
源
氏
物
語
・
宇
治
十
帖
の
作
者
問
題

　
　
　
一
つ
の
計
婁
言
語
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ

新
　
　
井

皓
　
　
士

（1）源氏物語・宇治十帖の作者問題

問
題
の
所
在
（
宇
治
十
帖
作
者
別
人
説
）

　
十
一
世
紀
初
頭
に
成
立
し
た
『
源
氏
物
語
』
は
、
と
か
く
独
創

性
に
欠
け
る
と
評
さ
れ
が
ち
な
日
本
学
芸
史
に
あ
っ
て
、
掛
け
値

な
し
に
世
界
文
化
史
的
意
義
を
認
め
ら
れ
て
い
る
言
語
芸
術
作
品

で
あ
る
。
全
巻
五
四
帖
、
総
語
数
お
よ
そ
四
十
万
語
と
さ
れ
る
大

河
小
説
的
規
模
、
「
若
紫
」
や
「
夕
霧
」
の
巻
な
ど
の
芳
醇
な
浪

漫
性
、
「
若
菜
」
の
巻
以
下
に
顕
著
な
近
代
小
説
的
心
理
描
写
、

全
巻
を
貫
く
美
意
識
と
文
体
（
鹿
写
体
）
に
み
ら
れ
る
品
格
の
高

さ
、
そ
し
て
こ
の
時
代
に
し
て
世
界
に
類
例
の
な
い
女
性
の
手
に

な
る
秀
作
で
あ
る
と
い
う
社
会
史
的
意
義
等
、
そ
の
い
ず
れ
を
と

っ
て
も
伝
紫
式
部
の
「
源
氏
」
は
日
本
文
化
の
真
に
誇
る
べ
き
遺

産
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
の
余
地
は
な
い
。

　
だ
が
、
こ
の
作
品
の
成
立
過
程
、
構
成
原
理
、
作
者
「
紫
式

部
」
の
生
涯
、
そ
の
他
に
関
し
て
、
古
来
謎
と
さ
れ
論
議
の
絶
え

な
い
事
柄
も
ま
た
少
な
く
な
い
。
「
極
端
な
こ
と
を
い
え
ぱ
、
源

氏
物
語
の
本
文
そ
の
も
の
に
し
て
も
、
…
（
中
略
）
－
、
明
確
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

断
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
状
態
に
あ
る
。
」
第
四
五
帖
以
下
の

通
称
「
宇
治
十
帖
」
の
作
者
問
題
も
ま
た
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
は
周
知
の
よ
う
に
、
光
源
氏
を
主
人
公
と
す
る

正
編
（
全
体
の
約
五
分
の
四
）
と
、
そ
の
没
後
の
展
開
、
す
な
わ

ち
匂
宮
（
光
源
氏
の
孫
）
と
薫
大
将
（
光
源
氏
の
い
わ
ぱ
戸
籍
上

の
子
）
を
中
心
と
す
る
続
編
、
合
わ
せ
て
五
四
帖
（
巻
）
の
形
で

現
在
に
伝
わ
う
て
い
る
。
し
か
し
、
散
逸
を
疑
わ
れ
る
巻
（
輝
く

日
の
宮
）
や
表
題
の
み
伝
え
ら
れ
る
巻
（
雲
隠
れ
）
の
問
題
は
別

に
し
て
も
、
現
存
す
る
五
四
帖
の
正
編
と
続
編
の
接
合
部
（
第
四
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二
、
聖
二
、
四
四
帖
）
お
よ
び
続
編
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
、
作
者

別
人
説
あ
る
い
は
後
人
補
筆
説
が
古
来
絶
え
な
い
。
こ
の
う
ち
続

編
「
宇
治
十
帖
」
に
つ
い
て
は
紫
式
部
の
娘
「
大
弐
三
位
」
を
作

者
と
す
る
説
（
十
五
世
紀
後
葉
の
一
条
兼
良
『
花
鳥
有
情
』
に
み

え
る
）
が
あ
り
、
接
合
部
の
特
に
第
四
四
帖
「
竹
河
」
に
つ
い
て

は
、
斎
院
宣
旨
と
略
称
さ
れ
る
女
性
の
作
と
す
る
伝
承
（
十
六
世

紀
初
頭
の
花
屋
『
玉
栄
集
』
に
み
え
る
）
の
み
な
ら
ず
、
二
十
世

紀
後
半
に
入
っ
て
有
力
な
作
者
別
人
説
が
浮
上
し
（
武
田
宗
俊
、

池
田
亀
鑑
、
石
川
徹
）
、
い
ま
だ
完
全
な
決
着
を
み
な
い
と
い
う
。

　
こ
れ
ら
諸
説
は
方
法
論
か
ら
み
れ
ば
、
主
と
し
て
物
語
の
内
容

上
の
矛
盾
や
文
体
の
差
異
を
伝
統
的
な
文
献
学
な
い
し
文
学
研
究

の
視
点
か
ら
分
析
し
解
釈
立
論
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に

対
し
て
統
計
学
の
手
法
を
こ
の
問
題
に
応
用
し
た
先
駆
的
試
み
に
、

　
　
　
（
2
）

安
本
美
典
の
「
文
体
統
計
に
よ
る
筆
者
推
定
」
（
一
九
五
八
）
、

「
現
代
の
文
体
研
究
」
（
一
九
七
七
）
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
金
子
元

臣
校
訂
『
定
本
源
氏
物
語
』
を
用
い
て
、
各
巻
（
帖
）
の
頁
数
、

和
歌
の
使
用
度
、
文
の
長
短
、
直
嚥
・
声
臓
・
色
彩
語
の
使
用
度
、

心
理
動
詞
に
よ
る
終
結
文
の
使
用
度
、
品
詞
別
単
語
頻
度
を
計
測

し
、
ノ
ン
パ
ラ
メ
ト
リ
ッ
ク
検
定
を
行
っ
た
結
果
が
前
者
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
同
じ
デ
ー
タ
に
単
語
長
デ
ー
タ
を
加
え
て
因
子
分
析
法

を
適
用
し
た
結
果
が
後
者
で
あ
る
。
前
者
で
は
断
定
こ
そ
避
け
ら

れ
て
い
る
が
、
「
宇
治
十
帖
別
人
作
者
」
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
、

後
者
で
は
「
こ
の
デ
ー
タ
か
ら
少
な
く
と
も
、
宇
治
十
帖
は
、
他

の
四
十
四
帖
と
、
文
体
が
や
や
異
な
っ
て
い
る
こ
と
は
い
え
る
で

あ
ろ
う
。
」
と
い
う
、
よ
り
慎
重
な
結
論
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

二
一
『
源
氏
物
語
』

の
テ
キ
ス
ト

　
『
源
氏
物
語
』
に
は
成
立
時
の
原
本
と
い
う
べ
き
も
の
が
な
く
、

約
二
百
年
後
に
校
訂
さ
れ
た
河
内
本
、
青
表
紙
本
と
呼
ぱ
れ
る
二

系
統
の
写
本
に
よ
っ
て
本
文
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
前
者
は
（
河

内
守
）
源
光
行
・
親
行
父
子
が
整
定
し
た
混
態
本
で
声
点
（
濁

点
）
や
句
読
点
な
ど
も
補
な
わ
れ
、
藤
原
定
家
の
整
定
に
な
る
後

者
は
い
わ
ゆ
る
定
家
仮
名
遣
い
が
準
用
さ
れ
句
読
点
を
有
さ
な
い
。

後
者
の
名
称
は
表
紙
の
色
に
由
来
す
る
と
言
わ
れ
る
が
、
定
家
自

筆
は
四
帖
し
か
残
存
せ
ず
、
十
五
世
紀
末
と
思
わ
れ
る
三
条
西
実

隆
奥
書
の
「
青
表
紙
証
本
」
（
岩
波
古
典
文
学
大
系
の
底
本
）
お

よ
び
飛
鳥
井
雅
康
筆
写
本
（
大
島
本
、
小
学
館
日
本
古
典
文
学
全

集
の
底
本
）
が
、
こ
の
系
統
を
伝
え
て
い
る
。
本
研
究
に
着
手
し

た
時
点
に
お
い
て
偶
々
滞
独
中
で
あ
っ
た
筆
者
は
、
は
じ
め
飛
鳥

井
本
（
及
び
明
融
本
）
に
準
拠
し
た
玉
上
琢
磨
校
訂
の
角
川
文
庫
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本
に
よ
り
機
械
可
読
テ
キ
ス
ト
・
デ
ー
タ
を
作
成
し
た
が
、
そ
の

