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下
　
　
房

俊

　
　
凡
　
例

本
稿
に
は
、
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』

の
中
、
第
六
十
七
番
お
よ
び
第
六
十
八
番
の
注
解
を
収
め
た
。

六
十
七
番
　
比
丘
尼

尼
衆

〔
職
人
尽
〕

　
　
〔
吾
吟
我
集
〕
比
丘
尼
を
　
年
わ
か
き
び
く
に
は
髪
を
す
り
衣
墨
に
そ
め
て
も
心
み
だ
れ
ん
　
　
〔
古
今
夷
曲
集
〕
そ
り
落
と
し
か
し
ら
風
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
　
　
ぴ
く
に
　
　
じ
こ
　
ち
よ
そ
う

　
き
と
て
も
瞬
よ
り
下
は
い
か
に
お
比
丘
尼
く
雄
長
老
V
　
〔
訓
蒙
図
彙
〕
　
尼
　
あ
ま
。
比
丘
尼
也
。
尼
姑
、
女
僧
、
並
同
。
　
　
〔
人
倫
訓
蒙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
図
彙
〕
比
丘
尼
　
律
戒
の
尼
を
い
ふ
也
。
　
　
〔
春
駒
狂
歌
集
〕
び
く
に
に
よ
す
る
恋
と
い
ふ
を
　
す
げ
笠
の
ふ
か
く
思
へ
ど
あ
ま
君
は
う
す
あ

　
さ
ぎ
な
る
色
の
道
中
　
〔
誹
譜
職
人
尽
〕
び
く
に
　
あ
つ
ら
へ
て
折
る
や
比
丘
尼
の
鏑
わ
ら
び
く
休
甫
V
　
み
る
ぶ
さ
は
か
か
れ
と
て
し
も
寺

　
の
尼
く
嵐
雪
V
　
女
中
が
た
尼
前
は
は
な
の
先
達
か
く
同
V
　
枯
れ
菊
の
名
の
み
残
る
や
松
が
岡
く
谷
水
V
　
す
た
髪
は
糸
の
柳
や
松
が
岡
く

　
蓮
尺
V
　
帰
る
さ
の
阿
武
に
萩
の
風
凄
し
く
知
圭
V
　
弟
子
あ
ま
の
汲
む
や
若
水
若
菜
摘
み
く
蓼
和
V
　
／
　
に
し
う
　
尼
達
の
手
染
め
は
薄

　
し
燕
子
花
く
乙
由
V
　
古
き
付
句
　
さ
ま
を
恨
み
て
な
り
し
尼
寺
　
煩
悩
の
犬
や
土
に
て
作
る
ら
ん
　
秋
の
夜
や
勤
め
の
隙
の
土
小
犬
く
蓼
和

注
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七
〇

V
　
〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
　
左
　
　
（
寄
）
比
丘
尼
（
恋
）
　
忍
ぶ
夜
は
風
の
音
に
も
比
丘
比
丘
尼
観
音
経
を
胸
に
た
た
み
て

こ
と
か
た
の
道
も
が
な
、
と
兼
好
が
詠
め
り
し
ご
と
く
、
か
う
さ
ま
に
忍
ぶ
の
文
字
を
と
り
な
し
て
も
詠
む
べ
し
。
此
の
歌
、

り
い
と
ふ
さ
ま
、
よ
ろ
し
。
：
…
左
を
勝
と
申
す
べ
く
や
。

左
、
忍
ぶ
山
又

人
目
を
は
ば
か

〔
本
文
】

六
十
七
番

い
つ
工
し
や
こ
ね
ん
寺
か
け
て
み
わ
た
せ
は

京
し
ら
川
に
す
め
る
月
か
け

初
夜
中
や
後
や
の
つ
と
め
の
ひ
ま
な
さ
に

み
る
と
し
も
な
き
法
花
寺
の
月

　
左
右
と
も
に
、
我
寺
・
・
を
い
ひ
た
て
た
れ
と
、

　
さ
せ
る
こ
と
な
し
。
さ
れ
と
、
左
は
、
月
を
ひ
ろ
く

　
よ
め
り
。
右
は
、
月
を
も
て
あ
そ
ふ
心
す
く
な
し
。

　
す
こ
し
は
左
ま
さ
る
へ
く
や
。

ほ
ん
し
や
う
を
つ
く
さ
む
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に

へ
ち
に
し
や
う
け
の
お
と
こ
お
そ
ろ
し

お
と
こ
よ
り
手
わ
た
し
に
こ
そ
と
ら
ね
と
も

つ
ゐ
に
わ
れ
ら
を
お
と
し
ふ
み
∫
つ

　
左
右
と
も
に
、
ひ
し
り
の
恋
は
し
か
る
へ
か
ら

　
ね
と
も
、
題
に
よ
り
て
よ
め
れ
は
、
さ
も
侍
へ
し
。

　
み
な
げ
さ
う
人
の
侍
る
を
あ
ら
は
せ
り
。
さ
ん
げ

み
わ
た
せ
は
－
〔
白
〕

し
ら
川
1
〔
類
〕
白
川

み
わ
た
せ
〔
類
〕
見
わ
た
せ
は

　
月
か
け
－
〔
類
〕
月
影

も
て
あ
そ
ふ
1
〔
類
〕
翫
ふ

左
1
〔
尊
〕
ナ
シ

ほ
ん
し
や
う
1
〔
類
〕
本
性
　
つ
く
さ
む
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に
1
〔
類
〕

