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秋
戒
に
お
け
る
古
今
集
仮
名
序
の
引
用

l
i
B
円
ぬ
ば
玉
の
巻
」
か
ら
「
春
雨
物
語
」
「
海
賊
」
ま
で

秋
成
と
古
今
集

秋
成
は
若
い
こ
ろ
、
京
都
の
下
冷
泉
家
に
伝
統
的
な
歌
学
を
学
ん
だ

経
験
が
あ
る
(
吋
胆
大
小
心
録
』
)
。
そ
れ
は
「
古
今
和
歌
集
い
(
以
下
吉

今
集
と
略
記
)
を
基
軸
に
置
い
た
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
じ
っ

さ
い
秋
成
の
古
典
に
関
す
る
最
初
の
著
述
は
町
古
今
序
関
説
ど
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
秋
成
は
真
淵
の
吋
古
今
和
歌
集
打
聴
』
を
出
版
す
る
以

外
に
、
古
今
集
に
閲
す
る
著
述
は
ほ
と
ん
ど
還
し
て
い
な
い
も
の
の
、

古
今
集
仮
名
序
(
以
下
出
今
ぃ
仔
と
略
記
)
に
つ
い
て
の
議
論
は
繰
り
返

し
行
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
吋
春
雨
物
語
L

…
「
海
賊
」
に
お
い
て
、
あ
ら

わ
な
寓
意
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。
堂
土
歌
学
(
伝
統
歌
学
)
か
ら

同
学
へ
と
転
換
し
た
秋
成
は
、
堂
上
歌
学
、
か
最
大
の
聖
典
と
す
る
古
今

飯
倉
洋
一

集
と
そ
の
序
を
書
い
た
貫
之
へ
の
批
評
を
繰
り
返
し
行
っ
た
。
古
今
集

の
美
学
を
払
拭
し
乗
り
越
え
る
こ
と
が
、
秋
成
洗
の
和
歌
観
の
白
立
で

あ
っ
た
と
仮
定
し
た
時
、
秋
成
の
対
古
今
集
意
識
の
検
討
は
重
要
な
課

題
と
な
る
。

伊
勢
物
語
の
注
釈
書
で
あ
る
吋
よ
し
ゃ
あ
し
や
』
や
源
氏
物
語
論
が

主
題
の
寓
意
読
物
で
あ
る
吋
ぬ
ば
玉
の
巻
b

を
材
料
に
秋
成
の
物
語
論

が
繰
り
返
し
検
討
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
「
雨
月
物
語
』
を
は

じ
め
と
す
る
秋
成
作
品
に
お
け
る
移
し
い
典
拠
研
究
に
よ
っ
て
、
秋
成

と
吋
伊
勢
物
語
三
『
源
氏
物
語
b

の
関
わ
り
が
深
い
こ
と
は
常
識
に

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
古
今
集
と
の
関
わ
り
は
、
十
分
に
論
じ

ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

明
和
九
(
一
七
じ
二
)
年
に
秋
成
の
講
義
を
藤
打
魚
が
筆
記
し
た



が
成
り
、
寛
政
一
応
ご
と
八
九
)
年
、
真
制
仰
の

今
和
歌
集
打
聴
』
を
校
訂
出
版
し
、
文
化
五
(
一
八
O
八
)
年
、
『
春

雨
物
一
訪
』
「
海
賊
」
に
お
い
て
古
今
集
に
つ
い
て
の
議
論
を
描
い
た
こ

と
な
ど
が
そ
の
手
が
か
り
と
し
て
あ
り
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
関
心
を
持

ち
続
け
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
の
で
あ
る
。

筆
者
は
か
ね
て
よ
り
、
伊
勢
・
源
氏
・
自
今
集
は
秋
成
の
創
作
意
識

に
影
響
を
与
え
た
三
大
古
典
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
秋
成
は
、

伊
勢
に
「
寓
一
一
一
一
口
」
を
、
源
氏
に
「
め
め
し
さ
」
を
、
古
今
集
に
「
い
つ

は
り
」
を
学
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
。
っ
尚
一
一
昂
」
は
自
分
の
一
一
一
一
口
い
た
い

こ
と
を
ど
の
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ
化
し
、
あ
る
い
は
腿
化
し
て
物
語
化
す

る
か
と
い
う
方
法
の
問
題
で
あ
り
、
「
め
め
し
さ
」
は
人
の
心
の
奥
底

の
感
情
を
清
濁
を
間
わ
ず
汲
み
あ
げ
て
描
き
つ
く
す
か
と
い
う
表
現
の

開
題
で
あ
り
、
「
い
つ
は
り
」
は
表
現
の
た
め
に
心
の
ま
こ
と
を
裏

切
っ
て
い
い
の
か
と
い
う
倫
理
の
開
題
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
稿
で
は
、
伊
勢
・
源
氏
に
比
べ
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
の
少

