
「
覚
勝
院
抄
」
の
諸
本
を
ど
の
よ
う
に
分
類
す
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
野
村
精
一
氏
と
岩
坪
健
氏
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
試
案
が

提
示
さ
れ
て
き
た
が
、
本
稿
で
は
竹
苞
楼
本
を
元
に
し
た
諸
本
の
分
析
を
通
じ
て
新
た
な
問
題
提
起
を
試
み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
。
な
お

報
告
九
十
五
’
二
で
些

析
結
果
を
報
告
す
る
。

「
覚
勝
院
抄
』
の
断
簡
（
以
後
、
竹
苞
楼
本
と
仮
称
）
が
発
見
さ
れ
た
の
は
、
平
成
二
三
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
奈
良
大
学
の
永
井
一

彰
教
授
が
、
寛
延
年
間
の
創
業
と
い
う
京
都
の
古
書
騨
竹
苞
楼
が
所
蔵
し
て
い
た
版
木
約
二
五
○
○
枚
と
そ
の
仕
入
簿
等
を
調
査
・
分
析

し
、
板
木
台
帳
の
紙
背
か
ら
幻
巻
の
後
半
部
と
匂
兵
部
卿
巻
の
全
冊
、
丁
数
に
す
れ
ば
約
三
五
丁
分
に
相
当
す
る
資
料
を
発
見
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
し
て
教
授
の
御
厚
意
も
あ
っ
て
、
本
研
究
所
で
は
こ
れ
ま
で
二
度
に
わ
た
っ
て
こ
の
資
料
の
紹
介
を
行
っ
て
き
た
。
即
ち
調

査
報
告
九
十
五
で
は
永
井
教
授
に
よ
る
当
該
板
木
台
帳
の
解
説
や
発
見
の
経
緯
を
冠
し
て
、
竹
苞
楼
本
の
書
誌
と
影
印
を
紹
介
し
、
調
査

注
（
１
）

報
告
九
十
五
’
二
で
は
竹
苞
楼
本
の
翻
刻
と
諸
本
校
異
を
発
表
し
た
。
今
回
は
こ
れ
ら
の
結
び
と
し
て
、
当
該
資
料
の
本
文
に
関
す
る
分

調
査
報
告
九
十
五
’
三

新
出
資
料
竹
苞
楼
旧
蔵
板
木
台

「
覚
勝
院
抄
（
断
簡
こ
解
題

ｌ
覚
勝
院
抄
系
統
論
へ
の
新
提
言
Ｉ

I

北
月

上
野
英
子
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『
覚
勝
院
抄
」
以
前
の
注
釈
書
は
、
物
語
本
文
の
問
題
と
な
る
箇
所
を
抜
き
出
し
て
掲
出
語
（
見
出
し
語
）
と
し
、
そ
れ
に
注
を
付
け

て
い
く
の
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
こ
の
よ
う
な
形
式
の
注
釈
書
を
利
用
す
る
た
め
に
は
、
利
用
者
（
読
者
）
側
で
も
別
途
源
氏
物

語
の
本
文
を
用
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
、
印
刷
技
術
が
導
入
さ
れ
な
い
、
写
本
の
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
読
者
側
で
用
意
し

た
物
語
本
文
と
注
釈
言
が
依
拠
し
た
物
語
本
文
と
が
同
一
で
あ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
齪
歸
が
生
じ
た
ろ
う
こ
と
は
容

易
に
想
像
が
付
く
。
そ
れ
だ
け
に
、
注
釈
言
と
物
語
本
文
と
を
一
体
化
さ
せ
た
『
覚
勝
院
抄
」
の
試
み
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
極
め
て
画

期
的
な
方
法
だ
っ
た
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
本
書
が
、
三
条
西
家
の
注
釈
を
集
成
し
た
源
氏
物
語
の
テ
キ
ス
ト
と
も
、
あ

る
い
は
物
語
本
文
を
伴
っ
た
三
条
西
家
の
注
釈
集
成
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
所
以
で
あ
る
。

安
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
〔

室
町
末
期
に
成
立
し
た
「
覚
勝
院
抄
」
は
、
源
氏
物
語
の
全
て
の
本
文
を
掲
げ
て
、
そ
こ
に
三
条
西
家
の
諸
注
を
配
し
た
資
料
で
あ

る
。
物
語
と
注
釈
と
を
併
せ
持
っ
た
資
料
は
、
『
眠
江
入
楚
』
や
松
永
貞
徳
監
修
後
の
『
万
水
一
露
」
、
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
『
湖

月
抄
」
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
が
、
『
覚
勝
院
抄
』
の
成
立
は
こ
れ
ら
に
先
ん
じ
る
。
同
耆
巻
頭
に
「
時
代
寛
弘
初
造
出
之
康
和
流
布

〔
寛
弘
ヨ
リ
文
明
十
年
迄
百
八
十
余
年
也
／
然
者
元
亀
マ
デ
ハ
五
百
七
十
四
歳
城
〕
」
と
あ
り
、
こ
の
元
亀
二
年
（
一
五
七
一
）
を
も
っ
て
成
立
の
目

本
稿
で
用
い
る
『
覚
勝
院
抄
」
の
本
文
異
同
に
関
す
る
丁
数
や
通
し
番
号
は
、
調
査
報
告
九
十
五
Ｉ
二
で
発
表
し
た
翻
刻
の
丁
数
や
校
異

楠
の
通
し
番
号
を
踏
襲
し
た
。
こ
れ
は
異
同
の
発
生
場
所
を
端
的
に
明
示
す
る
た
め
の
処
理
で
あ
り
、
併
せ
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
あ
る
。

（
｜
）
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さ
て
か
か
る
「
覚
勝
院
抄
」
の
諸
伝
本
は
、
端
本
を
含
め
て
現
在
一
九
種
ほ
ど
確
認
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
分
類
し

系
統
づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
野
村
精
一
氏
と
岩
坪
健
氏
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
な
案
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
両
者
は
、
諸
伝
本

を
三
つ
に
大
別
し
た
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
に
ど
の
本
を
配
す
る
か
と
い
っ
た
振
り
分
け
方
に
つ
い
て
は
一
致
し
て
い
る
も

注
（
２
）

の
の
、
三
つ
の
群
の
位
置
づ
け
と
名
称
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。

野
村
説
に
よ
れ
ば
、
箒
木
巻
に
あ
る
大
量
の
青
・
朱
呈
書
き
入
れ
注
を
は
じ
め
と
し
て
、
様
々
な
書
き
入
れ
を
有
す
る
穗
久
邇
本
は

「
単
な
る
耆
本
を
傍
ら
に
置
い
て
の
一
回
的
な
書
写
に
と
ど
ま
ら
ぬ
、
積
層
し
た
書
写
過
程
を
示
」
し
て
お
り
、
「
原
初
的
性
格
」
を
有
す

る
も
っ
と
も
古
い
初
期
稿
本
で
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
か
か
る
穂
久
邇
本
を
厳
密
に
引
き
写
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
の
が
宝
永
二
年
の
国

会
本
と
万
治
奥
書
本
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
本
を
〈
初
期
稿
本
系
グ
ル
ー
プ
〉
と
一
括
、
こ
れ
に
対
し
て
「
稿
本
性
よ
り
も
む
し
ろ
証
本

な
い
し
定
本
と
し
て
整
序
し
よ
う
と
す
る
意
識
」
で
耆
写
さ
れ
た
の
が
〈
流
布
通
行
本
系
グ
ル
ー
プ
〉
で
あ
り
、
更
に
近
世
国
学
者
な
ど

が
「
湖
月
抄
』
や
『
玉
の
小
櫛
」
等
の
新
注
類
ま
で
も
独
自
に
書
き
加
え
た
も
の
が
〈
後
期
増
補
本
グ
ル
ー
プ
〉
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

但
し
こ
の
野
村
説
は
、
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
は
何
も
言
及
し
て
い
な
い
。
〈
初
期
稿
本
系
〉
を
「
原
態
」
と
は
表

現
し
た
が
「
原
本
」
と
明
言
し
た
わ
け
で
も
な
い
し
、
〈
流
布
通
行
本
系
グ
ル
ー
プ
〉
〈
後
期
増
補
本
グ
ル
ー
プ
〉
の
耆
本
に
関
し
て
も
、

