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一　

は
じ
め
に

　

本
稿
で
は
『
俊
頼
髄
脳
』
と
鴨
長
明
『
無
名
抄
』
の
諸
伝
本
の
比
較
検
討
か
ら
、
類
似

し
た
性
質
と
書
写
の
様
相
を
も
つ
作
品
同
士
の
、
諸
伝
本
に
お
け
る
形
態
と
書
写
面
の
変

容
に
つ
い
て
考
察
し
、
そ
こ
か
ら
諸
本
、
特
に
末
流
伝
本
の
評
価
を
通
じ
写
本
の
世
代
が

下
る
こ
と
で
、
作
品
の
性
質
が
顕
現
し
て
い
く
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　

こ
こ
で
対
象
と
す
る
歌
学
書
に
限
ら
な
い
が
、
末
流
と
さ
れ
る
伝
本
に
は
、
古
写
本
か

ら
は
大
き
く
か
け
離
れ
た
変
容
を
起
こ
す
場
合
が
あ
る
。
本
文
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
注

意
し
た
い
の
は
そ
の
書
式
の
変
容
で
あ
る
。
書
式
の
変
容
に
は
、
当
該
著
述
の
特
性
の
発

露
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
『
古
今
和
歌
集
』
で
あ
っ
て
も
、
元
永
本
、

清
輔
本
、
俊
成
本
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
書
式
を
も
つ
よ
う
に
、
美
術
品
か
、
研
究
用
か
、

証
本
か
と
い
っ
た
書
写
の
目
的
に
よ
っ
て
、
そ
の
書
写
面
や
書
式
は
大
き
く
異
る
。
こ
れ

ら
の
変
容
は
各
伝
本
か
ら
見
れ
ば
書
写
者
の
一
工
夫
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
だ
ろ
う

が
、
同
質
の
現
象
が
異
な
る
著
述
で
発
生
す
る
場
合
に
は
、
書
式
の
変
容
に
傾
向
が
見
ら

れ
る
と
い
っ
て
よ
く
、
そ
れ
が
享
受
者
に
と
っ
て
は
原
態
よ
り
も
優
れ
た
形
で
あ
っ
た
と

み
な
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

末
流
伝
本
に
見
え
る
一
見
大
胆
に
見
え
る
改
変
も
、
書
写
者
の
意
図
と
作
品
解
釈
の
反

映
な
の
で
あ
る
。
本
文
上
に
大
き
な
価
値
が
見
い
出
せ
な
い
末
流
伝
本
で
あ
っ
て
も
、
書

写
面
の
変
容
に
注
意
す
る
こ
と
で
古
写
本
に
は
な
い
情
報
の
増
加
や
性
質
が
出
せ
る
場
合

も
あ
る
。

二　
『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
無
名
抄
』
の
書
写
面
の
変
容

　
『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
無
名
抄
』
は
深
い
関
係
が
あ
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
は
早
い
段
階
で
流

布
し
、「
無
名
抄
」「
俊
頼
の
髄
脳
」
な
ど
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。『
俊
秘
抄
』
と
呼
ば
れ

る
伝
本
も
あ
り
、
書
名
が
固
定
化
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る）1
（

。
し
か
し
あ
え
て
長
明
が

自
筆
の
歌
論
に
『
無
名
抄
』
と
付
け
た
時
、
両
者
の
形
態
的
な
類
似
か
ら
見
て
も
、
長
明

は
俊
頼
の
『
無
名
抄
』
を
意
識
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
後
白
河
院
も
『
梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』

で
『
俊
頼
髄
脳
』
を
「
ま
ね
び
て
」
作
る
と
し
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
非
常
に
強
か
っ
た
。

　

両
書
と
も
諸
本
論
は
じ
め
研
究
史
は
厚
い
。
し
か
し
、
本
稿
で
重
視
し
た
い
の
は
善
本

の
認
定
で
は
な
く
、
諸
伝
本
の
書
写
面
と
書
式
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
書
写
の
過
程
で
後
人

の
改
編
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
様
相
は
複
雑
で
、
具
体
的
に
親
本
か
ら
子
本
へ
の
変

容
を
追
う
こ
と
も
難
し
い
。

　

こ
の
よ
う
な
改
変
さ
れ
た
本
文
に
つ
い
て
は
従
来
十
分
な
検
討
が
な
さ
れ
ず
、『
日
本

歌
学
大
系
』
の
解
題
を
は
じ
め
、
多
く
は
「
後
人
の
さ
か
し
ら
」
と
処
理
さ
れ
、
改
変
の

あ
り
方
へ
の
注
意
は
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
両
書
の
変
容
の
傾
向
が
似
通
う
傾

向
に
あ
る
こ
と
は
早
く
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
の
諸
本
論
は
久
曽
神
昇）2
（

及
び
赤
瀬
知
子）3
（

の
網
羅
的
な
調
査
が
基
盤
と
な

る
。
ま
た
今
井
優）4
（

、
鈴
木
徳
男）5
（

、
伊
倉
史
人）6
（

ら
の
研
究
も
重
要
で
あ
る
。
久
曽
神
は
比
較

的
有
力
な
伝
本
で
あ
る
甲
乙
諸
本
の
他
に
、
末
流
伝
本
を
丙
丁
戊
己
類
に
分
類
し
て
い

る
。
甲
を
定
家
本
、
乙
を
顕
昭
本
と
し
、
丙
を
顕
昭
本
か
ら
一
部
脱
落
が
見
え
る
逸
脱
本
、

丁
戊
己
を
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
改
変
さ
れ
た
本
（
変
改
本
）
と
し
た
。
赤
瀬
の
論
で
は
定
家
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本
及
び
顕
昭
本
の
対
立
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
抄
出
本
や
逸
脱
本
が
派
生
し
た
と
さ

れ
る
。
従
来
の
議
論
は
定
家
本
と
顕
昭
本
の
優
位
を
争
う
も
の
が
主
流
で
あ
っ
た
が
近

時
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
の
定
家
本
『
俊
頼
髄
脳
』
が
影
印
刊
行
さ
れ）7
（

、
古
写
本
が
出

現
し
た
定
家
本
が
優
勢
と
考
え
ら
れ
る
傾
向
が
強
い
。
完
本
に
お
け
る
本
文
の
優
劣
は
ひ

と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
久
曽
神
の
い
う
変
改
本
系
統
に
注
目
し
た
い
。

　

変
改
本
と
さ
れ
る
系
統
の
諸
本
で
は
目
次
と
番
号
で
標
目
を
立
て
て
お
り
、
よ
り
整
理

さ
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
標
目
に
よ
る
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
久
曽
神

は
後
人
に
よ
る
も
の
と
し
て
本
文
批
判
へ
の
参
加
の
資
格
な
し
と
し
た
。

俊
頼
の
製
作
で
な
い
事
は
明
確
で
あ
る
が
、
連
歌
の
終
の
証
歌
を
三
ヶ
条
に
分
け
て

目
次
を
付
け
て
ゐ
る
の
を
始
め
、
内
容
を
無
視
し
た
も
の
が
多
く
、
組
織
の
全
く
分

ら
な
い
人
が
単
な
る
歌
の
検
索
の
為
に
作
つ
た
事
が
明
瞭
で
あ
つ
て
、
如
何
に
愚
な

り
と
は
い
へ
編
著
者
な
ど
が
な
し
た
も
の
で
は
な
い
。
目
次
は
俊
頼
で
な
け
れ
ば
能
（
マ
マ
）

き
な
い
よ
う
に
述
べ
て
ゐ
る
が
、
常
識
の
あ
る
人
が
見
れ
ば
、
如
何
に
し
て
も
俊
頼

以
外
の
何
人
か
が
作
つ
た
と
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
例
は
長
明
無
名
抄
に
も
あ
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久
曽
神
の
指
摘
は
、
甲
乙
系
本
等
で
は
四
カ
所
に
分
割
掲
載
さ
れ
て
い
る
連
歌
を
、
変

改
本
で
は
末
尾
近
く
に
移
動
し
て
お
り
、
さ
ら
に
目
次
に
は
そ
の
箇
所
に
「
連
歌
」
と
付

し
、
内
容
も
不
合
理
で
俊
頼
に
よ
る
原
態
で
は
な
い
と
す
る
。
こ
の
指
摘
は
首
肯
さ
れ
る

べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
注
意
す
べ
き
は
こ
こ
で
長
明
『
無
名
抄
』
に
同
様
の
現
象
が
起
き

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
で
あ
る）9
（

。

　

た
し
か
に
、
原
態
か
ら
大
き
く
離
れ
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
伝
本
か
ら
、
著
者
自

筆
本
の
形
態
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
。
し
か
し
作
品
が
流
布
し
て
い
く
中
で
、
そ
れ
ら
に

