
『
申
華
若
木
詩
抄
』
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ

成
立
事
情
と
関
連
し
て

田
　
　
　
籠

博

　
和
漢
の
七
言
絶
句
を
交
互
に
な
ら
べ
、
語
釈
や
通
釈
あ
る
い
は
鑑
賞
な
ど
の
註
解
を
カ
ナ
抄
の
体
裁
を
も
っ
て
施
し
た
『
中
華
若
木
詩

抄
』
な
る
抄
物
が
あ
る
。
収
め
る
詩
の
数
は
二
六
一
首
。
こ
れ
を
写
本
は
前
後
二
巻
に
分
け
、
刊
本
で
も
古
活
字
本
は
四
巻
、
整
版
本
は

上
中
下
の
三
巻
に
配
し
て
い
る
。

　
『
中
華
若
木
詩
抄
』
は
そ
の
名
の
流
布
と
盛
ん
な
利
用
に
反
し
て
、
国
語
史
研
究
で
資
料
と
さ
れ
る
文
献
に
不
可
欠
の
諾
事
実
が
ほ
と

ん
ど
明
ら
か
で
は
な
い
。
ま
ず
書
名
は
刊
本
に
よ
っ
て
ひ
と
ま
ず
右
の
ご
と
く
呼
ば
れ
る
が
、
写
本
で
は
「
両
朝
三
百
首
」
「
支
日
集
」
「
和

漢
三
百
首
」
「
三
百
集
」
「
詩
集
抄
」
な
ど
区
々
に
分
か
れ
て
定
ま
ら
な
い
。
っ
ぎ
に
、
抄
物
は
す
べ
て
原
典
を
有
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
の

注
1に

、
『
史
記
抄
』
に
対
す
る
『
史
記
』
、
『
毛
詩
抄
』
に
お
け
る
『
毛
詩
』
（
詩
経
）
の
ご
と
き
意
味
で
の
『
中
華
若
木
詩
』
と
い
う
書
の
存

在
は
、
い
ま
だ
に
知
ら
れ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
作
者
す
な
わ
ち
抄
者
の
問
題
が
あ
る
。
刊
本
の
各
巻
首
に
「
東
山
如
月
和
尚
註
」
の
記

事
が
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
建
仁
寺
の
寺
僧
如
月
寿
印
が
作
者
に
あ
た
る
ら
し
い
け
れ
ど
も
、
如
月
の
事
跡
の
中
に
『
中
華
若
木
詩
抄
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
2

と
の
関
わ
り
を
示
す
史
料
は
な
く
、
結
局
成
立
時
期
と
と
も
に
推
定
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
げ
た
問
題
は
、

　
　
『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
一



　
　
田
篭
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

ど
の
ひ
と
っ
も
が
看
過
で
き
な
い
重
要
な
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
今
後
の
研
究
に
残
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
様
な
文
献
上
の
否
定
的
事
実
が
、
『
中
華
若
木
詩
抄
』
の
言
語
を
取
り
扱
う
場
合
に
影
響
し
な
い
は
ず
は
な
く
、
こ
れ
ま
で
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3

ざ
ま
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
基
調
を
；
冒
で
い
え
ば
「
聞
書
改
作
説
」
で
あ
る
。
助
動
詞
ウ
ズ
に
対
す
る
ウ
ズ
ル
、
ラ
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5

四
段
動
詞
音
便
形
に
対
す
る
原
形
、
原
因
・
理
由
を
あ
ら
わ
す
条
件
旬
に
お
け
る
非
口
語
形
な
ど
、
『
中
華
若
木
詩
抄
』
を
他
の
聞
書
に

も
と
づ
く
抄
物
群
と
比
較
し
た
場
合
に
見
出
さ
れ
る
例
外
的
な
諸
事
実
に
加
え
ら
れ
た
解
釈
は
、
聞
書
が
何
者
か
の
手
で
意
図
的
に
改
変

さ
れ
た
た
め
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
苦
肉
の
解
釈
が
現
れ
る
に
っ
い
て
は
、
あ
る
程
度
や
む
を
え
な
い
面
が
あ
る
こ
と
も
認
め
ね

ば
な
ら
な
い
。
抄
物
を
成
立
事
情
に
よ
っ
て
二
分
す
れ
ば
、
聞
書
と
手
控
と
で
あ
る
。
少
く
と
も
そ
れ
ぞ
れ
の
由
来
が
明
ら
か
な
、
原
典

を
共
有
す
る
聞
書
と
手
控
と
の
問
に
は
、
言
語
の
う
え
に
も
一
定
の
差
が
存
す
る
こ
と
は
、
土
井
洋
一
氏
が
詳
し
く
指
摘
さ
れ
た
こ
と
で

　
注
6

あ
を
。
と
こ
ろ
が
、
『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
あ
っ
て
は
い
ず
れ
と
も
っ
か
な
い
暖
昧
な
状
態
で
、
顕
著
な
偏
り
を
指
示
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
全
体
か
ら
す
れ
ば
何
と
は
な
し
の
聞
書
ら
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
た
め
に
、
具
体
的
な
異
例
の
事
実
を
改
作
者
の
所
為
と
し
た
ご
と
く

に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
聞
書
ら
し
い
と
の
印
象
は
言
語
の
面
か
ら
の
保
証
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
「
聞
書
改
作
説
」
へ
の
疑
問
か
ら
、
筆
者
は
さ
き
に
「
言
語
面
か
ら
見
た
『
中
華
若
木
詩
抄
』
の
構
成
」
（
以
下
「
前
稿
」
と
よ
ぷ
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7

題
す
る
小
論
を
ま
と
め
た
。
『
中
華
若
木
詩
抄
』
（
以
下
「
本
抄
」
と
よ
ぷ
）
に
お
い
て
、
助
動
詞
タ
一
タ
ル
と
ナ
一
ナ
ル
と
は
大
体
の
用

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8

法
を
同
じ
く
し
な
が
ら
混
在
し
て
い
る
が
、
古
活
字
十
八
行
本
四
巻
で
巻
ご
と
に
出
現
状
況
を
調
査
し
て
み
る
と
、
巻
二
ま
で
で
多
く
使

用
さ
れ
て
い
る
タ
・
ナ
が
巻
三
の
半
ば
以
降
で
は
著
し
く
数
を
減
じ
、
代
っ
て
タ
ル
・
ナ
ル
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
特
に
、

タ
と
タ
ル
と
の
間
で
は
、
勢
カ
は
完
全
に
逆
転
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
っ
ま
り
、
こ
の
点
に
お
い
て
本
抄
は
巻
三
前
半
部
あ
た
り
を
境
と

し
て
ふ
た
つ
の
部
分
に
分
か
れ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
、
こ
の
事
実
は
従
来
説
か
れ
て
き
た
成
立
説
で
は
説
明
で
き
そ
う
に
な
い
。
用
法
上



の
分
析
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
意
図
的
な
改
作
の
跡
は
見
出
せ
な
い
か
ら
、
聞
書
で
あ
る
か
手
控
で
あ
る
か
と
い
う
出
発
点
そ
の
も
の
が
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9

っ
て
い
る
と
考
え
、
亀
井
孝
氏
の
所
説
に
頼
る
形
で
、
講
義
と
は
無
関
係
に
書
き
著
わ
さ
れ
た
、
述
作
に
あ
ら
ぬ
著
作
で
は
な
い
か
と
推

　
　
　
　
　
　
補
注

定
し
た
の
で
あ
る
ぴ

　
勿
論
、
右
の
証
拠
だ
け
で
著
作
で
あ
る
こ
と
が
確
定
で
き
た
と
は
い
え
な
い
。
聞
書
と
手
控
と
の
取
り
合
せ
に
よ
る
可
能
性
も
な
お
残

る
し
、
著
作
と
し
て
の
抄
物
が
本
抄
と
同
様
の
言
語
的
性
格
を
持
っ
と
は
必
ず
し
も
い
い
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
韓
智
翅

