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語文122（2024・6　大阪大学国語国文学会）

発
音
規
範
と
謡
曲

―
四
つ
仮
名
に
関
す
る
言
説
を
め
ぐ
っ
て

―

山　
　

田　
　

昇　
　

平

一　

は
じ
め
に

本
稿
は
、
発
音
規
範
に
関
す
る
文
献
上
の
記
述
を
対
象
と
し
、
そ
の
歴
史

的
背
景
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
特
に
、
中
世
末
期
か
ら
近
世
中
期
に
四
つ
仮
名
に
関
す
る
記
述

が
集
中
す
る
こ
と
に
注
目
し
、
背
景
に
特
定
の
言
説
が
流
布
し
て
い
た
と
み

る
。
そ
し
て
具
体
的
な
事
例
と
し
て
、
近
世
期
に
、
四
つ
仮
名
の
発
音
に
関

す
る
言
説
が
、
謡
曲
か
ら
歌
学
へ
と
流
入
し
た
と
い
う
実
態
を
指
摘
す
る
。

さ
ら
に
こ
の
事
例
を
も
と
に
、
近
世
期
の
謡
曲
知
識
に
は
発
音
に
関
す
る

知
識
が
集
積
し
て
お
り
、
広
く
規
範
と
し
て
享
受
さ
れ
た
と
い
う
考
察
を
加

え
る
。
こ
の
よ
う
な
考
察
か
ら
、
か
つ
て
の
発
音
に
関
す
る
知
識
の
一
端
を

明
ら
か
に
す
る
。

二　

文
献
上
の
四
つ
仮
名
記
述

二
．一　

四
つ
仮
名
を
め
ぐ
る
記
述

日
本
語
音
韻
史
研
究
の
視
点
か
ら
諸
文
献
を
眺
め
る
と
、
お
よ
そ
中
世
末

期
か
ら
近
世
中
期
頃
に
か
け
て
、
四
つ
仮
名
の
区
別
に
関
す
る
記
述
が
集
中

す
る
よ
う
に
み
え
る
。
主
要
と
い
え
そ
う
な
も
の
を
、
次
頁
表
に
挙
げ
て
み

る
（
成
立
年
代
を
「
近
世
前
期
」
な
ど
と
す
る
も
の
は
、
各
著
者
の
活
動
期
に
基
づ
く
）。

こ
れ
ら
の
記
述
は
概
ね
規
範
を
あ
ら
わ
す
文
脈
で
用
い
ら
れ
、
中
に
は
発

音
上
の
差
を
細
か
に
示
す
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
比
較
的
近
い
時
期
に
重

な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
特
に
『
和
字
正
濫
鈔
』
と
『
蜆
縮
涼
鼓
集
』
が

同
年
に
出
版
さ
れ
る
ほ
か
、『
以
敬
斎
聞
書
』
の
以
敬
斎
・
有
賀
長
伯
も
同
時

代
人
で
あ
る
。
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2 

 

書名 著者 成立年代

新撰仮名文字遣 吉田広典 永禄九〈1566〉年草稿

日本大文典 J. ロドリゲス 1604-8年刊

「円庵伝書」類 真嶋円庵 近世前期

法華経随音句 日遠 元和六〈1620〉年成⽴

地下一流読癖類 平間⻑雅伝授 近世前期

仮名遣近道抄 三条⻄実条 寛永三〈1626〉年

和字正濫鈔 契沖 元禄⼋〈1695〉年刊

蜆縮涼鼓集 鴨東蔌父 元禄⼋〈1695〉年刊

倭字古今通例全書 橘成員 元禄九〈1696〉年

謡開合仮名遣 池上幽雪 元禄⼗〈1697〉年初刊

以敬斎聞書 有賀⻑伯述 近世前中期

享保 ⼗⼆ 〈1727〉年初刊

寛保三〈1743〉 年追補

主要な四つ仮名関連資料

音曲玉淵集 三浦庾妥（今村義福追補）

                  こ
れ

以
降

の
時

代
に

つ
い

て
は

、
次

の
石

原
正

明
（

一
七

五
九

―
一

八
二

一
）

に
よ

る
『

年
々

随
筆

』
な

ど
が

知
ら

れ
る

。
 

(1)

 
九

国
、

四
国

の
人

の
物

い
ひ

に
は

、
ち

と
、

し
と

、
つ

と
、

す
と

の

濁
音

、
お

の
づ

か
ら

わ
か

る
と

い
ふ

。
常

其
国

々
の

人
に

あ
ひ

て
、

物
い

ふ
は

き
ゝ

な
が

ら
、

心
も

つ
か

で
過

し
つ

る
を

、
さ

い
つ

比
、

思
ひ

お
こ

し
て

、
松

平
肥

前
守

殿
の

家
臣

峰
六

郎
矩

当
と

い
ふ

人
の

も
と

に
行

た
り

。
物

語
す

る
ほ

ど
に

、
心

つ
け

て
き

け
ば

、
お

の
づ

か
ら

分
別

あ
り

。
ち

つ
の

濁
は

、
舌

短
き

人
の

物
い

ふ
ご

と
く

、
お

も
く

い
ひ

が
た

き
が

如
し

。
さ

る
は

舌
の

さ
き

を
、

上
腭 ア

ゴ

に
さ

し
あ

て
ゝ

、
ぢ

と
い

ひ
、

づ
と

い
ひ

な
が

ら
は

な
つ

故
、

お
も

く
い

ひ
が

た
き

が
如

き
な

り
。

じ
ず

は
、

い
ひ

ざ
ま

、
や

ゝ
か

ろ
く

や
す

げ
な

り
。

い
ひ

は
じ

む
る

ほ
ど

清
る

が
如

く
に

て
、

末
に

ご
る

。
お

も
ふ

に
舌

を
下

歯
に

さ
し

あ
て

ざ
ま

に
い

ふ
故

、
舌

の
歯

に
い

ま
だ

さ
し

あ
た

ら
ぬ

ほ
ど

は
、

清
音

の
如

く
に

て
、

あ
て

は
つ

れ
ば

濁
る

に
や

あ
ら

ん
。

分
明

に
聞

き
わ

け
て

、
 
け

ふ
は

か
う

〳
〵

の
事

に
て

、
そ

れ
聞

分
む

と
て

、
来

つ
と

い
ひ

て
さ

て
か

へ
り

ぬ
。

其
後

も
、

其

国
々

の
人

に
逢

て
物

が
た

り
す

る
に

、
す

べ
て

心
も

つ
か

ず
。

 

 
『

年
々

随
筆

』
巻

六
（
『

日
本

随
筆

大
成

 
第
一

期
』

一
一

五
頁

に
よ

る
）
 

こ
れ

は
九

州
・

四
国

方
言

に
関

す
る

発
音

の
情

報
で

あ
る

。
先

の
表

に
あ

げ

た
も

の
は

発
音

の
規

範
を

述
べ

た
も

の
で

あ
る

た
め

、
両

者
の

性
質

は
異

な
る

。

近
世

後
期

に
こ

の
よ

う
な

記
述

が
あ

ら
わ

れ
る

と
い

う
こ

と
を

素
朴

に
捉

え
る

な
ら

ば
、

当
該

時
期

に
は

四
つ

仮
名

へ
の

規
範

意
識

が
薄

れ
て

い
た

と
い

う
こ

と
に

な
る

。
 

以
上

を
大

雑
把

に
ま

と
め

る
な

ら
ば

、
少

な
く

と
も

京
都

方
言

話
者

の
間

に

は
、

中
世

末
期

か
ら

四
つ

仮
名

へ
の

規
範

意
識

が
め

ば
え

、
近

世
前

中
期

に
そ

の
意

識
が

高
ま

り
、

近
世

後
期

に
は

収
束

し
た

と
い

っ
た

と
こ

ろ
だ

ろ
う

か
。

 

こ
の

よ
う

な
見

方
は

、
文

献
資

料
上

の
記

述
が

変
化

の
渦

中
に

い
る

人
々

の

こ
れ
以
降
の
時
代
に
つ
い
て
は
、
次
の
石
原
正
明
（
一
七
五
九
―
一
八
二

一
）
に
よ
る
『
年
々
随
筆
』
な
ど
が
知
ら
れ
る
。

⑴　

	

