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源
氏
物
語
に
於
け
る
漢
籍
引
用
の
傾
向
と
特
色

源
氏
物
語

K
は
種
々
多
数
の
漢
籍
が
引
用
さ
れ
、
中
で
も
自
氏
文

集
が
質
・
量
共

K
圧
倒
的
優
位
を
持
す
る
事
既

K
周
知
の
通
h
y
で
あ

る
。
そ
し
て
其
の
文
集
を
主
軸
と
す
る
漢
籍
引
用
の
実
態
を
検
討
す

る
事
K
よ
っ
て
、
私
は
延
い
て
は
源
語
の
性
格
を
も
規
定
す
る
事
が

出
来
る
と
考
へ
て
居
る
。
（
注
1
）
が
本
稿
主
と
し
て
其
の
引
用
の

傾
向
と
特
色
と
に
つ
い
て
述
べ
て
見
た
い
。

白
氏
文
集
は
元
来
七
十
五
巻
｜
｜
現
存
七
十
一
巻
｜
｜
詩
文
線
数

凡
そ
三
千
八
百
四
十
篇
の
露
大
‘
な
も
の
で
あ
る
。
他
の
国
文
学
作
品

の
場
合
も
同
様
で
あ
る
が
、
源
語
作
者
は
果
し
て
其
の
纏
て
を
通
覧

し
て
引
用
し
た
の
で
あ
ら
う
か
。
或
は
文
白
氏
文
集
は
其
の
高
い
知

名
度
の
た
め
、
源
氏
物
語
以
外
の
園
文
学
作
品

K
も
広
く
引
用
さ
れ

て
居
夕
、
彼
の
和
漢
朗
詠
集
も
線
匂
闘
の
中
、
文
集
が
切
と
、
実
K

其
の
二
三
%
を
占
め
る
高
率
で
あ
る
。
き
れ
ば
若
し
源
語
・
朗
詠
両

書
K
共
通
し
て
採
ら
れ
て
居
る
ー
ー
そ
の
数
は
凡
そ
四
に
上
る

i
｜

場
合
、
源
語
は
果
し
て
其
の
何
れ
か
ら
の
引
用
で
あ
る
か
、
直
接
か

間
接
か
の
問
題
が
生
ず
る
。
が
結
論
か
ら
先
に
言
へ
ば
、
源
語
作
者

は
や
は

b
文
集
の
作
品
全
般
を
通
覧
し
て
引
用
し
て
居
り
、
又
少
〈

古

津

未

知

男

も
文
集
と
朗
詠
と
の
場
合
、
そ
れ
は
や
は
h
y
朗
詠
か
ら
の
間
接
的
引

用
で
は
左
〈
、
自
氏
文
集
直
接
の
引
用
で
あ
る
と
考
へ
る
。
そ
れ
は

例
へ
ば
須
磨
巻
等
K
於
け
る
文
集
詩
文
の
引
用
に
徴
し
て
明
ら
か
で

あ
る
。須

磨
巻
は
源
語
五
十
四
巻
中
で
も
特
K
和
漢
各
種
の
漢
籍
や
故
事

が
多
〈
用
ひ
ら
れ
、
而
も
そ
れ
が
該
巻
其
の
場
の
情
景
や
心
情
を
写

す
K
誠
に
よ
〈
効
果
を
事
げ
て
居
る
。
其
の
中
の
一
つ
、
光
源
氏
須

磨
落
ち
途
中
の
一
段
K

M
，
て
吟
頓
吟
給
へ
る
に
と
し
か
た
の
山
は
霞
は
る
か

K
て
、
誠

K
一↓一

千
里
の
外
の
心
地
す
る
に
、
揮
の
雫
も
堪
へ
難
し

と
あ
夕
、
や
が
て
須
磨
K
到
着
、
習
は
ぬ
閑
居
K
折
か
ら
の
名
月
を

眺
め
て
は
、
頻
h
y
と
都

K
思
を
馳
せ
る
情
を
述
べ

月
の
い
と
花
や
か

K
さ
J
V

噛
で
た
る
に
、
今
宿
円
は
十
五
夜
念
h
y

け
h
y
と
思
し
出
で
て
、
殿
上
の
御
遊
び
恋
し
〈
、
所
々
左
が
め
給

J
W
A
W
4
T
ゆ
し
吐
唱
の
品
川
吋
哨
U
K
つ
け
て
も
、
か
か
勘
九
V

咽
が
わ
い

ら
れ
給
ふ
。
二
千
里
外
故
人
心
と
ず
し
給
へ
る
、
例
の
涙
も
と
ど

め
ら
れ
ず
。
：
：
：
「
あ
一
舟
小
俸
ト
恥
」
と
聞
ゆ
れ
ど
念
ほ
入
タ
給

は
ず

-1ー



。

。

。

見
る
程
ぞ
し
ば
し
慰
む
巡
り
合
は
む
月
の
都
は
は
る
か
左
れ

ど
も

そ
の
夜
う
へ
の
い
と
左
っ
か
し
う
昔
物
語
左
ど
し
給
ひ
し
御
さ
ま

の
ド
喉
椛
轍
味
的
噌
応
的
札
吋
唱
し
く
思
ひ
出
で
聞
え
給
ひ
て
、

「
恩
賜
の
御
衣
は
今
と
こ
に
あ
り
」
と
ず
し
つ
つ
入
h
y
給
ひ
ぬ
。

と
記
さ
れ
て
居
る
。
さ
て
此
の
「
コ

h
F
m蜘
知
人
伊
」
は
、
い
ふ
ま

で
も
ま
〈
文
集
雑
律
「
八
月
十
五
日
夜
禁
中
濁
直
対
月
憶
元
九
」
の

句
に
基
づ
く
。
そ
し
て
此
匂
は
普
く
人
口
に
捨
災
さ
れ
た
名
句
秀
吟

た
る
の
故
を
以
て
、
和
漢
朗
詠
集
K
も
採
録
さ
れ
て
居
る
。
即
ち
と

と
K
前
記
文
集
か
朗
詠
か
、
直
接
か
間
接
か
の
問
題
が
生
ず
る
訳
で

あ
る
。
が
し
か
し
そ
れ
は
源
語
本
文
の
文
面
内
容
と
原
典
文
集
詩
句

と
を
比
較
検
討
す
る
事
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
。
け
だ
し
文
集
「
八

