
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

廣
　
　
田

牧

（
一
　
は
じ
め
に

　
『
紫
式
部
集
』
は
『
源
氏
物
語
』
の
「
作
者
」
が
書
い
た
「
作
品
」
と
し
て

研
究
さ
れ
、
『
紫
式
部
日
記
』
と
と
も
に
、
『
源
氏
物
語
』
研
究
や
紫
式
部
そ
の

人
の
伝
記
研
究
の
資
料
と
し
て
も
重
視
さ
れ
て
き
た
。
『
紫
式
部
集
』
の
研
究

は
、
概
ね
、
紫
式
部
そ
の
人
に
関
心
が
あ
る
か
、
も
し
く
は
『
源
氏
物
語
』
の

研
究
の
た
め
に
奉
仕
す
る
も
の
と
な
る
傾
斜
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

　
¢

き
る
。
『
紫
式
部
集
』
は
、
紫
式
部
そ
の
人
の
伝
記
研
究
の
未
開
拓
の
資
料
と

し
て
評
価
さ
れ
、
『
紫
式
部
集
』
に
お
け
る
考
証
研
究
の
進
展
に
よ
っ
て
、
知

ら
れ
ざ
る
「
紫
式
部
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
も
ま
ち
が
い
な

い
。
多
く
の
先
学
の
詳
細
に
わ
た
る
研
究
業
績
に
敬
意
を
表
し
た
い
。
ま
た
、

伝
本
研
究
に
つ
い
て
は
、
本
学
名
誉
教
授
南
波
浩
先
生
の
『
紫
式
部
集
の
研
究

校
異
篇
・
伝
本
研
究
篇
』
（
笠
問
書
院
、
一
九
七
二
年
）
が
あ
り
、
評
釈
研
究

　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

に
お
い
て
も
『
紫
式
部
集
全
評
釈
』
（
笠
問
書
院
、
一
九
八
三
年
）
と
い
う
総

合
的
な
研
究
の
達
成
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
学
恩
に
浴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
『
源
氏
物
語
』
研
究
の
伝
統
に
比
べ
る
と
き
、
私
家
集
と

し
て
の
『
紫
式
部
集
』
の
本
格
的
研
究
は
歴
史
的
に
は
な
お
新
し
い
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
、
『
紫
式
部
集
』
に
お
け
る
地
名
を
歌
の
解
釈
の

鍵
語
と
し
て
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
従
来
の
『
紫
式
部
集
』
の
読
み
方
と
は
異

な
っ
た
問
題
の
立
て
方
を
試
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
『
紫
式
部
集
』
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
け
る
地
名
の
多
く
は
行
旅
に
集
中
的
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
従
来

『
紫
式
部
集
』
に
お
け
る
地
名
の
扱
い
方
に
、
紫
式
部
の
越
前
下
向
の
行
路
推

　
　
　
　
　
　
　
　

定
と
い
う
地
理
考
証
、
ま
た
作
歌
時
期
と
そ
の
と
き
の
紫
式
部
の
心
理
状
態
の

推
測
な
ど
に
論
議
の
関
心
が
集
中
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
た

し
か
に
伝
記
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
歌
に
関
す
る
疑
問
の
解
明
さ
れ
る
こ

と
が
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
る
に
、
歌
や
詞
書
の
内
実
、
ひ
い



　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

て
は
歌
の
配
列
か
ら
全
体
の
編
集
の
意
図
に
か
か
わ
る
問
題
ま
で
も
が
、
歴
史

上
の
事
実
な
る
も
の
に
押
し
戻
さ
れ
る
危
倶
が
な
い
と
は
い
え
な
い
。
こ
こ
に
、

私
家
集
は
は
た
し
て
文
学
た
り
う
る
の
か
と
い
う
根
底
的
な
問
い
が
必
要
で
あ

る
。
私
家
集
を
文
学
そ
れ
自
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
視
点
か
ら
捉
え
れ
ば
よ
い

か
。
こ
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
、
地
名
が
私
家
集
の
読
み
方
に
重
要
な
手
掛

か
り
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
歌
に
お
け
る
地
名
と

は
何
か
、
そ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
『
紫
式
部
集
』
と
い
う
私

家
集
を
文
学
と
し
て
読
む
読
み
方
の
一
つ
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
、
す
で
に
写
真
版
に
よ
っ
て
公
刊
さ
れ
て
い
る
、
南
波
浩
先
生
編

『
紫
式
部
集
　
陽
明
文
庫
蔵
』
（
笠
間
書
院
、
一
九
七
二
年
。
本
論
で
、
詞
書
の

肩
に
付
け
た
番
号
は
歌
番
号
を
示
す
。
こ
れ
は
、
こ
こ
に
掲
げ
た
か
ぎ
り
で
は
、

南
波
浩
先
生
編
『
紫
式
部
集
』
岩
波
文
庫
の
校
本
の
番
号
と
一
致
し
て
い
る
）

を
底
本
と
し
て
用
い
、
岩
波
文
庫
『
紫
式
部
集
』
付
載
の
陽
明
文
庫
本
の
翻
刻

を
参
照
し
、
同
じ
く
南
波
浩
先
生
の
『
紫
式
部
集
の
研
究
　
校
異
篇
・
伝
本
研

究
篇
』
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
異
同
を
対
照
し
つ
つ
、
い
さ
さ
か
の
考
察
を
加
え

た
い
。

　
　
　
　
（
二
）
言
葉
の
遊
戯
性
へ
の
関
心
１
「
知
り
ぬ
ら
ん
」
の
歌

２
３

し
ほ
つ
山
と
い
ふ
道
の
い
と
し
け
き
を
し
つ
の
を
の
あ
や
し
き
さ
ま
と
も
し
て

一
一

　
　
　
な
を
か
ら
き
道
な
り
や
と
云
を
き
・
て

　
し
り
ぬ
ら
ん
ゆ
き
・
に
な
ら
す
し
ほ
つ
山
世
に
ふ
る
道
は
か
ら
き
物
そ
と

　
こ
の
歌
は
、
一
般
に
紫
式
部
の
越
前
下
向
の
と
き
の
歌
と
し
て
考
え
ら
れ
て

　
＠い

る
。
例
え
ば
、
は
や
く
岡
一
男
氏
は
、
群
書
類
従
本
に
従
っ
て
『
紫
式
部

集
』
の
配
列
が
「
ほ
ぽ
年
代
順
で
あ
る
」
（
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
一
七

七
頁
、
東
京
堂
、
一
九
五
四
年
、
増
訂
版
一
九
六
六
年
。
以
下
略
記
す
る
）
と

い
う
見
解
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
「
（
２
０
）
か
ら
（
２
４
）
ま
で
の
五
首
は
琵
琶
湖

畔
の
詠
で
あ
る
が
、
（
２
５
）
か
ら
（
２
８
）
ま
で
の
四
首
が
越
前
国
府
に
お
い
て

の
作
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
越
前
へ
の
旅
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
」
（
同
、

一
七
五
頁
）
と
、
こ
の
歌
を
下
向
の
旅
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
竹
内
美

千
代
氏
は
、
「
旅
の
歌
は
往
き
に
は
都
恋
し
さ
、
心
細
さ
の
旅
情
を
卒
直
に
詠

ん
で
居
り
、
帰
り
は
帰
京
の
喜
び
に
は
ず
ん
だ
心
を
即
興
的
に
、
機
智
に
富
ん

だ
歌
を
口
ず
さ
ん
で
い
る
」
（
『
紫
式
部
集
評
釈
』
七
〇
頁
、
桜
楓
社
、
一
九
六

九
年
。
以
下
略
記
す
る
）
と
さ
れ
、
塩
津
を
帰
路
に
位
置
付
け
て
お
ら
れ
る
。

清
水
好
子
氏
は
越
前
下
向
途
中
の
歌
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
（
『
紫
式

部
』
四
七
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
。
以
下
略
記
す
る
）
。
南
波
先
生
は

「
夏
の
繁
路
で
あ
り
、
往
路
の
歌
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
（
『
紫
式
部

集
全
評
釈
』
二
二
八
頁
、
往
路
・
帰
路
全
体
の
旅
程
に
つ
い
て
は
、
二
二
二
頁

を
参
照
）
と
さ
れ
て
い
る
。
詠
歌
時
期
が
往
路
か
帰
路
か
と
い
う
判
断
か
ら
、

紫
式
部
の
そ
の
と
き
の
心
境
を
詮
索
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
た
だ
、
こ
う
し



た
考
察
方
法
は
、
歌
の
時
期
の
確
定
が
歌
の
内
容
か
ら
推
定
さ
れ
、
さ
ら
に
推

定
さ
れ
た
時
期
が
ど
の
よ
う
に
歌
の
解
釈
に
か
か
わ
っ
て
く
る
か
と
い
う
循
環

的
な
働
き
を
帯
び
て
く
る
こ
と
に
も
な
る
。

　
私
家
集
の
歌
を
検
討
す
る
際
、
ま
ず
想
定
さ
れ
る
べ
き
は
、
歌
が
個
別
に
歌

わ
れ
た
生
成
の
場
と
、
後
の
時
期
に
お
い
て
編
集
さ
れ
る
場
と
の
関
係
で
あ
る
。

歌
わ
れ
た
場
に
お
け
る
歌
の
意
味
や
価
値
は
、
現
存
伝
本
か
ら
透
か
し
見
る
こ

と
で
推
測
さ
れ
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
残
さ
れ
て
あ
る
『
紫
式
部
集
』
は
あ
る

意
図
の
も
と
に
編
集
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
完
結
性
を
有
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、

詞
書
に
即
し
て
歌
を
読
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
現
在
の
詞
書
と
歌
の
配
列
に
お
い
て
、
詞
書
と
歌
は
詠
歌
時
点
の
自

己
の
心
境
を
記
憶
し
記
録
し
よ
う
と
す
る
た
め
に
あ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
想

像
さ
れ
る
。
問
題
は
そ
こ
に
あ
る
。

　
ま
ず
、
歌
２
３
の
詞
書
に
「
猶
か
ら
き
道
な
り
や
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
や
っ

は
り
こ
こ
は
っ
ら
い
道
だ
わ
い
」
（
竹
内
氏
、
七
〇
頁
）
と
か
、
「
相
変
ら
ず
え

ら
い
道
だ
な
あ
」
（
清
水
氏
、
四
七
頁
）
、
「
何
度
通
っ
て
も
、
や
は
り
、
歩
き

づ
ら
い
道
だ
わ
い
。
」
（
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
』
岩
波
文
庫
、
二
二
頁
、
脚

注
）
、
「
平
素
何
度
も
歩
い
て
い
る
道
だ
の
に
、
何
度
歩
い
て
も
や
っ
ぱ
り
歩
き

づ
ら
い
道
だ
な
あ
」
（
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
全
評
釈
』
　
二
二
九
頁
）
と
現

