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は
じ
め
に

『
古
今
和
歌
六
帖
』は
十
世
紀
後
半
の
成
立
。お
そ
ら
く
貞
元
元
年（
九
七
六
）

を
そ
う
下
ら
ぬ
時
期
に
完
成
し
た
と
お
ぼ
し
き
私
撰
集
で
あ
る（

１
）

。
そ
の
特
色
を

簡
潔
に
し
め
せ
ば
、「
約
四
千
五
百
首
を
歌
題
ご
と
に
区
分
し
た
大
規
模
な
私

撰
集
（
類
題
和
歌
集
）」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
は
当
該
歌
集
の
採
歌

事
情
を
俎
上
に
載
せ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
基
本
事
項
に
関
し
て
は
、
青
木
太
朗

の
以
下
の
よ
う
な
整
理
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

所
収
歌
の
う
ち
約
一
一
〇
〇
首
が
『
万
葉
集
』、約
七
〇
〇
首
が
『
古
今
集
』、

約
四
〇
〇
首
が
『
後
撰
集
』
と
共
通
す
る
。
他
に
『
貫
之
集
』
と
の
共
通

歌
が
四
〇
〇
首
を
越
え
、『
躬
恒
集
』
や
『
伊
勢
集
』
な
ど
私
家
集
と
の

共
通
歌
も
多
い
。
勅
撰
集
な
ど
の
主
要
歌
集
だ
け
で
な
く
私
家
集
群
に
ま

で
目
を
向
け
た
収
集
事
業
が
な
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
一
方
で
他
文

献
に
見
出
せ
な
い
歌
も
約
一
一
〇
〇
首
に
及
ぶ（

２
）

。

青
木
の
指
摘
す
る
と
お
り
、『
六
帖
』
は
種
々
の
和
歌
資
料
か
ら
う
た
を
抜

き
出
し
、
編
纂
し
た
和
歌
集
と
お
ぼ
し
い
。「
約
一
一
〇
〇
首
」
の
出
典
未
詳

『
古
今
和
歌
六
帖
』
所
収
萬
葉
歌
の
性
格

　
　
―
類
聚
古
集
「
無
訓
歌
」
か
ら
の
検
証
―

 

池
原　

陽あ
き
よ
し斉

歌
に
つ
い
て
も
、
散
佚
し
た
文
献
の
少
な
く
な
い
古
代
文
学
の
こ
と
、
現
存
せ

ぬ
典
拠
の
あ
っ
た
可
能
性
は
低
く
あ
る
ま
い
。
典
拠
の
捜
索
と
そ
の
考
証
は
、

『
六
帖
』
研
究
の
ひ
と
つ
の
、
し
か
も
大
き
な
潮
流
で
あ
っ
た
。

ま
た
研
究
史
を
繙
く
と
、『
六
帖
』
が
『
蜻
蛉
日
記
』
や
『
枕
草
子
』、
あ
る

い
は
『
源
氏
物
語
』
と
い
っ
た
、
同
時
代
や
後
代
の
作
品
に
ど
の
よ
う
な
影
響

を
与
え
た
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
興
味
が
寄
せ
ら
れ
て
き
た（

３
）

。
受
容
・
享

受
の
観
点
で
あ
る
。

端
的
に
い
っ
て
、『
六
帖
』
は
そ
の
内
実
以
上
に
、
典
拠
・
影
響
と
い
っ
た

周
辺
の
事
情
に
関
し
て
多
く
の
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
歌
集
と
い
っ
て
よ
い（

４
）

。

本
稿
で
も
、
こ
の
ふ
た
つ
の
研
究
の
潮
流
の
う
ち
、
典
拠
の
こ
と
、
よ
り
具
体

的
に
は『
六
帖
』約
四
千
五
百
首
の
約
四
分
の
一
の
典
拠
に
あ
た
る『
萬
葉
集
』

と
の
関
係
を
検
討
す
る
。

一　

研
究
史
瞥
見

『
六
帖
』
が
『
萬
葉
集
』
か
ら
多
く
の
歌
を
採
取
し
て
い
る
こ
と
は
、
古
来

周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
ろ
う
。
古
い
文
献
に
明
確
な
指
摘
は
少
な
い
が
、
永
仁

年
間
（
一
二
九
三
～
九
八
）、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
の
成
立
と
お
ぼ
し
き
『
歌

枕
名
寄（

５
）

』
が
「
く
ら
は
し
の
山
を
た
か
み
か
夜
ご
も
り
に
出
で
く
る
月
の
光
と

も
し
き
」（
二
八
八
五
）
の
左
注
に
「
右
歌
万
葉
第
九
在
之
、
但
末
一
句
、
片カ

タ

末マ
チ

難カ
タ
キ
云
々

、
六
帖
同
之
」
と
し
め
す
例
な
ど
は
、『
萬
葉
集
』
と
『
六
帖
』
に
お
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な
じ
歌
が
存
す
る
こ
と
を
知
悉
し
て
の
記
述
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
大
規
模
な
和

歌
集
で
あ
り
、
偶
然
見
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

た
だ
し
、
本
格
的
に
両
者
の
関
係
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
近
世
以

降
で
あ
る
。
校
本
を
編
ん
だ
契
沖
の
研
究
が
嚆
矢
だ
ろ
う
。
契
沖
は
元
禄
三
年

（
一
六
九
〇
）
著
の
『
萬
葉
代
匠
記
（
精
撰
本
）』
に
お
い
て
も
、「
又
六
帖
に

此
集
よ
り
抜
出
し
て
撰
入
た
る
歌
尤
多
し
」
と
、『
六
帖
』
の
採
歌
資
料
に
『
萬

葉
集
』
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
注
釈
に
も
多
く
（
千
以
上
）
利
用
す
る
。

下
っ
て
文
政
三
年
（
一
八
二
〇
）、「
萬
葉
集
を
初
め
次
々
の
書
の
歌
ど
も
を

か
き
あ
つ
め
た
る
」
と
い
う
石
塚
龍
麿
『
校
證
古
今
歌
六
帖
』
の
謂
い
も
、
契

沖
の
学
説
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る（

６
）

。『
六
帖
』
が
『
萬
葉
集
』
か
ら
直
接
う

た
を
採
取
し
た
と
い
う
見
方
は
、
古
く
は
一
般
的
な
理
解
で
あ
っ
た
。
山
田
孝

雄
が
『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
歌
に
よ
っ
て
天
暦
古
点
を
あ
る
程
度
復
元
で
き
る

と
考
え
た
こ
と
も
、
近
世
以
来
の
研
究
史
を
踏
襲
し
た
結
果
と
い
え
る（

７
）

。

こ
の
流
れ
に
大
き
な
転
換
を
迫
っ
た
の
が
老
川
義
治
、
大
久
保
正
の
研
究
で

あ
る（

８
）

。
両
者
と
も
、『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
歌
が
伝
誦
性
を
持
つ
こ
と
を
主
張

し
た
。
今
は
後
者
に
よ
る
と
、
大
久
保
は
『
萬
葉
集
』
の
本
文
と
『
六
帖
』
所

収
の
萬
葉
歌
に
、
書
写
過
程
で
の
誤
写
な
ど
か
ら
は
想
定
し
に
く
い
相
違
の
あ

る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
、
そ
の
う
え
で
、『
六
帖
』
萬
葉
歌
の
性
格
を
以
下
の

よ
う
に
規
定
し
た
（
傍
線
は
稿
者
に
よ
る
）。

六
帖
歌
の
供
給
源
と
し
て
傳
承
歌
の
流
れ
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
ふ
結
論
は
動
か
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。
…
…
い
は
ゆ
る
六
帖

の
萬
葉
歌
の
中
に
は
、
萬
葉
集
か
ら
直
接
採
取
さ
れ
た
も
の
が
大
多
數
で

は
あ
ら
う
が
、
傳
承
歌
を
供
給
源
と
す
る
も
の
も
す
く
な
か
ら
ず
含
ま
れ

て
ゐ
る
こ
と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ（

９
）

。

右
の
如
く
、老
川
や
大
久
保
は
、従
来
は
書
承
が
定
説
化
し
て
い
た
『
六
帖
』

萬
葉
歌
の
典
拠
に
つ
い
て
、「
傳
承
歌
」
と
い
う
タ
ー
ム
を
導
入
し
た
。
こ
の

理
解
は
平
井
卓
郎
、
河
野
頼
人
ら
の
支
持
を
受
け
、
有
力
な
見
方
と
し
て
定
着

し
て
い
く
こ
と
に
な
る）

11
（

。
青
木
の
比
較
的
近
時
（
二
〇
〇
四
年
）
の
概
括
に
も
、

「
万
葉
集
と
の
共
通
歌
に
つ
い
て
は
、
平
安
時
代
の
古
訓
を
伝
え
る
と
の
見
方

も
あ
る
一
方
で
、
伝
誦
の
一
過
程
を
残
す
と
す
る
捉
え
方
も
で
き
る）

11
（

」
と
、
書

承
説
と
口
承
説
は
併
記
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
研
究
史
の
根
幹
に
あ
た
る
大
久
保
論
を
「
傳
承
歌
」
説
と
単
純
に
解

す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
氏
は
傍
線
部
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
「
萬
葉
集
か

ら
直
接
採
取
さ
れ
た
も
の
が
大
多
數
で
は
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
大
久
保
は
決
し
て
『
六
帖
』
所
収
萬
葉
歌
の
「
大
多
數
」
が
書
承
に
よ
っ

