
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」
所
収
の
古
筆
手
鑑
に
あ
る
、
連
歌
切
に
つ
い
て

岩

下

紀

之

　
さ
ま
ざ
ま
な
手
鑑
に
、
連
歌
の
切
が
お
さ
め
ら
れ
、
従
来
そ
れ
ら
に
つ
い
て
調

べ
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
今
回
は
、
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」
所
収
の
手
鑑
に
つ
き
、

ま
と
め
て
み
た
い
。
影
印
本
に
よ
る
作
業
で
あ
る
か
ら
、
連
歌
資
料
と
し
て
の
面

の
み
、
あ
ら
あ
ら
の
検
討
を
加
え
る
に
す
ぎ
な
い
。
編
者
の
解
説
に
、
多
少
な
り

と
も
附
加
で
き
れ
ば
、
幸
い
で
あ
る
。

　
「
菟
玖
波
集
」
の
、
室
町
時
代
の
古
写
本
は
、
多
く
素
眼
筆
と
極
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
う
ち
、
巻
十
四
と
、
巻
二
十
は
、
ほ
ぼ
完
備
し
た
巻
子
本
が
現
在
ま
で

伝
わ
っ
て
お
り
、
横
山
重
氏
旧
蔵
本
の
巻
十
四
は
先
年
複
製
本
も
刊
行
さ
れ
た
の

で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
こ
の
種
類
の
素
眼
本
を
、
旧
蔵
者
名
に
よ
っ
て
、
横
山
本

と
呼
ぷ
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
と
は
異
筆
の
、
や
や
長
い
断
簡
が
、
や
は
り
、
素
眼

本
と
極
め
ら
れ
、
巻
十
七
、
巻
十
九
の
二
巻
が
残
っ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
は
書
写

　
　
　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
第
十
六
号
　
一
九
九
一

年
代
も
少
し
降
る
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」
中
の
古
筆
手
鑑
に
は
、
素
眼
と
極
め
ら
れ
た
『
菟

玖
波
集
』
切
が
二
点
あ
る
。
ま
ず
、
『
玉
海
』
の
鋤
番
の
切
は
、
左
の
よ
う
に

読
み
と
れ
る
。

　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
藤
原
長
泰

　
　
江
に
つ
な
く
舟
に
て
雪
の
た
ま
る
ら
ん

　
　
　
　
身
を
す
て
し
よ
り
友
は
ま
た
れ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十
仏
法
師

　
　
か
く
れ
か
の
み
山
の
雪
を
ひ
と
り
み
て
」

　
編
者
の
解
説
に
、
こ
れ
を
『
菟
玖
波
集
』
の
巻
十
二
、
雑
連
歌
一
で
あ
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
事
実
、
金
子
博
士
の
『
菟
玖
波
集
の
研
究
』
所
収
の
、
広
島

大
学
本
『
菟
玖
波
集
』
に
あ
た
る
と
、
一
二
一
〇
の
付
句
か
ら
＝
＝
一
の
前
句
、

付
句
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
は
巻
十
二
の
巻
末
の
部
分
で
、
切
の
紙
面
左
側
は
、

四
行
分
ほ
ど
が
、
余
白
に
な
っ
て
お
り
、
巻
末
と
い
う
位
置
か
ら
考
え
て
、
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



　
　
　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
第
十
六
号

で
あ
る
。
本
文
を
広
島
大
本
と
比
較
す
る
と
、
漢
字
の
あ
て
方
を
除
き
、
異
同
は

な
い
。

　
こ
の
切
を
見
て
の
印
象
は
、
横
山
本
と
大
変
よ
く
似
た
筆
跡
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
影
印
本
で
見
る
限
り
で
は
、
同
筆
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
編
者

の
解
説
と
、
横
山
本
複
製
に
付
さ
れ
た
金
子
博
士
の
解
説
を
比
較
し
て
み
る
と
、

両
者
と
も
斐
紙
で
あ
る
こ
と
。
寸
法
は
、
こ
の
切
の
た
て
、
2
4
・
6
㎝
、
よ
こ
、

16

E
6
㎝
と
い
う
の
に
対
し
、
横
山
本
は
た
て
2
4
・
4
㎝
、
よ
こ
は
、
巻
子
本
で

全
長
脳
・
6
㎝
と
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
日
本
古
典
大
系
『
連
歌
集
』
の
、
伊

