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は
じ
め
に

『
古
語
拾
遺
』
の
諸
伝
本
に
つ
い
て
は
、
現
存
最
古
の
写
本
で
あ
る
嘉
禄
本
に
代
表
さ
れ
る

「
卜
部
本
」
の
系
統
と
、
亮
順
本
に
代
表
さ
れ
る
「
伊
勢
本
」
の
系
統
に
二
大
別
さ
れ
る
こ
と

が
知
ら
れ
て
い
る
（
１
）

。
両
本
に
は
本
文
の
異
同
だ
け
で
な
く
、
訓
読
の
上
で
も
特
徴
的
な
差
異
が

あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先
に
い
く
つ
か
の
小
考
に
よ
っ
て
報
告
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（
２
）

。

一
方
『
古
語
拾
遺
』
に
は
、
江
戸
時
代
〜
明
治
時
代
初
期
に
い
く
つ
か
の
版
本
・
注
釈
書
類

が
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。
特
に
飯
田
瑞
穂
氏

「『
古
語
拾
遺
』
の
版
本
に
つ
い
て
」（
中
央
大
学
文
学
部
紀
要
百
二
十
四
号
（
史
学
科
三
十
二

号
）
・
昭
和
六
十
二
年（
３
）

）
で
は
、
主
な
版
本
十
六
種
を
挙
げ
て
、
刊
行
の
経
緯
や
内
容
、
本

文
の
特
色
な
ど
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

本
稿
は
、
飯
田
氏
の
ご
論
考
に
導
か
れ
て
、
主
に
そ
の
訓
読
上
の
特
色
か
ら
、
い
く
つ
か
の

版
本
・
注
釈
書
類
に
小
考
を
加
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

比
較
検
討
の
視
点

古
語
拾
遺
の
本
文
は
、
そ
の
内
容
や
記
述
か
ら
大
き
く
、

序神
代
の
古
事

神
武
天
皇
代
の
古
事

崇
神
天
皇
か
ら
天
平
年
中
ま
で
の
古
事

中
跋

遺
漏
十
一
箇
条

御
歳
神
祭
祀

跋

の
八
つ
の
部
分
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
序
・
中
跋
・
跋
の
部
分
は
比
較
的
整
っ
た
漢
文
体
で
あ
っ
て
、
古
語
拾
遺

が
一
種
の
「
上
表
」
と
も
見
な
さ
れ
る
要
因
に
も
な
っ
て
い
る
。
諸
伝
本
に
見
え
る
訓
読
の
観

点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
部
分
で
は
特
に
い
わ
ゆ
る
熟
語
類
に
つ
い
て
、
字
音
読
み
を
用
い
た
訓

読
が
行
わ
れ
、
他
の
部
分
に
は
見
え
な
い
特
色
と
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、「
古
事
」
を
記
し
た
三
つ
の
部
分
に
つ
い
て
は
先
行
す
る
典
籍
、
特
に
『
日
本
書
紀
』

の
記
述
を
ふ
ま
え
て
著
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
箇
所
が
多
く
存
す
る
こ
と
も
古
く
か
ら
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
箇
所
で
は
、
訓
読
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
日
本
書
紀
諸
伝
本
に
見
え
る

訓
読
と
の
関
連
が
重
要
に
な
り
、
特
に
補
読
敬
語
の
扱
い
や
い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
の
訓
読
な
ど

に
特
徴
的
な
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
で
も
以
上
の
よ
う
な
視
点
を
中
心
に
、
今
般

江
戸
時
代
に
お
け
る
『
古
語
拾
遺
』
注
釈
書
類
に
つ
い
て
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要
　
旨

『
古
語
拾
遺
』
の
現
存
諸
伝
本
に
つ
い
て
は
、
写
本
の
類
と
し
て
嘉
禄
本
を
筆
頭
と
す
る
卜
部
家
本

系
統
の
諸
本
と
亮
順
本
を
筆
頭
と
す
る
伊
勢
本
系
統
の
二
種
に
大
別
で
き
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、

訓
読
の
観
点
か
ら
も
二
種
に
は
各
々
特
徴
的
な
差
異
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

一
方
江
戸
時
代
〜
明
治
初
頃
に
多
く
刊
行
さ
れ
た
版
本
・
注
釈
書
に
つ
い
て
は
、
本
文
か
ら
見
た
系

統
付
け
は
行
わ
れ
て
き
た
も
の
の
、訓
読
の
観
点
か
ら
の
考
察
は
ほ
と
ん
ど
緒
に
付
い
て
い
な
か
っ
た
。

今
般
、
九
種
類
の
版
本
・
注
釈
書
類
を
調
査
し
、
本
文
の
上
で
は
確
か
に
卜
部
本
系
統
・
伊
勢
本
系
統

に
分
類
で
き
る
も
の
の
、訓
読
の
観
点
か
ら
は
伊
勢
本
系
統
の
特
色
を
明
確
に
継
承
す
る
も
の
は
無
く
、

卜
部
本
を
中
心
と
し
た
諸
本
の
訓
読
を
勘
案
し
て
こ
れ
を
補
う
形
で
訓
読
を
行
っ
た
も
の
、
お
よ
び
、

全
く
独
自
の
見
識
で
訓
読
を
行
っ
た
も
の
、の
二
種
が
も
っ
ぱ
ら
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
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実
際
に
調
査
し
得
た
九
種
類
の
版
本
・
注
釈
書
類
に
つ
い
て
、
主
に
訓
読
の
観
点
か
ら
そ
の
特