「
（
通
行
本
グ
ル
ー
プ
の
特
色
は
Ｉ
稿
者
注
）
箒
木
巻
の
青
呈
書
き
入
れ
な
ど
の
第
一
群
三
本
に
共
通
す
る
特
色
を
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と

’
の
の
、

【
表
１
－

野
村
説

従
来
説
の
対
照

穗
久
邇
本
系

流
布
通
行
本
系

後
期
増
補
本
類

岩
坪
説

－25()－
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そ
こ
で
初
め
に
、
本
稿
で
の
立
場
を
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
本
稿
の
目
的
は
、
新
出
資
料
で
あ
る
竹
苞
楼
本
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文
が

『
覚
勝
院
抄
』
諸
本
の
中
で
如
何
な
る
位
相
を
占
め
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
が
板
木
台
帳
の
裏
紙
か
ら
発
見
さ
れ
た

竹
苞
楼
本
は
、
「
幻
巻
」
後
半
の
一
部
と
「
匂
宮
」
巻
の
み
の
零
本
で
あ
っ
た
。
問
題
の
発
端
は
こ
こ
に
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
〈
初
期
槁
本
系
グ
ル
ー
プ
〉
な
い
し
〈
穗
久
邇
本
系
〉
の
特
色
で
あ
る
と
こ
ろ
の
冑
呈
書
き
入
れ
注
（
所
謂
「
三
大
」

の
肩
付
き
を
有
す
る
書
き
入
れ
注
）
は
、
『
覚
勝
院
抄
」
の
前
半
の
巻
に
こ
そ
見
ら
れ
る
も
の
の
、
「
幻
」
「
匂
宮
」
に
な
る
と
ど
の
諸
本

一
方
、
岩
坪
圭

能
性
に
つ
い
て
皿

基
本
形
に
「
後
Ⅲ

〈
後
期
増
補
本
輻

い
え
る
だ
ろ
う
。

で
坐
め
ｈ
／
、

寸
Ｊ
ｖ
兄
十
生
、

十
ｍ
’
’
三
口
１
曲
Ｖ

で
子
め
ブ
匂
。

そ
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
（

の
『
覚
勝
院
抄
』
の
世
界
で
あ
う

て
『
覚
勝
院
抄
』
本
来
の
も
の
《

う
と
し
て
い
る
分
類
論
か
、
聿
見

に
基
づ
く
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

岩
坪
説
で
は
、
穗
久
邇
本
を
「
諸
本
の
中
で
は
当
本
の
書
写
が
最
も
古
」
い
と
は
す
る
も
の
の
、
穗
久
邇
本
が
原
本
で
あ
る
可

い
て
は
完
全
に
こ
れ
を
否
定
さ
れ
た
。
そ
し
て
『
覚
勝
院
抄
」
の
基
本
形
は
あ
く
ま
で
も
〈
流
布
通
行
本
系
〉
に
あ
り
、
こ
の

「
後
人
が
青
・
朱
注
を
加
え
た
も
の
」
が
く
穗
久
邇
本
系
〉
の
三
本
で
あ
り
、
諸
人
が
「
後
世
の
注
釈
書
を
引
い
た
」
も
の
が

畑
本
類
〉
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
岩
坪
説
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
群
の
成
立
関
係
に
関
す
る
具
体
像
が
、
初
め
て
提
示
さ
れ
た
と

そ
の
余
に
つ
い
て
は
、
．
：
大
略
形
式
的
に
（
初
期
槁
本
系
と
ｌ
稿
者
注
）
一
致
を
見
る
」
と
言
及
す
る
程
度
で
あ
る
。
か
か
る
野

い
う
な
れ
ば
『
覚
勝
院
抄
」
の
諸
伝
本
を
特
色
に
応
じ
て
三
つ
の
群
に
わ
け
、
各
群
の
特
色
を
抽
出
し
て
み
せ
た
も
の
の
よ
う

て
お
き
た
い
の
は
、
野
村
説
が
、
穗
久
邇
文
庫
本
の
吉
睾
書
き
入
れ
も
近
世
国
学
者
ら
に
よ
る
増
注
も
「
総
体
と
し
て

の
世
界
で
あ
る
」
と
包
括
的
に
把
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
岩
坪
説
で
は
、
基
本
形
に
付
加
さ
れ
た
後
人
注
記
は
す
べ

本
来
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
の
相
違
は
、
本
文
史
の
動
態
を
学
と
し
て
対
象
化
し
よ

類
論
か
、
言
承
関
係
を
前
提
と
し
た
書
誌
学
的
処
理
に
基
づ
い
て
の
本
文
系
統
論
か
、
と
い
う
両
者
の
立
脚
点
の
相
違
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よ
っ
て
竹
苞
楼
本
の
場
合
、
青
睾
書
き
入
れ
注
の
有
無
や
、
後
代
書
き
入
れ
の
有
無
に
よ
っ
て
分
類
し
た
従
来
の
論
を
そ
の
ま
ま
あ
て

は
め
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
諸
本
を
一
列
に
並
べ
、
本
文
異
同
を
通
じ
て
の
分
析
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
。
だ
が
そ
れ
が
幸
い
し

た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
作
業
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
っ
て
、
本
稿
の
最
後
に
も
う
一
度
『
覚
勝
院
抄
』
諸
本
の
分
類
問
題
へ
と
立

ち
戻
り
た
い
。

に
も
存
在
し
な
く
な
『

た
常
磐
松
本
だ
が
、
蒔

く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

竹
苞
楼
本
の
翻
刻
を
掲
載
し
た
前
号
の
報
告
書
で
は
、
翻
刻
の
下
に
一
表
２
－
に
示
す
二
本
と
の
校
異
も
記
し
て
お
い
た
。
こ
の
な

か
の
九
州
大
学
図
書
館
本
は
野
村
・
岩
坪
両
氏
の
論
文
発
表
後
に
加
わ
っ
た
資
料
で
あ
る
。
胄
呈
書
き
入
れ
等
を
有
す
る
の
で
、
ひ
と
ま

ず
穂
久
邇
本
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
に
い
れ
て
お
い
た
。
な
お
こ
こ
で
用
い
た
諸
本
の
略
号
は
、
本
稿
で
も
踏
襲
す
る
こ
と
に
す
る
。

一
表
２
－

奈
良
大
学
蔵
竹
苞
楼
旧
蔵
本

穂
久
邇
文
庫
蔵
本

国
会
図
書
館
蔵
伊
達
観
澗
閣
旧
蔵
宝
永
二
年
本

（
一
一
）

言宰
口日 な

る
か
ら
で
あ
る
。
〈
後
期
増
補
本
類
〉
の
場
合
も
然
り
。
例
え
ば
両
氏
に
よ
っ
て
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
位
置
づ
け
ら
れ

、
肝
心
な
後
代
書
き
入
れ
は
前
半
に
集
中
し
、
「
幻
」
や
「
匂
宮
」
と
い
っ
た
後
半
の
巻
々
に
な
る
と
殆
ど
見
ら
れ
な

本

名

略
号

へ〆一

国穂
…～一

へ

竹
一

初
期
稿
本
系
グ
ル
ー
プ

初
期
稿
本
系
グ
ル
ー
プ

野
村
説

穗
久
邇
本
系

穗
久
邇
本
系

岩
坪
説
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こ
れ
ら
の
写
本
の
「
幻
」
「
匂
宮
」
巻
の
書
写
面
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
同
筆
と
み
ら
れ
る
写
本
こ
そ
な
か
っ
た
も
の
の
、
書
写
の
様

態
は
い
ず
れ
も
よ
く
似
て
い
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
丁
替
え
や
字
詰
め
に
於
い
て
、
竹
苞
楼
本
と
は
異
な
っ
て
い
る
写
本
が
四
本
あ
っ

た
。
丁
替
え
を
例
に
比
較
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
具
合
で
あ
る
。