地
知
鐵
男
氏
解
説
に
よ
れ
ば
、
横
山
本
と
、
書
陵
部
蔵
の
巻
二
十
は
、
「
と
も
に

縦
二
四
・
五
～
六
糎
、
横
一
六
・
三
～
五
糎
の
斐
紙
薄
様
で
、
も
と
は
冊
子
本
で

あ
っ
た
の
を
巻
子
本
に
改
装
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
横
山
本
と

こ
の
切
の
用
紙
寸
法
は
ど
う
や
ら
同
じ
も
の
と
見
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
句
の

書
式
か
ら
見
て
も
、
特
に
矛
盾
は
生
じ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
一
面
を
十
行
に
書
く

こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
切
も
余
白
分
を
含
め
る
と
、
そ
の
よ
う
に
見
え
る
。
前
句

を
付
句
に
対
し
て
、
二
字
ほ
ど
さ
げ
て
書
く
の
も
両
者
共
通
し
て
い
る
。

　
「
霜
の
ふ
り
葉
」
随
番
も
、
素
眼
法
師
と
極
め
ら
れ
た
、
『
菟
玖
波
集
』
切
で
あ

る
。

　
　
「

　
　
山
も
あ
さ
き
や
浮
世
な
る
ら
ん

　
　
　
　
心
ま
て
か
へ
る
ま
し
き
は
浮
世
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
大
納
言
尊
氏

一
四

　
　
身
を
奥
山
そ
な
を
ふ
か
く
な
る

　
　
　
　
栖
人
も
あ
る
か
な
き
か
の
い
ほ
り
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
源
高
秀

　
　
世
に
か
け
ろ
ふ
の
身
こ
そ
あ
た
な
れ

　
　
　
　
浮
世
と
や
猶
す
み
そ
め
の
袖
　
」

　
『
菟
玖
波
集
』
巻
十
⊥
ハ
、
雑
連
歌
五
（
一
五
⊥
ハ
四
～
一
五
六
六
）
と
解
説
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

て
お
り
、
広
島
大
本
と
は
二
個
所
異
同
が
あ
る
。
こ
ち
ら
の
「
源
高
秀
」
に
対
し
、

「
藤
原
高
秀
」
、
「
浮
世
と
や
」
に
対
し
て
「
浮
世
に
や
」
と
な
っ
て
い
る
。
な
お

横
山
本
と
は
異
筆
と
思
わ
れ
、
寸
法
も
、
解
説
に
よ
れ
ば
、
た
て
2
2
・
8
0
m
と
の

こ
と
な
の
で
、
別
本
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
「
文
車
」
3
4
番
は
、
素
眼
と
極
め
ら
れ
た
句
集
の
切
で
あ
る
。

「
　
彼
国
の
を
し
へ
の
あ
る
し
よ
も
捨
し

　
里
に
と
は
・
や
む
さ
し
の
・
道

　
う
つ
し
絵
や
ま
た
み
ぬ
方
を
し
ら
す
ら
ん

都
を
よ
そ
に
わ
か
れ
ゆ
く
人

　
　
　
い
の
る
お
も
ひ
を
神
や
う
け
な
ん

　
　
こ
と
の
葉
の
道
も
法
に
と
歎
く
身
に
」

　
何
ら
か
の
句
集
の
切
と
思
わ
れ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
出
典
を
見
出
し
て
い
な
い
。

な
お
、
以
上
伝
素
眼
筆
の
三
点
、
そ
れ
ぞ
れ
全
く
筆
跡
が
異
な
る
。



．

二

　
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
に
は
、
実
隆
本
を
は
じ
め
、
室
町
時
代
の
写
本
が
か
な
り

伝
来
し
て
い
る
が
、
こ
の
手
鑑
群
に
も
二
点
の
断
片
が
伝
わ
っ
て
い
る
。

　
『
文
車
」
4
7
番
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
連
歌
師
宗
牧
と
極
め
ら
れ
、
本
文
は
こ

う
で
あ
る
。

　
　
「

　
　
か
す
み
け
り
雨
は
夜
の
ま
の
朝
日
影

　
　
　
　
我
ふ
る
里
と
鳥
そ
さ
え
つ
る

　
　
　
　
　
　
　
権
大
僧
都
心
敬

　
　
た
か
う
へ
し
木
す
ゑ
の
野
へ
に
か
す
む
ら
ん

　
　
　
　
め
つ
ら
し
と
見
る
い
ま
の
一
筆

　
　
　
　
　
　
　
宗
祇
法
師

　
　
き
の
ふ
ま
て
雪
を
ゑ
し
ま
の
あ
さ
霞

　
　
　
　
風
そ
う
き
あ
た
ら
桜
の
花
の
か
け
」

　
右
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
巻
十
三
、
二
四
四
七
か
ら
二
四
五
二
に
あ
た
る
。
実