九
国
、
四
国
の
人
の
物
い
ひ
に
は
、
ち
と
、
し
と
、
つ
と
、
す
と

の
濁
音
、
お
の
づ
か
ら
わ
か
る
と
い
ふ
。
常
其
国
々
の
人
に
あ
ひ

て
、
物
い
ふ
は
き
ゝ
な
が
ら
、
心
も
つ
か
で
過
し
つ
る
を
、
さ
い

つ
比
、
思
ひ
お
こ
し
て
、
松
平
肥
前
守
殿
の
家
臣
峰
六
郎
矩
当
と

い
ふ
人
の
も
と
に
行
た
り
。
物
語
す
る
ほ
ど
に
、
心
つ
け
て
き
け

ば
、
お
の
づ
か
ら
分
別
あ
り
。
ち
つ
の
濁
は
、
舌
短
き
人
の
物
い

ふ
ご
と
く
、
お
も
く
い
ひ
が
た
き
が
如
し
。
さ
る
は
舌
の
さ
き
を
、

上
腭ア

ゴ
に
さ
し
あ
て
ゝ
、
ぢ
と
い
ひ
、
づ
と
い
ひ
な
が
ら
は
な
つ
故
、

お
も
く
い
ひ
が
た
き
が
如
き
な
り
。
じ
ず
は
、
い
ひ
ざ
ま
、
や
ゝ

か
ろ
く
や
す
げ
な
り
。
い
ひ
は
じ
む
る
ほ
ど
清
る
が
如
く
に
て
、

末
に
ご
る
。
お
も
ふ
に
舌
を
下
歯
に
さ
し
あ
て
ざ
ま
に
い
ふ
故
、

舌
の
歯
に
い
ま
だ
さ
し
あ
た
ら
ぬ
ほ
ど
は
、
清
音
の
如
く
に
て
、

あ
て
は
つ
れ
ば
濁
る
に
や
あ
ら
ん
。
分
明
に
聞
き
わ
け
て
、	

け
ふ

は
か
う
〳
〵
の
事
に
て
、
そ
れ
聞
分
む
と
て
、
来
つ
と
い
ひ
て
さ

て
か
へ
り
ぬ
。
其
後
も
、
其
国
々
の
人
に
逢
て
物
が
た
り
す
る
に
、

す
べ
て
心
も
つ
か
ず
。

『
年
々
随
筆
』
巻
六
（『
日
本
随
筆
大
成　

第
一
期
』
二
十
一　

一
一
五
頁
に
よ
る
）

こ
れ
は
九
州
・
四
国
方
言
に
関
す
る
発
音
の
情
報
で
あ
る
。
先
の
表
に
あ

げ
た
も
の
は
発
音
の
規
範
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
両
者
の
性
質
は
異

な
る
。
近
世
後
期
に
⑴
の
よ
う
な
記
述
が
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
素
朴

に
捉
え
る
な
ら
ば
、
当
該
時
期
に
は
四
つ
仮
名
へ
の
規
範
意
識
が
薄
れ
て
い

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

以
上
を
大
雑
把
に
ま
と
め
る
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も
京
都
方
言
話
者
の
間

に
は
、
中
世
末
期
か
ら
四
つ
仮
名
へ
の
規
範
意
識
が
め
ば
え
、
近
世
前
中
期

に
そ
の
意
識
が
高
ま
り
、
近
世
後
期
に
は
収
束
し
た
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ

う
か
。
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こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
文
献
資
料
上
の
記
述
が
変
化
の
渦
中
に
い
る
人
々

の
内
省
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、
当
然
疑
問
で
あ
る
。
言
語
意
識
に

上
せ
に
く
い
と
さ
れ
る
音
韻
変
化
を
、
的
確
に
観
察
し
た
記
述
が
自
然
発
生

的
に
集
中
す
る
と
い
う
の
は
不
自
然
で
あ
ろ
う
。

二
．二　

四
つ
仮
名
を
め
ぐ
る
言
説
？

高
山
知
明
（
二
〇
一
四
）
で
は
、
近
世
前
中
期
の
四
つ
仮
名
記
述
の
背
景

に
、
共
通
の
「
知
識
」
が
存
在
し
た
こ
と
を
想
定
す
る
。
同
論
で
は
、『
和
字

正
濫
鈔
』
と
『
以
敬
齋
聞
書
』
の
記
述
の
類
似
性
を
指
摘
し
な
が
ら
、
両
記

述
間
に
系
統
関
係
を
認
め
ず
、
か
つ
同
時
発
生
説
も
取
ら
な
い
態
度
を
と
る

（
同
：
六
二
）。

『
和
字
正
濫
鈔
』『
以
敬
齋
聞
書
』
の
一
致
は
、
系
統
関
係
と
し
て
と
ら

え
る
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
の
著
者
の
個
人
的
見
解

が
た
ま
た
ま
合
致
し
た
結
果
で
も
な
い
。
17
世
紀
か
ら
18
世
紀
初
に
か

け
て
の
時
期
、
知
識
層
に
知
ら
れ
て
い
た
発
音
が
、
文
献
上
に
露
頭
の

よ
う
に
現
れ
た
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
る
。『
和
字
正
濫
鈔
』
の
記
事
に

関
し
て
言
え
ば
、
契
沖
自
身
の
見
解
を
加
味
し
つ
つ
も
、
基
本
的
に
は

当
時
一
部
に
知
ら
れ
て
い
た
発
音
法
を
ふ
ま
え
る
か
た
ち
で
、
仮
名
遣

を
正
す
た
め
の
重
要
事
項
の
一
つ
と
し
て
言
及
し
、
自
ら
の
著
書
の
中

に
書
き
留
め
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

同
論
で
は
、
こ
の
箇
所
に
限
ら
ず
、
当
該
時
期
に
は
四
つ
仮
名
に
関
す
る

教
養
と
し
て
「
知
識
層
に
知
ら
れ
て
い
た
発
音
」
が
存
在
し
、
そ
れ
が
各
文

献
に
影
響
を
与
え
た
と
す
る
見
解
を
と
る
。
た
し
か
に
近
世
前
期
の
四
つ
仮

名
に
関
す
る
様
々
な
記
述
に
対
し
て
は
、
こ
の
よ
う
な
根
源
を
想
定
す
る
ほ

う
が
理
解
し
や
す
い
。

も
っ
と
も
、
四
つ
仮
名
の
記
述
が
載
る
も
の
の
う
ち
、『
以
敬
齋
聞
書
』
は

「
聞
書
」
で
あ
る
し
、
こ
の
ほ
か
『
倭
字
古
今
通
例
全
書
』
に
も
「
但
口
傳
」

と
い
う
記
述
が
あ
る）

1
（

よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
知
識
は
口
伝
と
し
て
伝
わ
っ
た
ら

し
い
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
知
識
層
に
知
ら
れ
て
い
た
発
音
」
が
存

在
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
や
は
り
何
か
し
ら
の
具
体
的
な
言
説
の
形
を

と
っ
て
流
布
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

二
．三　

発
音
規
範
に
系
統
は
あ
る
か
？

な
お
、
四
つ
仮
名
の
発
音
法
を
め
ぐ
っ
て
は
、
性
質
の
異
な
る
複
数
の
系

統
が
存
在
し
た
ら
し
い
。
日
遠
『
法
華
経
随
音
句
』
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る

（
以
下
で
は
引
用
に
あ
た
り
、
漢
字
表
記
、
句
読
点
は
現
行
の
も
の
に
直
し
た
）。

⑵	

サ
テ
、
時

ノ
字

ハ
、
シ

ノ
仮カ

名ナ

也
。
住

ノ
字

ハ
、
チ
ウ

ノ
仮
名
也
。
付
之
、

シ
ト

チ
ト

、
ス

ト
ツ

ト
、
清

ム
時

ハ
、
無

レ
ト
モ

レ
濫

ス
ル
コ
ト

倶
ニ

、
濁

ル
時
、

多
シ

レ
濫

ス
ル
コ
ト

。
経
文

ノ
ミ
ナ
ラ
ス

、
世
話

ニ
モ

、
亦
多

シ
レ
誤

ル
コ
ト

。
水ミ

ツ
ヲ

、

ミ
ス

ト
云

ヒ
。
紅モ

ミ
シ葉

ヲ
モ
ミ
シ

ト
云
、
類

ノ
如

キ
、
是

レ
也
。
是
非
二
只

タ

田ヰ
ナ
カ舎

一
ノ
ミ
ナ
ラ

、
京
都

ノ
人

モ
、
亦
有

リ
レ
濫

ス
ル
コ
ト

、
然

モ
、
是

ヲ
糺

ス
時
。

有
人
云
。
軽
重
不
同
也
、等
云
云
。
私
謂
、不
レ
可
レ
然

ル
。
只
是
。
歯

音
舌
音

ノ
、
異

ナ
ラ
ク

耳ノ
ミ

。
歯
音

ハ
舌

ヲ
ヨ
セ
ス

シ
テ

。
歯

ニ
ア
タ
ツ
テ
、

呼
音
也
。
サ
シ
ス
セ
ソ
、
是
也
。
舌
音

ハ
、
舌

ヲ
ア
キ
付

ケ
、
或
歯

ニ

サ
ヽ
ヘ
テ
、唱

ル
字
也
。
タ
チ
ツ
テ
ト
、ラ
リ
ル
レ
ロ
、是
也
。
故

ニ

其
字

ノ
不
同

ヲ
能

ク
弁
知

テ
、一
部

ノ
文

ヲ
、読
誦

ス
ル

時
、可
二
読

ミ
分

ク
一

也
。

	

