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隠

岐

本

跛

の

問

題

普
通

「
隠
岐
本
跛
」
と
よ
ば
れ
て
ゐ
る
も
の
は
、
御
在
島
の
院
が
新
古
今
集

の
改
撰
理
由
、
そ
の
具
体
的
措
置
、
抱
負
等
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
文
章
で
、
い

は
ゆ
る

「
隠
岐
本
」
の
性
格
、
原
形
態
を
考
へ
る
上
で
必
須
の
資
料
で
あ
る
。

「
隠
岐
本
」
の
諸
本
を
調
査
し
、
そ
の
原
形
態
に
つ
い
て
穏
当
な
推
定
を
示
さ

れ
た
後
藤
重
郎
氏
の
研
究
も
こ
こ
に

一
論
拠
を
求
め
て
ゐ
る
が
（
縫
型鯖
齢
出
踏
本

瓢
躯
瓢
）
、
い
ま
は
も

つ
ば
ら

「跛
」
自
体
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
如
上

の
問
題
を
語
り
え
て
ゐ
る
か
、
吟
味
し
た
い
。

一

本
文
は
ほ
ぼ
二
段
に
分
か
れ
、
前
段
は
改
撰
の
理
由
を
述
べ
る

（
嚇
教
韓
肇
藤

軟癒ほ環漱鮭
・為祗譴継を〔植
一ざ）
。

「
い
ま
こ
の
新
古
今
集
は
、
い
に
し
元
久
の
こ
ろ
を
ひ
、
和
歌
所
の
と
も

が
ら
に
お
ほ
せ
て
、
ふ
る
き
い
ま
の
歌
を
あ
つ
め
じ
め
て
、
そ
の
う
へ
み

づ
が

，
メ
復
累
ｒ
食
〓
り
て
よ
り
こ
の
か
た
、

し、お
γ
ヽ
八
γ
ヽ
て
あ
そ
び
も

の
と
し
て
、
み
そ
ち
あ
ま
り
の
は
る
あ
き
を
す
ぎ
に
た
れ
ば
、
い
ま
さ
ら

あ
ら
た
む
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
し
づ
か
に
こ
れ
を
み
る
に
、
お
も
ひ

ノ
ヽ
の
風
情
、
劇
劉
剖
創
洲
測
州
Ｊ
副
測
月
ヨ
測
利
冽
Ｎ
‐し

な
ス
ヽ
の
よ

み
人
、
刈
洲
剖
Ч
剰
り
引
劇
コ
劇
引
例
Ｎ
冽
Ч
剥
封
剰
剰
刻
列
ョ
刻
∂

田

中

調
Ｊ
利
日
＝
釧
倒
刻
１
か
ず

の
を
は
か
る
に
つ
け
て
は
う
た
ご
と
に
い
う
な

る
に
し
も
あ
ら
ず
。
「
の‐
列
矧
引
づ
力、―
引
洲
訓
日
可
測
測
引
こＩ
Ｊ

に
あ
ま
れ
り
ｃ
み
ち
に
ふ
け
る
思
ふ
か
し
と
い
ふ
と
も
、
い
か
で
か
集
の

や
つ
れ
を
か
へ
り
み
ざ
る
べ
き
。
お
は
よ
そ
赳
劃
劉
引
剰
州
剰
¶
∃
ヨ
劉
「

力、‐
測
列
ｕ
む
か
し
は
、
な
を
野
辺
の
く
さ
ｕ
酬
割
副
川
Л
副
だ
も
ま
ぎ
れ

き
。
い
さ
ご
の
か
ど
月
し
づ
か
な
る
い
ま
は
、
か
へ
り
て
も
り
の
こ
ず
ゑ

ふ
か
き
い
ろ
を
あ
き
曼
ジ
ら
ベ
ー
Ｌ́

ま
づ
注
意
さ
れ
る
の
は
文
中
傍
線
を
引
い
た
文
言
が
、
ほ
ぼ
そ
の
形
で
新
古

今
集
の
仮
名
序
の
中
に
見
え
る
こ
と
、
そ
れ
も
全
面
に
わ
た
っ
て
散
見
す
る
こ

と
で
あ
る
。
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
仮
名
序
の
本
文
に
依
存
さ
れ
た
か
は
や
が
て

明
ら
か
に
な
る
点
も
あ
る
が
、
い
ま
の
場
合
い
へ
る
こ
と
は
、
こ
の
度
の
改
撰

が
基
本
的
に
は
新
古
今
集
の
趣
意
を
襲
ふ
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
た
だ
一
点
に

お
い
て
変
更
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
所
以
を
簡
明
に
告
げ
る
手
法
で
あ
っ
た
と
思

ふ
。
つ
ま
り
仮
名
序
の
趣
意
の
う
ち
、
ど
の
部
分
が
継
承
さ
れ
、
ま
た
変
更
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
同
じ
文
言
に
よ
っ
て
語
ら
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

次
に
そ
の
文
意
を
文
勢
も
掛
酌
し
な
が
ら
、
や
や
自
由
に
訳
し
て
み
る
。

「顧
れ
ば
元
久
撰
の
新
古
今
集

（以
下

「原
集
」
と
よ
ぶ
）
が
―
―
仮
名
序

（以
下

「原
序
」
と
よ
ぶ
）
に
も
記
し
て
お
い
た
通
り
、
事
は
わ
が
院
宣
よ
り



起
り
、
選
歌
も
撰
者
選
に
自
選
を
重
ね
、
最
終
的
に
は
自
身
が
裁
断
す
る
と
い

ふ
万
全
の
、
そ
し
て
異
例
の
体
制
を
と
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
ゆ
る
が
せ
な
ら
ぬ
事

実
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
成
立
後
三
十
余
年
を
経
て
広
く
流
布
し
、

