
解
釈
は
訓
読
に
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
る
か

松
岡
雄
淵
の
「
師
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」
と
小
寺
清
先
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校
正
日
本
書
紀
』
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要

旨

　
今
般
新
出
の
『
神
代
紀
師
説
』
は
松
岡
雄
淵
の
日
本
書
紀
神
代
巻
に
つ
い
て
の
解
釈
説
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
雄
淵
は
『
校
正
日
本
書
紀
』
の
編
者
小
寺
清
先
の

師
で
あ
り
、
『
校
正
日
本
書
紀
』
に
は
雄
淵
の
解
釈
が
反
映
さ
れ
て
い
る
も
の
と
想
定
で
き
る
。
そ
こ
で
『
校
正
日
本
書
紀
』
神
代
巻
に
見
え
る
訓
読
が
、
先
行
の
諸

伝
本
と
は
異
な
っ
て
い
る
箇
所
に
つ
い
て
、
『
神
代
紀
師
説
』
に
示
さ
れ
た
雄
淵
の
解
釈
が
ど
の
よ
う
に
影
響
し
て
い
る
か
を
検
証
し
た
。

　
そ
の
結
果
、
本
文
の
記
述
内
容
に
つ
い
て
の
解
釈
を
述
べ
る
と
い
う
行
為
と
、
漢
文
本
文
に
加
点
し
こ
れ
を
訓
読
す
る
と
い
う
行
為
は
、
本
文
に
対
し
て
の
立
場
を

異
に
す
る
視
点
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
解
釈
説
は
本
文
つ
い
て
理
解
し
た
内
容
を
解
釈
者
が
自
ら
の
立
場
で
述
べ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
訓
読
は
、
本
文
に
つ
い
て
加
点
者
が
理
解
し
た
内
容
を
本
文
の
側
（
言
い
換
え
れ
ば
原
著
者
の
側
）
に
立
っ
て
表
現
し
た
も
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
『
校
正
日
本
書
紀
』
に
先
行
す
る
諸
伝
本
に
見
え
る
訓
読
で
は
、
こ
の
二
つ
の
視
点
が
不
分
明
で
あ
る
例
が
多
く
見
ら
れ
、
『
校
正
日
本
書
紀
』
と
先
行

諸
倉
本
の
間
で
の
訓
読
上
の
差
異
は
こ
の
よ
う
な
視
点
の
違
い
に
起
因
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
漢
文
文
献
を
訓
読
す
る
と
い
う
行
為

が
、
解
釈
説
を
表
明
す
る
こ
と
と
は
切
り
離
さ
れ
て
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
つ
ま
り
本
文
を
理
解
す
る
行
為
の
中
で
の
、
訓
読
そ
の
も
の
の
位
置
付
け
が
本
質
的

に
変
化
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

資
料
が
存
在
す
る
場
合
、
原
漢
文
の
同
一
箇
所
に
つ
い
て
、
そ
の
資
料
の

は
じ
め
に

間
で
相
異
な
る
訓
読
が
見
ら
れ
る
例
が
少
な
か
ら
ず
あ
り
、
こ
れ
を
互
い

に
比
較
検
討
し
、
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
様
々
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あ
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献
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伝
本
か
ら
の
報
告
を
い
く
つ
か
公
に
し
て
き
た
。

　
こ
の
「
差
異
」
を
突
き
詰
め
た
先
に
は
、
大
別
し
て
当
該
の
漢
文
本
文

に
つ
い
て
の
解
釈
の
違
い
と
、
訓
読
に
あ
て
ら
れ
る
日
本
語
（
特
に
日
本

語
に
お
け
る
漢
字
の
使
用
）
そ
れ
自
体
の
違
い
の
二
点
が
想
定
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
例
え
ば
当
該
文
献
の
受
容
史
な
ど
を
、
例
え
ば
国
語
史
的
な
事

項
な
ど
を
考
え
よ
う
と
い
う
場
合
、
抽
出
さ
れ
た
差
異
を
こ
の
二
点
か
ら

整
理
し
、
そ
の
性
格
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
考
察
の
材
料
と
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
私
自
身
は
も
っ
ぱ
ら
国
語
史
的
な
興
味
か
ら
こ
れ
に
着
目
し
て
き
た
者

で
あ
る
が
、
一
方
で
、
こ
の
二
点
は
相
互
に
明
確
に
は
峻
別
し
に
く
い
、

と
い
う
よ
り
も
、
同
一
事
項
の
表
裏
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
資
料
上
に
現

れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
例
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
、
と
の
思

い
も
ま
た
当
初
か
ら
あ
っ
た
。
解
釈
の
差
異
と
訓
読
に
あ
て
ら
れ
る
日
本

語
そ
れ
自
体
の
差
異
が
密
接
に
関
係
し
て
い
る
顕
著
な
例
は
、
い
わ
ゆ
る

敬
語
表
現
の
類
に
関
わ
る
諸
点
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
を
む
し
ろ
積
極
的

に
と
ら
え
、
更
に
広
く
こ
の
よ
う
な
訓
読
資
料
、
特
に
日
本
書
紀
諸
伝
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
　

の
考
察
に
道
を
開
か
れ
た
の
は
林
勉
先
生
で
あ
っ
た
。
私
自
身
の
考
え
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

端
緒
と
な
っ
た
例
は
今
少
し
異
な
り
、
い
わ
ゆ
る
訓
読
法
の
よ
う
な
こ
と

に
よ
り
近
い
事
項
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
林
先
生
の
、
主
に
中
世
の
吉

田
家
ゆ
か
り
の
諸
伝
本
に
つ
い
て
の
ご
研
究
に
導
か
れ
て
、
時
代
を
降
っ

た
江
戸
時
代
の
諸
伝
本
に
つ
い
て
、
そ
の
訓
読
上
の
敬
語
表
現
に
つ
い
て

　
　
ヨ
　の

例
を
手
始
め
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
分
析
に
私
自
身
も
踏
み
込

ん
だ
の
で
は
あ
っ
た
。

　
江
戸
時
代
は
、
国
学
を
は
じ
め
と
す
る
諸
学
の
隆
盛
が
あ
っ
て
、
古
典

籍
の
類
に
つ
い
て
の
解
釈
や
受
容
に
も
新
た
な
展
開
が
広
く
見
ら
れ
た
。

ま
た
漢
文
訓
読
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
教
育
制
度
の
整
備
普
及
と
広
範

囲
な
浸
透
を
背
景
と
し
て
、
訓
点
の
用
い
方
や
返
読
、
個
々
の
字
句
の
読

み
方
や
扱
い
な
ど
の
い
わ
ゆ
る
訓
読
法
が
整
備
さ
れ
た
時
期
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
右
に
述
べ
た
複
数
の
訓
読
資
料
相
互
間
の
差
異
が
も
っ
と
も
端

的
に
現
れ
た
時
期
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
見
通

し
も
併
せ
て
念
頭
に
あ
っ
た
。

　
こ
の
よ
う
な
着
眼
点
自
体
は
今
後
も
維
持
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い

る
が
、
改
め
て
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
事
項
、
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

後
明
ら
か
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
を
一
瞥
す
る
時
、
資
料

の
上
に
現
れ
た
事
実
か
ら
、
そ
の
差
異
の
基
を
探
る
考
察
を
よ
り
確
か
な

も
の
と
す
る
た
め
に
、
何
ら
か
の
機
会
を
得
て
、
そ
の
基
が
既
に
明
ら
か

に
な
っ
て
い
る
場
合
、
実
際
の
資
料
上
に
ど
の
よ
う
に
具
現
し
て
い
る
の

か
、
を
探
る
試
み
の
必
要
性
も
感
じ
始
め
て
い
た
。
こ
れ
は
解
釈
・
受
容

史
的
な
観
点
か
ら
も
、
国
語
史
的
な
観
点
か
ら
も
、
試
み
る
価
値
は
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
今
般
偶
々
そ
の
前
者
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
端
的
な
手

が
か
り
に
な
り
得
る
か
、
と
思
わ
れ
る
新
出
の
一
資
料
「
神
代
紀
師
説

（
渾
成
翁
口
授
）
』
（
以
下
「
『
師
説
』
」
と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）
を
見

出
し
、
併
せ
て
関
連
の
資
料
を
調
査
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
、
敢
え
て
こ

の
小
稿
を
も
の
す
る
こ
と
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。
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こ
の
『
神
代
紀
師
説
』
は
渾
成
翁
松
岡
雄
淵
の
日
本
書
紀
神
代
巻
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
　

い
て
の
解
釈
説
を
記
し
た
と
思
し
い
一
本
で
あ
る
。
雄
淵
は
『
校
正
日
本

書
紀
』
（
以
下
『
校
正
』
と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）
の
編
者
小
寺
清
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
師
で
あ
る
。
先
に
本
誌
に
小
稿
を
掲
載
し
て
い
た
だ
き
、
『
校
正
日
本

書
紀
』
を
日
本
書
紀
全
三
十
巻
の
訓
点
付
き
版
本
の
重
要
な
一
つ
と
し
て

紹
介
し
、
そ
の
訓
読
上
の
特
色
を
、
『
寛
文
九
年
版
本
』
（
以
下
『
寛
文
』

と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）
の
そ
れ
を
基
本
と
し
な
が
ら
、
そ
の
齪
齢
や

矛
盾
を
、
独
自
の
知
見
に
基
づ
い
て
積
極
的
に
正
そ
う
と
し
た
跡
を
見
て

取
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
し
た
。
竪
子
は
主
に
『
校
正
』
の
内
部
か
ら
述

べ
た
も
の
で
あ
り
、
清
聴
が
依
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
先
行
説
に
は
言
及
し

な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
、
送
稿
を
ふ
ま
え
、
『
校
正
』
の
巻
一
・
二
に
見

え
る
訓
読
の
背
景
に
松
岡
雄
淵
の
神
代
紀
に
つ
い
て
の
解
釈
説
の
存
在
を

想
定
し
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
、
軸
先
が
本
文
解
釈
を
ど
の
よ
う

に
実
際
の
訓
読
に
具
現
し
よ
う
と
し
た
の
か
を
探
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し

た
。
そ
し
て
そ
の
背
後
に
は
、
資
料
上
に
現
れ
た
訓
読
の
差
異
を
材
料
と

し
て
国
語
史
的
な
こ
と
が
ら
を
考
え
る
際
に
、
そ
の
基
礎
に
お
い
て
何
ら

か
の
指
針
と
な
り
得
べ
き
考
え
方
へ
の
見
通
し
を
付
け
る
こ
と
は
で
き
な

い
だ
ろ
う
か
、
と
の
思
い
も
あ
る
。

　
具
体
的
に
は
、
『
日
本
書
紀
』
巻
一
・
巻
二
を
対
象
に
、
流
布
本
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　

る
『
寛
文
九
年
版
本
』
に
見
え
る
訓
読
と
『
校
正
日
本
書
紀
』
の
そ
れ
と

の
間
の
差
異
の
個
々
の
項
目
に
つ
い
て
、
雄
淵
の
師
説
に
見
ら
れ
る
解
釈

を
反
映
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
否
か
を
検
討
し
、
訓
読
上
の
差
異
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

本
文
解
釈
の
間
に
何
ら
か
の
関
係
の
跡
の
い
く
つ
か
を
を
描
き
出
す
こ
と

を
試
み
た
次
第
で
あ
る
。

　
な
お
本
稿
は
、
特
に
関
連
す
る
諸
資
料
の
調
査
に
つ
い
て
、
平
成
十
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

年
度
放
送
大
学
特
別
研
究
助
成
に
よ
る
調
査
の
成
果
の
一
部
に
よ
る
も
の

で
あ
る
。

松
岡
雄
淵
・
小
寺
清
先
の
神
代
紀
解
釈
の
背
景

　
松
岡
雄
淵
（
元
禄
十
四
年
～
天
明
三
年
）
は
尾
張
熱
田
の
人
、
字
仲

良
、
通
称
多
助
、
患
部
、
蓼
倉
舎
あ
る
い
は
渾
成
翁
と
も
号
し
、
若
林
強

斎
に
儒
学
を
、
玉
木
正
英
に
神
道
学
を
学
び
、
後
に
吉
田
家
の
侍
読
と

な
っ
て
後
進
の
指
導
に
も
あ
た
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
の
学
統
か
ら
推
し

て
、
『
日
本
書
紀
』
、
特
に
神
代
巻
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
橘
家
神
道
、
あ

る
い
は
下
御
霊
社
関
連
、
さ
ら
に
は
山
崎
闇
斎
及
び
こ
れ
に
連
な
る
諸
家

の
影
響
下
に
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
諸
流
は
、
江
戸

時
代
の
日
本
書
紀
訓
読
・
解
釈
の
上
で
、
中
世
の
吉
田
家
関
連
の
諸
家
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
き
た
そ
れ
と
は
異
な
る
特
色

を
持
つ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
何
回
か
小
稿
に
述
べ
て
き

た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

　
小
寺
帥
先
は
備
中
笠
岡
の
人
、
若
く
し
て
京
に
出
て
雄
淵
に
師
事
し
、

門
下
で
は
後
継
の
侍
読
に
推
さ
れ
る
ま
で
に
な
っ
た
が
こ
れ
を
固
辞
し
て

帰
郷
、
代
々
の
祠
職
を
継
ぐ
傍
ら
古
典
籍
の
研
究
・
歌
作
の
日
々
を
送
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り
、
後
に
自
校
良
案
館
設
立
の
際
に
県
令
早
川
氏
に
推
さ
れ
て
そ
の
塾
頭

と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。
『
校
正
日
本
書
紀
』
は
こ
の
帰
郷
後
に
成
さ
れ

た
の
で
は
あ
る
が
、
清
先
の
事
跡
を
見
る
限
り
、
本
格
的
に
師
事
し
て
の

勉
学
は
上
京
時
に
お
け
る
そ
れ
の
み
で
あ
っ
て
、
後
は
も
っ
ぱ
ら
独
学
に

依
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
清
心
の
学
的
基
盤
は
、
雄
淵
に
負

う
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

『
神
代
紀
師
説
（
渾
成
翁
口
授
こ
の
書
誌
概
略

　
今
般
新
出
の
『
神
代
師
講
説
（
渾
成
翁
口
授
）
』
は
大
本
袋
綴
三
冊
。

各
冊
に
同
趣
の
汎
用
の
紙
表
紙
を
付
し
、
表
紙
左
上
に
直
接
「
神
代
紀
師

説
　
渾
成
層
口
授
上
（
中
・
下
）
」
と
表
題
を
本
文
と
同
筆
で
墨
書
す
る

（「

ﾓ
成
翁
」
以
下
は
や
や
右
寄
り
に
小
書
）
。
本
文
は
全
編
に
わ
た
っ
て

一
筆
。
墨
付
き
上
冊
九
十
六
丁
、
中
墨
五
十
六
丁
、
下
冊
六
十
三
丁
で
、

各
藩
と
も
冒
頭
に
本
文
と
同
質
の
遊
紙
一
丁
を
置
く
。
改
装
な
ど
の
跡
は
．

見
ら
れ
な
い
。
上
冊
表
紙
に
ご
く
軽
微
な
傷
み
が
あ
る
他
は
本
文
・
装

丁
・
表
紙
共
に
良
好
な
状
態
で
あ
る
。
な
お
現
在
は
今
般
新
た
に
付
加
さ

れ
た
書
秩
に
納
め
る
。
奥
書
や
序
・
践
、
署
名
の
類
は
な
い
。
一
面
は
十

六
行
で
あ
る
が
、
被
曝
漢
文
本
文
を
略
記
し
て
示
す
部
分
で
は
こ
れ
に
二

行
分
を
充
て
て
い
る
。
一
行
は
三
十
文
字
前
後
で
あ
る
が
一
定
せ
ず
、
一

書
部
分
で
は
直
島
本
文
、
解
釈
三
共
に
一
～
二
文
字
分
行
頭
を
下
げ
て
記

し
て
い
る
。
日
本
書
紀
巻
上
下
の
内
容
上
の
章
段
の
区
切
り
に
あ
た
る
部

分
で
は
、
記
述
末
尾
行
以
下
を
余
白
と
し
て
次
紙
ま
で
空
白
を
置
い
て
次

の
章
段
と
な
る
。

　
上
善
冒
頭
に
総
論
的
な
記
述
三
丁
が
あ
り
、
第
四
丁
表
か
ら
書
紀
神
代

巻
の
白
文
本
文
を
一
行
略
記
し
た
上
で
、
こ
の
後
に
順
次
解
釈
説
を
漢
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
だ
　

