
『御
堂
関
白
記
』
に
お
け
る
変
則
的
用
字

-

そ
の
実
態
を
述
べ

字
書
資
料
と
し
て
の
吟
味
に
及
ぶ
1

佐

藤

稔

藤
原
道
長
の
『御
堂
関
自
記
』
(自
筆
本
)
に
は
漢
字
の
変
則
的
用
法
-

以
下

こ
れ
を
｢変
則
的
用
字
｣
と
称
す
る
ー

と
見
ら
れ
る
も
の
が
多
数
有
す
る
｡
漢
文

風
の
'
漢
字
表
記
を
主
体
と
し
た
こ
の
日
記
は
記
録
体
と
称
さ
れ
る
文
章
の
ひ

と
つ
で
あ
る
が
'
漢
字
を
変
則
的
に
用

い
て
い
る
こ
と
も
'
日
記

の
特
色

の
ひ

と
つ
と
し
て
数
え
あ
げ
て
も
よ
い
ほ
ど
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
移
し
い
ほ
ど
の

使
用
例
が
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
従
来
十
分
な
実

圧
-

態
記
述
を
欠

い
て
い
る
憾
み
が
あ
る
｡

変
則
的
用
字
と
は
､
規
範
を
重
ん
ず
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
'
勿
論
､
｢
正
用
｣

か
ら
逸
れ
た
と
こ
ろ
の

｢
誤
用
｣
と
し
て

一
蹴
さ
れ
る
用
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
.

し
か
し
､
慣
用
を
尊
ぶ
立
場
か
ら
す
れ
ば
'
必
ず
し
も
単
な
る
過
誤
と
し
て
見

逃
し
得
な

い
面
が
存
す
る
も
の
で
も
あ
る
｡
規
範
に
し
ぼ
ら
れ
た
現
代
人
の
眼

に
多
少
と
も
奇
異
に
映
る
用
法
で
あ
る
に
し
て
も
'
当
代
の
人
々
の
間
で
､
程

度
の
差
こ
そ
あ
れ
'
通
用
し
得
た
と
い
う
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
｡
通
用
し

得
た
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
だ
け
変
則
的
な
用
法
を
許
容
す
る
幅
が
広
か
っ
た

こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
'
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
変
則
的
な
用
法
が
許
容
さ

れ
て
い
た
の
か
知
る
必
要
が
あ
る
｡

全
体
を
見
渡
し
て
こ
の
変
則
的
用
字
を
大
別
す
る
と
二
類
に
わ
か
つ
こ
と
が

で
き
る
｡
そ
の
ひ
と
つ
は
視
覚
的
な
字
形
に
の
み
依
存
し
て
'
字
形
の

1
部
が

類
似
す
る
か
ま
た
は
共
通
で
あ
る
こ
と
を
原
理
と
す
る
用
法
で
あ
る
｡

い
ま
ひ

と

つ
は
､
声
に
出
し
た
ヨ
ミ
の
か
た
ち

(音
形
)
に
依
存
し
て
い
る
も
の
､
す

な
わ
ち
'
音

の
通
用
を
も

っ
て
語
表
記

の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
二
類
は
変
則
的
用
法
で
あ
る
と
い
う
点
で
は

l
致
し
て
い
る
が
､
そ
の
存

在
意
義

に
は
お

の
ず
か
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
｢
誤
用
｣
と
隣
あ
わ
せ
に

な

っ
て
い
る
異
形
に
か
か
わ
る
書
記
者

の
側
の
心
理
的
背
景
や
用
字
上
の
意
識

の
い
-
ば
-
か
を
知
る
た
め
に
は
前
者
が
有
益
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
､
後
者

は
当
時

の

(声
に
出
し
た
際

の
)
語
形
や
日
常
的
な
読
書
書
と
し
て
の
字
音
の

一
端
を
知
る
上
で
'
あ
る
程
度
の
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
有
意
義
で
あ
る

と
言

い
得
る
｡

用
字
に
つ
い
て
の
研
究
は
は
や
-
よ
り
記
紀
万
葉
な
ど
を
は
じ
め
と
し
て
各

種
の
文
学
的
作
品
を
対
座

に
着
実
な
成
果
を
収
め
て
い
る
｡
た
だ
難
を
言
え
ば
､

転
写
本
に
よ
ら
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
が
多
-
､
個
人
的
習
癖
と
か
当
時

の
慣
用

と
か
い
っ
た
変
則
的
な
も
の
の
存
在
は
転
写
の
過
程
で

｢
正
用
｣
の
文
字
に
か

え
ら
れ
て
わ
か
ら
な
-
な

っ
て
い
る
場
合
が
あ
る
｡
ま
た
'
別
人
の
手
に
よ
る
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異
質
の
要
素
が
紛
れ
込
む
と
い
っ
た
事
態
も
考
え
ら
れ
る
｡
原
本
さ
な
が
ら
の

用
字
を
観
察
す
る
た
め
に
は
障
害
が
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ

れ
に
対
し
､
自
筆
本
の
強
み
は
こ
こ
に
存
す
る
｡
個
人
的
習
癖
や
慣
用
な
ど
を

直
接
見
る
こ
と
が
で
き
'
余
人
の
手
に
よ
る
次
心
意
の
改
訂
が
加
え
ら
れ
て
い
な

い
こ
と
が
そ
の
長
所
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
｡
勿
論
'
こ
の
長
所
で
あ
る
点
が
そ

の
ま
ま
欠
点
に
つ
な
が
る
場
合
も
な
い
で
は
な
い
｡
事
実
誤
認
や
脱
漏
な
ど
読

み
手
を
困
戒
心さ
せ
る
こ
と
も
少
な
-
な
い
の
で
あ
る
O
そ
う
し
た
短
所
を
有
し

な
が
ら
も
な
お
自
筆
本
の
価
値
は
大
き
な
も
の
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

『御
堂
関
自
記
』

の
場
合
､
と
り
わ
け

｢褒
｣
の
性
格
の
色
濃

い
自
筆
本
で
あ

る
｡
｢晴
｣
の
場
を
意
識
し
謹
厳
な
態
度
を
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
た

さ
は
こ
こ
に
は
な
い
｡
む
し
ろ
'
他
人
と
い
う
読
み
手
を
さ
し
て
意
に
介
し
ななま

い
肩
の
力
を
抜

い
た
気
や
す
さ
が
支
配
的
で
あ
る
｡
そ
れ
だ
け
に
､
日
常

の

生

の
文
字
づ
か
い
が
日
記
に
直
裁
に
反
映
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
文

書
な
ど
も
同
様
な
性
格
の
も
の
の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
が
'
量
は
と
も
か
-

多
彩
な
記
載
内
容
と
い
う
質
の
点
で
は
は
る
か
に
及
ば
な
い
｡

本
稿
は
自
筆
本

『
御
堂
関
自
記
』
に
あ
ら
わ
れ
た
変
則
的
用
字
の
実
態
を
把

握
し
た
結
果
を
述
べ
る
こ
と
と
､
そ
の
中
の
特
に
宛
て
字
と
も
称
き
れ
る
音
の

通
用
の
面
か
ら
当
時
の
漠
字
音
の
片
鱗
を
窺

っ
て
み
る
こ
と
と
を
目
指
し
て
い

る
｡
中
古
の
漠
字
音
に
つ
い
て
､
音
の
通
用
の
面
か
ら
考
察
し
た
も
の
と
言
え注2

ば
'
そ
の
殆
ど
が
古
字
書

･
音
義
や
訓
点
資
料
な
ど
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡

こ
れ
ら
は
'
そ
れ
な
り
の
学
問
的
習
熟
を
基
盤
に
も

つ
人
々
の
手
に
な
る
資
料

で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て

『御
堂
開
自
記
』
で
の
音
の
通
用
と
は
い
っ
た
い
如

何
な
る
も
の
か
'
日
常

の
字
音
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
は
す
る
も

の
の
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
と
は
言

い
難

い
｡
宛
て
字
の

一
等
資
料
に
よ
っ
て

こ
の
面
を
照
射
す
る
試
み
は
い
ま
だ
L
と
い
う
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
｡
た
だ
'

唐
突
に
宛
て
字
に
よ
る
昔
の
通
用
の
み
を
描
出
し
た
の
で
は
'
道
長
の
漢
字
に

対
す
る
使
用
態
度
に
つ
い
て
正
確
な
デ
ー
タ
を
提
供
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
ば

か
り
か
t

l
面
の
み
を
強
調
し
て
誤
解

を
招
-
虞
れ
な
し
と
し
な
い
｡
そ
こ
で
'

ま
ず
'
変
則
的
用
字
の
実
態
を
全
体
に
亘

っ
て
記
述
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
､

次
い
で
､
宛
て
字
と
い
う
変
則
的
用
字
に
よ
る
音
の
通
用
の
面
に
考
察
を
及
ぼ

し
て
行
-
こ
と
と
す
る
｡

二

視
覚
に
依
存
し
て
字
形
の
中
核
を
な
す
部
分
が
共
通
で
あ
る
こ
と
を
原
理
と

す
る
変
則
的
用
字
は
二
つ
に
分
け
て
観
察
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
そ
の
第

一
は
'
本
来
書
か
れ
て
あ
る
等
の
文
字
-

本
稿
で
は
こ
れ
を
仮
に

｢
正
吾
｣

と
呼
ぶ
こ
と
と
す
る
-

の
あ
る
部
分

を
削
り
省

い
て
画
数
を
少
な
-
し
た
漢

辛
-

す
な
わ
ち
･

｢省
画
字
｣
(省
文
如
ni
)
-

を
用
い
る
も
の
で
あ
る
｡

第

二
に
挙
げ
ら
れ
る
も
の
は

｢増
画
字
｣
(増
文
)､
す
な
わ
ち
へ

｢
正

書
｣
の

字
形
に
あ
る
要
素
を
付
加
し
た
も
の
で
あ
る
｡
点

二
屈

･
穿

･
冠
な
ど
を
書
き

加
え
た
種
々
の
実
例
を
眼
に
し
得
る
こ
と
は
後
述
す
る
通
り
で
あ
る
｡

省
画
字
の
例
か
ら
挙
げ
て
行
-
こ
と
に
す
る
｡

-

此
間
候
主
脚
貴
子
敷

(寛
弘
元
年
五
月
二
七
日
裏
書
)

2

卯
二
点
奇
御
輿

(寛
弘
二
年
三
月
八
日
)

3

即
従
南
殿
与
東
対
度
殿
作
打
橋

(寛
仁
二
年
正
月
三
日
裏
)

4

別
貴
本
牧
二
賜
左

(寛
弘
六
年
十
月
五
日
)

▲

5

而
勿
北
風
次

〔吹
〕
不
付
也

(長
和
元
年
二
月
二
日
)

○
▲

6

同
時
御
乳
付
切
奔
結

〔緒
〕

(寛
弘
五
年
九
月

一
一
日
)

7

此
等
被
旨
人
也

(長
和
元
年
四
月
二
七
日
裏
)

こ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
､
1

(箕
子
敷
)
2

人
寄
)
3
(
渡
殿
)
4
(遺
)

5
(忽
)

