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一　

 

は
じ
め
に

　

萬
葉
集
の
本
文
校
訂
に
際
し
て
、
現
存
す
る
古
写
本
や
断
簡
類
の
詳
細
な
検
証
は
元
よ
り
、
特
に
平
安
～
鎌
倉
初
期
に
編
纂
さ
れ
た

様
々
な
歌
集
や
歌
書
に
収
載
さ
れ
た
萬
葉
歌
（
一
首
全
体
に
限
ら
ず
、
一
部
の
歌
句
も
含
む
。
以
下
「
引
用
歌
」
と
称
す
る
）
も
ま
た

見
逃
す
こ
と
の
出
来
な
い
資
料
と
し
て
、
十
分
な
配
慮
の
下
に
行
う
考
証
も
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
引
用

歌
の
課
題
は
、
漢
字
原
文
を
と
も
な
わ
ぬ
平
仮
名
片
仮
名
書
き
の
も
の
、
所
謂
「
仮
名
萬
葉
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
原
文
を
離
れ
た
と

こ
ろ
で
成
立
し
、流
布
し
た
も
の
と
し
て
本
文
校
訂
に
は
適
さ
な
い
と
判
断
さ
れ
る
問
題
を
い
か
に
克
服
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

引
用
歌
の
見
え
る
個
々
の
文
献
の
あ
り
方
が
常
に
問
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
成
立
の
経
緯
が
不
明
で
あ
っ
た
り
、
編
纂
者
が
明
ら
か

で
あ
っ
て
も
書
写
年
代
が
不
分
明
で
あ
っ
た
り
す
る
場
合
、
ま
た
明
ら
か
に
漢
字
原
文
と
は
か
け
離
れ
た
仮
名
書
き
の
場
合
に
は
、
校

訂
資
料
と
し
て
の
適
格
性
は
保
証
さ
れ
な
い
と
し
て
措
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
う
し
た
課
題
を
考
え
れ
ば
、
筆
者
が
か
ね
て
よ
り
重
視
し
て
き
た
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
の
『
古
来
風
躰
抄
』
初
撰
本
（
藤
原
俊

成
自
筆
本
。
以
下
俊
成
本
と
称
す
る
）
や
『
五
代
簡
要
（
万
物
部
類
倭
歌
抄
）』（
藤
原
定
家
撰
。
為
家
校
合
後
に
定
家
他
補
訂
書
入
本
。
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以
下
五
代
本
と
称
す
る
）
は
、
俊
成
、
定
家
と
い
う
そ
の
時
代
に
お
け
る
歌
書
・
歌
集
の
蒐
集
と
読
み
取
り
に
お
い
て
抜
き
ん
出
た
存

在
で
あ
っ
た
と
言
え
る
人
物
の
手
に
成
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
『
古
来
風
躰
抄
』
は
年
代
の
明
ら
か
な
俊
成
自
筆
本
で
あ
っ
て
、
訓
み

の
採
択
に
は
書
本
の
無
批
判
な
書
写
と
見
る
よ
り
も
俊
成
の
解
釈
（
理
解
）が
反
映
す
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
点
が
特
筆
さ
れ
よ
う
。

『
五
代
簡
要
』
も
定
家
と
為
家
の
手
を
経
た
も
の
で
あ
り
、
明
ら
か
に
定
家
筆
と
見
ら
れ
る
書
入
れ
が
散
見
し
て
い
て
、
定
家
の
是
と

し
た
訓
み
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
見
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
当
然
定
家
の
所
持
し
て
い
た
本
の
流
れ
を
汲
む
本
と
し
て
注
目

さ
れ
た
廣
瀬
本
の
訓
み
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
為
家
撰
と
言
わ
れ
る
『
萬
葉
抄
出
』
と
も
比
較
し
う
る
も
の
か
、
と
い
っ

た
新
た
な
問
題
も
提
起
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

筆
者
は
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
先
年
三
編
の
拙
論
を
公
刊
し
て
き
た（

１
）。
そ
こ
で
は
上
記
の
よ
う
な
課
題
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の

両
書
の
基
本
的
な
あ
り
方
の
検
証
や
周
辺
諸
書
と
の
比
較
考
証
を
行
っ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
成
果
を
継
承
し
、
さ
ら
に
展
開
さ
せ
る
た

め
の
一
段
階
と
し
て
、
本
稿
で
は
拙
論
の
課
題
と
成
果
の
確
認
、
追
加
補
足
す
べ
き
検
証
を
具
体
的
に
進
め
て
お
く
こ
と
を
目
標
と
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　

二

 　

引
用
歌
を
収
載
す
る
数
あ
る
歌
書
歌
集
の
中
で
も
、
特
に
俊
成
本
に
着
目
し
て
き
た
の
は
、
希
少
な
著
者
自
筆
本
と
い
う
だ
け
で
な

く
、
引
用
歌
を
原
文
と
と
も
に
記
す
こ
と
が
極
め
て
顕
著
で
あ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
前
稿
一
で
は
俊
成
本
の
引
用
歌
の
あ
り
方
を
細
か

く
表
示
し
、
全
引
用
歌
１
９
１
首
の
う
ち
、
原
文
す
べ
て
を
引
用
す
る
の
が
79
首
、
一
部
に
原
文
を
含
む
引
用
歌
が
49
首
と
合
わ
せ
て

全
体
の
約
七
割
に
原
文
が
存
し
、
か
つ
、
目
録
・
題
詞
・
左
注
を
含
め
れ
ば
相
当
量
の
漢
文
部
分
を
有
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

殊
に
巻
一
で
は
引
用
歌
11
首
中
10
首
、
巻
二
で
は
同
じ
く
10
首
中
10
首
、
巻
十
六
で
も
11
首
中
10
首
が
原
文
全
文
と
平
仮
名
別
提
訓
で
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あ
り
、
そ
れ
ら
の
箇
所
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
古
本
系
の
一
伝
本
と
見
て
も
何
ら
支
障
の
な
い
形
態
を
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
俊
成
が
こ
の
歌
論
書
を
編
纂
す
る
に
当
た
っ
て
、
基
本
的
に
は
仮
名
萬
葉
本
で
は
な
く
俊
成
自
身
が
所
持
し
て
い
た
一
伝
本
に
よ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
筆
者
が
俊
成
本
と
称
す
る
の
も
そ
の
点
を
重
視
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

一
方
五
代
本
で
は
一
首
全
体
を
引
用
す
る
も
の
は
少
な
く
、
原
文
表
記
も
散
見
す
る
に
留
ま
る
。
そ
の
点
は
他
の
引
用
歌
収
載
文
献

と
大
差
は
な
く
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
は
仮
名
萬
葉
本
か
ら
の
引
用
か
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
定
家
は
源
実
朝
に
贈
っ
た
伝

本
（
廣
瀬
本
の
祖
本
と
し
て
想
定
さ
れ
る
本
）
の
他
に
も
い
く
つ
か
の
伝
本
を
所
持
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
た
め
に
、
原
文
の
少
な
さ

は
萬
葉
集
へ
の
関
心
が
そ
の
原
文
に
対
し
て
は
必
ず
し
も
高
く
な
く
、も
っ
ぱ
ら
和
歌
の
語
彙
の
蒐
集
、表
現
へ
の
着
目
が
主
眼
で
あ
っ

た
こ
と
に
よ
る
と
見
る
方
が
望
ま
し
い
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
末
尾
近
く
、
巻
二
十
か
ら
引
用
す
る
箇
所
で
は
題
詞
等
の
漢
文
が
、
し

か
も
定
家
筆
と
思
し
き
補
訂
書
入
に
見
ら
れ
、
ま
た
そ
れ
が
本
文
の
上
に
貼
ら
れ
た
貼
紙
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
は
元
の
『
五
代
簡

要
』
に
後
に
定
家
が
手
を
加
え
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
時
に
は
伝
本
の
漢
文
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
俊
成
本
と
称
す
べ
き

状
況
と
は
相
違
す
る
た
め
に
、
五
代
本
を
そ
の
ま
ま
定
家
本
と
は
称
し
が
た
い
が
、
定
家
本
へ
と
た
ど
る
べ
き
位
置
に
あ
る
と
い
う
こ

と
は
で
き
よ
う
。
そ
の
た
ど
る
べ
き
道
筋
を
補
う
の
が
、
廣
瀬
本
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
三
本
の
比
校
が
ま
ず
は
求
め

ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

三

　

前
稿
二
で
は
俊
成
本
と
五
代
本
の
異
同
に
着
目
し
て
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
二
首
を
取
り
上
げ
た
。

巻
十
一
２
６
４
４　

俊　

を
は
た
ヽ
の
い
た
ヽ
の
は
し
の
こ
ほ
れ
な
は

　
　
　
　
　
　
　
　

五　

を
は
り
田
の
い
た
ヽ
の
は
し
の
く
つ
れ
な
は
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「
を
は
た
ヽ
」
と
「
を
は
り
た
」、「
こ
ほ
れ
」
と
「
く
つ
れ
」
の
二
箇
所
の
異
同
が
あ
り
、
詳
細
は
前
稿
に
譲
っ
て
省
略
す
る
が
、
俊

成
本
の
「
を
は
た
ヽ
」
は
古
本
系
や
仙
覚
寛
元
本
系
、「
こ
ほ
れ
」
は
古
本
系
や
仙
覚
本
系
に
一
致
し
、
古
今
六
帖
な
ど
に
も
合
う
が
、

五
代
本
の
「
を
は
り
た
」
は
古
本
の
書
入
や
仙
覚
文
永
本
系
、「
く
つ
れ
」
は
古
本
で
は
嘉
と
の
み
一
致
し
、
仙
覚
文
永
本
系
の
書
入

