
要
旨
本
誌
前
号
の
「
疑
開
抄
と
和
歌
童
蒙
抄
（
下
）
に
対
す
る
補
足
。
ま
ず
童
蒙
抄
伝
本
の
考
察
で
欠
け
て
い
た
古
筆
切
三
種
を
紹
介
す

る
。
次
に
成
立
に
関
す
る
諸
説
を
ま
と
め
、
成
立
時
期
の
確
定
は
困
難
で
、
む
し
ろ
長
い
時
間
を
掛
け
て
生
成
を
続
け
て
い
た
（
完
結
し
な
い

ま
ま
の
）
学
書
と
イ
メ
ー
ジ
す
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
提
案
す
る
。
第
三
に
童
蒙
抄
の
注
釈
の
質
に
つ
い
て
考
え
、
儒
者
の
注
釈
と
し
て
の
特

異
性
（
周
囲
の
学
書
と
わ
ざ
と
違
い
を
出
す
よ
う
に
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
を
読
み
取
ろ
う
と
試
み
る
。
第
四
に
山
田
洋
嗣
氏
の
提
議
さ
れ

た
「
童
蒙
抄
の
〈
古
歌
〉
握
造
」
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

和
歌
童
蒙
抄
補
考

浅
田
徹
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和歌童蒙抄補考（浅田）

本
稿
は
「
疑
開
抄
と
和
歌
童
蒙
抄
（
上
・
下
）
」
（
早
稲
田
大
学
本
庄
高
等
学
院
研
究
紀
要
明
、
平
９
．
３
及
び
国
文
学
研
究
資
料
館
紀

要
別
、
平
Ⅲ
・
３
）
に
連
続
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
稿
で
は
今
井
明
氏
の
御
研
究
に
基
づ
き
、
散
供
書
で
あ
る
疑
開
抄
の
内
容
と
形
態

を
推
定
し
、
童
蒙
抄
が
疑
開
抄
を
大
幅
に
取
り
込
ん
で
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
第
二
稿
で
は
、
童
蒙
抄
の
伝
本
に
つ

い
て
整
理
し
、
範
兼
が
不
断
に
増
補
を
続
け
て
い
っ
た
過
程
が
現
存
伝
本
の
姿
に
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
推
定
し
た
。
本
稿
は
第
二
稿

に
お
い
て
述
べ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
い
く
つ
か
の
考
察
を
補
う
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
、
第
二
稿
で
伝
本
を
論
じ
た
時
に
洩
れ
て
い
た
古
筆
切
資
料
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
こ
れ
は
単
に
不
注
意
の
せ
い
だ
っ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
か
え
っ
て
幸
い
し
た
。
第
二
稿
の
末
尾
に
右
の
断
り
を
入
れ
て
お
い
た
と
こ
ろ
、
小
林
強
・
田
中
登
両
氏
か
ら

資
料
の
御
教
示
を
得
た
の
で
あ
る
。
両
氏
の
御
厚
意
に
感
謝
し
、
有
難
く
こ
こ
に
併
せ
て
掲
げ
さ
せ
て
頂
く
こ
と
と
す
る
。

童
蒙
抄
の
古
筆
切
は
三
種
類
・
計
四
葉
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
順
に
検
討
す
る
。

棚
今
日
も
か
も
お
き
っ
た
ま
も
は
し
ら
な
み
の

［
第
一
種
］
伝
西
行
筆

か
け
り
な
つ
け
も
と
は
名
告
藻
と
か
け
り

側
む
ら
さ
き
の
な
た
か
の
う
ら
の
な
ひ
き
も
の

こ
園
ろ
は
い
も
に
よ
せ
て
し
も
の
を

六
帖
二

｜
、
古
筆
資
料
の
検
討
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棚
し
ら
な
み
を
お
り
か
け
あ
ま
の
こ
く
ふ
ね
は

い
の
ち
に
か
ふ
る
み
る
め
か
り
に
か

浜
木
綿

抑
み
く
ま
の
、
う
ら
の
は
ま
ゆ
ふ
い
く
か
さ
ね

棚
な
は
し
ろ
の
こ
な
き
の
は
な
ヲ
き
い
に
す
り

な
る
嵐
ま
に
ｊ
、
あ
せ
か
、
な
し
も

わ
れ
よ
り
人
ヲ
お
も
ひ
ま
す
ら
ん

や
へ
を
る
う
へ
に
み
た
れ
て
そ
あ
ら
ん

同
二
あ
り
は
ま
ゆ
ふ
は
鼠
せ
う
は
二
、
た
る
く
さ
の
み
く

．
．
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
…
・
…
…
…
・
…
…
…
・
…
…
・
・
…
…
（
折
り
目
）

な
め
て
に
か
し
と
し
て
わ
ら
ふ
し
か
も
こ
れ
を
う

ら
み
き
こ
の
人
又
な
ん
ち
か
た
く
ひ
あ
り
と
云
々

さ
れ
は
こ
の
奇
の
こ
ゞ
ろ
は
わ
か
こ
嵐
ろ
に
よ
し
と
お
も
ひ

て
い
ふ
こ
と
を
も
ち
ゐ
ら
れ
ぬ
こ
と
を
う
ら
み
て

よ
め
る
な
る
へ
し

同
二
あ
り

同
一

一

▲

悪
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右
オ
…
歌
棚
・
棚
（
現
在
の
切
の
左
半
分
）

ト
料
紙
外
側

右
ウ

Ｕ
歌
棚
～
側
…
…
料
紙
内
側

左
オ

左
ウ
…
歌
仙
～
帥
（
現
在
の
切
の
右
半
分
）

と
い
う
形
に
な
っ
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
（
行
数
配
分
と
し
て
無
理
で
は
な
い
）
、

と
呼
べ
ば
、

第
一
種
の
筆
跡
は
『
古
筆
学
大
成
』
に
よ
れ
ば
「
西
行
の
筆
に
擬
す
る
一
群
に
共
通
す
る
書
風
を
示
し
て
い
る
。
十
三
世
紀
初
め
の
こ

ろ
の
書
写
で
あ
ろ
う
か
。
と
す
る
と
、
「
和
歌
童
蒙
抄
」
の
写
本
と
し
て
は
、
最
古
の
も
の
で
あ
る
」
と
記
述
さ
れ
る
。
私
は
何
の
鑑
定

眼
も
持
た
な
い
の
で
、
鎌
倉
初
期
写
と
い
う
小
松
茂
美
氏
の
推
定
に
従
っ
て
お
き
た
い
。
こ
の
切
は
小
松
氏
も
指
摘
さ
れ
る
如
く
、
途
中

に
折
り
目
が
あ
っ
て
本
文
の
順
序
が
逆
転
し
て
い
る
。
恐
ら
く
列
帖
装
の
折
の
一
番
内
側
に
あ
っ
た
一
枚
で
、
仮
に
こ
の
一
紙
の
右
側
の

丁
と
左
側
の
丁
の
そ
れ
ぞ
れ
オ
モ
テ
・
ウ
ラ
を
「
右
オ
・
右
ウ
・
左
オ
・
左
ウ
」
（
こ
の
順
番
で
本
文
が
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
）

棚
わ
か
や
と
の
ほ
た
て
ふ
る
も
と
つ
み
は
や
し

み
に
な
る
ま
て
に
き
み
を
し
ま
た
ん

（
個
人
蔵
、
「
古
筆
学
大
成
」
に
よ
る
）

蓼 万
十
四

（
れ
か
力
）

あ
せ
か
と
は
お
の
ね
る
と
い
ふ
こ
、
ろ
な
り

つ
ま
り
こ
の
切
は
列
帖
装
の
一
紙
を
裏
返
し
て

－57－



こ
の
部
分
の
童
蒙
抄
の
本
文
は
流
布
本
（
尊
経
閣
本
に
よ
る
）
・
異
本
（
書
陵
部
本
に
よ
る
）
と
も
に
ほ
と
ん
ど
切
と
異
同
が
な
く
、

系
統
を
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
非
常
に
古
い
書
写
な
の
で
、
是
非
ツ
レ
が
出
現
し
て
き
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

伽
す
へ
ら
き
の
み
こ
と
の
す
ゑ
し
き
え
せ
ね
は

け
ふ
も
ひ
む
ろ
に
お
も
の
た
つ
な
り

岨
か
つ
ら
か
は
よ
る
か
ひ
の
ほ
る
か
国
り
ひ

の
か
掛
り
け
り
と
も
い
ま
こ
そ
は
し
れ

こ
れ
は
同
巻
あ
り
よ
る
か
ひ
の
ほ
る

か
髄
り
ひ
と
よ
め
り

A ［
第
二
種
］
伝
家
隆
筆

（
外
側
を
見
せ
て
）
押
し
た
状
態
で
保
存
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
順
序
の
左
右
逆
転
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
元
に
戻
し
て
考
え
て
よ

い
○

よ
め
り

こ
れ
は
堀
河
院
百
首
中
に
俊
頼

こ
れ
は
六
帖
第
三
巻
に
あ
り
貫
之
か

よ
め
る
な
り
う
は
た
ま
の
よ
か
は
と

、
氷
室
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B剛
い
は
Ｅ
し
る
た
き
も
と
、
ろ
に
な
く
せ
み
の

こ
ゑ
を
し
き
け
は
み
や
こ
お
ほ
国
ゆ

こ
れ
は
万
葉
集
第
七
巻
あ
り
た
き
も

朝
臣
よ
め
る
な
り
す
へ
ら
き
と
は
み

（
出
光
美
術
館
蔵
手
鑑
「
墨
宝
」
所
収
、
同
美
術
館
編
「
書
』
平
４
に
よ
る
）

火
な
ん
と
と
も
し
た
る
に
と
ひ
い
り
て

と
嵐
ろ
に
な
く
せ
み
と
よ
め
り

又
云
小
野
篁
消
息
一

蛾
払
燈
之
迷
い
へ
り

、
蝉
付
晩
く
空
！

こ
れ
は
六
帖
第
六
巻
に
あ
り
伊
勢
か

よ
め
る
な
り
こ
れ
は
ほ
た
る
な
ら
す

又
云
小
野
篁
消
息
云
不
堪
霄

し
め
る
を
い
ふ
な
り

せ
み
の
こ
ゑ
な
け
は
か
な
し
な
夏
む
し
の

ｔ
七
ｔ

（
田
中
登
氏
蔵
、
氏
よ
り
恵
与
さ
れ
た
写
真
に
よ
る
）
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現
存
の
伝
本
は
草
稿
本
系
と
精
選
本
系
と
が
あ
る
が
、
本
断
簡
の
よ
う
に
、
「
夜
河
」
「
氷
室
」
と
項
目
が
続
く
の
は
、
草
稿
本
系
の

巻
二
・
時
節
部
「
夏
」
項
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

こ
こ
で
「
草
稿
本
系
」
は
前
稿
の
用
語
で
言
え
ば
異
本
を
指
し
、
「
精
選
本
系
」
は
流
布
本
を
指
す
。
つ
ま
り
断
簡
Ａ
は
異
本
の
切
で

あ
る
と
の
指
摘
で
あ
る
。
確
認
す
る
と
、
Ａ
の
中
央
、
「
、
氷
室
」
と
あ
る
所
か
ら
は
流
布
本
で
は
巻
二
時
節
部
に
あ
り
、
そ
の
前
は
流

