
宗
干
集
の
本
文
系
統

時
雨
亭
文
庫
二
本
を
加
え
て

藤
　
田
　
洋

ム
ロ亨

（
一
）

　
冷
泉
家
時
雨
亭
の
蔵
書
の
公
開
に
よ
っ
て
、
私
家
集
の
本
文
研
究
は
大

幅
な
再
検
討
を
迫
ら
れ
て
い
る
。
平
安
末
期
、
あ
る
い
は
鎌
倉
期
書
写
の

本
文
が
次
々
と
紹
介
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
。
そ
う
い
う
意
昧
で
三
十
六
人
集
も
従
来
と
は
違
っ
た
視
点
か
ら
考
察

が
加
え
ら
れ
る
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
二
年
ほ
ど
の

問
に
二
本
の
写
本
が
紹
介
さ
れ
た
宗
干
集
も
、
改
め
て
そ
の
本
文
系
統
を

考
え
直
す
べ
き
時
期
が
来
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
宗
干
集
は
、
古
今
歌
人
・
源
宗
子
の
家
集
で
、
三
十
六
人
集
を
中
心
に

多
く
の
伝
本
が
あ
る
。
源
宗
干
一
？
－
天
慶
二
年
九
三
九
一
は
、
光
孝
源
氏
、
是

忠
親
王
の
息
で
、
三
十
六
歌
仙
に
も
選
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
家
集
・
宗
干

集
は
、
従
来
は
次
の
四
系
統
の
本
文
が
知
ら
れ
て
お
り
、
近
年
宗
干
集
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
｝
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
〕

紹
介
し
て
お
ら
れ
る
樋
口
芳
麻
呂
氏
、
島
田
良
二
氏
、
片
桐
洋
一
氏
の
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
一

氏
と
も
に
、
「
同
一
系
統
か
ら
派
生
し
た
」
と
考
え
ら
れ
る
次
の
四
系
統

に
分
類
し
て
お
ら
れ
る
。

　
　
①
西
本
願
寺
本
系
統
　
　
　
　
　
四
〇
首
　
一
西
本
願
寺
本
と
略
称
一

　
　
②
正
保
版
本
歌
仙
家
集
系
統
　
　
二
八
首
　
　
　
一
歌
仙
本
と
略
称
一

　
　
③
伝
俊
成
筆
本
　
　
　
　
　
　
　
二
四
首
　
　
一
俊
頼
本
と
略
称
一

　
　
④
書
陵
部
一
書
・
一
二
一
甲
本
　
　
　
　
三
八
首
一
書
陵
部
甲
本
と
略
称
一

こ
こ
に
、
二
一
二
首
本
の
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
の
唐
紙
装
飾
本
、
同
じ
く
時

雨
亭
文
庫
の
一
三
首
本
で
あ
る
資
経
書
写
本
と
い
う
歌
数
の
相
違
す
る
二

本
が
新
た
に
加
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
模
写
本
が
正
し
け
れ
ば
最
も
古
い
本

文
で
あ
る
伝
俊
頼
筆
本
、
同
じ
く
平
安
期
の
書
写
と
な
る
西
本
願
寺
本

に
、
唐
紙
装
飾
本
と
い
う
平
安
期
書
写
の
三
本
と
、
鎌
倉
期
・
永
仁
元
年

一
一
二
九
一
一
一
一
写
の
資
経
書
写
本
の
、
四
本
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
た
形
態
で
出
現
し

た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
小
さ
な
家
集
で
は
あ
る
が
、
改
め
て
本
文
を

考
察
し
て
み
た
い
。
な
お
、
新
出
資
料
は
、
時
雨
亭
叢
書
の
写
真
版
に
拠

り
、
そ
れ
ぞ
れ
唐
紙
本
、
資
経
本
と
呼
称
す
る
。

（
二
）
　
伝
俊
頼
筆
本
と
い
う
存
在

　
伝
俊
頼
本
一
以
下
、
俊
頼
本
と
略
称
す
る
一
は
、
尊
経
閣
文
庫
所
蔵
、

　
　
　
　
一
5
一

久
曽
神
昇
氏
が
最
初
に
紹
介
し
て
お
ら
れ
る
。
江
戸
期
後
半
の
写
本
で
袋

綴
じ
、
全
九
丁
。
見
返
し
部
分
に
「
原
本
者
俊
頼
卿
之
筆
欺
」
と
い
う
貼

紙
が
あ
る
。
そ
し
て
同
じ
屍
返
し
部
分
の
右
下
に
二
行
で
「
む
ね
ゆ
き
か

一
！

’



　
し
ふ
」
と
仮
名
書
き
、
す
ぐ
左
に
「
宗
干
集
」
と
漢
字
で
内
題
が
記
さ
れ

　
て
い
る
。
一
面
六
－
八
行
書
で
、
和
歌
は
三
行
書
、
後
半
の
三
首
は
、
一

一
面
に
一
首
、
散
ら
し
書
き
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
久
曽
神
氏
は
、
俊
頼
本
に
つ
い
て
「
現
存
本
は
す
べ
て
同
一
本
よ
り
生

　
じ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
一
申
略
一
尊
経
閣
文
庫
本
は
、
伝
俊
頼
筆
古

　
紗
本
を
忠
実
に
模
写
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
一
首
の
う
ち
中
途
の
七
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
百
｝

　
一
第
七
首
乃
至
第
二
二
首
一
を
失
っ
た
も
の
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
、
以
降
、

　
　
　
一
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
8
）

　
島
田
氏
、
片
野
達
郎
氏
な
ど
宗
千
集
の
諸
本
を
述
べ
る
際
は
、
す
べ
て
こ

　
の
久
曽
神
氏
の
見
解
を
踏
襲
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
度
改
め

　
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
俊
頼
本
の
歌
数
は
二
四
首
で
は
な
く
、
二
一
二
首
で

　
あ
っ
た
。
し
か
も
、
先
に
紹
介
し
た
本
文
の
書
写
状
況
も
歌
数
も
、
ほ
と

　
ん
ど
唐
紙
本
と
一
致
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ち
な
み
に
、
親
本
の
書
誌

　
が
裏
見
返
し
に
次
の
如
く
記
述
し
て
あ
る
。

「
昏
数
十
枚
　
内
墨
付
七
枚
　
但
端
ノ
表
需
付
二
字
数
十
ア
リ
此

　
　
　
　
表
需
ツ
ケ
ト
モ
ニ
八
枚
也
奥
二
自
昏
二
枚
但
一
枚
ハ
表
昏

　
　
　
　
ツ
ケ
ニ
用
之
也
惣
合
十
枚
也

本
ノ
大
サ
　
長
六
寸
横
五
寸
分
半

　
　
　
　
両
需
カ
ラ
需
　
地
紋
カ
ラ
草
　
ヤ
マ
ト
ト
チ
ニ
ク
㌧
リ
也

　
　
　
　
行
ハ
不
定
而
書
之

表
需
ハ
ツ
・
ミ
表
昏
ノ
カ
ラ
需
　
地
紋
キ
ツ
カ
ウ
ウ
ラ
ヲ
モ
テ
属
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
但
真
中
ニ
ト
モ
エ
ノ
丸
一
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
端
二
竹
ヲ
立
也
竹
ノ
ハ
・
二
分
半