と
合
う
。
数
多
い
歌
書
、
歌
集
で
の
引
用
箇
所
と
の
異
同
も
錯
綜
し
て
お
り
、
廣
瀬
本
と
は
二
箇
所
と
も
五
代
本
で
は
な
く
、
俊
成
本

と
一
致
す
る
こ
と
も
問
題
を
複
雑
に
し
て
い
る
。
た
だ
特
筆
す
べ
き
は
五
代
本
の
「
を
は
り
た
」
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
平
安
末
期
頃
に

は
「
を
は
た
ヽ
の
い
た
ヽ
の
は
し
」
が
歌
枕
と
し
て
浸
透
し
て
い
た
こ
と
が
基
俊
集
、
和
泉
式
部
集
、
堀
河
百
首
な
ど
に
よ
っ
て
窺
わ

れ
、
古
本
系
の
訓
み
は
そ
の
状
況
下
で
生
じ
た
か
と
思
わ
れ
、
俊
成
本
は
そ
の
古
本
系
の
流
れ
に
あ
ろ
う
。
一
方
、
定
家
は
そ
の
状
況

下
で
も
あ
え
て
「
を
は
り
た
」
と
す
る
。
漢
字
本
文
「
小
墾
田
」
を
訓
読
す
る
と
い
う
意
識
を
持
て
ば
「
を
は
た
ヽ
」
よ
り
も
「
を
は

り
た
」
の
方
が
導
か
れ
や
す
い
と
見
て
よ
い（

２
）。

　

た
だ
第
三
句
原
文
「
壊
」
は
「
こ
ほ
れ
」
と
「
く
つ
れ
」
両
様
あ
り
得
る
た
め
訓
読
の
意
識
を
明
確
に
は
言
い
が
た
く
、
そ
の
意
識

が
五
代
本
す
べ
て
に
必
ず
し
も
当
た
ら
な
い
事
例
も
あ
る
。
し
か
し
そ
の
意
識
が
俊
成
本
や
五
代
本
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
か

を
常
に
考
え
て
お
く
べ
き
こ
と
は
不
可
欠
で
、
前
稿
の
課
題
を
こ
こ
で
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。

　

も
う
一
例
は
こ
れ
と
異
同
状
況
が
異
な
る
も
の
の
、
五
代
本
に
同
様
の
意
識
が
窺
わ
れ
る
。

巻
十
二
３
０
６
２　

俊　

か
き
も
し
み
ヽ
に
お
ふ
れ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　

五　

か
き
も
し
み
ヽ
に
う
へ
た
れ
と

　

原
文
「
雖
殖
有
」
の
訓
み
に
お
い
て
、
俊
成
本
の
「
お
ふ
れ
と
も
」
は
わ
ず
か
に
類
廣
左
西
と
一
致
す
る
の
み
で
、
五
代
本
の
「
う

へ
た
れ
と
」
な
ど
と
訓
む
の
が
元
古
廣
の
古
本
系
、
ま
た
仙
覚
系
全
般
で
あ
り
、
多
く
の
歌
書
、
歌
集
と
も
一
致
す
る
。
前
稿
二
で
は

俊
成
本
の
訓
み
の
希
少
さ
、
廣
瀬
本
と
の
相
違
を
以
て
俊
成
の
選
択
意
識
を
考
え
よ
う
と
し
た
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
五
代
本
の
「
殖
」

を
訓
読
す
る
意
識
の
方
を
前
例
に
続
い
て
特
記
し
て
お
く（

３
）。



5 萬葉集伝本覚書
　

こ
う
し
た
五
代
本
に
窺
わ
れ
る
訓
読
意
識
が
俊
成
本
と
の
異
同
に
お
い
て
す
べ
て
に
想
定
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
五
代
本
の
校

合
資
料
と
し
て
の
意
義
を
検
証
す
る
上
で
は
必
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る（

４
）。

　
　
　

四

　　

本
節
で
は
前
稿
三
ま
で
の
検
証
で
は
触
れ
得
な
か
っ
た
俊
成
本
と
五
代
本
と
の
異
同
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
問
題
点
が
あ
る
か
を

示
し
、
そ
こ
に
さ
ら
に
は
廣
瀬
本
も
対
照
し
て
俊
成
と
定
家
の
訓
読
の
意
識
を
窺
う
一
資
料
と
し
た
い
。

　

俊
成
本
と
五
代
本
の
共
通
歌
九
十
三
首
の
う
ち
、
今
回
特
に
問
題
と
す
る
異
同
は
以
下
に
掲
げ
る
五
首
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は

異
同
箇
所
の
み
を
記
し
、
合
わ
せ
て
廣
瀬
本
に
つ
い
て
も
掲
出
語
を
含
め
て
示
し
て
お
く
。
校
合
は
諸
本
に
加
え
て
、
萬
葉
集
歌
を
引

用
す
る
歌
書
、
歌
集
を
示
す
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
五
首
に
つ
い
て
は
室
町
期
ま
で
を
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
前
後
は
も
と
よ
り
周
辺
の
歌

に
比
し
て
極
め
て
多
く
の
書
に
引
用
さ
れ
て
い
る
状
況
に
あ
る
た
め
、
新
古
今
時
代
ま
で
に
編
纂
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
も
の
に
限
っ
て

お
く
。
顕
著
な
異
同
を
有
し
な
が
ら
も
、
そ
の
異
同
そ
れ
ぞ
れ
が
多
く
の
書
に
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
仮
名
本
文
に
よ
る
書
承
の

広
が
り
を
窺
わ
せ
る
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
書
の
編
者
に
よ
る
そ
の
語
句
へ
の
好
尚
、
志
向
、
あ
る
い
は
萬
葉
集
歌
と
し
て
の
理
解
を

示
す
も
の
と
し
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
漢
字
原
文
と
の
明
ら
か
な
齟
齬
あ
る
も
の
を
除
け
ば
、
そ
の
異
同
に

つ
い
て
の
萬
葉
集
の
訓
み
と
し
て
の
評
価
に
当
然
繋
が
る
も
の
で
も
あ
る
。
た
だ
遺
憾
な
が
ら
こ
こ
で
は
そ
れ
ら
歌
書
、
歌
集
の
諸
本

の
状
況
に
つ
い
て
は
、
未
だ
十
分
な
把
握
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
お
こ
と
わ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
現
状
で
の

把
握
状
況
と
し
て
示
し
て
お
く（

５
）。
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○
巻
三
２
６
４
雑
歌
・
人
麻
呂
歌

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

イ
サ

　

俊　

も
の
ヽ
ふ
の
や
そ
う
ち
か
は
の　

た
ヽ
よ
ふ
な
み

　

五　

も
の
ヽ
ふ
の
や
そ
う
ち
か
は　

い
さ
よ
ふ
な
み

　

廣　

モ
ノ
ヽ
フ
ノ
ヤ
ソ
ウ
チ
カ
ハ
ノ　

イ
サ
ヨ
フ
ナ
ミ　

　
　

掲
出
―
イ
サ
ヨ
フ
ナ
ミ

　
　
　

タ
タ
―
紀
朱
・
新
撰
和
歌
・
和
歌
童
蒙
抄
・
人
麿
集
（
西
本
願
寺
本
）

　
　
　

イ
サ
―
類
古
紀
宮
細
西
矢
京
・
六
帖
・
奥
義
抄
・
袖
中
抄
・
人
麿
集
（
御
所
本
）・
和
歌
色
葉
・
新
古
今
６
３
７
（
本
歌
取
り
歌
）

　
　
　

漂
ふ
―
三
十
六
人
撰
（
イ
サ
ヨ
フ
ィ
）・
定
家
八
代
抄
・
顕
注
密
勘  

　

原
文
「
不
知
代
経
」
を
五
代
本
、
廣
瀬
本
、
そ
し
て
諸
本
や
歌
書
・
歌
集
の
大
半
が
「
い
さ
よ
ふ
」
と
訓
読
す
る
中
、
俊
成
本
と
わ

ず
か
な
書
が
「
た
ヽ
よ
ふ
」
と
す
る
。
し
か
し
こ
こ
は
柿
本
人
麻
呂
が
宇
治
川
の
流
れ
を
見
て
そ
の
絶
え
間
な
い
様
、
果
て
し
な
い
様

を
詠
み
、「
ど
れ
ほ
ど
の
代
を
経
て
き
た
こ
と
か
知
る
よ
し
も
な
い
」
と
い
う
思
い
を
こ
め
て
「
不い

知さ

代よ

経ふ

浪
」
と
表
記
し
た
と
推
定

さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
原
文
「
不
知
」
は
「
い
さ
」
と
訓
読
す
べ
き
こ
と
、
巻
四
４
８
７
「
不い

知さ

哉や

川が
は

」
と
巻
十
一
２
７
１
０
「
不い

知さ

也や

河が
は　

不い

知さ

二と

五を

寸き

許こ

瀬せ

」
の
例
か
ら
は
明
ら
か
で
あ
り
、
こ
の
う
ち
巻
四
４
８
７
に
つ
い
て
は
俊
成
本
も
五
代
本
も
採
録
し
、
そ
こ

で
は
と
も
に
「
い
さ
や
か
は
」
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
俊
成
本
を
改
め
て
見
れ
ば
、
こ
の
箇
所
は
原
文
を
す
べ
て
挙
げ
た
上
で

訓
み
を
記
し
、
か
つ
合
点
を
付
し
た
右
片
仮
名
書
入
「
イ
サ
」
が
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
俊
成
が
未
見
の
一
伝
本
の
「
た
ヽ
よ
ふ
」
を

採
っ
て
記
し
た
後
に
、
諸
本
諸
書
の
「
イ
サ
ヨ
フ
」
に
訂
さ
れ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
原
文
を
見
つ
つ
、
か
つ
４
８
７
を
知
り
な