月
十
五
日
夜
云
々
」
の
詩
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

銀
台
金
闘
タ
沈
札
町
、
濁
宿
相
思
在
翰
林
。
三
五
軒
中
新
月
色
、
可
一

0
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0

0

、

千
里
外
故
人
心
。
渚
宮
東
面
煙
波
冷
、
浴
殿
西
頭
鐘
漏
深
。
恐

清
光
不
同
見
、
江
陵
卑
潔
足
秋
陰
。

0

0

0

 

つ
い
て
見
る

K
、
先
づ
「
今
管
は
十
五
夜
念
り
け
り
」
の
書
き
出

。

。

。

、

し
は
、
恰
も
白
詩
標
題
「
八
月
十
五
夜
」
に
歩
調
を
合
は
せ
、
「
殿

上
」
云
々
は
勿
論
「
禁
恥
」
や
「
銀
台
金
掛
L
K相
当
す
る
。
又

ー
、
、
、
、
、
、
。
！

l

，

「
亦
の
顔
の
み
ま
も
い
か
払
m
L
P
」
は
「
亦
恥
骨
一
p
h川」

K
応
ず
る
も

0

0

0

0

0

0

0

 

の
が
あ
る
。
と
と

K
「
二
千
里
外
故
人
心
」
を
引
き
、
更
に
「
夜
更

け
侍
h
y
ぬ
」
云
々
は
「
タ
沈
沈
」
や
「
鐘
漏
深
」

K
通
ず
る
。
そ
し

。

て
「
貯

μ
程
ぞ
l

一
の
歌
は
「
清
光
不
同
見
」
を
承
け
、
同
時

K
此
段

一
節
の
締
め
括
り
を
‘
な
し
て
居
る
。
但
だ
須
磨
か
ら
京
の
人
を
思
ふ

の
と
、
禁
中
か
ら
江
陵
の
元
九
を
憶
ふ
と
の
主
客
の
位
置
に
違
ひ
は

あ
る
。
け
れ
ど
も
一
文
の
構
成
は
誠
K
よ
く
近
似
す
る
。
と
れ
が
朗

寸－
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詠
本
文
に
記
さ
れ
た
も
の
は
、
「
三
五
夜
中
新
月
色
」
「
二
千
里
外

0

0

0

 

故
人
心
」
の
二
句
K
過
ぎ
左
い
。
朗
詠
此
の
二
句
だ
け
で
は
到
底
源

語
此
の
や
う
な
行
文
は
生
じ
な
い
で
あ
ら
う
J

．

念
る
程
と
と
に
は
「
二
千
里
外
故
人
心
と
示
し
給
ヘ
タ
」
と
あ
る
。

詩
歌
を
朗
詠
し
て
意
中
を
述
べ
、
或
は
輿
を
深
め
た
り
す
る
事
は
古

く
中
固
に
も
あ
り
、
常
時
我
国
で
も
広
〈
行
は
れ
、
源
語

K
も
屡
見

受
け
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
和
漢
朗
詠
集
も
実

K
か
、
る
時
代
の
要
求

か
ら
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ざ
れ
ば
源
語
此
の
場
合
も
、
或
は
さ
う

い
ふ
類
寮
・
選
集
的
－
な
も
の
を
詠
じ
た
の
で
あ
っ
て
、
文
集
直
接
の

引
用
で
は
念
い
の
で
は
を
い
か
と
の
疑
問
も
生
ず
る
。
け
れ
ど
も
同

文
後
K
出
る
「
思
賜
の
御
衣
は
今
と
こ
に
あ
り
と
ず
し
つ
つ
云
々
」

と
、
菅
家
後
集
道
県
の
詩
句
も
同
様
と
れ
を
諦
し
た
事
K
念
っ
て
居

る
。
が
と
れ
は
朗
詠
K
は
存
し
も
仏
い
。
或
は
又
柏
木
巻
、
薫
の
誕
生

K
合
同
っ
て
、
過
去
を
持
つ
源
氏
の
胸
中
を
叙
し
た

あ
は
れ
は
か
な
か
り
け
る
人
の
契
か
な
：
：
：
と
涙
の
ほ
ろ
ほ
ろ
と
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

ほ
れ
ぬ
る
を
：
：
：
静
か

K
思
ひ
て
歎
く
K
堪
へ
た
り
と
打
請
し
給

ふ
の
「
静
思
堪
喜
亦
堪
嘆
」
（
後
続
集
・
自
噸
）
も
朗
詠
K
は
を
い
。

源
語
に
引
用
し
て
請
し
た
と
‘
な
っ
て
居
る
も
の
で
も
、
必
ず
し
も
朗

詠
K
あ
る
も
の
ば
か
り
と
は
限
ら
左
い
訳
で
あ
る
。

尚
又
一
方
の
「
三
一
千
里
の
外
」
は
同
じ
く
文
楽
雑
律
詩
「
三
千
里

外
遠
行
人
」
（
冬
至
宿
楊
梅
館
）

K
擦
る
。
「
誕
凶
三
千
里
の
外
の

心
地
す
る

K
」
の
表
現
は
い
か
に
も
文
集
引
用
の
感
を
強
く
さ
せ
る

が
、
と
れ
も
亦
朗
詠
に
は
収
録
さ
れ
て
居
念
い
も
の
で
あ
る
。
普
〈

人
口
に
輸
相
炎
さ
れ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
別
に
名
句
秀
吟
で
も
左
い

か
ら
で
あ
る
。
而
も
そ
れ
が
名
句
秀
吟
と
し
て
人
口

K
謄
表
さ
れ
た

つω

M
P

「
・
克
を
玖
て
て
笥
ハ
一
た

D
d
、
E
し
く
文
集
と
司
じ
「
寺
の
鐘
一



「
二
千
里
故
人
心
」
と
共

K
、
源
語
に
は
歴
と
し
て
引
用
さ
れ
て
居

る
事

K
注
目
し
念
け
れ
ば
左
ら
左
い
。
即
ち
此
の
事
は
と
り
も
直
さ

ず
、
源
語
が
さ
う
い
ふ
名
句
と
か
秀
吟
と
か
或
は
人
口

K
謄
表
し
た

と
か
い
ふ
事
と
は
別

K
、
広
く
白
氏
文
集
の
全
般
か
ら
引
用
し
た
事

の
証
左

K
外
念
ら
念
い
。

同
様
左
例
を
い
ま
一
つ
暴
げ
て
置
き
た
い
。
そ
れ
は
「
香
炉
峯
下

新
ト
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
」
及
び
そ
れ
に
続
く
「
重
題
」
合
せ