の
『
湯
山
聯
旬
紗
』
は
や
は
り
著
作
た
る
抄
物
で
あ
る
が
、
そ
の
言
語
は
聞
書
の
そ
れ
と
全
く
異
な
ら
ず
、
本
抄
と
は
較
べ
よ
う
も
な
い

　
　
注
1
0

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
抄
物
製
作
に
手
慣
れ
た
一
韓
で
あ
れ
ば
こ
そ
聞
書
に
巧
み
に
似
せ
た
著
作
を
な
し
え
た
の
だ
と
も
い
え
、

一
方
、
本
抄
の
如
月
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
に
匹
敵
す
る
ほ
ど
の
力
量
を
備
え
て
い
た
か
ど
う
か
、
ま
た
は
、
で
き
た
と
し
て
も
如
月
に
と

っ
て
内
容
に
か
か
わ
ら
な
い
細
部
の
出
入
り
は
問
題
に
な
ら
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
ず
、
本
抄
の
そ
の
細
部
を
検
討
し
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
必
ず
し
も
参
考
に
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
塚
光
信
氏
は
そ
の
抄
物
の
口
語
的
で
あ
る
こ
と
を
例
の
ひ
と
っ
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
u

「
聞
書
か
手
控
か
は
、
言
葉
の
質
に
は
関
係
が
な
い
。
」
と
い
わ
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
仮
に
同
じ
く
著
作
で
あ
る
と
し
て
も
、
本
抄
が
『
湯

山
聯
句
抄
』
と
同
質
で
あ
る
必
要
は
な
い
。

　
こ
う
し
た
前
稿
で
残
さ
れ
た
課
題
を
、
本
抄
の
文
末
指
定
辞
ゾ
一
ナ
リ
を
通
し
て
考
察
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
2

　
註
釈
文
と
し
て
の
抄
物
文
の
第
一
の
特
色
は
、
ゾ
・
ナ
リ
で
文
が
結
ば
れ
る
こ
と
、
と
は
大
塚
氏
の
言
で
あ
る
。
清
原
宣
賢
の
関
与
し

た
抄
物
に
象
徴
さ
れ
る
聞
書
が
ゾ
体
で
手
控
が
ナ
リ
体
と
い
う
顕
著
な
使
い
分
け
は
、
厳
密
に
は
行
き
と
ど
か
ぬ
ま
で
も
、
多
く
の
抄
物

に
見
ら
れ
る
所
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
『
中
華
若
木
詩
抄
』
が
い
ず
れ
か
を
も
っ
ぱ
ら
用
い
て
お
れ
ば
問
題
は
生
じ
な
い
。
実
際
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
3

は
、
約
三
対
四
の
比
率
で
ゾ
と
ナ
リ
は
混
用
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
本
抄
独
自
の
考
慮
す
べ
き
性
格
が
あ
る
。
し
か
も
、
前
稿
で
す
で
に

　
　
『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
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田
篭
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

指
摘
し
て
お
い
た
ご
と
く
、
巻
ご
と
の
使
用
比
率
に
変
化
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
上
に
も
使
い
分
け
ら
し
き
も
の
が
あ
り
、
問
題

を
い
っ
そ
う
複
雑
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
逆
に
却
っ
て
そ
の
複
雑
さ
の
中
に
解
決
へ
の
糸
口
が
探
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
マ
マ
）
　
注
H

が
ま
と
ま
る
直
前
に
公
表
さ
れ
た
妙
摩
光
代
氏
の
論
文
「
『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
見
る
文
末
の
「
也
」
と
「
ソ
」
」
は
、
そ
う
し
た
方
法
を

試
み
た
も
の
で
あ
る
。

　
寛
永
十
年
刊
整
版
本
の
上
巻
に
お
け
る
諸
例
を
調
査
さ
れ
た
妙
摩
氏
の
多
角
的
な
分
析
は
、
晶
詞
別
お
よ
び
語
彙
別
の
詳
細
な
分
類
表

と
、
文
脈
や
抄
物
特
有
の
註
釈
文
と
の
関
わ
り
を
示
そ
う
と
し
た
点
で
有
益
で
あ
る
。
殊
に
後
者
は
、
筆
者
も
一
度
は
考
慮
し
た
も
の

の
、
文
の
種
類
を
弁
別
す
る
合
理
的
な
規
準
を
設
定
で
き
な
い
ま
ま
に
断
念
し
た
作
業
で
あ
る
。
他
の
抄
物
に
っ
い
て
は
必
要
が
な
い
と

も
い
え
る
こ
う
し
た
困
難
を
避
け
ず
、
記
述
的
な
方
法
を
試
み
た
論
は
労
作
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
の
立
場
で
は
、
そ
の

点
を
評
価
す
る
に
し
て
も
、
な
お
次
の
ご
と
き
結
論
に
は
従
い
が
た
い
も
の
を
感
じ
る
。

　
　
　
以
上
の
事
柄
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
既
存
の
概
念
、
既
成
の
事
実
と
し
て
確
実
性
が
あ
り
、
信
慈
度
が
高
い
と
講
述
者
が
判

　
　
断
し
た
事
柄
の
伝
達
に
は
、
文
末
辞
に
「
也
」
を
使
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
尊
敬
語
を
使
用
す
る
よ
う
な
改
っ
た
場
に

　
　
お
い
て
は
「
也
」
が
使
用
さ
れ
る
。
な
お
、
主
観
的
判
断
が
濃
厚
に
表
わ
れ
る
鑑
賞
文
に
「
也
」
を
使
用
し
た
の
は
、
鑑
賞
文
の
信

　
　
憲
度
を
高
め
よ
う
と
の
意
図
に
お
い
て
使
用
し
た
も
の
と
解
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
文
末
辞
「
也
」
の
客
観
的
陳
述
機
能
の

　
　
表
わ
れ
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
ま
た
、
「
ゾ
」
は
講
述
者
と
受
講
者
の
関
係
が
成
立
す
る
場
に
お
い
て
使
用
さ
れ
、
特
に
講
述
者
の
主
観
に
よ
る
解
釈
や
判
断
が

　
　
な
さ
れ
る
文
末
に
使
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
主
観
的
判
断
を
「
ゾ
」
に
よ
り
強
調
し
よ
う
と
の
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
（
㎜
頁
）

　
も
し
右
の
通
り
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
本
抄
の
抄
者
は
、
ま
こ
と
に
微
妙
な
表
現
を
使
い
分
け
た
す
ぐ
れ
た
講
述
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

る
。
裏
返
せ
ば
、
お
お
む
ね
ゾ
で
終
始
す
る
幾
多
の
抄
物
の
抄
者
た
ち
は
、
言
語
の
用
を
っ
く
さ
な
い
鈍
漢
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
く
な



る
。
ひ
と
ま
ず
こ
れ
を
認
め
る
に
し
て
も
、
聞
書
者
の
が
わ
で
微
妙
な
差
異
を
感
じ
取
り
、
い
ち
い
ち
書
き
留
め
た
の
か
ど
う
か
、
ゾ
体

聞
書
の
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
と
、
不
審
で
あ
る
。
ま
し
て
、
「
聞
書
的
特
質
を
も
っ
抄
物
と
思
わ
れ
る
が
、
校
閲
、

清
書
の
際
に
大
部
手
を
加
え
た
と
思
わ
れ
る
節
も
あ
り
」
（
㎜
頁
）
と
、
筆
者
の
い
う
「
聞
書
改
作
説
」
に
従
う
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
う
し
た

不
自
然
な
改
作
の
存
在
に
っ
い
て
；
冒
も
具
体
的
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
か
、
干
例
以
上
も
の
文
末
辞
の
み
改
作
を
免
れ
た
と
す
れ
ば

そ
の
理
由
は
ど
う
で
あ
る
の
か
、
な
ど
は
全
く
等
閑
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
述
が
説
明
の
み
に
終
る
安
易
な
合
理
化
で
あ
る

