
一
体
ど
の
歌
が
従
来
訓
を
持
っ
て
い
な
い
か
を
見
極
め

る
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
、
古
次
点
と
新
点
を
区
別
す
る
基
準
と
な
っ
た
片
仮

名
訓
本
系
統
は
、
仙
覚
に
と
っ
て
き
わ
め
て
重
要
な
伝
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
片
仮
名
訓
本
系
統

は
、
仙
覚
が
見
て
い
た
本
と
言
う
に
留
ま
ら
ず
、
き
わ
め
て
重
要
視
し
て
い
た
本
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。仙

覚
の
新
点
歌
は
一
五
二
首
、
そ
の
う
ち
、
短
歌
、
旋
頭
歌
は
わ
ず
か
四
一
首
に
す
ぎ
な
い
。
残
り
の

百
十
一
首
は
長
歌
で
あ
る
。
新
点
歌
は
圧
倒
的
に
長
歌
が
多
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
万
葉
集
全
体
で
長
歌

は
二
百
六
十
五
首

仙
覚
は

そ
の
半
数
近
く
に
新
た
に
訓
を
付
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

先
述
の

仙

、

、

。

「

覚
律
師
奏
覧
状
」
で
、
仙
覚
は
、
新
点
の
長
歌
に
は
一
字
一
音
の
表
記
の
歌
が
多
く
、
読
み
に
く
く
は
な
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い
旨
述
べ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
新
点
長
歌
の
中
に
は
、
読
み
や
す
い
と
は
言
い
難
い
巻
十
三
の
六
六
首

の
長
歌
が
ほ
ぼ
丸
ご
と
含
ま
れ
て
い
る
。
万
葉
集
の
す
べ
て
の
歌
に
訓
を
付
す
に
は
、
歌
数
の
上
で
も
、

困
難
さ
の
上
で
も
（
長
歌
は
、
短
歌
に
比
べ
て
訓
を
付
す
句
数
が
圧
倒
的
に
多
い
）
長
歌
が
大
き
な
関
門

で
あ
っ
た
こ
と
は
、
他
な
ら
ぬ
仙
覚
が

も
痛
感
し
て
い
た
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
仙
覚
が
百

十
一
首
の
長
歌
に
新
た
に
付
訓
を
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
見
れ
ば
、
仙
覚
が
新
点
を
付
す
前
の
時
点

で
す
で
に
百
五
十
四
首
の
長
歌
に
は
訓
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
る
と
、
仙
覚
が
見
て
い
た
諸
本

に
お
い
て
も
、
こ
の
百
五
十
四
首
の
長
歌
に
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
で
訓
が
存
す
る
一
方
、
平
仮
名
訓
の

本
に
は
ほ
と
ん
ど
長
歌
に
訓
が
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
違
い
を
弁
え
て
い
れ
ば
、
片
仮
名
訓
本

に
読
み
残
さ
れ
て
い
る
長
歌
に
訓
を
付
し
て
行
け
ば
、
万
葉
集
の
す
べ
て
の
歌
に
訓
を
付
す
こ
と
に
つ
な

が
っ
て
行
く
こ
と
は
容
易
に
見
極
め
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
な
ら
ば
、
仙
覚
の
万
葉
集
全
歌
へ
の
付
訓

と
い
う
志
は
、
片
仮
名
訓
本
の
存
在
を
意
識
し
た
上
で
生
じ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

万
葉
集
伝
本
に
お
け
る
「
非
仙
覚
本
系
」
と
い
う
名
称
は
、
文
字
通
り
、
仙
覚
校
訂
本
に
あ
ら
ざ
る
本

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
が
、
同
時
に
仙
覚
本
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
本
と
言
う
意
味
で
も
用
い
ら
れ

て
き
た
。
そ
れ
は
、
と
も
す
る
と
、
仙
覚
が
見
て
い
な
い
本
と
い
う
と
ら
え
方
に
も
つ
な
が
っ
て
い
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
天
治
本
な
ど
の
一
部
の
本
を
除
け
ば
、
非
仙
覚
本
系
統
の
本
と
仙
覚
校
訂

本
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
及
す
る
有
効
な
論
は
従
来
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
に
次

の
よ
う
な
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
橋
本
進
吉
「
万
葉
集
仙
覚
本
と
天
治
本
」
は
、
仙
覚
本
と
の
関
係
が
明

確
な
天
治
本
に
お
い
て
も
（
注
６

、
仙
覚
本
が
校
訂
の
結
果
大
幅
な
訂
正
が
加
え
ら
た
た
め
、
底
本
の

）

系
統
で
あ
る
は
ず
の
天
治
本
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
こ
と
ほ

、

、

、

ど
さ
よ
う
に

校
訂
さ
れ
た
仙
覚
本
か
ら

そ
れ
以
前
の
他
の
伝
本
の
痕
跡
を
見
極
め
る
こ
と
は
困
難
で

仙
覚
本
系
、
非
仙
覚
本
系
の
関
係
は
容
易
に
は
解
明
出
来
な
い
と
い
う
見
方
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う
に

見
受
け
ら
れ
る
。
し
か
し
、
右
の
よ
う
に
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
系
統
は
、
あ
き
ら
か
に
仙
覚
の

校
訂
本
に
お
い
て
参
照
さ
れ
て
い
た
し
、
か
つ
重
要
な
伝
本
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

注１

次
点
歌
が
伝
来
の
途
上
に
ぽ
つ
り
ぽ
つ
り
と
訓
が
付
さ
れ
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
は
、
上

『

』（

）
、

『

』（

）

田
秀
夫

万
葉
集
訓
点
の
史
的
研
究

昭
和
三
一
年

前
野
貞
男

万
葉
次
点
考

昭
和
三
六
年

な
ど
に
見
ら
れ
、
以
降
も
次
点
歌
の
実
態
に
対
す
る
ご
く
一
般
的
な
考
え
方
と
し
て
今
日
も
継
承
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

２

広
瀬
本
の
巻
二
の
長
歌
訓
に
は
平
仮
名
訓
な
ど
特
異
な
訓
が
見
ら
れ
、
こ
の
特
徴
は
片
仮
名
訓
本
が

平
仮
名
訓
本
か
ら
訓
を
導
入
し
た
際
の
痕
跡
と
考
え
ら
れ
る
（
本
書
第
三
章
第
一
節
「
片
仮
名
訓
本
系

統
内
の
広
瀬
本
の
位
置

。
が
、
長
歌
訓
の
有
無
と
い
う
点
で
は
諸
本
に
異
同
は
見
ら
れ
な
い

」
）

３

一
一
六
九
の
古
葉
略
類
聚
鈔
の
訓
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
本
来
的
な
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
（
す
な

わ
ち
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
の
共
通
の
祖
本
が
持
っ
て
い
た
訓
）
と
は
思
わ
れ
な
い
。
類
聚
古
集
の
訓

と
の
類
似
性
か
ら
考
え
る
と
、
類
聚
古
集
の
訓
を
取
っ
た
可
能
性
が
強
い
。
古
葉
略
類
聚
鈔
が
、
集
の

構
成
な
ど
に
類
聚
古
集
の
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
橋
本
進
吉
「
建
長
二
年
書
写
古
葉
略
類

聚
鈔
解
説

（

古
葉
略
類
聚
鈔
』
大
正
一
二
年
）
に
詳
し
い
。

」
『

４

こ
の
こ
と
を
考
え
る
時
に
興
味
深
い
の
は
、
先
の
新
点
短
歌
一
覧
の
類
聚
古
集
の
訓
の
有
無
の
傾
向

で
あ
る
。
従
来
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
（
先
掲
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
書
志

、
類
聚
古
集
に
は
仙

』
）

覚
の
新
点
歌
に
訓
の
あ
る
例
が
四
例
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
仙
覚
が
従
来
訓
が
な
い
と
判
断
し
た
歌



- 114 -

に
類
聚
古
集
で
は
訓
が
存
し
て
い
る
事
例
で
あ
る
（
先
に
見
た
一
一
六
九
は
、
そ
の
う
ち
の
一
例
で
あ

る

。
一
方
、
先
に
も
見
た
と
お
り
、
類
聚
古
集
で
は
次
点
短
歌
で
訓
の
な
い
歌
は
六
五
首
中
一
六

。
）

首
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
、
仙
覚
の
古
次
新
点
の
判
別
が
、
類
聚
古
集
の
付
訓
状
況
で
は

な
く
、
片
仮
名
訓
本
の
付
訓
状
況
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。

５

小
川
靖
彦
「
万
葉
集
古
訓
の
詩
法

（

こ
と
ば
が
拓
く
古
代
文
学
史
』
平
成
一
一
年
）
は
、
古
次

」
『

点
の
訓
の
内
容
を
精
査
し
、
こ
れ
ら
の
訓
法
が
、
万
葉
集
で
の
漢
字
本
文
を
尊
重
し
つ
つ
も

“
平
仮

、

名
で
書
か
れ
た
和
歌
”
と
し
て
、
平
安
朝
の
人
々
に
と
っ
て
充
分
に
馴
染
め
る
よ
う
に
読
み
下
そ
う
と

し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
検
証
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
う
か
が
え
る
意
識
は
、
平
安
時
代
に
万
葉
集

の
長
歌
が
訓
読
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
深
い
相
関
関
係
が
あ
ろ
う
。

６

忠
兼
本
か
ら
親
行
本
（
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
）
に
至
る
ま
で
の
伝
本
の
系
譜
に
つ
い
て
の
と
ら
え
方

は
、
橋
本
氏
と
本
書
と
で
は
い
さ
さ
か
異
な
る
が
（
本
書
第
五
章
第
三
節
参
照

、
こ
こ
で
は
、
従
来

）

定
説
と
な
っ
て
い
る
橋
本
氏
の
説
に
従
っ
て
お
く
。

（

「

」

（

）

）

初
出

万
葉
集
訓
点
史
に
お
け
る
片
仮
名
訓
本

文
学

隔
月
刊

第
八
巻
五
号

平
成
一
九
年
九
月
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第
五
章

仙
覚
校
訂
本
の
底
本

第
一
節

片
仮
名
訓
本
系
統
と
仙
覚
寛
元
本

一

現
存
す
る
万
葉
集
の
伝
本
は
、
仙
覚
が
校
訂
し
た
仙
覚
本
の
系
統
と
そ
れ
以
外
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本

と
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
そ
の
う
ち
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は
、
訓
の
種
類
に
よ
っ
て
、
平
仮
名
訓

の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
に
分
け
ら
れ
る
。
片
仮
名
訓
の
本
は
、
ほ
ぼ
完
本
と
し
て
残
る
広
瀬
本
を
見
る

と
、
長
歌
の
訓
の
分
布
に
大
変
変
則
的
な
分
布
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
他

の
片
仮
名
訓
の
伝
本
に
お
い
て
も
ほ
ぼ
同
じ
分
布
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
変
則
的
な
分
布
が
複
数

の
伝
本
で
偶
然
共
通
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
に
く
く
、
現
存
の
片
仮
名
訓
の
伝
本
は
、
或
る
本
を
共
通

の
祖
本
と
す
る
同
一
系
統
の
伝
本
群
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
片
仮
名
訓
本
と
言

う
の
は
、
長
歌
訓
の
分
布
を
共
有
す
る
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
諸
本
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

現
在
知
ら
れ
て
い
る
片
仮
名
訓
本
は
、
書
き
入
れ
や
古
筆
切
を
含
め
て
、
次
の
如
く
で
あ
る
。

冊
子
本

広
瀬
本
・
紀
州
本
（
巻
十
ま
で

・
古
葉
略
類
聚
鈔
・
西
本
願
寺
本
巻
十
二

）

古
筆
切

春
日
本
・
柘
枝
切
・
後
京
極
様
切
・
伝
解
脱
上
人
筆
切
・
伝
教
家
筆
切

書
き
入
れ

元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ

現
存
す
る
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
の
内
、
鎌
倉
時
代
の
書
写
の
伝
本
は
、
伝
壬
生
隆
祐
筆
本
、
嘉
暦
伝
承

本
な
ど
の
例
外
を
除
け
ば
ほ
ぼ
片
仮
名
訓
本
で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
鎌
倉
時
代
に
書
写
さ
れ
た

非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は
圧
倒
的
に
片
仮
名
訓
本
が
多
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
本

の
訓
が
付
さ
れ
る
形
は
、
分
か
っ
て
い
る
限
り
、
広
瀬
本
（
と
そ
の
系
統

注
１
）
を
除
く
す
べ
て
の
本

が
、
歌
本
文
の
右
側
に
訓
が
付
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
傍
訓
形
式
に
な
っ
て
い
る
（
広
瀬
本
は
、
本
文
の
左

に
訓
が
付
さ
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
別
提
訓
の
形
式
で
あ
る

。
）

一
方
、
鎌
倉
時
代
に
万
葉
集
の
校
訂
を
行
っ
た
仙
覚
は
、
校
訂
の
際
参
照
し
た
諸
本
の
状
況
を
書
き
残

し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
訓
の
付
さ
れ
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
仙
覚
本
の
奥
書
は
、
原
文

は
漢
文
。
読
み
や
す
さ
を
む
ね
と
し
て
読
み
下
し
文
で
示
す
。
以
下
同
じ
。
ま
た
、
一
部
諸
本
に
よ
っ
て

校
訂
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る

。
。
）

今
こ
の
万
葉
集
の
仮
名
は
、
他
本
皆
漢
字
の
歌
一
首
書
き
畢
つ
て
、
仮
名
の
歌
更
に
こ
れ
を
書
く
、

常
の
義
な
り
。
然
れ
ど
も
今
の
本
に
於
い
て
は
、
和
漢
の
符
合
を
糺
さ
む
が
為
に
、
漢
字
の
右
に
仮

名
を
付
け
し
め
畢
ん
ぬ

（
文
永
三
年
本
奥
書
・
西
本
願
寺
本
巻
一
）

。

従
来
の
伝
本
は
、
漢
字
で
書
か
れ
た
歌
本
文
が
あ
る
あ
と
に
仮
名
で
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
が
、
自
分
の

校
訂
本
で
は
、
歌
本
文
の
右
に
訓
を
付
し
た
と
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
引
用
部
分
の
あ
と
に
、
六

、

。

条
家
本
と
い
う
本
を
見
た
と
き
に

同
じ
傍
訓
の
形
式
で
あ
っ
た
こ
と
に
感
激
し
た
と
い
う
記
事
が
続
く

不
思
議
な
こ
と
に
、
仙
覚
の
こ
の
一
連
の
記
事
に
は
、
付
訓
の
位
置
だ
け
で
、
仮
名
の
種
類
が
書
か
れ
て

い
な
い
。
が
、
現
状
を
考
え
る
と
、
従
来
の
伝
本
は
平
仮
名
、
傍
訓
に
し
た
自
分
の
本
は
片
仮
名
で
あ
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
一
連
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
仙
覚
が
当
初
見
て
い
た
諸
伝
本
は
皆
別
提
訓
で
あ

り
、
傍
訓
に
し
た
の
は
歌
本
文
と
訓
と
を
見
比
べ
や
す
く
す
る
た
め
、
自
分
の
考
え
で
行
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
そ
し
て
、
後
に
遭
遇
し
た
六
条
家
本
が
自
分
の
本
と
同
じ
傍
訓
で
、
そ
の
偶
合
に
感
激
し
た

、

。

と
い
う
記
事
は

当
時
他
に
そ
の
よ
う
な
形
式
の
本
が
な
か
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
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ち
な
み
に
、
こ
の
六
条
家
本
の
系
統
は
、
奥
書
の
別
の
と
こ
ろ
で
題
詞
の
高
い
本
で
あ
る
と
記
さ
れ
て
い

る
の
で
、
題
詞
が
低
い
現
存
の
片
仮
名
訓
本
と
は
異
な
っ
た
系
統
と
考
え
ら
れ
る
。

つ
ま
り
、
現
存
の
伝
本
の
状
況
か
ら
す
る
と
、
鎌
倉
時
代
書
写
の
伝
本
は
、
圧
倒
的
に
片
仮
名
傍
訓
の

、

、

、

（

、

伝
本
が
多
く

一
方

仙
覚
の
奥
書
に
よ
る
と

当
時

仙
覚
が
初
め
て
万
葉
集
の
校
訂
を
行
っ
た
の
は

寛
元
四
年
１
２
４
６
年

、
傍
訓
の
伝
本
は
、
ほ
と
ん
ど
稀
で
あ
っ
た
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま

）

で
本
稿
の
筆
者
は
、
こ
の
両
者
の
矛
盾
を
ず
っ
と
解
決
で
き
ず
に
い
た
。
有
り
体
に
言
え
ば
、
今
で
も
こ

の
矛
盾
を
き
れ
い
に
解
決
す
る
す
べ
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
数
年
の
間
に
、
現
存
片
仮
名
訓
本
の
内
実
の
方
は
か
な
り
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
さ

、

、

。

、

ら
に

片
仮
名
訓
本
が

仙
覚
の
校
訂
本
と
も
深
い
相
関
関
係
に
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
て
い
る

そ
こ
で

本
稿
で
は
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
校
訂
本
（
以
下
、
仙
覚
本
と
呼
ぶ
）
と
の
関
係
か
ら
分
か
る
こ

と
に
限
定
し
て
、
両
者
の
関
係
を
探
っ
て
行
く
こ
と
と
す
る
。

二

片
仮
名
訓
本
の
長
歌
訓
の
分
布
の
様
相
と
仙
覚
本
と
の
関
係
を
簡
単
に
ま
と
め
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な

る
。万

葉
集
に
長
歌
は
二
六
五
首
存
す
る
。
そ
の
分
布
は
、
二
十
巻
中
巻
七
、
十
一
、
十
二
、
十
四

の
四

巻
を
除
く
十
六
の
巻
に
わ
た
る
。
し
か
も
、
集
中
の
前
半
の
巻
十
ま
で
に
一
三
二
首
、
後
半
の
巻
十
三
以

降
に
一
三
三
首
と
集
全
体
に
比
較
的
均
等
に
分
布
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
片
仮
名
訓
本
諸
本
の
訓
の
あ

る
長
歌
の
分
布
は
き
わ
め
て
変
則
的
で
あ
る
。
ほ
ぼ
完
本
と
い
っ
て
よ
い
広
瀬
本
で
い
う
と
、
巻
十
ま
で

の
長
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
訓
が
あ
る
の
に
対
し
て
（
訓
が
あ
る
歌
一
三
〇
首
中
一
二
八

首

、
巻
十
三
以
降
で
は
、
基
本
的
に
訓
が
見
ら
れ
ず
（
訓
が
あ
る
歌
一
三
一
首
中
二
二
首

、
訓
が
あ

）

）

る
巻
は
巻
十
五
、
十
九
に
限
ら
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
万
葉
集
の
巻
十
七
～
二
十
は

、

。

基
本
的
に
一
字
一
音
表
記
で
あ
り

長
歌
に
付
訓
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
分
布
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
大
変
変
則
的
と
言
え
よ
う
。
と
こ
ろ
が
、

他
の
片
仮
名
訓
本
諸
本
も
、
広
瀬
本
の
こ
の
よ
う
な
分
布
と
合
致
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
片
仮
名
訓
本
諸

本
は
、
同
じ
長
歌
訓
の
分
布
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
す
べ
て
同
一
系
統
と
言
え
よ
う
。

一
方
、
仙
覚
本
は
、
仙
覚
が
参
照
し
た
伝
本
に
訓
が
存
す
る
か
否
か
で
、
従
来
訓
が
あ
る
場
合
に
は
古

点
、
次
点
、
従
来
ど
の
本
に
も
訓
が
な
い
場
合
に
は
新
点
と
い
う
厳
密
な
区
別
を
設
け
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
、
仙
覚
本
で
長
歌
訓
の
分
布
を
見
て
行
く
と
、
巻
十
ま
で
は
古
点
、
次
点
が
圧
倒
的
に
多
く
（
一
三
三

）
、

（

）

。

首
中
一
二
七
首

巻
十
三
以
降
で
は
逆
に
き
わ
め
て
少
な
い

一
三
二
首
中
二
六
首

こ
と
が
わ
か
る

し
か
も
、
巻
十
三
以
降
で
古
点
、
次
点
の
歌
は
巻
十
五
、
十
九
に
集
中
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
片
仮
名
訓

、

、

。

本
の
長
歌
に
訓
が
あ
る
歌
の
分
布
と
仙
覚
本
の
古
点

次
点
の
分
布
は

酷
似
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い

両
者
の
分
布
の
様
相
を
簡
単
な
図
に
ま
と
め
た
の
が
前
頁
の
表
で
あ
る
。
片
仮
名
訓
本
諸
本
で
訓
が
存
す

る
マ
ー
ク
の
○
が
、
仙
覚
校
訂
本
の
古
点
、
次
点
が
多
く
を
占
め
る
マ
ー
ク
の
○
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る

こ
と
が
看
取
で
き
よ
う
。

こ
の
、
長
歌
に
お
い
て
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
あ
る
歌
が
仙
覚
の
古
次
点
と
、
訓
の
な
い
歌
が
新
点
と

呼
応
す
る
と
い
う
関
係
は
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
少
な
く
と
も

長
歌
に
お
い
て
は
、
仙
覚
は
、
片
仮
名
訓
本
を
拠
り
所
と
し
て
、
訓
の
な
い
歌
を
新
点
、
す
な
わ
ち
従
来

訓
の
な
い
歌
と
判
断
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
仙
覚
の
奥
書
に
よ
る
と
、
当

時
仙
覚
は
様
々
な
伝
本
を
参
照
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
は
今
で
は
知
ら
れ
な
い
伝
本
も
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含
ま
れ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
だ
が
、
右
の
よ
う
な
、
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
本
と
の
密
接
な
関
係
か
ら

す
る
と
、
長
歌
訓
に
関
し
て
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
以
外
の
本
を
参
照
し
て
、
こ
の
よ
う
な
結
果
を
得
た

と
い
う
可
能
性
は
限
り
な
く
ゼ
ロ
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
仙
覚
の
長
歌
訓
の
古
次
新
点
の
判