片
仮
名
交
じ
り
文
で
記
す
。
上
馬
に
は
神
代
巻
上
の
四
神
出
生
章
ま
で
、

中
冊
に
は
同
巻
心
珠
盟
約
章
以
下
、
下
冊
に
は
巻
下
全
部
を
各
々
収
め

る
。
従
っ
て
巻
上
に
つ
い
て
の
記
述
の
方
が
か
な
り
分
量
的
に
多
い
こ
と

に
な
る
。
引
用
の
白
文
は
、
被
注
の
原
漢
文
本
文
そ
れ
自
体
を
提
示
す
る

と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
続
く
解
釈
説
の
該
当
す
る
本
文
箇
所
を
示
す
意

図
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
解
釈
説
中
に
本
文
字
句
数
文
字
分
を

掲
げ
、
当
該
箇
所
を
更
に
細
か
く
指
定
し
た
所
も
あ
る
。

　
内
容
の
上
で
は
、
「
垂
加
胆
云
～
」
「
強
剛
先
生
云
～
」
な
ど
と
し
て
山

崎
闇
斎
、
若
林
強
斎
な
ど
自
ら
の
学
統
の
先
人
や
、
「
風
葉
薫
物
ハ
～
」

「
藻
塵
草
二
～
」
な
ど
先
行
の
諸
説
を
引
い
て
解
釈
を
述
べ
た
部
分
が
多

く
見
え
る
が
、
単
に
引
く
の
み
で
は
な
く
そ
の
上
に
立
っ
て
自
説
を
展
開

す
る
形
で
述
べ
て
お
り
、
雄
蕊
か
ら
す
れ
ば
「
師
説
」
に
あ
た
る
言
説
で

あ
っ
て
も
場
合
に
よ
っ
て
は
論
難
の
対
象
に
な
っ
て
い
る
。

　
本
書
の
成
立
、
書
写
者
な
ど
を
直
接
に
知
り
得
る
記
述
は
無
い
が
、
後

の
項
で
も
述
べ
る
上
冊
冒
頭
の
総
論
的
記
述
の
内
容
か
ら
見
る
と
、
江
戸

時
代
後
～
末
期
の
成
立
と
考
え
ら
れ
、
表
紙
及
び
本
文
の
紙
質
な
ど
か
ら

推
す
限
り
、
書
写
も
こ
れ
と
は
隔
た
ら
ぬ
時
期
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
お
解
釈
説
の
部
分
に
は
、
ま
れ
に
朱
に
よ
る
訂
正
の
跡
が
あ
り
、
本
書
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ニ
　
　
　
　
　
き
　
　
　
　
ん
　
ム
　
　
　
　
　
　
　

鐘
呆
紀
ヨ
重
要
意
金
事
季
㌣
・
隻
書
ア
急
季
範
よ
ハ
氏

・
ζ
孝
之
介
也
帝
論
蔵
レ
盛
ワ
こ
湛
學
鶏
糞
重
々
し
テ
ゑ
＠

　
ヲ
置
峯
落
零
毒
葦
参
碧
く
奮
爽
電
ハ
甥
壷
し
夢
2
葱
撃
築

験
づ
レ
考
デ
、
隔
孟
・
女
吉
季
磨
墨
卸
蕎
穫
露
寒
、
え
需
疇
乳

ノ
条
乞
ぢ
フ
ら
島
碁
2
謁
聴
ノ
ワ
ぎ
寅
改
神
代
蒙
ゆ
唆
亀

　
娑
㌧
，
㌻
鳶
‘
ギ
ラ
量
乙
ヲ
無
し
ノ
ず
レ
孝
鋼
凌
毎
颪
呂
よ
昏

　
時
撃
ア
蜜
，
亀
ζ
美
玉
鳶
箆
ノ
妻
、
ワ
覆
毛
マ
ウ
予
重
事
ア
ソ
レ
テ

　
怖
琴
Z
フ
テ
更
部
ラ
安
全
づ
3
磐
彗
重
壁
礁
秘
義
ソ
書
笹

タ
つ
レ
筈
季
窺
謬
季
国
選
ξ
望
で
夢
黄
叢
誌
夢
彪
凌
ノ
謬

　
糞
、
し
翫
レ
姦
よ
タ
燈
み
急
番
ゐ
季
気
ε
テ
桑
全
書
眺
今
考
、
ラ

レ
鼠
八
奏
〉
夙
幾
芋
》
華
琴
斌
罵
り
労
し
ζ
恥
蘇
書
テ
マ

　
令
畜
筆
罠
、
呉
金
書
λ
果
父
菱
喰
健
勢
ノ
述
儀
ノ
章
為
垂
紀
烹
風

琴
叢
薫
・
、
②
考
テ
蓬
・
強
．
鼻
塞
♪
是
書
誤
全
量
案

　
　
身
教
吉
考
陰
茎
才
ρ
皇
紀
、
吉
肇
艇
ア
り
テ
零
が
残
蕎
看
粟
全
幅

　
曾
し
テ
着
筆
ラ
如
レ
農
、
鼻
糞
曳
畜
気
欝
圭
奉
ノ
逸
事
｛
卑
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ニ
　
　
　
　
ま
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ず
累
繁
制
塗
瑠
茱
”
嫡
流
加
麹
子
漢
潭
峰
含
蓄

　
・
藤
露

　
　
　
畜
菱
昏
卸
警
号
曳
具
ず
平
更
含
ぺ
女
真
ノ
色
き
天
芝
ぢ

　
　
　
3
飛
ブ
で
違
奄
テ
三
嗜
尊
く
・
叉
葦
も
少
㌢
攣
塾
ノ
峯
慮
喉

　
　
　
錠
、
蓬
ヲ
翼
ヲ
置
姦
ぺ
疇
戦
衣
こ
粍
簿
嘉
島
へ
き
サ

　　

@
曾
袋
ζ
桑
議
星
え
・
皆
空
．
驚
鯛
透
写
量
ム
櫓
聖
引
曾

　
　
　
夕
士
魂
三
4
聾
～
奪
ヴ
ア
う
フ
ザ
法
馬
短
ζ
ア
筆
墨
｝
蓄
ギ
走
ハ

　
　
　
》
を
3
蓄
3
筆
戦
気
曜
勘
峯
－
㌘
ヤ
ζ
｝
亙
Ψ
殺
ユ
ノ
書
弩

　
　
　
し
タ
ブ
マ
φ
土
一
叢
事
ヲ
ゑ
テ
壷
奇
♪
裏
ヲ
書
，
ア
ナ
マ
・
瞥
ス
マ

　
　
　
溜
を
3
論
㌻
灸
素
建
λ
曹
季
ノ
堵
蒙
艮
匙
、
多
｝
叡
漸
善

　
　
　
り
含
禽
慮
、
蟹
走
砂
曙
淀
之
蔽
レ
姦
簿
庚
一
奄
蝿
走
翼
薩
是
ガ

　
　
　
灸
叡
㌻
呂
淫
事
潅
審
窒
？
審
善
Z
故
塁
プ
｝
ご
き
夢

　
　
　
ヲ
乏
秦
考
健
雛
乳
ノ
全
え
無
デ
ゑ
ゾ
画
廊
灘
－
喫
囑
、
撃
：
い

　
　
　
瓦
乎
益
義
画
就
し
身
「
茎
エ
扱
、
鼓
掌
翼
｝
¢
ヲ
客
二
重
転
盈

　
　
　
り
モ
》
・
ユ
ク
，
ず
て
夢
㌃
り
ラ
イ
、
ス
～
ト
塾
が
侮
フ
へ
濫
♪
、
受
ず
盈
㌧
弘
劇
ア
ノ
・
男
ノ
蓄
・



解釈は訓読にどのように反映されるか186　（7）

が
何
ら
か
の
底
本
か
ら
転
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な

　
　
　
　
に
　

く
は
な
い
。
な
お
参
考
と
し
て
、
本
書
上
冊
墨
付
き
第
一
丁
表
及
び
同
第

四
丁
表
（
本
文
を
掲
げ
て
の
解
釈
説
の
冒
頭
（
天
地
開
篇
章
）
部
分
を
縮

小
し
て
図
に
掲
げ
た
。

　
解
釈
説
本
文
は
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
の
い
わ
ゆ
る
抄
物
体
（
広
い
意
味

で
の
）
で
記
さ
れ
て
お
り
、
表
題
に
言
う
「
口
授
」
は
こ
の
よ
う
な
点
に

よ
る
の
で
あ
ろ
う
。

『
師
説
』
に
見
る
雄
淵
の
基
本
姿
勢

　
本
書
上
冊
一
丁
表
～
三
丁
裏
は
序
文
と
も
言
え
る
よ
う
な
総
論
的
内
容

が
記
さ
れ
、
日
本
書
紀
、
就
中
そ
の
神
代
巻
の
本
文
及
び
成
立
、
内
容
解

釈
に
つ
い
て
の
雄
淵
の
基
本
的
な
姿
勢
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

こ
の
記
述
は
独
立
し
て
序
・
駿
の
体
裁
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
趣
の
概
略
は
、
本
稿
に
関
連
す
る
事
項
を
中
心
に
見
る
と
、
大
略
以

下
の
よ
う
整
理
で
き
る
。

・
『
日
本
書
紀
』
以
前
に
『
旧
事
紀
』
『
古
事
記
』
の
二
書
が
あ
る
が
、

両
者
共
に
成
立
の
経
緯
や
伝
来
を
考
え
る
と
信
ず
る
に
足
ら
な
い
。

『
日
本
書
紀
』
は
勅
命
に
よ
る
帝
紀
と
し
て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。

・
近
時
江
戸
の
万
葉
学
者
が
「
口
の
オ
・
奥
の
オ
」
な
ど
と
「
ヤ
カ
マ

シ
」
い
こ
と
を
言
う
が
、
そ
う
い
う
こ
と
は
『
万
葉
集
』
で
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
神
書
で
は
仮
名
遣
等
は
大
き
な
問
題
で
は
な
く
、
「
昔
カ

ラ
伝
ツ
タ
古
ヒ
趣
」
を
吟
味
す
る
こ
と
（
が
大
事
）
で
あ
る
。

・
『
旧
事
紀
』
は
文
字
の
使
い
方
が
「
ジ
ダ
ラ
ク
」
で
あ
り
、
『
古
事
記
』

は
仮
名
書
で
あ
る
（
本
来
の
文
字
の
使
い
方
で
は
な
い
）
の
に
対
し

て
、
『
日
本
書
紀
』
は
文
字
の
使
い
方
に
「
盗
癖
」
な
所
が
な
い
。
こ

れ
は
舎
人
親
王
が
慎
重
な
配
慮
で
文
字
を
用
い
た
か
ら
で
あ
っ
て
、
正

し
く
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
本
文
の
文
字
を
よ
く
「
吟
味
」
す

る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

・
日
本
国
を
「
ヤ
マ
ト
」
と
号
す
る
理
由
に
つ
い
て
は
古
来
諸
説
が
あ
る

が
、
若
林
強
斎
の
言
う
よ
う
に
「
山
の
跡
」
と
考
え
る
の
が
よ
い
。

（
こ
の
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
）
書
物
を
長
い
年
月
を
経
た
後

に
読
む
者
は
、
そ
の
「
道
理
」
を
き
ち
ん
と
理
解
す
る
こ
と
が
肝
要
で

あ
っ
て
、
訓
み
方
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。

・
垂
加
翁
の
門
人
の
説
に
『
日
本
書
紀
』
巻
一
・
二
の
み
を
特
立
し
て

「
神
代
上
下
」
と
し
、
巻
三
以
降
を
人
代
と
す
る
の
は
後
人
の
付
加
と

主
張
す
る
人
が
い
る
が
、
昔
の
書
を
「
今
案
」
か
ら
打
ち
破
る
よ
う
に

理
屈
で
論
難
す
る
の
は
「
僻
事
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
見
る
と
、
雄
淵
は
基
本
的
に
本
文
漢
字
の
厳
密
な
「
吟
味
」
に

よ
っ
て
、
著
述
さ
れ
た
編
著
者
の
意
図
を
正
確
に
読
み
と
る
こ
と
を
重
要

と
考
え
て
い
る
こ
と
。
ま
た
山
崎
闇
斎
・
若
林
強
奪
の
考
え
を
重
視
し
な

が
ら
、
学
統
に
盲
従
す
る
の
で
は
な
く
、
確
固
と
し
た
自
身
の
考
え
に
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従
っ
て
解
釈
を
試
み
よ
う
と
す
る
基
本
姿
勢
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
特

に
文
字
（
漢
字
）
の
意
を
読
み
取
る
こ
と
を
重
視
し
、
訓
読
や
そ
の
個
々

の
音
ば
か
り
に
拘
泥
す
る
こ
と
を
是
と
し
な
い
姿
勢
は
注
目
す
べ
き
で
あ

る
。
本
書
に
見
え
る
詳
細
な
注
釈
は
、
少
な
く
と
も
表
面
上
は
漢
字
本
文

か
ら
直
接
に
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
訓
点
付
き
の
本
文
あ
る
い
は
訓
読

文
を
掲
げ
な
い
理
由
も
此
処
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
一
方
出
先
の
『
校
正
日
本
紀
』
編
纂
の
意
図
に
つ
い
て
は
先
稿
に
も
述

べ
た
こ
と
で
あ
り
、
本
校
で
は
省
略
に
従
う
が
、
雄
淵
の
下
で
身
に
付
け

た
書
紀
本
文
に
つ
い
て
の
理
解
を
基
に
、
改
め
て
基
礎
に
な
る
校
訂
本
文

及
び
そ
の
訓
読
を
整
理
し
て
編
ん
だ
も
の
と
推
測
し
て
ほ
ぼ
間
違
い
な
い

　
　
ね
　

も
の
と
思
わ
れ
る
。

解
釈
と
訓
読
の
関
係
に
つ
い
て
の
雄
淵
・
清
々
の
基
本
的
な
姿
勢

　
先
ず
『
師
説
』
に
見
ら
れ
る
雄
蕊
の
、
解
釈
と
訓
読
の
関
係
に
つ
い
て

の
基
本
的
な
考
え
方
を
示
す
端
的
な
例
を
、
『
校
正
』
の
訓
読
と
併
せ
て

挙
げ
る
。

「
一
書
日
古
国
稚
丁
稚
之
時
…
…
」
　
（
巻
上
・
神
世
七
代
章
一
書
第
一
）

　
稚
ハ
ウ
イ
く
シ
ク
国
土
ノ
赤
子
ノ
ト
キ
ヲ
云
也

と
し
て
、
「
イ
シ
」
を
「
ウ
イ
ウ
イ
シ
（
う
ひ
う
ひ
し
）
」
か
ら
出
た
訓
で

あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
通
説
に
従
っ
た
も
の

と
思
わ
れ
る
が
、
「
う
ひ
う
ひ
し
↓
い
し
」
と
い
う
考
え
に
は
当
然
疑
問

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　

も
生
じ
る
所
で
あ
る
。

　
『
校
正
』
も
「
イ
シ
」
の
訓
を
与
え
て
い
る
が
、
全
体
に
『
寛
文
』
の

訓
の
仮
名
遣
い
を
歴
史
的
仮
名
遣
い
に
近
付
け
る
方
向
で
補
正
し
た
跡
が

随
所
に
見
え
る
同
書
に
あ
っ
て
、
こ
の
訓
を
採
っ
た
（
あ
る
い
は
こ
の
訓

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

に
疑
問
を
抱
か
な
か
っ
光
）
こ
と
は
興
味
深
い
。

コ
書
天
地
混
成
之
時
…
…
」

こ
の
「
混
成
」
に
つ
い
て
『
師
説
』
は
、

（
同
一
書
第
三
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

混
成
ノ
ニ
字
が
入
用
ゾ
本
文
ノ
マ
ロ
カ
レ
タ
ル
コ
ト
ハ
マ
ロ
ク
ア
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

タ
ル
ト
云
詞
コ
＼
一
室
フ
ゾ
」
此
節
ハ
丸
ク
成
就
シ
タ
コ
ト
也
天
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