隆
本
と
比
較
す
る
と
、
本
文
の
異
同
は
な
い
。

　
同
じ
『
文
庫
』
は
3
8
番
は
、
冷
泉
為
相
と
極
め
書
が
あ
る
が
、
内
容
が
『
新
撰

菟
玖
波
集
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
見
て
、
解
説
者
の
説
の
通
り
、
何
ら
か
の
事
情
で

位
置
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
文
は
次
の
通
り
。

　
「
　
花
の
か
・
み
や
水
に
ほ
ふ
ら
む

　
　
　
　
　
　
　
　
宗
般
法
師

　
　
　
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」
所
収
の
古
筆
　
（
岩
下
紀
之
）

　
　
玉
嶋
や
川
か
せ
ゆ
る
く
梅
さ
き
て

　
　
　
　
し
ら
雲
も
は
な
も
よ
し
野
の
す
か
た
に
て

　
　
　
　
　
　
　
　
印
孝
法
師

　
　
た
・
青
柳
や
か
つ
ら
き
の
は
る

　
　
　
花
ま
て
は
ゆ
か
ぬ
山
路
に
こ
よ
ひ
ね
て

　
　
　
　
　
　
　
　
法
橋
専
存
」

　
こ
れ
も
、
巻
十
三
の
二
四
八
四
か
ら
二
四
八
八
に
あ
た
り
、
実
隆
本
と
の
異
同

は
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
二
つ
の
切
は
大
変
よ
く
似
た
筆
跡
で
、
同
じ
巻
十
三
の
ツ
レ

で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
解
説
で
は
両
者
と
も
に
斐
紙
で
、
紙
質
は
合
致
す
る

も
の
の
、
寸
法
が
異
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
3
8
番
は
1
9
・
3
×
1
5
・
8
㎝
、

47

ﾔ
は
2
2
・
3
×
1
5
・
8
㎝
と
い
う
の
で
あ
る
。
3
8
番
の
天
地
が
、
何
か
の
都
合

で
切
断
さ
れ
た
も
の
と
い
う
可
能
性
を
想
定
し
て
お
き
た
い
。

　
な
お
、
金
子
博
士
『
新
撰
菟
玖
波
集
の
研
究
』
に
諸
本
の
異
同
を
論
ぜ
ら
れ
た

表
が
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
切
の
箇
所
は
不
一
致
の
諸
本
は
か
か
げ
ら
れ
て
お
ら

ず
、
ま
た
実
隆
本
と
文
字
遣
い
を
の
ぞ
い
て
は
異
同
も
な
い
の
で
、
諸
本
研
究
の

上
で
は
問
題
点
は
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
室
町
古
写
の
す
ぐ
れ
た
一
本
の
面
影

を
伝
え
る
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

三

宗
舐
は
『
新
撰
菟
玖
波
集
』
よ
り
前
に
、
『
竹
林
抄
』
を
編
み
、
も
っ
て
先
輩

一
五



　
　
　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集
　
第
十
六
号

連
歌
師
七
人
を
顕
彰
し
た
の
で
あ
る
が
、
『
竹
林
抄
』
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
包
括

的
な
研
究
が
な
い
よ
う
で
、
諸
本
の
位
置
づ
け
が
充
分
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
。

こ
こ
で
の
二
点
を
将
来
の
た
め
に
書
き
と
め
て
お
き
た
い
。

　
『
藁
叢
』
（
人
）
2
1
番
は
次
の
通
り
、

　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
智
藩
法
師

　
　
か
た
岡
の
あ
し
た
の
霞
さ
む
き
日
に

　
　
　
　
に
ほ
ひ
す
く
な
く
さ
け
る
は
つ
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
能
阿
法
師