外
題
ハ
宗
干
　
如
此
二
字
ア
リ
但
ウ
チ
ツ
ケ
書
也
外
魑
ノ
在
所
常
ノ
集
ノ

　
　
　
　
　
　
外
題
ノ
コ
ト
ク
端
ニ
ア
リ
　
　
　
　
　
」

ア
」
の
書
誌
情
報
か
ら
、
俊
頼
本
の
親
本
は
、
紙
数
十
枚
で
う
ち
墨
付
は
七

丁
、
表
紙
に
貼
り
付
け
ら
れ
た
一
枚
目
に
は
十
文
字
が
あ
る
一
俊
頼
本
内

題
の
「
む
ね
ゆ
き
か
し
ふ
」
と
「
宗
干
集
」
と
の
十
文
字
を
さ
す
）
。
犬

き
さ
は
縦
約
一
八
セ
ン
チ
、
横
一
五
セ
ン
チ
余
ほ
ど
で
、
料
紙
は
唐
紙
、

料
紙
文
様
は
唐
草
。
表
紙
も
唐
紙
で
、
「
ツ
ミ
一
・
」
表
紙
と
い
う
装
丁
で
、

亀
甲
文
様
の
中
心
に
巴
の
丸
が
一
つ
あ
る
。
外
題
は
題
簸
が
な
く
直
接
「
宗

干
」
と
左
側
に
記
さ
れ
て
あ
っ
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
料
紙
、
表
紙
、
形

態
か
ら
、
片
桐
氏
の
詳
述
し
て
お
ら
れ
る
唐
紙
本
を
連
想
さ
せ
、
包
背
と

思
わ
れ
る
「
ツ
㌧
ミ
」
表
紙
一
唐
紙
本
で
は
綴
じ
が
離
れ
て
い
る
が
唐
紙

本
他
集
は
包
背
装
一
、
ま
た
八
双
の
存
在
（
唐
紙
本
の
竹
の
幅
は
不
明
）
、

外
題
、
内
題
の
状
況
な
ど
、
共
通
す
る
と
こ
ろ
が
実
に
多
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
俊
頼
本
の
親
本
は
、
唐
紙
本
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
歌
数
も
書

写
の
形
態
も
酷
似
す
る
唐
紙
本
と
俊
頼
本
と
を
比
較
検
討
し
て
み
た
い
。

（
三
）
　
唐
紙
本
と
伝
俊
頼
筆
本

　
唐
紙
本
と
俊
頼
本
と
が
単
に
同
じ
歌
数
で
、
書
写
態
度
が
酷
似
す
る
だ

け
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
俊
頼
本
の
親
本
が
唐
紙
本
に
あ
た
る
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
両
本
は
、
墨
付
の
丁
数
が
一
致
す
る
だ
け
で
な
く
、
見
返
し
部
分

の
「
む
ね
ゆ
き
か
し
ふ
　
宗
干
集
し
と
い
う
内
題
表
記
が
同
じ
で
、
か
つ

ほ
ぼ
同
じ
右
下
と
い
う
場
所
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、

本
文
も
一
行
の
文
字
数
、
改
行
位
置
な
ど
が
一
致
し
て
い
る
。
第
一
丁
表

で
俊
頼
本
が
一
行
多
く
、
以
降
第
二
丁
裏
ま
で
一
行
ず
つ
俊
頼
本
が
唐
紙

本
と
相
違
し
唐
紙
本
の
次
丁
の
一
行
目
を
取
り
込
む
形
に
な
る
が
、
第
三

■2■



丁
目
か
ら
は
、
一
面
の
行
数
、
内
容
、
改
行
位
置
ま
で
も
が
一
致
を
見
る
。

し
か
も
一
行
分
相
違
す
る
俊
頼
本
に
は
、
丁
の
替
わ
り
目
を
示
す
合
点
が

行
間
上
部
に
付
さ
れ
、
親
本
の
一
面
ご
と
の
行
数
が
判
明
す
る
配
慮
が
な

さ
れ
て
い
る
。
そ
の
合
点
に
着
目
し
て
ゆ
く
と
、
親
本
各
面
の
行
数
、
行

ご
と
の
文
字
数
が
唐
紙
本
に
全
く
一
致
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
さ
ら
に
、
文
字
に
着
目
す
る
と
、
平
安
期
の
文
字
と
江
戸
期
の
文
字
の

相
違
は
あ
る
も
の
の
、
字
母
は
た
っ
た
一
字
を
除
い
て
一
致
し
、
忠
実
に

唐
紙
本
を
模
写
し
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
面

行
数
、
改
行
位
置
は
完
全
に
一
致
し
、
漢
字
、
か
な
の
表
記
・
か
な
の
字

母
ま
で
が
ほ
ぼ
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
俊
頼
本
と
唐
紙
本
の
本
文
上
の
相
違
点
は
次
の
二
箇
所
に
す
ぎ

な
い
。

ω
1
2
番
歌
　
二
句

ω
2
2
番
歌
　
二
旬

唐
紙
本

俊
頼
本

唐
紙
本

俊
頼
本

や
と
り
や
す
へ
し

　
　
　
は

や
と
り
や
す
へ
し

お
の
か
□
］
を
は

お
の
か
と
し
を
は

あ
ろ
う
。
ω
は
、
唐
紙
本
の
表
面
が
擦
れ
て
判
読
不
可
能
の
箇
所
で
あ
る
。

歌
は
「
ゆ
き
っ
も
る
を
の
が
と
し
を
ば
し
ら
ず
し
て
は
る
を
ば
あ
す
と
き

く
ぞ
う
れ
し
き
」
と
い
う
『
拾
遺
集
』
源
重
之
の
作
一
歌
仙
本
は
こ
の
歌

も
削
除
一
で
、
俊
頼
本
が
拾
遺
集
を
参
考
に
し
て
補
っ
た
も
の
か
、
転
写

当
時
は
判
読
可
能
で
あ
っ
た
も
の
と
権
測
さ
れ
る
。

　
一
方
、
本
文
の
観
点
か
ら
見
る
と
、
こ
の
二
本
の
共
通
点
は
実
に
多
い
。

両
本
の
特
徴
的
な
一
致
点
を
掲
げ
る
と
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
例
が
浮

