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百

人

一
首

改

観
抄

に

つ

い
て

¨

本
居
宣
長
は
京
都
遊
学
中
に
ヽ
「
百
人

一
首
改
観
抄
」
を
借
覧
し
て
初
め
て
契

沖
の
業
績
に
接
し
、
そ
の
卓
抜
な
学
説
に
心
を
惹
か
れ
、
「餘
材
抄
」
や

「勢
語

臆
断
」
を
始
め
契
沖
の
著
書
を
相
つ
い
で
読
み
、
次
第
に
歌
学
を
体
得
す
る
に

至
つ
た
旨
を
、
後
年
自
ら

「
玉
勝
間
」
巷
二
の

「
お
の
が
物
ま
な
び
の
有
し
や

う
」
の
中
で
述
べ
て
ゐ
る
。
ま
た
同
じ
く

「
玉
勝
間
」
巷
二
の

「
ふ
み
ど
も
今

は
え
や
す
く
な
れ
る
事
」
の
中
に
お
い
て
は
、
契
沖
の

「代
匠
記
」
が
稀
胡
の

書
で
あ
つ
た
こ
と
を
追
懐
し
て
、
更
に

「
か
の
人
の
書
は
百
人

一
首
の
改
観
抄

だ
に
え
が
た
か
り
し
を
、
そ
の
か
み
お
の
れ
京
に
て
始
め
て
人
に
か
り
て
見
て

か
は
ば
や
と
思
ひ
て
、
本
屋
を
た
づ
ね
た
り
し
に
な
か
り
き
。
板
本
な
る
に
い

か
な
れ
ば
な
き
ぞ
と
ヽ
ひ
し
か
ば
、
え
う
ず
る
人
な
ぎ
故
に
す
り
出
さ
ず
と
ぞ

い
へ
り
け
る
。
さ
て
と
か
く
し
て
、
か
ら
く
し
て
ぞ
え
た
り
け
る
」
と
述
べ
て

ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
と
も
に
周
ね
く
知
ら
れ
た
記
事
で
あ
る
。

宣
長
に

「
改
観
抄
」
を
貸
し
た
の
は
、
彼
の
漢
学
の
師
、
堀
景
山
で
あ
つ
た

に
違
ひ
な
い
。
景
山
は
和
学
和
歌
に
も
造
詣
が
あ
つ
て
、
そ
の
方
面
に
お
い
て

も
宣
長
に
少
か
ら
ぬ
感
化
を
与
へ
た
こ
と
は
、
す
で
に
或
る
程
度
ま
で
注
意
せ

ら
れ
て
ゐ
る
所
で
あ
る
。
宣
長
は
宝
暦
七
年
丁
丑
五
月
九
日
、
景
山
本
万
葉
集

宇

佐

圭
大

童
ロ

の
書
入
を
写
し
た
奥
書
の
中
に
、
景
山
が
今
井
似
閑
の
門
入
樋
口
宗
武
と
親
交

の
あ
る
こ
と
を
記
し
て
ゐ
る
が
（護

一
）、
景
山
は
契
沖
の
説
を
尊
信
し
、
宗
武

を
援
け
て
「改
観
抄
」
の
刊
行
に
も
関
係
し
た
の
で
あ
つ
た
。
「近
世
崎
人
伝
」

雀
三
の
契
沖
の
条
の
附
載
に
は
、

「京
師
に
樋
綱
主
水
と
い
へ
る
は
、
似
閑
門

入
な
る
よ
し
。

（中
略
）
印
行
の
改
観
抄
は
此
樋
口
氏
、
屈
景
山
子
に
は
か
り

て
校
合
せ
る
所
な
り
。
写
本
に
合
せ
て
は
英
功
見
ゆ
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
刊

本
の

「
改
観
抄
」
五
巻
六
勝
は
、
延
享
五
戊
辰
正
月
吉
日
彫
刻
、
京
寺
町
松
原

■
ル
町
の
梅
村
三
郎
兵
衛
に
よ
つ
て
板
行
せ
ら
れ
た
。
宣
長
は
そ
の
四
年
後
の

宝
暦
二
年
三
月
七
日
に
上
京
し
て
、
同
月
十
六
日
景
山
に
謁
し
、
同
十
九
日
か

ら
景
山
の
許
に
寄
宿
を
し
て
教
を
受
け
た
の
で
あ
る
（護
ニ
マ

時
に
宣
長
は
数

へ
年
二
十
三
才
、
■
改
観
抄
」
を
借
り
て
契
沖
を
知
つ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
間

も
な
い
頃
で
あ
つ
た
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
宣
長
は
景
山
の
書
人
を
し
た

「勢
語

臆
断
」
を
借
り
て
書
写
し
て
ゐ
る
が
、
そ
の
奥
書
に
は

「
壬
申

（宝
暦
三
年
）

五
月
十
二
欧
、
本
居
栄
貞
写
」
と
見
え
て
ゐ
る
（
誌
三
）。
前
述
の

「
玉
勝
間
」

の
記
事
に
よ
れ
ば
、

「勢
語
臆
断
」
は

一，改
観
抄
」
を
借
覧
し
て
感
銘
を
う
け

た
後
に
見
た
や
う
に
言
つ
て
ゐ
る
か
ら
、

「
改
観
抄
」
に
始
め
て
接
し
た
の
は

、
宝
暦
二
年
五
月
十
二
日
よ
り
も
前
、
屈
門
に
入
つ
て
二
箇
月
を
経
な
い
間
の

こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、

「
か
は
ば
や
と
思
ひ
て
、
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本
屋
を
た
づ
ね
た
り
し
に
」
と
い
ふ
の
も
そ
の
頃
で
あ
つ
た
と
思
は
れ
、
刊
行

後
四
年
を
へ
て
、
す
で
に

「
改
観
抄
」
は
人
手
し
難
く
な
つ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら

う
。
「
と
か
く
し
て
、
か
ら
く
し
て
ぞ
え
た
り
け
る
」
と
い
ふ
の
は
、
宝
暦
六
年

十
二
月
に
な
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
の
時
宣
長
の
購
求
し
た
「
改
観
抄
」
は
、

五
雀
六
肝
が
二
冊
に
合
本
し
て
あ
つ
て
、
価
は
九
匁
七
分
で
あ
つ
た
（
議
四
）。

宣
長
に
と
つ
て

「
改
観
抄
」
は
、
そ

，のや
う
に
青
春
時
代
の
記
念
の
書
と
な

つ
て
ゐ
る
。
「
玉
勝
間
」
に
見
え
る

「
改
観
抄
」
の
思
ひ
出
は
、
わ
れ
ら
の
心
に

も
ま
た
深
い
感
慨
を
抱
か
せ
る
。
契
沖
寂
し
て
満
二
百
五
十
年
、
宣
長
歿
し
て

満
百
五
十
年
の
今
日
、
そ
の

「
改
観
抄
」
に
関
し
て
、
こ
こ
に
私
は
禿
筆
を
呵

し
て
、
契
沖
も
宣
長
も
恐
ら
く
予
期
し
な
か
つ
た
と
思
は
れ
る
問
題
を
、
文
献

的
な
事
実
に
よ
つ
て
考
へ
て
み
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

護

一
、

「
本
居
宣
長
稿
本
全
集
」
第

一
韓
、
五
六
頁
参
照
。

証
一一、
同
書
、
五
二
―
五
三
頁
参
照
。

誰
三
、
同
書
、
五
六
頁
参
照
。

註
四
、
同
書
、
七

一
頁
参
照
。

〓

「改
観
抄
」
に
は
円
珠
庵
に
伝
は
つ
て
ゐ
る
契
沖
の
自
筆
本
が
あ
つ
て
、
現

在
は
大
阪
府
立
図
書
館
が
委
託
を
受
け
て
保
管
に
当
つ
て
ゐ
る
。
契
沖
全
集
所

収
の

「改
観
砂
」
は
、
こ
の
自
筆
本
を
底
本
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
木
に

