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遊

仙

窟

「
菅

家

本
」

考

平

井

秀

文

一
、
遊
仙
窟
の
伝
承
家

二
、
醍
醐
寺
本
所
引

「
菅
」
本
1

そ

の
本
文

三
、
醍
醐
寺
本
所
引

「
菅
」

本
　

そ

の
傍
訓

四
、
成
篭

堂
文

庫
本
所
載

「
菅
」
本

に

つ
い
て

五
、
結
び
　

菅
家
本

の
説

そ
の
巻
頭

に
、
著
者
名
を
記
す

こ
と
は
異
と
す

る
に
足
り
な

い
が
、
官
職
ま

で
を
冠

し
て

「
寧
州
裏
楽
県
尉

張
交
成
作
」
と
あ
る
遊
仙
窟
は
、
そ
の
こ
と
が

物
語
創
作
と
い
う
類

の
も
の
に
お
い
て
だ
け

に
、
若

さ
に
ま
か

せ
て
創

っ
た
で

あ
ろ
う
文
成

の
態
度
が
う
か
が
わ
れ
る
。
そ
れ
が
ま
た
こ
の
書

の
中
国

に
お
け

る
運
命
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
か

れ
の
伝
記
に
は
他
の
作

は
載
録
せ
ら

れ
て

い
る

の
に
、
何
故

か
こ
の
遊
仙
窟
だ

け
は
そ

の
名
を
と
ど

め
ず
、

や
が
て
、
生

ま
れ
た
本
土
か
ら
は
、
全
く
姿
を
消
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
間
、

