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あ
り
、
こ
の
現
存
し
な
い
古
態
業
平
集
と
な
ん
ら
か
の
相
関
関
係
を
持
ち
な
が

ら
、
伊
勢
物
語
は
形
成
さ
れ
た
と
考
え
る
立
場
の
研
究
と
が
、
昭
和
四
十
年
代

か
ら
六
十
年
代
に
か
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
、
伊
勢
物
語
の
形
成
過
程
の
論

考
を
展
開
し
た
。

小
稿
は
こ
の
歌
集
が
先
か
物
語
が
先
か
と
い
う
伊
勢
物
語
の
成
立
論
に
対

し
、
い
さ
さ
か
の
疑
義
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

一

伊
勢
物
語
は
家
集
の
業
平
集
が
物
語
化
さ
れ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い

う
古
注
釈
以
来
の
考
え
方
を
、
論
と
し
て
提
出
し
、
伊
勢
物
語
の
成
立
に
関
す

る
研
究
の
魁
的
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
池
田
亀
鑑
と
い
え
よ
う
。
昭
和
三
十

五
年
、
池
田
亀
鑑
は
『
伊
勢
物
語
に
就
き
て
の
研
究
　
研
究
篇
』（
有
精
堂
刊
）

で
、
古
今
和
歌
集
の
資
料
は
粉
本
業
平
歌
集
で
あ
る
と
し
、
こ
の
業
平
集
が
伊

勢
物
語
の
骨
子
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
古
今
集
が

伊
勢
物
語
の
成
立
に
幾
多
の
素
材
を
提
供
し
た
と
論
じ
た
。
こ
の
池
田
亀
鑑
の

は
じ
め
に

伊
勢
物
語
を
研
究
す
る
場
合
、
そ
の
成
立
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
不

可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
点
で
、
他
の
多
く
の
平
安
文
学
作
品
の
研
究
と

異
な
る
特
色
を
持
つ
。

伊
勢
物
語
が
歌
集
か
ら
物
語
化
さ
れ
た
の
か
、
歌
が
た
り
が
も
と
に
な
っ
て

い
る
の
か
、
実
証
的
な
研
究
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
研
究
の
主
流
を
占

め
る
ま
で
議
論
が
活
発
化
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
昭
和
四
十
年
代
で
あ
る

と
言
え
よ
う
。
古
今
和
歌
集
成
立
以
前
の
、
古
今
集
の
編
纂
資
料
と
な
っ
た
業

平
集
は
現
存
せ
ず
、
古
今
集
所
収
の
業
平
関
係
歌
の
み
、
そ
の
詞
書
が
長
く
、

物
語
的
な
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
古
今
和
歌
集
が
業
平
関
係
歌
を
採

録
す
る
時
に
用
い
た
資
料
は
歌
が
た
り
を
淵
源
と
す
る
原
態
伊
勢
物
語
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
す
る
見
方
が
生
ま
れ
、
一
方
、
古
今
集
の
編
纂
に
あ
た
っ

て
、
編
者
達
が
資
料
に
し
た
の
は
歌
集
で
あ
り
、
物
語
で
は
な
い
と
否
定
す
る

立
場
か
ら
、
古
今
集
の
編
纂
資
料
に
用
い
ら
れ
た
の
は
歌
集
形
態
の
業
平
集
で

伊
勢
物
語
の
成
立
説
再
考

渡
　
邊
　
淳
　
子
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私
は
、
詞
書
と
作
者
名
を
提
示
し
、
和
歌
を
示
す
と
い
う
形
態
は
、
古
今
和

歌
集
撰
者
達
が
工
夫
の
果
て
に
創
り
出
し
た
、
言
わ
ば
古
今
集
ス
タ
イ
ル
と
い

う
べ
き
、
当
時
と
し
て
は
画
期
的
な
、
和
歌
の
提
示
ス
タ
イ
ル
だ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
考
え
る
。
古
今
集
の
編
纂
に
は
、
第
一
勅
撰
集
と
し
て
の
気
概
や
抱

