
渋
谷
虎
雄
博
士
著
『
中
世
萬
葉
菜
研
究
』

渋
谷
虎
雄
博
士
に
は
、
さ
き
に
『
古
文
献
所
収
万
葉
和
歌
索
引
』
・
（
昭
和
3
8

年
4
月
）
と
い
う
御
労
作
が
ぁ
る
。
「
思
え
ば
長
い
二
十
年
で
あ
っ
た
」
と

「
は
じ
め
に
」
の
冒
頭
の
一
句
に
示
さ
れ
た
博
士
の
感
慨
が
、
実
感
を
も
っ
て

迫
っ
て
来
る
、
そ
ん
な
御
著
霞
で
あ
っ
た
。

中
古
・
中
世
の
勅
撰
集
・
私
家
嬰
歌
論
や
連
歌
論
揖
・
歌
合
判
詞
・
物
語

及
び
そ
の
注
釈
宙
、
そ
の
他
約
二
百
八
十
余
に
み
ら
れ
る
「
萬
霊
歌
及
び
兢
葉

語
句
の
所
在
索
引
」
　
（
凡
例
）
を
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
典
拠
と
な
っ

て
い
る
文
献
は
、
「
な
る
べ
く
一
般
通
行
の
印
行
む
」
に
よ
る
こ
と
を
原
則
と

す
る
が
、
「
そ
れ
の
な
い
も
の
は
、
板
本
・
写
本
に
捜
」
り
、
「
ま
た
諸
本
問

に
異
同
の
あ
る
も
の
は
」
　
「
そ
れ
ら
に
も
当
」
　
（
凡
例
）
る
と
い
う
周
到
な
用

意
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
私
た
ち
は
本
索
引
を
利
用
し
て
、
商
業
の
歌
が
後
世
の
歌
杏
顆
に
ど

う
い
う
形
で
引
用
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
事
か
ら
、
萬
栗
の
歌
の
訓
み
方
を
定

め
る
参
考
に
す
る
と
共
に
、
歌
風
の
時
代
に
つ
れ
て
変
遷
す
る
姿
を
も
知
る
こ

と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
本
索
引
が
、
『
校
本
誼
共
集
』
　
『
萬
葉
娯
総
索
引
』

と
な
ら
ぶ
学
者
必
備
の
妻
と
し
て
高
い
価
値
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
私

な
ど
が
今
更
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
．
又
こ
こ
に
、
二
十
数
年
の
歳
月
を
背
負
っ
て
、
『
中
世
現
業
菓
研

河

　

　

野

　

　

顧

　

　

人

究
』
と
題
す
る
大
著
を
公
刊
さ
れ
た
。

本
初
の
原
題
は
「
中
世
歌
再
所
収
の
揖
葉
歌
に
間
す
る
研
究
」
の
由
で
あ
る

が
（
は
し
が
き
）
、
博
士
は
、
調
葉
購
研
究
の
う
ち
、
萬
葉
研
究
史
の
研
究
は

未
聞
拓
の
相
野
と
い
う
べ
く
、
と
り
わ
け
中
世
の
も
の
は
甚
だ
し
く
立
ち
遅
れ

て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
中
古
・
中
世
の
文
献
に
あ
た
っ
て
そ
こ
に

あ
ら
わ
れ
た
班
葉
歌
の
個
々
の
性
質
恵
壷
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
徹
底
的
調

査
に
つ
い
て
は
、
行
き
と
ど
い
て
い
な
い
。
「
そ
し
て
と
く
に
、
そ
れ
が
現
代

の
萬
葉
研
究
に
校
勘
資
料
と
し
て
何
ほ
ど
の
佃
他
を
持
ち
、
何
を
与
え
る
か
に

つ
い
て
の
研
究
に
い
た
っ
て
は
、
ま
っ
た
く
細
い
に
等
し
い
」
　
（
1
2
ペ
）
　
「
た

だ
た
ん
に
中
也
に
お
け
る
班
栗
張
の
研
究
は
か
く
か
く
で
あ
っ
た
で
は
、
意
義

が
な
い
と
は
云
え
ぬ
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
不
十
分
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
訓
話

注
釈
的
研
究
に
つ
な
が
り
、
こ
れ
に
資
す
る
も
の
と
な
っ
て
、
初
め
て
現
在
に

悪
童
を
持
つ
研
究
と
も
な
り
う
る
」
　
（
5
～
6
ペ
）
と
い
わ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
研
究
に
必
婁
な
作
粟
の
一
つ
は
、
中
古
・
中
世
の
あ
ら
ゆ
る
文

献
に
当
っ
て
及
ぶ
限
り
の
誼
班
歌
を
収
集
飽
則
す
る
。
こ
れ
は
前
記
繋
引
の
成

果
に
な
っ
．
て
い
る
と
い
え
る
。
二
つ
は
、
更
に
そ
れ
の
性
質
恵
端
等
の
徹
底
的

研
究
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
本
音
に
お
い
て
、
そ
の
結
実
が
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
繋
引
の
業
絹
と
表
訴
一
休
を
な
す
も
の
と
い
え
る
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の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
索
引
に
引
き
継
ぐ
も
仇
と
し
て
待
望
さ
れ
た
本
臼
は
、
「
中
世
こ