が
ら
「
い
さ
よ
ふ
」
と
せ
ず
「
た
ヽ
よ
ふ
」
を
採
っ
た
こ
と
は
、
単
に
仮
名
本
文
の
書
に
よ
っ
た
の
で
は
な
く
、
自
覚
的
に
「
た
ヽ
よ

ふ
な
み
」
に
歌
語
と
し
て
の
意
義
を
見
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
よ
う
。
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歌
語
と
し
て
み
れ
ば
、
俊
成
や
定
家
の
時
代
ま
で
に
「
た
ヽ
よ
ふ
な
み
」
は

・
散
木
奇
歌
集
１
０
３
５

　

い
つ
と
な
く
こ
ぬ
み
の
は
ま
に
君
ま
つ
と
た
だ
よ
ふ
波
の
た
た
ぬ
日
ぞ
な
き

・
後
拾
遺
和
歌
集
巻
第
十
五
雑
一
８
７
４
小
弁

　

き
し
と
ほ
み
た
だ
よ
ふ
な
み
は
な
か
ぞ
ら
に
よ
る
か
た
も
な
き
な
げ
き
を
ぞ
せ
し

　

と
あ
る
く
ら
い
で
例
は
乏
し
い
。
一
方
「
い
さ
よ
ふ
な
み
」
は

・
新
古
今
巻
六
冬
６
３
７
慈
円

　

あ
じ
ろ
木
に
い
ざ
よ
ふ
浪
の
お
と
ふ
け
て
ひ
と
り
や
ね
ぬ
る
宇
治
の
橋
姫

・
拾
玉
集
４
３
４
０

　

月
影
に
い
ざ
よ
ふ
な
み
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
君
が
千
と
せ
の
行
へ
し
ら
ず
も

・
拾
遺
愚
草
下
春
２
１
８
０

　

あ
じ
ろ
木
に
桜
こ
き
ま
ぜ
行
く
春
の
い
ざ
よ
ふ
浪
を
え
や
は
と
ど
む
る

・
同
雑
２
６
７
６

　

あ
さ
ぼ
ら
け
い
ざ
よ
ふ
浪
も
霧
こ
め
て
里
と
ひ
か
ぬ
る
ま
き
の
島
人

と
あ
る
。
当
該
歌
の
本
歌
取
り
が
明
ら
か
で
あ
り
、「
い
ざ
よ
ふ
な
み
」
は
い
ず
れ
も
萬
葉
集
、
そ
し
て
宇
治
か
ら
離
れ
な
い
。
定
家

の
詠
歌
二
首
も
五
代
本
と
廣
瀬
本
に
合
致
す
る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
は
定
家
よ
り
も
俊
成
の
方
に「
た
ヽ
よ
ふ
な
み
」

と
い
う
訓
み
へ
の
強
い
志
向
が
認
め
ら
れ
よ
う
。
仮
名
本
文
に
拠
る
の
で
は
な
く
、
萬
葉
集
の
訓
み
と
し
て
提
示
し
た
こ
と
に
な
る
。

○
巻
七
１
０
６
８
雑
歌　

人
麻
呂
歌
集　

巻
七
巻
頭
歌

　

俊　

あ
ま
の
か
は
（
原
文
ナ
シ
）
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五　

あ
ま
の
海   

　

廣　

ア
マ
ノ
ウ
ミ
ニ 　

（
原
文
「
天
海
」）

 　
　

あ
ま
の
は
ら
―
類
・
和
歌
初
学
抄

　
　

 
あ
ま
の
か
は
―
類
右
紀
・
六
帖
・
和
歌
童
蒙
抄

　
　

 

そ
ら
の
う
み
に
―
宮
細
・
拾
遺
４
８
８
人
麿
・
人
麿
集
（
西
本
願
寺
本
）

　
　

 

あ
ま
の
う
み
に
―
極
宮
左
細
左
・
顕
注
密
勘
・
散
木
集
注
（
顕
昭
） 

　
　

 

ア
メ
ノ
ウ
ミ
ニ
―
宮
左
細
左
西
矢
京
・
人
麿
集
（
群
書
類
従
本
）

　

原
文
「
天
海
丹
」
に
異
同
の
な
い
状
況
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
諸
本
・
諸
書
の
訓
読
「
あ
ま
の
う
み
に
」
が
導
か
れ
る
と
思
わ
れ
、
五

代
本
も
廣
瀬
本
も
同
様
で
あ
る
中
、
俊
成
本
と
類
右
紀
、
古
今
六
帖
、
和
歌
童
蒙
抄
が
「
か
は
」
と
す
る
の
は
明
ら
か
に
原
文
と
の
齟

齬
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
は
ら
」
と
す
る
類
も
同
じ
。
原
文
を
有
す
る
類
の
、
訓
み
と
の
ず
れ
は
例
が
多
い
現
象
で
は
あ
る
が
、
右
書
入

も
ず
れ
に
ず
れ
を
加
え
る
形
で
そ
れ
が
俊
成
本
と
一
致
す
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
そ
の
俊
成
本
が
和
歌
童
蒙
抄
と
も
前
例
に
続
い
て

一
致
す
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
仮
名
本
文
の
影
響
も
考
え
う
る
が
、
お
そ
ら
く
は
萬
葉
集
中
で
の
「
あ
ま
の
う
み
」（
１
０
６
８
と

２
２
２
３
の
二
例
）
と
「
あ
ま
の
は
ら
」（
十
五
例
）、「
あ
ま
の
か
は
」（「
あ
ま
の
か
は
せ
」、「
あ
ま
の
か
は
ら
」
を
含
め
全
六
十
余
例
）

の
頻
度
に
顕
著
な
差
が
あ
る
こ
と
に
も
起
因
し
て
い
よ
う
。
七
夕
歌
で
「
あ
ま
の
か
は
」
と
船
と
を
詠
む
こ
と
に
引
か
れ
て
の
こ
と
と

も
言
え
よ
う
。 

○
巻
八
１
５
０
０
夏
相
聞　

坂
上
郎
女
歌

　

俊　

夏
の
野
ヽ
し
け
み
に
さ
け
る

　

五　

夏
草
の
し
け
み
に
ま
し
る

　

廣　

ナ
ツ
ノ
ヽ
ヽ
繁
ミ
ニ
サ
ケ
ル 
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掲
出
―
シ
ケ
ミ
ニ
マ
シ
ル

　

な
つ
の
ヽ
ヽ
―
類
紀
宮
細
西
矢
京
・
六
帖
・
和
歌
童
蒙
抄

　

し
け
み
に
ま
し
る
―
・
和
歌
童
蒙
抄

　

し
け
み
に
さ
け
る
―
類
紀
宮
細
西
矢
京
・
六
帖

　

原
文
「
夏
野
之
繁
見
丹
開
有
」
か
ら
は
俊
成
本
、
廣
瀬
本
は
じ
め
諸
本
や
古
今
六
帖
の
訓
み
が
導
か
れ
る
。
五
代
本
の
「
ま
し
る
」

は
３
４
５
２
「
古
草
に
新
草
交
じ
る
」
や
２
４
６
８
「
湊
葦
に
交
じ
れ
る
草
」
と
い
っ
た
「
草
―
交
じ
る
」
の
関
係
か
ら
の
も
の
で
、

初
句
を
「
夏
草
」
と
誤
る
こ
と
に
起
因
す
る
と
見
ら
れ
る
。
た
だ
廣
瀬
本
が
本
文
を
サ
ケ
ル
と
し
な
が
ら
も
掲
出
語
を
マ
シ
ル
と
す
る

事
が
異
例
で
あ
り
、
五
代
本
の
「
夏
草
」
も
単
な
る
誤
り
と
は
断
じ
が
た
い
。「（
夏
）
草
―
繁
し
」
の
関
係
も
ま
た
29
「
春
草
の
繁
く

生
ひ
た
る
」、
１
７
５
３
「
夏
草
の
繁
く
は
あ
れ
ど
」、
４
０
１
１
「
野
を
広
み
草
こ
そ
繁
き
」
な
ど
と
一
般
で
あ
っ
た
こ
と
も
「
繁
し

―
草
―
交
じ
る
」
と
連
想
さ
れ
る
誘
因
で
あ
っ
た
か
と
見
ら
れ
る
。「
夏
草
の
～
ま
し
る
」
と
い
う
未
見
の
伝
本
が
五
代
本
の
書
本
で

あ
り
、
廣
瀬
本
に
お
け
る
語
句
掲
出
時
に
そ
の
伝
本
が
参
看
さ
れ
た
可
能
性
も
捨
て
き
れ
な
い
。

○
巻
十
１
８
９
７
春
相
聞 

別
集

　

俊　

春
さ
れ
は

　

五　

は
る
な
れ
は

　

廣　

ハ
ル
ナ
レ
ハ

　
　

は
る
な
れ
は
―
元
類
紀
京
赭
・
俊
頼
髄
脳
・
和
歌
童
蒙
抄

　
　
　
　

さ
れ
は
―
宮
細
西
矢
近
京
・
六
帖
・
和
歌
色
葉
・
奥
義
抄
・
八
雲
御
抄

　
　
　

シ
ア
レ
ハ
―
京
赭
・
袖
中
抄

　
　
　
　

ク
レ
ハ
―
秘
府
本



10
　

原
文
は
「
春
之
在
者
」。
こ
れ
ら
諸
訓
の
う
ち
秘
府
本
の
「
ク
レ
ハ
」
は
「
ク
」
が
「
ナ
」
あ
る
い
は
「
サ
」
の
誤
認
、
誤
写

と
も
見
え
る
た
め
に
一
応
措
け
よ
う
。
実
際
萬
葉
集
に
「
春
来
れ
ば
」
の
例
は
見
え
な
い
。
ま
た
「
春
な
れ
ば
」
は
一
例
８
３
１

「
波
流
奈
例
婆
」
が
あ
る
の
み
で
、
訓
読
と
し
て
は
「
さ
れ
は
」
が
妥
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
巻
十
の
春
雑
歌
・
春
相
聞