日
本
や
新
羅

の
使
が
入
唐
す
る
と
、
大
金

を
出
し
て
購

っ
た
も

の
の
な
か
に
こ
の
遊
仙
窟

が

あ

っ
て
、
異
邦
日
本

で
は
こ
れ
が
大
い
に
も

て
は
や
さ
れ
た
。
そ

の
上
、
唐
代

人

の
手

に
成
る
と
竜
え
ら
れ
る
古
注
を
有

つ
双
注
本
さ
え
保
存

せ
ら
れ
、
ま
こ

と
、
原
作
者
に
は
想
像
も
さ
れ
な

い
よ
う

な
後
世
伝
承
の
状
態

で
あ
る
。

わ
が
国

に
伝
え
た
の
は
、
唐
書
な
ど

の
記
し
て

い
る
よ
う

に
、
遣
唐
使
の
人

人

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ

の
後
現
在
ま
で
伝
わ

っ
て

い
る
い
く

つ
か

の
鋤
本

に
見
え
る
書
写

の
事
情

や
、
訓
読
語

の
字
書
類

に
お
け
る
援
用
状
態
な
ど
か
ら

察

し
て
、
仏
徒

に
よ

っ
て
保
持
せ
ら
れ
て
き

た
歴
史
的
な
事
実

は
否
定
し
が
た

い
。

さ
ら

に
は
ま
た
そ

の
仏
徒
と

い
っ
て
も
、
真
言
宗

に
関
係
あ
り
と
認
め
ら

れ
る
も

の
の
少
な
く
な
い
こ
と
か
ら
、
宗
祖

弘

法

大

師

が
そ
の
著

「
聾
瞥
指

帰
」

の
序

で
文
成
に

つ
い
て
論
じ
た

こ
と
が
、
同
宗
徒

に
遊
仙
窟
が

と
く

に
伝

承
せ
ら

れ
る
に
い
た

っ
た
の
で
は
な

い
か
と
の
説
も
あ
る
〈
注
1
〉
。
宗
祖

の

説

い
元
こ
と
が
影
響
を
与
え
る
こ
と
は
あ

っ
て
不
思
議

で
は
な

い
が
、
そ
れ
な

ら
空
海
の
言
及

し
た
他
の
文
献

に
つ
い
て
も
そ
う

あ

っ
て
い
い
は
ず

な
の
に
、

か
な
ら
ず
し
も
そ
う
と
は

い
え
な
い
の
は
、
真
言
宗

に
限
ら
ず
僧
徒
が
よ
く

こ

れ
を
伝
え
来
た

っ
た
の
に
は
、
ま
た
そ
れ
だ
け
に
別
の
わ
け
も
考
え
ら
れ
る
。

古

い
伝
統
を
有

つ
宗
派

に
古

い
文
献
が
多
く
伝
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
、
ひ
と

り
仏
教
経
典
の
類

に
限
ら
ず
そ

の
他
の
古
点
本

の
類

の
伝
承
も
寺
院
に
多

く
、

し
た
が

っ
て
そ
の
な
か

で
も
伝

統

と
教

学

に
誇
る
真
言
宗

に
お
い
て
そ
の
傾



向
が
著

し
い
の
は
、

「
点
本
書
目
」
の
類
を
見

て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
遊
仙
窟

の
場
合

も
、
空
海

に
結
び

つ
け
る
ま
で
も

な
く
、
学
僧
は
真
言
宗
に
多

か

っ
た

と

い
う
事
実

を
考
え
れ
ば
よ
い
。

一
部
の
僧
徒
の
間
に
こ
れ
が
迎
え
ら

れ
た
の

は
、
近
時
か

の
変
文
と
の
交
渉

さ
え
説
か
れ

る

そ

の

行
文

へ
の
魅
力
か
、
あ

る

い
は
か
れ
ら

の
生
活
環
境
か
ら

は
考
え
ら
れ
そ
う

に
な
い
こ
の
物
語

が

つ
づ

る
架
空

の
世
界

へ
の
好
奇
心
な
ど

で
は
な
か

っ
た
か
。

す

で
に
こ
う

い
う
交
章

は
訓
読

せ
ら
れ
る
の
が
常

で
あ

っ
た
時
代
だ

け
に
、

か
れ
ら

の
座
右

に
あ

っ
た
こ
の
書

の
訓
読
が
、
わ
ず
か

で
は
あ
る
が
、
霊
異
記

の
訓
釈

な
ど
と
と
も
に
、

い

ち

は

や
く
新
撰
字
鏡

に
も
採
ら
れ
、

.「
随
見
得

耳
」

と
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
条

に
そ

の
姿
を
あ
ら

わ
し
て
い
る
。
僧
徒

は
、
も

ち
ろ
ん

こ
の
訓
読
は
大
い
に
認

め
た
。
と

い
っ
て
も
、
そ

の
た
め
に
こ
の
書
を

伝
承

し
た
わ
け

で
は
な
く
、
保
持

し
読
調
す
る
こ
と
か
ら

こ
の
訓
読

に
意
を
留

め
た

の
で
あ
る
。

漢
籍
を
訓
読
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
の
講
読

は
博
士
家
の
業

で
あ

る
。
紀

伝
道
が
史
記

・
前
後
漢
書

さ
ら

に
は
文
選
を
専
ら

と
す
る

の
か
ら
い
え
ば
、
遊

仙
窟
が
読
ま
れ
る

に
は
当
然

こ
の
道

の
博
士
た
ち
に
よ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
世

に

伝

え
る
文
保
三
年
の
文
章

生
英
房

の
序
は
、

ま
さ
に
そ
れ
を
説
明

し
て
い
る
と

い
っ

て
よ
い
。
〈
注
2
〉

嵯
峨
天
皇
書

巻

ノ
中
、
撰
ビ

テ
遊
仙
窟

ヲ
得

タ
リ
。
紀
伝

ノ
儒
者

ヲ
召

シ

テ
伝
受

セ
シ
メ
ン
ト
欲

ス
。
諸
家

二
皆
伝

フ
ル
コ
ト
無

シ
。
学
士
伊
時
深

ク
愁

歎

ス
。
時

二
木
島

ノ
社
頭
林
木
欝
欝
タ

ル
ノ
所
、
木

ヲ
焼

キ
草

ヲ
結

ビ

テ
、
老
翁
有

リ
。
両
眼

ヲ
閉
ヂ
テ
常

二
請

ス
。
問

ヘ
バ
遊
仙
窟

ヲ
読

ム

ト
云
云
。
伊
時
聞

キ
及
ビ

テ
、
潔
斎

ス

ル

コ
ト

七
日
、
衣
冠

ヲ
整
理

シ

テ
、
慎

ミ
テ
陪
従

ヲ
引

キ
テ
、
翁

ノ
所

二
参
詣

ス
。
誰
力
来

ル
ト
云

フ
。

答

ヘ
テ
日
ク
、
唯
唯

ト
シ
テ
脆
キ
申

ス
、
遊
仙
窟

ヲ
得

ン
カ
為

二
参

ル
所

ナ
リ
ト
云
云
。
翁

ノ
日

ク
、
幼
少

ニ
シ
テ
自
ラ
吝

シ
ミ

テ

此

ノ
書

ヲ
受

ク
。
年
閲
ケ
事

二
倦

ミ
テ
、

僅

カ

ニ
学
調

ス
ル
所

ノ
ミ
ト
。
重
ネ
テ
申

ス
、
願

ハ
ク

ハ
此

ノ
書

ヲ
教

ヘ
ヨ
。
僕
萄

シ
ク

モ
王
家

二
候

シ
テ
、
学
士

ノ
職

二
居
リ
。
少
幼

ヨ
リ
文

二
暗

ク
読

ム

ベ

キ

無

シ
。
哀
衿

ヲ
垂

レ
ヨ

ト
。
翁

暗

シ
読

ム
。
伊
時
仮
名

ヲ
付

ケ
テ
、

一
秩

ヲ
読

ミ
畢

ン
ヌ
。
還
帰

ノ
後
、
種
種

ノ
珍
宝

ヲ
送

ル
。
蓄

ノ
跡
異
香
郁
郁

ト

シ
テ
、
其

ノ
跡
無

シ
。

其

ノ
後

感
ジ
テ
書

ス
。
大
明
神

ノ
化
現

タ
ル

ニ
チ
カ

シ
。

文

保
三
年
四
月
十
四
日
、
申
円
禅
奄

二
授
カ
リ
テ
序

シ
畢

ン
ヌ
。

文

章

生

英

房

現
存
の
双

注
本

は
す

べ
て
こ
れ
を
載

せ
、
た
だ
神
宮
文
庫
本
だ
け
は
末

尾
の
年

記
署
名
を
欠

い
て
い
る
。
故
意
か
否
か

は
別
と
し
て
、
注
意
す

べ
き
で
あ
る
。

も

っ
と
も
、

こ
の
伝
説
的
説
話
は
そ
の
ま
ま
信
ず

べ
く
も

な
い
が
、
明
ら
か
に

訓
点
の
授

受
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
学

士
伊
時
は
わ
か
ら
な
い

が
、
そ
の
同
訓

た
る
こ
と
か
ら
、
醍
醐
寺
本
の
奥
書

や
明
文
抄
に
も
見

え
る
同

類
の
説

話
に
あ

る
江
中
納
言

維
時

の
異
伝
と
認
め
る
。
す
る
と
、
こ
の
訓
点

は

大
江
家

の
所
伝

で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
を
証
す
る
の
は
、
諸
紗
本

に

多
か
れ
少
な
か
れ
用

い
ら
れ
て
い
る
ヲ
コ
ト
点
で
あ
る
。
〈
注
3
〉

遊
仙
窟

の
伝
本

は
す

べ
て
加
点
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
最
も
多
く

ヲ
コ
ト
を
用

い
て

い
る
の
は
陽
明
文
庫
本
で
あ

る
。
家
伝
点
と
し
て
明
ら
か
に
知
ら

れ
る
も

の
に
徴
す

る
と
、
点
譜
に

い
う

江
家

の
紀
伝
点
に
ま
こ
と

に
よ
く
合
致
す

る
。

諸
点
譜

に
も
多
少
の
異
同
錯
綜

は
免
か
れ
な

い
の
で
、
全
く

一
致
す
る
と
い
う

こ
と
は
な
い
が
、
同
点
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
菅
家
点
と
は
、
か
な

り

の
相
違
が
あ
る
。
他
の
諸
伝
本

は
ヲ
コ
ト
点
を
用
い
る
こ
と
き
わ
め
て
少
な

O



い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
残
さ
れ
て

い
る
限
り

に
お
い
て
は
、
陽
明
文
庫
本

の
と
、
そ
し
て
江
家

所
伝
紀
伝
点
と
、
完
全

に

一
致
す
る
。

ヲ
コ
ト
点
だ
け
が

江
家
点

で
、
傍
訓

は
他
家

の
も
の
と
は
考

え
ら
れ

な
い
か
ら
、
維
時

の
盛
名
に

代
表

せ
ら
れ
る
大
江
家

の
所
伝
と
す
る
伝
承
説
話
は
、
故
な
し
と
は
し
な

い
の

で
、
不
合

理
な
と
こ
ろ
の
あ
る
な
か
に
も
、

や
は
り
ど

こ
か
に
事
実
を
伝
え
て

い
る
こ
と
を
知

る
。

な
お
、
陽
明
文

庫
本

に
は
、

こ
れ
に
関
し
て
江
家
所
伝
を

明
示
し
た
次

の

一
例
が
あ
る
。

南
に
喬
木
有

(リ
)
、
休
息
す
可

(
ラ
)
不
。

漢

に
遊

女

有
リ
、
求

む

思
辞
也

江

可

(ラ
)
不
思
。

(
二
十
ウ
)

