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【
要
旨
】�

百
人
一
首
か
る
た
の
並
べ
方
を
書
い
た
新
出
資
料
と
し
て
、『
貝
合
對
末

之
口
傳
』
を
紹
介
す
る
。
こ
れ
は
江
戸
時
代
に
書
写
さ
れ
た
口
伝
で
あ
る

が
、
そ
こ
に
百
人
一
首
か
る
た
の
並
べ
方
と
貝
覆
（
貝
合
）
の
並
べ
方
が

図
入
り
で
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
通
り
に
並
べ
て
遊
ば
れ
て
い
た
か
ど

う
か
は
わ
か
ら
な
い
も
の
の
、
か
る
た
遊
び
に
関
す
る
資
料
は
少
な
い
の

で
、
貴
重
な
資
料
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
翻
刻
を
紹
介
す
る
次
第
で
あ

る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
か
る
た
並
べ
方
・
つ
い
ま
つ
・
貝
合

解
題

百
人
一
首
か
る
た
の
並
べ
方
の
一
資
料
と
し
て
、
新
出
『
貝
合
對
末
之
口
傳
』

を
紹
介
し
た
い
。
こ
れ
は
近
世
後
期
以
降
の
写
で
、「
対
末
」
と
「
貝
合
（
貝
覆
）」

の
並
べ
方
が
図
示
さ
れ
た
珍
し
い
も
の
で
あ
る
。「
口
伝
」
と
あ
る
点
、
一
般
に

流
布
し
て
い
た
も
の
で
は
な
く
、
特
定
の
人
に
秘
伝
と
し
て
伝
授
さ
れ
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
な
お
「
対
末
」
は
恐
ら
く
「
続つ
い

松ま
つ

」
の
当
て
字
で
、
か
る
た
の
別
称

と
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
百
人
一
首
か
る
た
の
並
べ
方
に
関
し
て
は
、
古
来
明
確
な
決
ま
り
は

な
か
っ
た
。
江
戸
期
の
版
本
の
挿
絵
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
大
き
く

三
つ
に
分
類
さ
れ
る
。
一
つ
は
貝
合
（
貝
覆
）
型
で
、
中
心
に
上
の
句
札
（
絵
札
）

を
重
ね
て
置
き
、
そ
の
周
辺
に
同
心
円
上
に
下
の
句
札
（
取
り
札
）
を
置
く
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
貝
覆
の
遊
び
方
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
必
然
的

に
か
る
た
が
貝
覆
か
ら
発
展
し
た
と
い
う
か
る
た
成
立
の
神
話
と
結
び
つ
い
た
も

の
で
あ
る
。
二
つ
目
は
長
方
形
型
で
、
縦
横
に
隙
間
な
く
整
然
と
下
の
句
札
を
並

べ
る
や
り
方
で
あ
る
。
た
だ
し
同
じ
く
長
方
形
と
い
っ
て
も
、
何
種
類
か
の
違
い

が
存
す
る
。
そ
の
一
端
は
か
つ
て
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
る（

1
（

。
三
つ
目
は
い
わ
ゆ
る

散
ら
し
型
で
、
雑
然
と
下
の
句
札
を
散
ら
す
も
の
で
あ
る
。

そ
の
三
種
類
の
中
で
、
本
書
は
長
方
形
に
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
中
心
に
上
の

句
を
置
く
ス
ペ
ー
ス
が
設
け
て
あ
る
の
で
、
貝
合
（
貝
覆
）
型
と
長
方
形
型
の
折
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衷
型
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
形
で
か
る
た
取
り
が
行
わ
れ
た
と
は
考
え
に
く
い
の

で
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
紙
面
上
の
「
口
伝
」
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
本
資
料
の
簡
単
な
書
誌
を
記
し
て
お
き
た
い
。
本
資
料
は
縦
17
・
5
㎝

×
横
49
・
5
㎝
の
薄
紙
が
三
枚
と
縦
17
・
5
㎝
×
横
32
・
5
㎝
の
や
や
短
め
の
薄
紙
、

計
四
枚
が
横
に
貼
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
縦
17
・
5
㎝
×
横
7
・
3
㎝
の
楮

