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枕
草
子
三
巻
本

「
た
ち
は
た
ま

つ
く
り
」
に

つ
い
て

一

枕
草
子
三
巻
本
で
、
ふ
つ
う
十
九
段
目
に
当
る
所
に
「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」

と
い
ふ
簡
単
な
詞
句
が
来
る
。
こ
れ
に
当
る
章
段
が
他
系
統
本
に
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。
次
頁
の
二
四
段
ま
で
の
対
照
表
に
よ
っ
て
も
分
る
と
は
り
、
三
巻

本
二
類
本
に
の
み
有
つ
て
、
他
系
統
本
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
存
在

し
な

い
の

は
、
こ
の
段
の
み
と
い
ふ
特
異
の
存
在
で
あ
る
。

現
存
三
巻
本

一
類
本
は
七
七
段

「あ
ぢ
き
な
き
物
」
ま
で
を
す
べ
て
飲
く
の

で
あ
る
か
ら
、
十
九
段
が
飲
け
て
ゐ
る
の
は
当
然
と
し
て
、
飲
け
る
前
の
一
類

本
原
本
に
こ
の
段
が
存
し
た
か
否
か
、
そ
れ
が
ま
づ
問
題
で
あ
る
。
三
巻
本

一

類
本
か
ら
本
文
を
抄
出
し
た
と
い
は
れ
る
三
巻
本
抜
書
本

（校
本
枕
冊
子
所
載

の
永
禄
本
に
よ
る
）
に
は
ど
こ
に
も
見
え
な
い
が
、
見
え
な
い
か
ら
と
い
つ
て

三
巻
本

一
類
本
に
本
来
存
し
な
か
っ
た
と
は
即
断
で
き
な
い
。
抜
書
本
は
名
の

通
り
抜
き
書
き
で
あ
る
か
ら
、
章
段
及
び
章
段
内
の
辞
句
を
適
宜
省
略
す
る
の

が
常
套
手
法
で
あ
る
。
後
掲
対
照
表
に
よ
っ
て
み
る
に
、

○
抜
書
本
は
■
「山
は
」
か
ら
１８
「
わ
た
り
は
」
ま
で
一
類
本
の
章
段
を
す
べ
て
抄

出
し
て
ゐ
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
「
た
ち
は
」が
原
本
に
存
す

れ
ば
、
そ
の
位
置
で
抄
出
さ
れ
る
確
率
が
高
い
が
、
抜
書
本
に
抄
出
さ
れ
て

林

和

比

古

ゐ
な
い
の
は
、　
一
類
本
に
は
も
と
も
と
無
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

○
・９

「
た
ち
は
」

・
”

「家
は
」
。
２．

「清
涼
殿
の
」
ｏ
２

「生
ひ
さ
き
な
く
」

と
続
い
て
ゐ
る
段
が
、
抜
書
本
に
す
べ
て
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

こ
れ
ら
は
も
と
も
と

一
類
本
に
存
在
し
た
が
、
抜
書
本
で

「
た
ち
は
」
は
他

段
と
と
も
に
省
略
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

か
や
う
に
両
様
に
考

へ
ら
れ
て
、
抜
書
本
に

「
た
ち
は
」
が
存
在
し
な
い
こ
と

に
よ
っ
て
は
、　
一
類
本
に
本
来
存
在
し
た
と
も
存
在
し
な
か
っ
た
と
も
決
定
で

き
な
い
の
で
あ
る
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
、　
一
類
本
以
来
存
在
し
た
と
も
、
二
類
本

か
ら
生
じ
た
と
も
、
ど
ち
ら
と
も
仮
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た

「
た

ち
は
」
の
前
に
１８

「
わ
た
り
は
」
の
段
が
あ
り
、
界
本
で
は

「わ
た
り
は
た
ま

つ
く
り
の
わ
た
り
、
し
か
す
か
の
わ
た
り
、
み
つ
は
し
の
わ
た
り
、
こ
り
す
ま

の
わ
た
り
」
と
な

っ
て
を
り
、
こ
の

「た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り
」
と

「
た
ち
は

た
ま
つ
く
り
」
と
が
何
等
か
の
関
係
を
も
つ
と
も
考
へ
ら
れ
る
。
ま
た

「
た
ち

は
た
ま
つ
く
り
」
を
書
い
た
者
が
何
者
か
と
い
ふ
作
者
説
の
立
場
か
ら
も
考

ヘ

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
や
う
に
こ
の
問
題
に
は
、
本
文
の
前
後
関
係
問
題
、
作

者
問
題
が
か
ら
ん
で
、
極
め
て
複
雑
な
解
釈
が
生
じ
る
。
そ
の
う
ち
可
能
性
の

多
い
考
へ
方
を
次
に
二
、
三
挙
げ
る
。

イ
、
原
作
者
が
原
初
稿
と
し
て
の
三
巻
本
に
第
十
九
段
と
し
て
、

「
た
ち
は
た
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ま
つ
く
り
」
と
書
き
つ
け
た
。
従

っ
て
一
類
本

。
二
類
本
共
に
こ
の
詞
句
が

存
在
し
た
で
あ
ら
う
。
　
２
一巻
本
原
初
説
に
立
つ
考
へ
方
）

口
、
中
世
の
校
合
者
が
界
本
の
第
十
八
段

「わ
た
り
は
た
ま

つ
く
り
の
わ
た

り
」
か
ら
と
っ
て
三
巻
本
二
類
本
に
十
九
段

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
と
加

筆
し
た
。
従

っ
て
本
来
の
一
類
本
に
は
こ
の
詞
句
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ

