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詞林　第64号　2018年10月

〇
．
は
じ
め
に

　

古
い
時
代
と
現
代
の
語
彙
を
比
べ
る
と
、
清
濁
を
異
に
す
る
も
の
が

あ
る
。
こ
れ
は
古
く
は
本
居
宣
長
や
石
塚
龍
麿
と
い
っ
た
国
学
者
ら
の

指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
近
代
以
降
の
研
究
で
も
、
岩
淵
悦
太
郎

（
一
九
三
六
）
な
ど
で
総
合
的
に
示
さ
れ
る
。

　

こ
れ
を
個
別
に
扱
っ
た
考
察
に
は
、
例
え
ば
、
亀
井
孝
（
一
九
七
四
）

が
あ
る
。
同
論
で
は
、
ソ
ソ
ク
と
ソ
ソ
グ
の
両
形
に
つ
い
て
、
両
者
が

永
ら
く
併
存
関
係
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
前
者
か
ら
後
者
が
生
じ

た
と
推
定
さ
れ
る
こ
と
、
そ
の
変
化
は
「
ス
ス
グ
」
に
牽
引
さ
れ
た
も

の
で
あ
ろ
う
こ
と
、
を
示
す
。

　

こ
の
よ
う
な
変
化
は
基
本
的
に
は
個
別
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

同
論
で
こ
れ
を
も
と
に
そ
の
背
景
に
あ
る
清
濁
の
変
化
傾
向
や
意
味
を

説
く
よ
う
に
、
個
別
的
な
事
例
を
も
と
に
、
清
濁
の
変
化
や
ゆ
れ
の
諸

相
を
示
す
こ
と
で
、
日
本
語
に
お
け
る
清
濁
全
体
の
問
題
を
捉
え
る
手

が
か
り
と
な
る
。

一
．
問
題
設
定

　

そ
の
一
つ
と
し
て
、
こ
こ
で
は
「
も
も
し
き
」（
百
敷
・
百
磯
城
な
ど
）

を
扱
う
。
こ
の
語
は
、
古
く
は
「
も
も
し
き
の
」
の
形
で
「
大
宮
」
を

導
く
枕
詞
で
あ
っ
た
が
、
後
に
そ
れ
だ
け
で
内
裏
や
宮
中
そ
の
も
の
を

あ
ら
わ
す
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
現
代
に
お
い
て
は
、
各
翻
刻
資
料

や
そ
の
注
釈
、
あ
る
い
は
慣
用
を
み
る
に
、
そ
の
語
形
は
清
音
の
形
で

広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。

　

し
か
し
、
中
世
期
に
は
、
濁
音
の
形
も
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
。『
時

代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　
（
1
）�

も
も
し
ぎ
［
百
敷
］「
も
も
し
き
」「
も
も
じ
き
」
と
も
。

内
裏
、
宮
中
、
を
い
う
雅
語
（
以
下
略
）

�

『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
』

　

こ
こ
で
は
「
も
も
し
ぎ
」
や
「
も
も
じ
き
」
と
い
っ
た
濁
音
形
の
存

在
が
示
さ
れ
て
い
る
。特
に
、「
も
も
し
ぎ
」は
見
出
し
語
に
あ
が
り
、『
日

本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
や
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
で
も
中
世
期
の
特

モ
モ
シ
キ
と
モ
モ
シ
ギ

山
田�　

昇
平
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徴
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。『
時
代
別
室
町
』
が
見
出
し
に
採
用
す
る
の
は
、

特
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
日
葡
辞
書
』
に
み
え
る
こ
と
が
大
き
い
。

　
　
（
2
）�M

om
oxigui.�P.�D

airi.�Paços�del�Rey,�ou�sala�onde�
se�ajuntão�cem

�dignidades.

　
　
　
　
　
　

�『
日
葡
辞
書
』
一
六
五
丁
表
（
一
六
〇
四
年
成
立
、
訳
：
詩

歌
語
。
内
裏
。
国
王
の
宮
殿
、
す
な
わ
ち
百
人
の
貴
人
が
集

う
広
間
）

　
　
（
3
）M

om
oxigui.�Fiacuxiqu.�i.�D

airi.�Paços�del�Rey.�P.

　
　
　

 �

同�

補
遺　

三
六
三
丁
裏
（
一
六
〇
五
年
成
立
、
訳
：
百
敷
く
。
す

な
わ
ち
内
裏
。
国
王
の
宮
殿
。
詩
歌
語
）

　

こ
こ
で
は
詩
歌
に
関
わ
る
語
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
すP.

（Poesia

の
略
）
の
注
記
と
と
も
に
「
も
も
し
ぎ
」M
om
oxigi

の
形
を
載
せ
る
。

同
書
は
日
本
語
を
ロ
ー
マ
字
で
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
本
編
と
補

遺
の
い
ず
れ
も
こ
の
形
を
と
る
か
ら
、「
も
も
し
ぎ
」
の
存
在
は
疑
い

よ
う
が
な
く
、
当
該
時
期
に
広
く
行
わ
れ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
こ
の
よ

う
な
例
か
ら
、「
も
も
し
き
」
は
そ
の
濁
音
形
と
併
存
し
て
い
た
時
期

が
存
在
し
た
ら
し
い
。
こ
の
よ
う
な
事
例
は
あ
る
語
の
清
濁
の
ゆ
れ
や

変
化
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

　

も
っ
と
も
、「
も
も
し
き
」
は
、
上
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
、
特
に

和
歌
を
中
心
に
用
い
ら
れ
る
特
殊
な
位
相
の
語
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

語
は
人
為
的
な
影
響
を
受
け
や
す
く
、
日
常
語
を
中
心
に
扱
う
言
語
史

研
究
の
対
象
と
は
し
難
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う

な
こ
の
語
に
対
す
る
使
用
者
（
や
、
使
用
さ
れ
る
社
会
）
に
お
け
る
意

識
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
考
察
に
よ
り
、
人
々
が
、

清
濁
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
、
扱
っ
た
の
か
、
と
い
う
清
濁

に
対
す
る
意
識
の
歴
史
を
描
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、「
も
も
し
き
」
の
清

濁
の
歴
史
に
つ
い
て
、
特
に
「
も
も
し
ぎ
」
に
つ
い
て
、
そ
の
発
生
・

展
開
・
消
失
と
い
っ
た
点
に
注
目
し
、
そ
の
大
筋
を
素
描
す
る
（「
も

も
じ
き
」
に
つ
い
て
は
、
十
分
な
用
例
が
確
認
で
き
ず
、
こ
こ
で
は
扱

わ
な
い
）。

　

な
お
、
以
下
で
は
、
語
形
を
明
確
に
示
す
と
き
に
は
「
モ
モ
シ
キ
」

「
モ
モ
シ
ギ
」
と
い
っ
た
カ
タ
カ
ナ
表
記
を
、
清
濁
に
関
わ
ら
ず
こ
の

語
を
示
す
と
き
に
は
「
も
も
し
き
」
の
ひ
ら
が
な
表
記
を
そ
れ
ぞ
れ
用

い
る
。

二
．「
モ
モ
シ
ギ
」
の
発
生

　
「
モ
モ
シ
ギ
」
が
い
つ
発
生
し
た
か
は
、
具
体
的
に
は
明
ら
か
に
し

え
な
い
。上
代
文
献
の
例
に
つ
い
て
は
、『
時
代
別
国
語
辞
典　

上
代
編
』

な
ど
で
「
モ
モ
シ
キ
」
と
し
て
お
り
、
上
代
に
つ
い
て
は
ひ
と
ま
ず
こ

れ
に
従
う
。
そ
れ
以
降
の
確
実
な
例
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
声
点
付

の
古
今
和
歌
集
注
の
類
（
古
今
集
声
点
本
）
に
早
い
例
が
あ
る
。
古
今

集
声
点
本
の
総
合
的
な
研
究
で
あ
る
秋
永
一
枝
（
一
九
七
二
、
一
九
七

四
、
一
九
八
〇
、
一
九
九
一
）
に
も
と
づ
け
ば
、
現
段
階
で
最
も
早
く
、

確
実
な
例
は
、
度
会
延
明
『
古
今
訓
点
抄
』
に
あ
る
（
以
降
の
引
用
で

は
、
原
本
か
ら
の
引
用
で
あ
る
も
の
は
、
句
読
点
を
私
に
補
う
。
翻
刻
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の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
従
う
。
な
お
、
注
や
声
点
等
に
つ
い
て
は
、
書

き
方
を
改
め
た
所
が
あ
る
。
振
り
仮
名
に
つ
い
て
は
必
要
な
箇
所
を

［　

］
で
示
し
た
。
傍
線
は
断
り
の
な
い
限
り
山
田
に
よ
る
）。

　
　
（
4
）�
モ
（
平
）
モ
（
平
）
シ
（
上
）
キ
（
平
濁
）
ヲ　

身
ヲ
ハ
（
平
）
ヤ
（
平
）
ナ
（
上
）

カ
（
上
濁
）
ラ
（
上
）

�
『
古
今
訓
点
抄
』（
嘉
元
三
〈
一
三
〇
五
〉
年
成
立
）

　

こ
こ
で
は
古
今
集
一
〇
〇
〇
番
歌
の
「
も
も
し
き
」
に
、
濁
声
点
を

差
す
。
本
書
は
度
会
延
明
の
受
け
た
古
今
集
に
関
す
る
伝
授
を
反
映
し

た
も
の
と
さ
れ
る）

（
（

が
、
詳
し
い
内
実
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
「
モ
モ
シ
ギ
」
の
形
が
中
世
中
期
ご
ろ
に
す
で
に
行
わ
れ
て
い

た
こ
と
は
わ
か
る
。

　