い
ま
や

一
存
を
越
え
た
客
観
的
存
在
と
な

っ
て
ゐ
る
事
実
も
著
し
い
。
そ
れ
ら

を
考
へ
併
せ
る
と
い
ま
さ
ら
濫
り
な
変
更
が
許
さ
れ
よ
う
と
は
思
は
な
い
が
、

し
か
し

一
面
そ
の
同
じ
理
由
に
よ
っ
て
、
と
い
へ
ば

一
つ
に
は
右
の
通
り
、
原

集
の
撰
修
主
体
は
終
始
自
分
で
あ
り
、
原
集
は
あ
た
か
も
わ
が
集
で
あ
る
か
の

や
う
に
自
負
さ
れ
る
こ
と
、
ま
た

一
つ
は
、
三
十
余
年
と
い
ふ
時
間
の
経
過
は

自
分
に
も

「
し
づ
か
に
こ
れ
を
み
る
」
と
い
ふ
余
裕
を
与
え
て
く
れ
た
上
、
元

久
時
と
は
対
昧
的
と
も
い
へ
る
環
境
、
生
活
の
変
化
が
却
っ
て
鑑
識
眼
を
深
め

て
く
れ
た
と
自
覚
さ
れ
る
こ
と
、
等
の
理
由
を
併
せ
て
、
い
ま
や
改
撲
へ
の
希

求
は
前
述
の
、
変
更
に
対
す
る
自
制
を
さ
へ
越
え
る
も
の
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で

改
撰
の
企
図
、
原
集
に
対
す
る
不
満
を
い
へ
ば
、
な
に
し
ろ
時
代
、
作
者
を
間

は
ず
集
め
た
二
千
首
と
い
ふ
歌
数
で
あ
る
か
ら

「
う
た
ご
と
に
い
う
な
る
に
し

も
あ
ら
ず
」
―
―
や
や
選
に
甘
さ
の
見
え
る
こ
と
、
と
り
わ
け
三
十
三
首
に
上

る
自
詠
の
中
に
そ
れ
が
目
立
ち
、
原
集
の
品
格
を
損
じ
て
ゐ
る
憾
み
の
あ
る
こ

と
で
あ
る
。
原
序
に
も
記
し
た
通
り
、
当
時
は
こ
れ
も
数
奇
の
至
り
と
む
し
ろ

誇
負
す
る
気
持
さ
へ
あ

っ
た
こ
と
が
、
い
ま
は
見
許
し
が
た
い
欠
陥
と
感
じ
ら

れ
る
」
と
い
ふ
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
度
の
御
企
図
は
入
集
歌
全
般
乃
至
自
詠
の
削
減
と
い
ふ

限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
理
由
と
と
も
に
知
ら
れ
る
わ
け
で
、

従

っ
て
承
久
以
前
の
切
継
時
代
の
や
う
な
削
減
に
増
補
を
併
せ
た
、
十
分
な
意

味
で
の
改
撰
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は

一
線
で
画
さ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

さ
て
敬
撲
と
な

・
れ
ば
ど
う
す
る
か
。
そ
の
具
体
約
措
置
を
説
い
た
の
が
後
段

で
あ
る
。

↓

後
段
の
文
章
は
前
段
と
は
う
っ
て
変
り
、
文
末
の
一
部
を
除
け
ば
、
原
序
の

文
言
や
文
体
を
似
せ
る
こ
と
の
な
い
達
意
の
そ
れ
で
あ
る
が
、

「跛
」
の
重
点

は
こ
こ
に
あ
る
の
で
、
し
ば
ら
く
全
文
を
三
節
に
分
け
て
考
察
す
る
。

「
む
か
し
ょ
り
集
を
抄
す
る
こ
と
は
、
そ
の
あ
と
な
き
に
し
も
あ
ら
ざ
れ

ば
、
す
べ
か
ら
く
こ
れ
を
抄
し
い
だ
す
べ
し
と
い
へ
ど
も
、
摂
政
太
政
大
臣

に
勅
し
て
仮
名
の
序
を
た
て
ま
つ
ら
し
め
た
り
き
。
す
な
は
ち
こ
の
集
の
詮

と
す
。
し
か
る
を
こ
れ
を
抄
せ
し
め
ば
、
も
と
の
序
を
か
よ
は
し
も
ち
ゐ
る

べ
き
に
あ
ら
ず
」

以
上
が
第

一
節
で
、
文
意
は
、
さ
て
削
減
す
る
と
な
れ
ば
前
例
も
あ
り
、
当

蛛。ゆ”』靡穀」いつ考い̈
「れ議『一】̈
畷副嘲〉』』“嚇̈
笏一赫

こ
と
な
ど
考
へ
ら
れ
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
と
こ
の
度
の
改
撰
と
は
必
ず
や
抵

触
す
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
と
い
っ
て

「
抄
す
る
こ
と
」
を
断
念
す
る
の
も
本

意
な
い
わ
け
で
、
そ
こ
で
院
は
ど
う
い
ふ
措
置
を
と
ら
れ
た
で
あ
ら
う
か
。
こ

れ
に
答
へ
る
も
の
が
第
二
節
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
目
を
移
す
前
に
、
ま
づ

「
抄

す
る
こ
と
」
が
原
序
に
抵
触
す
る
と
は
ど
う
い
ふ
点
か
、
の
み
な
ら
ず
そ
も
そ

も

「
抄
」
と
は
何
を
意
味
し
て
ゐ
た
か
を
吟
味
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「
む
か
し
ょ
り
集
を
抄
す
る
こ
と
は
、
そ
の
あ
と
な
き
に
し
も
あ
ら
」
ず
と

