
連
・
謹
　
集
　
に
　
つ
　
い
　
て

は
じ
め
に

連
語
集
は
、
鎌
倉
時
代
の
未
に
成
立
し
た
違
歌
学
哲
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
知
ら
れ
て
い
る
連
歌
学
習
で
は
、
南
北
朝
に
な
っ
て
か
ら
の
良

基
の
諸
君
が
、
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

鎌
倉
末
期
の
本
哲
は
、
甥
存
す
る
も
の
の
中
で
、
い
ち
ば
ん
古
い
違
歌
学
書
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
し
、
睾
阿
か
ら
救
済
へ
伝
え
た
と
い
う
「
て
に
を

は
」
の
伝
欝
は
別
と
し
て
も
、
野
坂
太
「
歌
枚
」
　
（
賦
物
窺
）
の
よ
う
に
、
お

そ
ら
く
鎌
倉
末
期
ま
で
の
成
立
と
思
わ
れ
る
も
の
が
な
い
で
は
な
い
。
し
か

し
、
推
定
は
で
き
て
も
把
詔
が
困
難
な
の
で
、
そ
れ
を
一
応
別
と
す
れ
ば
、
達

詔
鷺
が
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
学
費
と
な
る
。

連
記
環
の
内
容
は
、
連
歌
の
寄
合
を
蔑
め
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
す
べ
て

和
歌
に
基
づ
く
寄
合
に
限
り
、
物
語
・
詩
文
・
世
俗
な
ど
に
は
及
ん
で
い
な

い
。
本
歌
と
す
る
和
歌
の
中
の
こ
と
ば
を
、
前
句
と
付
句
と
に
詑
み
入
れ
、
そ

れ
を
両
句
の
付
合
の
一
つ
の
結
び
目
と
し
た
の
が
、
本
歌
の
寄
合
で
あ
っ
て
、

そ
う
い
う
寄
合
を
多
く
鷺
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
輿
作
の
際
の
参
考
書
と
い

う
性
路
を
持
っ
て
い
る
。
後
世
の
寄
合
の
欝
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
一
条
兼
良

の
違
珠
合
壁
嚢
の
よ
う
に
、
寄
合
に
な
る
こ
と
ば
を
挙
亦
す
る
の
が
主
と
な
っ

治
β

良

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
書
は
、
そ
の
こ
と
ば
が
基
づ
く
本
歌
を
一
々
明
ら
か

に
す
る
。
そ
れ
は
連
珠
合
璧
集
も
い
く
ら
か
は
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、
も
ち
ろ
ん
本
容
の
よ
う
に
全
部
に
わ
た
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
上
本
書
で

は
、
そ
の
寄
合
の
こ
と
ば
を
託
み
入
れ
た
前
句
と
付
句
を
、
こ
れ
も
全
部
に
わ

た
っ
て
例
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
寄
合
の
こ
と
ば
、
そ
の
基
づ
く
本
歌
、
そ

れ
に
よ
っ
て
付
け
た
例
句
、
こ
の
三
つ
の
頃
崇
が
、
例
外
な
し
に
捕
え
ら
れ
て

い
る
。
だ
か
ら
、
真
作
の
際
の
単
な
る
参
考
封
と
い
う
以
上
に
、
付
合
の
作
法

を
教
え
る
作
法
哲
の
性
質
も
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
本
書
は
、
三
軍
嘉
か
ら
成

る
項
目
を
、
い
ろ
は
順
に
類
別
排
列
し
、
そ
れ
に
鏡
物
風
の
序
文
を
付
け
て
い

る
。
ま
こ
と
に
整
っ
た
体
裁
を
取
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
と
で
述
べ
る
よ
う

に
、
中
間
に
錯
簡
・
落
丁
が
あ
り
、
こ
と
に
後
の
部
分
が
大
き
く
欠
け
て
い

る
。
そ
の
た
め
、
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、
寄
合
の
数
が
一
六
八
項
（
内
五
項