布
本
巻
六
漁
猟
部
「
夜
河
」
の
末
尾
で
あ
る
か
ら
、
流
布
本
で
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
記
述
が
連
続
し
て
い
る
こ
と
に
な
る

が
、
異
本
で
は
ま
さ
に
（
季
節
に
関
わ
る
素
材
を
時
節
部
に
移
動
集
成
し
た
関
係
で
）
「
夜
河
」
の
次
が
「
氷
室
」
と
な
っ
て
い
る
。
歌

学
大
系
解
題
の
異
本
の
素
材
配
列
一
覧
を
基
に
推
定
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
が
、
高
い
見
識
を
示
さ
れ
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
の
ま
ま
こ
の
指
摘
に
従
う
こ
と
も
濤
跨
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
書
陵
部
本
の
該
当
部
分
を
左
に
掲
げ
よ
う
（
句
読
点
・
濁
点

を
私
に
付
す
）
。

Ｂ
も
明
ら
か
に
同
筆
。
極
札
の

の
で
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

第
二
種
の
う
ち
、
Ａ
は
出
光
美
術
館
編
「
書
」
に
よ
る
と
Ⅲ
×
側
叩
の
枡
型
本
の
切
。
同
書
で
は
南
北
朝
時
代
の
筆
と
推
定
し
て
い
る
。

Ｂ
も
明
ら
か
に
同
筆
。
極
札
の
「
従
二
位
家
隆
卿
」
は
時
代
が
合
わ
な
い
。
Ａ
に
つ
い
て
は
す
で
に
「
書
」
に
伝
本
系
統
の
推
定
が
あ
る

（
マ
マ
）

（
側
か
守
り
火
の
か
げ
し
う
つ
れ
ぱ
か
は
た
ま
の
よ
か
は
の
水
の
底
も
み
え
け
り
）

（
マ
マ
）

六
帖
第
三
に
有
。
貫
之
歌
な
り
。
か
は
た
ま
の
よ
か
は
と
い
へ
り
。

岨
か
つ
ら
が
は
よ
る
か
ひ
の
ぼ
る
か
ず
り
火
の
か
嵐
り
け
り
と
も
今
こ
そ
は
し
れ

同
三
に
あ
り
。
よ
る
か
ひ
の
ぼ
る
と
よ
め
り
。

同
三
に
あ
り
。

氷
室
第
一
懇
納
涼
下
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前
掲
Ａ
と
比
較
す
れ
ば
、
Ａ
で
は
ま
ず
「
氷
室
」
の
標
目
に
関
す
る
長
い
注
（
氷
室
の
由
来
。
流
布
本
に
も
あ
る
）
が
ま
っ
た
く
欠
脱

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
気
に
な
る
の
は
Ａ
に
お
い
て
各
項
目
の
冒
頭
に
「
こ
れ
は
」
と
い
う
説
明
を
切
り
出
す
語
が
置
か
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
知
ら
れ
る
限
り
ほ
か
に
こ
の
定
型
を
有
す
る
童
蒙
抄
資
料
は
な
い
。
経
験
的
に
言
っ
て
、
書
写
の
過
程
で
こ
の
よ

う
な
定
型
の
変
更
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
稀
で
は
な
い
か
と
思
う
。
Ａ
は
確
か
に
童
蒙
抄
異
本
と
密
接
な
関
係
に
は
あ
る
が
、
異
本
の
写
本

そ
の
も
の
と
は
認
め
に
く
い
。

こ
の
こ
と
は
新
出
の
断
簡
Ｂ
に
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
な
る
。
同
じ
箇
所
の
異
本
本
文
（
流
布
本
も
ほ
と
ん
ど
同
文
）
を
掲
げ
る
。

（
脱
つ
、
め
ど
も
か
く
れ
ぬ
物
は
夏
虫
の
み
よ
り
あ
ま
れ
る
思
ひ
成
け
り

カ
ケ

大
和
物
語
に
有
。
式
部
卿
宮
の
か
つ
ら
の
宮
に
す
み
給
け
る
時
、
そ
の
さ
ぶ
ら
ひ
け
る
う
な
ゐ
お
と
こ
、
宮
を
思
ひ
懸
た
て

ワ
ラ
ハ

ま
つ
り
け
る
を
し
る
し
め
さ
ざ
り
け
り
。
蛍
の
飛
あ
り
き
け
る
を
、
か
れ
と
り
て
こ
、
と
此
童
に
の
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
か
ざ

ツ
ケ
カ
リ

ノ
ナ
カ
ミ
ル

イ
ホ

仁
徳
天
皇
六
十
二
年
五
月
に
、
額
田
大
中
彦
皇
子
闘
鶏
に
膓
す
。
時
に
皇
子
山
の
上
よ
り
野
中
を
曠
に
物
あ
り
。
其
ノ
形
臓

ム
ロ

ッ
ケ
イ
ナ
キ

メ
、
ン

ト
フ
マ
ウ
サ
ク

の
ご
と
し
。
史
を
し
て
み
せ
し
む
。
か
へ
り
て
ま
う
さ
く
、
窟
な
り
。
因
て
闘
鶏
の
稲
置
大
山
主
を
喚
て
此
を
問
。
日
、

レ
ヲ
サ
ム
ル
コ
ト
ク
ヲ
ホ
ル
コ
ト

フ
キ
ア
ッ
チ
チ
ヲ
キ

氷
室
也
。
其
蔵
如
何
。
日
、
地
掘
丈
余
し
て
、
草
を
も
て
其
上
へ
に
蓋
、
敦
・
茅
・
荻
を
し
き
て
、
氷
を
と
り
て
、
其
上

ト
ケ

タ
テ
マ
ツ
ル

ヨ
ロ
コ
フ

ヘ
に
置
。
夏
の
月
を
経
て
洋
ず
。
皇
子
即
其
氷
を
御
所
に
献
。
天
皇
是
を
歓
・
こ
れ
よ
り
季
冬
に
氷
を
蔵
て
、
春
の
分
に

ア
カ
フ

氷
を
散
也
。
委
見
日
本
紀
。
氷
室
は
こ
れ
よ
り
は
じ
ま
れ
り
。

剛
す
べ
ら
ぎ
の
み
こ
と
の
す
ゑ
し
き
え
せ
ね
ば
今
日
も
ひ
む
ろ
に
お
も
の
た
つ
也

堀
河
院
百
首
、
俊
頼
歌
也
。
氷
を
ば
ひ
の
お
も
の
と
云
也
。

-61-



一
見
し
て
大
異
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
剛
と
そ
の
標
目
が
な
け
れ
ば
Ｂ
を
童
蒙
抄
と
認
定
し
よ
う
と
は
誰
も
思
う
ま
い
。
し
か

し
、
よ
く
見
れ
ば
そ
の
内
容
は
よ
く
共
通
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

最
初
は
夏
虫
の
注
だ
が
、
文
言
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
先
に
「
蛍
」
と
解
す
べ
き
歌
を
挙
げ
て
、
次
に
「
灯
火
に
飛
び

込
む
小
さ
な
青
い
虫
」
と
解
す
べ
き
例
を
加
え
る
、
と
い
う
構
成
は
同
じ
で
あ
る
と
見
な
せ
る
。
挙
げ
ら
れ
た
証
例
も
、
Ｂ
の
「
こ
れ
は

六
帖
第
六
巻
に
あ
り
、
伊
勢
が
よ
め
る
な
り
」
と
い
う
証
歌
は
恐
ら
く
柵
で
あ
ろ
う
（
実
際
に
六
帖
第
六
巻
に
あ
る
。
こ
の
歌
の
作
者
は

不
明
だ
が
、
六
帖
で
は
隣
に
「
い
せ
」
と
作
者
注
記
す
る
歌
が
並
ぶ
。
注
記
の
位
置
が
一
首
分
ず
れ
た
本
が
存
在
し
た
と
考
え
る
こ
と
も

不
可
能
で
は
な
い
）
し
、
異
本
に
「
本
文
」
と
し
て
引
く
漢
文
も
Ｂ
の
「
小
野
篁
消
息
」
を
指
す
の
で
は
な
い
か
。
異
本
が
礼
記
を
引
用

剛
ひ
ぐ
ら
し
は
と
き
と
な
け
ど
も
わ
が
こ
ふ
る
た
を
や
め
わ
れ
は
さ
だ
め
か
れ
つ
も
）

剛
石
は
し
る
た
き
も
と
ぎ
ろ
に
鳴
蝉
の
声
を
し
き
け
ば
み
や
こ
お
も
ほ
ゆ

万
葉
第
七
に
有
。
滝
も
う
ご
き
て
な
く
と
よ
め
り
。

剛
も
ゆ
る
火
に
思
ひ
入
に
し
夏
虫
は
な
に
し
か
さ
ら
に
と
び
か
へ
る
べ
き

（
晩
蝉

蝉
付
晩
蝉
空
蝉

六
帖
歌
に

み
の
す
そ
に
つ
種
み
て
御
覧
ぜ
さ
す
と
て
、
か
く
き
こ
え
け
る
也
・
）
さ
れ
ば
夏
虫
と
は
蛍
を
い
ふ
と
見
え
た
る
を
、
又
夏

夜
火
に
飛
い
る
あ
を
き
虫
を
も
い
ふ
也
。
本
文
に
青
蛾
払
燭
と
い
へ
り
。
礼
記
月
令
日
、
季
夏
之
月
、
腐
草
為
蛍
。
注
、
蛍

ハ
飛
虫
、
蛍
火
也
云
々
。
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え
て
み
れ
ば
わ
か
る
）
。

し
て
い
る
の
が
Ｂ
に
は
見
え
な
い
が
、
礼
記
は
「
夏
虫
Ⅱ
蛍
」
説
に
関
連
す
る
資
料
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
論
述
の
順
番
と
し
て
は

「
灯
火
に
集
ま
る
虫
」
説
に
加
担
す
る
洲
の
後
に
あ
る
の
は
本
来
不
適
切
で
、
棚
の
後
に
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
Ｂ
で
は
こ
の
切
に
前
接
す

る
部
分
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
現
存
の
童
蒙
抄
よ
り
も
Ｂ
の
方
が
整
理
さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

た
だ
し
、
全
く
新
し
い
要
素
と
し
て
、
Ｂ
で
は
現
存
す
る
童
蒙
抄
に
は
ど
こ
に
も
見
え
な
い
歌
、
「
せ
み
の
こ
ゑ
な
け
ば
か
な
し
な
夏

（
衣
う
す
く
や
人
の
な
ら
む
と
思
へ
ば
Ⅱ
古
今
集
刑
と
が
末
尾
に
あ
る
。
流
布
本
で
も
異
本
で
も
す
ぐ
に
次
の
「
晩
蝉
」
の
歌
に
移
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
所
で
あ
る
。
増
補
と
考
え
れ
ば
、
や
は
り
Ｂ
が
現
存
の
童
蒙
抄
よ
り
後
出
の
形
態
を
持
つ
こ
と
の
徴
証
と
な
る
。

こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
現
存
の
異
本
の
配
列
は
範
兼
の
手
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
後
人
に
よ
っ
て
堀
河
百
首
題
な
ど
を
参
考
に
大

き
く
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
浅
田
第
二
稿
参
照
）
。
第
二
種
断
簡
は
異
本
の
配
列
に
従
っ
て
い
る
（
Ａ
）
。
Ｂ
は
流
布
本