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し
て
は
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
大
久
保
の
「
傳
承
歌
」
と
い
う
謂
い
に
関
し
て
は
、
当
時
の
『
萬
葉

集
』
研
究
の
動
向
も
見
合
わ
せ
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。
大
久
保
論
が
発

表
さ
れ
た
一
九
五
七
年
当
時
は
、
次
の
『
萬
葉
集
私
注
』
六
（
一
九
五
二
年
）

の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、『
萬
葉
集
』
の
作
者
未
詳
歌
を
「
民
謡
」、
つ

ま
り
は
口
承
歌
と
見
做
す
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
。

此
の
巻
第
十
一
、
及
び
巻
第
十
二
は
、
巻
第
十
四
の
東
歌
と
共
に
、
集
中
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の
代
表
的
な
民
謡
集
と
見
て
よ
い
。
巻
第
七
以
降
見
え
来
つ
た
作
者
未
詳

の
諸
作
は
、
多
く
は
民
謡
と
見
な
し
て
差
支
な
い
も
の
で
あ
ら
う
が
、
民

謡
と
し
て
の
性
格
を
最
も
は
つ
き
り
と
具
へ
た
も
の
は
上
記
三
巻
と
見
る

こ
と
が
出
来
る
。

ほ
ぼ
同
時
期
（
一
九
五
六
～
五
七
年
）
に
刊
行
さ
れ
た
『
増
訂
：
萬
葉
集
全

註
釋
』
に
も
、「
こ
の
歌
は
、
民
謠
と
し
て
流
布
し
て
い
た
ら
し
く
」（
巻
三
・

三
八
五
）、「
こ
れ
も
民
謠
性
の
歌
で
あ
つ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
る
」（
巻
三
・

四
三
七
）
と
い
う
よ
う
な
文
言
が
散
見
し
て
い
る
。

し
か
し
、『
萬
葉
集
』
の
研
究
史
を
追
っ
て
い
け
ば
、『
私
注
』
が
「
代
表
的

民
謡
集
」
と
み
と
め
た
巻
十
一
・
十
二
の
両
巻
は
、
一
九
六
五
年
に
は
、
森
脇

一
夫
に
よ
っ
て
「
天
平
期
の
著
名
歌
人
も
し
く
は
、
そ
の
周
辺
の
有
名
無
名
歌

人
の
名
が
忘
佚
さ
れ
て
、
巻
十
一
・
十
二
の
資
料
と
な
っ
た
も
の）

12
（

」
と
認
定
さ

れ
る
に
至
る
。『
遊
仙
窟
』
の
受
容
な
ど
、
巻
十
一
・
十
二
の
う
た
が
中
下
級

官
人
層
の
創
作
歌
で
あ
る
こ
と
を
豊
富
な
例
を
も
っ
て
し
め
し
た
森
脇
論
は
、

以
降
の
研
究
の
指
標
に
な
っ
た
説
と
い
え
る）

13
（

。

そ
の
一
方
で
、『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
歌
の
性
格
と
い
っ
た
問
題
は
、
一
九

六
〇
年
代
半
ば
以
降
、
少
な
く
と
も
『
萬
葉
集
』
研
究
の
側
か
ら
は
、
あ
ま
り

俎
上
に
載
せ
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
河
野
の
研
究
は
七
〇
年
代
初

頭
ま
で
下
る）

11
（

が
、
傾
向
と
し
て
は
そ
の
よ
う
に
把
握
し
て
誤
る
ま
い
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
萬
葉
歌
の
口
承
性
に
疑
義
が
呈
さ
れ
る
六
〇
年
代
半
ば
以

降
の
通
説
的
研
究
は
、『
六
帖
』
萬
葉
歌
の
出
典
の
是
非
に
は
ま
っ
た
く
と
言
っ

て
よ
い
ほ
ど
影
響
を
あ
た
え
な
か
っ
た
。『
萬
葉
集
』
研
究
の
進
展
が
反
映
さ

れ
ず
、
大
久
保
論
が
踏
襲
さ
れ
て
き
た
感
が
な
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、平
安
時
代
に
お
け
る
『
萬
葉
集
』
の
訓
読
に
つ
い
て
も
、「『
萬
葉
集
』

時
代
の
語
彙
・
語
法
を
復
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
歌
意
に
大
き
な

変
化
を
来
さ
な
い
範
囲
で
、
漢
字
本
文
の
方
を
犠
牲
に
す
る
」
方
針
が
あ
っ
た

こ
と
、
小
川
靖
彦
に
よ
っ
て
詳
細
な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
平
安
時
代
前
中

期
に
お
け
る
萬
葉
歌
訓
読
の
性
格
が
逐
語
的
で
は
な
か
っ
た
の
な
ら
、
そ
も
そ

も
『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
歌
が
『
萬
葉
集
』
の
漢
字
本
文
に
即
応
し
な
い
こ
と

を
理
由
に
、
伝
誦
の
産
物
と
捉
え
る
こ
と
自
体
が
妥
当
か
ど
う
か
。
こ
の
点
に

も
少
な
か
ら
ぬ
問
題
が
あ
る
。

萬
葉
歌
が
伝
誦
さ
れ
、『
六
帖
』
編
纂
さ
れ
た
十
世
紀
後
半
の
時
分
ま
で
命

脈
を
保
っ
た
か
否
か
、『
萬
葉
集
』
本
文
と
の
相
違
を
即
口
承
歌
摂
取
の
根
拠

と
す
る
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
、『
六
帖
』
萬
葉
歌
の
典
拠
の
理
解
に
つ
い
て
は
、

再
考
の
余
地
が
生
じ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

二　

本
文
異
同
の
諸
問
題

と
は
い
う
も
の
の
、
老
川
や
大
久
保
、
あ
る
い
は
上
田
英
夫）

16
（

ら
が
指
摘
す
る

と
お
り
、『
萬
葉
集
』
の
本
文
（
あ
る
い
は
『
萬
葉
集
』
写
本
の
附
訓
）
と
、『
六

帖
』
所
収
萬
葉
歌
の
本
文
と
の
あ
い
だ
に
埋
め
が
た
い
溝
が
存
す
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
訓
表
記
と
音
仮
名
表
記
の
例
を
一
首
ず
つ
し
め
す
。
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①
『
萬
葉
集
』
巻
十
・
二
一
五
六
／
『
六
帖
』
第
二
・
九
四
八

足
日
木
乃　

山
之
跡
陰
尓　

鳴
鹿
之　

聲
聞
為
八
方　

山
田
守
酢
兒

秋
は
き
に
し
か
ら
み
か
け
て
鳴
く
鹿
の　

声
き
ゝ
つ
ゝ
や
山
田
も
る
ら
ん

②
『
萬
葉
集
』
巻
十
四
・
三
三
九
七
番
歌
／
『
六
帖
』
第
二
・
一
二
六
四

比
多
知
奈
流　

奈
左
可
能
宇
美
乃　

多
麻
毛
許
曽　

比
氣
波
多
延
須
礼

阿
杼
可
多
延
世
武

ひ
た
ち
な
る
あ
さ
か
の
浦
の
た
ま
も
こ
そ　

ひ
け
は
ね
た
ゆ
れ
わ
れ
は
た

え
せ
し

①
の
場
合
、
初
句
に
つ
い
て
は
誤
写
な
ど
を
想
定
で
き
な
く
も
な
い
が
、
第

二
句
と
結
句
は
異
な
り
が
著
し
い
。
別
途
理
由
を
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

②
は
一
字
一
音
の
例
で
あ
る
か
ら
、
訓
む
に
際
し
て
困
難
が
あ
っ
た
と
は
思

わ
れ
な
い
が
、
異
同
が
存
す
る
。
二
句
の
「
奈
左
可
」
と
「
あ
さ
か
」
は
「
な

（
奈
）」
と
「
あ
（
阿
）」
の
誤
写
の
可
能
性
を
指
摘
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
結

句
の
相
違
は
そ
れ
で
済
み
そ
う
も
な
い
。
な
お
元
暦
校
本
で
は
、
当
該
二
首
は

以
下
の
よ
う
に
施
訓
さ
れ
て
い
る
。

①
あ
し
ひ
き
の
や
ま
の
と
か
け
に
な
く
し
か
の　

声
き
ゝ
つ
や
も
や
ま
た　

も
る
す
こ

②
ひ
た
ち
な
る
な
さ
か
の
う
み
の
た
ま
も
こ
そ　

ひ
け
とは

た
え
す
れ
あ
と
は

か
た
え
せ
ぬ

①
の
結
句
「
も
る
す
こ
」
は
日
本
語
と
し
て
意
味
が
通
じ
に
く
い
（
現
行
訓

は
「
も
ら・
す
こ
」）
が
、「
守
酢
兒
」
と
い
う
漢
字
本
文
に
は
対
応
す
る
。
②
の

下
二
句
も
抹
消
こ
そ
な
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
や
は
り
萬
葉
歌
の
表
記
に
即
し