関
し
て
は
稿
を
改
め
て
別
に
考
へ
た
い
所
が
あ
る
が
、
今
は
そ
の
詳
細
に
つ
い

て
は
す
べ
て
全
集
第
六
雀
凡
例
の
解
説
に
譲

ヽ
る
こ
と
に
す
る
。
今
日
写
本
で
伝

は
つ
て
ゐ
る
「改
観
抄
」
は
、
大
体
こ
の
自
奎
本
系
統
の
も
の
の
や
う．で
、
筆

者
も
ま
た
自
筆
本
と
同
一
本
文
の
写
本
を
蔵
し
て
ゐ
る
。
自
筆
本
及
び
そ
の
系

続
の
写
本
は
三
総
ょ
り
成
っ
で
ゐ
て
、
８
初
は
「百
人
一首
改
観
砂
上
」
と
い

ふ
内
題
の
次
に
、

「
定
家
卿
老
後
に
小
倉
山
荘
に
は
居
し
て
」
云
々
の
文
が
あ

り
、
巷
尾
に
漢
文
の
賊
を
附
し
て
、

「元
蕨
五
年
季
夏
、
契
沖
践
」
の
年
記
と

署
名
と
が
あ
る
。
ま
た
本
文
の
百
首
の
各
歌
の
作
者
名
の
下
に
は
、
そ
の
系
譜

や
略
伝
な
ど
が
細
字
を
も
つ
て
漢
文
で
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
は
自
筆
本
及

び
そ
の
系
統
の
写
本
に
見
ら
れ
る
、
外
面
的
な
体
裁
の
著
し
い
特
徴
で
あ
る
。

次
に
刊
本
は
、
上
記
の
如
く
樋
口
宗
武
が
堀
景
山
と
謀
つ
て
校
訂
を
加
へ
、

延
享
五
年
に
開
板
さ
れ
た
も
の
で
、
自
筆
本
の
上
径
を
第

一
毬
と
第
二
毬
に
、

中
盤
を
第
二
雀
と
第
四
台
に
、
下
雀
を
第
五
巻
の
上
と
下
と
に
分
け
て
、
五
巷

六
冊
の
書
と
な
つ
て
ゐ
る
。
こ
の
刊
木
の
総
頭
に
は
漢
文
の
序
が
あ
つ
て
、
そ

の
末
に

「元
藤
五
年
壬
申
季
夏
摂
江
高
津
沙
門
契
沖
撰
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が

果
し
て
契
沖
の
書
い
た
序
文
で
あ
る
か
否
か
に
は
な
ほ
疑
間
が
存
す
る
。
自
筆

本
の
建
尾
に
あ
る
漢
文
の
跛
は
刊
本
に
は
な
く
、
刊
本
の
序
文
は
自
筆
本
の
賊

文
に
よ
つ
て
後
人
が
作
製
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
ふ
推
測
も
成
立
つ
。
そ
の

漢
文
の
序
に
つ
い
で
、
「
延
享
四
の
と
し
丁
卯
の
菊
月
、
花
月
堂
主
人
樋
口
宗

武
識
之
」
と
あ
る
和
文
の
序
が
あ
り
、
次
に
校
訂
の
凡
例
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。

本
文
に
お
い
て
は
、
自
筆
本
の
各
作
者
名
の
下
に
附
け
ら
れ
て
ゐ
る
漢
文
の
略

伝
は

一
切
省
略
さ
れ
、
ま
た
所
々
に
校
訂
者
の
追
考
が
加
へ
て
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
自
筆
本
の
文
を
省
略
し
た
り
改
窟
し
た
り
し
た
箇
所
が
極
め
て
多
い
。
省

略
を
施
し
た
箇
所
に
つ
い
て
は
、
几
例
の
中
に

「此
書
草
稿
の
と
き
、
沖
師
の

注
記
の
手
よ
り
も
れ
て
、世
に
伝
ふ
る
書
写
の
本
あ
り
。
乖
謬
す
く
な
か
ら
ず
、

一‐二
を
い
は
ゞ
、
百
人

一
首

一
人
ノ
ヽ
の
歌
に
列
立
を
い
ひ
、
能
因
法
師
の
歌

に
三
室
山
の
地
理
を
こ
と
わ
り
、
三
条
院
御
製
秋
の
月
の
再
と
す
る
等
の
説
、

今
こ
と
ノ
ヽ
く
削
た
り
」
と
見
え
る
。
即
ち
刊
本
で
は
、
自
筆
本
の
各
歌
の
注

釈
の
末
尾
に
あ
る
、
百
人

一
首
に
お
け
る
そ
れ
ぞ
れ
の
作
者
並
び
に
歌
の
序
列

の
根
拠
に
関
す
る
考
察
は
、　
す
べ
て
こ
れ
を
省
い
て
ゐ
る
。
ま
た
能
因
の
歌



〈
嵐
ふ
く
み
な
ろ
の
山
ａ
〉
の
注
釈
は
、
自
筆
本
に
ぁ
る
ョ
室
山
の
な
理
に
つ

い
て
の
説
を
削
除
し
て
短
い
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
が
、
自
筆
本
に
は
記
さ
れ
て

ゐ
な
い
拾
遺
集
の
物
名
歌
を
例
に
引
き
、

「今
の
再
は
此
再
の
悌
な
り
」
と
述

べ
た
所
が
あ
り
、
三
条
院
の
御
製
（心
に

‐も
あ
ら
で
う
き
世
に
）の
注
釈
で
は
、

自
筆
本
の

「此
御
製
詞
書
に
も
秋
と
い
は
ね
ど
、
秋
と
聞
ゆ
れ
ば
」
云
々
を
中

心
と
す
る
説
明
を
削
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
改
窟
を
加
へ
た
点
に
つ
い
て
は
、

や
は
り
凡
例
の
中
で
、
「書
写
流
布
の
本
に
、
一一条
院
讃
肢
再
沖
石
を
沃
慕
石
の

事
と
注
し
、
大
僧
正
慈
円
天
台
座
主
に
な
り
て
と
書
る
説
、
こ
れ
ら
み
な
先
師

朱
墨
別
異
を
な
し
給
ふ
を
、
混
漫
し
て
書
写
せ
る
は
、
今
こ
と
ノ
ヽ
く
削
之
」

と
い
ひ
、
ま
た

「万
葉
集
以
下
の
引
再
ど
も
、
先
師
五
字
七
字
に
て
略
し
給
ふ

も
あ
れ
ど
、
今
本
書
を
考
て
悉
之
」
と
も
い
つ
て
ゐ
る
。
右
の
二
箇
所
に
見
え

る
先
師
と
い
ふ
の
は
、
後
の
文
か
ら
考
へ
る
と
、
似
閑
の
こ
と
で
は
な
く
、
契

沖
を
指
し
た
も
の
と
オ
ベ
き
で
ぁ
ら
う
。
二
条
院
讃
岐
の
歌

（わ
が
袖
は
じ
ほ

ひ
に
見
え
ぬ
）
の
注
釈
で
は
、
自
筆
本
に
あ
る
沃
焦
石
と
古
抄
の
一
説
と
に
関

す
る
長
い
考
察
を
除
き
去
り
、
追
考
を
附
し
て
沃
焦
石
の
問
題
に
ふ
れ
、
前
大

僧
正
慈
円
の
歌
（お
薇
け
な
く
う
き
世
の
民
に
）
の
注
釈
で
は
、自
肇
本
に
「
み
づ

か
ら
智
も
な
く
徳
も
い
た
ら
ず
し
て
、
天
台
の
貫
首
に
あ
げ
ら
れ
て
」
と
あ
る

所
を
、
「
み
づ
か
ら
智
も
な
し
徳
も
い
た
ら
ず
し
て
、
護
持
に
ま
い
り
て
」
と
改

め
、
こ
れ
ら
は
先
師
が
朱
墨
で
別
異
を
施
し
た
所
で
あ
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