垂
三
・
：
片
面
一
○
行
。
丁
替
え
で
は
（
竹
）
よ
り
約
五
行
分
ほ
ど
遅
れ
る

（
白
）
：
．
片
面
二
行
。
丁
替
え
で
は
（
竹
）
よ
り
約
五
行
分
ほ
ど
進
む

（
常
）
：
．
片
面
一
○
行
。
丁
替
え
で
は
（
竹
）
よ
り
約
一
行
分
ほ
ど
遅
れ
る

（
静
）
…
片
面
一
○
行
。
丁
替
え
で
は
（
竹
）
よ
り
約
七
行
分
ほ
ど
遅
れ
る

残
る
七
本
の
丁
替
え
は
、
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
る
。
し
か
し
字
詰
め
ま
で
一
致
し
て
い
る
の
か
、
更
に
字
母
ま
で
は
ど
う
か
と
み
て
ゆ
く

と
、
さ
す
が
に
そ
こ
ま
で
の
レ
ベ
ル
に
な
る
と
バ
ラ
ツ
キ
が
み
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
漢
字
仮
名
表
記
法
レ
ベ
ル
に
お
い
て
は
、
比

較
的
よ
く
揃
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
現
存
『
覚
勝
院
抄
』
の
「
幻
」
「
匂
宮
」
が
、
ほ
ぼ
同
質
の
系
統
だ
け
で
コ
ン
パ
ク
ト
に
ま
と
ま

天
理
図
書
館
蔵
万
治
奥
耆
本

九
州
大
学
図
書
館
蔵
本

書
陵
部
蔵
桂
宮
家
本

天
理
図
書
館
蔵
青
諮
書
屋
旧
蔵
本

天
理
図
書
館
蔵
白
水
旧
蔵
本

東
京
大
学
文
学
部
国
語
研
究
室
蔵
本

静
嘉
堂
文
庫
蔵
本

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
三
条
西
旧
蔵
本

実
践
女
子
大
学
図
耆
館
蔵
常
磐
松
文
庫
本

一、へIへ、／へ，へ〆ヘヘIへ、へ

常三｜静東白青耆’九万
一一′！－’、－、一、草一〆、一〆1－ダグ、ー〆

初
期
稿
本
系
グ
ル
ー
プ

（
言
及
せ
ず
）

通
行
本
ブ
ル
ー
プ

通
行
本
グ
ル
ー
プ

通
行
本
グ
ル
ー
プ

通
行
本
グ
ル
ー
・
フ

通
行
本
グ
ル
ー
プ

後
期
増
補
本
グ
ル
ー
プ

後
期
増
補
本
グ
ル
ー
プ

穗
久
邇
本
系

（
言
及
せ
ず
）

流
布
通
行
本
系

流
布
通
行
本
系

流
布
通
行
本
系

流
布
通
行
本
系

流
布
通
行
本
系

後
期
増
補
本
類

後
期
増
補
本
類

_ワRq－
白くノ1ノ



そ
し
て
、
訂
正
前
訂
正
後
そ
れ
ぞ
れ
の
異
同
例
に
お
い
て
、
他
の
諸
本
が
ど
の
よ
う
な
動
き
を
示
し
た
か
を
調
査
し
、
各
諸
本
が
竹
苞

楼
本
と
一
致
し
た
回
数
を
計
測
し
た
結
果
が
一
表
３
】
、
そ
れ
を
グ
ラ
フ
化
し
た
の
が
〔
表
４
－
で
あ
る
。

出
入
己
士
牟
ハ
ル
て
い
う
○
○

竹
苞
楼
本
を
、
諸
本
中
最
古
の
書
写
と
さ
れ
、
ま
た
唯
一
影
印
本
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
穂
久
邇
文
庫
本
と
比
較
し
た
爬

巻
で
五
七
例
、
「
匂
宮
」
で
二
二
例
の
異
同
が
抽
出
で
き
た
。
尤
も
こ
の
総
数
の
中
に
は
次
に
示
す
３
．
６
の
よ
う
な
、

文
で
比
較
す
れ
ば
異
同
と
な
る
例
、
あ
る
い
は
訂
正
前
は
同
じ
で
も
訂
正
後
の
本
文
で
比
較
し
た
ら
逆
に
異
同
と
な
っ
て
‐

っ
て
い
た
こ
と
を
予
想
さ
せ
よ
う
。
室
町
末
期
の
混
乱
期
に
あ
っ
て
、
物
詔
本
文
を
伴
う
大
部
な
こ
の
写
本
は
、
寺
院
の
外
に
持
ち
出
さ

れ
転
写
さ
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
書
写
面
を
見
比
べ
て
の
か
か
る
印
象
が
、
果
た
し
て
正
鵠
を
射
て

い
る
か
否
か
、
以
下
か
ら
は
初
め
に
統
計
面
か
ら
の
分
析
結
果
を
述
べ
、
次
に
個
々
の
異
同
例
を
上
げ
て
解
析
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

一
見
し
て
明
か
な
如
く
、
「
幻

３
お
ま
へ
（
竹
）
ｌ
お
ま
（
・
へ
）
（
穂
）
〔
二
六
ウ
〕

６
す
ち
に
つ
け
て
（
。
を
）
そ
（
竹
）
ｌ
す
ち
に
つ
け
て
そ
（
穂
）
〔
二
七
丁
〕

（
※
頭
に
冠
し
た
算
用
数
字
は
、
前
号
の
糀
告
書
（
翻
刻
・
考
異
）
で
各
異
同
に
振
っ
た
通
し
帯
号
で
あ
る
。
末
尾
の
Ｊ
付
も
妹