と
異
本
と
が
ほ
と
ん
ど
同
じ
本
文
を
示
す
箇
所
だ
が
、
Ｂ
の
み
が
む
し
ろ
整
理
・
増
補
を
加
え
た
よ
う
な
形
態
に
な
っ
て
い
る
。

整
理
・
増
補
が
範
兼
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
と
し
て
、
そ
の
本
が
ま
た
異
本
と
全
く
同
じ
配
列
の
改
変
を
経
る
可
能
性
は
ま
ず
考
え
ら

れ
な
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
第
二
種
断
簡
は
異
本
を
基
に
さ
ら
に
後
の
人
間
が
整
理
・
増
補
な
ど
を
加
え
た
も
の
と
結
論
す
べ
き
で
あ
る

と
思
う
。
注
の
書
き
起
こ
し
に
一
々
「
こ
れ
は
」
の
文
言
を
加
え
た
の
も
同
じ
人
物
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
童
蒙
抄
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の

な
の
か
、
あ
る
い
は
後
人
に
よ
る
別
の
作
品
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
は
、
さ
ら
な
る
ツ
レ
の
出
現
に
待
つ
ほ
か
は
な
か
ろ
う
（
後
人

に
よ
る
大
幅
な
加
筆
が
加
わ
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
別
作
品
と
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
、
平
家
物
語
の
よ
う
な
極
端
な
例
を
考

た
い
。
（
な
お
補
記
参
照
）

こ
の
改
変
者
は
、
異
本
に
手
を
入
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
範
兼
が
記
さ
な
か
っ
た
和
歌
の
出
典
を
調
査
し
（
棚
）
、
注
の
内
容
も
よ
く
読

ん
で
い
る
。
増
補
を
加
え
、
よ
り
広
汎
な
学
書
を
作
ろ
う
と
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
童
蒙
抄
の
享
受
史
の
問
題
と
し
て
注
目
し
て
お
き
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伊
井
春
樹
氏
「
古
筆
切
資
料
集
成
」
第
四
巻
で
は
出
典
未
詳
と
な
っ
て
い
る
切
。
こ
れ
が
童
蒙
抄
の
断
簡
で
あ
る
こ
と
は
小
林
強
氏
の

御
教
示
に
よ
っ
て
知
っ
た
。
複
製
で
は
筆
勢
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
平
安
時
代
や
鎌
倉
初
期
に
遡
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
し
か
し
古
写
本
と
し
て
注
意
す
べ
き
も
の
で
は
あ
ろ
う
。

本
断
簡
は
巻
三
に
あ
た
り
、
異
本
欠
落
部
な
の
で
流
布
本
と
比
較
す
る
ほ
か
は
な
い
。
細
部
の
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
同
じ

あ
か
し
の
と
な
み
ま
た
さ
は
き
け
り

同
巻
に
あ
り
あ
は
し
ま
と
は
あ
は
を
云
也

と
な
み
と
は
あ
か
し
の
せ
き
の
な
み
と
云
也

洲
こ
と
し
ゆ
く
に
ひ
し
ま
も
り
の
あ
さ
こ
ろ
も

か
た
の
ま
よ
ひ
は
た
れ
か
と
り
け
む

同
巻
に
あ
り
に
ひ
し
ま
も
り
と
よ
め
り

蜥
わ
た
の
は
ら
や
そ
し
ま
か
け
て
こ
き
て
ぬ
と

人
に
は
つ
け
よ
あ
ま
の
つ
り
ふ
れ

古
今
第
十
九
巻
に
あ
り
小
野
篁
刑
部
大
輔
な
り
け
る

時
も
ろ
こ
し
の
つ
か
ひ
に
つ
か
は
す
時
大
使
と
船
の
こ
と

（
複
製
手
鑑
「
心
画
帖
」
、
昭
７
刊
よ
り
）

［
第
三
種
］
伝
清
輔
筆
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童
蒙
抄
が
い
つ
成
立
し
た
か
に
つ
い
て
は
複
数
の
見
解
が
対
立
し
て
い
る
。
長
寛
三
年
（
Ⅲ
Ⅱ
永
万
元
年
）
四
月
に
範
兼
が
没
す
る
以

前
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
ご
く
若
年
の
作
と
す
る
説
と
、
晩
年
の
も
の
と
す
る
説
が
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
久
曽
神
昇
氏
の
歌

学
大
系
解
題
は
「
明
確
に
し
が
た
い
」
と
断
っ
た
上
で
、
（
１
）
袖
中
抄
が
諸
歌
学
書
を
引
用
す
る
時
の
順
序
か
ら
、
奥
義
抄
以
後
で
あ

ろ
う
、
（
２
）
異
本
奥
書
に
「
仁
平
以
往
所
抄
也
」
と
あ
る
の
を
信
ず
る
な
ら
ば
、
仁
平
（
Ⅲ
～
哩
以
前
と
な
る
、
の
二
点
を
手
掛
り

と
し
て
提
示
、
久
安
（
Ⅲ
～
型
・
仁
平
の
頃
か
と
い
う
説
を
立
て
た
。
た
だ
し
（
２
）
に
つ
い
て
は
、
久
曽
神
氏
は
異
本
を
草
稿
本
と

考
に
待
ち
た
い
。

以
上
、
古
筆
資
料
三
種
を
検
討
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
童
蒙
抄
の
成
立
に
大
き
な
知
見
が
得
ら
れ
た
と
は
言
え
な
い
が
、
ま
だ
ま
だ
ツ

レ
が
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
は
あ
り
、
今
後
と
も
捜
索
を
続
け
て
行
き
た
い
。
実
は
そ
れ
よ
り
も
意
外
だ
っ
た
の
は
、
こ
れ
ら
の
断
簡
が

み
な
平
仮
名
本
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
稿
で
は
流
布
本
と
異
本
か
ら
、
童
蒙
抄
は
本
来
片
仮
名
本
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
た
。

（
１
）

童
蒙
抄
に
は
声
点
が
か
な
り
差
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
時
期
の
資
料
と
し
て
は
片
仮
名
本
の
方
に
現
れ
や
す
い
現
象
で
あ
る
。
後

と
言
っ
て
よ
い
が
、
問
題
は
二
行
目
の
「
同
濁
に
あ
り
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
流
布
本
で
は
「
万
葉
第
七
に
有
」
と
あ
る
（
洲
は
巻
七
伽
で

あ
り
、
こ
の
注
は
正
し
い
）
。
し
か
し
そ
の
一
首
前
（
畑
）
は
流
布
本
で
は
「
日
本
紀
第
一
こ
の
歌
で
あ
っ
て
、
畑
の
出
典
を
「
同
巻
に

あ
り
」
と
は
書
け
な
い
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
の
前
を
さ
ら
に
遡
っ
て
も
、
万
葉
集
の
歌
は
並
ん
で
い
る
が
巻
七
で
は
な
い
。
童
蒙
抄
写

本
の
出
典
の
巻
表
示
は
し
ば
し
ば
間
違
い
が
あ
り
（
こ
の
断
簡
で
も
恥
は
古
今
集
巻
九
の
誤
り
。
流
布
本
は
正
し
い
）
、
こ
れ
も
そ
の
一

つ
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
本
断
簡
が
流
布
本
と
は
異
な
っ
た
配
列
を
持
つ
本
で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
○

二
、
成
立
の
問
題
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一
方
、
川
瀬
一
馬
氏
『
古
辞
書
の
研
究
』
（
昭
刈
）
は
童
蒙
抄
が
元
永
元
年
忠
通
家
歌
合
の
歌
を
引
い
て
い
る
（
那
歌
）
こ
と
と
、
後

拾
遺
集
ま
で
の
勅
撰
集
を
多
く
引
い
て
い
な
が
ら
金
葉
集
を
引
か
な
い
こ
と
か
ら
、
元
永
元
年
（
Ⅲ
）
以
後
大
治
二
年
面
）
頃
ま
で
の

間
の
成
立
と
推
定
さ
れ
た
。
範
兼
は
Ⅲ
年
生
ま
れ
な
の
で
、
最
大
限
遅
く
見
積
も
っ
て
も
二
十
一
歳
と
い
う
極
め
て
若
い
時
期
の
作
品
に

な
る
心
氏
の
説
は
昭
和
帥
年
の
「
古
辞
書
叢
刊
』
解
説
で
も
変
化
は
な
い
・

川
瀬
氏
の
立
場
を
補
強
し
た
の
は
滝
沢
貞
夫
氏
「
「
和
歌
童
蒙
抄
」
に
つ
い
て
」
（
中
古
文
学
別
、
昭
別
・
９
）
で
あ
る
。
氏
は
引
用
和

歌
の
中
で
最
も
新
し
い
も
の
は
や
は
り
川
瀬
氏
の
指
摘
す
る
元
永
元
年
の
歌
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
金
葉
集
に
入
集
す
る
経
信

歌
（
巻
二
「
冬
夜
」
の
剛
歌
）
が
、
金
葉
集
で
は
な
く
経
信
集
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、
範
兼
が
金
葉
集
を
見
て
い
な
い
こ
と
の
傍

証
と
し
て
提
示
さ
れ
た
。
ま
た
、
歌
学
大
系
が
論
拠
の
一
つ
と
し
て
掲
げ
た
袖
中
抄
に
お
け
る
諸
歌
学
書
引
用
の
順
序
の
問
題
に
つ
い
て

も
検
討
を
加
え
、
奥
義
抄
と
童
蒙
抄
の
ど
ち
ら
が
先
に
出
て
い
る
場
合
も
多
数
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
成
立
の
手
掛
か
り
と
は
な
ら
な
い

と
論
じ
ら
れ
る
。
ま
た
異
本
が
「
再
構
成
本
」
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
仁
平
以
往
所
抄
也
」
は
再
構
成
の
年
時
と
見
る
。

次
に
、
太
田
晶
二
郎
「
和
歌
童
蒙
抄
は
ど
な
た
の
た
め
に
作
っ
た
か
」
（
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
小
刊
４
、
昭
馳
・
５
）
は
「
桑
華

書
誌
」
所
載
「
古
蹟
歌
書
目
録
」
（
太
田
自
身
が
日
本
学
士
院
紀
要
皿
１
３
、
昭
釣
・
Ⅱ
に
翻
刻
紹
介
し
た
も
の
。
現
在
で
は
『
太
田
晶

二
郎
著
作
集
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
）
に
「
童
蒙
抄
一
部
五
帖
範
兼
卿
撰
進
二
条
院
」
と
記
す
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
目
録
は
守
覚
法

親
王
の
蔵
書
目
録
か
と
推
定
さ
れ
る
貴
重
な
文
献
で
あ
り
、
平
安
末
期
の
歌
書
に
つ
い
て
は
第
一
級
の
資
料
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
二
条
天

皇
（
康
治
二
年
Ⅲ
～
永
万
元
年
Ⅲ
、
二
十
三
歳
）
へ
の
撰
進
が
注
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
看
過
し
得
な
い
。
少
な
く
と
も
仁
平
（
Ⅲ
～
哩

よ
り
さ
ら
に
後
で
な
く
て
は
二
条
天
皇
は
歌
学
書
を
奉
ら
せ
た
り
す
る
年
齢
に
は
達
し
な
い
の
で
、
童
蒙
抄
は
範
兼
最
晩
年
（
す
で
に
金