ま
た
自
筆
本
で
一
二
句
し
か
挙
げ
ら
れ
て
ゐ
な
い
引
歌
は
、
す
べ
て
完
全
な
形

に
し
て
示
し
、
特
に
万
葉
集
の
歌
は
原
文
に
改
め
て
掲
げ
、
片
仮
名
で
訓
読
を

つ
け
て
ゐ
る
。
こ
れ
ら
刊
本
に
お
け
る
省
略
や
改
気
は
、
公
刊
に
際
し
て
自
筆

本
の
内
容
を
よ
り
啓
蒙
的
な
も
の
に
整
備
し
よ
う
と
す
る
意
図
か
ら
な
さ
れ
た

も
の
と
思
は
れ
る
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
、
恣
意
を
も
つ
て
契
沖
の
文
を
改
め

た
と
い
ふ
談
り
は
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
右
の
や
う
に
刊
本
の
凡
例

の
言
葉
か
ら
自
筆
本
の
内
容
を
吟
味
す
る
と
、
現
在
円
珠
庵
に
伝
‘
る
自
筆
本

の

「
改
観
抄
」
は
契
沖
の
草
稿
本
で
あ
つ
て
、
少
か
ら
ぬ
誤
診
が
あ
り
、
別
に

契
沖
が
朱
を
加
へ
て
訂
正
し
た
定
稿
本
が
あ
つ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
凡
例

に
「世
に
伝
ふ
る
書
写
の
本
」
と
い
ふ
の
は
、
自
筆
本
と
同
内
容
の
写
本
を
指

し
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
、
校
訂
者
の
「先
師
朱
墨
別
異
を
な
し
給
ふ
」
と
い
つ

て
ゐ
る
や
う
な
伝
本
が
、
今
日
は
だ
し
て
伝
つ
て
ゐ
る
か
否
か
は
、
な
ほ
今
後

の
調
査
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
円
珠
庵
の
自
筆
本
に
は
、
契
沖
が
朱
で
文

を
書
き
加
へ
た
箇
所
が
所
々
に
あ
つ
て
′
そ
れ
ら
の
箇
所
は
全
集
を
見
た
だ
け

で
は
わ
か
ら
な
い
。
全
集
の
「改
観
抄
」
の
本
文
は
、
契
沖
が
朱
で
加
筆
し
た

文
も
入
つ
て
ゐ
る
。
刊
本
の
凡
例
に
い
ふ
所
の
三
条
院
の
御
製
や
二
条
院
讚
岐

の
歌
の
注
釈
は
、　
円
珠
庵
の
自
筆
本
を
見
る
と
、　
契
沖
は
朱
を
加
へ
て
ゐ
る

が
、
そ
れ
ら
は
凡
例
に
い
ふ
の
と
は
反
対
に
、
三
条
院
の
御
製
が
秋
の
歌
で
あ

り
、
ま
た
二
条
院
讃
岐
の
歌
の
沖
の
石
が
沃
焦
石
で
あ
る
と
い
ふ
説
を
述
べ
る

た
め
の
加
筆
で
あ
る
。
刊
本
の
校
訂
者
が

「朱
墨
別
異
」
と
い
ふ
所
と
、
円
珠

庵
の
自
筆
本
の
朱
の
加
筆
と
は
、
そ
の
目
的
が
反
対
に
な
る
の
で
あ
つ
て
、
こ

の
や
う
な
問
題
に
つ
い
て
は
、
他
日
稿
を
改
め
て
別
に
詳
細
に
述
べ
よ
う
と
考

へ
て
ゐ
る
。

若
き
醸
の
宣
長
が
借
覧
し
て
心
を
惹
か
れ
た
の
も
、
幸
う
じ
て
手
に
入
れ
る

こ
と
が
で
き
た
の
も
、
い
ふ
ま
で
も
な
く
刊
本
の
「改
観
抄
」
で
あ
つ
た
。
俊
敏

な
宣
長
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
契
沖
の
学
問
的
精
神
に
触
れ
得
た
の
で
あ
つ
て
、

刊
本
の

「改
観
抄
」
は
決
し
て
契
沖
の
説
を
誤
り
伝

へ
て
ゐ
る
と
は
い
へ
な
い

が
、
上
記
に
よ
つ
て
知
ら
れ
る
ご
と
く
、
契
沖
の
注
釈
を
真
に
完
全
に
伝

へ
た

も
の
で
は
な
い
。
今
日
我
々
が

一‐改
観
抄
」
に
つ
い
て
契
沖
の
学
説
を
深
ら
う

と
す
れ
ば
、
自
筆
木
系
統
の
本
文
を
対
象
と
す
べ
き
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も
な
い

で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
は
も
と
よ
り
自
明
の
こ
と
と
し
て
、
自
筆
本
系
統



の
「改
雛
抄
」
を
学
問
的
対
象
に
用
ひ
る
場
合
に
は
、
更
に
注
意
を
要
す
る
新

し
い
問
題
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

三

自
筆
木
系
統
の
書
に
見
ら
れ
る
敗
文
に
お
い
て
、
契
沖
は

「
改
観
抄
」
の
成

立
由
来
を
述
べ
て
ゐ
る
。
故
人
の
長
流
が
百
人

一
首
を
注
し
、
未
だ
草
稿
を
終

へ
ず
し
て
歿
し
た
の
で
、
そ
の
志
を
遂
げ
ざ
る
こ
と
を
惜
し
み
、
短
闇
を
忘
れ

て
こ
れ
を
補
つ
た
と
い
ふ
の
が
、
要
す
る
に
そ
の
主
旨
で
あ
る
。
長
流
に
は

「‐

百
人

一
首
三
奥
抄
」
〓
程
の
遺
稿
が
あ
つ
て
、
長
流
全
集
の
上
雀
に
、
契
沖
が

自
筆
で
頭
書
を
書
き
入
れ
た
彰
考
館
本
を
底
本
と
し
て
収
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ

０

「
三
奥
抄
」
と
自
筆
本
系
統
の
「改
観
抄
」
と
の
本
文
を
対
照
し
て
み
る
と
、

験
の
言
葉
の
通
り
、
「改
観
抄
」
は
ョ
一奥
抄
」
を
補
訂
し
て
成
つ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
を
、　
誰
し
も
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
従
つ
て
、
「
改