『
法
華
経
随
音
句

）
2
（

』
巻
上
一
丁
表-

裏
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四
つ
仮
名
の
発
音
法
を
め
ぐ
っ
て
、「
有
人
」
の
「
軽
重
」
の
差
と
す
る
説

に
対
し
て
、
本
書
は
「
歯
音
舌
音
」
の
差
と
す
る
説
を
と
り
、
そ
の
発
音
を

述
べ
て
い
る）

3
（

。

こ
の
よ
う
な
例
か
ら
、
四
つ
仮
名
の
規
範
に
は
、
い
く
つ
か
の
系
統
性
を

も
っ
た
言
説
が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
、
謡
曲
や
歌
学

で
行
わ
れ
た
言
説
に
つ
い
て
は
、
次
節
の
通
り
に
指
摘
が
あ
る
。

三　

謡
曲
・
歌
学
の
四
つ
仮
名
識
別
法

三
．一　

坂
本
（
二
〇
一
三
）・
山
田
（
二
〇
一
四
）

四
つ
仮
名
の
記
述
に
関
し
て
、
そ
の
背
景
を
検
証
し
た
も
の
に
、
坂
本
清

恵
（
二
〇
一
三
）
及
び
山
田
昇
平
（
二
〇
一
四
）
が
あ
る
。

坂
本
（
二
〇
一
三
）
は
、
謡
曲
資
料
に
は
、
四
つ
仮
名
の
発
音
法
に
対
し

て
、「
ツ
メ
ル
」
の
用
語
を
用
い
る
も
の
と
、「
ノ
ム
」・「
鼻
へ
入
る
」
の
用

語
を
用
い
る
も
の
の
二
種
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
前
者
は
主
と
し
て
入

声
音
を
あ
ら
わ
す
は
ず
の
用
語
で
あ
り
、
後
者
は
「
鼻
的
内
破
音
」（
ｔ
入
声

に
鼻
音
が
後
続
す
る
環
境
に
あ
ら
わ
れ
る
音
。
本
稿
で
はnasal	release	

の
［t n
］
と
す
る

解
釈

）
4
（

に
従
う
）
を
あ
ら
わ
す
は
ず
の
用
語
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
論
で
は
、
地
下

一
流
歌
人
・
平
間
長
雅
か
ら
伝
授
さ
れ
た
地
下
一
流
歌
学
の
読
み
癖
文
献
に

も
、
同
じ
く
「
ツ
メ
ル
」
を
用
い
る
も
の
と
「
ノ
ム
」「
鼻
へ
入
る
」
が
用
い

ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、謡
曲
・
歌
学
と
も
に「
ツ

メ
ル
」
系
統
が
先
行
し
、
後
に
「
ノ
ム
」
系
統
（
以
下
、
特
に
分
け
る
必
要
が
な

い
限
り
「
ノ
ム
」「
フ
ク
ム
」「
鼻
へ
入
る
」
な
ど
を
一
括
し
て
こ
の
よ
う
に
示
す
）
が
あ

ら
わ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
、
発
音
法
の
移
り
変
わ
り
を
論
じ
る
。
ま
た
、
同

論
で
は
、「
長
雅
の
注
釈
は
謡
の
用
語
を
使
っ
て
い
る
と
考
え
て
よ
さ
そ
う

で
あ
る
」（
同
：
三
四
）
と
す
る
よ
う
に
、
謡
曲
と
の
関
係
を
想
定
す
る
。

山
田
（
二
〇
一
四
）
は
『
以
敬
齋
聞
書
』（
長
雅
の
直
系
の
弟
子
に
あ
た
る
有
賀

長
伯
の
述
を
記
す
）
の
四
つ
仮
名
記
述
「
つ
と
ち
と
は
つ
め
て
少
し
鼻
へ
か
け

て
濁
る
」
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
が
、「
ノ
ム
」
系
統
が
指
す
［t n

］
の
音
を
無

理
や
り
挿
入
さ
せ
る
と
い
う
、人
工
音
を
指
す
と
解
釈
す
る
。
同
論
で
は
、考

察
過
程
に
お
い
て
、
謡
曲
に
「
ぢ
」「
づ
」
を
「
ノ
ム
」
と
す
る
記
述
が
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
つ
つ
、
坂
本
（
二
〇
一
三
）
に
言
及
し
た
上
で
「
こ
の
記
述

（
山
田
注
：
『
以
敬
齋
聞
書
』
の
記
述
）
を
中
世
末
期
か
ら
近
世
期
に
か
け
て
の
謡

曲
の
影
響
力
の
強
さ
が
窺
え
る
も
の
と
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
」

（
同
：
二
二
）
と
す
る
。

坂
本
論
文
と
山
田
論
文
と
で
は
具
体
的
な
発
音
解
釈
な
ど
や
や
異
な
る
点

は
あ
る
が
、
共
に
謡
曲
に
お
け
る
発
音
法
が
歌
学
へ
と
伝
わ
っ
た
と
見
通
す

こ
と
は
共
通
す
る
。
確
か
に
、共
通
の
発
音
法
が
見
ら
れ
る
と
い
う
点
で
、謡

曲
と
歌
学
と
の
関
係
性
は
強
く
疑
わ
れ
よ
う
。
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
の
指
摘

を
手
が
か
り
に
、
以
下
で
は
特
に
「
ノ
ム
」
系
統
に
注
目
し
、
両
者
の
具
体

的
な
関
係
性
を
検
討
す
る
。

三
．二　

歌
学
書
に
お
け
る
「
ノ
ム
」
系
統

ま
ず
、
歌
学
文
献
に
お
け
る
「
ノ
ム
」
系
統
の
記
述
の
例
を
以
下
に
示
す

（
以
下
の
引
用
で
、
濁
音
標
示
符
号
は
括
弧
書
き
で（
濁
）と
示
し
、
朱
書
き
の
場
合
は（
朱
）

と
す
る
。『
以
敬
齋
聞
書
』
に
つ
い
て
は
梨
花
亭
文
庫
本
を
主
に
用
い
、
諸
本
と
対
校
し
た
。

こ
の
箇
所
に
関
し
て
諸
本
間
で
大
き
な
異
同
は
な
い
）。
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⑶	
△　

鼻
ニ
入
リ
テ
ニ
コ
ル
シ
ル
シ
（
朱
）

	

狩
野
文
庫
蔵
『
伊
勢
物
語
二
条
家
清
濁
読
曲
密
訣
』

⑷	

し　

富ふ

士し
	

ち　

藤ふ
ち

　

	

す　

不み

見す

	

つ　

水み
つ

　

	

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
百
人
一
首
抄
』

⑸	

す
つ
し
ち
の
仮
名
つ
か
ひ
の
事

	

