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考
え
ら
れ
る
と
と
も
に
、『
遍
昭
集
』
諸
本
は
た
だ
一
系
統
で
あ
る
と
言
う
こ

と
も
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
収
録
和
歌
数
の
違
い
に
よ
っ
て
、
次
の
三
類
に

分
け
る
の
が
通
説
で
あ
る
（
３
）

。

第
一
類
本
（
西
本
願
寺
本
系
統
）

西
本
願
寺
本
・
蓬
左
文
庫
蔵
本
・
書
陵
部
蔵
（
五
〇
六
・
八
）
本
・
神
宮
文
庫

蔵
（
一
二
〇
四
）
中
院
通
勝
本
・
陽
明
文
庫
蔵
（
二
一
二
・
二
）
本
な
ど
。

第
二
類
本
（
歌
仙
家
集
系
統
）

正
保
版
本
・
陽
明
文
庫
蔵（
一
〇
・
六
八
）本
・
内
閣
文
庫
蔵（
二
〇
一
・
四
三
三
）

本
・
内
閣
文
庫
蔵（
二
〇
一
・
四
三
四
）本
・
静
嘉
堂
文
庫
本
蔵（
一
〇
五
・
一
二
）

本
・
京
都
大
学
蔵
本
・
広
島
大
学
蔵
本
な
ど
。

第
三
類
本
（
冷
泉
家
本
花
山
僧
正
集
系
統
）

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
花
山
僧
正
集
・
書
陵
部
蔵
（
五
一
〇
・
一
二
）
本

第
一
類
本
は
西
本
願
寺
本
三
十
六
人
集
の
『
遍
昭
集
』
に
代
表
さ
れ
る
系
統

で
あ
り
、
西
本
願
寺
本
系
統
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
系
統
は
先
に
述
べ
た
基
本
部

一
、
は
じ
め
に 

―
『
遍
昭
集
』
諸
本
の
概
要 

―

古
来
、
僧
正
遍
昭
が
和
歌
の
道
に
お
い
て
一
定
の
地
位
を
占
め
て
い
た
こ
と

は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
序
に
お
い
て
「
ち
か
き
世
に
そ
の
名
き
こ
え
た
る
人

（
１
）
」

と
し
て
言
及
さ
れ
、
そ
の
た
め
に
後
世
六
歌
仙
と
仰
が
れ
た
こ
と
、
藤
原
公
任

に
よ
っ
て
『
三
十
六
人
撰
』
の
一
人
に
撰
ば
れ
た
こ
と
、
藤
原
定
家
の
『
小
倉

百
人
一
首
』
に
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
事
実
か
ら
容
易
に
想
像
さ
れ

る
（
２
）

。
し
か
し
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
遍
昭
の
没
後
に
与
え
ら
れ
た
栄
誉
で
あ
る
。

遍
昭
の
家
集
『
遍
昭
集
』
も
ま
た
後
人
に
よ
る
他
撰
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の

編
纂
は
遍
昭
自
身
の
意
図
で
は
な
く
没
後
に
お
け
る
彼
の
和
歌
、
お
よ
び
歌
人

遍
昭
そ
の
人
の
享
受
の
あ
り
方
を
伝
え
た
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

『
遍
昭
集
』
の
現
存
伝
本
は
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
三
十
六
人
集
の
ひ
と
つ
と
し

て
伝
わ
っ
て
お
り
、
第
一
首
目
か
ら
第
三
四
首
目
ま
で
の
歌
順
は
諸
本
一
致
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
こ
の
部
分
が
『
遍
昭
集
』
に
お
け
る
基
本
部
分
で
あ
る
と

『
遍
昭
集
』
伝
本
系
統
に
つ
い
て
の
一
考
察

︱ 

冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
の
二
本
を
中
心
に 

︱
片

　

桐

　

ま

　

い
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近
年
、片
桐
洋
一
氏
に
よ
っ
て
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』

（
以
下
「
唐
草
装
飾
本
」）
の
全
貌
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

（
８
）

。
平
安
時
代
末
期
の
書
写

と
見
ら
れ
る
こ
の
本
は
、『
遍
昭
集
』
で
基
本
部
分
と
さ
れ
て
き
た
三
四
首
の

う
ち
、
最
後
の
「
は
ち
す
葉
の
に
こ
り
に
し
ま
ぬ
心
も
て
な
に
か
は
つ
ゆ
を
た

ま
と
あ
さ
む
く
（
９
）

」の
歌
を
載
せ
ず
、全
三
三
首
と
な
っ
て
い
る
。
片
桐
氏
は
『
遍

昭
集
』
諸
本
の
う
ち
で
最
も
小
さ
い
形
態
を
と
る
こ
の
本
に
つ
い
て
、「
遍
照

集
が
末
尾
に
次
々
と
歌
を
加
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
長
増
益
し
て
行
っ
た

と
見
る
な
ら
ば
、
最
も
歌
数
の
少
な
い
こ
の
唐
草
装
飾
本
は
遍
照
集
の
最
も
古

い
形
を
伝
え
て
い
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ（

10
）」
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う

な
片
桐
氏
の
説
を
踏
ま
え
、
藤
本
孝
一
氏
は
『
遍
昭
集
』
の
系
統
を
歌
数
の
違

い
に
よ
っ
て
新
た
に
、
①
『
遍
昭
集
唐（マ
マ
）
紙
装
飾
本

』（
三
十
三
首
）、
②
西
本
願
寺
本

系
統
（
三
十
四
首
）、
③
正
保
版
歌
仙
家
集
本
系
（
三
十
六
首
）、
④
『
花
山
僧

正
集
』
系
統
（
五
十
四
首
）
の
四
類
に
整
理
さ
れ
た（

11
）
。
な
お
二
〇
〇
七
年
に

出
版
さ
れ
た
『
流
布
本
三
十
六
人
集
　
校
本
・
研
究
・
索
引（

12
）
』
の
解
題
に
お
い

て
も
四
類
に
分
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
西
本
願
寺
本
系
統
を
第
一
類
、

唐
草
装
飾
本
系
統
を
第
二
類
、
歌
仙
家
集
本
系
統
を
第
三
類
、
冷
泉
家
本
『
花

山
僧
正
集
』
系
統
を
第
四
類
と
し
、
唐
草
装
飾
本
に
つ
い
て
は
「
第
一
類
本
の

三
四
番
を
欠
い
て
い
る
」
と
い
う
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
遍
昭
集
』
は
基
本
的
に
、
そ
の
歌
数
に
よ
っ
て
伝
本
の
系

統
が
定
め
ら
れ
て
き
た
。
本
稿
は
『
遍
昭
集
』
の
伝
本
系
統
を
、
そ
の
歌
数
で

は
な
く
本
文
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
ま

分
に
一
致
す
る
三
四
首
の
歌
を
持
つ
が
、
末
尾
に
第
二
類
本
と
同
じ
二
首
が
増

補
さ
れ
、
三
六
首
と
な
っ
た
も
の
も
あ
る
。

第
二
類
本
は
正
保
版
本
歌
仙
家
集
の
系
統
で
、
江
戸
時
代
以
降
広
く
流
布
し

た
本
文
を
持
つ
。基
本
部
分
の
歌
順
は
西
本
願
寺
本
と
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
が
、

西
本
願
寺
本
に
言
う
二
七
番
歌
と
、
そ
れ
に
続
く
二
八
番
歌
の
詞
書
と
を
脱
し

て
い
る
。
正
保
版
本
の
よ
う
に
他
本
に
よ
っ
て
二
七
番
歌
を
補
っ
て
い
る
も
の

も
あ
る
が
、
二
八
番
歌
の
詞
書
を
持
つ
本
は
な
い
（
４
）
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な

基
本
部
分
の
あ
と
に
、「
我
や
と
は
道
み
え

も
な
き

ぬ
ま
て
あ
れ
に
け
り
つ
れ
な
き
人

を
待
と
せ
し
ま
に
」、「
世
を
い
と
ひ
こ
の
も
と
こ
と
に
立
よ
り
て
う
つ
ふ
し

そ
め
の
あ
さ
の
けき

ぬさ
也

（
５
）
」
の
二
首
が
増
補
さ
れ
て
い
る
点
が
、
第
二
類
本
の
大

き
な
特
徴
で
あ
る
。

第
三
類
本
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
花
山
僧
正
集
の
系
統
で
あ
る
。
第
三
類

に
分
類
さ
れ
る
伝
本
は
も
と
も
と
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
（
五
一
〇
・
一
二
）
本
（
御

所
本
と
呼
ば
れ
る
）
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
が
、
後
に
発
見
さ
れ
た
冷
泉
家