ら
う
。　
２
一巻
本
原
初
説
と
否
と
に
か
か
は
ら
ぬ
考

へ
方
）

ハ
、
三
巻
本
改
作
者
が
界
本
の

「
わ
た
り
は
た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り
」
を
採

っ

て
三
巻

一
類
本
の
十
九
段
に

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
と
改
作
し
た
。
従
っ

て
こ
れ
は
三
巻
本
本
来
の
詞
句
で
あ
る
。
（私
の
三
巻
本
改
作
説
の
考

へ
方
）

二
、
三
巻
本
十
八
段
は
、

わ
た
り
は
し
か
す
か
の
わ
た
り
、
こ
り
す
き

（き
は
ま
の
誤
で
あ
ら
う
）
の

わ
た
り
、
水
は
し
の
わ
た
り
、
た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り

と
あ

っ
た
。
そ
れ
を
書
写
者
が
―
―
の
部
を

た
ち
は
た
ま
つ
く
り

と
誤

っ
て
、
十
九
段
が
生
じ
た
。
誤

っ
た
の
は
何
時
で
あ
る
か
新
古
は
分
ら

な
い
が
、
二
類
本
成
立
の
時
点
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

結
果
は
次
の
や
う
に
ま
と
め
ら
れ
る
。

イ
、
三
巻
本
原
初
稿
。
こ
の
詞
句
は

一
類
本
二
類
本
共
に
あ
っ
た
。

口
、
二
類
本
に
中
世
以
前
に
こ
の
詞
句
が
書
込
ま
れ
た
。

（
一
類
本
に
は
な
し
、
三
巻
本
は
原
初
、
改
作
ど
ち
ら
と
も
あ
れ
）

ハ
、
三
巻
本
改
作
稿
。
こ
の
詞
句
は

一
類
本
二
類
本
共
に
あ
っ
た
。

二
、
三
巻
本
二
類
本
に
こ
の
詞
句
が
誤
写
行
入
さ
れ
た
。

（恐
ら
く

一
類
本
か
ら
）
（原
初

・
改
作
ど
ち
ら
と
も
あ
れ
）

右
の
や
う
な
仮
説
が
立
て
ら
れ
る
が
、
そ
の
一
々
の
得
失
に
つ
い
て
検
討
し
た

い
。
次
に

「
わ
た
り
は
」
の
本
文
対
照
表
を
掲
げ
る
。

0 枕草子「わたりは」の

段の対照表

一削
　
田 抜 1

能

因

界
（震
）

わ
た
り
は

わ
た
り
は

わ
た
り
は

（
不
明
）

わ
た
り
は

わ
た
り
は

1

た

ま

つ
く
り
の

ら

に

り

2

一し
か
す
か
の
わ
た
り

し
か
す
か
の
渡

し
か
す
か
の
わ
た
り

し
か
す
か
の
わ
た
り

し
か
す
か
の
わ
た
り

3

み
つ
は
し
の
わ
た
り

み
つ
は
し
の
わ
た
り

み
つ
は
し
の
わ
た
り

4

こ
り
す
ま
の
わ
た
り

」
り
す
ま
の
わ
た
り

」
り
す
き
の
わ
た
り

こ
り
す
ま
の
わ
た
り

5

み
つ
は
ら
の
渡

水
は
し
の
わ
た
り

た
ま

つ
く
り
の

わ
た
り

7



注
ｏ
堺
本
は
裳
翰
本
を
用
ゐ
た
。
高
野
本
も
詞
句
の
順
序
に
相
違
は
な
い

が
、
こ
の
段
で
は
文
字
に
一
、
二
誤
写
が
あ
る
。

ｏ
三
巻
本
二
類
本
５

「
こ
り
す
き
の
わ
た
り
」
は
同
系
統
諸
本
か
く
あ

る
が
、　
コ
」
り
す
ま
の
わ
た
り
」
で
あ
ら
う
。
内
閣
本
に

「
こ
り
す

ま
の
わ
た
り
」
と
あ
る

「き
」
―

「ま
」
間
の
誤
写
は
多
い
。

ｏ
三
抜
６

「
み
つ
は
ら
の
渡
」

は

「
み
つ
は
し
の
渡
」

で
あ
ら
う
。

「ら
」
―

「
し
」
間
の
誤
写
は
多
い
。

二

さ
ら
に
問
題
を
複
雑
に
す
る
点
は
、

「
た
ち
は
た
ま
つ
り
」
の
題
目
の

「

た
ち
」
を
如
何
な
る
性
質
の
も
の
と
考

へ
る
か
に
か
か
っ
て
ゐ
る
。

１

「
た
ち
」
を

「館
」
と
み
る
説

ｏ
「館
は
玉
造
」
で
あ
ら
う
か
。
（
田
中
重
太
郎
博
士
―
古
典
全
書
枕
冊
子
）

ｏ
太
刀
か
館
か
明
ら
か
で
な
い
。
次
の

「家
は
」
へ
の
連
想
と
し
て
は
、
金

殿
玉
楼
の
意
の

「館
」
に
も
と
れ
な
く
は
な
い
。

（池
田
亀
鑑
博
士
―
全

講
枕
草
子
分
類
の
部
、
土
木
家
屋
に
関
す
る
も
の
と
し
て
ゐ
る
）

ｏ
通
釈
　
「館
の
中
で
は
玉
造
の
館
が
よ
い
。」

語
釈
　
館
で
あ
ろ
う
。
和
名
抄
に

「館
、
太
知
、
日
本
紀
私
記
伝
、
元
路

都
美

（
ム
ロ
ツ
ミ
）
客
舎
也
」
と
あ
る
。
貴
賓
、
官
使
な
ど
の
寓
す

る
官
舎
。
ま
た
貴
人
の
邸
宅
に
も
い
う
。

鑑
賞
　
こ
の
段
は
三
巻
本
系
統
以
外
の
も
の
に
は
な
い
も
の
で
と
く
に
、

つ
ぎ
の
家
に
た
い
す
る
特
別
な
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
。

（以
上
塩
田
良
平
博
土
―
評
釈
枕
草
子
）

ｏ
太
刀
か
館
か
不
明
