
両
点
本
節
用
集
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

一
は
じ
め
に

慶
長
年
間
に
刊
行
さ
れ
た
易
林
本
節
用
集
は
、
橋
室
田
体
に
片
仮
名

の
付
訓
と
い
う
形
式
で
あ
っ
た
が
、
寛
永
年
間
以
降
の
節
用
集
で
は
、

付
訓
も
平
仮
名
が
一
般
的
と
な
り
、
見
出
語
の
掲
出
も
草
書
体
の
左

に
楕
書
体
を
並
置
す
る
真
草
二
行
形
式
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
。
こ

れ
ら
の
改
編
に
引
き
続
い
て
な
さ
れ
た
の
が
、
横
書
体
の
傍
ら
に
イ

ロ
ハ
分
類
の
見
出
し
と
な
る
語
形
と
は
別
の
音
訓
を
付
す
両
点
形
式

の
採
用
で
あ
る
（
以
下
、
両
点
形
式
を
採
る
節
用
集
を
両
点
本
と
総

称
す
る
）
。
本
稿
で
は
、
両
点
本
の
編
纂
に
際
し
て
、
い
か
な
る
資
料

が
参
照
と
さ
れ
た
の
か
を
調
査
し
、
両
点
本
成
立
の
背
景
や
そ
の
意

義
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

初
期
の
両
点
本
諸
本
と
そ
の
先
後
関
係

両
点
本
に
お
け
る
楢
書
体
へ
の
付
訓
は
、
例
外
も
あ
る
が
、
見
出

語
で
当
該
漢
字
を
字
音
で
読
む
場
合
は
和
訓
が
、
和
訓
で
読
む
場
合

は
字
音
が
付
さ
れ
る
。
指
書
体
に
対
す
る
左
右
の
位
置
は
節
用
集
に

米

隆

史

谷

よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
が
、
見
出
語
形
を
一
不
す
草
書
体
へ
の
付
訓
に

対
し
て
は
常
に
左
に
位
置
す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
構
書
体
へ
の

付
訓
を
一
括
し
て
左
訓
と
称
す
る
こ
と
に
す
る
。
な
お
、
見
出
語
形

と
は
別
の
音
訓
を
見
出
語
の
左
に
付
す
こ
と
は
、
易
林
本
節
用
集
や

元
和
版
下
学
集
、
真
草
二
行
形
式
の
節
用
集
で
は
寛
文
一

O
（
一
六

七
O
）
年
刊
行
の
頭
書
増
補
二
行
節
用
集
等
で
も
行
わ
れ
て
お
り
、

古
辞
書
に
お
い
て
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

辞
書
に
見
ら
れ
る
例
は
極
め
て
部
分
的
で
あ
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
以

て
易
林
本
節
用
集
等
を
両
点
本
と
称
す
る
の
は
臨
時
時
さ
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
見
出
語
の
漢
字
の
ほ
と
ん
ど
全
て
に
左
訓
を

付
し
て
い
る
も
の
を
両
点
本
と
称
し
て
調
査
対
象
と
す
る
こ
と
に
し

た。
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両
点
本
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
（
二

O
O
O）
が
、
節
用
集

と
倭
玉
篇
と
い
う
漢
字
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
異
に
す
る
辞
書
の
融
合

が
図
ら
れ
た
事
例
と
し
て
注
目
し
て
お
り
、
関
場
（
一
九
九
四
）
や

高
梨
（
一
九
九
二
）
（
一
九
九
七
）
な
ど
に
も
一
言
及
が
存
す
る
。
そ
れ



ら
を
踏
ま
え
つ
つ
、
初
期
の
両
点
本
の
諸
本
や
形
態
に
つ
い
て
概
略

を
ま
と
め
て
お
く
。

初
期
の
両
点
本
に
は
、
次
の
書
名
を
有
す
る
三
類
が
存
す
る
（
書

名
は
内
題
、
以
下
も
全
て
同
じ
）
。

A
類
真
草
二
行
節
用
集

B
類
頭
書
増
補
二
行
節
用
集

C
類
頭
書
増
補
両
点
二
行
節
用
集

A
類
は
、
高
梨
（
一
九
九
六
）
（
一
九
九
七
）
が
「
無
刊
記
両
点

版
」
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
高
梨
（
一
九
九
七
）
に
よ
る
と
、
「
無
刊

記
両
点
版
」
は
、
寛
永
一
六
年
（
一
六
三
九
）
刊
行
の
真
草
二
行
節

用
集
の
辞
書
本
文
を
ほ
ぼ
忠
実
に
受
け
継
ぐ
も
の
の
、
「
寛
永
十
六

は
〈
り
〈

年
版
で
は
、
〈
博
陸
〉
の
項
目
の
〈
博
〉
字
に
対
す
る
構
書
体
が
〈
樽
〉

と
な
っ
て
い
る
が
、
無
刊
記
両
点
版
で
は
、
こ
れ
を
〈
博
〉
に
改
め
」

る
よ
う
な
訂
正
例
が
見
ら
れ
、
そ
れ
は
、
両
点
形
式
を
採
る
こ
と
で
、

「
お
の
ず
と
各
項
目
の
漢
字
見
出
し
の
一
宇
ご
と
に
対
す
る
確
認
が

お
こ
な
わ
れ
」
た
こ
と
に
拠
る
も
の
と
し
て
い
る
。

A
類
は
、
刊
年

不
明
の
一
本
が
知
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、

B
類
や
C
類
と
比
較
す

る
と
古
い
辞
書
本
文
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ
る
。

B
類
と
C
類
に
つ
い
て
は
、
高
梨
（
一
九
九
二
）
が
次
の
よ
う
な

点
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

0
．B
類
の
辞
書
本
文
は
、
寛
文
一

O
年
刊
行
の
頭
書
増
補
二
行
節
用

集
に
代
表
さ
れ
る
七
行
七
九
枚
本
の
節
用
集
に
拠
っ
て
い
る
。

O
C
類
の
見
出
語
は
、
い
部
の
乾
坤
門
と
一
言
語
門
に
集
中
的
に
存
す

る
増
補
を
除
け
ば
、

B
類
と
大
き
く
は
ち
が
わ
な
い
。

O
確
認
で
き
る
範
囲
で
は
、

B
類
は
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
刊
本
、

｛注
1｝

C
類
は
延
宝
四
年
刊
本
が
最
も
早
い
刊
年
を
有
す
る
。

O
C類
の
見
出
語
は
B
類
に
拠
っ
て
い
る
可
能
性
が
高
く
、
そ
の
場

合、

B
類
に
延
宝
四
年
以
前
の
刊
本
が
存
在
し
た
こ
と
を
仮
定
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、