丸
ク
成
地
モ
其
中
二
丸
ウ
成
就
シ
タ
是
ガ
チ
ョ
」
ツ
ト
シ
タ
コ
ト
ノ

ヤ
ウ
ナ
レ
ト
モ
セ
ン
ギ
ス
ル
ト
ヤ
カ
マ
シ
イ
ゾ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
還
啓
十
二
丁
裏
一
行
）

　
こ
の
「
稚
」
字
を
「
イ
シ
」
と
警
む
こ
と
は
諸
本
に
広
く
見
え
る
が
、

そ
の
根
拠
は
諸
説
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
雄
淵
は
こ
の
部
分
に
つ
い
て
、

と
し
て
同
位
本
伝
の
「
早
成
」
を
「
マ
ロ
カ
レ
タ
ル
」
、
こ
の
箇
所
の

「
混
成
」
は
「
マ
ロ
カ
レ
ナ
ル
」
と
訓
み
分
け
る
べ
き
こ
と
を
、
本
文
漢
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字
の
違
い
に
基
づ
い
て
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
解
釈
の
上
か
ら
述
べ
て
い
る
。

『
寛
文
』
を
は
じ
め
、
多
く
の
島
本
も
こ
の
訓
み
分
け
を
行
っ
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
　

一
部
綿
甲
に
は
区
別
し
て
い
な
い
と
も
思
わ
れ
る
例
も
あ
る
。
先
の
総
論

的
記
述
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
、
雄
馬
は
本
文
漢
字
一
字
一
字
を
重
視
し
て

解
釈
を
行
い
、
そ
の
結
果
と
し
て
訓
読
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
『
校
正
』
も
同
様
の
訓
み
分
け
を
し
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
先
行
説
と
異
な
る
考
え
を
打
ち
出
し
た
も
の
で
は
必
ず
し

も
な
く
、
本
稿
の
主
た
る
対
象
で
は
な
い
が
、
雄
淵
の
基
本
的
な
立
場
を

示
す
端
的
な
例
と
言
え
る
。

敬
語
の
用
い
方
を
め
ぐ
っ
て

　
先
の
項
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
訓
読
に
見
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
敬
語
表
現

の
類
は
、
加
点
者
の
本
文
に
つ
い
て
の
解
釈
が
端
的
に
訓
読
に
現
れ
た
例

で
あ
る
。
こ
れ
に
日
本
語
に
お
け
る
敬
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
語
そ
れ
自

体
や
そ
の
用
法
の
変
遷
が
複
合
し
て
、
当
該
箇
所
に
つ
い
て
の
諸
本
間
の

訓
読
の
差
異
と
し
て
具
現
し
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
特
に

神
代
巻
上
下
で
は
、
あ
る
神
に
つ
い
て
、
そ
の
動
作
に
敬
語
表
現
を
付
加

し
て
訓
読
す
る
か
否
か
、
就
中
あ
る
場
面
に
複
数
の
神
が
登
場
す
る
よ
う

な
場
合
に
、
敬
語
表
現
の
上
で
神
の
間
に
何
ら
か
差
を
付
け
て
い
る
か
否

か
が
最
も
端
的
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
は
更
に
こ
れ
を
単
純
化
し
て
見
る
た
め
に
、
会
話
場
面
で
発
話

に
先
立
つ
「
日
」
字
の
訓
み
方
に
限
定
し
て
考
え
て
み
る
。
こ
の
「
日
」

字
の
訓
読
に
敬
語
表
現
を
用
い
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
本
文
の
編
著
者

の
立
場
、
本
文
を
解
釈
す
る
者
の
立
場
、
を
軸
に
い
く
つ
か
の
視
点
を
想

定
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
於
い
て
、
当
該
の
神
を
敬
意
の

対
象
と
す
る
か
否
か
が
あ
り
得
る
。
こ
の
観
点
か
ら
諸
本
間
の
差
異
の
顕

著
な
部
分
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
の
で
き
る
例
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き

る
。表

　
発
話
に
先
立
つ
「
日
」
字
の
訓
み
方

a
大
八
洲
生
成
章

上
巻

b
瑞
珠
盟
約
章

c
宝
剣
出
現
章

d
天
孫
降
臨
章
e
同
章

高
皇
産
霊
尊
塗
※
∴
ロ
ノ
タ
マ
ハ
ク

大
己
牛
神
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マ
ウ
サ
ク
？
（
□
…
ロ
ク
）

f
同
章
g
同
章
一
書

下
巻

寛
文
　
，
　
　
，
　
　
医
　
　
伽
校
正

h
海
瀬
遊
幸
章
　
　
　
（
遊
幸
前
）
i
同
章
一
同
章
　
　
　
（
遊
幸
後
）

注
・
神
代
巻
上
下
の
章
段
で
整
理
し
、
発
話
し
た
神
名
と
当
該
箇
所
で
の
発
話
に

　
先
立
つ
「
日
」
字
の
夢
み
方
を
示
し
た
。

　
二
」
の
よ
う
な
趣
旨
に
該
当
す
る
部
分
は
他
に
も
多
い
が
、
こ
こ
で
は
本
稿
に

　
関
係
す
る
例
の
み
を
掲
げ
た
。

　
・
別
伝
聞
で
異
な
る
神
名
が
あ
る
場
合
な
ど
は
一
々
を
挙
げ
ず
、
比
較
的
よ
く

　
知
ら
れ
て
い
る
神
名
で
示
し
た
。

　
発
話
に
先
立
つ
「
日
」
の
訓
み
方
及
び
そ
の
表
記
に
つ
い
て
は
『
寛

文
』
『
校
正
』
共
に
特
殊
な
例
を
除
い
て
、

　
　
イ
ハ
ク
…
…
…
…
…
イ
ハ
ク
ロ
ロ
ク

　
　
ノ
タ
マ
ハ
ク
…
…
…
ノ
玉
バ
ク
　
ノ
ロ
ロ
ロ
ク
　
ロ
ロ
ロ
ロ
ク

　
　
マ
ウ
サ
ク
…
…
…
…
マ
ウ
サ
ク
　
マ
ロ
ロ
ク
　
ロ
ロ
ロ
ク

　
　
マ
ウ
シ
タ
マ
ハ
ク
…
マ
ウ
シ
玉
バ
ク
　
マ
ロ
ロ
玉
ロ
ク

の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

　
「
□
…
ロ
ク
」
の
み
の
省
略
表
記
は
、
こ
れ
だ
け
で
は
右
の
ど
の
訓
を

表
す
の
か
明
確
で
は
な
い
が
、
『
校
正
』
で
は
、
直
前
の
同
一
神
の
発
話

に
訓
が
明
示
さ
れ
て
い
る
例
に
つ
い
て
こ
の
形
を
用
い
て
、
訓
み
方
が
一

意
に
定
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
『
寛
文
』
も
同
様
の
用
い
方
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
バ
リ
　

が
、
『
校
正
』
ほ
ど
は
徹
底
し
て
は
い
な
い
。

　
表
中
で
a
・
c
・
f
・
h
・
i
：
J
は
各
々
『
寛
文
』
と
『
校
正
』
で

敬
語
上
の
扱
い
が
一
致
し
て
お
り
、
こ
れ
は
『
師
説
』
の
解
釈
説
と
も
矛

盾
し
な
い
。
例
え
ば
a
大
八
洲
生
成
章
で
は
、

　
何
デ
ア
レ
先
ツ
四
神
」
ノ
方
カ
ラ
御
先
ヘ
モ
ノ
ヲ
仰
セ
ラ
レ
タ
ゾ
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
裂
二
十
九
丁
裏
十
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
陰
ノ
詞
ヲ
発
セ
ラ
レ
タ
ヲ
要
義
テ
仰
セ
ラ
ル
＼
コ
ト
」
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
冊
三
十
丁
表
十
五
行
）

な
ど
の
よ
う
に
、
双
方
の
神
を
尊
敬
の
対
象
と
し
て
お
り
、
表
の
二
書
の

「
日
」
字
の
扱
い
と
一
致
し
て
い
る
。
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一
方
、
e
の
巻
下
天
孫
降
臨
章
の
経
・
武
二
神
と
大
己
貴
神
で
は
、

『
寛
文
』
と
『
校
正
』
で
一
致
し
て
い
な
い
、
と
い
う
よ
り
『
校
正
』
の

方
が
一
意
に
定
め
か
ね
る
加
点
に
な
っ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
「
□
…
ロ
ク
」
の
よ
う
な
表
記
は
、
同
一
の
神
に
つ
い
て
の

直
前
の
「
日
」
字
の
訓
み
方
を
援
用
で
き
る
場
合
に
用
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
例
で
は
該
当
す
る
大
己
貴
神
の
発
話
は
な
い
。
直
近
の
同
神
の

発
話
は
巻
を
隔
て
た
巻
上
の
末
尾
近
く
幸
本
巣
魂
説
話
の
部
分
に
見
え
る

の
み
で
あ
る
。
こ
れ
は
他
に
は
類
似
の
例
が
な
く
、
周
到
に
加
点
し
て
い

る
『
校
正
』
の
神
代
巻
の
中
で
は
少
々
目
に
付
く
。

　
先
行
す
る
巻
上
宝
剣
出
現
章
の
幸
魂
奇
士
説
話
の
部
分
は
、
登
場
す
る

神
は
大
己
貴
神
の
側
の
存
在
で
あ
り
、
こ
の
中
で
大
蚊
貴
神
を
第
一
位
の

敬
意
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
は
ど
の
立
場
か
ら
見
て
も
首
肯
で
き
る
と

こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
天
孫
降
臨
章
で
は
、
大
己
皇
神
は
天
孫
の
御

先
払
い
で
あ
る
経
・
武
二
神
と
対
峙
し
て
、
天
孫
へ
の
服
従
を
述
べ
る
内

容
で
あ
っ
て
、
発
話
に
先
立
つ
「
日
」
を
「
ノ
タ
マ
ハ
ク
」
「
マ
ウ
サ
ク
」

の
ど
ち
ら
に
訓
む
か
に
よ
っ
て
、
解
釈
上
の
大
己
貴
神
の
位
置
付
け
が
大

き
く
異
な
る
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
『
師
説
』
に
は
、

　
事
代
主
二
王
相
談
ノ
上
デ
異
事
申
サ
ウ
ト
有
事
大
前
貴
ト
云
へ

　ト
モ
」
二
神
ノ
武
勇
二
業
レ
テ
御
直
答
ナ
ク
カ
ヤ
ウ
ニ
脇
道
ヘ
ス
ベ

ラ
カ
シ
玉
フ
ト
説
ク
ト
コ
＼
ノ
正
」
意
ヲ
失
フ
ゾ

（
下
冊
十
二
丁
表
十
一
行
）

の
よ
う
な
記
述
が
あ
っ
て
、
大
己
貴
神
自
身
の
立
場
で
は
「
御
報
事
」

「
申
サ
ウ
」
と
へ
り
く
だ
っ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
解
釈
者
の
立
場

で
は
「
御
直
答
」
「
ス
ベ
ラ
カ
シ
玉
フ
」
の
よ
う
に
敬
意
の
対
象
と
な
っ

て
い
る
。
発
話
に
先
立
つ
「
日
」
字
は
後
者
に
あ
た
る
こ
と
に
な
り
、
こ

の
考
え
に
従
う
限
り
『
寛
文
』
の
「
マ
ウ
サ
ク
」
の
訓
は
取
り
に
く
い
解

釈
説
で
あ
る
。
こ
の
『
師
説
』
に
見
る
よ
う
な
、
一
連
の
本
文
記
述
の
中

で
視
点
を
異
に
す
る
と
ら
え
方
は
、
解
釈
説
を
述
べ
た
文
章
故
に
表
現
で

き
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
本
文
に
加
え
ら
れ
た
訓
点
（
お
よ
び
訓
み
下
し

　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
ね
　

文
）
で
は
表
し
に
く
い
。

　
『
校
正
』
の
「
□
…
ロ
ク
」
式
の
加
点
は
、
編
者
自
身
あ
る
い
は
版

下
、
彫
師
な
ど
も
含
め
、
誤
記
・
誤
刻
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は

あ
る
が
、
敢
え
て
複
数
訓
の
併
記
を
避
け
つ
つ
、
固
練
貴
神
に
つ
い
て
の

相
異
な
る
と
ら
え
方
を
乱
軍
に
表
現
す
る
策
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
部
分
を
訓
点
に
従
っ
て
読
み
下
す
際
に
、
視
点
の

取
り
方
に
よ
っ
て
異
な
る
読
み
が
で
き
る
よ
う
に
敢
え
て
配
慮
し
た
の
で

は
な
い
か
、
と
の
可
能
性
も
有
り
得
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
例
だ
け
を
考
え
る
と
少
々
突
飛
な
思
い
つ
き
で
は
あ
る
が
、
今
少

し
類
似
の
例
を
考
え
て
み
る
。
『
寛
文
』
と
『
校
正
』
が
一
致
す
る
例
で

あ
る
が
、
巻
下
今
宮
遊
幸
章
の
h
：
」
で
は
、
同
じ
火
蘭
降
命
（
海
幸

彦
）
に
つ
い
て
、
両
書
共
に
彦
正
々
出
見
尊
（
山
幸
彦
）
の
遊
幸
の
前
後
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で
扱
い
を
異
に
し
て
お
り
、
こ
れ
は
遊
鳥
に
よ
っ
て
彦
火
々
出
見
尊
に
新

た
な
神
威
が
備
わ
っ
た
と
の
解
釈
の
反
映
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

『
師
説
』
で
は
、

（
遊
幸
前
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
一
書
テ
見
レ
バ
兄
ノ
方
カ
ラ
幸
ヲ
易
コ
ト
ヲ
醜
悪
フ
ト
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
野
四
十
三
丁
表
六
行
）

（
遊
幸
後
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
御
自
身
ノ
悪
逆
ヲ
カ
ヘ
リ
ミ
テ
…
…
…
助
玉
ヘ
ト
乞
玉
フ
コ
ト
也

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
掻
払
四
十
七
丁
表
十
六
行
）

な
ど
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
ど
ち
ら
の
場
面
で
も
火
蘭
降
命
を
尊
敬
の

対
象
に
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
右
に
挙
げ
た
例
は

い
ず
れ
も
「
～
コ
ト
」
で
括
ら
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
形
は
、
漢
文
本
文
中
の
当
該
箇
所
に
つ
い
て
、

（
○
○
○
と
は
）

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

△
△
△
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

を
表
す
こ
と
も
で
き
る
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
双
方
を
同
時
に
兼
ね
る
こ

と
は
で
き
ず
、
加
点
は
そ
の
立
場
を
一
定
に
置
い
て
行
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。　

『
師
説
』
が
こ
れ
ら
の
箇
所
で
大
己
貴
神
、
火
蘭
降
命
を
尊
敬
の
対
象

と
し
て
い
る
の
は
、
「
経
・
武
二
神
と
対
峙
し
て
い
る
」
「
遊
幸
後
の
彦

火
々
出
見
尊
に
懇
願
し
て
い
る
」
と
い
う
本
文
の
内
容
か
ら
離
れ
た
、
雄

淵
自
身
の
立
場
に
お
い
て
で
あ
る
。
解
釈
説
を
述
べ
た
文
章
で
は
、
こ
の

よ
う
な
立
場
に
も
、
本
文
の
内
容
を
直
接
に
述
べ
る
立
場
に
も
、
当
然
立

つ
こ
と
が
で
き
る
が
、
漢
文
本
文
に
訓
点
を
付
す
形
で
こ
の
双
方
を
表
現

す
る
こ
と
は
基
本
的
に
は
で
き
な
い
。
発
話
と
こ
れ
に
先
立
つ
「
日
」
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
　

の
部
分
は
、
こ
れ
が
端
的
に
現
れ
る
箇
所
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
を
め
ぐ
っ
て

　
巻
上
四
神
出
生
章
本
伝
の
末
尾
近
く
、
素
適
鳴
尊
の
性
状
を
述
べ
た
箇

所
に
、
「
故
令
国
内
人
民
多
以
天
折
復
使
青
山
変
枯
」
と
い
う
部
分
が
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
『
寛
文
』
『
校
正
』
．
で
は
、

と
、
自
説
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
先
の
大
己
貴
神
の
例
に
つ
い
て
見
た