て
五
首
一
聯
の
詩
の
引
用
で
あ
る
。
須
磨
巻
光
源
氏
閑
居
の
段
、
又

左
く
あ
は
れ
も
仏
る
秋
の
夜
、
濁
り
目
を
醒
ま
し
て
胸
を
傷
め
た
と
い

ふ
く
だ
り
に

0

0

0

0

0

 

枕
を
敬
て
て
四
方
の
嵐
を
聞
き
給
ふ

K
、
浪
た
だ
ζ

と
も
と

K
立

ち
来
る
心
地
し
て
、
涙
落
っ
と
も
覚
え
ぬ

K
枕
浮
く
ば
か
り
K
左

’
P
K
け
h
y

と
あ
り
、
又
線
角
巻
、
薫
が
今
は
4

仙
台
」
宇
治
大
君
を
慕
っ
て
悲
し
ん

だ
所

K
雪
の
か
き
く
ら
し
降
る
日
ひ
ね
も
す

K
な
が
め
暮
し
て
、
世
の
人

の
す
さ
ま
じ
き
事

K
い
ふ
左
る
十
二
月
の
月
夜
の
曇
り
左
く
さ
し

出
で
た
る
を
、
鮮
彰
…
静
同
十
巾
刊
、
［
貯
蜘
へ
ば
向
ひ
の
お
で
一
一
智
伊
酢
h
v

o
o
o
 

h
r
敬
て
て
今
日
も
暮
れ
ぬ
と
か
す
か
在
る
を
静
ド
ャ

と
記
さ
れ
て
居
る
。
朗
詠
K
も
採
ら
れ
た
有
名
左
「
敬
枕
鶏
」
「
援

策
看
」
の
二
句
が
引
か
れ
る
、
其
の
詩
は
左
の
如
く
で
あ
る
。

日
高
唖
【
味
噌
一
柑
起
、
小
閣
重
会
不
伯
寒
。
遺
愛
寺
動
恥
r
b
w
脚
、
香

炉
峯
雪
援
簾
看
。
匡
虚
便
是
逃
名
地
、
司
馬
の
為
送
老
官
。
心
泰

身
寧
是
賜
慮
、
故
郷
何
濁
在
K
長
安
。

つ
い
て
見
る

K
、
先
づ
線
角
巻
で
る
る
が
、
薫
が
「
簾
黍
捲
上
げ

て
見
」
た
の
は
文
集
の
「
雪
」
左
ら
ぬ
十
二
月
の
「
月
」
で
あ
る
。

が
「
枕
を
敬
て
て
聞
い
」
た
の
は
、
正
し
く
文
集
と
同
じ
「
寺
の
鐘
」

の
聾
で
あ
る
。
既

K
此
の
句
が
「
香
炉
峯
」
詩
を
思
は
せ
る

K
十
分

で
あ
る
。
而
も
こ
こ
で
は
「
簾
垂
捲
上
げ
」
「
枕
を
敬
て
」
の
両
句

が
同
文
同
時
に
相
対
し
て
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
と
れ
が
「
香
炉
峯
」