す
つ
し
ち
の
仮
名
遣
ひ
と
い
ふ
事
あ
り
。
す
つ
し
ち
の
仮
名
を
濁

る
に
つ
と
ち
と
は
つ
め
て
少
し
鼻
へ
か
け
て
濁
る
。
し
と
す
と
は

つ
め
す
鼻
へ
も
か
け
す
し
て
濁
る
也
。
た
と
へ
は
藤
は
ふ
ち
の
仮

名
な
る
ゆ
へ
、
下
の
ち
を
つ
め
て
鼻
へ
か
け
て
濁
れ
は
ふ
ん
ぢ
と

少
し
は
ね
る
や
う
に
聞
ゆ
る
也
。
富
士
は
ふ
じ
の
仮
名
に
て
と
な

へ
は
同
し
様
な
れ
と
も
、
下
は
し
な
る
ゆ
へ
、
つ
め
す
鼻
へ
も
か

け
す
常
の
こ
と
く
に
濁
る
也
。
水
は
み
つ
の
仮
名
な
る
故
、
下
の

つ
を
つ
め
て
鼻
へ
か
け
て
濁
れ
は
み
ん
つ
と
少
し
は
ね
る
や
う
に

聞
ゆ
る
也
。
不
見
は
み
す
の
仮
名
に
て
と
な
へ
は
同
し
様
な
れ
共
、

下
は
す
な
る
ゆ
へ
つ
め
す
鼻
へ
も
か
け
す
常
の
こ
と
く
濁
る
也
。

何
に
て
も
す
つ
し
ち
の
仮
名
を
濁
る
時
は
惣
し
て
此
例
格
に
心
得

へ
し
。
さ
な
く
て
は
す
つ
し
ち
の
仮
名
を
濁
る
時
わ
か
れ
す
し
て
、

ひ
と
つ
に
な
る
也
。
但
つ
ち
の
仮
名
を
濁
れ
は
と
て
殊
外
耳
に
た

つ
や
う
に
と
な
ふ
る
は
わ
ろ
し
。
耳
た
た
ぬ
様
に
す
つ
し
ち
の
別

る
や
う
に
と
な
ふ
へ
し
。	

梨
花
亭
文
庫
本
『
以
敬
斎
聞
書
』

⑶
・
⑷
は
奥
書
に
平
間
長
雅
か
ら
の
伝
授
と
あ
る
。
△
注
記
を「
鼻
ニ
入
」

と
す
る
注
記
は
、
地
下
一
流
歌
学
の
注
釈
に
お
い
て
は
一
般
的
な
も
の
で

あ
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
他
に
も
比
較
的
多
く
見
ら
れ
る
。
ま
た
版
本
に
書
き

込
ま
れ
た
例
も
あ
る

）
（
（

。
⑸
は
長
雅
の
直
系
で
あ
る
有
賀
長
伯
の
述
で
あ
る
。

山
田
（
二
〇
一
四
）
に
従
え
ば
、
こ
れ
も
「
ノ
ム
」
系
統
の
発
音
記
述
と
い

え
る
。
い
ず
れ
も
地
下
一
流
歌
学
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
当
該
の
流

派
に
、「
ノ
ム
」
系
統
の
四
つ
仮
名
の
発
音
法
が
伝
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認

で
き
る

）
6
（

。

三
．三　

歌
学
書
と
謡
伝
書
と
の
類
似
―
発
音
法

謡
曲
伝
書
に
関
し
て
、
坂
本
・
山
田
両
論
は
、
⑹
の
謡
伝
書
『
謳
曲
英
華

抄
』
に
「
ぢ
づ
は
呑
み
て
唱
ふ
る
」
と
あ
る
の
を
⑶
～
⑸
と
の
類
似
点
と
し

て
あ
げ
る
（
諸
本
の
内
、
京
大
本
を
主
に
用
い
る
。
こ
の
個
所
に
つ
い
て
諸
本
間
で
異
同

は
な
い
）。

⑹　

し
ち
す
つ
の
濁
仮
名
。
じ
ず
は
常
の
こ
と
く　

ぢ
づ
は
呑
み
て
唱

ふ
。

	

　
　

富
士
ふ
じ　

聖
ひ
じ
り　

土
師
は
じ

	

　
　

藤
ふ
ぢ　
　

臂
ひ
ぢ　
　

恥
は
ぢ

	

　
　

葛
く
ず　
　

渦
う
ず　
　

不
見
み
ず

	
　
　

屑
く
づ　
　

鶉
う
づ
ら　

水
み
づ

　
　

此
呑
と
い
ふ
は
舌
を
齶
へ
当
、
息
を
半
分
鼻
へ
抜
也
。
然
れ
と
も

舌
を
強
く
齶
へ
当
れ
は
ぢ
づ
の
仮
名
に
ぬ
に
成
な
り
。
舌
扱
ひ
を

平
生
に
心
か
く
べ
し
。

	

　

僧
正
ジ
ヤ
ウ　

遍
昭
ゼ
ウ　

不
呑

（
朱
濁
）

△
此
印
濁
鼻
ヘ
入
ル
（
朱
）

（
朱
濁
）

△
同
断
（
朱
）

8（



	
　

入
定
ヂ
ヤ
ウ　

四
條
デ
ウ　

呑

	
是
を
四
つ
仮
名
と
い
ふ
。
呑
仮
名
を
呑
ざ
る
は
赦
す
な
り
。
呑
ざ

る
仮
名
を
呑
て
唱
ふ
は
大
に
恥
辱
な
り
。	

京
大
本	『
謳
曲
英
華
抄
』

「
呑
」
の
語
は
、
同
書
の
別
箇
所
で
、「
が
ぎ
ぐ
げ
ご
へ
移
る
つ
の
字
（
山

田
注
：
こ
こ
で
は
ｔ
入
声
を
指
す
）
は
呑
て
唱
ふ
。
こ
の
呑
と
い
ふ
は
舌
を
齶
に

つ
よ
く
當
、
声
を
鼻
へ
抜
也
。
又
含
と
も
い
ふ
也
」
と
用
い
ら
れ
る
。
ザ
・

ダ
・
バ
行
に
も
同
様
の
記
述
が
あ
る
か
ら
、
要
す
る
に
「
呑
」
は
ｔ
入
声
に

濁
音
が
連
続
し
た
際
に
生
じ
る
と
い
う
こ
と
で
、
現
行
の
ノ
ム
系
統
と
ほ
ぼ

同
じ
と
い
え
る
。
ま
た
、「
こ
の
呑
と
い
ふ
は
～
」
以
下
の
具
体
的
な
発
音
法

は
⑹
と
同
内
容
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
本
書
で
は
四
つ
仮
名
識
別
の
た
め
に
ノ

ム
系
統
と
同
じ
発
音
法
を
述
べ
て
お
り
、
確
か
に
⑶	
⑷
と
共
通
す
る
。

ま
た
、
こ
こ
で
は
「
呑
み
て
」
の
具
体
的
な
発
音
法
を
、「
舌
を
齶
へ
当
、

息
を
半
分
鼻
へ
抜
」
と
、
２
つ
の
過
程
に
分
け
て
述
べ
る
。
こ
の
よ
う
な
発

音
法
の
指
示
は
、
⑸
の
『
以
敬
齋
聞
書
』
が
「
つ
め
て
」
か
ら
「
少
し
鼻
へ

か
け
て
」、「
濁
る
」
と
す
る
の
に
近
い
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
な
ら
、
歌
学

書
『
以
敬
斎
聞
書
』
も
謡
伝
書
『
謳
曲
英
華
抄
』
の
四
つ
仮
名
発
音
法
と
、
同

じ
も
の
を
意
図
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

三
．四　

歌
学
書
と
謡
伝
書
と
の
類
似
―
用
語

⑶
と
⑷
で
は
四
つ
仮
名
の
発
音
注
記
に
「
鼻
ニ
入
ル
」
の
用
語
を
用
い
て

い
た
。
こ
の
用
語
は
、
謡
曲
に
お
い
て
「
ノ
ム
」
系
統
の
用
語
の
ひ
と
つ
で

あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
（
坂
本
清
恵
二
〇
一
三
な
ど

）
7
（

）。

本
稿
で
は
、
四
つ
仮
名
に
対
し
て
「
鼻
へ
入
」
を
用
い
る
例
と
し
て
、
新

た
に
江
戸
中
期
の
謡
伝
書
『
闇
の
夜
鶴
』
を
と
り
あ
げ
る
。
本
書
の
著
者
は

未
詳
で
あ
る
が
、
内
容
面
か
ら
次
の
諸
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
法
政
大
学
能

楽
研
究
所
一
九
九
八
：
二
四
一
）。

・
享
保
期
に
越
後
村
上
藩
主
で
あ
っ
た
内
藤
弌
信
の
家
中
に
あ
た
る
。

・
明
ら
か
に
観
世
流
を
嗜
ん
で
い
る
。

・	

成
立
年
代
は
概
ね
「
享
保
末
年
（
～
一
七
三
六
）
か
ら
元
文
年
間
（
～

一
七
四
一
）」
で
あ
る
。

以
下
、『
闇
の
夜
鶴
』
の
四
つ
仮
名
記
述
を
引
用
す
る
。

⑺　

一　

し
ち
つ
す
の
に
こ
り
又
は
文
字
の
わ
か
ち
を
も
心
か
け
有
事

に
候
。

	