よ
う
に
、
漢
文
本
文
に
訓
点
を
付
け
て
こ
れ
を
読
む
場
合
は
、
こ
の
よ
う

な
視
点
に
は
立
ち
に
く
く
、
逐
字
句
的
に
、
本
文
の
側
に
立
っ
て
読
む
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
訓
読
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
加
点
者
自
身
の
解
釈

（
寛
文
九
年
版
本
）

カ
シ
　
　
ヒ
ト
ク
サ
サ
ハ
　
ア
カ
ラ
サ
マ

故
レ
令
二
。
国
内
、
人
民
一
ヲ
多
二
以
テ
天
折
ニ
ス

マ
　
　
　
ア
ヲ
ヤ
マ
　
カ
ラ
ヤ
マ

復
配
使
青
山
．
変
枯
二
．

　
（
巻
一
・
九
丁
裏
八
行
）



解釈は訓読にどのように反映されるか180　（13）

（
校
正
日
本
書
紀
）

カ
シ
　
　
ヒ
ト
ク
サ
サ
ハ
　
ア
カ
ラ
サ
マ

故
レ
令
一
　
。
国
内
ノ
人
民
…
ヲ
多
二
以
天
津
ニ
ス

マ
　
　
シ
　
　
ア
ヲ
ヤ
マ
　
　
カ
ラ
ヤ
マ

復
タ
使
二
。
青
山
一
ヲ
蔵
並
重
ス

（
巻
一
・
本
文
八
丁
裏
四
行
）

と
、
一
部
異
な
る
訓
み
方
が
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
四
神
出
生
章
本
伝
の
例
は
、
「
令
」
字
及
び
「
使
」
に
よ
っ
て
組

み
立
て
ら
れ
て
は
い
る
が
、
い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
と
見
て
考
え
る
と
若
干

問
題
が
残
る
。
一
般
に
使
役
句
形
は
「
令
○
○
△
△
」
の
よ
う
な
形
で
、

「
○
○
に
△
△
さ
せ
る
」
の
よ
う
な
意
に
解
釈
さ
れ
る
。
訓
読
の
仕
方
は

　
　
　
　
　
む
　

三
種
の
類
型
に
大
別
で
き
る
が
、
『
寛
文
』
『
校
正
』
で
は
、

（
寛
文
九
年
版
本
）

マ
タ
　
　
　
ナ
ナ
シ
キ
ジ
　
　
ミ

遣
二
。
テ
無
名
雅
　
ヲ
伺
茎
．
之

　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
下
天
孫
降
臨
章
本
伝
／
巻
二
・
二
丁
表
五
行
）

（
校
正
日
本
書
紀
）

マ
タ
　
　
　
ナ
ナ
シ
キ
ジ
　
　
ミ

遣
ニ
シ
テ
無
名
維
　
ヲ
伺
。
タ
。
．
之

（
同
／
巻
二
・
二
丁
表
三
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
ど
の
よ
う
に
加
点
し
て
「
○
○
ヲ
令
テ
ム
ム
セ
シ
ム
」
な
ど
と
孕
む
。

　
し
か
し
こ
こ
で
挙
げ
た
四
神
出
生
章
本
伝
の
例
は
「
令
～
～
使
～
～
」

と
連
続
し
た
形
で
あ
る
上
に
、
特
に
後
の
「
使
～
～
」
は
、
「
○
○
に
」

に
あ
た
る
部
分
が
「
青
山
」
で
あ
っ
て
、
人
物
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず
る

を
も
の
対
象
と
す
る
一
般
的
な
意
味
で
の
使
役
句
形
と
は
内
容
の
上
で
少

　
　
　
　
お
　

し
異
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
箇
所
の
本
文
は
、
「
此
神
里
惇
以
安
忍
且
常

満
塁
泣
為
行
故
令
人
民
…
…
」
の
よ
う
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
内

容
の
上
で
は
、
「
こ
の
神
（
素
菱
鳴
尊
）
は
勇
桿
・
安
忍
で
、
常
に
巽
泣

い
て
ば
か
り
い
た
の
で
、
国
内
の
人
民
が
多
く
壷
折
し
、
青
山
は
変
枯
し

て
し
ま
っ
た
。
」
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
こ
の
箇
所
を
使
役
句
形
の
意
で

取
ら
な
く
て
も
、
と
言
う
よ
り
使
役
と
考
え
な
い
方
が
よ
り
収
ま
り
よ
く

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
事
実
『
師
説
』
の
解
釈
説
は
、

素
尊
ノ
タ
メ
ニ
非
命
二
死
シ
テ
天
工
ス
ル
カ
ラ
」
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
冊
五
十
丁
表
十
二
行
）

ド
ノ
ヤ
ウ
ニ
生
茂
タ
青
山
デ
モ
」
素
尊
ノ
殺
伐
ノ
金
気
ニ
ア
ヘ
ハ
秋
ノ

紅
葉
ス
ル
ヤ
ウ
ニ
変
枯
ト
ナ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
同
十
六
行
）

と
、
基
本
的
に
は
使
役
の
意
に
は
解
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
、
当
該
の
本

文
を
離
れ
、
雄
淵
自
身
の
解
釈
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
可
能
な
こ

と
で
あ
っ
て
、
本
文
の
字
句
は
少
な
く
と
も
形
の
上
で
は
「
令
」
字

「
使
」
字
を
用
い
た
「
使
役
」
句
形
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。

　
『
寛
文
』
『
校
正
』
の
加
点
を
見
る
と
、
基
本
的
に
は
使
役
輪
形
の
よ

う
に
扱
っ
て
い
る
が
、
前
半
の
「
令
」
字
の
部
分
で
は
両
者
と
も

ア
カ
ラ
サ
マ

「
天
折
ニ
ス
し
と
「
シ
ム
」
を
用
ず
、
ま
た
後
半
の
「
使
」
字
の
部
分
も

　
　
　
　
　
カ
ラ
ヤ
マ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
ラ
ヤ
マ

『
寛
文
』
は
「
変
枯
ニ
ス
」
、
『
校
正
』
「
変
高
圧
ナ
ス
」
と
「
シ
ム
」
を
用
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い
な
い
、
と
配
慮
の
跡
が
見
え
る
訓
み
方
で
あ
る
。
特
に
『
校
正
』
は

「
変
枯
」
に
敢
え
て
「
ナ
ス
」
を
補
読
し
て
「
青
山
」
の
動
作
で
は
な
い

こ
と
を
示
し
て
お
り
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
『
寛
文
』
が
後
半
の
「
使
」
字

に
関
し
て
返
読
、
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名
を
欠
く
　
　
と
い
う
こ
と
は

「
使
」
字
を
不
平
と
し
て
い
る
、
と
も
考
え
ら
れ
る
　
　
こ
と
も
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
　
お
　
　
め
　

よ
う
な
配
慮
の
一
端
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

と
す
る
例
が
あ
る
。
『
校
正
』
は
こ
の
よ
う
な
中
で
も
比
較
的
早
い
も
の

で
あ
っ
て
、
敢
え
て
こ
の
訓
を
採
っ
た
こ
と
に
は
何
ら
か
の
意
図
が
感
じ

ら
れ
る
所
で
あ
る
。

　
一
方
『
師
説
』
に
は
こ
れ
ら
訓
注
に
つ
い
て
の
言
及
は
あ
ま
り
多
く
は

な
く
、
例
え
ば
巻
上
大
八
洲
生
成
章
本
伝
の
訓
注
「
日
本
此
云
耶
麻
騰
下

皆
数
此
」
に
つ
い
て
、

杉浦克己

訓
注
部
分
の
「
此
云
」
の
訓
み
方
を
め
ぐ
っ
て

『
寛
文
』
『
校
正
』
の
訓
注
部
分
へ
の
加
点
の
仕
方
を
見
る
と
、

（
寛
文
九
年
版
本
）

ヨ
ウ
モ
ツ
コ
ク
コ
　
　
　

ハ
コ
ク
ニ

葉
木
国
此
．
，
ハ
云
二
．
播
挙
曾
爾
み

　
　
　
　
　
　
（
巻
上
含
量
七
代
章
一
書
第
二
／
巻
二
・
二
丁
表
四
行
）

（
校
正
日
本
書
紀
）

ミ
ミ
ミ
コ
　
　
　
ハ
コ
ク
ニ
　
　
ヵ
　

葉
木
国
此
．
．
云
二
．
播
挙
矩
爾
み

（
同
・
二
丁
表
三
行
）

の
よ
う
に
「
此
云
」
部
分
に
つ
い
て
「
此
ヲ
バ
」
「
此
ヲ
」
と
異
な
る
訓

　
　
　
　

み
方
が
さ
れ
て
い
る
。

　
他
の
伝
本
の
多
く
は
『
寛
文
』
と
同
じ
く
「
此
ヲ
バ
」
で
あ
る
が
、
管

見
の
限
り
、
江
戸
時
代
後
期
頃
以
降
の
も
の
に
は
少
数
な
が
ら
「
此
ヲ
」

日
本
ノ
国
ハ
日
賦
ノ
本
国
ト
二
文
字
ヲ
切
テ
日
本
ノ
ニ
字
ヲ
填
テ
」

ヤ
マ
ト
＼
義
訓
シ
タ
ゾ
ソ
レ
デ
此
下
註
二
日
本
此
云
耶
麻
騰
下
皆
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

数
此
ト
ア
ル
ゾ
一
部
ノ
凡
例
如
此
ト
云
コ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
上
冊
三
十
二
丁
裏
十
四
行
）

と
す
る
な
ど
い
く
つ
か
の
例
が
見
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
は
「
下
皆

数
此
」
と
他
所
の
通
例
と
は
異
な
っ
た
字
句
を
含
ん
だ
例
で
あ
り
、
『
師

説
』
の
訓
注
へ
の
言
及
は
そ
の
よ
う
な
例
に
比
較
的
多
い
。
通
例
の
訓
注

の
記
述
内
容
は
本
文
及
び
そ
の
訓
み
方
で
あ
り
、
敢
え
て
訓
注
の
字
句
に

つ
い
て
解
釈
説
を
別
置
す
る
要
は
な
い
、
と
雄
淵
は
考
え
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
内
容
は
本
文
字
句
に
つ
い
て
の
解
釈
説
で
述
べ
た

内
容
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
右
に
挙
げ
た
言
及
例
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
「
一
部
ノ
凡
例
如
此
ト
云
コ
ト
」
と
、
雄
淵
自
身
の
解
釈
を
述
べ
て
い

る
の
は
、
被
注
の
本
文
字
句
で
は
な
い
部
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
雄
淵
は
訓

注
を
直
接
の
解
釈
の
対
象
と
は
し
な
い
こ
と
を
基
本
に
し
て
い
る
こ
と
に
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な
る
。
先
の
項
で
紹
介
し
た
『
師
説
』
の
総
論
的
記
述
に
見
え
る
、
本
文

の
一
字
一
字
を
重
視
し
、
そ
の
訓
（
訓
義
で
は
な
く
「
読
み
方
」
）
が
問

題
な
の
で
は
な
い
と
す
る
基
本
姿
勢
か
ら
も
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。　

こ
れ
を
前
提
に
考
え
る
と
、
敢
え
て
『
校
正
」
が
「
此
ヲ
」
の
訓
を

採
っ
た
理
由
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
此
ヲ
バ
」
と
助
詞
「
ハ
」

を
入
れ
た
形
は
加
点
者
（
表
現
者
）
の
側
の
立
場
か
ら
の
表
現
で
あ
る
。

敢
え
て
強
調
気
味
に
言
え
ば
「
○
○
此
を
△
△
と
云
う
の
で
あ
る
」
の
よ

う
に
、
訓
注
の
字
句
に
つ
い
て
自
ら
の
解
釈
説
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
姿
勢
は
、
雄
淵
の
よ
う
に
訓
注
を
扱
う
考
え
と

は
異
な
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
『
校
正
』
は
敢
え
て
「
此
ヲ
」
と
す
る
こ
と
で
、
あ
く
ま
で
原
漢
文
の

側
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
、
「
訓
」
の
み
を
示
す
訓
注
と
し
た
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　

い
だ
ろ
う
か
。
想
像
の
域
を
出
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
自
ら
の
解
釈
説

を
述
べ
る
注
釈
行
為
と
、
あ
く
ま
で
原
漢
文
の
側
に
立
っ
た
訓
読
行
為
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
　

区
別
し
て
考
え
た
一
端
と
も
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

個
別
の
語
句
を
め
ぐ
っ
て

　
訓
読
に
見
え
る
個
々
の
語
句
に
つ
い
て
、
『
寛
文
』
と
『
校
正
』
の
差

異
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
そ
れ
を
『
師
説
』
に
照
ら
し
て
何
ら
か
が
浮

上
す
る
端
的
な
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
み
る
。

封
馬
嶋
　
巻
上
八
洲
起
源
章
本
伝
に
、

（
寛
文
九
年
版
本
）

（
校
正
日
本
書
紀
）

封・粒
馬・馬。
嶋・嶋ζ

（
巻
一
・
五
丁
表
五
行
）

（
巻
一
・
四
丁
裏
六
行
）

の
よ
う
な
例
が
あ
っ
て
、
本
文
「
封
馬
嶋
」
に
つ
い
て
『
寛
文
』
と
『
校

正
』
の
訓
が
一
致
し
て
い
な
い
。
同
章
一
書
第
七
に
は
本
文
「
封
馬
洲
」

の
例
が
あ
る
が
、

（
寛
文
九
年
版
本
）

（
校
正
日
本
書
紀
）

封・難
馬・馬。

洲・洲与

（
巻
一
・
八
丁
表
二
行
）

（
巻
一
・
七
丁
裏
七
行
）

と
、
同
様
に
一
致
し
な
い
。

　
本
文
の
文
字
か
ら
す
れ
ば
「
封
馬
」
で
「
ツ
シ
マ
」
で
あ
り
、
逐
字
的

に
読
め
ば
「
ツ
シ
マ
シ
マ
」
「
ツ
シ
マ
ノ
シ
マ
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
他
の

伝
本
で
は
、
「
ツ
シ
マ
シ
マ
」
が
長
仰
本
な
ど
、
「
ツ
シ
マ
ノ
シ
マ
」
あ
る

い
は
「
ツ
シ
マ
ノ
ロ
ロ
」
が
為
縄
本
、
弘
安
本
、
兼
熈
本
左
訓
な
ど
、

「
ツ
シ
マ
し
が
弘
安
本
右
傍
訓
、
水
戸
本
、
乾
元
本
な
ど
多
く
の
伝
本
に

各
々
見
え
る
。
ま
た
煩
を
厭
う
て
一
々
は
挙
げ
な
い
が
、
他
の
様
々
な
文

献
資
料
で
も
「
封
馬
嶋
」
で
「
ツ
シ
マ
」
と
す
る
も
の
が
最
も
多
い
も
の

の
、
「
ツ
シ
マ
シ
マ
」
「
ツ
シ
マ
ノ
シ
マ
」
の
形
も
併
存
し
て
い
た
も
の
の



　
　
よ
う
で
あ
る
。

個
　
『
師
説
』
で
の
こ
の
部
分
へ
の
言
及
は
・

卿

封
馬
ハ
土
シ
マ
ル
ノ
ク
ン

（
上
郷
三
十
三
丁
裏
十
四
行
）

と
『
寛
文
』
『
校
正
』
の
訓
が
一
致
し
な
い
例
が
あ
る
。
こ
れ
に
続
い
て

「
覆
槽
此
云
干
該
」
と
の
訓
注
が
あ
っ
て
、
『
校
正
』
は
こ
れ
に
従
っ
て

「
覆
槽
」
で
「
ウ
ケ
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
『
師
説
』
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
記
述
は
、

杉浦克己

と
地
名
の
由
来
を
挙
げ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
訓
み
方
に
は
言
及
し
て
い
な

い
。
「
封
馬
」
を
「
土
シ
マ
ル
」
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
封
馬
嶋
」
は

「
土
シ
マ
ル
シ
マ
↓
ツ
シ
マ
シ
マ
」
と
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と

