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詞林　第56号　2014年10月

一
．
歌
の
形
を
と
ら
な
い
手
習
い
歌

い
わ
ゆ
る
〈
い
ろ
は
〉
は
、
日
本
の
伝
統
的
な
文
字
学
習
の
用
途
に

用
い
ら
れ
て
き
た
手
習
い
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
四

十
七
文
字
の
仮
名
を
七
五
調
の
今
様
体
の
歌
に
仕
立
て
た
も
の
で
、
近

代
以
前
に
お
い
て
は
、
こ
の
歌
を
手
本
に
仮
名
が
学
ば
れ
た
。
近
世
後

期
に
刊
行
さ
れ
た
、
大
衆
向
け
の
教
養
書
の
頭
書
か
ら
例
を
示
そ
う
。

（
句
読
点
は
私
意
に
よ
る
。
以
下
同
様
。）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ
ロ
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ヘ
ト　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

チ
リ
ヌ
ル
ヲ
ワ
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ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
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ラ
ム
ウ
ヰ
ノ
ヲ
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ヤ
マ
ケ
フ
コ
エ
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ア
サ
キ
ユ
メ
ミ
シ　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヱ
ヒ
モ
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い
ろ
は
ぬ
ほ
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ち
り
ぬ
る
を
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

よ
た
れ
そ
つ
ね
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ら
む
う
ゐ
の
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

や
ま
け
ふ
こ
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ゑ
ひ
も
せ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
二
三
四
五
六
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
九
十
百
千
万
億

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手て
な
ら
ひ習

は
坂さ

か

に
車く

る
ま

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

お
す
こ
と
く
、
ゆ
た
ん
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

す
れ
ば
後あ

と

へ
も
と
る
ぞ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

手て
な
ら
ひ習

を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

何な
に

と
す
る
か
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ
じ
の
山や

ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
が
り
か
ね
た
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

身み

こ
そ
つ
ら
け
れ

『
文
武
寶
林
古
状
大
成
』
近
世
後
期
ご
ろ
刊）

1
（

　

一
丁
裏
―
二
丁
表

七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉

　
　
　
　
　
　
　

山
田　

昇
平
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以い

呂ろ

波は

三さ
ん

躰て
い

　
　

 
 

　
　
　
　
い
ろ
は
に
ほ
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
呂
波
仁
保
辺
土

　
　

 
 

 

イ
ロ
ハ
ニ
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ヘ
ト
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ぬ
る
を
わ
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

知
利
奴
留
遠
和
加
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よ
た
れ
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ね
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

与
太
礼
曽
門
祢
奈

　
　

 
 

 

ヨ
タ
レ
ソ
ツ
ネ
ナ

　
　

  
 

 

ら
む
う
ゐ
の
お
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

良
武
宇
為
乃
於
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ラ
ム
ウ
ヰ
ノ
オ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や
ま
け
ふ
こ
え
て

　
　

 
 

 

也
末
計
不
公
江
天

　
　

 
 

 

ヤ
マ
ケ
フ
コ
エ
テ

　
　

  
 

 

あ
さ
き
ゆ
め
み
し

　
　

 
 

 

安
左
幾
由
女
美
之

　
　

 
 

 

ア
サ
キ
ユ
メ
ミ
シ

　
　

  
 

 

ゑ
ひ
も
せ
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

恵
比
毛
世
寸

　
　

 
 

 

ヱ
ヒ
モ
セ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

初は
し
め

習な
ら

は
し
け
る
い
ろ
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

が
な
と
い
ふ
は
弘こ

う
ほ
う
だ
い
し

法
大
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

作つ
く

り
給
ひ
し
な
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

片か
た

か
な
は
唐も

ろ
こ
し土

よ
り
始は

じ
ま

る
。

『
女
寺
子
調
法
記
』　

文
化
三
（
一
八
〇
六
）
年
刊（

２
）

「
今
川
」
十
一
丁
裏
―
十
二
丁
表

前
者
に
み
ら
れ
る
、〈
い
ろ
は
〉
の
一
覧
に
続
い
て
手
習
い
の
心
得

が
述
べ
ら
れ
る
、
と
い
う
構
成
か
ら
は
、
手
習
い
の
た
め
の
〈
い
ろ
は
〉

が
、
如
何
に
基
礎
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。
後
者
で
は
、

三
種
の
仮
名
字
体
を
示
し
た
の
ち
、「
初は

し
め

習な
ら

は
し
け
る
い
ろ
は
が
な
」

の
起
源
に
つ
い
て
触
れ
る
。「
い
ろ
は
が
な
」
は
、
近
世
期
を
中
心
に

し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
、
ひ
ら
が
な
の
異
称
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
名
称
自
体
が
仮
名
学
習
の
場
に
お
け
る
、〈
い
ろ
は
〉
の
重
要
性

を
物
語
る
も
の
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
既
に
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
指

摘
す
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
で

注
意
を
向
け
た
い
の
は
、
先
に
み
た
『
文
武
寶
林
古
状
大
成
』
や
『
女

寺
子
調
法
記
』
と
い
っ
た
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
に
書
か
れ
る
〈
い
ろ
は
〉

が
、
こ
と
ご
と
く
七
字
ご
と
に
改
行
さ
れ
て
お
り
、
七
五
調
の
今
様
体

の
韻
律
を
無
視
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
七
字
切
り
の
〈
い

ろ
は
〉
は
、
取
り
分
け
て
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
る）

3
（

が
、
こ
れ

が
珍
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
自
体
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

本
稿
で
は
、
文
字
生
活
に
お
い
て
、
重
要
な
教
材
で
あ
っ
た
〈
い
ろ
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は
〉
が
、
人
々
の
間
で
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
の
か
を
窺
い
知
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。
具
体
的
に
は
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
が
ど

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
、
一
方
の
七
五
調
の
そ
れ
と
は
ど
の

よ
う
な
関
係
に
あ
っ
た
の
か
、
と
い
っ
た
、〈
い
ろ
は
〉
使
用
の
実
態
を
、

資
料
上
か
ら
追
っ
て
行
く
。

二
．〈
い
ろ
は
〉
の
読
み
様

ま
ず
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
と
七
五
調
の
〈
い
ろ
は
〉
に
、
ど

の
よ
う
な
違
い
が
あ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
先
に
は
、
近
世

後
期
ご
ろ
の
一
般
的
な
教
養
書
に
書
か
れ
る
頭
書
を
み
た
が
、
次
に
は

近
世
前
期
の
仮
名
遣
い
書
を
挙
げ
て
お
こ
う
。（
こ
こ
で
は
本
文
に
対
す

る
一
部
の
書
き
込
み
な
ど
を
略
し
て
い
る
。）

　

い
ろ
は
正
字

い
以
ろ
呂
は
波
に
仁
ほ
保
へ
辺
と
止

ち
知
り
利
ぬ
奴
る
留
を
遠
わ
和
か
加

よ
与
た
太
れ
礼
そ
曽
つ
門
ね
禰
な
奈

ら
良
む
武
う
宇
ゐ
為
の
乃
お
於
く
久

や
也
ま
末
け
計
ふ
不
こ
己
え
江
て
天

あ
安
さ
左
き
幾
ゆ
由
め
女
み
美
し
之

ゑ
恵
ひ
比
も
毛
せ
世
す
守

『
以
呂
波
抄
』
元
禄
九
（
一
六
六
九
）
年
成
立）

4
（

　

五
丁
裏

本
書
で
は
、
ま
ず
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
を
も
っ
て
、
仮
名
の
一

覧
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
先
の
教
養
書
の
頭
書
に
も
み
ら
れ
た

