
本
稿
は
、
元
禄
六
（
一
六
九
三
）
年
刊
行
の
寺
子
節
用
福
寿
海
の

編
纂
資
料
を
確
認
す
る
こ
と
で
、
節
用
集
と
、
辞
書
の
中
で
も
往
来

物
に
近
い
と
さ
れ
る
「
字
尽
」
と
の
交
渉
の
一
例
を
示
し
、
そ
の
意

義
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

書
名
に
「
子
供
」
「
寺
子
」
等
を
含
む
江
戸
中
期
以
降
の
辞
書
に
つ

い
て
は
、
既
に
関
場
(
-
九
九
三
）
に
ま
と
ま
っ
た
言
及
が
あ
る
。

関
場
氏
が
言
及
す
る
辞
書
は
、
氏
が
述
べ
る
通
り
、
概
し
て
同
時
代

に
通
行
の
節
用
集
よ
り
も
所
収
語
が
少
な
く
、
行
草
体
一
行
で
語
を

掲
出
す
る
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
外
題
を
「
彗
子
供

節
用
集
」
と
し
な
が
ら
も
、
内
題
を
「
日
用
重
宝
万
文
字
尽
」
と
す

る
一
本
の
よ
う
に
、
イ
ロ
ハ
分
類
で
は
な
く
意
義
分
類
の
語
彙
集
で

あ
る
も
の
、
ま
た
、
寛
延
四
（
一
七
五
一
）
年
刊
の
寺
子
節
用
錦
袋

鑑
の
よ
う
に
、
イ
ロ
ハ
分
類
は
採
る
も
の
の
そ
の
下
に
意
義
分
類
は

置
い
て
い
な
い
も
の
な
ど
、
通
常
は
「
字
尽
」
と
称
さ
れ
る
辞
書
に

は
じ
め
に

近
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
こ
う
し
た
辞
書
群
の
位
置
づ
け
に
つ
い

て
は
、
節
用
集
と
子
ど
も
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
具
体
例
を
以
て
検

討
を
加
え
た
佐
藤
（
二

0
0
二
）
も
精
査
の
必
要
を
指
摘
し
て
い
る
。

書
名
に
初
学
者
向
き
の
「
節
用
」
集
で
あ
る
こ
と
を
謳
う
辞
書
と
し

て
は
早
い
例
に
属
す
る
寺
子
節
用
福
寿
海
の
編
纂
が
、
辞
書
史
の
流

れ
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
の
検
討
を
試
み
る
所
以

で
あ
る
。

寺
子
節
用
福
寿
海
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
る
前
に
、
本
書
が
刊
行

さ
れ
た
元
禄
期
に
節
用
集
諸
本
が
新
た
に
備
え
る
よ
う
に
な
っ
た
特

徴
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

元
禄
期
に
新
た
に
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
節
用
集
の
一
特
徴

と
し
て
書
簡
や
文
書
に
使
用
す
る
語
を
増
補
し
て
い
る
こ
と
が
挙
げ

ら
れ
る
。
元
禄
六
年
刊
の
広
益
字
尽
重
宝
記
網
目
や
、
元
禄
九
年
刊

寺
子
節
用
福
寿
海
の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て

書
簡
・
文
書
用
語
を
増
補
す
る
節
用
集

米

谷

隆

史
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⑧
大
大
節
用
集
大
家
蔵

⑥
頭
書
増
補
大
大
節
用
集

⑦
頭
書
増
補
大
成
節
用
集

z類 Y
類

④
頭
書
増
字
節
用
集
大
成

②
大
広
益
節
用
集

③
万
宝
節
用
集

x類 の
で
あ
る
。

〔
元
禄
一
六
年
〕
米
谷

米
谷

の
大
広
益
節
用
集
等
が
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
が
、
特
に
後
者

の
系
統
の
節
用
集
は
数
多
く
刊
行
さ
れ
、
以
降
の
節
用
集
の
主
流
と

な
っ
て
い
く
。
元
禄
九
年
刊
の
大
広
益
節
用
集
に
近
い
辞
書
本
文
を

有
す
る
節
用
集
と
し
て
米
谷
(
-
九
九
七
）
（
以
下
、
先
稿
と
称
す
る
）

で
は
、
次
の
三
類
七
本
が
確
認
で
き
る
こ
と
を
述
べ
た
。
①
に
該
当

す
る
本
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
な
お
、
左
記
の
分
類
符
号
は
先
稿

と
同
一
で
は
な
い
。
ま
た
、
〔
〕
内
に
刊
年
を
記
し
た
の
は
刊
記
の

欠
落
の
た
め
、
年
代
記
等
の
記
載
か
ら
刊
年
の
上
限
を
推
定
し
た
も

元
禄
九
年

元
禄
一
四
年

元
禄
一

0
年

元
禄
―
一
年

元
禄
―
二
年

元
禄
―
―
―
―
年

元
禄
一
六
年
刈
谷
市
立
図
書
館

④ ② ⑥ 

あ

は

れ

な

る

か

な

ま

し

同

あ

ら

あ

れ

ば

ど

哀
哉
猿
有
増
（
間
に
一
六
語
）
荒
暖
程

あ

は

れ

な

ん

か

な

あ

ら

t
L

同

あ

い

ら

し

く

哀

哉

（

間

に

二

四

語

）

荒

猿

有

増

愛

敷

あ

は

れ

な

る

か

な

あ

ら

ま

し

同

あ

い

ら

1

(

哀

哉

（

間

に

八

語

）

荒

猿

有

増

愛

敷

ア
部
乾
坤
門

上
田
市
立
図
書
館
花
月
文
庫

国
会
図
書
館
亀
田
文
庫

⑤
新
大
成
増
字
万
宝
節
用
集
〔
元
禄
―
一
年
〕
米
谷

〔
元
禄
一

0
年
〕
米
谷

国
会
図
書
館
亀
田
文
庫

国
会
図
書
館
亀
田
文
庫

ア
部
言
語
門

こ
の
こ
と
か
ら
、
先
稿
で
は
、
系
統
上
、
こ
の
三
類
に
先
立
つ
一

本
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
考
え
た
わ
け
で
あ

＇る。

あ

ま

き

る

ゆ

さ

同

あ

ら

れ

④

爵

雪

丸

雪

（

間

に

二

七

語

）

霰

ぁ

キ

さ

る

ゆ

き

あ

ら

れ

同

②

⑥

登

雪

霰

丸

雪

広
島
大
学

ア
部
乾
坤
門

⑥ ④ ② 
X
¥
N
の
三
類
間
の
差
違
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い
。
先
稿
で
調

査
対
象
と
し
た
イ
部
、
ア
部
と
も
、
九
割
以
上
の
所
収
語
を
共
有
し

て
お
り
、
語
順
も
大
部
分
が
一
致
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
各
類
と
も

左
に
示
す
よ
う
な
辞
書
本
文
の
不
整
合
が
見
ら
れ
た
。
②
④
⑥
を
各

類
の
代
表
と
し
て
示
す
（
以
下
、
引
用
の
際
に
は
特
記
し
な
い
限
り

注
文
は
省
略
し
て
い
る
）
。
最
初
に
掲
出
す
る
の
が
不
整
合
が
見
ら
れ

る
本
、
次
の
二
本
が
整
序
と
見
ら
れ
る
本
の
記
載
で
あ
る
。

ぁ

t
の

い

は

や

あ

ま

く

た

る

あ

t
の

あ

さ

つ

し

t

あ

め

つ

ら

あ

め

が

し

た

あ

し

び

き

の

や

t

石

窟

ー

降

ー

野

秋

津

嶋

天

地

ー

下

ー

足

曳

山

あ

め

っ

ち

あ

め

が

し

た

あ

t
の

い

は

や

あ

主

く

だ

る

あ

え

の

あ

を

う

み

あ

さ

つ

ー

王

あ

し

び

き

の

や

ま

天
地
ー
下
ー
石
窟
ー
降
ー
野
消
涙
秋
津
鵡
足
曳
山

あ

め

っ

ち

あ

め

が

し

た

あ

主

の

い

は

や

あ

ま

く

だ

る

あ

t
の

あ

さ

つ

し

ま

あ

し

ぴ

き

の

や

ま

天
地
ー
下
ー
石
窟
ー
降
ー
野
秋
津
嶋
足
曳
山
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元
禄
八
年

と
す
る
し

～

rl
内
題
無

ー
し
は
大
本
一
冊
゜
拙
蔵
本
は
、
冒
頭
部
を
逸
し
て
お
り
、
巻
末
も

一
部
に
破
れ
が
あ
る
が
、
刊
記
「
元
禄
八
年
乙
亥
林
鐘
吉
日
／
大
坂

瓦
町
」
の
記
載
ま
で
を
残
す
。
こ
の
左
の
行
に
書
律
名
が
あ
っ
た
と

見
ら
れ
る
が
、
現
存
部
分
か
ら
は
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
毎
半

T
八
行
。
こ
の
節
用
集
は
、
通
常
の
節
用
集
で
は
辞
書

本
文
の
始
ま
る
丁
の
一
行
目
に
存
す
る
内
題
が
な
く
、
そ
の
ま
ま
辞

書
本
文
が
始
ま
る
点
が
極
め
て
特
徴
的
で
あ
る
。
拙
蔵
本
は
や
や
虫

損
が
あ
る
た
め
、
刊
記
部
分
を
欠
く
も
の
の
、
拙
蔵
本
と
同
内
容
で
、

保
存
状
態
も
良
い
神
戸
女
子
大
学
森
修
文
庫
蔵
の
一
本
を
併
せ
て
参

照
し
つ
つ
、
①
と
右
の
三
類
と
の
関
係
に
つ
い
て
先
稿
の
補
訂
を
行

、つ
ま
ず
右
に
挙
げ
た
辞
書
本
文
の
不
整
合
の
見
ら
れ
る
三
例
に
つ
い

て
み
る
と
、
①
は
、
一
例
目
は
⑥
、
二
例
目
は
②
⑥
、
三
例
目
は
④

に
一
致
し
て
お
り
、
い
ず
れ
も
不
整
合
は
見
ら
れ
な
い
。

①
と
右
の
三
類
の
節
用
集
は
イ
部
に
「
言
」
乃
至
は
「
云
」
を
頭

字
と
す
る
語
群
を
言
語
門
後
半
部
に
有
す
る
。
元
禄
期
の
節
用
集
に

お
い
て
は
、
頭
字
を
同
じ
く
す
る
語
群
を
掲
出
す
る
場
合
、
二
語
且

米
谷

そ
の
後
、
元
禄
八
年
の
刊
記
を
有
す
る
節
用
集
を
見
出
す
こ
と
か

で
き
た
り
こ
の
本
は
三
類
に
先
立
つ
一
本
の
条
件
に
か
な
り
合
致
す

る
よ
う
で
あ
る
。
以
下
、
こ
の
本
を
①
と
し
て
検
討
を
進
め
る
こ
と

神
戸
女
子
大
学

以
降
の
頭
字
部
分
は
「
I
」
で
代
用
す
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
、

そ
の
掲
出
が
二
行
以
上
に
わ
た
る
場
合
は
、
次
行
以
降
の
行
頭
に
お

い
て
再
び
頭
字
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。
①
の
イ
部
で
「
言
」
「
云
」
を