巷
に
お
い
て
竹
苞
楼
本
と
の
一
致
数
が
最
も
少
な
い
の
は
穗
久
邇
本
、
逆
に
最
も
多
い
の
が
常
磐
松

り
。
対
立
す
る
本
文
を
ｌ
で
結
び
、
各
本
文
の
後
に
は
当
該
本
文
を
と
る
諸
本
の
略
号
を
記
し
た
。
）

ご
一

ろ
､

訂
正
前
の
本

一
ま
っ
た
事
例

何
斗
」

－254－
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幻巻の場合

竹苞楼本|こ対する諸本異同のうち、
一致数は……

菫
衣
〔
○
一

識1蕊
嘩
圭
、
』
．
、
、
場
、
》
・
謬
鑑
競
辮
潔
撫
識
率
錦
く
ぷ
，

一
轡
本
踊
溌
総
蹴
《

講
松
“
澱
認
鋤
噸

‐
‐
‐
‐
叩
聯
峨
縄
‐
‐
州
‐
叩
‐
柳
Ⅱ

‐
‐
、
、
‐
‐
祇
識
嚥
州
猟
蠅
雛
恥
蝿

築
家
ｍ
撫
獅
熱
ゞ

崖
函
露
辮
蝿
繊
一

（
．
《
、
串
串
“
串
“
淵
‐
‐
撚
器
僻
‐
嘩
沖
雑
哨
や
貼
叫

舞
職
蝋

鐸
蕊
霞

百
本
囚
翻
織
＄

譲
謹
識

穂久
迩文
庫、

書陵
部本

常 磐

蕊
蓉

妙
齢
鞍
蕊
司
９
「
“
．

醒
諒
晶
掲
‐
“
』
Ｊ
》
『
・
王

叱
蝿
禺
山
曽
『
亘
亘

雑
《
伽
》
缶
‐
地
域
ご
』
・
〈
×
〕

聯
卓
‐
蝿
御

岬
篭
塑
黙
織
．
‐
１
１

穂
埼
鍛
母
‐
恥

蝿
蝿
叩
私
？
叩
‐
‐
・
恥
・

溌
掛
拠
訟
鼓
》
・
峰
《
戸
０

群
＃
５
‐
嶋
、
．
、
．
垂

蝉
鐸
鐸
一
一
一
１

灘
溌
６

師
比
暉
錦
鯉
研
群
‐
鋸
丸
‐
‐
‐
Ｊ

識
錦
纐
械
雄
禽
、
．
即
…
１
人

、
脚
班
繩
串
‐
杓
‐
‐
邪
Ｆ
‐
‐
‐
‐
、
‐
‐
‐

‐
‐
咄
‐
‐
叩
飢
‐
ｈ
弘
杵
山
門
‐
ず
１
吋
‐

￥
０
＃
Ｈ
Ｊ
‐
‐
汎
‐
、
‐
、
‐

獅
熱
誹
労
７

輝
鈍
鋤
郷
淋
巾
叩
叩
癖
‐
‐
哉
屯
Ⅱ
且

繩
蝿
峨
鰯
聯
獅
‐
秘
‐
‐
‐

騨
淵
鯛
唖
珊
削
卸
吋
‐
ｌ
‐
‐
‐
‐

動
向
甜
響
叩
朏
尊
浪
製
・

聯
咄
職
聯
締
恥
測
課
由
“
、
叩
“

”
《
恥
灘
淑
》
‐
岬
‐
叩
．
（
叩
く
一

に
、
ｌ
、
に
１
期
ｎ
Ｊ
リ

辨
蹄
認
舜
辨
‐
Ｊ
１
和
‐
．
１
１
Ｊ

訂下

以前

訂F

以後

----野…

ー八

[〕bIQ
且し 40 49 43

II I訂正以後、高くなった訂正以後〈＝義致数が激減じた

幻巻：竹苞楼本に対する一致数 〔
表
４
－

Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
０
０

６
５
４
３
２
１

唾,汀’|；以lji

灘訂’12以後

●

…

圃
脚
剛
山
た
い
の
御
ま
へ
の
紅
梅
は

い
と
（
「
源
氏
物
語
大
成
』
幻
巻
一
四
○

八
頁
③
行
目
）

四
本
は
逆
に
訂
正
以
後
の
方
が
増
加
し
て

い
る
、
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
具

体
例
を
挙
げ
て
い
こ
う
。

本
で
あ
り
、
そ
れ
は
訂
正
以
前
の
本
文
で

比
べ
て
も
、
訂
正
以
後
の
本
文
で
比
べ
て

も
変
わ
ら
な
い
。
よ
っ
て
幻
巻
の
場
合
、

竹
苞
楼
本
に
最
も
近
い
の
は
常
磐
松
本
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
た
興
味
深
い
現
象
と
し
て
、
（
穗
・

国
・
万
・
九
・
書
・
青
・
白
）
の
七
本

が
、
訂
正
以
後
で
比
較
す
る
と
訂
正
以
前

よ
り
一
致
数
が
減
少
し
て
し
ま
っ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
（
東
・
静
・
三
・
常
）
の

rlr一'一

一乙00－



「
覚
勝
院
抄
」
の
イ
と
同
じ
本
文
を
と
る
の
が
大
島
本
で
あ
り
、
ハ
と
同
じ
本
文
を
と
る
の
が
池
田
本
・
肖
柏
本
・
三
条
西
家
本
と
い

っ
た
室
町
期
の
青
表
紙
本
及
び
河
内
本
系
譜
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
覚
勝
院
抄
」
の
諸
本
は
大
島
本
と
同
じ
イ
の
本
文
を
も
つ
諸
本

（
国
．
万
・
九
・
害
・
青
・
白
）
と
、
三
条
西
家
本
ら
と
同
じ
ハ
の
本
文
を
も
つ
諸
本
（
東
・
静
・
常
）
と
に
分
れ
、
イ
か
ら
ハ
に
移
行

し
た
か
そ
の
逆
か
は
判
ら
ぬ
が
、
ロ
の
諸
本
（
竹
・
穗
・
三
）
は
そ
の
過
渡
的
様
相
を
呈
し
て
い
る
と
い
え
る
よ
う
で
あ
る
。

（
※
見
せ
消
ち
は
方
法
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
全
て
抹
消
線
で
表
わ
し
た
。
以
下
同
様
）

イ
の
諸
本
は
、
訂
正
以
前
の
竹
苞
楼
本
と
は
一
致
し
て
い
る
が
、
竹
苞
楼
本
の
訂
正
に
よ
っ
て
対
立
し
て
し
ま
っ
た
。
逆
に
ハ
の
諸
本

は
訂
正
以
後
の
竹
苞
楼
本
と
一
致
し
た
。
一
表
ユ
ー
表
４
－
で
い
う
数
値
で
は
、
（
東
・
静
・
三
・
常
）
に
は
こ
う
し
た
例
が
多
い
と
い

13
－一

○

の
く
だ
り
、
私
に
施
し
た
波
線
部
分
が
、
『
覚
勝
院
抄
」
の
諸
本
は
次
の
よ
う
な
対
立
を
見
せ
て
い
る
（
翻
刻
二
八
丁
ウ
異
同
番
号

ノ
こ
‐
と
で
冬
の
る
。

注
（
３
）

参
考
ま
で
に
、
こ
の
く
だ
り
『
源
氏
物
語
大
成
」
（
以
下
「
大
成
」
と
略
）
に
よ
れ
ば
、
諸
伝
本
は
次
の
よ
う
な
異
同
を
見
せ
て
い
る
。

イ
紅
梅
は
い
と

ｂ
こ
う
は
い
…
…
池
肖
三

Ｃ
こ
う
は
い
を
…
〔
別
〕

ロ
ａ
紅
梅
は
い
と
…
大

紅
梅
仙
小
＃
…

紅
梅
…
束
静
常

国
万
九
書
青
白

竹
穂
三

〆ー、

河
、－〆

－256－



九十五一三新出資料竹苞楼旧蔵板木台帳紙背『覚勝院抄（|折簡)』解題

ハ
心
と
、
め
お
ほ
し
た
り
し
も
の
を
と
お
ほ
し
い
つ
る
に
つ
け
て
も
：
。
：
東
三
静
常
（
※
但
し
常
は
「
も
の
」
を
「
物
」
、
静
は
「
た
り
し
」
を
補
入
）

イ
は
本
行
の
傍
ら
に
異
文
を
並
記
し
た
も
の
、
ロ
は
イ
の
本
行
に
ミ
セ
ケ
チ
を
つ
け
訂
正
し
て
し
ま
っ
た
も
の
、
ハ
は
ロ
の
訂
正
結
果

の
み
を
写
し
た
も
の
、
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
例
の
場
合
は
こ
の
よ
う
に
、
（
イ
↓
ロ
↓
ハ
）
へ
流
れ
て
い
っ
た
と
解
釈
す
る
の
が

最
も
自
然
で
あ
り
、
そ
の
逆
は
考
え
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
く
だ
り
「
源
氏
物
語
』
諸
本
は
と
い
う
と
、

ａ
心
と
、
め
給
へ
り
し
か
た
さ
ま
に
も
．
：
大
（
河
）
〔
保
〕

ｂ
心
と
、
め
給
へ
り
し
か
た
に
つ
け
て
…
〔
御
〕

Ｃ
心
と
ゞ
め
給
へ
り
し
か
た
に
つ
き
て
そ
。
：
〔
麦
阿
〕

．
心
と
ゞ
め
お
ほ
し
た
り
し
物
を
と
お
ほ
し
い
つ
る
に
つ
け
て
…
池
三

ｅ
心
と
、
め
て
お
ほ
し
た
り
し
物
を
と
お
ほ
し
い
つ
る
に
つ
け
て
…
肖

ｆ
心
と
、
め
お
ほ
し
た
り
し
も
の
を
と
を
ほ
し
い
つ
る
に
つ
け
て
…
〔
陽
飯
〕

と
分
か
れ
て
い
る
。
細
か
な
異
同
に
目
を
つ
ぶ
っ
て
大
き
く
捉
え
る
と
、
「
覚
勝
院
抄
」
イ
ロ
の
本
行
と
同
じ
な
の
は
大
島
本
を
中
心
と

こ
の
く
だ
り
、
『
覚
勝
院
抄
」
諸
本
は
次
の
よ
う
に
本
文
が
対
立
す
る
（
翻
刻
二
七
丁
オ
異
同
番
号
５
）
。

お
ほ
し
た
り
し
も
の
を
と
お
ほ
し
い
つ
る
に
つ
け
て

イ
心
と
、
め
給
へ
り
し
か
た
さ
ま
に
も
…
：
穗
国
万
九
耆
青
白

I
ロ
、
Ｌ
と
蚤
め

ノ

ら
う
た
き
も
の
に
心
と
ゞ
め
給
へ
り
し
か
た
さ
ま
に
も
（
『
大
成
」
幻
巻
一
四
○
七
頁
④
行
目
）

お
ほ
し
た
り
し
も
の
を
と
お
ほ
し
い
つ
る
に
つ
け
て

竹

イ､r一再

一乙Oイー



ｂ
そ
れ
は
か
り
そ
め
な
ら
す
：
池
肖
三
（
河
）
〔
陽
保
飯
〕

Ｃ
こ
れ
を
か
り
そ
め
な
ら
す
．
：
〔
麦
阿
〕

．
そ
れ
は
か
り
そ
か
な
ら
す
：
．
〔
御
〕

と
分
布
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
覚
勝
院
抄
」
イ
の
諸
本
は
大
島
本
と
一
致
し
、
ロ
は
三
条
西
家
本
な
ど
と
一
致
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