も
の
だ
が
、本
書
に
は
こ
の
他
、「
詞
に
よ
み
て
四
句
掲
に
配
当
す
る
事
」

の
項
目
が
み
え
、
こ
こ
で
は
七
五
調
に
沿
っ
て
、〈
い
ろ
は
〉
の
解
釈

が
示
さ
れ
る
。
以
下
に
そ
の
一
部
を
引
こ
う
。

い
ろ
はワ

に
ほヲ

へエ

と
。
色イ

ロ

と
は
一
切
の
色
相
也
。
…
…
（
中
略
）

ち
り
ぬ
る
を
。
其
色
相
い
づ
れ
と
し
て
。
常
な
ら
ず
。…
…
（
中
略
）

△
わ
か
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
ら
む
。
我
世
と
は
万
物
そ
れ
〳
〵
の
。

上
の
我
世
也
。
…
…
（
以
下
略
） 

『
以
呂
波
抄
』
十
二
丁
表
―
裏

　

こ
こ
で
は
、
七
五
調
で
の
意
味
を
示
す
だ
け
で
な
く
、「
は
」「
ほ
」

「
へ
」
に
振
り
仮
名
を
付
し
て
、
ハ
行
が
転
呼
し
た
形
で
の
読
み
が
示

さ
れ
て
い
る
。
七
五
調
の
〈
い
ろ
は
〉
が
、
歌
の
意
味
に
則
し
た
形
で
、

仮
名
遣
い
を
意
識
し
て
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
同

様
の
区
別
が
み
え
る
も
の
と
し
て
、
近
世
前
期
に
出
版
さ
れ
た
重
宝
記

で
あ
る
、『
新
版
増
補
男
重
宝
記
』
を
引
い
て
お
く
。

一　

手
な
ら
ひ
仕
や
う
の
事

そ
れ
謡う

た
ひ

は
高た

か

砂さ
ご

一
番ば

ん

を
三
十
日に

ち

も
五
十
日に

ち

も
な
ら
へ
ば
名な

の
り

出で

端は

サ
シ
ク
セ
数す

百ひ
ゃ
く

番は
ん

の
う
た
ひ
に
通つ

う

じ
て
す
み
や
か
に
う
た

ひ
の
上じ

や
う

手ず

と
な
る
も
の
な
り
。
そ
の
ご
と
く
手て

な
ら
ひ
も
い
ろ

は
を
よ
く
書か

き

な
ら
へ
ば
よ
ろ
づ
の
字も

じ

に
筆ひ

つ

勢せ
い

う
つ
り
て
能の

う

書し
よ

と
な

る
も
の
な
り
。
大お

ほ

か
た
に
手て

を
書か

け

ど
も
い
ろ
は
を
よ
く
書か

く

人ひ
と

ま
れ

な
り
。
こ
れ
い
と
き
な
き）

5
（

時と
き

い
ろ
は
を
そ
こ
〳
〵
に
書か

き

な
し
た
る

ま
ゝ
に
て
、
は
や
く
外ほ

か

の
文も

じ字
を
な
ら
ふ
が
ゆ
へ
な
り
。
そ
も

〳
〵
い
ろ
は
と
い
ふ
事
、
た
れ
人ひ

と

の
つ
く
り
は
じ
め
た
る
濫ら

ん
し
や
う觴

を
し
ら
ず
。
弘こ

う
ば
う
だ
い
し

法
大
師
つ
く
り
始は

じ
め

給
ひ
て
、
京き

や
う

の
一い

ち
じ字

を
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護ご
め
い
そ
う
し
や
う

命
僧
正
書か

き

そ
へ
給
ふ
と
い
ふ
説せ

つ

あ
れ
ど
も
信し

ん
よ
う用

し
が
た
し
。

た
ゝ
そ
の
か
み
唇し

ん

舌ぜ
つ

牙け

歯し

喉こ
う

の
五ご

ゐ
ん音
の
五
十
字じ

を
と
り
用も

ち
ひ

て

生し
や
う
じ
む
し
や
う

死
無
常
の
心こ

こ
ろ

を
七な

ゝ
も
じ
い
つ
も
じ

文
字
五
文
字
の
短た

ん
か哥
に
つ
く
り
た
る
を
一

字じ

づ
ゝ
は
な
し
て
書か

き

て
い
ろ
は
と
号か

う

し
た
る
も
の
と
み
へ
た
り
。

　

色い
ろ

は
に
ほ
へ
ど　

ち
り
ぬ
る
を　

わ
が
世よ　

た
れ
ぞ
常つ

ね

な
ら
ん

　

有う

ゐ為
の
お
く
山や

ま　

け
ふ
こ
え
て　

あ
さ
き
夢ゆ

め

み
し　

ゑ
ひ
も
せ
ず

仮か

な名
と
い
ふ
は
正し

や
う
じ字

を
や
つ
し
た
る
物も

の

な
り
。
い
ろ
は
も
正し

や
う
じ字

を

し
り
書か

く

と
き
は
仮か

な

じ
名
字
よ
く
う
つ
る
も
の
な
り
。

　

以い

呂ろ

波は

仁に

保ほ

辺へ

土と　

知ち

利り

奴ぬ

留る

遠を

和わ

加か

　
イ

ロ

ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

チ

リ

ヌ

ル

ヲ

ワ

カ

　

与よ

た

れ

そ

つ

ね

な

太
礼
曽
津
祢
奈　

良ら

む

う

ゐ

の

お

く

武
宇
為
乃
於
久

　
ヨ

タ

レ

ソ

ツ

ネ

ナ

ラ

ム

ウ

ヰ

ノ

オ

ク

　

也や

ま

け

ふ

こ

え

て

末
計
不
古
江
天　

安あ

さ

き

ゆ

め

み

し

左
幾
由
女
美
之

　
ヤ

マ

ケ

フ

コ

エ

テ

ア

サ

キ

ユ

メ

ミ

シ

　

恵ゑ

ひ

も

せ

す

比
毛
世
寸　
　
　

も
ろ
こ
し
の
童ど

う
じ子
は
千せ

ん
じ
も
ん

字
文
を
書か

き

な
ら
ふ

　
ヱ

ヒ

モ

セ

ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　

わ
が
朝ち

や
う

の
童ど

う
じ子
は
い
ろ
は
を
書か

き

な
ら
ふ

　
　
　
　
　
『
新
版
増
補
男
重
宝
記
』
元
禄
十
五
（
一
六
七
五
）
年
頃
刊）

6
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
巻
二
丁
表
―
三
丁
表

〈
い
ろ
は
〉
の
起
源
に
触
れ
、「
生
死
無
常
の
心
を
七
文
字
五
文
字
の

短
哥
に
つ
く
り
た
る
」
と
し
た
上
で
、
七
五
調
の
〈
い
ろ
は
〉
を
挙
げ

る
。
一
方
で
、
仮
名
の
正
字
に
つ
い
て
触
れ
る
際
に
は
、
七
字
切
り
を

用
い
る
。
前
者
は
、
漢
字
表
記
が
混
ざ
る
こ
と
に
加
え
て
、「
ど
」「
ぞ
」

「
ず
」
と
い
っ
た
濁
音
が
示
さ
れ
、
明
ら
か
に
歌
と
し
て
書
か
れ
た
も

の
と
い
え
る
。

こ
の
時
代
に
お
い
て
〈
い
ろ
は
〉
は
、
歌
と
し
て
示
す
と
き
と
、
仮

名
一
覧
と
し
て
示
す
と
き
と
で
は
、
そ
の
方
式
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

