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は
じ
め
に

こ
こ
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
先
年
偶
々
架
蔵
に
帰
す
る
こ
と
に
な
っ
た
天
明
二
年
書
写
の
年

紀
を
持
つ
『
古
語
拾
遺
』
の
一
写
本
（
以
下
「
本
書
」
と
略
記
す
る
こ
と
が
あ
る
）
で
、
新
出

と
お
ぼ
し
い
も
の
で
あ
る
。『
古
語
拾
遺
』
の
伝
本
と
し
て
は
、「
嘉
禄
本
」
の
系
統
と
「
伊

勢
本
」
の
系
統
の
二
種
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
（
１
）

が
、
本
書
は
そ
の
前
者
に
属
す
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。
た
だ
、
一
瞥
の
限
り
、
本
文
の
異
同
や
注
さ
れ
た
訓
点
な
ど
に
つ
い
て
、
嘉
禄
本
の

そ
れ
と
は
異
な
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
も
散
見
し
、
転
写
の
過
程
で
こ
う
し
た
異
同
が
何
故
に
生

じ
た
の
か
、
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
そ
の
点
を
中
心
に
、
本
書
の
概
要
の
紹
介
も
兼
ね

て
、
小
稿
を
も
の
し
た
次
第
で
あ
る
。

書
誌
の
概
要

先
ず
、
本
書
書
誌
の
概
要
を
記
し
て
お
く
。
本
書
は
楮
と
思
し
い
料
紙
を
用
い
た
袋
綴
じ
の

冊
子
一
冊
で
、
紙
縒
に
よ
り
二
箇
所
を
大
和
綴
じ
に
し
て
い
る
。
紙
型
は
縦
約
二
十
六
・
五
セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
約
十
八
・
七
セ
ン
チ
ー
メ
ー
ト
ル
の
美
濃
判
半
折
（
い
わ
ゆ
る
大
本
）
で

あ
る
。
紙
数
は
全
二
十
三
葉
で
全
て
同
質
の
料
紙
を
用
い
て
い
る
。
う
ち
一
葉
を
表
紙
に
、
一

葉
を
裏
表
紙
に
用
い
、
本
文
の
墨
付
き
は
二
十
一
葉
。
空
紙
は
無
い
。
表
紙
裏
面
に
は
本
文
冒

頭
の
書
き
出
し
部
分
の
書
き
損
じ
と
思
し
い
記
述
が
上
下
逆
方
向
に
、
裏
表
紙
裏
面
に
は
本
文

末
尾
部
分
の
書
き
損
じ
と
お
ぼ
し
い
記
述
が
上
下
順
方
向
に
記
さ
れ
て
お
り
、
本
文
書
写
後
、

書
き
損
じ
の
反
故
紙
を
表
紙
・
裏
表
紙
に
用
い
た
も
の
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
。
本
文
は
尾
題

も
含
め
て
第
二
十
丁
（
表
紙
を
計
数
せ
ず
、
本
文
の
開
始
葉
を
第
一
丁
と
す
る
。
以
下
同
様
。）

裏
三
行
目
で
終
わ
り
、
続
い
て
第
二
十
一
丁
裏
ま
で
が
奥
書
と
な
る
。
表
紙
に
は
「
天
明
二

年
／
古
語
拾
遺
／
小
汀
司
部
冩
之
」
の
記
述
が
あ
り
、
書
写
者
・
書
写
年
代
を
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

本
文
は
一
面
八
行
で
一
貫
し
て
い
る
が
、
一
行
は
十
六
文
字
前
後
で
一
定
し
な
い
。
書
写
は

表
紙
や
奥
書
も
含
め
て
全
文
に
わ
た
っ
て
一
筆
と
見
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

本
文
上
欄
外
に
六
箇
所
、

稚
子
之
縁
（
二
丁
裏
）

猿
女
命
縁
（
九
丁
表
）

八
神
殿
事
（
十
丁
裏
、
十
一
丁
表
に
再
掲
）

鏡
剱
安
正
殿
事
（
十
一
丁
裏
）

用
熊
鹿
皮
祭
神
（
十
三
丁
表
）

の
よ
う
な
注
記
が
見
え
る
。
内
容
か
ら
推
す
と
、
本
文
内
容
の
う
ち
特
定
の
神
事
祭
祀
に
関
わ

る
事
項
の
記
述
箇
所
を
示
し
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
以
外
に
は
、
頭
注
や
行
間
の
注
記

の
類
は
見
え
な
い
。
本
文
に
は
本
文
と
同
筆
の
墨
で
片
仮
名
及
び
返
読
記
号
の
訓
点
が
注
さ
れ

て
い
る
。
区
切
り
符
号
、
ヲ
コ
ト
点
、
声
点
の
類
は
見
え
な
い
（
２
）

。

書
写
態
度
は
概
ね
原
本
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
姿
勢
に
貫
か
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で

『
古
語
拾
遺
』
の
一
写
本
を
め
ぐ
っ
て
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こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
の
は
、
天
明
二
年
の
年
紀
を
持
つ
『
古
語
拾
遺
』
の
一
写
本
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

現
存
最
古
の
伝
本
と
し
て
知
ら
れ
る
嘉
禄
本
か
ら
の
転
写
本
と
考
え
ら
れ
る
。
全
体
に
書
写
精
度
は
高

い
が
、
散
見
す
る
誤
記
や
誤
写
の
跡
か
ら
、
本
書
は
、
書
写
に
あ
た
っ
て
、
本
文
漢
字
を
一
文
字
一
文

字
書
き
写
す
の
で
は
な
く
、
訓
読
文
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
書
写
し
て
い
っ
た
も
の
な
の
で
は
な
い
か
考

え
ら
れ
る
。
ま
た
本
書
の
訓
点
は
、
原
本
で
あ
る
嘉
禄
本
の
解
釈
や
内
容
把
握
に
従
い
な
が
ら
も
、
具

体
的
な
個
々
の
加
点
に
つ
い
て
は
、
書
写
当
時
の
漢
文
訓
読
の
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
注
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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き
、
大
き
な
誤
記
や
軽
率
な
錯
誤
な
ど
は
見
え
な
い
。
書
写
後
、
全
文
を
顧
み
て
誤
記
や
欠
字

