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「
国
語
教
育
研
究
」
第
六
十
三
号
（
令
和
四
年
三
月
刊
）

一
、「
花
は
盛
り
に
」
段
の
論
旨
と
本
稿
の
目
的

0
．『
徒
然
草
』
の
「
花
は
盛
り
に
」
段

　

本
稿
で
採
り
上
げ
る
﹃
徒
然
草
﹄「
花
は
盛
り
に
」
は
、﹃
徒
然
草
﹄
の
中
で

も
特
に
著
名
な
段
で
あ
る（1
）。
下
巻
の
巻
頭
を
飾
る（2
）本
章
段
は
、
教
科
書
教
材
と

し
て
採
用
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
。

　

ま
ず
、﹃
徒
然
草
﹄
第
一
三
七
段（3
）を
、
烏
丸
本
を
底
本
と
す
る
﹃
日
本
古
典
文

学
大
系
﹄（
一
九
五
七
年
、
岩
波
書
店
）
か
ら
、
具
体
例
を
省
略
し
つ
つ
引
用
す

る
（
校
注
者
が
補
っ
た
送
り
仮
名
・
振
り
仮
名
は
略
し
、
校
注
者
に
よ
る
段
落

分
け
も
し
な
い
。
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
じ
）。

花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。（
中
略
）。
萬

の
事
も
、
始
終
こ
そ
を
か
し
け
れ
。（
中
略
）。
す
べ
て
、
月
・
花
を
ば
、

さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
。（
中
略
）。
片か
た

田ゐ

舍な
か

の
人
こ
そ
、
色
こ
く

萬
は
も
て
興
ず
れ
。（
中
略
）。
さ
や
う
の
人
の
祭
見
し
さ
ま
、
い
と
珍め
づ

ら

か
な
り
き
。（
中
略
）。
た
ゞ
物
を
の
み
見
ん
と
す
る
な
る
べ
し
。
都
の
人

の
ゆ
ゝ
し
げ
な
る
は
、
睡
て
、
い
と
も
見
ず
。（
中
略
）。
何
と
な
く
葵
か

け
わ
た
し
て
な
ま
め
か
し
き
に
、
明
は
な
れ
ぬ
ほ
ど
、
忍し
の

び
て
寄よ

す
る
車

ど
も
の
床
し
き
を
、
そ
れ
か
、
か
れ
か
な
ど
思
ひ
寄よ

す
れ
ば
、
牛
飼
・
下

部
な
ど
の
見み

知し

れ
る
も
あ
り
。
を
か
し
く
も
、
き
ら
〳
〵
し
く
も
、
さ
ま

〴
〵
行
交か

ふ
、
見
る
も
つ
れ
〴
〵
な
ら
ず
。
暮
る
ほ
ど
に
は
、
立た

て
並な
ら

べ

つ
る
車
ど
も
、
所
な
く
並な

み
ゐ
つ
る
人
も
、
い
づ
か
た
へ
か
行ゆ

き
つ
ら
ん
、

ほ
ど
な
く
稀ま
れ

に
成
て
、
車
ど
も
の
ら
う
が
は
し
さ
も
す
み
ぬ
れ
ば
、
簾
、

疊た
ゝ
み

も
取と

り
拂は
ら

ひ
、
目
の
前
に
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
こ
そ
、
世
の
例た
め
し

も

思
ひ
知し

ら
れ
て
、
哀
な
れ
。
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
。

か
の
棧
敷
の
前
を
こ
ゝ
ら
行
交か

ふ
人
の
、
見
知し

れ
る
が
あ
ま
た
あ
る
に
て

知し

り
ぬ
、
世
の
人
数
も
さ
の
み
は
多お
ほ

か
ら
ぬ
に
こ
そ
。
こ
の
人
み
な
失う

せ

な
ん
後の
ち

、
我
身
死
ぬ
べ
き
に
定
り
た
り
と
も
、
ほ
ど
な
く
待
つ
け
ぬ
べ
し
。

（
中
略
）。
若わ
か

き
に
も
よ
ら
ず
、
強つ
よ

き
に
も
よ
ら
ず
、
思
ひ
か
け
ぬ
は
死
期

な
り
。
今け

ふ日
ま
で
逃の
が

れ
來
に
け
る
は
、
あ
り
が
た
き
不
思
儀
な
り
。
暫し
ば

し

も
世
を
の
ど
か
に
は
思
ひ
な
ん
や
。（
中
略
）。
兵
の
軍
に
出
る
は
、
死
に

近ち
か

き
こ
と
を
知
て
、
家
を
も
忘わ
す

れ
、
身
を
も
忘わ
す

る
。
世
を
背そ
む

け
る
草
の
庵

に
は
、
閑
に
水
石
を
も
て
あ
そ
び
て
、
こ
れ
を
余
所
に
聞
と
思
へ
る
は
、

い
と
は
か
な
し
。
し
づ
か
な
る
山
の
奥
、
無
常
の
か
た
き
競き
ほ

ひ
來き
た

ら
ざ
ら

『
徒
然
草
』「
花
は
盛
り
に
」
段
の
「
大
路
見
た
る
こ
そ
」

佐
々
木

　
　
　勇
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ん
や
。
そ
の
死
に
の
ぞ
め
る
事
、
軍い
く
さ

の
陳
（
マ
マ
）
に
進す
ゝ

め
る
に
同お
な

じ
。

1
．「
花
は
盛
り
に
」
段
の
論
旨

　
「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
」
の
有
名
な
一
文

は
、「
萬
の
事
も
、
始
終
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
に
繋
が
り
、「
す
べ
て
、
月
・
花

を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
」
へ
と
展
開
す
る
。
右
の
引
用
で
は
省

略
し
た
、
そ
の
具
体
例
と
し
て
、
月
を
「
閨
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
」
こ
と
、

「
よ
き
人
は
、
ひ
と
へ
に
好
け
る
さ
ま
に
も
見
え
ず
、
興
ず
る
さ
ま
も
等
閑
」
な

る
こ
と
を
挙
げ
る
。
こ
れ
に
対
比
さ
れ
る
の
が
、「
片
田
舍
の
人
」
で
あ
る
。

「
片
田
舍
の
人
」
は
、「
色
こ
く
萬
は
も
て
興
」
じ
、
盛
り
の
「
花
の
本
に
は
、

ね
ぢ
よ
り
立た

ち
寄よ

り
」、「
は
て
は
、
大お
ほ

き
な
る
枝
、
心
な
く
折
取
」
る
。
祭
で

は
、「
見
事ご
と

」
が
通
る
ま
で
は
桟
敷
に
出
ず
、「
た
ゞ
物
を
の
み
見
ん
と
す
る
」

様
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
祭
は
、「
明
は
な
れ
ぬ
ほ
ど
」
か
ら
「
を
か
し
く
も
、
き
ら
〳
〵
し

く
も
」
あ
り
、「
見
る
も
つ
れ
〴
〵
な
ら
」
ぬ
も
の
が
「
さ
ま
〴
〵
に
行
交か

ふ
」。

そ
れ
が
、「
暮
る
ほ
ど
に
は
」、「
目
の
前
に
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
こ
そ
、
世
の

例た
め
し

も
思
ひ
知し

ら
れ
て
、
哀
な
れ
」、
と
言
う
。

　

以
後
、
命
が
終
わ
る
こ
と
の
み
を
論
述
す
る
。

　
「
見
知
れ
る
」
人
が
祭
に
多
い
こ
と
か
ら
、「
世
の
人
数
も
さ
の
み
は
多
か
ら

ぬ
」
こ
と
を
知
り
、「
若
き
に
も
よ
ら
ず
、
強
き
に
も
よ
ら
ず
、
思
ひ
か
け
ぬ
は

死
期
な
り
」、
と
い
か
な
る
人
の
死
期
も
予
測
で
き
な
い
こ
と
を
記
す
。
今
日
生

き
て
い
る
の
は
、「
あ
り
が
た
き
不
思
儀
」
で
あ
っ
て
、「
暫
し
も
世
を
の
ど
か

に
は
」
思
え
な
い
。「
軍
に
出
る
」
兵
は
、「
死
に
近
き
こ
と
を
知
」
る
。
軍い
く
さ

と

程
遠
い
と
思
わ
れ
て
い
る
「
世
を
背
け
る
草
の
庵
」
に
も
「
無
常
の
か
た
き
」

は
「
競
ひ
來
」
り
、「
死
に
の
ぞ
め
る
事
」
は
「
軍
の
陳
（「
陣
」
の
誤
り
）
に
進

め
る
に
同
じ（4
）」、
と
説
く
。

　

万
事
に
始
め
と
終
わ
り
と
が
有
り
、
終
わ
り
に
こ
そ
「
哀あ

は
れ

」
が
宿
る
。
本
段

の
論
旨
は
、
一
貫
し
て
い
る（5
）。

2
．「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
本
文
の
問
題
点

　