一　

開
合
の
事
も
い
ろ
〳
〵
六
ヶ
敷
事
有
之
候
へ
共
餘
り
吟
味
も

申
ま
し
。
た
ゝ
功
を
つ
み
ゝ
な
其
お
の
づ
か
ら
ま
い
る
も
の
に
候
。

生
得
に
開
合
は
有
事
と
侍
也
。
世
間
を
承
候
に
水
に
ち
か
き
と
て

水
の
字
計
を
我
こ
そ
謡
候
と
て
つ
よ
く
鼻
へ
入
（
朱
・
補
入
）。
或
は

源
氏
を
げ
い
じ
な
と
ゝ
は
き
と
聞
へ
候
様
に
諷
。
雲
林
院
を
耳
に

立
と
て
う
り
ん
ゐ
ん
な
と
ゝ
は
謡
申
事
有
之
候
。
し
か
ら
は
遊
屋

の
甘
泉
殿
な
と
を
も
か
せ
ん
て
ん
と
謡
可
申
や
、
う
た
は
れ
申
間

敷
と
侍
候
。
と
か
く
〳
〵
何
事
も
其
物
を
と
く
と
考
へ
可
相
申
事

に
候
。
平
生
の
言
葉
に
も
皆
開
合
は
有
た
る
に
候
。
遠
国
国
々
の

な
ま
り
の
上
に
も
開
合
は
有
事
と
聞
へ
候
。
と
か
く
皆
開
合
に
侍

候
。
然
れ
は
夫
を
能
々
と
耳
に
立
候
様
に
謡
可
申
事
に
も
無
由
候
。

結
句
左
様
に
耳
立
候
様
に
謡
申
事
は
開
合
の
無
き
よ
り
は
置
て
十

倍
の
あ
し
き
事
と
侍
候
。
少
し
つ
ゝ
心
付
候
へ
は
生
得
よ
り
の
開
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合
に
候
得
は
夫
に
て
能
ほ
と
に
ま
い
る
事
と
見
じ
。
其
物
に
も
文

字
に
よ
り
て
開
合
の
分
て
に
く
き
文
字
も
有
之
候
へ
は
夫
を
少

つ
ゝ
心
有
可
候
申
。
尤
し
ち
つ
す
の
濁
り
杯
心
得
違
有
之
も
の
に

候
左
様
の
物
も
少
し
つ
ゝ
心
付
候
へ
は
能
ほ
と
に
ま
い
り
し
。
げ

ん
じ
を
け
い
し
と
読
く
せ
に
い
た
し
候
事
も
皆
其
心
と
見
へ
申
候

に
げ
ん
と
強
く
は
ね
る
ゆ
へ
じ
の
字
に
ぢ
の
字
に
な
り
候
。
右
の

所
を
少
し
心
を
付
ち
の
字
に
な
ら
ぬ
や
う
に
と
と
心
を
付
。
は
ね

る
に
も
心
を
つ
け
候
へ
は
能
ま
い
り
候
。
か
様
の
類
も
多
く
有
之

候
。
と
か
く
少
し
つ
ゝ
心
付

	
『
闇
の
夜
鶴
』
一
二
丁
裏-

十
五
丁
裏

一
重
傍
線
を
引
い
た
通
り
、「
ぢ
」「
づ
」
の
発
音
に
関
す
る
「
水
」
に
つ

い
て
「
つ
よ
く
鼻
へ
入
」
と
い
う
用
語
を
用
い
る
。『
闇
の
夜
鶴
』
と
地
下
一

流
歌
学
の
⑶
、
⑷
と
は
、
四
つ
仮
名
に
関
し
て
、
互
い
に
同
様
の
用
語
を
用

い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

三
．五　

歌
学
書
と
謡
伝
書
と
の
類
似
―
言
説

ま
た
、『
闇
の
夜
鶴
』
で
は
二
重
傍
線
部
に
お
い
て
「
源
氏
」
を
「
げ
い

じ
」
と
す
る
読
み
癖
に
言
及
す
る
。
⑺
で
示
さ
れ
る
四
つ
仮
名
の
発
音
法
は
、

鼻
音
性
を
手
が
か
り
と
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
撥
音
に
「
じ
」
が
続
く
と

「
ぢ
」
と
紛
ら
わ
し
く
な
る
。
そ
れ
を
避
け
る
た
め
の
便
宜
と
し
て
「
げ
ん
」

を
「
げ
い
」
と
す
る
読
み
癖
が
必
要
と
な
る
、
と
い
う
理
屈
が
窺
え
る
。

「
げ
い
じ
」の
読
み
癖
は
、
他
の
謡
曲
関
連
の
文
献
に
も
み
ら
れ
る
。
高
山

（
二
〇
一
四
：
五
九
）で
は
、
こ
の
読
み
癖
が
四
つ
仮
名
識
別
法
と
関
係
す
る

で
あ
ろ
う
こ
と
を
指
摘
す
る
。
同
論
の
範
囲
で
は
、
直
接
的
に
四
つ
仮
名
と

「
げ
い
じ
」
の
読
み
癖
と
を
関
連
さ
せ
る
記
述
を
示
し
て
い
な
い
が
、『
闇
の

夜
鶴
』
は
ま
さ
に
両
者
を
関
連
的
に
述
べ
て
い
る
。

こ
れ
に
関
し
て
、『
以
敬
斎
聞
書
』
で
、
⑸
の
四
つ
仮
名
記
述
の
直
後
に
、

「
源
氏
」
の
読
み
癖
の
箇
条
が
並
ぶ
こ
と
に
は
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う
。

⑻　

源
氏
物
語
の
源
氏
と
な
へ
や
う
の
事

	

源
氏
物
語
を
げ
ん
じ
物
語
と
は
ね
る
は
わ
ろ
し
。
げ
ゑ
し
物
語
と

聞
ゆ
る
や
う
に
と
な
ふ
へ
し
。
源
氏
の
お
と
ゝ
、
ひ
か
る
源
氏
な

と
い
ふ
も
、
皆
げ
ゑ
じ
と
聞
ゆ
る
様
に
と
な
ふ
へ
し
。
け
ん
し
と

は
ね
る
は
わ
ろ
し
。

こ
こ
で
は
、「
げ
ん
じ
物
語
」
を
「
げ
ゑ
し
物
語
」
と
聞
こ
え
る
よ
う
に
読

む
べ
し
と
す
る
。「
げ
ゑ
し
」
と
あ
る
が
、
長
音
化
と
捉
え
れ
ば
「
げ
い
じ
」

と
同
様
で
あ
る
。

『
以
敬
齋
聞
書
』は
、
歌
論
・
懐
紙
の
用
い
方
・
歌
会
の
振
る
舞
い
方
・
歌

語
の
読
み
癖
と
い
っ
た
、
歌
学
の
場
に
お
け
る
多
様
な
箇
条
が
あ
る
が
、
類

似
の
箇
条
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
配
列
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。「
げ
ゑ
じ
」

の
よ
う
な
、
歌
語
な
ど
の
個
別
的
な
読
み
癖
は
下
巻）

8
（

（
全
一
二
五
条
）
の
末

尾
に
多
く
分
布
す
る
。
以
下
に
は
、
読
み
癖
関
連
と
思
わ
れ
る
項
目
に
私
に

条
番
号
を
付
し
て
羅
列
す
る
。

下
巻
第
一
一
〇
条	

百
敷
の
詞
清
濁
の
事

下
巻
第
一
一
一
条	

後
鳥
羽
院
な
と
の
後
の
字
読
様
の
事

下
巻
第
一
一
二
条	

橋
姫
清
濁
の
事

下
巻
第
一
一
五
条	

う
く
す
つ
ぬ
ふ
む
ゆ
る
う
の
仮
名
あ
た
る
事

下
巻
第
一
一
六
条	
一
花
堂
よ
み
く
せ
と
い
ふ
事
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下
巻
第
一
一
七
条	

