
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

「愁鬢詞」本文校定 : 活字本の危うさ

後藤, 昭雄
成城大学教授

https://doi.org/10.15017/10289

出版情報：語文研究. 103, pp.1-9, 2007-06-01. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



一

平
安
末
期
に
三
善
為
康
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た

『
朝
野
群
載』

は
、

三
十
巻

(

現
存
二
十
一
巻)

の
う
ち
、
巻
一
�
三
を

｢
文
筆｣

上
中
下

と
し
て
、
平
安
朝
に
制
作
さ
れ
た
漢
詩
文
を
収
載
す
る
。
文
体
ご
と
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
一
つ
に

｢

辞｣
(

巻
一)

が
あ
り
、
三
首

が
引
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
の
一
首
に

｢

愁
鬢
詞
并
序｣
が
あ

る
。今

、
我
々
が

『

朝
野
群
載』

所
収
作
品
を
読
む
時
は
、
ほ
ぼ
間
違
い

な
く
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

(

以
下
、
国
史
大
系
本)

に
拠
る
と
思
わ

れ
る
。
以
前
に
、
平
安
朝
漢
文
の
文
体
研
究
と
い
う
視
点
か
ら
、
文
筆

部
の
諸
作
品
を
概
観
し
た

(

注
１)

が
、
そ
の
時
は
、
国
史
大
系
本
は｢

愁
鬢
詞｣

の
句
切
り
を
誤
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た

(

後
述)

。
し
か
し
、
底

本

(

影
印
本)

と
対
比
し
て
み
る
と
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
翻
刻
、
句

読
に
は
少
な
か
ら
ぬ
誤
り
が
あ
る
。
こ
れ
を
訂
し
て
正
し
い
本
文
を
提

示
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

二

｢

愁
鬢
詞｣

に
は
序
が
あ
る
。
そ
の
序
と
と
も
に

｢

愁
鬢
詞｣

の
国

史
大
系
本
の
本
文
を
示
す
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る

(

右
に
付
し
た
×

に
つ
い
て
は
後
述)

。

愁
鬢
詞
并
序

木
工
助
藤
敦
隆

愁�

之
者
傷
レ

�
。
令×
二

形
早
老
一。
苦
辛
之�

必
損
レ

性
。
令×
二

氣
先
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衰
一。
予
倫×

屈
年
久
。
豈
不
レ

傷
レ

�
乎
。
風
痺
日
積
。
豈
不
レ

損
レ

性

乎
。
是
故
未
レ

及
二

廿
九
一。
同
二

顏
子
之
類×
一。
亦
先
卅
二
。
類
二

潘
郎

之
鬢
一。
况
乎
漸
�
二

�
仕
一

也×

。�

二

知
命
一。
從
レ

霜
成
レ

雪
。
變
レ

斑

爲
レ

白
。
滿
鏡
撩
乱
矣
。
訝
二

黒�

之
見
一。
然×

随
レ

梳
灑
落
焉
。
似
二

皓�

之
振
�

毳
。
甚
矣
予
之
衰
也
。
其
奈
老
之
至
何
。
仍
聊�

二

素

髪
於
荼
花
一。�

二

怨
諸×

於
言
葉
一

云
レ

尓×

。

聞
説
愁
人
鬢
早
衰
。
不
レ

行
レ

年
悲
哉
。
年
亦
老
。
滿
頭
弥
�×

然
。

こ
の
本
文
の
底
本
は
猪い

の

熊く
ま

本
と
称
さ
れ
る
古
写
の
善
本
で
あ
る
。
現
在

は
國
學
院
大
學
所
蔵
。
国
史
大
系
本
の
凡
例
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

猪
熊
信
男
氏
所
蔵
本
は
巻
第
一
の
み
に
し
て
、
巻
子
本
、
天
地
界

の
み
あ
り
て
、
鎌
倉
時
代
の
初
期
を
下
ら
ざ
る
も
の
に
し
て
、
流

布
の
諸
本
に
逸
せ
る
所
を
存
し
て
頗
る
原
形
に
近
き
も
の
と
謂
ふ

べ
し
。

国
史
大
系
本
は
巻
一
は
こ
の
猪
熊
本
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
本
書