代
語
訳
さ
れ
て
い
る
。
「
や
は
り
」
や
「
相
変
ら
ず
」
に
含
ま
れ
て
い
る
の
は
、

い
つ
も
通
っ
て
い
る
道
で
あ
る
が
、
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

「
何
度
通
っ
て
も
」
と
い
う
補
助
的
な
解
釈
が
加
え
ら
れ
る
根
拠
が
ど
こ
に
求

め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
猶
」
と
い
う
言
葉
は
、
詞
書
の
文
脈
に
即
せ

ば
、
ま
ず
提
示
さ
れ
た
「
塩
津
山
」
と
い
う
名
を
受
け
て
「
や
は
り
」
の
意
味

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
塩
津
山
」
の
名
の
と
お
り
や
は
り
、
の
意
味
で
あ
る
。

「
（
『
塩
津
山
』
の
名
の
と
お
り
）
『
猶
か
ら
き
道
な
り
や
』
と
『
賎
の
男
』
が
言

っ
た
」
と
詞
書
は
伝
え
て
い
る
。
い
わ
ば
、
「
賎
の
男
」
が
秀
句
を
も
の
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
『
紫
式
部
集
』
は
「
賎
の
を
の
あ
や
し
き
さ
ま
ど
も

し
て
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
詞
書
は
、
「
賎
の
男
」
が
「
塩
津
山
」
の
名

の
と
お
り
、
「
猶
か
ら
き
」
と
い
う
言
葉
を
発
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
関
心
を

寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
「
賎
の
男
」
は
「
何
度
通
っ
て
も
、
や

は
り
、
歩
き
づ
ら
い
道
だ
わ
い
。
」
と
思
っ
た
と
読
ん
で
良
い
の
か
も
知
れ
な

い
。
た
だ
、
そ
の
こ
と
を
『
紫
式
部
集
』
は
「
賎
の
男
」
が
秀
句
を
発
し
た
と

理
解
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

　
あ
る
い
は
、
先
学
の
解
の
と
お
り
、
「
賎
の
男
」
が
相
変
わ
ら
ず
っ
ら
い
道

で
あ
る
、
と
言
っ
た
と
し
て
も
構
わ
な
い
。
そ
れ
で
、
こ
の
言
葉
に
対
し
て

「
塩
津
山
」
と
い
う
地
名
と
の
関
係
に
注
目
し
た
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
賎
の
男
」
は
歌
わ
な
い
。
『
紫
式
部
集
』
は
そ
の
言
葉
の

意
味
や
価
値
を
「
賎
の
男
」
た
ち
は
理
解
で
き
な
い
、
知
ら
な
い
の
だ
と
解
釈

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
賎
の
男
」
の
言
葉
の
遊
戯
に
触
発
さ
れ
て
、
言
語
営

為
と
し
て
歌
を
喚
起
さ
せ
ら
れ
た
と
『
紫
式
部
集
』
は
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

つ
ま
り
、
辛
い
道
で
あ
る
、
と
言
葉
を
発
し
た
と
き
、
た
ま
た
ま
そ
こ
が
塩
津

山
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
気
が
付
い
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
思
い
が
け

な
い
言
葉
の
取
り
合
わ
せ
の
面
白
さ
を
詞
書
は
示
し
て
い
る
。
歌
が
言
葉
の
取

り
合
わ
せ
の
面
白
さ
を
読
み
解
く
の
で
は
な
い
。
詞
書
で
す
で
に
興
味
の
あ
り

か
を
言
い
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
縁
語
、
掛
詞
な
ど
を
生
み
だ

す
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
っ
て
歌
が
生
成
さ
れ
る
に
至
る
、
言
葉
の
進
鎖
と
増
殖

性
に
興
味
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
塩
津
山
と
い
ふ
道
の
い
と
し
げ
き
を
」
の
語
句
の
な
い
伝
本
も
あ
る
。
『
紫

式
部
集
の
研
究
　
校
異
篇
・
伝
本
研
究
篇
』
に
よ
る
と
、
松
平
文
庫
本
な
ど
定

家
本
系
統
の
多
く
の
伝
本
や
別
本
系
本
文
で
は
、
「
し
ほ
つ
山
と
い
ふ
道
の
い

と
し
け
き
を
」
に
相
当
す
る
語
句
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
伝
本
に
は
、
他
に
表
記

上
の
異
同
を
除
け
ば
意
味
上
問
題
と
な
る
よ
う
な
、
歌
に
お
け
る
異
同
は
み
と

め
ら
れ
な
い
。
こ
れ
ら
に
よ
る
と
「
賎
の
男
」
の
言
っ
た
言
葉
の
理
由
が
、
歌

に
よ
っ
て
初
め
て
種
明
か
し
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
塩
津
山
」
と

「
な
を
か
ら
き
」
の
関
係
は
よ
り
深
い
と
い
い
う
る
。
異
同
は
、
伝
本
そ
れ
ぞ

れ
の
、
歌
に
対
す
る
解
釈
の
差
異
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
、
あ
る
い

は
ど
れ
が
古
態
か
、
原
形
に
近
い
か
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
で
は
議
論
で
き
な
い
。

残
さ
れ
て
あ
る
伝
本
に
お
け
る
統
一
性
・
完
結
性
に
お
い
て
、
詞
書
は
、
歌
が

ど
の
よ
う
な
解
釈
に
よ
っ
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
か
を
示
し
て
い
る
。
詞
書

は
歌
を
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
ほ
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
伝
本

に
お
い
て
示
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
賎
の
男
」
の
発
し
た
言
葉
に
対
す
る
『
紫
式
部
集
』

の
理
解
を
考
え
る
と

き
、
『
土
佐
日
記
』
の
次
の
条
は
参
考
に
な
る
。

　
　
か
く
う
た
ふ
を
き
・
っ
・
こ
ぎ
く
る
に
、
く
ろ
と
り
と
い
ふ
と
り
、
い
は
の
う
へ

　
に
あ
つ
ま
り
を
り
。
そ
の
い
は
の
も
と
に
、
な
み
し
ろ
く
う
ち
よ
す
。
か
ぢ
と
り
の

　
　
い
ふ
や
う
、
「
く
ろ
と
り
の
も
と
に
、
し
ろ
き
な
み
を
よ
す
。
」
と
ぞ
い
ふ
。
こ
の
こ

　
と
ば
、
な
に
と
は
な
け
れ
ど
も
、
も
の
い
ふ
や
う
に
ぞ
き
こ
え
た
る
。
ひ
と
の
ほ
ど

　
に
あ
は
ね
ば
、
と
が
む
る
な
り
。

　
　
　
（
鈴
木
知
太
郎
氏
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
土
佐
日
記
』
岩
波
書
店
、
四

　
　
　
三
頁
、
一
九
五
七
年
）

　
有
名
な
箇
所
で
あ
る
。
構
取
り
が
発
し
た
言
葉
に
『
土
佐
日
記
』
は
い
た
く

興
味
を
示
し
て
い
る
。
「
こ
の
こ
と
ば
、
な
に
と
は
な
け
れ
ど
も
、
も
の
い
ふ

や
う
に
ぞ
き
こ
え
た
る
。
ひ
と
の
ほ
ど
に
あ
れ
ね
ば
、
と
が
む
る
な
り
」
に
お

い
て
、
構
取
り
の
言
葉
に
『
土
佐
日
記
』
の
注
目
し
た
理
由
は
示
さ
れ
て
い
る
。

構
取
り
が
「
も
の
い
ふ
」
こ
と
は
「
ひ
と
の
ほ
ど
に
あ
は
」
な
い
ゆ
え
に
答
め

ら
れ
て
い
る
。
「
黒
き
鳥
の
も
と
に
白
き
波
を
寄
す
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
風
流

め
い
た
秀
句
」
（
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
土
佐
日
記
』
四
三
頁
頭
注
一
、
「
秀

句
」
（
村
瀬
敏
夫
氏
訳
注
『
土
佐
日
記
』
五
〇
頁
、
旺
文
社
文
庫
、
一
九
八
一

年
）
と
捉
え
ら
れ
て
き
た
。
紀
貫
之
だ
か
ら
と
い
う
こ
と
と
と
も
に
、
『
土
佐

日
記
』
の
方
法
か
ら
し
て
、
景
物
に
お
け
る
色
彩
の
対
照
的
な
手
法
に
お
い
て

は
、
「
な
に
か
詩
句
で
も
い
う
よ
う
に
」
（
品
川
和
子
氏
全
訳
注
『
土
佐
日
記
』



一
五
五
頁
、
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
八
三
年
一
と
い
う
訳
は
修
辞
に
触
れ
る

読
み
と
し
て
重
要
で
あ
る
。

　
こ
の
問
題
を
『
紫
式
部
集
』
歌
・
詞
書
２
３
に
戻
し
て
言
え
ば
、
徒
歩
で
行
く

「
賎
の
男
」
た
ち
に
対
し
て
、
「
世
に
経
る
道
は
」
と
世
問
慣
れ
し
た
か
の
よ
う

な
口
き
き
を
す
る
と
こ
ろ
に
、
階
級
的
な
優
越
感
や
若
さ
ゆ
え
の
勝
ち
気
を
見

る
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
。
貴
族
の
姫
君
と
し
て
の
意
識
が
湊
ん
で
く
る
と
し
て

も
、
そ
れ
は
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
、
「
人
の
程
」
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
こ
そ
「
も
の
い
ふ
」
こ
と
が
許
さ

れ
る
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
る
。
地
名
も
、
言
葉
へ
の
呉
味
も
、
よ
り
階
級
的

な
問
題
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
『
土
佐
日
記
』
は
歌
を
歌
う
ま

で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
『
土
佐
日
記
』
を
参
看
す
る
な
ら
ば
、
『
紫
式
部
集
』

歌
２
３
に
お
い
て
、
「
賎
の
男
」
が
「
塩
津
山
」
と
い
う
名
を
受
け
て
「
や
は
り
」

の
意
味
で
、
「
猶
か
ら
き
道
な
り
や
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
あ
た
か
も
「
も
の
い

ふ
」
こ
と
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
て
、
歌
は
呼
び
起
こ
さ
れ
た
と

い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
の
場
合
、
伝
本
問
に
、
歌
に
対
す
る
解
釈
的
な
異
同
が
詞
書
と
歌
と
の
関

係
に
存
在
す
る
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
名
に
か
ら
ん
で
言
葉
の
結
合
の
面

白
さ
に
『
紫
式
部
集
』
は
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
歌
の
歌
わ
れ

た
時
の
行
路
・
帰
路
の
区
別
の
議
論
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
地
名
と
い
う
言