は
落
丁
の
た
め
不
完
全
）
と
な
る
も
こ
の
一
六
八
項
の
中
に
は
、
少
数
で
は
あ

る
が
、
決
っ
た
三
軍
崇
の
外
に
、
名
所
の
寄
合
の
取
り
方
、
そ
の
他
を
補
説
す

る
項
目
が
あ
る
。
作
法
書
と
し
て
の
性
絡
は
、
い
っ
そ
う
強
く
出
て
い
る
。

本
書
は
、
良
基
の
連
理
租
抄
や
筑
波
問
答
な
ど
の
諾
著
が
、
違
歌
の
性
質
・

胚
史
・
作
法
・
稽
古
・
風
体
な
ど
を
組
織
的
に
論
述
し
て
い
る
の
と
異
り
、
前
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句
に
付
け
る
た
め
の
寄
合
－
そ
れ
も
本
歌
に
基
づ
く
寄
合
－
と
い
う
限
ら
れ
た

内
容
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
連
歌
の
成
長
に
寄
与
し
た
寄
合
の
意

義
は
軽
視
で
き
な
い
。
南
北
朝
に
お
け
る
連
歌
の
飛
躍
的
な
発
達
を
解
由
す
る

に
は
、
そ
れ
ま
で
に
到
る
寄
合
の
寄
与
が
、
重
要
な
視
点
に
な
る
と
思
っ
て
い

る
。
そ
の
点
か
ら
い
っ
て
、
鎌
倉
末
期
の
雷
合
を
元
す
連
記
窯
の
出
現
は
、
大

き
な
意
糞
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
上
述
誓
環
は
、
前
句
と
付
句
と
い
う
付
合
の

形
で
は
あ
る
が
、
と
に
か
く
鎌
倉
時
代
の
作
品
を
多
量
に
含
ん
で
い
る
。
二
句

揃
っ
た
完
全
な
形
の
も
の
だ
け
で
も
一
六
六
句
に
な
る
。
資
料
の
少
い
鎌
倉
時

代
に
あ
っ
て
、
こ
れ
だ
け
の
作
品
を
待
る
こ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
大
き
な
意
肇

を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
寄
合
と
い
う
こ
と
ば
そ
の
も
の
も
、
本
書
の
中

に
、
す
で
に
い
く
つ
か
用
例
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
は
、
良
基
の
著
作
に
見
え
る

の
が
最
初
と
考
え
て
い
た
術
語
で
あ
る
。
な
お
序
文
に
は
、
筑
紫
安
楽
寺
の
菅

公
厨
に
通
夜
し
、
そ
の
麿
で
聞
い
た
の
が
本
書
の
内
容
だ
と
記
し
て
い
る
。
こ

れ
な
ど
も
、
連
歌
と
北
野
神
の
結
び
付
き
を
示
す
資
料
と
し
て
、
早
い
時
期
の

も
の
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
、
和
歌
史
の
方
か
ら
見
れ
ば
、
含
ま
れ
て
い
る
多
量

な
和
歌
の
中
に
、
注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
ろ
う
。
万
琵
歌
な
ど
も
そ
の
一
つ
で

あ
ろ
う
し
、
散
伏
歌
衰
「
古
来
歌
合
」
か
ら
一
首
を
引
く
の
も
そ
の
一
つ
で
あ

ろ
う
。望

ん
で
も
得
ら
れ
な
い
と
思
っ
て
い
た
鎌
倉
期
の
違
歌
学
書
で
あ
る
。
そ
の

連
語
空
が
、
畏
友
太
田
武
夫
氏
の
長
年
の
菟
蔓
の
中
に
発
見
さ
れ
、
そ
し
て
翻

刻
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
の
は
、
連
歌
史
の
研
究
に
と
っ
て
、
ま
こ
と
に
幸
運
な