観
抄
」
を
見
た
場
合
に
は
契
沖
の
新
見
の
如
く
思
は
れ
る
説
の
中
に
も
、
実
は

長
流
の
新
見
が
文
章
も
殆
ど
そ
の
ま
ヽ
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ

れ
ら
は
長
流
の
説
で
あ
る
と
い
ふ
説
明
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
例
へ
ば

「改

観
抄
」
の
大
弐
三
位
の
歌

（有
馬
山
ゐ
な
い
さ
、
原
）
の
注
釈
の
中
に
は
、

此
歌
有
馬
山
を
男
に
よ
せ
、
猪
名
野
の
篠
原
を
わ
が
身
に
な
ず
ら
へ
て
、

男
の
物
い
ひ
お
こ
せ
た
る
を
有
馬
山
よ
り
風
の
吹
お
ろ
す
に
た
と
へ
、
風

に
も
よ
ほ
さ
れ
て
篠
の
そ
よ
ぐ
心
を
も
て
、
い
で
そ
よ
と
つ
ゞ
け
た
り
、

心
は
い
で
そ
れ
よ
と
同
心
し
た
る
詞
な
り
。
人
を
忘
る
ヽ
心
は
な
け
れ
ど

も
、
久
し
う
相
み
ね
ば
お
ぼ
つ
か
な
さ
は
こ
な
た
に
も
同
じ
事
ぞ
と
い
ふ

心
な
り
。
万
葉
に
欝
糧
を
お
ぼ
っ
か
な
し
と
よ
め
つ
。
ス
に
あ
は
で
胸
の

う
ち
の
思
ふ
こ
と
は
れ
ぬ
を
い
ふ
な
り
、
男
を
山
に
た
と
へ
た
る
歌
万
葉

に
お
ほ
し
。
此
歌
も
あ
し
く
注
し
来
れ
り
。
心
を
つ
く
べ
し
。

（自
筆
本

に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

と
い
ふ
説
明
が
見
ら
れ
る
。
即
ち
、
こ
の
注
釈
で
は
有
馬
山
を
男
に
擬
し
、
猪

名
の
笹
原
を
わ
が
身
に
な
ず
ら
へ
た
と
い
寿
の
が
新
見
で
あ
つ
て
、
従
来
の
注

は
こ
の
点
を
正
し
く
解
釈
し
て
ゐ
な
い
と
い
ふ
意
味
の
こ
と
も
言
つ
て
ゐ
る
。

こ
れ
に
対
し
景
樹
は

「
百
首
異
見
」
で

「改
観
に
此
歌
有
馬
山
を
男
に
よ
せ
て

猪
名
野
の
さ
ヽ
原
を
わ
が
身
に
な
ず
ら
へ
な
ど
い
へ
る
は
、
も
と
よ
り
序
の
調

べ
を
見
し
ら
ざ
る
に
て
い
ふ
に
た
ら
ず
」
と
非
難
を
加
へ
、
ま
た

「
い
で
そ
れ

よ
と
同
心
し
た
る
詞
な
り
」
以
下
、

「
同
じ
事
ぞ
と
い
ふ
心
な
り
」
に
至
る

一

首
の
解
釈
も
誤
り
で
あ
る
と
論
じ
た
て
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
を
契
沖
の
説
で
あ

る
と
考
へ
て
非
難
し
て
ゐ
る
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。

「
改
観
抄
」
の
注
釈

を
見
る
者
が
、
こ
れ
を
契
沖
の
創
見
と
考
へ
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で

あ
る
。
然
る
に
「
三
奥
抄
」
の
大
弐
三
位
の
歌
の
注
釈
に
は
、
右
の

「
改
観
抄
」

の
文
と
殆
ど
同
じ
説
明
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
つ
て
、
契
沖
は
長
流
の
文
を
そ
の

ま
ゝ
生
か
し
て
用
ひ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。　
コ
一奥
抄
」
の
文
は
次
の
通
り
で
あ

２つ
。　　　　　　　　　　　　　　　　／

此
再
、
有
馬
山
を
男
に
よ
せ
、
い
な
の
さ
ヽ
生
を
我
身
に
な
ず
ら
へ
て
、

お
と
こ
の
物
い
ひ
お
こ
せ
た
る
を
、
風
の
ふ
く
に
た
と
へ
た
り
。
風
に
も

よ
ほ
さ
れ
て
、
さ
ヽ
の
そ
よ
ぐ
こ
、
ろ
を
も
っ
て
、
い
で
そ
ょ
と
っ
ゞ
け

た
り
。
心
は
、
い
で
そ
れ
よ
と
同
心
し
た
る
詞
な
り
。
ひ
と
を
わ
す
る
ヽ

心
は
な
け
れ
ど
も
、
ひ
さ
し
う
あ
ひ
み
ね
ば
、
お
ぼ
っ
か
な
塔
は
、
こ
な

た
に
も
お
な
じ
こ
と
ヽ
い
ふ
こ
こ
ろ
な
り
。
万
葉
に
、
欝
慢
の
字
一
マぉ
ぼ

つ
か
な
く
と
読
り
。
ひ
と
に
ち
は
で
、
胸
の
う
ち
の
お
も
ふ
こ
と
は
の
晴

ぬ
こ
こ
ろ
な
り
。
此
棗
も
、
近
代
の
人
、
あ
し
く
注
し
来
れ
る
な
り
。

（

全
集
本
に
よ
る
。
以
下
同
じ
）

契
沖
の
注
釈
で
は
前
の
引
用
文
が
注
の
一
部
分
ｔ
な
つ
て
ゐ
て
、
長
流
の
注



釈
で
は
右
の
引
用
文
が
注
の
殆
ん
ゼ
全
部
と
ｔ
つ
て
ゐ
る
と
い
ふ
湘
違
は
あ
る

が
、
有
馬
山
を
男
に
、
猪
名
の
笹
原
を
我
が
身
に
見
た
て
て
ゐ
る
と
い
ふ
解
釈

は
、
長
流
の
始
め
て
唱
へ
た
新
見
で
あ
つ
て
、
契
沖
は
そ
れ
を
承
認
し
て

「
男

を
山
に
た
と
へ
た
る
歌
万
葉
に
お
ほ
し
」
と
い
ふ
言
葉
を
補
ひ
、
長
流
の
見
解

を
有
力
化
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
大
弐
三
位
の
歌
の
注
釈
の
こ
と
は
、　
一

つ
の
例
に
過
ぎ
な
い
。

「改
観
抄
」
の
注
釈
に
は

「
三
奥
抄
」
の
注
釈
が
極
め

て
多
く
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
。
す
で
に

「
三
奥
抄
」
が
公
刊
せ
ら
れ
て
ゐ
る
今
日
、

我
々
は

「改
観
抄
」

に
よ
つ
て
契
沖
の
説
を
批
判
し
よ
う
と
す
る
に
は
、　
必

ず

「
三
奥
抄
」
を
参
照
し
て
、
契
沖
の
創
見
の
範
囲
を
見
究
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
で
あ
ら
う
。
　
ヨ
一奥
抄
」
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
契
沖
の
頭
書
を
見
る
と
、