葉
に
反
応
す
る
と
こ
ろ
に
、
『
紫
式
部
集
』
の
文
学
的
営
為
を
み
て
と
る
こ
と

　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

は
で
き
る
だ
ろ
う
。

（
三
一
歌
を
喚
起
す
る
地
名
１
「
老
津
島
」
の
歌

　
　
２
４
　
水
う
み
に
お
い
っ
し
ま
と
い
ふ
す
さ
き
に
む
か
ひ
て
わ
ら
は
へ
の
う
ら
と
い
ふ

　
　
　
う
み
の
お
か
し
き
を
く
ち
す
さ
み
に

　
　
お
い
つ
し
ま
し
ま
も
る
か
み
や
い
さ
む
ら
ん
波
も
さ
は
か
ぬ
わ
ら
は
へ
の
う
ら

　
こ
れ
に
は
、
歌
わ
れ
た
時
期
が
行
路
・
帰
路
の
い
ず
れ
か
と
い
う
区
別
と
と

も
に
、
記
さ
れ
た
地
名
に
現
在
該
当
す
る
地
が
ど
こ
か
と
い
う
議
論
が
あ
る
。

南
波
先
生
は
「
『
お
い
っ
島
』
・
『
わ
ら
は
べ
の
浦
』
に
つ
い
て
は
、
諸
説
が
あ

っ
て
紛
糾
し
て
い
る
」
（
『
紫
式
部
集
全
評
釈
』
一
四
三
頁
）
と
さ
れ
、
さ
ま
ざ

ま
に
検
討
を
加
え
ら
れ
た
後
「
最
も
該
当
性
の
あ
る
の
が
『
奥
津
島
』
で
あ
り

『
乙
女
浜
』
で
あ
ろ
う
」
（
同
、
一
四
六
頁
）
と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
。
と
こ

ろ
で
、
問
題
を
そ
の
先
に
伸
ば
し
て
い
く
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の

歌
の
中
に
「
お
い
つ
島
」
と
「
わ
ら
は
べ
の
浦
」
と
い
う
、
地
名
に
お
け
る

「
老
い
」
「
童
べ
」
と
い
う
老
・
若
の
対
偶
が
み
ら
れ
る
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

一
首
の
歌
の
中
に
地
名
の
二
っ
あ
る
こ
と
が
す
で
に
歌
の
例
と
し
て
希
少
で
あ

る
。
『
古
今
和
歌
集
』
か
ら
任
意
に
、
一
首
の
歌
の
中
に
地
名
が
複
数
あ
る
例

を
取
り
出
せ
ば
、

　
蝸
　
題
知
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
よ
み
人
知
ら
ず

　
都
出
で
て
今
日
み
か
の
原
泉
川
川
風
寒
し
衣
か
せ
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



『
紫
式
部
集
』
の
地
名

柵
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
在
原
元
方

音
羽
山
音
に
聞
き
つ
つ
逢
坂
の
関
の
こ
な
た
に
年
を
経
る
か
な

　
（
小
町
谷
照
彦
氏
『
現
代
語
訳
対
照
　
古
今
和
歌
集
－
旺
文
社
文
庫
、
一
九
八

　
二
年
）

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
前
者
は
「
み
か
の
原
（
瓶
の
原
）
」
「
泉
川
」
「
か
せ

山
（
鹿
背
山
）
」
と
い
う
三
つ
の
地
名
が
あ
る
。
「
今
日
見
」
「
瓶
の
原
」
と
音

に
よ
る
結
合
が
あ
り
、
「
み
か
の
原
出
づ
」
「
泉
川
」
と
再
び
音
に
よ
る
結
合
が

あ
る
。
さ
ら
に
「
衣
貸
せ
」
と
「
鹿
背
山
」
と
が
音
に
よ
る
と
い
う
結
合
が
あ

る
。
地
名
が
修
辞
と
し
て
働
く
こ
と
に
歌
の
全
体
が
成
り
立
つ
。
地
名
と
い
い

つ
つ
、
述
語
的
に
機
能
し
て
い
る
後
者
に
は
「
音
羽
山
」
「
逢
坂
の
関
」
の
二

っ
の
地
名
が
あ
る
。
「
音
羽
山
」
は
「
音
」
に
結
合
し
、
「
音
に
き
き
っ
っ
逢

ふ
」
「
逢
坂
の
関
」
と
結
合
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
修
辞
的
機
能
を
も
つ
と
こ

ろ
に
地
名
の
特
質
が
あ
る
。

　
『
紫
式
部
集
」
歌
・
詞
書
２
３
に
お
い
て
、
「
老
い
」
と
「
童
べ
」
と
の
対
比
は

明
ら
か
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
老
・
若
の
語
の
対
偶
を
も
っ
て
何

が
表
現
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
老
い
っ
島
島
守
る
神
」

が
諌
め
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
「
童
べ
の
浦
」
は
波
立
つ
こ
と
が
な
い
、
と
い
う

歌
の
表
現
は
い
か
に
も
理
屈
で
あ
る
。
「
童
べ
の
浦
」
の
波
立
つ
こ
と
の
な
い

理
由
を
「
老
い
つ
島
島
守
る
神
」
が
諌
め
る
か
ら
だ
と
遡
行
さ
せ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
、
「
老
い
」
に
よ
っ
て
「
童
べ
」
を
押
さ
え
る
、
老
に
よ
る
若
へ
の
優

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

位
と
い
う
関
係
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
「
老
い
つ
島
」
「
童
べ
の
浦
」
と
い
う
地
名

の
取
り
合
わ
せ
は
い
か
に
も
偶
然
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
取
り
合
わ
せ

に
興
味
を
惹
か
れ
た
と
詞
書
は
指
摘
し
て
い
る
。
歌
に
歌
う
前
に
、
詞
書
が
説

明
を
施
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
『
紫
式
部
集
』
は
詞
書
に
比
重
の
あ
る
歌
集
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
「
神
や
い
ま
す
ら
む
」
と
い
う
異
同
が

存
在
す
る
（
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
の
研
究
　
校
異
篇
・
伝
本
研
究
篇
』
に

よ
れ
ば
、
松
平
文
庫
本
な
ど
尊
円
本
系
統
の
諸
本
）
。
こ
の
場
合
も
、
「
童
べ
の

浦
」
の
波
立
た
な
い
理
由
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
か
わ
り
な
い
。

　
た
し
か
に
、
眺
望
と
し
て
「
入
海
の
を
か
し
き
を
」
と
、
ひ
と
た
び
は
注
目

し
て
は
い
る
。
そ
の
こ
と
を
現
実
の
体
験
を
踏
ま
え
た
こ
と
と
し
て
了
解
す
る

こ
と
に
無
理
は
な
い
。
換
一
言
す
れ
ば
、
詞
書
は
入
海
の
光
景
を
実
際
に
見
た
と

言
っ
て
い
る
、
そ
の
上
で
特
に
地
名
に
注
目
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
る
。
「
波
も
さ
は
が
ぬ
童
べ
の
浦
」
と
、
い
わ
ば
騒
ぐ
こ
と
を
本

性
と
す
る
「
童
べ
」
、
そ
の
「
童
べ
」
と
い
う
名
を
持
ち
な
が
ら
、
「
童
べ
の

浦
」
が
騒
ぐ
こ
と
の
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
な
ぞ
を
「
老
い
つ
島
島
守
る

神
」
と
の
関
係
で
解
一
」
う
と
し
て
い
る
。
『
紫
式
部
集
』
は
言
葉
の
対
照
と
矛

盾
に
注
目
し
て
い
る
。
こ
の
歌
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
契
機
は
、
「
老
い
」
と

「
童
べ
」
と
い
う
語
の
対
偶
を
地
名
の
う
ち
に
読
み
取
り
、
興
味
を
さ
し
向
け

た
こ
と
に
あ
る
。
関
心
は
す
ば
ら
し
い
景
色
に
だ
け
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
詞
書
で
「
お
い
つ
し
ま
」
と
「
わ
ら
は
へ
の
う
ら
」
と
共
に
並
べ
て
記



す
の
は
、
ゆ
え
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
私
家
集
の
編
集
の
意
図
や
目
的
は
、

旅
の
途
中
の
人
生
史
上
の
心
情
に
対
す
る
追
憶
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
。
歌
は
地
名
に
お
け
る
言
葉
の
面
白
さ
に
よ
っ
て
喚
起
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。　

　
　
　
（
四
）
名
に
対
す
る
親
近
１
「
見
し
人
の
」
の
歌

　
　
蝸
世
の
は
か
な
き
事
を
な
け
く
比
み
ち
の
く
に
名
あ
る
所
く
か
い
た
る
ゑ
を
見

　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
て
し
ほ
か
ま

　
　
見
し
人
の
け
ふ
り
に
な
り
し
夕
よ
り
な
そ
む
つ
ま
し
き
し
ほ
か
ま
の
う
ら

　
深
く
死
の
影
を
潜
め
て
い
る
『
紫
式
部
集
』
に
お
い
て
、
「
嘆
く
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

直
接
的
な
表
現
が
特
異
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
じ
『
紫

式
部
集
』
の
中
で
他
に
、
「
嘆
く
」
と
い
う
語
が
み
ら
れ
る
の
は
、

　
　
ち
る
花
を
な
け
き
し
人
は
木
の
も
と
の
さ
ひ
し
き
こ
と
や
か
ね
て
し
り
け
ん
（
歌

　
　
４
３
）

　
　
身
を
お
も
は
す
な
り
な
け
く
こ
と
の
や
う
く
な
の
め
に
ひ
た
ふ
る
の
さ
ま
な
る
を

　
　
お
も
ひ
け
る
一
詞
書
５
５
一

の
例
く
ら
い
で
あ
る
。
歌
４
３
は
宣
孝
と
思
し
き
人
が
散
る
花
を
嘆
い
た
こ
と
を

い
う
の
で
、
歌
４
８
と
比
較
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
数
な
ら
ぬ
」
「
心
だ
に
」

と
い
う
歌
５
５
・
５
６
の
抽
象
度
の
高
い
表
現
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
語
と
し
て
の

「
嘆
く
」
が
、
歌
４
８
に
も
み
ら
れ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
詞
書
４
８
も
宣
孝
の
死

　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

を
嘆
く
と
い
う
次
元
で
あ
る
よ
り
も
、
近
親
の
死
を
契
機
に
、
よ
り
超
越
的
な

も
の
に
至
る
苦
悩
を
い
う
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
世
の
は
か
な
き
事
を
嘆
く
こ
ろ
」
の
歌
が
他
界
し
た
者
へ
の
悲
し
み
の
澄
れ

出
る
よ
う
な
働
叩
犬
と
し
て
表
現
さ
れ
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
「
嘆
く
」
こ
と
と

「
な
ぞ
む
っ
ま
し
き
」
と
は
ど
の
よ
う
に
結
び
付
く
の
か
。
「
む
っ
ま
し
き
」
と

は
ど
う
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
歌
４
８
に
関
連
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
に
類
歌
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

