
〔
要
旨
〕
百
人
一
首
業
平
歌
の
初
句
に
関
し
て
、「
ち
は
や
ふ
る
」
と
清
音

で
読
む
か
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
濁
音
で
読
む
か
と
い
う
問
題
が
存
す
る
。

従
来
は
全
日
本
か
る
た
協
会
の
読
み
を
尊
重
し
て
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
と

読
む
こ
と
が
通
例
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
最
近
「
ち
は
や
ふ
る
」
と
い
う
マ

ン
ガ
が
流
行
し
た
こ
と
に
よ
り
、
書
名
と
同
じ
く
清
音
で
読
む
こ
と
が
増

え
て
き
た
。
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
清
濁
に
つ
い
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、

『
万
葉
集
』
で
は
濁
音
が
優
勢
だ
っ
た
が
、
中
古
以
降
次
第
に
清
音
化
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
業
平
歌
は
『
古
今
集
』
所
収
歌
で
あ
る
し
、

ま
し
て
百
人
一
首
は
中
世
の
作
品
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
『
万
葉
集
』
に

依
拠
し
て
濁
音
で
読
む
の
は
か
え
っ
て
不
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む

し
ろ
時
代
的
変
遷
を
考
慮
し
て
「
ち
は
や
ふ
る
」
と
清
音
で
読
む
べ
き
こ

と
を
論
じ
た
。

〔
キ
イ
ワ
ー
ド
〕
百
人
一
首
・
か
る
た
・
枕
詞
・
清
濁

一
、
二
つ
の
清
濁
問
題

百
人
一
首
に
撰
ば
れ
て
い
る
在
原
業
平
の
「
ち
は
や
ぶ
る
」
歌
に
は
、

二
つ
の
清
濁
問
題
が
同
居
し
て
い
る
。
一
つ
は
古
注
と
新
注
で
対
立
し
て

い
る
「
く
ぐ
る
」（
濁
音
）
か
「
く
く
る
」（
清
音
）
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
新
注
の
賀
茂
真
淵
が
『
古
今
和
歌
集
打
聴
』
や

『
宇
比
麻
奈
備
』
で
「
括
り
染
め
」
説
を
提
唱
し
て
以
来
、
ほ
ぼ
「
く
く

る
」（
清
音
）
が
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
『
顕
注
密
勘
』（
顕
昭
の

注
に
定
家
が
書
き
入
れ
た
も
の
）
に
よ
る
と
、
肝
心
の
定
家
は
「
く
ぐ
る

（
潜
る
）」
説
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
、『
古
今
集
』

の
解
釈
は
真
淵
説
で
い
い
と
し
て
、
百
人
一
首
の
解
釈
と
し
て
は
「
く
ぐ

「
ち
は
や
ぶ
る
」
幻
想

│
│
清
濁
を
め
ぐ
っ
て
│
│
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る
」（
濁
音
）
説
を
採
る
べ
き
だ
と
の
意
見
も
捨
て
難
い（
�
）。
要
す
る
に

清
濁
に
は
作
品
の
解
釈
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
清
濁
問
題
は
、
必
ず
し
も
論
争
に
は
な
っ
て
い
な
い
よ
う

だ
が
、
競
技
か
る
た
の
読
み
「
ち
は
や
ぶ
る
」（
濁
音
）
と
落
語
「
ち
は

や
ふ
る
」（
清
音
）
が
対
立
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
枕
詞
な
の
で
、

清
濁
に
よ
る
意
味
の
相
違
は
認
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
従
来
は
相
手
が
落
語

と
い
う
こ
と
で
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
の
正
当
性
が
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ

た
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
末
次
由
紀
の
マ
ン
ガ
「
ち
は
や
ふ
る
」
が
大
ブ
レ

イ
ク
し
、
そ
れ
が
テ
レ
ビ
で
放
映
さ
れ
た
り
、
実
写
版
（
広
瀬
す
ず
主

演
）
の
映
画
が
上
映
さ
れ
る
に
及
ん
で
、
必
然
的
に
音
声
を
伴
う
こ
と
と

な
り
、
再
び
書
名
と
か
る
た
の
読
み
の
違
い
（
清
濁
問
題
）
が
浮
上
し
て

き
た（
�
）。

も
ち
ろ
ん
競
技
か
る
た
を
テ
ー
マ
と
し
た
マ
ン
ガ
だ
け
に
、
書
名
を
あ

え
て
「
ち
は
や
ふ
る
」（
清
音
）
に
し
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
作
者
の