嘲
い
い
」
無
け
瑚
¨
い
は
融
舞
勁
『
れ
い
御
機
わ
奴
』
一
は
一

続
、ヽ
ぉ

剰
』
輸
黎
『

れ
て
ゐ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
者
は
供
し
て
伝
は
ら
な
い
の
で
い
ま
は
除
外

す
る
ほ
か
は
な
い
。
と
こ
ろ
で

「
砂
す
る
」
と
は
何
よ
り
も
ま
づ
歌
の
取
捨
、



削
減
で
あ
ら
う
が
、
そ
の
他
に
何
を
意
味
し
た
か
。
院
の
場‐
合
も
そ
れ
だ
け
で

あ
っ
た
と
は
思
は
れ
な
い
。
と
い
ふ
の
は
次
の
第
二
節
の
冒
頭
に
、

「
」れ
に

よ
り
て
す
べ
て
の
歌
な
い
し
愚
詠
の
か
ず
ば
か
り
を
あ
ら
た
め
な
を
す
」
即
ち

こ
こ
で
は
や
む
な
く
歌
数
の
削
減
に
限
る
と
、
特
に
断
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
か
ら

推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

注
四

そ
こ
で
さ
き
の
二
つ
の
先
例
か
ら
考
へ
ら
れ
る
「
抄
」
の
性
格
、
い
ひ
か
へ

れ
ば
二
例
か
ら
抽
出
さ
れ
る
共
通
項
の
す
べ
て
を
併
せ
た
も
の
を
、
し
ば
ら
く

院
が
懐
か
れ
て
ゐ
た

「抄
」
の
概
念
内
容
と
想
定
す
れ
ば
、
そ
れ
は
０
歌
数
と

②
巻
数
と
の
削
減
、
③
書
名
、
０
部
立
の
名
日
と
配
列
順
序
、
③
歌
の
配
列
順

序
、
⑥
歌
詞
、
０
詞
書
、
③
官
位
・
作
者
名
表
記
等
の
変
更
を
含
む
で
あ
ら
う
。

い
ま
こ
の
八
項
目
に
わ
た
る
削
減

・
変
更
の
す
べ
て
を
満
た
す
新
古
今
集
を
考

へ
、
こ
れ
を
院
の
胸
中
に
あ
っ
た

「新
古
今
抄
」
と
想
定
す
れ
ば
、
原
序
が
抵

触
す
る
の
は
ど
の
項
目
で
あ
ら
う
か
。

ま
づ

「
す
べ
て
あ
つ
め
た
る
歌
、
二
ち
ゝ
は
た
ま
き
、
な
づ
け
て
新
古
今
和

歌
集
と
い
ふ
」
と
い
ふ
原
序
の
本
文
に
照
し
て
①
②
③
の
項
目
が
そ
れ
に
該
当

す
る
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
次
い
で

「春
霞
た
つ
た
の
山
に
は
つ
花
を
し
の
ぶ

よ
り
」
か
ら

「伝
教
大
師
は
わ
が
た
つ
そ
ま
の
思
ひ
を
の
べ
給
へ
り
」
ま
で
の

本
文
は
、
春
歌
か
ら
釈
教
歌
に
至
る
二
十
巻
の
部
立
と
そ
の
配
列
順
序
と
を
示

唆
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
０
に
お
い
て
も
抵
触
す
る
。
ま
た
右
の
文
章
は
そ
れ

ぞ
れ
の
部
立
の
中
か
ら
肝
要
の
一
首
を
抜
き
、
そ
の
辞
句
を
借
り
て
綴
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
、
も
し
改
撲
に
よ
っ
て
当
該
歌
が
削
除
さ
れ
る
な
ら
、
こ
こ
に
も
抵

触
は
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
原
序
に
見
え
る
撰
者
の
官
位
表
記
は
本
文
の

そ
れ
と
見
合
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
し

「新
古
今
抄
」
の
本
文
に
お
い
て
変

更
が
生
じ
る
な
ら
③
も
抵
触
項
目
と
な
る
。
か
う
し
て
ほ
ぼ
五
項
目
に
わ
た
っ

て
問
題
は
生
じ
る
が
、
そ
れ
ら
を
避
け
る
た
め
ど
う
い
う
措
置
が
と
ら
れ
た
の

で
あ
ら
う
か
。

三

そ
こ
で
第
二
節
に
移
る
と
、

「
こ
れ
に
よ
り
て
す
べ
て
の
歌
な
い
し
愚
詠
の
か
ず
ば
か
り
を
あ
ら
た
め

な
を
す
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
ま
き
ノ
ヽ
の
歌
の
な
か
、
か
さ
ね
て
千
歌
む

も
ゝ
ち
を
え
ら
び
て
は
た
ま
き
と
す
」

と
あ
り
、
措
置
は
二
つ
に
分
か
れ
る
。
第

一
は
傍
線
部
の
意
味
す
る
も
の
で
、

一
で 「 集

申
一
『
¨
讐
］
¨
“
¨
『

の 他 ヵ、
一
一
¨
一
一
な

る 一 っ
一
］
］
疇
¨
¨
一
¨
中
一

り
、

「
抄
す
る
こ
と
」
を
企
図
し
て
こ
こ
に
至
る
こ
と
は
当
然
の
措
置
で
あ
る

が
、
注
意
さ
れ
る
の
は
削
減
の
内
容
と
さ
れ
る

「
す
べ
て
の
歌
な
い
し
愚
詠
の

か
ず
」
と
い
ふ
文
言
が
、
前
段
で
原
集
の
見
許
し
が
た
い
欠
陥
と
し
て
指
摘
さ

れ
た

「
あ
つ
め
た
る
と
こ
ろ
の
歌
ふ
た
ち
ゝ
な
り
。

（中
略
）
そ
の
う
ち
み
づ

か
ら
が
歌
を
い
れ
た
る
こ
と
三
十
首
に
あ
ま
れ
り

（下
略
）
」
と
い
ふ
文
言
に

ま
さ
し
く
符
合
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
か
う
し
た
内
容
を
も
つ
ω
項
目
が