た
訓
で
あ
る
。
六
帖
歌
と
の
距
離
は
明
白
と
い
え
る
。

こ
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
歌
を
書
承
の
産
物
と
見

做
す
近
世
以
来
の
見
方
に
疑
問
が
寄
せ
ら
せ
、
口
承
歌
の
採
取
と
い
う
説
が
提

示
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
よ
く
理
解
で
き
る
。

し
か
し
、
こ
の
見
方
は
『
六
帖
』
と
い
う
歌
集
の
性
質
を
十
分
に
吟
味
し
て

い
な
い
き
ら
い
が
あ
る
。
よ
り
具
体
的
に
い
え
ば
、
本
文
に
関
す
る
問
題
が
や

や
も
す
る
と
等
閑
視
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

ま
ず
注
意
す
べ
き
は
『
袋
草
紙
』
に
「
六
帖
、
和
歌
四
千
六
百
九
十
六
首
」

と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
歌
数
は
、
現
存
諸
伝
本
の
約
四
千
五
百

首
と
一
致
し
な
い
。
少
な
く
と
も
、
平
安
時
代
後
期
に
清
輔
の
目
に
し
た
『
六

帖
』
は
現
存
伝
本
と
は
い
く
ら
か
系
統
を
異
に
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
相
違
を
裏
付
け
る
資
料
と
し
て
、
古
筆
切
が
あ
る
。『
六
帖
』
に
は
平

安
時
代
中
期
か
ら
鎌
倉
時
代
後
期
頃
ま
で
の
古
筆
切
が
二
十
葉
七
十
首
ほ
ど
紹

介
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
本
文
に
は
写
本
と
の
異
同
が
少
な
く
な
い）

17
（

。
写
本
と

は
排
列
の
異
な
る
切
も
あ
り）

11
（

、
我
々
が
目
に
で
き
る
『
六
帖
』
伝
本
の
本
文
は
、

往
時
を
反
映
し
な
い
一
面
が
あ
る
と
い
え
る
。

そ
も
そ
も
、
現
存
伝
本
中
の
最
古
写
本
は
文
禄
四
年
（
一
五
九
五
）
書
写
の

永
青
文
庫
本
と
、
書
写
年
代
が
下
る
。
し
か
も
、
こ
の
永
青
文
庫
本
や
、
近
世

初
期
写
の
桂
宮
本
の
第
一
帖
書
写
奥
書
は
「
い
づ
れ
も

く
み
な
か
く
の
み
し

ど
け
な
き
物
に
て
侍
れ
ば
、
本
の
ま
ゝ
に
し
る
し
を
く
。
の
ち
に
見
ん
人
、
心
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え
さ
せ
給
べ
し
」
と
本
文
の
缼
陥
を
指
摘
す
る
。
こ
の
書
写
奥
書
は
嘉
禄
二
年

（
一
二
二
六
）
に
源
家
長
が
記
し
た
も
の
で
、
定
家
本
を
転
写
し
た
折
の
感
慨

で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
の
定
家
本
段
階
に
お
い
て
、『
六
帖
』
の
本
文
は
信

頼
が
置
け
な
い
と
見
做
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
『
六
帖
』
の
本
文
事
情
を
か
ん
が
み
る
と
、「
桂
本
と
六
帖
の

不
一
致
は
大
い
に
期
待
に
背
く
も
の
」
と
『
六
帖
』
本
文
が
『
萬
葉
集
』
に
即

し
て
「
不
純
」
で
あ
る
こ
と
を
難
じ
た
平
井
の
発
言
に
対
す
る
福
田
智
子
の
次

の
よ
う
な
指
摘
に
は
、
傾
聴
の
価
値
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
幾
度
と
な
く
書
写
を
繰
り
返
し
、
伝

来
し
て
き
た
写
本
に
つ
い
て
、
そ
の
作
品
全
体
を
貫
く
よ
う
な
書
承
関
係

や
引
用
関
係
が
簡
単
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
と

言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
だ
と
す
れ
ば
、
部
分
的
に
せ
よ
、
他
の
作
品
と

の
関
わ
り
の
片
鱗
を
見
出
す
こ
と
に
、
ま
ず
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う）

11
（

。

石
田
穣
二
の
本
文
校
訂
に
関
す
る
「
源
氏
物
語
の
青
表
紙
本
に
つ
い
て
も
、

枕
草
子
の
三
巻
本
に
つ
い
て
も
、
あ
る
一
本
の
忠
実
な
翻
刻
で
読
む
に
堪
へ
る

本
文
に
な
り
得
る
よ
う
な
本
は
存
在
し
な
い）

21
（

」
と
の
発
言
が
想
起
さ
れ
る
。
誤

写
・
意
改
な
ど
、
種
々
の
理
由
で
変
遷
し
て
い
く
古
典
本
文
に
つ
い
て
、
逐
一

の
瑕
疵
を
検
討
し
て
み
て
も

―
少
な
く
と
も
こ
の
点
に
の
み
執
着
す
る
こ
と

に
よ
っ
て

―
、
十
分
な
成
果
が
得
ら
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。

ま
し
て
、『
萬
葉
集
』
と
『
六
帖
』
は
別
の
作
品
で
あ
り
、
漢
字
本
文
を
ど

う
訓
む
か
と
い
う
問
題
も
介
在
す
る
。
小
川
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
平
安
時
代

前
中
期
の
萬
葉
歌
の
訓
読
が
か
な
ら
ず
し
も
逐
語
的
で
は
な
か
っ
た
ら
し
き
こ

と
を
も
念
頭
に
置
く
な
ら
ば
、
個
々
の
本
文
の
相
違
に
の・
・み
拘
っ
て
み
て
も
、

あ
ま
り
生
産
的
と
は
い
え
ま
い
。『
萬
葉
集
』
が
、萬
葉
歌
が
ど
の
よ
う
に
『
六

帖
』
に
取
り
込
ま
れ
た
の
か
、
こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
も
う
少
し
、

異
な
る
方
向
か
ら
切
り
込
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。

た
と
え
ば
、「
万
葉
集
で
隣
り
合
は
せ
の
二
首
（
時
に
三
首
）
が
そ
の
ま
ま

の
順
序
で
六
帖
に
も
出
て
ゐ
る
箇
処
が
少
な
く
な
い）

21
（

」
と
、『
萬
葉
集
』
と
『
六

帖
』
の
排
列
の
一
致
に
着
目
し
た
上
田
の
研
究
の
よ
う
な
、
一
首
一
首
の
レ
ベ

ル
を
超
え
た
、
広
汎
を
対
象
と
す
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
う
。
上
田

は
排
列
か
ら
切
り
込
ん
だ
わ
け
だ
が
、
本
稿
で
は
、
そ
れ
と
も
異
な
る
観
点
か

ら
『
六
帖
』
所
収
萬
葉
歌
の
性
格
を
あ
き
ら
め
た
い
。

三　
『
六
帖
』
編
纂
と
『
萬
葉
集
』
訓
読
の
時
期

そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
観
点
を
導
入
す
れ
ば
、『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
歌

の
性
格
の
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
端
を
あ
き
ら
か
に
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る

程
度
、
仮
説
を
提
示
し
て
い
く
し
か
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、
ま
ず
肝
心
な
こ
と

と
し
て
、『
六
帖
』
の
編
纂
時
期
と
の
関
連
を
考
え
た
い
。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、『
六
帖
』
の
完
成
は
貞
元
元
年
を
そ
う
下
ら
ぬ
時

期
と
判
断
で
き
る
。
天
徳
年
間
（
九
五
七
～
六
一
）
に
は
一
定
の
規
模
の
歌
集

が
で
き
あ
が
っ
て
お
り
、
限
ら
れ
た
範
囲
の
層
に
は
利
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性



―146―

が
た
か
い
と
い
う
山
岸
徳
平
以
来
の
理
解）

22
（

も
あ
る
が
、
こ
の
点
を
加
味
し
て
も

よ
い
。
そ
の
う
え
で
も
、『
萬
葉
集
』
と
の
関
連
に
お
い
て
、
つ
ぎ
の
事
情
は

無
視
し
え
な
い
よ
う
に
お
も
う
。

そ
れ
は
、『
六
帖
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
天
徳
～
貞
元
の
直
前
に
、

天
暦
古
点
の
事
業
が
な
さ
れ
、『
萬
葉
集
』
の
大
半
の
う
た
に
訓
が
附
さ
れ
た

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
天
暦
古
点
の
事
業
は
天
暦
五
年
（
九
五
一
）
に
は
じ

ま
り
（「
禁
制
撰
和
歌
所
𨷻
入
文
」『
本
朝
文
粋
』
巻
第
十
二
）、
諸
説
あ
る
が
、

遅
く
と
も
天
暦
十
年
（
九
五
六
）
に
は
終
局
し
た
と
お
ぼ
し
い）

23
（

。

な
お
、
天
暦
古
点
以
前
に
も
、『
萬
葉
集
』
に
訓
が
附
さ
れ
る
場
合
の
あ
っ

た
こ
と
に
つ
い
て
は
、『
和
名
類
聚
抄
』
の
出
典
注
記
に
即
し
た
築
島
裕
の
考

証
が
あ
る）

21
（

。
築
島
説
に
関
し
て
は
、
近
時
、
山
田
健
三
が
具
体
例
を
検
証
し
て

の
追
認
も
お
こ
な
っ
て
お
り）

21
（

、
説
得
性
を
持
つ
。『
六
帖
』
編
纂
の
十
世
紀
後

半
の
こ
ろ
、
訓
を
と
も
な
っ
た
『
萬
葉
集
』
が
複
数
存
在
し
て
い
た
蓋
然
性
は

そ
う
と
う
に
高
い
と
い
え
よ
う
。

十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
前
半
に
は
、『
六
帖
』
の
ほ
か
、『
拾
遺
和
歌
集
』