ど
の
よ
う
な
改
変
の
傾
向
が
あ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
た
て
る
な
ら
ば
、
こ
う
し
た
本
が

持
つ
価
値
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
に
な
る
。

　

も
う
一
つ
の
問
い
は
、
な
ぜ
こ
れ
ら
の
著
述
の
諸
本
に
類
似
の
現
象
が
生
起
す
る
の
か

で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
を
考
え
る
上
で
、
著
述
の
内
容
に
も
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
写

本
群
は
ど
の
よ
う
な
変
容
を
蒙
り
な
が
ら
構
造
を
編
制
し
て
い
く
の
か
。
こ
う
し
た
問
題

意
識
か
ら
、
ま
ず
は
『
俊
頼
髄
脳
』
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

三　
『
俊
頼
髄
脳
』
の
検
索
性

　
『
俊
頼
髄
脳
』
に
は
本
文
の
脱
落
が
大
き
い
伝
本
も
あ
り
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
本

『
俊
秘
抄）10
（

』
の
よ
う
な
抄
出
本
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
節
の
問
題
意
識
に

も
と
づ
い
て
、
変
改
本
の
形
態
が
、
ど
の
よ
う
な
機
能
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
論
じ
て
い

き
た
い
。

　

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
変
改
本
の
よ
う
な
体
裁
に
変
わ
る
利
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
変

改
本
系
統
の
松
平
文
庫
本
『
俊
頼
口
伝
集
』
で
は
、
目
次
に
項
目
名
と
番
号
を
付
し
、
項

目
に
該
当
す
る
箇
所
の
文
頭
に
数
字
を
書
き
込
む
体
裁
と
な
っ
て
い
る
。
鈴
木
は
、
変
改

本
の
内
に
も
項
目
が
百
三
十
二
条
の
本
、
百
三
十
四
条
本
、
百
五
十
七
条
本
、
百
六
十
条

本
が
存
す
る
と
す
る
。
久
曾
神
の
分
類
で
は
こ
れ
ら
が
変
改
本
系
（
丁
本
・
戊
本
・
己
本
）

と
さ
れ
、
赤
瀬
は
略
本
Ⅰ
類
と
す
る
。

　

変
改
本
系
統
の
成
立
に
つ
い
て
は
鈴
木
が
百
三
十
四
条
本
↓
百
三
十
二
条
本
（
目
次
と

本
文
の
整
理
）
↓
百
六
十
条
本
（
本
文
の
混
態
と
増
補
）
↓
百
五
十
七
条
本
（
百
六
十
条
本
で
本

文
と
の
対
応
が
な
い
条
を
整
理
）
と
い
う
成
立
過
程
を
想
定
し
て
い
る
。従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

目
次
で
立
項
さ
れ
る
の
は
話
題
の
内
容
・
登
場
人
物
・
和
歌
の
初
句
・
被
注
語
等
と
恣

意
的
で
不
統
一
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
目
次
と
項
目
番
号
と
の
対
応
に
よ
り
、
話
題
の
検

索
が
可
能
な
形
に
整
え
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
。
定
家
本
を
見
る
限
り
、『
俊
頼

口
伝
集
』
の
よ
う
な
「
検
索
」
は
難
し
い
。『
俊
頼
髄
脳
』
の
内
容
を
見
る
と
検
索
性
の

付
与
に
対
す
る
需
要
は
非
常
に
高
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、『
俊
頼
髄
脳
』

は
特
に
前
半
部
分
、
一
定
の
構
成
意
識
を
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

ま
ず
、「
序
の
意
識
」
で
あ
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
の
巻
頭
に
は
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
序
と

の
関
連
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。『
俊
頼
髄
脳
全
注
釈）11
（

』
で
は
七
箇
所
掲
げ

ら
れ
る
が
、
集
中
し
て
五
箇
所
が
見
え
る
箇
所
を
次
に
あ
げ
る
。

春
夏
秋
冬
に
つ
け
て
①
花
を
も
て
あ
そ
ひ
、
郭
公
を
ま
ち
、
紅
葉
を
ゝ
し
み
、
雪
を

お
も
し
ろ
に
も
思
ひ
君
を
い
は
ひ
、（
中
略
）
そ
も
〳
〵
う
た
に
あ
ま
た
の
す
か
た
を

わ
か
ち
、
や
つ
の
病
を
し
る
し
、
②
九
の
し
な
を
あ
ら
は
し
て
、
い
と
き
な
き
物
を
ゝ

し
へ
、
を
ろ
か
な
る
心
を
さ
と
ら
し
む
る
物
あ
り
、
し
か
は
あ
れ
と
、
な
ら
ひ
つ
た

へ
さ
れ
は
さ
と
る
事
か
た
く
、
う
か
へ
て
ま
な
は
さ
れ
は
お
ほ
ゆ
る
事
す
く
な
し
、
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③
む
も
れ
木
の
む
も
れ
て
、
人
に
し
ら
れ
さ
る
ふ
し
と
を
た
つ
ね
、
た
き
の
な
か
れ

に
な
か
れ
て
、
④
す
き
ぬ
る
こ
と
は
の
は
を
あ
つ
め
て
み
れ
は
、
は
ま
の
ま
さ
こ
よ

り
も
お
ほ
く
、
雨
の
あ
し
よ
り
も
し
け
し
、
⑤
霞
を
へ
た
て
ゝ
、
春
の
山
に
む
か
ひ
、

き
り
に
む
せ
ひ
て
、
秋
の
ゝ
へ
に
の
そ
め
る
か
こ
と
き
也
、
山
か
つ
の
い
や
し
き
こ

と
は
な
れ
と
、
た
つ
ね
さ
れ
は
朝
の
つ
ゆ
と
き
え
う
せ
ぬ
、
玉
の
う
て
な
の
た
へ
な

る
み
こ
と
な
れ
と
、
き
こ
え
さ
れ
は
風
の
ま
へ
の
ち
り
と
な
り
ぬ
る
に
や

『
後
拾
遺
和
歌
集
』
序

①
花
を
も
て
あ
そ
び
鳥
を
あ
は
れ
ば
ず
と
い
ふ
こ
と
な
し
。

②
こ
こ
の
し
な
の
や
ま
と
う
た
を
撰
び
て
、
人
に
さ
と
し

③
埋
も
れ
木
の
隠
れ
ぬ
れ
ど
、

④
浜
の
ま
さ
ご
の
数
し
ら
ぬ
ま
で
、
家
々
の
言
の
葉
多
く
積
り
に
け
り
。

⑤ 

山
川
の
流
れ
を
見
て
、
水
上
ゆ
か
し
く
、
霧
の
う
ち
に
梢
を
の
ぞ
み
て
い
づ
れ
の

う
ゑ
木
と
知
ら
ざ
る
が
如
し
。

　

こ
の
よ
う
に
、
書
き
出
し
か
ら
あ
る
部
分
ま
で
が
「
序
」
と
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
後
代
に
も
意
識
さ
れ
た
。
時
代
は
下
る
が
『
扶
桑
拾
葉
集
』
に
「
無
名
抄
序
」
が
収

め
ら
れ
「
か
く
れ
た
る
信
あ
れ
は
あ
ら
は
れ
た
る
感
あ
る
も
の
を
や
」
ま
で
が
「
序
」
と

し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
序
が
本
論
に
入
る
た
め
の
導
入
と
な
っ
て
い
る
点
に
『
俊

頼
髄
脳
』
の
構
成
の
一
端
が
う
か
が
い
知
れ
る
。
続
く
話
題
は
こ
の
よ
う
に
書
か
れ
る
。

哥
の
す
か
た
、
や
ま
ひ
を
（
さ
）
る
へ
き
こ
と
、
あ
ま
た
の
す
い
な
う
に
み
え
た
れ

と
も
、
き
ゝ
と
を
く
心
か
す
か
に
し
て
、
つ
た
へ
き
か
さ
ら
ん
人
は
さ
と
る
へ
か
ら

さ
れ
は
、
ま
ち
か
き
事
の
か
き
り
を
こ
ま
か
に
し
る
し
申
へ
し

は
し
め
に
は
は反

哥
ん
か
の
す
か
た

（
中
略
）

次
に
旋
頭
哥
と
い
ふ
も
の
あ
り

　

冒
頭
に
「
歌
の
姿
」
と
「
歌
病
を
避
け
る
こ
と
」
を
記
す
と
宣
言
さ
れ
、「
次
に
○
○

と
い
ふ
も
の
あ
り
」
と
し
て
「
旋
頭
歌
」「
根
本
歌
」「
折
句
歌
」「
沓
冠
折
句
」「
廻
文
の

歌
」「
短
歌
」「
短
歌
」「
誹
諧
歌
」「
連
歌
」「
隠
題
」
が
書
か
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
次
に
」