。
次
の

「家
は
」
へ
の
関
連
と
し
て
は
金
殿
玉
楼
の
意

の
館
と
も
解
さ
れ
な
く
は
な
い
。

（岩
波
日
本
古
典
文
学
大
系
池
田
亀
鑑

博
士
の
注
釈
）

ｏ
次
段
の

「家
は
」
に
つ
ら
な
る
段
と
し
て
は
、

「館
は
」
と
あ
り
た
い
と

こ
ろ
で
も
あ
る
。

（岸
上
慎
二
博
土
―
校
訂
三
巻
本
枕
草
子
）

２

「た
ち
」
を

「太
刀
」
と
み
る
説

ｏ
「
た
ち
」
を

「太
刀
」
と
み
る
説

（萩
谷
朴
氏
）
も
あ
る
。
―
田
中
重
太

郎
博
士

・
朝
日
古
典
全
書

（林
云
、
萩
谷
朴
氏
の
説
は
何
書
に
あ
る
か
未

詳
な
の
で
引
用
の
ま
ま
）

ｏ
一
説
に

「太
刀
は
玉
造
」
と
し
て
、
黄
金
造
、
銀
造
と
お
な
じ
く
太
刀
の

外
装
の
一
種
と
す
る
が
、
い
か
が
。

（塩
田
良
平
博
士
―
評
釈
枕
草
子
）

ｏ
太
刀
と
と
る
の
は
お
も
し
ろ
い
が
、
前
後
の
段
の
連
想
が
飛
躍
し
す
ぎ
て

い
る
。

（塩
田
博
士
―
評
釈
枕
草
子
）

３

「
た
ち
」
を

「わ
た
り
」
の
誤
り
と
す
る
説

ｏ
池
田
亀
鑑
博
士

一
説
―

補
説
　
こ
の
段
は
三
巻
本
第
二
類
に
の
み
あ
る
も
の
で
、
前
段

「
わ
た
り

は
」
と
の
関
係
で
疑
間
が
あ
る
。

釈
義
　
た
ま
つ
く
り
―

「
た
ち
」
を

「
わ
た
り
」
の
誤
り
と
解
し
、
こ
れ

を
渡
の
名
と
す
れ
ば
、

「
玉
造
」
の
地
名
は
諸
国
に
わ
た
っ
て
あ

る
が
、
こ
こ
は
お
そ
ら
く
摂
津
の
国
東
成
郡
に
あ
る
玉
造
江
の
渡

で
あ
ろ
う
。

（全
講
枕
草
子

「た
ち
は
」
岩
波
日
本
文
学
大
系
に

も
同
様
の
注
が
あ
る
）

右
の
１
、
２
、
３
の

「
た
ち
」
の
意
味
の
相
違
に
応
じ
て
前
掲
イ
ロ
ハ
こ
の
仮

説
の
解
釈
も
分
れ
て
き
、
お
そ
ら
く
仮
説
は
十
種
以
上
も
立
て
ら
れ
る
で
あ
ら

う
。
そ
の
中
可
能
性
の
あ
り
さ
う
な
も
の
を
左
に
掲
げ
、
検
討
す
る
こ
と
に
し

よ
う
。



三

Ａ
、
ま
づ
３
の
説
を
検
討
し
よ
う
。

こ
れ
は
二
の
説
と
組
合
は
さ
れ
る
も
の

で
、
三
巻
本
原
初
本
十
八
段
に
は

わ
た
り
は
　
し
か
す
か
の
わ
た
り
こ
り
す
ま
の
わ
た
り
水
は
し
の
わ
た
り

た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り

と
あ

っ
た
と
考

へ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を

い
つ
の
時
点
で
か
書
写
者
が

「
た
り
」
を

「た
ち
」
と
見
誤

っ
た
た
め
、

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
な
る

詞
句
と
読
み
取
ら
れ
、
十
九
段
が
独
立
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
二
類

本
の
状
況
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
誤
写
は
一
類
本
に
す
で
に
存
し
た

か
、
二
類
本
校
合
の
時
点
で
生
じ
た
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

（
そ
の
時
書
写

者
が

「
た
ち
」
を

「館
」
と
理
解
し
た
か
、

「太
刀
」
と
理
解
し
た
か
は
分

ら
な
い
が
、
と
に
か
く

「
わ
た
り
」
と
は
別
箇
の
も
の
と
考

へ
て
前
段
を
区

別
し
た
の
で
あ
ら
う
。
）

こ
れ
は
簡
単
な
考

へ
方
で
、
か
や
う
に
解
釈
で
き
れ
ば
そ
れ
が
最
も
好
ま
し
い

途
で
あ
る
が
、
左
記
の
や
う
な
難
点
が
あ

っ
て
容
易
に
採
れ
な
い
の
で
あ
る
。

誤
写
本
が
成
立
す
る
際

「
た
ち
」
に
当
る

「
た
り
」
は
原
本
に
存
在
す
る
が
、

「
は
」
に
当
る
文
字
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
原
本
の
「
の
わ
た
り
」
に
当
る
も
の

は
、
誤
写
本
に
存
在
し
な
い
。
誤
写
の
場
合
は
原
本
と
誤
写
本
の
該
当
字
句
は

だ
い
た
い
分
量
的
に
一
致
す
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
さ
や
う
な

一
致

を
歓
い
て
ゐ
る
。
従

っ
て

「
わ
た
り
」
が

「
た
ち
」
に
誤
写
さ
れ
た
と
い
ふ
こ

の
場
合
は
考
え
に
く
い
こ
と
に
な
り
、
改
鼠
改
作
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
。
改