後
「
日
本
古
典
文
学
全
集
」
を
参
照
し
て
若
干
の
修
正
を
施
し
た
。

修
正
の
主
要
点
は
助
動
詞
な
ど
の
掻
音
表
記
お
よ
ぴ
「
御
」
の
字

の
扱
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
な
お
仮
名
遣
い
は
（
定
家
仮
名

遣
い
で
は
な
く
）
い
わ
ゆ
る
歴
史
的
仮
名
遣
い
が
基
準
に
な
っ
て

い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
表
音
文
字
（
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
）
を
用
い
る
言
語

が
計
曇
言
語
学
の
対
象
と
な
る
場
合
、
計
測
単
位
と
し
て
文
字

（
頻
度
分
布
、
連
接
関
係
、
エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
な
ど
）
以
上
に
着
目

さ
れ
る
の
は
単
語
で
あ
り
、
そ
の
出
現
頻
度
や
語
彙
分
布
な
ど
の

記
述
統
計
学
お
よ
び
推
測
統
計
学
的
検
証
に
は
長
い
伝
統
と
蓄
積

が
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
単
語
の
切
れ
目
を
ス
ペ
ー

ス
で
示
す
表
記
上
の
特
徴
が
計
測
を
容
易
に
し
単
純
な
機
械
処
理

を
も
可
能
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
膠
着
語
で
あ
り
漢
字
仮

名
ま
じ
り
を
表
記
特
徴
と
す
る
日
本
語
で
は
、
単
語
に
関
し
て
こ

の
よ
う
な
形
態
上
の
目
安
が
な
く
、
ま
た
あ
え
て
口
i
マ
字
表
記

を
と
っ
て
こ
の
問
題
を
回
避
し
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
そ
も
そ
も
単
語

お
よ
び
文
節
そ
の
も
の
の
定
義
問
題
が
生
ず
る
。
こ
の
事
情
は
文

の
長
さ
を
計
測
す
る
場
合
に
も
波
及
し
、
単
語
数
に
よ
り
文
章
長

を
量
る
印
欧
語
的
手
法
を
安
易
に
採
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、

漢
字
仮
名
ま
じ
り
文
で
は
当
用
漢
字
の
使
用
等
テ
キ
ス
ト
編
集
方

針
が
影
響
す
る
ゆ
え
、
こ
れ
を
単
に
文
字
数
で
量
る
こ
と
に
は
余

程
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
印
刷
文
化
の
お
か
げ
で
一
見
安
定
し
た
テ
キ
ス
ト
が
供
給
さ
れ

る
現
代
に
お
い
て
も
こ
の
よ
う
な
事
情
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
写
本

時
代
の
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
は
一
層
慎
重
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
こ
と
平
安
朝
の
和
文
に
つ

い
て
は
文
字
表
記
上
む
し
ろ
計
量
言
語
学
に
と
っ
て
有
利
と
も
い

え
る
歴
史
的
背
景
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
女
手
と
も
呼
ば
れ
た
「
か

な
」
の
発
達
が
そ
れ
で
あ
り
、
現
代
の
校
訂
本
で
は
読
解
の
便
の

た
め
に
相
当
数
の
漢
字
が
適
用
さ
れ
て
い
る
『
源
氏
』
を
は
じ
め
、

物
語
文
学
や
和
歌
は
専
ら
「
加
な
」
に
よ
っ
て
表
記
さ
れ
て
い
た
。

こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
テ
キ
ス
ト
を
か
な
文
字
表
記
に
戻
せ

ば
、
む
し
ろ
元
の
姿
に
近
く
な
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
む
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ん
当
時
に
あ
っ
て
も
固
有
名
詞
や
一
定
数
の
漢
字
あ
る
い
は
変
体

が
な
の
使
用
が
あ
づ
た
も
の
と
想
定
さ
れ
る
が
、
物
語
に
せ
よ
和

歌
に
せ
よ
、
も
と
も
と
単
に
目
で
読
む
と
い
う
よ
り
音
読
が
前
提

に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
音
節
文
字
で
あ
る
「
か
な
」
の

文
に
還
元
す
る
こ
と
は
む
し
ろ
そ
の
本
質
に
か
な
う
と
い
え
よ
う
。

文
字
情
報
に
頼
り
が
ち
な
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ィ
ー
に
対
し
て
音
と
し
て
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の
こ
と
ば
に
意
識
的
に
立
脚
す
る
の
が
二
十
世
紀
の
言
語
学
（
リ

ン
ギ
ス
テ
イ
ヅ
ク
ス
）
だ
と
言
わ
れ
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
蕃
言
語

の
場
合
も
た
と
え
ば
単
語
の
長
さ
を
量
る
の
に
音
素
・
文
字
（
書

記
素
）
・
音
節
と
い
っ
た
選
択
肢
が
提
起
さ
れ
う
る
が
、
「
か
な
」

は
あ
る
意
味
で
は
こ
れ
ら
諸
要
素
の
接
点
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
機
械
可
読
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
作
成

に
あ
た
っ
て
筆
者
は
、
少
な
く
と
も
日
本
語
古
文
に
関
し
て
は
専

ら
平
仮
名
を
基
本
と
し
て
い
る
が
、
今
回
『
源
氏
』
テ
キ
ス
ト
の

標
本
を
抽
出
す
る
際
に
更
に
次
の
よ
う
な
諸
点
に
留
意
し
た
。
ま

，
ず
、
文
の
切
れ
目
の
解
釈
は
底
本
に
従
う
。
た
だ
し
和
歌
に
つ
い

て
は
、
独
立
し
て
一
文
の
体
を
な
す
場
合
は
文
章
長
の
調
査
で
は

カ
ソ
ト
し
、
地
の
文
や
会
話
文
中
で
前
後
と
一
体
化
し
て
い
る
場

合
は
残
す
こ
と
と
し
た
。
こ
の
た
め
一
般
に
は
全
角
文
字
で
入
力

し
た
が
和
歌
の
み
は
半
角
カ
タ
カ
ナ
入
力
と
し
容
易
に
区
別
で
き

る
よ
う
に
し
て
お
き
、
ま
た
和
歌
の
み
を
採
録
し
た
デ
ー
タ
（
フ

ァ
イ
ル
）
を
別
途
用
意
し
、
他
と
の
比
較
に
供
す
る
こ
と
と
し
た
。

会
話
（
引
用
）
部
分
に
つ
い
て
は
試
行
錯
誤
の
末
に
、
現
代
風
の

引
用
符
を
省
き
、
地
の
文
と
切
れ
目
な
く
続
く
場
合
は
会
話
部
の

最
初
の
句
点
を
文
の
切
れ
目
と
み
な
す
原
則
を
と
っ
て
い
る
。
次

に
人
名
な
い
し
固
有
名
詞
に
相
当
す
る
も
の
は
底
本
の
漢
字
表
記

を
踏
襲
し
、
他
は
原
則
と
し
て
ひ
ら
が
な
表
記
と
す
る
。
例
外
は

助
動
詞
「
む
、
な
む
、
け
む
、
ら
む
」
で
こ
れ
ら
に
含
ま
れ
る

「
む
」
を
「
ム
」
と
し
、
そ
の
掻
音
化
し
た
「
ん
」
と
同
様
に
別

枠
扱
い
と
し
た
。
そ
れ
は
こ
れ
ら
が
写
本
に
よ
り
て
「
南
、
剣
、

乱
」
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
『
源
氏
』
成
立
期
に
は
少

な
く
と
も
文
字
と
し
て
の
「
ん
」
は
確
立
し
て
い
な
か
っ
た
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
写
本
に
よ
っ
て
「
む
」
と
「
ん
」
の
使
用

