
一
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本
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小
野
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『
俊
頼
髄
脳
』
定
家
本
と
顕
昭
の
意
識

小
　
　
野
　
　
泰
　
　
央

は
じ
め
に

こ
れ
ま
で
『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
は
、
定
家
本
と
顕
昭
本
に
大
別
さ
れ
て
き
た
。
久
曾
神
昇
氏
は
、
定
家
本
を
「
甲
本
」
と
し
、
顕
昭

本
を
完
本
と
逸
脱
本
に
分
け
、
前
者
を
「
乙
本
」
と
し
、
後
者
を
「
丙
本
」
と
し
た
（
（
（

。
こ
れ
に
対
し
て
、
赤
瀬
知
子
氏
は
、「
広
本
」

と
「
略
本
」
に
分
け
て
、
そ
の
「
広
本
」
を
定
家
本
と
顕
昭
本
に
、「
略
本
」
を
、
冒
頭
に
目
次
を
有
す
る
「
Ⅰ
類
」
と
、
目
次
を
有
さ

な
い
「
Ⅱ
類
」
と
に
分
け
た
（
（
（

。『
俊
頼
髄
脳
』
の
諸
本
に
お
い
て
、
定
家
本
と
顕
昭
本
が
軸
に
な
る
こ
と
は
両
氏
共
通
す
る
。

一
，
藤
原
清
輔
と
『
俊
頼
髄
脳
』

─
初
期
の
『
俊
頼
髄
脳
』
受
容

─

『
俊
頼
髄
脳
』
の
原
型
に
最
も
迫
っ
た
の
は
、『
今
昔
物
語
集
』
と
の
比
較
を
し
た
田
中
宗
博
氏
で
あ
る
（
（
（

。
氏
は
『
今
昔
物
語
集
』

に
お
け
る
『
俊
頼
髄
脳
』
引
用
の
本
文
を
、「〈
定
家
本
〉
的
本
文
を
基
調
と
し
つ
つ
、
一
部
に
〈
顕
昭
本
〉
に
近
い
箇
所
を
有
し
、
希
に



二

〈
唯
独
自
見
抄
〉
と
の
み
一
致
す
る
部
分
を
持
つ
」
と
す
る
。
同
じ
く
『
俊
頼
髄
脳
』
の
成
立
に
近
い
、
藤
原
清
輔
の
『
奥
義
抄
』『
袋
草

紙
』
に
お
け
る
『
俊
頼
髄
脳
』
引
用
も
同
様
の
傾
向
に
あ
る
。

ア
，『
奥
義
抄
』
と
『
俊
頼
髄
脳
』

『
奥
義
抄
』
は
、
崇
徳
天
皇
在
位
中
、『
詞
花
集
』
撰
進
の
院
宣
以
前
の
保
延
元
年
（
一
一
三
五
（
か
ら
天
養
元
年
（
一
一
四
四
（
の
間

に
初
稿
本
が
成
立
し
て
い
た
と
さ
れ
る
（
（
（

。
そ
の
『
奥
義
抄
』
に
お
い
て
『
俊
頼
髄
脳
』
と
共
通
す
る
記
述
は
、
唯
一
次
の
部
分
で
あ

る
。

問
云
、
ひ
た
ち
帯
の
こ
と
、
或
も
の
に
は
、
か
し
ま
の
明
神
の
ま
つ
り
の
日
、
け
さ
う
す
る
人
の
あ
ま
た
あ
る
女
は
、
そ
の
男
の
名

ど
も
を
ぬ
の
の
帯
に
か
き
あ
つ
め
て
神
の
御
前
に
置
く
也
。
そ
れ
が
中
に
、
あ
ひ
て
よ
か
る
べ
き
を
と
こ
の
名
か
け
る
帯
の
、
お
の

づ
か
ら
か
へ
る
を
取
り
て
禰
宜
が
と
ら
せ
た
る
を
、
さ
も
と
思
ふ
男
の
名
に
て
あ
れ
ば
、
や
が
て
神
の
御
前
に
て
、
か
け
お
び
の
や

う
に
か
く
れ
ば
、
そ
れ
を
き
き
て
、
を
と
こ
か
こ
ち
か
ゝ
り
て
、
し
た
し
く
な
り
ぬ
と
か
け
り
。�

�

（『
奥
義
抄
』
下
巻
餘
「
問
答
」「
二　

ひ
た
ち
帯
」（

「
或
も
の
」
と
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
で
、
こ
の
部
分
を
定
家
本
で
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
（
（
（

。

こ
れ
は
、
常
陸
の
国
に
鹿
島
の
明
神
の
祭
り
の
日
、
女
の
、
懸
想
人
の
数
多
あ
る
時
に
、
そ
の
男
の
名
ど
も
布
の
帯
に
書
き
集
め
て

神
の
御
前
に
置
く
な
り
。
そ
れ
が
多
か
る
中
に
、
す
べ
き
男
の
名
書
き
た
る
帯
の
、
自
ら
裏
返
る
な
り
。
そ
れ
を
取
り
て
禰
宜
が
取

ら
せ
た
る
を
、
女
見
て
、
さ
も
と
思
男
の
名
あ
る
帯
な
れ
ば
、
や
が
て
御
前
に
て
、
上
の
か
け
帯
の
や
う
に
、
う
ち
か
づ
く
な
り
。

そ
れ
を
聞
き
て
男
か
こ
ち
か
か
り
て
親
し
く
な
り
ぬ
。
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諸
本
は
定
家
本
と
同
様
で
あ
る
か
ら
、
異
な
っ
て
い
る
部
分
は
『
奥
義
抄
』
に
お
け
る
翻
案
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
た
だ
顕
昭
本

に
は
こ
の
後
に
「
た
と
へ
ば
、
う
ら
な
ど
の
や
う
な
る
こ
と
な
り
」
の
一
文
が
加
わ
っ
て
い
る
（
（
（

。
そ
の
一
文
が
な
い
『
奥
義
抄
』
の

こ
の
部
分
は
、
定
家
本
に
拠
っ
た
こ
と
に
な
る
。

イ
，『
袋
草
紙
』
と
定
家
本
・
顕
昭
本

『
奥
義
抄
』
の
後
、
保
元
二
年
（
一
一
五
七
（
か
ら
保
元
三
年
（
一
一
五
八
（
の
間
に
成
っ
た
と
さ
れ
る
『
袋
草
紙
』
を
考
え
る

と
（
（
（

、
さ
ら
に
清
輔
に
お
け
る
『
俊
頼
髄
脳
』
依
拠
は
明
確
に
な
る
。
ま
ず
次
の
く
だ
り
は
定
家
本
に
近
い
。

袋　

�

又
人
ノ
モ
エ
ン
ケ
ブ
リ
ノ
空
ニ
タ
ナ
ビ
ク
。
有
禁
忌
之
由
人
申
ケ
リ
ト
云
々
。
作
者
ノ
凶
カ
ト
思
フ
ニ
、
先
女
院
崩
御
之
後

ニ
、
内
侍
ハ
隠
ニ
シ
ト
ゾ
。（
巻
下
「
故
人
和
歌
難
」（

　

定　

�

よ
き
歌
な
ど
世
に
申
し
し
を
、
人
の
「
燃
ゆ
る
煙
の
空
に
棚
引
か
む
は
、
よ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
」
と
申
し
し
か
ば
、
詠
み

人
の
た
め
に
ぞ
い
か
ゞ
と
承
り
し
に
、
院
隠
れ
お
は
し
ま
し
て
後
に
ぞ
、
歌
詠
み
の
内
侍
は
隠
れ
に
し
。

　

顕　

�

よ
き
歌
な
ど
世
に
申
し
し
を
、「
燃
ゆ
ひ
煙
の
空
に
棚
引
か
む
は
、
よ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ず
」
と
申
し
し
か
ば
、
詠
み
人
の

た
め
に
ぞ
い
か
ゞ
と
承
り
し
に
院
隠
れ
お
は
し
ま
し
て
後
に
ぞ
、
歌
詠
み
の
内
侍
は
久
し
く
有
り
て
隠
れ
に
し
。

袋　

就
中
ニ
、
末
句
ニ
散
マ
ガ
フ
ト
読
ル
、
尤
可
有
禁
忌
云
。（
巻
下
「
故
人
和
歌
難
」（

　

定　

末
に
「
散
り
ま
が
ふ
」
と
言
へ
り
、

　

顕　

末
に
「
く
も
ま
ま
か
ふ
と
」
と
言
へ
り
、

前
者
、
定
家
本
に
「
人
の
」
と
あ
る
こ
と
は
『
袋
草
紙
』
と
共
通
し
、
定
家
本
が
「
内
侍
は
隠
れ
に
し
」
と
す
る
と
こ
ろ
を
、『
袋
草

紙
』
で
も
「
内
侍
は
隠
に
し
と
ぞ
」
と
す
る
の
は
、
顕
昭
本
が
「
内
侍
は
久
し
く
有
り
て
隠
れ
に
し
」
と
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ

も
定
家
本
に
近
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
後
者
の
定
家
本
が
、「
散
り
ま
が
ふ
」
と
し
た
と
こ
ろ
は
、『
袋
草
紙
』
で
も
「
散
マ



四

ガ
フ
」
と
し
て
、
顕
昭
本
が
「
く
も
ま
ま
か
ふ
と
」
と
す
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
『
袋
草
紙
』
は
定
家
本
に
近
い
と
言
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
次
は
、
顕
昭
本
に
わ
ず
か
に
近
い
。

袋　

凡
夫
ノ
可
思
寄
事
ニ
非
ズ
ト
云
々
。（
巻
上
「
雑
談
」（

　

定　

凡
夫
の
思
ひ
よ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。

　

顕　

凡
夫
の
思
ひ
よ
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
。

袋　

小
サ
キ
ツ
チ
鍋
ノ
有
ケ
ル
ヲ
、
我
ガ
ハ
ラ
ノ
子
ニ
ハ
ト
ラ
セ
テ
（
巻
上
「
希
代
歌
」「
幼
児
歌
」（

　

定　

土
し
て
小
さ
き
鍋
の
形
を
作
り
た
り
け
る
を
、
継
母
が
子
に
と
ら
せ
て

　

顕　

土
し
て
小
さ
き
鍋
の
形
を
作
り
た
り
け
る
を
、
継
母
が
我
子
に
と
ら
せ
て

前
者
、
定
家
本
が
「
思
ひ
よ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
顕
昭
本
が
「
思
ひ
よ
る
べ
き
こ
と
に
も
あ
ら
ず
」
と
し
、

『
袋
草
紙
』
も
「
可
思
寄
事
ニ
非
ズ
」
と
し
て
「
事
」
を
含
み
、
後
者
、
定
家
本
は
「
継
母
が
子
」
と
す
る
の
に
対
し
て
、
顕
昭
本
は

「
継
母
が
我
子
」
と
し
て
、『
袋
草
紙
』
も
「
我
ガ
ハ
ラ
ノ
子
ニ
ハ
」
と
し
て
「
我
が
」
を
含
む
。

こ
れ
ら
の
『
袋
草
紙
』
と
『
奥
義
抄
』
の
記
述
に
は
、『
唯
独
自
見
抄
』
や
久
邇
宮
本
や
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
と
の
関

係
は
確
認
さ
れ
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、
清
輔
は
定
家
本
と
顕
昭
本
双
方
に
依
存
し
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、

田
中
氏
が
『
今
昔
物
語
集
』
と
比
較
し
た
結
果
と
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

二
，
定
家
本
と
顕
昭
本

定
家
本
と
顕
昭
本
と
は
多
く
は
本
文
を
同
じ
く
し
、
相
違
は
既
に
示
し
た
よ
う
な
細
か
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
相
違
を
精
査
す
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（
小
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る
と
、
比
較
的
顕
昭
本
に
分
脈
と
し
て
の
正
当
性
が
確
認
さ
れ
る
。

ア
，
定
家
本
と
顕
昭
本
の
解
釈

そ
も
そ
も
、
定
家
本
と
顕
昭
本
と
で
は
、
解
釈
が
分
か
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
例
え
ば
、
卞
和
の
玉
の
故
事
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
解

釈
が
分
か
れ
る
。

定　

先
々
悪
し
と
て
返
し
給
は
り
た
り
け
る
玉
を
奉
り
た
り
け
れ
ば

顕　

玉
を
作
り
て
奉
り
け
れ
ば

定
家
本
は
、
前
に
だ
め
だ
っ
た
玉
を
も
う
一
度
奉
っ
た
と
な
る
が
、
顕
昭
本
で
は
、
新
た
に
玉
を
作
っ
た
こ
と
に
な
る
。

