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草
』
の
本
文
か
抄
本
を
傍
ら
に
置
い
て
抜
書
し
た
と
推
測
さ
れ

る
が
、
そ
の
よ
う
な
視
覚
的
な
環
境
の
中
で
イ
と
エ
と
を
混
同

し
た
り
、
カ
行
・
タ
行
に
濁
点
を
加
え
る
行
為
が
意
図
的
に
な

さ
れ
た
の
か
無
意
識
的
に
な
さ
れ
た
の
か
、
な
お
判
断
に
苦
し

む
所
で
あ
る
。」
と
述
べ
る
。
諸
星
氏
の
言
及
は
写
本
に
対
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
地
域
に
あ
っ
て
は
相
当
の
教
養
人
で
あ
っ
た

蠣
崎
伴
茂
が
規
範
的
言
語
で
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
転
写
す
る

過
程
で
な
し
た
営
み
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
本

稿
で
提
起
し
た
問
題
を
考
え
る
上
で
参
考
と
す
べ
き
点
が
多
い
。

〈
参
考
文
献
〉

乾
善
彦
（
二
〇
一
三
）「〈
資
料
紹
介
〉
絵
抄
本
『
小
野
篁
歌
字
尽
』
影

印
と
解
題
」（『
国
語
文
字
史
の
研
究
』
十
三
、
和
泉
書
院
）

井
上
史
雄
（
二
〇
〇
〇
）『
東
北
方
言
の
変
遷
』（
秋
山
書
店
）

川
本
栄
一
郎
（
一
九
九
〇
）「
幕
末
の
『
獄
中
記
』
に
見
ら
れ
る
ガ
行

鼻
濁
音
表
記
と
そ
の
系
譜
」（『
国
語
論
究 

第
２
集
』（
明
治
書
院
）

小
泉
吉
永
編
（
二
〇
〇
一
）『
往
来
物
解
題
辞
典
』（
大
空
社
）

小
林
隆
（
二
〇
〇
四
）『
方
言
学
的
日
本
語
史
の
方
法
』（
ひ
つ
じ
書
房
）

第
1
部
第
4
章
等

作
田
将
三
郎
（
二
〇
〇
七
ａ
）「
地
方
語
文
献
資
料
と
し
て
の
庶
民
記

録
―
飢
饉
資
料
・
農
事
日
記
・
年
代
記
を
例
に
―
」（『
日
本
語
の
研

究
』
三
―
二
）

作
田
将
三
郎
（
二
〇
〇
七
ｂ
）「
庶
民
記
録
か
ら
見
た
カ
行
・
タ
行
子

音
の
有
声
化
―
宮
城
県
を
例
に
―
」（『
国
語
学
研
究
』
四
六
）

作
田
将
三
郎（
二
〇
一
一
）「
庶
民
記
録
か
ら
見
た「
シ
・
ジ
・
チ
」と「
ス
・

ズ
・
ツ
」
の
混
同
―
岩
手
県
を
例
に
―
」（『
語
学
文
学
』
四
九
）

作
田
将
三
郎
（
二
〇
一
三
）「
庶
民
記
録
か
ら
見
た
カ
行
・
タ
行
子
音

の
有
声
化
―
岩
手
県
を
例
に
―
」（『
語
学
文
学
』
五
一
）

迫
野
虔
徳
（
一
九
九
八
）『
文
献
方
言
史
研
究
』（
清
文
堂
）

迫
野
虔
徳
（
二
〇
一
二
）『
方
言
史
と
日
本
語
史
』（
清
文
堂
）

高
橋
敏
（
一
九
九
〇
）『
近
世
村
落
生
活
文
化
史
序
説
』（
未
来
社
）

高
橋
敏
（
一
九
九
五
）「
手
習
塾
九
十
九
庵
の
学
習
」（『
朝
日
百
科
日

本
の
歴
史
別
冊
』
通
巻
一
七
、
朝
日
新
聞
社
）

田
中
章
夫
（
一
九
八
八
）『
東
京
語
―
そ
の
成
立
と
展
開
』（
明
治
書
院
）

彦
坂
佳
宣
（
二
〇
〇
四
）「
近
世
末
期
『
広
八
日
記
』
の
音
韻
表
記　

南
奥
方
言
資
料
の
可
能
性
」（『
立
命
館
文
学
』
五
八
三
） 

飛
田
良
文
（
一
九
九
二
）『
東
京
語
成
立
史
の
研
究
』（
東
京
堂
出
版
）

村
上
雅
孝
（
二
〇
〇
二
）「
近
代
語
史
・
近
代
語
学
史
上
の
荻
生
徂
徠
」

（『
国
語
と
国
文
学
』
七
九
―
一
一
）
同
氏
の
『
近
世
漢
字
文
化
と
日

本
語
』（
二
〇
〇
五
）
に
再
録
。

諸
星
美
智
直
（
二
〇
〇
八
）「
函
館
市
中
央
図
書
館
蔵
「
蠣
崎
文
書｣

に
見
る
松
前
藩
士
の
音
韻
状
況
」（『
日
本
語
の
研
究
』
四
―
一
）

米
谷
隆
史
（
二
〇
〇
七
）「＜

書
評＞

村
上
雅
孝
著
『
近
世
漢
字
文
化

と
日
本
語
』」（『
日
本
語
の
研
究
』
三
―
二
） 

山
本
淳(

二
〇
〇
四
）「
宮
城
県
立
図
書
館
所
蔵『
安
産
仙
翁
邦
言
教
喩
』

に
見
ら
れ
る
音
韻
現
象
」（『
米
沢
国
語
国
文
』
三
三
）

＊
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）「
古
辞
書
に
お
け

る
方
言
掲
載
意
識
に
関
す
る
研
究
」
課
題
番
号
（23520562

）
の
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
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え
よ
う
。
し
か
し
、
防
ぐ
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
逆
の
見
方
を
す
れ
ば
、
意
図
的
に
方
言
を
反
映
さ
せ
た
と

す
る
解
釈
を
容
れ
る
余
地
が
残
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

　
『
農
家
手
習
状
』
の
場
合
は
、
国
会
本
に
は
見
ら
れ
る
濁
点

を
ほ
と
ん
ど
付
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
改
変
の
意
図
自
体
も

興
味
深
い
が
、
ど
う
い
う
も
の
で
あ
れ
改
変
の
意
図
が
あ
っ
て

版
行
に
臨
ん
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
親
本
と
の
照
合
は
そ
れ
な
り

の
用
心
を
以
て
行
っ
た
は
ず
で
あ
っ
て
、
イ
・
エ
の
交
替
に
気

づ
か
な
か
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。『
小
野
篁
歌
字
尽
』
に
お

い
て
も
、
仮
に
東
北
方
言
が
反
映
し
て
い
る
と
考
え
た
場
合
、

カ
行
・
タ
行
の
有
声
化
が
見
ら
れ
る
の
み
で
、
他
の
三
本
に
見

え
る
よ
う
な
イ
・
エ
の
交
替
が
全
く
見
ら
れ
な
い
こ
と
を
ど
う

解
釈
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
版
下
を
書
く
際
に
、
基
本
的
に
は