頭
字
に
置
く
五
九
語
の
う
ち
、
頭
字
を
示
し
て
い
る
の
は
次
の
七
語

で
あ
る
。
各
語
の
位
置
は
、
丁
数
（
漢
数
字
）
、
表
・
裏
、
行
数
（
漢

数
字
）
、
行
頭
か
ら
数
え
た
語
順
（
算
用
数
字
）
で
示
し
て
い
る
。
な
お
、

丁
数
は
柱
刻
の
数
字
で
は
な
く
、
辞
書
本
文
初
丁
か
ら
の
起
算
で
あ

る。
言
咲
（
五
裏
六

2
)

云
捨
（
五
裏
七
l
)
云
釈
（
五
裏
八

l
)

云
留
（
六
表
一

l
)

云
募
（
六
表
二

l
)

云
違
（
六
表
―

-10)

い
ひ
と
く

云
説
（
六
表
―
―
-
1
)

い
ひ
さ
ば
く

冒
頭
の
「
言
咲
」
は
と
も
か
く
と
し
て
、
残
り
の
六
語
の
う
ち
、

い
ひ
ら
か
へ

「
云
違
」
を
除
く
五
語
は
い
ず
れ
も
行
頭
に
位
置
す
る
語
で
あ
る
。

い
ひ
と
く

「
云
説
」
が
こ
の
語
群
の
最
後
の
（
五
九
番
目
の
）
語
で
あ
る
こ
と
か

ら
．
①
で
は
、
五

T
裏
の
七
行
目
か
ら
六
丁
表
の
三
行
目
ま
で
の
五

行
の
全
て
の
行
頭
に
お
い
て
頭
字
「
云
」
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
た
行
頭
の
頭
字
表
示
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
①
と
②
④

⑥
と
の
関
係
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
な
お
、
②
に
お
い

て
は
、
①
で
頭
字
を
「
I
」
で
代
用
し
て
い
る
語
に
も
「
云
」
を
示

す
例
が
別
に
三
語
見
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
三
語
を
加
え
た

合
計
一

0
語
に
つ
い
て
①
②
④
⑥
を
対
照
す
る
こ
と
と
し
た
。
一
〇

語
に
は
①
で
の
出
現
順
に

A
¥
J
の
符
号
（
大
文
字
は
①
で
「
言
」
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「
云
」
を
示
す
語
、
小
文
字
は
①
で
「
ー
」
で
代
用
し
て
い
る
語
で
あ

る
）
を
付
し
、
各
々
の
節
用
集
で
の
掲
載
順
に
並
べ
て
示
し
た
の
が

次
の
表
で
あ
る
。

②は、①と同様に全ての行頭において「云」を示すよう

に配慮をしたものといえる。行頭でなくなったJの頭字を

「|」にしていることもその反映であろう。②は附録の頭書

を二段にする節用集で、辞書本文の行の高さが他の節用集

に比して低い。そのため、この五九語の語群を収めるのに

八行を要することになり、行頭に位置する語が三語増える

ことになった。①で「I」としていたb.d.hの三語で

も「云」を示すのはそのためである。興味深いのは、②の

b.d.hにおける「云」字が、他の行頭のA.C.E.F.

J I h G ~.. I~. d C b A ① 
云.'b 酎.. , 

虚~ 豆〗 留工芯； 釈:z;;;'c,/ 扇：
工―’t> 直k贔説と 捨：

天 天 天 天 ノ‘ 五 -五 ＾ 五 五 Ii "' 

表 表 表 表 表 裏 f 厄烹烹八

1ヽ JO 4ヽ 1 . Iヽ 1ヽ 
， 1 ~ ， ~ 2ヽ 

J h I G d F b E C A ② 

贔：， 云り 埠云一、4ェヽ？ '3 : 云募E： 
Zー守し’ 

瓦
本―’，：・ト 釈云ー,↓ ひ＂ ， , 祖.. , 

雷遣i 隔も 置を

八 J¥ 
、八一 ~ 八~ 

）＼ 八ヘ 八~ ~ 

八 八 ＾ 八
裏 裏 裏 農 褻 裏 表 表 奏 表
四 四 J¥ ヒ 五

5ヽ ~ l 一~ 6 - ~ 1 ~ ~ ~ 1 1 - 1 ~ 1 ~ 1 .• 1 —~ 

J I h G F E d C b A ④ 
・エ・-, ひ

廷広-・--・ t '・ : 坦↓"ヽ 0 ,グ,、. 

｀ 
盃圧ーーl、； ら

釈云ー' ，； ．> 贔；
叫~•一 .. 

贔i
言；

説： 捨て 咲';

天

~ ~ 
天 天 " _,_ 

袋 ノ~‘ 
笛'"-

天
表 を甕 表 表 衷
J¥ 八 五 五 四
11 ， ~ 3 一~ 13 11 11 -7 11 10 3 

J I h G F E d C b A ⑥ 
本； 広-·•3 ' ~. 

贔；
工_ぐ,-' 工●’？ ・~ 釈云‘しヽ{ 嘉云:, 贔を 言

説と 埠、』 '~ 羞~ 印狂J烹る 捨; 呟”，； 

,、 ノ‘ ノ‘ " 
天 天 " 

天 ~ ノ‘
裏 衷 裏 裏 麿 表 翠 表 表 表

六 ノ‘ 五 五 四

4 - 2 7ヽ ~ 4 一~ 4 - ~ 5 ~ I - ~ 5 一 2 8ヽ0 

G
の
「
云
」
と
比
べ
て
文
字
の
大
き
さ
が
や
や
小
さ
く
見
え
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
①
を
も
と
に
辞
書
本
文
を
構
成
し
て
い
っ

た
が
、
①
か
ら
だ
け
で
は
「
云
」
を
示
す
べ
き
行
頭
の
八
語
が
揃
わ

な
か
っ
た
た
め
、

b
.
d
.
h
の
三
語
は
新
た
に
「
云
」
を
書
い
て

版
面
に
入
れ
た
も
の
と
見
る
の
が
考
え
や
す
い
。
他
の
部
の
事
例
で

あ
る
が
、
②
の
ホ
部
で
は
、
冒
頭
の
乾
坤
門
の
他
に
、
言
辞
門
の
後

は

そ

ろ

ぢ

l
l
う
り
う
じ
ほ
ん
こ
く
じ

に
改
め
て
乾
坤
門
が
置
か
れ
、
「
細
道
ー
墟
士
法
隆
寺
本
国
寺
」
の

四
語
が
掲
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
四
語
は
①
で
は
乾
坤
門
の
末
に
、

行
頭
か
ら
同
じ
順
序
で
並
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的

に
辞
書
本
文
を
構
成
す
る
際
に
誤
っ
て
落
と
し
て
し
ま
っ
て
い
た
部

分
を
末
に
添
加
し
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。

④
と
⑥
は
、
行
頭
に
位
置
す
る
場
合
に
「
云
」
を
示
す
と
い
う
よ

う
な
配
慮
は
見
ら
れ
な
い
。
④
が
行
頭
以
外
の
位
置
に
移
動
し
た
G

に
お
い
て
「
云
」
を
「
ー
」
に
す
る
以
外
は
、
「
云
」
と
「
ー
」
の
掲

出
は
①
と
同
様
に
な
っ
て
い
る
。
「
云
」
を
示
し
て
い
る

C
.
E
.
F
.

I
.
]及
び
⑥
の

G
は
、
い
ず
れ
も
行
頭
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
④

⑥
の
辞
書
本
文
を
構
成
す
る
段
階
で
「
云
」
を
示
し
た
の
で
は
な
く
、

①
を
承
け
る
こ
と
で
こ
の
よ
う
な
配
置
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
ア
部
言
語
門
の
「
相
」
を
頭
字
と
す
る
語
群
も
見
て
お
く
。
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あ
い
と
も
な
ふ

①
②
④
⑥
と
も
、
通
常
の
見
出
語
の
大
き
さ
で
「
相
伴
」
を
掲
出
し

た
下
に
二
行
の
割
書
で
「
相
」
を
頭
字
と
す
る
語
を
一
七
語
掲
出
し

て
い
る
。
こ
の
一
七
語
に
お
け
る
頭
字
の
表
示
を
四
本
で
比
較
し
て

み
よ
う
。
①
で
は
、
と
も
に
行
頭
に
位
置
す
る
「
相
性
」
「
相
尋
」
の

ニ
語
で
頭
字
「
相
」
を
表
示
し
て
お
り
、
適
切
な
配
置
と
見
ら
れ
る
。

し
か
し
、
②
は
①
と
同
じ
二
語
で
頭
字
の
表
示
を
す
る
も
の
の
、
位

置
は
行
頭
で
は
な
く
、
そ
の
必
然
性
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

は
、
①
を
承
け
て
の
配
置
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
④
と
⑥

は
、
い
ず
れ
も
改
行
が
な
い
配
置
と
な
っ
て
い
る
。
④
は
全
て
が
「
I
」

で
あ
り
、
こ
れ
は
こ
れ
で
一
貫
し
た
配
置
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
⑥

は
行
の
途
中
で
そ
の
必
要
が
無
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
①
と
同
様
の

ニ
語
で
頭
字
を
表
示
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑥
は
①
を
承
け
る
こ
と

⑥ 

相：
伴[
It I~ 
かつ

語ぽ比も

あ

い

あ

ふ

あ

い

つ

あ

い

か

ま

へ

て

i
l図
ー

構

あ

い

ふ

る

、

あ

い

た

が

ひ

に

あ

は

す

ー

触

ー

互

申

合

が
明
ら
か
で
あ
る
。

頭
字
「
云
」
の
事
例
か
ら
は
④
⑥
が
①
を
承
け
る
こ
と
が
、
「
相
」

の
事
例
か
ら
は
②
⑥
が
①
を
承
け
る
こ
と
が
そ
れ
ぞ
れ
明
ら
か
で
あ

る
。
双
方
を
併
せ
見
る
な
ら
ば
、
刊
年
の
順
番
通
り
、
①
か
ら
②
④

⑥
が
出
た
も
の
と
考
え
る
の
が
妥
当
と
い
え
よ
う
。

高
梨
（
二

0
0
六
）
は
、

Z
類
の
辞
書
本
文
を
検
討
す
る
中
で
、

シ
部
の
「
親
鸞
上
人
」
に
元
禄
六
年
を
起
点
と
す
る
年
数
を
記
し
た

注
文
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
こ
の
注
文
は
①
に
も
見
ら

れ
る
。
こ
れ
が
先
行
の
書
物
か
ら
の
単
純
な
転
載
で
な
く
、
辞
書
本

文
編
纂
時
に
は
じ
ま
る
記
載
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
系
統
の

節
用
集
に
①
よ
り
さ
ら
に
早
い
刊
年
の
も
の
が
存
在
し
た
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、
②
④
⑥
の
辞
書
本
文
が
①
を
直
接
承
け
て
編
纂