負
、
工
夫
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
。
部
立
て
に
見
ら
れ
る
思
想
、
綿
密
な
和
歌
の

配
列
の
よ
る“

部‘

内
部
の
表
現
性
な
ど
、
検
討
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
様
々
な
工
夫

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
、
そ
の
緻
密
さ
に
圧
倒
さ
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
細
心
の
工
夫
を
凝
ら
し
た
古
今
和
歌
集
の
編
纂
に
お
い
て
、
和
歌
の
提
示
の

仕
方
に
関
し
て
は
、
工
夫
を
凝
ら
さ
ず
、
撰
歌
資
料
の
形
態
に
従
っ
た
と
い
う

こ
と
は
、
む
し
ろ
考
え
が
た
い
。

同
様
の
こ
と
は
、
万
葉
集
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
万
葉
集
の
和
歌
提
示
の
形

は
、
巻
第
十
六
の
「
有
由
縁
并
雑
歌
」
を
除
き
、
作
者
名
と
詠
歌
事
情
を
極
簡

潔
に
示
す
題
詞
と
和
歌
、
そ
れ
に
必
要
に
応
じ
て
、
和
歌
の
由
来
や
、
出
典
を

示
す
左
注
が
付
記
さ
れ
る
と
い
う
形
態
を
基
本
と
す
る
。

左
注
の
提
示
の
仕
方
も
、
例
え
ば
「
右
一
首
、
田
邊
史
福
麿
」（
四
〇
三
六

番
）
の
よ
う
に
作
者
名
を
記
す
の
み
の
も
の
、「
右
、
九
月
二
十
五
日
、
越
中

守
大
伴
宿
祢
家
持
遙
聞
弟
喪
感
傷
作
之
也
」（
三
九
五
九
番
）
の
よ
う
に
詠
歌

の
事
情
や
日
に
ち
等
を
加
え
て
示
す
も
の
の
、
内
容
的
に
は
主
に
二
通
り
に
区

分
で
き
る
が
、
示
す
よ
う
に
、
そ
の
提
示
の
仕
方
は
「
右
、
・
・
・
」
と
い
う

形
式
で
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
お
り
、
典
拠
の
家
集
の
形
態
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し

て
き
て
載
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
統
一
的
な
編
纂
意
図
に
基
づ
い
て
和
歌
が
掲

載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
古
今
集
よ
り
も
か
な
り
早
く
か
ら
、
勅
撰
集

論
を
踏
ま
え
て
、
福
井
貞
助
氏
は
昭
和
四
十
年
『
伊
勢
物
語
成
生
論
』（
有
精

堂
刊
）
を
著
わ
し
、
伊
勢
物
語
は
「
単
な
る
歌
集
の
延
長
で
は
な
く
」「
物
語

と
し
て
生
ま
れ
る
飛
躍
」
を
認
定
し
た
上
で
、
業
平
関
係
歌
段
を
中
核
に
し
て
、

古
今
集
や
後
撰
集
か
ら
ど
の
よ
う
に
和
歌
が
抽
出
さ
れ
、
伊
勢
物
語
が
成
長
し

て
行
っ
た
か
考
察
し
、
更
に
伊
勢
物
語
の
和
歌
の
配
列
に
は
歌
集
の
四
季
の
配

列
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
指
摘
さ
れ
て
、
そ
こ
に
伊
勢
物
語
の
も
と
と
な

っ
た
原
体
「
業
平
家
集
」
を
透
視
さ
れ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
片
桐
洋
一
氏
は
『
伊
勢
物
語
の
研
究
〔
研
究
篇
〕』（
明
治
書