重
之
と
「
か
う
ぶ
ん
た
」
の
「
雪
降
れ
ば
」「
い
つ
夏
か
げ
に
」
と
い
う
連
歌
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
そ
の
状
況
が
分
か
れ
る
。

定　

�

重
之
、
聞
き
け
る
ま
ま
に
立
ち
て
舞
ひ
け
れ
ば
、
え
堪
え
で
、
衣
脱
ぎ
て
か
づ
け
て
け
り
。
ま
こ
と
に
寒
げ
な
り
け
る
に
、
着

膨
れ
て
、
の
け
張
り
て
出
で
き
た
り
け
る
気
色
、
い
み
じ
か
り
け
り
と
ぞ
。

顕　

�

重
之
、
聞
き
け
る
ま
ま
に
立
ち
て
舞
ひ
け
れ
ば
、
為
政
た
え
て
き
ぬ
ぬ
き
て
、
か
づ
け
け
る
に
、
寒
げ
な
り
つ
る
に
、
た
ち
ま

し
に
て
、
ゑ
み
ま
け
て
、
し
あ
る
き
け
る
と
ぞ
申
つ
た
へ
た
る
。

両
書
大
き
く
異
な
る
が
、
特
に
違
う
の
は
、
定
家
本
で
は
、
か
ず
け
た
の
は
重
之
に
な
っ
て
い
て
、
顕
昭
本
で
は
、
為
政
と
す
る
。
あ

る
い
は
、
定
家
本
は
主
語
が
抜
け
落
ち
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
前
に
は
「
重
之
し
き
り
に
責
め
け
れ
ば
、
言
ひ
出
で
た
り
け
る

に
、
為
政
、
舌
鳴
き
し
て
あ
さ
み
け
り
」
と
あ
っ
て
、
付
句
を
詠
ま
れ
て
し
ま
っ
た
為
政
が
舌
打
ち
を
し
た
と
あ
る
か
ら
、
か
ず
け
も
の

を
し
た
の
が
、
重
之
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
も
一
理
あ
る
。



六

こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
に
正
当
性
が
あ
る
か
は
判
断
が
難
し
い
。

イ
，
顕
昭
本
の
理

一
方
で
、
顕
昭
本
に
比
べ
て
、
定
家
本
に
は
整
理
さ
れ
て
い
な
い
部
分
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

①
　
定
家
本
の
目
移
り

そ
の
最
も
明
瞭
な
の
が
、
定
家
本
で
の
目
移
り
と
考
え
ら
れ
る
部
分
で
あ
る
。
例
え
ば
、
桜
の
歌
に
対
し
て
の
「
言
い
が
ら
」
を
論
じ

る
「
名
残
な
く
」
の
歌
と
「
桜
花
」
の
歌
と
い
う
二
首
に
対
し
て
、
定
家
本
と
顕
昭
本
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

定　

初
め
の
歌
は
、
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
い
は
ん
と
て
、
花
を
ば
捨
て
た
る
な
め
り
。

顕　

�

初
め
の
歌
は
、
世
の
は
か
な
き
こ
と
を
い
は
ん
と
て
、
花
を
ば
捨
て
た
る
な
め
り
。
次
の
歌
は
こ
ぬ
人
の
う
ら
め
し
き
を
い
は

ん
と
て
、
花
を
ば
捨
て
た
る
な
め
り
。

顕
昭
本
が
「
を
い
は
ん
と
て
、
花
を
ば
捨
て
た
る
な
め
り
」
を
繰
り
返
す
こ
と
は
不
自
然
で
あ
る
が
、
歌
が
二
首
あ
る
の
で
、
二
首
を

説
明
す
る
方
が
理
に
適
っ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
定
家
本
の
「
を
い
は
ん
と
て
、
花
を
ば
捨
て
た
る
な
め
り
」
は
目
移
り
に
よ
る
誤
写
と

も
考
え
ら
れ
る
。

「
千
引
き
の
石
」
の
説
明
に
お
い
て
も
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

定　

首
に
か
け
て
は
神
も
え
起
き
あ
が
り
給
は
じ
と
思
ふ
石
に
も
ま
さ
り
た
る
恋
の
重
さ
な
り
。

顕　

�「
首
に
か
け
て
は
神
の
も
ろ
ふ
し
」
と
い
ふ
は
、
そ
の
石
な
な
つ
を
、
首
に
か
け
て
は
神
も
え
起
き
あ
が
り
給
は
じ
と
思
ふ
石

に
も
ま
さ
り
た
る
恋
の
重
さ
な
り
。
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顕
昭
本
は
、
歌
の
一
部
を
引
い
て
、
丁
寧
に
記
述
す
る
。『
万
葉
集
抄
』（
上
（
に
「
な
な
ば
か
り
と
は
其
千
人
し
て
ひ
と
つ
を
だ
に
も

引
石
を
七
ば
か
り
頸
に
独
し
て
わ
れ
か
け
り
と
も
、
我
恋
は
え
た
ふ
ま
じ
と
云
也
。
あ
り
が
た
き
事
を
よ
そ
へ
た
る
也
」
と
し
て
、
顕
昭

本
が
「
そ
の
石
な
な
つ
を
、
首
に
か
け
て
は
」
と
す
る
類
似
の
記
述
が
あ
り
、
定
家
本
が
欠
け
る
の
は
、
繰
り
返
す
表
記
の
一
つ
で
あ
る

か
ら
、
そ
れ
も
定
家
本
の
目
移
り
と
考
え
ら
れ
る
。

次
の
「
た
ま
の
み
ど
の
」
の
説
明
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

定　

�

よ
に
忌
々
し
き
こ
と
に
人
の
申
し
し
が
、「
た
ま
の
み
ど
の
」
は
霊
殿
と
て
、
昔
は
失
せ
た
る
人
を
籠
む
る
所
の
名
な
り
。
さ

れ
ば
、
忌
々
し
か
り
し
な
め
り
。

顕　

�

よ
に
忌
々
し
き
こ
と
に
人
の
申
し
し
が
、
ほ
ど
な
く
と
り
つ
づ
き
て
、
う
せ
給
ひ
し
こ
そ
あ
や
し
か
り
し
が
、「
た
ま
の
み
ど

の
」
は
霊
殿
と
て
、
昔
は
失
せ
た
る
人
を
籠
む
る
所
の
名
な
り
。
さ
れ
ば
、
忌
々
し
か
り
し
な
め
り
。

定
家
本
は
、
顕
昭
本
に
お
い
て
連
続
す
る
「
し
が
」
の
間
の
部
分
を
欠
く
。
顕
昭
本
は
そ
の
「
ほ
ど
な
く
と
り
つ
づ
き
て
、
う
せ
給
ひ

し
こ
そ
あ
や
し
か
り
し
が
」
に
よ
っ
て
、
実
際
に
忌
々
し
い
出
来
事
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

②
　
顕
昭
本
に
お
け
る
理

定
家
本
に
瑕
疵
が
な
く
て
も
、
そ
も
そ
も
、
顕
昭
本
の
方
が
理
に
適
っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、「
天
の
河
」
の
歌
に
対
し

て
、
両
者
は
、

定　

本
文
な
り

顕　

本
文
あ
り

と
す
る
が
、
顕
昭
本
で
「
本
文
あ
り
」
と
す
る
方
が
、「
本
文
」
と
い
う
語
の
用
法
と
し
て
は
一
般
的
で
あ
る
。



八

同
じ
く
、「
か
ぞ
い
ろ
は
」
の
歌
に
対
し
て
、

定　
「
燕
、
男
二
人
せ
ず
」
と
い
へ
る
事
、
文
集
の
文
な
り
と
ぞ
。

顕　
「
燕
、
男
二
人
せ
ず
」
と
い
へ
る
事
、
文
書
の
文
な
り
と
そ
。

と
な
っ
て
い
る
が
、「
文
集
」
と
は
平
安
時
代
で
は
『
白
氏
文
集
』
を
意
味
す
る
が
、「
燕
、
男
二
人
せ
ず
」
の
話
は
、
元
来
は
『
南
史
』

「
孝
義
下
」
の
話
で
あ
っ
て
、『
白
氏
文
集
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。「
文
書
」
の
方
が
実
情
を
示
し
て
い
る
。

禁
止
す
る
語
は
、
そ
の
多
く
が
『
散
木
奇
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
が
、
定
家
本
で
「
つ
ら
く
も
」
と
い
う
語
は
確
認
で
き
な
い
。
顕
昭
本

は
そ
の
「
つ
ら
く
も
」
を
「
つ
つ
」「
そ
も
」
と
し
、「
つ
つ
」
は
『
散
木
奇
歌
集
』
に
「
い
は
ひ
つ
つ
今
日
し
も
松
を
引
き
つ
れ
ば
初
子

ぞ
春
の
は
じ
め
な
り
け
る
」（『
散
木
奇
歌
集
』
春
・
二
三
（
な
ど
と
あ
る
。

次
の
「
玉
箒
」
に
つ
い
て
の
両
書
の
違
い
は
、
他
の
資
料
か
ら
そ
の
正
否
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定　

�

蓍
と
申
す
木
し
て
子
日
の
小
松
を
引
き
具
し
て
箒
に
作
り
て
、
田
舎
の
人
の
家
に
、
睦
月
の
初
子
の
日
、
蚕
飼
ふ
屋
を
掃
く
、

と
ぞ
申
な
る
。

顕　

�

蓍
と
申
す
木
し
て
子
日
の
小
松
を
引
き
具
し
て
箒
に
作
り
て
、
田
舎
の
人
の
家
に
、
睦
月
の
初
子
の
日
、
蚕
飼
ふ
屋
を
ば
、
こ

や
と
ぞ
申
な
る
そ
の
屋
を

定
家
本
で
「
掃
く
」
と
す
る
の
は
、
続
け
て
、「
そ
の
屋
を
、
子
午
の
年
に
生
ま
れ
た
る
女
の
、
蚕
飼
す
る
に
物
よ
き
を
「
飼
ひ
女
」

と
つ
け
て
、
そ
れ
し
て
掃
か
せ
初
め
さ
せ
て
」
と
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
な
く
て
も
す
む
。「
こ
や
」
と
は
「
蚕
屋
」
の
こ
と
で
、『
散
木
奇

歌
集
』（
雑
夏
（
に
「
山
里
は
こ
や
の
え
ひ
ら
に
も
る
月
の
影
に
も
ま
ゆ
の
す
ぢ
は
み
え
け
り
」
と
い
う
歌
が
あ
り
、『
散
木
集
注
』
に

は
、「
え
ひ
ら
は
蚕
を
い
る
ゝ
も
の
也
。
こ
や
は
こ
が
ひ
す
る
や
な
り
」
と
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
顕
昭
本
の
方
が
俊
頼
の
意
識
を
反
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映
し
て
い
て
、
定
家
本
に
は
、
書
写
誤
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

③
　
顕
昭
本
に
お
け
る
照
応

さ
ら
に
顕
昭
本
の
方
が
、
前
後
の
照
応
に
お
い
て
自
然
で
あ
る
場
合
も
あ
る
。「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
の
説
明
に
お
い
て
、

定　

�「
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
」
と
い
へ
る
は
、
陸
奥
国
に
信
夫
の
郡
と
い
ふ
所
に
、
乱
れ
た
る
す
り
を
「
も
ぢ
ず
り
」
と
い
へ
る
な

り
。
そ
れ
を
好
み
す
り
け
る
」
と
ぞ
言
ひ
伝
へ
た
る
。

顕　

�「
し
の
ぶ
も
ち
す
り
」
と
つ
つ
く
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
陸
奥
国
に
信
夫
の
郡
と
い
ふ
所
に
、
乱
れ
た
る
す
り
を
「
も
ぢ
ず
り
」

と
い
へ
る
な
り
。
そ
れ
を
好
み
す
り
け
る
。
と
ぞ
言
ひ
伝
へ
た
る
。

と
す
る
違
い
は
、
顕
昭
本
の
方
が
、
そ
の
後
に
「
所
の
名
と
、
や
が
て
、
そ
の
す
り
の
名
と
を
つ
づ
け
て
よ
め
る
な
り
」
と
あ
る
こ
と
と