も
推
測
で
き
る
が
、
『
寛
文
』
も
こ
の
よ
う
な
考
え
に
従
っ
て
「
ツ
シ
マ

シ
マ
」
の
訓
を
採
っ
て
い
た
と
は
考
え
難
い
。
『
師
説
』
は
お
そ
ら
く
こ

の
地
名
が
現
に
存
す
る
「
黒
馬
」
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て

い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
訓
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
『
校
正
』
の
「
ツ
シ
マ
」
は
『
師
説
』
に
対
し
て
何
ら
か
考
え

が
あ
っ
て
の
上
、
と
考
え
る
こ
と
は
難
し
く
、
当
時
最
も
一
般
的
で
あ
っ

た
訓
に
よ
っ
て
先
行
の
『
寛
文
』
の
そ
れ
を
改
め
た
、
程
に
見
て
お
く
の

が
穏
や
か
で
あ
ろ
う
。

覆
槽
置
　
巻
上
宝
鏡
開
始
章
本
伝
の
岩
戸
前
の
天
山
女
命
の
場
面
に
、

（
寛
文
九
年
版
本
）

（
校
正
日
本
書
紀
）

　
　
ウ
ケ
フ
セ
　
ト
ト
ロ
カ
シ

…
…
海
黄
　
　
置

　
　
ウ
　
ケ
　
　
ト
し
ロ
カ
シ

…
…
覆
槽
置

（
巻
一
・
二
十
八
丁
裏
二
行
）

（
巻
一
・
二
十
八
丁
裏
二
行
）

覆
加
重
」
ト
ハ
ウ
ケ
ト
ヲ
ケ
ト
通
ス
是
ヲ
ウ
ツ
ム
ケ
タ
＼
ケ
ハ
音
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
ル
置
ハ
ト
ゴ
ロ
く
ト
鳴
」
ス
コ
ト
是
ハ
拍
子
を
ト
ル
物
後
世
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

楽
二
太
鼓
ヲ
用
ル
コ
ト
玉
書
カ
ラ
発
タ
コ
ト
是
」
ヲ
後
世
神
楽
ノ
濫

膓
ト
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
冊
二
十
三
丁
表
四
行
）

と
な
っ
て
い
て
、
食
み
方
そ
の
も
に
に
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
「
ウ
ツ

ム
ケ
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
「
覆
槽
」
の
部
分
に
「
伏
せ
る
」
の
よ
う
な
意

が
含
ま
れ
る
と
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、

「
ウ
ケ
フ
セ
」
の
訓
が
妥
当
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
先
行
諸
本
の
訓
を
見

る
限
り
「
覆
槽
」
二
文
字
で
「
ウ
ケ
フ
セ
」
と
読
む
よ
う
な
加
点
が
元
々

で
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
る
が
、
『
寛
文
』
の
加
点
は
「
覆
（
ウ
ケ
）
」
「
槽

（
フ
セ
）
」
と
取
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
問
題
が
残
る
。

　
さ
ら
に
言
え
ば
、
こ
こ
で
の
天
銀
女
命
の
行
動
は
神
事
の
所
作
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
け

に
理
解
さ
れ
、
こ
の
部
分
の
「
ウ
ケ
」
を
「
誓
ひ
」
と
理
解
す
る
こ
と
は

広
く
行
わ
れ
て
い
た
。
『
師
説
』
の
記
述
も
そ
れ
を
解
説
し
た
内
容
と
考

え
た
方
が
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
解
か

ら
す
れ
ば
「
覆
槽
」
を
「
ウ
ケ
」
す
る
訓
は
首
肯
で
き
、
続
く
訓
注
に
も
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矛
盾
し
な
い
。
お
そ
ら
く
『
校
正
』

て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

血
染
　
巻
下
天
孫
降
臨
章
本
伝
で
、

尊
の
発
話
に
、

（
寛
文
九
年
版
本
）

（
校
正
日
本
書
紀
）

の
加
点
は
こ
の
よ
う
な
考
え
も
あ
っ

天
稚
彦
の
射
た
矢
を
見
た
高
皇
産
霊

チ
ヌ
レ
　
　
　
　
ソ
　
　
　
ヤ

血
染
ニ
タ
リ
其
ノ
矢
三

チ
　
ヌ
レ
　
　
　
　
ソ
　
　
　
　
ヤ

血
染
㍉
其
ノ
矢
一
二

（
巻
二
・
二
丁
裏
四
行
）

（
巻
二
・
二
丁
裏
一
行
）

と
い
う
例
が
あ
る
。
血
書
の
不
一
致
は
「
染
」
字
へ
の
読
み
添
え
の
「
タ

リ
」
と
「
リ
」
で
あ
る
が
、
「
染
」
字
を
『
寛
文
』
の
「
ヌ
レ
タ
リ
」
で

は
、
「
ヌ
ル
（
下
二
段
）
」
、
『
校
正
』
の
「
ヌ
レ
リ
」
で
は
「
ヌ
ル
（
四

段
）
」
と
訓
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
他
の
伝
本
の
多
く
は
『
寛
文
』
と

同
様
で
あ
る
が
、
丹
鶴
叢
書
本
が
「
男
縁
り
し
の
よ
う
な
加
点
で
「
ヌ
レ

リ
」
と
取
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
『
師
説
』
の
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
記
述
は
高
皇
産
霊
尊
の
一
連
の
心

中
語
と
し
て
、

　
　
其
皮
帯
勢
力
付
テ
ア
ル
カ
ラ
為
人
ヲ
射
込
ニ
違
ヒ
ナ
イ
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
冊
六
丁
裏
四
行
）

と
な
っ
て
い
る
。
「
そ
の
矢
に
血
が
付
い
て
あ
る
」
の
解
は
原
漢
文
の

「
血
染
其
段
」
を
逐
字
的
に
解
釈
し
た
と
い
う
よ
り
は
四
文
字
全
体
の
意

を
取
っ
て
解
釈
者
の
立
場
で
述
べ
た
も
の
と
考
え
た
方
が
よ
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　
「
血
染
其
矢
」
を
現
代
の
漢
文
訓
読
的
に
敢
え
て
解
せ
ば
、
「
血
そ
の

矢
を
染
む
」
な
ど
と
訓
読
し
て
「
血
が
そ
の
矢
を
染
め
て
い
た
」
の
よ
う

な
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
が
、
「
血
」
を
動
作
主
に
解
す
る
の
は
、
当
時

の
訓
読
文
と
し
て
は
必
ず
し
も
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
動
作
で
は
な
く
状
態

と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
『
師
説
』
の
解
釈
も
そ
の
よ
う

に
な
っ
て
い
る
。
『
寛
文
』
の
訓
は
「
血
（
が
）
其
の
矢
に
ぬ
れ
る
」
と

解
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
他
の
資
料
の
例
を
見
る
と
「
鐸
」
字
な
ど
の
訓
と
し
て
「
チ
ヌ
ル
」
と

い
う
四
段
動
詞
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
「
血
を
塗
る
」
だ
け
で
な
く

「
血
が
付
着
し
て
い
る
」
の
よ
う
な
意
で
も
用
い
ら
れ
、
意
味
の
上
で
は

ち
ょ
う
ど
こ
の
部
分
に
該
当
す
る
。
し
か
も
武
器
な
ど
の
類
に
「
チ
ヌ

ル
」
こ
と
は
、
「
（
生
平
の
血
を
）
チ
ヌ
ル
」
な
ど
と
し
て
一
種
の
呪
的
な

意
味
合
い
が
あ
る
行
為
に
用
い
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

　
本
文
は
こ
の
先
、
高
皇
産
霊
尊
が
こ
の
矢
を
投
げ
返
し
、
そ
れ
に
射
ら

れ
て
天
稚
彦
は
「
思
死
」
す
る
の
で
あ
る
が
、
「
此
世
人
所
謂
反
矢
可
畏

之
縁
也
」
と
の
起
源
説
が
添
え
ら
れ
て
い
て
、
天
稚
彦
の
死
は
不
忠
に
対

す
る
神
罰
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
起
源
説
の
記
述
か
ら
、
神
罰

は
も
っ
ぱ
ら
「
反
矢
」
の
問
題
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
が
、
同
章
一
書
第
一

の
同
説
話
部
分
で
は
、
天
神
が
「
若
以
悪
心
射
…
…
」
と
「
㎜
几
」
っ
て
投

げ
返
し
て
い
る
（
こ
の
一
書
の
記
述
に
は
矢
の
血
の
こ
と
は
書
か
れ
て
い

な
い
）
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
一
連
の
だ
4
7
動
全
体
が
不
祥
に
つ
な
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が
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
「
血
染
」
の
矢
も
、
そ

の
よ
う
な
神
事
の
一
部
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
『
師
説
』
も
「
天
罰
矢
也
」
（
同
十
六
年
目
、
「
天
稚
彦
反
矢
町
中
リ
天

器
」
ヲ
蒙
テ
死
タ
」
（
同
三
丁
十
行
）
な
ど
と
繰
り
返
し
述
べ
、
こ
の
部

分
の
記
述
全
体
を
「
天
罰
」
と
す
る
理
解
に
立
っ
て
い
る
。
『
校
正
』
の

訓
は
、
こ
の
よ
う
な
本
文
理
解
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
「
チ
ヌ
ル
」
か
ら

出
た
も
の
と
考
え
れ
ば
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

遠
自
起
　
天
孫
降
臨
章
本
伝
で
天
稚
彦
の
弔
問
に
訪
れ
た
味
鵜
高
彦
根
神

の
発
話
の
部
分
で
。

（
寛
文
九
年
版
本
）

カ
レ
　
　
　
　
ラ
ハ
し
カ
　
　
カ
ケ
ラ
ハ
　
　
　
　
ト
ヲ
　
　
ヨ
　
　
キ
カ
ナ
シ
　
　

故
不
㌧
テ
揮
｝
㌦
．
汗
繊
…
。
キ
ヲ
遠
。
自
り
起
哀
。
。
ト

（
校
正
日
本
書
紀
）

カ
レ
　
　
　
　
　
ハ
し
カ
　
　
カ
ケ
ラ
ハ
　
　
　
ト
ホ
　
ミ
　
　

キ
カ
ナ
シ

故
不
レ
シ
テ
揮
二
一
．
汗
稼
㌧
キ
．
遠
ク
自
　
起
哀
．

（
無
二
・
三
丁
裏
二
行
）

（
巻
二
・
三
丁
表
六
行
）

の
よ
う
に
「
遠
自
起
」
の
「
自
」
字
を
、
『
寛
文
』
は
「
ヨ
リ
」
と
助
詞

に
、
『
校
正
』
は
「
ミ
ヅ
カ
ラ
」
と
副
詞
に
縛
ん
で
い
る
。
な
お
、
他
の

諸
全
本
は
『
寛
文
』
と
同
様
の
訓
で
あ
り
、
『
校
正
』
が
他
と
は
異
な
る

独
自
の
考
え
で
こ
の
訓
を
採
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
れ
は
語
句
の
意

味
と
い
う
よ
り
は
、
前
後
も
含
め
た
内
容
の
理
解
の
違
い
で
あ
る
と
同
時

に
、
「
自
」
字
の
用
法
に
つ
い
て
の
考
え
方
の
違
い
と
見
る
こ
と
も
で
き

　
お
　

る
。　

こ
の
部
分
の
「
汗
薇
」
に
つ
い
て
は
、
死
稼
で
は
な
く
、
天
稚
彦
の
不

忠
と
そ
れ
へ
の
神
罰
と
見
る
考
え
方
が
一
般
的
の
よ
う
で
、
『
師
説
』
の

記
述
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

天
稚
彦
ハ
不
忠
ノ
罪
有
者
然
レ
ト
モ
朋
友
ノ
ヨ
シ
ミ
ヲ
以
テ
其
不
忠

ノ
繊
ラ
ハ
シ
キ
名
ヲ
不
愚
筆
遠
方
ヨ
リ
弔
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
冊
九
丁
裏
八
行
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　

の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。
解
釈
説
中
に
「
遠
方
ヨ
リ
」
と
し
て
い
る
こ
と

か
ら
す
れ
ば
、
当
該
の
漢
文
本
文
の
「
遠
自
」
を
「
遠
ヨ
リ
」
と
考
え
て

い
る
と
も
思
わ
れ
る
が
、
必
ず
し
も
逐
字
句
的
に
解
釈
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
く
判
断
は
難
し
い
。

　
こ
の
部
分
は
、
天
稚
彦
と
間
違
わ
れ
た
味
紹
高
彦
根
神
が
「
葱
然
作

色
」
し
て
述
べ
た
内
容
で
あ
っ
て
、
「
汗
稼
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
友
人
だ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
思
う
か
ら
わ
ざ
わ
ざ
遠
く
来
た
の
に
…
…
」
の
よ
う
な
気
持
ち
が
感
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
『
師
説
』
の
記
述
も
「
汗
繊
」
を
詳
説
し
、
そ

の
よ
う
な
味
粗
々
彦
根
神
の
意
図
を
強
調
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
生
高
彦
根
神
の
心
情
に
つ
い
て
の
解
釈
を
、
漢
文
本
文

の
側
か
ら
強
く
示
し
た
訓
読
と
し
て
、
『
校
正
』
は
敢
え
て
「
自
」
字
を

「
ミ
ヅ
カ
ラ
」
と
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
自
分
か
ら
進

ん
で
弔
問
に
来
た
に
も
関
わ
ら
ず
…
…
」
の
よ
う
な
意
図
を
示
そ
う
と
し
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た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

第　門
　　外

に
　　右
　　に
　　挙
　　げ
　　た
　　例
　　と

　　は
　　性
　　格
　　が
　　異
　　な
　　る
　　カミ

（
寛
文
九
年
版
本
）

（
校
正
日
本
書
紀
）

カ
　
　
　
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
イ

門
、
外
二
有
㍉
井

カ
　
　
　
ホ
カ

門
、
外
二
有
レ
井

巻
下
海
宮
遊
幸
章
一
書

（
巻
二
・
二
十
六
丁
裏
六
だ
4
7
）

（
巻
二
・
二
十
四
丁
表
五
行
）

と
い
う
例
が
あ
る
。
彦
火
早
出
見
尊
が
海
宮
の
門
に
至
っ
た
場
面
で
、
両

県
の
訓
は
一
致
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
先
行
の
諸
伝
本
で
は
こ
の
部
分

の
「
外
」
字
に
加
点
し
た
例
が
見
え
ず
、
こ
の
点
で
疑
問
が
残
る
。
『
師

説
』
で
も
こ
の
部
分
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
が
、
当
該
の
「
井
」
の
場

所
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
な
い
。

　
一
書
第
一
で
は
、
こ
の
例
の
直
後
に
同
じ
「
井
し
に
つ
い
て
、
「
門
前

井
邊
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
ま
た
同
章
本
伝
及
び
一
書
第
二
に
も
同
じ

「
井
」
の
記
述
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
「
門
前
」
と
な
っ
て
い
る
（
一
書

第
四
は
「
宮
門
井
」
）
。
本
伝
の
「
門
前
」
に
つ
い
て
は
、
『
寛
文
』
『
校

正
』
及
び
諸
本
共
に
具
体
的
な
表
記
に
は
差
が
あ
る
も
の
の
「
カ
ド
ノ
マ

へ
」
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
訓
み
方
で
あ
り
、
以
下
の
箇
所
は
省
略
表

記
形
で
同
じ
訓
を
示
し
て
い
る
。

　
『
師
説
』
も
、
本
伝
の
「
門
前
…
…
」
に
つ
い
て
は
、

門
前
二
井
有
井
ノ
上
二
号
津
杜
漏
ヲ
植
ル
ト
云
ハ
神
代
ニ
ア
ツ
テ
ハ

其
国
ノ
主
シ
テ
ナ
ケ
」
レ
ハ
門
前
二
杜
樹
ヲ
植
ル
コ
ト
ハ
ナ
イ
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
下
道
四
十
四
丁
裏
十
四
行
）

の
よ
う
に
言
及
し
、
後
の
一
書
第
三
の
例
で
は
「
井
」
に
つ
い
て
は
述
べ

て
い
る
が
「
門
前
」
に
は
言
及
し
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
こ
の

箇
所
の
み
が
本
文
「
門
外
」
と
な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
地
鶏
本
で

は
訓
み
方
が
示
さ
れ
な
い
。
『
師
説
』
も
「
門
前
」
と
は
異
な
る
「
門
外
」

に
は
言
及
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
門
前
」
「
門
外
」
は
、
一
書
第
一
で
同
じ
「
井
」
を
指
し
て
双
方
を

