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更
新

国
語
辞
書

近
代
国
語
辞
書
、
大
槻
文
彦
編
『
大
言
海
』

萩
原

義
雄

［
ｐ
４
］

本
書
編
纂
に
當
り
て

文
學
博
士

大
槻
文
彦

先
人
、
嘗
て
、
文
彦
ら
に
、
王
父
が
誡
語
な
り
と
て
語
ら
れ
け
る
は
、
「
お
よ
そ
、
事
業
は
、
み
だ
り

か
つ

に
興
す
こ
と
あ
る
ベ
か
ら
ず
。
思
ひ
さ
だ
め
て
興
す
こ
と
あ
ら
ば
、
遂
げ
ず
ば
や
ま
じ
、
の
精
神
な
か
る

べ
か
ら
ず
。
」
と
語
ら
れ
ぬ
。
お
の
れ
、
不
肖
に
は
あ
れ
ど
、
平
生
、
こ
の
誡
語
を
服
膺
す
。
本
書
、
明

ふ
し
よ
う

へ
い
ぜ
い

治
八
年
起
稿
し
て
よ
り
、
今
年
に
い
た
り
て
、
は
じ
め
て
刊
行
の
業
を
終
へ
ぬ
。
思
へ
ば
十
七
年
の
星
霜

せ
い
そ
う

な
り
。
こ
ゝ
に
、
過
去
經
歴
の
跡
ど
も
を
、
お
ほ
か
た
に
書
い
つ
け
て
、
後
の
お
も
ひ
で
に
せ
む
と
す
、

け
い
れ
き

見
む
人
、
そ
の
く
だ
／
＼
し
き
を
笑
ひ
た
ま
ふ
な
。
明
治
七
年
、
お
の
れ
、
仙
臺
に
あ
り
き
。
こ
は
、
そ

せ
ん
だ
い

の
前
年
、
文
部
省
の
お
ほ
せ
を
う
け
た
ま
は
り
て
、
そ
の
地
に
宮
城
師
範
學
校
と
い
ふ
を
創
立
し
、
校
長

み

や

ぎ

し

は

ん

が

く

こ

う

を
命
ぜ
ら
れ
て
在
勤
せ
し
を
り
な
り
け
り
。
さ
る
に
、
こ
の
年
の
末
に
、
本
省
よ
り
特
に
歸
京
を
命
ぜ
ら

れ
て
、
八
年
二
月
二
日
、
本
省
報
告
課
（
明
治
十
三
年
に
、
編

輯
局
と
改
め
ら
れ
ぬ
。
）
に
轉
勤
し
、
こ

へ
ん
し
ゆ
う

て
ん
き
ん

ゝ
に
は
じ
め
て
、
日
本
辭
書
編

輯
の
命
あ
り
。
こ
れ
ぞ
本
書
編

輯
着
手
の
は
じ
め
な
り
け
る
。
時
の
課

へ
ん
し
ゆ
う

へ
ん
し
ゆ
う

長
は
西
村
茂
樹
君
な
り
き
。
そ
の
初
は
、
榊
原
芳
野
君
と
と
も
に
、
編

輯
の
お
ほ
せ
を
か
う
む
り
た
り
し

へ
ん
し
ゆ
う
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に
、
幾
ほ
ど
な
く
て
、
榊
原
君
は
他
に
う
つ
り
て
、
お
の
れ
ひ
と
り
の
業
と
は
な
り
ぬ
。
後
に
聞
け
ば
、

初
め
、
辭
書
編

輯
の
議
お
こ
れ
る
時
、
和
漢
洋
を
具
微
せ
る
學
者
數
人
、
召
し
あ
つ
め
ら
れ
む
の
計
畫
に

へ
ん
し
ゆ
う

ぐ

び

が
く
し
や

け
い
か
く

て
、
お
の
れ
は
、
那
珂
通
高
君
の
薦
め
な
り
き
と
か
聞
き
つ
る
。
又
こ
れ
よ
り
さ
き
に
、
編

輯
寮
に
て
語

す
す

へ
ん
し
ゆ
う

彙
を
編

輯
せ
し
め
ら
れ
し
に
、
碩
學
七
八
人
し
て
、
三
年
の
間
に
、
わ
づ
か
に
「
あ
、
い
、
う
、
え
」
の

へ
ん
し
ゆ
う

部
を
成
せ
り
き
。
横
山
由
清
君
も
そ
の
ひ
と
り
な
り
し
が
、
再
擧
あ
り
と
聞
か
れ
て
、
意
見
を
の
べ
ら
れ

け
る
は
、
「
語
彙
の
編

輯
、
議
論
に
の
み
日
を
す
ぐ
し
て
成
功
な
か
り
さ
。
多
人
數
な
ら
む
よ
り
ば
、
大

ご

い

へ
ん
し
ゆ
う

槻
一
人
に
ま
か
せ
ら
れ
た
ら
む
に
は
、
却
て
全
功
を
見
る
こ
と
あ
ら
む
。
」
と
い
は
れ
た
り
と
な
り
。
此

事
、
横
山
君
の
直
話
な
り
と
て
、
後
に
、
清
水
卯
三
郎
君
、
お
の
れ
に
語
ら
れ
ぬ
。
此
業
の
、
お
の
れ
ひ

と
り
の
事
と
な
れ
る
は
、
か
ゝ
る
由
に
て
や
あ
り
け
む
。

初
、
編

輯
の
體
例
は
、
簡
約
な
る
を
旨
と
し
て
、
收
む
べ
き
言
語
の
區
域
、
ま
た
は
、
解

釋
の
詳

略
な
ど
は
、

へ
ん
し
ゆ
う

た
い
れ
い

か
ん
や
く

げ

ん

ご

く

い

き

か
い
し
や
く

し
よ
う
り
や
く

お
よ
そ
、
米
國
の
「
ヱ
ブ
ス
タ
ー
」
氏
の
英
語
辭
書
中
の
「
オ
ク
タ
ボ
」
と
い
う
節
略
體
の
も
の
に
倣
ふ
べ
し
と
な
り
。

べ
い
こ
く

お
も
へ
ら
く
、
「
オ
ク
タ
ボ
」
の
注

釋
を
翻
譯
し
て
、
語
ご
と
に
埋
め
ゆ
か
む
に
、
こ
の
業
難
か
ら
ず
と
お
も
へ
り
。

ち
ゆ
う
し
や
く

ほ
ん
や
く

こ
れ
よ
り
、
從

來
の
辭
書
體
の
書
、
數
部
を
あ
つ
め
て
、
字
母
の
順

序
を
も
て
、
ま
づ
古
今
雅
俗
の
普
通
語
と
お
も

じ
ゆ
う
ら
い

じ

し

よ

た

い

す

う

ぶ

じ

ぼ

じ
ゆ
ん
じ
よ

こ

こ

ん

が

ぞ

く

ふ

つ

う

ご

ふ
か
ぎ
り
を
採
取
分
類
し
て
、
解

釋
の
あ
り
つ
る
は

併

せ
て
取
り
て
、
そ
の
外
、
東
西
西
洋
お
な
じ
物
事
の
解
は
、

さ
い
し
ゆ
ぶ
ん
る
い

か
い
し
や
く

と
も
な
わ

と
う
ざ
い
せ
い
よ
う

も
の
ご
と

英
辭
書
の
注
を
譯
し
て
さ
し
い
れ
た
り
。
か
く
す
る
こ
と
に
數
年
に
し
て
、
通
編
を
終
へ
て
、
さ
て
初
に
か
へ
り
て
、

え

い

じ

し

よ

や
く

す
う
ね
ん

つ
う
へ
ん

各
語
を
逐
い
て
見
も
て
ば
行
け
ば
、
注
の
な
れ
る
は
夙
く
成
り
て
、
成
ら
ぬ
は
成
ら
ず
、
語
の
み
し
る
し
つ
け
て
、
そ

の
下
は
空
白
と
な
り
て
、
老
人
の
齒
の
ぬ
け
た
ら
む
や
う
な
る
所
、
一
葉
ご
と
に
五
十
七
語
あ
り
、
古
語
古
事
物
の
意

く
う
は
く

ろ
う
じ
ん

い
ち
よ
う

こ

ご

こ

じ

の
解
き
が
た
き
も
の
、
動

植

物
の
英
辭
書
の
注

釋
に
據
り
た
り
し
も
の
、
仔
細
に
考
へ
わ
く
れ
ば
、
物
は
同
じ
け
れ

ど
う
し
よ
く
ぶ
つ

え

い

じ

し

よ

ち
ゆ
う
し
や
く

し

さ

い

ど
も
、
形

状
色
澤
の
、
東
西
の
風
土
に
よ
り
て
異
な
る
も
の
、
其
他
、
雜
草
、
雜
魚
、
小

禽
、
魚
介
、
さ
て
は
、
俗
閒
通
用

け
い
じ
よ
う
し
き
た
く

と
う
ざ
い

ふ

う

ど

そ

の

た

ざ
つ
そ
う

ざ

こ

し
よ
う
き
ん

ぎ
よ
か
い

ぞ
く
か
ん
つ
う
よ
う

の
病

名
な
ど
に
い
た
り
て
は
、
支
那
に
も
な
く
、
西
洋
に
も
な
く
、
邦
書
に
も
徴
す
べ
き
な
き
が
多
し
。
か
く
、
一
葉

び
よ
う
め
い

し

な

せ
い
よ
う

ほ
う
し
よ

い
ち
よ
う
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ご
と
に
、
五
十
七
語
づ
つ
注
の
空
白
と
な
れ
る
も
の
、
こ
れ
ぞ
此
れ
編

輯

業
の
盤
根
錯
節
と
は
な
り
ぬ
る
。
筆
執
り

く
う
は
く

へ
ん
し
ゆ
う
ぎ
よ
う

ば
ん
こ
ん
さ
く
せ
つ

て
机
に
臨
め
ど
も
、
い
た
ず
ら
に
望
洋
の
歎
を
お
こ
す
の
み
。
言
葉
の
海
の
た
だ
な
か
に
櫂
緒
絶
え
て
、
い
づ
こ
を
は