博
引
芳
証
に
よ
つ
て
長
流
の
注
釈
を
補
つ
た
所
が
多
く
、　
長
流
の
説
を
訂

正

し
た
所
も
少
く
は
な
い
。

「
三
奥
抄
」
の
注
釈
は
固
よ
り
古
抄
の
糟
粕
を
嘗
め

た
も
の
で
は
な
い
が
、
中
に
は
中
世
的
な
も
の
の
残
津
を
留
め
た
も
の
の
あ
る

こ
と
は
、
時
代
的
に
い
つ
て
止
む
を
得
な
い
所
で
あ
る
。
極
端
な
例
を
あ
げ
る

と
、
鎌
倉
右
大
臣
の
歌

（世
の
中
は
常
に
も
が
も
な
）
の
注
釈
に
お
い
て
、
長

流
は
実
朝
を
定
家
の
随

一
の
門
人
と
し
て
賞
め
、

「世
の
中
は
」
の
歌
は
、
和

歌
の
本
意
、
人
麿
の
骨
髄
を
も
得
た
歌
で
、
百
人

一
首
の
別
伝
の
歌
の
中
で
も

秘
中
の
極
秘
の
歌
で
あ
り
、
私
に
注
釈
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
述
べ
、
こ

の
歌
の
意
味
は
少
し
も
述
べ
て
ゐ
な
い
。
契
沖
は
こ
の
所
に
別
紙
を
挿
ん
で
、

「
此
喜
に
か
ぎ
り
て
、
さ
し
も
別
に
灌
頂
法
門
な
ど
の
、
甚
深
微
妙
の
事
あ
り

て
隠
密
す
る
に
は
侍
ら
じ
」
と
い
ひ
、
長
文
を
も
つ
て
歌
の
注
釈
を
補
つ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
ま
た
凡
河
内
男
恒
の
歌

（
心
あ
て
に
折
ら
ば
や
を
ら
む
）
の
注

釈
の
終
り
に
、
長
流
は

「世
上
に
人
を
ま
ど
は
す
も
の
は
、
皆
偽
似
せ
て
ま
ぎ

ら
は
す
な
り
。
英
時
、
思
ひ
は
か
ら
ざ
れ
ば
、
ま
ど
は
さ
る
ヽ
習
な
れ
ば
、
心

せ
よ
と
お
し
へ
た
る
喜
の
心
な
り
」
と
述
べ
て
、
男
恒
の
歌
に
教
訓
の
意
が
あ

る
か
の
如
く
釈
い
て
ゐ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
契
沖
は
特
に
訂
正
を
加

へ
て
は
ゐ

な
い
が
、
か
う
し
た
儒
学
的
解
釈
は
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
に
相
違

な
い
。
し
か
し
こ
の
や
う
に
囚
は
れ
た
所
の
あ
る
解
釈
は
、　
ヨ
一奥
抄
」
全
体

の
上
か
ら
見
れ
は
、
極
め
て
僅
少
な
も
の
で
あ
る
。

契
沖
は
長
流
の
書
き
残
し
た

「
三
奥
抄
」
に
頭
書
を
加

へ
て
こ
れ
を
補
正
し

た
が
、
更
に
徹
底
的
な
補
正
を
加

へ
て

「
改
観
抄
」
を
書
い
た
の
で
あ
つ
た
。

「
改
観
抄
」
に
は

「
三
奥
抄
」
の
注
釈
が
至
る
所
に
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
て
、
総
括

的
に
み
た
場
合
に
は
、
契
沖
は
長
流
の
説
を
補
足
す
る
の
に
努
め
た
と
い
ふ
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
面
か
ら
い
へ
ば
、
長
流
の
説
と
契
沖
の
説

ど
の
間
に
は
、
根
本
的
に
大
き
な
開
き
が
な
か
つ
た

た
め
で
あ
る
と
も

考
へ

ら
れ
る
。
し
か
し
、
「改
観
抄
」
の
注
釈
か
ら

「
三
奥
抄
」
の
注
釈
を
差
し
引
い

た
自
か
な
開
き
の
中
に
も
、
さ
す
が
に
卓
越
し
た
契
沖
の
功
績
は
明
確
に
見
＝

し
得
る
も
の
が
あ
る
。四

「
改
観
抄
」
の
注
釈
に
も
、
契
沖
の
書
い
た
他
の
注
釈
書
の
場
合
と
同
じ
や

う
に
、
中
世
の
注
釈
書
に
見
ら
れ
る
神
証
的
な
色
彩
や
索
強
附
会
の
解
釈
を
退

け
る
、
契
沖
の
合
理
的
精
神
は
表
は
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
そ
の

一
っ
の
例
は

持
統
天
皇
の
御
製

（春
す
ぎ
て
夏
来
に
け
ら
し
）
の
注
釈
に
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
百
人

一
首
の
注
釈
の
権
輿
と
さ
れ
て
ゐ
る
宗
祗
の

「
百
人

一
首
抄
」

（小

倉
山
庄
色
紙
和
歌
抄
）
に
は
、
こ
の
御
製
の
注
釈
の
中
で
、

此
喜
は
更
衣
の
心
也
。
其
故
は
、
天
香
久
山
は
高
山
に
て
、
春
の
間
は
霞

ふ
か
く
お
ほ
ひ
か
く
し
て
、
そ
れ
と
も
見
え
ぬ
が
、
春
過
ぬ
れ
ば
霞
も
立

散
じ
て
、
夏
の
空
に
此
山
さ
だ
／
ヽ
．と
明
白
に
み
ゆ
る
を
、
自
妙
の
衣
ほ

す
と
は
云
也
。
ほ
す
は
衣
の
縁
也
。
い
か
で
明
か
に
み
ゆ
れ
ば
と
て
、
白



妙
の
衣
と
は
云
ぞ
と
云
人
有
。
春
は
霞
の
衣
に
お
ほ
は
れ
た
る
山
、
其
霞

の
衣
を
ぬ
ぎ
た
る
や
う
な
れ
ば
、
自
妙
の
衣
と
は
云
り
。
霞
の
衣
を
も
て

云
る
詞
な
り
。
さ
れ
ば
、
春
過
て
と
云
も
、
夏
来
に
け
ら
し
と
い
ふ
も
、

み
な
用
に
た
ち
て
大
切
の
詞
也
。
　
翁
和
歌
七
部
之
抄
」
所
収
本
に
よ
る
）

と
い
ふ
説
明
が
あ
る
。
即
ち
御
製
に
は
更
衣
の
意
が
籠
つ
て
を
り
、
自
妙
の
衣

を
干
す
と
い
ふ
の
は
、
春
霞
が
散
じ
て
、
夏
空
に
山
の
姿
が
明
白
に
見
え
る
こ

と
の
警
喩
で
あ
る
と
解
釈
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
宗
祗
は
別
に