　
　
霞
け
り
雨
は
夜
の
ま
の
朝
日
か
け

　
　
　
　
う
ら
か
お
も
て
か
衣
と
も
な
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
瑚

　
’
し
の
・
め
の
あ
し
た
の
山
の
う
す
霞

　
　
　
　
あ
た
・
か
な
れ
や
春
の
さ
と
人
」

　
こ
れ
は
『
竹
林
抄
』
巻
一
、
一
二
か
ら
一
七
で
あ
る
。
一
応
続
類
従
本
活
字
本

と
照
合
し
て
み
る
と
、
異
同
は
な
い
。

　
も
う
一
点
、
『
玉
海
』
鵠
番
を
見
て
お
き
た
い
。

　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
法
眼
専
順

　
　
か
へ
る
へ
き
日
も
か
き
り
な
き
旅
に
き
て

　
　
　
　
そ
ら
行
雲
の
ま
よ
ふ
身
は
う
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
賢
盛

　
　
た
か
里
も
見
え
ぬ
高
ね
を
こ
え
わ
ひ
て

　
　
　
　
む
か
し
の
夢
の
お
も
か
け
も
う
し

一
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
醐

　
　
あ
し
た
に
は
雲
ゐ
る
峯
の
旅
ま
く
ら

　
　
　
　
か
へ
り
て
見
は
や
春
の
ふ
る
さ
と
」

　
こ
れ
は
『
竹
林
抄
』
巻
七
、
一
九
二
四
か
ら
一
九
二
九
ま
で
で
あ
る
。
こ
れ
も

同
じ
く
続
類
従
本
と
照
合
す
る
と
、
作
者
表
記
が
、
「
法
眼
専
順
」
と
い
う
よ
う
に
、

「
法
眼
」
な
る
僧
位
が
表
記
さ
れ
て
い
る
箇
所
が
異
っ
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
両
者
は
、
同
筆
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、
極
書
に
、
同
じ
く
池
田
帯

刀
正
能
と
す
る
の
で
、
古
筆
鑑
定
家
に
は
、
こ
の
切
は
周
知
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
、
『
藁
叢
』
の
切
に
付
さ
れ
た
極
め
に
は
琴
山
の
印
、
『
玉
海
』
の

ほ
う
に
は
牛
庵
の
印
が
押
さ
れ
て
お
り
、
古
筆
家
と
畠
山
家
の
両
家
の
鑑
定
が
一

致
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
池
田
帯
刀
正
能
な
る
人
物
は
、
『
新
撰
菟
玖
波
集
』

作
者
で
、
天
理
本
作
者
部
類
に
は
、
「
典
厩
内
、
池
田
帯
刀
允
」
と
あ
る
。
典
厩

は
『
尊
卑
分
脈
』
に
よ
れ
ば
、
細
川
政
国
（
文
明
十
七
年
出
家
）
、
政
賢
（
永
正

八
年
死
）
の
い
ず
れ
か
と
思
わ
れ
、
こ
の
父
子
ど
ち
ら
か
の
代
の
被
官
で
あ
ろ
う
。

池
田
正
能
の
事
跡
と
し
て
伝
わ
る
も
の
は
承
知
し
な
い
が
、
『
竹
林
抄
』
の
筆
写

を
す
る
人
物
と
し
て
は
、
時
代
と
い
い
、
連
歌
数
奇
と
い
い
、
ふ
さ
わ
し
い
。
古

筆
の
伝
承
筆
者
は
、
も
と
よ
り
何
ら
真
筆
と
す
る
確
証
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
し
い
人
物
を
持
っ
て
来
る
こ
と
が
多
く
、
こ
こ
も
そ
の
一
例
と
す
べ
き
で

あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
両
者
と
も
に
一
面
九
行
書
と
す
る
こ
と
、
紙
質
が
斐
紙
で
あ
る
と
こ

ろ
、
共
通
点
は
多
い
け
れ
ど
も
、
料
紙
の
寸
法
に
相
違
が
あ
る
。
『
藁
叢
』
の
ほ

う
が
1
7
・
9
×
1
6
・
4
な
の
に
対
し
て
、
『
玉
海
』
の
ほ
う
は
1
8
・
9
×
1
7
・
4



と
い
う
の
で
あ
る
。
手
鑑
に
お
さ
め
る
時
な
ど
に
、
何
か
の
事
情
で
そ
う
な
っ
た

の
か
、
今
と
な
っ
て
は
確
か
め
る
す
べ
も
あ
る
ま
い
。

　
こ
の
『
竹
林
抄
」
切
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
連
歌
そ
の
も
の
は
異
同
が
な
い
。
作

