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（1）

和
文
は
、
平
仮
名
文
と
も
漢
字
交
り
平
仮
名
文
と
も
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
る
。

和
文
体
の
文
章
。
和
語
を
使
用
し
、
平
仮
名
で
表
記
さ
れ
る
様
式
の
文
章
。
和
文
体
と
は
、
漢
文
体
や
和
漢
混
清
体
な
ど
と
対
立
す
る

古
典
的
文
章
体
の
一
種
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
語
彙
と
語
法
と
を
規
範
と
す
る
が
、
普
通
は
、
散
文
表
現
に
つ
い
て
い
う
。

又
、
具
体
的
に
は
、
伊
勢
物
語
、
庵
主
、
太
后
御
記
、
墓
日
記
、
晴
輪
日
記
、
紫
式
部
日
記
、
和
泉
式
部
日
記
、
更
級
日
記
、
讃
岐
典
侍

、1．、

日
記
等
が
　
「
殆
ど
純
粋
な
和
文
的
な
も
の
」
　
と
さ
れ
て
い
る
。

平
安
時
代
後
期
以
後
、
話
し
こ
と
ば
と
書
き
こ
と
ば
と
が
次
第
に
離
れ
て
ゆ
く
時
代
に
お
い
て
、
平
安
時
代
和
文
の
流
れ
を
汲
む
和
文
体

文
章
は
、
平
安
時
代
和
文
の
語
法
・
語
彙
を
模
範
と
し
て
作
ら
れ
る
擬
古
的
文
語
文
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
も
っ
ぱ
ら
新
し
い
時
代
の
言

語
の
語
法
・
語
彙
等
を
研
究
の
目
的
と
す
る
立
場
か
ら
は
、
和
文
は
魅
力
の
乏
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
既
に
、
根
来

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て
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（3）

司
氏
、
山
口
明
穂
氏
の
す
ぐ
れ
た
業
績
が
有
る
が
、
中
世
文
語
の
研
究
が
一
般
的
に
は
盛
ん
で
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
お
そ
ら
く
右

の
と
こ
ろ
に
そ
の
原
因
の
一
つ
が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
広
く
言
語
行
動
と
い
う
観
点
に
立
脚
す
れ
ば
、
擬
古
的
和
文
と
い
え
ど
も
、
そ
こ
に
は
言
語
主
体
が
存
在
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、
諸
主
の
言
語
行
為
と
無
関
係
に
存
立
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
む
し
ろ
、
擬
古
的
和
文
の
中
に
潜
在
す
る
諸
問
題

を
掘
り
起
し
て
ゆ
く
努
力
が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
小
稿
で
は
、
語
彙
に
関
し
て
一
つ
の
試

み
を
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

と
こ
ろ
で
、
平
安
時
代
語
の
位
相
に
租
文
語
と
漢
文
訓
読
語
と
が
有
り
、
両
者
間
に
、
類
義
語
の
所
謂
二
形
対
立
の
存
在
す
る
こ
と
は
、

（4）

築
島
裕
博
士
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
、
極
め
て
顕
著
な
今
日
周
知
の
事
実
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
て
、
平
安
時
代
和
文
に
は
、

漢
文
訓
読
特
有
語
が
効
果
的
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
築
島
博
士
の
明
快
に
論
証
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
ら
ば
、
鎌
倉
時
代
和
文
に
お
い
て
は
、
右
の
二
形
対
立
は
ど
の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
と
こ
ろ
を
考
え
て
み
よ
う
と

思
う
。
そ
こ
で
小
稿
で
は
、
左
に
掲
げ
る
日
記
・
紀
行
を
考
察
対
象
と
し
た
い
。

源
　
家
長
『
源
家
長
日
記
』

源
　
通
親
『
厳
島
御
幸
道
記
』
　
『
高
倉
院
昇
霞
記
』

飛
鳥
井
雅
有
『
無
名
の
記
』

阿
仏
尼
『
う
た
た
ね
』
　
『
十
六
夜
日
記
』

藤
原
経
子
『
中
務
内
侍
日
記
』

二
条
『
と
は
ず
が
た
り
』

日
野
名
子
『
竹
む
き
が
記
』



第
一
節
　
鎌
倉
時
代
前
期

0
『
源
家
長
日
記
』

日
記
成
立
に
つ
い
て
は
、
承
元
四
年
（
三
一
〇
）
末
頃
と
す
る
八
島
長
寿
氏
説
と
、
建
保
四
年
（
三
二
ハ
）
一
二
月
二
六
日
と
す
る

石
田
吉
貞
博
士
説
と
が
有
る
。
底
本
は
、
源
家
長
研
究
会
編
『
源
家
長
日
記
校
本
・
研
究
・
総
索
引
』
に
依
る
。

〔
和
文
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

（5）

助
動
詞
…
…
す
㈲
・
さ
す
㈲
（
使
役
「
ね
㈲
（
打
消
、
巳
然
形
）
　
接
続
詞
…
…
さ
れ
ば
㈹
　
さ
て
㈹
・
さ
て
も
㈱
　
陳
述
副
詞
…
…
な

ど
拗
　
え
（
…
ず
）
㈲
　
つ
ゆ
（
…
ず
）
㈲
　
程
度
副
詞
…
…
い
み
じ
く
m
　
お
は
か
た
㈲
　
い
と
ど
㈲
・
い
よ
い
よ
佃
　
情
態
副
詞
…
…

か
ね
て
㈲
　
い
ま
㈲
　
た
は
や
す
く
m
　
と
き
ど
き
畑
　
や
う
や
う
Ⅲ
　
形
容
動
詞
語
幹
…
…
す
こ
し
㈱
　
動
詞
…
…
む
つ
か
る
m
　
ぬ

（
寝
）
怖
　
く
（
来
）
㈲
　
け
つ
（
消
）
畑
　
た
ま
ふ
甲
た
ま
は
す
㈲
　
（
た
ち
）
ま
じ
る
m
・
ま
じ
ら
ふ
畑
　
形
容
詞
…
…
い
か
め
L
m

と
し
㈲
　
か
し
か
ま
し
Ⅲ
　
い
み
じ
Ⅲ
　
し
げ
し
㈲
　
名
詞
・
…
：
を
と
こ
聞
　
た
ち
（
大
刀
）
m

〔
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

情
態
副
詞
…
…
し
き
り
に
佃
　
動
詞
…
…
さ
へ
ぎ
る
Ⅲ
　
形
容
詞
…
…
い
そ
が
は
し
拗

〔
二
形
の
併
用
〕
　
（
漢
文
訓
読
語
形
を
片
仮
名
で
示
す
）

助
動
詞
…
…
ゴ
ト
シ
㈲
1
や
う
な
り
㈱
　
ザ
ル
肋
－
ぬ
㈱
（
打
消
）
　
接
続
詞
…
…
シ
カ
レ
ド
モ
m
l
さ
れ
ど
㈹
・
さ
れ
ど
も
Ⅲ
　
陳
述
副

詞
…
：
イ
マ
ダ
聞
－
ま
だ
㈲
　
情
態
副
詞
…
…
ア
ル
イ
ハ
㈲
－
あ
る
は
畑
　
コ
ト
ゴ
ト
ク
畑
－
す
べ
て
㈱
　
シ
バ
ラ
ク
旧
－
し
ば
し
㈲

ス
デ
ニ
佃
－
は
や
う
Ⅲ
　
タ
ガ
ヒ
ニ
m
l
か
た
み
に
Ⅲ
　
動
詞
…
…
イ
マ
ス
Ⅲ
－
お
は
す
㈱
・
お
は
し
ま
す
㈲
　
ウ
ム
ズ
（
倦
）
Ⅲ
－
あ
く

㈲
　
オ
ヨ
ブ
㈹
－
い
た
る
㈱
　
ツ
ラ
ナ
ル
Ⅲ
－
な
ら
ぶ
（
四
段
）
Ⅲ
　
名
詞
…
…
マ
ナ
コ
Ⅲ
－
め
㈱

次
に
二
形
の
併
用
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
用
例
を
掲
げ
、
少
し
く
説
明
を
加
え
る
。

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て
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○
い
は
け
な
き
子
の
は
～
を
う
し
な
へ
る
か
こ
と
く
よ
の
な
か
の
さ
は
き
に
て
な
き
ま
と
ひ
あ
へ
り
　
（
6
0
こ

そ
の
よ
の
夢
の
刊
引
吋
は
か
な
く
な
ら
せ
給
に
き
（
竺
ハ
）

○
む
か
し
の
人
お
の
つ
か
ら
兄
を
よ
は
さ
割
引
も
有
へ
し
（
5
1
一
）

（6）

「
ざ
る
」
　
の
内
の
三
例
は
、
い
ず
れ
も
助
動
詞
「
ら
ん
」
「
べ
し
」
　
に
係
っ
て
行
く
も
の
で
、
和
文
に
も
一
般
に
見
ら
れ
る
用
法
で
あ
る
。

山
ち
も
や
す
く
は
こ
え
給
割
引
ら
ん
か
し
（
1
1
1
一
）

涙
さ
へ
と
ゝ
ま
ら
叫
お
り
そ
お
は
か
る
（
2
四
）

（7）

○
心
あ
る
人
の
む
け
に
お
も
ひ
す
て
ぬ
道
な
れ
は
さ
る
人
も
侍
ら
ん
し
か
れ
と
も
何
の
つ
ひ
て
に
か
い
ひ
い
た
し
そ
め
（
「
ん
」
脱
力
）
　
（
4
5
一
）

か
や
う
に
中
は
さ
し
も
な
き
事
な
と
人
ノ
＼
思
ぬ
へ
し
到
細
田
御
製
と
も
お
は
く
ち
り
侍
れ
は
た
れ
も
ノ
＼
見
侍
ら
ん
か
し
（
型
一
）

後
に
は
お
ほ
っ
か
な
き
事
も
お
ほ
か
り
さ
れ
と
も
い
か
に
し
て
つ
た
へ
見
る
に
か
　
（
2
7
三
）

○
同
封
山
叫
布
衣
は
し
め
な
き
程
な
れ
は
（
1
4
八
）

「
い
ま
だ
」
　
に
対
す
る
「
ま
だ
」
　
に
は
、
用
法
上
の
特
徴
が
窺
え
る
よ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
一
例
は
和
歌
に
見
え
、
他
の
二
例
は
「
ま
だ

と
う
」
　
と
い
う
、
「
ま
だ
」
　
に
　
「
と
く
（
疾
）
」
　
の
音
便
形
が
結
合
、
名
詞
化
し
た
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

な
か
月
や
け
ふ
の
さ
か
り
に
ゝ
ほ
へ
共
割
増
露
な
れ
す
白
菊
の
は
な
（
3
0
四
）

十
六
日
の
剖
旬
日
引
め
L
に
よ
り
て
大
ほ
ん
と
こ
ろ
に
参
り
た
れ
は
（
坦
二
）

次
の
日
の
剖
旬
日
引
水
無
瀬
殿
へ
わ
た
ら
せ
給
う
（
1
1
3
四
）

○
あ
る
ひ
は
山
ち
の
花
を
た
つ
ね
あ
る
ひ
は
き
よ
き
な
か
れ
の
み
つ
を
む
す
ひ
あ
る
ひ
い
は
野
辺
の
を
し
か
の
跡
を
尋
ね
あ
る
い
は
雪
の
あ