B
類
と
C
類
の
関
係
に
問
題
を
残
す
も
の

の
、
次
の
よ
う
に
、

A
類
↓
B
類
↓
C
類
の
先
後
関
係
が
想
定
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

刊

年

辞

書

本

文

の

典

拠

A
類

不

明

寛

永

一

六

年

刊

真

草

二

行

節

用

集

B
類
延
宝
四
年
以
前
？
寛
文
一

O
年
刊
頭
書
増
補
二
行
節
用
集

C
類
延
宝
四
年
？

B
類
の
節
用
集

本
稿
で
は
、
管
見
で
最
も
早
い
刊
年
を
有
す
る
、
次
の
節
用
集
に

よ
っ
て
各
類
を
代
表
さ
せ
る
。

【注
2

｝

A
類
無
刊
記
本
（
以
下
、

A
）

B
類
延
宝
七
年
（
一
六
七
九
）
刊
本
（
以
下
、

B
）

C
類
延
宝
九
年
（
一
六
八
一
）
刊
本
（
以
下
、

C
）

B
類
と
C
類
に
つ
い
て
は
初
刊
本
と
す
べ
き
節
用
集
を
参
照
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
先
後
関
係
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
を
下
す
こ

と
は
で
き
な
い
が
、
左
訓
が
関
わ
る
事
例
か
ら
い
く
つ
か
の
判
断
材
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料
を
示
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
挙
例
に
あ
た
っ
て
は
、
見
出
語

は
構
書
体
の
字
形
が
示
す
漢
字
に
拠
っ
て
引
用
す
る
こ
と
と
し
、
割

書
は
〈
〉
内
に
、
左
訓
は
《
》
内
に
示
す
。
ま
た
、
対
応
す
る

左
訓
が
見
ら
れ
な
い
場
合
は
「
ゆ
」
を
示
し
た
。

三
本
の
見
出
語
の
漢
字
や
左
訓
は
共
通
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で

あ
る
が
、
次
の
よ
う
に
相
違
す
る
例
も
存
す
る
。

①
A

素

《

し

ろ

し

》

イ

言

語

い
か
ん

B

奈

《

し

ろ

し

》

イ

言

語

C

奈

《

な

ん

ぞ

》

イ

言

語

ろ
う
か
く

②
A

楼

客

《

た

か

ど

の

／

さ

し

を

く

》

ロ

乾

坤

仰

楼

閣

《

た

か

と

の

／

さ

し

を

く

》

ロ

乾

坤

①
②
は
、
構
書
体
の
字
形
が
示
す
漢
字
が
A
と
B

・C
で
異
な
る

例
で
あ
る
。
三
本
と
も
草
書
体
の
字
形
か
ら
は
、
「
素
」
と
「
奈
」
、

「
客
」
と
「
閣
」
と
を
判
別
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
①
の
場
合
、

見
出
語
形
の
「
い
か
ん
」
に
対
応
す
る
漢
字
と
し
て
は
B

・C
の

「
奈
」
が
適
当
で
あ
る
が
、
左
訓
「
し
ろ
し
」
が
付
さ
れ
る
漢
字
と

し
て
は
A
の
「
素
」
が
適
当
で
あ
る
。
②
の
場
合
は
、
見
出
語
に
対

応
す
る
漢
字
と
し
て
も
、
左
訓
「
さ
し
を
く
」
が
付
さ
れ
る
漢
字
と

し
て
も
B

・C
の
「
閣
」
が
適
当
で
あ
る
。

①
②
と
も
、

A
と
B
の
掲
出
字
形
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
拠
っ
た
寛
永

一
六
年
刊
真
草
二
行
節
用
集
と
寛
文
一

O
年
刊
頭
書
増
補
二
行
節
用

集
の
掲
出
字
形
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
①
は
A
の
左

訓
を
B
が
転
載
し
た
例
と
、
一
方
の
②
は
逆
に
B
C
の
左
前
を
A
が

転
載
し
た
例
と
す
る
の
が
考
え
や
す
い
。
①
と
②
は
正
反
対
の
先
後

関
係
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
に
、
三
本
と
も
に
不
適
当
な
漢
字
を
示
し
て

い
る
例
も
あ
る
。

ー

ろ

ん

し

ゃ

う

チ

ヨ

ク

シ

ノ

、

ゥ

ニ

ス

ヲ

③
必
論
近
《
あ
ら
そ
ふ
／
た
く
み
》
〈
山
門
於
一
一
勅
使
坊
一
修
レ
之
〉

円し

ロ
＝＝ずにコ

語

後

ろ

う

げ

ん

④
川
川
瞬
玄
《
あ
さ
け
る
／
く
ろ
し
》

依
④
で
は
構
書
体
が
示
す
漢
字
は
本
来
あ
る
べ
き
「
匠
」
「
言
」
で

は
な
く
「
近
」
（
実
際
は
「
近
」
の
上
に
横
棒
が
一
本
あ
る
字
形
）

「
玄
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
①
②
と
同
様
、
典
拠

と
な
っ
た
真
草
二
行
節
用
集
と
頭
書
増
補
二
行
節
用
集
の
掲
出
字
形

が
共
に
「
近
」
「
玄
」
と
な
っ
て
い
る
の
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
③
は
付
訓
や
注
文
を
参
考
に
し
た
た
め
か
、
本
来
あ
る
べ

き
「
匠
」
に
対
応
す
る
左
訓
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
③

は
、
最
初
に
左
訓
を
付
し
た
の
が
い
ず
れ
の
節
用
集
で
あ
る
に
せ
よ
、

左
訓
は
本
来
の
漢
字
を
想
定
し
て
付
し
た
も
の
の
、
構
書
体
の
字
形

を
校
訂
す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
一

方
、
④
は
い
ず
れ
の
節
用
集
で
も
「
玄
」
に
対
応
す
る
左
訓
が
示
さ

れ
、
本
来
あ
る
べ
き
「
瞬
言
」
が
想
起
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
例

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
③
④
の
よ
う
に
、
左
訓
を
付
す
行
為
が
辞
書

本
文
の
校
訂
に
十
分
繋
が
っ
て
い
な
い
例
が
混
在
す
る
と
い
う
状
況

ロ
言
語

Q
U
 



で
は
、
①
②
の
よ
う
な
例
か
ら
単
純
に
先
後
関
係
を
判
断
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
次
の
よ
う
な
例
を
見
る
と
、
先
学
の
想
定
と
同
じ
く
、