ぼ
う
よ
う

こ

と

ば

か
と
さ
だ
め
か
ね
、
た
だ
、
そ
の
遠
く
廣
く
深
き
に
あ
き
れ
て
、
お
の
が
ま
な
び
の
淺
き
を
恥
ぢ
責
む
る
の
み
な
り
き
。

ひ
ろ

さ
る
に
て
も
、
興
せ
る
業
は
忌
む
べ
き
に
あ
ら
ず
、
王
父
の
遺
誡
は
こ
こ
な
り
と
、
更
に
氣
力
を
奮
い
お
こ
し
て
、
及

お

う

ふ

い

か

い

き
り
よ
く

ぶ
べ
き
か
ぎ
り
引
用
の
書
を
あ
つ
め
、
ま
た
有
識
に
問
ひ
、
書
に
就
き
、
人
に
就
き
、
こ
こ
に
求
め
、
か
し
こ
に
質
し

い
ん
よ
う

ゆ
う
し
き

て
、
お
ほ
か
た
に
も
解

釋
し
、
旁
、
又
、
別
に
一
業
を
興
し
て
、
數
十
部
の
語
學
書
を
あ
つ
め
、
和
洋
を
參

照
折

衷

か
い
し
や
く

ご

が

く

し

よ

わ

よ

う

さ
ん
し
よ
う
せ
つ
ち
ゆ
う

し
て
、
新
に
み
づ
か
ら
文
典
を
編
み
成
し
て
、
終
に
そ
の
規
定
に
よ
り
て
語
法
を
定
め
ぬ
。
こ
の
閒
に
年
月
を
徒
費
せ

ぶ
ん
て
ん

き

て

い

ご

ほ

う

ね
ん
げ
つ

と

ひ

し
こ
と
、
實
に
想
像
の
外
に
て
、
お
よ
そ
本
書
編
成
の
年
月
は
、
こ
の
盤
根
錯
節
の
た
め
に
、
つ
ひ
や
せ
る
こ
と
過
半

そ
う
ぞ
う

ほ
ん
し
よ
へ
ん
せ
い

ね
ん
げ
つ

ば
ん
こ
ん
さ
く
せ
つ

な
り
き
。

解

釋
を
あ
な
ぐ
る
事
に
つ
き
て
、
そ
の
ひ
と
つ
ふ
た
つ
を
言
は
む
。
某
語
あ
り
、
語
原
つ
ま
び
ら
か
な
ら
ず
、
外
國
語

か
い
し
や
く

ご

げ

ん

が

い

こ

く

ご

な
ら
む
の
疑
ひ
あ
り
。
或
人
、
偶
然
に
、
「
そ
は
何
人
か
、
西
班
牙
語
な
ら
む
と
い
へ
る
こ
と
あ
り
。
」
と
い
ふ
。
さ
ら

あ
る
ひ
と

ぐ
う
ぜ
ん

な
ん
び
と

す

ぺ

い

ん

ご

ば
と
て
西
英
對
澤
辭
書
を
も
と
む
れ
ど
得
ず
。
「
何
某
な
ら
ば
西
班
牙
語
を
知
ら
む
、
」
「
君
、
そ
の
人
を
識
ら
ば
添
書
を

す

ぺ

い

ん

ご

そ
え
が
き

賜
へ
、
」
と
て
、
や
が
て
得
て
、
そ
の
人
を
訪
ふ
。
不
在
な
り
、
ふ
た
た
び
訪
ひ
て
遇
へ
り
。「
お
の
れ
は
深
く
知
ら
ず
」

ふ

ざ

い

さ
ら
ば
、
君
が
識
れ
る
に
、
西
語
に
通
ぜ
る
人
や
［
ｐ
５
］
あ
ら
む
」
、
「
某
學
校
に
そ
の
國
の
辭
書
を
藏
せ
り
と
お
ぼ

が
つ
こ
う

じ

し

よ

ゆ
」
、
「
さ
ら
ば
添
書
を
賜
へ
、
」
と
て
、
さ
ら
に
、
そ
の
學
校
に
ゆ
き
て
、
遂
に
そ
の
語
原
を
知
る
こ
と
を
得
た
り
き
。

そ
え
が
き

が
つ
こ
う

ご

げ

ん

捕
吏
の
、
盗
人
を
蹤
跡
す
る
詞
に
、
「
足
が
つ
く
」
、
「
足
を
つ
け
る
、
」
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
語
釋
の
穿
鑿
も
こ
れ
に
相

ご
し
や
く

せ
ん
さ
く

似
た
り
と
、
ひ
と
り
笑
へ
る
事
あ
り
き
。
そ
の
外
、
酒
宴
談

笑
、
歌
吹
の
あ
ひ
だ
に
も
、
ゆ
く
り
な
き
人
の
こ
と
ば
の
、

し
ゆ
え
ん
だ
ん
し
よ
う

ふ
と
耳
に
と
ま
り
て
、
は
た
と
膝
打
ち
、
さ
な
り
さ
な
り
と
覺
り
て
、
手
帳
に
か
い
つ
け
な
ど
し
て
、
人
の
あ
や
し
み

て
ち
よ
う

を
う
け
、
又
、
汽
車
の
中
に
て
田
舎
人
を
と
ら
へ
、
そ
の
地
方
の
方
言
を
問
ひ
つ
め
て
、
は
て
は
、
う
る
さ
く
思
は
れ

き

し

や

い

な

か

び

と

ち

ほ

う

ほ
う
げ
ん

つ
る
こ
と
な
ど
、
お
よ
そ
、
か
か
る
を
こ
な
る
事
も
ゑ
ば
ゑ
ば
あ
り
き
。
す
べ
て
解

釋
の
成
れ
る
後
よ
り
見
れ
ば
、
何

か
い
し
や
く
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の
事
も
な
き
よ
う
に
み
ゆ
る
も
、
多
少
の
苦
心
を
籠
め
つ
る
多
か
り
。

た
し
よ
う

く

し

ん

余
は
、
日
に
夜
に
語
原
を
研

究
し
て
あ
り
、
こ
の
事
、
苦
心
中
の
苦
心
な
れ
ば
、
語
原
の
研

究
に
就
き
て
は
、
更

ご

げ

ん

け
ん
き
ゆ
う

く

し

ん

く

し

ん

ご

げ

ん

け
ん
き
ゆ
う

に
、
若
干
條
を
述
べ
む
。

一
語
に
數
義
あ
る
も
の
は
、
そ
の
最
も
古
き
意
義
を
、
語
原
と
す
べ
き
は
勿
論
な
る
が
、
そ
の
語
に
、
古
義
あ
る
に

い

ぎ

ご

げ

ん

も
ち
ろ
ん

こ

ぎ

心
づ
か
ず
、
轉
轉
し
た
る
意
義
に
つ
き
て
考
ふ
る
こ
と
あ
る
を
、
最
も
恐
る
る
所
と
す
。
又
そ
の
數
異
義
の
轉
じ
た
る

て
ん
て
ん

い

ぎ

は
、
如
何
な
る
理
由
に
因
る
か
、
そ
の
遷
れ
る
經
路
を
示
さ
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
是
れ
亦
苦
し
む
所
な
り
。

け

い

ろ

爰
に
「
ば
さ
ら
」
と
云
ふ
語
あ
り
。
そ
の
出

典
を
集
め
た
る
に
、
數
異
義
あ
り
て
、
先
ず
古
き
に
、
二
義
あ
り
、
そ

し
ゆ
つ
て
ん

の
語
原
と
認
む
る
は
、
跋
折
羅
、
梵
語
に
て
、
金
剛
石
の
こ
と
な
り
、
そ
の
二
は
、
獨
鈷
、
五
鈷
を
跋
折
羅
と
い
ふ
。

ご

げ

ん

バ

サ

ラ

ど

つ

こ

『
翻

譯
名
義
集
』
に
「
金
剛
石
、
梵
語
、
跋
折
羅
。
」『
傅
教
大
師
将
來
目
録
』
に｢

五
鈷
、
跋
折
羅
、
一
口
。｣

ほ
ん
や
く

『
倭

名

抄
』
卷
十
參
の
二
丁
、
僧
坊
具
、
「
參
鈷
、
大
日
經
流
云
、
獨
鈷
、
參
鈷
、
五
鈷
、
跋
折
羅
、
千
手
經
日
、
若
爲
レ

降
二

伏
一
切

わ
み
よ
う
し
よ
う

セ

大
魔
神
者
一

、
當
於
跋
折
羅
手
」
無
常
經
云
、
金
剛
智
杵
碎
邪
山
、
永
斷
二

無
始
相
纏
縛
一

。」

バ

「
鈷
」
と
は
真
言
に
て
、
行
を
修
す
る
時
用
ゐ
る
金
屬
製
の
具
に
て
、
大
き
、
手
に
握
る
ば
か
り
の
も
の
、
首
尾
、
鋒
の
形
を
成
し
、

一
鋒
な
る
を
獨
鈷
と
云
ひ
、
參
鋒
な
る
を
「
參
鈷
」
、
五
鋒
な
る
を
「
五
鈷
」
と
云
ふ
。

然
る
に
、
南
北
朝
の
頃
、
足
利
氏
の
将
士
の
衣
服
、
飲
食
、
遊
興
に
過
差
の
奢
侈
を
從
に
す
る
に
、
「
ば
さ
ら
」
と
云

し

や

し

ふ
語
あ
り
。
江
戸
時
代
に
及
び
て
は
、
放
逸
無
類
な
る
を
「
ば
さ
ら
」
と
云
へ
り
。
こ
の
語
、
前
の
、
金
剛
石
、
獨
鈷

ほ

う

い

つ

ぶ

る

い

ど

つ

こ

の
跋
折
羅
と
同
語
な
る
か
、
さ
る
に
て
も
余
り
に
、
至
硬
と
至
軟
と
の
差
あ
り
。
或
は
後
な
る
は
『
文
選
』
の
註
に
、「
婆

も
ん
ぜ
ん

裟
、
放
逸
貌
」
と
あ
る
婆
裟
な
り
と
云
ふ
説
も
あ
れ
ど
、
「
ら
」
を
如
何
に
せ
ん
か
と
、
案
じ
煩
ふ
こ
と
久
か
り
し
き
。