ま
た
、
ご
く
近
い
時
代
に
成
立
し
た
京
大
本
『
古
今
秘
註
抄
』
に
も

「
モ
モ
シ
ギ
」
へ
の
言
及
が
あ
る
（
■
は
虫
損
。［　

］
で
囲
ん
だ
箇
所

は
文
字
数
不
明
）。

　
　
（
5
）�

百
官
の
［
■
■
］
ゝ
む
る
に
よ
り
て
百
敷
と
申
也
又
百
■

■
と
か
き
て
、
も
ゝ
し
（
平
）
き
（
平
濁
）
と
よ
み
て
義
を
申
た

れ
と
も　

相
伝
に
あ
ら
す

　
　
　
　
　
　
　

�

京
都
大
学
中
院
文
庫
蔵
『
古
今
秘
註
抄
』（
元
応
二
〈
一

三
二
〇
〉
年
成
立
。
南
北
朝
時
代
写）

（
（

）

　

こ
こ
で
は
、
濁
音
形
「
モ
モ
シ
ギ
」
の
存
在
を
認
め
つ
つ
も
、「
相

伝
に
あ
ら
す
」
と
す
る
。
当
該
時
期
に
お
い
て
は
す
で
に
「
モ
モ
シ
キ
」

と
「
モ
モ
シ
ギ
」
と
が
並
存
し
て
お
り
、
両
者
の
選
択
が
伝
授
の
内
容

と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
た
だ
し
、
本
書
は
、
奥
書
か
ら

上
観
な
る
人
物
か
ら
■
恵）

（
（

へ
の
伝
授
と
さ
れ
、秋
永
一
枝（
一
九
九
一
：

四
八
六
）
は
「
禅
籍
に
あ
る
も
の
へ
の
伝
授
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
す

る
が
、
こ
れ
も
詳
し
く
は
不
明
で
あ
る
。

　

特
に
（
4
）
を
資
料
と
し
つ
つ
、「
モ
モ
シ
ギ
」
の
発
生
理
由
を
説

明
し
た
も
の
に
、
遠
藤
邦
基
（
一
九
八
二
：
二
九
四
）
が
あ
る
。
同
論

は
、「
も
も
し
き
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
表
示
の
異
な
り
を
扱
っ
た
秋
永
（
一

九
八
〇
：
一
九
一
）が
、そ
の
異
な
り
を
当
時
の「
語
源
説
」の
差（「
し

き
」
を
「
敷
き
」
と
と
る
か
、「
磯し

・
城き

」
あ
る
い
は
「
石し

・
木き

」
と

と
る
か
）
と
説
明
す
る
の
を
受
け
、
そ
の
方
法
を
清
濁
に
も
適
応
し
、

次
の
よ
う
に
述
べ
る
（
引
用
中
の
（　

）
は
山
田
に
よ
る
）。

　
　
（「
磯
・
城
」
説
、「
石
・
木
」
説
の
）
い
ず
れ
の
語
源
説
を
と
っ

て
も
、
こ
の
場
合
モ
モ
＝
シ
＝
キ
で
あ
っ
て
、
現
象
的
に
は
連
濁

の
範
疇
に
入
る
。
お
そ
ら
く
語
源
と
の
か
か
わ
り
で
こ
の
形
態

（「
も
も
し
ぎ
」）
は
う
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う

　

即
ち
、「
シ
キ
」
を
、「
シ
」「
キ
」
の
複
合
と
と
る
な
ら
ば
、
後
部

の
「
キ
」
が
連
濁
し
、「
モ
モ
シ
ギ
」
の
形
が
生
じ
う
る
。「
モ
モ
シ
ギ
」

の
形
を
、「
も
も
し
き
」
に
対
す
る
当
時
の
語
源
意
識
（
語
構
成
意
識
）

を
反
映
し
て
生
じ
た
形
と
推
定
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
推
定
に
対
し
て
、（
5
）
に
「
百
■
■
と
か
き
て
、
も
ゝ
し
き
（
平

濁
）
と
よ
み
て
義
を
申
た
れ
と
も
」
と
あ
る
の
が
呼
応
す
る
。（
5
）
は

虫
損
に
よ
る
不
明
箇
所
が
多
い
も
の
の
、
そ
の
趣
旨
は
、「
モ
モ
シ
キ
」

説
を
取
り
な
が
ら
も
、「
モ
モ
シ
ギ
」
説
に
触
れ
、
そ
れ
ら
の
読
み
の

根
拠
を
示
し
た
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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「
百
官
の［
■
■
］ゝ
む
る
に
よ
り
て
百
敷
と
申
也
」と
あ
る
の
は
、「
モ

モ
シ
キ
」
の
「
シ
キ
」
を
「
敷
き
」
と
捉
え
る
語
源
説
を
示
し
た
も
の

だ
ろ
う
。
不
鮮
明
箇
所
は
、「
百
官
の
座
を
敷
く
か
ら
百
敷
」
と
い
っ
た
、

後
の
時
代
に
も
多
く
あ
ら
わ
れ
る
語
源
説
（
後
述
）
に
相
当
す
る
と
推

定
さ
れ
る
。

　

そ
し
て
、
こ
こ
で
「
相
伝
に
あ
ら
す
」
と
し
て
対
置
さ
れ
る
記
述
「
百

■
■
と
か
き
て
、
も
ゝ
し
き
（
平
濁
）
と
よ
み
て
義
を
申
」
で
は
、
虫
損

箇
所
に
存
在
し
た
表
記
を
根
拠
に
「
モ
モ
シ
ギ
」
を
選
択
す
る
説
に
触

れ
る
。
こ
の
箇
所
は
二
字
存
在
し
た
と
み
え
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

こ
れ
は
秋
永
論
文
や
遠
藤
論
文
で
示
さ
れ
る
、「
磯
城
」
乃
至
「
石
木
」

の
よ
う
な
形
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
箇
所
は
［
も
も

＝
し
＝
き
］
と
分
析
し
う
る
表
記
で
あ
っ
た
と
推
定
す
る
の
が
自
然
で

あ
ろ
う
。
よ
っ
て
、
本
稿
で
は
実
際
に
「
モ
モ
シ
ギ
」
と
［
も
も
＝
し

＝
き
］
の
語
構
成
意
識
を
結
び
つ
け
る
理
解
が
存
在
し
た
と
判
断
す
る
。

　

以
上
か
ら
、「
モ
モ
シ
ギ
」
の
具
体
的
な
発
生
時
期
な
ど
は
不
明
で

あ
る
も
の
の
、
こ
の
語
形
が
「
も
も
し
き
」
の
語
源
・
語
構
成
意
識
と

の
関
係
に
お
い
て
生
じ
た
も
の
と
考
え
る
。

　

ち
な
み
に
、「
も
も
し
き
」
は
「
百
敷
」
と
表
記
さ
れ
「
百
官
の
座

を
敷
く
た
め
」
と
い
っ
た
語
源
説
も
あ
る
。
し
か
し
、
澤
瀉
久
孝
（
一

九
五
七
）
や
吉
海
直
人
（
二
〇
〇
一
）
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ

は
本
来
的
な
語
源
と
は
い
え
な
い
。
上
代
に
お
け
る
「
も
も
し
き
」
の

「
キ
」
は
、
い
わ
ゆ
る
上
代
特
殊
仮
名
遣
い
で
は
乙
類
に
分
類
さ
れ
る
。

対
し
て
「
敷
く
」
の
連
用
形
「
敷
き
」
は
甲
類
の
「
キ
」
で
あ
る
は
ず

で
、
甲
乙
を
異
に
す
る
。
故
に
両
者
は
上
代
に
お
い
て
別
形
と
い
え
、

語
源
的
な
つ
な
が
り
は
な
い
。「
百
敷
」
の
表
記
は
後
の
時
代
に
当
て

ら
れ
た
も
の
で
、
新
し
く
生
じ
た
語
源
・
語
構
成
意
識
に
よ
る
も
の
だ

ろ
う
。

三
．「
モ
モ
シ
ギ
」
の
展
開

　

先
に
『
日
葡
辞
書
』
を
み
た
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
は
「
モ
モ
シ
ギ
」

の
形
が
広
く
行
わ
れ
た
ら
し
い
。
歌
学
資
料
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
な

も
の
が
あ
る
。

　
　
（
6
）�

百
敷
［
も
ゝ
し
ぎ
］
や
ふ
る
き
軒
は
の
し
の
ふ
に
も
猶な

を

あ

ま
り
あ
る
む
か
し
な
り
け
り

　
　
　
　

 

百
敷し

ぎ

トと
は

ハ
禁き

ん

中ち
う

ヲを

云い
ふ

（
以
下
略
）

　
　
　
　

 　

�

広
島
大
学
蔵
『
百
人
一
首
経
厚
抄
』（
享
禄
三
〈
一
五
三
〇
〉

成
立
、
伝
経
厚
自
筆
）

　
『
百
人
一
首
経
厚
抄
』
の
う
ち
、
こ
こ
に
挙
げ
た
広
島
大
学
蔵
本
（
広

大
本
）
は
、
全
編
に
渡
っ
て
振
り
仮
名
が
付
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は

「
モ
モ
シ
ギ
」
を
用
い
る
。
も
っ
と
も
、
広
大
本
は
経
厚
自
筆
と
さ
れ

る
が
、
疑
問
が
呈
さ
れ
る
他
、
振
り
仮
名
に
つ
い
て
は
後
の
手
に
な
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
な
ど
、「
モ
モ
シ
ギ
」
が
選
択
さ
れ
た
時
代
や
背

景
は
未
詳
の
点
が
多
い）

（
（

。
と
も
か
く
も
、「
モ
モ
シ
ギ
」
を
選
択
す
る

こ
と
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
わ
か
る
。

　