あ

ひ

か

な

ふ

あ

い

し

や

う

あ

い

ま

つ

あ

ひ

つ

ゞ

く

あ

い

わ

た

L

ー
叶
相
性
—
待
ー
統
ー
渡

あ

い

た

い

つ

か

う

あ

い

た

づ

ね

あ

い

か

、

へ

あ

い

は

か

ら

ふ

あ

い

す

み

ー

対

仕

相

尋

ー

拘

ー

計

ー

済

あ
い
と
も
な
ふ

④

相

伴

It I~ 
かつ

語な比も

あ
い
あ
ふ

|
逢

あ
い
ふ
る
、

ー

触

あ

ひ

か

な

ふ

あ

い

L
ゃ

う

あ

い

ま

つ

ー

叶

ー

性

ー

待

あ
い
た
い
つ
か

f
つ

あ

い

た

づ

れ

あ

い

か

、

ヘ

ー

対

仕

ー

尋

ー

拘

あ
い
と
も
な
ふ

②

相

伴

It I~、
かつ

語な比t
あ

い

あ

ふ

あ

い

づー
図ヽ

ー
逢

あ
い
ふ
る
、
あ
し
た
が
ひ

ー
触
—
互|ぁ|ぁ

互巴
にあ

申あ Iiー改行一

合計構？

あ
い
と
も
な
ふ

①

相

伴

lilr 
語ぽ比t

あ

い

あ

ふ

あ

い

づ

あ

い

か

ま

ヘ

ャ

｀

紅
逗
．
バ
睾
り
禰

ー

触

ー

互

申

合

続--:Iあ

I~ 構［
渡だ It

か

相呼叶J.
た

尋1.I~ 
ー改行一

I~ 対点
か

欅相？、
L 

I~、性;;
ば、 1あ

計午籍

あ
ひ
か
な
ふ

ー

叶

あ
い
た
い
つ
か
ま
つ
る

ー

対

仕

相冴相？
t・I  

尋乳性t
あ

い

ま

つ

あ

ひ

？

＇

（

あ

い

わ

た

1

畜

ー

続

ー

渡

あ

い

は

か

ら

ふ

あ

し

1
み

ー
茸

あ
い
力
、

ー

拘

ー

計

ー

済

ぁ
"

あ
い
す
み

ー
済

あ
ひ
つ

．．
 
く

あ

い

わ

た

し

ー

続

ー

渡

あ

い

は

か

ら

ふ

あ

い

す

み

ー

計

ー

済
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さ
れ
た
の
か
ど
う
か
は
な
お
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
が
、
元
禄
期
の

中
葉
に
、
文
書
・
書
簡
用
語
を
増
補
す
る
①
の
よ
う
な
節
用
集
が
刊

行
さ
れ
る
や
、
一
、
二
年
の
間
に
そ
の
辞
書
本
文
を
承
け
た
節
用
集

が
、
陸
続
と
刊
行
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
を
も
う
一
度
こ
こ
で
確
認

し
て
お
き
た
い
。

三
寺
子
節
用
福
寿
海
と
そ
の
編
纂
資
料

三
ー
一
寺
子
節
用
福
寿
海
の
伝
本
と
構
成

京
都
府
立
総
合
資
料
館
蔵
の
寺
子
節
用
福
寿
海
は
、
大
本
一
冊
、

じ

L
せ
つ
よ
う
ふ
く
じ
ゆ
か
い

八
一
丁
。
内
題
は
巻
頭
に
「
寺
子
節
用
福
寿
海
」
と
あ
る
。
柱
題
は
「
▲

両
点
字
上
（
中
・
下
）
」
と
あ
り
、
丁
付
も
上
（
イ
部
ー
カ
部
を
所
収
、

「-」

1
「
二
十
五
終
」
）
・
中
（
ヨ
部
か
ら
テ
部
を
所
収
、
「
一
」

1

「
一
二
十
四
」
）
・
下
（
ア
部
か
ら
刊
記
ま
で
所
収
、
「
一
」

1
「
二
十
二
」
、

及
び
裏
表
紙
の
見
返
し
）
の
そ
れ
ぞ
れ
が
「
一
」
か
ら
始
ま
る
こ
と

か
ら
当
初
は
三
冊
本
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
全

T
に
わ
た
っ
て
頭
書
が
存
す
る
。

本
書
は
、
柱
題
が
示
す
通
り
、
左
右
に
付
訓
を
持
つ
両
点
形

式
で
見
出
語
を
掲
出
す
る
。
冒
頭
は
イ
・
ヲ
・
エ
部
の
他
に
ヰ
・

オ
・
ヱ
部
を
別
に
有
す
る
四
七
部
立
の
イ
ロ
ハ
分
類
の
語
彙
集
で

「
一
筆
啓
上
」
に
始
ま
り
「
麻
」
に
終
わ
る
イ
部
か
ら
、
「
須
磨
」
に

ず
ん
ど
、
」
や
う

始
ま
り
「
寸
斗
京
」
に
終
わ
る
ス
部
ま
で
見
出
語
総
数
は
三
三
三
六

語
。
そ
の
後
に
「
一
」
「
百
」
「
千
」
「
万
」
を
頭
字
と
す
る
語
群
を
掲

ま

ん

ざ

い

ら

く

支

く

の

み

な

り

へ

ん

か

ふ

り

つ

(

L

出
し
、
「
万
歳
楽
而
已
也
」
で
終
わ
る
。
そ
の
左
に
「
篇
冠
尽
」
、
最

後
に
「
京
寺
町
通
松
原
上
ル
町
／
菊
屋
七
郎
兵
衛
板
」
と
書
陣
名
が

見
え
る
。
頭
書
は
見
出
語
に
関
す
る
注
文
や
絵
を
掲
出
し
て
お
り
、

巻
末
に
は
「
名
つ
く
し
」
、
「
天
神
像
」
「
渡
唐
天
神
」
「
綱
敷
天
神
」

の
図
、
草
書
化
の
程
度
を
異
に
し
た
「
御
」
「
様
」
「
殿
」
「
恐
愧
謹
言
」

の
表
記
例
、
十
干
と
十
二
支
図
が
あ
り
、
最
後
に
「
元
禄
六
年
／
癸
酉

正
月
吉
祥
日
」
と
刊
年
を
記
す
。

．
表
紙
に
は
イ
ロ
ハ
各
部
の
見
出
語
の
目
次
を
示
す
目
録
篠
が
元
の

ま
ま
貼
付
さ
れ
て
い
る
が
、
題
篠
は
近
代
の
後
補
で
、
「
寺
子
節
用
福

寿
海
〈
元
禄
六
／
（
一
六
七
三
）
〉
」
と
記
す
。
伝
本
は
他
に
も
存
す

る
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
今
、
総
合
資
料
館
本
と
同
版
と
見
ら
れ
る

架
蔵
の
一
本
を
参
照
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
後
者
に
は
破
れ
等
が
存

す
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
総
合
資
料
館
本
を
主
と
し
、
適
宜
に
拙

蔵
本
を
参
照
し
な
が
ら
検
証
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
。

三
ー
ニ

寺
子
節
用
福
寿
海
と
両
仮
名
雑
字
尽

寺
子
節
用
福
寿
海
の
「
寺
子
」
が
初
学
向
け
の
節
用
集
で
あ
る
こ

と
を
示
す
こ
と
は
、
と
り
た
て
て
述
べ
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
こ
れ

に
類
似
の
書
名
を
持
つ
辞
書
と
し
て
早
い
も
の
は
、
酒
井
(
-
九
八
六

a)
が
言
及
す
る
両
仮
名
雑
字
尽
の
改
題
本
で
あ
ろ
う
。
こ
の
本
は
、

山
田
忠
雄
氏
蔵
本
で
、
両
仮
名
雑
字
尽
の
万
治
―
―
年
松
会
開
版
本
の

後
印
に
あ
た
る
。
上
巻
の
内
題
は
万
治
二
年
本
の
ま
ま
「
両
仮
名
雑
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字
尽
上
」
で
あ
る
が
、
下
巻
は
初
印
に
「
両
仮
名
雑
字
尽
下
」
と
あ
っ

た
も
の
を
、
入
れ
木
に
よ
っ
て
「
童
子
節
用
集
下
」
と
改
刻
し
て
い

る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
元
禄
二
年
の
書
入
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
寺
子

節
用
福
寿
海
よ
り
も
早
い
印
行
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
松
会
版
自
体

は
江
戸
で
の
出
版
で
あ
ろ
う
か
ら
、
京
都
で
刊
行
さ
れ
た
本
書
と
の

直
接
の
関
係
を
認
め
る
に
は
慎
重
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、

本
書
の
柱
題
が
「
両
点
字
」
で
あ
り
、
ま
た
、
実
際
に
両
点

(11
両

仮
名
）
の
形
式
で
見
出
語
を
掲
出
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
ま
ず

は
、
本
書
と
両
仮
名
雑
字
尽
と
の
関
係
を
確
認
す
べ
き
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
結
論
を
先
取
り
す
る
な
ら
ば
、
本
書
は
両
仮
名
雑
字
尽

の
増
補
本
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

両
仮
名
雑
字
尽
は
、
行
草
体
の
一
行
で
漢
字
見
出
語
を
掲
出
し
、

イ
ロ
ハ
分
類
に
応
ず
る
右
訓
と
そ
れ
と
は
異
な
る
字
音
・
字
訓
の
左

訓
を
い
ず
れ
も
平
仮
名
で
示
す
両
点
の
形
式
を
採
っ
て
い
る
。
語
彙

集
の
構
成
は
、
冒
頭
に
イ
ロ
ハ
四
七
部
立
の
語
彙
集
を
置
き
、
次
い

で
「
一
」
「
百
」
「
千
」
「
万
」
を
頭
字
と
す
る
語
群
を
掲
出
す
る
。
そ

し
て
こ
れ
ら
の
語
群
は
「
万
歳
楽
而
已
也
」
で
終
わ
る
。
た
だ
し
、

各
語
群
の
見
出
語
数
は
次
の
よ
う
に
異
な
っ
て
お
り
、
全
体
に
寺
子

節
用
福
寿
海
の
語
数
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

＊
寺
子
節
用
福
寿
海
の
三
三
三
六
語
に
は
語
群
最
後
の
「
京
」
を
含
む
。

[
+
＿
イ
ロ
ハ
=
[
＝
＿

□[
―
」
口
[
-
口
[
-
=
[
[
-
〗
]

酒
井
氏
は
、
両
仮
名
雑
字
尽
の
イ
部
に
つ
い
て
、
「
慇
懃
」
に
始
ま

い
じ
ゃ
ぅ

り
「
已
上
」
に
終
わ
る
見
出
語
を
示
し
た
上
で
、
「
節
用
集
の
言
語

門
の
ご
と
き
語
種
で
あ
る
が
、
排
列
の
基
準
は
か
な
ら
ず
し
も

は
っ
き
り
し
な
い
。
し
ひ
て
傾
向
を
あ
げ
れ
ば
、
熟
語
群
で
は
じ

ま
り
一
字
の
和
語
が
比
較
的
部
末
に
お
ほ
い
こ
と
で
あ
ら
う
か
。

「
已
上
」
が
最
後
に
あ
る
の
が
意
図
的
の
や
う
に
も
お
も
へ
る
」

す
い
り
や
う

と
述
べ
る
。
イ
ロ
ハ
分
類
の
語
彙
集
の
末
尾
に
あ
る
ス
部
は
「
推
量
」

に
始
ま
る
が
、
「
数
量
」
を
最
後
に
置
い
て
「
一
」
を
頭
字
と
す
る

語
群
に
繋
げ
て
い
る
こ
と
も
、
同
様
の
意
図
の
現
れ
と
い
え
よ
う

ち

ゃ

う

ぎ

や

う

も

う

し

た

く

り

ふ

じ

ん

の

ぎ

も

う

し

か

す

め

か
。
酒
井
氏
は
ま
た
、
「
張
行
申
度
候
」
「
理
不
尽
之
儀
申
掠
」
の
よ

う
な
見
出
語
が
存
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
「
い
か
に
も
原
資
料
が
書