や
『
人
麿
集
』、『
赤
人
集
』、『
家
持
集
』
な
ど
、
多
量
の
萬
葉
歌
を
採
取
す
る

歌
集
が
多
く
編
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
現
象
も
、『
萬
葉
集
』
の
可
読
性
が
高
ま
っ

た
こ
と
、
つ
ま
り
は
訓
が
附
さ
れ
た
こ
と
と
無
縁
で
は
あ
る
ま
い）

26
（

。

以
上
の
よ
う
な
事
情
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、『
六
帖
』
所
収
萬
葉
歌
の
性
格

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、『
萬
葉
集
』
の
附
訓
と
の
関
係
の
検
証
が
缼
か
せ

な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
従
来
か
ら
写
本
の
訓
、
と
り
わ
け
次

点
本
の
訓
と
『
六
帖
』
と
の
関
係
は
注
目
さ
れ
て
き
た
。
と
い
う
よ
り
も
、『
六

帖
』
萬
葉
歌
の
検
証
に
あ
た
っ
て
は
、
か
な
ら
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
次
点
本

と
の
関
係
が
取
り
沙
汰
さ
れ
て
き
た
と
い
っ
て
よ
い
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
蓄
積
さ
れ
て
き
た
の
は
、
次
点
本
の
訓
と
『
六

帖
』
の
一
致
・
不
一
致
、
つ
ま
り
は
個
々
の
歌
に
即
し
て
の
検
討
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
こ
の
検
討
は
重
要
な
の
だ
が
、
本
稿
で
は
、
も
う
少
し
鳥
瞰
的
な
視
点

か
ら
、
附
訓
と
『
六
帖
』
の
関
係
を
検
証
す
る
。

四　
『
萬
葉
集
』
伝
本
の
「
無
訓
歌
」

本
稿
で
は
、「
無
訓
歌
」
と
い
う
観
点
か
ら
『
六
帖
』
萬
葉
歌
の
性
格
の
一

端
を
し
め
し
た
い
。「
無
訓
歌
」
は
、
文
字
ど
お
り
訓
の
附
さ
れ
て
い
な
い
萬

葉
歌
を
さ
す
。
よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、『
萬
葉
集
』
の
全
歌
に
訓
が
附
さ
れ

た
の
は
仙
覚
の
新
点
段
階
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
、
つ
ま
り
次
点
本
の
段
階
で
は
、

長
歌
を
中
心
に
訓
を
附
さ
れ
な
い
ま
ま
の
う
た
が
存
し
て
い
た
。

さ
ら
に
田
中
大
士
が
論
証
し
た
と
お
り
、
次
点
本
も
二
種
に
区
分
す
る
こ
と

が
で
き
る）

27
（

。
長
歌
に
ほ
と
ん
ど
訓
を
附
さ
な
い
平
仮
名
別
提
訓
本
と
、
一
定
の

長
歌
に
訓
を
附
す
片
仮
名
傍
訓
本
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
附
訓
の
少
な
い
平

仮
名
本
の
方
が
先
行
す
る
系
統
と
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
先
後
関
係
は
、
現
存

最
古
写
本
の
桂
本
を
は
じ
め
、
藍
紙
本
、
元
暦
校
本
、
類
聚
古
集
な
ど
平
安
時

代
書
写
の
写
本
が
い
ず
れ
も
平
仮
名
訓
本
、
鎌
倉
時
代
以
降
の
廣
瀨
本
や
春
日
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本
な
ど
が
片
仮
名
訓
本
で
あ
る
こ
と
と
呼
応
す
る
。

つ
ま
り
『
六
帖
』
編
纂
段
階
の
『
萬
葉
集
』
は
、
ひ
ら
が
な
の
訓
を
附
し
た

可
読
性
の
高
い
う
た
（
多
数
）
と
、
低
い
無
訓
の
う
た
（
少
数
）
が
併
記
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
に
お
い
て
、
歌
集
編
纂
者
が
『
萬
葉

集
』
か
ら
う
た
を
採
取
す
る
と
す
れ
ば
、
読
む
こ
と
の
容
易
な
附
訓
歌
を
優
先

し
て
抜
き
出
す
可
能
性
が
高
い

―
そ
う
考
え
る
こ
と
は
、
さ
ほ
ど
不
自
然
で

は
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
し
て
、
も
し
『
六
帖
』
が
附
訓
歌
に
偏
し
て
採
歌
を
お
こ
な
っ
て
い
る
こ

と
が
み
と
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、『
六
帖
』
は
附
訓
本
の
『
萬
葉
集
』
を
藍
本
の

ひ
と
つ
と
し
て
利
用
し
た
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
以
下
で
は

実
際
に
平
仮
名
訓
本
の
無
訓
歌
と
『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
歌
と
を
対
照
し
、
こ

の
仮
説
の
是
非
を
確
認
し
た
い
。

た
だ
し
、
比
較
対
象
と
な
る
平
仮
名
訓
本
に
は
い
く
つ
か
の
伝
本
が
あ
り
、

そ
の
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
紙
幅
の
面
か
ら
も
行
論
上
か
ら
も
困
難
で
あ

る
。
そ
の
た
め
、
今
回
は
類
聚
古
集
と
の
比
較
に
し
ぼ
っ
て
検
討
す
る
。

類
聚
古
集
を
選
択
す
る
理
由
は
、
こ
の
本
が
平
仮
名
訓
本
の
う
ち
、
も
っ
と

も
歌
数
が
多
い
た
め
で
あ
る
。
現
存
す
る
次
点
本
は
零
本
の
み
だ
が
、
そ
の
中

で
類
聚
古
集
は
約
三
千
八
百
首
を
と
ど
め
て
い
る
。
つ
い
で
多
い
の
は
元
暦
校

本
で
あ
る
が
、
約
二
千
六
百
首
と
、
残
存
す
る
歌
数
は
三
分
の
二
程
度
に
過
ぎ

な
い
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
と
、
類
聚
古
集
が
文
字
ど
お
り
類
纂
本
、
つ
ま
り

『
萬
葉
集
』
の
排
列
を
違
え
た
特
異
な
伝
本
で
あ
る
と
い
う
難
点
を
差
し
引
い

て
も
、
平
仮
名
訓
本
の
附
訓
状
況
を
確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
、
も
っ
と
も
適
切

な
検
討
対
象
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
で
は
該
本
と
『
六
帖
』
と
を
比
較
し
、
附
訓
歌
・
無
訓
歌
が

『
六
帖
』
に
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
を
検
討
す
る
。
な
お
、
検
討
に
際

し
て
は
短
歌
の
み
を
対
象
と
す
る
。『
六
帖
』
に
『
萬
葉
集
』
所
収
の
長
歌
は

四
首
、
旋
頭
歌
は
十
首
し
か
取
ら
れ
て
お
ら
ず
、
統
計
の
対
象
と
し
て
有
意
な

材
料
と
は
考
え
に
く
い
た
め
で
あ
る
。
如
上
の
判
断
に
も
と
づ
き
、
以
下
の
歌

数
や
歌
番
号
は
、
す
べ
て
短
歌
を
対
象
と
し
て
い
る
。

五　

類
聚
古
集
無
訓
短
歌
と
『
六
帖
』
の
採
歌
状
況

類
聚
古
集
所
収
の
無
訓
短
歌
の
『
六
帖
』
所
収
状
況
を
一
覧
と
し
た
も
の
が

次
ペ
ー
ジ
の
表
１
で
あ
る
。「
巻
」
と
「
番
号
」
は
『
萬
葉
集
』
の
巻
数
と
国

歌
大
観
番
号
を
、「
六
」
は
『
六
帖
』
所
収
の
有
無
を
し
め
す
。

さ
て
、
類
聚
古
集
無
訓
短
歌
の
総
数
は
六
十
七
首
。
そ
の
う
ち
、「
六
」
の

項
目
が
「
×
」
と
な
っ
て
い
る
六
十
首
は
、『
六
帖
』
に
採
ら
れ
て
い
な
い
無

訓
の
短
歌
で
あ
る
。
無
訓
歌
が
採
ら
れ
な
い
傾
向
は
み
と
め
う
る
。

し
か
し
、「
〇
」と
な
っ
て
い
る
例
外
が
七
首
も
存
す
る
と
い
う
事
実
は
、「『
六

帖
』
の
採
歌
資
料
は
附
訓
本
の
『
萬
葉
集
』
で
あ
る
た
め
、
無
訓
歌
を
採
ら
な

い
傾
向
が
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
導
く
た
め
に
は
い
か
に
も
多
い
。
こ
の
七
首

に
つ
い
て
は
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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表
１
・
類
聚
古
集
の
無
訓
短
歌
と
『
六
帖
』
所
収
歌
一
覧

こ
の
七
首
の
う
ち
、
巻
七
・
一
三
〇
二
番
歌
、
巻
十
・
一
九
七
四
番
歌
、
同

二
一
五
六
番
歌
の
三
首
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
元
暦
校
本
で
は
訓
が
附
さ
れ