こ
と
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
書
が
鎌
倉
末
期
の
成
立
で
あ
る
こ
と
の

約
諾
や
、
内
容
の
連
歌
史
的
な
意
味
に
つ
い
て
は
、
別
稿
で
述
べ
る
こ
と
と
し

て
、
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
書
記
的
な
方
面
に
つ
い
て
記
し
て
み
た
い
。

体
鼓
と
原
形

逐
語
袋
は
、
太
田
武
夫
氏
蔵
の
古
等
太
一
冊
で
、
他
に
所
伝
を
聞
か
な
い
孤

本
で
あ
る
。
縦
が
≡
㌻
精
が
一
五
、
五
昔
中
型
本
で
、
胡
棋
袋
に
な
っ
て

い
る
。
尿
袋
と
思
わ
れ
る
上
表
紙
だ
け
が
残
っ
て
い
る
。
黒
み
を
帯
び
た
褐
色

地
の
紙
で
、
横
様
の
描
か
れ
て
い
た
ら
し
い
跡
、
金
箔
の
散
ら
し
の
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
黒
色
の
跡
も
見
ら
れ
る
が
、
ひ
ど
く
剥
落
し
て
定
か
で
な
い
。
窺
笈

が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
も
落
ち
て
、
外
題
を
欠
い
て
い
る
。
「
連

語
集
」
の
書
名
は
、
序
文
の
次
、
本
文
の
前
に
、
内
題
と
し
て
存
す
る
だ
け
で

あ
る
。
料
紙
は
粗
い
精
紡
で
、
現
在
残
っ
て
い
る
の
は
、
全
部
で
六
二
丁
、
す

．
へ
て
墨
付
で
あ
る
。

錯
簡
・
落
丁
の
所
在
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
書
冊
の
全
体
の
体
裁
を
挙

げ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
料
紙
を
何
枚
か
重
ね
て
二
つ
折
に
し
た
拓
が
、
全

部
で
∧
括
あ
る
。

賃
一
括
　
料
紙
三
枚
六
丁
（
自
第
一
丁
、
薫
第
六
丁
）
・
錯
簡

第
二
括
　
　
一
枚
二
丁
（
自
轟
七
丁
、
至
第
八
丁
）
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第
三
括

第
四
括

第
五
括

一第
六
括

第
七
指

第
八
括

括
孤
内
は
、

各
五
枚
一
〇
丁
（
白
第
九
丁
、

二
枚
半
玉
丁
（
自
第
三
九
丁
、

四
枚
半
九
丁
（
白
第
四
四
丁
、

五
枚
一
〇
丁
（
自
第
五
一
二
丁
、

善
第
三
八
丁
）

至
第
四
一
二
丁
）
・
切
断

至
第
五
二
丁
）
・
落
丁

至
第
六
二
丁
）

甥
存
六
二
丁
の
順
番
で
あ
る
。
鉛
翫
・
切
断
・
落
丁
に
つ
い
て
み

る
と
、
第
一
括
の
錯
柘
は
、
後
世
の
綴
じ
檻
し
の
襟
に
、
三
枚
の
料
紙
の
重
ね

方
の
順
序
を
と
り
違
え
た
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん
外
側
に
く
る
一
枚