院
　
昭
和
四
十
三
年
）
に
お
い
て
、「
作
品
と
し
て
残
る
」
伊
勢
物
語
に
「『
語

り
ご
と
』
の
類
」
と
の
「
根
本
的
相
違
」
を
認
め
つ
つ
も
、
歌
物
語
も
物
語
で

あ
る
以
上
、
口
誦
的
、
伝
承
的
和
歌
説
話
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
立

場
か
ら
、歌
集
の
詞
書
の
文
体
と
歌
物
語
の
文
体
の
本
質
的
相
違
を
指
摘
さ
れ
、

伊
勢
物
語
形
成
の
基
盤
は
歌
が
た
り
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。

歌
集
が
先
か
、
歌
が
た
り
が
原
態
か
こ
の
二
つ
の
立
場
に
基
づ
き
、
以
降
昭

和
五
十
年
代
、
六
十
年
代
に
か
け
て
様
々
な
生
成
論
が
提
示
さ
れ
た
。

と
こ
ろ
で
、
私
が
疑
義
を
提
示
し
た
い
の
は
、
平
安
初
期
ま
で
に
お
い
て
、

歌
集
、
就
中
「
家
集
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
に
、
そ
の
表
記
に
関

す
る
形
態
が
決
ま
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
今
和
歌
集
成
立
以
前
の
、
そ
の
撰
歌
資
料
と
な
っ
た
家
集
は
現
存
し
て
い

な
い
。
現
存
す
る
家
集
は
業
平
集
を
含
め
て
古
今
集
成
立
以
降
の
、
逆
に
、
古

今
集
な
ど
の
勅
撰
集
を
資
料
に
し
て
家
集
を
作
っ
た
、
い
わ
ば
二
次
的
な
も
の

で
あ
る
。
簡
単
な
詞
書
に
和
歌
と
い
う
ス
タ
イ
ル
の
家
集
も
多
い
。
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に
準
じ
る
も
の
の
編
纂
に
あ
た
っ
て
は
そ
の
掲
示
の
ス
タ
イ
ル
に
統
一
性
を
持

た
せ
る
と
い
う
意
識
は
確
立
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

古
今
和
歌
集
は
そ
の
成
立
後
千
年
に
も
わ
た
っ
て
和
歌
づ
く
り
の
手
本
、
特

に
、
勅
撰
集
を
編
纂
す
る
場
合
の
手
本
と
な
っ
て
い
く
ほ
ど
の
大
き
な
影
響
を

与
え
た
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
古
今
和
歌
集
の
詞
書
に
お
け
る
和
歌
の
掲
示
の
仕
方
か
ら
読
み
取
れ

る
編
纂
ス
タ
イ
ル
を
示
し
て
み
た
い
。

①
全
て
の
和
歌
は
詠
歌
事
情
を
詞
書
で
掲
示
す
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
読
人
し
ら
ず
の
和
歌
で
も
全
て
「
題
し
ら
ず
」
と
い
う
詞
書
、
つ

ま
り
詠
歌
事
情
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
内
容
で
掲
示
す
る
こ
と
を
基
本
に
し

