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和
刻
漢
籍
鼇
頭
本
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　

―

そ
の
特
質
と
沿
革―

高
山　

節
也

　
　
　
　

は
じ
め
に

　

以
前
か
ら
和
刻
本
の
漢
籍
を
調
査
し
た
折
々
に
、
末
尾
の
圖
に
あ
る
よ
う
な
印
刷
面
の
文
獻
を
筆
者
は
し
ば
し
ば
見
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ

の
版
式
の
文
獻
は
中
國
の
古
典
籍
中
に
は
見
あ
た
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
復
旦
大
學
の
吳
格
敎
授
の
談
話
に
も
觸
れ
て
お
ら
れ
る

が
、
こ
れ
が
和
刻
本
獨
自
の
形
式
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
和
刻
本
と
し
て
の
な
ん
ら
か
の
意
味
づ
け
や
、
出
版
事
情
が
あ
ろ
う
か
と

考
え
、
そ
れ
を
こ
れ
ま
で
に
得
ら
れ
た
資
料
か
ら
抽
出
、
あ
る
い
は
推
理
し
て
み
た
い
と
考
え
た
次
第
で
あ
る
。

  

と
な
れ
ば
、
本
來
で
あ
れ
ば
和
刻
本
漢
籍
の
全
て
を
調
査
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
實
例
を
網
羅
し
た
う
え
で
も
の
を
言
わ
な
け
れ
ば
不
正
確
で
あ
る

と
の
譏
り
を
免
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
時
期
、
こ
の
期
間
で
、
佛
典
と
醫
學
書
を
除
い
て
も
大
ま
か
に
三
千
五
百
點
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
（
１
）、
和

刻
本
漢
籍
の
悉
皆
調
査
は
土
台
む
り
な
は
な
し
で
も
あ
り
、
筆
者
や
筆
者
の
仲
間
が
こ
れ
ま
で
調
査
し
て
カ
ー
ド
化
し
た
も
の
が
千
五
百
點
ほ
ど

あ
る
の
で
（
２
）、

そ
の
範
圍
に
限
っ
て
調
査
の
う
え
、
報
告
し
た
い
と
思
う
。
し
た
が
っ
て
筆
者
の
未
確
認
の
資
料
や
情
報
を
お
持
ち
の
か
た
は
、
ど

う
ぞ
後
々
ご
敎
示
頂
き
た
く
お
願
い
申
し
上
げ
る
。
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一　

鼇
頭
本
と
い
う
名
稱
に
つ
い
て

　

ま
ず
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
圖
に
あ
る
よ
う
な
形
態
の
も
の
を
、
こ
れ
ま
で
筆
者
は
漫
然
と
「
鼇
頭
本
」
と
呼
ん
で
き
た
の
で
あ
る

が
、
果
た
し
て
そ
れ
で
よ
い
の
か
で
あ
ろ
う
。
以
下
そ
れ
を
檢
討
す
る
に
あ
た
っ
て
、
呼
び
名
を
確
定
す
る
ま
で
は
、
一
應
便
宜
上
こ
の
形
式
の

も
の
を
「
當
該
形
態
」
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

　

さ
て
、「
鼇
頭
」
と
い
う
言
葉
は
本
來
中
國
で
は
大
龜
の
頭
を
指
し
た
も
の
で
、
さ
ら
に
物
事
の
ト
ッ
プ
、
た
と
え
ば
科
擧
の
主
席
及
第
者
な

ど
の
意
味
も
派
生
す
る
が
、
書
籍
の
上
層
の
註
釋
な
ど
を
鼇
頭
と
呼
ん
で
い
る
例
が
中
國
に
あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
管
見
の
お
よ
ぶ
か
ぎ
り
に

お
い
て
は
未
見
で
あ
る
。
國
書
系
の
書
誌
學
用
語
を
調
べ
て
み
る
と
、「
鼇
頭
」
は
「
首
書
」
や
「
頭
書
」
と
殆
ど
同
じ
事
で
、
本
文
上
部
の
注

記
等
を
い
う
の
だ
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
『
日
本
古
典
籍
書
誌
學
辭
典
』
も
中
野
三
敏
『
江
戸
の
版
本
』
な
ど
も
同
樣
の
説
で
あ
っ
た
。
た
だ

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
後
で
述
べ
る
よ
う
な
理
由
で
一
概
に
贊
同
し
か
ね
る
部
分
も
あ
り
、
ま
た
た
と
え
ば
『
日
本
古
典
籍
書
誌
學
辭
典
』

に
は
、「
首
書
」
は
江
戸
の
延
寶
・
貞
享
ご
ろ
に
は
や
り
始
め
た
形
式
だ
と
あ
る
が
、
和
刻
本
漢
籍
の
分
野
で
は
少
な
く
と
も
正
保
か
ら
あ
る
。

し
か
も
「
首
書
」
と
い
う
言
葉
は
調
査
の
か
ぎ
り
で
は
、
お
お
む
ね
「
當
該
形
態
」
の
文
獻
を
中
心
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
（
３
）。

と
い
う
こ
と
は

『
日
本
古
典
籍
書
誌
學
辭
典
』
の
各
稱
呼
に
つ
い
て
の
記
述
自
體
に
も
、
問
題
點
が
そ
れ
な
り
に
あ
り
そ
う
だ
と
い
え
よ
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
「
當
該
形
態
」
の
文
獻
が
ど
う
呼
ば
れ
て
き
た
か
を
年
代
順
に
配
列
し
て
、
各
稱
呼
の
年
代
的
狀
況
を
檢
討
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
表
１
「
鼇
頭
本
特
殊
稱
呼
別
分
類
年
表
」
を
參
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
表
は
、「
當
該
形
態
」
の
書
物
に
つ
け
ら
れ
た
特
殊

な
稱
呼
を
、
稱
呼
別
に
分
類
し
て
年
代
上
に
配
列
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
正
保
五
年
跋
刊
本
『
老
子
鬳
齋
口
義
』
に
は
「
道
春
點
／
首
書

老
子
經
」
と
い
う
題
簽
が
貼
ら
れ
て
い
る
。
道
春
點
と
い
う
の
は
林
羅
山
が
點
を
つ
け
た
こ
と
を
い
う
が
、
こ
こ
で
い
う
「
首
書
」
は
、
恐
ら
く
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こ
の
書
物
の
形
態
を
の
べ
た
言
葉
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
と
す
れ
ば
「
當
該
形
態
」
に
つ
い
て
「
首
書
」
と
い
う
言
い
方
が
正
保
五
年
に
は
あ

っ
た
と
い
う
証
據
と
な
る
譯
で
あ
る
。
も
っ
と
も
題
簽
は
一
旦
出
版
さ
れ
た
後
、
後
刷
り
に
際
し
て
張
り
替
え
る
な
ど
の
可
能
性
も
あ
る
が
、
初

刊
本
に
張
ら
れ
た
題
簽
は
、
初
刊
の
時
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
む
し
ろ
初
刊
か
否
か
の
判
斷
こ
そ
が
大
切
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い

て
は
筆
者
自
身
に
よ
る
比
較
や
鑑
定
の
み
な
ら
ず
、
和
刻
本
目
錄
や
そ
の
他
信
頼
に
價
す
る
各
種
の
文
庫
目
錄
な
ど
の
判
斷
を
も
參
考
と
し
て
各

刊
年
等
を
認
定
し
て
い
る
の
で
、
お
お
む
ね
妥
當
な
判
斷
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。

  

さ
て
こ
の
年
表
に
よ
れ
ば
、「
首
書
」「
頭
書
」「
鼇
頭
」「
冠
註
」「
標
注
」
と
い
っ
た
呼
び
名
が
「
當
該
形
態
」
の
書
物
に
付
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
年
代
的
な
推
移
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
最
も
古
く
か
ら
あ
る
呼
び
名
は
「
首
書
」
で
、
江
戸
初
期
か
ら
延

寶
年
間
ぐ
ら
い
ま
で
に
集
中
し
て
出
て
く
る
。
そ
れ
以
降
の
事
例
は
元
祿
初
期
ま
で
の
出
版
物
の
復
刻
本
で
あ
る
か
ら
、「
首
書
」
と
い
う
呼
び

名
は
元
祿
初
期
頃
ま
で
で
途
絶
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
、
あ
く
ま
で
私
の
調
査
の
範
圍
の
話
で
、
す
で
に
觸
れ
た
が
「
首
書
」
と
い
う

呼
び
名
は
、
二
段
本
と
し
て
は
萬
治
四
年
の
『
新
刊
錦
繡
段
鈔
』
の
版
心
に
使
わ
れ
て
い
る
例
が
一
例
の
み
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
は
、
の
ど
ま
で

注
が
及
ん
だ
「
當
該
形
態
」
の
書
物
の
み
に
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
對
し
て
、「
頭
書
」
や
「
標
注
」
は
二
段
本
に
も
多
々
用
例
が
あ
り
、
か
な
ら
ず
し
も
「
當
該
形
態
」
に
か
ぎ
っ
た
呼
び
名
で
は
な

い
。
特
に
「
標
注
」
は
ほ
と
ん
ど
が
二
段
本
の
用
例
で
、
あ
ま
り
注
目
す
る
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
冠
註
」
に
つ
い
て
は
元
祿
年
間
の
佛
典
に
み
え
る
が
、
そ
の
後
も
佛
典
を
中
心
と
し
て
外
典
も
含
め
て
い
さ
さ
か
用
例
が
あ
る
。
た
だ
書
店

の
書
目
記
載
の
場
合
は
實
見
し
て
い
な
い
の
で
、
す
べ
て
が
「
當
該
形
態
」
の
書
物
で
あ
る
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。
時
期
的
に
は
ち
ょ
う
ど

「
首
書
」
が
途
絶
え
る
頃
か
ら
現
れ
て
、
比
較
的
近
年
の
「
當
該
形
態
」
の
出
版
に
も
使
わ
れ
て
お
り
、
し
か
も
題
簽
の
み
な
ら
ず
、
凡
例
や
序

首
・
卷
首
の
人
名
の
編
著
事
項
な
ど
に
現
れ
る
の
で
、
呼
び
名
と
し
て
そ
れ
な
り
に
定
着
し
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
用
例
の
實

數
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。

　

で
は
「
鼇
頭
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
こ
れ
は
江
戸
初
期
か
ら
お
お
む
ね
元
祿
ご
ろ
ま
で
に
集
中
し
て
現
れ
、
し
か
も
そ
れ
は
す
べ
て
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が
「
當
該
形
態
」
の
書
物
で
あ
っ
た
。
そ
れ
以
後
は
「
當
該
形
態
」
の
新
刊
書
に
こ
の
名
が
付
け
ら
れ
る
例
は
激
減
す
る
。
も
っ
と
も
「
當
該
形

態
」
の
新
刊
書
自
體
が
激
減
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
ほ
ど
觸
れ
る
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
明
治
に
入
る
と
、
今
度
は
急
激

に
「
鼇
頭
」
の
呼
び
名
を
も
つ
書
物
が
増
加
す
る
が
、
そ
れ
は
調
査
の
限
り
で
は
す
べ
て
が
二
段
本
・
三
段
本
で
あ
る
。

　

年
表
に
は
「
鼇
頭
」
の
呼
び
名
を
も
つ
出
版
の
も
っ
と
も
早
い
例
と
し
て
、
江
戸
初
期
『
四
書
大
全
』
を
あ
げ
て
お
い
た
が
、
こ
れ
は
正
確
な

年
代
の
不
明
な
も
の
で
、
一
應
刊
語
に
「
鼇
頭
評
註　

妙
壽
院
藤
原
斂
夫
先
生
輯　

刪
補
訓
點
石
齋
鵜
信
之
」
と
あ
り
、
鵜
飼
石
齋
の
没
年
寛
文

四
年
以
前
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
位
置
に
配
列
し
た
。
ち
な
み
に
藤
原
惺
窩
の
没
年
は
元
和
五
年
で
あ
る
。
石
齋
は
惺
窩
の
弟
子
で
あ
る
の
で
、