色
を
概
観
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
（
４
）

。

古
語
拾
遺
（
無
刊
記
板
）

飯
田
氏
の
ご
論
に
「
旧
板
本
」
と
す
る
訓
点
付
き
の
版
本
で
、
注
釈
の
類
は
な
い
。
訓
点
付

き
本
文
の
上
欄
外
に
章
段
毎
に
「
稚
子
之
縁
」（
二
丁
裏
四
行
上
方
）、「
入
天
石
窟
閇
戸
給
事
」

（
三
丁
表
三
行
上
方
）
な
ど
の
よ
う
に
見
出
し
を
十
六
箇
所
に
わ
た
っ
て
付
し
て
い
る
。

本
文
は
嘉
禄
本
の
そ
れ
に
良
く
一
致
し
、
ま
た
末
尾
に
嘉
禄
本
の
そ
れ
か
ら
摘
記
し
た
と
思

し
い
識
語
を
も
つ
こ
と
な
ど
か
ら
も
、
飯
田
氏
が
「
永
正
十
一
年
卜
部
兼
満
の
奥
書
を
持
つ
流

布
本
」
の
い
ず
れ
か
に
依
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
さ
れ
て
い
る
の
は
首
肯
で
き
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。

本
書
に
施
さ
れ
た
訓
点
は
、
嘉
禄
本
に
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
嘉
禄
本
の
そ

れ
に
基
づ
き
、
加
点
者
の
意
図
に
従
っ
て
そ
れ
を
増
補
す
る
形
で
指
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ
と

が
で
き
る
。

例
え
ば
、
序
・
中
跋
・
跋
部
分
の
熟
語
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、

嘉
禄
本

前
―
言
　
往
―
行
　
浮
―
華

相
＿
傳
　
競
＿
興
　
一
＿
二

本
書

前
―
言
　
往
―
行
　
浮
―
華

相
＿
傳
　
競
＿
興
　
一
＿
二

な
ど
の
よ
う
に
、
熟
号
符
を
使
い
分
け
に
よ
る
音
読
み
・
訓
読
み
区
別
も
一
致
す
る
所
が
多

い
が
、
嘉
禄
本
に
見
え
る
音
読
み
の
声
点
は
本
書
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
嘉
禄
本
の
加
点
意

図
を
、嘉

禄
本

上
古
　
貴
賤
（
共
に
熟
号
符
無
・
声
点
有
り
）

本
書

上
―
古
　
貴
―
賤

な
ど
の
よ
う
に
汲
ん
で
、
統
一
的
な
示
し
方
で
加
点
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
跡
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
。

い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
の
訓
読
に
つ
い
て
も
、
嘉
禄
本
と
暦
仁
本
で
扱
い
の
異
な
っ
て
い
る

「
使
」
字
を
用
い
た
句
形
の
箇
所
は（
５
）

、

嘉444/4

配
ヘ
侍
ハ
使
ム

暦507/6

使
ヒ
配
ヘ
テ
侍
ラ
シ
ム

本
書

配
ヘ
テ
侍
ラ
使
（
ム
）（
七
丁
裏
三
行
）

嘉445/5

大
伴
の
遠
祖
天

津
大
来
目
を
（
シ
）
て
杖
を
帯
て
前
駆
セ
シ
ム

暦509/3

使
ハ
チ
大
伴
ノ
遠
祖
天
忍
日
命
ヲ
、
来
目
部
ノ
遠
祖
天

津
大
来
目
ヲ
帥
ヰ
テ

杖
ヲ
帯
ヒ
テ
前
駆
セ
シ
ム

本
書

大
伴
ノ
遠
祖
天

津
大
来
目
ヲ
シ
テ
杖
ヲ
帯
、
前
駆
セ
シ
ム

（「
使
」
字
を
再
読
・
八
丁
表
四
行
）

の
よ
う
に
、
嘉
禄
本
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
訓
読
を
採
っ
て
い
る
。

全
体
に
、
嘉
禄
本
で
訓
点
を
欠
く
箇
所
を
補
い
、
ヲ
コ
ト
点
に
よ
る
加
点
箇
所
を
片
仮
名
点

に
改
め
て
、
全
体
を
統
一
的
に
訓
読
し
よ
う
と
し
た
も
の
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
再
構

成
さ
れ
る
訓
読
文
は
嘉
禄
本
の
そ
れ
に
大
略
一
致
す
る
と
見
て
良
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

古
語
拾
遺
言
餘
鈔

龍
熈
近
の
著
し
た
注
釈
書
で
、
元
は
貞
享
二
年
の
刊
行
と
見
ら
れ
る
が
、
江
戸
末
ま
で
何
回

か
再
刊
が
繰
り
返
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
序
・
上
・
中
本
・
中
末
・
下
の
五
部
構
成
で

図一　古語拾遺（無刊記板）一丁表
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全
五
冊
（
第
一
冊
に
序
及
び
上
の
前
半
、
第
二
冊
に
上
の
後
半
、
第
三
冊
に
中
の
本
、
第
四
冊

に
中
の
末
、
第
五
冊
に
下
、
を
収
め
る
）。
序
に
続
い
て
、
一
面
六
行
一
行
十
六
字
の
大
字
で

訓
点
付
き
本
文
を
段
落
に
区
切
っ
て
掲
げ
、
続
い
て
一
面
十
行
一
行
十
八
字
（
た
だ
し
一
字
下

げ
）
の
小
字
で
、
訓
点
付
き
の
漢
文
で
注
釈
を
記
す
形
式
で
あ
る
。

掲
げ
ら
れ
た
本
文
は
伊
勢
本
系
統
の
そ
れ
に
あ
た
り
、
飯
田
氏
は
「
幸
福
光
重
の
奥
書
を
も

つ
本
」（
神
宮
文
庫
蔵
）
に
類
似
す
る
、
と
し
て
お
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
文
に
注
さ
れ
た
訓
点
を
一
瞥
す
る
と
、
伊
勢
本
系
統
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
卜