状
況
は
か
な
り
ま
ち
ま
㌢
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
の
理

由
で
読
み
方
（
ル
ビ
）
に
「
お
ほ
ん
、
お
ほ
む
」
そ
の
他
の
可
能

性
が
あ
る
「
御
」
の
字
に
つ
い
て
は
、
明
確
に
「
み
」
と
す
べ
き

場
合
以
外
は
漢
字
を
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
に
し
た
。

二
・
　
　
「
か
な
」

と
や
ま
と
こ
と
ば

　
音
節
文
字
「
か
な
」
の
分
布
や
「
か
な
」
で
表
さ
れ
た
文
章
の

長
さ
の
分
布
は
、
文
体
の
特
徴
な
い
し
相
違
を
ど
の
程
度
反
映
す

る
か
、
こ
れ
ら
の
分
布
か
ら
得
ら
れ
る
統
計
量
に
基
づ
き
『
源

氏
』
正
編
と
続
編
に
つ
い
て
一
様
性
検
定
を
試
み
た
場
合
、
ど
の

よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
か
、
こ
れ
が
本
研
究
の
出
発
点
と
な
っ

た
着
想
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
単
に
欧
文
の
場
合
の
単
語
単
位
の
計

測
を
文
字
単
位
に
お
き
か
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
臼
本
語
の
特
徴
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（5）源氏物語・宇治十帖の作者問題

と
歴
史
的
発
展
を
生
か
す
も
の
で
も
あ
る
こ
と
に
簡
単
に
ふ
れ
て

お
こ
う
。

　
古
代
の
日
本
に
は
独
自
の
文
字
が
な
く
、
中
国
文
明
と
接
触
す

る
過
程
で
「
漢
字
」
を
受
容
し
、
「
外
国
語
」
と
し
て
の
漢
文
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

習
得
利
用
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
字
音
と
字
訓
を
「
交
え
用
ゐ
」

る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
語
を
記
録
し
た
こ
と
、
奈
良
時
代
の
『
古

事
記
」
『
日
本
書
紀
』
『
万
葉
集
」
が
そ
の
代
表
的
成
果
で
あ
る
こ

と
は
周
知
の
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
お
い
て
日
本
語
の

音
を
表
す
た
め
用
い
ら
れ
て
い
る
漢
字
（
い
わ
ゆ
る
万
葉
仮
名
）

を
詳
細
に
分
析
す
る
と
、
「
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
」
と
総
称
さ
れ

る
法
則
性
が
認
め
ら
れ
、
こ
れ
が
当
時
の
や
ま
と
こ
と
ぱ
の
音
韻

体
系
を
精
確
に
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
一
字

一
音
に
用
い
ら
れ
た
万
葉
が
な
の
数
は
、
記
紀
・
万
葉
を
通
じ
て

九
七
三
に
達
す
る
が
、
（
…
－
）
同
一
音
に
対
し
て
幾
通
り
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

使
用
字
が
あ
り
、
こ
れ
ら
を
類
別
す
る
と
八
七
に
分
け
ら
れ
る
」

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
日
本
語
の
清
濁
音

節
合
計
の
み
な
ら
ず
、
平
安
時
代
後
半
に
登
場
す
る
「
い
ろ
は
」

四
七
プ
ラ
ス
濁
音
節
の
計
六
七
よ
り
二
〇
（
古
事
記
の
場
合
は
二

一
）
多
い
が
、
そ
の
差
は
当
時
の
音
韻
体
系
で
は
「
エ
キ
ケ
コ
ソ

ト
ノ
ヒ
ヘ
ミ
メ
ヨ
ロ
（
モ
）
」
と
そ
の
濁
音
節
に
、
甲
類
・
乙
類

と
呼
ば
れ
る
二
種
の
区
別
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
は
母
音

の
差
か
ら
、
換
言
す
れ
ぱ
奈
良
時
代
の
や
ま
と
こ
と
ば
に
は
、
イ

エ
オ
の
列
（
段
）
が
二
種
に
分
か
れ
母
音
が
八
種
類
あ
っ
た
こ
と

か
ら
生
じ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
区
別
は
平
安
時
代
に
な
る
と
消

滅
し
、
僅
か
に
残
っ
た
ア
行
の
工
（
衣
）
と
ヤ
行
の
工
（
江
）
の

区
別
も
、
『
源
氏
物
語
』
が
成
立
す
る
こ
ろ
に
は
失
わ
れ
て
い
た

こ
と
は
、
そ
の
少
し
前
に
流
布
し
た
と
考
え
ら
れ
る
「
い
ろ
は
」

歌
が
示
し
て
い
る
。

　
音
韻
体
系
が
こ
の
よ
う
に
変
化
す
る
一
方
で
、
そ
れ
を
固
定
す

る
媒
体
と
し
て
の
文
字
の
体
系
に
も
、
平
安
時
代
に
は
大
き
な
発

展
が
あ
っ
た
。
『
日
本
書
紀
』
で
は
「
字
」
を
「
な
」
と
読
ま
せ

て
い
る
が
、
や
が
て
「
乎
古
止
」
点
と
並
ん
で
経
典
読
解
用
の
略

字
メ
モ
か
ら
「
（
カ
タ
）
カ
ナ
」
が
、
ま
た
漢
字
草
書
体
か
ら

「
（
ひ
ら
）
か
な
」
が
発
達
す
る
と
、
こ
れ
と
区
別
す
る
た
め
漢
字

は
あ
ら
た
め
て
「
真
字
」
（
ま
な
）
と
呼
ぱ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

そ
し
て
ど
ち
ら
か
と
い
え
ま
仏
教
世
界
に
と
ど
ま
る
カ
タ
カ
ナ
に

対
し
、
「
仮
字
」
と
さ
れ
「
女
手
」
と
も
さ
れ
る
（
ひ
ら
）
か
な

文
字
が
、
お
そ
ら
く
当
初
は
一
段
低
い
文
字
と
し
て
、
し
か
し
日

本
語
の
特
性
を
柔
軟
に
表
現
し
う
る
文
字
と
し
て
着
実
に
普
及
し

始
め
た
の
で
あ
る
。
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こ
の
こ
と
を
如
実
に
示
す
の
は
十
世
紀
の
始
め
に
お
け
る
『
古