し
た
の
こ
た
か
1
り
か
や
う
に
お
り
ふ
し
の
御
あ
そ
ひ
た
ゆ
る
事
な
け
れ
と
　
（
型
二
）

も
と
よ
り
む
れ
ゐ
た
る
大
と
こ
劇
創
面
よ
し
は
め
る
女
房
も
お
は
く
さ
ま
よ
ひ
あ
り
く
（
1
2
2
一
）

次
に
、
「
こ
と
ご
と
く
」
　
と
　
「
す
べ
て
」
　
と
は
意
義
差
が
有
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
全
用
例
に
つ
い
て
検
討
す
る
。



五
人
撰
者
お
の
〈
せ
ん
し
あ
け
て
の
ち
こ
と
ノ
＼
く
御
覧
L
と
を
し
て
そ
の
中

一
巻
を
ひ
き
か
く
し
て
か
み
を
よ
み
侍
れ
は
し
も
は
こ
と
ノ
＼
く
に
く
ら
か
ら
す

に
さ
も
あ
る
を
御
点
あ
り
て
　
（
1
4
7
〓

（
1
4
8
七
）

旧
刊
当
で
正
月
二
日
中
朝
拝
は
ら
か
ひ
の
た
め
し
な
と
ま
い
る
よ
り
つ
い
な
ゝ
と
ま
て
「
年
中
の
公
事
の
を
ろ
か
な
る
や
は
見
ゆ
る
（
6
二
）

脚
参
り
し
時
の
ゆ
め
ち
も
こ
よ
な
く
思
ひ
っ
～
け
ら
れ
て
お
ほ
け
な
の
身
の
は
と
や
と
そ
お
ほ
ゆ
る
引
l
叫
て
l
く
ら
人
の
職
身
に
お
は
ぬ
こ
と

な
り
（
1
0
〓

㈲
糸
竹
の
し
ら
へ
い
つ
れ
も
の
こ
ら
ぬ
中
に
御
ひ
わ
ゝ
す
く
れ
さ
せ
給
へ
る
と
か
や
弟
1
苛
人
の
ま
な
ひ
と
ま
な
ふ
事
い
つ
れ
も
の
こ
さ
せ

給
は
す
　
（
2
4
九
）

㈲
鴨
長
明
か
の
そ
み
の
と
け
さ
り
し
そ
さ
き
の
よ
の
事
と
の
み
き
ゝ
侍
り
し
列
可
で
此
長
明
み
な
し
子
に
な
り
て
や
し
ろ
の
ま
し
ら
い
も
せ

す
こ
も
り
ゐ
侍
し
か
（
望
二
）

㈲
寄
人
た
ち
め
し
あ
つ
め
て
辰
時
は
か
。
よ
。
日
の
く
る
～
ま
て
～
も
た
ゆ
く
あ
る
は
か
き
あ
る
は
き
も
つ
き
心
の
い
と
ま
も
な
し
列
l
ヘ
ア
l

此
歌
え
ら
せ
給
へ
る
さ
ま
ゝ
こ
と
に
け
を
ふ
き
ゝ
す
を
も
と
め
ら
る
（
1
4
6
八
）

㈲
列
l
当
で
此
勅
撰
に
は
や
ま
ひ
あ
る
歌
な
と
を
す
て
ら
れ
す
た
ゝ
よ
き
を
さ
き
と
せ
り
（
些
一
）

の
列
可
で
六
て
う
し
の
内
の
さ
か
り
も
あ
か
り
も
た
ゝ
御
心
の
う
ち
に
う
か
へ
さ
せ
た
ま
給
へ
る
な
り
（
1
3
7
八
）

㈱
～
　
（
す
）
　
へ
て

二
千
首
に
お
よ
へ
る
を
そ
こ
ら
御
覧
し
あ
さ
か
へ
さ
せ
給
へ
れ
は
（
空
）

ま
ず
「
こ
と
ご
と
く
」
は
、
用
例
に
よ
り
察
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
和
歌
を
一
首
々
々
数
え
上
げ
て
の
、
即
ち
個
々
の
積
み
重
ね
と
し
て
の

全
体
と
い
う
意
味
を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
す
べ
て
」
は
、
ま
ず
八
例
共
に
文
頭
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
さ
れ

る
。
用
か
ら
㈲
ま
で
の
「
す
べ
て
」
は
、
対
象
を
全
体
的
、
包
括
的
に
と
ら
え
て
の
表
現
と
考
え
ら
れ
、
「
お
よ
そ
」
と
か
「
だ
い
た
い
」
と

か
に
口
語
訳
さ
れ
る
。
個
々
に
数
え
て
全
体
に
到
る
「
こ
と
ご
と
く
」
と
は
、
そ
の
方
向
に
お
い
て
逆
で
あ
る
。
肋
㈱
で
は
、
具
体
的
に
「
六

て
う
し
（
調
子
）
」
「
二
千
首
」
と
い
う
数
値
が
挙
が
っ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
で
も
「
す
べ
て
」
は
文
頭
に
位
置
さ
れ
、
ま
ず
対
象
を
包
括
的
に

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て
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四
六

と
ら
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
調
子
を
一
個
ず
つ
数
え
て
六
調
子
に
到
り
、
あ
る
い
は
、
和
歌
を
一
首
ず
つ
数
え
て
二
千
首
に
到
る
と
い
う

の
で
は
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
こ
と
ご
と
く
」
と
「
す
べ
て
」
と
の
併
用
は
、
位
相
を
異
に
す
る
語
詞
の
混
用
と
い
う
よ
う
に
見
る
の
で
は
な
く
、
意

味
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
と
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

○
L
は
ら
く
庭
に
候
て
を
と
こ
さ
う
そ
く
に
あ
ら
た
め
て
ま
い
る
へ
き
よ
し
お
は
せ
ら
る

（
1
7
5
八
）

こ
れ
に
対
し
て
、
「
し
ば
し
」
は
四
例
共
に
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

行
か
へ
り
す
ゝ
み
に
き
つ
ゝ
な
ら
し
は
や
u
副
U
の
秋
を
た
も
と
に
そ
し
る
（
9
1
九
）

他
の
三
例
は
、
そ
の
所
在
の
み
を
記
す
。
1
2
6
六
、
1
2
7
七
、
1
6
〇
一
。

○
い
ま
た
い
は
け
な
き
と
こ
そ
う
け
給
は
る
に
そ
れ
も
外
可
町
歌
よ
ま
る
と
そ
う
け
給
し
か
（
7
2
九
）

こ
の
楽
所
に
も
む
か
し
も
い
ま
も
さ
る
た
く
ひ
お
は
く
聞
え
侍
さ
れ
は
叫
刊
引
こ
ろ
よ
り
み
な
た
ひ
候
に
き
（
1
7
〇
二
）

「
は
や
う
こ
ろ
よ
り
」
は
、
い
さ
さ
か
奇
異
に
思
え
る
が
、
お
そ
ら
く
「
こ
ろ
よ
り
」
で
「
適
当
な
時
期
か
ら
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ

ろ
う
。
異
文
は
無
い
。

○
は
か
な
き
し
ち
ら
ひ
も
事
有
か
ほ
に
も
て
な
し
つ
き
し
ろ
ひ
て
た
か
ひ
に
あ
ら
そ
ひ
あ
へ
る
身
の
ふ
る
ま
ひ
　
（
3
四
）

お
り
ふ
し
時
に
つ
け
つ
～
中
か
は
す
ふ
り
か
た
う
か
た
ら
ふ
あ
は
れ
な
る
心
に
か
た
み
に
お
も
へ
り
（
塑
こ

○
（
内
大
臣
ハ
）
当
今
の
御
お
ほ
ち
に
い
ま
す
れ
は
禁
中
も
音
奏
け
い
ひ
っ
と
～
ま
り
て
（
型
一
）

入
道
の
よ
に
到
叫
せ
l
ぬ
事
の
口
を
し
う
の
み
そ
侍
を
（
1
1
〇
五
）

天
暦
と
申
け
ん
み
か
と
も
か
や
う
に
よ
ろ
つ
の
み
ち
〈
に
御
め
く
み
ふ
か
く
わ
た
ら
せ
を
は
し
ま
す
事
は
を
そ
ら
く
も
侍
ら
し
を
（
1
7
2

四
）

○
い
か
な
る
事
い
ひ
あ
へ
り
け
ん
な
そ
れ
に
引
叫
u
て
い
ま
は
ひ
わ
を
と
り
て
た
に
見
す
と
こ
そ
う
け
給
は
れ
（
些
一
）



こ
れ
に
対
し
て
「
あ
く
」
は
、
四
例
と
も
和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。

劃
さ
り
し
き
み
か
に
ほ
ひ
を
待
え
て
そ
く
も
ゐ
の
さ
く
ら
色
を
そ
へ
け
る
（
2
2
四
）

他
の
三
例
は
所
在
の
み
を
記
す
。
2
2
八
、
9
9
二
、
1
2
3
九
。

次
に
、
「
お
よ
ぶ
」
は
一
〇
例
中
の
五
例
、
又
、
「
い
た
る
」
は
四
例
中
の
三
例
ま
で
が
打
消
助
動
詞
に
係
る
。
こ
こ
に
は
一
例
ず
つ
掲
げ

る
。

○
こ
と
は
も
ふ
て
も
及
l
嘲
ぬ
程
也
（
2
5
一
）

ふ
か
き
海
の
そ
こ
同
l
呵
引
ぬ
く
ま
な
く
．
（
5
1
七
）

他
は
所
在
の
み
を
記
す
。
型
二
、
6
4
五
、
9
9
六
、
1
9
5
五
、
甲
「
　
1
6
8
一
、
7
6
一
、
1
4
8
一
、
1
5
0
九
、
8
7
七
、
堅
二
、
5
9
九
。

「
お
よ
ぶ
」
で
は
、
「
心
（
も
）
こ
と
ば
（
も
）
及
ば
ず
」
あ
る
い
は
「
こ
と
ば
（
も
）
筆
（
も
）
及
ば
ず
」
、
又
、
「
い
た
る
」
で
は
、
「
・

至
ら
ぬ
く
ま
な
し
」
の
ご
と
き
常
套
句
に
よ
る
使
い
分
け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

○
か
ね
て
よ
り
参
り
ま
う
け
た
る
御
随
身
と
も
つ
ら
な
り
た
ち
て
　
（
1
3
2
こ

に
し
の
座
の
か
み
に
摂
政
殿
な
ら
ひ
に
大
政
大
臣
そ
れ
に
な
l
引
叫
て
き
た
さ
ま
に
公
卿
さ
ふ
ら
は
る
（
9
5
1
）

○
し
ら
か
は
の
御
た
う
と
も
の
い
ま
は
を
と
ろ
の
あ
と
ゝ
の
み
な
り
行
を
御
封
封
に
さ
へ
き
り
て
か
な
し
と
お
ほ
し
め
せ
は
（
1
9
5
七
）

こ
れ
を
御
覧
し
い
て
ゝ
こ
と
に
御
鋤
と
ゝ
め
さ
せ
給
う
（
竺
一
）

以
上
述
べ
て
き
た
と
こ
ろ
よ
り
、
『
源
家
長
日
記
』
が
基
本
的
に
和
文
特
有
語
を
用
い
、
平
安
時
代
和
文
の
流
れ
を
継
ぐ
作
品
で
あ
る
こ
と

は
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
反
面
、
「
し
き
り
に
」
「
さ
へ
ぎ
る
」
「
い
そ
が
は
し
」
等
の
漢
文
訓
読
特
有
語
の
み
を
使
用
し
て
い
る
例
も
有