そ
の
遺
稿
を
手
に
入
れ
て
こ
れ
を
版
に
起
こ
し
た
と
い
う
こ
と
は
十
分
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
書
に
お
い
て
は
、
題
簽
と
刊
語
に
「
鼇

頭
評
註
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
特
に
刊
語
に
み
え
る
こ
と
は
鼇
頭
と
い
う
呼
び
名
が
そ
の
書
物
の
出
版
段
階
で
定
着
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
が
、
た
だ
本
書
の
出
版
時
期
に
つ
い
て
は
下
限
が
設
定
可
能
な
だ
け
で
、
上
限
は
な
ん
と
も
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
鼇
頭
の
呼
び
名

の
初
期
設
定
と
し
て
は
い
さ
さ
か
曖
昧
で
あ
る
と
謂
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

確
實
な
と
こ
ろ
は
、
寬
文
五
年
武
村
三
郞
兵
衞
刊
の
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
前
集
』
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
は
「
鼇
頭
評
註
」
と
す
る

題
簽
の
外
に
、
宇
都
宮
遯
庵
の
跋
文
中
に
こ
の
呼
び
名
が
出
て
お
り
、

　

本
朝
之
學
者
、
專
好
後
集
講
説
之
。
此
故
或
鼇
頭
、
或
諺
解
、
有
便
于
後
集
者
不
爲
不
多
。

「
本
朝
の
學
者
專
ら
後
集
を
好
み
て
之
を
講
説
す
。
こ
の
故
に
或
い
は
鼇
頭
、
或
い
は
諺
解
あ
り
て
、
後
集
に
便
あ
る
も
の
多
か
ら
ず
と
爲

さ
ず
」（
以
下
引
用
に
つ
い
て
は
無
點
の
も
の
が
多
い
が
、
適
宜
筆
者
が
補
う
）

と
あ
り
、「
諺
解
」
と
な
ら
ん
で
「
鼇
頭
」
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
「
鼇
頭
」
が
單
に
書
物
の
あ
る
部
分
を
示
す
の
み
な
ら
ず
、

そ
こ
に
付
さ
れ
た
注
解
を
同
時
に
表
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
は
こ
の
書
物
以
前
に
、『
古
文
眞
寶
後
集
』
に
は
「
當
該
形

態
」
の
文
獻
が
あ
り
、
そ
れ
を
宇
都
宮
が
鼇
頭
注
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
具
體
的
に
は
こ
れ
は
慶
安
元

年
刊
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
』、
あ
る
い
は
寬
文
二
年
田
原
仁
左
衞
門
刊
で
松
永
昌
易
注
の
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
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集
』
な
ど
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
自
體
に
は
「
首
書
」
と
も
「
鼇
頭
」
と
も
記
さ
れ
て
い
な
い
。
松
永
に
は
此
と
は
別
に
、
寬
文
四

年
野
田
庄
右
衞
門
刊
本
『
五
經
集
註
』
の
「
當
該
形
態
」
注
が
あ
っ
て
、
題
簽
に
「
首
書
」
と
あ
る
が
、
五
經
い
ず
れ
の
跋
文
に
も
特
殊
稱
呼
は

な
く
、
松
永
自
身
は
「
當
該
形
態
」
の
注
記
に
つ
い
て
明
確
な
稱
呼
を
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

　

つ
ま
り
「
當
該
形
態
」
に
つ
い
て
鼇
頭
と
い
う
言
葉
で
の
認
識
は
、
一
部
で
は
か
な
り
早
く
か
ら
あ
っ
て
、
宇
都
宮
の
場
合
で
は
寬
文
初
期
ご

ろ
の
も
の
か
ら
そ
う
し
た
認
識
が
あ
り
、
鵜
飼
石
齋
の
『
四
書
大
全
』
の
事
例
も
そ
の
一
環
で
あ
っ
た
と
判
斷
す
る
余
地
は
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ

る
。
た
だ
「
鼇
頭
」
と
い
う
稱
呼
の
定
着
度
は
ま
だ
低
く
、
た
と
え
ば
寬
文
六
年
刊
後
印
の
『
無
門
關
』
な
ど
は
、
版
心
に
「
首
書
」
と
あ
り
、

題
簽
に
「
鼇
頭
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
寬
文
六
年
初
刊
の
時
點
で
は
「
首
書
」
が
生
き
て
お
り
、
後
印
時
に
お
け
る
題
簽
貼
付
の
段
階
で
、「
鼇

頭
」
が
使
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
後
鼇
頭
の
呼
び
名
は
確
實
に
定
着
し
て
い
く
。
寬
文
十
年
中
野
宗
左
衞
門
刊
『
北
溪
先
生
性
理
字
義
』
で
は
題
簽
は
「
首
書
」
な
が
ら
、

熊
谷
立
閑
跋
に
は
、

　

毎
渉
獵
四
庫
之
墳
典
、
輯
其
字
訓
拾
其
出
處
、
別
爲
鼇
頭
表
題
。

　
　
「
四
庫
の
墳
典
を
渉
猟
す
る
ご
と
に
、
其
の
字
訓
を
輯
め
其
の
出
處
を
拾
い
、
別
に
鼇
頭
表
題
を
爲
す
」

と
あ
り
、
延
寶
八
年
山
本
長
兵
衞
刊
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
』
の
生
駒
登
跋
に
は
、

　

采
摭
其
典
據
類
語
、
而
徧
掲
之
鼇
頭
。

　
　
「
其
の
典
據
類
語
を
采
摭
し
て
、
徧
ね
く
之
を
鼇
頭
に
掲
げ
」

と
あ
り
、
天
和
三
年
刊
『
新
刻
助
語
辭
』、
元
祿
四
年
刊
熊
谷
茘
齋
注
『
四
書
大
全
』、
元
祿
十
年
武
村
新
兵
衞
印
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞

寶
前
集
』
で
は
そ
れ
ぞ
れ
版
心
・
題
簽
と
も
「
鼇
頭
」
と
な
り
、
元
祿
十
二
年
文
臺
屋
次
郞
兵
衞
刊
『
鎭
州
臨
濟
慧
照
禪
師
語
錄
』
の
沙
門
大
智

跋
に
は
、

  

集
類
纂
要
、
系
此
鼇
頭
。
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「
類
を
集
め
要
を
纂
し
、
此
を
鼇
頭
に
系
す
」

と
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
事
例
は
す
べ
て
「
當
該
形
態
」
の
文
獻
に
お
い
て
表
れ
る
事
例
で
あ
る
こ
と
を
再
度
確
認
し
つ
つ
、
以
上
の
點
か
ら
考
慮
す
れ
ば
、

「
頭
書
」「
標
注
」
は
二
段
本
な
ど
の
事
例
を
含
ん
で
「
當
該
形
態
」
の
專
有
名
で
は
な
く
、「
冠
註
」
は
事
例
が
少
な
い
上
に
未
確
認
情
報
が
多

く
、
し
か
も
江
戸
初
期
段
階
で
は
全
く
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
か
く
す
れ
ば
、「
當
該
形
態
」
に
對
す
る
呼
び
名
と
し
て
は
、「
首
書
」
と

「
鼇
頭
」
が
最
も
妥
當
性
が
強
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
再
度
問
題
に
す
る
べ
き
は
『
日
本
古
典
籍
書
誌
學
辭
典
』
の
記
載
で
あ
る
。「
鼇
頭
」
の
説
明
中
に
、「
本
文
の
上
層
部
に
設
け
ら
れ
た

註
釋
。
首
書
・
頭
書
と
同
じ
。
首
書
・
頭
書
が
我
が
國
の
古
典
文
學
に
頭
注
を
付
し
た
も
の
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
の
に
對
し
、
鼇
頭
は
…
…
漢
籍

關
係
の
書
の
書
名
に
用
い
ら
れ
た
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
「
鼇
頭
」
が
漢
籍
關
係
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
と
い
う
の
は
問
題
な
い
と
し
て
、「
首

書
」・「
頭
書
」
が
云
々
と
あ
る
の
は
、
此
ま
で
の
説
明
で
事
實
誤
認
で
あ
る
こ
と
が
お
わ
か
り
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
恐
ら
く
こ
の
項
目
担
當
者
は

國
文
系
の
文
獻
を
中
心
に
解
説
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
首
書
」
と
の
呼
び
名
は
「
當
該
形
態
」
の
漢
籍
專
有
の
も
の
で
は

な
い
こ
と
を
逆
に
証
明
し
て
い
る
譯
で
あ
っ
て
、「
當
該
形
態
」
の
呼
び
名
と
し
て
は
、
や
は
り
「
鼇
頭
」
が
最
も
妥
當
な
呼
び
名
で
あ
る
と
結

論
づ
け
て
よ
い
と
考
え
る
。

　
「
鼇
頭
」
の
語
が
中
國
起
源
の
語
で
あ
る
こ
と
も
そ
の
妥
當
性
を
高
め
て
は
い
る
が
、
こ
れ
を
書
籍
の
一
形
態
に
結
び
つ
け
た
の
は
江
戸
時
代

の
漢
學
者
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
私
の
知
る
範
圍
に
お
い
て
は
中
國
古
典
に
同
樣
の
使
用
例
は
な
い
。
ま
た
單
に
鼇
頭
の
語
が
書
籍
の
上
層

部
の
み
を
指
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
も
、
こ
の
語
の
使
用
例
が
當
初
「
當
該
形
態
」
の
文
獻
に
限
ら
れ
る
こ
と
で
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
龜
の
頭

が
皮
か
ら
出
て
く
る
狀
態
は
、
ま
さ
し
く
「
當
該
形
態
」
の
方
が
二
段
本
よ
り
は
そ
れ
ら
し
い
と
思
う
の
は
我
田
引
水
で
あ
ろ
う
か
。

　

な
お
明
治
期
に
入
る
と
、
二
段
・
三
段
本
が
鼇
頭
と
呼
ば
れ
る
事
例
が
壓
倒
的
に
増
加
す
る
が
、
こ
れ
は
恐
ら
く
元
祿
頃
以
降
ほ
と
ん
ど
「
當

該
形
態
」
の
文
獻
の
新
刊
が
な
く
、
幕
末
ご
ろ
に
は
鼇
頭
の
語
の
本
來
の
意
味
付
け
も
忘
れ
ら
れ
た
、
あ
る
い
は
實
感
を
伴
わ
な
く
な
っ
た
と
い
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う
こ
と
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
、「
當
該
形
態
」
の
文
獻
を
今
後
は
鼇
頭
本
と
呼
ぶ
こ
と
で
問
題
な
し
、
と
判
斷
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

　
　
　
　

二　

鼇
頭
本
の
特
質

　
　
　

１　

出
版
狀
況
に
つ
い
て

　

さ
て
次
に
考
察
す
る
べ
き
問
題
と
し
て
、
鼇
頭
本
が
和
刻
本
漢
籍
特
有
の
形
態
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
鼇
頭
本
の
持
つ
特
質
に
つ
い
て
、

多
方
面
か
ら
檢
討
を
加
え
て
み
た
い
と
思
う
。

　

す
で
に
こ
れ
ま
で
の
説
明
中
に
も
觸
れ
た
こ
と
で
は
あ
る
が
、
鼇
頭
本
の
出
版
狀
況
に
つ
い
て
注
目
す
べ
き
現
象
が
あ
る
こ
と
か
ら
述
べ
る
こ

と
と
し
た
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
實
は
『
古
文
眞
寶
』
の
版
本
に
つ
い
て
氣
づ
い
た
こ
と
が
こ
と
の
發
端
に
あ
る
。
私
事
に
て
恐
縮
で
あ