辞

す
な
わ
ち
、

「
息
」
を

「
思
」

と
同
じ
く

「辞

」
で
あ
る
と
す

る

「
江
」
家
伝

を
注
し
て
い
る
。

こ
れ
は
毛
詩

「漢
広
」
章
の
詩
を
引

い
た
も

の
で
あ
る
が
、

清
原
宣
賢

の
毛
詩
抄
を
調

べ
る
と
、

こ
の
条
に
、

注

に
、
思
、

辞

也
、

と
あ

る
程

に
、

こ
ゝ
の
息
の
字
も
思
で
有
う
そ
。

字

の
な
り
が
似
た
程
に
紛

れ
た
を
、
休
息

に

し

て
、

や
が
て
黙
を
付

た

ぞ
。

…
…

三
詩
の
時
、
韓
詩
と
云
が
あ
る
。
其

に
は
息
を
思
と
云
ぞ
。

於
字

の
上
に
韻
を

ふ
む
。
面
白
ぞ
。
江
家
に
も

息
を
よ
ま
ず
、
鄭
玄
が
注

に
は
息
を
よ
む
ぞ
。
〈
注

な
〉

と
し
て
、

江
家
点
を
伝
え

て

い

る
。

た
だ
し
、
陽
明
文
庫
本
が

こ
こ
に
だ

け

「
江
」

を
注
記
し
た
の
は
、

遊
仙
窟

の
訓
点
の
こ
と
と
し
て

で
は
な
く
、
そ

こ

に
引
か
れ
た
毛
詩

に
対
す
る
江
家
点

の
説
と
し
て
、

と
く
に
注
意
し
た
も

の
と

解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

紀
伝
道
の
博
士

と
し
て
、
代
代
そ

の
道
を
も

っ
て
仕

え
た
の
は
菅
原
家

で
あ

り
、
紀
伝
学
者

の
主
流
を
な
し
て
い
た
。
江
家
に
あ
る
な
ら
菅
家
に
伝
え
ら

れ

て

い
て
も
あ
た
り

ま
え

で
あ
る
、

そ
れ
を
辛
う
じ
て
伝

え
残
し
て

い
る
の
が
醍

醐
寺
本

で
あ
り
、

ま
た
成
簑
堂
交

庫
本

で
で
も
あ
る
。

醍
醐
寺
本
の
異
本
注
記
は
、

「
イ
」

「
イ
本
」

な
ど

と
も

に

「
菅
」

が
あ

っ

て
、

こ
れ
が

「菅
家
本
」
を
示
す
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
全
部

で
四
十
九
条

を

数
え

る
が
、
そ
の
う

ち
本
文
の
文
字
異
同

に
関
す
る
も

の
は
十
八
条
、

さ
ら

に

傍
訓

に
も
及
ん
で
い
る
も

の
が
四
条
あ
り
、
残
り
が
訓
読

に
関
す
る
も
の
で
あ

る
。
ま
ず
、
本
文

に
つ
い
て
の
も

の
を
類
別
列
挙

し
、

か

ん

た

ん
に
解
説
す

る
。
〈
注
5
〉

⑫
東
門
五
色
瓜

(三

九
)

⑭
剣
不
相
識

(
三
九
)

青
菅

本
菅

蔑

答

日
蘂

三
九
)

審

罷

箕

四
四
)

下
官
詠
菅

ー

浦
菅

⑲
洛
川
姥
其
廻
雪

(四
六
)

　
誰
知

可
憎
病
鶴

(六
四
)

誰
菅　

自
昔
数
仮
愁

(六
六
).

菅
先

⑳
遂
作
而
憐
謝
日

菅
兄

　
少
時
夜
深
天
暁

菅
二
字
兄

　
可
行
至
二
三
里

菅
先

(四

六
)

(六

五
)

(七

二
)

右
の
十
条

は
、

こ
れ
を
他
の
諸
本
に
比

べ
る
と
、

す

べ

て

注
記
せ
ら
れ
た

「
菅
」
本

と
同
じ

で
あ

っ
て
、

ひ
と
り
醍
醐
寺
本
だ
け
が
異
な

っ
て
い
る

こ
と

が
わ
か
る
。
⑫

の
例
の
如
き
は
、
青
門
と
東

門
と
そ

の
い
ず
れ
で
も
正

し
い
こ

と
は
、長

安
城

ノ
東
門

ヲ
青
門
ト
号

ス
。

五
色

ノ
瓜

ヲ
出

ス
也
。



と

い
う
古
注
が
、
双
注
本
に
あ
る
こ
と

で
知
ら
れ
る
。

こ
の
注
文
は
.
「
青
門
」

を
本
文
と
認
め
る
説
明

で
、

こ
の

一
条
か
ら
見
て
も
、
醍
醐
寺
本
が
双

注
本
と

本
文

を
異
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
⑮

の

「
菅
」
は

「
詠
」
だ

け
に
か

か

っ
て

い
て
、

そ
の
上
の

「
下
官
」

に
ま
で
は
関

し
な

い

と

解

す

る
。
そ
れ

は
、
無
記
号
で
異
文

を
注
記
す
る
例
が

い
く

つ
か
見
ら
れ
る
、
そ
の

一
例
と
考

え

る
か
ら
で
、
他
に
も
無
記
号

で

「
僕
詠
日
」

の

「
僕
」
の
左
に

「
下
官
」
と

注
し
て

い
る
全
く
同
じ
例
が
あ
る

こ
と
に
よ
る
。
　

は

「
可
」

に
対
す

る
も

の

と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
傍
訓
の
項

で
考

え
る
。

⑯
十
娘
詠
日
眼
心
倶
憶
念

答
菅

　
成
践
寛
不
言

(五
二
)

跡
菅

上
菅

　
翠
柳
開
眉
色

(六
六
)

(四

〇

)

　
還
捉
和
香
焼

扶
菅

(五
八
)

返
菅

　
大
夫
存
行
迩

(七
〇
)

こ
こ
に
挙
げ

た
五
条

は
、
前
述

の
と
は
反
対

に
、
か
か

る
文
字
を
示
す
の
は

「
菅
」
本
だ
け
で
、
他
本
に
そ
の
例
を
見

な
い
。
⑳
は
周
知

の
句

で
、
注
文

に

も

史
記

二
日

、
桃
李
言

ハ
不
、
下
自
ラ
践
ヲ
成

ス
也
。

と
あ
る
と
お
り

で
、
真
福
寺
本

で
は

「
践
」

と
訓
じ
て

い
る
。

「
菅
」
本
、

お

そ
ら
く

こ
の

「
ア
ト
」

の
訓
に
し
た
が

っ
た
の
が

「
跡
」
字

に
誤
ら
せ
た
因
を

成
す
の
で
は
な

い
か
。
陽
明
文
庫
本
が
こ
の
字
を

「
路
」

と
し
て

い
る
の
は
、

そ

の
附
訓

「
ミ
チ
」
に
ひ
か
れ
て
の
所
産

で
あ
ろ
う

こ

と

が

考
え
あ
わ
さ
れ

る
。

　
轟
者
千
盧
且
有

一
得

亦
菅

(四

二
)

　
下
官
詠
日
昔
時
過
少
苑

(五
二
)

遇
菅

　
側
愴
而
去
行
到

山
口

(
七
二
)

何
言
菅

こ
の
三
例
で
注
意
す

べ
き

こ
と
は
、
こ
の

「
菅
」
本
は
全
く
真
福
寺
本

に

一

致
す

る
こ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
も
、
　

は
刊

本

も

ま

た

「亦
」

に
作

っ
て

い

る
。
他
本
は

「
必
」

で
あ
る
が
、

こ
の
両
字
形
は
よ
く
相
誤
ら
れ
る
も

の
で
、

醍
醐
寺
本

の

「
且
」

は
他

に
例

の
な

い

一
例

と
な
る
。
　

は
、
真
福
寺
本

ひ
と

り
そ

の
字
に
即
し
て

「
ア

ヘ
リ
キ
」

と
訓
ず
る
。
　

は
、
別
に
陽
明
文
庫
本
が

そ

の
左
に
同
じ
く

「何
言
」
と
無
記
号
な
が
ら
注
記
し
て

い
る
を
、
見

の
が
す

こ
と
は
で
き
な

い
。

傍
訓
に
も
及
ん
で
い
る
例

の
あ
る

こ
と
は
、
さ
き
に
述

べ
た
が
、
そ
れ
は
次

の
四
条
で
あ
る
。

　
城
南
蜜

室
之
禾
江
上
蝉
鳴
之
稲

(三
八
)

雀

晶
菅「

　
下
官
起
謝
日
仰
与
夫
人

(三
九
)

予
菅

到

　
水
明
魚
影

浄

林
翠
鳥
歌
喧

(五
三
)

静

菅

ア
セ
川

　
長
夜
枕

拒
塞
頭
十
娘
報
以
讐
履

(六
八
)