な
い
秋
成
の
文
学
観
と
古
今
集
と
の
関
わ
り
を
、
と
く
に
古
今
序
の
引

用
の
検
討
を
通
し
て
考
え
る
こ
と
に
し
た
い
。

中
世
的
古
今
集
観
へ
の
疑
義
i
i
「
ぬ
ば
去
の
巻
い

秋
成
、
が
自
身
の
虚
構
作
品
に
古
今
序
を
引
用
し
た
の
は
円
ぬ
ば
玉
の

巻
』
が
最
初
で
あ
る
。
「
源
氏
物
部
自
在
二
四
回
書
写
し
た
と
伝
え
ら

れ
る
連
歌
師
宗
絡
が
、
夢
の
中
で
柿
本
人
麿
に
会
い
、
人
麿
の
源
氏
物

語
批
判
を
伺
い
て
、
書
写
行
為
を
止
め
る
と
い
う
内
容
の
物
語
で
あ
る

「
ぬ
ば
支
の
巻
」
は
、
安
永
八
三
七
七
九
)
年
に
成
立
し
た
(
た
だ
し

問
】
上
聞
秋
成
全
集
い
第
五
巻
の
日
野
龍
夫
解
題
に
よ
れ
ば
、
鍵
屋
文
節
所
蔵

の
秋
成
白
策
本
の
策
跡
は
立
政
中
ご
ろ
の
も
の
と
中
村
幸
彦
は
総
定
し
て
い

た
と
い
う
。
こ
こ
で
は
成
立
年
を
係
る
)
。
従
来
秋
成
の
物
語
論
と
し
て

扱
わ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
本
作
品
で
人
ぃ
陪
が
『
抑
制
氏
物
一
詰
』
を
批
判
的

に
論
じ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
後
半
に
和
歌
に
つ
い

て
の
宗
絡
・
人
倍
の
問
答
、
が
あ
る
こ
と
に
は
あ
ま
り
注
意
が
向
け
ら
れ

て
い
な
い
。
こ
の
和
歌
論
に
お
い
て
入
麿
は
古
今
序
を
引
用
し
て
い
る

の
で
あ
る
。

和
歌
に
つ
い
て
の
問
答
は
、
ま
ず
中
世
的
な
文
学
続
・
和
歌
観
を
代

表
す
る
登
場
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
宗
棒
、
か
「
や
ま
と
歌
こ

そ
、
や
ま
と
人
の
、
悶
が
ら
の
誼
き
心
も
て
打
出
る
も
の
な
れ
ば
、
是

に
ぞ
有
、
か
た
き
事
の
き
は
め
は
あ
る
よ
し
に
て
、
観
樹
ゴ
引
出
掛
州

し
、
自
に
み
え
ぬ
お
に
神
を
も
あ
は
れ
と
忠
は
す
る
と
か
。
こ
の
歌

や
、
ひ
と
の
国
の
を
し
へ
も
入
た
〉
ぬ
い
に
し
ヘ
に
、
神
も
君
も
よ
ま

創

出

功

せ
給
ふ
て
、
国
治
め
ま
す
る
い
さ
を
し
る
く
、
和
歌
の
大
神
と
中
も
お

は
し
ま
し
て
、
此
道
守
ら
せ
た
ま
ふ
也
。
さ
る
を
是
だ
に
教
へ
と
せ
ん
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事
、
猶
御
心
も
ゆ
か
ぬ
げ
に
聞
え
さ
せ
給
へ
る
。
こ
の
こ
と
わ
り
い

か
ぜ
こ
こ
ろ
侍
ら
ん
」
と
古
今
序
を
踏
ま
え
て
、
和
歌
の
道
が
政
教
と

人
倫
に
益
す
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
を
人
且
踏
に
問
う
。
古
学
的
和
歌