『
建
武
式
目
』「
近
日
號
二

婆
佐
羅
一

、
専
好
二

過
差
一

、
云
云
、
風
流
服
飾
無
レ

不
驚
レ

目
。
」
［
ｐ
６
］

『
太
平
記
』
、
二
十
四
、
天
龍
寺
建
立
事
「
そ
ぞ
ろ
な
る
ば
さ
ら
に
耽
り
て
、
身
に
は
五
色
を
粧
り
、
食
に
は
八
珍
を
盡
し
、
茶
の
曾
、
酒

宴

か
ざ

し
ゆ
え
ん

若
干
の
費
を
入
れ
、
傾
城
田
樂
に
無
量
の
財
を
輿
へ
し
か
ば
、
云
々
。｣
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寫
本
『
洞
房
語
園
』
（
享
保
）｢

萬
治
寛
文
の
頃
、
町
町
に
六
法
男
達
と
い
ふ
者
徘
徊
し
て
、
云
々
、
吉
原
に
入
込
み
、
抜
折
羅
狼
籍
の
事

共
、
度
々
に
及
ぶ
。｣

『
天
和
笑
委
記
』
卷
六｢

ば
さ
ら
を
好
む
伊
達
女
。｣

然
る
に
平
安
朝
の
頃
、
雅
樂
舞
樂
に
笛
を
吹
く
調
子
、
舞
を
舞
う
手
振
に
、
本
法
の
外
に
出
で
て
、
味
あ
る
や
う
に

吹
き
、
又
舞
ふ
事
を｢

ば
さ
ら｣

と
云
ふ
と
云
ふ
事
を
見
出
し
た
り
。

『
續
教
訓
抄
』
（
文
永
）
、
十
一
に
、
友
正
が
笛
を
白
河
院
、
聞
こ
し
め
し
、
褒
め
た
ま
ひ
て
、｢

下
藤
の
笛
と
も
な
く
、
ば
さ
ら
あ

り
て
仕
る
も
の
か
な
。
」
『
體
源
抄
』(

大
栄)

卷
九
、
舞
の
事
、
「
萬
人
蜀
目
見
之
、
不
美
何
の
興
か
あ
ら
む
や
、
ば
さ
ら
あ
り
、
し
な
あ

り
、
振
舞
は
む
と
す
れ
ば
、
拍
子
を
違
へ
、
又
拍
子
を
不
レ

乖

と
す
れ
ば
、
ば
さ
ら
な
し
、
云
云
、
此
兩
事
を
兼
ね
て
、
め
で
た
く
見
む

ジ

ソ
ム
カ

こ
と
、
云
云
、
誠
に
あ
り
が
た
き
な
り
。」

右
の
笛
、
舞
の
「
ば
さ
ら
」
を
、
中
閒
に
入
れ
て
解
せ
ら
れ
た
り
。

第
一
、
金
剛
石
は
至
っ
て
堅
き
も
の
。

第
二
、
獨
鈷
石
の
な
に
移
り
た
る
は
、
堅
き
を
以
っ
て
、
如
何
な
る
煩
惱
を
も
碎
き
、
天
魔
を
も
打
ち
す
え
て
降
伏
せ
し
む
る
意
。

ど

つ

こ

第
三
、
舞
笛
の
名
に
移
り
た
る
は
、
本
法
を
破
り
て
、
以
外
の
技
を
す
る
こ
と
。

第
四
、
常
軌
を
逸
し
て
、
過
差
な
る
奢
侈
に
耽
る
こ
と
。

し

や

し

第
五
、
又
轉
じ
て
放
縦
無
頼
な
る
振
舞
す
る
こ
と
。

此
の
ご
と
く
、
語
の
時
代
轉
義
を
次
第
し
て
、
始
め
て
、
第
五
の
語
原
は
第
四
と
し
て
、
第
四
の
語
原
は
第
三
、
次

ご

げ

ん

ご

げ

ん

第
に
溯
り
て
根
本
語
原
の
金
剛
石
と
な
り
、
至
硬
よ
り
至
軟
に
四
轉
し
て
、
意
義
變
遷
の
徑
路
、
整
然
分
明
な
る
を
得

ご

げ

ん

い

ぎ

た
り
。
至
堅
を
語
原
と
し
、
轉
轉
し
て
終
に
「
ば
さ
ら
」
を
好
む
「
伊
達
女
」
な
ど
、
「
お
轉
婆
娘
」
の
意
と
な
り
、
又

ご

げ

ん

て
ん
て
ん

「
ば
さ
け
る
」
な
ど
い
ふ
語
を
生
ず
る
に
至
る
。
語
義
の
變
遷
、
奇
な
り
妙
な
り
と
い
ふ
べ
し
。
植
物
名
、
動
物
名
の
語
原

ご

げ

ん

を
究
む
る
な
ど
に
は
、
先
ず
そ
の
物
の
野
生
に
あ
る
か
、
無
き
か
を
考
え
、
野
生
に
あ
ら
ば
本
邦
固
有
の
も
の
、
無
く

ば
外
來
の
も
の
と
し
、
又
、
そ
の
物
の
名
の
何
時
頃
の
書
に
、
始
め
て
見
え
た
る
か
を
思
は
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
こ
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れ
を
研

究
の
標
準
と
す
。
然
し
て
、
外
國
よ
り
入
れ
た
る
は
、
藥
用
の
必
要
と
せ
し
も
の
な
る
こ
と
も
、
考
慮
の
中
に

け
ん
き
ゆ
う

や
く
よ
う

置
く
べ
し
。

山
椒
を
「
は
じ
か
み
」
と
云
ふ
。
こ
れ
は
野
生
あ
り
、
語
原
は
「
罅
裂
子
」
な
り
。
「
生

薑
」
渡
り
て
、
「
呉
の
は
じ

サ
ン
セ
ウ

ご

げ

ん

ハ

シ

ケ

ミ

ホ
シ
ハ
ジ
カ
ミ

か
み
」
と
云
ひ
き
。
辛
き
こ
と
「
椒
」
の
如
く
な
れ
ば
名
づ
け
た
る
な
り
。
『
本
草
和
名
』
に
「
乾
薑
、
久
禮
乃
波
之
加

ほ
ん
ぞ
う
わ
み
よ
う

美
と
あ
る
は
、
天
治
本
『
新
撰
字
鏡
』
卷
七
の
參
十
六
丁
に
「
千
薑
、
久
禮
乃
椒
」
と
あ
り
、
こ
れ
を
藥
用
と
し
た
る

や
く
よ
う

は
、
『
倭

名

抄
』
、
藥
名
類
に
、
「
乾
薑
丸
、
千
薑
散
」
と
あ
る
に
て
知
ら
る
。
同
書
、
［
ｐ
７
］

鹽
梅
類
に
「
乾
薑
、

わ
み
よ
う
し
よ
う

保
之
波
之
加
美
」
と
も
あ
れ
ば
、
食
物
の
加
藥
と
も
し
た
る
な
り
。
後
に
藥
用
の
必
要
と
し
て
、
そ
の
苗
を
取
寄
せ
て
、

や
く
よ
う

土
に
植
ゑ
た
る
に
因
り
て
、
『
医
心
方
』
卷
參
十
の
二
丁
に
、
「
土
薑
」
と
あ
り
、
外
來
種
な
る
こ
と
知
る
べ
し
。

梅
も
野
生
に
な
し
。
初
め
支
那
よ
り
烏
梅
を
取
寄
せ
て
、
藥
用
と
し
た
る
な
り
。
因
り
て
、
字
音
に
て
烏
梅
と
云
い
き
。

し

な

ウ
メ
ボ
シ

や
く
よ
う

ウ

メ

『
倭

名

抄
』
、
藥
名
類
に
「
烏
梅
丸
」
あ
り
。
『
医
心
方
』
卷
五
の
四
十
丁
に
、
「
烏
梅
」
と
見
ゆ
。
後
に
そ
の
苗
木
を

わ
み
よ
う
し
よ
う

ウ

メ
ボ
シ

取
寄
せ
て
、
植
ゑ
つ
け
て
、
烏
梅
の
木
と
云
ひ
し
が
、
直
ち
に
樹
の
名
と
な
り
し
な
り
。

銀
杏
の
成
る
「
い
ち
よ
う
」
と
い
ふ
樹
あ
り
。
こ
の
語
の
語
原
、
并
に
假
名
遣
は
、
難
解
の
も
の
と
し
て
、
語
學
家

ギ
ン

ナ
ン

ご

げ

ん

な
ん
か
い

の
脳
を
惱
ま
し
む
る
も
の
に
て
、
種
種
の
語
原
説
あ
り
。
こ
の
語
の
最
も
古
く
物
に
見
え
た
る
は
、
一
篠
禪
閤
（
兼
良

し
ゆ
じ
ゆ

ご

げ

ん

公
、
文
明
十
三
年
八
十
歳
に
て
薨
ず
）
の
『
尺
素
徃
來
』
に
、
「
銀
杏
」
と
あ
る
、
是
な
る
べ
し
。
文
安
の
『
下
學
集
』

せ

き

そ

お

う

ら

い

イ
チ
ヤ
ウ

か
が
く
し
ゆ
う

に
も
、
「
銀
杏
異
名
鴨

脚
、
葉
形
、
如
二

鴨

脚
一

」
と
あ
り
。
字
音
の
語
の
如
く
思
は
る
れ
ど
、
如
何
な
る
文
字
か
知
ら

イ

チ
ヤ
ウ

ア
フ
キ
ヤ
ク

カ
モ
ノ
ア
シ

れ
ず
。
黒
川
春
村
大
人
の
『
硯
鼠
漫
筆
』
に
「
唐
音
、
銀
杏
の
轉
な
ら
む
」
な
ど
あ
れ
ど
、
心
服
せ
ら
れ
ず
。
降
り
て
、

し
ん
ぷ
く

元
禄
の
『
合
類
節
用
集
』
に
至
り
て
、
「
銀
杏
、
鴨
脚
子
、
」
と
見
え
た
れ
ど
、
是
れ
も
如
何
な
る
字
音
な
る
か
解
せ
ら