渠

菅

こ
れ
ら
は
、
す
べ
て
諸
本
同
じ
で
、

ひ
と
り
醍
醐
寺
本

だ

け

の

異
文

と
な
る

が
、
⑦
は
、
字
形

の
類
似
か
ら

「雀
曇
」
を

「崔
黍
」

に
誤
り
さ
ら
に
文
字

に



管

ひ
か
れ
て

「
サ
イ
サ

ム
」

と
訓

じ
た
に
す
ぎ
ず
、
明
ら
か
に
誤
写
に
よ
る
α

以

上
が
本
文
に
関
す
る
も

の
の
す

べ
て
で
あ

っ
て
、

こ
の
範
囲
だ

け
か
ら
見

た
菅
家
本

の
性
格
は
、

ほ
ぼ
次

の
よ
う

に
な
る
。

菅
家
本
だ
け
に
用

い
ら

れ
て

い
る
独
特

の
文
字

は
、
わ
ず
か
五
例

に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ

に
や
や
類
す
る
も

の
と
し
て
、
少
数
の
他
本

に
だ
け

一
致
す
る
も
の

は
三
例
で
、
そ
れ
が
わ
ず
か
と
は

い
え
、
す

べ
て
真
福
寺
本

に
通
ず

る
と

い
う

事
実

を
指
摘
し
よ
う

。
あ

わ
せ
て
八
条
で
あ
る
が
、
傍
訓

に
も
及
ん
で
い
る
も

の
を
含
め
て
の
本
文
異
同
が
す

べ
て
で

二
十

二
条
あ

る
こ
と
か
ら
す

れ
ぼ
、
残

り

の
十
四
条
は
、
醍
醐
寺
本
以
外
の
諸
本

と
共
通
す
る
本

文
を
有
す

る
こ
と
に

な
る
。

こ
の
限
り

に
お
い
て
、
誤
写
を
も

あ
わ

せ
て
、
醍
醐
寺
本

の
本
文
が
、

か

な
り
異
な

っ
て

い
る
こ
と
を
、
は

っ
き
り
認

め
さ

せ
る

こ
と
に
な
る
。
原
本

は
い
う
ま
で
も
な
く

一
つ
で
あ
る
か
ら
、
異
文

は
誤
写
に
よ
る
か
不
明
瞭
な
字

体

の
意
改

に
よ
る
か

な
ど

で
あ
ろ
う
か
ら
、

こ
の
短
篇
に
、
そ
う
甚
だ
し

い
相

違
が
多
く
生
ず

べ
く
も
な

い
こ
と
を
、
菅
家
本

は
、

い
ち
お
う
示
し
て

い
る
と

認
め
ら
れ
よ
う
。
そ
れ
で
は
、
訓
読
に
関
す

る
も

の
を
調
べ
て
み
る
。

本
文
と
と
も

は
傍
訓

に
も
及
ん
で

い
る
例
は

前

項

に

記
し
た
が
、
こ
こ
に

は
、
醍
醐
寺
本

と
の
異
訓
を
注
記
し
た
二
十
七
条

に
つ
い
て
解
説
す
る
。

ま
ず

、
菅
家
本

の
訓
が
他
の
諸
本

に
見
ら

れ
な

い
も
の
は
、
次

の
七
例
を
数

え
る
。

い
わ
ば
、
現
存
遊
仙
窟

に
お
け
る
孤
訓
と
も

い
う
と

こ
ろ
で
あ
る
。

⑪
蟻
煙

の
八
子

の

奈

、
東
門
の
五
色

の
瓜
、

(三
九
)

カ
ラ
モ
、
菅

力
・
・メ
菅

　
僕

、

因

て

詠

て
日

、

讐

ヘ
ル
鵜

子
、

(五

〇
)

ム
ヅ

マ
シ
テ

●

辱

ヨ
ソ
ヒ

ク
ワ
イ

ヶ

璽

一
の

床

に
両

の

好

無

シ
半

醜

に
亦

、
何

の
妨

カ

ア
ラ

ン

(五

六
)

カ
ホ
ヨ
キ
人

シ
ウ
菅

●

シ
ツ
カ
サ
菅

ア

　
忽

に
狂

風

の

ソ
ボ

レ
タ

ル

ニ
遇

フ

テ

(五

九
)

シ

ハ
ラ
ク
ア

ル

ニ

メ

ヵ

・
ヤ

ィ

出、

　
)
少

時

に
眼

、

花

キ
、

耳

、

熱

リ
、

(六

四
)

P・

ト

・二
L
二

引再

`

力

添

リ
ノ

　
狂
鶏
の
ウ
カ
レ
ト
リ

ノ

三

更

に
暁
を

唱

(六
四
)

ト
云
コ
ト
菅

　
数
人
の
猶
、
奮
の
庭

に
在

テ
立
リ
。

(七
二
)

コ
ト
菅

は
じ
め
の
　
は
、
諸
本

す

べ
て

「
カ
ラ

ナ
シ
」

と
訓
じ
て

い
る
。
　

も
全
く
孤

訓
で
あ
る
が
、
醍
醐
寺
本

に
あ
る
左
訓
と
と
も

に
、

こ
こ
に
か
か
る
訓
あ
る
こ

と
、

い
か
に
も
解
し
が
た

い
。
　

は
そ
の
字
音

を
示
し
た
の
で
あ
る
が
、
真
福

寺
本

は
字
訓

「
ニ
ク

ゝ
ト
モ
」
と
傍
訓

す
る
。
醍
醐
寺
本

は
、

い
わ
ゆ
る
百
姓

読
み
に
し

た
が

っ
た
も

の
と
い
う

べ
く
、
字
音
は
示
し
た
も

の
の
誤
り
も
甚
だ

し

い
。
　

の
訓
ま
た
解
し
が
た

い
が
、

「
シ
ツ
」
は

「
ツ
シ
」

の
転
倒
で
あ
り

「
カ
サ
」
は

「
カ
セ
」

と
あ
る

の
を
異
体
字

「
セ
」
を
類
形
か
ら

「
サ
」

に
誤

読
し

た
の
で
あ
ろ
う
、

し
た
が
っ
て

「
ッ
シ
ヵ
セ
」
と
あ
る
べ
く
、
真
福
寺
本

の
右
訓

に

「
狂
風
」
と

あ
る

に
共

通
す

る
訓
と
な
り
、
菅
家
本
だ
け
の
孤
訓

で

は
な
く
な
る
。
遊
仙
窟

の
点
本

に
共

通
す
る

こ
と
は
、

同

一
語

に
二
訓
以
上
を

併

記
す
る
こ
と
の
珍
し
く
な

い
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
異
訓
を
そ
の
ま
ま
伝
え

よ
う
と
し
た
も

の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
諸
訓

が
完
全

に

一
致
す
る
こ
と
は
な
く

て

も
、
ど
れ
か
に
同
訓
が
あ

っ
て
、

右
に
孤
訓
と
し
た
も

の
の
外
は
、
菅
家
本

の

注
記
点
も
、
ど

れ
か
の
本

の
傍
訓

に
見
え
る
。

字
音
の
注
を
傍

記
し
た
の
は
、
前

の
璽
と
と
も

に
次

の
二
例
が
あ
る
。

⑨

豹

胎

、
玉

の

畳

に
紛
論

(ト
)

マ
カ

ヘ
リ

(三
八
)

ハ
ウ
菅



、

・

　
龍

俊

、

久

ク
、

聲

を

絶

ツ

(六

八
)

＼
チ
菅

サ
の
右
肩
に
斜
線
で
合
点
が
あ
り
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
成
牌貴
堂
文
庫
本

に
も
見

え
る
。

こ
の
字
音
は
、
双
注
本

に
も
字
書

を
援
用
し
て

「音
蘇
和

ノ
反
」

と
注

し
て

い
る
が
、

諸
本
傍
訓
な
く
、

ひ
と
り
真
福
寺

本

が

そ

の
右
側

に

「
之
差

反
」

と
記
し
て
い
る
の
が
め
だ

つ
。

異
訓

と
し
て
、
音
読
す

べ
き
こ
と
を
注
し
元
も
の
が
あ
る
。

＼

〃
、
コ

ハ

ス

②

風
を
迎

(
テ
)
細
キ
影

を

転

す

(三
五
)

=フ
ム
ス
菅

　
方

便

に
他
を

悩

シ
テ
来

レ
リ
、

(五
〇
)