詩
の
引
用
で
あ
る
事
は
一
見
殆
ん
ど
疑
問
の
品
跡
地
は
な
い
で
あ
ら
う
。

他
方
須
磨
巻
で
は
、
源
氏
が
聞
い
た
の
は
文
集
や
線
角
巻
の
「
寺

の
鐘
」
の
馨
で
は
念
〈
、
そ
れ
と
は
全
く
違
っ
た
「
四
方
の
嵐
」
と

在
っ
て
居
る
。
け
れ
ど
も
恰
も
線
角
巻
で
「
簾
垂
捲
上
げ
て
見
」
た

「
肩
書
」
が
「
月
」

K
変
っ
た
と
同
じ
く
、
と
と
も
「
枕
を
軟
て
」
て

聞
い
た
「
鐘
の
馨
」
が
「
四
方
の
嵐
」
と
転
用
さ
れ
た
と
見
て
良
い
。

且
つ
「
枕
を
敬
て
て
」
と
い
ふ
や
う
な
漢
語
的
表
現
は
ど
う
し
て
も

漢
籍
｜
｜
文
集
等
の
存
在
を
首
肯
せ
し
め
る
。
即
ち
私
は
線
角
巻
は

勿
論
須
磨
巻
も
「
簾
垂
捲
上
げ
」
「
枕
を
敬
て
」
は
文
集
「
香
炉
峯
」

詩
句
の
引
用
で
あ
る
と
考
へ
る
。
が
と
と
で
も
其
等
が
直
接
文
集
よ
寸

h
ノ
の
引
用
で
あ
る
と
す
る

K
は
尚
一
つ
の
問
題
が
残
る
。
そ
れ
は
同

じ
此
の
詩
句
の
採
ら
れ
た
和
漢
朗
詠
集
と
の
関
係
で
あ
る
。
が
と
れ

亦
文
集
直
接
引
用
を
証
す
る
有
力
念
論
嬢
が
得
ら
れ
る
。
そ
れ
は
恰

も
前
項
「
二
千
里
外
故
人
心
」
の
場
合
と
同
じ
く
、
前
記
「
香
炉
峯
」

詩
五
首
中
の
朗
詠
K
左
い
他
の
一
首
が
同
じ
須
磨
巻

K
引
用
さ
れ
て

居
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
其
の
詩
は

五
架
三
間
新
草
堂
、
日
恥
rA官
h
v
h
v
一
紳
骨
。
南
箸
納
日
冬
天
媛
、
北

戸
迎
風
夏
目
涼
。
温
調
飛
泉
総
有
点
、
払
胸
斜
竹
不
成
行
。
来
春

更
葺
東
廟
屋
、
紙
閣
葦
簾
著
孟
光
。

の
如
く
で
あ
る
が
、
其
の
第
二
句
「
石
階
桂
柱
竹
編
塘
」
が
光
源
氏

閑
居
草
庵
の
様
を
叙
し
た
所

K
用
ひ
ら
れ
る
。
即
ち

住
ひ
給
へ
る
さ
ま
い
は
む
方
な
く
骨
か
ト
ゎ
ト
：
：
：
和
一
僻
肘
初
一
野



0

0

0

0

0

0

0

0

0

、o
c

し
わ
た
し
て
石
の
は
し
松
の
柱
な
ろ
そ
か
念
る
も
の
か
ら
珍
ら
か

K
を
か
し

と
只
一
つ
「
桂
」
が
r

「
松
」

K
変
へ
ら
れ
た
だ
け
で
全
句
そ
の
ま
ま

引
用
さ
れ
、
而
も
其
の
前
に
は
態
々
「
い
は
む
方
左
く
唐
め
き
た
り
」

と
の
修
飾
ま
で
附
せ
ら
れ
て
居
る
。
の
み
左
ら
ず
此
の
須
磨
巻
で
は

光
源
氏
此
の
度
の
須
磨
落
ち
が
世
を
偉
る
忍
び
の
行
で
あ
れ
ば

か
の
山
里
の
御
す
み
か
の
具
は
え
さ
ら
ず
取
り
使
ひ
給
ふ
べ
き
物

刊
文
殊
更
K
よ
そ
ひ
も
な
く
事
そ
ぎ
て
、
又
さ
る
べ
き
書
ど
も
力

集
左
ど
入
れ
た
る
箱
、
さ
て
は
琴
一
つ
ぞ
持
た
せ
給
ふ
。
所
せ
き

御
調
慶
花
や
か
左
る
御
よ
そ
ひ
念
ど
吏

K
具
し
給
は
ず
、
怪
し
の

山
が
つ
め
き
て
も
て
念
し
給
ふ
。

と
、
源
氏
離
京

K
嘗
夕
、
其
の
手
廻
h
J
品
総
て
簡
略
K
止
め
た
中

K

あ
っ
て
、
特
に
「
h
M
L
貯
」
と
「
動
4

ど
だ
け
は
携
行
を
忘
れ
念
か

0
 

っ
た
と
言
ふ
。
一
言
ふ
迄
も
な
〈
此
の
「
琴
一
つ
」
は
や
は
り
雑
律
の

部
K
収
め
ら
れ
て
居
る
楽
天
講
居
の
記
「
虚
山
草
堂
記
」
の
「
除
勧

0

0

0

 

一
張
」
を
取
っ
た
も
の
、
而
も
態
々
「
琴
一
つ
」
と
其
の
数
ま
で
も
合

は
せ
て
居
る
。
更
に
此
の
「
琴
」
は
明
石
上
出
現
K
至
る
物
語
構
想

の
上
で
も
、
尚
後
ま
で
糸
を
曳
い
て
展
開
す
る
重
要
左
意
味
を
持
つ

も
の
で
あ
る
。

か
く
て
須
磨
巻
K
於
け
る
「
文
集
」
｜
｜
「
香
炉
峯
」
詩
の
引
用

は
誠

K
歴
然
た
る
も
の
が
あ
る
。
そ
し
て
本
項
大
切
念
事
は
其
の
引

用
さ
れ
た
「
香
炉
峯
」
詩
二
首
の
中
一
は
名
句
秀
吟
と
し
て
普
く
人

口
に
謄
炎
さ
れ
、
朗
詠
K
も
採
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
之
に
反
し
て

他
は
名
句
秀
吟
で
も
人
口

K
謄
表
さ
れ
た
も
の
で
も
左
く
、
従
っ
て

又
朗
詠
K
採
ら
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
而
も
尚
源
語
で
は
其
の
両
首

が
依
然
と
し
て
併
せ
引
用
さ
れ
て
居
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
即
ち
其

？

〉

）

、

戸
－
｝
レ
L
t
a
h
d
Hリ

、

陸

h
k

二－

L
T
E
－－

h

F

－

の
文
集
全
般
を
通
覧
し
た
文
集
直
接
の
引
用
た
る
事
前
詩
の
場
合
と
、

全
く
同
轍
で
あ
る
。

一一
次
K
源
語

K
於
け
る
漢
籍
引
用
の
大
き
な
傾
向
・
特
色
と
し
て
曲

折
・
変
化
の
問
題
が
あ
る
。
つ
ま
り
源
語
の
巻
々

K
よ
っ
て
引
用
の

様
式
や
形
体
、
或
は
種
類
や
濃
度
等
に
著
し
い
相
違
の
存
す
る
事
で

あ
る
。例

へ
ば
冒
頭
桐
壷
巻
は
、
－
或
帝
王
が
（
帝
王
）

Z
佳
人
を
見
出

し
（
佳
人
）
＆
と
れ

K
格
別
の
寵
愛
を
傾
け
た
が
（
殊
寵
）

4
愛
人

先
死
し
（
愛
人
先
死
）
＆
残
さ
れ
た
帝
王
は
追
慕
悲
歎
K
暮
れ
る

（
帝
王
追
慕
）

R
U

誌
に
使
者
を
派
し
て
愛
人
の
霊
所
を
訪
ね
し
め

（
使
者
派
遣
）
ー
そ
の
結
果
形
見
の
品
が
資
さ
れ
る
（
遺
品
寄
託
）

と
、
其
の
筋
書
・
構
想
の
線
て
に
亘
っ
て
殆
ん
ど
文
集
「
長
恨
歌
」

の
摸
倣
踏
襲
と
言
っ
て
良
い

o
l－
－
勿
論
そ
れ
で
も
尚
仔
細
に
検
討

す
る
と
、
例
へ
ば
女
性
の
美
の
類
型
や
性
格
・
人
物
或
は
神
仙
説
の

有
無
等
、
著
し
い
相
違
も
あ

b
、
と
れ
は
一
面
白
中
両
文
学
や
園
民

性
の
相
違
等
を
示
す
重
要
な
要
素
を
も
含
ん
で
居
る

o
l
l
l
そ
し
て

此
の
巻
に
於
け
る
漢
籍
詞
句
の
引
用
は
線
て
其
の
長
恨
歌
（
含
伝
）

の
み
、
総
句
数
凶
中
9
で
、
他
の
漢
籍
詞
匂
の
引
用
は
全
く
唯
の
一

つ
も
左
い
と
い
ふ
特
異
念
現
象
を
呈
す
る
。

次
に
巻
二
帯
木
巻
所
謂
雨
夜
品
定
め
に
展
開
さ
れ
る
女
性
観
や
結

婚
論
は

今
は
た
だ
品

K
も
よ
ら
じ
か
た
ち
を
ば
更

K
も
一
一
＝
一
一
一
は
じ
。
い
と
口

0

0

0

0

0

0

0

 