か
ぶ
。
改
行
は
、
書
写
形
態
を
も
窺
い
知
れ
る
よ
う
に
、
唐
紙
本
に
合
わ

せ
た
が
、
俊
頼
本
と
も
同
じ
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
と

わ
か
こ
ひ
の
か
す
に
し
た
ら
は

し
ろ
た
へ
の
は
ま
の
ま
さ
こ

も
つ
き
ぬ
へ
ら
な
り

　
七
月
七
日
暁
に
讃

け
ふ
は
と
て
わ
か
る
・
と
き
は

あ
ま
の
か
は
渡
ら
ぬ
さ
き
に

そ
て
そ
ひ
ち
ぬ
る

■3■

こ
の
う
ち
、
ω
は
「
あ
き
の
た
に
や
と
り
や
す
へ
し
お
み
な
へ
し
な
を
む

つ
ま
し
み
た
ひ
な
ら
な
く
に
」
（
唐
紙
本
）
と
い
う
和
歌
で
あ
る
が
、
『
古

今
集
』
藤
原
敏
行
の
作
で
、
『
古
今
集
』
で
は
二
旬
目
「
や
ど
り
は
す
べ

し
」
と
い
う
本
文
で
あ
り
、
資
経
本
や
西
本
願
寺
本
、
書
陵
部
甲
本
も

「
や
ど
り
は
す
べ
し
」
の
本
文
と
な
っ
て
い
る
一
歌
仙
本
は
こ
の
歌
を
削

除
）
。
お
そ
ら
く
本
文
の
「
や
」
が
誤
謬
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
原

本
の
「
や
」
に
小
さ
く
ミ
セ
ケ
チ
を
付
し
て
「
は
」
を
傍
記
し
た
も
の
で

五
番
歌
の
二
旬
目
が
両
本
と
も
に
「
か
す
に
し
た
ら
ば
」
と
い
う
表
記
で
、

「
か
す
に
し
と
ら
は
」
と
い
う
『
古
今
集
』
や
他
本
の
本
文
と
相
違
し
、

異
文
と
し
て
「
と
」
を
併
記
し
て
い
る
点
も
一
致
す
る
。
ま
た
全
体
に
仮

名
表
記
の
多
い
写
本
で
あ
る
が
、
六
番
歌
の
詞
書
の
表
記
の
み
が
と
も
に

漠
字
を
多
用
し
て
、
表
記
も
一
致
し
て
い
る
。

む
す
め
の
み
ち
の
く
に
へ
ま
か



10

　
る
に
宮
よ
り
た
ま
は
り
た
る

　
　
　
　
　
カ
さ

い
か
て
な
を
風
と
り
や
ま
に
身

を
な
し
て
つ
ゆ
け
き
た

ひ
に
そ
は
む
と
そ
お
も
ふ

　
返
し
　
む
す
め

カ
さ風

と
り
の
山
と
た
の
み
し
き

み
を
・
き
て
な
み
た
の
あ
め
に

ぬ
れ
つ
㌧
そ
行

『
後
撰
集
』
や
他
系
統
の
本
文
は
、
九
番
歌
二
旬
目
・
一
〇
番
歌
初
句
の

地
名
を
「
か
さ
と
り
山
（
笠
取
山
）
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
両
本
の
み

「
風
と
り
山
」
（
「
か
さ
と
り
」
と
も
読
み
得
る
が
）
と
い
う
本
文
で
あ
り
、

「
か
さ
と
り
」
を
注
記
本
文
と
し
て
併
記
し
て
い
る
。
歌
の
内
容
か
ら
山

城
の
歌
枕
の
「
笠
取
山
」
で
、
そ
の
縁
で
「
露
け
き
」
「
涙
の
雨
」
が
詠

み
込
ま
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
あ
え
て
「
風
と
り
山
」
と
い
う

本
文
を
と
も
に
採
用
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
両
本
の
近
さ
を
物
語
っ
て
い

る
。
ま
た
一
〇
番
歌
の
詞
書
「
返
し
む
す
め
」
は
唐
紙
本
で
は
書
入
本
文

ら
し
く
小
字
で
記
さ
れ
る
が
、
俊
頼
本
で
も
や
や
小
さ
く
記
さ
れ
て
い

る
。

犯

　
は
ら
か
ら
な
人
の
う

　
ら
め
し
き
7
」
と
あ
る
を
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

君
を
わ
れ
い
も
せ
の
や

　
　
あ
　
き

ま
も
は
る
く
れ
は
い
ろ
か

は
り
ぬ
る
物
に
そ
あ
り
け
る

ア
」
の
一
九
番
歌
、
詞
書
「
は
ら
か
ら
な
人
」
は
、
「
は
ら
か
ら
な
る
人
」

の
誤
り
で
あ
ろ
う
し
、
歌
も
「
色
変
は
り
ぬ
る
」
と
い
う
以
上
「
秋
く
れ

ば
」
の
ほ
う
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
両
本
と
も
右
の
よ
う
に
勅
撰
集

と
も
他
系
統
本
文
と
も
相
違
し
た
本
文
で
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま

た
詞
書
の
末
尾
「
に
」
は
、
唐
紙
本
・
俊
頼
本
は
と
も
に
字
母
〕
一
」
の

仮
名
で
、
二
行
目
の
左
に
小
さ
く
記
さ
れ
て
い
る
点
も
一
致
し
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
共
通
点
か
ら
、
俊
頼
本
の
親
本
は
唐
紙
本
で
あ
り
、
唐

紙
本
の
忠
実
な
模
写
本
が
俊
頼
本
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
結
果
、
宗
干
集
の
諸
本
か
ら
、
二
四
首
本
と
い
う
形
態
も
、

平
安
期
の
俊
頼
筆
本
と
い
う
存
在
も
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

と
い
う
よ
り
も
、
二
四
首
本
と
い
う
形
態
も
俊
頼
筆
本
と
い
う
存
在
も
元

来
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
俊
頼
筆
と
い
う
表
現
が
ど
こ
か
ら
生
じ
て
き
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
少
な
く
と
も
唐
紙
本
の
形
態
か
ら
は
平
安
期
末
頃
の
書
写
と
い
う
推

定
し
か
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
源
俊
頼
は
、
金
葉
集
撰
者
と
し
て
知

ら
れ
る
歌
人
で
あ
る
が
、
ま
た
書
の
世
界
で
も
伝
承
筆
者
と
し
て
の
名
は
し

ば
し
ば
耳
に
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
親
本
の
平
安
期
写
と
い
う
面
と
源
俊
頼

の
知
名
度
だ
け
で
、
俊
頼
を
伝
承
筆
者
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
時
雨
亭
叢
書
の
解
説
の
中
で
片
桐
氏
は
、
唐
紙
本
全
体
の
伝
来
等
に
触

れ
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。
長
文
に
な
る
の
で
、
私
に
ま
と
め
た
。