て
い
る
点
に
注
目
し
て
よ
い
よ
う
に
思
う
。

と
い
う
の
も
、
元
暦
校
本
は
十
一
世
紀
後
半
、
類
聚
古
集
は
十
二
世
紀
初
頭

の
書
写
と
目
さ
れ）

21
（

、
前
者
が
よ
り
古
い
段
階
の
附
訓
状
況
を
と
ど
め
る
可
能
性

が
高
い
の
で
あ
る）

21
（

。
少
な
く
と
も
、
平
仮
名
訓
本
段
階
に
お
い
て
こ
の
三
首
が

無
訓
歌
で
な
か
っ
た
こ
と
は
た
し
か
と
い
え
る
。
訓
の
書
き
損
じ
な
ど
、
類
聚

古
集
の
側
に
な
ん
ら
か
の
問
題
が
あ
っ
た
と
判
断
し
う
る
。

つ
い
で
巻
七
・
一
四
一
四
番
歌
は
、
類
聚
古
集
第
十
四
の
「
巻
末
歌
」
で
あ

る
が
、
以
降
が
明
ら
か
に
落
丁
し
て
い
る）

31
（

。
類
聚
古
集
は
漢
字
本
文
の
左
に
ひ

ら
が
な
の
訓
を
書
く
形
式
で
あ
る
か
ら
、
落
丁
に
訓
が
存
し
た
蓋
然
性
は
決
し

て
低
く
な
い
。
当
該
歌
は
、
残
念
な
が
ら
ほ
か
の
平
仮
名
訓
本
に
は
伝
わ
ら
な

い
た
め
確
証
を
缼
く
も
の
の
、
し
か
し
、
片
仮
名
本
の
廣
瀨
本
と
紀
州
本
で
も

附
訓
歌
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
平
仮
名
本
段
階
で
も
無
訓
歌
で
は

な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

お
な
じ
く
巻
十
・
一
八
七
六
番
歌
も
現
存
の
平
仮
名
訓
本
に
残
ら
な
い
。
精

確
に
は
、
元
暦
校
本
に
断
簡
と
し
て
残
る
う
た
で
、
訓
は
つ
た
わ
ら
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
次
善
の
策
と
し
て
片
仮
名
本
を
見
る
と
、
や
は
り
廣
瀨
本

と
紀
州
本
は
い
ず
れ
も
訓
を
有
し
て
い
る
。
資
料
が
不
足
し
て
い
る
た
め
論
証

し
き
れ
な
い
う
ら
み
は
あ
る
が
、
や
は
り
、
平
仮
名
訓
本
段
階
に
お
い
て
訓
の

存
し
た
可
能
性
は
想
定
し
う
る
よ
う
に
思
う
。

後
の
二
首
、
と
く
に
最
後
の
一
首
の
認
定
に
は
や
や
問
題
を
残
す
が
、
以
上

五
首
に
つ
い
て
は
、
平
仮
名
訓
本
総
体
と
し
て
見
た
場
合
、
無
訓
歌
と
は
い
え

な
い
可
能
性
が
高
い
。
類
聚
古
集
、
あ
る
い
は
そ
の
前
身
の
敦
隆
本
に
な
ん
ら

か
の
瑕
疵
が
あ
っ
た
と
判
断
す
る
方
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
残
り
の
二
首
（
巻
九
・
一
七
一
八
番
歌
、
巻
十
九
・
四
二
〇
五
番

歌
）
を
同
様
に
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
二
首
い
ず
れ
も
片
仮
名
本
で

あ
る
廣
瀨
本
に
す
ら
も
訓
が
附
さ
れ
て
お
ら
ず
、
し
か
も
西
本
願
寺
本
や
京
都

大
学
本
の
訓
が
朱
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
、
仙
覚
新
点
歌
と
お
ぼ
し
い
。

巻 番号 六 巻 番号 六 巻 番号 六
11 2113 × 1 1731 × 1 1 ×
11 2117 × 1 1731 × 1 11 ×
11 2111 × 11 1111 × 1 13 ×
11 2617 × 11 1176 ○ 2 121 ×
11 2113 × 11 1111 × 2 116 ×
12 2111 × 11 1136 × 3 211 ×
12 3132 × 11 1171 ○ 3 337 ×
13 3311 × 11 1116 × 1 113 ×
13 3312 × 11 1111 × 1 111 ×
13 3313 × 11 2111 × 6 1112 ×
16 3111 × 11 2111 × 7 1113 ×
16 3116 × 11 2111 × 7 1137 ×
16 3117 × 11 2112 × 7 1211 ×
16 3171 × 11 2111 × 7 1216 ×
17 3111 × 11 2111 × 7 1312 ○
11 1171 × 11 2116 × 7 1311 ×
19 4205 ○ 11 2111 × 7 1317 ×
11 1216 × 11 2127 × 7 1111 ○
11 1212 × 11 2116 ○ 1 1161 ×
21 1117 × 11 2217 × 1 1621 ×
21 1111 × 11 2211 × 1 1611 ×

11 2312 × 1 1711 ×
11 2311 × 9 1718 ○
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も
っ
と
も
、
前
者
は
巻
十
ま
で
が
次
点
本
で
あ
る
紀
州
本
の
附
訓
歌
で
あ

る
か
ら
、
仙
覚
以
前
に
訓
が
附
さ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
仙
覚
の
目

に
し
た
本
に
は
訓
が
な
か
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
っ
て

も
、
類
聚
古
集
・
廣
瀨
本
が
と
も
に
無
訓
で
あ
る
以
上
、『
六
帖
』
編
纂
時
分
に
、

当
該
二
首
に
訓
が
附
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
低
い
こ
と
も
間
違
い
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
二
首
が
口
承
歌
と
し
て
『
六
帖
』
に
流
入
し
た
可
能
性
は
き

わ
め
て
低
い
。
書
物
と
し
て
の
『
萬
葉
集
』
か
ら
直
接
抜
き
出
さ
れ
た
で
あ
ろ

う
こ
と
は
、
そ
の
排
列
が
指
示
し
て
い
る
。

③
『
萬
葉
集
』
巻
九
・
一
七
一
八
、
一
九

　
　
　

高
市
の
歌
一
首

率
ひ
て
漕
ぎ
去
に
し
舟
は　

高
島
の
阿
渡
の
湊
に
泊
て
に
け
む
か
も

　
　
　

春
日
蔵
の
歌
一
首

照
る
月
を
雲
な
隠
し
そ　

島
陰
に
我
が
舟
泊
て
む
泊
ま
り
知
ら
ず
も

④
『
六
帖
』
第
三
・
一
八
〇
九
、
一
〇

た
か
ふ
ち
の
わ
う
じ

あ
し
ゝ
と
て
こ
き
行
く
舟
は　

た
か
し
ま
の
ふ
し
を
の
み
ち
に
つ
き
に
け

る
か
な

て
る
月
を
く
も
な
か
く
し
そ　

し
ま
か
け
に
我
が
舟
よ
せ
ん
と
ま
り
し
ら

す
も

⑤
『
萬
葉
集
』
巻
十
九
・
四
二
〇
四
、
〇
五

　
　
　

攀
ぢ
折
れ
る
保
宝
葉
を
見
る
歌
二
首

我
が
背
子
が
捧
げ
て
持
て
る
ほ
ほ
が
し
は　

あ
た
か
も
似
る
か
青
き
蓋

　
　
　

講
師
僧
恵
行

皇
祖
の
遠
御
代
御
代
は
い
敷
き
折
り　

酒
飲
む
と
い
ふ
そ
こ
の
ほ
ほ
が
し

は　
⑥
『
六
帖
』
第
六
・
四
三
〇
五
、
〇
六

わ
か
せ
こ
か
さ
ゝ
け
て
も
た
る
ほ
ゝ
か
し
は　

あ
た
に
も
に
る
か
あ
を
き

か
さ
に
は

す
べ
ら
き
の
と
ほ
に
み
よ

く
は
や
ふ
せ
り　

さ
け
の
む
と
い
ふ
そ
こ
の

ほ
ゝ
か
し
は

③
と
④
、⑤
と
⑥
が
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。『
六
帖
』と『
萬
葉
集
』と
が
ま
っ

た
く
同
じ
排
列
で
あ
る
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
ろ
う
。
上
田
が
「
万
葉
集
で
隣
り

合
は
せ
の
二
首
…
…
が
そ
の
ま
ま
の
順
序
で
六
帖
に
も
出
て
ゐ
る）

31
（

」
と
指
摘
し

た
例
で
あ
る
。
同
種
の
例
が
『
六
帖
』
に
は
三
十
七
組
八
十
一
首）

32
（

と
か
な
り
多

量
に
み
と
め
ら
れ
る
。
こ
の
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
当
該
二
例
に
つ
い
て
は

『
六
帖
』
編
者
が
『
萬
葉
集
』
か
ら
、
い
ず
れ
も
二
首
ま
と
め
て
抜
き
出
し
た

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
と
に
⑥
は
、こ
の
二
首
の
み
が「
ほ
ほ
か
し
は
」

題
に
お
さ
め
ら
れ
て
お
り
、
題
と
う
た
が
連
動
し
て
い
る
と
お
ぼ
し
い
。
萬
葉

歌
あ
っ
て
の
題
と
見
る
こ
と
も
で
き
そ
う
だ
。

こ
の
よ
う
に
例
外
の
七
首
の
内
実
を
確
認
し
て
い
く
と
、
五
首
は
類
聚
古
集

に
お
い
て
は
無
訓
で
あ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
同
集
の
問
題
で
、
平
仮
名
本
段
階

に
お
い
て
は
訓
が
附
さ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ
る
。
残
り
二
首
は
平
安
時
代
に
お
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い
て
無
訓
歌
で
あ
っ
た
と
見
做
す
べ
き
例
で
あ
る
が
、
口
承
歌
で
は
な
く
、『
萬