ま
た
、
次
の
よ
う
に
「
モ
モ
シ
キ
」
を
選
択
す
る
も
の
も
あ
る
。

　
　
（
7
）
山
川
の
音
に
の
み
聞　

も
も
し
（
不
濁
）
き
（
不
濁
）
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 �『
古
今
私
秘
𥹢
』（
永
正
五
（
一
五
〇
八
）
年
成
立
。
天
文
四
〈
一

五
三
五
〉
年
写
）

　

こ
こ
で
は
、「
し
」「
き
」
に
そ
れ
ぞ
れ
不
濁
点
を
差
し
、「
モ
モ
シ
キ
」

で
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
示
す
。
こ
の
よ
う
な
処
置
を
裏
返
せ
ば
、
当

時
に
お
い
て
「
モ
モ
シ
ギ
」（
あ
る
い
は
「
モ
モ
ジ
キ
」）
は
無
視
で
き

な
い
形
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
中
世
後
期
の
歌
学
の
場
に
お

い
て
、「
も
も
し
き
」
の
清
濁
は
し
ば
し
ば
問
題
に
な
っ
た
こ
と
が
窺

え
る
。

　

と
こ
ろ
で
、先
に「
モ
モ
シ
ギ
」の
形
は
、［
も
も
＝
し
＝
き
］と
い
っ

た
語
構
成
意
識
の
も
と
生
じ
た
と
し
た
。し
か
し
、（
6
）に
お
い
て
、「
モ

モ
シ
ギ
」
の
読
み
が
、
い
ず
れ
も
「
百
敷
」
の
表
記
に
振
ら
れ
て
い
る

点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。こ
の「
百
敷
」は
、本
来
的
に
は「
ギ
」

と
濁
り
得
な
い
［
も
も
＝
し
き
］
の
語
構
成
意
識
に
通
じ
る
。
こ
の
よ

う
な
認
識
は
中
世
後
期
資
料
を
み
る
限
り
珍
し
い
も
の
で
は
な
く
、
例

え
ば
辞
書
類
に
多
く
確
認
さ
れ
る
（
振
り
仮
名
の
う
ち
、
必
要
な
箇
所

は
［　

］
で
示
す
。
以
下
同
じ
）。

　
　
（
8
）
百
敷
［
モ
ヽ
シ
ギ
］
百
官

�

正
宗
文
庫
本
『
節
用
集
』
毛
部
天
地
門�

六
〇
丁
表

　
　
（
9
）�

百
敷
［
モ
モ
シ
ギ
／
左
：
ハ
ク
フ
（
朱
書
）］
百
官
の
座
敷
也

故
云
二
―
―
一
ト

�

文
明
本
『
節
用
集
』
モ
部�

家
屋
門
（
文
明
年
間
成
立
）

　
　
（
10
）�

百
敷
［
モ
ヽ
シ
ギ
］
百
官
ノ
座
席
シ
キ
也
故
ニ
云
二
フ
―
―
一
ト
也

�

元
和
三
年
版
『
下
学
集
』
巻
上�

天
地
門�

七
丁
表

　
　
（
11
）�

百
敷
［
モ
ゝ
シ
ギ
］
ト
云
ハ
。
何
ナ
ル
謂
レ
ソ
。
是
モ
只
。

内
裏
ノ
名
也
。
百
官
ノ
座
敷
ナ
ル
故
ニ
。
尓
曰
云

云
。

　
　
　
　
　

 �

刊
本
『
壒
囊
鈔
』
巻
四�

三
二
丁
表
―
裏
（
文
安
二
〈
一
四
四
五
〉

年
成
立
、
正
保
三
〈
一
六
四
六
〉
年
版
）

　
（
9
）
と
（
10
）
の
注
文
は
引
用
関
係
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

こ
こ
で
は
「
百
官
ノ
座
席
シ
キ
也
故
ニ
云
二
フ
―
―
一
ト
也
」
と
い
っ
た
語
源

説
を
採
り
つ
つ
、「
モ
ヽ
シ
ギ
」
の
読
み
を
採
用
す
る
態
度
が
流
布
し

て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
語
を
「
百
官
の
座
を
敷
く
た
め
」
と

解
釈
し
な
が
ら
、「
モ
モ
シ
ギ
」
を
と
る
も
の
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
多
く
、

（
2
）（
3
）
に
示
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
版
『
日
葡
辞
書
』
も
同
様
で
あ
っ）

（
（

た）
（
（

。

　

こ
の
よ
う
な
、
語
形
と
語
源
説
・
語
構
成
意
識
と
の
不
一
致
に
つ
い

て
は
、
遠
藤
（
一
九
八
二
：
二
九
五
）
で
、「
百
敷
の
場
合
に
限
っ
て

モ
モ
シ
ギ
と
訓
ま
れ
た
の
は
、
や
は
り
一
種
の
「
読
癖
」
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
」
と
す
る
指
摘
に
従
う
。「
も
も
し
き
」
の
よ
う
な
雅
語
で

あ
れ
ば
、
語
形
の
発
生
や
採
用
の
段
階
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
受
容

過
程
に
お
い
て
、
語
形
と
漢
字
表
記
（
語
源
説
・
意
識
）
に
齟
齬
が
生

じ
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
読
み
癖
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
当
該
時
期
の
「
モ
モ
シ
ギ
」
は
、
本
来
的

な
語
源
意
識
と
切
り
離
さ
れ
た
読
み
癖
と
し
て
展
開
し
た
と
み
る
べ
き

だ
ろ
う
。

　

も
っ
と
も
、
そ
の
具
体
的
な
展
開
の
様
子
に
は
、
分
か
ら
な
い
点
も

多
い
。
古
今
集
注
や
百
人
一
首
注
で
あ
る
、
先
の
（
6
）（
7
）
な
ど
は
、
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い
ず
れ
か
を
選
択
す
る
態
度
を
と
る
。
一
方
で
、
次
の
よ
う
な
記
述
も

あ
る
。

　
　
（
12
）
百
敷
や
ふ
る
き
軒
端
の
忍
ぶ
に
も
猶
あ
ま
り
あ
る
昔
成
け
り

　
　
　
　

 
し
き
（
右
：
不
濁
点
、
左
上
：
濁
声
点
）

　
　
　
　

 

注
：
清
濁
両
説
。
何
も
同
前
也
。

　
　
　
　
　

 �

京
都
大
学
中
院
文
庫
蔵
『
百
人
一
首
聞
書
』（
永
禄
三
〈
一
五

六
〇
〉
年
以
前
成
立
。
近
世
極
初
期
書
写
）

　
（
12
）
は
三
条
西
家
流
の
百
人
一
首
注
釈
書
で
あ
る
。
百
人
一
首
に

対
す
る
公
条
の
注
釈
を
聞
き
と
め
、
そ
こ
に
実
枝
の
注
説
を
頭
注
や
付

箋
の
形
で
書
き
加
え
た
も
の
と
さ
れ
る
（
赤
瀬
知
子
（
一
九
九
五
：
十

七
））。
こ
こ
で
は
「
き
」
に
対
し
て
、
不
濁
点
・
濁
声
点
が
共
に
差
さ

れ
、
さ
ら
に
注
で
は
清
濁
に
つ
い
て
「
何
も
同
前
也
」
と
す
る
。
三
条

西
家
と
し
て
は
、「
も
も
し
き
」
の
清
濁
に
つ
い
て
定
ま
っ
た
方
針
が

存
在
し
な
か
っ
た
ら
し
く
、
後
水
尾
院
に
よ
る
『
詠
歌
大
概
聞
書
』
に

は
次
の
よ
う
な
記
述
も
あ
る
。

　
　
（
13
）�

も
ゝ
し
き
の
き
の
字
逍
遥
院
ハ
濁
、
称
名
院
ハ
清
ト
云
云
。

惣
シ
テ
逍
遥
院
ハ
濁
カ
チ
ナ
リ
。
称
名
院
ハ
清
タ
ル
コ
ト

多
シ
ト
也

�

宮
内
庁
書
陵
部
蔵　

後
水
尾
院
『
詠
歌
大
概
聞
書）

（
（

』

　

実
隆
（
逍
遥
院
）
は
「
モ
モ
シ
ギ
」
を
、
公
条
（
称
名
院
）
は
「
モ

モ
シ
キ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い
て
い
た
と
す
る
。
こ
こ
で
は
清
濁
の
使
い

分
け
に
つ
い
て
は
、
個
人
の
慣
わ
し
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え

る
。（
12
）
の
注
を
付
し
た
の
が
実
枝
で
あ
る
な
ら
ば
、（
13
）
の
よ
う

な
実
態
を
踏
ま
え
た
も
の
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
な
態
度
は
三
条
西
家
に
独
自
の
も
の）

（
（

と
み
る
こ
と
も
で
き
、

「
も
も
し
き
」
に
限
ら
ず
読
み
癖
全
体
を
捉
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
判
断
で
き
ず
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
例
か
ら
は
、「
も
も
し
き
」
も
含
め
、「
読
み
癖
」

が
ど
の
よ
う
な
態
度
で
用
い
ら
れ
た
か
、
そ
の
諸
相
の
複
雑
さ
が
窺
え

よ
う
。

四
．「
モ
モ
シ
ギ
」
の
行
方

四
．
一　

二
条
家
流
と
「
も
も
し
き
」

　

実
枝
は
「
清
濁
両
説
。
何
も
同
前
也
」
と
記
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
の
実
枝
か
ら
古
今
伝
授
を
受
け
た
と
さ
れ
る
細
川
幽
斎
は『
耳
底
記
』

（「
詠
歌
大
概
文
字
よ
み
」
に
関
す
る
項
目
）
の
述
者
と
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。