イ

テ

フ

イ

テ

フ

れ
ず
、
正
德
の
『
和
漢
三
才
圖
曾
』
に
至
り
て
、
「
銀
杏
、
鴨
脚
子
、
俗
云
、
一
葉
」
と
あ
り
。
始
め
て
、
一
葉
の
字
音

ギ
ン
ナ
ン

イ

チ

エ

フ

イ
チ
エ
フ

い
ち
よ
う

な
る
こ
と
見
え
た
り
。
然
れ
ど
も
、
一
葉
の
何
の
義
な
る
か
、
不
審
深
か
り
き
。
加
茂
真
淵
大
人
の
『
冠
辭
考
』
、
「
ち

い
ち
よ
う

ち
の
み
の
」
の
篠
に
も
、
「
い
て
ふ
」
と
見
ゆ
。
假
名
遣
は
『
合
類
節
用
集
』
か
、
『
三
才
圖
曾
』
か
に
據
ら
れ
た
る
も

か

な

づ

か

い
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の
な
ら
む
か
。
語
原
は
説
か
れ
て
あ
ら
ず
。
さ
て
『
倭
訓
栞
』
の
後
編
の
出
た
る
を
見
れ
ば
（
明
治
後
に
出
版
せ
ら
る
）
、

ご

げ

ん

「
い
て
ふ
、
一
葉
の
義
な
り
、
「
ち
え
」
反
「
て
」
な
り
、
各
一
葉
ず
つ
別
れ
て
叢
生
せ
り
、
因
て
名
と
す
」
と
、
始
め

い
ち
よ
う

い
ち
よ
う

て
解

釋
あ
る
を
見
た
り
。
十
分
に
了
解
せ
ら
れ
ざ
れ
ど
、
外
に
據
る
べ
き
説
も
な
け
れ
ば
、
余
が
曩
に
作
れ
る
辞
書

か
い
し
や
く

「
言
海
」
に
は
姑
ら
く
こ
れ
に
從
ひ
て
「
い
て
ふ
」
と
し
て
お
き
た
り
。
然
れ
ど
も
、
一
葉
づ
つ
別
る
と
い
ふ
こ
と
、

げ
ん
か
い

い
ち
よ
う

衆
木
皆
然
り
、
別
に
語
原
あ
る
べ
し
と
考
へ
居
た
り
し
こ
と
、
三
十
年
來
な
り
き
。

ご

げ

ん

然
る
に
、
二
三
年
前
、
支
那
に
行
き
て
帰
り
し
人
の
、
偶
然
の
談
に
『
己
れ
支
那
の
内
地
を
旅
行
せ
し
時
、
銀
杏
の
樹

し

な

ぐ
う
ぜ
ん

し

な

の
下
に
立
寄
り
、
路
案
内
す
る
支
那
人
に
樹
名
を
問
ひ
し
に
「
や
ち
や
お
」
と
こ
た
え
た
り
。
我
が
邦
の
「
い
ち
よ
う
」

し

な

と
聲
似
た
ら
ず
や
』
と
語
れ
る
を
聞
き
て
、
手
を
拍
ち
て
調
べ
た
る
に
、
鴨
脚
の
字
の
今
の
支
那
音
は
「
や
ち
や
お
」

し

な

な
り
。
（
支
那
に
て
は
、
こ
の
樹
を
公
孫
樹
と
云
ひ
、
又
、
鴨
脚
と
も
云
ふ
）
是
に
於
て
、
案
ず
る
に
、
こ
の
樹
、
我
が

し

な

邦
に
野
生
な
し
、
巨
大
な
る
も
の
も
あ
れ
ど
、
樹
齢
七
百
年
程
な
る
を
限
り
と
す
。
さ
れ
ば
鎌
倉
時
代
、
禪
宗
始
め
て
支
那

し

な

よ
り
傳
は
り
し
頃
、
我
の
禪
僧
相
往
來
せ
り
。
そ
の
頃
、
實
の
銀
杏
を
持
ち
渡
り
た
る
者
あ
り
て
、
植
ゑ
た
る
に
て
、

そ
の
時
の
鴨
脚
の
宋
音
「
い
ち
や
う
（
今
の
支
那
音
「
や
ち
や
お
」
は
、
そ
の
變
な
り
）
な
り
し
も
の
と
知
り
得
た
り
。

し

な

そ
の
傍
證
は
實
の
銀
杏
を
「
ぎ
ん
あ
ん
」（
音
便
に
て
、
ぎ
ん
な
ん
）
と
云
ふ
も
、
宋
音
な
り
。
實
の
名
、
宋
音
な
れ
ば
、

樹
の
名
の
宋
音
な
る
べ
き
は
、
思
い
半
に
過
ぐ
。
畢
竟
す
る
に
、『
尺
素
往
來
』
の
「
い
ち
や
う
」
の
訓
、
正
し
き
な
り
。

せ

き

そ

お

う

ら

い

是
れ
に
て
、
［
ｐ
８
］
三
十
年
來
の
疑
ひ
釋

然
た
り
。
困
り
て
、
こ
の
樹
名
の
語
原
は
、
鴨
脚
の
宋
音
に
て
、
假
名
遣

し
や
く
ぜ
ん

ご

げ

ん

か

な

づ

か

い

は
「
い
ち
や
う
」
な
り
と
定
む
る
こ
と
を
得
た
り
。

右
と
同
時
に
、
「
行
脚
」
と
い
ふ
宋
音
語
あ
り
。
「
鴨
脚
」
と
比
ぶ
る
に
、
「
脚
」
に
「
き
や
」
、
「
ち
や
」
の
差
あ
り
。

ア
ン
ギ
ヤ

イ
チ
ヤ
ウ

是
れ
は
、
そ
の
傳
へ
た
る
地
方
の
音
に
因
つ
て
異
な
る
な
り
。
今
も
支
那
の
地
方
に
て
因
つ
て
、「
脚
」
の
音
に
「
き
や
」

ち

ほ

う

し

な

ち

ほ

う

と
い
ふ
あ
り
、
「
ち
や
」
と
い
ふ
あ
り
。
禅
宗
の
臨
済
宗
、
曹
洞
宗
に
用
ゐ
る
漢
語
に
、
同
語
に
て
宋
音
の
異
な
る
も
あ

り
。
『
林
逸
節
用
集
』
安
の
部
、
雜
用
に
「
行
脚
」
と
見
ゆ
。

ア
ン
ギ
ヤ
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又
、
泥
中
に
棲
息
す
る
魚
に
「
ど
ぢ
よ
う
」
と
云
ふ
あ
り
。
こ
の
語
の
語
原
は
、
何
な
る
か
、
假
名
遣
も
「
ぢ
」
な

せ
い
そ
く

ご

げ

ん

か

な

づ

か

い

る
か
、
「
じ
」
な
る
か
究
め
が
た
く
し
て
、
是
れ
亦
、
國
語
學
者
の
苦
し
む
所
な
り
。

先
づ
、
假
名
遣
に
つ
き
て
は
、
土
佐
人
は
、
日
常
言
語
の
發
音
に
「
ぢ
」
「
じ
」
の
区
別
を
現
存
す
。
嘗
て
、
そ
の
國

か

な

づ

か

い

げ

ん

ご

は
つ
お
ん

人
に
「
ど
ぢ
よ
う
」
の
發
音
を
聞
き
し
に
、「
ぢ
」
な
り
と
答
へ
き
。
こ
の
語
は
、
文
安
の
『
壒
嚢

鈔
』
の
一
に
「

鯲

、
土
長
」

は
つ
お
ん

あ
い
の
う
し
よ
う

ト
チ
ヤ
ウ

ト
チ
ヤ
ウ

と
見
え
た
る
を
最
も
古
し
と
す
。
因
つ
て
舊
版
の
『
言
海
』
に
は
「
ど
ぢ
や
う
」
と
し
た
り
。
長
享
二
年
の
『
賦
二

魚
鳥

げ
ん
か
い

連
歌
一

』
に
も
「
友
ど
ち
や
、
う
ち
む
れ
霞
む
野
に
出
で
て
」
な
ど
と
あ
り
。
さ
れ
ど
そ
の
原
は
、
如
何
な
る
こ
と
か
、

モ
ト

解
せ
ら
れ
ざ
り
き
。

明
慶
の
『
林
逸
節
用
集
』
に
は
、
魚
偏
に
丁
の
字
に
、
「
ド
ジ
ヤ
ウ
」
と
傍
訓
し
て
あ
り
。
東
京
市
中
の
飲
食
店
の
暖

簾
看
板
に
は
、
一
定
し
て
「
ど
ぜ
う
汁
」
と
書
す
。

語
原
に
つ
き
て
は
、
本
草
の
「
泥
鰌
」
の
轉
な
り
と
云
ふ
説
な
ど
あ
り
。
さ
れ
ど
、
本
草
な
ど
い
ふ
書
中
の
語
の
、

ご

げ

ん

ほ
ん
ぞ
う

デ
イ

シ
ウ

ほ
ん
ぞ
う

我
が
民
閒
の
通
用
語
と
な
る
べ
き
謂
わ
れ
な
く
、
且
つ
「
ぢ
」「
じ
」
の
違
ひ
も
あ
り
、
或
い
は
「
泥

生
」
又
は
「
土
生
」

つ
う
よ
う

デ
イ
ジ
ヤ
ウ

ド
シ
ヤ
ウ

の
説
な
ど
も
あ
り
て
、
帰
着
す
る
所
を
知
ら
ざ
り
き
。

然
る
に
、
高
田
興
清
大
人
の
『
松
屋
筆
記
』
の
卷
三
に
、
「
泥
鰌
、
泥
津
魚
の
義
な
る
べ
し
」
と
あ
る
を
見
て
、
驚
き