は
早
く
一
九
二
六
年
に

｢

古
簡
集
影｣

(

東
京
帝
国
大
学
史
料
編
纂
掛

編)

の
一
冊
と
し
て
影
印
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
な
お

｢

愁
鬢
詞｣

は
凡
例
に
い
う

｢

流
布
の
諸
本
に
逸
せ
る
所
を
存
し
て｣

い
る
う
ち
の

一
首
で
あ
る
。
つ
ま
り
猪
熊
本
に
の
み
あ
る
。

｢

古
簡
集
影｣

に
よ
っ
て
猪
熊
本

｢

愁
鬢
詞｣

の
書
影
を
示
す

(

次

頁)

。

先
に
示
し
た
国
史
大
系
本
の
本
文
で
、
右
に
×
を
付
し
た
も
の
は
翻

刻
の
誤
り
で
あ
る
。
猪
熊
本
の
影
印
に
、
こ
れ
に
該
当
す
る
文
字
に
右

に
傍
線
を
付
し
、
ア
・
イ
以
下
の
記
号
を
付
け
た
。
一
つ
ず
つ
検
討
し

て
正
し
い
本
文
を
定
め
て
い
こ
う
。

(

１)

影
印
３
行
目
の
ア
と
イ
、
こ
れ
は
関
連
す
る
。
国
史
大
系
本
は

ど
ち
ら
も

｢

令｣

と
読
む
。
以
下
、
く
ず
し
字
の
例
示
は
、
北
川
博
邦

編

『

日
本
名
跡
大
字
典』

(

角
川
書
店
、
一
九
八
一
年)

を
用
い
る
が
、

ア
は
そ
の

｢

令｣

の
く
ず
し
字
、
図
版�

の
よ
う
な
字
形
と
判
断
し
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
イ
も
同
じ

｢

令｣

の
く
ず
し
字
と
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
ま
ず
字
形

が
ア
と
異
な
る
う
え
、
こ
れ
を
一
字
と
見
る
に
は

行
末
の
空
白
が
あ
り
過
ぎ
る
。
な
お
、
図
版
に
す
る
と
白
く
な
っ
て
し

ま
う
が
、
影
印
で
見
る
と
、
こ
こ
は
虫
損
に
よ
っ
て
文
字
が
欠
け
て
い

る
の
で
あ
る
。
イ
は

(

ま
た
ア
も)

一
字
で
は
な
く
二
字
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
ア
の
字
形
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
こ
れ
は
踊
り
字
二
字

｢

�
�｣

と
見
る
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
ア
は

｢

傷
情｣

の
、
イ
は

｢
損
性｣

の
く
り
返
し
で
あ
る
。

(
２)

４
行
目
の
ウ
。
国
史
大
系
本
は

｢

倫｣

と
読
む
が
、｢

倫
屈｣

で
は
熟
語
と
し
て
意
味
を
な
さ
な
い
。
こ
れ
は
語
の
意
味
を
考
え
て
、

さ
ん
ず
い
偏
の

｢

淪｣

と
判
読
す
べ
き
で
あ
る
。｢

淪
屈｣

は
落
ち
ぶ

れ
て
伸
び
ら
れ
な
い
と
い
う
意
。
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(
３)

５
行
目
の
エ
。
国
史
大
系
本
は

｢

類｣

と
す
る
が
、
疑
問
で
あ

る
。
ま
ず
字
形
か
ら
。
字
の
左
側
は
虫
損
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
欠
け
て

い
る
が
、
な
お
左
上
に

｢

－｣

と
い
う
残
画
が
あ
る
。｢

類｣

は
同
じ

行
の
下
か
ら
３
字
目
に
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
文
字
の
左
上
に｢