考
え
ら
れ
た
の
で
（
実
際
は
逆
で
、
改
稿
本
で
あ
る
こ
と
は
前
稿
参
照
）
、
流
布
本
の
成
立
は
さ
ら
に
遅
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
お

ら
れ
る
。
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山
田
氏
は
「
和
歌
童
蒙
抄
の
形
成
ｌ
平
安
後
期
の
注
釈
の
問
題
と
し
て
ｌ
」
（
立
教
大
学
日
本
文
学
塊
、
昭
別
・
７
）
に
お
い
て
「
こ

の
期
の
歌
学
書
に
お
い
て
は
、
対
象
を
後
拾
遺
ま
で
に
限
定
す
る
こ
と
が
多
い
」
と
し
て
、
童
蒙
抄
の
ほ
か
同
じ
く
範
兼
の
五
代
集
歌
枕
、

奥
義
抄
、
和
歌
初
学
抄
、
五
代
簡
要
を
挙
げ
ら
れ
（
和
歌
色
葉
も
こ
れ
に
含
め
て
よ
か
ろ
う
）
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
同
時
代
の
「
古
歌
」

意
識
の
枠
を
示
し
て
い
る
の
だ
と
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
意
見
は
説
得
的
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
童
蒙
抄
が
金
葉
集
や
詞
花
集
を
取
り
上
げ
て
い
な
い
か
ら
と
言
っ

て
そ
れ
ら
以
前
の
成
立
で
あ
る
と
は
論
じ
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
範
兼
は
大
治
五
年
（
Ⅲ
）
、
二
十
四
歳
の
時
の
殿
上
蔵
人
歌
合

（
２
）

（
歌
合
大
成
三
二
三
）
が
和
歌
事
跡
の
初
見
で
あ
る
か
ら
、
早
い
時
期
か
ら
和
歌
の
研
究
を
行
っ
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
が
、
歌
人

と
し
て
の
活
躍
期
は
何
と
言
っ
て
も
二
条
朝
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
近
付
け
た
成
立
を
考
え
た
ほ
う
が
自
然
で
は
あ
る
。
た
だ
し
、
前
稿

で
論
じ
た
通
り
、
童
蒙
抄
は
一
回
的
な
成
立
を
考
え
る
べ
き
作
品
で
は
な
く
、
不
断
に
増
補
拡
充
を
加
え
続
け
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
た

「
進
行
中
の
」
学
書
と
見
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
注
意
し
た
い
。
二
条
天
皇
へ
の
献
呈
を
何
次
め
か
の
成
立
の
契
機
と
し
て
含
み
込
む
よ

う
な
、
あ
る
程
度
長
い
時
間
を
童
蒙
抄
の
生
成
期
間
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
が
現
時
点
で
は
最
上
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
進
行
中
の
」
作
品
で
あ
る
こ
と
を
前
稿
で
述
べ
た
と
き
（
第
二
稿
川
頁
）
、
繁
雑
に
な
る
の
を
恐
れ
て
具
体
例
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
こ
こ
で
補
っ
て
お
き
た
い
。
尊
は
尊
経
閣
本
、
異
は
異
本
、
部
は
高
松
宮
本
部
類
和
歌
集
の
略
称
で
あ
る
。

葉
集
の
次
の
詞
花
集
も
成
立
し
て
い
る
）
の
作
品
と
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。

滝
沢
氏
が
歌
学
大
系
の
説
を
打
ち
消
さ
れ
た
考
証
は
正
し
い
も
の
と
思
わ
れ
、
あ
と
は
内
部
徴
証
と
古
蹟
歌
書
目
録
の
記
述
と
の
矛
盾

を
解
消
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
、
範
兼
は
金
葉
集
成
立
以
前
の
ご
く
若
い
頃
に
本
書
を
執
筆
し
、
晩
年
に
な
っ
て

か
ら
主
著
と
し
て
二
条
院
に
献
呈
し
た
と
考
え
れ
ば
矛
盾
を
回
避
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
が
、
こ
の
点
で
示
唆
的
な
発
言
を
し
て
お
ら

れ
る
の
は
山
田
洋
嗣
氏
で
あ
る
。
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（
３
）
本
文
に
あ
っ
て
目
録
に
見
え
な
い
項
目
の
存
在

（
３
）

巻
三
「
岳
」
・
「
淵
」
・
「
津
」
、
巻
六
「
網
子
」
、
巻
七
「
辛
藍
」
・
「
埋
木
」
・
「
箒
木
」
・
「
合
歓
木
」
・
「
樫
」
・
「
橿
」
、

巻
八
「
百
千
」
、
原
巻
次
不
明
（
異
本
特
有
項
目
の
た
め
）
「
黄
葉
」
・
「
檮
衣
」
・
「
稲
負
烏
」
。

（
１
）
目
録
に
は
あ
っ
て
本
文
が
欠
け
る
項
目
の
存
在

・
巻
一
「
冬
月
」
、
本
文
は
標
目
の
み
で
六
行
空
白
（
尊
）
。
異
は
こ
の
項
目
な
し
。

・
巻
六
「
仏
」
、
本
文
は
標
目
の
み
で
一
面
空
白
（
尊
）
。
部
は
「
阿
褥
多
羅
三
謨
三
菩
提
の
仏
立
我
た
つ
そ
ま
に
み
や
う
が
あ
ら
せ
た
ま

へ
」
の
歌
を
書
き
、
注
は
な
く
一
行
空
白
。
異
は
欠
落
部
。

・
巻
七
「
冬
草
」
、
本
文
は
標
目
「
冬
草
」
の
み
で
歌
や
注
は
な
し
（
尊
）
。
異
は
こ
の
項
目
な
し
。

・
巻
九
「
貝
」
、
本
文
な
し
（
尊
）
。
異
に
は
あ
り
。

・
巻
十
雑
体
「
旗
頭
」
、
本
文
に
は
な
し
（
尊
・
異
）
。

・
巻
五
、
本
文
中
の
標
目
「
伎
芸
部
」
の
下
に
細
目
「
碁
画
図
」
と
あ
る
が
「
碁
」
の
歌
と
注
は
な
い
（
尊
。
巻
五
目
録
に
も
「
碁
」

は
な
し
）
。
異
は
欠
落
部
。

（
２
）
本
文
中
に
参
照
せ
よ
と
指
示
さ
れ
て
い
る
の
に
存
在
し
な
い
部
類

「
神
楽
部
」
（
銘
に
言
及
）
・
「
五
節
部
」
（
剛
に
言
及
）
・
「
仙
部
」
（
剛
に
言
及
）
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（
１
）
（
２
）
を
見
る
と
範
兼
に
は
例
え
ば
神
仏
に
関
す
る
項
目
に
つ
い
て
は
増
補
の
予
定
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
資

料
が
集
成
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
は
な
く
、
じ
っ
く
り
整
理
し
よ
う
と
考
え
て
い
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
（
見
付
け
に
く
い
も
の
で
は
な

い
は
ず
な
の
で
）
。
巻
九
「
貝
」
の
よ
う
に
異
本
で
充
填
さ
れ
た
部
類
も
あ
る
。

（
３
）
は
目
録
に
誤
脱
が
あ
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
慎
重
に
扱
い
た
い
が
、
巻
七
の
植
物
関
係
項
目
群
は
目
録
を
越
え
て
増
補
が
進
ん

な
ろ
う
。

以
上
の
う
ち
、
（
１
）
（
２
）
は
範
兼
の
計
画
に
は
あ
っ
て
ま
だ
具
体
化
さ
れ
て
い
な
い
部
分
を
示
す
。
（
３
）
は
逆
に
、
す
で
に
執
筆

し
た
に
も
関
わ
ら
ず
ま
だ
目
録
を
手
直
し
し
て
い
な
い
部
分
、
（
４
）
．
（
５
）
は
今
後
の
課
題
と
し
て
充
填
を
目
指
し
て
い
る
部
分
と

（
５
）
出
典
巻
次
の
空
白

Ⅲ
「
万
葉
第
ニ
ア
リ
」
（
尊
。
異
は
欠
落
部
Ｊ
柳
「
万
葉
あ
り
」
（
部
。
尊
「
万
葉
ニ
ア
リ
」
。
異
は
欠
落
部
）
、
Ⅷ
「
万
葉
ニ

ァ
リ
」
（
尊
◎
部
「
万
葉
に
あ
り
」
。
異
は
欠
落
部
）
、
湖
「
万
ニ
ァ
リ
」
（
尊
・
部
。
異
は
欠
落
部
）
、
柵
「
万
葉
第
ニ
ァ
リ
」
（
尊
◎

異
「
万
葉
に
有
」
）
、
川
「
万
葉
第
二
ア
リ
」
（
尊
・
異
）
、
剛
「
同
（
万
葉
ｌ
注
）
第
二
ア
リ
」
（
尊
◎
異
「
同
に
有
」
）
。

棚
「
後
拾
遣
廿
ニ
ア
リ
三
車
ト
ハ
」
（
尊
。
異
は
欠
落
部
）
、
州
「
物
部
ノ
八
十
氏
河
」
（
尊
・
異
）
、
剛
「
ヤ
チ
ホ
コ
ノ
神
ト

（
マ
マ
）

ハ
」
（
尊
・
部
。
異
は
欠
落
部
）
、
耐
「
ウ
ズ
ノ
タ
マ
エ
ト
ハ
」
（
尊
・
異
）
、
洲
「
カ
ハ
ニ
ホ
ッ
、
ト
ハ
」
（
尊
・
異
）
、
伽

「
ユ
タ
ネ
マ
キ
」
（
尊
・
異
）
、
細
「
マ
テ
ル
」
（
尊
・
異
）
、
棚
「
フ
ミ
ニ
ハ
」
（
尊
・
異
）
。
そ
の
ほ
か
巻
六
末
尾
は
異

「
も
の
、
ふ
の
」
歌
を
書
き
、
注
は
な
し
（
特
有
歌
）
。
ま
た
、
巻
十
、
四
病
と
八
病
と
の
間
に
七
行
空
白
（
尊
）
。

へ

4024

釈
義
の
空
白
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童
蒙
抄
は
博
引
の
学
書
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
確
か
に
多
数
の
文
献
が
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、

そ
の
博
引
は
顕
昭
な
ど
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

最
も
大
き
な
点
は
、
そ
れ
ら
が
漢
籍
と
国
史
に
偏
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
童
蒙
抄
の
引
く
漢
籍
は
六
十
八
種
に
も
の
ぼ
る
（
田
中
幹

子
氏
「
院
政
期
歌
学
書
の
「
和
漢
朗
詠
集
』
利
用
に
つ
い
て
ｌ
『
和
歌
童
蒙
抄
』
を
中
心
に
ｌ
」
和
歌
文
学
研
究
塊
、
平
３
．
４
の
注
４

で
い
っ
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
範
兼
の
作
業
が
目
録
に
定
め
ら
れ
た
形
態
を
最
終
目
標
に
は
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

（
５
）
で
は
巻
を
空
白
に
し
て
あ
る
の
は
万
葉
ば
か
り
に
な
る
の
は
当
然
だ
が
（
他
の
集
な
ら
検
索
は
容
易
な
の
で
）
、
万
葉
は
巻
次

を
付
す
場
合
で
も
し
ば
し
ば
誤
り
が
あ
り
、
伝
本
間
の
揺
れ
も
稀
で
は
な
い
。
実
際
に
は
万
葉
歌
で
は
な
い
も
の
を
誤
認
し
て
い
る
例
も