今
和
歌
集
』
の
成
立
で
あ
ろ
う
。
中
国
に
お
け
る
正
史
は
近
代
に

至
る
ま
で
継
続
し
二
四
史
（
二
五
史
？
）
を
数
え
る
が
、
そ
れ
に

対
抗
す
る
わ
が
六
国
史
は
十
世
紀
始
め
の
『
三
代
実
録
』
を
も
っ

て
そ
の
幕
を
閉
じ
、
い
わ
ぱ
そ
の
代
替
機
能
を
担
う
も
の
が
勅
撰

和
歌
集
「
八
代
集
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
は
し
り
を
な
す

『
古
今
集
』
は
、
『
経
国
集
』
な
ど
の
先
行
す
る
三
つ
の
勅
撰
漢
詩

集
の
跡
を
襲
い
、
平
仮
名
に
よ
る
最
初
の
勅
撰
集
と
し
て
「
仮

字
」
の
意
義
と
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
遣
唐
使

が
廃
止
さ
れ
て
百
年
余
り
、
平
安
京
が
開
か
れ
て
二
百
年
余
り
の

歳
月
が
経
っ
た
十
一
世
紀
初
頭
の
『
源
氏
』
は
、
変
態
漢
文
・
和

風
漢
文
を
含
め
男
子
な
い
し
公
の
世
が
な
お
漢
文
脈
に
と
ら
わ
れ

て
い
る
時
代
に
あ
っ
て
、
当
時
は
あ
く
ま
で
も
私
的
な
営
み
で
あ

り
な
が
ら
結
局
後
世
に
こ
の
時
代
を
代
表
す
る
も
の
と
な
る
仮
名

文
化
が
凝
縮
し
た
も
の
で
あ
り
、
助
詞
・
助
動
詞
を
重
要
な
要
素

と
す
る
日
本
語
の
特
性
に
対
応
し
た
日
本
語
固
有
の
文
字
に
よ
る

表
現
が
、
あ
る
い
は
和
歌
と
し
て
、
あ
る
い
は
日
記
と
し
て
、
あ

る
い
は
『
竹
取
」
『
宇
津
保
』
『
落
窪
』
な
ど
の
物
語
と
し
て
生
成

発
展
し
た
「
か
な
文
学
」
の
集
大
成
と
も
い
え
る
作
品
で
あ
る
。

一
一
・
二

「
か
な
」
分
布
の
代
表
例

　
そ
れ
で
は
実
際
ひ
ら
が
な
で
表
し
た
場
合
、
日
本
語
の
音
節
に

は
ど
ん
な
分
布
の
傾
向
が
み
ら
れ
る
の
か
、
皆
曇
（
ω
己
葦
竃
）

す
な
わ
ち
梵
語
研
究
か
ら
十
一
世
紀
に
導
入
さ
れ
今
日
も
用
い
ら

れ
る
五
十
音
図
の
形
で
文
字
を
集
計
し
、
縦
軸
を
行
（
あ
か
さ
た

な
…
…
）
、
横
軸
を
列
（
段
、
あ
い
う
え
お
）
と
し
て
、
積
み
重

ね
図
で
表
し
た
幾
つ
か
の
例
を
示
そ
う
。

　
最
初
は
『
古
今
和
歌
集
』
の
文
字
（
音
節
）
分
布
で
、
た
と
え

ば
一
番
左
の
積
み
重
ね
棒
の
高
さ
は
あ
段
（
列
）
文
字
の
総
計
を

意
味
し
、
積
み
重
ね
の
段
落
は
下
か
ら
順
に
あ
行
、
か
行
、
さ
行

と
な
う
て
い
る
。
た
だ
し
繁
雑
に
な
る
の
を
避
け
る
意
味
も
あ
っ

て
清
音
と
濁
音
（
た
と
え
ば
か
行
と
が
行
）
は
合
算
し
て
あ
る
。

グ
ラ
フ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
母
音
列
で
み
る
と
「
ア
オ
イ
ウ

エ
」
と
い
う
頻
度
順
で
あ
り
、
頭
子
音
行
で
み
る
と
「
か
行
」

「
な
行
」
「
た
行
」
が
多
く
、
「
や
行
」
や
「
わ
行
」
は
極
め
て
少

な
い
。次

は
八
代
集
の
最
後
を
飾
る
『
新
古
今
集
』
の
文
字
分
布
を
グ

ラ
フ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
紀
貫
之
撰
の
『
古
今
集
』
に
対
し
て
、
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古今和歌纂
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藤
原
定
家
が
撰
者
で
あ
る
『
新
古
今
集
』
は
歌
風
に
お
い
て
新
境

地
を
示
す
と
さ
れ
る
が
、
母
音
列
の
頻
度
順
位
は
「
あ
お
い
う

え
」
で
同
じ
で
あ
り
、
頭
子
音
行
で
み
て
も
、
「
か
行
」
「
な
行
」

が
多
い
な
ど
、
分
布
の
傾
向
は
か
な
り
似
て
い
る
。
実
は
頭
子
音

行
の
順
位
は
、
占
今
集
で
は
、
カ
ナ
タ
ハ
ラ
マ
サ
ア
ヤ
ワ
で
あ
り

新
古
今
で
は
、
カ
ナ
タ
ラ
ハ
マ
サ
ア
ヤ
ワ
、
と
な
っ
て
微
妙
に
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
差
は
前
川
の
提
起
し
て
い
る
相
互
相
関
値

を
と
っ
て
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
ほ
ど
小
さ
い

（
二
・
三
九
）
。
な
お
特
に
助
動
詞
に
含
ま
れ
る
「
む
」
は
時
代
が

進
む
と
と
も
に
「
ん
」
と
表
記
さ
れ
る
率
が
高
く
な
る
よ
う
で
あ

る
が
、
名
詞
な
ど
に
含
ま
れ
る
そ
れ
も
含
め
て
す
べ
て
合
わ
せ
て

も
和
歌
で
は
一
パ
ー
セ
ン
ト
前
後
に
す
ぎ
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
奈
良
時
代
に
編
纂
さ
れ
た
万
葉
集
は
ど
う
で
あ
ろ
う

か
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
奈
良
時
代
に
は
な
お
、
ア
と
ウ
以
外

の
母
音
イ
、
工
、
才
に
は
甲
乙
二
種
が
あ
り
、
母
音
体
栗
と
し
て

は
五
音
で
は
な
く
八
音
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

例
と
し
て
大
野
普
の
『
日
本
語
の
文
法
を
考
え
る
』
に
、
一
字
一

音
の
万
葉
仮
名
で
表
記
さ
れ
て
い
る
巻
五
、
一
四
、
一
五
、
一
七
、

一
八
、
一
九
、
二
〇
の
分
析
か
ら
作
成
さ
れ
た
詳
細
な
音
節
別
使
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新古今和歌集
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用
度
数
表
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
利
用
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
こ
の
表
自
体
を
な
が
め
る
と
面
白
い
こ
と
に
、
八
母
音
が
す

べ
て
の
頭
子
音
に
つ
い
て
出
現
す
る
の
で
は
な
く
、
ア
ヤ
ワ
行
は

や
や
特
殊
と
し
て
も
、
サ
タ
ナ
ラ
の
行
は
イ
ヱ
段
に
乙
が
な
い

（
つ
ま
り
シ
セ
チ
テ
ニ
ネ
リ
レ
に
当
た
る
音
節
は
一
種
し
か
な
い
）

こ
と
、
ハ
マ
行
の
オ
段
に
も
乙
が
な
い
（
ホ
モ
に
当
た
る
音
節
は

一
種
し
か
な
い
。
た
だ
し
古
事
記
で
は
二
種
の
モ
が
書
き
分
け
ら

れ
て
い
る
）
こ
と
に
気
づ
く
。
濁
音
も
同
様
で
、
こ
れ
が
先
に
あ

げ
た
よ
う
に
、
母
音
が
五
か
ら
八
に
増
え
て
も
文
字
（
音
節
）
総

数
が
単
純
に
増
加
し
て
い
な
い
理
由
で
あ
り
、
な
ぜ
頭
子
音
に
よ

っ
て
こ
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
音
韻
学
的
検
討
が
必
要
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
比
較
の
為
む
し
ろ
平
安
時
代
を
基
準

に
考
え
る
こ
と
に
し
て
、
甲
乙
二
種
の
差
を
あ
え
て
無
視
し
二
種

あ
る
音
節
は
一
種
に
合
算
し
母
音
を
五
つ
に
集
約
し
た
形
で
グ
ラ

フ
に
描
い
て
み
る
。

　
結
果
は
や
は
り
母
音
列
の
順
位
は
ア
オ
イ
ウ
エ
と
な
り
、
頭
子

音
行
の
順
位
は
カ
ナ
タ
マ
ハ
サ
ラ
ア
ヤ
ワ
と
な
っ
て
い
る
。
古

今
・
新
古
今
で
は
ハ
・
ラ
行
の
下
位
に
あ
っ
た
マ
行
が
こ
れ
ら
よ

り
上
位
に
き
て
い
る
の
は
万
葉
集
で
は
モ
の
使
用
度
が
高
か
っ
た

こ
と
が
そ
の
主
因
か
と
思
わ
れ
、
ま
た
ラ
行
が
下
位
に
な
る
の
は
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万葉負の五十音分布（甲乙類合算）