た
り
。
こ
の
魚
、
外
來
の
も
の
な
ら
ず
、
開

闢
よ
り
あ
り
し
も
の
な
る
べ
け
れ
ば
、
字
音
の
語
な
ら
ず
、
國
語
な
る
べ

か
い
び
や
く

き
こ
と
に
、
お
ぞ
く
も
早
く
思
ひ
つ
か
ざ
り
き
。
我
が
思
考
力
の
斯
く
も
鈍
な
る
か
と
、
恥
ぢ
思
ひ
ぬ
。

こ
の
語
、
泥
津
魚
な
る
べ
き
こ
と
、
動
か
す
べ
か
ら
ず
。
且
、
こ
の
語
に
之
の
意
な
る
「
つ
」
の
あ
る
に
因
り
て
、
古
語

ド

ロ

ツ

ヲ

こ

ご

な
る
を
知
る
。
古
く
は
清
音
に
て
、
「
と
ろ
つ
う
を
」
な
り
し
こ
と
疑
ひ
な
し
。
我
が
古
語
に
、
首
音
の
濁
る
も
の
な
き

こ

ご

は
、
一
般
の
通
例
な
る
に
、
こ
れ
は
濁
り
、
又
「
つ
」
は
天
つ
風
、
沖
つ
波
、
な
ど
清
音
な
る
べ
き
が
如
く
な
る
に
も

拘
は
ら
ず
、
こ
れ
は
濁
り
、
又
「
ろ
」
を
略
し
、
「
ぅ
を
」
を
「
を
」
と
い
ふ
な
ど
に
つ
き
て
、
高
田
大
人
の
説
を
、
尚

詳
細
に
敷
衍
す
べ
し
。
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元
來
、
泥
と
い
ふ
語
は
、
盪
け
た
意
に
て
、
清
音
な
る
な
り
。
今
も
、
と
ろ
と
ろ
な
ど
云
ふ
。
『
日
本
後
紀
』
、
延
暦

十
五
年
八
月
に
「
遊
二

猟
登
勒
野
一

、
」『
類
聚
國
史
』
卷
三
十
二
、
天
長
六
年
十
月
に
「
幸
二

泥
濘
池
一

、
羅
二

猟
水
鳥
一

」（
今

ト

ロ

ノ

ト

ロ

ノ

の
山
城
の
、
み
ど
ろ
の
池
、
又
、
み
ぞ
ろ
の
池
）
と
あ
る
。
［
ｐ
９
］
い
ず
れ
も
清
音
な
り
。
「
と
ろ
」
の
濁
音
と
な
れ

る
は
、
水
を
冠
ら
せ
て
、
「
み
ど
ろ
」
と
用
い
、
連

聲
に
て
濁
れ
る
を
、
（
「
水
嵩
」
、
「
水
草
」
、
「
血
み
ど
ろ
」
、
「
汗
み
ど

ミ

レ
ン
ジ
ヤ
ウ

ミ

カ

サ

ミ

ク

サ

ろ
」
の
如
く
）
そ
の
「
み
」
の
略
せ
ら
れ
て
、「
ど
ろ
」
の
濁
音
の
み
存
せ
る
な
り
。
「
と
ろ
」
の
「
ろ
」
を
略
す
る
は
、

「
を
ろ
が
む
」（
拝
む
）
が
「
を
が
む
」
と
な
り
、「
こ
こ
ろ
も
ち
」（
心
持
）
が
「
こ
こ
ち
」
と
な
る
例
に
あ
り
。
「
つ
」

は
、
前
に
擧
げ
た
る
『
壒
嚢
鈔
』
に
「
土
長
」
と
あ
り
、
『
賦
二

魚
鳥
一

連
歌
』
に
「
友
ど
ち
」
と
あ
れ
ば
、
室
町
時
代
ま

あ
い
の
う
し
よ
う

で
は
、
清
音
な
り
し
と
思
は
る
。
然
れ
ど
も
、
濁
る
は
、「
嚴
之
靈
（
雷
）
」
を
、
奈
良
時
代
の
佛
足
石
の
歌
に
、「
伊
加
豆

イ

カ

ツ

チ

ツ

知
」
と
あ
る
例
も
あ
り
、
「
う
を
（
魚
）
」
を
「
を
」
と
い
ふ
は
、
『
倭

名

抄
』
に
、
「
白
魚
、
之
呂
乎
」
（
『
康
頼
本
草
』

わ
み
よ
う
し
よ
う

シ

ロ

ヲ

ほ
ん
ぞ
う

に
、
「
白
魚
之
呂
知
宇
乎
」
と
あ
り
）
「
針
魚
、
波
利
乎
」
と
あ
り
。

右
の
旨
に
因
り
て
、
こ
の
魚
の
語
原
は
、
泥
之
魚
に
て
、
そ
れ
が
「
ど
ろ
つ
を
」
と
濁
り
、
又
轉
じ
て
「
ど
じ
ょ
う
」

ご

げ

ん

の
假
名
遣
を
定
む
る
こ
と
を
得
た
り
。
又
「
ざ
う
さ
（
造
作
）
」
旅
費
を
「
道
中
ざ
う
さ
」
な
ど
い
ひ
、
力
を
費
や
さ
ぬ

か

な

づ

か

い

こ
と
を
、
「
ざ
う
さ
な
い
」
と
い
ひ
、
こ
の
「
ざ
う
さ
」
と
云
ふ
語
は
、
種
種
に
用
い
ら
れ
て
、
造
作
の
字
を
書
け
り
。

し
ゆ
じ
ゆ

こ
の
語
の
材
料
を
集
め
た
る
に
、
意
義
凡
そ
三
轉
せ
り
。

い

ぎ

第
一
、
造
作
は
、
家
を
造
る
こ
と
。

『
明
月
記
』
天
福
二
年
八
月
五
日
に
「
京
中
大
火
、
自
二

翌
日
一

皆
造
作
。
」
『
沙
石
集
』
（
弘
安
）
卷
三
の
上
、
北
条
泰
時
が
住
所
の
修

繕
に
「
民
の
煩
ひ
を
思
ひ
て
遂
に
造
作
な
か
り
け
り
。」

第
二
、

家
を
造
る
費
用
よ
り
轉
じ
て
、
直
ち
に
、

「
入
目
」
、
「
入
費
」
の
こ
と
。

『
渡
邊
幸
庵
封
話
』
（
寶
永
の
記
、
こ
の
人
、
正
德
元
年
、
百
三
十
歳
に
て
没
す
）

イ

リ

メ

に
、
水
戸
光
圀
卿
に
朱
舜
水
の
言
、

「
御
庭
之
西
湖
、
相
違
有
レ

之
旨
難
じ
、
云
云
、
悉
く
直
し
候
は
、
造
作
な
る
こ
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と
に
候
。
」

『
色
參
味
線
』（
寶
永
）
に
「
水
風
呂
よ
り
湯
風
呂
が
德
な
れ
ど
、
こ
れ
を
こ
し
ら
へ
る
こ
と
を
造
作
に
思
ひ
、
云
云
。
」

第
三
、

出
費
の
辱
き
を
謝
す
る
意
よ
り
移
り
て
、
人
の
饗
應
に
會
へ
る
に
、
挨
拶
に
云
ふ
語
と
な
る
。
「
御
造
作
で
ご

ざ
り
ま
し
た
」
。
仙
臺
に
て
、
人
よ
り
の
贈
物
を
謝
す
る
通
語
と
し
て
、
「
お
い
た
み
を
か
け
ま
し
て
、
お
き
の
ど
く
。
」

第
四
、

出
費
な
き
意
よ
り
轉
じ
て
、
「
ざ
う
さ
な
い
」
は
、
容
易
し
の
意
と
な
る
。
「
無
造
作
」
と
云
へ
ば
、
力
を
費
や

タ

ヤ

ス

ム

ザ

ウ

サ

さ
ぬ
意
な
り
。
家
を
建
て
て
後
、
敷
居
、
鴨
柄
な
ど
を
取
り
付
け
、
疊
建
具
な
ど
入
る
る
を
「
ざ
ふ
さ
く
」
と
い
ひ
、「
造

作
」
な
ど
と
字
を
當
つ
れ
ど
、
是
れ
は
、「
雜
作
」
の
字
な
る
べ
し
。
作
の
字
の
音
、
造
る
意
な
る
時
は
、
即
各
反
な
り
。

す
べ
て
、
前
人
の
説
を
取
り
、
そ
の
事
を
言
は
ず
し
て
、
我
が
著
作
に
記
す
は
、
剽
竊
な
り
。
何
書
何
人
の
説
な
る
こ

な
ん
び
と

と
擧
げ
ず
は
あ
る
べ
か
ら
ず
、
さ
る
に
、
何
某
の
説
と
定
め
か
ぬ
る
も
の
あ
り
て
、
編
纂
中
の
一
の
苦
心
と
な
れ
り
。

く

し

ん

初
、
某
氏
の
説
な
ら
む
と
認
め
た
る
も
の
の
、
諸
書
を
閲
し
ゆ
く
中
に
、
そ
れ
よ
り
前
な
る
他
書
に
、
そ
れ
を
見
出
し
、

ま
た
、
更
に
そ
れ
よ
り
前
な
る
よ
り
見
出
す
こ
と
あ
り
。
又
、
同
時
な
る
諸
書
に
、
互
に
出
で
た
る
も
あ
る
は
、
伴
信

友
大
人
、
橘
守
部
大
人
、
鹿
［
ｐ

］
持
雅
澄
大
人
の
説
な
ど
に
多
し
。
是
れ
等
、
暗
合
な
る
べ
け
れ
ど
、
何
れ
を
創

10

説
と
定
む
べ
き
な
く
、
此
の
如
き
も
の
、
殊
に
少
な
か
ら
ず
。
か
か
る
事
情
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
余
が
見
聞
の
狭
き
、

更
に
そ
の
前
、
そ
の
他
の
書
に
あ
ら
む
も
知
る
べ
か
ら
ず
。
囚
つ
て
、
凡
そ
、
元
禄
以
後
の
書
な
る
は
、
特
別
な
る
も

の
の
外
は
、
何
人
の
説
な
り
と
記
さ
ず
。
「
と
云
う
」
と
し
て
自
説
な
ら
ぬ
を
標
し
お
く
こ
と
と
し
た
り
。
実
に
巳
む
こ