対
応
す
る
。

「
蜘
蛛
の
ふ
る
ま
ひ
」
の
話
に
お
い
て
、

定　

物
も
言
は
で
十
日
ば
か
り
庭
に
臥
し
て
、
密
か
に
懐
に
も
た
り
け
る
乾
し
飯
を
食
ひ
て
あ
り
け
る
を

顕　

物
も
食
は
で
十
日
ば
か
り
庭
に
臥
し
て
、
密
か
に
懐
に
も
た
り
け
る
乾
し
飯
を
食
ひ
て
あ
り
け
る
を

と
す
る
違
い
も
、「
く
は
で
」
と
す
る
顕
昭
本
の
方
が
、
そ
の
後
の
「
乾
し
飯
を
く
ひ
て
」
と
対
応
す
る
し
、「
い
な
船
」
の
説
明
に
お
い

て
、

定　

四
五
日
ば
か
り
に
上
る
な
る
川
を
、
下
れ
ば
た
だ
ひ
と
時
に
下
る
な
る

顕　

四
五
日
ば
か
り
に
上
る
な
る
川
を
、
下
れ
ば
た
だ
一
日
に
下
る
な
る



一
〇

と
す
る
こ
と
も
、
顕
昭
本
で
「
た
だ
一
日
」
と
す
る
方
が
、
そ
の
前
の
「
四
五
日
ば
か
り
に
」
に
対
応
し
て
現
実
的
で
あ
る
。

④
　
顕
昭
本
と
原
拠

そ
も
そ
も
、
顕
昭
本
の
方
が
、
原
拠
に
忠
実
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。「
歌
の
返
し
」
に
つ
い
て
の
説
明
で
、

定　

伊
勢
物
語
の
ご
と
く
な
ら
ば
、「
ま
た
も
え
逢
は
ず
し
て
、
あ
く
る
日
は
他
の
国
へ
罷
り
ぬ
。
ま
た
」
と
書
け
り
。

顕　

伊
勢
物
語
の
ご
と
く
な
ら
ば
、「
ま
た
も
え
逢
は
ず
し
て
、
あ
く
る
日
は
他
の
国
へ
罷
り
ぬ
」
と
書
け
り
。

と
す
る
が
、
定
家
本
の
「
ま
た
」
は
意
味
を
な
さ
ず
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
、

も
は
ら
あ
ひ
ご
と
も
え
せ
で
、
明
け
ば
尾
張
の
国
へ
た
ち
な
む
と
す
れ
ば
（
第
六
九
段
（

と
あ
る
の
み
で
、『
伊
勢
物
語
』
に
は
そ
れ
に
類
す
る
語
は
見
ら
れ
な
い
。

「
春
は
も
え
秋
は
こ
が
る
る
か
ま
ど
山
」「
霞
も
霧
も
煙
と
ぞ
見
る
」
の
連
歌
に
対
し
て
、

家　

�

こ
れ
は
筑
紫
の
次
田
の
湯
と
い
ふ
所
の
湯
屋
の
柱
に
、
誰
と
も
な
く
て
書
き
付
け
た
り
け
る
を
、
の
ち
に
人
の
語
り
け
る
を
聞

き
て
、
付
け
け
る
と
ぞ
。

顕　

�

こ
れ
は
筑
紫
の
次
田
の
湯
と
い
ふ
所
に
て
、
湯
屋
の
柱
、
誰
と
い
な
く
て
書
き
付
け
た
り
け
る
を
き
き
て
、
元
輔
つ
け
た
り
け

る
。
か
の
次
田
の
湯
に
て
は
、
か
ま
ど
山
の
あ
ら
は
に
み
ゆ
る
な
り
。

と
し
て
顕
昭
本
に
「
か
ま
ど
山
」
の
情
報
が
加
わ
る
の
は
、『
拾
遺
集
』
の
詞
書
に
、
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筑
紫
へ
ま
か
り
け
る
時
に
、
か
ま
ど
山
の
も
と
に
や
ど
り
て
侍
り
け
る
に
、
み
ち
づ
ら
に
侍
り
け
る
木
に
ふ
る
く
か
き
つ
け
て
侍
り

け
る
（
雑
賀
・
一
一
八
〇
（

と
あ
る
こ
と
と
対
応
す
る
（
（
（

。

さ
ら
に
「
長
恨
歌
」
の
本
文
に
お
い
て
、
玄
宗
皇
帝
が
遊
ん
だ
場
所
を
、

定　

漁
陰
と
い
へ
る
所
に

顕　

漁
陽
と
い
へ
る
所
に

と
す
る
こ
と
も
、「
長
恨
歌
」（『
白
氏
文
集
』
巻
十
二
（
に
「
漁
陽
鼙
鼓
動
地
来
、
驚
破
霓
裳
羽
衣
曲
〈
漁
陽
の
鼙
鼓
地
を
動
も
し
て
来

た
り
、
驚
破
す
霓
裳
羽
衣
の
曲
〉」
と
あ
る
よ
う
に
、
顕
昭
本
で
「
漁
陽
」
と
す
る
こ
と
が
正
し
い
。

こ
れ
ら
、
定
家
本
の
目
移
り
、
顕
昭
本
が
用
語
と
し
て
正
し
く
使
用
し
て
い
る
点
や
丁
寧
に
論
じ
て
い
る
点
、
さ
ら
に
顕
昭
本
が
典
拠

と
近
い
点
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
逆
の
場
合
は
未
見
で
あ
る
。
や
は
り
、
定
家
本
と
顕
昭
本
と
で
は
、
顕
昭
本
の
方
が
、
本
文

が
整
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

三
，
顕
昭
と
『
俊
頼
髄
脳
』

た
だ
し
、
顕
昭
に
と
っ
て
の
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
顕
昭
本
だ
け
で
な
い
。
顕
昭
に
は
、
別
に
『
袖
中
抄
』
や
『
古
今
集
注
』『
拾
遺
抄

注
』
が
あ
っ
て
、
両
書
に
は
、
ほ
ぼ
本
文
を
引
用
す
る
場
合
が
あ
り
（
（
（

、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
顕
昭
に
と
っ
て
の
『
俊
頼
髄
脳
』
を
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
。



一
二

ア
，『
袖
中
抄
』『
古
今
集
注
』『
拾
遺
抄
注
』
に
お
け
る
定
家
本
と
顕
昭
本

『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
『
俊
頼
髄
脳
』
は
、
基
本
的
に
定
家
本
と
顕
昭
本
と
を
土
台
に
し
て
い
る
。『
袖
中
抄
』
第
一
「
お
に
の
し
こ

草
」
を
例
に
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

袖　

や
う
や
う
年
月
つ
も
り
て

　

定　

年
月
つ
も
り
て

　

顕　

や
う
や
う
年
月
つ
も
り
て

袖　

夜
を
あ
か
し
つ
れ

　

定　

夜
を
あ
か
し
つ
れ
ば

　

顕　

夜
を
あ
か
し
つ
れ

袖　

ま
い
り
あ
る
き
け
る
を

　

定
・
唯　

し
あ
る
き
け
る
を

　

顕　

ま
い
り
あ
る
き
け
る
を

こ
こ
で
『
袖
中
抄
』
は
、
顕
昭
本
の
本
文
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
い
る
。
一
方
で
、『
袖
中
抄
』
第
四
「
い
り
ぬ
る
い
そ
の
草
」
第
四

「
河
や
し
ろ
」
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

袖　

此
歌
い
と
し
も
な
か
ら
む
を
拾
遺
抄
に
い
ら
ま
し
や
。

　

定　

こ
の
歌
い
と
し
も
な
か
ら
む
に
は
拾
遺
抄
に
入
ら
ま
し
や
。

　

顕　

こ
の
歌
い
と
し
も
な
か
ら
む
に
は
よ
ろ
づ
の
集
に
は
入
ら
ま
し
や
。

袖　

次
の
歌
に
て
は
さ
も
心
得
つ
べ
し
。
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定　

次
の
歌
に
て
は
さ
さ
も
心
得
ぬ
べ
し
。

　

顕　

次
の　

に
て
は
さ
も
心
得
つ
べ
し
。

袖　

夏
神
楽
と
書
け
り
。

　

定　

夏
神
楽
と
書
け
り
。

　

顕　

夏
神
楽
の
こ
と
と
書
け
り
。

前
後
の
二
項
目
に
つ
い
て
は
、『
袖
中
抄
』
は
定
家
本
と
近
い
。
こ
の
よ
う
に
、『
袖
中
抄
』
は
、
定
家
本
と
顕
昭
本
を
都
合
よ
く
抜
き

出
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
項
目
に
よ
っ
て
使
い
分
け
て
い
る
感
が
あ
る
。

定
家
本
と
顕
昭
本
双
方
を
使
用
し
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
ご
と
く
『
古
今
集
注
』『
拾
遺
抄
注
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

古
今
集
注　

僻
事
ニ
テ
候
ナ
メ
リ
。（
恋
三
（

　

定　

僻
事
に
て
候
な
め
り
。

　

顕　

僻
事
に
て
は
侍
め
り
。

古
今
集
注　

伊
勢
物
語
ノ
ゴ
ト
ク
ナ
ラ
バ
（
恋
三
（

　

定　

伊
勢
物
語
の
ご
と
く
な
ら
ば

　

顕　

伊
勢
物
語
の
歌
な
り
。
物
語
の
ご
と
く
な
ら
ば

古
今
集
注　

ワ
カ
レ
ヌ
バ
コ
ソ
、
コ
ノ
ナ
カ
ラ
ヒ
ハ
（
恋
三
（

　

定　

わ
か
れ
ぬ
れ
ば
、
こ
の
事
は

　

顕　

わ
か
れ
ぬ
れ
ば
こ
そ
、
こ
の
な
か
ら
ひ
は

古
今
集
注　

無
下
ニ
念
モ
（
恋
三
（

　

定　

む
げ
に
思
ひ
も



一
四

　

顕　

む
げ
に
念
も

古
今
集
注　

コ
ノ
ゴ
ロ
ノ
人
ハ
、
ア
マ
タ
ア
ツ
マ
リ
タ
リ
ト
モ
（
雑
上
（

　

定　
�

こ
の
ご
ろ
の
人
は
、
歌
ま
で
は
思
も
か
け
ず
、
千
年
も
な
が
ら
ふ
べ
き
さ
ま
に
こ
そ
思
げ
な
る
に
、
む
か
し
の
ひ
と
は
、
は

か
な
き
事
を
思
し
り
け
る
に
や
。

　

顕　

こ
の
こ
ろ
の
人
は
、
あ
ま
た
あ
つ
ま
り
た
り
と
も

拾
遺
抄
注　

拾
遺
抄
ニ
コ
ソ
イ
リ
タ
リ
レ
（
春
部
（

　

定　

拾
遺
抄
ば
か
り
に
は
い
り
た
む
め
り

　

顕　

拾
遺
集
ば
か
り
に
入
り
た
り

拾
遺
抄
注　

シ
デ
ウ
ツ
ト
ハ
、
シ
ゲ
ク
ウ
ツ
ト
云
也
。（
冬
部
（

　

定　

ナ
シ

　

顕　

し
で
う
つ
と
は
、
し
げ
う
う
つ
と
い
ふ
こ
と
な
り
。

比
較
的
顕
昭
本
の
方
が
近
い
が
、
定
家
本
と
一
致
す
る
と
こ
ろ
も
確
認
さ
れ
る
。

『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
定
家
本
と
顕
昭
本
の
利
用
が
最
も
顕
著
な
の
が
、
第
十
二
「
そ
が
ぎ
く
」
に
対
す
る
説
明
で
あ
る
。
定
家
本
と

顕
昭
本
は
、
次
の
よ
う
に
記
す
。

定　

�「
し
が
み
さ
え
だ
」
と
い
へ
る
は
、
を
の
れ
と
い
へ
る
な
り
。「
み
さ
え
」
と
は
、
し
も
し
た
と
い
へ
る
な
り
。「
そ
が
ぎ
く
」

は
き
な
る
き
く
を
申
な
り
と
い
へ
る
人
も
あ
る
に
や
。
さ
て
は
「
み
さ
え
だ
」
と
い
は
む
こ
と
は
、
い
か
ゞ
と
き
こ
ゆ
。

顕　

�「
し
が
み
さ
え
だ
の
」
と
い
へ
る
は
、「
し
づ
え
」
と
い
ふ
や
う
に
、
こ
れ
は
美
作
の
国
の
詞
と
ぞ
う
け
給
る
。「
そ
が
き
く
」