簡
文
で
あ
る
こ
と
を
お
も
は
せ
る
」
と
し
、
他
に
も
「
莫
太
之
儀
」

「
違
乱
煩
」
の
よ
う
な
「
未
分
解
の
書
簡
文
慣
用
句
」
が
多
数
存
す

る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
石
川
謙
氏
・
石
川
松
太
郎
氏
の
研
究
を
紹

介
し
つ
つ
、
両
氏
の
研
究
に
お
い
て
両
仮
名
雑
字
尽
は
、
「
語
彙
科
往

来
の
一
、
字
尽
型
（
二
、
名
寄
型
に
対
す
る
）
中
の
第
一
、
い
ろ
は

字
尽
型
（
第
二
類
別
字
尽
型
、
第
三
学
習
方
法
観
に
基
づ
く
字
尽

に
対
す
る
）
に
属
し
、
③
い
ろ
は
別
熟
字
集
（
い
ろ
は
別
単
字
集
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に
対
す
る
）
に
位
置
せ
し
め
ら
れ
て
ゐ
る
。
」
と
し
て
、
「
鎌
倉
時

代
中
期
の
「
消
息
詞
』
に
は
じ
ま
る
民
間
日
用
の
消
息
用
語
句
集

と
し
て
、
広
義
の
往
来
も
の
、
一
類
と
規
定
さ
れ
位
置
づ
け
」
た

{
8
-

こ
と
を
評
価
し
て
い
る
。
本
稿
も
こ
の
見
解
に
従
う
も
の
で
あ
る
。

い
ち
ひ

9
t
、
じ
ゃ
う

一
方
、
寺
子
節
用
福
寿
海
の
イ
部
は
「
一
筆
啓
上
」
に
始
ま
り

「
痣
」
に
終
わ
る
。
ま
た
、
ス
部
は
「
須
磨
」
に
始
ま
り
「
寸
斗
」
で

さ
や
う

結
ん
だ
後
に
「
京
」
を
置
き
、
「
こ
を
頭
字
と
す
る
語
群
が
続
く
。

イ
ロ
ハ
各
部
内
に
は
意
義
分
類
の
表
示
は
み
ら
れ
な
い
が
、
巻
頭
の

い
ち
ひ
つ

t‘
じ
ゃ
ぅ

「
一
筆
啓
上
」
を
除
け
ば
、
お
お
む
ね
、
節
用
集
で
あ
れ
ば
乾
坤
門
や

時
節
門
に
存
す
る
語
に
始
ま
っ
て
言
語
門
に
存
す
る
語
で
終
わ
る
と

す

ま

い
う
傾
向
が
あ
る
。
語
順
に
し
ろ
、
「
須
磨
」
の
よ
う
な
固
有
名
詞
を

収
め
る
こ
と
に
し
ろ
、
両
仮
名
雑
字
尽
と
は
異
な
る
意
図
が
窺
わ
れ

い
ち
ひ
つ

t
、
じ
ゃ
う

る
わ
け
で
あ
る
が
、
両
仮
名
雑
字
尽
に
は
見
ら
れ
な
い
「
一
筆
啓
上
」

ま
く
の
み
な
り

を
巻
頭
に
増
補
し
た
上
で
、
両
仮
名
雑
字
尽
と
同
様
に
「
而
已
也
」

で
結
ぶ
構
成
は
往
来
物
的
な
編
纂
意
図
を
示
す
も
の
と
い
わ
ね
ば
な

る
ま
い
。

右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
両
仮
名
雑
字
尽
と
寺
子
節
用
福
寿
海
と
は

多
く
の
共
通
点
を
有
し
て
い
る
。
し
か
し
一
方
で
、
見
出
語
の
数
や

配
列
の
方
針
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
寺
子
節

用
福
寿
海
が
両
仮
名
雑
字
尽
と
と
も
に
編
纂
資
料
と
し
た
の
は
ど
の

よ
う
な
書
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三ー―――

寺
子
節
用
福
寿
海
の
編
纂
資
料

寺
子
節
用
福
寿
海
が
両
仮
名
雑
字
尽
を
承
け
て
編
纂
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
が
、
他
に
考
え
ら
れ
る
編
纂
資
料

と
し
て
は
、
書
名
に
も
含
ま
れ
る
「
節
用
」
集
が
第
一
に
考
え
ら
れ

る
。
元
禄
六
年
正
月
の
段
階
で
は
、
延
宝
八
（
一
六
八

0
)
年
刊
の

合
類
節
用
集
や
新
刊
節
用
集
大
全
の
よ
う
に
多
く
の
編
纂
資
料
を
駆

使
し
て
大
規
模
な
増
補
を
行
っ
て
い
る
節
用
集
が
既
に
刊
行
さ
れ
て

い
る
他
、
貞
享
二
（
一
六
八
五
）
年
刊
の
頭
書
増
補
節
用
集
大
全
の

よ
う
に
易
林
本
節
用
集
の
所
収
語
を
多
く
受
け
継
ぐ
系
統
、
寛
文
二

（
一
六
六
二
）
年
刊
の
真
草
二
行
節
用
集
や
貞
享
一
二
年
刊
の
広
益
二
行

節
用
集
の
よ
う
に
古
本
節
用
集
の
永
禄
十
一
年
本
類
や
歌
語
辞
典
に

拠
っ
て
増
補
を
行
っ
て
い
る
系
統
、
元
禄
四
年
刊
の
頭
書
大
広
益
節

用
集
の
よ
う
に
、
頭
書
増
補
節
用
集
大
全
と
広
益
二
行
節
用
集
の
二

系
統
を
併
せ
て
編
纂
さ
れ
た
系
統
等
、
多
様
な
節
用
集
諸
本
が
刊
行

さ
れ
て
い
る
。
寺
子
節
用
福
寿
海
の
編
纂
に
節
用
集
が
参
照
さ
れ
た

と
見
る
場
合
に
、
い
ず
れ
の
節
用
集
を
想
定
す
べ
き
か
を
確
認
し
て

い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
は
、
比
較
的
明
示
し
や
す
い
事
例
と
し
て
、
巻
末
の
「
一
」

を
頭
字
と
す
る
語
群
の
編
纂
を
確
認
す
る
。
寺
子
節
用
福
寿
海
に
お

け
る
こ
の
語
群
は
「
一
荷
」
か
ら
「
ー
面
」
ま
で
の
九
五
語
。
一
方
、

両
仮
名
雑
字
尽
巻
末
の
「
一
」
を
頭
字
と
す
る
語
群
は
「
一
荷
」
か

ら
「
一
カ
」
ま
で
、
六
四
語
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る
と
、
両
仮
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名
雑
字
尽
が
掲
出
す
る
六
四
語
の
全
て
が
、
寺
子
節
用
福
寿
海
が
掲

出
す
る
語
群
の
六
六
番
目
ま
で
に
掲
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ

れ
る

C

煩
雑
を
厭
っ
て
語
例
を
示
す
こ
と
は
し
な
い
が
、
寺
子
節
用

福
寿
海
の
一
番
目
か
ら
六
六
番
目
ま
で
の
語
に
つ
い
て
、
両
仮
名
雑

字
尽
に
お
け
る
掲
出
順
を
示
す
と
次
の
よ
う
に
な
る
（
以
下
、
一
致

の
認
定
に
際
し
て
仮
名
遣
い
や
語
形
の
小
異
は
無
視
す
る
）
。
一
致
し

な
い
二
語
の
箇
所
は

■

で
示
し
た
。

]
2
3
4
5
6
7
8
4
0
9
1
0
l
l
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
 

2
8
3
1
2
9
3
0
3
2
3
3
3
4
3
5
3
6
3
7
3
8
3
9
4
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
.
4
8
4
9
5
0
5
1
5
2
5
3
5
4
5
5
 

た
う

■

で
示
し
た
二
語
（
「
一
党
」
と

を
除
け
ば
、

け
ん

「
一
軒
」
）

が
見
ら
れ
な
い
こ
と

語
順
の
一
致
も
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

両
仮
名
雑
字
尽
を
承
け
た
も
の
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。

照
さ
れ
た
と
考
え
る
場
合
、

S
{
J
i
.
5
8
5
9
O
O
6
1
6
2
6
3
6
4
 

こ
の
部
分
は

節
用
集
が
参

六
七
番
目
以
降
の
次
の
二
九
語
に
つ
い

て
の
一
致
を
見
る
こ
と
に
な
る
。

各
語
の
上
の
算
用
数
字
は
、

節
用
福
寿
海
の
掲
載
順
で
あ
る
。

た

ん

だ

ん

さ

つ

67
ー
旦

68
ー
段

69
ー
冊

70
一
柄

71
ー
藝

72
ー
斤

73
ー
疋

7
4
ー
紙

75
ー
刻

76
ー
切

77
一
滴

78
ー
偏

79
ー
片

80
ー
句

81
ー
笑

82
ー
味

83
ー
文

84
一
牧

85
ー
両

86
ー
帖

87
ー
物

せ

ん

ぢ

や

う

rI
よ

う

ゑ

ん

や
う

88
ー
様

89
ー
部

90
ー
具

91
一
膳

92
ー
丈

93
ー
俵

94
ー
円

951町

寺
子

元
禄
五
年
ま
で
に
刊
行
さ
れ
た
節
用
集
の
中
で
、
所
収
語
の
特
徴

が
顕
著
な
節
用
集
と
し
て
、
延
宝
八
（
一
六
八

0
)
年
刊
の
合
類
節

用
集
圏
、
同
年
刊
の
新
刊
節
用
集
大
全
国
号
貞
享
二
年
刊
の
頭
書
増

補
節
用
集
大
全
祠
]
‘
貞
享
三
年
刊
の
広
益
二
行
節
用
集
戸
〗
、
元
禄
四

年
刊
の
頭
書
大
広
益
節
用
集
中
〗
、
の
五
本
を
選
び
、
上
の
二
九
語
と

一
致
す
る
語
が
各
々
の
節
用
集
で
ど
の
よ
う
な
順
序
で
掲
出
さ
れ
て

い
る
か
を
示
し
た
の
が
次
の
表
で
あ
る
。
各
本
が
収
め
て
い
な
い
語

の
項
に
は

■

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
寺
子
節
用
福
寿
海
の
「
ー
紙
」

「
ー
文
」
に
対
し
て
、
節
用
集
諸
本
に
「
一
紙
半
銭
」
「
一
文
不
通
」

と
あ
る
も
の
、
「
一
牧
」
に
対
し
て
「
一
枚
」
と
あ
る
も
の
も
一
致
例

と
見
な
し
た
。

一見してわかるのは、頭書大広益節用集が二九語全てを

収め、かつ語順も極めて高い一致を示すことである。頭書

大広益節用集は、頭書増補節用集大全の所収語を基本とし、

主に広益二行節用集を参照して冒頭に近い部を中心に増補

を加えた節用集である。したがって、広益二行節用集や頭

大広 頭 新合

1 1 l 21 17 67 
2 4 4 8 4 68 
3 6 6 5 5 69 
4 5 5 9 10 70 

5 ■ ■ ■ ■ 71 
6 3 3 2 3 72 
7 2 2 6 8 73 

8 ■ ． ■ ■ 74 
9 ■ ． ■ l 75 
10 7 7 20 15 76 
II 8 8 13 11 77 
12 9 9 23 12 78 
13 10 10 22 ■ 79 
14 11 11 14 ■ 80 
15 12 14 24 ■ 81 
16 ■ ． 26 ． 82 
17 13 12 15 18 83 
18 15 13 10 7 84 
19 14 15 1 2 85 
20 16 16 3 6 86 
21 17 17 18 ■ 87 
22 18 18 19 16 88 
23 19 20 4 9 89 
24 20 21 25 13 90 
25 24 ． II ■ 91 
29 25 ． 7 ■ 92 
26 23 ． 12■ 93 
勿 21 22 16 ● 94 
28 22 19 17 14 95 
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白
抜
き
11