寅
改
作
は
次
項
以
下
の
場
合
に
検
討
す
る
。

Ｂ
、
三
巻
本
は
一
類
祖
本
の
時
代
か
ら
、
十
八
段
は
現
存
二
類
本
の
ま
ま
で
存

し
、
十
九
段
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
室
町
時
代
に
な

っ
て
、
何
人
か

に
よ
っ
て
堺
本
と
校
合
さ
れ
た
。
（校
合
者
に
つ
い
て
は
田
中
博
士
と
楠
道
隆

教
授
の
間
に
見
解
の
相
違
が
あ
る
。
）
校
合
者
は
堺
本
の
十
八
段

「
た
ま
つ

く
り
の
わ
た
り
」
を
参
考
と
し
て
三
巻
本

一
類
本
十
八
段
の
次
に

「
た
ち
は

た
ま
つ
く
り
」
な
る
辞
句
を
挿
入
し
た
。
そ
れ
が

一
一類
本
の
現
存
形
で
あ

る
。
「
た
ち
」
を

「館
」
と
解
す
る
に
せ
よ
、
「太
刀
」
と
解
す
る
に
せ
よ
」

こ
れ
は
一
種
の
改
憲
行
為
で
あ
る
。
改
憲
な
ら
ば
Ａ
項
で
述
べ
た
様
な
原
本

と
誤
写
と
の
間
の
相
違
は
、
問
題
に
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
校
合
は
あ
く
ま

で
辞
句
の
校
合
で
あ

っ
て
、
校
合
本
の
ど
れ
に
も
存
在
し
な
い
辞
句
や
章
段

を
新
作
添
加
す
る
こ
と
で
も
な
く
、
ま
た
削
除
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
従

っ

て
校
合
者
が
ど
の
本
に
も
な
い
詞
句

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
を
三
巻
本
に

新
作
添
加
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
理
解
で
き
な
い
。
従
っ
て
口
の
校
合
記
入

説
も
採
用
し
得
な
い
と
考
へ
ら
れ
る
。

Ｃ
、
右
Ａ
Ｂ
以
外
に
も
考
へ
方
が

あ
ら
う
。
例
へ
ば
三
巻
本
を
原
初
稿
と
考

へ
、
そ
れ
は
十
八
段
、
十
九
段
と
も
現
存
三
巻
本
二
類
本
と
同
様
な
も
の
で

あ

っ
た
と
し
、
能
因
本
は
そ
の
三
巻
本
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る

が
、
「
た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り
」
と

「
こ
り
つ
ま
の
わ
た
り
」
の
一
一項
を
削

除
し
て
成

っ
た
も
の
、
ま
た
界
本
は
三
巻
本
に

「
た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り
」

を
付
加
し
て
成

っ
た
も
の
で
あ
る
。
十
九
段
は
、
能
因
本
に
お
い
て
も
、
界

本
に
お
い
て
も
削
除
さ
れ
た
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
成
り
立
ち
う

る
様
に
見
え
る
が
、
次
の
点
に
不
自
然
さ
が
ひ
そ
む
。

（
ｉ
）

界
本
作
成
者
は
三
巻
本
の

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
を
削
除
し
、
こ



れ
を
十
八
段
に
入
れ
、

「
た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り
」
の
１
項
目
を
付
加

し
た
こ
と
に
な
る
が
、
別
人
と
し
て
そ
の
様
な
大
変
更
を
す
る
こ
と
は

不
自
然
で
な
い
か
。
ま
た
変
更
の
必
要
性
も
考
へ
ら
れ
な
い
。

（五
）

能
因
本

。
界
本
の
作
成
者
は
互
に
別
人
で
し
か
も
原
作
者
と
も
無
関

係
の
人
で
あ
る
筈
だ
。
そ
れ
が
申
し
合
わ
せ
た
様
に
十
九
段
を
削
除
す

る
と
い
ふ
こ
と
は
不
自
然
で
な
い
か
。
そ
の
偶
然
性
の
説
明
が
つ
か
な

い
。
従
っ
て
イ
の
場
合
も
あ
り
得
な
い
こ
と
と
し
て
省
く
。

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
の
詞
句
は
簡
単
な
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
前
述

Ａ
項
Ｂ
項
Ｃ
項
と
も
容
易
に
採
り
難
い
点
が
あ
る
の
で
、
世
の
学
者
も
解
決

に
苦
し
む
の
で
あ
ら
う
。

そ
こ
で
私
は
、
私
の
枕
草
子
成
立
の
仮
説
を
も

っ
て
こ
れ
の
解
釈
を
試
み
よ

う
と
思
ふ
。
即
ち
ハ
の
場
合
を
考

へ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
前
に
前
日
本
の
成
立
を

一
瞥
し
て
お
か
う
。
前
日
本
は
、
分
類
界
本
と

能
因
本

（
私
に
言
は
せ
れ
ば
改
稿
本
）
を
以
て
後
人
が
合
成
し
た
も
の
で
あ
る

と
い
ふ
楠
道
隆
教
授
の
説
が

既
に
行
な
は
れ
て
ゐ
て
、

明
瞭
で
あ
る
。
即
ち

「
わ
た
り
は
」
の
段
で
は
、
能
因
本
の

「
わ
た
り
は
　
し
か
す
か
の
わ
た
り
、

み
つ
は
し
の
わ
た
り
」
の
次
に
能
因
本
に
無
く
堺
本
の
み
に
あ
る

「
こ
り
す
ま

の
わ
た
り
」
を
加
へ
、
さ
ら
に
そ
の
後
に
、
堺
本
の
み
に
あ
る

「
た
ま
つ
く
り

の
わ
た
り
」
を
加
へ
て
で
き
た
も
の
で
あ
ら
う
。
素
直
に
堺
本
、
能
因
本
の
項

目
を
合
成
し
て
ゐ
る
。
前
日
本
の
編
者
は
単
純
な
蒐
集
校
合
者
の
性
質

を
有

し
、
故
意
に
本
文
を
改
作
し
よ
う
と
す
る
気
持
が
な
か
っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。

私
の
仮
説
―
即
ち
枕
草
子
の
原
初
的
な
本
文
を
雑
纂
堺
本
と
し
、
原
著
者
が
こ

れ
を
改
稿
し
た
改
稿
本
が
で
き
た
。

（そ
の
代
表
的
な

一
本
が
能
因
本
）
別
人

改
作
者
が
こ
の
界
本
と
能
因
本
を
見
合
は
せ
つ
つ
、
作

っ
た
の
が
三
巻
本
で
あ

る
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
―
に
よ
れ
ば
、
三
巻
本
の
成
立
は
前
日
本
の
成
立
と