親
本
の
通
り
に
綴
っ
た
が
、
濁
点
の
み
は
無
意
識
に
補
っ
て
し

ま
い
、
か
つ
、
清
濁
の
み
は
親
本
と
の
照
合
も
十
分
に
行
わ
れ

ず
に
そ
の
ま
ま
版
行
し
て
し
ま
う
、
と
い
う
経
過
は
あ
り
う
る

こ
と
で
は
あ
っ
て
も
考
え
難
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か

）
1
（

。

　

も
ち
ろ
ん
、『
農
家
手
習
状
』
や
『
小
野
篁
歌
字
尽
』
の
方

言
の
反
映
に
意
図
を
読
み
取
る
と
し
て
も
、
読
誦
に
よ
っ
て
学

習
す
る
際
の
便
宜
の
た
め
に
積
極
的
に
行
っ
た
の
か
、
非
標
準

的
な
表
記
と
の
意
識
は
あ
っ
て
も
地
域
の
初
学
者
の
文
字
社

会
（
の
よ
う
な
も
の
が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
し
て
）
の
中
で
の

許
容
範
囲
内
と
判
断
さ
れ
た
の
か
、
等
、
な
お
考
え
る
べ
き
問

題
は
多
い
。
さ
ら
に
大
き
く
見
渡
せ
ば
、
江
戸
中
期
以
降
、
江

戸
の
言
語
に
特
徴
的
な
語
彙
が
文
章
語
に
進
出
し
、
口
頭
語
の

反
映
を
意
図
し
な
い
版
本
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る

が
、
こ
う
し
た
流
れ
と
の
共
通
性
を
（
部
分
的
に
で
は
あ
っ
て

も
）
認
め
る
べ
き
か
も
課
題
で
あ
る
。

　
『
農
家
手
習
状
』
や
『
小
野
篁
歌
字
尽
』
の
よ
う
な
文
献
は
、

方
言
そ
の
も
の
を
知
る
資
料
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味

を
持
た
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
方
言
が
反
映
し
た
版
本
を
流

通
さ
せ
る
言
語
社
会
の
あ
り
方
を
反
映
す
る
資
料
と
し
て
さ
ら

に
分
析
す
べ
き
余
地
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
様
の
版
本
が

ど
の
程
度
存
在
す
る
の
か
、
事
例
の
増
加
が
そ
の
ま
ま
各
々
の

意
図
性
の
有
無
の
解
明
に
直
結
す
る
わ
け
で
な
い
こ
と
は
承
知

し
て
い
る
が
、ま
ず
は
類
例
の
発
掘
に
努
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（
１
）
諸
星
（
二
〇
〇
八
）
は
、
江
戸
後
期
の
松
前
藩
士
蠣
崎
伴
茂
に

よ
る
雑
記
帳
『
鶏
肋
録
』
中
に
存
す
る
『
徒
然
草
』
の
抜
書
部

分
に
母
音
の
イ
・
エ
の
表
記
上
の
交
替
や
カ
行
・
タ
行
の
有
声

化
の
例
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、「
何
ら
か
の
『
徒
然
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方
言
音
が
写
し
取
ら
れ
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
よ
う
」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。

　

こ
の
書
物
に
見
え
る
方
言
の
反
映
が
、「
配
慮
の
下
」
に
意

識
的
に
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
氏
の
言
及
す
る
通
り
で

あ
ろ
う
。「
安
産
仙
翁
」
の
こ
と
ば
を
伝
え
る
書
物
と
し
て
敢

え
て
方
言
で
記
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
、
本
書
を
、
例
え
ば

幕
末
の
山
形
で
当
地
の
方
言
を
駆
使
し
て
執
筆
さ
れ
た
洒
落
本

『
苦
界
船
乗
合
咄
』
等
に
近
い
も
の
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

し
か
し
一
方
、
出
産
前
後
の
心
得
等
を
「
地
域
住
民
に
解
り
や

す
く
、
実
生
活
に
根
づ
い
た
生
活
感
の
あ
る
言
葉
を
選
ん
で
書

く
」
と
い
う
姿
勢
は
本
書
の
往
来
物
的
、
教
訓
書
的
な
役
割
か

ら
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
学
的
な
表
現
手
段
と
し
て

方
言
を
用
い
る
こ
と
と
は
や
や
異
な
る
面
が
あ
る
と
も
い
わ
ね

ば
な
る
ま
い
。
と
も
あ
れ
、
本
書
は
、
明
治
期
初
頭
の
東
北
で
、

教
訓
書
を
記
す
に
際
し
、
敢
え
て
方
言
を
反
映
さ
せ
た
出
版
物

の
確
例
と
し
て
注
目
す
べ
き
文
献
と
い
え
よ
う
。

三 

ま
と
め

　

以
上
、『
商
売
往
来
』『
農
家
手
習
状
』『
小
野
篁
歌
字
尽
』

の
三
本
の
往
来
物
に
つ
い
て
、
書
物
中
に
存
す
る
方
言
の
反
映

と
見
ら
れ
る
例
を
概
観
し
、
さ
ら
に
山
本
氏
の
論
考
に
導
か
れ

つ
つ
、
教
訓
書
た
る
『
安
産
仙
翁
邦
言
教
喩
』
の
例
に
つ
い
て

も
確
認
し
た
。
こ
の
う
ち
、『
安
産
仙
翁
邦
言
教
喩
』
に
見
え

る
方
言
の
反
映
は
、
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
こ
と

が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
先
の
三
本
に
見
え
る
反
映

は
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
は
、
全
く
無
自
覚
の
ま
ま
に
本
来
現
れ
る
べ
き
で
は
な

い
非
標
準
的
な
表
記
を
残
し
て
し
ま
っ
た
と
す
る
解
釈
が
あ
ろ

う
。
字
種
の
選
択
も
ま
ま
な
ら
ず
、
拙
い
筆
で
あ
っ
た
『
商
売

往
来
』
の
Ａ
筆
、
Ｂ
筆
に
つ
い
て
は
こ
の
見
方
に
従
う
べ
き
あ

ろ
う
し
、
Ｃ
筆
も
筆
者
の
識
字
水
準
が
明
確
で
な
い
以
上
、
積

極
的
に
意
識
的
な
選
択
で
あ
る
と
見
る
べ
き
根
拠
は
存
在
し
な

い
。
判
断
に
迷
う
の
は
版
本
の
『
農
家
手
習
状
』
と
『
小
野
篁

歌
字
尽
』
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
版
行
の
際
に
親
本
と
し
た
テ

キ
ス
ト
を
十
分
に
確
認
す
れ
ば
、
先
に
見
た
よ
う
な
例
が
生
ず

る
こ
と
は
防
げ
た
わ
け
で
あ
る
。『
小
野
篁
歌
字
尽
』
に
は
不

注
意
に
よ
る
字
訓
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
例
も
確
認
さ
れ
て
い

た
。
ま
た
、
方
言
の
反
映
は
こ
う
し
た
資
料
の
常
で
、
規
則
的
、

網
羅
的
で
は
な
く
、
語
頭
以
外
の
カ
行
・
タ
行
の
仮
名
に
必
ず

濁
点
が
付
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
同
じ
よ
う
な
条
件
で
あ
っ

