
　徒
然
草
第
百
三
十
六
段
の
一
解
釈—

漢
字
使
用
の
実
態
と
漢
字
字
体
規
範
意
識
と
の
ず
れ—

　

池
田
証
寿

　

﹇
要
旨
﹈
文
字
史
の
考
察
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
（
写
本
、
印
刷
本
、
電
子
テ
キ
ス
ト
）

の
違
い
を
配
慮
し
、
漢
字
使
用
の
実
態
と
漢
字
字
体
規
範
意
識
と
の
ず
れ
を
観
察

す
る
視
点
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
観
点
か
ら
徒
然
草
第
百
三
十
六
段
を
解
釈
す

る
。
こ
の
段
に
お
け
る
六
条
内
府
の
「
し
ほ
と
い
ふ
文
字
は
何
れ
の
偏
に
か
侍
ら

ん
」
と
い
う
問
い
は
、
宋
版
に
用
い
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
「
鹽
」
を
知
っ
て
い
る

か
ど
う
か
を
聞
い
た
も
の
で
あ
る
。
宋
版
の
「
鹽
」
を
知
ら
な
い
の
は
、
問
わ
れ

た
薬
師
篤
成
だ
け
で
、
彼
以
外
は
、
宋
版
の
漢
字
字
体
を
熟
知
し
て
い
た
の
で
あ

る
。
最
新
の
情
報
（
宋
版
）
に
つ
い
て
何
も
知
ら
ぬ
篤
成
に
、
こ
れ
以
上
、
聞
く

こ
と
が
な
い
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　一

従
来
の
解
釈

ま
ず
、
第
百
三
十
六
段
の
本
文
を
烏
丸
本
に
よ
り
示
し
て
お
こ
う
。

く
す
し
あ
つ
し
げ◦

故
法
皇
の
御
前
に
さ
ぶ
ら
ひ
て◦

供
御
の
参
り
け
る
に

◦

今
ま
い
り
侍
る
供
御
の
色
ゝヽ

を◦

文
字
も
功
能
も
尋
下
さ
れ
て◦

そ
ら

に
申
し
侍
ら
ば◦

本
草
に
御
覧
じ
あ
は
せ
ら
れ
侍
れ
か
し◦

ひ
と
つ
も
申

あ
や
ま
り
侍
ら
じ
と
申
け
る
時
し
も◦

六
條
故
内
府
参
り
給
て◦

有
房
つ

ゐ
で
に
物
な
ら
ひ
侍
ら
ん
と
て◦

ま
づ
し
ほ
と
い
ふ
文
字
は
い
づ
れ
の
偏
に

か
侍
ら
ん
と
ゝ
は
れ
た
り
け
る
に◦

土
偏
に
候
と
申
た
り
け
れ
ば◦

才
の

ほ
ど
既
に
あ
ら
わ
れ
に
た
り◦

い
ま
は
さ
ば
か
り
に
て
候
へ
床
し
き
と
こ
ろ

な
し◦

と
申
さ
れ
け
る
に◦

ど
よ
み
に
成
て
ま
か
り
出
に
け
り

(1)
「
塩
は
俗
字
、
鹽
は
正
字
」
が
通
説—

塩
俗
字
鹽
正
字
説

六
条
内
府
（
内
大
臣
源
有
房
）
の
「
し
ほ
と
い
ふ
文
字
は
い
づ
れ
の
偏
に
か
侍

ら
ん
」
と
い
う
問
い
に
対
し
、
く
す
し
薬
師
で
あ
る
和
気
篤
成
は
「
土
偏
に
候
」
と
答
え

た
と
こ
ろ
、
法
皇
の
御
前
に
ひ
か
え
て
い
た
人
々
の
大
笑
い
と
な
り
、
す
ご
す
ご

と
退
出
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
篤
成
は
「
し
ほ
」
と
い
う
文
字
と
し
て
俗
字
の

「
塩
」
を
思
い
浮
べ
る
の
み
で
、
正
字
の
「
鹽
」
を
知
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
、

と
い
う
の
が
通
行
の
解
釈
で
あ
る
。

(2)
山
田
俊
雄
に
よ
る
文
字
史
的
考
察—

塩
通
行
字
体
説

山
田
俊
雄
（
一
九
六
六
）
は
、
徒
然
草
第
百
三
十
六
段
を
文
字
史
的
に
考
察
し

た
論
考
で
あ
る
。
山
田
は
、「
し
ほ
」
と
い
う
文
字
と
し
て
「
塩
」「
鹽
」
の
双

方
と
も
「
ほ
ぼ
同
等
に
正
式
の
文
字
で
あ
つ
た
と
見
る
方
が
現
実
的
で
あ
」
り
、

「
塩
」「
鹽
」
の
双
方
が
何
偏
か
と
い
う
問
題
は
字
書
に
よ
っ
て
部
首
が
異
な
る
場

合
が
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
篤
成
が
土
偏
と
答
え
た
点
に
も
、「
塩
」
が
土
偏

と
呼
ば
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
そ
の
解
答
に
一
面
の
合
理
性

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

ま
た
「
内
府
の
問
が
、
む
し
ろ
『
塩
』
系
の
文
字
を
念
頭
に
置
く
と
い
う
通
例

に
依
拠
し
て
こ
そ
発
せ
ら
れ
た
の
だ
と
い
ふ
点
を
強
調
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
、「
塩
」
が
通
行
の
字
体
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
を
示
唆

す
る
。
六
条
内
府
が
仕
掛
け
た
陥
穽
は
、
(a)
「
鹽
」
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
と
も
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「
塩
」
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
る
と
も
解
さ
れ
る
こ
と
、
(b)
「
鹽
」
と
解
し
て
そ
の

「
偏
」
を
答
え
よ
う
と
し
て
も
何
偏
か
不
明
で
あ
り
「
塩
」
と
解
す
る
と
土
偏
ら

し
い
字
形
が
判
断
を
惑
わ
せ
る
こ
と
、
の
二
点
と
そ
の
融
合
で
あ
っ
た
と
み
る
。

文
字
史
の
側
か
ら
、
通
説
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。「
塩
」
が
通
行
の
字
体
で
あ
っ

た
こ
と
を
踏
ま
え
た
点
に
着
目
し
て
塩
通
行
字
体
説
と
呼
ん
で
お
こ
う
。

(3)
小
松
英
雄
に
よ
る
文
献
学
的
解
釈—

「
本
草
の
篇
」
説

小
松
英
雄
は
、
山
田
（
一
九
六
六
）
を
踏
ま
え
新
た
な
解
釈
を
提
出
し
た
。
最

初
、
こ
ま
つ
（
一
九
七
九
）
と
し
て
発
表
、
加
筆
し
て
小
松
（
一
九
八
三
）、
さ

ら
に
小
松
（
一
九
九
〇
）
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
の
解
釈
の
可
能
性
を
さ

ま
ざ
ま
に
検
討
し
、
結
論
と
し
て
、
六
条
内
府
が
尋
ね
た
の
は
「
し
ほ
と
い
ふ
文

字
」
の
「
偏
」
で
は
な
く
、「
し
ほ
と
い
ふ
文
字
」
の
本
草
書
に
お
け
る
「
篇
」
で

は
な
い
か
と
述
べ
る
。
小
松
の
説
は
、「
本
草
の
篇
」
説
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

(4)
伊
東
玉
美
の
解
釈—

塩
通
行
字
体
説
の
展
開

伊
東
玉
美
（
一
九
九
一
）
は
、
山
田
俊
雄
の
論
に
つ
い
て
「
目
下
の
と
こ
ろ
こ

れ
を
否
定
す
べ
き
材
料
は
提
出
さ
れ
て
い
な
い
の
が
客
観
的
な
状
況
で
あ
る
」
と

の
認
識
を
示
し
、
医
師
の
社
会
的
地
位
の
低
さ
と
漢
字
の
知
識
が
必
須
の
教
養
と

し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
点
か
ら
、
こ
の
段
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
。
山
田
の

塩
通
行
字
体
説
を
発
展
さ
せ
よ
う
と
し
た
論
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
な
お
、
本
草