末
次
由
紀
氏
は
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
、

ち
は
や
ふ
る
は
、
そ
の
ま
ま
濁
ら
ず
発
音
し
ま
す
。
日
本
語
的
に
正

し
い
の
は
「
ち
は
や
ぶ
る
」
な
ん
で
し
ょ
う
が
、
千
早
が
子
供
の
頃

「
ち
は
や
ふ
る
」
の
百
人
一
首
を
初
め
て
見
た
と
き
の
気
持
ち
で
す
。

独
自
の
も
の
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
正
し
く
は
「
ち
は
や
ぶ
る
」。

で
も
混
乱
し
ち
ゃ
い
ま
す
ね
。

と
断
り
（
弁
明
）
の
一
文
を
表
明
し
て
い
る
。
た
だ
し
「
ち
は
や
ふ
る
」

は
上
の
句
で
あ
る
か
ら
、
ひ
ら
が
な
清
音
表
記
の
取
り
札
（
下
の
句
）
と

は
違
う
。
最
近
の
読
み
札
の
漢
字
の
ル
ビ
は
す
べ
て
濁
音
に
な
っ
て
い
る

の
で
、
こ
れ
は
読
み
札
の
こ
と
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
主
人
公
千
早
が
始
め

て
見
た
百
人
一
首
が
何
だ
っ
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ひ
ら
が
な
（
清

音
）
で
表
記
さ
れ
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、「
ふ
」
を
ど
う
読
む
か

と
は
無
関
係
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る（
�
）。
こ
れ
は
視
覚
と
聴
覚
の
違
い

で
も
あ
る
。

そ
れ
と
は
別
に
、
末
次
氏
は
「
日
本
語
的
に
正
し
い
の
は
ち
は
や
ぶ

る
」・「
正
し
く
は
ち
は
や
ぶ
る
」
と
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
本
当
に
濁
音

で
読
む
の
が
正
し
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
は
き
ち
ん
と
検
証
さ
れ

て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
あ
た
り
が
不
明
瞭
な
の
で
、
あ
ら
た
め
て

「
ち
は
や
ぶ
る
」
の
清
濁
に
つ
い
て
検
証
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
次
第
で

あ
る
。
ま
さ
か
マ
ン
ガ
か
ら
問
題
提
起
さ
れ
る
と
は
思
っ
て
も
み
な
か
っ

た
。

二
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二
、
辞
書
の
説
明
の
揺
れ

早
速
、
権
威
あ
る
大
き
な
辞
書
類
で
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
辞
書
か
ら

し
て
微
妙
に
説
明
が
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
ま
ず
角
川
書
店

の
古
語
大
辞
典
で
は
、
見
出
し
か
ら
し
て
「
ち
は
や
ふ
／
ぶ
る
」
と
併
記

さ
れ
て
お
り
、
そ
の
上
で
、

「
ぶ
る
」
は
動
詞
（
上
二
段
活
用
）
を
作
る
接
尾
語
「
ぶ
」
の
連
体

形
。「
い
ち
は
や
ぶ
」
の
連
体
形
と
も
考
え
ら
れ
る
。
中
古
以
後

「
ち
は
や
ふ
る
」
と
清
音
化
し
て
も
用
い
ら
れ
、『
日
ポ
』
に
は

「C
hiuayafuru

」
の
形
で
出
て
い
る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
上
代
で
は
濁
っ
て
い
た
が
、
中
古

以
降
は
清
音
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
（
清
濁
両
用
）。
さ
ら

に
室
町
期
の
日
葡
辞
書
で
は
清
音
表
記
（
ち
わ
や
ふ
る
）
に
な
っ
て
お

り
、
濁
音
か
ら
清
音
へ
徐
々
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
見
出
し
が
清
濁
併
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
小
学
館
の
日
本
国
語
大
辞
典
で
は
、「
ち
は
や
ぶ
る
」

と
い
う
濁
音
表
記
の
見
出
し
で
、

動
詞
「
ち
は
や
ぶ
」
の
連
体
形
か
ら
。
中
世
・
近
世
は
「
ち
は
や
ふ

る
」「
ち
わ
や
ふ
る
」
と
も
。

と
記
さ
れ
て
い
た
。
角
川
と
の
違
い
は
中
古
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
が
な

く
、
中
世
・
近
世
に
は
清
音
で
も
発
音
さ
れ
て
い
た
と
あ
る
点
で
あ
る
。

ま
た
清
濁
以
外
に
「
ち
は
」
か
「
ち
わ
」
か
と
い
う
問
題
も
提
起
さ
れ
て

い
る
。

で
は
肝
心
の
中
古
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
れ
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

日
本
国
語
大
辞
書
で
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
上
代
と
同
様
中
古