断
に
つ
い
て
は
、
片
仮
名
訓
本
に
よ
っ

て
い
た
と
考
え
な
け
れ
ば
説
明
が
つ
か

な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

低
限
仙
覚
が
、
校
訂
に
際
し
て
片
仮

名
訓
本
の
い
ず
れ
か
一
本
を
参
照
し
て

い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
押
さ
え
ら

れ
よ
う
。

以
上
は
長
歌
訓
か
ら
導
き
出
さ
れ
た

結
果
で
あ
る
。
で
は
、
短
歌
訓
で
は
ど

う
か
。
長
歌
は
、
万
葉
集
全
体
で
二
六

五
首
に
過
ぎ
な
い
が
、
短
歌
は
四
千
首

を
超
え
る
数
に
な
る
。
た
だ
し
、
長
歌

と
異
な
り
、
短
歌
の
場
合
に
は
、
そ
の

多
く
の
歌
に
古
く
か
ら
訓
が
付
さ
れ
て

い
る
。
諸
本
で
訓
の
あ
る
歌
な
い
歌
に

ば
ら
つ
き
が
あ
る
の
は
、
仙
覚
本
で
次

点
と
さ
れ
て
い
る
歌
々
に
集
中
し
て
い

る
。
そ
の
次
点
短
歌
と
非
仙
覚
本
の
関

係
に
つ
い
て
は
、
本
書
第
四
章
第
二
節

「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
短
歌
訓
と
仙
覚

校
訂
本

）
で
述
べ
て
い
る
が
、
こ
ち

」

ら
も
そ
の
内
容
を
要
約
す
れ
ば
次
の
通

り
で
あ
る
。

、

万
葉
集
全
体
で
次
点
短
歌
は
七
四
首

そ
れ
ら
で
訓
が
あ
る
歌
は
、
平
仮
名
訓

本
の
代
表
的
な
伝
本
の
類
聚
古
集
で
は

六
六
首
中
四
九
首
（
七
四
％

、
元
暦
校

）

本
で
四
三
首
中
二
六
首
（
六
〇
％

、
と
お
お
よ
そ
六
、
七
割
く
ら
い
の
率
に
な
る
。
一
方
、
片
仮
名
訓

）

本
で
は
、
代
表
的
な
伝
本
、
広
瀬
本
で
は
、
六
九
首
中
六
六
首
（
九
六
％

、
紀
州
本
で
五
三
首
中
五
二

）

（

）

、

。

、

、

首

九
八
％

と

か
な
り
百
パ
ー
セ
ン
ト
に
近
い
数
字
に
な
っ
て
い
る

つ
ま
り

平
仮
名
訓
本
で
は

訓
が
あ
る
歌
な
い
歌
が
ま
ち
ま
ち
な
の
が
、
片
仮
名
訓
本
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
に
訓
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。

で
は
、
新
点
短
歌
で
は
ど
う
か
。
仙
覚
新
点
歌
の
場
合
、
ま
ず
、
平
仮
名
訓
本
に
は
基
本
的
に
訓
は
見

ら
れ
な
い
。
一
方
、
次
点
短
歌
で
は
ほ
ぼ
す
べ
て
に
訓
が
見
ら
れ
た
片
仮
名
訓
本
系
統
で
は
ど
う
か
と
い

う
と
、
新
点
歌
で
は
一
切
訓
が
な
い
。
右
が
何
を
意
味
す
る
か
と
い
う
と
、
片
仮
名
訓
本
は
、
仙
覚
本
で

次
点
短
歌
と
さ
れ
て
い
る
歌
に
は
ほ
ぼ
す
べ
て
に
訓
が
あ
り
、
逆
に
仙
覚
本
で
新
点
短
歌
と
さ
れ
て
い
る

歌
に
は
ほ
ぼ
訓
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
長
歌
と
同
様
短
歌
に
お
い
て
も
、
仙
覚
本
は
、

10 9 8 6 5 4 3 2 1 巻次
○ ○ ○ ○ ○ ○ 元暦本代赭
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 紀州本
△ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 広瀬本

○ ○ × ○ 古葉略類聚鈔
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 古点・次点
× × × × × × △ × × 新点

20 19 18 17 16 15 13 巻次
× ○ × × △ 元暦本代赭

紀州本
× ○ × × × ○ × 広瀬本

○ △ 古葉略類聚鈔
× ○ × × × ○ △ 古点・次点
○ △ ○ ○ ○ × ○ 新点
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片
仮
名
訓
本
で
訓
の
あ
る
歌
は
古
点
な
い
し
次
点
と
し
て
お
り
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
な
い
歌
は
新
点
と

。

、

、

、

、

し
て
い
る
と
い
う
傾
向
を
示
し
て
い
る

つ
ま
り

仙
覚
本
は

長
歌
に
お
い
て
も

短
歌
に
お
い
て
も

と
い
う
こ
と
は
事
実
上
万
葉
集
全
体
に
お
い
て
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
付
訓
の
状
況
と
呼
応
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

仙
覚
は
校
訂
に
際
し
て
、
訓
が
従
来
の
伝
本
に
あ
る
も
の
か
、
自
ら
が
考
案
し
た
も
の
か
に
つ
い
て
厳

密
に
区
別
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
仙
覚
の
万
葉
集
校
訂
作
業
の
柱
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。

そ
の
判
断
の
拠
り
所
が
片
仮
名
訓
本
系
統
の
み
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
系
統
の
本
は
、
仙
覚
に

と
っ
て

も
重
要
な
伝
本
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
過
言
で
は
な
か
ろ
う
。
仙
覚
は
、
自
ら
の
校
訂
作
業
に
密

接
に
結
び
つ
く
伝
本
と
し
て
、
片
仮
名
訓
本
を
意
識
し
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。

三

こ
の
推
測
は
、
冒
頭
で
取
り
あ
げ
た
仙
覚
の
奥
書
の
記
述
と
矛
盾
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
仙
覚
の
奥
書
に

よ
れ
ば
、
題
詞
の
高
い
六
条
家
本
の
系
統
以
外
に
は
、
傍
訓
形
式
の
伝
本
は
参
照
し
て
い
な
い
と
読
め
る

。

、

、

、

。

か
ら
で
あ
る

一
方

現
存
す
る
多
く
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
は

題
詞
が
低
く

傍
訓
形
式
で
あ
る

そ
の
際
、
注
意
さ
れ
る
の
は
、
広
瀬
本
（
と
そ
の
系
統
の
伝
本
）
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
現
存
片

仮
名
訓
本
で
唯
一
の
別
提
訓
の
形
式
だ
か
ら
で
あ
る
。
右
の
如
く
、
仙
覚
が
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
を
見

て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
と
し
て
、
具
体
的
に
見
て
い
た
本
が
広
瀬
本
の
よ
う
な
付
訓
形
式
の
本
で
あ

れ
ば
、
述
べ
来
た
っ
た
よ
う
な
矛
盾
は
一
応
解
消
さ
れ
る
。

だ
が
、
現
存
片
仮
名
訓
本
で
唯
一
の
別
提
訓
が
見
ら
れ
る
広
瀬
本
も
、
短
歌
こ
そ
別
提
訓
で
あ
る
が
、

長
歌
は
基
本
的
に
傍
訓
で
あ
る
（
左
図
参
照

（
注
２

。
左
は
、
広
瀬
本
巻
九
の
一
七
五
一
の
長
歌
の

）

）

末
尾
部
分
と
そ
の
反
歌
（
一
七
五
二
）
で
あ
る
。
前
二
行
が
長
歌
、
第
四
、
五
行
が
短
歌
で
あ
る
。
長
歌

の
方
が
傍
訓
、
短
歌
の
方
が
別
提
訓
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
仮
に
広
瀬
本
の
よ
う
な
伝
本

を
参
照
し
て
い
て
も
、
冒
頭
の
仙
覚
の
奥
書
の
よ
う
な
記
述
と
は
や
は
り
矛
盾
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
の
大
勢
は
傍
訓
形
式
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
中
に
は
春
日
本
（
寛
元

元
～
二
年
１
２
４
３
～
４
書
写
）
の
よ
う
に
、
あ
き
ら
か
に
仙
覚
の
校
訂
作
業
よ
り
早
く
成
立
し
た
本
も

確
認
で
き
る
。
な
ら
ば
、
仙
覚
が
校
訂
の
際
に
見
て
い
た
片
仮
名
訓
本
は
、
広
瀬
本
の
よ
う
な
別
提
訓
形

式
の
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
仙
覚
が
傍
訓
形
式
自
体
を
知
ら
な
か
っ
た
可
能
性
は
き
わ
め
て
低
い
し
、

傍
訓
形
式
の
片
仮
名
訓
本
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
も
低
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

図
版
：
広
瀬
本

巻
九
、
一
七
五
一
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仙
覚
と
片
仮
名
訓
本
系
統
の
関
係
は
、
仙
覚
が
こ
れ
ら
の
本
を
単
に
見
知
っ
て
い
た
と
い
う
に
留
ま
ら

な
い
。
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
が
、
仙
覚
の
古
次
新
点
の
判
断
の
基
準
を
独
占
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

以
上
、
そ
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
が
、
仙
覚
校
訂
本
に
と
っ
て

も
重
要
な
伝
本
、
す
な
わ
ち
校
訂

の
底
本
で
あ
っ
た
と
い
う
推
測
は
容
易
に
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
、
仙
覚
本
の
校
訂
の
底

本
は
、
平
仮
名
別
提
訓
の
本
で
あ
る
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。

仙
覚
の
万
葉
集
の
校
訂
は
、
そ
も
そ
も
は
、
鎌
倉
将
軍
藤
原
頼
経
が
源
親
行
に
命
じ
て
万
葉
集
の
校
訂

本
を
作
ら
せ
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
そ
の
際
、
親
行
は
自
身
の
所
持
す
る
親
行
本
を
底
本
と
し
て
、
三

証
本
を
も
っ
て
校
訂
し
た
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
一
人
で
は
校
勘
の
見
落
と
し
が
あ
ろ
う
と
の
こ
と
で
仙

覚
に
重
ね
て
の
校
訂
が
命
じ
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
情
は
、
仙
覚
本
の
奥
書
（
文
永
本
奥
書
巻

一
）
に
於
い
て
仙
覚
自
身
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
仙
覚
が
校
訂
の
底
本
に

用
い
た
の
は
源
親
行
本
（
以
下
、
親
行
本
と
称
す
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
こ
の
親
行
本
は
、

源
親
行
本

忠
兼
本

源
光
行
本

天
治
本

橋
本
進
吉
（

万
葉
集
仙
覚
本
と
天
治
本
」
心
の
花
第
十
九
巻
三
号

大
正
四
年
三
月
）
に
よ
れ
ば
、
系

「

統
を
遡
れ
ば
忠
兼
本
に
行
き
着
き
、
同
じ
く
忠
兼
本
の
系
統
で
あ
る
天
治
本
の
様
相
か
ら
、
平
仮
名
別
提

訓
の
付
訓
形
式
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る
（
右
「
天
治
本
系
統
図
」
参
照

。
す
な
わ
ち
、
現
在
の

）

学
説
で
は
、
仙
覚
の
第
一
次
の
校
訂
本
（
寛
元
本
と
い
わ
れ
る
）
の
底
本
は
、
親
行
本
で
、
親
行
本
は
平

仮
名
別
提
訓
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
は
本
当
に
平
仮
名
別
提
訓
の
本
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
次
頁
に
示
す
の

は
、
Ａ
天
治
本
、
Ｂ
紀
州
本
、
Ｃ
神
宮
文
庫
本
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
巻
十
、
二
〇
五
五
（
旧
国
歌
大
観
番

号
）
の
部
分
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
橋
本
論
文
に
よ
れ
ば
、
親
行
本
の
形
態
は
Ａ
の
天
治
本
と
同
じ

。

、

。

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る

Ｂ
の
紀
州
本
は

先
述
の
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
一
本
で
あ
る

一
方
、
Ｃ
は
仙
覚
の
第
一
次
校
訂
本
で
あ
る
寛
元
本
系
統
の
本
と
さ
れ
て
い
る
。

仙
覚
は
、
寛
元
期
に
は
、
Ａ
の
天
治
本
の
よ
う
な
形
態
の
本
を
底
本
と
し
て
、
Ｃ
の
よ
う
な
校
訂
本
を

作
っ
た
こ
と
に
な
る
。
一
般
的
に
言
え
ば
、
こ
の
こ
と
自
体
は
さ
ほ
ど
不
自
然
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、

。

、

校
訂
の
際
に
底
本
と
は
付
訓
形
態
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
措
置
で
あ
る

し
か
し

、

、

仙
覚
が
校
訂
を
行
っ
て
い
た
時
代
に

す
で
に
Ｂ
の
紀
州
本
の
よ
う
な
伝
本
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と

そ
の
推
定
の
信
憑
性
は
に
わ
か
に
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
。
ち
な
み
に
、
紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）
の
書
写
年

代
は
『
校
本
万
葉
集

〈
首
巻
〉
で
も
鎌
倉
時
代
と
さ
れ
る
だ
け
で
、
仙
覚
校
訂
時
と
の
先
後
関
係
は
明

』

ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、
同
一
系
統
で
あ
る
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
の
中
に
は
春
日
本
（
片
仮
名
傍

訓
形
式
）
の
よ
う
に
寛
元
元
年
１
２
４
３
に
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
な
伝
本
も
存
す
る
。
仙
覚
寛

元
本
の
校
訂
は
寛
元
四
年
１
２
４
６
か
ら
で
あ
り
、
仙
覚
が
校
訂
を
開
始
し
た
と
き
に
は
傍
訓
の
片
仮
名

訓
本
が
す
で
に
存
し
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
仙
覚
は
先
述
の
よ
う
に
片
仮
名
訓
本
を
必
ず
認
識
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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Ａ

（
天
治
本
万
葉
集
切

皇
学
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）

Ｂ

（
紀
州
本

後
藤
安
報
恩
会
刊
の
複
製
本
昭
和
一
六
年
に
よ
る
）

Ｃ

（
神
宮
文
庫
本

神
宮
文
庫
蔵

）

紀
州
本
は
、
題
詞
が
低
い
、
片
仮
名
傍
訓
の
付
訓
形
式
で
、
そ
れ
は
、
神
宮
文
庫
本
な
ど
の
仙
覚
寛
元

本
と
同
様
の
形
態
で
あ
る
。
そ
の
上
、
先
述
の
よ
う
に
、
紀
州
本
を
は
じ
め
と
す
る
非
仙
覚
本
系
の
片
仮

名
訓
本
は
、
訓
が
な
い
歌
の
分
布
と
仙
覚
が
新
点
と
し
て
新
た
に
訓
を
付
し
た
歌
の
分
布
と
が
一
致
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
仙
覚
本
と
片
仮
名
訓
本
系
統
と
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
の
な
い
歌
に
訓
を
補
充
し

て
行
け
ば
、
そ
れ
ら
が
す
な
わ
ち
新
点
と
な
り
、
体
裁
も
そ
の
ま
ま
仙
覚
寛
元
本
（
片
仮
名
傍
訓
で
題
詞

が
歌
よ
り
低
い
）
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
深
い
相
関
関
係
に
あ
る
。

、

、

こ
の
よ
う
な
本
稿
筆
者
の

片
仮
名
訓
本
系
統
が
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
だ
っ
た
と
い
う
考
え
に
対
し
て

非
公
式
に
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
天
治
本
の
よ
う
な
平
仮
名
別
提
訓
の
本
が
校
訂
の
底
本
で
あ
っ
て
、

片
仮
名
訓
本
は
参
考
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
可
能
性
は
な
い
の
か
と
い
う
趣
旨
の
意
見
が
一
度
な
ら
ず
寄

せ
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
校
訂
の
底
本
が
平
仮
名
訓
本
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
完
全
に
は
否

定
出
来
な
い
。
ゆ
え
に
、
仮
に
仙
覚
寛
元
本
当
時
の
底
本
が
平
仮
名
別
提
訓
で
あ
っ
た
と
し
よ
う
。
対
校

本
の
一
つ
に
片
仮
名
傍
訓
形
式
で
、
新
点
に
該
当
す
る
歌
の
み
に
訓
の
な
い
伝
本
（
す
な
わ
ち
片
仮
名
訓

本
系
統
の
一
本
）
が
あ
っ
た
場
合
、
結
果
と
し
て
出
来
た
校
訂
本
が
や
は
り
片
仮
名
傍
訓
形
式
の
本
で
あ

っ
た
な
ら
、
件
の
対
校
本
に
な
ら
っ
て
校
訂
本
を
仕
立
て
上
げ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
の
筋
道
で
は
無
か

ろ
う
か
。
そ
の
場
合
、
た
と
え
平
仮
名
訓
本
を
底
本
と
し
て
校
訂
作
業
が
出
発
し
た
と
し
て
も
、
校
訂
の

結
果
か
ら
見
れ
ば
、
事
実
上
底
本
は
片
仮
名
訓
本
系
統
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

仙
覚
寛
元
本
が
底
本
に
傍
訓
形
式
の
本
を
用
い
て
い
た
証
左
は
他
に
も
あ
る
。
寛
元
本
は
、
本
書
第
三

章
第
二
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
の
紀
州
本
の
位
置
」
で
述
べ
た
よ
う
に
、
歌
本
文
の
右
に
底
本
の
訓
を
残
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し
、
他
本
に
訓
が
あ
っ
た
場
合
は
左
に
訓
を
付
し
、
従
来
の
訓
に
飽
き
た
ら
ず
、
新
た
に
訓
を
考
案
し
た

場
合
は
左
に
朱
で
訓
を
付
し
て
い
る
。
寛
元
本
の
場
合
、
傍
訓
形
式
で
あ
り
、
主
た
る
訓
は
歌
本
文
の
右

側
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
寛
元
本
で
は
自
ら
の
訂
正
訓
は
主
従
の
従
と
い
う
位
置
づ

、

け
に
な
る
。
も
し
、
寛
元
時
に
お
け
る
校
訂
本
の
底
本
が
平
仮
名
別
提
訓
本
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
旦
片
仮

名
傍
訓
に
書
き
換
え
て
書
写
し
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
自
ら
の
訂
正
訓
を
従
の
位
置
で
あ
る
左
側
に
置
く

の
は
不
自
然
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
平
仮
名
別
提
訓
を
片
仮
名
傍
訓
に
書
き
直
し
た
時
点
で
訓
の
入
れ

替
え
は
自
由
に
出
来
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
が
底
本
で
あ
っ
た

な
ら
、
底
本
の
訓
は
は
じ
め
か
ら
歌
本
文
の
右
に
備
わ
っ
て
い
る
。
他
本
か
ら
異
な
っ
た
訓
を
移
入
す
る

場
合
や
新
た
に
訂
正
訓
を
作
っ
た
場
合
、
訓
は
空
い
て
い
る
歌
本
文
の
左
側
に
付
け
ざ
る
を
得
な
い
の
で

は
な
い
か
。

従
来
の
説
は
、
仙
覚
の
奥
書
の
記
述
に
沿
っ
て
考
え
ら
れ
て
き
た
。
奥
書
に
そ
の
ま
ま
従
え
ば
、
底
本

は
平
仮
名
別
提
訓
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
自
ず
と
導
か
れ
て
行
く
。
だ
が
、
事
こ
こ
に
至
れ
ば
、
仙
覚
が

校
訂
を
行
っ
た
時
代
に
、
片
仮
名
訓
本
系
統
（
傍
訓
）
の
よ
う
に
仙
覚
本
の
姿
に
き
わ
め
て
近
い
伝
本
が

存
在
し
て
い
て
、
そ
の
本
が
校
訂
に
大
き
く
介
在
し
て
い
る
事
実
を
全
く
考
慮
に
入
れ
ず
、
単
純
に
平
仮

名
別
提
訓
の
伝
本
を
底
本
に
想
定
す
る
こ
と
に
は
大
き
な
疑
念
が
残
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

四

で
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が
仙
覚
寛
元
本
の
底
本
で
あ
っ
た
具
体
的
な
証
拠
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
述
の
よ
う
に
、
仙
覚
の
校
訂
本
の
中
で
も
、
第
一
次
校
訂
本
で
あ
る
寛
元
本
は
、
基
本
的
に
訓
を
歌
本

文
の
左
右
に
付
し
て
い
る
。
底
本
の
訓
は
右
に
付
し
、
他
本
の
訓
や
自
ら
の
訂
正
訓
は
歌
本
文
の
左
に
付

す
と
い
う
方
針
で
あ
る
。
そ
し
て
、
訂
正
訓
は
朱
で
書
い
て
い
る
。
一
方
、
第
二
次
校
訂
本
の
文
永
本
で

、

、

、

。

は

訓
は
基
本
的
に
歌
本
文
の
右
側
の
一
種
類
だ
け
に
統
一
さ
れ

訂
正
訓
は

紺
青
で
記
さ
れ
て
い
る

寛
元
本
と
文
永
本
と
で
は
、
こ
の
よ
う
に
付
訓
の
方
針
が
異
な
っ
て
お
り
、
中
で
も
訂
正
訓
の
位
置
や
墨

色
が
大
き
く
変
更
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
第
三
章
第
二
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
紀
州
本
の
位
置
」

で
詳
述
し
た
が
、
そ
こ
で
は
、
紀
州
本
に
は
、
仙
覚
の
訂
正
訓
が
歌
本
文
の
左
に
朱
で
付
さ
れ
て
い
る
と

い
う
現
象
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
紀
州
本
が
、
仙
覚
校
訂
本
、
な
か

ん
ず
く
寛
元
本
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。
再
掲
す
れ
ば
、
次

の
如
く
で
あ
る
。

紀
州
本
巻
三
、
二
六
九
の
第
一
句
で
あ
る

「
人
不
見
者
」
の
左
に
朱
で
付
さ
れ
て

。

い
る
「
シ
ノ
ヒ
ニ
ハ
」
が
仙
覚
の
訂
正
訓
と
同
じ
訓
で
あ

る
。と

こ
ろ
が
、
紀
州
本
は
片
仮
名
訓
本
系
統
の
一
本
で
あ

り
、
片
仮
名
訓
本
系
統
は
、
述
べ
来
た
っ
た
よ
う
に
、
仙

覚
校
訂
本
と
き
わ
め
て
関
係
が
深
く
、
校
訂
の
底
本
に
想

定
さ
れ
る
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
先
に
述
べ
た
よ
う

に
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
の
な
い
歌
に
訓
を
加
え
て
行
く
と
そ
れ
ら
が
新
点
歌
と
な
る
と
い
う
想
定
を

行
っ
た
が
、
紀
州
本
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
新
点
が
付
訓
さ
れ
て
い
る
。
す
る
と
、
紀
州
本
の
形
こ
そ

仙
覚
寛
元
本
の
形
を
具
現
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
第
三
章
第

二
節
で
述
べ
た
こ
と
な
が
ら
、
紀
州
本
で
は
、
現
存
す
る
巻
十
ま
で
の
範
囲
で
す
べ
て
の
新
点
歌
に
は
訓

が
あ
る
も
の
の
、
訂
正
訓
の
方
は
、
巻
四
ま
で
し
か
付
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
を
考
慮
す
れ
ば
、
紀
州

本
の
姿
が
仙
覚
寛
元
本
そ
の
も
の
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
だ
が
、
紀
州
本
に
は
、

図
版
：
紀
州
本

巻
三
、
二
六
九
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仙
覚
本
の
新
点
、
訂
正
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
（
巻
四
ま
で
と
い
う
限
定
は
付
く
が

、
歌

）

本
文
の
朱
の
雁
金
点
や
朱
の
注
記
な
ど
も
存
し
て
お
り
、
単
に
仙
覚
本
の
訓
が
移
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う

