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神
田
寺
記
念
公
開
講
座
「書
物
と
日
本
仏
教
」
第

六

回

(
ニ
〇
〇
三
年
七
月
四
日
)

抄

物

と

日

本

語

史

研

究

柳田征司

た
だ
い
ま
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
柳
田
征
司
で
ご
ざ
い
ま
す
。
今
か
ら
三
十
年
ほ
ど
前
に
な
り
ま
す
が
、
斯
道
文
庫
で
阿
部
隆
一
先 

生

、
大
沼
晴
暉
先
生
を
は
じ
め
文
庫
の
先
生
方
の
ご
指
導
を
い
た
だ
き
、
書
誌
学
の
講
筵
の
末
席
を
汚
し
た
者
と
し
ま
し
て
、
本

日
こ

の
 

よ

う

な

機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
こ

と

に

感
謝
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
皆
様
暑
い
中
を
お
出
か
け
く
だ
さ
い
ま
し
て
あ

り

が

と

う
ご
ざ 

レ
ま
す

私
の
専
門
は
日
本
語
の
歴
史
で
、
日
本
語
が
ど
の
よ
う
に
変
遷
し
て
、
今
日
我
々
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な
姿
を
し
て
こ
こ
に
あ
る
の
か 

と
い
う
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
来
ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
禅
宗
の
僧
侶
た
ち
が
作
っ
た
「抄
物
」 

と
呼
ば
れ
る
資
料
群
を
対
象
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
時
に
は
奈
良
時
代
ま
で
遡
り
、
ま

た

、
時
に
は
現
代
諸
方
言
を
展
望
し
て
、

一
体
何
が 

起
き
た
と
言
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
来
ま
し
た
。
今
日
は
、
抄
物
と
い
う
資
料
に
つ
い
て
、

こ
の
資
料
が
日
本
語
の
歴
史
を
研 

究
す
る
上
で
ど
の
よ
う
に
有
効
な
資
料
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
一
端
を
申
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
申
し
上
げ
る
こ
と 

の
要
点
は
、
日
本
語
史
研
究
資
料
と
し
て
の
抄
物
の
価
値
が
次
の
四
点
に
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。



一
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
転
換
期
の
口
語
研
究
資
料
の
一
で
あ
る
こ
と 

一
一
、
東
国
語
資
料
を
含
む
こ
と 

ニ
ー
、
愿
大
な
量
の
資
料
が
伝
存
す
る
こ
と 

四
、
原
典
に
対
す
る
注
釈
で
あ
る
こ
と

第
一
の
、
古
代
語
か
ら
近
代
語
へ
の
転
換
期
の
口
語
研
究
資
料
の
一
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
の
前
に
、
先
年
書
い
た
私
の 

5S
I
と時し̂

1

抄
物
の
研
究
』

(
武

蔵

野

書

院

ー

九

九

八

1

〇

)
と
い
う
本
の
中
で
、
抄

物

に

つ

い

て

定

義

し

て

ぉ

き

ま

し

た

の

で

、
 

そ
れ
を
読
ん
で
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
抄

物

(
し
ょ
う
も
の
)
」
と
は
、
主
と
し
て
室
町
時
代
に
、
京
都
五
山
の
禅
僧
、
博
士
家
の
学
者
、
神
道
家
、
公
卿
、
医
家
、
足 

利
学
校
の
庠
主
と
そ
の
門
下
、
曹
洞
宗
の
僧
な
ど
が
作
成
し
た
、
漢
籍
や
仏
典
や
、
ま
た
一
部
の
国
書
に
対
す
る
注
釈
書
を
い
う
。 

そ
の
中
心
と
な
る
の
は
講
義
の
聞
書
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
講
義
の
た
め
の
草
案
で
あ
る
手
控
や
、
講
義
を
伴
わ
な
い 

注

釈

書

を

も

こ

れ

に

含

め

る

の

ガ

普

通

で

あ

る

。
広
く
は
漢
文
体
の
も
の
を
含
め
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
を
除
く
こ
と
を
明
示
す 

る

場

合

に

は

「
仮
名
抄
」

と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
形
態
か
ら
見
る
と
、

一
書
の
形
を
成
し
た
注
釈
書
だ
け
で
な
く
、
原
典
へ
の
書
入 

れ
を
も
含
み
、
仮
名
交
り
体
の
書
入
れ
の
あ
る
資
料
は
、

こ

れ

を

「
書
入
れ
仮
名
抄
」
と
呼
ぶ
。

(
中

略

)
室
町
時
代
言
語
資
料
の 

一
で
、
キ

リ

シ

タ

ン

資

料

•
狂
言
と
と
も
に
特
に
口
語
資
料
と
し
て
価
値
が
高
い
。

「
抄
物
」
と
い
う
の
は
、
漢
籍
や
仏
典
、
ま

た

一
部
の
国
書
、
例

え

ば

『
論
語
』

『
史
記
』
と
か
、

『無
門
関
』
と

か

、
あ

る

い

は

『
日
本 

書
紀
』
と
か
と
い
っ
た
ょ
う
な
書
物
に
対
す
る
注
釈
で
、
本
来
は
禅
僧
と
か
博
士
家
の
学
者
が
聴
衆
を
前
に
し
て
注
釈
を
口
頭
で
語
り
、
 

聞
書
を
作
る
係
の
者
が
そ
れ
を
記
録
し
て
、
後
日
整
理
し
て
講
義
聞
書
ノ
ー
ト
が
作
ら
れ
る
と
い
う
形
の
も
の
が
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
と



思
わ
れ
ま
す
。
後
に
な
る
と
、
そ
う
い
う
講
義
を
経
な
い
で
講
義
の
口
調
で
書
か
れ
た
も
の
が
多
く
な
つ
て
来
ま
す
。
そ
う
い
、つ
資
料
が 

「
抄
物
」

で
す
。

キ

リ

シ

タ

ン
資

料

.
狂
言
と
と
も
に
特
に
口
語
資
料
と
し
て
価
値
が
高
い
と

い

う

こ
と
で
す
が
、

(
表

1
)
を
御
覧
下
さ
い
。

(表
1
)
日
本
語
史
の
時
代
区
分
と
資
料

京
畿

東
国

万
葉
集

記
紀

. 万
防 葉  
人 集  
歌

東
歌

奈
良
時
代

古

代

古

代

り t

平
安
時
代

り

S
L

院
政
時
代

中

世
り

，—- S

L

鎌
倉
時
代

抄 狂 キ  
物 言 リ  

シ 
夕 
ン 

資 
料

S 洞 

I 門
墨 抄
累 物

物

室
町
時
代

抄
物 ^

有
り

洒 洞  
落 門  
本 抄  
. 物
滑
稽
本

江
戸
時
代

近

代

近

代

り り

明
治
以
降

日
本
語
に
つ
い
て
あ
る
程
度
全
体
の
姿
が
わ
か
る
ょ
う
に
な
る
の
は
七
世
紀
か
ら
八
世
紀
の
頃
か
ら
で
す
が
、
そ
れ
か
ら
今
日
ま
で
の
千 

数
百
年
の
間
に
日
本
語
に
何
が
起
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
み
る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
研
究
が
さ
れ
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
室 

町
時
代
の
終
わ
り
と
江
戸
時
代
の
初
め
と
の
間
に
大
き
な
転
換
点
が
あ
っ
て
、
室
町
時
代
ま
で
の
言
語
を
古
代
語
、
江
戸
時
代
以
降
の
言 

語
を
近
代
語
と
捉
え
て
ょ
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
国
語
学
界
の
一
般
的
な
考
え
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
正
し
い 

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
古
代
の
中
を
更
に
分
け
る
と
、
院
政
時
代
か
ら
古
代
の
言
語
が
少
し
ず
つ
姿
を
変
え
て
き
て
、
江
戸
時
代 

に
入
る
と
大
き
く
転
換
し
ま
す
の
で
、
院
政
時
代
か
ら
室
町
時
代
ま
で
を
中
世
と
呼
ん
で
、
そ
れ
以
前
を
狭
義
の
古
代
と
捉
え
る
こ
と
も



あ
り
ま
す
。

古
代
力
ら
近
代
の
間
に
何
が
起
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
こ
の
十
数
年
考
え
て
き
た
の
で
す
が
、
結
論
だ
け
を
申
し
ま
す
と
、
 

音
韻
史
に
つ
い
て
言
う
と
、
音
便
が
起
き
た
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
き
な
出
来
事
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま 

す

。
音
便
が
起
き
た
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
語
の
音
韻
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ 

て
い
ま
す
。
文
法
史
に
つ
い
て
は
、
主

格

助

詞

の

「
が
」

が
生
ま
れ
た
こ
と
で
、
「
雨
降
る
。
」

か

ら

、

「
雨

が

降

る

。
」

と
い
う
よ
う
に 

「
が
」
と
い
う
格
助
詞
が
成
立
し
た
と
い
う
こ
と
が
最
も
大
き
な
出
来
事
で
、
文
法
史
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
出
来
事
は
、

そ
の
こ
と
が
き
っ 

か
け
と
な
つ
て
起
き
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
つ
て
い
ま
す
。

古
代
語
と
近
代
語
と
を
分
か
つ
時
期
が
室
町
時
代
と
江
戸
時
代
の
間
で
、
抄
物
は
、
(
表

1
)
に
見
る
よ
う
に
、

室

町

時

代
か
ら
江
戸 

時
代
に
か
け
て
作
成
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
転
換
期
の
言
語
を
観
察
す
る
と
、
日
本
語
の
上
に
何
が
起
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に 

す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
考
え
、

こ
れ
を
対
象
と
し
て
来
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
「
抄
物
」
と
い
う
の
は
ま
ず
古
代
語
か
ら 

近
代
語
へ
の
転
換
期
の
口
語
研
究
資
料
の
一
つ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

第
二
番
目
に
、
東
国
語
資
料
を
含
む
こ
と
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
我
々
が
持
っ
て
い
る
資
料
と
い
う
の
は
、
主
と
し
て
京
畿
の
言
葉
、
 

奈
良
と
か
京
都
の
言
葉
の
そ
れ
が
主
で
あ
っ
て
、
東
国
の
言
語
資
料
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
の
後
期
に
な
ら
な
い
と
多
く
出
て
来
ま
せ
ん
。 

我

々

が

持

っ

て

い

る

東

国

語

資

料

の

一

番

古

い

も

の

は

『
万
葉
集
』

の
東
歌
と
防
人
歌
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
(
表

1

)

に
あ
げ
て
あ
る 

よ
う
に
、
平

安

時

代

.
院

政

時

代

•
鎌
倉
時
代
の
東
国
の
言
葉
が
わ
か
る
資
料
は
ま
ず
な
い
と
言
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま 

す

。
東
国
で
書
か
れ
た
資
料
は
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
東
国
の
言
葉
が
反
映
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
な
い
と 

言
つ
て
い
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
東
国
の
言
葉
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
資
料
が
か
な
り
ま
と
ま
つ
て
得
ら
れ
る
と
い
う
の
が
抄
物
で
あ
つ
て
、



そ
れ
は
曹
洞
宗
の
僧
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
抄
物
で
、
「
洞
門
抄
物
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
東
国
語
系
の
抄
物
で
、

こ
の
資
料
は 

室
町
時
代
か
ら
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
に
か
け
て
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
東
国
の
言
葉
が
ど
の
よ
う
な
姿
を
し
て
い
た
の
か
と 

い
う
こ

と

を

幾
ら
か
窺
い
知
る
こ

と

が

で

き

る
わ
け
で
す
。

そ
の
東
国
資
料
が
ど
の
よ
う
な
形
で
役
立
つ
か
と
い
う
こ
と
を
見
て
み
よ
う
と
し
た
の
が
、

(
図
版
1

)

の
、
現

代

方

言

に

お

け

る

東

西
対
立
と
い
う
、
有
名
な
東
西
方
言
分
布
の
地
図
で
す
。

こ
の
地 

図
は
、
牛

山

初

男

さ

ん

と

い

う

方

の

「
語
法
上
よ
り
見
た
る
東
西 

方
言
の
境
界
線
に
つ
い
て
」
と

い

う

「
国
語
学
」
第

12
集
に
載
っ 

た
論
文
が
後
に
単
行
本
に
収
め
ら
れ
た
時
の
、
そ
の
単
行
本
の
図 

版
か
ら
取
っ
た
も
の
で
す
。
東
西
で
違
っ
て
い
る
言
語
事
象
の
境 

界
線
が
五
つ
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
東
の
方
か
ら
見
る
と
、
駿
河
湾 

の
と
こ
ろ
、
静
岡
市
の
東
の
方
か
ら
山
梨
県
の
南
を
か
す
め
て
長 

野
県
の
西
を
ず
っ
と
上
が
っ
て
行
く
境
界
線
が
あ
っ
て
、

こ
の
境 

界
線
を
境
に
し
て
東
の
方
で
は
、
命

令

す

る

時

に

「
起
き
ろ
」
と 

「
〜
ロ
」

の
形
で
命
令
し
ま
す
。
そ

れ

に

対

し

て

西

の

方

で

は

、
 

「
起
き
い
」

「
起
き
よ
」
と

「
〜
ィ
」
と

か

「〜

ョ

」

の
形
で
命
令 

し
ま
す
。
次

に

、
静
岡
市
の
西
の
方
に
—

——

の
線
が
あ
つ
て
、
 

こ
れ
が
山
梨
県
を
真
ん
中
で
東
西
に
分
か
ち
、
長
野
県
を
南
北
に

(
図
版
1
)
牛
山

初

男

「
語
法
上
ょ
り
見
た
る
東
西
方
言
の
境
界
線
に
つ
い
て
」

(国
語
学
U 

一
九
五
三
.
七
)
『東
西
方
言
の
境
界
線
』
(信
教
印
刷
一
九
六
九
二
一
一
)