な
ん
び
と

と
を
得
ざ
れ
ば
な
り
。

『
伊
勢
物
語
』
に
、
冨
士
山
の
事
を
、｢

そ
の
山
は
、
此
処(

京
都
）
に

例
え
ば
、
比
叡
の
山
を
二
十
ば
か
り
重
ね
あ

ふ

じ

さ

ん

は

た

ち

げ
た
ら
む
ほ
ど
し
て
、
形
は
、
「
し
ほ
じ
り
」
の
や
う
に
な
む
あ
り
け
る
、｣

と
あ
る
。
こ
の｢

し
ほ
じ
り｣

と
い
ふ
を
、

な
り

古
く
よ
り
、
難
解
の
語
と
し
て
、
種
種
の
説
あ
る
は
、
人
の
知
る
所
な
り
。
然
る
に
、
名
古
屋
の
天
野
深
景
大
人
の
隨

な
ん
か
い

し
ゆ
じ
ゆ

筆
な
る
『
鹽
尻
』
に
、
こ
の
語
を
、
鹽
浜
に
て
鹽
を
燒
く
に
、
沙
を
聚
め
て
堆
を
成
し
、
こ
れ
に
鹽
水
を
浸
し
、
日
に
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曝
ら
す
、
こ
れ
を
「
し
ほ
じ
り
」
と
云
へ
り

、
富
士
の
形
に
似
た
り
と
解
か
れ
た
り
。(

さ
れ
ど
、｢

し
ほ
じ
り
」
の
「
し

り
」
の
語
原
、
解
す
べ
か
ら
ず
、
）
然
し
て
、
こ
の
説
を
、
隨
筆
の
開
卷
第
一
に
記
し
、
且
、
そ
の
書
名
と
せ
ら
れ
た
る

ご

げ

ん

は
、
こ
の
語
釋
を
創
見
と
思
は
れ
た
る
か
と
思
は
れ
、
人
も
然
、
思
へ
る
や
う
な
り
。

ご
し
や
く

天
野
大
人
は
、
享
保
十
八
年
、
七
十
三
歳
に
て
歿
せ
ら
れ
ぬ
。(

大
人
の
名
の
信
景
は
、｢

さ
だ
か
げ｣

と
訓
む
と
、
名
古
屋
市
史
の
編

者
堀
田
璋
左
右
氏
語
ら
れ
き
。）

同
時
の
正
德
年
中
の
『
風
流
後
日
男
册
子
』
に｢

女
房
は
、
御
所
方
に
奉
公
せ
し
と
て
、
今
に
、
そ
の
う
つ
り
あ
つ
て
、

し
ほ
ら
し
く
、
す
り
こ
鉢
の
う
つ
む
け
て
あ
る
を
、
冨
士
山
と
見
立
て
、
形
は｢

し
ほ
じ
り
」
の
や
う
に
と
、
よ
ろ
ず
に
、

ふ

じ

さ

ん

き
や
し
や
な
る
言
ひ
か
た
、
云
云
、
」
こ
こ
に
、
鹽
燒
く
し
ほ
じ
り
と
は
あ
ら
ね
ど
、
巳
に
鉢
を
伏
せ
た
る
形
と
云
ひ
て

あ
り
、
し
ほ
じ
り
は
、
難
波
の
川
尻
の
事
な
ど
い
ふ
説
に
は
、
遥
に
立
ち
ま
さ
り
た
り
。

な

ん

ば

さ
る
に
、
豈
図
ら
む
や
、
こ
の
頃
よ
り
遥
に
二
百
五
十
年
前
に
、
こ
の
説
あ
ら
む
と
は
。
應
永
十
三
年
の
『
古
今
序
注
』

こ

こ

ん

に｢

冨
士
山
に
多
く
の
名
あ
る
中
に
、
し
ほ
じ
り
山
と
云
う
、
云
云
、
海
士
の
鹽
た
る
る
に
、
砂
を
た
れ
は
て
て
後
、
打

ふ

じ

さ

ん

ち
こ
ぼ
す
沙
を｢

し
ほ
じ
り
」
と
な
む
い
ふ
。
彼
山
、
そ
の
し
ほ
じ
り
の
姿
に
似
た
り
故
に
、
し
ほ
じ
り
山
と
い
ふ
、
云

云
、
伊
勢
物
語
に
云
云
」
と
あ
り
、(

『
比
古
婆
衣
』
卷
十
九
）
こ
こ
に｢

砂
を
た
れ
は
て
て
後
、
打
ち
こ
ぼ
す
沙
」
云

ひ

こ

ば

え

へ
る
、
即
ち｢

鹽
後
の
沙
」
に
て
、
「
後
」
の
語
原
は
、
是
れ
な
り
。
沙
を
「
大
笊
」
な
ど
や
う
の
物
に
盛
り
て
、
覆
へ

し

ほ
じ

り

し
り

ご

げ

ん

お

ほ
ざ

る

し
棄
つ
る
に
因
つ
て
、
鉢
を
伏
せ
た
ら
む
如
き
形
を
成
す
な
る
べ
し
。
當
時
の
製
鹽
法
、
略
知
る
べ
し
。

語
原
、
或
は
、
鹽
代
の
轉
な
ら
む
も
知
る
べ
か
ら
ず
。『
日
本
後
紀
』
、
大
同
二
年
八
月
、
伊
勢
神
宮
の
告
文
に
、｢

禮
代

ご

げ

ん

し
ほ
じ
ろ

ゐ
や
じ
ろ

の
大
幣
帛
、
」
出
雲
國
造
神
賀
詞
に｢

神
の
禮
自
利
」
と
あ
り
。
是
れ
は
、
試
み
に
言
ふ
の
み
。
さ
れ
ば
、
天
野
大
人
の

ヰ

ヤ

ジ

リ

『
鹽
尻
』
の
説
は
、
『
古
今
序
注
』
と
暗
号
に
も
あ
る
べ
け
れ
ど
、
創
見
と
は
せ
ら
れ
ず
。(

製
鹽
法
の
違
ひ
は
、
古
今

こ

こ

ん

こ

こ

ん

に
變
遷
あ
る
な
り
。)

『
和
訓
栞
』
、
前
編
、
し
ほ
じ
り｢

伊
勢
物
語
に
、
不
二
の
山
の
事
を
、「
形
」
は｢
し
ほ
じ
り
」
の
や
う
に
て
と
書
け
り
。

な
り
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海
人
の
潮
た
る
る
砂
［
ｐ

］
を
た
れ
は
て
て
後
、
打
ち
こ
ぼ
し
た
る
を
、
鹽
尻
と
言
ふ
。
今
も
い
ふ
言
葉
に
て
、
鹵

こ

と

ば

11

坵
也
と
云
へ
り
、
」
と
あ
る
は
全
く
、
『
古
今
序
注
』
の
説
な
り
。

こ

き

ん

帶
説
。

帶
説
と
い
ふ
事
あ
り
。
支
那
に
て
あ
る
語
に
、
不
用
の
語
を
附
帶
せ
し
め
て
用
ゐ
る
こ
と
な
り
。
こ
の

帶
説
に
心
付

し

な

か
ず
し
て
、
語
原
を
考
ふ
る
に
、
迷
い
し
事
あ
り
。

ご

げ

ん

風
雨
。

『
易
經
』
に
「
潤
レ

之
以
二

風
雨
一

」
極
め
て
古
き
書
な
れ
ど
、
風
の
字
は
帶
説
の
や
う
に
思
は
る
。

緩
急
。

緩
や
か
な
る
と
急
な
る
と
な
れ
ど
、
唯
、
危
急
な
る
意
に
も
用
ゐ
ら
る
。
『
史
記
』
、
袁
盎
傳
「
今
、

公
、
常
從
二

數
騎
一

、
一
旦
有
二

緩
急
一

、
寧
足
レ

恃
乎
。
」

「
利
害
」
の
「
利
」
、
「
早
晩
」
の
「
早
」
も
、
帶
説
な
る
こ
と
あ
り
。

翡
翠
。

翡
は
鳥
の
羽
の
赤
き
な
り
。
翠
は
青
き
な
り
。
水
鳥
の
、
や
ま
せ
び
を
翡
翠
と
い
ひ
、
ま
た
翡
鳥
と

い
ふ
よ
り
し
て
、
唯
、
緑
な
る
意
と
な
り
、
緑
髪
を
形
容
し
て
、
翡
翠
の
髪
状
な
ど
い
ひ
、
純
緑
な
る
玉
を
翡
翠
玉
と

か
ん

ざ
し

い
ひ
、
翡
は
帶
説
と
な
る
。

『
異
物
志
』
云
、
翠
鳥
、
赤
而
雄
曰
レ

翡
、
青
而
雌
曰
レ

翠
。

ヤ
マ
セ
ビ

國
家
、
自
家
。

家
の
字
を
帶
説
と
す
る
場
合
多
し
。

睡

覺
。
支
那
北
京
邊
の
音
、
睡
む
る
こ
と
。

ス
ヰ
チ
ヤ
オ

し

な

虎
狼
。
朝
鮮
の
音
、
虎
の
こ
と
。

ホ
ラ
ン
グ

帶
説
の
語
、
尚
あ
り
。
こ
の
帶
説
と
い
ふ
も
の
を
考
ふ
る
に
、
支
那
語
に
は
、
「
た
」
、
「
き
ふ
」
、
「
こ
く
」
な
ど
に
、

し

な

同
じ
發
音
の
も
の
、
極
め
て
多
く
、
耳
に
聞
き
て
紛
ひ
や
す
け
れ
ば
、
「
猶
レ

言
二

緩
急
之
急
一

」
な
ど
い
ふ
心
に
て
、
急
と

は
つ
お
ん

い
ふ
に
「
緩
急
の
き
ふ
」
、
國
と
い
ふ
に
、
「
國
家
の
こ
く
」
と
、
氣
づ
く
る
爲
に
、
附
し
て
言
へ
る
な
る
べ
し
。
然
し