か
し
き
清
濁
の
事

下
巻
第
一
二
〇
条	

を
よ
す
け
と
い
ふ
詞
清
濁
の
事

下
巻
第
一
二
五
条	

后
な
と
女
の
諱
よ
み
や
う
の
事

こ
れ
ら
に
対
し
、
⑻
の
箇
条
は
、
上
巻
第
二
三
条
に
あ
た
り
、
大
き
く
分

断
さ
れ
て
い
る
。

⑻
に
後
続
す
る
上
巻
第
二
四
条
は
「
物
語
な
と
に
女
又
女
子
と
あ
る
を
と

な
へ
ち
か
へ
あ
る
事
」
で
、
続
く
上
巻
第
二
五
条
は
「
發
聲
の
事
」
で
あ
る
。

前
者
は
「
伊
勢
物
語
源
氏
物
語
、
す
べ
て
物
語
な
ど
に
女
又
は
女
子
と
あ
る

は
、
女
は
お
ん
な
、
女
子
は
お
ん
な
こ
と
は
ね
て
常
の
こ
と
く
に
と
な
ふ
へ

し
（
以
下
略
）」
と
あ
る
。
物
語
に
書
か
れ
る
「
女
」「
女
子
」
を
「
お
ふ
な
」

「
お
ふ
な
こ
」
と
読
む
こ
と
を
否
定
し
、「
お
ん
な
」「
お
ん
な
こ
」
と
撥
音
を

用
い
て
唱
え
る
旨
を
述
べ
る
。
こ
れ
は
「
は
ね
る
」
と
の
関
連
で
⑻
に
連
続

し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

後
者
は
、
地
下
で
は
行
わ
な
い
、「
發
聲
」
と
い
う
歌
の
読
み
上
げ
の
作
法

を
述
べ
る
。
特
定
の
場
に
お
け
る
読
み
方
の
作
法
と
い
う
点
で
四
つ
仮
名
記

述
に
近
い
。

す
な
わ
ち	

⑻
の
「
げ
ゑ
じ
」
の
箇
条
は
後
続
の
第
二
四
条
と
は
一
群
を
成

す
よ
う
に
み
え
る
も
の
の
、
さ
ら
に
続
く
に
第
二
五
条
と
の
関
連
は
薄
い
。

こ
の
よ
う
な
⑻
の
配
列
位
置
は
一
見
不
自
然
に
み
え
る
。
し
か
し
、
⑸
の
四

つ
仮
名
記
述
と
一
括
り
の
も
の
と
す
る
と
、
そ
の
必
然
性
が
理
解
し
や
す
い
。

こ
の
こ
と
か
ら
、『
以
敬
斎
聞
書
』
に
お
け
る
⑸
と
⑻
と
の
位
置
関
係
に
つ

い
て
、『
闇
の
夜
鶴
』
の
⑺
と
同
様
の
言
説
が
、
地
下
一
流
歌
学
に
も
流
布
し

た
も
の
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
、
謡
曲
伝
書
『
闇
の
夜
鶴
』
と
歌
学
書
『
以

敬
齋
聞
書
』
と
に
は
、
同
質
の
四
つ
仮
名
の
言
説
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。

以
上
、
謡
伝
書
と
地
下
一
流
歌
学
に
み
ら
れ
た
四
つ
仮
名
識
別
法
を
扱
い
、

両
者
の
類
似
性
と
関
係
性
を
み
た
。
こ
の
点
を
も
っ
て
、
本
稿
で
は
、
当
該

時
期
に
は
、「
ノ
ム
」
系
統
の
用
語
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
発
音
を
用
い
た
四
つ
仮

名
識
別
法
の
言
説
が
存
在
し
、
そ
れ
が
謡
曲
の
場
か
ら
歌
学
の
場
へ
と
伝

わ
っ
た
と
考
え
る
。

四　

発
音
規
範
と
し
て
の
謡
曲

こ
こ
で
は
、
言
説
の
流
入
に
関
し
て
、
歌
学
を
起
点
に
想
定
し
て
い
な
い
。

そ
れ
は
、
歌
学
に
お
い
て
は
、
そ
の
他
の
音
節
に
関
す
る
発
音
法
が
確
認
で

き
な
い
一
方
で
、
当
該
時
期
の
謡
曲
に
は
、
広
く
発
音
に
関
す
る
知
識
が
収

集
・
整
理
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る）

（
（

。

謡
曲
が
発
音
知
識
を
集
積
・
整
理
し
た
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
竹
村
明

日
香
・
宇
野
和
・
池
田
來
未
（
二
〇
一
八
）
が
、
近
世
期
の
謡
伝
書
の
五
十

音
図
に
注
目
し
、
そ
の
な
か
に
悉
曇
学
系
統
と
『
塵
芥
抄
』
系
統
の
２
系
統

が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
特
に

近
世
期
の
謡
曲
関
連
の
知
識
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
系
統
か
ら
の
知
識
が
流
入

し
て
い
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。

こ
の
ほ
か
、
仏
教
音
楽
に
関
す
る
知
識
の
う
ち
に
、
後
の
謡
曲
の
術
語
や

知
識
が
窺
え
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
。
声
明
譜
を
扱
っ
た
浅
田
健
太
朗
（
二

〇
〇
七
）
で
は
、
上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
蔵
『
要
略
集
』
に
み
え
る
⑼

の
例
な
ど
か
ら
、「
舌
内
入
音
の
「
仏
」
に
つ
い
て
は
「
ノ
ム
」
と
い
う
表
現
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で
鼻
音
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
り
、
謡
曲
の
術
語
と
共
通
す
る
も
の
と

し
て
注
目
さ
れ
る
」（
同
：
三
七
）
と
す
る
。

⑼　

佛
道　

ツ
ヲ
ツ
ヨ
ク
ノ
ム
ヤ
ウ
ニ
ノ
ム
ト
ヘ
入
ナ
リ

	

上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
蔵
『
要
略
集
』

本
書
は
明
徳
二
〈
一
三
九
一
〉
年
に
写
さ
れ
た
底
本
を
、
寛
正
三
〈
一
四

六
二
〉
年
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
能
楽
関
係
の
伝
書
の
時
代
区
分
に
関

し
て
、
表
章
・
竹
本
幹
夫
（
一
九
八
八
）
が
世
阿
弥
、
金
春
善
竹
、
金
春
善

鳳
、
室
町
後
期
・
江
戸
初
期
に
分
け
る
が
、
少
な
く
と
も
文
献
上
に
具
体
的

な
発
音
に
関
す
る
記
述
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
概
ね
室
町
後
期
以
降
と
い
っ
て

よ
い
。
そ
の
た
め
、
両
者
の
関
係
性
を
想
定
す
る
な
ら
、
声
明
か
ら
謡
曲
と

い
う
流
れ
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
山
田
昇
平
（
二
〇
二
三
）
で
は
、
天
台
宗
で
伝
わ
っ
た
「
う
む
の

下
濁
る
」
と
い
う
言
い
習
わ
し
が
、
近
世
期
の
真
嶋
円
庵
の
伝
書
に
取
り
込

ま
れ
た
例
を
指
摘
す
る
。
同
書
に
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
様
々
な
発
音
知
識

が
流
入
し
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
他
の
謡
曲
伝
書
で
も
「
新
濁
」
と
い
っ
た

術
語
を
不
完
全
な
形
で
取
り
入
れ
た
例
が
あ
る
（
山
田
二
〇
二
三
：
四
八-

四
九
）。

こ
の
よ
う
な
事
例
か
ら
も
、
特
に
中
世
後
期
か
ら
近
世
前
期
の
謡
曲
が
、

発
音
に
関
す
る
知
識
の
集
成
の
場
と
な
っ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
は
可
能
で

あ
ろ
う
。
歌
学
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
側
面
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
同
様

の
知
識
が
独
自
に
発
生
し
た
と
も
考
え
に
く
い
。
そ
の
た
め
、
一
度
謡
曲
に

集
成
さ
れ
た
知
識
が
、
歌
学
へ
と
流
入
し
た
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

よ
っ
て
、
本
稿
の
事
例
は
謡
曲
か
ら
歌
学
へ
の
流
布
と
結
論
づ
け
る
。
こ
の

結
論
は
、
謡
曲
の
場
に
集
積
さ
れ
た
知
識
が
、
謡
曲
と
い
う
文
脈
を
離
れ
て

受
容
さ
れ
る
と
い
う
側
面
を
、
明
確
に
指
摘
す
る
こ
と
に
な
る
。
や
や
飛
躍

さ
せ
る
な
ら
ば
、
謡
曲
が
様
々
な
発
音
知
識
を
集
成
・
整
理
し
た
結
果
、
い

わ
ば
現
代
の
音
声
学
の
よ
う
な
、
発
音
に
関
す
る
枠
組
み
と
な
り
え
た
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。

