
Title 鵜本末の原型について : 定家歌論研究（三）

Author(s) 田中, 裕

Citation 語文. 1967, 27, p. 1-13

Version Type VoR

URL https://hdl.handle.net/11094/68576

rights

Note

The University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKAThe University of Osaka Institutional Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

The University of Osaka



鵜
本
末
の
原
型
に
つ
い
て

―
―

定

家

歌

論

研

究

０

１
１

一　
鵜
本
末
と
は
何
か

今
日
鵜
本
末
、
鷺
本
末
と
い
ふ
称
呼
が
そ
れ
ぞ
れ
愚
秘
抄
上
下
、
三
五
記
上

下
の
別
名
と
し
て
通
行
し
て
ゐ
る
の
は
板
本
、
類
従
本
等
に
よ
る
と
こ
ろ
が
多

い
で
あ
ら
う
。
耳
底
記
あ
た
り
に
も
み
え
て
ゐ
る
が
、
し
か
し
東
野
州
聞
書
、

釣
舟
、
梅
庵
古
筆
伝
等
に
な
る
と
ま
だ
鷺
本
末
と
い
ふ
名
は
み
え
ず
、
代
り
に

鵜
本
末
ま
た
は
鵜
本
鷺
末
の
名
が
三
五
記
、
桐
火
桶
と
並
ん
で
掲
げ
ら
れ
て
ゐ

る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
鵜
本
末
ま
た
は
鵜
本
鷺
末
が
具
体
的
に
何
を
さ
し
て

ゐ
た
か
は
次
の
問
題
と
し
て
、称
呼
に
関
す
る
限
り
、
遡
っ
て
落
書
露
顕
、
梵
灯

庵
主
返
答
書
に
至
っ
て
も
鵜
本
末
を
い
ふ
名
は
み
え
る
が
鷺
本
末
と
い
ふ
の
は

見
受
け
な
い
。
お
そ
ら
く
鷺
本
末
の
名
は
こ
れ
ら
仮
託
書
の
成
立
当
初
に
は
存

在
し
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
鵜
本
末
が
本
来
鷺
本
末
と
対
す
る
称
呼
で

な
い
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
鵜
本
鷺
末
の
異
称
と
考
へ
る
の
が
順
道
で
溌
ゲ

た
。

以
下
鵜
本
末
と
よ
ぶ
の
は
す
べ
て
こ
の
意
味
に
解
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を

は
じ
め
に
こ
と
わ
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
鵜
本
末
ま
た
は
鵜
本
鷺
末
の
称
呼
の
由
来
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
改

め
て
い
ふ
ま
で
も
な
く
、
親
房
古
今
集
序
注
が
、
冷
泉
家
に

「
う
さ
ぎ
」
と
よ

ば
れ
た
二
合
の
箱
の
定
家
回
伝
の
あ

っ
た
こ
と
、
そ
の
中
に
は
六
義
の
こ
と
が

田

中

記
さ
れ
て
を
り
、
冷
泉
方
も
密
々
こ
の
口
伝
の
存
在
を
宣
伝
し
て
ゐ
た
由
を
伝

へ
て
ゐ
る
の
と
関
研
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
ま
た
落
書
露
顕
が
冷
泉
家
に
の
み

「鵜
本
末
と
か
い
ふ
秘
抄
」
の
伝
来
し
て
ゐ
る
こ
と
を
確
信
し
て
ゐ
た
ら
し
い

の
と
も
照
応
す
る
事
実
で
あ

っ
た
。

は
た
し
て
冷
泉
家
に
如
上
の
定
家
口
伝
が
実
在
し
て
ゐ
た
か
ど
う
か
と
な
る

と
確
証
し
う
る
資
料
は
な
く
、
当
時
と
て
大
凡
風
聞
の
域
を
出
な
い
有
様
な
の

で
、
私
は
い
っ
そ
否
定
に
傾
く
こ
と
を
旧
稿
で
綾
述
し
た
こ
と
が
あ
る
⌒仮「識
該

恥
職
畑
ｏ」
一国餅
国
毬
ｏ

し
か
し
こ
の
場
合
重
要
な
の
は
、　
か
う
し
た
事
実
か
風
聞

か
の
詮
索
で
は
な
く
、
た
と
へ
単
な
る
風
聞
に
も
せ
よ
、
そ
れ
と
密
接
な
関
聯

に
お
い
て
鵜
本
末
ま
た
は
鵜
本
鷺
末
と
称
す
る
仮
託
書
が
成
立
し
て
き
た
と
い

ふ
こ
の
事
実
の
側
で
あ
る
。
現
に
落
書
露
顕
も
前
述
の
や
う
な
確
信
に
つ
い
て

記
す

一
方
、
は
や
く
も
為
実
の
謀
書
鵜
本
末
の
こ
と
に
言
及
し
て
ゐ
る
し
、
後

の
梅
庵
古
筆
伝
も

「鵜
本
鷺
末
桐
火
桶
此
三
集
世
有
偽
本
、
其
真
者
秘
在
家
而

不
漏
泄
」
と
記
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
か
く
て
現
在
に
伝
来
す
る
の
が
愚
秘
抄

上
下
、
三
五
記
上
下
等
で
あ
る
が
、
そ
の
諸
伝
本
は
い
づ
れ
も
明
ら
か
な
仮
託

書
で
、
真
本
の
系
統
か
と
思
は
れ
る
も
の
は
現
は
れ
な
い
。
従

っ
て
現
在
の
仮

託
書
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
と
定
家
説
と
の
関
係
は
せ
い
ぜ
い
そ
の
中
に
ど
の

程
度
定
家
説
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
か
、
乃
至
は
定
家
的
な
も
の
が
投
影
し
て
ゐ
る

裕



か
と
い
ふ
範
囲
を
出
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
さ
へ
、
結
論
を
先
取
し
て
い

へ
ば
、
考
へ
る
余
地
は
な
い
や
う
に
思
ふ
。
つ
ま
り
定
家
の
歌
論
の
た
め
に
仮

託
書
を
あ
げ
つ
ら
ふ
必
要
は
な
い
と
言
ひ
切
れ
る
や
う
に
思
ふ
が
、
し
か
し
諸

説
の
中
に
は
何
ら
か
真
作
の
拠
る
べ
き
も
の
が
あ

っ
て
仮
託
さ
れ
た
の
で
は
な

い
か
と
し
て
、
な
は
そ
こ
ば
く
の
希
望
を
繋
ぐ
む
き
も
な
い
わ
け
で
な
く
、
そ

の
た
め
鵜
本
末
の
原
型
に
つ
い
て
検
討
し
、
そ
の
性
格
を
明
ら
め
る
作
業
を
試

み
る
こ
と
は
必
ず
し
も
無
意
義
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
な
は
私

一

個
の
上
を
い
ふ
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
か
う
し
た
復
原
の
作
業
を
通
し
て
仮

託
書
の
成
立
す
る
過
程
や
手
順
を
う
か
が
あ
こ
と
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
少
な

か
ら
ず
知
的
興
味
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
知
恵
の
輪
を

も
て
あ
そ
ぶ
や
う
な
困
惑
と
楽
し
み
と
で
も
い
へ
よ
う
か
。

さ
て
右
の
作
業
を
始
め
る
に
当

っ
て
、
ま
づ
鵜
本
末
が
、
前
掲
古
今
集
序
注

の
伝
へ
る
や
う
な
歌
壇
の
動
静
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
と
い
ふ
こ
と
を
作
業

仮
設
と
し
て
立
て
て
お
き
た
い
。
さ
う
と
す
れ
ば
（以
下
は
前
引
旧
稿
で
詳
述
し

た
こ
と
な
の
で
要
を
摘
ん
で
い
ふ
）
鵜
本
末
に
は
必
ず
や
六
義
説
が
含
ま
れ
て

ゐ
た
で
あ
ら
う
か
ら
、
現
在
仮
託
書
の
中
た
だ

一
つ
六
義
説
を
具
へ
て
ゐ
る
三

五
記
下
が
注
目
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
次
い
で
梵
灯
庵
主
返
答
書
が
伝
聞
に

よ
っ
て
記
し
て
ゐ
る
鵜
本
末
の
内
容
は
そ
の
中
に
愚
秘
抄
を
含
ん
で
ゐ
た
ら
し

く
思
は
れ
る
の
で
、
当
時
に
お
け
る
鵜
本
末
は
現
存
愚
秘
抄
と
二
五
記
下
と
に

か
か
は
っ
て
ゐ
た
と
推
定
さ
れ
る
。
か
う
い
ふ
配
偶
の
も
の
を
少
く
と
も
あ
る

段
階
で
の
鵜
本
末
の
形
態
と
考
へ
る
な
ら
、
三
五
記
上
下
を

一
対
と
す
る
通
行

の
形
態
は
も
と
か
ら
の
も
の
で
な
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
愚
秘
抄

の
方
も
、
通
行
本
中
の
広
本
で
あ
る
類
従
本
の
や
う
な
二
部
の
形
態
と
そ
れ
に

見
合
ふ
分
量
と
を
も
つ
も
の
は
、
や
は
り
本
来
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
ら
う
と

思
は
れ
る
。

即
ち
通
行
の
愚
秘
抄
上
下

（
か
り
に
新
鵜
本
末
と
よ
ぶ
）、　
三
五

記
上
下

（鷺
本
末
）
と
い
ふ
配
偶
乃
至
系
列
の
成
立
す
る
前
段
階
に
、
そ
れ
よ

り

一
層
簡
潔
な
愚
秘
抄
と
、
あ
る
種
の
三
五
記
下
と
を
併
せ
も
つ
鵜
本
末
の
存

在
が
想
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
場
合
三
五
記
上
の
方
は
、
単
に

三
五
記
と
命
名
さ
れ
た
単
独
の
一
書
で
、
そ
れ
が
本
来
の
形
態
で
あ

っ
た
。

こ
の
本
来
の
形
態
を
よ
く
う
か
が
は
せ
る
の
が
桂
宮
本

（外
題
は
愚
秘
抄
と

あ
る
）

一
冊
や
、
正
和
二
年
の
奥
書
を
も
つ
内
閣
文
庫
蔵
三
五
記
の
上
巻
で
あ

る
。
こ
れ
ら
に
は
類
従
本
三
五
記
上
の
序
の
末
に

「
よ
て
二
帖
の
抄
物
」
と
あ

る
文
言
が

「
一
帖
」
と
な
っ
て
を
り
、
ま
た
類
従
本
や
板
本
の
後
半
部
を
な
す

と
こ
ろ
の
、
殆
ん
ど
詠
歌

一
体
を
移
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
増
補
部
分

（
「題

を
能
々
心
得
と
る
べ
き
事
」
以
下
）
を
欠
い
て
、
巻
末
は

「
お
の
れ
は
眼
命
を

惜
し
む
が
ご
と
く
せ
よ
と
て
」
か
ら
直
ち
に
定
家
の
奥
書
に
つ
づ
く
著
し
い
特

色
を
も

っ
て
を
り
、
為
家
以
下
の
奥
書
も
有
し
な
い

爾
額
り
。　
こ
の
形
態
を

後
述
の
便
宜
の
た
め
に
、
か
り
に
一
帖
本
三
五
記
と
よ
ん
で
お
力、注
”
。
こ
の
三

五
記
が
愚
見
抄
に
そ
の
名
を
引
か
れ
た

「
三
五
記
」
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
に

つ
い
て
、
私
は
す
で
に
疑
ひ
、
八
島
長
寿
氏
は
肯
定
さ
れ
て
ゐ
る
が
続
雌
認
撻

肇
掴
唯
欧
鮮
。人
一文き
ヽ
い
ま
は
そ
れ
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