－｣

と
い
う
残
画
は
残
り
え
な
い
。

次
に
対
偶
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
こ
の
前
後
は
、

未
レ

及
二

廿
九
一、
同
二

顔
子
之
□
一

亦
先
二

卅
二
一、
類
二

潘
郎
之
鬢
一

と
い
う
隔
句
対
で
あ
る
。
□
を

｢
類｣
と
す
る
と

｢

類｣

と

｢

鬢｣

と

が
対
語
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、｢
類｣

と
い
う
概
念
を
表
す

語
と

｢

鬢｣

と
い
う
身
体
の
一
部
を
い
う
語
と
で
は
、
正
し
い
意
味
で

の
対
語
と
は
な
り
え
な
い
。｢

鬢｣

に
対
し
て
は
、
同
じ
く
身
体
に
関

す
る
語
で
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ま
た
典
故
か
ら
考
え
る
。｢

未
及
廿
九
、
同
顔
子
之
□

(
未
だ
二
十

九
に
及
ば
ざ
る
に
、
顔
子
の
□
に
同
じ)｣

は

『

史
記』

巻
六
十
七
、

仲
尼
弟
子
列
伝
の
顔
回
伝
の

｢

回
年
二
十
九
、
髪
尽
白
、
蚤
死

(
回
年

二
十
九
に
し
て
、
髪
尽

こ
と
ご
とく

白
く
、
蚤は

や

く
死
す)｣

を
踏
ま
え
る
。

以
上
の
諸
点
か
ら
、
国
史
大
系
本
が

｢

類｣

と
す
る
字
は

｢

頭｣

と

判
読
す
べ
き
で
あ
る
。
な
お

｢

頭｣

は
10
行
目
の
下
か
ら
４
字
目
に
も

あ
る
。

(

４)

６
行
目
の
オ
。
国
史
大
系
本
は

｢

也｣

と
読
む
。
そ
う
し
て

漸
過
二

強
仕
一

也
。
近
二

知
命
一。

と
句
点
と
返
り
点
を
付
す
が
、
語
句
の
意
味
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

｢

強
仕｣
｢

知
命｣

は
と
も
に
年
齢
を
示
す
語
で
あ
る
。｢

強
仕｣

は
四

十
歳

(『

礼
記』

曲
礼)

、｢

知
命｣

は
五
十
歳

(『

論
語』

為
政)

を
い

う
。
と
も
に
年
齢
を
い
う

｢

強
仕｣

と

｢

知
命｣

と
が
近
接
し
て
置
か

れ
て
い
て
、
こ
こ
も
対
句
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
す
な
わ
ち
５
�
３
と
句
切
る
の
で
は
な
く
、
４
�
４
と
句
切
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

漸
過
二

強
仕
一

也
近
二

知
命
一

と
な
る
が
、
こ
の
ま
ま
で
は

｢

也｣

が
読
め
な
い
。｢

漸｣

は
副
詞
で

あ
る
か
ら
、｢

也｣

と
さ
れ
て
い
る
字
も
副
詞
で
あ
る
は
ず
で
、
そ
の

目
で
オ
を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
し
く
は

｢

已｣

で
あ
る
。

図
版�

参
照
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

漸
く
強
仕
を
過
ぎ
、

已
に
知
命
に
近
し
。

と
読
む
こ
と
に
な
る
。

(
５)

７
行
目
の
カ
。
国
史
大
系
本
は

｢

然｣

。
し
か
し
、
ま
ず
字
形

か
ら
見
て
疑
問
で
あ
る
。｢

然｣

は
10
行
目
の
末
尾
に
あ
る
が
、
こ
れ

と
比
べ
て
、
明
ら
か
に
異
な
る
。
で
は
何
と
い
う
字
と
考
え
る
べ
き
か
。

別
の
視
点
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
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こ
こ
で
も
対
偶
に
注
目
し
て
、
そ
の
こ
と
が
分
か
る
よ
う
に
本
文
を

あ
げ
て
み
る
と
、

満
鏡
撩
乱
矣
、
訝
黒�

之
見

然
随
梳
灑
落
焉
、
似
皓
鶴
之
振
毳

と
な
る
。
傍
線
を
付
し
た

｢

然｣

と

｢

毳｣

を
除
い
た
部
分
は
、
一
見

し
た
と
こ
ろ
で
も
対
偶
を
な
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
左
右
同
じ
位
置