書
の
「
篇
」
を
尋
ね
た
と
す
る
、
小
松
説
に
は
否
定
的
で
あ
る
。

(5)
未
解
明
の
謎

山
田
（
一
九
六
六
）
以
後
の
注
釈
書
で
は
、
山
田
説
に
言
及
し
て
も
、
こ
れ
を

踏
ま
え
た
、
新
た
な
解
釈
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
の
段
は
、
そ
の
座
が
大
笑
い

と
な
り
篤
成
が
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
理
由
さ
え
説
明
で
き
れ
ば
「
謎
」
が
解

け
る
。
と
こ
ろ
が
、
山
田
は
「
文
字
史
こ
そ
が
審
判
者
た
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ら

う
か
」
と
問
題
提
起
し
て
論
を
終
え
る
。
謎
は
未
解
明
の
ま
ま
で
あ
る
。

伊
東
は
、
山
田
の
塩
通
行
字
体
説
に
立
脚
し
て
こ
の
謎
を
解
こ
う
と
す
る
。
医

師
の
地
位
や
漢
字
の
知
識
の
位
置
付
け
に
着
目
し
た
点
は
妥
当
で
あ
り
高
く
評
価

で
き
る
が
、
そ
の
座
が
大
笑
い
と
な
り
篤
成
が
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
点
の
解

釈
は
何
か
回
り
く
ど
さ
を
禁
じ
得
な
い
。

小
松
の
「
本
草
の
篇
」
を
尋
ね
た
と
の
説
に
し
て
も
、
山
田
の
塩
通
行
字
体
説

を
前
提
と
す
る
論
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。「
本
草
の
篇
」
説
が
的
を
射

た
解
釈
と
し
て
も
近
時
の
諸
注
釈
が
こ
れ
を
ほ
と
ん
ど
無
視
す
る
の
は
、
解
釈
と

し
て
の
分
か
り
に
く
さ
に
弱
点
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
要
す
る
に
山
田
の
塩
通
行
字
体
説
を
否
定
す
べ
き
材
料
は
見
当
た
ら

ず
、
か
と
い
っ
て
、
篤
成
が
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
理
由
に
つ
い
て
断
案
を
下

す
に
は
至
っ
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

　
　二

写
本
塩
印
刷
本
鹽
説
の
提
案

(1)
メ
デ
ィ
ア

媒
体
の
違
い

こ
こ
で
私
は
、
当
該
の
文
字
が
記
載
さ
れ
た
メ
デ
ィ
ア

媒
体
の
違
い
と
い
う
観
点
を
導

入
し
て
み
た
い
。
す
な
わ
ち
、「
し
ほ
」
と
い
う
文
字
の
写
本
の
字
体
は
「
塩
」
が

一
般
的
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
印
刷
本
は
「
塩
」
で
な
く
「
鹽
」
が
普
通
の
字

体
で
あ
り
、
当
時
の
知
識
層
は
そ
れ
を
熟
知
し
て
い
た
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
こ

こ
で
い
う
印
刷
本
と
は
具
体
的
に
は
宋
版
を
指
す
。
写
本
は
「
塩
」、
宋
版
（
印

刷
本
）
は
「
鹽
」
と
い
う
線
で
、
こ
の
段
を
解
釈
し
よ
う
と
す
る
の
が
私
案
で
あ

る
。
こ
れ
を
写
本
塩
印
刷
本
鹽
説
と
呼
ぶ
。
な
お
、
厳
密
に
は
、「
塩
」
は
「
塩
」

に
近
似
す
る
異
体
を
含
め
「
塩
系
の
字
体
」
と
し
、「
鹽
」
も
同
様
に
「
鹽
系
の

字
体
」
と
す
べ
き
で
あ
る
が
、
煩
を
避
け
て
単
に
「
塩
」「
鹽
」
の
両
字
で
そ
れ

ぞ
れ
の
系
統
の
異
体
字
の
全
体
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。

(2)
印
刷
本
の
鹽

中
国
の
宋
代
に
木
版
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
た
書
物
を
宋
版
と
呼
ぶ
。
現
存
版
本

の
中
で
最
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
本
邦
に
数
多
く
の
宋
版
が
伝
来
し
て
い
た
こ
と

は
、
各
地
の
図
書
館
・
文
庫
・
寺
社
に
所
蔵
さ
れ
る
宋
版
の
現
物
、
古
記
録
、
古
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目
録
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
伝
存
す
る
宋
版
は
膨
大
で
あ
り
、
そ
の
字
体
を
精
査

す
べ
く
も
な
い
が
、
二
、
三
の
図
録
を
参
照
す
れ
ば
、「
鹽
」
の
存
在
を
容
易
に

確
認
で
き
る
。
問
題
の
本
草
書
で
も
、
岡
西
為
人
（
一
九
七
七
）
に
挙
げ
ら
れ
た

図
版
を
通
覧
す
る
と
大
観
本
草
（
宋
、
劉
甲
刻
本
）
に
「
一
名
廉
薑
。
生
沙
石

中
。
薑
類
也
。
其
味
大
辛
而
香
。
削
皮
以
黒
梅
并
鹽
汁
漬
之
乃
成
也
」
の
よ
う
な

「
鹽
」
の
使
用
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
大
観
本
草
と
は
四
川
の
医
家
唐
慎

微
の
経
史
証
類
備
急
本
草
三
十
一
巻
を
艾
晟
が
大
観
二
年
（
一
一
〇
八
）
に
増
訂

し
た
書
で
あ
り
、
藤
原
通
憲
（
信
西
入
道
）
の
蔵
書
目
録
に
記
載
が
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
没
年
で
あ
る
平
治
元
年
（
一
一
五
九
）
以
前
に
は
本
邦
へ
伝
来
し
て
い

る
（
上
野
一
九
八
九
）。

字
書
類
に
目
を
転
じ
れ
ば
、
大
広
益
会
玉
篇(
宋
本
玉
篇)

で
「
鹽
部
第
二
百

二
十
六
」
と
し
て
部
首
字
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
広
韻
で
平
声
鹽
韻
が
立
て
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
と
は
い
え
、「
漢
字
の
常
識
」
と
し
て
、
や
は
り

注
意
す
べ
き
事
柄
で
あ
ろ
う
。

(3)
写
本
の
鹽

大
東
急
記
念
文
庫
本
の
孔
雀
経
単
字
に
次
の
例
が
見
え
る
（
覆
製
本
に
よ
る
）。

　占
職
廉
切

平鹽

視
兆

／
也
又
章
艶
切
去艶

又
職
鹽
切
固
也(

中
巻
399)

　
　瞻
職
廉
切
平鹽

瞻
視

(

中
巻
446)

　
　　 他

酣
切
平談

色
鮮

又
處
占
切
平鹽

衣
色
鮮(

中
巻
507)

　
　炎
于
廉
切
平鹽

熱
也

説
文
曰
火
光
也(

中
巻
535)

掲
出
字
が
平
声
鹽
韻
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
「
鹽
」
が
使
わ
れ
て
い
る
。

こ
の
書
の
書
写
・
成
立
は
、
石
塚
晴
通
（
一
九
八
三
）
に
よ
れ
ば
、
鎌
倉
初
期
、

撰
者
は
高
山
寺
関
係
者
で
あ
り
、
注
文
は
徹
底
的
に
広
韻
に
基
づ
い
て
お
り
、
広

韻
に
掲
出
字
を
欠
く
漢
字
に
つ
い
て
大
広
益
会
玉
篇
を
利
用
し
て
い
る
と
い
う
。

こ
の
例
か
ら
、
(a)
鎌
倉
初
期
に
お
い
て
広
韻
の
利
用
が
一
般
的
に
な
っ
て
い
た

こ
と
、
(b)
広
韻
を
利
用
す
る
学
問
環
境
に
お
い
て
「
平
鹽
」
程
度
の
注
記
で
平

声
鹽
韻
で
あ
る
こ
と
が
充
分
理
解
で
き
た
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
宋
版
の
字

書
が
学
問
の
場
に
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
実
例
の
一
つ
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。

次
に
、
高
山
寺
本
速
疾
立
驗
摩
醯
首
羅
天
説
迦
樓
羅
阿
尾
奢
法
一
帖
（
第
四
部

第
一
五
一
凾
第
22
号
）
を
例
と
し
て
挙
げ
て
み
よ
う
（
注
1
）。

(

本
文)