惜
し
く
ね
ぢ
け
が
ま
し
き
覚
え
だ
に
念
〈
ば
、
た
だ
偏
に
物
ま
め

0

0

0

 

や
か
に
静
か
左
る
心
の
趣
念
ら
む
よ
る
べ
を
ぞ
遂
の
頼
み
所
K
は

思
ひ
置
く
べ
き

-4 

ま
る
く
き
を
論
ず
る
。
視
野
を
玄
ず
村
寄
を
豊
か
に
惚
じ
て
穎
る
複



で
あ
h
y
、
そ
れ
は
例
へ
ば
手
書
き
に
し
て
も

誠
の
す
ぢ
を
細
や
か
に
書
き
得
た
る
は
、
う
は
べ
の
筆
消
え
て
見

ゆ
れ
ど
、
今
一
度
取
h
y
並
べ
て
見
れ
ば
、

h
v
m
ω
M
J
m
M
h
v
h
V
M
U
抑

0

0

 

け
る

で
、
「
た
だ
偏

K
物
を
め
や
か
に
」
「
念
ほ
じ
ち
K
念
む
よ
り
け
る
」

と
い
ふ
其
の
実
意
・
誠
実
第
一
主
義
は
、
正
し
く
此
中

K
引
用
さ
れ

た
文
集
諏
論
詩
「
議
婚
」
の
そ
れ
と
婦
趨
を
一

K
す
る
。
「
議
婚
」

は
左
の
如
〈
で
あ
る
。

天
下
無
正
融
耳
、
悦
耳
郎
潟
娯
。
人
間
無
正
色
、
悦
目
即
矯
妹
。

顔
色
非
相
遠
、
貧
富
則
有
別
。
貧
矯
時
所
棄
、
富
矯
時
所
趨
。

紅
纏
富
家
女
、
金
纏
繍
羅
橋
、
見
人
不
数
手
、
矯
凝
二
八
初
、

母
兄
未
開
口
、
己
嫁
不
須
史
。
繰
窓
貧
家
女
、
寂
実
二
十
絵
、

荊
叙
不
直
錦
、
衣
上
無
具
珠
、
幾
回
人
欲
抽
材
、
臨
日
又
蜘
煽
。

主
人
会
良
媒
、
置
酒
満
玉
章
。
四
座

E
勿
飲
、
酔
ふ
W
恥
町
時
齢
。

富
家
女
易
嫁
、
嫁
日
干
軽
其
夫
。
貧
家
母
難
嫁
、
嫁
晩
孝
於
姑
。

開
君
欲
要
婦
、
安
婦
意
知
何
。

富
家
の
女
嫁
す
る
事
早
き
も
実
意
念
く
、
対
し
て
貧
家
の
女
容
易

K
婚
を
得
ざ
る
も
実
意
あ
夕
、
君
其
の
何
れ
を
取
る
や
と
、
楽
天
が

時
弊
を
菰
し
て
其
の
結
婚
観
を
問
ひ
掛
け
た
体
の
も
の
。
婦
を
要
る

事
の
貧
富
に
よ
ら
ず
、
宜
し
く
実
意
に
よ
る
べ
き
を
説
い
た
一
首
の

趣
旨
は
紛
れ
も
念
〈
源
語

K
通
ず
る

o
l
l
l
尤
も
と
と
で
も
議
婚
は

其
の
識
論
詩
と
い
ふ
特
殊
の
目
的
性
格
上
、
単

K
貧
富
・
華
実
・
情

理
を
一
方
的
に
対
立
せ
し
め
た
。
唯
そ
れ
丈
で
あ
る
。
之

K
反
し
源

語
は
其
の
両
全
を
説
き
兼
備
を
主
張
し
た
。
貧
富
必
ず
し
も
一
方
的

に
片
づ
け
ず
、
種
姓
・
家
柄
・
地
位
・
財
力
を
説
き
、
更

K
実
意
・

情
趣
・
知
性
の
三
者
兼
備
し
、
而
も
そ
れ
が
過
不
及
左
〈
適
度
中
庸

E刈
7
t
E
B
H
F
〈

♂

、

羽

C

念
る
べ
き
を
論
ず
る
。
視
野
を
広
げ
内
容
を
豊
か
に
綿
じ
て
頗
る
複

雑
多
様
と
な
っ
て
居
る
。
そ
し
て
と
れ
又
外
な
ら
ぬ
源
語
創
作
の
優

秀
性
を
示
す
も
の
で
あ
る

o
l－
－
そ
し
て
と
と
で
面
白
い
事
は
、
其

の
趣
旨
内
容
右
の
よ
う

K
密
接
な
関
係
を
有
し
乍
ら
、
詞
句
引
用
と

な
る
と
「
聴
我
歌
両
途
」
を
そ
の
ま
ま
訳
し
て
「
我
が
二
つ
の
道
歌

ふ
を
聞
け
」
と
引
か
れ
る
丈
で
あ
る
。
此
の
点
前
の
桐
壷
巻

K
於
け

る
長
恨
歌
の
引
用
と
は
全
く
逆
の
好
対
照
を
見
せ
て
居
る
。
そ
し
て

更
K
帯
木
巻
で
は
右
議
婚
詩
句
の
外
、
同
じ
く
菰
諭
詩
「
上
陽
白
髪

人
」
が

2
句
、
雑
律
「
夷
陵
三
宿
：
：
：
贈
徴
之
十
七
韻
」

1
句
、
又

後
続
集
「
偶
吟
」

1
句
が
引
用
さ
れ
る
。
勿
論
何
れ
も
文
集
で
あ
る
。

尤
も
最
後
の
偶
吟
「
不
繋
舟
随
去
住
風
」

K
よ
る
「
繋
が
ぬ
舟
の
浮

き
た
る
例
」
は
文
選
「
鵬
烏
賦
」

K
「
泥
乎
若
不
繋
舟
」
の
類
似
句

が
あ
る
。
果
し
て
其
の
何
れ
か
今
俄

K
は
決
し
難
い
。
が
文
集
主
体

と
い
ふ
全
般
の
大
勢
K
は
何
等
変
る
所
は
念
い
。

第
三

K
須
磨
・
明
石
巻
が
あ
る
。

ζ

れ
は
前
二
者

K
対
し
一
巻
全

体
の
筋
書
や
構
想
等
に
そ
れ
程
纏
ま
っ
た
影
響
関
係
は
認
め
ら
れ
念

ぃ
。
が
し
か
し
ζ

と
で
は
和
漢
各
種
の
漢
籍
漢
詩
文
作
品
が
極
め
て

広
範
且
つ
多
数
に
引
用
さ
れ
る

o
i
l－
勿
論
こ
と
で
も
文
集
8

（感

傷
1
雑
律
7
）
、
道
具
4
、
和
漢
朗
詠
集
3
、
史
記
・
文
選
各
1
と、

文
集
が
依
然
と
し
て
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
。
そ
れ
は
前
二
者
、
或