論
旨
を
捉
え
た
上
で
本
段
全
体
を
読
み
返
す
と
、
中
ほ
ど
の
二
重
傍
線
部

「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
が
文
脈
に
合
わ
な
い
こ
と
に
気

づ
か
れ
る
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、「
哀
な
れ
」
に
続
く
「
大
路
」
に
は
、
行
列
が
大
路
を
渡
る
、

祭
最
盛
時
の
様
子
も
含
ま
れ
る
、
と
一
般
に
解
釈
さ
れ
て
い
る（6
）か
ら
で
あ
る
。

「
哀
な
れ
」
ま
で
の
前
文
で
祭
の
終
わ
り
に
焦
点
を
絞
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
大
路
」
か
ら
始
ま
る
二
重
傍
線
部
で
、
祭
の
前
後
を
含
む
長
い
時
空
間
に
戻
る
。

こ
れ
で
は
、
次
文
以
降
の
命
終
の
話
に
繋
が
ら
な
い
。

　

さ
ら
に
、
二
重
傍
線
部
「
大
路
」
に
祭
最
盛
時
の
様
子
も
含
ま
れ
る
と
す
る

現
在
通
行
の
解
釈
は
、
物
事
の
盛
り
の
さ
ま
を
直
に
見
て
愛
で
る
こ
と
を
勧
め

な
い
本
段
の
記
述（7
）に
も
合
致
し
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
重
傍
線
部
を
「
と
お
ほ
（
覚
）
え
た
る
こ
そ
、
祭
見
た

る
に
て
は
あ
れ
」
と
す
る
写
本
群
が
有
る
。
こ
の
本
文
で
あ
れ
ば
、
祭
が
終
わ

り
、
見
る
見
る
「
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
」
様
に
、「
世
の
例た
め
し

も
思お
も

ひ
知し

ら
れ

て
あ
は
れ
な
れ
と
覚お
ぼ

え
た
る
こ
そ
」、
祭ま
つ
り

を
見
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
と
述

べ
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
後
の
本
文
に
抵
抗
な
く
続
く
。
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3
．
本
稿
の
目
的

　
「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
の
流
布
本
本
文
に
は
、
右
の

問
題
点
が
存
す
る
。

　

本
稿
は
、「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
は
、﹃
徒
然
草
﹄
成
立
時
に
は
「
と
お
ほ

（
覚
）
え
た
る
こ
そ
」
の
本
文
で
あ
っ
た
こ
と
の
論
証
を
目
的
と
す
る
。

二
、「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
本
文
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

　

古
文
献
本
文
に
疑
問
が
生
じ
た
場
合
、
他
本
の
本
文
を
参
照
す
る
の
が
定
石

で
あ
る
。

1
．
高
乗
勲
『
徒
然
草
の
研
究
』
の
諸
本
本
文

　
﹃
徒
然
草
﹄
の
諸
本
を
博
捜
し
た
最
初
の
校
本
と
し
て
、
高
乗
勲
﹃
徒
然
草
の

研
究
﹄（
一
九
六
八
年
、
自
治
日
報
社
）
が
有
る
。
高
乗
（
一
九
六
八
）
は
、
本

稿
で
問
題
と
す
る
箇
所
に
つ
い
て
、
次
の
諸
本
校
異
を
記
す
（「
見
」
を
字
母
と

す
る
文
字
は
当
該
箇
所
で
は
漢
字
と
認
定
し
て
、
仮
名
と
区
別
し
た
上
で
、
異

文
を
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
に
分
け
て
挙
げ
た
）。

　

な
お
、
本
稿
の
筆
者
は
、﹃
徒
然
草
﹄
第
九
十
二
段
の
「
得
失
」
は
「
後
矢
」、

第
百
六
段
の
「
證
空
」
は
「
證
光
」
が
﹃
徒
然
草
﹄
本
来
の
本
文
で
あ
る
こ
と

を
説
い
た（8
）。
そ
こ
で
、
こ
の
二
箇
所
と
も
本
来
の
本
文
で
あ
る
本
に
は
◎
、
ど

ち
ら
か
一
方
が
本
来
の
本
文
で
あ
る
本
に
は
◯
を
、
頭
に
付
す（9
）。

Ａ
.
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
︱
◎
正
徹
本
・
◎
陽
明
文
庫
本
（
訂
正
前
）・
◯

常
縁
本
・
御
所
本
（502-54

、
室
町
末
期
写
桂
宮
本
）。

Ｂ
.
と
大
路
見
た
る
こ
そ
︱
小
堀
遠
州
書
写
本
（
田
中
重
太
郎
旧
蔵
本
相

愛
大
学
・
春428

）・
万
治
二
年
刊
本
（
国
文
研89-37

）・
整
版
十

一
行
本
（
国
文
研89-29

）。

Ｃ
.
大
路
み
た
る
こ
そ
︱
嵯
峨
本
・
偏
易
書
写
本
（
国
文
研
高
乗89-7

）・

伝
中
和
門
院
書
写
本
（
同
上89-14

）・
田
中
忠
三
郎
氏
蔵
本
・
若

林
正
治
氏
蔵
東
坊
城
大
納
言
所
持
本
。

大
路
見
た
る
こ
そ
︱
烏
丸
本
。

　

右
の
う
ち
、
影
印
本
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
画
像
が
存
す
る
数
本
の

該
当
箇
所
を
、
そ
の
公
開
画
像
か
ら
引
用
す
る
。

Ａ
.
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ

　

ア
正
徹
本 

　

イ
陽
明
文
庫
本 

　

ウ
常
縁
本 

Ｂ
.
と
大
路
見
た
る
こ
そ

　

エ
万
治
二
年
刊
本 

　

オ
小
堀
遠
州
書
写
本 
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Ｃ
.
大
路
み
（
見
）
た
る
こ
そ

　

カ
嵯
峨
本 

　

キ
烏
丸
本 

　

Ａ「
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
」、
Ｂ「
と
大
路
見
た
る
こ
そ
」、
Ｃ「
大
路
み
（
見
）

た
る
こ
そ
」
で
あ
る
か
ら
、「
と
」
が
有
る
Ａ
と
Ｂ
と
が
近
く
、「
大
路
」
が
一

致
す
る
Ｂ
と
Ｃ
と
が
近
い
。

　

Ａ
の
諸
本
は
、
現
存
最
古
の
正
徹
本
（
永
享
三
年
︿
一
四
三
一
﹀
写
本
）
を

初
め
、
す
べ
て
室
町
時
代
の
書
写
に
か
か
る
。
ま
た
、
Ａ
に
は
、
古
い
本
文
を

伝
え
る
本
（
◎
○
が
付
さ
れ
る
本
）
が
属
す
る
。

　

一
方
、
Ｂ
に
は
江
戸
時
代
の
写
刊
本
し
か
な
い
。

　

祖
本
か
ら
Ａ
と
Ｂ
と
が
分
か
れ
、
Ｂ
か
ら
Ｃ
が
生
じ
た
、
と
い
う
本
文
変
化

も
想
定
可
能
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
右
の
実
態
か
ら
は
、
Ａ
↓
Ｂ
↓
Ｃ
が
最
も
可
能
性
が
高
い
変
化
で

あ
る
。

2
．
高
乗
勲
の
解
釈

　

高
乗
勲
（
一
九
六
八
）
は
、「
目
の
前
に
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
こ
そ
、
世
の

た
め
し
も
思
ひ
し
ら
れ
て
哀
な
れ
、
大
路
見
た
る
こ
そ
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」

の
一
文
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

　
（
前
略
）

　

正
、
陽
、
宝
、
八
、
常
、
桂
、
所
の
諸
本
は
、「
あ
は
れ
な
れ
、
お
ほ
ぢ

み
た
る
こ
そ
」
を
、「
あ
は
れ
な
れ
と8

、
お
ほ
え
た
る
こ
そ
」
と
し
て
い
る
。

こ
の
正
徹
本
等
の
本
文
に
従
っ
て
も
意
は
通
じ
、
祭
の
過
ぎ
た
後
の
う
つ

り
か
わ
り
を
見
て
世
の
た
め
し
が
思
い
し
ら
れ
て
あ
わ
れ
を
感
じ
る
の
で

祭
を
見
た
こ
と
に
な
る
の
だ
と
い
う
意
に
な
る
。
し
か
し
兼
好
の
書
い
て

い
る
の
は
単
に
祭
の
後
の
情
景
で
は
な
い
。（
中
略
）、
正
徹
本
等
の
本
文

に
従
え
ば
、
祭
の
過
ぎ
た
後
だ
け
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
に
な
り
、
兼
好

の
本
意
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。（
中
略
）。
お
そ
ら
く
こ
の
部
分
は
正

