
『古
今
集
和
歌
助
辞
分
類
』
と
本
居
宣
長

か川
と
も

(1
)

本
居
宣
長
が
源
影
面

(村
上
織
部
)
の
著
作

『古
今
集
和
歌
助
辞
分
類
』
(以
下

『助
辞
分
類
』
と
略
記
す
る
)
と
い
う
語
学
書
を
閲
読
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
は
'

(2
)

彼
の

『宝
暦
二
年
以
後
購
求
謄
写
書
籍
付
書
目
』
中
の

｢書
目
｣
の
末
尾
近
い
あ

た
り
に
'

古
今
集
助
辞
分
類

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
考
､え
ら
れ
る
が
,
さ
ら
に
ま
た
,
宜
長
宛
谷
川
玉
瀞
書
簡

(明
和
九
年
五
月
七
日
付
)
に
'

(3
一

〇
て
ふ
の
辞
は
如
諭
古
今
集
助
辞
分
類
に
見
え
申
候
｡

と
も

あ
る
｡
士
清
に

｢諭
｣
ぇ
る
-
ら
い
で
あ
る
か
ら
､
実
際
に
読
ん
で
い
た
こ

と
は
こ
れ
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
'
士
清
の
同
じ
書
簡
中
に
は
､

(4
)

○
ひ
も
鏡
之
御
印
刻
拝
見
仕
候
､
古
今
独
歩
之
御
見
識
と
奉
信
仰
痕
｡

と
い
う
-
だ
り
が
見
え
る
｡
有
名
な

『
て
に
を
は
紐
鏡
』
(以
下

『紐
鏡
』
と
略
記

す
る
)
の
成
稿
を
見
た
の
が
こ
の
書
簡
の
書
か
れ
た
前
年
'
す
な
わ
ち
明
和
八
年

十
月
の
こ
と
で
あ
る
｡
『助
辞
分
類
』
閲
読
と
い
う
営
為
が
こ
の
時
期
に
行
な
わ
れ

て
い
る
と
す
れ
ば
､
『紐
鏡
』
に
直
接
す
る
語
法
書

『詞
の
玉
緒
』
(以
下

『玉
緒
』

と
略
記
す
る
)
に
か
け
を
落
し
て
い
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
因
み
に
'

宣
長
宛
士
清
書
簡
明
和
八
年
二
月
七
日
付
の
も
の
に
は
'

佐

藤

稔

(5
)

て
に
乎
波
の
草
子
御
認
置
候
旨
､
御
浄
書
出
来
候
節
拝
見
仕
度
奉
レ存

候
｡

と
見
え
へ
そ
の
頃

『玉
緒
』
の
草
稿
が
か
な
り
整
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
｡

そ
の
刊
行
は
天
明
五
年

(安
永
八
年
序
)
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
間
に
刊
謬
補
欠
の

作
業
が
営
ま
れ
､
語
学
書
と
し
て
の
成
熟
を
は
か
っ
た
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
し
か

し
'
そ
の
刊
本
の

『玉
緒
』
に
は
積
極
的
肯
定
的
な
形
で

『助
辞
分
類
』
の
か
げ

(6
)

を
見
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
｡
そ
う
は
言
う
も
の
の
'
宣
長
の

『紐
鏡
』

『玉

緒
』
が
､
彼
の
弟
子
た
る
稲
掛
棟
隆
の
著
作

『三
集
類
韻
』
と
無
関
係
で
な
く

(7
)

む
し
ろ
独
創
は
棟
隆
の
側
に
あ
る
と
す
る
説
が
行
な
わ
れ
'
そ
の

『三
集
類
韻
』

の
分
類
排
列
の
方
式
に

『助
辞
分
類
』
や

『民
選
乎
波
義
憤
砂
』
の
影
響
が
認
め

(8
)

ら
れ
る
と
さ
れ
る
今
日
'
宣
長
と

『助
辞
分
類
』
と
の
関
わ
り
を
い
ま
す
こ
し
明

確
に
す
る
必
要
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
O

〓

い
ま
ひ
と
つ
'
宣
長
が
影
面
の
著
述
を
読
ん
で
い
た
と
い
う
証
拠
が
あ
る
｡
そ

(9
)

れ
は

『博
識
』
と
題
し
た
心
覚
え
の

一
冊
に
み
え
る
も
の
で
あ
る
｡

○
鋸
辞
ノ
事

と
標
目
を
示
し
て
十
条
を
列
記
L
t
そ
の
後
に
'

右

源
影

面
号
雪

斎

之
説

と
あ
る
｡
｢源
影
面
｣
も

｢雪
斎
｣
も
村
上
織
部
の
こ
と
で
あ
る
｡

そ
の
引
用
記

ill
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事
は
'
刊
本

『助
辞
分
類
』
と
必
ず
し
も
全
同
と
は
見
え
な
い
が
'
注
意
深
-
読

め
ば
そ
れ
が

『助
辞
分
類
』
に
よ
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
｡
以
下
に
､

『慢
識
』
に
引
-
本
文
を
示
し

(A
以
下
)､
あ
わ
せ
て
刊
本

『助
辞
分
類
』
の
原

(10
)

文

(Å
以
下
)
を
対
照
さ
せ
て
み
る
｡

A

O
か
も

コ
ノ
ル
イ
ノ
モ
ハ
､
シ
ハ
〈

思
フ
テ
オ
カ
サ
ル
意
ア
ル
辞
也
'

A

O
加
毛
と
い
へ
る
語
末
の
助
辞
二
種
あ
る
に
似
た
り
0

其

1
に
は
加
は
事

0
0

情
を
例
の
商
量
す
る
辞
に
し
て
｡
歌
の
意
表
に
具
は
れ
り
｡
毛
は
し
ぼ
ぐ

○

思
ふ
て
階
ざ
る
意
あ
る
辞
也
O
(以
下
略
)

B

O
道

マ
カ
フ
･fH
ol

コ
ノ
toi
(
'
試
ミ
マ
ホ
シ
ク
轟
フ
意
具

ハ
レ
ル
コ
-

ハ

也
t

E｡
○
加
ホ
と
い
へ
る
語
末
の
助
辞

加
は
例
の
事
情
を
商
量
す
る
辞
o
ホ
は

｡誌
舐
i
か
し
う
蜜

息
の
具
は
れ
る
辞
也
｡

｡

賀

桜
花
ち
り
か
ひ
-
も
れ
｡
老
ら
-
の
釆
ん
と
い
ふ
な
る
道
ま
か
ふ
か
に
0
0

在
原
業
平
朝
臣

(以
下
証
歌
二
首
略
)

カ]7

c

O
モ
ノ
ユ
エ

コ
レ
ハ
モ
ノ
カ
ラ
ノ
意
ナ
レ
ハ
'
ソ
ノ
カ
ミ
'
物
故
卜
書
シ

ヲ
'
ノ
チ

二
､
モ
ノ
ユ
エ
ー
ヨ
ミ
テ
､
カ
ナ
ニ
モ
シ
カ
カ
キ
シ
ニ
ヤ
t

ど

O
現
場
と
い
へ
る
語
末
の
肋
辞
.
三
種
あ
る
に
似
た
り
.

其

1
に
は
彼
事

情
の
貯
に
と
も
｡
亦
此
事
情
の
故
に
と
も
聞
ゆ
る
辞
あ
り
｡
(以
下
略
)
(証

0

歌
十
三
首
略
)

其
二
に
は
白
は
由
也
｡
所
従
来
也
と
注
せ
し
｡
漢
字
の
義

に
似
た
る
辞
あ
り
0
(証
歌
四
首
略
)

其
三
に
は
本
意
は
戯
せ
し
こ
と
を
も
o

意
図
は
異
な
る
こ
と
を
も
相
並
ふ
る
辞
あ
り
｡
さ
は
思
ふ
物
な
か
ら
｡
し
か

O
O
O

は
い
ふ
物
な
か
ら
と
い
は
ん
か
如
し
｡
(証
歌
十
首
略
)

又
秋
な
ら
て
あ
ふ

.J
I
r/

こ
と
か
た
し
｡
女
郎
花
｡
天
の
河
原
に
お
ひ
ぬ
物
ゆ
ゑ
｡
た
か
秋
に
あ
ら
ぬ

0
0

物
ゆ
ゑ
女
郎
花
｡
な
そ
色
に
出
て
ま
た
き
う
つ
ろ
ふ
｡
恋
す
れ
は
我
身
は
影

0
0

と
な
り
に
け
り
｡
さ
-
と
て
人
に
そ
は
ぬ
物
ゆ
ゑ
と
見
え
し
三
首
は
｡
其
義

0
0

右
に
注
せ
し
十
首
の
｡
物
な
か
ら
と
解
る
辞
に
か
よ
ひ
て
聞
え
た
-
｡
そ
の

か
み
は
放
字
を
書
て
も
か
ら
と
靴
L
を
｡
後
に
ゆ
ゑ
と
訓
て
o
仮
字
に
は
書

0
0

0
0

け
る
に
や
｡
由
部
に
出
た
る
に
照
し
て
し
る
へ
し
｡

○
ナ
ニ
カ
ハ

コ
レ
ハ
種
妙
身
卦
也
'

○
加
波
と
い
へ
る
助
語
の
辞
｡
二
種
あ
-
｡
英

一
に
は
如
此
者
と
書
た
ら
ん

O
O

O
O
O

漢
字
の
義
の
如
き
を
｡
朝
肇

言

に
約
せ
る
歌
｡
集
中
に
三
首
あ
り
｡

夏

荷
葉
の
濁
り
に
し
ま
ぬ
こ
ゝ
ろ
も
て
｡
な
に
か
は
露
を
玉
と
あ
さ
む
-

0
0

僧
正
遍
昭

(以
下
略
)

○
カ
キ
ク
ラ
シ
､
ウ
チ
ム
レ
テ

コ
レ
ラ
ノ
カ
キ
､
ウ
ナ
ナ
-

ハ
､
他
ナ
ク

一
意

ニ
イ
フ
コ
-
ノ
発
語
也
､

○
加
さ
と
い
へ
る
発
語
の
聾

者

｡

他
な
-

1
意
に
い
ふ
こ
と
の
発
語
に

0
0

し
て
｡
う
ち
む
れ
て
｡
う
ち
わ
ひ
て
な
ど
い
へ
る
に
｡
同
意
別
言
な
る
か
如

0
0

0
0

し
｡

別

か
き
-
ら
し
こ
と
は
ふ
ら
な
ん
｡
春
雨
に
ぬ
れ
き
ぬ
き
せ
て
君
を
と

ゝ

o
O

め
ん

作
者
不
知

一

恋
二

か
き
-
ら
し
降
白
雪
の
下
き
え
に
｡
消
て
物
思
ふ
頃
に
も
あ
る
か
な

12

0
0

壬
生
思
考

一

同
三

か
き
-
ら
す
心
の
や
み
に
ま
と
ひ
に
き
｡
夢
現
と
は
君
さ
た
め
て
よ

0

0

在
原
業

平
朝
臣

(以
下
略
)

○
う
ち
と
い
へ
る
発
語
の
辞
｡

春
下

思
ふ
と
ち
春
の
山

へ
に
-
ち
む
れ
て
｡
そ
こ
と
も
い
は
ぬ
旅
ね
し
て

.ヽ
rr[

し
な

素
性
法
師

(証
歌

一
首
略
)

か
-
他
意
な
き
こ
と
を
い
ふ
発
語
の
み
｡
集
中
に
多
け
れ
と
皆
同
じ
｡

○
花
見
ガ
テ
ラ

ガ
ハ
キ

テ
ラ
ハ
照
ニ
テ
､
ワ
レ
ヲ
モ
ー
フ
ラ
ヒ
,
花
ヲ

ミ
ン
-
､
此
彼
ア
ヒ
テ
ラ
シ
テ
釆
ル
意
也
､

○
か
て
ら
と
い
へ
る
助
語
の
辞
四
首
｡

が
は
之
字
の
義
｡
て
ら
は
照
字
の

0
0
0

o

o
o

o

義
と
聞
え
て
｡
万
葉
に
は
か
て
-
と
も
詠
た
-
｡

0
0
0

春
上

わ
か
宿
の
花
見
か
て
ら
に
来
る
人
は
｡
ち
り
な
ん
後
そ
恋
し
か
る
へ

0
0
0

き

凡
河
内
窮
恒
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我
を
も
訪
ひ
O
花
を
も
見
る
.
此
彼
相
照
し
て
来
る
義
な
れ
は
O
花
見
之
照

O
O
O
O

と
書
た
ら
ん
が
如
し
｡
下
三
首
こ
れ
に
准
し
て
し
る
へ
し
｡

(以
下
証
歌
三
首
略
)

ロ

o

o

G

O
ナ
リ
ナ
ナ
ン

コ
ノ
ル
イ
ノ
上
ノ
ナ

ハ
､
カ
ヘ
リ
ネ
ナ
-
云
ネ
-
同
､
普

0

通
ノ
ナ
也
､

tj

0
な
ん
と
い
へ
る
語
末
の
助
辞
｡

四
種
あ
る
に
似
た
り
｡

(前
半
の
二
種
省

0
0

略
)

恋

1

釆
ん
世
に
も
帖
や
城
崎

0,
3
0
め
の
前
に
つ
れ
な
き
人
を
む
か
し
と

恩
は
ん

作
者
不
知

同
三

人
し
れ
ぬ
我
か
よ
ひ
ち
の
関
守
は
｡
よ
ひ
′
ト
こ
と
に
う
ち
も
ね
な

0
0
0
0
0

専
症

在
原
業
平
朝
臣

(以
下
証
歌
二
首
略
)

か
-
つ

ゞ

け
た
る
上
の
な
は
O
別
部
藤
原
か
ね
も
ち
歌
の
題
に
｡
今
は
こ
れ

0

よ
り
か
ヘ
リ
勅
と
実
が
い
ひ
け
る
と
あ
る
｡
S
に
同
音
通
の
語
な
れ
は
.
望

請
の
息
鱗
だ
具
は
れ
り
｡
是
其
三
也
o
(以
下
略
)

0

0

0

H

O
ア
サ
ナ
ユ
フ
ナ
へ
ヨ
ナ
-
ト
ナ
-
ノ
ナ

ハ
､
毎
ノ
意
ナ
リ
'
ア
サ
ナ
ケ
ニ

ー
云
ナ
モ
同
シ
'

汀

○
な
と
語
中
に
い
へ
る
｡
助
語
の
辞
三
種
あ
り
｡

○
春
上

野

へ
ち
か
-
家
ゐ
L
を
れ
は
｡
鷺
の
鳴
な
る
声
は
朝
な
/
＼
き
く

0

作
者
不
知

秋
上

う
き
こ
と
を
思
ひ
っ
ら
ね
て
雁
か
ね
の
｡鳴
こ
そ
渡
れ
秋
の
よ
な
/
＼

凡
河
内
窮
恒

恋
四

い
せ
の
あ
ま
の
朝
な
夕
な
に
か
つ
-
て
ふ
｡
み
る
め
に
人
を
あ
く
よ

0

0

し
も
か
な

作
者
不
知

こ
れ
は
毎
字
の
義
を
つ
ね
に
と
い
ふ
和
語
に
似
た
り
｡
恋
部
に
よ
ひ
く

㍉J

(}

rr'
,r'
ぐ

と
に
と
｡
業
平
朝
臣
の
歌
｡
及
別
部
に
朝
な
け
に
と
寵
歌
に
｡

つ
ゞ
け
た
る

O
O

O
O
O

語
意
に
照
し
て
｡
其
意
を
し
る
へ
し
｡
こ
れ
其

一
也
｡
(以
下
略
)

I

O
ナ
へ
こ
ハ
'
磯

二
也
､

㍗

O
確

へ
虹
と
い
へ
る
語
末
の
助
辞
四
首
｡

秋
上

目
-
ら
し
の
鳴
つ
る
な

へ
に
｡
日
は
-
れ
ぬ
と
見
L
は
山
の
陰
に
そ

r,
Jr
rJ

有
け
る

作
者
不
知

(証
歌
三
首
略
)

鳴
倣
ひ
に
｡
見
る
倣
ひ
に
と
い
ふ
意
に
聞
ゆ
れ
は
｡
詩
に
君
子
是
則
奄

亦
徹
は
象
也
学
也
徹
也
と
も
｡
注
せ
し
漢
字
の
義
の
如
し
｡

1

0
コ
リ
ズ
マ
ハ
'
コ
リ
ズ
マ
ヒ
ニ
也
t

∫

O
こ
り
ず
ま
と
い
へ
る
客
様
の
辞

一
首
.