部
本
系
統
の
そ
れ
に
近
い
の
で
は
な
い
か
と
の
印
象
を
受
け
る
。
例
え
ば
先
に
掲
げ
た
「
使
」

字
を
用
い
た
句
形
の
訓
読
に
つ
い
て
も
、

本
書

配ソ

ヘ
侍ハ
ヘ

ラ
使シ

ム

本
書

大ト

伴モ

ノ
遠
祖
天
ノ
忍
日
命
、
来
目
部

ク

メ

ノ
遠
祖
天
ノ
津
ク
シ
ツ

大
来
目
ヲ
帥ヒ
キ

ヰ
、
□

杖
□

ツ
ハ
モ
ノ

ヲ
帯ヲ

ヒ
テ
前
駆

サ
キ
ハ
ラ
ヒ

セ
使シ

ム

の
よ
う
に
、
暦
仁
本
と
は
一
致
し
な
い
。

こ
れ
は
、
伊
勢
本
系
統
の
訓
読
を
踏
襲
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本

文
は
伊
勢
本
系
統
の
そ
れ
に
依
り
な
が
ら
も
、
訓
読
に
あ
た
っ
て
は
他
の
伝
本
（
お
そ
ら
く
は

卜
部
本
系
統
の
そ
れ
も
含
め
て
）
の
加
点
な
ど
も
勘
案
し
つ
つ
、
内
容
を
解
釈
し
て
独
自
に
加

点
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
し
た
態
度
が
端
的
に
表
れ
た
例
と
し
て
、「
神
代
の
古
事
」
段
冒
頭
の
「
一
聞
〜
」
と

い
う
箇
所
へ
の
加
点
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘉
禄
本
で
は
こ
の
部
分
に
「
一
ヒ

聞
」
と
加

点
し
て
い
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
複
数
の
読
み
方
が
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
伊
勢
本

系
統
の
亮
順
本（
６
）

で
は
「
一
タ
ヒ

聞
」
と
加
点
（
十
行
目
）
し
て
お
り
、「
ヒ
ト
タ
ビ
キ
ク
」
の
よ

う
に
読
む
こ
と
が
わ
か
る
（
７
）

。
本
書
で
は
こ
の
箇
所
に
、「
ヒ
ト
ヘ
ニ
キ
ク
」「
ア
ル
ニ
キ
ク
」

「
モ
ト
ヨ
リ
キ
ク
」
と
三
種
の
訓
読
を
併
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
亮
順
本
の
そ
れ
と
一
致
し
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
諸
本
に
見
え
る
訓
点
を
勘
案
し
て
、
考
え
ら
れ
る
訓
読
を
列

挙
し
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
注
さ
れ
た
訓
点
か
ら
見
る
限
り
、
本
書
は
必
ず
し
も
伊
勢
本
系
統
の
そ
れ
の

み
に
依
っ
た
も
の
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。

四
宮
社
板
古
語
拾
遺

古
語
拾
遺
の
訓
点
付
き
版
本
で
、
注
釈
の
類
は
な
い
。
内
容
は
訓
点
付
き
の
本
文
を
掲
げ
、

末
尾
に
元
禄
九
年
大
伴
重
堅
の
跋
文
、
各
丁
版
心
に
「
四
宮
社
板
」
と
記
す
も
の
で
、
江
戸
時

代
か
ら
明
治
初
に
か
け
て
数
次
に
わ
た
っ
て
再
刊
さ
れ
広
く
流
布
し
た
も
の
の
よ
う
で
、
飯
田

氏
の
ご
論
で
も
、（
イ
）〜（
ホ
）
の
五
種
の
刷
に
分
類
し
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
（
イ
）

（
ロ
）
に
該
当
す
る
二
種
を
実
見
し
て
い
る
。
図
三
に
掲
げ
る
の
は
（
イ
）
に
該
当
す
る
一
本

で
、
墨
に
よ
る
書
き
込
み
が
上
欄
外
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
飯
田
氏
は
触
れ
て
お
ら
れ
な
い

が
実
見
し
た
二
種
で
は
、
計
五
箇
所
に
つ
い
て
、
上
欄
外
に
本
文
の
校
異
を
示
し
た
注
記
が
刻

さ
れ
て
い
る
。

掲
げ
ら
れ
た
本
文
は
卜
部
本
系
統
と
思
し
く
、
嘉
禄
本
の
そ
れ
に
良
く
一
致
す
る
。

図二　古語拾遺言餘 第一冊十丁表

図三　四宮社板古語拾遺　一丁表
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訓
点
も
ま
た
嘉
禄
本
の
そ
れ
に
近
い
が
、
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
元
禄

年
間
と
思
し
い
刊
行
時
期
に
ま
で
に
至
っ
て
、
諸
本
に
見
え
る
訓
読
を
勘
案
し
、
新
た
に
加
点

し
た
（
あ
る
は
当
時
の
何
本
か
の
加
点
を
写
し
た
）
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
序
・
中
跋
・
跋
部

分
の
熟
語
の
扱
い
、
い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
の
訓
読
、『
日
本
書
紀
』
の
記
述
を
ふ
ま
え
た
部
分

の
訓
読
、
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
卜
部
本
系
統
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

古
語
拾
遺
句
解
（
注
入
古
語
拾
遺
校
正
）

齋
藤
齊
延
の
著
し
た
注
釈
書
で
、
冒
頭
に
元
禄
十
一
年
松
下
見
林
の
序
文
を
持
つ
。
内
題
は

「
古
語
拾
遺
句
解
」
で
あ
る
が
、
外
題
に
つ
い
て
は
「
古
語
拾
遺
句
解
」
と
す
る
も
の
と
「
注

入
古
語
拾
遺
校
正
」
と
す
る
も
の
が
あ
り
、
後
者
が
後
刷
り
と
思
し
い
。
図
四
に
掲
げ
た
例
は

後
者
の
も
の
で
あ
る
。

内
容
は
訓
点
付
き
本
文
を
一
面
十
行
一
行
二
十
字
の
大
字
で
掲
げ
、
章
句
毎
に
二
行
細
書
の

割
書
で
注
を
訓
点
付
き
の
漢
文
で
加
え
た
も
の
で
あ
る
。本
文
に
句
読
点
の
類
は
見
え
な
い
が
、

注
文
に
は
句
点
「
。
」
を
付
し
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
が
割
書
に
な
っ