イ
人
々
に
も
…
：
・
穗
国
万
九
耆
青
白
東
三
静

そ
し
て
「
源
氏
物
語
」
諸
本
は
、

し
た
ａ
ｂ
Ｃ
の
諸
本
で
あ
り
、
「
覚
勝
院
抄
』
ハ
の
本
文
「
心
と
、
め
お
ほ
し
た
り
し
も
の
を
と
お
ほ
し
い
つ
る
に
つ
け
て
も
」
と
同
じ

な
の
は
三
条
西
家
本
を
中
心
と
し
た
ｄ
ｅ
ｆ
の
諸
本
の
よ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
『
覚
勝
院
抄
』
イ
の
諸
本
（
穂
・
国
・
万
・
九
・
害
・

青
・
白
）
は
、
大
島
本
の
よ
う
な
本
行
と
三
条
西
家
本
の
よ
う
な
異
文
と
を
並
記
し
て
い
た
。
そ
れ
が
ロ
の
竹
苞
楼
本
を
経
て
、
三
条
西

家
本
の
本
文
を
本
行
に
も
つ
よ
う
な
ハ
の
諸
本
（
東
．
三
・
静
・
常
）
へ
と
移
行
し
て
い
っ
た
と
押
え
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
で
あ
る
。

の
く
だ
り
、
私
に
施
し
た
波
線
部
分
で
『
覚
勝
院
抄
」
諸
本
は
次
の
よ
う
に
対
立
す
る
（
翻
刻
四
○
オ
異
同
番
号
妬
・
”
）
・

イ
そ
れ
は
か
り
な
ら
す
；
・
穂
国
万
九
耆
青
白

ロ
そ
れ
は
か
り
そ
め
な
ら
す
．
：
竹
東
三
静
常

§
口
人
々
小
１
℃

ａ
そ
れ
は
か
り
な
ら
す
…
大

…
；
；
；
…
…

…
…
～

そ
れ
は
か
り
な
ら
す
い
の
ち
な
か
き
人
々
に
も
（
「
大
成
」
一
四
一
七
頁
⑦
～
③
行
目
）

”
打
些
吊

|了
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今
度
は
「
匂
宮
」
巻
を
見
て
い
こ
う
。
竹
苞
楼
本
と
穗
久
邇
本
と
の
異
同
数
は
二
二
例
。
う
ち
「
覚
勝
院
抄
』
諸
本
が
竹
苞
楼
本
と

一
致
し
た
数
値
を
ま
と
め
た
の
が
〔
表
５
－
、
そ
れ
を
グ
ラ
フ
化
し
た
の
が
［
表
６
－
で
あ
る
。

こ
の
表
に
よ
れ
ば
、
訂
正
以
前
で
も
訂
正
以
後
の
本
文
で
比
べ
て
み
て
も
、
竹
苞
楼
本
と
の
一
致
数
が
最
も
低
い
の
は
穗
久
邇
本
、
逆

に
最
も
高
い
の
は
常
磐
松
本
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
一
致
数
た
る
や
、
常
磐
松
本
は
穗
久
邇
本
の
三
か
ら
四
倍
に
も
及
ん
で
い
る
。
竹
苞

楼
本
に
最
も
親
し
い
本
文
は
こ
こ
で
も
ま
た
常
磐
松
本
と
み
て
間
違
い
有
る
ま
い
。

以
上
『
幻
」
巻
の
異
同
結
果
を
ま
と
め
る
と
、
二
）
竹
苞
楼
本
と
最
も
親
し
い
の
は
常
磐
松
本
で
あ
る
こ
と
（
三
同
刷
凶
凶
な
ど
か
ら

竹
苞
楼
本
を
常
磐
松
本
が
写
し
た
可
能
性
も
あ
る
こ
と
（
三
）
竹
苞
楼
本
と
の
親
近
度
か
ら
み
て
諸
本
は
（
竹
・
東
・
三
・
静
・
常
）
グ
ル

ー
プ
と
（
穂
・
国
・
万
・
九
・
害
・
青
・
白
）
グ
ル
ー
プ
と
に
大
別
で
き
る
こ
と
（
四
）
後
者
は
大
島
本
の
影
響
が
強
く
、
前
者
は
三
条
西

家
本
な
ど
の
影
響
が
強
い
こ
と
、
等
が
見
て
取
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

Ｌ
」
か
《
つ
一
Ｌ

こ
こ
で
は
（
竹
・
東
・
三
・
静
・
常
）
グ
ル
ー
プ
の
中
の
（
束
・
三
・
静
）
が
（
穂
・
国
・
万
・
九
・
害
・
青
・
白
）
グ
ル
ー
プ
に
合
流

し
た
。
一
方
一
「
源
氏
物
語
一
諸
本
で
は

ｂ
人
ノ

ａ

方
一
「
源
氏
物
語
』
諸
本
一

人
々
に
も
…
…
大
（
河
）

＝
ノ
ヘ
ル
Ｉ
い
Ｊ
Ｌ
Ｌ
“
・
・
・
・
・
－
７
ノ
ー
羊
什
‐
、

／
＼
も
。
…
・
・
池
肖
三
〔
別
〕

大
島
本
は
『
覚
勝
院
抄
」
イ
の
諸
本
と

ー

三
条
西
家
本
ら
は
ロ
の
諸
本
と
一
致
し
た
よ
う
で
あ
る
。

－ワRQ－
竺uジ



匂宮巻の場合

竹苞 楼 本に対する本文異同の

一致数は……

表
5うち、

蕊蕊蕊灘蕊蕊雲
蕊蕊蕊弾蕊溌讓亙
灘雲とﾙｫ"3.""…”

’訂正以後鰯方がf蕊蕊溌商い瀞蕊鍵溌 訂正以穣§更に高くなる

匂宮巻：竹苞楼本に対す る一 致数 一
表
６
－

訂F

LO0

O O1

■制止l1ij

畷訂正後

０
０

５

蕊鍛

窯

で
は
「
幻
」
巻
の
場
合
の
よ
う
な
グ
ル
ー
プ
分
け

が
、
「
匂
宮
」
巻
で
も
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
「
匂
宮
」
巻

で
は
諸
本
い
ず
れ
も
、
訂
正
以
後
の
本
文
で
比
較
し
た

方
が
一
致
数
が
増
加
し
て
い
る
。
但
し
そ
の
増
加
の
割

合
を
み
て
み
る
と
、
グ
ラ
フ
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
、

（
穂
・
国
・
万
・
九
・
言
・
青
・
白
）
と
（
東
．
三
・

静
・
常
）
と
の
間
で
は
や
は
り
一
線
が
ひ
け
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
具
体
例
を
み
て
み
よ
う
。
「
覚
勝
院
抄
』

物
語
本
文
で
は
次
の
よ
う
な
異
同
例
が
起
き
て
い
る
。

同
例
凹
う
ち
す
み
を
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
り
給
へ

と
（
『
大
成
』
一
四
二
九
頁
⑩
～
⑪
行
目
）

こ
の
く
だ
り
、
『
覚
勝
院
抄
』
諸
本
は
次
の
よ
う
に
分

か
れ
て
い
る
（
翻
刻
五
○
ウ
異
同
番
号
妬
）

イ
（
本
行
に
ナ
シ
）
…
穗
国
万
九
耆
青
白

ロ
（
本
行
に
ナ
シ
）
（
。
う
ち
す
み
を
せ
さ
せ
た

て
ま
つ
り
給
へ
と
）
…
竹
（
※
傍
書
補
入
）
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本
例
は
諸
本
に
訂
正
が
多
く
、
殊
に
竹
苞
楼
本
な
ど
は
、
補
入
し
た
後
で
更
に
そ
の
一
部
を
見
せ
け
ち
に
す
る
な
ど
二
重
の
訂
正
を
施