一
つ
は
、

　
　
空
の
、
う
ち
曇
り
て
、
風
ひ
や
・
か
な
る
に
、
い
と
、
い
た
く
、
う
ち
な
が
め
給
ひ

　
　
て
、

　
　
　
見
し
人
の
け
ぶ
り
を
雲
と
眺
む
れ
ば
夕
の
空
も
む
っ
ま
し
き
か
な

　
と
、
ひ
と
り
ご
ち
給
へ
ど
、
え
さ
し
い
ら
へ
も
聞
え
ず
、
「
か
や
う
に
て
、
お
は
せ

　
ま
し
し
か
ば
」
と
、
思
ふ
に
も
、
胸
ふ
た
が
り
て
お
ぼ
ゆ
。

　
　
　
（
夕
顔
巻
、
『
日
本
古
典
文
学
大
系
　
源
氏
物
語
』
一
巻
＝
ハ
八
頁
、
岩
波
書
店
、

　
　
　
　
一
九
五
八
年
）

も
う
一
つ
、

　
　
八
月
廿
余
日
の
有
明
な
れ
ば
、
空
の
気
色
も
、
あ
は
れ
す
く
な
か
ら
ぬ
に
、
大
臣
の
、

　
闇
に
暮
れ
惑
ひ
給
へ
る
さ
ま
を
、
み
給
も
、
こ
と
わ
り
に
い
み
じ
け
れ
ば
、
空
の
み

　
な
が
め
ら
れ
給
ひ
て
、

　
　
　
の
ぼ
り
ぬ
る
煙
は
そ
れ
と
わ
か
ね
ど
も
な
べ
て
雲
井
の
あ
は
れ
な
る
か
な

　
　
　
（
葵
巻
、
同
三
四
〇
頁
）

葵
巻
の
例
で
は
、
「
あ
は
れ
な
る
か
な
」
と
い
う
表
現
に
、
光
源
氏
の
、
女
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
「
紫
式
部
集
』
の
地
名

死
に
対
す
る
悲
哀
感
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
煙
が
雲
井
に
至
り
、

混
じ
り
合
っ
た
状
態
に
な
る
こ
と
の
う
ち
に
、
他
界
し
た
者
の
よ
す
が
を
さ
が

そ
う
と
す
る
思
い
が
あ
る
。
煙
が
雲
井
の
広
が
り
の
中
に
溶
け
込
ん
で
い
く
さ

ま
に
思
い
を
寄
せ
る
と
こ
ろ
に
奇
妙
な
安
堵
す
ら
帯
び
て
い
る
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
夕
顔
巻
の
例
は
、
夕
顔
を
火
葬
に
し
た
光
源
氏
が
、
煙
の
行
方
を
見
つ
つ
、

「
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
」
と
い
う
条
で
あ
る
。
悲
哀
感
よ
り
は
、
他
界

し
た
者
の
至
っ
た
「
夕
の
空
」
に
対
す
る
親
近
感
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
『
紫

式
部
集
』
に
同
様
に
、
「
む
つ
ま
し
き
か
な
」
と
い
う
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
を
、

古
代
雲
魂
観
念
の
介
在
を
い
う
だ
け
で
は
十
分
で
な
い
。
木
船
重
昭
氏
は
「
塩

釜
の
浦
の
縁
語
の
陸
奥
が
掛
け
て
あ
る
」
と
す
る
岡
説
（
『
源
氏
物
語
の
基
礎

的
研
究
』
八
一
頁
）
を
支
持
し
て
お
ら
れ
る
（
『
紫
式
部
集
の
解
釈
と
論
考
』

八
九
頁
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
一
年
。
以
下
略
称
す
る
）
。
そ
し
て
、
木
船
氏

は
「
夕
の
空
も
む
つ
ま
し
き
か
な
」
と
い
う
「
そ
の
感
覚
は
奇
異
で
あ
る
」
と

い
う
。
こ
の
歌
に
つ
い
て
、
「
こ
の
上
な
く
抑
制
さ
れ
た
表
現
」
（
清
水
好
子
氏
、

九
〇
頁
）
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
一
方
で
は
、
「
理
知
を
超
え
た
、
し

ほ
ら
し
い
心
情
の
表
明
で
あ
り
、
実
感
の
こ
も
る
素
直
な
哀
傷
歌
」
（
南
波
先

生
、
二
八
七
頁
）
だ
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
抑
制
か
率
直
か
を
問
う
こ

と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
と
、
表
現
の
担
う
こ
と
は
い
さ
さ
か
ず
れ
て
い
る
。
「
紫

式
部
集
」
の
関
心
の
向
か
う
と
こ
ろ
が
異
な
る
、
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
『
源
氏
物
語
」
の
例
に
お
い
て
は
、
死
者
が
火
葬
さ
れ
て
煙
と
な
り
空
に
昇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

っ
て
行
っ
た
の
ち
、
「
雲
」
「
空
」
「
雲
井
」
に
対
し
て
光
源
氏
は
「
む
つ
ま
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¢

き
か
な
」
「
あ
は
れ
な
る
か
な
」
と
直
接
感
じ
て
い
る
。
『
源
氏
物
語
』
と
『
紫

式
部
集
』
と
が
同
じ
「
作
者
」
に
よ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
語
彙
が
同
一
で
あ
れ

ば
意
味
用
法
も
同
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
も
い
う
ま
で

も
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
『
源
氏
物
語
－
の
例
と
、
『
紫
式
部
集
』
と

の
決
定
的
な
相
違
は
、
後
者
が
「
名
ぞ
む
っ
ま
し
き
」
と
、
「
名
ぞ
」
と
あ
え

て
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
「
夫
が
葬
ら
れ
て
煙
と
化
し
た
夕
べ
か
ら
こ
ち
ら
、

塩
釜
の
浦
と
い
う
名
さ
え
懐
か
し
く
思
わ
れ
る
」
（
清
水
氏
、
九
〇
頁
）
と
さ

り
げ
な
く
解
釈
す
る
の
で
は
「
名
ぞ
」
が
生
き
て
こ
な
い
。
な
ぜ
「
名
」
が
む

つ
ま
し
い
の
か
。
情
愛
を
感
じ
た
者
の
他
界
に
お
い
て
、
そ
の
名
残
り
や
よ
す

が
と
し
て
可
視
的
な
媒
体
に
心
動
か
さ
れ
る
こ
と
は
心
情
と
し
て
理
解
で
き
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
『
紫
式
部
集
』
で
は
、
「
名
ぞ
む
つ
ま
し

き
」
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
関
心
が
地
名
と
い
う
名
に
向
け
ら
れ
て

い
る
こ
と
は
重
大
で
あ
る
。
木
船
氏
は
、
「
『
塩
釜
の
浦
』
は
『
う
ら
さ
び
し

く
』
『
悲
し
」
き
歌
枕
と
し
て
定
着
し
て
い
た
」
と
し
て
「
夫
を
蒸
毘
に
付
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
マ

た
煙
の
絶
え
て
は
か
な
い
思
い
出
か
ら
、
あ
の
貫
之
の
有
名
哀
傷
歌
の
連
想
を

契
機
に
、
歌
枕
《
塩
釜
の
浦
》
の
《
名
》
は
す
な
わ
ち
『
う
ら
さ
び
し
』
・
『
悲

し
』
・
『
恨
み
』
に
ほ
か
な
ら
ず
」
「
そ
の
《
名
》
を
《
む
つ
ま
し
き
》
と
、
式

部
は
詠
ず
る
の
で
あ
る
」
（
木
船
氏
、
九
〇
頁
）
と
考
え
ら
れ
た
こ
と
が
解
釈

と
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
。



　
「
名
も
」
と
い
う
異
本
一
『
柴
式
部
集
の
研
究
　
校
異
篇
・
伝
本
研
究
篇
』
に

よ
れ
ば
、
松
平
文
庫
本
な
ど
尊
円
本
系
統
、
お
よ
び
谷
森
家
旧
蔵
本
な
ど
定
家

本
系
統
諸
本
）
で
は
、
関
心
の
あ
り
か
が
「
名
」
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
が
、
比
較
し
て
相
対
的
に
は
弱
め
ら
れ
る
。
だ
と
し
て
も
、
亡
き
人
に
対
す

る
む
っ
ま
し
さ
と
と
も
に
、
「
名
も
」
と
な
ぜ
「
名
」
が
持
ち
出
さ
れ
て
く
る

の
か
、
や
は
り
同
様
の
問
題
は
残
る
。
ま
た
、
詞
書
の
末
尾
「
し
ほ
か
ま
」
に

は
「
し
ほ
か
ま
の
浦
」
と
い
・
っ
異
同
も
あ
る
一
群
書
類
従
本
な
ど
）
。
こ
れ
も
、

詞
書
の
あ
り
か
た
と
し
て
、
わ
ざ
わ
ざ
歌
枕
を
付
加
的
に
示
し
て
い
る
の
で
あ

り
、
「
名
」
に
関
心
を
寄
せ
ず
に
は
お
け
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
表
し
て
い
る
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
歌
の
異
同
と
し
て
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

「
見
し
人
の
け
ふ
り
に
な
り
し
夕
よ
り
な
そ
む
つ
ま
し
き
し
ほ
か
ま
の
う
ら
」

に
は
、
松
平
文
庫
本
の
み
だ
が
、
「
む
っ
か
し
き
」
と
い
う
異
同
が
あ
る
。
と

こ
ろ
で
、
『
源
氏
物
語
』
の
歌
に
も
同
様
の
異
同
が
あ
る
。
池
田
亀
鑑
氏
『
源

氏
物
語
大
成
』
二
巻
二
〇
五
頁
、
中
央
公
論
社
、
一
九
五
三
年
）
に
よ
る
と
、

葵
巻
の
歌
「
の
ぼ
り
ぬ
る
」
の
異
同
（
底
本
　
大
島
本
）
は
、
「
け
ふ
り
は
１

け
ふ
り
を
　
七
毫
源
氏
・
尾
州
家
本
・
大
島
本
〔
河
〕
、
け
ふ
り
は
１
け
ふ
り

を
　
陽
明
文
庫
本
〔
別
〕
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
方
、
夕
。
顔
の
巻
の
歌