6

(謄
緒
)
7

(被
指
人
)
に
相
当
す
る
表
記

で
あ
る
｡
こ
の
表
記
さ
れ
た
形

を
そ
の
ま
ま

｢正
喜
｣
と
し
て
解
し
た
の
で
は
'
即
座
に
正
確
な
語
形
を
脳
中

に
描
-
こ
と
は
で
き
そ
う
に
も
な
い
｡
例
え
ば
､
2
は

｢
ヨ
ス
｣
'
5
は

｢
タ
チ

タ
チ

(
二
)
｣
'
6
は

｢
へ
ソ

(
ホ
ソ
)
ノ
ヲ
｣
､
7
は

｢
サ
セ
ル
ヒ
-
｣
と
訓

読
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
'
件
の
表
記
を
省
画
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字
で
あ
る
と
認
め
て
か
か
ら
な
い
と
'
読
む
者
の
側
か
ら
の
理
解
は
お
ぼ
つ
か

な
い
の
で
あ
る
｡

省
画
字
の
認
識
を
も

っ
て
臨
む
こ
と
に
よ
っ
て
解
読
が
可
能
に
な
る
事
情
は
'

次
に
挙
げ
る
音
読
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
い
諸
例
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡

8

見
聞
道
谷
随
喜
EEj深

(寛
弘
六
年
十
月

l
三
日
)

9

内
御
宿
所
儲
酉
食

(長
和
元
年
四
月
二
七
日
裏
)

141312ll10

臨
時
祭
式
楽

(寛
弘
二
年
三
月
二
〇
日
)

有
障
自
正
引

(寛
弘
六
年
十
二
月

70
日
)

後
上
達
部
委
守
奉
仕

(寛
弘
五
年
十

二
月
二
〇
日
裏
)

r}

辰
時
余
目
了

(長
保
二
年
正
月
二
五
日
)

還
入
干
廊
前

(寛
仁
二
年
正
月
三
日
裏
)

こ
こ
に
挙
げ
た

｢谷
｣
｢
酉
｣
｢式
｣
｢
正
｣
｢委
｣
｢余
｣
｢
干
｣
は
'
そ
れ
ぞ
れ
､

(俗
)
(
酒
)
(
読
)
へ
延
)
(倭
)
へ
除
)
八
軒
)
に
相
当
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

る
｡
こ
れ
ら
す
べ
て

｢
正
喜
｣
と
省
画
字
と
の
間
で
字
音
が
異
な
っ
て
い
る
｡

に
も
か
か
わ
ら
ず
､
こ
の
相
違
を
超
越
し
た
形
で
､
｢
正
吾
｣
の
側
の
字
音
で

読
む
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
｡

な
お
､
次
の
よ
う
な
例
の
存
在
に
も
注
意
し
て
お
-
べ
き
か
と
思
う
｡
そ
れ

は
'
比
較
的
簡
略
な
字
形
の
も
の
を
さ
ら
に
略
記

(
た
だ
し
'
こ
れ
を
略
記
と

み
る
か
否
か
は
問
題
も
あ
る
が
)
し
た
例
が
あ
る
｡
例
え
ば
'

0

15

糸
所
者
薬
王
持
釆

(寛
弘
二
年
五
月
五
日
)

O

16

戊
時
許
頗
宜
御
座

(寛
弘
八
年
六
月

一
三
日
)

な
ど
で
あ
る
｡
(薬
玉
)
(成
時
)
の
表
記
が

｢
正
喜
｣
の
形
で
あ
る
｡
こ
こ
ま

で
筒
を
尽
-
し
て
し
ま
う
と
'
も
は
や
省
画
字
の
用
い
方
と
し
て
は
穏
当
で
な
い
｡

省
画
に
よ

っ
て
あ
る
程
度
煩
し
い
筆
の
運
び
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
が
､
い
わ

O
O
O

ば
省
画
字
の
と
り
え
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
省
力
の
必
要
も
必
然
性
も
考
え
ら
れ

な
い
と
こ
ろ
に
出
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
も

｢
王
｣
の
字
は
公
卿
日
記

の
性
格
上
頻
用
さ
れ
る
と
言

っ
て
よ
-
､
わ
ざ
わ
ざ

八
五
)
を
誤
解
を
招
-
書

き
方
で
意
図
的
に
用
い
る
と
は
考
え
に
-
い
｡
し
た
が
っ
て
､
こ
れ
ら
の
例
は

筆
者
道
長
の
不
注
意
に
よ
る

｢誤
記
｣
の
一
類
に
属
す
る
も
の
と
認
め
て
よ
か

ろ
う
｡
省
画
字
が
こ
の
よ
う
な
誤
記
誤
用
と
縁
辺
を
接
し
て
い
る
事
実
は
注
目

に
値
す
る
｡
そ
れ
が

『御
堂
関
白
記
』
の
場
合
特
に
著
し
い
と
言
い
得
る
か
否

か
は
､
他
の
文
献
の
実
態
調
査
が
進
ん
で
か
ら
明
言
で
き
る
こ
と
で
あ

っ
て
'

い
ま
は
た
だ
そ
の
傾
向
を
示
す
に
と
ど
め
る
｡

省
画
字
に
つ
い
て
述
べ
た
こ
と
と
ほ
ぼ
同
様
な
こ
と
が
､
増
画
字

の
場
合
に

も
恰
当
す
る
よ
う
で
あ
る
｡

17

依
然
例
不
立
例

(長
保
二
年
二
月
二
五
日
)

18

申
時
例
立

(寛
弘
七
年
正
月
七
日
)

0

19

此
間
時
刻
遷
倦

(同
右
)

0

20

頭
中
将
持
御
踏
釆

(寛
弘
四
年
十

一
月
八
旦
蓑
)

21

此
夜
半
三
位
出
晩
肇
辛

(長
保
元
年
十

1
月
三
日
)

▲

22

従
中
宮
袴
以
右

〔左
〕
馬
頭
相
伊
朝
臣
賜

(寛
弘
七
年
四
月
二
四
日
)

(I

23

申
云
便
不
忌
也

(長
和
元
年
五
月
二

盲

)

ナ

ラブ

誘

雫

J
豆

摘

｣
｢準

｢撃

｢
晩
｣
｢伊
｣
｢便
｣
は
､
そ
れ
ぞ
れ
､
〈
列

〉

八倍
)
へ
沓

)

(
免

)

へ
ヂ

)
へ
更

)

の
意
味
で
用

い
ら
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
｡

増
画
後
の
字
形
が
本
来
有
し
て
い
る
和
訓
を
も
っ
て
し
て
は
意
味
の
疎
通
を
欠

-
こ
と
は
必
至
で
あ
る
｡
強
い
て
増
画
字
で
あ
る
と
意
識
し
て
接
し
な
い
限
り

合
理
的
な
解
読
は
期
待
し
得
な
い
｡
勿
論
､
こ
の
よ
う
な
事
情
は
､
訓
読
の
形

を
と
る
右
の
諸
例
の
み
な
ら
ず
音
読
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
語
形
の
場
合
に
も
同

じ
と
言

っ
て
よ
い
｡

24

例
見
着
上
卿
藤
中
納
言

･
右
衛
門
督

･
左
大
弁
云
々

(寛
弘
元
年
二
月
二

八
日
)

25

結
願
憎
等
渡
者
井
賜
禄

(寛
弘
七
年
三
月
二
五
日
)

O

26

試
薬
如
常

(寛
弘
六
年
十

1
月
二
〇
日
)

以
上
の
例
は
音
読
さ
れ
る
語
の
表
記
に
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
字
面

に
忠
実
に

｢
レ
イ
｣
｢
-
｣
｢
ヤ
ク
｣
と
読
ん
だ
の
で
は
十
全
な
理
解
に
達
し
得

な
い
｡
そ
の
点
は
先
の
訓
読
の
諸
例
や
省
画
字
に
見
た
も
の
と
異
な
る
と
こ
ろ

22
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が
な
い
｡
｢正
吾
｣
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
字
音
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
汀
海

崎

レ
ノケ
ン

語
形
が
再
現
さ
竹
指

の
で
あ
る
O
｢例
見
｣
は
(
列

見

)

｢渡
者
｣

は

〈度
者

)

｢試
薬
｣
は

(試
楽

)

と
し
て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
増
画
し
た
字
形
の
中
に
は
'

27

七
日
掃
案
者
奥
人
従
机
西
退

(寛
仁
二
年
正
月
七
旦
裳
)

28

仇
給
絹
内
侍
所
博
仕
等
菓
女
髪
上
等

(寛
仁
二
年
三
月
二
五
日
裏
)

の
よ
う
に
'
同

一
字
種

八乗
)
へ昇
)
の
異
体
字
と
し
て
処
理
さ
れ
る
も
の
も

存
す
る
｡
｢
掃
｣
は

｢
カ
ク
｣
動
作
に

｢
手
｣
が
関
与
す
る
と
い
う
意
識
で
～

ま
た
､
｢妾

｣
は
｢采
女
｣

の

｢女
｣
に
牽
引
さ
れ
て
書
記
し
た
結
果
で
あ
る
と

見
ら
れ
る
｡
し
た
が
っ
て
'
そ
れ
ら
を
異
体
字
と
し
て

一
般
の
増
画
字
と

一
線

を
画
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
は
'
道
長
の
書
記
能
力
を
見
誤
る
こ

と
に
な
る
で
あ
ろ
う
｡
道
長
が
増
画
字
の
用
い
万
を
十
分
知
悉
し
た
う
え
で
駆

使
し
た
と
か
'
異
体
字
に
も
識
見
が
あ
っ
た
と
か
想
像
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
｡
結
果
と
し
て
増
画
字
や
異
体
字
と
見
ら
れ
る
だ
け
の
こ
と
で
､

道
長
自
身
の
内
部
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
う
し
た
変
則
的
用
字
を
是
と
す
る
積
極
的
な

意
思
は
存
し
な
か
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
｡

こ
の
こ
と
は
､
増
画
と
論
字
と

の
関
係
を
眺
め
る
こ
と
で

一
層
判
然
と
し
て
-
る
｡

29

中
央
間
積
子
掛

〔敷
〕
円
座

(寛
弘
五
年
十
月

l
六
日
裏
)

30

巳
時
屠
賓

(寛
弘
元
年
三
月

一
四
日
)

31

衣
候
部
産

(寛
仁
二
年
五
月

一
二
日
)

な
ど
の
例
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
増
画
字
が
詣
字
と
ほ
ん
の
紙

1
重
の
と
こ

ろ
に
あ
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
納
得
で
き
る
｡
傍
点
を
施
し
た
文
字
は
'
本
来

は

(賛
)
(鷲
)
(屋
)
と
書
か
れ
る
筈
の
も
の
で
あ
る
｡
先
に
見
た
増
画
の
異

体
字
と
同
様
'
こ
れ
ら
の
増
画
論
字
に
も
字
形
実
現
に
際
し
て
'
道
長
な
り
の

合
理
的
な
理
由
が
有
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
29
で
は

｢積
｣
に
よ
る
牽
引
'

30
に
は

｢露
｣
と

｢
鷺
｣
と
の
混
清
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
｡
31
で
も

｢部

屋
｣
の
意
義
に

｢家
｣
の
イ
メ
ー
ジ
な
り
字
面
な
り
が
重
ね
合
わ
さ
れ
た
も
の

と
し
て
理
解
で
き
る
｡
こ
れ
ら
の
実
現
さ
れ
た
字
形
は
字
書
に
登
載
さ
れ
て
い

な
い

｢
う
そ
字
｣
で
あ
る
｡
結
果
と
し
て
は
論
字
と
な
っ
た
も
の
の
'
道
長
自

身
の
書
記
意
識
で
は
他
の
増
画
字
と
何
ら
異
な
る
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
で
あ
る
｡