し
て
は
い
る
が
、
訂
正
以
後
の
本
文
に
よ
っ
て
ま
と
め
る
と
、
『
覚
勝
院
抄
」
は
「
月
に
二
た
ひ
の
」
と
す
る
イ
ロ
の
諸
本
（
穂
・
阿
・

万
・
九
・
書
・
青
・
白
）
と
、
「
月
こ
と
の
」
と
す
る
ハ
ニ
ホ
の
諸
本
（
竹
・
東
・
三
・
静
・
常
）
と
に
わ
か
れ
る
よ
う
で
、
こ
の
群
別

は
こ
れ
ま
で
同
様
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
く
だ
り
、
『
源
氏
物
語
一
諸
本
は

ハ
う
ち
す
み
を
せ
さ
せ
た
て
ま
つ
り
給
へ
と
…
東
三
静
常

『
大
成
」
に
よ
れ
ば
『
源
氏
物
語
」
諸
本
は
い
ず
れ
も
こ
の
一
文
を
有
し
て
い
る
た
め
、
こ
の
一
文
を
欠
く
「
覚
勝
院
抄
」
イ
の
諸
本

は
物
語
本
文
の
脱
文
と
見
て
よ
い
。
そ
れ
を
補
入
し
た
の
が
ロ
の
竹
苞
楼
本
、
ロ
の
補
入
を
本
行
化
し
た
の
が
ハ
の
諸
本
だ
と
す
れ
ば
、

本
例
の
場
合
も
（
イ
↓
ロ
↓
ハ
）
へ
の
流
れ
を
想
定
す
る
の
が
最
も
自
然
な
よ
う
で
あ
る
。
「
幻
」
巻
と
同
様
の
グ
ル
ー
プ
分
け
が
出
来

る
例
で
あ
る
。

波
線
部
が
『
覚
勝
院
抄
』
諸
本
は
次
の

イ
月
に
二
た
ひ
の
…
…
国
万
九
言

ロ
月
に
二
た
ひ
（
・
の
）
・
・
・
・
：
穂

ハ
月
（
・
こ
と
止
斗
十
な
り
）
の
…

二
月
に
本
木
１
ひ
ゆ
（
こ

ホ
月
こ
と
の
・
・
・
…
三
静
常

本
例
は
諸
本
に
訂
正
が
多
く
、

、
…月の
御
念
仏
年
に
二
た
ひ
の
御
八
講
言
大
成
』
一
四
三
三
頁
①
行
目
）

諸
本
は
次
の
よ
う
に
対
立
し
て
い
る
（
翻
刻
五
五
オ
異
同
番
号
別
）

…
国
万
九
耆
青
白

（
こ
と
の
）

竹
東
（
※
訂
正
方
法
は
本
行
を
削
っ
た
上
に
重
ね
書
き
）
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こ
れ
は
雲
隠
巻
に
つ
い
て
述
べ
た
巻
頭
注
の
本
行
部
分
で
あ
る
。
脇
に
は
「
．
：
シ
カ
ル
ヲ
前
々
ノ
巻
々
二
更
衣
ノ
事
葵
上
紫
上
以
下
ノ

シ
ヨ

哀
ナ
ル
事
共
耆
尽
シ
タ
ル
ニ
依
テ
：
」
と
い
う
行
間
注
が
記
さ
れ
て
お
り
、
私
に
波
線
を
施
し
た
本
行
の
「
書
」
と
そ
の
行
間
注
「
更
衣

ノ
事
」
の
二
箇
所
で
連
同
し
て
、
本
文
異
同
が
発
生
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
分
か
り
や
す
く
部
分
写
真
で
示
そ
う
。

【
表
７
－
が
穗
久
邇
本
、
〔
表
８
｝
が
竹
苞
楼
本
で
あ
る
。
穗
久
邇
本
は
本
行
「
害
」
に
「
シ
ョ
」
の
振
り
仮
名
は
無
く
、
代
わ
り
に
そ

の
右
隣
の
行
間
注
が
「
シ
ョ
更
衣
ノ
事
」
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
「
害
」
の
振
り
仮
名
を
行
間
注
の
本
文
と
勘
違
い
し
て
し

ま
っ
た
た
め
の
誤
写
だ
ろ
う
。
穂
久
邇
本
が
〈
原
本
〉
で
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。

と
な
っ
て
い
る
。
『
覚
勝
院
抄
」
イ
ロ
ハ
ニ
に
見
ら
れ
た
「
二
た
ひ
の
」
と
い
う
本
文
が
「
源
氏
物
語
』
諸
本
に
は
皆
無
だ
が
、
お
そ
ら

く
そ
れ
は
『
覚
勝
院
抄
」
が
物
語
本
文
を
写
し
た
際
に
、
そ
の
下
に
続
く
「
年
に
二
た
ひ
の
御
八
誌
」
の
く
だ
り
と
目
移
り
し
て
し
ま
っ

た
た
め
だ
ろ
う
。
そ
し
て
（
穂
・
国
・
万
・
九
・
書
・
青
・
、
）
の
諸
本
は
目
移
り
の
ま
ま
「
月
に
二
た
ひ
の
」
と
い
う
本
文
を
残
し
、

（
竹
・
東
・
三
・
静
・
常
）
は
三
条
西
家
本
ら
と
同
じ
「
月
こ
と
の
」
と
い
う
本
文
を
有
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

以
上
、
物
語
本
文
に
関
す
る
異
同
例
を
あ
げ
て
き
た
。
最
後
に
注
釈
本
文
に
関
す
る
例
も
紹
介
し
て
お
こ
う
。

I
ａ
月
の
・
・
…
坐
八

ｂ
［
月
こ
と
の
…

Ｃ
月
こ
と
に
…
…
〔
麦
阿
〕

。
…
…
…
…
…
…
・
…
…
・
…
シ
カ
ル
ヲ
前
々
ノ
巻
二
更
衣
ノ
事
葵
上
紫
上
以
下
ノ
哀
ナ
ル
事

、
ン
ヨ；

雲
隠
と
い
ふ
巻
の
閼
事
盆
網
経
に
も
言
の
名
は
あ
り
て
な
き
事
在
之
（
翻
刻
四
八
ウ
異
同
番
号
５
．
６
）

L

横
為
榊
池
肖
三
（
河
）
〔
保
言
飯
〕
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鱗萱
あ
る

奎
衣
７
｝

妥
卜
し 方

一
表
８
－

シ
ョ
更
衣
ノ
事

イ
害
の
名
は
…
穗
国
万
九
耆
白

シ
ヨ

ロ
害
の
名
は
…
竹
静

二

更
衣
ノ
事

耆
の
名
は

更
衣
ノ
事

ョ
更
衣
ノ
事

シ
ヨ

聿
日
の
，
名
は

呈
巨

、
ン
ヨ

の
竹
苞
楼
本
で
は
、
本
行
は
「
書
」
、
行
間
注
は
「
更
衣
ノ
事
」
と
正
し
く
記
さ
れ
て
い
る
。

の
振
り
仮
名
と
行
間
注
「
更
衣
ノ
事
」
に
関
し
て
ま
と
め
る
と
、
『
覚
勝
院
抄
」
諸
本
は
次
の
よ
う
に
分
か
れ
る
の
で

一
束
常
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こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
ば
、
「
匂
宮
」
巻
に
於
い
て
も
、
竹
苞
楼
本
に
最
も
親
し
い
の
は
常
磐
松
本
で
あ
り
、
『
覚
勝
院
抄
』
諸
本

も
ま
た
若
干
の
例
外
は
あ
る
に
せ
よ
、
お
お
よ
そ
は
（
穂
・
国
・
万
・
九
，
言
・
青
・
白
）
と
（
竹
・
東
・
三
・
静
・
常
）
の
二
つ
の
グ

ル
ー
プ
に
分
か
れ
る
と
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。

一
致
し
た
動
き
を
見
せ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
（
穂
・
国
・
万
・
九
・
害
・
青
・
白
）
の
穂
久
邇
本
グ
ル
ー
プ
は
、
ホ
の
青
諮
書
屋
本
を

除
き
、
こ
こ
で
も
一
致
し
て
誤
写
を
踏
襄
し
て
い
る
。
例
外
と
な
っ
た
青
諮
書
屋
本
に
は
、
こ
の
丁
の
行
間
注
が
一
切
写
さ
れ
て
い
な