14000
　　　　　　　凡α

　　　　　　■怖
　　　　　1■帥

120001蜜纂
uは・1珊
二’18n

100001，書：驚

ホ・獅
80

8000瞬

6000　　一

4000

2000

え段（甲乙お段（甲乙．
段

・
つい段（甲乙段あ

上
代
日
本
語
に
は
ラ
行
音
で
始
ま
る
語
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ

と
を
反
映
し
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
。

　
漢
文
脈
の
日
本
語
、
つ
ま
り
漢
文
訓
読
が
下
地
に
な
っ
て
い
る

文
と
和
語
を
基
本
と
す
る
文
で
は
、
使
用
語
の
相
が
異
な
り
、
そ

れ
は
名
詞
は
も
ち
ろ
ん
形
容
詞
、
副
詞
の
み
な
ら
ず
助
動
詞
や
補

助
動
詞
に
も
及
ぷ
と
さ
れ
る
が
、
音
節
文
字
に
も
そ
の
差
は
あ
ら

わ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
検
証
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て

は
、
ほ
ぼ
同
一
の
題
材
と
趣
向
を
詠
じ
た
漢
詩
と
和
歌
を
対
置
さ

せ
る
詩
集
、
た
と
え
ぱ
『
新
撰
万
葉
集
』
や
『
和
漢
朗
詠
集
』
が

適
当
で
あ
ろ
う
。
前
者
は
一
首
、
こ
と
の
対
応
、
後
者
は
漢
詩
一
に

対
し
和
歌
数
首
の
例
も
み
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
紫
式
部
と
同
時

代
の
藤
原
公
任
撰
に
な
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
を
と
る
と
し
漢
詩
の

訓
読
み
は
底
本
に
従
う
と
す
る
と
、
結
果
は
図
の
よ
う
に
な
る
。

　
す
な
わ
ち
和
歌
に
あ
っ
て
は
、
母
音
列
の
順
位
は
万
葉
・
古

今
・
新
古
今
と
同
様
に
ア
才
イ
ウ
ヱ
と
な
り
、
頭
子
音
行
で
は
カ

ナ
タ
ラ
ハ
サ
マ
ア
ヤ
ワ
の
順
位
と
な
っ
て
、
大
き
な
変
動
は
み
ら

れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
漢
詩
に
つ
い
て
は
、
母
音
列
の
順
位
が
ア
イ

ウ
オ
エ
と
な
り
、
頭
子
音
行
の
順
位
は
カ
タ
ア
サ
ナ
ハ
ラ
マ
ワ
ヤ

と
な
っ
て
、
明
ら
か
に
和
歌
と
は
異
な
る
音
節
使
用
頻
度
が
み
ら
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（11）源氏物語・宇治十帖の作者問題

れ
る
。
ま
た
こ
の
グ
ラ
フ
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
い
が
、
パ
プ
ベ

ポ
が
山
山
現
す
る
こ
と
、
掻
音
「
ん
」
の
使
用
度
が
非
常
に
高
い
こ

と
（
五
％
弱
）
も
、
和
歌
の
場
合
と
く
ら
べ
て
顕
著
な
相
違
を
な

し
て
い
る
。
文
章
博
士
の
家
系
で
あ
り
漢
詩
・
漢
文
の
素
養
が
十

分
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
紫
式
部
で
す
ら
、
つ
れ
づ
れ
に
書
を
読
ん

で
い
て
、
「
お
ま
へ
は
か
く
お
は
す
れ
ば
、
御
さ
い
は
ひ
は
す
く

な
き
な
り
。
な
で
ふ
を
ん
な
が
ま
ん
な
ふ
み
（
真
字
童
目
）
は
読
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

む
か
し
は
き
や
う
（
経
）
よ
む
を
だ
に
、
人
は
せ
い
（
制
）
し
き
」

と
非
難
さ
れ
る
時
代
に
、
専
ら
男
子
の
も
の
で
あ
っ
た
漢
詩
漢
文

の
世
界
と
、
男
女
と
も
に
参
加
し
た
和
歌
の
世
界
に
お
け
る
こ
と

ば
（
音
）
の
違
い
を
、
上
は
如
実
に
反
映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

な
お
、
朗
詠
集
の
漢
詩
に
「
ん
」
が
多
い
理
由
と
し
て
、
名
詞
自

体
に
含
ま
れ
る
も
の
、
ん
音
便
（
う
か
ん
で
、
い
ん
で
等
）
、
漢

文
訓
読
読
み
の
動
詞
（
ぎ
ん
ず
、
く
ん
ず
等
）
が
多
い
こ
と
が
あ

げ
ら
れ
よ
う
。

　
こ
の
項
の
最
後
に
、
個
々
の
字
（
音
節
）

も
の
を
参
考
ま
で
に
列
挙
し
て
お
く
と
、

万
葉
集
　
の
し
に
も
加
と
な
は
ま
き

古
今
集
　
の
な
か
と
は
し
に
も
き
る

で
出
現
頻
度
が
高
い

新
古
今

朗
詠
和

朗
詠
漢

の
か
な
し
は
き
も
と
る
み

の
か
な
は
し
と
に
る
く
も

う
の
ん
し
い
か
に
く
は
り

三
・
　
，
標
本
抽
出
と
検
定

　
や
ま
と
こ
と
ぱ
の
一
特
徴
が
少
な
く
と
も
和
歌
の
場
合
、
音
節

文
字
か
な
の
分
布
傾
向
、
す
な
わ
ち
母
音
列
、
頭
子
音
行
の
頻
度

順
位
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
を
前
節
で
示
し
た
が
、
特
に
母
音

列
の
順
序
（
ア
オ
イ
ウ
エ
）
は
筆
者
が
試
み
に
調
べ
た
限
り
で
は
、

『
和
泉
式
部
歌
集
』
『
紫
式
部
歌
集
』
『
長
秋
詠
草
」
（
俊
成
）
、
『
百

人
一
首
』
、
あ
る
い
は
『
伊
勢
物
語
』
や
『
和
泉
式
部
日
記
』
中

の
和
歌
に
お
い
て
も
変
わ
り
が
な
い
。
そ
の
一
方
、
『
万
葉
集
』

で
も
一
音
一
字
表
記
で
は
な
く
字
訓
表
記
を
と
り
長
歌
を
多
く
含

む
一
、
二
巻
な
ど
で
は
、
イ
列
が
オ
列
よ
り
少
し
多
く
な
っ
て
ア

イ
オ
ウ
エ
の
順
に
な
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
ア
オ
イ
ウ
エ
の
順
位

は
む
し
ろ
平
安
時
代
に
顕
著
な
特
徴
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
こ
れ
に
つ
い
て
は
今
後
な
お
検
討
す
る
こ
と
に
し
て
、
こ

こ
で
は
特
に
分
布
が
似
通
っ
て
い
た
『
古
今
集
」
と
『
新
古
今

集
』
に
つ
い
て
五
十
音
図
の
行
別
、
列
別
の
頻
度
数
に
よ
る
分
割

表
を
作
り
、
カ
イ
ニ
乗
一
様
性
検
定
を
試
み
て
み
よ
う
。
こ
の
両
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者
は
相
互
相
関
値
で
み
る
限
り
極
め
て
よ
く
似
た
分
布
を
示
し
て