●
●
●
0

恋
三

二
り
す
ま
に
ま
た
も
な
き
名
は
立
ぬ
へ
し
｡
人
に
く
か
ら
ぬ
世
に
し

●
●

●
0

す
ま

へ
は

作
者
不
知

こ
れ
は
懲
す
ま
ひ
に
と
い
ふ
こ
と
の
約
言
の
辞
也
｡
源
氏
に
い
く
た
ひ
か
君

ぐ
[,
(し

か
し

,
ま
に
ま
け
ぬ
ら
ん
と
あ
る
も
｡
し
ヾ
ま
ひ
に
と
い
ふ
を
約
言
し
た
れ

0
0
O

o
o

o
o

は
O
懲
る
意
S+
巌
㌢

b
ず
｡
従
ふ
意
の
連
な

ら
ぬ
義
な
り
･
(以
下
略
)

rr,
'J
r,
rJ

こ
う
し
て
対
照
し
て
み
る
と
､
『博
識
』
に
引
用
さ
れ
た
て
に
を
は
の
説
が
､
『助

辞
分
類
』
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
と
納
得
で
き
る
｡
た
だ
し
､
刊
本

『助
辞
分
類
』

ト

の
言
い
廻
し
の
忠
実
な
再
現
と
い
う
よ
り
は
'

｢取
意
｣

と
い
っ
た
趣
が
濃
い
こ

㍑

と
か
ら
'
或
い
は
'
刊
本
以
前
の
形
す
な
わ
ち
稿
本
段
階
の
も
の
を
引
い
て
い
る

T

の
で
は
な
い
か
と
の
疑
い
も
生
じ
得
る
｡
実
際
'
『助
辞
分
類
』

と
称
す
る
稿
本

は
'
す
で
に
宝
暦
年
間
に
は
存
在
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
o
そ
れ
は

『百
人

1
首

歌
の
こ
こ
ろ
』

(宝
暦
十
年
序
)
の
第

一
首
目
の
説
明
の
中
で

｢委
-
は
助
辞
分

､〓
1

類
に
出
し
ぬ
｣
と
見
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
宝
暦
十
年
頃
に
存
在
し
て
い
た

『助
辞

分
類
』
が
以
後
数
次
の
改
稿
を
経
る
よ
う
な
未
定
稿
の
形
で
あ
っ
た
の
か
､
す
で

に
執
筆
を
完
了
し
た
成
稿
で
あ
っ
た
の
か
､
知
る
よ
し
も
な
い
｡
い
っ
た
い
､
宣

長
は
ど
の
よ
う
な
形
の

『助
辞
分
類
』
を
読
ん
で
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡

三

宣
長
の
目
賭
し
た

『助
辞
分
類
』
は
､
恐
ら
く

宝
暦
頃
の
稿
本
で
は
な
か
っ

た
も
の
と
思
量
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
'
宣
長
は
刊
本
を
手
に
し
て
い
た
と
考
え
る
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の
で
あ
る
｡
こ
の
理
由
は
'
宣
長
が

『博
識
』
に
引
い
た
号

｢雪
斎
｣
に
あ
る
｡

｢雪
斎
｣

の
号
が
使
わ
れ
た
時
期
は
限
ら
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
か
ら
で
あ
る
｡

ド
,

根
上

剛
士
氏
に
よ
る
と
'
源
影
面
が

｢雪
斎
｣
の
号
を
用
い
た
の
か
見
え
る
の

は
､
『助
辞
分
頬
』

の
伝
本
中
､

無
窮
会
神
習
文
庫
本
及
び
刈
谷
図
書
館
本
に
お

い
て
で
あ
る
と
い
う
｡
神
習
文
庫
本
は
寛
政
十
二
年
の
再
版
本
'
ま
た
､
刈
谷
図

書
館
本
は
奥
付
に
｢
明
和
六
乙丑
初
冬
｣
と
後
刷
と
お
ぼ
し
い
印
を
押
し
て
あ
る
由
で

〓
'

あ
る
｡
吉
野
忠
氏
の
研
究
で
も
､
｢雪
斎
｣

の
号
が
用
い
ら
れ
た
も
の
と
し
て
脂

摘
さ
れ
て
い
る
の
は

『助
辞
分
類
』

の
そ
れ
だ
け
で
あ
る
｡

｢晩
年
の
称
で
で
ち

(14
)

あ
ろ
う
か
｣

と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
｡

晩
年
の
号

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
'
な
お
の
こ
と
'
宣
長
は
刊
本
を
用
い
て
い
た

と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
可
能
性
が
大
で
あ
る
｡
『助
辞
分
類
』
の
板
行
は
'
序

文
(日
下
部
背
面
序
)
に
よ
っ
て
'
明
和
六
年
の
こ
と
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ

の
点
と
'
宣
長
の
読
書
時
期
と
を
重
ね
て
み
る
必
要
が
あ
る
｡

四

『博
識
』
と
い
-
手
控
え
が
い
つ
執
筆
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
､

い
-
ら
か

年
代
的
な
幅
を
も
た
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
し
か
し
､
帰

す
る
と
こ
ろ
'
大
久
保
正
氏
が
示
さ
れ
た
見
解
が
最
も
妥
当
な
も
の
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
｡
筑
摩
書
房
版

『本
居
宣
長
全
集
』
第
十
八
巻
の

｢解
題
｣

に
次
の

如
-
あ
る
｡

本
書
の
内
容
は
雑
多
で
あ
る
が
'
大
き
-
漢
文
と
和
文
の
二
部
に
分
け
て
見

る
こ
と
が
で
き
る
｡

(中
略
)

漢
文
の
部
分
は
､
そ
の
内
容
か
ら
推
し
て
京
都
遊
学
中
の
執
筆
か
と
思
わ
れ

る
が
'
和
文
の
部
分
は
仮
名
道
も
歴
史
的
仮
名
道
に
改
ま
っ
て
お
り
､
大
体

に
お
い
て
'
明
和
五
年
以
後
の
執
筆
と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､

『
学
業

日
録
』
に
よ
れ
ば
､
安
永
九
年

(
一
七
八
〇
)
の
読
書
日
中
に
見
え
る

『増

鏡
』
『江
次
第
抄
』
『御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
や
同
十
年

(天
明
元
年
)
の
読

書
日
中
に
見
え
る

『浜
松
中
納
言
物
語
』､
さ
ら
に
天
明
二
年
の
読
書
目
の

1
つ
で
あ
っ
た

『愚
管
抄
』
等
が
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
る
と
'

天
明
二
年

(
一
七
八
二
)
頃
に
ま
で
わ
た
っ
て
書
き
つ
か
れ
た
も
の
で
あ
ろ

∴∵‥

う
と
推
定
さ
れ
る

要
す
る
に
､
明
和
五
年
を

一
応
の
上
限
と
L
t
天
明
二
年
を
下
限
と
し
て
考
え
て

大
過
な
い
も
の
と
言
え
よ
う
｡

テ
二っ7ハ

と
こ
ろ
で
'
こ
の
『博
識
』
の

｢助
辞
ノ
事
｣
の
直
前
直
後
に
は
何
が
記
さ
れ
て

い
る
か
と
い
う
と
､
直
前
に
は
､
谷
川
士
清
の

(寄
)
韓
語
説
'
さ
ら
に
そ
の
前

に
は

『韻
会
』
(『古
今
韻
会
挙
要
』
)
の

チ

今

人

謂
レ弱

為
レ若

を
引
い
て
い
る
｡
ま
た
､
直
後
に
は
､

○
ヲ
カ
タ
マ
ノ
木

ハ
'
賢
木
ヲ
云
-
イ
へ
ハ
､
都
鄭
ノ
意
ナ
ル
へ
シ
､
今
モ

1

O
O
O

伊
勢
神
宮
ノ
ア
タ
リ
ノ
詞

二
㌧
ヲ
カ
マ
-
云
'
キ
タ
ノ
反
､
カ
也
､
日
本
紀

14

寛
宴
歌

こ
,
{
音

シ
ハ
ヲ
カ
タ
マ
ノ
木
ノ
銘
菓

二
神
ノ
ヒ
モ
ロ
キ
ソ
ナ
ヘ
ツ

一

ル
カ
ナ
'
-
ア
レ
ハ
､
柏
ヲ
云
テ
'
岡
霊
ノ
意

ニ
ヤ
t

と
い
う

一
条
が
記
さ
れ
て
い
る
｡
そ
の
後
に
は

『御
湯
殿
の
上
の
日
記
』
が
引
か

れ
て
い
る
｡

『韻
会
』
の
記
事
が
書
留
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
は
､
い
つ
の
こ
と
か
推
定
し

難
い
が
'次
の
は
あ
る
程
度
手
懸
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
､<
ら
れ
る
.
す
な
わ

ち
'

○
谷
川
氏
云
､
寺
ヲ
nrl羅
上

古
ハ
韓
語
ナ
リ
､
今
'
朝
鮮
語

二
泥
留
卜
云
､

と
あ

る
の
は
'
谷
川
士
清
の
著
作
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
そ
れ
が
何
に

よ
っ
て
引
か
れ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
'
時
期
を
考
え
得
る
筈
で
あ
る
｡
こ

こ
の
記
事
は

『倭
訓
莱
』
か
ら
で
は
な
-
'
『日
本
書
紀
通
証
』
(以
下

『通
証
』

と
略
記
す
る
)
巻
二
十
四
か
ら
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
｡

『通
証
』

に
は

次
の
如
-
あ
る
｡
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ヲ

ノ

ヲ

(16
)

寺

云
二nn
薙
.
蓋

韓

語

也

今

朝

鮮

語

寺

日
二
邑
留
】

羅

与

留

通

い
っ
た
い
'
宣
長
は

『通
証
』
の
こ
の
記
事
を

い
つ
ご
ろ
読
ん
で
い
た
の
で
め

ろ
う
か
｡
彼
の
書
き
残
し
た
書
簡
や
メ
モ
の
類
に
よ

っ
て

『通
証
』
に
関
す
る
も

の
を
拾

い
出
し
て
'
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

(7)西〓

宣
長
が
士
清
に
呈
し
た
書
簡
で
最
も
古

い
と
さ
れ
る
の
は
､
明
和
二
年
八
月
四

日
付
の

｢与
谷
川
淡
斎

(普
)｣
と
題
す
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
中
に
'

因
謂
'
歌

学

者

不
レ可
二以

不
筆

和

典
一也
'神

学

者

不
レ可
一以

不
レ学
二歌

章

垂

加

氏

学
者

､頗

有
二才
識
｡妻

一作

目
本

紀

考

証

及

和

訓

釈
去
｡日
者

贈
一旗
書

目

云

々
｡非
レ駁
二僕

之
亮
｡言

僕

乃
答

之

書
二日
'見

星

下

所
レ著

日
本

紀

考

証
一別

宛

然

儒

者

之
言
'非
二神

道

之

意
包
｡鳴

呼

以
二足

下

命

世

之

器

宏

覧

之

去

而

且

猶

不
レ免
二儒

学

之

弊
一蔦
｡難
臭
哉
'
今

之

(17
)

世

而

知
古

道
也
｡

と
激
越
な
調
子
で
難
じ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
｡
そ
の

『
日
本
紀
』
を

｢考
証
｣
し

た
も
の
が

『通
証
』
で
あ
る
こ
と
は
疑

い
な
い
｡

こ
れ
よ
り
先
､
宝
暦
年
間
に
は

す
で
に

『通
証
』
の
名
を
宣
長
が
記
し
留
め
た
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

た
と
え
ば
'
そ
の

一
つ
と
し
て

『経
籍
』
の
名
で
知
ら
れ
る
メ
モ
が
あ
げ
ら
れ

る
｡
す
な
わ
ち
'

∴
_･

･

･
･･･
=
･.
I
;
.･=
...･.I

.