採
択
さ
れ
た
の
は
、
す
で
に
前
段
で
提
示
さ
れ
て
ゐ
た
課
題
、
院
の
宿
案
の
解

決
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
意
味
で
は
重
要
な
決
定
が
示
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
が
、
傍
線
部
の
文
章
で
よ
り
以
上
に
重
要
な
の
は

「
ば
か
り
」

即
ち
こ
の
度
の
改
撲
が
わ
づ
か
に
０
項
目
の
採
択
に
と
ど
ま
り
、
想
定
さ
れ
た

「
新
古
今
抄
」
か
ら
大
き
く
後
退
す
る
に
至

っ
た
こ
と
で
あ
る
。
い
ふ
ま
で
も

な
く
そ
れ
は
原
序
と
の
抵
触
を
配
慮
し
た
た
め
で
あ
り
、
ω
項
目
の
採
択
は
い

は
ば
最
小
限
度
の
成
果
と
し
て
か
ら
う
じ
て
確
保
さ
れ
た
も
の
で
あ

っ
た
。
そ

れ
に
し
て
も
な
ほ
抵
触
し
て
ゐ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
の
で
、
ど
う
し
て
も
こ



れ
を
救
ふ
第
二
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が

「
し
か
の

み
な
ら
ず
」
以
下
の
文
言
で
あ
る
。

「
し
か
の
み
な
ら
ず
」
と
は
条
件
の
加
重
を
意
味
す
る
が
、
こ
の
場
合
は
右

の
最
小
限
度
の
条
件
を
さ
ら
に
厳
し
く
条
件
づ
け
る
こ
と
に
は
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
そ
の
あ
と
に
続
く
文
言
の
う
ち
、

「
か
さ
ね
て
」
は
こ
の
度
の
改
撰

の
こ
と
で
あ
る
し
、

「
千
歌
む
も
ゝ
ち
を
え
ら
び
て
」
は
前
記
第

一
の
措
置
に

よ
っ
て
変
更
さ
れ
た
歌
数
を
示
す
に
す
ぎ
ず
、

「
は
た
ま
き
と
す
」
も
巻
数
は

も
と
の
ま
ま
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
も
第

一
の
措
置
に
伴
う
結
果
で

あ
る
。
と
す
れ
ば
第
二
の
措
置
に
か
か
は
る
文
言
は

「
ま
き
ノ
ヽ

の
歌

の
な

か
」
以
外
に
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
は
は
た
し
て
何
で
あ
ら
う
。
実
の

と
こ
ろ
本
稿
の
目
的
は
こ
の
文
言
の
解
釈
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ

る
が
、
何
か
舌
足
ら
ず
で
不
審
は
あ
る
。
が
お
そ
ら
く
解
釈
は

一
つ
。
歌
数
の

削
減
を
す
る
に
つ
い
て
は
、

「
巻
々
の
歌
の
現
状
を
改
め
ず
、
そ
の
中
で
」
と

い
ふ
こ
と
で
、
従
っ
て
該
当
歌
を
原
集
か
ら
抽
出
す
る
こ
と
は
せ
ず
、
代
り
に

何
ら
か
の
表
示
に
よ
っ
て
前
記
削
減
の
内
容
を
あ
ら
は
す
と
い
ふ
の
で
あ

っ
た

と
思
ふ
。
こ
れ
が
い
は
ゆ
る

「
隠
岐
本
」
の
原
形
態
で
あ
る
が
、
さ
う
と
す
れ

ば
従
来
諸
伝
本
を
通
じ
て
知
ら
れ
て
ゐ
る

「
隠
岐
本
」
の
形
態
を
い
ま
や
「跛
」

み
づ
か
ら
が
確
認
し
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ら
う
。
し
か
し
隠
岐
本

（
´
瞥
格
弧
）

に
つ
い
て
な
ほ
定
論
を
見
な
い
性
質

・
形
態
の
細
部
、
即
ち
④
そ
も
そ
も
そ
こ

で
用
ひ
ら
れ
た
原
集
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
を
は
じ
め
と
し
て
、
表
示

に
つ
い
て
も
０
そ
の
形
態
つ
ま
り
符
号
は
何
か
、
あ
る
い
は
い
そ
の
符
合
は
採

用
歌
、
削
除
歌
の
い
づ
れ
に
つ
け
ら
れ
て
ゐ
た
か
、
ま
た
０
そ
の
つ
け
ら
れ
て

い
る
位
置
は
ど
こ
か
等
、
に
つ
い
て
は

「跛
」
は
何
も
語

っ
て
く
れ
な
い
。
従

っ
て
０
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば

「
隠
岐
本
」
と
よ
ば
れ
る
諸
伝
本
の
う
ち
、

ど
れ
が
ま
さ
し
く
穏
岐
本
と
■
ぶ
に
　

・
価
す
る

ヽ
力、
は
依
燃
と
し
て
不

‐明
で
あ
る
し
、

０
０
も

一
往
は
同
断
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
日
本
古
典
文
学
大
系
所
収
小
宮
本

新
古
今
集
等
の
奥
書
に
見
え
る
延
応
元
年
十

一
月
十
三
日
の

「
（上
略
）
但
於

合
点
歌
者
、
於
隠
岐
令
抄
御
御
本
之
定
也
。
合
点
之
外
者
被
捨
歌
也
云
」
と
い

ふ
識
詰
や
、
天
理
図
書
館
蔵
隆
祐
奥
書
本
新
古
今
集
の

「此
本
、
是
後
鳥
羽
院

於
隠
岐
、
手
自
有
御
撰
定
而
家
隆
卿
之
許
被
送
遣
也
。

（中
略
）
朱
合
点
之
外
、

皆
除
之
云
々
」
と
い
ふ
識
語
の
記
載
等
が
信
憑
性
に
富
む
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