紙
の
表
紙
が
付
け
ら
れ
て
、
簡
単
な
巻
子
本
の
形
態
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。

表
紙
に
は
「
貝
合
對
末
之
口
傳
」
と
外
題
が
書
か
れ
、
ま
た
内
題
及
び
一
丁
目

の
裏
書
に
も
同
様
の
書
名
が
あ
る
。
内
題
の
下
方
に
は
「
高
橋
文
庫
」
と
い
う
印

が
押
さ
れ
て
い
る
が
、
お
そ
ら
く
旧
所
蔵
者
の
蔵
書
印
で
あ
ろ
う
。

本
書
の
内
容
は
、「
口
伝
」
と
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
従
来
の
か
る
た
の
遊
び
方

に
は
見
ら
れ
な
い
記
述
も
混
じ
っ
て
お
り
、
そ
の
点
に
も
資
料
的
価
値
が
認
め
ら

れ
る
。

翻
刻

貝
合
對
末
之
口
傳　
　
　
　
（
朱
印
）
高
橋
文
庫

一　

對
末
の
下
の
句
百
枚
圖
の
こ
と
く
な
ら
へ

　
　

置
も
の
也　

但
四
ツ
の
隅
は
天
子
の

　
　

御
製
な
ら
へ
申
物
也（

2
（

一　

下
に
毛
氈
を
鋪
て
八
通
り
十
三
通
り

　
　

な
ら
へ
申
也（

3
（
　

中
に
上
の
句
置
所
あ
け
置

　
　

申
事
也

一　

字
頭
い
つ
れ
も
下
座
也（

4
（
　

尤
人
数
き
わ
め

　
　

な
し

一　

小
女
御
側
に
て
御
合
せ
し
對
末

　
　

浅
み
と
り
に
入
置
申
物
也　

下
座
の

　
　

方
の
小
女
ハ
御
手
遠
な
る
所
の
下
の

　
　

句
を
御
意
に
し
た
か
ひ
と
り
上
申

　
　

役
也

一　

上
の
句
か
さ
高
な
る
ゆ
へ
百
枚
を
三
度
程
に

　
　

わ
け
て
出
し
置
物
な
り（

5
（

一　

對
末
の
下
の
句
百
枚
を
図
の
こ
と
く
順
廻
に

　
　

廿
五
枚
も
な
ら
へ
申
事
も
あ
り
て（

（
（

中

　
　

の
明
〔
空
〕
た
る
所
に
上
の
句
置
へ
し

　
　

尤
上
の
句
も
字
か
し
ら
下
座
に
し
て

　
　

お
く
な
り（

7
（

一　

す
へ
て
上
の
句
は
よ
み
終
て
片
方
は

　
　

裏
返
し
て
置
な
り（

（
（

一　

御
前
に
て
な
ら
へ
申
時
は
か
ミ
の
句
を
取

　
　

出
し
置　

扨
下
の
句
を
出
し
い
た
ゝ
き
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一　

對
末
の
下
の
句
百
枚
を
図
の
こ
と
く
順
廻
に

　
　

廿
五
枚
も
な
ら
へ
申
事
も
あ
り
て（

（
（

中

　
　

の
明
〔
空
〕
た
る
所
に
上
の
句
置
へ
し

　
　

尤
上
の
句
も
字
か
し
ら
下
座
に
し
て

　
　

お
く
な
り（

7
（

一　

す
へ
て
上
の
句
は
よ
み
終
て
片
方
は

　
　

裏
返
し
て
置
な
り（

（
（

一　

御
前
に
て
な
ら
へ
申
時
は
か
ミ
の
句
を
取

　
　

出
し
置　

扨
下
の
句
を
出
し
い
た
ゝ
き

　
　

て
百
枚
共
に
な
ら
へ
終　

上
の
句
を
又
い

　
　

た
ゝ
き
て
二
ツ
に
わ
け
中
に
置
物
な
り

一　

上
の
句
二
ツ
に
分
て
置
時
片
々
は
秋
の
田

　
　

の
歌
上
に
置　

片
々
は
百
敷
の
歌
を

　
　

上
に
置
も
の
な
り（

9
（
　

下
は
順
に
か
ま
わ
す

　
　