と
見
え
る
の
で
あ
る
｡
｢経
籍
凡
例
｣
に
1
ワ
と
か
-
は
和
国
に
つ
-
-
し
書
｣

で
あ
る
こ
と
､
｢∩

こ
れ
を
か
-
は
'
世
に
尉
-
も
し
れ
ざ
る
小
善
｣
で
あ
る

F.,

と
等
を
断

っ
て
い
る
｡

こ
の
書
名
が
記
さ
れ
た
年
は
確
定
し
得
な
い
が
'
京
都
遊

学
を
終
え
る
こ
ろ
ま
で
種
々
の
追
記
が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
､
寛
延
二
年
ご
ろ
か

ら
宝
暦
七
年
ご
ろ
ま
で
の
幅
を
も
た
せ
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
､
こ
の

『通
証
』
の
直
前
に
は
､

口

和
字
大
観
砂
絹

と
い
う
記
事
が
あ
る
｡
釈
文
雄
の
著

『和
字
大
観
抄
』
は
宝
暦
四
年
に
刊
行
さ
れ
'

0
0

『通
証
』

の
刊
行
は
宝
暦
十
二
年
で
あ
る
｡

こ
の
二
書
が
宝
暦
元
年
の
奥
書
を
有

す
る

『
か
な
つ
か
ひ
』
(内
題

｢
暇
名
都
加
比
｣
)
の
中
に
'
頭
書
と
し
て
書
入
れ

ら
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
は
す
る
が
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
､
大
野
晋
氏
が
わ
ず
か
な

が
ら
言
及
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

宣
長
は
'
最
初
に
本
文
を
執
筆
し
て
か
ら
､
後
に
こ
れ
を
書
き
入
れ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
れ
は
字
体
か
ら
見
て
､
宝
暦
四
年
を

へ
だ
た
る
こ
と
多

(19
)

く
な

い
頃
で
あ
る
｡

(傍
点
引
用
者
)

い
ま
ひ
と
つ
'
本
居
清
造
氏
の
指
摘
さ
れ
た
例
を
示
す
o

『
日
本
書
紀
通
証

一
』

ニ
載

セ
タ
ル

｢
倭
語
通
音
｣
ヲ
'
宣
長
ノ
手
写
セ
ル

モ
ノ

『本
居
文
書
』

ニ
ア
リ
｡
ソ
ノ
識
語
ヲ
次

二
掲
グ
｡

右

倭
語
通
音

図
着
'谷

川
氏
所
レ撰

日
本
書

紀
通
証
所
レ載
也
｡煩

有
二発

(五
年
)

p(2
)

明
ol故

今

写
レ之

以

備
二後

考
云
宝

暦
乙

亥

孟
夏
晦

日

本

居
春

庵
記

宝
暦
五
年

'

当
時
写
本
で
し
か
伝
わ
ら
な
か
っ
た

『通
証
』
の

｢
一
部
｣
を
書

写
し
た
貴
重
な
記
録
で
あ
る
｡
と
は
言
え
へ
(守
)
韓
語
説
が
盛
ら
れ
た
巻
を
読

ん
で
い
た
か
と
い
う
問
に
は
'
こ
れ
ま
で
の
記
事
は
答
え
て
い
な
い
｡

こ
こ
で
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
明
和
七
年
と
推
定
さ
れ
る
八
月
十

二
日
付
士
清
宛
宣
長
書
簡
の
追
伸
の

一
条
で
あ
る
｡

君
の
か
き
給

へ
る
書
紀
の
通
証
へ
神
代
の
程
は
す
で
に
見
奉
り
し
か
ど
'
す

べ
ら
ぎ
の
御
代
の
御
巻
ど
も
は
､
い
ま
だ
え
見
侍
ら
ず
｡
二
巻
三
巻
づ

ゝ
'

(21
)

つ
ぎ
-
ト
し
ば
し
が
程
か
し
給
は
ら
ん
は
い
と
な
ん
う
れ
し
か
る
べ
き
｡

宣
長
の
言
辞
に
社
交
上
の
思
わ
-
が
あ
る
と
し
て
､
読
ん
で
い
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
'
い
ま
だ
に
読
ん
で
い
な
い
か
の
風
を
装

っ
た
と
見
る
に
は
､
手
数
の
煩
し
さ

か
ら
い
っ
て
も
'
考
え
難

い
｡
書
か
れ
た
言
葉
通
り
の
事
実
で
あ

っ
た
も
の
と
受

取
る
の
が
自
然
で
あ
る
｡
要
す
る
に
､
宣
長
は
､
こ
の
時
期

(寺
)
韓
語
説
の
記

15
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さ
れ
た
巻
を
読
ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
こ
と
か
ら

『通
証
』
の
欽
明
紀
を
扱
っ
た
巻
二
十
四
を
宣
長
が
読
ん
だ
の

は
'
明
和
八
年
か
九
年
の
頃
で
あ

っ
た
と
推
定
し
て
大
過
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

『博
識
』
に
心
覚
え
を
記
し
た
の
も
'
同
じ
時
期
で
あ
っ
た
と
考
え
て
差
支
え
な

い
｡
｢助
辞
ノ
事
｣

が
そ
れ
の
直
後
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
'

時
期
的
に
さ
し

て
距
離
を
お
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
た
だ
､
そ

の
後
に
続
-

(
ヲ
カ
タ
マ
ノ
木
)
の
説
が
何
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
か
'
い
ま

だ
調
査
し
得
て
い
な
い
の
で
､
ど
の
程
度
の
幅
を
も
た
せ
た
ら
よ
い
の
か
は
明
確

で
な
い
｡
引
用
歌
と
し
て

『
日
本
紀
意
宴
和
歌
』
が
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
点
に

注
目
す
る
と
､
次
の
事
実
が
明
ら
か
に
な
る
｡
す
な
わ
ち
'
『宝
暦
二
年
以
後

購

求
謄
写
書
籍
付
書
目
』
の

｢書
目
｣
に
､

『助
辞
分
類
』

『
て
に
は
網
引
綱
』

(明

和
七
年
刊
)
の
次
に
位
置
し
て
､

;frn
本
紀
寛
宴
和
歌
集

と
記
載
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

『博
識
』
で
の
記
載
順
と

｢書
目
｣

の
そ
れ
と

が
､
こ
の
部
分
だ
け
の
偶
合
か
､
有
機
的
な
関
連
が
あ
る
も
の
な
の
か
'
速
断
は

で
き
な
い
が
'
看
過
し
難
い
点
で
あ
る
｡

明
和
六
年
が
'
『助
辞
分
類
』
の
刊
行
さ
れ
た
年
で
､
宣
長
が

『博
識
』

に
影

面
の
説
を
書
き
留
め
た
の
が
そ
れ
よ
り
お
-
れ
る
こ
と
約
二
､
三
年
の
時
期
で
あ

っ
た
と
推
定
す
る
の
が
'
本
節
の
結
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
-
る
と
'
宣
長
が
士
清
に

(
て
ふ
の
辞
)
に
つ
い
て

『助
辞
分
類
』
に
説
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
明
和
八
'

九
年
と
い
う
の
は
'
莱

は
宣
長
自
身
が
当
の

『助
辞
分
類
』
を
読
ん
で
間
も
な
い
頃
の
こ
と
で
あ

っ
た
と

い
う
こ
と
も
判
明
す
る
の
で
あ
る
｡

五

最
初
に
も
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
､
明
和
八
'
九
年
と
い
え
ば
'
宣
長
の
語
法

研
究
の
上
で
も
充
実
し
た
営
み
の
時
期
で
あ
る
｡

『紐
鏡
』
を
印
行
し
､
稿
本

『玉

緒
』
の
何
度
目
か
の
整
備
を
着
々
と
進
行
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
そ
の
時
期
に

『助
辞

分
類
』
を
目
に
し
た
の
で
あ
る
｡
い
っ
た
い
'
何
故
に

『助
辞
分
類
』
と
い
う
書

に
関
心
を
寄
せ
る
に
至

っ
た
の
か
､
ま
た
､
そ
の
内
容
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め

た
の
か
Q
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
知
り
得
る
こ
と
を
､
い
ま
す
こ
し
追
究
し
て
み

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

源
影
面
の
閲
歴
で
注
目
さ
れ
る
点
が
二
つ
あ
る
o

l
つ
は
､
賀
茂
真
淵
の
門
下

生
と
し
て
あ

っ
た
こ
と
が
あ
る
こ
と
で
あ
り
'
い
ま

一
つ
は
'
上
方
生
活
の
時
期

に
冷
泉
宗
家
に
入
門
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
弁
歳
随
影
､
す
な
わ
ち
影
面
は
も

(22
)

と
も
と
谷
垣
守
の
門
人
で
あ

っ
た
と
さ
れ
る
｡
垣
守
が
真
淵
に
入
門
'
つ
い
で
荷

田
在
満
に
も
入
門
し
た
の
に
随
い
'
真
淵

･
在
満
の
門
下
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る

が
､
垣
守
が
真
淵
と
の
対
立
の
た
め
に
退
門
し
て
後
も
､
そ
の
ま
ま
留
ま
っ
た
｡

後
､
浪
人
す
る
に
及
び
､
真
淵
門
か
ら
除
名
さ
れ
て
い
る
｡
明
和
六
年
七
月
四
日

付
蓬
莱
雅
楽
宛
真
淵
書
離
は
こ
の
間
の
事
情
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
こ
れ
に

よ
る
と
'
江
戸
で
脱
藩
し
老
母
の
い
る
土
佐
に
帰
国
で
き
な
-
な
る
に
至
り
'
忠

孝
に
欠
け
る
所
業
許
し
難
い
と
い
う
の
が
除
名
の
理
由
で
あ

っ
た
｡
真
淵
の
門
下

と
し
て
ど
の
-
ら
い
の
期
間
を
過
し
た
か
と
い
え
ば
､
入
退
門
を
明
確
に
記
し
た

書
類
が
な
い
の
で
大
雑
把
に
述
べ
る
し
か
な
い
が
､
寛
延
三
年
に
は
真
淵
の
古
事

記
会
読
の
内
容
を
垣
守
に
示
し
て
い
る
の
で
､
こ
れ
よ
り
数
年
前
に
入
門
し
て
い

た
も
の
と
見
ら
れ
る
｡
ま
た
､
脱
藩
後
､
宝
暦
六
年
二
月
の
真
淵
の
会
に
出
て
い

る
｡
こ
れ
が
除
名
の
前
の
頃
の
こ
と
か
と
考
え
ら
れ
る
｡
脱
藩

･
除
名
の
時
期
を

宝
暦
六
年
か
ら
宝
暦
九
年
ま
で
の
間
と
限
っ
て
誤
り
は
あ
る
ま
い
｡
宝
暦
九
年
五

月
十
五
日
付
の
序
の
あ
る

『采
藻
編

初
編
』
に
五
十
五
名
'
百
七
十
二
首
の
敬

を
収
め
る
が
'
在
満

･
真
淵
門
の
人
々
の
歌
を
も
載
せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
へ

真
淵
の
名
が
見
え
な
い
o
影
面
の
母
七
十
の
賀
の
歌
を
宝
暦
五
年
に
諸
家
か
ら
育

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
が
'
こ
の
時
に
存
し
た
真
淵
の
歌
二
首
が

『続
采
藻
編
』
(宝

暦
十
二
年
序
)
に
採
録
す
る
際
に
は
除
外
さ
れ
て
い
る
｡
単
に
影
面
の
好
み
に
合

16
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致
し
な
か
っ
た
と
い
う
理
由
で
は
な
-
'
そ
の
背
後
に
真
淵
門
か
ら
の
除
名
と
い

う
事
情
が
存
し
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
脱
藩
後
'
彼
は
大
忍
兵
士
と
名
乗
-

江
戸
に
居
住
し
て
い
た
が
､
後
に

1
乗
院
宮
に
仕
え
'
名
も
村
上
織
部
と
改
め
､

上
方
の
堂
上
家
と
の
繋
が
り
を
求
め
上
京
､
冷
泉
宗
家
に
入
門
し
て
い
る
｡
入
門

の
時
期
に
つ
い
て
､
吉
野
忠
氏
は
宝
暦
十
年
以
前
'
宝
暦
六
年
以
後
と
推
定
さ
れ

(24
)

た

O

是
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
O
在
京
時
に
彼
は
宗
家
に
和
歌
の
批
を
請
う

一
方
､

九
条

･
冷
泉
二
家
の
子
息
た
ち
の
古
典
学
習
の
相
談
相
手
と
な
っ
た
と
い
う
｡
い

-
ば
-
も
経
ぬ
う
ち
江
戸
に
帰
り
諸
侯

･
旗
本
等
の
家
に
出
入
し
和
歌
和
学
の
教

授
者
と
し
て
生
活
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
'
彼
の
著
書

『采
藻
編

続
編
』

『
続
采
藻
編
』
の
中
に
入
果
し
た
作
者
に
諸
侯
の
家
中

･
侍
女
が
数
多
-
認

め
ら
れ
る
の
も
う
そ
の
活
動
の

l
端
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
O
と
は
言
､え
'
『采
藻

編

続
編
』
入
集
の
作
者
の
多
-
は
ま
た
真
淵
に
関
係
の
あ
っ
た
人
々
で
も
あ
っ

た
か
ら
へ
真
淵
の
門
人
で
あ
っ
た
経
歴
を
ひ
と
つ
の
処
世
の
手
段
と
し
て
利
用
し

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
わ
れ
る
｡
宗
家
に
入
門
し
た
こ
と
も
'
堂
上
歌
学
を

も
十
分
に
修
め
た
と
い
う

〝箔
つ
-
り
〟
の

1
環
で
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
o

勿
論
､
こ
の
旧
派
の
歌
学
に
並
々
な
ら
ぬ
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
る
｡
『国
書
総
目
録
』
に
よ
れ
ば
､
『天
仁
菓
之
大
事
』
と
い
-

『姉
小
路
式
』

の

1
本
を

『
天
仁
葉
伝
受
』
の
題
で

｢村
上
織
部
｣
が
手
写
し
た
も
の
が
国
立
国

会
図
書
館
亀
田
文
庫
に
架
蔵
さ
れ
て
い
る
が
､
｢村
上
織
部
｣

を
名
乗

っ
た
時
期

に
和
歌
和
学
の
師
匠
と
し
て
立
つ
た
め
に
必
要
不
可
欠
の
営

み

で
あ

っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
｡
冷
泉
家
の
歌
学
を
承
け
る
者
の
間
に
も
､
こ
れ
と
同
類
の
伝
授
書
が
あ