に
お
い
て
柿
本
人
麻
呂
歌
集
歌
、
別
集
歌
の
別
な
く
「
春
さ
れ
は
」
は
「
春
去
者
」
と
表
記
さ
れ
る
の
が
一
般
で
、
直
前
直
後
の

１
８
９
５
・
１
８
９
６
・
１
８
９
９
も
「
春
去
（
者
）」
で
あ
る
た
め
、
原
文
「
春
之
在
者
」
に
は
異
な
る
訓
み
が
志
向
さ
れ
て
も
お
か

し
く
は
な
い
。「
春
な
れ
ば
」
も
可
能
性
は
あ
る
。
た
だ
８
３
１
の
場
合
は
以
下
の
「
う
べ
も
咲
き
た
る
梅
の
花
」
に
続
い
て
お
り
、「
う

べ
」
と
呼
応
し
て
「
確
か
に
春
で
あ
る
の
で
」
と
解
す
べ
き
箇
所
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
五
代
本
や
古
本
系
な
ど
の
「
な
れ
ば
」
が

ま
っ
た
く
当
た
ら
な
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、
や
は
り
一
般
の
「
さ
れ
ば
」
で
問
題
な
い
と
こ
ろ
と
言
っ
て
よ
い
。
俊
成
自
身
特
に

巻
十
で
は
十
例
を
越
え
る
「
春
さ
れ
ば
」
と
い
う
表
現
を
萬
葉
集
の
一
語
彙
と
し
て
認
識
し
て
い
た
と
見
て
お
き
た
い（

６
）

○
巻
十
二
３
０
９
７
寄
物
陳
思
歌　

別
集

　

俊　

ひ
の
く
ま
か
は
に
こ
ま
と
ヽ
め

　

五　

ひ
の
く
ま
河
に
こ
ま
と
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

メ
テ

　

廣　

ヒ
ノ
ク
マ
カ
ハ
ニ
コ
マ
ト
ヽ
メ

　
　
　

と
め
て
―
元
廣
右
宮
細
西
矢
京
・
古
今
巻
二
十
１
０
８
０
・
後
撰
１
１
３
０
・
源
氏
物
語
釈
・
定
家
八
代
抄

　
　
　

と
ヽ
め
―
類
・
俊
頼
髄
脳
・
袖
中
抄
・
顕
注
密
勘

　

原
文
「
駐
馬
」
と
あ
り
、「
と
め
て
」「
と
と
め
」
の
い
ず
れ
も
あ
り
う
る
訓
み
で
あ
る
が
、「
駐
」
の
使
用
例
を
見
れ
ば
「
と
め
」

は
４
７
８
「
大
御
馬
の
口
抑
へ
駐と

め
」（
口
抑
駐
）
の
一
例
、「
と
と
め
」
は
３
９
５
７
「
清
き
河
原
に
馬
駐と
ヽ

め
」（
馬
駐
）
の
一
例
。

類
例
は
１
０
０
２
「
馬
の
歩
み
押
さ
へ
止と

ヽ

め
よ
」（
押
止
駐
）
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
一
方
馬
に
関
し
て
の
表
現
に
は
４
２
０
６
「
馬
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し
ま
し
止と

め
」（
馬
之
末
時
停
息
）
と
も
あ
る
。
両
様
の
訓
み
は
甲
乙
つ
け
が
た
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
３
０
９
７
、３
９
５
７
と
も
「
馬
」

と
「
駐
」
の
二
文
字
だ
け
で
「
而
」
は
な
く
「
て
」
を
補
わ
ず
と
も
五
音
節
を
満
足
さ
せ
る
の
は
「
と
と
め
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
う
考
え
れ
ば
、
右
記
の
よ
う
に
「
と
と
め
」
は
類
の
み
と
い
う
諸
本
の
状
況
は
い
さ
さ
か
不
審
で
も
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
こ
の
例
の
不
審
は
俊
成
本
に
あ
る
。
俊
成
の
詠
歌
が
文
治
六
年
（
建
久
元
年
・
一
一
九
〇
）
五
社
百
首
の
う
ち
に

・
新
古
今
集
巻
二
春
下
１
５
９

　
　

駒
と
め
て
な
を
水
か
は
ん
や
ま
ぶ
き
の
花
の
露
そ
ふ
井
手
の
玉
河

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は

・
古
今
巻
二
十
大
歌
所
御
歌
（
神
遊
歌
）
１
０
８
０

　
　

さ
さ
の
く
ま
ひ
の
く
ま
川
に
駒
と
め
て
し
は
し
水
か
へ
か
け
を
た
に
見
む

・
後
撰
巻
十
六
雑
二
１
１
３
０

　
　

ち
か
は
れ
し
か
も
の
河
原
に
駒
と
め
て
し
は
し
水
か
へ
影
を
た
に
見
む

を
本
歌
と
す
る
も
の
。
そ
れ
を
建
久
八
年
（
一
一
九
七
）の
こ
の
俊
成
本
で
は
そ
の
本
歌
の
元
歌
で
あ
る
当
該
歌
の
訓
み
を「
こ
ま
と
ヽ

め
」
に
改
め
た
こ
と
に
な
る
。
一
方
定
家
は
そ
の
改
訓
に
は
よ
ら
ず
当
初
の
「
と
め
て
」
の
ま
ま
新
古
今
に
収
め
、
自
身
も
正
治
二
年

（
一
二
〇
〇
）
院
初
度
百
首
に
詠
ん
だ

・
駒
と
め
て
袖
う
ち
は
ら
ふ
か
け
も
な
し
さ
の
ヽ
わ
た
り
の
雪
の
夕
暮

を
新
古
今
集
巻
六
冬
６
７
１
に
収
め
て
い
る
。
こ
の
歌
が
定
家
の
代
表
歌
の
一
つ
と
し
て
後
々
広
く
流
布
し
た
こ
と
も
、「
駒
と
め
て
」

の
定
着
に
繋
が
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
萬
葉
集
の
訓
み
の
一
つ
が
別
の
流
布
の
経
路
を
辿
っ
た
一
例
で
も
あ
ろ
う
。
と
も
あ
れ
定
家
が

「
駒
と
め
て
」
を
是
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
確
に
窺
わ
れ
、
廣
瀬
本
の
本
文
と
右
書
入
れ
の
問
題
も
残
る
が
、
後
の
五
代
本
（
原
撰
は

承
元
三
年
・
一
二
〇
九
）
に
そ
れ
が
反
映
し
て
い
る
と
見
て
よ
か
ろ
う（

７
）。
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五

　

五
代
本
に
つ
い
て
第
二
節
末
で
触
れ
た
よ
う
に
巻
二
十
か
ら
引
用
す
る
箇
所
で
は
、
題
詞
等
の
漢
文
が
、
し
か
も
定
家
筆
と
思
し
き

補
訂
書
入
に
見
ら
れ
る
こ
と
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
。
前
稿
二
、三
で
は
そ
の
一
部
に
し
か
触
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
箇
所
に

つ
い
て
も
可
能
な
限
り
、
四
節
同
様
に
比
校
を
行
っ
て
問
題
点
を
洗
い
出
し
て
お
き
た
い
。
但
し
、
俊
成
本
は
４
４
２
２
ま
で
し
か
収

載
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
「
九
十
四
首
な
き
本
」
に
拠
る
と
推
定
さ
れ
以
下
の
三
首
の
題
詞
は
見
ら
れ
な
い（

８
）た
め
に
、
廣
瀬
本
を

対
象
と
す
る
。
ま
ず
直
接
本
文
中
の
行
間
に
書
か
れ
た
も
の
か
ら
示
す
。

○
４
４
９
３
題
詞
（
四
二
オ
Ａ
）   

五　

寶
字
二
年
正
月
三
日
召
侍
従
竪
子
王
臣
等　

令
侍
於
（
１
～
２
行
目
間
）
＼
内
裏
東
屋
垣
而　

即
賜
玉
帚
肆
宴
（
２
～
３
行
目

間
）
＼
内
相
藤
原
朝
臣
奉　

勅
宣　

諸
王
卿
等
随
堪
任
意
（
３
～
４
行
目
間
）
＼
作
歌
并
賦
詩
（
４
～
５
行
目
間
）

廣　

二
年
正
月
三
日
呂
侍
従
竪
子
王
臣
等　

令
侍
於
内
裏
之
東
屋
垣
而　

即
賜
玉
帚
肆
宴　

于
時
内
相
藤
原
朝
臣
奉　

勅
宣　

諸
王

卿
等
随
堪
任
意
作
歌
并
賦
詩

　

五
代
本
は
定
家
筆
と
思
し
き
書
入
で
行
間
四
箇
所
に
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
廣
瀬
本
と
の
異
同
は
①
冒
頭
の
「
寶
字
」、

②
内
裏
の
次
の
「
之
」、
③
内
相
の
前
の
「
于
時
」
の
三
箇
所
で
、
①
は
年
次
を
補
っ
た
も
の
、
②
③
は
五
代
本
の
欠
落
で
あ
ろ
う
。

五
代
本
は
「
勅
」
の
前
の
闕
字
も
忠
実
に
写
し
取
っ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
書
入
の
重
要
な
点
は
前
稿
二
で
詳
し
く
取
り

上
げ
た
の
で
繰
り
返
さ
な
い
が
、「
垣
而
」
が
元
類
と
も
一
致
し
、
仙
覚
系
諸
本
の
「
垣
下
」
と
対
立
す
る
こ
と
が
着
目
す
べ
き
こ
と

で
あ
り
、
宮
廷
儀
礼
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
「
か
き
の
も
と
」
と
の
関
わ
り
が
留
意
さ
れ
る
。
ま
た
こ
の
題
詞
の
歌
は
本
文
中
に
第
三
句