そ
、
万
琵
に
近
く
、
万
毀
集
を
研
究
す
る
意
欲
が
見
ら
れ
て
、
何
か
興
味
あ
る

も
の
を
胎
ん
で
い
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
」
　
（
1
5
ペ
）
こ
と
か
ら
中
世
に
焦
点

を
あ
わ
せ
、
第
一
部
は
研
究
門
と
し
て
、
先
ず
序
説
を
お
き
、

第
一
編
　
歌
論
臼
に
見
え
る
誼
琵
歌
の
研
究

第
一
事
　
古
来
風
体
抄
　
第
二
事
　
色
班
和
雑
兵

第
二
編
　
勅
撲
和
歌
集
中
の
訴
聖
歌
の
研
究

堕
二
輩
　
新
効
用
和
歌
班
　
第
四
輩
　
玉
堤
和
歌
集
　
第
五
事
　
風

雅
和
歌
媒

第
三
編
．
萬
斑
塊
抄
山
木
の
研
究

第
六
草
　
萬
鵜
抄
山
　
第
七
草
　
茂
物
部
類
倭
歌
抄
　
（
付
）
堀
川
院

首
肯
和
歌

第
四
編
　
類
題
歌
媒
中
の
萬
基
歌
研
究

第
八
章
　
苗
班
一
毀
抄
　
第
九
章
　
効
用
名
所
和
歌
抄

そ
し
て
結
語
と
、
整
然
た
る
梢
戌
を
持
ち
、
第
一
一
部
は
資
料
指
と
し
て
、
宮
内

庁
目
眩
郎
木
を
底
本
と
し
、
そ
れ
に
秤
軍
基
本
・
お
茶
の
水
図
封
比
本
二
郎
郡

大
学
間
帯
飽
水
と
大
久
保
正
氏
蔵
の
伝
三
条
西
突
降
自
筆
本
を
も
っ
て
校
合
し

た
「
校
本
舐
班
一
基
抄
」
の
全
文
翻
刻
を
併
せ
収
め
て
あ
る
（
第
一
部
四
九
三

百
、
第
二
郎
堕
三
㍍
。
そ
し
て
引
川
の
萬
現
語
句
窮
引
三
軍
H
等
が
あ
る
し
。

邦
一
部
の
細
目
は
、
「
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
歌
帯
で
あ
っ
て
も
性
質
を
只
に
し
、
ま

た
別
々
の
ジ
ャ
ン
ル
に
屈
し
て
、
な
お
か
つ
未
間
接
の
相
野
で
あ
り
、
し
か
も

中
世
的
な
も
の
を
代
衰
す
る
」
　
（
1
7
ペ
）
も
の
と
し
て
木
祖
に
は
選
ば
れ
た
の

で
あ
る
。

さ
て
、
第
一
帝
「
古
来
夙
休
抄
」
に
つ
い
て
、
初
弼
本
を
底
本
と
し
て
所
収

の
万
墓
歌
百
九
十
一
首
を
考
察
さ
れ
、
万
瑳
原
文
の
ま
ま
の
も
の
も
多
い
が
、

そ
れ
は
原
文
の
し
っ
．
か
り
と
し
た
、
「
現
存
の
顆
緊
古
集
に
親
近
関
係
の
も
の

で
、
し
か
も
そ
の
原
文
を
か
な
り
忠
実
に
訓
も
う
と
し
た
後
の
あ
る
、
お
そ
ら

く
平
安
末
に
近
い
頃
に
存
在
し
て
い
た
由
緒
あ
る
本
」
1
L
r
l
そ
れ
は
元
暦
本
・

金
沢
本
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
本
文
を
持
つ
も
の
ー
ー
に
拠
っ
て
俊
成
は
成
し
た
と

考
え
ら
れ
、
風
体
抄
の
「
万
琶
歌
は
『
古
来
風
体
抄
本
蔑
斐
集
』
　
と
し
て
、

・
…
壷
環
研
究
の
た
め
の
校
勘
資
料
と
充
分
に
重
り
う
る
、
価
値
あ
る
一
本
」

（
5
7
ペ
）
　
で
あ
る
こ
と
を
論
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
巻
四
の
五
六
〇
の
「
孤
悲
死
牢
、
時
者
何
為
牢
、
…
…
」
の
「
時

者
」
は
司
矧
l
袖
は
み
え
る
も
の
で
、
仙
覚
本
に
な
っ
て
「
後
者
」
に
改
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
意
味
の
上
か
ら
も
、
現
代
諸
家
も
多
く
「
時
者
」
に
従

う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
原
文
が
風
体
抄
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
と
さ