観
の
代
弁
者
と
し
て
の
人
麿
は
、
や
は
り
古
今
序
を
引
き
、
次
の
よ
う

に
比
悶
え
る
。

A
J

慌

時

文

既
に
貫
之
の
詞
に
、
「
い
に
し
へ
の
控
々
の
み
か
ど
、
春
の
花
の

あ
し
た
、
秋
の
月
の
夜
ご
と
に
、
さ
む
ら
ふ
人
々
を
め
し
て
、
事

に
つ
け
つ
¥
歌
を
奉
ら
し
め
た
ま
ふ
。
或
は
花
を
こ
ふ
と
て
、

た
よ
り
な
き
所
に
ま
ど
ひ
、
あ
る
は
月
を
思
ふ
と
て
、
し
る
べ
な

き
間
に
た
ど
れ
る
、
心
々
を
見
た
ま
ひ
、
さ
か
し
お
ろ
か
也
と
、

コ
レ
マ
デ
山

し
ろ
し
め
し
け
ん
」
と
い
へ
る
は
、
ま
た
く
入
試
み
さ
せ
給
ふ
に

て
、
是
ぞ
教
へ
の
ふ
み
に
あ
ら
ね
ば
、
後
の
世
の
歌
を
し
ふ
る
人

の
、
此
閣
の
道
々
し
き
は
是
の
み
ぞ
と
い
ふ
に
は
た
が
へ
る
な

h
リ。

人
麿
は
古
今
序
に
、
「
代
々
の
天
皇
、
か
、
近
臣
を
召
し
て
歌
を
捧
げ

さ
せ
、
彼
ら
の
心
を
御
覧
に
な
っ
て
賢
惑
を
判
断
さ
れ
る
い
と
い
う
の

は
天
皇
が
人
々
の
才
能
を
試
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
道
の
在
り
処
を

教
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
古
今
集
は
「
教
え
の
書
」
で
は

な
い
の
で
、
後
世
の
和
歌
師
匠
が
、
日
本
の
国
の
道
ら
し
い
道
は
和
歌

に
こ
そ
あ
る
、
と
い
う
の
と
は
違
っ
て
い
る
と
言
う
。

中
世
以
来
、
敷
島
の
道
と
し
て
の
和
歌
は
政
教
人
倫
に
益
す
る
も
の

と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
東
常
縁
か
ら
宗
紙
へ
の
古
今
集
講
釈
の
問
書
で

あ
る
コ
肉
度
問
書
』
(
室
町
後
期
)
に
は
、
人
倍
の
引
い
た
部
分
を

「
此
段
上
古
有
道
の
休
な
り
」
と
し
、
花
や
月
を
賞
す
る
の
に
横
道
に

入
る
者
を
「
道
の
心
に
か
な
は
」
ぬ
も
の
と
解
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

に
、
中
世
的
歌
学
観
に
お
い
て
は
、
吉
今
集
は
和
歌
の
道
、
ひ
い
て
は

政
教
人
倫
の
道
を
体
得
す
る
た
め
の
基
本
的
な
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
。

だ
が
秋
成
は
人
腐
を
し
て
、
そ
れ
に
疑
義
を
呈
せ
し
め
る
。
歌
の
神
で

あ
る
人
麿
、
か
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
物
語
の
中
で
は
そ
れ
は
重
い

発
言
と
な
る
。
ち
な
み
に
こ
れ
は
神
仏
に
託
し
て
自
説
を
述
べ
る
「
重

言
」
(
「
寓
一
言
」
の
一
つ
)
の
方
法
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
晩
年
の

『
春
雨
物
語
』
「
海
賊
」
に
克
ら
れ
る
よ
う
に
あ
か
ら
さ
ま
な
貫
之
批
判

は
ま
だ
見
え
な
い
。
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「
い
つ
は
り
」
の
発
見
i
l
門
吉
野
山
の
璽

次
に
『
吉
野
山
の
詞
』
と
い
う
文
章
を
挙
げ
る
。
秋
成
は
天
明
八

(
一
七
八
八
)
年
に
大
和
吉
野
の
旅
行
を
し
「
い
は
は
し
い
を
書
い
た

が
、
そ
の
際
に
も
の
し
た
句
文
が
「
吉
野
山
山
の
詞
」
で
あ
る
。
そ
の
日
悶

回
以
4

」
、

一
E
;

吉
野
山
の
桜
を
、
人
ま
ろ
の
日
に
雲
と
見
た
ま
ひ
し
と
は
、
吉
今



序
山
市
の
ま
ぎ
れ
事
に
、
博
識
の
翁
達
は
ゆ
さ
れ
た
り
。

は
友
則
の
虚
め
ぞ
始
な
る
。
ま
た
「
白
雲
と
の
み
」
も
、
山
能
り

の
法
師
、
か
偽
な
ら
ぬ
は
、
後
撰
集
に
裁
て
あ
ら
は
な
り
け
り
。

と
あ
る
0
3口
野
山
の
桜
を
、
人
ま
ろ
の
日
に
雲
と
見
た
ま
ひ
し
」
と

は
古
今
序
の
「
秋
の
夕
、
龍
田
河
に
流
る
る
紅
葉
を
ば
、
帝
の
御
目
に

は
、
錦
と
見
給
ひ
、
春
の
朝
、
出
矧
出
制
倒
凶
1
川
闘
訓
以
凶
凶
叶
剖
吋

州
出
州
制
創
出
錯
刻
州
制
J

の
傍
線
部
を
引
い
た
も
の
だ
が
、
秋
成

、
か
「
古
今
序
中
の
ま
ぎ
れ
事
に
:
い
と
い
う
の
は
、
龍
問
問
の
紅
葉
を

錦
と
見
立
て
た
溺
の
歌
は
古
今
集
に
あ
る
の
に
、
吉
野
の
桜
を
雲
に
た

と
え
た
人
麿
の
歌
は
な
く
、
な
ぜ
か
「
栴
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
ひ
ざ