時
雨
亭
文
庫
蔵
本
（
本
稿
で
は
外
題
に
よ
り
『
花
山
僧
正
集
』
と
呼
ぶ
）
が
御
所
本

の
親
本
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
片
桐
洋
一
氏
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
６
）
。

こ
の
系
統
も
ま
た
基
本
部
分
は
第
一
類
本
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
が
、
二

番
歌
・
三
二
番
歌
の
詞
書
を
脱
し
て
い
る
。
そ
し
て
三
五
首
目
に
第
二
類
本
と

同
じ
「
我
や
と
は
」
の
歌
を
載
せ
、
さ
ら
に
一
九
首
を
増
補
し
て
都
合
五
四
首

の
歌
を
持
っ
て
い
る
（
７
）
。

『
遍
昭
集
』
諸
本
は
以
上
の
よ
う
に
系
統
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
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柳
に
つ
い
て
の
詠
で
あ
る
の
で
、
柳
の
枝
を
連
想
さ
せ
る
「
あ
さ
み
と
り
」
の

方
が
適
切
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
柳
に
置
い
た
露
の
方
に
目
を

向
け
れ
ば
、
露
の
置
く
時
刻
で
あ
る
「
あ
さ
ま
た
き
」
も
決
し
て
不
自
然
で
は

な
い
。
事
実
こ
の
歌
は
『
袋
草
紙
』
下
巻
「
詠
異
事
哥
」
に
、

露

春
露
　
古
朝
ま
た
き
糸
よ
り
か
け
て
白
露
を
玉
に
も
ぬ
く
か
春
の
青
柳

の
よ
う
に
、初
句
を「
朝
ま
た
き
」と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
（
15
）
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

こ
こ
は
唐
草
装
飾
本
の
独
自
性
が
目
立
つ
本
文
で
あ
る
。

２
、二
六
番
歌
「
か
し
か
ま
し
」
と
「
こ
と

く
し
」

秋
の
野
に
な
ま
め
き
た
て
る
を
み
な
へ
し
あ
な
か
し
か
ま
し
花
も
一
時

唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』
二
六
番
歌
の
第
四
句
は
「
あ
な
か
し
か
ま
し
」
で

あ
る
が
、
こ
こ
は
他
の
伝
本
で
は
「
あ
な
こ
と
B
C
し
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
女
郎
花
の
咲
い
て
い
る
情
景
を
、
女
郎
花
を
女
性
に
例
え
つ
つ
、「
花
も
一

時
」の
こ
と
で
あ
る
の
に
、と
苦
々
し
く
思
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。「
か
し
か
ま
し
」

が
音
声
に
つ
い
て
の
形
容
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
こ
の
歌
が
花
を
対
象
と

し
て
い
る
点
か
ら
「
こ
と
B
C
し
」
の
方
が
適
当
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
金
子
元
臣
氏
は
、「
か
し
か
ま
し
」
を
女
郎
花
に
言
っ
た
の
で
は
筋

が
通
ら
な
い
と
し
、「
女
郎
花
は
な
ま
め
い
て
ゐ
る
だ
け
で
、
喧
し
い
の
は
そ
れ

を
見
は
や
す
人
達
」
と
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る（

16
）
。
ま
た
現
在
の
『
古
今
集
』
注

た
、
基
本
部
分
に
対
し
て
歌
数
の
少
な
い
唐
草
装
飾
本
、
お
よ
び
歌
数
の
多
い

『
花
山
僧
正
集
』
の
発
見
に
よ
っ
て
、『
遍
昭
集
』
研
究
に
何
が
加
わ
る
べ
き
か

に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

二
、
唐
草
装
飾
本
と
他
伝
本
の
本
文
比
較（

13
）

ま
ず
唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』
を
翻
刻
し
、
そ
れ
と
他
の
主
要
伝
本
で
あ
る

西
本
願
寺
本
、
正
保
版
本
、『
花
山
僧
正
集
』
の
三
三
首
目
ま
で
に
つ
い
て
本

文
の
比
較
を
お
こ
な
っ
た
。
そ
し
て
唐
草
装
飾
本
独
自
の
本
文
が
見
ら
れ
る
か

ど
う
か
を
確
認
し
、
以
下
に
そ
の
特
徴
的
な
も
の
を
挙
げ
た
。
傍
線
は
稿
者
が

私
に
付
し
た
も
の
で
、
他
本
と
異
同
が
あ
る
箇
所
を
表
わ
す
。
な
お
通
読
の
便

を
考
え
、
本
文
に
適
宜
句
読
点
を
付
し
た
。

１
、二
番
歌
「
あ
さ
ま
た
き
」
と
「
あ
さ
み
と
り
」

西
寺
の
や
な
き
を

あ
さ
ま
た
き
い
と
よ
り
か
け
て
白
露
を
た
ま
に
も
ぬ
け
る
春
の
や
な
き
か

唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』
二
番
歌
の
初
句
は
「
あ
さ
ま
た
き
」
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
他
本
で
は
「
あ
さ
み
と
り
」
と
な
っ
て
い
る
。
前
掲
の
『
流
布
本

三
十
六
人
集
　
校
本
・
研
究
・
索
引
』
に
お
い
て
も
、初
句
を
「
あ
さ
ま
た
き
」

と
す
る
本
は
な
い
。
ま
た
『
遍
昭
集
』
二
番
歌
を
載
せ
る
『
古
今
和
歌
集
』
諸

本
に
お
い
て
も
初
句
を
「
あ
さ
ま
た
き
」
と
す
る
伝
本
は
な
い（

14
）
。
こ
の
歌
は
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認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
数
は
必
ず
し
も
多
く
は
な
く
、
ま
た
唐
草

装
飾
本
が
他
の
伝
本
と
著
し
く
異
な
る
記
述
を
し
て
い
る
点
は
特
に
見
つ
か

ら
な
か
っ
た
。
例
示
し
た
よ
う
な
異
同
は
和
歌
の
解
釈
に
多
少
関
わ
っ
て
は
く

る
も
の
の
、
ど
れ
も
単
語
一
つ
程
度
の
細
か
な
違
い
で
あ
る
。
唐
草
装
飾
本
だ

け
が
他
の
主
要
伝
本
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
表
現
を
し
て
い
る
と
い
う
箇
所
は

三
〇
箇
所
に
満
た
ず
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
誤
脱
や
誤
写
か
と
思
わ
れ
る
些
細
な

も
の
で
あ
る
。

そ
れ
よ
り
も
目
を
引
く
の
は
、
唐
草
装
飾
本
と
『
花
山
僧
正
集
』
と
の
本
文

の
近
似
で
あ
る
。
次
章
で
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

三
、
唐
草
装
飾
本
と
『
花
山
僧
正
集
』

唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』
の
本
文
を
よ
く
見
て
い
く
と
、
そ
れ
が
『
花
山
僧

正
集
』
の
本
文
と
近
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。
な
お
か
つ
そ
れ

ら
の
箇
所
で
は
、
西
本
願
寺
本
の
本
文
が
正
保
版
本
と
一
致
し
て
い
る
場
合
が

多
い
の
で
あ
る
。
以
下
に
は
唐
草
装
飾
本
と
『
花
山
僧
正
集
』
と
が
一
致
し
、

か
つ
西
本
願
寺
本
・
正
保
版
本
の
本
文
と
対
立
し
て
い
る
箇
所
を
掲
げ
、
対
立

箇
所
に
傍
線
を
附
し
た
。
ま
ず
和
歌
に
つ
い
て
例
示
し
て
い
く
が
、
た
と
え
ば

三
〇
番
歌
第
四
句
の
例
が
あ
る
。

釈
書
で
は
、
女
郎
花
が
競
い
合
う
よ
う
に
咲
き
乱
れ
る
様
子
か
ら
美
し
さ
を
競

う
人
間
の
女
性
た
ち
を
連
想
し
た
と
し
、
彼
女
ら
の
喧
噪
を
表
す
と
解
釈
し
て

い
る
よ
う
で
あ
る（

17
）
。
つ
ま
り
ど
ち
ら
の
本
文
で
あ
っ
て
も
解
釈
の
仕
様
は
あ
る

と
言
え
る
。
こ
の
歌
は
『
古
今
集
』
諸
伝
本
に
お
い
て
も
第
四
句
を
「
か
し
か

ま
し
」
と
す
る
形
で
入
集
し
て
い
る
も
の
が
多
い
が
、
し
か
し
中
に
は
「
こ
と

B
C
し
」
の
本
文
を
持
つ
も
の
も
あ
り
、
前
田
家
本
（
保
元
二
年
清
輔
本
）
な

ど
は
本
文
を
「
か
し
か
ま
し
」
と
し
つ
つ
も
、
勘
物
に
「
普
通
は
あ
な
こ
と
こ

と
し
」
と
書
い
て
い
る（

18
）
。
時
代
が
下
る
と
『
遍
昭
集
』
諸
伝
本
で
も
揺
れ
て
い

る
こ
と
が
『
流
布
本
三
十
六
人
集
　
校
本
・
研
究
・
索
引
』
に
よ
っ
て
分
か
る
。

３
、
詞
書
「
あ
る
く
」
と
「
あ
り
く
」

唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』
本
文
の
大
き
な
特
徴
と
し
て
、
詞
書
に
動
詞
「
あ