と
は
菊
を
申
と
い
ふ
い
へ
あ
る
に
や
。
猶
一
も
と
き
く
に
て
こ
そ
か
な
ふ
や
う
に
は
お
ぼ
ゆ
れ
。
一
も
と
菊
は
木
の
や
う
に
た

か
き
物
な
れ
ば
、
し
が
み
さ
え
だ
も
な
ど
か
な
か
ら
ん
。
む
ら
菊
の
し
が
み
さ
枝
は
心
え
ず
。
そ
れ
も
し
た
枝
は
あ
れ
ど
、
う
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へ
の
枝
に
う
づ
も
れ
て
み
え
じ
。
又
つ
ち
に
つ
き
て
う
へ
に
あ
ら
ん
枝
に
は
お
と
り
な
ん
物
を
。
そ
が
菊
を
な
を
き
菊
ぞ
と
い

ひ
は
ら
ば
、
き
な
る
ひ
と
も
と
ぎ
く
と
ぞ
い
ふ
べ
き
を
、
さ
は
い
は
ざ
め
り
。

こ
れ
に
対
し
て
、『
袖
中
抄
』（
第
十
二
・
そ
が
ぎ
く
（
所
引
「
無
名
抄
」
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

袖　

�「
し
が
み
さ
え
だ
」
と
い
へ
る
は
、
を
の
れ
と
い
へ
る
な
り
。「
み
さ
え
」
と
は
、
し
も
し
た
と
い
へ
る
な
り
。
し
づ
え
と
い
ふ

や
う
に
し
た
枝
と
云
也
。
こ
れ
は
美
作
の
国
の
詞
と
ぞ
う
け
給
る
。「「
そ
が
ぎ
く
」
は
黄
な
る
菊
と
申
人
も
あ
る
と
か
や
。
さ

て
は
「
み
さ
枝
」
と
い
は
む
こ
と
は
、
い
か
ゞ
と
聞
こ
ゆ
。
一
も
と
菊
は
木
の
や
う
に
た
か
け
れ
ば
、
し
が
み
さ
え
だ
も
な
ど

か
な
か
ら
ん
。
む
ら
菊
の
し
が
み
さ
枝
は
心
え
ず
。
そ
れ
も
し
た
枝
は
あ
れ
ど
、
う
へ
の
枝
に
う
づ
も
れ
て
み
え
じ
。
又
つ
ち

に
つ
き
て
上
へ
に
あ
ら
ん
枝
に
は
お
と
り
な
ん
物
を
。
そ
が
菊
を
な
を
き
菊
ぞ
と
い
ひ
は
ら
ば
、
き
な
る
ひ
と
も
と
菊
と
ぞ
い

ふ
べ
き
を
、
さ
は
い
は
ざ
め
り
。

傍
線
が
定
家
本
を
、
波
線
が
顕
昭
本
を
引
用
す
る
。『
袖
中
抄
』
は
定
家
本
と
顕
昭
本
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
見
事
に
文
脈
が
完
結
し

て
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
創
作
で
あ
る
。

イ
，
顕
昭
本
の
注
記

①
　
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
と
の
関
係

そ
も
そ
も
顕
昭
本
に
は
夥
し
い
傍
記
が
存
在
す
る
。
特
に
顕
著
な
の
が
、
異
文
注
記
で
、
列
挙
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

顕　

イ
こ
れ
は
八
雲
た
つ
な
と
は
ほ
か
の
は
よ
む
べ
か
ら
ず
と
ふ
る
き
人
申
け
る
。

顕　

イ
こ
れ
は
こ
と
た
ま
へ
と
い
ふ
字
を
句
の
上
に
を
き
た
る
也
。
返
し
は
こ
と
な
し
と
い
ふ
文
字
を
句
の
上
に
お
き
た
る
也
。



一
六

顕　

イ
短
歌
の
中
に
も
旋
頭
歌
と
い
ふ
も
の
は
あ
る
な
め
り
。
例
の
短
歌
に
十
文
字
あ
る
句
の
二
句
そ
へ
る
也
。

顕　

イ
こ
れ
は
物
の
名
と
た
だ
の
言
葉
と
は
ゆ
る
す
所
か
。
桜
花
と
云
は
、
物
の
名
也
。
し
ら
す
な
と
云
は
詞
な
れ
ば

顕　

イ
病
さ
る
事
大
形
か
く
の
ご
と
し
。

顕　

イ
二
本
同　

或
本
云
、
三
輪
の
明
神
の
す
み
よ
し
の
明
神
に
す
て
ら
れ
て
読
給
へ
る
歌
也
。

顕　

イ
た
つ
た
山
と
い
ふ
か
。
大
和
国
よ
り
河
内
国
へ
こ
ゆ
る
山
也
。
そ
の
山
は
ぬ
す
人
の
た
つ
た
山
な
れ
ば

顕　

イ
詠
み
に
せ
る
に
お
と
り
た
る
は
い
ふ
か
ひ
な
し
。
ま
さ
り
め
に
詠
み
な
し
つ
る
は
あ
し
か
ら
ず
と
ぞ
う
け
た
ま
わ
る
。

顕　

イ
と
ぞ
申
つ
た
へ
た
る
。
さ
れ
ど
詠
ま
れ
ぬ
を
り
は
さ
や
う
に
か
ま
へ
た
る
も
あ
し
く
も
き
こ
ゑ
ず
。

顕
　
イ
田
の
か
る
べ
き
程
に
、
成
り
ぬ
る
時
に
、
か
の
年
木
き
り
し
人
を
よ
び
あ
つ
め
て

顕
　
イ
此
比
な
ら
ば
、
そ
の
橋
に
く
も
で
な
し
と
や
い
は
ん
。

こ
の
異
本
注
記
は
、
定
家
本
や
顕
昭
本
の
本
文
と
は
相
容
れ
ず
、
実
は
全
て
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
と
一
致
す
る
。
顕
昭

本
は
、
顕
昭
本
の
基
盤
と
な
っ
た
本
を
元
に
し
て
、
こ
の
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
系
統
の
本
に
よ
っ
て
本
文
を
校
合
し
た
こ

と
に
な
る
。

②
　
顕
昭
本
の
注
記
と
『
袖
中
抄
』『
古
今
集
注
』

そ
の
顕
昭
本
に
お
け
る
異
本
注
記
は
、『
袖
中
抄
』
や
『
古
今
集
注
』
と
は
基
本
的
に
は
無
関
係
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
顕
昭
本
に

は
、
語
句
レ
ベ
ル
の
補
入
と
考
え
ら
れ
る
注
記
も
あ
っ
て
、
そ
れ
も
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
の
本
文
と
一
致
す
る
こ
と
が
確

認
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
袖
中
抄
』
や
『
古
今
集
注
』
に
お
け
る
『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
に
へ
す
」
の
歌
語
釈
に
お
い
て
、
顕
昭
本
で
は
、

よ
ろ
づ
に
○
よ
き
ひ
と
の
さ
は
り
な
き
を
、
い
く
○
と
も
○
数
を
さ
だ
め
て
、
家
に
よ
び
○
つ
め
て
た
う
ふ
○
る
に
し
た
が
ひ
て
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と
あ
り
、
こ
の
一
番
目
の
「
○
」
に
は
「
イ
も
の
」、
二
番
目
の
「
○
」
に
は
「
た
り
」、
三
番
目
の
「
○
」
に
は
「
イ
な
く
」、
四
番
目

の
「
○
」
に
は
「
イ
あ
」、
五
番
目
の
「
○
」
に
は
「
イ
な
し
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
、
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
に
、

よ
ろ
づ
物
よ
き
人
の
障
り
な
き
を
、
幾
人
と
も
数
を
定
め
で
、
家
に
呼
び
集
め
て
た
ふ
る
に
し
た
が
ひ
て

と
あ
る
こ
と
と
一
致
す
る
が
、
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
『
袖
中
抄
』（
第
十
六
・
か
つ
し
か
わ
せ
（
に
、

万
に
物
よ
き
人
の
さ
は
り
な
き
を
、
い
く
た
り
と
も
、
数
を
定
ず
し
て
、
家
に
よ
び
あ
つ
め
て
、

と
し
て
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
と
し
て
反
映
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
顕
昭
本
の
同
箇
所
で
は
、

さ
き
に
ゆ
ひ
つ
け
て　

た
て
て

と
し
て
、「
さ
き
に
ゆ
ひ
つ
け
て
」
と
「
た
て
て
」
の
間
の
空
欄
の
右
傍
に
「
イ
家
の
し
り
へ
に
」
と
あ
る
の
も
、

さ
き
に
ゆ
ひ
つ
け
て
家
の
し
り
へ
に
た
て
て

と
す
る
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
本
文
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
『
袖
中
抄
』（
第
十
六
・
か
つ
し
か
わ
せ
（
で
は
、

さ
き
に
ゆ
ひ
付
て
、
家
の
し
り
へ
に
立
て



一
八

と
し
て
『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
文
に
組
み
込
ん
で
い
る
。

こ
の
こ
と
は
『
古
今
集
注
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
歌
の
返
し
」
の
項
で
、
顕
昭
本
は
、

お
ろ
さ
か
し
き
人
は
世
人
○
は
ひ
が
ご
と
な
り

と
し
て
「
○
」
の
右
傍
に
「
イ
と
」
と
す
る
こ
と
は
、

を
ろ
さ
か
し
き
人
は
世
人
と
は
僻
事
也

と
す
る
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
や
は
り
『
古
今
集
注
』
に
そ
の
ま
ま
組
み
込
ま
れ

て
、

オ
ロ
サ
カ
シ
キ
人
ハ
、
世
人
ト
ハ
僻
事
也
。

と
す
る
。
さ
ら
に
同
所
に
お
け
る
顕
昭
本
で
、

と
云
る
こ
と
そ　

の
心
も

と
す
る
と
こ
ろ
の
「
そ
」
と
「
の
」
の
間
の
右
傍
に
「
イ
こ
と
の
心
も
」
と
す
る
の
も
、

と
い
へ
る
こ
と
そ
こ
と
の
心
も
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と
す
る
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
と
一
致
す
る
が
、
そ
れ
を
『
古
今
集
注
』
で
、

ト
云
ル
コ
ト
コ
ソ
、
事
ノ
心
モ

と
し
て
い
る
か
ら
、
同
様
に
本
文
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
顕
昭
本
に
お
け
る
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
系
統
の
本
か
ら
の
補
入
は
、
顕
昭
の
『
袖
中
抄
』
や
『
古
今
集

注
』
に
は
組
み
込
ま
れ
、
一
方
で
異
文
注
記
は
組
み
込
ま
れ
な
い
。
異
文
は
、
本
文
で
意
味
が
通
じ
る
か
ら
、
そ
れ
を
あ
え
て
取
る
必
要

が
な
く
、
補
入
は
、
そ
れ
を
組
み
込
ま
な
い
と
、
文
意
が
通
じ
な
い
、
あ
る
い
は
損
な
わ
れ
る
か
ら
、
本
文
と
し
て
補
っ
た
こ
と
に
な
る
。

ウ
，『
袖
中
抄
』
と
『
唯
独
自
見
抄
』

関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
と
同
様
に
略
本
と
さ
れ
る
系
統
の
本
に
『
唯
独
自
見
抄
』
が
あ
る
。
こ
の
『
唯
独
自
見
抄
』
は
、

定
家
本
や
顕
昭
本
と
は
別
に
、『
袖
中
抄
』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
。
例
え
ば
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

袖　

日
と
し
て
を
こ
た
る
事
な
し
。（
第
一
「
お
に
の
こ
し
草
」（

　

定　

お
こ
た
り
な
し
。

　

顕　

お
こ
た
り
な
し
。

　

唯　

日
と
し
て
や
む
こ
と
な
し
。

袖　

家
に
植
て
つ
ね
に
見
る
べ
し
。（
第
一
「
お
に
の
こ
し
草
」（

　

定　

う
へ
て
つ
ね
に
見
る
べ
き
な
り
。

　

顕　

う
ゑ
て
つ
ね
に
見
る
べ
き
な
り
。

　

唯　

家
に
う
へ
て
見



二
〇

袖　

悦
鳴
声
や
ま
ず
。（
第
十
二
「
を
ろ
の
は
つ
を
に
か
が
み
か
け
」（

　

定　

喜
び
鳴
く
声
ま
こ
と
に
し
げ
し
。

　

顕　

悦
鳴
声
実
に
し
げ
し
。

　