シ
ア
菅

ナ
リ

ヒ

〃
マ
r

フ

　
此

の
時

に

一
膳
去

(
ヲ
)
経

(六
六
)

ヲ
コ
ト
点
だ
け
で

「
転
す
」

と
あ
る
の
が
他
本

に
も
見
え
、
音
読
か
訓
読

か
の

語
尾

を
示
し
元
も

の
で
、

い
ず

れ
と
も
断
定
で
き
な
い
。
「方

便
」
の
例
は
、
真

福
寺
本

が
音
合
符

で
つ
な
ぎ

「
シ
テ
」
を
送

っ
て
音
読
し
て

い
る
の
と
、
同
訓

を
示
す
も

の
と
認

め
ら
れ
る
。
　

は

コ
　

去
」

に
音
合
符
が
あ
り

そ
の
右
に

「菅
」

を
注
し
、
さ
ら

に
そ
の
右
に

「
ヒ
」
が
あ
る
の
で
、

「
一

(タ
)

ヒ
去

ル
コ
ト
」

の
訓
読

に
対
し
て
音

読
を
示
す
も

の
と
解

せ
ら
れ
る
が
、
後

に
述

べ

る
よ
う
に
、
成
篭
堂
文
庫
本

で
は
逆

に

「
ヒ
」

に

「菅
」

を
注
す
る
形
で
記
さ

れ
て

い
る
。

反
対
に
、
音
読

で
は
な
く
訓

読
す

べ
き

こ
と
を
注
す
る
の
が
あ
る
。

⑩
河
東

の
紫
-
塩
、
嶺
南
の
丹

キ
橘
、

(三
九
)

ノ
菅

こ
れ
は
音
合

符
が
あ

っ
て
音
読
語

た
る
こ
と
を
示
し
て
い
る

の
に
対
し
、
「菅
」

本
は

「紫

ノ
塩
」
と
訓
ず
る
こ
と
を
教
え

て
い
る
。

図
書
寮
本
名
義
抄
は
、
ち

ょ
う
ど
こ
の
句

を
そ

の
の
ま
ま

「
遊
仙
窟
云
」
と
し
て
援
用
し

て
い
る
が
、
そ

嚇

の
訓
法
は
全
く
示
さ
れ
て
い
な

い
。

活
用
、
あ
る

い
は
活
用
形

の
ち
が

い
だ
け
で
あ
る
も

の
、
下

に
く
る
接
続
語

の
ち

が
い
を
示
す
も

の
の

一
群
が
あ
る
。

④
向
来

に
顔
色
を

承

(三
七
)

ウ
ケ
菅

ミ

上
菅

ヶ
菅

.

　
翠
の
柳

は
眉

の
色
を
開
、

(六
六
)

「
開

ケ
」
と
訓

じ
て
い
る
の
は
、
他

に
真
福
寺
本

が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

⑤
心
謄
、

倶
に
砕

ク
、

(三
七
)

ケ
タ
リ
菅

⑥
宣
に
敢

て
外

に
在

ム
ヤ

(三
七
)

ア
テ
菅

す

べ
て
小
さ

い
異
同

で
あ
る
が
、

わ
ざ
わ
ざ

「菅
」

と
注
し
て

い
る
も

の
で
、

そ
れ
ぞ
れ
他
本

の
訓
と
多
か
れ
少
な
か
れ
通
ず
る
。

傍
訓
注
記
で

い
ち
ば
ん
多

い
の
は
、

い

っ
ぱ
ん

に
語
の
ち
が

い
を
示
す
訓

で

あ

っ
て
、
諸
本

に
異
同
は
あ
る
が
、

そ
れ
ぞ
れ
同
訓
は
ど

れ
か

に
見
え
る
。

①

明

カ
ナ

ル
月

ハ
炊
故
と
ネ
タ

マ
シ
カ

ホ
ニ
窓
に
臨
リ

(九
)

ア
カ
ヅ
キ
ノ
菅

③

児

は
是

九
泉
の

下

人
、

(三
七
)

シ
モ
ノ
菅

イ
ヤ
シ
キ
人
ナ
リ

⑧
琳

の
下

ノ
肥

エ
タ
ル
聴
、

(
三
八
)

ク
ワ
菅

「
菅
」
本

と

同

じ

く

「
ク

ワ
」
訓

に
し
た
が

っ
て
い

ほ
と
ん
ど
の
諸
本

が
」

る
。

　
辞

ヒ
不
歌

フ
者
、

　
今
娘
子
ト
共

に
、

ク
ル
ゾ
キ
コ
ト
ヲ

ネ
ム
コ
ロ
ナ
ル
コ
ト
↓フ
菅

苦

こ

と

(
ヲ

)

相

ヒ

配

ス

(
五

五

)

ナ
ラ

ヒ
テ

ア
タ

レ
ハ
菅

h

(四

七
)



ガ

ハ
タ

ヒ

サ

カ
タ
ヂ

　
　

緑
の

纏

を
去

テ
花

ノ

容

眼

二
満

(六
四
)

シ
タ
ウ
ツ
菅

ス
ツ
菅

「
ス
ツ
」

と
訓
ず
る

の
が
、

ほ
と
ん
ど

の
諸
訓

に
通
じ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
⑫

靱
の
本
文

と

「
シ
タ
ウ

ツ
」

の
訓

と
を
併

せ
用

い
て

い
る
の
は
、

こ
の

「菅
」

本

と
真
福
寺
本

と
だ
け
で
あ
る
。
本
文

の
同
じ
醍
醐
寺
本

は
異
訓

で
あ
り
、

他

の
諸
本
は
み
な
本
文

「
秣

」
に
作

っ
て
お
り
、
陽
明
文
庫
本

は
そ
れ

に

「
マ
エ

タ

レ
」

の
訓

を

つ
け
な
が
ら
他

に

「
シ
タ
ウ
ッ
」
も
併
せ
記
し
、

さ
ら

に
本
文

左

に
異
文

と
し
て

「鞭
」
を
示
し
て

い
る
の
は
、

こ
の

「菅
」
本

に
通
ず
る
も

の
を
校
し
て

い
る
こ
と

が
注
意
を
ひ
く
。
名
義
抄
で
は
、
両
字

と
も

に

「
シ
タ

ウ
ッ
」
の
訓
を
記
し
て
い
る
。

ケ
ウ
キ
ヨ

ナ
ケ
イ
テ
菅
ア
ヲ

　
戯

歓
と

タ
シ
ン
テ
仰

イ
テ
規

ル
に
能

ハ
す

(六
六
)

こ
の

「
菅
」
訓
も
、
す

べ
て
そ

の
諸
本
と
通
ず

る
も

の
で
あ
り
、

醍
醐
寺
本
ひ

と
り
異
訓
を
有
す

る
こ
と
を
示
す

に
す
ぎ
な

い
。

　
鳳
錦
ヲ

行

に
須

ク
贈

ル

(
ベ
シ
)
。

(
六
七
)

＼
キ
ン

ユ
ク
ニ
菅

ヲ
ク
リ
モ
ノ
ス

最
後
に
、
説
明
を
要
す
る
次

の

一
例

が
残

っ
て

い
る
。
さ
き
に
本
文
⑯
で
注

意

し
て
お

い
た
も
の
で
、

　
行
て

二
三

里

に
至

ル

可

二

(七
二
)

