
平
家
物
語
と
日
本
語
史

吉

田

永

弘

は
じ
め
に

平
家
物
語
に
は
、
源
平
盛
衰
記
や
源
平
闘
諍
録
の
よ
う
に
異
な
っ
た
題
名
を

冠
し
て
い
る
も
の
も
含
め
て
、
多
様
な
諸
本
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
本
の

な
か
で
鎌
倉
時
代
語
の
資
料
と
し
て
採
る
べ
き
も
の
は
、
延
慶
二
︱
三
年
︵
一

三
〇
九
︱
一
〇
年
︶
と
い
う
唯
一
鎌
倉
時
代
の
奥
書
を
持
つ
﹁
延
慶
本
﹂
だ
け

で
あ
る
と
し
た
の
は
山
田
孝
雄
［
一
九
一
四
］
で
あ
る
。
確
実
に
成
立
年
代
が

わ
か
っ
て
い
る
資
料
を
重
視
し
た
の
は
正
当
な
判
断
で
あ
る
が
、
延
慶
書
写
の

本
文
が
現
存
し
な
い
た
め
、
江
戸
時
代
の
写
本
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
に
日
本
語

史
の
資
料
と
し
て
の
限
界
が
あ
っ
た註

１

。
そ
の
後
、
室
町
時
代
の
応
永
二
十
六
︱

二
十
七
年
︵
一
四
一
九
︱
二
〇
年
︶
書
写
の
﹁
延
慶
本
﹂
が
出
現
し
た
が
、
延

慶
書
写
本
と
ど
の
程
度
一
致
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
ま
た
、
鎌
倉
時
代
の
奥

書
を
持
つ
他
の
平
家
物
語
が
発
見
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
つ
ま
り
、
平

家
物
語
に
は
鎌
倉
時
代
書
写
の
本
文
が
現
存
し
な
い
と
い
う
点
で
は
、
一
世
紀

前
の
山
田
孝
雄
の
頃
か
ら
状
況
が
変
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

平
家
物
語
そ
れ
自
体
の
言
語
の
研
究
を
行
う
場
合
や
漠
然
と
幅
を
持
た
せ
た

中
世
資
料
と
し
て
扱
う
場
合
な
ら
と
も
か
く
、
歴
史
的
な
展
開
を
描
く
場
合
に

は
、
平
家
物
語
を
中
世
の
ど
の
時
点
の
言
語
事
象
を
持
つ
資
料
と
し
て
扱
う
こ

と
が
で
き
る
か
、
そ
の
資
料
性
が
問
題
と
な
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
平
家
物

語
を
日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
扱
う
場
合
、
ど
の
よ
う
な
点
に
留
意
し
て
お
け

ば
よ
い
の
か
検
討
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
ま
ず
、
第
一
節
で
文
献
学
的
研
究
の

成
果
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
る
の
が
よ
い
か
確
認
し
、
第
二
節
で
日
本
語
史

の
資
料
と
し
て
の
扱
い
方
を
考
察
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
、
第
三
節
で
は
平

家
物
語
諸
本
間
の
言
語
事
象
の
差
異
に
着
目
し
て
資
料
性
を
検
討
す
る
。
最
後

に
第
四
節
で
、
天
草
版
平
家
物
語
を
原
拠
本
に
近
い
と
さ
れ
る
斯
道
本
平
家
物

語
と
対
照
し
て
日
本
語
の
変
化
を
描
く
研
究
方
法
の
在
り
方
を
考
察
す
る
。

本
稿
で
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
は
稿
末
に
掲
げ
る
。
ま
た
、
引
用
に
際
し
て
手

五
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を
加
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

第
一
節

平
家
物
語
諸
本
の
捉
え
方

一
般
の
古
典
文
学
作
品
は
、
原
本
が
失
わ
れ
て
複
数
の
写
本
・
版
本
が
残
さ

れ
て
い
る
。
文
献
学
的
研
究
で
は
、
残
さ
れ
た
写
本
・
版
本
は
原
本
か
ら
の
書

写
過
程
に
お
け
る
本
文
の
混
乱
し
た
も
の
と
考
え
、
現
存
す
る
写
本
・
版
本
を

校
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
原
本
の
復
元
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
れ
を
モ
デ
ル
化