唯　

よ
ろ
こ
び
鳴
声
や
ま
ず
。

袖　

よ
も
山
の
僻
事
共
こ
そ
き
こ
ゆ
れ
。（
第
十
四
「
な
つ
か
り
の
た
ま
江
の
あ
し
」（

　

定　

み
な
僻
事
と
こ
そ
聞
こ
ゆ
れ
。

　

顕　

よ
も
や
ざ
れ
、
み
な
僻
事
と
こ
そ
。

　

唯　

よ
も
や
ま
の
僻
事
に
こ
そ
。

こ
れ
ら
は
、『
唯
独
自
見
抄
』
を
、
定
家
本
や
顕
昭
本
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、『
唯
独
自
見
抄
』
に
は
、
定
家
本
や
顕
昭
本
に
見
ら
れ
な
い
、
特
異
な
文
が
付
加
さ
れ
て
い
て
、『
袖
中
抄
』
は
、
そ
の
異

文
を
本
文
に
組
み
込
む
場
合
も
あ
る
。

例
え
ば
、
ま
ず
次
の
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

袖　

サ
レ
バ
万
葉
集
ニ
モ
、
コ
シ
ク
サ
ト
ハ
、
コ
コ
ロ
ザ
シ
ノ
モ
ト
ノ
草
ト
ハ
云
也
。（
第
一
「
お
に
の
こ
し
草
」（

　

定　

さ
れ
ば
万
葉
集
に
も
、
萱
草
を
ば
「
志
許
の
草
」
と
は
か
け
る
な
り
と
ぞ
人
申
け
る
。

　

顕　

さ
れ
ば
、
万
葉
集
に
も
く
わ
ん
さ
う
を
は
□
□
の
草
〈
右
傍
「
イ
忍
ふ
」〉
と
か
け
る
な
り
。

　
唯　

さ
れ
ば
、
し
こ
く
さ
と
は
、
心
ざ
し
の
草
と
か
く
な
り
。

「
万
葉
集
に
も
」
と
い
う
情
報
は
、
定
家
本
や
顕
昭
本
に
拠
っ
て
い
て
、『
唯
独
自
見
抄
』
に
は
な
い
。
た
だ
し
両
書
は
「
萱
草
を
ば
」

と
あ
る
の
を
、『
唯
独
自
見
抄
』
は
「
し
こ
ぐ
さ
と
は
」
と
し
、『
袖
中
抄
』
は
そ
れ
を
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
袖
中
抄
』
の
文
は
定
家
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本
・
顕
昭
本
と
、『
唯
独
自
見
抄
』
を
総
合
し
た
形
で
出
来
上
が
っ
て
い
る
。

さ
ら
に
次
も
、
顕
著
な
『
唯
独
自
見
抄
』
の
補
入
で
あ
る
。

袖　

�

た
だ
と
う
よ
り
ほ
し
た
る
衣
の
お
そ
く
ひ
る
よ
し
を
、
な
げ
き
た
る
と
ぞ
心
得
ら
る
る
。
さ
ら
ば
、
次
の
歌
ぞ
こ
と
が
が
ひ
ぬ

る
。（
第
四
「
河
や
し
ろ
」（

　

定　

�

布
を
ゝ
り
て
ほ
す
に
、
ひ
さ
し
う
ひ
ぬ
よ
し
を
、
な
げ
き
た
る
な
め
り
と
ぞ
心
得
ら
る
ゝ
。
さ
ら
ば
次
の
歌
ぞ
、
こ
と
た
が

ひ
ぬ
る
。

　

顕　

�

布
を
を
り
て
ほ
す
に
、
ひ
さ
し
う
ひ
ぬ
よ
し
を
、
な
げ
き
た
る
な
め
り
と
ぞ
心
得
ら
る
ゝ
。
さ
ら
ば
次
の
歌
ぞ
、
こ
こ
ろ
た

が
ひ
ぬ
る
。

　

唯　

�

た
だ
と
う
よ
り
ほ
し
た
る
衣
を
そ
く
ひ
る
よ
し
を
、
を
ろ
か
に
心
え
て
、
有
り
ぬ
べ
し
。
さ
ら
ば
、
次
の
歌
は
や
ぶ
れ
な
ん

と
す
。

『
袖
中
抄
』
は
『
唯
独
自
見
抄
』
を
全
体
と
し
て
取
っ
て
は
い
な
い
。「
な
げ
き
た
る
と
ぞ
心
得
ら
る
る
。
さ
ら
ば
、
次
の
歌
ぞ
こ
と
が

が
ひ
ぬ
る
」
と
い
う
部
分
は
、
定
家
本
や
顕
昭
本
に
拠
っ
て
い
る
。
た
だ
「
た
だ
と
う
よ
り
ほ
し
た
る
衣
の
お
そ
く
ひ
る
よ
し
を
」
は
、

定
家
本
や
顕
昭
本
を
取
ら
ず
、『
唯
独
自
見
抄
』
に
拠
っ
て
い
る
。

次
も
、『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
『
唯
独
自
見
抄
』
の
取
り
方
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

袖　

�

石
代
の
松
は
い
み
あ
る
事
也
。
と
云
け
る
を
聞
き
て
、
彼
石
代
の
事
を
お
ど
り
き
て
、
よ
く
も
し
ら
ぬ
人
の
云
な
め
り
と
ぞ
。

此
の
歌
よ
み
た
る
資
仲
の
子
に
て
腹
だ
た
れ
な
ま
り
。
石
代
の
松
は
う
せ
た
り
け
る
人
の
墓
の
義
に
は
あ
た
ず
と
も
、（
第
十

七
・
イ
ハ
シ
ロ
ノ
マ
ツ
［
タ
ム
ケ
ク
サ
］（

　

定　

�

右
の
歌
は
岩
代
の
松
詠
ま
れ
た
れ
ど
、
そ
の
座
に
は
沙
汰
す
る
人
も
な
く
て
や
み
に
け
り
。
後
に
人
の
か
た
ぶ
き
け
れ
ば
、



二
二

「「
よ
う
も
知
ら
ぬ
こ
と
い
ふ
な
り
」
と
ぞ
作
者
申
さ
れ
け
る
」
と
、
そ
の
人
の
子
の
顕
実
の
宰
相
申
さ
れ
し
。
岩
代
の
松

は
、
う
せ
た
る
人
の
塚
の
木
に
は
あ
ら
ず
と
も
、
有
間
の
皇
子
の
よ
か
ら
ぬ
こ
と
に
よ
り
て
ま
ど
ひ
あ
る
き
給
け
る
事
の
起

こ
り
を
思
へ
ば
、
歌
合
に
は
詠
ま
で
も
あ
り
ぬ
べ
し
」
と
ぞ
、
承
り
し
。

　

唯　
�

石
代
の
歌
を
こ
の
ご
ろ
の
人
の
岩
代
の
歌
は
い
み
あ
る
こ
と
な
り
、
と
い
ひ
け
る
を
聞
き
て
、
彼
い
は
し
ろ
の
事
を
お
ど
り

き
て
、
よ
く
も
し
ら
ぬ
人
の
い
ふ
な
め
り
と
、
あ
き
さ
ね
の
さ
い
将
が
そ
の
歌
よ
み
た
る
資
仲
の
子
に
て
腹
だ
た
れ
し
也
。

石
代
の
松
は
に
げ
し
人
の
墓
の
義
に
は
あ
た
ず
と
も
、

『
唯
独
自
見
抄
』
は
、
定
家
本
に
お
け
る
「
右
の
歌
は
岩
代
の
松
詠
ま
れ
た
れ
ど
、
そ
の
座
に
は
沙
汰
す
る
人
も
な
く
て
や
み
に
け

り
。
後
に
人
の
か
た
ぶ
き
け
れ
ば
、「「
よ
う
も
知
ら
ぬ
こ
と
い
ふ
な
り
」
と
ぞ
作
者
申
さ
れ
け
る
」
と
、
そ
の
人
の
子
の
顕
実
の
宰
相
申

さ
れ
し
」
の
「
右
の
歌
は
」
以
降
が
ま
る
ま
る
抜
け
て
い
る
。
た
だ
定
家
本
に
あ
る
「
右
の
歌
は
」
と
「
岩
代
の
歌
は
」
を
結
び
つ
け

て
、「
石
代
の
歌
を
こ
の
ご
ろ
の
人
の
岩
代
の
歌
は
」
と
し
て
、
さ
ら
に
定
家
本
に
な
い
「
い
み
あ
る
こ
と
な
り
、
と
い
ひ
け
る
を
聞
き

て
、
彼
い
は
し
ろ
の
事
を
お
ど
り
き
て
、
よ
く
も
し
ら
ぬ
人
の
い
ふ
な
め
り
と
」
と
い
う
部
分
を
有
す
る
。
こ
の
段
階
で
、『
唯
独
自
見

抄
』
は
特
異
な
本
文
で
あ
る
が
、『
袖
中
抄
』
は
そ
の
部
分
を
取
っ
て
組
み
込
ん
で
い
る
。
補
足
さ
れ
た
部
分
は
、
そ
の
前
の
作
者
が

「
よ
う
も
知
ら
ぬ
こ
と
い
ふ
な
り
」
と
作
者
資
仲
の
子
の
顕
実
宰
相
が
語
っ
た
こ
と
を
さ
ら
に
、
資
仲
の
子
で
あ
る
か
ら
腹
立
た
し
く

思
っ
た
と
し
て
説
明
を
加
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。「
岩
代
の
歌
は
」
と
「
岩
代
の
歌
は
」
の
間
を
補
足
し
て
い
る
の
で
、
定
家
本
が
目

移
り
し
て
誤
脱
し
た
か
の
よ
う
な
補
足
に
な
っ
て
い
る
が
、
な
く
て
も
よ
い
部
分
で
も
あ
る
。

『
袖
中
抄
』
に
お
け
る
『
唯
独
自
見
抄
』
の
扱
い
は
、
大
方
こ
の
通
り
で
あ
る
。
列
挙
す
る
と
、
次
の
ご
と
く
に
な
る
。

袖　

つ
ば
く
ら
め
の
心
は
事
外
に
み
ず
そ
き
こ
ゆ
る
。（
第
八
「
お
ほ
を
そ
ど
り
」（

　

唯　

つ
ば
く
ら
め
の
心
に
は
こ
と
の
ほ
か
に
似
ず
こ
そ
き
こ
ゆ
れ
。

袖　

た
と
へ
ば
、
う
ら
な
ど
の
や
う
な
る
事
な
め
り
。（
第
八
「
か
ご
と
ば
か
り
」（
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唯　

た
と
へ
ば
、
う
ら
な
ど
の
や
う
に
す
る
に
や
あ
ら
ん
。

袖　
�

も
も
ち
鳥
と
申
は
諸
の
鳥
と
申
也
。
春
に
な
れ
ば
よ
ろ
づ
の
鳥
の
さ
へ
づ
る
な
り
。
但
「
さ
へ
づ
る
春
は
」
と
詠
め
る
は
、
鶯

な
り
。「
榎
の
実
盛
り
食
む
」
と
い
へ
る
は
、
諸
々
の
鳥
と
い
へ
る
な
り
。
髄
脳
に
鶯
を
「
百
千
鳥
」
と
書
け
る
に
つ
き
て
、

こ
れ
を
も
鶯
と
心
得
は
悪
し
か
り
な
ん
。
さ
へ
づ
る
春
は
と
云
に
つ
き
て
、
鶯
と
も
心
得
る
に
や
。（
第
九
「
も
も
ち
ど
り
」（

　

唯　

�

も
も
ち
鳥
と
申
は
諸
の
鳥
と
申
也
。
春
に
な
れ
ば
よ
ろ
づ
の
鳥
の
さ
へ
づ
る
な
り
。「
さ
へ
づ
る
春
は
」
と
は
、
鶯
を
申
こ

と
も
あ
る
な
り
。
さ
へ
づ
る
春
は
と
云
に
つ
き
て
、
鶯
と
も
心
得
る
に
や
。

袖　

其
よ
り
後
、
月
み
て
心
な
ぐ
さ
ま
ず
と
は
よ
め
る
也
。（
第
十
七
「
を
ば
す
て
山
」（

　

唯　

そ
れ
よ
り
後
、
月
見
て
心
な
く
さ
ま
ず
と
は
よ
め
る
な
り
。

袖　

こ
の
比
は
皆
や
り
と
ら
れ
て
う
せ
に
け
る
と
か
や
。（
第
十
八
「
し
の
ぶ
も
ぢ
す
り
」（

　