等
を
訂
し
た
跡
も
見
え
る
。
後
に
詳
述
す
る
が
、
専
ら
本
文
に
つ
い
て
原
本
を
書
写
し
、
訓
点

の
類
に
つ
い
て
は
原
本
の
そ
れ
を
転
写
す
る
の
で
は
な
く
、
筆
記
者
自
身
の
訓
読
に
基
づ
い
て

注
さ
れ
た
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

な
お
、
表
紙
葉
と
本
文
第
一
丁
の
間
に
挿
紙
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
『
日
本
書
紀
』
巻
一

（
神
代
上
）
瑞
珠
盟
約
章
一
書
の
本
文
冒
頭
部
分
を
記
し
た
後
に
、
こ
れ
に
関
連
す
る
事
項
を

片
仮
名
書
き
で
記
し
た
記
述
が
見
え
る
。

参
考
の
た
め
、
表
紙
、
序
冒
頭
（
一
丁
表
）、
本
文
冒
頭
（
一
丁
裏
）、
本
文
（
跋
）
末
尾

〜
奥
書
（
二
十
丁
裏
）、
奥
書
（
二
十
一
丁
表
）、
奥
書
（
二
十
一
丁
裏
）、
挿
紙
を
、
図
一
〜

七
に
掲
げ
る
。書

写
の
経
緯

本
書
の
奥
書
（
二
十
丁
表
〜
二
十
一
丁
裏
）
は
以
下
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。

〈
二
十
丁
裏
〉

嘉
禄
元
年
二
月
廿
三
日
以
左
京
太
夫
長
倫
朝

臣
本
書
写
畢

奥
記
曰
保
安
五
年
閏
二
月
四
日
丙
申
見
合

主
神
頭
帥
遠
朝
臣
本
畢
猶
有
訛
謬
尋
々

訪
證
本
可
夬
真
偽
　
吏
部
侍
郎
在
判

〈
二
十
一
丁
表
〉

累
祖
相
傳
本
聊
示
霊
異
輙
難

仍
紬
々
爲
了
見
以
他
本
所
書
冩
也

嘉
元
四
年
八
月
廿
一
日
取
目
録
訖
几
此
書

朝
夕
所
練
習
也祠

部
員
外
郎
卜
兼
夏

延
久
（
文
？
）

元
年
申
歳

四
月
十
七
日
修
補
之
雖
片

時
不
可
出
他
處
仍
餘
本
一
兩
所
令
用

〈
二
十
一
丁
裏
〉

意
者
也

神
祇
大
副
卜
部
兼
豊

文
明
元
年
六
月
廿
七
日
一
見
畢

正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
兼
侍

從
卜
部
朝
臣
兼
倶

こ
れ
ら
の
内
、
二
十
一
丁
表
後
か
ら
二
行
目
の
「
延
久
元
年
」
は
「
延
文
元
年
」
の
誤
記
か

と
思
わ
れ
る
（
３
）

。

『
古
語
拾
遺
』
の
現
存
最
古
の
写
本
と
さ
れ
る
「
嘉
禄
本
」（
天
理
図
書
館
蔵
）
の
奥
書（
４
）

は

以
下
の
よ
う
な
内
容
で
は
じ
ま
る
。

嘉
禄
元
年
二
月
廿
三
日
以
左
京
権
太
夫
長
倫
朝
臣
本
書
冩
了

奥
記
云
保
安
五
年
閏
二
月
四
日
丙
申
見
合
主
計
頭
帥
遠
朝
臣
本

了
猶
有
訛
謬
尋
訪
證
本
可
決
真
偽
　
　
　
　
　
　
吏
部
侍
郎
在
判

與
菅
貢
士
讀
合
了

翌
日
校
點
了
　
祠
部
員
外
郎
（
花
押
）

比
校
他
本
了
　
同
二
廿
六

累
祖
相
傳
本
聊
示
霊
異
輙
難

免
仍
紬
々

〈
図
一
〉
表
紙
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〈
図
二
〉
序
文
冒
頭
（
一
丁
表
）

〈
図
四
〉
本
文
（
跋
）
末
尾
〜
奥
書

〈
図
三
〉
本
文
冒
頭
（
一
丁
裏
）

〈
図
六
〉
奥
書
（
末
尾
）

〈
図
七
〉
挿
紙

〈
図
五
〉
奥
書
（
つ
づ
き
）
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爲
了
見
以
他
本
所
書
冩
也
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜
兼
直

「
與
菅
貢
士
…
…
」
以
下
の
三
行
を
欠
き
、
文
字
に
異
同
は
あ
る
も
の
の
、
本
書
は
こ
の
嘉

禄
本
の
奥
書
に
依
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
本
書
は
嘉
禄
本
の
系
統
に
連
な
る

一
本
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

し
か
し
一
方
で
、
猶
不
審
の
点
も
残
る
。

嘉
禄
本
の
奥
書
に
は
右
に
記
し
た
兼
直
筆
の
部
分
と
は
異
な
る
筆
で
、
こ
れ
に
続
い
て
さ
ら

に
「
至
徳
二
年
十
月
・
兼
煕
・
讀
合
了
」、「
同
三
年
六
月
・
兼
煕
・
一
見
了
」
を
は
じ
め
、

「
嘉
永
元
年
・
良
芳
・
…
拝
見
訖
」
に
至
る
計
十
五
件
の
記
述
が
あ
る
が
、
本
書
奥
書
で
は
そ

の
十
二
番
目
に
あ
た
る
、

文
明
元
年
六
月
廿
七
日
一
見
畢

正
四
位
上
行
神
祇
権
大
副
兼
侍
從
卜
部
朝
臣
兼
倶

の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。

一
方
で
、
本
書
奥
書
の
「
嘉
元
四
年
八
・
兼
夏
」、「
建
久
元
年
四
月
・
兼
豊
」
の
二
件
の

記
述
は
、
嘉
禄
本
裏
書
に

嘉
元
四
年
八
月
廿
一
日
取
目
録
訖
几
此
書
朝
夕

所
練
習
也

祠
部
員
外
郎
卜
部
兼
夏

延
文
元
年
申
歳

四
月
十
七
日
修
補
之
雖
片
時

不
可
出
他
處
仍
餘
本
一
兩
所
令
用
意
居
者
也

神
祇
大
副
卜
部
兼
豊

と
あ
る
も
の
を
記
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
嘉
禄
本
裏
書
で
右
記
に
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る