し
て
示
す
と
︹
図
１
︺
の
よ
う
に
な
る
。

︹
図
１
︺
で
は
、
原
本
か
ら
Ａ
Ｂ
と
い
う
本
文
が
生
ま
れ
、
Ａ
か
ら
Ｃ
Ｄ
Ｅ
、

Ｂ
か
ら
Ｆ
Ｇ
Ｈ
と
い
う
本
文
が
生
ま
れ
て
い
る
。
仮
に
、
Ｃ
～
Ｈ
が
現
存
し
、

す
べ
て
の
本
文
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
、
ま
ず
、
原
本
か
ら
の
書
写
過
程
で
本

文
の
異
な
り
が
生
じ
た
と
仮
定
し
て
、
本
文
の
近
い
も
の
を
グ
ル
ー
プ
に
し
て

い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
Ｃ
～
Ｅ
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
Ａ
と
い
う
想

定
本
文
を
考
え
、
Ｆ
～
Ｈ
を
一
グ
ル
ー
プ
と
し
て
Ｂ
と
い
う
想
定
本
文
を
考
え

る
。
そ
の
上
で
、
Ａ
と
Ｂ
を
比
較
し
て
、
原
本
を
復
元
す
る
と
い
う
手
続
き
に

な
る
。
現
実
に
は
さ
ら
に
複
雑
な
様
相
で
あ
り
、
原
本
の
復
元
は
無
理
で
あ
る

こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
考
え
方
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。

一
方
、
平
家
物
語
の
諸
本
の
異
な
り
は
多
様
で
、︹
図
１
︺
の
モ
デ
ル
で
説
明

が
つ
く
部
分
と
つ
か
な
い
部
分
が
あ
る
。

例
え
ば
、
灌
頂
巻
に
応
安
四
年
︵
一
三
七
一
年
︶
の
覚
一
の
署
名
の
あ
る
龍

谷
大
学
本
・
高
野
本
・
高
良
神
社
本
の
校
合
に
よ
っ
て
、
応
安
四
年
に
作
ら
れ

た
本
文
︵﹁
覚
一
本
﹂︶
は
想
定
で
き
る
が
、
想
定
さ
れ
た
﹁
覚
一
本
﹂
と
﹁
延

慶
本
﹂
と
は
、
語
り
本
系
と
読
み
本
系
と
い
う
平
家
物
語
諸
本
の
最
初
の
二
分

法
に
よ
っ
て
も
分
け
ら
れ
る
通
り
、
書
写
過
程
に
お
け
る
本
文
の
混
乱
と
は
捉

え
ら
れ
な
い
ほ
ど
本
文
が
異
な
っ
て
い
る
た
め
、
校
合
し
て
そ
の
元
に
な
っ
た

本
文
を
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

こ
の
よ
う
な
平
家
物
語
諸
本
の
在
り
方
の
な
か
で
、
佐
伯
真
一
［
一
九
九
六
］

は
、
平
家
物
語
の
古
い
形
態
を
探
る
古
態
論
の
観
点
か
ら
、
平
家
物
語
の
多
様

五
四

︹
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な
諸
本
系
統
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の
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デ
ル



な
諸
本
を
一
元
的
な
書
写
過
程
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
作
ら
れ
た
本
文
と
写

さ
れ
た
本
文
と
い
う
二
元
的
な
捉
え
方
を
す
る
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
作

ら
れ
た
本
文
を
︿
異
本
﹀
と
呼
び
、
写
さ
れ
た
本
文
を
︿
伝
本
﹀
と
呼
ん
で
、

︹
図
２
︺
の
よ
う
な
モ
デ
ル
を
掲
げ
て
い
る
。

︿
伝
本
﹀
は
具
体
的
に
残
っ
て
い
る
本
文
で
、︿
伝
本
﹀
を
校
合
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
︿
異
本
﹀
を
復
元
し
、︿
異
本
﹀
相
互
を
比
較
し
て
原
態
を
探
る
と
い
う

手
続
き
に
な
る
。
例
え
ば
、
龍
谷
大
学
本
・
高
野
本
・
高
良
神
社
本
な
ど
の
︿
伝

本
﹀
の
校
合
に
よ
っ
て
﹁
覚
一
本
﹂
と
い
う
︿
異
本
﹀
を
復
元
し
た
上
で
、﹁
延

慶
本
﹂
や
﹁
屋
代
本
﹂
な
ど
の
他
の
︿
異
本
﹀
と
の
比
較
に
よ
っ
て
原
態
を
探

る
と
い
う
の
が
古
態
論
の
方
法
で
あ
る
。

日
本
語
史
の
研
究
に
お
い
て
も
、
古
態
論
の
モ
デ
ル
を
踏
ま
え
て
平
家
物
語

を
扱
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
し
、
古
態
論
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
日
本
語

史
研
究
の
目
指
す
と
こ
ろ
と
の
違
い
に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