て
も
標
準
的
な
表
記
と
非
標
準
的
な
表
記
が
と
も
に
現
れ
る
の

で
あ
る
。
単
純
な
不
注
意
と
考
え
る
余
地
は
十
分
に
あ
る
と
い
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対
応
す
る
句
と
し
て
「
あ
ら
だ3

る
は
か
な
し
む
な
れ
ば
」 　

、

「
猫
」
に
対
応
す
る
句
と
し
て
「
な
べ3

は
ね
こ
な
り
」

と
す

る
例
な
ど
も
見
え
る
こ
と
か
ら
、
不
注
意
に
よ
る
誤
り
が
存
す

る
わ
け
で
あ
る
が
、
右
の
濁
点
を
全
て
誤
字
や
誤
刻
で
片
付
け

る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
東
北
地
方
と
断
定
は
で
き
な
い
ま
で

も
、
い
づ
れ
か
の
地
域
の
方
言
が
反
映
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ

る
。

二
―
四 『
安
産
仙
翁
邦
言
教
喩
』
明
治
二
年
刊

　
『
安お

ぼ
こ
な
し
た
る
ま
の
な
ま
り
お
つ
げ

産
仙
翁
邦
言
教
喩
』
は
、「
岩
代
国
刈
田
郡
平
沢
村
」
の

五
名
の
施
主
の
発
願
に
よ
り
、
仙
台
の
書
肆
伊
勢
屋
よ
り
明

治
二
年
に
刊
行
さ
れ
た
出
版
物
で
あ
る
。
こ
の
書
物
に
注
目

し
て
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
音
韻
特
徴
を
調
査
し
た
山
本
淳

（
二
〇
〇
四
）
に
よ
れ
ば
、
出
産
前
後
の
健
康
管
理
に
関
す
る

知
識
や
体
調
急
変
の
際
に
服
用
す
る
薬
の
調
合
法
な
ど
を
、「
安

産
仙
翁
」
の
教
え
と
し
て
述
べ
た
も
の
で
、
本
文
全
体
は
説
教

調
の
強
い
文
語
体
で
記
さ
れ
て
い
る
が
、
序
に
あ
た
る
部
分
の

冒
頭
に
「
安お

ぼ
こ
な
し
た
る
ま

産
仙
翁
の
老お
せ
は
ず
き

婆
心
に
邦
べ
い
ち
や
あ言
書こ
と
ば

綴で

施お
せ

孕べ
い
ち
や
あ婦
救と

欲お
も
つ
た志

起わ

け趣
は
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
断
片
的
な
が
ら
話
し
言
葉
も
織

り
込
ま
れ
て
お
り
」、「
東
北
地
方
特
有
の
俚
言
も
随
所
に
見
ら

れ
る
」
文
献
で
あ
る
。
拙
蔵
本
に
よ
っ
て
内
題
に
続
く
本
文
を

引
用
す
る
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

○
夫な

ん
の
は
ら
ぴ
と

懐
胎
は
固や
ま
へ病
に
非あ
ら
ず譬
草く
さ
き
に
み
が
な
り

木
実
結
熟ゑ
む
に
お
な

落
如
し
然と
は

雖い
ふ

難け

れ

ど

産
或
急お

ぼ

こ

変
等
有な

し惟
は
嗚ほ
ん
に呼
婦お
な
ご
の
の
危た
へ
や
く勤
而に

て諺

謂た
と
へ
て舟
乗い
は
ゞ

或さ
む
ら
へ男
の
戦い
く
さ

に
赴い
く
に
さ
も
に
た
り

如
然
。
死い
の
ち
に
か
ゝ
る

生
境
の
大だ
へ
じ儀

也な
り

。
肌は

ら

お

び

き

つ

く

し

め

る

な

よ

帯
胎
害
或
諸
病
醸
因
禁
共
旧
弊な

ん

ざ

ん

革
兼
故
異し
よ
び
や
う端

攻の

た

ね

な

る

ぞ

は

ば

の

ひ

ろ

へ

ゆ

る

く

ま

け

な

ん

ぼ

害
已
幅
広
緩
巻
必
強
結
勿
与
教
共
絶
止
若
不
也
何
程
肌は
ら
お
び帯
強し
め

結だ

共と
て

腹は
ら

の
膨お

が

ら

ぬ

勢
限
有
以も
の
で
な
へ

止
者
非　

…

以
下
略

…

　

山
本
氏
は
、
本
書
中
に
、「
母
音
イ
・
エ
相
互
交
替
」（
や
ま

へ
↑
病
・
ま
い
↑
前
、等
）、「
母
音
オ＞

ウ
交
替
」（
ぬ
る
↑
乗
る
、

等
）、「
連
続
母
音
イ
エ＞

エ
転
訛
」（
め
へ
る
↑
見
え
る
、
等
）、

「
カ
・
タ
行
濁
音
化
」（
ど
ご
↑
何
処
・
あ
だ
ら
ぬ
↑
障
ら
ぬ
、等
）、

「
長
音
の
縮
約
化
」（
お
へ
↑
多
い
、
等
）、「
促
音
の
脱
落
」（
ま

あ
て
↑
廻
っ
て
、等
）「
イ＞

ユ
の
転
訛
」（
ゆ
は
の
ま
↑
岩
沼
、

等
）
等
の
音
韻
特
徴
が
見
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
「
当
該
方
言

音
の
顕
著
な
現
れ
」
と
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
文
献
の
性
格
に

つ
い
て
、「
地
域
住
民
に
「
読
ま
せ
る
」
こ
と
を
前
提
に
こ
の

書
が
成
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
な
情
報
で
あ
る
に
違
い
な
い
。

地
域
住
民
に
解
り
や
す
く
、
実
生
活
に
根
づ
い
た
生
活
感
の
あ

る
言
葉
を
選
ん
で
書
く
と
い
う
配
慮
の
下
に
、
極
め
て
自
然
に

（83）
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あ
る
。
本
書
で
は
濁
点
が
本
来
の
位
置
よ
り
も
や
や
下
に
配
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
標
準
的
な
「
お
な
じ
く
」
を
表
記
し

た
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
後
に
挙
げ
る
例
に
も
同
様
に
考
え
る

余
地
が
あ
る
も
の
が
存
す
る
が
、
ひ
と
ま
ず
は
該
当
し
そ
う
な

例
を
広
く
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
一
方
、

は
和
歌
部
分
二
句

目
に
「
お
ぐ
る
」、
三
句
目
に
「
ひ
ど
」、
字
訓
部
分
に
も
「
を

ぐ
る
」「
さ
ど
る
」
と
見
え
て
、判
定
に
問
題
の
な
い
例
で
あ
る
。

影
印
に
よ
る
た
め
、
汚
れ
を
濁
点
と
判
断
し
た
り
、
本
来
存
す

る
も
の
を
濁
点
と
見
て
い
な
か
っ
た
り
し
て
い
る
恐
れ
は
あ
る

が
、
こ
う
し
た
例
を
音
節
ご
と
に
ま
と
め
る
と
次
の
通
り
で
あ

る
。
最
初
に
和
歌
部
分
の
例
を
句
ご
と
に
抜
き
出
し
、
後
に
は

字
訓
部
分
の
例
を
配
し
て
い
る
。（ 
）
内
は
対
象
と
さ
れ
て
い

る
漢
字
で
あ
る
。

カ
行 

13
例
（
カ
５
例　

キ
２
例　

ク
３
例　

ケ
０
例　

コ
３

例
）

カ　

か
い
は
ま
が3

な
い
（
賂
）
　

　
　