（
第
一
丁
第
六
丁
に
な
る
）
は
よ
い
が
、
内
側
に
く
る
二
枚
の
重
ね
方
が
逆
に



な
っ
て
い
る
。
簡
単
な
候
関
に
よ
る
錯
闇
で
、
こ
れ
を
正
し
い
順
序
に
す
る
に

は
、
第
一
丁
か
ら
、
三
・
二
・
五
・
四
二
ハ
丁
の
順
に
誹
ん
で
行
け
ば
よ
い
。

第
六
指
は
、
落
丁
と
い
う
よ
り
も
明
断
で
あ
る
。
も
と
は
五
枚
一
〇
丁
の
指
で

あ
る
が
、
五
枚
を
二
つ
折
に
し
た
内
側
の
五
丁
（
第
四
一
丁
と
第
四
二
丁
の

問
）
が
、
切
断
の
厄
に
遭
っ
て
い
る
。
第
七
括
の
落
丁
膚
、
五
枚
を
二
つ
折
に

し
た
い
ち
ば
ん
外
側
の
一
枚
が
落
ち
て
い
る
。
二
丁
の
落
丁
に
な
る
の
だ
が
、

そ
の
内
の
一
丁
は
（
窮
五
二
丁
に
相
当
）
は
、
遊
離
紙
と
し
て
残
っ
て
い
る
。

異
際
の
落
丁
は
、
第
四
三
丁
と
第
四
四
丁
の
問
の
一
丁
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

錯
闇
・
切
断
・
落
丁
の
状
況
で
あ
っ
た
が
、
切
断
五
丁
、
落
丁
一
丁
が
あ
っ

て
、
人
指
六
二
丁
が
現
在
の
形
で
あ
る
。
も
し
こ
の
切
断
・
落
丁
が
な
け
れ
ば
、

八
括
六
八
丁
は
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
異
際
は
そ
れ
よ
り
も
大
き
か
っ

た
。
第
八
括
以
下
に
大
き
い
落
丁
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

第
八
指
の
後
が
大
き
く
欠
け
て
い
る
こ
と
は
、
最
後
の
第
六
二
丁
貫
の
終
行

が
中
断
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
部
分
が
、
「
こ
と
の
苦
」
の
寄
合
で
終
っ

ヽ

て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
い
ろ
は
順
排
列
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
部
は

中
途
で
あ
る
。
終
行
の
中
断
と
と
も
に
、
後
に
相
当
の
分
且
且
の
あ
っ
た
こ
と
を

元
し
て
い
る
。
ど
れ
ほ
ど
が
本
来
存
し
、
そ
し
て
欠
け
て
し
ま
っ
た
か
は
、

ヽ

こ
の
部
で
切
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
お
よ
そ
の
稚
蓋
は
可
餞
で
あ
る
。
死
児
の

齢
の
た
ぐ
い
で
あ
る
が
、
お
よ
そ
の
推
算
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
六
八
丁
と
い

う
本
来
の
形
に
つ
い
て
み
る
と
、
内
二
丁
が
序
文
で
、
残
り
の
六
六
丁
に
、
い
の

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

　

　

　

ヽ

郡
か
ら
こ
ま
で
の
寄
合
が
収
ま
っ
て
い
る
。
い
か
ら
こ
ま
で
の
一
二
三
字
（
実
際

は
、
ろ
・
へ
・
り
・
る
・
れ
ほ
な
い
。
）
と
、
六
六
丁
と
い
う
丁
数
と
の
比
率

は
1
‥
2
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
比
率
を
相
同
す
る
と
、
砧
り
の
え
か
ら

す
ま
で
の
一
四
字
分
を
収
め
る
丁
数
は
、
二
八
丁
と
な
り
、
欠
け
て
い
る
の

は
、
お
よ
そ
二
八
丁
ほ
ど
と
な
る
。
存
し
て
い
る
部
分
で
は
、
一
括
は
料
紙
五

枚
一
〇
丁
が
通
例
に
な
っ
て
い
る
か
ら
、
二
八
丁
は
、
お
よ
そ
三
括
程
度
と
な

る
。
あ
る
い
は
、
三
括
三
〇
丁
が
欠
け
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
仮
に
そ
う

だ
と
す
れ
ば
、
連
記
鷺
の
本
来
の
丁
数
は
、
九
八
丁
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