使
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
見
て
も
、
ほ
ぼ
同
意
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
初

出
で
あ
る
本
伝
の
「
門
前
」
と
解
釈
上
同
じ
で
あ
れ
ば
、
二
回
目
以
降
の

用
例
に
つ
い
て
は
解
釈
の
要
は
な
い
、
と
『
師
説
』
は
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
。
同
様
の
考
え
で
、
先
行
の
諸
本
が
こ
の
「
門
外
」
の
例
の
訓
を
省

略
し
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
本
文
よ
り
も
解
釈
者
の
側
の
考
え
に
基
づ
い

て
加
点
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
解
釈
上
は
同
じ
で
あ
っ
て
も
本
文
の
文
字
は
異
な
っ
て
い
る
。

本
文
の
側
に
立
つ
訓
読
で
あ
れ
ば
、
文
字
の
違
い
に
沿
っ
た
訓
み
方
を
採

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
寛
文
』
『
校
正
』
は
先
行
諸
本
に
従
う
の
で
は

な
く
、
敢
え
て
こ
の
立
場
に
依
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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ま
と
め

　
既
に
当
初
予
定
し
て
い
た
紙
数
を
大
き
く
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
「
個
別
の
語
句
を
め
ぐ
っ
て
」
に
挙
げ
得
な
か
っ
た
点
は

多
く
、
そ
れ
に
先
立
つ
三
項
に
つ
い
て
も
端
的
な
ご
く
一
部
の
例
を
挙
げ

た
に
過
ぎ
な
い
。

　
と
は
言
え
『
寛
文
』
『
校
正
』
を
訓
読
の
観
点
か
ら
比
較
し
、
そ
の
差

異
を
『
師
説
』
に
照
ら
し
た
と
き
、
右
に
挙
げ
た
こ
と
が
ら
と
同
様
に
考

え
得
る
例
は
他
に
も
多
く
指
摘
で
き
、
追
認
も
可
能
と
思
わ
れ
る
。
挙
げ

き
れ
な
か
っ
た
部
分
、
言
い
尽
く
し
て
い
な
い
部
分
も
含
め
て
も
、
求
め

得
た
結
論
は
動
か
な
い
。

　
敢
え
て
一
般
化
し
て
述
べ
る
。

　
あ
る
漢
文
文
献
に
つ
い
て
そ
の
解
釈
説
を
述
べ
る
、
と
い
う
こ
と
は
、

当
該
文
献
に
表
現
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
理
解
し
た
解
釈
者
が
、
解
釈
者
の

側
の
立
場
か
ら
そ
の
理
解
内
容
を
表
現
す
る
行
為
で
あ
る
。
む
ろ
ん
漢
文

本
文
の
側
に
立
っ
て
当
該
本
文
に
言
及
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
お

そ
ら
く
そ
れ
は
「
解
釈
」
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
解
釈
説
の
中

に
そ
の
よ
う
な
記
述
を
織
り
交
ぜ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
蒐
集
し
て
本

文
解
釈
の
参
考
と
な
る
一
編
に
ま
と
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
こ
の

よ
う
な
点
で
解
釈
と
い
う
行
為
は
表
現
上
の
立
場
に
自
由
度
が
あ
る
と
言

え
る
。

　
あ
る
漢
文
文
献
に
訓
読
を
表
す
加
点
を
行
う
、
と
い
う
こ
と
は
、
漢
文

本
文
に
表
現
さ
れ
た
こ
と
が
ら
を
理
解
し
た
加
点
者
が
、
加
点
者
の
側
の

立
場
か
ら
理
解
内
容
表
現
す
る
行
為
と
し
て
行
う
こ
と
も
で
き
、
ま
た
一

方
で
、
漢
文
本
文
の
側
に
立
っ
て
、
そ
の
内
容
を
表
現
す
る
行
為
と
し
て

行
う
こ
と
も
で
き
る
。
前
者
で
は
、
漢
文
文
献
に
加
点
す
る
（
あ
る
い
は

漢
文
文
献
を
訓
読
す
る
）
と
い
う
行
為
は
漢
文
本
文
の
解
釈
に
ご
く
近
い

も
の
で
あ
り
、
後
者
で
は
、
そ
れ
は
解
釈
へ
の
前
段
階
と
な
る
も
の
で
あ

る
。
そ
し
て
そ
の
双
方
を
同
時
に
訓
読
の
上
に
旦
ハ
現
す
る
こ
と
、
あ
る
い

は
一
連
の
本
文
の
中
で
双
方
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
つ
つ
織
り
交
ぜ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

は
、
特
別
な
場
合
を
除
け
ば
難
し
い
。

　
両
者
は
明
確
に
区
別
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
模
式

的
に
は
、

A
　
漢
文
文
献
目
妙
訓
読
・
解
釈

B

漢
文
文
献
H
↓
訓
読
旦
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　

の
よ
う
に
表
す
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

　
本
稿
で
見
た
限
り
、
『
寛
文
九
年
版
本
』
か
ら
は
A
的
な
、
『
校
正
日
本

書
紀
は
』
か
ら
は
B
的
な
色
合
い
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
『
校
正
』
は

そ
の
前
提
に
『
師
説
』
に
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
詳
細
か
つ
明
確
な
解
釈
説

を
持
つ
故
に
、
漢
文
本
文
の
側
か
ら
の
訓
読
を
基
調
と
し
て
成
り
立
ち
得
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た
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
少
な
く
と
も
『
日
本
書
紀
』
に
つ
い
て
の
伝
本
・
注
釈
書
類
に
見
る
限

り
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
本
稿
の
奏
書
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、

『
寛
文
』
『
師
説
』
『
校
正
』
の
各
々
と
同
様
な
位
置
に
置
く
こ
と
の
で
き

る
資
料
に
つ
い
て
も
援
用
し
得
る
と
考
え
る
。
更
に
言
え
ば
、
大
局
的
に

は
、
特
に
中
世
～
近
世
末
（
及
び
明
治
初
）
に
つ
い
て
、
右
記
A
的
な
も

の
か
ら
B
的
な
も
の
へ
、
漢
文
文
献
の
訓
点
資
料
・
注
釈
書
は
推
移
し
て

き
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
訓
読
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
解
釈
に
近
い
行
為

で
あ
っ
た
（
あ
る
い
は
訓
読
と
解
釈
が
、
漢
文
文
献
を
読
む
と
い
う
行
為

の
上
で
よ
り
不
分
明
で
あ
っ
た
）
状
況
で
は
、
敢
え
て
逐
字
的
解
釈
説
を

述
べ
た
注
釈
書
は
著
さ
れ
ず
、
解
釈
の
参
考
と
な
る
事
項
を
集
成
し
た

類
、
あ
る
い
は
逆
に
訓
読
を
集
成
し
た
類
が
も
っ
ぱ
ら
著
さ
れ
た
。
し
か

し
、
時
代
が
降
る
に
従
い
、
い
っ
た
ん
訓
読
し
た
上
で
そ
の
訓
読
文
を
解

釈
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
訓
読
す
る
の
み
で
は
十
分
な
解

釈
た
り
得
な
く
な
っ
て
行
っ
た
。
こ
れ
は
、
訓
読
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体

が
、
当
該
漢
文
文
献
を
受
容
す
る
側
の
立
場
で
は
な
く
、
原
漢
文
側
の
立

場
の
行
為
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ

る
。
つ
ま
り
、
訓
読
す
る
者
と
当
該
の
漢
文
文
献
と
の
位
置
関
係
に
質
的

な
変
化
が
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
個
々
の
字
句
の
意
味
理

解
の
み
で
は
な
く
、
返
読
法
や
助
字
類
の
扱
い
な
ど
い
わ
ゆ
る
訓
読
法
が

整
備
さ
れ
、
一
般
規
則
の
よ
う
な
形
で
広
く
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ

と
と
表
裏
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
変
化
の
先
に
、
や
が
て
全
文
の
付
訓
本

文
あ
る
い
は
訓
読
文
と
逐
字
句
的
解
釈
を
併
載
し
た
注
釈
書
が
著
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
本
稿
で
具
体
的
な
例
と
し
て
掲
げ
た
う
ち
の
三
項
、
「
「
日
」
字
を
中
心

に
し
た
敬
語
表
現
」
、
「
い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
の
嫌
み
方
」
、
「
訓
注
部
分
の

「
此
云
」
の
訓
み
方
」
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
書
紀
諸
伝
本
に
見
え
る
訓
読

を
蒐
集
・
分
析
し
、
諸
伝
本
間
の
差
異
が
端
的
に
表
れ
る
事
項
と
し
て
幾

度
か
報
告
し
て
き
た
も
の
の
一
部
に
該
当
す
る
。
こ
れ
は
ど
ち
ら
か
と
言

え
ば
帰
納
的
に
得
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
見
通
し
が
あ
ら
か

じ
め
あ
っ
て
諸
謡
本
の
和
訓
を
蒐
集
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て

明
ら
か
に
こ
れ
ら
の
点
が
差
異
を
端
的
に
示
し
、
諸
平
首
を
和
訓
か
ら
分

類
整
理
す
る
上
で
の
指
標
に
さ
え
な
る
、
と
考
え
な
が
ら
、
な
ぜ
こ
れ
ら

に
差
異
が
端
的
に
現
出
す
る
か
、
に
つ
い
て
正
面
か
ら
考
え
る
こ
と
は
な

か
な
か
で
き
な
か
っ
た
。

　
今
般
、
新
出
の
注
釈
書
を
契
機
に
、
積
年
の
和
訓
収
集
作
業
を
中
心
と

し
た
考
察
か
ら
少
し
離
れ
、
観
点
を
変
え
て
本
稿
を
ま
と
め
る
こ
と
を
思

い
立
っ
た
当
初
、
こ
れ
ら
の
諸
点
が
再
び
こ
こ
に
も
浮
か
び
上
が
る
と
の

予
想
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
し
か
し
図
ら
ず
も
本
稿
に
於
い
て
こ
れ
を
再
考

す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
ら
端
的
な
差
異
の
例
が
、
漢
文
本
文
に
加
点
し

訓
読
す
る
と
い
う
行
為
、
漢
文
本
文
に
注
釈
を
加
え
解
釈
す
る
と
い
う
行

為
、
そ
れ
ら
自
体
の
質
的
な
変
化
を
そ
の
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら

か
に
な
っ
て
き
た
。

　
先
に
述
べ
た
こ
と
を
敢
え
て
再
説
す
る
。
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「
○
○
○
○
」
と
い
う
漢
文
本
文
に
訓
点
を
加
え
「
○
○
○
○
で
あ

る
」
と
訓
読
す
る
行
為
と
、
こ
れ
を
解
釈
し
て
「
○
○
○
○
と
は
△
△
△

△
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
と
述
べ
る
行
為
は
、
少
な
く
と
も
現
代
の
漢
文

訓
読
で
は
別
の
行
為
で
あ
り
、
原
漢
文
本
文
に
対
す
る
立
場
を
異
に
す
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
よ
り
古
く
は
、
こ
れ
が
一
体
の
、
あ
る
い
は
一
連

の
行
為
と
し
て
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
訓
読
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
解
釈
で

あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
一
種
の
「
翻
訳
」
と
見
な
す
こ

と
も
で
き
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

こ
の
両
者
は
本
来
異
な
る
視
点
か
ら
漢
文
本
文
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
訓
読
を
解
釈
か
ら
一
端
切
り
離
し
て
と
ら
え
れ
ば
、
視
点
は
両

者
に
ま
た
が
る
こ
と
は
な
く
、
一
定
の
訓
読
が
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
同

じ
行
為
の
中
で
行
う
と
す
れ
ば
、
何
ら
か
の
方
法
で
両
立
を
具
現
し
そ
れ

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
結
果
形
と
な
っ
た
訓
点
に
は
、
こ
の
加
点

者
の
視
点
を
反
映
し
た
跡
が
見
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
同
一
の
漢
文
文
献
の
同
一
箇
所
に
見
え
る
訓
読
上
の
差
異
の
理
由
と
し

て
、
加
点
者
の
本
文
理
解
の
違
い
、
訓
読
に
あ
て
ら
れ
る
日
本
語
そ
れ
自

体
の
変
化
、
を
想
定
し
て
来
た
が
、
こ
こ
に
今
一
つ
、
漢
文
本
文
と
そ
の

解
釈
の
間
で
の
訓
読
行
為
の
位
置
の
質
的
な
変
化
、
と
い
う
事
実
が
あ
る

こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
訓
読
法
が
、
近
現
代
の
そ
れ
に
よ
り
近

い
形
に
整
備
さ
れ
て
き
た
江
戸
時
代
の
諸
資
料
に
主
に
見
え
る
こ
と
で
あ

り
、
本
稿
で
取
り
上
げ
た
『
師
説
』
お
よ
び
そ
の
影
響
下
に
あ
る
『
校

正
』
は
、
こ
の
分
離
の
一
つ
の
様
態
を
示
し
て
い
た
。

　
こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
漢
文
文
献
に
加
点
す
る
、
あ
る
い
は
そ

の
注
釈
・
解
釈
説
を
著
す
、
と
い
う
行
為
そ
れ
自
体
を
、
実
際
の
資
料
に

表
れ
た
事
実
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
改
め
て
考
え
直
し
て
行
き
た

い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
訓
読
の
側
か
ら
の
蒐
集
分
析
は
あ
る
程
度

進
め
る
こ
と
が
で
き
て
き
て
い
る
。
先
ず
当
面
の
課
題
は
、
こ
の
時
代
を

中
心
に
、
数
多
い
注
釈
書
の
類
を
改
め
て
整
理
・
分
析
し
、
漢
文
本
文
に

対
す
る
注
釈
者
の
立
場
の
観
点
か
ら
そ
の
性
格
付
け
を
行
っ
て
み
る
こ
と

が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

注

（
1
）
　
林
勉
「
岩
崎
本
日
本
書
紀
の
訓
点
」
（
『
五
味
智
英
先
生
還
暦
記
念
上
代
文

　
学
論
叢
』
昭
和
四
十
七
年
・
桜
楓
社
）
を
は
じ
め
、
万
葉
七
曜
会
『
論
集
上

　
代
文
学
』
（
昭
和
四
十
八
年
～
・
笠
間
書
院
）
に
毎
号
掲
載
さ
れ
て
い
る
一

　
連
の
ご
研
究
。

（
2
）
　
杉
浦
克
己
「
不
敢
皇
考
！
江
戸
時
代
の
日
本
書
紀
訓
読
に
つ
い
て
の
一
考

　
察
一
」
東
京
都
高
等
学
校
国
語
教
育
研
究
会
紀
要
第
二
十
四
号
（
昭
和
六
十

　
　
一
年
）

（
3
）
　
杉
浦
克
己
「
江
戸
時
代
の
日
本
書
紀
訓
読
に
つ
い
て
1
神
代
巻
の
敬
語
表

　
現
を
中
心
と
し
て
一
」
訓
点
語
学
会
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
八
十
五
輯

　
　
（
平
成
二
年
）

（
4
）
　
杉
浦
克
己
『
六
種
対
照
日
本
書
紀
神
代
巻
和
訓
研
究
索
引
』
（
平
成
七

　
年
・
武
蔵
野
書
院
）

（
5
）
　
『
国
書
総
目
録
（
補
訂
版
）
』
（
平
成
二
年
・
岩
波
書
店
）
に
よ
れ
ば
、
本

　
書
と
同
じ
く
『
神
代
巻
師
説
』
と
称
す
る
一
本
の
巻
上
の
み
が
『
神
道
分
類

　
総
目
録
』
（
昭
和
十
二
年
）
に
雄
淵
の
著
作
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
の

　
　
こ
と
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
本
書
と
ご
く
近
し
い
関
係
の
伝
本
と
思
わ



解釈は訓読にどのように反映されるか170　（23）

　
　
れ
る
が
、
当
該
の
書
の
所
在
に
つ
い
て
の
確
か
な
情
報
は
管
見
の
限
り
な

　
　
く
、
あ
る
い
は
当
該
書
（
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
）
か
と
思
わ
れ
る
資
料
も
い

　
　
く
つ
か
思
い
当
た
る
も
の
の
確
証
は
得
ら
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
り
、
本
稿