「
見
し
人
の
」
の
異
同
（
同
、
一
四
一
頁
、
底
本
　
大
島
本
）
は
、

む
つ
ま
し
き
か
な
１
む
つ
ま
し
き
か
な
と

　
　
　
　
　
　
　
む
つ
ま
し
き
か
な
と

　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

一
朱
）
大
島
本
〔
青
〕

三
条
西
家
本
〔
青
〕

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
『
眠
江
人
楚
』

き
」
と
い
う
異
同
に
触
れ
て
い
る
。

掲
載
の
本
文
に
も
「
む
つ
か
し

弄
そ
ら
の
う
ち
く
も
り
た
る
け
し
き
よ
り
よ
め
る
に
や
九
月
廿
日
あ
ま
り
の
そ
ら
の

け
し
き
な
と
思
ふ
へ
し
　
秘
時
雨
か
ち
な
る
空
な
る
へ
し
姻
を
雲
と
は
変
化
し
て
跡

も
な
く
み
な
せ
は
な
り
簑
同
　
此
外
の
義
弄
に
同
し
　
聞
書
花
に
は
む
つ
か
し
き
哉

と
あ
り
遣
遙
院
か
く
の
こ
と
く
よ
ま
る
夕
の
空
も
物
む
つ
か
し
く
心
に
か
・
り
お
も

ひ
を
も
よ
ほ
す
な
り
し
な
え
う
ら
ふ
れ
な
と
い
ふ
や
う
の
心
歎
称
名
は
む
っ
ま
し
き

に
て
よ
く
聞
え
た
り
と
云
云
然
れ
と
も
後
に
は
む
っ
か
し
き
か
面
白
き
よ
し
申
さ
る

と
云
々
　
私
云
新
「
見
し
人
の
け
む
り
と
な
り
し
夕
よ
り
名
も
む
っ
か
し
き
し
ほ
か

ま
の
浦
と
あ
り
　
此
歌
紫
式
部
の
詠
な
り
夕
の
空
の
雲
は
さ
な
か
ら
な
き
人
の
け
ふ

り
の
行
へ
に
や
と
な
か
む
れ
は
物
う
か
る
へ
き
夕
の
空
さ
へ
な
つ
か
し
き
と
い
へ
る

義
に
や

　
一
『
日
本
文
学
古
註
釈
大
成
　
源
氏
物
語
古
註
釈
大
成
　
眠
江
人
楚
』
複
刻
版
上

　
巻
二
六
六
－
二
六
七
頁
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
一

「
聞
書
花
に
は
む
っ
か
し
き
と
あ
り
」
と
あ
る
が
、
『
花
鳥
余
情
』
に
は
こ
の
点

に
触
れ
た
も
の
が
な
い
（
『
日
本
文
学
古
註
釈
大
成
　
源
氏
物
語
古
註
釈
大
成

花
鳥
余
情
』
複
刻
版
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
。
同
『
源
氏
物
語

古
註
釈
大
成
　
花
鳥
余
情
』
複
刻
版
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
。

伊
井
春
樹
氏
編
『
源
氏
物
語
古
注
集
成
　
松
永
本
花
鳥
余
情
』
、
桜
楓
社
、
一

九
七
八
年
）
。
な
お
、
『
湖
月
抄
』
は
異
文
と
し
て
「
む
つ
か
し
き
」
を
傍
書
し

て
い
る
。

み
し
人
の
け
ぶ
り
を

九



　
　
　
　
　
，
紫
式
部
集
』
の
地
名

　
　
（
略
）
〔
私
〕
夕
の
空
の
雲
は
、
さ
な
が
ら
な
き
人
の
、
煙
の
行
衛
に
や
と
な
が
む

　
　
れ
ば
、
も
の
う
か
る
べ
き
夕
の
空
さ
へ
、
な
つ
か
し
き
と
い
へ
る
義
に
や
。
或
本
に

　
　
む
つ
か
し
き
哉
と
あ
り
、
夕
の
空
も
む
つ
か
し
く
心
に
か
か
り
て
思
を
催
す
也
。
是

　
　
遣
遙
院
と
の
御
説
な
り
。
〔
玉
〕
二
の
句
、
け
ふ
り
と
雲
を
と
い
は
で
は
、
事
た
が

　
　
へ
る
や
う
な
れ
ど
、
然
ら
ず
。
け
ふ
り
を
、
あ
の
雲
ぞ
と
思
ひ
て
な
が
む
れ
ば
也
。

　
　
結
局
、
む
つ
か
し
き
哉
と
あ
る
本
は
誤
也
。
（
略
）

　
　
　
（
三
谷
栄
一
氏
増
訂
『
増
註
　
源
氏
物
語
湖
月
抄
』
上
巻
、
名
著
普
及
会
、
二

　
　
　
二
五
頁
、
一
九
七
九
年
）

　
『
眠
江
入
楚
』
は
「
む
っ
か
し
き
」
に
っ
い
て
「
夕
の
空
も
物
む
っ
か
し
く

心
に
か
・
り
お
も
ひ
を
も
よ
ほ
す
な
り
し
な
え
う
ら
れ
ふ
れ
な
と
い
う
や
う
の

心
歎
」
と
あ
る
。
ま
た
『
湖
月
抄
』
に
は
「
夕
の
空
も
む
っ
か
し
く
心
に
か
か

り
て
思
を
催
す
也
」
と
あ
る
が
、
「
む
つ
か
し
き
」
は
気
分
の
問
題
だ
け
で
あ

ろ
う
か
。
む
し
ろ
「
む
っ
か
し
き
」
は
、
夕
顔
の
他
界
を
光
源
氏
が
け
が
れ
と

認
め
る
こ
と
に
よ
る
表
現
で
あ
り
、
光
源
氏
が
け
が
れ
と
認
め
た
と
解
釈
す
る

本
文
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
『
湖
月
抄
』
の
「
結
局
、
む
っ

か
し
き
哉
と
あ
る
本
は
誤
也
」
と
す
る
考
え
は
異
同
に
対
す
る
考
え
方
と
し
て

行
き
過
ぎ
た
判
断
を
示
す
も
の
と
感
じ
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
検
討
し
て
く
る
な
ら
ば
、
『
紫
式
部
集
』
に
地
名
が
か
ら
ん
で

く
る
と
き
、
「
塩
津
山
」
「
童
べ
の
浦
」
以
下
い
ず
れ
も
、
言
葉
と
し
て
の
地
名

に
喚
起
さ
れ
て
歌
は
詠
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。

一
〇

（
五
）
即
境
性
と
し
て
の
地
名
１
「
難
波
潟
」
、

に
」
の
歌

「
三
尾
の
海

１
７
　
つ
の
く
に
と
い
ふ
所
よ
り
を
こ
せ
た
り
け
る

難
波
か
た
む
れ
た
る
烏
の
も
ろ
と
も
に
た
ち
ゐ
る
物
と
思
は
ま
し
か
は

　
　
か
へ
し

（
歌
欠
）

　
こ
の
歌
は
「
紫
式
部
」
の
歌
で
な
く
、
他
人
の
歌
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る

（
岡
氏
、
一
八
五
頁
）
。
こ
れ
に
っ
い
て
次
の
よ
う
な
見
解
が
あ
る
。
「
水
鳥
が

干
潟
に
群
れ
る
光
景
は
早
速
目
に
し
た
」
（
清
水
氏
、
三
三
頁
）
と
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
「
西
の
海
へ
旅
立
っ
て
行
く
友
が
」
「
途
中
、
難
波
の
浦
の
辺
り
で
、

鳥
ど
も
が
仲
よ
く
群
れ
遊
ん
で
い
る
さ
ま
を
見
て
」
（
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部

集
全
評
釈
』
一
〇
四
頁
）
、
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
「
目
に
し
た
」
と
さ
れ
「
さ

ま
を
見
て
」
と
い
う
こ
と
は
現
代
語
訳
の
上
で
見
過
ご
さ
れ
て
よ
い
ほ
ど
の
こ

と
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
だ
、
必
ず
し
も
、
実
景
を
見
て
直
接
に
詠
歌

に
及
ん
だ
こ
と
を
の
み
い
う
必
要
は
な
い
。
訳
す
る
と
き
、
あ
る
い
は
詠
歌
の

状
況
を
説
明
す
る
と
き
に
、
実
景
を
見
た
こ
と
を
事
実
と
み
と
め
る
と
し
て
も
、

ひ
と
た
び
言
葉
と
し
て
捉
え
ら
れ
歌
わ
れ
る
と
き
、
「
難
波
潟
」
「
群
れ
た
る

鳥
」
は
、
「
津
の
国
」
と
い
う
語
か
ら
喚
起
さ
れ
て
く
る
。
歌
の
主
旨
は
あ
く

ま
で
下
句
に
あ
る
。
あ
な
た
と
一
緒
に
い
る
と
思
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
、
そ



れ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
す
る
か
は
歌
の
修
辞
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、

「
難
波
潟
」
「
群
れ
た
る
鳥
」
は
即
境
的
景
物
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
２
０
　
あ
ふ
み
の
海
に
て
み
お
か
さ
き
と
い
ふ
所
に
あ
み
ひ
く
を
見
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

　
　
み
お
の
海
に
あ
み
ひ
く
た
み
の
て
ま
も
な
く
た
ち
ゐ
に
つ
け
て
宮
こ
恋
し
も

　
こ
れ
も
同
様
で
あ
る
。
一
首
の
歌
の
主
旨
は
「
立
ち
居
に
つ
け
て
都
恋
し

も
」
で
あ
る
。
そ
れ
を
導
い
て
く
る
の
が
、
「
み
の
お
海
に
あ
み
ひ
く
た
み
の

て
ま
も
な
く
」
で
あ
り
、
「
た
ち
ゐ
」
と
い
う
語
で
網
引
く
者
の
立
ち
居
と
詠

者
の
立
ち
居
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
詞
書
に
よ
れ
ば
、
「
三
尾
の
海
」
で
働

く
人
の
様
子
に
触
発
さ
れ
て
歌
っ
た
と
い
う
。
そ
の
こ
と
を
「
み
お
の
海
に
あ

み
ひ
く
た
み
の
て
ま
も
な
く
た
ち
ゐ
に
っ
け
て
」
と
歌
う
と
き
、
即
境
的
景
物

と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
る
上
句
は
、
心
情
を
導
く
修
辞
と
し
て
機
能
す
る
言
葉

に
な
る
。

　
『
紫
式
部
の
研
究
　
校
異
篇
・
伝
本
研
究
篇
』
に
よ
る
と
、
「
ひ
ま
も
な
く
」

（
群
書
類
従
本
）
、
「
手
も
た
ゆ
く
」
（
紅
梅
文
庫
本
や
別
本
系
）
と
い
う
異
同
が

あ
る
。
校
定
本
文
（
南
波
浩
先
生
校
註
『
紫
式
部
集
』
二
〇
頁
、
岩
波
書
店
、

一
九
七
三
年
）
で
は
「
手
間
も
な
く
」
を
採
っ
て
お
ら
れ
る
。
そ
し
て
の
ち

「
『
手
問
も
な
く
』
の
用
例
は
他
に
見
当
た
ら
な
い
」
（
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部

集
全
評
訳
』
一
一
八
頁
）
こ
と
か
ら
「
ひ
ま
も
な
く
」
が
「
わ
か
り
や
す
い
」

（
同
）
と
判
断
し
て
異
同
に
お
け
る
優
劣
を
示
さ
れ
つ
っ
、
『
紫
式
部
集
全
評

釈
』
（
一
一
六
頁
、
一
九
八
三
年
）
で
は
「
ひ
ま
も
な
く
」
を
採
っ
て
お
ら
れ

　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

る
。
木
船
氏
は
は
っ
き
り
「
〈
ひ
ま
も
な
く
》
の
本
文
を
採
る
べ
き
」
（
四
三

頁
）
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
歌
の
核
心
は
「
都
恋
し
も
」
の
一
節
に
尽
き
て
い
る
。