徹
本
等
の
諸
本
の
元
本
は
仮
名
書
さ
れ
て
い
た
の
で
、
そ
の
仮
名
読
み
の

誤
り
か
ら
き
た
誤
写
で
あ
り
、
し
か
も
正
徹
本
同
類
本
だ
け
で
な
く
、
桂

宮
本
系
の
本
文
も
こ
れ
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
両
系
統
の
祖
本
に
お
い

て
既
に
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
誤
写
が
か
な
り
古
く
、

原
作
よ
り
程
遠
か
ら
ぬ
伝
写
本
の
誤
写
か
と
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
以
下
、
略
。） 

（
八
七
九
・
八
八
〇
頁
）

　

多
数
の
古
写
刊
本
を
校
合
し
た
高
乗
は
、
Ａ「
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
」
の
本
文

が
「
原
作
よ
り
程
遠
か
ら
ぬ
」
本
文
で
あ
る
こ
と
を
導
い
た
。

　

し
か
し
、
Ａ
の
本
文
で
は
、「
祭
の
過
ぎ
た
後
だ
け
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
に

な
」
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
Ａ「
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
」
は
Ｃ「
お
ほ
ち
み
た
る

こ
そ
」
を
誤
写
し
た
本
文
で
あ
る
、
と
し
た
。

　

高
乗
は
、
こ
の
箇
所
で
は
、
本
文
校
訂
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
最
古
の
本
文
よ

り
、
自
己
の
解
釈
を
優
先
し
た
。

3
．
久
保
田
淳
の
推
測

　

そ
の
後
、
久
保
田
淳
（
一
九
九
八（10
））
は
、
正
徹
本
「
あ
は
れ
な
れ
と
覚
え
た
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る
こ
そ
」
の
本
文
に
左
の
注
を
付
し
、
流
布
本
「
あ
は
れ
な
れ
。
大
路
見
た
る

こ
そ
」
に
先
立
つ
本
文
で
は
な
い
か
、
と
疑
っ
た
。

し
み
じ
み
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
。
流
布
本
と
大
き
く
相
違
す
る
部
分
で

あ
る
。
流
布
本
の
よ
う
な
表
現
に
よ
っ
て
こ
の
段
落
に
一
つ
の
し
め
く
く

り
が
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
気
も
す
る
が
、
あ
る
い
は
正
徹
本
の
こ
の
よ
う

な
表
現
が
元
の
形
を
と
ど
め
て
い
る
か
。（
以
下
、
略
）

　

し
か
し
、
陽
明
文
庫
本
・
常
縁
本
等
を
「
校
異
」
に
掲
げ
な
が
ら
も
、
右
の

引
用
省
略
部
分
に
、﹃
寿
命
院
抄
﹄
の
「
祭
ノ
大
路
ノ
体
ヲ
見
タ
ル
ニ
テ
世
間
ノ

盛
衰
物
ノ
哀
ヲ
知
コ
ソ
本
意
ナ
レ
ト
云
心
也
」
以
下
、
江
戸
時
代
の
古
注
を
引

い
て
終
わ
る
。

　

久
保
田
淳
（
一
九
九
八
）
は
、「
あ
は
れ
な
れ
と
覚
え
た
る
こ
そ
」
が
「
元
の

形
を
と
ど
め
て
い
る
か
」、
と
推
測
を
述
べ
る
に
留
ま
っ
た
。

4
．「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
本
文
研
究
の
現
状

　

以
上
、「
と
覚お
ぼ

え
た
る
こ
そ
」
の
本
文
が
最
古
形
本
文
で
あ
る
こ
と
は
推
定
さ

れ
な
が
ら
も
、
明
言
も
証
明
も
さ
れ
て
い
な
い
。

三
、「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
部
分
の
本
文
批
評
（Textkritik
）

1
．
諸
本
本
文
の
実
態

　

現
在
で
は
、
高
乗
（
一
九
六
八
）
が
校
異
に
使
用
し
な
か
っ
た
諸
本
も
、
比

較
的
容
易
に
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
こ
で
、
そ
れ
ら
諸
本
に
つ
い
て
も
当
該
箇
所
の
本
文
を
調
査
す
る（11
）。

　

こ
こ
で
も
、
二
1
と
同
様
の
基
準
で
、
◎
◯
を
付
す
。
な
お
、
Ｃ
「
大
路
見

た
る
こ
そ
」
と
す
る
近
世
の
写
刊
本
は
多
数
存
す
る
た
め
、
比
較
的
古
い
本
を

挙
げ
る
に
留
め
た
。
ま
た
、
挙
例
・
分
類
が
煩
瑣
と
な
る
た
め
、
原
本
に
加
点

さ
れ
た
濁
点
・
区
切
り
点
の
有
無
は
捨
象
す
る
。

Ａ
.
と
お
ほ
え
・
と
お
ほ
へ
・
と
覚
え

①
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
︱
◎
神
宮
文
庫
蔵
本
（
国
文
研31-243-4

）・
◎
国
文
研

蔵
慶
長
頃
写
打
曇
表
紙
本
（
高
乗89-13

）・
◎
東
海
大
学
蔵
本
（
桃

19-6

）・
○
同
蔵
藍
表
紙
本
（
桃19-8

）・
○
同
蔵
本
（
桃19-16

）・
○
龍

門
文
庫
蔵
天
正
十
五
年
写
本
・
○
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
（502-7

）・
○
国
文

研
蔵
慶
長
初
年
雲
母
刷
古
活
字
版
（
高
乗99-93

）・
○
慶
長
初
年
古
活
字

版（12
）・
東
海
大
学
蔵
本
（
桃19-26

）・
細
川
本
（
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵

本
）・
臼
杵
図
書
館
蔵
江
戸
初
期
写
本
（
三
門
和174

号
）・
国
文
学
研
究
資

料
館
寄
託
松
井
明
之
氏
蔵
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
写
本
（
マ3-16-5

）・

蓬
左
文
庫
蔵
江
戸
初
期
写
本
（107-22

）・
岸
上
慎
二
蔵
江
戸
初
期
写
本（13
）・

叡
山
文
庫
蔵
中
院
通
勝
筆
本（14
）。

　

と
覚
え
た
る
こ
そ
︱
◎
国
文
学
研
究
資
料
館
寄
託
中
田
光
子
氏
蔵
本
（
ナ

3-11-1

）・
○
八
坂
神
社
蔵
本
。

　

と
覚
た
る
こ
そ
︱
○
国
文
研
蔵
室
町
時
代
末
期
写
淨
教
坊
本
（
高
乗

89-12

）・
○
東
海
大
学
蔵
本
（
桃19-15

）・
鶴
見
大
学
蔵
室
町
時
代
末
期

写
本
。

②
と
お
ほ
へ
見
た
る
こ
そ
︱
永
青
文
庫
蔵
細
川
忠
興
筆
本
（41466

）。

　

と
覚
え
見
た
る
こ
そ
︱
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵
梶
井
殿
蜻
菴
筆
本
（116-

457
）。

Ｂ
.
と
お
ほ
ち
・
と
大
路

①
と
お
ほ
ち
み
る
こ
そ
︱
◯
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵
室
町
期
写
本
（116-466

）。
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と
お
ほ
ち
見
る
こ
そ
︱
◯
大
妻
女
子
大
学
蔵
永
禄
六
年
（
一
五
六
三
）
写
本
。

②
と
大
路
み
た
る
こ
そ
︱
国
文
研
蔵
寛
永
二
十
一
年
（
一
六
四
五
）
写
本
（
高

乗89-16
）・
同
蔵
本
（
高
乗89-17

）・
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵
明
暦
二
年

（
一
六
五
六
）
写
本
（116-469

）・
同
蔵
本
（118-465

）・
ベ
ル
リ
ン
国
立

図
書
館
蔵
江
戸
初
期
写
本
（L

ibri japon.159

）・
東
海
大
学
蔵
元
文
五
年

（
一
七
四
〇
）
写
本
（
桃19-41

）・
筑
波
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
（6-11-1  

F125

）。

　

と
大お

ほ

路ち

み
た
る
こ
そ
︱
国
文
研
蔵
本
（
高
乗89-19

）。

　

と
大
路
見
た
る
こ
そ
︱
大
東
急
記
念
文
庫
蔵
素
庵
筆
本
（32

函7

架
）・
長
野

市
旧
真
田
家
文
庫
蔵
江
戸
初
期
写
本
（28-21-1  F28

）・
国
文
研
蔵
本

（
高
乗89-9

）・
同
（
高
乗89-11

）・
同
（
高
乗89-18

）・
京
都
歴
彩
館
蔵

本
（
特
和914.45  H

94

）・
岩
瀬
文
庫
蔵
本
（41-13

）・
学
習
院
大
日
語
日

文
蔵
本
（216-281-2

）・
大
阪
府
立
大
学
学
術
情
報
セ
ン
タ
ー
蔵
本
（244-

258-5

）・
八
戸
市
立
図
書
館
蔵
本
（96-194-1

）。

　