く
さ
ん
と
こ
そ
思
ひ
し
に

お
と
こ
1
〔
類
〕
男
お
そ
ろ
し
1
〔
忠
〕
を
そ
ろ
し

お
と
こ
ー
〔
類
〕
男

わ
れ
ら
－
〔
類
〕
我
ら
　
お
と
し
ふ
み
二
つ
1
〔
類
〕
落
し
文
み
つ

し
か
る
へ
か
ら
ね
と
も
1
〔
類
〕
し
か
る
へ
か
ら
す
と
も

侍
へ
し
－
〔
類
〕
侍
る
へ
し

つ



に
罪
あ
さ
く
や
。

　
　
　
◇

ひ
く
に

可
為
持
。

◇

二仏
弟
子
は
、
大
か
た
み
な
さ
こ
そ
侯
へ
と
も
、

御
屋
衆
も
、
き
け
ん
か
い
と
い
ふ
事
は
お
ほ
せ

侯
め
る
は
。
我
ら
は
、
つ
と
め
行
法
は
お
な
し

事
に
て
侯
。
さ
せ
ん
く
ふ
う
は
お
な
し
御

こ
と
に
て
は
、
よ
も
、
侯
は
し
な
。

四そ
れ
は
、
よ
も
、
け
う
げ

へ
ち
て
ん
に
て
は

戻
ま
し
。

｛
をに

し
う

御
ひ
く
に
も
、
。

給
侯
な
れ
と
も
、
　
　
、

を
は
、
御
や
ふ
り
侯
そ
。

三我
ら
も
、

カ
い
も
ん
は
ま
も
ら
せ

　
な
と
カ
お
ん
し
ゆ

　
　
く
わ
ん
念
と
申
す
は
、

注
解
『
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十
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番
職
人
歌
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』
稿

（
三
十
二
）

ひ
く
に
1
〔
白
〕
比
丘
尼
〔
忠
〕
六
十
七
番
ひ
く
に

二
1
〔
白
〕
ナ
シ

足
1
〔
白
〕
尼
　
き
け
ん
か
い
ー
〔
白
〕
機
嫌
戒
　
事
は
お
ほ
せ
侯
め
る
は

1
〔
白
〕
〔
明
〕
〔
類
〕
事
は
侯
め
る
は
〔
忠
〕
事
侯
は
め
る
は

我
ら
－
〔
白
〕
わ
れ
ら
　
お
な
し
事
に
て
侯
。
さ
せ
ん
く
ふ
う
は
1
〔
白
〕
ナ
シ

御
こ
と
に
て
は
1
〔
忠
〕
御
こ
と
に
て

四
1
〔
白
〕
ナ
シ

そ
れ
は
、
よ
も
、

け
う
け
へ
ち
て
ん
に
て
は
侯
は
し
1
〔
白
〕

ナ
シ

一
1
〔
白
〕
ナ
シ

御
ひ
く
に
ー
〔
白
〕
御
比
丘
尼
　
か
い
も
ん
－
〔
白
〕
戒
文

給
候
な
れ
と
も
1
〔
忠
〕
給
は
な
れ
と
も
〔
明
〕
給
ひ
侯
な
れ
ど
も
〔
類
〕
給
ふ
な
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
力

と
も
　
な
と
か
ー
□
白
］
な
と
や
　
お
ん
し
ゆ
－
n
白
］
お
ん
酒
　
　
［
類
］
を
ん
し
ゆ

□
白
］
（
「
御
や
ふ
り
侯
そ
」
二
続
ケ
テ
）
其
は
よ
も
教
外
別
伝
に
て
は
侯
は
し

三
1
［
白
］
ナ
シ

我
ら
1
〔
白
〕
我
等
　
く
わ
ん
念
と
申
す
は
－
〔
白
〕
観
念
と
申
も
〔
明
〕

く
は
ん
念
と
申
す
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

さ
に
て
こ
そ
侯
へ
。

〔
語
注
〕

◎
比
丘
尼
は
、
本
来
、
尼
僧
一
般
を
い
う
が
、
こ
こ
で
は
、
特
に
禅
宗
の
尼
僧
の
意
で
用
い
て
い
る
ら
し
い
。
月
の
歌
に
、
尼
五
山
の
一
つ

「
護
念
寺
」
を
詠
み
、
恋
の
歌
に
『
伝
燈
録
』
の
言
葉
を
踏
ま
え
た
表
現
（
こ
の
表
現
は
、
六
十
四
番
禅
宗
の
恋
の
歌
の
表
現
と
酷
似
す
る
）

を
用
い
、
ま
た
、
画
中
詞
に
も
「
座
禅
工
夫
」
、
「
教
外
別
伝
」
の
言
葉
が
見
え
る
。

　
尼
衆
も
、
本
来
、
尼
僧
一
般
を
い
う
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
月
の
歌
に
、
西
大
寺
流
律
宗
の
尼
寺
「
法
花
寺
」
を
詠
ん
で
い
る
こ

と
か
ら
、
特
に
律
衆
の
尼
僧
の
意
で
用
い
て
い
る
ら
し
い
。
ま
た
、
画
中
詞
に
見
え
る
「
観
念
」
は
、
六
十
四
番
律
宗
の
月
の
歌
に
詠
ま
れ

た
「
観
念
の
月
」
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
。

　
比
丘
尼
・
尼
衆
が
、
そ
れ
ぞ
れ
禅
宗
・
律
宗
の
尼
僧
の
意
で
あ
る
と
す
る
と
、
こ
の
番
い
は
、
六
十
四
番
の
禅
宗
・
律
宗
の
番
い
の
尼
僧

版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
歌
・
画
中
詞
の
類
似
性
と
も
合
わ
せ
て
、
興
味
深
い
。

◎
い
つ
㌧
し
や
　
「
五
辻
」
は
、
現
京
都
市
上
京
区
五
辻
町
・
西
五
辻
東
町
付
近
に
あ
た
る
と
思
わ
れ
る
地
名
。
護
念
寺
（
次
項
参
照
）
に