A
↓
B
↓
C
の
成
立
順
序
が
妥
当
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
⑤
⑥
は
、

A
が
B

・C
に
先
立
つ
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。

い
て
い

⑤
A

異
瞳
《
こ
と
な
る
／
た
い
》
（
「
異
」
を
頭
字
と
す
る
三
語
省

く
ど
う
お
ん

略
）
｜
口
同
音
《
こ
と
に
し
／
ゆ
／
お
な
し
う
す
／
こ
ゑ
を
》

イ

語

B 

ご

ん

く

と

う

お

ん

一一言《・
φ
／
こ
と
は
》
｜
口
同
音
《
こ
と
に
し
／
ゆ
／
お
な

し

う

す

／

こ

ゑ

を

》

イ

言

語

ご

ん

く

と

う

お

ん

一
言
《
ゆ
／
こ
と
ば
》

l
口
同
音
《
／
ゆ
／
く
ち
／
お
な
し

c 
⑥ 

C/B A 

一一／
A~ ムL~
耳ド宮口ゑ

φφ 
／／  
めあ
く ふ
る》

九
語
省
略

イ
言
語

イ
三三r
Eコ
宝五
ロ口

田店

φ 
／ 
め

ーく

田店ゑ

め
く
るイ

言
語

⑤
は
、
「
異
」
を
頭
字
と
す
る
語
群
を
類
来
す
る
部
分
で
あ
る
。
A

〈
ど
う
お
ん

で
は
「

l
口
同
音
」
の
「
｜
」
を
承
け
る
漢
字
と
し
て
「
異
」
が
自

然
に
想
定
で
き
る
の
に
対
し
、

B
－

C
で
は
、
見
出
語
の
語
順
に
乱

れ
が
あ
る
た
め
、
こ
の
ま
ま
で
は
「
｜
」
を
承
け
る
漢
字
が
「
ご

と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
こ
と
自
体
は
、
寛
文
一

O
年
刊
頭
書
増
補

二
行
節
用
集
の
辞
書
本
文
に
由
来
す
る
誤
り
で
あ
る
が
、
「
一
」
に
対

応
す
る
左
訓
が
「
こ
と
に
し
」
と
な
っ
て
し
ま
う
の
は
、

A
の
左
訓

を
機
械
的
に
転
載
し
た
こ
と
で
、
生
じ
た
誤
り
と
い
え
る
。

C
に
左

訓
「
こ
と
に
し
」
が
な
い
の
は
、
こ
の
不
自
然
を
解
消
し
た
も
の
と

い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
＠
は
、
A
の
よ
う
に
「
あ
ふ
」
と
あ

の
左
訓
を
、
誤
っ
て
一
語
下
の
「
回
」
か
ら
転
載
し

る
べ
き
「
会
」

て
し
ま
っ
た
例
で
あ
ろ
う
。

⑦
③
は
、

B
が
C
に
先
立
つ
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
。

し

ゅ

カ

ウ

⑦
A

一

姓

《

ゆ

／

タ

ク

》

〈

香

〉

イ

言

語

し
ゅ

B

一
位
《
ゆ
／
も
へ
く
い
タ
ク
》
〈
香
〉
イ
言
語

し
ゅ

C

一

位

《

ゆ

／

も

え

く

い

》

〈

香

〉

イ

言

語

さ

つ

シ

ヨ

シ

ヤ

ク

＠
A

一

冊

《

ゆ

／

あ

む

》

〈

書

籍

〉

イ

一

言

語

B

一

冊

《

ゆ

／

ふ

だ

あ

む

》

〈

書

籍

〉

イ

言

語

さ

つ

シ

ヨ

シ

ヤ

ク

C

一

冊

《

ゆ

／

ふ

だ

あ

む

》

〈

書

籍

〉

イ

言

語

⑦
③
の
よ
う
に
、

B
に
は
、
全
体
に
亘
っ
て
わ
ず
か
で
は
あ
る
が

A
が
掲
出
す
る
以
外
の
左
訓
を
添
加
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
。
こ

れ
ら
は
、

A
の
左
訓
に
、

B
が
拠
っ
た
寛
文
一

O
年
刊
頭
書
増
補
二

し

ゅ

さ

つ

行
節
用
集
の
二
位
《
，
φ
／
も
へ
く
い
》
」
「
一
冊
《
ゆ
／
ふ
だ
》
」
と

（注
3

｝

い
う
左
訓
を
併
せ
て
転
載
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
⑦
は
、
頭
書

増
補
二
行
節
用
集
か
ら
転
載
し
た
左
訓
の
み
を
C
が
引
用
し
た
例
で

あ
り
、
＠
は
、

A
と
頭
書
増
補
二
行
節
用
集
の
双
方
か
ら
転
載
し
た

二
つ
の
左
訓
を
、

C
が
一
続
き
の
語
と
し
て
引
用
し
て
し
ま
っ
た
例

《注

4）

で
あ
ろ
う
。
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以
上
の
例
か
ら
、
管
見
諸
本
の
範
囲
で
は
、

A
類
↓
B
類
↓
C
類



の
成
立
順
序
を
想
定
す
る
の
が
適
当
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
以

下
で
は
、

A

（
以
下
、
無
刊
記
両
点
本
と
称
す
る
）
の
左
訓
に
つ
い

て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

無
刊
記
両
点
本
の
左
訓
の
典
拠

一一一
l
a
t

－
無
刊
記
両
点
本
の
見
出
語
と
左
訓

多
く
の
漢
字
に
音
訓
を
付
す
際
に
は
、
自
明
の
字
音
や
和
訓
が
存

す
る
場
合
は
そ
れ
を
付
し
、
適
当
な
字
音
や
和
訓
を
想
起
す
る
こ
と

が
で
き
な
か
っ
た
り
、
記
憶
が
不
明
瞭
な
場
合
に
は
、
字
書
等
を
参

照
し
て
付
す
と
い
う
過
程
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
概
し
て
字
音

よ
り
は
和
訓
を
付
す
場
合
の
ほ
う
が
、
字
書
等
を
参
照
す
る
頻
度
は

高
か
っ
た
も
の
と
予
想
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
見
出
語
が
字
音
誇
に
限