　
　
で
は
仮
に
本
書
を
新
出
の
孤
本
と
見
て
お
く
。
な
お
本
書
の
伝
来
に
つ
い
て

　
　
は
、
後
の
注
（
9
）
に
述
べ
る
「
手
が
か
り
」
な
ど
か
ら
調
査
を
進
め
、
吉

　
　
田
家
ゆ
か
り
の
も
の
で
あ
る
と
の
感
触
を
持
つ
に
至
っ
て
い
る
が
、
他
の
関

　
　
連
資
料
と
も
併
せ
て
、
近
世
半
ば
頃
以
降
近
代
に
至
る
吉
田
家
及
び
吉
田
神

　
　
社
関
連
の
神
道
資
料
を
中
心
と
し
た
古
典
籍
類
の
硬
究
の
推
移
の
中
で
の
本

　
　
書
の
位
置
付
け
が
改
め
て
必
要
と
思
わ
れ
る
。

（
6
）
　
杉
浦
克
己
「
小
寺
清
先
校
正
日
本
書
紀
の
訓
読
上
の
特
色
に
つ
い
て
」
放

　
　
送
大
学
研
究
年
報
第
1
5
号
（
平
成
十
年
）

（
7
）
　
寛
文
九
年
版
本
を
『
日
本
書
紀
』
の
流
布
本
の
代
表
的
な
存
在
と
す
る
こ

　
　
と
は
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
江
戸
時
代
の
日
本
書
紀
に
つ
い
て
の
注

　
　
釈
や
研
究
も
多
く
は
こ
れ
を
底
本
に
成
さ
れ
て
い
る
。
寛
文
九
年
版
本
は
清

　
　
原
野
賢
が
編
ん
だ
慶
長
勅
版
本
（
慶
長
十
五
年
）
を
整
版
と
し
た
も
の
で
あ

　
　
る
。
国
賢
の
本
文
校
訂
・
訓
読
は
、
い
わ
ゆ
る
吉
田
本
系
統
の
そ
れ
を
受
け

　
　
て
成
さ
れ
、
本
文
解
釈
も
こ
の
流
れ
の
上
に
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り

　
　
寛
文
九
年
版
本
は
中
世
の
日
本
書
紀
研
究
の
主
流
で
あ
る
吉
田
本
系
統
の
そ

　
　
れ
を
集
大
成
し
て
成
っ
た
と
い
う
背
景
を
持
つ
。
故
に
単
に
流
布
本
と
し
て

　
　
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
み
で
な
く
、
そ
の
本
文
・
訓
読
に
対
し
て
錯
誤
や

　
　
不
備
を
補
正
す
る
こ
と
で
自
説
を
主
張
す
る
例
が
多
い
。
例
え
ば
大
関
増
業

　
　
編
『
黒
羽
板
日
本
書
紀
』
序
文
に
は
こ
う
い
つ
た
姿
勢
が
述
べ
ら
れ
て
い

　
　
る
。
従
っ
て
、
江
戸
時
代
の
あ
る
伝
本
に
つ
い
て
、
そ
の
本
文
や
訓
読
を
寛

　
　
文
九
年
版
本
と
対
置
す
る
こ
と
で
、
特
色
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
の
で
あ
っ
て
、
本
稿
及
び
こ
れ
と
密
接
に
関
わ
る
重
三
（
前
掲
（
6
）
）
、

　
　
さ
ら
に
は
こ
れ
ま
で
の
小
稿
も
こ
の
よ
う
な
観
点
を
基
本
と
し
て
い
る
。

（
8
）
　
相
互
に
密
接
な
関
係
が
想
定
さ
れ
る
と
は
書
え
、
こ
の
よ
う
に
別
々
の
手

　
　
に
よ
る
訓
点
本
と
注
釈
書
を
用
い
る
の
で
は
な
く
、
同
一
人
の
手
の
訓
読
・

　
　
解
釈
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
は
当
然
生

　
　
じ
る
。
し
か
し
、
中
世
頃
～
近
世
初
頭
頃
の
日
本
書
紀
の
注
釈
書
の
類
は
、

　
　
注
釈
の
み
を
記
し
た
も
の
が
大
半
で
あ
る
。

　
　
　
ま
た
少
し
時
代
が
降
る
と
、
確
か
に
注
釈
だ
け
で
は
な
く
訓
点
付
き
本
文

　
　
を
併
載
す
る
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
多
く
の
場
合
、
そ
の
本
文
は
訓
読
文
を

　
　
示
す
こ
と
で
は
な
く
、
注
釈
に
対
し
て
該
当
す
る
被
注
本
文
の
位
置
を
示
す

　
　
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
掲
げ
ら
れ
た
本
文
は
、
白
文
あ
る
い

　
　
は
返
り
点
の
み
で
あ
っ
た
り
、
さ
ら
に
は
当
該
段
の
冒
頭
の
み
の
省
略
さ
れ

　
　
た
形
で
あ
っ
た
り
、
ま
た
訓
点
を
添
え
て
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も
注
釈
を
厳

　
　
密
に
反
映
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
り
、
と
同
一
書
の
中
で
も
注
釈
に
見
る

　
　
本
文
解
釈
と
訓
読
の
関
係
を
探
る
こ
と
が
難
し
い
例
が
多
い
。
谷
川
士
清

　
　
『
日
本
書
紀
通
証
』
、
河
村
善
根
・
益
根
『
書
紀
集
解
』
な
ど
は
本
文
の
掲
げ

　
　
方
に
つ
い
て
は
こ
の
よ
う
な
部
類
に
入
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
本
稿
で
取

　
　
り
上
げ
た
『
師
説
』
も
本
文
を
掲
げ
て
い
る
が
、
白
文
の
省
略
形
で
あ
る
。

　
　
　
注
釈
に
即
応
し
た
訓
点
付
き
本
文
や
訓
読
文
を
掲
げ
る
例
は
、
幕
末
あ
る

　
　
い
は
明
治
に
至
っ
て
、
岸
田
年
治
『
標
注
日
本
書
紀
』
、
飯
田
武
郷
『
日
本

　
　
書
紀
通
釈
』
な
ど
に
本
格
的
に
見
え
る
。
こ
の
間
に
は
、
注
釈
に
対
応
し
た

　
　
訓
読
仮
名
文
を
振
り
仮
名
の
よ
う
な
形
式
で
漢
字
本
文
に
添
え
な
が
ら
、
そ

　
　
の
訓
読
仮
名
文
と
漢
字
本
文
の
位
置
が
一
致
し
て
い
な
い
伴
信
友
『
稜
威
言

　
　
別
』
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
江
戸
時
代
の
日
本
書
紀
関
連
の
諸
本
に
見
え
る
漢
文
訓
読
と
注
釈

　
　
の
関
係
は
、
多
彩
か
つ
興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
本
稿
を
足
が
か
り
の
一
つ

　
　
と
し
て
、
稿
を
改
め
て
各
資
料
個
別
の
分
析
や
変
遷
の
概
観
を
公
に
し
た
い
。

（
9
）
　
当
該
の
助
成
研
究
の
テ
ー
マ
は
「
『
日
本
書
紀
』
巻
三
（
神
武
紀
）
諸
伝

　
　
本
の
文
献
学
的
研
究
」
で
あ
り
、
当
初
は
本
稿
の
趣
、
あ
る
い
は
『
師
説
』

　
　
と
は
直
接
に
は
無
関
係
に
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
過
程

　
　
で
、
玉
木
正
英
『
神
代
巻
藻
塩
草
』
の
成
立
の
背
景
と
正
英
の
事
跡
に
つ
い

　
　
て
、
京
都
下
御
霊
神
社
及
び
出
雲
寺
家
関
連
の
資
料
を
調
査
す
る
中
で
、

　
　
『
師
説
』
の
伝
来
に
つ
い
て
の
有
力
な
手
が
か
り
を
得
る
に
至
り
、
偶
々
本

　
　
書
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
こ
と
が
ら
と
助
成
研
究
の
趣
の
一
部
が
重
な
る
こ

　
　
と
と
な
り
、
本
稿
へ
の
契
機
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

（
！
0
）
　
事
跡
の
詳
細
は
先
の
小
稿
（
前
掲
（
6
）
）
に
譲
り
、
こ
こ
で
は
雄
淵
と
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の
関
わ
り
と
清
先
自
身
の
神
代
紀
解
釈
の
背
景
の
み
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
1
1
）
　
各
章
段
の
区
切
り
部
分
の
空
白
の
取
り
方
か
ら
考
え
れ
ば
、
上
冊
冒
頭
の

　
　
総
論
的
記
述
と
本
文
に
つ
い
て
の
解
釈
説
の
聞
に
も
同
様
の
空
白
が
有
っ
て

　
　
し
か
る
べ
き
と
も
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
空
自
は
な
い
。
こ
の
こ
と
も

　
　
あ
っ
て
上
冊
冒
頭
の
部
分
を
序
・
践
の
類
と
は
せ
ず
、
敢
え
て
「
総
論
的
記

　
　
述
」
と
曖
昧
な
呼
び
方
に
し
た
。
ま
た
下
槍
冒
頭
に
は
「
日
本
書
紀
巻
第

　
　
二
」
「
神
代
下
」
と
本
文
提
示
と
同
様
の
書
き
方
で
記
し
て
い
る
（
上
冊
冒

　
　
頭
に
は
こ
れ
に
該
当
す
る
部
分
は
な
い
）
が
、
こ
れ
は
本
書
の
内
題
で
は
な

　
　
く
、
「
ニ
ッ
ハ
ヘ
ダ
ツ
ノ
訓
也
一
ツ
ナ
ル
モ
ノ
ガ
ポ
ッ
カ
リ
ト
…
…
」
「
是
ハ

　
　
神
代
上
二
封
シ
テ
…
…
」
と
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
説
を
各
二
行
ず
つ

　
　
記
し
て
い
る
。

（
1
2
）
　
朱
に
よ
る
訂
正
箇
所
は
か
な
り
偏
在
し
て
い
る
。
い
く
つ
か
例
を
摘
記
す

　
　
る
と
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
　
ホ
ト
キ
カ
ム
ツ
カ
シ
ヒ

…
…
自
ラ
持
テ
イ
ル
モ
ノ
道
理
カ
ラ
理
ヲ
云

　〔　
　
上
冊
五
丁
表
十
四
行
・
「
カ
ラ
理
ヲ
云
」
に
見
せ
消
ち
点
を
注
し

　
　
た
上
で
墨
書

〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ

天
ト
ナ
ル
キ
ワ
デ
云
ト
キ
ハ
カ
ウ
地
ト
ナ
ル
キ
ハ
上
云
バ
カ
ウ
ト
ア
ト
ニ

又
…
…
…

〔
鮭
丁
｛
畏
九
．
「
ト
」
に
見
せ
消
ち
占
｛
を
注
し
た
上
で
三
〕

　
　
な
ど
の
よ
う
に
、
訂
正
と
言
う
よ
り
は
推
敲
か
と
も
思
え
る
。
と
す
れ
ば
本

　
　
書
が
何
ら
か
の
転
写
で
は
な
く
、
原
著
で
あ
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

（
1
3
）
　
先
聖
（
6
）
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
校
正
日
本
書
紀
』
第
一
冊
の
冒
頭
、
一

　
　
盗
難
～
二
丁
表
に
序
文
、
三
丁
表
裏
に
凡
例
が
あ
っ
て
、
編
纂
の
経
緯
と
基

　
　
本
的
な
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
清
先
の
主
な
意
図
は
、
慶
長
勅
版
本
か
ら
は
既
に
長
い
年
月
が
経
っ
て
い

　
　
て
、
初
学
の
者
に
は
わ
か
り
に
く
い
部
分
が
あ
り
、
こ
れ
を
補
正
し
た
本
文

　
　
を
提
供
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
従
っ
て
掛
先
は
厳
密
な
解
釈
以
前
の
問
題
と

　
　
し
て
訓
点
付
き
本
文
の
編
纂
を
考
え
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
当
時
既
に
学

　
　
問
の
先
端
で
あ
る
京
師
を
離
れ
、
帰
郷
し
て
独
学
、
地
元
で
の
教
育
に
あ

　
　
た
っ
て
い
た
清
絶
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
十
分
に
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ

　
　
る
。

（
1
4
）
　
一
部
伝
本
に
は
「
ワ
カ
ク
」
の
訓
も
見
え
る
。
（
為
縄
本
（
神
宮
文
庫
蔵
）

　
　
な
ど
。
同
本
は
「
類
従
國
史
」
の
一
本
と
し
て
書
写
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
内

　
　
題
が
あ
っ
て
、
本
文
・
訓
読
共
に
特
色
が
あ
る
。
）
「
イ
シ
」
を
退
け
、
「
ワ

　
　
カ
ク
」
の
訓
を
積
極
的
に
採
っ
た
例
と
し
て
は
、
降
っ
て
飯
田
武
郷
『
闘
本

　
　
書
紀
通
釈
』
な
ど
が
あ
る
。

（
！
5
）
　
先
行
書
の
訓
を
補
正
す
る
、
と
い
っ
て
も
あ
く
ま
で
今
の
立
場
で
の
解
釈

　
　
の
た
め
の
訓
で
あ
っ
て
、
本
文
編
纂
当
時
の
訓
を
考
え
た
わ
け
で
は
な
い
こ

　
　
と
の
現
れ
、
と
見
な
す
べ
き
か
。
あ
る
い
は
ま
た
基
本
的
に
は
師
の
説
を
優

　
　
先
さ
せ
て
い
る
と
見
る
べ
き
か
。

（
1
6
）
　
丹
鶴
叢
書
本
朱
点
、
為
縄
本
な
ど
に
両
者
を
「
ム
ラ
カ
レ
ル
」
と
す
る
例

　
　
な
ど
。

（
1
7
）
　
寛
文
九
年
版
本
の
加
点
姿
勢
が
不
備
で
あ
る
、
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ

　
　
な
い
と
考
え
て
い
る
。
む
し
ろ
加
点
者
に
と
っ
て
の
自
明
と
読
者
（
特
に
蒔

　
　
代
を
隔
て
た
読
者
）
に
と
っ
て
の
自
明
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で

　
　
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
訓
点
資
料
一
般
、
と
い
う
よ
り
文
字
表
記
物
一
般
に
常
に

　
　
つ
い
て
ま
わ
る
大
き
な
問
題
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
一
旦
措
く
と
し
て
、

　
　
本
稿
で
は
、
双
方
に
つ
い
て
訓
み
方
を
確
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
例
を
主

　
　
に
取
り
上
げ
た
。

（
！
8
）
　
確
か
に
、
「
臼
「
△
△
…
…
。
」
」
の
よ
う
な
形
を
考
え
た
場
合
、
「
臼
」
は

　
　
地
の
文
、
つ
ま
り
原
著
者
の
立
場
、
「
△
△
…
…
」
は
当
該
の
登
場
人
物
の

　
　
立
場
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
、
い
わ
ゆ
る

　
　
古
典
の
漢
文
散
文
で
、
こ
の
よ
う
な
話
法
的
な
区
別
が
明
確
に
行
わ
れ
て
い

　
　
た
わ
け
で
は
な
い
。
更
に
言
え
ば
、
訓
読
文
で
は
加
点
者
が
ど
う
そ
れ
を
わ

　
　
き
ま
え
る
か
も
関
わ
る
○

（
！
9
）
　
『
寛
文
』
で
は
大
己
職
神
を
、
巻
上
の
幸
魂
・
奇
習
説
話
の
場
面
で
は
敬
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意
の
対
象
に
、
こ
の
巻
下
天
孫
降
臨
章
で
は
経
・
武
二
神
に
対
し
て
低
く
、

　
　
と
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
に
固
定
し
て
訓
ん
で
い
る
。

（
2
0
）
　
現
代
の
訓
読
で
は
先
立
つ
「
日
」
字
を
温
む
だ
け
で
な
く
、
続
く
発
話
の

　
　
末
尾
に
読
み
添
え
を
使
う
こ
と
で
、
「
△
△
日
ハ
ク
○
○
○
ト
ィ
フ
」
な
ど
と
加
点

　
　
し
て
「
△
△
曰
く
「
0
0
0
」
と
云
ふ
」
の
よ
う
に
訓
読
す
る
。
こ
れ
は

　
　
「
臼
」
字
自
体
を
発
話
者
の
動
作
と
し
て
と
ら
え
た
上
で
、
発
話
内
容
を
加

　
　
点
者
が
理
解
し
た
こ
と
が
ら
と
し
て
表
現
す
る
と
い
う
二
方
向
の
異
な
る
観

　
　
点
で
原
漢
文
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
の
現
れ
と
考
え
ら
れ
る
。
原
漢
文
の