分
か
っ
て
北
へ
上
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
打
消
し
の
助
動
詞
の
言
い
方
で
、
そ
の
線
か
ら
東
の
方
で
は
、
「
行
か
な
い
」

「
知
ら
な
い
」
と 

「
ナ
ィ
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、
そ

の

境

界

線

よ

り

西

の

方

で

は

「
行
か
ん
」

「
知
ら
ん
」
と

、
「
ヌ
」

が

変

わ

っ

た

「
ン
」

を
使
う
と
い 

う
境
界
線
で
す
。
次

に

、
ず
っ
と
西
の
方
へ
行
っ
て
、
三
河
湾
の
と
こ
ろ
か
らX

印
の
線
が
上
が
っ
て
い
て
、
長
野
県
と
岐
阜
県
の
境
界 

線
を
通
っ
て
新
潟
県
を
南
北
に
分
か
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
形
容
詞
の
連
用
形
の
言
い
方
で
、
「
白
く
な
る
」
と
原
形
を
使
う
の
が
東
の 

方
の
言
い
方
で
、
そ

れ

に

対

し

て

西

の

方

で

は

「
白
な
る
」
と

か

「
白
う
な
る
」
と

、
ゥ
音
便
形
を
使
い
ま
す
。
次
は
、
違
い
が
、
日
本 

海
側
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
が
、
伊
勢
湾
の
所
か
ら
岐
阜
県
の
南
を
通
っ
て
…
…

の
線
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。
東

の

方

で

「今
日
は
雨
だ
。」 

と
い
う
の
に
対
し
て
、
西

の

方

で

は

「
今
日
は
雨
じ
ゃ
。
」
と
か
、
あ

る

い

は

「
今
日
は
雨
や
。
」
と

い

う

ふ

う

に

「
ジ
ャ
」
と

か

「
ヤ
」 

を
使
う
と
い
う
境
界
線
が
そ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
次

に

、
同
じ
く
伊
勢
湾
か
ら
岐
阜
県
の
西
を
通
り
、
富
山
県
の
南
を
通
っ
て
上 

が
っ
て
い
る
境
界
線
は
、
「
買
っ
た
」
と

「
買
う
た
」

の
対
立
で
、
東
の
方
で
は
ヮ
行
動
詞
の
音
便
に
促
音
便
を
使
い
、
「買
っ
た
」
「
習
っ 

た
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、
西

の

方

で

は

「
買
う
た
」

「
習
う
た
」
と
言
う
と
い
う
境
界
線
で
す
◦
次
に
、
地
図
に
は
あ
が
っ
て
い
ま
せ 

ん
が
、
金

田

一

春

彦

先

生

の

「
音
韻
」

(
東

条

操

編

『
日
本
方
言
学
』
吉

川

弘

文

館

ー

九

五

四

.
ニ

と

い

う

論

文

が

あ

げ

る

ァ

ク

セ 

ン
ト
の
全
国
分
布
図
を
見
る
と
、
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
と
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
の
境
界
線
と
い
う
の
は
、
今
の
地
図
に
重
ね
て
み
る
と
、
 

「
買
っ
た
」

「
買
う
た
」

と
い
う
ヮ
行
動
詞
の
連
用
形
の
東
西
の
違
い
の
境
界
線
と
重
な
っ
て
い
ま
す
。
実

は

、

こ
の
よ
う
な
事
実
は
、

一
 

九

◦
六

年

に

出

た

国

語

調

査

委

員

会

の

『
口
語
法
調
査
報
告
書
』

(
国

定

教

科

書

共

同

販

売

所

一

九

◦
六

.
ニ
ー
)

で
既
に
明
ら
か
に 

さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
牛
山
さ
ん
は
五
十
年
た
っ
た
時
点
で
、
そ
の
境
界
線
が
ど
の
よ
う
に
動
い
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ 

て
み
よ
う
と
し
て
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
境
界
線
が
違
っ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
の
よ
う
な
東
西
の
違
い
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
ど
う
し
て
そ
う
い
う
境
界
線
を
境
に
し
て
東
の
方
と
西
の
方
と
で
言
葉
が
違
う
の



か
と
い
う

こ

と

に
つ
い
て
、
我
々
国
語
学
の
方
で
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
さ
れ
て
き
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
子
音
優
位
の
東
部
方
言
と
母 

音
優
位
の
西
部
方
言
と
い
う
解
釈
が
な
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
平
た
く
申
し
ま
す
と
、
東
部
方
言
は
子
音
を
好
む
方
言
で
あ
り
、
そ
れ
に
対 

し
て
西
部
方
言
は
母
音
を
好
む
方
言
で
あ

る

と

い
う
、
そ
う
い
う
解
釈
で
す
。

(
表

2
)
に
例
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。

(表
2
)
東

部

方

言

「
子
音
優
位
」
西

部

方

言

「
母
音
優
位
」
と
い
う
解
釈

西
部
方
言

東
部
方
言

£

揚

| 8

母 印

子
母

子
2

母
3

促

ft

SI
子 p

子
母

子
3

母
2

7
行
動
詞
連
用
形

1
ft
形 

子 目 •
母 3
子 0

母
母

子
2

母
3

原
形

子 目 •
母 3

1  "
子
母

子
3

母
3

形
容
詞
連
用
形

I

ft
i

位

一
番
顕
著
な
例
は
、

ヮ

行

動

詞

の

連

用

形

の

「
買
っ
た
」
と

「
買
う
た
」

の
違
い
で
、r

k
a
t
t
a
」

と

い

う

促

音

便

の

方

は

子

音

が

三

つ 

あ
っ
て
、
母
音
が
二
つ
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「

k
o
o
t
a
」

と
い
う
ゥ
音
便
の
方
は
子
音
が
二
つ
で
、

母

音

が

三

つ

と

い

う

よ

う

に

子

音 

と
母
音
の
多
少
が
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
形
容
詞
の
連
用
形
に
つ
い
て
も
、r

s
l
r
o
k
u
」

と

い

う

よ

う

に

原

形

を

使

う

東

の 

言
葉
は
子
音
を
落
と
さ
な
い
で
大
切
に
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西

の

言

葉

は

r
s
i
r
o
o
」

と
い
う
よ
う
に
子
音
を
捨
て
て
母
音
が
残
っ 

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
東
と
西
の
言
葉
と
い
、っ
の
は
、
子
音
を
好
む
東
の
言
葉
と
、
母
音
を
好
む
西
の
言
葉
と
捉
え
ら
れ
て
来
ま
し
た
。 

言
葉
の
問
題
だ
け
で
な
く
て
、
指
紋
と
か
血
液
型
も
東
の
方
の
人
と
西
の
方
の
人
と
で
違
い
、
遺
跡
か
ら
発
掘
さ
れ
る
も
の
も
東
の
方
と 

西
の
方
と
で
違
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
人

類

学

.
考

古

学

.
民
俗
学
な
ど
の
成
果
を
利
用
し
て
、
も
と
も
と
子
音
を
好
む
人
が
日
本 

列
島
の
上
に
広
く
住
ん
で
い
た
と
こ
ろ
へ
、
母
音
を
好
む
人
が
近
畿
地
方
を
中
心
に
勢
力
を
広
げ
て
い
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
東
の
方
に



は
十
分
に
そ
の
勢
力
が
及
ば
な
く
て
、
子
音
を
好
む
言
語
が
東
の
方
に
分
布
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
説
明
し
て
来
ま
し 

た

。
多
く
の
人
が
そ
う
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
て
、
ほ
ぼ
通
説
に
な
っ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
よ 

う
な
解
釈
と
い
う
の
は
、
現
代
方
言
の
分
布
に
お
い
て
東
と
西
と
が
顕
著
に
違
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
五
十
年
た
っ
て
も
動
か
な
い
で
同
じ 

所
で
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
て
、

一
方
、

『
万
葉
集
』

の
東
歌
、
防
人
歌
を
読
ん
で
み
る
と
、
ど
う
も
東
の
言
葉
と
い
う
の
は 

最
近
違
っ
て
来
た
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
て
、
奈
良
時
代
、
ま
た
は
、
更
に
遙
か
に
古
い
時
代
か
ら
違
っ
て
い
た
の
だ
と
考
え
て
、
 

そ
の
よ
う
な
解
釈
が
出
て
来
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

し
か
し
、
抄
物
と
い
う
、
東
の
方
の
言
語
が
幾
ら
か
で
も
わ
か
る
資
料
を
持
っ
て
い
る
以
上
は
、

こ
れ
ら
中
世
の
資
料
で
も
や
は
り
同 

じ
よ
う
に
ワ
行
動
詞
に
つ
い
て
東
の
方
が
促
音
便
で
西
の
方
が
ゥ
音
便
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を 

確
認
し
て
み
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
抜
き
に
し
て
奈
良
時
代
と
現
代
の
方
言
分
布
だ
け
を
も
っ
て
、
も
と
か
ら
言
語
が
東
と 

西
と
で
違
っ
て
い
た
と
い
う
ふ
う
.に
即
断
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
東
の
方
の
言
語
が
幾
ら
か
わ
か
る
洞 

門
抄
物
で
そ
の
よ
う
な
言
語
事
象
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
少
し
見
て
み
た
い
と
思
っ
て
あ
げ
た
の
が
、

(
図
版 

2

)

の
資
料
で
す
。

こ

の

図

版

は

雪

庭

春

積

と

い

う

曹

洞

宗

の

僧

が

『
無
門
関
』
を
注
釈
し
た
も
の
で
、
『
無

門

関

抄

』

と
い
う
抄
物
で 

す

。
図
版
に
は
寛
永
一
〇
年
整
版
で
卷
上
三
丁
表
と
三
丁
裏
を
あ
げ
て
い
ま
す
。
斯

道

文

庫

で

編

纂

さ

れ

た『
I

傾
書
林
出
版
書
籍
目
録 

集
成
一
』

(
井

上

書

店

一

九

八

七

•
ニ
ー
)

の

『
寛
文
無
刊
記
書
籍
目
録
』
を
見
る
と
、
「
無
門
關
」
と
あ
り
、

つ

い

で

「
同
春
夕
鈔
」 

「
同
萬
安
鈔
」

「
同
自
雲
鈔
」
と
あ
っ
て
、
江
戸
時
代
寛
文
年
間
頃
に
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
無
門
関
抄
に
三
種
類
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り 

ま

す

。

そ
れ
ら
を
今
日
残
っ
て
い
る
抄
物
と
比
べ
る
と
、
「
萬
安
鈔
」

「
自
雲
抄
」

が
別
に
あ
っ
て
、
今

、
図

版

に

あ

げ

た

抄

物

が

「
春
夕 

鈔

」

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
れ
は
私
が
は
じ
め
て
指
摘
し
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

こ
の
抄
物
の
中
に
、

「
江

-
村
月

—
落
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正
堪
レ
眠
ト
云
着
-
語
ヲ
以
。
注

破

ナ

サ

ル

、
ナ
リ
。
是
ハ
春
積
力
舌 

ナ
レ
吒
。
不
審
在
レ
之
。
」

(寛
永
ー
〇
年
整
版
上

37
ゥ
)
と
あ
っ
て
、
 

春
積
と
い
う
名
前
が
出
て
い
ま
す
。

「
春

積

の

舌

」

は
春
積
の
言
葉 

と
い
う
こ
と
で
、
春
積
の
説
明
だ
け
れ
ど
も
、

こ
の
説
明
は
ど
う
も 

不
審
だ
と
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
春
積
が
講
義
を
し
、
誰
か
が
聞 

書
を
し
て
、
そ
の
聞
書
を
し
た
人
が
春
積
の
説
に
疑
問
を
抱
い
て
、
 

そ
の
こ
と
を
こ
こ
に
挟
み
込
ん
で
い
る
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。
春
積 

は

ど

の

よ

う

な

僧

で

あ

る

の

か

と

い

う

こ

と

で

す

が

、

春

積

と

、
 

「
積
」
を

書

く

こ

と

も

あ

り

「
夕
」
を

書

く

こ

と

も

あ

る

僧

で

、

一
 

六
ニ
四
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
武
蔵
梅
龍
山
東
竹
院
第
四
世 

で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
東
竹
院
は
熊
谷
市
に 

今
も
あ
る
寺
院
で
す
が
、
私
は
ま
だ
そ
ち
ら
に
お
邪
魔
し
て
資
料
と 

か
過
去
帳
と
か
拝
見
す
る
よ
う
な
こ
と
を
怠
っ
て
い
ま
す
。
寛
永
元 

年

撰

の

『
武
州
大
里
郡
梅
龍
山
東
竹
院
記
』
と
い
う
短
い
文
章
な
ど 

も
遺
し
て
い
て
、
こ
れ
は
『埼
玉
叢
書
』
の
第
三
巻
(三
明
社
一 

九

ニ

九

•
六

)

の
中
に
翻
刻
さ
れ
て
い
ま
す
。
生
ま
れ
が
ど
こ
な
の 

か
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ど
、

武
蔵
の
曹
洞
宗
の
寺
の
僧
で
あ
っ



た

、

そ

う

い

う

人

で

あ

る

と

い

う

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

(
図
版
2
)
に
戻
つ
て
、
ま
ず
三
丁
裏
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と

、

そ

の

一

行

目

に

、

「
只

是

一

-
箇

ノ

無

ノ

字

ガ

。

宗

-
門

ノ

第

-

一
—
関 

ダ
ゾ
ト
。
手
ヲ
開
ク
也
。
」
と
あ
つ
て
、
断

定

の

助

動

詞

「
ダ
」

が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ

の

資

料

で

は

断

定

の

助

動

詞

に

は

「
ダ
」

を 

使
つ
て
い
て
、
東
国
系
抄
物
の
特
徴
を
示
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
一
方
、
三
丁
表
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
う
し
ろ
か
ら
四
行
目
に
、
 