ら
れ
る
こ
と
で
、
左
訓
と
し
て
は
和
訓
を
付
す
こ
と
が
多
く
な
る
ロ

部
を
調
査
対
象
と
し
て
、
左
訓
と
字
書
諸
本
と
の
関
わ
り
を
確
認
し

て
い
く
こ
と
に
す
る
。

無
刊
記
両
点
本
の
ロ
部
に
お
い
て
、
和
訓
で
左
訓
を
付
し
て
あ
る

異
な
り
漢
字
数
（
閉
じ
漢
字
で
も
左
訓
が
異
な
る
場
合
は
別
に
数
え

る
）
は
四
七
字
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
中
か
ら
字
書
等
に
拠
ら
ず
に

付
し
た
可
能
性
が
高
い
も
の
を
除
く
必
要
が
あ
る
。
個
々
の
和
訓
に

つ
い
て
、
そ
れ
が
編
纂
者
に
と
っ
て
自
明
で
あ
っ
た
か
否
か
を
選
別

す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
が
、
無
刊
記
両
点
本
の
辞
書
本
文

に
見
出
語
と
し
て
存
す
る
和
訓
で
あ
れ
ば
、
編
纂
者
の
記
憶
に
存
し

た
可
能
性
は
高
い
で
あ
ろ
う
。
⑨
に
示
し
た
の
は
、
ロ
部
の
左
訓
中
、

無
刊
記
両
点
本
の
見
出
語
や
見
出
語
の
一
部
に
一
致
す
る
語
が
存
す

る
も
の
で
あ
る
。

⑨
路
《
み
ち
》
次
《
つ
ぎ
》
頭
《
か
し
ら
》
客
《
さ
し
を
く
》

門
《
か
と
》
鐘
《
こ
も
り
》
漏
《
も
る
』
》
刻
《
き
さ
み
》

位
《
く
ら
い
》
親
《
お
や
》
根
《
ね
》
塵
《
ち
り
》

識
《
し
る
》
通
《
と
を
る
》
櫓
《
ゃ
く
ら
》
鍍
《
チ
リ
ハ
ム
》

緑
《
み
と
り
》
青
《
あ
を
し
》
底
《
た
く
み
》
談
《
か
た
る
》

語
《
か
た
る
》
人
《
ひ
と
》
所
《
と
こ
ろ
》
露
《
つ
ゆ
》

顕
《
あ
ら
は
る
》
命
《
い
の
ち
》
瞬
《
あ
さ
け
る
》

引
《
ひ
く
》
脱
《
ぬ
く
る
》
居
《
い
る
》
舎
《
い
ゑ
》

脊
《
と
き
》
録
《
し
る
す
》

右
の
三
三
例
の
一
致
例
に
は
、
仮
名
遣
や
語
形
の
小
異
、
「
瞬
《
あ

ホ即日

fe叶
り

A
W

さ
け
る
ぎ
に
対
す
る
「
噸
塀
」
（
ア
部
言
語
）
の
よ
う
な
熟
字
訓
に

対
応
す
る
も
の
も
広
く
含
め
て
い
る
。
ロ
部
の
場
合
、
無
刊
記
両
点

本
の
見
出
語
の
和
訓
を
援
用
す
る
こ
と
で
七
割
ほ
ど
の
左
訓
を
付
す

こ
と
が
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
残
る
一
四
例
の
左
訓
が
字
書
諸

本
と
の
比
較
対
象
で
あ
る
。
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字
書
諸
本
所
収
の
和
訓
と
左
訓

無
刊
記
両
点
本
の
見
出
語
と
は
一
致
し
な
い
一
四
字
の
左
割
に
は
、

字
書
を
参
照
し
て
付
し
た
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
こ



と
か
ら
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
字
書
諸
本
と
の
比
較
を
行

う
こ
と
に
す
る
。

特
定
の
漢
字
に
付
す
和
訓
を
求
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
音
引
の
字
書

で
は
な
く
、
部
首
や
画
数
を
手
が
か
り
に
し
て
検
索
で
き
る
字
書
を

参
照
し
た
可
能
性
が
高
い
。
簡
便
な
も
の
と
し
て
は
、
見
出
字
と
音

訓
を
一
示
す
の
み
の
倭
玉
篇
や
字
集
便
覧
の
よ
う
な
字
書
が
あ
る
。
ま

た
、
漢
文
の
注
文
が
主
で
は
あ
る
が
、
付
訓
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ

る
大
広
益
会
玉
篇
や
字
棄
の
和
刻
本
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
も
否
定

で
き
な
い
。
部
首
や
画
数
に
よ
る
配
列
を
採
る
字
書
に
限
っ
て
も
、

無
刊
記
両
点
本
刊
行
の
下
限
で
あ
る
延
宝
年
閉
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た

も
の
は
多
数
に
の
ぼ
る
。
現
時
点
で
は
全
て
の
字
書
の
和
訓
を
精
査

し
て
対
照
す
る
準
備
が
な
い
た
め
、
分
類
配
列
上
の
特
徴
が
存
す
る

次
の
諸
本
を
選
ん
で
比
較
調
査
を
行
う
こ
と
に
し
た
。

G
I
大
広
益
会
玉
篇
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
刊

大
広
益
会
玉
篇
寛
文
三
年
（
一
六
六
一
二
）
刊

新
刊
大
広
益
会
増
修
玉
篇
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
刊

玉
篇
慶
長
一

O
年
（
一
六

O
玉
）
刊

倭
玉
篇
慶
長
一
五
年
（
一
六
一

O
）
刊

倭
玉
篇
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
刊

袖
珍
倭
玉
篇
寛
文
四
年
（
一
六
六
四
）
刊

増
字
倭
玉
篇
寛
文
一

O
年
（
一
六
七

O
）
刊

字
葉
寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
刊

G 
2 

G 
3 

g 

1 
g 

2 
g 
3 

g 

4 
g 

5 
J 

s 

字
集
便
覧

韻
会
捷
見

承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
刊

寛
文
一
一
年
（
一
六
七
一
）
刊

G
1
1
G
3
の
三
本
は
漢
文
の
注
文
を
主
と
す
る
玉
篇
で
、

G
ー

と
G
3
は
和
刻
本
で
あ
る
。

G
ー
が
五
四
二
部
首
の
一
般
的
な
も
の

（注
6

）

で、

G
2
は
日
本
人
が
字
棄
の
形
式
に
倣
っ
て
一
二
玉
部
首
に
改
編

し
、
部
首
と
各
部
首
内
の
漢
字
配
列
を
画
数
順
に
し
た
も
の
、

G
3

は
G
1
の
五
四
二
部
首
の
後
に
雑
字
部
を
加
え
た
五
四
三
部
首
で
、

部
首
内
の
漢
字
配
列
を
画
数
順
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
本
と
も
注