か
た
の
天
語
る
雪
の
並
べ
て
侍
れ
れ
ば
」
の
歌
が
注
と
し
て
挙
げ
ら
れ

て
い
る
と
い
う
不
整
合
が
、
古
来
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
真
の
歌
を
秘

伝
と
す
る
よ
う
な
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
(
京
都
大
学
問

文
資
料
治
吉
『
古
今
切
紙
集
宮
内
庁
舎
陸
部
政
い
、
臨
問
書
凶
)
。

だ
が
注
目
す
べ
き
は
そ
の
次
の
「
「
雪
」
と
は
友
則
の
虚
め
ぞ
始
な

る
。
ま
た
「
出
雲
と
の
み
」
も
、
山
能
り
の
法
師
、
か
偽
な
ら
ぬ
は
」
の

部
分
で
あ
る
。
吉
野
の
桜
を
雪
と
見
た
紀
友
情F
の
歌
と
は
「
み
吉
野
の

山
辺
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る
(
手
口
今
和
歌

集
』
心
刊
行
上
六
O
)
で
あ
り
、
「
臼
笹
山
と
の
み
」
と
い
う
の
は
、
「
み
吉

野
の
吉
野
の
山
の
般
花
出
雲
と
の
み
見
え
ま
が
ひ
っ
つ
」
(
吋
後
撰
和
歌 と

集
b

中山賀ト

よ
み
人
し
ら
ず
)
で
あ
る
。
後
者
は
前
者
の
「
改

じ

変
か
い
(
新
日
本
古
典
文
学
大
系
『
後
段
和
歌
集
』
脚
注
)
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る

が
、
秋
成
は
、
友
則
の
歌
を
「
歳
」
と
い
い
、
後
撰
集
の
法
師
(
詞
書

よ
り
わ
か
る
)
の
歌
を
「
偽
り
な
ら
ぬ
」
と
い
う
正
反
対
の
認
識
を
し

て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
よ
う
。
し
か
し
、
ま
ず
、
桜
を
雪
や
雲
に
た

と
え
る
こ
と
を
真
偽
の
問
題
と
し
て
と
ら
え
る
捉
え
方
そ
の
も
の
を
問

題
に
し
た
い
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
古
今
序
の
先
の
引
舟
部
に
お
い
て
、
人
跨
が
吉
野
の

桜
を
雪
と
見
た
こ
と
が
、
人
謄
の
心
に
は
真
実
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ

と
も
人
麿
の
見
誤
り
を
装
っ
た
虚
偽
で
あ
っ
た
の
か
が
、
古
A
7序
注
釈

史
上
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

前
出
の
『
両
度
部
書
』
に
は
、

さ
て
、
文
武
天
皇
(
「
常
」
を
文
武
天
'
誌
と
解
し
て
い
る
)
人
丸
は

是
大
型
自
。
如
何
ぞ
紅
葉
を
さ
さ
へ
て
(
山
げ
て
)
錦
と
見
、
桜

を
を
し
て
(
無
理
に
)
雲
と
み
る
や
。
い
つ
は
れ
る
心
、
大
型
と

い
ふ
に
た
が
ふ
と
い
へ
る
難
あ
り
と
由
。
更
に
い
つ
は
る
心
に
は

侍
ら
ず
、
只
に
し
き
に
に
た
れ
ば
錦
と
見
、
雲
に
ま
が
へ
ば
雲
と

な
が
む
る
、
こ
れ
大
型
の
心
な
り
。
(
(
)
内
飯
倉
注
)

と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
室
町
後
期
、
一
一
一
条
問
実
枝
か
ら
細
川
蹴
斎
に
講

釈
さ
れ
た
古
今
集
問
書
の
『
伝
心
抄
』
(
断
斎
筆
)
、
『
十
日
今
序
問
書
』
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(
智
仁
親
王
筆
)
も
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