以
上
は
旧
稿
に
只
今
の
私
見
も
交
へ
て
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
は

こ
れ
を
考
察
の
基
礎
と
し
て
鵜
本
末
を
構
成
す
る
愚
秘
抄
、
三
五
記
下
に
つ
い

て
、
で
き
る
限
り
原
初
の
形
態
に
遡
り
、
そ
れ
ら
が

一
対
と
し
て
配
偶
さ
れ
た

当
初
の
状
態
を
う
か
が
ふ
と
と
も
に
、
問
題
は
果
し
て
そ
れ
で
尽
き
る
か
ど
う

か
、
あ
へ
て
い
へ
ば
は
じ
め
に
設
定
し
た
作
業
仮
設
を
越
え
て
、
如
上
の
一
対

の
形
態
以
前
に
な
ほ
遡
り
う
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
ふ
推
測
を

も
検
討
し
て
み
た
い
と
思
ふ
。

一
一　
鵜
本
末
の
原
初
的
形
態
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仮
設
の
通
り
、
鵜
本
末
が
鵜
鷺
の
箱
の
納
物
と
い
ふ
事
実
も
し
く
は
風
聞
を

基
と
し
て
制
作
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
、
す
で
に
当
初
か
ら

一
対
を
成
し
て
ゐ
た

と
考
へ
た
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
注
意
さ
れ
る
の
は
い
は
ゆ
る
一
冊
本
愚注
纏

抄
、
三
五
記
下
そ
れ
ぞ
れ
の
巻
首

・
巻
末
部
に
つ
い
て
み
ら
れ
る
次
の
類
似
で

ふめ
る
。
（劃
観
敗
防
朦
魏
雌
朴
崎
議
り一
札
Ｆ
嗜
林
わ
籠
蔵
厳
無
激
か
ぴ
）

（巻
首
部
）
愚
秘
抄

「
そ
れ
大
和
歌
は
人
の
心
を
種
と
す
と
貫
之
が
書
き
侍
る

時い
ヽ
隣
Ｐ
肝
降
階
瞑
ぽ
Ｅ
隆
い
ヽ
」
　
　
⌒勲
鉢
姐
畔
妖
係
鉢
一。
薇
幹
和
静
）

三
五
記
下
「降
信
陶
日
、
和
歌
は
隠
遁
の
源
と
し
て
菩
提
を
す
す
む
る
要
路

た
り
と
。
に
ｂ
陸
厚
ド
雌
隆
Ｆ
ｒ
け
に
時
。」

（蜘
熙
納
閣
）

（巻
末
部
）
愚
秘
抄

「
こ
の
条
々
大
切
の
事
ど
も
な
り
。
家
の
骨
日
と
て
亡
父

０
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

０
」

三
五
記
下

「
こ
れ
ら
は
さ
せ
る
こ
と
な
き
や
う
な
れ
ど
も
、
唯
伝
一
子
の
秘

陣
隆
Ｄ
。
お
そ
ら
く
は
無
沙
汰
の
人
の
み
ぞ
侍
る
ら
む
％
Ｎ
の
事
な
れ
ど

も
固
く
ま
も
り
て
い
口
騰
ｒ
蔭
旧
Ｆ
殴
ド
陽
隆
際
‐ｉ
Ｆ́
障
Ｋ
Ｌ
」

⌒簾
始
離
粋

質林年）

巻
首
部
の
こ
の
種
の
型
は
仮
託
書
中
、
右
の
両
書
に
の
み
み
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
巻
末
部
も

（特
に
そ
の
後
半
部
は
よ
く
あ
る
型
な
が
ら
）
仮
託
書
に

限

っ
て
い
へ
ば
他
に
愚
見
抄
が
こ
れ
と
親
近
を
示
す
ば
か
り
で
あ
る
。
即
ち

愚
見
抄

「
こ
れ
何
と
な
き
や
う
な
れ
ど
も
、
道
の
骨
目
な
る
べ
し
。
人
の
目

た
つ
る
ま
で
の
こ
と
は
あ
ら
じ
な
れ
ど
も
、
家
の
明
規
と
あ
ふ
ぎ
て
額
軽

レ師曜ＦパＬ暉レげい」め隆ほドルに陶Ⅳハヽ
」　
⌒嶽略献麟蚊雌続路婚継ｒ雄）

と
い
ふ
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
の
関
係
は
後
に
あ
れ
る
こ
と
と
し
、
し
ば
ら
く

愚
秘
抄
、
三
五
記
下
の
み
を
比
較
す
れ
ば
、
こ
の
程
度
に
首
尾
を
合
は
せ
た
類

似
は
一
概
に
偶
然
と
言
ひ
切
れ
な
い
も
の
を
感
じ
さ
せ
る
。
む
し
ろ
両
者
を

一

対
と
す
る
意
図
に
導
か
れ
た
結
果
で
は
な
か
ら
う
か
。
さ
う
と
す
れ
ば
両
書
を

併
せ
て
鵜
本
末
と
呼
ん
だ
場
合
の
本
文
の
形
態
、
少
く
と
も
そ
の
一
つ
の
場
合

は
こ
れ
で
あ

っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
一
層
原
初
的
な
形
態

に
ま
で
遡
れ
な
い
も
の
で
あ
ら
う
か
。

す
で
に
私
は
愚
秘
抄
に
つ
い
て
は
一
冊
本
を
採

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
系

統
が
最
も
原
型
に
近
く
略
本
と
は
思
は
れ
な
い
こ
と
の
考
証
は
別
に
期
す
る
こ

と
と
し
憂
し
、
以
下

一
冊
本
を
規
準
と
し
て
そ
の
原
型
を
う
か
が
ふ
よ
す
が

と
し
た
い
。
さ
う
と
す
れ
ば
前
掲
巻
末
部
を
は
じ
め
、
幾
つ
か
の
箇
所
に
つ
い

て
愚
見
抄
と
の
類
似
が
目
に
つ
く
の
で
あ
る
。

愚
見
抄
の
巻
頭
は

「
歌
は
い
か
に
と
あ
る
べ
き
も
の
ぞ
と
尋
ね
侍
り
し
か
ば
、

た
だ
心
の
及
ぶ
と
こ
ろ
に
叶
は
む
と
す
べ
し
と
宣
ひ
し
は
」
と
い
ふ
亡
父
卿
の

言
葉
で
は
じ
ま
っ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
は
文
形
こ
そ
異
れ
、
愚
秘
抄
が
前
記
貫
之

の
言
葉
で
は
じ
め
た
の
と
比
較
さ
れ
る
し
、
自
悟
自
証
を
説
く
そ
の
趣
旨
に
お

い
て
も
類
似
す
る
の
で
あ
る
。
愚
秘
抄
の
方
は
こ
の
後

「
そ
も
そ
も
歌
の
体

一

境
に
限
ら
ず
し
て
、
そ
の
姿
さ
ま
ざ
ま
に
相
分
れ
た
り
。
さ
れ
ば
人
の
も
と
づ

き
好
む
す
ぢ
ぞ
箇
々
に
し
て
さ
ら
に
一
な
ら
ず
」
と
起
し
て
十
体
論

に
移

っ

て
ゆ
く
が
、
愚
見
抄
の
方
も

「凡
そ
歌
の
さ
ま

一
方
な
ら
ず
。
さ
る
か
ら
初
心

の
時
む
ね
と

（詠
む
べ
き
姿
を
）
思
ひ
分
ち
侍
る
が
ゆ
ゆ
し
き
重
事
に
て
侍
る

な
り
」
⌒稲
路
秩
絆
鉢
わ
暉
棚
毬

と
起
し
て
、
間
に
詞
論
を
挿
ん
で
は
ゐ
る
が
、
十

体
論
に
進
ん
で
ゆ
く
点
、
論
旨
の
構
成
、
叙
述
の
順
序
、
文
章
と
も
に
類
似
す

る
。
同
様
な
類
似
は
漢
詩
の
説
、
実
朝
評
、
清
輔

・
亡
父
卿
評
な
ど

（愚
秘
抄

前
半
部
）
に
つ
い
て
も
指
摘
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
勘
合
す
る
と
前
掲
愚
秘
抄
の
巻

末
部
と
愚
見
抄
の
そ
れ
と
の
類
似

（特
に

「骨
日
し

も
単
な
る
空
似
と
し
て

扱
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ら
う
。

愚
見
抄
は
了
俊
弁
要
抄
に
よ
れ
ば
基
本
的
学
書
の
一
つ
で
、
お
そ
ら
く
近
代



秀
歌

・
詠
歌
大
概

。
毎
月
抄
等
と
同
様
、
定
家
の
著
作
と
し
て
冷
泉
家
に
伝
来

し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
は
れ
る
が
、
そ
れ
は
通
行
の
愚
見
抄
と
お
そ
ら

く
別
書
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
も
と
よ
り
通
行
の
も
の
は
仮
託
書
と
考
ヘ

る
他
は
な
い
も
の
な
の
で
、
こ
れ
は
冷
泉
家
の
所
伝
や
了
俊
の
確
信
の
信
憑
性

を
疑
は
せ
る
材
料
の
一
つ
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
少
く
と
も
当
時
と

し
て
愚
見
抄
の
も
つ
こ
の
信
頼
、
権
威
を
背
景
と
し
て
産
出
さ
れ
た
の
が
愚
秘

抄
で
あ

っ
た
ら
う
と
は
、
旧
稿
で
も
推
定
し
、
今
も
考
へ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
愚
秘
抄
と
愚
見
抄
と
の
間
に
本
文
の
構
成

。
内
容

・
文
章
に
つ
い

て
直
接
の
影
響
や
借
用
が
認
め
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、　
一
冊
本
愚
秘
抄
の
現
形
は

そ
の
首
尾
を
併
せ
て
、
大
凡
愚
秘
抄
の
原
型
つ
ま
り
鵜
本
の
形
態
を
伝
へ
る
も

の
と
み
て
差
支
な
い
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

次
に
三
五
記
下
に
つ
い
て
、
前
掲
の
や
う
な
巻
首
部
と
巻
末
部
と
を
も
つ
本

文
は
板
本

・
類
従
本
其
他
の
写
本
の
殆
ん
ど
に
通
じ
て
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