て
い
る
箇
所
は
大
字
の
ま
ま
で

で
囲
っ
た
形
式
と
す
る
こ
と
で
示
し
て
い
る
。

掲
げ
ら
れ
た
本
文
は
飯
田
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
伊
勢
本
系
統
の
そ
れ
で
あ
る
。

施
さ
れ
た
注
の
内
容
は
、
本
文
の
異
同
や
出
典
、
あ
る
い
は
先
行
注
釈
や
関
連
典
籍
の
引
用

な
ど
は
ほ
と
ん
ど
見
え
ず
、
例
え
ば
「
中
臣
朝
臣
祖
也
」
の
被
注
本
文
に
対
し
て
「
中
臣
ハ

姓

也
。
朝
臣
ハ

尸
也
。」
の
よ
う
に
直
接
に
説
明
す
る
文
言
と
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
注
文
の

内
容
か
ら
推
す
と
、
比
較
的
初
学
の
者
を
対
象
と
し
た
注
釈
の
意
図
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
も
思
わ
れ
る
。

本
文
は
伊
勢
本
系
統
で
あ
る
が
、
注
さ
れ
た
訓
点
は
必
ず
し
も
伊
勢
本
系
統
の
そ
れ
と
は
言

え
ず
、
む
し
ろ
卜
部
本
系
統
の
特
色
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。
先
に
例
示
し
た
使
役
句
形
の
「
使
」

字
の
扱
い
も
、
嘉
禄
本
の
そ
れ
に
近
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
先
に
『
古
語
拾
遺

言
餘
鈔
』
の
項
で
述
べ
た
の
と
同
様
に
、
諸
本
に
見
え
る
訓
点
を
勘
案
し
て
、
内
容
に
合
わ
せ

て
独
自
に
加
点
を
し
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
先
に
挙
げ
た
「
神
代
の
古
事
」
段
冒
頭

の
「
一
聞
〜
」
の
部
分
に
、
本
書
で
は
「
ヒ
ト
ヘ
ニ
」「
ア
ル
ニ
」「
モ
ト
ヨ
リ
」「
ヒ
ト
ハ
シ
」

の
四
種
の
訓
を
併
記
し
て
い
る
（
し
か
も
先
行
と
思
し
い
『
古
語
拾
遺
言
餘
鈔
』
と
も
一
致
し

な
い
）
こ
と
な
ど
は
、
そ
の
一
端
と
見
て
も
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
語
拾
遺
示
蒙
節
解

高
田
宗
賢
の
著
し
た
注
釈
書
で
、
全
四
巻
四
冊（
８
）

。
一
面
七
行
一
行
十
七
文
字
の
大
字
で
訓

点
付
き
の
本
文
を
掲
げ
、
章
句
に
区
切
っ
て
こ
れ
に
二
行
細
書
の
割
書
（
一
字
下
げ
）
に
よ
る

漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
注
釈
を
施
し
て
い
る
。

冒
頭
に
海
隅
白
翁
の
序
文
が
あ
っ
て
、『
言
餘
鈔
』
が
漢
文
で
注
を
施
す
の
に
対
し
て
、

「
倭
語
俗
詞
」
で
解
釈
す
る
こ
と
を
旨
と
し
て
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
注
を
施
し
た
も
の
と

飯
田
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
が
、
注
文
の
内
容
は
『
古
語
拾
遺
言
餘
鈔
』
と
は
か
な
り
性
格

を
異
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
神
代
の
古
事
」
段
冒
頭
の
諸
神
の
誕
生
部
分
で
、

図四　古語拾遺句解（注入古語拾遺校正）
三丁表

図五　古語拾遺示蒙節解　第一冊三丁表
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『
古
語
拾
遺
言
餘
鈔
』
は
諸
神
の
系
統
関
係
や
遠
祖
関
係
に
つ
い
て
諸
典
籍
の
記
述
を
引
い
て

検
証
し
、
本
文
の
異
同
が
遠
祖
関
係
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
、
本

書
の
記
述
は
「
朝
臣
は
ア
サ
ヲ
ン
ノ
略
﹇
ア
サ
／
ア
ソ
﹈
通
ス
。
朝
廷
ノ
臣
下
ヲ
云
。
朝
廷
ノ

事
ヲ
。
ア
サ
ト
訓
ス
ル
ハ
。
如
何
ト
ナ
レ
バ
…
…
」
等
の
よ
う
に
本
文
の
字
句
を
直
接
説
明
す

る
記
述
が
多
い
。
つ
ま
り
、「
倭
語
俗
詞
」
に
依
る
と
し
た
本
書
の
注
釈
は
、
単
に
文
体
と
し

て
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
記
す
こ
と
だ
け
で
な
く
、
む
し
ろ
、
よ
り
本
文
字
句
に
密
着
し
た

逐
語
解
的
な
解
釈
を
意
図
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
先
に
挙
げ
た
『
古
語

拾
遺
句
解
』
と
同
様
に
、
よ
り
初
学
の
者
を
対
象
と
し
た
も
の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
、

「
示
蒙
節
解
」
と
い
う
表
題
も
こ
う
し
た
意
図
に
基
づ
く
も
の
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

掲
げ
ら
れ
た
本
文
は
卜
部
本
系
統
の
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
本
文
に
注
さ
れ
た
訓
点
も
卜
部
本