と
大お

ほ

路ち

見
た
る
こ
そ
︱
早
稲
田
大
学
蔵
江
戸
初
期
写
本
（
文
庫30 _e0099

）・

宇
和
島
伊
達
文
庫
蔵
本
（
一
般
・
乙24

）・
正
保
二
年
（
一
六
四
五
）
刊
本

（
京
都
大
学
図
書
館10-05

ツ1

）。

　

と
大お

ほ

路ち

見み

た
る
こ
そ
︱
国
文
研
蔵
本
（
高
乗89-10

）。

Ｃ
.
お
ほ
ち
・
大
路

　

お
ほ
ち
み
た
る
こ
そ
︱
京
都
大
学
図
書
館
蔵
菊
亭
家
旧
蔵
本
・
岩
瀬
文
庫
蔵

本
（71-28

）。

　

お
ほ
ち
見
た
る
こ
そ
︱
東
海
大
学
蔵
本
（
桃19-28

）・
岩
瀬
文
庫
蔵
本
（66-

41

）。

　

大
路
み
た
る
こ
そ
︱
金
澤
文
庫
蔵
烏
丸
光
広
筆
本
（914-68 Y

）・
東
大
史
料

編
纂
所
蔵
江
戸
初
期
写
本
（
貴22-20

）・
早
稲
田
大
学
蔵
江
戸
中
期
写
本

（
文
庫30 _e0098

）・
東
海
大
学
蔵
本
（
桃19-24

）・
同
（
桃19-39

）・
同

（
桃19-42

）・
同
（
桃19-43

）・
同
（
桃19-44

）・
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵

本
（116-455

）・
同
（118-463

）・
天
理
図
書
館
蔵
本
（914

・5

イ13

）・

同
（914

・5

イ17

）・
東
洋
文
庫
蔵
古
活
字
版
（
三-B

-a-19

）・
同
（
三

-B
-a-20

）・
同
（
三-A

-d-47

）。

　

大
路
み
た
る
社
︱
書
陵
部
蔵
室
町
中
期
写
本
（
谷
・27

）。

　

大
路
見
た
る
こ
そ
︱
東
海
大
学
蔵
室
町
期
写
流
布
本
（
桃19

・33

）・
同
蔵
本

（
桃19-36

）・
龍
谷
大
学
蔵
室
町
期
写
本
（021-583-2

）・
今
治
市
河
野
美

術
館
蔵
持
明
院
前
中
納
言
基
時
卿
筆
本
（116-464

）・
同
蔵
本
（116-

456

）・
同
（117-460

）・
同
（117-461

）・
同
（117-462

）・
同
（117-

467

）・
同
（117-468

）・
同
（117-470

）・
同
（118-458

）・
國
學
院
大

學
蔵
室
町
期
写
本
（
貴1720

）・
専
修
大
学
図
書
館
蔵
江
戸
初
期
写
本
。

　

右
の
と
お
り
、﹃
徒
然
草
﹄
現
存
諸
本
の
該
当
箇
所
本
文
は
、
Ａ
「
と
お
ほ
え

（
覚
え
）」・
Ｂ
「
と
お
ほ
ち
（
大
路
）」・
Ｃ
「
お
ほ
ち
（
大
路
）」
の
三
類
に
分

か
れ
る
。

2
．
古
い
本
文
を
伝
え
る
本

　

高
乗
（
一
九
六
八
）
が
校
異
に
使
用
し
な
か
っ
た
諸
本
に
お
い
て
も
、
古
い

本
文
を
伝
え
る
本
（
◎
○
が
付
さ
れ
る
本
）
の
大
部
分
は
Ａ
①
に
属
し
、
Ｂ
①

に
も
○
が
付
く
本
が
二
本
有
る
。

　

し
か
し
、
大
量
に
残
存
す
る
本
文
Ｃ
の
諸
本
に
は
、
右
に
掲
出
を
省
略
し
た

本
を
含
め
、
古
い
本
文
を
伝
え
る
本
は
皆
無
で
あ
る
。

　

よ
っ
て
、
Ａ
①
・
Ｂ
①
・
Ｃ
の
順
で
変
化
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
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3
．
Ａ「
お
ほ
え
」
と
Ｂ
・
Ｃ
「
お
ほ
ち
」
の
成
立
順

　
「
覚
え
」
と
「
大
路
」
と
の
交
替
は
、
高
乗
（
一
九
六
八
）
も
推
測
し
た
と
お

り
、
仮
名
書
き
の
「
お
ほ
え
」
と
「
お
ほ
ち
」
と
の
誤
写
に
よ
っ
て
生
じ
た
も

の
で
あ
ろ
う
。

　
「
覚
え
」
を
仮
名
書
き
し
た
写
本
・
刊
本
は
、
多
数
に
の
ぼ
る
。

　
「
大
路
」
の
仮
名
書
き
例
も
、
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
正
徹
本

﹃
徒
然
草
﹄
で
は
、「
お
ほ
ち
」
二
例
（
上018-07

・
下036-09

）、「
大
路
」
二

例
（
上067-05

・
上069-08
）
で
、
仮
名
・
漢
字
は
同
数
で
あ
る
。

　
「
お
ほ
え
」
を
「
お
ほ
ち
」
と
写
す
こ
と
、
ま
た
そ
の
逆
の
書
写
は
、
双
方
、

起
こ
り
う
る
。

　

し
か
し
、
Ａ「
と
お
ほ
え
」
の
写
本
は
、
正
徹
本
以
下
二
十
本
以
上
現
存
す
る

一
方
、
Ｂ
①「
と
お
ほ
ち
」
と
す
る
写
本
は
、
今
治
市
河
野
美
術
館
蔵
室
町
期
写

本
と
大
妻
女
子
大
学
蔵
永
禄
六
年
写
本
の
二
本
し
か
見
出
せ
な
い
。
こ
の
二
本

は
、
細
川
本
系
統
と
さ
れ
て
い
る（15
）。
細
川
本
は
、
東
京
大
学
国
語
研
究
室
蔵

本
・
臼
杵
図
書
館
蔵
本
「
と
お
ぼ
え
た
る
こ
そ
」、
永
青
文
庫
蔵
細
川
忠
興
筆
本

「
と
お
ほ
へ
見
た
る
こ
そ
」
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
Ｂ
①
の
二
本
も
本
来
は
「
と
お

ほ
え
」
の
本
文
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
Ｂ
①「
と
お
ほ
ち
み
る
こ
そ
」

「
と
お
ほ
ち
見
る
こ
そ
」
は
、
先
に
画
像
を
示
し
た
ウ
常
縁
本
の
よ
う
に
書
写
さ

れ
た
「
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
」
を
「
と
お
ほ
ち
み
る
こ
そ
」
と
誤
写
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。

　

し
た
が
っ
て
、
Ａ「
お
ほ
え
」↓
Ｂ
・
Ｃ「
お
ほ
ち
」
の
流
れ
で
あ
っ
た
、
と
考

え
ら
れ
る
。

4
．
Ａ
②「
と
覚
え
見
た
る
こ
そ
」・
Ｂ
②「
と
大
路
見
た
る
こ
そ
」
本
文
の
生
成

　

Ａ
②
の
二
本
「
と
お
ほ
へ
見
た
る
こ
そ
」「
と
覚
え
見
た
る
こ
そ
」
の
本
文
は
、

イ
陽
明
文
庫
本
に
用
い
ら
れ
て
い
る
「
盈
」
の
仮
名
を
「
へ
み
」
あ
る
い
は

「
ゑ
み
」
と
読
ん
で
生
じ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
Ｂ
②
は
、「
み
る
」
を
「
み
た
る
」
と
し
、
漢
字
を
当
て
た
本
文
で
あ

る
。
イ
陽
明
文
庫
本
の
ご
と
き
「
え
た
る
（
盈
堂
留
）」
を
「
ち
み
た
る
」
と
写

し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
Ａ
②「
と
お
ほ
へ
み
た
る
こ
そ
」
か
ら
生
ま
れ
た

本
文
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
に
、
生
じ
う
る
転
写
で
あ
ろ
う
。

5
．「
と
」
の
有
無

　

Ａ「
と
お
ほ
え
」・
Ｂ「
と
お
ほ
ち
」
と
Ｃ「
お
ほ
ち
」
と
は
、「
と
」
の
有
無
で

異
な
る
。

　

正
徹
本
等
の
Ａ
本
文
は
、「
暮
る
ほ
ど
に
は
」「
世
の
例た
め
し

も
思
ひ
知し

ら
れ
て
哀

な
れ
と
覚
え
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
と
な
り
、
以
後
の
文
意
に