者
表
記
に
つ
い
て
、
校
訂
資
料
と
し
て
の
意
味
が
あ
ろ
う
。
『
竹
林
抄
』
巻
一
は
、

続
類
従
本
に
よ
っ
て
も
、
作
者
七
人
が
最
初
に
一
人
ず
つ
並
べ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
、

宗
岡
法
師
、
平
賢
盛
、
権
大
僧
都
心
敬
と
い
う
よ
う
に
、
姓
、
ま
た
は
称
号
付
き

で
表
記
さ
れ
る
。
『
藁
叢
』
の
切
は
、
こ
の
最
初
の
部
分
の
「
智
藩
法
師
」
「
能
阿

法
師
」
と
い
う
と
こ
ろ
を
示
し
て
お
り
、
二
順
目
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
、
た
だ
「
宗

岡
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
。
『
竹
林
抄
』
原
型
は
、
こ
れ
が
各
巻
で
繰
り
返
さ
れ

た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
玉
海
」
の
ほ
う
は
、
巻
七
の
四
十
二
句
目
か
ら
は
じ

ま
る
が
、
こ
の
巻
で
の
専
順
は
、
こ
の
句
が
初
出
な
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
「
法

眼
専
順
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
室
町
期
の
『
竹
林
抄
』
写
本
と
し

て
、
こ
れ
ら
は
、
無
視
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

四

　
『
玉
海
』
細
番
は
、
山
崎
宗
鑑
と
極
め
ら
れ
た
連
歌
切
で
あ
る
が
、
内
容
は
明

ら
か
に
『
犬
筑
波
集
』
断
簡
で
あ
り
、
筆
跡
も
、
複
製
本
に
よ
る
か
ぎ
り
、
天
理

本
の
『
犬
筑
波
集
」
に
酷
似
し
て
い
る
。

　
「
　
む
か
し
の
句
に
何
と
て
か
た
て
ゆ
の
か
ら
く
な
か
る
ら
ん

　
　
う
め
水
と
て
も
す
く
も
あ
ら
は
や

　
　
　
口
な
し
に
黄
は
の
あ
る
こ
そ
ふ
し
き
な
れ

　
　
　
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」
所
収
の
古
筆
　
（
岩
下
紀
之
）

　
　
木
幡
の
を
ち
を
わ
た
る
ゐ
の
し
・

　
　
　
小
ち
こ
に
や
か
ら
の
心
経
を
し
ふ
ら
ん

　
　
あ
ち
へ
む
け
ん
け
こ
ち
へ
む
け
ん
け

　
　
　
い
か
に
へ
の
こ
の
か
な
し
か
る
ら
ん

　
　
と
も
に
は
や
お
や
は
う
た
る
・
舟
い
く
さ

　
　
　
　
　
　
ら
　
ヵ
ワ

　
　
　
き
け
は
口
地
こ
く
の
さ
た
も
銭
な
れ
や
」

　
天
理
善
本
叢
書
所
収
『
古
俳
譜
集
』
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
宗
鑑
の
犬
筑
波
切
は

か
な
り
の
数
が
存
在
す
る
と
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
切
も
そ
の
一
つ
に
数
え

ら
れ
よ
う
。

　
さ
て
、
こ
の
切
の
伝
え
る
『
犬
筑
波
集
』
に
最
も
似
た
段
階
の
も
の
は
何
か
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
現
在
の
所
、
何
も
提
案
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、

公
刊
さ
れ
た
諸
本
で
は
、
先
の
『
古
俳
諸
集
』
の
所
収
の
真
如
蔵
本
が
最
も
近
い

と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
切
の
、
「
う
め
水
…
…
」
の
句
が
、
同
本
の
、
二

十
九
表
に
見
え
、
「
木
幡
の
…
…
」
、
「
あ
ち
へ
む
け
ん
け
…
…
」
の
句
が
二
十
九

裏
に
見
え
、
「
と
も
に
は
や
…
…
」
が
三
十
四
裏
に
、
「
き
け
は
口
…
…
」
の
句
は
、

二
十
九
裏
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
と
も
に
は
や
」
の
句
の
み
が
後
に
お
か
れ
て

い
る
が
、
他
の
句
は
、
だ
い
だ
い
句
順
ま
で
一
致
す
る
状
態
な
の
で
あ
る
。
真
如

蔵
本
が
、
諸
本
中
、
か
な
り
網
羅
的
に
句
を
収
集
し
て
い
る
本
で
あ
る
こ
と
も
一

つ
の
原
因
で
あ
る
が
、
句
順
の
共
通
性
は
見
の
が
し
得
な
い
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。

