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本
研
究
は
、「
室
町
時
代
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
享
受
の
研
究
」
と
題
し
、
中
世
の
な
か
で
も
特
に
室

町
期
に
お
い
て
、
万
葉
集
が
ど
の
よ
う
に
よ
ま
れ
、
利
用
さ
れ
た
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
を
展
開
す
る

も
の
で
あ
る
。 

本
論
に
お
け
る
「
室
町
時
代
」
と
は
、
室
町
殿
（
足
利
将
軍
家
の
家
督
。
現
役
で
あ
る
こ
と
を
意
味

し
な
い
。）
の
権
力
が
確
立
す
る
十
五
世
紀
初
頭
、
三
代
将
軍
足
利
義
満
期
か
ら
、
十
六
世
紀
末
の
幕
府

滅
亡
ま
で
を
念
頭
に
お
く
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
南
北
朝
期
、
戦
国
初
期
を
含
む
広
義
の
室
町
時

代
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
論
中
で
は
、
主
に
応
仁
・
文
明
の
乱
以
降
に
編
ま
れ
た
万
葉
集
の
大

規
模
な
類
纂
本
を
集
中
的
に
取
り
上
げ
て
お
り
、
時
期
と
し
て
は
室
町
末
期
が
中
核
を
成
す
。 

万
葉
集
の
注
釈
は
早
く
も
平
安
末
期
に
は
著
さ
れ
、
以
降
も
時
期
に
よ
る
差
は
あ
る
も
の
の
、
何
等

か
の
形
で
今
日
ま
で
研
究
と
利
用
が
続
け
ら
れ
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
享
受
史
を
論
じ
る
研
究

も
繰
り
返
し
行
わ
れ
、
通
史
的
な
も
の
か
ら
特
定
の
時
代
を
取
り
上
げ
る
論
考
ま
で
多
岐
に
わ
た
る
が
、

室
町
時
代
に
特
化
し
た
研
究
は
極
端
に
少
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
主
な
理
由
と
し
て
は
、
室
町

時
代
は
鎌
倉
期
の
仙
覚
が
付
し
た
新
点
の
圧
倒
的
な
影
響
下
に
置
か
れ
、
新
た
な
訓
の
研
究
が
大
き
く

進
展
し
な
い
こ
と
、
加
え
て
資
料
の
大
部
分
が
抄
出
や
部
類
等
の
二
次
利
用
を
目
的
と
し
た
再
編
本
で

あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
仙
覚
の
理
論
的
か
つ
理
念
的
な
「
万
葉
学
」
を
基
準
と
し
て
み
た
と
き
、

右
の
よ
う
な
室
町
時
代
の
編
纂
物
は
き
わ
め
て
没
個
性
的
で
あ
り
、
従
来
学
問
上
の
価
値
を
積
極
的
に

は
認
め
が
た
い
も
の
と
さ
れ
て
き
た
。 

如
上
の
事
情
に
よ
っ
て
、
室
町
時
代
は
万
葉
集
享
受
の
研
究
史
の
な
か
で
こ
と
さ
ら
等
閑
視
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
が
、
小
川
剛
生
氏
が
、「『
部
類
』
は
和
歌
の
み
な
ら
ず
、
写
本
の
時
代
で
あ
る
中
世
の

学
知
の
符
牒
で
あ
る
」
（
『
中
世
和
歌
史
の
研
究
』
塙
書
房
、
二
〇
一
七
年
）
と
述
べ
る
よ
う
に
、
万
葉

集
の
二
次
的
編
纂
物
が
多
数
編
ま
れ
た
こ
と
は
、
時
代
を
反
映
し
た
現
象
と
し
て
捉
え
得
る
も
の
で
あ

る
。
従
来
の
研
究
が
、
鎌
倉
期
や
近
世
と
の
比
較
に
重
点
が
置
か
れ
、
室
町
と
い
う
時
代
そ
の
も
の
か

ら
幾
分
遊
離
し
た
形
で
行
わ
れ
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
万
葉
集
の
部
類
本
・
抄
出
本
は
、

中
世
的
な
部
類
の
営
み
の
一
つ
と
し
て
把
握
し
直
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。 

本
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
万
葉
集
個
別
の
問
題
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
事
象
を
、
改
め
て
室
町
時

代
の
学
問
史
に
位
置
付
け
る
べ
く
、
そ
の
端
緒
と
し
て
、
い
く
つ
か
の
作
品
を
取
り
上
げ
考
察
を
行
う

も
の
で
あ
る
。 

以
下
、
各
論
の
概
要
を
記
す
。 
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第
一
部
で
は
、
「
再
編
さ
れ
る
『
万
葉
集
』
」
と
題
し
、
延
徳
三
年
（
一
四
九
一
）
成
立
の
万
葉
類
葉