に
留
ま
ら
ず
、
全
体
と
し
て
仙
覚
本
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
言
え
る
。

紀
州
本
が
寛
元
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
紀
州
本
の
姿
が
様
々
な

点
で
寛
元
本
に
似
た
様
相
を
呈
し
て
い
る
こ
と
は
、
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
本
と
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、

無
視
で
き
ぬ
重
要
な
要
素
と
い
え
よ
う
。
し
か
も
、
片
仮
名
訓
本
系
統
に
仙
覚
本
の
訓
が
付
さ
れ
る
事
例

は
紀
州
本
だ
け
に
止
ま
ら
な
い
。
拙
稿
「
柘
枝
切
万
葉
集
考

（
早
稲
田
大
学
日
本
古
典
籍
研
究
所
年
報

」

第
二
号

平
成
二
十
一
年
三
月
）
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
柘
枝
切
と
い
う
古
筆
切
で
は
、
片
仮
名
訓
本
に

仙
覚
本
の
訂
正
訓
が
、
朱
で
歌
本
文
の
左
側
に
付
さ
れ
る
事
例
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
形
態
は
紀
州
本
に

よ
く
似
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
古
筆
切
の
中
に
は
、
こ
の
柘
枝
切
だ
け
で
な
く
、
後
京
極
様
切
、
伝
教
家

筆
切
な
ど
に
も
同
様
に
傾
向
が
見
出
さ
れ
る

本
書
第
三
章
第
二
節

片
仮
名
訓
本
系
統
内
の
紀
州
本

巻

（

「

（

十
ま
で
）
の
位
置

。
こ
れ
ら
の
断
簡
は
、
柘
枝
切
が
五
枚
、
後
京
極
様
切
が
五
枚
、
伝
弘
誓
院
教
家

」
）

筆
切
が
一
枚
と
、
い
ず
れ
も
寥
々
た
る
残
存
状
況
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
残
る
仙
覚
訂
正
訓
相
当
箇
所
で

は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
朱
の
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
断
簡
の
中
に
は
、
紀
州

本
に
は
存
在
し
な
い
、
巻
四
以
降
の
巻
七
（
後
京
極
様
切

、
巻
十
九
（
柘
枝
切
）
の
訂
正
訓
が
見
ら
れ

）

る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
切
に
は
、
紀
州
本
同
様
、
歌
本
文
に
朱
の
雁
金
点
が
付
さ
れ
て
い
る
点
に
も
仙
覚

本
と
の
共
通
点
が
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
片
仮
名
訓
本
系
統
と
お
ぼ
し
き
本
に
仙
覚
の
訂
正
訓
が
朱
で
付

さ
れ
る
事
例
と
し
て
は
、
西
本
願
寺
本
巻
十
二
を
挙
げ
る
こ
と
も
出
来
る
（
拙
稿
「
西
本
願
寺
本
巻
十
二

の
再
検
討

『
万
葉
集
研
究
第
三
一
集

平
成
二
二
年
一
二
月

。
し
か
も
、
こ
の
場
合
、
仙
覚
本
（
文

」

』
）

）

。

、

永
本

二
十
巻
の
中
の
欠
巻
部
分
に
仙
覚
本
の
代
わ
り
に
補
入
さ
れ
て
い
る

紀
州
本
の
よ
う
な
現
象
は

従
来
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
り
大
き
な
広
が
り
を
有
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
如
上
の
検
討
か
ら
、
こ

れ
ら
一
連
の
現
象
は
、
仙
覚
の
校
訂
作
業
そ
の
も
の
に
片
仮
名
訓
本
が
関
わ
っ
た
こ
と
を
示
す
証
左
と
し

て
、
一
括
し
て
考
え
直
す
必
要
が
生
じ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

五

紀
州
本
の
性
格
に
つ
い
て
、
こ
れ
を
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
と
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
す
る

考
え
は
、
本
稿
が
は
じ
め
と
い
う
わ
け
で
は
な
い

『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
は
、
紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）

。

の
奥
書
に
行
遠
の
建
保
七
年
１
２
１
９
に
大
監
物
光
行
本
を
借
り
て
写
し
た
と
す
る
記
述
が
あ
る
た
め
、

こ
の
本
が
忠
兼
本
―
源
光
行
本
―
源
親
行
本
の
系
統
の
本
、
す
な
わ
ち
仙
覚
校
訂
本
で
底
本
と
し
て
用
い

ら
れ
た
親
行
本
の
系
統
で
は
な
い
か
と
い
う
可
能
性
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る

し
か
し

橋
本
進
吉

万

。

、

「

葉
集
仙
覚
本
と
天
治
本

（

心
の
花
」
第
十
九
巻
第
三
号
大
正
四
年
三
月
）
に
よ
る
、
忠
兼
本
は
平
仮

」
「

名
別
提
訓
の
伝
本
で
あ
る
と
い
う
指
摘
を
考
慮
し
て
、
紀
州
本
が
忠
兼
本
（
親
行
本
）
系
統
で
あ
る
点
に

。

、

『

』（

）

、

つ
い
て
は
否
定
し
て
い
る

し
か
し

そ
の
後
も
小
川
靖
彦

萬
葉
学
史
の
研
究

平
成
十
九
年

は

そ
の
著
書
の
至
る
所
で
紀
州
本
が
親
行
本
系
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
仙
覚
本
の
底
本
系
統
で
あ
る
こ

と
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。
が
、
そ
の
当
否
は
、
決
め
手
に
欠
け
る
点
も
あ
り
、
明
確
に
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
紀
州
本
の
よ
う
な
形
が
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
な
の

で
は
と
い
う
予
測
は
根
強
く
存
し
て
い
る
事
は
確
認
さ
れ
る
。
本
稿
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
と
仙
覚
校
訂

本
と
の
関
係
と
い
う
新
た
な
視
点
か
ら
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が
、
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
で
あ
っ
た
と
い
う

、

、

。

可
能
性
を
述
べ

そ
の
上
で

紀
州
本
が
仙
覚
寛
元
本
に
関
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
定
を
行
っ
た

そ
の
点
で
『
校
本
万
葉
集
』
以
来
の
予
測
と
は
軌
を
一
に
す
る
と
い
え
よ
う
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
未
だ
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に
、
拙
論
冒
頭
に
取
り
あ
げ
た
仙
覚
奥
書
の
記
述
と
の
矛
盾
の
問
題
に
加
え
、
親
行
本
が
平
仮
名
訓
本
で

あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
従
来
の
推
定
と
の
齟
齬
な
ど
に
つ
い
て
は
解
決
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

れ
ら
を
次
な
る
課
題
と
し
て
、
片
仮
名
訓
本
の
さ
ら
な
る
解
明
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
。

注１

広
瀬
本
の
如
く
、
片
仮
名
別
提
訓
の
形
式
を
有
す
る
本
は
、
他
に
細
井
本
（
巻
四
～
六
）
や
伝
冷
泉

為
頼
筆
本
な
ど
が
知
ら
れ
て
い
る
が

『
校
本
万
葉
集
』
新
増
補
・
追
補
（
平
成
六
年
）
で
述
べ
ら
れ

、

て
い
る
よ
う
に
、
す
べ
て
広
瀬
本
と
同
じ
系
統
の
伝
本
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
以
下

「
広
瀬
本
」

、

と
い
う
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
同
系
統
の
伝
本
を
含
む
広
瀬
本
系
統
を
意
味
す
る
。

２

広
瀬
本
の
画
像
は
、
関
西
大
学
図
書
館
の
許
可
を
得
て
撮
影
し
た
画
像
を
使
用
し
た
。

４

紀
州
本
の
引
用
は
、
後
藤
幸
三
『
紀
州
本
万
葉
集

（
昭
和
十
六
年
）
を
使
用
し
た
。

』

５

仙
覚
校
訂
本
は
、
寛
元
本
、
文
永
二
年
本
、
文
永
三
年
本
、
文
永
九
年
本
、
文
永
十
年
本
が
存
し
た

。

、

、

と
考
え
ら
れ
る

が

寛
元
本
か
ら
文
永
二
年
本
に
か
け
て
は
校
訂
方
針
に
大
き
な
変
更
が
あ
っ
た
が

そ
れ
以
降
基
本
に
校
訂
方
針
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
、
寛
元
本
を
第
一
次

校
訂
本
、
そ
れ
以
降
の
文
永
期
の
校
訂
本
を
一
括
し
て
文
永
本
と
称
し
、
第
二
次
校
訂
本
と
位
置
づ
け

る
。

６

仙
覚
本
の
新
点
が
寛
元
四
年
の
時
点
で
す
で
に
付
さ
れ
て
い
る
こ
と

「
仙
覚
律
師
奏
覧
状

（

仙

、

」
『

覚
全
集
』
大
正
十
五
年
）
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。

（
初
出
「
万
葉
集
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
校
訂
本
」
上
代
文
学
第
一
〇
五
号

平
成
二
二
年
一
一
月
）
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第
五
章

仙
覚
校
訂
本
の
底
本

第
二
節

仙
覚
寛
元
本
を
反
映
す
る
伝
本

―
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
性
格
―

一

万
葉
集
の
伝
本
研
究
は
、
研
究
の
画
期
を
成
し
た
『
校
本
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
現
存
す
る
諸
伝
本
個

々
、
あ
る
い
は
二
本
間
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
は
か
な
り
詳
細
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
る
一
方
、
伝
本
間

の
系
統
的
な
関
係
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
、
い
わ
ば
い
び
つ
な
状
況
に

あ
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
伝
本
間
の
系
統
的
枠
組
み
が
明
ら
か
に
な
れ
ば

『
校
本
万

、

葉
集
』
の
様
々
な
指
摘
は
、
諸
本
の
系
統
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
重
要
な
役
割
を
担
う
可
能
性

が
あ
る
。
本
稿
は
、
そ
の
『
校
本
万
葉
集
』
の
記
述
を
端
緒
と
し
て
、

近
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
仙
覚

校
訂
本
と
非
仙
覚
本
系
片
仮
名
訓
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
知
見
を
基
に
、
長
年
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ

て
こ
な
か
っ
た
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
性
格
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ
る
。

二

『
校
本
万
葉
集
』
以
来
、
万
葉
集
の
伝
本
は
、
仙
覚
が
校
訂
し
た
本
の
系
統
、
す
な
わ
ち
仙
覚
校
訂
本

系
（
仙
覚
本
系
統
）
と
そ
れ
以
外
の
本
（
非
仙
覚
本
系
）
と
に
分
か
れ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、

非
仙
覚
本
系
の
中
の
諸
伝
本
の
関
係
、
非
仙
覚
本
系
と
仙
覚
系
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
明
ら

か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

本
稿
筆
者
は
、
長
歌
訓
の
有
無
に
着
目
し
て
、
次
の
よ
う
な
結
論
に
至
っ
た
。
非
仙
覚
本
系
諸
本
は
、

平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
に
分
け
ら
れ
る
が
、
前
者
に
は
長
歌
に
ほ
と
ん
ど
訓
が
な
く
、
後
者

に
は
お
よ
そ
半
分
の
歌
に
訓
が
見
ら
れ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
片
仮
名
訓
の
本
の

中
で
は
い
ず
れ
も
同
じ
分
布
を
有
す
る
。
こ
れ
は
、
非
仙
覚
本
系
片
仮
名
訓
の
本
が
、
そ
の
よ
う
な
長
歌

訓
の
分
布
を
有
す
る
あ
る
祖
本
か
ら
枝
分
か
れ
し
た
同
一
の
系
統
の
本
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の

こ
と
か
ら
、
基
本
的
に
は
長
歌
訓
を
持
た
な
い
平
仮
名
訓
の
本
は
、
片
仮
名
訓
の
本
と
は
系
統
を
異
に
す

る
こ
と
が
分
か
る
。
一
方
、
仙
覚
校
訂
本
は
、
校
訂
に
際
し
て
、
従
来
の
諸
伝
本
に
訓
が
あ
る
歌
と
な
い

歌
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
る
。
従
来
の
本
に
訓
が
あ
る
歌
を
「
古
点

「
次
点

、
訓
が
な
い
歌
を
「
新

」

」

点
」
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
仙
覚
本
の
長
歌
の
新
点
の
分
布
は
、
片
仮
名
訓
本
の
訓
の
な
い
長
歌
の

分
布
と
合
致
す
る
。
こ
れ
は
、
少
な
く
と
も
長
歌
に
つ
い
て
は
、
仙
覚
は
、
古
次
新
点
の
判
断
を
片
仮
名

訓
本
系
統
の
い
ず
れ
か
の
本
に
よ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
短
歌
に
お
い
て
も
、
片
仮
名
訓

本
系
統
で
訓
の
な
い
歌
の
分
布
は
、
仙
覚
本
の
新
点
短
歌
の
分
布
と
ほ
ぼ
合
致
す
る
（
注
１

。
す
な
わ

）

ち
、
片
仮
名
訓
本
で
訓
の
な
い
歌
の
分
布
は
、
仙
覚
校
訂
本
の
新
点
歌
と
合
致
す
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ

の
こ
と
は
、
仙
覚
が
校
訂
の
際
に

も
重
視
し
た
作
業
の
ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
る
古
次
新
点
の
判
断
は
、

様
々
な
伝
本
の
付
訓
状
況
を
見
比
べ
て
行
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
付
訓
状
況
の
み
に

よ
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

片
仮
名
訓
本
系
統
の
付
訓
形
態
は
、
多
く
の
場
合
、
仙
覚
本
と
同
じ
片
仮
名
傍
訓
で
あ
る
。
す
る
と
、

傍
訓
形
式
の
片
仮
名
訓
本
に
、
新
点
を
加
え
て
行
く
と
、
基
本
的
に
仙
覚
本
の
原
形
が
出
来
上
が
る
こ
と

に
な
る
。
こ
れ
は
、
仙
覚
が
校
訂
に
際
し
て
、
片
仮
名
訓
本
の
い
ず
れ
か
一
本
を
底
本
に
用
い
て
い
た
こ

と
を
強
く
示
唆
す
る
。
つ
ま
り
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は
、
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
に
分
け
る
こ



- 125 -

と
が
出
来
、
片
仮
名
訓
本
は
、
仙
覚
校
訂
本
（
そ
の
う
ち
の
第
一
次
校
訂
本
で
あ
る
寛
元
本
・
後
述
）
の

底
本
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
関
係
が
認
め
ら
れ
る
（
注
２

。
）

三

で
は
、
こ
れ
ら
の
関
係
の
中
で
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
ど
こ
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
先
述
の
よ
う
に

『
校
本
万
葉
集

（
首
巻
）
は
、
諸
本
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
詳
細
に
述

、

』

べ
て
い
る
。
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
に
つ
い
て
は
、
神
宮
文
庫
本
と
の
類
似
に
つ
い
て
大
き
く
頁
が
割
か

れ
て
い
る
（

万
葉
集
諸
本
系
統
の
研
究

。
神
宮
文
庫
本
は
、
仙
覚
校
訂
本
の
う
ち
、
第
一
次
校
訂
本

「

」
）

で
あ
る
寛
元
本
系
統
の
本
と
さ
れ
て
い
る

『
校
本
万
葉
集
』
は
、
両
本
の
類
似
点
を
四
つ
指
摘
し
て
い

。

る
。
こ
れ
を
論
述
の
都
合
上
順
序
を
変
え
て
掲
げ
れ
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。

Ａ

巻
十
七
冒
頭
歌
群
（
三
八
九
〇
～
三
八
九
九
）
の
配
列

Ｂ

巻
十
九
、
二
十
の
反
歌
表
示

Ｃ

巻
十
八
の
目
録

Ｄ

巻
二
十
の
目
録

こ
の
う
ち
、
Ｂ
は
巻
十
九
、
二
十
の
反
歌
表
示
に
つ
い
て
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
二
五
〇
首
あ
ま
り
の

長
歌
が
あ
る
が
、
そ
の
多
く
に
反
歌
が
付
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
反
歌
は
、
歌
に
よ
っ
て
「
反
歌
」
な
ど
の

題
詞
が
つ
く
場
合
と
つ
か
な
い
場
合
と
が
あ
る
。
一
般
的
に
は
、
つ
く
場
合
つ
か
な
い
場
合
い
ず
れ
で
も

諸
本
に
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
右
の
二
巻
は
、
本
に
よ
っ
て
「
反
歌
」
が
つ
く
も
の
と
つ
か
な
い
も
の
と

で

大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る

『
校
本
万
葉
集
』
で
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
神
宮
文
庫
本
と
が
、

。

西
本
願
寺
本
（
仙
覚
文
永
本
・
第
二
次
校
訂
本
）
と
対
立
す
る
と
い
う
形
で
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

巻
十
九
、
二
十
の
二
巻
の
計
十
箇
所
に
つ
い
て
、
西
本
願
寺
本
で
は
「
反
歌
」
表
示
が
見
ら
れ
な
い
の
に

対
し
て
、
二
本
で
は
「
反
歌
」
と
表
示
さ
れ
て
い
る
と
説
明
し
て
い
る
。
神
宮
文
庫
本
は
、
先
述
の
よ
う

に
寛
元
本
系
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
は
、
一
種
の
寛
元
本
と
文
永
本
と
の
対
立
と
い
う
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
し
、
こ
の
十
例
に
つ
い
て
、
他
の
諸
本
の
状
況
も
合
わ
せ
て
示
す
と
、
こ
と
は
寛
元
本
と
文
永

本
と
の
対
立
で
は
す
ま
な
い
こ
と
が
分
か
る
（
注
３

。
）

西
本
願
寺
本

神
宮
文
庫
本

元
暦
校
本
代

広
瀬
本

京
大
本
代
赭

赭
書
き
入
れ

書
き
入
れ

四
一
五
五

反
謌

「
反
歌
イ
」

反
哥

19
四
一
五
七

反
謌

反
歌

反
哥

19
四
一
六
一

反
歌

反
歌

19
四
一
六
五

反
歌

反
歌

反
哥

反
哥

19
四
一
七
八

反
歌

反
歌

反
哥

19
四
一
八
六

反
詠

反
歌

反
哥

反
哥

19
四
一
八
八

反
歌

反
哥

19
四
三
三
二

反
歌

反
謌

20
四
三
九
九

反
歌

反
歌

反
哥

20
四
四
〇
九

反
歌

反
歌

反
哥

20
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た
し
か
に
、
右
の
表
で
は
、
西
本
願
寺
本
に
は
表
示
が
な
く
、
神
宮
文
庫
本
・
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

で
は
表
示
が
あ
る
と
い
う
顕
著
な
傾
向
が
看
取
さ
れ
る
。
し
か
し

「
反
歌
」
の
表
示
は
、
元
暦
校
本
代

、

赭
書
き
入
れ
に
も
広
瀬
本
に
も
存
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
二
本
は
い
ず
れ
も
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名

訓
本
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
表
に
は
載
せ
て
い
な
い
が
、
非
仙
覚
本
系
の
平
仮
名
訓
本
で
あ
る
元
暦
校
本

（
先
の
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
の
本
体
）
に
は
「
反
歌
」
の
表
示
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
す
る
と
、
件

の
反
歌
表
示
の
あ
り
な
し
に
つ
い
て
は
、

「
反
歌
」
の
表
示
が
あ
る

神
宮
文
庫
本
（
仙
覚
寛
元
本
）

元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
・
広
瀬
本
（
片
仮
名
訓
本
）

「
反
歌
」
の
表
示
が
な
い

西
本
願
寺
本
（
仙
覚
文
永
本
）

元
暦
校
本
（
平
仮
名
訓
本
）

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
一
連
の
長
反
歌
で
は
、
非
仙
覚
本
系
で
は
、
平
仮
名
訓
本
に
は
表

示
が
な
く
、
片
仮
名
訓
本
に
は
表
示
が
あ
り
、
仙
覚
本
系
で
は
、
寛
元
本
に
は
表
示
が
あ
り
、
文
永
本
に

は
表
示
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
Ａ
の
巻
十
七
の
冒
頭
歌
群
で
も
よ
く
似
た
傾
向
を

示
す
。

巻
十
七
の
冒
頭
歌
群
（
三
八
九
〇
～
三
八
九
九
）
は
、
神
宮
文
庫
本
と
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
で
は
、

歌
群
の

後
の
二
首
は
三
八
九
八
，
三
八
九
九
と
な
っ
て
い
る
の
に
、
西
本
願
寺
本
で
は
三
八
九
六
，
三

八
九
七
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
者
は
片
仮
名
訓
本
の
広
瀬
本
と
一
致
し
、
後
者
は
平
仮
名
訓
本

の
元
暦
校
本
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
程
の
巻
十
九
、
二
十
の
反
歌
表
示
と
同
様
の
状
況
と

。

、

、

「

」

、

い
え
よ
う

た
だ
し

こ
の
部
分
に
は

天
治
本
を
伴
信
友
が
臨
写
し
た

検
天
治
本

が
残
っ
て
い
て

天
治
本
の
状
況
が
分
か
る
。
検
天
治
本
に
よ
れ
ば
、
こ
の
部
分
、
広
瀬
本
な
ど
と
同
様
、
三
八
九
九
で
終

わ
る
形
で
あ
る
が
わ
か
る
（
注
４

。
つ
ま
り
、
こ
の
巻
十
七
の
冒
頭
歌
群
に
つ
い
て
は
、
平
仮
名
訓
本

）

の
一
本
に
も
同
様
の
配
列
の
本
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
場
合
も
、
仙
覚
寛
元
本
と
文
永

本
と
が
対
立
し
、
寛
元
本
と
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
と
が
一
致
す
る
事
例
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は

な
い
。

こ
の
よ
う
に
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
（
一
部
平
仮
名
訓
本
）
と
仙
覚
寛
元
本
と
の
内
容
が
合
致
す

る
と
い
う
傾
向
は
、
先
に
見
た
片
仮
名
訓
本
が
仙
覚
本
の
校
訂
の
底
本
で
あ
っ
た
と
い
う
推
論
と
よ
く
打

ち
合
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
校
訂
の
底
本
で
あ
れ
ば
、
底
本
の
特
徴
が
校
訂
本
に
も
残
り
や

す
い
。
平
仮
名
訓
本
に
は
な
く
、
片
仮
名
訓
本
に
は
見
ら
れ
る
特
徴
が
、
第
一
次
校
訂
本
の
寛
元
本
に
は

残
り
、
第
二
次
校
訂
本
の
際
に
は
訂
正
さ
れ
た
と
考
え
る
と
、
説
明
が
つ
き
や
す
い

『
校
本
万
葉
集
』

。

の
指
摘
は
、
神
宮
文
庫
本
と
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
の
類
似
点
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
た
の
だ
が
、
は

か
ら
ず
も
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
が
仙
覚
寛
元
本
の
底
本
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
証
左
と
し
て
も
有

効
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
も
う
一
方
の
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
一
体
い
か
な
る
性

格
な
の
か
と
い
う
問
題
は
残
る
こ
と
に
な
る
。
Ａ
Ｂ
で
見
る
限
り
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
と
も
に

