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一　

問
題
の
所
在

　
『
新
撰
古
筆
名
葉
集
』
の
藤
原
俊
成
の
項
を
紐
解
く
と
、
住
吉
切
を
筆

頭
に
、
御
家
切
、
顕
広
切
な
ど
古
筆
の
世
界
で
は
著
名
な
切
が
列
挙
さ
れ

る
。
こ
こ
に
記
述
は
な
い
が
、
小
松
茂
美
氏
『
古
筆
学
大
成
』（

１
（

な
ど
で
、

俊
成
の
真
筆
と
さ
れ
、「
升
型
本
古
今
和
歌
集
切
」
と
の
名
称
を
持
つ
『
古

今
和
歌
集
』
の
切
が
数
葉
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
以
下
、
升

型
本
切
と
呼
称
）。
升
型
本
切
の
名
称
は
、
お
そ
ら
く
、
縦
が
一
六
・
五
糎

前
後
、
横
が
一
三
・
五
糎
前
後
で
、
ほ
ぼ
升
型
で
あ
る
こ
と
か
ら
名
づ
け

ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

升
型
本
切
に
つ
い
て
小
松
氏
は
、

こ
れ
ま
た
、
奇
癖
満
ち
た
書
風
の
抑
揚
が
誇
張
さ
れ
る
所
か
ら
、
俊

成
老
年
期
の
書
写
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
か
。
他
の
書

風
考
証
を
勘
案
す
る
と
、七
十
歳
代
の
終
わ
り
頃
の
筆
跡
で
あ
ろ
う
。

と
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
升
型
本
切
を
俊
成
筆
の
俊
成
本
の
一
本
と
考
え

ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
田
中
登
氏（

２
（は

、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
（
傍
線
は
私
）。

書
風
と
し
て
は
、
明
ら
か
に
俊
成
晩
年
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
中
に
は

あ
ま
り
俊
成
ら
し
く
な
い
文
字
も
含
ま
れ
て
お
り
、
か
つ
全
体
的
に

や
や
力
強
さ
に
か
け
る
所
が
あ
る
。
俊
成
は
昭
和
切
や
日
野
切
、
あ

る
い
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
の
古
来
風
体
抄
な
ど
の
よ
う
に
、
晩

年
に
至
っ
て
も
気
力
充
実
し
、
筆
力
は
い
っ
こ
う
に
衰
え
を
見
せ
な

い
が
、
提
出
断
簡
に
は
、
そ
う
い
っ
た
面
で
の
俊
成
ら
し
さ
が
窺
え

な
い
。

と
、
所
蔵
断
簡
の
紹
介
の
際
、
俊
成
筆
と
は
述
べ
て
お
ら
れ
な
い
。
具
体

的
な
筆
跡
等
の
比
較
の
指
摘
は
な
い
が
、田
中
氏
の
論
は
看
過
で
き
ま
い
。

升
型
本
『
古
今
和
歌
集
』
切
の
書
写
者
は
藤
原
俊
成
か
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つ
ま
り
、
小
松
氏
が
升
型
本
切
を
俊
成
筆
、
お
よ
び
俊
成
本
と
さ
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
、
検
証
し
て
み
る
必
要
性
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。　

以
下
、
升
型
本
切
に
つ
い
て
具
体
的
に
俊
成
本
と
認
め
ら
れ
る
か
否

か
の
考
証
を
試
み
た
い
。

二　

升
型
本
切
の
伝
存
状
況

　

ま
ず
、
今
日
、
確
認
し
得
た
升
型
本
切
の
所
在
を
確
認
す
る
。

以
上
が
、
管
見
に
入
っ
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
上
巻
に
限
ら
れ
る
。
断

簡
番
号
2
と
3
は
書
写
内
容
が
重
な
っ
て
い
る
。『
古
筆
学
大
成
』
所
収

断
簡
は
図
版
が
な
く
釈
文
の
み
で
の
確
認
で
あ
る
。
両
断
簡
が
同
じ
も
の

で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
が
、『
古
筆
学
大
成
』
が
よ
っ
た
図
版
を
未
見
の

た
め
断
定
は
避
け
る
。
と
り
あ
え
ず
、
現
段
階
で
は
、
あ
え
て
分
け
て
示

し
て
お
き
た
い
。
以
下
、
ま
ず
、
升
型
本
切
の
本
文
を
検
討
し
て
み
た
い
。

三　

升
型
本
切
の
本
文

　