ま
ま
見
ら
れ
、
範
兼
は
出
典
調
べ
に
相
当
苦
労
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
範
兼
本
人
が
万
葉
か
ら
採
集
し
て
き
て
い
る
場
合
は
も
ち
ろ

ん
問
題
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
既
成
の
歌
学
書
（
例
え
ば
疑
開
抄
）
を
吸
収
再
編
し
て
い
る
部
分
で
は
面
倒
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
（
５
）
の

よ
う
な
例
が
し
ば
し
ば
現
れ
る
の
は
、
範
兼
が
先
行
害
に
多
く
を
頼
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
空
白
に
し
て
あ
る
の
は
わ
か
り
次
第

埋
め
て
い
こ
う
と
い
う
意
志
の
現
れ
で
は
あ
ろ
う
。

成
立
論
に
つ
い
て
も
う
一
言
加
え
た
い
。
久
曽
神
氏
は
草
稿
的
な
異
本
か
ら
精
選
を
経
て
流
布
本
に
定
ま
る
と
い
う
経
路
を
提
示
さ
れ

た
が
、
こ
れ
は
流
布
本
の
成
立
を
以
て
童
蒙
抄
は
完
成
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
与
え
た
。
滝
沢
氏
は
両
本
の
順
序
を
逆
転
さ
れ

た
が
、
そ
の
問
の
差
異
は
ほ
と
ん
ど
な
い
も
の
と
論
じ
ら
れ
た
た
め
、
結
局
童
蒙
抄
の
一
回
的
成
立
の
イ
メ
ー
ジ
は
保
存
さ
れ
る
結
果
と

な
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
実
際
に
は
右
に
示
し
た
通
り
、
童
蒙
抄
は
未
完
成
な
部
分
を
空
白
と
し
て
含
み
持
ち
つ
つ
、
平
行
し
て
さ

ら
に
組
織
を
拡
大
し
、
新
た
な
枠
を
設
定
し
て
進
行
中
の
作
品
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
儒
者
の
注
釈
と
し
て
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漢
籍
（
仏
典
を
含
む
）
が
多
く
引
か
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
儒
者
範
兼
の
教
養
を
反
映
す
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
国
史
も
そ

れ
に
準
ず
る
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
山
田
洋
嗣
氏
は
院
政
期
の
歌
人
が
漢
詩
文
を
典
拠
と
し
て
詠
み
合
う
状
況
と
結
び
付
け
て
、
範

兼
が
「
歌
人
た
ち
の
中
国
故
事
へ
の
要
求
を
ふ
ま
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
未
知
の
故
事
な
ど
も
多
量
に
増
益
し
、
自
身
の
学
者
と
し
て
の
存
在
、

学
の
有
用
性
を
最
大
限
に
発
揮
さ
せ
る
か
た
ち
で
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
と
め
た
か
っ
た
の
が
、
童
蒙
抄
だ
っ
た
の
で

（
４
）

は
な
い
か
」
と
論
じ
て
お
ら
れ
る
。
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

漢
籍
・
国
史
の
引
用
の
甚
だ
し
い
多
さ
に
比
べ
、
そ
の
他
の
国
書
が
引
か
れ
る
こ
と
は
少
な
い
・
引
か
れ
た
も
の
で
も
富
士
山
記
（
Ⅲ
）

や
風
士
記
（
Ⅲ
）
、
浦
嶋
子
伝
（
棚
）
な
ど
漢
文
文
献
に
属
す
る
も
の
が
目
立
ち
、
注
釈
の
対
象
と
し
た
歌
集
の
ほ
か
に
範
兼
が
使
用
し

た
和
文
文
献
は
決
し
て
豊
富
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
注
釈
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
歌
集
は
主
に
万
葉
、
古
今
～
後
拾
遺
の
勅
撰
集
、
古
今

六
帖
、
堀
河
百
首
（
山
田
洋
嗣
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
出
典
を
明
記
す
る
歌
湖
首
中
柵
首
、
約
朋
％
が
こ
れ
ら
の
主
要
歌
集
の
歌
で
あ
る
）

だ
が
、
そ
れ
以
外
の
典
拠
を
な
す
歌
集
、
ま
た
注
釈
に
引
か
れ
る
歌
集
を
見
て
も
、
有
名
な
歌
合
が
あ
る
程
度
資
料
に
な
っ
て
い
る
（
巻

十
に
判
例
集
が
あ
る
こ
と
と
関
係
す
る
で
あ
ろ
う
）
ほ
か
は
伊
勢
物
語
・
大
和
物
語
・
玄
々
集
が
複
数
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
他
の
歌
集
は

小
町
集
・
匡
房
集
・
散
木
奇
歌
集
・
日
本
紀
寛
宴
和
歌
・
朗
詠
集
が
一
首
ず
つ
と
い
う
、
ま
こ
と
に
蓼
々
た
る
有
様
な
の
で
あ
る
。
し
か

も
こ
れ
ら
も
先
行
歌
学
書
か
ら
の
孫
引
き
か
も
し
れ
ず
、
実
際
に
は
原
典
に
当
た
っ
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
る
。
恐
ら
く
三
十
六
人
集
な

ど
は
全
く
見
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。

範
兼
の
教
養
は
限
ら
れ
て
い
る
。
先
行
歌
学
書
（
疑
開
抄
や
俊
頼
髄
脳
が
代
表
的
な
も
の
だ
が
、
ほ
か
に
も
多
い
で
あ
ろ
う
。
範
兼
は

「
国
史
」

で
あ
る
。

に
リ
ス
ト
が
あ
る
。
た
だ
し
孫
引
き
が
多
い
ら
し
い
こ
と
も
既
に
田
中
氏
や
黒
田
彰
子
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
）
・
ま
た
、
「
日
本
紀
」

「
国
史
」
の
引
用
は
（
書
名
を
出
さ
な
い
が
明
ら
か
に
耆
紀
の
引
用
で
あ
る
も
の
な
ど
を
い
く
ら
か
含
め
る
と
）
約
八
十
箇
所
も
あ
る
の
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歌
学
書
を
引
用
す
る
と
き
は
書
名
を
出
さ
な
い
の
が
原
則
な
の
で
そ
の
実
態
は
掴
み
に
く
い
）
の
集
成
・
部
類
に
よ
っ
て
得
た
知
識
の
ほ

か
は
、
主
要
歌
集
を
通
覧
し
て
い
く
こ
と
で
学
習
を
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
万
葉
は
特
に
そ
の
対
象
と
し
て
重
要
で
あ
っ
た
と
思

わ
れ
、
注
釈
さ
れ
た
数
も
飛
び
抜
け
て
多
い
が
、
万
葉
が
漢
文
文
献
の
要
素
を
も
持
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
儒
者
と
し
て

の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
特
性
が
出
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
例
え
ば
童
蒙
抄
に
は
か
な
り
多
量
の
声
点
が
差
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
漢

籍
・
日
本
紀
・
万
葉
の
訓
に
集
中
し
て
お
り
、
差
声
と
い
う
漢
籍
に
対
す
る
研
究
の
様
式
が
万
葉
ま
で
を
含
み
込
む
形
で
実
施
さ
れ
て
い

（
５
）

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
万
葉
集
以
外
の
歌
に
差
声
し
た
例
は
ず
っ
と
少
な
い
）
。
そ
う
言
え
ば
、
や
は
り
儒
者
で
あ
っ
た
橘
敦
隆
が
作

成
し
た
歌
学
書
は
万
葉
集
を
全
巻
部
類
し
た
類
聚
古
集
と
、
万
葉
集
目
録
で
あ
っ
た
。

範
兼
が
、
疑
開
抄
を
下
敷
き
に
し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
構
成
を
中
国
類
書
風
に
改
め
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
指
摘
し
た
（
浅
田
第
二
稿
）
。

そ
の
枠
の
中
で
、
主
要
歌
集
に
出
て
く
る
事
柄
や
先
行
歌
学
書
の
記
述
を
部
類
し
た
も
の
が
童
蒙
抄
な
の
だ
が
、
綺
語
抄
と
い
う
先
例
が

あ
る
と
は
言
え
、
範
兼
の
作
品
は
仲
実
よ
り
も
い
っ
そ
う
類
書
に
近
似
し
て
い
る
。
例
え
ば
歌
ご
と
に
詳
し
く
出
典
を
注
記
す
る
形
態
が

そ
う
で
あ
る
（
綺
語
抄
で
は
出
典
注
記
は
ほ
と
ん
ど
な
い
）
。
万
葉
の
巻
次
が
不
明
の
時
は
わ
ざ
わ
ざ
空
白
に
し
て
お
く
措
置
が
取
ら
れ

て
い
る
こ
と
も
本
稿
で
述
べ
た
。
ま
た
、
原
典
か
ら
の
書
承
の
忠
実
さ
も
そ
れ
以
前
の
歌
学
書
に
比
べ
る
と
際
立
っ
て
お
り
、
原
資
料
の

（
６
）

抄
出
再
編
と
い
う
方
法
意
識
が
徹
底
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

そ
れ
は
山
崎
誠
氏
が
中
世
の
学
問
（
主
に
漢
文
・
仏
教
の
世
界
の
）
の
基
本
的
性
格
と
し
て
提
示
さ
れ
た
「
抄
撮
」
と
い
う
こ
と
と
重

（
７
）

な
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
意
味
で
は
当
時
の
貴
族
の
学
習
行
為
一
般
に
還
元
し
得
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
が
和
歌
に
対
し
て

適
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
改
め
て
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
和
歌
に
対
し
て
漢
籍
・
仏
典
の
研
究
方
法
を
敢
え
て
適
用
し
て
い
る
こ

と
が
、
童
蒙
抄
の
他
の
歌
学
書
に
対
す
る
差
異
の
根
源
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
論
文
に
、
神
山
重
彦
氏
ヨ
和
歌
童
蒙
抄
』
に
見
る
和
歌
享
受
の
態
度
」
二
松
村
博
司
先
生
古
稀
記
念
国
語
国
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文
学
論
集
」
昭
別
）
が
あ
る
。
神
山
氏
は
童
蒙
抄
が
多
く
の
漢
籍
を
引
用
す
る
と
き
、
そ
の
中
国
故
事
が
当
該
の
和
歌
の
典
拠
で
は
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
に
敢
え
て
引
く
、
と
い
う
態
度
を
し
ば
し
ば
見
せ
る
こ
と
に
注
目
し
て
お
ら
れ
る
。
あ
る
歌
を
掲
げ
、
類
似
の
漢

籍
を
引
用
し
た
上
で
、
「
コ
レ
ヲ
ミ
テ
ハ
ョ
マ
ザ
リ
ケ
メ
ド
モ
、
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
カ
ナ
ヒ
タ
ル
シ
モ
メ
デ
タ
ク
コ
ソ
ア
レ
」
（
別
）
「
…
ト
イ

ヘ
ル
ガ
ョ
ク
ニ
タ
ル
コ
ソ
ア
ハ
レ
ナ
レ
。
サ
カ
ヒ
ハ
（
日
本
と
中
国
と
ｌ
注
）
コ
ト
ナ
レ
ド
、
．
、
ロ
ハ
ヲ
ナ
ジ
カ
ル
ベ
シ
」
（
柵
）
な

ど
と
、
両
者
の
一
致
を
（
典
拠
関
係
を
離
れ
て
）
味
わ
お
う
と
す
る
記
述
が
童
蒙
抄
に
は
目
立
つ
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
疑
開
抄
供
文