と
い
う
詞
で
分
節
さ
れ
る
一
連
の
歌
体
は
「
ま
ぢ
か
き
こ
と
の
限
り
」
を
記
し
た
も
の
で

「
次
に
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
は
話
題
を
分
節
す
る
機
能
を
担
っ
て
い
る
。
時
代
は
下
る

が
『
和
歌
初
学
抄
』
に
お
け
る
「
又
」
の
よ
う
に
接
続
詞
を
つ
か
っ
て
ト
ピ
ッ
ク
を
配
置

す
る
歌
学
書
が
あ
り）12
（

、
こ
う
し
た
接
続
の
詞
を
配
す
る
こ
と
で
項
目
見
出
し
の
代
わ
り
の

よ
う
に
、
話
題
の
区
切
り
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
続
く
箇
所
で
は
歌
病
に
つ
い
て
の
記
述
が
続
い
て
、
そ
の
後
「
お
ほ
よ
そ
歌
は

…
…
」
と
別
の
話
題
に
移
動
す
る
（
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
で
は
「〔
四
〕
歌
人
の
範
囲
」
と
す

る
）。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
『
俊
頼
髄
脳
』
の
前
半
の
歌
体
・
歌
病
の
記
事
は
「
ま
ぢ
か

き
事
の
限
り
」
と
い
う
一
つ
の
知
識
の
パ
ッ
ケ
ー
ジ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
構

想
さ
れ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。

　

以
降
、『
俊
頼
髄
脳
』
は
記
事
内
容
が
散
漫
化
す
る
傾
向
が
あ
り
、
難
義
語
へ
の
注
釈
、

物
異
名
な
ど
、
様
々
な
ト
ピ
ッ
ク
が
書
か
れ
る
の
だ
が
、
全
体
を
通
じ
て
明
確
な
構
成
を

意
識
し
て
書
か
れ
た
と
は
考
え
に
く
く
、
話
題
の
配
列
に
規
則
性
も
み
あ
た
ら
ず
特
定
記

事
の
検
出
が
難
し
い
。
そ
の
よ
う
な
「
検
索
の
し
に
く
さ
」
は
、
次
の
よ
う
な
二
つ
の
要

因
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
て
い
る
。

　

一
つ
目
は
、
一
つ
の
箇
所
で
述
べ
ら
れ
る
べ
き
話
題
が
複
数
の
箇
所
で
触
れ
ら
れ
る
と

い
う
「
話
題
の
分
散
」
で
あ
る
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
先
ほ
ど
み
た
通
り
前
半
部
で
は
避

病
に
つ
い
て
の
記
事
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
文
字
の
病
（
同
心
病
や
岸
樹
病
）
が
示
さ
れ
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
後
半
部
分
に
な
っ
て
後
悔
病
に
つ
い
て
の
記
事
が
ま
た
記
さ
れ
る
の
で

あ
る
。哥

の
八
の
や
ま
ひ
の
中
に
、
こ
う
く
わ
い
の
や
ま
ひ
と
い
ふ
や
ま
ひ
あ
り
、
哥
を
す

み
や
か
に
よ
み
い
た
し
て
、
人
に
も
か
た
り
、
か
き
て
も
い
た
し
て
、
の
ち
に
よ
き

ふ
し
を
お
も
ひ
よ
り
て
、
か
く
い
は
て
な
と
お
も
ひ
て
、
く
ひ
ね
た
か
る
を
い
ふ
な

り
、
さ
れ
は
な
を
哥
を
よ
ま
む
に
は
、
い
そ
く
ま
し
き
か
よ
き
な
り
、
い
ま
た
む
か

し
よ
り
と
く
よ
め
る
に
か
し
こ
き
事
な
し
、

　

ま
た
、
似
物
に
つ
い
て
も
同
様
の
ケ
ー
ス
が
見
え
る
。
前
に
「
歌
に
は
似
物
と
い
ふ
事

あ
り
」
と
語
ら
れ
る
一
方
で
、
被
注
歌
で
あ
る
「
あ
ま
の
河
あ
さ
せ
し
ら
波
た
ど
り
つ
つ

わ
た
り
は
て
ね
ば
あ
け
ぞ
し
に
け
る
」（
三
四
六
）
に
つ
い
て
の
記
事
で
も
似
物
詠
の
記
事

が
見
え
る
。

　

二
つ
目
は
以
前
の
箇
所
を
指
示
す
る
よ
う
な
「
前
部
参
照
」
の
記
述
が
見
え
る
こ
と
で

あ
る
。
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か
せ
の
名
は
あ
ま
た
あ
り
け
な
り
、
お
ほ
か
た
の
名
は
、
ゝ
し
に
あ
る
物

0

0

0

0

0

0

の0

い
名
0

0

に

し
る
せ
り
、（
傍
点
梅
田
）

　

こ
の
よ
う
に
「
前
の
話
題
」
を
参
照
し
「
端
に
あ
る
」
話
題
を
再
び
提
示
す
る
記
述
が

み
え
る
。
歌
学
書
に
限
ら
ず
、
以
前
の
ト
ピ
ッ
ク
を
後
方
で
指
し
示
す
こ
と
は
珍
し
く
な

い
が
、
定
家
本
の
形
で
は
以
前
の
話
題
を
検
出
す
る
術
が
な
い
。
二
三
〇
丁
を
越
え
る
定

家
本
で
は
、
こ
れ
ら
を
検
索
し
て
見
つ
け
出
す
の
は
容
易
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
、
標
目
の
無
い
本
で
前
部
の
箇
所
を
指
示
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
は
、
読
者

が
以
前
の
記
事
を
含
め
て
「
よ
く
読
み
込
ん
で
い
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
定
家
本
『
俊
頼
髄
脳
』
は
書
き
出
し
か
ら
最
後
ま
で
一
貫
し

て
読
む
べ
き
体
裁
と
な
っ
て
い
る
も
の
の
「
話
題
の
分
散
」
や
「
前
部
参
照
」
と
い
っ
た

一
書
の
内
部
で
の
参
照
が
困
難
な
著
述
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
顕
昭
本
の
完
本
で
も
変
わ

ら
な
い
。

　

つ
ま
り
、『
俊
頼
髄
脳
』
は
検
索
し
な
が
ら
読
む
に
は
不
合
理
な
構
造
で
あ
る
に
も
関

わ
ら
ず
、
検
索
を
指
示
す
る
記
述
が
あ
る
書
物
な
の
で
あ
る
。『
俊
頼
髄
脳
』
は
「
自
在

な
構
成
」
を
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る）13
（

が
、
一
書
内
で
の
話
題
の
つ
な
が
り
は
必
ず
し
も
線

条
的
に
（
例
え
ば
話
題
の
連
想
や
、
前
後
の
話
題
の
繋
が
り
）
把
握
で
き
る
と
は
考
え
に
く
い
。

　

で
は
、
検
索
に
便
が
あ
る
目
次
を
有
す
る
諸
本
は
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
再
構
成
し

て
い
る
か
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

　

松
平
文
庫
本
『
俊
頼
口
伝
集
』
は
、
変
改
本
の
う
ち
最
大
の
目
次
数
を
も
つ
百
六
十
条

本
の
一
本
で
あ
る
。
こ
の
百
六
十
条
本
は
、
対
応
す
る
本
文
を
三
ヶ
条
欠
く
混
態
増
補
本

で
あ
り
、
本
文
の
欠
脱
も
存
す
る
。
目
次
の
立
項
に
際
し
て
は
統
一
的
な
基
準
は
な
い
よ

う
で
、
内
容
の
要
約
、
登
場
人
物
、
和
歌
の
初
句
や
被
注
語
な
ど
の
様
々
な
位
相
が
あ
る
。

　

目
次
と
本
文
と
の
対
応
に
つ
い
て
は
、
目
次
の
箇
所
に
項
目
名
を
直
接
書
き
込
む
も
の

は
見
え
ず
、
行
頭
に
目
次
の
番
号
を
書
き
込
む
形
と
な
っ
て
い
る
。
定
家
本
と
の
異
同
は

甚
だ
し
く
、
物
異
名
部
分
を
後
ろ
に
移
す
も
の
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
岡
本
保
孝
手
稿
本
『
俊
頼
口

伝
集
』）
や
変
改
本
の
特
徴
で
あ
る
連
歌
部
を
末
尾
に
移
動
さ
せ
る
な
ど
の
現
象
が
確
認
さ

れ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

目
次
が
付
さ
れ
た
こ
と
で
、
本
文
の
検
索
が
容
易
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
各
項
目