が
、
た
だ
静
嘉
堂
文
庫
蔵
定
家
卿
の
記

租
鄭
ま
狂
輌
乞
こ

の
下
冊
所
収
の
本
文

は
、
右
の
巻
末
部
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
に
先
行
す
る

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
歌
に

関
す
る
長
文
の
釈
義
の
部
分
を
欠
き
、
従

っ
て

「歌
の
点
の
長
さ
」
に
関
す
る

条
で
終

っ
て
、
端
に
助
字
の
類
十
余
字
を
列
挙
し
、
奥
書
と
し
て
は
定
家
の
も

の
の
み
を
附
す
い
と
い
ふ
形
態
を
具
へ
て
ゐ
る
。

一
般
に
本
書
の
奥
書
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
単
に
定
家
の
も
の
の
み
を
も
つ
も

の
、
こ
れ
に
為
家
の
奥
書
を
加
へ
た
も
の
、
さ
ら
に
為
氏
の
奥
書
を
加
へ
た
も

の
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
為
実
の
を
加
へ
た
も
の
、
最
後
に
以
上
に
応
永

。
長
禄

の
奥
書
を
加
へ
た
も
の
等
の
五
種
が
管
見
に
入
る
が
、
本
文
に
つ
い
て
は
右
の

二
種
し
か
ま
だ
知
ら
な
い
。
そ
こ
で
問
題
は
巻
末
の
釈
義
の
部
分
以
下
を
欠
い

た

「定
家
卿
の
記
」
が
よ
り
原
型
に
近
い
か
、
あ
る
い
は
単
な
る
脱
漏
に
す
ぎ

な
い
の
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
を
考
へ
る
に
つ
い
て
参
考
さ
れ
る
の

は
前
掲
内
閣
文
庫
本
で
、

江
」
は
上
下
両
冊
に
亙
っ
て
定
家
卿
の
記
と
全
く
同

系
統
に
属
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。

〓
一　

特

に

二

五

記

下

に

つ

い

て

そ
こ
で
両
本
の
書
写
状
態
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
主
要
な
異
同
を

一
往
上
冊

に
遡

っ
て
摘
記
す
る
と
、
ま
づ
内
閣
文
庫
本
の
奥
書
は
、
定
家
の
奥
書
の
次
に

「
本
云
」
と
注
し
て
為
家
以
下
正
和
二
年
ま
で
の
す
べ
て
を
並
べ
る
。
即
ち
後

者
の
奥
書
群
は
本
来
な
か
っ
た
も
の
で
、
他
本
か
ら
移
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
も

の
の
や
う
で
あ
る
が
、
定
家
卿
の
記
の
方
に
は
こ
の
注
記
を
欠
く
こ
と
。
次
に

内
閣
文
庫
本
の
特
色
で
あ
る
前
記

「例

一
帖
」
の

「
一
」
の
文
字
が
定
家
卿
の

記
で
は
消
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
直
前
に
二
箇
所
の
脱
字

（「感
」
「
ち

ぎ
る
し

が
あ
る
が
、　
内
閣
文
庫
本
も
そ
の
点
同
じ
な
が
ら
、　
た
だ
該
当
箇
所

を
空
白
に
し
て
残
し
て
ゐ
る
こ
と
等
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
れ
ば
内
閣
文
庫
本

の
方
が
優
れ
た
書
写
状
態
を
示
し
、
定
家
卿
の
記
よ
り
も
原
型
を
髪
髯
さ
せ
る

も
の
が
あ
る
と
い
っ
て
差
支
な
い
で
あ
ら
う
。
確
か
に
定
家
卿
の
記
に
意
識
的

な
修
正
の
あ
る
こ
と
は
巻
末
近
く

「水
体
の
玉
」
と
あ
る
べ
き
本
文
が

「底
」

と
な
り
、
傍
に

「本

二
体
ト
ア
リ
」
と
注
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
に
も
示
さ
れ
る
が
、

し
か
し
同
時
に
そ
の
親
本
は
内
閣
文
庫
本
の
そ
れ
に
較
べ
て
損
傷
が
多
く
、
あ

る
い
は
欠
損
あ
る
い
は
判
読
し
が
た
い
状
態
に
あ

っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
例
へ

ば
十
体
中
に
引
証
さ
れ
て
ゐ
る
詩
句
に
欠
脱
の
目
立
つ
こ
と
に
も
う
か
が
は
れ

る
。
お
そ
ら
く
書
写
者
は
本
文
に
つ
い
て
特
に
私
意
を
挿
む
つ
も
り
は
な
く
て

も
、
批
判
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
場
合
が
あ

っ
た
ら
う
と
想
像
さ
れ
る
。

な
ほ
両
本
の
差
異
は
十
体
の
上
に
も
み
ら
れ
る
。
即
ち
定
家
卿
の
記
は
詩
句

の
題
や
作
者
名
を
注
記
す
る
こ
と
が
多
い
け
れ
ど
も
内
閣
文
庫
本
に
は
こ
れ
が

な
く
、
代
り
に
例
歌
に
つ
い
て

（必
ず
し
も
正
確
で
な
い
が
）

一
部
に
出
典
の



勅
撰
集
名
を
記
し
、
ま
た
多
く
作
者
名
を
注
記
す
る
。
就
中
内
閣
文
庫
本
が
十

体
の
は
じ
め
に

「歌
体
事
」
と
題
し
て
そ
の
目
録
を
掲
げ
て
ゐ
る
の
は
注
意
さ

れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
前
記
桂
宮
本
と
同
様
で
あ
る
。
日
録
の
有
無
は
諸
本
に

よ
っ
て
様
々
で
あ
る
が
、
い
ま
前
記

一
帖
本
系
統
に
限

っ
て
い
へ
ば
、
お
そ
ら

く
あ
る
の
が
本
来
で
、
定
家
卿
の
記
の
方
は
誤
脱
と
い
ふ
よ
り
も
意
図
し
て
こ

れ
を
削
除
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

下
冊
の
異
同
に
つ
い
て
も
定
家
卿
の
記
の
方
に
疎
漏
が
み
え
る
が
、
問
題
の

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
歌
の
釈
義
の
部
分
以
下
が
大
き
く
こ
ち
ら
に
欠
脱
し
て
ゐ

る
点
は
如
何
で
あ
ら
う
。

し
ば
ら
く
前
述
の
諸
事
実
か
ら
推
せ
ば
、
こ
れ
も
定
家
卿
の
記
の
方
の
欠
脱
、

し
か
も
意
図
し
て
削
除
し
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
は
れ
る
が
、
し
か
し
ま
た
巻

末
と
い
ふ
場
所
、
欠
脱
箇
所
の
ま
と
ま
り
工
合
な
ど
を
考
へ
る
と
逆
に
そ
れ
は

内
閣
文
庫
本
に
お
け
る
増
補
で
あ
り
、
定
家
卿
の
記
の
方
に
鵜
本
末
の
古
体
が

残
さ
れ
て
ゐ
る
か
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
判
定
は
や
さ
し
く
な
く
、
さ
ら
に
諸
本

を
渉
猟
す
る
必
要
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
た
だ
こ
こ
で
改
め
て
確
認
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
次
の
二
点
で
あ
る
。

第

一
、
内
閣
文
庫
本
の
末
尾
が
か
り
に
後
の
増
補
で
あ
る
と
し
て
も
、
前
述

の
通
り
そ
の
増
補
の
本
文
は
愚
秘
抄
の
末
尾
と
照
応
し
て
、　
一
対
と
し
て
の
鵜

本
末
の
性
格
を
鮮
明
に
し
た
も
の
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
鵜
本
末
性
を
確
立
し
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
増
補
の
時
期
は
鷺
本
末
系
列
の
編
成
さ
れ
る
以
前
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
。
第
二
に
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
三
五
記
下
が
三
五
記
上

と
配
偶
さ
れ
て
ゐ
る
現
形
は
、
す
で
に
こ
の
本
文
が
鵜
本
末
を
離
れ
て
鷺
本
末

系
列
に
再
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
ゐ
る
点
で
あ
る
。
現
に

内
閣
文
庫
本
で
は
上
冊
の
内
題
に

「
三
五
記
　
鷺
本
」、　
下
冊
に

「
三
五
記

鷺
末
」
と
あ

っ
て
こ
の
関
係
を
明
示
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
下
冊

の
奥
書
の
上
に
も
そ
れ
は
明
瞭
に
刻
印
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

こ
の
両
本

（内
閣
文
庫
本

。
定
家
卿
の
記
）
の
下
冊
の
奥
書
の
特
色
は
、
定

家
の
も
の
し
か
な
い
点
で
あ
る
が
、
そ
の
日
附
は
諸
本
と
同
様
、
建
保
五
年
九

月
五
日
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
日
附
に
最
も
近
接
す
る
の
が
愚
秘
抄
の
七
月

七
日
で
は
な
く
て
、
三
五
記
上
の
八
月
十
八
日
藷
林
江
」
肝
ス
枷
欲
』
ち
跡
デ
塀
狂
配

る
）
で
あ
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
。　
こ
の
三
五
記
上
の
日
附
は
仲
秋
の
明
月
に

住
吉
に
参
籠
し
、
霊
夢
を
え
て
起
草
さ
れ
た
と
い
ふ
序
の
構
想
並
び
に

「干
時

建
保
五
年
八
月
中
旬
に
是
を
書
き
と
ぢ
め
畢
」
と
い
ふ
そ
の
結
び
に
照
応
し
て

ゐ
る
が
、
さ
ら
に
こ
の
構
想
は
毎
月
抄
に
み
え
る
明
月
記
の
由
来
に
な
ぞ
ら
へ

た
ら
し
く
、
三
五
記
と
い
ふ
名
称
に
も
ま
た
か
か
は
っ
て
く
る
。
つ
ま
り
題
号
、

構
想
、
日
附
の
す
べ
て
が

一
連
の
関
係
に
あ
る
わ
け
で
、
八
月
十
八
日
の
日
附

は
三
五
記
上
に
と
っ
て
必
然
の
も
の
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
五
記
下

の
日
附
は
こ
れ
を
規
準
と
し
て
や
や
遅
ら
せ
た
も
の
で
、
両
書
が
相
継
い
で
成

立
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
ら
し
く
、
お
そ
ら
く
三
五
記
上
下
を

一
対
と
し
て
配

合
し
た
時
の
作
為
で
あ

っ
た
ら
う
。
同
時
に
こ
の
日
附
の
下
に
つ
づ
く

「遺
老

藤
原
朝
臣
定
家
」
の
署
名
も
三
五
記
上
の
そ
れ
に
合
は
せ
た
も
の
で
、
愚
秘
抄

の

「前。
中。
納．
言。
藤
原
朝
臣

（定
家
ど

稀
疇
牲
林
加
へ定
じ

と
い
ふ
官
記
に
対
立
す

る
こ
と
は
十
分
注
目
さ
れ
て
よ
い
こ
と
で
あ
る
鰍
額
Ｅ
。

こ
の
や
う
に
検
討
し
て
み
る
と
、
か
り
に
定
家
卿
の
記
の
本
文
の
結
び
の
形

が
古
体
を
残
す
も
の
で
あ
り
、
内
閣
文
庫
本
の
そ
れ
が
後
補
の
形
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
後
補
の
時
期
は
鷺
本
末
系
列
の
成
立
以
前
、
い
ひ
か