結
局
'
道
長
は
増
画
の
文
字
を
多
用
し
て
は
い
る
と
言

っ
て
も
､
そ
の
用
字

傾
向
は

一
定
で
な
い
｡
省
画
字
は
簡
便
な
字
形
に
よ
っ
て
煩
雑
な
筆
の
運
び
を

軽
減
す
る
点
で
存
在
意
義
も
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
'
増
画
字
の
万
は
そ
れ

と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
｡
敢
え
て
画
数
の
多

い
文
字
に
し
て
表
記
す
る
場
合
､

多
-
は
荘
厳
な
趣
を
醸
し
出
す
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
想
像
さ
れ
る
｡
と
こ
ろ

が
'

一
瞥
し
た
よ
う
に
へ
『
御
堂
関
白
記
』

で
は
､
さ
し
て
荘
重
さ
が
必
要
と

も
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
と
こ
ろ
に
増
画
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

(例
)
を

｢列
｣
で
表
記
し
た
か
と
恩
-
と
'
(
列
)
を

｢
例
｣
で
あ
ら
わ
す

こ
と
も
あ
り
'
省
力
化

へ
の
努
力
が

工
員
し
て
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡

道
長
個
人
に
お
け
る
増
画
用
法
は
､
そ
の
場
凌
ぎ
と
も
い
う
べ
き
使
用
の
実
態

か
ら
考
え
て
'
｢誤
記
｣
に
極
め
て
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
と
評
価
せ
ざ
る
を
得
な
い
｡
省
画
字
の

一
部
に
も
誤
記
誤
用
と
縁
辺
を
接
す

23

る
も
の
の
あ
る
事
実
と
あ
わ
せ
て
示
唆
的
で
あ
る
｡

省
画
に
せ
よ
'
増
画
に
せ
よ
'
文
字
の
字
画
を
増
減
さ
せ
て
書
記
し
た
事
実

が
存
す
る
こ
と
は
先
に
見
た
通
り
で
あ
る
が
'
こ
う
し
た
も
の
に
道
長
自
身
が

訂
正
の
筆
を
加
え
た
も
の
も
散
見
さ
れ
る
｡

0

32

除

(
×
余
)
袷

(寛
弘
八
年
五
月

二

日
)

33

初
列

(
×
例
)
公
卿
座

(寛
弘
二
年
三
月
二
七
日
)

34

豊
楽

(
×
薬
)
醍

(長
保
二
年
四
月
七
日
)

右
に
挙
げ
た
例
の
よ
う
に
'
最
初
は
括
弧
内
の
文
字
で
記
さ
れ
'
後
で
傍
点
を

付
し
た
文
字
に
書
き
改
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
随
所
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡

括
弧
内
の
文
字
'
す
な
わ
ち
､
最
初
に
書
か
れ
た
文
字
は

1
見
し
て
明
ら
か
な

よ
う
に
､
先
に
見
た
省
画
字

･
増
画
字
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
も
の
で

あ
る
｡
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
訂
正
の
筆
が
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
時
に
内

省
が
加
､え
ら
れ
て
正
吾
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
重
要
で
あ
る
O
自
由
奔
放
な
餐

則
的
用
字
を
す
る

1
万
で
､
そ
の
意
識
の
内
奥
で
は
時
々
規
範
的
な
表
記
の
あ
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り
か
た
-

正
書
法
ら
し
き
も
の
-

へ
の
こ
だ
わ
り
が
有
し
て
い
た
と
推
測

さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
う
し
た
正
吾

的
意
識
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
た
か
た
ち
で
､

さ
し
て
内
省
を
加
え
る
こ
と
な
-
書
き
連
ね
た
字
面
の
中
に
'
省
画

･
増
画
の

文
字
の
存
在
が
許
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
｡
そ
れ
が
ま
た
道
長
の
実
際
的
な
書

記
能
力
'
文
字
使
用
の
実
力
の
一
面
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で

き
よ
､つ
｡

三

音
の
通
用
を
も

っ
て
変
則
的
用
字
の
原
理
と
す
る
も
の
に
つ
い
て
触
れ
る
こ

と
に
す
る
｡
こ
れ
に
も
次
に
示
す
よ
う
な
訂
正
を
施
し
た
例
が
見
ら
れ
る
｡

35

次
新

(
×
親
)
発
来
礼
座
主

(長
和
元
年
五
月
二
三
日
)

36

被
走
受
領
功

(
×
公
)
過
云
々

(寛
弘
八
年
正
月
二
五
日
)

も
た
な
い
も
の

と
が
存
す
る
｡

444342414039
川
の
例
を
挙
げ
る
と
'

O犬
時
供
餅

(寛
弘
七
年
閏
二
月
六
日
)

時
大
波
事
を
被
仰

(寛
弘
八
年
六
月

一
五
日
)

〇

三
尺

一
却
立
東
西
妾

(寛
仁
二
年
正
月
三
日
裏
)

r)

従
東
対
南
妾
門
口
下
絵

(寛
弘
八
年
六
月
二
日
)

従
小
代
小
路
行
北

(寛
仁
二
年
三
月
七
日
裏
)

玄
蕃
亮
源
為
善

(寛
弘
五
年
十
月

一
七
日
裏
)

こ 3837

此
間
采
女
等
供
御
膳

(
×
前
)

(長
和
元
年
正
月

一
四
日
裏
)

令
走
葬

(
×
喪
)
送
所

(寛
弘
八
年
六
月
二
五
旦
裏
)

れ
ら
の
訂
正
例
は
正
吾
的
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
評
価
し
て
よ
い
か
と
思

な
ど
の
例
が
あ
る
｡
39
は

(成
V
t
40
は

(言
)
と
書
-
べ
き
と
こ
ろ
｡
41

42
は

(妻
)

(
(端
)
と
も
)
と
あ
る
べ
き
も
の
と
解
さ
れ
る
｡
43
の
例
は
'

あ
る

い
は
､
下
の

｢小
路
｣
の
字
面
に
牽
引
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
0

ま
た
'
44
は
官
職
に
お
け
る

｢
ス
ケ
｣
で

(助
)
を
用
い
る
の
が

一
応
の

｢正

吾
｣
で
は
あ
る
が
'
道
長
の
用
字
に
は
ま
ま
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

回
の
例
を
示
す
と
次
の
よ
う
な
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
｡

24

わ
れ
る
｡
訂
正
が
施
さ
れ
て
い
な
い
も
の
は
そ
れ
だ
け
正
喜
の
意
識
か
ら
違
い

が
'
｢正
喜
｣
と
変
則
的
用
字
で
示
さ
れ
た
も
の
が
同
じ
音
の
か
た
ち
を
有
し

て
い
る
こ
と
が
､
書
記
者
道
長
本
人
に
誤
記
と
い
う
不
自
然
さ
を
自
覚
さ
せ
る

力
が
弱
か
っ
た
こ
と
を
考
え
さ
せ
る
｡
声
に
出
し
た
ヨ
-
の
か
た
ち
は
､
所
謂

オ
ン

ノ々ン

｢音
｣
と

｢訓
｣
で
あ
る
が
､
当
時
の
読
書
音
と
し
て
の
漠
字
音
や
和
訓
を
窺

う
よ
す
が
と
し
て
も
､
宛
て
字
と
通
称
さ
れ
る
こ
の
種
の
変
則
的
用
字
の
実
態

を
洗
い
出
す
必
要
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
o

和
訓
と
し
て
の
語
形
が
同

l
で
あ
る
宛
て
字
に
は
'

抑

意
味
的
に
は
あ
る
共
通
性
を
も
つ
と
し
て
も
､
表
記
の
習
慣
上
､
既
に
限

定
さ
れ
た
意
味
を
分
担
し
て
い
る
文
字
を
用
い
た
結
果
､
｢
異
表
記
｣
と
認

め
ら
れ
る
も
の

回

和
訓
の
音
形
そ
の
も
の
は
同

一
で
あ
る
が
､
意
味
的
に
は
何
ら
共
通
性
を

屋 右 48474645
〉 の

国
司
儲
膳
'
儲
屋
敷
屋
立

(寛
弘
四
年
八
月

二
二
日
)

従
見
物
所
神
立
左
衛
門
督
-
-
等
率
殿
上
人
到
(寛
弘
七
年
四
月
二
五
日
)

右
府
為
加
階
賀
被
立
頼

(長
保
二
年
正
月
二
六
日
)

無
便
所
々
可
猶
田
仰
置
(

寛
仁
二
年
四
月
二
五
日
)

45

｢
借
屋
｣
46

｢
神
立
｣
47

｢
立
頼
｣
48

｢猶
｣
は
'
そ
れ
ぞ
れ
､
(梶

十ホス

八神
館
)

へ立
寄
)
へ
直

)

の
意
で
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
漢
字
本
来
の
意

義
は
別
と
し
て
そ
の
和
訓
の
語
形
の
み
を
借
り
周
い
る
こ
の
よ
う
な
方
法
は
､

人
名
表
記
に
際
し
て
も
採
ら
れ
て
い
る
｡
例
え
ば
次
の
よ
う
に
で
あ
る
｡

O

49

午
時
許
蔵
人
頼
信
釆
云

(寛
仁
二
年
五
月

一
二
日
)

(J

50

将
監
親
威
令
奉
仕

(寛
弘
八
年
四
月

一
三
日
)

r)

52

近
衛
貞
安

(寛
仁
二
年
二
月
二
六
日
)

49

｢頼
信
｣
は

(頼
宣
)
､
50

｢能
武
｣

は
(嘉
武
)
､
51
｢親
成
｣
は

(親
業
V
t

52

｢貞
安
｣
は

(貞
保
)
と
見
る
べ
き

こ
と
､
道
長
自
筆
本
の
他
の
箇
所
や
古

Akita University



写
本
に
お
け
る
訂
正
'
ま
た
他
の
歴
史
資
料
に
照
ら
し
て
明
ら
か
で
あ
る
｡
官

人
の
名
を
網
羅
の
か
た
ち
で
呼
び
な
ら
わ
し
た
事
実
が
､
『御
堂
関
白
記
』
と

い
う
記
録
体
の
文
献
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
音
形
が
同
じ
と
い
う
こ
と
を
も

っ
て
'
字
書
読
み
の
文
字
を
用

い
る
習
慣
の
あ
る
と
こ
ろ
に
訓
文
字
を
代
入
さ
せ
た
例
を
見
る
こ
と
が
あ
る
｡

0

53

舞
青
海
菜

(寛
弘
元
年
五
月
二

一
日
裏
)

0

54

此
日
諸
社
奉
幣
丹
生
公
舟

(寛
仁
二
年
六
月

一
四
日
)

(
青
海
波
)
(
貴
船
)
と
表
記
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
こ
と
は
改
め
て
説
明
を

加
え
る
必
要
が
な
い
ほ
ど
よ
-
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
｡

ま
た
'
こ
れ
と
は
反
対
に
､
訓
文
字
で
の
表
記
が
期
待
さ
れ
る
箇
所
に
音
読

字
を
宛
て
用

い
る
例
の
存
在
も
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
予
想
に
対
し
て
は
'
｢
サ