葉
集
』
か
ら
直
接
抜
き
出
さ
れ
た
と
判
断
し
う
る
と
結
論
で
き
る
。

六　
『
六
帖
』
の
萬
葉
歌
採
取
率
と
類
聚
古
集
無
訓
歌

さ
て
、
前
節
で
の
検
証
に
よ
れ
ば
、
類
聚
古
集
無
訓
歌
六
十
七
首
の
う
ち
六

十
首
は
『
六
帖
』
に
採
ら
れ
て
お
ら
ず
、
残
り
七
首
中
五
首
に
つ
い
て
は
、
平

仮
名
本
総
体
と
し
て
見
た
場
合
、
無
訓
歌
で
な
い
可
能
性
の
高
い
こ
と
が
確
認

で
き
た
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
数
字
は
ど
の
程
度
有
意
で
あ
る
の
か
、『
六
帖
』

全
体
の
萬
葉
歌
採
取
数
・
採
取
率
か
ら
検
討
す
る）

33
（

。

表
２
・
六
帖
の
『
萬
葉
集
』
短
歌
採
取
率

　

 

　
こ
の
表
２
は
、『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
短
歌
の
採
取
数
及
び
採
取
率
を
一
覧

と
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
巻
四
・
十
四
・
十
五
に
つ
い
て
は
、
類
聚
古
集

に
無
訓
歌
が
存
し
な
い
た
め
、
こ
の
三
巻
を
の
ぞ
き
、
十
七
巻
分
の
短
歌
数
を

提
示
し
た
。

『
萬
葉
集
』
十
七
巻
の
短
歌
数
三
四
六
九
首
に
対
し
て
、『
六
帖
』
所
収
歌
は

一
〇
〇
九
首
あ
る
。
こ
の
数
は
、
萬
葉
短
歌
の
約
二
十
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
相
当

す
る
。
つ
ま
り
、
十
七
巻
の
短
歌
の
う
ち
、
四
首
に
一
首
以
上
が
六
帖
に
採
ら

れ
て
い
る
計
算
と
な
る
わ
け
で
、
無
訓
歌
が
こ
と
ご
と
く
入
集
か
ら
洩
れ
て
い

る
の
は
、
偶
然
の
産
物
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
巻
六
の
よ
う
に
無
訓
歌
が
一
首
し
か
な
い
、
あ
る
い
は
そ
も
そ

も
『
六
帖
』
が
萬
葉
歌
を
採
取
し
な
い
巻
十
八
な
ど
、
と
て
も
有
意
な
数
字
と

は
見
做
せ
な
い
巻
も
存
す
る
。
し
か
し
、
巻
七
・
巻
九
・
巻
十
・
巻
十
一
の
よ

う
に
採
歌
数
が
多
く
（
採
歌
率
が
高
く
）、
無
訓
歌
も
複
数
存
在
す
る
巻）

31
（

に
つ

い
て
は
、「
無
訓
歌
を
避
け
て
い
る
」
傾
向
が
看
取
し
え
る
だ
ろ
う
。

こ
と
に
巻
十
に
つ
い
て
は
、
全
五
三
二
首
の
短
歌
の
う
ち
、
四
割
に
近
い
二

〇
七
首
が
『
六
帖
』
に
採
ら
れ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
二
十
一
首
も
の
無
訓

歌
は
こ
と
ご
と
く
入
集
か
ら
洩
れ
て
い
る
。
偶
然
で
片
付
け
る
に
は
偏
っ
た
数

字
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。
可
読
性
の
高
い
附
訓
歌
を
優
先
し
て
採
る

と
い
う
『
六
帖
』
の
方
針
が
垣
間
見
え
る
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
に
推
定
し
て
い
く
と
、
二
首
と
は
い
え
無
訓
歌
が
採
ら
れ

る
こ
と
は
や
は
り
問
題
で
あ
る
。
最
後
に
こ
の
点
を
検
討
し
て
お
き
た
い
。

ま
ず
は
『
六
帖
』
が
類
題
歌
集
、
つ
ま
り
は
題
に
即
し
て
う
た
を
蒐
集
・
分

萬
歌数

六採
取数

採取
率

類聚古集
無訓歌

巻 1 61 11 11% 3
巻 2 131 11 31% 2
巻 3 221 61 31% 2
巻 1 111 2 2% 2
巻 6 132 11 11% 1
巻 7 321 131 11% 1
巻 1 236 11 37% 2
巻 1 121 12 12% 1
巻 11 132 217 31% 21
巻 11 111 211 12% 1
巻 12 313 32 1% 2
巻 13 61 13 22% 3
巻 16 12 17 11% 1
巻 17 127 11 1% 1
巻 11 17 1 1% 1
巻 11 131 31 31% 3
巻 21 211 27 12% 2

3469 1009 29% 67
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類
す
る
歌
集
だ
と
い
う
点
は
注
意
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
あ
る
題
を
設
定
し
て
、

そ
れ
に
即
す
る
う
た
が
見
当
た
ら
な
い
場
合
に
は
、
無
訓
歌
で
あ
っ
て
も
採
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
そ
の
よ
う
な
事
情
は
想
定
し
う
る
。

し
か
も
前
述
の
と
お
り
、「
ほ
ほ
か
し
は
」
の
題
に
は
『
萬
葉
集
』
の
二
首
（
四

二
〇
四
、
〇
五
）
し
か
お
さ
め
ら
れ
て
い
な
い
。
と
な
る
と
、
附
訓
歌
の
四
二

〇
四
番
歌
を
採
っ
た
際
、「
攀
ぢ
折
れ
る
保
宝
葉
を
見
る
歌
二・
首・
」
と
い
う
題

詞
の
も
と
に
排
さ
れ
て
い
る
点
が
顧
慮
さ
れ
、
合
わ
せ
て
無
訓
歌
の
四
二
〇
五

番
歌
も
抜
き
出
し
た
と
考
え
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る）

31
（

。

一
方
、
も
う
一
首
の
一
七
一
八
番
歌
に
つ
い
て
は
、
同
趣
の
事
情
を
想
定
す

る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
排
列
か
ら
み
て
『
萬
葉
集
』
か
ら
抜
き
出
さ
れ
た
こ

と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
が
、
当
該
歌
は
、
一
七
一
五
番
歌
か
ら
一
七
一
九
番
歌

ま
で
の
「
～
歌
一
首
」
と
の
題
詞
を
添
え
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
う
ち
の
一
首
に

過
ぎ
な
い
。「
攀
ぢ
折
れ
る
保
宝
葉
を
見
る
歌
二
首
」
の
よ
う
な
題
詞
の
拘
束

性
は
存
在
し
な
い
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
五
首
が
す
べ
て
『
六
帖
』
に
採
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
く）

36
（

、
ま
た
当

該
歌
を
ふ
く
む
「
ふ
ね
」
の
題
に
は
二
十
八
首
（
一
八
〇
三
～
三
一
）
も
の
う

た
が
存
し
、
無
理
に
無
訓
歌
を
採
る
必
然
も
み
と
め
が
た
い
。
附
訓
歌
と
セ
ッ

ト
で
採
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
な
の
で
、「
無
訓
歌
だ
け
を
選
ん
で
抜
き
出

し
た
例
が
な
い
」
と
は
い
い
う
る
が
、
無
訓
歌
を
採
る
積
極
的
な
理
由
と
は
い

え
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
一
七
一
八
番
歌
の
採
歌
事
情
に
つ
い
て
は
、
遺
憾
な
が
ら
不
明
と
い
う

ほ
か
な
い
。
た
だ
、
四
二
〇
五
番
歌
も
ふ
く
め
て
、
無
訓
の
萬
葉
歌
を
採
取
し

て
い
る
以
上
は
、「
附
訓
が
な
い
」
＝
「
読
め
な
い
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
と
な
る
と
、
附
訓
歌
を
採
る
理
由
は
、
可
読
性
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
天
暦
古
点
と
い
う
国
家
事
業
へ
の
敬
意
も
あ
っ
た
の
か
な
ど
、
憶
測

で
き
る
こ
と
は
少
な
く
な
い
。

た
だ
し
、
こ
れ
以
上
は
推
測
に
推
測
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
。
六
十
七
首
の

類
聚
古
集
無
訓
歌
を
検
討
し
、
う
ち
六
十
六
首
に
つ
い
て
、
一
定
の
傾
向
を
見

出
す
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
確
認
す
る
に
と
ど
め
、
考
証
を
終
え
た
い
。

お
わ
り
に

平
仮
名
訓
の
附
さ
れ
た
次
点
本
の
う
ち
、
も
っ
と
も
多
く
の
歌
数
を
と
ど
め

る
伝
本
は
類
聚
古
集
で
あ
る
。
そ
の
所
収
無
訓
歌
の
『
六
帖
』
へ
の
採
取
状
況

を
確
認
す
る
こ
と
で
、『
六
帖
』
が
附
訓
本
の
『
萬
葉
集
』
か
ら
う
た
を
抜
き

出
し
た
蓋
然
性
の
高
い
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
き
た
っ
た
。
こ
の
検
証
結
果
は
、