抄
に
つ
い
て
、
そ
の
基
礎
的
な
考
察
を
行
っ
た
。
同
書
は
、「
延
徳
三
年
依
勅
命
部
類
之
／
権
大
納
言
藤

原
宣
胤
」
と
の
奥
書
が
示
す
よ
う
に
、
後
土
御
門
天
皇
の
勅
命
を
受
け
、
当
時
の
権
大
納
言
中
御
門
宣

胤
の
手
に
よ
り
編
集
さ
れ
た
万
葉
集
の
語
句
の
部
類
辞
書
で
あ
る
。
万
葉
集
の
全
て
の
再
編
本
の
う
ち

勅
命
に
よ
る
唯
一
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の
公
的
性
格
は
看
過
で
き
な
い
。
ま
た
、
宣
胤
は
後
土
御
門
天

皇
の
主
催
す
る
連
歌
の
連
衆
と
し
て
も
同
時
代
資
史
料
に
頻
繁
に
そ
の
名
が
現
れ
る
。
宣
胤
が
天
皇
を

中
心
と
す
る
一
座
の
構
成
員
で
あ
る
こ
と
は
、
類
葉
抄
編
纂
と
も
深
く
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
。
同
時

代
を
代
表
す
る
類
葉
抄
の
分
析
は
、
ひ
い
て
は
室
町
後
期
の
文
化
動
向
の
よ
り
正
確
な
把
握
と
い
う
大

き
な
問
題
意
識
の
解
明
に
も
資
す
る
も
の
と
考
え
る
。 

室
町
時
代
の
万
葉
集
の
部
類
本
に
お
け
る
採
録
歌
数
（
句
数
）
は
、
室
町
初
期
頃
の
万
葉
集
撰
要
佳

詞
（
編
者
未
詳
）
の
成
立
以
降
増
加
の
一
途
を
辿
り
、
延
徳
三
年
の
同
書
を
以
て
頂
点
を
迎
え
る
。
同

書
は
、
中
世
の
み
な
ら
ず
全
時
代
を
通
し
て
、
部
類
本
と
し
て
最
大
規
模
を
誇
り
、
ま
た
他
の
類
纂
本

に
比
し
て
も
多
量
の
複
数
訓
を
残
す
ほ
か
、
先
行
す
る
様
々
な
歌
論
・
注
釈
を
書
入
れ
、
宣
胤
自
身
の

私
見
も
見
え
る
。
校
勘
資
料
と
し
て
の
側
面
だ
け
で
な
く
、
室
町
後
期
の
禁
裏
周
辺
で
万
葉
集
が
ど
の

よ
う
に
享
受
さ
れ
た
か
、
そ
の
実
態
を
伝
え
る
資
料
と
し
て
も
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
多
く
の

室
町
期
の
万
葉
集
関
連
作
品
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
断
片
的
な
指
摘
や
研
究
は
み
え
る
も
の
の
、
本

体
的
な
検
証
や
調
査
が
加
え
ら
れ
ず
今
日
に
至
る
。
伝
本
分
類
や
訓
の
性
質
な
ど
の
基
礎
的
な
部
分
に

つ
い
て
、
渋
谷
虎
雄
『
古
文
献
所
収
万
葉
和
歌
集
成 

別
巻
』（
桜
楓
社
、
一
九
八
八
年
）
の
解
題
に
指

摘
が
あ
る
が
、
渋
谷
自
身
も
記
す
よ
う
に
、
そ
の
内
容
は
大
枠
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
な
お
詳
細
な

調
査
を
要
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
且
つ
ま
た
万
葉
集
の
伝
本
や
訓
の
研
究
は
近
年
め
ざ
ま
し
い
進
展
を

遂
げ
て
お
り
、
既
出
の
事
項
に
つ
い
て
も
、
最
新
の
成
果
を
反
映
し
た
形
で
新
た
に
検
証
を
加
え
る
必

要
が
生
じ
て
い
る
。 

第
一
部
は
、
右
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
類
葉
抄
が
使
用
し
た
万
葉
集
、
先
行
す
る
注
釈
の
受
容

の
実
態
、
宣
胤
自
身
の
万
葉
集
研
究
（
ど
の
よ
う
な
価
値
判
断
の
も
と
に
訓
を
取
捨
選
択
し
て
い
る
か

等
）、
さ
ら
に
類
葉
抄
の
伝
本
系
統
、
と
い
う
四
つ
の
章
か
ら
構
成
さ
れ
る
。 

第
一
章
で
は
、
西
本
願
寺
本
万
葉
集
の
貼
紙
を
端
緒
に
、
類
葉
抄
と
の
関
係
を
論
じ
た
。
類
葉
抄
に

は
、
早
く
佐
佐
木
信
綱
に
よ
っ
て
西
本
願
寺
本
と
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
本
章
は
先
ず
そ
の