お
と
こ
ふ
た
つ
な
が3

の
お
ん
な
を
な
ふ
る
か
な
（
嬲
）

　
　

わ
く
る
は
い
が3

る
（
忿
）

　
　

い
な
が3

（
鄙
）
　
　

つ
ま
び
ら
が3

（
諗
）
　

キ　

手
は
ぬ
ぎ3

ん
す
に
（
抽
）

　
　

か
ぎ
（
壁
）

ク　

お
な
し
ぐ3

は
き
り
（
桐
）

　
　

か
い
お
ぐ3

る
な
り
（
贈
）

 

　
　

を
ぐ3

る
（
贈
）

 

コ　

ま
ご3

と
は
ま
き
に
（
槙
）

　
　

よ
ろ
ご3

ぶ
（
安
）
　
　

な
ま
ご3

（
海
鼠
）

タ
行 

15
例
（
タ
１
例　

チ
８
例　

テ
１
例　

ト
５
例
）

タ　

こ
ゝ
は
あ
た
ゞ3

か
（
暖
）

チ　

く
び
は
み
ぢ3

（
道
）
　

　
　

た
よ
り
む
ぢ3

（
鞭
）
　

　
　

い
ぢ3

は
あ
ね
（
姉
）
　

　
　

お
ふ
は
か
な
つ
ぢ3

（
鎚
）
　

　
　

お
よ
ぶ
は
こ
ぢ3

に
（
魥
）

　
　

い
か
つ
ぢ3

（
雷
）
　
　

す
な
わ
ぢ3

（
便
）
　

　
　

お
ろ
ぢ3

（
虵
）
　

テ　

て
ん
う
で3

は
水
は
こ
を
り
に
（
氷
）
　

ト　

あ
ど3

お
と
る
に
て
（
踊
）
　

　
　

ひ
ど3

は
そ
う
（
僧
）

 　

　
　

に
わ
と
り
の
か
し
ら
の
は
な
は
け
い
ど3

う
け
（
鶏
頭
花
）

　
　

お
ど3

こ
（
男
）
　
　

さ
ど3

る
（
僧
）

 
　

本
書
に
は
「
晦
」
の
字
訓
に
「
つ
も
こ

3

3

り
」 　

、「
悲
」
の

（82）
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【
イ
↑
エ
の
交
替
例
】

 

ア
イ
↑
ア
エ
（
３
例
）

  
弁わ
き
まひ
（
弁わ
き
まひ
） 　

  　

早さ
な
い苗
（
早さ
な
へ苗
）　　

召め
し
か抱ゝ
ひ
（
召
抱か
ゝ

ひ
）

　

作
田
（
二
〇
〇
七
）
が
示
す
近
世
後
期
の
宮
城
県
地
域
に
お

け
る
「
庶
民
記
録
」
に
見
え
る
例
に
共
通
す
る
語
も
あ
り
、
本

書
が
玉
川
大
学
蔵
本
や
国
会
本
と
同
様
に
東
北
で
の
刊
行
で

あ
っ
た
と
す
る
予
測
に
矛
盾
し
な
い
。
ま
た
、「
弁わ

き
まひ
」「
召
（
め
し
）か抱ゝ

ひ
」
が
両
本
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
。

　

こ
の
他
に
注
意
す
べ
き
例
と
し
て
「
迷め

い
は
く惑
（
迷め
い
わ
く惑
）」
が
あ

る
が
、
仮
名
遣
い
上
の
問
題
に
と
ど
ま
る
の
か
否
か
、
こ
れ

も
今
は
判
断
で
き
な
い
。
な
お
、
前
掲
の
一
丁
表
の
「
品し

な

々〱

（
品し
な

々〲
）」「
な
れ
は
（
な
れ
ば
）」
の
よ
う
に
、
国
会
本
に
は
網

羅
的
で
は
な
い
な
が
ら
も
濁
点
が
見
え
る
の
に
対
し
て
、
拙
蔵

本
に
は
全
体
に
本
文
・
付
訓
と
も
濁
点
が
ほ
と
ん
ど
存
し
な
い
。

唯
一
の
使
用
例
は
「
祖ぢ

ゝ

ば

ゝ

父
祖
母
（
祖ぢ

ゝ

ば

ゝ

父
祖
母
）」
の
み
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
。

二
―
三 『
小
野
篁
歌
字
尽
』
江
戸
中
期
以
降
刊
カ

　

一
七
世
紀
中
頃
に
初
刊
の
漢
字
学
習
用
テ
キ
ス
ト
。
偏
旁
冠

脚
等
が
共
通
す
る
漢
字
を
短
歌
の
形
式
で
覚
え
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
工
夫
し
た
も
の
で
、
近
世
を
通
じ
て
広
く
用
い
ら
れ

一
三
〇
以
上
の
版
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
乾
善
彦（
二
〇
一
三
）

が
紹
介
す
る
乾
氏
蔵
本
は
そ
の
中
の
一
本
で
あ
る
が
、
各
漢
字

の
下
に
多
く
の
字
訓
を
示
す
こ
と
に
特
徴
が
存
す
る
。
刊
記
は

無
く
刊
年
と
出
版
地
は
不
明
で
あ
る
。

　

本
書
に
は
、
次
の
よ
う
な
、
語
中
カ
行
・
タ
行
の
有
声
化
を

示
す
例
が
存
す
る
。
□
囲
み
数
字
は
冒
頭
一
首
目
を
1
と
す
る

番
号
で
あ
る
。
漢
字
下
の
字
訓
は
小
字
で
記
し
、
改
行
し
て
複

数
の
掲
出
が
あ
る
場
合
は
「
／
」
で
区
切
っ
た
。
ま
た
、
本
来

は
各
首
全
て
一
行
書
で
あ
る
が
、

は
、
漢
字
の
下
の
複
数
の

字
訓
を
示
し
た
関
係
上
、
こ
こ
で
は
二
行
書
に
な
っ
て
い
る
。

椿つ
は
きち
ん　

  

榎ゑ
の
きか　

　
　
　

 

楸ひ
さ
きし
う   

柊
ひ
い
ら
き

／
と
う  

桐き
り
梧
／
と
う

　
は
る
つ
ば
き
な
つ
は
ゑ
の
き
に
あ
き
ひ
さ
き
ふ
ゆ
は
ひ
ら
き
よ
お
な
し
ぐ
は
き
り

鱛ゑ
ぞ

そ
う　
　

贈を
ぐ
るぞ
う　
　
　

僧
さ
ど
る
／
ね
ん
こ
ろ
／
よ
す
て
ひ
と

　
う
を
は
ゑ
そ　

か
い
お
ぐ
る
な
り　

ひ
ど
は
そ
う

　
　
　
　
　