「
生

-
死

透

-
脱

ノ

時

-
節

ニ

逢

テ

。

飽

-
滿

休
-歇
セ
ヌ
者
力
。
死
メ
後
。
或
ハ
草
ニ
依
リ
。
或
ハ
木
ニ
附
ィ
テ
。
草
-
葉

木

葉

ヲ

。

ム
サ
ブ 

ル
虫
-
類
ト
成
ル
也
。
精

-
靈
ハ
ー
丁
字
吒
ニ
。
タ
マ
シ
ィ
ト
。

ョ
ム
ナ
リ
。
靈
魂
ト
。
同
シ
キ
ナ
リ
。
」
と
あ
つ
て
、

「
時

節

ニ

逢

テ

」

と 

「
逢
」
と

い

う

字

の

右

に

小

さ

く

「
フ
」
と
い
う
送
り
仮
名
が
つ
い
て
い
ま
す
。

こ

の

時

代

に

は

「
フ
」
と

「
ウ
」

と

い

う
仮
名
は
通
用 

し
て
使
わ
れ
ま
す
か
ら
、

こ

こ

は

「
逢
ウ
テ
」
と
ウ
音
便
が
記
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

こ
こ
の
と
こ
ろ
は
現
代
の 

東
西
の
分
布
で
言
う
と
、
東
の
方
の
資
料
で
あ
る
な
ら

ば
、
「
時
節
ニ
逢
ッ
テ
」
と
促
音
便
に
な
つ
て
い
な
い
と
い
け
な
い
と
こ
ろ
で
す 

け
れ
ど
も
、
ウ
音
便
に
な
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
よ
う
に
洞
門
抄
物
に
は
、
断

定

の

助

動

詞

に

は

「
ダ
」

が
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、

ヮ
行
動
詞
は
必
ず
し
も
促
音
便
で 

は
な
い
と
い
う
ふ
、っ
に
な
つ
て
い
て
、
現
代
語
で
東
の
方
に
特
徴
的
な
言
語
事
象
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
次
々
と
調 

査
が
さ
れ
て
来
ま
し
た
。
そ

の

例

を

挙

げ

た

の

が

(
表

3
)
で
、
外

山

映

次

さ

ん

の

「
足
利
学
校
蔵
人
天
眼
目
抄
と
そ
の
国
語
」

(
国
語 

と

国

文

学

一

九

六

〇

•
r

一
)
と
い
う
論
文
で
す
。

こ
の

論

文

は

足

利

学

校

に

所

蔵

さ

れ

て

い

る

『
人
天
眼
目
抄
』
と
い
う
抄
物
が
、
 

東
の
方
の
抄
物
の
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
中
に
東
に
特
徴
的
な
言
語
事
象
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ 

た
も
の
で
す
。
表
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と

、

左
の
端
に
1
か
ら
8 

(
9
〜
18
略

)
と
あ

り

、

そ

こ

に

「助
動
詞
ベ
ィ
」
、
「助
動
詞
ナ

ィ

」
、 

「
形
容
詞
連
用
形
原
形
」

「
ハ

行

四

段

連

用

形

促

音

〔
便

〕
」

「
ニ
段
活
用
の
一
段
化
」

「
命
令
形
に
つ
く
ロ
」

「
借

、
足

の

一

段

化

」

「
助
動



( A 群） (A’群） ( B 群）

N A 1 A  2 A  3 A  4 A  5 A \ a ’2 B , b 2

人
天

眼

巨

抄

禅

|

関
抄

巨

海

代

鈔

大

淵

代

鈔

大
淵
和
尚
再
吟

高

国

代

鈔

河

物

語

雑

乓

物

語

毛

詩

抄

中
華
若
木

抄

1 助 動 詞 ベ イ 〇 X X 〇 〇 X X • 〇 X

2 助 動 詞 ナ イ X X X X X X X • X X

3 形容詞連用形原形 ◎ •

4 ハ行四段連用形促音 X ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ 〇 • 〇 〇

5 ニ段活用の一段化 〇 X 〇 〇 〇 〇 ◎ ◎ 〇 〇

6 命 令 形 に つく  ロ X X X X X X X • X X

7 借、足 の 一 段 化 〇 X X 〇 〇 〇 X X X X

8 助 動  詞 ダ 〇 • X X

(以下表略）

(凡例）# 固 定 ◎ 対 立 〇用 例 あ り x 用例なし

詞
ダ
」
と

八

つ

の

項

目

(
原
論
文
十
八
)
が
あ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
う
ち
の
2
〜
4

.
6

.
8

の

五

つ

が

(
図
版
1

)

の
地
図
に 

あ
っ
た
言
語
事
象
で
す
。
そ

の

言

語

事

象

が

『
人
天
眼
目
抄
』

で 

ど
の
よ
う
に
な
つ
て
い
る
か
を
外
山
さ
ん
が
調
べ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
 

「
助
動
詞
ナ
ィ
」

は
こ
の
資
料
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
「
形
容
詞
連 

用
形
」

は

原

形

で

「
白
く
」
と

い

う

形

で

使

わ

れ

て

い

る

。

「
ハ 

行
四
段
連
用
形
」

は
用
例
が
認
め
ら
れ
な
い
。

「
命

令

形

に

つ

く 

ロ
」
も
用
例
は
認
め
ら
れ
な
い
。
助

動

詞

は

「
ダ
」

が
使
わ
れ
て 

い
る
と
い
う
デ
ー
夕
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
次
の
所
に
A

と 

あ
っ
て
、
「
禅
宗
無
門
関
鈔
」

が

あ

が

っ

て

い

ま

す

が

、

こ
れ
が 

先

程

見

た

(
図
版
2
)
、
雪

庭

春

積

の

『無

門

関

抄

』

で

す

。

た 

だ

、
図
版
は
寛
永 

一
◦
年
の
整
版
で
す
が
、
外
山
さ
ん
は
元
和
八 

年
の
古
活
字
版
を
使
っ
て
調
査
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま 

す

と

「
助
動
詞
ナ
ィ
」

は
用
例
が
認
め
ら
れ
な
い
。

「
形
容
詞
連 

用
形
」

は
原
形
で
使
わ
れ
て
い
る
。
「
ハ
行
四
段
活
用
動
詞
」

の 

連
用
形
は
、
促
音
便
と
ゥ
音
便
と
両
方
が
使
わ
れ
て
い
る
。

「
命 

令
形
に
つ
く
ロ
」

は
用
例
が
認
め
ら
れ
な
い
。
断
定
の
助
動
詞
に



(図版4 ) 同寛永元年古活字版（駒沢 （図版3 ) 雪庭春積『無門関抄』元和

大学図書館蔵） 八年古活字版（東京大学国

語研究室蔵）

は

「
ダ
」

が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
の
ほ
か
A

.
A

•

A

.
A

と
洞
門
の
抄
物
で
そ
れ
ら
の
言
語
事
象 

が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
と
い
う
こ
と
が
調
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ 

の
よ
う
に
東
国
系
の
抄
物
と
見
ら
れ
る
資
料
を
新
た
に
発
掘
し
て
き 

て
、
そ
の
資
料
の
中
に
東
国
の
言
語
指
標
と
見
ら
れ
る
事
象
が
ど
の 

よ
う
に
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
る
と
い
う
論
文
が
次

 々

と
書
か
れ
て
、
大
分
東
の
方
の
言
語
の
様
子
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。

(
図
版
3
)
に
は
、
外
山
映
次
さ
ん
が
使
っ
た
元
和
八
年
の
古
活 

字
版
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
ま
た
、
(
図

版

4

)

に
は
寛
永
元
年 

古
活
字
版
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
先
に
寛
永
一
〇
年
の
整 

版
を
あ
げ
た
と
こ
ろ
と
同
じ
本
文
の
部
分
で
、

「
時

節

ニ

逢

テ

」

と 

な
っ
て
い
た
所
が
、
古
活
字
版
で
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
い 

う
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
す
。
元
和
八
年
古
活
字
版
を
見
る
と
、
六 

行

目

に

「
ニ
逢
テ
」
と
あ
つ
て
、
「
フ
」
と

い

う

送

り

仮

名

は

あ

り 

ま
せ
ん
。
古
活
字
版
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
小
さ
い
活
字
を
行
間
に 

植
え
る
と
い
う
こ
と
が
困
難
で
、
送
り
仮
名
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。 

寛
永
元
年
古
活
字
版
を
見
る
と
、
そ
ち
ら
の
方
で
も
四
行
目
で
す
が
、



「
時
節
ニ
逢
テ
一
と
な
つ
て
い
て
、
「
逢
ウ
テ
」

な

の

か

「
逢
ツ
テ
」

な
の
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
形
に
な
つ
て
い
ま
す

(表
4
)
雪

庭

春

積

講

『無
門
関
抄
』
の
ワ
行
動
詞
連
用
形
の
音
便

正 寛 元  
保 永 和
ニ ー ノ 又
年 〇 年 
整 年 古  
版 整 活  

版 字  
版

7
行
fi)
詞
連
用
形

八 一 七  
例 例 例

促

ft
四 四 一  
四 八 七  
例 例 例

Z
摄

大 金 外  
塚 田 山  
光 弘 先  
信 1 掲

^ 屋 S 
ど 要 ；

1  £  i

I 5 8

S 1  ニ

竺 f ニ
A ナ 
国 抄  
文 物  
学 の  
放 性  
2 1 格

1  i

要
10

九
七

出

拠

次

に

(表

4
)
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、
実

は

雪

庭

春

積

の

『
無
門
関
抄
』

の
今
の
よ
う
な
言
語
事
象
に
つ
い
て
は
、
ニ
ー
人
の
方
が 

デ
ー
タ
を

と

っ
て
お
ら
れ
、
今
紹
介
し
た
元
和
八
年
古
活
字
版
に
つ
い
て
促
音
便
に
な
っ
て
い
る
か
、
ウ
音
便
に
な
っ
て
い
る
か
、
「買
ッ 

テ
」
と
い
う
形
で
出
て
く
る
か
、
「
買
ウ
テ
」
と
い
う
形
で
出
て
く
る
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
た
の
が
外
山
さ
ん
の
論
文
で
、

そ
う
し
ま 

す
と
、
促
音
便
が
七
例
、
ウ
音
便
が
十
七
例
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
寛
永 

一
◦
年
整
版
を
使
っ
て
促
音
便 

と
ウ
音
便
の
現
れ
方
を
数
え
た
の
が
金
田
弘
さ
ん
の
論
文
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
促
音
便
は
十
一
例
、

ウ
音
便
は
四
十
八
例
と
な
っ
て
い

ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
正
保
三
年
整
版
を
使
つ
て
デ
^
 —

タ

を

出

し

た

論

文

が

-
-
実
は
こ
の
よ
う
な
デ
^

~

タ

を

取
る
こ
と
を
し
た
一
番
最

初
の
論
文
で
す
け
れ
ど
も
、
大
塚
光
信
さ
ん
の
論
文
で
、
促
音
便
は
八
例
、
ウ
音
便
は
四
十
四
例
と
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
見
る
と
、
 

ど
の
資
料
も

ウ

音
便
を
用
い
、
促
音
便
も
用
い
る
と
い
う
ふ
う
に
両
方
用
い
て
い
る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
促
音 

便
と
ウ

音
便
の
比
率
と
い
う
の
は
、
整
版
に
な
る
と
ず
っ
と

ウ

音
便
が
多
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
顕
著
で
す
。

そ

う

し

ま
す
と
、

『
無
門
関
抄
』

に
限
ら
ず
、
こ

の

よ

う

な
資
料
か
ら
用
例
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
ま

ず

、

そ
の
諸

本

を

整

理

し

て 

お

く

必
要
が
出
て
来
ま
す
。
そ

れ

で

雪

庭

春

積

の

『無
門
関
抄
』

に
ど
の
よ

う

な

本
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
れ
る
限



り

調

査

し

て

整

理

し

た

も

の

が

(資

料

1

)

の
一
覧
で
す
。

(資

料

1
)
雪

庭

春

積

講

『
無
門
関
抄
』

の
諸
版

古

活

字

版

元

和

八

年

版 

東

大

国

語

.
土

井

洋

一

氏

(
積

翠

.
小

汀

.
弘
文
莊
旧
蔵
)
•
日
光
天
海
蔵 

寛
永
元
年
版 

駒

沢

大

.
成
簣
堂

寛
永
ニ
年
版 

広

島

大

.
成

城

大

(
亀
井
孝
氏
旧
蔵
)

乱
れ
版 

寛
永
五
年
版 

東
大
国
語

寛
永
八
年
版 

土

井

洋

一

氏

(存

卷

下

)
.
東
大
図
旧
蔵 

整
版 

寛
永
ニ
年
版 

九

州

大

.
奈

良

女

子

大

•
大
塚
光
信
氏

寛

永

初

年

版

(
覆
寛
永
ニ
年
版
)

東

大

国

語

•
柳
田
聖
山
氏
旧
蔵 

い

ず

れ

か

未

詳

松

ヶ

岡

.
叙

山

•
大
正
大

寛
永
一
〇
年

版

愛

媛

犬

.
駒

沢

大

.
駒

沢

大

•
京

都

犬

.
京

都

大

•
京

都

大

(
寿
岳
章
子
氏
旧
蔵
)
•
亀

井

孝

氏

旧

蔵

.