て
、
字
に
書
き
て
、
目
に
見
す
る
場
合
に
は
、
言
ふ
を
要
せ
ざ
れ
ど
、
元
來
、
談
話
の
語
な
る
が
、
書
記
に
も
移
り
た
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る
な
ら
む
。
我
が
國
に
て
も
、
金
山
寺
、
徑
山
寺
（
共
に
支
那
の
寺
名
）
を
耳
に
聞
き
て
は
、
聞
き
わ
け
が
た
け
れ
ば
、

し

な

「
か
ね
金
山
」
、
「
こ
み
ち
徑
山
」
な
ど
い
ひ
、
人
名
に
「
す
け
」
と
い
ふ
字
、
種
々
あ
れ
ば
、
「
ほ
輔
」
、
「
じ
ょ
助
」
な

キ
ン
ザ
ン

キ
ン
ザ
ン

ど
い
ひ
、
そ
の
他
「
く
ろ
玄
」
、
「
も
と
元
」
、
「
は
た
秦
」
、
「
す
す
む
晉
」
な
ど
言
ひ
わ
く
る
こ
と
、
皆
談
話
の
上
の
事

な
る
に
て
知
ら
る
。
（
近
き
頃
の
唱
へ
に
、
「
き
み
公
」
、
「
そ
ろ
候
」
、
候
に
は
あ
ら
ざ
れ
ど
）

謡
曲
の
「
猩
猩
」
に
、
「
こ
れ
は
、
唐
土
か
ね
金
山
の
麓
、
揚
子
の
里
に
か
う
ふ
う
と
申
す
民
に
て
候
」
な
ど
云
ふ
も
、
舞
臺
に
て
、

も
ろ
こ
し

ヤ

ウ

ス

口
に
謡
う
に
因
る
な
り
。

我
が
邦
に
て
も
、
二
字
の
熟
語
に
、
各
そ
の
意
義
あ
る
を
、
一
字
を
無
意
義
に
用
ゐ
る
や
う
に
な
り
し
語
あ
り
。
亦
、

い

ぎ

い

ぎ

帶
説
の
姿
を
な
せ
り
。
語
原
を
研

究
す
る
に
、
心
得
べ
き
こ
と
な
り
。
［
ｐ

］

ご

げ

ん

け
ん
き
ゆ
う

12

與
奪
。

生
殺
與
奪
の
權
な
ど
云
ひ
て
、
與
へ
又
奪
ふ
意
な
る
を
、
奪
を
無
意
味
に
し
て
、
唯
、
譲
り
與
ふ
る
意
に

ヨ

ダ

ツ

の
み
用
ゐ
ら
る
る
こ
と
あ
り
。

子
に
職
を
譲
る
な
ど
に
も
云
ふ
。

『
職
原
抄
』
、
太
政
官
。
左
大
臣
、
「
關
白
之
人
、
爲
左
大
臣
時
、
右
大
臣
、
行
二

一
上
一

事
、
是
依
二

關
白
與
奪
一

也
、
」
一

イ
チ
ノ
カ
ミ
ノ
コ
ト

上
は
、
上

卿
の
一
の
義
に
て
、
左
大
臣
の
異
稱
な
り
。
太
政
官
中
の
事
を
、
一
切
統
領
す
れ
ば
な
り
。
『
海
人
藻
芥
』
、

シ
ヤ
ウ
ケ
イ

あ

ま

も

く

づ

中
卷
「
權
中
座
於
レ

有
二

指
令
一

者
、
次
第
次
第
、
次
人
可
二

與
奪
一

。
」

東
常
縁
の
宗
祇
に
贈
れ
る
消
息
に
、
「
拾
遺
、
後
選
、
愚
老
書
寫
之
本
云
、
貴
老
へ
與
奪
候
。
」
（
『
東
野
州
拾
唾
』
北
邊

隨
筆
、
初
編
三
）

離
合
迷
字
。

支
那
に
て
離
合
迷
字
と
い
ふ
こ
と
あ
り
。
一
字
の
偏
と
旁
と
を
離
し
、
或
は
二
字
合
は
せ
て
一
字
と
し
て
、
迷
字
（
謎
）

し

な

を
作
る
な
り
。
我
が
邦
に
も
、
語
原
な
ら
で
、
字
源
を
考
え
ふ
る
に
つ
き
て
、
こ
の
事
を
念
頭
に
置
か
ず
は
あ
る
べ
か

ご

げ

ん

ら
ず
。

「
絶
妙
」
の
字
を
分
け
て
、
「
色
絲
少
女
」
と
し
て
、
「
黄
絹
幼
婦
」
と
云
ひ
、
（
世
説
、
捷
悟
）
「
貨
泉
」
の
「
泉
」
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を
取
り
て
、「
白
水
眞
人
」
と
云
ふ
な
ど
、
離
迷
字
な
り
。
六
十
一
歳
を
「
華
甲
」
と
云
ふ
は
、「
華
」
の
字
の
中
に
、「
十
」

の
字
六
つ
、
一
の
字
一
つ
あ
れ
ば
な
り
。
（
本
卦
回
な
り
。
甲
は
十
千
の
甲
、
）
雙
井
（
井
井
）
を
八
十
と
し
、
来
を
四

十
八
と
す
る
な
ど
同
じ
。
是
れ
等
は
、
合
迷
字
な
り
。
中
井
積
德
先
生
（
履
軒
）
の
そ
の
著
、
通
語
の
末
に
、
そ
の
氏

を
隠
し
て
、
「
檻
泉
參
箇
、
左
壅
右
涸
」
と
せ
ら
れ
た
る
は
、
參
井
の
左
右
な
く
て
、
中
井
な
る
な
り
。

貴
族
の
家
に
、
裁
縫
受
持
の
婢
針
妙
と
云
ふ
。

今
も
宮
中
に
召
仕
は
る
る
者
に
、
こ
の
称
あ
り
と
聞
け
り
。
普
通
に
は
、

お
針
と
云
ふ
な
り
。
こ
の
針
は
解
せ
ら
る
れ
ど
も
、
妙
と
は
如
何
に
。
針
仕
事
に
優
れ
た
る
に
云
ふ
意
に
も
あ
る
ま
じ

と
考
へ
居
た
り
し
に
、
『
醒

睡

笑
』
（
元
和
）
の
參
自
墜
落
の
談
に
、
或
檀
那
寺
に
參
り
、
暫
く
雜
談
し
て
立
去
る
に
、

せ
い
す
い
し
よ
う

明
日
、
無
菜
の
齋
を
申
さ
む
と
云
へ
ば
、
庫
裡
か
ら
「
め
う
」
が
楚
忽
に
出
で
、
言
ひ
け
る
、
「
幸
の
事
や
、
明
日
は
、

お
坊
様
の
精
進
の
日
ぢ
ゃ
」
と
あ
り
。

こ
の
「
め
う
」
は
妙
に
て
、
少
女
の
合
迷
字
な
り
。
梵
妻
の
隠
語
な
り
。
こ
の
妙
の
、
専
ら
針
仕
事
す
る
者
に
、
針
を

冠
ら
せ
て
、
針
妙
と
云
へ
る
な
り
。
僧
侶
の
隠
語
の
、
普
通
語
と
な
り
し
を
悟
り
得
た
り
。

ふ

つ

う

ご

ウ
ル
ユ
ス
と
云
ふ
賣
藥
あ
り
。
片
假
名
書
き
の
看
板
の
、
今
も
場
末
の
生
藥
屋
な
ど
に
掲
げ
て
あ
る
な
り
。
こ
の
藥
名
、

ば
い
や
く

片
假
名
な
れ
ば
、
阿
蘭
陀
藥
な
ら
む
と
思
ひ
、
遍
く
和
蘭
の
辞
書
を
探
り
た
れ
ど
も
得
ず
。
然
る
に
、
何
ぞ
圖
ら
む
、

お

ら

ん

だ

や

く

離
迷
字
な
ら
む
と
は
。
こ
の
藥
は
、
緩
和
の
下
剤
な
れ
ば
腸
内
を
「
空
シ
ウ
ス
」
の
心
に
て
「
空
」
の
字
を
參
分
に
し

て
作
り
た
り
る
名
な
る
を
知
り
て
、
捧
腹
絶
倒
せ
り
。
ウ
ツ
ホ
を
采
の
字
に
作
れ
る
と
、
好
對
な
り
。
明
和
、
安
永
、

ほ
う
ふ
く
ぜ
つ
と
う

天
明
の
頃
、
幕
府
の
老
中
、
田
沼
玄
蕃
頭
、
全
權
の
驕
奢
に
て
、
和
蘭
の
器
物
を
愛
玩
し
た
る
に
因
り
て
、
一
時
、
蘭

た

ぬ

ま

げ

ん

ば

の

か

み

ぜ
ん
け
ん

器
、
蘭
藥
な
ど
、
大
に
流
行
せ
り
。
そ
の
頃
、
賣
れ
ゆ
き
の
好
か
ら
む
を
圖
り
て
、
蘭
藥
め
き
た
る
名
を
附
し
た
る
も

の
と
お
ぼ
ゆ
。

「
米
」
を
離
し
て
「
八
木
」
と
し
、「
社
木
」
を
合
し
て
「
杜
」
と
し
、「
土
杯
」
を
「
坏
」
、「
緑
木
」
を
「
椽
（
縁
側
）
」
、

「
風
木
」
を
「
凩
」
、
「
風
巾
」
を
「
凧
」
、
「
十
じ
（
十
字
）
」
を
「
辻
」
、
「
文
〆
」
を
［
ｐ
１
３
］
「
匁
」
（
唐
ノ
開
元
通
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寶
ノ
一
文
ノ
目
方
）
、
「
叉
手
」
を
「
扨
」
、
「
船
尾
木
」
を
「
梶
」
、
肉
の
雪
白
な
る
魚
を
「
鱈
」
、
東
海
の
魚
を
「
鰊
」

と
す
る
な
ど
、
枚
擧
す
べ
か
ら
ず
。
字
を
省
き
た
る
は
、
「
春
日
部
」
を
「
春
日
」
、
「
五
十
日
嵐
」
を
「
五
十
嵐
」
な
ど