る
が
、
ひ
と
こ
ろ
『
古
文
眞
寶
』
の
版
本
を
收
集
し
て
い
た
時
期
が
あ
っ
て
、
版
の
相
違
す
る
も
の
（
こ
れ
は
同
版
で
あ
っ
て
も
後
刷
り
や
補
修

に
つ
い
て
は
別
と
し
て
計
數
）
を
百
點
ほ
ど
收
集
し
た
。
そ
れ
に
つ
い
て
全
體
を
見
渡
し
た
と
こ
ろ
、
鼇
頭
本
は
五
點
を
數
え
た
が
全
て
が
元
祿

十
年
以
前
の
出
版
で
、
そ
の
後
の
他
文
庫
等
の
調
査
に
よ
っ
て
も
元
祿
以
前
と
い
う
狀
況
に
變
更
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
『
古
文
眞

寶
』
以
外
の
文
獻
に
ま
で
調
査
の
範
圍
を
廣
げ
て
み
た
も
の
が
、
表
２
「
和
刻
本
漢
籍
鼇
頭
本
年
表
」
で
あ
る
。

　

あ
く
ま
で
こ
れ
も
私
の
調
査
の
な
か
で
實
見
し
た
も
の
を
表
に
し
た
譯
で
、
こ
れ
で
全
て
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
予
め
お
斷
り
し
て
お

く
。
表
の
見
方
に
つ
い
て
は
、
表
末
の
凡
例
を
參
照
さ
れ
た
い
。
收
藏
機
關
は
略
稱
と
な
っ
て
お
り
、
筆
者
個
人
の
調
査
範
圍
の
た
め
ロ
ー
カ
ル

な
も
の
も
あ
る
（
４
）。

　

さ
て
本
表
に
よ
れ
ば
、
正
德
二
年
の
『
傳
習
錄
』
の
出
版
以
降
、
次
の
新
刊
鼇
頭
本
の
出
版
が
天
保
六
年
『
祖
英
集
』
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
間
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優
に
百
年
強
の
開
き
が
あ
る
わ
け
で
、
正
德
ま
で
を
江
戸
前
期
鼇
頭
群
と
捉
え
る
と
す
る
と
、
そ
の
後
の
鼇
頭
本
の
發
行
は
天
保
弘
化
明
治
に
各

一
點
ず
つ
で
、
そ
れ
以
前
に
比
較
し
て
極
め
て
寥
々
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
た
だ
實
際
に
は
正
德
以
降
も
鼇
頭
本
が
出
版
さ
れ
な

い
譯
で
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
新
刊
で
は
な
く
、
元
祿
以
前
の
鼇
頭
本
の
後
印
や
再
刊
本
で
あ
っ
て
、
し
か
も
再
刊
は
す
く
な
く
後

印
が
殆
ど
で
あ
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
こ
の
こ
と
は
版
木
の
彫
り
直
し
す
ら
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
こ
と
か
ら
江
戸
時
代
二
百
六
十
四
年
の
う
ち
鼇
頭
本
の
新
刊
は
、
お
お
む
ね
前
期
百
年
ほ
ど
の
間
に
集
中
し
た
こ
と
に
な
る
。
德
川
綱

吉
の
治
世
が
終
わ
り
吉
宗
の
改
革
が
始
ま
る
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
歴
史
的
事
項
と
鼇
頭
本
の
出
版
の
こ
と
と
な
ん
ら
か
關
連
す
る
こ
と

が
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
を
も
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
は
い
さ
さ
か
鼇
頭
本
の
内
容
や
、
そ
れ
に
係
わ
る
學
者
た
ち
の
意
識
を
見
て

み
た
い
と
思
う
。

　
　

２　

鼇
頭
本
出
版
の
目
的
そ
の
他

　

資
料
と
し
て
は
鼇
頭
本
に
付
さ
れ
た
序
跋
を
中
心
に
、
ま
ず
は
そ
こ
に
書
か
れ
た
各
書
の
目
的
や
、
現
狀
認
識
等
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
み
る

こ
と
と
し
た
い
。

　

表
２
「
和
刻
本
漢
籍
鼇
頭
本
年
表
」
掲
載
の
鼇
頭
本
の
う
ち
、
注
解
者
の
序
文
跋
文
等
の
付
さ
れ
た
も
の
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
。
江
戸
前
期

ま
で
の
も
の
に
限
っ
て
み
る
と
、
刊
語
の
よ
う
な
も
の
も
含
め
て
約
二
十
點
ほ
ど
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
時
期
に
お
い
て
鼇
頭
注
に

關
わ
っ
た
人
物
を
特
定
で
き
る
書
物
そ
れ
自
體
が
二
十
四
點
で
、
全
體
五
十
五
點
の
半
數
に
も
滿
た
な
い
狀
態
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
年
表
か

ら
、
特
定
で
き
る
人
名
と
そ
れ
ぞ
れ
の
注
解
文
獻
數
を
見
て
み
る
と
、　

藤
原
惺
窩　

一
（
元
和
五
年
）　　

林
羅
山　

二
（
明
暦
三
年
）　　

松
永
寸
雲　

六
（
延
寶
八
年
）　　

德
倉
昌
賢　

一
（
延
寶
頃
）　　

釋

交
易　

一
（
延
寶
頃
）　　

山
崎
闇
齋　

一
（
天
和
二
年
）　　

熊
谷
荔
齋　

二
（
元
祿
頃
）　　

毛
利
貞
齋　

一
（
元
祿
頃
）　　

釋
大
智　

一
（
元
祿
頃
）　　

宇
都
宮
遯
菴　

六
（
寶
永
六
年
）　　

寺
井
養
拙　

一
（
正
德
元
年
）　　

三
輪
執
齋　
　

一
（
寛
保
四
年
）　　
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と
な
り
、
鼇
頭
本
著
作
を
複
數
も
つ
人
物
は
四
名
、
な
か
で
は
松
永
寸
雲
と
宇
都
宮
遯
菴
が
群
を
ぬ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
括
弧
内
は
そ
れ
ぞ

れ
の
卒
年
で
あ
る
。

　

な
お
こ
れ
は
あ
く
ま
で
私
の
實
見
し
た
範
圍
で
あ
っ
て
、『
江
戸
時
代
漢
學
者
傳
記
著
作
大
辭
典
』
な
ど
を
見
れ
ば
、
林
羅
山
な
ど
に
は
ま
だ

數
點
、
毛
利
貞
齋
に
も
か
な
り
の
量
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
松
永
寸
雲
の
父
の
尺
五
、
さ
ら
に
は
熊
谷
荔
齋
お
よ
び
そ
の
父
活
水
に
も
鼇
頭

本
の
著
作
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
が
、
す
べ
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　

さ
て
こ
れ
ら
序
跋
の
内
容
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
そ
れ
ぞ
れ
六
點
の
著
作
の
あ
る
松
永
寸
雲
と
宇
都
宮
遯
菴
の
も
の
を
檢
討
し
て
、
彼
ら
の
鼇
頭

注
に
對
す
る
立
場
や
意
圖
を
確
認
し
て
み
た
い
と
思
う
。

　

ま
ず
時
代
の
古
い
松
永
寸
雲
に
つ
い
て
は
、
寛
文
二
年
京
都
田
原
仁
左
衞
門
刊
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
』
と
、
寬
文
四
年
野
田

庄
右
衞
門
刊
『
五
經
集
註
』
都
合
六
點
が
資
料
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。『
古
文
眞
寶
後
集
』
跋
に
、

　

愚
按
、
此
集
者
爲
小
學
生
輩
所
編
也
。
此
故
文
皆
匪
純
粹
…
…
本
朝
腐
儒
近
代
泥
之
者
、
不
知
讀
文
選
文
鑑
韓
柳
歐
蘇
文
章
正
宗
文
章
辨
體
等

書
。
是
以
不
履
文
章
之
蹊
徑
、
無
闖
貫
道
之
門
牆
。
先
師
惺
窩
先
生
、
其
憂
之
也
深
。
故
輯
撰
文
章
達
德
錄
若
干
卷
、
而
便
于
後
學
。
嗚
呼
可
謂

傑
出
之
才
卓
越
之
智
。
所
恨
者
全
篇
未
刊
行
于
世
矣
。
今
我
雕
蟲
篆
刻
、
表
章
於
典
故
發
揮
於
文
體
、
專
欲
便
于
幼
蒙
初
學
。

（
師
藤
原
惺
窩
は
、
近
代
の
腐
儒
は
文
章
の
道
筋
を
ふ
む
こ
と
を
し
ら
ず
、
い
た
ず
ら
に
遠
大
な
目
的
に
進
も
う
と
し
て
道
理
に
通
じ
な
く

な
っ
て
い
る
と
し
、
着
實
な
學
風
を
喚
起
し
よ
う
と
し
た
が
果
た
さ
ず
、
こ
れ
を
う
け
て
自
分
は
典
故
を
表
章
し
、
文
體
を
發
揮
し
て
、
專

ら
幼
蒙
初
學
に
便
宜
を
は
か
ろ
う
と
し
た
）

と
あ
る
。
本
書
は
松
永
自
身
が
跋
文
冒
頭
で
、「
此
の
集
は
小
學
生
輩
の
爲
に
編
む
所
な
り
。
是
の
故
に
文
皆
純
粹
に
あ
ら
ず
…
…
」
と
い
う
よ

う
に
、
一
種
入
門
書
的
な
文
獻
で
あ
る
か
ら
、「
典
故
を
表
章
し
、
文
體
を
發
揮
し
て
、
專
ら
幼
蒙
初
學
に
便
な
ら
ん
と
欲
す
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
の
は
當
然
と
も
い
え
よ
う
。

　

一
方
『
五
經
集
註
』
そ
れ
ぞ
れ
の
跋
文
で
は
、
各
經
典
注
解
に
お
け
る
基
本
文
獻
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
お
お
む
ね
宋
・
元
・
明
の
新
注
系
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の
文
獻
名
が
列
擧
さ
れ
る
が
、
五
經
そ
の
も
の
は
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
』
の
よ
う
な
か
な
ら
ず
し
も
初
學
用
の
文
獻
と
は
言
え

な
い
も
の
の
、
實
際
に
は
藩
校
郷
學
等
の
初
等
敎
育
に
お
け
る
素
讀
の
對
象
と
さ
れ
る
例
が
多
い
も
の
で
あ
り
、『
禮
記
集
説
』
跋
に
、

　

爲
初
學
蒙
士
之
譚
柄
、
潤
色
而
已
矣
。

　
　
「
初
學
蒙
士
の
譚
柄
と
爲
し
、
潤
色
す
る
の
み
」

と
い
い
、
や
は
り
入
門
的
意
識
で
註
釋
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
は
『
易
經
集
註
』
の
注
釋
に
明
蔡
淸
の
『
易
經
蒙
引
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
、
そ
の
他
の
註
で
も
多
く
元
明
の
諸
説
を
引
証
と
す
る
な

ど
は
、
學
問
の
正
統
性
よ
り
は
と
り
つ
き
や
す
い
も
の
に
ま
ず
は
頼
る
と
い
っ
た
意
味
で
、『
古
文
眞
寶
後
集
』
跋
に
み
え
る
「
專
ら
幼
蒙
初
學

に
便
な
ら
ん
と
欲
す
」
る
こ
と
に
意
識
と
し
て
つ
な
が
る
も
の
が
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。『
詩
經
』
の
跋
に
、

  

元
明
諸
儒
之
説
、
以
便
同
志
後
學
之
徒
者
也
。

　
　
「
元
明
諸
儒
の
説
は
、
以
て
同
志
後
學
の
徒
に
便
あ
ら
ん
も
の
な
り
」
と
い
い
、『
易
經
』
跋
文
に
、

  