入
ま
せ
置
も
の
な
り

貝
合
之
事

一　

凡
貝
合
の
事
人
数
定
な
し　

其
内
小
女
と
有

　
　

之
所
に
御
小
姓
着
座
な
り　

御
側
の
小
女
は
尤

　
　

貝
の
御
用
等
勤　

下
座
の
小
女
は
御
手
遠
な
る

　
　

所
の
貝
を
御
意
を
受
て
合
候
て
さ
し

　
　

上
申
や
く
な
り

一　

貝
な
ら
へ
申
所
ハ
毛
セ
ん
を
敷
て
貝
を

　
　

置
不
申
候
へ
は
か
ひ
す
へ
り
不
定
也

一　

地
貝
三
百
六
十
図
の
こ
と
く
な
ら
へ
申
也　

中
の

　
　

所
十
二
置
夫
よ
り
外
は
前
に
幾
通
り
も

　
　

な
ら
へ
申
候　

但
望
に
寄
て
中
を

　
　

四
角
に
も
三
角
に
も
た
ま
こ
形
に
も

　
　

な
ら
へ
出
し
申
也（
（1
（

一　

貝
元
の
役
は
出
し
貝
を
小
蓋
に
成
共
入
候

　
　

て
右
の
脇
に
置
一
ツ
ツ
ヽ
頭
を
御
前
へ

　
　

向
真
中
の
所
に
差
置
申
也　

口
傳

一　

御
側
に
は
小
蓋
の
上
に
綾
紗
を
鋪

　
　

置
申
候　

御
相
手
に
は

　
　

銘
々
に
小
ふ
た
を
置
申
候　

綾
紗
に
及
す

一　

な
ら
へ
申
貝
を
地
貝
も
ま
き
貝
と
も
申　

是
雌
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貝
な
り（
（（
（

一　

出
し
貝
と
申
は
雄
な
り（
（1
（

一　

貝
の
内
を
上
に
し
て
な
ら
へ
置
申
を
繪

　
　

合
と
申
な
り（
（1
（

　
　
　
　
　

水
嶋
卜
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　

之
成

　
　
　
　
　

伊
藤
甚
右
衛
門

　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
氏

　
　
　
　
　

同　

隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
充

　
　
　
　
　

同　

将
曾

　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
督

　
　
　
　
　

同　

隼
太

　
　
　
　
　
　
　
　
　

幸
辰

（
紙
背
）

貝
合
對
末
之
口
傳

〔
注
〕

（
1
）��

吉
海
直
人
「『
歌
が
る
た
の
記
』
の
翻
刻
と
解
題
」
総
合
文
化
研
究
所
紀
要
23
・
平

成
1（
年
3
月
31
日
、
同「『
女
早
学
問
』所
収「
百
人
一
首
」「
歌
貝
」「
絵
貝
」「
歌
牌
」「
貝

覆
」
の
翻
刻
と
解
題
」
同
志
社
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
9
・
平
成
21
年

3
月
30
日
参
照
。

（
2
）��「
四
ツ
の
隅
は
天
子
の
御
製
な
ら
へ
申
物
也
」
と
い
う
解
説
は
、
従
来
の
並
べ
方
に

は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
天
皇
の
御
製
を
尊
重
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
百
人

一
首
に
は
天
皇
の
歌
が
（
首
あ
る
の
で
、
こ
の
記
述
だ
け
で
は
ど
の
天
皇
の
歌
を
利

用
し
た
の
か
ま
で
は
わ
か
ら
な
い
。

（
3
）	�「
八
通
り
十
三
通
り
」と
い
う
の
は
、
縦
に
８
首
・
横
に
13
首
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

そ
う
な
る
と
計
1
0
4
首
に
な
る
が
、
中
央
の
上
の
句
札
置
き
場
と
し
て
4
首
分
空

白
に
す
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
百
首
が
長
方
形
の
中
に
収
ま
る
こ
と
に
な
る
。

（
4
）��「
字
頭
」
と
い
う
の
は
和
歌
の
冒
頭
の
字
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
下
座
」
に
向

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
上
座
か
ら
は
和
歌
の
文
字
が
そ
の
ま
ま
読
め
る
こ
と
に