り
、
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
和
文
特
有
語
と
訓
読
特
有
語
と
で
対
立
す
る
二
形
が
併
用
さ
れ
て
い
る
事
象
に
つ
い
て
で
あ
る
。
上
述
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
い
ま
だ
」
と
「
ま
だ
」
と
で
は
、
「
ま
だ
」
は
、
あ
る
特
定
の
条
件
の
も
と
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ

は
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
作
品
で
は
、
「
い
ま
だ
」
と
い
う
訓
読
特
有
語
形
を
用
い
る
の
が
普
通
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て



鎌
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四
八

同
様
の
事
象
は
、
「
し
ば
ら
く
」
と
「
し
ば
し
」
、
「
う
む
ず
」
と
「
あ
く
」
に
つ
い
て
も
見
受
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
和
文
特
有
語
形
の
「
し
ば

し
」
と
「
あ
く
」
と
は
、
共
に
和
歌
に
限
ら
れ
て
お
り
、
散
文
に
お
い
て
は
、
訓
読
特
有
語
の
「
し
ば
ら
く
」
「
う
む
ず
」
が
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
又
、
「
こ
と
ご
と
く
」
と
「
す
べ
て
」
　
に
つ
い
て
も
、
意
義
差
に
よ
り
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
し
て
、
二
形
の
混
用
と
見
ら
れ
る
も
の
は
、
「
ご
と
し
」
と
「
や
う
な
り
」
、
「
ざ
る
」
と
「
ぬ
」
、
「
し
か
れ
ど
も
」
と
「
さ

れ
ど
も
」
、
「
た
が
ひ
に
」
と
「
か
た
み
に
」
、
「
す
で
に
」
　
と
「
は
や
う
」
、
「
い
ま
す
」
と
「
お
は
す
・
お
は
し
ま
す
」
、
「
お
よ
ぶ
」
と
「
い

た
る
」
、
「
つ
ら
な
る
」
と
「
な
ら
ぶ
」
、
「
ま
な
こ
」
と
「
め
」
等
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
も
、
「
ご
と
し
」
「
ざ
る
」
「
お
よ
ぶ
」
「
す
で
に
」

を
除
け
ば
、
他
の
訓
読
語
形
は
そ
れ
ぞ
れ
．
一
例
に
と
ど
ま
る
。

自
『
厳
島
御
幸
道
記
』

成
立
に
つ
い
て
は
、
建
久
九
年
（
二
九
八
）
～
建
仁
二
年
（
一
二
〇
二
）
説
と
治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
説
と
が
有
る
。
底
本
に
勉
誠
社

文
庫
『
源
通
親
日
記
』
　
を
用
い
る
。

久
保
田
淳
氏
は
、
『
梅
沢
記
念
館
蔵
厳
島
御
幸
記
井
高
倉
院
昇
霞
記
　
解
題
』
　
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ら
れ
る
。

そ
の
文
体
は
、
た
と
え
ば
『
栄
花
物
語
』
な
ど
に
近
い
よ
く
こ
な
れ
た
和
文
で
、
し
ば
し
ば
古
歌
や
当
代
の
和
歌
、
古
詩
、
故
事
な
ど

を
引
い
て
お
り
、
作
者
の
教
養
の
ほ
ど
を
窺
わ
せ
る
。
（
中
略
）
彼
は
漢
詩
文
に
も
長
け
て
い
た
。
書
こ
う
と
思
え
ば
、
通
俊
程
度
の
漢

文
を
草
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
あ
え
て
仮
名
文
を
選
ん
だ
の
は
、
想
像
す
る
に
、
そ
の
読
者
と
し
て
女
房

を
思
い
描
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
（
中
略
）
そ
の
よ
う
な
読
者
を
も
想
定
し
っ
つ
、
不
穏
な
世
情
の
中
で
の
珍
し
い
御

幸
の
記
録
と
し
て
、
仮
名
文
な
が
ら
も
た
ぶ
ん
に
公
的
な
意
識
の
下
に
書
き
留
め
ら
れ
た
も
の
が
、
こ
の
『
高
倉
院
厳
島
御
幸
記
』
　
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

更
に
久
保
田
氏
に
よ
れ
ば
、
源
氏
物
語
、
栄
花
物
語
、
狭
衣
物
語
を
初
め
と
し
て
、
菅
家
文
革
、
寛
平
御
遺
誠
、
事
文
類
衆
、
長
恨
歌
、

長
恨
歌
伝
、
文
選
、
白
氏
長
慶
集
、
久
安
百
首
等
を
引
き
、
あ
る
い
は
踏
ま
え
て
い
る
と
さ
れ
る
。



か
か
る
背
景
を
持
つ
漢
字
交
り
平
仮
名
文
で
は
、
二
形
対
立
の
類
義
語
は
、
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

〔
和
文
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

助
動
詞
…
…
や
う
な
り
㈲
　
さ
す
（
使
役
）
m
　
ね
（
打
消
、
巳
然
形
）
畑
　
程
度
副
詞
…
…
い
み
じ
く
刷
　
い
と
㈲
　
情
態
副
詞
…
…
い

ま
Ⅲ
　
か
ね
て
Ⅲ
　
や
う
や
う
Ⅲ
　
形
容
動
詞
語
幹
…
…
す
こ
し
拗
　
動
詞
…
…
た
ば
す
Ⅲ
　
お
は
す
Ⅲ
　
お
は
し
ま
す
畑
　
な
ら
ぶ

（
下
二
段
・
四
段
）
各
Ⅲ
　
形
容
詞
…
…
と
し
畑

〔
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

陳
述
副
詞
…
…
い
ま
だ
m
　
情
態
副
詞
…
…
あ
る
い
は
m
　
動
詞
…
…
お
よ
ぶ
㈲
　
名
詞
…
…
か
う
ベ
Ⅲ
　
と
も
が
ら
m

〔
二
形
の
併
用
〕

助
動
詞
・
・
…
・
ザ
ル
似
－
ぬ
㈹
　
情
態
副
詞
・
・
…
・
シ
バ
ラ
ク
m
I
と
ば
か
り
拗
　
動
詞
…
…
ソ
ナ
フ
Ⅲ
－
ま
う
く
拗

左
に
二
形
併
用
の
用
例
を
掲
げ
、
少
し
く
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

○
何
と
な
く
波
の
う
き
す
に
ゆ
ら
れ
あ
り
き
て
夢
か
ゆ
め
に
あ
ら
到
利
か
と
の
み
お
は
や
け
わ
た
く
し
思
ひ
あ
ひ
た
る
な
こ
り
も
い
か
に
と

二
二
5
）

久
保
田
淳
氏
の
前
出
『
解
題
』
に
よ
れ
ば
、
「
夢
か
夢
に
あ
ら
ざ
る
か
」
は
、
も
と
『
菅
家
文
革
』
巻
二
の
詩
序
中
の
一
句
か
ら
出
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
直
接
的
引
用
に
該
当
す
る
詩
句
は
見
当
ら
な
い
よ
う
で
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
の
「
ざ
る
」
が
原
詩
句
訓
読
の

直
接
的
反
映
と
は
考
え
に
く
い
。
因
に
、
『
高
倉
院
昇
霞
記
』
で
は
、
「
夢
か
ゆ
め
に
も
あ
ら
ぬ
か
」
　
（
七
六
4
）
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
も
考

え
合
せ
ね
ば
な
る
ま
い
。

お
も
ひ
も
か
け
叫
し
ま
の
う
へ
に
桜
の
ち
り
か
た
に
な
り
た
る
み
ゆ
（
五
〇
7
）

○
お
む
や
う
し
の
舟
L
は
ら
く
ま
た
る
～
　
（
三
六
6
）

海
松
な
と
も
て
ま
い
る
と
は
か
り
御
ら
ん
し
ま
は
り
て
帰
ら
せ
給
ふ
　
（
四
九
5
）

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

○
し
ろ
た
へ
の
へ
い
神
く
は
ん
と
り
て
ほ
う
せ
ん
に
そ
な
へ
な
ら
へ
た
つ
　
（
三
九
1
0
）

草
津
と
い
ふ
所
に
ひ
ら
は
り
う
ち
て
ま
い
り
引
例
た
り
（
一
四
7
）

以
上
の
ご
と
く
、
基
本
的
に
和
文
特
有
語
形
が
優
勢
で
あ
る
が
、
一
方
に
お
い
て
、
「
い
ま
だ
」
を
用
い
て
「
ま
だ
」
を
用
い
て
い
な
い
点

に
注
意
し
て
お
き
た
い
。

日
『
高
倉
院
昇
霞
記
』

養
和
二
年
（
二
八
二
二
月
一
四
日
以
降
の
成
立
と
さ
れ
る
。
従
来
、
和
漢
混
清
体
の
先
駆
的
作
品
と
し
て
文
体
的
に
注
目
さ
れ
て
い

（8）る
。

又
、
久
保
田
淳
氏
は
「
大
唐
の
『
自
氏
文
集
』
と
と
も
に
本
朝
の
『
源
氏
物
語
』
の
表
現
を
さ
り
げ
な
く
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼

（9）

は
帝
王
の
死
を
荘
厳
し
て
い
る
」
と
さ
れ
、
『
解
題
』
に
お
い
て
、
源
氏
物
語
、
和
漢
朗
詠
集
、
長
恨
歌
、
長
恨
歌
伝
、
古
今
集
、
堀
河
百
首
、

抱
朴
子
、
礼
記
等
を
引
用
典
拠
に
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

か
よ
う
な
背
景
を
持
つ
本
『
記
』
に
お
い
て
、
二
形
対
立
の
類
義
語
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
見
て
行
く
こ
と
に
し
た
い
。

〔
和
文
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

助
動
詞
…
…
や
う
な
り
㈲
　
ぬ
（
打
消
）
㈹
　
ね
（
打
消
、
巳
然
形
）
㈲
　
陳
述
副
詞
…
…
え
（
…
ず
）
の
　
程
度
副
詞
…
…
い
と
㈲
　
い
と

ど
畑
　
い
よ
い
よ
畑
　
情
態
副
詞
…
…
い
ま
畑
　
か
ね
て
Ⅲ
　
し
ば
し
の
　
し
の
び
て
Ⅲ
　
形
容
動
詞
語
幹
…
…
す
こ
し
川
　
動
詞
…
…

あ
く
が
る
用
　
い
た
る
畑
　
か
づ
く
Ⅲ
　
お
は
し
ま
す
㈹
　
ぬ
（
寝
）
Ⅲ
　
へ
だ
つ
Ⅲ
　
や
る
（
破
）
Ⅲ
　
形
容
詞
…
…
は
や
し
Ⅲ
　
名
詞

…
…
い
さ
ご
用
　
め
（
目
）
㈱
　
か
し
ら
m

〔
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

助
動
詞
…
…
し
む
佃
　
動
詞
…
…
そ
な
ふ
田
　
名
詞
…
…
と
も
が
ら
m

こ
こ
で
、
「
し
む
」
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
用
例
を
掲
げ
る
。



此
こ
と
の
は
を
え
ん
と
し
て
無
生
法
忍
の
く
ら
ゐ
に
か
な
は
し
め
給
へ
我
も
ま
た
あ
し
た
の
さ
か
へ
ゆ
ふ
へ
の
を
は
り
と
な
り
な
ん
の
ち

に
は
か
な
ら
す
L
や
う
と
に
い
た
ら
日
動
ん
と
な
り
（
一
四
九
4
）

（

1

0

）

　