っ
た
O
た
と
え
ば
､
冷
泉
為
村
門
の
新
玉
津
島
神
社
の
社
司
藤
原
幸
平
が
五
十
七

歳
の
年

(享
保
十

一
年
)
に
'
秋
田
の
茂
木
知
亮
に

『手
ホ
乎
波
伝
』
を
授
け
た

も
の
が
現
存
す
(B
Jが
,
『姉
小
路
式
』
か
ら
発
し
た

一
形
態
で
あ
る
と
認
め
て
よ

い
｡
影
面
が
宗
家
の
も
と
で

｢
口
訣
｣
ま
で
伝
授
さ
れ
た
か
ど
う
か
明
ら
か
で
は

な
い
が
'
旧
派
の
て
に
を
は
研
究
の
水
準
を
窺
知
す
る
に
は
十
分
な
環
境
に
身
を

お
い
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡

1
万
の
宣
長
の
閲
歴
を

一
見
す
る
と
､
や
は
り
'
京
都
遊
学
期
と
真
淵
と
の
交

流
の
時
期
の
二
つ
が
注
目
さ
れ
る
｡
宣
長
が
歌
の
師
に
初
め
て
つ
い
た
の
は
'
山

田
の
今
井
田
家
の
養
子
と
な
っ
て
栄
員
を
名
乗

っ
て
い
た
時
の
こ
と
で
あ
る
｡
師

は
宗
安
寺
の
住
職
法
瞳

で
,
｢そ
の
歌
風
は
,
坐
-
草
庵
集
ぶ
り
の
旧
風
で
〈如
｣

っ
た
｡
歌
の
添
削
に
お
い
て
も
'
有
賀
長
伯
の

『和
歌
八
重
垣
』
の
説
を
実
地
に

行
-
と
い
う
趣
で
あ
っ
た
が
､
初
め
の
師
の
影
響
か
ら
脱
け
難
い
こ
と
を
後
に
宣

長
が

『玉
勝
間
』
で
回
顧
し
戒
め
て
い
(根
が
,
実
際
､
｢大
か
た
は
じ
め
に
し
た
が

ひ
そ
め
た
る
か
た
に
'
お
の
づ
か
ら
心
は
ひ
か
る

ゝ
わ
ざ
に
て
｣
､
｢
と
し
ご
ろ
の

な
ら
ひ
は
'
さ
す
が
に
す
て
が
た
き
わ
ざ
｣
と
な
り
､
京
都
遊
学
の
折
に
入
門
し

た
師
も
全
-
旧
派
の
歌
人
で
あ

っ
た
｡
そ
の
師
と
い
う
の
が
､
新
玉
津
島
神
社
の

(詣
)

社
司
森
河
対
馬
守
藤
原
葦
戸
で
あ

っ
た
｡
ま
た
有
賀
長
伯
の
息
長
川
の
歌
会
に
も

(29
)

し
ば
し
ば
出
席
し
て
い
る
｡
さ
ら
に
､
宝
暦
六
年
に
は

『
て
に
を
は
口
伝
』
を
書

写
し
て
い
る
ほ
か
へ
『在
京
日
記
』
の
宝
暦
六
年
九
月
に
､

一

十
六
日
は
'
今
上
皇
帝
へ
有
栖
川
の
官
職
仁
親
王
よ
り
､
て
に
を
は
御
伝
授

17

お
は
し
ま
す
よ
し
う
け
玉
は
(3
'

一

と
い
-

1
条
を
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
o
旧
派
歌
学
に
寄
せ
た
関
心
の
大
き
さ
を

窺
う
に
十
分
で
あ
ろ
う
｡
宣
長
の
京
都
遊
学
の
時
期
は
'
宝
暦
二
年
三
月
か
ら
宝

暦
七
年
十
月
ま
で
の
間
で
あ
る
｡
こ
の
間
に
'
堀
景
山
の
塾
に
入
門
し
て
漢
学
を

修
め
､
堀
元
厚

･
武
川
幸
順
の
門
弟
と
な
っ
て
医
書
の
講
説
を
受
け
､
小
児
科
医

と
し
て
の
修
行
を
し
て
い
る
｡
景
山
の
感
化
で
契
沖
の
著
作
に
接
し
た
の
も
こ
の

時
期
で
あ

っ
て
'
契
沖
の
学
問
に
強
い
興
味
を
示
し
て
次
々
に
読
破
へ
書
写
を
行

な
っ
て
い
る
｡
宝
暦
二
年
三
月
に
は
､
景
山
所
蔵
本
の

『伊
勢
物
語
』
の
契
沖
説

書
人
を
抄
録
'
同
十

一
月
に
は

『枕
詞
抄
』
(『
万
葉
代
匠
記
』
惣
釈
の

｢枕
詞
部
｣

の
抄
出
)
を
手
写
し
て
い
る
｡
ま
た
､
宝
暦
四
年
三
月
に
は

『古
今
余
材
抄
』
序

二
冊
を
手
写
､
宝
暦
六
年
七
月
に
は
景
山
所
蔵
本

『
日
本
書
紀
』
(『
厚
顔
抄
』
説

喜
入
)
を
伝
与
さ
れ
､
十
二
月
に

『百
人

一
首
観
抄
』
を
購
入
し
て
い
る
｡
さ
ら

に
'
翌
七
年
二
月
に

『古
今
余
材
抄
』
本
文
十
冊
を
手
写
し
､
五
月
に
は
景
山
所
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蔵
本

『万
葉
集
』
に
お
け
る

『代
匠
記
』
を
拠
と
し
た
喜
入
を
手
沢
本
の

『万
葉

集
』
に
写
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
契
沖
の
学
問
に
出
会

っ
た
こ
と
が
'
帰
郷
間
も

な
い
こ
ろ
の
宣
長
の
大
き
な
支
え
と
な
り
得
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
､
契
沖
の
著

作
に
接
し
て
も
な
お
､
旧
派
て
に
を
は
学
書
を
視
野
か
ら
外
さ
な
か
っ
た
の
で
あ

･I
.

っ
て
､
宝
暦
七
年
に
は

『
天
爾

波

大

概
抄
』
を
も
手
写
し
て
い
る
｡
そ
れ
ほ
ど
ま

で
に
旧
派
歌
学
の
洗
礼
を
最
初
に
受
け
た
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
'

こ
の
宣
長
の
関
心
の
持
ち
方
は
理
解
で
き
な
い
｡
こ
の
時
期
に
続
-
の
が
'
松
坂

に
帰
郷
し
て
小
児
科
の
医
業
を
営
み
な
が
ら
古
典
の
講
釈
を
開
始
し
学
者
と
し
て

の
道
を
歩
み
出
し
た
時
期
で
あ
る
｡
宝
暦
七
年
に

『冠
辞
考
』

を
初
め
て
手
に
L
t

そ
れ
を
購
求
架
蔵
す
る
の
が
同
十
二
年
'
翌
年
に
は
真
淵

と

面
語
し
入
門
す
る

に
至
る
｡
以
来
､
真
淵
が
死
穀
す
る
明
和
六
年
ま
で
精
力
的
に
学
問
上
の
や
り
と

り
を
交
わ
し
て
い
る
｡

影
面
と
宣
長
の
閲
歴
の
上
か
ら
考
え
て
､
宣
長
が
影
面
の
名
を
知
り
得
た
機
会

は
'
右
に
見
た
如
-
､
在
京
中
に
堂
上
派
歌
人
の
口
か
ら
か
'
帰
郷
後
､
真
淵
の

周
辺
か
ら
出
た
噂
に
よ
っ
て
か
'
こ
の
二
つ
の
場
合
が
有
力
で
あ
る
｡
た
だ
し
､

明
和
八
､
九
年
ま
で
の
交
友
関
係
の
中
に
真
淵
門
あ
る
い
は
門
下
で
は
な
-
と
も

(31
)

交
流
の
あ

っ
た
人
物
と
な
る
と
､
必
ず
し
も
多
く
な
い
｡
輯
取
魚
彦

･
荒
木
田
榔

(32
)

鮮

(蓬
莱
雅
楽
)
あ
た
り
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
O
魚
彦
は
明
和
六
年
に

宣
長
の
も
と
を
訪
ね
て
お
り
､
十

一
月
に
は
師
真
淵
の
死
を
宣
長
に
報
じ
て
も
い

る
｡
た
だ
'
正
式
に
真
淵
の
門
人
と
な

っ
た
の
が
宝
暦
九
年
正
月
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
'
影
面
除
名
の
内
幕
を
十
分
に
知
り
得
た
か
ど
う
か
確
か
で
な
い
憾
み
が
あ

る
｡
こ
れ
に
対
し
て
'
尚
賢
宛
明
和
六
年
七
月
四
日
付
真
淵
書
簡
に

｢随
影
｣
の

名
を
挙
げ
て
､
｢先
年
未
練
の
説
｣
を
聞
き
､
除
名

の
後
も

｢虚
談
｣
を
な
し
て

種
々
出
版
に
及
ん
で
い
る
が
､
そ
の
中
の
説
が
真
淵
の
本
意
を
伝
え
る
も
の
で
あ

(33
)

る
と
誤
解
さ
れ
か
ね
ず
甚
だ
迷
惑
し
て
い
る
苦
衷
を
述
べ
て
い
る
｡
尚
賢
は
士
活

の
女
婿
で
'
士
活
の
た
め
に
真
淵
な
ど
か
ら
も
学
問
上
の
稗
益
を
得
よ
う
と
協
力

し
た
人
物
で
あ
る
O
真
淵

･
尚
賢

･
宣
長
三
者
の
関
係
を
示
す
も
の
と
し
て
次
の

(
34
)

よ
う
な
書
簡
が
知
ら
れ
て
い

る

｡

一
つ
は
明
和
二
年
十
二
月
と
推
定
さ
れ
る
尚
賢

賢
宛
真
淵
の
書
簡
'

松
坂
舜
晦

へ
も
御
面
談
之
由
才
子
と
は
聞
侯

へ
共
い
ま
だ
学
業
不
弘
候
何
と

そ
宜
-
な
れ
か
し
と
存
候
也

で
あ
-
､
い
ま
ひ
と
つ
は
､
明
和
四
年
正
月
五
日
付
宣
長
宛
真
淵
書
簡
で
あ
る
｡

そ
れ
に
は
､

二
日

去
年
宇
治
之
蓬
莱
雅
楽
と
い
ふ
人

東
都
御
年
礼
に
釆
候
次
而

野

亭

へ
も
二
度
被
尋
今
度
も
書
状
到
来

貴
方

へ
も
尋
申
候
と
の
事
也

と
見
え
る
の
で
あ
る
｡
尚
賢
が
真
淵
の
と
こ
ろ
に
出
入
し
て
い
た
時
期
は
恐
ら
-

宝
暦
末
年
か
ら
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
が
'
ひ
と
り
真
淵
に
限
ら
ず
､
県
門
の
諸

士
と
の
交
際
も
か
な
り
広
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡
そ
れ
は
士
清
の
学
問
の
便
益
を

考
慮
し
て
の
こ
と
で
も
あ
ろ
う
が
､
自
身
の
学
問
好
き
の
性
向
か
ら
も
発
し
て
い

る
も
の
で
あ
ろ
う
｡
な
お
尚
賢
が
公
用
で
上
洛
し
た
余
暇
に
は
､
出
水
町
曽
我
部

式
部
元
寛
の
も
と
に
立
寄
り
'
国
文

･
律
令
の
こ
と
な
ど
を
尋
問
す
る
こ
と
も
あ

り
へ
そ
の
出
版
物
も
入
手
架
蔵
L
t
士
清
も
そ
れ
を
利
用
し
て
い
る
｡
そ
う
し
た

経
路
の
書
籍
を
宣
長
が
士
清
か
ら
借
用
し
た
こ
と
は
'

京
の
曽
我
部
氏
が
板
行
せ
し
物
と
て
､
二
部
の
書
見
せ
給
ひ
へ
い
づ
れ
も
珍

ら
か
に
喜
び
な
が
ら
見
候
ぬ
｡
か
の
人
は
律
や
ら
む
に
心
を
尽
し
候
よ
し
､

ほ
の
-ぐ

-承
り
候
ひ
し
｡
さ
る
事
候
や
｡
さ
て
そ
の
律
は
､
全
部
出
候
や
｡

叉
は
と
こ
ろ
-〟-ト
に
て
も
へ
こ
た
み
板
に
な
り
候
や
｡
う
け
給
は
ら
ま
ほ
し

-
な
ん
｡

と
い
う
明
和
八
年
十
二
月
十
日
付
の
士
清
宛
の
喜

郎

の

存
在
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
O

宣
長
と
尚
賢
と
の
直
接
の
書
簡
の
往
復
は
､
古
い
と
こ
ろ
の
も
の
が
現
存
し
な
い

よ
う
で
､
安
永
以
降
の
も
の
に
よ
る
し
か
な
い
が
､
書
籍
の
貸
借
を
示
す
文
面
を

屡
々
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
安
永
二
年
以
後
､
尚
賢
が

『古
事
記
伝
』
の
稿

本
を
借
写
し
て
い
る
事
実
も
､
両
者
の
交
流
が
頻
繁
で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
｡

尚
賢
が
宣
長
の
学
問
を
十
分
に
理
解
し
得
る
人
物
で
あ
る
と
同
時
に
､
宣
長
自
身
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の
読
書
活
動
を
稗
益
し
得
る
存
在
で
あ

っ
た
か
ら
こ
そ
'
こ
の
よ
う
な
親
密
な
交

流
が
保
た
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

明
和
八
㌧
九
年
の
時
期
に
宣
長
が

『助
辞
分
類
』
を
閲
読
す
る
機
会
を
得
た
の

は
'
尚
賢
の
よ
う
な
出
版
事
情
や
人
脈
に
通
じ
た
人
物
を
介
し
て
で
は
な
か
っ
た

で
あ
ろ
う
か
｡
士
活
に

(
て
ふ
の
辞
)
が

『助
辞
分
類
』
に
あ
る
と

｢諭
｣
ぇ
た

事
実
も
､
士
清
の
手
の
届
-
範
囲
に
そ
の
書
が
あ

っ
て
容
易
に
播
読
が
可
能
で
あ

っ
た
か
ら
で
あ
ろ
-
｡
そ
の
至
近
距
離
に
あ

っ
た
人
物
が
尚
賢
で
あ

っ
た
と
し
て

も
'
あ
な
が
ち
荒
唐
無
稽
な
想
像
と
は
言
え
ま
い
｡
仮
に
､
宣
長
在
京
時
に
堂
上

派
歌
人
か
ら
影
面
の
名
を
知
る
機
会
が
あ

っ
た
と
し
て
も
'
真
淵
の
学
問
に
つ
ら

な
る
存
在
と
し
て
彼
を
意
識
し
て
著
述
に
触
れ
よ
う
と
し
た
の
は
'
刊
行
さ
れ
た

『助
辞
分
類
』
を
何
か
の
折
に
示
さ
れ
て
か
ら
で
あ

っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ

ぅ
｡
影
面
と
い
う
名
を
知
る
､
そ
の
経
歴
の
あ
ら
ま
し
を
尋
ね
る
'
あ
る
興
味

･

期
待
を
も

っ
て
著
書
に
接
す
る
と
い
-

一
連
の
行
為
が
あ

っ
た
筈
で
あ
る
が
､
そ

の
中
で
宣
長
が
直
接
触
れ
た
の
は

『
助
辞
分
類
』

三
宿
に
限
ら
れ
て
い
る
o
は
や

-
か
ら
名
を
記
憶
し
て
い
た
人
物
な
ら
ば
'
他
に
も
何
か
記
事
を
残
し
て
い
て
も

よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
う
で
な
い
と
こ
ろ
に
'
宣
長
が
影
面
を
知
っ
た
時

期
の
遅
さ
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

宣
長
と
士
清
ふ
た
り
は
相
次
い
で

『助
辞
分
類
』
を
読
ん
で
い
る
が
'
そ
の
契

機
と
な
り
得
た
の
は
'
宣
長
と
尚
賢
の
交
友
に
ほ
か
な
る
ま
い
｡
本
節
の
帰
結
は
､

1
応
､
そ
う
し
た
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
.