口
承
さ
れ
た
「
萬
葉
歌
」
が
『
六
帖
』
の
典
拠
で
あ
る
と
の
考
え
か
た
を
見
直

す
一
石
と
な
る
よ
う
に
思
う
。

そ
も
そ
も
『
六
帖
』
の
典
拠
に
つ
い
て
は
、
青
木
が
「
勅
撰
集
な
ど
の
主
要

歌
集
だ
け
で
な
く
私
家
集
群
に
ま
で
目
を
向
け
た
収
集
事
業
が
な
さ
れ
た）

37
（

」
と

述
べ
、
さ
ら
に
定
数
歌
や
歌
合
資
料
、
屏
風
歌
に
ま
で
お
よ
ん
で
い
る
ら
し
き

こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る）

31
（

。『
六
帖
』
編
者
は
種
々
の
和
歌
資
料
を
蒐
集
し
て
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和
歌
六
帖
』
の
配
列
を
め
ぐ
っ
て
：
編
纂
意
識
の
一
側
面
」（『
和
歌
文
学
研
究
』

第
八
十
三
号
・
二
〇
〇
一
）、
あ
る
い
は
近
時
の
田
中
智
子
「
古
今
和
歌
六
帖

「
雑
思
」
の
配
列
構
造
：
古
今
和
歌
集
恋
部
と
の
比
較
を
中
心
に
」（『
中
古
文

学
』
第
一
〇
一
号
・
二
〇
一
八
）
の
よ
う
に
、『
六
帖
』
自
体
の
排
列
・
構
造

を
論
じ
た
研
究
も
存
す
る
が
、傾
向
と
し
て
は
以
上
の
二
種
に
大
別
で
き
よ
う
。

（
1
）
樋
口
百
合
子
「
裏
書
注
か
ら
見
た
成
立
」（『『
歌
枕
名
寄
』
伝
本
の
研
究
：

研
究
編

資
料
編

』
和
泉
書
院
・
二
〇
一
三
、
初
出
二
〇
一
〇
）

（
6
）
田
林
義
信
編
『
校
證
古
今
歌
六
帖
』
上
（
有
精
堂
・
一
九
八
四
）。「
難
波
の

契
沖
の
大
人
此
事
に
深
く
心
を
い
れ
て
此
書
（『
六
帖
』）
に
の
れ
る
古
書
の

歌
ど
も
を
あ
ま
ね
く
考
へ
出
て
歌
ど
も
の
か
た
は
ら
に
し
る
し
お
か
れ
た
る
」

云
々
と
い
う
の
は
、
契
沖
の
校
本
に
対
す
る
評
言
で
あ
ろ
う
。

（
7
）
山
田
孝
雄
「
萬
葉
集
と
古
今
六
帖
」（『
萬
葉
集
考
叢
』
寶
文
館
・
一
九
五
五
、

初
出
一
九
五
二
）

（
1
）
老
川
義
治
「
古
今
和
歌
六
帖
と
万
葉
集
：
人
麿
訓
点
篇
」（『
国
語
国
文
研
究
』

第
九
号
・
一
九
五
六
）、
大
久
保
正
「
古
今
和
歌
六
帖
の
萬
葉
歌
に
つ
い
て
」

（『
萬
葉
の
伝
統
』
塙
書
房
・
一
九
五
七
、
初
出
同
年
）

（
1
）
前
掲
（
８
）
大
久
保

（
11
）
平
井
卓
郎
『
古
今
和
歌
六
帖
の
研
究
』（
明
治
書
院
・
一
九
六
四
、
パ
ル
ト
ス

社
復
刻
版
〔
一
九
九
一
〕
に
よ
る
）、
河
野
頼
人
「
萬
葉
歌
の
伝
誦
：
古
今
和

歌
六
帖
に
み
ら
れ
る
そ
の
類
型
の
指
摘
を
め
ぐ
っ
て
」（『
上
代
文
学
研
究
史

の
研
究
』
風
間
書
房
・
一
九
七
七
、
初
出
一
九
七
一
）

（
11
）
青
木
「
古
今
和
歌
六
帖
」（『
平
安
文
学
研
究
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
』
和
泉
書
院
・

二
〇
〇
四
）

（
12
）
森
脇
一
夫
「
万
葉
集
巻
十
一
・
十
二
作
歌
年
代
考
：
天
平
歌
人
の
作
と
そ
の

類
歌
と
に
関
連
し
て
」（『
語
文
』
第
二
十
輯
・
一
九
六
五
）

（
13
）
中
川
幸
廣
「
万
葉
集
巻
十
一
十
二
試
論
：
そ
の
作
者
の
階
層
の
検
討
を
通
し
て
」

（『
語
文
』
第
二
十
二
輯
・
一
九
六
五
）、
久
米
常
民
「「
路
行
人
事
告
無
」
の

い
た
と
お
ぼ
し
く
、
書
承
に
よ
る
入
集
を
基
本
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

今
後
の
展
望
に
つ
い
て
も
簡
潔
に
述
べ
て
お
き
た
い
。
お
な
じ
く
平
仮
名
訓

本
の
元
暦
校
本
の
調
査
は
必
須
で
あ
る
。
片
仮
名
本
で
は
あ
る
が
、
巻
十
後
半

の
落
丁
を
の
ぞ
け
ば
完
本
に
相
当
す
る
廣
瀨
本
に
つ
い
て
も
同
断
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
伝
本
の
附
訓
状
況
と
『
六
帖
』
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
稿
で

し
め
し
た
傾
向
に
妥
当
性
が
み
と
め
う
る
か
否
か
を
、
よ
り
詳
細
に
検
討
し
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。

『
萬
葉
集
』
諸
伝
本
の
検
証
に
よ
っ
て
、
次
点
本
と
『
六
帖
』
と
の
関
係
を

少
し
で
も
明
確
に
す
る
こ
と
が
当
座
の
目
標
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
を

申
し
述
べ
て
本
稿
を
終
え
る
。
大
方
の
ご
批
正
を
仰
ぎ
た
い
。

注
（
１
）
後
藤
利
雄
「
古
今
和
歌
六
帖
の
編
者
と
成
立
年
代
に
就
い
て
」（『
國
語
と
國

文
學
』
第
三
十
巻
第
五
号
・
一
九
五
三
）

（
2
）
青
木
太
朗
「
古
今
和
歌
六
帖
」（『
和
歌
文
学
大
辞
典
』
古
典
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
・

二
〇
一
四
）

（
3
）
品
川
和
子
「
蜻
蛉
日
記
に
お
け
る
方
法
と
源
泉
」（『
蜻
蛉
日
記
の
世
界
形
成
』

武
蔵
野
書
院
・
一
九
九
〇
、
初
出
一
九
六
七
）、
紫
藤
誠
也
「
古
今
和
歌
六
帖

と
和
漢
朗
詠
集
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
二
十
六
号
・
一
九
七
〇
）、
同
「
古

今
六
帖
で
読
む
源
氏
物
語
『
若
紫
』」（『
中
古
文
学
』
第
九
号
・
一
九
七
二
）、

西
山
秀
人
「
枕
草
子
類
聚
章
段
に
お
け
る
古
今
和
歌
六
帖
の
受
容
：
地
名
章

段
を
中
心
に
」（『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
二
集
・
一
九
九
九
）
な
ど
。

（
1
）
平
田
喜
信
「
作
品
と
し
て
の
古
今
和
歌
六
帖
：
古
今
集
と
の
関
係
を
め
ぐ
っ

て
」（『
横
浜
国
大
：
国
語
研
究
』
第
三
号
・
一
九
八
五
）
や
、
青
木
「『
古
今
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訓
釈
に
つ
い
て
」（『
美
夫
君
志
』
第
八
号
・
一
九
六
五
）、
神
野
志
隆
光
「
万

葉
集
巻
十
一
、
十
二
覚
書
」（『
学
大
国
文
』
第
二
十
三
号
・
一
九
八
〇
）
な
ど
。

（
11
）
前
掲
（
11
）
河
野

（
11
）
小
川
靖
彦「
天
暦
古
点
の
詩
法
」（『
萬
葉
学
史
の
研
究
：
初
版
二
刷
』お
う
ふ
う
・

二
〇
〇
八
、
初
出
一
九
九
九
）

（
16
）
上
田
英
夫
「
古
今
和
歌
六
帖
と
萬
葉
集
訓
点
」（『
萬
葉
集
訓
點
の
史
的
研
究
』

塙
書
房
・
一
九
五
六
）

（
17
）
拙
稿
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
古
筆
切
本
文
・
写
本
本
文
対
校
稿
：
附
古
筆
切
本

文
一
覧
表
」（『
日
本
文
学
文
化
』
第
十
八
号
・
二
〇
一
九
）

（
11
）
久
曾
神
昇
『
私
撰
集
残
簡
集
成
』（
汲
古
書
院
・
一
九
九
九
）

（
11
）
福
田
智
子
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
と
嘉
暦
伝
承
本
『
万
葉
集
』：『
万
葉
集
』
の