　

　

　

　

　

　

ワ

レ

モ

ト

　

ニ

シ

テ

こ
れ
に
は
仏
教
関
係
の
典
拠
の
存
在
が
予
想
さ
れ
る
が
、
末
だ
詳
か
に
し
な
い
。
た
だ
、
『
浄
土
和
讃
』
巻
末
に
、
「
経
言
　
我
本
因
　
地

テ

　

ノ

ヲ

イ

レ

リ

　

ニ

イ

マ

シ

テ

　

ニ

シ

テ

　

ノ

ヲ

セ

シ

ム

ル

ナ

リ

ニ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

（

1

1

）

以
こ
念
仏
心
一
入
l
克
生
忍
一
今
於
二
此
界
摂
一
念
仏
人
一
帰
　
三
於
二
浄
土
L
と
あ
り
、
こ
れ
が
首
横
厳
経
の
本
文
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。

本
『
記
』
が
『
三
帖
和
讃
』
の
影
響
を
受
け
た
と
は
考
え
難
い
が
、
首
樗
厳
経
を
踏
ま
え
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
訓
読
の
反
映
を
考
え

得
な
い
こ
と
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

〔
二
形
の
併
用
〕

陳
述
副
詞
…
…
カ
ツ
テ
Ⅲ
－
つ
ゆ
（
…
ず
）
佃
　
イ
マ
ダ
Ⅲ
－
ま
だ
似
　
動
詞
…
…
キ
タ
ル
Ⅲ
－
く
㈲

左
に
用
例
を
掲
げ
て
、
少
し
く
説
明
を
加
え
る
。

○
こ
ん
は
く
は
加
d
可
ゆ
め
に
い
ら
す
と
い
ふ
ち
ゃ
う
こ
ん
か
の
詩
も
お
も
ひ
い
て
ら
れ
て
（
三
六
7
）

と
の
ゐ
と
こ
ろ
に
い
て
ゝ
旬
叫
ま
と
ろ
ま
れ
す
（
九
六
7
）

「
か
つ
て
」
の
用
例
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
文
に
言
う
ご
と
く
、
『
長
恨
歌
』
に
こ
の
詩
句
が
存
在
す
る
。
い
ま
、
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
金

沢
文
庫
本
白
氏
文
集
巻
十
二
　
（
複
製
に
依
る
）
で
該
詩
句
を
見
る
の
に
、
次
の
よ
う
に
訓
読
さ
れ
て
い
る
。

カ
ツ
テ

魂
・
塊
（
不
）
曽
て
来
（
り
）
て
夢
に
タ
モ
入
（
ら
ず
）
　
（
二
八
八
行
）

本
『
記
』
は
お
そ
ら
く
漢
文
訓
読
の
直
接
的
反
映
と
み
な
さ
れ
よ
う
。

○
こ
ま
つ
の
こ
ゝ
ち
よ
け
な
り
し
か
か
れ
た
る
を
み
て
ち
と
せ
も
叫
割
増
へ
ぬ
に
う
き
こ
と
を
お
も
ひ
し
り
け
る
に
や
と
あ
は
れ
に
て
二

二
二
4
）

を
の
1
宮
の
お
と
～
の
ま
た
し
ら
ぬ
人
も
な
ど
申
（
し
）
し
た
め
し
も
お
も
ひ
い
て
ら
る
（
二
五
9
）

○
た
の
し
み
つ
き
て
か
な
し
ひ
副
材
副
は
と
な
き
身
（
一
〇
八
5
）

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て

五
一



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究

か
へ
り
く
る
か
り
の
た
の
し
み
な
け
れ
は
　
（
一
四
七
1
0
）

U
耶
的

「
た
の
し
み
つ
き
て
か
な
し
ひ
き
た
る
」
は
、
平
家
物
語
や
太
平
記
に
も
見
ら
れ
る
句
で
、
釜
田
喜
三
郎
氏
の
指
摘
さ
れ
た
ご
と
く
、
『
和

漢
朗
詠
集
巻
下
』
七
九
三
番
（
日
本
古
典
文
学
大
系
に
依
る
）
大
江
朝
綱
の

楽
尽
哀
来
　
天
人
猶
五
衰
之
日

の
訓
読
引
用
と
考
え
ら
れ
る
。
湖
れ
ば
陳
鴻
『
長
恨
歌
伝
』
の
「
時
移
事
去
、
楽
尽
悲
来
」
か
ら
と
も
言
わ
れ
る
。

以
上
の
ご
と
く
、
本
『
記
』
も
和
文
特
有
語
形
が
優
勢
で
あ
る
点
に
お
い
て
『
厳
島
御
幸
道
記
』
と
同
様
で
あ
る
。
漢
文
訓
読
特
有
語
形

の
中
で
も
、
「
か
つ
て
」
と
「
き
た
る
」
と
ぼ
つ
い
て
は
、
訓
読
の
直
接
的
反
映
の
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
又
、
「
し
む
」
に
つ
い
て
も
、

（13）

訓
読
の
影
響
が
察
せ
ら
れ
る
。
「
ま
だ
」
二
例
の
う
ち
、
右
に
掲
げ
た
「
ま
た
し
ら
ぬ
人
」
は
、
金
玉
和
歌
集
、
雑
（
五
三
番
）
を
指
す
も
の

と
思
わ
れ
、
あ
と
一
例
（
一
二
六
　
1
0
）
も
和
歌
の
事
例
で
あ
る
。
か
く
て
、
対
立
す
る
二
形
が
混
用
さ
れ
て
い
る
か
と
思
わ
れ
る
事
例
は
見
出

さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

第
二
節
　
鎌
倉
時
代
後
期

佃
『
無
名
の
記
』
　
（
『
仏
道
の
記
』
と
も
）

文
永
三
年
（
一
一
六
六
）
か
ら
同
六
年
（
三
六
九
）
一
月
ま
で
の
日
記
。
天
理
図
書
館
蔵
本
が
孤
本
で
あ
る
。
勉
誠
社
文
庫
『
飛
鳥
井

雅
有
日
記
』
　
（
水
川
喜
夫
編
）
　
に
依
る
。

〔
和
文
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

助
動
詞
…
…
や
う
な
り
畑
　
す
㈲
・
さ
す
㈲
（
使
役
）
　
ぬ
（
打
消
）
の
　
ね
（
打
消
・
巳
然
形
）
Ⅲ
　
程
度
副
詞
…
…
い
と
Ⅲ
　
い
と
ど
拗

い
よ
い
よ
Ⅲ
　
情
態
副
詞
…
・
：
い
ま
畑
　
し
ば
し
旧
　
と
ば
か
り
Ⅲ
　
や
う
や
う
Ⅲ
　
形
容
動
詞
語
幹
…
…
す
こ
し
偽
　
わ
づ
か
Ⅲ
　
動

詞
…
…
く
（
来
）
㈲
　
な
ぶ
（
並
）
Ⅲ
　
ま
う
く
Ⅲ
　
ね
が
ふ
Ⅲ
　
け
つ
（
消
）
Ⅲ
　
形
容
詞
…
…
し
げ
L
m
　
名
詞
…
…
ま
さ
ご
Ⅲ



〔
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

動
詞
…
…
さ
い
ざ
る
仙
　
ま
じ
は
る
m

こ
こ
で
「
さ
い
ざ
る
」
「
ま
じ
は
る
」
に
つ
い
て
少
し
く
述
べ
て
お
き
た
い
。
ま
ず
用
例
を
掲
げ
る
。

○
み
1
に
き
こ
ゆ
る
声
め
に
さ
い
き
る
い
ろ
み
な

（
は
）
観
念
を
ま
し
発
心
を
す
1
む
る
知
識
に
あ
ら
す
と
い
ふ
事
な
し
（
一
二
1
1
）

正
念
一
に
帰
す
れ
と
邪
志
な
を
な
か
れ
に
ま
し
は
る
や
虫
損
（
一
三
2
）

「
み
ゝ
に
き
こ
ゆ
る
」
の
文
句
は
、
佐
藤
恒
束
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
先
立
っ
て
述
べ
ら
れ
る
「
止
観
に
い
つ
る
五
線
具
足
」
（
一
二
3
）

の
一
た
る
「
得
善
知
識
」
の
内
容
を
、
具
体
に
即
し
て
述
べ
た
説
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
叙
述
の
流
れ
の
中
で
、
「
さ
い
ざ
る
」

「
ま
じ
は
る
」
等
の
訓
読
特
有
語
形
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
′
。

〔
二
形
の
併
用
〕

陳
述
副
詞
…
…
イ
マ
ダ
㈲
－
ま
だ
Ⅲ
　
名
詞
…
…
マ
ナ
コ
Ⅲ
－
め
Ⅲ

左
に
二
形
併
用
の
用
例
を
掲
げ
、
少
し
く
説
明
を
加
え
る
。

〇
八
月
十
五
夜
こ
そ
の
ほ
い
と
け
ん
と
お
も
へ
は
割
増
あ
か
つ
き
あ
か
し
へ
と
心
さ
し
て
い
つ
（
六
6
）

さ
と
に
て
は
か
ゝ
る
雪
は
同
封
ね
み
な
ら
は
す
（
一
四
6
）

○
み
ゝ
に
き
こ
ゆ
る
声
叫
に
さ
い
き
る
い
ろ
（
一
二
1
1
）

三
千
世
界
は
封
の
ま
へ
の
こ
は
り
の
ほ
か
し
く
も
の
そ
な
き
（
一
三
9
）

「
三
千
世
界
」
の
一
文
は
、
佐
藤
恒
雄
氏
（
前
出
）
に
よ
れ
ば
、
『
和
漢
朗
詠
集
・
雑
』
五
八
三
番
「
三
千
世
界
紺
甜
尽
十
二
因
縁
心
裏
空
」

（
都
艮
香
・
竹
生
島
）
お
よ
び
、
同
じ
く
「
秋
」
二
四
〇
番
「
秦
旬
之
一
千
余
里
／
凛
々
氷
鋪
／
漠
家
之
三
十
六
宮
／
澄
々
粉
欝
」
（
公
乗
慌
・
長

安
八
月
十
五
夜
賦
）
の
両
句
に
よ
っ
て
合
成
し
た
表
現
だ
と
さ
れ
る
。
訓
読
特
有
語
形
「
ま
な
こ
」
が
用
い
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
ゆ
え
で
あ
ろ

う
0

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

以
上
の
ご
と
く
、
本
『
記
』
も
明
ら
か
に
和
文
特
有
語
形
が
優
勢
で
あ
る
。
そ
の
中
に
あ
っ
て
、
混
用
さ
れ
た
か
に
見
え
る
訓
読
特
有
語

形
も
、
そ
の
幾
つ
か
は
漢
文
訓
読
の
直
接
的
な
い
し
は
間
接
的
反
映
と
認
め
て
差
支
え
の
無
い
事
例
で
あ
る
。

㈲
『
う
た
た
ね
』

阿
仏
尼
（
弘
安
六
年
－
一
二
八
三
－
没
）
一
八
、
九
歳
頃
の
作
と
さ
れ
る
。
底
本
は
『
う
た
ゝ
ね
本
文
お
よ
び
索
引
』
（
次
田
香
澄
・
酒
井
憲
二
編
）

に
依
る
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
、
酒
井
憲
二
氏
の
論
文
「
『
う
た
ゝ
ね
』
索
引
に
よ
る
語
彙
考
察
」
（
右
書
所
収
）
に
詳
し
い
考
察
が
な
さ
れ
て
お
り
、