古
態
論
は
古
い
姿
を
留
め
て
い
る
と
こ
ろ
に
重
き
を
置
き
、
日
本
語
史
研
究
は

言
語
資
料
と
し
て
の
価
値
に
重
き
を
置
く
。
内
容
の
古
さ
と
言
語
事
象
の
古
さ

は
同
じ
で
は
な
く
、
内
容
と
し
て
は
古
態
を
留
め
る
け
れ
ど
も
言
語
的
に
は
新

し
い
と
い
う
場
合
が
想
定
で
き
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
の
資
料
価
値

は
異
な
る
。
鎌
倉
時
代
に
遡
る
内
容
で
あ
る
こ
と
は
鎌
倉
時
代
の
言
語
で
あ
る

こ
と
と
一
致
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
古
態
論
の
成
果
を
そ
の
ま
ま

受
け
入
れ
て
、
或
る
︿
異
本
﹀
が
鎌
倉
時
代
の
内
容
を
留
め
て
い
る
と
い
う
理

由
で
、
そ
の
︿
異
本
﹀
を
鎌
倉
時
代
語
の
資
料
と
し
て
採
用
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
こ
の
違
い
を
認
識
し
た
上
で
、
日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
ど
の
よ
う
に

扱
っ
て
い
く
の
が
よ
い
か
次
に
考
察
し
て
い
く
。

第
二
節

日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
の
扱
い
方

︹
図
２
︺
の
古
態
論
の
モ
デ
ル
を
踏
ま
え
る
と
、
平
家
物
語
を
日
本
語
史
の

資
料
と
し
て
扱
う
場
合
に
、
ど
の
時
点
の
言
語
資
料
と
し
て
扱
う
か
、
次
の
三

つ
の
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。

五
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︹
図
２
︺

古
態
論
の
モ
デ
ル
︵
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真
一
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一
九
九
六
・
一
九
頁
］
に
よ
る
︶



Ⅰ
︿
異
本
﹀
以
前
の
﹁
原
作
・
原
態
﹂
の
成
立
時
の
資
料

Ⅱ
︿
異
本
﹀
の
成
立
時
の
言
語
事
象
を
含
む
資
料

Ⅲ
︿
伝
本
﹀
の
成
立
時
の
言
語
事
象
を
含
む
資
料

改
作
に
よ
る
成
立
が
︿
異
本
﹀
で
書
写
に
よ
る
成
立
が
︿
伝
本
﹀
で
あ
る
か

ら
、
Ⅰ
か
ら
Ⅱ
へ
の
言
語
事
象
の
異
な
り
は
大
き
く
、
Ⅱ
か
ら
Ⅲ
は
そ
れ
に
比

し
て
小
さ
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

平
家
物
語
を
日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
用
い
て
い
る
場
合
、
ど
の
時
点
の
資

料
と
し
て
見
て
い
る
の
か
曖
昧
な
場
合
が
多
い
。
多
く
は
、
Ⅰ
か
Ⅱ
と
し
て

扱
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
Ⅲ
と
し
て
扱
う
こ
と
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、

次
に
挙
げ
る
日
本
古
典
文
学
大
系
︵
岩
波
書
店
︶
の
解
説
の
記
述
は
高
良
神
社

本
と
い
う
︿
伝
本
﹀
を
採
り
上
げ
て
Ⅲ
を
問
題
と
し
て
い
る
。

こ
の
大
系
本
は
、
振
仮
名
を
除
い
た
部
分
は
、
龍
大
本
を
底
本
と
し
て
い

る
が
、
そ
の
仮
名
遣
は
、
こ
の
本
文
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
的
仮
名

遣
が
か
な
り
見
事
に
守
ら
れ
て
い
る
。︵
中
略
︶
こ
の
大
系
本
の
振
り
仮

名
は
、
主
と
し
て
高
良
神
社
本
の
振
仮
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
か
な
り
問

題
を
含
む
。
標
準
的
な
歴
史
的
仮
名
遣
に
比
べ
る
と
、
ア
行
・
ワ
行
・
ハ

行
の
区
別
、
開
合
の
区
別
に
も
乱
れ
が
多
い
。︵
上
巻
解
説
、
二
四
頁
︶

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、﹁
覚
一
本
﹂
と
い
う
︿
異
本
﹀
の
復
元
を
目
指
し
た
も
の