説
に
つ
い
て
検
証
を
加
え
た
。
西
本
願
寺
本
が
巻
十
二
の
み
系
統
の
異
な
る
取
り
合
わ
せ
本
で
あ
る
が
、

こ
の
巻
十
二
の
歌
の
訓
の
比
較
か
ら
、
延
徳
三
年
当
時
西
本
願
寺
本
（
現
存
）
が
禁
裏
に
蔵
さ
れ
て
お

り
、
か
つ
宣
胤
の
類
葉
抄
の
底
本
と
し
て
貸
し
出
さ
れ
た
こ
と
を
論
じ
た
。
西
本
願
寺
本
は
こ
れ
ま
で

音
信
日
記
（
証
如
）
を
根
拠
に
、
西
本
願
寺
に
至
る
以
前
、
一
時
期
皇
室
に
蔵
さ
れ
た
こ
と
が
指
摘
さ

れ
て
い
た
が
、
類
葉
抄
と
の
関
係
を
確
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
書
物
の
動
き
か
ら
史
料
の
記
述
を
裏
付

け
た
も
の
で
あ
る
。
本
章
で
は
さ
ら
に
、
西
本
願
寺
本
に
み
え
る
異
本
訓
を
示
し
た
貼
紙
に
つ
い
て
も
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言
及
し
た
。
西
本
願
寺
本
は
万
葉
集
の
伝
本
の
う
ち
、
全
巻
を
有
す
る
最
古
の
写
本
（
鎌
倉
時
代
）
で

あ
り
、
ま
た
今
日
刊
行
さ
れ
る
全
て
の
校
訂
本
の
底
本
に
採
用
さ
れ
る
な
ど
、
そ
の
重
要
性
は
言
を
俟

た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の
貼
紙
で
示
さ
れ
た
訓
の
素
性
・
年
代
は
と
も
に
未
詳
で
あ
り
、
扱
い
の

定
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
本
章
は
、
貼
紙
の
訓
と
類
葉
抄
の
古
訓
注
記
が
一
致
す
る
こ
と
等
を
根

拠
に
、
類
葉
抄
の
編
纂
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
貼
紙
の
年
代
は
室
町
時
代
の
延
徳
三
年
が
下
限

と
な
る
と
の
結
論
を
示
し
た
。 

第
二
章
で
は
、
類
葉
抄
に
多
量
に
書
入
れ
ら
れ
た
仙
覚
の
万
葉
集
註
釈
を
取
り
上
げ
、
宣
胤
が
使
用

し
た
万
葉
集
註
釈
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
か
を
論
じ
た
。
万
葉
集
註
釈
は
、
平
仮
名
本
と

片
仮
名
本
と
に
大
別
さ
れ
る
が
、
両
本
間
に
は
、
本
来
片
仮
名
本
で
あ
っ
た
も
の
が
後
代
に
平
仮
名
に

書
き
換
え
ら
れ
た
と
い
う
関
係
性
が
成
り
立
つ
。
現
存
の
平
仮
名
本
の
多
く
は
刊
本
の
写
し
で
あ
る
が
、

一
方
で
、
平
仮
名
本
の
中
に
、
最
古
の
伝
本
で
あ
る
仁
和
寺
本
や
冷
泉
家
本
（
い
ず
れ
も
片
仮
名
本
）

と
本
文
的
に
近
似
す
る
伝
本
が
存
す
る
。
特
に
国
文
学
研
究
資
料
館
本
は
仁
和
寺
本
や
冷
泉
家
本
の
欠

を
補
完
し
う
る
も
の
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
右
の
よ
う
な
古
体
を
残
す
平
仮
名
本
が
複
数
み
え
る

こ
と
か
ら
、
小
川
（
小
松
）
靖
彦
氏
は
、
平
仮
名
本
の
利
用
が
孤
立
し
た
特
異
な
現
象
で
は
な
か
っ
た

可
能
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
本
章
で
は
、
以
上
の
研
究
史
を
踏
ま
え
、
そ
の
表
記
、
内
容
の
面
か
ら
延

徳
三
年
の
類
葉
抄
に
資
料
館
本
と
同
系
統
の
平
仮
名
本
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

こ
れ
は
小
川
論
を
裏
付
け
る
事
例
で
あ
る
と
同
時
に
、
平
仮
名
本
が
実
際
に
「
利
用
」
さ
れ
た
痕
跡
と

し
て
は
現
在
唯
一
か
つ
最
古
の
例
と
な
る
。
中
世
の
記
録
類
に
は
、
屡
々
万
葉
集
註
釈
の
名
が
現
れ
る
。

従
来
こ
れ
ら
の
万
葉
集
註
釈
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
伝
本
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
一
切
は
不
明
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
の
な
か
で
、
本
章
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
勅
命
に
よ
り
編
纂
を
進