　
　
（
14
）�

百
し
き
の
大
宮
人
は
い
と
ま
あ
れ
や
櫻
か
ざ
し
て
け
ふ
も

暮
し
つ　

此
の
き
の
字
淸
む
べ
し
。（
私
云
當
流
は
大
旨
す

ん
で
よ
む
と
み
え
た
り
。）

　
　
　
　
　

  �『
耳
底
記
』
慶
長
三
年
八
月
十
三
日
口
授
（
慶
長
三
―
七
〈
一

五
九
八
―
一
六
〇
二
〉
年
成
立
）

　

こ
こ
で
は
、「
モ
モ
シ
キ
」
を
採
用
す
る
旨
を
述
べ
て
お
り
、
清
音

に
決
定
す
る
態
度
を
と
る
。
ま
た
、
聞
書
者
の
烏
丸
光
広
は
私
説
と
し

て
「
當
流
は
大
旨
す
ん
で
よ
む
と
み
え
た
り
」
と
す
る
。
こ
れ
は
、「
も
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も
し
き
」
に
限
ら
な
い
と
す
る
旨
で
あ
ろ
う
が
、「
當
流
は
」
と
あ
る

よ
う
に
流
派
と
し
て
の
方
針
が
窺
え
る
。
当
然
、
幽
斎
の
歌
学
に
関
す

る
知
識
が
実
枝
の
伝
授
の
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
経
緯
で
こ
の
よ
う
な
方
針
と
し
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
し
か

し
、
二
条
家
流
歌
学
の
伝
流
と
し
て
は
、「
モ
モ
シ
キ
」
を
と
る
と
い

う
方
針
が
明
確
に
な
っ
た
よ
う
で
、
二
条
家
流
を
受
け
た
地
下
流
の
資

料
で
は
、
積
極
的
に
「
モ
モ
シ
キ
」
を
示
す
こ
と
が
多
い
。
地
下
流
歌

人
平
間
長
雅
の
奥
書
の
あ
る
『
百
人
一
首
講
談
密
註
』
を
示
す
。

　
　
（
15
）
百
敷
（
左
上
：
不
濁
点
、
左
下
：
不
濁
点
）
や
ふ
る
き
軒
場
の
し
ぬ
ふ
に
も

　
　
　
　
　

猶
あ
ま
り
あ
る
む
か
し
な
り
け
り

　
　
　
　
　

�

頭
注
：
一�

百
敷
や
す
み
て
よ
む
。
百
は
無
窮
に
し
て
万

代
不
易
の
心
也
。
百
官
百
寮
座
を
し
く
ゆ
へ
也
（
以
下
略
）

�

『
百
人
一
首
講
談
密
註
』（
近
世
前
期
写
）

　

ま
た
、
そ
の
弟
子
に
あ
た
る
有
賀
長
伯
の
述
を
書
き
留
め
た
『
以
敬

斎
聞
書
』
に
は
次
の
よ
う
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
る
（
本
書
の
み
濁
点
を

補
っ
た
）。

　
　
（
16
）
も
も
し
き
の
清
濁
の
事

　
　
　
　

�

も
ゝ
し
き
の
き
文
字
す
み
て
と
な
ふ
べ
し
。
濁
る
べ
か
ら
ず

と
也
。

　
　
　
　
　

�

私
曰
此
も
ゝ
し
き
の
き
文
字
世
の
人
お
し
わ
た
り
て
も
ゝ

し
ぎ
と
濁
れ
り
。
そ
れ
は
わ
ろ
し
。
清
て
と
な
ふ
べ
し
と

也
。
さ
れ
ば
耳
底
記
に

　
　
　
　
　
　
　

�

百
敷
の
大
宮
人
は
い
と
ま
あ
れ
や
さ
く
ら
か
さ
し
て

け
ふ
も
く
ら
し
つ

此
き
の
字
清
べ
し
と
あ
り
て
、
又
細
書
に
當
流
に
は
大
方

す
む
て
よ
む
と
見
へ
た
り
と
あ
り
。
近
世
の
季
吟
な
ど
も

述
作
の
抄
物
に
百
し
き
の
き
文
字
に
わ
ざ
〳
〵
す
み
点
を

つ
け
た
る
あ
り
。
是
も
世
の
人
な
べ
て
濁
る
故
に
な
り
。

む
べ
な
る
事
也
。
季
吟
法
印
は
先
師
明
心
居
士
の
弟
子
に

て
先
師
長
孝
と
相
弟
子
に
て
當
流
同
門
の
人
也
。
此
百
敷

と
い
ふ
は
内
裏
を
い
ふ
也
。
百
敷）

（
（

の
大
宮
と
続
け
た
る
也
。

内
裏
に
は
百
官
の
座
を
敷
ゆ
へ
に
百
敷
と
い
ふ
。
百も

も

の
座

を
し
く
事
な
り
。
然
は
敷
の
き
文
字
濁
り
て
と
な
ふ
べ
き

ゆ
へ
は
さ
ら
〳
〵
な
き
こ
と
也
。
た
ゝ
何
と
な
く
世
上
の

人
の
濁
り
つ
き
た
る
な
る
べ
し
。
誤
り
也
。
清
て
と
な
ふ

べ
し
。
當
流
の
教
也
。

�

『
以
敬
斎
聞
書
』（
近
世
中
期
ご
ろ
成
立
か
）

　

長
伯
の
述
は
「
も
ゝ
し
き
の
き
文
字
す
み
て
と
な
ふ
べ
し
。
濁
る
べ

か
ら
ず
と
也
」と
す
る
。こ
れ
を
受
け
て
、聞
書
者
の
私
説
で
は
、「
も
ゝ

し
き
の
き
文
字
世
の
人
お
し
わ
た
り
て
も
ゝ
し
ぎ
と
濁
れ
り
」
と
し
、

「
モ
モ
シ
ギ
」
が
広
く
通
用
し
て
い
る
と
す
る
認
識
を
示
し
つ
つ
、
そ

れ
に
対
し
て
、
先
の
『
耳
底
記
』
の
記
述
や
、
季
吟
の
「
述
作
の
抄
物
」

を
あ
げ
る
な
ど
、二
条
家
流
の
伝
統
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
な
が
ら「
モ

モ
シ
キ
」
を
と
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

　

こ
の
よ
う
な
「
も
も
し
き
」
の
清
濁
に
対
す
る
態
度
は
、
先
の
三
条

西
家
に
お
け
る
も
の
と
は
異
な
る
。
つ
ま
り
、「
モ
モ
シ
キ
」
の
選
択



― 8 ―

モモシキとモモシギ（山田）

と
流
派
意
識
と
が
明
確
に
連
続
し
て
お
り
、
地
下
流
と
し
て
の
「
も
も

し
き
」
に
対
す
る
明
確
な
方
針
が
窺
え
よ
う
。

　

ま
た
、
中
世
後
期
に
は
「
百
官
の
座
を
敷
く
」
式
の
語
源
意
識
を
持

ち
つ
つ
「
モ
モ
シ
ギ
」
の
語
形
を
と
る
こ
と
が
少
な
く
な
か
っ
た
の
に

対
し
、（
16
）
で
は
「
百も

も

の
座
を
し
く
事
な
り
。
然
は
敷
の
き
文
字
濁

り
て
と
な
ふ
へ
き
ゆ
へ
は
さ
ら
〳
〵
な
き
こ
と
也
」
と
す
る
点
も
注
目

さ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
語
源
説
を
根
拠
に
、
そ
れ
と
一

致
し
な
い
「
モ
モ
シ
ギ
」
を
積
極
的
に
否
定
す
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度

は
、
中
世
後
期
に
お
い
て
、
広
く
行
わ
れ
て
い
た
読
み
癖
の
矛
盾
を
突

く
も
の
で
、（
批
判
を
目
的
と
す
る
と
い
う
点
で
注
意
が
必
要
で
あ
る

が
）
そ
れ
ま
で
と
は
や
や
異
な
る
も
の
に
み
え
る
。

四
．
二　

近
世
の
「
モ
モ
シ
ギ
」

　

も
っ
と
も
、（
16
）に「
世
の
人
お
し
わ
た
り
て
も
ゝ
し
ぎ
と
濁
れ
り
」

と
あ
る
よ
う
に
、
近
世
期
に
お
い
て
も
「
モ
モ
シ
ギ
」
は
行
わ
れ
て
い

た
。

　

例
え
ば
、
時
代
が
下
っ
て
も
、
清
濁
（
ス
ム
・
ニ
ゴ
ル
）
に
よ
る
分

類
方
法
を
採
用
す
る
近
世
節
用
集
、
再
版
『
大
成
正
字
通
』
で
は
、「
も

も
し
き
」
を
「
ニ
ゴ
ル
」
に
分
類
し
て
い
る
。

　
　
（
17
）
百
敷
［
も
ゝ
し
ぎ
］
／
百
寮
［
ハ
ク
レ
ウ
］

　
　
　
　
　

  �

再
版
『
大
成
正
字
通
』
も
部�

国
地
家
門�

ニ
ゴ
ル
（
享
和
二
〈
一

八
〇
二
〉
年
版
）

　

歌
学
に
お
い
て
も
、
二
条
家
流
か
ら
離
れ
た
所
で
は
、「
モ
モ
シ
ギ
」

が
選
択
さ
れ
た
ら
し
い
。
近
世
に
行
わ
れ
た
百
人
一
首
注
の
類
か
ら
、

次
の
二
点
を
あ
げ
る（
書
き
込
み
は
適
宜
関
係
す
る
も
の
の
み
を
示
す
）。

　
　
（
18
）�

百
敷
や
ふ
る
き
軒
端
の
忍
ふ
に
も
猶
あ
ま
り
あ
る
む
か
し

成
け
り

　
　
　
　