て
い
る
。

②
一
首
一
首
の
和
歌
の
情
感
や
意
味
合
い
に
つ
い
て
読
み
手
の
関
心
や
意
識
を

ひ
き
つ
け
た
い
時
は
、
例
え
ば
、

ふ
る
年
に
春
た
ち
け
る
日
よ
め
る
　
　
　
　
　
　
在
原
元
方

１
　
年
の
う
ち
に
春
は
来
に
け
り
ひ
と
と
せ
を
去
年
と
や
い
は
む
今
年
と
や

い
は
む寛

平
の
御
時
、
蔵
人
所
の
男
ど
も
、
嵯
峨
野
に
花
見
む
と
て
ま
か

り
た
り
け
る
時
、
帰
る
と
て
み
な
歌
よ
み
け
る
つ
い
で
に
よ
め
る

平
貞
文

二
三
九
　
花
に
あ
か
で
な
に
帰
る
ら
む
女
郎
花
お
ほ
か
る
野
辺
に
寝
な
ま
し
も

の
を

の
よ
う
に
、
い
つ
、
ど
ん
な
事
情
の
下
で
詠
ま
れ
た
和
歌
で
あ
る
か
を
「
よ
め

る
」
と
い
う
一
人
称
的
言
い
方
で
掲
示
す
る
こ
と
を
基
本
の
ス
タ
イ
ル
に
し
て

い
る
。

③
一
首
一
首
の
和
歌
よ
り
も
、
複
数
の
和
歌
総
体
で
、
例
え
ば
、
季
節
の
情
感

や
恋
の
情
感
を
表
出
す
る
こ
と
に
編
集
意
図
を
置
く
場
合
は
、「
題
し
ら
ず
」

と
一
つ
の
詞
書
の
も
と
に
複
数
の
和
歌
を
グ
ル
ー
プ
で
掲
載
す
る
か
、「
桜

の
散
る
を
よ
め
る
」（
八
六
番
）
の
よ
う
に
、
詞
書
を
極
力
簡
潔
に
示
す
に

止
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
詞
書
で
詠
歌
事
情
を
示
す
と
い
う
基
本
方
針
に
は

準
ず
る
が
、
詞
書
の
詠
歌
事
情
に
読
者
の
関
心
が
あ
ま
り
惹
き
付
け
ら
れ
な

い
よ
う
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
編
者
達
の
工
夫
が
読
み
取
れ
る
。

恋
の
部
の
和
歌
の
殆
ど
は
こ
の
③
の
方
法
で
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
恋
の
部

が
、
一
首
の
秀
歌
を
掲
示
す
る
よ
り
、
和
歌
の
配
列
全
体
か
ら
浮
か
び
上
が

る
恋
の
情
感
と
い
う
も
の
を
新
た
に
再
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
編
者
達
の

意
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
。

④
歌
合
わ
せ
の
和
歌
は
一
つ
の
詞
書
の
も
と
で
複
数
歌
グ
ル
ー
プ
で
掲
載
し
て

い
る
。

大
ま
か
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
よ
う
な
統
一
的
編
纂
ス
タ
イ
ル
を
指
摘
す
る

こ
と
が
出
来
る
。

私
は
、
こ
の
編
纂
ス
タ
イ
ル
は
、
古
今
和
歌
集
の
編
纂
者
達
が
創
り
出
し
た

ス
タ
イ
ル
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。
当
時
の
私
家
集
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

が
、
古
今
集
編
者
た
ち
は
当
時
の
私
家
集
の
和
歌
の
掲
示
の
仕
方
の
一
般
に
習

っ
て
古
今
集
に
お
い
て
和
歌
を
掲
載
、
配
列
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
先
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歌
を
お
話
風
に
ア
レ
ン
ジ
し
て
書
き
つ
け
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
私
家
集
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
片
桐
洋
一
氏
は
歌
が
た
り
と
歌
物
語
の
共
通
性

を
検
討
さ
れ
て
「
歌
物
語
が
文
字
化
さ
れ
ず
に
、
い
わ
ば
口
誦
文
芸
と
し
て
実

際
に
生
き
て
い
た
段
階
を
『
歌
が
た
り
』
と
い
う
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
考
え

ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
（
注
１
）

」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
し
て
、
そ
れ
は
そ
の
通

り
で
あ
る
と
言
え
よ
う
が
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
当
時
の
私
家
集
は
物
語
り
的
文

体
を
持
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
、
私
家
集
の
文
体
と
、
物
語
の
文
体
と
を
区
別

し
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
果
た
し
て
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。「
歌
集
の
文
体

は
あ
く
ま
で
和
歌
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
物
語
の
文
体
は
人
物
の
事

績
を
伝
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
相
違
は
厳
と
し
て
存
在
し
、
両
者
を