め
た
宣
胤
の
手
許
に
平
仮
名
本
が
置
か
れ
た
こ
と
は
、
当
時
の
禁
裏
周
辺
に
い
か
な
る
万
葉
集
註
釈
が

存
在
し
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
重
要
な
事
例
と
な
ろ
う
。 

第
三
章
で
は
、
第
一
、
二
章
を
踏
ま
え
、
で
は
宣
胤
自
身
は
ど
の
よ
う
な
態
度
で
編
纂
に
当
た
っ
た

の
か
、
宣
胤
の
万
葉
集
研
究
と
い
う
側
面
か
ら
の
考
察
を
行
っ
た
。
類
葉
抄
に
は
西
本
願
寺
本
に
は
な

い
様
々
な
非
仙
覚
本
の
訓
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
は
先
の
章
で
も
度
々
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
き
、
本
章
で
は
、
宣
胤
が
類
葉
抄
を
編
む
に
あ
た
り
、
使
用
し
た
万
葉
集
を
そ
の
ま
ま
引
き
写

す
と
い
う
態
度
で
は
な
か
っ
た
こ
と
、
同
様
に
先
行
す
る
仙
覚
の
注
に
対
し
て
も
盲
目
的
な
引
用
を
行

っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を
、
具
体
的
な
事
例
に
即
し
つ
つ
指
摘
し
た
。
室
町
後
期
の
万
葉
集
享
受
の

動
向
は
、
つ
ね
に
何
等
か
の
形
で
仙
覚
の
学
説
の
影
響
化
に
あ
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
類
葉

抄
も
当
然
な
が
ら
そ
の
範
疇
に
あ
る
。
一
方
で
そ
の
書
入
れ
や
引
用
を
丹
念
に
追
う
と
、
必
ず
し
も
仙

覚
の
学
説
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
も
の
で
は
な
く
、
様
々
な
学
説
を
参
観
し
た
上
で
、
最
終
的
な
訓
の

取
捨
選
択
の
判
断
を
下
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
主
た
る
訓
と
そ
こ
に
傍
記
す
る
べ
き
訓
の
判
断
も

時
に
細
か
く
行
わ
れ
、
仙
覚
の
学
説
に
疑
義
を
呈
す
る
箇
所
も
見
受
け
ら
れ
る
。
類
葉
抄
は
単
に
万
葉
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集
の
語
彙
を
類
聚
し
た
も
の
と
は
言
い
難
く
、
む
し
ろ
従
来
の
研
究
を
集
成
し
、
再
編
成
す
る
と
い
う

宣
胤
の
研
究
意
識
の
下
に
編
ま
れ
た
歌
書
と
位
置
付
け
得
る
。 

第
四
章
で
は
、
従
来
の
類
葉
抄
の
四
系
統
分
類
の
再
検
討
を
行
っ
た
。
類
葉
抄
の
伝
本
は
、
そ
の
殆

ど
が
近
世
に
下
る
書
写
で
あ
る
も
の
の
、
現
存
伝
本
が
二
十
七
本
、
か
つ
そ
の
多
く
が
完
本
と
い
う
恵

ま
れ
た
状
況
に
あ
る
（
刊
本
は
な
い
）。
従
来
、
こ
れ
ら
の
伝
本
間
に
は
本
文
に
系
統
を
特
徴
づ
け
る
ほ

ど
の
異
同
は
な
い
と
さ
れ
、
一
般
に
行
わ
れ
て
き
た
四
系
統
分
類
は
、
一
面
行
数
等
の
書
写
形
態
及
び

奥
書
の
有
無
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
類
葉
抄
の
伝
本
間
の
異
同
は
、
書
入
や
訓
の

有
無
、
本
文
の
異
同
な
ど
多
岐
に
わ
た
り
、
一
つ
一
つ
の
異
同
は
微
細
な
が
ら
も
そ
の
数
は
多
い
。
し

た
が
っ
て
、
ど
の
系
統
の
伝
本
を
使
用
し
て
も
大
差
は
な
い
と
す
る
従
来
の
認
識
は
再
検
討
を
要
す
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
の
よ
う
な
訓
や
伝
本
の
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
こ
と
の
問
題
点
は
、
最

善
本
、
な
い
し
は
依
拠
す
べ
き
本
が
未
特
定
と
い
う
一
点
に
集
約
さ
れ
よ
う
。
こ
の
点
は
今
後
の
研
究

の
進
展
を
妨
げ
る
要
素
と
な
り
う
る
こ
と
か
ら
、
本
章
で
は
、
最
善
本
の
特
定
を
視
野
に
入
れ
つ
つ
、

本
文
に
依
拠
し
た
伝
本
系
統
の
整
理
を
試
み
た
。
そ
の
方
法
と
し
て
、
大
永
三
年
（
一
五
二
三
）
の
現

存
最
古
の
奥
書
を
も
つ
十
行
本
の
尊
経
閣
本
を
取
り
上
げ
、
尊
経
閣
本
を
除
い
て
は
唯
一
の
十
行
本
で

あ
り
、
か
つ
完
本
で
あ
る
伊
達
文
庫
本
と
の
比
較
検
討
を
行
っ
た
。
結
論
と
し
て
、
両
者
の
間
に
は
特

段
近
し
い
も
の
を
認
め
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
尊
経
閣
本
は
流
布
本
の
十
二
行
本
と
近
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。