訓
の
生
成
と
流
布
に
つ
い
て
」（『
社
会
科
学
』
第
一
〇
二
号
・
二
〇
一
四
）

（
21
）
石
田
穣
二
「
こ
と
ば
の
世
界
と
し
て
の
源
氏
物
語
」（『
源
氏
物
語
攷
そ
の
他
』

笠
間
書
院
・
一
九
八
九
、
初
出
一
九
七
七
）

（
21
）
前
掲
（
16
）

（
22
）
山
岸
德
平「
平
安
時
代
の
文
学
と
萬
葉
集
」（『
萬
葉
集
講
座
』第
四
巻
・
春
陽
堂
・

一
九
三
三
）、
近
藤
み
ゆ
き
「『
古
今
和
歌
六
帖
』
の
「
歌
こ
と
ば
」」（『
古
代

後
期
和
歌
文
学
の
研
究
』
風
間
書
房
・
二
〇
〇
五
、
初
出
一
九
九
九
）
な
ど
。

（
23
）
熊
谷
直
春
「
秘
閣
に
お
け
る
源
順
：
後
撰
集
と
古
点
作
業
完
成
の
時
期
」（『
平

安
朝
前
期
文
学
史
の
研
究
』
桜
楓
社
・
一
九
九
二
、
初
出
一
九
七
二
）。
山
口

博
「
後
撰
和
歌
集
の
成
立
」（『
王
朝
歌
壇
の
研
究
：
村
上
冷
泉

円
融
朝
篇

』
櫻
楓
社
・
一
九

六
七
、
初
出
一
九
六
三
）
や
新
大
系
『
後
撰
和
歌
集
』
の
解
説
（
片
桐
洋
一
）

は
天
暦
七
年
（
九
五
三
）
を
終
局
と
み
る
。
今
は
確
実
な
下
限
と
み
て
熊
谷

説
に
よ
っ
た
。

（
21
）
築
島
裕「
万
葉
集
の
古
訓
点
と
漢
文
訓
読
史
」（『
著
作
集
』第
二
巻
・
汲
古
書
院
・

二
〇
一
五
、
初
出
一
九
七
二
）

（
21
）
山
田
健
三
「
和
名
抄
に
み
る
古
点
以
前
の
万
葉
集
」（『
萬
葉
集
研
究
』
第
三

十
七
集
・
二
〇
一
七
）

（
26
）
こ
の
点
は
、
拙
稿
「『
新
撰
和
歌
』
の
万
葉
歌
：「
弘
仁
よ
り
始
め
て
」
は
何

を
意
味
す
る
か
」（『
日
本
文
学
研
究
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
五
号
・
二
〇
一
八
）

で
も
検
討
し
た
。

（
27
）
田
中
大
士「
長
歌
訓
か
ら
見
た
万
葉
集
の
系
統
：
平
仮
名
訓
本
と
片
仮
名
訓
本
」

（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
八
十
九
号
・
二
〇
〇
四
）

（
21
）
小
川
編
『
萬
葉
写
本
学
入
門
：
上
代
文
学
研
究
法
セ
ミ
ナ
ー
』（
笠
間
書
院
・

二
〇
一
六
）

（
21
）
稲
岡
耕
二
編
『
万
葉
集
事
典
』（
學
燈
社
・
一
九
九
四
）
の
よ
う
に
書
写
年
代

を
明
示
し
な
い
場
合
も
多
い
が
、
元
暦
校
本
を
先
、
類
聚
古
集
を
後
と
見
做

す
点
に
相
違
は
な
い
。

（
31
）
佐
竹
昭
広
ほ
か
編
『
校
本
萬
葉
集
：
新
増
補
版
』
一
（
岩
波
書
店
・
一
九
八
二
）

に
指
摘
が
あ
り
、
影
印
で
も
判
別
が
つ
く
。

（
31
）
前
掲
（
16
）

（
32
）
前
掲
（
16
）
を
踏
ま
え
て
稿
者
が
再
度
確
認
し
た
数
字
で
あ
る
の
で
、
上
田

と
は
認
定
数
が
異
な
る
。
具
体
的
な
歌
番
号
に
つ
い
て
は
、
口
頭
発
表
「『
古

今
和
歌
六
帖
』
所
収
「
人
麻
呂
歌
集
略
体
歌
」
の
性
格
：
次
点
本
と
の
関
係

か
ら
」（
平
成
三
十
年
度
上
代
文
学
会
大
会
、
於
皇
學
館
大
学
）
で
提
示
し
た
。

近
日
中
に
文
章
化
す
る
予
定
で
あ
る
。

（
33
）『
六
帖
』
所
収
の
萬
葉
短
歌
の
数
に
つ
い
て
は
、中
西
進
『
古
今
六
帖
の
万
葉
歌
』

（
武
蔵
野
書
院
・
一
九
六
四
）、
渋
谷
虎
雄
『
古
文
献

所　

収

萬
葉
和
歌
集
成
：
平
安
・
鎌

倉
期
』（
桜
楓
社
・
一
九
八
二
）
を
参
照
し
、
独
自
に
判
断
し
た
。

（
31
）
当
該
四
巻
の
み
で
計
算
す
る
と
、
萬
葉
短
歌
一
四
六
一
首
に
対
し
、『
六
帖
』

所
収
歌
は
六
三
八
首
、
約
四
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
に
も
の
ぼ
る
。
そ
の
一
方
で
、

無
訓
歌
も
三
十
九
首
と
多
く
、巻
九
の
一
首
（
一
七
一
八
）
を
除
け
ば
『
六
帖
』

に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
。

（
31
）
そ
も
そ
も
「
ほ
ほ
か
し
は
」
の
平
安
朝
和
歌
の
用
例
は
「
和
歌
＆
俳
諧
ラ
イ
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ブ
ラ
リ
ー
」
で
検
索
す
る
か
ぎ
り
、『
六
帖
』
の
二
例
し
か
な
い
。
特
異
な
歌

語
で
あ
っ
た
ら
し
く
、『
六
帖
』
編
者
が
『
萬
葉
集
』
を
閲
し
た
こ
と
に
よ
っ

て
作
ら
れ
た
題
と
も
考
え
う
る
。

（
36
）
一
七
一
六
番
歌
は『
六
帖
』に
入
集
し
て
い
な
い
。
ま
た
一
七
一
五
番
歌
は『
六

帖
』
の
四
四
〇
番
歌
、
一
七
一
七
番
歌
は
同
一
五
七
五
番
歌
と
、
当
該
二
首

と
は
排
列
も
離
れ
て
い
る
。

（
37
）
前
掲
（
２
）

（
31
）青
木「『
古
今
和
歌
六
帖
』と「
重
之
百
首
」：「
六
帖
」の
撰
集
資
料
を
め
ぐ
っ
て
」

（『
横
浜
国
大
：
国
語
研
究
』第
十
五
号
・
一
九
九
七
）、
西
山
「
源
順
歌
の
表
現
：

『
古
今
和
歌
六
帖
』
出
典
未
詳
歌
と
の
関
連
」（『
和
歌
文
学
研
究
』
第
七
十
六

号
・
一
九
九
八
）、
田
中
智
子
「
源
順
の
大
饗
屏
風
歌
：
古
今
和
歌
六
帖
の
成

立
に
関
連
し
て
」（『
國
語
と
國
文
學
』第
九
十
二
巻
第
二
号
・
二
〇
一
五
）な
ど
。

※
各
作
品
の
本
文
は
以
下
の
と
お
り
引
用
し
た
。

・『
萬
葉
集
』…
…
木
下
正
俊
校
訂『
萬
葉
集C

D
-R

O
M

版
』（
塙
書
房
・
二
〇
〇
一
）。

適
宜
『
校
本
萬
葉
集
』
を
参
照
し
た
。
な
お
類
聚
古
集
に
関
し
て
は
、
小
島
憲

之
編
『
類
聚
古
集
』（
臨
川
書
店
・
一
九
七
四
）、
秋
本
守
英
『
類
聚
古
集
』（
思

文
閣
出
版
・
二
〇
〇
〇
）
も
参
照
し
た
。

・『
古
今
和
歌
六
帖
』
…
…
「
新
編
国
歌
大
観
」。
宮
内
庁
書
陵
部
『
図
書
寮
叢
刊
：

古
今
和
歌
六
帖
』
上
巻
（
養
徳
社
・
一
九
六
七
）
も
参
照
し
た
。

・『
歌
枕
名
寄
』
…
…
「
新
編
国
歌
大
観
」。
樋
口
『『
歌
枕
名
寄
』
伝
本
の
研
究
』

も
参
照
し
た
。

・『
萬
葉
代
匠
記
』
…
…
「
契
沖
全
集
」（
岩
波
書
店
）

・『
袋
草
紙
』
…
…
「
新
日
本
古
典
文
学
大
系
」

【
附
記
】

本
稿
は
第
十
五
回
万
葉
古
代
学
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
万
葉
集
を
よ
ん
だ
人
々
・

人
々
の
よ
ん
だ
万
葉
集
」（
二
〇
一
八
年
九
月
二
十
二
日
、
於
奈
良
県
立
万
葉
文

化
館
）
の
発
表
成
果
に
も
と
づ
く
。

発
表
当
日
、
廣
岡
義
隆
か
ら
「
勅
撰
事
業
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
た
天
暦
古
点

本
を
、
六
帖
編
者
は
容
易
に
利
用
で
き
た
の
か
」
と
い
う
趣
旨
の
ご
指
摘
を
い
た

だ
い
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、梨
壺
の
五
人
の
ひ
と
り
で
あ
る
源
順
を
『
六
帖
』

編
者
に
擬
す
説
と
の
関
係
な
ど
も
考
慮
に
入
れ
て
、
な
お
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い

と
考
え
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
ご
指
摘
を
十
分
に
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

な
お
、
敬
称
を
略
し
た
の
は
氏
名
の
あ
と
に
「
氏
」
を
付
け
る
こ
と
に
違
和
を

覚
え
る
た
め
で
、
他
意
は
な
い
旨
、
申
し
添
え
る
。