い
ず
れ
と
も
一
致
し
な
い
語
（
九
語
）

な
お
、
頭
書
大
広
益
節
用
集
に
は
そ
の
名
の
通
り
頭
書
が
存
す
る

~12} 

が
、
頭
書
部
分
と
の
一
致
も
こ
こ
に
含
め
て
い
る
。
ま
た
、
ヰ
部
が

枠
囲
み
11

両
仮
名
雑
字
尽
の
み
と
一
致
す
る
語
（
五
語
）

書
増
補
節
用
集
大
全
と
の
間
に
見
ら
れ
る
部
分
的
な
語
順
の
一
致
は
、

頭
書
大
広
益
節
用
集
が
こ
の
両
書
を
編
纂
資
料
と
し
て
い
る
こ
と
に

よ
る
間
接
的
な
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
頭
書
大
広
益
節
用
集
は
、
両
仮
名
雑
字
尽
と
の
一
致
が
顕

著
な
前
半
の
六
六
語
の
う
ち
、
両
仮
名
雑
字
尽
が
収
め
て
い
な
か
っ

た
「
一
党
」
と
「
一
軒
」
を
含
む
六

0
語
を
掲
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、

こ
ち
ら
の
語
群
は
掲
載
順
が
ほ
と
ん
ど
一
致
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

寺
子
節
用
福
寿
海
の
「
一
」
を
頭
字
と
す
る
語
群
は
、
両
仮
名
雑
字

尽
に
所
収
の
語
を
引
用
し
た
後
に
、
そ
れ
以
外
の
語
を
頭
書
大
広
益

節
用
集
か
ら
選
ん
で
増
補
を
行
っ
た
も
の
と
推
察
さ
れ
よ
う
。

イ
ロ
ハ
分
類
体
の
語
彙
集
に
お
い
て
も
右
の
二
書
が
編
纂
資
料
と

し
て
想
定
さ
れ
る
。
頭
書
大
広
益
節
用
集
の
増
補
が
冒
頭
部
分
に
お

い
て
顕
著
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
冒
頭
の
イ
部
及
び
関
連
す
る
ヰ
部
の

見
出
語
の
一
致
状
況
を
例
に
説
明
し
よ
う
。
寺
子
節
用
福
寿
海
の
イ

部
・
ヰ
部
の
見
出
語
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
通
し
番
号
を
付
し
て
い

る
が
、
数
字
の
表
示
で
次
の
区
別
を
し
て
い
る
。

通
常
の
表
示
11

頭
書
大
広
益
節
用
集
の
み
と
一
致
す
る
語
（
七
九
語
）

太
字
11

両
仮
名
雑
字
尽
と
頭
書
大
広
益
節
用
集
と
も
に
一
致
す
る
語
（
三
二
語
）

イ
部

~
く
ら
い
た
ば
し
ゐ
人
や
う
き

圃
訟

ひ

つ

け

い

じ

ゃ

う

い

ん

ぎ

ん

し

な

り

麗
―
筆
啓
上

2
慇
懃

3
稲

荷

倉

5
板
橋

6
陰
陽

7
ー
気

し

な

力

い

わ

や

い

し

や

ま

で

ら

い

ま

く

ま

の

し

た

る

い

さ

な

ぎ

い

ざ

な

み

の

み

こ

と

8
田
舎

9
窟

1
0
石
山
寺
1
1
新
熊
野

12
至
1
3
伊
拌
諾
伊
非
冊
尊

い
つ
き
の
み
や
い
に
し
へ
い
ま

-]L
、

い

え

ぬ

し

い

L

‘

’

や

う

ふ

<

14
斎
院

15
古
今
園
昔

17
家
主

18
医
師

19
衣
裳

20
ー
服

る

い

か

う

く

わ

ん

い

ら

い

ご

い

こ

ん

い

ぎ

い

け

ん

21
ー
類

22
衣
桁

23ー
冠

24以
来

25
ー
後

26遺
恨

27
異
儀

28
異
見

祁

卿

凰

勢

い

し

ゅ

い

ん

じ

ゅ

、

ぢ

う

、

こ

ろ

い

ぜ

ん

い

じ

ゃ

｀

つ

29意
趣

30員
数

31移
住
四
寄
所

33
已
前
⑭
已
上

い

ん

ぐ

わ

い

と

ま

ご

ひ

い

と

を

し

や

す

し

い

ん

え

ん

い

さ

む

し

ょ

し

ょ

い

や

ま

す

37
因
果

38
暇
乞

39
最
愛

4
0
|安

41
因
縁

42勇

43弥

44
弥
増

い

式

だ

‘

.

』

’

へ

い

と

な

み

い

さ

か

い

い

か

ん

い

か

い

せ

．

＾

`•»` 

4
5—
書

4
6未
審
面
束
4
8往
古

4
9経
営

5
0闘
諄

5
1奈
何

5
2何
為

園
醐
；
霰

54
衡
剛

55m56岸
町
給
耐
甜
氾
釈

59
応
配

い

た

は

し

く

い

は

ん

や

い

ん

し

ん

ぷ

ノ

い

ま

い

ま

し

さ

い

わ

っ

、

じ

い

ら

し

ゅ

60
労
敷

61
況

62
喜
園
ー
物
64
忌
々
敷

65
羊
蹄
獨

66
一
朱

-̀Jヽ
1

い

み

な

い

ん

き

よ

い

ん

と

ん

し

ち

じ

さ

、

た

つ

き

い

の

り

し

の

る

し

f
し
9

67
一
疋

68
衡
鏑

69
祈

70
祷

71
荘
気

72
緯

73
隠
居

74
隠
遁

75
違
声

76
剛
77
い
罠
見
781
句
79
蕉
町
80
蔚
翡
粗
豆
恥

83
去

84懐

85戴

86祝

87徒

88命

89
軍

90
低

91
賤

い

た

み

い

へ

ど

も

い

た

＇

、

で

い

り

い

ま

し

め

い

が

む

い

き

ど

を

る

い

ぷ

り

醤
93
雖

94
致
園
出

96入
97
禁
醤
99
憤

100
不
忍

；

り

ん

、

ひ

さ

し

(

8い
ら
こ
っ

し
さ
ざ
よ
し

嵐
102
酌

103
町
104
清
1
0
5
匈
葛
106
淫
乱
圃
蔑
久
敷

10
壱
越

：

朗

112
即

ぢ

0
;
y
i
ー

順
噴

11
如
何
様

11

イ
部
に
統
合
さ
れ
て
い
る
頭
書
大
広
益
節
用
集
に
対
し
て
、

雑
字
尽
は
イ
部
と
ヰ
部
と
が
別
に
立
て
ら
れ
て
お
り
、

「
18
医
師
」
「
62音
信
」
「

76謂
」
は
、
両
仮
名
雑
字
尽
で
は
ヰ
部
に
収

め
ら
れ
て
い
る
。

両
仮
名

ゐ
ん
や
う

「

6
陰
陽
」
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の
ベ
―
二
五
語
の
う
ち
、
九
割
以
上
の
語
が
両
仮
名
雑
字
尽
と
頭

書
大
広
益
節
用
集
で
網
羅
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
他
の
節
用
集
が

参
照
さ
れ
た
可
能
性
の
有
無
も
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ

で
、
両
書
に
見
ら
れ
な
い
九
語
に
つ
い
て
、
先
に
見
た
節
用
集
諸
本

に
見
ら
れ
る
か
否
か
を
確
認
す
る
と
、
新
刊
節
用
集
大
全
に
「
岩
倉
」

い
で

が
、
頭
書
増
補
節
用
集
大
全
に
「
出
」
が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
、
前

者
は
姓
氏
門
の
見
出
語
で
あ
り
、
寺
子
節
用
福
寿
海
が
乾
坤
門
相
当

(
2
-

の
位
置
に
掲
出
す
る
の
と
同
列
に
扱
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
一
方
、

後
者
は
、
一
例
と
は
い
え
、
当
時
広
く
流
布
し
て
い
た
系
統
の
節
用

集
と
の
一
致
例
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
同
書
が
参
照
さ
れ
た
可
能
性
に

つ
い
て
、
少
し
丁
寧
に
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

イ
部
と
ヰ
部
で
、
頭
書
大
広
益
節
用
集
の
み
に
一
致
す
る
の
ベ

七
九
語
の
う
ち
、
頭
書
増
補
節
用
集
大
全
に
見
ら
れ
な
い
語
が
、

云
叫
甲
」
「
尻
煎
酎
」
「
配
配
ゴ
的
却
」
「
配
釈
」
「
釈
伺
」
面
]

「
邸
釈
」
「
鉛
配
」
「
叩
知
」
「
酎
釈
」
「
釈
叫
」
「
記
」
「
剛
」
ユ
如
i
]

「
清
」
「
色
葉
」
「
姪
乱
」
「
壱
越
」
「
位
牌
」
と
二

0
語
あ
る
。
一
方
、

頭
書
増
補
節
用
集
大
全
に
見
ら
れ
て
頭
書
大
広
益
節
用
集
に
見
ら
れ

な
い
語
に
「
威
勢
」
「
未
」
「
生
」
「
出
」
「
逸
物
」
の
五
語
が
あ
る
が
、

ヰ
部113

配
釦

14
畠
rn印
可
匝
返
物

m院
-m118岨
.
雹
即
120
彰
耐

121
町
釦
四
駅

123
印

124
即
釦
協
広

こ
の
う
ち
の
四
語
は
枠
囲
み
の
数
字
で
示
し
た
通
り
、
両
仮
名
雑
字

尽
に
見
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
次
に
示
す
よ
う
に
、
左
訓
を
確
認
す

る
と
両
仮
名
雑
字
尽
か
ら
の
引
用
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
も
の

が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
。
左
訓
は
〈
〉
内
に
示
し
て
い
る
。

寺
子
節
用
福
寿
海

威
ぷ
〈
い
き
を
ひ
〉

芍
〈
ひ
づ
し
〉

芍
〈
む
ま
る
、
〉

逸
物
〈
は
や
き
も
の
〉

両
仮
名
雑
字
尽

威
が
〈
い
き
を
ひ
〉

芍
〈
ひ
づ
し
〉

芍
〈
む
ま
る
、
〉

逸
物
〈
は
や
き
も
の
〉

頭
書
増
補
節
用
集
大
全

区
釈
〈
い
き
ほ
ひ
〉

い
ま
だ

未
〈
み
〉

い
け
る

生
〈
せ
い
〉

逸
物
〈
は
や
き
も
の
〉

ま
た
、
寺
子
節
用
福
寿
海
の
ヰ
部
の
見
出
語
は
ご
く
少
な
く
、
両

仮
名
雑
字
尽
の
ヰ
部
に
見
ら
れ
な
い
の
は
五
語
の
み
で
あ
る
。
そ
の

う
ち
の
「
居
所
」
を
除
く
四
語
は
、
い
ず
れ
も
頭
書
大
広
益
節
用
集

の
イ
部
に
語
頭
の
仮
名
を
「
ゐ
」
で
表
記
す
る
付
訓
で
掲
出
さ
れ
て

い
る
。
頭
書
増
補
節
用
集
大
全
の
よ
う
に
ヰ
部
を
有
す
る
節
用
集
が

関
与
し
て
い
た
可
能
性
は
低
い
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
し
た
が
っ