島

根

大

(
相
坂
一
成
氏
旧
蔵
)
•
島

根

大

(
相
坂
一
成
氏
旧
蔵
)

寛
永
一
◦
年

版

無

刊

記

後

印

広

島

大

•
早

稲

田

大

.
龍

谷

大

.
花

園

大

図

.
松

ヶ

岡

.
松

ヶ

岡

•
山

田

忠

雄

氏

旧

蔵

•
金 

田
弘
氏

正
保
三
年
版 

筑

波

大

•
駒

沢

大

•
禅

文

化

研

.
山

内

洋

一

郎

氏

•
福
島
邦
道
氏 

正

保

三

年

版

万

治

元

年

印

東

大

国

語

.
高
羽
五
郎
氏
力



慶

安

元

年

版

(覆
正
保
三
年
版
)

東

大

国

語

.
京

都

大

.
九

州

大

•
奈

良

女

子

大

.
新

潟

大

(存

卷

上

)
.
慶

応

大

.
駒
沢 

大

•
大

正

大

.
禅

文

化

研

.
禅

文

化

研

•
柳

田

聖

山

氏

旧

蔵

•
松

ヶ

岡

•
山

田

忠

雄

氏

.
竹
清

写
本
は
今
の
と
こ
ろ
一
本
も
見
つ
か
っ
て
な
く
、
古
活
字
版
に
、
元

和

八

年

版

.
寛

永

元

年

版

.
寛

永

ニ

年

版

•
寛

永

五

年

版

.
寛
永
八 

年
版
と
い
う
五
種
類
が
残
っ
て
い
て
、

一
年
か
ら
三
年
ご
と
に
新
た
に
組
ん
で
印
刷
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

一
方
、
整
版
の
方 

で
す
が
、
整
版
は
、
寛
永
ニ
年
に
早
く
も
出
て
来
て
、
古
活
字
版
の
寛
永
ニ
年
版
と
同
じ
年
な
の
で
す
が
、
古
活
字
版
が
十
二
月
、
整
版 

が

十

一

月

と

い

う

よ

う

に
一

力

月
早
く
整
版
の
方
が
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
ほ
ぼ
同
じ
時
期
に
古
活
字
版
と
整
版
と
が
作
成
さ
れ
て 

い
て
、
印
刷
史
の
研
究
、
書
誌
学
の
研
究
上
は
興
味
深
い
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
も
寛
永
ニ
年
の
古
活
字
版
は
乱 

れ
版
で
、
広
島
大
学
の
本
で
見
る
と
、
序
第
六
丁
と
卷
上
第
二
丁
と
第
三
丁
と
が
整
版
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
整
版
は
、
私
の 

見
た
限
り
の
整
版
の
ど
の
版
と
も
違
う
版
木
で
彫
ら
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
寛
永
ニ
年
古
活
字
版
は
ニ
本
残
っ
て
い
て
、
も
う
一 

本
が
成
城
大
学
に
あ
り
ま
す
。
成
城
大
学
の
本
は
亀
井
孝
先
生
が
持
っ
て
お
ら
れ
た
本
で
す
け
れ
ど
も
、
巻
上
第
三
丁
が
欠
け
て
い
ま
す
。 

し
か
し
序
の
第
六
丁
と
巻
上
第
二
丁
と
は
広
大
本
と
同
じ
整
版
が
交
え
て
あ
っ
て
、
乱
れ
版
と
認
定
し
て
い
い
と
思
い
ま
す
。
う
ま
く
ニ 

本
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
後
か
ら
整
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
出
版
の
段
階
で
整
版
が
そ
の
中
に
入
っ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
の
で
は 

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

一
方
、
寛
永
ニ
年
の
整
版
で
す
が
、

こ
れ
は
、
せ
っ
か
く
整
版
を
つ
く
り
な
が
ら
整
版
の
長
所
で
あ

る

送
り
仮
名
や
返
り
点
な
ど
を
付 

け
加
え
る
こ
と
が
な
く
、
古
活
字
版
の
形
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
て
い
ま
す
。
送
り
仮
名
や
返
り
点
が
入
っ
て
く
る
の
は
寛
永
一
〇
年
版
で 

あ
っ
て
、
そ
れ
以
後
寛
永
一
◦
年

整

版

無

刊

記

後

印

本

.
正

保

三

年

版

.
正

保

三

年

整

版

万

治

元

年

印

本

•
慶
安
元
年
版
と
い
う
よ
う
な



整
版
が
行
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
本
を
比
較
し
て
、
ど
の
よ
う
な
影
響
関
係
に
あ

る

か

と

い
う
こ

と

を

図

に

し

た

の

が

(
図
版

5 
)

で
す
。

(
図
版
5
)
雪

庭

春

積

講

『無
門
関
抄
』
諸
版
の
関
係

古
活
字
版
と
整
版
と
が
並
行
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
時
期
が
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
古
活
字
版
の
一
版
が
乱
れ
版
で
あ
っ
た
り
、
整
版
が 

作
ら
れ
な
が
ら
そ
れ
に
は
返
り
点
や
送
り
仮
名
等
が
加
え
ら
れ
て
い
な
い
な
ど
、
注
目
さ
れ
る
こ
と
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。



傍

音

訓

.
返
り
点
が
付
け
ら
れ
る
の
は
寛
永
一
◦
年
の
整
版
で
す
が
、

こ
の
版
は
、
刊
記
に
よ
っ
て
、
中
野
市
右
衛
門
の
整
版
で
あ
る 

と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
中
野
市
右
衛
門
は
、
亀

井

孝

先

生

の

「
中
華
若
木
詩
抄
の
寛
永
版
に
つ
い
て
」

(
方

言

研

究

年

報

13
一
 

九

七

〇

.
ー
ー
)
や
、
安

藤

武

彦

さ

ん

の

「
出
版
書
林
中
野
道
伴
伝
関
係
資
料
」

(
日
本
古
書
通
信
40
(
8
) 

一
九
七
五
.
八

)
な
ど
に 

よ
る
と
、
た
だ
書
物
を
出
版
す
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
て
、
学
問
的
に
も
深
い
も
の
を
持
つ
て
い
た
人
の
よ
う
で
、
傍
音
訓
を
つ
け
た
の 

は
中
野
市
右
衛
門
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
野
市
右
衛
門
と
い
う
人
が
一
体
ど
こ
の
生
ま
れ
で
、
 

ど
の
よ
う
に
成
人
し
た
人
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
ま
だ
調
べ
て
い
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
京
都
で
本
屋
さ
ん
を
し
て
い
た 

人
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
古

活

字

版

に

「
時
節
ニ
逢
テ
」
と

あ

る

と

こ

ろ

を

「
逢
テ
」
と

「
フ
」
と
い
う
送
り
仮
名
を
横
へ
つ
け
た
の 

は
、
京
都
の
人
で
あ
る
中
野
市
右
衛
門
が
、
自
分
の
京
都
の
言
葉
で
つ
け
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

そ
う
し
ま
す
と
、
先
に
あ
つ
た
よ
う
に
、
整
版
で
ゥ
音
便
の
例
が
多
く
な
つ
て
く
る
の
は
、
整
版
の
段
階
で
送
り
仮
名
を
つ
け
た
中
野
市 

右
衛
門
の
せ
い
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ど
の
資
料
で
も
常
に
そ
う
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
文
字
で
書
か
れ
、
あ
る
い
は
出
版
さ
れ
た
も
の
と
い
う
の
は
変
容
し
て
お
り
、
そ
の 

も
と
も
と
の
、
雪
庭
春
積
な
ら
雪
庭
春
積
と
い
う
人
が
講
義
を
し
た
と
き
の
言
語
が
そ
の
ま
ま
そ
こ
に
再
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は 

な
い
わ
け
で
、
我
々
と
し
て
は
目
に
触
れ
る
資
料
か
ら
、
元
は
ど
ん
な
言
語
で
あ
つ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
透
か
し
て
見
る
し
か
あ
り
ま 

せ
ん
。
そ
の
た
め
に
は
で
き
る
だ
け
諸
本
を
整
理
し
て
、
ど
の
よ
う
な
姿
が
元
の
姿
で
あ
つ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で 

追
い
か
け
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
一
方
、
解
釈
を
妥
当
な
も
の
に
し
て
い
く
方
法
と
し
て
は
、

で
き
る
だ
け
多
く
の
類
似
の
資
料
で
デ
ー
夕
を
得
る
と
い
う
こ
と
で 

あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
抄
物
と
い
う
の
は
、
第
三
番
目
と
し
て
、
彪
大
な
量
の
資
料
が
伝
存
し
て
い
る
と
い
う
長
所
を
も
つ



て
い
ま
す
の
で
、
ほ
か
の
洞
門
抄
物
で
は
ワ
行
の
音
便
が
ど
の
よ
う
な
形
で
出
て
来
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
見
る
こ
と
が
可
能
で
す
。
先 

程
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
洞
門
抄
物
を
見
つ
け
て
来
て
、
そ
の
資
料
に
東
国
語
と
見
ら
れ
る
言
語
指
標
が
ど
の
よ
う
に
現
れ
る
か
と
い
う
 

こ
と
を
報
告
す
る
論
文
が
数
多
く
生
ま
れ
ま
し
た
。
そ
れ
ら
に
報
告
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
資
料
の
時
代
順
に
配
列
し
て
み
る
と
、
促
音
便
と 

ゥ
音
便
の
現
れ
方
の
変
遷
が
わ
か
り
ま
す
。
洞
門
抄
物
を
慶
長
以
前
成
立
の
資
料
と
元
和
以
後
成
立
の
資
料
と
に
分
け
、
江
戸
後
期
の
資 

料

と

し

て

は

ジ

ャ

ン

ル

が

変

わ

り

ま

す

か

洒

落

本

の

デ

^

~

タ
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
利
用
す
る
こ
と
に
し
ま
す
。
そ
う
す 

る
と
、

い
ろ
い
ろ
な
現
れ
方
を
す
る
わ
け
で
す
が
、
促
音
便
と
ゥ
音
便
と
の
多
少
に
注
目
し
て
み
る
と
、
慶
長
以
前
成
立
の
洞
門
抄
物
に 

つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
の
資
料
が
ゥ
音
便
の
方
を
多
用
し
て
い
ま
す
。
元
和
以
後
の
資
料
に
な
る
と
、
や
は
り
ゥ
音
便
を
多
用
す
る
資
料 

が
多
い
の
で
す

が
、
促
音
便
の
方
を
多
く
使
、っ
資
料
が
か
な
り
見
え
て
来
ま
す
。
そ
し
て
、
江
戸
後
期
の
洒
落
本
を
見
る
と
、
促
音
便
を 

多
用
す
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
見
た
資
料
は
、
先
程
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
先
学
が
調
査
し
た
資
料
で
、
た

ま
 

た
ま
調
査
さ
れ
た
も
の
を
時
代
順
に
並
べ
て
み
た
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
資
料
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
先
学
の 

報
告
し
た
デ
ー
タ
だ
け
で
全
体
の
変
遷
を
捉
え
る
こ
と
は
十
全
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
ち

よ

っ

と
退
い
て
全
体
の
傾
向
を
見
る
と
、
江
戸 

時
代
に
入
っ
て
次
第
に
ゥ
音
便
を
使
う
こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
、
促
音
便
の
多
用
の
方
向
へ
変
わ
っ
て
く
る
と
い
う
変
化
を
捉
え
る
こ
と 

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

(
図
版
1

)

の
地
図
に
見
る
よ
う
に
、
現
代
方
言
で
は
東
の
方
で
促
音
便
、

西
の
方

で

ゥ

音

便 

と
い
う
き
れ
い
な
対
立
を
し
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
時
代
を
遡
っ
て
室
町
時
代
と
江
戸
時
代
の
抄
物
を
見
て
み
る
と
、
促
音
便
だ 

け
で
は
な
く
て
、

ゥ
音
便
も
併
用
し
て
い
る
時
期
が
あ
っ
て
、
や
が
て
ゥ
音
便
を
捨
て
て
促
音
便
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
方
向
に
変
わ
っ 

て
き
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
ま
す
。

今

後

は

、

こ
の
洞
門
抄
物
を
整
理
し
て
、
ど
の
資
料
と
ど
の
資
料
と
を
調
査
す
れ
ば
ほ
ぼ
変
化
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う



資
料
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
先
学
の
デ
ー
タ
は
促
音
便
と
ゥ
音
便
の
例
が
、
雪

庭

春

積

の

『
無
門
関 

抄j
に
例
を
と
る
と
、
寛
永
一
◦
年
版
で
前
者
十
一
例
、
後
者
四
十
八
例
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
実
は
古
活
字
版
の
と
こ
ろ
で
見
た
よ
う 

に
、
送
り
仮
名
が
つ
い
て
な
く
て
、
促
音
便
な
の
か
ゥ
音
便
な
の
か
わ
か
ら
な
い
例
が
百
四
十
例
あ
り
ま
す
。
そ
の
百
四
十
に
ど
ち
ら
か 

の
送
り
仮
名
が
つ
け
ら
れ
た
と
し
ま
す
と
、
十
一
対
四
十
八
と
い
う
比
率
で
、
そ
の
上
に
単
純
に
加
算
さ
れ
る
と
い
う
保
証
は
あ
り
ま
せ 

ん
か
ら
、

こ
れ
が
逆
転
す
る
可
能
性
も
あ
る
の
で
、

デ
ー
タ
を
取
る
と
き
に
は
、
ど
ち
ら
か
判
断
で
き
な
い
例
の
数
も
あ
げ
な
く
て
は
な 

り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら
現
在
の
デ
ー
夕
は
、
ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
例
は
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
今

後

、
ど
ち
ら
で
あ 

る
の
か
わ
か
ら
な
い
例
も
加
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
全
体
の
変
化
と
し
て
は
、
時
代
が
下
が
る
に
つ
れ
て
促
音
便
に
変
わ
っ 

て
来
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

抄
物
の
有
効
性
の
第
四
番
目
に
話
題
を
進
め
ま
す
。
ま
ず
、
東
の
方
の
資
料
に
対
し
て
、
西
の
方
の
室
町
時
代
か
ら
江
戸
時
代
の
資
料 