且
又
以
元
明
諸
儒
之
説
、
爲
談
柄
矣
。

　
　
「
且
つ
ま
た
元
明
の
諸
儒
の
説
を
以
て
談
柄
と
爲
す
」
と
い
う
の
も
、『
禮
記
集
説
』
跋
の
、「
初
學
蒙
士
の
譚
柄
と
爲
し
、
潤
色
す
る
の

み
」
と
あ
る
の
と
お
な
じ
趣
旨
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

要
す
る
に
松
永
の
場
合
は
、
詩
文
に
お
い
て
は
典
故
を
表
彰
し
あ
る
い
は
文
體
を
發
揮
す
る
の
に
對
し
て
、
思
想
に
お
い
て
は
元
明
諸
儒
の
諸

説
を
引
用
す
る
と
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
い
ず
れ
も
初
學
幼
蒙
の
理
解
を
助
け
る
初
心
者
向
け
の
注
釋
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ

う
。

　

で
は
宇
都
宮
遯
菴
の
場
合
は
ど
う
で
ろ
う
か
。
宇
都
宮
に
は
、
寬
文
四
年
野
田
彌
兵
衞
刊
『
新
刊
錦
繡
段
』・
寬
文
五
年
武
村
三
郞
兵
衞
刊

『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
前
集
』・
延
寶
六
年
京
都
吉
野
家
權
兵
衞
刊
『
近
思
錄
』・
貞
享
元
年
野
田
彌
兵
衞
刊
『
新
刊
錦
繡
段
』・
元
祿

二
年
跋
刊
京
都
淺
見
吉
兵
衞
後
印
『
忠
經
集
註
詳
解
』・
元
祿
十
年
京
都
武
村
市
兵
衞
刊
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
前
集
』
の
六
點
が
あ
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る
。
こ
の
う
ち
『
新
刊
錦
繡
段
』
の
跋
文
に
は
ほ
と
ん
ど
見
る
べ
き
内
容
が
な
い
の
で
省
略
し
、
寬
文
五
年
『
古
文
眞
寶
前
集
』
か
ら
見
る
こ
と

と
し
た
い
。

　

本
朝
之
學
者
、
專
好
後
集
講
説
之
。
此
故
或
鼇
頭
、
或
諺
解
、
有
便
于
後
集
者
不
爲
不
多
（
以
上
既
出
）。
至
於
前
集
、
則
讀
之
者
鮮
矣
。
是

以
幼
學
之
士
、
不
能
知
其
義
。

　
「
前
集
に
至
り
て
は
、
則
ち
之
を
讀
む
者
鮮
し
。
是
を
以
て
幼
學
の
士
、
其
の
義
を
知
る
能
は
ず
」

と
い
う
。
こ
こ
で
は
『
古
文
眞
寶
後
集
』
の
ほ
う
が
人
氣
が
あ
っ
て
、
鼇
頭
、
或
い
は
諺
解
の
注
の
便
宜
が
あ
る
が
、
前
集
に
は
そ
れ
が
な
く
、

初
心
者
に
と
っ
て
不
便
で
あ
る
の
で
、
前
集
に
評
注
を
つ
け
て
わ
か
り
易
く
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
幼
學
の
も
の

の
た
め
に
後
集
に
は
鼇
頭
や
諺
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
鼇
頭
注
の
存
在
意
義
が
お
の
ず
か
ら
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
こ
と
は
、『
近
思
錄
』
の
跋
に
、

  

嘗
聞
、
近
思
錄
四
子
之
階
梯
。
我
又
欲
階
梯
近
思
錄
、
而
示
後
學
升
堂
之
道
。
…
…
庶
下
國
遠
郷
乏
載
籍
者
、
見
之
爲
博
學
篤
志
之
便
。

「
嘗
て
聞
く
、
近
思
錄
は
四
子
の
階
梯
な
り
と
。
我
又
階
梯
を
近
思
錄
に
欲
し
て
、
後
學
升
堂
の
道
を
示
さ
ん
と
す
。
…
…
庶
は
く
は
下
國

遠
郷
の
載
籍
に
乏
し
き
者
、
之
を
見
て
博
學
篤
志
の
便
と
な
さ
ん
」

と
い
う
、
宋
學
の
頂
點
に
い
た
る
た
め
の
階
梯
の
そ
の
ま
た
階
梯
を
作
ろ
う
と
す
る
と
い
い
、
ま
た
文
化
の
及
び
が
た
い
遠
方
で
も
學
問
の
恩
恵

に
預
か
れ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
と
い
い
、
い
ず
れ
も
基
本
的
に
は
初
學
者
や
幼
年
少
年
を
對
象
と
す
る
こ
と
と
同
趣
旨
で
あ
る
。
再
度
注
し

た
『
古
文
眞
寶
前
集
』
跋
に
も
、

　

余
嘗
作
講
義
標
題
于
古
文
前
集
。
…
…
庶
乎
有
助
幼
學
者
」

　
　
「
余
嘗
て
講
義
標
題
を
古
文
前
集
に
作
り
、
…
…
庶
は
く
は
幼
學
を
助
く
る
も
の
有
ら
ん
と
」

と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、
明
ら
か
に
松
永
の
い
う
「
幼
蒙
の
初
學
に
便
宜
を
は
か
る
」
こ
と
と
同
樣
で
あ
る
。
た
だ
そ
の
方
法
と
し

て
、
ど
う
い
っ
た
注
解
を
ほ
ど
こ
す
か
に
つ
い
て
は
今
一
つ
明
確
で
は
な
い
が
、『
古
文
眞
寶
前
集
』
で
は
、
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今
也
稽
經
史
子
集
、
標
題
于
此
書
、
庶
幾
與
吾
同
志
者
、
見
之
而
易
曉
矣
。

　
　
「
今
や
經
史
子
集
を
稽
し
て
、
此
の
書
に
標
題
し
て
、
庶
幾
は
く
は
吾
が
同
志
の
者
と
、
之
を
見
て
曉
り
易
か
ら
し
め
ん
こ
と
を
」

と
い
い
、『
近
思
錄
』
で
は
、

　

校
此
於
四
先
生
之
全
書
及
易
詩
書
語
孟
、
其
餘
可
解
此
書
者
、
朱
子
語
類
性
理
大
全
等
若
干
編
、
彙
集
細
釋
之
。

「
此
を
四
先
生
の
全
書
及
び
易
詩
書
語
孟
に
校
し
、
其
の
餘
の
此
の
書
を
解
す
べ
き
者
は
、
朱
子
語
類
性
理
大
全
等
若
干
編
、
彙
集
し
て
細

く
之
を
釋
す
」

と
い
い
、
古
典
や
類
書
を
博
捜
し
て
文
義
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。

　

典
據
を
求
め
、
字
義
字
訓
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
そ
れ
自
體
は
、
註
釋
と
い
う
行
爲
の
一
般
的
な
内
容
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
童

蒙
・
幼
蒙
を
對
象
と
す
る
と
い
う
意
識
が
加
味
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
、
松
永
、
宇
都
宮
兩
者
に
共
通
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
跋
文
中
に
諺
解
と
並
列

し
て
鼇
頭
が
語
ら
れ
、
一
方
で
は
鼇
頭
注
を
講
義
標
題
と
認
識
す
る
點
に
も
、
初
學
者
對
象
と
の
認
識
は
讀
み
と
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
そ

う
し
た
方
向
性
は
、
熊
谷
荔
齋
が
『
北
溪
先
生
性
理
字
義
』
跋
で
、「
四
庫
の
墳
典
を
渉
獵
す
る
ご
と
に
、
其
の
字
訓
を
集
め
、
そ
の
出
處
を
拾

い
、
別
に
鼇
頭
表
題
を
爲
す
。
此
の
書
庶
幾
は
く
は
童
蒙
の
士
の
一
助
た
ら
ん
」
と
い
う
の
に
も
共
通
す
る
も
の
で
、
鼇
頭
本
そ
の
も
の
の
基
本

的
方
向
性
と
み
な
し
て
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　

３　

諺
解
本
と
鼇
頭
本

　

こ
こ
で
い
う
諺
解
と
は
、
漢
籍
の
國
字
解
や
抄
物
を
指
す
も
の
で
、
鼇
頭
本
が
出
現
す
る
よ
り
は
や
く
我
が
國
獨
自
の
註
釋
方
法
と
し
て
確
立

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
な
か
で
も
抄
物
の
成
立
は
室
町
期
に
ま
で
遡
り
、
そ
こ
に
は
講
義
錄
と
し
て
の
性
格
が
色
濃
く
表
れ
て
い
る
と
の
指
摘
が

あ
る
（
５
）。
で
は
實
際
に
鼇
頭
注
が
諺
解
や
抄
物
と
の
内
容
や
性
格
に
渉
る
關
連
性
を
持
つ
も
の
な
の
か
、
ま
ず
は
兩
者
の
比
較
に
よ
っ
て
檢
討
し
て

み
た
い
。
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こ
こ
で
は
ま
ず
『
錦
繡
段
』
を
取
り
上
げ
る
が
、
こ
れ
は
宇
都
宮
遯
菴
に
は
、
萬
治
四
年
跋
刊
『
新
刊
錦
繡
段
鈔
』
と
い
う
抄
物
、
お
よ
び
寬

文
四
年
野
田
彌
兵
衞
刊
『
新
刊
錦
繡
段
』
と
い
う
鼇
頭
本
が
あ
り
、
さ
ら
に
よ
り
古
く
は
足
利
義
尚
の
文
明
十
五
年
天
隱
龍
澤
編
の
『
錦
繡
段

鈔
』
が
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
比
較
に
よ
っ
て
、
抄
物
か
ら
鼇
頭
へ
の
沿
革
が
あ
る
程
度
明
白
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
今
囘
の
報
告

で
は
天
隱
龍
澤
編
の
『
錦
繡
段
鈔
』
は
寛
永
六
年
京
都
中
嶋
久
兵
衞
の
古
活
字
版
を
使
用
し
て
い
る
。

　

紙
數
の
都
合
上
、
序
文
や
冒
頭
の
書
名
等
の
注
解
は
省
略
し
て
、
卷
頭
の
天
文
類
か
ら
詩
題
「
春
月
」
と
そ
の
内
容
部
分
を
と
り
あ
げ
て
比
較

し
て
み
よ
う
。

　

古
活
字
版
『
錦
繡
段
鈔
』
の
構
成
は
、
冒
頭
の
序
文
に
續
い
て
ま
ず
類
目
説
明
、

　

天
文　
　

天
文
ト
ハ
日
月
星
辰
風
雨
雪
霜
之
類
ヲ
云
ソ
。
是
等
ハ
皆
天
之
文
章
ソ
。

が
あ
り
、
次
に
詩
題
説
明
が
典
據
を
引
く
形
で
、

春
月  　

春
月
ト
ハ
、
類
説
東
坡
在
汝
陰
、
初
春
庭
梅
盛
開
、
月
色
鮮
霽
。
夫
人
曰
、
春
月
勝
如
秋
月
、
云
々
。
秋
月
令
人
悽
慘
、
春
月
令
人

和
悦
。
云
々
。
坡
笑
曰
、
子
誠
知
言
召
客
飯
。

が
く
る
。
つ
ぎ
が
「
春
月
」
詩
の
本
文
、

　

柳
塘
漠
々
暗
啼
鴉　

一
鏡
晴
飛
玉
有
華

　

好
是
夜
闌
人
不
寢　

半
庭
寒
影
在
梨
花

次
い
で
、

一
ノ
句
ハ
月
ノ
欲
出
時
分
ソ
。
日
暮
柳
塘
ノ
邊
ニ
鴉
欲
栖
柳
ソ
。
柳
藏
鴉
ト
テ
鴉
ハ
柳
ニ
モ
ス
ム
モ
ノ
ソ
。
其
時
分
月
出
て
如
玉
鏡
也
。