菅
先

ハ
カ
リ
菅

、

と
訓
読
せ
ら
れ
る
が
、

「
可
」
字
は
諸
本

に
す

べ
て
な
く
、

「菅
」
本

の
よ
う

に

「
バ
カ
リ
」

と
補
読

せ
ら
れ

て
い
る
。

し
た
が

っ
て

「菅

先
」

の
記
さ
れ
て

い
る
位
置
が
誤
ら

れ
た

の
で
、

一
字
上
の

「
可
」

に
つ
け
た
も

の
と
認
む

べ
く

、
そ

れ
に
よ

っ
て

「
行
て

二
三
里

ハ
カ
リ

に
至

ル
」
と
訓
読
は
か
わ
ら

な
い
の

で
あ
る
。

こ
の
推

定
は
、
次
項

に
お
け
る
成
簑
文
庫
本

の
記
述
に
よ

っ
て
確
か

め
ら
れ
る
。

傍
訓

と
し

て

「
菅
」
記
の
あ
る
の
は
、
以
上
が
そ
の
す

べ
て
で
あ
り
、

こ
の

異
訓
と

い
う

の
も
、
本
文
の
場
合

と
同
じ
よ
う

に
、
菅
家
本

の
特
異
な
も

の
で

あ
る
こ
と
を
示
す
例
は
、
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。
菅
家
本
だ

け

に
見
え
る
異
訓
は
、
わ
ず
か
七
条

で
あ
り
、
そ
れ
も
既

述
し
た
よ
う
な

一
二
の

例
を
除

い
て
は
、
甚
だ
し

い
訓
読
の
差
と
は

い
え
な

い
も

の
ば
か
り
で
あ
る
。

さ
ら

に
、
菅

家
本

と
少
数
他
本

と
に
だ

け
共
通
す
る
例
も
数
多
く
は
な

い
が
、

そ

の
う
ち
の
半
ば

は
、

こ
れ
ま
た
真
福
寺
本
だ
け

に
見
ら
れ

る
に
す
ぎ
な

い
。

菅
家
本
の
存
在

を
知
ら

せ
る
も

の
は
、
従
来

こ
の
醍
醐
寺
本

だ
け
で
あ

っ
た

が
、
成
簑
堂
文
庫
本

を
検
す
る

に
及
ん
で
、
そ
れ

に
も

ま
た

「
菅
」
注
記
が
あ

り
し
か
も
全
く
醍
醐
寺
本

の
を
そ
の
ま
ま
写
し
た
よ

う

な

も

の
で
あ
る
こ
と

は
、
そ

の
だ

い
た

い
の
こ
と

に
つ
い
て
報
告
し
た

こ
と
が
あ
る
。
〈
注
6
〉

す

な
わ
ち
、
成
篭

堂
文
庫
本

に
載
せ
ら

れ
た

「
菅
」
注
記
は
、
す

べ
て
で
三

十
二
条
を
数
え
る
が
、
た

が
い
に
異
な

っ
た
部
分

に
あ
る
わ
け
で
は

な
く
、
全

く
同

一
の
と
こ
ろ
に
注
せ
ら
れ
て

い
る
か
ら
、
醍
醐
寺
本

に
く
ら

べ
る
と
、
十

七
条
少

な
い
こ
と
に
な
る
。
醍
醐
寺
本

に
対
比
し
て
、
や
や
注
意
す

べ
き
異
同

の
点
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
〈
注
7
〉

ワ
レ
菅

ク
モ

　
下
官
起
謝
日

予
夫
人

(
二
)
与

ス

(二
十

一
オ
)

諸
本
と
同
じ
で
、

「菅
」

の
注
記
が
示
さ
れ

い
る
だ
け
の
ち
が
い
で
あ
る
。

醍
醐
寺
本

の
本
文

は

「仰
」
で
あ

っ
て
、

「
予
」
が
そ
の
ま
ま

「
菅
」
と
し
て

傍
記

せ
ら
れ
て

い
た
も

の
が
、
こ
こ
で
は
入
れ
か
わ

っ
て
、

「
菅
」

の
注
記
は

残

っ
た
も

の
の
、
そ

の
異
文
が
本
文

と
な

っ
て
し
ま

っ
て
、

「
仰
」
は
、
全
く

姿

を
消
し
て

い
る
。
次

の
二
例
も
、

こ
れ
と
類
を
同
じ
く
す
る
。
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⑳
魚
影

静

ク
林
翠

ニ
シ
テ
鳥
歌

喧

シ

(
二
十
六
オ
)

シ
ツ
カ
ナ
リ
菅

⑭
長
夜
渠

(
ノ
)
頭

(
ヲ
)

枕

ニ
セ
ヨ

(三
十

ニ
ウ
)

ミ
マ
ノ
菅

カ
ウ
ヘ

サ
・
ヘ
シ
メ
ヨ

醍
醐
寺
本

は
そ
れ
ぞ
れ
さ
き
に
示
し
た
番
号
の
例

に

よ

っ
て
う
か
が
わ
れ
る

が
、
⑳
は
本
文

「
浄
」
で
あ

っ
た
の
に

「
菅
」
本

の

「静
」
が
入
れ
か
わ

っ
た

だ
け
で
、

傍
訓

に
は
ま
だ

「菅
」

注
記
が
残

っ
て

い
る
。
⑭
は
本
交

「拒
置

が

そ

っ
く
り

な
く
な

っ
て

「菅
」
本

の

「
渠
」
が
入
れ
か
わ
り
、
傍
訓
だ
け
は
そ

の
ま
ま

「菅
」

を
残
し
て

い
る
。

こ
れ
ら
は
、
後
で
述

べ
る

「菅

」
本

が
そ
の

ま
ま
本
文

と
な

っ
て
い
て

「菅
」

注
記
さ
え
な
く
な

っ
て
い
る
多
く
の
例
と
、

そ

の
軌
を

一
に
す

る
も

の
と

い
う

べ
く
、

「
菅
」
が
注
記
せ
ら
れ
て

い
る
か
否

か

の
差
が
あ
る
に
す
ぎ
な

い
。

　
此
時

一
-
去

(
ヲ
)
経

(三
十

ウ
)

ヌ

さ

き

に
述

べ
た

よ
う

に
、

こ

こ
は

「
一

(タ
)

ヒ
」

が

「菅

」

で

あ

る

よ
う

に

な

っ
て

い
る

が
、

音

合

符

に
対

し

て

の

「菅

」

注

記

が

原
形

で
あ

ろ

う
。

亦
創

⑰

愚
者

千

(
タ
)

ヒ
慮

(テ
)

必

一
得
有

リ

(
二
十

ニ
オ
)

カ
ハ
タ
ヒ

サ

カ
タ
チ
眼
イ

⑫

緑

(
ノ
)

秣

(
ヲ
)

去

テ
花

ノ

容

目

二
満

(
二
十

九

ウ
)

シ
タ
ウ
ッ
犠

官

ス
ツ

イ

こ
の
二
例
は
、
「菅
」
本

を
示
す

こ
と
全
く
同

じ
で
あ
る
が
、
さ
ら

に

「
イ
」

本
も

一
致
し
て

い
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
た
も

の
で
、
こ
の
文
庫
本
で
所

々
に

用

い
ら
れ
て

い
る

「
イ
」
本
が
、

「菅
」
本

と
は
別
の
本

で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
と

い
っ
て
よ

い
。

こ
れ
は
ま
た
、
次

の

一
条

に

も

あ

ら
わ
れ
て

い

る
。

⑯
⑰
十
娘

(
ノ
)
手

子

(
ヲ
)
把

テ
而
別

ル

○

行

(
テ
)

壬

二

里

ハ
π
ーノ
ニ
.