の
闕
脱
箇
所
が
明
確
に
な
る
と
い
う
利
点
も
あ
っ
た
こ
と
が
松
平
文
庫
本
の
書
き
入
れ
か

松平文庫本『俊頼口伝集』（函架番号一一七・一五）
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ら
把
握
で
き
る
。
松
平
文
庫
本
に
は
大
き
な
闕
脱
が
数
カ
所
が
あ
る
が
、
対
応
す
る
本
文

が
存
し
な
い
「
三
十
六
不
言
物
名
而
其
意
可
見
躰
、
三
十
七
寄
所
名
歌
、
三
十
八
物
異
名
」

の
三
ヶ
条
を
含
め
、
朱
書
き
で
闕
脱
部
分
が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。
図
版
は
末
尾
に
移
動

さ
れ
た
連
歌
部
で
、
朱
で
「
此
改
百
六
十
連
歌
之
所
也
最
初
闕
歟
」
と
あ
る
。
項
目
の
有

無
に
よ
る
闕
脱
部
分
の
推
定
が
書
写
者
に
よ
っ
て
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
無
い

が
、
目
次
や
標
目
の
な
い
諸
本
で
は
そ
の
分
量
ま
で
推
定
す
る
こ
と
は
極
め
て
難
し
い
。

こ
う
し
た
後
人
に
よ
る
「
脱
落
部
分
の
復
元
」
は
目
次
と
標
目
を
記
す
構
造
の
本
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
は
、
目
次
や
項
目
に
よ
る
再
構
成
と
変
改
本
系
統
が
大
幅
な
本
文
異
同
を
持
つ
こ

と
と
を
関
連
づ
け
て
考
え
て
も
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

乾
安
代
は
『
俊
頼
髄
脳
』
が
連
歌
に
つ
い
て
記
す
箇
所
が
四
箇
所
に
存
す
る
こ
と
を
指

摘
し
、
な
か
で
も
集
中
的
に
連
歌
が
集
め
ら
れ
る
「
連
歌
集
成
」
箇
所
の
重
要
さ
を
指
摘

す
る）14
（

。
も
し
定
家
本
等
の
構
成
を
立
項
・
目
次
化
す
る
な
ら
ば
、
目
次
に
お
い
て
も
連
歌

部
を
四
つ
（
以
上
）
作
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

　

連
歌
の
箇
所
を
後
方
に
移
し
た
変
改
本
は
本
文
に
対
す
る
検
索
・
利
便
性
の
付
与
だ
け

で
は
な
く
目
次
の
錯
雑
を
嫌
っ
て
本
文
を
移
動
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
ぞ
れ
百
三
十
四
条
本
か
ら
百
三
十
二
条
本
へ
、
百
六
十
条
本
か
ら
百
五

十
七
条
本
へ
と
い
っ
た
目
次
と
本
文
と
の
対
応
に
関
わ
る
整
理
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も

本
文
と
目
次
の
対
応
に
高
い
需
要
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
た
し
か
に
、「
変
改

本
」
系
統
の
本
文
は
百
三
十
四
条
本
の
段
階
か
ら
、
そ
れ
以
前
の
本
（
久
曽
神
の
い
う
丙
本
）

の
闕
脱
を
有
し
て
い
た
ら
し
く
、
本
文
的
に
見
る
べ
き
点
は
少
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

話
題
を
よ
り
簡
便
に
す
る
た
め
の
書
式
が
模
索
さ
れ
、
目
次
を
持
た
な
い
古
写
本
の
も
つ

不
合
理
さ
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
で
、
原
態
の
「
通
読
す
る
本
」
と
は
異
な
っ

た
性
質
を
持
た
せ
て
い
る
こ
と
は
注
意
に
値
す
る
。

四　
『
無
名
抄
』
の
書
式
改
編

　

目
次
と
標
目
を
付
す
伝
本
と
、
そ
れ
ら
が
全
く
な
い
伝
本
が
存
す
る
と
い
う
点
で
は
長

明
『
無
名
抄
』
も
類
似
の
現
象
を
示
し
て
い
る
。

　

本
文
上
に
も
大
幅
な
改
変
が
施
さ
れ
る
『
俊
頼
髄
脳
』
諸
本
と
異
な
り
、『
無
名
抄
』

で
は
諸
本
で
記
事
内
容
が
大
幅
に
異
な
る
こ
と
は
な
く
、
諸
本
の
差
異
は
目
次
や
標
目
な

ど
の
本
文
以
外
の
形
態
的
な
点
が
大
き
い
。

　

伝
本
の
う
ち
写
本
は
『
国
書
総
目
録
』
で
四
〇
本
、
版
本
の
伝
存
例
は
さ
ら
に
多
く
、

非
常
に
多
く
の
異
本
が
現
存
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
本
の
う
ち
、
本
文
上
に
は
大
き
な
相
違

は
見
受
け
ら
れ
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、
標
目
の
書
式
は
諸
本
で
大
き
く
異
な
る
こ
と
が

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た）15
（

。
少
し
長
い
が
引
用
し
た
い
。

本
書
（
梅
田
注
：
天
理
本
）
は
七
六
の
項
目
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
が
見
出
し
標
目
さ
れ

て
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
伝
本
に
よ
っ
て
そ
の
項
目
名
に
差
異
が
あ
り
、
項
目
数
も

出
入
が
あ
る
。
ま
た
、
①
全
く
見
出
し
項
目
が
な
く
本
文
中
に
朱
鉤
し
て
各
段
を
示

す
も
の
（
書
陵
部
蔵
鷹
司
本
明
應
和
謌
抄
、
江
戸
中
期
写
）、
②
お
な
じ
く
各
段
が
改
行
し

て
書
か
れ
て
い
る
も
の
（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
脇
坂
八
雲
軒
旧
蔵
松
井
文
庫
本
無
名
抄
、
江
戸
中

期
写
）、
③
各
段
の
は
じ
め
に
行
間
書
入
れ
の
形
で
細
字
で
標
目
す
る
も
の
（
東
京
大

学
総
合
図
書
館
蔵
阿
波
国
文
庫
本
無
名
抄
、
江
戸
中
期
写
）、
④
本
書
の
よ
う
に
本
文
中
に

一
行
を
と
っ
て
標
目
す
る
が
見
出
し
は
朱
書
で
な
さ
れ
る
も
の
（
梅
沢
記
念
館
蔵
無
名

抄
、
鎌
倉
期
写
本
）、
⑤
本
書
と
同
じ
く
別
行
で
本
文
と
同
筆
で
墨
書
す
る
も
の
（
天
理

大
学
蔵
呉
氏
旧
蔵
無
名
抄
、
鎌
倉
末
期
写
）、
⑥
本
文
中
に
見
出
し
標
目
は
な
い
が
巻
初

に
項
目
の
目
録
を
掲
げ
る
も
の
（
蓬
左
文
庫
蔵
無
名
抄
、
室
町
期
写
）、
⑦
本
文
中
の
別

行
標
目
と
目
録
の
両
者
を
持
つ
も
の
（
寛
政
二
年
・
文
化
九
年
・
無
刊
記
版
本
無
名
抄
）

等
の
形
態
的
な
差
異
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
恐
ら
く
伝
写
間
の
段
階
的
な

展
開
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る）16
（

。〔
注
：
○
番
号
は
梅
田
〕

　

長
明
『
無
名
抄
』
は
本
文
上
大
き
な
異
同
な
ど
は
比
較
的
少
な
く
、
書
式
や
項
目
名
・

巻
数
等
を
含
め
た
「
形
態
上
の
違
い
」
が
そ
の
大
き
な
差
異
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。

こ
の
中
で
も
注
意
し
た
い
の
は
項
目
表
記
の
あ
り
方
で
、
右
の
引
用
に
お
い
て
も
七
類
あ

る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

　

古
写
本
と
し
て
は
梅
沢
本
、
天
理
本
、
呉
旧
蔵
本
（
現
在
は
天
理
大
学
図
書
館
蔵
）
が
鎌

倉
期
の
書
写
と
見
ら
れ
る
。
梅
沢
本
な
ど
は
朱
書
で
項
目
を
示
し
、
成
立
後
比
較
的
早
い

段
階
か
ら
項
目
を
付
す
こ
と
が
行
わ
れ
て
き
た
よ
う
で
あ
る
。
梅
沢
本
を
み
る
限
り
で

は
、
墨
書
の
本
文
の
空
行
の
間
に
、
各
項
目
は
朱
鉤
朱
書
き
で
記
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

こ
の
空
行
ま
で
含
め
て
書
写
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
、
梅
沢
本
で
項
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目
が
付
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
以
前
か
ら
項
目
が
存
し
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。
天
理