素
直
に
繋
が
る
こ
と
は
、
第
一
節
2
で
確
認
し
た
。

　

Ｂ「
と
大
路
み
た
る
こ
そ
」
の
「
と
」
も
、
前
文
「
暮
る
ほ
ど
に
は
、（
中
略
）

世
の
例た
め
し

も
思
ひ
知し

ら
れ
て
哀
な
れ
」
を
受
け
る
。
賑
わ
っ
た
祭
も
、「
暮
る
ほ

ど
に
は
」「
世
の
例た
め
し

も
思
ひ
知し

ら
れ
て
哀
な
れ
と
大
路
み
た
る
こ
そ
、
祭
見
た

る
に
て
は
あ
れ
」
の
Ｂ
本
文
は
、
祭
の
終
わ
り
の
大
路
の
様
子
を
見
て
哀
れ
を

感
じ
る
事
こ
そ
が
祭
を
見
た
こ
と
で
あ
る
、
の
意
と
な
る
。
こ
れ
で
も
文
意
は

通
じ
る
た
め
、
比
較
的
多
く
の
写
本
が
Ｂ
の
本
文
を
採
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
こ
こ
に
、
祭
日
の
早
朝
・
盛
時
・
終
了
後
の
情
景
総
て
を
本
段
は

描
い
て
い
る
か
ら
、「
大
路
見
た
る
」
は
祭
日
全
時
間
帯
の
大
路
を
見
る
こ
と
で

あ
る
、
と
す
る
、
次
節
に
引
く
江
戸
時
代
の
古
注
釈
書
に
残
る
解
釈
が
生
じ
た
。
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そ
れ
故
、
前
文
の
み
を
承
接
す
る
「
と（16
）」
は
、
転
写
の
過
程
で
意
図
的
に
削
除

さ
れ
た
、
と
推
測
さ
れ
る
。

　

こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
、「
と
」
の
無
い
本
文
Ｃ
は
、
本
文
Ａ
・
Ｂ
よ
り
後

の
成
立
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
そ
の
本
文
Ｃ
を
持
つ
室
町
時
代
の
写
本
が
存
す
る
。
よ
っ
て
、
こ

の
「
と
」
の
削
除
（
あ
る
い
は
誤
脱
）
は
、
室
町
時
代
に
は
行
な
わ
れ
て
い
た
。

6
．
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
本
文
の
成
立
順

　

以
上
、
対
象
文
献
を
増
や
し
た
本
文
批
評
に
よ
っ
て
も
、
当
該
本
文
は
Ａ
↓

Ｂ
↓
Ｃ
の
順
で
成
立
し
た
、
と
考
え
ら
れ
た
。

　

よ
り
細
か
く
は
、
Ａ
①
↓
Ａ
②
、
Ｂ
①
↓
Ｂ
②
と
変
化
し
た
も
の
と
推
定
さ

れ
た
。

　

た
だ
し
、
Ａ
②
を
経
ず
と
も
Ｂ
①
は
生
じ
う
る
し
、
Ｂ
②
を
経
由
せ
ず
と
も

Ｃ
本
文
は
生
じ
う
る
。

四
、「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
本
文
再
考

1
．「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
本
文
の
定
着
理
由

　

で
は
、
最
新
の
本
文
Ｃ
「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
は
、
な
ぜ
流
布
・
定
着
し
た

の
で
あ
ろ
う
か
。

　

代
表
的
な
﹃
徒
然
草
﹄
古
注
の
う
ち
、
比
較
的
早
く
刊
行
さ
れ
た
も
の
の
当

該
注
を
、
左
に
引
用
す
る
。

ⅰ﹃
徒
然
草
寿
命
院
抄
﹄（
一
六
〇
一
年
）

大
路
ミ
タ
ル
コ
ソ　

祭
ノ
大
路
ノ
體
ヲ
見
タ
ル
ニ
テ
世
間
ノ
盛
衰
物
ノ
哀

ヲ
知
コ
ソ
本
意
ナ
レ
ト
云
心
也

ⅱ﹃
野
槌
﹄（
一
六
二
一
年
）

大
路
を
み
た
る
こ
そ　

見
物
群ク
ン

集ジ
ユ

の
人
の
皆
つ
い
に
は
死
べ
け
れ
は
・
我

も
其
数カ
ズ

に
い
ら
ん
と
也
（﹃
徒
然
草
鉄
槌
﹄︿
一
六
四
八
年
﹀・﹃
な
く
さ
み

草
﹄︿
一
六
五
二
年
﹀
も
同
文
注
。）

ⅲ﹃
徒
然
草
句
解
﹄（
一
六
六
一
年
。︽　

︾
内
は
、
割
注
。）

大
路
見
た
る
こ
そ
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
︽
祭
の
日
の
大
路
の
躰
を
見
て

世
の
治
乱
盛
衰
人
の
生
死
無
常
道
を
観
し
ぬ
れ
は
祭
見
た
る
徳
分
は
大
路

見
た
る
に
こ
そ
あ
れ
と
な
り
︾

ⅳ﹃
徒
然
草
磐
斎
抄
﹄（
一
六
六
一
年
）

大
路
み
た
る
こ
そ
ま
つ
り
み
た
る
に
て
は
あ
れ
は
結
語
也
。
か
ゝ
る
こ
と

は
り
を
観
ず
る
た
よ
り
な
れ
ば
大
路
を
み
た
る
が
ま
つ
り
と
い
ふ
も
の
よ

と
也

ⅴ
﹃
徒
然
草
文
段
抄
﹄（
一
六
六
七
年
）

大
路
み
た
る
こ
そ　

是
又
決
前
生
後
の
詞
也

　

右
の
ご
と
く
、「
大
路
み
た
る
こ
そ
」
を
、
ⅰ﹃
寿
命
院
抄
﹄
ⅲ
﹃
句
解
﹄
ⅳ

﹃
磐
斎
抄
﹄
は
一
日
の
大
路
の
移
ろ
い
に
哀
れ
を
観
ず
る
こ
と
こ
そ
祭
の
本
意
で

あ
る
と
の
「
結
語
」
と
解
釈
し
、
ⅱ﹃
野
槌
﹄
は
次
文
以
降
を
導
く
文
と
解
釈
す

る
。
ⅴ
﹃
文
段
抄
﹄
の
「
決
前
生
後
の
詞
」（
前
を
ま
と
め
後
を
起
こ
す
言
葉
）

は
、
こ
れ
ら
先
行
注
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
注
は
、
唐
突
な
本
文
Ｃ「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ

れ
」
を
文
脈
に
位
置
づ
け
る
た
め
に
必
要
と
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
大
多
数
の
﹃
徒
然
草
﹄
古
写
刊
本
は
、
長
文
の
「
花
は
さ
か
り
に
」

章
段
を
、
途
中
で
分
け
る
こ
と
な
く
、
末
文
ま
で
一
続
き
に
書
く
。
古
来
の
注
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釈
書
が
依
拠
す
る
烏
丸
本
や
嵯
峨
本
で
も
、「
花
は
盛
り
に
」
段
の
い
ず
れ
の
行

末
に
も
空
き
は
無
い（17
）。

　

と
こ
ろ
が
、
冒
頭
に
引
用
し
た
日
本
古
典
文
学
大
系
等
多
く
の
現
行
注
釈
書

は
、「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
を
段
落
末
文
と
し
、
改
行

し
て
、「
か
の
棧
敷
の
」
以
降
を
新
段
落
と
す
る
。

　

こ
れ
も
、ⅴ
北
村
季
吟
﹃
徒
然
草
文
段
抄
﹄（
一
六
六
七
年
刊
）
以
来
の
段
落

分
け
に
基
づ
く
。
こ
れ
は
、「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
で
、

話
を
大
き
く
切
る
た
め
の
段
落
分
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
と
段
落
分
け
と
に
よ
っ
て
、「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た

る
に
て
は
あ
れ
」
の
一
文
が
祭
の
話
題
の
総
括
で
あ
る
と
広
く
理
解
さ
れ
、「
大

路
見
た
る
こ
そ
」
の
本
文
が
流
布
・
定
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

2
．
鎌
倉
時
代
語
と
し
て
の
「
大
路
見
た
る
こ
そ
」

　

だ
が
、「
大
路
」
を
「
見
る
」
と
い
う
日
本
語
表
現
は
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て

特
別
な
も
の
で
あ
る
。

　

試
み
に
、「
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
」
で
、「
大
路
」
に
動
詞
が
直
接
続
く
例

を
検
索
す
る
と
、「
大
路
」
を
目
的
語
と
す
る
動
詞
は
、「
渡
る
」「
通
る
」「
行

く
」「
走
る
」「
吹
く
」
し
か
な
い
。

　

ま
た
、
名
詞
＋「
見
た
り
」
を
「
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
」
で
検
索
す
る（18
）と
、