い
た
が
、
母
音
列
デ
ー
タ
に
よ
る
目
由
度
四
の
検
定
統
計
量
は
四

九
・
四
〇
二
、
ま
た
頭
子
音
行
デ
ー
タ
に
よ
る
自
由
度
一
〇
で
の

検
定
統
計
量
は
七
八
・
三
五
五
と
な
る
の
で
、
い
ず
れ
も
有
意
水

準
五
％
、
一
％
と
も
、
両
者
の
分
布
が
一
様
性
を
も
つ
、
と
す
る

仮
説
は
棄
却
さ
れ
る
。
『
古
今
集
』
の
文
字
数
は
三
万
四
干
余
り
、

『
新
古
今
集
』
は
六
万
一
千
以
上
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
は
一
見

似
通
っ
た
音
節
分
布
で
も
カ
イ
ニ
乗
検
定
が
判
別
の
方
法
と
し
て

有
効
で
あ
り
、
作
者
問
題
検
討
の
一
手
段
と
な
り
う
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
。

　
さ
て
『
源
氏
物
語
』
は
の
べ
語
数
四
〇
万
ほ
ど
で
あ
り
、
そ
の

う
ち
助
詞
・
助
動
詞
が
二
〇
万
ほ
ど
、
ま
た
異
な
り
語
数
は
一
万

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
〕

三
千
か
ら
一
万
四
千
ほ
ど
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
を
も
し
全
文
ひ

ら
が
な
入
力
す
れ
ば
恐
ら
く
百
万
字
を
越
え
る
で
あ
ろ
う
。
全
文

入
力
に
よ
る
悉
皆
調
査
は
別
の
機
会
に
譲
る
と
し
て
、
さ
し
あ
た

り
標
本
調
査
を
行
う
と
す
れ
ぱ
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
標
本
を
抽

出
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
考
え
ら
れ
る
の
は
、
全
頁

に
通
し
番
号
を
ふ
っ
て
無
作
為
抽
出
を
行
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
『
源
氏
』
の
各
巻
に
は
か
な
り
長
短
の
ぱ
ら
つ
き
が
あ
り
、

機
会
的
に
抽
出
を
行
う
と
ま
っ
た
く
デ
ー
タ
に
あ
ら
わ
れ
な
い
巻

が
生
ず
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
れ
は
『
源
氏
』
の
成
立
事
情
や
構

成
を
考
え
る
と
な
る
べ
く
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

こ
で
筆
者
は
ま
ず
各
巻
の
巻
頭
と
巻
末
お
よ
び
中
央
部
か
ら
一
定

量
の
文
字
デ
ー
タ
を
と
っ
て
予
備
調
査
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、

巻
頭
と
巻
末
の
テ
キ
ス
ト
は
作
者
の
意
識
が
比
較
的
強
く
働
く
た

め
に
や
や
特
異
値
を
示
す
傾
向
が
あ
り
、
無
意
識
な
文
体
特
性
を

み
る
た
め
の
安
定
し
た
デ
ー
タ
と
し
て
は
む
し
ろ
各
巻
中
央
部
の

テ
キ
ス
ト
を
と
る
べ
き
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
む
ろ
ん
念
の
た
め

　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

無
作
為
抽
出
方
式
も
採
用
し
て
後
で
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
検

定
結
果
な
ど
に
大
き
な
差
異
は
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
が
、
第
二

巻
か
ら
第
四
一
巻
ま
で
の
う
ち
『
源
氏
』
の
代
表
的
巻
の
一
つ
で

あ
る
「
明
石
」
を
は
じ
め
五
巻
ほ
ど
が
無
作
為
抽
出
方
式
で
は
標

本
と
無
縁
と
な
っ
て
、
筆
者
の
懸
念
を
裏
打
ち
し
た
。

　
「
宇
治
十
帖
」
の
作
者
問
題
を
検
討
す
る
為
の
テ
キ
ス
ト
．
デ

ー
タ
は
、
以
上
の
予
備
作
業
の
末
、
「
桐
壼
」
「
匂
宮
」
「
紅
梅
」

「
竹
河
」
を
除
く
各
巻
の
中
央
部
か
ら
各
巻
の
長
さ
に
応
じ
て
機

械
的
に
採
取
し
標
本
と
し
た
。
「
匂
宮
」
以
下
に
つ
い
て
は
既
に

ふ
れ
た
が
、
第
一
巻
の
「
桐
壼
」
を
省
い
た
の
は
、
写
本
上
お
よ

び
内
容
上
こ
の
巻
が
他
と
の
均
質
性
を
欠
い
て
い
る
と
も
い
え
る
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（13）源氏物語・宇治十帖の作者問題

加
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
巻
は
三
条
西
本
に
は
欠
如
し
飛
鳥

井
本
で
は
こ
の
巻
だ
け
別
人
の
筆
に
な
る
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た

主
人
公
誕
生
か
ら
思
春
期
ま
で
一
気
に
紹
介
す
る
筋
書
き
は
他
の

各
巻
と
は
物
語
の
性
質
や
テ
ン
ポ
が
異
な
っ
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
特
異
値
を
示
す
可
能
性
が
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
れ
ら
の
巻
は
別
途

入
力
し
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
・
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
て
い
る
。

　
正
編
と
仮
に
呼
ん
だ
部
分
に
つ
い
て
は
、
物
語
の
展
開
の
上
か

ら
定
説
に
従
っ
て
、
第
二
巻
「
帝
木
」
か
ら
第
三
三
巻
「
藤
裏

葉
」
ま
で
を
第
一
部
と
し
、
塞
二
四
巻
「
若
菜
」
よ
り
第
四
一
巻

「
幻
」
ま
で
を
第
二
部
に
わ
け
、
こ
れ
に
第
四
五
巻
か
ら
第
五
四

巻
ま
で
の
「
宇
治
十
帖
」
と
い
う
、
つ
、
こ
う
三
セ
ツ
ト
の
標
本
を

作
成
し
、
一
様
性
検
定
等
に
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。
す
な
わ
ち

音
節
文
字
を
無
意
識
に
使
用
さ
れ
る
互
い
に
独
立
な
変
数
と
み
な

す
意
味
か
ら
、
固
有
名
詞
（
及
び
そ
れ
に
相
当
す
る
特
殊
呼
称
）

は
漢
字
表
記
の
ま
ま
に
し
て
区
別
し
、
他
の
部
分
は
丁
二
の
原

則
に
従
っ
た
音
節
文
字
デ
ー
タ
の
標
本
で
あ
る
。

　
対
照
の
た
め
に
筆
者
は
更
に
、
以
下
の
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分

け
ら
れ
る
テ
キ
ス
ト
か
ら
標
本
を
作
成
し
て
検
定
等
に
利
用
し
た
。

（
一
）
『
紫
式
部
日
記
』
と
『
栄
花
物
語
」
、
（
二
）
『
竹
取
物
語
」

『
落
窪
」
『
宇
津
保
物
語
』
『
狭
衣
物
語
』
、
（
三
）
『
手
枕
』
（
本
居

宣
長
）
。
こ
れ
ら
は
散
文
を
主
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
中
に
含

ま
れ
る
和
歌
の
み
を
摘
出
し
て
別
の
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
た
こ
と

は
す
で
に
ふ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
一
）
は
全
四
十
巻
か
ら
な

る
『
栄
華
（
花
）
』
の
う
ち
巻
三
十
ま
で
は
紫
式
部
に
近
い
赤
染

衛
門
が
作
者
に
擬
さ
れ
、
特
に
巻
八
は
『
紫
式
部
日
記
』
を
直
接

利
用
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
頭
子
音
行
お
よ
び

母
音
列
の
観
察
度
数
（
頻
度
）
に
よ
る
カ
イ
ニ
乗
一
様
性
検
定
の

性
能
を
検
証
す
る
た
め
で
あ
る
。
（
二
）
は
『
源
氏
』
に
先
行
す

る
代
表
的
物
語
類
、
お
よ
ぴ
か
つ
て
は
『
源
氏
・
狭
衣
』
と
並
び

称
さ
れ
た
も
の
で
、
特
に
『
狭
衣
』
は
相
当
程
度
に
『
源
氏
』
を

摸
し
て
い
る
ゆ
え
、
作
者
問
題
の
検
討
の
上
で
、
他
と
同
様
の
一

様
性
検
定
の
み
な
ら
ず
様
々
な
角
度
か
ら
検
証
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
わ
れ
る
も
の
、
ま
た
（
三
）
は
国
学
の
大
家
が
戯
れ
に
『
源