 �

も
ゝ
し
き
冷
泉
家
に
は
濁
る
也
。
二
条
家
清
也
。
百
官
座

を
し
く
故
に
禁
中
を
百
舗

（
マ
マ
）と
言
。（
以
下
略
）

�

『
百
人
一
首
師
説
抄
』（
明
暦
四
〈
一
六
五
八
〉
年
成
立
）

　
　
（
19
）�

百
し
き
（
左
：
ス
ム
）
や
ふ
る
き
軒
端
の
忍
ふ
に
も
猶
あ

ま
り
あ
る
む
か
し
な
り
け
り

　
　
　
　

 

新
後
撰
集
雑
下
。
題
し
ら
す
云

々
。

　
　
　
　

 �

早
苗
草
云
。（
中
略
）
百
し
き
は
し
ぎ
の
都
を
さ
し
て
い
へ

り
。
大
和
国
城
上
郡
有
な
り
。
百
官
の
座
を
し
く
所
と
見

る
は
悪
し
。
ぎ
と
濁
る
に
て
知
る
へ
し
。（
以
下
略
）

�

『
龍
吟
明
訣
抄
』（
享
保
八
〈
一
七
二
三
〉
年
成
立
）

　
（
18
）
に
お
い
て
は
、
二
条
家
が
「
モ
モ
シ
キ
」、
冷
泉
家
が
「
モ
モ

シ
ギ
」
と
す
る
流
派
に
よ
る
差
を
指
摘
す
る
。

　

ま
た
、（
19
）
の
『
龍
吟
明
訣
抄
』
は
「
谷
澤
而
立
が
師
（
＝
多
田

義
俊
）
の
講
述
を
輯
録
し
た
も
の
」
で
、「
義
俊
が
若
き
頃
京
家
に
仕

え
て
得
た
堂
上
の
注
に
、
諸
抄
を
加
え
て
ま
と
め
」
た
、
と
い
う
も
の

で
あ
る）

10
（

。
こ
こ
で
は
「
ス
ム
」
と
す
る
書
き
込
み
の
一
方
で
、「
し
き
」

を
「
し
き
の
宮
」（
磯
城
宮
）
と
解
釈
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
モ
モ
シ
ギ
」

と
濁
る
旨
を
引
用
す
る
。「
ス
ム
」
の
書
き
込
み
と
「
モ
モ
シ
ギ
」
と

す
る
引
用
は
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
記
述
の
非
対
応
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は
同
書
に
は
珍
し
く
な
く）

11
（

、
注
や
諸
抄
が
並
列
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
ろ
う
。

　
「
モ
モ
シ
ギ
」
と
そ
の
根
拠
と
な
る
語
源
説
は
、
そ
の
内
容
の
み
を

み
れ
ば
中
世
前
期
の
（
5
）
に
近
い
。
た
だ
し
、
契
沖
『
万
葉
代
匠
記
』

の
精
選
本
（
元
禄
三
〈
一
六
九
〇
〉
年
成
立
）
に
、「
も
も
し
き
」
の

語
源
説
を
磯
城
瑞
籬
宮
と
す
る
説
が
み
え
る）

12
（

。
同
書
で
は
「
モ
モ
シ
キ
」

を
と
っ
て
い
る
か
ら
、
直
接
的
な
引
用
関
係
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
、

（
19
）
の
背
景
に
は
保
留
が
必
要
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、「
モ
モ
シ
ギ
」

の
根
拠
と
な
る
語
源
説
を
示
す
記
述
が
存
在
し
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
記
述
の
典
拠
と
さ
れ
る
『
早
苗
草
』
に
つ
い
て
は
、
序
文
で
中

院
通
茂
（
一
六
三
一
―
一
七
一
〇
）
の
撰
と
さ
れ
る
外
は
分
か
ら
な
い）

13
（

も
の
の
、
堂
上
歌
人
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
理

解
が
堂
上
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

　

一
方
で
、（
16
）
で
「
モ
モ
シ
ギ
」
が
濁
る
理
由
を
、「
た
ゝ
何
と
な

く
世
上
の
人
の
濁
り
つ
き
た
る
な
る
べ
し
」
と
す
る
認
識
が
示
さ
れ
る

よ
う
に
、（
19
）
の
よ
う
な
理
解
は
「
百
官
の
座
を
敷
く
」
よ
り
広
く

知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。む
し
ろ
、当
時
に
お
い
て「
百

官
の
座
を
敷
く
か
ら
モ
モ
シ
キ
」
と
い
う
理
解
の
方
が
、
一
定
の
説
得

力
を
も
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四
．
三　
「
モ
モ
シ
キ
」
の
優
勢

　

こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
、近
世
期
に
は「
モ
モ
シ
キ
」が
優
勢
で
あ
っ

た
と
考
え
る
。
そ
れ
を
示
す
一
例
と
し
て
、
近
世
初
期
か
ら
出
版
さ
れ

た
絵
入
百
人
一
首
注
釈
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
『
百
人
一
首
像
讃
抄
』
を

み
て
み
よ
う
。
同
書
は
『
百
人
一
首
基
箭
抄
』
と
と
も
に
一
般
向
け
書

物
と
し
て
広
く
流
布
し
、「
啓
蒙
の
役
割
を
最
大
に
果
た
し
た
も
の
」（
田

中
宗
作
（
一
九
六
六
：
二
一
五
））
で
あ
る
。
同
書
は
現
在
確
認
で
き

る
範
囲
で
、
四
度
版
を
重
ね
て
い
る）

14
（

が
、
も
っ
と
も
古
い
延
宝
六
〈
一

六
七
八
〉
年
刊
本
で
は
順
徳
院
歌
の
読
み
に
、
次
の
よ
う
に
「
モ
モ
シ

ギ
」
の
形
を
用
い
る
。

　
　
（
20
）�

百
敷
（
も
も
し
ぎ
）
や
ふ
る
き
の
き
ば
の
思
ふ
に
も
な
を

あ
ま
り
あ
る
む
か
し
な
り
け
り

　

こ
れ
が
、
次
の
天
和
三
〈
一
六
八
三
〉
年
刊
本
で
は
振
り
仮
名
が
付

さ
れ
な
く
な
り

　
　
（
21
）�

百
敷
や
ふ
る
き
の
き
ば
の
思
ふ
に
も
な
を
あ
ま
り
あ
る
む

か
し
な
り
け
り

　

と
、
な
る
の
だ
が
、
続
く
元
禄
五
〈
一
六
九
二
〉
年
刊
本
で
は

　
　
（
22
）�

百
敷
（
も
ゝ
し
き
）
や
ふ
る
き
の
き
ば
の
思
ふ
に
も
な
を

あ
ま
り
あ
る
む
か
し
な
り
け
り

　

の
よ
う
に
、「
モ
モ
シ
キ
」
の
形
を
と
り
、
後
の
版
で
も
同
様
で
あ
る
。

同
書
は
元
禄
五
年
刊
本
か
ら
、
奥
書
に
次
の
文
言
が
加
え
ら
れ
る
。

　
　
（
23
）�

右
此
本
前
方
校
合
本
ヲ
以
板
行
出
シ
候
与
有
之

是
ヲ
披
見

す
る
に
注
釈
ニ
誤
リ
有
之
不
成
調
法
今
改
之
清
濁
仮
名
遣
迄

令
吟
味
板
行
す
る
物
也
。

　
　
　
　
　
　

元
禄
五
歳
申
初
秋
吉
旦

�

朋
林
軒
開
板
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傍
線
部
に
つ
い
て
、
実
際
に
清
濁
は
ほ
ぼ
網
羅
的
に
示
さ
れ
て
い
る

と
い
っ
て
よ
く
、
版
を
重
ね
る
過
程
で
「
モ
モ
シ
ギ
」
が
「
モ
モ
シ
キ
」

へ
訂
さ
れ
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
同
書
の
改
版
に
あ
た
り
、
何
が

参
照
さ
れ
た
か
は
別
に
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

事
例
か
ら
は
、
中
世
期
に
は
珍
し
く
な
い
形
で
あ
っ
た
濁
音
形
「
モ
モ

シ
ギ
」
が
否
定
さ
れ
、「
モ
モ
シ
キ
」
へ
と
淘
汰
さ
れ
る
過
程
が
窺
え

よ
う
。

　

近
世
期
に
は
、
二
条
家
流
（
地
下
流
）
で
は
清
音
形
「
モ
モ
シ
キ
」

を
採
る
方
針
が
確
立
さ
れ
る
。
濁
音
形
「
モ
モ
シ
ギ
」
は
一
部
の
資
料

や
他
流
派
で
行
わ
れ
て
い
た
の
が
確
認
で
き
る
が
、
一
般
向
け
書
物
な

ど
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
「
モ
モ
シ
キ
」
で
あ
っ

た）
15
（

。
こ
の
よ
う
な
過
程
で
「
モ
モ
シ
ギ
」
は
次
第
に
失
わ
れ
て
い
っ
た

も
の
と
思
わ
れ
る

五
．
ま
と
め

　

以
上
、
特
に
「
モ
モ
シ
ギ
」
に
関
し
て
、
便
宜
的
に
発
生
・
展
開
・

消
失
の
三
段
階
を
想
定
し
、
次
の
よ
う
に
素
描
し
た
。

　

発
生
：「
も
も
し
き
」
の
語
構
成
を
［
モ
モ
＝
シ
＝
キ
］
と
分
析
す

る
意
識
の
も
と
「
モ
モ
シ
ギ
」
が
生
じ
た
。
具
体
的
な
発
生

時
期
は
不
明
で
あ
る
。

　