秋
成
の
脳
裏
に
は
お
そ
ら
く
そ
の
議
論
が
あ
っ
た
。
そ
の
議
論
の
枠

組
み
で
、
紀
友
則
の
、
桜
を
雪
に
見
ま
が
っ
た
と
い
う
歌
を
「
虚
の
は

じ
め
」
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
吉
野
の
桜
が
人
踏
の
自

に
雲
と
見
え
た
こ
と
は
い
虚
偽
約
修
静
で
は
な
く
事
実
だ
と
、
秋
成
、
か
前

出
の
古
注
釈
者
同
様
に
認
識
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
。
そ
し
て
「
ま
た
「
出
雲
と
の
み
」
も
、
山
揺
り
の
法
師
が
偽
な
ら

ぬ
は
、
後
撰
集
に
載
て
あ
ら
は
な
り
け
り
」
と
は
、
後
撰
集
所
哉
の
こ

の
歌
に
つ
い
て
も
、
人
腐
と
同
じ
く
真
実
を
述
べ
た
歌
だ
と
秋
成
は
解

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

秋
成
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
考
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
友
則
の
歌
に
は
、

「
寛
平
御
時
き
さ
い
の
宮
の
歌
合
の
う
た
い
と
い
う
詞
書
が
あ
る
。
つ

ま
り
、
題
詠
で
あ
り
、
友
則
が
実
際
に
吉
野
に
行
っ
て
詠
ん
だ
わ
け
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
秋
成
の
考
え
で
は
、
人
謄
は
帝
に
随

行
し
て
実
擦
に
吉
野
に
行
き
、
桜
を
雲
と
見
誤
っ
た
の
で
あ
り
、
後
撰

集
の
作
者
も
「
大
和
に
ま
か
り
で
、
程
ひ
さ
し
く
侍
て
の
ち
」
詠
ん
だ

と
認
書
に
あ
る
か
ら
、
実
景
を
見
て
「
白
雲
」
と
思
っ
た
の
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

実
景
を
読
む
か
、
題
詠
で
読
む
か
は
、
万
葉
調
と
古
今
調
と
の
相
違

の
問
題
に
発
展
す
る
わ
け
で
あ
り
、
秋
成
は
吉
今
集
の
撰
者
で
あ
る
友

則
の
歌
に
、
古
今
集
的
な
題
詠
歌
に
付
き
ま
と
う
「
い
つ
は
り
」
を
模

、
ぎ
取
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

秋
成
は
円
春
詞
梅
花
歌
文
巻
(
仮
題
)
』
(
文
化
五
年
)
に
、
春
雨
を

題
に
二
つ
の
連
作
を
も
の
し
た
あ
と
、
「
け
ふ
は
ふ
り
靖
た
れ
ば
、
歌

は
い
つ
は
り
一
一
一
一
口
な
り
け
る
」
と
い
う
。
「
春
雨
こ
か
ら
ね
ど
、
け
ふ
も

ふ
る
。
物
い
ひ
残
し
た
る
こ
〉
ち
す
れ
ば
、
又
よ
み
け
る
」
と
述
べ
る

以
上
、
そ
れ
は
実
景
を
前
に
し
た
歌
だ
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、
降
り
や

ん
で
青
空
が
広
が
っ
た
あ
と
も
詠
み
続
け
て
い
れ
ば
題
詠
に
近
い
。
友

則
の
歌
を
「
鹿
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
認
識
と
通
じ
る
も
の
が
あ
ろ

予つ。
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秋
成
の
「
い
つ
は
り
」
の
発
見
は
、
仮
名
序
の
作
者
貫
之
そ
の
人
の