　
　真
言
曰
…
…
揄
羅
伽
苫ー

　(

上
欄
墨)

　舒
鹽
切
　
　鹽
余
占
切

「
苫
」
の
音
が
「
舒
鹽
切
」
と
注
記
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
の
反
切
下
字
の
「
鹽
」

の
音
が
「
余
占
切
」
と
注
記
さ
れ
て
い
る
。
書
込
み
の
反
切
は
、
治
承
五
年
（
一

一
八
一
）
の
奥
書
と
同
筆
で
あ
り
、
玄
證
な
る
僧
の
手
に
よ
る
（
注
2
）。

こ
の
反
切
は
、
ど
の
よ
う
な
字
書
に
基
づ
く
の
か
。「
切
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、

広
韻
な
い
し
大
広
益
会
玉
篇
が
予
想
さ
れ
る
。
他
の
箇
所
に
も
反
切
が
書
込
ま
れ

て
い
る
の
で
、
あ
わ
せ
て
調
べ
て
み
よ
う
（
広
韻
と
大
広
益
会
玉
篇
は
澤
存
堂
本

に
よ
る
）。

被
注
字

引
文

万
象
名
義

大
広
益
会
玉
篇

広
韻

苫

舒
鹽
切

舒
塩
反

舒
鹽
切

失
廉
切

鹽

余
占
切

余
贍
反

余
占
切
（
目
次
）

弋
占
切
（
本
文
）

余
廉
切

瘢

薄
官
切

薄
蘭
反

薄
官
切

薄
官
切

痕

戸
□
切

何
恩
反

戸
恩
切

戸
恩
切

絡

力
各
切

力
各
反

力
各
切

盧
各
切

躋

子
兮
切

子
計
反

子
兮
切

子
計
切

書
き
込
み
の
反
切
は
す
べ
て
大
広
益
会
玉
篇
に
一
致
。「
鹽
」
は
目
次
部
分
に

よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
大
広
益
会
玉
篇
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

引
用
は
略
す
が
義
注
を
引
く
例
も
あ
り
、
そ
れ
ら
は
大
広
益
会
玉
篇
に
一
致
し
て

い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
(a)
院
政
末
期
、
玄
證
ほ
ど
の
学
僧
は
字
書
か
ら
「
鹽
」
の

音
を
引
用
す
る
こ
と
が
で
き
た
こ
と
、
(b)
反
切
下
字
「
鹽
」
は
さ
ら
に
音
注
を
施

す
こ
と
が
必
要
な
程
度
の
難
字
で
あ
っ
た
（「
塩
」
ほ
ど
一
般
的
で
は
な
か
っ
た
）

こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。「
鹽
」
字
に
わ
ざ
わ
ざ
音
注
を
付
し
た
点
は
、
前
述
の
孔

雀
経
単
字
と
は
異
な
る
態
度
で
あ
る
が
、「
鹽
」
が
難
字
と
意
識
さ
れ
て
い
た
こ

と
は
通
行
の
字
体
が
「
塩
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
逆
に
証
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
孔

雀
経
単
字
と
同
様
、
宋
版
の
字
書
の
影
響
が
写
本
に
及
ん
だ
例
で
あ
る
こ
と
は
重
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要
で
あ
る
。

(4)
漢
字
使
用
の
実
態
と
漢
字
字
体
規
範
意
識
と
の
関
係

写
本
で
は
「
塩
」
が
一
般
的
で
あ
り
「
鹽
」
も
ま
ま
用
い
ら
れ
る
こ
と
、
し
た

が
っ
て
「
塩
」
が
俗
字
で
「
鹽
」
が
正
字
と
い
う
単
純
な
捉
え
方
は
誤
り
で
あ
る

こ
と
は
山
田
（
一
九
六
六
）
の
明
ら
か
に
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、「
塩
」

「
鹽
」
の
双
方
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
文
献
に
出
現
す
る
の
か
、
出
現
の
分
布
に

差
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
あ
る
か
と
い
う
点
に
ま
で
踏
み

込
ん
で
論
じ
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
を
勘
案
す
る
な
ら
ば
、「
塩
」
と
「
鹽
」
と
の
関
係
は
、
前
者
が

主
に
写
本
、
後
者
が
主
に
印
刷
本
（
宋
版
）
で
用
い
る
と
い
う
漢
字
使
用
の
実
態

を
、
正
俗
の
区
別
を
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
異
体
関
係
の
一
組
と
し
て
そ
の
漢
字

字
体
を
認
識
し
て
い
た
も
の
が
、
印
刷
本
の
増
大
し
た
あ
る
段
階
に
お
い
て
「
塩

は
俗
字
、
鹽
は
正
字
」
と
い
う
字
体
認
識
に
す
り
替
わ
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
徒
然
草
の
近
世
の
注
釈
書
（「
寿
命
院
抄
」
慶
長
九
年
（
一
六
〇

四
）
な
ど
）
に
お
い
て
「
塩
は
俗
字
、
鹽
は
正
字
」
と
し
て
特
に
説
明
を
必
要
と

し
な
か
っ
た
の
は
、
記
載
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア

媒
体
の
別
を
自
明
の
前
提
と
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。

宋
版
が
日
本
に
流
入
し
た
当
初
の
時
期
（
院
政
、
鎌
倉
初
期
）
の
状
況
を
、「
塩

は
写
本
、
鹽
は
印
刷
本
（
宋
版
）」
と
単
純
化
す
る
に
は
材
料
が
不
足
し
て
い
る

し
、
こ
れ
を
疑
う
余
地
も
あ
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
兼
好
の
時
代
（
鎌
倉
後
期
）
に

は
「
塩
は
写
本
、
鹽
は
印
刷
本
（
宋
版
）」
と
し
て
共
通
の
了
解
が
あ
り
、
徒
然

草
の
近
世
注
釈
書
は
こ
れ
を
「
塩
は
俗
字
、
鹽
は
正
字
」
と
し
て
説
明
し
直
し
た

と
見
た
い
の
で
あ
る
。

ま
と
め
る
と
、
漢
字
、
漢
字
使
用
の
実
態
（
そ
の
メ
デ
ィ
ア
）、
漢
字
字
体
規

範
意
識
の
三
者
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
図
式
化
で
き
る
。

鎌
倉
後
期

塩

写
本

異
体

鹽

印
刷
本
（
宋
版
）

異
体

江
戸
時
代

塩

写
本

俗
字

鹽

印
刷
本

正
字

以
下
、
こ
の
観
点
か
ら
徒
然
草
第
百
三
十
六
段
の
再
解
釈
を
試
み
る
。
そ
の

際
、
篤
成
と
有
房
と
の
学
問
観
の
違
い
に
も
着
目
し
て
み
た
い
。
従
来
の
研
究
で

は
、
漢
字
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
段
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
あ

る
学
問
観
に
触
れ
る
と
こ
ろ
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　三

何
が
問
題
か

(1)
篤
成
が
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
理
由
が
問
題

こ
の
段
は
一
文
で
構
成
さ
れ
て
お
り
「
く
す
し
あ
つ
し
げ
」
が
「
ど
よ
み
に
成

て
ま
か
り
出
に
け
り
」
と
な
る
過
程
を
述
べ
る
文
が
す
べ
て
で
あ
る
。
問
題
は
、

そ
の
座
が
大
笑
い
と
な
り
篤
成
が
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
理
由
で
あ
る
。
そ
の

追
求
の
過
程
で
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
派
生
す
る
が
、
詰
ま
る
と
こ
ろ
問
題
は
こ
の

一
点
に
尽
き
る
。

す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
山
田
説
は
正
当
に
評
価
さ
れ
て
い
る
と
は
い

え
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
無
理
解
の
原
因
を
突
き
詰
め
て
考
え
て
み
る
と
、
山

田
説
で
は
、
そ
の
座
が
大
笑
い
と
な
り
篤
成
が
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
理
由
を

説
明
で
き
て
い
な
い
こ
と
に
気
付
く
。「
土
偏
に
候
」
と
の
解
答
に
は
相
応
の
根

拠
が
あ
っ
た
の
に
、
な
ぜ
「
才
の
ほ
ど
既
に
あ
ら
わ
れ
に
た
り
。
い
ま
は
さ
ば
か

り
に
て
候
へ
。
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と
ま
で
い
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