に
あ
る
文
字
は
、
２
字
目
の

｢
鏡｣

＝
名
詞
と

｢

梳｣

＝
動
詞

(

く
し

け
ず
る)

が
外
れ
る
が
、
他
は
同
じ
性
質
の
文
字
で
、
よ
く
対
応
し
て

い
る
。
そ
う
す
る
と

｢

然｣

と

｢
毳｣
が
問
題
で
あ
る
。
ど
う
考
え
れ

ば
い
い
か
。

ま
ず
機
械
的
で
あ
る
が
、｢

然｣

を
右
の
行
に
移
し
て

｢

見｣

の
下

に
置
く
と
、
字
数
は
そ
ろ
う
。
し
か
し
、｢

然｣
と

｢
毳｣

と
で
は
字

義
の
上
で
対
応
し
な
い
。｢

毳

(

鳥
の
腹
毛)｣

の
対
語
と
し
て
は
名
詞

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。｢

然｣

が
字
形
と
し
て
も
そ
う
で
は
な
い
ら

し
い
こ
と
は
先
に
確
認
し
た
。

国
史
大
系
本
が

｢

然｣

と
判
読
し
た
も
の
を
名
詞
で
あ
る
文
字
と
し

て
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
当
然
の
こ
と

と
し
て
、
こ
の
語
を
含
む
文
句
の
意
味
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
考
え
て
い
く
う
え
で
一
つ
問
題
が
あ
る
。
こ
こ
に

は
原
本
に
誤
写
が
あ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
作
品
は
猪
熊
本
の
み
に
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
本
と
対
校
し

て
正
す
と
い
う
方
法
は
と
り
得
ず
、
こ
の
本
文
を
熟
視
す
る
ほ
か
な
い

が
、｢

黒｣

は
本
来

｢

墨｣

で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り

｢

墨�
｣

で
、
す
な
わ
ち
墨
子
で
あ
り
、
こ
こ
は
墨
子
に
つ
い
て
の
故
事
を
踏
ま

え
て
い
る
の
で
あ
る
。『

蒙
求』

に｢

墨
子
悲
絲(

墨
子
絲
を
悲
し
む)｣

の
句
が
あ
り
、
注
に

｢

淮
南
子
に
曰
は
く｣

と
し
て
、

墨
子
見
練
絲
而
泣
之
。
為
其
可
以
黄
可
以
黒

(

墨
子
練
絲
を
見
て
之
に
泣
く
。
其
の
以
て
黄
な
る
べ
く
以
て
黒

な
る
べ
き
為
な
り)

。

と
い
う
。『

淮
南
子』

の

｢

説
林
訓｣

に
見
え
る
。
墨
子
は
白
い
ま
ま

の
糸
を
見
て
、
染
め
よ
う
で
黄
色
に
も
黒
に
も
染
ま
る
と
泣
い
た
と
い

う
。
こ
れ
に
基
づ
く
表
現
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
、
こ
れ
は｢

絲｣

で
あ
る
。
図
版�

参
照
。

な
お
、
先
に

｢

が
外
れ
る
が
、
他
は
同
じ
性
質
の

文
字
で
、
よ
く
対
応
し
て
い
る｣

と
述
べ
た
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
、
こ

こ
で
付
言
し
て
お
く
。
そ
れ
は

｢

墨�
｣

と

｢

皓
鶴｣

の
対
に
つ
い
て

で
あ
る
。
今
述
べ
た
よ
う
に
、
墨�

は
人
名
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

皓
鶴
は
白
い
鶴
、
つ
ま
り
動
物
で
あ
る
。
人
名
と
動
物
と
で
は
異
質
の

も
の
と
な
り
、
対
語
と
し
て
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
る
か
に
見
え
る
。

し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
墨�

は
い
わ
ゆ
る
懸
詞
な
の
で
あ
る
。�

は

本
来
の
意
は
鳥
の
き
じ

(

注
２)