も
濁
音
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
も
う
一
冊
、
同
じ
く
小
学

館
の
古
語
大
辞
典
を
見
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
い
う
見

出
し
で
、

中
古
以
降
「
ち
は
や
ふ
る
」「
ち
わ
や
ふ
る
」
と
も
。

と
あ
り
、
こ
ち
ら
は
角
川
同
様
「
中
古
以
降
」
に
清
音
で
読
ま
れ
る
こ
と

も
あ
っ
た
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
同
じ
小
学
館
の
辞
書
で
あ
り
な
が
ら
、

説
明
に
ず
れ
（
タ
イ
ム
ラ
グ
）
が
生
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
も
ち
ろ

ん
百
人
一
首
が
成
立
し
た
中
世
以
降
に
清
音
化
さ
れ
た
と
す
る
点
は
一
致

し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
中
古
の
清
濁
に
関
し
て
は
曖
昧
と
し
か
い
い
よ
う

が
な
い
。

そ
こ
で
視
点
を
変
え
て
『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』（
角
川
書
店
）
を

見
た
と
こ
ろ
、
な
ん
と
、

二
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古
く
は
「
ち
は
や
ふ
る
」
と
清
音
で
い
っ
た
。

と
、
古
語
辞
典
と
は
異
な
る
奇
妙
な
一
文
が
記
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
説
明

を
信
じ
れ
ば
、
最
初
清
音
だ
っ
た
も
の
が
『
万
葉
集
』
で
濁
音
化
し
、
さ

ら
に
中
古
以
降
再
び
清
音
化
し
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
ん
な
変
遷
は

実
際
に
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
何
を
根
拠
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か（
�
）。

こ
う
し
て
辞
書
類
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
の
清
濁
は
案

外
謎
め
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
解
決
の
糸
口
は
ど
こ
に
求
め
た
ら

い
い
の
だ
ろ
う
か
。

三
、
上
代
の
用
例

前
章
で
引
用
し
た
辞
書
の
説
明
に
よ
る
と
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
は
「
い

ち
は
や
ぶ
」
か
ら
来
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ

こ
で
あ
ら
た
め
て
『
時
代
別
国
語
大
辞
典
上
代
篇
』
で
「
い
ち
は
や
ぶ
」

す
め
み
ま

み
か
ど

い
ち
は
や
び

を
見
た
と
こ
ろ
、
祝
詞
鎮
火
祭
に
あ
る
「
皇
御
孫
の
朝
廷
に
御
心
一
速
比

給
は
じ
」
が
引
用
さ
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
「
考
」
に
お
い
て
、

「
比
」
は
甲
類
ヒ
を
表
わ
す
仮
名
で
あ
る
が
、
形
容
詞
語
幹
に
動
詞

性
活
用
語
尾
ブ
が
つ
く
と
き
は
上
二
段
で
あ
る
こ
と
が
普
通
で
あ

り
、
仮
名
遣
い
と
思
わ
れ
る
。

と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
で
「
比
」
は
清
音
の
は
ず
だ

が
、
そ
れ
を
絶
対
視
せ
ず
こ
こ
は
単
な
る
仮
名
遣
い
で
あ
っ
て
、
必
ず
し

も
清
音
を
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

は
か
な
り
苦
し
い
解
説
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
無
理
に
濁
音

に
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
前
述
の

『
歌
こ
と
ば
歌
枕
大
辞
典
』
で
「
古
く
は
清
音
」
と
あ
っ
た
の
は
、
こ
の

祝
詞
の
「
比
」（
清
音
）
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い

（
今
の
と
こ
ろ
そ
れ
以
外
の
根
拠
は
見
当
た
ら
な
い
）。
も
っ
と
き
ち
ん
と

し
た
説
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

い
ず
れ
に
し
て
も
「
ち
は
や
ぶ
る
」
は
「
ち
は
や
＋
ぶ
」（
上
二
段
動

詞
）
と
い
う
言
葉
の
成
り
立
ち
で
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
も
う
一

つ
有
力
な
候
補
と
し
て
「
千
磐
破
」
と
い
う
表
記
も
少
な
か
ら
ず
用
い
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
和
歌
大
辞
典
』（
明
治
書
院
）
の
「
ち

は
や
ぶ
る
」
項
で
、や

は

ま
つ
ろ

「
千
磐
破
人
を
和
せ
と
服
従
は
ぬ
国
を
治
め
と
」（
万
葉
一
九
九
）
は

下
二
段
動
詞
で
、
凶
暴
で
言
い
つ
け
に
従
わ
な
い
意
を
表
す
。

云
々
と
説
明
さ
れ
て
い
た
。
こ
ち
ら
は
「
ち
は
（
わ
）＋
や
ぶ
る
」
と
い

う
語
構
成
で
あ
り
、
し
か
も
活
用
は
下
二
段
（
あ
る
い
は
四
段
）
に
な
る

二
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の
で
、
上
二
段
の
「
ち
は
や
ぶ
」
と
は
別
語
源
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
活
用
の
違
い
は
無
視
で
き
な
い
は
ず
だ
が
、
参
照
し
た
辞
書
類
で