三
四
ノ
句
ハ
、
夜
深
テ
ノ
景
也
。
自
黄
昏
到
五
更
之
月
也
。
晏
元
獻
詩
云
、
梨
花
院
落
溶
々
月
、
柳
絮
池
塘
淡
々
風
。
ト
テ
梨
華
ト
月
ト
相

映
ジ
テ
一
段
面
白
ソ
。
爲
愛
此
梨
華
影
、
到
夜
闌
不
眠
也
。
此
詩
言
、
黄
昏
ヨ
リ
五
更
ニ
出
ル
月
ソ
。
王
荊
公
詩
云
、
春
色
悩
人
眠
不
得
、
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月
移
華
影
上
欄
干
、
云
此
詩
心
ソ
。
月
入
中
庭
欲
睡
遅
。  

私
云
、
趙
嘏
詩
云
、
長
笛
一
聲
人
倚
樓
。
故
號
趙
倚
樓
。
倚
欄
干
倚
樓
ハ
倚
ノ
字
ヲ
書
ソ
。
宗
敬
詩
、
明
月
梨
華
一
洞
雲
。
是
モ
此
詩
ト
一

意
也
。
明
月
梨
華
一
待
春
。

漠
々
廣
貌
也
。
退
之
詩
、
柳
華
飛
漠
々
、
月
華
星
彩
坐
來
收
。

と
い
っ
た
句
ご
と
に
語
釋
や
典
據
、
關
連
資
料
な
ど
を
と
も
な
っ
て
説
明
さ
れ
る
。

　

つ
ぎ
に
こ
の
説
明
と
重
複
す
る
か
の
ご
と
き
注
解
が
、
以
下
の
よ
う
に
繰
り
返
さ
れ
る
。

春
月

押
首
ニ
春
月
ノ
詩
ヲ
ノ
ス
ル
事
有
子
細
。
天
文
ニ
テ
ハ
月
カ
第
一
ソ
。
月
ハ
秋
カ
本
ナ
レ
ト
モ
、
春
ハ
四
時
ノ
始
メ
ナ
ル
ホ
ト
ニ
、
彼
ト
云

此
ト
云
、
マ
ツ
春
月
ノ
詩
ヲ
押
首
ノ
セ
タ
ソ
。
本
語
ニ
モ
、
春
月
勝
秋
月
ト
云
事
カ
ア
ル
ソ
。
又
古
歌
ニ
モ
、
テ
リ
モ
セ
ス
ク
モ
リ
モ
ヤ
ラ

ヌ
春
ノ
夜
ノ
ヲ
ホ
ロ
月
夜
ニ
シ
ク
モ
ノ
ハ
ナ
シ
、
ナ
ト
ト
モ
ヨ
メ
タ
リ
。

一
二
句
ハ
月
欲
出
時
分
也
。
柳
塘
ノ
邊
ニ
鴉
モ
ト
マ
リ
テ
、
日
暮
後
月
出
如
鏡
也
。
華
ノ
字
ハ
月
華
ノ
字
ニ
付
テ
云
也
。

三
四
句
ハ
、
夜
フ
ケ
カ
タ
ノ
月
也
。
晏
元
獻
詩
云
、
梨
花
院
落
溶
々
月
、
柳
絮
池
塘
淡
々
風
。
梨
華
與
月
相
映
ジ
テ
一
段
面
白
ソ
。
爲
愛
此

梨
華
寒
影
、
到
夜
闌
不
眠
也
。
此
詩
言
、
自
黄
昏
到
五
更
之
月
也
。
與
荊
公
詩
云
、
春
色
悩
人
眠
不
得
、
月
移
華
影
上
欄
干
、
之
詩
一
意

也
。

　

先
の
詩
解
と
こ
の
詩
解
と
の
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
部
分
に
つ
い
て
比
較
し
て
み
る
と
、
殆
ど
同
じ
事
を
述
べ
て
い
る
ほ
か
、
引
用
さ
れ
る
關
連

詩
（
宋
晏
殊
の
詩
）
も
同
樣
で
あ
る
。
た
だ
前
半
に
お
い
て
は
、「
私
云
」
に
お
い
て
直
接
關
連
の
な
い
趙
嘏
詩
（
唐
人
）、
梨
花
に
か
か
わ
る
宗

敬
詩
、
そ
れ
か
ら
漠
漠
の
語
釋
と
典
據
が
あ
る
が
こ
ち
ら
に
は
な
い
こ
と
、
後
半
に
は
冒
頭
に
本
書
を
「
春
月
」
か
ら
始
め
る
理
由
説
明
と
「
古

歌
」
の
引
用
が
あ
る
が
先
に
は
な
か
っ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
ち
が
い
が
あ
る
。
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さ
ら
に
最
後
に
も
う
一
度
、「
私
云
」
が
出
て
、
全
體
説
明
を
繰
り
返
し
、
動
靜
の
論
議
に
お
い
て
總
括
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

私
云一

句
言
ハ
、
柳
塘
ノ
邊
ニ
烟
カ
漠
々
ト
起
キ
テ
、
ハ
ヤ
日
暮
ニ
ナ
ツ
タ
ソ
。
今
ハ
鴉
ノ
色
ハ
ミ
エ
ス
、
啼
ク
聲
ハ
カ
リ
聞
コ
エ
タ
ソ
。
サ
ル

ホ
ト
ニ
暗
啼
鴉
ト
作
タ
ソ
。
春
日
ノ
暮
ツ
カ
タ
ノ
テ
イ
ヲ
ア
リ
ア
リ
ト
作
タま
ま

。
月
モ
ハ
ヤ
出
テ
サ
フ
ナ
ル
時
分
ソ
。

二
ノ
句
言
ハ
、
今
マ
テ
柳
塘
ノ
邊
ニ
ハ
暮
烟
漠
々
タ
リ
シ
カ
、
ホ
ト
ナ
ク
鏡
ノ
如
ク
ナ
ル
月
カ
出
タ
ソ
。
玉
有
華
ト
ハ
、
此
月
ハ
玉
ヲ
ミ
カ

キ
タ
テ
タ
ル
如
ク
ニ
見
事
チ
ャ
ト
云
義
ソ
。

三
ノ
句
ノ
好
是
ハ
、
二
ノ
句
ノ
月
ニ
好
是
ソ
。
夜
闌
ト
ハ
夜
半
過
ト
云
義
ソ
。
ア
マ
リ
ニ
此
月
カ
面
白
サ
ニ
、
夜
半
過
マ
テ
イ
ネ
ナ
ン
タ

ソ
。

四
ノ
句
ノ
意
ハ
、
ヨ
イ
ヨ
リ
夜
半
マ
テ
ハ
月
影
カ
一
庭
ニ
滿
々
タ
リ
シ
カ
、
ハ
ヤ
夜
モ
フ
ケ
ヌ
レ
ハ
、
月
影
モ
漸
半
庭
ニ
ナ
ル
ソ
。
サ
テ
其

時
分
ノ
月
影
カ
、
イ
カ
ニ
モ
ス
サ
マ
シ
ク
シ
テ
、
梨
花
ノ
白
ニ
相
映
タ
ル
カ
一
段
面
白
ソ
。

捴
シ
テ
此
詩
ハ
、
動
靜
ノ
二
ツ
ヲ
作
ソ
。
一
二
ハ
動
、
三
四
ハ
靜
ソ
。
柳
塘
昏
月
雖
佳
、
啼
鴉
猶
喧
。
夜
闌
之
後
、
群
動
已
息
、
梨
華
寒
影

可
愛
焉
。
若
依
此
義
、
三
ノ
句
ノ
好
是
ハ
四
ノ
句
ニ
カ
ケ
テ
ミ
ル
ヘ
シ
。　

呂
中
孚
ハ
、
中
州
集
第
七
ニ
、
字
信
臣
、
冀
州
南
呂
人
、
云
々
。
累
年
不
第
、
以
詩
文
自
娯
。
有
淸
漳
集
、
行
于
世
。
其
賦
紅
葉
云
、
張
園

多
古
木
、
蕭
寺
半
斜
陽
。
先
君
子
甚
愛
之
、
云
々
。

　

こ
こ
で
も
點
線
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
部
分
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
さ
き
の
解
釋
と
お
お
む
ね
同
系
の
注
解
が
付
さ
れ
て
は
い
る
が
、
こ
こ
の
説

明
は
か
な
り
詳
細
に
内
容
の
流
れ
を
く
み
、
さ
ら
に
詩
の
構
成
に
ま
で
及
ぶ
論
議
で
あ
っ
て
、
先
の
説
明
よ
り
内
容
の
深
ま
り
が
感
じ
ら
れ
る
。

ま
た
こ
こ
で
い
う
「
私
云
」
が
だ
れ
の
こ
と
か
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
そ
の
解
釋
は
誰
そ
れ
の
説
に
こ
う
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
私

自
身
の
解
釋
を
噛
ん
で
含
め
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
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最
後
に
總
括
と
作
者
紹
介
が
な
さ
れ
て
、「
春
月
」
の
解
釋
は
終
わ
る
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
説
明
や
記
述
が
重
複
し
た
り
錯
綜
す
る
と
こ
ろ

が
あ
っ
て
、
全
體
の
構
造
と
し
て
は
い
さ
さ
か
幼
稚
さ
を
露
呈
し
て
い
る
部
分
も
み
ら
れ
る
が
、
内
容
的
に
は
自
説
の
提
示
を
も
含
め
て
、
幼
學

の
た
め
に
作
ら
れ
た
解
説
書
と
し
て
の
使
命
を
果
た
し
た
も
の
と
評
價
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
萬
治
四
年
跋
刊
『
新
刊
錦
繡
段
鈔
』
を
見
て
み
た
い
。
比
較
範
圍
は
前
資
料
と
同
じ
で
あ
る
。
ま
ず
冒
頭
に
類
目
説
明
と
詩
題
説
明
が
あ

り
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
古
活
字
版
の
内
容
を
踏
襲
し
て
い
る
。
以
下
の
資
料
を
參
照
さ
れ
た
い
。

天
文　
　

天
文
ト
ハ
日
月
星
辰
風
雨
雪
霜
之
類
ヲ
云
、
是
皆
天
ノ
文
章
也
。
易
上
繋
辭
云
、
仰
以
觀
於
天
文
、
俯
以
察
於
地
理
。

春
月　
　

是
題
ヲ
卷
頭
ニ
ヲ
ク
コ
ト
ハ
、
春
ハ
四
時
ノ
初
メ
月
ハ
天
下
ノ
壯
觀
、
其
ウ
ヘ
日
月
ハ
天
文
ノ
第
一
ナ
レ
バ
也
。
況
此
詩
深
淵
幽
微
ナ

ル
ヲ
ヤ
。
コ
ト
ニ
春
月
秋
月
ニ
マ
サ
ル
ト
云
テ
、
面
白
キ
モ
ノ
ソ
。
古
歌
ニ
、
昭
モ
セ
ス
ク
モ
リ
モ
ヤ
ラ
ヌ
春
ノ
夜
ノ
朧
月
夜
ニ
シ
ク
モ
ノ
ハ
ナ

シ
　
　
〈
事
文
類
聚
〉
前
集
二　

元
祐
二
年
正
月な

し

月
、
東
坡
先
生
在
汝
陰
、
州作

初
春
庭

堂
前
梅
華梅

大
開
、
月
色
鮮
霽
。
王
夫
人
曰
、
春
月
色な

し

勝
如
秋
月
色な

し

。

秋
月
色な

し

令
人
悽
慘
。
春
月
色な

し

令
人
和
悦
。
云
々

呂
中
孚　
〈
中
州
集
〉
第
七
曰
、
呂
中
孚
、
字
信
臣
。
冀
州
南
呂
人
。
孝
友
純
至
。
迄
今
爲
卿
人
所
穪な

し

。
累
擧作

年

不
第
。
以
詩
文
自
娯
。
有
淸
漳

集
、
行
于
世
。
其
賦
紅
葉
云
、
張
園
多
古
木
。
蕭
寺
半
斜
陽
。
先
君
子
甚
愛
之
。

　