混
同
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
（
注
２
）

」
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
片

桐
氏
が
古
今
集
の
詞
書
の
文
体
と
、
平
安
朝
の
物
語
の
文
体
と
を
比
較
し
て
得

ら
れ
た
判
断
で
あ
っ
て
、
小
稿
で
述
べ
て
来
た
よ
う
に
、「
歌
を
伝
え
る
た
め

の
文
体
」
と
い
う
歌
集
の
文
体
を
確
立
し
た
の
は
古
今
和
歌
集
の
編
者
達
で
あ

り
、
当
時
の
私
家
集
に
お
い
て
は
統
一
的
な
歌
集
の
文
体
は
、
ま
だ
確
立
さ
れ

て
い
ず
、
ま
た
、
そ
う
し
た
統
一
的
な
形
式
、
文
体
に
倣
う
な
ど
と
い
う
発

想
・
意
識
は
ま
だ
無
く
自
由
に
記
述
さ
れ
て
い
た
と
す
る
な
ら
ば
、
古
今
集
の

前
に
古
今
集
の
編
纂
資
料
に
な
っ
た
、
語
り
の
要
素
を
多
分
に
備
え
た
私
家
集

と
し
て
の
業
平
集
の
存
在
も
十
分
に
想
定
可
能
と
な
っ
て
来
る
。
そ
れ
は
業
平

歌
集
か
ら
伊
勢
物
語
形
成
へ
と
い
う
直
接
的
関
係
を
再
検
討
す
る
視
座
の
必
要

性
も
改
め
て
提
示
す
る
こ
と
に
な
る
と
思
う
。

に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
細
心
の
工
夫
を
凝
ら
し
て
お
り
、
そ
れ
は
詞
書
の
文
体

に
も
必
ず
及
ん
だ
と
考
え
る
。
②
に
示
し
た
詠
歌
事
情
を
「
・
・
・
よ
め
る
」

と
一
人
称
に
し
て
示
す
文
体
は
、
古
今
集
の
編
纂
者
が
考
案
し
た
文
体
で
あ
っ

た
と
私
は
考
え
た
い
。

そ
れ
で
は
、
逆
に
、
当
時
の
私
家
集
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
を
有
し
て
い
た

か
、
そ
れ
は
ば
ら
ば
ら
、
和
歌
だ
け
羅
列
し
た
の
も
あ
れ
ば
、
か
な
り
詳
し
い

詠
歌
事
情
と
共
に
和
歌
を
掲
示
す
る
も
の
、
そ
の
書
き
方
も
、
万
葉
集
的
な

「
・
・
・
の
歌
一
首
」
と
い
う
書
き
方
、「
・
・
・
し
け
れ
ば
」
と
い
う
書
き
方
、

題
詞
や
詞
書
の
よ
う
に
和
歌
の
前
に
示
す
の
で
は
な
く
、
左
注
形
式
で
後
に
示

す
も
の
、
ば
ら
ば
ら
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古

今
編
纂
者
達
は
、
勅
撰
和
歌
集
編
纂
と
い
う
栄
え
あ
る
事
業
へ
の
誇
り
を
込
め

て
後
々
ま
で
の
手
本
と
な
る
よ
う
な
統
一
的
和
歌
の
掲
示
ス
タ
イ
ル
を
創
り
出

し
た
し
た
の
だ
と
思
う
。
そ
う
し
た
私
家
集
の
中
に
は
か
な
り
物
語
性
を
帯
び

た
も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
日
だ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
の
作
品
に
文
体
、
表
現
、
形
式
と
い
う
点
で
の
統

一
性
を
も
た
せ
る
と
い
う
発
想
は
常
識
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
平
安
朝

初
期
に
お
い
て
、
統
一
的
文
体
と
か
、
編
纂
と
か
と
い
う
よ
う
な
意
識
は
私
家

集
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
自
分
の
和
歌
も
、
贈
答
相
手
の
和
歌
も
、
気
に
入