六

宣
長
が

『助
辞
分
類
』
に
関
心
を
寄
せ
る
に
至

っ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
'
前
節

で
述
べ
た
こ
と
に
尽
き
る
が
､
影
面
の
説
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
を
次

に
述
べ
る
こ
と
に
す
る
｡

『博
識
』
に
引
-
十
項
目

の
影
面
の
説
は
､
必
ず
し
も

『助
辞
分
類
』
の
全
貌

を
朽
循
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
が
へ
宣
長
の
側
の
旧
派
て
に
を
は
字
書
に
対
す
る

造
詣
を
も
示
す
も
の
と
な

っ
て
い
る
点
､
注
目
に
値
す
る
｡
そ
れ
は
ま
た
'
《
何
故

よ
り
に
よ
っ
て
こ
の
十
項
目
を
書
き
留
め
た
の
か
》
と
い
う
間
に
対
す
る
自
ら
な

る
答
え
で
も
あ
る
｡

い
ま
'
そ
の
十
項
目
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
逐

一
解
き
明
か

し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

ま
ず
'
ひ
と
つ
に
は
旧
派
て
に
を
は
学
書
に
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
語

を
と
り
あ
げ
て
い
る
点
で
あ
る
｡
(か
も
)
へ
か
に
)
八
が
て
ら
)
(か
き

-
つ
ち
)

の
四
項
は
そ
れ
に
該
当
す
る
｡

明
和
八
年
ご
ろ
ま
で
の
て
に
を
は
研
究
書
で

(
か
も
)
を
扱

っ
た
も
の
と
し
て

は
'
わ
ず
か
に

『氏
蓮
乎
波
義
憤
砂
』

(宝
暦
十
年
雀
部
信
頼
自
序
)
を
挙
げ
得

る
に
と
ど
ま
る
｡
そ
れ
に
は

加
毛
と
い
ふ
に
哉
に
か
よ
ふ
あ
り
｡
又
う
た
か
ひ
の
加
に
毛
を
そ

へ
て
句
を

(36
)

足
ら
し
む
る
有
｡

と
述
べ
∵
詠
嘆
の

(
か
も
)
と
疑
問
の

八
か
)
に

八も
)
の
添
加
し
た
も
の
と
の

二
種
を
説
い
て
い
る
｡
た
だ
'
『義
慣
紗
』
が
実
際
に
掲
げ
た
の
は
句
末
に
お
け

0
0

る

(
か
も
)
の
例
の
み
で
あ
る
か
ら
'

こ
の
点
で
は
'

(た
れ
を
か
も
知
る
人
に

0
0

せ
ん
)
(な
に
し
か
も
人
を
う
ら
み
ん
)
へた
れ
に
か
も
あ
ひ
か
た
ら
は
ん
)
の
如

-
句
中
で
の
例
を
も
採

っ
て
い
る

『助
辞
分
類
』
の
観
察
の
方
が
細
や
か
で
あ
る

と
い
え
る
｡
問
題
は

八も
)
に

｢し
ぼ
-
ト
思
ふ
て
階
ざ
る
意
｣
ぁ
り
と
す
る
説

明
で
あ
る
｡
｢其
二
｣
と
し
て
挙
げ
る

｢語
調
句
調

の
助
辞
｣
の
説
明
の
中
に
も

0
0
0
0
0
0
0

｢歎
の
辞
に
あ
ら
ず
｡
し
は
く

思
ふ
意
に
も
あ
ら
て
｣
と
見
え
る
が
'
こ
う
し

た
言
葉
で
説
い
た
も
の
は
他
書
に
見
当
ら
な
い
｡
『助
辞
分
類
』
に
あ

っ
て
も
､

そ
の

｢下
｣
の
巻
の

｢
ぞ
も
｡
は
も
o
か
も
｡
7
)戊
と
つ
.,,
け
て
い
へ
る
語
末
の

.
rJ

.
rJ

助
辞
｣
と
い
う
項
で
は
､

か
-
二
言
を
熟
し
て
｡
胸
に
脚
て
失
は
ず
｡
し
ぼ
-く

歎
す
る
意
を
具

へ
L
o

(37
)

助
辞
も
少
か
ら
ず
｡

と
述
べ
､
｢思
ふ
｣
の
語
を
用

い
ず
に
済
ま
し
て
い
る
｡
こ
れ
が
刊
本

『玉
緒
』
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E
]之
巻
の

(
か
も
)
の
記
述
で
は
､
｢も
は
添
た
る
辞
に
て
た
',,
利
と
い
ふ
意
也
｣

と
し
て
､
構
文
上
の
位
置
関
係
か
ら

｢語
の
半
に
在
て
下
へ
つ
ゞ
｣
い
て
い
る
ち

の
と

｢切
る

,
か
も
｣
と
の
二
別
を
説
き
､
こ
の
ほ
か
に

｢
か
な
の
意
の
か
も
｣

を
意
味
上
の
相
違
か
ら
項
目
化
し
て
い
る
｡
詠
嘆
と
疑
問
と
を
分
け
た
も
の
と
見

ら
れ
よ
う
が
へ
構
文
上
か
ら
説
い
て
い
る
箇
所
で
は
こ
の
区
別
を
し
て
い
な
い
0

す
べ
て
は
先
行
の

八
か
)
に
準
ず
べ
L
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
｡
そ

こ
に
は
､
疑
問
の
意
を
主
軸
と
し
'
｢か
は
の
意
の
か
｣
｢か
な
の
意
の
か
｣
な
ど

が
要
領
よ
-
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
O
と
も
あ
れ
'
(か
も
)
の
説
明
の

中
に

｢し
ぼ
/
ト
思
ふ
て
除
ざ
る
意
｣
と
い
う
よ
う
な

『助
辞
分
類
』
の
直
接
の

引
用
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
『玉
緒
』
三
之
巻
の
中

の

｢軽
-
添
る
引
｣
の
注
に
'

さ
て
右
の
類
の
訓
は
o
軽
-
添
た
る
う
ち
に
o

い
さ
さ
か
幹
部
の
意
を
こ
め

た
り
｡

と
見
､与
る
が
､
こ
れ
が

(
か
も
)
の
場
合
に
も
適
合
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
0

｢
い
さ
さ
か
歎
息

の
意
を
こ
め
｣
る
と
い
う
の
と
'
｢L
は
-
＼
歎
す
る
意
を
具

へ
｣

る
と
い
う
の
と
で
は
'
相
似
る
よ
う
で
は
あ
る
が
､
認
識
の
差
は
小
さ
-
な
い
と

見
る
べ
き
で
あ
あ
ろ
う
｡
宣
長
が

『助
辞
分
類
』
の
説
明
を
採
用
し
な
か
っ
た
の

は
､
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
と
も
か
-
､
そ
の
表
現
自
体
が
不
正
確
に
感
じ
ら
れ
た
か
ら

で
は
な
か
ろ
う
か
｡

(が
)

(
か
に
)
も
古
-
は
て
に
を
は
学
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
語

で
あ
る
O
『義
慣
砂
』
に
､
三
首
の
例
歌
を
掲
げ
､

此
三
首
の
加
仁
を
か
ら
に
の
意
に
い
ふ
説
あ
れ
と
｡
さ
に
て
は
言
き
こ
え
す
｡

此
辞
万
葉
に
は
か
ね
と
つ
か
ひ
て
金
の
字
を
か
り
て
苦
る
所
多
し
｡
意
は
疑

の
加
に
仁
を
そ

へ
た
る
也
｡
人
も
見
る
か
に
の
歌
も
異
本
に
は
か
ね
と
も
あ

(38
)

る

也

と
説
き
'
栂
井
道
敏
の

『
て
に
は
網
引
綱
』
に
'

万
葉
に
見
る
か
ね
と
も
い
ヘ
リ

五
普
通

顕
注
見
る
か
ね
と
は
見
る
は
か

り
と
い
ふ
詞
也

奥
義
に
は
人
も
み
る
か
ね
と
は
見
る
へ
-
な
と
い
ふ
詞
也

(39
)

云
ミ

と
あ
る
の
が
目
立
つ
程
度
で
あ
る
｡
も
っ
と
も
'
個
別
的
な
注
釈
に
は
関
心
が
払

わ
れ
た
語
で
あ

っ
て
'
た
と
え
ば
､
契
沖
は

『万
葉
代
匠
記
』
の
初
稿
本
に
､
巻

八
の

1
五
〇
七
番
歌
の

(安
要
奴
我
爾
)
に
つ
い
て
t

(40
)

か
は
我
の
字
を
か
き
た
れ
と
も
'
す
み
て
疑
の
歓
の
字
に
心
得

へ
し
｡

と
説
き

(
『義
慣
砂
』
は
こ
れ
を
探
っ
た
か
)､
『古
今
余
材
抄
』
で
拠

っ
た
顕
昭
注

と
も
､
『奥
儀
抄
』
の
説
と
も
異
な
る
見
解
を
示
し
て
い
る
L
t
真
淵
も
宣
長
と
の

『万
葉
集
』
に
つ
い
て
の
問
答
の
中
で
'
右
と
同
じ

へ安
要
奴
我
爾
)
に
つ
い
て
t

が
ね
と
も
い
ひ
て
か
を
濁
る
歌
多
L
t
此
が
は
げ
に
通
ふ
と
見
ゆ
､
此
け
は

め
-
と
い
ふ
が
如
し
'
実
と
云
に
あ
ら
ず
､

(聖

γ
二

と
述
べ
て
い
る
｡
『助
辞
分
類
』

の
説
は
､
八
か
)
を

｢事
情
を
商
量
す
る
辞
｣
と

す
る
点
で
'
『義
慣
妙
』
が
疑

い
の
語
と
す
る
の
と
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
が
､

八
に
)
を

(試
ま
ほ
し
う
希
意
の
具
は
れ
る
辞
｣

と
す
る
点
で
'

他
書
と
は
趣
を

異
に
し
て
い
る
｡
佐
藤
宣
男
氏
は
'
｢
二
を
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
の
真
意
が

奈
辺
に
あ
る
か
は
明
ら
か
で
な
い
｣
と
さ
れ
な
が
ら
も
､
次
の
よ
う
な
考
え
を
示

さ
れ
た
｡

第

二

二
首
に
お
け
る

｢ち
り
か
ひ
-
も
れ
｣

｢
ふ
ら
な
ん
｣
と
い
う
命
令

表
現

･
希
求
表
現
に
注
目
す
る
と
､
こ
れ
ら
と

の
関
連
で
'
文
脈
の
中
か
ら

(42
)

｢試
ま
ほ
し
う
希
意
｣
を
読
み
と
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
O

傾
聴
す
べ
き
見
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
｡
当
時
の
文
意

･
歌
意
の
把
握
に
は
'
こ

の
よ
う
な
必
ず
し
も
厳
密
と
は
言
え
な
い
や
り
方
が
横
行
し
て
い
た
と
言
っ
て
も

過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
｡

l
応
'
す
ら
り
と
意
味
が
通
れ
ば
'
そ
れ
以
上
の
検

証
を
経
る
こ
と
な
-

｢
一
説
｣
と
し
て
罷
り
通
る
と
い
っ
た
学
問
水
準
を
十
分
考

慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
'
こ
の

『助
辞
分
類
』
の
説
が
'
足
利
学
校
遺
跡
図
書
館
本

『
三
集

類
韻
』
に
採
ら
れ
て
い
て
注
目
さ
れ
る
｡
そ
れ
に
は
'

(
か
に
)
の
項
と
し
て
三

首
の
例
歌
を
示
し
'
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o

o

o

コ
-ロ
､

0

(43
)

右
が
に
の
か
は
疑
の
か
な
り

此
に
は
試
に
と
い
ふ
に
の
こ
と
し

と
あ
る
｡
『三
集
類
韻
』
は
宣
長
の
弟
子
稲
掛
棟
隆
が

｢古
今

･
後
遺

･
拾
遺
の

∴
∵

三
代
集
の
歌
を
と
ち
め
の
音
の
頬
ひ
を
分
て
あ
つ
め
｣
た
著
作
で
あ
る
が
､
こ
の

名
が
は
や
-

｢
明
和
八
年
卯
十
月
｣
の
年
月
が
記
さ
れ
た
宣
長
の

『紐
鏡
』
の
中

に
見
え
て
い
る
こ
と
か
ら
'
『紐
鏡
』
以
前
に

形

を
得
た
著
作
で
あ
ろ
う
と
考
え

ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
書
に

『助
辞
分
類
』
が
投
影
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
､
棉

隆
は
明
和
八
年
頃
ま
で
に
は
そ
れ
を
読
ん
で
い
た
こ
と
に
な
り
そ
う
で
あ
る
｡
し

か
し
'
『紐
鏡
』
に
名
が
見
え
る
か
ら
と
い
っ
て
'
そ
れ
が
完
成
を
見
た
著
書
で

あ
る
と
言
え
な
い
場
合
も
あ
る
o
『三
集
類
韻
』
と
並
記
さ
れ
た

『言
葉
の
玉
の

緒
』

が
整
理
途
上
の
稿
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
､
こ
の
棟
隆
の
著
書
も
'

構
想

に
い
さ
さ
か
の
肉
付
け
を
し
た
だ
け
の
不
十
分
な
も
の
で
あ
っ
た
疑
い
が
あ

る
｡
現
に
､
伝
存
す
る
三
種
の
写
本
に
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
著
し
い
相
違
が
認
め

(45
)