唯　

こ
の
比
は
皆
や
り
と
ら
れ
て
う
せ
に
け
る
と
か
や
。

「
も
も
ち
ど
り
」
の
傍
線
部
分
は
、
定
家
本
に
、

初
め
の
歌
に
「
さ
へ
づ
る
春
は
」
と
詠
め
る
は
、
鶯
な
り
。
次
の
歌
の
「
榎
の
実
盛
り
食
む
」
と
い
へ
る
は
、
諸
々
の
鳥
と
い
へ
る

な
り
。
髄
脳
に
鶯
を
「
百
千
鳥
」
と
書
け
る
に
つ
き
て
、
こ
れ
を
も
鶯
と
心
得
ば
悪
し
か
り
な
ん
。

と
あ
る
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
、
冒
頭
と
末
尾
に
『
唯
独
自
見
抄
』
の
文
を
分
け
て
、
挟
み
込
む
よ
う
に
し
て
配
置
す
る
。

第
十
七
「
を
ば
す
て
山
」
に
、『
唯
独
自
見
抄
』
本
文
の
「
其
よ
り
後
月
み
て
心
な
ぐ
さ
ま
ず
と
は
よ
め
る
也
」
を
補
足
す
る
こ
と

は
、『
古
今
集
注
』
に
お
い
て
も
同
様
で
、

ソ
レ
ヨ
リ
後
、
月
ミ
テ
心
ナ
グ
サ
マ
ズ
ト
ハ
ヨ
メ
ル
ナ
リ
。
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四

と
す
る
。
こ
れ
ら
の
『
唯
独
自
見
抄
』
の
本
文
は
主
と
し
て
末
尾
に
配
置
さ
れ
る
文
で
あ
る
か
ら
、『
袖
中
抄
』『
古
今
集
注
』
で
も
末
尾

に
配
置
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。

略
本
と
さ
れ
る
『
唯
独
自
見
抄
』
は
、
か
な
り
特
異
な
本
で
あ
る
が
（
（1
（

、
そ
れ
を
『
袖
中
抄
』
と
『
古
今
集
注
』
は
採
用
す
る
。
こ

の
点
に
お
い
て
、『
袖
中
抄
』
と
『
古
今
集
注
』
に
お
け
る
『
唯
独
自
見
抄
』
の
扱
い
は
、
顕
昭
本
に
お
け
る
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本

『
俊
秘
抄
』
と
は
そ
の
扱
い
を
異
に
す
る
。『
唯
独
自
見
抄
』
か
ら
引
い
た
異
文
は
、
主
と
し
て
文
末
に
拠
る
も
の
で
あ
っ
て
、
文
中
の
文

脈
を
壊
す
恐
れ
が
な
い
。
加
え
て
、
そ
の
文
を
補
填
す
る
こ
と
で
、
文
脈
を
広
げ
る
働
き
を
し
て
い
る
。
こ
こ
に
も
ま
た
顕
昭
の
意
図
を

確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

四
，
定
家
本
の
理

定
家
本
と
顕
昭
本
と
の
違
い
を
比
較
し
た
上
で
、
顕
昭
本
の
傍
記
及
び
『
唯
独
自
見
抄
』
本
文
と
、『
袖
中
抄
』『
古
今
集
注
』
の
本
文

の
あ
り
方
を
指
摘
し
て
き
た
の
は
、
顕
昭
の
意
識
を
探
る
た
め
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
定
家
本
に
比
べ
て
、
顕
昭
本
は
文
脈
に
齟
齬
が
少

な
い
。
と
同
時
に
、『
袖
中
抄
』
と
『
古
今
集
注
』
に
お
け
る
本
文
の
修
復
や
補
填
も
鮮
や
か
で
あ
る
。
た
だ
手
厚
く
表
記
す
る
こ
と
が

原
型
に
近
い
か
と
い
う
と
、
当
然
そ
う
で
は
な
い
。

ア
，
顕
昭
本
の
賢
し
ら

顕
昭
本
の
原
典
に
忠
実
で
丁
寧
な
る
記
述
が
、
行
き
す
ぎ
た
場
合
も
あ
る
。
す
で
に
、
今
井
優
氏
が
指
摘
し
て
い
る
が
（
（（
（

、「
木
の
ま

ろ
殿
」
の
歌
語
釈
に
お
い
て
、「
神
垣
は
木
の
ま
ろ
殿
に
あ
ら
ね
ど
も
名
の
り
を
せ
ね
ば
人
咎
め
け
り
」（『
金
葉
集
』
雑
上
・
五
四
七
・

藤
原
惟
規
（
と
い
う
歌
の
前
に
、
定
家
本
に
は
、
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赦
さ
れ
て
ま
か
り
出
づ
と
て
詠
め
る
歌

と
あ
っ
て
、
こ
れ
は
顕
昭
本
も
同
様
で
あ
る
が
、
顕
昭
本
は
さ
ら
に
歌
の
後
に
も
、

と
よ
め
り
け
れ
ば
大
斎
院
聞
食
て
あ
は
れ
が
ら
せ
給
て
、
此
木
の
丸
殿
と
い
ふ
こ
と
は
し
か
じ
か
き
き
し
事
な
り
と
て
仰
せ
ら
れ

て
、
と
く
ゆ
る
し
や
れ
と
さ
ぶ
ら
ひ
を
め
し
て
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば

と
あ
っ
て
、
許
さ
れ
て
歌
を
詠
ん
だ
と
し
つ
つ
も
、
さ
ら
に
歌
を
詠
ん
で
許
さ
れ
た
と
も
す
る
。
顕
昭
本
は
、『
金
葉
集
』（
雑
上
・
五
四

七
・
藤
原
惟
規
（
の
詞
書
に
「
選
子
内
親
王
い
つ
き
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
女
房
に
物
申
さ
ん
と
て
忍
び
て
ま
か
り
た
り
け
る
に
、
侍

ど
も
い
か
な
る
人
ぞ
な
ど
あ
ら
く
申
し
て
問
は
せ
侍
り
け
れ
ば
、
畳
紙
に
書
き
て
侍
に
お
か
せ
侍
り
け
る
」
と
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
こ

と
で
、
却
っ
て
齟
齬
を
き
た
し
た
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
う
考
え
る
と
、
顕
昭
本
そ
の
も
の
は
多
弁
で
あ
る
と
言
え
る
。「
蝗
は
嫉
妬
し
な
い
」
と
い
う
話
に
お
い
て
も
、

定　
「
后
の
ぞ
ま
せ
給
た
る
気
色
な
り
」
と
ぞ
世
の
人
申
け
る
。

顕　
「
后
の
ぞ
ま
せ
給
た
る
気
色
な
り
」
と
よ
の
人
申
け
れ
ば
、
さ
て
御
集
に
は
の
ぞ
か
れ
け
る
と
ぞ
う
け
た
ま
は
り
し
。

と
し
て
、
定
家
本
の
「
と
ぞ
世
の
人
申
け
る
」
を
、
顕
昭
本
で
は
「
と
よ
の
人
申
け
れ
ば
、
さ
て
御
集
に
は
の
ぞ
か
れ
け
る
と
ぞ
う
け
た

ま
は
り
し
」
と
す
る
の
は
（
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
も
同
様
（、
斎
宮
の
女
御
が
后
を
望
ん
だ
と
い
う
デ
リ
ケ
ー
ト
な
話
な

の
で
村
上
御
集
に
は
、
載
せ
な
か
っ
た
と
す
る
。

特
に
「
渡
り
は
て
ね
ば
」
と
す
る
天
の
川
の
解
説
に
お
い
て
は
、
顕
著
で
あ
る
。
羅
列
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。



二
六

定　

こ
の
歌
の
心
は

顕　

此
歌
は
古
今
の
歌
也
。
こ
の
歌
の
心
は

定　

も
し
古
今
の
書
き
誤
り
か
と
思
て
、
あ
ま
た
の
本
を
見
れ
ば

顕　

も
し
古
今
の
書
き
誤
り
か
と
思
て
、
あ
ま
た
の
よ
き
と
お
ぼ
し
き
を
か
き
あ
つ
め
て
本
を
見
れ
ば

定　

恋
ひ
か
な
し
び
て
立
ち
ゐ
待
ち
つ
る
こ
と
は
、
一
年
な
り
。

顕　

恋
ひ
か
な
し
び
て
立
ち
ゐ
待
ち
つ
る
こ
と
は
、
一
年
な
り
。
日
を
か
ぞ
ふ
れ
ば
、
三
百
六
十
日
な
り
。

定　

そ
れ
が
や
う
に
歌
も
、
逢
ひ
な
が
ら
逢
は
ず
と
は
言
ふ
な
り
」
と
こ
そ
承
り
し
か
。

顕　

�

そ
れ
が
や
う
に
歌
も
、
逢
ひ
な
が
ら
逢
は
ず
と
は
言
ふ
な
り
」
と
あ
り
し
に
こ
そ
、
夜
あ
く
る
心
ち
し
て
う
れ
し
く
お
ぼ
え
候

し
か
。

「
鹿
を
馬
と
い
う
こ
と
」
に
お
い
て
も
、

定　

時
の
大
臣
、
帝
の
愚
か
に
お
は
す
る
け
し
き
を
見
て
、
国
を
奪
は
ん
心
あ
り
け
り

顕　

時
の
大
臣
に
趙
高
と
い
ふ
臣
有
、
帝
の
愚
か
に
お
は
す
る
け
し
き
を
見
て
、
国
を
奪
は
ん
心
あ
り
け
り

と
あ
り
、「
玉
箒
」
の
解
説
に
お
い
て
も
、

定　

こ
の
歌
あ
る
万
葉
集
に
も
有
る
本
あ
り
、
無
き
本
あ
り
。

顕　

万
葉
集
廿
の
巻
に
あ
る
本
有
、
な
き
本
あ
り
。

と
あ
る
こ
と
と
も
同
様
で
あ
る
。
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こ
れ
ら
は
、
顕
昭
本
に
お
け
る
丁
寧
な
る
筆
致
を
示
し
て
い
る
が
、
一
方
で
な
く
て
も
す
む
記
述
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
定
家
本
と
の
違

い
を
考
え
る
と
、
定
家
本
が
省
略
し
た
と
す
る
よ
り
も
、
顕
昭
本
で
書
き
加
え
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
先
に
示
し
た
『
袖
中

抄
』
や
『
古
今
集
注
』
の
本
文
形
成
を
考
え
て
も
、
顕
昭
に
は
作
意
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

加
え
て
、「
き
ね
が
し
ら
げ
た
る
」
の
話
に
つ
い
て
、

定　

人
に
尋
ね
し
か
ば

顕　

な
か
ご
ろ
の
人
人
に
た
づ
ね
し
か
ば

と
し
て
、
同
じ
く
、「
あ
や
め
草
」
の
用
法
に
つ
い
て
、

定　
「「
あ
め
草
」
と
ぞ
続
く
べ
き
」
と
申
す
人
も
あ
り
け
り
。

顕　
「「
あ
め
草
」
と
ぞ
続
く
べ
き
」
と
ぞ
中
こ
ろ
の
人
々
申
け
る
。

と
す
る
詳
し
い
話
者
を
記
し
た
こ
の
種
の
顕
昭
本
に
お
け
る
異
文
は
、
そ
も
そ
も
顕
昭
本
の
別
の
箇
所
で
は
、
傍
記
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。

す
な
わ
ち
「
野
守
の
鏡
」
に
つ
い
て
、
定
家
本
で
、

野
守
の
鏡
は
徐
君
が
鏡
な
り
。
そ
の
鏡
は
人
の
心
の
う
ち
を
照
ら
せ
る
鏡
に
て
、
い
み
じ
き
鏡
な
れ
ば
、
世
の
人
こ
ぞ
り
て
欲
し
が

り
け
り
。
こ
れ
に
「
さ
ら
に
我
持
ち
遂
げ
じ
」
と
思
て
、
塚
の
下
に
埋
み
て
け
り
と
ぞ
、
ま
た
人
申
け
る
。

と
あ
る
「
ま
た
人
申
け
る
」
は
、
顕
昭
本
で
は
傍
記
と
し
て
「
匡
房
の
帥
申
さ
れ
し
」
と
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
関
西
大
学
図
書
館
蔵
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本
『
俊
秘
抄
』
に
拠
り
、
し
か
も
や
は
り
こ
れ
は
『
袖
中
抄
』（
巻
十
八
・
野
も
り
の
か
が
み
（
に
本
文
と
し
て
組
み
込
ま
れ
る
。