次
の
よ
う
に
纏
め
て
お
ら
れ
る
。

『
う
た
ゝ
ね
』
は
地
の
文
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
会
話
文
や
消
息
に
お
い
て
も
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
訓
読
特
有
語
を
ほ
と
ん
ど
含
ん
で
い

な
い
。
（
中
略
）
伊
勢
や
晴
蛤
、
紫
・
和
泉
式
部
日
記
な
ど
以
上
に
よ
り
純
粋
な
和
文
語
作
品
と
い
っ
て
よ
い
と
思
う
。
習
作
的
擬
古
文
と

規
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
所
以
で
あ
る
。

二
形
対
立
の
類
義
語
に
つ
い
て
見
て
も
、
訓
読
特
有
語
形
の
み
の
見
ら
れ
る
も
の
は
、
「
し
む
」
「
ざ
れ
」
「
あ
る
い
は
」
各
一
例
、
二
形
併
用

は
「
し
き
り
に
」
と
「
し
ば
し
ば
」
、
「
き
た
る
」
と
「
く
」
が
各
一
例
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

○
L
は
ノ
＼
御
ま
へ
に
と
も
な
る
人
々
…
な
と
い
へ
は
　
（
二
ウ
5
）

し
き
り
に
身
の
あ
り
さ
ま
を
た
つ
ぬ
れ
は
　
（
九
ウ
5
）

○
都
を
う
し
ろ
に
て
幻
し
お
り
の
こ
ゝ
ち
に
は
（
二
〇
ウ
7
）

み
や
こ
の
物
ま
う
て
せ
ん
と
て
の
は
り
割
増
利
に
（
一
五
オ
1
1
）

的
、
『
十
六
夜
日
記
』

底
本
は
『
十
六
夜
日
記
校
本
及
び
総
索
引
』
（
江
口
正
弘
編
）
に
依
る
。

『
う
た
ゝ
ね
』
同
様
、
本
作
晶
も
純
粋
和
文
と
呼
ん
で
不
当
と
は
思
え
な
い
。
二
形
対
立
の
類
義
語
の
内
、
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
の



見
え
る
も
の
は
、
「
お
よ
ぶ
」
聞
の
み
で
あ
り
、
二
形
併
用
の
例
は
、
「
や
う
な
り
」
畑
と
「
ご
と
（
如
）
」
m
二
ぬ
」
個
と
「
ざ
る
」
の
二
あ

く
が
る
」
と
「
う
か
る
」
（
共
に
和
歌
に
一
例
）
、
「
ま
じ
る
」
と
「
ま
じ
は
る
」
（
共
に
一
例
）
、
「
ま
だ
」
（
歌
）
Ⅲ
と
「
い
ま
だ
」
畑
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
「
い
ま
だ
」
に
注
目
し
て
き
た
が
、
こ
の
作
品
で
も
、
散
文
に
は
三
例
と
も
「
い
ま
だ
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て

お
き
た
い
。

左
に
、
二
形
併
用
の
用
例
を
掲
げ
て
お
く
。

○
文
の
詞
に
つ
ゝ
け
て
歌
の
刊
引
吋
も
あ
ら
す
か
き
な
し
給
へ
る
も
（
≡
オ
6
）

い
ま
は
た
ゝ
く
か
に
あ
か
れ
る
う
を
の
J
d
（
三
六
オ
5
）

〇
日
は
入
は
て
ゝ
猶
も
の
ゝ
あ
や
め
も
わ
か
叫
は
と
に
（
一
二
オ
5
）

見
し
世
こ
そ
か
は
ら
割
引
ら
め
暮
は
て
し
春
よ
り
夏
に
う
つ
る
木
す
ゑ
も
（
二
九
オ
3
）

○
ゆ
く
り
な
く
あ
く
か
れ
出
し
い
さ
よ
ひ
の
月
や
を
く
れ
ぬ
か
た
み
な
る
へ
き
（
二
一
オ
3
）

め
く
り
あ
ふ
末
を
そ
た
の
む
ゆ
く
り
な
く
空
に
引
か
れ
し
い
さ
よ
ひ
の
月
（
≡
オ
1
0
）

○
と
き
は
木
と
も
ゝ
た
ち
封
u
り
l
て
（
二
ウ
2
）

こ
の
手
な
ら
ひ
に
又
ま
L
は
ら
さ
ら
む
や
は
（
五
ウ
3
）

〇
両
剖
相
月
の
光
か
す
か
に
残
り
た
る
明
は
の
に
（
七
ウ
2
）

お
ほ
ろ
な
る
月
は
み
や
こ
の
空
な
か
ら
割
増
き
か
さ
り
し
波
の
よ
る
ノ
＼
（
二
六
オ
3
）

㈲
『
中
務
内
侍
日
記
』

日
記
の
成
立
は
正
応
五
年
（
一
二
九
〇
）
三
月
以
後
か
と
さ
れ
る
。
底
本
は
『
鵠
醐
豊
中
務
内
侍
日
記
－
本
文
篇
』
（
小
久
保
崇
明
編
）
に

依
る
。

〔
和
文
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て



鎌
　
倉
　
時
　
代
　
語
　
研
　
究
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

助
動
詞
…
…
す
㈱
・
さ
す
拗
（
使
役
）
　
ね
㈹
（
打
消
、
巳
然
形
）
　
接
続
詞
…
：
・
さ
て
㈲
　
さ
て
も
Ⅲ
　
さ
れ
ど
も
m
　
程
度
副
詞
…
…

い
み
じ
く
畑
　
い
と
㈹
　
い
た
く
刷
　
お
は
か
た
用
　
い
と
ど
拗
　
い
よ
い
よ
Ⅲ
　
陳
述
副
詞
…
…
な
ど
か
Ⅲ
　
情
態
副
詞
…
…
や
う
や

う
㈲
　
し
ば
し
ば
m
　
し
ば
し
㈲
　
と
ば
か
り
Ⅲ
　
し
の
び
て
㈱
　
と
き
ど
き
Ⅲ
　
か
ね
て
㈲
　
形
容
動
詞
語
幹
…
…
す
こ
し
㈱
　
し
の

び
や
か
用
　
わ
づ
か
印
　
動
詞
…
…
お
は
し
ま
す
㈹
　
ぬ
（
寝
）
聞
　
け
つ
（
消
）
Ⅲ
　
ま
う
く
付
　
く
（
来
）
個
　
ま
じ
る
畑
　
へ
だ
つ

㈲
　
な
ら
ぶ
（
四
段
・
下
二
段
）
各
用
　
や
す
ら
ふ
川
　
形
容
詞
…
…
う
る
は
し
Ⅲ
　
と
し
畑
　
い
み
じ
拗
　
し
げ
L
m
　
名
詞
…
…
か
う

ら
ん
Ⅲ

〔
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕
．

情
態
副
詞
…
…
す
で
に
Ⅲ
　
動
詞
…
…
し
り
ぞ
く
田

〔
二
形
の
併
用
〕

助
動
詞
…
…
ザ
ル
m
I
ぬ
㈲
（
打
消
）
　
ゴ
ト
シ
の
ー
や
う
な
り
㈹
　
陳
述
副
詞
…
…
イ
マ
ダ
∽
－
ま
だ
畑
　
情
態
副
詞
…
…
イ
マ
シ
田
－

い
ま
㈹
　
名
詞
…
…
ト
モ
ガ
ラ
Ⅲ
－
ひ
と
び
と
制

次
に
、
二
一
形
併
用
の
用
例
を
掲
げ
る
。

○
お
な
し
空
と
も
み
え
吋
月
影
お
も
し
ろ
け
れ
は
（
四
オ
1
）

と
し
を
へ
て
け
ふ
を
か
な
ら
す
ち
き
り
こ
し
ひ
と
し
も
な
と
か
と
ま
ら
到
叫
ら
む
（
六
三
ウ
8
）

上
に
も
述
べ
た
ご
と
く
、
「
ざ
る
」
が
「
ら
む
」
に
係
る
の
は
平
安
時
代
和
文
に
一
般
に
見
え
る
。

○
た
ち
の
ひ
ら
を
の
引
む
す
ひ
た
れ
た
り
（
五
八
オ
5
）

お
き
に
こ
く
舟
は
ゑ
に
か
き
た
ら
ん
や
う
な
り
（
二
八
オ
8
）

局

○
ね
う
ほ
う
の
つ
は
ね
と
も
叫
封
叫
ね
ぬ
所
も
あ
り
（
二
ウ
4
）

わ
す
れ
す
よ
の
上
に
し
け
る
わ
れ
も
か
う
わ
け
し
た
も
と
の
露
も
封
叫
ひ
す
（
二
六
ウ
7
）



卦
た
み
ぬ
さ
と
～
め
つ
ら
し
く
　
（
五
〇
ウ
4
）

○
か
や
う
の
引
利
引
L
や
う
そ
き
つ
れ
た
ち
て
い
て
ぬ
れ
は
（
七
八
オ
2
）

刃
＝
O
V
お
ほ
く
（
三
七
オ
8
）

○
い
ま
し
か
く
か
き
か
よ
は
せ
は
な
さ
け
こ
そ
あ
ひ
に
あ
ひ
ぬ
る
ち
か
き
し
る
し
よ
（
七
四
ウ
3
）

同
l
副
う
か
ひ
た
る
心
ち
し
て
（
四
二
オ
5
）

こ
の
日
記
が
和
文
特
有
語
の
優
勢
で
あ
る
こ
と
は
以
上
に
よ
っ
て
明
白
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
ま
だ
」
よ
り
も
「
い
ま
だ
」
が
多
用
さ

れ
て
い
る
事
実
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
「
ま
た
み
ぬ
さ
と
」
が
国
基
集
（
三
〇
番
）
や
寂
蓮
法
師
集
（
三
〇
七
番
）
に
見
え
る
表
現
で
あ
る

こ
と
を
考
え
合
せ
る
と
、
こ
の
日
記
で
は
、
「
ま
だ
」
は
和
歌
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

㈹
『
と
は
ず
が
た
り
』

成
立
は
上
限
が
嘉
元
四
年
（
一
三
〇
六
）
七
月
一
六
日
、
下
限
は
正
和
二
年
（
一
三
三
）
　
二
月
七
日
以
前
と
さ
れ
る
。
宮
内
庁
書
陵

部
本
が
孤
本
で
あ
る
。
小
稿
で
は
、
笠
間
書
院
刊
の
影
印
本
に
依
る
。

〔
和
文
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

接
続
詞
…
…
さ
ら
ば
㈲
　
さ
て
㈲
　
さ
れ
ば
仰
　
さ
れ
ど
も
畑
　
陳
述
副
詞
…
…
え
（
…
ず
）
㈲
　
な
ど
か
（
…
ざ
ら
ん
）
㈲
　
つ
ゆ
（
…

ず
）
㈹
　
程
度
副
詞
…
…
い
と
囲
　
い
た
く
㈱
　
い
と
ど
働
　
い
よ
い
よ
㈲
　
お
は
か
た
Ⅲ
　
情
態
副
詞
…
…
か
ね
て
㈱
　
す
べ
て
㈲

し
ば
し
㈲
　
と
ば
か
り
佃
　
か
た
み
に
㈲
　
も
し
は
畑
　
や
う
や
う
帥
　
と
き
ど
き
㈲
　
し
の
び
て
㈲
　
い
ま
価
　
は
や
個
　
形
容
動
詞