系
統
の
特
色
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、
他
の
卜
部
本
系
統
諸
本
や
本
稿
に
掲
げ
た
版
本
類
と
比

較
し
て
加
点
密
度
が
比
較
的
高
く
、
ま
た
補
読
敬
語
を
多
用
す
る
、
等
の
特
色
が
見
え
る
よ
う

で
あ
る
。
特
に
補
読
敬
語
に
つ
い
て
は
、「
生
（
ウ
ミ
玉
フ
）」「
所
生
（
ア
レ
マ
ス
）」
等
の

動
詞
類
だ
け
で
な
く
「
名
（
ミ
ナ
）」
の
よ
う
な
名
詞
の
例
も
多
用
し
て
い
る
点
が
顕
著
で
あ

る
。
ま
た
敬
意
の
対
象
と
な
る
神
毎
に
、
敬
語
表
現
を
使
い
分
け
て
整
理
し
て
い
る
点
な
ど
に

も
周
到
な
加
点
の
姿
勢
の
跡
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

訂
正
古
語
拾
遺

『
群
書
類
従
』
本
の
訓
点
付
き
本
文
に
基
づ
い
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
、
訓
点
付
き
本
文
の

上
欄
外
に
校
異
や
簡
単
な
注
釈
頭
注
が
付
せ
ら
れ
て
い
る
。
表
紙
見
返
し
に
「
明
治
二
年
」

「
欟
齋
家
塾
蔵
」
の
記
述
が
あ
る
。
飯
田
氏
の
ご
論
に
依
れ
ば
、
明
治
二
年
・
木
村
正
辞
の
序

文
二
葉
を
持
つ
も
の
と
こ
れ
を
欠
く
も
の
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
前
者
は
未
見
。
図
六

に
掲
げ
る
の
も
後
者
で
あ
る
。
こ
の
序
文
か
ら
、
猿
渡
容
盛
が
校
訂
・
付
訓
に
あ
た
っ
た
も
の

で
あ
る
由
が
わ
か
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
内
容
は
、『
群
書
類
従
』
本
の
訓
点
付
き
本

文
を
掲
げ
、
頭
注
は
同
本
付
載
の
奈
佐
勝
皐
に
よ
る
攷
異
を
移
し
た
も
の
で
、
全
面
的
に
群
書

類
従
本
に
依
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
実
際
、
本
文
・
頭
注
共
に
は
群
書
類
従
本
の
そ
れ
に

良
く
一
致
す
る
。
群
書
類
従
本
は
他
の
伝
本
と
比
較
し
て
加
点
密
度
が
極
端
に
低
い
が
、
飯
田

氏
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
本
書
に
は
加
点
密
度
の
比
較
的
高
い
異
版
が
あ
り
、
図
六
に

掲
げ
る
も
の
も
こ
れ
に
あ
た
る
。
加
点
を
一
瞥
す
る
限
り
、
こ
れ
は
、
他
の
諸
伝
本
に
見
え
る

訓
読
を
勘
案
し
て
加
点
し
た
も
の
で
は
な
く
、
群
書
類
従
本
の
加
点
に
基
づ
い
て
補
う
形
で
点

を
加
え
て
い
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

古
語
拾
遺
の
訓
読
上
の
特
色
と
し
て
本
稿
で
取
り
上
げ
て
い
る
諸
点
に
つ
い
て
も
、
群
書
類

従
本
の
そ
れ
と
良
く
一
致
し
て
い
る
。

新
刻
古
語
拾
遺

冒
頭
に
明
治
三
年
京
都
大
學
教
官
渡
邊
重
石
丸
の
序
文
（
訓
点
付
き
漢
文
）
三
葉
を
持
つ
訓

点
付
き
本
文
の
版
本
で
注
釈
の
類
は
無
い
。
序
文
に
続
い
て
「
附
言
」
三
葉
が
あ
っ
て
、
十
九

項
の
箇
条
書
き
の
訓
点
付
き
漢
文
で
、
本
文
校
訂
や
付
訓
の
方
針
、
経
緯
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。

図六　訂正古語拾遺　一丁表

図七　新刻古語拾遺　七丁表
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掲
げ
ら
れ
た
本
文
に
つ
い
て
、
飯
田
氏
は
「
本
文
は
四
宮
社
板
を
底
本
に
し
て
、
若
干
の
改

訂
を
加
へ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。」
と
し
て
お
ら
れ
、
実
際
、
両
本
の
本
文
は
良
く
一
致
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
書
に
見
え
る
訓
点
を
一
瞥
す
る
と
、
四
宮
社
板
と
は
か
な
り
異

な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
は
独
自
に
加
点
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
先
ず
、

本
文
に
区
切
り
点
「
。
」
を
付
し
て
い
る
点
が
著
し
い
（
９
）

。
ま
た
、
全
体
に
わ
た
っ
て
加
点
密

度
が
高
く

（
10
）

、
後
半
に
至
っ
て
も
加
点
密
度
に
あ
ま
り
変
化
が
な
い
点
も
特
徴
的
で
あ
る

（
11
）

。
さ
ら

に
、
同
一
あ
る
い
は
類
似
の
字
句
・
表
現
に
つ
い
て
は
訓
読
を
な
る
べ
く
統
一
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
跡
な
ど
も
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
尊
敬
の
意
の
補
読
敬
語