。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
を
修
飾
す
る
墨
は
黒
の

意
で
、
す
な
わ
ち
墨�

は
黒
い
き
じ
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
も
あ
る
。
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こ
の
意
味
の
墨�

は
皓
鶴
と
ぴ
た
り
と
し
た
対
語
と
な
る
。

(
６)
９
行
目
の
キ
。
国
史
大
系
本
は

｢

諸｣

。
字
形
と
し
て
は
そ
う

読
め
る
が
、｢
怨
諸｣

で
は
ど
う
理
解
す
べ
き
か
、
疑
問
で
あ
る
。
語

の
意
味
を
考
え
て
、
原
本
の
文
字
を
も
う
一
度
見
直
す
と
、
ま
ず
は
言

偏
と
見
え
る
が
、
糸
偏
と
見
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る

(

図
版�

参
照)

。

そ
う
す
る
と

｢

怨
緒｣
と
な
る
。
怨
緒
は
恨
み
の
思
い
。
紀
斉
名
の

｢

落
葉
賦｣

(『

本
朝
文
粋』
巻
一)

に
、

｢

憂
心
�
然
と
し
て
、
怨
緒
蕭
然
た
り｣

の
用
例
が
あ
る
。

(

７)

９
行
目
の
ク
。
国
史
大
系
本
は
こ
こ
に

｢

尓｣

の
字
を
置
く
。

正
字
体
は

｢

爾｣

。
そ
う
す
る
と

｢

云
尓

(
爾)｣
と
な
る
が
、
こ
の
云

爾

(｢

し
か
い
ふ｣

あ
る
い
は

｢

い
ふ
こ
と
し
か
り｣)
は
序
、
こ
と
に

詩
序
の
結
び
と
し
て
常
用
の
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
序
で
も

こ
の
語
で
結
ば
れ
て
い
て
何
の
不
思
議
も
な
い
。
む
し
ろ
当
然
で
あ
る
。

国
史
大
系
本
の
校
定
者
は
そ
う
判
断
し
た
の
だ
ろ
う
が
、
原
本
に
は
こ

こ
に
文
字
は
な
い
。
虫
損
の
跡
は
残
る
が
、
上
の｢

云｣

と
見
比
べ
て
、

こ
こ
に
は
も
と
も
と
文
字
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
序
は｢

云｣

と
い
う
形
で
結
ば
れ
て
い
た
。

(

８)

10
行
目
の
ケ
。
国
史
大
系
本
は｢

�｣

と
す
る
が
、

こ
れ
は

｢

�｣

と
読
む
べ
き
だ
ろ
う
。
偏
の

｢

白｣

が

｢

日｣

と
い
う
字
体
で
書
か
れ
る
例
は
あ
る
。
図
版�

参
照
。

｢

�｣

と
読
む
と

｢

�
然｣

で
、
こ
れ
は
、
も
の
の
、
こ
と
に
髪
の
白

い
こ
と
を
い
う
。『

和
漢
朗
詠
集』

巻
下
、
白
に
引
く
源
順
の
詩
に
、

霜
鶴
沙�

皆
可
愛

霜
鶴
沙�

皆
愛
す
べ
し

唯
嫌
年
鬢
漸
�
然

唯た
だ

嫌
ふ
年
鬢
の
漸

よ
う
や
く
�
然
た
る
を

の
用
例
が
あ
る
。

以
上
の
検
討
の
結
果
と
し
て
、
猪
熊
本
本
文
を
原
文
に
忠
実
に
、
行

取
り
も
そ
の
ま
ま
に
翻
刻
す
る
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
漢
字
の
字
体
は

｢

廿｣
｢

卅｣
｢

絲｣

以
外
は
通
行
の
も
の
に

改
め
た
。
蝕
損
に
よ
っ
て
文
字
が
欠
け
て
い
る
箇
所
は
□
で
示
し
、
残

画
か
ら
推
測
さ
れ
る
文
字
は
右
に

(
)