か
。
有
房
の
仕
掛
け
た
陥
穽
だ
っ
た
と
い
う
説
明
だ
け
で
は
納
得
で
き
な
い
。

(2)
暗
黙
の
前
提

塩
俗
字
鹽
正
字
説
が
分
か
り
や
す
い
の
は
、
単
純
明
快
で
あ
り
、
持
っ
て
回
っ

た
解
釈
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
字
史
の
上
か
ら
、「
塩
」
が

俗
字
で
「
鹽
」
が
正
字
で
あ
る
と
は
単
純
に
い
え
な
い
。
通
説
に
は
文
字
史
の
点

で
難
が
あ
り
、
山
田
説
に
は
単
純
明
快
さ
の
点
で
難
が
あ
る
。
山
田
説
を
前
提
と

し
て
新
解
釈
を
示
す
小
松
説
、
山
田
説
を
展
開
し
よ
う
と
す
る
伊
東
説
も
同
様
の

難
点
を
抱
え
て
い
る
。

こ
の
段
は
、
ほ
ん
と
う
は
単
純
明
快
な
話
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
こ
に
は
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暗
黙
の
前
提
が
潜
ん
で
い
て
、
現
代
の
我
々
に
は
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
笑
い
を
理
解
す
る
に
は
背
後
に
あ
る
文

化
の
理
解
が
不
可
欠
で
あ
る
。

で
は
、
暗
黙
の
前
提
を
読
み
解
く
方
法
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
月
並
み
だ
が
、
時

代
の
文
脈
や
価
値
観
（
学
問
観
）
を
探
る
と
い
う
の
が
第
一
に
と
る
べ
き
方
法
で

あ
る
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
漢
字
の
知
識
を
尋
ね
る
と
い
う
内
容
に
惑
わ
さ
れ

て
、
そ
れ
以
外
の
内
容
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

学
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
で
無
学
が
暴
露
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
こ
の
段
を
論
じ
る

こ
と
自
体
に
も
陥
穽
が
潜
む
。
こ
の
段
を
論
じ
る
こ
と
は
実
は
篤
成
の
立
場
に
身

を
置
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
敢
え
て
論
じ
る
の
は
、
陥
穽
に
落
ち
る
過

程
を
さ
ら
す
こ
と
で
、
我
々
の
時
代
の
価
値
観
が
明
確
に
な
っ
て
く
る
と
考
え
る

か
ら
で
あ
り
、
そ
の
点
に
こ
の
段
を
論
じ
る
価
値
が
あ
る
。

　
　四

「
故
法
皇
の
御
前
」
と
い
う
場
面
で
の
篤
成
の
発

言
意
図

(1)
「
く
す
し
」
の
唐
突
な
登
場

な
ぜ
「
く
す
し
（
医
師
）」
が
登
場
し
た
の
か
。
よ
り
に
よ
っ
て
法
皇
の
御
前

に
、
で
あ
る
。
従
来
、
自
明
と
し
て
問
題
に
も
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
典
薬

頭
（
宮
中
で
医
薬
を
つ
か
さ
ど
る
役
所
の
長
官
）
ま
で
勤
め
た
和
気
篤
成
が
い
か

な
る
理
由
に
よ
っ
て
法
皇
の
御
前
に
登
場
し
た
の
か
、
兼
好
は
特
に
説
明
し
て
い

な
い
。
こ
れ
は
、
久
保
田
淳
（
一
九
八
九
）
が
述
べ
る
よ
う
に
、
院
の
侍
医
と
し

て
控
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
根
拠
と
し
て
順
徳
天
皇
の
禁
秘
抄

に
見
え
る
「
侍
医
は
常
に
竜
顔
に
近
き
者
な
り
」（
原
漢
文
）
と
い
う
記
述
を
挙

げ
て
い
る
。
こ
の
説
明
で
篤
成
の
登
場
は
納
得
で
き
る
。

(2)
篤
成
の
広
言
の
意
図

分
か
ら
な
い
の
は
、
な
ぜ
篤
成
は
あ
の
よ
う
な
広
言
を
吐
い
た
の
か
、
で
あ

る
。
こ
の
場
面
は
、「
故
法
皇
の
御
前
」
で
あ
り
、「
才
」（
学
問
、
専
門
知
識
）
の

ほ
ど
を
見
せ
る
の
に
最
高
の
場
面
で
あ
る
。
前
段
に
は
資
季
大
納
言
入
道
と
具
氏

宰
相
中
将
と
の
「
あ
ら
が
ひ
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
と
よ
く
つ
な
が
っ

て
い
る
。

篤
成
は
元
亨
二
年
（
一
三
二
二
）
に
典
薬
頭
に
任
じ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
有
房
の

没
し
た
元
応
元
年
（
一
三
一
九
）
以
後
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
話
が
あ
っ
た
時

期
は
不
明
だ
が
、
篤
成
は
医
師
と
し
て
相
応
の
実
力
を
身
に
つ
け
て
い
た
時
期
で

あ
っ
て
、
こ
こ
は
ひ
と
つ
い
い
と
こ
ろ
を
見
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
誰
で

も
世
間
の
人
に
自
分
の
存
在
や
力
量
を
認
め
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
願
望
を
持
っ

て
い
る
。
篤
成
は
、
後
年
、
典
薬
頭
に
昇
任
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
地
位
を
狙
っ

て
の
振
る
舞
い
と
も
解
釈
で
き
よ
う
が
、
こ
こ
で
は
、
自
分
の
存
在
や
力
量
を
ア

ピ
ー
ル
す
る
た
め
の
行
動
と
と
っ
て
お
け
ば
充
分
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
篤
成
の

思
惑
は
外
れ
、
有
房
に
学
の
な
い
と
こ
ろ
を
あ
ば
か
れ
て
し
ま
う
。
な
ぜ
篤
成
の

思
惑
が
外
れ
た
の
か
。
こ
れ
を
考
え
る
に
は
、
篤
成
自
身
の
こ
と
ば
に
即
し
て
、

彼
の
学
問
に
対
す
る
考
え
方
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。

(3)
「
そ
ら
」—

本
文
を
権
威
と
す
る
学
問
形
態

篤
成
の
学
問
に
対
す
る
考
え
方
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
こ
と
ば
は
「
そ
ら
」

で
あ
る
。
漢
文
本
文
を
暗
誦
す
る
と
い
う
、「
本
文
至
上
主
義
」
は
平
安
時
代
以

来
の
学
問
の
形
態
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
漢
文
の
本
文
を
権
威
と
し
て
、
そ
れ
を

よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
学
問
形
態
で
あ
る
。
先
例
に
権
威
を
認
め
る
有
職
故
実
も
同

様
の
考
え
方
に
基
づ
く
（
池
田
源
太
一
九
六
九
）。
篤
成
は
、
本
文
至
上
主
義
、
す

な
わ
ち
本
文
を
権
威
と
す
る
学
問
形
態
の
範
囲
内
で
発
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
の
点
、
伝
統
的
な
学
問
観
に
立
脚
し
た
言
動
で
あ
る
。

篤
成
の
学
問
観
に
陥
穽
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
一
つ
は

篤
成
が
専
門
と
す
る
本
草
学
そ
の
も
の
に
対
す
る
世
の
中
の
評
価
で
あ
る
。
も
う

一
つ
は
本
文
至
上
主
義
の
学
問
観
自
体
に
対
す
る
評
価
で
あ
る
。

ま
ず
、
本
草
学
そ
の
も
の
の
評
価
だ
が
、
た
と
え
ば
、
文
選
の
よ
う
な
漢
詩
文
、
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切
韻
に
代
表
さ
れ
る
韻
書
を
暗
誦
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
高
い
評
価
が
与

え
ら
れ
よ
う
（
古
今
著
聞
集
巻
第
四
「
勧
学
院
の
学
生
集
り
て
酒
宴
の
時
惟
宗
隆

頼
自
ら
首
座
に
着
く
事
」）。
詩
文
作
成
が
必
須
の
教
養
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
本
草
学
の
場
合
は
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
本
草
書
の
本
文
を
暗
誦
し
て
い