だ
が
、
ま
ず
は
こ
の
よ
う
に
︿
伝
本
﹀
の
校
合
に
よ
っ
て
Ⅲ
の
可
能
性
を
排
除

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
Ⅱ
の
︿
異
本
﹀
成
立
の
応
安
四

年
︵
一
三
七
一
年
︶
頃
の
言
語
事
象
を
含
む
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
遡
っ
て
鎌
倉
時
代
語
資
料
と
し
て
扱
う
場
合
が
Ⅰ
で
あ
る

が
、
こ
の
立
場
は
、﹁
原
作
・
原
態
﹂
成
立
時
を
想
定
し
、
そ
の
本
文
が
変
わ
ら

な
い
こ
と
を
前
提
と
し
な
い
限
り
成
り
立
た
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
条
件
に

十
三
世
紀
前
半
の
言
語
資
料
と
し
て
扱
う
の
は
危
険
で
あ
る
。
こ
の
立
場
の
多

く
は
、
平
家
物
語
諸
本
を
︹
図
１
︺
の
よ
う
な
系
統
関
係
と
し
て
捉
え
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
﹄︵
小
学
館
︶
は
、
用
例
を
採
用
す
る
基
準
に
、

﹁
そ
の
語
、
ま
た
は
語
釈
を
分
け
た
場
合
は
、
そ
の
意
味
・
用
法
に
つ
い
て
、
も
っ

と
も
古
い
と
思
わ
れ
る
も
の
﹂
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
語
や
意
味
の
初

出
を
探
る
際
に
真
っ
先
に
参
照
さ
れ
、
強
い
影
響
力
を
持
つ
辞
典
で
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
年
代
注
記
に
関
し
て
は
﹁
出
典
の
成
立
年
、
ま
た
は
刊
行
年
を
で

き
る
だ
け
示
す
。
正
確
な
年
次
の
わ
か
ら
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
大
ま
か
な

時
代
区
分
で
示
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
、
成
立
年
に
関
し
て
諸
説
あ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
一
般
に
通
用
し
て
い
る
も
の
を
一
つ
だ
け
示
す
。﹂
と
あ
り
、﹁
覚

一
本
︵
龍
谷
大
学
本
・
高
野
本
︶﹂
は
﹁
屋
代
本
﹂﹁
平
松
家
本
﹂
と
と
も
に
﹁
十

三
世
紀
前
半
﹂
と
さ
れ
て
Ⅰ
と
し
て
扱
わ
れ
て
お
り
、
問
題
を
含
ん
で
い
る
。

五
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そ
の
一
方
で
、﹁
延
慶
本
﹂
は
﹁
一
三
〇
九
︱
一
〇
﹂
と
記
さ
れ
、︿
異
本
﹀
成

立
時
の
Ⅱ
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。

Ⅱ
の
︿
異
本
﹀
成
立
時
の
言
語
事
象
を
含
む
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
で
き

る
の
は
、﹁
覚
一
本
﹂
の
よ
う
に
︿
伝
本
﹀
が
複
数
あ
り
、︿
異
本
﹀
を
復
元
す

る
こ
と
が
で
き
る
場
合
で
な
い
と
難
し
い
。
Ⅱ
か
ら
Ⅲ
の
言
語
事
象
の
異
な
り

は
小
さ
い
と
は
言
っ
て
も
、
一
つ
の
︿
伝
本
﹀
し
か
な
い
場
合
は
注
意
を
要
す

る
。﹁

延
慶
本
﹂
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
延
慶
書
写
本
︵
一
三
〇
九
︱
一
〇
年
︶

は
現
存
せ
ず
、
応
永
書
写
本
︵
一
四
一
九
︱
二
〇
年
︶
が
現
存
す
る
。
そ
の
応

永
書
写
本
も
延
慶
書
写
本
の
忠
実
な
写
し
と
は
言
え
ず
、
覚
一
本
的
な
本
文
の

影
響
を
受
け
た
箇
所
が
あ
る
こ
と
が
櫻
井
陽
子
［
二
〇
〇
一
］
に
よ
っ
て
明
ら

か
に
さ
れ
た
。
言
語
事
象
に
関
し
て
も
、
応
永
時
点
で
の
言
語
事
象
が
反
映
す

る
可
能
性
は
あ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
最
近
の
研
究
で
は
、
そ
の
可

能
性
を
踏
ま
え
た
上
で
扱
っ
て
い
る
。
小
川
栄
一
［
二
〇
〇
八
］
は
表
記
・
音

韻
・
語
法
の
検
討
に
よ
っ
て
Ⅱ
の
言
語
資
料
と
し
て
扱
っ
て
よ
い
こ
と
を
述
べ

て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
山
本
真
吾
［
二
〇
一
〇
］
は
新
し
い
語
法
の
タ
シ
・