る
く
」
が
使
わ
れ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。「
あ
る
く
」
の
用
例
は
以
下
の

三
箇
所
で
あ
る
。

一
、
な
に
く
れ
と
い
ひ
ま
か
り
あ
る
き
し
ほ
と
に
、（
中
略
、
一
一
番
歌
詞
書
）

二
、
な
と
思
つ
ゝ
け
て
ま
か
り
あ
る
き
し
ほ
と
に
、（
中
略
、
一
六
番
歌
詞
書
）

三
、
か
く
て
、
い
つ
と
も
な
く
あ
る
き
侍
し
、（
中
略
、
一
七
番
歌
詞
書
）

こ
れ
ら
の
箇
所
は
、
他
本
で
は
す
べ
て
動
詞
「
あ
り
く
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』
に
お
い
て
「
あ
る
く
」
が
使
用
さ
れ
て
い
る
理

由
は
分
か
ら
な
い
が
、
特
徴
的
な
異
同
で
は
あ
る（

19
）
。

以
上
の
１
〜
３
の
よ
う
に
、
唐
草
装
飾
本
に
は
独
特
の
本
文
を
持
つ
箇
所
が

﹇
唐
草
装
飾
本
﹈
三
〇

﹇
西
本
願
寺
本
﹈
三
〇

わ
ひ
人
の
わ
き
て
た
ち
よ
る
こ
の
本
は
た

の
む
影
に
も
ゝ
み
ち
ち
り
け
り

わ
ひ
ゝ
と
の
わ
き
て
た
ち
よ
る
こ
の
も
と

は
た
の
む
か
け
な
く
も
み
ち
ゝ
り
け
り
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な
わ
ち
耳
障
り
で
あ
る
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る（

21
）
。
つ
ま
り
公
任
の
時
代

に
も
「
の
ち
は
」
の
本
文
の
方
が
流
布
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。

現
在
「
に
は
の
」
の
本
文
が
見
ら
れ
る
の
は
、唐
草
装
飾
本
と
『
花
山
僧
正
集
』

だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
唐
草
装
飾
本
の
本
文
に
は
『
花
山
僧
正
集
』
の
本
文
と
一
致
し

て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
傾
向
は
歌
句
よ
り
も
む
し
ろ
詞

書
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
次
の
例
は
一
七
番
歌
の
詞
書
で
、『
遍
昭
集
』
の

中
で
も
詞
書
が
長
く
物
語
的
に
な
っ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

右
は
仁
明
天
皇
の
崩
御
を
受
け
、
家
族
に
も
告
げ
ず
に
突
然
出
家
し
た
遍
昭

が
、
彼
の
安
否
を
知
る
た
め
に
仏
の
力
に
す
が
っ
て
寺
に
駆
け
込
ん
で
き
た
妻

の
声
を
偶
然
聞
い
た
場
面
で
、
そ
の
時
の
遍
昭
の
思
い
を
記
し
て
い
る
箇
所
で

あ
る
。
遍
昭
の
か
な
し
さ
を
表
現
す
る
の
に
唐
草
装
飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』

で
は「
心
肝
も
失
せ
て
」と
い
う
描
写
を
し
て
い
る
が
、そ
れ
は
西
本
願
寺
本
・

正
保
版
本
に
は
な
い
表
現
で
あ
る
。
ま
た
西
本
願
寺
本
・
正
保
版
本
で
は
妻
の

も
と
に
駆
け
寄
り
た
い
と
「
千
度
」
思
っ
た
と
い
う
が
、
そ
の
表
現
は
唐
草
装

飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
に
は
な
い
。

こ
の
歌
の
第
四
句
は
唐
草
装
飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
に
お
い
て
は
「
頼
む

か
げ
に
も

0

0

紅
葉
散
り
け
り
（
傍
点
は
執
筆
者
、
以
下
同
じ
）」
と
な
っ
て
お
り
、
一

方
西
本
願
寺
本
・
正
保
版
本
の
本
文
は
「
頼
む
か
げ
な
く

0

0

」
で
あ
る
。
西
本
願

寺
本
・
正
保
版
本
の
本
文
の
方
が
、
陰
を
持
つ
は
ず
と
頼
り
に
し
て
い
た
木
の

葉
が
す
で
に
散
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
適
切
に
表
現
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
こ
で
は
唐
草
装
飾
本
・『
花
山
僧
正
集
』の「
に
も
」と
、西
本
願
寺
本
・

正
保
版
本
の
「
な
く
」
と
が
対
立
し
て
い
る
。

次
も
和
歌
に
お
け
る
例
で
あ
る
。

唐
草
装
飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
に
お
け
る
三
一
番
歌
の
第
二
句
は
「
に
は

0

0

の0

あ
く
た
に
」
で
あ
る
。
唐
草
装
飾
本
が
見
つ
か
る
ま
で
、『
花
山
僧
正
集
』

に
あ
る
「
に
は
の
」は
ま
っ
た
く
独
自
の
本
文
で
、他
に
共
通
す
る
本
は
な
か
っ

た
。
な
お
『
花
山
僧
正
集
』
で
は
こ
の
「
に
は
の
」
の
右
傍
に
「
の
ち
は
」
と

あ
り
、
そ
れ
に
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
の
ち
は
」
の
方
が
よ
く
見
ら

れ
る
本
文
で
あ
り
、
西
本
願
寺
本
・
正
保
版
本
の
第
二
句
も
「
の
ち
は

0

0

0

あ
く
た

に
」
で
あ
る
。
こ
の
歌
を
載
せ
る
『
古
今
集
』
の
諸
本
も
「
の
ち
は
」
と
す
る

も
の
ば
か
り
で
、「
に
は
の
」
の
本
文
は
見
ら
れ
な
い（

20
）
。
ま
た
藤
原
公
任
が
『
新

撰
髄
脳
』
に
お
い
て
こ
の
歌
に
言
及
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
こ
の
歌
の
、「
ち

り
ぬ
れ
ば0

の
ち
は0

」
と
「
は
」
の
音
が
続
く
点
を
、「
耳
に
と
ゞ
ま
」
る
、
す

﹇
唐
草
装
飾
本
﹈
三
一

﹇
西
本
願
寺
本
﹈
三
一

ち
り
ぬ
れ
は
に
は
の
あ
く
た
に
な
る
花
を

お
も
ひ
し
ら
す
も
ま
と
ふ
て
ふ
か
な

ち
り
ぬ
れ
は
の
ち
は
あ
く
た
に
な
る
花
を

お
も
ひ
し
ら
す
も
ま
と
ふ
て
ふ
か
な

唐
草
装
飾
本

西
本
願
寺
本

い
み
し
う
な
く
こ
ゑ
き
こ
ゆ
る
に
、
心
き

も
ゝ
う
せ
て
い
み
し
く
か
な
し
く
て
、
な

そ
や
は
し
り
や
い
て
な
ま
し
と
お
も
へ

と
、
い
み
し
く
か
へ
さ
ひ
思
て
、
夜
も
す

か
ら
な
き
け
る
所
は
、
み
の
な
と
も
く
れ

な
ゐ
に
な
む
し
み
た
り
け
る
。

い
み
し
う
な
く
。
い
み
し
う
か
な
し
く

て
、
な
そ
や
は
し
り
や
い
て
な
ま
し
と
、

ち
た
ひ
お
も
へ
と
、
い
み
し
う
か
へ
さ
ひ

て
、
夜
も
す
か
ら
な
き
あ
か
し
た
る
と
こ

ろ
は
、
み
の
な
と
も
く
れ
な
ゐ
に
な
む
し

み
た
り
け
る
。
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る
の
で
あ
る
。
試
み
に
唐
草
装
飾
本
の
三
三
首
目
ま
で
の
本
文
に
つ
い
て
、
他