へ
れ
ば
定
家
卿
の
記
の
現
形
の
成
立
以
前
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
つ
ま
り
定
家

卿
の
記
の
成
立
す
る
以
前
に
す
で
に
内
閣
文
庫
本
の
本
文
は
成
立
し
て
ゐ
る
筈

で
あ

っ
て
、
今
両
本
の
現
形
を
比
較
し
て
、
い
づ
れ
の
本
文
が
古
体
か
後
補
か

を
判
定
す
る
こ
と
は
理
由
が
な
い
。
従

っ
て
今
は
既
述
の
や
う
な
両
本
の
書
写



状
態
の
優
劣
か
ら
類
推
し
て
内
閣
文
庫
本
の
方
が
原
型
に
近
く
、
定
家
卿
の
記

は
何
ら
か
の
理
由
で
こ
れ
を
削
除
し
た
と
み
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
ふ
が
、

そ
の
点
、
次
に
や
や
別
の
角
度
か
ら
も
考
へ
た
い
。

四
　
一二
五
記
下
と
和
歌
密
書
と

三
五
記
下
の
本
文
は
旧
稿
に
も
記
し
た
通
り
、
は
じ
め
に
和
歌
知
顕
集
の
序

を
踏
ま
へ
て
三
十

一
字
の
意
義
を
述
べ
、
次
い
で
亡
父
卿
が
霊
夢
の
中
で

「
ほ

の
ぼ
の
と
」
の
歌
を
感
得
し
た
こ
と
、
次
に
六
体
と
長
歌
短
歌
の
説
、
最
後
に

大
義
の
こ
と
に
ふ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
以
下
の
本
文
は
大
凡
こ
れ
ら
を
説
き
直

し
た
も
の
で
、
前
者
を
序
説
、
後
者
を
本
論
と
よ
ん
で
も
多
く
は
誤
ら
な
か
っ

た
で
あ
ら
う
。
本
論
は
六
義
に
つ
い
て
最
も
委
曲
を
尽
し
、
六
体
其
他
に
つ
い

て
は
簡
略
に
、
巻
末
の

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
歌
の
釈
義
の
部
分
は
ま
た
頗
る
詳

細
で
あ
る
。
か
う
い
ふ
本
文
の
構
成
を
考
へ
、
か
つ
こ
の
歌
の
釈
義
の
部
分
が

序
説
の
霊
夢
の
こ
と
に
照
応
す
る
本
論
の
一
部
で
あ
る
こ
と
を
知
れ
ば
、
そ
れ

を
後
の
恣
意
的
な
増
補
と
み
る
よ
り
も
、
は
じ
め
か
ら
三
五
記
下
の
一
部
と
し

て
作
成
さ
れ
た
も
の
と
み
る
方
が
妥
当
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。

こ
の
釈
義
の
内
容
は
、　
一
般
に
相
伝
説
を
強
く
押
出
し
て
ゐ
る
本
書
の
中
で

も
特
に
そ
の
態
度
の
著
し
い
も
の
で
、
わ
づ
ら
は
し
い
ま
で
に
諸
家
の
説
を
対

比
し
た
り
、
「無
上
の
大
事
」
「深
秘
の
習
」
な
ど
の
用
語
の
み
え
る
な
ど
そ
れ

で
あ
る
。
あ
る
い
は
一
篇
の
奥
義
に
擬
し
た
も
の
で
、
間
答
形
式
を
か
り
た
叙

述
法
も
こ
の
印
象
を
助
け
る
や
う
で
あ
る
。
巻
末
に

「唯
伝

一
子
の
秘
事
」
と

あ
る
の
は
三
五
記
下
全
体
の
結
び
で
、
巻
中
の
相
伝
説
を
主
と
し
て
念
頭
に
お

い
た
も
の
か
と
思
は
れ
る
が
、
あ
る
い
は
そ
の
前
に
つ
づ
く
こ
の
釈
義
の
部
分

の
み
を
さ
す
の
か
も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
序
説
と
照
応
す
る
如
上
の
叙
述
の
外
に
、
序
説
に
含
ま
れ

な

い

「
辺
序
題
曲
流
」
以
下

「歌
の
点
の
長
さ
」
に
至
る
七
箇
条
が
本
論
に
は
あ
る
。

異
質
的
な
構
成
部
分
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
部
分
が
六
義
の
条

と
と
も
に
図
書
寮
蔵
和
歌
密
書
の
内
容
と
重
さ
な
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
次
に

そ
の
関
係
を
考
察
し
、
三
五
記
下
の
本
文
の
成
立
に
つ
い
て
推
定
を
試
み
た
い

と
思
ふ
。

和
歌
密
書
は
八
箇
条
か
ら
成
り
、
そ
の
第

一
用
意
部
は
す
で
に
大
日
本
歌
書

綜
覧
に
解
説
さ
れ
て
ゐ
る
通
り
、
八
雲
御
抄
の
用
意
部
に
よ
っ
て
ゐ
る
。
や
や

蛇
足
を
加
へ
る
と
御
抄
の
冒
頭
か
ら

「う
け
ら
れ
ぬ
事
」
六
項
、

「
思
ふ
べ
き

事
」
六
項
並
び
に
部
末
の
結
び
の
文
章
を
移
し
た
も
の
で
、
二
箇
所
ほ
ど
に
省

略
が
あ
る
が
、
丁
寧
な
抜
書
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
も
ふ
に
詠
歌

一

体

・
和
歌
用
意
条
々
。
毎
月
抄

。
竹
園
抄

。
悦
目
抄
等
、
鎌
倉
期
か
ら
南
北
朝

期
に
か
け
て
書
き
つ
が
れ
た
真
偽
取
交
ぜ
て
の
歌
学
書
に
与
へ
た
御
抄
の
影
響

は
甚
大
な
の
で
、
こ
こ
で
も
興
味
は
深
い
の
で
あ
る
が
、
い
ま
そ
の
点
に
ふ
れ

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
次
に
第
二
六
義
部
か
ら
第
八
疎
句
部
ま
で
が
三
五
記
下

の
本
文
と
重
さ
な
る
部
分
で
、
す
で
に
三
輪
正
胤
君
が
指
摘
さ
れ

て
ゐ

る
。

（間「帥
Ⅷ
聯
詢
賊
難
難
Ⅷ
け
翡
た
。三
つ
）

さ
う
と
す
れ
ば
本
書
は
御
抄
と
三
五
記
下
と
か
ら
そ
の
肝
要
を
ぬ
い
て
合
は

せ
た
に
す
ぎ
な
い
や
う
に
も
み
え
る
け
れ
ど
も
、
三
五
記
下
に
関
す
る
限
り
さ

う
で
な
い
。
即
ち
両
書
の
本
文
を
比
較
し
て
第

一
に
言
へ
る
こ
と
は
字
句
の
意

識
的
な
変
更
や
相
当
量
の
文
言
の
出
入
が
目
に
つ
く
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
関

係
は
一
方
的
な
も
の
で
な
く
、
お
そ
ら
く
共
通
の
本
文
に
基
い
て
相
互
に
変
更

や
増
補
、
削
除
な
ど
の
加
へ
ら
れ
た
結
果
と
み
る
べ
き
も
の
の
や
う
で
あ
る
。

第
二
に
、
こ
の
原
型
と
思
は
れ
る
共
通
の
本
文
に
対
し
て
注
釈
的
乃
至
批
判
的

な
文
言
を
添
加
し
て
ゐ
る
こ
と
は
三
五
記
下
の
方
に
著
し
い
こ
と
で
あ
る
。
如

上
の
事
実
の
よ
く
現
は
れ
て
ゐ
る
箇
所
が
即
ち
、

「題
対
と
云
事
」
以
下
の
各



条
並
び
に
大
義
で
あ
る
。

ま
づ
題
対
の
条
に
つ
い
て
三
五
記
下
を
み
る
と
、
「詞
の
縁
」
と
か
「縁
の
詞
」

と
か
い
は
れ
て
ゐ
る
の
は
愚
秘
抄
や
和
歌
大
綱
な
ど
と
同
様
、
い
は
ゆ
る
縁
語

の
こ
と
ら
し
い
が
、
こ
れ
が
題
対
と
い
ふ
耳
馴
れ
な
い
語
と
ど
う
関
係
す
る
か

は
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
題
と
は
そ
の
前
条
に
説
か
れ
て
ゐ
る
辺
序
題
曲

流
の
題
で
あ
ら
う
か
ら
、
「次
第
に
句
ご
と
に
詞
の
縁
あ
る
こ
と
を
あ
は
せ
く

だ
す
な
り
」
と
は
第
三
句
を
中
心
に
下
旬
を
縁
語
で
綴

っ
て
ゆ
く
こ
と
を
い
っ

た
も
の
と
思
ふ
。
こ
の
点
和
歌
密
書
で
は
、
辺
序
題
曲
流
の
本
文
の
末
に

「相

伝
云
、
歌
を
ば
木
に
も
し
警

へ
ば
根
よ
り
本
、
本
よ
り
枝
、
枝
よ
り
葉
、
こ
の

や
う
に
続
く
べ
し
」
に
は
じ
ま
る
説
明
が
つ
け
ら
れ
、
縁
語
や
題
の
取
扱
い
方

が
敷
術
さ
れ
て
ゐ
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
せ
て
こ
の
条
を
読
み
下
す
と
必
ず
し
も

難
解
と
は
い
は
れ
な
い
。
し
か
し
三
五
記
下
の
方
は
右
の
説
明
を
欠
く
た
め
に

（右
に
引
い
た
警
喩
は
愚
秘
抄
が
親
句
を
平
懐
と
し
て
退
け
る
た
め
に
用
ひ
て

ゐ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
不
適
当
と
し
て
避
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
題
対
の
語

と
そ
の
本
文
と
の
関
係
が
唐
突
に
な
る
が
、
加
へ
て
そ
の
文
中
に

「物
に
対
せ

ら
れ
て
よ
め
ば
」
と
い
ふ
注
釈
的
な

一
句
が
挿
ま
れ
て
ゐ
る
た
め
に
、　
一
層
題

対
の
意
味
が
晦
ま
さ
れ
て
ゐ
る
観
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
原
意
の
分
ら
な
く
な