「
万
葉
抄
」
上

毬
に
お
い
て
、
こ
の
御
製
に
つ
き
、
由
阿
の

「詞
林
榮
葉
抄
」
雀
三
の

「
天
香

具
山
」
の
条
に
見
え
る
御
製
の
注
釈
に
拠
つ
て
、

「此
山
に
衣
を
は
す
と
い
ふ

，事
、
甘
橿
神
と
て
ま
し
ま
す
は
、
人
の
真
そ
ら
ご
と
を
た
ゞ
し
給
ふ
。
然
ば
衣

を
神
水
に
い
ら
し
て
は
す
と
申
つ
た
へ
た
り
。
正
義
を
し
ら
ず
。
（中
略
）叉
卯

花
さ
き
て
衣
ほ
す
に
似
た
り
と
も
申
に
や
」
と
述
べ
て
ゐ
る
。

（
な
ほ
由
阿
は

「青
葉
丹
花
抄
」
上
で
は
、
こ
の
御
製
に

「此
山
卯
華
お
ほ
く
さ
き
に
け
る
を

衣
に
に
せ
た
り
」
と
注
し
て
ゐ
る
）。
こ
の
神
水
に
ぬ
ら
し
て
衣
を
ほ
す
と
い
ふ

説
の
系
統
を
引
く
注
釈
は
、
後
水
尾
天
皇
の

「
百
人

一
首
御
抄
」
に
引
か
れ
た

二
つ
の
抄
の
説
に
も
見
ら
れ
る
が
、
前
引
の
祗
注
に
い
ふ
所
の
、
霞
の
衣
が
晴

れ
た
山
の
姿
を
自
妙
の
衣
に
讐

へ
た
と
い
ふ
説
が
、
そ
れ
以
後
の
注
釈
で
は
定

説
の
如
く
な
る
に
至
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
幽
斎
の

「
百
人

一
首
抄
」
に
お
い
て

も
、
右
に
引
い
た
宗
祗
の
注
と
殆
ん
ど
同
文
の
説
明
が
な
さ
れ
て
を
り
、
ま
た

幽
斎
は

「詠
歌
大
概
抄
」
途
中
で
も

「
春
過
ぎ
て
」
の
御
製
を
同
様
の
文
で
注

解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
幽
斎
が
宗
祗
の
説
を
そ
の
ま
ヽ
用
ひ
て
ゐ
る

以
上
、
彼
の
流
を
汲
ん
だ
堂
上
家
の
人
々
は
も
と
よ
り
、
地
下
の
歌
人
た
ち
も

そ
の
説
に
盲
従
し
た
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
の
人
々
の
注
釈
を
こ

こ
に

一
々
挙
げ
る
こ
と
は
省
略
す
る
。
比
較
的
そ
の
説
に
因
は
れ
て
ゐ
な
い

「

新
古
今
私
抄
」

（内
閣
文
庫
本
）
の
注
釈
で
も
、

「霞
の
衣
を
下
に
含
め
り
と

申
侍
け
る
」
と
い
つ
て
、
や
は
り
宗
祗
以
来
の
伝
統
的
な
説
を
無
視
し
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。

長
流
の

「
三
奥
抄
」
の
注
釈
は
、
ま
た
そ
の
旧
来
の
説
を
用
ひ
た
所
は
あ
る

が
、
さ
す
が
に
旧
説
を
墨
守
す
る
こ
と
な
く
、新
し
い
批
判
の
心
が
見
ら
れ
る
。

長
流
は
次
の
や
う
に
い
つ
て
ゐ
る
。

か
の
山
、
春
の
間
は確
だ
か
く
さ
れ
て
、
明
ら
か
な
る
ひ
か
り
も
見
え
ざ

り
し
を
、
時
の
う
つ
る
か
は
る
に
随
て
、
天
も
晴
、
日
の
光
も
つ
よ
く
成

て
、
を
の
づ
か
ら
衣
干
べ
き
時
の
い
た
り
ぬ
と
云
心
也
“
是
を
衣
が

へ
の

再
の
心
な
り
と
注
す
る
は
し
か
ら
ず
、
自
妙
は
衣
の
本
色
を
よ
ま
せ
給
ふ

う
ち
に
、
時
節
の
明
白
に
成
た
る
心
そ
な
は
れ
り
。
又
衣
を
此
山
に
誠
に

干
た
る
を
よ
ま
せ
給
ふ
に
も
侍
る
べ
し
。

こ
の
長
流
の
説
は
、
時
代
の
文
運
の
趨
勢
を
如
実
に
反
映
し
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
中
に
は
、
古
き
も
の
の
中
に
胎
動
す
る
新
し
き

機
運
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
絶
対
視
さ
れ
て
来
た
宗
祗
乃
至
幽
斎
の
注

釈
書
の
説
は
、
か
く
し
て
崩
壌
の
兆
し
が
見
え
て
来
た
の
で
あ
つ
た
。
更
に
契

沖
が
こ
の

「
三
奥
抄
」
の
説
に
書
き
入
れ
た
頭
書
の
中
で
、

「霞
の
は
れ
て
山

の
明
白
に
見
ゆ
る
を
、
自
妙
の
衣
ほ
す
と
は
よ
ま
せ
給

へ
る
な
ど
い
へ
る
は
、

あ
ら
ぬ
事
也
」
と
喝
破
す
る
に
至
り
、
中
世
的
な
注
釈
は
真
に
終
幕
の
時
と
な

つ
た
の
で
あ
る
。

契
沖
は

「改
観
抄
」
よ
り
も
前
に
書
い
た
精
撰
本
の

「代
匠
記
」
毬

一
に
お

い
て
も
、

「，春
す
ぎ
デと
　
の
御
製
に
つ
い
て
、

「後
ノ
人
衣
ホ
シ
タ
リ
ト
云

フ
、春

ハ
霞
度
リ
ン
ガ
、夏

ニ
ナ
レ
バ
霞
ノ
露
テ
山
ノ
色
明
白
二
見
ュ
ル
フ
云
ト

釈
セ
リ
。
歌
′
甲
ニ
サ
ル
詞
モ
ナ
キ
ヲ
、
カ
ク
釈
セ
ル
事
不
審
也
。
殊

二
更
衣

ノ
歌
ニ
テ
天
色
ブ
事
フ
云
ベ
カ
ラ
ズ
。
夕
ヾ
歌
ノ
詞
ノ
中
〓
義
フ
ト
ル
フ
好
ト

ス
ベ
キ
カ
」
と
述
べ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
、

「改
観
抄
」
の
注
釈
の
中
で
は
、



久
し
ぐ
命
脈
を
保
つ
た
中
世
的
解
釈
に
対
し
て
、
完
全
に
止
め
を
刺
し
た
の
で

あ
つ
た
ｏ
彼
は
旧
来
の
説
を
掲
げ
た
後
に
、
そ
れ
は
心
得
が
た
し
と
い
つ
て
、

雲
の
衣
霞
の
衣
な
ど
い
ふ
は
、
衣
の
、
身
を
お
ほ
ふ
ご
と
く
な
れ
ば
い
ふ

な
り
。
さ
れ
ば
霞
の
は
れ
た
ら
ん
を
ば
、
衣
を
ぬ
ぐ
と
は
い
ふ
べ
し
。
い

か
で
か
あ
を
ノ
ヽ
と
の
み
見
ゆ
る
山
を
、
自
妙
の
衣
ほ
す
と
は
よ
ま
す
給

ふ
べ
き
。
春
は
か
す
ま
で
夏
に
入
て
霞
む
物
な
ら
ば
さ
も
釈
す
べ
し
。
其

上
霞
と
い
ふ
も
じ
さ
へ
な
き
を
、
と
か
く
い
ふ
事
暗
推
な
り
。
但
ふ
る
く

此
御
製
を
取
て
よ
ま
れ
た
る
歌
ど
も
を
み
る
に
、
い
か
が
心
得
ら
れ
け
ん

一と
お
ぼ
つ
か
な
き
事
多
し
。

と
論
じ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
中
世
的
な
迷
妄
が
未
だ

一
般
に
迷
妄
と
し
て
自
覚

さ
れ
て
ゐ
な
か
つ
た
時
代
に
、

ス
■
い
伝
統
を
も
つ
旧
説
を
打
破
し
て
、
曲
解

せ
ら
れ
て
ゐ
た
古
歌
の
意
味
を
、
そ
の
本
然
の
姿
に
戻
す
こ
と
は
、
契
沖
の
識

見
に
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
若
い
日
の
宣
長
が
「改
観
抄
」

を
見
て
感
銘
を
う
け
た
こ
と
は
、
こ
の
や
う
な
例
に
よ
つ
て
も
想
像
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ら
う
。