文
自
体
は
共
通
す
る
部
分
が
多
い
が
、
付
訓
に
は
相
違
が
見
ら
れ
、

G
3
に
は
見
出
字
や
注
文
の
改
変
や
増
補
も
存
す
る
。

g
1
1
g
5
は
所
謂
倭
玉
篇
で
あ
る
。

g
1
は
「
夢
梅
本
」
と
称

さ
れ
、
一
九
七
部
首
（
各
部
首
内
部
の
「
附
部
」
を
加
算
す
る
と
玉

O
五
部
首
）
、
倭
玉
篇
の
中
で
は
漢
文
の
注
文
を
多
く
残
す
一
本
で

あ
る
。

g
2
は
、
以
降
の
倭
玉
篇
の
元
と
な
っ
た
も
の
で
、
四
七
七

g
3
は、

84 -

g
2
の
よ
う
な
倭
玉
篇
を
大
広
益
会
玉
篇
の
形
式

に
合
わ
せ
て
五
四
二
部
首
に
改
編
し
た
も
の
、

g
4
は
五
四
二
部
首

の
ま
ま
、
部
首
内
の
漢
字
配
列
を
画
数
順
に
し
た
も
の
、

g
5
は

g

3
の
よ
う
な
分
類
配
列
に
従
う
が
、
漢
字
配
列
を
画
数
順
に
し
た
字

書
か
ら
増
補
し
た
見
出
字
を
各
部
首
末
に
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

（注
6）

J
は
字
棄
の
和
刻
本
で
あ
る
J

二
四
部
首
で
部
首
と
部
首
内
の

漢
字
配
列
を
画
数
順
に
す
る
。

j
は
、
一
見
す
る
と
倭
玉
篇
と
同
じ

体
裁
で
あ
る
が
、
外
題
を
和
字
葉
と
す
る
こ
と
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う

部
首
。



に
、
字
棄
の
分
類
配
列
を
踏
襲
し
て
お
り
、
掲
出
の
和
訓
に
も
字
棄

の
注
文
の
影
響
が
窺
わ
れ
る
。
ま
た
、

S

は
古
今
韻
会
と
古
今
韻
会

小
補
の
所
収
漢
字
を
総
画
数
順
に
配
列
し
、
和
訓
を
付
し
た
も
の
で

（注
7
｝

あ
る
。

問題となる一四字の左訓について、右の字書における掲

出状況を示したのが次の表である。

撞 糠 凄 禄 曜 達 楼 盤 吾百ノ両、*'J 議 玄 畜 博 漢ナ,....,. 

み
ま

お か あ た サ あ や
そ

Jコ
り を つ し、

もち カ ら
わ lま く し

"(} 
左

む
く

せ し、 た た ど フ そ
く ・/p ろ

な
ろ

司｜｜

ま
む

な し ふ る の ネ ふ
る る し ふ

し
き か

× × × × ／ × 。。。。ム 。。。Gl 

× × × × ／ × 。。。。ム 。。。G2 

× × × × ム × × ム 。ム 。。。。G3 

× × × × ／ × × × × ム 。。。。gl 

× × × ／ × 。。。。。。。。。g2 

× × × ／ × 。。。。。。。。。g3 

× × × ／ × 。。。。。。。。。g4 

× × × ／ × 。。。。。。。。。g5 

× ム ム ム ム × × × × ム 。ム 。。J 
× 。。。ム × 。。。。。。。。
× × × 。。× × × × × 。。。。s 

表
中
の

O
印
は
字
書
に
一
致
す
る
和
訓
（
漢
文
の
注
に
付
さ
れ
た

訓
も
含
む
）
が
存
す
る
場
合
、
ム
印
は
一
致
す
る
和
訓
は
存
し
な
い

ギ

が、

G

1
の
「
議
〈
：
・
論
也
：
〉
」
（
「
論
」
に
対
す
る
「
ハ
カ
ル

（
リ
ご
の
訓
は
J
以
外
の
全
て
の
字
書
に
見
え
る
）
や

g
1
の
「
判

〈
分
散
也
ワ
カ
チ
、
ル
ワ
カ
ツ
コ
ト
ハ
ル
ご
の
よ
う
に
、
左

訓
と
密
接
に
関
連
す
る
注
文
や
和
訓
が
存
す
る
と
判
断
で
き
る
場
合
、

×
印
は
注
文
、
和
訓
と
も
に
関
連
性
が
確
認
で
き
な
い
場
合
、
／
印

は
漢
字
自
体
が
収
め
ら
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。

表
か
ら
知
ら
れ
る
通
り
、
最
も
多
く
の
和
訓
を
網
羅
す
る
の
は
j

で
、
ム
印
の
一
例
を
含
め
る
と
、
二
一
例
の
一
致
を
見
る
。
そ
れ
に

次
ぐ
の
が
九
例
の
一
致
を
見
る

g
2
1
g
5
の
倭
玉
篇
で
あ
る
。
い

｛注
8

｝

ず
れ
の
字
書
に
も
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
「
瞳
《
お
そ
む
ま
》
」
以

外
は
、

j
と

g
2
以
下
の
倭
玉
篇
を
参
照
す
る
こ
と
で
付
す
こ
と
が

可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
両
点
本
の
編
纂
に
あ

た
っ
て
は
、
こ
の
二
系
統
の
字
書
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
と

考
え
ら
れ
る
。

戸

hυ口口

j
と

g
2
以
下
の
倭
玉
篇
を
め
ぐ
っ
て
、
問
題
と
な
る
例
を
確
認

し
て
お
こ
う
。

g
2
以
下
の
倭
玉
篇
諸
本
は

g
2
に
よ
っ
て
代
表
さ

せ
、
他
の
関
係
す
る
字
書
の
記
述
も
適
宜
示
す
こ
と
と
す
る
。

ろ
う
た
っ

⑩
漏
達
《
も
れ
／
い
た
る
》

達
〈
イ
タ
ル
サ
ト
シ

タ
ツ達

〈
カ
ヨ
フ
ナ
ル

g 

2 

ト
ヲ
ル

ロ
号
同
五
回

定
百
十
六

定
部

サ
ト
ル
〉

コ
ヒ
ツ
シ

ユク〉



⑩
は
、
表
に
示
し
た
中
で
は
唯
て
倭
玉
篇
の
み
と
一
致
す
る
例

で
あ
る
。

j
に
も
和
訓
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

g
2
に
掲

出
の
和
訓
を
左
訓
と
し
て
引
用
し
た
理
由
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