ま
た
書
陵
部
蔵
新
古
今
集

（
嘔
四．Ю
．
）
の
識
語

「
此
註
、
以
六
条
宮
御
本
写
之
、

重
被
撰
定
ウ
営
日
尤
似
亀
鏡
也
、
其
時
所
被
出
之
歌
、
以
朱
消
者
是
也

（下
略
と

も
、
傍
線
部
は

「跛
」
の
後
段
第
二
節
の

「
か
さ
ね
て
千
歌
む
も
ゝ
ち
を
え
ら

び
て
」
の
文
言
を
目
賭
し
て
書
か
れ
た
辞
句
と
見
え
て
注
意
さ
れ
る
が
、

「
以

朱
消
者
是
也
」
は
注
者
な
ど
後
人
の
時
に
と
っ
て
の
措
置
で
、

「跛
」
の
趣
旨

に
叶
ふ
も
の
と
は
思
は
れ
な
い
。

第
二
節
は
な
は
そ
の
あ
と
に
文
言
が
あ

っ
て
、

「
た
ち
ま
ち
に
も
と
の
集
を

す
つ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
さ
ら
に
あ
ら
た
め
み
が
け
る
は
す
ぐ
れ
た
る
べ

し
」
と
続
く
。
こ
れ
は
す
で
に

「
い
ゑ
ノ
ヽ
の
も
て
あ
そ
び
も
の
」

（前
段
）

と
な

っ
て
ゐ
る
原
集
に
対
す
る
挨
拶
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち

「
も
と
の
集
を
す

つ
べ
き
に
は
あ
ら
ね
ど
も
」
の
文
意
は
、
こ
れ
を
隠
岐
本
の
形
態
―
―
原
集
を

捨
て
る
こ
と
な
く
、
そ
の
上
に
改
撰
内
容
を
表
示
し
た
―
―
に
つ
き
合
は
せ
る

時
、
最
も
よ
く
理
会
で
き
る
や
う
に
思
は
れ
る
。

次
に

「
あ
ま
の
う
き
は
し
の
む
か
し
を
き
ヽ
わ
た
り
」
以
下
の
第
三
節
は
再

び
修
飾
さ
れ
た
文
体
Ｌ
戻
っ
て
ゐ
る
が
、
い
は
ば
祝
言
で
、
隠
岐
本
に
よ
せ
ら

れ
た
御
期
待
、
抱
負
で
あ
る
。

四

・
以
上
で
「祓
」
の
考
察
は
終
る
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
の
趣
意
を
要
約
す
・
れ
ば
、



院
の
御
本
意
は
歌
数
の
削
減
に
あ
り
、
従
っ
て
当
然

「新
古
今
抄
」
に
想
到
さ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
原
序
へ
の
配
慮
、
そ
の
厳
し
い
拘
束
に
あ

っ
て
、
つ
ひ
に

前
述
の
や
う
な
異
常
な
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら

う
。
そ
こ
で
最
後
に
起
る
問
題
は
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
原
序
に
固
執
さ
れ
た
理

由
は
何
か
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
直
ち
に
想
起
さ
れ
る
の
は
、
歴
代
和
歌
勅
撰
考
も
引
い
て
ゐ

る
例
の
明
月
記
承
元
元
年
三
月
十
九
日
条
の
一
件
―
―
原
序
に
引
か
れ
て
ゐ
る

夏
歌

一
首
が
後
撰
集
所
収
歌
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
際
の
議
定
の
記
事
で
、

そ
こ
で
あ
ら
は
に
さ
れ
た
問
題
、
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
院
の
措
置
は
い
ま
の

場
合
を
考
へ
る
上
で
有
用
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
問
題
の
一
つ
は
、
原
序
を
改
む

べ
き
か
、
本
文
の
夏
歌
を
削
除
す
べ
き
か
と
い
ふ
択

一
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
院

は

「於
序
、
更
不
可
被
改

一
字
」
と
い
ふ
定
家
の
進
言
を
容
れ
て
後
者
を
択
ば

れ
る
。
も
う

一
つ
は
そ
れ
に
伴

っ
て
生
じ
る
本
文
と
昼
斤
と
の
間
の
抵
触
の
間

題
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
定
家
の
進
言
に
従
っ
て
み
づ
か
ら
代
替
歌
（
姫
嗽
番一）
を

新
作
し
、
こ
の
難
間
を
解
決
さ
れ
る
。
こ
こ
で
あ
ら
は
に
さ
れ
た
意
識
は
厳
し

い
原
序
尊
重
、
の
み
な
ら
ず
本
文
に
対
す
る
原
序
優
先
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る

い
は
当
然
の
や
う
に
も
見
え
る
け
れ
ど
も
、
定
家
が
進
言
す
る
ま
で
議
定
は
ま

と
ま
ら
ず
年
を
越
し
た
と
い
ふ
か
ら
、
必
ず
し
も
当
然
で
は
な
く
、
彼
な
ら
び

に
院
独
自
の
見
識
、
裁
定
に
ま
つ
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
と
こ