片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
寛
元
本
と
に
共
通
す
る
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
で
は
、
い
ず
れ
に
属
す

る
の
か
。
じ
つ
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
こ
れ
ま
で
の
学
説
に
お
い
て
も
、
非
仙
覚
本
系
と
仙
覚

寛
元
本
と
の
間
を
揺
れ
て
い
る
と
い
う
経
歴
を
有
す
る
本
な
の
で
あ
る
。

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
ま
ず
『
校
本
万
葉
集
』
に
お
い
て
、
京
大
本
に
付
さ
れ
た
代
赭
に
よ
る
奥

書
か
ら
、
そ
れ
が
今
川
範
政
書
写
に
係
る
“
禁
裏
御
本
”
に
由
来
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
、
そ
の
禁
裏
御
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本
は
、
仙
覚
寛
元
本
と
文
永
本
双
方
の
奥
書
を
有
す
る
こ
と
か
ら
両
本
を
合
わ
せ
写
し
た
本
で
あ
る
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
（
注
５

。
そ
の
指
摘
を
受
け
て
、
さ
ら
に
、
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
書
志

（

万
葉
集
』

）

』
「
『

仙
覚
本
の
研
究
」
昭
和
三
年
）
は
、
京
大
本
で
は
、
そ
の
禁
裏
御
本
が
文
永
本
系
統
の
本
に
書
き
入
れ
ら

れ
て
い
る
た
め
に
、
禁
裏
御
本
の
文
永
本
の
要
素
は
書
き
入
れ
ら
れ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
寛
元
本
の
性
格
が
表

に
出
て
い
る
旨
を
推
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
残
さ
れ
た
奥
書
か
ら
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
仙
覚

本
、
し
か
も
仙
覚
寛
元
本
の
内
容
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
が
、
山
崎
福
之
氏
は
万
葉
集
諸
本
の
訓
を
調
査
す
る
一
連
の
論
の
中
で
（

類
聚
古
集
の
片
仮

「

名
訓
書
入
」
万
葉
第
一
一
三
号
昭
和
五
八
年
五
月
等

、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
、
非
仙
覚
本
系

）の
片
仮
名
訓
の
本
に
き
わ
め
て
近
く
、
仙
覚
本
と。

は
合
致
し
な
い
例
が
多
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

山
崎
氏
の
一
連
の
指
摘
は
、
本
稿
筆
者
が
現
存
の

非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
が
同
一
系
統
で
あ
る

と
い
う
論
を
展
開
す
る
前
に
発
表
さ
れ
て
い
る
。

が
、
山
崎
氏
自
身
も
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
の

本
同
士
の
訓
は
全
体
と
し
て
似
通
っ
て
い
る
と
い

う
主
張
を
し
て
い
る
。
山
崎
氏
の
言
う
非
仙
覚
本

系
の
片
仮
名
訓
の
本
と
は
、
事
実
上
本
稿
筆
者
の

言
う
同
一
系
統
の
片
仮
名
訓
本
と
重
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
山
崎
氏
の
一
連
の
論
で

は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
内
実
は
、
非
仙
覚

本
系
の
片
仮
名
訓
の
本
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て

い
る
。
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
具
体
的
に
訓
を
追
う

限
り
、
大
変
説
得
性
が
高
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ

る
（
後
述

。
氏
の
指
摘
は
、
小
川
靖
彦
氏
に
よ
っ

）

て
も
確
認
さ
れ
（

万
葉
学
史
の
研
究
』
第
四
部
第

『

一
節
「
筑
後
入
道
寂
意
」

平
成
二
〇
年
等

、
本

）

稿
筆
者
も
、
そ
れ
ら
の
指
摘
を
是
と
し
て
、
片
仮

名
訓
本
を
扱
う
一
連
の
論
の
中
で
京
大
本
代
赭
書

き
入
れ
を
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
の
一
本
と

し
て
考
察
し
て
い
る
（
本
書
第
一
章
第
一
節
「
万

葉
集
の
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
」
の
原
論
文

注
６

。
つ
ま
り
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、

）

奥
書
か
ら
考
え
る
と
仙
覚
本
で
あ
り
、
訓
の
性
格

か
ら
考
え
る
と
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
は
、
た
と
え
ば
上

記
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
巻
四
、
五
〇
九
の

長
歌
に
見
ら
れ
る
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
す。

べ
て
を
他
の
諸
本
の
訓
と
比
較
し
た
も
の
で
あ
る

先
述
の
よ
う
に
、
長
歌
の
訓
は
基
本
的
に
平
仮
名

本文 京大本訓 代赭訓 神宮文庫本 西本願寺本 紀州本 広瀬本

1 ,臣女乃 マウトメノ オウトメノ マウトメノ マウトメノ
オウトメノ
マフトメノ

ヲフノメノ

2 鏡成 カカミナス 　　　ナル
カゝミナス
ナルイ

カカミナス
ナル

カカミナル
ナス

カカミナル ○

3 紐解不離 ヒモトキサケス 　　　ノケス ヒモトキサケス
ヒモトキサケス
ノケス古

ヒモトキノケス
サケス

ヒモトキノケス

4 旦霧隠 アサキリコモリ 　　　カクレ
アサキリコモリ
カクレイ

アサキリコモリ
カクレ

アサキリカクレ
コモリ

アサキリカクレ ○

5 哭耳之所哭 ナキノミソナク ネノミシソナク ナキノミソナク
ナキノミシソナ
ク

ナキノミソナク
ネノミシソナク

ネノミソナク

6 直向 タタムカフ 　　　ムカヒ タタムカフ タゝムカフ タゝムカヒ タゝムカヒ

7 背尓見管 ソカヒニミツゝ
ウシロ
ソムキ

ソカヒニミツゝ
ソカヒニミツゝ
ウシロ古

ウシロニミツゝ
ソムキニ

ウシロニミツゝ

8 鳥自物 トリシモノ 　　　ヨリモ トリシモノ トリシモノ
トリヨリモ
トリシモノ

トリヨリモ

9 魚津左比去者 ナツサヒユケハ
イヲツサヒユケ
ハ

ナツサヒユケハ ナツサヒユケハ
イホツサヒヨケハ
ナツサヒユケハ

イヲツサヒユケ
ハ

10 四時二生有 シシニオヒタル トシニ シシニ シゝニオヒタル
トシニオヒタル
シモニ

シシニオヒタル

　　　　　　　　　　　　　　　　　＊右端の○は、京大本代赭書き入れと神宮文庫本の訓が一致している例
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訓
本
に
は
存
せ
ず
、
こ
の
歌
に
も
平
仮
名
訓
本
で
訓
の
あ
る
本
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
非
仙
覚
本
系
で
は

片
仮
名
訓
本
系
統
特
有
の
訓
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
表
は
、
十
箇
所
の
訓
に
つ
い
て
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が

広
瀬
本
、
紀
州
本
と
い
う
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
と
合
致
し
て
お
り
、
一
方
で
西
本
願
寺
本
、
神
宮

文
庫
本
と
い
う
仙
覚
本
と
は
ほ
と
ん
ど
合
致
し
て
い
な
い
と
い
う
明
瞭
な
傾
向
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
事
例
は
、
少
な
く
と
も
訓
に
つ
い
て
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
仙
覚
本
で
は
な
く
、
非
仙
覚
本

系
の
片
仮
名
訓
本
に
近
い
こ
と
を
明
ら
か
に
支
持
す
る
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

四

で
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
一
体
仙
覚
系
、
非
仙
覚
本
系
ど
ち
ら
に
属
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
に
取
り
あ
げ
た
『
校
本
万
葉
集
』
の
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
神
宮
文
庫
本
の
類
似
点
は
、
Ａ
か
ら
Ｄ

ま
で
四
つ
あ
っ
た
が
、
い
ま
だ
Ａ
と
Ｂ
し
か
取
り
あ
げ
て
い
な
い
。
Ｃ
と
Ｄ
は
、
じ
つ
は
巻
十
八
と
二
十

の
目
録
に
つ
い
て
の
指
摘
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
二
巻
の
目
録
が
、
二
本
で
と
も
に
文
永
本
で
あ
る
西

本
願
寺
本
と
対
立
す
る
特
徴
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
が
神
宮
文
庫
本
と
共

通
す
る
目
録
の
内
容
を
有
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
当
然
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
元
の
本
も
巻
十
八
、
二

十
に
目
録
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
（
注
７

。
）

仙
覚
系
諸
本
と
非
仙
覚
本
系
諸
本
と
で
は
い
く
つ
か
の
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
に
目
録

を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。
万
葉
集
の
伝
本
は
目
録
を
巻
ご
と
に
有
す
る
が
、
仙
覚
系
で
は
二
十
巻
す
べ

て
に
目
録
が
存
す
る
一
方
、
現
存
の
非
仙
覚
本
系
の
諸
本
で
は
、
平
仮
名
訓
本
も
片
仮
名
訓
本
も
い
ず
れ

、

（

）
。

、

の
場
合
も

巻
十
六
以
降
に
は
目
録
が
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る

注
８

と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば

、

。

巻
十
八

二
十
に
目
録
を
持
つ
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
明
瞭
に
仙
覚
本
の
特
徴
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る

先
述
の
よ
う
に
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
仙
覚
本
の
奥
書
も
持
っ
て
い
る
。
そ
の
上
に
、
巻
十
六
以
降

に
目
録
を
有
し
て
い
る
と
な
れ
ば
、
仙
覚
本
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
先
述
の
山
崎
・
小
川

両
氏
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
性
格
が
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
に
近
い
と
い
う
点
に
着
目

し
な
が
ら
も
、
代
赭
書
き
入
れ
全
体
の
性
格
の
見
極
め
に
つ
い
て
は
慎
重
な
態
度
を
保
っ
て
い
た
と
言
え

る
。
が
、
両
氏
の
指
摘
を
受
け
た
本
稿
筆
者
は
、
こ
れ
を
無
条
件
で
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
の
一
種

と
し
て
一
連
の
論
を
展
開
し
て
き
た
。
こ
れ
は
軽
率
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
。

し
か
し
、
そ
れ
に
し
て
も
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
が
、
仙
覚
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
一
方
、
非
仙

覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
と
似
た
傾
向
の
訓
を
有
し
、
そ
れ
ら
の
多
く
の
訓
が
仙
覚
系
諸
本
に
は
見
ら
れ
な

い
と
い
う
矛
盾
は
依
然
と
し
て
残
る
こ
と
に
な
る
。
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
が
仙
覚
本
で
あ
る
と
し
て
、

そ
の
訓
の
特
徴
は
、
先
掲
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
書
志
』
が
述
べ
る
よ
う
に
、
寛
元
本
の
訓
が
反
映
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
問
題
は
、
現
在
仙
覚
寛
元
本
と
し
て
参
照
さ
れ
る
神
宮
文
庫
本
な
ど
の
性

格
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
す
る
諸
伝
本
の
う
ち
、
仙
覚
寛
元
本
と
さ
れ
て
い
る
本

は
、
神
宮
文
庫
本
と
そ
れ
と
極
め
て
似
た
内
容
を
有
す
る
細
井
本
（
除
巻
四
～
六
）
な
ど
の
三
本
に
過
ぎ

な
い
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
現
存
す
る
本
と
し
て
は
、
寛
元
本
の
姿
を
神
宮
文
庫
本
・
細
井
本
な
ど

の
三
本
か
ら
し
か
知
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
当
の
神
宮
文
庫
本
は

『
校
本
万
葉

、

集
』
の
時
代
か
ら

「
寛
元
本
の
純
粋
な
ら
ざ
る
一
伝
本

（
首
巻
「
万
葉
集
諸
本
解
説

）
で
あ
る
こ
と

、

」

」

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
純
粋
な
寛
元
本
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
に
残
さ
れ
た
寛
元

本
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
寛
元
本
は
、
歌
本
文
の
右
に
従
来
の
訓
を
残
し
、
仙
覚
が
従
来
の
訓
を
改
め
た
訓

は
、
歌
本
文
の
左
に
朱
で
付
し
て
い
た
と
い
う
。
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か
く
の
ご
と
き
等
の
道
理
に
よ
り
て
、
漢
字
の
右
に
假
名
を
付
け
了
ん
ぬ
。
他
本
の
和
、
難
あ
る
歌

の
時
は
、
墨
を
以
て
ま
た
字
の
左
に
こ
れ
を
点
ず
。
そ
の
和
の
間
、
言
辞
の
道
理
と
い
ひ
、
符
合
せ

ざ
る
所
は
、
字
の
左
に
朱
を
以
て
愚
点
し
了
ん
ぬ
。

（

「

」

〈

〉
）

京
都
大
学
本
代
赭
書
き
入
れ

禁
裏
御
本

巻
一
奥
書

寛
元
本
奥
書

つ
ま
り
、
歌
本
文
の
右
に
従
来
の
訓
（
主
と
し
て
底
本
の
訓

、
左
に
仙
覚
自
身
の
訓
を
付
す
と
い
う

）

二
本
立
て
が
寛
元
本
の
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
左
上
模
式
図
参
照

。
）

一
方
、
第
二
次
校
訂
本
の
文
永
本
で
は
、
自
身
の
訂
正
訓

も
含
め
て
、
訓
は
歌
本
文
の
右
側
に
だ
け
付
す
と
い
う
方

針
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
寛
元
本
と
し
て
現
存
す
る
神
宮
文
庫
本
の
訓
は

ど
う
な
っ
て
い
る
の
か

『
校
本
万
葉
集

（

万
葉
集
諸

。

』
「

本
系
統
の
研
究

）
は
、
次
の
よ
う
に
、
神
宮
文
庫
本
の

」

訓
に
つ
い
て
は
、
巻
に
よ
っ
て
そ
の
性
格
が
異
な
る
と
す
る
。

巻
第
三
、
十
二
、
十
三
、
十
九
、
二
十
の
如
き
は
お
ほ
む
ね
漢
字
の
右
傍
に
仙
覚
以
前
の
古
点
を
施

し
、
巻
九
、
十
六
の
二
巻
は
仙
覚
の
点
と
、
そ
の
以
前
の
点
と
を
交
へ
書
き
、
そ
の
他
の
諸
巻
は
仙

覚
の
点
を
右
傍
に
書
い
て
ゐ
る
。

『
校
本
万
葉
集
』
の
こ
の
記
述
に
は
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
。
記
述
は
簡
単
に
過
ぎ
、
述
べ
よ
う

と
す
る
詳
細
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
右
側
に
仙
覚
以
前
の
古
訓
が
存
す
る
と
い
う
の
は
、
寛
元
本
の
本
来

の
姿
を
、
右
側
に
仙
覚
の
訓
が
あ
る
と
い
う
形
は
、
文
永
本
の
形
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
よ
う
に
受
け
止

め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
お
お
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
、
神
宮
文
庫
本
は
、
訓
に
つ
い
て
は
寛
元
本
と
文
永
本
と

の
様
相
を
混
在
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
理
解
さ
れ
る

『
校
本
万
葉
集
』
は
、
歌
本
文
の
右

。

、

、

、

、

、

。

側
に
仙
覚
以
前
の
古
訓
を
持
つ
巻
と
し
て

巻
三

十
二

十
三

十
九

二
十
の
五
巻
を
挙
げ
て
い
る

五

こ
の
『
校
本
万
葉
集
』
の
分
析
に
つ
い
て
、
更
に
詳
細
に
追
求
し
た
の
が
上
田
英
夫
『
万
葉
集
訓
点
の

史
的
研
究

（
昭
和
三
一
年
）
で
あ
る
。
上
田
氏
は
、
神
宮
文
庫
本
が
寛
元
本
で
あ
る
な
ら
ば
、
寛
元
本

』

の
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
、
歌
本
文
の
左
右
に
訓
が
あ
る
の
が
本
来
の
姿
で
あ
る
と
し
て
、
神
宮
文
庫
本
で

訓
が
左
右
に
あ
る
箇
所
を
巻
毎
に
調
査
し
、
更
に
、
そ
れ
ら
訓
が
左
右
に
あ
る
事
例
に
つ
い
て
、
右
側
に

仙
覚
訓
が
あ
る
例
、
左
側
に
仙
覚
訓
が
あ
る
例
そ
れ
ぞ
れ
多
い
巻
を
挙
げ
て
い
る
。
前
者
と
し
て
は
、
巻

二
、
四
、
七
、
八
、
九
、
十
、
十
三
、
十
六
を
、
後
者
と
し
て
は
巻
三
、
十
一
、
十
三
を
挙
げ
て
い
る
。

上
田
氏
の
こ
の
指
摘
は
、
神
宮
文
庫
本
の
巻
に
よ
る
訓
の
性
格
の
違
い
が
、
内
容
だ
け
で
な
く
、
付
訓
の

方
針
自
体
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
上
田
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
神
宮
文
庫
本
で
は
、

巻
に
よ
っ
て
、
訓
の
内
容
、
付
訓
状
況
共
に
寛
元
本
の
様
相
を
よ
く
残
し
て
巻
（
特
に
巻
十
一
）
か
ら
、

ほ
と
ん
ど
文
永
本
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
巻
ま
で
様
々
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

先
ほ
ど
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
神
宮
文
庫
本
と
の
訓
の
比
較
で
、
両
者
が
ほ
と
ん
ど
合
致
し
な
い

と
い
う
結
論
を
得
た
の
は
巻
四
の
長
歌
で
あ
っ
た
。
神
宮
文
庫
本
の
こ
の
巻
は

『
校
本
万
葉
集
』
で
も

、

右
側

底
本
の
訓

歌
本
文

左
側

仙
覚
の
訂
正
訓
（
朱
）
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上
田
論
文
で
も
寛
元
本
の
本
来
の
姿
を
持
っ
て
い
な

い
巻
と
さ
れ
て
い
る
。
で
は

『
校
本
万
葉
集

、
上

、

』

田
論
文
と
も
に
神
宮
文
庫
本
が
本
来
の
寛
元
本
の
姿

を
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
る
巻
で
あ
る
巻
三
を
取
り

あ
げ
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
神
宮
文
庫
本
の
訓

を
比
較
し
て
み
よ
う
。
先
ほ
ど
の
巻
四
、
五
〇
九
と

同
じ
く
、
長
歌
で
異
同
の
数
も
同
じ
程
度
の
巻
三
、

。

、

四
八
一
を
取
り
あ
げ
て
み
よ
う

次
に
掲
げ
る
の
は

巻
三
の
長
歌
四
八
一
番
の
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の

す
べ
て
の
訓
で
あ
る
。
先
程
の
巻
四
、
五
〇
九
番
と

同
じ
形
の
表
に
作
っ
て
い
る
。

巻
四
の
五
〇
九
の
表
で
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入

れ
の
訓
は
ほ
と
ん
ど
神
宮
文
庫
本
の
訓
と
合
致
す
る

例
が
な
か
っ
た
の
に
（
神
宮
文
庫
本
に
対
す
る
合
致

率
は
二
〇
％

、
当
面
の
例
で
は
、
十
一
例
中
、
七
例

）

が
合
致
し
て
い
る
（
合
致
率
は
六
三
％

。
つ
ま
り
、

）

一
致
す
る
例
、
し
な
い
例
の
比
率
が
ほ
ぼ
逆
転
し
て

い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
巻
に
よ
る
、
両
者
の

訓
の
合
致
率
の
違
い
の
原
因
は
、
も
ち
ろ
ん
従
来
指

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
神
宮
文
庫
本
の
方
に
あ
る
。

先
の
巻
三
、
四
の
ふ
た
つ
の
表
を
も
う
一
度
眺
め
る

と
、
あ
き
ら
か
に
神
宮
文
庫
本
の
訓
は
双
方
の
巻
で

異
質
な
物
に
な
っ
て
い
る
。
巻
三
の
例
で
は
、
挙
げ

ら
れ
た
訓
十
一
例
の
内
、
十
例
ま
で
が
神
宮
文
庫
本

で
複
数
の
訓
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
先
の
巻

四
の
例
で
は
十
例
中
二
例
し
か
複
数
の
訓
が
な
い
。

し
か
も
、
巻
四
の
例
で
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

と
合
致
し
な
い
神
宮
文
庫
本
の
訓
は
、
こ
と
ご
と
く

西
本
願
寺
本
（
文
永
本
）
と
合
致
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
神
宮
文
庫
本
が
寛
元
本
的
で
あ
る
巻
三
で
は
京

大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
訓
が
似
て
い
て
、
文
永
本
的

で
あ
る
巻
四
で
は
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
訓
が
あ
ま
り
似
て
い
な
い
と
い
う
傾
向
は
明
白
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
傾
向
は
、
例
示
し
た
個
別
の
長
歌
に
止
ま
ら
な
い
。
次
に
挙
げ
る
の
は
、
巻
三
、
巻
四
の

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
数
と
神
宮
文
庫
本
と
合
致
す
る
訓
の
数
で
あ
る
。
訓
の
数
は
書
き
入
れ
の

あ
る
句
の
数
で
数
え
、
神
宮
文
庫
本
に
複
数
訓
が
あ
る
場
合
に
は
、
ど
れ
か
の
訓
が
京
大
本
代
赭
書
き
入

れ
と
一
致
す
れ
ば
合
致
例
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

神
宮
文
庫
本
と
合
致
す
る
例

巻
三

二
六
七
例

一
六
二
例

合
致
率
六
〇
．
七
％

巻
四

二
〇
一
例

六
六
例

合
致
率
三
二
．
八
％

本文 京大本訓 代赭訓 神宮文庫本 西本願寺本 紀州本 広瀬本

1 靡寐 ナヒキネシ イネラレス
ナヒキネシ
（イネラレス）

ナヒキネシ イネラレス ナヒキネシ ○

2 手本矣別 タモトヲワカル 　　　モコトニ
タモトモコトニ
タモトヲワカレ

タモトヲワカレ タモトモコトニ タモトニワカレ ○

3 丹杵火尓之 ニキヒニシ タクヒ
タクヒニシ
ニキヒニシ

ニキヒニシ タクヒニシ ニキホヒシ ○

4 山際 ヤマノマヲ
ヤマキハ
ヤマノハニ

ヤマノハヲ
キハヲ

ヤマノマヲ ヤマキハニ ヤマキハヲ ○

5 家従裳出而 イヘヲモイテゝ 　　ヨリ
イヘヲモイテゝ
ユ

イヘヲモイテゝ イヘヨリモイテゝ イヘヨリモテゝ

6 将為便不知 セムスヘシラニ 　　　　シラス
セムスヘシラニ
ラスイ

セムスヘシラニ センスヘシラヌ セムスヘシラス ○

7 入居嘆會 イリヰナケクヤ 　　　ナケカム
イリヰナケク
ナケカン

イリヰナケクヤ イリヰナケカム イリキナケキヰ ○

8 兒乃泣毎 コノナカシメハ 　　ナクハゝノ
コノナカシメハ
ナケルヲモ

コノカナシメハ コノナクハゝヲ コノネナキモ

9 雄自毛能 ヲノコシモノ ヲミツカラモヨク
ヲノコシモノ
トリ

ヲノコシミ ミツカラモヨク オホシホノ

10 効矣無跡 シルシヲナミト 　　　　　モナシ
シルシヲナミト
モナシイ

シルシヲナミト シルシモナシト シルシモナシト ○

11 因鹿跡叙念 ヨスカトソオモフ イカニ ヨスカトソオモフ ヨスカトソオモフ イカニトソオモフ ヨスカトソオモフ

　＊右端の○は、京大本代赭書き入れと神宮文庫本の訓が一致している例
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巻
三
が
六
割
の
合
致
率
、
す
な
わ
ち
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
う
ち
、
六
割
が
神
宮
文
庫
本
と
合