い
。
あ
ま
り
の
細
々
し
さ
に
耆
写
を
放
棄
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
（
竹
・
東
・
三
・
静
・
常
）
の
竹
苞
楼
本
グ
ル
ー
プ

は
、
ロ
ハ
ニ
に
分
か
れ
た
。
ハ
は
「
害
」
の
振
り
仮
名
を
落
と
し
た
だ
け
だ
が
、
二
の
三
条
西
家
本
の
み
「
害
」
に
振
り
仮
名
「
シ
ョ
」

を
い
れ
た
以
外
に
、
行
間
注
に
も
「
シ
ョ
」
を
入
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
本
行
と
行
間
注
と
で
書
写
が
入
り
組
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
な

そ
れ
に
し
て
も
、
か
か
る
群
別
が
起
こ
っ
た
の
は
ど
う
し
て
か
、
そ
れ
を
解
く
一
つ
の
鍵
が
「
覚
勝
院
抄
』
諸
本
の
藤
袴
巻
に
貼
付
さ

れ
た
、
次
の
付
菱
か
と
思
わ
れ
る
。
次
に
穗
久
邇
本
で
割
字
し
て
み
よ
う
。
猶
、
私
に
句
読
点
を
補
っ
て
お
い
た
。

、
１
Ｊ
／
二
、
一
一
、
１
ノ
ー
‐

が
ｕ
Ｊ
人
Ｚ
Ｌ
、
《

ホ
書
の
名
は
…
青

へ

五
一
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と
あ
る
の
も
、
物
語
本
文
「
み
ゆ
れ
は
う
れ
し
く
て
」
の
く
だ
り
が
、
四
大
本
（
四
辻
亜
相
本
）

ス
ク
テ
」
と
い
う
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
を
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
。
｜
「
大
成
』
（
七
四
九
頁
⑫
行
目
）

「
み
ゆ
れ
は
う
れ
し
く
て
」
で
一
致
し
、
日
本
大
学
蔵
三
条
西
家
本
だ
け
が
こ
の
一
文
を
欠
き
、

「
覚
勝
院
抄
』
が
採
用
し
た
物
語
本
文
の
書
き
本
に
関
す
る
情
報
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
藤
袴
巻
の
「
さ
お
も
ひ
て
」
か
ら
夢
浮

橋
ま
で
は
久
我
殿
本
に
て
写
し
た
こ
と
。
こ
の
本
は
称
名
院
殿
（
三
条
西
公
条
）
の
お
塁
付
き
を
得
た
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
れ
以
前

の
巻
々
は
「
拙
者
本
」
で
写
し
た
こ
と
。
こ
の
本
は
能
州
典
厩
本
を
写
し
た
も
の
で
、
青
表
紙
本
で
は
あ
る
が
校
合
を
経
て
い
な
い
も
の

だ
っ
た
こ
と
。
そ
し
て
桐
壺
か
ら
夢
浮
橋
ま
で
の
全
冊
を
、
四
辻
亜
相
本
で
校
合
し
た
こ
と
、
こ
の
四
辻
本
は
「
三
四
」
（
三
条
西
家
の

略
か
）
と
「
冷
」
（
冷
泉
家
の
略
か
）
の
本
で
見
合
わ
せ
た
本
文
だ
っ
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。

実
際
、
『
覚
勝
院
抄
』
の
「
桐
壺
」
「
夕
顔
」
「
末
摘
花
」
「
花
宴
」
「
葵
」
「
須
磨
」
「
明
石
」
「
薄
雲
」
「
朝
顔
」
「
玉
鬘
」
の
諸
巻
（
い
ず

注
（
４
）

れ
も
拙
者
本
が
耆
本
だ
っ
た
巻
で
あ
る
）
に
は
、
「
四
大
本
」
「
三
」
「
冷
」
と
い
っ
た
肩
付
き
を
伴
っ
て
の
校
合
跡
が
散
見
す
る
。
例
え

ば
「
玉
鬘
」
（
穂
久
邇
文
庫
二
○
オ
頭
注
部
分
）
に

さ
お
も
ひ
て
と
云
よ
り
久
我
殿
ノ
本
に
て
耆
之
、
夢
浮
橋
迄
可
為
此
分
。
此
本
可
然
本
之
由
、
称
名
院
殿
も
の
給
間
如
此
也
。
是
ヨ

リ
前
ハ
拙
者
本
に
て
書
之
、
是
も
青
表
紙
ナ
レ
共
校
合
然
々
被
無
之
。
於
能
州
典
厩
ノ
本
に
て
写
ス
本
也
。
又
云
桐
壺
巻
ョ
リ
夢
浮

橋
ま
て
四
辻
亜
相
ノ
本
に
て
重
而
校
合
ス
ル
也
、
三
四
ヨ
リ
冷
ノ
本
ニ
テ
披
見
合
本
也

、
ミ
ュ
レ
ハ
ウ
レ
シ
ク
テ
此
訶
四
三
ノ
本
二
無
之
、
メ
ャ
ス
ク
テ
ト
斗
在
之

と
三
本
（
三
条
西
家
本
）
に
は
「
メ
ヤ

に
よ
れ
ば
、
現
行
の
源
氏
物
語
諸
本
は

「
：
。
い
と
め
や
す
く
て
」
と
な
っ
て
い
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こ
う
し
て
ひ
と
ま
ず
原
型
が
成
立
し
た
「
覚
勝
院
抄
』
で
あ
っ
た
が
、
校
合
と
前
後
し
て
複
本
も
造
ら
れ
て
ゆ
き
、
そ
の
時
に
耆
写
方

針
の
違
い
等
に
よ
っ
て
本
文
が
別
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
幻
巻
と
匂
宮
巻
に
お
け
る
現
行
諸
本
が
（
穂
・
国
・
万
・
九
・

言
・
青
・
白
）
と
（
竹
・
東
・
三
・
静
・
常
）
に
分
か
れ
て
い
る
の
も
、
そ
の
影
響
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
更
に
云
う
な
ら
ば
、
穗
久
邇
本
な
ど
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
、
今
度
は
「
三
大
」
な
ど
の
講
釈
を
受
講
し
た
と
き
に
、
当
座
の
テ

と
い
う
こ
と
は
、
『
覚
勝
院
抄
』
は
物
語
本
文
を
、
任
意
の
段
毎
に
区
切
り
、
そ
こ
に
聞
耆
注
を
織
り
交
ぜ
て
編
集
し
た
（
す
な
わ
ち

『
覚
勝
院
抄
」
の
最
初
の
原
型
が
成
立
し
た
）
の
ち
に
、
物
語
本
文
へ
の
校
合
が
加
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は

「
三
四
ヨ
リ
冷
ノ
本
ニ
テ
被
見
合
」
た
と
い
う
四
辻
大
納
言
（
季
遠
か
）
本
に
よ
る
校
合
だ
っ
た
。
こ
の
「
三
四
」
が
三
条
西
家
本
の
意

味
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
覚
勝
院
抄
』
の
訂
正
本
文
が
現
行
の
日
本
大
学
蔵
三
条
西
家
の
本
文
と
重
な
る
部
分
が
多
か
っ
た
こ
と
も
合
点
が

ゆ
く
だ
ろ
う
。
ま
た
「
冷
」
を
冷
泉
家
の
本
と
す
る
な
ら
ば
、
訂
正
以
前
の
『
覚
勝
院
抄
」
の
本
文
が
大
島
本
と
重
な
る
部
分
が
多
か
つ

る
。
と
も
あ
れ
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
か
か
る
校
合
の
大
半
は
物
語
本
文
の
当
該
箇
所
に
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
引
い
た

「
玉
鬘
」
巻
の
場
合
は
頭
注
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
、
本
行
「
う
れ
し
く
て
」
の
脇
に
は
既
に
「
源
氏
の

御
心
也
」
と
い
う
注
が
入
っ
て
お
り
、
や
む
な
く
頭
注
に
廻
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

一
方
、
今
回
み
て
き
た
「
幻
」
「
匂
宮
」
の
場
合
に
は
、
耆
本
が
称
名
院
の
お
墨
付
き
を
得
た
久
我
殿
本
で
あ
っ
た
た
め
か
、
肩
付
き