と
い
う
感
を
否
み
が
た
い
の
で
あ
る
。

　
結
果
と
し
て
使
い
分
け
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
ふ
た
っ
の
場
合
が
あ
る
。
ま
ず
、
例
え
ば
ゾ
と
ナ
リ
と
は
用
法
そ
の
他
で
ほ
と
ん

ど
異
な
ら
な
い
の
に
、
使
用
者
が
あ
る
一
部
の
相
違
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
条
件
を
設
定
し
っ
っ
用
い
る
場
合
が
あ
る
。
次
に
、
二

語
の
間
で
用
法
等
が
一
部
重
な
り
は
す
る
も
の
の
、
上
接
語
と
の
関
係
な
ど
で
基
本
的
に
は
混
用
さ
れ
ず
、
使
用
者
の
意
図
と
は
無
関
係

に
、
い
わ
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
自
律
的
に
使
用
条
件
を
選
ぷ
場
合
が
あ
る
。
妙
摩
氏
の
結
論
は
、
ふ
た
つ
を
区
別
し
て
い
な
い
の
で
あ

る
。
ナ
リ
が
鑑
賞
文
で
使
用
さ
れ
る
事
実
に
は
前
者
を
、
同
じ
く
尊
敬
語
と
の
関
係
で
は
後
者
を
適
用
し
て
説
明
さ
れ
、
ゾ
に
つ
い
て
は

両
者
が
完
全
に
混
同
さ
れ
て
い
る
。
さ
き
に
、
安
易
な
合
理
化
と
い
う
の
は
、
こ
の
ふ
た
っ
の
場
合
が
何
ら
区
別
さ
れ
て
い
な
い
ご
と
く

に
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
も
あ
る
。
も
っ
と
も
、
両
者
を
峻
別
し
う
る
か
と
い
う
点
に
っ
い
て
は
、
さ
ら
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る
が
。

　
さ
て
、
も
う
少
し
具
体
的
な
問
題
を
、
筆
者
の
古
活
字
十
八
行
本
に
よ
る
調
査
結
果
と
照
ら
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
ち
な
み
に
、
寛

永
版
の
本
文
と
は
い
く
ら
か
数
値
に
出
入
り
が
あ
る
が
、
い
ま
は
無
視
し
て
お
く
。

　
寛
永
版
上
巻
の
八
十
三
首
は
古
活
字
本
の
巻
二
1
4
丁
表
ま
で
に
当
た
る
。
妙
摩
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
範
囲
で
ゾ
が
三
九
一
例
、
ナ
リ
が

七
五
四
例
で
総
計
一
一
四
五
例
が
分
析
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
数
の
う
え
で
は
一
応
十
分
な
量
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
え
る
の

　
　
『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
五



　
　
田
篭
　
　
　
博

は
本
抄
全
体
が
ゾ
と
ナ
リ
に
っ
い
て
ほ
ぼ
均
質
で
あ
る
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
て
、

の
結
果
で
あ
る
。
各
巻
の
前
後
は
、
羽
丁
裏
を
も
っ
て
分
け
て
い
る
。

ナリ ゾ ／372 141 坐
削
一
一
後

巻
一

314 178

229 183 前
一
後

巻
二

245 253

269 171

215 単2

坦
則
一
後
｝

巻
二
一
’

189 216 前
＾
後

巻
四

216 208

2049 1592 計

実
際
に
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
二
六

次
表
は
筆
者
の
全
巻
調
査

一表

　
こ
こ
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、
寛
永
版
上
巻
に
該
当
す
る
巻
二
前
半
部
ま
で
の
ナ
リ
の
優
位
は
、
全
巻
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
わ
け
で
は
な

い
。
巻
一
前
半
部
な
ど
は
む
し
ろ
例
外
と
す
る
の
が
適
当
な
ほ
ど
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
妙
摩
氏
の
調
査
さ
れ
た
寛
永
版
上
巻
の
範
囲
だ
け

で
は
、
少
く
と
も
ゾ
と
ナ
リ
と
の
数
の
優
劣
に
お
い
て
は
、
本
抄
の
状
態
を
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
な
い
。
数
の
増
減
が
質
的
変
化
と
短
絡

す
る
と
は
い
え
な
い
が
、
例
外
に
属
す
る
範
囲
で
の
調
査
で
は
、
妥
当
な
結
論
を
得
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
表
一
の
巻
ご
と
の
変
化
を
見
る
と
、
筆
者
が
前
稿
で
表
示
し
た
タ
。
タ
ル
と
ナ
一
ナ
ル
の
変
化
が
想
起
さ
れ
る
。
前
に
述
べ
た
ご
と

く
、
そ
れ
ら
は
巻
三
前
半
部
あ
た
り
を
境
と
し
て
勢
力
が
逆
転
し
た
り
、
著
し
く
増
減
し
た
り
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ゾ
と
ナ
リ
の
間
に

も
類
似
の
変
化
の
型
が
認
め
ら
れ
る
。
ゾ
の
が
わ
か
ら
い
う
と
、
巻
三
前
半
部
を
著
し
い
谷
と
す
る
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
は
勢
力
が
上

昇
す
る
一
途
で
あ
る
。
タ
ル
一
ナ
ル
の
タ
一
ナ
に
対
す
る
関
係
と
、
ゾ
の
ナ
リ
に
対
す
る
関
係
と
が
重
な
る
の
は
偶
然
で
あ
ろ
う
か
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
ゾ
と
ナ
リ
と
の
数
の
増
減
を
、
意
味
内
容
か
ら
中
立
的
な
助
動
詞
の
そ
れ
と
単
純
に
は
比
較
で
き
な
い
。
特
に
、
ゾ

と
ナ
リ
と
の
指
定
辞
と
し
て
の
機
能
に
本
質
的
な
差
を
仮
定
す
る
見
地
か
ら
は
、
比
較
は
無
意
味
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
詩
に
よ
っ
て



そ
の
抄
が
ゾ
専
用
で
あ
っ
た
り
、
ナ
リ
専
用
で
あ
っ
た
り
す
る
事
実
を
見
る
と
き
、

弁
別
の
厳
密
さ
を
ど
こ
ま
で
保
証
し
う
る
の
か
疑
問

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ゾ
専
用
は
詩
の
通
算
番
号
で
蝸
の
た
だ
一
首
に
す
ぎ
な
い
が
、
ナ
リ
専
用
は
4
1
4
6
7
8
1
峨
㎜
の
各
首
で
、
し
か

も
、
ゾ
専
用
の
蝸
は
巻
三
後
半
部
に
あ
り
、
ナ
リ
専
用
の
四
首
が
巻
二
前
半
部
ま
で
に
現
わ
れ
る
。
表
一
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ
の
勢
力
の

推
移
を
考
え
る
と
、
7
6
の
ゾ
専
用
も
偶
然
の
出
現
と
は
い
え
な
い
存
在
で
あ
る
。
試
み
に
、
ナ
リ
専
用
の
4
と
較
べ
て
み
よ
う
。
　
（
旬
読

　
　
　
　
　
　
　
　
－

点
は
私
意
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）

　
4
　
慣
聴
秋
来
木
葉
鳴
　
遠
犠
点
滴
未
曽
驚

　
　
　
月
明
不
到
紙
窓
下
　
始
信
今
宵
是
雨
声

　
　
　
　
　
秋
夜
聴
雨
　
　
　
　
村
庵

　
　
ニ
ブ
旬
、
秋
ニ
ナ
リ
テ
ヨ
リ
以
来
、
毎
夜
木
葉
カ
鳴
也
。
聴
ナ
レ
テ
簿
ヲ
メ
ク
ル
雨
声
ヲ
モ
木
葉
ニ
テ
ア
ラ
ン
ス
ル
ト
思
テ
、
総