小
松
氏
は
、
升
型
本
切
を
俊
成
真
筆
と
判
断
さ
れ
、
俊
成
本
と
考
え
ら

れ
た
。
以
下
、
紙
面
の
都
合
が
あ
る
た
め
、
升
型
本
切
の
本
文
と
し
て
特

徴
的
な
部
分
を
取
り
上
げ
、
結
論
を
い
え
ば
、
そ
れ
が
俊
成
本
の
形
態
で

は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
。

　

ま
ず
、
先
の
〈
断
簡
番
号
9
〉
を
み
て
み
た
い
。

　
　

あ
ま
の
か
は
ら
に
た
ゝ
ぬ
ひ
は
な
し

　
　

久
か
た
の
あ
ま
の
か
は
ら
の
わ
た
し
も
り

　
　

き
み
わ
た
り
な
は
か
ち
か
く
し
て
よ

　
　

天
川
も
み
ち
を
は
し
に
わ
た
せ
は
や　
　
　
　
　
　
　
　

　
　

た
な
は
た
つ
め
も
秋
を
し
も
ま
つ

　
　

恋
々
て
あ
ふ
よ
は
こ
よ
ひ
天
川

　
　

き
り
た
ち
わ
た
り
あ
け
す
も
あ
ら
な
ん

　
　
　
　

寛
平
御
時
な
ぬ
か
の
よ
う
へ
に



55

　
　
　
　

さ
ふ
ら
ふ
お
の
こ
と
も
歌
た
て
ま
つ
（
れ
と
）

二
～
三
行
目
に
か
け
て
一
七
四
番
歌
が
あ
る
。
こ
の
部
分
、
定
家
本
系
統

で
は
断
簡
の
よ
う
に
す
ぐ
一
七
五
番
歌
に
続
く
。
し
か
し
、
諸
本
の
中
に

は
、
基
俊
本
で
は
「
又
き
み
か
ゝ
へ
り
は
ふ
な
か
く
し
せ
よ
」、
前
田
家

本
で
は
「
又
は
き
み
か
○か

へ
ら
は
ふ
な
か
く
れ
せ
よ
」、雅
経
本
で
は
「
ま

た
き
み
か
ゝ
へ
ら
は
ふ
な
か
く
れ
せ
よ
」
な
ど
と
、
一
七
五
番
歌
に
行
く

前
に
左
注
を
持
つ
も
の
が
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
俊
成
本
で
は
、「
又
は

き
み
か
ゝ
へ
ら
は
ふ
な
か
く
れ
せ
よ
」
と
、
永
暦
本
・
昭
和
切
・
建
久
本

ら
俊
成
本
も
共
通
し
て
左
注
を
持
ち
、
定
家
本
と
は
形
態
を
異
に
す
る
の

で
あ
る
。
ま
た
、
本
文
は
定
家
本
に
一
致
し
て
い
る
。

　

次
い
で
、〈
断
簡
番
号
13
〉
に
つ
い
て
も
、
断
簡
番
号
と
同
じ
く
、
俊

成
本
と
は
異
な
る
形
態
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

紀
よ
し
も
ち

　
　
　

も
み
ち
せ
ぬ
と
き
は
の
山
は
ふ
く
か
せ
の　
　
　

　
　
　

を
と
に
や
あ
き
を
聞
わ
た
る
ら
ん　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

た
い
し
ら
す 

よ
み
人
し
ら
す

　
　
　

き
り
た
ち
て
か
り
そ
な
く
な
る
か
た
岡
の

　
　
　

あ
し
た
の
は
ら
は
紅
葉
し
ぬ
ら
ん

　
　
　

神
な
月
時
雨
も
い
ま
た
ふ
ら
な
く
に

　
　
　

か
ね
て
う
つ
ろ
ふ
か
み
な
ひ
の
も
り

　
　
　

ち
は
や
ふ
る
神
な
ひ
山
の
紅
葉
ゝ
に

八
～
九
行
目
は
二
五
三
番
歌
だ
が
、
定
家
本
系
統
で
は
断
簡
の
よ
う
に
す

ぐ
二
五
四
番
歌
が
続
く
。
し
か
し
、
先
の
断
簡
番
号
9
の
よ
う
に
、
基
俊

本
で
は
「
又
わ
か
ゝ
と
の
わ
さ
た
も
い
ま
た
か
り
あ
け
ぬ
」
と
左
注
が
存

在
し
、
同
じ
く
雅
経
本
で
は
「
ま
た
は
わ
か
ゝ
と
の
わ
さ
た
も
い
ま
は
あ

り
あ
け
ね
は
」な
ど
の
よ
う
に
左
注
を
持
つ
諸
本
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、