本
は
項
目
名
が
事
書
に
な
る
こ
と
が
多
く
（
六
一
項
）、
梅
沢
本
（
四
八
項
）
よ
り
も
項
目

見
出
し
が
整
理
さ
れ
て
い
る
。
天
理
本
は
二
字
ほ
ど
空
格
を
お
い
た
位
置
に
、
本
文
と
同

行
に
項
目
見
出
し
を
書
く
の
で
あ
る
が
、
詞
書
に
あ
た
る
語
（「
後
徳
大
寺
左
府
ノ
御
哥
ニ
」

や
「
頼
政
卿
哥
ニ
」
と
い
っ
た
文
）
も
二
字
文
の
空
格
を
お
い
て
記
す
。
こ
れ
ら
の
字
下
げ
箇

所
も
和
歌
の
書
式
に
合
わ
せ
た
話
題
の
切
れ
目
と
意
識
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
梅
沢
本
等
の
章
段
分
け
は
本
文
の
構
成
に
対
し
て
立
項
が
不
合
理
な
箇
所

が
あ
る
。
一
つ
を
あ
げ
れ
ば
、「
俊
恵
定
歌
体
事
」「
名
所
を
取
る
様
」「
取
古
歌
（
梅
沢
本

で
は
「
新
古
今
」
と
す
る
）」
を
ま
た
ぐ
部
分
が
あ
る
。「
俊
恵
定
歌
体
事
」
は
長
文
の
章
段
で
、

途
中
「
歌
に
は
故
実
の
体
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
良
き
風
情
を
思
ひ
得
ぬ
時
、
心
の
巧
み
に

て
つ
く
り
た
つ
べ
い
や
ふ
を
習
ふ
な
り
」
と
し
て
、
以
降
「
一
つ
に
は
」
と
歌
体
を
列
記
・

説
明
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
次
の
よ
う
に
二
項
目
分
が
そ
の
途
中
に
立
項
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
う
。

歌
に
は
故
実
の
体
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。

一
に
は
、
さ
せ
る
事
な
け
れ
ど
、
た
ゞ
詞
つ
ゞ
き
に
ほ
ひ
深
く
い
ひ
な
が
し
つ
れ
ば
、

よ
ろ
し
く
き
こ
ゆ
。

一
に
は
、
古
歌
の
詞
の
わ
り
な
き
を
取
り
て
を
か
し
く
い
ひ
な
せ
る
、
又
を
か
し
。

一
に
は
、
秀
句
な
ら
ね
ど
、
た
ゞ
詞
づ
か
ひ
お
も
し
ろ
く
続
け
つ
れ
ば
、
又
見
ど
こ

ろ
あ
り
。

〔
取
名
所
取
様
〕

一
に
は
、
名
所
を
取
る
に
故
実
あ
り
。

〔
取
古
歌
・
新
古
今
〕

一
に
は
、
古
歌
を
取
る
事
又
や
う
あ
り
。

　

右
は
和
歌
・
説
明
を
省
い
た
も
の
だ
が
、
こ
う
み
る
と
五
つ
の
「
一
つ
に
は
」
の
箇
所

は
「
故
実
の
体
」
の
一
群
と
読
ん
だ
方
が
合
理
的
で
あ
ろ
う
。
天
理
本
で
は
「
に
は
」
は

字
母
も
同
じ
も
の
を
使
い
、
書
写
者
は
明
ら
か
に
一
連
の
記
述
と
見
な
し
て
い
る
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
斎
藤
理
子
は
弘
安
七
年
奥
書
の
見
え
る
書
陵
部
蔵
松
岡
本
が
梅
沢
本
他
に

比
べ
て
章
段
設
定
に
合
理
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）17
（

が
、
こ
の
箇
所
の
問
題
は
松

岡
本
も
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
書
陵
部
本
『
明
応
和
歌
集
』
等
の
項
目
表
記
の
な
い
諸
本

で
は
一
連
の
記
述
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
従
来
は
右
の
よ
う
な
例
を
含
め
梅
沢
本

や
天
理
本
の
章
段
分
け
を
そ
の
ま
ま
利
用
し
て
き
た
傾
向
が
あ
る
が
、
他
の
写
本
で
は
こ

う
し
た
点
に
古
写
本
と
は
異
な
る
処
理
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。

　

河
野
美
術
館
蔵
『
無
名
抄）18
（

』（
三
三
二
・
六
四
〇
）
は
、
本
文
中
に
章
段
名
は
ほ
と
ん
ど

書
か
れ
ず
、
項
目
の
位
置
に
朱
点
と
朱
合
点
を
付
し
て
項
目
を
記
す
、
先
の
解
題
の
部
分

で
い
え
ば
項
目
処
理
は
①
の
亜
種
の
形
で
あ
る
が
、
該
本
が
ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
こ
う
し
た

鉤
や
合
点
に
複
数
の
種
類
が
存
す
る
点
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
二
箇
所
の
「
一
つ
書
き
」
と
、

鉤
の
み
・
あ
る
い
は
点
の
み
の
項
目
表
記
も
混
在
し
て
い
る
な
ど
、
項
目
表
記
の
あ
り
方

に
複
数
の
位
相
が
存
し
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
、
梅
沢
本
で
「
俊
恵
定
歌
体
事
」
と
あ
る
章
段
に
は
、
朱
点
及
び
朱
合
点
を

付
す
が
、「
木
工
頭
の
歌
に
」
の
箇
所
に
も
合
点
を
付
し
、
さ
ら
に
「
歌
に
は
故
実
の
体

と
い
ふ
こ
と
あ
り
」
の
箇
所
に
も
合
点
を
付
し
て
い
る
。「
名
所
を
取
る
様
」
と
「
取
古
歌
」

の
箇
所
に
は
合
点
等
は
な
く
、
こ
こ
は
「
歌
の
故
実
」
の
一
群
と
し
て
標
目
し
た
も
の
で河野美術館蔵『無名抄』（函架番号三三二・六三四）
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あ
ろ
う
。

　

他
例
で
は
、
同
じ
く
河
野
美
術
館
蔵
『
無
名
抄）19
（

』
に
、
目
次
に
「
第
◯
◯
」
と
記
し
、

「
第
七
十
一
床
寝
の
事
」
ま
で
の
七
十
一
箇
条
が
立
項
さ
れ
る
。
そ
の
中
に
は
複
数
の
項

目
が
同
一
の
条
に
「
付
」
と
し
て
挿
入
さ
れ
た
と
見
え
「
イ
別
條
也
」
と
校
合
が
な
さ
れ

た
記
述
が
見
え
る
。
そ
れ
ら
が
見
え
る
条
を
挙
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
四
十
四
哥
つ
く
ろ
へ
は
兼
藤
感
事
（
イ
ニ
ナ
シ
私
）　

付
静
縁
こ
け
哥
之
事
（
イ

ニ
別
條
之
）

第
四
十
七
哥
人
不
可
得
証
事
（
イ
ニ
前
同
條
也
）　

付
十
二
歳
女
子
判
哥
事
（
イ
前

條
）　

同
依
余
喜
自
然
哥
読
事
（
イ
前
條
也
）　

同
範
兼
家
会
優
事
（
イ
前
條
也
）

第
五
十
四
道
因
歌
志
深
事　

付
大
輔
小
侍
従
事
（
イ
ニ
前
條
也
）

第
六
十
近
代
哥
躰
事　

付
代
々
哥
躰
事　

同
幽
玄
事　

同
哥
躰
俊
恵
定
ル
事
（
イ
前

條
也
）　

同
譬
詞
於
立
石
事
（
イ
前
條
也
）　

同
貫
之
千
鳥
哥
事　

同
哥
之
詞
聞
能

様
ニ
可
読
事
（
イ
前
條
）

第
六
十
三
名
所
読
様
之
事　

付
定
家
朝
臣
難
す
る
哥
之
事
（
イ
ニ
前
條
也
）

第
六
十
五
か
な
序
書
様
事　

付
清
輔
朝
臣
能
書
事
（
イ
ニ
前
條
也
）

第
六
十
八
陸
奥
に
か
つ
み
ふ
く
事　

付
為
仲
宮
城
野
の
萩
の
事
（
イ
ニ
前
條
也
）

　

こ
れ
ら
「
付
」
以
下
の
、
異
本
で
は
前
条
と
い
う
注
記
は
全
十
二
箇
所
に
見
え
る
。
当

該
書
で
は
目
次
の
連
番
が
本
文
の
行
頭
に
漢
数
字
で
示
さ
れ
る
点
か
ら
、『
俊
頼
口
伝
集
』

と
類
似
し
た
書
式
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
る
。

　