こ
こ
で
は
先
ず
類
目
説
明
に
書
名
・
編
名
を
銘
記
し
た
典
據
が
示
さ
れ
る
。
次
に
詩
題
説
明
と
し
て
、
ま
ず
冒
頭
に
「
春
月
」
を
配
す
る
こ
と

の
説
明
を
置
き
、
つ
ぎ
に
そ
の
か
ら
み
で
日
本
の
「
古
歌
」
を
配
し
、
さ
ら
に
古
活
字
版
に
も
あ
っ
た
典
據
を
、
書
名
卷
數
明
示
の
う
え
で
引
用

し
て
い
る
。
つ
ぎ
に
作
者
の
紹
介
を
置
く
が
、
前
書
に
比
較
し
て
、
こ
の
位
置
に
あ
る
ほ
う
が
よ
ほ
ど
自
然
で
判
り
や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
な
お
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二
重
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
は
前
書
と
重
複
す
る
解
説
あ
る
い
は
引
用
、
ま
た
た
引
用
中
の
太
線
の
ラ
イ
ン
は
前
書
と
異
な
る
部
分
を
示
す
。

  
次
に
詩
の
本
文
が
き
て
、
全
體
の
詩
解
釋
に
續
く
。
句
ご
と
に
説
明
が
あ
る
が
、
二
重
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
の
部
分
は
古
活
字
版
と
類
似
も
し
く

は
同
樣
な
解
説
で
あ
る
。

漠
々
廣
貌
也
。
又
靜
貌
又
茂
也
。
一
曰
寂
寞
貌
又
冥
貌
、
末
ノ
春
日
ノ
作
ニ
モ
見
エ
タ
リ
。

一
二
ノ
句
、
柳
塘
ノ
漠
々
タ
ル
處
ニ
カ
ラ
ス
カ
宿
シ
、
鳴
ガ
日
グ
レ
ノ
コ
ト
ナ
レ
バ
色
ハ
見
ヘ
ス
。
鳴
聲
バ
カ
リ
聞
ユ
ル
故
ニ
闇
啼
鴉
ト
云

ゾ
。

サ
ル
折
シ
モ
鏡
ノ
如
ク
ナ
ル
月
ガ
出
ル
ゾ
。
玉
有
華
ト
ハ
、
月
ニ
光
ア
リ
ト
云
ン
ガ
如
シ
。
華
ノ
字
ハ
光
華
ト
テ
ヒ
カ
リ
也
。
月
華
星
彩
坐

來
收
ル
ト
云
モ
月
光
ノ
義
也
。
サ
ル
ホ
ト
ニ
、
花
ノ
字
ニ
キ
ラ
ハ
サ
ル
ソ
。
古
詩
ニ
モ
破
鏡
飛
上
天―

作
テ
月
ヲ
鏡
ニ
タ
ト
ユ
ル
ソ
。
一
ノ

句
ハ
月
ノ
出
ン
ト
ス
ル
時
分
、
二
ノ
句
ハ
月
ノ
出
タ
ル
ヲ
云
。
皆
日
暮
ノ
景
也
。

三
四
ノ
句
ハ
、
夜
深
テ
ノ
景
也
。
好
是
ノ
二
字
詩
中
ノ
眼
ナ
リ
。
幸
ニ
是
ト
心
得
ヘ
シ
。
江
湖
集
ノ
卷
頭
ニ
モ
ア
リ
。
夜
闌
ハ
夜
半
過
ノ
コ

ト
ナ
リ
。
半
庭
ト
ハ
、
夜
半
過
ノ
月
ナ
レ
ハ
庭
一
ハ
イ
ニ
ハ
サ
サ
ズ
シ
テ
、
庭
ノ
半
分
ニ
影
ガ
ア
ル
ゾ
。
半
庭
ニ
テ
暁
ヲ
含
ソ
。
寒
影
ハ
月

ノ
影
也
。
一
説
ニ
梨
樹
ノ
カ
ゲ
ト
云
ヘ
リ
。
言
ハ
、
ア
マ
リ
月
ノ
面
白
サ
ニ
夜
半
過
マ
デ
不
寐
シ
テ
賞
翫
ス
ル
ソ
。
月
バ
カ
リ
ニ
テ
モ
面
白

キ
ニ
、
況
ヤ
庭
前
ニ
梨
花
ガ
有
カ
月
ノ
影
ニ
映
ジ
テ
面
白
ソ
。
王
荊
公
カ
詩
、
春
色
悩
人
眠
不
得
。
月
移
花
影
上
欄
干
。
此
詩
ノ
心
ソ
。
又

晏
元
獻
詩
云
、
梨
花
院
落
溶
々
月
。
柳
絮
池
塘
淡
々
風
。
ト
云
心
モ
ア
リ
。

○
捴
ノ
心
ハ
、
春
ト
云
ヒ
月
ト
云
、
心
ヲ
風
光
ニ
ト
ラ
レ
、
ヨ
イ
ヨ
リ
暁
マ
テ
子
ム
ラ
ヌ
ト
云
ギ
ナ
リ
。
言
ハ
、
春
ノ
コ
ト
ナ
レ
ハ
、
面
白
サ
ニ

マ
ダ
宵
ヨ
リ
立
テ
ミ
レ
バ
、
柳
ノ
辺
ニ
ト
マ
リ
ガ
ラ
ス
ガ
鳴
。
其
折
節
月
ガ
鏡
ノ
如
ニ
テ
出
タ
ゾ
。
殊
ニ
月
ト
梨
花
ト
相
映
、
景
ヲ
マ
ス
ホ
ト

ニ
、
夜
ノ
深
モ
シ
ラ
ズ
月
ノ
カ
タ
フ
ク
マ
デ
不
寐
シ
テ
ナ
ガ
メ
タ
ソ
。
或
云
、
此
ノ
詩
動
靜
ノ
二
字
ヲ
作
レ
リ
。
一
二
ノ
句
ハ
動
三
四
ハ
靜
ナ
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リ
。

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
詩
解
釋
は
、
句
の
展
開
を
踏
ま
え
て
首
尾
一
貫
し
た
解
説
と
な
っ
て
い
る
が
、
古
活
字
版
に
み
ら
れ
た
解
釋
を
踏
襲
す
る
も

の
が
多
く
、
特
に
新
味
は
薄
い
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
句
ご
と
の
説
明
と
そ
の
後
に
全
體
總
括
を
置
い
て
、
論
旨
を
明
晰
に
し
た
部

分
は
、
宇
都
宮
の
努
力
の
跡
の
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
、
重
複
も
な
く
極
め
て
す
っ
き
り
と
纏
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。

つ
ま
り
宇
都
宮
は
本
書
の
編
纂
に
お
い
て
、
お
お
む
ね
天
隱
本
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
こ
れ
を
簡
明
に
理
解
し
や
す
い
形
に
編
集
し
直
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
ま
さ
に
本
人
の
い
う
判
り
や
す
さ
、
童
蒙
の
士
の
た
め
の
諺
解
と
い
っ
た
立
場
を
、
明
晰
に
實
践
し
て
み
せ
た
こ
と
に
な
る
で
あ

ろ
う
。

　

次
に
同
じ
く
宇
都
宮
の
手
に
な
る
鼇
頭
本
『
新
刊
錦
繡
段
』
を
見
て
み
た
い
。

天
文

　
　

天
文
者
、
謂
天
之
文
章
。
日
月
星
辰
風
雨
雪
霜
之
類
是
也
。
○
易
上
繋
辭
云
、
仰
以
觀
於
天
文
、
俯
以
察
於
地
理
。

春
月

以
此
題
置
卷
頭
者
、
春
四
時
之
首
、
月
天
下
之
壯
觀
也
。
又
論
天
文
則
日
月
爲
之
最
初
矣
。
然
則
以
春
日
不
爲
始
何
哉
。
曰
、
凡
詩
客
文
人

賞
翫
月
色
也
。
倍
蓯
日
景
、
其
由
來
尚
矣
。
不
遑
記
之
。
況
此
詩
語
路
優
長
意
味
深
淵
乎
。
所
以
置
于
卷
頭
也
。
古
人
有
春
月
勝
秋
月
之

論
。
○
事
文
類
聚
前
集
二
云
、
元
祐
二
年
正
月
、
東
坡
先
生
在
汝
陰
、
州
堂
前
梅
花
大
開
、
月
色
鮮
霽
。
王
夫
人
曰
、
春
月
色
勝
如
秋
月

色
。
秋
月
色
令
人
悽
慘
。
春
月
色
令
人
和
悦
云
々
。
○
東
坡
詩
曰
、
春
宵
一
刻
値
千
金
、
花
有
淸
香
月
有
陰
。

呂
中
孚　中

州
集
第
七
曰
、
呂
中
孚
、
字
信
臣
。
冀
州
南
呂
人
。
孝
友
純
至
。
迄
今
爲
卿
人
所
穪
。
累
擧
不
第
。
以
詩
文
自
娯
。
有
淸
漳
集
、
行
于
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世
。
其
賦
紅
葉
云
、
張
園
多
古
木
。
蕭
寺
半
斜
陽
。
先
君
子
甚
愛
之
。

  

ま
ず
冒
頭
の
類
目
・
詩
題
・
著
者
事
項
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
ほ
と
ん
ど
萬
治
四
年
本
と
同
樣
で
、
た
だ
二
重
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
で
示
し
た
部

分
、
こ
ち
ら
は
全
文
漢
文
と
な
っ
て
い
る
こ
と
、「
春
月
」
を
冒
頭
に
お
く
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
説
明
が
合
理
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
關
連
資
料

と
し
て
新
た
に
、
詩
題
に
つ
い
て
は
東
坡
詩
が
付
さ
れ
た
こ
と
な
ど
が
指
摘
で
き
る
。

  

次
い
で
内
容
を
見
て
み
る
と
、
こ
れ
は
一
種
驚
く
べ
き
簡
略
化
が
な
さ
れ
て
お
り
、
詩
の
内
容
に
か
か
わ
る
説
明
は
ほ
と
ん
ど
消
え
、
語
釋
が

中
心
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
そ
れ
も
ご
く
限
ら
れ
た
語
に
つ
い
て
、
典
據
や
諸
説
を
集
中
し
て
取
り
上
げ
る
と
い
う
方
法
を
と
っ
て
お

り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
宇
都
宮
の
意
圖
的
作
爲
と
し
て
説
明
す
る
し
か
な
い
事
態
と
い
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
「
漠
漠
」
と
「
一
鏡
」
に
つ
い
て
の

み
注
記
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
え
て
多
樣
な
事
例
を
列
擧
し
て
、
注
意
を
喚
起
す
る
と
い
っ
た
意
圖
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、『
字
彙
』
の
漠
々

の
説
明
と
、
王
安
石
の
詩
（
二
重
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
部
分
）
の
み
が
前
書
と
係
わ
る
も
の
で
あ
る
。

漠
々

韻
會
云
、
漠
施
也
。
茂
也
。
○
字
彙
曰
、
廣
也
。
大
也
。
○
一
曰
、
漠
漠
寂
漠
貌
。
○
文
選
二
十
二
、
謝
玄
暉
遊
東
田
詩
云
、
生
煙
紛
漠

漠
。
註
云
、
漠
漠
布
散
也
。
○
杜
詩
云
、
兵
戈
塵
漠
漠
。
○
韓
文
九
云
、
柳
花
還
漠
漠
。
○
三
體
詩
、
愁
雲
漠
漠
草
離
離
。
又
云
、
江