で
は
ワ
行
動
詞
の
音
便
が
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
に
キ

リ

シ

タ
 

ン

資
料
が
あ
り
ま
す
。
キ

リ

シ

タ

ン
資

料

は

、
宣
教
師
た
ち
が
日
本
人
の
懺
悔
を
聞
い
て
、
そ
れ
に
適
切
な
助
言
を
与
え
る
た
め
に
日
本 

語
を
学
習
し
た
資
料
で
す
か
ら
、
非
常
に
口
語
度
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
キ

リ

シ

タ

ン
資
料
を
見
る
と
、

ワ
行
動
詞
は
ま
ず
百 

パ
ー
セ
ン
ト
と
言
っ
て
い
い
く
ら
い
ゥ
音
便
に
な
っ
て
い
ま
す
。
現
代
の
我
々
が
西
の
方
で
使
っ
て
い
る
形
と
同
じ
で
、
地
図
の
分
布
と 

同
じ
よ
う
に
ゥ
音
便
専
用
と
な
っ
て
い
ま
す
。

抄
物
で
も
同
様
で
、
竺

雲

等

連

講

桃

源

瑞

仙

聞

書

『
漢
書
抄
』

(
一
四
五
八
〜
六
〇
年

講

)
か
ら

一

例

あ

げ

て

お

き

ま

し

た

(図
版
6
)
。



(
図
版
6
)
竺

雲

講

『漢
書
抄
』
(京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
)

I 

4
ォ

方乂ク名ソ%

「
ム
カ
ッ
テ
」

で
は
な
く
て
、r

ム
カ
ウ
テ
」
と
ウ
音
便
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ

の

よ

、
っ

に抄
物
の
、
片
仮
名
交
じ
り
で
注
釈
し
て
い
る
部 

分
で
は
ウ
音
便
が
ほ
ぼ
高
い
割
合
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
と

こ

ろ

が

そ
れ
に
対
し
て
、
(
図
版
7
)
で
す
が
、

(
図
版
7
)
竺

雲

講

『漢
書
抄
』
(
同
前
)

I 
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『
漢
書
抄
』

に
原
文
が
引
用
し
て
あ
る
と
こ
ろ
を
一
力
所
だ
け
あ
げ
て
お
い
た
の
で
す
が
、

『
漢
書
』

の

原

文

を

訓

読

す

る

時

に

は

「
北
ノ 

力
夕
燕
路
ニ
ム
カ
ウ
テ
」
と
は
訓
読
し
な
い
で
、
「
北
ノ
カ
タ
燕
路
ニ
ム
カ
ッ
テ
」
と
促
音
便
で
訓
読
し
て
い
ま
す
。

室
町
時

代

の

抄

物 

を
見
る
と
、
そ
の
原
漢
文
の
部
分
で
は
ヮ
行
動
詞
を
促
音
便
で
訓
読
す
る
と
い
う
の
が
一
般
で
す
。
そ
の
ほ
か
室
町
時
代
の
、
抄
物
を
離 

れ
て
、

『
論
語
』
、

『
孟
子
』

な
ど
の
訓
点
資
料
を
見
る
と
、
そ
れ
ら
で
も
ヮ
行
動
詞
は
促
音
便
に
な
っ
て
い
ま
す
。

坂

詰

力

治

さ

ん

の

論 

文
に
よ
れ
ば
、

『
仮
名
書
き
論
語
』
な
ど
で
も
ヮ
行
動
詞
に
促
音
便
が
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
。

漢
文
を
読 

む
時
に
は
室
町
時
代
で
は
、
そ
れ
か
ら
江
戸
時
代
も
そ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
「
向
か
っ
て
」

「
習
っ
て
」

な
ど
と
促
音
便
を
使
っ
て
い
ま
す
。 

平

安

•
院

政

•
鎌
倉
時
代
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
調
べ
る
と
、

こ
れ
は
な
か
な
か
厄
介
で
——

と
い
う
の
は
院
政
時
代
、



平
安
時
代
の
頃
に
は
促
音
を
表
記
す
る
方
法
が
確
立
し
て
い
な
い
も
の
で
す
か
ら
、
促
音
で
読
ん
で
い
る
の
か
ど
う
か
な
か
な
か
捉
え
に 

く
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦
前
は
促
音
便
の
例
が
七
、
八
例
く
ら
い
し
か
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
た
め
そ
の
七
、
八
例
の
促 

音
便
に
つ
い
て
は
、
東
国
の
人
が
写
し
た
り
、
東
国
の
人
が
何
ら
か
の
形
で
そ
の
本
の
伝
来
に
関
与
し
た
た
め
に
、
東
国
の
言
葉
が
交
じ
っ 

て
い
る
の
だ
ろ
う
と
解
釈
す
る
方
向
で
進
ん
で
来
ま
し
た
。
し
か
し
、
新
し
い
資
料
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
今
で
は
百
例
近
く
の
促
音
便 

の
用
例
が
見
つ
か
っ
て
い
て
、
資
料
を
一
々
検
討
す
る
と
、
と
て
も
東
の
方
の
言
葉
が
混
入
し
た
た
め
に
促
音
便
に
な
っ
て
い
る
と
思
え 

な
い
も
の
が
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
室
町
時
代
の
抄
物
の
原
典
を
見
る
と
、
促
音
便
で
読
ん
で
い
ま
す
の
で
、
そ
の
連
続
か
ら
言
っ
て
も 

鎌
倉
時
代
、
平
安
時
代
も
促
音
便
で
読
ん
で
い
た
と
考
え
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
し
ま
す
と
、
漢
文
を
読
む
時
に
わ
ざ
わ
ざ
当 

時
の
東
国
方
言
で
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

日
常
の
用
語
で
は
ゥ
音
便
を
使
い
な
が
ら
、
学
問
の
場 

で
漢
文
を
読
む
時
は
東
国
方
言
で
読
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
室
町
時
代
の
状
態
か
ら
推
察
す
る
と
、
室
町
時 

代
の
話
し
言
葉
で
は
ゥ
音
便
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

一
つ
時
代
を
遡
っ
た
ら
、
そ
の
時
代
は
話
し
言
葉
で
、
「
向
っ
て
」

「
習
っ
て
」 

と
い
う
よ
う
に
、
促
音
便
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
し
ま
す
と
、
東
の
方
で
も
西
の
方
で
も
、

ワ
行
動
詞
の
音
便
に
は
促
音
便
も
ゥ
音
便
も
使
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
ま 

す

。
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
の
に
、
抄
物
の
場
合
、
抄
文
の
ほ
か
に
原
典
が
あ
り
、
そ
の
原
典
の
訓
読
と
い
う
も
の
が
あ
る
こ
と
が
有
効 

に
な
り
ま
す
。
原
典
の
訓
読
と
抄
の
言
語
と
を
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
て
き
ま
す
。
原 

典
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
な
か
厄
介
で
、
抄
物
を
読
む
時
原
典
を
読
む
の
が
な
か
な
か
大
変
で
す
。
特
に
原
典
が
仏
典
で
あ 

る
場
合
に
は
、
そ
の
仏
典
に
何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
難
し
い
こ
と
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
原
典
の
テ
キ
ス 

ト
そ
の
も
の
が
時
代
と
と
も
に
動
い
て
い
て
、
そ
の
原
典
を
整
備
す
る
こ
と
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
厄
介
で
す
。
し



か
し
、
大

変

な
こ

と

が

あ

る
一
方
で
、
今
見
た
よ
う
に
、
原
典
を
持
つ
て

い

る

と

い

う

こ

と

が言
語
を
研
究
す
る

上
で
プ

ラ

ス

に

な

る

こ
 

と

も

あ

る

と

い

う

こ

と

で

す

。

今

、
時
代
を
遡
る
と
東
の
方
で
も
西
の
方
で
も
ワ
行
の
動
詞
の
音
便
に
促
音
便
も
ウ
音
便
も
両
方
使
つ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
申
し
上 

げ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
ど
う
し
て
、
は
じ
め
の
地
図
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
現
代
の
方
言
で
は
東
の
方
で
促
音
便
、
西
の
方
で
ウ
音
便
と 

い
う
よ
う
な
対
立
を
示
す
こ
と
に
な
つ
て
い
つ
た
の
か
と
い
う
こ
と
の
説
明
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
も
簡
単
に
触
れ
て
お
か 

な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
、

(表

5
)
と

(
表

6
)
を
用
意
し
ま
し
た
。

(
表
5
)
ワ
行
動
詞
の
音
便
の
現
れ
方(

>
•

<

は
不
等
号
)

方山
言 陰

沖
縄

西

言

東
部
方
言

福

篌

Z

福

篌

ウ

篌

平
安

1

鎌
倉
時
代

促ウ  
音 音  
便 便  
~ 専  
漢用  
文 へ  
訓ロ  
読 語

篌
V
促

ft

室
町
時
代

£

揚
専
用

1
ft
V
促

摄

江
戸
時
代
前
期

£

ft
専
用

ウ

ft
八
促

篌

江
戸
時
代
後
期

そ 語  
の 幹  
他 一

I
語

促ゥ

f t篌

ウ

篌
専
用

促

ft
専
用

現

代

(
表

5
)
は
ヮ
行
動
詞
の
音
便
の
現
れ
方
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
す
。
室
町
時
代
の
と
こ
ろ
を
ご
覧
い
た
だ
き
ま
す
と
、

東
国
の
抄
物 

で
は
ゥ
音
便
と
促
音
便
と
両
方
使
っ
て
い
て
、

ゥ
音
便
を
多
用
し
て
い
る
。
西
の
抄
物
を
見
て
み
る
と
、
抄
文
で
は
ゥ
音
便
専
用
で
、

ロ 

語
で
は
ゥ
音
便
で
あ
っ
た
。
漢
文
を
読
む
時
は
促
音
便
を
使
っ
て
い
る
と
い
ぅ
こ
と
で
、

こ
こ
か
ら
推
定
す
る
と
、
平

安

.
院

政

.
鎌
倉 

時
代
に
は
西
の
方
で
も
促
音
便
を
口
語
で
使
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
と
い
ぅ
こ
と
を
申
し
述
べ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
に 

な
る
と
、
洞
門
抄
物
で
は
次
第
に
促
音
便
専
用
の
方
向
へ
向
か
っ
て
動
い
て
お
り
、
そ
れ
に
対
し
て
西
の
方
で
は
ゥ
音
便
専
用
の
ま
ま
で



現
代
に
至
っ
て
い
ま
す
。
更
に
山
陰
方
言
と
沖
縄
方
言
を
そ
こ
に
加
え
ま
す
と
、
そ
れ
ら
の
方
言
で
は
、
語
幹
一
音
節
語
は
ゥ
音
便
、
例 

え

ば

「
買
う
」

は
ゥ
音
便
と
な
り
、
そ
の
他
の
語
幹
ニ
音
節
以
上
の
語
、
例

え

ば

「
習
、っ
」

は
促
音
便
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
ニ
つ
に
分 

か
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
起
き
た
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
「
習
ひ
て
」
と

い

う

動

詞

に

例

を

と

り

ま

す

と

、

ま
ず 

促

音

便

が

起

き

て

「
習
っ
て
」
と
い
う
形
が
で
き
上
が
っ
て
来
る
。
併

用

し

て

い

る

原

形

「
習
ひ
て
」

が
、

い
わ
ゆ
る
ハ
行
転
呼
音
を
起 

こ
し
て
、
「
習
ゐ
て
」
と
い
、っ
形
に
な
り
、
そ

の

形

か

ら

「
習
、っ
て

」

と
い
、っ
形
に
な
っ
て
、

ゥ
音
便
形
が
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と 

で
、
促
音
便
が
早
く
生
ま
れ
、
後
に
ゥ
音
便
が
遅
れ
て
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
は
じ
め
に
促
音
便
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど 

も

、
促
音
便
は
タ
行
と
ラ
行
の
動
詞
に
先
に
起
き
て
い
ま
す
の
で
、
例

え

ば

「
勝
っ
て
」
「
借
っ
て
」
と
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
ハ
行
の 

動

詞

の

「
買
う
」
な

ど

の

場

合

に

こ

れ

が

「
買
っ
て
」
と
な
る
と
、
「
か
っ
て
」
と
い
う
語
が
三
種
類
で

き

て

し

ま

う

わ

け

で

、
そ
れ
を
避 

け
る
形
と
し
て
ウ
音
便
が
出
て
来
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
東
の
方
も
西
の
方
も
促
音
便
形
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の 

で
す
が
、
ウ
音
便
形
を
使
う
方
向
へ
と
つ
て
変
わ
つ
て
行
く
。
そ
う
し
て
、
室
町
時
代
の
時
点
を
見
る
と
、
西
の
方
で
は
ウ
音
便
だ
け
を 

使
う
と
い
う
状
態
に
な
つ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
東
の
方
の
言
語
状
況
で
は
ウ
音
便
と
古
い
促
音
便
と
を
併
せ
使
つ
て
い
る
と
い
う
よ
う 

な
状
態
に
あ
つ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
、
オ
段
長
音
の
開
合
の
合
一
と
い
う
こ
と
が
起
き
て
来
ま
す
。
(
表

6 
)
を
ご
覧
下
さ
い
。

(表
6
)
ォ
段
長
音
の
開
合
の
合|

と
ハ
行
動
詞
の
音
便

ム

立
開

語 o  
幹日. 
II ° 

〇 ®

3  S

て

PII ^
ロ ① 
P3 ' —、 
1  羽
P  H

•9
て

開

区
別
あ
り

語氐
幹 3

II ^  

パ

〇

レ
•V

至五 ロ

P

印

"b

〇

開

ム



「
習
う
」
と
い
う
動
詞
で
す
と
、
「
習
う
て
」
と
い
う
ロ
の
開
き
の
広
い
開
音
の3

:

で
、
「
拾
う
」

の

方

は

「
拾
う
て
」
と
い
う
ロ
の
開
き 

の

狭

い0
:

