
二
五

岷
江
入
楚
の
内
容
が
、
若
菜
巻
以
降
で
は
簡
略
に
な
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
小
川
陽
子
氏
は
「
序
拔
の
記
さ
れ
た
慶
長
三
年
の
時
点
で
『
岷
江
入
楚
』
全

巻
が
通
勝
の
理
想
と
す
る
形
に
仕
上
が
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
の
が

正
直
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。」
と
し
て
、
不
十
分
な
内
容
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

何
ら
か
の
事
情
で
完
成
さ
せ
た
こ
と
に
し
た
と
さ
れ
た
。
ま
た
「
肩
付
の
書
き
分

け
と
、
後
半
の
巻
に
お
け
る
引
用
の
有
無
と
を
あ
わ
せ
見
る
と
、
通
勝
は
、『
河
海

抄
』『
花
鳥
余
情
』『
弄
花
抄
』『
秘
抄
』
の
四
つ
と
、『
或
抄
』『
聞
書
』
の
二
つ

と
を
区
別
し
、
そ
の
扱
い
に
差
を
付
け
た
と
考
え
ら
れ
る
」
と
し
て
、「『
或
抄
』

と
『
聞
書
』
は
、
ど
ち
ら
も
三
条
西
家
の
源
氏
学
と
関
る
も
の
で
あ
る
が
、
三
条

西
家
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
通
勝
は
、
こ
の
二
つ
を
あ
く
ま
で
補
助
的

な
存
在
と
し
て
捉
え
、
後
半
の
巻
で
注
釈
の
規
模
を
縮
小
す
る
際
に
は
こ
れ
ら
を 

切
り
捨
て
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
さ
れ
た
。
岷
江
入
楚
後
半
部

分
の
注
釈
内
容
が
前
半
部
分
に
比
べ
て
少
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で

は
、
岷
江
入
楚
は
若
菜
巻
以
降
に
お
い
て
「
注
釈
の
規
模
を
縮
小
」
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
若
菜
巻
以
降
の
岷
江
入
楚
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
い
。

（
1
）

な
お
、
本
稿
で
は
、
煩
を
避
く
た
め
書
名
に
付
す
『　

』
を
省
略
し
た
。

一
　
岷
江
入
楚
と
連
歌
師
の
注

小
川
氏
は
、
岷
江
入
楚
に
お
け
る
連
歌
師
の
注
に
つ
い
て
、「
通
勝
が
周
到
に
情

報
操
作
を
し
な
が
ら
も
手
を
借
り
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」「
彼
ら
の
注
の
継
承
と
展

開
の
重
み
も
、
改
め
て
感
得
さ
れ
る
」
と
記
さ
れ
た
。

・
幽
斎
と
通
勝
は
、
紹
巴
の
講
釈
を
通
じ
て
、
自
分
た
ち
が
入
手
し
た
書
物

で
は
知
り
得
な
か
っ
た
公
条
注
を
紹
巴
が
所
持
し
て
い
る
こ
と
に
お
そ
ら
く

気
づ
い
た
で
あ
ろ
う
。
三
条
西
家
の
血
脈
と
源
氏
学
と
の
継
承
を
自
負
す
る

通
勝
に
と
っ
て
、「
古
来
の
註
釈
を
一
覧
の
た
め
に
し
る
し
あ
つ
む
へ
き
く

は
た
て
」
を
完
遂
す
る
に
は
、
紹
巴
の
得
た
公
条
注
が
不
可
欠
で
あ
っ
た
に

違
い
な
い
。

　

そ
こ
で
通
勝
の
と
っ
た
方
法
が
、
紹
巴
か
ら
得
た
注
を
採
用
す
る
、
し
か

し
紹
巴
経
由
で
あ
る
こ
と
は
明
記
し
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ

若
菜
巻
以
降
の
岷
江
入
楚

小

髙

道

子
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は
ま
さ
に
、『
長
珊
聞
書
』
を
採
用
し
つ
つ
も
「
或
抄
」
と
し
か
記
さ
ず
、「
御

説
」
の
由
来
の
み
明
記
す
る
、
と
い
う
あ
り
方
と
軌
を
一
に
す
る
。

・
通
勝
が
周
到
に
情
報
操
作
を
し
な
が
ら
も
手
を
借
り
ざ
る
を
得
な
か
っ
た

と
い
う
点
で
、
中
世
源
氏
学
に
お
け
る
連
歌
師
た
ち
の
存
在
感
、
彼
ら
の
注

の
継
承
と
展
開
の
重
み
も
、
改
め
て
感
得
さ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
公
条
は
、
連
歌
師
に
対
し
て
、
実
枝
経
由
で
は
得
ら
れ
な
い
公
条