は
ま
っ
た
く
問
題
に
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
な
ん
と
も
不
思
議
な
話
で
あ

る
。
な
お
こ
の
「
千
磐
破
」
表
記
こ
そ
は
、
日
葡
辞
書
の
「
ち
わ
や
ふ

る
」
の
元
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
、
万
葉
集
の
漢
字
表
記

こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
『
万
葉
集
』
の
用
例
を
調
べ
、
そ
の
漢
字
表
記
に

注
目
し
て
み
た
い
。
新
編
国
歌
大
観
（
角
川
書
店
）
で
検
索
し
た
と
こ

ろ
、『
万
葉
集
』
に
は
十
六
例
も
の
「
ち
は
や
ぶ
る
」
が
見
つ
か
っ

た（
�
）。
そ
の
漢
字
表
記
は
、

千
磐
破
（
七
回
）・
千
石
破
（
一
回
）・
千
葉
破
（
一
回
）・

千
早
振
（
一
回
）・
千
羽
八
振
（
一
回
）・
千
速
振
（
一
回
）・
血
速

旧
（
一
回
）・

知
波
夜
夫
流
（
二
回
）・
知
波
夜
布
留
（
一
回
）

と
い
さ
さ
か
複
雑
に
な
っ
て
い
る
。
大
ま
か
に
は
Ａ
「
破
」
系
と
Ｂ

「
振
」
系
に
二
分
で
き
そ
う
で
あ
る
が
、「
千
磐
破
」
を
含
め
た
「
破
」
系

が
九
例
と
圧
倒
的
に
多
い
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
清
濁
に
関
し
て
、「
破
」「
夫
」
と
い
う
漢
字
は
濁
音
で
読
む
と
さ

れ
て
い
る
。『
万
葉
集
』
に
お
い
て
「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
濁
音
で
読
ん
で

い
る
の
も
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
「
振
」
は
四
段
活
用
で
あ
る
か

ら
、
接
尾
辞
「
ぶ
」（
上
二
段
活
用
）
と
同
一
視
す
る
の
は
た
め
ら
わ
れ

る
。
ま
た
一
例
だ
け
だ
が
「
布
」
は
清
音
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
わ
ず
か

だ
が
こ
の
一
例
の
存
在
は
看
過
で
き
そ
う
も
な
い
。

こ
れ
に
つ
い
て
旧
全
集
本
四
四
〇
二
番
歌
の
頭
注
に
、

原
文
に
「
知
波
夜
布
留
」
と
あ
り
、
こ
こ
は
フ
が
清
音
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。『
古
今
集
』
の
古
写
本
に
、
チ
ハ
ヤ
フ
ル
の
フ
が
清
音

で
あ
る
こ
と
を
示
す
点
が
あ
り
、『
日
葡
辞
書
』
に
も
チ
ワ
ヤ
フ
ル

と
あ
る
。

（『
万
葉
集
四
』
四
〇
八
頁
）

と
い
う
興
味
深
い
記
述
が
施
さ
れ
て
い
た
。
旧
全
集
は
清
音
表
記
を
重
視

し
て
、
四
四
〇
二
番
歌
は
「
ち
は
や
ふ
る
」
と
清
音
で
読
む
べ
き
こ
と
を

主
張
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

そ
れ
が
新
編
全
集
に
な
る
と
、
や
や
ト
ー
ン
ダ
ウ
ン
し
て
お
り
、

中
古
以
降
で
は
こ
の
チ
ハ
ヤ
フ
ル
の
形
の
ほ
う
が
一
般
的
。

と
い
う
短
い
記
述
に
改
訂
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
清
音
で
読
ん
で
い
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
だ
が
、
目
立
た
な
い
記
述
に
な
っ
て
い
る
こ
と

は
否
め
な
い
。

二
三



た
だ
し
こ
こ
に
中
古
以
降
に
は
清
音
が
一
般
的
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
点

に
は
留
意
し
た
い
。
も
っ
と
も
こ
の
例
が
『
万
葉
集
』
巻
二
十
の
防
人
歌

で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
積
極
的
に
例
外
（
方
言
）
と
す
べ
き
か
も