近
い
。
な
お
、
護
念
寺
と
並
ん
で
尼
寺
五
山
の
一
と
さ
れ
る
景
愛
寺
も
五
辻
に
あ
っ
た
（
応
仁
の
乱
で
焼
失
）
。
「
や
」
は
、
和
歌
の
初
句
に

し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
て
、
場
面
を
提
示
す
る
詠
嘆
の
助
詞
。

◎
こ
ね
ん
寺
　
護
念
寺
。
現
京
都
市
上
京
区
六
軒
町
今
出
川
下
ル
に
あ
る
寺
。
も
と
禅
宗
の
尼
寺
で
、
尼
寺
五
山
の
一
と
し
て
栄
え
た
が
、

応
仁
の
乱
で
衰
退
し
た
。
（
慶
長
年
間
に
再
興
さ
れ
浄
土
宗
に
改
宗
。
）
本
歌
合
成
立
当
時
の
実
態
は
不
明
。

◎
か
け
て
　
「
S
（
を
）
か
け
て
」
と
い
う
形
で
、
∫
の
場
所
を
ま
で
含
ん
で
、
の
意
。
「
松
浦
が
た
も
ろ
こ
し
か
け
て
み
わ
た
せ
ば
さ
か

ひ
は
八
重
の
霞
な
り
け
り
く
後
鳥
羽
院
V
」
（
風
雅
集
、
春
歌
上
）
な
ど
と
、
歌
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

◎
み
わ
た
せ
は
　
白
石
本
は
、
「
み
わ
た
せ
」
と
「
は
」
を
脱
す
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ
う
。

◎
し
ら
川
　
白
川
・
白
河
。
現
京
都
市
左
京
区
の
地
名
。
比
叡
山
麓
よ
り
流
れ
る
白
川
の
流
域
の
う
ち
、
お
よ
そ
、
鴨
川
と
東
山
の
間
で
、

粟
田
口
の
北
、
北
白
河
以
南
を
い
う
。
古
く
か
ら
開
け
た
地
で
あ
っ
た
が
、
院
政
期
こ
ろ
か
ら
急
速
に
開
発
が
進
ん
だ
。
京
の
都
の
東
郊
に



あ
た
り
、
洛
中
と
合
わ
せ
て
「
京
白
川
」
と
併
称
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
も
そ
の
例
。
「
白
」
に
、
月
が
白
く
輝
く
意
を
響
か
せ

る
か
。

◎
初
夜
中
や
後
や
　
初
夜
、
中
夜
、
後
夜
。
仏
教
で
一
昼
夜
を
六
分
し
た
う
ち
の
、
夜
の
三
つ
の
時
問
帯
。
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
に
行
う

勤
行
。

◎
法
花
寺
　
法
華
寺
。
現
奈
良
市
法
華
寺
町
に
あ
る
寺
。
光
明
皇
后
の
開
基
で
、
大
和
国
国
分
尼
寺
と
し
て
諸
国
の
国
分
尼
寺
を
統
括
し
た

が
、
平
安
後
期
に
荒
廃
、
鎌
倉
中
期
に
西
大
寺
流
律
宗
の
尼
寺
と
し
て
復
興
し
た
。
明
応
八
年
（
一
四
九
九
）
お
よ
び
永
正
三
年
（
一
五
〇

六
）
の
兵
火
に
よ
り
、
堂
舎
の
大
半
が
消
失
し
た
。

◎
月
を
ひ
ろ
く
よ
め
り
　
コ
思
白
川
に
澄
め
る
月
影
」
と
、
広
大
な
地
を
照
ら
す
月
光
を
詠
ん
だ
こ
と
を
い
う
。

◎
月
を
も
て
あ
そ
ふ
心
す
く
な
し
　
「
も
て
あ
そ
ぶ
」
は
、
愛
で
楽
し
む
こ
と
。
「
見
る
と
し
も
な
き
法
花
寺
の
月
」
と
い
う
歌
は
、
月
を

愛
で
楽
し
む
心
が
浅
く
て
、
題
意
に
か
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
左
ま
さ
る
へ
く
や
　
尊
経
閣
本
は
、
「
左
」
を
脱
す
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ
う
。

◎
ほ
ん
し
や
う
を
つ
く
さ
む
と
こ
そ
お
も
ひ
し
に
へ
ち
に
し
や
う
け
の
お
と
こ
お
そ
ろ
し
　
「
ほ
ん
し
や
う
」
は
、
類
従
本
は
「
本
性
」
。
『
伝

燈
録
』
十
四
、
龍
潭
崇
信
の
章
に
見
え
る
、
道
悟
が
崇
信
に
与
え
た
言
葉
、
「
但
尽
凡
情
、
無
別
聖
解
」
を
踏
ま
え
た
表
現
か
。
た
だ
し
、

当
時
、
「
本
性
（
生
）
を
尽
く
せ
、
別
に
障
碍
な
し
」
と
す
る
、
誤
伝
な
い
し
誤
解
が
一
般
化
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
も
、
「
本

性
（
生
）
」
は
「
凡
情
」
（
凡
夫
の
迷
い
）
に
近
い
意
で
理
解
さ
れ
て
い
た
か
。
「
障
碍
」
は
、
仏
道
の
妨
げ
、
障
害
。
六
十
四
番
禅
宗
の
恋

の
歌
に
、
こ
こ
と
酷
似
す
る
表
現
が
あ
っ
た
（
六
十
四
番
語
注
「
恋
し
さ
の
た
∫
ほ
ん
し
や
う
を
つ
く
さ
ね
は
へ
ち
に
障
巨
寸
の
な
き
は
な
き

か
は
」
の
項
参
照
）
。
迷
い
の
心
を
捨
て
去
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
の
に
、
一
方
で
、
そ
の
障
害
と
な
る
男
が
い
て
、
そ
の
こ
と
が
恐
ろ
し
い
、