注
を
与
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
注
記
内
容
の
相
違
に
つ
い
て
、
真

木
柱
巻
に
つ
い
て
、
紹
巴
の
講
釈
を
も
と
に
し
た
と
さ
れ
る
岷
江
入
楚
の
「
聞
」

「
聞
書
」
と
す
る
注
記
と
、
公
条
説
「
秘
」
と
を
比
較
し
た
が
、
紹
巴
に
の
み
伝
え

ら
れ
た
三
条
西
家
の
説
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
小
川
氏
の
見
解
に
対
し

て
本
廣
陽
子
氏
は
「
首
肯
で
き
る
」
と
さ
れ
た
。

「
聞
」「
聞
書
」が
紹
巴
の
講
釈
を
反
映
し
て
い
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、 「
聞
」

「
聞
書
」と
い
う
表
記
の
仕
方
も
、
誰
の
講
釈
か
分
か
っ
て
い
な
が
ら
そ
れ
を

伏
せ
た
表
現
方
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
確
か
に
、
こ
れ
ら
を
考
え

合
わ
せ
る
と
、
通
勝
が
『
長
珊
聞
書
』
を
「
或
抄
」
と
あ
え
て
名
前
を
伏
せ

て
載
せ
た
と
言
う
小
川
氏
の
主
張
は
首
肯
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
公
条
が
「
古
今
伝
授
を
許
さ
な
い
」
ほ
ど
下

に
見
た
連
歌
師
相
手
の
講
釈
の
内
容
を
、
ど
う
し
て
『
岷
江
入
楚
』
は
「
或

抄
」
と
名
前
を
伏
せ
て
ま
で
取
り
入
れ
た
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

ま
た
、
な
ぜ
一
介
の
連
歌
師
の
注
釈
が
、「
肩
付
」一
覧
の
中
に
、
正
当
な
三

条
西
家
の
注
釈
書
と
同
列
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
も
疑
問
で
あ

（
2
）

る
。

　

当
時
、
他
に
も
連
歌
師
の
注
釈
書
は
存
在
し
た
の
に
、「
肩
付
」
の
覧
に

入
っ
て
い
る
の
は
、
連
歌
師
の
注
釈
書
の
中
で
は
『
長
珊
聞
書
』
だ
け
な
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
、
通
勝
が
、『
長
珊
聞
書
』に
高
い
評
価
を
与
え

て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。

そ
の
一
方
で
小
川
氏
は
、「『
或
抄
』
と
『
聞
書
』」
を
「
あ
く
ま
で
補
助
的
な
存

在
と
し
て
捉
え
、
後
半
の
巻
で
注
釈
の
規
模
を
縮
小
す
る
際
に
は
こ
れ
ら
を
切
り

捨
て
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
さ
れ
た
。
小
川
氏
は
、
岷
江
入
楚

に
引
用
さ
れ
る
先
行
注
釈
書
の
一
覧
表
を
作
成
さ
れ
、
後
半
部
分
に
は
『
或
抄
』

が
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
指
摘
さ
れ
た
。
通
勝
が
「
情
報
操
作
」
を
し
て
ま
で
「
手

を
借
り
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
と
す
る
連
歌
師
の
注
釈
書
を
「
切
り
捨
て
た
」
根

拠
に
つ
い
て
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

『
或
抄
』
と
『
聞
書
』
は
、
ど
ち
ら
も
三
条
西
家
の
源
氏
学
と
関
る
も
の
で
あ

る
が
、
三
条
西
家
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
通
勝
は
、
こ
の
二
つ
を

あ
く
ま
で
補
助
的
な
存
在
と
し
て
捉
え
、
後
半
の
巻
で
注
釈
の
規
模
を
縮
小

す
る
際
に
は
こ
れ
ら
を
切
り
捨
て
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
　
諸
注
の
引
用

諸
注
の
引
用
に
つ
い
て
、
小
川
氏
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　

諸
説
集
成
と
い
う
方
法
は
、
確
か
に
室
町
後
期
の
源
氏
注
釈
書
に
共
通
し
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て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
三
条
西
家
で
も
、
実
枝
は
『
山
下
水
』
で
そ
れ

を
実
践
し
た
。
学
問
と
い
う
も
の
が
先
進
の
切
り
開
い
た
道
を
学
び
、
自
ら

開
拓
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
し
て
室
町
後
期
に
は
す
で
に
数
多
く