る
こ
と
が
必
須
の
教
養
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
。

次
に
、
本
草
学
の
知
識
は
専
門
的
な
内
容
を
持
つ
と
こ
の
当
時
認
識
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
が
、
本
文
至
上
主
義
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
本
草
書
の
本
文
を
暗

誦
し
て
い
た
と
し
て
も
そ
れ
は
専
門
家
と
し
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
自
慢
す

る
ほ
ど
の
こ
と
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
仏
教
の
専
門
家
で
あ
る
僧
侶
が
経
文
を

暗
誦
し
て
い
る
の
は
あ
ま
り
に
当
た
り
前
で
あ
る
。
現
代
に
お
い
て
、
僧
侶
が
日

常
読
誦
の
経
典
を
暗
誦
し
て
い
る
こ
と
を
自
慢
す
る
よ
う
な
ら
、
そ
れ
は
常
軌
を

逸
し
た
振
る
舞
い
で
あ
る
。

篤
成
の
広
言
を
御
前
に
控
え
る
人
々
に
対
す
る
挑
戦
と
と
る
こ
と
が
多
い
よ
う

だ
が
、
実
は
こ
の
発
言
そ
の
も
の
が
茶
番
な
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
本
文
至

上
主
義
に
則
っ
た
発
言
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
応
答
に
教
養
の
ほ
ど
を
浮
か
び
上

が
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
い
「
本
文
」（
記
載
の

内
容
を
含
む
）
を
用
意
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
い
や
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し

い
「
本
文
」
を
用
意
す
る
可
能
性
は
僅
か
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
こ
の
場
に
居
合
わ

せ
た
人
々
に
と
っ
て
未
知
の
情
報
が
記
載
さ
れ
た
「
本
文
」
で
あ
る
。
未
知
の
情

報
が
記
載
さ
れ
た
「
本
文
」
と
は
、
具
体
的
に
は
宋
版
の
「
本
文
」
を
指
す
と
い

う
の
が
私
案
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
話
に
入
る
前
に
、
も
う
一
つ
の
点
を
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
本
文
至
上
主
義
の
学
問
観
自
体
に
対
す
る
評
価
の

変
化
で
あ
る
。

　
　五

有
房
と
篤
成
と
の
や
り
と
り

(1)
「
物
な
ら
ひ
」—

丁
寧
な
態
度
の
理
由

有
房
は
「
つ
い
で
に
物
な
ら
ひ
侍
ら
ん
」
と
か
な
り
丁
寧
な
態
度
を
と
っ
て
お

り
、
正
面
か
ら
や
り
こ
め
る
よ
う
な
態
度
を
避
け
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
し
て

か
。
結
論
的
に
い
え
ば
、
鎌
倉
時
代
に
お
い
て
も
、
本
文
至
上
主
義
の
学
問
観
は

依
然
と
し
て
強
固
な
価
値
観
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
学
問
観
に
立
脚
し
た
発

言
を
す
る
篤
成
を
正
面
か
ら
や
り
こ
め
て
は
、
本
文
至
上
主
義
の
学
問
観
を
否
定

す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。

本
人
は
大
真
面
目
だ
が
、
ち
ょ
っ
と
い
い
と
こ
ろ
を
見
せ
た
い
と
い
う
意
図
は

見
え
透
い
て
お
り
、
周
囲
に
は
茶
番
と
し
か
映
ら
な
い
。
本
人
の
真
面
目
さ
が
大

き
い
ほ
ど
茶
番
の
印
象
は
増
大
す
る
。
篤
成
の
ト
ン
チ
ン
カ
ン
な
発
言
で
座
は
最

初
か
ら
白
け
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
、
篤
成
の
真
面
目
さ
や
ト
ン
チ
ン
カ
ン
さ
が

本
文
至
上
主
義
に
基
づ
く
以
上
、
同
じ
価
値
観
を
共
有
す
る
は
ず
の
周
囲
の
人
々

が
篤
成
の
発
言
を
正
面
か
ら
否
定
す
る
態
度
で
臨
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
残
る
手

は
、
ど
う
こ
の
座
の
興
を
別
方
向
に
導
く
か
で
あ
る
。
篤
成
の
体
面
を
保
ち
つ

つ
話
題
を
別
の
こ
と
に
ず
ら
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
最
上
。
篤
成
の
体
面
を
保
て
る

よ
う
な
質
問
を
し
て
も
、
篤
成
の
ト
ン
チ
ン
カ
ン
さ
が
あ
ま
り
に
ひ
ど
け
れ
ば
、

や
り
こ
め
て
退
出
を
余
儀
な
く
す
る
事
態
も
や
む
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
篤
成

は
法
皇
の
侍
医
で
あ
ろ
う
か
ら
、
正
面
か
ら
や
り
こ
め
る
こ
と
は
で
き
れ
ば
避
け

た
い
。

(2)
「
し
ほ
と
い
ふ
文
字
」—

課
題
の
す
り
替
え

有
房
は
な
ぜ
「
し
ほ
と
い
ふ
文
字
」
の
「
へ
ん
」
を
尋
ね
た
の
か
。
考
え
る
べ

き
点
は
多
く
、
従
来
の
論
者
も
こ
の
点
を
詳
細
に
分
析
し
て
き
た
。
有
房
の
発
言

の
意
図
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
の
段
を
論
じ
る
こ
と
の
中
心
で
あ
っ
た
と
も

い
え
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
有
房
の
問
い
が
篤
成
の
出
し
た
課
題
を
す
り
替

え
て
い
る
点
で
は
な
い
か
。
篤
成
に
し
て
み
れ
ば
、
差
し
出
さ
れ
た
供
御
の
中
か

ら
一
つ
を
選
択
し
て
、
そ
の
文
字
や
功
能
を
尋
ね
て
欲
し
か
っ
た
の
に
、
有
房
は

「
し
ほ
」
の
文
字
や
功
能
で
は
な
く
「
し
ほ
と
い
う
文
字
」
が
何
「
へ
ん
」
か
を

尋
ね
て
い
る
。
与
え
ら
れ
た
課
題
を
ず
ら
し
て
質
問
を
出
し
た
と
読
む
の
が
素
直

6



な
解
釈
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
、
す
り
替
え
、
ず
ら
し
を
意
図
的
に
行
っ
た
理
由
は
こ
う
で
あ

る
。
本
文
至
上
主
義
の
学
問
観
か
ら
す
れ
ば
、
篤
成
と
共
通
の
土
俵
に
上
る
こ
と

は
当
然
だ
が
、
あ
ら
か
じ
め
「
本
草
」
に
限
定
さ
れ
た
の
で
は
同
じ
土
俵
に
な

り
よ
う
が
な
い
。
有
房
が
篤
成
の
課
題
を
す
り
替
え
た
の
は
必
然
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
高
慢
な
篤
成
を
や
り
こ
め
よ
う
と
し
て
意
地
の
悪
い
質
問
を
し
た
と
い
う
よ

う
な
見
方
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
見
方
は
篤
成
が
ど
の
よ
う
な
学
問
観
を
抱
く

人
物
で
あ
る
か
を
洞
察
す
る
視
点
を
欠
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
り
替
え

た
質
問
に
ど
う
対
処
す
る
か
、
こ
こ
で
篤
成
の
力
量
が
問
わ
れ
る
。

有
房
の
問
い
は
、
宋
版
に
用
い
ら
れ
る
字
体
で
あ
る
「
鹽
」
を
知
っ
て
い
る
か

ど
う
か
を
聞
い
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
私
見
で
あ
る
。
も
し
篤
成
が
宋
版
の

「
鹽
」
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
写
本
の
「
塩
」
と
違
う
字
体
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

た
受
け
答
え
と
な
る
。
偏
を
強
い
て
答
え
て
、「
臣
」
偏
と
い
う
こ
と
で
も
よ
か

ろ
う
し
、
大
広
益
会
玉
篇
で
「
鹽
部
第
二
百
二
十
六
」
に
あ
る
と
答
え
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
解
答
で
は
あ
ま
り
に
も
正
直
す
ぎ
る
。

も
と
も
と
有
房
は
課
題
を
ず
ら
し
て
質
問
し
て
い
る
の
だ
か
ら
正
直
に
何
偏
と

答
え
る
必
要
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
そ
れ
は
よ
い
質
問
を
し
て
下
さ
っ
た
」
な
ど