で
、
室
町
時
代
ま
で
は
、

こ
の
二
種
類
が
区
別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

こ

の

二

つ

の

音

が

区

別

さ

れ

て

い

る

間

は

「
習

う

て

」 

と
い
う
ロ
の
開
き
の
広
い
開
音
H

が
聞
こ
え
て
く
る
と
、
そ
の
動
詞
の
語
幹
はn

a
r
a

で
あ
っ
て
、
終

止

形

は

「
な
ら
う
」

で
あ
る
と
い 

う
こ
と
が
わ
か
り
、
そ
れ
か
ら
、

ロ
の
開
き
の
狭
い
合
音
0
:
が
聞
こ
え
て
く
る
と
、
そ

の

動

詞

の

語

幹

は

6'
^-
逆
で
は
な
く
て
$
^'
0
で 

あ
っ
て
、
終

止

形

は

「
ひ
ろ
う
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
開
合
の
区
別
が
な
く
な
っ
て
、
 

「
習
う
て
」

のr
o
:

も

、
「
ひ
ろ
う
て
」

のr
o
:

も
同
じ
音
に
な
っ
て
し
ま
う
と
、

こ

の

動

詞

の

語

幹

は

「
な
ら
う
」
な

の

か

「
な
ろ
う
」

な 

の
か
、
「
ひ
ろ
う
」

な

の

か

「
ひ
ら
う
」

な
の
か
が
わ
か
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
て
来
ま
す
。

つ
ま
り
、

ゥ
音
便
と
い
う
の 

は
語
幹
が
動
揺
す
る
都
合
の
悪
い
形
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

ゥ
音
便
を
捨
て
る
こ
と
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
時
、
 

東
の
方
言
で
は
、

ゥ
音
便
の
ほ
か
に
促
音
便
を
併
用
し
て
い
た
の
で
、

ゥ
音
便
を
容
易
に
捨
て
て
促
音
便
に
変
え
て
い
く
と
い
う
こ
と
が 

行
な
わ
れ
、
江
戸
時
代
の
間
を
か
け
て
ゥ
音
便
が
捨
て
ら
れ
て
促
音
便
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
ま 

す

。
そ
れ
に
対
し
て
西
の
方
言
で
は
、
も
う
室
町
時
代
に
ゥ
音
便
を
専
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
、

ゥ
音
便
を
捨
て
る
わ
け
に
は 

い
か
な
く
て
、
や
む
を
得
ず
ゥ
音
便
を
今
日
ま
で
使
い
^

け
て
レ
る
と
レ
う
こ
と
に
な
っ
て
レ
る
の

/:
と
考
え
ら
れ
ま
す

以
上
、

ヮ
行
動
詞
の
促
音
便
と
ゥ
音
便
と
は
現
代
方
言
に
お
い
て
は
東
西
で
対
立
し
て
分
布
し
て
い
ま
す
が
、
抄
物
な
ど
の
資
料
を
調 

ベ
て
み
る
と
、
室
町
時
代
と
江
戸
初
期
ま
で
は
そ
の
よ
う
な
対
立
は
し
て
い
な
く
て
、
ォ
段
長
音
の
開
合
の
混
同
が
原
因
と
な
っ
て
東
西 

の
違
い
が
成
立
し
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

抄
物
に
は
M

大
な
資
料
が
伝
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
話
を
戻
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
に
見
た
よ
う
な
デ
ー
タ
を
取
る
に
し
て
も
、
 

今
後
は
抄
物
を
整
理
し
て
、

こ
、っ
い
う
言
語
事
象
の
時
に
は
ど
の
資
料
と
ど
の
資
料
と
を
調
査
し
た
ら
よ
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
整
備
す



る

必
要
が
あ

る

わ
け
で
す
が
、
抄
物
の
全
体
像
を
、
私
が
今
の
と
こ
ろ
捉
え
て
い

る

範

囲

内

で

見

た

も

の

が

(
資

料

2

)

以

下

で

す

。 

『
無
門
関
抄
』

の
雪
庭
春
積
の
も
の
を
見
ま
し
た
が
、

『
無
門
関
』

の
抄
物
に
は
五
種
類
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

(資

料

2
)
『
無
門
関
抄
』

の
種
類 

A

、
洞
門
僧
の
手
に
な
る
抄
物

(
写

)岸

沢

文

庫

.
岸

沢

文

庫

安

藤

嘉

則

「
川
僧
慧
済
の
語
録
と
無
門
関
抄
」

(
『
松
ヶ
岡
文
庫
研
究 

年
報
』

13
)
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

(
写

)
駒

沢

大

学

(忽

九

九

)

(
刊

)
元

和

八

年

古

活

字

版

ほ

か

中

尾

良

信

『
禅
籍
善
本
古
注
集
成
無
関
門
』
に
寛
、̂

!
活
字
版
が
、
 

柳

田

聖

山

•
椎

名

宏

雄

『
禅
学
典
籍
叢
刊
第
九
巻
』

に
寛
永
ニ
年
整
版
が
影
印
さ
れ
て
い
る
。 

ま

た

、
『
抄
物
小
系
』

に
寛
永 

一
◦
年
整
版
が
謄
写
さ
れ
て
い
る
。

〇
川

僧

慧

済

抄

『
無
門
関
抄
』

〇

天

英

祥

貞

抄

『
無
門
関
抄
』 

〇

雪

庭

春

積

講

『無
門
関
抄
』

〇

抄

者

未

詳

『無
門
関
註
』
 

〇
銕
3令

快

牛

講

『
無
門
関
抄
』 

〇

抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』

〇
抄

者

未

詳

『無
門
関
抄
』

〇
喝

外

正

余

問

答

『無
門
関
抄
』

(
写

)
京

都

大

学

図

書

館

(
1
1
25
ム

—
2
)

(
写

)
駒

沢

大

学

(
一
四
五
—

一
四
)
『
禅
門
抄
物
叢
刊
』
第
一
六
に
影
印
さ
れ
て
い
る
。

(
写

)
吉

川

泰

雄

氏

金

田

弘

『
『
洞
門
抄
物
と
国
語
研
究
』
と
資
料
』

に
影
印
さ
れ
て
い
る
。 

(
写

)
肥
前
円
応
寺 

(
写

.
)
駒

沢

大

学

〇
雷

沢

宗

梭

抄

才

応

宗

芸

補

抄

『
無
門
関
抄
』

(
写

)
亀

井

孝

氏

•
金

田

弘

氏

•
松

ヶ

岡

文

庫

『
松

ヶ

岡

文

庫

所

蔵

禅

籍

抄

物

集

』

に
松
ヶ
岡
本
が
影
印
さ
れ
て
い
る
。



◦
抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

〇

抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』

『
平
成
十
四
年
度
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
研
究
報

(
写

)
山
田
忠
雄
氏

(
写

)
高

山

寺

三

種

を

一

冊

に

書

写

)

告
論
集
』

に
一
部
翻
刻
あ
り
。

◦
貫

之

梵

鶴

講

『無
門
関
鎖
解
』

(
写

)
駒

沢

大

学

(
魯
九
八
)

〇
抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

(
写

)
駒

沢

大

学

(
一
四
九
—

一
 

五

)

『
禅
門
抄
物
叢
刊
』
第
一
六
に
影
印
さ
れ
て
い
る
。

〇
抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

(
写

)
広
沢
寺

〇
抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

(
写

)
駒

沢

大

学

(忽

一
六
ニ
)
•
駒

沢

大

学

(
一
四
五
—
七

)

◦
布

国

等

瑞

伝

授

『
無
門
関
抄
』

(
写

)
長

野

市

長

国

寺

大

橋

敦

夫

「
長

野

市

松

代

町

長

国

寺

所

蔵

『
無

門

関

四

十

八

則

』
翻
刻
」

(
上

田

女

子

短

期

大

学

紀

要

19
ー

九

九

七

.
ー
3

に

翻

刻

さ

れ

て

い

る

。

〇
勝

国

良

尊

抄

『
無
門
関
代
語
抄
』

(
写

)
群

馬

県

双

林

寺

.
埼
玉
県
西
光
寺

〇
西

柏

抄

『
禅
宗
無
門
関
抄
』

(
刊

)
延

宝

三

年

整

版

ほ

か

中

尾

良

信

『
禅
籍
善
本
古
注
集
成
無
門
関
』

に
覆
延
宝
三
年
整
版
が
、

柳

田

聖

山

.
推

名

宏

雄

『
禅
学
典
籍
叢
刊
第
九
巻
』

に
延
宝
三
年
整
版
が
影
印
さ
れ
て
い
る
。 

B

、
洞

門

僧

の

影

響

に

ょ

っ

て

作

ら

れ

た

抄

物

(
浄
土
宗
僧
)

〇
霊

誉

円

応

講

『
無
門
関
抄
』

(
写

)
春

日

和

男

氏

田

籠

博

『
五

逆

秋

(
無
門
関
抄
)
本
文
と
解
題
』

(自

家

版

一

九

八

七

.
ニ
ー
)

に

翻

刻

さ

れ

て

い

る

。

〇
抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

(
写

)
駒

沢

大

学

(
一
四
五
—

一
三
)

『
禅
門
抄
物
叢
刊
』
第
一
六
、
な

ら

び

に

中

尾

良

信

『
禅
籍

善
本
古
注
集
成
無
門
関
』

に
影
印
さ
れ
て
い
る
。



C

、 

大

応

派

僧

の

手

に

な

る

抄

物

(
大

徳

寺

.
妙
心
寺
)

〇
抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

(
写

)
東

福

寺

霊

雲

院

.
東
福
寺
霊
雲
院

D

、 

幻
住
派
僧
の
手
に
な
る
抄
物
(
九

州

)

〇
湖

心

碩

鼎

講

策

彦

周

良

聞

書

『
無
門
関
抄
』 

『
策
彦
和
尚
初
渡
集
』
所
収

〇
規

伯

玄

方

抄

『
禅
宗
無
門
関
鈔
』

(
刊

)
慶

安

三

年

整

版

中

尾

良

信

『
禅

籍

善

本

古

注

集

成

無

門

関

』
、

柳

田

聖

山

.
椎
名
宏
雄

『
禅
学
典
籍
叢
刊
第
九
巻
』

に
影
印
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
鷲

尾

順

敬

『
国

文

東

方

仏

教

叢

書 

註
訳
』

に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

〇
抄

者

未

詳

『
禅
宗
無
門
関
抄
』

(
写

)
積
翠
軒
文
庫
旧
蔵

E

、 

素
性
未
詳
の
抄
物

〇

抄

者

未

詳

『
無
門
関
弁
注
』

(
写

)
松
ヶ
岡
文
庫 

〇
抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

(
写

)
建
仁
寺
両
足
院

〇
伝

万

安

英

種

抄

『
無
門
関
抄
』

(
刊

)
寛

永

一

四

年

整

版

ほ

か

中

尾

良

信

『
禅
籍
善
本
古
注
集
成
無
門
関
』
、

柳

田

聖

山

•
椎
名

宏

雄

『
禅
学
典
籍
叢
刊
第
九
巻
』

に
影
印
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

『
抄

物

小

系

』

に
謄
写
さ
れ

て
い
る
。

〇

抄

者

未

詳

『
無
門
関
抄
』 

(
写

)
寿
岳
章
子
氏 

〇
抄

者

未

詳

『
禅
宗
無
門
関
抄
』

(
写

)
敦
山
文
庫

F

、 

そ
の
他
未
調
査
の
本
あ
り



D

の
幻
住
派
僧
は
九
州
の
博
多
と
か
対
馬
で
活
躍
し
、
中
国
や
朝
鮮
と
の
外
交
に
も
当
っ
た
僧
た
ち
で
す
。

雪

庭

春

積

の

『
無
門
関
抄
』

は
洞
門
の
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
洞
門
抄
物
に
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ

る

か

と

い
う
の
を
見
た
の 

が

(資

料

3
)
で
す
。

(資

料

3
)
洞
門
抄
物

仏
書 

臨
済
録
抄 

碧
巌
録
抄 

禅

林

類

聚

抄

(
本
則
抄
)

四
部
録
抄 

投

子

山

妙

続

大

師

語

録

抄

自

得

禅

師

語

録

抄

疎
山
大
師
根
却
語
訣 

天
童
和
尚
小
参
之
抄 

集
部 

江
湖
風
月
集
抄 

国
書 

永
平
元
禅
師
語
録
抄 

貫
之
梵
鶴
和
尚
代
語
抄 

天
南
和
尚
再
吟 

大
淵
代
抄

扶
桑
大
暾
禅
師
説
吟 

鉄
外
和
尚
再
吟

ほ

か

に

門

参

•
切
紙
あ
り
。

(
後

掲

)

重
離
畳
変
訣
抄

聯
珠
詩
格
抄 

大
智
禅
師
偈
頌
抄 

百
八
十
ニ
公
案
抄 

火
堯
和
尚
再
吟 

大
淵
和
尚
再
吟 

高
国
代
鈔 

寿
松
和
尚
下
語
抄

無
門
関
抄

証
道
歌
抄

真
歇
和
尚
拈
古
之
抄 

曹
山
録
抄

伝
法
偈
下
語
抄 

巨
海
代
抄

鉄
山
牛
和
尚
下
語
抄 

句
双
葛
藤
集

人
天
眼
目
抄 

大
恵
普
覚
禅
師
書
抄 

金
剛
経
川
老
頌
抄 

真
州
長
盧
了
禅
師
却
外
録
抄

禅
公
案
拶
語
並
代
語
抄 

天
南
代
語
抄 

勝
国
和
尚
再
吟 

龍
洲
代
抄

恵

林

永

明

禅

師

代

語

抄

鉄

外

和

尚

代

抄 

湓
益
和
尚
再
吟 

天
益
和
尚
公
案
百
則
鈔



仏
書
が
中
心
で
す
が
、

『
江
湖
風
月
集
抄
』

や

『
聯
珠
詩
格
抄
』
も
あ
り
ま
す
。

抄
物
を
作
成
し
た
人
た
ち
に
注
目
す
る
と
次
の
よ
ぅ
な
人
た
ち
が
い
ま
す
。

〔
仏
家
〕

五

山

禅

僧

•
足

利

学

校

•
大

応

派

僧

.
幻
住
派
僧
、
曹
洞
宗
僧
、
禅
宗
以
外
の
僧 

〔
そ
の
他
〕
博

士

家

(清

原

家

)
.
神

道

家

(
吉

田

家

)
、
医
家
、
武
家 

曹
洞
宗
の
僧
が
作
成
し
た
も
の
は
既
に
見

た

と

こ

ろ

で

す

。曹
洞
宗
僧
以
外
の
人
た
ち
が
作
っ
た
抄
物
を
挙
げ
た
の
が
、

(
資

料

4

)
で 

0̂/0
(資

料

4
)
抄

物

の

種

類

(資

料

3
以

外

)