っ
た
も
の
で
あ
れ
ば
他
人
の
和
歌
も
、
歌
が
た
り
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
和
歌
も

書
き
留
め
る
、
そ
の
よ
う
う
な
自
由
な
形
態
が
、
当
時
の
私
家
集
の
殆
ん
ど
で

は
な
か
っ
た
か
と
私
は
考
え
る
。
中
に
は
、
歌
が
た
り
の
和
歌
の
み
で
編
ん
だ

も
の
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
歌
が
た
り
の
場
で
自
分
や
親
族
の
和
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二
古
今
集
所
載
の
業
平
関
係
歌
に
は
確
か
に
長
い
物
語
的
な
詞
書
が
つ
い
て
い

る
。
そ
の
詞
書
に
は
、
例
え
ば
「
正
月
の
十
日
余
に
な
む
」（
七
四
七
番
）
の

よ
う
に
「
な
む
」
と
い
う
「
語
る
文
体
」
が
存
在
す
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
論

拠
に
、
古
今
集
の
編
者
が
業
平
歌
の
収
録
に
あ
た
っ
て
は
業
平
の
歌
集
で
は
な

く
、
歌
が
た
り
を
記
述
し
た
も
の
を
用
い
た
と
限
定
し
て
捉
え
る
こ
と
に
は
問

題
が
あ
ろ
う
。
平
安
後
期
に
至
っ
て
も
伊
勢
物
語
を
『
在
五
中
将
日
記
』
と
呼

ん
だ
り
、
和
泉
式
部
日
記
を
『
和
泉
式
部
物
語
』
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
っ
た
り
と
、

作
品
に
は
複
数
の
捉
え
方
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、
平
安
後
期
で
も
作
品

の
ジ
ャ
ン
ル
と
い
う
よ
う
な
発
想
、
こ
の
分
野
の
作
品
は
こ
う
い
う
文
体
で
な

く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な
発
想
は
、
そ
れ
ほ
ど
厳
密
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
よ
う
。
ま
し
て
や
、
平
安
初
期
に
お
い
て
、
語
る
文