落
丁
・
欠
落
に
関
連
し
て
、
収
め
ら
れ
た
寄
合
の
数
も
問
題
に
な
る
の
で
、

そ
の
現
況
と
、
本
来
の
形
に
お
け
る
所
収
数
に
つ
い
て
考
え
て
お
き
た
い
。
翻

刻
を
見
て
い
た
だ
け
ば
分
る
よ
う
に
、
各
項
に
一
、
二
の
憤
怒
を
付
け
て
お
い

た
。
そ
の
総
数
は
一
六
八
項
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
は
、
落
丁
の
前
後
に
き
て

い
る
た
め
に
、
不
完
全
な
も
の
が
あ
る
。
寄
合
の
番
号
で
い
う
と
、
一
〇
八
・

一
〇
九
、
一
一
五
・
一
一
六
、
一
六
八
の
五
項
で
あ
る
。
こ
れ
が
項
数
の
現
況

で
あ
る
が
、
本
来
の
形
で
は
、
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
れ
を
推
算
す
る

た
め
に
、
最
初
の
落
丁
を
生
ず
る
ま
で
の
丁
数
と
、
そ
の
間
に
含
ま
れ
て
い
る
寄

合
数
の
比
率
を
出
し
て
み
る
。
雷
合
致
は
一
〇
八
項
、
そ
れ
を
含
む
丁
数
は
三

九
丁
で
あ
る
か
ら
、
一
丁
平
均
二
、
八
の
項
目
を
含
む
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
で

落
丁
・
欠
落
の
項
数
を
推
罪
す
る
と
、
六
丁
の
落
丁
が
約
一
七
項
、
欠
落
二
八

丁
と
し
て
、
そ
れ
が
約
七
八
項
と
な
り
、
合
計
九
五
項
と
な
る
。
こ
れ
を
現
存

分
の
一
六
八
項
に
加
え
る
と
、
二
六
三
と
な
る
が
、
一
六
八
は
不
完
全
分
も
含

む
の
で
、
約
二
六
〇
項
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
本
来
の
形
に
お
け

る
所
収
寄
合
数
の
概
算
で
あ
る
。
こ
の
数
は
け
っ
し
て
多
い
数
で
は
な
い
が
、

そ
れ
に
一
々
本
歌
が
あ
り
、
こ
と
に
連
歌
の
付
合
例
が
添
っ
て
い
た
こ
と
を
思

う
と
、
そ
れ
は
十
分
の
重
味
を
感
じ
さ
せ
る
立
に
な
る
。
現
存
す
る
の
は
、
そ

れ
の
ほ
ば
十
分
の
六
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
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書
写
に
つ
い
て

雷
等
の
時
期
は
、
室
町
時
代
も
比
較
的
早
い
時
期
と
思
わ
れ
る
。
雷
体
な
ど



は
、
も
っ
と
滞
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
あ
る
い
は
、
原
写
本
の
容
体
に
似
せ

た
結
果
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
書
写
の
時
期
に
つ
い
て
は
、
表
紙
の
責
に
次
の

貼
紙
が
あ
る
。

此
本
ハ
文
安
乙
丑
二
こ
ろ
に

（
マ
ゝ
）

一
休
正
筆
相
ミ
ヱ

安
政
二
卯
八
月
十
日

（
判
カ
）

古
筆
小
林
武
鑑
□

大
変
新
し
い
貼
紙
で
、
あ
る
い
は
安
政
の
極
め
の
写
し
か
も
知
れ
な
い
。
一
休

の
正
賓
は
信
用
し
難
い
し
、
「
文
安
乙
丑
二
」
と
明
元
し
た
根
拠
も
不
明
で
あ

る
。
あ
る
い
は
、
欠
落
の
巻
末
に
「
文
安
乙
丑
」
の
奥
書
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
「
文
安
乙
丑
二
こ
ち
」
が
書
か
れ
、
筆
跡
を
一
休
正
笠
と
鑑
定
し
た