　
　
メ
不
驚
也
。

　
　
三
四
ノ
句
ハ
、
常
ニ
ハ
月
明
カ
紙
窓
へ
来
ル
カ
、
今
夜
ハ
ナ
ニ
ト
シ
タ
ヤ
ラ
月
明
カ
来
ラ
ヌ
也
。
今
夜
始
テ
雨
声
ト
知
ル
也
。
此
間

　
　
マ
テ
ハ
木
葉
ノ
声
ト
聞
ナ
シ
ツ
ル
カ
、
今
夜
月
明
カ
来
ラ
ヌ
処
テ
雨
ト
知
ル
也
。
二
一
ノ
句
ヨ
リ
三
四
ノ
句
マ
テ
、
ス
ラ
リ
ト
一
ス

　
　
チ
ニ
作
ル
、
妙
也
。

施
　
枯
貌
自
同
霜
裡
木
　
余
生
唯
指
仏
前
灯

刃　
　
少
時
写
得
坐
禅
影
今
日
問
人
何
処
僧

　
　
　
　
贈
老
僧
　
　
　
　
亀
蒙

　
ニ
ブ
句
、
老
僧
ナ
ル
ホ
ト
ニ
形
容
枯
稿
メ
霜
ヲ
帯
タ
ル
木
ノ
ヤ
ウ
ナ
ソ
。

『
中
華
若
木
詩
抄
』
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ

御
僧
ハ
イ
ク
ツ
ニ
御
ナ
リ
ア
ル
ソ
ナ
ン
ト
　
人
カ
問
へ

二
七



　
　
田
篭
　
　
　
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
　
ハ
、
仏
前
ノ
灯
ヲ
指
メ
我
等
カ
余
生
ハ
イ
ホ
ト
モ
ア
ル
マ
シ
、
仏
前
ノ
残
灯
ト
同
シ
者
ソ
ト
云
ソ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
※
1
一

　
　
三
四
ノ
旬
、
ワ
カ
キ
時
二
坐
禅
ス
ル
処
ヲ
影
二
写
メ
ヲ
イ
タ
ソ
。
今
日
ハ
老
サ
ツ
テ
一
向
別
ノ
姿
ト
ナ
ル
ソ
。
ワ
カ
キ
時
ノ
影
ヲ
見

　
　
　
　
　
　
　
※
2

　
　
テ
ハ
、
老
ホ
レ
テ
見
忘
テ
ア
レ
ハ
、
イ
ツ
ノ
僧
ソ
上
云
テ
不
審
ス
ル
ソ
。
老
僧
ノ
躰
ヲ
画
ニ
カ
イ
タ
如
ク
ニ
作
リ
出
シ
タ
ソ
。

　
　
　
※
1
　
＋
八
行
本
「
先
」
。
諾
本
に
よ
り
改
め
る
。
　
　
　
　
蟻
2
　
＋
八
行
本
「
ト
」
。
同
上
。

　
二
首
の
抄
に
共
通
す
る
点
は
、
所
謂
語
釈
の
類
を
全
く
欠
く
こ
と
で
あ
る
。
全
体
が
、
詩
の
内
容
を
逐
語
的
に
識
す
る
簡
単
な
構
造
の

抄
文
と
な
っ
て
い
る
。
末
尾
に
一
首
全
体
へ
の
抄
者
の
評
価
（
妙
摩
氏
の
い
う
鑑
賞
文
）
が
付
さ
れ
る
の
も
同
じ
で
あ
る
。
妙
摩
氏
に
よ

れ
ば
、
語
釈
と
鑑
賞
文
と
に
は
も
っ
ぱ
ら
ナ
リ
が
、
通
釈
に
は
比
較
的
多
く
ゾ
が
用
い
ら
れ
る
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
二
首
の
抄
に

っ
い
て
は
、
通
釈
に
ナ
リ
を
専
用
す
る
点
で
4
が
、
鑑
賞
文
で
ゾ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
点
で
蝸
が
例
外
を
な
す
。
っ
ま
り
、
ゾ
と
ナ
リ
と

の
使
い
分
け
と
い
っ
て
も
、
さ
ま
ざ
の
例
外
を
合
み
な
が
ら
の
事
で
あ
り
、
ま
た
、
も
し
調
査
の
対
象
を
寛
永
版
上
巻
の
み
に
限
ら
な
け

れ
ば
、
妙
摩
氏
の
結
論
は
か
な
り
動
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
に
っ
け
て
思
う
の
は
、
妙
摩
氏
が
調
べ
ら
れ
た
中
に
も
あ
っ
た
4
の

ご
と
き
ナ
リ
専
用
の
抄
に
っ
い
て
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
こ
と
で
、
適
当
な
説
明
が
あ
れ
ば
と
惜
し
ま
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
本
抄
の
冒
頭
か
ら
三
分
の
一
も
の
調
査
を
し
て
も
、
な
お
不
十
分
な
面
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
本
抄
空
言
語
の
う
え
で
複
雑

な
要
素
を
含
ん
で
い
る
か
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
助
動
詞
タ
。
タ
ル
と
ナ
・
ナ
ル
と
の
関
係
で
、
前
稿
に
お
い
て
も
述

べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
上
接
語
と
ゾ
や
ナ
リ
と
の
結
合
が
一
定
の
原
則
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
結
合

の
関
係
は
互
い
に
交
替
す
る
こ
と
が
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
助
動
詞
タ
と
の
結
合
に
例
を
と
る
と
、
巻
三
前
半
部
ま
で
で
は
タ

ゾ
よ
り
も
タ
ナ
リ
の
方
が
多
く
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
、
後
半
部
か
ら
タ
ナ
リ
は
著
し
く
減
じ
て
タ
ゾ
の
結
合
が
主
と
な
る
。
こ
れ
は
明

ら
か
に
ゾ
一
ナ
リ
の
消
長
と
相
関
す
る
交
替
で
あ
っ
て
、
タ
が
本
来
的
に
ナ
リ
を
要
求
す
る
と
は
い
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
換
言
す
れ



ば
、
タ
と
ゾ
。
ナ
リ
と
の
結
合
に
お
い
て
、
特
に
一
方
を
要
求
す
る
ご
と
き
原
則
は
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
ナ
一
ナ
ル
の
場
合
は

や
や
違
っ
て
、
ナ
リ
と
結
合
し
に
く
い
事
情
が
あ
る
ら
し
く
、
ゾ
に
偏
る
明
ら
か
な
傾
向
が
あ
る
が
、
詳
細
は
前
稿
に
譲
っ
て
割
愛
す

る
。　

右
の
例
か
ら
す
る
と
、
ゾ
と
ナ
リ
と
の
上
接
語
に
お
け
る
差
違
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
二
語
の
使
用
数
の
変
化
に
相
関
し
て
浮
動
す

る
も
の
と
、
そ
れ
と
は
無
関
係
に
い
ず
れ
か
に
固
定
し
て
い
る
も
の
と
を
区
別
し
て
扱
う
必
要
が
あ
り
、
重
要
な
の
は
後
者
の
結
合
を
検

討
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
妙
摩
氏
の
作
製
さ
れ
た
三
頁
に
わ
た
る
上
接
語
分
類
表
に
欠
け
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
う
し

た
観
点
か
ら
の
分
析
が
基
礎
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
些
細
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
形
容
詞
と
形
容
動
詞
と
が
「
口
頭

語
」
と
「
文
章
語
」
と
に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
奇
異
な
分
類
も
あ
る
。
形
容
詞
で
ナ
イ
と
ナ
シ
が
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
音
便
形
と
非
音
便
形
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
形
容
動
詞
の
方
で
は
別
の
規
準
の
分
類
で
あ
る
ら
し
く
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
本
文
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
5

も
言
及
さ
れ
な
い
か
ら
、
無
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
て
、
妙
摩
氏
の
指
摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
ゾ
ど
ナ
リ
と
の
上
接
語
に
お
け
る
差
は
、