致
す
る
の
に
対
し
て
、
巻
四
で
は
、
三
割
の
訓
し
か
合
致
し
な
い
。
こ
れ
も
二
つ
の
巻
で
、
合
致
、
非
合

致
の
比
率
が
正
反
対
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の

性
格
を
考
え
る
場
合
、
比
較
す
る
神
宮
文
庫
本
の
巻
次
に
よ
っ
て
、
デ
ー
タ
が
著
し
く
異
な
っ
て
く
る
こ

と
を
示
唆
す
る
。

で
は
、
全
巻
に
於
け
る
巻
毎
の
数
値
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
示
す
の
は
、
巻
毎
の

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
数
と
、
そ
れ
と
合
致
す
る
神
宮
文
庫
本
の
訓
の
数
、
な
ら
び
に
両
者
の
合

致
率
で
あ
る
（
注
９

。
）

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
は
全
巻
に
存
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
神
宮
文
庫
本
と
の
合
致
率
が
八
割
に

近
い
巻
十
一
の
よ
う
な
例
が
あ
る
一
方
、
巻
十
五
の
よ
う
に
七
％
未
満
と
著
し
く
低
い
例
も
見
ら
れ
る
。

か
な
り
の
ば
ら
つ
き
と
い
え
よ
う
。
た
だ
し
、
巻
十
五
の
場
合
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
全
体
の
数
が

十
五
例
と
極
端
に
少
な
い
点
に
問
題
が
残
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
巻
二
の
場
合
は
、
二
四
六
例
と
十

分
な
数
の
訓
が
存
す
る
が
、
神
宮
文
庫
本
と
の
合
致
例
は
二
七
例
、
合
致
率
わ
ず
か
一
一
％
と
い
う
事
例

も
あ
る
。
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
性
格
を
寛
元
本
で
あ
る
は
ず
の
神
宮
文
庫
本
と
合
致
す
る
か
、

し
な
い
か
で
測
ろ
う
と
す
る
場
合
、
巻
に
よ
っ
て
極
端
な
違
い
が
出
て
く
る
こ
と
は
も
は
や
明
白
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
、
も
し
、
二
十
巻
全
体
で
両
者
を
比
較
し
た
と
き
、
全
体
の
合
致
率
は
四
〇
％
と
半
分
以

下
と
な
り
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
神
宮
文
庫
本
と
は
訓
が
あ
ま
り
合
致
し
な
い
と
い
う
見
方
が
導
か

れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

六

京大本代赭書
き入れの訓の

数

神宮文庫本にも
その訓がある数

両者の合致率

1 141 50 35.50%
2 246 27 11%
3 267 162 60.70%
4 201 66 32.80%
5 67 44 65.70%
6 206 24 11.70%
7 233 125 53.60%
8 236 87 36.90%
9 218 67 30.70%
10 197 108 54.80%
11 302 241 79.80%
12 158 43 27.20%
13 135 29 21.50%
14 24 4 16.70%
15 15 1 6.70%
16 46 25 54.30%
17 21 2 9.50%
18 14 7 50%
19 88 16 18%
20 20 6 30%

2835 1134 40%
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右
の
表
に
よ
れ
ば
、
二
十
巻
中
も
っ
と
も
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
神
宮
文
庫
本
と
の
訓
の
合
致
率
が

高
い
巻
は
巻
十
一
で
あ
る
。
ほ
ぼ
八
〇
％
合
致
し
て
い
る
。
巻
十
一
は
、
先
の
上
田
論
文
で
、
神
宮
文
庫

本
の
中
で
も
っ
と
も
歌
本
文
の
左
右
に
訓
が
多
く
、
な
お
か
つ
右
側
の
訓
に
仙
覚
訓
と
共
通
す
る
訓
の
少

な
い
巻
、
す
な
わ
ち
も
っ
と
も
寛
元
本
的
な
性
格
が
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
巻
で
あ
る
。
そ
の
巻

、

、

、

に
お
い
て

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
の
訓
の
合
致
率
が

も
高
い
と
言
う
こ
と
は

と
り
も
な
お
さ
ず

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
寛
元
本
の
訓
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
逆
に
、
京
大

本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
神
宮
文
庫
本
と
あ
ま
り
合
致
し
な
い
巻
四
な
ど
に
つ
い
て
は
、
合
致
し
な
い
理

由
は
、
も
っ
ぱ
ら
神
宮
文
庫
本
の
方
が
文
永
本
的
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
、
両
者
の
訓

が
似
て
い
な
い
こ
と
が
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
仙
覚
寛
元
本
と
し
て
の
性
格
を
否
定
す
る
証
左
に
は
な

ら
な
い
と
言
え
よ
う
。
つ
ま
り
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
、
一
見
仙
覚
寛
元
本
と
合
致
し
な
い
訓

が
多
い
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
は
、
現
存
す
る
寛
元
本
系
等
の
神
宮
文
庫
本
（
及
び
細
井
本
）
が
寛
元
本
と

し
て
純
粋
で
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
お
り
、
む
し
ろ
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
に
こ
そ
寛
元
本
の
訓

が
一
貫
し
て
残
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
よ
う
な
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
と
神
宮
文
庫
本
と
の
巻
毎
の
訓
の
比
較
を
通
じ
て
、
神
宮
文
庫

本
の
巻
毎
の
性
格
の
違
い
か
ら
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
に
む
し
ろ
寛
元
本
的
な
性
格
が
読
み
と
れ

る
こ
と
は
、
す
で
に
先
掲
上
田
英
夫
『
万
葉
集
訓
点
史
の
史
的
研
究

（
第
二
章
第
一
節
）
に
指
摘
が
存

』

す
る
。
だ
が
、
上
田
論
で
は
、
そ
の
結
論
を
導
い
た
調
査
を
「
禁
裏
御
本
（
稿
者
注

禁
裏
御
本
は
、
京

大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
元
に
な
っ
た
伝
本
）
の
訓
に
し
て
仙
覚
文
永
本
の
そ
れ
と
一
致
せ
ざ
る
も
の
」
を

対
象
に
行
っ
て
お
り
、
本
稿
と
は
視
点
が
異
な
る
。
ま
た
、
そ
こ
に
示
さ
れ
た
数
値
も
本
稿
の
調
査
と
は

齟
齬
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
た
め
、
本
稿
で
は
改
め
て
神
宮
文
庫
本
と
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
比
較

調
査
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
上
田
論
文
も
ま
た
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
仙
覚
寛
元
本
の
内
容
を
反

映
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
が
本
稿
よ
り
前
に
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
次
第
で
あ
る
。

、

、

上
田
論
で
は

も
っ
ぱ
ら
仙
覚
本
内
部
で
の
寛
元
本
と
文
永
本
と
の
訓
の
比
較
に
力
が
注
が
れ
て
お
り

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
の
う
ち
、
上
田
氏
が
「
仙
覚
文
永
本
に
あ
ら
ざ
る
古
い
訓
」
と
位
置
付
け
て

い
る
訓
の
素
性
に
つ
い
て
は
十
分
解
明
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
実
は
、
こ
れ
ら
の
訓
こ
そ
、
先
に
言
及
し

た
、
山
崎
福
之
氏
に
よ
っ
て
、
非
仙
覚
本
系
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
訓
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
先
に
見
た

巻
三
、
四
の
長
歌
訓
で
も
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
は
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、
広
瀬
本
、
紀
州
本
な

ど
の
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
の
訓
と
よ
く
合
致
し
て
い
た
。
な
ぜ
、
仙
覚
寛
元
本
で
あ
る
は
ず
の
京

大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
に
似
て
い
る
の
か
。
繰
り
返
す
が
、
仙
覚
寛
元

本
は
、
底
本
の
訓
を
歌
本
文
の
右
に
残
し
、
左
に
仙
覚
自
ら
の
訂
正
訓
を
付
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
底
本

の
訓
と
仙
覚
の
訂
正
訓
と
ふ
た
つ
な
が
ら
に
持
つ
の
が
寛
元
本
の
特
徴
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
一
方
、
本

稿
筆
者
の
一
連
の
論
か
ら
す
る
と
、
そ
の
寛
元
本
の
底
本
が
と
り
も
な
お
さ
ず
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名

訓
本
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
寛
元
本
で
あ
る
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
、
非
仙
覚
本

系
の
片
仮
名
訓
本
の
訓
と
合
致
す
る
こ
と
は
い
わ
ば
当
た
り
前
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

、

、

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
が
仙
覚
寛
元
本
の
訓
を
反
映
し
て
い
る
な
ら
ば

訓
自
体
だ
け
で
は
な
く

他
に
も
寛
元
本
の
痕
跡
が
見
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
先
述
の
よ
う
に
、
京

大
本
に
代
赭
で
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
訓
の
書
き
入
れ
に
は
し
ば
し
ば
訓
の
位
置
の
入
れ
替
え

の
表
示
が
伴
っ
て
い
る
。
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
（
巻
四
、
五
〇
九
、
第
五
句

。
京
大
本
代

）

赭
書
き
入
れ
は
、
画
像
で
示
す
と
た
い
へ
ん
見
に
く
い
た
め
、
図
示
し
て
い
る
。
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サ
ケ
ス

ヒ
モ
ト
キ

紐
解
不
離ノ

ケ
ス
（
代
赭
）

歌
本
文
の
右
側
の
訓
「
ヒ
モ
ト
キ
サ
ケ
ス
」
の
「
サ
ケ
ス
」
は
紺
青
訓
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
仙
覚
文
永

、

。

「

」

本
で
は
仙
覚
が
従
来
の
訓
を
改
め
た

い
わ
ゆ
る
仙
覚
訂
正
訓
に
あ
た
る

歌
本
文
の
左
側
の

ノ
ケ
ス

が
代
赭
の
書
き
入
れ
で
あ
る
。
こ
の
両
者
の
間
に
歌
本
文
を
ま
た
ぐ
よ
う
に
線
が
わ
た
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
に
つ
い
て

『
校
本
万
葉
集
』
の
記
述
は

「
赭
ニ
テ
右
ノ
訓
ト
入
レ
換
フ
ベ
キ
ヲ
示
セ
リ
」
と
な
っ

、

、

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
赭
の
示
す
指
示
は
次
の
よ
う
な
形
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。

ヒ
モ
ト
キ
ノ
ケ
ス

紐
解
不
離

サ
ケ
ス

こ
れ
は
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
元
の
本
（
禁
裏
御
本
）
で
は
、
歌
本
文
の
右
に
「
ノ
ケ
ス

、
左

」

「

」

。

、

、

に

サ
ケ
ス

と
訓
が
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
る

元
の
本
で
は

歌
本
文
の
左
右
に
訓
が
二
つ
あ
り

訓
の
位
置
は
こ
の
よ
う
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
入
れ
替
え
ら
れ
た
形
は
、
右
が
非
仙
覚
本
系

の
片
仮
名
訓
本
と
共
通
す
る
訓
、
左
が
仙
覚
の
訂
正
訓
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
京
大
本
代
赭
書
き

入
れ
の
本
来
の
姿
で
あ
る
。
こ
の
形
は
、
再
三
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
仙
覚
寛
元
本
の
形
と
合
致
す
る
。

つ
ま
り
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
訓
の
内
容
が
寛
元
本
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
付
訓
の
位
置

ま
で
も
寛
元
本
の
姿
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
訓
の
入
れ
替
え
の
記
号
が
、
京
大

本
代
赭
書
き
入
れ
の
元
の
本
が
本
来
寛
元
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

七

、

、

当
面
の
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は

仙
覚
寛
元
本
の
実
態
は

寛
元
本
の
奥
書
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
仙
覚
以
前
の
訓
と
仙
覚
が
訂
正
し
た
訓
と
を
双
方
持
ち
合

わ
せ
る
伝
本
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
先
掲
山
崎
福
之
論
文
が
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
に

つ
い
て
、
仙
覚
本
の
訓
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
疑
問
を
抱
き
、
小
川
靖
彦
氏
や
本
稿
筆
者
が
そ
の
疑
問
に

賛
同
し
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、
寛
元
本
と
し
て
参
考
に
な
る
本
が
不
完
全
な
神
宮
文
庫
本
な
ど
に
限
ら
れ

る
と
い
う
事
情
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
本
質
的
に
は
、
非
仙
覚
本
系
諸
本
の
訓
と
仙
覚
校
訂
本

系
統
の
訓
と
は
截
然
と
分
か
れ
る
は
ず
だ
と
い
う
思
い
こ
み
が
背
景
に
存
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
が
寛
元
本
の
内
容
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
以
上
、
寛
元
本
が
、
仙
覚
以
前
の
訓
と
仙
覚
の
新
し
い
訓
と
を
合
わ
せ
持
っ
た
複
合
的
な
存
在
で
あ

る
こ
と
を
も
っ
と
認
識
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

も
う
一
点
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
検
討
を
通
じ
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
寛
元
本
が
非
仙
覚
本

系
の
伝
本
群
の
う
ち
、
確
実
に
片
仮
名
訓
本
を
底
本
と
し
て
用
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
本
書
第
五
章
第

一
節
「
片
仮
名
訓
本
系
統
と
仙
覚
校
訂
本
」
で
も
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
に
つ
い

て
は
、
仙
覚
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
源
親
行
本
を
用
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
親
行
本
は
、
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橋
本
進
吉
「
万
葉
集
仙
覚
本
と
天
治
本

（
心
の
花
第
十
九
巻
第
三
号

大
正
四
年
三
月
）
が
述
べ
る
と

」

お
り
、
伝
本
の
系
譜
を
辿
っ
て
行
け
ば
、
天
治
本
と
同
じ
く
平
仮
名
訓
本
で
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が

も

妥
当
と
考
え
ら
れ
る
。
仙
覚
の
奥
書
を
辿
る
限
り
、
こ
の
橋
本
氏
の
推
定
が

も
穏
当
で
あ
る
こ
と
に
今

も
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
今
に
至
っ
て
も
、
本
稿
筆
者
の
推
論
、
つ
ま
り
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮

名
訓
本
が
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
に
な
っ
て
い
る
と
言
う
考
え
の
信
頼
性
を
揺
る
が
し
て
い
る
。
だ
が
、
寛

元
本
の
内
容
を
反
映
す
る
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
が
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
と
間
違
え
ら
れ
そ
う

な
ほ
ど
相
似
た
訓
を
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
寛
元
本
の
底
本
は
片
仮
名
訓
本
で
あ
る
と
い
う
本
稿

筆
者
の
描
い
た
道
筋
を
改
め
て
証
明
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
訓
だ
け
で
も
三
〇
〇
〇
箇
所
近
い
数
を
有
す
る
。
こ
れ
ら
の
訓
を

具
体
的
に
検
証
す
る
研
究
は
未
だ
緒
に
つ
い
た
段
階
で
あ
る
と
言
っ
て
良
い
。
こ
れ
ら
の
訓
を
、
仙
覚
寛

元
本
の
訓
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
で
、
仙
覚
の
校
訂
作
業
の
過
程
が
飛
躍
的
に
明
ら
か
に
な
る
こ
と
は
想

像
に
難
く
な
い
。
本
稿
は
、
そ
の
研
究
の
ま
さ
に
序
論
と
し
て
存
す
る
。

注１

「
ほ
ぼ
一
致
す
る
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
。
片
仮
名
訓
本
諸
本
に
は
、
短
歌
に
つ
い
て

は
、
個
々
の
伝
本
で
訓
の
な
い
歌
が
目
立
つ
。
し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
そ
れ
は
、
個
々
の
伝
本
固
有

の
現
象
と
考
え
ら
れ
、
仙
覚
本
の
新
点
短
歌
と
合
致
す
る
歌
は
、
片
仮
名
訓
本
で
は
系
統
的
に
そ
ろ
っ

て
訓
が
な
い
。

２

本
稿
筆
者
の
一
連
の
論
の
概
要
は
、
拙
稿
「
万
葉
集
〈
片
仮
名
訓
本
〉
の
意
義

（
万
葉
語
文
研
究

」

第
七
集

平
成
二
三
年
九
月
）
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る

。
。

３

表
の
中
の
万
葉
集
の
歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
番
号
に
よ
る
。
以
下
、
万
葉
集
の
歌
番
号
は
、
旧
国
歌

大
観
番
号
を
用
い
る
。

４

検
天
治
本
で
は
、
三
八
九
六
、
九
七
、
九
八
と
続
く
部
分
が
書
き
抜
か
れ
て
い
る
（
た
だ
し
、
三
八

九
六
は
訓
の
み
、
三
八
九
八
は
歌
本
文
の
第
一
句
の
み

。
こ
れ
は
、
天
治
本
の
歌
群
の
終
わ
り
の
部

）

分
が
、
三
八
九
七
で
終
わ
る
西
本
願
寺
本
な
ど
と
は
異
な
り
、
神
宮
文
庫
本
や
広
瀬
本
と
同
じ
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

５

『
校
本
万
葉
集
』
の
い
う
、
文
永
本
と
寛
元
本
と
を
「
合
は
せ
写
し
た
本
」
と
は
具
体
的
に
は
一
体

、

。

、

、

ど
の
よ
う
な
形
態
の
本
で
あ
る
の
か

も
う
一
つ
わ
か
り
に
く
い

だ
が

本
稿
の
検
討
に
お
い
て
も

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
内
容
に
つ
い
て

『
校
本
万
葉
集
』
や
武
田
祐
吉
『
万
葉
集
書
志
』
が
述
べ

、

る
こ
と
と
は
矛
盾
が
生
じ
な
い
。
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
（
禁
裏
御
本
）
の
本
来
の
形
態
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、
今
後
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
、
今
回
は
『
校
本
万
葉
集
』
の
指
摘
に
し
た
が
っ
て
お

く
。

６

た
だ
し
、
本
書
に
お
い
て
は
、
当
該
論
文
の
結
論
に
従
い
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
を
片
仮
名
訓
本

系
統
か
ら
外
し
て
い
る
。

７

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
は
、
巻
十
六
以
降
の
す
べ
て
の
巻
の
目
録
部
分
に
存
す
る

８

特
に
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
で
初
め
て
全
巻
が
そ
ろ
う
広
瀬
本
の
出
現
（
平
成
五
年
）
に
よ
っ
て
、
非

仙

覚
系
の
伝
本
が
巻
十
六
以
降
に
一
貫
し
て
訓
が
な
い
こ
と
が
改
め
て
明
確
に
な
っ
た
。

９

二
十
巻
全
体
の
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
調
査
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
『
校
本
万
葉
集
』
の
記
述

に
よ
っ
て
い
る
。

（
初
出
「
万
葉
集
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
性
格
」
国
語
国
文
第
八
一
巻
八
号

平
成
二
四
年
八
月
）
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第
五
章

仙
覚
校
訂
本
の
底
本

第
三
節

片
仮
名
訓
本
系
統
と
仙
覚
校
訂
本
奥
書

一

仙
覚
寛
元
本
の
底
本

万
葉
集
の
伝
来
史
の
中
で

も
大
き
な
出
来
事
と
も
い
え
る
、
仙
覚
の
万
葉
集
校
訂
と
い
う
一
大
事
業

は
、
源
親
行
の
後
を
承
け
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
本
は
、
正
二
位
前
大
納
言
征
夷
大
将
軍
藤
原
卿
、
寛
元
元
年
初
秋
の
頃
よ
り
は
じ
め
、
李
部
大

夫
源
親
行
に
仰
せ
付
け
、
万
葉
集
一
部
を
校
調
し
、
書
本
た
ら
し
め
む
が
為
に
、
三
箇
の
証
本
を
以

并
に
三
箇
の

つ
て
、
親
行
が
本
に
比
校
せ
し
め
畢
ん
ぬ
。
同
じ
き
四
年
正
月
、
仙
覚
、
又
親
行
が
本

本
を
請
け
取
り
て
重
ね
て
校
合
し
畢
ん
ぬ
。
是
す
な
は
ち
、
一
人
の
校
勘
、
見
漏
ら
す
事
あ
る
べ
き
に
依
り

て
な
り
。
…
（
中
略
）
…
寛
元
四
年
十
二
月
二
十
二
日
、
相
州
鎌
倉
比
企
が
谷
新
釈
迦
堂
の
僧
坊
に
於
い

て
、
治
定
本
を
以
つ
て
書
写
し
畢
ん
ぬ
。
同
じ
き
五
年
二
月
十
日
校
点
し
畢
ん
ぬ
。
又
重
校
し
畢
ん
ぬ
。

（
文
永
三
年
本
奥
書

巻
一
）
注
１

仙
覚
自
身
が
述
べ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
寛
元
元
年
１
２
４
３
に
、
鎌
倉
将
軍
藤
原
頼
経
が
、
源
親
行
に
万
葉

集
の
校
訂
本
を
作
る
べ
く
、
親
行
自
身
の
本
に
三
本
の
証
本
を
以
て
校
訂
す
る
よ
う
に
命
じ
た
。
そ
の
後
、
寛
元

四
年
１
２
４
６
正
月
に
、
仙
覚
が
親
行
の
本
と
三
本
の
証
本
を
受
け
取
り
、
重
ね
て
校
訂
を
行
っ
た
。
寛
元
五
年

二
月
、
校
訂
が
完
成
し
、
さ
ら
に
見
直
し
を
行
っ
た
と
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
寛
元
期
の
校
訂
は
、
基
本
的
に

は
源
親
行
の
校
訂
作
業
の
見
直
し
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
仙
覚
は
、
寛
元
期
の
校
訂
に
飽

き
た
ら
ず
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た
文
永
年
間
の
校
訂
本
を
作
る
の
だ
が
、
仙
覚
の
校
訂
本
の
出
発
点
は
寛
元
期
の

本
（
寛
元
本
と
称
す
る
）
で
あ
り
、
そ
こ
に
仙
覚
校
訂
本
の
内
実
を
探
る
べ
き
重
要
な
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
る
は
ず

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
、
仙
覚
が
作
成
し
た
寛
元
本
も
文
永
本
も
失
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
文
永
本
の

方
は
、
西
本
願
寺
本
を
は
じ
め
、
比
較
的
忠
実
に
写
さ
れ
た
伝
本
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
寛
元
本
の
方
は
、
神
宮