「
見
る
」
対
象
は
、「
花
・
月
・
紅
葉
・
け
し
き
・
夢
・
祭
・
鏡
・
顔
」
等
で
あ

り
、「
大
路
」
の
ご
と
き
場
所
を
「
見
る
」
用
例
は
得
ら
れ
な
い
。

　

名
詞
＋「
見
る
」
の
検
索
結
果
に
お
け
る
「
見
る
」
対
象
で
も
、
場
所
は
少
数

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、「
わ
か
の
う
ら
」「
玉
津
島
」「
衣
河
」「
川
原
」「
川
門
」

な
ど
で
あ
り
、
歌
中
の
例
が
大
部
分
を
占
め
る
。
歌
以
外
の
本
文
で
も
、「
所
々

見
行
き
け
り
」（﹃
宇
治
拾
遺
物
語
﹄）、「
歌
枕
見
て
参
れ
」（﹃
十
訓
抄
﹄）、「
海

見
は
る
か
し
た
る
は
」（﹃
と
は
ず
が
た
り
﹄）
な
ど
、
眺
め
る
対
象
は
名
所
・
景

物
で
あ
る
。

　

古
語
辞
典
類
に
も
記
さ
れ
る
と
お
り
、「
見
る
」
は
、「
自
分
の
意
志
で
見
る
」

の
で
あ
っ
て
、「
自
然
の
成
り
行
き
と
し
て
見
る
状
態
に
な
る
」（19
）「
見
ゆ
」
と
は

区
別
さ
れ
た
。
本
段
冒
頭
文
「
花
は
さ
か
り
に
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も

の
か
は
」
は
、「
見
る
」
の
基
本
的
用
法
を
象
徴
す
る
用
例
で
あ
る
。

　
「
日
本
語
歴
史
コ
ー
パ
ス
」
は
、
現
時
点
で
は
、
鎌
倉
時
代
対
象
文
献
が
少
い

上
、
文
学
作
品
に
偏
る
た
め
、﹃
黒
谷
上
人
語
燈
録
﹄
元
亨
元
年
（
一
三
二
一
）

刊
本（20
）で
、「
見
る
」
の
対
象
を
調
査
し
た
。
こ
の
文
献
で
も
、「
見
る
」
対
象
は
、

「
見
ん
と
お
も
ふ
物も
の

・
化け

佛ふ
つ

の
來ら
い

迎か
う

・
淨
土
の
莊し
や
う

嚴こ
ん

・
文も
ん

・
釋し
や
く

・
經き
や
う

敎け
う

・
聖
し
や
う

敎け
う

・
録ろ
く

・
か
き
お
き
た
る
も
の
・
お
し
へ
・
法ほ
う

・
心こ
ヽ
ろ

・
ほ
と
け
・
よ
ろ
つ
の

人ひ
と

・
念
佛
を
行き
や
う

す
る
人
・
善せ
ん

人に
ん

・
惡あ
く

人に
ん

・
女に
よ

人に
ん

・
業こ
う

因い
ん

・
月
・
飛ひ

花く
わ

落ら
く

葉よ
う

」
な

ど
で
あ
り
、
そ
れ
ら
に
意
識
的
に
目
を
向
け
る
場
合
に
、「
見
る
」
が
使
用
さ
れ

て
い
る
。

　

そ
れ
故
、
意
識
的
に
目
を
向
け
る
場
合
は
、「
大た
い

河か

」
や
「
白ひ
や
く

道た
う

」
も
、「
見

る
」
対
象
と
な
っ
て
い
る
。「
二
河
白
道
」
と
し
て
著
名
な
話
を
引
用
し
た
左
の

箇
所
で
あ
る
。

　

忽こ
つ

然せ
ん

と
し
て
こ
の
大た
い

河か

を
見
る
に
す
な
は
ち
念ね
ん

言こ
ん

す
ら
く
（
三
35
オ
7
）

　

中ち
う

閒け
ん

に
一
つ
の
白ひ
や
く

道た
う

を
見
る
（
三
35
ウ
2
）

　

こ
の
よ
う
に
、
そ
の
状
況
下
で
注
目
さ
れ
る
場
合
は
、
道
や
河
も
「
見
る
」

対
象
と
な
っ
た
。

　
﹃
徒
然
草
﹄
の
「
暮
る
ほ
ど
に
は
、（
中
略
）、
目
の
前
に
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ

く
こ
そ
、
世
の
例た
め
し

も
思
ひ
知し

ら
れ
て
、
哀
な
れ
。
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
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る
に
て
は
あ
れ
。」
も
、
祭
日
の
「
暮
る
ほ
ど
」
の
「
大
路
」
を
注
目
せ
よ
と
の

意
味
に
解
釈
（
三
節
5
の
Ｂ
本
文
の
解
釈
）
す
れ
ば
、「
大
路
」
を
「
見
る
」
こ

と
を
取
り
立
て
る
こ
と
は
あ
り
得
た
。

　

し
か
し
、「
哀
な
れ
。」
で
切
れ
る
前
文
に
続
く
文
頭
の
「
大
路
」
を
、「
暮
る

ほ
ど
」
の
「
大
路
」
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
は
、
難
し
い
。

　

ま
し
て
、「
祭
日
の
明
け
方
か
ら
夕
暮
れ
ま
で
の
都
大
路
の
あ
り
さ
ま
の
す
べ

て
」
と
解
釈
す
る
こ
と
は
、
前
節
に
引
用
し
た
古
注
の
如
く
、
本
文
に
無
い
多

く
の
言
葉
を
補
わ
ね
ば
、
不
可
能
で
あ
る
。

　

以
上
か
ら
、「
世
の
例た
め
し

も
思
ひ
知し

ら
れ
て
、
哀
な
れ
。
大
路
見
た
る
こ
そ
、

祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
は
、
鎌
倉
時
代
に
は
成
立
し
が
た
い
文
章
で
あ
る
、

と
判
断
さ
れ
る
。

五
、
む
す
び　
︱
あ
は
れ
な
れ
と
覚
え
た
る
こ
そ
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
︱

　
「
~
~
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
に
続
く
「
か
の
棧
敷
の
前
を
」
以
降
は
、
命

終
の
話
題
で
あ
る
も
の
の
、「
か
の
棧
敷
」
は
祭
の
桟
敷
を
指
す
。
そ
の
直
前
に

祭
見
物
の
総
括
文
が
有
っ
た
の
で
は
、「
か
の
棧
敷
」
以
降
の
文
章
に
続
か
な
い
。

　

祭
が
終
わ
り
、「
目
の
前
に
さ
び
し
げ
に
な
り
ゆ
く
」
様
子
か
ら
、「
世
の
例
た
め
し

も
思お
も

ひ
知し

ら
れ
て
あ
は
れ
な
れ
と
覚お
ぼ

え
た
る
こ
そ
、
祭ま
つ
り

見
た
る
に
て
は
あ
れ
」、

と
述
べ
る
本
文
で
あ
っ
て
こ
そ
、
自
身
の
死
も
「
ほ
ど
な
く
待
つ
け
ぬ
べ
し
」、

と
す
る
後
文
に
無
理
な
く
連
続
し
、
本
段
の
文
脈
に
適
う
。

　

本
稿
の
検
討
に
よ
っ
て
、﹃
徒
然
草
﹄「
花
は
盛
り
に
」
段
の
流
布
本
本
文

「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
は
、
本
来
、「
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
」
で
あ
っ
た
こ
と
が

判
明
し
た
。

　

古
典
本
文
に
は
異
文
が
生
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
流
布
本
文
が
あ
る
。
本

稿
は
、
そ
れ
ら
の
本
文
に
優
劣
を
付
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

し
か
し
、
成
立
時
の
﹃
徒
然
草
﹄
を
読
解
し
よ
う
と
す
る
場
合（21
）、
あ
る
い
は
、

﹃
徒
然
草
﹄
を
鎌
倉
時
代
後
期
の
言
語
資
料
と
す
る
場
合
は
、
成
立
時
本
文
の
復

原
を
試
み
、
そ
れ
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注（
1
）　

島
内
裕
子
﹃
徒
然
草
﹄（
二
〇
一
〇
年
、
筑
摩
書
房
）
は
、「
徒
然
草
の

全
体
を
通
し
て
、
最
大
・
最
高
の
章
段
で
あ
る
。」（
275
頁
）
と
す
る
。

（
2
）　

高
乗
勲
﹃
徒
然
草
の
研
究
﹄（
一
九
六
八
年
、
自
治
日
報
社
）
八
七
二
頁

は
、
こ
の
段
が
、﹃
徒
然
草
﹄
成
立
時
か
ら
下
巻
巻
頭
で
あ
っ
た
と
推
定
し

て
い
る
。

（
3
）　

松
永
貞
徳
﹃
な
ぐ
さ
み
草
﹄（
一
六
五
二
年
自
跋
）・
北
村
季
吟
﹃
徒
然

草
文
段
抄
﹄（
一
六
六
七
年
刊
）
以
来
、
現
行
諸
注
釈
書
が
採
る
全
二
四
四

段
の
章
段
区
分
に
よ
る
。

（
4
）　
「
い
く
さ
の
陣
」
を
、
古
い
本
文
を
伝
え
る
諸
本
は
「
か
た
き
の
陣
」
と

す
る
。
よ
っ
て
、
成
立
時
本
文
は
「
か
た
き
の
陣
」
で
あ
っ
た
、
と
考
え

ら
れ
る
。「
い
く
さ
の
陣
」
に
行
く
よ
り
、「
か
た
き
の
陣
」
に
進
む
ほ
う

が
、
よ
り
「
死
に
の
ぞ
め
る
事
」
で
あ
ろ
う
。

（
5
）　

本
段
冒
頭
の
「
花
は
さ
か
り
に
、
月
は
く
ま
な
き
を
の
み
見
る
も
の
か

は
」
を
本
居
宣
長
が
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
、
高
等
学
校
の