契
沖
と
同
じ
時
代
に
生
き
て
、
堂
上
歌
学
攻
撃
の
急
先
鋒
と
な
つ
た
茂
睡
に

は
、

「
百
人

一
首
雑
談
」
の
著
述
が
あ
る
。
奥
書
に
よ
れ
ば
完
成
し
た
の
は
、

「元
藤
五
壬
申
歳
七
月
十
八
日
」
で
あ
つ
て
、

「改
観
抄
」
の
跛
に

「元
藤
五

年
季
夏
」
と
あ
る
の
を
見
る
と
、
契
沖
と
茂
睡
と
は
殆
ど
時
を
同
じ
う
し
て
、

東
西
で
百
人

一
首
の
注
釈
に
従
つ
た
の
で
あ
つ
た
。
今
、

「
百
人

一
首
雑
談
」

の
持
統
天
皇
の
御
製
の
注
釈
を
見
る
と
、
そ
の
中
に
は
次
の
如
く
述
べ
ら
れ
て

ゐ
る
。さ

て
歌
の
心
は
、
春
過
て
と
い
ふ
に
て
詞
に
は
な
け
れ
ど
も
、
霞
の
衣
が

山
に
も
か
ヽ
ら
ぬ
と
い
ふ
心
を
つ
け
て
き
く
也
。
夏
来
に
け
ら
し
と
い
ふ

に
て
、
卯
月
朔
日
衣
が

へ
ゆ
へ
、
春
の
衣
を
ぬ
ぎ
捨
た
る
と
い
ふ
心
を
つ

け
て
聞
也
。
霞
が
か
ヽ
ら
ぬ
ゆ
へ
に
山
の
あ
き
ら
か
に
み
え
て
、
明
白
と

云
心
を
、
自
妙
の
衣
ほ
す
て
ふ
と
云
也
。
衣
が

へ
の
色
は
自
き
を
用
ゆ
る

ゆ

へ
、
そ
の
縁
も
有
。
し
か
れ
ば
明
白
を
し
ろ
た
へ
と
い
は
ん
に
は
、一
左

も
あ
る
べ
け
れ
ど
も
、
衣
と
い
は
ん
体
は
な
き
也
。
そ
こ
で
詞
に
も
な
き

霞
の
衣
を
取
出
し
て
、
霞
の
衣
を
ぬ
ぎ
捨
た
る
程
に
、
今
日
の
明
白
は
、

自
妙
の
衣
を
ほ
し
た
る
と
云
心
を
つ
け
て
聞
也
。

（
全
集
本
に
よ
る
）

茂
睡
の
注
釈
は
宗
祗
以
来
の
旧
説
を
祖
述
し
て
ゐ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

契
沖
が

「霞
と
い
ふ
も
じ
さ
へ
な
き
を
、
と
か
く
い
ふ
事
暗
推
な
り
」
と
い
つ

て
、
旧
説
の
非
な
る
こ
と
を
断
定
し
て
ゐ
る
の
に
対
し
、
茂
睡
は

「
そ
こ
で
詞

に
も
な
き
霞
の
衣
を
坂
出
し
て
」
云
々
と
い
つ
て
、
あ
く
ま
で
旧
説
を
弁
護
し

よ
う
と
し
て
ゐ

，４

茂
睡
は
蓮
上
歌
学
の
破
壊
に
熱
情
的
な
意
欲
を
示
し
た

が
、
学
者
と
し
て
は
、
新
し
く
自
己
の
も
の
を
打
ち
建
て
る
ま
で
に
至
ら
な
か

つ
た
。
わ
が
注
釈
史
上
に
お
け
る

「
改
観
抄
」
の
価
値
や
契
沖
の
功
績
は
、
こ

と
に
も
改
め
て
確
認
せ
ら
る
べ
き
で
あ
ら
う
。

五

右
の
や
う
に

「
改
観
抄
」
に
お
け
る
持
統
天
皇
の
御
製
の
注
釈
は
一
百
人

一

首
の
注
釈
史
の
上
で
劃
期
的
な
意
義
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
契
沖
は
自
妙
の

衣
を
千
す
と
い
ふ
の
が
警
喩
で
は
な
く
、
実
景
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め

の
証
歌
と
し
て
、
袖
中
抄
に
あ
る
風
俗
歌

「
か
ひ
が
ね
に
自
き
は
雪
か
い
な
を

さ
の
か
ひ
の
け
ご
ろ
も
さ
ら
す
て
つ
く
り
」
と
万
葉
集
の
東
歌

「
筑
波
ね
に
雪

か
も
ふ
ら
る
い
な
を
か
も
か
な
し
き
こ
ろ
が
に
の
ほ
さ
る
か
も
」
を
挙
げ
て
ゐ

る
。
こ
れ
ら
の
証
歌
が
「
百
首
異
見
」
に
論
じ
て
ゐ
る
や
う
に
不
適
切
な
も
の
か

否
か
は
別
問
題
と
す
る
。
「代
匠
記
」
の
精
撰
木
に
も
こ
の
両
首
が
引
か
れ
て
を

り
、
初
稿
本
に
は

「筑
波
ね
に
」
の
歌
一
首
だ
け
が
拳
げ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か



し
三
奥
抄
で
も
前
に
引
い
た
注
釈
の
終
り
０

「叉
衣
を
此
山
に
誠
に
干
た
る
を

よ
ま
せ
給
ふ
に
も
侍
る
べ
し
」
の
次
に
、
右
の
「筑
波
ね
に
」
の
歌
を
あ
げ
．

高
山
に
布
を
さ
ら
す
事
実
の
証
歌
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
自
妙
の
衣
を
干
す

と
い
ふ
の
を
、
霞
の
散
じ
た
夏
山
の
管
喩
と
見
る
旧
説
で
は
、
こ
の
証
歌
は
不

必
要
で
あ
る
か
ら
、
旧
注
の
集
成
さ
れ
て
ゐ
る
後
水
尾
天
皇
の

「
百
人

一
首
御

抄
」
や
、
季
吟
の

「
百
人

一
首
拾
穂
抄
」
を
見
て
も
，

「筑
波
ね
に
」
の
歌
を

引
い
た
古
注
は
見
あ
た
ら
な
い
。
百
人

一
首
の
持
統
天
皇
の
御
製
の
注
釈
に
こ

の
歌
を
引
い
た
の
は
、

「
三
奥
抄
」
を
も
つ
て
嗜
矢
と
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
但

し
、
こ
の
証
歌
は
長
流
の
創
意
で
あ
る
の
か
、
或
は
契
沖
の
創
意
で
あ
つ
た
の

か
、
厳
密
に
言
へ
ば
裏
面
の
事
情
は
不
明
で
あ
る
が
、
長
流
が
最
初
に
用
ひ
、

契
沖
は
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の
と
見
て
差
支
へ
は
な
い
で
あ
ら
う
０
先
に
も
述