憎に
く
むぞ
う　
　
　

増ま
す
ぞ
う
／
ま
す
／
す
な
わ
ち
／
か
さ
な
る

　
　
　
　
　
こ
ゝ
ろ
は
に
く
む　

つ
ち
は
ま
す
な
り

　

は
、
和
歌
部
分
五
句
目
に
「
お
な
し
ぐ
」
と
見
え
る
例
で

（81）
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国　

農の
う
か
て
な
ら
い
し
や
う

家
手
習
状
／
西
村
明
観
著
／
夫そ
れ
て
な
ら
ひ

手
習
は
世よ

の
中な
か

米　

農の
う
か
て
な
ら
へ
し
や
う

家
手
習
状
／
西
村
明
観
著
／
夫そ
れ
て
な
ら
へ

手
習
は
世よ

の
中な
か

国　

の
芸け
い

の
中な
か

に
も
／
第た
い
い
ち一
に
て
、  　

人ひ
と

の
為た
め

に
も

米　

の
芸け
い

の
中な
か

に
も　

第た
い
い
ち一
に
て
、
／
人ひ
と

の
為た
め

に
も

国　

身み

の
為た
め

に
も
／
是こ
れ

に
増ま
し

た
る
事こ
と　

は
な
し
。
扨さ
て

、

米　

身み

の
為た
め

に
も　

是こ
れ

に
増ま
し

た
る
事こ
と

／
は
な
し
。
扨さ
て

、

国　

手て
な
ら
ひ習
に
品し
な

々〲
／
あ
り
。
士
さ
む
ら
い

  
な
れ
ば
士
さ
む
ら
いの　

米　

手て
な
ら
へ習
に
品し
な

々〱　

あ
り
。
士
さ
ふ
ら
い

  
な
れ
は
士
さ
ふ
ら
いの
／

国　

知し

り
て
善よ
き
し
よ書
／
を
習な
ら

ふ
也な
り

。
商あ
き
ひ
と人
な
れ
は

米　

知し

り
て
善よ
き
し
よ書　

を
習な
ら

ふ
也な
り

。
商あ
き
ひ
と人
な
れ
は
／

　

全
体
に
拙
蔵
本
は
一
行
文
字
数
が
多
く
、
伊
勢
屋
本
の
一
丁

表
の
終
わ
り
が
「
善よ
き
し
よ書
」
ま
で
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
拙
蔵
本

は
「
商あ

き
ひ
と人
な
れ
は
」
ま
で
を
収
め
る
。
そ
の
た
め
、
両
書
は
同

内
容
の
同
文
な
が
ら
、
伊
勢
屋
本
が
四
丁
半
で
あ
る
の
に
対

し
、
拙
蔵
本
は
三
丁
半
で
終
わ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小
泉
編

（
二
〇
〇
一
）
が
掲
げ
る
（
文
政
五
年
本
と
推
測
さ
れ
る
）
玉

川
大
学
蔵
本
の
図
版
で
は
、
同
じ
く
六
行
の
本
文
で
一
丁
表
は

「
士

さ
む
ら
いの
知
り
て
」
ま
で
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
玉
川
大
学
蔵

本
↓
国
会
本
↓
拙
蔵
本
の
順
に
紙
面
の
縮
刷
を
図
っ
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
の
み
で
単
純
に
先
後
関
係
を
判
断
す
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、
拙
蔵
本
は
、
玉
川
大
学
蔵
本
や
国
会

本
の
末
流
に
位
置
す
る
版
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら

れ
る
。

　

本
書
に
も
東
北
方
言
の
反
映
と
見
ら
れ
る
例
が
存
す
る
。
右

の
引
用
部
に
も
見
ら
れ
る
通
り
、
連
母
音
後
部
の
イ
と
エ
の
交

替
が
散
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
本
文
中
の
該
当
箇
所
を
全
て
示

す
。（　

）
内
は
国
会
本
の
同
一
箇
所
で
あ
る
。

【
エ
↑
イ
の
交
替
例
】

 

ア
エ
↑
ア
イ
（
８
例
）

　

 

手て
な
ら
へ習
（
手て
な
ら
ひ習
）
×
３　
　

商
あ
き
な
へ（ 

商
あ
き
な
ひ 

）

 　

相あ
へ
ま
も
り守（
相あ
ひ
ま
も
り守）　　

　

敬
う
や
ま
へて
（ 

敬
う
や
ま
ひ 

て
）

 　

兄き
や
う
た
へ弟（
兄け
う
だ
い弟
）　　
　

相あ
へ
す
ま済
し
（
相あ
い
す
ま済
し
）　

 

ウ
エ
↑
ウ
イ
（
１
例
）

 　

或あ
る
へは
（ 

或
あ
る
い
は 

）

 
オ
エ
↑
オ
イ
（
２
例
）

 　

甥お
へ

（
甥お
ひ

）     　

生を
へ
し
け
り茂　
（
生お
ひ
し
げ茂
り
）

（80）
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田
畑
、
穀
物
、
樹
木
等
の
名
前
を
織
り
込
ん
で
、
文
字
の
学
習

に
も
資
す
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は「
西
村
明
観
」

と
記
さ
れ
る
が
、
こ
の
人
物
は
仙
台
藩
士
で
漢
学
者
の
富
田
育

齊
の
こ
と
で
あ
る
。『
国
書
人
名
辞
典
』（
岩
波
書
店
）
に
よ
る

と
宝
永
三
（
一
七
〇
六
）
年
生
、
寛
政
六
（
一
七
九
四
）
年
の

没
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
小
泉
吉
永
編
（
二
〇
〇
一
）

に
言
及
が
あ
り
、
文
政
五
（
一
八
二
二
）
年
の
「
伊
勢
屋
半
右

衛
門
板
」
を
初
刊
と
し
、「
本
文
を
大
字
・
六
行
・
付
訓
で
記

す
。
本
往
来
は
ほ
と
ん
ど
が
仙
台
版
で
、
明
治
期
に
大
判
の
一

枚
刷
り
が
登
場
す
る
な
ど
主
に
東
北
地
方
で
普
及
し
た
往
来
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

拙
蔵
本
も
刊
本
で
、
一
冊
。
二
五
・
四
㎝
×
一
七
・
二
㎝
。
見

返
し
に
農
作
業
の
風
景
を
描
く
口
絵
を
配
す
。
本
文
は
三
丁

半
で
、
最
終
丁
は
裏
表
紙
に
貼
り
付
け
て
あ
る
。
毎
半
丁
六

行
。
本
文
の
頭
書
に
は
教
訓
的
な
絵
を
配
し
て
い
る
。
刊
記
が

な
い
こ
と
か
ら
、
刊
年
と
出
版
地
は
と
も
に
不
明
。
外
題
は

原
題
簽
に
「〈
新
／
板
〉
農
家
手
習
状 

全
」、
内
題
は
巻
首
に

「
農の

う
か
て
な
ら
へ
し
や
う

家
手
習
状
」
と
あ
る
。
表
紙
に
旧
蔵
者
に
よ
る
書
き
入
れ

が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　

明
治
五
年

　
　
　

陸
中
国
閉
伊
郡

　
　
　