應
安
第
六
之
暦
仲
春
十
一
之
夕
重
讀
合

從
四
位
上
行
左
京
権
大
夫
卜
部
直
祢
兼
煕

の
記
述
は
、
本
書
に
は
見
え
な
い
。

以
上
の
奥
書
の
内
容
か
ら
推
す
と
、
文
明
元
年
以
降
に
嘉
禄
本
か
ら
転
写
さ
れ
た
も
の
か
ら

出
た
何
ら
か
の
本
が
存
在
し
、
本
書
は
、
こ
れ
か
ら
表
紙
記
載
の
天
明
二
年
に
書
写
さ
れ
た
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
転
写
に
あ
た
っ
て
、
本
奥
書
や
裏
書
の
内
容
が
取
捨
さ
れ
、

こ
の
よ
う
な
内
容
の
奥
書
に
な
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
（
５
）

。
転
写
の
回
数
や
奥
書
内
容
の
取
捨
の
意

図
は
、
現
状
で
は
明
ら
か
に
し
が
た
い
（
６
）

。

本
文
の
異
同

本
書
の
本
文
を
、
書
写
の
原
本
と
考
え
ら
れ
る
嘉
禄
本
と
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
異
体
字

や
字
形
の
差
異
の
範
囲
と
見
な
せ
る
も
の
を
除
い
て
、
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
見
ら
れ
た
。

本
書

嘉
禄
本

(

１)

於
是
素
戔
嗚
神
欲
奉
辞
日
神
（
二
丁
表
七
行
）

於
是
素
戔
嗚
神
奉
辞
日
神

(

２)

天
照
太
神
（
二
丁
表
七
行
右
他
一
〇
箇
所
）

天
照
大
神

(

３)

日
神
耕
種
之
時
（
二
丁
裏
八
行
右
）

日
神
耕
種
之
節

(

４)

天
津
罪
（
三
丁
表
一
行
右
）

天
罪

(

５)

蚕
織
源
（
三
丁
表
一
行
左
）

蚕
織
之
源

(

６)

幽
居
（
三
丁
表
二
行
）

幽
居
焉

(

７)

此
縁
（
三
丁
裏
一
行
左
）

此
縁
也

(

８)

以
真
辟
葛
（
四
丁
表
七
行
）

真
辟
葛

(

９)

次
蘿
葛
（
四
丁
表
七
行
）

以
蘿
葛

(

10)

此
（
五
丁
表
一
行
）

比

(

11)

如
此
（
五
丁
表
二
行
）

如
此
之

(

12)

豊
岩
間
戸
櫛
岩
間
戸
命
（
五
丁
表
六
行
）

令
豊
岩
間
戸
櫛
岩
間
戸
命

(

13)

辱
其
兼
之
調
（
五
丁
裏
三
行
右
）

振
其
葉
之
調
也

(

14)

甕
速
日
神
子
（
六
丁
裏
五
行
右
）

甕
速
日
神
之
子

(

15)

必
當
平
安
（
七
丁
表
一
行
）

必
常
平
安

(
16)

同
麻
共
殿
（
七
丁
表
八
行
）

同
床
共
殿

(

17)
帥
督
将
元
戎
（
九
丁
裏
一
行
）

督
将
元
戎

(

18)
大
和
氏
巓
賀
茂
縣
主
遠
祖
（
九
丁
裏
三
行
）

大
和
氏
遠
祖
椎
根
津
彦
者
迎
引
皇

舟
表
績
香
山
之
巓
賀
茂
縣
主
遠
祖

(

19)

御
殿
（
十
丁
表
一
行
）

御
殿
乎

(

20)

令
又
天
冨
命
率
齋
部
諸
氏
（
十
丁
表
五
行
）

又
令
天
冨
命
率
齋
部
諸
氏

(

21)

貢
木
綿
○及
麻
布
及
種
々
物
（
十
丁
裏
三
行
）

貢
木
綿
麻
布
及
種
々
物
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(

22)

上
総
下
総
二
國
是
奈
利
（
十
丁
裏
六
行
左
）

上
総
下
総
二
國
是
也

(
23)

讃
伎
国
（
十
一
丁
表
二
行
）

讃
岐
国

(

24)
御
門
巫
所
奉
齋
也
（
十
一
丁
表
六
行
左
）

御
門
巫
所
奉
齋

(

25)
中
臣
祓
詞
（
十
二
丁
表
三
行
）

中
臣
禊
詞

(

26)

是
今
踐
祚
天
之
日
（
十
二
丁
裏
三
行
）

是
命
踐
祚
天
之
日

(

27)

秦
根
元
縁
也
矣
（
十
四
丁
裏
七
行
左
）

秦
根
元
縁
也

(

28)

大
王
之
胤
（
十
五
丁
表
四
行
）

太
玉
之
胤

(

29)

今
神
祇
伯
ナ
リ
（
十
五
丁
表
六
行
）

今
神
祇
伯
也

(

30)

供
奉
儀
（
十
六
丁
裏
八
行
）

供
奉
之
儀

(

31)

改
奏
詞
曰
（
十
七
丁
裏
五
行
）

改
奏
詞
云

(

32)

奉
幣
諸
神
（
十
八
丁
表
三
行
）

奉
幣
諸
神
者

(

33)

中
古
尚
朴
（
十
九
丁
裏
七
行
）

但
中
古
尚
朴

(

34)