ジ
キ
｣
の
表
記
が

一
応
そ
れ
ら
し
い
も
の
と
し
て
挙
げ
得
る
に
と
ど
ま
る
｡

0

55

渡
狭
食
見
物
'
人
々
被
来

(寛
仁
二
年
四
月

一
九
日
)

レ

56

近
衛
門
御
作
狭
食
渡

(寛
仁
二
年
四
月
二
二
日
裏
)

以
上
'
い
わ
ば

｢
訓
通
｣
と
も
称
す
べ
き
実
例
に
つ
い
て

一
応
触
れ
た
訳
で

あ
る
が
'
音
形
を
通
用
さ
せ
た
宛
て
字
全
体
か
ら
見
る
と
､
字
種

･
用
例
の
延

べ
数
と
も
さ
ほ
ど
多
-
な
い
点
が
指
摘
さ
れ
る
｡

こ
れ
に
対
し
'
使
用
例
が
多
-
､
ま
た
'
そ
れ
故
に
個
性
的
な
文
字
づ
か
い

を
反
映
し
て

い
る
も

の
で
は
な

い
か
と
目
さ
れ
る
の
が
'
字
音
の
通
用
-

荘
4

｢
普
通
｣

-

を
原
理
と
し
た
変
則
的
用
字
で
あ
る
.
こ
こ
に
言
う

｢音
通
｣

と
は
'
字
音
が

〟
共
通
〟
で
あ
る
時
'
互
い
に
､
ま
た
は

1
万
的
に
､
通
じ
用

い
る
場
合
を
指
す
｡
″
共
通
〟
の
要
件
と
し
て
中
国
語
音
に
お
い
て
全
同
で
あ

る
こ
と
を
必
ず
し
も
意
味
し
な
い
｡
日
本
漢
字
書
の
枠
の
中
で
の
類
同
で
あ
れ

ば
ひ
と
ま
ず

〟
共
通
〟
と
考
え
て
み
る
の
で
あ
る
｡
字
書
そ
の
も
の
の
実
態
に

つ
い
て
は
後
で
触
れ
る
と
し
て
'
ま
ず
'
道
長
の
実
際
的
な
文
字
づ
か
い
を
眺

め
渡
し
て
み
て
'
そ
の
用
字
の
概
要
を
示
し
て
お
-
こ
と
に
す
る
｡

｢
普
通
｣
と
し
て
の
例
は
'
異
な
り
字
数

(字
種
)
で
九
十
余
'
実
際
の
使

用
例
の
延
べ
数
で
は
五
百
余
例
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
れ
ら
を
形
式
の

上
か
ら
分
類
整
理
す
る
と
､
冊

諸
声
符
を
同
じ
-
す
る
も
の

尉
共
通
の

諸
声
符
を
も
た
な
い
も
の
に
大
別
さ
れ
る
が
､
冊
は
さ
ら
に
､
m

省
画
字
を

用
い
る

的

増
画
字
を
用
い
る

㈹

そ
れ
ら
以
外
の
も
の
を
用
い
る

と

い
う
三
つ
に
､
ま
た
'
協
も
'
回

字
形
に
い
-
ら
か
類
似
が
認
め
ら
れ
る

佃

字
形
の
類
似
が
認

めら
れ
な
い

の
二
つ
に
､
そ
れ
ぞ
れ
細
分
す
る
こ
と

が
で
き
る
｡

い
ま
､
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
実
際
例
を
列
挙
す
る
と
次
の
通
り
で

あ
る
｡
な
お
'
括
弧
内
に
は
宛
て
字
に
対
す
る

｢
正
吾
｣
の
か
た
ち
を
示
し
て

お
-
こ
と
に
す
る
｡

冊
の
閏

57

(莱
)

58

(賀
)

59

(
迦
)

60
人儀
)

61
(
梶
)

62

(
供
)

63

(
靴
)

64

(客
)

65

(僻
)

66

(硬
)

67

入相
)

68

へ済
)

69

人想
)

70

(仕
)

71

(謝
)

72
(姓
)

73
(揺
)

74
(菖
)

今
夜
雑
事
被
仰
安
内

(寛
弘
元
年
正
月
二
七
日
)

○

有
加
表
事

(寛
仁
二
年
正
月
七
日
)

奉
図
画
釈
加
普
賢
文
珠

(寛
弘
七
年
三
月

一
八
日
)

事
初
'
其
義
如
常

(寛
弘
六
年
七
月
二
七
日
)

参
右
大
臣
奏
疑
階
奏

(長
和
元
年
四
月
七
日
)

○共
養
料
有
此
外

(寛
弘
二
年
五
月
四
日
)

_

O

着
伴

〔半
〕
化
等

(寛
弘
七
年
四
月
二
凶
日
裏
)

重
罪
名
主
各
共

(寛
弘
元
年
二
月
二
二
日
)

是
依
精
進
所
解
怠
也

(寛
弘
八
年
四
月
二
七
日
)

o
▲

御
契
御

〔前
〕
駈
事
承

(長
和
元
年
四
月
七
日
)

又
軒
泥
大
般
若

(長
和
元
年
五
月
二
七
日
)

了
三
礼
斉
信
僧
都
示
云

(寛
弘
六
年
十
月

二
二
日
)

奇
思
不
少
依
夢
相
不
閑

(寛
弘
元
年
六
月
五
日
)

瀧
〔?〕雑
i
l女
彼
所
衆
等

(寛
仁
二
年
五
月

三

日
)

右
府
中
云
射
座
有
膝
悩
事

(寛
弘
二
年
正
月

一
日
)

上
達
部
皆
候
他
生
人
々
参
会

(長
保
元
年
十

一
月
七
日
)

○

教
受
二
人

(長
和
元
年
五
月
二
三
日
裏
)

昌
蒲

(寛
仁
二
年
五
月
三
日
)
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75
へ
栖
)

76
(
政
)

77
へ
昭
)

78

(
膳
)

79

人
太
)

80

(
伎
)

81

八
枚
)

82

(
停
)

83

へ
傑
)

84

八
房
)

85

(
坐
)

86

(
幣
)

87

(
箆
V

E冊
の
州

88

人義
)

89

(義
)

90

(禁
)

91

(句
)

92

人孝
)

93

(
士
)

94

(刺
)

95

へ
亡
)

96

(
辛
)

97

(
令
)

冊

の
㈹

99

(学
)

99

(
読
)

1-0

へ
勧
)

西
霞
寺

一
切
経
奉
渡

(寛
仁
二
年
正
月

一
五
日
)

O

備
後
前
守
正
職

(寛
弘
八
年
六
月
九
日
)

講
師
会
参
平
超
観
召
等

(寛
弘
四
年
十
月

1
三
日
)

御
幸
御
台

一
双

(寛
弘
元
年
五
月
二
七
日
裏
)

前
年
小
野
大
政
大
臣
夢
相
同
之

(長
和
元
年
五
月

一
日
裏
)

着
左
丈
座

(寛
弘
六
年
十
二
月

一
四
日
)

銭
丈
衆
甘
人

(寛
弘
四
年
十
二
月
二
日
裏
)

仁
王
会
依
頼
亭
止

(寛
弘
六
年
九
月
二
九
日
)

迫
難

(寛
弘
四
年
十
二
月
三
〇
日
)

従
内
女
方
出
'
帥
来
た
り

(
寛
弘
元
年
六
月
九
日
)

▲

▲

深

〔沈
〕
懸
大
般
六
却

〔脚
〕
(寛
弘
五
年
九
月

一
三
日
)

定
祈
雨
奉
軟
便
云
々

(寛
仁
二
年
六
月

二

日
)

野
剣

･
胡
録

･
弓

･
馬

(寛
弘
元
年
三
月

一
八
日
)

又
定
申
景
勝
講
僧
名
有
論
議
事

(寛
弘
七
年
三
月
八
日
)

0

但
講
師
論
儀
了
立
座

(寛
弘
元
年
正
月

一
四
日
)

賜
雑
砲
襟
色
宣
旨
左
頭
中
将

(寛
弘
二
年
正
月

一
六
日
)

帥
被
釆
与
人
作
文
絶
絢
耳

(寛
弘
二
年
五
月
五
日
)

依
教
養
免
給

(長
和
元
年
正
月
二
七
日
)

▲

内
侍
所

博
〔博
〕
仕
等

(寛
仁
二
年
三
月
二
四
日
裏
)

是
只
上
人
依
不
製
止

(寛
弘
六
年
七
月
五
日
)

是
円
教
寺
御
人
講
御
経
焼
芭

(寛
仁
二
年
六
月

一
九
日
)

○
▲

着
伴
化

〔靴
〕
等

(寛
弘
七
年
四
月
二
四
日
裏
)

可
然
冷
旨
等
末
下

(寛
弘
八
年
六
月

二
二
日
裏
)

▲歓

〔勧
〕
覚
院

(長
保
二
年
二
月
二
七
日
)

非
参
儀
大
弁
説
孝
着
横
座

(寛
弘
六
年
十
二
月
二
九
日
)

観
修
寺
僧
正
立
堂
供
養

(寛
弘
四
年
十
月
九
日
)

o
▲

1-1

人勧
)

歓
覚

〔学
〕
院

(長
保
二
年
二
月
二
七
日
)

0

1-2

(斎
)

以
源
大
納
言
為
斉
院
行
事
云
々

(寛
仁
二
年
四
月
三
日
)

o

レ

1-3
へ署
)
前
勘
文
進
署
名
者
進
令
過
状

(寛
弘
六
年
十
二
月
二
三
日
裏
)

rJ

104
(浄
)
錐
非
指
事
不
静
依
有
恐

(寛
弘
元
年
六
月

一
八
日
)

O

105

(親
)
召
基
新
給
禄

(寛
仁
二
年
二
月

1
0
日
)

1-6

人招
)
豊
楽
院
外
弁
西
昭
俊
堂
神
落

(長
保
二
年
四
月
七
日
)

1-7

へ壇
)
公
家
被
修
五
檀
御
修
善

(寛
弘
七
年
二
月
二
九
日
)

1-8

へ檀
)
壇
那
院
上
方
有
放
言
憎

(長
和
元
年
五
月
二
三
日
裏
)

1-9

八枚
)
参
大
内
着
左
杖
座

(寛
弘
元
年
五
月
七
日
)

◇

110

八
枚
)
錫
杖
十
人

(寛
弘
元
年
三
月

二
二
日
)

Ⅲ

へ
著
)
上
総
前
守
箸
信

(寛
弘
六
年
十

一
月
八
日
)

1--

(
撤
)
敵
卦

〔畳
〕
御
座

(長
和
元
年
二
月

1
E
]日
裏
)

113

へ
輯
)
俸
任

(

寛
弘
二
年
六
月

1
九
日
)

114

八
神
)
納
衆
四
十
人

(寛
弘
四
年
十
二
月
二
日
裏
)

115

へ
妊
)
愁
礼
定
解
成
子
懐
任
等
事

(寛
弘
六
年
九
月
八
日
)

116

(陪
)
倍
従
宮
人
等
禄
如
常

(寛
弘
元
年
二
月
七
日
)

○
▲

117

へ
符
)
賜
太
宰
官
府
拝

〔邦
〕
利
殺
害
事

(寛
弘
元
年
五
月
七
日
)

118

へ捕
)
追
補
修

(寛
仁
二
年
三
月
二
四
日
)

119

へ捧
)
従
華
山
院
俸
物
十
種
給

(寛
弘
元
年
五
月
二

一
日
)