語
幹
…
…
な
ほ
ざ
り
Ⅲ
　
動
詞
…
…
ぬ
（
寝
）
㈹
　
お
は
す
㈹
　
お
は
し
ま
す
的
　
け
つ
（
消
）
畑
　
へ
だ
つ
仙
　
た
ぶ
肋
　
た
ま
は
す
の

形
容
詞
…
…
う
る
は
し
用
　
い
み
じ
㈲
　
（
こ
と
）
し
げ
し
拗
　
名
詞
…
…
こ
う
ら
ん
（
匂
欄
）
㈲
　
か
し
ら
拗
　
さ
さ
が
に
Ⅲ

〔
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

陳
述
副
詞
…
…
い
は
ん
や
㈲
　
情
態
副
詞
…
…
し
き
り
に
㈱
　
す
で
に
個
　
動
詞
…
…
か
う
ぶ
る
㈱
　
名
詞
…
…
つ
る
ぎ
㈲
　
ま
な
こ
Ⅲ

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て
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〔
二
形
の
併
用
〕

助
動
詞
…
…
ザ
ル
㈲
－
ぬ
初
　
ザ
レ
畑
－
ね
佃
　
シ
ム
畑
－
す
伽
・
さ
す
㈱
（
使
役
）
　
ゴ
ト
シ
Ⅲ
1
や
う
な
り
㈹
　
陳
述
副
詞
…
…
イ
マ

ダ
㈱
－
ま
だ
㈲
　
形
容
動
詞
語
幹
…
…
ス
ミ
ヤ
カ
Ⅲ
－
と
し
㈹
・
は
や
し
Ⅲ
　
動
詞
…
…
オ
ヨ
ブ
㈲
－
い
た
る
㈲
　
キ
タ
ル
畑
－
く
㈹

ツ
ラ
ナ
ル
m
－
な
ら
ぶ
聞
　
マ
ジ
バ
ル
㈲
－
ま
じ
る
㈲
・
ま
じ
ら
ふ
脚
・
ま
じ
ろ
ふ
Ⅲ

次
に
二
形
併
用
の
用
例
を
掲
げ
、
少
し
く
説
明
を
加
え
る
。

歓

〇
二
た
ひ
か
へ
ら
割
引
は
こ
と
の
葉
に
候
は
（
巻
一
、
1
9
3
1
1
）

ま
た
し
ら
割
引
人
に
む
か
ひ
て
も
千
秋
萬
歳
を
契
り
（
巻
五
、
3
－
8
）

（15）

前
者
は
後
深
草
院
の
東
二
条
院
へ
の
返
事
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
給
言
汗
の
如
し
」
を
踏
ま
え
て
い
る
と
い
わ
れ
る
。
が
、
後
者
は
「
あ

る
尼
」
（
「
こ
の
島
の
遊
女
の
長
者
」
）
の
詞
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
前
者
の
「
ざ
る
」
も
、
果
し
て
漢
文
訓
読
の
反
映

（
仮
に
間
接
的
に
も
せ
よ
）
　
と
言
い
得
る
か
疑
わ
れ
る
。

な
と
う
た
を
た
に
ま
い
ら
せ
ぬ
そ
　
（
巻
三
、
8
4
1
8
）

○
い
ま
こ
ゝ
に
あ
り
と
は
お
ほ
え
誠
と
も
ほ
う
く
ゑ
つ
の
く
も
の
う
へ
わ
す
れ
た
て
ま
つ
ら
割
れ
は
よ
き
や
う
を
は
い
す
る
心
さ
し
も
ふ
か

き
に
は
か
は
ら
す
そ
お
は
え
し
　
（
巻
四
、
3
1
－
5
・
6
）

こ
れ
は
、
菅
原
道
真
の
「
去
年
今
夜
侍
清
涼
」
（
『
菅
家
後
集
』
）
を
踏
ま
え
て
い
る
箇
所
で
あ
る
が
、
一
文
の
中
に
「
ね
」
と
「
ざ
れ
」
と
の

併
用
さ
れ
て
い
る
例
で
あ
る
。

○
け
ち
え
ん
を
と
を
さ
か
ら
u
叫
刹
う
ら
み
や
る
か
た
も
な
け
れ
は
（
巻
四
、
3
9
－
7
）

く
こ
ん
な
と
と
ら
せ
て
あ
そ
は
割
に
（
巻
四
、
2
－
1
1
）

前
者
は
、
春
日
明
神
の
夢
中
の
告
知
で
あ
る
。

○
い
ま
た
い
ふ
か
ひ
な
き
は
と
の
心
地
し
て
　
（
巻
三
、
6
－
5
）
　
（
詞
）



け
さ
の
あ
り
明
の
な
こ
り
は
わ
か
ま
た
し
ら
ぬ
心
ち
し
て
（
巻
一
、
6
7
－
3
）
（
消
息
）

「
い
ま
だ
」
は
地
の
文
、
会
話
文
、
消
息
の
い
ず
れ
に
も
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
「
ま
だ
」
は
少
な
く
、
そ
の
内
二
例
は
和
歌
で
あ
る
。

○
す
み
や
か
に
そ
れ
に
よ
ひ
出
し
て
を
け
（
巻
三
、
6
7
－
5
）

人
よ
り
は
叫
刊
剖
御
心
な
れ
は
（
巻
三
、
3
－
7
）

こ
の
程
に
な
ら
ひ
て
つ
も
り
ぬ
る
心
ち
す
る
を
引
こ
そ
ま
い
ら
め
（
券
二
、
1
7
－
9
）

（16）

こ
の
三
語
詞
に
つ
い
て
は
、
関
遠
氏
が
、
「
す
み
や
か
」
と
「
は
や
く
」
は
動
作
の
敏
速
な
こ
と
に
つ
い
て
い
う
の
に
対
し
て
、
「
と
く
」

は
時
刻
・
時
期
に
つ
い
て
い
う
と
い
う
意
味
の
違
い
の
存
す
る
こ
と
を
論
じ
て
お
ら
れ
、
語
の
意
味
と
位
相
の
問
題
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

○
つ
き
ノ
＼
又
申
に
叫
封
嘲
す
候
（
巻
一
、
1
0
6
－
4
）

あ
ひ
あ
ふ
物
は
か
な
ら
す
わ
か
れ
L
や
う
す
る
物
は
し
に
か
な
ら
す
同
l
和
利
（
巻
四
、
2
9
－
3
）
（
詞
）

「
お
よ
ぶ
」
は
、
六
例
の
内
五
例
は
否
定
形
の
丁
ず
」
を
取
り
、
残
る
一
例
も
「
中
に
や
お
よ
ぶ
」
（
巻
四
、
1
q
T
l
）
と
い
う
反
語
で
あ

、
、
、
、
、
、
，
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

る
。
後
者
は
、
善
光
寺
縁
起
巻
二
の
「
三
千
世
界
衆
生
命
争
不
助
、
此
故
会
者
定
離
生
者
必
滅
」
を
訓
訳
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

〇
十
二
日
の
夕
か
た
せ
ん
せ
う
し
さ
き
の
れ
い
に
と
て
御
お
ひ
を
も
ち
て
副
た
l
引
た
る
を
み
る
に
も
（
巻
一
、
7
8
－
1
1
）

二
千
里
の
外
に
き
l
に
け
る
に
や
な
と
お
は
せ
あ
り
て
（
巻
三
、
9
1
－
9
）

（18）

後
者
は
白
居
易
の
有
名
な
詩
句
「
二
千
里
外
故
人
心
」
（
『
和
漢
朗
詠
集
』
）
に
よ
る
。

○
せ
ん
と
う
に
し
ら
れ
た
て
ま
つ
り
て
御
ふ
た
の
れ
ち
に
つ
ら
な
り
て
よ
り
（
巻
四
、

十
せ
ん
の
ゆ
か
に
剖
討
ま
し
ノ
＼
て
（
巻
五
、
1
9
－
5
）

26－11）

○
わ
光
の
ち
り
に
ま
し
は
り
給
け
る
御
心

（
巻
四
、
3
8
－
4
）

（19）

こ
れ
は
「
和
光
同
塵
」
に
よ
る
表
現
で
あ
る
が
、
和
歌
に
お
い
て
も
用
語
は
変
ら
な
い
。

を
し
な
へ
て
ち
り
に
ま
し
は
る
す
ゑ
と
て
や
こ
け

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て

の
た
も
と
に
な
さ
け
か
く
ら
ん
（
巻
四
、
5
3
－
5
）
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は
き
を
み
な
へ
し
お
き
す
ゝ
き
よ
り
ほ
か
は
ま
た
封
u
引
物
も
な
く
（
巻
四
、
3
0
－
7
）

六
〇

て
ん
L
に
心
を
か
け
き
ん
中
に
ま
し
ら
は
せ
ん
こ
と
を
お
も
ひ
（
巻
二
、
7
2
－
9
）

概
ね
以
上
の
ご
と
く
で
あ
っ
て
、
他
の
作
品
同
様
に
和
文
特
有
語
形
が
大
勢
を
占
め
て
は
い
る
が
、
上
に
述
べ
た
女
流
日
記
に
比
べ
て
、

漢
文
訓
読
特
有
語
の
異
り
語
の
多
さ
が
印
象
的
で
あ
る
。
殊
に
巻
四
に
は
、
次
に
引
用
す
る
ご
と
く
漢
文
訓
読
特
有
語
形
が
集
中
し
て
現
れ

る
所
が
有
る
。

は
わ
に
わ
か
れ
て
お
も
か
け
を
し
ら
劃
う
ら
み
を
か
な
し
み
（
6
8
－
5
）
　
れ
ん
は
く
わ
い
き
う
の
涙
は
叫
割
増
た
も
と
を
う
る
ほ
し
侍

中
に
（
6
8
－
6
）
　
い
は
む
や
人
り
ん
の
身
と
し
て
（
6
9
－
2
）
　
お
も
は
劃
ほ
か
に
わ
か
れ
た
て
ま
つ
り
て
（
6
9
－
5
）
　
は
う
は
い
の

せ
う
し
ん
を
き
く
た
ひ
に
心
を
い
た
ま
し
め
す
と
い
ふ
事
な
け
れ
は
（
6
9
－
9
）
　
あ
る
時
は
そ
う
は
う
に
と
ゝ
ま
り
あ
る
時
は
お
と
こ
の

中
に
ま
し
は
る
　
（
7
0
－
1
）

こ
れ
は
作
者
が
久
し
ぶ
り
に
後
深
草
院
に
再
会
し
た
時
、
院
が
作
者
の
行
跡
を
疑
う
物
言
い
を
し
た
の
に
対
し
て
、
釈
明
を
し
て
い
る
部

分
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
集
中
的
に
漢
文
訓
読
語
形
が
用
い
ら
れ
る
の
は
、
作
者
の
心
中
に
あ
ら
た
ま
り
と
緊
張
と
が
渦
巻
い
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

㈹
『
竹
む
き
が
記
』

成
立
は
、
上
巻
が
元
徳
元
年
（
一
三
二
九
）
　
二
万
二
八
日
か
ら
元
弘
三
年
（
一
三
三
三
）
六
月
、
下
巻
が
建
武
四
年
（
三
三
七
）
一
二

月
≡
日
か
ら
貞
和
五
年
（
一
三
四
七
）
正
月
と
さ
れ
る
。
底
本
に
は
勉
誠
社
文
庫
『
竹
む
き
が
記
』
を
用
い
る
が
、
渡
辺
静
子
氏
校
注