し
れ
な
い（
�
）。
し
か
し
こ
れ
は
清
音
化
の
萌
芽
で
も
あ
る
の
で
、
た
と

え
例
外
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
例
が
中
古
以
降
の
清
音
化
へ
と
つ
な
が
っ
て

い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
そ
う
で
あ
る
。

五
、
新
注
の
主
張

以
上
の
よ
う
に
辞
書
の
説
明
で
は
、
中
古
（
中
世
）
以
降
「
ち
は
や
ふ

る
」
は
清
音
化
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
証
拠
に
室
町
期
以
降
の

百
人
一
首
古
注
の
世
界
で
は
、
も
は
や
清
濁
に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
も
な
い

ま
ま
清
音
表
記
に
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
江
戸
時
代
の
新
注
に
至
っ

て
、
あ
ら
た
め
て
濁
音
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
ず
契
沖
の

『
百
人
一
首
改
観
抄
』
に
は
、

此
中
の
ふ
も
じ
昔
は
濁
り
て
い
へ
る
証
は
古
事
記
に
も
万
葉
に
も
夫

の
字
を
か
け
り
。
又
万
葉
に
千
劔
破（
�
）と
も
千
磐
破
と
も
か
り
て

か
け
り
。
こ
れ
又
濁
れ
る
証
な
り
。（
和
泉
書
院
本

九
五
頁
）

と
書
か
れ
て
い
る
。「
昔
は
」
と
あ
る
の
は
、
今
は
清
音
だ
か
ら
で
あ
ろ

う
。『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
の
例
を
引
用
し
て
濁
音
を
主
張
し
て
い

る
が
、
何
故
か
「
振
」
や
清
音
の
「
布
」
の
存
在
に
は
言
及
し
て
い
な
い

し
、
濁
音
か
ら
清
音
へ
の
推
移
に
も
一
切
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
れ
で
は

不
十
分
で
あ
ろ
う
。

続
い
て
賀
茂
真
淵
の
『
う
ひ
ま
な
び
』
を
見
る
と
、

此
事
冠
辞
考
に
委
し
く
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
略
け
り
。

（
全
集
十
二
巻

四
一
頁
）

と
あ
っ
て
論
証
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
あ
ら
た
め
て
「
冠
辞
考
」
に

遡
っ
て
「
ち
は
や
ぶ
る
」
を
見
る
と
、

ブ夫
は
本
よ
り
濁
れ
り
。
故
に
夫
の
仮
字
を
用
ゐ
、
破
と
借
て
か
き
、

辞
の
意
も
濁
る
べ
き
也
。

（
全
集
八
巻

一
六
四
頁
）

と
、
や
は
り
濁
音
説
が
展
開
さ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
こ
で
も
「
振
」
及

び
清
音
表
記
の
「
布
」
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

た
と
え
『
古
事
記
』
や
『
万
葉
集
』
が
濁
音
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
清

音
化
し
て
い
く
こ
と
に
つ
い
て
は
何
故
言
及
さ
れ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
時

代
が
下
っ
た
『
古
今
集
』
や
百
人
一
首
で
も
、『
万
葉
集
』
同
様
に
濁
っ

て
読
む
と
考
え
て
済
ま
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
『
古
今
集
』
の

用
例
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
す
べ
て
濁
音
に
な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ

は
校
訂
者
が
そ
う
考
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
に

二
四



清
音
を
示
す
声
点
の
存
在
は
反
映
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
『
古
今
集
』
に
お
け
る
清
濁
は
、
き
ち
ん
と
検
証
さ
れ
な
い
ま

ま
濁
音
説
が
通
説
と
な
っ
て
継
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
で
江
戸
時
代
に
流
布
し
て
い
る
版
本
類
は
、
契
沖
や
真
淵
と
い

っ
た
少
数
の
国
学
者
に
よ
る
濁
音
主
張
と
は
無
縁
に
、
ほ
ぼ
す
べ
て
清
音

表
記
に
な
っ
て
い
る
。
落
語
の
「
ち
は
や
ふ
る
」
が
清
音
な
の
は
、
な
に

も
落
語
の
都
合
な
の
で
は
な
く
、
江
戸
時
代
に
流
布
し
て
い
た
読
み
そ
の

も
の
が
清
音
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
継
承
し
た
ま
で
の
こ
と
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
古
注
を
継
承
す
る
注
釈
書
の
中
に
も
、
清
音
に
な
っ
て
い
る

も
の
が
少
な
く
な
い
。
契
沖
・
真
淵
の
説
を
継
承
す
る
も
の
だ
け
が
、
意

識
的
に
濁
音
に
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る（
�
）。

こ
れ
を
見
る
限
り
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
圧
倒
的
に
清
音
が
主
流
で