バ
カ
リ
菅

可

菅

(
二
)

至
ル

(三
十
四
ウ
)

ノ,

「
別
」
と

「
行
」

と
の
間

に
○
印
を
し
て
、
そ

こ
に

「
イ
」
本

は

「
可
」
と
あ

る
が
、

「菅

」
本

は
そ
れ

が
な

い
こ
と
を
い

っ
て
い
る
。
前

の
項

で
、

こ
の
と

こ
ろ
の
、
醍
醐
寺
本

の
傍
訓
位
置

の
誤
り

を
推
定
指
摘
し
た
が
、

こ
こ
の
注
記

形
式

が
全
く
よ
く
そ
れ
を
解
明
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。

成
篭
堂
文
庫
本

が
、
直
接

に

「菅
」
本

を
引

い
た
も

の
で
は
な
く
、
醍
醐
寺

本

の
よ
う

に

「菅
」

注
記
を
有
す
る
本

を
そ

の
ま
ま
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
こ
と

は
、
共
通
部
分
で
右
の
三
例
を
除

い
て
は
、
全
く
同
じ
表
記
形
式
を
採

っ
て

い

る
こ
と
で
想
像
で
き
る
が
、

な
お
そ
の
な
か
で
、
次

の
よ
う
な
例

に
よ

っ
て
確

か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

⑳
水
明

(
ニ
シ
テ
)
魚
影

静

(二
十

六
ウ
)

語
尾

の

「
ナ
リ
」
は
、

は
じ
め

「
ナ
ル
」

と
書

い
た
の
を
「

そ
う
書
き
改
め
た

こ
と
が
明
ら
か

に
見
え
て
い
て
、
誤
写
を
す
ぐ
訂
正
し
た
も

の
で
あ
る
。

シ
ツ
カ
サ
菅
ノ

ア

⑳
忽

(
二
)
狂

風

(
二
)
遇

フ
テ

(二
十
八
オ
)

「
狂
風
の
ツ
シ
カ
セ
」

で
あ
ろ
う

こ
と
は
、

さ
き

に
述

べ
た
が
、
'
「
菅
」
の
下

に
何
故

に
不
要
の
如
き

「
ノ
」
が
記
さ
れ
て
い
る
か
。

お
そ
ら
く
底
本

「
風
」

に
記
さ
れ
た

ヲ
コ
ト
点

「
の
」
が
、

こ
う

し
た
形
で
残

っ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

底
本

の

ヲ
コ
ト
点
が
よ
ま
れ
て

い
な

い
ま
ま
に
な

っ
た
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
は

少
な
く
な
く
、
か
え

っ
て
そ
れ

に
底
本

を
よ
く
う
か
が
わ
せ
る
も

の
が
あ
る
。

⑳

少

時

(
二
十

七
ウ
)

⑬
龍
俊

(三
十

一
ウ
)

ノ
ト
キ
ニ
菅

＼
サ
菅

前
者

の

「菅
」
訓
の
な
か
の

「
キ
」
は
、
醍
醐
寺
本
で
は
古
体

「
＼
」

(右
斜



線

)
で
あ
る
が
、

こ
の
本

で
も
そ

の
字
体
ま
で
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て

い
て
近
体

「
キ
」

を
用

い
な
い
こ
と
、

ま
た
後
者

の
例
は
、

「
サ
」

の
右
肩

に
斜
線

の
合

点
あ
る
特
例

で
あ
る
こ
と
は
さ
き
に
注
意

し
た
が
、
そ
の
符
号

ま
で
も

こ
の
本

は
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る

こ
と
な
ど
、
底
本

に
準
じ
た
も

の
で
あ
る

こ
と
を
明

ら
か

に
し
て

い
る
。

醍
醐
寺
本

に

「菅
」
と
あ

っ
て
、
成
葺
堂
文
庫
本

に
は
そ
れ
が
な
い
十
七
条

は
ど
う
な

っ
て

い
る
か
。
対
照
し
な
が
ら
調

べ
て
み
よ
う
。
そ

の
第

一
は
、

全

く
同
訓
で
あ
る
が
、

た
だ

「
菅
」

の
記
号

が
な
い
も
の
で
あ
る
。

①
明

月
　

明

月

(七
オ
)
⑳
相
配
　

相
配

(二
十
七

ウ
)

ア
カ
ツ
キ
ノ
菅

ア
カ
ヅ
キ
ノ

ナ
ラ
ヒ
テ

ナ
ラ
ヒ
テ

ァ
タ
レ
ハ
菅

ア
タ
レ
ハ

こ
れ
ら
は
、
書
写

に
あ
た

っ
て
、
脱
し
た
も

の
で
は
な

い
か
。

こ
れ

に
類
す
る

も

の
は
、モ

・

モ

・

カ
ラ
ナ

シ

カ

ラ
ナ

シ

⑧
琳
-

椹

(
二
十

オ
)

⑬

奈
　

奈

(
二
十

ウ
)

ク

ワ
菅

カ
ラ

モ

・
菅

⑬
十
娘
詠
日
-

十
娘
詠
日

(
二
十

一
ウ
)

答
菅

⑳

過

-

過

(二
十
六

ウ
)

遇
菅

こ
れ
ら
は
、

「
菅
」
注
記
は
も

ち
ろ
ん
、
異
訓
異
文

ま

で

も

な

い
も

の
で
あ

る
。

こ
こ
に

い
た
る
と
、
書
写
の
脱
文
と

い
う
よ
り
も
、
底
本

に
な
か

っ
た
か

も
知

れ
な

い
と
考
え
ら
れ
る
。

右

に
述
べ
た
も

の
の
外
は
、
す
べ
て
、
醍
醐
寺
本

で

「
菅
」
本

と
し
て
傍
注

せ
ら
れ
て

い
た
も

の
が
、
そ
の
ま
ま
本
文

に
な

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

サ
イ
ナ
ム

シ
ヤ
ク
サ
ウ

⑦
雀

黍
t

雀

燥

(
二
十
オ
)

⑫
東
門
-

青
門

(
二
十

ウ
)

雀
品
菅

青
菅

'

⑭
先
-

本

(二
十

一
オ
)

⑮

僕

答
日
　

下
官

詠
日

(
二
十

一
オ
)

本
菅

・

下
官
詠
菅

管
菅

浦
菅

⑲
洛
川
　

洛
浦

(二
十
三

ウ
)

⑱
籍
竿
　

箒
管
H(
ご
十

ニ
ウ
)

⑳
遂
作
而
憐
謝
日
t

遂
作
而
謝
日

(ご
十
三
ウ
)

菅
兄

⑭
誰
知
-

誰
知

(二
十
九
ウ
)

誰
菅

⑳
少
時
夜
深
天
暁
-

少
時
天
暁

(三
十
オ
)

菅
二
字
兄

画
昔
自
数
仮
愁
-

自
昔
仮
愁

(二
十
オ
)