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
手
わ
た
し
　
手
渡
し
。
勿
論
、
俗
語
。

◎
つ
ゐ
に
わ
れ
ら
を
お
と
し
ふ
み
ふ
つ
　
「
つ
ひ
に
我
ら
を
落
と
し
」
か
ら
「
落
と
し
文
見
つ
」
と
続
く
。
「
わ
れ
ら
」
は
、
単
数
の
自
称

代
名
詞
。
「
落
と
す
」
は
、
僧
な
ど
を
堕
落
さ
せ
る
こ
と
。
「
落
と
し
文
」
は
、
相
手
の
目
に
つ
く
よ
う
な
と
こ
ろ
に
落
と
し
て
お
く
手
紙
。
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七
四

◎
ひ
し
り
の
恋
は
し
か
る
へ
か
ら
ね
と
も
、
題
に
よ
り
て
よ
め
れ
は
、
さ
も
侍
へ
し
　
「
し
か
る
へ
か
ら
ね
と
も
」
は
、
類
従
本
は
「
し
か

る
へ
か
ら
す
と
も
」
と
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
聖
」
は
、
僧
一
般
を
指
す
言
葉
。
僧
の
恋
は
あ
っ
て
は
な
ら
ぬ
こ
と
で
は
あ
る
が
、
「
恋
」

と
い
う
題
に
従
っ
て
詠
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
内
容
の
歌
に
な
る
の
も
や
む
を
え
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ぴ
と

◎
け
さ
う
人
　
懸
想
人
。
用
例
は
管
見
に
入
ら
ぬ
が
、
恋
を
し
て
い
る
相
手
、
と
取
っ
て
よ
か
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
ん
げ

◎
さ
ん
け
に
罪
あ
さ
く
や
　
「
繊
悔
」
は
、
犯
し
た
罪
を
悔
い
、
仏
や
師
の
前
な
ど
で
告
白
す
る
こ
と
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
罪
が
消

減
す
る
と
さ
れ
た
。
こ
こ
は
、
繊
悔
し
た
の
だ
か
ら
罪
も
浅
く
な
る
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

◎
二
　
白
石
本
は
、
こ
の
記
号
を
欠
く
。
以
下
の
「
四
」
、
「
一
」
、
「
三
」
に
つ
い
て
も
同
様
。
会
話
の
順
序
を
示
す
記
号
（
以
下
同
様
）
。

◎
仏
弟
子
は
、
大
か
た
み
な
さ
こ
そ
候
へ
と
も
　
「
仏
弟
子
」
は
、
釈
迦
の
弟
子
の
意
で
、
仏
教
を
信
奉
す
る
者
を
い
う
。
仏
弟
子
た
る
も

の
は
概
し
て
み
な
戒
文
（
門
）
は
守
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
で
あ
ろ
う
。

◎
き
け
ん
か
い
と
い
ふ
事
は
お
ほ
せ
候
め
る
は
　
「
事
は
お
ほ
せ
侯
め
る
は
」
は
、
白
石
本
・
明
暦
板
本
・
類
従
本
は
「
事
は
侯
め
る
は
」
、

忠
寄
本
は
「
事
侯
は
め
る
は
」
と
す
る
が
、
い
ず
れ
も
誤
脱
で
あ
ろ
う
。
「
譲
嫌
戒
」
は
、
人
か
ら
譲
ら
れ
嫌
わ
れ
る
行
為
を
禁
じ
る
戒
。

た
と
え
ば
、
肉
を
食
せ
ず
、
酒
を
飲
ま
ず
、
歌
叫
伎
楽
の
声
を
聴
か
ず
、
な
ど
の
戒
の
総
称
。
譲
嫌
戒
と
い
う
こ
と
を
口
で
言
う
だ
け
で
実

際
に
守
っ
て
は
お
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
非
難
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

◎
我
ら
は
、
つ
と
め
行
法
は
お
な
し
事
に
て
候
　
白
石
本
は
「
お
な
し
事
に
て
侯
」
か
ら
次
項
の
「
さ
せ
ん
く
ふ
う
は
」
ま
で
を
欠
く
が
、

誤
脱
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
比
丘
尼
が
勤
め
・
行
法
を
す
る
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た
尼
衆
と
同
じ
で
あ
る
が
、
の
意
で
あ
ろ
う
。

◎
さ
せ
ん
く
ふ
う
は
お
な
し
御
こ
と
に
て
は
、
よ
も
、
候
は
し
な
　
「
御
こ
と
に
て
は
」
は
、
忠
寄
本
は
「
御
こ
と
に
て
」
と
「
は
」
を
脱

す
る
が
、
誤
脱
で
あ
ろ
う
。
「
座
禅
工
夫
」
は
、
座
禅
に
専
念
す
る
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
が
重
視
す
る
座
禅
を
、
あ
な
た
が
た
は
軽
視
し
て
い

る
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

◎
そ
れ
は
、
よ
も
、
け
う
け
へ
ち
て
ん
に
て
は
候
は
し
　
白
石
本
は
こ
の
言
葉
を
欠
く
。
「
け
う
け
へ
ち
て
ん
」
は
、
「
－
－
－
べ
つ
で
ん
」
と

も
表
記
す
る
。
教
外
別
伝
。
（
六
十
四
番
語
注
「
け
う
け
別
伝
と
申
侯
は
、
な
と
や
祖
師
と
は
仰
戻
そ
」
の
項
参
照
。
）

◎
か
い
も
ん
　
白
石
本
は
「
戒
文
」
。
「
戒
文
」
は
戒
律
の
条
文
。
た
だ
し
、
こ
こ
は
「
戒
門
」
と
も
取
れ
る
。
「
戒
門
」
は
、
戒
律
な
い
し