第
十
四
大
区
田
□
邑
廿
五
番
屋
敷
居
住

　
　
　

 

酉　
　

五
月
五
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　

関
口
善
兵
衛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

此
主
也

　

明
治
五
年
は
申
年
で
あ
る
点
に
は
不
審
を
残
す
。ま
た
、「
田
」

の
下
の
漢
字
は
金
偏
で
あ
り
、
裏
表
紙
に
見
え
る
書
き
入
れ
に

は
「
宮
古
通
／
田
鎖
村
」
と
見
え
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
「
田

鎖
村
」
で
良
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
田
鎖
村
は
現
在
の
岩
手
県

宮
古
市
。
明
治
期
初
頭
に
岩
手
県
沿
岸
部
で
使
用
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
考
え
る
と
、
他
の
『
農
家
手
習
状
』
諸
版
と
同
様
に
、

本
書
も
東
北
地
方
で
開
版
さ
れ
た
一
本
と
見
て
良
か
ろ
う
。

　

現
段
階
で
文
政
五
年
の
初
版
本
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
、仮
に
仙
台
の
伊
勢
屋
半
右
衛
門
が
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）

に
刊
行
し
た
同
じ
く
六
行
本
の
同
名
書
（
国
会
図
書
館
蔵
。
以

下
、
国
会
本
）
の
冒
頭
部
分
を
対
照
し
て
示
す
。
国
は
伊
勢
屋

本
、
米
は
拙
蔵
本
。
範
囲
は
拙
蔵
本
の
一
丁
表
の
末
ま
で
、
斜

線
は
改
行
位
置
で
あ
る
。
私
に
句
読
点
を
付
し
た
。

（79）
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が
見
え
る
他
、①
の「
う
げ
ど

4

4

り
」「
し
ぢ4

」の
よ
う
な
語
中
カ
行
・

タ
行
の
有
声
化
が
確
認
さ
れ
る
。
①
「
三
よ
」「
な
（
南
）」
に

ウ
、
ン
の
無
表
記
例
が
見
え
て
お
り
、
⑫
「
ろ
ぢ
」
は
解
釈
が

難
し
い
が
、
仮
に
「
路
賃
」
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
も
ン
の
無
表
記

例
に
加
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
①
「
し
ぢ
ゑ3

れ
」
⑫
「
あ
ゑ3

」
の

よ
う
イ
↓
エ
の
交
替
例
も
存
す
る
。

Ｃ 

⑤
⑦
⑪
⑬

　

Ａ
・
Ｂ
よ
り
は
小
さ
く
引
き
締
ま
っ
た
書
体
で
、
三
種
の
中

で
最
も
手
慣
れ
た
筆
で
あ
る
。
引
用
部
分
で
は
片
仮
名
の
み
が

見
え
る
。「
一
」
と
「
二
」
が
逆
に
配
さ
れ
る
返
点
も
、
こ
の

筆
と
見
え
る
。
Ａ
・
Ｂ
と
同
様
、
⑤
「
ゾ
ウ
コ
グ3

」「
モ
ヂ3

」

⑬
「
タ
ド3

ヱ
」「
サ
ゲ3

」
等
に
、
語
中
カ
行
・
タ
行
の
有
声
化

が
確
認
さ
れ
る
。
ま
た
、
⑦
「
ヒ
イ3

」
は
エ
↓
イ
の
交
替
例
と

解
釈
す
べ
き
例
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
⑬
「
ハ3

ギ
モ
」
に

見
え
る
語
頭
の
ワ
↓
ハ
の
交
替
は
、
仮
名
遣
い
上
の
問
題
に
と

ど
ま
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
興
味
深
い
例
と
い
え
る
。

　

全
体
の
六
分
の
一
ほ
ど
を
引
用
し
た
だ
け
で
あ
る
が
、
当
地

の
方
言
が
反
映
し
た
と
見
え
る
傍
訓
が
多
数
確
認
さ
れ
る
こ
と

は
、
右
に
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
三
筆
の
墨
が
重
な
る
箇
所
が

な
い
た
め
、
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
が
記
さ
れ
た
先
後
は
明
確
で
は
な
い
。

こ
こ
で
は
、商
売
往
来
の
中
で
も
重
視
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る「
雑

穀 

粳 

糯
」
の
よ
う
な
物
尽
部
分
へ
の
傍
訓
が
Ｃ
の
筆
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
し
か
る
べ
き
人
物
に
よ
る
Ｃ
の
傍
訓
が
先
に
あ
っ

て
、
初
学
者
が
学
習
時
に
読
み
進
め
て
い
く
段
階
で
、
耳
に
し

た
教
授
者
の
声
を
も
と
に
Ａ
・
Ｂ
の
加
筆
を
行
っ
た
と
想
定
し

て
お
く
。

　

本
書
の
よ
う
に
方
言
が
反
映
し
て
い
る
手
本
は
各
地
に
相
当

数
残
存
す
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
本
書
に
反
映
し
て
い
る
方

言
的
特
徴
の
例
も
作
田
将
三
郎
（
二
〇
一
三
）
等
の
先
行
研
究

が
指
摘
す
る
当
該
地
域
の
特
徴
に
多
く
か
な
う
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
無
訓
の
「
商
売
往
来
」
に

初
学
者
が
傍
訓
を
付
し
て
い
く
場
合
に
は
、
口
頭
で
教
授
を
受

け
た
際
の
聞
こ
え
を
そ
の
ま
ま
文
字
化
す
る
こ
と
が
あ
り
、
口

頭
言
語
の
状
況
が
反
映
し
や
す
い
こ
と
と
、
そ
う
し
た
学
習
の

状
況
は
、
文
字
教
育
を
受
け
る
階
層
の
広
が
り
と
と
も
に
、
全

国
各
地
で
同
様
に
見
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

二
―
二 『
農
家
手
習
状
』
江
戸
末
期
（
嘉
永
元
年
以
降
）
刊
カ

　

書
名
が
記
す
と
お
り
、
農
民
が
身
に
つ
け
る
べ
き
心
懸
け
を

記
し
た
教
訓
書
で
あ
る
が
、
文
章
中
に
、
村
役
や
親
族
、
気
候
、

（78）
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こ
の
部
分
の
傍
訓
は
朱
墨
合
わ
せ
て
三
種
に
分
類
さ
れ
る
。

右
の
翻
字
の
傍
訓
中
、
○
囲
み
数
字
は
、
当
該
の
数
字
か
ら
、

次
の
数
字
ま
で
の
間
が
、
同
種
の
筆
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
三
種
各
々
の
傍
訓
部
分
と
特
徴
を
示
す
と
次
の
通

り
で
あ
る
。

Ａ 

②
④
⑥
⑨

　