漠

漠
荇
田
田
。
○
詩
人
玉
屑
云
、
江
頭
楊
柳
暗
藏
鴉
。
○
曾
鞏
詩
、
欲
深
烟
柳
已
藏
鴉
。

一
鏡

文
選
謝
希
逸
月
賦
云
、
柔
祗
雪
凝
、
圓
靈
水
鏡
。
注
、
善
曰
、
柔
祗
地
也
。
圓
靈
天
也
。
銑
曰
、
言
月
之
光
彩
照
地
如
凝
雪
、
照
天
如
水

鏡
。
○
李
白
地
酒
問
月
詩
云
、
月
却
與
人
相
隨
、
皎
如
飛
鏡
。
○
三
四
句
、
以
王
荊
公
之
詩
所
謂
春
色
悩
人
、
眠
不
得
月
移
花
影
上
欄
干
之

心
可
觀
焉
。
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網
羅
的
な
説
明
を
せ
ず
、
特
定
の
語
釋
に
集
中
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、「
春
月
」
に
次
ぐ
「
京
城
翫
月
」
以
下
に
お
い
て
も
同
樣
で
、
お
お

む
ね
こ
う
し
た
傾
向
で
終
始
し
て
お
り
、
本
書
全
體
に
か
か
わ
る
注
解
の
形
で
あ
る
と
い
え
る
。
も
っ
と
も
抄
物
の
内
容
に
は
、
俗
語
假
名
文
字

に
よ
る
説
明
部
分
の
ほ
か
に
、
漢
籍
の
引
用
や
中
國
人
の
諸
説
引
用
に
お
け
る
漢
文
部
分
が
混
在
し
て
お
り
、
必
ず
し
も
全
て
が
假
名
文
で
あ
る

わ
け
で
は
な
い
。
漢
文
の
み
で
記
述
さ
れ
る
鼇
頭
本
に
お
い
て
、
典
據
の
明
示
や
諸
説
の
引
用
が
壓
倒
的
に
増
加
し
て
い
る
狀
況
は
、
抄
物
に
お

け
る
漢
文
部
分
を
集
中
し
て
拡
大
し
た
結
果
で
あ
る
と
す
る
見
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
他
一
般
の
鼇
頭
本
を
參
照
し
て
み
て
も
、
お
お

む
ね
こ
う
し
た
増
加
傾
向
が
あ
る
こ
と
は
事
實
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
傾
向
そ
れ
自
體
が
鼇
頭
本
獨
自
の
特
質
で
あ
る
と
い
え
る
か
も
し

れ
な
い
。

　

そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
今
少
し
他
の
事
例
に
よ
っ
て
檢
討
し
て
み
た
い
。
今
度
は
異
な
る
註
者
に
よ
る
同
一
書
へ
の
註
釋
の
變
化
に
焦
點
を

あ
て
、
江
戸
初
期
刊
藤
原
惺
窩
註
『
四
書
大
全
』
と
、
元
祿
四
年
京
都
書
肆
刊
後
印
本
熊
谷
茘
齋
註
『
四
書
大
全
』
の
二
點
を
こ
こ
で
は
と
り
あ

げ
る
。
い
ず
れ
も
『
四
書
大
全
』
を
底
本
と
し
た
鼇
頭
注
本
で
あ
る
が
、
こ
と
は
膨
大
な
量
に
及
ぶ
た
め
、
そ
の
『
論
語
』
の
冒
頭
の
部
分
、
つ

ま
り
學
而
篇
の
第
一
章
冒
頭
「
子
曰
、
學
而
時
習
之
、
不
亦
樂
乎
」
の
部
分
の
み
に
限
っ
て
比
較
し
て
み
た
い
と
思
う
。

  

表
３
「
論
語
集
註　

惺
窩
本
・
茘
齋
本
引
用
諸
説
對
照
表
」
を
參
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で
は
本
文
と
朱
子
註
の
展
開
に
そ
っ
て
鼇
頭
注
の
項
目

を
な
ら
べ
て
あ
る
。
註
の
内
容
を
全
文
資
料
と
し
て
提
示
す
る
余
地
も
な
い
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部
を
紹
介
し
て
あ
る
。
兩
者
の
註
の
繼
承
關

係
に
つ
い
て
は
、
本
資
料
末
尾
の
「
引
用
諸
説
重
複
關
係
表
」
を
も
參
照
さ
れ
た
い
。
た
と
え
ば
左
最
下
部
の
『
四
書
蒙
引
』
に
つ
い
て
は
「
３

②９
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
惺
窩
本
に
三
例
あ
り
、
そ
の
内
の
二
例
は
茘
齋
本
に
重
複
し
て
お
り
、
な
お
そ
の
他
に
九
例
が
茘
齋
本
に
み

え
る
と
い
う
こ
と
を
表
す
。
つ
ま
り
惺
窩
本
に
は
三
例
あ
り
茘
齋
本
に
は
十
一
例
あ
る
、
そ
の
内
の
二
例
が
重
複
し
て
い
る
の
で
、
全
體
と
し
て

は
『
蒙
引
』
か
ら
の
引
用
は
兩
者
あ
わ
せ
て
十
二
例
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

全
體
と
し
て
概
觀
す
れ
ば
、
諸
説
引
用
の
項
目
數
は
惺
窩
本
が
十
九
、
茘
齋
本
が
六
十
四
で
ほ
ぼ
三
倍
強
と
な
る
。
ま
た
惺
窩
本
の
十
九
例
の
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う
ち
十
四
例
が
茘
齋
本
に
重
複
し
て
お
り
、
熊
谷
茘
齋
に
よ
る
惺
窩
本
の
繼
承
率
は
七
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
重
複
し
な
か
っ
た
五
例
の
内

譯
は
、
ま
ず
元
好
問
『
中
州
集
』
の
時
習
齋
詩
の
引
用
と
『
韻
會
』
に
よ
る
浹
洽
の
説
明
が
あ
る
。
于
文
虚
中
の
詩
を
引
く
こ
と
に
ど
れ
ほ
ど
の

意
味
が
あ
る
か
不
明
で
あ
る
し
、『
韻
會
』
に
か
わ
っ
て
『
洪
武
正
韻
』
を
引
い
て
い
る
の
で
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
が
權
威
あ
る
解
説
と
い
え
そ
う

で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
以
外
の
三
例
（
特
に
二
例
）
に
つ
い
て
は
い
さ
さ
か
思
想
的
な
背
景
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
謝
良
佐
の
『
論
語
』
顔
淵
篇
に

か
ら
め
た
説
を
略
し
た
に
つ
い
て
は
そ
の
意
圖
が
は
っ
き
り
し
な
い
が
、『
知
新
日
錄
』
と
『
蒙
引
』
の
一
部
を
略
し
た
に
つ
い
て
は
、
陽
明
學

的
言
辭
へ
の
拒
否
反
應
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
特
に
『
知
新
日
錄
』
に
は
陽
明
の
「
去
私
存
理
」
と
近
溪
の
「
因
時
亦
在
其
中
」
が
引
か
れ
て
お

り
、
近
溪
は
王
學
左
派
の
羅
汝
芳
で
あ
る
。
ま
た
『
蒙
引
』
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
そ
の
中
に
心
と
理
に
係
わ
る
言
辭
、
あ
る
い
は
知
と

行
に
か
か
わ
る
言
辭
が
あ
り
、
王
學
的
方
向
性
が
み
え
る
も
の
で
あ
る
。
惺
窩
は
こ
れ
ら
を
さ
ほ
ど
意
識
し
な
か
っ
た
が
、
熊
谷
は
か
な
り
神
經

質
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
變
化
が
み
え
る
と
い
え
よ
う
か
。
實
際
に
『
四
書
大
全
』
の
跋
で
熊
谷
は
、

　

別
專
私
議
、
謗
削
朱
註
之
徒
、
朱
門
之
異
端
、
俚
儒
之
好
事
也
。

　
　
「
別
に
私
議
を
專
ら
に
し
、
朱
註
を
謗
削
す
る
の
徒
は
、
朱
門
の
異
端
、
俚
儒
の
好
事
な
り
」

と
い
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
陽
明
學
關
連
の
諸
説
は
こ
れ
に
該
當
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
こ
れ
ら
の
思
想
的
な
變
化
は
こ
こ
に
示
し
た
例
の
み
で
は
ご
く
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
全
體
に
わ
た
る
比
較
が
必
要
と
な
ろ
う
。

た
だ
熊
谷
の
學
風
が
惺
窩
の
宋
學
的
方
向
性
を
繼
承
し
て
い
る
こ
と
は
ま
ず
ま
ち
が
い
な
い
の
で
あ
り
、
熊
谷
が
惺
窩
に
直
接
師
事
し
た
か
は
不

明
な
が
ら
、『
北
溪
先
生
性
理
字
義
』
の
跋
文
で
熊
谷
が
、

　

前
羅
山
林
公
有
諺
解
數
卷
行
于
世
。
學
者
得
其
捷
径
。
余
亦
概
吮
其
餘
唾
。

「
羅
山
の
餘
唾
を
吸
う
」
等
と
謂
っ
て
い
る
こ
と
と
相
ま
っ
て
、
熊
谷
を
惺
窩
の
學
統
に
位
置
付
け
う
る
人
物
と
す
る
こ
と
は
妥
當
で
あ
る
と
考

え
る
。
惺
窩
説
繼
承
率
七
十
四
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
の
も
そ
の
裏
付
け
と
見
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
よ
り
明
白
で
重
ん
じ
る
べ
き
特
徴
は
、
ま
ず
兩
者
に
共
通
す
る
特
徴
と
し
て
、
先
學
の
諸
説
を
引
用
す
る
こ
と
は
多
々
あ
っ
て
、
自
説
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を
の
べ
る
こ
と
極
め
て
す
く
な
い
（
ほ
と
ん
ど
な
い
）
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
本
文
の
内
容
理
解
の
た
め
の
諸
説
引
用
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
説
に

よ
っ
て
の
説
明
が
な
い
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
宇
都
宮
の
鼇
頭
本
『
錦
繡
段
』
の
註
も
ほ
ぼ
同
樣
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
實
は
そ
の
他
の
鼇
頭
注

に
お
い
て
も
殆
ど
共
通
し
て
い
え
る
こ
と
で
、
鼇
頭
注
と
は
そ
も
そ
も
自
説
を
展
開
す
る
論
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
と
い
う
の
が
實
の
と
こ
ろ
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
こ
と
は
二
段
評
注
な
ど
に
も
い
え
る
こ
と
で
、
本
文
外
側
に
ご
く
輕
い
安
易
な
注
解
を
添
え
る
形
式
と
し
て
、
二
段

註
が
成
立
し
た
の
が
明
代
嘉
靖
ご
ろ
か
ら
で
あ
る
が
（
６
）、
我
が
國
に
お
い
て
も
そ
れ
を
導
入
し
て
ま
ず
二
段
本
い
わ
ゆ
る
「
首
書
」
本
が
で
き
、
そ

れ
が
鼇
頭
本
成
立
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
と
い
う
筋
道
は
、
容
易
に
想
定
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

  

ほ
と
ん
ど
同
系
統
の
註
釋
内
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
次
に
問
題
と
な
る
の
は
、
熊
谷
註
の
ど
こ
に
新
た
な
存
在
意
義
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
に

な
ろ
う
。

　
『
四
書
大
全
』
の
熊
谷
跋
文
に
、

　

大
凡
衆
説
之
符
朱
意
、
概
以
錄
之
。
如
虚
齋
十
得
八
九
、
間
亦
附
一
二
之
異
見
、
倍
以
顯
至
當
之
正
理
、
是
欲
後
進
討
論
之
一
助
。

「
お
お
よ
そ
衆
説
の
朱
意
に
符
す
る
も
の
、
概
し
て
以
て
之
を
錄
す
。
虚
齋
の
ご
と
き
は
十
に
八
九
を
得
る
も
、
ま
ま
亦
一
二
の
異
見
を
附