古
活
字
本
も
句
数
の
多
い
本
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
切
と
の
共
通
句
は
、
「
き

け
は
口
…
…
」
の
句
一
句
の
み
で
、
し
か
も
、
付
句
が
は
た
し
て
、
共
通
か
ど
う

か
は
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

一
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愛
知
淑
徳
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五

　
百
韻
千
句
の
類
の
原
本
が
伝
え
ら
れ
る
も
の
は
、
た
い
し
て
数
が
多
い
わ
け
で

は
な
い
。
手
鑑
に
貼
ら
れ
た
懐
紙
の
断
片
は
、
興
行
当
時
の
姿
を
、
さ
な
が
ら
に

残
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
、
特
に
七
賢
時
代
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
の
貴
重

さ
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
、
い
か
に
も
片
々
た
る
断
簡
で
あ
っ
て
、
興
行
年

次
も
不
明
と
な
る
と
、
何
と
も
処
理
に
困
惑
す
る
。
断
片
を
お
お
よ
そ
の
時
代
ご

と
に
収
集
し
、
一
覧
で
き
る
よ
う
に
と
と
の
え
た
上
で
、
他
日
を
期
し
た
い
。
こ

こ
で
は
、
七
賢
時
代
の
作
者
が
出
座
し
て
い
る
ら
し
い
切
を
一
覧
し
て
み
た
い
。

①
『
玉
海
』
珊
番
十
住
心
院
心
敬

　
「
お
し
め
な
を
後
の

　
　
や
よ
ひ
の
春
の
空
順

　
　
日
か
す
を
花
の

　
　
い
の
ち
と
も
し
れ
晟

　
　
か
け
ろ
ふ
の
も
ゆ
る
と

　
　
み
ゆ
る
草
の
原
　
　
能
」

②
『
玉
海
』
別
番
連
歌
師
宗
瑚

　
「
浦
路
の
か
た
は

　
　
鴉
そ
な
く
な
る

　
　
程
と
を
し
花
か

　
　
雪
か
の
こ
し
の
山

さ
く
ら
に
か
へ
る

春
の
ゆ
ふ
か
せ

音
か
す
む
野
寺
の

鐘
に
日
の
入
て

草
の
い
ほ
り
は

人
か
け
も
な
し
　
」

③
『
玉
海
』
㎜
番
連
歌
師
寿
慶

　
「
飛
火
か
く
れ
の

　
　
く
ら
き
明
か
た

　
　
蛍
の
み
し
け
き

　
　
堀
江
は
月
も
な
し

　
　
あ
し
や
の
浦
の

　
　
五
月
雨
の
比

　
　
暮
ぬ
る
か
よ
そ
に
　
」

④
『
玉
海
」
翅
番
蜷
川
新
右
衛
門
尉
親
当

　
「
な
か
め
を
け
山
こ
そ

　
　
秋
の
か
た
み
な
れ
　
忍

　
　
わ
か
身
を
う
ら
に

　
　
す
め
る
わ
ひ
人
　
　
当

　
　
よ
ら
む
せ
も
な
み
な
ら

一
八



ぬ
世
に
袖
ぬ
れ
て
　
醐

ふ
み
し
る
ほ
と
の

こ
ひ
ち
た
に
な
し
　
忍

ふ
か
き
夜
に
わ
か
れ
し

の
ち
の
文
も
み
す
　
当

か
り
か
ね
か
す
み

は
な
の
ち
る
こ
ろ
　
瑚
」

⑤
『
玉
海
』
蹴
番
杉
原
伊
賀
守
賢
盛

　
「
親
と
子
の
中
　
　
　
今

　
　
く
れ
竹
の
す
な
ほ
に

　
　
清
き
す
ゑ
と
を
み
　
舩
柏
桝
言

　
　
た
・
す
を
み
れ
は

　
　
波
の
し
ら
は
し
　
　
能
阿

　
　
声
さ
は
く
鴨
の

　
　
山
陰
ふ
る
雪
に
　
　
賢
盛

　
　
柴
と
る
人
の

　
　
か
へ
る
ゆ
ふ
暮
　

転
線
宰
相
」

⑥
「
玉
海
』
淑
番
能
阿
弥

　
「
川