　
ω
　
ゾ
が
体
言
を
承
け
る
こ
と
の
ま
れ
な
の
に
対
し
て
、
ナ
リ
は
半
数
が
倭
言
承
接
で
あ
る
。

　
②
　
ゾ
が
体
言
や
用
言
を
承
接
す
る
屠
合
、
語
が
特
定
の
も
の
に
集
中
し
て
い
る
。
体
言
で
は
「
モ
ノ
。
コ
ト
。
心
」
に
、
用
言
で

　
　
は
、
動
詞
で
コ
ェ
ウ
・
ア
ル
一
ナ
ル
」
、
形
容
詞
で
「
ナ
イ
」
に
偏
る
な
ど
。

　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
6

と
、
ま
と
め
ら
れ
る
。
全
巻
を
通
じ
て
こ
の
傾
向
は
変
わ
ら
な
い
が
、
念
の
た
め
筆
者
の
分
類
に
よ
る
晶
詞
別
の
表
を
次
に
示
し
て
お

く
。
（
形
容
動
詞
は
俸
言
と
助
動
詞
に
分
け
る
。
括
孤
内
は
内
数
。
）

　
ま
ず
、
倭
言
承
接
の
ゾ
が
少
い
こ
と
は
表
二
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
妙
摩
氏
調
査
の
1
0
％
よ
り
は
多
い
が
、
そ
れ
で
も
1
6

％
ほ
ど
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
各
巻
を
分
け
て
み
る
と
、
巻
一
前
半
部
の
“
％
を
最
低
と
す
れ
ば
、
一
方
に
は
巻
二
前
半
部
の
2
5
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篭
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“

ノ、二表

三
〇

．
グ

俸
言

動
詞

（
上
工
）

形
容
詞

（
ナ
イ
）

助
動
詞

そ
の
他

計

巻
一

前
一
後

5（11）11

（17）19

（11）14

（22）28

（17）21

（20）23

（16）25

（14）20

（40）99

（24）89

（斗O）74

（23）93

（11）78

（13）96

（9）84

（20）89

25O041

1952O971

巻
二

前45蜴

後必87

登
二

1381

前2249

・
丁

352
‘171

後53682242

巻
四
、

前3869O612

後鴉69

計552（150）702（128）161864

・
一
・

802

1592

ナリ三表

倭
言

動
詞

（
上
酉
）

形
容
詞

（
ナ
イ
）

助
動
詞

そ
の
他

計

巻
一

同u（10）26

（11）21

（3）　8

（1）　7

（2）　7

（2）　5

（O）　7

（5）12

（8）104

（2）661一

（4）55

（1）52

（4）66

（0）30

（4）27

（5）62

155

148

117

148

131

146

113

103

82

後75

巻
二

目u41

後34

巻
三

5273

・
丁

413

922

前
一
後

56

・
丁

542

962

鴉5512

巻
四

前339981
後309612

計（34）93 （28）4621106138532049

％
、
つ
ま
り
全
体
の
四
分
の
一
が
俸
言
承
接
と
い
う
部
分
も
あ
り
、
巻
三
後
半
部
の
勿
％
が
こ
れ
に
次
い
で
多
く
、
全
巻
で
は
か
な
り
出

入
り
が
あ
る
の
で
あ
る
。
巻
三
前
半
部
が
や
は
り
谷
と
な
っ
て
1
3
％
で
や
や
低
い
と
こ
ろ
は
、
表
一
に
お
い
て
見
た
全
例
の
場
合
の
使
用

率
の
低
下
と
符
合
し
て
い
る
。
こ
の
様
に
、
い
ち
お
う
俸
言
承
接
の
例
が
ゾ
全
例
に
占
め
る
比
率
は
、
ゾ
の
ナ
リ
に
対
す
る
比
率
の
増
減

と
照
応
し
て
い
る
ご
と
く
で
あ
る
。
実
数
に
よ
っ
て
も
同
様
の
事
実
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゾ
全
例
が
増
加
す
れ
ば
実
例
数
も
増

加
す
る
の
は
当
然
と
し
て
も
、
俸
言
承
接
例
の
比
率
ま
で
も
が
高
ま
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
こ
と
は
む
ず
か
し



い
が
・
い
ま
の
と
こ
ろ
筆
者
は
次
の
ご
と
く
考
え
て
い
る
。
ゾ
が
文
末
指
定
辞
と
し
て
ナ
リ
と
対
等
に
働
き
に
く
い
機
能
上
の
弱
点
は
、

俸
言
に
自
由
に
接
し
え
な
い
点
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ソ
の
勢
力
が
ナ
リ
に
対
し
て
劣
勢
で
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
度
合
が
俸
一
一
冒
承
接

の
例
に
し
わ
よ
せ
ら
れ
て
、
使
用
率
が
極
端
に
低
下
す
る
。
ゾ
の
勢
力
が
強
ま
る
と
そ
の
逆
の
現
象
が
生
じ
、
用
言
承
接
の
場
合
な
ど
に

は
見
ら
れ
な
い
比
率
の
上
昇
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
解
釈
が
本
抄
に
限
ら
ず
、
ゾ
。
ナ
リ
混
用
の
他
の
抄
物
に

つ
い
て
も
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
は
検
討
し
て
い
な
い
が
、
抄
物
以
外
の
文
献
で
は
、
強
調
凄
咽
の
場
合
を
除
き
、
俸
言
承
接
例
を
見
出

す
こ
と
は
非
常
に
む
ず
か
し
い
の
で
あ
る
。
聞
書
抄
物
の
抄
物
ら
し
さ
が
ゾ
の
多
用
に
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
就
中
俸
言
承

接
が
普
通
に
用
い
ら
れ
る
た
め
で
も
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
は
、
本
抄
は
聞
書
ら
し
く
な
り
か
け
な
が
ら
、
っ
い
に
な
り
果
せ
な
か
っ

た
抄
物
と
い
え
る
。

　
次
に
、
ゾ
が
承
接
す
る
語
が
特
定
の
も
の
に
集
中
す
る
事
実
で
あ
る
が
、
こ
の
説
明
は
さ
ら
に
困
難
で
あ
る
。

　
俸
言
に
っ
い
て
は
比
較
的
簡
単
に
説
明
が
可
能
で
あ
る
。
「
モ
ノ
・
コ
ト
一
心
」
な
ど
の
形
式
名
詞
は
、
ナ
リ
で
結
ば
れ
る
直
接
的
な
註

釈
と
違
っ
て
、
付
随
的
な
説
明
部
分
の
末
に
添
え
ら
れ
て
、
い
わ
ば
念
を
お
す
様
な
箇
処
に
多
く
は
用
い
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
生
硬
な

ナ
リ
体
に
あ
ら
ず
、
ゾ
体
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
は
、
ゾ
専
用
の
聞
書
抄
物
に
お
い
て
、
同
様
の
文
脈
で
ヨ
が
現
わ
れ
る
こ
と
が

あ
る
こ
と
か
ら
も
類
推
で
き
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
例
は
、
ナ
リ
と
対
立
す
る
種
類
の
も
の
で
は
な
く
、
ゾ
の
性
格
を
消
極
的
に
示
す
程

度
に
評
価
を
と
ど
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
動
詞
に
お
け
る
〕
ム
ウ
」
、
形
容
詞
に
お
け
る
「
ナ
イ
」
は
、
ゾ
の
上
接
語
と
し
て
同
類
の
中
で
群
を
抜
い
て
多
い
。
「
ナ
イ
」
の
場

合
、
形
容
詞
と
し
て
は
頻
度
も
高
く
、
ま
た
そ
の
機
能
も
他
と
違
っ
て
論
理
的
判
断
に
か
か
わ
る
語
で
あ
る
か
ら
、
む
し
ろ
動
詞
「
ア

ル
」
と
関
連
し
て
扱
う
の
が
適
当
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ニ
テ
ァ
ル
」
に
対
す
る
「
デ
ハ
ナ
ィ
」
の
関
係
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