文
学
腕
・
一
一
一
一
口
語
思
想
批
判
に
連
な
る
こ
と
に
な
る
。

紀
氏
の
口
才
i
i
蚕
竺

秋
成
が
貫
之
に
対
す
る
批
判
を
明
確
に
打
ち
出
す
の
は
、
十
字
和
問

(
一
八
O
凶
)
年
成
立
足
泳
砂
』
五
で
あ
る
。
『
金
砂
』
は
万
葉
集
評
釈

書
で
あ
る
が
、
そ
の
序
に
当
た
る
部
分
に
吉
今
序
を
引
用
す
る
。

:
出
今
集
の
序
詞
に
、
「
人
の
心
を
穂
と
し
て
、
万
の
こ
と
の
葉

と
な
れ
り
」
と
書
し
は
、
万
葉
集
に
次
で
え
ら
び
し
と
一
石
訟
を
、

心
に
お
き
て
書
た
る
。
そ
の
原
は
、
万
葉
の
題
名
を
え
ら
び
し



は
、
菜
の
字
、
後
撲
の
例
制
照
の
釈
名
と
一
五
書
に
、
川
河
の
字
の
釈

に
、
「
寄
は
軒
也
」
と
一
五
。
心
は
人
の
一
一
一
一
口
話
は
、
草
木
の
栴
葉
あ

る
に
ひ
と
し
と
云
に
よ
れ
る
也
。
こ
の
釈
お
の
が
私
に
す
ぎ
た

。
ハノ

こ
の
吋
釈
名
』
批
判
の
の
ち
、
沼
山
内
典
い
の
「
歌
者
永
一
一
一
一
口
也
」
、
「
説

文
b

の
「
歌
者
詠
出
」
を
よ
し
と
し
、
吋
釈
名
b

に
基
づ
い
た
『
万
葉

集
』
の
命
名
そ
批
判
、
そ
れ
を
受
け
継
い
で
「
万
の
こ
と
の
葉
」
と
い

う
請
を
担
造
し
た
貫
之
の
さ
か
し
ら
で
、
以
後
「
一
一
呂
語
詞
静
」
を
「
皆

こ
と
ば
と
A

訓
釈
す
る
」
よ
う
に
な
っ
た
と
し
、
「
(
中
略
)
際
、
紀
氏
の

口
才
を
も
て
、
後
を
ま
ど
は
す
事
の
悲
し
さ
よ
。
文
字
は
道
を
乗
す
る

輿
馬
と
い
へ
ど
も
、
虚
偽
も
亦
是
に
つ
き
て
走
る
」
と
断
罪
す
る
の
で

あ
る
。秋

成
は
、
文
字
が
道
を
載
せ
る
器
で
あ
る
と
と
も
に
、
虚
偽
を
流
通

さ
せ
る
と
い
う
危
険
を
伴
う
諸
刃
の
剣
で
あ
る
こ
と
に
強
い
懸
念
を
示

し
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
の
断
罪
が
秋
成
自
身
に
後
年
返
っ
て
く
る
こ

と
に
彼
は
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
。

箆
之
の
虚
偽
に
つ
い
て
、
同
じ
く
吋
金
砂
』
一
で
は
、

延
喜
の
比
と
な
り
ん
て
は
、
土
佐
守
な
る
人
の
、
悶
に
で
か
な
し

子
そ
失
ひ
、
帰
る
船
路
、
家
に
来
て
も
、
た
ゾ
其
面
影
在
、
忘

る
〉
ひ
ま
な
く
お
ぼ
し
乱
る
〉
に
も
、
世
の
人
め
〉
し
と
や
間

覧
、
み
ら
む
と
、
女
ふ
み
の
さ
ま
に
書
ゃ
っ
せ
し
は
、
御
代
は
み

さ
か
り
に
、
人
の
心
花
に
の
み
う
つ
り
で
は
、
ま
こ
と
の
歎
き
を

さ
へ
、
い
つ
は
り
一
一
一
目
す
る
よ
と
、
お
ぼ
ざ
る
〉
な
り
き
。

と
『
土
佐
自
記
』
の
書
き
ざ
ま
を
槍
玉
に
挙
げ
て
批
判
し
て
い
る
。
良

之
が
任
地
土
佐
で
亡
く
し
た
愛
娘
の
面
影
を
忘
れ
る
蝦
な
く
思
い
乱
れ

て
い
る
の
を
、
世
間
の
人
が
「
め
め
し
」
と
思
う
の
で
は
な
い
か
と
恐

れ
て
、
女
の
文
体
で
あ
る
仮
名
文
で
日
記
を
書
い
た
と
秋
成
は
解
釈
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
私
鵠
や
心
の
隅
々
を
表
現
す
る
た
め
の
「
め
め

し
」
き
文
体
が
『
土
佐
日
記
』
や
『
源
氏
物
一
球
目
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

た
と
秋
成
が
と
ら
え
、
そ
れ
に
ア
ン
ピ
パ
レ
ン
ツ
な
思
い
を
い
だ
き
な

が
ら
も
、
「
秋
山
記
」
な
ど
で
そ
の
「
め
め
し
」
き
文
体
を
実
践
し
て

い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
指
捕
し
た
こ
と
が
あ
る
(
「
め
め
し
さ
」
の