な
お
、
一
例
の
み
で
あ
る
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
、
編
纂
者
の
記
憶
に

あ
っ
た
和
訓
を
付
し
た
も
の
と
考
え
る
余
地
も
存
す
る
か
も
し
れ
な

い
が
、
無
刊
記
両
点
本
の
他
の
部
の
左
訓
に
も
、

g
2
以
下
の
倭
玉

｛注

9）

篇
の
み
と
一
致
す
る
例
が
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の

例
も
、
い
ず
れ
か
の
倭
玉
篇
が
参
照
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
事
例
と
考

え
て
お
く
。

⑪
曙
穿
《
う
た
ふ
／
と
き
》

g
2

曜
〈
ス
ガ
ナ
シ
タ
JV
ス〉

ラ

ノ

ノ

ナ

リ

J

曜
〈
：
・
歌
助
声
又
小
児
語
也
：
・
〉

j

曜
〈
歌
助
声
〉

s

犠
〈
・
：
ラ
ウ
タ
〉

ろ
く
ノ
＼

⑫
禄
々
《
あ
を
い
し
》

⑬ s 
凄ろ

凄；痩ロま礁2磁3礁を未
〈〈か〈〈〈掲

セり：｜：出
荊コせリ硲禄
痩ハグなヨ 碕ハ
曲マかクイ石
脊ル》 シ也

ア 広
説ヤ ヲア韻
文ス イ ヲ 多 キ

頭；2 V三右
臆2 云ごニ塑
也イ¢：
〉 と 語ノ

色

g 
2 

J g 
2 

J 

ロ
言
語

ロ
五
十
二

ロ
部

ロ
部

二
十
二
画
部

ロ
言
語

r 
十

百ロ五
r ff十支画石石
部 七体部部部

j

痩
〈
マ
カ
リ
セ
ナ
カ

⑭
磯
櫨
《
み
つ
く
む
き
》

g
2

聴
〈
向
上
（
ロ
ク
ロ
）
〉

J

解
〈
：
聴
韓
井
上
決
レ
恥
木
・
・
〉

j
纏
〈
｜
櫨
ミ
ツ
ク
ム
キ
〉

＠

1
⑭
は
字
葉
系
統
の
字
書
に
一
致
を
見
る
例
で
あ
る
。

も、

J
、
が
掲
出
し
た
和
訓
や
注
文
を
、
無
刊
記
両
点
本
が
左
訓
と
し

て
引
用
し
た
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
ろ
う
。

J
の
漢
文
の
注
か
ら

直
接
に
無
刊
記
両
点
本
の
左
訓
が
導
き
だ
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
も

否
定
で
き
な
い
が
、
そ
の
場
合
、

j
の
和
訓
が
無
刊
記
両
点
本
の
左

訓
と
一
致
す
る
こ
と
の
説
明
が
つ
か
な
く
な
る
。
な
お
、
＠
⑫
で
は

s
の
和
訓
も
一
致
し
て
い
る
が
、
全
体
か
ら
見
る
と
、

S
が
参
照
さ

れ
た
こ
と
を
積
極
的
に
裏
付
け
る
証
拠
は
見
出
し
が
た
い
。

⑫
と
⑭
は
、

g
2
が
当
該
の
漢
字
を
収
め
て
い
な
い
例
と
和
訓
を

掲
出
し
て
い
な
い
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

j
の
和
訓
が
左
訓
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
。
一
方
、
⑪
と
⑬
は

g
2
も
和
訓
を
掲

出
し
て
い
る
た
め
、
先
に
見
た
⑩
と
同
様
に
、
一
方
の
字
書
の
和
訓

を
左
訓
と
し
て
選
ん
だ
理
由
を
検
討
す
る
必
要
が
存
す
る
。
い
ず
れ

か
の
字
書
を
主
と
す
る
と
い
う
意
識
が
あ
っ
た
の
か
、
両
書
が
掲
出

す
る
和
訓
の
適
否
を
判
断
し
た
上
で
引
用
し
た
の
か
、
単
に
時
々
で

早
く
検
索
で
き
そ
う
な
字
書
の
和
訓
を
引
用
し
た
の
か
等
、
い
く
つ

か
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
間
題
の
解
決
に
は
も
う
少
し

カ
シ
ラ
ハ
ル
、
〉

f
部

ロ
器
財

車
二
百
四
十
九

車
部

車
部

四
例
と

C
U
 

Q
U
 



広
い
範
囲
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
後
考
に
期
し
た
い
。

以
上
、
極
め
て
範
囲
を
限
定
し
た
上
で
の
調
査
で
は
あ
る
が
、
無

刊
記
両
点
本
の
編
纂
者
は
、

j
の
字
集
便
覧
と

g
2
以
下
の
倭
玉
篇

の
よ
う
な
字
書
と
を
参
照
し
な
が
ら
左
訓
を
付
し
て
い
っ
た
と
見
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
無
刊
記
両
点
本
は
、
字
集
便
覧

が
刊
行
さ
れ
た
承
応
二
年
（
一
六
五
三
）
以
降
に
編
纂
さ
れ
た
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

四

ま
と
め

無
刊
記
両
点
本
が
編
纂
さ
れ
た
一
七
世
紀
後
半
に
は
、
な
お
、
旧

来
の
配
列
に
従
う
大
広
益
会
玉
篇
や
倭
玉
篇
が
広
く
行
わ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
多
く
の
漢
字
に
和
訓
を
付
す
必
要
が
生
じ
た
場
合
、
手
に

入
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
部
首
や
部
首
内
の
漢
字
を
画
数
順

に
配
列
す
る
字
書
を
参
照
す
る
の
は
当
然
の
選
択
で
あ
ろ
う
。
逆
に

い
え
ば
、
漢
字
を
容
易
に
検
索
で
き
る
字
葉
や
字
集
便
覧
の
刊
行
が

両
点
本
編
纂
の
契
機
に
な
っ
た
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

最
後
に
、
一
七
世
紀
後
半
刊
行
の
、
左
訓
を
大
部
分
の
見
出
語
に

付
す
辞
書
に
つ
い
て
付
言
し
て
ま
と
め
と
す
る
。

両
点
形
式
の
下
学
集
と
し
て
は
、
寛
文
六
年
（
一
六
七
六
）
刊
行

の
真
草
下
学
集
が
存
す
る
。
山
田
（
一
九
六
八
）
が
掲
げ
る
図
版

（
元
禄
八
年
の
後
印
本
）
に
よ
れ
ば
、
左
訓
が
全
て
片
仮
名
で
、
構

書
体
の
右
に
位
置
す
る
こ
と
以
外
は
、
無
刊
記
両
点
本
に
近
い
体
裁

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
本
は
未
見
で
あ
る
た
め
、
無
刊
記
両
点
本
と