　
「
『
小
野
小
町
集
』
『
遍
照
集
』
『
素
性
法
師
集
』
『
兼
輔
中
納
言
集
』
『
宗

予
集
』
『
高
光
集
』
一
い
ず
れ
も
内
題
に
よ
る
呼
称
一
は
、
」
「
六
点
と
も
三
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十
六
歌
仙
の
集
で
あ
る
の
で
、
三
十
六
人
集
と
し
て
一
括
書
写
制
作
さ
れ

た
も
の
の
一
部
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
」
「
文
化
庁
は
平
安
時
代
の
装
飾
本
を

模
倣
し
た
鎌
倉
時
代
の
装
飾
本
と
し
て
重
要
文
化
財
に
指
定
し
て
い
る

が
」
「
『
冷
泉
家
の
至
宝
展
』
の
図
録
で
は
「
伝
俊
頼
筆
　
平
安
時
代
後
期

写
」
と
し
て
い
る
。
」
「
平
安
時
代
の
ご
く
末
期
の
書
写
に
か
か
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
」
そ
し
て
そ
の
書
写
時
期
は
素
性
法
師
集
・
遍
照
集
の
奥

書
な
ど
か
ら
、
「
統
子
内
親
王
が
上
西
門
院
と
呼
ば
れ
た
、
平
治
元
年
か

ら
文
治
五
年
ま
で
の
三
十
年
間
に
な
さ
れ
た
」
も
の
で
あ
る
。
素
性
集
の

包
み
紙
に
、
『
素
健
集
　
俊
頼
筆
と
古
筆
了
伸
云
』
と
記
さ
れ
、
ま
た
遍

照
集
に
つ
い
て
は
、
冷
泉
家
第
二
十
一
代
当
主
為
紀
伯
の
添
え
状
一
明
治

三
十
六
年
一
に
俊
頼
筆
と
い
う
推
定
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の

六
人
の
家
集
は
「
一
播
し
て
あ
る
時
点
で
冷
泉
家
に
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
、

江
戸
初
期
の
時
点
で
は
冷
泉
家
に
は
な
か
っ
た
。
」

　
さ
ら
に
片
桐
氏
は
「
な
お
、
つ
い
で
に
い
え
ば
」
と
断
わ
っ
た
う
え
で

「
こ
の
唐
紙
装
飾
本
に
は
、
定
家
・
為
家
な
ど
に
よ
る
集
付
や
勘
物
や
本

文
の
校
含
・
校
訂
な
ど
の
加
筆
が
な
く
、
定
家
・
為
家
の
手
沢
本
で
は
な

か
っ
た
と
思
わ
せ
る
も
の
が
あ
る
が
、
他
の
多
く
の
私
家
集
が
霊
元
天
皇

の
勅
命
に
よ
っ
て
書
写
さ
れ
て
宮
内
庁
書
陵
部
に
蔵
せ
ら
れ
て
い
る
の
と

違
っ
て
、
こ
の
類
の
も
の
を
書
写
し
た
痕
跡
が
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
逸
品

を
見
逃
す
は
ず
も
な
い
か
ら
、
本
来
冷
泉
家
に
伝
来
し
て
い
た
の
で
は
な

く
、
江
戸
時
代
の
中
期
以
降
に
何
ら
か
の
事
情
で
収
め
ら
れ
た
と
い
う
可

能
性
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
」

と
も
記
し
て
お
ら
れ
る
。

　
唐
紙
本
の
伝
来
に
つ
い
て
の
片
桐
氏
の
推
測
を
も
交
え
た
解
説
に
よ
っ

て
、
多
く
の
こ
と
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
だ
け
の
本
で
あ
る
の
に
、
も
し

書
写
時
期
で
あ
る
平
安
末
期
か
ら
蔵
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
定

家
や
為
家
の
集
付
・
書
入
な
ど
が
な
い
こ
と
も
、
書
陵
部
に
そ
の
摸
本
が

な
い
こ
と
も
不
自
然
な
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
と
俊
頼
本
の

存
在
を
あ
わ
せ
て
考
え
て
み
る
と
、
冷
泉
家
に
納
れ
ら
れ
る
以
前
に
門
源

俊
頼
筆
』
と
呼
ば
れ
て
い
た
古
写
本
群
が
あ
り
、
そ
の
古
写
本
群
が
冷
泉

家
に
納
入
さ
れ
、
そ
の
直
前
に
書
写
さ
れ
た
も
の
が
結
果
的
に
尊
経
閣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
g
一

所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
『
古
筆
犬
辞
典
』
に
お
け
る

唐
紙
本
と
思
わ
れ
る
一
群
の
写
本
に
対
す
る
扱
い
な
ど
か
ら
も
、
こ
の
唐

紙
本
は
明
治
三
六
年
の
冷
泉
家
当
主
為
紀
伯
の
添
え
状
以
前
に
、
「
俊
頼

筆
」
と
い
う
伝
承
が
付
加
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、

冷
泉
家
に
納
入
さ
れ
る
以
前
に
、
俊
頼
筆
の
古
写
本
と
し
て
唐
紙
本
の
宗

干
集
は
書
写
さ
れ
、
結
果
的
に
尊
経
閣
に
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る

と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
片
桐
氏
は
、
解
題
の
中
で
唐
紙
本
と
俊
頼
本
と
の
関
係
を
全
く

触
れ
て
お
ら
れ
な
い
が
、
氏
も
監
修
に
加
わ
っ
て
お
ら
れ
る
『
冷
泉
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
0
一

至
宝
展
』
で
は
赤
瀬
信
吾
氏
が
「
尊
経
閣
文
庫
蔵
本
と
関
連
す
る
か
。
」

と
記
し
て
お
ら
れ
る
。

（
四
）
　
宗
干
集
の
形
態

　
二
四
首
本
と
い
う
形
態
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
て
、
そ

れ
で
は
宗
干
集
は
元
来
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
同
一

祖
本
」
か
ら
派
生
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
の
家
集
は
、
諸
本
間
で
も

歌
の
配
列
に
ほ
と
ん
ど
差
が
な
い
。
一
部
歌
仙
本
系
統
で
歌
が
見
ら
れ
な

い
箇
所
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
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［
表
］
　
宗
子
集
和
歌
配
列
一
覧

14 13 12 11 五〇 9 8 7 6 5 4 3 2 1 通し番号1
5
一
7 6 一 一 一 ’ 凹 一 一 ’ 5 4 3 2 1 唐紙本

や
ま
ざ
と
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ

今
は
と
て
わ
か
る
る
時
は

そ
へ
て
や
る
あ
ふ
ぎ
の
風
の

別
れ
賂
は
心
も
ゆ
か
ず

袖
ぬ
れ
て
わ
か
れ
は
す
と
も

雪
ふ
り
て
と
し
の
く
れ
ぬ
る

と
き
は
な
る
松
の
み
ど
り
も

あ
は
ず
し
て
こ
よ
ひ
あ
け
な
ば

思
ふ
と
も
恋
ふ
と
も
い
か
が

う
ら
む
れ
ど
恋
し
と
君
が

我
が
恋
の
数
に
し
と
ら
ば

い
つ
は
と
は
時
は
わ
か
ね
ど

忘
れ
草
か
れ
も
や
す
る
と

つ
れ
も
な
く
な
り
ゆ
く
人
の

あ
づ
ま
ぢ
の
さ
や
の
中
山

初
二
旬

6 一 ’ 一 ■ ’ 凹 一 ■ 5 4 3 2 1 伝俊頼本7
一
1
5 14 13 12 u 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ！ 資経本