本
稿
の
指
摘
は
、
謡
曲
か
ら
歌
学
へ
と
い
う
言
語
芸
術
に
関
す
る
事
例
に

留
ま
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
背
景
を
想
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
謡
曲
知
識

は
、
よ
り
広
く
発
音
規
範
の
根
拠
に
も
な
り
え
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
例
え
ば
、
近
世
期
の
随
筆
で
あ
る
神
沢
杜
口
『
翁
草
』
で
は
、
次
の

よ
う
に
「
五
音
開
合
」
と
し
て
発
音
に
つ
い
て
述
べ
た
記
事
が
あ
り
、
こ
こ

で
は
謡
曲
の
嗜
み
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
。

⑽　

世
俗
の
言
語
に
、
五
音
開
合
を
弁
へ
ざ
る
片
言
多
し
。（
…
中
略

…
）
古
来
謡
曲
を
好
む
輩
は
、
五
音
開
合
を
専
ら
に
嗜
み
、
喉
舌

歯
牙
唇
の
仮
名
に
無
理
な
き
様
に
心
掛
け
、
訓
音
の
謡
ひ
分
け
仮

名
遣
ひ
の
分
ち
、
ヂ
ジ
ヅ
ズ
の
差
別
、
人
毎
に
是
を
穿
議
し
け
る

が
、当
世
の
謡
曲
に
此
嗜
み
は
稀
な
り
、諸
芸
の
軽
薄
に
成
事
、斯

の
如
し
。
た
ゞ
程
拍
子
さ
へ
間
に
合
へ
ば
、
能
き
と
云
ふ
様
に
成

ぬ
。
其
程
拍
子
だ
に
己
が
心
に
は
よ
し
と
思
ひ
て
も
、
誠
の
拍
子

へ
は
皆
行
ぬ
な
り
、（
…
中
略
…
）
乱
舞
音
曲
は
云
に
や
及
ぶ
、
な

べ
て
今
日
の
世
渡
り
士
農
工
商
、
そ
れ
ぞ
れ
の
業
に
、
皆
程
拍
子

有
り
、
夫
を
音
曲
に
の
み
有
と
思
ふ
は
大
成
僻
事
な
り
。
日
用
の

ほ
ど
拍
子
違
へ
ば
、
音
曲
は
物
か
は
、
大
に
害
を
な
す
な
り
。

	
巻
五
十
九
『
日
本
随
筆
大
成
』
第
三
期　

二
十　

三
六
一
―
三
六
二
頁
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ま
ず
、「
片
言
」
に
つ
い
て
述
べ
た
上
で
、「
古
来
謡
曲
を
好
む
輩
」
は
、

「
五
音
開
合
」
に
関
す
る
教
養
を
持
っ
て
い
た
と
す
る
。
ま
た
、「
拍
子
」
に

つ
い
て
は
「
乱
舞
音
曲
」
に
限
ら
ず
重
要
で
あ
る
と
し
、「
音
曲
に
の
み
有
と

思
ふ
は
大
成
僻
事
な
り
」
と
す
る
。

こ
こ
に
は
、
日
常
の
発
音
に
対
す
る
規
範
を
、
謡
曲
の
素
養
に
求
め
よ
う

と
す
る
姿
勢
が
窺
え
る
。
こ
の
よ
う
な
姿
勢
の
一
般
性
は
、
別
に
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
が
、
近
世
期
に
お
け
る
謡
曲
知
識
の
受
容
の
一
例
と
い
え
よ
う
。

五　

ま
と
め

本
稿
の
内
容
を
以
下
に
整
理
す
る
。

・
近
世
前
中
期
に
は
四
つ
仮
名
に
関
す
る
文
献
上
の
記
述
が
集
中
す
る
。

・
こ
れ
ら
の
記
述
は
、
自
然
発
生
的
な
も
の
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の

言
説
が
流
布
し
た
結
果
と
考
え
る
。

・
そ
の
一
例
に
、
謡
曲
か
ら
歌
学
へ
と
四
つ
仮
名
の
発
音
に
関
す
る
言

説
が
流
布
し
た
事
例
を
指
摘
で
き
る
。

・
近
世
期
に
は
、
謡
曲
の
知
識
が
発
音
一
般
に
関
す
る
規
範
を
担
っ
た

と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

本
稿
で
指
摘
し
た
よ
う
な
、
近
世
期
の
謡
曲
が
発
音
に
関
す
る
枠
組
み
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
想
定
は
、
近
世
期
に
発
音
に
関
す
る
一
般

的
な
教
養
が
あ
り
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
音
声
学
史
の
一
端
に
位
置
付

け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
は
、
変
わ
り
ゆ
く
言
語
を
、
各
時
代

の
話
者
が
ど
の
よ
う
な
枠
組
み
を
用
い
て
意
識
し
え
た
の
か
を
示
す
こ
と
に

も
つ
な
が
る
。
本
稿
は
、
前
近
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
言
語
知
識
の
枠
組

み
の
存
在
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。

注（
1
）　

〇
志
知
須
都
の
濁
音

	

　

あ
た
ら
ぬ
聲
ト
あ
た
ら
ぬ
聲
ト
ノ
味
也
但
口
傳	

巻
一　

九
丁
表

（
2
）　

寛
永
二
〇
年
刊
本
を
用
い
た
。

（
3
）　

日
遠
の
述
べ
る
発
音
法
の
う
ち
に
、「
舌
音

ハ
、
舌

ヲ
ア
キ
付

ケ
、
或
歯

ニ
サ
ヽ

ヘ
テ
、
唱

ル
字
也
。」
と
あ
る
が
、「
舌

ヲ
ア
キ
付

ケ
」
は
、「
舌

ヲ
ア
ギ
ト

ニ
付

ケ
」

乃
至
「
舌

ヲ
ア
ギ

ニ
付

ケ
」
か
ら
の
脱
落
の
可
能
性
が
あ
る
。

（
4
）　
［t n

］
と
す
る
解
釈
は
山
田
（
二
〇
一
四
：
二
四
）
の
注
14
、
1（
で
示
さ
れ

る
が
、
こ
れ
は
主
と
し
て
近
藤
清
兄
（
二
〇
〇
三
）
で
「
ノ
ム
・
フ
ク
ム
」
を
、

音
声
学
上
のnasal	release

と
す
る
分
析
に
よ
る
。

（
（
）　

国
文
学
研
究
資
料
館
鉄
心
斎
文
庫
蔵
の
享
保
四
〈
一
七
四
七
〉
年
刊
『
改
正

伊
勢
物
語
』
に
は
、
△
や
濁
点
な
ど
（
3
）
に
あ
げ
た
狩
野
文
庫
蔵
本
に
類
似

し
た
読
み
癖
が
朱
で
書
き
込
ま
れ
る
。

（
6
）　

西
田
正
宏
（
二
〇
〇
六
：
一
九
三-

一
九
五
）
で
は
、
長
雅
が
比
較
的
広
い

範
囲
に
伝
授
し
た
『
伊
勢
物
語
秘
註
』
と
、
正
統
で
あ
る
長
伯
へ
と
直
接
伝
授

し
た
『
伊
勢
物
語
秘
々
注
』
と
を
対
照
し
、
後
者
の
方
に
秘
伝
的
な
説
が
多
く

含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
、
伝
授
の
内
容
に
つ
い
て
「
正
統
と
の
差
異
」

が
意
識
さ
れ
て
い
た
と
す
る
。こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
正
統
な
系
統
で
あ
る
長

伯
に
よ
る
（
（
）
の
情
報
と
そ
の
他
の
文
献
の
情
報
と
で
は
、
内
容
に
差
異
が

含
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
坂
本
（
二
〇
一
三
）
が
指
摘
す
る