て
、
「
出
」
の
一
例
は
存
す
る
も
の
の
、
頭
書
増
補
節
用
集
大
全
を
参

照
し
た
と
す
る
積
極
的
な
証
拠
は
見
出
し
難
い
こ
と
に
な
る
。

「
一
筆
啓
上
」
以
下
の
九
語
の
存
在
か
ら
、
寺
子
節
用
福
寿
海
の
編

纂
に
は
、
両
仮
名
雑
字
尽
と
頭
書
大
広
益
節
用
集
以
外
の
書
物
も
参

照
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
書
物
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、

節
用
集
以
外
の
書
物
を
も
視
野
に
入
れ
た
調
査
が
必
要
と
な
る
で
あ
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三
ー
四
寺
子
節
用
集
福
寿
海
に
お
け
る
増
補
と
改
変

寺
子
節
用
福
寿
海
の
主
た
る
編
纂
資
料
が
両
仮
名
雑
字
尽
と
頭
書

大
広
益
節
用
集
で
あ
る
と
仮
定
し
た
上
で
、
寺
子
節
用
福
寿
海
が
、

両
書
か
ら
受
け
継
い
だ
面
と
改
変
し
た
面
に
つ
い
て
改
め
て
確
認
し

て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

版
面
上
、
頭
書
を
配
す
る
こ
と
は
頭
書
大
広
益
節
用
集
と
共
通
し

て
お
り
、
頭
書
の
内
容
に
は
頭
書
大
広
益
節
用
集
か
ら
転
載
し
た
絵

や
注
文
が
確
認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
辞
書
本
文
に
限
定
す
れ
ば
、
ヰ
・

オ
・
ヱ
部
を
残
す
イ
ロ
ハ
四
七
分
類
で
あ
る
こ
と
、
見
出
語
を
ご
く

大
ぶ
り
の
行
草
体
一
体
の
み
で
掲
出
す
る
こ
と
、
各
部
内
に
意
義
分

類
を
施
し
て
い
な
い
こ
と
、
名
数
語
彙
の
多
く
を
巻
末
に
一
括
し
て

掲
載
す
る
こ
と
な
ど
、
形
式
的
に
は
、
両
仮
名
雑
字
尽
を
受
け
継
ぐ

面
が
多
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

見
出
語
の
性
格
を
見
る
と
、
両
仮
名
雑
字
尽
が
主
に
収
め
て
い
た

節
用
集
の
言
語
門
に
存
す
る
よ
う
な
語
だ
け
で
は
な
く
、
節
用
集
の

掲
出
順
に
ほ
ぼ
沿
っ
て
、
衣
服
や
器
財
関
係
の
語
、
そ
れ
ほ
ど
多
く

は
な
い
が
地
名
や
人
名
を
も
収
録
し
て
お
り
、
掲
載
の
語
数
だ
け
で

は
な
く
、
意
味
分
野
の
面
で
も
拡
充
を
図
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の

大
部
分
が
頭
書
大
広
益
節
用
集
か
ら
の
引
用
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

見
出
語
の
総
体
と
し
て
は
、
節
用
集
を
抄
出
し
た
語
群
に
、
両
仮
名

ろ
う
。

ヰ イ 雑
字
尽
に
由
来
す
る
語
群
が
若
干
混
ざ
る
と
い
う
結
果
と
な
っ
て
い

る。
限
ら
れ
た
紙
幅
に
大
字
で
見
出
語
を
掲
出
す
る
こ
と
か
ら
、
抄
出

が
な
さ
れ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
高
梨
（
二

0
0
六
）
に
よ
る

と
頭
書
大
広
益
節
用
集
の
項
目
数
は
一
万
一
千
弱
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

寺
子
節
用
福
寿
海
の
見
出
語
数
は
、

初
学
者
の
た
め
に
必
要
な
語
が
採
ら
れ
、

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
、

具
体
例
と
と
も
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

節
用
福
寿
海
に
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
語
は
見
ら
れ
る
。

し
た
イ
部
・
ヰ
部
と
、

を
示
す
。

イヰア

そ
の
三
分
の
一
以
下
で
あ
る
。

そ
う
で
な
い
語
は
省
か
れ

そ
の
抄
出
と
改
変
の
一
端
に
つ
い
て
、

元
来
の
見
出
語
数
が
少
な
い
両
仮
名
雑
字
尽
に
あ
っ
て
も
、

後
半
部
分
か
ら
ア
部
を
選
ん
で
そ
の
具
体
例

【
寺
子
節
用
福
寿
海
に
収
め
ら
れ
て
い
る
語
】

い

ん

ぎ

ん

い

こ

ん

い

ら

い

い

ぢ

う

い

せ

，

い

し

ゅ

い

な

一

く

い

ん

じ

ゅ

と

が

い

充

だ

い

ん

ぐ

わ

い

た

る

慇

懃

遺

恨

以

来

移

住

威

勢

意

趣

戴

員

数

柳

未

因

果

至

い
ん
だ
う
い
さ
む
い
げ
ん
い
ん
ゑ
ん
い
さ
ム
い
る
い
＂
ん
い
ぜ
ん
し
だ
く
は
ふ
い
た
づ
．
＂
い
よ
い

L

い
じ
ゃ
‘
f

引

導

勇

異

見

因

縁

生

入

去

已

前

懐

祝

徒

弥

已

上

ゐ

ん

し

ん

み

ん

ば

ん

ゐ

ら

も

つ

ゐ

ん

せ

ん

？

え

ゐ

し

み

は

れ

み

ん

か

ゐ

ん

や

、

つ

ゐ

に

よ

う

音

信

印

判

逸

物

院

宜

座

医

師

謂

印

可

陰

陽

囲

饒

あ
い
れ
ん
あ
ん
お
ん
あ
い
ざ
や
う
あ
ん
ぎ
や
あ
さ
ま
し
あ
ま
つ
1
、
ぁ
ク
は
あ
や
う
し
あ
い
さ
つ
あ
ぐ
る
印
あ
ぐ
る
あ
ざ
も
く

哀

憐

安

穏

愛

敬

行

脚

浅

増

剰

或

危

愛

拶

揚

上

欺

ぁ
t
＿
や
か
あ
た
＂

鮮

価

【
寺
子
節
用
福
寿
海
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
語
一

し
ん
・
い
な
み
．
」
ふ
＾

盛

労

暇

み

は

い

や

か

ら

わ

ら

ん

わ

づ

ら

ひ

違
背
之
族
違
乱
煩

寺
子

先
に
検
討
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採
ら
れ
な
か
っ
た
語
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
推
測
さ
れ
る
。
例

え
ば
、
「
盛
」
「
直
」
の
場
合
は
、
同
訓
の
「
入
」
「
価
」
が
採
ら
れ

ゐ

は

い

や

か

ら

ゐ

ら

ん

わ

づ

ら

ひ

あ

た

ら

も

の

あ

つ

ら

へ

を

き

し
と
え

て
い
る
。
ま
た
、
「
暇
」
「
違
背
之
族
」
「
違
乱
煩
」
「
可
惜
」
「
誂
置
候
」

「
跡
々
寄
」
「
餘
多
」
は
採
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
代
わ
り
に
頭
書
大
広

益
節
用
集
か
ら
「
暇
乞
」
「
違
背
」
「
違
乱
」
「
可
惜
」
「
誂
」
「
跡
」

「
数
多
」
が
採
ら
れ
て
い
る
。
「
敢
以
」
も
採
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
頭

書
大
広
益
節
用
集
の
「
敢
」
を
も
勘
案
し
た
ゆ
え
か
、
「
敢
而
」
の
か

た
ち
で
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
両
仮
名
雑
字
尽
の
見
出
語
と

同
訓
の
語
や
、
見
出
語
を
含
む
語
、
乃
至
は
見
出
語
の
一
部
に
相
当

す
る
語
を
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
仮
名
雑
字
尽
に
掲
載
の
ま

ま
収
め
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
語
が
出
て
き
た
こ
と
に
な
る
。
こ
う

ゐ

ら

ん

わ

づ

ら

ひ

あ

い

わ

た

L

し
た
処
置
を
し
た
た
め
か
、
「
違
乱
煩
」
「
相
渡
申
候
」
等
、
酒
井
氏

が
両
仮
名
雑
字
尽
の
見
出
語
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
た
「
い
か
に
も
原

資
料
が
書
簡
文
で
あ
る
こ
と
を
お
も
は
せ
る
」
「
未
分
解
の
書
簡

文
慣
用
句
」
は
、
寺
子
節
用
福
寿
海
で
は
そ
れ
ほ
ど
目
立
た
な
く
な
っ

て
い
る
。
ア
部
に
は
、
「
敢
而
」
以
外
に
も
、
両
仮
名
雑
字
尽
に
見
え

な
い
「
預
り
」
（
頭
書
大
広
益
節
用
集
で
は
「
預
」
）
の
よ
う
な
掲
出

例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
往
来
物
に
連
な
る
面
は
残
し
て
い
る
わ
け
で

あ
る
が
、
全
体
と
し
て
は
、
節
用
集
の
＂
見
出
語
と
し
て
不
自
然
で
な

ア

あ
っ
こ
‘
つ
あ
た
ら
も
の
あ
ら
ま
し
の
こ
と
あ
ら
か
た
あ
ん
や
あ
っ
ら
へ
を
さ
あ
ら
ー
ふ
へ
r
!
z
て
あ
と
あ
と
よ
り

悪
口
可
惜
有
増
之
事
荒
方
闇
夜
誂
置
候
暴
敢
以
跡
々
寄

向

あ

た

び

あ

主

た

あ

い

わ

た

し

あ

づ

け

を

き

直
餘
多
相
渡
申
候
預
ヶ
置
候

寺
子
節
用
福
寿
海
の
辞
書
本
文
は
、
両
仮
名
雑
字
尽
に
由
来
す
る

字
尽
の
語
と
形
式
を
保
持
し
つ
つ
、
頭
書
大
広
益
節
用
集
の
所
収
語

を
取
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
。
合
類
節
用
集
の
所
収
語
に
拠
り
つ

つ
、
「
尊
札
」
「
玉
床
下
」
の
よ
う
な
書
簡
用
語
を
増
補
し
た
同
年
刊

行
の
広
益
字
尽
重
宝
記
綱
目
と
と
も
に
、
旧
来
の
節
用
集
が
収
め
る

語
と
書
簡
・
文
書
用
語
と
を
併
せ
て
掲
出
す
る
辞
書
と
し
て
は
早
い

例
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
書
名
に
「
節
用
」
を
含
む
か
「
字
尽
」
を