氏
』
に
欠
け
る
巻
を
補
お
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
り
、
『
狭
衣
』

同
様
に
様
々
な
検
討
に
値
す
る
で
あ
ろ
う
。

三
・
二

文
章
長
、

の
検
定

頭
子
音
行
、
母
音
列
に
よ
る
分
割
表

　
は
じ
め
に
『
源
氏
』
の
一
部
、
二
部
、
三
部
（
宇
治
）
及
び

『
狭
衣
』
の
文
章
の
長
さ
を
比
較
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
な
統
計
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量
が
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
文
数

狭源第第第
衣氏三二一
　　部部部

二
九
六

一
四
〇

二
〇
一

六
看一

禿

（
「
源
氏
」
は
三
部
を
合
算
し
た
も
の
）

平
均

話
⊥
ハ
一
八

六
〇
⊥
一
九
三

五
八
⊥
一
…

乗
・
四
九
八

六
八
・
O
皇

標
準
偏
差
変
異
係
数

豊
・
〇
七

四
八
・
七
四

異
・
七
〇

四
四
・
話

尭
⊥
三

ノ、

七
七
九

ノ、

0
ノ、

O 七
九

　
こ
こ
に
い
う
文
章
長
は
一
・
二
で
述
べ
た
原
則
に
従
っ
て
お
り
、

漢
字
等
の
扱
い
が
異
な
る
ゆ
え
単
純
に
比
較
で
き
な
い
が
、
参
考

ま
で
に
あ
げ
て
お
く
と
、
安
本
は
正
編
四
四
帖
の
文
章
長
平
均
を

約
五
五
字
、
宇
治
十
帖
の
そ
れ
を
約
六
十
字
と
し
、
ま
た
大
野
．

丸
谷
に
よ
る
と
い
わ
ゆ
る
a
系
列
（
紫
の
上
系
）
が
五
三
字
、
b

系
列
（
玉
髪
系
）
は
八
五
字
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
後
者
と
は
差

が
か
な
り
甚
だ
し
い
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
い
ず
れ
精
査
す
る

と
し
て
、
さ
し
あ
た
り
右
の
統
計
量
を
も
と
に
、
標
本
平
均
の
差

の
検
定
（
t
検
定
）
を
行
っ
て
み
る
と
、
『
源
氏
』
と
『
狭
衣
』

で
は
五
％
水
準
で
仮
説
が
棄
却
さ
れ
標
本
平
均
の
差
は
有
意
で
あ

る
と
な
る
の
に
対
し
、
源
氏
三
部
間
相
互
の
検
定
で
は
い
ず
れ
も

仮
説
保
留
の
結
果
と
な
る
。

　
次
に
『
源
氏
』
、
『
狭
衣
』
、
『
手
枕
』
の
音
節
文
字
デ
ー
タ
の
分

析
を
し
て
み
よ
う
。
五
十
音
図
の
形
で
網
羅
的
に
表
示
す
る
こ
と

は
、
紙
幅
の
関
係
上
不
可
能
で
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
ま
ず
二
．

二
節
同
様
、
『
源
氏
』
に
お
け
る
仮
名
分
布
を
グ
ラ
フ
で
示
し
、

次
に
観
測
度
数
を
頭
子
音
行
と
母
音
列
別
に
集
計
し
た
も
の
を
、

『
源
氏
』
一
二
一
二
各
部
及
び
そ
の
合
算
、
『
狭
衣
』
、
『
手
枕
』
の
順

に
表
の
形
で
示
す
こ
と
に
す
る
。
な
お
グ
ラ
フ
は
＝
一
三
部
合
算

値
に
基
づ
い
て
い
る
。
　
　
　
　
　
．

~~ '~"~~ ~~ ~; ht* )~,, )~,* nh nh ~; t~ ~~ 
~t ~~ ::I~ ~~ :j~ ~~ ~~ :I~ ~i :j~ ~"'1 ~?*~ ~l 
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（15）源氏物語・宇治十帖の作者問題
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雷
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数
が

　
頭
子
音
行
を
そ
れ
ぞ
れ
一
ク
ラ
ス
と
み
な
し
た
分
割
表
を
念
頭

に
お
い
て
、
ま
ず
『
源
氏
』
の
各
部
間
で
カ
イ
ニ
乗
一
様
性
検
定

を
行
っ
て
み
る
。
た
と
え
ぱ
第
一
部
と
第
二
部
の
頭
子
音
別
分
布

は
一
様
性
を
も
つ
、
と
す
る
帰
無
仮
説
を
た
て
、
有
意
水
準
五
％
、

自
由
度
一
五
と
し
て
、
検
定
統
計
量
を
算
出
す
る
と
二
丁
三
七

八
と
な
る
。
自
由
度
一
五
で
有
意
水
準
（
危
険
率
）
○
・
〇
五
及

び
○
・
〇
一
の
パ
ー
セ
ン
ト
点
は
そ
れ
ぞ
れ
二
四
・
九
九
五
八
、

三
〇
・
五
七
七
九
で
あ
り
、
検
定
統
計
量
は
こ
れ
よ
り
小
さ
な
値

ゆ
え
、
仮
説
は
保
留
さ
れ
る
。
同
様
に
第
一
部
と
第
三
部
（
宇
治

十
帖
）
、
第
二
部
と
第
三
部
に
つ
い
て
検
定
統
計
量
を
算
出
す
る
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と
、
そ
れ
ぞ
れ
＝
ハ
ニ
ニ
六
三
、
二
一
・
七
九
二
と
な
っ
て
、
い

ず
れ
も
一
様
性
仮
説
は
保
留
さ
れ
る
。
母
音
列
に
つ
い
て
も
第
一

部
と
第
二
部
、
第
一
部
と
第
三
部
、
第
二
部
と
第
三
部
の
順
に
検

定
統
計
量
は
そ
れ
ぞ
れ
四
・
〇
六
九
、
五
・
一
五
六
、
二
．
三
五

二
と
な
り
、
自
由
度
四
に
お
け
る
五
％
点
、
一
％
点
は
九
．
四
八
．

八
、
二
二
・
二
七
七
で
あ
る
か
ら
、
仮
説
は
保
留
さ
れ
、
こ
れ
ら

の
標
本
が
同
一
母
集
団
に
属
す
る
確
率
は
極
め
て
高
い
と
い
え
よ

う
。
む
ろ
ん
こ
の
こ
と
が
直
ち
に
『
源
氏
』
の
正
編
と
続
編
の
作

者
を
同
一
と
み
な
す
積
極
的
理
由
に
は
な
ら
な
い
が
、
少
な
く
と

も
別
人
で
あ
る
可
能
性
を
相
当
程
度
狭
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
ぜ
な
ら
同
様
の
方
法
で
先
に
あ
げ
た
諸
テ
キ
ス
ト
と
『
源

氏
』
の
音
節
文
字
分
布
の
一
様
性
検
定
を
行
う
と
、
い
ず
れ
も
本

文
お
よ
び
和
歌
の
頭
子
音
行
あ
る
い
は
母
音
列
の
分
布
が
『
源

氏
』
と
は
異
な
り
同
一
母
集
団
に
属
す
る
と
は
み
な
せ
な
い
結
果

を
示
す
か
ら
で
あ
る
。
引
用
関
係
を
指
摘
さ
れ
る
『
栄
花
』
巻
八

と
『
紫
式
部
日
記
』
の
場
合
に
も
一
様
性
仮
説
は
棄
却
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
『
源
氏
』
の
文
体
を
意
識
的
に
う
つ
し
た
と
も
思
わ
れ