に
つ
い
て
、「
生
」
あ
る
い
は
類
似
の
字
句
に
つ
い
て
は
補
読
の
補
助
動
詞
と
し
て
「
マ
ス
」

を
、
そ
れ
以
外
で
は
「
玉
フ
」
を
、
と
使
い
分
け
が
見
ら
れ
る
点
な
ど
に
端
的
で
あ
る
。

こ
う
し
た
訓
読
上
の
態
度
は
、「
附
言
」
の
第
三
項
に
「
此
書
漢
讀
セ
ズ
ハ
ア
ル
可
ラ
ザ
ル

者
有
リ
。
故
其
ノ
訓
點
ヲ
施
ス
ニ
ハ
。
便
（
チ
）
宜
ヲ
以
テ
事
ニ
從
ヒ
テ
。
必
シ
モ
常
法
ニ
拘

ハ
ラ
ジ
。
是
レ
先
生
ノ
命
ナ
リ
。
然
レ
ト
モ
所
謂
ル
弖
爾
故
乎
波
ノ
如
キ
ハ
。
之
ヲ
漢
籍
ヲ
讀

ム
ニ
比
ス
レ
バ
則
（
チ
）
大
ニ
鄭
重
ヲ
加
ヘ
タ
ル
ハ
。
蒙
童
ヲ
シ
テ
知
ラ
使
メ
ム
ト
欲
シ
テ
ナ

リ
。」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
。

本
書
は
、
本
文
と
し
て
は
先
行
す
る
流
布
本
た
る
四
宮
社
板
に
依
り
な
が
ら
も
、
訓
読
に
つ

い
て
は
独
自
の
見
識
に
基
づ
く
周
到
な
加
点
が
行
わ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

正
訓
古
語
拾
遺

柴
田
花
守
に
よ
る
訓
点
付
き
の
本
文
の
版
本
上
下
二
冊
で
、
注
釈
の
類
は
無
い
。
上
冊
見
返

し
に
「
岩
崎
長
世
先
生
閲
／
柴
田
花
守
翁
著
」「
男
忠
守
校
／
咲
園
塾
蔵
版
」
の
記
述
が
、
ま

た
下
冊
裏
見
返
し
に
「
明
治
三
年
官
許
（
以
下
版
元
を
列
挙
）」
の
刊
記
が
あ
っ
て
刊
行
の
経

緯
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
上
冊
冒
頭
に
荷
渓
鵜
殿
正
親
の
訓
点
付
き
漢
文
の
序
二
葉
、
柴
田

忠
守
の
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
の
序
二
葉
半
、
著
者
本
人
に
よ
る
「
正
訓
古
語
拾
遺
の
そ
へ
ご

と
」
と
題
す
る
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
の
文
章
十
一
葉
半
が
あ
る
。

こ
れ
ら
に
続
い
て
訓
点
付
き
の
漢
文
本
文
を
掲
げ
て
い
る
。
掲
げ
ら
れ
た
本
文
は
、
飯
田
氏

に
よ
れ
ば
「
群
書
類
従
本
の
系
統
」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
確
か
に
本
書
本
文
は
群
書
類
従
本
の

そ
れ
と
良
く
一
致
す
る
。

し
か
し
、
訓
読
は
全
く
異
な
る
も
の
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
先
ず
、
群
書
類
従
本
に

比
較
し
て
本
書
は
加
点
密
度
が
高
い
。
本
書
の
加
点
密
度
は
他
の
諸
本
と
比
較
し
て
も
最
も
高

い
部
類
に
属
し
、
ま
た
後
に
至
っ
て
加
点
密
度
が
低
下
す
る
と
い
う
こ
と
も
見
ら
れ
な
い
。
ま

た
、
本
文
の
区
切
り
点
と
し
て
「
・
」
を
用
い
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
送
り

仮
名
や
補
読
だ
け
で
な
く
振
り
仮
名
（
傍
訓
）
も
多
用
し
て
お
り
、
傍
訓
と
補
読
・
送
り
仮
名

の
片
仮
名
を
追
う
だ
け
で
ほ
ぼ
全
編
に
わ
た
っ
て
訓
読
文
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う

し
た
点
も
他
所
に
は
見
え
な
い
特
色
で
あ
る
。
特
に
著
し
い
の
は
、
序
・
中
跋
・
跋
部
分
の
熟

語
に
つ
い
て
も
、
字
音
読
み
を
全
く
用
い
ず
、
全
編
に
わ
た
っ
て
訓
読
み
の
み
で
加
点
し
て
い

る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
諸
伝
本
に
は
見
え
な
い
本
書
独
自
の
特
色
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。こ

う
し
た
訓
読
姿
勢
は
、
忠
守
の
序
文
冒
頭
に
「
我
咲
園
に
集
へ
る
初
學
の
徒
に
家
翁
の
示

さ
る
ゝ
や
う
は．

古
學
の
要
と
す
る
處
は
古
語
を
釋
て
古
意
を
知
る
に
あ
り．
」
と
述
べ
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
も
伺
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、「
そ
へ
ご
と
」
と
し
て
著
者
自
身
の
述
べ
て

い
る
内
容

（
12
）

全
体
か
ら
も
、
古
語
拾
遺
は
「
漢
字
」
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
元
々
の
和
文
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
と
す
る
考
え
方
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
に
見
え
る

特
徴
的
な
訓
読
は
、
お
そ
ら
く
は
こ
う
し
た
著
者
自
身
の
明
確
な
意
図
の
下
で
独
自
に
編
ま
れ

た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

村
上
忠
順
標
註
古
語
拾
遺

村
上
忠
順
に
よ
る
訓
点
付
き
の
版
本
一
冊
。
見
返
し
に
「
明
治
八
年
・
深
見
藤
十
蔵
板
」
の

識
語
が
見
え
る
。
冒
頭
に
著
者
本
人
に
よ
る
と
思
し
い
漢
字
平
仮
名
交
じ
り
文
の
序
文

（
13
）

四
葉
が

あ
る
。
本
編
は
訓
点
付
き
漢
文
の
本
文
を
掲
げ
、

頭
に
漢
字
片
仮
名
交
じ
り
文
で
か
な
り
詳

密
な
注
釈
を
記
し
て
い
る
。
注
釈
は
先
行
の
典
籍
類
な
ど
を
引
い
て
本
文
章
句
の
内
容
を
検
証

図八　正訓古語拾遺　十七丁表
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す
る
趣
の
も
の
で
あ
り
、
実
証
的
な
態
度
で
記
さ
れ
て
い
る
。