あ
り
、
特
殊
か
つ
マ
イ
ナ
ー
な
国
学
の
狭
い
分
野
で
の
み
濁
音
説
が
叫
ば

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
あ
く
ま
で
語
源
の
問
題
で

あ
り
、
時
代
的
変
遷
に
は
一
切
言
及
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

六
、
明
治
期
の
表
記

肝
心
の
か
る
た
に
し
て
も
、
既
に
江
戸
時
代
中
期
に
は
大
衆
化
（
版
彩

色
）
し
て
お
り
、
国
学
の
世
界
と
は
無
縁
に
、
江
戸
・
明
治
を
通
じ
て
清

音
表
記
に
な
っ
て
い
た
。
た
だ
し
手
書
き
の
か
る
た
に
濁
音
表
記
は
認
め

ら
れ
な
い
の
で
、
肉
筆
か
る
た
の
実
物
か
ら
清
濁
を
判
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
と
い
っ
て
も
江
戸
初
期
に
は
清
音
が
一
般
的
だ
っ
た
で
あ
ろ
う

か
ら
、
肉
筆
か
る
た
も
清
音
と
見
て
問
題
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
れ
が
文
字
（
和
歌
）
も
木
版
で
印
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
漢
字

に
は
便
宜
的
に
ル
ビ
が
施
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
合
わ
せ
て
濁
音
表
記
も

加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
か
る
た
を
ざ
っ
と
調

べ
た
と
こ
ろ
、
江
戸
後
期
か
ら
明
治
期
ま
で
の
か
る
た
は
ほ
ぼ
清
音
に
な

っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
清
音
が
か
る
た
の
常
識
だ
っ
た
の
で
あ

る
。そ

の
調
査
の
課
程
で
、
興
味
深
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
最

初
の
競
技
用
か
る
た
で
あ
る
「
標
準
か
る
た
」（
明
治
三
十
七
年
以
降
）

の
読
み
札
が
「
ち
は
や
ふ
る
」
と
清
音
に
な
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
現

在
、
全
日
本
か
る
た
協
会
は
「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
濁
っ
て
読
む
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
が
、
な
ん
と
最
初
に
作
ら
れ
た
「
標
準
か
る
た
」
で
は
「
ち

は
や
ふ
る
」
と
清
音
で
読
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
大
正
十
四
年
に

「
公
定
か
る
た
」
と
し
て
大
幅
改
訂
さ
れ
た
際
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
濁
音

で
表
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

二
五



何
故
こ
の
時
、
清
音
か
ら
濁
音
に
修
正
さ
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る

が
、「
公
定
か
る
た
」
の
版
元
で
あ
る
東
京
図
案
印
刷
か
ら
出
さ
れ
た

『
百
人
一
首
か
る
た
の
話
』（
大
正
十
五
年
）
を
見
る
と
、「
読
に
つ
い
て

の
私
見
」
の
中
で
、「
正
し
い
」
の
は
「
ち
は
や
ぶ
る
」（
二
三
八
頁
）
と

主
張
さ
れ
て
い
た（
�
）。
要
す
る
に
競
技
か
る
た
が
「
ち
は
や
ぶ
る
」
を

濁
音
に
し
た
の
は
、
大
正
十
四
年
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
あ
た

り
が
清
濁
の
境
目
だ
ろ
う
か
。

で
は
濁
音
が
正
し
い
と
さ
れ
る
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
確

な
根
拠
が
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、『
万
葉
集
』
重
視
の
姿
勢
に
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
百
人
一
首
の
「
序
歌
」
を
「
難
波
津
に
」
歌
に

制
定
し
た
佐
々
木
信
綱
は
、『
万
葉
集
』
の
研
究
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て

い
る
。
ま
た
『
百
人
一
首
講
義
』
と
い
う
当
時
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
著
者

で
も
あ
る
。
こ
の
本
は
明
治
二
十
七
年
初
版
刊
と
い
う
こ
と
で
、
歌
の
表

記
は
「
千
早
ふ
る
」
と
清
音
に
な
っ
て
い
た
が
、
語
釈
で
は
「
千
早
ぶ

る
」
と
濁
音
に
な
っ
て
お
り
、
表
記
が
統
一
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

大
正
・
昭
和
に
至
っ
て
「
ち
は
や
ぶ
る
」（
濁
音
）
本
文
が
急
激
に
広

ま
っ
た
よ
う
だ
が
、
そ
の
理
由
は
勢
い
の
強
い
・
勇
猛
な
と
い
う
意
味
を

有
す
る
「
ち
は
や
ぶ
・
い
ち
は
や
ぶ
」
を
語
源
と
す
る
こ
と
で
、「
破
る
」

と
い
う
表
記
（
語
源
）
が
積
極
的
に
選
び
取
ら
れ
、
濁
っ
て
読
む
方
が
戦

時
体
制
の
日
本
社
会
の
中
で
歓
迎
さ
れ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
競
技
か
る
た