先
の
例
と
同
じ
く
、
永
暦
本
・
昭
和
切
・
建
久
本
な
ど
俊
成
本
は
「
又
は

我
か
と
の
わ
さ
た
も
い
ま
た
か
り
あ
け
ぬ
に
」
と
い
っ
た
左
注
を
持
つ
の

で
あ
る
。
先
と
同
じ
く
、
本
文
は
定
家
本
に
一
致
し
て
い
る
。

　

以
上
か
ら
考
え
て
、小
松
氏
は
升
型
本
切
を
俊
成
本
と
想
定
さ
れ
た
が
、

本
文
の
形
態
は
俊
成
本
で
は
な
い
。
本
文
の
異
同
を
考
え
れ
ば
、む
し
ろ
、

升
型
本
切
は
定
家
本
の
形
態
を
有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

四　

升
型
本
切
の
筆
跡

　

で
は
、
小
松
氏
が
「
俊
成
老
年
期
の
書
写
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な

か
ろ
う
か
」
と
指
摘
さ
れ
た
、
筆
跡
を
検
討
し
た
い
。
俊
成
は
、
老
年
に

な
る
ほ
ど
針
の
よ
う
に
鋭
い
奇
癖
が
指
摘
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
冷
泉
家
時

雨
亭
文
庫
蔵
・
俊
成
自
筆
『
古
来
風
体
抄
』
と
、
同
じ
く
俊
成
の
老
年
期

の
書
写
と
い
わ
れ
る
「
昭
和
切
」
の
筆
跡
を
升
型
本
切
と
比
較
検
討
し
、
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升
型
本
切
の
筆
跡
が
俊
成
の
手
に
な
る
か
否
か
を
検
討
し
て
み
た
い
。

　

示
し
た
文
字
は
、
ど
こ
に
あ
る
文
字
か
を
表
の
下
に
記
し
た
。
升
型
本

切
は
先
に
示
し
た
断
簡
番
号
の
も
の
の
何
行
目
に
あ
た
る
か
を
示
し
た
。

昭
和
切
は
、『
古
筆
学
大
成
』
の
中
の
断
簡
に
絞
り
図
版
番
号
と
行
数
を

示
し
た
。
ま
た
、『
古
来
風
体
抄
』
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
蔵
『
古
来
風

体
抄
』
を
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
の
影
印
（
平
成
四
年　

朝
日
新
聞
社
）
か

ら
拾
い
、
そ
の
上
下
巻
ど
ち
ら
か
と
、
そ
の
丁
数
・
裏
表
・
行
数
を
簡
略

化
し
て
示
し
た
。

　
　
　
「
の
」
の
場
合
①

　

升
型
本
切
は
、
筆
が
入
っ
て
か
ら
下
っ
て
、
鋭
角
な
角
度
を
も
っ
て
再

び
上
が
る
。
そ
し
て
、
再
び
下
に
伸
び
る
際
、
そ
の
ま
ま
丸
み
を
帯
び
て

書
写
さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
俊
成
自
筆
の
も
の
は
、
筆
が
入
っ
て
下
り
、

鋭
角
な
角
度
を
も
っ
て
上
が
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
だ
が
、
上
が
っ
た
段

階
で
一
旦
、
筆
が
止
ま
り
、
再
び
角
度
を
持
っ
て
下
に
伸
び
て
い
る
。
升

型
本
切
の
文
字
と
俊
成
の
文
字
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
「
の
」
の
場
合
②

　　

升
型
本
切
が
や
や
横
幅
が
広
い
の
に
対
し
、
俊
成
自
筆
の
も
の
は
縦
に

長
く
伸
び
て
い
る
。
一
画
目
と
、
二
画
目
の
終
わ
り
の
部
分
の
高
低
差
が

升
型
本
切
の
場
合
、
あ
ま
り
な
い
の
に
対
し
、
俊
成
自
筆
の
筆
跡
は
高
低

差
が
や
や
大
き
い
の
が
特
徴
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
も
升
型
本

切
と
俊
成
の
自
筆
文
字
と
の
相
違
が
み
ら
れ
る
。
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「
み
」
の
場
合　

　

升
型
本
切
は
、
一
画
目
が
入
り
下
に
伸
び
て
右
に
角
度
を
変
え
て
伸
び

る
際
、「
み
」
の
筆
の
方
向
転
換
の
部
分
が
小
さ
く
右
に
丸
ま
り
潰
れ
て

い
る
。
一
方
、
俊
成
の
自
筆
の
文
字
で
は
、
は
っ
き
り
と
鋭
角
な
角
度
を

持
た
せ
て
方
向
転
換
し
た
部
分
に
空
間
を
持
た
せ
鋭
角
に
右
に
角
度
を
変

え
て
い
る
。

　