れ
、
又
、
巻
四
の
七
三
七
の
「
…
…
若
狭
道
乃
、
後
毛
将
会
吾
」
の
第
五
句
は

丁
ハ
ム
キ
、
I

鶏
群
古
写
本
・
風
体
抄
の
再
撰
本
は
す
べ
七
．
「
後
毛
将
念
君
」
と
あ
り
、
「
念

は
合
の
誤
」
　
（
代
初
、
責
）
、
「
念
は
会
の
誤
」
　
（
矧
当
等
の
誤
字
説
が
あ
る

が
、
こ
れ
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、
風
体
抄
の
原
文
を
典
拠
と
し
て
現
存
本
は
改

め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
説
か
れ
た
。

訓
に
つ
い
て
も
、
巻
十
の
二
三
三
三
「
ふ
る
ゆ
き
の
そ
ら
に
け
ぬ
べ
く
こ
ふ

れ
ど
も
あ
ふ
よ
し
な
く
て
つ
き
ぞ
へ
ぬ
ら
し
」
の
第
四
句
、
原
文
「
相
依
無
」

受
あ
っ
て
訓
み
に
諸
説
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
風
体
抄
の
訓
み
が
、
「
ア
フ

ヨ
シ
ナ
ミ
ニ
」
　
（
佐
佐
水
信
鋼
∴
岩
波
大
罪
・
伊
藤
博
）
と
と
も
に
、
一
考
す

べ
き
価
値
あ
る
訓
と
し
て
発
掘
し
て
お
ら
れ
る
こ
と
等
、
そ
の
論
証
の
妥
当
さ

に
よ
っ
て
従
う
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
れ
ら
は
、
徹
底
的
な
風
体
抄
の
諸
本
研
究
の
上
に
立
っ
て
な
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
『
校
本
万
葉
集
』
に
加
え
う
る
も
の
と
し
て
安
心
し
て
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よ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

．
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
、
巻
十
一
の
二
四
八
〇
の
「
…
…
人
み
な
し
り
ぬ
わ
が
こ

に
（
宮
）

ひ
づ
ま
を
　
　
　
　
　
　
　
」
の
「
を
」
は
孤
立
し
た
訓
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

と
（
竜
∴
石
・
ル
）

「
古
く
こ
の
訓
み
の
伝
存
し
て
い
た
一
証
左
と
し
て
戎
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い

か
」
　
（
4
7
ペ
）
と
さ
れ
た
の
に
は
、
今
少
し
説
明
が
ほ
し
い
よ
う
に
思
う
。
す

ぐ
こ
の
後
で
説
か
れ
て
い
る
例
の
よ
う
に
、
「
と
」
と
「
を
」
の
字
体
の
類
似

に
よ
る
誤
字
の
結
果
か
、
平
安
期
に
行
わ
れ
て
い
た
訓
み
の
一
つ
と
み
る
こ
と

も
或
い
は
出
来
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

猶
、
博
士
は
、
『
校
本
萬
葉
菜
』
に
従
っ
て
「
現
存
『
紀
州
木
』
と
も
い

う
」
と
注
記
の
上
で
は
あ
る
が
、
「
神
田
本
万
霊
媒
」
の
名
称
で
通
し
て
お
ら

れ
る
。
こ
れ
は
「
紀
州
本
」
の
方
が
妥
当
で
あ
る
か
と
も
思
う
（
佐
佐
木
信
綱

『
菖
韮
集
の
研
究
第
二
』
）
。

第
二
章
「
色
環
和
難
集
」
で
あ
る
が
、
問
題
の
あ
る
成
立
年
時
・
著
者
に
つ

い
て
、
万
韮
歌
そ
れ
自
身
か
ら
「
確
と
し
た
仙
党
以
後
の
訓
と
認
め
ら
る
べ
き

も
の
は
考
え
難
」
（
8
3
ペ
）
く
、
「
仙
覚
以
前
－
－
定
家
の
萬
蛮
抄
出
ご
ろ
ま
で

ー
　
の
時
に
、
そ
の
頃
の
人
1
－
六
条
家
関
係
の
1
－
に
よ
っ
て
摩
ら
れ
た
」

（
9
8
ペ
）
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
万
瑳
歌
は
袖
中
抄
・
俊
軸
口
伝
・
奥
義
抄

・
五
代
集
歌
枕
等
を
参
看
し
な
が
ら
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
和
親
集
の
萬

葉
歌
が
持
つ
史
的
価
値
は
さ
し
て
認
め
難
い
と
の
位
置
を
与
え
ら
れ
た
。

そ
し
て
、
中
世
の
歌
論
書
が
価
値
あ
る
資
料
を
現
在
に
残
し
、
今
後
の
万
琵

研
究
に
資
し
う
る
も
の
が
あ
る
一
方
に
、
「
先
行
歌
論
揖
あ
た
り
と
な
に
ほ
ど

か
の
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
の
先
行
歌
論
書
と
の
関
係
の
兆
礎
的
調
査
の
上
に
立