似
た
所
が
あ
る
。

Ｄ
、
右
の
考
へ
方
で
、
十
八

「わ
た
り
は
」
の
段
を
見
る
と
、
界
本
は
第
二
項

目
以
下
に

「
し
か
す
か
の
渡
り
、
み
つ
は
し
の
渡
り

ｏ
こ
り
す
ま
の
渡
り
」

と
あ
り
、
能
因
本
に

「
し
か
す
か
の
渡
り

。
み
つ
は
し
の
渡
り
」
と
あ
る
。

こ
れ
を
参
看
し
て
三
巻
本
の

「
し
か
す
か
の
渡
り

。
み
つ
は
し
の
渡
り
。
こ

り
す
ま
の
渡
り
」
を
改
作
者
が
作

っ
た
と
考

へ
ら
れ
る
。
こ
の
時

「
み
つ
は

し
の
渡
り
」
と

「
こ
り
す
ま
の
渡
り
」
の
順
序
を
前
後
さ
せ
、
堺
本
の

「
た

ま
つ
く
り
の
渡
り
」
を
削
除
し
た
が
、　
こ
れ
は
改
作
者
の
意
図
的
な
所
作

で
、
前
田
本
の
編
者
の
素
直
さ
と
は
ち
が
ふ
と
考
へ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
改
作

者
は
十
八
段
で
削
除
し
た

「
た
ま
つ
く
り
」
を
素
材
と
し
て
、
原
著
者
の
意

図
の
埓
外
に
踏
出
し
て
一
段
を
作

っ
た
。
そ
れ
が
十
九
段

「
た
ち
は
た
ま
つ

く
り
」
で
あ
る
。
従

っ
て

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
な
る
詞
句
は
三
巻
本
祖

本
以
来
の
も
の
で
あ
り
、
抜
書
本
に
於
て
こ
れ
の
採
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、

抜
書
本
作
者
の
意
図
に
よ
っ
て
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
の
時
改
作
者

は

「
た
ち
」
に
恐
ら
く
「館
」
を
考
へ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
（後
述