や
は
り
、升
型
本
切
と
俊
成
自
筆
の
文
字
の
特
徴
に
相
違
が
み
ら
れ
る
。

　
　
　
「
よ
め
る
」
の
場
合

　　
「
め
」
か
ら
「
る
」
に
つ
い
て
の
連
綿
は
よ
く
似
て
い
る
。
ま
た
「
よ
」

の
文
字
も
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
し
、
升
型
本
切
に
比
し
て
、「
め
」
は

俊
成
自
筆
で
は
「
の
」
の
①
の
場
合
と
同
じ
く
角
度
を
持
っ
て
一
旦
上
が

り
、上
が
っ
て
か
ら
の
下
り
方
に
も
角
度
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

「
る
」
が
俊
成
自
筆
で
は
小
さ
く
丸
ま
っ
た
印
象
が
あ
る
。

　

一
方
、
升
型
本
切
は
「
め
」
の
方
向
転
換
部
分
に
丸
み
が
み
ら
れ
る
。

ま
た
「
る
」
は
俊
成
自
筆
の
文
字
が
小
さ
く
丸
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、

升
型
本
切
は
縦
長
に
伸
び
て
い
る
印
象
が
あ
る
。
や
は
り
、
相
違
が
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
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「
寛
平
」
の
場
合

　　

明
ら
か
に
、
升
型
本
切
と
は
筆
跡
が
異
な
る
。「
寛
」
の
字
が
升
型
本

切
で
は
角
ば
っ
て
い
る
が
、俊
成
自
筆
で
は
丸
み
が
み
ら
れ
る
。ま
た「
平
」

は
升
型
本
切
が
横
に
広
く
書
か
れ
る
の
に
対
し
、
俊
成
自
筆
で
は
横
に
狭

く
、
縦
長
の
印
象
が
強
い
。
こ
の
二
つ
を
同
筆
と
は
認
め
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
　
　
「
在
原
元
方
」
の
例

　
こ
れ
ま
た
明
ら
か
に
異
筆
で
あ
ろ
う
。「
在
」
の
文
字
が
、
主
観
で
は
あ

る
が
俊
成
自
筆
の
文
字
で
は
案
外
あ
っ
さ
り
し
て
い
る
。
一
方
、
升
型
本

切
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
。
ま
た
「
原
」
の
入
り
方
、
及
び
「
元
方
」
に

み
ら
れ
る
伸
び
方
や
角
度
が
明
ら
か
に
異
な
る
。

　

以
上
か
ら
、
升
型
本
切
の
筆
跡
は
、
確
か
に
、
俊
成
の
老
年
期
の
筆
跡

を
思
わ
せ
る
も
の
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
実
際
の
俊
成
筆
の
も
の
と

並
べ
て
比
較
す
る
と
、
紛
れ
も
な
く
俊
成
筆
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
小

松
氏
の
断
定
は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
も
そ
も
内
容
が
俊
成
の
息
・
定
家
の
生
み
出
し
た
定
家
校
訂
本
文
に

一
致
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
升
型
本
切
は
、
俊
成
風
の
筆
跡
を
よ
く
す

る
も
の
が
、
定
家
本
系
統
の
『
古
今
和
歌
集
』
を
書
写
し
た
可
能
性
が
極
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め
て
高
い
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。

五　

お
わ
り
に

　

以
上
の
検
討
か
ら
、
升
型
本
切
が
俊
成
風
の
筆
跡
を
よ
く
す
る
も
の
が

定
家
本
『
古
今
和
歌
集
』
を
俊
成
風
の
文
字
で
書
写
し
た
可
能
性
が
高
い
、

と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
こ
で
、『
古
筆
学
大
成
』
の
解
説
に
訂
正
を
加
え
る
な
ら
ば
以
下
の

よ
う
に
な
ろ
う
か
。

　

❶　

升
型
本
切
の
本
文
の
形
態
は
俊
成
本
の
姿
を
留
め
て
い
な
い
。

　

❷　

升
型
本
切
の
本
文
を
諸
伝
本
と
比
較
す
れ
ば
定
家
本
で
は
な
い

か
。

　

❸　

筆
跡
も
異
な
り
、『
古
筆
学
大
成
』
に
お
け
る
俊
成
の
手
に
な
る

も
の
と
の
指
摘
は
、
一
考
を
要
す
る
。

　