掲
げ
ら
れ
た
本
文
は
飯
田
氏
に
依
れ
ば
「
四
宮
社
板
を
底
本
と
し
て
、
少
し
く
改
訂
を
加
へ

て
あ
る
。」
と
の
こ
と
で
あ
り
、
確
か
に
両
書
の
本
文
は
良
く
一
致
す
る
。
し
か
し
、
本
書
に

見
ら
れ
る
訓
読
は
、
四
宮
社
板
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
卜
部
本
系
統
、
伊
勢
本
系
統
、

い
ず
れ
か
の
伝
本
に
依
拠
し
た
と
も
考
え
に
く
い
内
容
で
、
お
そ
ら
く
は
先
行
の
諸
伝
本
や
他

の
文
献
資
料
類
に
見
え
る
訓
読
な
ど
も
勘
案
し
つ
つ
、
独
自
の
見
識
で
訓
読
を
行
っ
た
も
の
の

よ
う
で
あ
る
。
全
体
に
加
点
密
度
は
高
く
か
つ
均
一
で
、
先
の
『
訂
正
古
語
拾
遺
』
と
同
様
に

補
読
・
送
り
仮
名
だ
け
で
な
く
振
り
仮
名
の
傍
訓
を
多
用
し
て
お
り
、
注
さ
れ
た
片
仮
名
を
追

う
だ
け
で
ほ
ぼ
全
編
に
わ
た
っ
て
訓
読
文
を
再
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
序
・

中
跋
・
跋
部
分
の
熟
語
に
つ
い
て
も
字
音
読
み
を
全
く
用
い
ず
、
全
編
に
わ
た
っ
て
訓
読
み
の

み
の
訓
読
を
行
っ
て
い
る
点
も
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
、
個
々
の
字
句
の
読
み
方
に
つ
い
て
は
、

『
訂
正
古
語
拾
遺
』
と
は
必
ず
し
も
一
致
せ
ず
、
相
互
に
連
関
が
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
さ

ら
に
本
書
に
見
え
る
訓
読
で
は
、
補
読
敬
語
に
つ
い
て
、
全
編
に
わ
た
っ
て
か
な
り
統
一
・
整

理
さ
れ
た
形
で
訓
読
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
特
徴
的
で
あ
る
。

本
書
と
『
訂
正
古
語
拾
遺
』
は
、
は
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
ほ
ぼ
同
様
に
考
え
に
基
づ
く
訓
読
の

結
果
が
、
別
々
に
成
さ
れ
、
刊
行
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。
当
時
の
古
語
拾
遺
に
つ
い
て

の
考
え
方
の
一
端
を
垣
間
見
る
よ
う
な
事
例
で
は
あ
る
。

ま
と
め

以
上
、
今
般
調
査
し
得
た
九
種

（
14
）

の
版
本
・
注
釈
書
類
に
つ
い
て
、
主
に
訓
読
上
の
観
点
か
ら

そ
の
特
色
の
概
略
を
摘
記
し
て
み
た
。

概
観
す
る
と
、
こ
れ
ら
諸
本
の
掲
げ
る
本
文
は
大
略
、
卜
部
本
系
統
、
伊
勢
本
系
統
に
大
別

で
き
さ
ら
に
前
者
の
中
に
は
「
四
宮
社
板
」
に
依
る
も
の
、「
群
書
類
従
本
」
に
よ
る
も
の
も

見
え
た
が
、
訓
読
と
い
う
観
点
で
見
る
限
り
、
伊
勢
本
系
統
の
そ
れ
を
明
確
に
継
承
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
見
え
ず
、
卜
部
家
本
系
統
を
中
心
に
諸
本
に
見
え
る
訓
読
を
勘
案
し
て

補
う
形
で
成
さ
れ
た
訓
読
に
依
る
も
の
、
お
よ
び
全
く
独
自
の
見
識
に
基
づ
く
訓
読
を
試
み
た

も
の
、
に
大
き
く
二
大
別
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
程
度
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
特
に
後

者
は
、
明
治
初
頃
の
刊
行
に
か
か
る
も
の
に
著
し
い
所
で
あ
っ
た
。

本
稿
で
は
各
本
の
概
観
の
域
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
個
々
に
つ
い
て
改
め
て
詳
細
に

検
討
し
、
特
徴
的
で
あ
っ
た
訓
読
の
背
景
や
経
緯
に
つ
い
て
、
考
え
て
み
た
い
。

注

（
１
）
西
宮
一
民
『
古
語
拾
遺
』（
昭
和
六
十
年
・
岩
波
文
庫
）「
解
説
編
」
な
ど
。

（
２
）「
古
語
拾
遺
諸
本
の
訓
読
上
の
特
色
に
つ
い
て
　
使
役
形
の
訓
読
を
め
ぐ
っ
て
」（『
放
送
大
学
研

究
年
報
』
第
十
六
号
・
平
成
十
一
年
）

（
２
）「
古
語
拾
遺
諸
本
の
訓
読
上
の
特
色
に
つ
い
て
―
熟
語
の
訓
読
を
中
心
と
し
て
―
」（『
放
送
大
学

研
究
年
報
』
第
十
七
号
・
平
成
十
二
年
）

（
２
）「
古
語
拾
遺
本
文
の
成
立
と
漢
文
訓
読
」（『
放
送
大
学
研
究
年
報
』
第
十
八
号
』
・
平
成
十
三
年
）

（
２
）
な
お
、
こ
れ
ら
は
主
に
、
卜
部
本
系
統
の
嘉
禄
本
と
、
伊
勢
本
系
統
の
一
本
と
さ
れ
る
暦
仁
本

（
い
ず
れ
も
天
理
図
書
館
蔵
）
に
見
え
る
訓
読
に
つ
い
て
比
較
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
３
）
飯
田
瑞
穂
著
作
集
四
『
古
代
史
籍
の
研
究
下
古
語
拾
遺
他
』（
平
成
十
三
年
・
吉
川
弘
文
館
）
所