参
照
）。　
こ
れ
が
私
の
仮
説
に
よ
る
十
九
段
本
文
の
解
釈
で
あ
る
。
他
の
校

合
書
写
者
に
特
別
な
意
図
を
否
定
す
る
に
も
か
か
は
ら
ず
、
三
巻
本
に
の
み

私
が
か
や
う
な
改
作
者
の
意
図
を
措
定
す
る
の
は
何
故
か
。
三
巻
本
の
本
文

を
研
究
す
る
と
、
各
所
に
堺
本
や
能
因
本
の
本
文
と
は
意
図
を
異
に
す
る
、

も
し
く
は
矛
盾
す
る
と
思
は
れ
る
語
句
や
構
文
を
発
見
す
る
こ
と
に
よ
る
の

で
あ
る
。

（
こ
の
こ
と
は
先
行
拙
論
で
指
摘
し
て
き
た
）
そ
こ
か
ら
私
は
三

巻
本
改
作
者
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

（
こ
の
三
巻
本
改
作
者
の
具
体
的
な

映
像
に
つ
い
て
は
近
い
機
会
に
に
発
表
す
る
予
定
で
あ
る
）
こ
の
や
う
な
仮



定
に
よ
っ
て
の
み
、
三
巻
本
の

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
の
本
文
が
解
釈
で

き
る
と
思
は
れ
る
。

四

「た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
の
解
は
前
掲
の
様
に

ｏ
館
の
中
で
は
玉
造
の
館
が
よ
い
」

（塩
田
博
士
）
と
し
、

ｏ

「太
刀
か
館
か
明
ら
か
で
な
い
。
次
の

『家
は
』
へ
の
連
想
と
し
て
は
、

金
殿
玉
楼
の
意
の

『館
』
に
も
と
れ
な
く
は
な
い
。」
（池
田
博
士
）

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、

ａ
　

「館
は
玉
で
造

っ
た
立
派
な
館
が
よ
い
」

と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

「金
殿
玉
楼
」
と
い
ふ
漢
語
は

あ
る
が
、

「
玉
で
造

っ
た
家
」
と
い
ふ
特
別
な
家
の
存
在
も
き
か
な
い
し
、
ま

た
立
派
な
家
の
形
容
と
し
て
の

「
玉
造
り
の
家
」
と
か

「玉
造
り
の
館
」
と
い

ふ
熟
語
も
耳
に
し
な
い
。

「館
」
は

「貴
賓
の
官
舎
と
か
貴
人
の
邸
宅
」
を
指

す
や
う
で
あ
る
か
ら
、

「
津
ザ
は
玉
で
造

っ
た
立
派
な
邸
が
よ
い
」
と
い
ふ
の

は
詞
句
そ
の
も
の
に
は
矛
盾
は
な
い
が
、
い
か
に
も
ま
づ
い
。
清
少
納
言
は
そ

の
様
な
平
凡

・
常
識
的
な
表
現
は
行
ふ
は
ず
が
な
い
と
思
は
れ

る
。
と
す

る

と
、

「玉
造
」
を
や
は
り
固
有
名
詞
と
し
て
、

ｂ
　
館
は
玉
造
の
地
に
あ
る
（も
し
く
は
玉
造
と
い
ふ
名
称
の
）
館
が
よ
い
。

と
い
う
意
味
に
と
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
こ
で

「
玉
造
」
を
名
に
負
ふ
館

な
る
も
の
は
古
来
ど
ん
な
所
が
あ
ら
う
か
、
す
こ
し
調
査
す
る
こ
と
に
す
る
。

と砂』耐囃一跡綱に』篠雌針枷榊雌資剛稀働動繊却赫絲『一がかけ

入
れ
て館

は
玉
造
の
塞
が
ひ
と
ふ
し
心
に
と
ま
る

と
い
ふ
詞
句
が
成
立
て
ば
お
も
し
ろ
い
の
で
あ
る
。
玉
造
の
塞
が
平
安
朝
人
の

語
意
識
で

「鮮
中
に
包
摂
さ
れ
る
同
位
概
念
、
も
し
く
は
下
位
概
念
に
な
れ
ば

よ
い
。
し
か
し

「館
」
は
平
安
朝
で
は

「貴
賓
の
宿
舎

・
貴
人
の
邸
宅

ｏ
国
守

の
公
館
」
を
指
し
て
を
り
、　
製
鈍
Ｆ
の
る
い
は

「服
」
は

「辺
境
の
要
砦
」
で

あ

っ
て
、
同
概
念
も
し
く
は
類
以
概
念
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
大
日
本
国

語
辞
典
が

「館
」
を
説
明
し
て

「城
の
狭
小
な
る
も
の
」
と
し
て
同
類
視
し
て

ゐ
る
が
、
こ
れ
は
賛
成
で
き
な
い
。

「城
」
は
戦
争
を
予
定
し
て
造
ら
れ
た
領

主
の
居
住
で
あ
り
、
戦
争
予
定
と
い
ふ
点
で

「塞
」
或
い
は

「柵
」
に
類
以
す

る
も
の
で
、

「城
の
狭
小
な
る
も
の
」
と
い
ふ
説
明
は

「塞
」
に
当
て
ら
る
べ

き
も
の
で
あ
ら
う
。
国
守
の
公
館
が
中
世
戦
乱
の
世
に
あ

っ
て
は
争
闘
の
場
に

な
る
た
め
、

「城
」
と
同

一
視
せ
ら
れ
る
や
う
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
大
日
本

国
語
辞
典
に
引
く
平
家
や
徒
然
草
の
館
は
や
は
り
中
古
の

「貴
人
の
邸
宅

。
国

守
の
公
館
」
の
意
味
を
保
持
し
て
、
な
る
ほ
ど
戦
闘
も
行
は
れ
た
が
、
城
や
塞

と

一
線
を
画
す
べ
き
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
従

っ
て
前
述
の

「館
は
玉
造
の
塞
が

ひ
と
ふ
し
心
に
と
と
ま
る
」
は
平
安
朝
人
に
は
生
じ
得
な
い
、
奇
異
な
表
現
で

あ

つ
た
ら
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

こ
ゝ
で
思
ひ
出
さ
れ
る
の
は
摂
津
国
玉
造
と
鴻
腕
館
と
の
事
蹟
で
あ
る
。
推

古
天
皇
の
頃
か
ら
難
波
の
地
に
高
麗
館

・
三
韓
館

。
百
済
館
の
名
外
観
え
、
外

国
使
臣
の
送
迎
宿
泊
の
客
舎
と
し
て
使
は
れ
た
。
こ
れ
ら
は
難
波
大
郡
の
地
に

存
在
し
、
難
波
館
と
も
呼
ば
れ
、
後
に
鴻
慮
館
と
呼
ば
れ
た
。
こ
れ
が
前
述
の

「貴
賓
の
官
舎
」
に
あ
た
り
、和
名
抄
の
太
知

・
元
路
都
美

・
客
舎
に
あ
た
る
。

そ
の
の
ち
外
使
の
客
舎
に
あ
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
と
み
え
、
仁
明
天

皇
の
承
和
十

一
年
（
八
八
四
年
Ｙ
」
ろ
に
は
国
司
の
奏
請
に
よ
っ
て
国
府
庁
に
転

用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
の
東
成
区
北
国
分
町
は
旧
、
国
分
町
で
、
こ
れ

が
玉
造
の
区
域
内
に
当
る
。
国
分
は
国
府
に
あ
た
る
と
み
れ
ば
、
玉
造
は
鴻
朧



館
の
所
在
地
で
、
平
安
朝
で
は
摂
津
国
庁
の
所
在
地
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

（大
阪
市
史

。
国
史
大
辞
典
等
に
よ
る
）

三
巻
本
改
作
者
が

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
と
い
っ
た
と
き
、

「館
は
摂
津

玉
造
に
あ
る
国
庁
の
建
物
が
立
派
で
あ
る
」
の
意
に
使

っ
た
と
考
へ
て
み
て
は

い
か
が
で
あ
ら
う
か
。

ｃ
　
太
刀
は
玉
で
造

っ
た
太
刀
が
よ
い

金
や
銀
で
装
飾
し
た
太
刀
、
即
ち

「黄
金
作
り
の
太
刀
」
と
か

「白
金
作
り
の

太
刀
」
は
物
に
も
よ
く
見
か
け
る
が
、
玉
で
装
飾
し
た
太
刀
の
事
は
知
る
所
が

な
い
。
従

っ
て
こ
れ
は
無
理
な
表
現
と
い
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

ｄ
　
太
刀
は
玉
造
の
地
で
造

っ
た
の
が
よ
い

こ
れ
も
太
刀
を
鍛
造
し
た
有
名
な
地
と
し
て
の
玉
造
は
耳
に
し
な
い
。
恐
ら
く

こ
れ
も
可
能
性
の
な
い
表
現
で
あ
る
。
ａ
ｃ
ｄ
何
れ
も
無
理
な
表
現
で
あ
る
。

改
作
者
が
堺
本

「
わ
た
り
は
た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り
」
を
三
巻
本
に
補
入
せ
ん

と
し
て
、
急
転
回
を
し
て
十
九
段

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
と
改
作

し
た
。

そ
の
時
彼
は
前
述
ｂ
の
後
段
の
意
味
を
う
か
べ
つ
つ
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と