1-0

(欄
)
東
西
高
蘭
下
有
出
居
座

(寛
弘
七
年
三
月

一
八
日
)

1-1

へ諒
)
是
依
諒
闇
也

(長
和
元
年
四
月
二
七
日
)

S3H

(痩
)
申
重
舌
偽
加
寮
治

(寛
弘
元
年
五
月

一
五
日
)

O

1-3

(禄
)
召
公
頼
給
緑

(寛
仁
二
年
二
月

一
六
日
)

刷
の
伺

捌(営
)
祭
事
四
位
後
於
経
堂
有
情

(寛
弘
元
年
正
月

一
〇
日
)

1-5

へ
庚
)
此
夜
女
方
参
宮
有
御
康
申
事

(寛
弘
元
年
六
月
七
日
)

0

1-6
(
陀
)
供
養
白
檀
阿
弥
他
仏

(寛
仁
二
年
五
月
二
九
日
)

0

1-7
へ
舞
)
南
庭
北
上
東
面
拝
無

(寛
弘
五
年
十
月

1
六
日
裏
)
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1-8

へ問
)

協
の
㈹

1-9

(
好
)

1-0
八
枚
)

1-1
(
旧
)

1-2
(
棉
)

1-3
(
蘇
)

1-4
(悲
)

1-5

(
旨
)

136

八草
)

1-7

(
尚
)

1-8

へ
上
V

t

'処
)

1-0

(叙
)

1-1

(心
)

1-2

(
心
)

1-3

(
悼
)

1-4

(
汰
)

1-5

へ前
)

1-6

(忠
)

1-7

八
台
)

1-8

(内
)

93

'内
､

1-0

(潤
)

1-1

八
品
V

t

'/E
)

1-3

八滴
)

1-4

(涼
)

右
府
参
陣
申
請
推
門

(寛
弘
元
年
六
月
八
日
)

今
朝
以
定
数
講
師
宣
旨
下

(長
保
二
年
三
月
二
〇
日
)

興
福
寺
経
久
登
高
座

(寛
弘
二
年
五
月
二
四
日
)

是
久
年
依
申
請
脚
定
也

(長
保
二
年
正
月

一
日
)

凡
憎
疋
見
布
施
文
等
授

(寛
弘
元
年
三
月

一
三
日
)

厳
徳
無
極

(長
和
元
年
四
月
二
八
日
)

依
書
方
詣
雲
林
院
寺
雲
堂

(寛
弘
七
年
間
二
月

一
日
)

牽
信
濃
勅
使
諸
物
御
馬
車

(寛
弘
四
年
八
月

一
五
日
)

文
生
得
業
生

仏
師
康
浄
薬
〔指
′-

弘
二
年
正
月

一
〇
日
)

奉
渡

(寛
弘
五
年
八
月
二
日
)

又
宮
障
害
常
等
禄
給

(寛
弘
六
年
十

一
月
九
日
)

御
所
分
雑
物
御
田
等

(長
和
元
年
四
月
三
日
)

受
領
治
国
静
位

(長
保
二
年
三
月
四
日
)

朝
座
講
師
尋
誉
堪
能
者
也

(長
和
元
年
五
月

一
九
日
)

以
源
深
令
申
上

(寛
仁
二
年
二
月
二
九
日
)

是
彼
清
信
公
養
子
也

(寛
仁
二
年
四
月

一
二
日
)

以
深
香
念
数
為
志

(寛
弘
元
年
正
月

一
一
日
)

上
脚
仏
先
東
廟
南
上
西
面

(寛
弘
四
年
十
月

一
日
)

▲

入
夜
使
立
解

〔解
〕
退
也

(寛
弘
六
年
十
二
月

一
二
日
)

自
鎗
入
着
大
盤

(寛
弘
七
年
正
月
二
日
)

○大
裏
季
御
読
経
初

(寛
仁
二
年
三
月

一
六
日
)

有
太
裏
犬
産
触
穣
云
々

(寛
弘
八
年
二
月

一
八
日
)

従
来
院
大
路
上
北

(寛
仁
二
年
三
月
七
日
)

蔵
人
能
信
景
理
六
本
四
人

(寛
弘
八
年
六
月

一
三
日
裏
)

講
師
元
酔

(寛
弘
六
年
九
月
八
日
)

○

上
労
者
内
舎
人
安
陪
為
善

(寛
弘
六
年
十

一
月
八
日
)

清
冷
殿

(長
徳
四
年
七
月

一
〇
日
)

1-5

(龍
)
宝
前
立
金
銅
燈
模

(寛
弘
四
年
八
月

二

日
裏
)

こ
の
ほ
か
特
異
な
宛
て
万
を
し
た
も
の
と
し
て
､

1-6

笛
御
筈
笠
横
舟
運

(寛
弘
七
年
正
月

一
五
日
裏
)

が
挙

げ
ら
れ
る
｡

こ
れ
は

｢横
笛
｣
を
指
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

｢
横
笛
｣

は
本
来

｢
ワ
ウ
テ
キ
｣
と
い
う
発
音
で
あ

っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
'
｢
ワ
ウ
テ

キ
｣
で
は

｢王
敵
｣
と
同
音
な
の
で
そ
れ
を
忌
避
し
て

｢
ヤ
ウ
ヂ
ヤ
ウ
｣
に
か
え

た
も
の
で
､
1-6
の
例
は
こ
の
事
情
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
言

い
得
る
｡

｢普
通
｣
の
文
字

の
中
で
も
､
省
画
字
や
増
画
字
な
ど
諸
声
符
を
同
じ
-
す

る
も
の
-

す
な
わ
ち
､
冊

の
類
-

の
用

い
方
は
'
先
に
二
で
見
た
と
こ
ろ

の
字
形
の
み
に
依
存
す
る
変
則
的

用
字
と
基
本
的
に
か
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
｡

そ
れ
ら
は

｢
正
吾
｣
と
同
音
で
音
読
さ
れ
る
と
い
う

一
点
で
区
別
さ
れ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
｡
当
然
'
両
者

の
性
格
は
重
な
り
あ
う
面
は
大
き
-
､
そ
れ
だ
け

に
､
鞘

の
類
も
誤
記
誤
用
に
遠
-
な
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
と
見
ら
れ
る

抑

の
で
あ
る
｡
誤
記
と
縁
辺
を
接
し
て
い
る
事
実
は
､

1--

(症
)
南
京
掛
記
妙
玄

(
寛
弘
二
年
五
月
二
四

日
)

の
例
の
存
在
に
よ

っ
て
も
納
得
で
き
る
｡
諸
声
符
が
同
じ
で
あ

っ
て
も
､
実
現

さ
れ
る
字
音
に
隔
り
が
あ
り
､
し
か
も
'
単
な
る
省
画
字
と
し
て
も
扱

い
得
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
'
誤
記
と
し
て
処
理
す
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
｡

な
お
､

〔脚
〕

1-8

人
詣
)
諸

･
称

物
忌
無
参
指
云
々

(長
保
二
年
正
月
二
日
)

▲

1-9

(燈
)
其
下
埋
供
常
澄
也

(寛
弘
四
年
八
月

〓

旦
裳
)

▲

1-0

(穏
)
中
門
下
末
天
出
御
共
隠
座

(寛
弘
四
年
十

一
月
八
日
裏
)

な
ど
'
紛
ら
わ
し
い
誤
記
の
挙
例
に
は
こ
と
欠
か
な
い
｡

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
､
数
多
-
の

｢
普
通
｣
の
例
が
存
在
し
'
そ
の
多
-

は
誤
記
誤
用
と
紙

一
重
の
き
わ
ど
い
と
こ
ろ
で
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
.

｢
普
通
｣
と
い
う
変
則
的
用
字
を
と
る
に
あ
た

っ
て
､
道
長
自
身
'
そ
れ
を
ひ

と
つ
の
方
法
と
し
て
自
覚
し
て
敢
行
し
た
も
の
で
は
な

い
と
考
え
て
も
大
過
あ
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る
ま
い
｡
そ
の
自
然
で
無
自
覚
な
宛
て
方
が
で
き
た
事
実
こ
そ
､
宛
て
字
を
使

用
し
て
も
支
障

の
な
い
程
度
に
は

｢
正
吾
｣

の
字
書
と
宛
字

の
そ
れ
と
が
同
普

で
あ

っ
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
｡
こ

こ
に
'
当
時

の
字
書

の
と
ら
え
か

た
の

一
端
を
知
る
う
え
で
の
ひ
と

つ
の
て
が
か
り
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
考
え

る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡四

書

の
通
用
の
面
か
ら
平
安
時
代
の
漠
字
音

の
実
態
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
試

み
は
､
音
義

･
字
書
お
よ
び
訓
点
資
料
な
ど
に
お
け
る

｢
同
音
字
注
｣
｢
類
書

表
記
｣
等
に
よ

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
な
文
献
の
多
-
は
漢
字
の
学

問
的
な
習
熟
を
基
盤
と
し
て
い
る
の
で
､
そ
れ
だ
け
に
自
覚
的
に
同
音
意
識
を

前
面
に
押
し
出
し
た
も
の
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
｡
た
だ
､
漢
字
書
な
ど
の
専

門
的
な
訓
練
や
知
識
を
有
す
る
こ
と
が
'
逆
に
'

一
般
の
人
々
の
日
常
使
用
し

て
い
る
レ
ベ
ル
で
の
読
書
音
の
実
態
か
ら
雫
離
し
て
い
は
し
な
い
か
と
い
う
危

倶
の
念
を
も
抱
か
せ
る
の
は
否
め
な
い
｡
学
問
の
世
界
か
ら
離
れ
た
日
常
生
活

で
の
字
書

の
レ
ベ
ル
で
'
そ
の
実
態
を
知
ろ
う
と
す
る
場
合
の
有
効
な
試
み
は
'

む
し
ろ
'
同
音
意
識
が
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
宛
て
字
に
焦
点
を
絞

っ
て
検
討

し
て
み
る
こ
と
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
.
そ
こ
に
'
道
長
在
世
当
時

の
日

常

の
字
書

の
あ
り
さ
ま
を

『
御
堂
関
白
記
』
の
中
に
用

い
ら
れ
た
宛
て
字
の
側

か
ら
照
射
し
て
み
る
こ
と
の
意
義
も
存
す
る
の
で
あ
る
｡
声
調

･
声
母

･
韻
母

の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
吟
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
が
'
同
書
字
注
に
お
け
る
母

注
5

字
と
注
字

の
関
係

に

対
応
す
る
も
の
と
し
て
､
｢
正
喜
｣
と
宛

て
字

と
を
位
置

さ
せ
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
｡

さ
し
あ
た
り
､
『広
韻
』
を

ひ
と

つ
の
て
が
か
り
と
し
て

｢
正
書
｣
と
宛
て

字

の
声
調
を
知
る
こ
と
か
ら
始
め
る
｡
こ
こ
で

『広
韻
』
に
よ
る
の
は
ひ
と
つ

の
目
安
を
得
る
上
で
の
便
宜
か
ら
で
あ
る
｡

｢
正
吾
｣

と
宛
て
字
が

『広
瀬
』
に
お
い
て
､
同
韻
同
音
で
あ
る
も
の
を
示

す
と

〔表
-

〕

の
通
り
で
あ
る

(声
調

の
異
な
る
同
音
字
を
も
表
示
す
る
)｡

正量㍉=辛 上 去 入

辛 59.62.74 61.69.127 57.89.99

75.82.84 主筆 138.152

85.90.9597.106.107108.120

上 70.80.8193.109.110 73.78.104130

去 60 壁 65.76.8688.91.94111.113115.121

(警喜L誓 忍苦孟 き要言Oaoiた,二種以上の韻に属する)