意
味
す
る
も
の
「
秋
山
記
」
試
論
」
「
秋
成
考
』
所
収
)
。
し
か
し
、

こ
こ
で
は
「
人
の
心
花
に
の
み
う
つ
り
で
は
」
以
下
に
注
目
し
た
い
。

直
接
の
引
用
で
は
な
い
が
、
こ
の
部
分
は
、
古
今
序
に
お
け
る
、
「
今

の
世
の
中
、
色
に
つ
き
、
人
の
心
、
花
に
な
り
に
け
る
よ
り
、
あ
だ
な

る
歌
は
か
な
き
一
一
一
日
の
み
い
で
く
れ
ば
」
を
承
け
て
い
る
に
相
違
な
い
。

去
一
品
砂
』
に
お
い
て
、
員
之
の
「
い
つ
は
り
ニ
一
一
日
は
、
赴
任
地
で
妻
を

亡
く
し
た
大
伴
旅
人
が
筑
紫
か
ら
の
帰
途
そ
の
働
突
を
率
直
に
歌
っ
た

こ
と
と
比
べ
ら
れ
て
い
る
。
秋
成
の
中
で
、
万
葉
H
ま
こ
と
、
古
今
引
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い
つ
わ
り
と
い
う
図
式
が
、
旅
人
・
貫
之
の
ヰ
岐
に
よ
っ
て
明
確
化
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
古
今
H

い
つ
わ
り
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
古
今
序
に
い

う
、
僧
正
遍
昭
の
「
誠
す
く
な
し
」
に
象
徴
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
秋

成
に
は
見
え
て
い
た
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
吋
春
雨
物
語
』
「
天
津
処
女
」

の
主
題
に
繋
が
る
。

首
今
序
と
罪
i
i
「海賊」

秋
成
は
部
字
万
伎
追
善
の
た
め
に
「
土
佐
日
記
解
』
を
何
度
も
書
写

し
た
(
一
戸
渉
「
秋
成
の
校
訂
」
吋
秋
成
文
学
の
生
成
い
二

O
O八
所
収
、

向
「
秋
成
と
吋
土
佐
日
記
い

i

「
海
賊
」
論
の
た
め
に
」
『
関
一
訪
問
と
閥
文

学
』
二
O
O九
年
一
一
一
月
号
に
詳
し
い
)
。
『
春
雨
物
語
』
の
中
で
最
も
情

意
が
露
わ
な
一
一
縮
で
、
登
場
人
物
の
口
を
倍
り
て
披
摩
さ
れ
る
秋
成
の

自
説
、
か
大
き
な
部
分
を
占
め
る
「
海
賊
」
は
、
秋
成
の
『
土
佐
日
記
』

へ
の
持
続
的
な
関
心
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
え
る
。
同
時
に
『
土
佐
日

記
』
で
女
を
装
う
と
い
う
偽
り
を
な
し
た
貫
之
と
い
う
存
在
へ
の
関
心

も
深
め
ら
れ
た
に
違
い
な
い
。
「
い
つ
は
り
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
彩

ら
れ
て
い
る
古
今
集
と
『
土
佐
日
記
b

の
生
み
の
親
と
し
て
:
・
。
「
土

佐
日
記
』
的
世
界
の
中
で
古
今
集
を
論
じ
る
と
い
う
「
海
賊
」
の
問
答

空
間
は
こ
う
し
て
必
然
的
に
生
ま
れ
、
そ
の
テ
ー
マ
は
偽
り
の
指
弾
に

な
る
の
で
あ
っ
た
。

吋
土
佐
自
記
』
で
姿
も
な
い
の
に
怖
れ
ら
れ
て
た
海
賊
を
出
現
さ

せ
、
紀
畏
之
を
批
判
さ
せ
る
と
い
う
趣
向
の
「
海
賊
」
で
、
吉
今
序

は
、
当
然
そ
れ
と
明
示
さ
れ
つ
つ
引
用
さ
れ
て
い
る
。

ぬ
し
が
序
に
、
「
や
ま
と
う
た
は
ひ
と
つ
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ

づ
の
言
の
葉
と
な
れ
る
」
と
一
五
し
は
、
文
め
き
た
れ
ど
、
明
か
に

誤
り
つ
。
言
語
調
辞
は
、
こ
と
メ
¥
こ
と
〉
よ
む
よ
り
地
な
し
。

一
一
一
一
口
の
は
、
こ
と
ば
と
も
い
ひ
し
例
な
し
。
釈
名
に
よ
り
て
、
題
の

こ
〉
ろ
を
助
く
る
と
も
、
古
一
一
一
一
口
に
た
が
ふ
罪
、
間
関
ぶ
り
の
歌
に
も

文
に
も
克
ゆ
る
す
ま
じ
き
を
、
大
臣
参
議
の
人
々
、
己
が
任
に
あ

づ
か
ら
ね
ば
、
よ
そ
め
っ
か
ひ
て
有
し
な
る
べ
し
。

判
金
砂
』
に
お
け
る
批
判
と
同
内
容
だ
が
、
「
古
一
一
一
一
口
に
た
が
ふ
罪
」

と
い
う
一
一
一
一
量
刑
が
出
て
き
て
、
そ
の
指
弾
は
攻
撃
的
で
か
つ
倫
理
的
な
色

彩
を
帯
び
る
。

さ
ら
に
海
賊
は
続
け
て
「
歌
に
六
義
あ
り
と
一
五
ふ
は
、
唐
土
に
で
も

偽
妄
の
説
ぞ
」
と
い
う
。
「
歌
に
六
義
あ
り
い
と
は
官
今
序
の
「
そ
も

ノ
¥
歌
の
さ
ま
む
つ
な
り
」
を
承
け
て
い
る
が
、
「
偽
妄
」
と
い
う
一
言

い
方
も
ま
た
論
理
的
で
あ
る
。

秋
成
は
、
そ
の
著
述
人
生
に
お
い
て
、
い
つ
わ
り
を
書
く
こ
と
が
罪

で
あ
る
と
い
う
認
識
と
自
覚
を
持
ち
つ
づ
け
て
い
た
。
『
雨
月
物
語
b

の
序
に
既
に
そ
の
意
識
は
あ
ら
わ
れ
、
あ
る
時
は
地
者
へ
の
批
判
と
し
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て
、
あ
る
時
は
自
責
の
念
と
し
て
そ
れ
は
表
明
さ
れ
た
。
そ
の
罪
意
識

を
整
理
し
よ
う
と
し
た
の
が
、
文
化
問
(
一
八
O
七
)
年
秋
、
死
の
二

年
前
の
草
稿
投
棄
一
件
で
あ
る
。

秋
成
は
そ
れ
ま
で
に
書
き
た
め
て
い
た
草
稿
八
十
余
部
在
「
無
益
の

草
紙
世
に
の
こ
さ
じ
と
、
な
に
や
か
や
と
り
あ
つ
め
て
」
(
『
文
反
古
』

所
収
森
川
竹
窓
宛
消
息
)
井
戸
に
投
じ
た
。
そ
の
あ
と
ふ
っ
き
れ
た
よ

う
に
、
文
章
を
量
産
す
る
が
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
長
島
弘
明
に
、

著
書
廃
棄
以
前
の
著
述
は
、
そ
れ
が
た
と
え
文
学
的
な
作
品
で
あ
っ
て

も
、
史
書
の
表
側
を
な
ぞ
り
な
が
ら
、
そ
の
空
白
部
に
秋
成
の
歌
論
・

史
論
を
書
き
こ
む
と
い
う
方
法
、
か
守
ら
れ
て
い
る
が
、
吋
春
雨
物
語
b

を
含
む
、
著
書
廃
棄
以
後
の
著
作
に
は
、
白
在
な
い
印
刷
構
が
雨
明
り
入
れ
ら

れ
て
い
る
と
い
う
説
が
あ
る
(
「
秋
成
の
著
書
成
棄
」
立
ふ
さ
二

O
O七

年
五
・
六
月
号
)
。

卓
論
と
い
う
べ
き
だ
が
、
秋
成
は
そ
の
罪
意
識
を
完
全
に
処
理
で
き

な
か
っ
た
、
そ
の
た
め
に
、
「
春
雨
物
一
詰
』
の
序
お
よ
び
「
海
賊
ワ

「
二
世
の
縁
」
・
「
奨
暗
」
な
ど
に
、
著
書
廃
棄
を
し
て
も
整
理
し
き
れ

な
い
意
識
が
反
映
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
私
は
解
し
て
い
る
。
登
場
人

物
の
海
賊
の
畏
之
批
判
は
結
局
秋
成
自
身
に
帰
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

「
海
賊
」
「
一
一
世
の
縁
」
に
つ
い
て
は
拙
著
吋
秋
成
考
b

を
参
照
さ
れ
た

く
、
「
林
火
噌
」
に
つ
い
て
は
「
秋
成
に
お
け
る
「
い
つ
は
り
」
の
問

題
1

吋
春
雨
物
一
池
町
を
中
心
に
」
(
「
日
本
研
究
」
第
十
一
一
一
号
、
高
麗
大
学

日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
、
一
一
O
一
O
年
ニ
月
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

秋
成
に
と
っ
て
古
今
集
と
は
、
「
い
つ
は
り
」
を
肯
定
し
て
構
築
さ

れ
た
美
の
世
界
で
あ
っ
た
。
「
い
つ
は
り
」
の
妙
を
知
っ
た
た
め
に
こ

れ
を
完
全
に
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
秋
成
は
、
そ
の
美
の
世

界
の
構
築
者
で
あ
る
貫
之
の
書
い
た
仮
名
序
を
鏡
と
し
て
、
何
度
も
自

ら
の
倫
理
意
識
を
照
ら
し
た
の
で
あ
る
。い

い
く
ら
・
ょ
う
い
ち
人
阪
大
学
数
授
〕

秋成における古今集仮名Jj-;の引J1J45 