展
開
：
中
世
後
期
に
は
、「
モ
モ
シ
キ
」「
モ
モ
シ
ギ
」
の
両
形
と
も

に
広
く
確
認
で
き
る
。
た
だ
し
、「
モ
モ
シ
ギ
」
は
「
百
敷
」

の
表
記
で
あ
っ
て
も
用
い
ら
れ
る
な
ど
、
発
生
の
も
と
と

な
っ
た
語
源
・
語
構
成
と
は
結
び
つ
き
の
な
い
、
読
み
癖
と

し
て
行
わ
れ
る
。

　

消
失
：
二
条
家
流
（
地
下
流
）
歌
学
で
、「
モ
モ
シ
ギ
」
が
否
定
さ

れ
る
。
一
般
向
け
書
物
で
も
「
モ
モ
シ
キ
」
が
採
用
さ
れ
る

な
ど
、
近
世
期
を
通
し
て
、「
モ
モ
シ
ギ
」
が
広
く
行
わ
れ

な
く
な
る
。

　

こ
の
語
の
清
濁
に
お
い
て
特
徴
的
な
の
は
、
語
源
・
語
構
成
に
対
す

る
意
識
と
の
関
係
に
変
化
が
生
じ
る
点
で
あ
ろ
う
。

　
「
モ
モ
シ
ギ
」
の
発
生
は
、
当
時
存
在
し
た
語
源
・
語
構
成
意
識
に

応
じ
た
連
濁
形
で
あ
っ
て
、「
ギ
」
が
濁
音
化
す
る
理
由
と
し
て
自
然

で
あ
る
。
し
か
し
、
中
世
後
期
資
料
に
あ
ら
わ
れ
る
、「
モ
モ
シ
ギ
」

に
は
、
そ
の
意
識
が
失
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
［
モ
モ
（
百
）
＝
シ

ギ
（
敷
）］
と
い
っ
た
語
構
成
意
識
で
捉
え
ら
れ
て
お
り
、
清
濁
と
語

構
成
と
が
対
応
し
な
い
ま
ま
展
開
し
て
い
た
。

　

本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
展
開
の
直
接
的
な
理
由
を
、
慣
習
的
な
読

み
癖
と
し
て
説
明
づ
け
た
。
遠
藤
邦
基
（
二
〇
〇
〇
：
二
三
）
で
は
、

類
似
の
事
例
を
も
と
に
、
読
み
癖
の
選
択
が
「
そ
の
知
識
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
ス
テ
ー
タ
ス
と
し
て
権
威
と
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で

あ
る
」
と
す
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
当
該
時
期
に
お
い
て
「
モ
モ
シ
ギ
」

が
展
開
し
た
の
は
、「
モ
モ
シ
キ
」
の
対
の
選
択
肢
と
な
る
特
殊
な
知

識
と
し
て
地
位
が
与
え
ら
れ
た
た
め
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
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の
場
合
、
同
時
代
的
な
語
構
成
意
識
と
結
び
つ
か
な
い
点
も
、
む
し
ろ

特
殊
性
を
持
っ
た
知
識
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

も
っ
と
も
、
確
か
に
「
も
も
し
き
」
の
読
み
癖
に
つ
い
て
、
遠
藤
氏

の
指
摘
す
る
よ
う
な
権
威
や
、
流
派
意
識
が
伴
う
こ
と
は
、
近
世
の
二

条
家
流
な
ど
に
確
認
で
き
る
。
一
方
で
、（
12
）（
13
）
に
み
た
よ
う
に
、

そ
の
具
体
的
な
受
容
の
姿
は
複
雑
な
様
相
を
み
せ
て
い
る
点
に
は
注
意

が
必
要
で
あ
ろ
う
。
読
み
癖
の
選
択
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
行
わ
れ
た
か
は
、
時
代
性
や
位
相
差
も
関
わ
る
要
素
で

あ
り
、
再
考
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

　

ま
た
、
そ
も
そ
も
「
モ
モ
シ
ギ
」
が
読
み
癖
と
し
て
許
容
さ
れ
た
の

は
、
基
本
的
に
は
慣
習
的
な
も
の
と
考
え
る
が
、
言
語
的
な
背
景
も
想

定
で
き
よ
う
。「
モ
モ
シ
キ
」
と
「
モ
モ
シ
ギ
」
の
差
は
「
キ
」
の
清

濁
の
み
で
あ
る
。
日
本
語
の
清
濁
は
、
そ
の
有
無
に
よ
っ
て
意
味
の
差

が
生
じ
る
（
カ
（
蚊
）：
ガ
（
蛾
））
も
の
あ
る
が
、
他
の
音
素
対
立
よ

り
も
パ
ラ
レ
ル
な
対
立
と
さ
れ
る
。
こ
の
点
は
、
清
濁
が
連
濁
や
意
味

的
差
異
（
サ
ラ
サ
ラ
：
ザ
ラ
ザ
ラ
）
と
い
っ
た
機
能
的
な
対
を
な
す
こ

と
か
ら
も
意
識
さ
れ
や
す
い
。「
モ
モ
シ
キ
」
と
「
モ
モ
シ
ギ
」
に
つ

い
て
は
、
語
構
成
意
識
が
失
わ
れ
た
段
階
で
そ
の
よ
う
な
機
能
差
を
持

た
ず
、
当
然
意
味
の
差
異
も
み
い
だ
せ
な
い
。
し
か
し
、
古
い
時
代
に

お
い
て
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
清
濁
の
差
に
つ
い
て
も
無
頓
着
で

あ
る
例
が
み
ら
れ
る）

16
（

。
そ
の
よ
う
な
点
な
ど
か
ら
、
か
つ
て
の
清
濁
の

差
は
プ
ロ
ソ
デ
ィ
に
近
い
性
質
を
も
っ
て
い
た
と
す
る
立
場
が
あ
る）

17
（

。

こ
の
よ
う
な
清
濁
に
対
す
る
想
定
は
、
そ
れ
自
体
に
更
に
検
討
が
必
要

で
あ
る
が
、
古
い
時
代
の
清
濁
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

れ
ば
、「
モ
モ
シ
ギ
」
が
「
百
官
の
座
を
敷
く
」
と
い
う
意
識
の
も
と

に
あ
っ
て
も
、「
モ
モ
シ
キ
」
の
異
形
と
し
て
許
容
さ
れ
た
こ
と
も
、

語
の
分
析
意
識
を
妨
げ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
理
解
し
や
す
い
。

　

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
後
の
『
以
敬
斎
聞
書
』
で

そ
の
矛
盾
を
付
き
、『
早
苗
草
』
で
形
に
適
し
た
語
源
説
を
与
え
て
い

た
点
を
、
今
日
的
な
清
濁
へ
の
変
化
と
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
、「
モ

モ
シ
キ
」
が
優
勢
と
な
る
こ
と
へ
の
説
明
も
し
や
す
い
。
し
か
し
、「
モ

モ
シ
キ
」
優
勢
の
背
景
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
二
条
家
流
（
地
下
流
）

の
影
響
力
と
い
っ
た
社
会
的
な
側
面
を
一
義
と
し
て
捉
え
る
べ
き
所
で
、

こ
の
例
の
み
か
ら
判
断
は
で
き
な
い
。

　

資
料
や
他
の
事
例
と
の
関
連
が
十
分
に
示
せ
ず
、
考
察
と
し
て
は
不

充
分
な
点
が
残
る
。そ
れ
ら
は
全
て
今
後
の
課
題
と
す
る
。し
か
し「
モ

モ
シ
キ
」・「
モ
モ
シ
ギ
」
の
歴
史
に
は
、
清
濁
の
ゆ
れ
が
様
々
な
諸
要

件
と
関
連
し
て
い
る
様
が
窺
え
、
こ
の
語
は
非
常
に
示
唆
的
な
事
例
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
よ
う
。

注（1
）　

橋
本
進
吉
（
一
九
三
六
）

（
2
）　

秋
永
一
枝
（
一
九
九
一
）

（
3
）　

■
は
虫
損
に
よ
り
不
明

（
4
）　

位
藤
邦
生
（
一
九
九
五
）

（
5
）　

と
は
い
え
、
す
べ
て
の
辞
書
類
で
こ
の
よ
う
な
態
度
を
と
る
も
の
で
も

な
く
、
古
本
節
用
集
の
う
ち
に
も
濁
点
の
な
い
表
記
で
あ
ら
わ
れ
る
も
の
も
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少
な
く
な
い
。
ま
た
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
漢
字
字
書
『
落
葉
集
』
な
ど
で
は
「
モ

モ
シ
キ
」
を
と
る
。

　
　
　

百
敷
（
も
も
し
き
）

�

『
落
葉
集
』「
色
葉
字
集
」（
二
二
丁
裏
）

　
　

同
字
書
は
日
本
字
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
が
、
濁
音
（
半
濁
音
）
に
つ
い

て
は
、
ほ
ぼ
網
羅
的
に
示
さ
れ
る
か
ら
、
や
は
り
清
音
形
も
併
存
し
て
い
た

と
み
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

（
6
）　

中
世
後
期
の
用
例
で
あ
る
引
用
（
5
）
に
は
、「
も
も
し
き
」
を
［
も

も
＝
し
＝
き
］
と
す
る
語
源
意
識
の
存
在
が
窺
え
た
も
の
の
、
同
様
の
意
識

を
具
体
的
に
示
す
語
源
説
は
近
世
期
に
な
る
ま
で
確
認
で
き
な
い
。
こ
の
よ

う
な
言
説
が
行
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
は
限
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
こ
の