収

（
４
）
各
本
の
書
誌
の
詳
細
や
編
著
者
の
閲
歴
、
著
述
・
出
版
の
経
緯
な
ど
に
つ
い
て
は
飯
田
氏
の
ご
論

に
詳
し
い
の
で
、
本
稿
で
は
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
に
従
う
こ
と
と
し
、
敢
え
て
詳
述
す
る
こ
と
を
し
な
か

っ
た
。

（
５
）
嘉
禄
本
・
暦
仁
本
は
、
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
１
『
古
代
史
籍
集
』（
昭
和
四
十
七
年
・
八
木
書

店
）
所
収
の
影
印
に
よ
る
。
用
例
の
掲
出
位
置
は
同
書
の
頁
・
行
で
示
し
て
い
る
。

（
６
）
大
正
十
五
年
・
前
田
家
育
徳
財
団
刊
の
複
製
本
に
よ
る
。

（
７
）
暦
仁
本
は
こ
の
部
分
を
欠
く
。

（
８
）
飯
田
氏
は
「
袋
綴
五
冊
（
四
冊
あ
る
い
は
二
冊
と
す
る
も
の
も
あ
る
）」
と
さ
れ
て
い
る
。
五
冊

本
二
冊
本
は
未
見
。
五
冊
本
は
巻
三
を
二
冊
に
分
か
つ
も
の
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
９
）「
。
」
点
は
、
句
点
・
読
点
双
方
に
あ
た
る
位
置
に
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
10
）
序
・
中
跋
・
跋
の
部
分
で
は
比
較
的
加
点
密
度
が
低
く
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
熟
語
を
中
心
に
字

音
読
み
を
用
い
る
箇
所
が
多
く
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
本
書
で
は
字
音
読
み
の
箇
所
は
そ
れ

を
示
す
熟
合
符
の
み
を
注
し
、
傍
訓
等
は
用
い
て
い
な
い
。

（
11
）
同
一
の
語
句
に
つ
い
て
は
再
掲
さ
れ
た
箇
所
へ
の
加
点
を
省
略
す
る
こ
と
な
ど
が
行
わ
れ
、
一
般

図九　村上忠順標註古語拾遺　五丁表
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に
漢
文
文
献
の
訓
点
付
き
版
本
の
類
で
は
後
に
向
か
っ
て
徐
々
に
加
点
密
度
が
低
く
な
っ
て
い
く
も

の
が
多
く
、
こ
の
傾
向
は
本
稿
で
と
り
あ
げ
た
他
の
古
語
拾
遺
の
諸
板
本
に
つ
い
て
も
見
ら
れ
る
所

で
あ
る
。

（
12
）「
そ
へ
ご
と
」
の
か
な
り
の
部
分
を
割
い
て
、
い
わ
ゆ
る
「
神
代
文
字
」
で
記
さ
れ
た
文
献
に
つ

い
て
述
べ
、
上
古
に
和
文
を
記
す
文
字
が
あ
っ
た
こ
と
に
も
言
及
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
上
古
の

「
古
事
」
を
伝
え
る
〝
漢
字
書
き
〞
の
文
献
と
し
て
、
古
語
拾
遺
を
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

（
13
）
識
語
は
な
い
が
内
容
か
ら
推
し
て
著
者
本
人
に
よ
る
序
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
飯
田
氏
に
依
れ

ば
こ
の
序
文
は
「
平
田
篤
胤
『
古
史
微
解
題
記
』
の
抄
録
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。

（
14
）
飯
田
氏
の
ご
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
他
に
『
群
書
類
従
本
』
を
掲
げ
て
お
ら
れ
る
。
同
本
は
、
特
に

古
語
拾
遺
の
流
布
本
の
一
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
が
、
加
点
密
度
が
他
本
に
比
べ
低
い
な
ど

の
点
も
あ
っ
て
本
稿
で
は
敢
え
て
取
り
上
げ
な
か
っ
た
。
ま
た
残
る
『
一
井
光
宣
校
本
』『
三
輪
田

元
綱
校
本
』『
古
川
躬
行
校
本
』『
永
井
保
賢
校
本
』『
三
栗
中
実
標
註
本
』『
木
野
戸
勝
隆
校
本
』
の

六
種
に
つ
い
て
は
、
未
見
ま
た
は
未
調
査
の
た
め
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

（
二
〇
〇
八
年
十
一
月
四
日
受
理
）
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A Study on the Commentaries of Kogoshui in the Edo Era

Katsumi SUGIURA

ABSTRACT

It has been known that I can classify the manuscripts of Kogoshui were classified two kinds of the Urabe-

bon books and the Ise-bon books. The representative manuscript of the the Urabe-bon book is Karoku-bon.
And the representative manuscript of the Ise-bon book is Ryojun-bon. That there are these differences that
are characteristic to two kinds each from the viewpoint of diacritics has been clarified.

On the other hand, about the printed books and the commentaries which were published a lot in the Edo

era, it have not been classified the diacritics although it had been classified the text. I investigated nine
kinds of printed books and the commentaries in this study. As a result, it developed that they could classify
in Urabe-bon system and Ise-bon system on the text, but there was not the characteristic of the Ise-bon

system in them on the . And the diacritics of those books were based on the Karoku-bon system or the
original new system.