と
有
房
を
持
ち
上
げ
、
そ
の
あ
と
「
写
本
で
は
『
塩
』
と
書
き
ま
す
が
、
宋
版
で

は
『
鹽
』
と
あ
り
ま
す
。
一
口
に
何
偏
と
お
答
え
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
宋
版
に
は
興
味
深
く
有
益
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い

ま
す
。『
し
ほ
』
の
功
能
は
…
…
」
な
ど
と
続
け
て
い
く
だ
け
で
あ
る
。

有
房
と
し
て
は
篤
成
の
答
え
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
篤
成
が
宋
版
（
に
象
徴
さ

れ
る
最
新
情
報
）
を
知
る
の
な
ら
話
題
を
そ
ち
ら
へ
移
し
、
周
囲
の
関
心
を
惹
く

第
二
の
質
問
を
発
す
れ
ば
よ
い
。
こ
れ
で
篤
成
の
体
面
を
保
ち
つ
つ
話
題
を
ず
ら

す
こ
と
に
成
功
と
い
う
次
第
で
あ
る
。
一
方
、
篤
成
の
最
終
的
な
目
的
は
自
己
の

力
量
を
認
め
て
も
ら
い
た
い
こ
と
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
宋
版
を
持
ち
出
し
て
注
目

を
浴
び
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
篤
成
の
目
的
は
達
成
す
る
。

宋
版
を
媒
介
と
し
て
両
者
共
通
の
土
俵
に
上
る
こ
と
に
な
る
。
一
介
の
医
師
に

す
ぎ
ぬ
篤
成
に
し
て
み
れ
ば
、
内
大
臣
有
房
と
同
じ
土
俵
に
上
る
だ
け
で
名
誉
な

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
は
な
ら
な
か
っ
た
。

(3)
有
房
の
学
問
観—

「
才
」
と
「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
」

篤
成
は
「
土
偏
に
候
」
と
解
答
し
た
が
、
有
房
に
「
才
の
ほ
ど
既
に
あ
ら
は
れ

に
た
り
。
い
ま
は
さ
ば
か
り
に
て
候
へ
。
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と
応
じ
ら
れ

て
し
ま
う
。
こ
の
や
り
と
り
の
中
に
有
房
の
学
問
観
を
読
み
と
れ
る
の
は
「
才
」

と
「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
」
と
で
あ
る
。

「
才
（
ざ
え
）」
を
「
学
問
、
学
識
」
と
と
る
の
が
通
常
の
解
釈
だ
が
、
私
も

そ
れ
で
よ
い
と
思
う
。
こ
こ
で
有
房
は
学
問
一
般
に
つ
い
て
語
っ
た
と
解
釈
す
る

の
が
話
と
し
て
お
も
し
ろ
い
。
も
っ
と
も
、
小
松
（
一
九
九
〇
）
の
よ
う
に
専
門

分
野
に
お
け
る
知
識
や
才
能
と
と
る
解
釈
も
あ
る
。
小
松
は
そ
の
理
由
を
「『
塩
』

と
い
う
項
目
が
本
草
書
の
ど
の
部
門
に
置
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
医
師

で
あ
る
篤
成
の
が
わ
に
だ
け
、
必
須
の
知
識
と
し
て
要
求
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
か

ら
」
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
草
の
篇
を
尋
ね
た
と
い
う
解
釈
を

前
提
と
し
た
と
き
に
成
り
立
つ
。
率
直
に
い
っ
て
「
才
」
を
専
門
分
野
に
お
け
る

知
識
と
と
る
の
は
、
少
々
面
白
み
に
欠
け
る
解
釈
と
感
じ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

現
代
に
お
け
る
学
問
の
世
界
で
専
門
分
野
に
お
け
る
知
識
の
欠
如
は
確
か
に
批
判

さ
れ
る
に
値
し
よ
う
が
、
そ
れ
よ
り
も
根
本
的
に
批
判
さ
れ
る
べ
き
は
知
的
好
奇

心
の
欠
如
で
は
な
い
か
。
逆
に
、
知
的
好
奇
心
を
か
き
立
て
る
議
論
で
あ
れ
ば
、

専
門
分
野
の
知
識
の
不
足
は
第
一
に
問
題
と
す
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
あ
る
ま
い
。

専
門
分
野
の
知
識
の
不
足
だ
け
を
ま
っ
さ
き
に
批
判
す
る
よ
う
で
は
批
判
す
る
側

の
見
識
が
逆
に
疑
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

(4)
「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
」—

知
的
好
奇
心

篤
成
が
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。「
土
偏
に
候
」
と
解
答
し
た

か
ら
で
は
な
い
。
こ
の
解
答
に
一
面
の
合
理
性
が
あ
る
こ
と
は
山
田
俊
雄
の
指
摘

し
た
と
お
り
で
あ
る
。
で
は
、
有
房
に
「
才
の
ほ
ど
既
に
あ
ら
は
れ
に
た
り
。
い
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ま
は
さ
ば
か
り
に
て
候
へ
」
と
い
わ
れ
た
か
ら
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
違
う
。
こ

れ
だ
け
な
ら
ま
だ
反
論
の
余
地
が
あ
る
。
あ
な
た
の
学
問
の
中
身
が
よ
く
わ
か
り

ま
し
た
、
自
慢
は
そ
れ
く
ら
い
に
し
て
お
き
な
さ
い
、
と
い
わ
れ
た
程
度
な
ら
、

い
や
い
や
自
慢
が
目
的
で
は
な
い
、
こ
れ
こ
れ
と
い
う
珍
奇
な
薬
・
食
事
を
入
手

し
た
の
で
そ
れ
を
ご
披
露
し
た
か
っ
た
の
だ
、
な
ど
と
話
を
続
け
る
こ
と
は
い
く

ら
で
も
で
き
る
。
反
論
を
許
さ
な
か
っ
た
の
は
、「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と

い
う
理
由
付
け
で
あ
る
。
も
う
あ
な
た
に
聞
き
た
い
こ
と
は
な
い
と
い
わ
れ
、
篤

成
は
二
の
句
が
継
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
な
し
」
と
い
う

評
価
は
、
有
房
ば
か
り
で
な
く
そ
の
周
囲
も
同
じ
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の

座
が
大
笑
い
と
な
り
、
篤
成
は
退
出
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

「
ゆ
か
し
き
と
こ
ろ
」
は
現
代
風
に
「
知
的
好
奇
心
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
に

し
よ
う
。
法
皇
の
御
前
は
、
本
文
至
上
主
義
を
共
通
の
価
値
観
と
し
て
共
有
す
る

世
界
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
篤
成
の
広
言
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か

し
こ
の
本
文
至
上
主
義
は
絶
対
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
第
百
七
十
九
段
の
話

は
そ
れ
を
端
的
に
表
現
し
て
い
る
（
引
用
は
岩
波
文
庫
本
に
よ
る
）。

　
　入
宋
の
沙
門
、
道
眼
上
人
、
一
切
経
を
持
来
し
て
、
六
波
羅
の
あ
た
り
、

や
け
野
と
い
ふ
所
に
安
置
し
て
、
殊
に
首
楞
厳
経
を
講
じ
て
、
那
蘭
陀
寺

と
号
す
。

　
　そ
の
聖
の
申
さ
れ
し
は
、「
那
蘭
陀
寺
は
、
大
門
北
向
き
な
り
と
、
江

帥
の
説
と
て
言
ひ
伝
へ
た
れ
ど
、
西
域
伝
・
法
顕
伝
な
ど
に
も
見
え
ず
、

更
に
所
見
な
し
。
江
帥
は
如
何
な
る
才
学
に
て
か
申
さ
れ
け
ん
、
お
ぼ
つ

か
な
し
。
唐
土
の
西
明
寺
は
、
北
向
き
勿
論
な
り
」
と
申
し
き
。

前
半
に
見
え
る
「
一
切
経
」
は
お
そ
ら
く
宋
版
な
い
し
そ
れ
を
含
む
も
の
と
推

測
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
後
半
の
道
眼
上
人
の
発
言
部
分
で

あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
イ
ン
ド
の
那
蘭
陀
寺
の
大
門
が
北
向
き
で
あ
る
こ
と
は
大