体
は
歌
集
の
詞
書
に
は
用
い
な
い
と
い
う
厳
格
な
使
い
分
け
意
識
が
あ
っ
た
と

は
考
え
に
く
い
。

先
の
古
今
集
の
編
纂
ス
タ
イ
ル
に
は
取
り
上
げ
な
か
っ
た
が
、
古
今
集
を
見

て
ゆ
く
と
、
自
分
た
ち
の
勅
撰
和
歌
集
の
ス
タ
イ
ル
を
構
築
し
よ
う
と
す
る
編

者
た
ち
の
強
い
思
い
と
共
に
、
必
要
に
応
じ
て
、
編
纂
資
料
の
形
、
内
容
を
な

る
べ
く
生
か
そ
う
と
す
る
姿
勢
も
窺
が
え
る
。

安
倍
仲
麿
の
四
〇
六
番
歌
「
天
の
原
ふ
り
さ
け
見
れ
ば
春
日
な
る
」
は
、
そ

の
詠
歌
事
情
を
左
注
と
い
う
形
で
掲
載
し
て
い
る
。
仲
麿
は
言
う
ま
で
も
な
く

奈
良
時
代
の
人
物
で
あ
る
。
因
み
に
、
貞
応
元
年
十
一
月
二
十
日
の
奥
書
を
も

つ
定
家
本
を
底
本
と
し
た
古
典
文
学
全
集
本
の
古
今
和
歌
集
で
左
注
の
つ
け
ら

れ
た
和
歌
は
三
十
一
首
あ
る
が
、
左
注
の
内
容
を
分
類
す
る
と
、「
こ
の
歌
、

あ
る
人
の
い
は
く
、
柿
本
人
麿
が
な
り
」
と
い
う
よ
う
に
、「
読
人
し
ら
ず
」

で
掲
載
し
た
和
歌
の
作
者
に
つ
い
て
の
異
伝
を
示
す
も
の
（
全
部
で
十
六
首
）、

「
又
は
、『
飛
鳥
川
も
み
ぢ
葉
な
が
る
』」
な
ど
の
よ
う
に
、
和
歌
の
一
部
の
言

葉
の
異
伝
を
示
す
も
の
（
三
首
）、
和
歌
の
詠
ま
れ
た
事
情
を
示
す
も
の
（
六

首
）、「
神
遊
び
の
歌
」
の
部
で
、
そ
の
歌
の
国
名
を
示
す
も
の
（
六
首
）
の
、

四
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
出
来
、
そ
の
左
注
の
つ
け
ら
れ
た
和
歌
の
殆
ん
ど
が
、

編
者
の
時
代
よ
り
古
い
、「
読
人
し
ら
ず
」
の
伝
承
歌
で
あ
る
と
言
え
る
。
古

い
歌
に
つ
け
ら
れ
た
左
注
の
全
て
が
古
今
集
成
立
時
に
既
に
付
け
ら
れ
て
い
た

も
の
か
、
後
か
ら
の
書
き
加
え
か
ど
う
か
、
安
易
に
判
断
す
べ
き
で
は
な
い
が
、

四
〇
六
番
の
仲
麿
歌
が
そ
の
典
型
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
特
に
歌
が
詠
ま
れ
た

事
情
を
示
す
左
注
は
古
今
集
成
立
時
に
は
付
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
方
が
内
容

的
に
自
然
で
あ
る
。
万
葉
集
に
は
左
注
が
多
く
付
け
ら
れ
て
い
る
。
当
時
の
歌

集
に
は
、
左
注
を
つ
け
て
和
歌
を
示
す
と
い
う
形
態
の
も
の
が
多
か
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
万
葉
集
で
は
最
終
的
に
、
そ
の
よ
う
な
編
集
形
態
が
採
用

さ
れ
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
古
今
集
で
左
注
が
つ
け
ら
れ
た

和
歌
は
、
編
者
達
が
任
意
に
左
注
と
い
う
形
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
資
料
の

形
態
を
踏
襲
し
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

業
平
歌
の
収
録
に
際
し
て
も
、
編
者
は
業
平
家
集
の
形
態
を
踏
襲
し
た
と
言

え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
理
由
は
編
者
達
が
業
平
歌
に
対
し
て
「
そ
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い
だ
ろ
う
か
。

伊
勢
物
語
の
生
成
過
程
を
考
え
る
時
、
古
今
和
歌
集
の
業
平
歌
の
詞
書
の
特

性
を
手
掛
り
に
し
て
、
歌
が
た
り
か
ら
物
語
が
形
成
さ
れ
た
と
見
な
す
か
、
詞

書
か
ら
物
語
り
へ
と
創
り
か
え
ら
れ
た
と
考
え
る
か
、
見
過
ご
せ
な
い
重
要
な

視
点
だ
と
は
思
う
が
、
古
今
集
の
業
平
歌
の
詞
書
の
形
や
文
体
を
根
拠
に
伊
勢

物
語
の
始
発
と
し
て
歌
が
た
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
、以
上
見
て
来
た
よ
う
に
、