の
『
竹
む
き
が
記
』
及
び
『
竹
む
き
が
記
総
索
引
』
（
渡
辺
静
子
、
市
井
外
喜
子
編
）
を
も
参
考
に
し
た
。

〔
和
文
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

接
続
詞
…
…
さ
れ
ば
㈲
　
さ
れ
ど
㈲
　
さ
れ
ど
も
㈲
　
陳
述
副
詞
…
…
な
ど
佃
　
え
（
…
ず
）
Ⅲ
　
程
度
副
詞
…
…
い
み
じ
く
（
う
）
㈲
　
い

た
く
㈱
　
い
と
柚
　
お
は
か
た
㈲
　
い
と
ど
㈲
　
い
よ
い
よ
m
　
情
態
副
詞
…
…
か
ね
て
問
　
い
ま
個
　
し
ば
し
畑
　
と
き
ど
き
拗
　
し



の
び
て
㈲
　
形
容
動
詞
語
幹
…
…
な
は
ざ
り
Ⅲ
　
わ
づ
か
㈲
　
動
詞
…
…
や
す
む
㈲
　
お
は
す
㈹
　
お
は
し
ま
す
耶
　
あ
く
㈲
　
か
し
つ

く
畑
　
か
づ
く
Ⅲ
　
く
（
来
）
㈹
　
た
ま
は
す
㈲
　
た
ぶ
佃
　
ま
う
く
㈹
　
な
ら
ぶ
㈲
　
ま
じ
る
Ⅲ
　
形
容
詞
…
…
と
し
の
　
う
る
は
し
聞

か
し
か
ま
し
用
　
い
み
じ
㈲
　
し
げ
L
m
　
名
詞
・
…
：
ひ
と
び
と
㈱
　
い
さ
ご
Ⅲ
　
た
ち
（
太
刀
）
畑

〔
漢
文
訓
読
特
有
語
形
の
み
見
え
る
も
の
〕

陳
述
副
詞
…
…
い
は
む
や
Ⅲ
　
情
態
副
詞
…
…
あ
る
い
は
m
　
し
き
り
に
㈲
　
す
で
に
畑
　
た
や
す
く
m
　
動
詞
…
…
う
か
る
熔
　
き
は

む
印
　
し
り
ぞ
く
Ⅲ

〔
二
形
の
併
用
〕

助
動
詞
…
…
ゴ
ト
シ
の
－
や
う
な
り
拗
　
シ
ム
㈲
－
す
㈲
・
さ
す
畑
（
使
役
）
　
ザ
ル
㈹
－
ぬ
㈹
　
ザ
レ
畑
－
ね
㈹
（
打
消
、
己
然
形
）
　
陳

述
副
詞
…
…
イ
マ
ダ
㈲
－
ま
だ
㈲
　
情
態
副
詞
・
…
・
コ
ト
ゴ
ト
ク
の
－
す
べ
て
㈲
　
動
詞
…
…
オ
ソ
ル
Ⅲ
－
お
づ
Ⅲ
　
オ
ヨ
ブ
㈲
－
い
た

る
㈲
　
名
詞
…
…
マ
ナ
コ
Ⅲ
－
め
㈲

次
に
二
形
併
用
の
用
例
を
掲
げ
、
少
し
く
説
明
を
加
え
る
。

〇
日
主
に
よ
は
り
つ
ゝ
仏
日
列
可
吋
ね
は
ん
の
山
に
入
な
ん
と
す
た
た
し
仏
の
非
生
l
主
を
と
な
へ
非
減
を
現
せ
u
め
l
給
し
か
引
な
ら

ん
か
し
　
（
八
二
下
5
）

こ
こ
に
は
偶
≧
漢
文
訓
読
特
有
語
形
が
三
箇
続
く
。
「
仏
日
す
で
に
ね
は
ん
の
山
に
入
な
ん
と
す
」
は
、
浬
柴
経
の
「
仏
日
将
レ
没
二
大
浬
柴

山
L
を
、
又
、
「
非
生
ゝ
主
を
と
な
へ
非
減
を
現
ぜ
し
め
給
」
は
法
華
文
句
「
非
生
現
レ
生
。
非
減
現
レ
滅
」
を
引
い
た
も
の
と
言
わ
れ
て
い

へ

湖

、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

、

」

」

る
。
『
竹
む
き
が
記
』
に
は
経
文
の
引
き
誤
り
も
あ
る
よ
う
で
あ
り
、
又
、
小
稿
の
筆
者
は
こ
れ
ら
経
典
の
当
時
の
訓
読
の
実
際
を
知
ら
な
い

が
、
漢
文
訓
読
語
法
の
反
映
と
考
え
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

は
ま
の
か
た
に
う
ち
い
て
ぬ
る
な
か
め
の
末
は
た
ひ
こ
と
に
め
つ
ら
し
か
ら
ん
刊
引
吋
そ
お
は
え
け
る
（
四
九
上
1
0
）

ち
こ
十
人
と
ゝ
の
へ
て
舞
楽
を
な
ら
は
せ
l
て
（
一
七
上
2
）

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て
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究

し
ま
に
か
ね
の
は
す
む
す
ひ
た
る
は
な
を
う
へ
さ
す
へ
し
　
（
八
一
下
4
）

○
あ
さ
の
な
か
の
よ
も
き
は
た
め
割
引
に
な
を
く
（
七
〇
下
望

こ
れ
は
、
十
訓
抄
第
五
に
「
麻
ノ
中
ノ
蓬
ハ
タ
メ
サ
ル
ニ
日
直
シ
ト
イ
フ
タ
ト
ヒ
ア
リ
」
と
あ
る
の
を
引
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
元

（22）

は
萄
子
勧
学
篇
「
蓬
生
二
麻
中
一
、
不
レ
扶
日
直
」
に
出
る
と
言
わ
れ
る
。

八
月
二
十
四
日
の
夜
内
裏
み
え
さ
せ
給
は
叫
よ
し
二
十
五
日
の
暁
き
こ
え
て
（
二
下
1
1
）

○
先
非
を
か
な
し
め
と
後
悔
さ
き
に
た
ゝ
割
れ
は
う
ら
み
千
万
と
い
へ
と
さ
ら
に
か
ひ
な
し
（
八
三
下
8
）

「
先
非
を
か
な
し
め
ど
」
に
は
、
『
保
元
物
語
下
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
一
七
四
8
）
の
「
若
又
剣
淵
副
引
叙
、
野
心
を
ひ
る
が
へ
す
事

あ
ら
ば
」
、
又
、
「
後
悔
さ
き
に
た
ゝ
ざ
れ
ば
」
に
は
『
沙
石
集
巻
五
本
』
（
日
本
古
典
文
学
大
系
本
、
二
二
二
5
）
の
「
後
悔
サ
キ
ダ
ゝ
ヌ
事
ヲ

ワ
キ
マ
エ
ザ
ル
コ
ト
実
こ
ヲ
ロ
カ
ナ
ル
カ
ナ
」
が
出
典
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

女
房
の
内
に
ま
い
る
車
な
と
も
い
て
入
た
や
す
か
ら
吋
は
（
二
六
下
4
）

っ
い
で
「
い
ま
だ
」
と
「
ま
だ
」
で
あ
る
が
、
『
竹
む
き
が
記
』
は
二
形
が
殆
ど
同
数
で
あ
っ
て
、
他
の
諸
作
品
と
は
傾
向
を
異
に
す
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
用
例
を
検
討
し
て
み
る
と
、
二
形
は
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
、
全
例
を
掲
げ
て
考
え
る
こ
と

に
し
た
い
。

叙
璽
叫
封
叫
い
ら
せ
給
は
ね
は
（
三
上
曇

春
宮
は
十
四
五
は
か
り
に
お
は
し
ま
す
山
l
割
増
御
わ
ら
は
す
か
た
な
り
（
二
九
上
n
）

菊
て
い
の
大
納
言
わ
つ
ら
は
せ
給
へ
る
八
月
二
十
一
日
に
う
せ
給
ぬ
御
あ
と
つ
く
へ
き
人
も
叫
割
増
お
は
せ
ね
は
（
五
七
上
2
）

こ
の
や
ま
に
す
き
に
し
あ
と
を
の
こ
さ
れ
侍
を
代
主
の
所
に
う
つ
し
き
こ
ゆ
へ
き
を
山
l
割
増
そ
の
ま
ゝ
に
て
を
は
す
れ
は
（
五
八
下
9
）

同
封
吋
神
事
の
公
事
に
し
た
か
は
さ
る
に
よ
り
て
御
ふ
せ
を
り
や
く
せ
ら
る
へ
き
よ
し
（
七
七
下
7
）

割
増
よ
ひ
の
程
に
た
ち
よ
り
給
へ
る
（
三
一
上
3
）



き
さ
ら
き
の
中
旬
に
さ
る
へ
き
人
〈
と
も
な
ひ
て
天
王
寺
に
ま
う
つ
る
事
あ
り
（
中
略
）
割
増
し
ら
ぬ
た
ひ
の
空
い
と
め
つ
ら
し
（
四
一

上
1
1
）

あ
か
つ
き
粛
訂
叫
く
ら
き
程
に
嘗
め
く
り
に
い
て
ゝ
　
（
七
二
上
6
）

人
の
け
は
い
も
割
増
み
え
す
（
七
二
上
9
）

さ
て
、
「
い
ま
だ
」
の
係
り
行
く
語
を
見
る
の
に
、
「
い
ら
せ
給
は
ね
ば
」
「
御
わ
ら
は
す
が
た
」
「
お
は
せ
ね
ば
」
「
そ
の
ま
～
に
て
を
は
す

れ
ば
」
の
ご
と
く
、
尊
敬
語
が
五
例
中
四
例
を
占
め
、
し
か
も
、
そ
の
対
象
は
皇
室
お
よ
び
公
卿
に
関
す
る
事
柄
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
か
ら

推
測
す
る
に
、
最
後
の
「
神
事
の
公
事
に
し
た
が
は
ざ
る
に
」
は
そ
の
意
味
が
十
分
解
り
か
ね
る
の
で
あ
る
が
、
朝
廷
の
儀
式
に
関
す
る
事

柄
ゆ
え
に
「
い
ま
だ
」
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ま
だ
」
の
係
り
行
く
語
句
は
、
「
よ
ひ
の
程
」
「
く
ら
き
程
」
「
み

え
ず
」
等
の
自
然
的
状
況
で
あ
り
、
あ
る
い
は
作
者
自
身
を
主
体
と
す
る
「
し
ら
ぬ
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
か
ら
、
「
い
ま
だ
」

に
は
、
あ
ら
た
ま
っ
た
、
「
晴
れ
」
の
意
識
が
伴
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