の
源
氏
注
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
た
以
上
、
諸
説
集
成
が
行
わ
れ
る
の
は
至

極
当
然
の
事
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。

　

し
か
し
、『
岷
江
入
楚
』
の
そ
れ
は
、
他
に
比
べ
て
徹
底
ぶ
り
が
際
立
つ
。

そ
れ
は
、
物
心
両
面
で
苦
し
み
、
書
物
が
失
わ
れ
、
あ
る
い
は
書
物
を
手
に

入
れ
る
の
に
多
大
な
労
を
必
要
と
す
る
戦
乱
の
世
に
三
条
西
家
に
学
ん
だ
者

と
し
て
、
三
条
西
家
源
氏
学
の
発
展
と
そ
こ
に
至
る
奇
跡
と
を
す
べ
て
記
し

留
め
て
お
か
な
け
れ
ば
と
い
う
使
命
感
の
表
れ
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

通
勝
は
ま
さ
に
そ
の
初
音
・
桐
壷
か
ら
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
結
果
、
自

身
の
取
る
べ
き
道
を
見
定
め
、
実
枝
が
当
初
行
っ
た
諸
説
集
成
を
徹
底
し
て

完
成
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

た
だ
し
、
そ
の
思
い
を
完
遂
で
き
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は

言
い
難
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
伊
井
氏
は
、『
岷
江
入
楚
』の
注
に
つ
い

て
、「
全
巻
に
わ
た
っ
て
、
諸
注
の
引
用
が
平
均
的
に
見
ら
れ
る
の
で
は
な

く
、
後
半
に
な
る
と
漸
減
す
る
傾
向
に
あ
る
」
と
い
う
興
味
深
い
指
摘
を
な

さ
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
料
簡
で
採
用
が
明
記
さ
れ
て
い
た
「
或
抄
」
す

な
わ
ち
『
長
珊
聞
書
』
の
引
用
は
、
藤
裏
葉
ま
で
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
先
行

注
の
示
し
方
じ
た
い
、
後
半
の
巻
で
は
、（
例
略
）
注
記
後
半
を
省
略
し
た

り
、（
例
略
）の
よ
う
に
、
同
内
容
で
あ
れ
ば
具
体
的
な
注
を
省
略
し
て
書
名

の
み
を
記
し
た
り
す
る
例
が
増
え
て
く
る
。

岷
江
入
楚
の
引
用
書
目
が
、
後
半
部
分
は
前
半
部
分
よ
り
少
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、「
後
半
に
な
る
と
漸
減
」し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し

て
、
岷
江
入
楚
は
未
完
成
の
ま
ま
に
、「
何
ら
か
の
外
的
要
因
に
よ
り
、
自
分
た

ち
の
注
釈
書
を
持
っ
て
お
く
、
そ
し
て
そ
れ
を
喧
伝
す
る
、
と
い
う
必
要
に
迫
ら

れ
、
序
拔
を
付
し
て
一
応
の
形
を
整
え
た
」
の
で
あ
ろ
う
か
。

通
勝
自
筆
か
そ
れ
に
近
い
と
さ
れ
る
京
都
大
学
付
属
図
書
館
中
院
文
庫
本
で

は
、
頭
注
が
適
宜
付
加
さ
れ
、
隨
所
に
空
白
が
置
か
れ
て
い
る
。
ま
た
他
の

現
存
諸
本
に
も
、
頭
注
が
多
く
存
し
、
一
行
な
い
し
数
行
空
き
の
箇
所
が
頻

繁
に
見
受
け
ら
れ
る
。
諸
説
集
成
を
作
り
上
げ
る
過
程
で
、
必
要
な
注
を
順

に
書
き
入
れ
て
い
っ
た
こ
と
、
新
た
に
本
が
手
に
入
れ
ば
そ
の
注
を
適
宜
追

加
し
た
こ
と
は
、
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
通
勝
は
先
行
注
や
自
説
を
書
き
込

む
つ
も
り
で
、
あ
ら
か
じ
め
余
白
部
分
を
用
意
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
注

意
す
べ
き
は
、
そ
れ
ら
が
未
整
理
の
ま
ま
に
一
書
と
し
て
流
布
し
た
と
い
う

点
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
『
岷
江
入
楚
』
の
実
態
と
、
先
述
し
た
と
お
り
「
箋
」
の
引

用
に
関
す
る
料
簡
の
説
明
と
実
質
と
が
齟
齬
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
は
、