「
徐
君
」
に
つ
い
て
は
、『
和
漢
朗
詠
集
』（
巻
下
・
風
・
三
九
九
（
に
「
漢
主
手
中
吹
不
駐
、
徐
君
墓
上
扇
猶
懸
〈
漢
主
の
手
の
中
に

吹
き
て
駐
ま
ら
ず
、
徐
君
が
墓
の
上
に
扇
ぎ
て
な
ほ
懸
れ
り
〉」
と
あ
っ
て
、
さ
ら
に
匡
房
の
句
に
「
尭
女
廟
荒
、
春
竹
染
一
掬
之
涙
、

徐
君
墓
古
、
秋
松
懸
三
尺
之
霜
〈
尭
女
の
廟
は
荒
れ
て
、
春
竹
は
一
掬
の
涙
に
染
ま
り
、
徐
君
の
墓
は
古
く
し
て
、
秋
松
は
三
尺
の
霜
に

懸
か
る
〉」（『
本
朝
続
文
粋
』
巻
八
・
大
江
匡
房
「
七
言
三
月
三
日
陪
安
楽
寺
聖
廟
同
賦
縈
流
叶
勝
遊
詩
一
首
」（
と
見
え
、
そ
の
句
は

『
江
談
抄
』
第
五
「
都
督
自
讃
事
」
に
匡
房
自
賛
の
句
と
し
て
語
ら
れ
る
。
で
あ
る
か
ら
、「
徐
君
」
の
こ
と
を
匡
房
が
語
っ
た
と
す
る
の

は
一
見
尤
も
ら
し
い
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
に
お
け
る
徐
君
と
、『
和
漢
朗
詠
集
』
や
『
本
朝
続
文
粋
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
齟
齬
を
来
す
か

ら
、
そ
の
話
を
匡
房
が
し
た
と
す
る
の
は
怪
し
い
。

同
所
に
お
い
て
、
定
家
本
が
、「
民
は
公
王
に
面
を
ま
じ
ふ
る
こ
と
な
し
」
と
す
る
「
公
王
」
の
用
例
も
未
見
で
、
顕
昭
本
で
は
「
公
」

の
傍
記
に
「
イ
帝
」
と
し
て
「
帝
王
」
と
す
る
の
も
、
あ
え
て
改
訂
し
た
感
を
拭
え
な
い
。
簡
素
な
方
か
ら
具
体
的
な
方
へ
、
間
違
っ
た

方
か
ら
正
し
い
方
へ
と
い
う
流
れ
で
改
訂
さ
れ
た
と
考
え
る
の
が
自
然
で
、
顕
昭
本
の
異
文
は
ま
さ
に
『
袖
中
抄
』
や
『
古
今
集
注
』
に

お
け
る
加
筆
と
そ
の
軌
を
一
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。

イ
，
定
家
本
の
欠
如
に
お
け
る
理

そ
も
そ
も
定
家
本
の
欠
如
そ
の
も
の
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
本
質
を
示
し
て
い
る
場
合
も
あ
る
。

連
歌
群
の
最
後
「
我
が
背
子
に
こ
そ
と
ふ
べ
か
り
け
れ
」
と
い
う
俊
重
の
付
句
に
続
い
て
、
定
家
本
と
顕
昭
本
は
、
次
の
よ
う
に
あ

る
。

定　

男
は
女
を
「
つ
ま
」
と
い
ひ
、
女
は
男
を
「
つ
ま
」
と
い
ふ
べ
き
に
や
。

顕　

男
は
、
女
を
「
わ
が
せ
こ
」
と
い
ひ
、
女
は
、
男
を
「
わ
が
せ
こ
」
と
申
な
り
。
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『
俊
頼
髄
脳
』
定
家
本
と
顕
昭
の
意
識
（
小
野
）

『
俊
頼
髄
脳
』
で
は
、
こ
の
後
、「
我
が
背
子
」
を
詠
ん
だ

我
が
せ
こ
に
見
せ
ん
と
思
ひ
し
梅
の
花
そ
れ
と
も
見
え
ず
雪
の
降
れ
れ
ば�

（『
万
葉
集
』
巻
八
・
一
四
二
六
・
山
部
赤
人
（

と
い
う
歌
を
挙
げ
る
か
ら
、「
わ
が
せ
こ
」
を
論
じ
る
顕
昭
本
の
方
が
一
見
す
ん
な
り
読
め
る
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
こ
の
一
群
は
、「
こ

れ
も
女
の
歌
な
れ
ば
、「
つ
ま
」、
定
め
も
な
し
と
見
え
た
り
」
と
い
う
一
文
で
結
ば
れ
る
。
実
は
こ
れ
は
『
袋
草
紙
』（
下
巻
・
故
人
和

歌
難
（
に
お
い
て
、
夫
の
意
で
「
つ
ま
」
と
詠
む
こ
と
の
経
信
の
問
と
、「
男
は
女
を
「
つ
ま
」
と
い
ひ
、
女
も
男
を
「
つ
ま
」
と
い
ふ

也
」
と
す
る
藤
原
通
俊
の
答
と
い
う
「
後
拾
遺
問
答
」
を
踏
ま
え
て
い
て
、「
我
が
背
子
」
は
、「
つ
ま
」
と
い
う
語
を
説
明
す
る
前
振
り

で
あ
っ
て
、
そ
の
主
旨
は
「
つ
ま
」
と
い
う
語
に
対
す
る
意
の
確
定
に
あ
る
。
こ
れ
を
『
袖
中
抄
』
は
、

男
は
女
を
我
せ
こ
と
云
、
女
は
男
を
わ
が
せ
こ
と
申
也
。
夫
は
め
を
つ
ま
と
云
、
女
は
男
を
つ
ま
と
云
べ
き
に
や
。

と
あ
っ
て
、
ま
ず
「
我
が
背
子
」
を
論
じ
、
次
に
「
つ
ま
」
を
論
じ
て
、
先
に
見
た
よ
う
に
『
袖
中
抄
』
は
、
定
家
本
と
顕
昭
本
を
つ
な

ぎ
合
わ
せ
て
、
見
事
に
分
脈
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
定
家
本
と
顕
昭
本
は
と
も
に
舌
足
ら
ず
で
あ
る
が
、
広
い
文
脈
と
い
う

点
で
は
、
定
家
本
に
分
が
あ
る
。

同
じ
く
、「
神
風
」
と
い
う
語
に
対
す
る
定
家
本
の
欠
如
に
対
し
て
も
、
そ
こ
に
俊
頼
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。『
俊
頼
髄

脳
』
で
は
「
神
風
」
の
語
の
説
明
に
続
い
て
、「
み
も
す
そ
川
」
の
注
記
を
示
す
。「
神
風
」
と
い
う
語
は
、

神
風
や
伊
勢
の
浜
荻
折
り
ふ
せ
て
旅
寝
や
す
ら
む
あ
ら
き
浜
辺
に�

（『
万
葉
集
』
巻
四
・
五
〇
〇
（

と
い
う
歌
へ
の
解
説
で
あ
っ
て
、「
み
も
す
そ
川
」
は
、
経
信
の
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君
が
代
は
尽
き
じ
と
ぞ
思
ふ
神
風
や
御
裳
裾
川
の
澄
ま
む
か
ぎ
り
は
」�

�

（『
後
拾
遺
集
』
賀
・
四
五
〇
・「
承
暦
二
年
内
裏
歌
合
に
よ
み
侍
り
け
る
」・
源
経
信
（

と
い
う
歌
へ
の
解
説
で
あ
る
。
顕
昭
本
は
、
こ
の
双
方
を
載
せ
る
が
、
定
家
本
と
国
立
国
会
図
書
館
本
に
は
「
君
が
代
は
」
の
歌
が
な
い
。

も
ち
ろ
ん
二
首
を
載
せ
る
顕
昭
本
の
方
が
文
脈
と
し
て
は
つ
じ
つ
ま
が
合
う
が
、
こ
の
「
神
風
」
と
い
う
語
は
特
別
な
語
で
あ
っ
た
。

「
神
風
」
と
い
う
語
の
説
明
に
お
い
て
、『
隆
源
口
伝
』
で
は
、
通
宗
が
菅
原
道
真
ゆ
か
り
の
安
楽
寺
で
「
神
風
」
の
語
を
歌
に
詠
み
込

ん
で
笑
わ
れ
た
こ
と
を
、「
さ
れ
ど
も
ゆ
ゑ
あ
り
と
ぞ
申
さ
れ
け
る
」
と
し
て
容
認
す
る
。
そ
の
く
だ
り
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
で
、「「
さ
ら

ば
伊
勢
と
か
ぎ
る
べ
き
こ
と
か
は
。
他
の
神
に
も
詠
ま
む
に
咎
あ
る
べ
か
ら
ず
」
と
言
ひ
し
か
ば
、「
か
か
る
こ
と
は
古
く
詠
み
つ
る
ま

ま
に
て
、
恐
ろ
し
さ
に
え
詠
ま
ぬ
な
り
。
こ
の
頃
の
人
も
怖
ぢ
な
く
詠
む
者
あ
ら
ば
、
詠
ま
れ
て
こ
そ
は
あ
ら
め
と
ぞ
申
さ
る
」
と
承
り

し
」
と
し
て
、
経
信
の
言
と
し
て
、
か
つ
て
は
恐
ろ
し
さ
の
あ
ま
り
詠
ま
な
か
っ
た
が
、
こ
の
頃
の
人
は
恐
れ
な
く
詠
む
と
す
る
。

『
綺
語
抄
』
も
同
様
に
、

神
風　

神
の
御
め
ぐ
み
な
り
。

　

神
風
や
伊
勢
の
は
ま
お
ぎ
を
り
ふ
せ
て
た
び
ね
や
す
ら
ん
あ
ら
き
は
ま
べ
に

み
も
す
そ
川　

伊
勢
太
神
宮
御
ま
へ
に
あ
る
か
は
也
。
通
宗
朝
臣
、
つ
く
し
の
安
楽
寺
に
て
神
風
と
よ
み
た
り
け
る
を
、
人
わ
ら
ひ

け
り
。�

（『
綺
語
抄
』
中
・
神
仙
部
・
み
も
す
そ
が
は
（

と
し
て
、「
神
風
や
」
の
歌
し
か
挙
げ
ず
、「
神
風
」
と
「
み
も
す
そ
川
」
を
説
明
す
る
。『
綺
語
抄
』
で
は
全
て
の
語
に
対
し
て
例
歌
を

挙
げ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
一
致
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
中
で
も
特
に
、
定
家
本
と
の
関
係
を
思
わ
せ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、「
み
も

す
そ
川
」
の
語
を
含
む
「
君
が
代
は
」
の
歌
を
挙
げ
な
い
方
が
、
そ
の
事
情
や
同
時
代
歌
論
書
に
即
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
内
裏
歌
合

で
詠
ま
れ
た
「
神
風
」
と
い
う
問
題
の
あ
る
語
を
詠
み
込
ん
だ
経
信
歌
を
、
俊
頼
は
意
識
的
に
省
略
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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俊
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髄
脳
』
定
家
本
と
顕
昭
の
意
識
（
小
野
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先
述
し
た
よ
う
に
、
定
家
本
に
は
、
明
ら
か
に
目
移
り
と
考
え
ら
れ
る
部
分
な
ど
の
不
備
が
あ
る
。
た
だ
し
誤
写
は
、
本
来
あ
っ
た
形

を
考
え
る
際
の
材
料
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
言
う
と
、
む
し
ろ
、
文
脈
が
整
っ
て
い
る
顕
昭
本
に
は
、『
袖
中
抄
』『
古
今
集
注
』
と

同
様
の
作
意
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
一
方
で
、
定
家
本
の
欠
如
に
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
意
識
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
ま

た
事
実
で
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
本
来
あ
っ
た
も
の
を
省
略
し
た
と
す
る
よ
り
も
、
齟
齬
を
来
し
て
い
る
こ
と
を
補
足
し
た
と
す
る
方
が

書
写
と
し
て
は
自
然
な
行
為
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

─
本
文
形
成
の
推
移

─

と
い
う
の
も
、
そ
も
そ
も
一
人
の
人
間
が
、
こ
れ
ほ
ど
長
い
文
章
を
文
脈
の
齟
齬
が
な
い
よ
う
に
書
き
き
れ
る
か
と
い
う
疑
問
も
わ
く