目
的
地
へ
の
思
い
が
み
ら
れ
な
い
。
と
同
時
に
都
を
離
れ
て
目
に
す
る
光
景
は
、

こ
の
歌
の
場
合
不
安
感
で
あ
る
よ
り
は
、
「
を
か
し
き
に
」
と
好
奇
の
対
象
と

し
て
の
興
味
で
あ
る
（
詞
書
２
４
）
。
「
ほ
と
ん
ど
外
出
の
機
会
の
な
い
中
流
貴
族

の
娘
に
と
っ
て
、
は
じ
め
て
見
る
も
の
」
（
清
水
氏
『
紫
式
部
』
四
三
頁
）
を

詠
歌
の
動
機
と
し
て
、
現
実
の
経
験
に
よ
っ
て
の
み
詞
書
と
歌
を
説
明
す
る
の

で
は
歌
の
表
現
そ
れ
自
体
が
閑
却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
　
　
　
（
六
）
歌
に
お
け
る
地
名
の
有
無

１
　
は
や
う
よ
り
わ
ら
は
と
も
た
ち
な
り
し
人
に
と
し
こ
ろ
へ
て
行
あ
ひ
た
る
か
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
の
か
に
て
十
月
の
十
日
の
程
に
月
に
き
お
ひ
て
か
へ
り
に
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

め
く
り
あ
ひ
て
見
し
や
そ
れ
と
も
わ
か
ぬ
ま
に
雲
か
く
れ
に
し
よ
は
の
月
か
な

２
　
そ
の
人
と
を
き
所
へ
い
く
な
り
け
り
秋
の
は
っ
る
日
き
て
あ
る
あ
か
月
に
む
し

　
の
声
あ
は
れ
な
り

な
き
よ
は
る
ま
か
き
の
虫
も
と
め
か
た
き
秋
の
別
や
か
な
し
か
る
ら
ん

６
　
つ
く
し
へ
行
人
の
む
す
め
の

に
し
の
海
を
お
も
ひ
や
り
つ
・
月
み
れ
は
た
・
に
な
か
る
・
比
に
も
有
哉

７
　
返
こ
と
に

　
　
へ

に
し
の
行
月
の
た
よ
り
に
玉
章
の
か
き
た
え
め
や
は
く
も
の
か
よ
ひ
路

『
紫
式
部
集
』
の
冒
頭
に
は
、
下
向
し
て
い
く
女
友
達
に
代
表
さ
れ
る
別
離

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

の
歌
が
比
較
的
集
中
し
て
い
る
。
前
者
の
二
首
は
、
有
名
な
冒
頭
の
歌
で
あ
る
。

歌
６
・
７
の
「
筑
紫
」
へ
行
く
女
友
達
と
、
同
一
の
人
物
と
み
る
べ
き
な
の
か

　
　
◎

ど
う
か
、
ま
た
歌
わ
れ
た
こ
と
が
同
一
の
出
来
事
に
っ
い
て
か
ど
う
か
は
、
不

明
で
あ
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
問
い
自
体
が
成

り
立
つ
か
ど
う
か
に
っ
い
て
『
紫
式
部
集
』
自
身
は
関
与
し
な
い
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
い
わ
ば
、
前
者
二
首
と
後
者
二
首
と
は
、
表
現
の
次
元
が
異
な
る
。

地
名
の
要
請
さ
れ
る
歌
と
、
地
名
を
必
要
と
し
な
い
歌
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と

を
み
と
め
る
必
要
が
あ
る
。
「
筑
紫
」
は
律
令
に
制
定
さ
れ
た
国
・
郡
名
で
は

必
ず
し
も
な
い
が
、
明
ら
か
に
特
定
さ
れ
た
地
名
で
あ
り
、
「
西
の
海
」
と
い

う
語
と
連
鎖
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
「
遠
き
所
」
と
は

父
や
夫
の
任
国
の
国
・
郡
名
を
腱
化
し
た
表
現
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
切

れ
な
い
。
「
遠
き
所
へ
」
と
は
語
に
お
い
て
「
雲
隠
れ
」
と
い
う
語
と
響
き
合

っ
て
い
る
。
腱
化
と
い
う
よ
り
は
語
の
質
の
問
題
で
あ
る
。
「
雲
隠
れ
」
に
は

他
界
が
象
徴
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
別
離
は
同
時
に
死
別
を
意
味
し
て
い

た
と
い
う
思
い
が
冒
頭
の
歌
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
。
す
で
に
木
村
正
中
氏
が

冒
頭
歌
に
つ
い
て
、
「
月
が
雲
に
隠
れ
た
こ
と
に
友
人
と
の
離
別
が
比
瞼
さ
れ

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
『
雲
隠
る
』
に
は
『
死
』
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
」
（
「
『
紫
式
部
集
』
冒
頭
歌
の
意
義
」
、
南
波
浩
先
生
編
『
王
朝
物

語
と
そ
の
周
辺
』
、
三
五
三
頁
、
笠
間
書
院
、
一
九
八
二
年
）
と
し
て
、
他
の

用
例
か
ら
と
く
に
「
月
」
と
の
関
係
に
注
目
さ
れ
て
、
「
極
限
的
な
別
離
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

て
の
『
死
』
」
（
同
）
を
読
み
取
ろ
う
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
そ
の
と
お
り

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
詞
書
２
に
つ
い
て
「
遠
き
所
へ
行
く
人
」
を
思
う
と
き
、
「
虫
の
声
あ
は
れ

な
り
」
で
あ
る
。
詞
書
に
導
か
れ
て
歌
を
読
む
と
き
、
そ
の
虫
は
、
「
秋
果
っ

る
日
」
の
「
鳴
き
弱
る
」
虫
で
あ
る
。
虫
と
人
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
る
。
命
の

終
焉
を
予
感
さ
せ
る
虫
の
音
と
と
も
に
離
別
し
た
人
に
、
や
が
て
他
界
の
予
感

が
感
じ
た
こ
と
を
、
１
・
２
の
歌
の
配
列
の
中
で
表
現
と
し
て
い
る
と
い
っ
て

よ
い
。

（
七
）
言
葉
と
し
て
の
地
名

　
い
っ
た
い
、
私
家
集
は
文
学
研
究
の
対
象
た
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ぞ

れ
の
伝
本
の
編
集
の
意
図
に
従
っ
て
読
む
こ
と
が
ま
ず
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
と
き
、
言
葉
は
、
歴
史
的
事
実
な
る
も
の
に
還
元
し
て
は
見
え
な
く
な
る
。

た
し
か
に
、
伝
記
資
料
の
少
な
い
女
性
歌
人
を
調
べ
る
の
に
、
私
家
集
が
注
目

さ
れ
る
こ
と
も
故
な
し
と
し
な
い
。
と
は
い
え
、
詞
書
は
そ
の
ま
ま
事
実
と
い

う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
私
家
集
は
資
料
化
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
『
紫
式
部
集
』
は
詞
書
と
歌
と
い
う
、
言
葉
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ

た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
詞
書
は
歌
に
対
す
る
解
釈
で
あ
り
、
歌
の
意
味
を
確

定
し
よ
う
と
す
る
言
葉
の
動
き
を
も
つ
。

　
地
名
は
言
葉
を
挑
発
す
る
。
『
紫
式
部
集
』
の
詞
書
に
は
、
言
葉
遊
び
と
し



て
地
名
に
対
す
る
関
心
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
い

え
ば
、
地
名
は
歌
を
喚
起
す
る
。
そ
の
際
、
『
紫
式
部
集
』
に
あ
っ
て
は
、
歌

は
そ
れ
自
体
と
し
て
独
立
し
て
読
む
に
堪
え
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
歌
は
詞
書
に

対
し
て
付
属
的
で
あ
る
と
さ
え
い
え
る
位
置
に
あ
る
。
地
名
は
、
事
実
の
記
録

と
し
て
で
は
な
く
、
修
辞
の
表
現
の
問
題
に
関
係
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で

あ
る
。
地
名
は
私
家
集
に
対
す
る
重
要
な
鍵
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
『
紫
式
部
集
』
で
は
、
多
く
の
歌
の

中
か
ら
、
結
果
的
に
は
題
詠
の
よ
う
な
歌
が
排
除
さ
れ
て
い
る
、
と
推
測
さ
れ

る
。
例
え
ば
、
面
立
た
し
い
献
上
歌
を
卒
直
に
光
栄
と
し
て
列
記
す
る
と
い
う

の
で
も
な
い
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
取
り
上
げ
た
歌
・
詞
書
の
例
の
一
端
を
も

っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
地
名
を
手
掛
か
り
に
す
れ
ば
、
言
葉
遊
び
と
す
ら
い
い

う
る
よ
う
な
、
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
対
す
る
興
味
が
感
じ
ら
れ
る
。
歌
集
と

言
い
つ
つ
、
歌
を
残
す
と
い
う
よ
り
も
詞
書
に
、
重
い
編
集
の
意
図
が
か
か
わ

っ
て
い
よ
う
。
『
紫
式
部
集
』
は
雑
纂
と
見
え
て
、
言
葉
の
取
り
合
わ
せ
の
面

白
さ
へ
の
注
目
、
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
対
す
る
関
心
、
言
葉
の
遊
戯
性
に
寄

せ
る
興
味
に
お
い
て
貫
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
『
紫
式
部
集
』
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

私
家
集
の
中
で
も
い
さ
さ
か
特
異
な
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ

る
の
で
、
地
名
を
手
掛
か
り
と
す
る
分
析
が
ど
の
く
ら
い
の
有
効
性
と
一
般
性

を
も
つ
の
か
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
端
緒
と
し
て
、
地
名
の
問
題
は
、
私

の
関
心
云
々
の
問
題
で
な
し
に
、
私
家
集
と
し
て
の
『
紫
式
部
集
』
そ
れ
自
身

　
　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

の
関
心
が
ど
こ
に
あ
る
か
に
依
拠
す
る
問
題
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
最
後
に
、
『
紫
式
部
集
』
に
っ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
論
考
と
業
績
に
つ
い
て

触
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
非
礼
が
あ
っ
た
こ
と
と
ひ
た
す
ら
迷
蒙
を
お
詫
び
す

る
ば
か
り
で
あ
る
。

　
注

　
○
　
戦
後
に
お
け
る
『
紫
式
部
集
』
の
研
究
で
、
『
紫
式
部
集
』
自
体
に
詳
し
く
触
れ

　
　
る
代
表
的
な
研
究
と
し
て
、
ま
ず
岡
一
男
氏
「
『
紫
式
部
集
』
の
本
文
の
成
立
と
そ

　
　
の
文
芸
的
価
値
－
歌
人
と
し
て
の
紫
式
部
－
」
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
（
東
京

　
　
堂
、
一
九
五
四
年
、
増
訂
版
一
九
六
六
年
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
岡
氏
は
、
「
『
紫
式
部