ま
た
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
は
、
単
な
る
文
字
一
覧
と
し
て
の

書
き
方
で
は
な
く
、
実
際
に
口
に
上
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
馬

渕
和
夫
（
一
九
五
五
）
で
は
、
両
者
に
詠
唱
上
の
差
が
あ
る
点
を
指
摘

し
て
い
る
。
同
論
で
は
特
に
『
和
字
正
濫
通
妨
抄
』、『
和
字
大
観
鈔
』

の
記
述
を
も
と
に
、
七
字
切
り
の
も
の
を
第
一
種
、
七
五
調
の
も
の
を

第
二
種
と
し
て
、
次
の
通
り
に
ま
と
め
る
。

第
一
種

１
、「
常
の
い
ろ
は
を
よ
む
声
」
あ
る
い
は
「
常
の
ご
と
く
読
む
」

と
い
わ
れ
て
い
る
。

２
、
字
が
な
ら
ん
で
い
る
だ
け
で
意
味
は
な
い
。こ
の
こ
と
を『
和

字
大
観
鈔
』
で
は
、「
是
を
隠
し
て
」
と
い
っ
て
い
る
。

３
、
七
音
ず
つ
で
き
り
、
最
後
だ
け
を
五
音
に
す
る
。

４
、
歌
中
の
「
は
」「
ほ
」「
へ
」「
む
」「
け
」「
ふ
」「
ひ
」
は
そ

の
ま
ま
の
字
の
音
で
よ
む
。

５
、
歌
中
の
「
と
」「
か
」「
そ
」「
し
」
な
ど
は
に
ご
ら
ず
に
よ

む
が
、
最
後
の
「
す
」
だ
け
は
に
ご
る
。



七字切りの〈いろは〉（山田）

― 30 ―

第
二
種

１
、「
根
本
以
呂
波
」
と
よ
ば
れ
た
り
、「
歌
に
よ
む
」
と
い
わ
れ
る
。

２
、
う
た
と
し
て
の
意
味
、
す
な
わ
ち
諸
行
無
常
云
々
の
意
味
が

あ
る
。

３
、
七
五
調
で
き
る
。

４
、
歌
中
の
「
は
」「
ほ
」「
へ
」「
む
」「
け
ふ
」「
ひ
」
は
そ
れ

ぞ
れ
、「
ワ
」「
オ
」「
エ
」「
ン
」「
キ
ョ
ウ
」「
イ
」
と
よ
む
。

『
和
字
大
観
鈔
』で
は
小
圏
を
つ
け
て
そ
れ
を
し
め
し
て
い
る
。

５
、
歌
中
の
「
と
」「
か
」「
そ
」「
し
」「
す
」
は
歌
意
に
し
た
が
っ

て
、
に
ご
っ
て
よ
む
。 

（
七
十
七
―
八
頁
）

七
五
調
の
も
の
が
歌
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し
た
読
み
方
が
為
さ
れ
る

の
に
対
し
て
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
を
読
む
と
き
に
は
ハ
行
転
呼

音
や
濁
音
の
よ
う
な
、
歌
意
に
関
わ
る
読
み
の
要
素
は
捨
て
ら
れ
、
単

な
る
文
字
の
羅
列
と
し
て
読
ま
れ
た
よ
う
だ
。
同
論
で
引
用
さ
れ
た
資

料
の
う
ち
、『
和
字
大
観
鈔
』
の
記
述
を
挙
げ
て
お
く
。

い
ろ
は
の
文
意

以
呂
波
は
。
涅ネ

ハ
ム槃

経
の
諸
行
無
常
。
是
生
懺
法
。
生
滅
々
已
。
寂

滅
為
楽
の
。
四
句
の
文
の
意
を
。
つ
ゞ
り
給
へ
る
な
り
と
そ
。
色イ

ロ

ハ
雖ニ

ホ

艶ヘ
ド

散チ
リ

去ヌ

ル
ヲ
。
我ワ

カ

世ヨ

誰タ
レ

ゾ
。
有ツ

ネ

常ナ
ラ
ム

。
有ウ

為ヰ

ノ
奥オ

ク

山ヤ
マ

今ケ
フ

越コ
エ

テ
。

浅ア
サ

キ
夢
不ミ

見ジ

。
酔ヱ

ヒ

モ
不セ

ズ勢
と
の
。
哥
詞
に
作
り
給
へ
り
。
是
を
隠カ

ク

し
て
。
七
つ
ゝ
に
わ
か
ち
。
常
の
ご
と
く
読
ま
し
め
て
。
は
ひ
ふ

へ
ほ
の
唇シ

ン

音
の
ま
ゝ
な
る
を
し
ら
し
め
。
又
哥
に
よ
み
て
は
。
は

ひ
ふ
へ
ほ
の
文モ

字
。
わ
ゐ
う
ゑ
お
に
か
よ
ひ
て
。
喉
音
と
な
る
事

を
を
し
へ
。
い
ゐ
を
お
え
ゑ
の
各

ヲ
ノ
〳
〵

二
字
づ
ゝ
あ
り
て
。
其
軽キ

ヤ
ウ
チ
ウ重

の
使ツ

カ

ひ
わ
け
を
。
さ
だ
め
置ヲ

き
た
ま
ふ
な
る
は
。
い
づ
れ
甚
妙
の

事
に
侍
る
。
か
ゝ
る
深シ

ム
イ意

を
し
ら
ざ
る
人
の
。
い
を
え
の
文
字
か

さ
な
り
て
。
無
用
の
事
な
る
や
う
に
お
も
へ
る
。
い
と
口
惜ヲ

し
き

事
な
ら
ず
や
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
和
字
大
観
鈔
』
宝
暦
四
（
一
七
五
四
）
年
刊

巻
上
二
十
五
丁
裏
―
二
十
六
丁
裏

本
稿
の
目
的
に
関
わ
る
の
は
、
歌
と
し
て
の
意
味
を
隠
し
、「
七
つ
ゝ

に
わ
か
」
た
れ
た
〈
い
ろ
は
〉
が
、「
常
の
ご
と
く
読
」
ま
れ
て
い
た

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
や
や
年
代
が
下
る
が
、
伴
信
友
『
仮
字
本
末
』
に
も
七
字
切

り
の
〈
い
ろ
は
〉
に
つ
い
て
の
記
述
が
み
え
る
。

か
く
て
今
そ
の

ウ
ツ
シ本
ど
も
を
見
る
に
並ト

モ

に
尋ヨ

ノ
ツ
ネ常
の
ご
と
く
。
い
ろ

は
に
ほ
へ
と
云
々
の
字
体
を
。
七
字
づ
ゝ
は
な
ち
が
き
に
六
行
に

書
き
。
ゑ
ひ
も
せ
す
の
五
字
を
そ
の
次
の
行
に
書
止ト

ヾ

め
て
。
さ
て

京
字
は
無
く
て
。
別
に
数
の
字
の
一
よ
り
十
ま
で
を
一
行
に
百
千

万
億
の
四
字
を
次
の
行
に
。
行
体
に
書
り
。
お
も
ふ
に
空
海
こ
の

仮
字
を
書
さ
だ
め
て
。
い
つ
も
人
の
手
本
に
て
然
書
き
て
与
へ
け

る
に
倣
ひ
て
﹇
上
に
弘
法
大
使
年
譜
に
引
た
る
記
に
。
仮
名
の

次
キ
様
と
云
へ
る
と
こ
ろ
に
喩
へ
る
趣
を
も
。
こ
ゝ
に
考
合
す
べ

し
。﹈
今
の
世
に
も
お
よ
び
。
ま
た
其
を
児
童
な
ど
の
ひ
ろ
ひ
よ

み
に
。
一
く
だ
り
づ
ゝ
よ
み
け
る
こ
と
の
如
く
な
り
き
た
り
て
。

つ
ひ
に
歌
の
ご
と
く
に
も
あ
ら
ぬ
よ
み
ざ
ま
と
も
な
り
し
も
の
な
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る
べ
し
。