な
る
（
下
座
か
ら
は
逆
さ
ま
に
な
る
）。

（
5
）��「
三
度
程
に
わ
け
て
出
し
置
物
な
り
」
と
は
、
上
の
句
札
を
一
度
に
重
ね
な
い
で
、

山
を
三
分
の
一
程
度
に
分
け
て
、
無
く
な
っ
た
ら
補
充
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（
（
）��「
順
廻
に
廿
五
枚
も
な
ら
へ
申
事
も
あ
り
」
と
は
、
百
枚
を
四
等
分
し
、
各
自
縦
5

枚
×
横
5
枚
の
長
方
形
を
そ
れ
ぞ
れ
90
度
に
接
続
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
真
ん

中
に
で
き
た
ス
ペ
ー
ス
は
、
や
は
り
上
の
句
札
置
き
場
に
な
っ
て
い
る
。

（
7
）��「
上
の
句
も
字
か
し
ら
下
座
に
し
て
お
く
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
下
の
句
札
の
上
下

と
同
様
で
、
身
分
の
高
い
人
が
座
る
上
座
か
ら
歌
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
工
夫
さ
れ

て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
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（
（
）��「
上
の
句
は
よ
み
終
て
片
方
は
裏
返
し
て
置
な
り
」と
は
、
詠
み
終
え
た
上
の
句
札
は
、

中
央
に
伏
せ
て
置
く
」
こ
と
に
な
っ
て
い
た
ら
し
い
。

（
9
）��「
片
々
は
秋
の
田
の
歌
上
に
置
片
々
は
百
敷
の
歌
を
上
に
置
も
の
な
り
」
と
は
、
中

央
の
上
の
句
置
き
場
に
二
山
に
上
の
句
を
置
く
が
、
そ
の
一
番
上
は
天
智
天
皇
札
と

順
徳
院
札
を
置
く
決
ま
り
に
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
10
）��

貝
覆
の
貝
の
並
べ
方
は
円
状
に
す
る
の
が
一
般
的
だ
が
、
趣
向
に
よ
っ
て
は
様
々
な

形
に
置
く
こ
と
も
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。

（
11
）��「
な
ら
へ
申
貝
を
地
貝
（
と
）
も
ま
き
貝
と
も
申
。
是
雌
貝
な
り
」
と
は
ま
ず
中
央

に
置
く
「
出
し
貝
」
と
そ
の
周
囲
に
並
べ
る
「
地
貝
」
に
分
け
て
い
る
。「
地
貝
」

は
「
撒
貝
」
と
も
称
す
る
が
、
そ
れ
は
「
雌
貝
」
で
あ
る
。

（
12
）��「
出
し
貝
と
申
は
雄
な
り
」
と
は
、「
地
貝
」
を
「
雌
」
と
称
す
る
の
に
対
し
て
、「
出

し
貝
」
は
「
雄
」
と
称
す
る
。
こ
の
違
い
は
図
で
は
貝
の
中
央
が
左
寄
り
か
右
寄
り

か
で
分
け
て
い
る
が
、
本
来
は
貝
の
付
け
根
の
接
合
部
分
の
形
で
雄
か
雌
か
が
決
め

ら
れ
て
い
る
。

（
13
）��「
貝
の
内
を
上
に
し
て
な
ら
へ
置
申
を
繪
合
と
申
な
り
」
と
あ
る
の
は
、
非
常
に
珍

し
い
説
明
で
あ
る
。
本
来
の
遊
び
は
貝
を
伏
せ
る
の
で
、
貝
の
内
側
（
貝
裏
）
は
ほ

と
ん
ど
遊
び
と
は
無
縁
で
あ
る
。
た
だ
し
貝
を
豪
華
に
見
せ
る
た
め
、
あ
る
い
は
即

座
に
貝
が
一
致
す
る
か
否
か
を
判
別
す
る
た
め
に
、
貝
裏
に
は
同
じ
図
柄
の
絵
が
書

か
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
遊
び
に
用
い
れ
ば
、
そ
れ
は
「
絵
合
」
に
な
る
。

＊�

本
稿
は
二
〇
一
四
年
度
同
志
社
女
子
大
学
研
究
助
成
金
（
個
人
研
究
）
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。