(28)

太
枠
で
囲
ま
れ
た
も
の
が
声
調
を
も
含
め
て
の
同
韻
同
音
関
係
に
あ
る
例
'

そ
れ
以
外
は
声
調
の
み
を
異
に
す
る
同
韻
同
音
字
で
あ
る
｡
表
で
既
に
明
ら
か

な
よ
う
に
､
｢
正
喜
｣
と
宛

て
字
が
同
音

で

1
致
す
る
こ
と
の
何
ら
か
の
規
則

性
は
兄

い
だ
す
こ
と
が
で
き
な

い
｡
同

一
の
字
書
語
を
書
き
表
わ
す
の
に
'
あ

る
時
に
は
平
声
の
文
字
を
用

い
'
ま
た
別
の
機
会
に
は
上
声
の
文
字
を
宛
て
て

い
る
と
い
っ
た
場
合
が
多
-
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
同
韻
同
音
字

の
関
係
に
お

い
て
す
ら
こ
の
よ
う
な
情
況
で
あ
る
か
ら
､
小
韻
で

一
致
し
な
い
も
の
の
例
も

推
し
て
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
字
音
語
本
来

の
ア
ク
セ
ン
-
が
日
常
語
の
レ
ベ

控
6

ル
で
変
化
し
て
そ
れ
が
宛
て
字

の
声
調
に
反
映
し
て
い
る
可
能
性

も
考
え
ら
れ

る
が
'
こ
の
点
に
関
し
て
は
な
お
調
査
検
討
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
将
来

の
解
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明
に
ま
ち
た
い
｡
し
ば
ら
-
声
調
の
機
能
を
捨
象
し
て
観
察
を
進
め
る
と
し
て

も
､
さ
ほ
ど
不
都
合
は
生
じ
な
い
も
の
と
思
う
｡

次
に
声
母
に
つ
い
て
そ
の
実
態
を
眺
め
て
み
る
こ
と
に
す
る
が
'
便
宜
上
､

五
十
音
図
の
縦
の
行
と
の
対
応
の
し
か
た
に
着
目
し
て
整
理
を
試
み
る
｡

ま
ず
､
後
世
'
力
行
･ガ
行
の
仮
名
で
写
し
得
る
字
音
の
グ
ル
ー
プ
を
整
理
し

て
み
る
と
'
｢
正
喜
｣
と
宛
て
字
と
の
関
係
は

〔表
2
〕
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
｡

正書宛毎見 演 群 疑 晩 匝

見 ㊨ 64100 131 5892 98

演 125 166

秤

堤 @

暁 101 63

①-59･62･65･67･90･91･130･132

②-60･61･88･89･99･133

れ
る
｡
な
か
で
も
'
見
母

･
渓
母

(牙
昔
)
と
暁
母

.
匝
母

(喉
音
)
と
を
混

同
し
て
い
る
事
実
を
見
逃
し
て
は
な
る
ま
い
｡
勿
論
'
訓
点
資
料
に
お
け
る
類

書
表
記
な
ど
に
も
い
-
ら
か
こ
の
混
同
例
を
見
る
こ
と
が
あ
る
が
､
字
音
学
習

に
十
分
意
を
用
い
た
図
書
寮
本

『類
衆
名
義
抄
』
の
同
音
字
注
な
ど
で
は
こ
の

珪
7

区
別
が
比
較
的
よ
-
守
ら
れ
て

い

る

｡
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
る
と
､
道
長
の
字

音
理
解
の
レ
ベ
ル
を
知
る
う
え
で
ひ
と
つ
の
指
標
と
も
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
｡次

に
'
サ
行

･
ザ
行
の
仮
名
で
写
し
得
る
字
音
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
'
先

と
同
様
に
表
示
し
て
み
る
｡

こ
の
表
に
よ

っ
て

｢
正
書
｣
と
宛
て
字
と
の
頭
子
音
の
対
応
関
係
が
知
ら
れ

る
訳
で
あ
る
が
'
こ
こ
で
顕
著
な
点
を
列
挙
す
る
と
'
宛
て
字
と
し
て
用

い
ら

れ
た
見
母
の
文
字
は
疑
母
を
除
-
す
べ
て
の
声
母
を
写
し
得
る
も
の
と
し
て
使

用
さ
れ
て
い
る
こ
と
'
疑
母
の
宛
て
字
は
専
ら
疑
母
を
写
す
た
め
に
用
い
ら
れ

て
い
る
こ
と
'
所
謂

｢牙
音
｣
と

｢
喉
音
｣
と
に
混
同
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
な

ど
で
あ
る
｡
結
局
､
他

の
音
と
明
確

に
区
別
さ
れ
て
い
る
頭
子
音
は
t
r韻
鏡
J

の
所
謂
牙
音
清
濁
音
の
疑
母
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
他
の
頭
子
音

は
､
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
'
十
分
な
弁
別
を
な
し
得
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら

軍書棉 清 従 心 那 港 照 穿 淋 禅

従 68 104 145 102 137

心 105 6975 143

邪 134 141

輿 ①

穿 74

淋 7093

審 142 103140

禅 77 @

山 72 135136 139

乗 71

港 77

①-76･94･106 ②-73･78･138

(29)
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〔
表
3
〕
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
､
宛
て
字
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

従
母
の
文
字
は
､
本
来
'
精

･
従

･
心

･
荘

･
禅
の
各
声
母
で
あ
る
べ
き
そ
れ

ぞ
れ
の
文
字
に
か
わ
っ
て
通
用
さ
せ
ら
れ
て
い
る
｡
同
様
'
宛
て
字
に
お
け
る

心
母
も
､
清

･
心

･
禅
の
各
声
母
に
対
応
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
､
山
母
も
､

本
来
は
心

･
照

･
穿
の
各
声
母
の
あ
ら
わ
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
心

･
審
の
各
声
母
が
禅
母
と
通
用
し
て
い
た
り
'
邪
母

が
心
母
に
通
用
し
得
て
い
た
り
し
て
'
清
濁
の
通
用
と
い
う
こ
と
も
存
し
た
と

見
ら
れ
る
｡
た
だ
し
､
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
､
サ
行

･
ザ
行
系
列
の
字
音
の

頭
子
音
に
関
し
て
､
道
長
の
脳
裡
に
は
､
音
韻
学
の
所
謂
正
歯
音

･
歯
上
音

･

歯
頭
書
な
ど
の
微
妙
な
調
音
上
の
差
違
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
-
'
清
濁

の
弁
別
す
ら
も
明
確
な
か
た
ち
で
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
い
-
べ
き

で
あ
ろ
う
｡
し
た
が
っ
て
'
字
音
の
把
握
も
所
謂
仮
名
表
記
の
そ
れ
に
近
い
も

で
あ

っ
た
こ
と
が
考
､え
ら
れ
る
訳
で
あ
る
｡

壁 端 逮 ′-ll天E 梶 知 敬 普 日

端

逮 126146 149

梶 83114

知 111113

徹 112

普 ②

日 115

審 144

①-82･107･108･147･150

②-80･81･109･110

な
お
'
従

･
心

･
照

･
穿

･
林

･
禅
の
各
声
母
が
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
従

･
心

･

照

･
穿

･
林

･
禅
の
各
声
母
に
対
応
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
が
'

そ
れ
ら
は
'
1-8
の
例
を
除
-
と
す
べ
て
'
｢
正
書
｣
と
共
通

の
諸
声
符
を
宛

て

字
の
万
で
も
有
し
て
い
る
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る
｡
し
た
が
っ
て
'
こ
れ
ら
を

道
長
の
字
音
の
知
識
が
精
細
な
と
こ
ろ
ま
で
行
き
届
い
て
い
た
結
果
で
あ
る
と

考
え
る
訳
に
は
行
か
な
い
の
で
あ
る
｡

タ

･
ダ

･
ナ
の
各
行
の
仮
名
で
写
さ
れ
る
所
謂
舌
音
系
の
字
音
に
つ
い
て
は

〔表
4
〕
の
よ
う
に
な
る
｡

こ
こ
で
指
摘
で
き
る
こ
と
は
'
『韻
鏡
』
に
お
け
る

一
等
字

･
四
等
字

(
端

透
走
母
)
と
三
等
字

(知
徹
澄
母
)
と
の
間
に
明
瞭
な
区
別
を
保

っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
｡
所
謂
舌
頭
書
と
舌
上
音
と
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
間
に
混
用
例
が

見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
道
長
が
こ
の
二
者
を
あ
る
程
度
弁
別
し
得
て
い

た
と
考
え
て
よ
-
は
あ
る
ま
い
か
｡
も
し
'
そ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
許
さ

れ
る
と
す
れ
ば
'
舌
頭
音
が
単
純
な
破
裂
音
'
舌
上
音

(三
等
字
)
は

p
al
a
ta
t

で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
で
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
舌
音
の
二
群
を
峻
別

し
て
類
書
表
記
に
利
用
し
て
い
る
文
献

(例
え
ば
'
長
承
本

『蒙
求
』
)
が
存

在
し
て
い
る
事
実
に
照
ら
し
て
､
こ
の
表
に
あ
ら
わ
れ
た
二
群
の
使
い
分
け
が
､

単
な
る
偶
然
に
の
み
帰
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
目
す
べ
き
で

あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
'
歯
音
系
の
審
母
を
も

っ
て
､
舌
書
系
の
澄
母
に
通
用
さ
せ
た
と

見
ら
れ
る
例
が
有
す
る
｡

(
沈
香
)
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を

｢
深
香
｣
と
し
た

1-4
の
例
が
そ
れ
で
あ
る
｡
(
潔
)
は
平
声
侵
韻
へ
式
針
切
､
清
音
三
等

(ま
た
､

去
声
恥
韻
'
式
禁
切

･
式
今
切
｡
声
調
の
み
異
な
る
同
音
)
で
あ
る
｡

一
万
㌧

(
汰
)
は
平
声
侵
韻
､
直
深
切

･
尺
甚
切
､
濁
音
三
等

(ま
た
'
去
声
.･Ji
韻
､
直

禁
切

･
直
壬
切
も
同
音
)
が
舌
音
系
'
上
声
寝
韻
､

式
荏
切

･
丈
林
切
､
清

音
三
等
が
歯
音
系
で
､
二
種
の
音
を
有
し
て
い
る
｡
後
者
は

(
潔
)
と
同
音
で

あ
る
が
t
へ
沈
香
)
は
前
田
本

『色
葉
芋
類
抄
』
に

｢チ
ム
カ
ウ
｣
と
あ
る
よ
う

に
'
舌
音
系

の
音
で
読
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
と
す
る
と
'
｢深
｣
字
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Akita University



を
も

っ
て
通
用
し
た
事
実
は
如
何
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
誤
解
に
基
づ