の
読
み
は
、
そ
う
い
っ
た
日
本
の
時
代
背
景
に
迎
合
し
て
、
濁
音
に
修
正

さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
れ
は
学
問
的
と
は

い
え
な
い
改
訂
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

七
、
清
音
復
活
に
向
け
て

以
上
、
マ
ン
ガ
「
ち
は
や
ふ
る
」
に
触
発
さ
れ
て
、
今
ま
で
気
に
も
留

め
な
か
っ
た
清
濁
を
め
ぐ
っ
て
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
上
代
の
用

例
に
依
拠
す
る
形
で
、『
古
今
集
』
の
「
ち
は
や
ぶ
る
」
歌
全
九
例
ま
で

も
が
濁
音
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

た
と
え
上
代
の
用
例
が
濁
音
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
後
で
清
音
化
し
て
い

っ
た
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、『
古
今
集
』
や
百
人
一
首
は
清
音
で
読
む
可

能
性
が
存
す
る
（
高
い
）
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
言
及
せ
ず
、
上
代

に
遡
っ
て
語
釈
を
施
し
て
済
ま
せ
、
そ
れ
に
ひ
き
ず
ら
れ
る
よ
う
に
本
文

ま
で
濁
音
に
す
る
と
い
う
の
は
、
時
代
的
変
遷
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に

な
ろ
う（
）。
本
稿
の
題
名
を
「「
ち
は
や
ぶ
る
」
幻
想
」
と
し
た
所
以
で

あ
る
。

実
は
最
近
の
古
語
辞
典
に
お
い
て
も
、
も
は
や
清
音
に
は
一
切
触
れ

二
六



ず
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
表
記
だ
け
で
済
ま
せ
て
い
る
も
の
が
少
な
く
な
い
。

本
稿
で
は
、
そ
う
い
っ
た
常
識
の
落
と
し
穴
に
陥
っ
て
い
る
事
実
を
あ
ぶ

り
だ
し
て
み
た
次
第
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
は
、
必
ず
し
も
「
ち
は
や
ぶ
る
」（
濁
音
）
が
間
違
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
絶
対
に
正
し
い
と
も
言
い
が

た
い
。
た
と
え
『
古
今
集
』
が
濁
音
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
だ
か
ら
と
い

っ
て
百
人
一
首
ま
で
濁
音
に
す
る
の
は
い
か
が
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
中

世
成
立
の
百
人
一
首
は
、
濁
音
か
ら
清
音
へ
の
変
遷
を
踏
ま
え
た
上
て
、

「
ち
は
や
ふ
る
」
と
清
音
で
読
む
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

が
無
理
な
ら
、
せ
め
て
清
音
化
し
て
い
っ
た
こ
と
く
ら
い
は
コ
メ
ン
ト
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

〔
注
〕

（
�
）
島
津
忠
夫
氏
『
百
人
一
首
』（
角
川
文
庫
）
は
、
藤
原
定
家
の
解

釈
と
い
う
観
点
か
ら
あ
え
て
「
く
ぐ
る
」
説
で
掲
載
・
解
釈
し
て
お

ら
れ
る
。
百
人
一
首
の
解
釈
と
し
て
は
妥
当
で
あ
ろ
う
。

（
�
）
マ
ン
ガ
が
こ
れ
ほ
ど
大
ヒ
ッ
ト
し
な
け
れ
ば
、
清
濁
問
題
は
取
り

あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
の
意
味
で
マ
ン
ガ
「
ち
は

や
ふ
る
」
は
、
全
日
本
か
る
た
協
会
に
と
っ
て
「
も
ろ
刃
の
や
い

ば
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
ら
た
め
て
協
会
で
も
清
濁
の
是
非
に

つ
い
て
真
摯
に
再
検
討
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

（
�
）
現
在
、
競
技
か
る
た
で
使
用
さ
れ
て
い
る
大
石
天
狗
堂
の
読
み
札

を
見
た
と
こ
ろ
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
濁
音
で
書
か
れ
て
い
た
。
最

近
の
読
み
札
は
濁
音
表
記
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。
唯
一
、
北
海
道

の
下
の
句
か
る
た
の
読
み
札
だ
け
は
、
今
で
も
清
音
表
記
に
な
っ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
期
の
読
み
を
そ
の
ま
ま
継
承
し
て

い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
�
）
角
川
の
古
語
辞
典
で
も
、「
上
代
に
は
「
ち
は
や
ふ
る
」」
と
、
根