朱
筆
の
大
ぶ
り
の
傍
訓
で
、
書
体
は
拙
い
。
②
に
見
え
る
通

り
「
上
」「
長
」
の
よ
う
な
類
音
の
漢
字
を
記
し
た
り
、②
「
キ

ん
す
」「
は
□
ふ
キ
」
⑨
「
ト
や
」
の
よ
う
に
平
仮
名
と
片
仮

名
と
の
混
用
が
存
す
る
。
ま
た
、
②
「
ほ
づ4

」
⑥
「
お
ぐ4

で
」

の
よ
う
に
語
中
カ
行
・
タ
行
の
有
声
化
が
確
認
さ
れ
る
。
②「
と

（
等
）」「
も
（
毛
）」「
ト
（
問
）」
に
お
け
る
「
う
」
や
「
イ
」

の
無
表
記
も
注
目
さ
れ
る
が
、
こ
こ
に
音
声
上
の
裏
付
け
を
見

る
べ
き
か
否
か
は
判
断
で
き
な
い
。
な
お
、
こ
の
朱
筆
の
傍
訓

は
⑨
以
降
に
は
全
く
見
ら
れ
な
く
な
る
。

Ｂ 

①
③
⑧
⑩
⑫

　

大
ぶ
り
の
傍
訓
で
、
Ａ
ほ
ど
で
は
な
い
が
、
書
体
は
安
定
し

て
い
な
い
。
Ａ
と
同
様
、
①
の
「
三
よ
」
の
よ
う
な
類
音
の
傍

訓
や
、
③
「
マ
め
イ
た
」
の
よ
う
な
平
仮
名
と
片
仮
名
の
混
用

 

歩
貳
朱
金
位
品
多
所ゆ

は
ゆ
る
　
謂
南な

鐐

 
上上

銀キ
ん
す
　
子
丁長

豆
③
マ
め
イ
た板

灰
④
は
□
ふ
キ吹

等と

考
贋

 
与
本
手
貫
目
分ふ

ん

厘り

毛も
ほ
づ
マ
て
　

払
迄

 

以
天
秤
分
銅
無
相
違
割
符
可

 

令
売
買
也
雑⑤

ゾ
ウ
コ
グ
　
穀

粳
ウ
ル
シ
ネ

糯モ
ヂ

早
稲

 

晩
⑥
お
ぐ
で稲

古
米
新
米
麦
大
豆
小

 

豆
大
角
豆
蕎
麦
粟

⑦
ア
ハ

黍キ
ビ

稗ヒ
イ

 

胡ゴ

麻マ

荏ヱ

菜ナ
ダ
ネ
　
種
廻
船
数

⑧
す
そ
ふ艘

積づ
み

登
ノ
ぼ
ぜ

 

問
⑨
ト
や
ノ屋

之
蔵く

ら
ニ
ハ

入
置
聞
合
直

⑩
ね
だ
ん段

相
場

 

不ご
ら
づ
ノ
　
残
於
レ
一
売

⑪
ウ
リ
ハ
ロ
ウ払

二
者
運

⑫
ろ
ぢ

賃
水
揚

 

口
銭
差
引
相あ

ゑ

究
⑬
キ
ハ
メ

都
合
勘
利

 

潤
之
程
出
入
之
有
損
失
者
可

 

弁
ハ
ギ
モ

之
譬タ

ド
ヱ

者
味ミ

噌ソ

酒サ
ゲ

酢ス

醤シ
ヤ
ウ

油ユ
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上　

商
売
往
来　

一
丁
表
・
裏

下　

商
売
往
来　

二
丁
表
／
農
家
手
習
状　

一
丁
表

（76）
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る
価
値
が
あ
る
も
の
と
考
え
る
。

二
―
一 

『
商
売
往
来
』

　

本
書
は
写
本
で
あ
る
が
、
往
来
物
の
受
容
と
方
言
反
映
と
の

関
係
を
検
討
し
て
い
く
際
に
考
慮
す
べ
き
諸
点
を
確
認
す
る
一

事
例
と
し
て
こ
こ
に
紹
介
す
る
。『
商
売
往
来
』
は
元
禄
年
間

に
書
家
で
あ
る
堀
流
水
軒
の
編
著
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
。
版
本

と
し
て
多
数
刊
行
さ
れ
た
が
、
寺
子
屋
な
ど
で
師
匠
が
自
ら
手

本
と
し
て
執
筆
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
高
橋
敏（
一
九
九
五
）

が
紹
介
す
る
上
州
勢
多
郡
原
之
郷
村
の
手
習
塾
九
十
九
庵
の
天

保
年
間
の
教
本
使
用
を
見
る
と
、『
商
売
往
来
』
は
「
国
尽
」「
村

尽
」
か
ら
「
年
中
行
事
」、「
五
人
組
条
目
」
等
を
終
え
た
後
の
、

比
較
的
仕
上
げ
に
近
い
段
階
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

拙
蔵
の
一
本
は
、
や
や
縦
長
の
大
本
一
冊
。
外
題
は
題
簽
に

「
商
売
往
来 

付
■
勧
状
」（
以
下
、
■
は
虫
損
等
に
よ
る
欠
損
箇

所
、
□
は
文
字
が
分
明
で
な
い
箇
所
を
示
す
）
と
あ
る
。
前
遊

紙
一
丁
の
後
に
、「
今
川
了
俊
愚
息
仲
秋
制
詞
條
々
」
七
丁
、「
商

売
往
来
」
九
丁
、「
弁
慶
勧
進
状
」
五
丁
を
合
冊
。
い
ず
れ
も

同
筆
で
半
丁
六
行
。
手
慣
れ
た
筆
に
よ
る
写
本
で
あ
る
。
伝
来

に
つ
い
て
は
、
後
表
紙
の
見
返
し
に
「
安
永
貳
年
穀
雨
下
旬
／

煤
孫
邑
田
中
住
人
／
高
橋
千
太
良
」、
見
返
し
に
「
奥
州
南
部 

和
賀
郡
煤
孫
村
／
亥
□
月
七
日
ノ
日 

田
中 

高
橋
□
作
／
□
□

／
嘉
永
四
年
亥
天
」、
前
遊
紙
の
裏
に
「
奥
州
南
煤
孫
村
／
田

中
万
兵
衛
□
」
の
記
載
と
署
名
が
あ
る
。「
煤
孫
村
」
は
現
在
、

岩
手
県
西
南
部
の
和
賀
村
に
属
す
。
こ
の
署
名
は
か
な
り
拙
い

筆
で
あ
り
、本
文
と
同
筆
に
は
見
え
な
い
。安
永
二（
一
七
七
三
）

年
ま
で
に
は
本
文
が
手
本
と
し
て
書
写
さ
れ
、
以
降
、
嘉
永
四

年
前
後
ま
で
岩
手
県
の
内
陸
部
で
使
用
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
ろ
う
。
往
来
本
文
に
は
、
本
文
と
は
筆
を
異
に
す
る
と

見
ら
れ
る
傍
訓
が
加
筆
さ
れ
て
お
り
、「
商
売
往
来
」
部
分
に

は
比
較
的
目
立
つ
一
方
、
前
後
の
二
状
に
は
少
な
い
。

　

こ
の
傍
訓
に
は
、
当
該
地
域
の
も
の
と
見
ら
れ
る
方
言
の
反

映
が
見
ら
れ
る
。「
商
売
往
来
」
冒
頭
の
一
丁
半
（
一
八
行
分
）

を
以
下
に
示
す
。

　

 

商
売
往
来

 

凡
商
売
持
扱
文
字
員
数
取

 