の
か
も
知
れ
な
い
。
要
す
る
に
疑
問
の
貼
紙
で
あ
る
。
し
か
し
、
容
等
の
時
期

が
文
安
ご
ろ
の
古
与
と
い
う
点
は
、
ほ
ほ
許
さ
れ
よ
う
か
と
思
う
。

成
立
し
た
の
は
鎌
倉
で
、
写
し
た
の
が
室
町
で
あ
る
か
ら
、
も
と
よ
り
転
写

木
で
あ
る
。
転
写
の
際
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
自
然
所
々
に
見
ら
れ
る
。

（
〓
ニ
二
）
の
例
句
が
、
前
句
だ
け
で
付
句
を
欠
く
な
ど
は
、
明
ら
か
に
哲
き

落
し
で
あ
る
。
（
三
二
）
の
文
に
続
い
て
、
改
行
な
し
に
（
三
三
）
の
「
と
ふ

と
り
」
の
哲
か
れ
て
い
る
ど
と
き
も
、
書
き
誤
り
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
序
文

に
も
寄
合
の
説
明
に
も
、
文
章
の
不
整
で
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
転
写

の
誤
り
が
相
当
あ
る
と
思
う
。
こ
の
筏
の
誤
写
は
写
本
に
一
般
の
こ
と
で
あ
る

が
、
本
書
で
特
に
間
砧
に
な
る
の
は
、
次
の
二
点
で
あ
る
。

一
つ
は
、
漢
字
に
施
し
た
振
仮
名
の
問
題
で
あ
る
。
煩
わ
し
い
ぼ
ど
の
振
仮

名
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
い
ず
れ
も
本
文
と
一
箪
の
も
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
成

立
の
当
初
か
ら
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
未
詳
で
あ
る
が
、
本
等
太
の
親
木
に
は
そ

れ
が
存
し
、
親
木
の
ま
ま
に
写
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ

の
環
仮
名
は
、
本
等
本
書
等
の
後
に
、
そ
の
一
部
を
摂
り
消
し
た
形
跡
が
あ

る
。
七
丁
の
表
ま
で
は
、
ほ
と
ん
ど
を
擦
り
消
し
、
そ
れ
か
ら
後
は
、
所
々
擦

り
消
し
て
い
る
。
な
お
こ
の
振
仮
名
は
、
漢
字
だ
け
で
な
く
、
変
体
仮
名
に
施

し
た
も
の
が
あ
る
。
（
翻
刻
で
は
、
変
体
仮
名
を
ゴ
チ
ッ
ケ
活
字
で
元
し
た
）

幼
責
の
た
め
の
振
仮
名
と
い
う
感
が
洗
い
。

二
つ
日
の
問
題
は
、
傍
哲
で
あ
る
。
傍
哲
に
は
、

二
四
）
鰭
㌢

（
五
一
）
卵
協
が
に

た
二
二
み
h
か

（
一
三
四
）
裏
薫

の
よ
う
に
、
「
不
重
也
」
　
「
不
買
」
と
指
一
㍍
す
る
も
の
が
あ
る
。
こ
の
内
、

（
五
一
）
の
「
不
署
」
　
「
た
ゝ
み
ね
か
」
と
、
（
二
二
四
）
の
「
不
審
」
は
明

ら
か
に
別
賃
で
あ
る
が
、
二
四
）
の
「
不
重
也
」
は
、
本
文
・
揖
仮
名
と
一

筆
の
よ
う
で
あ
る
。
親
木
に
そ
う
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
傍
容
に
は
、

本
文
の
誤
り
を
訂
正
し
た
り
、
イ
本
の
本
文
を
元
し
た
も
の
が
あ
る
。

の
う
い
ん
　
う
吾
（
に
）
　
（
寺
）

二
七
）
能
因
か
歌
ハ
、
山
さ
と
の

ふ
き
あ
き

（
二
二
）
吹
秋
ハ

（
ふ
く
か
）

さ
い
き
よ
う
（
な
）

（
二
九
）
西
行
か
き
か
す

（か）

（
三
四
）
　
い
く
た
を

き
み

（
票
か
イ
）

（
一
一
六
）
人
の
（
翻
刻
で
は
「
君
（
き
み
）
か
イ
」
と
し
た
。
」

こ
の
ほ
か
に
も
見
え
る
。
（
　
）
の
中
が
そ
れ
で
、
こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
は
、