詞
書
か
ら
の
伊
勢
物
語
へ
の
展
開
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

歌
が
た
り
を
伊
勢
物
語
の
ま
さ
し
く“

淵
源‘

と
し
て
捉
え
る
の
は
基
本
で
あ

ろ
う
。
同
時
に
、
よ
り
直
接
的
に
は
歌
集
か
ら
の
展
開
生
成
を
想
定
す
る
こ
と

は
十
分
可
能
な
の
で
あ
る
。
詞
書
の
「
示
す
文
体
」
を
「
語
る
文
体
」
に
直
す

こ
と
、
又
そ
の
反
対
も
、
当
時
の
、
和
歌
を
様
々
な
方
法
で
享
受
し
楽
し
ん
だ

人
々
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
い
づ

れ
か
の
論
を
立
て
て
、
一
方
を
否
定
し
て
生
成
論
を
考
察
す
る
と
い
う
捉
え
方

に
は
、
い
ま
だ
問
題
が
残
る
と
考
え
る
。

補
注

（
１
）
片
桐
洋
一
氏
著
『
伊
勢
物
語
の
研
究
』
第
一
篇
第
二
章
「
歌
物
語
の
淵
源
と
歌
語

り
」（
明
治
書
院
）
よ
り
引
用
。

（
２
）
同
書
第
一
篇
第
一
章
「
歌
物
語
の
基
本
形
式
」
よ
り
引
用
。

の
心
余
て
、
詞
た
ら
ず
」
と
受
け
止
め
て
い
た
こ
と
が
、
最
大
の
原
因
だ
と
考

え
る
。
自
分
た
ち
が
創
出
し
た
和
歌
の
掲
示
方
法
や
文
体
に
当
て
嵌
め
て
詞
書

を
書
き
換
え
る
よ
り
、
極
力
そ
の
ま
ま
で
示
し
た
方
が
、
業
平
の
和
歌
の
心
を

よ
り
良
く
伝
え
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
長
い
詞
書
を
持
つ

和
歌
は
業
平
歌
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
業
平
以
外
の
和
歌
で
、
詞
書

が
、全
集
本
で
三
行
以
上
の
行
数
を
も
っ
て
示
さ
れ
る
和
歌
は
ざ
っ
と
数
え
て
、

四
十
一
首
あ
る
。（
こ
の
中
に
は
実
際
は
二
行
半
く
ら
い
の
も
の
も
含
め
て
い

る
。）

こ
の
こ
と
も
編
者
達
が
必
要
性
を
感
じ
れ
ば
、
資
料
の
形
態
を
生
か

す
方
法
も
用
い
た
こ
と
を
想
定
す
る
傍
証
に
な
る
と
思
う
。

現
存
最
古
の
歌
合
に
『
在
民
部
卿
家
歌
合
』
が
あ
る
。
業
平
の
兄
行
平
が
催

し
た
歌
合
で
あ
り
、
こ
の
歌
合
の
時
期
に
は
業
平
は
既
に
没
し
て
い
る
が
、
平

安
初
期
貴
族
の
私
邸
で
は
、
歌
合
の
よ
う
な
正
式
な
形
態
を
持
つ
も
の
で
は
な

く
て
も
、
和
歌
を
享
受
す
る
私
的
な
色
々
な
催
し
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
自
分
た
ち
が
競
い
合
っ
て
作
っ
た
和
歌
を
披
露
し
、
み

ん
な
で
評
価
す
る
場
合
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
大
和
物
語
の
「
生
田
川
」
の

段
の
よ
う
に
、
伝
承
歌
を
女
房
た
ち
が
集
ま
っ
て
享
受
し
、
そ
れ
に
新
し
い
和

歌
や
話
を
付
け
加
え
て
楽
し
む
こ
と
も
行
わ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う

場
所
に
業
平
も
出
入
り
し
て
自
分
の
和
歌
を
披
露
し
、
み
ん
な
で
評
価
し
な
が

ら
詠
歌
事
情
を
色
々
と
ア
レ
ン
ジ
し
て
楽
し
み
、
そ
れ
を
私
家
集
と
し
て
書
き

留
め
た
と
い
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
。
業
平
の
周
り
に
は
、
行
平
家
の
よ

う
な
和
歌
を
積
極
的
に
享
受
す
る
場
が
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。
そ
う
し
て
出
来
上

が
っ
た
業
平
集
を
業
平
歌
の
採
録
に
際
し
て
古
今
編
者
達
は
用
い
た
の
で
は
な