　
　
『
仮
字
本
末
』
嘉
永
三
（
一
八
五
九
）
年
刊　

巻
一　

十
七
表
―
裏

こ
こ
で
は
七
字
切
り
の
読
み
方
の
起
源
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。〈
い

ろ
は
〉
歌
を
空
海
の
作
と
捉
え
、
空
海
が
七
字
区
切
り
で
書
い
た
も
の

が
、
そ
の
ま
ま
伝
わ
り
、「
児
童
な
ど
の
ひ
ろ
ひ
よ
み
に
」
よ
っ
て
七

字
一
句
と
し
て
読
む
習
慣
が
生
ま
れ
た
と
す
る
。「
歌
の
ご
と
く
に
も

あ
ら
ぬ
よ
み
ざ
ま
」
と
あ
る
の
は
、
当
時
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉

が
読
み
あ
げ
ら
れ
る
も
の
で
、
歌
と
し
て
は
意
識
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
読
み
方
こ
そ
が
当
時
の

「
尋
常
」
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
近
世
期
に
お
け
る
一
般
的
な
〈
い
ろ
は
〉
と

い
え
ば
七
字
切
り
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
初
め
に
み
た

教
養
書
類
の
頭
書
な
ど
も
併
せ
考
え
る
と
、
手
習
い
の
場
に
お
い
て
も

こ
ち
ら
の
形
が
用
い
ら
れ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
一
方
で
七
五
調
の

形
を
と
る
〈
い
ろ
は
〉
は
、
ハ
行
転
呼
や
濁
音
な
ど
、
歌
意
を
意
識
し

て
読
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
七
字
切
り
の
も
の
も
読
み
上
げ

ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
し
か
も
こ
れ
が
通
常
で
あ
っ
た
と
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
種
の
〈
い
ろ
は
〉
は
目
的
に
応
じ
て
い
ず
れ
か

が
選
択
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
。

少
な
く
と
も
こ
こ
に
挙
げ
た
資
料
か
ら
は
、
手
習
い
の
教
材
と
し
て

〈
い
ろ
は
〉
を
学
習
す
る
際
に
は
、
一
旦
、
七
五
調
の
読
み
方
を
介
し

た
の
で
は
な
く
、
直
接
七
字
切
り
の
形
が
記
憶
さ
れ
て
い
た
と
み
る
べ

き
だ
ろ
う
。

三
．
中
世
の
〈
い
ろ
は
〉

こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
中
世
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

仮
名
習
得
の
初
め
を
描
い
た
、
狂
言
「
い
ろ
は
」
を
見
て
み
よ
う
。
こ

の
演
目
で
は
親
が
子
に
対
し
て
の
文
字
を
教
え
よ
う
と
、〈
い
ろ
は
〉

を
口
ず
さ
ん
で
み
せ
、
子
は
そ
れ
を
真
似
る
。

「
其
し
ろ
ひ
く
ろ
ひ
の
事
で
は
な
け
れ
共
、
そ
れ
ほ
ど
が
て
ん
が

い
た
れ
は
よ
ひ
、
ま
づ
い
ろ
は
と
い
ふ
も
の
か
ら
な
ら
ふ
物
じ
や
、

か
う
や
の
こ
う
ほ
う
大
師
の
め
さ
れ
た
、
四
十
八
字
の
い
ろ
は
を

な
ら
へ
、
よ
み
や
う
を
お
し
へ
申
さ
う　
「
高
野
の
弘
法
大
師
が
、

四
十
八
で
御
ざ
る　
「
い
や
さ
う
で
は
な
ひ
、
い
ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
る
ぬ
る
を
わ
か
、
ゑ
ひ
も
せ
ず
京
と
よ
め　
「
そ
の
こ
と
く
、

た
て
い
た
に
水
を
か
く
る
や
う
に
は
な
り
ま
ら
す
ま
ひ
程
に
、
と

し
よ
り
の
坂
を
あ
が
る
こ
と
く
に
、
ほ
つ
く
り
〳
〵
と
一
字
つ
ゝ

お
し
へ
さ
せ
ら
れ
ひ

　
　
　
　
　
　
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』
正
保
二
（
一
六
四
五
）
年
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

集
狂
言
之
類「
い
ろ
は
」

親
が
子
に
伝
え
る
「
い
ろ
は
」
の
「
よ
み
や
う
」
が
「
い
ろ
は
に
ほ

へ
と
ち
る
ぬ
る
を
わ
か
、
ゑ
ひ
も
せ
ず
京
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
う

ち
に
「
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
」
の
七
字
切
り
特
有
の
区
切
り
方
が
含
ま
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
七
五
調
で
は
な
く
、
七
字
切
り
を
意
図
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う）

7
（

。
但
し
、
こ
れ
を
写
す
虎
明
本
は
、
近
世
初
期

に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
慶
長
二
（
一
五
九
七
）
年
の
生
ま
れ
で
あ
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る
大
蔵
虎
明
が
、「
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
読
み
方
が
中
世
期
か
ら
連
続
し
て
い
る
も
の
と
み
て
も
そ
れ
ほ
ど

問
題
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
場
面
が
、
改
変
を
経
ず
に
、
中
世

の
風
俗
を
残
し
て
い
る
か
に
は
や
や
疑
問
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し

か
し
、
次
の
『
醒
睡
笑
』
の
一
節
な
ど
か
ら
も
、
や
は
り
広
く
用
い
ら

れ
る
の
は
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
よ
う
。

革
草
履
を
履
き
て
あ
り
く
者
、
あ
や
ま
ち
に
足
を
蹴
破
り
、
こ
と

の
ほ
か
血
の
流
る
る
を
見
て
、「
笑
止
や
、
い
か
に
」
と
い
ふ
も

の
あ
れ
ば
、「
い
や
苦
し
か
ら
ず
。
昔
よ
り
『
革
緒
に
塗
る
血
』

と
あ
る
程
に
」。「
さ
て
よ
い
作
や
」
と
人
々
ほ
め
け
れ
ば
、「
わ

れ
も
ほ
め
ら
れ
ん
は
や
す
き
事
な
り
」
と
た
く
み
、
足
を
や
ぶ
り

血
を
な
が
す
。「
何
と
し
て
」
と
人
の
問
ふ
時
、「
い
や
、
こ
れ
は

大
事
な
し
。
昔
も
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
と
あ
る
程
に
」。

『
醒
睡
笑
』
元
和
九
（
一
六
二
三
）
年
成
立
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
血
」

こ
こ
で
は
、「
革
草
履
を
履
き
て
あ
り
く
者
」
の
答
え
た
、『
革
緒
に

塗
る
血
』
は
、
七
字
切
り
で
読
ん
だ
場
合
の
第
二
句
目
に
あ
た
る
、「
ち

り
ぬ
る
を
わ
か
」
を
元
に
し
た
一
種
の
地
口
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
地
口
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
は
、
七
字
ご
と
で
切
ら
れ
た
句
が
、