に
も
こ
の
種
の
注
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
範
兼
が
先
行
歌
学
書
か
ら
こ
れ
ら
の
注
を
書
承
し
た
可
能
性
は
小
さ
い
。

神
山
氏
は
こ
の
現
象
を
説
明
す
る
に
当
た
っ
て
、
当
時
の
歌
人
が
和
歌
を
享
受
す
る
に
際
し
て
種
々
の
古
典
を
背
後
に
思
い
浮
か
べ
な

が
ら
読
ん
で
お
り
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
「
典
拠
」
に
当
た
る
場
合
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
同
時
代
の
歌
合
判
詞
な
ど

か
ら
引
証
し
、
範
兼
の
漢
籍
想
起
を
も
同
じ
よ
う
に
一
般
的
な
享
受
論
に
還
元
し
て
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
視
点
自
体
の
有
効
性
は

否
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
が
、
童
蒙
抄
の
個
別
的
な
問
題
と
し
て
は
、
範
兼
が
い
わ
ば
儒
者
の
眼
で
和
歌
の
世
界
を
眺
め
よ
う
と
し
て

い
る
こ
と
の
現
れ
と
見
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
恐
ら
く
こ
れ
ら
の
中
国
故
事
は
自
然
に
「
想
起
」
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

範
兼
が
童
蒙
抄
を
執
筆
し
な
が
ら
自
身
の
立
場
を
形
成
し
て
い
く
過
程
で
、
通
常
の
範
囲
を
越
え
た
積
極
的
な
結
び
合
わ
せ
を
志
向
し
た

こ
と
の
結
果
で
あ
っ
た
も
の
と
想
像
す
る
。
童
蒙
抄
は
コ
ン
セ
プ
チ
ュ
ア
ル
な
学
書
な
の
で
あ
る
。

な
お
、
歌
集
の
注
釈
で
あ
り
な
が
ら
漢
籍
や
国
史
の
引
用
（
国
史
の
方
は
全
く
の
提
造
）
ば
か
り
を
行
う
同
時
代
の
歌
学
書
に
伝
範
永

（
８
）

万
葉
集
抄
（
冷
泉
家
蔵
「
万
葉
集
抄
」
を
仮
に
こ
う
呼
ん
で
お
く
。
転
写
本
に
よ
り
秘
府
本
万
葉
集
抄
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
作
品
）
が

あ
る
。
童
蒙
抄
ほ
ど
高
い
学
識
に
基
づ
い
た
作
品
で
は
な
い
が
、
国
史
と
漢
籍
に
和
歌
を
結
び
付
け
よ
う
と
す
る
志
向
は
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
学
書
は
、
国
史
や
漢
籍
に
直
接
取
材
し
た
古
歌
の
典
拠
を
指
摘
す
る
と
い
う
次
元
を
越
え
て
、
和
歌
に
こ
の
種
の
文
献
の
世
界

を
貼
り
付
け
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
は
古
歌
か
ら
の
「
想
起
」
が
自
然
に
延
長
さ
れ
た
結
果
で
は
な
い
。
延
長
を
促
す
何
か
の
動
因
が
そ
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（
、
）

こ
こ
で
右
に
述
べ
た
こ
と
に
関
連
す
る
問
題
を
一
つ
取
り
上
げ
て
お
き
た
い
。
山
田
洋
嗣
氏
の
提
起
さ
れ
た
、
童
蒙
抄
は
「
古
歌
」
を

提
造
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
惑
に
つ
い
て
で
あ
る
。

氏
は
童
蒙
抄
が
「
古
歌
」
と
し
て
掲
げ
る
歌
珊
首
を
調
査
し
、
そ
れ
ら
が
原
拠
不
詳
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
う
ち
朗
首
は
ま
っ
た

く
他
の
歌
学
書
に
も
見
え
な
い
こ
と
に
注
目
さ
れ
た
。
院
政
期
歌
学
書
が
取
り
上
げ
る
原
拠
不
詳
歌
は
、
通
常
い
く
つ
も
の
学
書
に
重
複

収
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
古
く
か
ら
口
伝
と
共
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
古
歌
の
プ
ー
ル
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
形
成
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
、
他
の
学
書
に
共
有
さ
れ
な
い
童
蒙
抄
の
「
古
歌
」
は
異
常
な
の
で
あ
る
。

一
方
、
一
般
の
歌
学
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
出
典
未
詳
歌
は
、
童
蒙
抄
で
は
「
古
歌
」
と
も
何
と
も
出
典
注
記
を
付
さ
ず
に
収
録

さ
れ
て
い
る
。
山
田
氏
は
こ
れ
ら
を
「
無
注
歌
」
と
呼
び
、
範
兼
が
「
古
歌
」
と
注
す
る
も
の
が
こ
れ
ら
と
は
別
の
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し

て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
た
。
さ
ら
に
、
「
古
歌
」
と
注
さ
れ
る
歌
に
は
漢
籍
や
日
本
紀
を
踏
ま
え
た
特
異
な
内
容
の
も
の
が
非
常
に
多

く
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
諸
点
を
考
え
合
わ
せ
、
山
田
氏
は
こ
れ
ら
の
「
古
歌
」
を
、
漢
籍
や
日
本
紀
の
珍
し
い
（
以
前
に
詠
作
例
の
な

い
）
事
項
を
も
と
に
範
兼
が
新
作
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
解
釈
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
誰
も
詠
ん
で
い
な
い
新
た
な
事
項
を
歌
壇
に
提
供

し
つ
つ
、
そ
れ
を
「
古
歌
」
と
称
し
て
紛
れ
込
ま
せ
る
こ
と
は
範
兼
に
と
っ
て
「
か
な
り
微
妙
な
一
種
の
遊
び
」
で
あ
っ
た
ろ
う
と
氏
は

こ
に
は
働
い
て
い
る
は
ず
だ
。
和
歌
の
背
後
に
こ
れ
ら
の
典
籍
の
作
る
奥
深
い
世
界
が
あ
る
よ
う
に
設
定
す
る
こ
と
で
、
注
釈
に
堪
え
る

「
深
み
」
を
和
歌
に
与
え
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
中
世
古
今
注
の
あ
る
種
の
も
の
に
も
つ
な
が
っ
て
い
く
態
度
で
あ
る
。
正

確
な
引
用
を
旨
と
す
る
童
蒙
抄
は
、
虚
誕
を
並
べ
立
て
る
中
世
注
釈
と
は
全
く
逆
の
存
在
と
も
見
え
る
が
、
「
真
正
／
虚
偽
」
と
い
う
二（

９
）

分
法
に
よ
っ
て
歌
学
史
の
基
本
軸
を
定
め
得
る
か
ど
う
か
は
疑
問
の
余
地
が
あ
ろ
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
は
問
題
点
の
指
摘
に
と
ど
め
た
い
。

四
、
「
古
歌
」
の
問
題
ｌ
歌
林
良
材
の
こ
と
な
ど
Ｉ
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こ
の
議
論
は
か
な
り
説
得
力
が
あ
り
、
ま
た
範
兼
が
新
作
す
る
「
古
歌
」
の
内
容
が
童
蒙
抄
全
体
の
志
向
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
は
実
に
興
味
深
い
。
前
稿
に
お
い
て
指
摘
し
て
お
い
た
高
松
宮
旧
蔵
「
部
類
和
歌
集
」
に
お
け
る
「
古
歌
」
本
文
の
異
同
も
、
あ
る

い
は
山
田
説
の
補
強
に
な
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
（
浅
田
第
二
槁
Ⅲ
頁
参
照
）
。
し
か
し
、
な
お
そ
の
ま
ま
こ
れ
に
従
う
の
に
は
跨
跨
を

覚
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
二
点
あ
る
。

第
一
に
、
こ
れ
ら
の
「
古
歌
」
を
い
く
つ
か
ま
と
め
て
収
載
し
て
い
た
散
逸
資
料
が
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
夫
木
抄
の
出
典
注
記
に

「
歌
林
良
材
」
な
る
書
名
が
見
え
る
こ
と
は
簗
瀬
一
雄
氏
が
指
摘
さ
れ
、
「
別
本
歌
林
良
材
抄
（
集
と
の
名
の
下
に
供
文
を
集
成
し
て
お

（
Ⅲ
）

ら
れ
る
。
夫
木
抄
の
成
立
か
ら
し
て
も
ち
ろ
ん
現
在
残
る
一
条
兼
良
の
歌
林
良
材
集
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
童
蒙

（
吃
）

抄
「
古
歌
」
と
共
通
す
る
歌
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
「
歌
林
良
材
」
の
集
付
を
持
つ
歌
を
列
挙
し
よ
う
。
な
お
、
引
用
は
「
新

編
国
歌
大
観
」
に
拠
る
が
、
集
付
は
山
田
清
市
・
小
鹿
野
茂
次
両
氏
の
『
作
者
分
類
夫
木
和
歌
抄
本
文
篇
」
（
昭
蛇
）
を
参
照
し
た
。

（
Ｂ
）

ま
だ
見
落
と
し
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ご
教
示
を
乞
う
。

推
定
し
て
お
ら
れ
る
。

Ａ
Ⅷ
春
雨
の
た
な
び
く
け
ふ
の
夕
暮
は
月
も
霞
に
お
と
ら
ざ
り
け
り

Ｂ
服
か
ぞ
い
ろ
は
哀
と
み
ら
む
つ
ば
め
だ
に
二
人
は
人
に
ち
ぎ
ら
ぬ
も
の
を

Ｃ
剛
旅
人
の
は
山
の
す
そ
に
や
す
ら
へ
ば
あ
を
み
な
月
も
す
ず
し
か
り
け
り

Ｄ
剛
い
も
が
門
ゆ
き
過
ぎ
が
て
に
ひ
ぢ
か
さ
の
雨
も
ふ
ら
な
む
あ
ま
が
く
れ
せ
ん
（
「
六
こ
）

Ｅ
州
の
前
「
か
す
み
の
せ
き
霞
武
蔵
日
歌
林
良
材
載
之
」

Ｆ
卿
あ
づ
ま
ぢ
の
と
や
と
や
と
ほ
り
の
あ
け
ぼ
の
に
ほ
と
と
ぎ
す
な
く
む
や
む
や
の
せ
き
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す
べ
て
題
知
ら
ず
・
詠
み
人
知
ら
ず
で
あ
る
。
中
に
は
Ｋ
の
よ
う
に
後
拾
遺
集
（
Ⅲ
長
能
）
の
歌
も
あ
る
が
、
そ
れ
も
詠
み
人
知
ら
ず

に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
歌
林
良
材
が
出
典
注
記
を
入
れ
な
い
形
態
の
作
品
だ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
と
考
え
た
い
。
Ｄ
は
六
帖
の
第

一
に
入
っ
て
い
る
こ
と
を
集
付
が
示
し
て
い
る
が
（
六
帖
一
州
で
、
こ
の
集
付
は
正
し
い
）
、
歌
林
良
材
が
そ
の
よ
う
に
出
典
を
示
し
て

（
Ｍ
）

い
た
の
で
は
な
く
、
夫
木
抄
が
両
方
の
ル
ー
ト
で
こ
の
歌
を
採
録
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
他
は
み
な
出
典
が
知
ら
れ
な
い
。
Ｄ
は
俊
頼