　
　
集
』
『
紫
式
部
日
記
』
『
源
氏
物
語
』
と
い
ふ
三
つ
の
作
品
の
根
本
現
象
た
る
イ
デ
ー

　
　
紫
式
部
を
歴
史
的
現
実
の
形
姿
に
お
い
て
再
現
す
る
こ
と
を
究
極
の
念
顔
」
一
同
、

　
　
「
螢
言
」
　
一
頁
）
と
さ
れ
る
。
『
紫
式
部
集
』
を
『
紫
式
部
日
記
』
と
と
も
に
「
『
源

　
　
氏
物
語
』
及
び
そ
の
作
者
の
根
本
資
料
」
一
同
、
三
頁
一
と
し
て
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

　
　
今
井
源
衛
氏
『
紫
式
部
』
一
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六
六
年
一
、
角
田
文
衛
氏
『
紫
式
部

　
　
と
そ
の
時
代
』
（
一
九
六
六
年
一
、
角
田
氏
『
若
紫
抄
』
一
至
文
堂
、
一
九
六
八
年
一

　
　
な
ど
は
、
『
源
氏
物
語
』
の
研
究
や
紫
式
部
の
伝
記
研
究
を
目
的
と
さ
れ
て
い
る
。

　
　
今
井
氏
は
、
岡
氏
の
い
わ
れ
た
『
紫
式
部
集
』
の
配
列
の
原
則
に
つ
い
て
、
「
紫
式

　
　
部
集
の
復
元
と
恋
愛
歌
」
一
『
文
学
』
一
九
六
五
年
二
月
号
一
で
文
学
の
側
か
ら
論
じ

　
　
て
お
ら
れ
る
。
次
に
、
竹
内
美
千
代
氏
『
紫
式
部
集
評
釈
』
一
桜
楓
杜
、
一
九
六
九

　
　
年
）
は
、
は
や
く
個
別
の
私
家
集
研
究
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

　
　
後
、
清
水
好
子
氏
『
紫
式
部
』
一
岩
波
新
書
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
一
は
、
『
紫

　
　
式
部
集
』
に
即
し
て
紫
式
部
の
人
生
を
特
に
若
い
時
代
に
つ
い
て
、
精
神
史
的
に
描

　
　
い
た
も
の
と
し
て
き
わ
め
て
印
象
的
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
南
波
浩
先
生
校
注
『
紫

　
　
式
部
集
』
（
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
三
年
）
、
さ
ら
に
近
時
山
本
利
達
氏
校

　
　
注
『
新
潮
日
本
古
典
集
成
　
紫
式
部
日
記
紫
式
部
集
』
一
新
潮
杜
、
一
九
八
○
年
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
　
　
　
『
紫
式
部
集
』
の
地
名

　
が
出
て
、
活
用
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
河
内
山
清
彦
氏
『
紫
式
部
集
紫

式
部
日
記
の
研
究
』
一
九
八
○
年
）
、
木
船
重
昭
氏
『
紫
式
部
集
の
解
釈
と
論
考
』

　
（
笠
間
書
院
、
一
九
八
一
年
）
な
ど
関
連
の
大
著
が
あ
る
。
木
船
氏
は
「
個
個
の
詠

　
歌
の
表
現
を
解
析
し
、
そ
の
内
面
世
界
の
解
明
を
志
向
す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
本
家

　
集
総
体
の
文
芸
的
享
受
の
全
き
を
も
志
向
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
序
、

　
一
頁
）
と
さ
れ
る
。
解
釈
の
詳
細
に
わ
た
る
注
釈
書
で
あ
る
。

　
　
南
波
浩
先
生
の
『
紫
式
部
集
の
研
究
　
校
異
篇
・
伝
本
研
究
篇
』
（
笠
問
書
院

　
一
九
七
二
年
）
は
、
長
年
の
博
捜
に
よ
っ
て
校
本
の
系
統
分
類
を
試
み
、
そ
の
全
望

　
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
貴
重
な
成
果
で
あ
る
。
ま
た
、
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
全
評

　
釈
－
（
笠
問
書
院
、
一
九
八
三
年
）
は
従
来
の
研
究
の
成
果
を
、
初
め
て
総
合
的
に

　
ま
と
め
創
見
を
加
え
ら
れ
た
大
著
で
あ
る
。
な
お
、
参
考
文
献
に
つ
い
て
は
、
南
波

　
先
生
『
紫
式
部
集
全
評
釈
』
巻
末
に
詳
し
い
資
料
が
あ
る
。

　
　
本
稿
で
触
れ
な
か
っ
た
歌
で
、
地
名
の
関
与
す
る
歌
・
詞
書
は
次
の
と
お
り
で
あ

　
る
。
概
要
を
見
る
た
め
に
、
南
波
浩
先
生
校
注
『
紫
式
部
集
－
（
岩
波
文
庫
）
に
よ

　
る
。

　
　
　
詞
書
１
３
　
賀
茂
、
片
岡
　
　
　
　
　
歌
１
３
　
片
岡

　
　
　
詞
書
１
４
　
河
原

　
　
　
詞
書
１
６
　
西
の
海
　
　
　
　
　
　
　
歌
１
６
　
か
へ
る
山

　
　
　
詞
書
１
８
　
筑
紫
、
肥
前
　
　
　
　
　
歌
１
８
　
松
浦
、
鏡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
１
９
　
松
浦

　
　
　
詞
書
２
１
　
磯
の
浜

　
　
　
詞
書
２
５
　
日
野
岳
　
　
　
　
　
　
　
歌
２
５
　
日
野
、
小
塩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
２
６
　
小
塩
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
２
７
　
か
へ
る
山

　
　
　
詞
書
２
９
　
近
江
守
　
　
　
　
　
　
　
歌
２
９
　
水
う
み

　
　
　
詞
書
４
７
　
嵯
峨
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
４
９
　
西
の
海

　
　
詞
書
５
７
　
内
裏
わ
た
り
　
　
　
　
　
歌
５
７
　
九
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
６
０
　
み
吉
野

　
　
詞
書
７
３
　
内
裏

　
　
　
詞
書
８
１
　
都
、
か
へ
る
山
、
呼
坂
　
歌
８
１
　
た
ご
の
呼
坂

　
　
　
詞
書
８
２
　
水
う
み
、
伊
吹
の
山
　
　
歌
８
２
　
越
の
白
山
、
伊
吹
の
岳

　
　
　
詞
書
９
８
　
か
ひ
沼
の
池
　
　
　
　
　
歌
９
８
　
か
ひ
沼
の
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
９
９
　
か
ひ
沼
の
池

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
ｍ
　
三
笠
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
ｍ
　
三
笠
山

　
　
　
詞
書
ｍ
　
内
裏
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
ｍ
　
九
重

　
　
　
詞
書
皿
　
内
裏

　
　
　
詞
書
ｍ
　
内
裏
　
　
　
　
　
　
　
　
歌
吻
　
百
敷

　
　
　
詞
書
閉
　
加
賀
少
紬
言

　
但
し
、
詞
書
２
１
に
つ
い
て
、
「
磯
の
浜
」
に
は
従
来
か
ら
議
論
が
あ
る
。
井
上
真
理

　
子
氏
は
『
紫
式
部
集
」
の
「
磯
の
浜
」
と
い
う
地
名
に
つ
い
て
、
「
場
所
を
表
し
て

　
い
る
も
の
を
代
名
詞
以
外
」
に
つ
い
て
「
と
い
ふ
」
と
い
う
語
の
語
句
の
有
無
を
検

　
討
し
、
「
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
地
名
カ
　
普
通
名
詞
か
」
の
場
合
は
「
と
い
ふ
」
語

　
が
つ
か
な
い
と
し
て
、
「
磯
の
浜
」
は
「
普
通
名
詞
『
磯
－
の
『
浜
』
と
考
え
る
の

　
が
最
も
自
然
だ
ろ
う
」
と
結
論
さ
れ
て
い
る
（
「
紫
式
部
集
の
地
名
－
磯
の
浜
を
め

　
ぐ
る
詞
書
の
文
章
」
『
愛
文
』
＝
ハ
号
、
一
九
八
○
年
七
月
）
。
南
波
浩
先
生
『
紫
式

　
部
集
全
評
釈
』
に
は
、
こ
の
「
磯
の
浜
」
を
め
ぐ
っ
て
詳
し
い
検
討
を
さ
れ
、
「
磯
」

　
を
地
名
と
す
る
主
旨
の
見
解
が
あ
る
（
二
一
八
頁
）
。

　
　
最
近
の
研
究
と
し
て
目
に
触
れ
得
た
か
ぎ
り
で
は
、
久
保
田
孝
夫
氏
「
紫
式
部
越

　
前
へ
の
旅
」
（
「
同
志
社
国
文
学
』
一
八
号
、
一
九
八
一
年
三
月
）
、
井
上
真
理
子
氏

　
「
『
紫
式
部
集
』
の
地
名
－
磯
の
浜
を
め
ぐ
る
詞
書
の
文
章
」
（
『
愛
文
』
一
六
号
、
一



　
九
八
○
年
七
月
）
な
ど
が
あ
る
。

＠
　
岡
氏
『
源
氏
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
一
七
五
頁
、
竹
内
氏
『
紫
式
部
集
評
釈
』
七

　
二
頁
、
清
水
氏
『
紫
式
部
』
四
七
頁
を
参
照
。
旅
中
の
歌
の
そ
れ
ぞ
れ
が
往
路
か
復

　
路
か
の
諸
説
に
つ
い
て
は
、
南
波
先
生
『
全
評
釈
』
で
諸
説
を
一
覧
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
錯
簡
説
も
絡
ん
で
い
る
一
木
船
氏
、
二
〇
五
頁
）
の
が
研
究
の
現
状
で
あ
る
。

　
　
「
な
ぞ
む
っ
ま
し
き
」
の
「
な
ぞ
」
を
、
「
何
ぞ
」
、
何
ゆ
え
と
し
て
捉
え
、
な
に

　
ゆ
え
に
「
む
つ
ま
し
い
の
か
」
と
、
つ
ま
り
疑
問
文
と
し
て
読
め
な
い
か
と
い
う
可

　
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
だ
と
自
己
の
内
側
に
向
か
っ
て
問
い
か
け
を
す

　
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
れ
で
は
わ
ざ
わ
ざ
詞
書
に
「
塩
釜
」
も
し
く
は
「
塩
釜

　
の
浦
」
と
地
名
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
と
歌
と
の
関
係
が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
普
通
、

　
絵
を
前
に
歌
を
歌
う
と
き
の
よ
う
に
、
絵
の
中
の
人
物
に
立
ち
入
っ
て
歌
を
読
む
こ

　
と
も
な
い
の
で
、
詞
書
・
歌
４
８
は
「
名
」
に
こ
だ
わ
っ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
無
理

　
の
な
い
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
他
の
主
な
異
同
は
次
の
と
お
り
。