含
む
か
と
い
う
相
違
が
存
す
る
一
方
で
、
広
益
字
尽
重
宝
記
綱
目
は

意
義
分
類
の
下
に
イ
ロ
ハ
分
類
を
置
く
合
類
形
式
の
節
用
集
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
寺
子
節
用
福
寿
海
、
広
益
字
尽
重
宝
記
綱
目
と
も
、
イ

ロ
ハ
分
類
の
下
に
意
義
分
類
を
置
い
て
い
な
い
と
い
う
点
に
共
通
点

が
あ
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

イ
ロ
ハ
意
義
分
類
体
の
節
用
集
で
新
た
に
書
簡
・
文
書
用
語
の
顕

著
な
増
補
が
見
ら
れ
る
も
の
の
刊
行
は
、
確
認
で
き
る
限
り
元
禄
八

あ
い
な
が
ひ
に
あ
は
す
あ
い
た
い
つ
か
ま
つ
る

年
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
「
I
互
申
合
ー
対
仕
」

(19

頁
参
照
）
の
よ
う
に
、
両
仮
名
雑
字
尽
か
ら
寺
子
節
用
福
寿
海
に
転

載
さ
れ
る
段
階
で
句
の
長
さ
か
ら
語
の
長
さ
に
解
体
さ
れ
る
こ
と
の

多
か
っ
た
「
未
分
解
の
書
簡
文
慣
用
句
」
と
い
え
る
語
も
見
え
る
の

四

ま

と

め

い
よ
う
に
改
変
を
行
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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で
あ
る
。
字
尽
と
節
用
集
と
の
辞
書
本
文
上
の
接
近
は
、
元
禄
期
に

双
方
か
ら
な
さ
れ
、
交
錯
し
て
い
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
頭
書

増
補
節
用
集
大
全
の
諸
版
が
節
用
集
の
主
流
で
あ
っ
た
元
禄
五
年
に

刊
行
の
広
益
書
籍
目
録
大
全
で
節
用
集
諸
本
は
、
「
童
訓
集
」
や
「
両

点
字
尽
」
が
掲
出
さ
れ
る
「
往
来
手
本
類
」
で
は
な
く
、
「
字
書
」
の

項
に
分
類
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
先
に
言
及
し
た
①
S
⑧
の
よ
う

な
節
用
集
諸
本
が
主
流
と
な
っ
て
い
た
享
保
十
四
年
の
新
書
籍
目
録

で
は
、
書
言
字
考
節
用
集
が
「
字
書
」
の
項
目
に
残
る
も
の
の
、
他

の
節
用
集
は
「
往
来
手
本
類
」
の
項
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
の
意
味
付
け
は
、
付
録
部
分
の
増
補
と
の
兼
ね
合
い
も
あ
っ
て
、

慎
重
を
要
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
学
芸
に
連
な
る
人
々
が
参
照

す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
近
世
初
期
ま
で
の
節
用
集
の
辞
書
本
文
か
ら
、

よ
り
多
く
の
人
々
の
日
常
に
必
要
と
さ
れ
た
書
簡
・
文
書
用
語
を
も

増
補
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
近
世
中
期
の
節
用
集
の
辞
書
本
文

へ
の
展
開
の
一
面
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
か
ろ
う
。

字
尽
諸
本
や
往
来
物
に
含
ま
れ
る
語
彙
集
の
編
纂
過
程
に
つ
い
て

は
個
々
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
従
来
の

節
用
集
に
、
初
学
に
対
応
す
る
字
尽
の
所
収
語
を
加
え
る
こ
と
で
元

禄
期
の
節
用
集
の
辞
書
本
文
が
成
立
し
た
、
と
い
う
ほ
ど
単
純
な
も

の
で
は
な
か
ろ
う
が
、
今
回
検
討
し
た
事
例
に
お
い
て
、
「
寺
子
」
向

け
の
「
節
用
」
と
銘
打
っ
て
な
さ
れ
た
字
尽
の
増
補
が
、
結
果
と
し

て
元
禄
中
葉
以
降
の
節
用
集
の
流
れ
を
先
導
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

(
1
)

広
益
字
尽
重
宝
記
綱
目
に
つ
い
て
は
、
内
田
（
二

0
0
九
）
を
参
照
し

た
。
ま
た
、
先
稿
の
前
後
、
高
梨
(
-
九
九
七
b
)

は
X
¥
Z
類
に
関
す

る
系
統
的
な
見
通
し
を
述
べ
、
高
梨
（
二
0
0
六
）
で
は
、
こ
の
類
に
属

す
る
節
用
集
の
形
式
と
内
容
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
検
討
を
行
っ
て
い

る
。
イ
部
の
語
順
の
面
か
ら
こ
の
時
期
の
節
用
集
の
検
討
を
行
っ
て
い
る

菊
田
（
二
0
0
五
）
（
二
0
0
七
b
)
も
あ
る
。
ま
た
、
佐
藤
（
二
0
0
九）

（
二
0

I
 

0
)
に
よ
り
、

X
¥
Z
類
に
属
す
る
と
見
ら
れ
る
節
用
集
が
①

＼
⑧
以
外
に
も
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
本
来
は
、
こ
れ

ら
の
成
果
を
踏
ま
え
て
諸
本
と
そ
の
辞
書
本
文
の
対
照
結
果
を
示
す
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、
本
稿
の
目
的
か
ら
は
ず
れ
る
部
分
が
大
き
い
こ
と
と
、
紹

介
さ
れ
て
い
る
諸
本
に
つ
い
て
の
悉
皆
調
査
が
済
ん
で
い
な
い
こ
と
か
ら
、

本
稿
で
は
ひ
と
ま
ず
先
稿
で
言
及
し
た
諸
本
の
事
例
を
示
す
に
止
め
る
。

(
2
)

こ
の
本
は
、
佐
藤
（
二
0

I
 

0
)
の
「
【
別
表
】
近
世
節
用
集
一
覧
」
が

元
禄
八
（
一
六
九
五
）
年
の
項
に
「
（
書
名
な
き
一
本
）
」
と
し
て
掲
載
す

る
も
の
に
該
当
す
る
と
見
ら
れ
る
。

(
3
)

神
戸
女
子
大
学
蔵
本
も
辞
書
本
文
は
完
備
す
る
が
、
首
尾
を
欠
く
。
な
お
、

原
本
に
つ
い
て
拙
蔵
本
と
比
較
す
る
機
会
を
得
ず
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

の
画
像
に
よ
る
比
較
で
あ
る
た
め
、
同
版
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
今
保

留
す
る
。

(
4
)

版
本
の
節
用
集
諸
本
の
系
統
関
係
に
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
分
析
を
行
っ

注 る
こ
と
は
極
め
て
興
味
深
い
こ
と
と
い
え
よ
う
。
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た
先
例
と
し
て
柏
原
（
一
九
七
三
）
（
一
九
七
七
）
、
佐
藤
（
二

0
0
八）、

高
梨
(
-
九
九
七

a)
等

が

あ

る

。

．

(
5
)
総
合
資
料
館
本
は
拙
蔵
本
よ
り
も
や
や
後
印
と
見
ら
れ
、
拙
蔵
本
で
は
白

紙
と
な
っ
て
い
る
中
の
三
四
丁
裏
に
九
九
と
篇
冠
尽
が
（
お
そ
ら
く
入
れ

木
で
）
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

(
6
)
両
仮
名
雑
字
尽
は
石
川
県
立
歴
史
博
物
館
蔵
の
水
田
版
に
よ
る
が
、
破
損

部
分
は
酒
井
(
-
九
八
六

a)
の
翻
字
を
参
照
し
た
。

(
7
)
両
仮
名
雑
字
尽
の
語
数
は
、
酒
井
(
-
九
八
六

a)
の
示
す
項
目
数
に
拠
っ

て
い
る
。

(
8
)
こ
れ
に
関
連
し
て
、
山
田
（
一
九
六
七
）
で
は
、
快
言
抄
で
書
簡
文
中
に

収
め
て
い
る
イ
ロ
ハ
分
類
の
語
彙
集
や
意
義
分
類
体
の
語
彙
集
が
、
北
野

本
侠
名
辞
書
や
運
歩
色
葉
集
の
よ
う
な
形
態
に
発
展
し
て
行
っ
た
と
の
見

通
し
が
示
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
橋
（
二

0
0
六
）
は
、
高
橋
氏
が
「
色

葉
字
」
と
総
称
す
る
中
世
の
イ
ロ
ハ
分
類
体
辞
書
の
う
ち
に
、
同
時
代
の

節
用
集
と
は
異
な
り
、
「
実
務
的
な
文
書
用
語
を
意
識
的
に
載
録
し
よ
う
と

す
る
姿
勢
が
明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
」
も
の
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。

(
9
)
江
戸
初
期
に
刊
行
さ
れ
た
イ
ロ
ハ
分
類
体
の
字
尽
と
し
て
は
他
に
、
江
戸

初
期
刊
の
両
仮
名
手
本
、
万
治
二
年
刊
の
童
訓
集
等
が
あ
る
。
前
者
に
つ

い
て
は
酒
井
（
一
九
八
六

a)
が
、
山
田
忠
雄
氏
蔵
本
に
よ
っ
て
具
体
例

を
示
し
つ
つ
、
両
仮
名
雑
字
尽
と
「
形
式
面
の
み
な
ら
ず
内
容
的
に
も
か
、

は
り
あ
る
も
の
、
ご
と
く
で
あ
る
」
と
述
べ
、
小
泉
（
二

0
0
1
)
は、

両
仮
名
手
本
の
よ
う
な
も
の
か
ら
両
仮
名
雑
字
尽
が
出
た
も
の
と
推
測
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
注
目
す
べ
き
一
本
と
思
わ
れ
る
が
未
見
で
あ
る
。
佐

藤
（
二

0
1
―
)
が
言
及
す
る
よ
う
に
、
「
両
点
」
と
い
う
面
に
限
っ
て
も

節
用
集
と
字
尽
や
往
来
物
と
の
関
係
は
精
査
の
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
童

訓
集
に
つ
い
て
は
、
木
村
(
-
九
八
0
)
の
解
題
が
、
同
書
の
イ
ロ
ハ
分

類
体
の
語
彙
集
中
の
「
天
地
人
倫
言
語
」
イ
部
の
語
に
つ
い
て
、
そ
の

多
く
が
古
本
節
用
集
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
、
残
り
の
語
も
「
消
息
用
語

集
的
な
往
来
物
に
は
多
く
見
出
し
得
る
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
こ
う
し
た
見
出
語
の
傾
向
に
加
え
、
書
名
に
「
童
」
字
を
含
む
こ
と
等
、

寺
子
節
用
福
寿
海
と
共
通
す
る
面
が
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
今
の
と
こ

ろ
、
直
接
の
依
拠
関
係
を
見
出
す
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の

よ
う
な
先
例
が
あ
る
こ
と
は
重
視
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

•
(
1
0
)こ
の
よ
う
な
系
統
関
係
に
つ
い
て
は
、
菊
田
（
二

0
0
七

a
)、
高
梨

（
一
九
九
二
）
（
一
九
九
七
b
)

（二

0
0
六
）
、
米
谷
(
-
九
九
七
）
に
拠
る
。

な
お
、
合
類
節
用
集
が
寛
文
二
年
刊
の
真
草
二
行
節
用
集
の
系
統
を
、
広

益
二
行
節
用
集
が
合
類
節
用
集
や
新
刊
節
用
集
大
全
を
承
け
て
い
る
こ
と

な
ど
、
相
互
の
交
渉
は
複
雑
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
も
右
の
各
論