○
春
宮
立
も
同
日
な
れ
は
二
条
殿
よ
り
細
相
雲
客
こ
と
く
く
ひ
き
わ
た
さ
る

（
八
四
下
3
）

け
ん
て
う
な
る
こ
と
の
儀
す
へ
て
ゆ
ゝ
し
な
と
も
い
は
ん
か
た
な
く
そ
み
え
さ
せ
た
ま
ふ
（
四
五
下
1
）

○
た
の
み
つ
ゝ
到
れ
l
み
あ
ふ
く
我
方
に
な
ひ
か
き
ら
め
や
神
の
ゆ
ふ
し
て
（
六
六
下
1
3
）

こ
は
い
か
な
る
に
か
雪
に
叫
刊
利
に
こ
そ
あ
り
け
れ
な
と
あ
り
L
も
を
か
し
（
六
上
望

○
下
つ
か
へ
し
や
う
そ
く
し
つ
ゝ
を
し
こ
み
ぬ
れ
は
き
ぬ
い
た
す
に
薗
封
刷
す
（
三
上
1
）

む
け
ん
頂
よ
り
ふ
く
り
ん
の
あ
な
う
ら
に
い
た
り
（
八
三
上
1
0
）

○
ほ
さ
つ
の
や
う
か
う
も
ま
こ
と
に
封
の
ま
へ
に
か
ゝ
や
け
り
と
み
ゆ
（
七
七
下
5
）

人
か
な
ら
す
ま
ぬ
か
れ
さ
る
こ
と
は
り
め
l
の
ま
へ
な
れ
は
（
五
七
上
8
）

以
上
が
概
要
で
あ
る
が
、
や
は
り
和
文
特
有
譜
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
個
々
の
語
に
つ
い
て
見
た
場
合
、

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て
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六
四

「
ご
と
し
」
が
「
や
う
な
り
」
の
三
倍
以
上
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
、
強
い
関
心
を
抱
か
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
他
の
日
記
に
は
、

か
か
る
例
は
見
当
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
訓
読
特
有
語
の
種
類
の
多
い
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
お
い
て
も
、
「
ご
と
し
」
は
一
例
を
見
出
す
の

（23）み
で
あ
り
、
『
源
家
長
日
記
』
を
初
め
男
性
の
手
に
成
る
作
品
と
比
べ
て
も
異
様
で
あ
る
。
就
中
、
和
漢
混
清
文
の
先
駆
的
作
品
と
言
わ
れ
て

い
る
『
高
倉
院
昇
霞
記
』
　
に
さ
え
「
ご
と
し
」
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

結
び
に
代
え
て

鎌
倉
時
代
の
仮
名
日
記
が
平
安
時
代
和
文
の
流
れ
を
継
ぐ
中
に
あ
っ
て
、
和
文
特
有
語
と
漢
文
訓
読
特
有
語
と
は
、
ど
れ
程
の
割
合
で
そ

れ
ら
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
を
調
べ
て
み
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
鎌
倉
時
代
和
文
の
特
質
の
一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
指
摘
す
べ
き
こ
と
は
、
従
来
か
ら
も
言
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
文
章
作
者
の
性
別
に
よ
る
区
別
は
殆
ど
意
味
を
持
た
な

い
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
擬
古
的
文
語
文
が
一
種
の
中
性
的
性
格
を
有
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
結
果
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が

ら
、
擬
古
的
文
体
と
い
う
こ
と
で
、
す
べ
て
を
等
し
並
に
と
ら
え
る
こ
と
も
ま
た
正
し
く
な
い
と
思
う
。
小
稿
は
わ
ず
か
に
九
作
品
を
瞥
見

し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

I
　
十
六
夜
日
記
　
う
た
～
ね

H
　
源
家
長
日
記
　
厳
島
御
幸
道
記

無
名
の
記
　
中
務
内
侍
日
記

m
　
高
倉
院
昇
霞
記
　
と
は
ず
が
た
り

竹
む
き
が
記

の
三
群
に
分
け
て
み
る
こ
と
が
出
来
る
。
即
ち
、
I
群
は
漢
文
訓
読
特
有
語
形
を
殆
ど
使
用
し
て
い
な
い
、
最
も
平
安
時
代
和
文
に
近
い
作



晶
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
Ⅲ
群
は
、
和
文
体
の
中
で
も
最
も
和
漢
混
常
体
に
近
い
性
格
を
有
す
る
作
品
で
あ
る
。
m
群
に
共
通
す
る
特
徴

は
、
い
ず
れ
も
和
漢
の
典
拠
を
多
く
有
す
る
点
で
あ
る
。
引
用
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
方
式
が
有
り
得
る
が
、
直
接
的
、
間
接
的
の
別
を
問
わ
ず

引
用
と
い
う
表
現
行
為
が
、
作
品
の
文
体
形
成
に
関
与
し
て
い
る
事
例
の
い
く
つ
か
を
指
摘
し
て
き
た
。
先
学
の
諸
注
釈
に
よ
っ
て
典
拠
が

次
第
に
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
こ
の
種
の
文
体
あ
る
い
は
文
章
の
研
究
に
は
、
典
拠
の
究
明
が
不
可
欠
の
條
件
と
な
る
と
考
え
ら
れ

る
。い

ま
一
つ
注
意
し
た
い
の
は
、
漢
文
訓
読
特
有
語
の
中
に
は
、
対
立
す
る
和
文
語
を
殆
ど
吸
収
し
た
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
語
の
存
在
す

る
こ
と
で
あ
る
。
小
稿
で
も
繰
返
し
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
「
い
ま
だ
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
I
群
の
『
十
六
夜
日
記
』
で
さ
え
「
い
ま
だ
」

は
三
例
を
数
え
る
の
に
対
し
て
、
「
ま
だ
」
は
和
歌
中
の
例
が
唯
一
箇
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
「
い
ま
だ
」
と
「
ま
だ
」
の
使
い
分
け
の

行
わ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
も
上
に
述
べ
た
が
、
品
位
の
有
る
語
形
と
し
て
「
い
ま
だ
」
が
選
ば
れ
た
か
と
推
測
せ
ら
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、

「
し
き
り
に
」
「
あ
る
い
は
」
「
す
で
に
」
「
ま
じ
は
る
」
「
た
が
ひ
に
」
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。

『
竹
む
き
が
記
』
の
項
で
も
述
べ
た
ご
と
く
、
漢
文
訓
読
特
有
語
形
は
、
和
文
特
有
語
形
と
は
異
っ
た
、
改
ま
り
の
意
識
を
伴
っ
て
用
い

ら
れ
て
い
た
よ
う
に
感
得
せ
ら
れ
る
。
又
、
二
形
対
立
語
の
併
用
が
、
無
原
則
な
混
用
で
は
な
く
、
意
味
用
法
上
に
準
則
の
あ
っ
た
こ
と
を

窺
わ
せ
る
も
の
も
存
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
対
立
二
形
の
意
味
論
的
考
察
に
道
を
ひ
ら
く
可
能
性
を
示
唆
す
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
飛
鳥
井
雅
通
に
つ
い
て
は
、
『
無
名
の
記
』
以
外
に
も
論
及
し
た
か
っ
た
が
、
最
早
そ
の
余
裕
は
無
く
な
っ
た
。
次
の
機
会
に
侯
つ

こ
と
に
す
る
。

注
（
1
）
　
『
国
語
学
大
辞
典
』
「
和
文
」
項
、
塚
原
鉄
雄
氏
執
筆

（
2
）
築
島
　
裕
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
七
八
一
頁

（
3
）
根
来
　
司
『
中
世
文
語
の
研
究
』
（
昭
和
五
一
年
二
月
）
　
山
口
明
穂
『
詫
欄
硝
文
語
の
研
究
』
（
昭
和
五
二
年
八
月
）

鎌
倉
時
代
和
文
に
　
つ
　
い
　
て
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（
4
）
注
（
2
）
及
び
『
平
安
時
代
語
新
論
』
五
八
二
貢

（
5
）
延
べ
語
数
を
示
す
。
総
索
引
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
に
依
る
が
、
他
は
す
べ
て
一
回
の
調
査
で
あ
る
。

（
6
）
注
（
2
）
六
三
七
貢
、
六
八
四
頁
参
照
。

（
7
）
石
田
吉
貞
・
佐
津
川
修
二
『
源
家
長
日
記
全
註
解
』
六
三
頁
参
照

（
8
）
後
藤
丹
治
「
高
倉
院
升
追
記
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
諸
学
研
究
報
告
』
第
二
十
篇
、
昭
和
「
九
年
四
月
）
　
久
保
田
淳
「
源
通
親
の
文
学
－
混
乱
期
に
お

け
る
三
第
の
扇
」
に
つ
い
て
－
－
」
（
『
文
学
』
四
六
巻
二
号
、
昭
和
五
三
年
二
月
）

（
9
）
「
平
家
文
化
の
中
の
『
源
氏
物
語
』
－
軍
賽
御
賀
記
』
と
『
高
倉
院
昇
霞
記
』
－
」
（
『
文
学
』
五
〇
巻
七
号
、
昭
和
五
七
年
七
月
）

（
1
0
）
　
『
親
鸞
聖
人
真
蹟
集
成
』
　
（
法
蔵
館
）
　
に
依
る
。

（
1
1
）
日
本
古
典
文
学
大
系
『
親
鸞
集
日
蓮
集
』
（
三
帖
和
讃
補
注
七
〇
、
名
畑
応
順
氏
）
参
照

（
ほ
）
「
日
中
文
学
の
影
響
関
係
－
所
謂
軍
記
物
語
の
註
釈
を
例
と
し
て
－
」
（
『
国
語
と
国
文
学
』
三
三
巻
九
号
、
昭
和
三
一
年
九
月
）

（
1
3
）
『
新
編
国
歌
大
観
』
に
依
る
。
な
お
、
こ
の
和
歌
は
後
撰
集
（
一
三
八
六
）
、
清
慎
公
集
（
一
〇
一
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
作
者
名
の
表
記

を
等
し
く
す
る
の
は
、
金
玉
和
歌
集
で
あ
る
。

（
曇
「
飛
鳥
井
雅
有
『
無
名
の
記
』
私
注
－
作
為
ま
た
は
虚
構
に
つ
い
て
－
」
（
『
中
世
文
学
研
究
』
七
号
、
昭
和
五
六
年
八
月
）

（
竺
呉
竹
同
文
会
『
と
は
ず
が
た
り
全
釈
』
（
昭
和
四
一
年
七
月
）
　
『
観
智
院
本
世
俗
諺
文
』
に
見
え
る
。

（
1
6
）
「
と
く
・
早
く
・
ス
ミ
ヤ
カ
ニ
の
意
味
－
平
安
と
院
政
鎌
倉
の
用
例
に
つ
い
て
－
」
（
『
山
口
大
学
文
学
合
志
』
三
五
巻
、
昭
和
六
〇
年
一
月
）

（
誓
玉
井
幸
助
『
開
は
ず
語
り
研
究
大
成
』
三
七
八
貢
、
昭
和
四
六
年
四
月

（
1
8
）
注
（
1
7
）
、
三
二
九
頁

（
1
9
）
注
（
1
7
）
、
三
九
一
頁

（
2
0
）
呉
竹
同
文
会
『
竹
む
き
が
記
全
釈
』
二
八
八
貢
、
昭
和
四
七
年
五
月

（
2
1
）
渡
辺
静
子
氏
校
注
本
、
一
七
九
頁
頭
注

（
空
簡
野
道
明
『
増
修
故
事
成
語
大
辞
典
』
に
依
る
。

（
鬱
「
御
こ
と
つ
ね
の
引
ち
ん
の
ふ
ね
に
し
や
か
う
の
へ
そ
三
に
て
」
（
巻
二
、
1
1
－
7
）



（
追
記
）
小
稿
を
草
す
る
に
当
り
、
文
献
閲
覧
等
で
御
厚
意
を
賜
っ
た
稲
田
利
徳
博
士
、
黒
川
昌
享
氏
、
菅
原
範
夫
氏
に
深
く
謝
意
を
表
し
ま
す
。

鎌
倉
時
代
和
文
　
に
　
つ
　
い
　
て

六
七