本
と
の
異
同
の
数
を
数
え
て
み
た
と
こ
ろ
、
西
本
願
寺
本
と
の
異
同
は
一
五
八

箇
所
、
正
保
版
本
と
は
一
八
五
箇
所
で
あ
っ
た
が
、『
花
山
僧
正
集
』
と
は

一
〇
七
箇
所
で
あ
り
、『
花
山
僧
正
集
』
と
の
異
同
が
最
も
少
な
い
こ
と
が
確

認
で
き
る（

22
）
。
ま
た
本
文
が
唐
草
装
飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
と
で
共
通
し
、
そ

れ
が
西
本
願
寺
本
・
正
保
版
本
の
本
文
と
対
立
し
て
い
る
例
は
五
五
箇
所
が
確

認
で
き
た
が
、
こ
の
五
五
箇
所
と
い
う
数
値
は
他
の
場
合
の
お
よ
そ
九
倍
の
数

で
あ
っ
た（

23
）
。
こ
こ
か
ら
も
、
唐
草
装
飾
本
が
『
花
山
僧
正
集
』
に
よ
り
近
い

本
文
を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
。

四
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
花
山
僧
正
集
』
の
系
統

こ
れ
ま
で
唐
草
装
飾
本
『
遍
昭
集
』
と
主
要
な
『
遍
昭
集
』
伝
本
と
の
本
文

を
比
較
し
、
唐
草
装
飾
本
の
本
文
が
『
花
山
僧
正
集
』
と
近
似
し
て
い
る
こ
と

を
述
べ
た
。
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
、『
花
山
僧
正
集
』
と
は
ど
の
よ
う
な
本
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

『
花
山
僧
正
集
』
と
同
系
統
の
伝
本
は
御
所
本
の
み
で
あ
り
、御
所
本
は
『
花

山
僧
正
集
』
の
忠
実
な
転
写
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
本
に
は
、
末
尾
に
以
下
の

識
語
が
あ
る
。

此
二
牧
者
宇
喜
多
宰
相
依

所
望
進
之
也

文
禄
三
甲午
七
月
八
日
羽
林
郎
藤
（
花
押
）

妻
と
の
邂
逅
を
経
た
の
ち
、
依
然
と
し
て
世
の
中
の
人
々
か
ら
隠
れ
て
修
行

を
し
て
い
た
遍
昭
は
、
長
谷
寺
に
お
い
て
出
家
前
に
親
交
の
あ
っ
た
小
野
小
町

と
出
会
う
。

右
は
、
聞
え
て
く
る
読
経
の
声
に
小
町
が
興
味
を
覚
え
る
場
面
で
あ
る
。
唐

草
装
飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
で
は
「
あ
や
し
く
あ
て
は
か
に
た
う
と
き
こ
ゑ

に
て
陀
羅
尼
」
を
読
む
の
が
聞
え
て
来
る
が
、
西
本
願
寺
本
・
正
保
版
本
で
は

「
か
た
は
ら
」
で
「
経
」
を
読
ん
で
い
る
の
が
聞
こ
え
る
。
こ
れ
は
か
な
り
印

象
的
な
異
同
で
あ
る
。
こ
こ
で
小
町
は
、
こ
の
僧
が
か
つ
て
の
良
岑
宗
貞
で
は

な
い
か
と
思
い
、
歌
を
詠
み
か
け
て
確
か
め
る
。
そ
れ
に
対
す
る
返
歌
に
よ
っ

て
宗
貞
で
あ
る
と
確
信
し
た
小
町
は
遍
昭
に
近
づ
こ
う
と
す
る
が
、
遍
昭
は
先

に
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
。
次
が
そ
の
場
面
で
あ
る
。

遍
昭
が
姿
を
隠
す
動
作
に
つ
い
て
、西
本
願
寺
本
・
正
保
版
本
で
は
「
う
す
」

が
、
唐
草
装
飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
で
は
「
か
く
る
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
『
遍
昭
集
』
に
は
、
唐
草
装
飾
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
と
西

本
願
寺
本
・
正
保
版
本
と
で
本
文
が
対
立
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
く
見
ら
れ

唐
草
装
飾
本

西
本
願
寺
本

あ
や
し
く
あ
て
は
か
に
た
う
と
き
こ
ゑ
に

て
陀
羅
尼
よ
む
、
た
れ
な
ら
ん
と
、

か
た
は
ら
に
よ
り
て
経
よ
む
を
、
た
れ
な

ら
む
と
て
、

唐
草
装
飾
本

西
本
願
寺
本

も
の
も
い
は
む
と
思
て
、
た
つ
ね
い
き
た

り
け
れ
と
、
ふ
と
か
く
れ
に
け
り

も
の
も
い
は
む
と
お
も
ひ
て
、
た
つ
ね
い

き
た
り
け
れ
と
、
ふ
と
う
せ
に
け
り
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し
た
、
と
い
う
の
が
こ
の
識
語
の
真
相
で
あ
る（

29
）
。

で
は
、
こ
の
補
写
部
分
の
親
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ

う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
徳
川
義
宣
氏
は
か
つ
て
、
御
所
本
『
遍
昭
集
』
の
末
尾

と
一
致
す
る
本
文
を
徳
川
家
康
が
書
写
し
た
手
習
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
さ
れ（

30
）
、

「
此
二
牧
」
が
の
ち
に
徳
川
家
康
の
所
有
と
な
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
判
明
し
た
。

徳
川
氏
は
、「
遍
昭
集
の
末
尾
か
ら
切
取
ら
れ
た
二
丁
は
、
宇
喜
多
秀
家
に
秘

蔵
さ
れ
」、「
表
裏
を
分
け
て
軸
装
さ
れ
」
鑑
賞
さ
れ
た
が
、「
秀
家
の
手
中
に

あ
る
こ
と
僅
か
に
滿
六
年
餘
、
關
ケ
原
戰
役
後
の
所
領
改
易
・
家
財
没
収
に
よ

つ
て
、
早
く
も
秀
家
の
手
を
は
な
れ
」、
家
康
の
手
に
渡
っ
た
も
の
と
考
え
て

お
ら
れ
る
。
ま
た
徳
川
氏
は
こ
の
「
二
牧
」
そ
の
も
の
と
思
わ
れ
る
伝
定
家
筆

の
断
簡
が
、
過
去
に
東
京
美
術
倶
楽
部
で
行
わ
れ
た
展
観
入
札
売
立
会
の
目
録

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
も
紹
介
さ
れ
た（

31
）
。
こ
の
断
簡
が
定
家
の
真
筆
だ

と
す
る
な
ら
ば
、
為
満
は
こ
れ
を
補
写
し
た
と
見
て
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

家
康
の
手
習
の
紹
介
に
よ
り
、
為
満
が
宇
喜
多
秀
家
に
進
呈
し
た
「
二
牧
」

（
為
満
に
よ
る
補
写
部
分
の
親
）
が
定
家
に
よ
っ
て
書
か
れ
て
い
た
ら
し
い
と
判
明

し
た
の
を
受
け
、
片
桐
洋
一
氏
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る（

32
）
。

定
家
は
平
安
時
代
後
期
書
写
の
『
花
山
僧
正
集
（
僧
正
遍
昭
集
）』
一

帖
を
入
手
、
そ
れ
に
入
墨
し
て
校
訂
し
た
上
で
、
最
後
の
二
丁
に
そ
の

平
安
書
写
本
に
な
い
歌
八
首
を
、
他
本
に
よ
っ
て
自
筆
で
補
っ
た
の
で

あ
る
。
古
い
写
本
の
末
尾
に
、
そ
の
本
に
な
い
歌
を
他
本
に
よ
っ
て
補

う
こ
と
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
定
家
も
『
一
条
摂
政
御
集
』
の
末
尾
に

『
花
山
僧
正
集
』
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
つ
ま
り
御
所
本
が
『
遍
昭
集
』
諸