を
付
し
て
の
校
合
例
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
大
島
本
や
三
条
西
家
本
と
い
っ
た
同
じ
冑
表
紙
本
系
と
は
い
え
、
若
干
性
格
を
異
に
す
る
二

種
類
の
本
文
が
、
『
覚
勝
院
抄
」
所
引
本
文
中
の
異
文
表
示
や
本
文
校
訂
に
よ
っ
て
散
見
で
き
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
繧
々
述
べ
て
き
た

通
り
で
あ
る
。

た
こ
と
も
そ
諺
７
で
あ
る
《
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最
後
に
、
も
う
一
度
最
初
の
問
題
に
立
ち
戻
り
た
い
。
常
磐
松
本
と
か
な
り
な
親
近
度
を
示
す
竹
苞
楼
本
は
、
『
覚
勝
院
抄
」
諸
伝
本

中
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
定
位
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

従
来
の
分
類
説
に
よ
れ
ば
、
常
磐
松
本
は
〈
後
期
噌
袖
本
類
〉
と
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
新
た
に
発
見
さ
れ
た
残
欠
本
で
あ
る
該
書
、

後
代
言
き
入
れ
の
増
注
な
ど
見
ら
れ
な
い
該
言
を
、
常
磐
松
本
と
同
じ
く
後
期
増
補
本
類
〉
に
振
り
分
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
で
は

く
穂
久
邇
本
系
〉
か
（
流
布
通
行
本
系
〉
か
と
い
え
ば
、
「
幻
」
「
匂
宮
」
に
お
い
て
は
、
穂
久
邇
本
を
は
じ
め
と
し
て
、
諸
本
い
ず
れ
も

肝
心
の
〈
三
大
書
き
入
れ
〉
（
青
睾
書
き
入
れ
）
が
無
く
、
振
り
分
け
の
基
準
と
な
る
べ
き
書
き
入
れ
自
体
が
無
い
の
だ
か
ら
こ
れ
ま
た

判
断
で
き
な
い
。
よ
っ
て
竹
苞
楼
本
は
従
来
の
分
類
法
で
は
処
理
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
は
、
『
覚
勝
院
抄
」
に

キ
ス
ト
代
わ
り
に
用
い
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

な
る
ほ
ど
、
物
語
本
文
と
聞
耆
注
の
両
方
が
つ
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
受
講
用
テ
キ
ス
ト
と
し
て
こ
ん
な
に
便
利
な
も
の
は
な
い
。
現

に
穂
久
邇
本
を
み
る
と
、
「
三
大
」
の
肩
付
き
を
持
つ
書
き
入
れ
（
い
わ
ゆ
る
青
呈
書
き
入
れ
）
は
、
ど
れ
も
完
全
な
走
り
書
き
で
あ
る
。

既
存
の
注
に
惜
し
げ
も
な
く
抹
消
線
を
引
き
、
既
存
の
本
文
行
間
に
大
き
な
文
字
で
書
き
入
れ
て
い
る
。
「
三
大
」
講
義
の
受
講
時
に
、

そ
の
口
述
を
速
記
し
て
い
っ
た
も
の
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
か
る
穗
久
邇
本
は
、
瞼
え
て
み
れ
ば
、
早
々
に
本
家
を
出
て
独
立
し
た
長
男
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
し
て
本
家
に
残

っ
た
弟
た
ち
（
あ
る
い
は
そ
の
系
列
を
引
く
本
）
が
書
陵
部
本
・
冑
諮
書
屋
本
・
白
水
旧
蔵
本
で
あ
る
。
そ
し
て
本
家
を
出
た
穗
久
邇
本

に
三
大
言
き
入
れ
が
加
わ
っ
た
の
ち
の
忠
実
な
お
弟
子
さ
ん
た
ち
が
、
国
会
本
・
万
治
奥
書
本
・
九
州
大
学
本
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
な
お
、
こ
れ
ら
二
つ
の
系
列
が
時
に
交
差
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
が
、
部
分
的
で
は
あ
る
も

の
の
、
三
大
書
き
入
れ
を
取
り
入
れ
て
い
る
尊
経
閣
文
庫
本
「
紅
葉
賀
」
や
常
磐
松
文
庫
本
「
空
蝉
」
「
夕
顔
」
等
の
よ
う
で
あ
る
。
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注
（
１
）
永
井
一
彰
・
上
野
英
子
「
調
査
報
告
九
十
五
新
出
資
料
竹
苞
楼
蔵
板
木
台
帳
紙
背
『
覚
勝
院
抄
（
断
簡
匡
ｌ
影
印
と
解

題
ｌ
」
（
平
成
二
十
三
年
三
月
文
芸
資
料
研
究
所
「
年
報
」
三
十
号
）

上
野
英
子
「
調
査
報
告
九
十
五
’
二
新
出
資
料
竹
苞
楼
旧
蔵
板
木
台
帳
紙
背
『
覚
勝
院
抄
（
断
簡
）
」
ｌ
翻
刻
付
校
異
Ｉ
」

（
平
成
二
十
四
年
三
月
文
芸
資
料
研
究
所
「
年
報
」
三
十
一
号
）

（
２
）
野
村
精
一
「
穂
久
邇
文
庫
本
覚
勝
院
抄
に
つ
い
て
」
（
平
成
三
年
汲
古
書
院
刊
『
源
氏
物
語
聞
耆
覚
勝
院
抄
」
別
冊
）
・

岩
坪
健
「
三
条
西
家
の
講
釈
Ｉ
穂
久
邇
文
庫
所
蔵
『
覚
勝
院
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」
（
平
成
四
年
十
二
月
、
神
戸
親
和
女
子
大

後
代
ど
の
よ
う
な
加
筆
・
増
注
が
な
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
後
代
の
享
受
史
か
ら
み
た
分
類
法
で
は
な
く
、
『
覚
勝
院
抄
」

の
そ
も
そ
も
の
成
立
時
点
に
立
ち
戻
っ
て
の
、
新
た
な
分
類
法
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
諸
本
を
並
べ
て
比
較
し
た
結
果
、
「
幻
」
「
匂
宮
」
に
お
い
て
現
行
諸
本
は
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
大
別
で
き
る
こ
と
が
分
か
っ

た
。
一
方
は
穂
久
邇
本
グ
ル
ー
プ
、
そ
し
て
も
う
一
つ
は
竹
苞
楼
本
を
初
め
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
こ
の
二
グ
ル
ー
プ
は
本
文
異
同

の
傾
向
か
ら
、
物
語
本
文
に
対
す
る
校
合
・
訂
正
な
ど
が
行
わ
れ
た
時
期
に
、
そ
れ
と
相
前
後
し
て
複
本
用
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
思
わ
れ
た
。
竹
苞
楼
本
は
穂
久
邇
本
と
も
ど
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
グ
ル
ー
プ
の
い
わ
ば
親
本
的
存
在
で
あ
ろ
う
。
穗
久
邇
本
グ
ル
ー
プ
は

穂
久
邇
本
の
本
文
を
訂
正
も
含
め
て
そ
の
ま
ま
写
す
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
竹
苞
楼
本
グ
ル
ー
プ
は
竹
苞
楼
本
に
記
さ
れ
た
訂
正
結
果
の

み
を
写
す
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

（
３
）
略
号
は
全
て
池
田
亀
鑑
『
源
氏
物
語
大
成
」
（
昭
和
四
十
六
年
版
・
中
央
公
論
社
）
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
。
ま
た
独
自
に
河
内

学
「
親
和
国
文
」
二
十
七
号
）

－268－



九十五一三 新出資料竹苞楼旧蔵板木台帳紙背『覚勝院抄（断簡)』解題

本
系
諸
本
に
は
（
）
印
、
別
本
に
は
［
］
印
を
冠
し
て
お
い
た
。
以
下
同
様
。

（
４
）
詳
細
は
、
拙
槁
「
穂
久
邇
文
庫
本
に
み
る
「
源
氏
物
語
間
善
く
覚
勝
院
抄
〉
の
基
底
ｌ
物
語
本
文
と
聞
耆
を
中
心
に
ｌ
」
（
一

九
九
四
年
新
典
社
『
論
集
源
氏
物
語
と
そ
の
前
後
五
』
所
収
）
参
照
。
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