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 書陵部甲本

15 14 五3 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 西本願寺本

15 14 ！3 12 11 王O 9 8 7 6 5 4 3 2 1 歌仙家集本

古
今
3
王
5
宗
干

古
今
1
8
2
宗
干

後
撰
！
3
3
0
不
知

後
撰
1
3
2
9
不
知

後
撰
1
3
2
8
不
知

古
今
3
4
0
不
知

古
今
2
4
宗
干

古
今
6
2
4
不
知

後
撰
9
9
8
不
知

後
撰
9
9
7
不
知

後
撰
6
4
3
棟
梁

古
今
1
8
9
不
知

古
今
8
0
1
宗
予

古
今
7
8
8
宗
干

後
撰
5
0
8
宗
干 備

考

　
（
上
段
、
表
中
の
数
字
は
各
家
集
の
歌
番
号
、
一
は
、
歌

が
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
歌
仙
本
最
後
の
2
9
の
カ
ッ
コ

は
、
諸
本
に
よ
り
あ
る
場
含
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
備

考
欄
の
「
不
知
」
は
「
よ
み
し
ら
ず
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
）

　
宗
子
集
と
い
う
家
集
が
、
少
し
ず
つ
付
加
を
重
ね
て

現
存
本
の
諸
形
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
表
か
ら

も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
宗
予
集
の
性
格
に
つ
い

て
は
、
例
え
ば
片
桐
氏
が
述
べ
て
お
ら
れ
る
ご
と
く

「
『
業
平
集
』
『
小
町
集
』
『
敏
行
集
』
『
興
風
集
』
『
友

則
集
』
な
ど
と
同
じ
く
『
古
今
集
』
『
後
撰
集
』
所
載

の
宗
干
の
歌
を
中
核
と
し
て
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
や
他

人
の
歌
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
も

の
」
と
把
握
で
き
る
。
お
そ
ら
く
宗
干
集
は
二
十
八
首

の
と
こ
ろ
で
一
段
階
、
続
く
三
首
が
拾
遺
集
か
ら
の
増

補
歌
群
、
そ
れ
以
降
が
系
統
ご
と
の
増
補
部
分
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
例
え
ば
、
書
陵
部
甲
本
は
、
三
十
六

人
集
の
中
で
も
「
異
本
三
十
六
人
集
」
と
も
呼
ば
れ
る

ほ
ど
異
本
が
多
い
セ
ッ
ト
で
あ
る
が
、
書
陵
部
甲
本
は

三
三
首
目
ま
で
は
、
異
文
注
記
が
本
文
化
し
た
と
思
わ

れ
る
重
出
歌
二
首
を
除
く
と
他
系
統
の
三
一
首
と
同
じ

和
歌
を
同
配
列
で
も
っ
て
お
り
、
そ
の
後
に
貫
之
集
か

ら
の
増
補
、
古
今
和
歌
六
鮎
と
大
和
物
語
か
ら
一
首
ず

つ
を
補
し
て
現
在
の
形
態
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
た
だ
し
、
書
陵
部
甲
本
の
家
集
の
場
含
、
多
く
時
雨