別
餌
で
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
も
の
で
あ
る
。
（
翻
刻
で
は
、
こ
の
括
弧
を
付

け
て
い
な
い
）
こ
れ
ら
別
離
の
傍
欝
は
、
本
書
の
書
写
が
行
わ
れ
た
後
に
、
加
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え
ら
れ
た
疑
葦
や
訂
正
で
、
そ
れ
は
あ
る
い
は
、
振
仮
名
を
擦
り
滑
し
た
の
と

同
時
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
有
鼓
の
士
の
手
に
わ
た
っ
て
か
ら
の
こ
と
と

見
ら
れ
る
。翻

刻
に
つ
い
七

前
項
で
み
た
よ
う
に
、
書
写
に
は
複
雑
な
苓
情
が
あ
る
が
、
擦
り
消
し
た
跡

を
一
々
指
示
す
る
こ
と
や
、
傍
言
の
別
笹
と
、
し
か
ら
ざ
る
も
の
を
区
別
す
る

こ
と
な
ど
、
こ
の
翻
刻
で
は
手
が
及
ば
な
か
っ
た
。
J

翻
刻
に
あ
た
っ
て
は
、
変
体
仮
名
を
通
行
の
仮
名
に
改
め
た
外
、
次
の
諸
点

は
、
読
む
便
宜
や
、
雷
合
の
書
と
し
て
の
体
裁
、
そ
の
他
を
考
慮
し
て
、
新
た

に
加
え
た
り
、
若
干
改
め
た
り
し
て
い
る
。

1
第
一
指
の
錯
簡
は
、
そ
れ
を
正
し
い
順
序
に
改
め
て
い
る
。

2
寄
合
の
各
項
ご
と
に
、
通
し
の
番
号
を
付
け
て
い
る
。

3
寄
合
の
こ
と
ば
に
は
、
右
傍
に
。
点
を
付
け
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
た
だ

し
、
振
仮
名
の
あ
る
も
の
に
は
、
印
刷
の
便
宜
上
。
点
を
略
し
て
い
る
。

4
（
三
三
）
　
（
一
二
一
）
項
は
、
改
行
さ
れ
な
い
で
、
そ
れ
ぞ
れ
前
の
項
に
書

き
続
け
て
あ
る
が
、
今
そ
れ
を
改
行
し
て
い
る
。

5
句
評
点
を
付
け
た
。
引
用
の
和
歌
は
、
最
後
の
と
こ
ろ
に
だ
け
詑
点
を
つ
け

て
い
る
。

6
原
写
本
の
丁
移
り
を
示
す
た
め
、
」
・
』
の
記
号
を
付
け
た
。
前
者
は
表
の

終
り
、
後
者
は
罪
の
終
り
を
示
す
。
後
者
の
』
の
下
に
、
丁
数
を
示
す
洋
数

字
を
記
し
て
い
る
。

付
記

○
こ
の
車
重
な
文
献
の
翻
刻
を
許
し
て
い
た
だ
い
た
太
田
武
夫
氏
に
、
心
か
ら

感
謝
申
し
あ
げ
る
。

〇
本
雷
の
成
立
・
内
容
な
ど
の
考
察
は
、
「
文
学
・
語
学
」
二
十
八
号
に
掲
載

予
定
の
拙
稿
に
記
し
た
。

○
な
お
こ
れ
は
、
昭
和
三
十
七
年
度
科
学
研
究
費
（
各
個
研
究
）
に
よ
る
研
究

の
一
部
で
あ
る
。

1
1
広
島
大
学
文
学
部
教
授
1
1
1