ま
で
書
か
れ
て
い
る
大
伴
家
持
歌
で
未
奏
に
終
わ
っ
た
も
の
。
数
あ
る
題
詞
左
注
の
中
で
、
補
訂
の
折
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
れ
を
選
ん
で
書
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き
入
れ
た
理
由
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。
正
月
の
儀
式
へ
の
関
心
の
高
ま
り
が
あ
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
の
か
、
こ
う
し
た
書
式
へ
の
興
味

で
あ
っ
た
の
か
、
真
意
は
不
明
で
あ
る
が
、
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
。

　

次
に
貼
紙
に
書
か
れ
た
も
の
を
示
す
。

○
４
４
３
９
題
詞
（
四
一
ウ
Ｂ
） 

　

五　

冬
日
幸
于
靱
負
御
井
之
時
内
命
婦

　

廣　

冬
日
幸
于
靱
負
御
井
之
時
内
命
婦

　

五
代
本
は
４
４
３
９
の
訓
み
を
「
ま
つ
か
え
の
つ
ち
に
つ
く
ま
て
ふ
る
雪
」（
諸
本
同
）
と
記
し
た
上
に
貼
紙
し
て
こ
れ
を
記
し
て

い
る
。
作
者
名
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
諸
本
に
異
同
は
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
「
靱
負
」
は
本
来
は
「
靫ゆ

け

負ひ

」
の
文
字
が
正

し
く
、
そ
れ
は
元
紀
に
見
え
る
が
、
廣
瀬
本
は
仙
覚
本
系
の
「
靱
負
」
と
同
じ
。
当
時
の
諸
文
献
で
の
実
際
の
書
様
を
見
な
け
れ
ば
評

価
で
き
な
い
が
、
文
字
の
類
似
は
確
か
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
通
用
の
範
囲
内
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

○
４
４
５
２
題
詞
（
四
二
オ
Ｂ
）

　

五　

八
月
十
三
日
在
内
南
安
殿
肆
宴
歌   

　

廣　

八
月
十
三
日
右
日
南
安
殿
肆
宴
歌
（「
右
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
右
に
「
在
」
あ
り
。
同
筆
か
。）

　

貼
紙
が
４
５
１
２
訓
の
直
後
か
ら
丁
末
の
４
２
８
９
を
半
分
隠
す
位
置
ま
で
貼
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
そ
の
右
端
に
書
か
れ
て
い

る
。
こ
の
貼
紙
は
定
家
筆
と
認
め
ら
れ
る
部
分
と
言
っ
て
よ
い
。
諸
本
異
同
な
く
、
廣
瀬
本
の
「
右
日
」
は
「
在
内
」
の
誤
写
と
見
ら

れ
る
。
４
４
９
３
題
詞
と
同
じ
く
「
肆
宴
歌
」
へ
の
関
心
か
ら
の
引
用
で
あ
ろ
う
か
。
四
一
ウ
か
ら
四
二
オ
に
か
け
て
の
４
４
４
８
と

４
４
８
１
の
間
を
補
足
す
る
た
め
か
、
貼
紙
に
は
こ
の
題
詞
に
続
い
て
、
４
４
５
２
と
４
４
７
２
の
歌
一
首
全
文
と
末
尾
の
一
文
が
記

さ
れ
る
。
そ
の
二
首
に
つ
い
て
、
廣
瀬
本
に
は
通
常
の
片
仮
名
別
提
訓
が
な
く
、
諸
本
と
の
異
同
を
見
る
と
４
４
５
２
は
小
異
あ
る
が
、

単
な
る
誤
写
の
範
囲
で
あ
り
、
４
４
７
２
は
す
べ
て
に
一
致
す
る
。
そ
し
て
次
の
末
尾
の
一
文
が
あ
る
。
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○
末
尾
（
四
二
オ
Ｂ
）

　

五　

万
葉
集
終
于
寶
字
三
年
正
月
也

　

廣　

此
集
終
于
寶
字
三
年
正
月
已
露
顕
事
人
更
無
不
審

　

こ
の
文
言
は
諸
本
い
ず
れ
に
も
な
く
、
両
書
に
の
み
あ
っ
て
部
分
的
に
一
致
す
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
五
代
本
原
撰
時
（
承
元
三

年
一
二
〇
九
）
と
廣
瀬
本
奥
書
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
の
時
間
差
を
考
慮
す
る
と
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
こ
の
貼
紙
が
廣
瀬
本
原

書
写
以
後
付
け
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
貼
紙
を
貼
っ
た
箇
所
は
、
巻
二
十
４
４
９
４
を
記
し
た
左
に
「
十
九　

幾
許
」
と
し
て
巻
十
九

の
４
２
０
８
、４
２
３
２
、４
２
８
９
を
補
足
し
て
載
せ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
『
五
代
簡
要
』
の
萬
葉
集
引
用
箇
所
の
最
後
と
し
て

の
形
と
は
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
末
尾
に
ふ
さ
わ
し
い
文
言
を
記
し
、
合
わ
せ
て
二
首
を
補
足
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
　
　

六

　

以
上
俊
成
本
と
五
代
本
の
問
題
を
さ
ら
に
追
究
す
る
た
め
の
課
題
と
考
え
ら
れ
る
問
題
を
摘
記
し
て
き
た
が
、
最
後
に
五
代
本
の
実

態
に
関
わ
る
問
題
と
見
ら
れ
る
こ
と
を
記
し
て
お
く
。
そ
れ
は
巻
十
八
～
巻
二
十
の
引
用
箇
所
（
四
〇
オ
～
四
二
オ
）
に
顕
著
な
補
入

の
問
題
で
あ
る
。
す
で
に
五
節
に
お
い
て
漢
文
部
分
に
つ
い
て
は
触
れ
た
が
、
訓
み
の
補
入
は
著
し
く
、
そ
の
大
半
が
定
家
筆
の
可
能

性
を
持
つ
こ
と
が
注
目
さ
れ
、
ま
た
長
歌
訓
が
目
立
つ
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
顕
著
な
一
部
分
で
長
歌
訓
を
主
体
と
す

る
補
入
を
示
す
た
め
に
、
四
〇
オ
～
四
一
オ
を
翻
刻
し
て
お
く
。
そ
れ
ぞ
れ
歌
番
号
を
付
し
、
長
歌
で
あ
る
こ
と
を
記
し
た
。
行
間
補

入
歌
は
☆
を
付
し
、
※
は
諸
処
に
見
え
る
本
文
漢
字
の
訓
み
や
漢
字
書
入
を
記
し
た
。

四
〇
オ

　

７　

巻
第
十
八
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８　

ふ
せ
の
う
ら
４
０
３
９
（
４
０
４
０
）　

ふ
せ
の
う
み
４
０
３
８

　

９　

か
む
さ
ふ
る
た
る
ひ
め
の
さ
き
４
０
４
６

　
　
　
　
　
　
　
　
　

※
右
肩
に
別
筆
「
越
中
」、「
さ
き
」
の
右
に
「
浦
」

☆
た
る
ひ
め
の
う
ら
を
こ
き
つ
ヽ
け
ふ
の
ひ
は
４
０
４
７

四
〇
ウ

　

１　

お
ふ
の
う
ら
あ
り
そ
の
め
く
り
４
０
４
９

　

２　

ほ
り
え
に
は
た
ま
し
か
ま
し
を
☆
お
ほ
き
み
の
み
ふ
ね
こ
か
ん
と
か
ね
て
し
り
せ
は
４
０
５
６

　

３　

と
も
し
火
の
ひ
か
り
に
み
ゆ
る
さ
ゆ
り
は
な
４
０
８
７

　

４　

あ
を
の
浦
に
よ
す
る
し
ら
な
み
い
や
ま
し
に
４
０
９
３

　
　

☆
朝
参
乃
伎
美
我
須
我
多
乎
美
受
比
左
尓　

　
　
　
　

ハ
シ
キ
ヨ
シ
キ
ミ
カ
ス
カ
タ
ヲ
ミ
ス
ヒ
サ
ニ
４
１
２
１　

　

５　

巻
第
十
九

　

６　

に
は
に
ち
る
は
た
れ
の
い
ま
た
の
こ
り
た
る
４
１
４
０

　

７　

す
き
の
ヽ
に
さ
お
と
る
き
ヽ
す
４
１
４
８

　

８　

あ
し
ひ
き
の
や
た
け
の
き
ヽ
す
４
１
４
９　

※
あ
さ
け
の
か
す
み

　
　
　
　

※
や
た
け
の
右
に
「
八
峯
」。
そ
の
下
に
合
点
付
「
ヤ
ツ
オ
」。

　
　
　
　

※
あ
さ
け
の
右
に
「
朝
明
」。

　
　

☆
あ
し
ひ
き
の
お
の
へ
の
さ
く
ら
４
１
５
１　

足
引
乃
峯
上
之
櫻

　

９　

い
つ
み
河
あ
さ
こ
き
し
つ
ヽ
う
た
ふ
ヽ
な
ひ
と
４
１
５
０
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☆
お
く
山
の
八
峯
つ
は
き
４
１
５
２　

見
奥
（
定
カ
）

　
　
　

※
八
峯
の
左
に
合
点
付
「
ヤ
ツ
オ
」。

四
一
オ

　

１　

は
き
さ
き
に
ほ
ふ
い
は
せ
の
４
１
５
４
長
歌　

　
　
　
　
　
　
　
　

心
な
き（

９
）ぬ
と
あ
き
つ
け
は　

秋
附
４
１
５
４
長
歌

　
　
　

☆
と
り
ふ
み
た
て
ヽ
し
ら
ぬ
り
の
小
鈴
も
ゆ
ら
に
４
１
５
４
長
歌

　

２　

や
か
た
を
の
ま
し
ろ
の
た
か
を

　
　
　
　
　
　
　
　

 