江
匡
房
（
江
帥
）
の
説
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
西
域
伝
や
法
顕
伝
な
ど

に
そ
の
記
述
を
見
な
い
、
い
か
な
る
学
識
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
に
い
っ
た
の
か
、

は
っ
き
り
し
な
い
、
中
国
の
西
明
寺
の
大
門
が
北
向
き
な
の
は
勿
論
で
あ
る
、
と

い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
第
一
に
、
イ
ン
ド
の
那
蘭
陀
寺
の

大
門
の
向
き
を
決
す
る
の
に
、
西
域
伝
や
法
顕
伝
と
い
う
漢
文
本
文
を
よ
り
ど
こ

ろ
と
し
よ
う
と
し
た
点
。
第
二
に
、
中
国
の
西
明
寺
の
大
門
の
向
き
に
関
し
て
は

根
拠
を
挙
げ
ず
に
「
北
向
き
勿
論
な
り
」
と
断
定
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

第
一
の
点
は
、
本
文
至
上
主
義
の
学
問
観
に
基
づ
く
江
帥
の
説
の
検
証
で
あ

る
。
こ
れ
を
永
積
安
明
（
一
九
七
一
）
が
「
そ
の
批
判
の
し
か
た
は
、
権
威
あ

る
根
本
資
料
に
依
拠
す
る
兼
好
の
方
法
と
同
じ
で
、
兼
好
も
こ
れ
に
同
感
し
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
」
と
評
し
て
い
る
が
、「
権
威
あ
る
根
本
資
料
に
依
拠
」
と
い

う
の
は
、
ま
さ
に
本
文
至
上
主
義
の
学
問
観
に
即
し
た
方
法
で
あ
る
。
第
二
の
点

は
、
入
宋
し
た
道
眼
上
人
の
実
地
の
見
聞
に
基
づ
く
断
言
で
あ
ろ
う
。「
そ
の
大

門
が
北
向
き
で
あ
っ
た
と
い
う
典
拠
は
未
詳
」（
西
尾
実
・
安
良
岡
康
作
一
九
八

五
）
と
す
る
解
釈
も
あ
る
が
、
実
地
の
見
聞
と
見
れ
ば
自
然
で
あ
る
。
兼
好
は

「
権
威
あ
る
根
本
資
料
に
依
拠
」
す
る
学
問
観
に
よ
り
つ
つ
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま

ら
ず
広
い
視
野
を
持
つ
人
物
を
高
く
評
価
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
文
至
上
主
義
と
私
が
便
宜
呼
ん
だ
学
問
観
は
、
平
安
時
代
の
学
問
観
で
あ

る
。
兼
好
の
生
き
た
の
は
鎌
倉
時
代
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
本
文
至
上
主
義
、
典
拠

主
義
を
土
台
に
し
つ
つ
も
新
た
な
学
問
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
新
た
な

学
問
を
生
み
出
す
の
に
必
要
な
の
は
知
的
好
奇
心
、
権
威
に
盲
従
し
な
い
批
判
精

神
で
あ
っ
て
、
篤
成
は
そ
れ
を
決
定
的
に
欠
い
て
い
た
。
篤
成
に
対
す
る
有
房
の

批
判
は
、
ま
さ
に
平
安
時
代
以
来
の
学
問
の
方
法
の
み
に
固
執
す
る
人
物
へ
の
批

判
で
も
あ
っ
た
。

　
　六

時
代
の
文
脈—

価
値
観
の
変
化

(1)
医
学
と
医
師
に
対
す
る
兼
好
の
関
心

兼
好
は
、
医
学
を
学
ぶ
こ
と
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
。
第
百
二
十
二
段
で
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は
、「
人
の
才
能
」
を
論
じ
、「
文
、
武
、
医
の
道
、
ま
こ
と
に
、
欠
け
て
は
あ
る

べ
か
ら
ず
」
と
す
る
。

次
に
医
師
に
対
す
る
評
価
だ
が
、「
よ
き
友
、
三
つ
あ
り
。
一
つ
に
は
、
物
く

る
る
友
。
二
つ
に
は
く
す
し
。
三
つ
に
は
、
智
恵
あ
る
友
」（
第
百
十
七
段
）
と

高
い
が
、
第
百
三
段
で
医
師
で
あ
る
「
丹
波
忠
守
が
嘲
弄
的
な
謎
々
の
対
象
と
さ

れ
た
こ
と
を
怒
っ
た
話
」（
久
保
田
一
九
八
九
）
に
う
か
が
え
る
よ
う
に
、「
医

師
は
こ
の
時
代
宮
廷
に
於
い
て
一
種
軽
い
扱
い
を
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
」（
伊
東

一
九
九
一
）
こ
と
も
あ
る
。

鎌
倉
時
代
に
お
け
る
医
師
の
実
体
に
つ
い
て
、
桑
原
博
史
（
一
九
七
七
）
は
岡

崎
寛
蔵
『
く
す
り
の
歴
史
』（
講
談
社
、
一
九
七
六
年
）
に
基
づ
き
な
が
ら
、
次

の
よ
う
に
ま
と
め
て
い
る
。

　鎌
倉
時
代
に
は
い
っ
て
も
、
京
で
は
あ
い
か
わ
ら
ず
両
家
（
筆
者
注
、
和

気
・
丹
波
の
両
家
）
が
世
襲
で
医
業
を
独
占
し
て
い
た
が
、
新
し
い
宋
の

医
学
が
渡
航
を
許
さ
れ
て
い
た
僧
の
手
に
よ
っ
て
輸
入
さ
れ
、
僧
医
が
登

場
し
て
き
た
。
彼
ら
は
、
布
教
の
一
手
段
と
し
て
医
療
を
行
っ
た
の
で
、

そ
れ
ま
で
貴
族
へ
の
奉
仕
を
専
ら
と
し
て
い
た
医
療
が
民
間
に
ひ
ろ
ま

り
、
救
療
事
業
が
各
地
の
寺
院
に
設
け
ら
れ
た
。（
略
）
こ
れ
ら
は
、
新

興
の
禅
宗
か
、
浄
土
宗
か
の
寺
院
で
、
鎌
倉
時
代
は
、
仏
教
医
学
と
僧
医

の
黄
金
時
代
な
の
で
あ
っ
た
。（
略
）
こ
う
い
う
傾
向
に
加
え
て
、
鎌
倉

時
代
も
な
か
ば
を
過
ぎ
る
と
、
宮
廷
医
の
う
ち
、
身
分
の
ひ
く
い
者
は
、

食
う
に
も
こ
ま
っ
て
都
を
捨
て
て
地
方
に
下
っ
た
。

時
代
は
確
実
に
変
化
し
て
い
た
。
篤
成
は
、
典
薬
頭
に
ま
で
な
っ
て
い
る
か

ら
、
宮
廷
医
の
中
で
も
上
位
の
身
分
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、「
し
ほ
と
い
ふ

文
字
」
の
「
へ
ん
」
を
問
わ
れ
て
す
ぐ
さ
ま
「
塩
」
を
思
い
浮
か
べ
る
よ
う
で

は
、
最
新
の
医
療
情
報
に
無
関
心
で
あ
る
こ
と
を
自
ら
暴
露
し
た
こ
と
に
な
る
。

最
新
の
医
療
情
報
は
、
書
物
の
形
態
で
は
宋
版
に
書
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
、

周
囲
の
容
易
に
予
想
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

(2)
宋
文
化
の
受
容—

第
百
二
十
段

兼
好
は
第
百
二
十
段
で
「
唐
の
物
」
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
　唐
の
物
は
、
薬
の
外
は
、
み
な
な
く
と
も
事
欠
く
ま
じ
。
ふ
み書
ど
も
は
、

こ
の
国
に
多
く
広
ま
り
ぬ
れ
ば
、
書
き
も
写
し
て
ん
。
も
ろ
こ
し
ぶ
ね

唐
土
舟
の
、
た

や
す
か
ら
ぬ
道
に
、
無
用
の
物
ど
も
の
み
取
り
積
み
て
、
所
せ狭
く
渡
し
も

て
来
る
、
い
と
愚
か
な
り
。「
遠
き
物
を
宝
と
せ
ず
」
と
も
、
ま
た
、「
得

難
き
宝
を
貴
ま
ず
」
と
も
、
文
に
も
侍
る
と
か
や
。

「
唐
の
物
」（
中
国
の
物
）
は
、
薬
以
外
は
、
み
な
な
く
て
も
不
自
由
は
す
ま

い
、
と
の
表
現
に
は
二
つ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
文
字
通
り
、