伝
本
中
唯
一
の
異
本
で
あ
っ
た
当
時
、
右
の
識
語
に
あ
る
「
此
二
牧
」
と
い
う

語
は
議
論
の
的
で
あ
っ
た
。
阿
部
俊
子
氏
は
、「
此
二
牧0

」
は
「
此
二
枚0

」
で

あ
り
、
そ
れ
は
『
花
山
僧
正
集
』
に
お
け
る
二
〇
首
の
増
補
部
分
に
該
当
す
る

か
と
さ
れ
た（

24
）が
、
そ
れ
に
対
し
橋
本
不
美
男
氏
は
、「
牧
」
に
「
ま
き
」
と
い

う
訓
の
共
通
か
ら
「
巻
」
を
当
て
、
親
本
は
巻
子
本
仕
立
て
で
、
基
本
部
分
と

増
補
部
分
と
が
別
仕
立
て
の
二
軸
で
あ
っ
た
と
い
う
説
を
提
示
さ
れ
た（

25
）
。
小

林
茂
美
氏
は
こ
の
橋
本
説
を
支
持
さ
れ
て
い
た（

26
）が
、
阿
部
氏
は
橋
本
説
に
つ
い

て
、『
遍
昭
集
』
程
度
の
分
量
の
歌
集
を
二
巻
に
ま
と
め
て
い
る
例
が
な
い
の

で
不
審
と
さ
れ
た（

27
）
。
こ
の
間
に
小
松
茂
美
氏
は
古
筆
学
研
究
の
立
場
か
ら
こ

の
識
語
を
当
時
の「
古
筆
愛
好
熱
」の
現
れ
と
捉
え
、阿
部
説
と
同
じ
く「
二
枚
」

と
解
さ
れ
た
が
、
し
か
し
そ
の
「
二
枚
」
は
進
上
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
御
所
本

の
本
文
中
に
は
存
在
し
な
い
も
の
と
想
定
さ
れ
た（

28
）
。

以
上
の
議
論
に
決
着
を
付
け
た
の
が
、『
花
山
僧
正
集
』
の
発
見
で
あ
っ
た
。

先
述
の
通
り
片
桐
洋
一
氏
に
よ
っ
て
御
所
本
の
親
本
で
あ
る
と
明
ら
か
に
さ
れ

た
『
花
山
僧
正
集
』
は
、
一
八
丁
オ
モ
テ
か
ら
一
九
丁
ウ
ラ
ま
で
の
末
尾
〈
二

枚
〉（
四
七
番
歌
詞
書
か
ら
最
後
ま
で
の
八
首
）
が
、
そ
れ
以
前
の
筆
跡
と
は
異
な

る
定
家
様
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
例
の
識
語
も
ま
た
定
家
様
で
書
か
れ

て
お
り
、
も
と
も
と
『
花
山
僧
正
集
』
の
末
尾
に
存
し
て
い
た
〈
二
枚
〉
こ
そ

が
、
ま
さ
に
宇
喜
多
秀
家
の
所
望
に
よ
っ
て
古
筆
切
と
さ
れ
た
「
二
牧
」
で
あ

り
、
そ
れ
を
切
り
取
っ
て
進
呈
す
る
に
お
よ
び
冷
泉
為
満
が
「
二
牧
」
を
補
写
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推
測
さ
れ
る
。

③
定
家
の
増
補
部
分
と
考
え
ら
れ
る
四
十
七
首
目
以
降
は
歌
仙
家
集
本
系

統
に
は
な
い
。

こ
れ
ら
を
根
拠
に
藤
本
氏
は
、
歌
仙
家
集
本
系
統
の
祖
を
『
花
山
僧
正
集
』

の
四
六
首
目
ま
で
を
書
写
し
た
定
家
本
で
あ
る
と
推
断
さ
れ
た
が
、
こ
こ
で
こ

の
説
に
つ
い
て
の
私
見
を
述
べ
た
い
と
思
う
。
ま
ず
藤
本
氏
の
説
①
の
定
家
に

よ
る
書
入
に
つ
い
て
で
あ
る
。
片
桐
洋
一
氏
は
定
家
に
よ
っ
て『
花
山
僧
正
集
』

に
加
え
ら
れ
た
校
訂
の
筆
と
し
て
、
次
の
七
箇
所
を
挙
げ
て
解
説
さ
れ
た（

34
）
。

こ
れ
ら
の
書
入
箇
所
に
つ
い
て
確
認
す
る
に
、
歌
仙
家
集
本
系
統
の
本
文

が
、『
花
山
僧
正
集
』
に
お
け
る
定
家
の
校
訂
に
の
み
倣
っ
た
と
断
言
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
表
に
示
し
た
書
入
の
う
ち
、
歌
仙
家
集
本
に
存
す

二
首
を
補
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
集
の
場
合
も
八
首
を
末
尾
に

補
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
『
花
山
僧
正
集
』
は
四
六
首
目
ま
で
が
本
体
で
あ
り
、「
此
二
牧
」

に
当
た
る
四
七
番
詞
書
か
ら
最
後
ま
で
の
八
首
は
定
家
に
よ
る
増
補
で
あ
る
と

結
論
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

五
、『
花
山
僧
正
集
』
と
歌
仙
家
集
本
系
統

以
上
の
よ
う
に
『
遍
昭
集
』
に
は
歌
数
四
六
首
の
伝
本
が
存
在
し
た
こ
と

が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
藤
本
孝
一
氏
は
、
こ
の
、『
花
山
僧
正
集
』
の

四
六
首
目
ま
で
を
書
写
し
た
本
（
定
家
筆
）
が
、
歌
仙
家
集
本
系
統
の
祖
本
に

該
当
す
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
た（

33
）
。
そ
の
理
由
と
し
て
藤
本
氏
が
挙

げ
ら
れ
た
歌
仙
家
集
本
系
統
の
特
徴
を
以
下
に
ま
と
め
る
。

①『
花
山
僧
正
集
』
に
は
定
家
に
よ
る
校
訂
の
筆
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ

が
歌
仙
家
集
本
系
統
『
遍
昭
集
』
の
本
文
に
多
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。

②
歌
仙
家
集
本
系
統
に
増
補
さ
れ
た
三
五
首
目
は
『
花
山
僧
正
集
』
の

三
五
首
目
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
三
六
首
目
は
『
花
山
僧
正
集
』
の
平

安
写
本
部
分
最
後
の
四
六
首
目
に
あ
た
る
。
つ
ま
り
歌
仙
家
集
本
系
統

の
本
の
本
文
に
は
『
花
山
僧
正
集
』
の
三
六
首
目
か
ら
四
六
首
目
詞
書

ま
で
が
な
く
、
こ
の
欠
落
は
一
面
五
首
と
想
定
す
る
と
一
丁
分
の
欠
落

に
な
る
。
定
家
本
を
親
本
に
し
て
書
写
す
る
過
程
で
二
丁
分
を
重
ね
て

め
く
っ
た
た
め
に
、
見
開
き
一
丁
分
書
写
し
な
か
っ
た
事
象
で
あ
る
と

所　

在

書　
　

入

内　
　

容

一
番
歌
第
四
句

ぬ
「
す
」
め
春
山
風

右
傍
に
補
入
。

四
番
歌
第
二
句

ふ
る
の
や
「
ま
へ
」
の
…

本
行
の
「
し
ろ
」
を
見
消

に
し
、
右
傍
に
書
く
。

一
九
番
歌
詞
書

か
た
ら
ひ
し
「
中
」
な
り
…

重
書
。
下
の
文
字
不
明
。

二
四
番
歌
初
句

「
＼
名
に
め
て
ゝ
」を
れ
る
…

本
行
の
初
句
「
い
ろ
を
見

て
」
の
右
傍
に
書
く
。

三
一
番
歌
第
二
句
「
＼
の
ち
は
」
あ
く
た
に
…

本
行
の
第
二
句
「
に
は
の
」

の
右
傍
に
書
く
。

三
二
番
歌

＼
花
の
中
め
に
あ
く
や
と
て
…

合
点（
削
除
記
号
）を
付
す
。

三
九
番
歌
第
五
句

ち
か
く
「
み
ゆ
ら
ん
」

本
行
の「
な
る
ら
ん
」に
重
書
。

・
定
家
に
よ
る
書
入
を
「
　
」
で
括
り
、
下
段
に
説
明
を
附
し
た
。

・
「
＼
」
は
合
点
を
表
す
。

『花山僧正集』における定家の書入
（片桐洋一氏による）
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と
な
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。

以
上
確
認
し
た
通
り
、
定
家
に
よ
る
書
入
箇
所
か
ら
は
、
歌
仙
家
集
本
系
統

の
祖
が
『
花
山
僧
正
集
』
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

続
い
て
藤
本
氏
の
説
②
の
、
一
丁
分
書
き
落
と
し
た
と
い
う
推
定
に
つ
い
て

で
あ
る
。
こ
の
想
定
の
た
め
に
は
三
六
首
目
か
ら
四
五
首
目
ま
で
の
十
首
お
よ

び
四
六
首
目
の
詞
書
が
「
見
開
き
一
丁
分
」
の
範
囲
に
収
ま
る
こ
と
が
必
要
で

あ
る
。
現
存
『
花
山
僧
正
集
』
に
お
い
て
三
六
首
目
か
ら
四
六
首
目
の
詞
書
ま

で
は
四
七
行
五
二
〇
字
で
あ
り
、
お
よ
そ
三
丁
半
に
わ
た
っ
て
ち
ら
し
書
き
の

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
範
囲
に
あ
る
和
歌
と
詞
書
と
を
そ
れ
ぞ
れ
す
べ