当
時
の
人
々
に
馴
染
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。『
醒
睡
笑
』

の
成
立
も
近
世
の
前
期
で
あ
る
が
、
こ
の
話
自
体
は
更
に
遡
る
と
考
え

て
も
良
い
も
の
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う
な
地
口
が
可
能
な

ほ
ど
、
七
字
切
り
が
浸
透
し
て
い
た
と
い
う
状
況
か
ら
は
、
比
較
的
早

い
時
期
か
ら
、
こ
の
〈
い
ろ
は
〉
の
読
み
方
が
常
で
あ
っ
た
と
考
え
る

の
が
自
然
だ
ろ
う
。

一
方
で
、
中
世
期
に
お
い
て
も
、
七
五
調
の
も
の
は
歌
意
に
か
か
わ

る
場
面
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
例
え
ば
『
運
歩
色
葉
集
』
の
序

文
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

…
…
即
チ
貴
賎
同
ク
通―

ス二

書
礼
ニ一

。
上
―

下
等
シ
ク
読
テ二

文
―

字
ヲ一

。
可
レ

作
二
真
書
ヲ一

。
依
レ
之
和
ケ
テ

二

涅
槃
経
四
句
ノ
偈
ヲ一

造ツ
ク
ル

レ
之
ヲ
。
即
チ＿

今
ノ

色イ
ロ

葉ハ

是
レ＿

也
ナ
リ
。
彼
ノ＿

文
ニ
云
ク
。
諸○

行○

無○

常○

　

是○

生○

滅○

法○

　

生○

滅○

々○

已○

　

寂○

滅○

為○

楽○

　

此
ノ＿

偈
ノ
意ロ

也
ナ
リ
。
色イ

ロ

ハ
匂ニ

ヲ
ヘ

ト
散
ヌ
ル
ヲ
者ハ

。

諸
行
無
常
之
句
ニ
當
ル
也
。
我
ガ
代ヨ

誰
レ
ソ
常
ナ
ラ
ン
者
ハ
。
是―

生―

滅―

法―

之
句
ノ

意
也
。
有
―

為
奥
ク―

山
今ケ

ウ日
越
ヘ
テ
ハ
。
生―

滅―

々―

已―

也
。

浅サ

キ
夢メ

不
レ
見
不
醉
者
。
寂―

滅―

為―

楽―

之
意
也
。
終

ヲ
ハ
リ
ニ

加
ル二

京
ノ
字
ヲ一

事コ
ト
ハ

。
表ヘ

ウ
―

ナ
リ
二

涅
―

槃
常
住
之
都
ヲ一

。天
正
十
七
年
本
『
運
歩
色
葉
集
』

天
文
十
七
（
一
五
四
八
）
年
成
立
、
天
正
十
七
（
一
五
八
九
）
年
書
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

上
巻
一
丁
裏
―
二
丁
表

同
書
で
は
、
真
仮
名
で
書
か
れ
た
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
が
挙
げ

ら
れ
、
続
い
て
〈
い
ろ
は
〉
の
作
者
説
に
触
る
。
そ
し
て
七
五
調
に
分

け
た
形
で
、
こ
の
よ
う
な
歌
意
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

の
振
り
仮
名
を
見
る
と
、「
匂
」
に
「
ニ
ヲ
ヘ
」
と
あ
る
な
ど
、
ハ
行

転
呼
で
の
読
み
方
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
が
ど
の
時
期
に
振
ら
れ
た

も
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
が
、「
我
ガ
代ヨ

誰
レ
ソ
」
の
「
ガ
」
は
本
文

に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
少
な
く
と
も
天
正
十
七
年
の
書
写
段
階

で
は
濁
音
と
し
て
読
ま
れ
て
い
た
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
漢
字
表
記
を
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取
る
こ
と
か
ら
も
、
歌
意
を
と
る
場
合
に
は
、
七
五
調
で
、
ハ
行
転
呼

や
濁
音
を
意
識
し
た
読
み
方
を
し
て
い
た
と
み
る
の
が
自
然
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
、〈
い
ろ
は
〉
を
七
五
調
で
区
切
っ
て
、
そ
の
意
味
を
解

釈
す
る
と
い
っ
た
記
事
は
、
覚
鑁
（
嘉
保
二
（
一
〇
九
五
）
年
―
康
治
二
（
一

一
四
三
）
年
）
の
『
密
厳
諸
秘
釈
』
か
ら
見
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ）

8
（

る
。

解
釈
の
内
容
は
お
く
と
し
て
、
や
は
り
こ
の
時
期
に
も
七
五
調
の
〈
い

ろ
は
〉
も
行
わ
れ
て
い
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
が
あ

ら
わ
れ
る
の
は
、
歌
意
の
解
釈
な
ど
に
関
わ
る
文
脈
で
あ
り
、
高
度
な

教
養
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
七
五
調
の
〈
い
ろ
は
〉

は
、
手
習
い
の
場
か
ら
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

以
上
か
ら
す
る
と
、
手
習
い
の
場
で
用
い
ら
れ
る
〈
い
ろ
は
〉
は
、

比
較
的
古
く
か
ら
七
句
切
り
の
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
も
、
一

旦
歌
と
し
て
の
形
を
も
っ
た
七
五
調
を
介
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
直
接

七
字
切
り
の
も
の
を
暗
誦
し
、
用
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

四
．
な
ぜ
七
字
切
り
が
用
い
ら
れ
た
か

以
上
、
中
近
世
に
お
け
る
〈
い
ろ
は
〉
に
つ
い
て
み
た
が
、
七
字
切

り
と
七
五
調
と
が
、
異
な
る
文
脈
で
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
れ
ら
を
み
て
い
て
、
特
に
気
に
な
る
の
は
、
七
字
切
り
の
も
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
な
ぜ
手
習
い
の
場
に
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
が

用
い
ら
れ
る
の
か
。

韻
律
を
持
た
な
い
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
が
、
手
習
い
の
場
で
用

い
ら
れ
る
の
は
、
こ
の
読
み
方
が
歌
意
を
持
た
な
い
故
に
、
仮
名
遣
い

や
濁
音
に
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
と
考
え
る
こ
と
は
で

き
る
。
歌
意
が
隠
さ
れ
る
こ
の
区
切
り
方
で
あ
れ
ば
、
仮
名
を
一
文
字

ず
つ
学
習
す
る
の
に
は
都
合
が
よ
い
。
し
か
し
、
素
朴
な
疑
問
と
し
て
、

七
五
調
で
読
む
伝
統
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
七
五
調
に
載
せ

た
文
字
の
羅
列
と
し
て
読
ん
で
い
て
も
良
い
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

七
五
調
で
あ
っ
て
も
、
文
字
の
ま
ま
に
読
め
ば
歌
意
を
隠
す
こ
と
は
で

き
、
積
極
的
に
七
字
切
り
を
と
る
所
以
は
な
い
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形

で
は
な
く
、
わ
ざ
わ
ざ
七
字
切
り
の
形
が
と
ら
れ
て
い
た
の
か
。

七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
に
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、
小
松
英
雄
（
一

九
六
四
）
が
あ
る
。
同
論
は
仏
教
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
〈
い
ろ
は
〉
が
、

七
字
切
り
で
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
た
も
の
で
、
特
に
『
金
光
明

最
勝
王
経
音
義
』
に
あ
ら
わ
れ
る
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
に
言
及
し

た
。
そ
し
て
こ
れ
が
、
漢
字
音
の
声
調
学
習
の
便
宜
か
ら
、
七
字
の
区

切
り
を
と
っ
た
と
指
摘
し
た
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、〈
い
ろ
は
〉
を
七
字

に
区
切
っ
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
区
切
っ
た
上
で
、
独
自
の
節
を
付
し