し
、
倍
し
て
以
て
至
當
の
正
理
を
顯
ら
か
に
せ
ん
と
す
る
は
、
後
進
討
論
の
一
助
た
ら
ん
と
欲
せ
ば
な
り
」

と
あ
る
の
が
、『
四
書
大
全
』
鼇
頭
注
の
中
心
的
意
圖
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
お
よ
そ
こ
こ
で
は
朱
子
の
意
圖
と
合
致
す
る
説
を
網
羅
す
る

こ
と
、
た
と
え
ば
蔡
淸
の
『
蒙
引
』
な
ど
九
割
方
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
す
こ
し
ば
か
り
自
説
を
い
れ
た
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
後
進
討
論
の
手

助
け
と
い
う
、
童
蒙
幼
學
へ
の
配
慮
が
な
せ
る
業
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　

結
語
に
か
え
て

　

つ
ま
り
松
永
や
宇
都
宮
に
み
ら
れ
た
鼇
頭
注
の
性
格
を
な
お
も
意
識
し
つ
つ
、
む
し
ろ
宋
學
系
の
諸
説
を
類
書
の
ご
と
く
網
羅
す
る
と
こ
ろ
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に
、
熊
谷
『
四
書
大
全
』
鼇
頭
注
編
纂
の
趣
旨
が
あ
っ
た
の
で
は
と
考
え
る
。
こ
の
こ
と
は
宇
都
宮
の
鼇
頭
注
に
も
す
で
に
い
さ
さ
か
傾
向
と
し

て
現
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
童
蒙
幼
學
の
も
の
に
と
っ
て
こ
う
し
た
註
が
果
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
必
要
で
あ
っ
た
か
は
、
か
な
り
問
題
で
は
な
か
ろ

う
か
。
鼇
頭
注
が
當
初
諺
解
や
抄
物
編
纂
の
流
れ
の
な
か
で
意
識
さ
れ
た
時
點
で
、
そ
う
し
た
初
學
者
向
き
の
内
容
は
ま
さ
し
く
繼
承
さ
れ
た
に

違
い
な
い
。
し
か
も
諺
解
や
抄
物
は
假
名
文
字
に
よ
る
當
時
の
俗
語
文
體
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
内
容
も
詩
文
等
の
内
容
解
釋
を
中
心
と
し
た

も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
宇
都
宮
『
錦
繍
段
』
鼇
頭
注
の
よ
う
な
、
内
容
解
釋
の
全
く
な
い
、
そ
の
か
わ
り
特
定
の
典
據
を
多
數
網
羅
し
て
語
釋

の
助
け
と
す
る
よ
う
な
傾
向
に
變
わ
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
初
學
者
を
對
象
と
し
た
編
纂
で
は
な
く
、
む
し
ろ
敎
授
者
あ
る
い
は
學
者
の

受
容
に
答
え
る
方
向
性
が
芽
生
え
た
と
い
う
、
需
要
の
變
質
が
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
鼇
頭
注
の
詳
細
化
と
い
う
傾
向
は
、
羅
山
註
の
『
老
子
鬳
齋
口
義
』
の
正
保
五
年
版
か
ら
明
暦
三
年
版
へ
の
變
化
、
註
者
不
明
な

が
ら
『
孝
經
大
義
』
の
明
暦
三
年
版
か
ら
寛
文
七
年
版
へ
の
變
化
、
さ
ら
に
同
じ
く
註
者
不
明
の
『
新
刻
助
語
辭
』
の
天
和
三
年
版
か
ら
享
保
二

年
版
へ
の
變
化
に
も
い
え
る
こ
と
で
あ
る
（
７
）。

　

そ
し
て
そ
う
し
た
變
貌
は
、
時
の
社
会
背
景
、
江
戸
初
期
か
ら
元
祿
ご
ろ
に
か
け
て
の
儒
學
・
漢
學
の
徐
々
に
隆
盛
し
て
い
く
狀
況
、
た
と
え

ば
一
つ
の
到
達
點
と
し
て
將
軍
綱
吉
の
個
人
的
儒
學
志
向
の
よ
う
な
も
の
に
あ
わ
せ
て
、
初
學
者
の
學
問
へ
の
要
求
を
受
け
止
め
る
か
た
ち
か

ら
、
徐
々
に
一
般
の
漢
學
者
の
成
熟
や
學
問
内
容
の
高
度
化
に
よ
っ
て
、
敎
授
者
が
わ
の
要
求
に
應
え
る
形
に
變
化
し
た
こ
と
を
示
し
て
は
い
な

い
か
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
そ
の
後
全
國
各
地
に
藩
校
や
郷
學
が
成
立
し
、
漢
學
そ
の
も
の
の
敎
育
體
制
が
充
實
し
、
大
量
の
專
門
的
敎
授
者
の
育

成
に
關
わ
っ
て
、
敎
授
資
料
的
な
鼇
頭
本
の
需
要
も
減
っ
て
い
っ
た
た
め
、
鼇
頭
本
の
あ
ら
た
な
刊
行
も
激
減
し
た
と
い
う
筋
書
き
が
、
い
ま
の

と
こ
ろ
筆
者
の
想
定
す
る
鼇
頭
本
の
變
遷
・
沿
革
の
實
相
で
あ
る
。

　
　

附
記

　

最
後
に
、
こ
れ
ら
鼇
頭
注
を
編
纂
し
た
人
物
の
師
弟
關
係
を
見
て
み
る
と
、
林
羅
山
と
松
永
尺
五
は
藤
原
惺
窩
の
弟
子
で
、
松
永
寸
雲
と
宇
都
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宮
遯
菴
は
松
永
尺
五
と
師
弟
關
係
に
あ
る
。
ま
た
確
証
は
な
い
も
の
の
、
羅
山
は
京
都
で
藤
原
惺
窩
に
學
び
、
程
朱
學
の
か
た
わ
ら
老
子
口
義
を

推
奨
し
た
と
さ
れ
る
が
、
熊
谷
活
水
も
京
都
の
人
で
老
莊
口
義
の
頭
書
本
の
著
作
が
あ
り
、
年
代
も
一
致
し
て
お
り
、
生
前
交
流
の
あ
っ
た
可
能

性
は
き
わ
め
て
高
い
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
そ
の
息
子
の
荔
齋
は
、『
北
溪
先
生
性
理
字
義
』
跋
の
な
か
で
、「
前
に
羅
山
林
公
諺
解
數
卷
あ
り
て

世
に
行
わ
る
。
學
者
其
の
捷
径
を
得
て
、
余
も
亦
其
の
餘
唾
を
概
吮
す
」
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
父
子
と
も
ど
も
惺
窩
羅
山
に
か
か
わ
る
こ
と
は

も
は
や
明
白
で
あ
ろ
う
。
ま
た
毛
利
貞
齋
も
京
都
の
人
で
、
熊
谷
荔
齋
や
宇
都
宮
遯
菴
と
も
時
代
は
重
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
人
物
が
お
し
な

べ
て
鼇
頭
本
に
關
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
、
時
代
的
地
理
的
な
な
ん
ら
か
の
必
然
性
を
み
る
の
は
、
か
な
ら
ず
し
も
不
當
な
こ
と
で
は
な
い
と
考
え

る
。

注（
１
）　

舊
版
『
和
刻
本
漢
籍
分
類
目
錄
』
記
載
の
版
本
總
數
三
千
二
百
七
十
一
點
に
補
遺
や
未
著
錄
本
を
加
味
し
た
數
値
で
あ
る
。

（
２
）　

平
成
七
年
度
の
調
査
以
前
の
實
見
數
千
二
百
八
十
點
に
そ
の
後
の
調
査
分
を
加
味
し
た
。
な
お
調
査
の
關
係
上
多
少
の
佛
典
も
含
む
。

（
３
）　
「
當
該
形
態
」
の
文
獻
と
し
て
「
首
書
」
の
稱
呼
を
も
つ
早
期
の
事
例
と
し
て
は
、
東
京
大
學
總
合
圖
書
館
藏
『
老
子
鬳
齋
口
義
』
二
卷
・
正
保
五
年
書
林
豐

興
堂
刊
本
等
が
あ
る
。
た
だ
し
題
簽
に
記
さ
れ
る
例
が
多
い
。
ま
た
例
外
と
し
て
二
段
本
に
「
首
書
」
の
稱
呼
を
記
す
例
と
し
て
は
、『
新
刊
錦
繍
段
鈔
』
萬
治

四
年
跋
刊
本
の
版
心
に
「
首
書
錦
繍
段
抄
」
と
記
す
例
が
あ
る
。

（
４
）　

參
考
ま
で
に
年
表
註
の
收
藏
單
位
の
略
稱
を
確
認
し
て
お
く
。

　
　
　

東
大
總
・
東
京
大
學
總
合
圖
書
館　
　
　
　
　
　

中
川
・
佐
賀
縣
鹿
島
市
祐
德
神
社
中
川
文
庫

　
　
　

諫
早
・
諫
早
市
立
圖
書
館
諫
早
文
庫　
　
　
　
　

多
久
・
佐
賀
縣
多
久
市
歴
史
民
俗
資
料
館

　
　
　

普
明
寺
・
佐
賀
縣
鹿
島
市
古
枝
普
明
寺　
　
　
　

小
城
・
佐
賀
大
學
附
屬
圖
書
館
小
城
鍋
島
文
庫

　
　
　

二
松
圖
・
二
松
學
舍
大
學
附
屬
圖
書
館　
　
　
　

佐
伯
・
大
分
縣
佐
伯
市
佐
伯
藩
政
資
料

　
　
　

多
度
津
・
香
川
縣
多
度
津
町
林
家
舊
藏
漢
籍　
　

東
洋
文
・
國
立
國
會
圖
書
館
支
部
東
洋
文
庫

　
　
　

内
閣
・
國
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫 　
　
　
　
　

  

鍋
島
・
佐
賀
縣
立
圖
書
館
鍋
島
文
庫

　
　
　

佐
師
範
・
佐
賀
大
學
附
屬
圖
書
館
藏
舊
制
佐
賀
師
範
藏
書
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（
５
）　

抄
物
と
講
義
聞
き
書
き
の
關
係
に
つ
い
て
は
、『
室
町
時
代
語
資
料
と
し
て
の
抄
物
の
研
究
』
上　

柳
田
征
司　

一
九
九
八
年
武
蔵
野
書
院
刊　

六
頁
「
抄
物

作
成
の
状
況
に
つ
い
て
」
參
照

（
６
）　
『
明
代
版
刻
図
釋
』
一
九
九
八
年
北
京
學
苑
出
版
社
影
印
本
に
よ
れ
ば
、『
詩
經
集
傳
』
八
卷
嘉
靖
中
吉
澄
刊
本
・『
春
秋
四
傳
』
三
十
八
卷　

嘉
靖
中
吉
澄
刊

本
・『
醫
學
綱
目
』
四
十
卷　

嘉
靖
四
十
四
年
刊
本
の
三
種
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
簡
單
な
音
注
を
上
層
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
７
）　

鼇
頭
注
の
詳
細
化
に
つ
い
て
は
、
鼇
頭
注
の
そ
も
そ
も
も
つ
方
向
性
が
實
現
さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
益
々
詳
細
増
加
の
度
を
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
當
初

か
ら
そ
う
し
た
詳
細
さ
を
確
立
し
て
い
た
事
例
も
わ
ず
か
な
が
ら
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
『
魁
本
大
字
諸
儒
箋
解
古
文
眞
寶
後
集
』
慶
安
元
年
校
刊
本
な
ど
が
そ

れ
で
、
鼇
頭
注
の
方
向
性
の
至
る
べ
き
結
果
を
す
で
に
先
取
り
し
た
例
で
あ
ろ
う
。
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寛文五年武村三郎兵衛刊本
　　　魁本大字諸儒箋解古文眞寶前集
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元禄四年洛陽書肆刊本　四書大全