二
本
を
見
た
に
過
ぎ
な
い
が
、『
無
名
抄
』
の
項
目
表
記
に
関
す
る
書
写
者
た
ち
の
模

索
は
近
世
期
に
至
っ
て
も
統
一
し
た
見
解
は
な
く
、
章
談
分
け
の
項
目
出
入
り
が
確
認
さ

れ
、
書
式
の
模
索
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
朱
点
・
朱
書
と
い
っ
た
比
較
的
単
純
な
標
目
だ
け
で
は
な
く
、
河
野
本
二
点

の
如
く
連
番
が
付
さ
れ
た
諸
本
が
生
ま
れ
、
項
目
の
分
立
や
表
記
に
関
し
て
多
様
な
模
索

が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
や
は
り
注
意
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
版
本
の
類
と
は
異
な
る
形

で
も
様
々
な
立
項
の
仕
方
が
試
み
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
梅
沢
本
・
天
理
本
・

呉
本
と
い
っ
た
古
写
本
の
標
目
に
本
文
と
の
対
応
が
悪
い
箇
所
が
見
え
る
こ
と
か
ら
も
、

『
無
名
抄
』
の
検
索
に
対
す
る
需
要
は
極
め
て
早
い
段
階
か
ら
存
し
て
い
た
ら
し
い
。
梅

沢
本
な
ど
の
古
写
本
が
注
目
さ
れ
る
『
無
名
抄
』
で
あ
る
が
、
近
世
期
の
写
本
ま
で
含
め

て
み
る
と
、
実
に
様
々
な
読
み
方
が
模
索
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

五　

歌
学
書
の
書
式
か
ら
わ
か
る
こ
と

　
『
俊
頼
髄
脳
』
や
『
無
名
抄
』
の
原
態
で
は
恐
ら
く
通
読
を
想
定
し
て
い
た
も
の
の
、

そ
の
後
検
索
性
を
高
め
る
た
め
に
項
目
や
目
次
が
付
与
さ
れ
る
と
い
う
現
象
が
諸
本
で
見

ら
れ
る
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
項
目
や
目
次
の
あ
り
方
は
諸
本
を
通
じ

て
一
貫
す
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
本
ご
と
に
様
々
な
書
式
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、

内
容
を
示
す
章
段
や
目
次
の
項
目
条
数
は
安
定
せ
ず
に
増
補
や
抄
出
、
整
理
が
な
さ
れ
る

な
ど
、
非
常
に
不
安
定
で
あ
る
こ
と
は
共
通
す
る
現
象
と
み
て
よ
い
。
目
次
や
項
目
に
は

本
文
ほ
ど
強
い
拘
束
力
は
な
く
、
よ
り
便
利
な
書
式
や
項
目
名
が
模
索
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。

　

通
読
に
適
し
た
書
式
と
検
索
利
便
性
の
高
い
書
式
を
併
存
さ
せ
る
例
は
他
に
も
見
ら
れ

る
。

　

例
え
ば
、
能
因
本
『
枕
草
子
』
で
は
、
随
想
的
な
章
段
で
は
地
の
文
が
改
行
も
な
さ
れ

ず
に
続
く
が
、
類
聚
的
章
段
な
ど
で
は
「
日
は　

い
り
ひ
／
月
は　

あ
り
あ
け
」
の
よ
う

に
一
字
分
の
空
格
を
あ
け
る
歌
枕
書
の
よ
う
な
書
式
と
な
る
。
他
の
章
段
で
は
改
行
が
行

わ
れ
る
も
の
の
、
は
っ
き
り
標
目
を
立
て
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
書
の
歌
枕
書
的
な
性
格

を
強
調
し
た
書
式
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
か
。
書
写
の
際
の
書
式
の
変
更
は
、
そ
の
本
の

ど
の
よ
う
な
性
質
に
着
目
す
る
か
と
い
う
書
写
者
の
観
点
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る）20
（

。

　

稿
者
は
、
以
前
『
和
歌
初
学
抄
』
の
諸
伝
本
に
つ
い
て
同
質
の
指
摘
を
行
っ
た
こ
と
が

あ
る）21
（

。
お
そ
ら
く
原
態
で
は
、
い
く
つ
か
の
項
目
を
明
示
し
て
い
な
か
っ
た
諸
本
に
対
し

て
、
増
補
本
系
の
諸
本
で
は
目
次
に
あ
る
す
べ
て
の
項
目
の
位
置
を
示
し
て
、
辞
書
の
よ

う
に
も
使
え
る
よ
う
に
し
て
い
た
。

　

ま
た
、
書
写
面
の
体
裁
は
各
本
の
性
質
を
示
す
だ
け
で
は
な
く
、
著
述
の
ジ
ャ
ン
ル
を

決
め
る
一
つ
の
要
素
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
古
典
籍
に
お
け
る
和
歌
の
書
様
は
多
様
で
あ

る
。
田
村
悦
子
は
散
文
に
お
け
る
和
歌
の
書
式
を
五
類
に
分
け
て
紹
介
し
て
お
り
、
そ
れ

ら
が
漢
籍
や
仏
典
な
ど
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
に
異
な
る
書
式
が
採
用

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る）22
（

。
歌
集
で
は
詞
書
を
字
下
げ
（
凸
型
）、
和
歌
を
詞
書

き
よ
り
も
字
上
げ
し
て
表
記
さ
れ
る
一
方
、
同
じ
歌
集
で
も
詞
書
き
が
字
上
げ
、
和
歌
が
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字
下
げ
（
凹
型
）
さ
れ
る
場
合
に
は
、
散
文
（
歌
日
記
や
物
語
）
な
ど
に
近
い
性
質
の
も
の

と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
。
両
方
の
書
式
で
書
か
れ
た
『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
例
も

あ
り
、
同
じ
内
容
で
あ
っ
て
も
歌
集
と
し
て
読
ま
れ
る
場
合
も
散
文
と
し
て
読
ま
れ
る
場

合
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
装
釘
や
料
紙
と
い
っ
た
物
理
的
な
側
面
も
書
物
の
性
格
を
あ
る
程

度
規
定
す
る）23
（

。
同
様
の
現
象
は
歌
集
や
日
記
だ
け
で
は
な
い
。
加
藤
昌
嘉
は
源
氏
物
語
諸

本
で
和
歌
の
書
式
が
複
数
存
す
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る）24
（

。
和
歌
の
書
式
は
同
一
の
内
容

の
本
に
お
い
て
も
多
様
性
が
生
じ
う
る
。
さ
ら
に
は
詞
書
や
作
者
、
左
注
な
ど
と
い
っ
た

他
の
諸
要
素
と
の
関
連
で
決
定
さ
れ
る
。
本
文
中
の
和
歌
の
書
式
の
み
か
ら
ジ
ャ
ン
ル
を

│
そ
も
そ
も
「
ジ
ャ
ン
ル
」
自
体
が
恣
意
的
な
分
類
で
あ
る
が
│
決
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。

　

歌
学
書
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
木
下
が
報
告
す
る
と
お
り
、『
無
名
抄
』
で
も
諸
本

で
和
歌
二
行
書
き
で
字
下
げ
が
行
わ
れ
る
本
も
あ
れ
ば
、
和
歌
を
他
の
行
に
対
し
て
字
上

げ
を
行
う
本
も
あ
る）25
（

。
た
だ
、
歌
学
書
の
場
合
は
和
歌
に
物
語
や
歌
集
と
は
異
な
る
機
能

が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　
『
俊
頼
髄
脳
』
や
『
無
名
抄
』
の
よ
う
な
通
読
す
る
歌
学
書
で
の
和
歌
は
著
述
内
の
目

印
に
な
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、『
俊
頼
髄
脳
』
が
青
谿
書
屋
本
『
土
佐
日
記
』
の
よ
う

に
わ
ず
か
に
歌
の
末
尾
一
字
を
あ
け
る
よ
う
な
和
歌
の
書
式
を
採
用
し
て
い
た
と
し
た

ら
、
被
注
歌
と
証
歌
の
弁
別
が
困
難
と
な
り
、
歌
学
書
と
し
て
の
視
認
性
は
大
幅
に
低
下

す
る
だ
ろ
う
。『
俊
頼
髄
脳
』
の
後
半
や
『
奥
義
抄
』
の
よ
う
に
被
注
歌
が
多
い
書
で
は
、

和
歌
そ
れ
自
体
が
検
索
上
の
目
印
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
和
歌
の
書
式
は
、
一
書
の
中
で
も
複
数
存
す
る
。『
奥
義
抄
』
の
写
本
で
も
多
く

は
和
歌
二
行
書
き
が
多
い
が
、
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
本
（『
日
本
歌
学
大
系
』
底
本
）
で
は
和