て
一
行
に
整
え
て
書
い
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
合
計
一
九
行
と
な
り
、
一
面
十

行
で
書
い
た
場
合
に
は
見
開
き
一
丁
に
ち
ょ
う
ど
収
ま
る
分
量
で
は
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
頃
の
私
家
集
に
お
い
て
和
歌
を
一
行
書
き
に
し
て
い

る
本
は
珍
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
ろ
の
私
家
集
は
枡
形
本
な
ど

小
型
の
本
が
多
く
、
た
と
え
ば
『
遍
昭
集
』
で
も
西
本
願
寺
本
、『
花
山
僧
正

集
』、
唐
草
装
飾
本
は
す
べ
て
和
歌
を
二
行
書
き
に
し
て
い
る
。
ま
た
藤
本
氏

の
説
で
は
親
本
は
定
家
筆
で
あ
る
が
、
現
在
定
家
自
筆
と
さ
れ
る
写
本
で
は
通

常
、勅
撰
集
の
ほ
か
は
和
歌
が
二
行
書
に
さ
れ
て
い
る
（
36
）
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、

こ
の
範
囲
に
あ
る
十
首
が
見
開
き
一
丁
に
書
か
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
は
無
理

が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

稿
者
は
、『
花
山
僧
正
集
』
を
歌
仙
家
集
本
系
統
の
祖
と
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
第
一
に
挙
げ
た
い
の
は
、『
花
山
僧
正
集
』

る
三
二
番
歌
ま
で
に
つ
い
て
見
て
い
く
と
、
ま
ず
一
番
歌
・
四
番
歌
・
一
九
番

歌
詞
書
に
お
い
て
校
訂
さ
れ
た
本
文
は
、『
遍
昭
集
』
の
他
の
伝
本
の
本
文
と

も
一
致
し
て
い
る
た
め
、
歌
仙
家
集
本
系
統
が
確
実
に
『
花
山
僧
正
集
』
を
参

照
し
た
も
の
と
は
断
定
で
き
な
い
。

二
四
番
歌
初
句
で
は
『
花
山
僧
正
集
』
の
「
い
ろ
を
見
て
」
の
右
に
「
名
に

め
て
ゝ
」
と
傍
書
し
、そ
ち
ら
に
合
点
を
付
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、定
家
は
「
名

に
め
て
ゝ
」
の
本
文
を
正
し
い
と
し
た
よ
う
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
歌
仙
本
系
統

の
本
文
も
「
名
に
め
て
ゝ
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
『
遍
昭
集
』
伝
本
中

で
は
唐
草
装
飾
本
の
本
文
も
「
な
に
め
て
ゝ
」
で
あ
る
し
、
ま
た
こ
の
歌
を
入

集
し
て
い
る
『
古
今
集
』
の
伝
本
で
は
ほ
と
ん
ど
が
初
句
を
「
名
に
め
て
ゝ
」

と
し
て
い
る
。
歌
仙
家
集
本
系
統
の
本
は
『
古
今
集
』
に
倣
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

三
一
番
歌
の
「
の
ち
は
」
の
本
文
は
西
本
願
寺
本
と
正
保
版
本
と
で
共
通
し

て
い
る
も
の
で
あ
り
、『
古
今
集
』
の
諸
伝
本
に
お
い
て
も
「
の
ち
は
」
の
本
文

ば
か
り
が
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
歌
仙
本
系
統

は
そ
れ
ら
の
本
に
倣
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
確
実
に
『
花
山
僧
正
集
』
に
付

さ
れ
た
合
点
に
よ
っ
て
「
の
ち
は
」
の
本
文
を
採
用
し
た
と
は
断
定
で
き
な
い
。

三
二
番
歌
は
、『
古
今
集
』
伝
本
に
お
い
て
は
僧
正
聖
宝
と
い
う
、
遍
昭
と

は
別
人
の
詠
歌
と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
定
家
は
『
花
山
僧
正
集
』
の

こ
の
歌
に
抹
消
符
を
付
し
、
こ
れ
を
削
除
す
べ
し
と
判
断
し
た
ら
し
い（

35
）
。
し

か
し
な
が
ら
こ
の
歌
は
歌
仙
家
集
本
系
統
の
『
遍
昭
集
』
に
も
削
除
さ
れ
る
こ
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一
致
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
藤
本
氏
自
身
も
先
述
の
論
文
中
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
、『
花
山

僧
正
集
』
の
四
六
番
歌
と
歌
仙
家
集
本
の
三
六
番
歌
に
は
異
同
が
あ
る
。

・
『
花
山
僧
正
集
』  

46

よ
を
い
と
ひ
こ
の
本
こ
と
に
た
ち
よ
り
て
め
の
い
と
ま
な
き
あ
さ
の
け
の
き
ぬ

・
正
保
版
本
　

36

世
を
い
と
ひ
こ
の
も
と
こ
と
に
立
よ
り
て
う
つ
ふ
し
そ
め
の
あ
さ
の
けき

ぬさ
な
り

藤
本
氏
は
こ
の
理
由
を
、
歌
数
四
六
首
の
平
安
写
本
と
歌
仙
家
集
本
の
親
本

と
の
間
に
「
定
家
自
筆
の
一
本
が
介
在
し
」
た
た
め
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る

が
、
は
た
し
て
そ
れ
で
こ
の
異
同
が
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。『
花
山
僧
正
集
』

の
こ
の
歌
に
は
、
定
家
に
よ
る
校
訂
の
筆
は
ま
っ
た
く
入
っ
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
下
の
句
の
異
同
は
、
や
は
り
両
『
遍
昭
集
』
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
資

料
に
依
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

六
、
お
わ
り
に

本
稿
で
は
、『
遍
昭
集
』
主
要
伝
本
の
本
文
比
較
を
通
し
て
、
新
資
料
で
あ

る
唐
草
装
飾
本
が
『
花
山
僧
正
集
』
系
統
に
近
い
本
文
を
持
つ
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
。
こ
こ
か
ら
『
花
山
僧
正
集
』
は
、
唐
草
装
飾
本
や
そ
れ
に
近
い
本
文

を
も
つ
『
遍
昭
集
』
と
接
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
末
尾
に
和
歌
を
増
補
し
た

系
統
の
本
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
片
桐
洋
一
氏
は
「
西
本
願
寺
本
に
近

い
あ
る
本
が
、（
中
略
）
歌
を
増
補
し
た
の
が
、こ
の
冷
泉
家
本
『
花
山
僧
正
集
』

と
正
保
版
本
と
の
本
文
に
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
藤
本
氏
の
説
に
従
え

ば
、『
花
山
僧
正
集
』
の
四
六
首
目
ま
で
を
を
書
写
し
た
定
家
本
を
祖
と
す
る
歌

仙
家
集
本
系
の
本
文
は
、
も
ち
ろ
ん
『
花
山
僧
正
集
』
の
本
文
と
近
く
な
っ
て

い
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
先
に
検
証
し
た
通
り
『
花
山
僧
正
集
』
と
歌
仙

家
集
本
の
本
文
は
む
し
ろ
対
立
し
て
い
る
と
言
え
る
。
本
文
を
確
認
す
る
限
り
、

『
花
山
僧
正
集
』
系
統
と
歌
仙
家
集
本
系
統
と
の
間
に
密
接
な
交
渉
が
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。
む
し
ろ
歌
仙
家
集
本
の
本
文
は
、早
い
段
階
で『
花
山
僧
正
集
』

の
伝
え
る
本
文
の
系
統
と
離
れ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、『
花
山
僧
正
集
』
と
歌
仙
家
集
本
系
統
の
ど
ち
ら
も
三
五
首
目

に
同
じ
く
「
我
や
と
は
」
の
歌
を
増
補
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
藤

本
氏
は
こ
の
一
首
の
存
在
に
よ
っ
て
、『
花
山
僧
正
集
』
と
歌
仙
家
集
本
系
統

と
を
引
き
寄
せ
た
か
に
見
え
る
の
だ
が
、
こ
の
「
我
や
と
は
」
の
歌
は
、『
古

今
集
』
巻
第
十
五
・
恋
歌
五
に
入
集
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、『
古