〔
漢

籍

〕

経
部

史
部 

子
部

集
部

周
易
抄 

月
令
抄 

論
語
抄 

史
記
抄 

三
略
抄

医
学
正
伝
或
問
抄 

局
方
発
揮
抄 

本
草
序
例
抄 

杜
詩
抄

易
学
啓
蒙
通
釈
抄 

左
伝
抄 

孟
子
抄 

漢
書
抄 

六
韜
抄

医
学
入
門
発
談 

察
病
指
南
抄 

明
医
雑
著
抄 

柳
文
抄

尚
書
抄 

孝
経
抄 

千
字
文
聞
書 

十
八
史
略
抄 

蒙
求
抄

医
方
大
成
論
抄 

全
九
集

玉

塵

(
韻
府
群
玉
抄
)
 

韓
文
抄

毛
詩
抄 

大
学
抄 

韻
鏡
聞
書

老
子
経
抄 

運
気
抄 

注
能
毒 

詩
学
大
成
抄 

長
恨
歌
抄

曲
礼
抄 

中
庸
抄 

悉
曇
字
記
抄

莊
子
抄 

格
致
余
論
抄 

八
十
一
難
経
抄

琵
琶
行
抄



胡
曽
詩
抄 

蒲
室
集
抄

中
興
禅
林
風
月
集
抄 

〔仏
書
〕

臨
済
録
抄 

日
用
清
規
抄 

正
宗
賛
抄 

法
華
経
和
解 

〔国
書
〕

錦
繍
段
抄 

自
戒
集 

禅
儀
外
文
集
抄 

野
馬
台
詩
抄 

貞
永
式
目
抄 

職
原
抄
聞
書 

浄
土
和
讚
註
解 

秘
蔵
宝输

聞
書 

三
教
指
帰
私
記 

実
語
教
注

東
坡
抄 

二
十
四
孝
抄 

古
文
真
宝
前
集
抄 

碧
巌
録
抄 

六
物
図
抄 

施
餓
鬼
抄

続
錦
繍
段
抄 

湯
山
聯
句
抄 

作
物
記
抄 

庭
訓
往
来
抄 

建
武
式
目
注 

伊
勢
物
語
惟
清
抄 

和
漢
朗
詠
集
抄 

御
請
来
録
私
聞
書 

王
沢
不
渴
鈔
聞
書 

雑
筆
略
注

山
谷
詩
抄 

聖
蹟
図
抄 

古
文
真
宝
後
集
抄 

無
門
関
抄 

四
教
儀
抄 

父
母
恩
重
経
抄

中
華
若
木
詩
抄 

江
東
識
廬
三
千
句
抄 

大
仏
鐘
銘
抄 

日
本
書
紀
抄 

十
七
条
憲
法
注 

源
氏
物
語
帚
木
注 

厳
島
願
書
和
解 

性
霊
集
聞
書 

金
剛
界
礼
懺
文
私 

宣
明
暦
鈔

山
谷
演
雅
詩
抄 

三
体
詩
抄 

阿
房
宮
賦
抄 

虚
堂
録
抄 

首
楞
厳
経
抄 

般
若
心
経
抄

花
上
集
抄 

成
句
便
覧 

永
源
寂
室
語
録
抄 

中
臣
跋
抄 

令
聞
書

古
今
集
童
蒙
抄 

間
狂
言
抄 

以
呂
波
聞
書 

光
明
真
言
句
義
釈
抄 

八
卦
抄

瀟
湘
八
景
詩
抄 

江
湖
風
月
集
抄 

聯
珠
詩
格
抄 

百
丈
清
規
抄 

盂
蘭
盆
経
抄 

仏
祖
三
経
抄

五
山
詩
文
集
抄 

聚
分
韻
略
抄 

謡
抄

麗
気
記
聞
書 

江
次
第
抄 

親
鸞
伝
絵
聞
書 

太
平
記
抄 

御
遺
告
抄 

太
子
伝
抄 

簠
簋
抄



国
書
の
ぅ
し

ろ

の

方
に
は
禅
宗
以
外
の
宗
派
の
僧
た
ち
が
作
つ
た
も
の
を
あ
げ
て
あ
り
ま
す
。
ま
だ
き
ち
ん
と
整
理
で
き
て
な
く
、
正
確 

な
も
の
を
ご
報
告
で
き
る
よ
ぅ
に
し
た
い
と
思
つ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
更
に
、
抄
物
に
は
一
つ
の
本
の
形
に
な
つ
て
い
る
も
の
の
ほ
か
に
、
原
典
の
中
に
書
き
入
れ
が
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
つ 

て
、
書
き
入
れ
仮
名
抄
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
書
き
入
れ
仮
名
抄
は
多
く
の
原
典
に
認
め
ら
れ
ま
す
が
、

一
書
の
抄
物
に
な
つ
て
い
な
い
も 

の

で

書

き

入

れ

仮
名
抄
が
あ
る
も
の
と
し
て
(資

料

5
)
に
あ
げ
た
よ

う

な

資
料
が
見
つ
か
つ
て
い
ま
す
。
ま
だ
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
で
は 

な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

(資

料

5
)
書

き

入

れ

仮

名

抄

(抄
物
の
伝
存
し
な
い
も
の
の
み
掲
出
)

〔
漢
籍
〕

史
部 

孝
行
録 

子
部 

帝
範 

集
部 

百
二
十
詠
詩
注 

仏
書 

隆
興
仏
教
編
年
通
論 

〔国
書
〕

金
句
集 寸

楮
集 

吾
妻
鏡

七
書

婦
人
寐
寤
艷
簡
集 

禅
林
僧
宝
伝 

医
学
指
南
篇 

意
伝
普
救
録 

管
蠡
抄

太
宗
問
対

三
註

列
子

嘉
泰
普
灯
録 

施
食
通
覧 

啓
迪
集 

道
三
医
書 

道
三
切
紙 

見
宜
薬
方 

城
西
聯
句 

惟
高
詩
集 

扣
門
瓦
子 

丈
六
開
山
金
岡
禅
師
法
語

私

は

は

じ

め

「
書
き
込
み
仮
名
抄
」
と
呼
ん
だ
の
で
す
が
、
阿
部
先
生
か
ら
、
書

誌

学

で

は

「
書
き
込
み
」
と
い
う
言
葉
は
あ
ま
り
使
わ 

な
い
、
「
書
き
入
れ
仮
名
抄
」

の
方
が
い
い
だ
ろ
う
と
お
教
え
い
た
だ
い
て
、
「
書
き
入
れ
仮
名
抄
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
し
た
も
の
で
す
。
そ



(図
版
8
)
『幼
学
詩
句
』
(駒
沢
大
学
図
書
館
蔵
)
巻
首 

、っ
い
う
資
料
が
た
く
さ
ん
あ
っ
て
、
阿
部
先
生
か
ら
は
、
原
典
の

本
文
の
中
に
書
き
入
れ
が
し
て
あ
る
も
の
ま
で
集
め
て
い
た
ら
、
 

こ
れ
は
き
り
が
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
ょ
う 

な
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
こ
と
な
ど

も

思
い
出
し
ま
す
。
そ
の
、
 

書
き
入
れ
の
抄
物
の
中
に
は
、
後
の
抄
物
か
ら
抜
き
書
き
し
て
原 

典
に
書
き
入
れ
て
い
る
も
の
と
、
は
じ
め
て
書
き
入
れ
を
し
て
注 

釈
し
て
い
る
も
の
と
が
あ
つ
て
、
は
じ
め
て
書
き
入
れ
が
さ
れ
て 

い
る
も
の
と
い
う
の
は
、
抄
物
の
成
立
を
考
え
る
上
か
ら
も
、
ま 

た
、
言
語
資
料
と
し
て
も
興
味
深
い
も
の
で
す
。
ま
た
、
あ
る
抄 

物
か
ら
抜
き
書
き
し
て
原
典
に
書
き
入
れ
て
い
る
も
の
は
、
本
文 

が
変
容
し
て
い
た
り
し
て
、

こ
れ
も
ま
た
そ
れ
な
り
に
日
本
語
研

究
資
料
と
し
て
利
用
で
き

る

も

の

と
考
え
て
い
ま
す
。

抄
物
に
は
更
に
、
「
特
定
の
原
典
を
持
た
な
い
一
種
の
抄
物
」

が
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
私
が
便
宜
つ
け
た
名
前
で
、

ち
ょ
っ
と
し
ま 

り
の
な
い
命
名
で
、
も
っ
と
す
つ
き
り
し
た
命
名
は
な
い
も
の
か
と
思
う
の
で
す
が
、
例
え
ば
、
禅
僧
が
漢
詩
を
作
っ
た
り
、
^
^
を
作
つ 

た
り
す
る
た
め
に
、
蘇
東
坡
の
詩
だ
と
か
、
黄
山
谷
の
詩
だ
と
か
に
対
し
て
抄
物
を
作
り
ま
す
が
、
そ
う
い
う
原
文
の
漢
詩
を
読
む
と
同 

時

に

、

一
方
で
漢
詩
や
聯
句
を
作
る
た
め
の
用
語
を
集
め
て
、
そ
れ
に
注
を
つ
け
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
た
く
さ
ん
出
て
来
ま
す
。 

原
典
に
対
す
る
注
釈
で
は
な
く
て
、
用
語
を
い
ろ
い
ろ
集
め
て
き
て
、
そ
れ
を
抄
物
と
同
じ
よ
う
な
片
仮
名
交
り
ゾ
体
の
文
体
で
説
明
し



て
い
る
よ
う
な
も
の
を
、
「
特
定
の
原
典
を
持
た
な
い
一
種
の
抄
物
」
と
呼
ん
で
み
ま
し
た
。

(
図
版
8
)
に

『
幼
学
詩
句
』
を
あ
げ
て
お 

き
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
資
料
が
沢
山
あ
っ
て
、
書
名
か
ら
は
抄
物
で
あ
る
の
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
か
ら
、
調
査
に
行
く
と
、
何
か 

怪
し
い
書
名
の
も
の
は
借
り
出
し
て
拝
見
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
し
て
見
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
は
、
今
ま
で
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
 

(資

料

6

)

の
よ
う
に
、
3

か
ら

(7)
ま
で
の
よ
う
に
類
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

(資

料

6
)
特
定
の
原
典
を
持
た
な
い
一
種
の
抄
物

⑴
詩

文

を

作

成

す

る

た

め

の

も

の

『
幼
学
詩
句
』

『金
玉
和
襟
集
』

『
芙
蓉
集
』

『
継
天
筆
語
』

『
四
六
文
章
法
』
等 

⑵
禅
の
教
義
を
理
解
す
る
た
め
の
も
の

門

参

.
切

紙

『
〔
曇
英
派
門
参
〕
』

『
〔
快
庵
派
門
参
〕
』

『
〔
一
州
派
本
参
〕
』
等

東

国

語

系
 

密

参

録

『
古
則
公
案
』

『碧
巌
集
密
参
』

『碧
前
碧
後
臨
済
録
密
参
』

『
公
案
密
参
録
』
等 

⑶
医

学

的

知

識

を

得

る

た

め

の

も

の

『
月
海
雑
録
』

『
和
名
集
并
異
名
製
剤
記
』

『
日
用
食
性
』

『
玄
冶
薬
方
ロ
解
』
等 

⑷
神

道

の

教

義

を

理

解

す

る

た

め

の

も

の

『
祓
八
ヶ
大
事
』

『
梵
天
帝
釈
委
注
』

『参
詣
ロ
決
之
大
事
』

『
神

祇

正

宗

秘

要

』

『
神
道
之 

祓

祭

文

条

々

(
諸
解
除
抄
)
』

『
休
塵
聞
書
』

『
諸
神
記
』

『
文
類
抄
』

『
豊
満
社
中
縁
起
』

『
雑
記
』

『
神
宗
国
源
論
』

⑸
有

職

故

実

•
教

訓

を

学

ぶ

た

め

の

も

の

『官
服
聞
書
』

『
百
官
和
秘
抄
』

『
暦
家
秘
道
私
記
』

『名
目
鈔
』

『
逆
耳
集
』
等 

⑹
辞

書

.
事
典

語

書

節

用

集

.
色

葉

集

.
『
運
歩
色
葉
集
』

『
い
ろ
は
字
』

『
塵
芥
』
等 

類

書

『
和
名
集
』

『
宣
賢
卿
字
書
』

『
詞
源
要
略
』
等

韻

書

『
海
蔵
略
韻
』

『
古
澗
略
韻
』

『
広
益
略
韻
』

『
円
車
広
略
韻
』

『
〔
韻
書
草
稿
〕
』
等



⑵

そ

の

他

『
鹿
苑
日
録
』

『
策
彦
和
尚
初
渡
集
』

『
策
彦
和
尚
再
渡
集
』

『
大
徳
寺
真
珠
庵
文
書
』

『
墨
跡
之
写
』
等 

⑹

は

、
辞
書
や
事
典
の
側
か
ら
抄
物
に
近
づ
い
て
く
る
も
の
で
す
。
辞

書

.
事
典
で
語
を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
が
つ
け
て
あ
る
も
の 

が
あ
り
、
そ
の
注
が
ゾ
体
で
あ
る
も
の
も
出
て
来

る

の
で
、

こ
れ
を
六
番
目
と
し
て
お
き
ま
し
た
。

抄
物
に
は
、
更
に
抄
物
を
利
用
し
た
著
作
が
あ
り
ま
す
。

『
本
朝
詩
仙
註
』

『
卜
筮
元
亀
鈔
』

『高
砂
増
々
抄
』
な
ど
と
い
っ
た
資
料
で
、
 

室
町
時
代
の
抄
物
を
利
用
し
て
い
ろ
い
ろ
な
著
作
が
作
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
私
は
ま
だ
限
ら
れ
た
資
料 