万
葉
英
風
（
二
十
丁
表
二
行
）

万
葉
之
英
風

『
古
語
拾
遺
』
本
文
（
序
・
跋
を
含
む
）
が
五
千
八
百
字
ほ
ど
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

異
同
は
比
較
的
少
な
く
、
書
写
精
度
は
高
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

最
も
大
き
い
異
同
は
（
18
）
の
「
遠
祖
椎
根
津
彦
者
迎
引
皇
舟
表
績
香
山
之
」
十
六
文
字
に

わ
た
る
欠
字
で
あ
る
。
そ
の
他
多
く
は
、
本
書
の
書
写
の
際
の
錯
誤
に
基
づ
く
と
思
わ
れ
る
誤

記
や
欠
字
で
あ
る
が
、
一
方
で
は
、（
８
）（
９
）（
17
）
な
ど
の
例
の
よ
う
に
、
お
そ
ら
く
は

嘉
禄
本
の
誤
記
あ
る
い
は
欠
字
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
補
訂
し
た
も
の
も
散
見
す
る
。
本
書
の
錯

誤
と
思
わ
れ
る
誤
記
の
中
で
特
徴
的
な
も
の
は
、（
６
）
の
「
焉
」
字
や
（
５
）
な
ど
の
「
之
」

字
、（
７
）
な
ど
の
「
也
」
字
を
欠
く
点
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
む
ろ
ん
、
意
図
的
行
っ
た
も
の

で
は
な
く
、
書
写
時
の
錯
誤
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、（
６
）
の

「
焉
」
字
は
嘉
禄
本
の
訓
点
で
は
不
読
扱
い
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
り
、
ま
た
「
之
」
字
・

「
也
」
字
の
例
は
、
本
書
で
は
訓
点
と
し
て
「
ノ
」「
ナ
リ
」
の
訓
み
が
注
さ
れ
て
い
た
り
、
あ

る
い
は
訓
み
方
が
前
後
関
係
か
ら
推
し
て
明
ら
か
で
あ
っ
た
り
す
る
よ
う
な
箇
所
ば
か
り
で
あ

る
。
特
に
（
29
）
の
箇
所
の
、
嘉
禄
本
本
文
の
「
也
」
字
に
代
え
て
、
本
書
で
は
片
仮
名
訓
で

「
ナ
リ
」
と
大
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
７
）

な
ど
が
端
的
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
欠
字
は
、
本
書

が
書
写
に
あ
た
っ
て
、
本
文
漢
字
句
を
そ
の
ま
ま
複
写
す
る
の
で
は
な
く
、
訓
読
（
あ
る
い
は

訓
読
文
）
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
本
文
漢
字
を
書
写
し
て
行
っ
た
こ
と
の
表
れ
で
は
な
い
か
と
も

推
測
さ
れ
る
。

こ
の
点
は
、
右
に
挙
げ
た
い
わ
ゆ
る
助
字
の
類
の
箇
所
だ
け
で
は
な
く
、
例
え
ば
（
20
）
の

「
令
又
天
冨
命
率
齋
部
諸
氏
」
の
部
分
な
ど
に
も
端
的
で
あ
る
。
本
書
の
「
令
又
〜
」
は
、
明

ら
か
に
文
字
順
を
錯
誤
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
訓
読
を
前
提
と
し
て
「
令
」
字
に
返
読
す
る
こ

と
を
考
え
る
と
、「
令
」
字
は
こ
の
位
置
に
あ
っ
て
も
結
果
的
に
は
同
じ
返
読
の
仕
方
と
な
っ

て
し
ま
う
。
む
し
ろ
、「「
令
」
字
は
文
頭
に
あ
っ
て
、
返
読
し
て
「
○
○
ヲ
シ
テ
×
×
セ
シ

ム
」
と
訓
む
文
字
で
あ
る
」
と
の
意
識
が
先
に
立
つ
と
、
こ
う
し
た
錯
誤
を
生
み
か
ね
な
い
と

も
思
わ
れ
る
。

（
19
）
の
例
は
、
本
文
が
宣
命
書
き
に
な
っ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
の
書
き
添
え
の
万
葉
仮

名
「
乎
」
字
を
書
き
落
と
し
た
例
で
あ
る
。
前
後
の
書
き
添
え
の
万
葉
仮
名
は
正
し
く
書
写
を

し
て
お
り
、
本
書
書
写
者
の
宣
命
書
き
そ
の
も
の
に
つ
い
て
理
解
は
充
分
あ
っ
た
も
の
と
思
わ

れ
る
が
、
本
文
に
記
さ
れ
た
書
き
添
え
に
基
づ
い
て
も
、
補
読
の
読
み
添
え
を
行
っ
て
も
、
結

果
と
し
て
の
訓
読
文
に
は
差
異
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
訓
読
文
を
念
頭
に
置
い
て
書
写
し
て

板
が
た
め
の
錯
誤
と
し
て
十
分
起
こ
り
得
る
も
の
と
も
言
え
よ
う
。

（
31
）
で
「
云
」
字
を
「
曰
」
字
に
誤
っ
た
例
な
ど
は
、
単
純
な
誤
記
と
も
言
え
る
が
、
一

方
で
訓
み
が
同
一
の
文
字
を
取
り
違
え
た
も
の
と
も
見
な
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
よ
う
に
、
本
書
に
見
え
る
原
本
と
の
間
の
本
文
漢
字
の
差
異
は
、
本
書
書
写
者
が

訓
読
を
念
頭
に
本
文
を
書
写
し
て
い
た
こ
と
を
端
的
に
物
語
っ
て
い
る
跡
と
と
ら
え
る
こ
と
も

で
き
、
漢
字
書
き
資
料
（
就
中
上
代
文
献
）
の
書
写
、
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
上
で
示
唆
的
で

は
あ
る
。

訓
読
上
の
特
色

本
書
に
見
え
る
訓
読
は
、
原
本
で
あ
る
嘉
禄
本
の
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
も
の
で
は
な