っ

て
ゐ
た
た
め
の
さ
か
し
ら
で
あ
ら
う
。

次
に
こ
の
条
の
後
半
で
あ
る
が
、
密
書
で
は
上
下
旬
の
相
叶
ふ
べ
き
こ
と
を

述
べ
て

「
（上
略
）
下
旬
く
だ
け
た
ら
ば
上
旬
く
だ
く
べ
か
ら
ず
。
上
下
と
も

ｄ
ｄ
測
洲
剰
刻
鮒
調
剤
利
劇
翻
閃
ョ
「
口
倒
劉
引
」
と
記
し
て
ゐ
る
が
、
三
五
記

下
で
は

「
（上
略
）
下
く
だ
け
た
ら
ば
上
旬
の
び
や
か
に
詠
め
と
申
し
た
り
」

と
承
け
て
、
「
さ
れ
ど
も
愚
意
に
は
く
だ
け
た
る
歌
は
は
や
一
体
に
て
、　
上
旬

下
旬
く
だ
け
、
の
び
や
か
に
、
け
だ
か
か
ら
む
歌
は
ま
た
上
下
旬
そ
の
一
具
に

一詠
み
た
ら
む
ぞ
よ
ろ
し
か
る
べ
き
」
と
韓
じ
て
ゆ
く
。
お
も
ふ
に
三
五
記
下
は

一
往
密
書
と
歩
み
を
共
に
し
な
が
ら
や
が
て
そ
の
主
張
を
越
え
る
必
要
を
認
め

た
た
め
、
ま
づ
前
者
の
一
部

（傍
線
部
）
を
削
除
し
、
代
り
に
新
し
い
文
言
を

加
へ
た
と
い
ふ
手
順
に
な
る
の
で
あ
ら
う
。

（
こ
の
緩
和
さ
れ
た
主
張
は
愚
秘

抄
に
も
み
え
る
も
の
で
あ
る
）

と
こ
ろ
で
密
書
の
右
の
文
言
は
、
さ
き
に
密
書
が
抜
書
し
た
御
抄
の
用
意
部

の
本
文
に
後
続
す
る

（直
ぐ
つ
づ
い
て
で
は
な
い
が
）
次
の
文
言
に
類
似
し
て

ゐ
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
煩
瑣
に
な
る
が
も
う

一
度
両
文
を
対
照
す
れ
ば
、

八
雪
御
抄

「題
を
え
て
歌
を
案
ず
る
こ
と
は
題
に
む
か
は
で
は
い
ひ
に
く
し
。

第

一
歌
の
よ
き
や
う
は
た
だ
す
ぐ
に
刻
川
な
る
べ
き
な
り
。
（中
略
）
上
旬

く
だ
け
た
ら
ば
下
句
は
か
ま
へ
て
す
ぐ
に
、
下
旬
こ
と
が
ま
し
く
は
上
を

す
ぐ
に
よ
む
べ
し
。上
下
と
も
に
す
ぐ
な
る
は
本
な
り
。上
下
と
も
に
く
だ

州
コ
劉
引
測
「
『
劃
到
劃
剣
鮒
謝
Ч
口
州
Ы
習
劇
馴
列
劇
ぢ
」
⌒と「薇
妹
臥
矩
『
抄
）

和
歌
密
書

「
題
刈
云
事
、
次
第

に
句
ご
と
に
詞

是
を
囲

の
詞
と
も
云
也
。
但
か
く
は
申
侍
れ

々
々
た
し

つ
づ
け
む
と
ち
ぢ
み
た
る
は
、
中

べ
し
。
上
旬
く
だ
け
た
ら
ば
下
旬
く
だ
く
べ

の
例
あ
る
事
を
合
て
足
也
。

ど
も
、
つ
づ
か
れ
ぬ
を
相
構

々
つ
づ
か
ぬ
に
は
劣
り
侍
る

か
ら
ず
。
下
旬
く
だ
け
た
ら

ば
上
旬
く
だ
く
べ
か
ら
ず
。
上
下
と
も
に
く
だ
け
た
る
歌
い
ま
だ
秀
歌
の

中
に
侍
ら
ず
。」

密
書
の
後
半
の
傍
線
部
が
御
抄
の
文
形
に
近
い
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、

そ
れ
と
と
も
に
前
半
部
に
お
け
る
密
書
の

「題
対
」
「縁
」

に
対
す
る
御
抄
の

「題
に
む
か
ふ
」
「艶
」
の
類
似
も
偶
然
と
は
思
は
れ
な
い
し
、
「
ち
ぢ
み
た
る
」

と
「
た
だ
す
ぐ
」
と
の
間
に
意
味
の
関
聯
も
な
い
わ
け
で
な
く
、
現
に
御
抄
の

こ
の
後
に
つ
づ
く
文
中
に
は

「
こ
し
ら
へ
ち
ぢ
ま
か
す
」
の
語
も
み
え
る
。
そ

こ
で
こ
れ
ら
も
密
書
が
御
抄
の
本
文
を
借
用
し
た
と
い
ふ
な
ら
、
密
書
の
誤
読

・
曲
解
に
は
真
に
恐
る
べ
き
も
の
が
あ

っ
た
と
評
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が



筋
鰭
が
枷
炒
わ
翻
椋
跡
た
繊
略
∝
放
晰
輸
妙
猫
謳
乳
ハ
デ
唯
注
燎
い
Ｌ
、
　
し
か
し
私
は
や
は

り
借
用
と
認
め
る
方
に
傾
く
。
た
だ
そ
の
場
合
の
密
書
の
態
度
を
付
度
す
れ
ば
、

必
ず
し
も
誤
読

。
曲
解
に
基
く
の
で
は
な
く
、
辺
序
題
曲
流
説
に
次
い
で
題
を

と
り
あ
げ
た
関
係
か
ら
自
然
に
御
抄
の
そ
の
箇
所
が
想
起
さ
れ
、
換
骨
奪
胎
し

た
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
さ
う
と
す
れ
ば
御
抄
の
本
文
に
近
い
密
書
の
方
が

そ
れ
に
遠
い
三
五
記
下
よ
り

一
層
原
型
に
近
い
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

あ
ら
う
。

次
に

「縁
字
と
云
事
」
の
条
も
、
密
書
で
は

「終
の
句
の
詞
に
始
の
五
文
字

の
は
じ
め
の
字
の
場
ふ
を
云
也

（下
略
ど
と
あ
る
が
、
三
五
記
下
で
は
「例
倒

句
の
詞
に
始
の
五
文
字
の

（下
略
）
」
と
あ
り
、
次
い
で

「間
云
、　
さ
て
は
縁

字
と
申
も
た
だ
さ
き
の
首
尾
に
か
は
る
所
侍
ら
ず
、
如
何
。
答
云

（下
略
ご
と

記
し
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
密
書
の
方
が
原
型
を
示
し
、
後
者
は
そ
の
文
意
が
分
ら

な
く
て
濫
り
に
改
鼠
し
た
の
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
た
め
却

っ
て
前
条
の

「歌
首

尾
と
云
事
」
の
趣
旨
と
混
同
を
生
じ
て
釈
明
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
釈
明
に
よ
れ
ば
後
の

「疎
句
と
云
事
」
の
趣
旨
と
ま
た
区
別
が
つ

か
な
く
な
る
で
あ
ら
う
。

次
に

「疎
句
と
云
事
」
の
条
は
、
は
じ
め
に
疎
句
の
規
定
が
あ
り
、
つ
づ
い

て
三
五
記
下
で
は

「或
人
の
云
、
親
句
に
秀
歌
稀
な
り
、
疎
旬
に
よ
き
歌
し
げ

し
と
申
せ
り
。
ま
こ
と
に
や
」
と
い
ふ
文
章
の
加
は
っ
て
ゐ
る
の
が
注
意
さ
れ

る
。
や
は
り
注
釈
的
部
分
と
い
っ
て
よ
い
が
、
こ
こ
で

「或
人
の
云
」
と
は
愚

秘
抄
に
経
信
の
語
と
し
て
引
か
れ
て
ゐ
る
も
の
に
相
当
し
、
本
書
は
こ
れ
を
疑

っ
た
形
に
な
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
注
釈
に
も
理
由
が
あ

っ
た
と
思
ふ
。
即
ち
こ

の
疎
句
の
条
の
前
に
は

「親
句
と
云
事
」
の
条
が
あ
る
が
、
そ
こ
で
範
例
と
し

て
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
が
他
で
も
な
く

「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の
歌
な
の
で
あ
る
。

さ
う
と
す
れ
ば
三
五
記
下
の
立
場
は
親
句
を
最
勝
の
様
式
と
見
な
し
て
ゐ
た
と

い
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
は
本
書
と

一
対
を
な
す
愚
秘
抄
の
あ
の
経

信
の
語
と
矛
盾
す
る
こ
と
と
な
ら
う
。
そ
れ
で
一
往
経
信
の
語
を
そ
れ
と
な
く

引
い
て
、
し
ば
ら
く
存
疑
と
し
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

さ
て
辺
序
題
曲
流
説
か
ら
右
の
疎
句
説
ま
で
は

一
首
に
お
け
る
句
と
句
と
の

応
和
を
説
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
三
五
記
下
で
は
そ
の
次
に
突
然

「
歌
の
点
の

長
さ
」
に
関
す
る
一
条
が
く
る
。
し
か
し
密
書
で
は
、
こ
の
合
点
に
関
す
る
故

実
の
こ
と
は
独
立
の
一
条
と
し
て
で
は
な
く
、
右
の
全
箇
条
を
承
け
た
結
び
の

文
章
と
し
て
現
は
れ
る
。
即
ち
「如
此
の
事
を
覚
悟
し
て
歌
の
点
を
も
可
合
也
」

と
あ

っ
て
下
に
つ
づ
く
の
で
あ
る
が
、
こ
の
形
態
こ
そ
自
然
で
あ
り
、
お
そ
ら

く
原
型
に
近
い
も
の
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。

如
上
と
同
様
の
問
題
は
遡

っ
て
六
義
の
条
に
も
少
く
な
い
。
ま
づ
風
歌
に
つ

い
て
い
へ
ば
、
三
五
記
下
に

「相
伝
云
」
と
あ
る
の
が
密
書
に
は

「法
印
御
房

の
云
」
と
あ
る
こ
と
。
ま
た
賦
歌
の
条
で
は
三
五
記
下
が

「私
云
こ
れ
を
も
て

思
ふ
に
」
と
あ
る
の
が
密
書
に
は

「師
云
私
以
之
思
に
」
と
あ
る
こ
と
な
ど
で
、

」
】
れ
れ
な
”
効
「
」
れ
嘲
い
か
動
い
な
『
凛
薫
轍

記 っ
碑
」

「
説

卿
け
れ
章
「
い

あ
る
の
が
密
書
で
は

「相
伝
云
」
と
あ
り
、
逆
に
前
者
が
特
殊
な
形
を
示
し
て

ゐ
る
の
に
出
会
ふ
。
つ
ま
り
三
五
記
下
で
は
俊
成
説
と
顕
昭
説
と
の
応
対
、
密

書
で
は
俊
成
説
と
相
伝
説
と
の
応
対
の
形
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
後
者
は
一
見