遣
之
日
記
証

①
し
や
う
も
ん文

注ち
う
も
ん
　
文
請う

げ
ど
り
　
取
質し

ぢ

 
入ゑ

れ

算三
よ

用
帳
目
録
仕
切
之
覚
也

 
先
両
替
之
金
子
大
判
小
判
壱
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そ
う
で
あ
る
。

　

方
言
が
記
さ
れ
て
い
る
文
献
を
当
該
地
域
の
言
語
状
況
を
知

る
た
め
の
資
料
と
し
て
用
い
る
際
の
困
難
に
つ
い
て
は
、
既
に

右
の
言
及
に
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
加
え
る
べ
き
点
は
な
い
。
し

か
し
、
当
該
地
域
の
言
語
状
況
と
し
て
検
討
の
俎
上
に
上
げ
ら

れ
る
べ
き
対
象
は
、
何
も
口
頭
語
に
限
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

か
ろ
う
。「
自
然
、方
言
が
反
映
し
た
」
資
料
に
お
け
る
「
反
映
」

の
有
り
様
は
一
様
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
文
献
の
時
代
・
地
域
・

用
途
・
執
筆
者
の
階
層
等
の
総
合
的
な
分
析
に
よ
っ
て
、
口
頭

語
と
文
章
語
と
の
隔
た
り
に
対
応
す
る
方
策
自
体
に
も
、
地
域

性
が
存
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
可
能
性
も
あ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
各
々
の
文
献
に
お
い
て
「
反
映
」
が
存
す

る
こ
と
自
体
の
意
義
を
改
め
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
も
無
意
味

で
は
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
主
に
東
北
地

方
で
刊
行
さ
れ
た
版
本
（
推
定
を
含
む
）
を
対
象
と
し
て
、
右

の
(2)
に
分
類
さ
れ
る
文
献
中
に
見
え
る
、
方
言
「
反
映
」
の
諸

相
を
示
し
つ
つ
、
初
学
者
に
向
け
た
書
物
に
見
え
る
方
言
反
映

例
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
と
す
る
。

二 

往
来
物
に
見
え
る
方
言
の
反
映

　

文
献
に
方
言
が
反
映
し
た
事
例
は
、
東
北
地
方
に
限
っ
て
も

こ
れ
ま
で
数
多
く
報
告
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
中
期
以
降
に
伊
達

藩
士
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
と
さ
れ
る
方
言
語
彙
集
『
仙
台

浜
荻
』、
天
保
五
（
一
八
三
四
）
年
没
の
荘
内
藩
士
氏
家
剛
大

夫
の
編
で
、
荘
内
地
方
の
音
声
特
徴
を
分
析
記
述
し
た
『
荘

内
方
言
攷
』、
荘
内
藩
士
白
井
固
作
の
説
が
存
し
、
慶
応
三

（
一
八
六
七
）
年
の
序
を
有
す
る
洒
落
本
『
苦
界
船
乗
合
咄
』

等
は
、
東
北
人
の
手
に
な
る
文
献
で
、
か
つ
、
方
言
を
対
象
化

し
て
記
述
し
た
り
、
敢
え
て
方
言
を
使
用
し
て
作
品
を
展
開
さ

せ
る
も
の
で
、
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
た
も
の
と
い
え
よ

う
。
さ
ら
に
近
年
は
、
小
林
隆
（
二
〇
〇
四
）
や
作
田
将
三
郎

（
二
〇
〇
七
）（
二
〇
一
三
）、
彦
坂
佳
宣
（
二
〇
〇
四
）
が
言

及
す
る
農
書
や
古
文
書
（
庶
民
記
録
）
の
類
の
発
掘
や
分
析
も

進
ん
で
い
る
。
以
下
に
言
及
す
る
方
言
の
反
映
例
は
、
こ
れ
ら

の
先
行
研
究
が
指
摘
す
る
近
世
東
北
方
言
の
言
語
状
況
の
範
囲

を
出
る
も
の
で
は
な
い
が
、
版
本
に
存
す
る
事
例
で
あ
る
と
い

う
点
、
ま
た
、
管
見
の
わ
ず
か
数
点
の
範
囲
で
は
あ
る
に
し
て

も
、
往
来
物
・
教
訓
書
の
よ
う
な
啓
蒙
的
な
著
作
に
偏
っ
て
確

認
さ
れ
る
点
に
お
い
て
、
現
段
階
で
の
中
間
的
な
報
告
を
試
み

（74）
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往
来
物
に
見
る
方
言
反
映
事
例
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

―
近
世
後
期
の
東
北
地
方
に
お
け
る
―

米　

谷　

隆　

史

一 

は
じ
め
に

　

迫
野
虔
徳
（
一
九
九
八
）
は
、
地
方
語
（
方
言
）
が
記
さ
れ

て
い
る
資
料
を
次
の
よ
う
に
二
つ
に
大
別
し
た
。

　

(1)
地
方
語
を
特
に
対
象
化
し
て
扱
っ
た
も
の

　

(2)
地
方
人
の
手
に
な
る
文
献
に
、
自
然
、
方
言
が
反
映
し
た

も
の

　

迫
野
氏
は
、
前
者
に
該
当
す
る
も
の
と
し
て
、『
浜
荻
』
な

ど
の
各
地
で
作
ら
れ
た
方
言
集
、『
物
類
称
呼
』（
越
谷
吾
山
、

安
永
四
年
〈
一
七
七
五
〉）、「
Ｘ
」（X

im
o

）
注
記
に
よ
っ
て

主
に
九
州
方
言
を
示
す
『
日
葡
辞
書
』（
一
六
〇
三
）
を
挙
げ
、

後
者
と
し
て
『
三
河
物
語
』
や
『
雑
兵
物
語
』
な
ど
挙
げ
る
他
、

新
た
に
『
梅
津
政
景
日
記
』
等
の
文
献
に
見
ら
れ
る
方
言
の
反

映
事
例
を
示
し
た
（
二
九
七
ｐ
〜
）。
ま
た
、
後
者
の
文
献
の

扱
い
に
困
難
な
点
が
あ
る
と
し
て
、次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…

(2)
は
、
他
言
語
と
の
対
比
と
い
う
情
報
が
な
く
、
文
脈

の
ま
に
ま
に
露
頭
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
意
味
の
把

握
が
む
ず
か
し
い
。
ま
た
、
全
体
に
文
語
文
で
あ
る
な
か
に

た
ま
た
ま
反
映
し
た
も
の
と
い
う
制
約
か
ら
く
る
い
ろ
い
ろ

な
問
題
が
あ
っ
て
、取
扱
い
の
上
で
困
難
が
多
い
。
第
一
に
、

一
々
の
語
の
地
方
性
の
判
定
に
困
難
さ
が
つ
き
ま
と
う
。
従

来
、
同
時
代
の
中
央
語
文
献
と
の
対
比
、
現
在
方
言
の
参
照

な
ど
、
縦
横
の
目
配
り
に
よ
る
判
定
が
多
く
用
い
ら
れ
て
き

た
が
、
現
実
問
題
と
し
て
、
そ
う
す
る
以
外
に
方
法
は
な
さ

（73）