文
庫
本
な
ど
わ
ず
か
三
本
が
残
る
ば
か
り
で
、
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
、
『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
の
時
代
か
ら
、
次
の

よ
う
な
評
価
を
受
け
て
い
る
。

大
体
に
於
い
て
、
仙
覚
の
寛
元
本
の
純
粋
な
ら
ざ
る
一
伝
本
と
認
む
べ
き
も
の
ゝ
や
う
で
あ
る
。

（

万
葉
集
諸
本
解
説
」
神
宮
文
庫
本
の
条
）

「

以
降
の
研
究
で
も
、
こ
の
評
価
は
追
認
さ
れ
（
上
田
英
夫
『
万
葉
集
訓
点
の
史
的
研
究
』
昭
和
三
一
年

等

、
神
宮
文
庫
本
な
ど
、
現
存
の
寛
元
本
系
統
の
伝
本
は
、
寛
元
本
の
実
態
を
追
求
す
る
に
は
不
十
分

）
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

寛
元
本
の
実
態
の
解
明
が
右
の
よ
う
に
暗
礁
に
乗
り
上
げ
て
い
る
一
方
で
、
仙
覚
本
と
そ
れ
以
前
の
伝

本
と
の
関
係
は
、
着
々
と
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
仙
覚
校
訂
本
以
外
の
万
葉
集
伝
本
、
い
わ
ゆ
る
非
仙
覚

本
系
の
伝
本
は
、
平
仮
名
訓
の
本
と
片
仮
名
訓
の
本
と
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
二
種
類
の
本
の

大
き
な
違
い
は
、
前
者
が
基
本
的
に
長
歌
に
訓
を
持
た
な
い
の
に
対
し
て
、
後
者
は
長
歌
の
半
分
程
度
に

訓
を
持
っ
て
い
る
点
に
あ
る
。
し
か
も
、
片
仮
名
訓
の
本
の
長
歌
訓
の
分
布
は
、
変
則
的
で
あ
る
が
、
諸

本
で
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
存
の
片
仮
名
訓
の
本
は
、
同
じ
長
歌
訓
の
分
布
を
持
つ
あ
る
伝
本
か
ら

枝
分
か
れ
し
た
同
一
系
統
の
本
で
あ
り
、
な
お
か
つ
平
仮
名
訓
の
本
と
は
別
系
統
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
特
徴
で
あ
る
長
歌
訓
の
分
布
は
、
仙
覚
校
訂
本
の
古
次
点
（
仙
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覚
が
見
た
本
の
中
に
訓
が
あ
る
歌
を
意
味
す
る
）
の
分
布
と
ほ
と
ん
ど
合
致
し
て
い
る
。
こ
の
合
致
は
、

短
歌
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
仙
覚
の
校
訂
本
で
、
仙
覚
が
見
た
諸
本
に
訓
が
あ
る
と
い
う

古
次
点
の
分
布
は
、
実
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
の
分
布
と
同
じ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
仙
覚
は
、
寛

元
本
完
成
の
後
の
建
長
五
年
１
２
５
３
に
、
自
ら
が
新
た
に
読
ん
だ
万
葉
歌

「
新
点
」
に
つ
い
て
の
報

、

告
を
、
時
の
後
嵯
峨
院
に
奏
覧
し
て
い
る
（

仙
覚
奏
覧
状

『
仙
覚
全
集
』
大
正
十
五
年

。
仙
覚
が
、

「

」

）

（
注
２
）

Ａ

紀
州
本
万
葉
集
（
巻
一
、
七
）

非
仙
覚
本
系
片
仮
名
訓
本

Ｂ

神
宮
文
庫
本
（
巻
一
、
七
）

仙
覚
寛
元
本

Ｃ

春
日
本
（
巻
二
十
巻
末
）

非
仙
覚
本
系
統
片
仮
名
訓
本
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い
か
に
新
点
を
重
視
し
て
い
た
か
が
知
ら
れ
る
。
新
点
を
重
視
し
て
い
る
以
上
、
従
来
ど
の
歌
が
読
ま
れ

て
い
る
か
（
あ
る
い
は
読
ま
れ
て
い
な
い
か
）
の
判
断
の
基
準
と
な
っ
た
片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
が
、

仙
覚
に
よ
っ
て
参
照
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
し
、
校
訂
作
業
に
お
い
て
、
重
要
な
存
在
で
あ
っ

た
と
考
え
う
る
。
し
か
も
、
仙
覚
寛
元
本
と
片
仮
名
訓
本
系
統
の
密
接
な
関
係
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。

、

（

）
。

前
ペ
ー
ジ
の
Ａ
は

片
仮
名
訓
本
系
統
の
中
で
も
傍
訓
形
式
の
伝
本
で
あ
る
紀
州
本
で
あ
る

注
３

Ｂ
は
、
寛
元
本
系
の
神
宮
文
庫
本
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
、
神
宮
文
庫
本
は
、
寛
元
本
と
し
て
は
不
純

な
伝
本
で
あ
る
が
、
仙
覚
が
書
き
残
し
た
奥
書
の
通
り
（
注
４

、
題
詞
が
低
い
、
傍
訓
形
式
で
あ
る
の

）

、

。

、

、

で

そ
の
限
り
で
は
寛
元
本
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る

す
る
と

紀
州
本
と
神
宮
文
庫
本

す
な
わ
ち
片
仮
名
訓
本
系
統
の
傍
訓
の
本
と
仙
覚
寛
元
本
と
は
、
題
詞
が
低
く
、
片
仮
名
傍
訓
形
式
と
い

う
点
で
は
非
常
に
似
通
っ
た
本
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
た
だ
、
紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）
の
書
写
時
期
は
、

鎌
倉
時
代
で
あ
る
と
い
う
以
上
に
は
明
確
で
な
く
（
注
５

、
寛
元
本
と
の
前
後
関
係
は
は
っ
き
り
し
な

）

い
。
し
か
し
、
片
仮
名
訓
本
系
統
に
は
書
写
年
代
が
明
確
な
も
の
も
あ
る
。
Ｃ
は
春
日
本
で
あ
る
。
こ
の

本
も
片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
で
あ
る
が
、
同
じ
く
片
仮
名
傍
訓
形
式
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
画
像
で
も

分
か
る
と
お
り
、
寛
元
二
年
１
２
４
４
の
書
写
で
あ
る
。
仙
覚
寛
元
本
の
着
手
は
、
先
述
の
通
り
寛
元
四

年
で
あ
る
の
で
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
傍
訓
の
伝
本
は
、
仙
覚
寛
元
本
の
前
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
は

確
実
で
あ
る
。

し
か
も
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
の
な
い
歌
は
仙
覚
新
点
歌
と
同
じ
分
布
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と

は
、
紀
州
本
の
よ
う
な
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
傍
訓
の
本
に
、
新
点
を
加
え
て
行
け
ば
、
基
本
的
に
寛
元

本
の
原
形
は
出
来
上
が
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
な
ら
ば
、
寛
元
本
の
底
本
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の

傍
訓
の
本
と
考
え
る
の
が

も
妥
当
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
従
来
、
仙
覚
寛
元
本
の
底
本
は
、
平
仮
名
別

提
訓
で
あ
る
と
い
う
説
が
行
わ
れ
て
い
た
が
、
付
訓
形
式
、
訓
の
分
布
な
ど
が
こ
れ
ほ
ど
仙
覚
本
に
合
致

し
て
い
る
片
仮
名
訓
本
系
統
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
上
は
、
仙
覚
寛
元
本
の
底
本
は
片
仮
名
訓
本
系

統
の
傍
訓
の
本
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
（
注
６

。）

二

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

寛
元
本
の
底
本
が
、
現
存
す
る
片
仮
名
訓
本
系
統
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
こ
と
で
、
注
目
さ
れ
る
よ

、

（

「

」

）
。

、

う
に
な
っ
た
の
が

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
存
在
で
あ
る

以
下

京
赭

と
略
称
す
る

京
赭
は

『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
（

万
葉
集
系
統
の
研
究

）
で
、
こ
の
書
き
入
れ
が
仙
覚
寛
元
本
の
奥
書
を
持

「

」

っ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
寛
元
本
の
性
格
を
反
映
し
て
い
る
旨
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
一
方
、
山
崎
福
之

氏
は
、
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
の
訓
を
比
較
し
た
一
連
の
論
文
の
中
で
、
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
訓
は
、

し
ば
し
ば
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
の
本
と
訓
が
似
て
い
る
一
方
で
、
現
存
す
る
寛
元
本
系
の
伝
本
と

は
似
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
と
い
う
事
実
を
指
摘
し
、
京
赭
は
、
非
仙
覚
本
系
の
本
が
反
映
し
て
い
る
の

（
「

」

）
。

で
は
な
い
か
と
提
言
し
た

類
聚
古
集
の
片
仮
名
訓
書
入

万
葉
第
一
一
三
号

昭
和
五
八
年
五
月
等

京
赭
の
訓
は
、
た
し
か
に
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
の
本
と
近
く
、
そ
れ
ら
の
訓
は
寛
元
本
系
統
の
神

宮
文
庫
本
な
ど
と
は
合
致
し
な
い
事
例
が
多
か
っ
た
た
め
、
万
葉
集
の
伝
本
研
究
で
は
、
こ
の
山
崎
氏
の

考
え
は
支
持
さ
れ
て
き
た
。
本
稿
筆
者
も
、
あ
る
時
期
ま
で
は
、
山
崎
氏
の
考
え
を
前
提
に
、
京
赭
を
非

仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
に
位
置
付
け
て
考
察
を
行
っ
て
き
た
（
注
７

。
）

し
か
し
、
京
赭
を
め
ぐ
っ
て
、
奥
書
の
存
在
か
ら
そ
れ
を
仙
覚
寛
元
本
と
す
る
『
校
本
万
葉
集
』
と
、

訓
の
性
格
か
ら
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
系
統
と
す
る
山
崎
氏
の
説
は
、
決
し
て
対
立
す
る
も
の
で
は

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
仙
覚
寛
元
本
の
奥
書
に
よ
る
と
、
寛
元
本
の
付
訓
方
針
は
、
歌
本
文
を
中
心
に
右
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、

（

）
。

に
底
本
の
訓

左
に
他
本
の
訓
や
仙
覚
の
訂
正
訓
が
付
さ
れ
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た

左
上
図
参
照

い
わ
ば
、
訓
は
二
本
立
て
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
（
第
二
次
校
訂
本
の
文
永
本
で
は
、
訓
は
一
種
類
に

統
一
さ
れ
る

。

先
ほ
ど
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
仙
覚
寛
元
本
の
底
本
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
一
本
で

）

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
寛
元
本
で
あ
る
京
赭
に
、
非
仙
覚
本
系
統
の
片
仮
名
訓
本
の
訓
が
見
出
さ

れ
て
も
い
っ
こ
う
に
不
思
議
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
京
赭
は
、
仙
覚
文
永
本
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
形
態
で

あ
る
。
書
き
入
れ
一
般
の
性
格
か
ら
し
て
、
本
体
と
重
な

。

、

る
要
素
は
基
本
的
に
書
き
入
れ
ら
れ
な
い

文
永
本
に
は

仙
覚
の
訂
正
訓
は
存
す
る
の
で
、
そ
の
部
分
は
書
き
入
れ

ら
れ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、
京
赭
は
、
寛

元
本
の
中
で
も
、
主
と
し
て
、
歌
本
文
の
右
側
の
底
本
の

訓
が
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
京

赭
の
訓
が
、
非
仙
覚
本
系
の
片
仮
名
訓
本
の
訓
に
似
て
い

る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
山
崎
氏
が
疑
問
を
呈
し
て
い
る
よ
う
に
、

京
赭
の
訓
が
寛
元
本
系
で
あ
る
神
宮
文
庫
本
と
し
ば
し
ば
合
致
し
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
は
、
従
来
か

ら
先
掲
上
田
英
夫
『
万
葉
集
訓
点
の
史
的
研
究
』
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
神
宮
文
庫
本
は
、
本
来
は
寛

元
本
で
あ
る
が
、
文
永
本
的
な
変
改
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
来
は
歌
本
文
に
対
し
て
訓

が
二
本
立
て
で
あ
る
の
に
、
文
永
本
的
に
一
本
立
て
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で
、
神
宮
文
庫

本
の
訓
が
京
赭
の
訓
と
合
致
し
な
い
場
合
が
見
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
山
崎
氏
の
指
摘
は
、
む
し
ろ
、

京
赭
が
仙
覚
寛
元
本
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
を
逆
に
強
く
支
持
す
る
と
言
え
よ
う
（
以
上
、
京
赭
の
性
格

に
つ
い
て
は
、
第
五
章
第
二
節
「
万
葉
集
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
性
格
」
に
よ
る

注
８

。
）

京
赭
が
仙
覚
寛
元
本
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
で
、
ま
ず
注
目
さ
れ
る
の
は
、
巻
十
九
、
二
十
の
反
歌
表

示
で
あ
る
。
巻
十
九
、
二
十
の
い
く
つ
か
の
長
反
歌
に
は
、
十
例
に
わ
た
っ
て
伝
本
に
よ
っ
て
反
歌
の
題

詞
に
「
反
歌
」
と
表
示
さ
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
揺
れ
が
見
ら
れ
る
（
注
９

。
）

す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
異
同
は
、
次
の
よ
う
な
傾
向
を
示
す
。

非
仙
覚
系
平
仮
名
訓
本

題
詞
な
し

非
仙
覚
系
片
仮
名
訓
本

反
歌

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

反
歌

神
宮
文
庫
本

反
歌

西
本
願
寺
本

題
詞
な
し

非
仙
覚
系
で
は
、
平
仮
名
訓
本
に
は
題
詞
が
な
く
、
片
仮
名
訓
本
に
は
訓
が
あ
り
、
仙
覚
本
の
う
ち
、

寛
元
本
（
京
赭
、
神
宮
文
庫
本
）
に
は
題
詞
が
あ
り
、
文
永
本
（
西
本
願
寺
本
）
に
は
題
詞
が
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
非
仙
覚
系
の
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
寛
元
本
と
が
共
通
の
要
素
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
一
方
、
巻
十
九
、
二
十
の
反
歌
は
、
歌
に
よ
っ
て
は
、
諸
本
に
異
同
な
く
す
べ
て
題
詞
が
あ
る
例
も

あ
る
。
そ
れ
ら
は

「
反
歌
二
首

（
巻
十
九
、
四
一
六
四
題
詞
）
の
よ
う
に
「
反
歌
○
首
」
と
歌
数
も

、

」

表
示
さ
れ
る
形
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
比
べ
て

「
反
歌
」
と
し
か
表
示
し
な
い
、
こ
れ
ら
の
例
は

、

本
来
の
形
で
は
な
い
と
疑
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
永
本
で
は
右
の
十
例
に
お
い
て
は
す
べ
て
題
詞
を
付

さ
な
い
形
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
寛
元
本
で
、
こ
れ
ら
に
「
反
歌
」
の
表
示
が
あ

る
の
は
、
底
本
の
片
仮
名
訓
本
系
統
と
同
じ
形
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
形
に
引
き
ず
ら

れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
事
例
は
、
仙
覚
寛
元
本
が
、
片
仮
名
訓
本
系

（
右
）
底
本
の
訓

歌
本
文

（
左
）
他
本
の
訓
・
仙
覚
の
訂
正
訓
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統
を
底
本
と
し
て
い
た
こ
と
を
証
拠
付
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

右
の
よ
う
な
事
例
は
、
実
は

『
校
本
万
葉
集
』
首
巻
（

万
葉
集
系
統
の
研
究

）
で
、
神
宮
文
庫
本

、

「

」

と
京
赭
の
共
通
点
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
事
例
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
同
書
で
は
、
そ
れ
以
外
に
も
、
巻
十
七

（

）

。

、

、

の
冒
頭
歌
群

三
八
九
〇
～
三
八
九
九

の
配
列
も
挙
げ
て
い
る

と
こ
ろ
が

そ
の
事
例
に
お
い
て
も

や
は
り
片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
に
も
同
じ
特
徴
が
見
ら
れ
た

そ
れ
ら
の
事
例
に
鑑
み
れ
ば

京
赭

神

。

、

（

宮
文
庫
本
）
と
片
仮
名
訓
本
系
統
と
に
の
み
共
通
す
る
要
素
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
、
底
本
の
片
仮
名
訓

本
系
統
か
ら
寛
元
本
に
移
入
さ
れ
た
要
素
で
あ
る
と
、
ま
ず
は
考
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

三

京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
巻
十
の
歌
数
表
示

、

、

。

右
と
同
様
な
京
赭
の
事
例
と
し
て

注
目
す
べ
き
も
の
に

巻
十
の
目
録
の
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る

ア
は
巻
十
の
目
録
の
夏
雑
歌
の
「
詠
鳥
二
十
七
首
」
の
下
に
付
さ
れ
た
書
き
入
れ
で
あ
る
。
イ
は
、
同
目

録
の
秋
雑
歌
の
「
七
夕
九
十
八
首
」
の
下
の
書
き
入
れ
で
あ
る
。

ア

短
歌
一
首
／
反
歌
廿
六
首

イ

此
中
二
首
短
歌

ア
は
、
巻
十
の
本
編
「
詠
鳥

（
一
九
三
七
～
一
九
六
三
）
に
関
す
る
目
録
の
注
記
で
あ
る
。
巻
十
、

」

夏
雑
歌
の
「
詠
鳥
」
は
全
部
で
二
十
七
首
、
そ
の
う
ち
、
一
九
三
七
が
長
歌
、
次
の
一
九
三
八
が
そ
の
反

歌
、
以
下
二
十
五
首
が
単
独
の
短
歌
と
な
っ
て
い
る
。
歌
の
種
類
で
い
え
ば
、
長
歌
一
首
、
短
歌
二
六
首

と
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
京
赭
の
注
記
は

「
短
歌
一
首
／
反
歌
廿
六
首
」
と
な
っ
て
い
る
（
注

。
歌

、

）
10

数
の
呼
応
か
ら
し
て

「
短
歌
一
首
」
が
長
歌
と
呼
応
し

「
反
歌
廿
六
首
」
が
、
そ
の
他
の
短
歌
に
呼

、

、

応
し
て
い
る
と
忖
度
さ
れ
る
。
長
歌
の
こ
と
を
「
短
歌
」
と
称
す
る
の
は

『
古
今
和
歌
集
』
巻
十
九
の

、

躰
で
一
連
の
長
歌
の
前
に
「
短
歌
」
と
表
示
さ
れ
る
こ
と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
以
降
の
歌
論
な

雑ど
に
、
こ
れ
を
踏
襲
す
る
事
例
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
万
葉
集
の
内
部
で
長
歌
を
「
短
歌
」
と
称
し
た
例
は
見

ら
れ
な
い
。
ま
た
、
続
く
「
反
歌
廿
六
首
」
も
お
か
し
い
。
反
歌
は
、
当
然
の
如
く
、
長
歌
に
続
く
短
歌
を
い
う
。

長
歌
の
一
九
三
七
に
続
く
一
九
三
八
を
反
歌
と
す
る
の
は
と
も
か
く
、
そ
れ
以
降
の
短
歌
を
反
歌
と
す
る
の

は
、
少
な
く
と
も
万
葉
時
代
の
用
語
と
し
て
は
異
様
で
あ
る
。
こ
の
京
赭
の
書
き
入
れ
は
、
あ
き
ら
か
に
後
世
の

注
記
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
の
「
此
中
二
首
短
歌
」
の
「
短
歌
」
も
、
秋
雑
歌
に
含
ま
れ
る
七
夕
の
長
歌
（
二

〇
八
九
・
二
〇
九
二
）
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
京
赭
は
、
さ
ら
に
、
こ
の
七
夕
歌
の
本
編
の
方
で
、
二
〇
八
九

長
歌
の
題
詞
の
部
分
に
「
本
短
歌
」
と
い
う
注
記
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
京
赭
の
本
体
に
お
い
て
、
二
〇
八
九
の

題
詞
に
「
短
歌
」
と
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
こ
れ
ら
、
京
赭
の
三
箇
所
の
注
記
は
、
い
ず
れ
も
長
歌
を
「
短

歌
」
、
通
常
の
短
歌
を
「
反
歌
」
と
す
る
認
識
に
基
づ
い
て
お
り
、
一
連
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
京
赭
の
注
記
に
対
し
て
、
非
仙
覚
本
系
の
平
仮
名
訓
本
、
現
存
す
る
の
は
元
暦
校
本
だ
け
で
あ
る

が
、
こ
の
よ
う
な
注
記
は
見
ら
れ
な
い
。
一
方
、
片
仮
名
訓
本
系
統
で
は
、
現
存
す
る
廣
瀬
本
、
紀
州
本
、
元
暦

校
本
代
赭
書
き
入
れ
に
は
い
ず
れ
も
同
様
の
注
記
が
見
ら
れ
る
。

仙
覚
本
で
は
、
寛
元
本
系
統
と
さ
れ
る
神
宮
文
庫
本
に
は
こ
の
よ
う
な
注
記
は
見
ら
れ
ず
、
文
永
本
系

統
の
西
本
願
寺
本
に
も
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
本
編
の
二
〇
八
九
の
題
詞
に
お
い
て
は
、
片
仮
名
訓
本
系

統
の
紀
州
本
、
元
赭
に
「
短
歌
」
の
表
示
が
あ
る
（
注

。
廣
瀬
本
は
、
巻
十
の
後
半
の
三
分
の
二
が

）
11

欠
け
て
お
り
、
当
該
部
分
は
現
存
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
片
仮
名
訓
本
系
統
と
寛
元
本
の
姿
を
反
映

す
る
京
赭
に
共
通
す
る
注
記
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
場
合
、
先
の
巻
十
九
、
二
十
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、

。

、

。

の
反
歌
表
示
と
は
異
な
り

神
宮
文
庫
本
に
は
表
示
が
見
ら
れ
な
い

そ
の
点
に
つ
い
て
は

後
述
す
る

で
は
、
こ
れ
ら
の
一
連
の
表
示
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
片
仮
名
訓
本
系
統
の
諸
本
で
は
、
巻

十
の
目
録
に
、
他
に
も
同
様
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
廣
瀬
本
を
例
に
取
れ
ば
、
巻
十
目
録
の

後
の
部
分

に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

都
廬
五
百
五
十
首
之
中
五
百

四
首
反
哥

卌

二
首
短
哥

四
首
旋
頭
歌

巻
十
の
全
体
の
歌
数
と
そ
の
中
の
長
歌
、
短
歌
、
旋
頭
歌
の
内
訳
が
記
さ
れ
て
い
る
。
が
、
こ
こ
で
も
や

は
り
、
短
歌
を
「
反
歌

、
長
歌
を
「
短
歌
」
と
し
て
い
る
（
注

。
こ
の
よ
う
な
記
述
は
、
他
の
片

」

）
12

仮
名
訓
本
系
統
の
紀
州
本
、
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ
で
も
ほ
ぼ
同
様
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