今
集
』
に
入
集
し
て
い
る
遍
昭
歌
一
七
首
の
う
ち
、こ
の
歌
だ
け
が
『
遍
昭
集
』

の
基
本
部
分
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
歌
は
、『
古
今

集
』
に
よ
っ
て
人
目
に
触
れ
る
歌
で
あ
り
な
が
ら
、『
遍
昭
集
』
編
纂
の
際
に

は
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
た
と
言
え
る
。『
花
山
僧
正
集
』

お
よ
び
歌
仙
家
集
本
系
統
で
は
、『
古
今
集
』
に
見
ら
れ
る
も
の
の
『
遍
昭
集
』

基
本
部
分
に
は
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
こ
の
歌
に
つ
い
て
不
審
に
思
い
、
そ
れ
ぞ

れ
独
自
に
『
古
今
集
』
か
ら
末
尾
に
増
補
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。『
古

今
集
』
に
載
る
有
名
歌
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
一
首
だ
け
で
あ
る
の
で
、
偶
然
の
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『
遍
昭
集
』
は
早
く
に
二
系
統
に
分
か
れ
、
後
に
そ
れ
ぞ
れ
が
二
類
に
分
か

れ
て
現
在
の
四
類
と
な
っ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
以
上
の
よ
う
な
諸
本
間
の
関
係
は
想
定
で
き
る
も
の
の
、
こ
れ
ら

の
本
文
が
伝
わ
っ
た
経
路
を
た
ど
る
の
は
簡
単
な
こ
と
で
は
な
く
、
依
然
と
し

て
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
唐
草
装
飾
本
と
『
花
山
僧
正
集
』
の
ど
ち

ら
の
本
文
が
よ
り
よ
い
か
な
ど
は
分
か
ら
な
い
し
、
ま
た
唐
草
装
飾
本
・
『
花

山
僧
正
集
』
系
の
本
文
と
、
対
立
し
て
い
る
西
本
願
寺
本
・
歌
仙
家
集
本
系
の

本
文
と
で
は
ど
ち
ら
が
よ
り
古
体
を
残
し
て
い
る
か
を
決
す
る
手
掛
か
り
も
な

い
。
そ
の
よ
う
な
中
で
『
遍
昭
集
』
を
読
む
に
あ
た
り
、
現
段
階
で
は
主
要
伝

本
の
う
ち
詞
章
を
ま
っ
た
く
脱
し
て
い
な
い
西
本
願
寺
本
の
本
文
が
一
番
よ
い

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
本
文
を
提
供
す
る
唐

草
装
飾
本
や
『
花
山
僧
正
集
』
を
な
い
が
し
ろ
に
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

平
安
後
期
に
お
け
る
『
遍
昭
集
』
の
本
文
を
考
え
る
う
え
で
、
唐
草
装
飾
本
や

『
花
山
僧
正
集
』
の
本
文
を
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
欠
で
あ
る
と
い
え
る
。

今
後
は
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
に
お
け
る
異
同
の
特
徴
や
そ
の
傾
向
、
発
生
理
由

な
ど
に
つ
い
て
も
詳
し
く
検
討
し
て
い
く
こ
と
を
課
題
と
し
た
い
。

注１
　
本
文
の
引
用
は
『
新
編
国
歌
大
観  C

D
-

R
O

M

版 V
e

r.2

』（
角
川
学
芸
出
版  

二
〇
〇
三
）
に
よ
る
。

２
　
遍
昭
の
和
歌
史
上
に
お
け
る
地
位
を
述
べ
た
先
行
研
究
と
し
て
、
川
村
晃
生
「
僧
正

遍
照
―
そ
の
詠
歌
の
特
質
を
め
ぐ
っ
て
―
」（
慶
應
義
塾
大
学
藝
文
学
会
『
芸
文
研
究
』

で
あ
っ
た
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る（

37
）が
、
も
と
も
と
す
べ
て
が
一
系
統
と
考
え
ら

れ
る
『
遍
昭
集
』
の
な
か
で
も
、『
花
山
僧
正
集
』
が
接
触
し
た
の
は
西
本
願

寺
本
よ
り
は
唐
草
装
飾
本
に
近
い
本
で
あ
っ
た
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る

だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
本
文
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
数
で
は
な
く
本
文
か

ら
『
遍
昭
集
』
の
系
統
が
定
め
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
し
て
そ

の
結
果
、唐
草
装
飾
本
が『
花
山
僧
正
集
』と
近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
、ま
た『
花

山
僧
正
集
』
と
歌
仙
家
集
本
系
統
の
本
文
と
は
隔
た
っ
て
い
る
の
で
、『
花
山

僧
正
集
』
を
書
写
し
た
定
家
本
を
歌
仙
家
集
本
系
統
の
祖
と
す
る
藤
本
孝
一
氏

の
説
は
疑
わ
し
い
こ
と
を
述
べ
た
。『
遍
昭
集
』
で
基
本
と
さ
れ
て
き
た
三
四

首
に
満
た
な
い
唐
草
装
飾
本
と
、
基
本
部
分
の
末
尾
に
歌
を
増
補
し
歌
数
が
多

く
な
っ
て
い
る
『
花
山
僧
正
集
』
と
で
は
、
歌
数
の
違
い
の
み
に
頼
っ
た
場
合

に
は
見
の
が
さ
れ
て
し
ま
う
近
似
が
、
本
文
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
白

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
結
果
か
ら
、『
遍
昭
集
』
は
概
ね
次
の
図
の

よ
う
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本文による『遍昭集』の
伝本分類試案

唐
草
装
飾
本

花
山
僧
正
集

正

保

版

本

西
本
願
寺
本

共通祖本

Ｂ Ａ

B-2 B-1 A-2 A-1
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12
　
注
４
に
同
じ
。

13
　
本
稿
で
使
用
す
る
『
遍
昭
集
』
の
依
拠
テ
キ
ス
ト
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

唐
草
装
飾
本
（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
十
巻
　
平
安
私
家
集
　
七
』
朝
日
新
聞
社

一
九
九
九
）
影
印
、
西
本
願
寺
本
（
三
十
六
人
集
刊
行
会
制
作
『
限
定
版
西
本
願
寺

蔵
三
十
六
人
集
』書
芸
文
化
新
社  

一
九
七
二
）
複
製
、歌
仙
家
集
本
（
正
保
四
年
版
本
）

（
奈
良
女
子
大
学
付
属
図
書
館
蔵
（981A

10-0006

）
正
保
版
本
哥
仙
家
集
一
〇
巻
『
赤

人
　
遍
昭
　
順
』）、『
花
山
僧
正
集
』（『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
十
四
巻
　
平
安
私
家

集  

一
』
朝
日
新
聞
社
　
一
九
九
三
）
影
印
。

14
　
西
下
経
一
・
滝
沢
貞
夫
編
『
古
今
集
校
本
﹇
新
装
ワ
イ
ド
版
﹈』（
笠
間
書
院  

二
〇
〇
七
）（
巻
第
一
　
春
上
・
二
七
）

15
　
川
上
新
一
郎
・
兼
築
信
行
「
資
料
紹
介
　
陽
明
文
庫
蔵
『
清
輔
袋
双
紙
』
―
新
出
巻

末
部
分
翻
刻
―
」『
和
歌
文
学
研
究
』
54
　（
一
九
八
七
・
四
）

16
　
金
子
元
臣
『
古
今
集
評
釋
』（
明
治
書
院
　
一
九
三
一
）p.978

17
　
小
島
憲
之
・
新
井
栄
蔵
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学
大
系
５
　
古
今
和
歌
集
』（
岩
波
書

店
　
一
九
八
九
）、
小
沢
正
夫
・
松
田
成
穂
校
注
・
訳
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
11

古
今
和
歌
集
』（
小
学
館
　
一
九
九
四
）

18
　
注
14
掲
書
に
よ
る
（
巻
一
九
　
雑
体
・
一
〇
一
六
）。

19
　『
古
語
大
観
』（
築
島
裕
ほ
か
編
　
東
京
大
学
出
版
会
　
二
〇
一
一
）
に
よ
る
と
「
あ

り
く
」
は
「
有
り
行
（
い
）
く
」
の
転
か
と
考
え
ら
れ
、
一
方
、「
有
り
行
（
ゆ
）
く
」

が
「
あ
る
く
」
に
転
じ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
二
語
は
意
味
的

に
は
ほ
と
ん
ど
違
い
を
持
た
な
い
よ
う
で
あ
る
。
上
代
に
お
い
て
は
「
あ
る
く
」
の

方
が
一
般
的
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
平
安
時
代
以
後
、
特
に
和
文
に
お
い
て
「
あ