や
と
に
す
ゑ
か
き
な
て
見
つ
ヽ
４
１
５
５

　

☆
な
か
る
さ
き
田
の
河
の
せ
に
あ
ゆ
こ
さ
は
し
る
し
ま
つ
と
り
う
か
ひ
と
も
な
へ
か
ヽ
り
さ
し
４
１
５
６
長
歌

　

３　

さ
き
た
か
は
た
ゆ
る
事
な
く
４
１
５
７

　
　
　

☆
な
こ
の
あ
ま
の
か
つ
き
と
る
て
ふ
白
玉
４
１
６
９
長
歌

　

４　

と
な
み
山
郭
公
と
ひ
こ
え
さ
り
て
４
１
７
７
長
歌

　
　
　

☆
あ
や
め
く
さ
玉
ぬ
く
ま
て
に
な
き
と
よ
め
や
す
く
ね
さ
せ
す
君
ヲ
な
や
ま
せ
４
１
７
７
長
歌

　

５　

叔シ
ク
ラ羅
河
さ
て
さ
し
わ
た
し
は
や
せ
に
は
４
１
８
９
長
歌

　
　
　

☆
い
や
と
し
の
は
に
春
花
の
し
け
き　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

さ
か
り
に
秋
の
ヽ
ヽ
モ
ミ
ツ
ル
時
４
１
８
７
長
歌

　

６　

た
こ
の
う
ら
の
そ
こ
さ
へ
に
ほ
ふ
藤
波
４
２
０
０

　
　
　

☆
心
な
く
さ
に
ほ
と
ヽ
き
す
４
１
８
９
長
歌　

※
越
中
國
也

　

７　

こ
ヽ
に
し
て
そ
か
ひ
に
み
ゆ
る
４
２
０
７
長
歌　

※
谷
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８　

わ
か
や
と
の
い
さ
ヽ
む
ら
た
け
吹
風

　
　
　

☆
藤
波
の
か
け
な
る
海
の
そ
こ
き
よ
み
し
つ
く
い
そ
を
も
た
ま
と
そ
わ
か
み
る
４
１
９
９

　
　
　

☆
藤
波
を
か
り
い
ほ
に
つ
く
り
う
ら
わ
せ
る
人
は
し
ら
ぬ
に
あ
ま
と
か
み
ら
む
４
２
０
２

　

９　

巻
第
廿

　
　
　

☆
わ
か
こ
ヽ
た
ま
て
と
き
な
か
ぬ
ほ
と
ヽ
き
す
４
２
０
８）

（1
（

　
　
　
　
　

　

こ
れ
を
見
れ
ば
四
〇
ウ
の
後
半
か
ら
は
特
に
顕
著
な
補
入
が
見
ら
れ
、
四
一
オ
は
わ
ず
か
半
丁
に
こ
と
ご
と
く
紙
面
い
っ
ぱ
い
に

補
入
が
な
さ
れ
、
そ
の
う
ち
元
の
長
歌
訓
の
付
け
足
し
が
４
１
５
４
長
歌
・
４
１
７
７
長
歌
・
４
１
８
９
長
歌
、
す
べ
て
補
入
が

４
１
５
６
長
歌
・
４
１
６
９
長
歌
・
４
１
８
７
長
歌
、
そ
し
て
元
か
ら
の
ま
ま
で
補
入
な
し
が
４
２
０
７
長
歌
と
、
七
首
も
の
長
歌
訓

が
あ
り
、
そ
れ
も
す
べ
て
大
伴
家
持
作
の
も
の
が
押
し
込
め
ら
れ
た
よ
う
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
定
家
の
関
心
が

長
歌
に
も
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
長
ら
く
等
閑
に
付
さ
れ
て
い
た
長
歌
の
訓
読
が
個
々
の
語
へ
の
部
分
的
な
も
の
か
ら
、
句
と
し
て
、

句
の
流
れ
と
し
て
、
そ
し
て
一
首
の
歌
と
し
て
成
立
し
て
い
く
過
程
が
窺
わ
れ
る
。
元
や
類
に
は
見
ら
れ
な
い
訓
読
の
形
で
あ
る
こ
と

が
極
め
て
重
要
と
な
っ
て
く
る
。
長
歌
が
全
く
採
ら
れ
な
い
俊
成
本
と
の
相
違
は
明
ら
か
で
あ
り
、長
歌
を
詠
む
こ
と
が
稀
れ
と
な
り
、

そ
の
表
現
へ
の
関
心
が
薄
れ
て
い
る
時
代
に
、
俊
成
が
短
歌
の
表
現
を
求
め
て
い
た
こ
と
に
対
し
て
、
定
家
が
長
歌
も
含
め
た
萬
葉
集

全
体
か
ら
幅
広
く
語
彙
を
蒐
集
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
も
大
伴
家
持
の
長
歌
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

と
言
え
よ
う
。

　

こ
こ
で
は
右
に
挙
げ
た
七
首
の
長
歌
の
訓
の
特
徴
を
示
し
て
お
き
た
い
。
古
本
系
に
部
分
的
に
見
え
る
訓
、
特
に
元
赭
に
注
目
す
る

こ
と
が
重
要
で
あ
ろ
う
。
元
赭
は
異
同
あ
る
箇
所
の
み
を
示
し
、
ま
た
仙
覚
系
諸
本
に
見
え
る
も
の
と
の
主
な
異
同
も
示
し
て
お
く
。

○
４
１
５
４
長
歌
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五
代
本
―
心
な
き
ぬ
と
あ
き
つ
け
は
は
き
さ
き
に
ほ
ふ
い
は
せ
の　

と
り
ふ
み
た
て
ヽ
し
ら
ぬ
り
の
小
鈴
も
ゆ
ら
に

　
　

元
赭
―
コ
□
ロ
ナ
ク
ヤ
ト

　
　

諸
本
―
こ
こ
ろ
な
く
や
と
（
原
文
「
奈
具
也
」）

○
４
１
５
６
長
歌

　
　

五
代
本
―
な
か
る
さ
き
田
の
河
の
せ
に
あ
ゆ
こ
さ
は
し
る
し
ま
つ
と
り
う
か
ひ
と
も
な
へ
か
ヽ
り
さ
し

　
　

元
赭
―
ア
ユ
コ
サ
ハ
シ
ル

　
　

類
右
宮
朱
細
京
赭
―
（
サ
ハ
シ
）
ル

　
　

西
文
矢
京
―
さ
は
し
り
（
原
文
「
狭
走
」）

○
４
１
６
９
長
歌

　
　

五
代
本
―
な
こ
の
あ
ま
の
か
つ
き
と
る
て
ふ
白
玉

　
　

元
赭
―
ナ
シ
ノ
ア
マ
ノ
（
原
文
「
奈
足
」）

　
　

諸
本
―
な
こ
の
（
原
文
「
奈
呉
」）

○
４
１
７
７
長
歌

　
　

五
代
本
―
と
な
み
山
郭
公
と
ひ
こ
え
さ
り
て　

あ
や
め
く
さ
玉
ぬ
く
ま
て
に
な
き
と
よ
め
や
す
く
ね
さ
せ
す
君
ヲ
な
や
ま
せ

　
　

元
赭
―
ト
ヒ
コ
エ
サ
リ
テ　

右
ネ
サ
セ
ス　

左
シ
ナ
ス
ナ　

　
　

西
文
矢
京
（
モ
ト
青
）・
宮
細
（
朱
）
―
ユ
キ
テ
（
原
文
「
去
而
」）

　
　

西
文
矢
陽
京
（
モ
ト
青
）・
宮
細
（
朱
）
―
ヤ
ス
イ
シ
ナ
サ
テ

　
　

類
右
―
ヤ
ス
キ
イ
ネ
サ
セ
ス

　
　

京
赭
―
ヤ
ス
ラ
ネ
サ
セ
ス
（
原
文
「
安
寝
不
令
宿
」）
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○
４
１
８
７
長
歌

　
　

五
代
本
―
い
や
と
し
の
は
に
春
花
の
し
け
き
さ
か
り
に
秋
の
ヽ
ヽ
モ
ミ
ツ
ル
時

　
　

元
赭
―
ア
キ
ノ
ハ
ノ
モ
ミ
ツ
ル
ト
キ
（
原
文
「
秋
葉
能
黄
色
」）

　
　

西
矢
京
―
モ
ミ
ツ
ル

　
　

細
朱
紀
―
モ
ミ
ツ
レ

○
４
１
８
９
長
歌

　
　

五
代
本
―
心
な
く
さ
に
ほ
と
ヽ
き
す　

叔
羅
河　

さ
て
さ
し
わ
た
し
は
や
せ
に
は

　
　

元
赭
―
サ
シ
ワ
タ
シ
ハ
ヤ
セ
ニ
ハ

　
　

類
右
文
西
紀
矢
京
―
サ
シ
ワ
タ
シ
ハ
ヤ
セ
ニ
ハ
（
原
文
「
刺
渡
」 「
早
湍
爾
」）

　
　

紀
―
サ
シ
ワ
タ
ル
ハ
ヤ
セ
ニ
（
原
文
「
刺
渡
」「
早
湍
爾
」）

　
　

宮
細
―
サ
シ
ワ
タ
シ
ハ
ヤ
セ
ニ
ハ
（
原
文
「
刺
渡
」「
早
湍
爾
波
」）

○
４
２
０
７
長
歌

　
　

五
代
本
―
こ
ヽ
に
し
て
そ
か
ひ
に
み
ゆ
る　

谷

　
　