時
期
に
は
（
9
）（
10
）（
11
）
に
み
た
よ
う
な
「
百
官
の
座
を
敷
く
」
式
の

語
源
説
が
広
く
流
布
し
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
　

そ
の
状
況
を
概
観
す
る
目
的
か
ら
、
特
定
の
語
に
対
す
る
語
源
説
を
類

従
・
分
類
し
た
『
日
本
語
源
大
辞
典
』
よ
り
、「
も
も
し
き
」
の
語
源
説
の

分
類
・
出
典
を
次
の
通
り
に
示
す
（
読
み
仮
名
は
省
略
し
た
）。

　
　
　
　

�

①
百
官
の
座
を
敷
く
と
こ
ろ
か
ら
〈
古
今
集
註
・
河
海
抄
・
名
語

記
・
貞
丈
雑
記
・
年
々
随
筆
・
一
挙
博
覧
〉。

　
　
　
　

�

②
崇
神
天
皇
の
長
い
治
世
を
祝
っ
て
、
そ
の
シ
キ
ノ
ミ
ヅ
ガ
キ
（
磯

城
瑞
籬
）
宮
に
因
み
、
百
敷
城
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
か
〈
万
葉
代

匠
記
・
万
葉
集
類
林
〉。

　
　
　
　

③
百
の
寮
を
シ
キ
ス
ス
ム
ル
（
敷
奏
）
の
義
〈
和
訓
栞
〉。

　
　
　
　

�

④
モ
モ
は
百
の
義
。
シ
キ
は
石
城
で
、
石
を
繞
ら
し
一
定
の
地
を
限

る
意
〈
読
史
百
話
＝
喜
田
貞
吉
〉

　
　
　
　

⑤
大
宮
を
建
て
る
に
地
を
広
く
敷
く
意
〈
安
斎
随
筆
〉。

　
　
　
　

⑥
モ
モ
は
タ
モ
チ
カ
ゾ
フ
ル
意
。
シ
キ
は
シ
キ
ツ
ラ
ヌ
ル
の
意
〈
皇

国
辞
解
〉。

　
　

こ
れ
ら
は
、
語
へ
の
分
析
の
仕
方
に
よ
っ
て
①
③
⑤
⑥
（［
も
も
＝
し
き
］）

と
、
②
④
（［
も
も
＝
し
＝
き
］）
の
二
種
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
②
の
説
の
出

典
で
あ
る
『
万
葉
代
匠
記
』『
万
葉
集
類
林
』
は
、
い
ず
れ
も
近
世
の
国
学

者
に
よ
る
『
万
葉
集
」
の
注
釈
で
あ
る
。
④
は
近
代
の
も
の
で
あ
る
。

（
7
）　

同
書
に
は
異
本
が
複
数
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
引
用
は
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

本
（
請
求
記
号20

―641

―1

）
を
用
い
る
。
確
認
し
た
諸
本
の
う
ち
、
引
用
箇

所
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
大
き
く
変
わ
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
選
択
は
恣

意
に
よ
る
。
た
だ
し
、
同
蔵
本
（
請
求
記
号20

―640

―2

）
は
示
す
内
容
は
ほ

ぼ
同
様
で
あ
る
も
の
の
、
文
言
が
異
な
る
。

　
　
　
　

�

百
敷
ヲ
逍
遥
院
は
き
の
字
濁
れ
り
。
称
名
院
は
す
み
て
よ
ま
れ
り
。

逍
遥
院
は
惣
別
濁
か
ち
に
よ
ま
れ
た
り
。
称
名
院
は
大
方
す
み
か
ち

に
よ
ま
れ
た
り
し
と
な
り
。

　

同
本
は
、
他
本
と
比
較
し
、
引
用
歌
の
省
略
な
ど
、
全
体
に
簡
略
化
の
傾
向

が
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
記
述
は
本
来
的
で
は
な
い
と
判
断
し
、
本
稿
で
は

こ
れ
を
採
用
し
な
い
。

（
8
）　

三
条
西
家
に
お
け
る
百
人
一
首
講
釈
に
つ
い
て
は
、
吉
海
直
人
（
一
九

九
二
：
九
九
）
で
「
胡
散
臭
さ
が
常
に
付
き
ま
と
っ
て
い
る
」
と
す
る
認
識

が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
に
従
う
の
で
あ
れ
ば
、
引
用
（
12
）（
13
）
を
中
心
に

論
を
進
め
る
こ
と
は
躊
躇
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
態
度
が
「
も
も

し
き
」
に
対
す
る
受
容
の
あ
り
方
と
し
て
、
当
時
特
殊
で
あ
っ
た
と
も
限
ら

な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、「
も
も
し
き
」
の
清
濁
を
問
題
と
し
て
扱
う
上
で
、

三
条
西
家
の
よ
う
な
清
濁
の
扱
い
が
存
在
し
た
こ
と
自
体
は
、
こ
の
語
の
受

容
の
一
端
と
し
て
注
目
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

（
9
）　

引
用
に
用
い
た
李
花
亭
文
庫
本
は
こ
の
箇
所
を
「
舗
」
と
す
る
。
こ
の

表
記
は
他
資
料
に
も
み
ら
れ
る
が
、
異
本
で
あ
る
国
会
図
書
館
本
・
天
理
大
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学
本
に
は
「
敷
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
敷
」
に
訂
す
る
。

（
10
）　

田
島
智
子
（
一
九
九
六
：
五
）

（
11
）　

た
と
え
ば
十
三
番
歌
な
ど
も
同
様
で
あ
る
（
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
）。

　
　
　

�

つ
く
は
（
左
：
ス
ム
ナ
リ
）
ね
の
峰
よ
り
お
つ
る
み
な
の
川
恋
ぞ
つ
も

り
て
渕
と
な
り
け
る

　
　
　

 

後
撰
恋
三
。
つ
り
と
の
ゝ
み
こ
に
つ
か
は
し
け
る
云

々
。

　
　
　
　

 

（
中
略
）

　
　
　

 �

龍
吟
秘
抄
云
。（
中
略
）
つ
く
ば
ね
と
濁
る
べ
し
。
名
所
な
り
。
清
め

は
名
所
に
な
ら
ぬ
よ
し
御
説
な
り
。

（
12
）　

契
沖
は
、『
万
葉
代
匠
記
』「
惣
釋
枕
詞　

下
」
で
、
表
記
上
の
内
部
徴

証
及
び
そ
の
用
例
が
百
官
制
度
以
前
か
ら
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
、「
百
官
の

座
を
敷
く
」
式
の
語
源
説
に
疑
問
を
提
示
し
、
崇
神
天
皇
遷
都
の
磯
城
瑞
籬

宮
を
語
源
と
み
る
。

（
13
）　

田
島
（
一
九
九
六
：
一
三
）

（
14
）　

田
中
宗
作
（
一
九
六
六
：
三
四
一
―
三
四
三
）

（
15
）　

な
お
、
本
稿
で
は
歌
学
資
料
を
中
心
に
扱
っ
た
た
め
こ
の
よ
う
に
結
論

付
け
た
が
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
謡
曲
集
』
付
録
の
「
読
み
癖
一
覧
」
を

参
照
す
る
と
、
現
行
（
刊
行
当
時
）
の
謡
曲
に
お
い
て
観
世
流
が
「
モ
モ
シ

キ
」
を
、
宝
生
流
・
金
春
流
・
喜
多
流
が
「
モ
モ
シ
ギ
」
を
そ
れ
ぞ
れ
用
い

る
と
す
る
。
謡
曲
に
お
け
る
読
み
癖
の
内
実
に
つ
い
て
は
本
稿
の
範
囲
で
は

扱
い
き
れ
な
い
た
め
、
こ
の
点
は
保
留
と
し
た
い
。

（
16
）　

例
え
ば
木
田
章
義
（
一
九
七
八
）
で
は
、
中
世
初
期
頃
、
神
楽
歌
に
お

い
て
清
音
で
読
ま
れ
た
「
し
き
」
が
「
鴫
（
し
ぎ
）」
と
認
識
さ
れ
る
例
な

ど
を
あ
げ
る
。

（
17
）　

亀
井
孝
（
一
九
七
〇
）、
小
松
英
雄
（
一
九
七
一
）、
木
田
章
義
（
一
九

七
八
）、
遠
藤
（
二
〇
〇
〇
）
な
ど

引
用
・
参
考
文
献

赤
瀬
知
子
（
一
九
九
五
）「
解
題
」
有
吉
保
ら
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
二　

百
人
一
首
頼
常
聞
書�

百
人
一
首
経
厚
抄�

百
人
一
首
聞
書
（
天
理
本
・
京
大

本
）』
和
泉
書
院

位
藤
邦
生
（
一
九
九
五
）「
解
題
」
有
吉
保
ら
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
二　

百
人
一
首
頼
常
聞
書�

百
人
一
首
経
厚
抄�

百
人
一
首
聞
書
（
天
理
本
・
京
大

本
）』
和
泉
書
院

秋
永
一
枝
（
一
九
七
二
）『
古
今
和
歌
集
声
点
本
の
研
究　

資
料
編
』
校
倉
書
房

―
―
―
―
（
一
九
七
四
）『
古
今
和
歌
集
声
点
本
の
研
究　

索
引
編
』
校
倉
書
房

―
―
―
―
（
一
九
八
〇
）『
古
今
和
歌
集
声
点
本
の
研
究　

研
究
編　

上
』
校

倉
書
房

―
―
―
―
（
一
九
九
一
）『
古
今
和
歌
集
声
点
本
の
研
究　

研
究
編　

下
』
校

倉
書
房

岩
淵
悦
太
郎
（
一
九
三
六
）「
古
言
の
清
濁
に
つ
き
て
」
藤
村
博
士
功
績
記
念

会
編
『
国
文
学
と
日
本
精
神
』
至
文
堂
（『
国
語
史
論
集
』（
筑
摩
書
房　

一

九
七
七
）
に
よ
る
）

遠
藤
邦
基
（
一
九
八
二
）「「
古
今
訓
点
抄
」
の
濁
音
―
「
読
み
癖
」
の
解
釈
を

通
し
て
」『
奈
良
女
子
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
二
五
号
（『
国
語
表
現
と
音