実
質
動
詞
と
か
実
質
形
容
詞
と
か
の
用
例
も
数
多
く
、
こ
の
対
立
は
象
徴
的
な
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
一
箇
の
事
実
の
存
否
に
言
及
す
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る
こ
と
は
、
常
に
こ
の
様
な
判
断
行
為
を
伴
な
う
は
ず
で
あ
り
、
ゾ
が
有
す
る
強
調
表
現
の
機
能
は
、
そ
の
補
助
的
な
役
割
を
果
た
す
も

の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
「
ア
ル
」
は
そ
れ
自
身
が
自
己
完
結
的
な
判
断
行
為
の
結
果
で
あ
っ
て
、
妙
摩
氏
の
解
釈
の
ご
と
く
、
ナ
リ

の
成
立
過
程
に
「
ア
リ
」
が
関
与
し
た
と
い
っ
た
遠
い
過
去
の
記
憶
が
承
接
関
係
に
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
判
断
表
現

の
重
複
が
自
然
に
回
避
さ
れ
た
結
果
、
ナ
リ
と
の
畳
語
表
現
が
実
現
し
に
く
か
っ
た
も
の
と
渦
力
れ
る
。
「
ア
ル
」
の
表
現
内
容
が
確
実
で

あ
る
か
、
不
確
実
で
あ
る
か
は
、
客
観
的
な
検
討
を
待
っ
て
始
め
て
明
ら
か
に
な
り
う
る
に
す
ぎ
ず
、
抄
者
の
判
断
を
左
右
す
る
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
で
は
、
「
ナ
ィ
」
め
場
合
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
単
独
で
文
末
に
位
置
す
る
こ
と
は
少
い
。
実
質
的
な
意
味
を
担
う
と

き
は
無
論
、
さ
き
の
形
式
的
な
用
法
に
お
い
て
も
ゾ
や
ナ
リ
を
伴
な
う
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
妙
摩
氏
も
説
明

に
窮
さ
れ
た
ら
し
く
触
れ
る
と
こ
ろ
が
な
く
、
筆
者
に
も
よ
く
分
ら
な
い
。
臆
測
を
も
っ
て
い
う
な
ら
ば
、
あ
た
か
も
「
ア
ル
」
終
止
に

対
す
る
「
ア
ル
ゾ
」
の
ご
と
く
、
形
式
的
な
意
味
に
傾
き
が
ち
な
内
容
に
対
し
て
、
そ
れ
を
確
実
な
ら
し
め
る
念
お
し
の
機
能
の
結
果
で

は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
動
詞
に
お
け
る
〕
ム
ウ
」
へ
の
偏
在
、
特
に
「
ト
云
ウ
」
に
よ
る
会
話
の
引
用
形
式
に
お
い
て
ゾ
が

多
用
さ
れ
る
こ
と
は
ど
う
い
う
理
由
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
表
二
二
二
で
は
、
「
ト
云
」
の
例
数
の
み
を
示
し
て
、
コ
ム
ウ
」
と
し
か
な

い
例
を
数
え
て
い
な
い
。
こ
れ
を
加
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
用
例
は
さ
ら
に
増
す
は
ず
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ま
は
こ
の
形
で
考
え
る
こ

と
に
す
る
。
会
話
の
引
用
で
あ
れ
ば
、
詩
の
内
容
に
即
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
背
景
に
な
っ
て
い
る
故
事
の
類
に
お
け
る
例
が
多
い
の
は

当
然
で
あ
る
。
例
え
ば
、
巻
一
前
半
部
に
は
本
抄
で
も
最
も
長
い
抄
の
双
壁
で
あ
る
5
「
曹
公
」
、
野
「
詠
史
」
が
合
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら

に
お
け
る
会
話
引
用
の
多
用
が
、
表
二
、
三
に
お
け
る
用
例
の
偏
在
を
端
的
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
試
み
に
次
に
当
該
部
分
の
み
を
抽
出

し
て
み
る
。

　
　
諸
葛
孔
明
～
ト
云
ソ
。
－
諸
葛
～
ヲ
云
也
。
1
曹
操
～
ト
云
ソ
。
1
張
照
～
∴
云
ソ
。
～
ト
云
ソ
。
魯
粛
～
ト
云
也
。
～
ト
云
ソ
・

　
　
1
周
載
～
ト
云
ソ
。
～
ト
云
也
。
ソ
コ
テ
孫
権
～
ト
云
ソ
。
1
黄
蓋
～
ト
云
ソ
。
！
（
書
デ
）
～
ト
云
ソ
。
1
（
曹
操
軍
中
）
～
ト



　
　
云
ソ
。
1
曹
操
～
ト
云
ソ
。
1
（
諺
二
）
～
卜
云
ソ
。
　
（
世
間
二
）
～
ト
云
ヘ
キ
也
。
1
（
世
間
二
）
～
ト
云
也
。
－
綱
目
集
覧
二
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ソ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
巻
一
3
ウ
～
5
オ
）

　
こ
の
様
に
、
「
ト
云
ゾ
」
十
三
例
に
対
し
て
、
「
ト
云
也
」
は
二
例
に
す
ぎ
な
い
。
巻
一
前
半
部
は
ゾ
全
例
が
は
な
は
だ
少
い
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
会
話
引
用
の
み
に
こ
う
し
て
ゾ
が
ナ
リ
を
し
の
ぐ
こ
と
は
、
奇
妙
な
事
実
で
あ
る
。
会
話
引
用
に
関
し
て
ナ
リ
が
続
き
に
く
か

っ
た
こ
と
は
、
『
毛
詩
聴
塵
』
（
『
毛
詩
抄
』
に
対
す
る
手
控
）
に
お
い
て
、
ナ
リ
を
と
る
も
の
3
5
例
に
対
し
て
、
〕
酉
」
の
ま
ま
終
止
し
た

も
の
が
8
1
例
に
の
ぼ
る
こ
と
を
土
井
洋
一
氏
が
報
告
さ
れ
て
い
る
の
で
も
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
結
合
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を

い
ま
は
説
明
で
き
な
い
。
妙
摩
氏
も
、
慣
用
句
で
あ
っ
た
ら
し
い
と
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
あ
え
て
い
え
ば
、
「
ナ
イ
ゾ
」
に
お
け
る
解

釈
と
同
様
に
、
本
来
客
観
的
事
実
で
あ
る
べ
き
引
用
内
容
は
こ
と
さ
ら
指
定
辞
を
必
要
と
し
な
い
け
れ
ど
も
、
軽
く
念
を
お
す
た
め
に
ゾ

を
添
え
た
、
と
で
も
い
う
ほ
か
は
な
い
。
ち
な
み
に
、
こ
の
会
話
引
用
に
付
随
し
て
、
「
す
べ
て
尊
敬
の
助
動
詞
で
文
末
終
止
す
る
文
に

は
「
也
一
が
後
接
し
て
い
る
一
一
貨
一
と
い
う
の
は
ど
う
か
。
「
－
－
古
老
ノ
評
セ
ラ
レ
タ
ル
ソ
一
一
巻
三
訪
ウ
一
の
一
例
と
較
べ
て
も

明
ら
か
な
ご
と
ノ
＼
ロ
ド
リ
ゲ
ス
が
『
大
文
典
』
で
い
う
ゾ
の
特
徴
は
、
抄
物
に
お
け
る
ゾ
と
は
直
接
関
係
が
な
い
と
み
な
す
べ
き
で
あ

る
。　

以
上
、
ゾ
と
ナ
リ
と
の
上
接
語
と
の
関
係
に
お
け
る
差
違
は
、
明
確
な
理
由
づ
け
と
と
も
に
は
指
摘
し
が
た
く
、
た
だ
用
例
の
多
少
を

も
っ
て
そ
れ
と
示
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
妙
摩
氏
の
主
論
を
占
め
る
抄
の
内
容
と
の
関
わ
り
の
分
析
に
お
い
て
、
筆
者
に
検

討
す
べ
き
資
料
が
な
い
こ
と
は
、
遺
憾
な
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
い
え
ば
、
ゾ
が
使
用
さ
れ
る
環
境
に
あ
る
種
の
制
約
が
あ