-
通
用
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
､
は
た
ま
た
､
審
母

･
澄
母

に
相
通
う
性
質

(例
え
ば
､
共
に

pa
lat
al
で
あ
る
点
)
を
認
め
て
理
解
す
べ

ぎ
で
あ
る
の
か
､
そ
れ
と
も
､
最

初
か
ら
｢誤
記
｣
の
例
と
見
倣
し
て
処
理
す

べ
き
か
'
こ
の
点
'
に
わ
か
に
は
決
し
難

い
｡
し
ば
ら
-
疑
問
と
し
て
残
す
と

こ
ろ
で
あ
る
｡

ハ
･
バ

･
マ
行
の
仮
名
で
写
し
得
る
所
謂
唇
音

の
字
音
を
見
る
と
'
｢
正
吾
｣

と
宛
て
字
の
関
係
は

〔表
5
〕
の
よ
う
に
表
示
で
き
る
｡

壕 育 漢 並 明 非 敬 奉 微

育 151 118

津

並 96 8586 119

明 152 128

非 117

敬

秦 84

徳 95127

一
見
､
並
母

を宛
て
字
と
し
て
用
い
る
の
に
'
常

･
敷
の
声
母
に
も
通
用
し

て
い
る
事
実
が
認
め
ら
れ
'
全
体
と
し
て
も
混
用
の
傾
向
が
強
い
よ
う
な
印
象

を
得
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
な
か
に
明
母

･
微
母
と
他
の
唇
音
と

の
関
係
を
見
る
と
き
'
そ
こ
に
厳
然
と
し
た
対
立
を
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
｡

す
な
わ
ち
､
明
母

･
徴
母
の

一
グ
ル
ー
プ
と
他
の
声
母
と
は
明
確
に
区
別
が
あ

っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
な
お
､
腎
津
非
母
等

の
相
互
の
弁
別
は
明

確
を
欠
き
'
唇
音
軽

･
唇
音
重
の
区
別
も
な
い
に
等
し
-
､
所
謂
清
濁
の
弁
別

に
つ
い
て
も
甚
だ
瞭
味
で
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
｡
と
も
か
-
､
こ
れ
ら
の

声
母
と
明
微
の
二
声
母
と
が
峻
別
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
確
実

で
あ
る
と
言

え
よ
う
｡

そ
の
ほ
か
'
来
母

･
喰
母

･
干
母
を
用

い
る
宛
て
字
も
見
ら
れ
る
が
､
そ
れ

ら
に
つ
い
て
は
､
頭
子
音

の
う
え
か
ら
特
に
問
題
と
な
る
よ
う
な
点
は
挙
げ
得

な

い
｡

以
上
に
つ
い
て
概
略
を
再
言
す
る
と
'
声
母
間
の
混
用
が
最
も
少
な

い
の
は

舌
音
系
の
字
音
で
あ
る
こ
と
､
こ
れ
に
対
し
'
声
母
を
甚
し
て
混
同
す
る
傾
向

の
あ
る
の
が
歯
音
系
の
そ
れ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
唇
音
は
'

マ
行
と

ハ
･
バ
行
と
の
区
別
が
明
確
で
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
て
よ
い
｡
更
に
言
え
ば
'

道
長
の
字
音
把
握
は
､
頭
子
音
に
つ
い
て
は
､
仮
名
的
な
も
の
と
'
仮
名
で
把

握
し
得
る
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
細
部
に
わ
た
る
弁
別
が
可
能

で
あ

っ
た
も
の
と

の
二

つ
が
併
有
し
て
い
た
ら
し
い
と

い
う
こ
と
に
な
る
｡

次
に
'
韻
母
を
中
心
に
そ
の
実
態
を
見
る
こ
と
に
す
る
｡

い
ま
､
声
調
で
の

違

い
は
無
視
す
る
と
し
て
'
『広
韻
』
を
尺
度
と
し
て
眺
め
る
と
､
八
割
ほ
ど
は

｢
正
喜
｣
と
同
韻
の
文
字
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
が
､
そ
の
大
多

数
は
譜
声
符
を
共
通
項
と
し
て
も

つ
こ
と
が
特
色
と
な

っ
て
い
る
｡
し
た
が

っ

て
､
こ
の
こ
と
か
ら
､
道
長
が

『広
韻
』
の
韻
目
の
よ
う
な
細
か
な
差
異
に
ま

で
神
経
を
行
き
わ
た
ら
せ
て
弁
別
し
得
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
は
有
効
性
が
薄

い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
む
し
ろ
､
結
果
と
し
て
た
ま
た
ま
同
韻
と
な

っ
て
い
る
も
の
の
万
が
多

い
と
見
て
お
-
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
こ
と
を
さ
ら

に
裏
書
き
す
る
の
が
､
残
り
二
割
強
の
異
音
間
で
の
普
通
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は

実
に
多
様
な
韻
母
の
混
清
通
用
が
兄

い
だ
さ
れ
る
が
'
そ
の
実
況
を
ひ
と
わ
た

り
記
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
｡
な
お
､
上
段
が

｢
正
喜
｣
､
下
段
が
宛

て
字
'
括
弧
内
に
は

『広
韻
』
で
の
所
属
韻
母
を
示
す
｡
参
考
ま

で
に

『音
注

韻
鏡
校
奈

8
に
よ

っ
.て
普
標
記
を
も
併
記
し
て
お
く
｡
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h
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F
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k
i
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U
T
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iu
eO･

一e
g
･

k,･
ItIeu

J
LC.k

G
;en

LJl烏
口

ニ
e9

ニ
eD

見
ら
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
'
⑲
の
よ
う
な
エ
列
の
も
の
は
既
に
そ
の
区
別
を
認

め
得
な
い
状
況
に
ま
で
進
ん
だ
段
階
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
｡

仰
LJ
を
ア
列

･
エ
列
に
ま
た
が
る
性
質
の
も
の
と
考
え
る
と
'
｢
シ
ャ
ウ
｣

｢

セウ
｣
な
ど
の
所
謂
開
合
の
区
別
は
お
お
む
ね
保
た
れ
て
い
る
と
見
て
よ

さ
そ
う
で
あ
る
｡
中
世
に
は

(
痩
)
入
寮
)
の
開
合
表
記
に
相
違
が
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
て
い
窮
が
,
十

壷

紀
前
後
に
お
け
る
こ
の
開
合
混
乱
の
例
の

存
す
る
か
否
か
は
未
詳
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
な
お
､
⑥

の
例
は
'

と
も
に
異
音
の
か
た
ち

(｢
ジ
ヤ
ウ
｣
)
を
用
い
た
も
の
と
見
ら
れ
る
｡

㈱
韻
尾
に
つ
い
て
言
え
ば
'
三
内
樺
音

(唇

･
舌

･
喉
)
-

F
･
f
･p

-

そ
れ
ぞ
れ
互

い
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
｡
ま
た
'
入
声
の
韻

尾

(
T
･
･
T

J
･
i
)
も
相
互
に
混
同
す
る
こ
と
が
な
い
と
言

っ
て
も
よ
い
o

以
上
の
点
は

大
勢
と
し
て
認
め
て
よ
い
も
の
と
考
､そ
わ
れ
る
が
'
実
は
'
右

の
①
か
ら
⑳
に
あ
げ
た
も
の
以
外
に
､
例
外
的
な
普
通
の
例
が
僅
か
な
が
ら
存

す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
次
に
示
す
諸
例
で
あ
る
｡

⑳ ⑳ ⑳ ⑳

碩 寵 慨

蓋 鍾東歌

)

n
a

〓
uD
･

L109

)
Ja
p

寝

)
prrern

難棲労本

莱袷候棄号

一ヽ ､-､-.∫
._..-=l
L> ql?
= E3
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混

)
p
志
n

右
に
掲
げ
た
と
こ
ろ
か
ら
如
何
な
る
こ
と
が
言

い
得
る
の
か
､
そ

の
考
え

ら

れ
る
お
お
よ
そ
を
列
挙
し
て
み
る
と
､

0
0

川

中
心
母
音
に
お
け
る
徴
差
は
無
視
し
て
通
じ
用

い
て
い
る
｡
ア

･
イ

･
ウ
･

O
O

エ

･
オ
の
五
母
音
し
か
も
た
な
い
耳
に
は
微
差
と
し
か
感
じ
ら
れ
な
-
と
も

不
思
議
は
な
い
｡
し
た
が
っ
て
'
漠
字
音
に
お
け
る
母
音
要
素
を
そ
れ
だ
け

日
本
語
の
母
音
に
近
づ
け
て
仮
名
的
に
把
握
す
る
傾
向
が
強
か
っ
た
も
の
と

解
さ
れ
る
｡

聞

所
謂
合
物
音
は
ア
列
に

つ
い
て
は
厳
格
に
弁
別
さ
れ

て
通
用
し
て
い
る
と

こ
れ
ら
の
う
ち
'
㊧
は
'
本
来
無
韻
尾
で
あ
る
も
の
に
舌
内
樺
音
の
韻
尾
を

有
す
る
文
字
を
宛
て
た
も
の
で
あ
る
｡
も

っ
と
も
'
宛
て
字

｢難
｣
は
人
傑
)

に
対
し
て
省
画
字
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
訳
で
あ
る
か
ら
､
む
し
ろ
'
｢
ナ
ン
｣

の
音
を
宛
て
た
も
の
で
は
な
十

字
形
の
み
に
依
存
し
て

｢
ナ
｣
の
音
を
あ
ら

わ
す
省
画
字
と
し
て
見
る
べ
き
で
あ
る
と
す
る
方
が
合
理
的
な
処
理
か
も
知
れ

な
い
｡

⑳
は

(
燈
寵
)
を
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
喉
内
擬

音
の
韻
尾
を
有
す
る
も
の
が
ーeu
の
字
音
の
側
に
引
き
つ
け
ら
れ
た
か
た
ち
で

あ
る
o
T
も

7
も
仮
名
で
は

｢
ウ
｣
と
写
さ
れ
る
が
'
こ
の
場
合
'
T
が
直
接

7
そ
の
も
の
に
相
当
す
る
と
見
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
'
そ
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う
見
る
よ
り
は
'
音
節
全
体
で
短
呼
の

｢
ロ
｣
に
あ
た
る
も
の
で
あ

っ
た
と
解

す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
う
考
え
て
こ
そ
､

燈
櫨
ト
ウ
｡
俗
燈
樟
胴
板
観
〕

(前
田
本
上
57
オ
6
)

と
あ
る

『色
葉
芋
類
抄
』
の
記
事
が
自
然
な
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ

る
｡
も

っ
と
も
､
｢
燈
楼
｣

の
表
記
を

こ
れ
は
こ
れ
で
正
し
い
表
記
と
し
て
認

め
て
か
か
る
な
ら
ば
'
宛
て
字
の
例
か
ら
外
し
て
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

そ
う
し
た
立
場
が
成
り
立
つ
可
能
性
を
否
定
で
き
る
材
料
は
い
ま
の
と
こ
ろ
も

ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
｡

⑳
は

(
上
蘭
)
と
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
を

｢
上
労
｣
と
し
た
例
で
あ
る
｡
す
な

わ
ち
'
入
声
韻
尾
ヤ
の
出
現
す
べ
き
と
こ
ろ
に
叫
が
用

い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
場
合
の
q･
は
仮
名
の

｢
ウ
｣
に
相
当
す
る
も
の
と
見
て
支
障
は
な
い
｡

言
う
ま
で
も
な
-
､
こ
れ
は
'
入
声
韻
尾

が

｢
フ
｣
で
写
著
さ
れ
た
時
期
を

経
て
さ
ら
に
そ
れ
が
ハ
行
転
呼
音
と
し
て

｢
ウ
｣
と
発
音
さ
れ
る
に
い
た
っ
て

症
lo

生
じ
た
表
記
で
あ
る
こ
と
を
物
語

っ
て
い
る
｡
こ
う
し
た
現
象
は
当
時
の
全
語

葉
を
覆
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
へ
少
な
-
と
も
'
こ
の
八滴
)