元
赭
、
諸
本
―
右
に
同　

谿

こ
の
結
果
を
以
下
に
簡
略
に
ま
と
め
る
。

○
４
１
５
４
「
な
き
ぬ
」
は
独
立
異
文
で
、
原
文
と
も
齟
齬
し
て
お
り
不
審
。
○
４
１
５
６　

「
は
し
る
」
は
元
赭
・
類
右
・
京
赭
に
一

致
。
○
４
１
６
９
元
赭
は
原
文
の
誤
写
に
よ
る
訓
。
○
４
１
７
７
「
さ
り
て
」
は
元
赭
に
一
致
し
、「
や
す
く
ね
さ
せ
す
」
は　

独
立
異
文
。

京
赭
は
そ
の
誤
写
か
。
類
右
も
近
い
。
○
４
１
８
７
「
秋
の
ヽ
ヽ
」
は
独
立
異
文
で
原
文
と
も
齟
齬
し
て
お
り
不
審
。
○
４
１
８
９
紀

以
外
の
諸
本
に
一
致
す
る
が
、
原
文
と
は
齟
齬
。
宮
細
は
訓
に
合
わ
せ
た
「
波
」
を
付
加
す
る
。
○
４
２
０
７
特
に
異
同
な
し
。
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こ
れ
ら
か
ら
は
五
代
本
の
訓
み
が
元
赭
・
類
右
・
京
赭
と
近
縁
関
係
に
あ
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
が
、
安
定
性
を
欠
く
点
も
あ
り
、
長
歌
訓

の
初
期
段
階
に
あ
る
か
と
見
ら
れ
る
。
定
家
が
萬
葉
集
の
長
歌
訓
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
、選
択
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
上
で
は
、

こ
れ
ら
の
補
入
書
入
れ
は
不
可
欠
の
材
料
と
な
ろ
う
。

　

ま
た
定
家
の
萬
葉
集
長
歌
へ
の
関
心
を
知
る
手
が
か
り
と
し
て
、
こ
の
『
五
代
簡
要
』
原
撰
時
（
承
元
三
年
一
二
〇
九
）、
そ
し
て

廣
瀬
本
奥
書
に
見
え
る
定
家
の
「
参
議
侍
従
兼
伊
豫
権
守
」
補
任
の
建
保
四
年
（
一
二
一
六
）
よ
り
後
（
貞
永
元
年
一
二
三
二
）
に
成

立
さ
せ
た
書
、『
萬
葉
集
（
定
家
卿
）
長
歌
短
歌
説
』
が
あ
る
こ
と
を
振
り
返
る
必
要
が
あ
る
。
同
書
に
は
長
歌
訓
が
萬
葉
集
の
巻
順

に
４
６
人
麻
呂
、
４
８
５
舒
明
、
９
３
５
赤
人
、
１
０
１
９
、１
０
２
０
、１
０
２
１
、１
０
２
２
石
上
乙
麻
呂
、
１
０
４
７
家
持
と
あ

り
、
さ
ら
に
１
９
９
人
麻
呂
を
加
え
る
も
の
の
、
僅
か
八
首
し
か
な
く
、
し
か
も
こ
こ
で
採
り
上
げ
て
い
る
巻
十
九
の
長
歌
は
一
首
も

な
い
。
家
持
作
も
１
０
４
７
悲
寧
楽
故
郷
作
歌
の
み
で
あ
る
。
そ
こ
を
考
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
顕
著
な
補
入
書
入
れ
は
『
萬
葉
集
（
定

家
卿
）
長
歌
短
歌
説
』
以
後
に
お
け
る
定
家
の
家
持
長
歌
へ
の
関
心
の
高
ま
り
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
が
こ

の
『
五
代
簡
要
』
の
継
続
的
な
活
用
の
大
き
な
動
機
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
よ
う）

（（
（

。

　
　
　

七

　

古
本
系
最
大
の
歌
数
を
残
す
元
暦
校
本
の
校
合
が
元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
に
行
わ
れ
、
そ
れ
に
次
ぐ
歌
数
を
残
し
つ
つ
萬
葉
集
歌

を
内
容
分
類
し
た
類
聚
書
で
あ
る
類
聚
古
集
が
編
纂
さ
れ
書
写
さ
れ
て
い
た
時
代
、
即
ち
十
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
頭
に
か
け
て

の
時
代
は
、
萬
葉
集
の
享
受
と
継
承
に
と
っ
て
大
き
な
意
義
の
あ
る
時
代
で
あ
っ
た
。
多
く
の
歌
人
た
ち
が
様
々
な
歌
書
歌
論
書
を
編

み
、
古
歌
を
代
表
す
る
萬
葉
集
歌
を
各
々
の
和
歌
観
に
基
づ
い
て
抽
出
、
解
釈
し
語
句
を
取
り
入
れ
自
ら
の
作
歌
の
た
め
の
資
料
と
し

て
活
用
し
て
い
た
こ
と
が
今
日
の
萬
葉
集
研
究
、
萬
葉
集
の
原
典
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
研
究
に
と
っ
て
大
き
な
利
点
と
な
る
こ
と
で
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あ
っ
た
。
歌
人
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
萬
葉
集
写
本
を
手
に
し
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
仮
名
萬
葉
を
も
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
、

そ
の
詳
細
は
不
明
な
が
ら
も
残
さ
れ
た
様
々
な
歌
書
歌
論
書
か
ら
歌
人
達
の
萬
葉
集
へ
の
認
識
を
窺
い
、
他
の
資
料
と
の
比
較
検
討
か

ら
そ
の
実
態
を
わ
ず
か
な
が
ら
で
も
推
測
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
定
家
本
を
祖
本
と
す
る
鎌
倉
右
大

臣
家
本
を
継
承
す
る
廣
瀬
本
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
当
時
の
古
典
継
承
の
意
識
に
お
い
て
最
も
信
頼
に
足
る
と

見
ら
れ
て
い
る
俊
成
、
定
家
の
手
に
成
る
書
、
自
筆
と
判
断
さ
れ
る
書
の
存
在
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
し
か
し
、
筆
者
が
前
稿
一

～
三
を
公
に
し
て
以
降
、
そ
れ
を
批
判
補
正
し
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
他
の
関
連
す
る
資
料
を
援
用
し
て
当
時
の
実
態
を
解
明
し
よ
う
と

す
る
研
究
が
進
展
し
て
い
る
と
は
必
ず
し
も
言
え
な
い
状
況
か
と
考
え
て
い
る
。
筆
者
の
目
指
す
と
こ
ろ
は
萬
葉
集
原
典
に
近
づ
く
道

の
探
究
で
あ
り
、
俊
成
、
定
家
の
認
識
し
て
い
た
萬
葉
集
の
あ
り
方
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
そ
の
た
め
の
重
要
な
手
が
か
り
に
な

る
と
確
信
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
わ
ず
か
な
指
摘
を
い
く
つ
か
試
み
た
に
過
ぎ
な
い
が
、
こ
の
周
辺
の
資
料
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
探
究

を
継
続
し
て
い
く
こ
と
を
念
じ
て
稿
を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

注１
「
俊
成
本
萬
葉
集
試
論
―
俊
成
自
筆
『
古
来
風
躰
抄
』
の
萬
葉
歌
の
位
置
―
」（『
美
夫
君
志
』
第
五
十
三
号　

平
成
八
年
十
月
）
―

以
下
前
稿
一
と
称
す
る
。
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
古
来
風
躰
抄
』
に
拠
る
。
本
稿
も
同
じ
。

　

「『
定
家
本
萬
葉
集
』
攷
一
―
冷
泉
家
本
『
五
代
簡
要
』
書
入
と
広
瀬
本
―
」（
西
宮
一
民
編
『
上
代
語
と
表
記
』
所
収　

平
成
十
二

年
十
月　

お
う
ふ
う
刊
」）
―
以
下
前
稿
二
と
称
す
る
。
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
五
代
簡
要　

定
家
歌
学
』
に
拠
る
。
本
稿
も
同
じ
。

　

「『
定
家
本
萬
葉
集
』
攷
二
―
冷
泉
家
本
『
五
代
簡
要
』
の
周
辺
―
」（『
上
代
文
学
』
第
八
十
九
号　

平
成
十
四
年
十
一
月
）
―
以

下
前
稿
三
と
称
す
る
。
右
記
に
同
じ
。
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２「
墾
」の
萬
葉
集
に
お
け
る
訓
字
使
用
例
は
、当
該
歌
を
除
け
ば
他
に
は
巻
三
４
１
５
題
詞
細
注
の「
小
懇
田
宮
」と
巻
十
２
２
４
４「
岸

乎
田た

尓に

墾は
り

」
の
み
で
あ
る
。
巻
十
六
３
２
６
０
「
小
治
田
」
と
同
地
と
見
ら
れ
、「
を
は
り
た
」
の
訓
み
は
動
か
な
い
。
巻

八
１
４
７
６
「
小
治
田
朝
臣
廣
耳
」
な
ど
「
小
治
田
氏
」
の
人
名
も
全
五
例
見
え
る
。
日
本
書
紀
推
古
天
皇
十
一
年
十
月
に
「
遷
于

小
懇
田
宮
」
と
あ
り
、
古
事
記
安
康
天
皇
条
に
「
小
治
田
」、
推
古
天
皇
条
に
は
「
小
治
田
宮
」
と
あ
る
。

３ 「
殖
」は
萬
葉
集
に
お
け
る
訓
字
使
用
例
す
べ
て
で「
お
ふ
」よ
り
も「
う
う
」と
訓
読
す
べ
き
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
巻
三
３
１
０「
市

之
殖う

ゑ

木き

」、
巻
八
１
６
３
４
「
水
渋
付
左
右　

殖う
ゑ

之し

田た

乎
」
な
ど
。

４　

巻
一
74　

俊　

山
の
し
た
風
―
元
・
綺
語
抄

　
　
　
　
　
　

五　

山
し
た
風　

　
　
　
　
　
　

廣　

ヤ
マ
シ
タ
カ
セ
ノ
―
類
以
下
の
古
本
系
と
仙
覚
系
全
般
・
拾
遺
集
・
五
代
集
歌
枕
な
ど

　