の
関
係
に
つ
い
て
は
今
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

両
仮
名
雑
字
尽
は
、
節
用
集
と
同
様
に
イ
ロ
ハ
分
類
を
採
る
字
尽

的
な
辞
書
で
あ
る
。
酒
井
（
一
九
八
六
）
は
、
万
治
二
年
（
一
六
五

九
）
の
刊
記
を
有
す
る
松
舎
版
の
ほ
か
、
刊
年
は
未
詳
な
が
ら
、
松

曾
版
に
先
立
つ
と
見
ら
れ
る
水
田
甚
左
衛
門
版
に
つ
い
て
言
及
し
て

お
り
、
初
刊
は
明
暦
年
間
（
一
六
五
五

1
五
七
）
頃
と
推
測
し
て
い

る
。
こ
れ
は
、
本
稿
で
推
定
し
た
無
刊
記
両
点
本
の
刊
行
年
の
上
限

よ
り
も
遅
い
た
め
、
両
者
の
先
後
関
係
は
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
と
せ

｛
注
叩
）

ざ
る
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
節
用
集
の
多
く
が
問
点
形
式
を
採
る
よ

う
に
な
る
以
前
に
、
両
仮
名
雑
字
尽
が
広
く
流
布
し
て
い
た
こ
と
は

注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
両
点
形
式
の
有
用
性
が
両
仮
名
雑
字
尽
の

よ
う
な
辞
書
の
流
布
に
よ
っ
て
認
知
さ
れ
て
い
っ
た
可
能
性
は
否
定

で
き
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
節
用
集
と
の
影
響
関
係
の
有
無
や

先
後
関
係
に
つ
い
て
は
、
両
仮
名
雑
字
尽
の
見
出
語
と
左
訓
が
ど
の

よ
う
に
成
立
し
た
の
か
と
い
う
問
題
と
併
せ
、
今
後
の
課
題
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
で
明
ら
か
に
し
た
、
両
点
本
編
纂
時
に
お
け
る
字
書
諸
本
の

使
用
は
、
佐
藤
（
二

O
O
O）
が
言
う
「
節
用
集
と
倭
玉
篇
の
融
合

と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
」
の
醸
成
を
編
纂
過
程
の
面
か
ら
裏
付
け
た
も

の
と
い
え
る
。
近
世
初
期
の
字
書
諸
本
は
、
節
用
集
と
合
刻
さ
れ
た

り
、
節
用
集
の
見
出
語
や
注
文
の
増
補
資
料
と
さ
れ
た
り
し
て
き
た
。
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し
か
し
一
方
で
、
乾
（
一
九
九
九
）
の
よ
う
に
、
両
者
の
聞
に
掲
出

字
形
の
差
異
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
論
も
あ
る
。
一
七
世
紀

後
半
は
、
字
書
の
世
界
で
も
、
玉
篇
系
統
に
加
え
、
｛
子
葉
系
統
の
字

書
の
台
頭
が
目
立
っ
て
く
る
時
期
で
あ
る
。
こ
の
時
期
の
節
用
集
や

下
学
集
、
両
仮
名
雑
字
尽
等
が
、
字
書
諸
本
と
い
か
な
る
関
係
を
持

ち
、
か
っ
、
い
か
な
る
距
離
を
保
っ
て
変
遷
し
て
い
っ
た
の
か
、
今

後
も
様
々
な
面
か
ら
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（1
）
延
宝
四
年
刊
本
は
未
見
。
た
だ
し
、
関
場
（
一
九
九
四
）
は
、
「
二

行
「
両
点
」
と
称
す
る
「
増
補
頭
書
両
点
二
行
節
用
集
」
が
、
延
宝
九

ご
六
八
二
年
迄
に
出
さ
れ
」
（
一
二

O
頁
、
傍
点
は
筆
者
）
と
し

て、

C
類
に
延
宝
九
年
以
前
の
刊
本
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
。
ま
た
、
本
稿
で
C
類
の
代
表
と
し
て
引
用
す
る
延
宝
九
年
刊
本
は

江
戸
版
で
あ
る
た
め
、
先
行
す
る
上
方
版
が
存
在
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

な
お
、
国
立
国
語
研
究
所
蔵
の
増
補
頭
書
両
点
二
行
節
用
集
は
、
目
録

で
延
宝
四
年
刊
行
と
さ
れ
る
が
、
刊
記
が
な
い
た
め
、
そ
の
根
拠
は
不

明
で
あ
る
。

（2
）
高
梨
氏
が
「
無
刊
記
両
点
版
」
と
し
て
参
照
し
た
成
城
大
学
図
書
館

蔵
本
は
未
見
の
た
め
、
拙
蔵
本
に
拠
る
。
高
梨
氏
に
よ
る
と
、
成
城
大

学
本
は
、
寛
永
一
六
年
版
の
真
草
二
行
節
用
集
と
比
較
す
る
と
、
先
述

の
「
博
陵
」
の
訂
正
以
外
に
も
、
メ
部
の
気
形
門
の
表
示
が
二
語
分
下

に
存
す
る
等
の
違
い
が
存
す
る
と
い
う
。
拙
蔵
本
は
そ
れ
ら
の
違
い

を
い
ず
れ
も
充
た
し
、
行
幅
等
、
そ
の
他
の
特
徴
も
共
通
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
同
一
の
版
、
乃
至
は
そ
れ
に
準
ず
る
位
置
に
あ
る
節
用
集
と

考
え
て
問
題
は
な
い
と
考
え
る
。

（
3
）
先
述
の
よ
う
に
、
寛
文
一

O
年
刊
頭
書
増
補
二
行
節
用
集
に
も
わ
ず

か
な
が
ら
左
訓
は
見
ら
れ
る
。

（4
）

B
の
左
訓
の
う
ち
「
ふ
だ
」
は
借
書
体
の
右
側
に
、
「
あ
む
」
は
左

側
に
位
置
し
て
い
る
た
め
、
一
続
き
の
語
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る。

（5
）
後
述
の
よ
う
に
字
葉
は
二
一
四
部
首
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