っ
て
、
は
じ
め
て
研
究
が
可
能
に
な
る
と
い
う
も
の
も
あ
る
」
　
（
畠
－
ペ
）
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
後
学
の
示
唆
さ
れ
る
と
こ
ろ
大
き
い
の
で
あ

る
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

次
に
抽
描
和
歌
集
中
の
揖
現
状
の
研
究
に
入
っ
て
、
第
三
輩
「
新
勅
侠
和
歌

集
」
に
お
い
て
は
、
そ
の
揖
瑚
歌
は
現
存
萬
班
古
写
本
に
は
な
く
ヾ
大
体
神
田

本
に
近
く
ー
ー
仙
党
旦
元
本
の
親
の
ー
ー
し
か
も
平
安
歌
語
の
仙
川
の
訓
み
を

も
内
包
す
る
も
の
に
拠
っ
て
い
る
か
と
考
え
ら
れ
、
又
入
関
の
歌
は
、
正
接
萬

班
集
に
拠
る
と
い
う
よ
り
も
歌
仙
木
系
な
ど
の
柿
木
張
に
拠
っ
て
い
る
。
お
そ

ら
く
二
抑
顆
の
木
に
拠
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
校
勘
覧
料
と
し
て
の
相
値
を
、
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
巻
十
一
の
二
五

八
八
「
夕
さ
れ
ば
き
み
き
ま
さ
ん
と
…
…
」
。
萬
瑚
頂
文
は
「
公
来
厘
跡
」
で

あ
る
が
、
判
が
「
ヰ
ミ
キ
マ
サ
ム
ト
」
と
し
て
以
来
定
訓
と
な
っ
て
い
る
も
の

で
あ
る
が
、
新
勅
釈
班
に
は
か
く
既
に
み
え
、
そ
し
て
柿
木
集
に
も
一
致
し
て

い
る
。
「
す
な
わ
ち
現
存
以
外
の
↓
「
f
写
本
に
こ
の
訓
の
あ
っ
た
こ
と
が
、
こ
の

定
家
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
、
校
本
萬
班
狼
に
こ
の
訓
を
増
補
」
（
－
畠
ペ
）
す

る
こ
と
が
出
来
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
「
玉
堤
和
歌
狼
」
「
風
雅
和
歌
集
」
の
草
は
、
風
体
抄
と
と
も
に

も
っ
と
も
力
を
注
い
だ
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
充
実
し
た
文
帝
で
あ
る
。
第
四

事
「
玉
班
和
歌
集
」
か
ら
み
て
い
く
と
、
そ
の
万
緑
歌
八
十
一
首
は
、
為
栗
の

京
痛
風
の
実
態
を
証
明
す
る
総
料
と
し
て
は
ま
こ
と
に
格
好
な
も
の
で
あ
る

が
、
為
廉
の
拠
っ
た
本
は
現
存
し
な
い
「
古
次
点
頃
の
あ
ま
り
原
文
に
か
か
わ

る
こ
と
な
く
、
中
根
歌
語
の
憤
川
に
従
っ
て
訓
ま
れ
た
も
の
で
、
し
か
も
そ
れ

は
異
本
柚
木
宛
・
五
代
班
歌
枕
な
ど
と
も
ほ
ぼ
釆
統
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
あ

っ
て
、
た
と
え
ば
あ
る
楯
の
『
仮
名
万
班
』
の
よ
う
な
も
の
」
（
－
巴
ペ
）
で

あ
っ
て
、
校
勘
資
料
と
し
て
の
柘
植
は
と
ぽ
し
い
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
平
安
朝
の
仮
名
本
万
葉
盛
の
実
伯
仲
を
い
く
ら
か
は
明
ら
か
に
出
来
る
の

で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

第
五
事
「
風
雅
和
歌
集
」
に
つ
い
て
は
、
常
に
玉
葉
集
を
参
考
と
し
て
編
慕

52



し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
風
雅
集
の
万
葉
歌
の
所
担
本
と
し
て
は
、
置
架
古
集

と
は
い
い
え
な
い
が
、
比
綾
的
そ
れ
に
近
い
も
の
、
し
．
か
も
そ
の
訓
は
古
次
点

罪
。
そ
の
上
萬
葉
原
文
に
あ
ま
り
か
か
わ
る
こ
と
な
く
、
か
な
り
く
だ
け
た
も

の
、
そ
し
て
玉
葉
宛
と
同
じ
く
仮
名
本
万
葉
集
に
よ
っ
た
か
（
N
G
ペ
）
　
と
考

え
ら
れ
、
そ
し
て
六
条
家
の
人
々
が
拠
っ
た
木
と
は
近
い
関
係
に
あ
っ
た

（
N
恨
害
）
。
か
つ
面
白
い
こ
七
に
、
万
葉
集
の
こ
の
巻
の
〓
臼
あ
の
巻
の
一

首
と
飛
び
飛
び
に
拾
っ
て
ひ
と
つ
づ
き
に
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
こ
こ
に
博