い
。
先
ず
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
嘉
禄
本
に
見
え
る
ヲ
コ
ト
点
は
全
く
書
写
さ
れ
て
い
な

い
。
片
仮
名
点
に
つ
い
て
も
、
嘉
禄
本
の
右
傍
の
加
点
（
朱
点
）
は
ほ
と
ん
ど
反
映
さ
れ
て
お

ら
ず
、
ま
た
同
じ
く
左
傍
の
加
点
（
墨
点
）
に
は
比
較
的
よ
く
類
似
す
る
も
の
の
、
完
全
に
同

一
で
は
な
い
。
返
読
符
号
に
つ
い
て
も
、
本
書
で
用
い
ら
れ
て
い
る
符
号
は
江
戸
時
代
後
期
頃

に
一
般
的
な
レ
点
お
よ
び
一
・
二
点
を
用
い
た
も
の
で
あ
り
、
嘉
禄
本
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
て

お
り
、
ま
た
具
体
的
な
返
読
も
一
致
し
な
い
部
分
が
多
々
み
ら
れ
る
。

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
訓
点
に
基
づ
い
て
再
構
成
し
得
る
訓
読
文
や
、
訓
読
文
に
反
映
さ
れ

た
内
容
に
つ
い
て
の
解
釈
の
趣
旨
は
嘉
禄
本
の
そ
れ
に
よ
く
一
致
す
る
と
も
言
え
る
。つ
ま
り
、

本
書
書
写
者
は
、
原
本
の
加
点
を
そ
の
ま
ま
書
写
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
原
本
の
加
点
か
ら
再

構
成
さ
れ
る
訓
読
文
を
よ
く
わ
き
ま
え
た
上
で
、
自
ら
の
意
図
と
方
法
に
基
づ
く
加
点
を
加
え

て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
本
書
の
訓
読
の
一
端
を
、
以
下
に
摘
記
し
て
紹
介

す
る
。
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補
読
敬
語

『
古
語
拾
遺
』
の
み
な
ら
ず
、
上
代
漢
文
（
８
）

文
献
類
の
訓
読
に
見
ら
れ
る
特
色
の
一
つ
と
し
て
、

敬
語
表
現
が
あ
る
。『
日
本
書
紀
』
の
諸
伝
本
に
つ
い
て
林
勉
氏
の
長
年
に
わ
た
る
一
連
の
ご

研
究（
９
）

が
あ
り
、
私
も
一
部
の
伝
本
に
つ
い
て
小
考
（
10
）

を
も
の
し
た
こ
と
が
あ
る
。『
古
語
拾
遺
』

に
つ
い
て
も
先
に
小
考
（
11
）

で
（
12
）

触
れ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
近
時
岩
井
護
氏
の
詳
細
な
研
究
「『
古
語

拾
遺
』
の
補
読
敬
語
」（『『
古
語
拾
遺
』
を
読
む
』
平
成
十
六
年
・
右
文
書
院
）
が
成
さ
れ
、

他
の
上
代
文
献
類
に
見
ら
れ
る
そ
れ
と
の
比
較
検
討
が
容
易
に
な
っ
た
。

本
書
の
訓
読
に
見
え
る
敬
語
表
現
は
、
先
の
小
考
で
整
理
し
た
も
の
と
良
く
一
致
し
、
嘉
禄

本
お
よ
び
暦
仁
本
に
見
え
る
特
色
を
踏
襲
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

神
話
部
分
の
天
神
の
発
話
・
動
作
に
つ
い
て
は
、

鐘
愛
（
メ
グ
シ
ト
ヲ
ホ
シ
玉
テ
）

二
丁
裏
三
行

凌
侮
（
ア
ナ
ツ
リ
タ
マ
ウ
）

二
丁
裏
三
行

な
ど
の
よ
う
尊
敬
表
現
を
と
る
（
13
）

の
に
対
し
て
、
国
神
の
発
話
に
つ
い
て
は
、

問
曰
（
問
テ
曰
ク
）

八
丁
表
八
行

な
ど
の
よ
う
に
、
敬
語
表
現
を
と
ら
な
い
。
ま
た
、
太
玉
命
な
ど
侍
臣
の
遠
祖
神
に
つ
い
て
は
、

天
神
や
皇
孫
に
対
し
て
の
動
作
に
つ
い
て

称
賛
（
ホ
メ
マ
ウ
サ
シ
ム
）

四
丁
表
五
行

称
詞
啓
曰
（
タ
ゝ
ヘ
コ
ト
申
サ
シ
メ
テ
）

四
丁
裏
六
行

な
ど
の
よ
う
に
謙
譲
表
現
を
と
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
特
色
は
先
の
小
考
で
明
ら
か
に
し
た
嘉
禄
本
に
見
え
る
訓
読
の
そ
れ
と
同
様
で
あ

り
、
本
書
加
点
者
の
、
登
場
神
の
把
握
の
仕
方
が
、
先
行
す
る
諸
本
の
そ
れ
を
踏
襲
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

直
接
に
こ
の
こ
と
と
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、『
古
語
拾
遺
』
諸
伝
本
で
は
、「
令
」

字
、「
遣
」
字
な
ど
を
用
い
た
い
わ
ゆ
る
使
役
句
形
の
本
文
に
つ
い
て
の
訓
読
の
仕
方
も
、
加

点
者
の
、
登
場
神
の
把
握
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
か
つ

て
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
（
11
）

が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
も
、
本
書
に
見
え
る
訓
読
は
先
行
す
る
諸
本

に
見
え
る
訓
み
方
と
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

熟
語
の
訓
読

『
古
語
拾
遺
』
諸
伝
本
の
訓
読
を
比
較
検
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
熟
語
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ

れ
て
い
る
か
、
が
一
つ
の
指
標
に
な
り
う
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
主
に
『
日
本
書
紀
』
神
代
巻