　
　
　
か
い
た
る
・
　
　
　
　
　
を
　
見
て
　
　
　
　
　
　
　
　
塩
が
ま
・
・

　
　
　
　
　
　
　
絵
（
古
、
別
）
　
　
見
侍
り
て
よ
め
る
（
別
Ｊ
　
　
　
の
浦
（
群
他
）

＠
例
え
ば
、
歌
姐
「
夕
霧
に
み
島
か
く
れ
し
鴛
鳶
の
子
の
跡
を
見
る
く
ま
ど
は

　
る
・
か
な
」
を
「
亡
く
な
り
し
人
の
む
す
め
」
の
歌
と
と
る
か
、
「
私
」
の
歌
と
と

　
る
か
、
ま
た
「
私
」
は
近
親
の
死
に
働
叩
犬
し
た
か
し
な
か
っ
た
か
、
働
突
を
表
現
し

　
た
か
し
な
か
っ
た
か
な
ど
と
い
う
点
で
、
議
論
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
歌
４
２

　
の
詞
書
は
句
読
点
を
ど
う
打
っ
て
読
ん
で
い
く
か
、
文
脈
の
た
ど
り
か
た
に
よ
っ
て

　
詠
歌
主
が
誰
に
な
る
か
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
極
め
て
難
解
で
あ
る
。
「
鴛

　
篶
の
子
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
ま
ど
は
る
・
」
こ
と
は
継
娘
の
こ
と
と
み
る
べ
き
か
。

　
筆
跡
が
烏
の
（
足
）
跡
ど
さ
れ
る
の
は
、
『
源
氏
物
語
－
に
お
い
て
、
薫
が
柏
木
の

病
床
の
遺
筆
を
弁
か
ら
託
さ
れ
た
も
の
を
見
る
例
を
ま
ず
想
起
で
き
よ
う
。
歌
４
２
は
、

　
継
娘
が
他
界
し
た
父
の
筆
跡
を
見
て
歌
っ
た
も
の
と
み
る
の
が
妥
当
か
、
と
考
え
ら

　
れ
る
。

『
紫
式
部
集
』
の
地
名

¢
　
類
歌
に
次
の
よ
う
な
も
の
の
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
一
榎
本
正
純
氏
「
源

　
氏
物
語
．
夕
顔
巻
の
創
造
－
宣
孝
の
死
と
河
原
院
と
京
極
御
息
所
」
、
平
安
朝
文
学

　
研
究
会
編
、
岡
一
男
先
生
喜
寿
記
念
論
集
『
平
安
朝
文
学
の
諸
問
題
』
笠
問
書
院
、

　
一
九
七
七
年
）
。

　
　
　
９
４
　
ま
・
は
・
の
き
た
の
方

　
　
　
み
し
人
の
く
も
と
な
り
に
し
そ
ら
わ
け
て
ふ
る
雪
さ
へ
も
め
つ
ら
し
き
哉

　
　
　
　
（
『
斎
宮
女
御
集
』
書
陵
部
本
、
和
歌
史
研
究
会
編
『
私
家
集
大
成
』
第
一
巻
、

　
　
　
　
　
四
五
〇
頁
、
明
治
書
院
、
一
九
七
三
年
）

　
　
榎
本
氏
は
、
「
夕
顔
巻
に
お
い
て
、
作
者
の
体
験
し
た
こ
と
が
過
去
の
史
実
と
ど

　
う
か
・
わ
り
な
が
ら
虚
構
化
さ
れ
て
い
る
の
か
」
（
一
四
一
頁
）
を
検
討
す
る
視
点

　
か
ら
、
『
紫
式
部
集
』
の
宣
孝
関
連
歌
を
考
察
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
こ
の
歌
４
８

　
に
つ
い
て
、
『
為
頼
朝
臣
集
』
所
載
の
「
磯
に
生
ふ
る
み
る
め
に
つ
け
て
塩
釜
の
浦

　
さ
び
し
く
も
お
も
ほ
ゆ
る
か
な
」
や
『
古
今
和
歌
集
』
貫
之
の
有
名
な
歌
「
君
ま
さ

　
で
」
な
ど
と
の
関
係
に
触
れ
、
「
人
の
死
と
関
連
し
て
塩
釜
の
浦
の
イ
メ
ー
ジ
が
既

　
に
あ
っ
た
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
『
私
家
集
大
成
』
に
よ
る
と
、
『
斎
宮
女

　
御
集
』
西
本
願
寺
本
「
三
十
六
人
集
」
一
４
６
）
は
「
そ
ら
わ
け
て
」
、
正
保
版
本
歌
仙

　
歌
集
「
空
な
れ
は
」
（
３
８
）
、
小
島
切
は
該
当
歌
が
ナ
シ
、
と
い
う
異
同
が
あ
る
。

　
　
ま
た
、
『
和
泉
式
部
集
』
に
、

　
　
　
舳
　
は
か
な
く
て
煙
と
な
り
し
人
に
よ
り
雲
居
の
雲
の
む
つ
ま
し
き
か
な

　
　
　
　
（
清
水
文
雄
氏
校
訂
『
和
泉
式
部
集
』
五
四
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
三
年
一

　
が
あ
る
。
『
斎
宮
女
御
集
』
『
和
泉
式
部
集
』
い
ず
れ
も
、
他
界
の
徴
し
付
け
と
し
て

　
の
「
雲
」
「
空
」
「
雪
」
「
煙
」
な
ど
に
直
接
的
に
親
近
感
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
、

　
前
者
は
他
界
か
ら
こ
ち
ら
へ
の
視
線
が
感
じ
ら
れ
る
点
が
注
意
さ
れ
る
。

＠
都
恋
し
も

　
　
　
　
　
き
（
紅
・
別
）

　
と
い
う
異
同
が
注
意
さ
れ
る
。

一
五



『
紫
式
部
集
』
の
地
名

　
　
早
く
岡
氏
が
「
七
月
十
日
」
の
誤
写
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
一
七
四
頁
）
。
木
船

　
氏
も
誤
写
説
を
支
持
（
五
頁
）
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
田
中
新
一
氏
は
現
行
の

　
ま
ま
で
も
読
解
可
能
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
（
「
『
紫
式
部
集
』
冒
頭
部
の
年
時

　
に
つ
い
て
」
『
愛
知
教
育
大
学
研
究
報
告
　
人
文
科
学
編
』
二
九
号
、
一
九
八
○
年
）
。

　
田
中
氏
の
考
察
の
目
的
は
、
歌
１
・
２
の
詠
歌
年
時
の
確
定
に
関
心
が
あ
る
と
拝
察

　
す
る
。
た
だ
、
一
般
論
的
に
考
え
方
の
方
向
と
し
て
、
一
見
矛
盾
と
み
え
る
暦
目
を

　
誤
写
で
処
理
せ
ず
、
現
存
伝
本
に
対
す
る
解
釈
の
問
題
と
し
て
検
討
さ
れ
よ
う
と
す

　
る
姿
勢
に
対
し
て
敬
意
を
表
し
た
い
と
思
う
。
私
は
、
現
行
の
配
列
で
は
次
の
よ
う

　
に
読
む
こ
と
が
編
集
の
意
図
に
添
う
と
考
え
る
。
助
動
詞
「
な
り
け
り
」
の
働
き
に

　
よ
っ
て
、
２
は
１
に
対
す
る
説
明
的
立
場
を
取
り
、
時
問
的
に
は
１
に
対
し
て
先
立

　
つ
歌
と
し
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
１
・
２

　
は
時
間
的
に
連
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
配
列
に
つ
い
て
は
、
１
・
２

　
の
間
の
空
白
の
有
無
と
関
係
す
る
。

＠
　
南
波
浩
先
生
『
紫
式
部
集
の
研
究
　
校
異
篇
・
伝
本
研
究
篇
』
に
よ
る
と
、
実
践

　
女
子
大
学
本
と
瑞
光
寺
本
は
歌
］
・
２
の
間
に
一
行
空
白
が
あ
る
。
欠
歌
の
注
記
の

　
有
無
は
さ
ま
ざ
ま
な
伝
本
の
歴
史
的
な
過
程
を
示
す
も
の
と
了
解
で
き
る
。
特
に
欠

　
歌
を
注
記
し
な
い
伝
本
は
そ
れ
で
完
結
性
を
有
す
る
と
考
え
る
態
度
を
伝
本
自
体
が

　
も
つ
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

０
　
岡
一
男
氏
、
角
田
氏
、
竹
内
氏
そ
れ
ぞ
れ
に
「
筑
紫
へ
ゆ
く
人
」
が
誰
か
を
歴
史

　
上
の
人
物
と
し
て
推
測
さ
れ
て
い
る
。

＠
　
私
家
集
に
は
四
季
の
部
立
に
よ
る
配
列
の
も
の
が
圧
倒
的
に
多
い
。
私
家
集
と
い

　
え
ど
も
、
勅
撰
集
を
規
範
と
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
（
拙
稿
「
紫
式
部

　
の
表
現
－
宣
孝
の
死
を
契
機
に
」
『
同
志
社
国
文
学
』
九
号
、
一
九
七
四
年
二
月
、

　
同
「
平
安
中
期
女
流
私
家
集
の
共
通
項
」
同
一
五
号
、
一
九
八
○
年
一
月
）
。
そ
れ

　
に
対
し
て
、
『
紫
式
部
集
』
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
は
、
一
般
に
藤
原
宣
孝
と
言
わ

　
れ
て
い
る
男
と
の
や
り
と
り
と
響
き
合
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
歌
・
詞
書
２
８

ニ
ハ

で
の
誘
い
と
牽
制
の
言
葉
、
歌
・
詞
書
２
９
の
し
ら
じ
ら
し
い
言
い
訳
の
言
葉
、
こ
の

男
は
い
か
に
も
饒
舌
で
あ
る
。
印
象
に
残
る
よ
う
な
、
気
の
利
い
た
こ
と
を
い
っ
て

や
ろ
う
と
い
う
、
余
裕
す
ら
感
じ
ら
れ
る
挑
発
の
言
葉
、
都
合
の
悪
い
事
実
を
覆
い

隠
す
ほ
ど
の
過
剰
の
言
葉
。
さ
ら
に
、
歌
・
詞
書
３
１
「
文
の
う
え
に
朱
と
い
ふ
物
を

っ
ぶ
く
と
そ
三
て
涙
の
色
を
と
か
き
一
て
よ
こ
す
、
男
の
遊
び
心
と
、
そ
れ
以

後
の
言
葉
の
応
酬
に
は
、
『
紫
式
部
集
』
に
お
け
る
、
地
名
と
い
う
言
葉
に
関
す
る

遊
戯
性
と
っ
な
が
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
、
配
列
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
久
保
木
寿
子
氏
「
紫
式
部
集
の
増
補
に
つ
い

て
（
上
）
（
下
）
」
（
『
国
文
学
研
究
』
六
一
・
六
二
集
、
一
九
七
七
年
）
が
、
日
記
歌

と
の
関
係
で
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、
「
詞
書
表
現
」
の
「
異
質
」
さ
か
ら
「
本
来
の
紫

式
部
集
」
と
「
増
補
部
分
」
と
の
関
係
に
触
れ
て
お
ら
れ
る
が
、
今
回
は
こ
の
問
題

に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
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