髄
脳
を
は
じ
め
院
政
期
の
歌
学
書
に
何
度
も
引
か
れ
る
歌
で
、
山
田
氏
の
指
摘
さ
れ
る
、
諸
歌
学
書
の
問
に
共
有
さ
れ
た
古
歌
の
プ
ー
ル

に
漂
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
よ
う
。
同
じ
よ
う
な
歌
は
他
に
も
多
く
、
Ａ
・
Ｂ
．
Ｃ
・
Ｇ
．
Ｌ
が
他
の
歌
学
書
に
見
え
る
。

さ
て
、
こ
の
中
で
童
蒙
抄
と
共
通
す
る
歌
は
次
の
八
首
で
あ
る
。

Ａ
ハ
ル
サ
メ
ノ
タ
ナ
ビ
ク
ケ
フ
ノ
ユ
フ
グ
レ
ハ
月
モ
カ
ス
ミ
ニ
ヲ
ト
ラ
ザ
リ
ケ
リ
（
記
）

万
葉
第
十
二
ア
リ
。
：
：
：
（
万
葉
巻
十
剛
を
指
す
か
。
し
か
し
下
句
異
な
る
ｌ
注
）

Ｇ
州
も
の
の
ふ
の
い
づ
さ
入
る
さ
に
し
を
り
す
る
と
や
と
や
と
ほ
り
の
む
や
む
や
の
せ
き

Ｈ
伽
た
の
め
つ
つ
き
が
た
き
人
を
ま
つ
ほ
ど
に
い
し
に
わ
が
身
ぞ
な
り
は
て
ぬ
べ
き

Ｉ
Ⅲ
神
風
や
い
せ
の
う
ら
わ
に
き
よ
す
な
る
と
こ
よ
の
浪
や
君
が
よ
の
か
ず

Ｊ
Ⅲ
秋
の
月
し
ろ
く
ぞ
て
れ
る
う
な
ば
ら
の
あ
を
ふ
し
が
き
も
色
か
ふ
る
ま
で
（
左
注
「
此
歌
童
蒙
抄
云
、
日
本
記
の
事
代
主
の
神
の

海
中
に
八
重
の
あ
を
ふ
し
が
き
つ
く
り
て
か
へ
り
さ
り
ぬ
と
云
々
」
）

Ｋ
剛
ひ
か
げ
草
か
か
や
く
か
げ
や
ま
が
ひ
け
ん
白
銅
鏡
く
も
ら
ぬ
も
の
を

Ｌ
肌
あ
づ
ま
ぢ
の
野
守
の
か
が
み
え
て
し
か
な
お
も
ひ
お
も
は
ず
よ
そ
な
が
ら
見
ん
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こ
れ
ら
の
重
複
を
見
る
と
、
前
述
の
通
り
諸
歌
学
書
に
共
有
さ
れ
る
作
者
不
詳
の
和
歌
群
も
あ
る
（
Ａ
は
現
存
本
能
因
歌
枕
と
類
聚
証
、

Ｂ
は
俊
頼
髄
脳
ほ
か
、
Ｄ
は
俊
頼
髄
脳
と
袖
中
抄
、
Ｇ
は
綺
語
抄
と
疑
開
抄
、
Ｌ
は
俊
頼
髄
脳
ほ
か
）
が
、
１
．
Ｊ
の
よ
う
に
他
に
ま
っ

た
く
見
え
な
い
歌
も
あ
る
。
山
田
氏
の
分
類
で
は
Ｂ
・
Ｄ
が
「
無
注
歌
」
、
１
．
Ｊ
が
範
兼
の
作
か
と
疑
わ
れ
る
「
古
歌
」
と
な
る
。

Ｇ
モ
ノ
、
フ
ノ
イ
ヅ
サ

古
歌
也
。
…
…

Ｌ
ア
ヅ
マ
ヂ
ノ
、
モ
リ
ノ
カ
や
ミ
エ
テ
シ
カ
ナ
ヲ
モ
ヒ
ヲ
モ
ハ
ズ
ョ
ソ
ナ
ガ
ラ
ミ
ム
（
棚
）

（
歌
の
前
に
）
或
秘
抄
云
、
此
歌
古
歌
二
首
也
…

Ｊ
ア
キ
ノ
ッ
キ
シ
ロ
ク
ゾ
テ
レ
ル
ウ
ナ
バ
ラ
ヤ
ア
ヲ
フ
シ
ガ
キ
モ
イ
ロ
カ
ハ
ル
マ
デ
（
別
）

Ｈ
タ
ノ
ミ
ッ
、
キ
ガ
タ
キ
ヒ
ト
ヲ
マ
ッ
ホ
ド
ニ
イ
シ
ニ
ワ
ガ
ミ
ゾ
ナ
リ
ハ
テ
ヌ
ベ
シ
（
洲
）

シ
ラ
、
ノ
モ
ノ
ガ
タ
リ
ノ
第
一
三
ア
リ
。
…
…

Ｉ
神
風
ヤ
イ
セ
ノ
ウ
ラ
ワ
ニ
シ
キ
ョ
ス
ル
ト
コ
ョ
ノ
ナ
ミ
ャ
キ
ミ
ガ
ョ
ノ
カ
ズ
（
糊
）

（
マ
マ
）

Ｄ
イ
モ
ガ
コ
ト
ユ
キ
ス
ギ
ガ
テ
ニ
ヒ
ヂ
カ
サ
ノ
ア
メ
モ
フ
ラ
ナ
ム
ア
マ
ガ
ク
レ
セ
ム
（
⑲
）

Ｂ
カ
ゾ
イ
ロ
ハ
ア
ハ
レ
ト
ミ
ラ
ム
ッ
バ
メ
ス
ラ
フ
タ
リ
ハ
人
二
チ
ギ
ラ
ヌ
モ
ノ
ヲ
（
剛
）

古
歌
也
。
．
．
…

古
歌
也
。
…
…

（
出
典
注
記
な
し
）

（
出
典
注
記
な
し
）

フ
ノ
イ
ヅ
サ
イ
ル
サ
ニ
シ
ホ
リ
ス
ル
ト
ャ
ノ
ー
ド
リ
ノ
ブ
ャ
ノ
ー
ノ
セ
キ
（
川
）
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歌
林
良
材
の
成
立
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
童
蒙
抄
に
先
行
す
る
可
能
性
も
な
い
と
は
言
え
な
い
。
も
ち
ろ
ん
童
蒙
抄
を
資
料
の
ひ

と
つ
と
し
て
、
作
者
未
詳
の
歌
を
中
心
に
採
集
し
て
い
っ
た
学
書
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
。
夫
木
抄
で

は
Ｊ
に
「
童
蒙
抄
云
」
の
左
注
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
必
ず
し
も
歌
林
良
材
に
こ
の
注
記
が
存
し
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
夫
木

抄
が
別
個
に
童
蒙
抄
を
資
料
に
し
て
注
記
を
加
え
る
こ
と
は
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。
「
古
歌
」
を
範
兼
の
作
品
と
認
定
す
る
の
に
跨
跨

（
胆
）

す
る
理
由
の
一
つ
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
。

第
二
の
理
由
は
、
「
古
歌
」
の
解
釈
を
範
兼
が
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
例
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
棚
「
ウ
ラ
ミ
カ
ネ

ム
マ
ヤ
ノ
ー
ト
オ
モ
フ
マ
ニ
ヶ
フ
モ
ヒ
ッ
ジ
ニ
ナ
リ
ニ
ヶ
ル
カ
ナ
」
に
つ
い
て
、
範
兼
は
「
古
歌
也
」
と
し
て
、
「
妬
記
」
に
載
せ
る
説

話
（
男
が
嫉
妬
深
い
妻
を
欺
く
為
に
羊
に
変
身
し
た
か
の
よ
う
に
装
い
、
嫉
妬
が
止
ま
な
け
れ
ば
人
間
に
は
戻
れ
な
い
と
告
げ
る
話
）
を

引
い
て
注
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
で
は
男
が
「
羊
に
成
る
」
こ
と
は
関
係
あ
る
ま
い
。
歌
学
大
系
本
に
は
後
人
注
で
「
歌
表
は
午
の
時

と
思
間
に
、
未
の
時
と
云
ふ
に
や
。
此
抄
の
説
は
羊
に
成
た
る
こ
と
を
云
へ
り
」
と
あ
る
が
そ
の
通
り
で
、
時
刻
の
未
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
れ
に
「
妬
記
」
の
説
話
が
関
わ
っ
て
い
る
と
読
む
の
は
か
な
り
難
し
く
、
範
兼
が
詠
ん
だ
歌
と
解
釈
す
る
の
は
抵
抗
が
あ
る
。

ま
た
、
洲
「
コ
シ
ラ
ヘ
テ
コ
、
ニ
ヰ
ョ
ト
ハ
イ
ヘ
ド
ナ
ヲ
シ
タ
ヒ
テ
ァ
リ
ク
コ
ヒ
ノ
ヤ
ッ
コ
カ
」
も
「
古
歌
也
」
と
し
て
韓
非
子
の
説

話
（
母
が
泣
く
子
を
連
れ
て
歩
い
て
い
た
と
き
、
家
へ
帰
っ
た
ら
豚
を
殺
し
て
御
馳
走
を
作
る
か
ら
と
い
っ
て
な
だ
め
す
か
す
話
）
を
引

く
の
だ
が
、
原
話
で
は
母
は
子
と
一
緒
に
家
へ
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
り
、
「
こ
こ
に
居
よ
」
と
な
だ
め
す
か
す
と
言
う
こ
の
歌
と
は
距
離

が
あ
る
し
、
「
居
よ
」
に
「
ゐ
（
豚
匡
が
掛
か
る
と
考
え
て
結
び
付
け
て
い
る
（
配
列
上
「
猪
」
の
項
）
の
に
も
抵
抗
を
覚
え
る
。
こ
れ

も
範
兼
自
身
の
作
品
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

山
田
氏
の
問
題
提
起
は
魅
力
的
で
あ
る
し
、
説
得
さ
れ
る
部
分
も
多
い
の
で
あ
る
が
、
な
お
も
、
こ
の
種
の
歌
を
集
め
た
資
料
が
あ
っ

て
範
兼
は
そ
れ
を
書
承
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
し
切
れ
な
い
よ
う
に
思
う
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
童
蒙
抄
は
「
遊
び
」
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注
（
１
）
拙
稿
「
声
点
を
有
す
る
歌
書
ｌ
定
家
に
至
る
ｌ
」
（
鈴
木
淳
氏
・
柏
木
由
夫
氏
編
「
和
歌
解
釈
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
』
平
川
）
参
照
。

（
２
）
加
畠
吉
春
氏
「
藤
原
範
兼
伝
の
考
察
」
（
平
安
朝
文
学
研
究
６
、
平
９
．
ｕ
）
に
よ
る
。

（
３
）
巻
七
目
録
「
辛
藍
」
「
埋
木
」
「
箒
木
」
、
巻
八
廿
録
「
百
千
」
は
歌
学
大
系
本
な
ど
に
は
存
在
す
る
が
、
尊
経
閣
本
や
異
本
に
は
な
い
。

本
文
を
見
て
目
録
に
補
入
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
４
）
「
「
和
歌
童
蒙
抄
」
の
注
釈
ｌ
「
古
歌
」
の
問
題
を
中
心
と
し
て
ｌ
」
和
歌
文
学
研
究
⑱
、
昭
開
・
９
。