菅
先

以

上
が
、
醍
醐
寺
本

の

「
菅
」
注
記
の
部
分

に
つ
い
て
の
相
違
す
る
と

こ
ろ

で
あ
る
が
、
他

に

一
条
⑳

の
例
は
、
ち
よ
う
ど
成
簑
堂
文

庫
本

の
脱
丁
と
な

っ

て

い
る
と

こ
ろ
で
、
異
同

の
ほ
ど
は
参
照
で
き
な
い
。

傍
訓

の
場
合
は
そ
う

で
も

な
い
の

に
、
本
文
異
同

の
例

に
か
ぎ

っ
て
、
そ
の

大
部
分
が
、

「
菅
」
本
文

と
同

一
の
本

文
で
あ
り

「
菅
」
注
記
が
な
く
な

っ
て

い
る
の
は
、

一
見
、
意
を
も

っ
て
そ
う
改

め
写

し
た
よ
う

に
さ
え

思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

わ
ず
か
な
が
ら

や
は
り
も
と
の
ま
ま
と
思
わ
れ
る

「菅
」

注
記
も
あ

る
の
で
、

か
ん
た
ん

に
は
断
定

で
き
な

い
。

い
ず
れ

に
し
て
も
、
菅
家
本
を
直

接

に
対
校

し
た
も

の
で
は
な
く
、
醍
醐
寺
本

の
よ
う

な
形
の
底
本

に
よ

っ
て
の

書
写
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て

「
菅
」
の
な

い
の
は
写
脱
も
あ
ろ
う

が
、
底
本

す
で

に
そ
う

な

っ
て
い
た
こ
と
も
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
傍
訓

な
ど

で
、
甚

だ
し

い
誤
写
と
認
め
ら
れ
る
も

の
も
少
な
く
な

い
写
本
で
あ
る

こ
と
も
、
あ
わ

せ
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。



遊
仙
窟

に
、
菅
家
の
伝
本

が
あ

っ
た

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
は
加
点
本

で
あ

っ
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
、

こ
れ
だ
け
し
か
わ
か
ら
な

い
の
で
、

「
菅
」
注
記
以
外

の
と

こ
ろ
に
は

全
く
異
文
異
訓

が
な
か

っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。

こ
れ
ら

に
よ

っ
て
、
菅
家
本

に
復
元
で
き
る
な
ど

と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
醍
醐
寺
本
は
、
古
典

保
存
会
本

に
よ
れ
ば
本
文
は
七
十
四
頁

で
あ
る
。
し
か
る
に
、

「
菅
」

の
注
記

を
残
し
て

い
る
の
は
、
①
を
除

い
て
は
、
す

べ
て
三
十
五
頁
以
下

に
お

い
て
で

あ
る
。

つ
ま
り
、
全
体

の
正
に
後
半
部

に
あ
た
る
と
こ
ろ
に
集
ま

っ
て

い
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。
偶
然
と
し
て
も
、

や
や
か
た
よ

っ
て

い
る
。
さ
ら
に
そ

の

前
半
部
に
は
異
文

の
校
合
注
記
は
あ
る
が
、

「
イ
」

「
イ
本
」
と
注
し
た
十

一

条
ば
か
り

で
あ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、

「
イ
」

「
イ
本
」

と

「
菅
」
と
が
、

と

も

に
菅

家
本

で
あ
る
と
す
る
説
さ
え
生
ず

る
。
そ
れ
は

わ

た

し

は
採
ら
な

い

が
、
か
た
よ

っ
て
存
在
す
る
こ
と
は
否
定

で
き

な
い
。
〈
注
8
〉

醍
醐
寺
本

は
、
康
永
三
年
の
模
本

で
あ

る
。
そ
の
原
本

は
、
正
安

二
年
本

で

あ
る
。

し
た
が

っ
て
、
菅

家
本

の
対
校
注
記
は
正
安
に
な
さ
れ
た
も
の
か
、

あ

る

い
は
そ
の
底
本

に
全
部
あ
る
い
は

一
部
す
で
に
な
さ
れ

て
い
た
か
も
断
定

で

き
な

い
。

い
つ
の
も

の
に
し
て
も
、
ど
れ
だ
け
忠
実

な
対
校
で
あ

っ
た
か
と
い

う
こ
と
が
わ
か
ら
な

い
か
ら
、

さ
き

に
述

べ
た
偏
在

の
事
実
も
そ
の
ま
ま
に
認

め
る
ほ
か
は

な
い
。
菅
家
本

と

い
っ
て
も
、
た
だ

一
本
だ
け
と
は
断
定

で
き
な

い
。

い
く

つ
か

に
伝
写
せ
ら

れ
た
も

の
が
あ

っ
た
と
す
れ
ば
、
自
然
そ
れ
ら

の

間

に
小

さ
い
写
し
誤
り

な
ど

が
生
ず

る
。
傍
訓

に
し

て
も
、
た
だ

一
訓
だ
け
と

は
限
ら
ず
、
他
本

の
訓
と

一
致
す
る
も

の
も
多

い
の
は
、
原
文

に
差

が
な
い
以

上
は
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と

で
あ
る
。
菅
家
本

の
本
文
あ

る

い
は

傍
訓
が
、

他
本
と
ど
う
交
渉
す
る
か
は
、
だ

い

た

い
そ

れ
ぞ
れ
の
項

で
述

べ
た
が
、
そ

の
結
論
は
、

「菅
」
注
記
の
か
ぎ
り

に
お

い
て
は
、

唯

一
の
例
と

い
う
も

の
は

き
わ

め
て
少
な
く
し
て
、
か
え

っ
て
、
醍
醐
寺
本
の
誤
写

を
含
む
異
文
の
甚
だ

し
さ
を
指
摘

し
た

よ

う

な

も

の
で
あ

っ
た
。
成

箆
堂
文

庫
本

の
存
在
は
、
醍

醐
寺
本
の
よ
う

な
形
式

の

「菅
」

注
記
本

の
、
伝
承

せ
ら
れ

て
い
る

こ
と
を
証

し
た

こ
と

に
な
る
。

〈
注
1
>
神

田
喜

一
郎
博
士
の

「真
福
寺
本

遊
仙
窟
解
説
」

に
見
え
、

他
に

も
そ

の
説
を
う
け
た
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

〈
注
2
〉
こ
の
序
文
の
訓
読
は
、
だ

い
た

い
刊
本

の
訓
点

に
し
た
が

っ
た
。

岡
井
慎
吾
博
士
の

「
日
本
漢
字
学

史
」

の
訓
読
文
は
、

何
故

か
原

文
ど
お
り
で
な

い
こ
と
を
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。

〈
注
3
〉

ヲ
コ
ト
点
を
示
す

べ
き

で
あ
る
が
、

印
刷

の
困
難
さ
を
考
え

て
、

以
下

い
っ
さ

い
具
体
的

に
は
説
明

し
な
い
。
陽
明
文

庫
本

の
点
図

は
、
地
上
禎
造
氏

の
す
ぐ
れ
た
解
説

(国
語

・
国
文

十

一
ノ
ニ
)

に
見
え
る
。

〈
注
4
〉
岩
波
文
庫
本

に
よ

る
。
原
本

は
、
も
ち

ろ
ん
片
仮
名
ま
じ
り
文
で

あ
る
。

〈
注
5
〉
以
下
、
用
例

を
示
す
の

に
⑫
の
如
く
記
し
た
の
は
、
そ
れ

が
醍
醐

寺
本

に
お

い
て
あ
ら
わ
れ
て

い
る
順
序

で
あ
り
、
末
尾

の
カ

ッ
コ

内
の
漢
数
字
は
、
古

典
保
存
会
本

に
お
け
る
頁
を
示
し
た
も

の
で

あ
る
。

〈

注
6
〉
本
誌

(語
文
研
究

第
四

・
五
号
)

に
拙
稿
が
あ
る
。

〈

注
7
〉
以
下
、
用
例

に
お

い
て
⑬

の
如
く
示
し
た
の
は
、
〈
注
5
〉

に
記

し
た
よ
う

に
醍
醐
寺
本

の
番
号

で
あ
る
が
、
そ

の
下

に
示
し
た
の

は
成
簑

堂
文
庫
本
訳
文
で
あ
り
、
末
尾
の
カ

ッ
コ
内

の
注
記
は
、

そ
の
本

の
丁
数
表
裏
を
示
す
。

〈
注
8
〉
こ
れ
ら

が
、
同

一
本

で
菅
家
本
で
あ
る
と
す

る

の

は
、
吉

田

幸

一
氏
の
説

(国
語
と
国
文
学

十

ニ

ノ

七

)
で
あ
る

が

、

そ

の

論
は
、
①
の
例

を
見
落
し

て
い
る
。
ー
昭
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