上
の
月
の

　
　
う
き
雲
立
消
て
　
頼
宣

　
　
　
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」
所
収
の
古
筆

（
岩
下
紀
之
）

こ
ゑ
よ
り
あ
く
る

霧
の
し
た
水
　
　
　
宗
恰

い
つ
く
に
か
よ
る
の

を
し
か
の
わ
た
る
ら
む
　
明
心

み
や
こ
に
な
れ
ぬ

道
そ
も
の
う
き
　
　
世
縁

里
も
な
き
野
原
に

ひ
と
り
ゆ
き
く
れ
て
　
祥
盛

松
を
や
と
り
と

か
せ
は
と
ひ
け
り
　
宗
江
」

⑦
『
蓬
左
』
m
番
素
眼
法
師

　
「
我
と
て
も
車
を
か
く

　
　
る
齢
に
て
　
　
　
救

　
　
致
仕
名
や
の
こ

　
　
る
覧
　
　
　
　
　
明
」

⑧
『
蓬
左
』
m
番
十
住
心
院
心
敬
僧
都

　
「
ふ
ね
留
よ
そ
の
名
も

　
　
ふ

　
　
し
る
き
み
や
こ
嶋

　
　
う
す
き
衣
の

　
　
関
の
ゆ
ふ
暮

一
九



　
愛
知
淑
徳
大
学
論
集

夏
の
日
の
あ
つ
た
の

神
に
詣
来
て

ち
か
く
な
る
み
の

里
の
人
か
け

第
十
六
号

⑨
『
霜
の
ふ
り
葉
』
脳
番
惣
持
院
法
印
行
助

　
「
も
る
・
か
た
な
き

　
　
須
磨
の
つ
く
り
絵
　
元
説

　
　
夕
日
影
か
る
・
野

　
　
山
を
色
と
り
て
　
　
盛
長

　
　
う
つ
ろ
ふ
と
の
み

　
　
み
ゆ
る
い
つ
は
り
　
心
敬

　
　
い
ま
さ
ら
に
い
ひ
し

　
　
こ
と
葉
や
か
は
る
ら
ん
　
元
隆

　
　
ま
つ
夜
ふ
け
ぬ
と

　
　
か
ね
そ
き
こ
ゆ
る
　
幸
綱
」

⑩
『
八
雲
』
8
7
徹
書
記

　
「
袖
か
け
て
に
ほ
へ

　
　
千
草
の
花
の
露
　
　
順

　
　
け
ふ
つ
む
菊
に

　
　
契
り
行
す
ゑ
　
　
　
心

別
つ
る
庭
は

ま
か
き
を
形
見
に
て
　
忍

と
ひ
か
ふ
蝶
も

春
や
し
た
は
ん
　
　
行

舞
の
名
の
鳥
の

い
り
か
た
か
す
む
日
に
　
砂

う
た
ふ
や
木
か
け

梅
か
・
の
こ
ゑ
　
　
忍

友
さ
そ
ふ
な
に
は
の

舟
子
さ
ほ
と
り
て
　
心

ほ
さ
ぬ
田
み
の
・
　
　
」

二
〇

　
右
の
十
点
は
、
そ
れ
ぞ
れ
七
賢
時
代
を
偲
ば
せ
る
資
料
で
、
連
衆
の
名
や
、
伝

承
筆
者
等
が
該
当
す
る
も
の
を
翻
刻
し
て
み
た
の
で
あ
る
。
出
典
を
見
出
し
得
た

切
に
つ
い
て
論
じ
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
②
と
し
た
切
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
享
徳
二
年
正
月
二
十
五
日
の
宗
瑚

独
吟
百
韻
の
一
裏
十
句
目
か
ら
十
四
句
目
で
あ
る
。
国
会
図
書
館
の
連
歌
叢
書
所

収
古
代
連
歌
集
と
比
較
す
る
と
、
文
字
の
あ
て
か
た
は
異
な
る
が
本
文
と
し
て
は

全
く
同
一
で
あ
る
。
連
歌
叢
書
は
江
戸
末
期
の
写
本
で
、
本
文
を
考
え
る
時
は
割

引
い
て
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
は
き
わ
め
て
良
質
の
本
文
を
伝
え
て
い
る
。

ま
た
『
玉
海
』
の
切
の
、
宗
胸
筆
と
す
る
極
め
も
、
本
文
が
同
じ
宗
瑚
の
独
吟
百

韻
で
、
し
か
も
ど
こ
に
も
宗
醐
の
名
が
記
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
偶
然
の
一