中
国
の
物
で
大
事
な
の
は
薬
だ
け
だ
と
い
う
認
識
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
兼
好

の
時
代
、
薬
以
外
に
も
大
量
の
舶
来
品
が
日
本
へ
輸
入
さ
れ
て
い
る
と
い
う
認
識

で
あ
る
。

第
百
三
十
六
段
の
「
供
御
」
は
食
事
の
こ
と
で
あ
る
が
、
医
食
同
源
と
い
う
こ

と
ば
も
あ
る
よ
う
に
、
食
事
の
薬
と
し
て
の
効
能
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
。
法
皇

の
御
前
に
控
え
る
人
々
が
薬
と
し
て
の
食
事
に
強
い
関
心
を
抱
い
て
い
た
こ
と
は

容
易
に
想
像
で
き
る
。
そ
し
て
、
こ
の
法
皇
の
御
前
に
控
え
る
人
々
は
、
中
国
文

化—

す
な
わ
ち
宋
文
化
の
主
た
る
消
費
者
で
も
あ
っ
た
ろ
う
。

日
宋
貿
易
の
主
な
輸
入
品
は
、
森
克
巳
（
一
九
七
五
）
に
よ
る
と
、
唐
織
物
、

木
綿
、
香
薬
、
竹
木
類
、
異
鳥
珍
獣
、
書
籍
で
あ
っ
た
。
書
籍
と
は
宋
版
の
こ
と

で
あ
り
、
そ
れ
に
用
い
ら
れ
る
字
体
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、
流
行
に
鈍
感
で
あ
る

こ
と
を
端
的
に
示
す
。「
唐
の
物
」
の
流
行
を
よ
し
と
し
な
い
立
場
で
も
、
薬
は

例
外
で
あ
っ
た
か
ら
、
薬
に
関
す
る
最
新
情
報
に
無
関
心
な
薬
師
篤
成
の
存
在
が

浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
。
篤
成
は
笑
わ
れ
る
べ
く
し
て
笑
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

(3)
ゆ
れ
動
く
価
値
観

時
代
背
景
の
捉
え
方
で
注
目
す
べ
き
は
、
桑
原
博
史
（
一
九
七
七
）
に
お
け
る

次
の
指
摘
で
あ
る
。
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　こ
の
時
代
、
世
の
中
の
事
象
に
つ
い
て
、
多
面
的
な
思
考
が
漸
く
可
能
に

な
っ
て
き
た
。
ゆ
れ
動
く
価
値
観
の
中
で
、
古
典
的
な
思
考
の
知
識
だ
け

で
は
何
事
も
解
釈
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
医
師
の
世
界
、
本
草
学
の

世
界
に
お
い
て
も
、
新
し
い
動
向
の
あ
っ
た
こ
と
は
既
述
し
た
通
り
で
あ

る
。
そ
う
い
う
中
で
、
旧
態
を
墨
守
し
て
い
る
篤
成
の
、
い
か
に
も
明
快

で
あ
る
か
に
見
え
て
、
複
雑
な
背
景
に
目
を
向
け
ぬ
解
答
に
、
人
々
の
嘲

笑
が
向
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
見
解
は
至
当
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。「
し
ほ
と
い
ふ
文
字
」
は
、
写
本

で
は
「
塩
」
が
用
い
ら
れ
、
印
刷
本
（
宋
版
）
で
は
「
鹽
」
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
写
本
に
「
鹽
」
が
出
現
し
、
印
刷
本
に
「
塩
」
が
出
現
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
一
般
的
な
傾
向
と
し
て
「
塩
＝
写
本
、
鹽
＝
印
刷
本
」
と

い
う
関
係
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
来
の
論
は
、
写
本
の
字
体
に
ば

か
り
目
を
向
け
て
い
た
た
め
、
写
本
と
印
刷
本
（
宋
版
）
と
で
「
し
ほ
と
い
ふ
文

字
」
の
使
用
の
実
態
に
違
い
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
の
メ
デ
ィ
ア

媒
体
の
違
い
に
対
応
し
て

漢
字
字
体
の
規
範
意
識
も
ず
れ
て
い
た
こ
と
を
見
逃
し
て
い
た
。

す
な
わ
ち
、
兼
好
の
時
代
は
、「
塩
」
と
「
鹽
」
と
に
関
し
て
、
そ
の
漢
字
使
用

の
実
態
と
漢
字
字
体
の
規
範
意
識
と
が
、
写
本
（
筆
写
本
）
と
印
刷
本
（
宋
版
）

と
の
間
で
ず
れ
始
め
た
時
代
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

宋
版
と
い
う
メ
デ
ィ
ア

媒
体
の
影
響
力
は
、
隠
然
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
文
献
資
料

の
上
に
顕
著
に
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
（
注
3
）。
し
か
し
、
文
字
史
を
考
察
す
る

に
際
し
て
、
メ
デ
ィ
ア
（
写
本
、
印
刷
本
、
電
子
テ
キ
ス
ト
）
の
違
い
を
配
慮
す

る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
は
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
は
や
明
ら
か
で

あ
る
。

(4)
日
本
工
業
規
格
（JIS

）
の
漢
字—

電
子
テ
キ
ス
ト
時
代
の
文
字
論

重
要
な
の
は
、
価
値
観
の
変
化
は
一
気
に
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
徐
々
に

進
行
し
、
気
が
付
い
た
と
き
に
は
ど
っ
ぷ
り
と
そ
れ
に
浸
か
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
現
代
は
、
活
字
印
刷
の
時
代
か
ら
電
子
テ
キ
ス
ト
の
時
代
へ
の
転
換
期
で
あ

る
。
活
字
印
刷
時
代
の
価
値
観
を
保
持
し
つ
つ
、
電
子
テ
キ
ス
ト
時
代
へ
突
入
し

て
い
る
。

近
時
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
ワ
ー
ド
・
プ
ロ
セ
ッ
サ
ー
に
よ
る

「
鴎
」「
涜
」
等
の
略
字
の
氾
濫
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
こ

う
し
た
筆
写
の
字
体
を
日
本
工
業
規
格
（JIS

）
の
漢
字
の
代
表
字
体
と
し
て
掲

げ
た
点
に
問
題
の
発
端
が
あ
る
。JIS

漢
字
以
前
に
は
た
と
え
原
稿
で
「
鴎
」
と

略
字
で
筆
写
し
た
と
し
て
も
印
刷
字
体
と
し
て
は
そ
の
正
字
「

　　」
を
使
う
こ
と

が
暗
黙
の
約
束
事
と
な
っ
て
い
た
。
こ
の
暗
黙
の
約
束
事
を
、
さ
し
た
る
議
論
も

な
し
に
崩
し
た
こ
と
が
ま
さ
に
問
題
な
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
漢
字
使
用
の
実

態
と
漢
字
字
体
の
規
範
意
識
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
極
め
て
現
代
的
な
問
題
を
考
え
る
際
に
も
、
徒
然
草
第
百
三
十
六
段
は

有
効
な
視
点
を
我
々
に
提
供
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

注
1
書
誌
を
高
山
寺
典
籍
文
書
綜
合
調
査
団
編
『
高
山
寺
典
籍
文
書
目
録
第
四
』(

東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
八
一
年)

に
よ
り
示
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
一
部
表
記
を

変
更
し
た
。

○
平
安
時
代
保
延
三
年
写
、
辨
印
筆
、
粘
葉
装
桝
型
﹇
高
山
寺
﹈
朱
印
、
押

界
、
青
点(

ヲ
コ
ト
点
、
喜
多
院
点
、
院
政
期)

、
原
表
紙

(

奥
書)

轉
冩
卅
帖
本
中
川
成
身
院
／
保
延
三
年
先

◦

九
月
十
九
日
於
中
川
成
身

／
院
未
時
許
書
之
了
「
書
了
」

(

別
筆)

／
筆
師
沙
門
弁
印
書
之

(
青
書)

(

以
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築
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縁
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