諸
伝
本
の
そ
れ
と
の
比
較
を
通
し
て
小
考
（
12
）

を
も
の
し
た
こ
と
が
あ
る
。
当
該
小
考
で
は
、『
古

語
拾
遺
』
序
及
び
跋
の
部
分
と
、
そ
れ
以
外
の
本
文
の
部
分
で
は
、
文
体
そ
の
も
の
に
差
異
が

あ
り
、
熟
語
の
訓
読
上
の
扱
い
に
お
い
て
も
こ
の
差
異
に
対
応
し
た
訓
み
方
が
見
ら
れ
る
が
、

そ
の
対
応
が
顕
著
な
伝
本
と
、
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
伝
本
が
存
在
し
、
ま
た
対
応
の
仕
方

そ
の
も
の
に
も
、
諸
伝
本
間
で
違
い
が
あ
る
こ
と
を
報
告
し
た
。
本
書
の
原
本
で
あ
る
嘉
禄
本

は
こ
の
使
い
分
け
が
比
較
的
明
確
で
あ
っ
て
、
序
文
・
跋
文
で
は
二
文
字
熟
語
に
つ
い
て
は
音

読
み
を
用
い
た
例
が
多
く
見
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
本
文
中
で
は
ほ
と
ん
ど
音
読
み
は
見
ら
れ

な
か
っ
た
。

本
書
に
見
ら
れ
る
訓
読
で
も
こ
の
点
は
同
様
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
序
文
冒
頭
部
分
の
加
点

は
、蓋

シ

聞
上
古
之
世
未
レ
タ

有
二

文
字
一

貴
賤
老
少
口
口
相
ヒ

傳
フ

（
一
丁
表
二
行
）

と
な
っ
て
お
り
、「
上
古
」「
文
字
」「
貴
賤
」「
老
少
」「
口
口
」
の
各
語
に
つ
い
て
は
、
音
読

み
を
想
定
し
得
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
跋
文
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
本
文
中
で
は
、
二
文
字
の
熟
語
で
あ
っ
て
も
、
右
傍
の
付
訓
、
送
り
仮
名
な
ど
何
ら
か
の

形
で
訓
読
み
を
示
す
加
点
が
見
ら
れ
、
積
極
的
に
音
読
み
と
考
え
ら
れ
る
例
は
ほ
と
ん
ど
見
ら

れ
な
い
。
従
っ
て
、
嘉
禄
本
と
同
様
に
本
書
加
点
者
も
、
序
文
・
跋
文
と
本
文
の
間
で
の
文
体

的
な
差
異
を
認
識
し
、
こ
れ
を
反
映
し
た
加
点
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き

る
。こ

う
し
た
点
に
関
連
し
て
、
本
書
に
特
徴
的
な
点
を
一
つ
指
摘
し
て
お
く
。

本
文
冒
頭
近
く
で
、
素
戔
嗚
尊
の
天
罪
と
な
る
行
状
を
記
し
た
場
面
で
、
天
罪
の
各
項
に
本

書
で
は
以
下
の
よ
う
に
加
点
し
て
い
る
（
一
丁
裏
五
行
以
下
）。

毀
レ

畔

ア
ハ
ナ
チ

﹇
古
語
阿
波
那
知]

埋
レ

溝
﹇
古
語
美
曽
宇
美
﹈
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放
レ

樋
﹇
古
語
斐
波
那
知
﹈

重
播
﹇
古
語
志
伎
麻
伎
﹈

刺
レ

串
﹇
古
語
久
志
佐
志
﹈

こ
れ
ら
各
語
に
つ
い
て
は
、
本
文
で
「
古
語
〜
」
と
し
て
万
葉
仮
名
書
き
で
訓
注
が
付
さ
れ
、

各
々
二
文
字
合
わ
せ
て
「
ア
ハ
ナ
チ
」「
ミ
ソ
ウ
ミ
」「
ヒ
ハ
カ
チ
」「
シ
キ
マ
キ
」「
ク
シ
サ

シ
」
と
訓
む
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。「
毀
畔
」
の
右
傍
に
注
さ
れ
た
片
仮

名
点
も
こ
の
趣
旨
に
則
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
本
書
で
は
そ
の
上
に
さ
ら
に
、「
重
播
」
を
除
く
四
語
に
は
レ
点
を
注
し
て
返
読
す

る
旨
を
示
し
て
い
る
。
嘉
禄
本
を
は
じ
め
多
く
の
伝
本
で
は
こ
の
よ
う
な
返
読
を
表
す
加
点
は

見
ら
れ
ず
、「
毀
畔
」
の
二
文
字
で
「
ア
ハ
ナ
チ
」
と
訓
む
、
と
の
意
図
を
示
し
て
い
る
。
こ

れ
は
、
続
く
訓
注
の
趣
旨
を
活
か
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本

書
に
見
え
る
レ
点
は
、
そ
の
ま
ま
に
考
え
れ
ば
、「
古
語
で
は
「
毀
畔
」
の
語
は
（
二
文
字
全

体
で
）「
ア
ハ
ナ
チ
」
と
言
う
。」
と
し
た
訓
注
の
趣
旨
と
は
相
反
す
る
も
の
の
よ
う
に
も
受

け
取
れ
る
。

お
そ
ら
く
こ
の
箇
所
の
レ
点
は
、
少
な
く
と
も
単
純
に
返
読
を
表
し
た
も
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
「「
畔
を
毀は
な

つ
」
の
で
あ
る
か
ら
「
ア
ハ
ナ
チ
」
と
言
う
の
で
あ
る
」
と
い
う
意
図
で
、

レ
点
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
訓
注
に
言
う
「
古
語
」
の
記
述
を
補
う
形
で
説
明
し
て
い
る
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
（
14
）

。

熟
語
と
し
て
本
文
中
で
用
い
ら
れ
た
語
に
つ
い
て
、
語
全
体
で
一
定
の
訓
を
与
え
る
こ
と
か

ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
込
ん
で
、
文
字
単
位
に
分
解
し
て
、
そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
結
果
的
に

熟
語
全
体
の
「
訓
」
読
み
が
成
り
立
つ
、
と
い
う
考
え
方
が
根
底
に
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
加
点