教
科
書
に
も
両
者
を
並
載
す
る
も
の
が
あ
る
（﹃
精
選
古
文
Ｂ
﹄︿
二
〇
一

九
年
、
東
京
書
籍
﹀）。
左
に
、
宣
長
﹃
玉
勝
間
﹄
の
﹃
徒
然
草
﹄
本
段
批

判
文
を
、
部
分
引
用
す
る
。
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け
ん
か
う
ほ
う
し
が
つ
れ
〴
〵
草
に
.
花
は
さ
か
り
に
.
月
は
く
ま
な

き
を
の
み
見
る
物
か
は
と
か
い
へ
る
は
.
い
か
に
ぞ
や
.
い
に
し
へ
の

哥
ど
も
に
.
花
は
さ
か
り
な
る
.
月
は
く
ま
な
き
を
見
た
る
よ
り
も
.

花
の
も
と
に
は
.
風
を
か
こ
ち
.
月
の
夜
は
.
雲
を
い
と
ひ
.
あ
る
は

ま
ち
を
し
む
心
づ
く
し
を
よ
め
る
ぞ
多
く
て
.
こ
ゝ
ろ
深
き
も
.
こ
と

に
さ
る
哥
に
お
ほ
か
る
は
.
み
な
花
は
さ
か
り
を
の
ど
か
に
見
ま
ほ
し

く
.
月
は
く
ま
な
か
ら
む
こ
と
を
お
も
ふ
心
の
せ
ち
な
る
か
ら
こ
そ
.

さ
も
え
あ
ら
ぬ
を
歎
き
た
る
な
れ
.
い
づ
こ
の
哥
に
か
は
.
花
に
風
を

ま
ち
.
月
に
雲
を
ね
が
ひ
た
る
は
あ
ら
ん
.
さ
る
を
か
の
ほ
う
し
が
い

へ
る
ご
と
く
な
る
は
.
人
の
心
に
さ
か
ひ
た
る
.
後
の
世
の
さ
か
し
ら

心
の
.
つ
く
り
風ミ
ヤ
ビ流
に
し
て
.
ま
こ
と
の
み
や
び
ご
ゝ
ろ
に
は
あ
ら
ず
.

か
の
ほ
う
し
が
い
へ
る
言
ど
も
.
此
た
ぐ
ひ
多
し
.
皆
同
じ
事
也
.

（
文
化
九
年
刊
本
、
四
の
巻
・
四
十
五
オ
ウ
）

　

し
か
し
、﹃
徒
然
草
﹄
本
段
は
、「
風ミ
ヤ
ビ流
」
を
論
じ
て
は
い
な
い
。

（
6
）　
「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
に
つ
い
て
、
現
在
の

﹃
徒
然
草
﹄
注
釈
書
に
お
け
る
解
釈
を
知
る
た
め
、
参
照
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
と
思
わ
れ
る
訳
注
を
、
刊
行
が
新
し
い
順
に
数
点
引
用
す
る
。

ａ
.
都
大
路
を
見
て
こ
そ
、
祭
を
見
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

（
小
川
剛
生
訳
注
﹃
新
版
徒
然
草
﹄︿
二
〇
一
五
年
、
角
川
学
芸
出
版
﹀）

ｂ
.
こ
の
一
日
の
明
け
方
か
ら
夕
暮
れ
ま
で
、
都
大
路
の
あ
り
さ
ま
の

す
べ
て
を
見
る
の
こ
そ
、
本
当
に
賀
茂
祭
を
見
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
だ
。
華
や
か
な
行
列
を
見
る
の
だ
け
が
、
祭
を
体
感
す
る
こ
と

で
は
な
い
。（

島
内
裕
子
﹃
徒
然
草
﹄︿
二
〇
一
〇
年
、
筑
摩
書
房
﹀）

ｃ
.
都
大
路
の
有
様
を
見
て
い
る
の
こ
そ
、
祭
を
見
て
い
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。（
永
積
安
明
校
注
・
訳
﹃
新
編 

日
本
古
典
文
学
全

集 

44
﹄︿
一
九
九
五
年
、
小
学
館
﹀）

ｄ
.
祭
の
行
列
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
日
の
大
通
り
の
有
様
を
見
て
い

る
の
こ
そ
、
実
は
祭
を
見
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。（
安
良
岡
康
作

﹃
徒
然
草
全
注
釈 

下
巻
﹄︿
一
九
六
八
年
、
角
川
書
店
﹀）

ｅ
.（
行
列
は
見
な
く
て
も
、
こ
の
日
の
、
こ
う
し
た
）
大
路
を
見
て
こ

そ
、
ほ
ん
と
う
に
祭
を
見
た
と
言
え
る
の
だ
。（
西
尾
實
校
注
﹃
日
本

古
典
文
学
大
系 

30
﹄︿
一
九
五
七
年
、
岩
波
書
店
﹀）

　

い
ず
れ
も
、
前
文
ま
で
の
祭
の
描
写
を
総
括
す
る
一
文
と
し
て
、「
祭
日

の
大
路
の
有
様
全
体
を
見
た
こ
と
が
祭
を
見
た
こ
と
で
あ
る
」
の
意
に

取
っ
て
い
る
。
内
田
樹
訳
﹃
徒
然
草
﹄（﹃
日
本
文
学
全
集
07
﹄︿
二
〇
一
六

年
、
河
出
出
版
﹀
収
載
）・
三
木
紀
人
﹃
徒
然
草
（
三
）
全
訳
注
﹄（
一
九

八
二
年
、
講
談
社
）・
木
藤
才
蔵
校
注
﹃
徒
然
草
﹄（
一
九
七
七
年
、
新
潮

社
）
な
ど
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
注
釈
書
は
、
す
べ
て
烏
丸
本
を
底

本
と
す
る
。

　

一
方
、
烏
丸
本
以
外
を
底
本
と
す
る
注
釈
書
も
存
す
る
。
左
の
ｆｇ
は

正
徹
本
、
ｈ
は
常
縁
本
、
ｉ
は
慶
長
初
年
刊
雲
母
摺
古
活
字
版
を
底
本
と

す
る
。「
大
路
見
た
る
こ
そ
」
相
当
部
分
は
、
ｆｇ
正
徹
本
・
ｈ
常
縁
本

「
と
お
ほ
え
た
る
こ
そ
」、
ｉ
慶
長
初
年
古
活
字
版
「
と
お
ぼ
え
た
る
こ
そ
」

の
本
文
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
左
の
訳
注
を
付
す
。

ｆ
.
と
感
慨
に
ふ
け
る
の
が
、
祭
を
見
物
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
味
な

の
で
あ
る
。

（
久
保
田
淳
校
注
﹃
新 

日
本
古
典
文
学
大
系
39
﹄︿
一
九
八
九
年
、
岩
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波
書
店
﹀）

ｇ
.
と
思
つ
た
の
が
、
ほ
ん
と
う
に
ま
つ
り
を
見
た
と
い
ふ
も
の
で
あ

る
。

（
川
瀬
一
馬
校
註
﹃
新
註
國
文
學
叢
書　

徒
然
草
﹄︿
一
九
五
〇
年
、

大
日
本
雄
辯
會
講
談
社
﹀）

ｈ
.
と
、
感
じ
た
こ
と
こ
そ
、
祭
を
見
る
の
で
あ
る
の
だ
。

（
村
井
順
﹃
常
縁
本
徒
然
草
﹄︿
一
九
六
七
年
、
桜
楓
社
﹀）

ｉ
.
と
感
じ
た
の
こ
そ
は
、
本
当
に
祭
を
見
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
川
瀬
一
馬
校
注
﹃
徒
然
草
﹄︿
一
九
七
一
年
、
講
談
社
﹀）

　