戒
律
に
つ
い
て
の
教
え
。

◎
ま
も
ら
せ
給
侯
な
れ
と
も
　
　
「
給
侯
な
れ
と
も
」
は
、
忠
寄
本
は
「
給
は
な
れ
と
も
」
、
類
従
本
は
「
給
ふ
な
れ
と
も
」
と
す
る
が
、
い

ず
れ
も
誤
写
で
あ
ろ
う
。

◎
な
と
か
お
ん
し
ゆ
を
は
、
御
や
ふ
り
候
そ
　
「
な
と
か
」
は
、
白
石
本
は
「
な
と
や
」
と
し
、
「
や
」
の
右
に
「
か
」
と
校
合
。
「
飲
酒
」

は
「
不
飲
酒
戒
」
の
こ
と
。
出
家
が
守
る
べ
き
十
戒
の
一
。
酒
を
飲
ん
で
は
な
ら
な
い
と
す
る
戒
。
当
時
、
比
丘
尼
が
不
飲
酒
戒
を
破
る
こ

と
が
常
態
化
し
て
い
た
か
。
こ
の
言
葉
の
後
に
、
白
石
本
は
「
其
は
よ
も
教
外
別
伝
に
て
は
候
は
し
」
。

◎
我
ら
も
、
く
わ
ん
念
と
申
す
は
、
さ
に
て
こ
そ
候
　
　
「
申
す
は
」
は
、
白
石
本
は
「
申
も
」
と
あ
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
観
念
」
は

仏
教
語
で
、
雑
念
を
退
け
て
諸
法
の
真
理
を
見
、
心
に
と
ど
め
る
こ
と
。
わ
れ
わ
れ
尼
衆
が
重
視
す
る
観
念
と
い
う
こ
と
は
、
あ
な
た
が
た

比
丘
尼
の
い
う
座
禅
工
夫
に
劣
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
六
十
四
番
律
宗
の
月
の
歌
に
も
、
「
観
念
の
月
」
が
詠
ま
れ
て
い

た
。

〔
絵
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く
寸

比
丘
尼
は
、
頭
巾
を
被
り
、
僧
衣
の
上
に
烙
子
を
懸
け
、
左
手
に
数
珠
を
持
つ
。

尼
衆
は
、
僧
衣
の
上
に
袈
裟
を
懸
け
、
襟
帽
子
を
つ
け
る
。

〔
参
考
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
　
ク
　
ニ

○
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
修
道
女
の
修
道
生
活
お
よ
び
（
世
俗
か
ら
の
）
隔
離
は
厳
重
か
つ
厳
正
で
あ
る
。
目
本
で
は
、
比
丘
尼
の
僧
院
は
ほ

と
ん
ど
娼
婦
街
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
日
本
覚
書
、
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ピ
ク
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
、
’
ン
ダ
チ

○
わ
れ
ら
に
お
い
て
は
、
通
常
、
修
道
女
は
そ
の
修
道
院
か
ら
外
出
し
な
い
。
目
本
の
比
丘
尼
は
い
つ
も
遊
興
に
出
か
け
、
と
き
に
は
庫
立

に
行
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
）
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七
六

六
十
八
番
　
山
法
師

奈
良
法
師

〔
職
人
尽
〕

　
　
〔
人
倫
訓
蒙
図
彙
〕
法
相
宗
　
天
竺
護
法
菩
薩
に
は
じ
ま
る
。
外
に
さ
ま
ざ
ま
の
説
あ
り
。
目
本
に
て
は
、
玄
肪
僧
正
入
唐
し
て
渡
す
也
。
人
皇
四
十

　
代
天
武
天
皇
白
鳳
廿
年
庚
辰
に
、
諸
宗
一
番
に
わ
た
る
也
。
も
ち
ゆ
る
経
は
、
解
深
蜜
経
、
大
品
経
等
也
。
論
は
、
楡
伽
論
、
唯
識
論
な
り
。
寺
は
、

　
興
福
寺
也
。
　
／
　
天
台
宗
　
天
竺
恵
文
禅
師
、
南
岳
恵
思
大
師
、
天
台
智
者
大
師
等
の
所
立
也
。
日
本
に
て
は
、
桓
武
天
皇
の
延
暦
廿
年
乙
酉
に
、

　
七
番
に
渡
る
。
伝
教
大
師
、
是
を
興
す
。
用
ゆ
る
所
、
法
花
経
井
釈
天
台
三
大
部
等
也
。
〔
誹
諸
職
人
尽
〕
　
山
法
師
・
奈
良
法
師
　
五
月
雨
や
水
に

　
ご
る
か
も
山
法
師
く
沖
而
V
　
さ
ざ
な
み
や
鎧
の
下
の
更
衣
く
米
伸
V
　
芳
野
と
も
さ
く
ら
に
意
地
や
山
法
師
く
東
風
V
　
煤
掃
き
の
出
立
ち
栄
あ
り

　
や
ま
法
師
く
蓼
和
V
　
い
に
し
へ
、
な
ら
の
八
重
桜
を
上
東
門
院
、
九
重
へ
移
し
給
は
ん
と
有
り
し
に
、
衆
徒
甚
だ
惜
し
み
、
強
ひ
て
訴
へ
け
れ
ば
、

　
却
つ
て
、
花
を
お
し
む
風
流
を
感
じ
思
召
し
、
其
の
ま
ま
を
か
せ
ら
れ
、
桜
に
庄
園
を
寄
せ
ら
れ
け
る
、
と
い
へ
り
。
　
強
訴
訟
ど
つ
と
ほ
め
た
り
八