（
５
）
浅
田
注
（
１
）
所
掲
稿
。

（
６
）
黒
田
彰
子
氏
「
中
枇
和
歌
論
孜
和
歌
と
説
話
と
」
平
９
所
収
「
和
歌
注
釈
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
和
歌
童
蒙
抄
と
和
歌
色
葉
ｌ
」
参
照
。

（
７
）
『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
」
（
平
５
）
、
「
序
章
ｌ
学
問
注
釈
と
抄
撮
ｌ
」
。
こ
れ
は
童
蒙
抄
以
外
の
範
兼
の
著
作
で
も
見
ら
れ
る
。
一

以
上
、
童
蒙
抄
に
関
す
る
拙
稿
の
補
遺
を
漫
然
と
列
挙
し
て
き
た
が
、
実
は
何
よ
り
も
補
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
疑
開
抄
の
性
格

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
そ
れ
を
も
と
に
童
蒙
抄
の
編
集
態
度
を
よ
り
鮮
明
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
回
も
ま
た
そ
れ
は

叶
わ
ず
、
別
稿
に
譲
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
本
質
か
ら
遠
い
議
論
ば
か
り
に
な
っ
て
し
ま
い
恥
ず
か
し
い
限
り
で
あ
る
。

を
含
ま
な
い
、
文
献
か
ら
の
抄
出
を
基
本
と
す
る
学
書
と
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
こ
と
に
な
る
。
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。

へ

8
…

黒
田
彰
子
氏
「
中
枇
和
歌
論
孜
和
歌
と
説
話
と
」
平
９
所
収
「
和
歌
注
釈
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
和
歌
童
蒙
抄
と
和
歌
色
葉
ｌ
」
参
照
。

『
中
世
学
問
史
の
基
底
と
展
開
」
（
平
５
）
、
「
序
章
ｌ
学
問
注
釈
と
抄
撮
ｌ
」
。
こ
れ
は
童
蒙
抄
以
外
の
範
兼
の
著
作
で
も
見
ら
れ
る
。
五
代
集
歌

枕
は
ま
っ
た
く
集
成
・
分
類
の
み
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
し
、
薫
類
集
抄
（
香
道
書
。
群
書
類
従
所
収
）
も
和
漢
の
文
献
の
部
類
の
み
で
成
り

立
っ
て
い
る
。
抄
出
・
部
類
は
範
兼
の
学
問
の
基
本
的
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
加
畠
氏
注
（
２
）
所
掲
稿
は
こ
れ
ら
の
書
物
に
お
け
る
範

兼
の
姿
勢
を
「
知
識
の
デ
モ
ン
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
」
あ
る
い
は
「
知
識
の
類
聚
」
と
評
し
て
お
ら
れ
る
。

同
書
に
つ
い
て
は
以
前
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
（
「
秘
府
本
万
葉
集
抄
に
つ
い
て
」
和
歌
文
学
研
究
弱
、
平
元
・
川
）
。
引
用
の
国
書
は
日
本
紀
と
風

土
記
が
多
く
、
あ
と
は
多
様
な
漢
籍
で
あ
っ
た
。
拙
稿
で
は
そ
の
「
日
本
紀
」
や
「
風
土
記
」
が
注
者
の
握
造
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
引
用
さ
れ
る

ほ
ど
多
く
の
典
籍
を
見
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
と
論
じ
た
の
で
あ
る
。

後
人
が
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（
Ⅱ
）
碧
沖
洞
叢
書
１
「
中
世
散
侠
歌
集
の
研
究
」
昭
羽
。
の
ち
に
増
補
訂
正
し
て
「
中
世
和
歌
研
究
」
昭
恥
に
収
録
。

（
皿
）
山
田
氏
御
自
身
も
こ
の
こ
と
に
は
気
付
い
て
お
ら
れ
た
由
で
あ
る
。

（
旧
）
簗
瀬
氏
は
ほ
か
に
「
詞
林
」
と
集
付
す
る
夫
木
抄
Ⅲ
を
も
同
一
書
か
と
し
て
含
め
て
お
ら
れ
る
。
そ
の
可
能
性
は
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
一
応
除
外

し
て
お
く
。
な
お
同
歌
も
出
典
未
詳
で
あ
る
。

（
Ｍ
）
Ｃ
は
六
華
集
伽
に
あ
り
、
作
者
を
好
忠
と
す
る
。
た
だ
し
現
存
の
曽
丹
集
に
は
見
え
な
い
。
ほ
か
に
綺
語
抄
「
山
の
す
そ
べ
」
の
項
目
（
た
だ
し

掲
出
歌
に
こ
の
語
句
は
な
く
、
標
目
と
歌
と
の
間
に
脱
落
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
）
に
も
見
え
る
。

（
「
院
政
期
文
化
論
集
３
｜
Ｚ

（
岨
）
山
田
氏
注
（
４
）
所
掲
稿
。

（
Ⅱ
）
碧
沖
洞
叢
書
１
「
中
世
散
岼

（
皿
）
山
田
氏
御
自
身
も
こ
の
こ
し

（
旧
）
簗
瀬
氏
は
ほ
か
に
「
詞
林
」

（
９
）
「
実
証
的
」
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
す
る
院
政
期
歌
学
が
、
同
時
に
偽
典
拠
の
氾
濫
を
招
く
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
歌
学
と
歌
学
書
の
生
成
」

（
「
院
政
期
文
化
論
集
３
テ
キ
ス
ト
学
」
未
刊
に
収
録
予
定
）
に
お
い
て
論
じ
た
。

可
能
性
が
高
い
。

た
だ
し
、
竹
下
氏
が
原
典
に
あ
る
引
用
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
（
胡
・
剛
に
お
け
る
「
礼
記
」
、
肥
に
お
け
る
「
元
槇
詩
」
、
剛
に
お
け
る
「
晋

書
」
、
州
に
お
け
る
「
遊
仙
窟
」
、
剛
に
お
け
る
「
古
今
序
」
、
淵
に
お
け
る
「
史
記
晋
世
家
」
、
伽
に
お
け
る
「
日
本
霊
実
記
」
、
柵
に
お
け
る
「
荘

子
」
。
「
霊
実
記
」
は
「
霊
異
記
」
の
誤
写
と
考
え
て
同
定
）
に
は
朗
詠
注
に
引
か
れ
る
事
柄
が
あ
る
の
に
は
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
う
（
元
槇

は
朗
詠
筋
、
古
今
序
は
朗
詠
側
の
そ
れ
ぞ
れ
本
文
。
史
記
晋
世
家
は
朗
詠
剛
の
注
）
。
本
書
に
は
典
拠
の
名
を
出
さ
な
く
て
も
実
は
朗
詠
注
に
拠
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
注
が
あ
り
（
剛
王
喬
説
話
は
朗
詠
糊
注
、
Ⅷ
蘇
武
説
話
は
朗
詠
棚
ほ
か
の
注
）
、
ま
た
新
撰
朗
詠
ま
で
話
を
広

げ
れ
ば
「
荘
子
」
（
新
撰
朗
詠
伽
）
も
カ
バ
ー
さ
れ
る
。
新
撰
朗
詠
の
同
じ
句
の
注
に
当
た
る
准
南
子
の
故
事
が
本
書
Ⅲ
注
に
見
え
る
の
も
無
視
で

き
な
い
。
注
者
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
典
か
ら
直
接
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

結
局
の
所
、
伝
範
永
万
葉
集
抄
は
朗
詠
注
の
よ
う
な
幼
学
書
の
類
か
ら
適
当
に
関
係
す
る
も
の
を
引
用
し
て
い
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑

い
が
あ
り
、
「
日
本
紀
」
「
風
土
記
」
の
引
用
（
と
称
す
る
も
の
）
が
握
造
に
よ
る
権
威
付
け
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
漢
籍
も
手
軽
な
教
養
め
か

し
の
手
段
で
あ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
は
和
歌
関
係
の
典
拠
（
歌
集
類
）
を
引
い
て
お
ら
ず
、
そ
の
方
面
の
知
識
は
豊
か
で
は
な
か
っ
た

指
摘
に
感
謝
し
た
い
。

と
こ
ろ
が
竹
下
豊
氏
は
「
平
安
後
期
の
万
葉
研
究
ｌ
『
万
葉
集
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
含
講
座
平
安
文
学
論
究
第
十
輯
」
平
６
）
に
お
い
て
こ
れ

ら
の
漢
籍
類
を
調
査
さ
れ
、
実
際
に
原
典
に
対
応
す
る
記
述
が
存
す
る
場
合
が
少
な
く
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
拙
稿
で
は
「
日
本
紀
」

「
風
土
記
」
の
例
に
絞
っ
て
考
察
し
た
の
で
こ
れ
ら
の
漢
籍
に
つ
い
て
は
十
分
に
調
査
し
な
か
っ
た
こ
と
を
告
白
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
竹
下
氏
の
御
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補
記脱

稿
後
、
「
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
貴
重
典
籍
叢
書
』
（
臨
川
書
店
刊
）
の
内
容
見
本
を
披
見
し
た
所
、
同
叢
書
収
録
予
定
の
書
目
と
し
て
「
家
隆
真

跡
歌
書
切
一
幅
」
が
あ
り
（
第
二
十
巻
）
、
そ
の
内
容
に
つ
き
「
未
詳
歌
書
。
「
和
歌
童
蒙
抄
」
の
異
本
断
簡
か
。
高
松
宮
旧
蔵
」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る

の
に
気
付
い
た
。
す
ぐ
に
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
の
紙
焼
写
真
（
Ｃ
師
）
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
本
稿
で
古
筆
切
第
二
種
と
し
て
紹
介
し
た
伝
家
隆
切
の

ツ
レ
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
た
。
詳
し
い
内
容
は
同
叢
書
の
解
題
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
も
の
と
思
う
の
で
こ
こ
で
は
遠
慮
す
る
が
、
流
布
本
棚
・
棚

（
花
橘
）
に
該
当
す
る
部
分
で
あ
る
。
切
の
本
文
は
流
布
本
・
異
本
（
ど
ち
ら
も
配
列
は
同
じ
）
と
は
大
異
が
あ
り
、
本
稿
で
検
討
し
た
事
例
で
見
ら
れ
た

の
と
同
じ
よ
う
な
状
態
を
示
す
。
以
上
取
り
敢
え
ず
報
告
し
て
お
き
た
い
。

（
脂
）
ほ
か
に
童
蒙
抄
柵
・
棚
は
出
典
未
詳
で
、
日
本
紀
の
記
述
に
基
づ
く
作
品
で
あ
る
旨
の
注
が
あ
る
の
を
、
夫
木
抄
で
は
「
日
本
記
」
と
集
付
し
て

収
録
す
る
（
伽
・
砂
・
う
ち
剛
は
童
蒙
抄
で
「
古
歌
」
と
す
る
。
こ
う
い
う
ケ
ー
ス
も
、
夫
木
抄
が
童
蒙
抄
を
誤
読
し
て
採
録
し
た
の
か
、
あ
る

い
は
「
日
本
記
」
の
歌
と
称
す
る
歌
集
の
ご
と
き
も
の
が
あ
っ
て
夫
木
抄
と
童
蒙
抄
が
ど
ち
ら
も
そ
こ
か
ら
採
っ
て
い
る
の
か
判
断
が
難
し
い
。
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