が
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
他
の
特
色

本
書
に
見
え
る
加
点
で
は
、
例
え
ば

當シ
二
ニ

與ト
レ

天
壌
无
一
レ
ル

窮
カ
キ
リ

矣
　
（
七
丁
表
五
行
）

の
よ
う
に
、
現
代
行
わ
れ
て
い
る
漢
文
訓
読
と
ほ
ぼ
同
様
に
、
左
右
の
傍
訓
を
併
用
す
る
形
で

明
確
に
再
読
文
字
の
扱
い
を
示
し
た
例
が
見
ら
れ
る
。
原
本
で
あ
る
嘉
禄
本
で
も
、
再
読
は
行

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
本
書
の
そ
れ
の
よ
う
な
明
確
な
形
式
で

は
な
い
。
左
右
の
傍
訓
を
併
用
し
て
再
読
を
表
す
加
点
が
整
備
さ
れ
る
の
は
、
漢
籍
な
ど
の
例
（
15
）

を
見
る
限
り
大
略
江
戸
時
代
半
ば
頃
以
降
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
再
読
文
字
の
扱
い
に
端
的
な
よ
う
に
、
本
書
に
見
え
る
加
点
は
、
江
戸
時
代
中
頃
以
降

整
備
さ
れ
た
訓
読
方
法
に
則
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
お
そ
ら
く
、
嘉
禄
本
を
原
本

と
す
る
書
写
の
過
程
に
お
い
て
、
結
果
と
し
て
の
訓
読
文
、
あ
る
い
は
本
文
の
内
容
、
人
物
の

把
握
な
ど
に
つ
い
て
は
原
本
の
訓
読
に
基
本
的
に
従
い
な
が
ら
、
具
体
的
な
個
々
の
訓
読
と
そ

れ
を
表
す
加
点
に
つ
い
て
は
、
書
写
当
時
の
そ
れ
を
用
い
て
自
ら
の
考
え
で
加
点
し
て
い
っ
た

結
果
が
、
本
書
に
見
え
る
訓
点
な
の
で
あ
ろ
う
。

ま
と
め

以
上
、
目
に
付
い
た
点
の
み
を
摘
記
す
る
形
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
は
、
嘉
禄
本
を

原
本
と
す
る
一
写
本
で
あ
っ
て
、
本
文
の
書
写
に
お
い
て
は
、
全
体
と
し
て
比
較
的
高
い
書
写

精
度
を
持
っ
て
い
る
が
、
一
文
字
一
文
字
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
す
、
と
い
う
よ
り
は
、
原
本
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
得
る
訓
読
文
を
念
頭
に
置
い
て
い
た
事
に
起
因
す
る
の
で
は
な
い
か
と
思
惧

さ
れ
る
本
文
の
異
同
が
散
見
す
る
こ
と
等
が
特
色
と
し
て
見
ら
れ
た
。
注
さ
れ
た
訓
点
に
つ
い

て
は
、
内
容
の
解
釈
や
人
物
の
把
握
な
ど
に
つ
い
て
は
原
本
の
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
も
の
の
、

具
体
的
な
訓
読
を
示
す
加
点
は
原
本
の
そ
れ
を
踏
襲
す
る
の
で
は
な
く
、
書
写
当
時
に
広
く
一

般
に
整
備
さ
れ
た
訓
読
方
法
を
当
て
嵌
め
て
、
加
点
者
自
身
の
考
え
で
行
っ
た
も
の
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

本
書
以
外
に
も
、
近
年
、
主
に
江
戸
時
代
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
『
古
語
拾
遺
』
の
写
本

数
種
を
詳
細
に
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
う
ち
何
点
か
は
偶
々
架
蔵
に
帰
す
る
こ
と

と
な
り
、
今
後
も
本
書
を
含
め
た
相
互
の
詳
細
な
比
較
検
討
が
可
能
な
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、『
古
語
拾
遺
』
の
注
釈
書
の
類
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
多
く
は
紹
介
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た
が
、
江
戸
時
代
頃
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
何
点
か
の
存
在
が
新
た
に
明
ら
か
に
な
り
、
当
時

の
解
釈
や
訓
読
の
一
端
を
知
る
上
で
、
今
後
大
き
な
資
料
と
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

本
書
の
紹
介
を
一
つ
の
契
機
と
し
て
、
こ
れ
ら
諸
本
に
つ
い
て
幅
広
く
比
較
検
討
し
て
い
く

作
業
を
今
後
積
み
重
ね
、
順
次
そ
の
状
況
を
報
告
し
た
い
と
企
図
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注

（
１
）
西
宮
一
民
校
注
『
古
語
拾
遺
』（
昭
和
六
十
年
・
岩
波
文
庫
）
所
収
の
「
解
説
」。
西
宮
博
士
は
、
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「
鎌
田
純
一
「
古
語
拾
遺
諸
本
概
説
」（
国
学
院
大
学
日
本
文
化
研
究
所
紀
要
13
、
昭
和
三
十
八
年
十

月
）
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。」
と
さ
れ
た
上
で
主
要
な
諸
伝
本
を
二
種
に
分
類
し
て
掲
げ
、
前
者

の
代
表
的
な
写
本
に
「
嘉
禄
本
」（
嘉
禄
元
年
書
写
・
天
理
図
書
館
蔵
）
を
、
後
者
の
代
表
的
な
写

本
に
「
亮
順
本
」（
元
弘
四
年
書
写
・
前
田
家
尊
経
閣
蔵
）
を
挙
げ
て
お
ら
れ
る
。

（
２
）
本
書
の
祖
本
と
お
ぼ
し
い
嘉
禄
本
に
は
、
頭
注
、
行
間
注
、
裏
書
き
注
、
ヲ
コ
ト
点
、
区
切
り
符

号
、
声
点
の
記
載
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
か
ら
推
す
と
、
本
書
は
本
文
の
み
を
原
本
か
ら
書
写
し
た