ろ
で
さ
う
い
ふ
院
の
見
識
は
そ
の
後
も
変
ら
ず
、
否
い
よ
い
よ
健
在
で
あ
る
こ

と
を
示
す
の
が

「
跛
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
い
ま
さ
ら

「
跛
」
に
お
け
る
原
序

尊
重
を
云
々
す
る
ま
で
も
な
い
や
う
で
あ
る
が
、
し
か
し
前
記
わ
づ
か

一
首
の

削
減
と
今
の

「
抄
す
る
こ
と
」
さ
へ
拘
束
し
よ
う
と
す
る
場
合
と
を

一
概
に
扱

ふ
の
も
適
当
で
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
原
序
に
個
執
さ
れ
た
理
田
を
欄
へ
ば
、
ま
づ
一般
に

・撰

集
序
が
勅
宣
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
こ
と
か
ら
く
る
権
威
、
そ
れ
に
対
す
る
長
敬

が
数
へ
ら
れ
る
。
前
述
の
定
家
の
進
言
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
も
そ
れ
で
あ
ら
う

が
、

「
跛
」
の
場
合
、

「
摂
政
太
政
大
臣
に
勅
し
て
仮
名
の
序
を
た
て
ま
つ
ら

し
め
た
り
き
。
す
な
は
ち
こ
の
集
の
詮
と
す
」
と
い
ふ
の
は
、
原
序
の
下
命
者

が
院
で
あ
る
こ
と
に
加
へ
て
、
作
者
も
ま
た

一
の
人
で
あ
る
こ
と
を
誇
示
し
、

そ
の
権
威
は
ほ
と
ん
ど
窮
極
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
か
の

や
う
で
あ
る
。
そ
の
上
真
名
序
に
い
ふ

「
奎
宰
合
体
」
の
事
実
の
象
徴
的
意
味

を
さ
へ
そ
こ
に
合
意
さ
せ
て
ゐ
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
。
か
う
し
た
原
序
の
、

適
当
な
用
語
で
は
な
い
が
制
作
の
体
制
は
、
い
か
に
も
撰
集
序
中
の
撰
集
序
と

よ
ぶ
に
恥
ぢ
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
そ
の
内
容
も
、
撰
集

中
の
撰
集
と
も
い
ふ
べ
き
原
集
の
比
類
な
き
性
格
を
伝

へ
て
十
分
で
あ
る
。

原
序
が
明
ら
か
に
し
て
ゐ
る
原
集
の
比
類
な
き
性
格
と
い
へ
ば
、
嘗
て
な
い

採
歌
範
囲
の
広
さ
、
政
道
的
に
も
歌
道
的
に
も
著
し
い

「
奎
宰
合
体
」
の
事
実

を
は
じ
め
と
し
て
、
最
も
力
説
さ
れ
て
ゐ
る
の
は
周
知
の
通
り
、
常
の
撰
者
選

に
親
選
を
重
ね
た
、
例
の
二
段
階
選
歌
方
式
や
、
三
十
首
を
越
え
る
自
詠
の
入

集
と
い
ふ
異
例
の
事
実
等
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
徹
底
し
た
勅
撰
的
性
格
で
あ
る
。

短
章
な
が
ら

「
跛
」
も
そ
れ
ら
の
す
べ
て
に
言
及
し
て
ゐ
る
こ
と
は
既
述
の
通

り
で
、
い
か
に
そ
こ
に
院
が
限
り
な
い
衿
持
と
愛
惜
の
念
と
を
懐
か
れ
て
ゐ
た

か
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
さ
う
い
ふ
原
集
の
内
容
を
保
証
す
る
も
の
が

原
序
に
は
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
が
制
作
の
体
制
、
内
容
を
ふ
く
め
た

原
序
の
比
類
な
い
性
格
で
あ

っ
た
が
、
い
ま
企
図
さ
れ
て
ゐ
る
改
撰
は
こ
の
原

序
を
そ
の
ま
ま
襲
用
で
き
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。

あ
ら
た
め
て
い
ふ
こ
と
で
も
な
い
が
、
こ
の
度
の
改
撰
を
原
集
の
場
合
に
比

べ
て
気
づ
か
れ
る
基
本
的
な
差
異
の

一
つ
は
、
原
集
の
下
命
者
で
あ
り
撲
者
で

も

・
あ

っ
た

‐
院
の
政
道
駒
、
歌
道
駒
立
場
の
変
化
で
あ
り
、　
一
っ
は

，
改
撰
の
内
容



が
凩
集
の
延
長
即
ち
切
継
時
代
の
そ
れ
で
は
な
く
、
歌
の
凱
減
に
限
定
さ
れ
て

ゐ
た
こ
と
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
い
へ
ば
、
原
序
で
謳
は
れ
て
ゐ
る
元
久
時

の
そ
れ
か
ら

一
転
し
て
、
い
ま
は
廃
位
さ
れ
、
和
歌
所
も
ま
た
消
滅
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
で
も
な
ほ
改
撰
が
切
継
の
継
続
と
し
て

「集
」
を
企
図
す
る
と
い
ふ
な
ら

別
で
あ
る
が
、

「
抄
」
で
あ
る
以
上
原
集
と
の
継
続
性
は
絶
た
れ
、
所
詮
私
撲

集
と
し
て
扱
は
れ
る
ほ
か
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
新
撰
和
歌

が
天
皇
の
崩
御
に
遇

っ
て
奏
覧
で
き
ず
、
私
撰
集
に
と
ど
ま
っ
た
の
と
類
似
す

る
。
尤
も

一
撰
者
貫
之
と
親
撰
者
院
と
を
同

一
視
で
き
な
い
点
も
な
い
わ
け
で

は
な
い
が
、
し
か
し
親
撲
が
真
に
意
味
を
も
つ
の
は
下
命
者
で
あ
る
人
の
自
撰

と
い
ふ
こ
と
、
い
ひ
か
へ
れ
ば
院
と
し
て
在
位
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
肝
要
で
、