本
論
の
認
識
は
、
今
後
の
伝
本
系
統
再
考
に
お
け
る
、
基
礎
を
成
す
も
の
と
考
え
る
。 

次
い
で
第
二
部
は
、「
室
町
時
代
に
お
け
る
『
万
葉
集
』
享
受
の
諸
相 
―

類
纂
と
抄
出
に
関
す
る
諸

問
題
」
と
題
し
、
室
町
後
期
か
ら
近
世
初
期
に
か
け
て
の
万
葉
集
を
巡
る
い
く
つ
か
の
事
象
を
論
じ
た
。

万
葉
集
の
享
受
の
場
に
は
常
に
万
葉
集
の
伝
本
二
十
巻
が
存
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
座
右
に
置
か

れ
た
の
は
む
し
ろ
類
葉
抄
の
よ
う
な
部
類
本
や
抄
出
本
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
万
葉
集
の
再
編

本
の
具
体
的
な
利
用
法
に
加
え
、
背
景
に
い
か
な
る
需
要
が
存
在
し
た
か
と
い
う
側
面
を
、
漢
和
聯
句

の
為
に
編
ま
れ
た
と
さ
れ
る
韻
書
、
和
訓
押
韻
や
連
句
文
芸
と
の
関
連
か
ら
論
じ
た
。 

ま
た
、
第
二
部
で
は
、
万
葉
一
葉
抄
（
三
条
西
実
隆
、
長
享
三
〈
一
四
八
九
〉
年
）
や
三
条
西
家
の

万
葉
集
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
。
万
葉
一
葉
抄
は
、
類
葉
抄
完
成
の
数
年
前
に
成
立
し
た
、
近
似
し
た

コ
ン
セ
プ
ト
の
部
類
本
で
あ
る
。
両
書
と
も
に
採
録
歌
数
が
四
千
を
超
え
る
大
規
模
な
も
の
で
、
短
期

間
に
斯
様
に
浩
瀚
な
万
葉
集
の
部
類
本
が
相
次
い
で
成
立
し
た
こ
と
は
、
室
町
期
の
文
化
動
向
、
万
葉

集
享
受
の
動
向
を
把
握
す
る
う
え
で
も
示
唆
的
で
あ
る
。
実
際
、
禁
裏
周
辺
の
動
き
と
は
別
に
、
文
明

十
八
年
、
足
利
義
尚
に
よ
り
、
三
条
西
実
隆
と
中
院
通
秀
が
「
万
葉
集
作
者
部
類
」
の
作
成
を
命
じ
ら

れ
て
い
る
（
実
隆
公
記
）。
実
際
に
完
成
を
み
た
か
不
明
で
あ
る
も
の
の
、
義
尚
は
こ
の
時
期
、
万
葉
集

詞
を
使
用
し
た
歌
合
を
も
開
催
し
て
お
り
（
三
康
図
書
館
蔵
「
歌
合 

文
明
十
六
〈
一
四
八
四
〉
年
十

二
月
」）、
公
武
そ
れ
ぞ
れ
の
周
辺
で
万
葉
集
へ
の
興
味
が
高
ま
っ
て
い
た
と
み
え
る
。 

第
一
章
で
は
、
三
条
西
実
隆
の
万
葉
一
葉
抄
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
の
現
在
と
課
題
と
を
論
じ
た
。



 

 

5 

 

繰
り
返
し
述
べ
る
通
り
、
室
町
時
代
が
仙
覚
の
影
響
化
に
あ
る
こ
と
は
こ
の
時
代
の
前
提
を
成
す
も
の

で
あ
る
が
、
一
方
で
、
同
時
代
に
お
け
る
仙
覚
そ
の
人
へ
の
認
識
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
（
権

威
と
し
て
機
能
し
た
か
否
か
）、
仙
覚
本
の
諸
系
統
の
内
い
ず
れ
の
系
統
が
ど
の
程
度
流
布
し
た
か
、
そ

の
具
体
的
な
部
分
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
問
題
を
扱
う
上
で
、
同
時
代

に
影
響
力
を
有
し
た
実
隆
の
周
辺
に
い
か
な
る
万
葉
集
が
あ
っ
た
か
を
明
ら
め
る
こ
と
に
は
一
定
の
意

義
を
認
め
得
る
と
考
え
る
。
実
隆
所
持
本
万
葉
集
が
現
存
し
な
い
今
日
、
実
隆
が
自
ら
の
所
持
本
を
基

に
編
ん
だ
お
よ
そ
四
千
首
か
ら
成
る
一
葉
抄
は
、
実
隆
本
を
復
元
・
遡
源
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
。 

一
葉
抄
に
つ
い
て
は
、
室
町
時
代
の
万
葉
集
の
部
類
本
と
し
て
は
例
外
的
に
複
数
の
研
究
の
蓄
積
が

あ
る
。
多
く
は
一
葉
抄
の
自
筆
本
の
発
見
以
降
の
も
の
で
あ
り
、
現
在
に
至
る
ま
で
、
伝
本
や
そ
の
訓

の
性
質
に
つ
い
て
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
、
最
終
的
に
一
葉
抄
の
訓
の
特
殊
性
は
専
ら
実