て
読
む
こ
と
で
、
漢
字
音
の
声
調
パ
タ
ン
を
網
羅
さ
せ
る
目
的
に
よ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
同
論
の
考
え
方
で
あ
れ
ば
、
漢
字
音

学
習
の
場
に
お
け
る
利
用
法
で
は
、
七
字
切
り
を
と
る
理
由
が
説
明
で

き
る
。
更
に
い
え
ば
、
仏
教
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
は
、
七
字
切
り
を
と

る
〈
い
ろ
は
〉
が
、
積
極
的
に
採
用
さ
れ
る
理
由
が
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

本
稿
で
問
題
と
し
て
い
る
、手
習
い
の
場
に
お
け
る
七
字
切
り
の〈
い

ろ
は
〉
の
利
用
も
、
こ
れ
と
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
手
習
い
の
際
の
〈
い
ろ
は
〉
の
使
用
法
は
、
仏
教
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サ
ー
ク
ル
で
用
い
ら
れ
て
い
た
読
み
方
が
、
そ
の
ま
ま
流
用
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
か
。

先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、〈
い
ろ
は
〉
に
は
七
五
調
で
仮
名
遣
い
を

意
識
し
て
読
む
も
の
と
、
七
字
切
り
で
仮
名
遣
い
を
意
識
せ
ず
に
読
む

も
の
の
二
種
が
存
在
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
が
、〈
い
ろ
は
〉

を
手
習
い
に
使
用
す
る
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と
考
え
や
す
い
。

す
な
わ
ち
、〈
い
ろ
は
〉
を
「
手
習
い
歌
」
と
し
て
学
習
に
用
い
よ
う

と
し
た
際
に
、
既
に
仏
教
サ
ー
ク
ル
に
お
い
て
、
歌
意
を
隠
し
、
文
字

の
羅
列
と
し
て
読
む
七
字
切
り
が
確
立
さ
れ
て
お
り
、
手
習
い
の
た
め

に
既
存
の
読
み
方
が
選
択
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。
ま
た
、

七
字
切
り
の
読
み
方
が
存
在
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、〈
い
ろ
は
〉
が
手

習
い
に
使
用
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
後
世
に
お
い
て
、
手
習
い
の
場
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
、

仮
名
一
覧
と
し
て
の〈
い
ろ
は
〉が
七
字
切
り
で
あ
る
の
は
、〈
い
ろ
は
〉

が
教
材
と
し
て
採
用
さ
れ
た
際
の
読
み
方
が
、
踏
襲
さ
れ
続
け
た
た
め

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
現
段
階
で
特
に
具
体
的
な
例
証
を
挙
げ
る
こ
と

は
出
来
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
別
の
目
的
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
七

字
切
り
の
読
み
方
が
、
そ
の
ま
ま
手
習
い
に
応
用
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、

疑
問
に
対
し
て
答
え
や
す
い
。

こ
の
想
定
に
よ
れ
ば
、
七
字
切
り
の
〈
い
ろ
は
〉
を
選
択
す
る
こ
と

で
、
は
じ
め
て
〈
い
ろ
は
〉
を
手
習
い
の
場
に
使
用
す
る
こ
と
が
で
き

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
〈
い
ろ
は
〉
の
創
作
が
、
手
習
い
を

目
的
と
し
て
な
い
と
す
る
見
方）

9
（

を
支
持
す
る
も
の
だ
ろ
う
。

ま
た
、
一
般
論
か
ら
す
れ
ば
、〈
い
ろ
は
〉
を
歌
の
形
に
す
る
ほ
う
が
、

手
習
い
に
望
む
に
あ
た
っ
て
、
記
憶
に
役
立
つ
よ
う
に
思
え
る
。
し
か

し
、
先
に
確
認
し
た
と
お
り
、
手
習
い
の
は
じ
め
に
覚
え
る
〈
い
ろ
は
〉

は
、
す
で
に
七
字
切
り
の
も
の
で
あ
っ
た
し
、
七
五
調
の
も
の
は
、
や

や
高
度
な
教
養
と
し
て
扱
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
手
習
い
の

教
材
と
し
て
は
、
そ
も
そ
も
初
め
か
ら
七
字
切
り
の
形
で
採
用
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
と
し
た
。そ
う
で
あ
る
な
ら
、手
習
い
の
た
め
に
は〈
い

ろ
は
〉
が
本
来
歌
の
形
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は

な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

更
に
、
仏
教
サ
ー
ク
ル
に
お
け
る
〈
い
ろ
は
〉
の
使
用
法
が
、
手
習

い
の
場
に
応
用
さ
れ
た
と
し
た
。
こ
れ
は
〈
い
ろ
は
〉
歌
が
仏
教
サ
ー

ク
ル
に
お
い
て
作
ら
れ
、
そ
れ
が
広
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ほ
ど
不
自
然
な
想
定
で
は
な
か
ろ
う
。
こ
の
想
定
は
仏
教
サ
ー
ク

ル
に
お
け
る
文
字
教
育
の
実
態
を
窺
う
手
が
か
り
と
な
り
う
る
。

な
お
、
直
接
本
論
に
は
関
わ
ら
な
い
が
、
他
の
手
習
い
歌
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。
古
く
か
ら
手
習
い
に
用
い
ら
れ
た
教
材

と
し
て
、〈
な
に
は
づ
〉
や
〈
あ
さ
か
や
ま
〉
と
い
っ
た
和
歌
が
知
ら

れ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
ほ
か
に
〈
あ
め
つ
ち
〉
な
ど
が
用
い
ら
れ
た
記

述
が
あ
る
と
い
っ
た
状
況
は
、
仮
名
学
習
の
教
材
と
し
て
の
手
習
い
歌

が
同
時
に
複
数
存
在
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
教
材
と

し
て
、
仏
教
的
な
場
で
用
い
ら
れ
た
〈
い
ろ
は
〉
を
選
択
す
る
か
、
古

く
か
ら
の
和
歌
を
用
い
た
〈
な
に
は
づ
〉
を
選
択
す
る
か
と
い
っ
た
、

学
習
方
法
の
選
択
は
、
一
種
の
流
派
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
棲
み
分
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け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か）

10
（

。
た
だ
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
く

ま
で
想
定
に
過
ぎ
ず
、
現
段
階
で
は
可
能
性
を
挙
げ
る
に
留
め
て
お
く
。

五
．
ま
と
め

以
上
、
中
近
世
を
通
し
て
、
手
習
い
な
ど
で
用
い
ら
れ
る
、
仮
名
一

覧
と
し
て
の
〈
い
ろ
は
〉
に
は
、
七
字
切
り
の
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る

こ
と
を
確
認
し
、
こ
れ
が
七
五
調
の
〈
い
ろ
は
〉
と
は
区
別
さ
れ
て
扱

わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
な
ぜ
韻
律
を
捨
て
た
七
字

切
り
の
読
み
が
用
い
ら
れ
て
き
た
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
本
来