初
音
が
『
山
下
水
』
そ
の
も
の
と
い
っ
て
も
過
言
で
な
い
こ
と
等
を
勘
案
す

る
と
、
序
拔
の
記
さ
れ
た
慶
長
三
年
の
時
点
で
『
岷
江
入
楚
』
全
巻
が
通
勝

の
理
想
と
す
る
形
に
仕
上
が
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
と
い
う
の
が
正
直

な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
何
ら
か
の
外
的
要
因
に
よ
り
、
自
分
た
ち
の
注
釈
書
を

持
っ
て
お
く
、
そ
し
て
そ
れ
を
喧
伝
す
る
、
と
い
う
必
要
に
迫
ら
れ
、
序
拔

を
付
し
て
一
応
の
形
を
整
え
た
と
見
る
ほ
う
が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
岷
江
入
楚
の
「
肩
付
」
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
岷
江

入
楚
は
「
箋
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

箋　

三
光
院
ノ
義　

此
内
或
ハ
彼
抄
出
ノ
処
ア
リ　

或
ハ
予
聞
書
ノ
処
ア
リ 

然
而
若
菜
下
ヨ
リ
宇
治
十
帖
ハ
予
聞
書
ヲ
箋
ト
載
了　

桐
壷
ヨ
リ
明
石
マ
テ

ハ
彼
抄
ノ
分
ヲ
箋
ト
書　

予
聞
書
ヲ
箋
聞
ト
書
之　

お
ろ
か
な
る
心
ま
よ
ひ
や
す
く
て
み
し
か
き
筆
に
あ
ら
は
し
か
た
か
ら
ん
こ

と
を
か
へ
り
み
る
と
い
へ
と
も
三
光
院
内
府
講
読
の
お
り

く
む
し
ろ
の
末

に
つ
ら
な
り
て
耳
に
ふ
れ
た
る
か
た
は
し
を
か
き
つ
け
つ
ゝ
残
り
と
ゝ
ま
れ

る
を
た
ゝ
に
く
た
し
は
て
ん
も
念
な
き
こ
ゝ
ち
し
つ
ゝ
余
習
に
ひ
か
れ
て
な

ま
し
い
に
お
ろ

く
是
を
註
す
（
自
序
）

こ
れ
ら
の
注
記
か
ら
、
通
勝
は
、
実
枝
の
講
釈
聞
書
を
も
と
に
岷
江
入
楚
を
編

集
し
た
と
推
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
須
磨
430
・
同
489
の
注
記
か
ら
、
通
勝
は
489
の

講
釈
が
行
わ
れ
る
前
に
４
３
０
の
注
釈
を
完
成
さ
せ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
実

枝
は
天
正
二
年
に
没
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
部
分
は
そ
れ
以
前
に
完
成
し
て
い
た

こ
と
に
な
る
。『
実
践
女
子
大
学
常
磐
松
文
庫
九
条
家
本
源
氏
物
語
』
に
よ
る
と
、

若
菜
下
500
「
宮
に
い
と
よ
く
」
か
ら
後
は
、
通
勝
は
実
枝
の
講
釈
を
聴
い
て
い
る
。

講
釈
の
聞
書
を
講
釈
終
了
後
ま
も
な
く
整
理
し
た
と
す
る
と
、
若
菜
下
500
以
後
の

注
釈
は
、
そ
れ
以
前
よ
り
も
先
に
出
来
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
の