右
の
よ
う
な
、
目
録
に
見
ら
れ
る
そ
の
巻
の
歌
数
表
示
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
系
統
上
の
特
徴
と
い

え
る
。
た
と
え
ば
、
紀
州
本
で
は
、
巻
五
、
巻
六
の
目
録
の
冒
頭
に
そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら

れ
る
。ウ

短
歌
十

反
哥
百
三
首

（
紀
州
本

巻
五
目
録
）

エ

短
歌
廿
七
首
反
歌
百
廿
七
首

（
紀
州
本

巻
六
目
録
）

い
ず
れ
も
、
長
歌
を
「
短
歌

、
短
歌
を
「
反
歌
」
と
表
示
し
て
い
る
。
巻
十
の
目
録
で
、
京
赭
に
見

」

ら
れ
る
表
示
は
、
こ
れ
ら
一
連
の
目
録
の
歌
数
表
示
の
一
部
分
で
あ
っ
た
と
知
ら
れ
る
。
し
か
し
、
片
仮

名
訓
本
系
統
で
は
、
同
様
の
目
録
の
歌
数
表
示
は
六
巻
に
わ
た
っ
て
見
ら
れ
る
が
（
注

、
京
赭
の
同

）
13

様
の
記
述
は
、
巻
十
の
先
掲
の
ア
、
イ
の
二
箇
所
に
限
ら
れ
る
。
京
赭
以
外
、
仙
覚
本
の
諸
本
に
は
、
こ

の
類
の
記
述
は
一
切
見
ら
れ
な
い
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
記
述
が
、
万
葉
集
の
本
来
の
内
容
で
は
な
い
と

い
う
判
断
の
元
、
仙
覚
校
訂
本
に
は
取
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
な
ぜ
、
当
面

二
箇
所
が
残
っ
た
か
。
巻
十
の
目
録
で
も
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が
持
つ
、
全
体
の
歌
数
表
示
（

都
廬
五

「

百
五
十
首
之
中
五
百

四
首
反
哥
二
首
短
哥
四
首
旋
頭
歌

）
は
京
赭
に
は
な
い
。
他
巻
の
歌
数
表
示
も

卌

」

京
赭
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
基
本
的
に
、
寛
元
本
の
時
点
で
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
歌
数

表
示
は
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
一
方
、
京
赭
に
存
す
る
記
述
は
、
全
体
の
歌
数
表
示
と

は
別
に
、
細
部
に
存
す
る
同
種
の
注
記
で
あ
る
。
細
部
ゆ
え
に
、
校
訂
の
際
に
底
本
の
記
述
が
そ
の
ま
ま

残
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。
二
〇
八
九
の
長
歌
の
題
詞
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
、
京
赭
の
巻
十
目
録
の
二
箇
所
（
二
〇
八
九
の
題
詞
も
含
め
れ
ば
三
箇
所
）
の
書
き
入
れ
は
、
校

訂
の
底
本
で
あ
る
片
仮
名
訓
本
系
統
の
内
容
が
、
い
わ
ば
痕
跡
と
し
て
残
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
底

、

、

、

本
の
片
仮
名
訓
本
の
内
容
が
寛
元
本
に
引
き
継
が
れ

文
永
本
で
は
消
え
る
と
い
う

先
ほ
ど
の
巻
十
九

二
十
の
「
反
歌
」
表
示
の
例
と
同
じ
類
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
巻
十
九
、
二
十
の
反
歌
表
示
の

方
は
、
十
箇
所
に
わ
た
る
異
同
で
あ
っ
た
が
、
当
面
の
事
例
は
、
そ
れ
に
比
べ
る
と
わ
ず
か
な
記
述
に
過

ぎ
な
い
。
本
稿
で
、
巻
十
九
、
二
十
の
「
反
歌
」
表
示
の
例
に
加
え
、
こ
の
よ
う
な
些
細
な
内
容
を
わ
ざ

わ
ざ
取
り
上
げ
た
の
は
ど
う
し
て
か
。

仙
覚
は
、
校
訂
本
の
奥
書
に
お
い
て
、
参
照
し
た
諸
本
の
特
徴
を
か
な
り
詳
細
に
記
述
し
て
い
る
。
そ

の
中
に
、
目
録
に
記
載
さ
れ
た
歌
数
表
示
の
件
が
あ
る
。
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、

、

。

、

又

巻
々
の
初
に
長
歌
の
員
数
を
挙
げ
て

こ
れ
を
短
歌
何
首
等
と
書
く

例
へ
ば
第
五
巻
の
初
に

こ
れ
を
短
歌
十
首
反
歌
百
三
首
等
と
書
く
な
り
。
こ
れ
す
な
は
ち
長
歌
を
以
て
短
歌
と
為
す
僻
料
簡

。

、

。

、

の
所
為
か

次
に
反
歌
と
は

長
歌
に
相
副
ふ
時
の
短
歌
な
り

故
に
長
歌
の
次
に
短
歌
あ
る
時
は

或
は
こ
れ
を
反
歌
と
書
き
、
或
は
こ
れ
を
短
歌
と
書
く
も
の
な
り
。
し
か
る
に
何
ぞ
一
巻
の
内
の
短

歌
、
す
べ
て
こ
れ
を
反
歌
と
謂
は
ん
や
。
そ
の
誤
一
に
あ
ら
ざ
る
か
。
忠
兼
の
本
の
如
き
は
、
す
べ

て
こ
れ
を
書
か
ず
、
も
っ
と
も
佳
な
り
。
松
殿
の
御
本
の
如
き
は
、
短
歌
何
首
等
と
、
こ
れ
を
書
く

と
い
へ
ど
も
、
そ
の
註
に
美
本
こ
れ
な
し
と
云
々
、
も
つ
と
も
然
る
べ
し
。

（
巻
二
十
、
仙
覚
文
永
本
三
年
奥
書
）

仙
覚
は
、
こ
の
表
示
に
つ
い
て
、
口
を
極
め
て
批
判
し
て
い
る
。
批
判
の
根
拠
は
「
短
歌

「
反
歌
」

」

と
い
う
語
の
使
い
方
で
あ
る
。
先
述
の
こ
れ
ら
の
語
の
誤
り
の
指
摘
は
、
実
は
仙
覚
の
指
摘
を
祖
述
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
仙
覚
は
、
こ
の
記
述
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

「
そ
の
誤
一
に
あ
ら
ざ
る
か
」
と

、

し
た
上
で
、
さ
ら
に

「
松
殿
の
御
本
」
は
こ
の
類
の
記
述
を
持
つ
が
、
そ
の
注
に
「
美
本
こ
れ
な
し
」

、

と
あ
る
点
に
つ
い
て

「
も
つ
と
も
然
る
べ
し
」
と
賞
賛
し
て
い
る
。
仙
覚
に
と
っ
て
は
、
こ
の
類
の
記

、

述
が
あ
る
か
否
か
は

伝
本
の
善
し
悪
し
に
も
関
わ
る
重
大
な
要
素
と
把
握
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

注

、

（

。
）
14

、「

」

、

、

京
赭
に
見
ら
れ
る

短
歌
一
首
／
反
歌
廿
六
首

な
ど
の
記
述
は

仙
覚
が
厳
し
く
批
判
し
て
い
る

こ
の
よ
う
な
一
連
の
記
述
の
一
部
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
京
赭
が
寛
元
本
の
姿
を
反
映
す
る
と
い
う
先

掲
拙
稿
の
新
た
な
知
見
か
ら
、
こ
の
事
象
を
改
め
て
解
説
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

寛
元
本
の
底
本
で
あ
る
片
仮
名
訓
本
系
統
は
、
系
統
的
に
、
目
録
に
歌
数
を
表
示
し
て
い
た
。
そ
の
記

述
に
は
、
長
歌
を
「
短
歌

、
一
般
の
短
歌
を
「
反
歌
」
と
称
す
る
特
徴
が
見
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
記
述

」

を
誤
り
と
判
断
し
た
仙
覚
は
、
寛
元
本
校
訂
の
際
に
、
そ
れ
ら
の
記
述
を
除
去
し
た
が
、
巻
十
の
目
録
の

一
部
分
な
ど
に
記
述
が
残
っ
た
。

で
は
、
ど
う
し
て
そ
れ
ほ
ど
仙
覚
が
批
判
す
る
記
述
が
、
寛
元
本
に
残
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
述
の

通
り
、
寛
元
本
の
底
本
は
片
仮
名
訓
本
系
統
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
底
本
で
の
記
述
は
、
他
の
対
校

本
に
比
べ
、
圧
倒
的
に
校
訂
本
に
引
き
継
が
れ
や
す
い
。
一
部
と
は
い
え
、
仙
覚
自
身
が
批
判
し
て
い
る

内
容
が
校
訂
本
に
残
っ
て
い
る
の
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が
校
訂
本
の
底
本
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な

い
。
も
し
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
が
底
本
で
は
な
く
、
対
校
本
で
あ
っ
た
な
ら
、
右
の
よ
う
な
記
述

は
と
う
て
い
校
訂
本
に
残
ら
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
さ
い
な
も
の
で
あ
る
が
、
右
の
二
つ
の
注
記

は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
が
仙
覚
寛
元
本
の
底
本
で
あ
る
こ
と
を
雄
弁
に
語
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一

方
、
同
じ
寛
元
本
系
統
の
神
宮
文
庫
本
に
は
こ
れ
ら
の
記
述
が
な
い
。
神
宮
文
庫
本
は
、
寛
元
本
に
か
な

り
文
永
本
の
要
素
が
加
わ
っ
た
伝
本
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
先
掲
上
田
英
夫
『
万
葉
集
訓
点
の
史

的
研
究

。
そ
れ
に
対
し
て
、
京
赭
が
寛
元
本
の
本
来
の
姿
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
が
右
の
事
例
か
ら

』
）

も
う
か
が
え
る
。

右
の
解
釈
か
ら
は
、
仙
覚
が
、
寛
元
本
校
訂
に
際
し
て
、
底
本
に
片
仮
名
訓
本
系
統
の
伝
本
を
用
い
て

お
り
、
そ
の
片
仮
名
訓
本
系
統
が

「
短
歌

（
長
歌

「
反
歌

（
一
般
の
短
歌
）
と
い
う
用
語
を
用
い

、

」

）
、

」

る
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
明
確
に
な
る
と
い
え
よ
う
。

四

仙
覚
本
奥
書
の
問
題

次
に
掲
げ
る
の
は
、
仙
覚
本
奥
書
に
お
け
る
、
自
ら
の
校
訂
本
の
付
訓
形
態
の
記
述
で
あ
る
。

今
こ
の
万
葉
集
の
假
名
は
、
他
本
皆
漢
字
の
歌
一
首
書
き
畢
つ
て
、
假
名
の
歌
更
に
こ
れ
を
書
く
、
常
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の
儀
な
り
。
然
れ
ど
も
今
の
本
に
於
い
て
は
、
和
漢
の
符
合
を
糺
さ
む
が
為
に
、
漢
字
の
右
に
假
名
を

付
け
し
め
畢
ん
ぬ
。

（
巻
一
、
仙
覚
文
永
三
年
本
奥
書
）

右
は
、
本
論
文
冒
頭
で
引
用
し
た
仙
覚
本
奥
書
の
、
仙
覚
が
万
葉
集
校
訂
を
手
が
け
る
経
緯
を
記
し
た

部
分
の
直
後
に
位
置
す
る
の
で
、
寛
元
本
に
つ
い
て
の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
。
万
葉
集
の
伝
本
は
、
歌
本

文
を
書
い
て
、
そ
の
次
に
訓
を
書
く
の
が
一
般
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
が
、
自
分
の
校
訂
本
に
お
い
て
は
、

歌
本
文
と
訓
の
呼
応
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
歌
本
文
の
右
に
訓
を
付
し
た
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
依
れ

ば
、
寛
元
本
の
傍
訓
の
形
式
は
、
そ
れ
ま
で
の
万
葉
集
の
伝
本
に
は
な
か
っ
た
形
式
で
あ
る
よ
う
に
受
け

取
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
稿
筆
者
の
一
連
の
論
で
は
、
片
仮
名
傍
訓
の
本
は
、
仙
覚
の
校
訂
以
前
に
す
で

に
存
し
て
い
た
し
、
仙
覚
の
校
訂
本
は
、
そ
の
よ
う
な
付
訓
形
式
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
と
深
い
相
関

関
係
に
あ
る
と
す
る
。
こ
こ
に
大
き
な
矛
盾
が
存
す
る
。
前
章
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
仙
覚
寛
元
本
の
底

本
が
片
仮
名
訓
本
系
統
で
あ
る
こ
と
は
、
多
く
の
証
拠
が
積
み
上
が
っ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
、
右
の
仙

覚
の
奥
書
の
記
事
は
、
他
な
ら
ぬ
仙
覚
自
身
の
発
言
で
あ
る
た
め
、
な
い
が
し
ろ
に
は
し
が
た
い
。

た
だ
し
、
前
章
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
仙
覚
は
、
長
歌
の
こ
と
を
「
短
歌
」
と
す
る
記
述
を
あ
れ
ほ
ど

批
判
し
て
い
た
の
に
、
寛
元
本
の
底
本
は
、
ま
さ
に
そ
う
言
う
本
で
あ
っ
た
事
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う

に
、
寛
元
本
の
底
本
を
め
ぐ
っ
て
は
、
複
雑
な
事
情
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
複
雑
な
事

情
を
反
映
す
る
か
の
よ
う
に
、
仙
覚
本
の
底
本
に
つ
い
て
は
、
あ
る
疑
問
点
が
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
橋
本
進
吉
「
万
葉
集
仙
覚
本
と
天
治
本

（
心
の
花

第
一
九
巻
第
三
号

大
正
四
年
三
月
）
は
、

」

仙
覚
本
奥
書
で
、
仙
覚
が
自
ら
の
校
訂
に
使
用
し
た
諸
本
を
数
多
く
挙
げ
、
そ
の
特
徴
を
か
な
り
詳
し
く

記
述
す
る
一
方
で
、
底
本
で
あ
る
は
ず
の
「
親
行
本
」
の
名
が
一
切
出
て
こ
な
い
由
述
べ
て
い
る
。

本
稿
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、
仙
覚
の
万
葉
集
校
訂
事
業
は
、
親
行
の
校
訂
を
承
け
て
、
親
行
と
同
じ

く
親
行
本
を
底
本
と
し
て
行
わ
れ
た
由
、
仙
覚
自
身
が
語
っ
て
い
る
（
文
永
三
年
本
巻
一
奥
書

。
と
こ

）

ろ
が
、
橋
本
論
文
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
文
永
三
年
本
巻
二
十
の
奥
書
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、
校
訂

に
用
い
ら
れ
た
諸
本
の
目
録
や
題
詞
の
高
低
等
の
特
徴
を
詳
細
に
語
ら
れ
て
い
る
一
方
、
親
行
本
の
名
称

す
ら
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
（
注

。
校
訂
の
際
、
対
校
本
と
し
て
用
い
た
諸
本
の
特
徴
に
つ
い
て
詳

）
15

細
な
記
述
が
為
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
ば
、
当
然
自
ら
の
底
本
の
形
態
に
も
相
応
の
関
心
が
払
わ
れ
て
然
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
ま
っ
た
く
言
及
が
な
い
と
い
う
点
、
き
わ
め
て
不
自
然
で
あ
る
。
不
自
然
さ

は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
仙
覚
は
、
親
行
の
校
訂
作
業
を
承
け
て
校
訂
を
行
っ
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
底

本
と
し
て
親
行
本
を
受
け
取
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
形
で
、
親
行
の
校
訂
の
作
業
結
果
も

受
け
取
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
先
行
す
る
校
訂
作
業
に
も
関
心
を
抱
か
な
い
は
ず
は
な
か
ろ

う
。
し
か
し
、
奥
書
に
親
行
本
自
体
へ
の
言
及
が
な
く
、
当
然
の
事
な
が
ら
親
行
の
校
訂
の
内
容
に
つ
い

て
の
記
述
も
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
一
方
で
親
行
の
校
訂
作
業
を
承
け
て
親
行
本
を
底
本
と
し
て
校
訂
を
行
っ
た
と
い
う
事

情
を
述
べ
な
が
ら
、
底
本
で
あ
る
親
行
本
の
形
態
や
親
行
の
校
訂
の
内
容
に
つ
い
て
一
切
語
ら
れ
な
い
と

言
う
こ
と
は
、
大
き
な
不
審
と
い
え
よ
う
。
親
行
本
が
仙
覚
の
校
訂
に
と
っ
て
重
要
な
存
在
で
あ
っ
た
で

、

、

、

あ
ろ
う
こ
と
を
考
え
る
と

親
行
本
な
ど
に
言
及
が
な
い
と
い
う
こ
と
は

書
き
落
と
し
な
ど
で
は
な
く

書
か
れ
な
い
然
る
べ
き
理
由
が
あ
っ
た
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
い
。
そ
の
理
由
と
は
何
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ

る
の
は
、
仙
覚
が
奥
書
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
仙
覚
の
校
訂
本
は
、
当
初
は
親
行
が
は
じ
め
た
事
業
で
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あ
る
が
、
そ
れ
を
引
き
継
ぎ
完
成
さ
せ
た
の
は
仙
覚
で
あ
る
と
い
う
経
緯
で
あ
る
。
す
る
と
、
仙
覚
の
意

識
の
上
で
は

、
親
行
本
と
親
行
の
校
訂
、
自
ら
の
校
訂
は
、
一
連
の
も
の
と
し
て
全
体
で
自
ら
の
事
業

、

と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
底
本
の
親
行
本
は
あ
く
ま
で
も
他
者
の
本
と
い
え
よ
う
。
そ
の
親
行

本
を
含
め
て
、
ど
う
し
て
自
ら
の
一
連
の
事
業
と
と
ら
え
て
い
た
の
か
。
拙
論
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
、

仙
覚
寛
元
本
の
底
本
は
、
題
詞
の
低
い
、
片
仮
名
傍
訓
の
本
と
い
う
寛
元
本
と
同
じ
特
徴
を
持
つ
本
で
あ

り
、
訓
の
な
い
歌
の
分
布
は
、
仙
覚
の
新
点
歌
の
分
布
と
同
じ
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
る
と
、

も
可
能
性
の
あ
る
想
定
は
、
寛
元
本
は
、
そ
の
底
本
を
そ
の
ま
ま
用
い
、
訓
の
欠
落
を
補
充
す
る
形
（
補

充
し
た
歌
が
新
点
歌
と
な
る
）
で
作
ら
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
注

。
つ
ま
り
、
寛
元
本
の
場

）
16

合
、
底
本
と
完
成
し
た
校
訂
本
と
は
、
基
本
的
に
一
連
の
本
、
あ
る
意
味
で
は
同
じ
本
で
あ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
底
本
が
親
行
本
と
言
う
こ
と
な
ら
ば
、
親
行
本
と
寛
元
本
と
は
切
っ
て
も
切
り

離
せ
な
い
一
体
の
存
在
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
、
仙
覚
は
、
親
行
本
に
書
き
入
れ
を

行
っ
た
校
訂
本
を
「
今
の
本
」
と
称
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
親
行
本
は
、
寛
元
期
の
校
訂

、

「

」

。

本
と
一
体
と
な
っ
て
い
た
故
に

敢
え
て

親
行
本

と
し
て
は
言
及
さ
れ
な
く
な
っ
た
と
推
測
さ
れ
る

で
は
、
仙
覚
本
の
奥
書
に
親
行
本
へ
の
言
及
が
な
い
と
い
う
指
摘
を
行
っ
た
先
掲
橋
本
論
文
で
は
、
そ

の
理
由
を
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

橋
本
論
文
は
、
奥
書
で
親
行
本
へ
の
言
及
が
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
奥
書
で
は
忠
兼
本
と
い
う
名
称
は

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
着
目
し
、
仙
覚
は
、
忠
兼
本
＝
親
行
本
と
い
う
認
識
の
基
、
親
行
本
を

忠
兼
本
と
称
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
定
し
て
い
る
。
橋
本
論
文
は
、
様
々
な
徴
証
か
ら
、
親
行
本
の
系

譜
を
、
次
の
よ
う
に
、
忠
兼
本
、
光
行
本
、
親
行
本
と
書
写
さ
れ
た
も
の
と
推
定
し
て
い
る
。

讃
州
本

光
行
本

仙
覚
寛
元
本

忠
兼
本

親
行
本

し
か
し
、
先
述
の
よ
う
に
、
仙
覚
本
奥
書
で
「
親
行
本
」
と
い
う
名
称
が
な
い
と
い
う
問
題
は
、
単
に

本
の
名
が
な
い
と
い
う
に
留
ま
ら
ず
、
仙
覚
に
先
行
す
る
親
行
の
校
訂
作
業
全
体
が
記
述
さ
れ
て
い
な
い

と
言
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
お
り
、
親
行
本
＝
忠
兼
本
と
い
う
認
識
だ
っ
た
と
い
う
論
理
で
は
片
づ
け
ら

れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

橋
本
論
文
の
右
の
よ
う
な
結
論
は
、
忠
兼
本
か
ら
親
行
本
に
至
る
ま
で
は
、
い
ず
れ
も
忠
実
な
書
写
の

基
、
付
訓
形
態
か
ら
本
文
、
訓
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
内
容
の
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
大
き
な
論
拠
と

し
て
い
る
。
橋
本
論
文
で
も
言
及
す
る
よ
う
に
、
忠
兼
本
は
、
仙
覚
奥
書
に
よ
れ
ば
、

①
二
十
巻
す
べ
て
に
目
録
が
あ
る
。

②
目
録
に
歌
数
表
示
が
な
い
（

短
歌

「
反
歌
」
な
ど
の
表
示
を
持
た
な
い

。

「

」

）

③
題
詞
が
歌
よ
り
低
い
。

④
別
提
訓
の
付
訓
形
式
。

と
い
う
特
徴
を
持
つ
本
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、
本
稿
筆
者
が
想
定
し
て
い
る
親
行
本

の
特
徴
と
は
③
を
の
ぞ
き
、
こ
と
ご
と
く
異
な
っ
て
い
る
。
本
稿
筆
者
が
仙
覚
本
の
底
本
と
し
て
想
定
し

て
い
る
片
仮
名
訓
本
系
統
の
本
は
、
目
録
は
巻
十
五
ま
で
し
か
な
い
し
、
目
録
に
歌
数
表
示
を
持
ち
、
付

訓
形
式
は
傍
訓
で
あ
る
、
そ
し
て
、
そ
の
形
が
そ
の
ま
ま
親
行
本
の
姿
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る
。
な
ら

ば
、
忠
兼
本
と
親
行
本
と
は
、
橋
本
論
文
が
推
定
す
る
よ
う
に
ほ
ぼ
同
様
な
本
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
異