は
源
語
全
般
を
眺
め
て
も
全
〈
同
様
で
あ
る
。
源
語
と
漢
籍
と
を
見

る
場
合
、
何
を
措
い
て
も
文
集
を
外

K
し
て
は
論
ぜ
ら
れ
な
い
。
源

語
と
文
集
と
の
特
別
不
可
分
な
関
係
を
端
的

K
示
す
最
も
有
力
左
証

左
で
も
あ
る

o
l－
－
そ
し
て
其
等
は
恰
も
源
氏
と
同
じ
配
流
・
流
請

の
憂
目
を
見
た
作
者
や
作
品
、
事
件
や
人
物
を
配
し
て
、
念
頭
常
に

和
漢
を
対
比
し
つ
つ
、
源
氏
の
流
過
・
閑
居
と
い
ふ
本
両
巻
の
内
容

-5ー



や
特
質
に
よ
く
適
合
し
、
以
て
其
の
境
涯
や
心
事
を
措
く
に
多
大
の

効
果
を
収
め
て
居
る
。

か
く
同
じ
文
集
で
も
桐
壷
巻
は
「
長
恨
歌
」
一
本
、
帯
木
巻
は
「
議

婚
」
を
主
軸

K
文
集
他
の
部
門
が
加
は
っ
た
。
対
し
て
須
磨
・
明
石

巻
は
、
そ
の
や
う

K
「
長
恨
歌
」
や
「
議
婚
」
或
は
「
文
集
」
等
と

限
定
せ
ず
、
文
集
以
外
新

K
多
数
の
漢
籍
漢
詩
文
作
品
が
広
く
集
め

取
ら
れ
た
。
即
ち
巻
々
に
よ
っ
て
著
し
く
引
用
の
形
体
を
異
に
し
て

居
る
事
K
注
目
し
た
い
。
（
注
2
）

或
は
源
語
は
三
部
に
分
れ
て
構
成
さ
れ
る
と
言
は
れ
る
。
が
其
の

第
三
部
所
謂
宇
治
十
帖
に
、
文
集
調
諭
詩
「
李
夫
人
」
が
多
く
引
か

れ
る
。
線
角
・
宿
木
・
東
屋
・
騎
蛤
の
四
巻
に
詞
句
3
が
あ
り
、
頻

度
数
6
を
数
へ
る
。
晴
蛤
巻

K
「
人
木
石
K
非
ざ
れ
ば
皆
情
あ
り
」

と
原
詩
そ
の
ま
ま
訳
し
て
引
か
れ
た
「
李
夫
人
」
の
「
人
非
木
石
皆

有
情
」
は
、
何
か
浮
舟
入
水

K
至
る
宇
治
十
帖
の
行
方
や
結
末
を
暗

示
象
徴
す
る
や
う
で
あ
夕
、
両
者
の
間
確
か
に
何
か
引
用
因
果
の
関

係
が
あ
る
や
う
で
も
あ
る
。
（
注
3
）
而
も
「
李
夫
人
」
の
引
用
は

此
の
宇
治
十
帖
に
限
ら
れ
る
。
又
以
て
桐
壷
や
帯
木
、
或
は
須
磨
・

明
石
等
と
並
ん
で
、
源
語
に
於
け
る
漢
籍
・
文
集
引
用
の
特
異
の
現

象
で
あ
る
。

又
其
の
第
一
部
桐
壷
よ
り
藤
裏
葉

K
至
る
三
十
二
一
巻
が
、
正
系
本

筋
の
長
篇
的
物
語
と
傍
系
副
筋
の
短
篇
的
説
話
と
の
こ
つ
の
系
列

K

分
れ
る
と
は
、
既
に
先
学
諸
家

K
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
来
た
所
で
あ

る。
右
の
中
武
田
宗
俊
氏
は
、
前
者
を
紫
上
系
、
後
者
を
玉
量
系
と
名

づ
け
、
玉
量
系
後
記
挿
入
の
立
場
を
取
ら
れ
た
。
即
ち
紫
上
系
一
連

の
物
語
が
濁
立
し
て
先
づ
完
結
さ
れ
て
居
た
の
を
、
其
後
作
者
の
文

つ
亡
お
て
る
と
、
文
呆
が
抱
吋
拘
に
多
く
は
‘
な
っ
て
居
る
。
け
れ
ど

芸
観
・
人
生
観
の
発
展
生
長
の
結
果
ζ

れ
の
み

K
僚
ら
ず
思
ひ
、
裁

に
玉
質
系
諸
巻
を
挿
入
し
て
、
其
の
単
調
平
凡
を
よ
り
複
雑
深
化
せ

し
め
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
と
論
ぜ
ら
れ
た
。
（
注
4
）

而
し
て
氏
は
玉
髪
系
後
記
説
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
漢
籍
や
仏