ら
れ
る
｡
足
利
学
校
本
が
古
態
を
留
め
る
と
言
わ
れ
る
が
'
そ
の
絶
対
年
代
を
知

る
手
懸
り
は
何
も
な
-
､
明
和
八
年
前
な
の
か
そ
れ
以
後
な
の
か
知
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
で
あ
る
｡
他
の
二
種
の
伝
本
'
す
な
わ
ち
'
本
居
文
庫
零
本
お
よ
び
本

居
文
庫

(完
本
)
で
は
'
こ
の

人
か
に
)
が
次
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
る
｡

○
右
が
止
.と
い
ふ
詞
は
そ
の
料
に
と
い
,ふ
意
あ
る
詞
也

道
ま
か
ふ
が
に
は

道
ま
か
ふ
そ
の
料
に
桜
花
ち
り
か
ひ
-
も
れ
と
い
ふ
也

余
も
な
す
ら

へ
て

(46
)

し
る
へ
し

万
葉

(集
)
に
は
が
渦
と
も
か
け
と
も
あ
り

こ
れ
は
刊
本

『玉
緒
』
の
説
に
極
め
て
よ
-
通
う
も
の
と
言
っ
て
よ
い
｡
四
之
巻

(か
に
)
の
注
に
'

此
刑
刷
の
羽
を
後
世
に
は
清
て
よ
め
ど
も
本
濁
る
べ
き
辞
也
｡
万
葉
に
珊
瑚

共
が
ね

と
も
い
へ
る
お
は
し
.
七
の
巻
古
風
の
部
に
出
せ
り
0

と
あ

っ
て
'
七
之
巻

｢古
風
の
部
｣
八
が
ね
)
(
が
に
)
で
は
'
例
歌
を
二
十

一
首
､

も
示
し
た
上
'

上
件
珊
瑚
は
O
中
音
の
言
に

丸

さ
き
が
ね

机

が
ね

払

二
が
ね

胤

士

が
ね
な
ど
い
へ
る
可

相
と
同
じ
-
て
｡
か
ね
て
そ
の
料
に
ま
う
け
て
ま
つ
意

也
.
又
が
出

は
｡
が
.抽
出
と
い
ふ
こ
と
に
て
｡
ね
に
を
つ
rJ,
め
て
に
と
い
へ

る
な
-
.
斜
材
と
も
は
ら
同
じ
意
也
･.さ
て
集
中
仮
字
書
の
例
O
み
な
刑
に
は

濁
音
の
我
字
を
か
け
れ
ば
｡
か
な
ら
ず
に
ご
る
べ
き
辞
な
り
｡

と
説
い
て
い
る
｡
｢そ
の
料
に
｣
と
釈
す
る
根
拠
は
こ
の

『玉
緒
』
に
よ
っ
て
与

･去

れ
た
も
の
で
あ
る
と
N
',SJ
,

『三
薬
類
韻
』

の
本
居
文
庫
本
等
の
記
事
は
こ

の
師
説
に
基
づ
い
て
改
稿
さ
れ
た
箇
所
で
あ
る
と
解
釈
す
る
と
､
宣
長
と
棟
隆
の

関
係
と
い
う
も
の
も
合
理
的
に
理
解
で
き
る
｡
す
べ
て
宣
長
の
発
案
と
指
示
で
､

拠
る
べ
き
説
に
拠
り
'
排
列
す
べ
き
方
式
に
則
り
忠
実
に
進
め
ら
れ
た
の
が

『三

業
類
韻
』
で
あ

っ
た
と
解
す
る
の
で
あ
る
｡
宣
長
か
ら
与
え
ら
れ
た
拠
る
べ
き
説

に
'
宣
長
流
に
取
意
要
約
し
た
も
の
が
混
じ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
､

八
に

き
)
(
て
き
)
で
終
わ
る
歌
を
掲
げ
て
'
形
容
詞
あ
る
い
は
形
容
詞
型
活
用
の
助

動
詞
に
つ
い
て

八も
)
八は
)
へ徒
)
お
よ
び

(何
)
八や
)
(ぞ
)
へ
の
)
の
か
か
-

に
対
す
る
結
び
を
説
き
､

一

二
の
差
別
て
に
を
は
の
自
然
の
妙
趣
に
し
て
大
口
伝
な
り

近
代
の
人
の
歌

也

お
は
く
こ
の
差
別
を
し
ら
す
し
て
混
雑
せ
る
お
ほ
へ艮

一

と

｢大
口
伝
｣
の
語
を
も
っ
て
師
説
を
紹
介
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
こ
と
か
ら
ち

容
易
に
推
察
さ
れ
る
｡
八
に
)
が

｢試
ま
ほ
し
う
希
意
の
具
は
れ
る
辞
｣
か
ら

｢此

0に
は
試
に
と
い
ふ
に
の
こ
と
し
｣
に
変
貌
し
た
と
し
て
も
'
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は

な
い
の
で
あ
る
｡

八
が
て
ら
)
へ
か
き
)
に
つ
い
て
は
､
旧
派
の
て
に
を
は
研
究
書
で
言
及
さ
れ
た

例
が
発
見
で
き
な
い
｡
(う
ち
)
は
'
北
村
季
吟
の

『八
代
集
抄
』
の
中
で

打
か
は
し
の
打
は
詞
の
た
す
け
な
り

と
触
れ
て
あ
り
'
有
賀
長
伯
の

『和
歌
八
重
垣
』
に
も
'
｢う
ち
は
ぶ
き
｣
の

(
ち

ち
)
を

｢付
字
｣
と
説
い
て
い
る
が
､
て
に
を
は
を
専
ら
論
じ
た
巻
二
に
は
と
り

あ
げ
ら
れ
な
い
｡
(う
ち
)
へ
か
き
)
を

｢発
語
｣
と
し
て
挙
げ
る
際
'
動
詞
の
実

質
的
意
義
を
保
っ
て
い
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
差
に
お
い
て
明
確
に
意

識
し
て
い
る
｡
こ
の
点
が

『助
辞
分
類
』
の
取
柄
と
な
っ
て
い
る
｡
へが
て
ら
)
の
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語
源
説
は
牽
強
付
会
の
眉
唾
物
で
あ
る
が
､
語
義
に
添
加

･
並
列
的
な
含
蓄
を
感

取
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
評
価
す
べ
き
点
で
あ
る
と
言
え
る
｡
た
だ
し
､
こ
れ
ら
の

二
項
は

『玉
緒
』
等
に
全
-
見
え
な
い
も
の
で
あ

っ
て
､
影
面
の
説
に
ど
の
よ
う

な
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
た
の
か
詳
か
に
で
き
な
い
O

い
ま
ひ
と
つ
'
｢何
故
｣
と
い
う
問
に
対
す
る
答
え
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
､

『助
辞
分
類
』
の
中
に
真
淵
の

｢未
練
の
説
｣
を
承
け
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
否

か
と
い
う
関
心
か
ら
拾
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
項
目
が
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
｡

八
か
は
)
八
二
り
ず
ま
)
は
､
こ
の
線
で
理
解
さ
れ
る
｡
八
か
は
)
を

｢如
是
者
｣

の
約
言
と
解
す
る
点
の
真
淵
の
言
及
は
'
『続
万
葉
論
』
巻
第
三
に
見
え
る
O

或
問
い
か
で
か
は
と
い
ふ
を
諸
抄
い
か
で
か
と
い
ふ
こ
と

､
す
｡
今
は
如
是

と
注
す
る
は
い
か
が
｡
答
日
こ
れ
は
か
と
い
ふ
打
か
へ
し
た
る
て
に
を
は
に

は
あ
ら
ず
｡
か
-
は
と
い
ふ
を
同
音
に
し
て
､
略
し
た
る
な
-
｡
(中
略
)
い

か
で
か
は
鳥
の
鳴
ら
ん
人
し
れ
ず
お
も
ふ
心
は
ま
だ
夜
ふ
か
き
に
t
と
い

ふ
歌
伊
勢
物
語
に
有
を
皆
い
か
で
か
と
の
み
釈
せ
り
｡
是
古
本
を
見
ざ
る
敏

也
｡
伊
勢
物
語
に
真
名
伊
勢
物
語
有
｡
(中
略
)
其
書
に
右

の
歌
を
か
き
給

を
見
る
に
如
何
是
波
と
あ
れ
ば
t
か
-
は
と
い
ふ
べ
き
証
さ
だ
か
な
-

こ
こ
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
真
淵
の
説
を
影
面
は
学
び
と
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ

う
か
｡
士
清
の

『倭
訓
莱
』
に
も
'
恐
ら
-
｡
『助
辞
分
類
』
を
利
用
し
て
注
し
た

も
の
で
あ
ろ
う
と
見
ら
れ
る
記
事
が
あ
る
｡

○
か
は

歌
の
結
語
な
と
に
い
ふ
は
さ
か
と
疑
ふ
て
さ
に
て
は
な
き
と
か
へ

し
て
い
ふ
辞

山豆
と
い
ふ
字
の
意
や
よ
り
は
急
な
-
と
い
へ
り

又
は
を
句

カ
ク
ハ

調
の
助
け
に
用
ゐ
た
る
あ
-
叉
如
此
者
の
意
に
よ
め
る
あ
り

彼
者
を
妬
め

た
る
も
は

へ
る
や
と
い
へ
り

宣
長
は

『慢
識
』
に
こ
の
説
を
書
き
抜
.m
な
が
ら
､
『玉
緒
』
の
記
述
に
お
い
て

は
全
-
触
れ
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
｡

｢羽
の
意
の
か
廟
｣

と
し
て
四
首
の
例
歌

を
示
し
た
上
で
､

右
の
外
も

な
に

た
れ

い
-
な
ど
の
類
の
下
に
あ
る
か
は
は
す
べ
て
皆

刑
の
意
也
｡
(四
之
巻
)

と
し
て
い
る
し
､
｢
い
か
で
か
は
｣
の
表
現
に
つ
い
て
も
'

○
下
に
羽
を
お
く
事
｡

い
か
で
か

い
か
で
か
は

と
つ
･･,
け
て
お
け
る
の

み
に
て
｡
詞
を

へ
だ
て
て
お
-
例
は
な
し
｡
(四
之
巻
)

と
述
べ
る
の
み
で
'
真
淵
説

へ
の
顧
慮
は
窺
え
な
い
｡
そ
れ
が
意
図
的
に
な
さ
れ

た
も
の
か
否
か
は
知
-
得
な
い
が
､
こ
の
場
合
'
在
来
の
通
説
に
従
う
の
を
よ
し

と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡

八
二
-
ず
ま
)
も
真
淵
の
考
え
を
踏
襲
し
て
い
る
説
で
あ
る
｡
｢古
今
和
歌
集
打

聴
』
巻
第
十
三
に
､

こ
り
ず
ま
'
こ
-
ず
ま
ひ
と
云
詞
な
る
べ
し
｡

一
度
こ
り
た
る
こ
と
は
す
ま

じ
き
な
る
を
'
又
も
す
ま
ひ
て
み
る
と
云
と
す
べ
し
.
す
ま
ふ
は
か
た
み
に

負
じ
心
し
て
す
ま
ふ
也
｡

(49
)

と
あ
る
の
が
真
淵
の

｢
こ
り
=

す
ま
ひ
｣
連
濁
下
略
説
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
『万

葉
集
』
中
に

(あ
は
ず
ま
に
)

と
い
う
表
現
が
あ

っ
て
'
宣
長
は

(
こ
り
ず
ま
)

と
の
関
連
で
真
淵
に
質
し
て
い
る
｡

○
奴
婆
多
麻
乃
云
々

〔三
七
六
九
〕､
安
波
受
麻
爾
ノ
麻

ハ
､
後
ノ
歌

こ
､

コ
リ
ズ
マ
ニ
ー
云
マ
ノ
格

ニ
テ
､
助
辞
カ
'

こ
れ
に
対
す
る
真
淵
の
返
答
は
次
の
通
-
で
あ
る
｡

あ
は
ず
妻
と
い
ふ
へ
し
､
朝
つ
ま
'
私
礎
了

｣も
り
つ
ま
な
と
､
妻
を
い
ふ

事
多
L
t
こ
り
ず
ま
は
別
な
ら
ん
､
又
此
ま
を
助
辞
と
い
ふ
事
い
か

ゝ
t
も

(50
)

し
ま
を
助
と
せ
し
例
の
考
有
か
､
猶
考
て
見
給

へ
'

『玉
緒
』
に
は
こ
の

人
こ
-
ず
ま
)
が
扱
わ
れ
て
い
な
い
の
で
､
宣
長
が
こ
の
語

を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
は
他
の
資
料
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
'
門
人

田
中
道
贋
と
の
問
答
中
に
そ
の
解
答
を
兄
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
こ
で
は
道

麿
が

｢
ア
ハ
ス
マ
ニ
シ
テ
'
不
得
解
｣
と
し
て
質
し
た
の
に
対
し
て
､

岡
部
翁
､
不
愚
老
也
と
い
へ
-
､
い
か

､
あ
ら
ん
､
コ
リ
ズ
こ
と
い
ふ
を
コ

22
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(51
)

リ
ズ
マ
二
と
い
ふ
を
な
そ
ら
ふ
れ
は
､
逢
ず
に
と
い
ふ
こ
と
か
t

と
答
､え
'
顕
注
以
下
契
沖
の

『万
葉
代
匠
記
』
に
も
と
ら
れ
た
説
を
支
持
し
て
い

る
の
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
に
加
え
て
'
宣
長
が
関
心
を
示
し
た
理
由
の
ひ
と
つ
と
し
て
'
俄
か
に

信
じ
難
い
抵
抗
感
の
強
い
説
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
o
言
わ
ば

｢存
疑
｣
と
し
て

マ
ー
ク
L
t
後
考
を
侯
つ
た
め
に
書
き
留
め
ら
れ
た
項
目
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か

ろ
う
｡

ま
ず
､
(朝
な
夕
な
)
の

(杏
)
の
抄
出
に
つ
い
て
見
る
と
'
｢毎
ノ
意
｣
と
い

う
点
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
､
真
淵
の

『続
万
葉
論
』
巻

一
に

｢朝
な

く

き
-
｣
の
歌
に
示
さ
れ
た
､

あ
さ
毎
に
間
と
見
て
お
-
べ
L
o
強
て
い
は
ば
､
朝
々
を
毎
日
の
事
と
い
ふ

べ
し
｡

の
説
明
あ
た
り
を
探
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
､
問
題
は

｢
ア
サ
ナ
ケ
ニ
-
云

ナ
モ
同
シ
｣
と
い
う
点
の
方
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
(あ
さ
な
け
に
)
を