に
関
す
る
漢
字
表
記

･
仮
名
表
記
に
つ
い
て
は
､
単
な
る
個
人
的
な
書
き
癖
と

し
て
誤
用

の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
必
ず
し
も
適
当
で
な
い
｡
『色
菓
字
類
抄
』

に
例
を
と

っ
て
も
'

下
商
用
服
用

(黒
川
本
'
中
98
ウ
8
)

一
滴
別
冊
が
ウ

l
努
朋
上
目
所

(前
田
本
､
上
16
オ
4
)

と
あ
る
よ
う
に
､
｢
ラ
ウ
｣

の
仮
名
表
記
が
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
'
書
記
す
る

部
署
に
よ
っ
て
用
字
を
か
え
る
と
い
う
実
情
が
存
し
た
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ

る
.
｢-

労
｣
の
表
記
が
､
あ
る
階
層
あ
る
部
署
で
夙
-
か
ら
採
用
さ
れ
て
い

た
と

解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
'
道
長
の
表
記
し
た

｢
上
労
｣
の
例
な

O
O
O

ど
も
､
そ
の
線
に
治

っ
た
社
会
的
な
用
字
と
し
て
評
価
さ
れ
て
よ
い
こ
と
に
な

る
｡⑳

は
､
先
に
㈲
と
し
て
述
べ
た
傾
向
に
背
馳
す
る
例
で
あ
る
｡
｢
六
本
四
人
｣

を

八
六
品
四
人
)
と
す
る

『大
日
本
古
記
録
』
の
校
訂
者
の
解
釈
に
誤
り
が
な

い
と
し
た
場
合
､
唇
内
韻
尾

F
と
舌
内
韻
尾

f
と
が
混
同
し
た
例
と
な
る
.

八
品
)
を

｢本
｣
で
表
わ
す
心
理
は
い
さ
さ
か
解
せ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ

ど
も
'
同
時
代
の
文
献
の
中
に
は
､

m
二

の
混
同
が
い
-
ら
か
見
え
は
じ
め

て
い
る
こ
と
で
も
れ
描

,
ま
た
､
古
写
本

『
御

堂
関
白
記
』
に
も

(
敷
き
居
む
V

L

ゐ
O

O

と
い
う
表
現
を

｢
之
幾
ヂ
｣
と
い
う
舌
内
擬
音
の
韻
尾
を
も

つ
文
字
で
記
し
た

例
も
有
す
る
こ
と
で
も
あ

噂

こ
こ
も
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
お
い
て
よ
い
の

で
は
あ
る
ま
い
か
｡

以
上
'
道
長
の
使
用
し
た
宛
て
字
に
お
け
る
韻
母
を
中
心
と
し
た
実
況
を

一

瞥
し
て
み
た
｡
こ
の
結
果
'
大
略
は
同
時
代
に
お
け
る
他

の
ジ
ャ
ン
ル
の
文
献

で
知
ら
れ
る
事
実
と

一
致
し
て
い
る
と
言
え
そ
う
で
あ
る
O
就
中
､
自
筆
本

『御

堂
関
自
記
』
で
は
数
も
少
な
-
例
外
的
な
も
の
と
も
見
え
る
⑳
⑳
⑳

の
よ
う
な

事
実
は
'
他
の
文
献
に
も
散
見
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
を
も
考
慮
す
る
と
､

こ
の
記
録
体
の
一
文
献
と
て
も
他
の
漢
字
文
献

(例
え
ば
音
義
や
訓
点
資
料
等
)

と
さ
し
て
大
き
な
逢
庭
を
有
し
て
は
い
な
か
っ
た
も
の
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
O

封

そ
れ
故
に
こ
そ
,
循
環
論
の
よ
う
で
も
あ
る
が
,
こ
の

『御
堂
関
自
記
』
の
宛

ほ

と
字
に
'
当
時
の
日
本
漠
字
音
の
ひ
と
つ
の
あ
り
か
た
を
如
実
に
反
映
し
た
も

の
と
い
う
信
悪
性
を
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

五

記
録
体
を
対
象
と
す
る
従
来
の
研
究
の
多
-
は
文
体
の
解
明
を
意
図
す
る
も

の
で
あ
っ
た
｡
文
字
を
姐
上
に
上
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
､
そ
れ
は
文
体
指
標
と

し
て
の
用
字
法
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
勿
論
､
そ
の
こ
と
自
体
に

は
十
分
な
意
義
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
､
文
体
研
究
の

一
環
と
し
て
な

さ
れ
る
用
字
法
探
索
の
み
で
は
知
り
尽
-
し
得
な
い
文
字
使
用
の
分
野
の
有
す

る
こ
と
､
ま
た
否
み
得
な
い
事
実
で
あ
る
｡
従
来
の
用
字
法
の
検
討
の
多
-
は
'

い
わ
ば
漢
字
の
正
用
の

一
面
を
照
射
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
､
今
後
は
そ
れ
だ

け
に
限
定
せ
ず
に
積
極
的
に
変
則
的
用
字
の
側
面
を
も
明
ら
か
に
し
て
行
-
必
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要

が
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡

こ
う
し
た
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
行

-
こ
と
に
よ

っ
て
'
『
御

堂
関

自
記

』

の
み
な
ら
ず
'
記
録
体

1
椴

の
文
字
使

用
上

の
特
色
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能

と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
本
稿

の
目
指
す
と

こ
ろ
の
も

の
も

ひ
と

つ
に
は
そ
う
し
た
点
に
あ

っ
た
訳

で
あ
る
｡

な
お
'
前
節

で
触
れ
得
な
か

っ
た
こ
と
に
'
字
書

の
種
類
が
あ
る
｡
音

の
通

用
に
際
し
て
宛

て
ら
れ
た
も

の
の
字
音
と

｢
正
喜
｣
に
お
け
る
漢
字

の
音
と
は
'

い
っ
た

い
如
何
な
る
字
書
-

呉
音

か
漢
書

か
'
ま
た
慣
用
音

か
ー

が
用

い

ら
れ
て

い
た
も

の
で
あ
る

の
か
｡
ま
た
､
漢
語

の
よ
み
に
あ
た

っ
て
は
'
呉
音

読

･
漠
音
読

･
呉
漠
混
読

の
い
ず
れ
で
あ

っ
た

の
か
な
ど
､
解
明
す

べ
き
問
題

は
少
な
-
な

い
｡
し
か
し
'
そ
れ
ら
は
今
後

へ
の
課
題
と
し
て
後
日
の
機
会
に

譲
る
こ
と
と
す
る
｡

注
-

高
松
政
雄

｢御
堂
関
白
記
の
実
態
-

主
に
表
記
の
面
か
ら
見
た
ー

｣
(
r国
語

国
文
J
昭
37
･
10
)'
小
山
登
久

｢御
堂
関
白
記
自
筆
本
の
用
字
に
つ
い
て
-

和
語

の
記
し
方
を
中
心
に
～

｣
(
r
ノ
ー
-
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
国
文
学
科
紀
要
L
第

五
号
'
昭
47
)
は
本
稿
の
立
場
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
が
､
実
態
を
知
る
う
え

で
数
少
な
い
有
益
な
論
考
で
あ
る
o

注
2

番
目
政
治

｢聖
語
蔵
御
本
央
掘
魔
羅
経
の
字
音
点
｣
(
｢文
学
研
究
し
第
二
十
三

韓
､
昭
13

･
6
t
r古
訓
点
の
研
究
し
所
収
)'
松
尾
拾

｢慈
光
寺
蔵
大
般
若
経
の
字

書
点
に
つ
い
て
｣
(
r国
語
学
)
第
三
輯
'
昭
2

･
n
)'
築
島
裕

｢長
承
本
蒙
求
字

書
点
｣
(
｢訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
十
輯

･
第
十

一
輯

･
第
十
三
輯
)
な
ど
を
は

じ
め
と
し
て
枚
挙
に
追
な
い
ほ
ど
あ
る
｡

注
3

杉
本
つ
と
む
編

｢異
体
字
研
究
資
料
集
成
｣

(全
十
巻
別
巻
二
)
を
通
覧
し
て
み

た
結
果
'
本
稿
で
の

｢省
画
字
｣
と
諸
書
の
所
謂

｢省
文
｣
と
は
必
ず
し
も
仝
同
と

は
言
い
難
い
と
こ
ろ
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
｡
本
稿
の
方
が
よ
り
広
い
意
味
で
用

い
て
い
る
の
で
あ
る
｡

注

4

r国
語
学
辞
典
L
の

｢普
通
｣

(藤
堂
明
保
執
筆
)
の
項
参
照
.

注

5

小
松
英
雄

｢
平
安
末
期
に
お
け
る
漢
書
の
1
断
面
｣
(
r国
語
と
国
文
学
L
昭
和
･

10
､
r
日
本
声
調
史
論
考
)
所
収
)
の
用
語
に
従
う
｡

注
6

沼
本
克
明

｢
呉
音
の
声
調
体
系
に
つ
い
て
｣
(
r国
語
学
)
第
百
七
集
'
昭
5

注 注 注 注 注 注
1211 10 9 8 7

1
).
同

｢平
安
時
代
に
於
け
る
日
常
漢
語
の
ア
ク
セ
ン
-
｣
(
『国
語
国
文
)
昭
5
･

6
)
な
ど
を
参
照
｡

｢注
5
｣
論
文
参
照
｡

藤
堂
明
保

･
小
林
博
共
著

出
雲
朝
子

｢室
町
時
代
に
お
け
る

『寮
』
の
字
音
に
つ
い
て
｣

(
｢国
語
学
』
第

五
十
四
集
'
昭
38

･
9
)
参
照
｡

奥
村
三
雄

｢
古
代
の
音
韻
｣
(
r講
座
国
語
史

2

音
韻
史

･
文
学
史
』
)
参

照
o築

島
裕

r平
安
時
代
語
新
諭
』
411
頁
参
照
.

長
和
三
年
十

1
月
十
六
日
の
記
事
｡
な
お
'
中
田
祝
夫

｢音
韻
史

･
文
字
史

総

説
｣
(
r講
座
国
語
史

2
J
)
参
照
.

付
記

r御
堂
関
白
記
』
の
テ
キ
ス
-
と
し
て
自
筆
本
コ
ロ
タ
イ
プ
複
製

(立
命
館
立
版

3

部
)
と

『大
日
本
古
記
録
し
(岩
波
書
店
)
所
収
の
も
の
と
を
併
用
し
た
が
､
表
記

す
る
に
あ
た
っ
て
は
現
行
の
字
体
に
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
｡

加
藤
正
信
先
生

･
阿
部
武
彦
氏
に
は
文
献
の
借
覧
に
際
し
て
た
い
へ
ん
お
世
話
に

な
っ
た
｡
遠
藤
好
英
氏
に
は
参
考
論
文
の
閲
読
に
便
宜
を
は
か
っ
て
い
た
だ
い
た
｡

さ
ら
に
'
初
稿
の
段
階
で
佐
藤
喜
代
治
先
生
に
種
々
御
教
示
を
賜
っ
た
O
記
し
て
衷

心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
る
｡
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