韻
現
象
』（
新
典
社　

一
九
八
九
）
に
よ
る
）

―
―
―
―
（
二
〇
〇
〇
）「
清
濁
の
読
癖
―
濁
音
専
用
仮
名
字
体
の
存
在
し
な

い
こ
と
と
の
関
係
か
ら
」『
文
学
史
研
究
』
四
〇
（『
読
み
癖
注
記
の
国
語
史

研
究
』（
清
文
堂　

二
〇
〇
二
）
に
よ
る
）

亀
井
孝
（
一
九
四
七
）「
ソ
ソ
ク＞

ソ
ソ
グ
―
―Excursus

：「
美
那
曾
曾
久
」

に
つ
い
て
」『
国
語
と
国
文
学
』
二
四
―
七
（『
亀
井
孝
論
文
集
』
四
（
吉
川

弘
文
館　

一
九
八
五
）
に
よ
る
）

―
―
―
―
（
一
九
七
〇
）「
か
な
は
な
ぜ
濁
音
専
用
の
字
体
を
も
た
な
か
っ
た
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か
―
―
を
め
ぐ
っ
て
か
た
る
」『
人
文
科
学
研
究
』
12
（
亀
井
孝
『
亀
井
孝

論
文
集
』
吉
川
弘
文
館
に
よ
る
）

木
田
章
義
（
一
九
七
八
）「
濁
音
史
摘
要
」『
論
集　

日
本
文
学
・
日
本
語
』
1　

角
川
書
店

小
松
英
雄
（
一
九
七
一
）『
日
本
声
調
史
論
考
』
風
間
書
房

澤
瀉
久
孝
（
一
九
五
七
）『
万
葉
集
注
釈
』
巻
一　

中
央
公
論
社

田
中
宗
作
（
一
九
六
六
）『
百
人
一
首
古
注
釈
の
研
究
』
桜
楓
社

田
島
智
子
（
一
九
九
六
）「
解
題
」
島
津
忠
夫
・
田
島
智
子
編
『
百
人
一
首
注

釈
書
叢
刊
一
一　

龍
吟
明
訣
抄
』
和
泉
書
院

橋
本
進
吉
（
一
九
三
六
）
解
題
『
古
今
訓
点
抄
』
古
典
保
存
会

吉
海
直
人
（
一
九
九
二
）「
百
人
一
首
の
注
釈
史
」『
國
文
学
』
三
七
―
一

―
―
―
―
（
二
〇
〇
一
）「『
百
人
一
首
』
百
番
順
徳
院
歌
の
「
百
敷
」
に
つ
い

て
」『
解
釈
』
四
七
―
一
一
、
一
二

引
用
・
参
考
辞
書
類

『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

室
町
時
代
編
』（
三
省
堂　

一
九
六
七
―
二
〇
〇
一
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版
（
小
学
館　

二
〇
〇
〇
―
〇
二
）

『
角
川
古
語
大
辞
典
』（
角
川
書
店
一
九
八
二
―
九
九
）

『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』（
三
省
堂　

一
九
六
七
）

前
田
富
祺
監
修
『
日
本
語
語
源
大
辞
典
』（
小
学
館　

二
〇
〇
五
）

「
読
み
癖
一
覧
」
横
道
萬
里
雄
・
表
章
校
注
『
謡
曲
集
』
下
（
岩
波
古
典
文
学

大
系　

一
九
六
三
）

参
考
・
引
用
資
料

〈
古
今
和
歌
集
声
点
本
〉
※
検
索
に
は
秋
永
一
枝
（
一
九
七
二
）
及
び
（
一
九

七
四
）
を
利
用
し
た

古
今
訓
点
抄
：
橋
本
進
吉
解
題
『
古
今
訓
点
抄
』（
古
典
保
存
会　

一
九
三
六
）

に
よ
る

京
大
本
古
今
秘
註
抄
（
中
院
文
庫
蔵
）：
同
大
学
「
京
都
大
学
貴
重
資
料
デ
ジ

タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
に
よ
るhttps://rm

da.kulib.kyoto-u.ac.jp/item
/

rb00007176

（
請
求
記
号
：
中
院/V

I/61

）

古
今
私
秘
𥹢
：
国
文
学
研
究
資
料
館
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

に
よ
るhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/200022521/view

er/1

（
請

求
記
号
：99

―203

）

〈
そ
の
他
歌
学
関
係
資
料
〉

百
人
一
首
経
厚
抄
：
有
吉
保
ら
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
二　

百
人
一
首
頼

常
聞
書�

百
人
一
首
経
厚
抄�

百
人
一
首
聞
書
（
天
理
本
・
京
大
本
）』（
和
泉

書
院　

一
九
九
五
）

後
水
之
尾
院
詠
歌
大
概
聞
書

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
：
国
文
学
研
究
資
料
館
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
よ
るhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100197960/view

er/1

（
請
求
記
号
：20

―641

―1

）

同
（
脚
注
七
参
照
）：
国
文
学
研
究
資
料
館
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
」
に
よ
るhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100197947/view

er/1

（
請
求
記
号
：20

―640

―2

）

京
都
大
学
中
院
文
庫
本
百
人
一
首
聞
書
：
有
吉
保
ら
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢

刊
二　

百
人
一
首
頼
常
聞
書�

百
人
一
首
経
厚
抄�

百
人
一
首
聞
書
（
天
理

本
・
京
大
本
）』（
和
泉
書
院　

一
九
九
五
）
及
び
同
大
学
「
京
都
大
学
貴
重

資
料
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
」
に
よ
るhttps://rm

da.kulib.kyoto-u.
ac.jp/item

/rb00007132

（
請
求
記
号
：
中
院/V

I/137

）

耳
底
記
：
佐
々
木
信
綱
編『
日
本
歌
学
体
系
第
六
巻
』（
風
間
書
房　

一
九
五
六
）

百
人
一
首
講
談
密
註
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
）：
同
資
料
館
「
新
日
本
古

典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
るhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/�

200012621/view
er1

（
請
求
記
号
：
ナ2

―482

―1

～3

）
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以
敬
斎
聞
書

　

李
花
亭
文
庫
本
：
同
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
に
よ
る
（
請
求
記
号

325

―41
―4
）

　

国
会
図
書
館
本
：
同
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
に
よ
る
（
請
求
記

号
：166

―188
）

　

天
理
大
学
本
：
同
図
書
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
に
よ
る
（
請
求
記

号
：H911

．2//687
）

百
人
一
首
師
説
抄
：
泉
紀
子
・
乾
安
代
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
五　

百
人

一
首
師
説
抄
』（
和
泉
書
院　

一
九
九
三
）

龍
吟
明
訣
抄
：
島
津
忠
夫
・
田
島
智
子
編
『
百
人
一
首
注
釈
書
叢
刊
十
一　

龍

吟
明
訣
抄
』（
和
泉
書
院　

一
九
九
六
）

万
葉
代
匠
記
（
精
撰
本
）：
久
松
潜
一
ら
校
訂
『
契
沖
全
集
』
巻
一
（
岩
波
書

店　

一
九
七
三
）

百
人
一
首
像
讃
抄

　

延
宝
六
〈
一
六
七
八
〉
年
刊
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
）：
同
館
「
新
日

本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
るhttps://kotenseki.nijl.ac.jp/

biblio/200007761/view
er/1

（
請
求
記
号
：
タ2

―211

）

　

天
和
三
〈
一
六
八
三
〉
年
刊
本
（
祐
徳
稲
荷
神
社�

中
川
文
庫
）：
国
文
学
研

究
資
料
館
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
るhttps://

kotenseki.nijl.ac.jp/biblio/100154398/view
er/1

（
請
求
記
号
：
ユ1
―

55

―7�C12248

）

　

元
禄
五
〈
一
六
九
二
〉
年
刊
本
（
西
尾
市�

岩
瀬
文
庫
蔵
）：
国
文
学
研
究
資

料
館
「
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
るhttps://kotenseki.

nijl.ac.jp/biblio/100067480/view
er/1

（
請
求
記
号
：214

―114

―4�C8890

）

〈
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
〉

日
葡
辞
書
（O

xford

大
学Bodleian�Library

蔵
本
）：『
日
葡
辞
書
』（
勉
誠

社　

一
九
七
三
）

落
葉
集
（
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
文
書
館
蔵
本
）：
小
島
幸
枝
編
『
耶
蘇
会
板
「
落

葉
集
」
総
索
引
』（
笠
間
索
引
叢
刊　

一
九
七
八
）

〈
近
世
以
前
の
辞
書
類
〉

古
本
節
用
集

　

正
宗
文
庫
本
：『
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学　

古
典
叢
書
別
冊
一　

正

宗
文
庫
本
節
用
集
』（
同
叢
書
刊
行
会　

一
九
六
八
）

　

文
明
本
：
国
立
国
会
図
書
館「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」

に
よ
る
（
登
録
タ
イ
ト
ル
は
〔
雑
字
類
書
〕）http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/�

pid/1286982

（
請
求
記
号
：W

A
16

―21

）

元
和
三
年
版
下
学
集
：『
古
辞
書
叢
刊
第
二　

元
和
三
年
版　

下
学
集
』（
新
生

社　

一
九
六
八
）

壒
囊
鈔
（
刊
本
）：
浜
田
敦
ら
編
『
塵
添
壒
嚢
鈔�

壒
嚢
鈔
』（
臨
川
書
店　

一

九
六
八
年
）

再
版
大
成
正
字
通
：
架
蔵

�

（
京
都
精
華
大
学
非
常
勤
講
師
）