自
家
説
内
で
の
撞
着
の
や
う
に
も
み
え
る
の
で
、
三
五
記
下
は
あ
へ
て
こ
れ
を

俊
成
対
顕
昭
の
関
係
に
置
換
へ
た
と
解
釈
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な

ほ
詳
し
く
は
考
へ
て
み
る
余
地
が
あ
る
。

次
に
最
も
問
題
を
学
ん
で
ゐ
る
の
が
比
歌
の
中
の
行
顕
比
で
、
叙
述

。
文
意

と
も
に
両
者
の
間
に
異
同
が
多
い
。
そ
の
う
ち

一
往
行
文
も
流
暢
で
、
意
味
も

そ
れ
な
り
に
分
る
の
は
三
五
記
下
の
方
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
与
へ
ら
れ
た
命



題
に
対
す
る
説
明
と
し
て
は
意
を
尽
さ
な
い
憾
み
が
あ
り
、
特
に
行
顕
比
と
偏

顕
比
と
が
同
義
で
あ
る
と
い
ふ
点
に
つ
い
て
さ
う
で
あ
る
。
「
必
ず
し
も
暮
春

に
限
る
べ
か
ら
ず
。

一
切
の
歌
に
」
と
か

「
さ
き
の
歌
は
叶
は
ず
や
」
な
ど
い

っ
た
批
判
乃
至
注
釈
の
加
へ
ら
れ
て
ゐ
る
の
は
そ
れ
を
認
め
た
の
で
あ
ら
う
か
。

密
書
の
方
は
無
理
に
命
題
に
答
へ
よ
う
と
し
て
附
会
の
観
が
著
し
く
、
文
意
も

一
層
晦
渋
で
あ
る
。
い
っ
た
い

「行
顕
」
が
何
を
意
味
す
る
の
か
よ
く
分
ら
な

い
が
、
他
方
の

「
両
顕
」
に
対
し
て
い
へ
ば
、
二
事
を
ナ
ラ
ベ
て
、
し
か
も

一

事
を
も

っ
て
顕
は
す
意
と
み
た
い
。
あ
る
い
は
端
的
に
行
顕
は
片
顕
の
誤
写
で
、

そ
れ
ゆ
ゑ
両
顕
と
対
し
う
る
の
で
あ
り
、
ま
た
偏
顕
と
も
同
音
で
通
用
す
る
こ

とヽ
、
あヽ
た
か
ま
菫
訂
体
陸
■
こ
企．
伝
Ｅ
九
⌒納
鋼
紋
植
絲
無
配
書全．
難
嘘
鶴
貼
が
だ
紳
傭
は
導
稼
正
）と

の
関
係
の
ご
と
き
も
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
推
測
し
て
み
る
の
で
あ
る
が
、
諸

本
い
づ
れ
も

「行
」
の
字
形
で
あ
る
。
い
づ
れ
に
し
て
も
行
の
字
を
単
純
に
ユ

ク
と
解
し
て
は
分
ら
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
さ
う
解
し
た
形
跡
は
三
五

記
下
に
も
な
い
わ
け
で
な
い
が
、
密
書
の
方
は
全
く
そ
の
説
明
に
絡
始
し
て
を

り
、
す
で
に
意
味
が
分
ら
な
く
な

っ
た
た
め
の
附
会
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ

る
。
そ
れ
に
し
て
も
説
明
は
密
書
の
方
が
詳
細
で
、
注
釈
乃
至
批
判
的
部
分
を

除
け
ば
三
五
記
下
の
文
形
の
殆
ん
ど
は
こ
ち
ら
に
含
ま
れ
て
ゐ
る
と
い
っ
て
よ

い
け
れ
ど
も
、
如
上
に
よ
っ
て
、
附
会
の
ま
だ
し
も
少
い
三
五
記
下
の
方
が
よ

り
よ
く
原
文
の
悌
を
残
し
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

他
に
も
二
五
記
下
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
六
義
の
証
歌
に
つ
い
て
金

吾
説
と
称
す
る
本
文
異
同
を
あ
げ
、
こ
れ
を
支
持
し
て
ゐ
る
と
こ
ろ
が
三
箇
所

み
え
る
こ
と
で
あ
る
が
↑
」
の
種
の
注
記
は
愚
見
抄
に
も
み
え
る
も
の
で
あ
る
）、

密
書
は
そ
の
す
べ
て
を
欠
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
お
そ
ら
く
な
い
の
が

原
型
で
、
こ
の
こ
と
は
三
五
記
下
の
あ
る
時
期
、
成
立
段
階
で
附
加
さ
れ
た
性

格
が
何
で
あ
る
か
を
物
語

っ
て
ゐ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

五
　

一二
五
記
下

の
原

型

に

つ
い
て

旧
稿
に
も
記
し
た
が
、
定
家
仮
託
書
が

一
様
に
亡
父
卿
を
立
て
る
こ
と
は
尤

も
と
し
て
、
さ
ら
に
愚
秘
抄
は
経
信
。
俊
頼
を
宗
と
す
る
態
度
を
み
せ
、
他
方

愚
見
抄
。
三
五
記
上
そ
れ
に
桐
火
桶
は
い
づ
れ
も
濃
淡
の
差
こ
そ
あ
れ
基
俊
を

立
て
て
ゐ
た
。
経
信
・
俊
頼
。
俊
成
。
定
家
を
つ
な
ぐ
系
統
を
か
り
に
経
信
系

と
よ
び
、
基
俊

・
俊
成
。
定
家
の
そ
れ
を
基
俊
系
と
よ
ぶ
な
ら
、
こ
の
両
系
の

特
色
を
な
ほ
よ
く
示
す
徴
証
と
し
て
既
述
の
定
家
の
奥
書
が
注
目
さ
れ
る
。
即

ち
た
だ
一
つ
経
信
系
で
あ
る
愚
秘
抄
の
そ
れ
は

「前
中
納
言
」
と
記
さ
れ
て
ゐ

る
の
に
対
し
、
基
俊
系
に
属
す
る
も
の
は
す
べ
て

「遺
老
」
と
な
っ
て
ゐ
る
か

れ蒙膨』綱」詢一“れた務輸わ曲童れ珊制】↑』臓れは『導構はれ

ば
な
ら
な
い
。

か
う
し
た
二
系
統
の
対
立
の
中
に
挿

っ
て
、
た
だ

一
つ
性
格
の
曖
味
な
の
が

三
五
記
下
で
あ
る
。
即
ち
本
書
は
冒
頭
か
ら
経
信
作
と
伝
へ
る
知
顕
集
を
引
い

て
経
信
を
宗
と
す
る
か
の
や
う
で
あ
り
な
が
ら
、
文
中
ま
た
し
き
り
に
金
吾
つ

ま
り
基
俊
説
を
引
い
て
こ
れ
に
従
う
態
度
を
み
せ
て
を
り
、
「
ほ
の
ぼ
の
と
」
の

歌
の
釈
義
の
部
分
は
殊
に
そ
れ
が
著
し
い
。
三
五
記
下
に
お
け
る
二
系
統
の
混

清
は
お
そ
ら
く
成
立
過
程
の
重
層
を
意
味
す
る
も
の
で
、
ど
ち
ら
か
が
後
来
の

附
加
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
。
が
、
既
述
の
通
り
愚
秘
抄
、
三
五
記
下

は
当
初
か
ら

一
対
の
鵜
本
末
と
し
て
成
立
し
た
と
考
へ
ら
れ
る
の
で
、
愚
秘
抄

投『奪】」に詢請』】日】興講̈
』
「信時農』昨「場れ議一『峨い静

首
・
巻
末
部
の
文
形
を
愚
秘
抄
に
倣
っ
て
作
為
し
た
の
で
あ
る
が
、
其
後
鵜
本

末
の
性
格

・
成
立
事
情
が
忘
れ
ら
れ
、
か
つ
仮
託
書
一
般
が
基
俊
系
に
馴
致
さ



注
八

れ
て
ゆ
く
風
潮
に
従

っ
て
本
書
の
中
に
も
基
俊
的
要
素
が
滲
透
し
て
き
た
と
推

定
し
た
い
。
管
見
の
及
ぶ
限
り
で
は
三
五
記
下
の
諸
本
は
す
べ
て
こ
の
段
階
の

も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
問
題
は
こ
の
段
階
を
鵜
本
末
期
の
内
と
み
る
か
、
あ

る
い
は
す
で
に
鵜
本
末
が
崩
壊
し
て
三
五
記
下
が
新
制
の
鷺
本
末
系
列
に
再
編

成
さ
れ
た
時
期
と
み
る
か
で
あ
る
が
、
前
者
と
す
れ
ば
鵜
本
末
の
一
半
を
な
す

愚
秘
抄
の
方
に
基
俊
的
要
素
の
滲
透
が
み
ら
れ
な
い
こ
と
が
不
審
と
な
る
。
従

っ
て
後
者
と
見
、
鷺
本
末
系
列
に
編
入
さ
れ
た
後
、
あ
る
い
は
再
編
成
の
過
程

で
本
文
の
修
補
が
試
み
ら
れ
た
と
考

へ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
既
述
の
通
り

艦
頻
り
定
家
の
奥
書
の
日
附
や
官
記
を
三
五
記
上
に
あ
は
せ
て
作
為
し
た
、
そ

れ
と

一
連
の
作
業
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。

以
上
の
や
う
に
想
定
で
き
る
と
す
れ
ば
、
三
五
記
下
の
原
初
的
形
態
は
少
く

と
も
現
形
か
ら
基
俊
的
要
素
を
排
除
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

れ
を
六
義
の
部
分
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
前
述
の
や
う
に
基
俊
的
注
記
を
含
ま
な

い
密
書
の
本
文
が
原
型
に
近
か
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
問
題
は
密
書
と

三
五
記
下
の
原
型
と
の
関
係
に
し
ば
ら
れ
る
が
、
そ
の
際
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
、
密
書
の
内
容
と
重
さ
な
る
部
分
と
重
さ
な
ら
な
い
部
分
と
の
い

づ
れ
が
三
五
記
下
に
と
っ
て
よ
り
本
来
の
も
の
で
あ

っ
た
か
と
い
ぶ
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
こ
れ
も
最
初
に
設
定
し
た
通
り
、
六
義
説
こ
そ
三
五
記
下
の
不
可

欠
の
内
容
と
思
は
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
含
む
密
書
と
共
通
の
部
分
こ
そ
三
五
記

下
の
中
核
で
あ

っ
た
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
三
五
記
下
は
密
書

と
共
通
の
一
祖
本
を
あ
た
か
も
真
珠
に
お
け
る
核
と
い
っ
て
滑
稽
で
あ
れ
ば
、

金
平
糖
に
お
け
る
芥
子
粒
の
如
く
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
と
み
る
の
で
あ
る

が
、
密
書
か
ら
推
定
さ
れ
る
限
り
、
こ
の
一
祖
本
は
ま
だ
定
家
に
仮
託
さ
れ
て

ゐ
な
か
っ
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
即
ち
密
書
の
識
語
は
「杏
ム
凡
此
道
至
極
条