拠
を
示
す
こ
と
な
し
に
コ
メ
ン
ト
さ
れ
て
い
る
。

（
�
）
全
十
六
例
の
歌
番
号
（
旧
番
号
）
は
、
一
〇
一
番
・
一
九
九
番
・

四
〇
四
番
・
五
五
八
番
・
六
一
九
番
・
一
二
三
〇
番
・
二
四
二
〇
番

・
二
六
六
〇
番
・
二
六
六
二
番
・
二
六
七
一
番
・
三
二
三
六
番
・
三

二
四
〇
番
・
三
八
一
一
番
・
四
〇
一
一
番
・
四
四
〇
二
番
・
四
四
八

九
番
で
あ
る
。

（
�
）
秋
永
一
枝
氏
も
「
後
者
（
布
）
は
巻
二
十
防
人
歌
で
確
例
と
し
が

た
い
」（
秋
永
氏
「
発
音
の
移
り
変
り
」『
日
本
語
の
歴
史
』
大
修
館

日
本
語
講
座
６
・
一
九
七
七
年
二
月
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

（
�
）
た
だ
し
『
万
葉
集
』
の
中
に
「
千
劔
破
」
と
い
う
漢
字
表
記
は
見

二
七



当
た
ら
な
か
っ
た
。
下
っ
て
『
太
平
記
』
に
は
認
め
ら
れ
る
。

（
�
）
本
居
宣
長
や
平
田
篤
胤
も
濁
音
に
な
っ
て
い
る
。
衣
川
長
秋
の

『
百
人
一
首
峯
梯
』
は
Ｆ
・
Ｖ
・
デ
ィ
キ
ン
ズ
が
英
訳
の
際
に
活
用

し
た
注
釈
書
だ
が
、
賀
茂
真
淵
の
説
を
継
承
し
て
い
る
た
め
に

「
ち
は
や
ぶ
る
」
が
濁
音
に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
を
参
考
に
し
て
い

る
デ
ィ
キ
ン
ズ
の
表
記
も
、
当
然
濁
音
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に

そ
の
デ
ィ
キ
ン
ズ
訳
を
参
考
に
し
て
い
る
マ
ッ
コ
ー
レ
ー
訳
も
濁

音
表
記
だ
が
、
同
じ
く
デ
ィ
キ
ン
ズ
訳
を
参
考
に
し
て
い
る
ポ
ー

タ
ー
訳
は
清
音
表
記
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
ポ
ー
タ
ー
が
デ
ィ

キ
ン
ズ
か
ら
借
り
て
参
考
に
し
た
江
戸
後
期
の
版
本
（
千
載
百
人

一
首
倭
寿
）
が
清
音
表
記
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
吉
海

「『
千
載
百
人
一
首
倭
寿
』
の
翻
刻
と
解
題
」
同
志
社
女
子
大
学
日

本
語
日
本
文
学
９
・
平
成
９
年

月
参
照
。「
ち
は
や
ぶ
る
」
の
清

濁
は
翻
訳
（
意
味
）
に
か
か
わ
ら
な
い
も
の
の
、
ど
ち
ら
で
表
記

す
る
か
と
い
う
問
題
は
残
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
カ
ー
ロ
イ
・

オ
ル
シ
ョ
ヤ
「
百
人
一
首
の
英
訳
か
ら
見
る
「
ち
は
や
ぶ
る
」
享

受
の
変
遷
」
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要

・
平

成

年
３
月
参
照
。

（
�
）
そ
の
他
、「
わ
た
の
は
ら
」
は
中
世
に
お
い
て
「
わ
だ
の
は
ら
」

と
濁
っ
て
読
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
標
準
か
る
た
も
濁
音
だ

っ
た
が
、
公
定
か
る
た
で
は
「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
は
逆
に
「
わ
た
の

は
ら
」
と
清
音
で
読
ま
れ
て
い
る
。

（

）
同
様
の
問
題
と
し
て
人
丸
の
「
あ
し
び
き
の
」
は
、『
万
葉
集
』

で
は
「
あ
し
ひ
き
の
」
と
清
音
で
読
ま
れ
て
い
る
が
、
競
技
か
る
た

で
は
『
万
葉
集
』
に
引
き
ず
ら
れ
る
こ
と
な
く
「
あ
し
び
き
の
」
と

濁
音
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
読
み
（
清
濁
）
を
統
一
す
る
基

準
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
百
人
一
首
と
し
て
は
こ
う

い
っ
た
時
代
的
変
遷
に
つ
い
て
、
定
家
の
時
点
で
の
解
釈
を
優
先
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
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