歌
は
一
行
書
き
な
が
ら
、
本
文
は
和
歌
行
頭
か
ら
五
字
ほ
ど
も
下
げ
て
書
か
れ
る
。
し
か

し
、
被
注
歌
で
は
な
い
本
文
中
に
書
か
れ
る
証
歌
は
被
注
語
か
ら
三
字
ほ
ど
下
げ
ら
れ
、

逆
に
地
の
文
に
対
し
て
は
一
字
ほ
ど
上
げ
て
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
被
注
歌
と
証
歌

で
文
頭
の
高
さ
が
異
な
る
現
象
は
大
東
急
記
念
文
庫
本
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を

強
く
強
調
し
た
書
式
と
い
え
よ
う
。

　

顕
昭
『
袖
中
抄
』
の
冷
泉
時
雨
亭
文
庫
蔵
本
及
び
高
松
宮
家
旧
蔵
本
で
は
天
二
地
一
の

界
線
が
引
か
れ
、
自
説
と
他
説
と
を
明
示
す
る
よ
う
に
空
格
を
調
整
し
て
い
る
。
南
北
朝

富岡家旧蔵能因本『枕草紙』二五二段
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期
や
江
戸
期
に
継
が
れ
た
部
分
で
は
こ
の
書
式
が
守
ら
れ
て
い
な
い
が
、
複
雑
か
つ
合
理

的
な
体
裁
で
あ
り
、
著
者
自
身
の
手
に
よ
る
と
み
て
よ
い）26
（

。

　

こ
の
よ
う
に
歌
学
書
は
著
者
や
書
写
者
が
内
容
に
合
わ
せ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た

書
式
を
採
用
す
る
た
め
、
複
雑
な
も
の
が
多
い
。
書
式
の
設
定
は
著
者
自
身
に
よ
る
場
合

も
あ
れ
ば
、
書
写
者
に
よ
る
操
作
の
場
合
も
あ
り
、
原
態
が
保
持
さ
れ
続
け
る
こ
と
は
少

な
く
書
式
は
不
定
形
で
あ
る
。
こ
う
し
た
諸
写
本
の
現
象
か
ら
、
物
語
や
仮
名
日
記
の
よ

う
に
冒
頭
か
ら
結
尾
へ
と
一
方
向
に
の
み
読
ま
れ
る
本
に
比
べ
て
、
歌
学
書
で
は
書
式
の

も
つ
意
味
が
重
く
、
本
文
中
に
和
歌
や
項
目
を
は
じ
め
と
す
る
複
雑
な
要
素
を
持
ち
、
書

写
者
が
書
写
に
際
し
て
諸
要
素
を
操
作
す
る
こ
と
（
空
格
の
設
定
や
書
式
の
制
定
な
ど
）
が
重

要
で
あ
っ
た
こ
と
を
が
う
か
が
え
る
。
書
式
の
意
味
を
読
み
解
く
こ
と
は
、
そ
の
本
文
の

性
格
を
該
本
の
書
写
者
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
把
握
す
る
た
め
に
重
要
な
の
で
あ

る
。

六　

お
わ
り
に

　

原
態
か
ら
遠
く
離
れ
た
末
流
の
伝
本
は
本
文
上
の
問
題
も
多
く
、
久
曾
神
が
「
後
人
の

さ
か
し
ら
」「
改
竄
」
と
し
て
そ
れ
ら
を
退
け
た
の
も
故
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、

書
式
の
改
変
が
、
著
述
の
性
質
の
変
容
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
は
正
し
く
把

握
・
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
日
本
歌
学
大
系
』
自
体
、
底
本
の
書
式
や
体
裁
、

文
字
な
ど
を
大
幅
に
変
更
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る）27
（

。
印
刷
物
に
お
い
て
は
技
術

的
な
制
約
に
よ
っ
て
写
本
の
よ
う
な
多
様
で
複
雑
な
字
配
り
は
再
現
し
に
く
く
、
底
本
に

比
較
し
て
安
定
し
た
（
よ
り
理
想
に
近
い
）
紙
面
に
な
る
よ
う
に
操
作
し
て
い
る
た
め
、
活

字
の
印
刷
物
に
頼
る
だ
け
で
は
「
写
本
」
の
持
つ
多
様
な
情
報
を
見
逃
し
て
し
ま
う
。

　

写
本
の
体
裁
や
書
写
の
あ
り
方
に
注
意
す
る
研
究
は
ま
だ
多
い
と
は
い
え
な
い
が
、
各

写
本
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
世
界
を
読
み
と
る
こ
と
に
は
大
き
な
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
。
今
野

真
二
は
写
本
の
書
式
に
注
意
し
、
誤
写
を
含
め
た
享
受
の
位
相
に
目
を
向
け
る
こ
と
を
提

言
し
て
い
る）28
（

。
こ
れ
は
物
語
研
究
に
お
い
て
加
藤
昌
嘉
が
写
本
ご
と
に
異
な
る
物
語
世
界

を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
研
究）29
（

と
も
共
有
さ
れ
う
る
問
題
意
識
だ
と
思
わ
れ
る
。
内
容
面
だ

け
で
は
な
く
、
各
書
式
や
体
裁
、
書
写
の
様
相
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
の
意
味
は
小
さ

く
な
い
。

　

書
写
行
為
は
単
純
な
複
製
で
は
な
い
、
創
造
的
な
行
為
で
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
事
を

実
感
す
る
の
は
難
し
い
。
諸
伝
本
を
尋
ね
て
み
れ
ば
、
素
朴
な
歴
史
実
証
主
義
的
な
文
献

学
的
立
場
に
立
っ
た
場
合
に
低
い
評
価
を
与
え
ざ
る
を
得
な
い
本
が
あ
る
事
に
は
、
誰
し

も
気
づ
か
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
書
誌
学
的
・
文
献
学
的
な
蓄
積
は
多
く
、
ま
た

重
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
原
作
者
の
「
原
態
」
や
諸
本
の
「
祖
系
」
に
一

歩
で
も
近
づ
く
こ
と
を
目
指
す
ば
か
り
で
は）30
（

、
現
存
す
る
多
く
の
写
本
「
群
」
を
無
視
し

て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
『
俊
頼
髄
脳
』
と
『
無
名
抄
』
を
中
心
に
、
比
較
的
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
少

な
い
末
流
伝
本
も
含
め
た
諸
本
全
体
に
目
を
向
け
、
そ
の
項
目
や
目
次
な
ど
の
、
変
容
を

蒙
り
や
す
い
要
素
を
分
析
し
て
き
た
。
著
述
に
お
け
る
著
者
自
身
の
思
想
内
容
だ
け
で
は

な
く
、「
享
受
者
に
よ
る
操
作
」
を
含
め
た
、
諸
本
伝
流
の
広
が
り
の
な
か
で
写
本
を
検

討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
従
来
扱
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
古
典
籍
を
文
化
資
本
と
し

て
再
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

歌
学
書
の
書
式
は
作
品
ご
と
に
大
き
く
異
な
り
、
ま
た
一
書
の
異
本
の
中
に
も
複
数
の

書
式
が
存
す
る
。
だ
が
、
歌
学
書
に
限
っ
て
い
え
ば
書
写
が
重
ね
ら
れ
て
い
く
過
程
で
合

理
性
が
追
求
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
と
み
な
せ
る
。
書
式
が
一
定
し
に
く
い
た
め
、
目
的
に

応
じ
て
変
容
し
や
す
い
部
分
を
多
く
も
っ
て
い
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
書
式
に
注
目
す

る
こ
と
で
、
そ
の
書
物
の
性
質
を
本
文
の
良
し
悪
し
と
は
別
の
位
相
か
ら
、
則
ち
「
享
受

者
が
ど
の
よ
う
に
読
ん
で
き
た
の
か
」、「
ど
の
よ
う
な
性
質
が
注
目
さ
れ
る
本
で
あ
っ
た

の
か
」
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

【
付
記
】

和
歌
・
歌
番
号
は
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
よ
っ
た
。『
俊
頼
髄
脳
』
は
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
に
よ
っ
た
。

長
明
『
無
名
抄
』
は
『
歌
論
歌
学
集
成
』
に
よ
っ
た
。
画
像
は
河
野
美
術
館
本
『
無
名
抄
』
は
国
文

学
研
究
資
料
館
よ
り
提
供
さ
れ
た
紙
焼
写
真
を
使
い
、
松
平
文
庫
本
『
俊
頼
無
名
抄
』
は
著
者
撮
影

の
写
真
を
使
用
し
た
。
能
因
本
『
枕
草
紙
』
は
柿
谷
雄
三
、
山
本
和
明
編
『
能
因
本
枕
草
子　

富
岡

家
旧
蔵
』（
和
泉
書
院
、
一
九
九
八
）
に
よ
っ
た
。
引
用
本
文
に
は
私
に
句
読
点
を
付
し
た
。
関
係

資
料
所
蔵
諸
機
関
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

注（1
）　

藤
原
俊
成
『
古
来
風
体
抄
』
で
は
「
俊
頼
朝
臣
口
伝
」
と
見
え
る
が
、
顕
昭
『
袖
中
抄
』
で
は
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「
無
名
抄
」
と
記
さ
れ
る
。『
八
雲
御
抄
』「
学
書
」
に
は
「
俊
頼
無
名
抄
」
と
あ
る
。