こ
れ
も
前
稿
二
で
示
し
た
が
、
原
文
「
山
下
風
之
」
の
訓
読
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。

５
以
下
本
稿
で
示
す
歌
書
は
『
日
本
歌
学
大
系
』
に
よ
る
。
ま
た
新
古
今
集
ま
で
の
勅
撰
集
は
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
』
に
よ
り
、

新
勅
撰
集
と
私
家
集
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
る
。

６
当
該
歌
よ
り
少
し
前
の
１
８
２
６
に
も
「
春
之
在
者
」
の
表
記
例
が
あ
る
。
そ
の
歌
は
俊
成
本
に
も
五
代
本
に
も
引
か
れ
て
お
ら
ず

不
明
。
諸
本
、
諸
書
の
訓
は

　

ナ
レ
ハ
―
廣
瀬
本
・
元
類
紀
―
原
文
「
春
之
在
者
」（
西
左
も
）・
六
帖
・
異
本
柿
本
集
・
赤
人
集

　

サ
レ
ハ
―
宮
細
西
矢
京
―
原
文
「
春
之
去
者
」・
袖
中
抄

　

ク
レ
ハ
―
・
隆
源
口
伝

で
あ
り
、
廣
瀬
本
は
じ
め
諸
本
の
訓
の
状
況
は
１
８
９
７
に
類
似
す
る
。
し
か
し
原
文
が
１
８
９
７
と
は
異
な
り
「
在
―
ナ
レ
ハ
」、

「
去
―
サ
レ
ハ
」
と
対
応
し
て
分
か
れ
て
お
り
、
是
非
を
問
う
こ
と
が
む
ず
か
し
い
。
ま
た
巻
十
の
秋
雑
歌
・
秋
相
聞
に
お
い
て
も
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柿
本
人
麻
呂
歌
集
歌
、
別
集
歌
の
別
な
く
「
秋
さ
れ
は
」
は
「
秋
去
者
」
と
表
記
さ
れ
て
お
り
、「
秋
之
在
者
」
と
い
う
表
記
の
例

は
見
え
な
い
。
原
文
「
春
之
在
者
」
に
つ
い
て
は
別
に
考
え
た
い
。

７
両
書
の
異
同
は
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。「
の
」「
に
」「
を
」
な
ど
の
細
か
い
異
同
は
い
く
つ
か
あ
る
。
中
で
も
原
文

「
松
之
枝
」
の
「
之
」　

の
訓
み
に
お
い
て
、
俊
成
本
「
の
」
↓
五
代
本
「
か
」
が
34
（
廣
「
カ
」）、
１
１
３
（
廣
「
ノ
」
右
に
「
カ

伊
云
御
本
云
」）、１
４
１
（
廣
「
ノ
」）
の
三
例
、「
松
之
根
」
の
「
之
」
で
は
そ
の
逆
の
俊
成
本
「
か
」
↓
五
代
本
「
の
」
が
66
（
廣

「
ノ
」
を
見
せ
消
ち
に
し
て
「
カ
」）
の
一
例
あ
る
。
い
ず
れ
も
諸
本
で
は
「
の
」
は
お
よ
そ
古
本
系
、「
か
」
は
仙
覚
系
と
な
っ
て

い
る
が
、　

廣
瀬
本
で
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
状
況
を
見
せ
て
い
る
。

　
　

ま
た
お
そ
ら
く
右
の
様
相
と
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、「
松
か
枝
」
と
「
松
の
枝
」、「
松
か
根
」
と
「
松
の
根
」
の
俊
成
・

定
家
の
時
代
ま
で
の
和
歌
集
に
お
け
る
使
用
相
で
あ
ろ
う
。
そ
の
時
代
ま
で
の
勅
撰
集
と
私
家
集
に
限
っ
て
み
る
と
、
詳
細
は
省
略

す
る
が
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　

・
松
の
枝
―
後
撰
１
・
公
任
１
頼
政
１
拾
玉
１

　

・
松
か
枝
―
後
撰
２
拾
遺
２
新
勅
撰
２
・
貫
之
５
重
之
１
為
仲
１
経
信
１
清
輔
１
長
秋
詠
藻
３
秋
篠
月
清
集
１
拾
玉
５
拾
遺
愚
草
３

　

こ
の
う
ち
経
信
歌
で
は
本
文
「
ま
つ
の
は
」
の
右
に
「
が
え
本
定
」
と
あ
る
。
ま
た
新
勅
撰
は
二
例
と
も
長
歌
で
俊
成
と
清
輔
、　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

拾
遺
愚
草
の
一
例
は
長
歌
で
あ
る
。
六
節
で
触
れ
る
定
家
の
長
歌
観
に
も
関
わ
る
可
能
性
が
あ
る
。　

　

・
松
の
根
―
拾
遺
２
・
恵
慶
１
散
木
奇
歌
集
１

　

・
松
か
根
―
金
葉
二
１
千
載
２
新
古
今
１
新
勅
撰
３
・
西
行
１
山
家
集
１
拾
玉
２
壬
二
１
拾
遺
愚
草
３

　

こ
の
う
ち
拾
遺
の
一
例
は
貫
之
の
詠
。
新
勅
撰
の
一
例
は
萬
葉
集
66
の
再
録
、
一
例
は
定
家
詠
で
拾
遺
愚
草
の
一
例
と
同
じ
。

　
　

こ
れ
を
見
れ
ば
い
ず
れ
も
お
よ
そ
「
の
」
か
ら
「
か
」
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
る
と
見
ら
れ
、
特
に
定
家
は
「
か
」
と
詠
む

こ
と
を
よ
し
と
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
萬
葉
集
66
で
は
先
に
見
た
よ
う
に
五
代
本
で
「
の
」
と
し
て
お
り
、
新
勅
撰
と
一
致
し
な
い
。
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た
だ
こ
れ
ら
歌
集
の
例
も
そ
れ
ぞ
れ
原
典
で
は
な
く
、
写
本
に
過
ぎ
な
い
。「
の
」
と
「
か
」
の
書
写
が
ど
こ
ま
で
原
典
を
反
映
し

て
い
る
か
、
そ
れ
ぞ
れ
字
母
「
可
」
の
「
か
」
と
字
母
「
乃
」
の
「
の
」
に
は
元
々
混
同
さ
れ
や
す
い
点
が
あ
っ
て
不
確
定
と
な
る

こ
と
か
ら
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
含
ん
で
も
な
お
、
そ
の
傾
向
が
あ
る
と
言
え
る
か
は
、
な
お
詳
細
に
検
証
す
る
必
要
が

あ
ろ
う
が
、
や
が
て
歌
語
「
松
か
枝
」、「
松
か
根
」
と
し
て
定
着
す
る
と
い
う
見
通
し
は
立
て
ら
れ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
と
萬

葉
集
に
お
け
る
訓
み
と
の
関
連
性
も
必
ず
考
究
さ
れ
る
べ
き
問
題
と
な
ろ
う
。
萬
葉
集
の
「
之
」
の
訓
み
、特
に
「
ま
つ
が
え
」、「
ま

つ
が
ね
」
に
関
す
る
意
識
の
揺
れ
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
（
五
代
本
は
４
４
３
９
で
は
「
ま
つ
か
え
」
―
原
文
「
麻
都
我
延
」
―

で
あ
る
）。

８
本
稿
で
言
う
俊
成
本
が
「
九
十
四
首
な
き
本
」
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、　

前
稿
一
で
、
全
巻
に
目
録
を
有
す
る
歌
に
お
け
る
問

題
と
し
て
述
べ
た
。

９
白
丸
の
声
点
が
「
な
」
の
左
下
に
一
つ
、「
き
」
の
左
上
に
二
つ
横
並
び
に
付
く
。

10
末
尾
に
塗
り
消
し
。
判
読
不
能
。
塗
り
消
し
部
分
が
右
の
９
行
目
巻
題
「
巻
第
廿
」
の
方
へ
伸
び
て
お
り
、
現
状
で
は
書
か
れ
て
い

な
い
４
２
０
１
な
ど
が
補
入
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

11
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
『
五
代
簡
要　

定
家
歌
学
』
の
五
代
簡
要
の
解
説
で
は
、
五
代
簡
要
が
元
暦
校
本
に
依
拠
し
て
成
っ
て
い
る
こ

と
を
示
唆
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
と
補
入
も
含
め
た
長
歌
訓
の
問
題
か
ら
見
れ
ば
、
そ
れ
は
第
一
次
的
な
も
の
（
原
撰
時
）
と
考
え
る

の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

〔
付
記
〕

　

『
親
和
國
文
』
最
終
号
へ
の
寄
稿
の
お
話
を
い
た
だ
き
感
謝
に
堪
え
ま
せ
ん
。『
親
和
國
文
』
に
は
四
十
年
前
に
蜂
矢
眞
鄕
先
生
後

任
の
国
語
学
担
当
教
員
と
し
て
着
任
し
て
以
来
、
研
究
成
果
を
一
つ
ず
つ
積
上
げ
て
い
く
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
そ
の
当
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時
駆
け
出
し
の
未
熟
な
者
に
数
々
の
ご
教
示
を
賜
り
ま
し
た
先
生
方
の
多
く
が
す
で
に
鬼
籍
に
入
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
島
居
清
先

生
、
渕
江
文
也
先
生
、
大
坪
利
絹
先
生
、
唐
井
清
六
先
生
、
櫻
井
武
次
郎
先
生
。
先
生
方
よ
り
頂
戴
致
し
ま
し
た
学
恩
に
改
め
て
厚
く

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
神
戸
親
和
女
子
大
学
国
文
学
会
に
対
し
ま
し
て
深
甚
の
謝
意
を
申
し
上
げ
た
く
存
じ
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
京
都
府
立
大
学
名
誉
教
授
）