り
、
ナ
リ
に
は
そ
の
種
の
制
約
を
欠
く
こ
と
は
、
結
局
、
本
抄
の
文
末
指
定
辞
の
基
本
的
な
あ
り
よ
う
は
ナ
リ
に
依
拠
す
る
こ
と
の
証
左

で
は
な
い
か
、
と
も
考
え
う
る
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
ゾ
の
例
は
巻
を
追
っ
て
増
す
け
れ
ど
も
、
例
え
ば
体
言
承
接
の
例
が
少
数
に
と
ど

ま
る
ご
と
く
、
ナ
リ
体
の
性
格
に
転
換
を
強
い
る
ほ
ど
の
勢
力
は
も
ち
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
っ
け
加
え
る
と
、
ゾ
と
ナ
リ
と
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が
意
識
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
例
外
は
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
あ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
の
に
、
実
際
に
は
、
ど
の

様
な
分
類
を
行
な
っ
て
も
無
視
し
が
た
い
程
度
の
例
外
を
生
じ
る
。
わ
ず
か
に
、
ま
え
に
述
べ
た
助
動
詞
ナ
。
ナ
ル
が
ナ
リ
に
接
し
に
く

い
と
い
う
性
格
は
、
ナ
リ
が
ゾ
と
異
な
る
著
し
い
場
合
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
に
も
例
外
が
巻
一
な
ど
に
あ
っ
て
、
完
全
で
は
な
い
。
そ
こ

で
、
開
き
直
っ
た
形
で
、
本
抄
の
ゾ
と
ナ
リ
に
は
決
定
的
な
差
は
な
く
、
全
体
の
文
体
的
な
変
化
に
応
じ
て
相
互
に
交
替
し
う
る
同
じ
機

能
の
文
末
指
定
辞
で
あ
る
、
と
考
え
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
「
ト
云
」
と
「
ナ
イ
」
に
下
接
す
る
ゾ
、
ゾ
の
倭
言
承
接
例

の
少
い
こ
と
は
除
外
し
て
の
話
で
あ
る
け
れ
ど
も
。

　
ふ
た
た
び
、
ゾ
・
ナ
リ
全
例
の
変
化
を
示
す
表
一
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
ゾ
が
ナ
リ
に
対
し
て
、
巻
二
後
半
部
と
巻
三
か
ら
巻
四
に

か
け
て
と
の
ふ
た
っ
を
頂
点
と
す
る
勢
カ
比
を
有
し
、
巻
三
前
半
部
が
谷
と
な
る
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
数
の
通
り

に
解
し
て
、
他
の
要
素
を
一
切
考
慮
し
な
け
れ
ば
、
こ
れ
も
ま
え
に
指
摘
し
た
ご
と
く
、
前
稿
で
結
論
と
し
た
本
抄
の
二
部
構
成
的
な
性

格
を
あ
ら
わ
す
現
象
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
巻
二
末
も
し
く
は
巻
三
前
半
部
の
ど
こ
か
に
切
れ
目
を
置
け
ば
、
非
常
に
都
合
よ
く

説
明
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
っ
ま
り
、
二
部
の
そ
れ
ぞ
れ
で
、
最
初
は
ゾ
が
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
い
が
、
次
第
に
多
く
な
り
、
最
後
に
は

ふ
た
た
び
や
や
減
少
す
る
、
と
い
う
相
似
形
の
変
化
型
が
認
め
ら
れ
、
結
果
と
し
て
前
稿
の
結
論
と
も
よ
く
合
致
す
る
の
で
あ
る
。
上
接

語
や
文
脈
等
に
よ
っ
て
ど
れ
ほ
ど
分
析
し
て
み
て
も
、
巻
三
前
半
部
で
ゾ
が
急
減
す
る
合
理
的
な
理
由
は
見
出
せ
そ
う
に
な
く
、
緒
局
こ

の
解
釈
が
最
も
よ
く
事
実
を
説
明
で
き
る
と
筆
者
は
考
え
る
。

　
た
だ
、
前
稿
で
は
タ
。
ナ
か
ら
タ
ル
・
ナ
ル
ヘ
の
文
章
語
化
を
指
摘
し
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
ナ
リ
か
ら
ゾ
ヘ
の
変
化
で
あ
っ

て
、
一
見
相
反
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
も
そ
も
ゾ
は
、
同
時
代
の
口
語
文
献
に
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な

い
ご
と
く
、
厳
密
な
意
味
で
い
う
口
頭
語
と
は
見
な
し
え
な
い
語
で
あ
る
。
そ
う
い
え
る
の
は
、
あ
く
ま
で
ナ
リ
と
対
比
す
る
う
え
で
の



こ
と
で
あ
っ
て
、
し
か
も
手
控
に
対
す
る
聞
書
と
い
う
範
礒
の
も
と
で
指
標
と
し
て
弁
別
に
あ
ず
か
る
の
み
で
あ
る
。
ゾ
体
が
口
語
的
で

あ
る
と
は
、
そ
の
こ
と
自
体
に
は
何
の
保
証
も
な
く
、
別
に
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
の
ふ
た
っ
の
変
化
は

決
し
て
矛
盾
し
な
い
の
で
あ
る
。
ナ
リ
か
ら
ゾ
ヘ
の
交
替
は
、
巻
次
が
進
に
む
つ
れ
て
語
釈
の
類
が
減
少
す
る
た
め
で
あ
る
と
同
時
に
、

ナ
リ
体
か
ら
ゾ
体
へ
と
文
体
的
な
志
向
が
図
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
中
途
で
い
っ
た
ん
何
ら
か
の
事
情
で
著
作
が
中
止
さ

れ
た
た
め
に
、
巻
三
前
半
部
あ
た
り
で
再
開
さ
れ
た
と
き
、
巻
一
前
半
部
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
ゾ
の
現
わ
れ
る
こ
と
が
少
く
な
っ

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
の
様
な
想
定
を
し
な
け
れ
ば
、
例
え
ば
巻
一
前
半
部
の
異
常
な
状
態
は
説
明
で
き
そ
う
に
な
い
。
ゾ
全
例
の
使
用
頻
度
の
低
さ
、
と

り
わ
け
俸
言
承
接
の
は
な
は
だ
し
い
劣
勢
は
、
聞
書
抄
物
ら
し
い
文
体
の
確
立
が
い
ま
だ
十
分
に
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
不

用
意
に
現
わ
れ
た
手
控
的
現
象
と
み
な
す
の
が
妥
当
で
あ
る
。
俸
言
や
用
言
で
特
定
の
語
に
集
中
す
る
の
も
、
こ
う
し
た
文
体
意
識
の
ひ

と
っ
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
巻
三
あ
た
り
か
ら
ゾ
が
承
接
す
る
体
言
の
異
な
り
語
が
増
し
た
り
し
て
聞
書
抄
物
ら
し
く
は
な
る
け
れ
ど
も
、

最
後
ま
で
成
功
し
な
か
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
す
で
に
本
抄
の
性
格
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
、
特
に
ゾ
に
お
け
る
種
々
の
問
題
を
通
じ
て
分
か
る
ご
と
く
、
本
抄

は
手
控
と
か
聞
書
と
か
の
範
蟻
に
は
到
底
収
ま
ら
な
い
抄
物
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
ら
の
取
り
合
せ
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い

理
由
も
な
い
。
抄
者
の
交
替
が
あ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
筆
者
が
調
査
し
た
タ
一
タ
ル
、
ナ
・
ナ
ル
、
そ
し
て
本
稿
の
ゾ
・
ナ
リ

が
、
一
致
し
て
巻
三
前
半
部
で
突
然
変
化
す
る
が
ご
と
き
は
、
手
控
で
も
聞
書
で
も
な
い
、
最
初
か
ら
著
作
と
し
て
製
作
さ
れ
た
抄
物
で