か
ら
で
あ
る
。
今
井
氏
は
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
原
型
は
、
行
間
に
異
文
傍
記
が
多
数
あ
っ
て
、
そ
の
異
文
傍
記
の
引
用
の
仕
方
に
異
本
が

生
じ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、『
今
昔
物
語
集
』
が
引
用
す
る
『
俊
頼
髄
脳
』
が
、
定
家
本
と
顕
昭
本
双
方
に
ま
た
が
っ

て
い
る
こ
と
を
示
し
た
田
中
氏
も
支
持
す
る
。
定
家
本
と
顕
昭
本
を
混
然
と
し
て
引
用
す
る
こ
と
は
、『
今
昔
物
語
集
』
だ
け
で
な
く
、

『
奥
義
抄
』『
袋
草
紙
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
定
家
本
や
顕
昭
本
と
は
別
の
双
方
の
本
文
が
混
ざ
り
合
っ
た
別
本
が
存
在
し
た
と

考
え
る
よ
り
も
、
や
は
り
異
文
傍
記
が
あ
る
本
文
が
存
在
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
今
井
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
原
本
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
校
合
と
い
う
意
識
は
、
す
で
に
『
俊

頼
髄
脳
』
の
中
に
も
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

も
し
古
今
の
書
き
誤
り
か
と
思
ひ
て
、
あ
ま
た
の
本
を
見
れ
ば
、
み
な
「
渡
り
は
て
ね
ば
」
と
書
け
り
。
お
ろ
さ
か
し
き
人
の
書
き

た
る
本
に
や
あ
ら
む
、「
渡
り
は
つ
れ
ば
」
と
書
け
る
本
も
あ
り
。
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
、
人
に
尋
ね
申
し
し
か
ば
、「
な
ほ
「
渡
り
は

て
ね
ば
」
と
あ
る
べ
き
な
り
。「
渡
り
は
つ
れ
ば
」
と
あ
る
は
、
あ
し
き
な
め
り
。
か
や
う
の
こ
と
は
、
古
き
歌
の
ひ
と
つ
の
姿
な

り
。
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俊
頼
が
こ
の
『
古
今
集
』
の
本
文
を
一
書
に
ま
と
め
て
お
く
な
ら
ば
、「
渡
り
は
つ
れ
ば
」
を
傍
記
と
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
（
（1
（

。
さ
ら
に
、『
袋
草
紙
』
上
巻
「
雑
談
」
に
は
、『
難
後
拾
遺
』
の
本
文
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
あ
る
。

又
難
後
拾
遺
ト
云
物
ア
リ
。
世
以
称
経
信
卿
之
所
為
。
而
近
年
、
俊
頼
朝
臣
ノ
息
子
僧
俊
恵
相
語
云
、
吾
妹
女
房
逝
去
之
後
、
彼
遺

物
ヲ
開
見
之
処
、
故
頭
遺
草
少
々
。
其
中
有
件
難
後
拾
遺
之
草
案
。
故
頭
之
手
跡
也
。
若
彼
所
為
歟
云
々
。
予
案
之
、
若
以
帥
口
状

執
事
之
間
草
歟
〈
又
難
後
拾
遺
と
云
物
あ
り
。
世
以
て
経
信
卿
の
所
為
と
称
す
。
而
し
て
近
年
、
俊
頼
朝
臣
の
息
子
僧
俊
恵
相
ひ
語

り
て
云
は
く
、
吾
が
妹
の
女
房
逝
去
の
後
、
彼
の
遺
物
を
開
き
て
見
し
処
、
故
頭
の
遺
草
少
々
、
其
の
中
に
件
の
難
後
拾
遺
の
草
案

有
り
。
故
頭
の
手
跡
な
り
。
若
し
彼
の
所
為
か
云
々
。
予
案
ず
る
に
、
若
し
帥
の
口
状
を
以
て
、
執
事
の
間
の
草
か
〉

俊
頼
の
遺
稿
の
中
に
、『
難
後
拾
遺
』
の
草
案
が
あ
っ
た
と
い
う
。
経
信
口
述
に
対
し
て
、
未
完
成
な
本
文
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
そ
こ
に
は
俊
頼
の
書
き
込
み
が
あ
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い
。
こ
う
考
え
る
と
、『
今
昔
物
語
集
』『
奥
義
抄
』『
袋
草
紙
』
に
表
れ

て
い
る
よ
う
に
、『
俊
頼
髄
脳
』
が
編
纂
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
の
『
俊
頼
髄
脳
』
は
注
記
を
含
む
草
稿
の
よ
う
な
形
体
を
成
し
て
い
た
と

考
え
る
こ
と
に
は
、
一
定
の
説
得
力
が
あ
る
。

た
だ
し
、
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
系
統
の
本
文
を
顕
昭
本
は
傍
記
と
し
、『
唯
独
自
見
抄
』
を
『
袖
中
抄
』
や
『
古
今
集

注
』
に
引
用
し
て
い
る
か
ら
、
顕
昭
が
手
に
し
た
そ
れ
ぞ
れ
の
祖
本
に
は
す
で
に
注
記
の
な
い
本
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
る
。
定
家
本
そ

の
も
の
も
し
か
り
で
あ
る
。

推
測
の
屋
上
屋
を
重
ね
る
こ
と
に
な
る
が
、『
俊
頼
髄
脳
』
の
原
型
は
、
そ
の
本
文
が
定
家
本
に
近
い
形
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
顕
昭
本

で
修
正
さ
れ
た
よ
う
な
、
さ
ら
に
は
『
唯
独
自
見
抄
』
や
関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
の
本
文
に
な
っ
た
よ
う
な
注
記
が
あ
っ
た

の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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『
俊
頼
髄
脳
』
定
家
本
と
顕
昭
の
意
識
（
小
野
）

注

（
（
（　
「
俊
秘
抄
に
就
い
て
」（「
国
語
と
国
文
学
」
一
六
─
三
・
一
九
三
九
年
三
月
（。

（
（
（　
「
享
受
と
諸
本
─『
俊
頼
髄
脳
』
諸
本
考
─
」（『
院
政
期
以
後
の
歌
学
書
と
歌
枕　

享
受
史
的
視
点
か
ら
』
清
文
堂
出
版
・
二
〇
〇
六
年
（。
他

に
、
日
比
野
浩
信
氏
『
久
迩
宮
家
旧
蔵
本
俊
頼
無
名
抄
の
研
究
』（
未
刊
国
文
資
料
刊
行
会
・
一
九
九
五
年
（、
伊
倉
史
人
氏
「『
俊
頼
髄
脳
』
の
伝

本
に
つ
い
て
の
再
検
討
─
俊
頼
髄
脳
伝
本
考
続
貂
─
」（
和
歌
文
学
会
例
会
・
一
九
九
五
年
五
月
（
が
あ
る
。

（
（
（　
「『
今
昔
物
語
集
』
が
受
容
し
た
『
俊
頼
髄
脳
』
を
め
ぐ
る
基
礎
的
考
察
─
現
存
五
種
伝
本
と
の
本
文
比
較
を
通
し
て
」（『
説
話
論
集
』
一
二
巻
・

二
〇
〇
三
年
（。

（
（
（　
『
和
歌
文
学
大
事
典
』「
奥
義
抄
」
の
項
（
日
比
野
浩
信
氏
担
当
（。

（
（
（　

本
文
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
定
家
本
─
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
俊
頼
髄
脳�

定
家
本
』（『
俊
頼
髄
脳
』
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
編
・
朝
日
新
聞

出
版
・
二
〇
〇
八
年
（　

顕
昭
本
─
俊
頼
髄
脳
研
究
会
編
『
顕
昭
本
俊
頼
髄
脳
』（
俊
頼
髄
脳
研
究
会
・
一
九
九
六
年
（　
『
唯
独
自
見
抄
』
─
俊
頼
髄

脳
研
究
会
編
『
唯
独
自
見
抄
』（
俊
頼
髄
脳
研
究
会
・
一
九
九
七
年
（　

関
西
大
学
図
書
館
蔵
本
『
俊
秘
抄
』
─
俊
頼
髄
脳
研
究
会
「
略
本
系
「
俊
頼

髄
脳
」
の
研
究
（
一
（（
二
（─
関
西
大
学
図
書
館
蔵
『
俊
秘
抄
』
翻
刻
─
」（「
相
愛
国
文
」
一
四
号
一
五
号
・
二
〇
〇
一
年
三
月
・
二
〇
〇
二
年

三
月
（　
『
袖
中
抄
』『
古
今
集
注
』
─
日
本
歌
学
大
系
。
な
お
私
に
句
読
点
等
を
付
し
、
適
宜
漢
字
に
改
め
た
所
が
あ
る
。

（
（
（　
『
唯
独
自
見
抄
』
に
も
「
た
と
へ
ば
、
う
ら
な
ど
の
や
う
に
す
る
に
や
あ
ら
ん
」
と
す
る
。

（
（
（　

樋
口
芳
麻
呂
氏
「
袋
草
紙
・
無
名
草
子
の
成
立
時
期
に
つ
い
て
─
付
、
藤
原
範
永
の
没
年
─
」（「
国
語
と
国
文
学
」
四
七
─
四
・
一
九
七
〇
年
四

月
（。

（
（
（　

鈴
木
氏
は
、
俊
頼
が
実
際
に
言
っ
た
か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

（
（
（　

こ
の
問
題
を
扱
っ
た
の
が
、
赤
瀬
氏
注（
（
（
論
文
と
鈴
木
徳
男
氏
「『
袖
中
抄
』
所
引
の
『
俊
頼
髄
脳
』」（『
俊
頼
髄
脳
の
研
究
』
思
文
閣
出

版
・
二
〇
〇
六
年
（
が
あ
る
。

（
（0
（　

書
陵
部
蔵
本
も
島
原
文
庫
本
も
巻
上
と
巻
中
し
か
現
存
し
な
い
。
書
陵
部
蔵
本
は
「
人
な
し
し
」
の
歌
に
お
け
る
掛
詞
「
す
み
」
の
解
釈
ま
で
、

島
原
文
庫
本
は
、「
住
吉
の
」
の
歌
に
お
け
る
「
む
な
し
き
舟
」
の
解
釈
で
終
わ
る
。
島
原
文
庫
本
の
内
題
の
下
に
「
抄
出
」
と
あ
っ
て
、
元
来
の

『
俊
頼
髄
脳
』
か
ら
「
題
詠
論
」「
異
名
」「
歌
枕
群
」
と
い
う
羅
列
し
リ
ス
ト
化
さ
れ
た
部
分
を
欠
く
。
つ
ま
り
、『
唯
独
自
見
抄
』
は
こ
れ
ら
を
意

図
的
に
欠
い
て
い
る
。

（
（（
（　
「「
俊
秘
抄
」
伝
来
諸
本
の
原
型
推
考
」（「
語
文
」
四
八
号
・
一
九
八
七
年
二
月
（。



三
四

（
（（
（　

顕
昭
の
『
古
今
集
注
』
で
は
、「
俊
頼
朝
臣
無
名
集
」
と
し
て
、「
伊
勢
大
輔
ガ
自
筆
ニ
書
テ
侍
ケ
ル
本
ニ
、
ワ
タ
リ
ハ
ツ
レ
バ
ト
カ
キ
タ
リ
ケ
ル

ト
テ
、
故
隆
縁
ハ
其
儀
ヲ
執
侍
キ
。
ワ
タ
リ
ハ
テ
ネ
バ
ト
云
詞
モ
イ
ハ
レ
ズ
。
サ
ラ
バ
ワ
タ
リ
ハ
テ
ヌ
ニ
ト
コ
ソ
ヨ
マ
メ
ナ
ド
ヤ
侍
キ
。
ユ
ユ
シ
キ

似
事
ニ
コ
ソ
侍
メ
レ
。
諸
証
本
ト
申
ハ
、
皆
貫
之
ガ
自
筆
ノ
流
ト
申
ツ
タ
ヘ
タ
ル
ニ
、
皆
ワ
タ
リ
ハ
テ
ネ
バ
ト
カ
ケ
リ
。
大
輔
ガ
自
筆
サ
ラ
ニ
サ
ラ

不
可
用
事
也
。
又
ワ
タ
リ
ハ
ツ
レ
バ
ト
イ
ハ
ム
ハ
無
下
ニ
念
ナ
カ
ル
ベ
シ
。
普
通
ノ
コ
コ
ロ
ニ
ナ
ル
ベ
シ
。
ア
ワ
ス
ト
云
利
口
ハ
、
此
歌
ニ
ハ
ジ
メ

ズ
」
と
す
る
。