も
、
少
な
か
ら
ず
。

倒
語
。

「
あ
た
ら
し
」
と
云
ふ
形
容
詞
は
、
惜
む
べ
し
の
意
な
り
。
可
惜
事
な
ど
、
今
も
い
ふ
な
り
。
「
新
し
き
」
意
な
る
形
容

詞
は
、
「
あ
ら
た
し
」
な
る
べ
き
を
、
「
あ
た
ら
し
」
と
い
ふ
は
、
平
安
朝
の
頃
よ
り
紛
ひ
た
る
に
て
、
奈
良
朝
以
前
に

は
、
言
は
ざ
り
し
語
な
り
と
云
ふ
。
こ
の
「
ら
た
」
の
「
た
ら
」
と
な
り
た
る
は
、
「
あ
ら
た
し
」
の
發
音
滑
ら
か
な
ら

は
つ
お
ん

ざ
れ
ば
、
發
し
や
す
き
に
從
へ
る
も
の
か
、
と
に
も
か
く
に
も
、
顛
倒
な
り
。

『
萬
葉
集
』
、
二
十
の
十
一
丁
（
一
本
）

「
年
月
は
、
安
良
多
安
良
多
に
、
相
見
れ
ど
我
が
思
ふ
君
は

、
飽
き
足
ら

と
し
つ
き

あ

ら

た

あ

ら

た

ぬ
か
も
。
」

『
催
馬
樂
』
、
新
年
、
「
安
良
多
之
支
、
年
の
初
に
、
か
く
し
こ
そ
、
仕
へ
ま
つ
ら
め
、
萬
代
ま
で
に
、
」
尊
圓
親
王
御

筆
、
鍋
島
侯
爵
所
藏
書
宛
、
七
ノ
二
）

『
古
今
集
』
卷
二
十
、
大
歌
所
「
あ
た
ら
し
き
、
年
の
初
に
、
か
く
し
こ
そ
、
千
歳
を
か
ね
て
、
樂
し
き
を
つ
め
。

こ
き
ん
し
ゆ
う

文
字
に
は
、
「
定
考
」
と
書
き
て
、
倒
さ
ま
に
、
「
か
う
ぢ
や
う
」
と
讀
む
が
讀
例
と
な
り
居
る
な
り
。
是
れ
は
、
倒
讀

に
あ
ら
ず
、
讀
例
な
り
。
こ
の
讀
例
は
、
「
ぢ
よ
う
か
う
」
と
讀
め
ば
、
上
皇
と
も
聞
ゆ
る
を
憚
り
て
な
り
と
云
ふ
。
然

る
時
は
、
平
安
朝
の
頃
よ
り
、
「
ぢ
や
う
」
、
「
じ
や
う
」
、
「
か
う
」
、
「
く
わ
う
」
の
音
、
既
に
混
淆
し
た
り
し
も
の
か
。

「
定
考
」
と
は
、
六
位
以
下
の
官
員
に
、
加
階
せ
し
め
む
が
爲
に
、
そ
の
人
物
、
行
跡
を
定
め
考
へ
ら
る
る
儀
な
り
。

「
称
唯
」
と
い
ふ
語
、
是
れ
も
「
い
し
よ
う
」
と
倒
讀
す
べ
き
讀
例
な
り
。
是
れ
は
、
漢
文
法
に
「
称
唯
」
と
書
き
て
、

そ
れ
を
「
称
唯
」
と
讀
む
な
れ
ば
、
「
称
唯
」
の
意
に
て
、
そ
の
ま
ま
「
い
し
よ
う
」
と
云
ふ
な
る
べ
し
。
「
お
お
と
申
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す
」
と
は
敬
ひ
て
慶
へ
て
、
「
お
お
」
と
聲
を
發
す
る
こ
と
な
り
。

山
城
の
太
秦
の
「
牛

祭

祭

文
」
（
恵
心
僧
都
の
作
と
云
傳
ふ
。
寛
仁
元
年
、
七
十
六
歳
に
て
寂
す
）
に
、
「
僧
坊
の
中

う
ず
ま
さ

う
し
ま
つ
り
の
さ
い
も
ん

に
忍
入
て
、
物
取
る
世
古
盗
人
」
と
あ
り
、
「
こ
そ
こ
そ
」
、
「
こ
そ
こ
そ
ど
ろ
ば
う
」
、
「
こ
せ
こ
せ
」
、
「
こ
せ
つ
く
」
な

ど
云
ふ
は
、
こ
の
世
古
の
倒
さ
に
な
り
た
る
も
の
な
る
べ
き
か
、
叉
は
頭
に
「
こ
」
を
加
へ
て
、「
こ
せ
こ
せ
」
が
、「
こ

そ
こ
そ
」
と
つ
づ
ま
り
た
る
も
の
か
。

旧
本
、
『
今
昔
物
語
集
』
卷
二
十
七
ノ
十
八
語
に
、
「
格
子
の

迫

の
塵
ば
か
り
あ
り
け
る
な
り
、
此
板

こ
そ
こ
そ
と

は
ざ
ま

し
て
入
り
ぬ
。
」

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
卷
六
、
観
音
經
、

化
蛇
、「

蛇

、
云
云
、
谷
よ
り
岸
の
上
ざ
ま
に
、
こ
そ
こ
そ
と
の
ぼ
り
ぬ
。
」

ク
チ
ナ
ワ

「
ぐ
り
は
ま
（
蛤
）
」
、
叉
、「
ぐ
れ
は
ま
」
と
い
ふ
。
江
戸
時
代
の
初
よ
り
行
は
れ
し
語
に
て
、
蛤
の
倒
語
な
り
。
物
事

も
の
ご
と

の
喰
違
ふ
意
に
云
ふ
。
蛤
は
、
兩
殻
の
合
口
は
、
極
め
て
密
接
す
る
も
の
に
て
、
逆
に
す
れ
ば
合
ふ
こ
と
な
し
。

『
佐
夜
中
山
集
』（
寛
文
）
宗
因
、「
あ
り
が
ひ
も
、
何
ぐ
り
は
ま
の
、
生
御
魂
。
」
老
後
の
述
懐
の
作
か
と
云
ふ
。（
『
柳

イ
キ
ミ
タ
マ

亭
筆
記
』
卷
二
）

［
ｐ
１
４
］

男
子
の
鬢
毛
生

際
の
剃

付
の
風
に
、
外
へ
圓
く
弓
形
な
る
を
、
「
は
ま
ぐ
り
」
と
云
ふ
。
こ
れ
と
反
對
に
、
内
へ
剃
り

は
え
ぎ
は

そ
り
つ
け

込
む
を
「
ぐ
れ
は
ま
」
と
い
ふ
。

『
俳
諧
破
邪
顕
正
』(

延
寶)

に
「
清
水
の
瀧
を
、
瀧
の
清
水
な
ど
と
言
は
ば
、
作
意
に
も
な
る
べ
し
。
「
祇
園
林
」
を
、

「
林
祇
園
」
と
は
言
は
れ
ま
じ
、
云
云
。
是
を
連
歌
に
て
は
芋
の
山(

山
の
芋
の
倒)

と
て
、
大
き
に
嫌
ふ
。
俳
諧
に
て

は
、
ぐ
り
は
ま
と
云
ふ
。
」(

『
用
捨
箱
』
下)

連
歌
俳
諧
に
、
「
今
宵
の
月
」
を
「
月
こ
よ
ひ
」
、
「
を
ち
こ
ち
の
野
邊
」
を
「
野
邊
の
を
ち
こ
ち
」
と
云
ふ
を
難
ず
る
者

あ
り
。
東
花
坊
の
十
論
に
「
畠
山
左
衛
門
佐
」
を
「
助
左
衛
門
」
と
す
れ
ば
、
農
夫
と
な
り
、
『
商
賣
往
來
』
を
「
往
來
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商
賣
」
と
す
れ
ば
、
道
中
飛
脚
か
雲
助
か
。
」

最
近
の
物
の
注

釋
に
は
困
却
す
る
こ
と
尚
多
し
。
た
と
へ
ば
、
飛
行
機
の
如
き
、
骨
折
り
て
調
べ
て
、
そ
の
構
造

ち
ゆ
う
し
や
く

な
ど
記
す
に
、
半
年
過
ぎ
ぬ
に
、
そ
の
製
造
全
く
變
ず
。
か
く
て
は
、
二
年
も
經
な
ば
、
辭
書
の
解
は
誤
と
な
り
て
、

じ

し

よ

却
つ
て
人
を
惑
は
す
こ
と
と
な
る
べ
し
。

そ
の
外
、
郵
便
規
則
の
如
き
、
頻
繁
に
改
正
せ
ら
れ
、
酒
醤
油
の
如
き
、
日

日
、
新
製
法
起
る
。

さ
れ
ば
、
此
の
如
き
も
の
は
、
漠
然
と
記
し
置
く
こ
と
と
せ
ん
と
す
。
飛
行
機
は
、
人
の
乗
り
て
空
中
を
飛
行
す
る

機
械
、
と
や
う
に
し
て
、
そ
の
専
門
の
書
に
譲
る
べ
し
。
目
前
の
物
事
は
、
現
在
、
そ
の
道
の
人
に
聞
か
ば
知
ら
れ
む
。
辭
書

も
の
ご
と

じ

し

よ

は
、
古
き
書
を
讀
み
、
不
審
な
る
語
に
あ
へ
る
時
、
引
き
て
見
る
と
い
ふ
こ
と
多
け
れ
ば
、
余
は
、
古
き
語
に
力
を
致

す
べ
し
。
新
し
き
に
は
、
作
者
、
自
ら
そ
の
人
あ
る
べ
し
。

語
原
研

究
の
話
、
一
寸
思
ひ
つ
き
た
る
と
こ
ろ
、
此
の

ご

げ

ん

け
ん
き
ゆ
う

如
し
。
（
大
正
四
年
十
一
月
記
）

《
補
遺
》

※
原
文
に
は
漢
字
表
記
の
語
に
振
り
仮
名
が
施
さ
れ
て
い
な
い
が
、
讀
解
の
便
宜
の
た
め
に
若
干
の
讀
み
が
な
を
「
ひ
ら

が
な
」
表
記
で
補
讀
す
る
こ
と
に
し
た
。