　
重
ざ
く
ら
〈
桃
兆
〉
　
三
目
月
や
鑓
の
師
匠
の
岡
両
く
祇
丞
V
　
法
師
原
氷
に
す
べ
る
般
若
坂
く
仙
泉
V
　
八
郎
が
扇
で
さ
す
や
奈
良
法
師
く
蓼
和
V

　
　
　
〔
江
戸
職
人
歌
合
〕
右
　
（
寄
）
山
法
師
（
恋
）
　
邪
婬
戒
破
り
し
恋
の
山
法
師
髪
よ
り
先
へ
立
て
る
名
ぞ
う
き
…
…
右
、
下
の
句
よ
ろ
し
け
れ

　
ど
、
猶
、
左
勝
と
申
す
べ
く
や
。
　
／
　
右
　
　
（
寄
）
奈
良
法
師
（
恋
）
　
花
と
見
し
君
の
心
の
な
ら
法
師
待
ち
て
は
く
れ
ぬ
情
け
な
き
も
の

　
右
、
結
句
は
、
桜
を
を
し
め
る
を
ほ
め
給
ひ
し
ふ
る
こ
と
な
が
ら
、
今
す
こ
し
前
後
た
ら
は
ぬ
こ
こ
ち
し
侍
り
。
左
可
為
勝
。

【
本
文
】

六
十
八
番

三
の
寺
ふ
も
と
ま
て
た
に
を
よ
は
め
や

ふ
も
と
－
〔
類
〕
簾



わ
か
や
ま
す
み
の
月
の
た
か
さ
に

さ
ん
ろ
む
の
御
の
り
の
ま
と
も
あ
き
ら
か
に

み
な
み
に
め
く
る
法
相
の
つ
き

　
左
は
、
四
大
寺
の
中
に
我
山
に
及
か
た
き
と
い
ひ
、

　
右
は
、
南
都
の
月
を
ほ
め
た
り
。
法
に
是
非
を

　
申
か
た
し
。
可
為
持
。

ひ
え
あ
か
る
わ
か
ひ
と
り
ね
の
と
こ
と
は
に

い
ち
∫
こ
な
ら
ぬ
人
そ
こ
ひ
し
き

こ
ひ
し
さ
に
お
こ
な
ふ
へ
き
も
わ
す
る
れ
は

わ
か
と
く
こ
う
の
ほ
と
そ
し
ら
る
上

　
左
、
一
ち
こ
二
山
王
と
い
ふ
事
、
よ
く
思
よ
せ
た
り
。

右
、
な
ら
法
師
は
得
業
に
な
る
ゆ
へ
に
や
。
さ
れ
と
、

　
た
⊥
こ
う
に
こ
そ
侍
れ
。
と
く
は
い
ま
よ
り
所
な
き

　
に
や
。
以
左
為
勝
。

◇

　
山
法
師

わ
か
た
つ
そ
ま
の

月
に
を
よ
ふ
へ
き

所
こ
そ
お
ほ
え
ね
。

な
ら
法
師

◇

注
解
『
七
十
一
番
職
人
歌
合
』
稿
（
三
十
二
）

わ
か
や
ま
す
み
－
〔
類
〕
我
山
住
　
た
か
さ
－

さ
ん
ろ
む
の
御
の
り
の
ま
と
も
あ
き
ら
か
に
－

法
の
窓
も
明
ら
か
に

み
な
み
1
〔
類
〕
南
つ
き
－
〔
類
〕
月

法
に
－
〔
類
〕

共
に

事わここわ
1かひひか
〔1ししひ類〔さきと
〕類11りこ〕〔〔ね
と我類類1　　し」　、＿」

　　　〔　ほ恋恋類
　としし〕
　1さき我　〔　　独
　白お　ね
　〕こ
　ほな
　うふ

　　〔　　類
　　〕
　　を

　　な
　　ふ

い
ま
ー
〔
類
〕

今

山
法
師
1
〔
明
〕
六
十
八
番
山
法
師

わ
か
た
つ
そ
ま
1
〔
白
〕
わ
か
立
杣

を
よ
ふ
1
〔
白
〕
お
よ
ふ

お
ほ
え
ね
1
〔
白
〕
お
ほ
へ
ね

な
ら
法
師
－
〔
白
〕
奈
良
法
師

〔
類
〕
高
さ

〔
類
〕
さ
ん
論
の
御

七
七

fig160302.pdf


七
八

も
ろ
こ
し
の
月
よ
り
も

見
所
あ
れ
は
こ
そ
、

か
す
か
な
る
み
か
さ
の

山
と
は
よ
み
つ
ら
め
。

も
ろ
こ
し
1
〔
白
〕
唐

か
す
か
－
〔
白
〕
〔
類
〕
春
目
　
み
か
さ
の
山
－
〔
白
〕
三
笠
の
や
ま

〔
語
注
〕

◎
山
法
師
は
、
天
台
宗
総
本
山
、
比
叡
山
延
暦
寺
の
衆
徒
。

　
奈
良
法
師
は
、
奈
良
の
大
寺
、
こ
と
に
法
相
宗
大
本
山
、
興
福
寺
の
衆
徒
。
こ
こ
も
、
月
の
歌
に
「
法
相
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
興
福
寺

の
衆
徒
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
延
暦
寺
と
興
福
寺
は
、
教
義
上
の
み
な
ら
ず
、
世
俗
的
な
事
件
に
お
い
て
も
対
立
抗
争
を
く
り
返
し
た
。

◎
三
の
寺
　
四
大
寺
（
「
四
大
寺
」
の
項
参
照
）
の
う
ち
、
延
暦
寺
を
除
く
三
寺
を
指
す
。

◎
ふ
も
と
ま
て
た
に
を
よ
は
め
や
　
用
例
は
管
見
に
入
ら
な
い
が
、
は
る
か
に
及
ば
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
下
句
の
「
山
」
の
縁
で
、