し
か
捉
え
て
い
ま
せ
ん
が
、

(
図
版
9
)
に

は

『
本
朝
詩
仙
註
』

の
例
を
あ
げ
て
お
き
ま
し
た
。
百

人

一
首
の
よ
う
な
絵
が
あ
っ
て
、

七 

言
絶
句
が
あ
が
っ
て
い
ま
す
が
、
平
仮
名
交
り
文
を
見
る
と
、
そ
の
文
は
、

(
図

版

10
)

の

『
中
華
若
木
詩
抄
』

の
抄
文
と
ほ
と
ん
ど
そ 

の
ま
ま
の
形
で
す
。

『
中
華
若
木
詩
抄
』
が

『
本
朝
詩
仙
註
』
と
い
う
本
に
変
身
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
資
料
も
あ
っ
て
、

こ
の
よ
う 

な
資
料
が
ど
の
よ
う
な
広
が
り
を
見
せ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
十
分
に
力
を
注
い
で
い
ま
せ
ん
。

今

は

、
抄
物
を
下
の
方
、
雪

庭

春

積

の

『
無
門
関
抄
』
か
ら
、
『
無
門
関
抄
』
全
般
、
仏
書
へ
と
い
う
よ
う
に
上
が
っ
て
き
た
の
で
す 

が
、
全
体
像
を
、
上
の
方
か
ら
見
て
行
く
と
、
九
六
頁
の
図
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

抄
物
に
は
、
特
定
の
原
典
に
対
す
る
注
釈
と
特
定
の
原
典
を
持
た
な
い
一
種
の
抄
物
と
、
そ
れ
か
ら
、
抄
物
を
利
用
し
た
著
作
と
が
あ
っ 

て
、
特
定
の
原
典
に
対
す
る
注
釈
に
は
一
書
の
形
に
成
書
と
し
て
ま
と
ま
っ
て
い
る
注
釈
と
、
原
典
へ
の
書
き
入
れ
と
が
あ
り
、
成
書
と 

し
て
の
注
釈
の
中
は
、
漢

籍

.
仏

書

.
国
書
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
、
例
え
ば
、
そ

の

仏

書

の

中

に

『
臨
済
録
抄
』

『
碧
巌
録
抄
』

『
無
門 

関
抄
』
と
い
う
よ
う
に
原
典
の
違
い
に
よ
っ
て
抄
物
が
あ
り
、
そ

の

『無
門
関
抄
』

に
は
天
英
祥
貞
抄
、
雪
庭
春
積
抄
と
い
う
よ
う
に
幾 

種
類
も
あ
り
、
雪
庭
春
積
抄
を
見
る
と
古
活
字
版
と
整
版
と
が
あ
っ
て
、
古

活

字

版

に

元

和

八

年

版

.
寛
永
元
年
版
な
ど
の
諸
版
が
あ
る 

と
い
う
こ
と
で
、
相
当
多
数
の
資
料
に
広
が
り
を
持
っ
て
い
ま
す
。

一
体
ど
の
く
ら
い
の
点
数
が
あ
る
の
か
、
版
本
の
一
々
を
も
一
点
と



(図版10 )如月寿印抄『中華若木詩抄』（成城大学図書館蔵）一 1 ウ

(図版9 ) 『本朝詩仙註』万治ニ年整版（国立国会図書館蔵）上 3 ォ•ゥ



(
図
)
抄
物
の
全
体
象

特
定
の
原
典
に 

対
す
る
注
釈

成

書

と

し

て
 

の
注
釈

漢
籍 経

部 

史
部 

子
部 

集
部 

仏
書

国
書

原
典
へ
の
書 

き
入
れ

特
定
の
原
典
を
持
た
な
い
一
種
の
抄
物 

抄
物
を
利
用
し
た
著
作

臨
済
録
抄 

碧
巌
録
抄

無
門
関
抄

天
英
祥
貞
抄 

雪
庭
春
積
講

一
元
和
八
年
版 

古

活

字

版

寛

永

元

年

版

整
版 

f

寛
永
ニ
年
版 

寛
永
初
年
版

寛
永 

一
◦
年
版
—
愛
媛
大

銕
岑
快
牛
講 

雷
沢
宗
梭
抄 

貫
之
梵
鶴
講

駒

沢

大

.
京
都
大
.



数
え
た
時
に
全
体
で
何
点
あ
る
の
か

と

い

ぅ

こ

と
が
気
に
な
り
な
が
ら
数
え
る
機
会
が
な
く
、
そ

の

ま

ま

に
な

つ

て

い

ま

す

。

こ
の
よ
ぅ
に
多
量
の
抄
物
が
あ
る
の
で
す
が
、
私
は
、
戦
後
見
つ
か
っ
た
抄
物
の
中
で
言
語
資
料
と
し
て
一
番
面
白
く
、
重
要
な
資
料 

は
、

(
図

版

11
)
に

あ

げ

た

前

田

育

徳

会

尊

経

閣

文

庫

蔵

の

『
論
語
講
義
筆
記
』
と
い
ぅ
資
料
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ

れ

に

は

「
寛
正
六
載
配
九
月
十
有
四
日
顓
書

記
於
三
条
六
角
弘
願
寺
\
講
了
」
と
い
う
奥
書
が 

あ
っ
て
、
寛

正

六

年

(
一
四
六
五
)
に
希
頊
周
顓 

と
い
う
禅
僧
が
講
義
を
し
て
、
そ
れ
を
弟
子
の
誰 

か
が
聞
書
し
た
も
の
で
、
書
写
時
期
は
寛
正
六
載 

か
ら
あ
ま
り
遠
く
な
い
時
期
と
見
ら
れ
ま
す
。
図 

版
の
部
分
は
、
司
馬
牛
が
孔
子
に
、
君
子
と
い
う 

の
は
ど
う
い
う
人
を
い
う
の
で
す
か
、
と
尋
ね
て 

い
る
と
こ
ろ
で
す
。
注
目
さ
れ
る
の
は
9
行
目

と
 

12
行
目
で
、
「
無

用

之

事

ヲ

恐

者

チ

ヤ

ホ

ト

ニ

」 

と

、
断

定

の

助

動

詞

に

「
デ
£

を
用
い
る
一
方
、
 

12
行
目
を
見
る
と
、
「
夕

マ
'
—

-

独

モ

ツ

タ

ル

桓 

魅
ハ
ク
セ
ヤ
ト
タ
ホ
ト
ニ
ソ
。
」

と

あ

つ

て

断
 

定

の

助

動

詞

にr

ダ
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

(図
版
11
)
『論
語
講
義
筆
記
』
(前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
蔵
)
三
24
ォ



「
ク
セ
ヤ
ト
」

は

「
ク
セ
ヤ
ッ
」

(
曲

奴

)
が
音
転

|«:
を
起
こ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ニ

行

隔

て

た

所

に

「
デ
ヤ
」
と

「
ダ
」 

と
両
方
が
出
て
来
る
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
全
体
で
は
ど
の
よ
う
に
出
て
来
る
か
と
い
う
と
、
「
ダ
」

が
七
十
三
例
、
「
デ
ヤ
」

が
二
百
ニ 

十
六
例
使
わ
れ
て
い
て
、
両
方
と
も
相
当
の
数
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
使
わ
れ
方
に
何
か
違
い
が
あ
る
の
か
と
見
て
み
ま
す
と
、

「
ダ
ホ
ド 

ニ
」

に

対

し

て

「
デ
ヤ
ホ
ド
ニ
」
、
「
ダ
ガ
」

に

対

し

て

「
デ
ヤ
ガ
」
、
「
デ
ヤ
ニ
」

に

は

「
ダ
ニ
」

が
見
え
ま
せ
ん
が
、
「
ダ

ヲ
」
「
デ
ヤ
ヲ
」 

と
い
、っ
ふ
、っ
に
、
ほ
と
ん
ど
同
じ
文
脈
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
巻
に
よ
っ
て
出
て
来
る
用
例
数
が
偏
っ
て
い
て
、
巻

一

.
ニ

.
三
の
三
巻 

で

は

「
ダ
」
を
多
用
し
、
「
デ
ヤ

!_•
が
時
々
交
じ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
。
巻
四
に
な
る
と
、
そ
れ
が
逆
転
し
て
、
「
デ
ヤ
」
を
多 

用

し

て

「
ダ
」

が
交
じ
る
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
巻

五

以

下

に

な

る

と

「
デ
ヤ
」
を
ほ
と
ん
ど
専
用
す
る
と
い
う
形
に
な
っ
て 

い
ま
す
。

こ
れ
を
見
る
と
、
断

定

の

助

動

詞

「
ダ
」
と

「
デ
ヤ
」
と
い
う
の
は
、

(
図
版
1
)
の
地
図
に
見
る
よ
う
に
、

現
代
方
言
で
は 

東

の

方

で

「
ダ
」
、
西

の

方

で

「
デ
ヤ
」
と
い
う
分
布
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
室
町
時
代
、

一
四
六
五
年
頃
に
遡
っ
て
み
る 

と

、
京

都

三

条

六

角

通

り

で

講

義

さ

れ

た

『
論
語
』

の

講

義

で

「
ダ
」
と

「
チ
ヤ
」
と
両
方
が
使
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ 

と
に
な
っ
て
来
て
、
「
ダ
」
と

「
デ
ヤ
」

に
つ
い
て
も
、
ま
た
こ
れ
が
東
の
言
葉
と
西
の
言
葉
の
違
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
か
っ 

た
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
ま
す
。
た
だ
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
蘭

坡

景

茴

の

『
雪
樵
独
唱
集
』

の
中
に
希
頊
周
顓
に
つ
い
て
、

「
希
頂
丹 

之
後
州
人
也
、
自
幼
籍
名
於
龍
阜
」
と
あ
っ
て
、
生
ま
れ
が
丹
後
の
国
で
あ
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
り
ま
す
。
丹
後
の
国
は
現
代
方
言
で 

も

断

定

の

助

動

詞

に

「
ダ
」
を
使
う
地
域
で
、
そ
う
い
う
点
が
問
題
に
な
っ
て
来
ま
す
。
し
か
し
、
「
幼
に
し
て
」

と
い
う
わ
け
で
す
か 

ら
、
幼
少
の
頃
に
も
う
京
都
に
出
て
来
て
龍
阜
つ
ま
り
南
禅
寺
に
入
っ
て
い
ま
す
。
成
人
し
て
三
条
六
角
通
り
で
僧
た
ち
を
前
に
『論
語j 

を
講
義
す
る
の
に
、
幼
少
の
頃
に
住
ん
で
い
た
丹
後
の
方
言
を
交
え
た
と
は
ち
よ
っ
と
考
え
に
く
い
こ
と
で
す
か
ら
、

断
定
の
助

動

詞 

「
ダ
」
と

「
チ
ヤ
」
と
い
う
の
は
文
体
の
差
で
あ
っ
て
、
現

代

語

で

「
何
々
だ
」
と
書
い
た
り
、
「
何
々
で
あ
る
」
と
書
い
た
り
す
る
よ
う



に
、
前

半

部

分

で

は

「
ダ
」
と
い
う
助
動
詞
で
書
き
、
後

半

部

分

で

は

「
デ
ャ
」
と
い
う
助
動
詞
で
書
く
と
い
う
よ
う
に
文
体
を
変
え
て 

い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
抄
物
に
は
愿
大
な
資
料
が
残
っ
て
い
ま
す
の
で
、
丁
寧
に
全
資
料
を
読
ん
で
い
く
と
、
日
本
語
の
歴
史
を
書
き
換
え
な
く 

て
は
な
ら
な
く
な
る
よ
う
な
言
語
事
象
が
見
つ
か
る
資
料
が
ま
だ
ま
だ
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
ま
す
。

今

回

の

公

開

講

座

の

テ

ー

マ

は

「
書
物
と
日
本
仏
教
」

で
、
私
の
よ
う
な
分
野
外
の
日
本
語
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
よ
う
な
者
が
出 

て
来
る
場
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
書

物

、
書
誌
学
の
知
識
と
、
そ
れ
か
ら
、
仏
教
学
の
知
識
と
を
、
両
方
の
研
究
者
の
方
々
か 

ら
い
ろ
い
ろ
お
教
え
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
踏
ま
え
て
、
日
本
語
の
歴
史
の
研
究
を
今
後
も
進
め
て
い
き
た
い
と
、
そ
の
よ
う 

に
考
え
て
い
ま
す
。
拙
い
発
表
で
ご
ざ
い
ま
し
た
が
、
以
上
で
私
の
発
表
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま 

し
た
。

(拍

手

)

——

了

——

(
付

記

)
発
表
の
録
音
記
録
の
表
現
を
整
え
た
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
図

版

•
表

.
資
料
に
、
除
い
た
も
の
、
手
を
加
え
た
も
の 

が
あ
り
ま
す
。

(
柳

田

)