士
は
、
仮
名
木
の
湖
で
も
、
「
赤
人
生
・
人
陪
集
・
家
持
兆
な
ど
の
よ
う
な
も

の
と
は
異
な
り
、
甑
髭
古
狐
に
近
く
、
部
期
さ
れ
た
も
の
」
（
N
N
雲
）
で
あ
り
、

か
な
づ
か
い
も
か
な
り
正
し
い
、
由
緒
あ
る
一
木
の
お
も
か
げ
を
伝
え
、
そ
の

所
収
歌
は
五
十
一
首
に
過
ぎ
な
い
の
だ
が
、
山
上
l
重
な
訓
の
あ
る
こ
と
を
発
拇
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

一
例
を
示
せ
ば
、
幾
十
の
一
八
七
二
の
「
見
渡
せ
ば
非
日
の
野
べ
に
琶
た
ち

ひ
ら
く
る
花
は
さ
く
ら
ば
な
か
も
」

傍
線
部
分
前
葉
脱
文
「
間
机
者
」
。
諸

木
す
べ
て
「
サ
キ
ニ
ホ
ヘ
ル
ハ
」
。
家
持
班
「
さ
き
み
だ
れ
る
は
」
。
た
だ
赤

人
班
の
み
が
凪
雅
弘
と
同
訓
で
あ
る
。
さ
て
「
m
」
を
「
ヒ
ラ
ク
」
と
訓
む
例

は
揖
葉
集
中
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
「
批
」
を
「
ハ
ナ
」
と
訓
む
例
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
亦
人
班
と
凪
雅
班
は
「
花
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
『
抱
』
を
『
荘

（
は
な
）
』
と
誤
っ
て
訓
ん
だ
も
の
か
、
そ
の
よ
う
な
文
字
面
の
木
が
あ
っ
た

の
か
、
疑
え
ぬ
で
も
な
い
。
す
で
に
和
名
抄
に
も
m
離
山
‖
巳
波
蚕
比
良
』
と
み

え
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
の
木
文
ま
た
は
一
訓
が
古
く
あ
っ
た
と
も
琴
冬
b
れ

な
い
で
も
あ
る
ま
い
」
　
（
N
u
u
ペ
）
と
拙
論
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
本
凹
の
結
語
に
説
か
れ
た
、
「
勅
構
鮎
巾
の
万
葉
歌
は
、
た
と
え
、

苗
葉
頂
文
が
な
く
て
仮
名
〓
き
の
た
め
に
、
や
や
研
究
上
の
資
料
的
価
値
は
劣

る
と
は
い
え
、
…
…
m
蝉
に
つ
亨
b
な
．
い
も
の
、
織
っ
た
も
の
と
片
付
け
得
る

か
ど
う
か
」
　
（
命
N
ペ
）
と
い
う
力
強
い
言
を
生
む
ま
で
の
着
実
に
歩
み
つ
づ

け
て
来
ら
れ
た
博
士
の
道
程
を
し
み
じ
み
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
学

問
の
年
輪
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

次
に
第
三
編
で
は
万
葉
歌
の
抄
出
本
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
第
六
翠

「
萬
葉
抄
出
」
、
第
七
宗
「
竃
物
部
類
倭
歌
抄
」
と
そ
れ
ぞ
れ
定
家
関
係
の
も

の
で
あ
る
。
前
者
、
『
校
本
竃
韮
集
』
に
あ
る
が
研
究
ら
し
い
も
の
の
な
い
文

献
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
「
蔑
菜
抄
出
の
拠
っ
た
本
は
、
い
わ
ゆ
る
西
本
願
寺
本

な
る
文
永
三
年
本
の
期
で
は
な
く
、
…
…
親
行
本
な
い
し
は
そ
の
祖
本
の
類
」

（
N
笥
ペ
）
で
、
「
こ
れ
は
．
も
し
や
現
存
し
な
い
神
田
本
の
類
か
も
し
れ
な
い
」

と
さ
れ
て
い
る
。
現
存
の
巻
十
一
以
下
は
大
体
に
お
い
て
仙
覚
文
永
三
年
本
に

同
じ
も
の
で
あ
る
が
、
巻
十
ま
で
と
同
系
統
の
姿
を
推
測
さ
せ
る
も
の
が
あ
る

と
す
れ
ば
、
貴
丑
な
一
木
と
い
う
べ
く
、
す
ぐ
れ
た
校
勘
の
一
資
料
と
い
う
こ

と
が
山
来
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所
拠
本
は
期
崇
古
集
に
近
い
も
の
、
も
し
や
風
体

抄
の
拠
っ
た
．
一
本
と
同
じ
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
、
仙
覚
本