「
麓
」
と
い
う
言
葉
を
甘
す
。

◎
わ
か
や
ま
す
み
の
月
の
た
か
さ
に
　
「
山
住
み
」
は
、
比
叡
山
す
な
わ
ち
延
暦
寺
に
住
む
こ
と
。
四
大
寺
の
う
ち
、
延
暦
寺
の
み
が
山
地

に
、
他
の
三
寺
は
平
地
に
あ
る
の
で
、
延
暦
寺
で
見
る
月
が
も
っ
と
も
高
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
、
延
暦
寺
自
体
が
他
の
三

寺
よ
り
勝
っ
て
い
る
意
を
響
か
せ
る
。

◎
さ
ん
ろ
む
　
三
論
。
龍
樹
の
『
中
論
』
『
十
二
門
論
』
、
お
よ
び
、
そ
の
弟
子
提
婆
の
『
百
論
』
の
三
つ
の
論
。
「
一
切
法
空
」
（
あ
ら
ゆ
る

も
の
は
空
で
あ
る
と
す
る
考
え
）
を
説
く
（
岩
波
仏
教
辞
典
「
三
論
」
の
項
）
。
三
論
宗
の
依
所
と
す
る
聖
典
。
三
論
宗
は
、
奈
良
時
代
に

は
盛
ん
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
衰
徴
、
平
安
時
代
に
東
大
寺
内
に
東
南
院
が
建
て
ら
れ
、
三
論
宗
の
本
所
と
な
り
、
室
町
時
代
中
期
に
は
、

英
憲
・
英
訓
の
学
匠
が
出
る
な
ど
し
た
が
、
衰
退
の
一
途
を
た
ど
っ
た
（
国
史
大
辞
典
「
三
論
宗
」
の
項
）
。
こ
こ
は
歌
の
作
者
と
し
て
、

東
南
院
の
学
匠
を
想
定
し
て
い
る
か
と
も
見
ら
れ
る
が
、
下
句
に
「
法
相
」
と
あ
る
か
ら
、
興
福
寺
の
僧
と
す
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
時



代
は
逆
上
る
が
、
院
政
期
の
興
福
寺
大
衆
が
自
ら
を
「
三
論
法
相
之
学
徒
」
と
捉
え
て
い
た
こ
と
が
、
『
玉
葉
』
に
見
え
る
（
『
大
系
』
付
録
）
。

◎
御
の
り
の
ま
と
　
御
法
の
窓
。
世
の
中
を
照
ら
す
仏
法
を
、
光
の
射
し
込
む
窓
に
た
と
え
た
言
葉
か
。
「
の
り
の
ま
ど
に
君
が
か
か
ぐ
る

と
も
し
ぴ
は
い
で
む
あ
さ
目
の
か
げ
に
つ
た
へ
む
く
阿
閣
梨
経
乗
V
」
（
詠
十
首
和
歌
）
の
用
例
が
あ
る
。

◎
み
な
み
に
め
く
る
　
月
が
南
に
巡
る
意
に
、
法
相
の
月
（
次
項
）
が
南
都
（
奈
良
）
に
輝
く
意
を
掛
げ
る
。

◎
法
相
の
つ
き
　
法
相
宗
の
教
え
を
月
に
た
と
え
た
言
葉
。

◎
四
大
寺
東
大
寺
・
興
福
寺
・
延
暦
寺
・
園
域
寺
の
四
寺
。
朝
廷
の
祈
願
所
と
し
て
格
が
高
か
っ
た
。

◎
法
に
是
非
を
申
か
た
し
　
「
法
に
」
は
、
類
従
本
は
「
共
に
」
と
す
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
教
義
上
の
こ
と
に
つ
い
て
は
優
劣
を
つ
け

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
実
は
、
歌
と
し
て
の
慶
劣
が
つ
け
が
た
い
の
で
あ
る
が
、
冗
談
め
か
し
て
、
こ
う
い
う
言
い
方

を
し
た
の
で
あ
る
（
六
十
五
番
語
注
「
法
の
優
劣
を
論
す
へ
か
ら
す
」
の
項
参
照
）
。

◎
ひ
え
あ
か
る
　
「
冷
え
上
が
る
」
の
「
冷
え
」
に
、
「
比
叡
」
な
い
し
「
日
吉
」
を
掛
け
る
。

◎
わ
か
ひ
と
り
ね
の
と
こ
と
は
に
　
「
我
が
独
り
寝
の
床
」
か
ら
「
と
こ
と
は
（
常
）
に
」
と
続
く
。
こ
の
掛
詞
は
、
「
見
せ
ば
や
な
わ
が

ひ
と
り
ね
の
と
こ
と
は
に
涙
ほ
し
え
ぬ
夜
半
の
さ
蓬
く
行
輔
V
」
（
延
文
百
首
、
恋
）
な
ど
、
和
歌
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
。

◎
い
ち
ふ
こ
な
ら
ぬ
人
そ
こ
ひ
し
き
　
二
稚
児
」
は
、
判
詞
に
も
い
う
と
お
り
、
「
一
稚
児
二
山
王
」
と
い
う
諺
か
ら
出
た
言
葉
。
比
叡

山
の
僧
は
、
目
吉
大
杜
の
祭
神
で
あ
る
山
王
権
現
よ
り
も
、
男
色
の
相
手
で
あ
る
稚
児
を
大
切
に
す
る
、
と
い
う
こ
と
。
「
一
稚
児
な
ら
ぬ

人
」
は
、
す
な
わ
ち
、
女
の
恋
人
。
寺
院
に
お
い
て
男
色
は
黙
認
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
は
、
男
色
な
ら
ぬ
女
色
に
心
を
奪
わ
れ
る
、
と
い