は
漢
字
音
の
声
調
学
習
用
に
使
わ
れ
て
い
た
方
法
が
、
手
習
い
に
応
用

さ
れ
た
た
め
、
と
し
た
。

文
献
上
の
用
例
も
少
な
く
、
論
も
十
分
と
は
い
え
な
い
が
、
こ
こ
で

は
一
応
の
見
通
し
を
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
手
習
い

の
場
に
お
け
る
〈
い
ろ
は
〉
が
、
七
五
調
の
今
様
体
で
は
な
く
、
七
字

切
り
の
形
で
受
容
さ
れ
続
け
て
き
た
と
い
う
点
は
、教
材
と
し
て
の〈
い

ろ
は
〉
の
利
用
実
態
と
し
て
、
よ
り
注
目
さ
れ
て
も
良
い
の
で
は
な
い
か）

11
（

。

注（1
）
須
原
屋
茂
兵
衛
刊
。
架
蔵
本
に
は
最
終
丁
に
「
蔓
延
元
﹇
庚
申
﹈
年
九

月
求
」（
一
八
六
〇
年
）
の
書
込
が
見
え
る
。

（
2
）
菊
屋
喜
兵
衛
他
刊
。
架
蔵
本
で
は
刊
記
の
一
部
が
破
損
し
て
い
る
た
め
、

判
読
不
能
の
箇
所
が
あ
る
が
、
東
京
学
芸
大
学
望
月
文
庫
蔵
本
に
よ
っ
て

補
っ
た
。
同
文
庫
の
目
録
で
は
本
書
の
書
名
を
「
女
実
語
教
／
女
今
川
／
女

商
売
往
来
」
と
す
る
。

（
3
）
高
橋
愛
次
（
一
九
七
四
：
五
七
）

伊
呂
波
の
書
き
方
は
色
々
あ
り
、
四
句
の
偈
に
対
応
し
て
四
行
書
に
す
る
方

法
が
最
も
普
通
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
が
（
三
九
頁
参
照
：
原
注
）、
次
の
や
う

に
七
音
七
行
で
区
切
つ
て
書
く
こ
と
も
稀
で
は
な
い
。
古
辞
書
の
見
返
し
な

ど
の
落
書
（
多
く
は
片
仮
名
）
に
は
多
く
見
え
る
所
で
あ
り
、
古
辞
書
、
例

へ
ば
節
用
集
の
上
下
等
の
区
切
り
方
も
之
に
基
づ
く
と
い
は
れ
る
が
、
一
方

空
海
の
真
蹟
と
称
す
る
大
和
国
当
麻
寺
や
、
出
雲
国
神
門
寺
な
ど
に
残
つ
て

ゐ
る
伊
呂
波
も
、
平
仮
名
で
次
の
や
う
に
な
つ
て
ゐ
る
、

　
　
　
　
　
　

い　

ろ　

は　

に　

ほ　

へ　

と

　
　
　
　
　
　

ち　

り　

ぬ　

る　

を　

わ　

か

　
　
　
　
　
　

よ　

た　

れ　

そ　

つ　

ね　

な

　
　
　
　
　
　

ら　

む　

う　

ゐ　

の　

お　

く

　
　
　
　
　
　

や　

ま　

け　

ふ　

こ　

え　

て

　
　
　
　
　
　

あ　

さ　

き　

ゆ　

め　

み　

し

　
　
　
　
　
　

ゑ　
　

ひ　
　

も　
　

せ　
　

す

（
4
）
国
立
国
会
図
書
館
蔵
。
成
立
は
元
禄
九
（1696

）
年
、
如
得
（
志
水
）

に
よ
る
。
書
写
は
宝
暦
十
一
（1761

）
年
、
通
心
（
行
雄
）
に
よ
る
。
い
ず

れ
も
奥
書
に
よ
る
。
以
下
に
本
書
の
本
奥
書
の
年
次
及
び
書
写
奥
書
を
示
す
。

本
奥
書
（
最
終
丁
表
）

元
禄
九
丙
子
歳
季
龝
日　

棄
門
如
得
老
人
書
之
。

如
得
ハ
名
ハ
志シ
ス
イ水
禅
僧
也
。
無
所
住
ノ
人
也
。

八
幡
河
口
邑
安
楽
寺
ニ
毛
寓
居
。

（
※
「
如
得
ハ
〜
」
以
下
は
後
の
増
補
で
あ
ろ
う
）

書
写
奥
書
（
最
終
丁
裏
）

宝
暦
十
一
辛卯

天
正
月
中
三
鳥
以
岩
城
以
託
房
之
。

本
書
写
之
畢
。　

京
智
山
月
之
端
館
林　

通
心
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行
雄

（
5
）
原
文
で
は
「
い
と
い
な
き
」
と
読
め
る
が
、「
い
と
き
な
き
」
乃
至
「
い

と
け
な
き
」
の
誤
り
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
当
該
の
か
な
は
「
起
」

の
く
ず
し
を
誤
ま
っ
た
も
の
と
判
断
し
、「
い
と
き
な
き
」
を
採
用
し
た
。

（
6
）
吉
野
屋
藤
兵
衛
刊
。
刊
行
年
な
ど
は
使
用
テ
キ
ス
ト
の
解
題
に
よ
る
。

（
7
）
虎
明
本
で
は
、
こ
の
後
に
読
み
方
を
変
え
さ
せ
て
読
ま
せ
る
展
開
が
あ

る
が
、「
い
ろ
は
を
一
へ
ん
い
ふ
。
そ
の
こ
と
く
口
ま
ね
す
る
」
と
し
て
、

記
述
を
省
略
し
て
お
り
、
詳
細
は
分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
近
世
中
後
期
の
書

写
と
さ
れ
る
、
愛
知
県
立
大
学
蔵
の
『
和
泉
流
秘
書
』
に
は
、
こ
の
場
面
が

省
略
さ
れ
ず
に
、
記
さ
れ
て
い
る
。

シ
テ
「
す
れ
は
此
方
の
口
真
似
を
致
の
て
御
座
る
か
。
ア
ト
「
先
其
様
な

も
の
ち
や
。そ
つ
に
と
も
違
ふ
と
聞
ぬ
そ
よ
。シ
テ「
心
得
ま
し
た
。ア
ト「
い

ろ
は
に
ほ
へ
と
。
シ
テ
「
〳
〵
。
ア
ト
「
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
。
シ
テ
「
〳
〵
。

ア
ト「
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
。シ
テ「
〳
〵
。ア
ト「
ら
む
う
ゐ
の
お
く
。シ
テ「
〳
〵
。

ア
ト「
や
ま
け
ふ
こ
へ
て
。シ
テ「
〳
〵
。ア
ト「
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
。シ
テ「
〳
〵
。

ア
ト
「
ゑ
ひ
も
せ
す
京
と
お
し
や
れ
。
シ
テ
「
〳
〵
。
ア
ト
「
只
京
と
斗
り

を
し
や
れ
。
シ
テ
「
〳
〵
。

　

愛
知
県
立
大
学
蔵
『
和
泉
流
秘
書
』
巻
一
「
伊
呂
は
」　

江
戸
中
後
期
書
写

　

さ
ら
に
時
代
が
下
る
書
写
で
あ
る
た
め
、
同
じ
よ
う
に
扱
え
る
か
に
は
検

討
が
必
要
だ
ろ
う
が
、
七
字
切
り
の
フ
レ
ー
ズ
ご
と
に
、
い
ろ
は
が
読
み
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
時
期
の
実
態
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。

（
8
）
大
矢
透
（
一
九
一
八
）
な
ど

（
9
）
亀
井
孝
（
一
九
六
〇
）、
小
松
英
雄
（
一
九
六
四
）
な
ど

（
10
）
教
材
と
し
て
の
手
習
い
歌
が
複
数
あ
り
、
そ
れ
ら
が
共
存
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
介
し
て
学
ば
れ
る
仮
名
に
も
差
が
あ
っ
た
可
能
性

も
あ
る
。
山
田
健
三
（
二
〇
一
〇
）
で
は
、〈
あ
め
つ
ち
〉
を
介
し
て
学
ば

れ
る
、
四
十
八
文
字
の
〈
あ
め
つ
ち
仮
名
〉
と
い
う
仮
名
セ
ッ
ト
を
想
定
し
、

〈
い
ろ
は
〉
に
よ
っ
て
学
ば
れ
る
〈
い
ろ
は
仮
名
〉
と
別
種
の
も
の
と
位
置

づ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
仮
名
セ
ッ
ト
の
違
い
が
存
在
し
て
い
た
と
す
る
と
、