－6■



35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16

’ 一 23 22 21 20 19 ＾ 18 17 一 16 15 14 13 12 11 10 9 8
あ
け
が
た
き
外
山
の
雲
の

よ
の
人
の
お
よ
び
が
た
き
は

あ
さ
ま
だ
き
露
わ
け
き
つ
る

雪
つ
も
る
お
の
が
と
し
を
ば

年
月
は
む
か
し
に
あ
ら
ず

わ
ぎ
も
こ
に
あ
ふ
さ
か
山
の

君
を
わ
れ
い
も
せ
の
山
も

恋
と
い
へ
ば
み
ま
れ
見
ず
ま
れ

君
と
い
へ
ば
み
ま
れ
み
ず
ま
れ

よ
そ
に
し
て
恋
ふ
れ
ば
く
る
し

自
露
の
お
か
ま
く
お
し
き

自
露
の
お
か
ま
く
お
し
み

梓
弓
い
る
さ
の
山
は

我
が
や
ど
の
庭
の
あ
き
は
ぎ

人
を
お
も
ふ
心
の
わ
れ
に

秋
の
野
に
や
ど
り
は
す
べ
し

君
が
ゆ
く
方
に
あ
り
て
ふ

か
さ
と
り
の
山
と
た
の
み
し

い
か
で
な
ほ
か
さ
と
り
山
に

今
日
人
を
こ
ふ
る
心
は

’ 一 23 22 21 20 19 ． 18 17
一 16 15 14 13 12 11 10 9 8

一 ’ 31 30 29 28 27 ｝ 26 25 ’
24＝ 23 22 21 20 19 18 17 16

一 一 33 32 3五 30 29 28 24 27 25 26 23 22 21 20 19 18 17 16

33 32 31 30 29 28 27 ’ 26 25 ’ 24 23 22 21 20 19 18 17 16

■ ’ 28 ’ 27 26 25 巾 一 24 ’ 23 23 21 20 ■
五9 18 17 16

出
典
不
明

拾
遺
8
9
1
天
暦
御
製

拾
遺
7
2
0
行
時

拾
遺
2
6
2
重
之

拾
遺
4
7
五
貫
之

古
今
！
！
0
7
不
知

後
撰
3
8
0
不
知

同
左
重
坦

古
今
6
8
0
忠
行

古
今
5
4
1
不
知

同
左
（
重
出
）

後
撰
3
0
0
不
知

後
撰
3
7
9
宗
干

後
撰
2
9
9
宗
子

古
今
5
2
3
不
知

古
今
2
2
8
敏
行

後
撰
1
3
2
7
不
知

後
撰
1
3
2
6
不
知

後
撰
1
3
2
5
不
知

古
今
1
1
0
6
不
知

亭
叢
書
の
刊
行
以
降
そ
の
親
本
が
次
々
と
判
明
し
つ
つ

あ
る
の
に
、
こ
の
た
び
刊
行
さ
れ
た
『
資
経
本
こ
で

は
素
性
集
と
こ
の
宗
干
集
の
二
本
が
書
陵
部
甲
本
の
親

本
で
は
な
か
っ
た
。
残
る
山
辺
集
・
家
持
集
・
伊
勢
集

な
ど
七
本
は
書
陵
部
甲
本
の
親
本
が
写
真
版
で
明
ら
か

に
な
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
書
陵
部
甲
本
の
宗
干
集

は
、
時
雨
亭
の
資
経
書
写
本
と
形
態
を
異
に
す
る
数
少

な
い
例
の
一
つ
で
あ
る
。
資
経
本
と
書
陵
部
甲
本
の
関

係
は
、
他
の
三
十
六
人
集
の
刊
行
を
待
っ
て
再
び
考
え

て
み
た
い
の
で
、
今
回
は
割
愛
し
た
い
。

（
五
）
歌
仙
家
集
本
と
伝
定
家
筆
本

　
先
の
表
で
歌
仙
本
に
の
み
歌
が
見
ら
れ
な
い
場
合
が

あ
り
、
す
で
に
他
人
詠
の
削
除
と
触
れ
て
き
た
が
、
歌

仙
本
の
性
格
に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
一
」

の
よ
う
な
他
人
歌
の
削
除
が
藤
原
定
家
に
関
わ
る
か
ど

う
か
、
改
め
て
考
え
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

　
削
除
さ
れ
た
歌
は
次
の
三
首
で
あ
る
。

山7■

ω
あ
き
の
㌧
に
や
と
り
は
す
へ
し
　
お
み
な
へ
し
な

　
を
む
つ
ま
し
み
た
ひ
な
ら
な
く
に
（
唐
紙
本
1
2
）

ω
君
と
い
へ
は
み
ま
れ
み
す
ま
れ
　
ふ
し
の
ね
の
め

　
つ
ら
し
け
な
く
も
ゆ
る
わ
か
身
を
（
唐
紙
本
1
8
）

ω
ゆ
き
つ
も
る
お
の
か
（
と
し
）
を
は
し
ら
す
し
て
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’ 一 ’ 一 ’ ’ ’ 一 一

自
露
の
置
く
を
ま
つ
ま
の

我
が
袖
占
三
つ
つ
ら
ば
う
つ
れ

君
は
い
さ
わ
れ
が
お
も
ひ
は

世
の
中
に
た
れ
か
な
だ
か
に

桜
ち
り
う
の
花
も
み
な

影
に
て
も
お
も
ふ
心
は

草
の
露
置
き
し
も
あ
へ
じ

君
ひ
と
り
と
は
ぬ
か
ご
と
や

く
る
春
に
あ
は
む
こ
と
こ
そ

’ ■ ’ 一 ’ 一 ’ 一 一

一 ’ ’ ■ 一 ’ ’ ■ 一

38 37 一 ’ ■ 36 35 34 ’

’ 一
40 39 38 37 36 35 34

（29）
’ 一 ’ 凹 ’ ’ 一 ’

勅
大
撰
和
8
2
0
物
宗
語
干
4
1
　
段
　
新

古
今
六
帖
3
6
2
9
宗
干

貫
之
集
8
6
0
貫
之

貫
之
集
8
5
9
の
ぶ
も
と

貫
之
集
8
5
4
貫
之

貫
之
集
8
5
3
宗
子

貫
之
集
8
2
7
貫
之

貫
之
集
8
2
6
宗
干

寛
平
御
時
后
宮
歌
含

は
る
を
は
明
日
と
き
く
そ
う
れ
し
き
（
唐
紙
本
2
2
）

　
こ
れ
ら
三
首
は
、
そ
れ
ぞ
れ
古
今
集
㎜
藤
原
敏
行
歌
、
古
今
集
榊
藤
原

忠
行
歌
、
拾
遺
集
醐
源
重
之
歌
で
あ
り
、
樋
口
芳
麻
呂
氏
が
指
摘
し
て
お

　
　
一
1
1
）

ら
れ
る
如
く
、
勅
撰
集
の
作
者
名
を
重
視
し
た
他
人
詠
の
削
除
で
あ
る
。

歌
仙
本
は
、
原
初
形
態
か
ら
明
ら
か
に
他
人
詠
と
判
明
す
る
歌
三
首
を
削

除
し
た
系
統
で
あ
る
が
、
こ
の
系
統
の
家
集
が
他
人
詠
を
削
除
す
る
傾
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
2
一

に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
一
部
明
ら
か
に
し
て
い
る
し
、
ま
た
樋
口

氏
が
削
除
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
ら
れ
る
の
で
繰
り
返
す
こ
と
は
避
け
る
。

　
た
だ
、
歌
仙
本
が
他
人
詠
を
不
完
全
な
が
ら
削
除
し
て
い
る
こ
と
が
、

何
時
行
わ
れ
た
の
か
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
何
回
か
の
不
審
歌

初
期
の
写
、

に
よ
く
似
た
筆
跡
で
あ
り
、

し
て
い
る
。

家
本
の
忠
実
な
模
写
、

　
　
一
μ
）

茂
美
氏
で
あ
る
。

氏
に
よ
っ
て
全
容
が
示
さ
れ
た
定
家
本
が
原
型
で
あ
る
」

の
原
型
で
あ
る
と
判
断
し
て
お
ら
れ
る
。

仙
本
塁
二
十
六
人
集
の
本
文
研
究
に
と
っ
て
犬
き
な
前
進
と
な
る
は
ず
で

あ
る
が
、
定
家
本
を
想
定
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
定
家
真
筆
と
い
う
業
平
集
に
つ
い
て
定
家
本
で
も
そ
の
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
蝸
）

写
本
で
も
な
い
こ
と
を
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
、
そ
の
折
に
こ
の
『
宗
干

　
　
削
除
の
過
程
を
経
て
歌
仙
本
に
は
歌
数
の
異
な
る
家
集

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
3
）

　
　
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
あ

　
　
る
が
、
そ
の
最
初
の
削
除
が
何
時
頃
で
あ
っ
た
か
は
未

　
　
詳
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
鎌
倉
初
期
ま
で
遡
り
う
る
の

　
　
か
否
か
は
、
歌
仙
本
の
性
格
に
か
か
わ
る
重
要
な
間
題

　
　
で
あ
る
。
も
し
定
家
本
が
存
在
し
た
な
ら
ば
、
そ
し
て

　
　
伝
定
家
筆
本
が
そ
の
形
態
を
と
ど
め
て
い
る
と
し
た
な

　
　
ら
ば
、
そ
の
段
階
で
、
勅
撰
集
を
基
準
と
し
た
他
人
歌

　
　
の
削
除
が
不
十
分
な
が
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
も
し
定
家

　
　
が
改
訂
を
行
な
っ
た
と
仮
定
し
た
な
ら
ば
、
定
家
の
本

　
　
文
に
対
す
る
意
識
が
三
首
の
み
を
削
除
す
る
と
い
う
あ

　
　
ま
り
に
恋
意
的
な
も
の
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

　
　
果
し
て
定
家
が
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
伝
定
家
筆
宗
予
集
は
、
敏
行
集
と
合
綴
さ
れ
、
江
戸