｢朝
に

0
け

畳
に
､
い
つ
も
｣
の
意
の
表
現

(朝
に
日
に
)
の

八
に
)
が

(な
)
に
転
じ
た
形

と
形
る
理
解
が
契
沖
の

『余
材
抄
』
な
ど
に
見
え
て
い
る
か
ら
､
そ
れ
に
拠
る
限

り
､
こ
こ
の
一
文
に
は
疑
い
が
挿
ま
れ
て
当
然
と
言
え
る
の
で
あ
る
｡
な
お
､
『玉

緒
』
そ
の
他
で
の
言
及
は
管
見
の
限
り
見
当
ら
な
い
｡

(な

へ
に
)
に
関
し
て
は
'
『和
歌
八
重
垣
』
巻
五
に
'

な

へ
に

か
ら
に
と
い
ふ
詞
也
o
又
ゆ

へ
と
云
心
也
｡
歌
に
よ
る
べ
L
o

と
説
か
れ
て
い
る
の
を
'
大
体
当
時
ま
で
の
通
説
と
見
徹
し
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
0

そ
れ
を
真
淵
は
'

共
従
並
等
の
字
を
な
べ
と
よ
め
-
｡
其
並
て
ふ
詞
に
て
何
事
に
も
其
物
の
並

に
今
ひ
と
つ
有
事
を
云
｡
(『古
今
和
歌
集
打
聴
』
巻
第
四
)

と
説
い
た
り

な

へ
に
は
'
諸
説
か
ら
に
と
い
ヘ
ビ
'
う

へ
と
云
詞
に
同
じ
き
也
｡
(中
略
)

か
ら
に
と
心
得
て
此
歌
な
ど
は
通
ず
れ
ど
も
'
此
解
な
ど
の
歌
古
歌
を
わ
た

り
て
見
ざ
る
説
也
｡
万
葉
に
背
の
山
を
よ
め
る
に
'
よ
ろ
し
な

へ
我
せ
の
君

に
負
乗
に
L
と
有
歌
に
て
は
､
か
ら
に
と
い
ひ
て
は
い
か
に
と
も
解
べ
か
ら

ず
｡
(『続
万
葉
論
』
巻
第
四
)

と
説
い
た
り
し
て
'
必
ず
し
も
同
じ
説
明
を
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
｡
『慢
識
』

に
記
さ
れ
た
説
は
先
師
の
も
の
と
も

1
敦
を
見
ず
'
異
彩
を
放
っ
て
い
る
｡
と
は

言
､え
'
威

ニ
｣
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
,
｢
注
せ
し
漢
字
の
義
の
如
し
｣
と
し
て

も
､
｢学
ぶ
｣
｢真
似
る
｣
の
意
を
具
体
的
な
文
脈
に
い
か
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
か
な
ど
と
拘
れ
ば
､
探
る
の
を
蹟
曙
せ
ざ
る
を
得
な
い
説
で
あ
る
｡
『倭
訓

莱
』
に

｢
一
説
に
｣
と
し
て
こ
の

『助
辞
分
類
』
の
説
を
引
い
て
は
い
る
が
'
い

か
に
も
信
の
薄
い
引
き
方
で
あ
る
｡
宣
長
の
解
釈
は

『古
今
和
歌
集
遠
鏡
』
に
口

訳
の
形
で
示
さ
れ
'
｢
～
に
つ
れ
て
｣
と
い
う
意

で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い

る
が
'
そ
れ
以
外
の
こ
と
に
つ
い
て
は

一
切
触
れ
て
い
な
い
｡
と
も
あ
れ
､
こ
れ

に
よ
っ
て
も
'

1
応
は
'
影
面
説
に
対
し
て
否
定
的
な
態
度
で
対
応
し
て
い
た
こ

と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
｡

次
に

(も
の
ゆ
ゑ
)
に
つ
い
て
の
説
を
眺
め
て
見
よ
う
｡
(も
の
ゆ
ゑ
)
を

(ち

の
か
ら
)
と
同
意
で
あ
る
と
し
へ
そ
れ
と

｢故
｣
字
の
訓
読
の
時
代
差
と
い
っ
た

よ
う
な
も
の
を
関
連
さ
せ
て
説
い
て
い
る
の
が
影
面
の
新
説
の
骨
格
で
あ
る
｡
勿

論
､
こ
の
背
後
に
は
'

此
故
は
な
が
ら
と
云
に
同
じ
-
'
天
河
原
に
生
る
物
な
ら
ば
､
織
女
の
ご
と

-
秋
な
ら
で
逢
み
る
事
も
有
が
た
か
ら
ん
を
､
是
は
天
の
河
原
に
生
ぬ
物
な

が
ら
何
と
て
秋
な
ん
で
は
逢
事
の
か
た
き
と
云
也
｡

一
本
に
天
の
河
原
に
た

た
ぬ
物
か
ら
と
有
を
も
て
も
'
物
な
が
ら
な
る
を
し
る
べ
し
｡
(『
古
今
和
歌

集
打
聴
』
巻
第
四
)

と
主
張
し
た
真
淵
の
解
釈
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
｡
た
だ
､
｢故
｣
字
の

訓
読
に
つ
い
て
は
､
古
訓
に

八
か
ら
)
を
兄
い
だ
せ
な
い
の
で
'

『倭
訓
莱
』
の

八
か
ら
)
の
項
で
は
'

○
何
故
に
と
い
ふ
意
に
用
た
る
何
か
ら
の
詞
も
侍
り

故
を
か
れ
と
よ
め
る
転
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語
也

字
書
に
故
事
､
因
也
と
見
ゆ

よ
て
古
今
集
も
の
ゆ
ゑ
と
よ
め
る
も

同
意
也

又
集
に
お
の
か
物
か
ら
と
よ
め
り

日
本
紀
に
因
二己
物
;JU
書
た

れ
は
上
と
同
義
な
る
に
や

と
修
正
し
て
い
る
o
L
か
し
'

｢放
｣

字
の
訓
読
を
た
だ
す
方
向
の
み
で
二
七
足

れ
り
と
は
'
宣
長
の
場
合
'
考
え
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
｡

『玉
緒
』

二
之

巻
に
は

(も
の
か
ら
)
へも
の
ゆ
ゑ
)
を

｢留
り
よ
り
上

へ
か
へ
る
て
に
を
は
｣

と
し
て
並
べ
て
い
る
だ
け
で
'
同
意
の
表
現
で
あ
る
と
も
な
い
と
も
触
れ
ず
'
憤

重
な
姿
勢
を
保

っ
て
い
る
｡
と
こ
ろ
が

『玉
あ
ら
れ
』
の
著
作
中
に

(物
か
ら
)

(52
)

の
項
を
設
け
読
者
の
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

要
約
す
れ
ば
t

へ物
か

ら
)
は
逆
接
の
語
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
'
理
由
表
現
の

八
か
ら
)
と
は
異

な
る

語
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
当
今
の
人
々
は

八
か
ら
)
へゆ
ゑ
に
)

と
言
う
べ

き
と
こ
ろ
に
誤
っ
て

(も
の
か
ら
)
を
使
っ
て
い
る
｡
明
ら
か
な
過
誤
を
犯
し
て

い
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
､
と
で
も
な
ろ
う
か
｡
宣
長
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
'
単

純
に

(
ゆ
ゑ
)
八
か
ら
)
に
重
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
い
う
理
由

に

よ
っ
て

へ
も

の
ゆ
ゑ
)
と

(も
の
か
ら
)
を
同
じ
意
味
の
語
と
し
て
結
び
つ
け
る
出
発
点
か
ら

否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
｡
こ
の
帰
結
を
得
る
過
程
に
'
成

(53
)

章
の

『あ
ゆ
ひ
抄
』
が
介
在
し
た
か
ど
う
か
'
宣
長
が
天
明
四
年
十
月
に
そ
れ
を

(5
)

尚
賢
よ
り
借
覧
し
読
了
し
て
い
る
事
実
が
あ
る
と
さ
れ
る
だ
け
に
知
り
た
い
と
こ

ろ
で
あ
る
が
'
今
の
と
こ
ろ
､
詳
ら
か
で
な
い
｡

(な
り
な
な
ん
)
の

(な
)
に
つ
い
て
は
､
明
確
に
こ
れ
を
説
こ
う
と
し
て
い

る
注
釈
書

･
語
法
書
は

『玉
緒
』
刊
行
以
前
に
は
極
め
て
稀
の
よ
う
で
あ
る
o
そ

の
中
に
あ

っ
て
'

(な
な
ん
)
と
続
-
助
辞
の
､
上
の

(な
)
を

(
ね
)
と
の
普

通
で
理
解
し
よ
う
と
し
た

『助
辞
分
類
』
の
説
が

『倭
訓
莱
』
に
採
用
さ
れ
て
も

無
理
か
ら
ぬ
面
が
あ
る
｡

な

,
ん
と
い
ふ
辞

峰
も
平
に
成
な

ゝ
ん
も

夕
-
れ
の
ま
が
さ
は
山
と
見

え
な

,
ん
も

同
し

あ
せ
ね

見
え
ね
と
い
ふ
意

同
音
な
れ
は
な
と
い

ひ
又
な
ん
と
重
ね
た
る
な
る
へ
し

菅
家
万
葉
に
年
の
内
皆
春
な
か
ら
過
な

な
ん

又
六
帖
に
わ
す
れ
草
種
の
か
き
り
は
呆
な

ゝ
ん
と
も
見
え
た
-

と
あ
っ
て
､
独
自
に
例
を
追
加
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
'
(杏
)
イ
コ
ー
ル

(
ね
)

と
す
る
点
'
『助
辞
分
類
』
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
｡

そ
れ
が

｢望
請
｣

(希
求
)
か

｢下
知
｣
(命
令
)
か
と
い
う
点
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
'
少
な
-

と
も
､
所
謂
完
了
の

(
め
)
の
系
列
で
把
握
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
'

『玉
緒
』
に
は

(な
ん
)

の
上
に
来
る
条
件
が

一
般
に
ア
列
音
ま
た
は
エ
列
音
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
L
t
(杏
)
(
に
)
が

(
ぬ

･
ぬ
る

･
ぬ
れ
)
の
系
列
の
も

の
で
あ
る
こ
と
を
も
'
別
に
説
い
て
い
て
､
総
合
し
て
現
代
風
に
表
現
す
れ
ば
､

完
了

(
ぬ
)
の
未
然
形
が

(杏
)
の
正
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

か
-
し
て
'
｢存
疑
｣
の
手
控
え
は
､
後
に
至

っ
て
す
べ
て
僻
説
の
反
故
と
化

す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

宣
長
が
影
面
の
説
と
し
て

『博
識
』
に
書
き
留
め
た
当
初
は
､
い
ま
ま
で
に
見

た
よ
う
に
'
そ
こ
に
注
目
す
べ
き
価
値
が
幾
分
な
-
と
も
存
し
た
こ
と
は
疑
い
な

い
｡
そ
れ
が
､
旧
来
の
て
に
を
は
学
書
に
な
い
新
項
目
で
あ

っ
た
り
'
師
真
淵
の

考
説
で
あ

っ
た
り
'

1
考
を
要
す
る
記
述
で
あ
っ
た
り
と
'
そ
の
程
度

･
内
容
も

一
様
で
は
な
い
も
の
で
あ

っ
た
｡
そ
れ
ら
を

｢是
｣
と
受
取
る
か
､
｢非
｣

と
し
て

拒
斥
す
る
か
､
こ
れ
が
読
後
の
宣
長
に
課
せ
ら
れ
た
宿
題
で
あ

っ
た
｡
明

和
八
㌧

九
年
の
時
期
に
､
す
な
わ
ち
'
『紐
鏡
』
『玉
緒
』
整
備
の
時
に
､
『助
辞
分
類
』
と

避
近
し
た
こ
と
は
､
単
に

『玉
緒
』
の
内
容
を
き
め
細
か
-
す
る
上
に
役
立
っ
た

だ
け
で
な
-
'
て
に
を
は
研
究
の
方
法
の
上
で
も
､
記
述
の
し
か
た
の
上
で
も
'

多
大
な
反
省
を
強
い
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
｡
記
述
や
研
究
の
方
法
に
対
す

る
反
省

･
自
覚
に
と
ど
ま
ら
ず
､
宣
長
の
て
に
を
は
観
を
確
乎
た
る
も
の
に
す
る

上
で
も
､
『助
辞
分
類
』
は

｢反
面
教
師
｣

の
役
割
を
果
た
し
た
｡
漢
文
の
助
字

と
日
本
語
の
て
に
を
は
と
を
同

一
視
す
る
風
潮
は
､
何
も

『助
辞
分
類
』
に
限
ら

ず
か
な
り
広
-
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
(3
'が
､
『
あ
し
わ
け
小
舟
』
に
開
陳

さ
れ
た
宣
長
の
て
に
を
は
種
が
,
漢
語
文
典
の
影
響
下
に
成
っ
た

『助
辞
分
類
』

に
揺
す
る
中
で
､
よ
り
尖
鋭
に
自
覚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
｡
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い
ま
'
『博
識
』
に
引
か
れ
た
十
条
が
､
こ
と
ご
と
く
宣
長
に
斥
け
ら
れ
た
の

を
見
た
の
で
あ
る
が
'
宣
長
が
そ
れ
に
対
し
て
の
結
論
を
得
る
ま
で
に
獲
得
し
た

み
の
り
の
豊
か
さ
に
'影
面
の
説
､
も

っ
て
喋
す

べ
し
と
言

っ
て
は
酷
に
過
ぎ
る
で

あ
ろ
う
か
o

注

(
1
)

吉
野
忠

｢源
影
面

(上
)｣
に
よ
れ
ば
'
本
名
を
村
上
弁
蔵
と
い
い
'
村
上

名
道

･
村
上
織
部
と
称
し
､
村
上
随
蔭

･
村
上
随
影

･
源
影
面

･
雪
者
と
号
し

た
o
夷
誉

ハ士
と
も
号
し
た
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
と
い
う

(
『高
知
大
学
学
術

研
究
報
告
』
第
十
七
巻

人
文
科
学
第
十

言
了

昭
爪ご
o

(
2
)

筑
摩
書
房
版

『本
居
宣
長
全
集
』
第
二
十
巻
所
収
｡

(
3
)

『本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
第
二
輯
七
七
七
頁
｡

(
4
)

同
右
書
七
七
九
頁
｡

(
5
)