隆
個
人
の
問
題
に
帰
結
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
本
論
は
万
葉
集
の
部
類
本
を
広
く
室
町
時
代
の
学
問
史

上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
を
最
終
的
な
課
題
と
す
る
立
場
か
ら
、
そ
の
た
め
の
基
礎
部
分
の
研
究
を
主
眼

と
し
て
い
る
。
故
に
、
一
葉
抄
に
つ
い
て
も
、
実
隆
の
所
持
し
た
万
葉
集
（
乃
至
は
三
条
西
家
に
伝
来

す
る
万
葉
集
）
に
遡
源
す
る
た
め
の
一
資
料
と
し
て
把
握
す
る
立
場
か
ら
考
察
を
進
め
た
。
こ
れ
は
従

来
の
一
葉
抄
研
究
（
な
い
し
は
実
隆
研
究
）
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
万
葉
集
諸
本
の
訓

と
の
不
一
致
を
そ
の
ま
ま
実
隆
に
帰
結
さ
せ
得
る
か
、
先
行
研
究
で
は
そ
の
部
分
に
つ
い
て
の
考
察
が

十
全
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
実
の
と
こ
ろ
、
一
葉
抄
の
研
究
に
は
、
研
究
間
で
大
き
な
認
識
の
齟
齬
が

生
じ
て
お
り
、
ご
く
基
礎
的
な
部
分
に
お
い
て
さ
え
も
一
か
ら
検
討
し
な
お
す
必
要
が
生
じ
て
い
る
。

今
後
研
究
を
積
み
重
ね
る
上
で
、
基
礎
の
補
強
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で

の
研
究
を
精
査
し
、
そ
の
課
題
と
実
際
、
そ
し
て
今
後
の
見
通
し
を
示
し
た
。 

先
ず
、
従
来
の
研
究
で
そ
れ
ぞ
れ
に
拠
る
べ
き
本
と
さ
れ
て
き
た
書
陵
部
本
と
京
都
大
学
を
取
り
上

げ
た
。
こ
の
二
つ
の
伝
本
は
、
渋
谷
氏
に
よ
っ
て
本
文
的
に
近
似
す
る
と
さ
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は

異
な
る
系
統
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
京
都
大
学
本
に
は
伝
来
の
過
程
で
手
が
加
え
ら
れ
、
そ
の
結

果
両
本
が
一
見
近
似
す
る
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
一
連
の
調
査
か
ら
、

実
隆
本
へ
の
遡
源
に
は
、
こ
れ
ま
で
殆
ど
顧
み
ら
れ
ず
に
い
た
石
川
武
美
記
念
図
書
館
本
や
静
嘉
堂
本

の
本
文
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
加
え
て
本
章
で
は
、
従
来
未
詳
と
さ
れ
て
き

た
書
陵
部
本
と
京
都
大
学
本
に
共
通
す
る
「
図
書
寮
印
」
の
素
性
に
つ
い
て
、
吹
上
御
文
庫
目
録
（
宮

内
公
文
書
館
蔵
）
に
照
ら
す
こ
と
に
よ
り
、
か
つ
て
両
本
が
共
に
皇
室
に
蔵
さ
れ
た
伝
本
で
あ
っ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
し
た
。 

第
二
章
で
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
（
三
条
西
家
旧
蔵
）「
万
葉
集
抜
書
」
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文

の
分
析
を
行
っ
た
。
実
隆
を
は
じ
め
、
公
条
、
実
枝
と
続
く
三
条
西
家
の
万
葉
集
研
究
は
、
そ
の
同
時

代
的
影
響
力
に
反
し
て
、
そ
の
内
実
を
殆
ど
追
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
他
な
ら
ぬ
実
隆
所
持
本
が
散
逸
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し
て
い
る
上
、
前
章
の
通
り
、
一
葉
抄
に
つ
い
て
も
、
実
隆
本
に
遡
源
し
う
る
か
否
か
曖
昧
な
部
分
が

残
る
状
況
と
関
わ
る
。
現
在
、
三
条
西
家
旧
蔵
の
万
葉
集
関
係
の
資
料
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
や
学

習
院
大
学
、
京
都
女
子
大
学
図
書
館
は
そ
れ
ぞ
れ
に
蔵
さ
れ
て
い
る
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
の
「
万

葉
集
抜
書
」
は
そ
の
一
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
具
体
的
な
調
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
本
章
で
は
、「
抜
書
」
の
本
文
調
査
を
行
い
、
万
葉
集
の
諸
本
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
行
っ
た
。 

「
抜
書
」
は
そ
の
掲
出
さ
れ
た
歌
自
体
、
万
葉
集
の
抄
出
本
の
一
事
例
と
し
て
も
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
が
、
さ
ら
に
そ
の
本
文
は
、
今
川
範
政
が
仙
覚
文
永
本
に
仙
覚
寛
元
本
で
校
合
を
書
き
入
れ
た
と