考
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(11)
合
類
節
用
集
と
新
刊
節
用
集
大
全
は
古
辞
書
大
系
所
収
の
影
印
本
に
、
他

の
三
本
は
、
亀
田
文
庫
蔵
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
拠
っ
て
い
る
。

し
，
ゃ

9
で
；

(12)
「
10
石
山
寺

11
新
熊
野
」
が
頭
書
に
あ
る
語
で
あ
る
。
両
語
に
つ
い
て
は
、

付
随
す
る
絵
も
同
様
の
も
の
が
寺
子
節
用
福
寿
海
の
頭
書
に
転
載
さ
れ
て

い
る
。

(13)
頭
書
大
広
益
節
用
集
の
乾
坤
門
に
は
「
巌
倉
」
が
見
え
る
の
で
、
こ
れ
を

改
変
し
た
も
の
と
考
え
る
の
が
穏
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

(14)
近
世
前
半
期
の
字
尽
諸
本
を
精
査
し
て
い
な
い
の
で
、
元
禄
期
前
半
頃
の

意
識
と
し
て
、
頭
書
を
有
す
る
こ
と
が
節
用
集
的
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な

一
般
化
ま
で
は
で
き
な
い
。
往
来
物
に
は
既
に
頭
書
を
有
す
る
も
の
が
多

数
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
ま
た
、
寺
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内
田
宗
一

（二

0
0
九
）
「
『
広
益
字
尽
重
宝
記
綱
目
」
に
お
け
る
複
数
書
体
掲

出
例
に
つ
い
て
」
（
「
国
語
文
字
史
の
研
究
十
―
j

和
泉
書
院
）

柏
原
司
郎
(
-
九
七
三
）
「
近
世
初
期
『
節
用
集
（
横
本
）
」
の
改
版
例
（
上
）
」
（
『
野

州
国
文
学
」
―
二
）

柏
原
司
郎
(
-
九
七
七
）
「
縮
刷
本
節
用
集
の
性
格
に
つ
い
て
」
（
『
浅
野
信
博
士

古
稀
記
念
国
語
学
論
叢
」
桜
楓
社
）

参
考
文
献

子
節
用
福
寿
海
の
頭
書
部
分
の
全
て
が
頭
書
大
広
益
節
用
集
に
よ
っ
て
網

羅
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
一
致
が
確
認
で
き
な
い
図
の
中
に
は
庭
訓
往

来
の
注
釈
書
な
ど
に
見
ら
れ
る
も
の
が
存
す
る
。

(15)
佐
藤
（
二

0
1
―
)
は
延
宝
年
間
ま
で
の
近
世
節
用
集
の
諸
特
徴
に
つ
い

て
そ
の
典
型
の
形
成
を
論
じ
て
い
る
。
佐
藤
氏
の
言
及
す
る
特
徴
の
中
で
、

界
線
が
無
い
こ
と
な
ど
も
寺
子
節
用
福
寿
海
が
節
用
集
的
で
な
い
と
す
る

一
観
点
と
な
ろ
う
。

(16)
た
だ
し
、
「
字
書
」
の
項
に
も
「
万
用
字
尽
」
と
い
う
書
物
が
掲
出
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
本
に
つ
い
て
は
現
在
未
詳
で
あ
る
。

(17)
山
田
（
一
九
七
八
）
の

m
p以
降
、
及
び
米
谷
（
二

0
0
三
）
を
参
照
。

①
の
節
用
集
で
辞
書
本
文
の
冒
頭
に
内
題
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
、
見
返

し
か
扉
に
内
題
が
あ
っ
た
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
、
辞
書
本
文
だ
け
で
は
な

く
、
頭
書
や
付
録
を
含
ん
だ
全
体
が
「
節
用
集
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

表
明
さ
れ
た
事
例
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
ま
た
、
柏
原
（
二

0
I
 

0
)
が、

元
禄
期
以
降
の
節
用
集
の
付
録
に
大
雑
書
が
取
り
込
ま
れ
て
い
く
過
程
を

跡
づ
け
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

柏
原
司
郎
（
二

0
I
 

0
)
「
近
世
節
用
集
の
付
録
呪
い
に
つ
い
て
」
（
『
東
海
大
学

日
本
語
・
日
本
文
学
研
究
と
注
釈
」
一
）

菊
田
紀
郎
（
二

0
0
五
）
「
開
版
節
用
集
「
い
」
部
乾
坤
門
の
語
順
ー
「
乾
陰
陽

デ
ハ
ジ
マ
ル
モ
ノ
」
を
対
象
に
ー
」
（
『
日
本
語
辞
書
研
究
三
・
上
」
一

港
の
人
）

菊
田
紀
郎
（
二

0
0
七

a)
「
寛
文
五
年
刊
『
真
草
二
行
節
用
集
j

乾
坤
門
の
増

補
語
彙
」
（
『
中
世
・
近
世
辞
書
論
考
」
港
の
人
）

菊
田
紀
郎
（
二

0
0
七
b
)
「
開
版
節
用
集
「
い
」
部
乾
坤
門
の
語
順
（
続
）

1

「
乾
陰
陽
デ
ハ
ジ
マ
ル
モ
ノ
」
を
対
象
に
」
（
『
中
世
・
近
世
辞
書
論
考
j

港
の
人
）

木
村
晟
編
輯
(
-
九
八

0
)
『
童
訓
集
」
（
「
駒
沢
大
学
国
語
研
究
資
料
第
五
」

汲
古
書
院
）

小
泉
吉
永
（
二

0
0
-
）
『
往
来
物
解
題
辞
典
解
題
編
』
（
「
両
仮
名
手
本
」
「
両

点
字
尽
」
の
項
、
大
空
社
）

酒
井
憲
二
(
-
九
八
六

a)
「
『
両
仮
名
雑
字
尽
」
の
版
種
」
（
『
国
語
史
学
の
為

に
第
二
部
古
辞
書
j

笠
間
書
院
）

酒
井
憲
二
(
-
九
八
六
b
)
「
静
嘉
堂
文
庫
蔵
「
童
訓
集
』
の
本
文
性
」
（
「
国
語

史
学
の
為
に
第
二
部
古
辞
書
」
笠
間
書
院
）

佐
藤
貴
裕
（
一
九
九
六

a)
「
近
世
節
用
集
書
名
変
遷
考
I

↓
貧
料
篇
・
付
言
ー
」
（
『
岐

阜
大
学
教
育
学
部
研
究
報
告
人
文
科
学
j

四
四
＇
二
）

佐
藤
貴
裕
(
-
九
九
六
b
)
「
近
世
節
用
集
の
記
述
研
究
へ
の
視
点
ー
形
式
的
特

徴
を
め
ぐ
っ
て
ー
」
（
『
国
語
語
彙
史
の
研
究
十
五
」
和
泉
書
院
）

佐
藤
貴
裕
（
二

0

0
二
）
「
子
ど
も
と
節
用
集
」
（
『
国
語
語
彙
史
の
研
究

二
十
こ
和
泉
書
院
）

佐
藤
貴
裕
（
二

0
0
八
）
「
『
節
用
集
j

寛
永
六
年
刊
本
類
の
本
文
系
統
」
（
『
近
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代
語
研
究
」
一
四
、
武
蔵
野
書
院
）

佐
藤
貴
裕
（
二

0
0
九
）
「
近
世
節
用
集
刊
行
年
表
稿
」
（
「
書
物
・
出
版
と
社
会

変
容
j

六）

佐
藤
貴
裕
（
二

0
1
0
)
「
言
語
生
活
史
か
ら
み
た
近
世
語
ー
節
用
集
研
究
の
現

況
と
課
題
」
（
『
日
本
語
学
会
二

0
1
0
年
度
春
季
大
会
予
稿
集
』
）

佐
藤
貴
裕
（
二

0
1
―
)
「
近
世
節
用
集
の
典
型
形
成
期
」
（
『
国
語
語
彙
史
の
研

究
三
十
」
和
泉
書
院
）

関
場
武
(
-
九
九
三
）
「
子
供
節
用
・
寺
子
節
用
集
」
（
『
慶
應
義
塾
大
学
日
吉
紀

要
”
人
文
科
学
“j
八
、
本
稿
で
は
関
場
(
-
九
九
四
）
に
再
録
の
も

の
に
拠
っ
た
）

関
場
武
(
-
九
九
四
）
『
近
世
辟
書
論
孜
早
引
・
往
来
・
會
玉
篇
」
（
慶
應
義
塾

大
学
言
語
文
化
研
究
所
）

高
梨
信
博
(
-
九
九
二
）
「
近
世
前
期
の
節
用
集
ー
四
十
七
部
非
増
補
系
諸
本
の

明
治
書
院
）

高
梨
信
博
(
-
九
九
七

a)
「
『
真
草
二
行
節
用
集
j

諸
版
の
本
文
と
性
格
」
（
『
早

稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
j

四
ニ
ー
―
―
―
)

高
梨
信
博
(
-
九
九
七

b
)
「
近
世
節
用
集
の
一
展
開
ー
四
十
七
部
系
か
ら
四
十
五

部
•
四
十
四
部
系
ヘ
ー
」
（
『
国
文
学
研
究j
―
二
三
）

高
梨
信
博
（
二

0
0
五
）
「
近
世
節
用
集
の
〈
両
点
〉
に
つ
い
て
」
（
『
早
稲
田
日

本
語
研
究
j

―四）

高
梨
信
博
（
二

0
0
六
）
「
四
十
四
部
系
近
世
節
用
集
の
成
立
ー
『
頭
書
増
補
大

成
節
用
集
虹
師
」
を
中
心
に
ー
」
（
『
国
文
学
研
究
」
一
五

0
)

高
橋
久
子
（
二

0
0
六
）
「
色
葉
字
の
性
格
に
就
い
て
」
（
「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」

系
統
関
係
ー
」
（
『
辻
村
敏
樹
教
授
古
稀
記
念
日
本
語
史
の
諸
問
題
」

―
―
六
）

安
田
章
(
-
九
八
三
）
『
中
世
辞
書
論
考
j

(
清
文
堂
）

山
田
忠
雄
(
-
九
六
七
）
「
編
輯
者
注
」
（
『
本
邦
辞
書
史
論
叢
」
福
島
邦
道
「
日

本
一
鑑
所
引
の
古
辞
書
」
対
す
る
も
の
。
八
二
八
頁
＼
八
三
四
頁
、

三
省
堂
）

山
田
俊
雄
(
-
九
七
八
）
『
日
本
語
と
辞
書
」
（
中
公
新
書
）

米
谷
隆
史
（
一
九
九
七
）
「
元
禄
期
の
節
用
集
に
つ
い
て
」
（
『
語
文
」
六
九
）

米
谷
隆
史
（
二

0
0
三
）
「
近
世
中
期
節
用
集
の
意
義
分
類
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
国

語
語
彙
史
の
研
究
二
十
二
」
和
泉
書
院
）

米
谷
隆
史
（
二

0
0
五
）
「
両
点
本
節
用
集
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
熊
本
県
立

大
学
国
文
研
究
j

五
0
)

• 

＊
本
稿
は
科
学
研
究
費
補
助
金
「
近
世
節
用
集
の
規
範
意
識
に
関
す
る
基
礎

的
研
究
」
課
題
番
号
（
二

0
五
二

0
四
二

0
)
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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