々
載
之
畢
。
例
為
備
後
家
之
了
見
、
不
顧
老
眼
不
堪
所
翰
墨
也
。
尚
以
不
可
有

他
見
云
々
。
前
藤
亜
相
在
判
」
と
ぁ
り
、
次
い
で
本
書
を
為
実
か
ら
申
出
し
て
延

慶
二
年
十

一
月
上
旬
に
書
写
し
た
と
い
ふ
通
春
の
奥
書
が
加
は
る
。
前
藤
亜
相

は
為
実
の
父
為
氏
ら
し
く
も
み
え
る
が
、
む
し
ろ
為
家
と
み
る
の
が
順
道
で
あ

っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
前
藤
亜
相
が
相
伝
説
を
は
じ
め
、
い
く
つ
か

至
極
の
故
実
を
集
め
て
家
学
に
備
へ
よ
う
と
し
た
と
い
ふ
趣
旨
ら
し
く
読
ま
れ

る
が
、
本
書
の
内
容
は
「
至
極
」
は
と
も
か
く
、
「条
々
載
之
畢
」
と
い
ふ
に
は
ふ

さ
は
し
い
も
の
で
個
性
的
な
著
作
と
い
ふ
に
は
程
遠
い
。
従

っ
て
も
し
前
藤
亜

相
を
為
家
と
見
、
ま
た
右
の
奥
書
が
も
と
か
ら
本
書
に
附
け
ら
れ
て
ゐ
た
も
の

と
す
る
な
ら
、
や
は
り
仮
託
書
と
考
へ
ざ
る
を
え
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
そ
の

場
合
こ
こ
に
為
実
の
名
が
現
は
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
、
板
本
三
五
記
や
愚
秘
抄
の

奥
書
に
み
え
る
そ
ユ
駐
銅
様
に
興
味
深
い
。
し
か
し
こ
れ
も
今
と
り
わ
け
て
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
く
て
仮
託
書
鵜
本
末
の
成
立
過
程
、
手
順
を
推
定
す
る
と
、
ま
づ
鵜
本
は

経
信
系
仮
託
書
の
第

一
号
と
し
て
出
現
し
た
も
の
で
、
粉
本
を
基
俊
系
第

一
号

の
愚
見
抄
に
求
め
、
従

っ
て
そ
の
構
成

・
叙
述

。
内
容
に
依
拠
し
な
が
ら
、
基

罐
卸
理
寺
¨
］
難

、つ
畔
峙
卸
瀬
務
詢
噸
鰤
崚
“
（
け

「
点

隷
「
い
軍
利
報
燕
諄
】

は
、
そ
の
粉
本
を
未
だ
定
家
仮
託
書
な
ら
ぬ
一
伝
書
―
―
和
歌
密
書
の
祖
本
に

求
め
、
こ
れ
を
本
体
と
し
て
、
さ
ら
に
当
時
塁
”代
相
伝
之
秘
本
」
と
さ
れ
て
ゐ

た
ら
し
い
知
顕
集
緬
靖嫉林は勝躾精
区雄』だじ
や
私
見
等
に
よ
って
そ
の
首
尾

を
補
ひ
、
か
つ

「本
」
に
あ
は
せ
て
若
千
の
修
訂
を
試
み
た
の
で
あ
る
。

お
も
ふ
に
こ
の
祖
本
と
愚
見
抄
と
は
必
ず
し
も
同

一
人
の
手
に
成
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
し
、
ま
た
当
初
か
ら
相
互
に
関
研
的
に
成
立
し
た
と
も

限
ら
な
い
。
否
愚
秘
抄
、
密
書
の
現
形
か
ら
推
せ
ば
、
右
の
い
づ
れ
の
意
味
に

お
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
別
箇
に
と
考
へ
る
方
が
適
切
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
本



来
は
別
箇
に
あ

っ
た
二
種
の
書
を
、当
時
の
歌
壇
の
風
聞
（親
房
古
今
集
序
注
の

伝
へ
る
や
う
な
）
や
期
待
に
応

へ
る
に
恰
好
の
資
料
と
し
て
選
澤
し
、　
や
が
て

こ
れ
を
粉
本
に
、
仮
託
の
明
瞭
な
自
覚
を
も
っ
て
作
為
述
作
さ
れ
た
の
が
、
愚

秘
抄

・
三
五
記
下
を
配
偶
と
す
る
最
初
の
鵜
本
末
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。

２

九
六
七

・
三
二

一五
）

末
端
な
が
ら
本
稿
を
草
す
る
に
つ
い
て
図
書
の
閲
覧
を
許
さ
れ
た
各
図
書
館

に
厚
く
御
礼
申
上
げ
た
い
。
と
く
に
龍
門
文
庫
、
龍
谷
大
学
附
属
図
書
館
の

閲
覧
に
つ
い
て
は
川
瀬

一
馬
氏
、
真
鍋
広
済
氏

・
宗
政
五
十
緒
氏
の
御
厚
情

に
あ
づ
か
っ
た
。
記
し
て
深
謝
申
上
げ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
（本
学
教
授
）

注一
、
鵜
本
末
に
対
し
て
鷺
本
末
の
系
列
が
立
て
ら
れ
、
愚
秘
抄
上
下

・
三
五
記

上
下
が
そ
れ
ぞ
れ
こ
れ
ら
に
配
さ
れ
る
の
に
至
っ
て
も
、
鵜
本
末
即
ち

「鵜

本
鷺
末
」
を
も

っ
て
一
対
と
す
る
旧
来
の
観
念
は
俄
か
に
失
は
れ
な
か
っ
た

や
う
で
あ
る
。　
一
例
は
静
嘉
堂
文
庫
蔵
文
化
十

一
年
写
の
愚
秘
抄
で
、
こ
れ

は
鵜
本
と
し
て
一
冊
本
愚
秘
抄
を
、
鵜
末
と
し
て
八
島
長
寿
氏

「鵜
鷺
の
書

形
成
考
」
に
い
は
ゆ
る
桐
火
桶

一
本
を
配
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
鵜
末

が
承
け
て
ゐ
る
の
は

（そ
の
巻
頭
文
に
よ
れ
ば
）
「鵜
本
」
と
と
も
に

「鷺
」

（
こ
れ
が
三
五
記
下
を
含
む
こ
と
は
確
実
で
あ
る
）

で
あ
る

（静
嘉
堂
本
に

「鷺
本
」
と
あ
る
の
は

「鵜
本
」
の
誤
写
。
架
蔵
の
文
明
十
五
年
写
本
に
は
単

に
「本
」
と
あ
る
）。
ま
た
板
本
「鵜
本
」
（愚
秘
抄
上
）
も
巻
末
に
「鷺
末
」
を

予
告
し
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
は
内
容
か
ら
み
て
三
五
記
下
を
意
味
す
る
と
思
は

れ
、
や
は
り
鵜
本
鷺
末
を
結
ぶ
靭
帯
の
根
強
さ
を
物
語

っ
て
ゐ
る
や
う
で
あ

る
。
板
本
系
愚
秘
抄
の
古
写
で
あ
る
蓬
左
文
庫
本
二
冊
が

「鵜
本
鷺
末
」
と

命
名
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
誤
り
で
は
あ
る
が
、
同
じ
意
味
あ
ひ
か
ら
興
味
深
い
。

因
み
に
そ
の
宝
徳
四
年
の
奥
書
に
は
こ
の
命
名
の
対
と
し
て

「鷺
本
鵜
末
」

の
称
呼
が
み
え
る
。
三
五
記
上
下
を
さ
す
の
で
あ
ら
う
が
、
現
に
板
本
三
五

記
二
冊
の
内
題
が
そ
れ
ぞ
れ

「鷺
本
」
「末
烏
（鵜
ご

と
な
っ
て
ゐ
る
の
は
、

あ
な
が
ち
誤
刻
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

二
、
「
三
五
記
」
の
本
文
と
し
て
は
一
帖
本
三
五
記
が
最
も
原
型
に
近
い
と
思
ふ
。

た
だ
神
宮
文
庫
本

「
三
五
記
　
鷺
本
」
は
通
行
本
と
同
様
、
詠
歌

一
体
を
移

し
た
増
補
部
分
以
下
の
す
べ
て
を
具
へ
た
後
補
本
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に

先
行
す
る
本
文
は
一
帖
本
よ
り
も

一
層
簡
潔
で
、
尺
上
略
）
道
の
た
た
ず
ま

ひ
を
よ
く
覚
り
知
る
べ
き
故
実
こ
れ
よ
り
外
に
は
と
ぞ
賞
せ
ら
れ
侍
る
、
い

か
ん
」
で
終

っ
て
ゐ
る
。
ま
た
板
本
も
こ
の
所
に
傍
注
し
て

「
一
本
此
段
是

よ
り
奥
無
之
」
と
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
後
に
続
く
文
言
は
一
帖
本
の
中
で

も
桂
宮
本
と
内
閣
文
庫
本
と
は
異
り
、
内
閣
文
庫
本
は
特
殊
で
あ
る
。
お
そ

ら
く
こ
の
辺
り
乃
至
こ
れ
以
後
は
修
訂
の
加
は
っ
て
ゐ
る
部
分
ら
し
く
、
そ

の
意
味
か
ら
神
宮
文
庫
本
の
簡
潔
な
本
文
は
、
あ
る
い
は
原
型
三
五
記
の
結

び
の
形
を
示
唆
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

三
、
日
本
歌
学
大
系
所
収
の
一
冊
本
愚
秘
抄
は
完
本
と
し
て
扱
は
れ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
注

一
に
記
し
た
静
嘉
堂
本
の
前
半

「鵜
本
」
の
み
が
離
脱
し
た
形
で
、

も
と

「鵜
末
」

（桐
火
桶

一
本
）
を
具
へ
て
ゐ
た
筈
の
も
の
で
あ
る
。
従

っ

て
鵜
本
鵜
末
二
冊
と
い
ふ
の
が
あ
る
べ
き
形
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
鵜
本

一

冊
が
板
本
や
類
従
本
愚
秘
抄
二
冊
の
内
容
に
相
当
す
る
の
で
、
愚
秘
抄
と
し

て
み
る
限
り

一
冊
本
と
よ
ぶ
こ
と
は
適
切
で
あ
り
、
本
稿
も
こ
の
称
呼
に
従

ひ
た
い
。
因
み
に
、
右
の
桐
火
桶

一
本

（鵜
末
）
に
つ
い
て
八
島
氏
は

「
流

布
本

（桐
火
桶
）
の
古
型
」
と
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
い
か
に
も
そ
の
本
文
は
、