に
入
れ
て
あ
げ
た
。
ま
た
国

史
大
系
本
の
翻
刻
を
改
め
た
箇
所
に
傍
線
を
付
し
た
。

１

愁
鬢
詞

并
序

２

木
工
助
藤
敦
隆

３

愁
歎
之
者
傷
情
々
々
形
早
老
苦
辛
之
者
必
損
性
々
□

４

気
先
衰
予
淪
屈
年
久
豈
不
傷
情
乎
風
痺
日
積
豈

５

不
損
性
乎
是
故
未
及
廿
九
同
顔
子
□

(

之)

□

(

頭)

亦
先
卅
二
類
潘
郎

６

之
鬢
況
乎
漸
過
強
仕
已
近
知
命
従
霜
成
雪
変
斑
為

７

白
満
鏡
撩
乱
矣
訝
黒�

之
見
絲
随
梳
灑
落
焉
似
皓
鶴

８

之
振
毳
甚
矣
予
之
衰
也
其
奈
老
之
至
□

(

何)

仍
聊
祝
素
髪

９

於
荼
花
述
怨
緒
於
言
葉
□

(

云)
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10

聞
説
愁
人
鬢
早
衰
不
行
年
悲
哉
年
亦
老
満
頭
弥
�
然

三

翻
刻
に
基
づ
い
て
、
校
定
本
文
を
掲
げ
る
が
、
そ
の
前
に
、
詩
の
句

切
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い

(

注
３)

。

第
二
節
の
初
め
に
示
し
た
よ
う
に
、
国
史
大
系
本
は

聞
説
愁
人
鬢
早
衰
。

不
行
年
悲
哉
。

年
亦
老
。

満
頭
弥
�
然
。

と
句
切
り
を
施
し
て
い
る
。
７
・
５
・
３
・
５
の
雑
言
詩
と
解
し
た
わ

け
で
あ
る
。
一
見
、
意
味
を
取
る
に
も
こ
れ
で
差
し
支
え
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
句
切
り
は
詩
の
基
本
を
見
落
し
て
い
る
。
詩

は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
韻
文
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
韻
を
踏
む
。
と
こ

ろ
が
、
こ
の
句
切
り
は
こ
れ
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
詩
は
押

韻
に
着
目
し
て
区
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
る
。

聞
説
愁
人
鬢
。

早
衰
不
行
年◯

。

悲
哉
年
亦
老
。

満
頭
弥
�
然◯

。

五
言
詩
で
あ
る
。｢

年｣

と

｢

然｣

で
韻

(

先
韻)

を
踏
ん
で
い
る
。

こ
の
こ
と
も
加
味
し
て
、
序
に
つ
い
て
は
対
句
の
形
が
よ
く
分
か
る

よ
う
に
句
形
を
整
え
て
、
校
定
本
文
を
示
す
。

愁
鬢
詞

并
序

木
工
助
藤
敦
隆

愁
歎
之
者

傷
情
、
傷
情
形
早
老
。

苦
辛
之
者
必
損
性
、
損
性
気
先
衰
。

予
淪
屈
年
久
、
豈
不
傷
情
乎
。

風
痺
日
積
、
豈
不
損
性
乎
。

是
故
、
未
及
廿
九
、
同
顔
子
之
頭
、

亦
先
卅
二
、
類
潘
郎
之
鬢
。

況
乎
、

漸
過
強
仕
、

已
近
知
命
。

従
霜
成
雪
、

変
斑
為
白
。

満
鏡
撩
乱
矣
、
訝
墨�

之
見
絲
。

随
梳
灑
落
焉
、
似
皓
鶴
之
振
毳
。

甚
矣
予
之
衰
也
、
其
奈
老
之
至
何
。

仍
聊
祝
素
髪
於
荼
花
、
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述
怨
緒
於
言
葉
云
。

聞
説
愁
人
鬢
、

早
衰
不
行
年
。

悲
哉
年
亦
老
、

満
頭
弥
�
然
。

こ
の
よ
う
に
形
を
整
え
る
と
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
。
序
の
１
行