典
故
事
の
引
用
の
問
題
を
取
タ
上
げ
、
先
づ
漢
籍
で
は

紫
上
系
で
は
史
記
が
多
く
、
玉
量
系
の
巻
に
は
全
巻
を
通
じ
て
史

記
は
一
度
も
現
は
れ
左
い
。
：
：
：
玉
量
系
で
多
〈
見
ら
れ
る
の
は

白
氏
文
集
で
、
紫
上
系
で
は
後
の
挿
入
か
と
見
ら
れ
る
桐
壷
の
長

恨
歌
を
用
ひ
て
居
る
所
を
別

K
す
れ
ば
玉
髭
系
よ
り
少
い
。
（
源

氏
物
語
の
研
究
）

と
言
ひ
、
次
い
で
仏
典
故
事
で
は

第
二
部
第
三
部

K
は
仏
教
の
故
事
が
多
く
：
：
：
第
一
部
で
は
：
：
：

玉
髪
系
の
巻
の
方
K
比
較
K
念
ら
ぬ
程
多
い
。
：
：
：
ζ

れ
両
系
の

成
立
の
間

K
年
月
の
隔
り
が
あ
り
、
玉
量
系
は
紫
上
系
の
文
よ
り

第
二
部
第
三
部

K
近
い
も
の
と
考
へ
た
い
。
（
全
上
）

と
説
か
れ
た
。
け
だ
し
前
述
の
如
く
、
源
語
K
於
け
る
漢
籍
引
用
が

巻
々

K
よ
っ
て
種
別
・
度
合
等
頗
る
趨
舎
を
異

K
し
て
居
夕
、
此
の

第
一
部
亦
多
分

K
そ
う
い
ふ
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
確
か
に

紫
上
系
・
玉
髪
系
と
い
ふ
ゃ
う
左
異
っ
た
系
列
の
存
在
を
思
は
し
め

る
も
の
が
あ
る
。
但
だ
然
し
例
何
日
以
行
幸
巻
「
羽
を
並
ぶ
る
」
の
典

拠
は
ど
う
も
史
記
と
思
は
れ
る
等
「
玉
翼
系
K
史
記
の
引
用
は
一
も

な
い
」
と
さ
れ
る
の

K
は
問
題
が
あ
り
、
更
K
文
集
の
引
用
K
至
つ

て
は
、
事
実
は
氏
の
言
は
れ
る
所
と
は
大
い
に
事
情
を
異

K
す
る
。

即
ち
文
集
の
引
用
は
紫
上
系
の
ロ
巻
辺
、
武
田
氏
の
言
は
れ
る
桐

壷
巻
の
長
恨
歌
を
別

K
し
て
も
、
尚
U
巻
お
と
念
る
。
一
方
玉
質
系

は
9
巻
盟
で
、
成
る
程
史
記
の
例
外
的
に
あ
る
か
‘
な
い
か
の
僅
少
念
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の
K
比
べ
る
と
、
文
集
が
絶
対
的
K
多
く
は
念
っ
て
居
る
。
け
れ
ど

も
と
れ
を
紫
上
系
K
対
比
す
る
と
、
引
用
巻
数
か
ら
言
っ
て
も
句
数

か
ら
言
っ
て
も
、
氏
と
は
逆
K
透
か
に
紫
上
系
K
及
ば
な
い
。
且
つ

又
其
の
「
長
恨
歌
」

K
し
で
も
、
決
し
て
桐
査
巻
だ
け
K
あ
る
の
で

は
念
い
。
紫
上
系
他
の
巻
（
葵
2
、
絵
合
1
）
K
も
、
玉
髭
系
（
夕

顔
・
県
木
桂
各
2
）
K
も
用
ひ
ら
れ
て
居
る
。
知
何

K
見
て
も
「
紫

上
系
が
玉
髭
系
よ

b
少
い
」
と
い
ふ
事
は
絶
対
に
左
い
。
現
に
紫
上

系
須
磨
巻
を
取
っ
て
見
て
も
、
前
述
の
如
く
種
々
多
数
の
漢
籍
漢
詩

文
が
綜
合
し
て
引
用
さ
れ
て
居
る
中
に
あ
っ
て
、
引
用
調
句
の
面
か

ら
も
、
叉
内
容
の
上
か
ら
も
、
文
集
は
寧
ろ
断
然
他
を
圧
す
る
の
勢

を
示
し
て
居
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
よ
h
y
私
は
文
集
菰
諭
詩
の
介
在

を
問
題
K
し
た
い
。

即
ち
菰
諭
詩
は
玉
髪
系
は
7
巻
担
で
、
同
系
引
用
文
集
9
巻

M
A
K

比
す
る
と
、
其
の
大
部
分
の
巻
K
菰
諭
詩
が
あ
夕
、
句
数
も
全
句
数

の
半
K
及
ん
で
居
る
。
之

K
対
し
紫
上
系
で
は
訊
諭
詩
の
殆
ん
ど
そ

れ
ら
し
い
も
の
を
認
め
念
い
。
け
だ
し
桐
壷
・
帯
木
巻
は
夫
々
紫
上

・
玉
量
系
の
冒
頭
K
あ
り
、
恰
も
其
の
系
列
の
序
K
相
当
す
る
。
そ

し
て
此
の
両
巻
が
前
記
感
傷
「
長
恨
歌
」
及
び
識
論
「
議
婚
」

K
深

い
関
係
を
有
す
る
。
か
く
両
系
の
冒
頭
序
巻
を
飾
っ
て
一
は
「
長
恨

歌
」
が
他
は
「
議
婚
」
が
用
ひ
ら
れ
る
。
市
も
そ
れ
は
該
巻
爾
後
の

発
端
を
念
し
て
大
き
ま
役
割
を
演
じ
て
居
る
。
そ
し
て
其
の
菰
諭
と

そ
は
彼
の
紫
式
部
日
記
K
も

宮
の
御
前
K
て
文
集
の
所
々
読
ま
ぜ
給
ひ
し
念
ど
、
さ
る
様
の
事

知
し
め
さ
ま
ほ
し
げ

K
思
ひ
た
り
し
か
ば
、
い
と
し
の
び
て
人
も

侍
ら
は
ぬ
も
の
の
ひ
ま
ひ
ま

K
、
b
と
ど
し
の
夏
頃
よ
り
、
集
府

と
い
ふ
ふ
み
二
巻
を
ぞ
し
ど
け
左
く
か
う
教
へ
た
て
聞
へ
さ
せ
侍
る

一玄々

と
あ
る
通
b
、
作
者
式
部
か
ね
て
か
ら
の
愛
読
書
で
あ
り
「
｜
｜
築

府
は
訊
諭

K
属
す
る

l
l同
時

K
源
語
K
於
け
る
漢
籍
・
文
集
引
用

の
重
要
左
柱
を
成
す
も
の
で
あ
る
。
（
注
6
）
此
等
の
事
を
考
へ
併

ぜ
る
時
、
輔
副
論
詩
の
有
無
は
確
か
K
両
系
成
立
の
事
情
や
性
格
の
相

違
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
念
い
か
と
誠
に
興
味
深
く
感
ず
る
の
で
あ