「
ツ
メ
ル
」系
統
と「
ノ
ム
」系
統
の
四
つ
仮
名
記
述
を
、
正
統
か
否
か
に
よ
っ

て
並
行
し
た
二
系
統
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、『
伊

勢
物
語
秘
々
注
』
に
は
△
の
記
号
が
一
部
の
四
つ
仮
名
に
用
い
ら
れ
る
も
の

の
、東
洋
文
庫
本
・
大
阪
市
立
図
書
館
本
の
い
ず
れ
も
具
体
的
な
発
音
の
指
示

は
な
く
、
現
段
階
で
充
分
な
判
断
材
料
が
な
い
。

（
7
）　

同
論
で
は
『
謡
開
合
仮
名
遣
』
の
例
を
指
摘
す
る
。
本
書
の
四
つ
仮
名
記
述

（0



は
「
ツ
メ
ル
」
系
統
の
も
の
で
あ
る
点
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
、「
鼻
に
入
る
」
が
指
す
も
の
が
確
認
で
き
れ
ば
良
い
。

（
8
）　

底
本
と
す
る
梨
花
亭
文
庫
本
は
、他
二
本
と
比
し
て
上
巻
と
下
巻
が
逆
転
し

て
い
る
。
内
容
面
か
ら
梨
花
亭
文
庫
本
の
過
失
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、巻
の
上

下
は
国
会
本
・
天
理
本
に
従
う
。

（
（
）　

こ
の
ほ
か
、
長
雅
の
注
釈
書
類
な
ど
に
、
謡
曲
に
お
け
る
ゴ
マ
点
を
用
い
た

ア
ク
セ
ン
ト
注
記
が
あ
る
こ
と
も
指
摘
で
き
よ
う
。

参
考
・
引
用
文
献

浅
田
健
太
朗
（
二
〇
〇
七
）「
声
明
譜
か
ら
見
た
入
声
音
の
音
価
」『
国
文
学
攷
』
一

九
二

表
章
・
竹
本
幹
夫
（
一
九
八
八
）『
岩
波
講
座	
能
・
狂
言
Ⅱ
能
楽
の
伝
書
と
芸
論
』

岩
波
書
店

近
藤
清
兄
（
二
〇
〇
三
）「
喜
多
流
謡
本
の
『
含
』」『
東
北
大
学
言
語
学
論
集
』
一

二

坂
本
清
恵
（
二
〇
〇
七
）「『
伊
勢
物
語
秘
訣
讀
曲
清
濁
』
の
注
記
す
る
も
の
」『
日

本
語
論
叢
』
特
別
号

坂
本
清
恵
（
二
〇
一
三
）「
近
世
期
に
お
け
る
「
つ
め
る
」「
の
む
」
―
四
つ
仮
名
、

舌
内
入
声
音
、
連
声
の
注
記
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
論
集
』
Ⅸ

高
山
知
明
（
二
〇
一
四
）『
日
本
語
音
韻
史
の
動
的
諸
相
と
蜆
縮
涼
鼓
集
』
笠
間
書
院

竹
村
明
日
香
・
宇
野
和
・
池
田
來
未
（
二
〇
一
八
）「
謡
伝
書
に
お
け
る
五
十
音
図

─
─
発
音
注
記
に
着
目
し
て
─
─
」『
日
本
語
の
研
究
』
一
四
―
四

法
政
大
学
能
楽
研
究
所
（
一
九
九
八
）『
鴻
山
文
庫
能
楽
資
料
解
題　

中
』
法
政
大

学
能
楽
研
究
所

西
田
正
宏
（
二
〇
〇
六
）『
松
永
貞
徳
と
門
流
の
学
芸
の
研
究
』
汲
古
書
院

山
田
昇
平
（
二
〇
一
四
）「『
以
敬
斎
聞
書
』
に
お
け
る
四
つ
仮
名
識
別
法
の
再
検
討

―
「
つ
め
て
少
し
鼻
へ
か
け
て
濁
る
」
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
上
方
文
藝
研
究
』

一
一

山
田
昇
平
（
二
〇
二
三
）「「
う
む
の
下
濁
る
」
と
い
う
言
い
習
わ
し
の
歴
史
」『
国

語
国
文
』
九
二
‐
一

参
考
・
引
用
テ
キ
ス
ト

※
国
文
学
研
究
資
料
館
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ
る
場
合
は
、「K

D
B

」
と
略

し
、D

O
I

の
み
を
示
す
。

年
々
随
筆
：
『
日
本
随
筆
大
成	

第
一
期
21
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
六
）

倭
字
古
今
通
例
全
書
：
早
稲
田
大
学
図
書
館
「
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
に
よ

る
（
請
求
記
号　

ホ02	00（66

）

法
華
経
随
音
句
（
寛
永
二
十
年
版
）
：
奈
良
大
学
蔵
本
（
土
井
忠
生
氏
旧
蔵
本
）

伊
勢
物
語
二
条
家
清
濁
読
曲
密
訣

	

東
北
大
学
付
属
図
書
館
狩
野
文
庫
蔵
：
同
文
庫
所
蔵
の
原
本
（
請
求
記
号　

4/11342/1

）
及
び
東
北
大
学
付
属
図
書
館
所
蔵
狩
野
文
庫
マ
イ
ク
ロ
版
集
成

［
第
四
門　

語
学
・
文
学
］D

H
B-002

百
人
一
首
抄

	

国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
本
：K

D
B

（D
O
I　

200012621

）

改
正
伊
勢
物
語

	

国
文
学
研
究
資
料
館
鉄
心
斎
文
庫
蔵
本
（
享
保
四
〈
一
七
四
七
〉
年
刊
本
）
：

K
D
B

（D
O
I　

20002488（

）

以
敬
斎
聞
書

	

国
会
図
書
館
蔵
本
：
同
図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写
（
請
求
記
号　

166-188

）

	
石
川
県
立
図
書
館
李
花
亭
文
庫
蔵
本
：K

D
B

（D
O
I　

	10.20730/100148802

）

	
天
理
大
学
図
書
館
蔵
本
：
同
図
書
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
複
写（
請
求
記

号			H
（11.2//687

）

伊
勢
物
語
秘
秘
注

	

東
洋
文
庫
蔵
：
同
文
庫
蔵
の
原
本
（
請
求
番
号
：
三-F-a-

い-1（

（
五
ノ
内

ノ
２
））
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大
阪
公
立
大
学
蔵
：
同
大
学
蔵
の
原
本
（
請
求
記
号
：R（13.32//H

）

謳
曲
英
華
抄

	

京
都
大
学
国
文
学
研
究
室
蔵
本
：
同
研
究
室
所
蔵
の
原
本
（
請
求
記
号　

K
j||18

）

	

法
政
大
学
鴻
山
文
庫
蔵
本
：
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム

複
写
（
三
七-81
）

	

高
羽
五
郎
氏
蔵
本
：
『
謳
曲
英
華
抄	

天
・
地　

資
料
雑
刊
７
』（
同
氏
に
よ
る

私
家
影
印
版　

一
九
八
〇
）

闇
の
夜
鶴
：
法
政
大
学
能
楽
研
究
所
鴻
山
文
庫
蔵
本
の
写
真
複
写（
請
求
記
号　

三

七-7（

）

上
野
学
園
日
本
音
楽
資
料
室
蔵
『
要
略
集
』
：
新
井
弘
順
（
一
九
八
六
）「
要
略
集

法
用
実
朝
本
」『
東
洋
音
楽
研
究
』
五
〇

翁
草
：
『
日
本
随
筆
大
成
第
三
期
1（
～
21
』（
吉
川
弘
文
館　

一
九
七
八
）

付
記

　

本
稿
は
第
２
回
文
献
日
本
語
研
究
会
（
二
〇
二
三
年
一
月
二
八
日
、w

eb

開
催
）

で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
。
発
表
時
の
質
疑
や
後
の
意
見
交
換
に
お
い
て
、様
々
な

ご
意
見
や
情
報
を
頂
い
た
。
一
人
ひ
と
り
の
お
名
前
を
挙
げ
る
こ
と
は
し
な
い
が
、

記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
。

　

本
稿
は
以
下
の
助
成
を
受
け
た
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

・	JSPS

科
研
費
「
中
世
後
期
・
近
世
前
期
日
本
語
の
清
濁
に
対
す
る
共
時
的
研
究
」

（
若
手
研
究21K

13021　

研
究
代
表
者
）

・	

野
上
記
念
法
政
大
学
能
楽
研
究
所		

能
楽
の
国
際
・
学
際
的
研
究
拠
点
「
謡
伝
書

の
日
本
語
学
的
研
究

─
発
音
に
関
す
る
記
述
を
中
心
と
し
て

─
」（
研
究
分

担
者　

代
表
：
竹
村
明
日
香
）（

や
ま
だ
・
し
ょ
う
へ
い　

奈
良
大
学
講
師
）
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