『
古
筆
学
犬
成
』
に
そ
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
定
家

　
　
　
　
　
　
極
札
は
も
ち
ろ
ん
「
定
家
卿
真
筆
」
と
鑑
定

し
か
し
江
戸
初
期
の
写
の
も
の
が
定
家
真
筆
足
り
え
ず
、
定

　
　
　
　
臨
模
と
い
う
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
が
小
松

　
　
島
田
氏
は
こ
の
小
松
氏
の
見
解
を
受
け
て
「
小
松
茂
美

■
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
し
て
歌
仙
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
定
家
本
の
存
在
が
あ
れ
ば
、
歌

一8■



集
・
敏
行
集
』
に
つ
い
て
も
簡
単
に
ふ
れ
た
。
定
家
独
特
の
書
法
が
徹
底

し
て
い
な
い
、
仮
名
遣
い
は
定
家
仮
名
遣
い
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
て
い

る
、
と
い
う
指
摘
を
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
宗
子
集
に
つ
い
て
は
ほ

と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
改
め
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

伝
定
家
筆
本
の
表
記
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

2
3
自
つ
ゆ
の
を
か
ま
く
お
し
み
秋
は
き
の
　
を
り
て
は
さ
ら
に
を
き
や

　
ま
さ
ら
ん

2
4
よ
そ
に
し
て
こ
ふ
れ
は
く
る
し
　
い
れ
ひ
も
の
お
な
し
心
に
い
さ
む

　
す
ひ
て
ん

　
　
　
は
ら
か
ら
な
る
ひ
と
の
う
ら
め
し
き
こ
と
あ
る
お
り
に

2
5
き
み
と
我
い
も
せ
の
山
も
秋
く
れ
は
　
い
ろ
か
は
り
ぬ
る
も
の
に
そ

　
有
け
る

今
こ
の
一
例
に
と
ど
め
る
が
、
傍
線
部
分
の
「
お
」
「
を
」
が
問
題
な
の

で
あ
る
。
定
家
は
「
置
く
」
を
「
を
く
」
と
表
記
す
る
の
で
、
二
一
二
番
歌

の
二
例
と
も
間
題
が
な
い
が
、
三
番
歌
で
「
人
の
心
に
し
も
や
お
か
な
む
」

と
「
お
」
で
表
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
「
を
り
て
は
」
と

し
る
し
た
「
折
」
の
文
字
を
二
五
番
歌
の
詞
書
で
は
「
お
り
に
」
と
表
記

し
て
い
る
。
僅
か
二
八
首
と
い
う
家
集
の
中
で
さ
え
も
他
に
「
し
ろ
た
え

一
自
妙
）
」
や
「
を
と
ら
一
劣
一
さ
り
け
り
」
な
ど
が
見
え
、
こ
の
伝
定

家
本
も
明
ら
か
に
定
家
仮
名
遺
い
か
ら
逸
脱
し
た
表
記
と
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
例
え
ば
小
松
茂
美
氏
が
「
模
写
で
あ
れ
ば
、
原
型
の
字
形
・
行
ど
り
・

墨
継
ぎ
な
ど
に
終
始
忠
実
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
示
し
て
お
ら
れ
る
見

＾
1
7
）

解
一
」
そ
が
、
い
わ
ゆ
る
模
写
・
臨
模
の
例
示
で
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
の

場
合
で
も
定
家
本
の
臨
模
で
あ
れ
ば
、
明
ら
か
に
仮
名
遣
い
も
定
家
仮
名

遣
い
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
仮
名
遣
い
も
無
視
し
た
も
の
が
定
家

本
の
忠
実
な
模
写
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
も
し
仮
に
本
当
に
忠
実

に
臨
模
し
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
依
拠
し
た
定
家
本
そ
の
も
の
が
贋
物

で
あ
っ
た
こ
と
と
な
り
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
定
家
本
が
歌
仙
本
の
原
型
と

い
う
判
断
に
は
従
い
が
た
い
と
思
わ
れ
る
。

　
歌
仙
本
の
原
形
に
、
定
家
本
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
自
体
、
犬
変
魅
力
的

な
こ
と
で
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
に
見
て
み
た
場
合
、
歌
仙
本
の
原
形
は

定
家
本
で
は
あ
り
得
ず
、
改
め
て
構
築
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

（
六
）
結
び
と
し
て

　
宗
子
集
と
い
う
家
集
は
、
『
敏
行
集
』
や
『
友
則
集
』
、
『
興
風
集
』
な

ど
と
同
じ
く
古
今
集
・
後
撰
集
の
白
作
歌
を
中
核
に
そ
の
関
係
歌
を
も
加

え
て
編
集
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
後
、
拾
遺
集
の
和
歌
を
補
充
し
た

時
点
ま
で
は
共
通
し
て
い
た
が
、
そ
の
時
点
か
ら
諸
本
に
よ
り
傾
向
が
異

な
っ
て
く
る
。
さ
ら
に
和
歌
を
付
加
さ
せ
た
系
統
と
、
こ
の
中
の
和
歌
を

誤
脱
し
た
系
統
、
不
審
な
和
歌
を
削
除
し
て
精
選
し
た
系
統
な
ど
に
分
か

れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
本
論
の
結
論
と
し
て
本
文
系
統
を
記
し
て
お
き
た
い
。

　
1
　
時
雨
亭
資
経
書
写
本
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ご
二
首
）

　
皿
　
時
雨
亭
唐
紙
装
飾
本
系
統
　
　
　
　
　
　
一
；
二
首
一

　
皿
　
歌
仙
家
集
本
系
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八
首
一

　
W
　
酉
本
願
寺
本
系
統
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇
首
）
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V
　
書
陵
部
一
五
一
〇
・
二
一
一
甲
本
　
　
　
一
三
八
首
一

1
の
資
経
本
が
拾
遺
集
か
ら
の
増
補
歌
三
首
と
い
う
全
系
統
に
共
通
す
る

と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
形
態
の
う
え
か
ら
は
最
も
原
初
形
態
に

近
い
形
と
な
り
、
亙
の
唐
紙
本
は
1
か
ら
中
途
の
八
首
を
脱
し
た
形
、
歌

仙
本
は
1
か
ら
他
人
詠
三
首
を
削
除
し
た
形
態
で
、
と
も
に
1
か
ら
小
さ

く
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
w
の
西
本
願
寺
本
は
1
に
出
典
未
詳
歌
や
貫
之