す
で
に
そ
の
こ
と
を
失
っ
て
ゐ
る
後
鳥
羽
の
親
撲
は

一
撰
者
貫
之
の
私
撰
と
基

本
的
に
異
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
既
述
の
通
り
改
撰
の
御

本
意

は

「
抄
す
る
こ
と
」
に
あ

っ
た
の
で
、
も
し
そ
れ
を
貫
徹
し
よ
う
と
す
る
な
ら
新

し
い
抄
本
文
に
加
へ
て
、
序
も
貫
之
の
墾
み
に
倣

っ
て
新
作
し
、
名
実
具
は
っ

た

「
新
古
今
抄
」
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ら
う
。
否
む
し
ろ
さ
う

あ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。

し
か
し
院
に
と
っ
て
改
撰
本
は
、
何
よ
り
も
前
に
勅
撰
集
と
し
て
の
待
遇
を

維
持
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

っ
た
。
そ
れ
は

「
跛
」
の
全
面
に
温
れ
て
い
る
、

原
集
は
即
ち
わ
が
集
で
あ
る
と
も
い
ふ
べ
き
自
負
か
ら
推
察
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
院
は
、
原
集
の
撰
修
主
体
は
終
始
自
分
で
あ

っ
た
し
、
今
後
も

こ
の
集
に
関
す
る
限
り
は
さ
う
で
あ
り
、
た
と
へ
抄
本
で
あ
ら
う
と
別
様
に
扱

は
れ
る
こ
と
な
ど
到
底
容
認
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ら
う
。
し
か
し
同
時
に
ま
た

院
は
、
前
述
の
通
り
こ
の
度
の
改
撰
が
切
継
時
代
の
そ
れ
を
承
け
て

「集
」
を

企
図
す
る
も
の
な
ら
と
も
か
く
、
す
で
に
異
質
の
改
撰
で
あ
る
以
上
、　
一
身
を

め
ぐ
る
現
実
は
も
は
や
そ
れ
を
許
さ
な
い
こ
と
も
知
悉
さ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
残
さ́
れ
た
手
段‐
は
改
震
本
を
み
く
ま
で
原
集
‐

の
延
長
と
し
て
扱
ふ
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
原
集
の
保
証
書
と
も
い
ふ
べ
き
原
序
を
襲
用
す
る
以

外
に
な
い
と
考
へ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
直
ち
に
起

っ
た
の
が
抄
本
文
と

原
序
と
の
間
の
抵
触
問
題
で
あ
り
、
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
し
た
の
が
あ
の
異

常
な
工
夫
で
あ

っ
た
。
か
う
し
て
や
う
や
く
御
本
意
と
原
序
と
の
双
方
が
折
合

っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
隠
岐
本
の
成
立
が
あ
り
、
同
時
に
そ
の
異
常
の
措

置
に
つ
い
て
事
情
を
明
ら
か
に
し
た

「
跛
」
の
成
立
も
あ

っ
た
。

五

以
上
通
説
に
従
っ
て
し
ば
ら
く

「
跛
」
と
よ
ん
で
き
た
が
、
こ
の
称
呼
は
扶

桑
拾
葉
集
巻
十

一
に
見
え
る
の
が
早
い
ら
し
く
、
他
に
八
代
集
抄
は
「
御
奥
書
」

と
よ
び
、
遡

っ
て
飛
鳥
井
雅
縁
の
諸
雑
記
は

「
御
こ
と
ば
」
と

の
み

い
ふ
。

「
跛
」
も

「
奥
書
」
も
お
そ
ら
く
こ
の
文
章
の
体
に
よ
っ
て
推
測
し
た
の
で
あ

ら
う
が
同
感
さ
れ
る
。
即
ち

「
い
ま

（現
在
）
こ
の
新
古
今
集
は
」
と
い
ふ
発

端
の
文
言
は

「序
」
の
体
と
し
て
は
普
通
で
な
く
、
撰
集
序
と
し
て
は
な
ほ
さ

ら
褻
に
す
ぎ
る
で
あ
ら
う
。
そ
の
上
あ
れ
は
ど
ま
で
原
序
を
尊
重
し
、
固
執
さ

れ
た
院
が
ま
た
さ
ら
に
第
二
序
を
立
て
ら
れ
る
な
ど
考
へ
に
く
い
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し