致
と
も
思
い
に
く
く
何
か
し
ら
由
緒
あ
り
げ
に
思
わ
れ
る
。

③
の
切
は
、
文
正
二
年
正
月
元
日
の
、
宗
祇
独
吟
百
韻
、
一
表
四
句
目
か
ら
七

句
目
前
半
ま
で
で
あ
る
。
『
宗
祇
の
研
究
』
に
所
収
の
太
田
武
夫
氏
本
と
比
較
す

る
と
、
こ
れ
ま
た
異
同
が
な
い
。

④
は
、
永
享
十
二
年
十
月
＋
五
日
の
、
宗
岡
、
忍
誓
、
親
当
の
三
吟
百
韻
で
、

そ
の
一
裏
九
句
目
か
ら
十
四
句
目
に
あ
た
る
。
こ
れ
を
静
嘉
堂
文
庫
の
連
歌
集
書

本
と
比
較
す
る
と
、
こ
こ
で
も
異
同
が
な
い
。

　
こ
の
百
韻
は
永
享
年
間
に
さ
か
の
ぼ
る
、
は
な
は
だ
初
期
の
宗
劒
ら
の
活
躍
を

伝
え
る
貴
重
な
作
品
で
、
こ
こ
に
古
写
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
連
歌

集
書
が
か
な
り
良
質
の
本
文
を
伝
え
て
い
る
こ
と
が
立
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

⑩
は
、
享
徳
二
年
三
月
十
五
日
の
、
宗
醐
ら
の
五
吟
百
韻
の
二
裏
の
一
句
目
か

ら
八
句
目
前
半
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
百
韻
は
、
宗
瑚
、
忍
誓
、
行
助
、
専
順
、
心

恵
と
い
う
、
こ
の
時
代
最
高
の
作
者
五
人
が
そ
ろ
っ
た
作
品
で
、
従
来
か
ら
諸
本

が
知
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
連
歌
集
書
等
、
い
ず
れ
も
江
戸
後
期
の
写
本
で
あ

る
。
こ
の
作
品
に
お
い
て
、
『
心
敬
作
品
集
』
所
収
の
天
満
宮
文
庫
本
と
比
較
す

る
と
、
か
な
炉
の
異
同
が
あ
る
。
天
満
宮
文
庫
本
を
示
し
、
こ
の
切
を
対
校
し
て

お
こ
う
。袖

か
け
て
匂
へ
千
種
の
花
の
露
　
順

　
　
　
　
　
　
　
り

け
ふ
つ
む
菊
に
契
る
行
末
　
　
　
心

　
　
　
　
　
　
を

別
つ
る
庭
は
芭
も
か
た
み
に
て
　
忍

　
　
　
　
も
　
　
　
や

飛
か
ふ
蝶
や
春
を
し
た
は
む
行

　
「
徳
川
黎
明
会
叢
書
」
所
収
の
古
筆

（
岩
下
紀
之
）

舞
の
名
の
鳥
の
入
か
た
霞
日
に
　
　
瑚

う
た
ふ
や
木
陰
梅
か
え
の
声
　
　
　
忍

友
さ
そ
ふ
難
波
の
舟
子
さ
ほ
と
り
て
　
心

ほ
さ
ぬ
田
み
の
・
嶋
人
の
衣
　
　
　
醐

　
八
句
中
の
四
句
ま
で
小
異
が
あ
り
、
こ
の
場
合
、
天
満
宮
文
庫
本
は
良
質
な
写

本
と
は
言
い
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
切
の
ほ
う
の
「
忍
」
の
句
、
「
梅
か
・
」

と
い
う
の
は
、
い
か
が
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
お
ど
り
点
で
な
く
「
え
」
と
読
む
べ

き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
以
上
、
懐
紙
切
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
の
数
の
出
典
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
、

あ
る
い
は
後
世
の
写
本
の
転
写
の
精
度
の
判
定
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
全

体
を
通
し
て
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
諸
断
片
を
、
何
ら
か
の
形
で
登
録
し
、
一
々

の
切
の
出
典
、
書
写
年
代
の
検
索
を
容
易
な
ら
し
め
る
こ
と
が
の
ぞ
ま
し
い
。

　
　
　
　
注

　
福
井
久
蔵
『
校
本
菟
玖
波
集
新
釈
』

な
い
。

に
は
、
こ
の
切
の
よ
う
な
校
異
は
記
載
さ
れ
て
い

二
一