あ
る
と
考
え
ね
ば
説
明
し
え
な
い
現
象
で
あ
る
。
本
抄
で
は
孤
例
で
あ
り
、
本
文
上
の
問
題
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
次
の
表
記
面
を
も
っ
て

ひ
と
つ
の
徴
証
に
で
き
は
し
ま
い
か
。

　
　
「
中
華
若
木
詩
抄
』
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
田
竜
博
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
　
　
　
⑧

　
　
器
ニ
ツ
イ
テ
タ
ク
ム
ハ
カ
リ
テ
ハ
ア
ル
マ
イ
ソ
也
。
　
（
巻
四
3
3
オ
）

　
妙
摩
氏
の
結
論
の
ご
と
く
、
内
容
と
の
か
か
わ
り
に
応
じ
る
ゾ
と
ナ
リ
と
の
使
い
分
け
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
工
夫
が
凝
ら
さ

れ
る
の
に
適
当
な
環
境
は
、
講
述
の
場
で
は
な
く
、
む
し
ろ
抄
者
ひ
と
り
で
筆
を
執
る
著
作
に
求
め
る
の
が
自
然
で
あ
る
。

　
不
十
分
な
が
ら
、
以
上
で
稿
を
終
え
た
い
。
な
お
本
稿
中
で
用
い
た
用
例
の
数
字
に
は
、
校
本
に
よ
る
校
合
な
ど
は
し
て
い
な
い
、

た
が
っ
て
、
ま
た
筆
者
の
数
え
違
い
も
あ
ろ
う
か
ら
、
修
正
す
べ
き
点
が
あ
れ
ば
、
今
後
補
正
の
機
会
を
得
た
い
。

し

　
　
注

－
　
大
塚
光
信
氏
に
よ
れ
ば
、
両
足
院
蔵
「
議
測
集
」
は
特
定
の
書
の
註
釈
書
で
は
な
い
が
、
ゾ
体
の
カ
ナ
抄
で
あ
る
と
い
う
、

2
　
抄
物
大
系
『
中
華
若
木
詩
抄
」
の
解
説
に
お
け
る
、
中
田
祝
夫
氏
の
記
述
に
よ
る
。

3
　
大
塚
光
信
「
ウ
ズ
と
ウ
ズ
ル
」
（
国
語
国
文
、
2
5
巻
9
号
）
。
大
塚
氏
は
、
特
定
文
献
内
に
お
い
て
成
立
し
た
特
殊
な
口
語
化
形
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、

　
真
意
を
よ
く
理
解
で
き
な
い
。

4
　
出
雲
朝
子
「
抄
物
に
お
け
る
ラ
行
四
段
活
用
動
詞
の
音
便
形
に
つ
い
て
」
（
「
佐
伯
梅
友
博
士
古
稀
記
念
国
語
学
論
集
」
所
収
）
。
前
代
の
五
山
独
特
の
口

　
調
を
模
し
た
復
古
形
、
と
い
う
の
が
出
雲
氏
の
解
釈
で
あ
る
。

5
　
小
林
千
草
「
中
世
口
語
に
お
け
る
原
因
⑤
理
由
を
表
わ
す
条
件
旬
」
（
国
語
学
、
9
4
集
）
。
『
中
華
若
木
詩
抄
」
は
、
「
講
義
聞
書
を
基
に
し
て
、
後
か
ら

　
文
章
語
的
処
理
を
加
え
た
抄
」
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。

6
　
「
抄
物
の
手
控
と
聞
書
　
口
語
資
料
と
し
て
の
性
格
1
」
（
国
文
学
孜
、
二
十
四
号
）
な
ど
。

7
　
「
島
大
国
文
」
八
号
所
載
。

8
　
亀
井
孝
「
語
学
資
料
と
し
て
の
中
華
若
木
詩
抄
（
校
本
）
」
に
収
め
る
影
印
に
よ
る
。
以
下
の
引
用
も
す
べ
て
同
じ
。



9
　
「
中
華
若
木
詩
抄
の
寛
永
版
に
っ
い
て
」
（
同
前
書
付
録
一
）
に
お
け
る
説
を
指
す
。
た
だ
し
、
亀
井
氏
は
著
作
で
あ
る
と
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
。

1
0
　
大
塚
光
信
「
湯
山
千
旬
の
抄
一
（
国
語
国
文
、
2
6
巻
3
号
）
、
お
よ
び
、
『
湯
山
聯
旬
紗
』
（
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
十
二
）
に
お
け
る
大
塚
氏
の

解
説
に
よ
る
。

u
　
「
抄
物
文
」
（
岩
波
講
座
「
目
本
語
』
1
0
、
所
収
）
搬
頁
。

1
2
　
同
前
、
搬
～
蜘
頁
。

1
3
　
他
に
も
・
清
原
家
の
抄
物
の
中
で
、
ゾ
・
ナ
リ
混
用
の
も
の
が
あ
る
が
、
先
行
抄
な
ど
と
の
関
係
が
複
雑
で
、
本
抄
と
同
列
に
は
論
じ
ら
れ
な
い
。
出

雲
朝
子
「
清
原
家
の
孝
経
抄
諸
本
に
つ
い
て
ー
清
家
抄
物
の
性
格
－
」
（
国
語
学
、
4
5
集
）
、
坂
詰
力
治
「
清
原
宣
賢
講
『
論
語
抄
」
の
文
末
表
現
に
つ
い

　
て
」
（
国
語
学
研
究
、
1
1
）
な
ど
参
照
。
本
抄
と
似
た
抄
物
で
筆
者
の
知
る
の
は
、
春
日
和
男
氏
蔵
「
五
逆
秋
」
と
京
都
大
学
蔵
『
妙
続
大
師
語
録
抄
』
と

　
の
同
一
抄
者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
詳
し
く
考
元
て
い
な
い
。
な
お
春
日
氏
に
、
「
五
逆
秋
（
無
門
関
紗
）
の
国
語
学
的
研
究
H
0
」
（
文
学
研

究
・
六
丁
六
八
）
の
論
文
が
あ
り
、
ゾ
の
俸
言
承
接
例
が
き
わ
め
て
ま
れ
で
あ
る
と
い
う
御
旨
商
が
あ
る
。

1
4
　
「
田
辺
博
士
古
稀
記
念
国
語
助
詞
助
動
詞
論
叢
』
所
収
。

1
5
　
一
語
一
語
の
口
語
的
で
あ
る
か
否
か
が
、
必
ず
し
も
語
の
結
合
の
原
則
と
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
前
稿
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

1
6
　
い
ず
れ
も
ゾ
の
が
わ
に
問
題
が
存
す
る
こ
と
に
注
意
。
注
1
3
の
坂
詰
論
文
や
妙
摩
氏
の
ご
と
く
、
ナ
リ
に
客
観
性
（
確
か
ら
し
さ
？
）
を
付
す
る
機
能

　
が
あ
る
こ
と
を
積
極
的
に
認
め
る
説
も
あ
る
が
、
疑
わ
し
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
七
四
、
一
〇
、
一
稿
了
）

　
　
補
注

本
抄
内
部
で
タ
か
ら
タ
ル
ヘ
と
変
化
し
て
ゆ
く
事
実
は
、
筆
者
よ
り
先
に
山
西
浩
子
氏
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
「
連
体
形
「
タ
ル
」
の
あ
ら
わ
れ
か

た
　
　
「
中
率
若
木
詩
抄
」
の
ば
あ
い
を
出
発
点
に
－
」
『
中
田
祝
夫
博
士
功
績
記
念
国
語
学
論
集
』
所
収
）
。
し
か
し
、
そ
の
意
味
に
っ
い
て
は
何
も

触
れ
て
お
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
著
作
で
な
く
と
も
、
書
写
し
た
者
の
手
で
改
変
さ
れ
た
可
能
性
も
存
す
る
が
、
証
明
は
難
し
い
。

「
中
華
若
木
詩
抄
」
に
お
け
る
ゾ
と
ナ
リ

三
七