と
は
興
な
る
系
統
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。

そ
し
て
こ
の
編
に
お
い
て
注
意
さ
れ
る
こ
と
は
、
定
家
は
す
く
な
く
と
も
二

つ
の
萬
葉
集
を
所
持
し
て
お
り
、
一
つ
は
俊
成
相
伝
の
、
類
裏
古
集
に
近
い
本

文
を
持
つ
一
本
、
こ
れ
に
よ
っ
て
萬
物
部
類
抄
を
選
び
、
他
の
一
つ
は
、
仙
覚

水
の
祖
木
或
い
は
現
存
本
以
外
の
古
い
神
田
本
の
類
の
も
の
、
こ
れ
に
よ
っ
て

万
葉
抄
出
と
新
助
相
集
を
選
ん
だ
。
そ
し
て
、
前
者
の
木
を
建
磨
三
年
十
一
月

二
十
三
日
、
源
実
朝
に
贈
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
さ
れ
た
こ
と
（
い
わ
ゆ

る
鎌
倉
右
大
臣
家
本
と
い
わ
れ
る
も
の
か
）
。
そ
し
て
、
こ
の
竃
物
部
類
抄
の

萬
葉
歌
句
は
、
一
部
分
な
が
ら
で
も
、
与
の
由
緒
あ
る
古
本
の
姿
を
今
に
伝
え

て
い
る
も
の
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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実
朝
が
学
ん
だ
万
葉
調
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
甑
崇
さ
れ
た
万
葉
集
で
あ
る

と
い
う
の
が
ほ
ぼ
通
説
で
あ
る
が
、
実
朝
贈
与
木
万
葉
集
に
つ
い
て
は
l
応
の

問
題
提
起
と
は
い
っ
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
定
家
本
金
桃
狼
の
後
に
心
け
る
贈

与
本
万
葉
集
と
の
関
係
等
、
今
後
い
ろ
い
ろ
発
展
し
て
い
く
べ
き
間
題
で
は
な

か
ろ
う
か
。

猶
、
こ
の
編
に
お
い
て
は
次
の
言
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
「
定
家
の
万
葉
集

に
関
す
る
某
紙
は
、
こ
れ
ま
で
ま
っ
く
舶
通
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
ま
こ
と

旺
目
を
見
は
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ら
致
欝
は
・
今
後
の
茂
男
研
究
に
必
婁
か

く
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
」
　
（
合
い
ペ
）

一
第
八
葦
「
蔑
葉
一
葉
抄
」
は
、
か
つ
て
大
久
保
正
氏
肪
三
条
西
実
隆
の
著
述

で
あ
る
こ
と
を
、
そ
の
自
筆
本
の
発
見
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が

（
「
竃
葉
」
昭
和
2
9
年
1
月
）
、
博
士
は
、
そ
の
日
誌
、
諸
本
の
異
同
を
精
査

さ
れ
、
そ
し
て
一
票
抄
が
大
豆
の
寓
悪
歌
を
有
し
、
本
文
は
仙
党
文
永
本
と
先

元
本
と
の
両
方
の
性
格
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
か
つ
☆
重
な
こ
と

は
、
今
は
知
る
こ
と
の
出
来
な
い
寛
元
本
の
訓
み
と
思
わ
れ
る
も
の
が
随
所
に

文
永
本
と
同
居
す
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
一
業

抄
は
本
章
や
資
料
籍
の
校
本
の
全
文
翻
刻
に
よ
っ
て
、
今
後
よ
り
一
朋
研
究
は

広
く
な
り
、
深
化
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

第
九
葦
「
勅
撰
名
所
和
歌
抄
」
の
万
葉
歌
の
典
拠
は
勅
弼
集
と
は
考
え
難

く
、
五
代
集
歌
枕
に
よ
っ
て
そ
の
か
な
り
の
部
分
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
発

見
さ
れ
」
五
代
集
歌
枕
の
現
存
本
は
下
巻
し
か
信
拠
出
来
る
も
の
が
な
く
、
そ

の
上
巻
を
こ
の
名
所
和
歌
抄
で
柄
訂
す
る
こ
と
が
出
来
、
五
代
集
歌
枕
の
研
究

に
対
校
の
一
つ
の
資
料
と
も
な
り
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
ら
れ
た
の
で

滴
る
。以

上
読
み
誤
り
を
お
そ
れ
つ
つ
む
、
つ
た
な
い
肇
で
本
譜
の
概
要
を
紹
介
し

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
招
九
m
は
結
果
と
し
て
は
別
と
し
て
、
末
周
拓
の
相
野

に
鍬
号
っ
ち
こ
ま
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
一
偶
に
所
期
の
点
間
を
追
求
さ
れ
、
そ
の
性

解
忠
魂
を
明
ら
か
に
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
安
心
し
て
そ
の
所
論

に
拠
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
凪
休
抄
の
買
に
お
い
て
、
．
そ
の
研
究
の
先