同
右
書
七
六
〇
頁
｡
な
お
､

｢
て
に
乎
波
の
草
子
｣
に
つ
い
て
'
本
居
清
造

は

｢
『詞
の
玉

の
緒
』
ナ
ル
ベ
シ
｡
｣
と
注
し
て
い
る
｡

(
6
)

佐
藤
稔

｢
『詞
の
玉
緒
』
の
背
景
｣
(竹
岡
正
夫
編

『国
語
学
史
論
叢
』
所
収

昭
57

笠
間
書
院
刊
)
参
照
o

(
7
)

船
城
俊
太
郎

｢
『
ひ
も
鏡
』
と

『三
集
類
韻
』

の
関
係
に
つ
い
て
｣

(『国
語

と
国
文
学
』
五
四
⊥

昭
Sj
･
-
)､
同

『三
集

類
韻

影
印
と
研
究
』
(昭
55

勉
誠
社
刊
)
の

｢
研
究
の
部
｣
参
照
｡

(
8
)

船
城
俊
太
郎

『三
集
類
韻

影
印
と
研
究
』
五
六
〇
頁
参
照
｡

(
9
)

筑
摩
版

『全
集
』
第
十
八
巻
所
収
｡

(
10
)

『助
辞
分
類
』
の
本
文
は
'
勉
誠
社
文
庫
75
所
収

『古
今
集
和
歌
助
辞
分
類
』

(底
本
は
神
宮
文
庫
蔵
'
明
和
六
年
京
都
林
宗
兵
衛
刊
行
と
推
定
さ
れ
る
刊
本
)
に

よ
る
｡

(
ll
)

勉

誠
社
文
庫
版

『古
今
集
和
歌
助
辞
分
類
』
｢解
説
｣
二
四
五
頁
参
照
｡

(
12
)

同
右
書

｢解
説
｣
二
三
八
-
二
三
九
頁
｡

(
S
)

｢源
影
面

(上

･
下
)｣
(
『高
知
大
学
学
術
研
究
報
告
』
第
十
七
巻

人
文
科

学
第

二

号

昭
和
S3
'
同
第
二
三
巻

人
文
科
学
第
八
号

昭
49
)
参
照
O

(
14
)

勉
誠
社
文
庫
版

『古
今
集
和
歌
助
辞
分
類
』
｢解
説
｣
二
三
九
頁
｡

(
17
)

(
18
)

(
19
)

(
20
)

(
21
)

(
22
)

(
23
)

(24
)

(25
)

(
26
)

(
27
)

(
28
)

(
29
)

(
30
)

(
31
)

筑
摩
版

『全
集
』
第

1
八
巻

｢解
題
｣

六

7
-
六
二
頁
〇

五
条
天
神
宮
蔵
版

(宝
暦
十
二
年
壬
牛

冬
刻
成
)
の
刊
記
を
有
す
る
板
本
に

ょ
る

(巻
二
十
四
'
第
十
四
丁
表
七
行
目
割
注
)｡
な
お
､
『倭
訓
莱
』
の
記
事

は
､
｢○
て
ら

寺
を
よ
め
-

日
本
紀
に
精
舎
伽
藍
を
も
よ
め
り

荘
厳
の

の
て
り
か
､
や
-
意
に
や

今
の
朝
鮮
語
に
て
る
と
い
へ
は
も
と
韓
語
に
や
(以

下
略
)｣
と
あ
っ
て
､
『通
証
』
の
説
き
方
と
は
異
な
っ
て
い
る
｡

『本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
第
二
輯
四
〇

1
-
四
〇
l
lo
な
お
'
同
じ
書
簡
中

蛋
)｡

筑

摩
版

『全
集
』
第
二
十
巻
所
収
､
六
二
四
頁
｡

筑
摩
版

『全
集
』
第
五
巻

｢解
題
｣
三
六
頁
｡

『本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
第
二
輯
四
二
四
頁
｡

『本
居
宣
長
翁
書
簡
集
』

二
二
頁
｡
な
お
'
『谷
川
士
清
先
生
伝
』
よ
り
引
く

『稿
本
全
集
』
の
書
簡
に
は
こ
の
部
分
を
欠
い
て
い
る
D

一

以
下
の
影
面
の
閲
歴
に
つ
い
て
は
'
吉
野
忠

｢源
影
面

(上

･
下
)
｣

に
よ
っ

25

て
い
る
｡

一

井
上
豊

『賀
茂
真
淵
の
学
問
』
(昭
空

二
四
九
⊥

五

〇
頁
所
引

｢県
居

書
簡
続
編
､
八
七
｣
に
よ
る
｡

(
22
)

に
同
じ
｡

秋
田
県
立
秋
田
図
書
館
東
山
文
庫
蔵

(A
H
八

1
五
-
)｡

佐
佐
木
信
綱

『増
訂
和
歌
史
の
研
究
』
三
二
九
頁
｡

｢物
ま
な
び
は
そ
の
道
を
よ
-
え
ら
び
て
入
そ
む
る
事
｣
(筑
摩
版

『全
集
』

第

一
巻
三
六
九
⊥

二
七
〇
頁
)
参
照
｡

冷
泉
為
村
の
門
人
｡
宝
暦
十
二
年
投
'
九
十
三
歳
｡
宣
長
入
門
当
時
す
で
に

八
十
三
歳
で
あ
っ
た
o

『在
京
日
記
』
(筑
摩
版

『全
集
』
第
十
六
巻
所
収
)
お
よ
び

『
石
上
稿
』

(

筑

摩
版

『全
集
』
第
十
五
巻
所
収
)
参
照
｡

筑
摩
版

『全
集
』
第
十
六
巻
八
四
頁
o

魚
彦
の
事
蹟
に
つ
い
て
は
'
勉
誠
社
文
庫
58

『古
言
梯
』

の

｢解
説
｣

(林
義
雄
)
に
要
を
得
た
も
の
が
あ
る
｡
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(
讐

一
尚
賢
は
観
形
と
も
表
記
す
る
｡
内
宮
権
禰
宜
｡
の
ち
天
明
七
年
宣
長
に
入
門
｡

天
明
八
年
残
､
五
十
歳
｡

(
33
)

(
23
)

に
同
じ
｡

(
34
)

北
岡
四
良

｢宣
長
と
尚
賢
｣
(『皇
学
館
大
学
紀
要
』

一
二

昭
4
)
所
引
の

も
の
に
よ
る
O

41403938373635

『本
居
宣
長
稿
本
全
集
』
第
二
輯
Eg
l
四
頁
｡

『国
語
学
大
系

手
爾
波

1
』
所
収
'
三
四

l
頁
o

勉
誠
社
文
庫
版

『古
今
集
和
歌
助
辞
分
類
』
二
二
四
頁
｡

『国
語
学
大
系

手
爾
波

1
』
二
二
九
頁
o

和
泉
書
院
影
印
叢
刊
六

『
て
に
は
綱
引
綱
』
二
十
頁
O

岩
波
書
店
版

『契
沖
全
集
』
第
四
巻
八
五
頁
｡

『万
葉
集
問
目

四
』
(筑
摩
版

『全
集
』
第
六
巻

1
二
五
頁
)o
な
お
'
真
淵

に

は
'
｢是
は
万
葉
に
も
あ
ま
た
有
詞
に
て
疑
の
詞
な
り

に
は
て
に
を
は
の

言
な
り

ば
か
り
に
と
い
ふ
は
よ
ろ
し
-
も
覚
え
ず
｣
(
『続
万
葉
論
』
巻
第
七
)

と
す
る
別
解
も
あ
る
O

(
42
)
一
佐
藤
宣
男

｢『古
今
和
歌
助
辞
分
類
』
と
テ
ニ
ヲ
ハ

Ej
I
助
詞
の
取
り
扱

い
に
つ
い
て
I

L
(『藤
女
子
大
学

･
藤
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
E5
号
'
昭

51

･
12
)
参

照
｡

(
43
)

『三
集
類
韻

影
印
と
研
究
』

一
五
六
頁
｡

(
4
)

『三
集
類
韻
』
稲
掛
棟
隆
の

｢序
｣
に
よ
る
O

(
45
)

(
7
)
の
文
献
お
よ
び
尾
崎
知
光

｢
『三
集
類
韻
』
の
検
討
-
『
ひ
も
鏡
』
と
の
関

係

を

め

ぐ
っ
て
-
｣
(『国
語
と
国
文
学
』
五
四
1

1
二
昭
5

･
l
)
参
照
O

(
46
)

『三
集
類
韻

影
印
と
研
究
』
四
七
八
頁
｡

(
47
)

宣
長
と
田
中
道
麿
と
の
問
答

『万
葉
問
聞
抄
』
に
'
｢集
中
カ

ニ
有
､
カ
ネ

有
'
十
に
六
七
を
書
ぬ
き
て
-
ら
へ
見
る
に
'
大
氏
や
う
に
と
云
こ
と
の
や
う

也
'
さ
る
中
に
ガ
二
は
全
-
や
う
に
に
て
､
ガ
ネ
は
願
ひ
の
詞
な
る
や
う
に
の

や
う
也
｣
と
い
う
見
解
を
道
麿
が
示
し
た
の
に
対
し
て
'
宣
長
が

｢
ガ
ネ
と
ガ

二
と
は
全
-
同
言
に
て
､
ガ
二
は
ガ
ネ

ニ
を
約
め
た
る
物
と
聞
ゆ
､
さ
て
其
下

の
二
は
'
あ
る
も
な
き
も
同
し
こ
と
な
れ
は
､
同
意
也
'
此
言
の
こ
と
､
己
近

き
頃
思
ひ
得
た
る
こ
と
有
て
､
言
葉
玉
の
緒
に
し
る
す
｣
と
述
べ
て
い
る
箇
所

が
あ
る

(筑
摩
版

『全
集
』
第
六
巻
二
七
〇
頁
)o
こ
れ
に
よ
っ
て
宣
長
独
自
の

創
見
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o

(
讐

『三
集
類
韻

影
印
と
研
究
』

〓

7
-

二

二
頁
｡
な
お
'
『倭
訓
莱
』

｢大
綱
｣

に

｢○
歌
に
上
に
そ
と
い
へ
は
下
必
す
第
三
の
韻
に
て
と
ま
り
上
に

こ
そ
と
い
へ
は
下
必
す
第
四
の
韻
に
で
と
ま
る
は
自
然
の
妙
な
る
へ
し

こ
の

外
は
そ
と
い
へ
る
に
し
き
又
し
に
に
て
お
き
へ
こ
そ
と
い
へ
る
に
し
か
又
ら
し

に
て
お
き
ふ
る
類
の
み
｣
と
あ
っ
て
､
係
結
に

｢自
然
の
妙
｣
を
感
取
す
る
点

は
同
じ
い
｡
し
か
し
､
(徒
)
の
か
か
-
を
設
定
し
て
な
お

｢大
口
伝
｣
と
す

る
点
に
'
そ
の

(徳
)
の
考
え
方
な
ど
も
師
説
に
拠
っ
て
い
る
こ
と
を
考
え
さ

せ
ず
に
は
お
か
な
い
o
因
み
に
､
他
の
二
伝
本
で
は

｢近
佃
の
人
云
々
｣
以
前

の
こ
こ
の

1
文
を
欠
い
て
い
る
O
師
宣
長
の
学
問
が
口
伝
中
心
の
中
世
色
を
排

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
浸
透
し
た
た
め
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
o

(
3
)

た
だ
し
'

一
方
で
は
'
野
江
に
従

っ
て

｢
こ
-
ず
と
云
詞
な
り
｣
(『続
万
葉

論
』
巻
第
十
三
)
と
す
る
説
も
見
え
る
o

(
50
)

『万
葉
集
関
目

十
三
』
(筑
摩
版

『全
集
』
第
六
巻
二
〇
五
頁
)
所
載
o

(
51
)

『万
葉
問
聞
抄
』
(筑
摩
版

『全
集
』
第
六
巻
三
〇
八
頁

)
所
載
｡

(
52
)

筑
摩
版

『全
集
』
第
五
巻
四
八
二
頁
｡

(
E3
)
)
『あ
ゆ
ひ
抄
』
で
は

(何
も
の
か
ら
)
を

｢何
セ
ヌ
デ
ハ
ナ
ケ
レ
ド
モ
｣
｢何

ハ
何
デ
ヰ
テ
｣
と
口
訳
す
る
と
理
解
さ
れ
る
と
し
t
へ何
も
の
ゆ
ゑ
)

の
口
訳

を

｢ク
セ
ニ
｣
と
し
て
示
し
て
い
る
｡

(
E
)

足
立
巻

一
『
や
ち
ま
た
』
下
巻

(昭
力｡二

三
五
四
⊥
二
五
八
頁
'
お
よ
び
尾

崎
知
光

｢富
士
谷
成
幸
の
周
辺
に
つ
い
て
の
覚
書
｣
(『国
語
学
史
論
叢
』
所
収
)

参
照
｡
な
お
､
北
岡
四
良

｢宣
長
と
尚
賢
｣
に
は
偵
重
な
言
辞
も
見
え

る
が
､

最
終
的
に
は
足
立
氏
の
見
方
に
同
じ
て
い
る
｡

(
55
)

佐
藤
宣
男

｢漢
語
文
典
と
テ
ニ
ヲ
ハ
-

『訳
文
答
蹄
』
『訓
訳
示
蒙
』
を
中

心
に
1
｣
(『国
語
学
史
論
叢
』
所
収
)､
佐
藤
稔
｢
『詞
の
玉
緒
』
の
背
景
｣
参
照
o

(
R
)

尾
崎
知
光

｢本
居
宣
長
の
初
期
て
に
を
は
研
究

へ
の
道
程
｣
(『愛
知
県
立
大

学
文
学
部
論
集

(国
文
学
科
)』
第
二
十
八
号

昭
54
)
参
照
｡
な
お
､
氏
の

論
は

『国
語
学
史
の
基
礎
的
研
究
』
(
昭
58

笠
間
書
院
刊
)
に
ま
と
め
ら
れ
て

い
る
｡

26
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付

記

賀
茂
真
淵
の
論
著
は
明
治
版
の
全
集

(五
巻
本
'
弘
文
館
刊
)
に
拠
っ
た
の
で
'

い
ち
い
ち
所
在
頁
を
示
す
こ
と
は
し
て
い
な
い
O
諒
と
さ
れ
た
い
｡

佐
藤
宣
男
氏
に
は
源
影
面
お
よ
び

『
助
辞
分
類
』
関
係
の
研
究
資
料
に
つ
い
て
種

種
御
高
配
を
番
う
し
た
｡
厚
-
御
礼
申
し
あ
げ
る
｡
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