さ
れ
る
禁
裏
御
本
（
散
逸
）
と
の
関
連
が
看
取
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
室
町
後
期
か
ら
近
世
に
か
け

て
は
、
禁
裏
御
本
や
中
院
本
の
ご
と
き
複
数
訓
を
有
す
る
伝
本
が
流
布
し
た
と
さ
れ
る
。
同
書
は
、
三

条
西
家
周
辺
に
も
そ
の
享
受
の
事
実
が
存
し
た
こ
と
を
裏
付
け
る
上
で
、
重
要
な
一
本
で
あ
る
。
ま
た
、

本
章
は
、
漢
文
部
に
付
さ
れ
た
訓
点
を
本
文
系
統
分
析
へ
利
用
す
る
と
い
う
新
た
な
試
み
を
含
む
。
漢

文
部
の
訓
点
は
、
従
来
の
万
葉
集
の
伝
本
研
究
に
お
い
て
は
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
要
素
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
文
や
訓
か
ら
概
ね
系
統
が
特
定
可
能
と
い
う
理
由
に
拠
る
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
同
書

の
よ
う
な
歌
数
の
少
な
さ
か
ら
細
か
な
系
統
分
析
が
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
小
型
の
抄
出
本
に
お
い
て

は
、
有
効
な
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
を
論
じ
た
。
加
え
て
、
本
来
訓
異
同
の
少
な
い
仙
覚
校
訂
本
系
諸

本
に
お
い
て
も
、
漢
文
部
を
分
析
対
象
と
す
る
こ
と
で
、
よ
り
細
か
い
分
析
が
可
能
と
な
る
場
合
が
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、
こ
れ
は
、
万
葉
集
の
漢
文
部
が
伝
本
間
で
有
意
な
差
を
持
ち
、
仙
覚
な
い
し

は
書
写
さ
れ
た
時
代
や
文
化
圏
の
訓
点
資
料
と
し
て
、
伝
本
研
究
に
も
資
す
る
可
能
性
を
示
唆
す
る
も

の
と
考
え
る
。 

こ
こ
ま
で
第
一
章
、
第
二
章
に
か
け
、
三
条
西
家
周
辺
の
事
柄
を
論
じ
た
が
、
今
後
は
各
所
蔵
機
関

に
存
す
る
資
料
の
個
別
の
検
討
を
有
機
的
に
結
び
、
三
条
西
家
の
万
葉
集
研
究
を
総
合
的
に
把
握
し
て

ゆ
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
こ
と
を
付
記
し
た
い
。 

第
二
部
後
半
の
第
三
章
、
第
四
章
で
は
、
利
用
さ
れ
る
書
物
と
し
て
の
観
点
か
ら
、
類
葉
抄
享
受
の

研
究
を
行
っ
た
。
和
歌
や
連
歌
が
、
政
治
的
、
社
会
的
な
色
を
一
層
濃
く
さ
せ
る
中
世
に
あ
っ
て
、
万

葉
集
の
享
受
の
実
態
は
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
連
句
文
芸
の
隆
盛
や
、
時
代
状
況
、
物
質

と
し
て
の
書
物
の
伝
来
等
を
踏
ま
え
た
全
体
的
な
あ
り
よ
う
の
究
明
が
要
求
さ
れ
る
。 

第
三
章
で
は
、
漢
和
聯
句
の
専
書
で
あ
る
和
訓
押
韻
を
取
り
上
げ
、
そ
の
う
ち
の
類
本
に
引
用
さ
れ

た
万
葉
集
歌
と
類
葉
抄
の
関
係
か
ら
、
和
訓
押
韻
類
本
の
成
立
に
ま
で
言
及
し
た
。
和
訓
押
韻
類
本
の

万
葉
歌
は
、
類
葉
抄
か
ら
の
引
用
で
あ
る
こ
と
が
す
で
に
安
田
章
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
る
が
、
本
論
で

改
め
て
検
討
し
た
結
果
、
冒
頭
に
位
置
す
る
東
韻
の
み
、
類
葉
抄
で
は
引
用
し
え
な
い
作
者
情
報
を
有

す
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
東
韻
の
万
葉
歌
は
夫
木
和
歌
抄
を
典
拠
と
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
さ
ら

に
、
こ
の
よ
う
な
典
拠
元
の
差
異
は
、
成
立
の
違
い
を
意
味
す
る
と
の
見
通
し
か
ら
、
東
韻
が
他
韻
目

に
先
行
し
て
成
立
し
た
可
能
性
を
他
の
単
一
韻
か
ら
成
る
韻
書
の
存
在
と
合
わ
せ
て
論
じ
た
。
実
用
を
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旨
と
す
る
小
型
の
韻
書
の
成
立
に
は
、
そ
の
性
質
上
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
従
来
ひ
と
ま
と
ま
り
の