麒
た
る
宮
本
揖
一
郎
氏
「
古
来
凪
休
抄
に
抄
山
せ
ら
れ
た
調
薬
兆
」
　
（
「
同
語

同
文
」
昭
和
1
7
咋
1
0
月
）
　
に
つ
い
て
、
「
古
来
凪
休
抄
諸
本
、
と
く
に
初
用
木

等
の
本
文
が
参
冊
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
不
十
分
に
お
わ
っ
て
い
る
」
　
（
3
9

ペ
）
と
い
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
間
土
の
方
法
を
語
る
こ
と
ば
で
も
あ
る
と
思

う
の
で
あ
る
が
、
各
窮
に
は
必
ず
諸
本
（
或
い
は
伝
本
・
H
課
等
）
　
の
項
が
あ

る
よ
う
に
徹
底
し
た
文
献
調
査
と
い
う
川
見
か
な
地
餌
に
立
っ
て
、
叩
尖
を
も
っ

て
軍
ら
せ
る
と
い
う
椚
尖
な
方
法
を
紺
神
と
さ
れ
終
始
一
m
さ
れ
た
木
凹
に

は
、
長
い
歳
月
が
あ
る
。
出
土
の
一
歩
は
一
歩
と
築
き
あ
げ
て
来
ら
れ
た
努
力

と
H
闇
さ
と
は
、
私
ど
も
後
学
に
と
っ
て
尊
い
指
針
と
い
う
ペ
く
、
「
木
研
究

も
今
坤
で
は
や
二
十
放
叫
を
数
え
」
　
（
は
し
が
き
）
と
い
う
感
慨
も
さ
き
の
繋

引
の
そ
れ
の
糟
卦
に
も
似
て
、
余
所
吊
で
な
く
追
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

草
間
の
咋
輪
が
育
て
あ
げ
て
来
た
狩
然
と
茂
る
畏
し
い
二
本
目
の
大
樹
1

さ
き
の
崇
引
の
一
木
と
と
も
に
、
、
今
後
の
萬
葉
研
究
に
大
き
な
蔭
を
も
た
ら

し
、
資
す
る
と
こ
ろ
大
な
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
山
来
る
で
あ
ろ
う
。

旭
心
党
え
ま
で
に
、
気
の
つ
い
た
誤
値
等
の
中
か
ら
内
容
に
関
係
あ
る
か
と

思
わ
れ
る
も
の
を
あ
げ
て
お
く
。
数
字
は
貢
・
行
数
の
j
l
頂
。

「
加
茂
良
渕
」
は
「
賀
茂
」
が
正
し
い
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
（
4
の
4
、

8
の
6
）
。
「
人
麻
呂
歌
雄
と
人
麻
呂
伝
」
と
す
る
。
「
の
」
は
と
る
（
1
0
の

6
）
。
「
参
蔚
」
は
「
参
甫
」
　
（
9
9
の
1
）
。
為
m
抄
の
「
芸
晴
も
な
く
」
は

日
本
歌
学
大
系
の
用
字
で
は
あ
る
が
「
蟹
暗
」
で
は
あ
る
ま
い
か
〇
班
の
8
）

「
さ
き
に
け
L
も
」
は
「
さ
き
に
け
ら
し
も
」
で
は
な
か
ろ
う
か
（
－
コ
の
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ー
N
）
。
「
出
で
こ
し
今
日
暮
れ
ず
も
あ
ら
ぬ
和
」
の
「
今
日
」
と
「
暮
れ
」
の

問
の
空
白
一
字
分
は
つ
め
た
方
が
本
文
を
軍
ら
ず
し
て
よ
い
と
思
う
（
巨
の

l
）
。
N
〓
H
の
表
の
「
人
陪
作
堅
は
「
作
歌
」
。
「
元
削
本
は
さ
が
っ
て

や
や
」
は
「
や
や
さ
が
っ
て
」
（
N
与
の
9
）
宗
か
り
ぞ
鳴
く
」
は
「
鳴
く
」
。

そ
し
て
V
で
と
じ
る
　
（
N
芯
の
7
・
8
）
。

・
N
N
q
頁
で
、
「
些
丁
十
七
・
十
九
・
二
十
で
は
、
玉
葉
集
は
少
な
い
か
、

ま
っ
た
く
無
い
の
に
、
凪
雅
集
は
逆
に
か
な
り
多
く
見
ら
れ
る
」
と
あ
る
の
で

あ
る
が
・
巻
十
七
・
巻
十
九
に
つ
い
て
は
説
明
が
ほ
し
い
と
思
う
。
特
に
巷
十

九
は
、
巻
玉
と
同
じ
く
三
に
対
す
る
二
で
あ
る
。

N
景
正
の
豪
と
・
－
N
∽
功
の
表
の
相
聞
々
係
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば

元
暦
本
の
「
ス
ミ
ヨ
シ
」
の
例
が
、
－
N
岩
で
は
十
四
例
で
あ
る
が
こ
．
こ
で
は

十
六
例
と
埋
っ
て
い
る
。
こ
の
追
い
に
つ
い
て
は
説
明
が
ほ
し
い
と
思
う
パ

N
思
H
の
表
の
「
ワ
キ
コ
モ
」
は
「
ワ
キ
モ
コ
」
。
「
船
星
」
は
、
間
を
あ

を

け
る
。
「
船
」
と
「
星
」
の
恵
で
あ
ろ
う
（
巴
可
の
中
段
2
1
）
。
「
あ
を
や
ま
」

の
「
き
」
は
「
を
」
の
傍
目
で
は
な
か
ろ
う
か
（
山
い
い
の
1
3
）
）
「
山
佐
田
葛
」

の
「
回
」
は
不
評
。
「
蛮
」
で
は
な
か
ろ
う
か
（
∽
巴
の
1
7
）
。

い
巴
H
の
表
の
郡
甑
抄
の
本
文
の
現
に
か
か
げ
ら
れ
た
「
衣
乾
宥
」
は
「
こ

ろ
も
は
し
た
る
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

u
試
貢
の
表
の
〓
致
す
る
万
葉
古
り
本
」
は
「
一
致
し
な
い
…
…
」
で
は

な
か
ろ
う
か
。

「
災
朝
椚
埠
本
」
は
「
実
朝
椚
写
本
」
（
U
鰐
の
5
）
。
は
「
カ
サ
ハ
ヤ
ノ
」
の
膀
点
の

位
閏
が
不
分
明
（
崇
〓
の
7
）
。
「
わ
か
た
も
と
か
む
と
お
も
は
む
…
…
」
に
は
「
ま

か
む
」
と
「
ま
」
が
脱
字
で
は
な
か
ろ
う
か
（
u
謡
の
1
1
）
。
「
代
匠
記
初
稿
本
タ

モ
ヰ
ク
ル
ラ
シ
」
は
「
…
…
ク
モ
ヰ
ク
ル
ラ
シ
」
で
あ
る
（
合
可
の
9
）
。
傍

点
が
一
字
ず
つ
下
っ
て
い
る
（
巴
玩
の
3
）
。
「
と
も
か
く
の
」
は
「
と
も
か

く
こ
の
」
　
（
舎
∽
の
は
）
。
「
弧
訓
」
は
「
孤
訓
」
　
（
舎
可
の
1
0
）
。
「
織
黄
葉

余
」
は
「
…
…
へ
こ
　
（
舎
可
の
1
0
）
。

思
い
王
の
衰
1
と
烏
の
玉
の
表
Ⅲ
の
「
名
所
抄
と
の
共
通
高
菜
歌
」
の
書
式
が

逆
に
な
っ
て
い
る
。
－
巴
頁
の
表
の
下
段
の
「
は
と
ゝ
さ
す
」
は
「
は
と
ゝ
き

す
」
。
「
ざ
ぬ
ら
く
は
玉
の
を
は
り
；
㌣
：
」
は
「
玉
の
を
は
か
り
」
で
脱
字
が

あ
る
か
（
蚤
の
1
6
）
。
「
そ
の
か
ら
み
か
」
は
「
そ
の
か
ら
か
み
」
で
は
な

か
ろ
う
か
（
お
ー
の
5
）
。

念
の
頁
の
「
く
る
す
の
を
の
」
の
証
歌
と
し
て
の
万
葉
番
号
「
九
七
三
」
は

不
審
。
証
乳
に
は
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
誤
植
で
あ
ろ
う
か
。

（
昭
和
四
十
二
年
四
月
十
五
日
刊
　
A
5
判
　
九
七
〇
頁
　
七
五
、
〇
〇
円

風
間
班
毎
）

1
北
九
州
大
学
文
学
部
助
教
授
1

中
世
文
芸
鍔
揖
既
刊
霞
紹
介

中
本
　
環
編
「
醐
恩
庵
本
狂
雲
集
付
目
戒
集
」

木
霞
は
広
島
中
世
文
芸
研
究
会
発
行
「
中
世
文
芸
乾
窓
」
の
第
十
巻
で

あ
る
。一

休
宗
純
の
代
表
的
作
品
で
あ
る
「
狂
雲
集
」
諸
本
の
う
ち
、
最
も
古

形
を
示
す
と
言
わ
れ
る
（
編
者
の
研
究
成
果
に
よ
る
）
酬
恩
廃
本
を
写
真

柁
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
一
句
毎
責
珠
府
本
・
巡
左
文
庫
本
・
内

閣
文
川
本
・
斑
北
大
学
本
・
酬
恩
庵
別
本
で
比
鞍
対
校
さ
せ
、
諸
本
の
異

同
を
綿
密
に
あ
げ
て
い
る
。
巻
末
に
は
、
狂
雲
集
の
性
格
、
酬
恩
庵
本
の

仕
間
な
ど
に
つ
い
て
の
解
説
五
三
貢
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
昭
和
四
十
二
年
八
月
一
日
刊
　
B
6
判
　
二
一
六
百
　
非
売
品
）
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