目
の

｢

者｣

の
下
に
、
次
行
の

｢
必｣

と
対
応
す
る
副
詞
が
欠
け
て
い

る
。
し
か
し
そ
れ
が
何
で
あ
っ
た
か
は
推
測
の
手
だ
て
が
な
い
。
そ
れ

と
も
う
一
つ
、
序
の
最
終
行
の
頭
、｢
述｣
の
上
に
、
前
行
の

｢

聊｣

に
並
ぶ
箇
所
に
、
や
は
り
副
詞
が
欠
け
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ

し
、
こ
れ
は
前
の
場
合
ほ
ど
確
か
で
は
な
い
。

校
定
本
文
に
基
づ
い
て
訓
読
す
る
。

愁
鬢
詞

并
び
に
序

木
工
助
藤
敦
隆

愁
歎
の
者
は
情
を
傷
ま
し
め
、
情
を
傷
ま
し
む
れ
ば
形
早
く
老
ゆ
。

苦
辛
の
者
は
必
ず
性
を
損
し
、
性
を
損
す
れ
ば
気
先
づ
衰
ふ
。

予
、
淪
屈
し
て
年
久
し
、
あ
に
情
を
傷
ま
し
め
ざ
ら
ん
や
。

風
痺
し
て
日
積
も
る
、
あ
に
性
を
損
せ
ざ
ら
ん
や
。

是
の
故
に
、
未
だ
二
十
九
に
及
ば
ざ
る
に
、
顔
子
の
頭
に
同
じ
く
、

ま
た
三
十
二
に
先
ん
じ
て
、
潘
郎
の
鬢
に
類た

ぐ

ふ
。

況
ん
や
、
漸
く
強
仕
を
過
ぎ
、
已
に
知
命
に
近
き
を
や
。

霜
よ
り
雪
と
成
り
、
斑
変
じ
て
白
と
為
る
。

鏡
に
満
ち
て
撩
乱
す
、
墨ぼ

く�

て
き

の
絲
を
見
る
か
と
訝

い
ぶ
か

る
。

梳
づ
る
に
随
ひ
て
灑さ

い

落ら
く

す
、
皓
鶴
の
毳
を
振
る
に
似
た
り
。

甚
だ
し
い
か
な
予
の
衰
へ
た
る
や
、
其
れ
老
の
至
る
を
い
か
ん
せ
ん
。

仍よ
っ

て
聊
か
素
髪
を
荼と

花か

に
祝
ひ
、
怨
緒
を
言
葉
に
述
ぶ
と
云
ふ
。

聞
く
な
ら
く
愁
人
の
鬢
は

早
く
衰
ふ
る
も
行
年
せ
ず
と

悲
し
い
か
な
年
ま
た
老
い
た
り

満
頭
い
よ
い
よ
�は

然ぜ
ん

た
り

本
論
の
目
的
は
校
定
本
文
と
訓
読
文
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
語

句
の
注
釈
や
通
釈
に
は
及
ば
な
い
。

国
史
大
系
本
に
は
九
つ
の
翻
刻
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
句
読
の
誤
り
が

あ
る
。
一
首
の
作
品
に
あ
っ
て
は
多
過
ぎ
る
。
こ
れ
は
特
殊
な
例
か
も

し
れ
な
い
。
し
か
し
、
活
字
本
を
用
い
る
に
当
た
っ
て
、
心
す
べ
き
事

実
で
あ
る
。
ま
た
翻
刻
す
る
に
当
た
っ
て
、
他
山
の
石
と
す
べ
き
事
柄

で
あ
る
。
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注

注
１

拙
稿

｢『

朝
野
群
載』

文
筆
部
考
�
文
体
論
の
視
点
か
ら
�｣

(『

国
語
と

国
文
学』

八
二
巻
五
号
、
二
〇
〇
五
年)

注
２

大
阪
大
学
大
学
院
に
お
け
る
演
習
で
の
村
山
識
君
の
指
摘
に
よ
る
。

注
３

こ
の
こ
と
は
注
１
の
拙
稿
で
も
述
べ
た
が
、
本
文
校
定
作
業
の
一
環
と

し
て
再
説
す
る
。

(

ご
と
う
あ
き
お
・
成
城
大
学
教
授)
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