❹　

本
文
が
定
家
本
で
あ
る
な
ら
ば
、
も
ち
ろ
ん
書
写
年
代
は
定
家
本

出
現
前
の
平
安
末
に
は
遡
れ
ず
、
定
家
本
出
現
後
の
鎌
倉
時
代
は

中
期
あ
た
り
を
上
限
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　

❺　

よ
っ
て
、
今
後
、
升
型
本
切
は
、
あ
く
ま
で
「
伝
藤
原
俊
成
筆
」

の
遺
品
と
し
て
認
識
し
、
真
筆
と
断
定
す
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き

で
は
な
い
か
。

以
上
が
、
升
型
本
切
の
性
格
と
し
て
指
摘
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。

　

な
ら
ば
、
当
然
、
次
は
升
型
本
切
が
定
家
本
系
統
の
中
で
ど
の
よ
う
な

位
置
を
示
す
か
を
検
討
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。
だ
が
、
現
段
階
で
は
、
断
簡

数
が
限
り
あ
る
。
そ
の
た
め
、
よ
り
多
く
の
ツ
レ
の
断
簡
を
求
め
て
ゆ
く

こ
と
が
今
後
の
さ
ら
な
る
課
題
と
考
え
ら
れ
る
。

付
、
御
物
伝
藤
原
俊
成
筆
本
に
つ
い
て

　

久
曾
神
昇
氏
『
古
今
和
歌
集
成
立
論（

３
（』

に
は
、
御
物
の
中
に
俊
成
を
伝

称
筆
者
と
す
る『
古
今
和
歌
集
』が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、引
用
す
る
。

綴
葉
装
二
帖
で
完
存
し
、
料
紙
は
鳥
子
紙
を
使
用
し
、
金
の
切

箔
を
蒔
い
て
ゐ
る
。
縦
一
六
・
八
糎
（
五
寸
五
分
五
輪
）、
横

一
七
・
三
糎（
五
寸
七
分
）ほ
ど
で
あ
る
。
識
語
な
ど
は
全
く
無
く
、

書
写
年
代
は
不
明
で
あ
る
。
俊
成
の
晩
年
の
筆
致
に
近
似
し
て
ゐ

る
が
別
筆
で
あ
る
。
加
賀
切
元
真
集
、
伝
俊
成
筆
三
十
六
歌
仙
絵

詞
書
な
ど
共
に
、
俊
成
の
書
風
を
倣
つ
た
人
の
筆
に
な
る
も
の
で

あ
ら
う
。

　
　
　
　

墨
滅
歌
十
一
首
が
最
後
に
一
括
さ
れ
て
を
り
、
定
家
本
で
あ
る
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こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

ま
た
、
同
じ
御
物
本
は
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
7
書
跡
上（

４
（巻

』
に
も

数
枚
写
真
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
升
型
本
切
と
比
較
し
た
際
、
よ
く
似
た

筆
跡
だ
が
同
筆
と
ま
で
は
判
断
で
き
な
い
。
ど
ち
ら
か
を
手
習
い
と
し
て

書
写
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
関
係
も
含
め
、
別
に
考
察
し

た
い
。
た
だ
、
あ
る
時
期
に
は
俊
成
の
筆
跡
が
も
て
は
や
さ
れ
、
模
倣
さ

れ
た
時
期
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
俊
成
風
の
書
が
流

行
し
た
時
期
の
書
写
文
化
の
中
で
、升
型
本
切
も
書
写
さ
れ
生
ま
れ
た『
古

今
和
歌
集
』
の
姿
を
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。

［
注
］

（
1
）　

小
松
茂
美
氏
『
古
筆
学
大
成
三
』（
平
成
元
年　

講
談
社
）。
小
松

氏
の
論
は
す
べ
て
こ
れ
に
拠
る
。ま
た
、昭
和
切
の
文
字
も
同
書
に
拠
る
。

（
2
）　

田
中
登
氏
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』
第
二
集
（
平
成
十
五
年　

思
文
閣
出
版
）。

（
3
）　

久
曾
神
昇
氏
『
古
今
和
歌
集
成
立
論　

資
料
編
』（
昭
和
三
十
六

年　

風
間
書
房
）

（
4
）　
『
国
宝
・
重
要
文
化
財
大
全
7
書
跡
上
巻
』（
平
成
十
年　

毎
日
新

聞
社
）

 

（
た
て
い
し　

だ
い
き
／
本
学
非
常
勤
講
師
）