「序
」
と
ょ
ん
で
ゐ
る
資
料
も
な
い
わ
け
で
な
く
、
前
引
伝
為
氏
筆
本

新
古
今
集
で
は
当
該
本
文
の
末
に

「
此
序
者
御
製
作
也
」
と
記
し
、
天
理
図
書

館
感
烏
丸
本
新
古
今
集
の
上
冊
、
建
長
四
年
三
月
十
四
日
の
識
語

の
中

に
も

「
抄
序
」
と
あ
る
。
後
者
は
そ
の
筆
者
が
校
合
に
用
ひ
た
円
嘉
自
筆
本
で
は
当

該
本
文
が

「
端
」
に
位
置
し
て
ゐ
た
か
ら
の
称
呼
で
、

「
端
」
と
は
同
じ
円
嘉

本
を
転
写
し
た
と
い
ふ
前
記
小
宮
本
に
真
名
序
、
仮
名
序
、
抄
序
の
順
で
巻
頭

に
置
か
れ
て
ゐ
る
の
が
そ
の
位
置
で
あ
ら
う
か
。
こ
の
ほ
か
に
も
比
較
的
古
い

と
こ
ろ
で

「序
」
と
よ
ぶ
資
料
は
あ
ら
う
が
、
や
は
り
前
述
の
理
由
か
ら
そ
れ



は
と
ら
ず
、

「
跛
」
あ
る
い
は

「奥
書
」
と
よ
ぶ
の
が
穏
当
と
思
は
れ
る
。

し
か
し

「
跛
」
と
す
れ
ば
そ
の
位
置
は
書
後
で
あ
る
が
、
実
際
の
位
置
が
ど

こ
で
あ

っ
た
か
に
は
問
題
が
残
る
。
即
ち
隠
岐
本
は
御
手
も
と
の
原
集
に
書
入

れ
る
こ
と
で
成
立
し
た
た
め
、

「
跛
」
も
は
た
し
て
ふ
さ
は
し
い
余
白
が
巻
末

に
あ

っ
た
か
、
な
け
れ
ば
切
継
い
で
書
入
れ
ら
れ
た
か
、
そ
れ
と
も
巻
末
以
外

に
適
宜
な
余
白
を
求
め
ら
れ
た
か
な
ど
、
種
々
推
測
す
る
余
地
は
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
か
う
い
ふ
の
も
い
た
づ
ら
に
臆
測
を
弄
す
る
の
で
は
な
く
、
事
実
後
に

隠
岐
本
の
書
入
れ
を
手
も
と
の
新
古
今
集
に
移
取
ら
う
と
し
た
場
合
に
起

っ
た

こ
と
で
、

「
抄
序
」
と
よ
び
つ
つ
位
置
の
実
際
は
上
冊

（巻
十
）
の
奥
に
あ
る

前
記
烏
丸
本
な
ど
そ
れ
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
隠
岐
本
の
場
合
「御
こ
と
ば
」
、
む

し
ろ

「
識
語
」
（
消
誠
腋
庫
）
と
よ
ぶ
の
が
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
最
後
に
例
の

発
端
の
文
言
は
、
も
し
隠
岐
本
が
原
集
か
ら
独
立
し
た

一
箇
の

「新
古
今
抄
」

と
し
て
成
立
し
て
ゐ
た
と
す
れ
ば
、
理
会
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
こ
と
も
い
っ

て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
原
集
の
本
文
を
土
台
に
し
た
既
述
の
通
り
の
形
態
に
対

し
て
最
も
ふ
さ
は
し
い
も
の
で
あ

っ
た
と
思
ふ
。
　
　
　
（五
五
・
九
二
二
〇
）

注一　
跛
は
上
冊

（巻
十
）
の
奥
に
記
さ
れ
、
伝
為
氏
筆
本
と
い
は
れ
る
本
文
と
は
別
筆

で
あ
る
が
、
誤
り
の
少
な
い
善
写
で
あ
る
。

一
一

「詮
」
は
、　
所
詮
に
同
じ
く
、
「
ン
」に
集
の
意
味
内
容
が
説
き
あ
か
さ
れ
て
ゐ

る
」
と
考
へ
ら
れ
な
く
も
な
い
が
、
こ
の
語
の
用
法
を
勘
合
す
る
と
、
眼
日
、
肝
要

の
意
に
解
す
る
の
が
こ
こ
の
文
意
で
あ
ら
う
。

〓
一　
続
新
撰
は
和
歌
現
在
書
目
録
、
袋
草
紙
、
八
雲
御
抄
に
よ
れ
ば
通
俊
が
後
拾
遺
集

中
の
歌
の
み
を
抄
出
し
た
も
の
ら
し
く
、
御
抄
は
歌
数
を
コ
三
百
六
十
首
」
と
記
し

て
ゐ
る
。

四
　
新
撰
和
歌
に
つ
い
て
は
杉
谷
寿
郎
氏

「新
撰
和
歌
諸
本
の
系
統
と
性
澄

総築
ガ
誌
斜
郎̈
篭
掛
けは駆
詢
増
に季

五
　
成
に
よ
れ
ば
改
撰
の
理
由
は

「
う
た
ご
と
に
い
う
な
る
に
し
も
あ
ら
ず
」
で
、
歌

の
よ
し
あ
し
を
削
除
の
基
準
と
さ
れ
た
と
解
さ
れ
る
が
、
管
見
に
よ
れ
ば
一削
除
歌
に

は
０

「歌
の
配
列
順
序
」
に
難
の
あ
る
も
の
が
日
に
つ
く
。
お
そ
ら
く
０
項
目
の
変

更
が
許
さ
れ
れ
ば
順
序
を
入
換
へ
る
は
ず
の
歌
が
、
い
ま
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
、

思
ひ
き
っ
て
①
項
目
に
よ
っ
て
削
除
の
措
置
を
と
ら
れ
た
か
と
推
測
す
る
。
例
を
巻

一
春
歌
上
に
と
れ
ば
、
総
数
九
八
首
の
う
ち
削
除
歌
は
小
島
吉
雄
氏
校
註

「新
古
今

和
歌
集
」
に
よ
れ
ば
一
六
首
。
そ
の
う
ち
一
〇
首

（二
・
八
・
九
。
一
五
・
一
八
・

三
二
・
三
一
・
五
一
。
八
九
・
九
五
）
が
配
列
に
問
題
が
あ
る
。
そ
の
中
に
は
よ
し

あ
し
の
基
準
か
ら
も
問
題
が
あ
り
、
削
除
の
理
由
は
よ
り
多
く
そ
ち
ら
に
と
い
ふ
場

合
も
あ
ら
う
。
隠
岐
本
に
お
け
る
削
除
と
配
列
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
風
巻
景
次
郎

氏

「新
古
今
集
の
一
性
質
」
（
印
締
ユ
珀
・文
一学
一）
も
ぁ
り
、
稿
を
改
め
て
考
へ
た
い
。

一ハ　
小
島
吉
雄
氏

「新
古
今
和
歌
集
の
研
究
」
続
篇
八
六
頁
に

「隠
岐
本
に
於
て
は
、

歌
の
部
類
が
へ
や
、
排
列
位
置
の
変
一え
や
は
全
然
行
は
れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
」
と

い
ふ
指
摘
が
あ
る
。