う
滑
稽
。

◎
わ
か
と
≦
」
う
の
ほ
と
そ
し
ら
る
㌧
　
「
ほ
と
」
は
、
白
石
本
は
「
ほ
う
」
と
読
め
る
が
、
誤
写
で
あ
ろ
う
。
「
得
業
」
は
、
優
れ
た
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
ゅ
う
き

僧
に
与
え
ら
れ
る
階
級
の
一
。
南
都
で
は
、
興
福
寺
の
維
摩
会
、
法
華
会
、
お
よ
び
、
薬
師
寺
の
最
勝
会
の
三
会
で
、
竪
義
（
探
題
の
出

す
難
問
に
答
え
る
僧
）
を
勤
め
終
え
た
者
を
い
う
。
「
得
業
」
と
い
う
名
に
価
し
な
い
実
態
の
ほ
ど
が
、
自
分
で
も
よ
く
分
か
る
、
と
い
う

の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
判
詞
は
、
「
得
業
」
と
い
う
言
葉
は
、
「
業
」
を
引
き
出
す
た
め
に
用
い
た
ま
で
で
、
特
に
意
味
は
な
い
、
と
解
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
解
に
従
え
ば
、
こ
の
下
句
は
、
自
分
の
悪
業
の
深
さ
が
知
ら
れ
る
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
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八
○

◎
よ
く
思
よ
せ
た
り
　
「
思
ひ
寄
す
」
は
、
あ
る
こ
と
を
思
い
つ
い
て
、
題
意
に
関
連
づ
け
た
表
現
を
す
る
こ
と
。

◎
な
ら
法
師
は
得
業
に
な
る
ゆ
へ
に
や
。
さ
れ
と
、
た
三
」
う
に
こ
そ
侍
れ
。
と
く
は
い
ま
よ
り
所
な
き
に
や
　
奈
良
法
師
の
縁
で
「
得
業
」

と
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
た
だ
「
業
」
と
言
い
た
い
に
遇
ぎ
な
い
か
ら
、
「
得
」
と
い
う
部
分
は
他
の
言
葉
と
照
応
し
て
い
な
い
、

と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
「
寄
り
所
」
は
、
縁
語
・
掛
詞
な
ど
の
修
辞
（
三
十
番
語
注
「
よ
り
所
あ
る
歎
」
の
項
参
照
）
。

◎
わ
か
た
つ
そ
ま
の
月
に
を
よ
ふ
へ
き
所
こ
そ
お
ほ
え
ね
　
　
「
我
が
立
っ
杣
」
は
、
歌
語
で
、
比
叡
山
の
別
称
。
最
澄
が
根
本
中
堂
建
立
に

あ
た
っ
て
詠
ん
だ
歌
、
「
阿
褥
多
羅
三
墾
二
菩
提
の
ほ
と
け
た
ち
我
が
立
っ
杣
に
冥
加
有
ら
せ
給
へ
」
（
新
古
今
二
十
、
釈
教
）
に
端
を
発
す

る
言
葉
で
、
そ
の
後
、
慈
円
が
、
「
お
ほ
け
な
く
う
き
世
の
た
み
に
お
ほ
ふ
か
な
わ
が
た
つ
そ
ま
に
す
み
ぞ
め
の
そ
で
」
（
千
載
集
十
七
、
雑
）

を
は
じ
め
、
何
度
も
歌
に
詠
み
込
ん
だ
こ
と
が
、
こ
の
言
葉
が
比
叡
山
の
別
称
に
な
っ
て
い
く
上
に
大
き
く
関
与
し
て
い
る
よ
う
だ
（
島
津

忠
夫
『
百
人
一
首
』
）
、
と
い
う
。
比
叡
山
に
及
ぶ
ほ
ど
の
月
の
名
所
は
思
い
浮
か
ば
な
い
、
と
自
慢
す
る
の
で
あ
る
。

◎
も
ろ
こ
し
の
月
よ
り
も
見
所
あ
れ
は
こ
そ
、
か
す
か
な
る
み
か
さ
の
山
と
は
よ
み
つ
ら
め
　
安
倍
仲
麻
呂
が
唐
で
、
「
あ
ま
の
原
ふ
り
さ

け
見
れ
ば
か
す
が
な
る
み
か
さ
の
山
に
い
で
し
月
か
も
」
（
古
今
集
、
轟
旅
歌
）
と
詠
ん
だ
と
さ
れ
る
こ
と
を
言
う
。
こ
の
説
話
は
、
『
江
談

抄
』
、
『
今
昔
物
語
集
』
な
ど
に
も
見
え
て
、
広
く
流
布
し
て
い
た
。
「
三
笠
の
山
」
は
、
奈
良
の
東
方
に
あ
る
山
。
山
法
師
が
歌
語
を
用
い

て
比
叡
山
の
月
を
褒
め
た
の
に
対
抗
し
て
、
古
歌
を
も
っ
て
三
笠
の
山
の
月
を
褒
め
た
の
で
あ
る
。

〔
絵
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
り

山
法
師
は
、
鎧
の
上
に
僧
衣
を
僧
綱
領
に
し
て
着
、
腰
刀
を
差
す
。
左
に
薙
刀
。

奈
良
法
師
は
、
鎧
の
上
に
僧
衣
を
着
、
腰
刀
を
差
す
。
左
に
大
太
刀
。

〔
参
考
〕

○
　
あ
ら
は
す
も
か
く
す
も
法
の
外
な
ら
で

　
雲
よ
り
う
へ
に
た
か
き
お
ほ
ひ
え

〈
多
々
良
政
弘
V

（
新
撰
菟
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集
）



○
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が
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に
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高
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こ
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な
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法
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理
り

○
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と
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の
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法
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○
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○
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薙
刀
を
野
太
刀
の
さ
や
に
さ
し
こ
み
て

○
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比
叡
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