り
く
」
が
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
中
世
末
期
に
は
「
あ

り
く
」
は
衰
滅
し
、「
あ
る
く
」
に
圧
倒
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

20
　
注
14
掲
書
に
よ
る
。

21
　『
新
撰
髄
脳
』
本
文
は
以
下
の
通
り
。
　

41
〈
一
九
八
〇
・
一
二
〉）
が
あ
る
。
川
村
氏
は
「
一
般
的
に
言
っ
て
、
遍
照
と
い
う

歌
人
が
当
代
歌
人
の
中
で
或
る
特
殊
な
位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
」
が
「
広

く
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
、「
遍
照
は
古
今
前
夜
と
い
う
和
歌
史
上

の
時
代
の
担
い
手
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
時
代
の
歌
人
で
あ
っ
た
と
言
え
る
」
と
さ

れ
た
。

３
　
阿
部
俊
子
「
僧
正
遍
照
集
」（『
歌
物
語
と
そ
の
周
辺
』〈
風
間
書
房
一
九
六
九
〉）、

片
桐
洋
一
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
十
四
巻
　
平
安
私
家
集
　
一
』（
朝
日
新
聞
社

一
九
九
三
）
解
題
、
島
田
良
二
・
千
艘
秋
男
『
御
所
本
三
十
六
人
集
本
文
・
校
本
・

研
究
』（
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
〇
）
解
題
。
本
文
系
統
は
島
田
・
千
艘
両
氏
の
著
書
を

参
考
に
し
た
。

４
　
千
艘
秋
男
・
島
田
良
二
編
著
『
笠
間
索
引
叢
刊
126
　
流
布
本
三
十
六
人
集
　
校
本
・

研
究
・
索
引
』（
笠
間
書
院
　
二
〇
〇
七
）

５
　
本
文
は
正
保
版
本
に
よ
る
。

６
　
注
３
掲
片
桐
洋
一
氏
解
題
。

７
　
こ
の
花
山
僧
正
集
の
末
尾
に
増
補
さ
れ
た
二
〇
首
に
つ
い
て
片
桐
洋
一
氏
は
、「
遍
昭

の
歌
で
な
い
も
の
が
中
心
を
な
し
て
お
り
、
既
に
存
在
し
て
い
た
西
本
願
寺
本
の
よ

う
な
形
の
本
の
後
に
他
人
歌
な
ど
を
付
加
し
て
、
膨
張
・
成
長
を
は
か
っ
た
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
（
注
３
掲
片
桐
洋
一
氏
解
題
）。

８
　
片
桐
洋
一
「
唐
草
装
飾
本
三
十
六
人
集
に
つ
い
て
」『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
二
十
巻

平
安
私
家
集
　
七
』（
朝
日
新
聞
社
　
一
九
九
九
）

９
　
本
文
は
西
本
願
寺
本
に
よ
っ
た
。

10
　『
新
編
私
家
集
大
成   C

D
-R

O
M

版
』（
エ
ム
ワ
イ
企
画
　
二
〇
〇
八
）「
遍
照
集
解
題
」

中
の
「〔
新
編
補
遺
〕」（
片
桐
洋
一
）

11
　
藤
本
孝
一
「
藤
原
定
家
の
書
写
と
古
筆
切
―
『
公
忠
朝
臣
集
』『
花
山
僧
正
集
』
を

中
心
に
―
」（
片
桐
洋
一
編
『
王
朝
文
学
の
本
質
と
変
容
　
韻
文
編
』
研
究
叢
書
276

〈
和
泉
書
院
　
二
〇
〇
一
〉）
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訂
」（『
金
鯱
叢
書:

史
学
美
術
史
論
文
集
』
第
一
一
輯
〈
徳
川
黎
明
会
　
一
九
八
四
〉）

32
　
片
桐
洋
一
「
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
の
勅
撰
集
と
私
家
集
」（
藤
本
孝
一
監
修
『
冷
泉
家

時
雨
亭
叢
書
完
結
記
念
　
朝
日
新
聞
創
刊
一
三
〇
周
年
記
念
　
冷
泉
家
王
朝
の
和
歌

守
展
』〈
朝
日
新
聞
出
版
　
二
〇
〇
九
〉）

33
　
注
11
掲
論
文
。

34
　
注
３
掲
片
桐
洋
一
氏
解
題
。

35
　
右
に
同
じ
。

36
　
家
入
博
徳
『
中
世
書
写
論
―
俊
成
・
定
家
の
書
写
と
社
会
―
』（
勉
誠
出
版  

二
〇
一
〇
）p.146

37
　
注
３
掲
片
桐
洋
一
氏
解
題
。

﹇
付
記
﹈

本
論
は
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
平
成
二
十
四
年
度
研
究
集
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
を

再
検
討
し
成
稿
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
発
表
の
席
上
で
、
ま
た
発
表
後
に
貴
重
な
ご
意
見

を
い
た
だ
い
た
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ
る
。

― 

か
た
ぎ
り
・
ま
い
、
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
在
学 

―

ま
た
二
句
に
す
へ
に
同
字
あ
る
は
、
世
の
人
み
な
去
る
も
の
な
り
。
句
の
末

に
あ
ら
ね
ど
も
こ
と
ば
の
末
に
有
る
は
、
耳
に
と
ゞ
ま
り
て
な
ん
聞
ゆ
。

散
り
ぬ
れ
ば
後
は
芥
と
な
る
花
を
お
も
ひ
し
ら
ず
も
ま
ど
ふ
て
ふ
か
な

句
を
へ
だ
た
ら
で
、
去
ら
ざ
ら
む
よ
り
は
、
お
と
り
て
聞
ゆ
る
も
の
な
り
。

久
松
潜
一
・
西
尾
實
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
65
　
歌
論
集
　
能
樂
論
集
』（
岩
波

書
店
　
一
九
六
一
）
解
釈
は
本
書
の
頭
注
を
参
考
に
し
た
。

22
　
準
備
中
の
別
稿
に
お
い
て
、
諸
本
の
本
文
異
同
を
一
覧
に
し
て
示
す
予
定
で
あ
る
。

23
　
西
本
願
寺
本
・
唐
草
装
飾
本
と
正
保
版
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
と
が
対
立
し
て
い
る
本

文
、
お
よ
び
正
保
版
本
・
唐
草
装
飾
本
と
西
本
願
寺
本
・
『
花
山
僧
正
集
』
と
が
対
立

し
て
い
る
本
文
を
数
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
六
箇
所
が
見
ら
れ
た
。

24
　
注
３
掲
阿
部
俊
子
氏
著
書p.518

25
　
橋
本
不
美
男
「
御
所
本
三
十
六
人
集
解
説
」『
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
　
御
所
本
　
三
十
六

人
集
』（
新
典
社
　
一
九
七
一
）

26
　
和
歌
史
研
究
会
編
『
私
家
集
大
成
』（
明
治
書
院
　
一
九
七
三
）
解
題
「
遍
昭
」（
小

林
茂
美
）

27
　
阿
部
俊
子
『
私
家
集
全
釈
叢
書
15
　
遍
照
集
全
釈
』（
風
間
書
房
　
一
九
九
四
）p.73

28
　
小
松
茂
美
『
古
筆
学
大
成
』
第
十
七
巻
（
講
談
社
　
一
九
九
一
）pp.404-405

29
　
注
３
掲
片
桐
洋
一
氏
解
題
。「
羽
林
郎
藤
」
が
冷
泉
為
満
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
「
御

所
本
　
三
十
六
人
集
」
の
「
公
忠
集
」
奥
書
に
「
羽
林
良
将
藤
為
満
」
と
あ
る
の
に
よ

る
。（
小
松
茂
美
『
古
筆
学
大
成
』
第
十
七
巻
〈
講
談
社
　
一
九
九
一
〉p.404

）

30
　
徳
川
義
宣
「
御
所
本
　
三
十
六
人
集
　
甲
本
　
僧
正
遍
昭
集
の
奥
書
に
つ
い
て
」（『
金

鯱
叢
書:

史
学
美
術
史
論
文
集
』
第
一
〇
輯
〈
徳
川
黎
明
会
　
一
九
八
三
〉）

家
康
の
手
習
は
現
在
四
葉
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
徳
川
美
術
館
、
名
古
屋

東
照
宮
、
徳
川
義
宣
氏
、
個
人
の
所
蔵
で
あ
る
。
な
お
当
時
、『
花
山
僧
正
集
』
は
未

発
見
。

31
　
徳
川
義
宣
「
御
所
本
　
三
十
六
人
集
　
甲
本
　
僧
正
遍
昭
集
の
奥
書
に
つ
い
て
　
補