早
く
桐
火
桶
抄
が
指
摘
し
た
や
う
な
偽
書
性
の
い
く
つ
か
を
免
れ
て
を
り
注



目
さ
れ
る
が
、
し
か
し
注

一
で
ふ
れ
た
そ
の
巻
頭
の
文
言
に
関
す
る
限
り
、

こ
の
鵜
末
は
鵜
本
と

一
双
を
成
し
て
鷺
に
対
立
す
る
。
即
ち
新
鵜
本
末
系
列

の
成
立
し
て
ゐ
る
立
場
で
書
か
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
は

同
じ
箇
所
に

「鵜
の
本
末
等
に
申
し
侍
り
ぬ
」
「
か
の
巻
ど
も
に
」
と
あ
る
通

行
の
桐
火
桶
の
方
が
む
し
ろ
古
体
で
あ
り
、
桐
火
桶

一
本

（鵜
末
）
の
巻
首

部
は
新
鵜
本
末
系
列
の
成
立
に
伴
ふ
改
窯
と
推
定
さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
桐
火
桶

一
本

（鵜
末
）
の
定
家
の
奥
書
の
日
附
は
七
月
八
日

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
鵜
本
に
七
月
七
日
と
あ
る
の
に
合
は
せ
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
注

一
に
記
し
た
通
り
、
こ
の
鵜
末
が
承
け
て
ゐ
る

「鷺
」
つ
ま
り
三

五
記
下
の
定
家
の
奥
書
は
諸
本
と
も
九
月
五
日
で
あ
る
か
ら
前
後
矛
盾
す
る

で
あ
ら
う
。
こ
の
点
は
通
行
本
桐
火
桶
に

「臓
月
下
旬
」
と
あ
る
の
が
無
難

で
あ
る
。
お
も
ふ
に
桐
火
桶

一
本
の
奥
書
は
板
本
愚
秘
抄
の
そ
れ
を
移
し
た

も
の
で
、
そ
れ
を
必
要
の
最
少
限
度
で

（定
家

・
為
家
の
部
分
な
ど
）
鵜
本

の
奥
書
に
よ
っ
て
修
訂
を
加
へ
、
本
末
と
し
て
の
辻
複
を
あ
は
せ
た
も
の
に

す
ぎ
な
い
。

四
、
内
閣
文
庫
本

・
定
家
卿
の
記
は
、
い
づ
れ
も
上
冊
に

「
正
和
二
年
六
月
二

十
三
日
蒙
芳
免
書
写
畢
」
の
奥
書
を
も
つ
。
こ
の
奥
書
を
も
つ
も
の
に
注
二

所
掲
の
神
宮
文
庫
本
が
あ
る
が
、
そ
の
本
文
は
そ
こ
に
記
し
た
通
り
内
閣
文

庫
本
と
著
し
く
異
り
、
後
補
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
写
本
は
鷺
本

（
三
五
記

上
）
の
み
の
零
本
な
の
で
、
後
半
の
本
文
は
分
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
奥
書

か
ら
は
正
和
二
年
系
統
本
と
み
え
て
も
本
文
の
異
る
一
本
で
あ
る
。
従

っ
て

内
閣
文
庫
本
と
定
家
卿
の
記
と
が
、
奥
書

・
本
文
に
わ
た
っ
て
、
し
か
も
上

下
両
冊
と
も
同
系
統
に
属
す
る
こ
と
は
強
調
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

五
、
龍
門
文
庫
蔵
古
今
集
注
冷
泉
家
伝
に
は

「劉
割
ｄ
ヨ
、
私
に
是
を
も
て
思

ふ
に
」
と
あ
っ
て
字
句
は
密
書
と
も
ち
が
ふ
が
同
義
で
、
そ
の
意
味
を
一
層

く
だ
い
た
形
と
な
っ
て
ゐ
る
。

大
、
経
信
系
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
続
類
従
本
知
顕
集
に

「相
伝
の
人
々
」
と
し

て
経
信

・
俊
頼

・
俊
恵

。
寂
蓮
以
下
を
掲
げ
て
ゐ
る
の
と
、
玉
葉
を
批
判
し

た
歌
苑
連
署
事
書
が
や
や
基
俊
を
貶
し
つ
つ
、
連
署
人
の
中
に
俊
恵

・
寂
蓮

を
加
へ
て
ゐ
る
の
と
を
関
係
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
即
ち
二
条

家
に
近
い
こ
と
を
思
は
せ
る
。
ま
た
基
俊
系
に
つ
い
て
は
、
注
五
に
引
い
た

古
今
集
注
の
奥
書
が
定
家

。
為
家

・
為
相

・
大
江
広
貞
と
つ
づ
き
、
か
つ
別

に
系
統
を
立
て
て
、
定
家
か
ら
俊
成

・
基
俊
に
遡
る
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
の

を
参
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
冷
泉
家
に
近
い
こ
と
を
思
は
せ
る
。
し

か
し
旧
稿
に
論
じ
た
や
う
に
、
仮
託
書
の
制
作
は
い
づ
れ
の
嫡
流
の
手
に
成

る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
庶
流
乃
至
傍
系
の
も
の
の
作
為
で
あ
る
と
考
へ
る
。

前
掲
八
島
氏
の
御
論
考
は
、　
一
冊
本
愚
秘
抄
、
三
五
記
下
が
と
も
に
冷
泉
関

係
の
文
書
で
な
い
と
す
る
指
摘
を
は
じ
め
と
し
て
、
氏
が
立
て
ら
れ
た
種
々

の
段
階
に
お
け
る
仮
託
書
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
が
冷
泉
派
的
か
否
か
の
考
祭

を

一
眼
日
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
細
部
に
異
論
は
あ
る
に
し
て
も
示
教
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
多
か
っ
た
こ
と
を
申
添
へ
た
い
。

七
、
三
五
記
下
の
こ
の
冒
頭
言
は
、　
密
書
の
賦
歌
の
解
説
に

（
「咲
く
花
に
思

ひ
つ
く
み
の
」
の
歌
に
ふ
れ
て
）、
「此
歌
の
徳
と
し
て
、
よ
し
な
し
の
心
出

来
れ
ば
終
に
大
菩
提
の
心
も
お
こ
る
べ
し
。
経
信
大
納
言
の
云
、
歌
は
是
陰

道
の
源
と
し
て
菩
提
を
す
す
む
要
路
た
り
と
い
へ
り
」
と
あ
る
の
に
合
致
す

る
の
が
注
意
さ
れ
る
。
し
か
し
三
五
記
下
が
直
接
知
顕
集
に
拠

っ
て
ゐ
る
ら

し
い
こ
と
は
単
に
冒
頭
言
ば
か
り
で
な
く
、
三
十

一
字
三
十

一
相
説
や
五
句

五
輪
説
、
長
歌
短
歌
の
説
、
大
体
六
道
説
等
に
わ
た
っ
て
否
定
で
き
な
い
の

で
、
密
書
が
三
五
記
下
の
一
部
を
引
い
た
と
考
へ
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
そ

の
逆
を
考
へ
る
こ
と
は
迂
遠
で
あ
る
。
注
五
所
引
の
古
今
集
注
は
密
書
と
は



ぼ
同
文
で
あ
る
が
、
経
信
を
韓
じ
て
行
基
菩
薩
に
改
め
て
ゐ
る
。
す
で
に
経

信
で
あ
る
こ
と
の
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
分
り
易
さ
に
従

っ
た
の
で
あ
る
。
三

五
記
下
か
ら
密
書
、
さ
ら
に
古
今
注
へ
と
い
ふ
推
移
が
辿
ら
れ
よ
う
。

八
、
こ
の
風
潮
は
経
信
系
と
し
て
出
発
し
た
鵜
本

（
一
冊
本
愚
秘
抄
）
が
、
そ

の
増
補
系
で
あ
る
板
本
や
類
従
本
に
な
る
と
著
し
く
基
俊
的
要
素
を
増
殖
さ

せ
て
ゐ
る
事
実
の
中
に
典
型
的
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
間
の
消
息
に

つ
い
て
は
八
島
氏
が
前
掲
御
論
考
で
言
及
さ
れ
て
ゐ
る
。
た
だ

一
冊
本
愚
秘

抄
が
直
接
板
本
、
類
従
本
に
展
開
し
た
か
ど
う
か
は
疑
点
も
あ
り
、
む
し
ろ

一
つ
の
原
型
か
ら
派
生
し
た
三
系
統
に
属
す
る
の
で
は
な
い
か
と
臆
測
す
る

（細
部
に
お
け
る
三
者
間
の
影
響
関
係
は
否
定
で
き
な
い
が
）。
詳
し
く
は
さ

ら
に
考
へ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
し
か
し

一
冊
本
が
原
型
に
最
も
近

い
状
態
を
保
持
し
、
他
が
原
型
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
展
開
、
増
補
さ
れ
た
形
を
示

す
こ
と
に
異
論
は
な
い
。

九
、
井
上
宗
雄
氏

「中
世
歌
壇
史
の
研
究
、
南
北
朝
篇
」
は
密
書
に
つ
い
て
為

実
の
制
作
か
と
推
測
さ
れ
て
ゐ
る
。
の
み
な
ら
ず
神
宮
文
庫
本

「
三
五
記

鷺
本
」
其
他
に
み
え
る
正
和
二
年
の
通
春
の
奥
書
や
、
内
閣
文
庫
本

「鵜
の

本
す
ゑ
」
（愚
秘
抄
上
下
）
其
他
に
み
え
る
正
和
三
年
の
通
春
の
奥
書
に
基
い

て
、
三
五
記

。
愚
秘
抄
が
ほ
ぼ
正
和
二
、
三
年
ま
で
に
為
実
に
よ
っ
て
制
作

さ
れ
た
か
と
も
推
測
さ
れ
て
ゐ
る
。
教
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
が
、
こ
の

う
ち
三
五
記

・
愚
秘
抄
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
注
二
に
も
記
し
た
通
り
、
右
の

神
宮
文
庫
本
の
本
文
は
後
の
増
補
本
で
あ
り
、
右
の
内
閣
文
庫
本
の
本
文
も

殆
ん
ど
板
本
に
異
ら
な
い
の
で
、
や
は
り

一
冊
本
に
比
べ
て
増
補
系
に
属
す

る
。
従

っ
て
こ
の
両
本
の
系
統
で
よ
り
善
本
が
得
ら
れ
な
い
限
り
、
氏
の
推

測
は
直
ち
に
原
型
鵜
本
末
の
成
立
時
期
や
そ
の
制
作
者
を
規
定
す
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
で
あ
ら
う
。

一
〇
、
そ
の
点
は
八
島
氏
の
前
掲
論
文

（同
紀
要
三
四
頁
）
で
す
で
に
言
及
さ

れ
て
ゐ
る
が
、
さ
ら
に
本
文
の
上
ば
か
り
で
な
く
、
愚
見
抄
に
み
え
る
基
俊

系
奥
書
の
特
色
で
あ
る

「遺
老
」
を
、
愚
秘
抄
が
こ
と
さ
ら

「前
中
納
言
」

に
改
め
た
こ
と
に
も
端
的
に
現
は
れ
て
ゐ
る
。
　
　
　
　
　
　
（本
学
教
授
）