G
2
は
字

葉
と
完
全
に
同
じ
部
首
立
て
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
6
）
｛
子
葉
は
慶
安
元
年
の
和
刻
本
を
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た

た
め
、
影
印
本
が
存
す
る
寛
文
二
年
刊
本
に
拠
っ
た
。
字
棄
は
拙
蔵

本
に
拠
っ
て
、
頭
書
増
注
本
を
含
む
他
の
三
種
の
和
刻
本
（
い
ず
れ
も

無
刊
記
）
も
調
査
し
た
が
、
寛
文
二
年
刊
本
が
最
も
付
訓
が
多
く
、

無
刊
記
同
点
本
の
左
訓
と
の
一
致
例
も
多
い
。

（7
）
こ
こ
で
述
べ
た
字
書
諸
本
の
概
略
は
、
岡
井
（
一
九
三
三
）
（
一
九

三
四
）
、
岡
田
（
一
九
四
O
）
、
林
（
一
九
八
九
）
、
山
田
（
一
九
五
四
）

に
拠
る
と
こ
ろ
が
多
い
。

（
8
）
「
績
《
お
そ
む
ま
ど
の
左
訓
は
現
在
の
と
こ
ろ
典
拠
未
詳
で
あ
る
が
、

E
2
・E
3
－

E
5
で
は
、
「
櫨
」
の
直
下
に
位
置
す
る
「
鴛
」
に
「
ヲ

ソ
ム
マ
」
の
訓
が
見
え
る
。

（9
）
例
え
ば
、
無
刊
記
両
点
本
の
イ
部
の
左
訓
で
は
、

g
2
以
下
の
倭
玉

篇
に
見
ら
れ
、
j
に
見
ら
れ
な
い
左
訓
が
「
維
《
コ
レ
》
」
等
、
少
な

く
と
も
七
例
は
存
す
る
。

（
印
）
両
仮
名
雑
字
尽
の
ロ
部
で
左
訓
を
有
す
る
異
な
り
漢
字
数
は
二
三

字
、
う
ち
、
一
四
字
の
左
訓
は
無
刊
記
両
点
本
と
一
致
す
る
。
ま
た
、

三
｜
二
で
表
に
示
し
た
一
四
字
と
共
通
す
る
漢
字
は
二
字
で
あ
る
が
、

0
0
 

0
0
 



そ
の
左
訓
は
「
論
《
こ
と
は
る
》
」
「
曜
《
も
ろ
ふ
》
」
で
あ
っ
て
無
刊

記
両
点
本
と
は
一
致
し
な
い
。
ち
な
み
に
、
前
者
の
和
訓
は
、
倭
玉
篇

類
に
は
見
ら
れ
る
が
、
字
集
便
覧
に
は
見
ら
れ
な
い
。
後
者
の
和
訓
は
、

仮
名
文
字
遣
や
節
用
集
類
に
は
見
ら
れ
る
が
、
管
見
の
字
書
類
に
は
見

ら
れ
な
か
っ
た
。

O
本
稿
で
参
熊
し
た
節
用
集
や
倭
玉
篇
諸
本
は
、
文
中
及
び
左
に
特
記
す
る

も
の
以
外
は
、
市
販
の
影
印
本
や
亀
岡
文
庫
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
所
収
の

本
文
に
拠
っ
て
い
る
。

大
広
益
会
玉
篇
（
寛
文
三
年
刊
）

新
刊
大
広
益
会
増
修
玉
篇

韻
会
捷
見

両
仮
名
雑
字
尽
（
水
田
版
）

拙
蔵
本

大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
蔵
本

山
口
大
学
棲
息
堂
文
庫
蔵
本

石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
本

参
考
文
献

乾
善
彦
（
一
九
九
九
）
「
書
体
と
規
範
｜
近
世
の
漢
字
字
体
意
識
の
一
側
面

ー
」
（
『
国
語
学
』
一
九
九
）

岡
井
慎
吾
（
一
九
一
二
三
）
『
玉
篇
の
研
究
』
東
洋
文
庫

岡
井
慎
吾
（
一
九
三
四
）
『
日
本
漢
字
学
史
』
明
治
書
院

岡
田
希
雄
（
一
九
四

O
）
「
寛
永
版
真
草
倭
玉
篇
孜
（
上
）
（
下
ご
（
『
書
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学
』
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四
｜
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四
｜
四
）

酒
井
憲
二
（
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九
八
六
）
「
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両
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字
尽
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種
」
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『
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史
学
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佐
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0
0
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「
節
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集
の
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と
逸
脱
」
（
『
月
刊
し
に
か
』

二
l
三）

武
（
一
九
九
四
）
『
近
世
辞
書
論
孜
早
引
・
往
来
・
会
玉
篇
』
慶
謄

義
塾
大
学
言
語
文
化
研
究
所

関
場

高
梨
信
博
ご
九
九
二
）
「
近
世
前
期
の
節
用
集
！
四
七
部
非
増
補
系
諸
本
の

系
統
関
係
」
（
『
辻
村
敏
樹
教
授
古
稀
記
念
日
本

語
史
の
諸
問
題
』
明
治
書
院
）

高
梨
信
博
（
一
九
九
六
）
「
『
真
草
ニ
行
節
用
集
』
の
版
種
」
（
『
国
文
学
研
究
』

一
一
九
）

高
梨
信
博
士
九
九
七
）
「
『
真
草
二
行
節
用
集
』
諸
版
の
本
文
と
性
格
（
『
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
二
）

林
義
雄
（
一
九
八
九
）
「
日
本
の
字
典
そ
の
三
」
（
『
漢
字
講
座
ニ
漢
字

研
究
の
歩
み
』
明
治
書
院
）

山
田
忠
雄
（
一
九
六
八
）
『
元
和
三
年
版
下
学
集
』
新
生
社

山
田
忠
雄
（
一
九
五
四
）
「
「
本
邦
辞
書
史
概
説
附
表
！
金
玉
篇
か
ら
漢

和
辞
典
へ
｜
」
（
『
国
語
学
』
三
九
）

米
谷
隆
史
（
一
九
九
七
）
「
元
禄
期
の
節
用
集
に
つ
い
て
」
（
『
語
文
』
六
九
）
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O
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
若
手
研
究
（
B
）
「
近
世
前
期
刊
行
の
字
書
諸

本
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
（
課
題
番
号
一
六
七
一
一

O
一
O
九
）
の
研
究
成
果

の
一
部
で
あ
る
。