集
歌
を
加
え
た
形
、
V
の
書
陵
部
甲
本
は
亙
に
貫
之
集
か
ら
の
増
補
を
中

心
に
歌
を
補
っ
た
も
の
で
、
W
・
V
は
と
も
に
1
に
増
補
し
て
出
来
上

が
っ
た
形
態
で
あ
る
。
以
上
が
現
存
し
て
い
る
宗
干
集
の
本
文
に
よ
る
分

類
で
あ
る
。

　
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
宗
予
集
は
古
今
集
・
後
撰
集
の
宗
干
歌
を
中
心

に
、
読
み
人
し
ら
ず
の
歌
や
他
人
詠
ま
で
を
も
収
録
し
た
、
資
料
的
に
は

疑
問
の
多
い
家
集
で
あ
る
が
、
そ
の
成
り
立
ち
や
今
回
触
れ
ら
れ
な
か
っ

た
書
陵
部
甲
本
に
つ
い
て
の
間
題
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。

↓注
（
2
）

（
3
一

一
4
一

『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
六
十
五
巻
　
資
経
本
私
家
集
こ
（
朝
日
新
闇
杜
．
一
九

九
八
・
一
一
刊
一

『
御
所
本
三
十
六
人
集
　
本
文
・
索
引
・
研
究
』
（
笠
間
書
院
・
平
成
二
一
・
二

刊
）
な
お
、
本
書
は
、
島
田
氏
と
千
艘
秋
男
氏
の
共
著
で
あ
る
が
、
研
究
編
は
島

田
氏
の
担
当
と
あ
る
。

『
冷
泉
家
時
爾
亭
叢
書
第
二
十
巻
　
平
安
私
家
集
七
』
一
朝
日
新
聞
社
・
一
九
九

九
・
二
一
刊
）

諸
氏
と
も
に
ほ
ぼ
同
一
の
晃
解
。
「
同
一
祖
本
か
ら
派
生
」
と
い
う
表
現
が
よ
く

用
い
ら
れ
る
が
、
「
同
一
系
統
か
ら
派
生
」
と
い
う
厳
密
な
把
握
を
し
て
お
ら
れ

る
の
は
片
桐
氏
で
あ
る
。
現
存
諸
本
①
－
④
を
、
諸
氏
は
次
の
よ
う
に
分
類
し
て

い
る
。
島
田
氏
は
、
第
一
類
本
一
①
一
第
二
類
本
（
②
一
第
三
類
本
（
④
一
第
四

　
　
類
本
一
③
一
、
樋
口
氏
は
、
島
田
氏
と
同
じ
順
序
で
掲
げ
、
一
－
四
と
の
み
分
類

　
　
し
て
お
ら
れ
る
。
片
桐
氏
は
、
第
一
類
一
①
一
第
二
類
一
②
）
第
三
類
一
③
）
第

　
　
四
類
一
④
一
と
分
類
し
て
お
ら
れ
る
。

一
5
一
『
三
十
六
人
集
』
一
塙
書
房
・
昭
和
三
五
・
一
刊
）

一
6
一
注
5
に
同
じ
。
二
一
四
ぺ
ー
ジ
。
「
宗
予
集
」
の
項
。

一
7
）
島
田
良
二
氏
『
平
安
前
期
私
家
集
の
研
究
』
一
桜
楓
社
・
昭
和
四
三
・
四
刊
一
『
新

　
　
編
国
歌
大
観
第
三
巻
私
家
集
編
。
』
所
収
の
宗
予
集
解
題
。

（
8
一
『
私
家
集
大
成
中
古
工
』
一
明
治
書
院
・
昭
和
四
八
・
一
一
刊
一
所
収
の
宗
予
集
の

　
　
解
魑
。

一
9
一
春
名
好
重
氏
、
淡
交
社
・
昭
五
四
・
一
一
刊
。
小
町
集
、
素
性
集
、
逓
昭
集
、
高

　
　
光
集
の
四
家
集
が
源
俊
頼
本
と
し
て
紹
介
さ
れ
、
元
来
一
セ
ッ
ト
だ
っ
た
も
の
と

　
　
推
定
さ
れ
て
い
る
。
宗
干
集
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

一
！
0
一
『
冷
泉
家
の
至
宝
展
』
一
一
九
九
七
・
オ
饒
肉
・
寅
賦
肉
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
刊
一
の

　
　
　
「
宗
予
集
一
璽
文
一
」
の
項
。
片
桐
氏
は
監
修
の
メ
ン
バ
ー
の
一
人
。

一
1
1
）
注
1
の
樋
口
氏
の
解
説
。

一
1
2
一
拙
稿
「
歌
仙
家
集
・
正
保
版
本
の
一
性
格
ー
そ
の
一
伊
勢
・
家
持
．
元
輔
．

　
　
赤
人
・
兼
輔
の
家
集
を
申
心
に
－
」
一
『
東
京
成
徳
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
2
5

　
　
号
　
平
成
4
・
3
刊
一
同
「
歌
仙
家
集
・
正
保
版
本
の
一
性
格
　
－
そ
の
二
逓

　
　
昭
・
小
町
・
敏
行
・
友
則
・
小
大
君
の
家
集
を
中
心
に
1
」
（
『
東
京
成
徳
短
期

　
　
犬
学
研
究
紀
要
』
第
2
7
号
　
平
成
6
一
3
刊
）

（
1
3
一
同
注
1
2
。
例
え
ば
、
伊
勢
集
の
歌
仙
本
一
正
保
版
本
系
統
一
を
精
査
す
る
と
、
歌

　
　
数
か
ら
五
一
七
首
、
五
一
六
首
、
五
二
二
首
一
正
保
版
本
）
、
五
一
〇
首
の
四
種

　
　
に
分
け
ら
れ
、
他
人
詠
を
頗
次
削
除
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
兼
輔
集
の
歌
仙

　
　
本
（
正
保
版
本
系
統
一
も
歌
数
の
上
か
ら
一
七
三
首
、
一
七
一
首
、
一
七
〇
首
、

　
　
ニ
ハ
九
首
、
ニ
ハ
七
首
、
ニ
ハ
O
首
な
ど
に
分
類
が
で
き
、
版
本
の
ニ
ハ
O
首
の

　
　
形
態
に
な
る
ま
で
に
少
な
く
と
も
二
回
以
上
の
段
階
を
経
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

（
u
）
小
松
氏
の
見
解
は
門
古
筆
学
大
成
1
7
巻
』
（
一
九
九
一
・
五
・
講
談
社
刊
）
に
よ
る
。

〈
1
5
）
注
2
の
島
田
氏
の
解
説
に
よ
る
。

一
1
6
）
拙
稿
「
歌
仙
家
集
本
系
業
平
集
考
　
－
伝
定
家
筆
本
を
中
心
に
1
」
（
『
東
京

　
　
成
徳
短
期
大
学
概
究
紀
要
』
第
3
3
号
　
平
成
1
2
・
3
刊
）

（
1
7
）
注
1
4
に
同
じ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ふ
じ
た
　
よ
う
じ
　
東
京
成
徳
短
期
犬
学
）
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