（
2
）　

久
曽
神
昇
「
俊
秘
抄
に
つ
い
て
」（『
国
語
と
国
文
学
』
一
六
│
三
、
一
九
二
九
・
三
）、
同
『
日

本
歌
学
大
系　

第
一
巻
』
解
題
。

（
3
）　

赤
瀬
知
子
『
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
）。

（
4
）　

今
井
優
「
俊
秘
抄
序
説
」（『
追
手
門
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
』
一
一
、
一
九
七
七
・
一
二
）、

同
「『
俊
秘
抄
』
伝
来
諸
本
の
原
型
推
考
」（
大
阪
大
学
、『
語
文
』
四
八
、
一
九
八
七
・
二
）。

（
5
）　

鈴
木
徳
男
『
俊
頼
髄
脳
の
研
究
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
六
・
三
）。

（
6
）　

伊
倉
史
人
「『
俊
頼
髄
脳
』
の
題
詠
論
に
つ
い
て
」（『
三
田
国
文
』
二
四
、
一
九
九
六
・
一
二
）。

（
7
）　
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

79
巻　

俊
頼
髄
脳
』（
朝
日
新
聞
出
、
二
〇
〇
八
）。

（
8
）　

久
曽
神
前
掲
論
文
。

（
9
）　

久
曽
神
昇
「
長
明
無
名
抄
に
つ
い
て
」（『
立
命
館
文
学
』
四
│
一
二
、
一
九
三
七
・
一
二
）。

（
10
）　

前
掲
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

俊
頼
髄
脳
』
に
収
載
。

（
11
）　

福
田
亮
雄
他
「『
俊
頼
髄
脳
』
全
注
釈
」
一
〜
九
（『
教
育
│
研
究
』
九
〜
一
七
、
一
九
九
五
・

一
二
〜
二
〇
〇
三
・
一
二
）
未
完
。

（
12
）　

佐
藤
明
浩
「『
和
歌
初
学
抄
』
物
名
「
稲
」
の
窓
か
ら
」（
平
安
文
学
論
究
会
編
『
講
座
平
安
文

学
論
究　

十
五
輯
』、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
）。『
和
歌
初
学
抄
』
の
各
項
目
が
「
又
」
か
ら
始

ま
る
こ
と
と
、
序
文
に
あ
た
る
箇
所
が
「
又
」
で
区
切
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（
13
）　

鈴
木
前
掲
書
。

（
14
）　

乾
安
代
「『
俊
頼
髄
脳
』
の
連
歌
」（『
国
語
国
文
学
論
集　

後
藤
重
郎
教
授
停
年
退
官
記
念
』、

一
九
八
四
）。「
連
歌
集
成
」
は
乾
の
命
名
に
よ
る
。

（
15
）　

久
曽
神
前
掲
論
文
。
木
下
華
子
「『
無
名
抄
』
伝
本
考
」（『
東
京
大
学
国
文
学
論
集
』
五
、
二

〇
一
〇
・
三
）。

（
16
）　
『
天
理
大
学
善
本
叢
書　

平
安
鎌
倉
歌
書
集
』（
天
理
大
学
出
版
部
、
一
九
七
八
）「
無
名
抄
」

解
題
。

（
17
）　

斎
藤
理
子
「『
無
名
抄
』
の
章
段
│
松
岡
本
『
無
明
抄
』
を
中
心
に
」（『
い
わ
き
明
星
文
学
・

語
学
』
七
、
二
〇
〇
一
・
八
）。
弘
安
七
年
と
い
う
最
古
の
書
写
奥
書
を
持
つ
本
で
あ
る
。
た
だ
し
、

松
岡
本
は
誤
写
を
多
く
含
み
不
審
も
お
お
い
。

（
18
）　

今
治
市
河
野
美
術
館
蔵
『
無
名
抄
』（
架
蔵
番
号
：
三
三
二
・
六
四
〇
）。
国
文
学
研
究
資
料
館

所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
で
閲
覧
。

（
19
）　

今
治
市
河
野
美
術
館
蔵
『
無
名
抄
』（
架
蔵
番
号
：
三
三
二
・
六
三
四
）。
国
文
学
研
究
資
料
館

所
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
で
閲
覧
。

（
20
）　

林
和
比
古
『
枕
草
子
の
研
究　

増
補
版
』（
右
文
書
院
、
一
九
七
九
）
で
は
、「
清
少
の
原
著
で

は
、
類
集
段
の
提
示
部
を
常
に
改
行
し
た
と
は
言
へ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
清
少
は
類
集
段

提
示
部
を
あ
る
時
は
改
行
書
に
、
あ
る
時
は
追
込
書
に
、
気
ま
ゝ
に
書
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推

測
さ
れ
る
。
そ
れ
が
伝
写
の
手
に
よ
つ
て
漸
次
改
行
書
に
変
へ
ら
れ
た
。
而
し
て
そ
の
原
著
の
追

込
書
の
形
式
が
三
条
西
本
に
24
％
と
い
う
頻
度
と
な
つ
て
残
っ
た
と
考
へ
た
い
の
で
あ
る
」（
二

二
四
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
三
条
西
家
旧
蔵
本
、
富
岡
家
旧
蔵
本
と
も
に
原
態
か
ら
は
離
れ
た
形

で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
変
容
を
起
こ
す
読
ま
れ
方
と
し
て
、
類
集
段
の
辞
書
的
・
歌
枕
書
的
利

用
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

（
21
）　

拙
稿
「
遷
移
す
る
歌
学
書
│
『
和
歌
初
学
抄
』
を
中
心
に
│
」（『
人
文
学
の
正
午
』
四
、
二
〇

一
二
・
七
）。

（
22
）　

田
村
悦
子
「
散
文
（
物
語
、
草
子
類
）
中
に
お
け
る
和
歌
の
書
式
に
つ
い
て
」（『
美
術
研
究
』

三
一
七
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
、
一
九
八
一
・
七
）。

（
23
）　

ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
他
編
『
世
界
に
ひ
ら
く
和
歌　

言
語
・
共
同
体
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
』（
勉
誠
出
版
、

二
〇
一
二
）「
第
五
部　

物
質
文
化
と
メ
デ
ィ
ア
」
所
収
の
論
文
に
詳
し
い
。

（
24
）　

加
藤
昌
嘉
『
揺
れ
動
く
『
源
氏
物
語
』』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
）。

（
25
）　

木
下
前
掲
論
文
。

（
26
）　
『
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書　

袖
中
抄
』（
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
・
六
）。『
貴
重
典
籍
叢
書　

国

立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵　

文
学
篇
』
一
二
巻
〜
一
四
巻
（
臨
川
書
店
、
一
九
九
九
）。
解
題
参
照
。

（
27
）　

佐
々
木
孝
浩
「
元
禄
八
年
板
『
和
歌
庭
訓
』
本
文
の
素
性
│
『
日
本
歌
学
大
系
』
の
底
本
を
考

え
る
」（『
芸
文
研
究
』
一
〇
一
│
一
、
二
〇
一
一
・
一
二
）。

（
28
）　

今
野
真
二
『
日
本
語
の
考
古
学
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
四
）。

（
29
）　

加
藤
前
掲
書
。
同
『『
源
氏
物
語
』
前
後
左
右
』（
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
四
）。

（
30
）　

橋
本
不
美
男
『
原
典
を
め
ざ
し
て
│
古
典
文
学
の
た
め
の
書
誌
』（
笠
間
書
院
、
一
九
七
八
）
等
。
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A New Perspective on the Evolution of Poetry Criticism Text Manuscripts

Kei UMEDA

Abstract
　This paper examines the texts of the Toshiyori Zuinō (Toshiyori’s Essentials of Poetry, by Minamoto no 
Toshiyori) and the Mumyōshō (Untitled Notes, by Kamo no Chōmei). Specifically, this paper examines how copies 
of this text, both hand copies and printed manuscripts, shifted and changed from generation to generation and 
publishing to publishing. Later copies and editions of the text feature the addition of tables of contents, as well as 
section headings, neither of which would have been present in the works as written by their original authors. 
Modern philology has taken these additions to be superfluous alterations to the original text. However, unlike 
other textual alterations such as miscopies or corruptions, the addition of section headings and tables of contents 
add to the searchability and usability of a text. This paper exams these two texts from this perspective, and seeks 
to give new meaning to latter day copies of the texts.