　
　
「
△
△
日
0
0
0
」
自
体
は
こ
の
よ
う
に
立
場
を
分
別
し
て
二
重
に
と
ら
え

　
　
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
り
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い

　
　
「
一
つ
」
の
表
現
で
あ
る
、
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
こ
れ
は
、
訓
読
と
い
う
行
為
故
に
生
じ
る
問
題
で
あ
り
、
和
文
そ
の
も
の

　
　
で
は
、
例
え
ば
、

　
　
　
　
△
△
が
言
う
こ
と
に
は
、
「
○
○
○
」
（
と
の
こ
と
）
だ
。

　
　
　
　
△
△
が
「
○
○
○
」
と
言
っ
た
。

　
　
な
ど
の
よ
う
に
、
表
現
は
そ
の
ど
ち
ら
か
一
方
の
立
場
で
構
成
さ
れ
る
。

　
　
　
な
お
、
現
代
語
で
は
右
の
よ
う
に
ぎ
ご
ち
な
い
感
じ
が
伴
う
例
文
を
作
っ

　
　
た
方
が
よ
り
こ
の
間
を
説
明
し
や
す
い
が
、
古
語
で
は
い
わ
ゆ
る
ク
語
法
に

　
　
よ
っ
て
「
～
（
と
い
う
）
こ
と
」
に
あ
た
る
表
現
が
可
能
で
あ
る
。
上
代
に

　
　
広
く
用
い
ら
れ
た
ク
語
法
が
、
中
古
以
降
も
っ
ぱ
ら
漢
文
訓
読
に
の
み
用
い

　
　
ら
れ
た
背
景
の
一
つ
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
を
持
ち
込
む
こ
と
は
有
効
と
思

　
　
わ
れ
る
。

（
2
1
）
　
い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
の
訓
読
に
つ
い
て
は
、

　
　
の
三
類
型
が
あ
り
、
中
世
頃
以
降
の
日
本
書
紀
解
題
本
の
訓
読
を
見
る
限

　
　
り
、
よ
り
古
い
時
代
の
も
の
か
ら
こ
の
a
・
b
・
c
の
順
に
見
え
る
、
な
ど

　
　
に
つ
い
て
は
前
掲
（
4
）
書
を
は
じ
め
こ
れ
ま
で
何
回
か
述
べ
て
き
た
。
こ

　
　
の
箇
所
で
は
『
寛
文
』
『
校
正
』
は
右
の
内
の
a
の
形
で
読
ん
で
い
る
。
ま

　
　
た
江
戸
時
代
の
漢
文
典
類
に
は
b
の
形
を
採
る
も
の
が
多
く
、
近
現
代
の
漢

　
　
文
訓
読
で
は
一
般
に
。
の
形
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。

（
2
2
）
　
こ
の
よ
う
な
訓
み
方
（
右
の
（
2
！
）
の
a
の
形
）
は
中
世
の
い
わ
ゆ
る
吉

　
　
田
本
系
統
の
諸
本
に
広
く
見
え
る
。

（
2
3
）
　
人
物
や
そ
れ
に
準
ず
る
対
象
を
用
い
た
使
役
句
合
、
さ
ら
に
言
え
ば
い
わ

　
　
ゆ
る
受
身
形
（
広
い
意
味
で
の
）
の
対
象
と
な
る
か
否
か
、
と
い
っ
た
こ
と

　
　
に
こ
こ
で
は
敢
え
て
言
及
は
し
な
い
。
あ
く
ま
で
日
本
書
紀
神
代
巻
諸
本
の

　
　
訓
読
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
と
し
て
こ
こ
に
は
掲
げ
た
。

（
2
4
）
　
た
だ
し
『
寛
文
』
の
全
体
の
記
し
方
か
ら
見
て
、
こ
れ
が
編
者
あ
る
い
は

　
　
版
下
・
彫
り
師
も
含
め
て
の
誤
記
で
あ
る
可
能
性
は
、
先
の
「
日
し
字
に
つ

　
　
い
て
の
『
校
正
』
の
場
合
よ
り
さ
ら
に
高
い
と
書
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

（
2
5
）
　
先
に
挙
げ
た
発
話
に
先
立
つ
「
日
」
字
の
忌
み
方
の
問
題
と
は
関
係
す
る

　
　
人
と
そ
の
位
置
関
係
が
異
な
る
問
題
で
は
あ
る
が
、
結
果
と
し
て
人
物
（
の

　
　
行
動
）
に
関
し
て
相
異
な
る
視
点
が
あ
り
得
、
訓
読
あ
る
い
は
加
点
で
は
そ

　
　
の
ど
ち
ら
か
一
つ
に
依
っ
て
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
点
で
は
類
似

　
　
し
た
現
象
と
な
る
。

（
2
6
）
　
使
役
句
形
を
、

×
×
令
0
0
△
△
（
×
×
が
（
は
）
○
○
に
△
△
さ
せ
る
）

168　（25）

abC

シ
令
ニ
テ
○
○
…
，
△
△
。
シ
ム

シ
令
下
二
。
○
○
｝
．
△
△
上
。

シ
ム

シ令
二
。
○
○
ヲ
シ
テ
ム
ム
㌔

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
視
点
の
方
向
を
×
×
と
○
○
の
ど
ち
ら
に
置
く
か
に

よ
っ
て
、
解
釈
（
説
の
述
べ
方
）
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
（
（
2
5
）
参
照
）
。

通
常
、
い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
の
典
型
的
な
例
で
は
、
こ
れ
が
揺
れ
る
こ
と
は

な
い
。
例
え
ば
、
右
に
対
比
し
て
示
し
た
巻
下
天
孫
降
臨
章
本
伝
の
無
名
矯

の
部
分
に
つ
い
て
『
師
説
』
で
は
、
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（
高
皇
産
霊
尊
）

…
…
甚
惟
ミ
疑
ヒ
玉
フ
ソ
コ
テ
無
名
維
ヲ
下
シ
玉
フ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
野
冊
五
丁
裏
十
四
行
）

　
　
の
よ
う
に
、
使
役
句
形
に
先
行
す
る
部
分
か
ら
一
貫
し
て
高
潮
産
霊
尊
に
視

　
　
点
を
向
け
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
本
文

　
　
で
あ
れ
ば
、
先
に
『
寛
文
』
『
校
正
』
の
例
を
挙
げ
た
よ
う
に
、
訓
読
の
上

　
　
で
も
特
別
な
配
慮
は
必
要
な
い
。

（
2
7
）
　
「
葉
木
国
」
三
字
の
傍
線
は
音
読
符
。
『
校
正
』
で
は
訓
注
部
分
の
被
注
本

　
　
文
字
句
に
は
音
読
を
表
す
傍
線
の
み
を
加
点
し
、
仮
名
に
よ
る
字
音
表
記
は

　
　
見
え
な
い
。

（
2
8
）
　
日
本
書
紀
に
見
え
る
「
0
0
此
云
△
△
」
の
よ
う
な
形
の
訓
注
は
、
漢
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
コ

　
　
本
来
の
用
法
か
ら
す
れ
ば
「
此
ニ
ハ
～
ト
云
フ
し
と
読
ん
で
、
「
○
○
と
い

　
　
う
字
句
は
此
処
（
本
邦
）
で
は
△
△
と
云
う
」
の
よ
う
な
意
で
あ
る
こ
と
が

　
　
築
島
裕
博
士
（
『
平
安
時
代
の
漢
文
訓
読
語
に
つ
き
て
の
研
究
』
昭
和
四
十

　
　
八
年
・
東
京
大
学
出
版
会
）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
古
態
を
有
す
る

　
　
と
考
え
ら
れ
る
伝
本
の
い
く
つ
か
に
「
此
ニ
ハ
～
」
の
訓
が
見
ら
れ
る
。
中

　
　
世
の
い
わ
ゆ
る
吉
田
本
系
統
を
は
じ
め
多
く
の
伝
本
は
「
此
ヲ
バ
～
」
の
よ

　
　
う
な
辛
み
方
で
あ
る
が
、
江
戸
時
代
の
後
半
～
末
頃
の
、
新
し
い
独
自
の
知

　
　
見
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
伝
本
の
い
く
つ
か
に
は
「
此
口
無
～
」
と
す
る
も

　
　
の
が
あ
る
（
前
掲
（
4
）
書
契
）
。

（
2
9
）
　
『
校
正
』
が
、
清
先
自
ら
の
考
え
で
先
行
諸
書
の
訓
を
改
め
て
「
此
ヲ
」

　
　
と
し
た
も
の
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
先
行
例
か
ら
こ
の
訓
を
採
っ
た
も
の

　
　
か
、
こ
こ
で
は
判
断
し
か
ね
る
。

（
3
0
）
　
『
校
正
』
の
他
に
訓
注
部
分
に
つ
い
て
「
此
ヲ
」
の
訓
を
採
っ
た
も
の
の

　
　
一
つ
に
岸
田
年
治
『
標
注
日
本
書
紀
』
が
あ
る
。
同
書
は
日
本
書
紀
全
三
十

　
　
巻
の
注
釈
書
で
あ
る
が
、
訓
点
付
き
の
本
文
全
文
と
解
釈
説
の
双
方
を
載
せ

　
　
る
形
式
の
注
釈
の
噛
矢
の
一
つ
で
あ
る
。
訓
読
と
解
釈
の
役
割
を
区
別
す
る

　
　
『
標
注
日
本
書
紀
』
が
敢
え
て
「
此
ヲ
」
を
採
っ
て
い
る
こ
と
は
偶
然
で
は

　
　
な
い
と
思
わ
れ
る
。

（
3
1
）
　
「
此
ニ
ハ
」
の
訓
を
採
る
諸
本
に
つ
い
て
は
、
本
稿
に
は
直
接
該
当
し
な

　
　
い
の
で
敢
え
て
言
及
し
な
か
っ
た
。
「
此
」
字
を
「
コ
レ
」
と
訓
め
ば
こ
れ

　
　
は
本
文
中
の
字
句
を
指
し
示
す
の
で
あ
り
、
本
文
の
側
に
立
つ
こ
と
に
な

　
　
る
。
こ
れ
に
敢
え
て
「
ヲ
バ
」
を
添
え
る
こ
と
で
、
解
釈
す
る
者
の
の
視
点

　
　
か
ら
こ
れ
を
述
べ
た
形
に
な
る
。
こ
れ
ら
に
対
し
「
コ
コ
」
と
訓
む
の
は
、

　
　
本
文
の
記
述
内
容
か
ら
離
れ
た
視
点
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
そ
れ
は
原
著

　
　
者
の
立
場
か
ら
の
言
及
で
あ
っ
て
、
本
文
に
直
接
添
え
ら
れ
た
訓
注
と
し
て

　
　
は
こ
れ
が
本
来
の
形
な
の
で
あ
ろ
う
。

（
3
2
）
　
『
師
説
』
は
「
自
」
字
に
つ
い
て
、
こ
の
箇
所
以
外
に
も
他
本
と
は
異
な

　
　
る
訓
読
を
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
（
前
掲
（
6
）
）
。
特
に
「
ミ
ヅ
カ
う
し
と

　
　
訓
む
場
合
と
「
ヲ
ノ
ヅ
カ
ラ
」
と
訓
む
場
合
の
違
い
に
つ
い
て
、
他
の
諸
伝

　
　
本
の
そ
れ
よ
り
も
明
確
な
区
別
意
識
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
本
来
、
他
の

　
　
箇
所
に
つ
い
て
の
例
に
つ
い
て
の
考
察
含
め
て
示
す
べ
き
な
の
で
あ
る
が
、

　
　
こ
こ
で
は
煩
を
厭
っ
て
こ
の
箇
所
に
つ
い
て
の
み
考
え
た
。

（
3
3
）
　
こ
の
解
釈
説
は
、
直
後
に
「
是
ハ
梨
木
ノ
説
ニ
テ
何
様
コ
＼
ノ
分
段
ハ
是

　
　
テ
ヨ
ウ
聞
ユ
ル
」
（
同
十
行
）
と
、
梨
木
佑
之
の
説
に
従
っ
た
も
の
と
し
て

　
　
い
る
。
梨
木
佑
之
は
下
御
霊
神
社
ゆ
か
り
の
神
道
家
で
、
闇
斎
版
神
代
紀
の

　
　
編
者
（
の
一
人
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
佑
之
の
事
跡
の
詳
細
や
日
本
書
紀

　
　
の
訓
読
・
解
釈
と
の
関
わ
り
な
ど
に
つ
い
て
は
、
先
に
本
誌
に
掲
載
し
て
い

　
　
た
だ
い
た
小
稿
「
闇
斎
版
神
代
紀
の
訓
読
上
の
特
色
に
つ
い
て
」
（
『
放
送
大

　
　
学
研
究
年
報
』
第
1
0
号
・
平
成
五
年
）
に
譲
る
。

（
3
4
）
　
同
一
箇
所
に
複
数
訓
を
持
つ
よ
う
な
例
の
場
合
、
立
場
を
異
に
す
る
視
点

　
　
か
ら
の
訓
が
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
特
に
江
戸
時
代
の
訓
点
本
の

　
　
中
に
は
、
こ
れ
を
意
識
し
て
、
右
傍
訓
に
は
漢
文
本
文
の
側
か
ら
の
、
左
傍

　
　
訓
に
は
加
点
者
の
解
釈
に
よ
る
訓
を
記
す
形
式
を
採
っ
て
い
る
も
の
が
い
く

　
　
つ
か
あ
る
。

（
3
5
）
　
更
に
言
え
ば
、
A
以
前
に
「
漢
文
文
献
む
解
釈
」
の
よ
う
に
、
直
接
に

　
　
漢
文
を
理
解
す
る
こ
と
も
あ
り
得
た
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
種
の
資
料
類
に
つ

　
　
い
て
は
、
実
際
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
跡
を
見
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
、
と
考
え
て
い
る
。

（
平
成
十
三
年
十
一
月
一
日
）



166　（27） 解釈は訓読にどのように反映されるか

The　essential　difference　between　interpretations

　　　　　　　　　　　　and　the　diacritics　in　Nihonshoki

Katsumi　SuGluRA

ABSTRACT

　　Newly　discovered　findaiki－Shisetsu　is　an　annotated　edition　of　the　・first　two　books

of八議onshoki　wrltten　in　the　18th　century．王t　was　described　the　interpretation　on

Nihonshohi　by　Yuen　Matsoroka　He　was　a　preceptor　for　Kdyosahi　Kodera　who　was

the　editor　of　Kosei－Nihonshohi．　Therefore，　the　Yuen　Matsuoha’s　interpretations

theories　seem　to　influence　in　the　diacritics　on　Kosei－Nihonshoki．

　　On　my　prevlotis　research　in　！998，　1　cited　exaraples　of　the　diacritics，　which

differed　between　Kosei－Nihonshoki　and　the　other　books　of　Nihonshohi，　in　the

medieval　ages　or　the　Edo　period．　ln　this　research，　1　examined　whether

interpretations　described　in　findaiki－Shisetsu　influenced　in　those　examples．　As　the

result，　it　was　proven　that　the　effect　was　indirect　for　theories　of　syntax，

significations，　usages　of　words，　and　the　other　liRguistic　qualities．

　　The　viewpoints　for　the　original　texts　were　different　between　interpretations　and

the　diacritics．　The　interpretation　was　carried　out　from　the　viewpoint　of　the

interpretator．　The　diacritics　were　carried　out　from　the　viewpoint　of　the　author　of

the　original　sentences．　By　the　medieval　ages，　these　differences　of　these　viewpoints

were　indefinite．　These　differences　were　clarified　it　in　Edo　period，　by　improving　the

method　of　the　diacritics．

　　ln　the　base　of　the　syntax　of　Japanese，　there　are　types，　which　show　the

viewpoints　of　expressive　persons　for　the　expressive　contents．　ln　this　fact，　the

sentences　of　Japanese　expressed　actually　in　these　books　were　linguistical｝y

different　to　each　other．