べ
た
如
く
、

「改
観
抄
」
に
は

「
三
奥
抄
」
の
注
釈
文
が
、
短
い
部
分
的
な
も

の
に
至
る
ま
で
、
数
へ
切
れ
な
い
程
多
く
入
つ
て
ゐ
て
、
ヨ
一奥
抄
」
に
引
い
た

証
歌
の
殆
ど
は
そ
の
ま
ゝ
用
ひ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
は
再
び
前
に
戻
る
が
ヽ
そ
の
や
う
に
長
流
の
説
は

「改
観
抄
」

に
多
く
入
つ
て
ゐ
て
も
、
大
弐
三
位
の
歌
の
注
釈
に
見
ら
れ
た
如
く
、
そ
れ
が

長
流
の
説
で
あ
る
と
い
ふ
説
明
は
少
し
も
記
さ
れ
て
ゐ
な
い
。
他
に
も
例
へ
ば

右
大
将
道
綱
の
母
の
歌
八
な
げ
き
つ
ヽ
ひ
と
り
ぬ
る
夜
の
）
や
、
俊
恵
法
師
の

歌

（夜
も
す
が
ら
も
の
思
ふ
頃
は
）
の
注
釈
の
如
て
，
各
三
奥
抄
」
と
「改
観
抄
」

と
殆
ど
全
く
内
容
を
同
じ
く
す
る
も
の
は
い
く
つ
も
あ
る
。
然
し

「三
奥
抄
」

を
見
な
け
れ
ば
、
そ
の
こ
と
は
全
然
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
α
長
流

摯崚椰̈
期̈つ係いけ哺』漱Ⅶ知は〕腋［』師“あ“沖”率けつ莫］撫

契
沖
が
そ
れ
を
測
縄
し
た
と
は
、
恐
ら
く
誰
し
も
考
へ
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
こ

で
「改
観
抄
」
の
跛
文
に
お
い
て
、
契
沖
が
そ
の
成
立
の
出
来
を
述
べ
、
長
流

が
百
人

一
首
の
注
の
草
稿
を
完
虞
せ
ず
に
歿
し
た
の
で
、

「余
英
の
志
を
遂
げ

ぎ
る
を
惜
み
て
、
続
ぎ
て
之
を
補
へ
り
」

（原
漢
文
）
と
述
べ
て
ゐ
る
言
葉
の

意
味
を
深
く
考
へ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

「
改
観
抄
」
に
は
契
沖
の
卓
説
も
入

つ
て
ゐ
る
に
せ
よ
、
契
沖
は

「
改
観
抄
」
の
注
釈
の
主
体
は
長
流
の
説
に
あ
る

と
考
へ
、

「改
観
抄
」
は
自
己
の
著
述
と
い
ふ
よ
り
も
、
長
流
の
選
稿
を
補
訂

し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
し
て
ゐ
た
に
違
ひ
な
い
。

そ
の
事
実
は
自
筆
本
系
統
の

「
改
観
抄
」
の
本
文
の
体
裁
か
ら
も
考
へ
ら
れ

る
。
前
に
一
言
し
た
如
く
一
自
筆
本
及
び
そ
の
系
統
の

「改
観
抄
」
で
は
、
先

づ
作
者
の
名
を
掲
げ
て
、
そ
の
下
に
系
譜
や
略
歴
或
は
略
伝
な
ど
を
細
字
を
も

つ
て
漢
文
で
記
し
、
次
に
歌
を
掲
げ
　
続
い
て
行
の
頭
を
下
げ
て
注
釈
が
記
さ

れ
て
ゐ
る
。
こ
の
記
述
の
体
裁
は
、
長
流
の

「歌
仙
抄
」
の
体
裁
と
同
様
で
あ

る
。

「歌
仙
抄
」
二
巻
は
長
流
の
自
筆
版
下
に
ょ
り
、
万
治
〓
４
八
月
に
瀾
板

さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
内
容
は
人
麿
以
下
の
三
十
六
歌
仙
に
つ
き
、
各

一
首
づ
つ

の
歌
を
あ
げ
て
注
釈
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
書
の
本
文
の
体
裁
は
、
先

づ
各
作
者
名
を
あ
げ
、
下
に
細
字
の
漢
文
で
略
伝
の
類
を
記
し
、
次
に
歌
を
掲

げ
、
字
を
下
げ
て
注
を
施
し
て
ゐ
て
、
契
沖
全
集
第
六
巻
の
自
筆
本
「改
観
抄
」

の
解
説
に
も
ヽ

「猶
本
書
の
体
裁
は
、
下
河
辺
長
流
の
著
歌
仙
抄
に
頗
る
似
て

ゐ
る
の
で
、
多
分
そ
れ
に
よ
つ
た
も
の
で
あ
ら
う
」
と
見
え
、
ま
た
長
流
全
集

上
巻
の

「歌
仙
抄
」
の
解
説
に
も
、

「
そ
の
体
裁
は
頗
る
契
沖
の
百
人

一
首
改

観
抄
に
似
て
ゐ
る
。
改
観
抄
は
こ
れ
に
倣
ふ
所
が
あ
つ
た
の
で
あ
り
う
」
と
説

明
が
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
長
流
の

「三
奥
抄
」
は
、
各
歌
の
上
三
句
だ
け
を
掲

げ
て
そ
の
下
に
小
さ
く
作
者
名
の
み
を
記
し

‘、
歌
の
右
上
に
そ
の
出
典
と
な
つ

て
ゐ
る
歌
集
名
を
記
す
と
い
ふ
体
裁
の
も
の
で
あ
る
。
契
沖
が
長
流
の

「
三
奥

抄
」
の
体
裁
に
倣
つ
て

「改
観
抄
」
を
書
い
た
こ
と
は
、

「改
観
抄
」
は
長
流

の
注
釈
を
主
体
と
し
て
、
自
分
は
こ
れ
を
補
訂
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
考
へ



か
ら
長
流
の
既
刊
の
著
書
の
体
裁
を
学
ん
だ
の
で
あ
ら
う
。

ま
た
自
筆
本
の

「
改
観
抄
」
に
は
、
そ
れ
が
契
沖
の
純
然
た
る
著
書
で
あ
る

こ
と
を
意
味
す
る
識
語
も
署
名
も
な
い
。
た
ゞ
長
流
の
遺
稿
を
補
つ
た
と
い
ふ

験
の
終
り
に
、
契
沖
の
名
が
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。

「
百
人

一
首
改
観
抄
」
は
、
契
沖
の
純
正
な
著
述
で
は
な
く
、
契
沖
が
長
流

の
説
を
補
訂
し
て
成
つ
た
書
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。

「
改
観
抄
」
に
は

長
流
の
説
と
契
沖
の
説
と
が
融
合
し
て
ゐ
る
所

，
ｆ
長
滞
の
説
が
そ
の
ま
ヽ
入

つ
て
ゐ
る
所
が
あ
つ
て
、
我
々
は
こ
の
書
の
内
容
を
、
契
沖
の
他
の
注
釈
書
の

場
合
と
同
じ
性
質
の
も
の
の
や
う
に
考

へ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
宣
長
が

「
改
観
抄
」
を
見
て
心
を
惹
か
れ
た
と
い
ふ
の
は
、
今
に
な
つ
て
み
れ
ば
、
契

沖
の
説
や
長
流
の
説
に
心
を
惹
か
れ
た
の
で
あ
つ
た
。　
コ
一奥
抄
」
が
広
く
知

ら
れ
る
に
至
つ
た
今
日
、
我
々
は

「
改
観
抄
」
だ
け
を
見
て
、
契
沖
の
説
を
論

ず
る
こ
と
は
、
も
は
や
許
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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