る
。
鬼
も
あ
れ
と
れ
又
源
語
K
於
け
る
漢
籍
引
用
の
傾
向
K
大
き
念

特
色
を
示
す
も
の
と
い
ふ
事
が
出
来
よ
う
。
果
し
て
き
う
だ
と
す
れ

ば
、
と
れ
は
一
体
何

K
因
る
の
か
、
或
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
富

然
考
へ
左
け
れ
ば
念
ら
念
い
問
題
で
あ
る
。
今
述
べ
た
第
一
部
紫
・

玉
両
系
K
於
け
る
文
集
訊
諭
詩
の
有
無
は
、
武
田
氏
の
「
成
立
時
期

K
隔
り
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
其
聞
の
事
情
を
物
語
っ
て
居
る
そ
う
で

も
あ
る
。
叉
桐
壷
巻
の
あ
の
や
う
左
引
用
形
体
は
武
田
氏
も
「
後
の

挿
入
か
と
見
ら
れ
る
一
玄
々
」
と
言
は
れ
る
や
う

K
、
と
れ
は
ど
う
も

源
語
全
巻
の
冒
頭
K
据
ゑ
る
特
別
の
意
図
を
以
て
後
K
書
き
加
へ
ら

れ
た
も
の
で
は
念
い
か
と
の
感
を
強
く
す
る
。
本
稿
紙
幅
の
関
係
で

省
略
し
た
が
、
桐
壷
・
帯
木
・
須
磨
明
石
の
三
様
式
K
於
て
、
何
れ

も
物
語
爾
後
の
展
開
K
聞
は
る
重
要
念
引
用
企
図
が
見
ら
れ
る
。
桐

壷
巻
で
は
其
の
引
用
源
と
念
っ
た
長
恨
歌
の
遺
品
寄
託
の
篠
銅
合
金

叙

K
相
当
す
る
御
装
束
一
領
、
御
髪
上
の
調
度
め
く
も
の
、
及
び
光

源
氏
の
参
内
、
帯
木
巻
で
は
女
性
論
の
腸
趨

K
絡
ま
る
藤
壷
・
紫
上

の
出
現
、
文
須
磨
・
明
石
の
巻
で
は
「
琴
一
つ
」

K
淵
源
す
る
明
石

上
の
出
現
等
が
そ
れ
で
あ
る
。
が
此
等
の
事
を
も
考
へ
合
は
せ
る
と
、

桐
壷
後
記
挿
入
の
感
は
更
K
一
層
深
い
も
の
が
あ
る
。
或
は
俗
K
式

部
は
若
紫
の
巻
か
ら
書
き
始
め
た
と
も
言
は
れ
、
更
K
極
端
念
話
K

念
る
と
、
宇
治
十
帖
は
全
く
別
人
の
作
K
念
る
と
い
っ
た
説
さ
へ
あ
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る
。
其
の
嘗
否
は
さ
て
措
き
、
源
語
巻
々
の
制
作
成
立
時
期
の
問
題

等
に
つ
い
て
は
、
今
日
尚
残
さ
れ
た
検
討
の
品
跡
地
が
あ
る
や
う
に
も

思
は
れ
る
。
而
も
そ
れ
は
源
語
研
究
の
重
要
課
題
で
あ
る
事
も
亦
論

を
侯
た
念
い
。

以
上
之
を
要
す
る

K
、
源
氏
物
語
に
於
け
る
漢
籍
引
用
の
傾
向
や

特
色
と
し
て
、
本
稿
主
と
し
て

L

先
づ
白
氏
文
集
の
引
用
は
其
の
全
巻
を
通
覧
し
て
行
は
れ
、

而
も
そ
れ
は
例
へ
ば
和
漢
朗
詠
集
等
を
介
し
た
間
接
的
引
用
で

は
念
く
、
あ
く
ま
で
文
集
直
接
の
引
用
で
あ
る
事
。

Z

そ
し
て
其
の
文
集
以
下
諸
漢
籍
の
引
用

K
は
、
例
へ
ば
桐
壷

－
帯
木
、
須
磨
・
明
石
乃
至
宇
治
十
帖
の
諸
巻
、
或
は
源
語
第

一
部
所
謂
紫
上
・
玉
量
両
系
の
存
立
等
、
巻
々

K
よ
っ
て
様
式

や
形
体
、
或
は
種
類
・
濃
度
等
に
著
し
い
差
違
曲
折
の
存
ず
る

事。

の
二
点
に
つ
い
て
少
し
く
私
見
を
述
べ
た
次
第
で
あ
る
。
（
注
7
）

（注
1
）
拙
著
「
漢
詩
文
引
用
よ
h
y
見
た
源
氏
物
語
の
研
究
」
棲
楓

社
。
尚
本
稿
詞
句
引
用
一
覧
、
並
に
集
計
、
或
は
菰
諭
・
閑
適
・

感
傷
・
雑
律
・
後
続
集
等
文
集
五
種
の
分
類
等

K
つ
い
て
は
同
書

参
照
。

（注
2
）
園
語
と
園
文
学
第
二
十
九
巻
第
七
鏡
、
拙
稿
「
源
氏
物
語

に
於
け
る
漢
詩
文
引
用

K
関
す
る
一
考
察
」
、
並

K
前
掲
拙
著

（注
3
）
三
田
村
雅
子
氏

K
形
代
の
問
題
に
焦
点
を
嘗
て
た
論
考
が

あ
る
。
文
芸
と
批
評
第
三
巻
第
七
挽
「
李
夫
人
」
と
浮
舟
物
語
｜

宇
治
十
帖
試
論
｜
｜
｜

（注
4
）
武
田
宗
俊
「
源
氏
物
語
の
研
究
」
岩
波
書
店

（注
5
）
熊
本
女
子
大
学
学
術
紀
要
第
十
一
巻
第
一
競
拙
稿
、
源
語

「
羽
を
並
ぶ
る
」
典
擦
考
、
並
に
前
掲
拙
著

（注
6
）
前
掲
拙
著

（注
7
）
其
他
前
記
五
種
の
分
類
中
、
所
謂
閑
適
か
ら
は
源
語
に
は

一
の
引
用
も
な
い
。
の
み
念
ら
ず
雑
律
・
後
続
集
で
、
明
ら
か

K

閑
適
的
性
格
を
有
っ
た
も
の
で
も
、
源
語
で
は
寧
ろ
却
て
感
傷
と

し
て
引
用
さ
れ
る
事
、
或
は
本
文
一
言
し
た
引
用
企
画
の
問
題
等
、

尚
論
ず
べ
き
事
も
少
〈
念
い
。
が
本
稿
紙
幅
の
関
係
上
一
切
割
愛

す
る
。

（
本
学
教
授
）
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