い
ふ
の
が
私
の
推
測
で
あ
る
。

界
本
十
八
段
の

「
た
ま
つ
く
り
の
わ
た
り
」
は
右
に
比
す
れ
ば
極
め
て
自
然

な
表
現
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
玉
造
な
る
地
名
は
全
国
に
多
い
が
、
こ
こ
の

猪． 玉
雌
諏
翻
』
な
曜
坤
励

東
「純

囃
計
蛯
雌
一
ヽ
わ
鯉
畑
無
慟
」

。
玉
造
江
は
ま
た

湊
入
る
玉
造
江
に
漕
ぐ
船
の
音
を
こ
そ
た
て
ね
君
を
恋
ふ
れ
ど
　
（「
み
と
い

り
の
玉
造
江
」
と
す
る
本
文
も
あ
る
）

の
如
く
、
玉
造
江
舟
行
の
和
歌
が
そ
の
他
に
も
読
ま
れ
て
ゐ
る
か
ら
、

「
玉
造

の
わ
た
り
」
な
る
句
は
他
の
書
に
見
え
な
い
が
、
当
然
こ
の
地
に

「
わ
た
り
」

（渡
船
場
）
の
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。

「
玉
造
」
に
は

「
み
ち
の
く
の
た
ま
つ
く
り
」
の
歌
枕
も
あ
り
、

み
ち
の
く
の
た
ま
つ
く
り
え
は
こ
ぐ
船
の
音
に
は
た
て
ず
君
こ
ふ
る
み
は

（古
今
六
帖
）

み
ち
の
く
の
た
ま
つ
く
り
え
に
こ
ぐ
ふ
ね
の
ほ
に
こ
そ
い
で
ね
君
を
こ
ふ

れ
ど
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（小
町
集
）

と
使
は
れ
る
の
で
、
清
少
納
言
の
意
識
し
た

「
玉
造
の
渡
り
」
は
奥
州
の
か
摂

津
の
方
か
判
明
し
に
く
ヽ
、
和
歌
の
用
例
も
両
方
使
は
れ
て
ゐ
る
様
で
あ
る

が
、
こ
ゝ
で
は
摂
津
の
玉
造
と
考
へ
て
お
く
。

原
作
者
清
少
納
言
が
伝
説
又
は
噂
話
か
ら
得
た
知
識
で
摂
津
玉
造
の
渡
り
の

こ
と
を
識
っ
て
を
り
、

「渡
り
は
た
ま
つ
く
り
」
な
る
詞
句
を
は
じ
め
堺
本
に

記
載
し
た
。
改
稿
の
時
は
な
ん
ら
か
の
理
由
で
―
玉
造
り
の
渡
り
が
埋
立
て
ら

れ
た
か
？
―
そ
の
部
を
削
っ
た
。
そ
れ
か
ら
程
経
て
、
三
巻
本
改
作
者
が
界
本

・
改
稿
本

（能
因
本
）
を
左
右
に
し
な
が
ら
詞
句
を
改
作
し
た
。
そ
の
時
玉
造

の
渡
り
は
す
で
に
存
在
し
な
く
な
っ
た
か
、
世
間
で
は
言
は
な
く
な
っ
た
か
何

か
の
理
由
で
、
再
掲
す
る
の
を
や
め
、
そ
の
か
は
り
と
し
て
、
玉
造
が
古
来
か

ら
難
波
の
鴻
臆
館
ま
た
は
摂
津
国
府
庁
な
ど
の
建
造
物
で
知
ら
れ

て
ゐ
た

の

で
、

「
た
ち
は
た
ま
つ
く
り
」
と
し
て
掲
載
し
た
。
こ
れ
が
三
巻
本
祖
本
の
姿

で
あ

っ
た
ら
う
と
私
は
現
在
の
と
こ
ろ
想
像
し
て
ゐ
る
。

注
１
　
玉
造
柵
は
吉
田
東
伍
博
士
の
大
日
本
地
名
辞
書
に
よ
る
と
、

「
こ
れ
は

神
亀
五
年
に
置
か
れ
し
玉
作
軍
団
の
営
所
な
り
け
ん
。
弘
仁
六
年
官
符
、
玉

造
団
、
分
番
兵

一
千
人

・
玉
造
塞
、
分
配
番
上
兵
士
百
人
、
健
士
二
百
人
と

見
ゆ
。
是
れ
、
軍
団
に
し
て
、
又
城
塞
を
兼
ね
し
な
り
、
千
人
は
、
本
団
毎

年
点
兵
の
惣
数
に
て
、
三
百
人
は
本
塞
常
守
の
実
数
な
り
。
…
…

（中
略
）



玉
造
の
柵
を
ば
、
特
に
塞
と
書
せ
る
例
は
、
延
暦
八
年
紀

・
承
和
四
年
紀
、

弘
仁
六
年
官
符
に
見
え
て
、
他
の
多
賀
、
胆
沢
の
両
城
に
分
ち
し
は
、
其
所

以
の
あ
る
こ
と
な
る
べ
し
。
分
配
兵
数
の
、
他
の
両
城
に
比
し
て
少
き
に
徴

拠
せ
ば
営
築
の
大
小
守
備
の
厚
薄
に
因
り
、
宝
亀
以
後
に
は
、
城
、
塞
、
営

の
三
様
に
分
か
た
れ
し
に
似
た
り
。
塞
は
ソ‐
コ‐
と
訓
む
、
和
名
抄

「塞
、
先

代
反
、
和
名
曽
古
、
険
要
之
処
、
所
以
隔
内
外
也
」
…
…

（中
略
）
…
…
さ

て
、
玉
造
の
塞
と
い
ふ
こ
と
、
源
兼
澄
集
に
も
見
え
、

（兼
澄
は
、
実
方