な
っ
た
本
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
説
き
起
こ
す
べ
き
も
の
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と
考
え
る
の
で
、
本
論
文
で
は
こ
れ
以
上
言
及
は
し
な
い
。
が
、
右
の
系
図
の
中
で
親
行
本
の
親
本
と
位

置
付
け
ら
れ
て
い
る
光
行
本
の
奥
書
を
持
つ
本
が
あ
り
、
そ
れ
が
、
紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）
で
あ
る
事
実

を
提
言
し
て
お
く
。
紀
州
本
は
、
片
仮
名
傍
訓
の
伝
本
で
あ
る
（
注

。
）
17

注１

仙
覚
文
永
本
の
奥
書
は
、
文
永
三
年
本
の
伝
本
で
あ
る
西
本
願
寺
本
を
用
い
た
。
た
だ
し
、
一
部
に

他
本
に
よ
り
校
訂
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
原
文
は
漢
文
で
あ
る
が
、
読
み
や
す
さ
を
旨
と
し
て
私
に
読

み
下
し
た
。
以
下
同
じ
。

２

紀
州
本
は
、
後
藤
得
三
『
紀
州
本
万
葉
集

（
昭
和
一
六
年
）
に
、
神
宮
文
庫
本
は

『
神
宮
文
庫

』

、

本

（
昭
和
五
二
年

勉
誠
社
刊
）
に
よ
っ
た
。
春
日
本
は
、
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
蔵
の
写
真

』
に
よ
っ
た
。
な
お
、
万
葉
集
の
歌
番
号
は
旧
国
歌
大
観
番
号
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

３

片
仮
名
訓
本
系
統
の
大
半
の
本
は
傍
訓
の
形
式
で
あ
る
が
、
廣
瀬
本
の
よ
う
に
片
仮
名
別
提
訓
の
形

式
も
見
ら
れ
る
。

４

仙
覚
文
永
本
巻
二
十
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
文
永
本
に
な
っ
て
、
題
詞
を
歌
よ
り
も
高
く
し
て
い
る
と

述
べ
て
い
る
の
で
、
寛
元
本
の
時
点
で
は
題
詞
は
歌
よ
り
も
低
い
形
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

５

紀
州
本
巻
十
の
奥
書
に
は
、
紀
州
本
の
親
本
が
建
保
七
年
１
２
１
９
の
書
写
で
あ
る
記
述
が
見
ら
れ

る
が

『
校
本
万
葉
集

（
首
巻
）
で
は
、
疑
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
正
否
は
改
め
て
問
い
直

、

』

さ
れ
る
必
要
が
あ
る
が
、
当
面
は
、
紀
州
本
は
詳
し
い
書
写
年
代
は
不
明
と
い
う
説
に
従
っ
て
お
く
。

６

本
稿
筆
者
の
非
仙
覚
系
内
部
で
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
論
、
な
ら
び
に
片
仮
名
訓
本
系
統
と
仙
覚
校

訂
本
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
論
と
し
て
は
、
拙
稿
「
長
歌
訓
か
ら
見
た
万
葉
集
の
系
統

（
和
歌

」

文
学
研
究
第
八
九
号

平
成
一
六
年
十
二
月

「
万
葉
集
片
仮
名
訓
本
と
仙
覚
寛
元
本

（
上
代
文
学

）
、

」

第
一
〇
五
号

平
成
二
二
年
一
一
月
）
な
ど
が
あ
る
。

７

後
述
す
る
よ
う
に
、
非
仙
覚
系
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
と
仙
覚
寛
元
本
の
訓
と
の
関
係
は
、
仙
覚

寛
元
本
の
訓
が
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
を
包
摂
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
京
大
本
代
赭
書

き
入
れ
の
訓
は
、
分
布
も
内
容
も
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
訓
と
非
常
に
似
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
京

大
本
代
赭
書
き
入
れ
を
片
仮
名
訓
本
系
統
と
し
て
行
っ
た
考
察
は
、
本
稿
筆
者
の
一
連
の
論
に
大
き
な

支
障
は
来
さ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

８

拙
稿
著
者
の
一
連
の
論
で
は
、
京
赭
に
は
、
主
と
し
て
仙
覚
寛
元
本
の
右
傍
の
訓
、
す
な
わ
ち
寛
元

本
底
本
の
訓
が
反
映
す
る
と
述
べ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
京
赭
に
は
必
ず
し
も
底
本
の
訓
と
は
言
え
な

い
よ
う
な
訓
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
京
赭
に
は
、
一
つ
の
歌
本
文
に
対
し
て
三
つ
以
上
の
訓
が
見

ら
れ
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
ら
が
、
現
存
の
片
仮
名
訓
本
系
統
の
ど
の
本
の
訓
と
も
合
致
し
な
い
場
合

も
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
訓
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
か
。

寛
元
本
は
、
そ
の
奥
書
に
よ
れ
ば
、
歌
本
文
に
対
し
て
、
底
本
の
訓
、
自
ら
の
訂
正
訓
の
他
に
、
そ

れ
ら
の
訓
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、
他
本
の
訓
も
書
き
入
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
寛

元
本
で
は
、
諸
本
を
見
合
わ
せ
て
、
一
部
そ
れ
ら
の
本
の
訓
も
取
り
込
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す

る
と
、
寛
元
本
で
は
、
場
合
の
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
三
種
類
以
上
の
訓
が
並
列
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

現
存
の
京
赭
は
、
文
永
本
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
文
永
本
と
重
な
る
記
述
は
省
略
さ
れ
る
と

考
え
ら
れ
る
（
た
と
え
ば
、
仙
覚
の
訂
正
訓
な
ど

。
が
、
文
永
本
と
重
複
し
な
い
寛
元
本
の
訓
は
基

）

本
的
に
取
り
込
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
京
赭
に
、
底
本
で
あ
る
片
仮
名
訓
本
系
統
以
外
の
訓
と

思
わ
れ
る
訓
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
当
然
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
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９

先
掲
拙
稿
「
万
葉
集
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
性
格
」
に
よ
る
。

当
面
の
代
赭
書
き
入
れ
の
直
後
に
朱
の
注
記
も
存
す
る
。
し
か
し
、
京
大
本
に
見
ら
れ
る
朱
の
注
記

10
は
、
代
赭
の
書
き
入
れ
と
は
明
ら
か
に
性
格
が
異
な
る
た
め
、
今
回
は
考
察
か
ら
除
外
し
た
。

巻
十
秋
雑
歌
の
も
う
一
首
の
長
歌
二
〇
九
二
に
つ
い
て
も
片
仮
名
訓
本
系
統
で
は
題
詞
が
見
ら
れ

11
る
。
た
だ
し
、
こ
の
題
詞
は
、
長
歌
二
〇
九
二
の
前
の
歌
の
題
詞
の
位
置
に
元
暦
校
本
代
赭
書
き
入
れ

や
紀
州
本
に
「
短
歌
」
と
い
う
題
詞
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
も
、
位
置
は
微
妙
に
ず
れ
て
い
る
が
、
一
連

の
記
述
と
考
え
ら
れ
る
（
短
歌
に
「
短
歌
」
と
い
う
題
詞
が
付
さ
れ
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
、

長
歌
二
〇
九
二
の
題
詞
が
紛
れ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る

。
こ
の
部
分
、
京
赭
に
は
見
ら
れ
な
い
。

）

当
面
の
注
記
で
は
、
巻
十
の
長
歌
は
二
首
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
は
三
首
で
あ
る
。

12

紀
州
本
（
巻
五
・
六
・
十

、
廣
瀬
本
（
巻
二
・
十

、
元
赭
（
巻
六
・
十
・
十
九
・
二
十

、
春
日

）

）

）

13
本
（
巻
二
十

。）

仙
覚
以
前
に
、
長
歌
の
こ
と
を
「
短
歌
」
と
称
す
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
藤
原
定
家
の

14
『

』

。

、

、

「

」

万
葉
集
長
歌
短
歌
の
説

が
あ
る

こ
の
書
で
定
家
は

万
葉
集
自
体
に
は

長
歌
の
事
を

短
歌

。

、

「

」

と
称
す
る
事
例
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る

ま
た

本
稿
で
扱
っ
て
い
る
巻
十
目
録
な
ど
の

短
歌

、

、「

」

の
記
述
に
つ
い
て
も
言
及
し

こ
れ
ら
に
つ
い
て

此
一
巻
短
歌
不
似
他
巻

疑
是
後
代
之
所
註
歟

と
、
本
来
の
万
葉
集
の
記
述
で
は
な
い
と
推
測
し
て
い
る
。

寛
元
本
の
奥
書
で
は
、
親
行
本
の
校
訂
に
用
い
ら
れ
た
「
三
証
本
」
に
つ
い
て
、
本
の
装
幀
に
つ
い

15て
の
言
及
が
あ
る
が
、
親
行
本
の
形
態
に
つ
い
て
の
言
及
は
や
は
り
な
い
。

こ
の
想
定
は
、
基
本
的
に
親
行
本
に
直
接
訓
な
ど
を
補
充
し
て
行
く
作
業
を
前
提
と
し
て
い
る
。
だ

16
が
、
仙
覚
が
、
親
行
本
を
忠
実
に
写
し
て
、
そ
れ
に
校
合
し
た
と
い
う
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
で
は

な
い
。
仙
覚
が
、
片
仮
名
傍
訓
で
あ
る
親
行
本
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
活
か
し
て
寛
元
本
を
作
っ
た
と
い

う
想
定
で
あ
る

紀
州
本
（
巻
十
ま
で
）
の
奥
書
は
、
注
５
の
よ
う
に
、
信
頼
性
に
疑
問
が
呈
さ
れ
て
い
る
。
が
、
本

17
稿
の
論
証
に
よ
り
、
そ
の
信
頼
性
は
再
度
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
、
紀
州
本

の
系
統
に
関
す
る
論
を
別
に
用
意
し
て
い
る
。

〈
付
記
〉
本
稿
は
、
平
成
二
六
年
度
上
代
文
学
会
大
会
の
研
究
発
表
（

万
葉
集
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ

「

に
よ
る
仙
覚
寛
元
本
復
元
の
試
み

）
に
基
づ
く
。
研
究
発
表
の
席
上
に
ご
質
問
を
頂
戴
し
た
方
々
、

」

ま
た
、
本
稿
投
稿
時
に
ご
意
見
を
い
た
だ
い
た
上
代
文
学
会
の
編
集
委
員
の
方
々
に
深
く
感
謝
申
し
上

げ
る
。

な
お
、
本
稿
は
、
学
術
振
興
会
の
科
学
研
究
補
助
金
の
助
成
（
基
盤
研
究
（
Ｃ

「
万
葉
集
仙
覚
校

）

訂
本
作
成
過
程
の
解
明
に
関
わ
る
万
葉
集
諸
伝
本
の
包
括
的
研
究
」
課
題
番
号
２
６
３
７
０
２
２
３

研
究
代
表
者
田
中
大
士
）
に
基
づ
く
成
果
で
あ
る
。

ま
た
、
本
稿
執
筆
に
あ
た
り
、
昭
和
美
術
館
か
ら
は
紀
州
本
万
葉
集
の
、
神
宮
文
庫
か
ら
は
神
宮
文
庫

本
万
葉
集
の
、
天
理
大
学
付
属
天
理
図
書
館
は
春
日
本
巻
二
十
の
図
版
掲
載
の
許
可
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
深
く
感
謝
申
し
上
げ
る
。

（
初
出
「
万
葉
集
仙
覚
寛
元
本
の
底
本
」
上
代
文
学
第
一
一
三
号
平
成
二
六
年
十
一
月
三
〇
日
に
掲
載
予

定
）
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結
論

こ
れ
ま
で
述
べ
来
た
っ
た
こ
と
を
要
約
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。
万
葉
集
の
現
存
伝
本
は
、
非
仙

覚
本
系
統
で
は
、
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
と
に
系
統
上
二
つ
に
分
け
る
こ
と
が
出
来
る
。
特
に
片
仮

名
訓
本
系
統
は
、
長
歌
訓
の
分
布
を
共
有
す
る
一
系
統
の
伝
本
群
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
の
片
仮
名
訓

本
系
統
の
う
ち
、
傍
訓
形
式
の
伝
本
は
、
仙
覚
の
第
一
次
校
訂
本
で
あ
る
寛
元
本
の
底
本
と
し
て
用
い
ら

れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
二
点
は
、
大
正
十
三
年
刊
の
『
校
本
万
葉
集
』
以
来
考
え
ら
れ
て
き

た
万
葉
集
の
諸
伝
本
の
と
ら
え
方
と
大
き
く
異
な
る
。
こ
と
に
仙
覚
校
訂
本
と
非
仙
覚
本
系
統
と
の
関
係

は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

従
来
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
か

『
校
本
万
葉
集
』
の
章
者
の
一
人
で
も
あ
る
橋
本
進
吉

。

は
、
仙
覚
校
訂
本
に
残
る
奥
書
の
記
述
や
仙
覚
本
の
底
本
と
考
え
ら
れ
る
親
行
本
の
奥
書
な
ど
を
手
が
か

り
に
、
仙
覚
の
校
訂
本
に
至
る
次
の
よ
う
な
系
譜
を
提
示
し
た
（

万
葉
集
仙
覚
本
と
天
治
本
」
心
の
花

「

第
十
九
巻
三
号

大
正
四
年
三
月

。
）

法
成
寺
宝
蔵
本

讃
州
本

忠
兼
本

光
行
本

親
行
本

（
仙
覚
校
訂
本
底
本
）

仙
覚
寛
元
本
の
底
本
は
親
行
本
で

そ
れ
を
遡
っ
て
行
く
と
忠
兼
本
に
至
る

忠
兼
本
は

讃
州
本

藤

、

。

、

（

原
顕
綱
の
本
）
を
写
し
て
い
る
。
こ
の
讃
州
本
は
、
歌
論
書
『
袋
草
子
』
に
よ
れ
ば
、
法
成
寺
宝
蔵
本
を

写
し
た
人
物
が
二
人
（
橘
俊
綱
と
藤
原
顕
綱
）
い
て
、
そ
れ
以
降
世
の
中
に
万
葉
集
が
流
布
し
た
と
さ
れ

る
人
物
藤
原
顕
綱
の
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
讃
州
本
は
法
成
寺
宝
蔵
本
を
写
し
た
本
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
系
譜
は
何
を
意
味
す
る
か
。
橋
本
氏
は
、
光
行
本
、
親
行
本
、
仙
覚
校
訂
本
の
奥
書
が
ほ
ぼ
同

じ
忠
兼
本
の
奥
書
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
忠
兼
本
の
祖
本
讃
州
本
か
ら
親
行
本
に
至
る
ま
で
、
同
じ

書
写
内
容
で
継
承
さ
れ
て
き
た
と
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
讃
州
本
が
、
万
葉
集
が
世
に
流
布
す
る
き
っ
か

け
と
な
る
伝
本
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
系
譜
は
、
忠
兼
本
の
奥
書
に
あ
る
よ
う
に
、

も
正
統
的
な
万
葉
集
の
「
証
本
」
の
系
譜
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
（
注
１

。
す
な
わ
ち
、
橋
本
論
文

）

が
示
唆
す
る
の
は
、
仙
覚
の
校
訂
本
は
、
万
葉
集
の
伝
来
上
考
え
得
る
限
り
の
善
本
を
底
本
と
し
て
用
い

て
お
り
、
そ
れ
に
仙
覚
の
洞
察
に
と
ん
だ
校
訂
が
加
わ
っ
た
本
で
あ
る
と
言
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
由
緒
あ

る
底
本
と
優
秀
な
校
訂
、
橋
本
氏
が
描
く
仙
覚
の
校
訂
本
の
姿
は
間
然
す
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
こ
の
仙
覚

校
訂
本
底
本
の
系
譜
の
中
に
は
、
天
治
本
以
外
の
非
仙
覚
本
系
の
伝
本
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
も
し
、
こ

の
系
譜
が
正
し
い
な
ら
ば
、
底
本
自
体
が
、
遡
り
う
る
万
葉
集
の

も
古
い
姿
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
そ
れ
以
外
の
伝
本
は
、
正
統
的
な
伝
流
を
は
ず
れ
た
い
わ
ば
末
流
の
本
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
認
識
の
上
に
立
て
ば
、
非
仙
覚
本
系
統
の
諸
本
を
改
め
て
分
類
す
る
こ
と
も
、
非
仙
覚
本
系
統

の
諸
本
と
仙
覚
校
訂
本
と
の
関
係
を
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
に
も
さ
し
た
る
意
味
が
見
出
せ
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
ろ
う
。

一
方
、
橋
本
先
掲
論
文
は
、
忠
兼
本
の
流
れ
を
汲
む
天
治
本
と
仙
覚
本
と
を
比
較
し
な
が
ら
、
仙
覚
本

、

。

、

の
校
訂
本
文
が
際
だ
っ
て
妥
当
で
あ
る
由
を
語
り

仙
覚
校
訂
本
の
優
秀
性
を
強
調
し
て
い
る

つ
ま
り

親
行
本
に
つ
な
が
る
伝
来
が
由
緒
正
し
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
伝
来
の
間
の
本
文
劣
化
は
避
け
ら
れ
ず
、
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そ
れ
を
仙
覚
の
校
訂
が
、
よ
く
妥
当
な
形
に
復
元
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
発
言
は
、
仙
覚
校

訂
本
が

万
葉
伝
来
史
の
上
で
大
き
な
画
期
を
成
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
り

そ
れ
を
承
け
た

校

、

、

『

本
万
葉
集

（
首
巻
）
も
基
本
的
に
そ
の
方
向
で
記
述
さ
れ
て
い
る
（
注
２

。
も
ち
ろ
ん
仙
覚
校
訂
本

』

）

が
万
葉
集
の
伝
来
史
に
お
い
て
重
要
な
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
い
。
し
か
し
、
片
仮
名
訓
本
系

統
が
仙
覚
校
訂
本
の
底
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
上
は
、
仙
覚
の
校
訂
が
、
あ
た
か
も
古
今
独
歩
で

あ
っ
た
か
の
よ
う
な
認
識
は
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

、

。

仙
覚
校
訂
本
の
大
き
な
功
績
と
し
て

万
葉
集
の
す
べ
て
の
歌
に
訓
を
付
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う

仙
覚
が
は
じ
め
て
訓
を
付
し
た
歌
は
「
新
点
歌
」
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
の
新
点
歌
は
全
部
で
一
五
二
首
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
う
ち
の
一
一
二
首
が
長
歌
な
の
で
あ
る
。
仙
覚
が
す
べ
て
の
万
葉
歌
に
訓
を
付
す
に
つ

い
て
は
、
長
歌
へ
の
付
訓
が
重
要
な
鍵
を
握
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
仙
覚
が
新
た
に
訓
を
付
し
た
の
は
全

長
歌
の
約
半
数
。
そ
の
残
り
の
大
部
分
は
片
仮
名
訓
本
系
統
の
祖
本
の
段
階
で
訓
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
片
仮
名
訓
本
系
統
は
、
少
な
く
と
も
訓
に
つ
い
て
は
、
あ
き
ら
か
に
複
数
の
本
か
ら
情
報
を
採
り
、

い
わ
ば
校
訂
本
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
見
る
限
り
、
仙
覚
校
訂
本
の
大
き
な
特
徴
は
、
い
ず

れ
も
片
仮
名
訓
本
系
統
の
祖
本
の
特
徴
と
重
な
っ
て
い
る
。
片
仮
名
訓
本
系
統
で
訓
の
な
い
歌
が
す
な
わ

ち
仙
覚
新
点
歌
に
な
っ
た
よ
う
に
、
仙
覚
校
訂
本
は
、
一
種
の
校
訂
本
と
も
言
え
る
片
仮
名
訓
本
系
統
の

や
り
方
を
継
承
し
た
本
で
あ
る
と
言
え
る
。
仙
覚
校
訂
本
の
生
成
過
程
は
、
ま
ず
先
行
す
る
片
仮
名
訓
本

系
統
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
承
け
て
仙
覚
の
校
訂
作
業
が
進
め
ら
れ
た
と
い
う
観
点
で
見
直
し
が
為
さ
れ
る

べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

万
葉
集
に
お
い
て

『
校
本
万
葉
集
』
以
降
に
新
た
に
見
出
さ
れ
た
主
要
な
伝
本
は
広
瀬
本
一
本
で
あ

、

る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
以
外
の
伝
本
は
『
校
本
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

本
書
の
研
究
に
よ
り
、
非
仙
覚
本
系
統
、
仙
覚
校
訂
本
系
統
い
ず
れ
の
場
合
も
、
そ
の
諸
本
間
の
関
係
は

大
幅
に
変
更
さ
れ
、
全
体
の
枠
組
み
も
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
こ
れ
に
続
く
主
た
る
課
題
は
次
の
通
り
で
あ

る
。甲

片
仮
名
訓
本
系
統
の
諸
本
は
同
一
の
系
統
で
あ
る
が
、
そ
の
共
通
の
祖
本
は
い
つ
、
い
か
な
る
形

で
、
誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
共
通
の
祖
本
の
姿
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
重
要
で
あ
ろ
う
。

乙

仙
覚
寛
元
本
は
、
片
仮
名
訓
本
系
統
の
一
本
を
底
本
と
し
て
校
訂
さ
れ
た
事
が
明
ら
か
に
な
り
、

そ
の
寛
元
本
の
姿
を
反
映
す
る
本
と
し
て
京
大
本
代
赭
書
き
入
れ
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
同

本
を
詳
細
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
仙
覚
の
校
訂
本
が
ど
の
よ
う
に
形
作
ら
れ
て
い
っ
た
の
か

解
明
を
行
う
。

注１

万
葉
集
の
諸
本
の
本
文
を
詳
細
に
比
較
検
討
し
た
小
島
憲
之
「
万
葉
集
原
典
批
評
一
私
考

（
国
語

」

国
文
第
十
三
巻
第
三
号

昭
和
十
八
年
三
月
）
は
、
諸
本
間
の
本
文
の
異
同
の
少
な
さ
か
ら
、
現
存
諸

本
は
い
ず
れ
も
法
成
寺
宝
蔵
本
を
淵
源
と
し
て
い
る
と
結
論
付
け
て
い
る
。

２

先
掲
橋
本
進
吉
「
万
葉
集
仙
覚
本
と
天
治
本
」
は

『
校
本
万
葉
集

（
首
巻
）
に
お
い
て

「
万
葉

、

』

、

集
諸
本
系
統
の
研
究
」
の
中
で
「
橋
本
進
吉
氏
の
研
究
」
と
い
う
題
目
を
立
て
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
採

録
さ
れ
て
い
る
。

（
初
出

国
文
研
フ
ォ
ー
ラ
ム
研
究
発
表
「
万
葉
集
の
伝
本
研
究
は
ど
う
し
て
進
展
し
な
か
っ
た
の
か
」

平
成
二
六
年
六
月
一
八
日
）
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