る
『
狭
衣
』
と
『
手
枕
』
に
つ
い
て
の
み
、
頭
子
音
行
デ
ー
タ
と

母
音
列
デ
ー
タ
に
よ
る
『
源
氏
』
（
三
部
合
算
デ
ー
タ
）
と
の
一

様
性
検
定
の
結
果
を
明
示
し
、
こ
の
項
を
閉
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

す
な
わ
ち
『
狭
衣
』
の
場
合
、
頭
子
音
行
に
よ
る
分
割
表
で
は
検

定
統
計
量
が
三
六
・
七
九
七
（
自
由
度
一
五
）
と
な
り
有
意
水
準

五
％
、
一
％
、
○
・
一
％
と
も
仮
説
棄
却
と
な
る
が
、
母
音
列
で

は
一
一
・
五
二
四
（
自
曲
度
四
）
と
な
り
、
有
意
水
準
五
％
の
場

合
の
み
帰
無
仮
説
棄
却
と
な
る
。
更
に
詳
し
く
み
る
と
第
一
部
と

の
組
み
合
わ
せ
で
は
頭
子
音
行
、
母
音
列
と
も
仮
説
は
保
留
さ
れ
、

第
三
部
と
の
組
み
合
わ
せ
で
は
行
列
共
に
仮
説
棄
却
と
な
っ
て
、

『
狭
衣
』
か
『
源
氏
』
で
も
や
や
憂
愁
の
気
配
の
濃
い
「
宇
治
十

帖
」
よ
り
正
編
に
よ
り
近
い
こ
と
を
窺
わ
せ
て
い
る
。
『
手
枕
』

は
短
い
な
が
ら
完
結
し
た
巻
を
な
す
ゆ
え
、
抽
出
標
本
デ
ー
タ
と

単
純
に
比
較
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
が
、
母
音
列
の
分
割
表
に
よ

る
一
様
性
検
定
で
は
仮
説
が
保
留
さ
れ
、
頭
子
音
行
で
は
検
定
統

計
量
が
五
九
・
五
一
六
と
い
う
大
き
な
値
と
な
っ
て
仮
説
が
棄
却

さ
れ
る
。
五
％
点
の
み
な
ら
ず
〇
一
一
％
点
を
も
遥
か
に
越
え
る

こ
の
よ
う
な
値
で
の
仮
説
棄
却
は
作
者
問
題
の
判
定
に
か
な
り
決

定
的
な
論
拠
と
な
り
う
る
と
思
わ
れ
る
。

　
筆
者
は
ま
た
助
動
詞
お
よ
び
助
詞
の
意
味
．
機
能
の
変
遷
と
い

う
面
か
ら
の
分
析
を
試
み
つ
つ
あ
る
が
、
現
在
の
と
こ
ろ
助
動
詞

「
な
り
」
に
つ
い
て
は
『
源
氏
』
『
狭
衣
』
と
『
手
枕
』
の
問
に
顕

著
な
相
違
を
見
出
し
た
の
で
簡
単
に
報
告
し
て
お
き
た
い
。
「
な
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（17）源氏物語・宇治十帖の作者問題

り
」
に
は
古
く
は
動
詞
．
助
動
詞
の
終
止
形
を
う
け
る
伝
聞
・
推

定
の
「
な
り
」
（
第
四
類
）
と
、
体
言
お
よ
び
連
体
形
を
う
け
る

指
定
の
「
な
り
」
（
別
類
）
と
が
あ
り
、
時
代
と
と
も
に
前
者
は

衰
滅
し
後
者
が
も
。
ぱ
ら
と
な
る
が
、
『
源
氏
』
『
狭
衣
』
で
は
両

者
の
比
率
が
ほ
ぼ
一
対
十
程
度
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
手
枕
』
に

は
前
者
の
例
が
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
れ
と
同
様
の
標
識
語
を
一
段

と
増
や
し
、
ま
た
連
辞
の
分
布
そ
の
他
多
面
的
な
調
査
を
行
う
一

方
、
多
変
量
解
析
の
計
曇
言
語
学
的
応
用
の
可
能
挫
を
さ
ぐ
り
、

国
文
学
分
野
で
は
た
と
え
ぱ
『
和
泉
式
部
日
記
』
の
作
者
問
題
の

解
決
な
ど
に
多
少
と
も
寄
与
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ぱ
、
と
い
う
の

が
筆
者
の
希
望
で
あ
り
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

三
・
三
　
結
語

　
以
上
に
よ
っ
て
筆
者
は
、
音
節
文
字
か
な
の
頻
度
分
布
は
日
本

古
典
文
学
の
特
徴
を
か
な
り
の
程
度
う
き
ぼ
り
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
五
十
音
図
の
頭
子
音
行
別
、
母
音
列
別
の
頻
度
デ
ー
タ
は

文
体
の
差
異
を
検
証
す
る
一
つ
の
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
、
ま

た
『
源
氏
物
語
』
正
編
と
続
編
「
宇
治
十
帖
」
の
作
者
は
別
人
と

は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、
を
主
張
し
か
つ
論
証
し
た
。

（
1
）
　
『
源
氏
物
語
』
一
（
日
本
古
典
文
学
全
葉
二
一
、
校
注
・
訳

　
阿
部
秋
生
・
秋
山
度
・
今
井
源
衛
）
、
解
説
（
三
頁
）

（
2
）
　
「
文
体
統
計
に
よ
る
筆
者
推
定
　
　
源
氏
物
語
、
宇
治
十
帖
の

　
作
者
に
つ
い
て
－
」
（
『
心
理
学
評
論
』
一
九
五
八
・
二
）
、
「
現
代

　
の
文
体
研
究
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
語
』
一
〇
、
一
九
七
七
）

（
3
）
　
原
本
が
残
。
て
い
な
い
の
で
精
確
な
数
は
求
め
よ
う
が
な
い
が
、

　
固
有
名
詞
や
官
職
名
な
ど
を
除
い
て
大
体
百
余
り
の
漢
字
を
使
っ
て

　
い
る
の
で
は
な
い
か
と
推
定
さ
れ
る
。

（
4
）
　
『
古
事
記
』
序
（
日
本
古
典
文
学
大
系
一
、
倉
野
憲
司
・
武
田

　
祐
吉
校
注
）
四
九
頁

（
5
）
　
『
か
な
』
（
小
松
茂
美
）
三
七
頁

（
6
）
　
『
文
章
を
科
学
す
る
』
（
前
川
守
）
七
〇
頁

（
7
）
　
『
日
本
語
の
文
法
を
考
え
る
』
（
大
野
普
）
一
九
二
頁

（
8
）
　
『
紫
式
部
日
記
』
（
日
本
古
典
文
学
全
集
一
八
）
二
四
〇
頁

（
9
）
　
『
光
る
源
氏
の
物
語
』
（
大
野
普
・
丸
谷
才
一
）
上
一
五
頁

（
1
0
）
　
対
照
用
の
無
作
為
抽
出
標
本
は
次
の
よ
う
な
手
順
に
よ
ウ
た
。

手
元
に
あ
る
二
種
の
独
訳
本
の
う
ち
二
巻
本
の
マ
ネ
ソ
セ
版
の
頁
配

分
が
比
較
的
利
用
し
や
す
い
の
で
、
一
様
乱
数
表
に
よ
り
抽
出
す
べ

き
頁
番
号
を
定
め
、
次
に
そ
れ
と
対
応
す
る
『
源
氏
』
の
本
文
を
抜

き
出
し
て
標
本
と
し
た
。
勿
論
こ
ん
な
面
倒
な
手
続
き
は
実
は
不
要

　
で
、
乱
数
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
簡
単
に
得
ら
れ
る
の
だ
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）
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