、

元
輔
な
ど
と
共
に
、　
一
条
帝
の
時
の
人
な
り
、
其
幼
少
の
み
ぎ
り
奥
州
へ
下

り
し
は
、
村
上
円
融
な
ど
の
御
代
か
）

十

一
に
侍
り
し
時
、
父

（信
孝
）
の
と
も
に
、
み
ち
の
国
へ
ま
か
り
た
り

し
に
、
た
ま
つ
く
り
の
郡
、
刻
こ‐
の
力、‐
口
引
割
ど
い
ふ
所
を
、
必
告
げ
よ

と
云
侍
り
し
に
、
人
々
も
忘
れ
て
、
告
侍
ら
で
、
早
過
ぎ
に
き
、
と
云
侍

り
し
か
ば
、

音
に
の
み
き
き
渡
り
つ
る
力、‐
劇
引
力、―
剖
刻
司
と
も
知
ら
で
過
ぎ
に
け
る

か
な

…

（上
略
）
…
か
く
の
如
く
に
考
按
し
来
れ
ば
、
玉
造
の
塞
は
、
平
安
朝
の

王
制
弛
廃
と
と
も
に
す
た
れ
、
信
孝
、
兼
澄
父
子
の
下
向
の
比
に
は
既
に
名

の
み
僅
に
遺
り
て
、
駅
路
の
辺
な
れ
ど
、
荒
墟
茫
々
、
行
人
の
注
目
す
る
者
も

な
か
り
し
こ
と
推
断
に
足
ら
ん
か
。
こ
れ
定
案
な
ら
ね
ど
、
且
付
録
す
。

按

・
玉
造
の
塞
柵
址
は
、
今
詳
な
ら
ね
ど
、
蓋
、
当
時
の
径
略
、
北
進
の
路

頭
に
あ
た
り
て
、
玉
造
の
駅
家
に
遠
か
ら
ず
と
悟
ら
る
。

（中
略
）
之
を
要

す
る
に
岩
出
山
、
真
山
の
間
に
遺
址
を
擬
定
す
べ
し
。
（大
日
本
地
名
辞
書
）

注
２
　
館
―
今
昔
物
語
の
例
は
す
べ
て
国
守
等
の
公
邸
公
舎
で
あ
る
。

ｏ
今
昔
、
肥
後
ノ
国

二
一
人
ノ
書
生
有
ケ
リ
。
朝
暮

二
館

二
参
テ
、
公
事
ヲ

勤
テ
年
来
フ
経
タ
ル
間

二
、
急
グ
事
有
テ
、
早
朝

二
家
ヲ
出
デ
、
館

二
参

ケ
ル
ニ
、

（巻
十
二
、
第
十
八
　
１７‐
頁
）

ｏ
叡
実
ノ
君
、
請

二
趣
テ
、
守
ノ
館

二
行
テ
、
法
花
経
ヲ
誦
ス
ル
ニ
、

（巻

十
二
、
第
舟
五
　
櫻
頁
）

ｏ
今
昔
、
近
江
ノ
守
ロ
ノ
ロ
ロ
ト
言
ケ
ル
人
、
其
ノ
国

二
有
ケ
ル
間
、
館

ニ

若
キ
男
共
ノ
勇
タ
ル
数
居
テ
、
昔
シ
今
ノ
物
語
ナ
ド
シ
テ
、
（巻
二
十
七
、

第
十
三
　
４９‐
頁
）

ｏ
己
レ
シ
モ
其
ノ
橋

ハ
渡
ナ
ム
カ
シ
。
極
ジ
キ
鬼
也
ト
モ
此
ノ
御
舘
二
有
ル

一
ノ
鹿
毛

ニ
ダ
ニ
乗
タ
ラ
バ
（同
　
右
）

ｏ
男

ハ
喘
々
我
レ
ニ
モ
非
デ
、
彼
レ
ハ
誰
ソ
時

二
舘

二
馳
着
タ
レ
バ
舘
ノ
者

共
立
騒
テ
、

（同
　
右
　
４９３
頁
）

ｏ
其
ノ
制
ノ
柱

二
書
付
タ
リ
ケ
ル
歌

ハ
、
生
ニ
テ
不
失
デ
有
ケ
ツ
ト
ナ
ム
語

り
伝

ヘ
タ
ル
ト
ヤ

（巻
二
十
四
、
第
四
十
二
　
脚
頁
）

０
制
ノ
使
フ
以
テ
国
ノ
間

ハ
追
出
シ
テ
ケ
リ

（巻
二
十
四
第
五
十
　
鰤
頁
）

ｏ
守
ノ
制
ノ
女
ノ
童
ノ
持
行
タ
リ
ケ
ル
フ

（巻
二
十
四
第
五
十
　
卸
）

注
３
　
館
―
大
日
本
国
語
辞
典
に

「館
」
を
城
の
狭
小
な
る
も
の
と
し
て
次
の

例
を
あ
げ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
ら
は

「館
は
貴
賓
邸
宅
、
国
守
の
公
邸
」
と
い

ふ
平
安
朝
の
語
意
議
を
な
ほ
失
は
な
い
で
ゐ
て
、

「城
」
と
い
ふ
戦
争
を
予

定
し
た
陣
地
的
居
宅
で
は
な
い
。
そ
こ
が
た
ま
た
ま
戦
闘
の
場
に
な
っ
た
ま

で
で
あ
る
と
解
せ
ら
れ
る
。

ｏ
平
家
八
、
征
夷
将
軍
院
宣

「兵
衛
佐
の
館
へ
立
向
か
ふ
。
内
外
に
侍
あ
り

共
に
十
六
間
ま
で
有
り
け
り
。
」

ｏ
徒
然
草

「敵
襲
ひ
来
た
り
て
囲
み
攻
め
け
る
に
、
館
の
う
ち
に
つ
は
も
の

二
人
出
で
来
て
、
命
を
惜
し
ま
で
戦
ひ
て
」

注
４
　
０
塞
　
国
境
の
要
害
の
地
に
設
く
る
砦

‘

欽
明
記

「築
二百
合
野
塞
こ
。
同

「預
治
営
レ壁
」
和
名

「塞
曽
古
険
要
之
処
、

（三

一
頁
へ
続
く
）
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