祭
の
終
わ
り
に
哀
れ
を
感
じ
て
こ
そ
祭
を
見
た
と
言
え
る
、
と
す
る

ｆ
~
ｉ
の
解
釈
で
あ
れ
ば
、
祭
終
了
時
の
前
文
を
承
け
、
次
文
以
降
に
無

理
な
く
展
開
で
き
る
。

（
7
）　
「
明
は
な
れ
ぬ
ほ
ど
」
の
一
文
に
続
く
、「
を
か
し
く
も
、
き
ら
〳
〵
し

く
も
、
さ
ま
〴
〵
に
行
交か

ふ
、
見
る
も
つ
れ
〴
〵
な
ら
ず
。」
の
「
行
交か

ふ
」
を
、「
そ
う
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
祭
が
始
ま
り
、
面
白
く
も
あ
り
、

ま
た
華
や
か
な
燦き
ら

め
き
が
素
晴
ら
し
く
も
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
子
で
行

列
が
過
ぎ
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
見
て
い
る
と
、
本
当
に
飽
き
る
こ
と
な
く
、

あ
っ
と
い
う
間
に
、
祭
の
一
日
が
終
わ
っ
て
し
ま
う
。」
と
祭
の
行
列
が

「
行
交か

ふ
」
と
解
釈
す
る
も
の
が
あ
る
（
注
（
1
）
島
内
著
書
273
頁
）。
し

か
し
、
こ
こ
で
「
行
交か

ふ
」
の
は
、「
明
は
な
れ
ぬ
ほ
ど
、
忍し
の

び
て
寄よ

す
る

車
ど
も
」
と
読
む
の
が
素
直
で
あ
る
。

（
8
）　

佐
々
木 

勇
「﹃
徒
然
草
﹄
第
九
十
二
段
の
「
得
失
」」（「
國
語
國
文
」
第

87
巻
第
3
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）、
同
「﹃
徒
然
草
﹄
第
百
六
段
の
「
高

野
證
空
上
人
」」（「
國
語
國
文
」
第
87
巻
第
12
号
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
）。

（
9
）　

そ
の
た
め
、
高
乗
（
一
九
六
八
）
で
「
正
徹
本
系
」「
貞
徳
類
」
な
ど
と

さ
れ
て
い
る
も
の
を
、
一
本
に
限
定
し
た
。
ま
た
、
各
本
の
略
称
を
本
来

の
呼
称
に
戻
し
て
引
用
し
た
。
た
だ
し
、
王
堂
旧
蔵
本
「
と
お
ほ
し
み
た

る
こ
そ
」
は
、
大
西
善
明
﹃
つ
れ
〳
〵
草
﹄（
一
九
七
七
年
、
お
う
ふ
う
）

の
校
異
で
は
「
覚
え
み
た
る
」
と
あ
っ
て
異
な
り
、
底
本
を
特
定
で
き
な

い
た
め
、
こ
こ
に
は
挙
げ
な
い
。

（
10
）　
「
徒
然
草
評
釈
・
二
百
三
十
●
名
篇
の
新
し
い
評
釈　

何
と
な
く
葵
掛
け

わ
た
し
て
」（「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」
43-

12
、
一
九
九
八
年

十
一
月
、
学
燈
社
）。
な
お
、
久
保
田
は
、
正
徹
本
﹃
徒
然
草
﹄
本
文
を
重

視
し
て
お
り
、
新
日
本
古
典
文
学
大
系
39
所
収
の
﹃
徒
然
草
﹄
で
も
、
正

徹
本
を
底
本
と
す
る
。

（
11
）　

複
製
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
も
の
、
新
日
本
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ー

ベ
ー
ス
、
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
国
会
図
書
館
、
内
閣

文
庫
、
早
稲
田
大
学
、
龍
谷
大
学
、
東
洋
文
庫
等
で
公
開
さ
れ
て
い
る
画

像
を
参
照
し
、
東
海
大
学
・
今
治
市
河
野
美
術
館
・
大
東
急
記
念
文
庫
・

金
澤
文
庫
・
静
嘉
堂
文
庫
で
原
本
調
査
を
行
な
っ
た
。
諸
機
関
に
感
謝
申

し
上
げ
る
。

（
12
）　

注
（
6
）
川
瀬
著
書
の
翻
刻
に
依
る
。

（
13
）　

斎
藤
彰
﹃
徒
然
草
の
研
究
﹄（
一
九
九
八
年
、
風
間
書
房
）
の
資
料
編
に

依
る
。

（
14
）　

桑
原
博
史
「
徒
然
草
常
縁
本
系
統
の
研
究　

︱
底
本
の
性
格
︱
」（
福
田

秀
一
・
桑
原
博
史
﹃
常
縁
本
徒
然
草
﹄︿
一
九
六
八
年
、
大
修
館
書
店
﹀
所

収
）
に
依
る
。

（
15
）　

桑
原
博
史
﹃
徒
然
草
研
究
序
説
﹄（
一
九
七
六
年
、
明
治
書
院
）
一
五
五
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頁
、
斎
藤
彰
﹃
徒
然
草
の
研
究
﹄
五
二
頁
、
稲
葉
二
柄
「
大
妻
女
子
大
学

図
書
館
蔵
﹃
徒
然
草
﹄（
永
禄
六
年
写
）
の
書
誌
」（「
大
妻
女
子
大
学
紀
要

（
文
系
）」
34
、
二
〇
〇
二
年
三
月
。
大
妻
文
庫
﹃
徒
然
草
﹄︿
二
〇
一
一
年
、

新
典
社
﹀
の
解
題
と
し
て
再
録
）、
参
照
。

（
16
）　

こ
の
「
と
」
に
濁
点
を
打
ち
、
接
続
助
詞
「
ど
」
と
す
る
写
本
も
少
数

存
す
る
。
し
か
し
、「
世
の
例た
め
し

も
思
ひ
知し

ら
れ
て
哀
な
れ
」
と
「
大
路
み

た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
と
を
逆
接
で
結
ぶ
解
釈
は
、
理
解

し
が
た
い
。
そ
の
た
め
、「
ど
」
も
、
削
除
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

（
17
）　

た
だ
し
、「
怠お
こ
た

る
間ま

な
く
洩も

り
ゆ
か
ば
、
や
が
て
盡
き
ぬ
べ
し
」
で
当

該
行
を
終
え
、「
都
の
う
ち
に
お
ほ
き
人
、
死し

な
ざ
る
日
は
あ
る
べ
か
ら

ず
」
以
降
を
改
行
し
て
、
別
段
と
し
て
書
写
す
る
本
は
存
す
る
（
東
海
大

学
蔵
江
戸
初
期
写
本
（
桃
19-

15
）・
静
嘉
堂
文
庫
蔵
本
（502-7

）
等
）。

（
18
）　
「
見
た
り
」
は
、
語
彙
素
「
見
る
」＋
語
彙
素
「
た
り
」
で
検
索
し
た
。

検
索
は
、
二
〇
二
一
年
十
一
月
八
日
に
行
な
っ
た
。

（
19
）　
﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄（
一
九
九
九
年
、
角
川
書
店
）「
見
ゆ
」
の
語
釈
か

ら
引
用
し
た
。「
新
中
納
言
「
見
る
べ
き
程
の
事
は
見
つ
、
い
ま
は
自
害
せ

ん
」
と
て
」（﹃
平
家
物
語
﹄︿﹃
日
本
古
典
文
学
大
系
﹄
33
巻
（
一
九
五
九

年
、
岩
波
書
店
）
342
頁
﹀）
は
、「
自
分
の
意
志
で
見
る
」
こ
と
の
、
わ
か

り
や
す
い
用
例
で
あ
る
。

（
20
）　

龍
谷
大
学
図
書
館
蔵
﹃
黒
谷
上
人
語
燈
録
﹄（021-234-7

）。
全
文
の
カ

ラ
ー
写
真
が
、
龍
谷
大
学
図
書
館　

貴
重
書
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
公
開

さ
れ
て
い
る
。
検
索
に
は
、
卒
業
生
と
共
に
作
成
し
た
﹃
龍
谷
大
学
図
書

館
蔵 

黒
谷
上
人
語
燈
録
元
亨
版 

翻
刻
お
よ
び
総
索
引
﹄（
二
〇
二
〇
年
、

勉
誠
出
版
）
を
用
い
た
。

（
21
）　
「
大
路
見
た
る
こ
そ
、
祭
見
た
る
に
て
は
あ
れ
」
の
文
か
ら
、「
筆
者
の

も
の
の
見
方
を
説
明
し
て
み
よ
う
。」
と
い
う
「
学
習
」
を
設
定
し
て
い
る

教
科
書
が
有
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
流
布
本
本
文
か
ら
、「
筆
者
の
も
の
の
見
方
」
を
説
明
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

（
広
島
大
学
）