手
習
い
歌
の
選
択
は
、
ど
の
仮
名
セ
ッ
ト
を
学
ぶ
か
と
い
う
問
題
に
も
繋
が

り
う
る
も
の
だ
ろ
う
。

（
11
）
二
〇
一
三
年
に
、
京
都
旧
堀
河
院
跡
で
出
土
し
た
土
器
に
、〈
い
ろ
は
〉

う
た
の
墨
書
が
見
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
一
二
世
紀
末
か
ら
十
三
世
紀
初
め
の

も
の
と
推
定
さ
れ
、
ひ
ら
が
な
で
全
文
を
書
い
た
最
古
の
〈
い
ろ
は
〉
と
さ

れ
る
。
こ
れ
は
、
そ
の
字
の
拙
さ
な
ど
か
ら
、
習
書
か
と
目
さ
れ
る
。
二
〇

一
三
年
六
月
二
十
八
日
付
け
の
読
売
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
復
元
を
元
に
挙
げ

る
と
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

ゑ
ひ
も
せ
す

い
ろ
は
に
ほ
へ
と

ち
り
ぬ
る
を
わ
か

よ
た
そ
れ
つ
ね
な

ら
む
う
ゐ
の
お

（
く
）
や
ま
け
ふ
こ

（
え
）（
て
）
あ
さ
き

（
ゆ
）
め
み
し

※
（　

）
内
は
欠
損
部

　

こ
れ
を
み
る
と
、「
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
」
や
「
よ
た
れ
そ
つ
ね
な
」
と
い
っ

た
句
が
、七
字
切
り
の
も
の
の
よ
う
に
み
え
る
。こ
れ
は
、単
に
書
写
ス
ペ
ー

ス
に
よ
る
偶
然
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
当
時
の
改
行
意
識
に

つ
い
て
も
考
え
な
く
て
は
な
ら
ず
、
傍
証
と
は
出
来
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
が
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七
字
切
り
の
よ
う
な
韻
律
を
意
図
し
な
い
〈
い
ろ
は
〉
の
形
で
あ
っ
た
と
す

れ
ば
、
手
習
い
の
場
に
お
け
る
〈
い
ろ
は
〉
の
需
要
の
姿
を
残
す
も
の
と
も

い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

参
考
・
引
用
文
献

遠
藤
邦
基
（
二
〇
〇
七
）
助
詞
「
は
」
の
「
わ
」
表
記
―
い
ろ
は
歌
の
影
響
を

通
し
て
―
『
國
文
学
』
九
十
一

大
矢
透
（
一
九
一
八
）『
音
図
及
手
習
詞
歌
考
』

亀
井
孝
（
一
九
六
〇
）「
あ
め
つ
ち
」
の
誕
生
の
は
な
し
（『
亀
井
孝
論
文
集
５
』

（
大
修
館
書
店　

一
九
八
六
）
収
録
）

小
松
英
雄
（
一
九
六
四
）
阿
女
都
千
か
ら
以
呂
波
へ
『
国
語
研
究
』
十
九

小
松
英
雄
（
一
九
七
九
）『
い
ろ
は
う
た
―
日
本
語
史
へ
の
い
ざ
な
い
―
』
中

公
新
書

高
橋
愛
次
（
一
九
七
四
）『
伊
呂
波
歌
考
』
三
省
堂

野
崎
典
子
・
小
谷
成
子
（
二
〇
〇
一
）『
和
泉
流
秘
書
』(
愛
知
県
立
大
学
附
属

図
書
館
蔵)

翻
刻
・
解
題
一
『
愛
知
県
立
大
学
大
学
院
国
際
文
化
研
究
科
論
集
』
二

馬
渕
和
夫
（
一
九
五
五
）「
い
ろ
は
う
た
」
の
ア
ク
セ
ン
ト
『
国
語
学
』
二
十
三

矢
田
勉
（
二
〇
〇
一
）
近
世
い
ろ
は
歌
研
究
史
稿
（
上
）『
国
文
白
百
合
』
三
十
一

　

〃　

 （
二
〇
〇
二
）
近
世
い
ろ
は
歌
研
究
史
稿
（
中
）『
国
文
白
百
合
』
三
十
二

　

〃　

 （
二
〇
〇
四
）
近
世
い
ろ
は
歌
研
究
史
稿
（
下
）『
国
文
白
百
合
』
三
十
五

　

〃　

 

（
二
〇
〇
六
）
無
相
文
雄
『
和
字
大
観
鈔
』
に
つ
い
て
『
文
化
學
年
報
』

二
十
五

山
田
健
三
（
二
〇
一
〇
）「
男
手
」
考
―
宇
津
保
物
語
の
用
例
を
め
ぐ
る
平
安

書
記
シ
ス
テ
ム
記
述
―
『
日
本
語
学
最
前
線
』
和
泉
書
院

参
考
・
引
用
テ
キ
ス
ト

『
文
武
寶
林
古
状
大
成
』：
架
蔵
本

『
女
寺
子
調
法
記
』：
架
蔵
本
、
お
よ
び
東
京
学
芸
大
学
望
月
文
庫
「
往
来
物
目

録
・
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」http://library.u-gakugei.ac.jp/lbhom

e/
m
ochi/m

ochi.htm
l

（
請
求
記
号T

1A
0/26/60

）

『
以
呂
波
抄
』：「
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」http://dl.

ndl.go.jp

（
請
求
記
号847-68

）

『
新
版
増
補
男
重
宝
記
』：『
重
宝
記
資
料
集
成　

第
十
一
巻
』（
臨
川
書
店　

二

〇
〇
六
）

『
和
字
大
観
鈔
』：
早
稲
田
大
学
図
書
館
「
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」

http://w
w
w
.w
ul.w
aseda.ac.jp/kotenseki/

（
請
求
記
号
：
ホ02 00074

）、

お
よ
び
矢
田
勉 （
二
〇
〇
六
）

『
仮
字
本
末
』：
早
稲
田
大
学
図
書
館
「
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」（
請
求

記
号
：
ホ02 01329

）

『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
』：『
古
本
能
狂
言
集
』（
岩
波
書
店　

一
九
四
四
）、
お

よ
び
『
大
蔵
虎
明
本
狂
言
集
の
研
究　

本
文
篇
』（
表
現
社　

一
九
八
三
）

愛
知
県
立
大
学
附
属
図
書
館
蔵
『
和
泉
流
秘
書
』：
同
大
学
図
書
館
「
貴
重
書

コ
レ
ク
シ
ョ
ン　

和
本
の
世
界
」http://opac1.aichi-pu.ac.jp/kicho/

w
ahon/index.htm

l

（
請
求
記
号773/1-7/25

）、
お
よ
び
野
崎
典
子
・
小
谷

成
子
（
二
〇
〇
一
）

『
醒
睡
笑
』：
寛
永
版
（
古
典
文
庫　

一
九
六
〇
）、
お
よ
び
『
醒
睡
笑
』（
岩
波

文
庫　

一
九
八
六
）

天
正
十
七
年
本
『
運
歩
色
葉
集
』：『
京
都
大
学
国
語
国
文
資
料
叢
書
一　

天
正

十
七
年
本
運
歩
色
葉
集
』（
臨
川
書
店　

一
九
七
七
）

（
や
ま
だ
・
し
ょ
う
へ
い　

本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
）