も
の
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

（
３
）
前
項
の
「
嘉
元
四
年
・
兼
夏
」
に
続
く
項
目
が
、
こ
れ
を
遡
る
延
久
年
間
で
あ
る
こ
と
は
考
え
に

く
い
。
後
述
の
よ
う
に
本
書
は
嘉
禄
本
を
祖
本
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
嘉
禄
本
の
当
該
記

述
（
裏
書
き
）
の
書
体
が
特
徴
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
転
写
の
過
程
で
「
文
」
字
を
「
久
」
字
と
取

り
違
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
４
）
貴
重
図
書
複
製
会
刊
の
複
製
本
（
昭
和
十
七
年
）
に
よ
る
。

（
５
）
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
１
『
古
代
史
籍
集
』（
昭
和
四
十
七
年
・
八
木
書
店
）
所
収
の
嘉
禄
本
に

つ
い
て
の
解
説
（
石
崎
正
雄
氏
に
よ
る
）
に
よ
れ
ば
、
嘉
禄
本
か
ら
の
転
写
本
で
裏
書
の
記
述
を
奥

書
と
し
て
記
し
て
い
る
伝
本
は
い
く
つ
か
存
在
す
る
よ
う
で
あ
る
。

（
６
）
表
紙
記
載
の
書
写
者
「
小
汀
司
部
」
に
つ
い
て
も
、
現
在
ま
で
の
所
十
分
な
情
報
を
得
る
に
至
っ

て
い
な
い
。

（
７
）
こ
の
箇
所
の
本
文
が
割
書
の
訓
注
部
分
で
あ
る
点
も
関
係
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

（
８
）
広
い
意
味
で
の
「
漢
文
」、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る
和
化
漢
文
類
も
含
め
て
の
意
で
こ
こ
で
は
述
べ
た
。

（
９
）
万
葉
七
曜
会
『
論
集
上
代
文
学
』
第
１
集
（
昭
和
四
十
五
年
・
笠
間
書
院
）
以
来
、
同
誌
の
第
二

十
八
集
（
平
成
十
八
年
・
同
）
に
至
る
ま
で
、
毎
集
に
渉
っ
て
、
弘
安
本
、
乾
元
本
を
は
じ
め
と
す

る
『
日
本
書
紀
』
諸
伝
本
に
つ
い
て
考
察
を
重
ね
て
き
て
お
ら
れ
る
。

（
10
）「
江
戸
時
代
の
日
本
書
紀
訓
読
に
つ
い
て
―
神
代
巻
の
敬
語
表
現
を
中
心
と
し
て
―
」
訓
点
語
学

会
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』（
第
八
十
五
輯
・
平
成
二
年
）、『
六
種
対
照
日
本
書
紀
神
代
巻
和
訓
研

究
索
引
』（
平
成
七
年
・
武
蔵
野
書
院
）
研
究
篇
、
な
ど

（
11
）「
古
語
拾
遺
諸
本
の
訓
読
上
の
特
色
に
つ
い
て
―
使
役
形
の
訓
読
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
放
送
大
学
研

究
年
報
』
第
十
六
号
（
平
成
十
一
年
）

（
12
）「
古
語
拾
遺
諸
本
の
訓
読
上
の
特
色
に
つ
い
て
―
熟
語
の
訓
読
を
中
心
と
し
て
―
」『
放
送
大
学
研

究
年
報
』
第
十
七
号
（
平
成
十
二
年
）

（
13
）
但
し
、
例
え
ば
素
戔
嗚
尊
の
言
動
に
つ
い
て
、
そ
の
「
無
道
」
ぶ
り
を
描
い
た
場
面
で
は
、

以
哭
泣
為
行
（
ナ
キ
イ
サ
ツ
ル
ヲ
シ
ワ
サ
ト
ス
）

一
丁
裏
三
行

な
ど
の
よ
う
に
、
尊
敬
表
現
を
用
い
な
い
。
同
じ
素
戔
嗚
尊
に
つ
い
て
で
あ
っ
て
も
出
雲
に
降
っ
て

後
の
場
面
で
は
、

就
於
根
国
（
根
ノ
國
ニ
イ
テ
マ
シ
ヌ
）
六
丁
表
四
行

な
ど
の
よ
う
に
、
尊
敬
表
現
を
用
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
敬
語
表
現
上
の
扱
い
も
、
先
の
小
考
で
述

べ
た
嘉
禄
本
の
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
。

（
14
）「
重
播
」
の
語
に
は
返
読
の
加
点
は
な
い
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
も
他
の
四
語
と
同
様
に
、「「
重
ね

（
重し

き
）」
て
「
播
」
く
か
ら
「
シ
キ
マ
キ
」
と
言
う
。」
と
の
意
図
を
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ

ろ
う
事
は
想
像
に
難
く
な
い
。

（
15
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
「
長
恨
歌
」
の
本
文
を
収
め
た
諸
本
、
就
中
『
歌
行
詩
』
等
と
題

し
た
類
の
、
主
に
近
世
初
頭
頃
以
降
の
諸
本
に
見
ら
れ
る
再
読
文
字
の
扱
い
を
比
較
検
討
し
た
こ
と

が
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
機
を
見
て
何
ら
か
の
形
で
公
に
し
た
い
。

（
平
成
十
九
年
十
一
月
十
三
日
受
理
）
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A Study on a manuscript copy of Kogoshui

Katsumi SUGIURA

ABSTRACT

This is a manuscript copy of a Kogoshui transcribed in 1782. This book was copied from Karokubon

known as the existence oldest manuscript of Kogoshui. The handwriting precision of this book is

considerably high, but some errors in writing and omissions of the text appear. These errors were caused by

the hand writer's thought that do not copy automatically by a character but copy while putting it in the

diacritics sentence mind.

The diacritics markings on this book were not copied from the original text Karokubon. The

interpretation of the text obeyed the original, but the theory of the diacritics in this book was 18th

century’s. The hand writer of this book added a diacritical sign according to an original thought.

These facts become a clue on knowing how classical Chinese texts with diacritics were copied in the Edo

era.