作
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
同
書
の
成
立
に
、
韻
毎
に
時
間
的
な
隔
た
り
が
存
し
た
こ
と
は
、
こ
の
よ
う

な
実
用
書
の
成
立
に
つ
い
て
僅
か
な
が
ら
一
つ
の
見
通
し
を
示
し
得
た
も
の
と
思
う
。
ま
た
、
和
訓
押

韻
類
本
に
引
用
さ
れ
た
万
葉
歌
に
長
歌
が
意
識
的
に
引
か
れ
る
こ
と
か
ら
、
室
町
後
期
か
ら
近
世
初
期

に
か
け
て
の
長
歌
利
用
の
形
跡
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
類
葉
抄
が
広
く
利
用
さ
れ
た
要
因
の
一
に
、

長
歌
を
も
含
む
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
可
能
性
を
述
べ
た
。 

第
四
章
で
は
、
大
永
年
間
に
後
柏
原
天
皇
の
周
辺
で
開
催
さ
れ
た
万
葉
集
詞
連
歌
を
取
り
上
げ
た
。

室
町
時
代
の
万
葉
集
享
受
の
問
題
は
、
訓
や
編
纂
物
等
自
体
の
分
析
だ
け
で
は
な
く
、
人
々
が
ど
の
よ

う
に
実
作
に
取
り
入
れ
た
か
、
具
体
的
な
作
品
分
析
か
ら
も
な
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
現
時
点
で
は
こ
の
点
に
言
い
及
ん
だ
研
究
は
少
な
く
、
未
解
明
の
部
分
が
大
き
い
。
そ
こ
で
、
そ

の
端
緒
と
し
て
、
大
永
二
年
（
一
五
二
二
）
の
万
葉
集
詞
連
歌
に
つ
い
て
、
そ
の
連
衆
ふ
く
め
基
礎
的

な
部
分
に
生
じ
て
い
た
い
く
つ
か
の
認
識
の
齟
齬
を
整
理
し
た
。
加
え
て
、
連
歌
中
に
お
け
る
万
葉
語

彙
の
分
析
に
は
、
類
葉
抄
の
利
用
を
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
し
、
万
葉
集
の
語
彙

が
類
葉
抄
の
ご
と
き
部
類
本
を
介
し
て
広
く
利
用
さ
れ
て
い
く
過
程
を
追
っ
た
。 

従
来
の
研
究
で
は
、
連
歌
の
分
析
に
際
し
、
著
名
な
一
葉
抄
の
利
用
を
当
然
の
前
提
と
し
て
、
ま
た

唯
一
の
軸
と
し
て
論
が
展
開
し
て
き
た
。
そ
の
上
で
、
一
葉
抄
に
は
長
歌
が
載
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
大
永
年
間
の
連
歌
に
お
い
て
長
歌
の
語
彙
が
全
面
的
に
確
認
で
き
る
こ
と
や
、
一
葉
抄
に
は
確
認

で
き
な
い
訓
が
現
れ
る
こ
と
が
論
点
と
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
。
一
葉
抄
は
三
条
西
実
隆
の
著
作
と
し

て
著
名
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
実
現
存
す
る
伝
本
は
少
な
い
。
一
方
、
類
葉
抄
は
伝
本
数
の
多
さ
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
江
戸
期
に
下
る
も
の
の
、
飛
鳥
井
雅
章
の
言
説
を
収
め
た
尊
師
聞
書
に
、「
類
葉
集
は

万
葉
の
抄
也
。
中
御
門
宣
胤
の
作
也
。
勅
撰
也
。
希
代
の
物
也
。」
（
近
世
和
歌
研
究
会
編
『
近
世
歌
学

集
成 

上
』
明
治
書
院
、
一
九
九
七
年
）
と
あ
る
な
ど
、
少
な
く
と
も
江
戸
前
期
時
点
に
お
い
て
拠
る

べ
き
本
と
し
て
の
地
位
を
得
て
い
た
形
跡
が
み
え
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、
本
章
で
は
、
連
歌
と

万
葉
集
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
類
葉
抄
が
有
益
な
視
座
を
与
え
う
る
こ
と
を
い
く
つ
か
の
具
体

的
用
例
を
挙
げ
つ
つ
論
じ
た
。
ま
た
、
第
三
章
の
和
訓
押
韻
類
本
の
証
歌
も
含
め
、
室
町
後
期
か
ら
近

世
初
期
に
か
け
て
万
葉
集
の
長
歌
の
意
識
的
な
利
用
が
始
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
類
葉
抄

の
流
布
が
一
助
を
成
し
て
い
た
可
能
性
を
指
摘
し
た
。 

以
上
、
本
研
究
で
は
、
第
一
部
・
第
二
部
を
通
し
、
複
数
の
観
点
か
ら
万
葉
集
に
ま
つ
わ
る
論
を
展

開
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
室
町
時
代
の
万
葉
集
享
受
の
実
態
を
立
体
的
に
捉
え
る
こ
と
試
み
た
。 