で
あ
る
。

（
3
）

（
4
）

三
　
講
釈
と
聞
書

こ
こ
で
、
同
時
期
に
行
わ
れ
た
古
今
伝
受
に
つ
い
て
、
講
釈
と
聞
書
に
つ
い
て
、

一
瞥
し
て
お
こ
う
。
古
今
伝
受
の
課
程
を
記
し
た
実
隆
自
筆
の
「
古
今
伝
受
書
」

に
は
、
次
の
記
述
が
見
ら
れ
、
古
今
伝
受
に
お
い
て
、「
口
伝
」は
、
一
通
り
の
講

釈
が
行
わ
れ
た
後
で
相
伝
さ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

古
今
伝
受
次
第

清
濁　

談
義　

伝
受　

口
伝　

切
紙　

奥
書

ま
た
、
細
川
幽
斎
か
ら
古
今
伝
受
を
受
け
た
智
仁
親
王
は
、
自
ら
書
写
し
た
古

今
伝
受
資
料
へ
の
加
証
奥
書
を
幽
斎
に
依
頼
し
た
。
智
仁
親
王
は
、
古
今
伝
受
の

途
中
で
幽
斎
が
参
陣
準
備
の
た
め
に
田
辺
に
向
か
っ
た
た
め
、
講
釈
が
中
途
で
終

了
し
、
幽
斎
の
古
今
伝
受
資
料
を
書
写
す
る
こ
と
で
、
古
今
伝
受
を
継
承
し
た
こ

と
に
さ
れ
た
。
そ
の
時
に
奥
書
を
依
頼
し
た
書
目
の
目
録
が
宮
内
庁
書
陵
部
に
伝

わ
る
が
、
こ
の
う
ち
、
幽
斎
が
奥
書
を
記
し
た
の
は
、
幽
斎
自
身
が
講
釈
を
し
た

「
三
冊　

智
仁
聞
書
」
の
み
で
あ
っ
た
。

目
録
（
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
）

　
　

目
録

三
冊　

智
仁
聞
書

伝
心
鈔
叙

古
今
集
廿
巻
真
名
序
抄

（
5
）
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若菜巻以降の岷江入楚

二
九

　

以
上
聞
書
一
部
也

（
中
略
）

　
　

以
上

　
　

此
分
奥
書
憑
入
度
候

　
　

慶
長
七
年
十
月
三
日

こ
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
岷
江
入
楚
を
検
討
す
る
と
、
実
枝
の
講
釈
を
聴
い

た
若
菜
下
に
お
い
て
は
、
他
の
注
釈
書
を
参
照
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
と
推
定

で
き
る
。
岷
江
入
楚
に
引
用
さ
れ
た
注
を
、
他
の
注
釈
書
と
比
較
検
討
す
る
と
、

「
聞
」「
聞
書
」「
或
抄
御
説
」
と
し
て
引
用
さ
れ
た
注
に
は
、
三
条
西
家
内
で
継

承
さ
れ
た
説
と
は
異
な
る
説
が
記
さ
れ
て
い
る
例
が
見
出
せ
る
。
そ
し
て
、
実
枝

の
説
の
な
か
で
も
、
実
枝
の
注
釈
書
に
は
な
い
説
を
実
枝
に
聞
い
て
書
入
れ
て
い

る
箇
所
が
見
ら
れ
る
。
三
条
西
家
の
秘
説
は
、
講
釈
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
の
で

あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
実
枝
の
講
釈
を
聴
い
た
若
菜
下
以
降
の
巻
は
、
他
の
注
釈
書

を
参
照
す
る
必
要
は
な
か
っ
た
。
引
用
さ
れ
る
注
釈
書
の
数
は
少
な
い
が
、
そ
れ

は
時
間
が
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
参
照
す
る
必
要
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ

う
。
逆
に
、
実
枝
の
講
釈
を
聴
く
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
そ
れ
以
前
の
巻
に
つ
い

て
は
、
三
条
西
家
に
お
い
て
継
承
さ
れ
た
説
を
推
定
す
る
た
め
に
、
公
条
に
関
る

注
釈
書
を
参
照
す
る
必
要
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
前
半
部
分
が
後
半
部
分
に
比
べ

て
種
々
の
注
釈
書
を
引
用
し
て
い
る
の
は
、
実
枝
の
講
釈
を
聞
か
な
か
っ
た
か
ら

で
あ
る
と
推
定
で
き
よ
う
。
実
枝
の
講
釈
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
検
討
を
加

え
た
い
。

注（
１
）　
「『
岷
江
入
楚
』
―
諸
説
集
成
の
思
想
―
」（
前
田
雅
之
編
『
中
世
の
学
芸
と
古
典

注
釈
』
平
23　

竹
林
舎
）、「『
岷
江
入
楚
』
と
先
行
注
釈
」（『
中
古
文
学
』
97　

平

28
・
6
）

（
２
）　
「『
或
抄
御
説
』
の
注
記
か
ら
見
た
『
岷
江
入
楚
』
に
お
け
る
『
長
珊
聞
書
』
の
位

置
づ
け
」（『
上
智
大
学
国
文
学
科
紀
要
33
』
平
28
・
3
）

（
３
）　

引
用
は
源
氏
物
語
古
註
釈
叢
刊
に
よ
る
。

（
４
）　

引
用
は
同
大
学
『
年
報
』
に
よ
る
。

（
５
）　

早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
。
引
用
は
『
中
世
歌
書
集
』（
昭
62　

早
稲
田
大
学
出
版

部
）
に
よ
る
。
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