バ
シ
が
源
平
盛
衰
記
・
長
門
本
と
比
べ
て
延
慶
本
独
自
の
本
文
に
偏
る
と
こ
ろ

か
ら
Ⅲ
の
時
点
で
の
言
語
事
象
の
混
在
を
指
摘
し
て
い
る
。

﹁
屋
代
本
﹂
は
﹁
語
り
本
の
古
態
を
示
す
﹂︵﹃
日
本
語
学
研
究
事
典
﹄
明
治

書
院
、
二
〇
〇
七
、
八
二
四
頁
︶
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
奥
書
が
な
く

︿
異
本
﹀
成
立
時
が
不
明
で
あ
る
。
現
存
の
︿
伝
本
﹀
の
書
写
年
代
は
山
田
孝
雄

［
一
九
一
五
］
に
よ
る
応
永
頃
書
写
説
が
あ
る
も
の
の
、
確
か
な
こ
と
は
わ
か
ら

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
Ⅲ
の
検
討
を
加
え
る
こ
と
は
不
可
欠
と
な
る
。
ち
な
み

に
、
現
存
伝
本
の
書
写
年
代
は
十
六
世
紀
ま
で
く
だ
り
︵
吉
田
永
弘
［
二
〇
〇

二
］︶、
全
巻
が
等
質
で
は
な
く
、
別
筆
の
巻
十
一
は
他
の
巻
よ
り
新
し
い
と
こ

ろ
が
あ
る
本
文
だ
と
思
わ
れ
る
︵
吉
田
永
弘
［
二
〇
一
一
］︶。

要
す
る
に
、﹁
延
慶
本
﹂﹁
屋
代
本
﹂
の
よ
う
に
、
実
質
的
に
︿
伝
本
﹀
が
一

本
し
か
な
い
場
合
は
直
ち
に
Ⅱ
と
し
て
扱
う
の
も
問
題
が
あ
り
、
Ⅲ
の
検
討
を

加
え
た
上
で
扱
う
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
Ⅲ
の
検
討
を
加
え
ず
に
Ⅱ
の
資
料

と
は
扱
え
な
い
。
ま
し
て
や
Ⅰ
の
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

た
だ
し
、
Ⅲ
の
︿
伝
本
﹀
成
立
時
の
言
語
事
象
が
反
映
し
た
箇
所
を
指
摘
す

る
の
は
容
易
で
は
な
い
。︿
伝
本
﹀
成
立
時
に
言
語
の
改
変
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
Ⅰ
Ⅱ
の
時
点
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
言
語
事
象
が
見
ら
れ
る
場
合
で
な
い

と
指
摘
し
に
く
い
上
に
、
中
世
前
期
は
資
料
の
制
約
が
あ
り
、
Ⅰ
Ⅱ
の
時
点
に

は
存
在
し
な
か
っ
た
言
語
事
象
で
あ
る
と
判
断
す
る
の
も
難
し
い
か
ら
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
新
し
い
言
語
事
象
の
指
摘
の
他
に
、︿
異
本
﹀
間
の
言
語
を
比
較

し
て
相
対
的
な
新
旧
を
測
る
方
法
が
、
ど
の
時
代
の
言
語
事
象
が
反
映
し
て
い

る
か
ど
う
か
の
判
断
材
料
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る註

２

。

五
七



第
三
節

︿
異
本
﹀
間
の
差
異

古
態
を
示
す
と
言
わ
れ
る
﹁
屋
代
本
﹂﹁
延
慶
本
﹂
は
、
Ⅲ
の
検
討
が
欠
か
せ

な
い
資
料
で
あ
る
こ
と
を
右
に
見
た
。
本
節
で
は
、
こ
の
二
つ
の
︿
異
本
﹀
に

﹁
覚
一
本
﹂
を
加
え
た
三
本
の
間
で
差
異
が
見
ら
れ
る
事
例
を
挙
げ
て
、
ど
の
時

点
の
言
語
事
象
の
問
題
な
の
か
考
察
を
加
え
て
い
く
。

三
・
一

﹁
氏
種
姓
﹂

ま
ず
、﹁
屋
代
本
﹂
の
事
例
か
ら
見
る
。﹁
屋
代
本
﹂
に
は
用
例
１
の
よ
う
に

﹁
氏
種
姓
﹂
の
例
が
あ
る
。

１
為
義
是
ヲ
聞
テ
、
氏
種
姓
ハ
知
ネ
ト
モ
甲
斐
〳
〵
シ
ゲ
ナ
リ
。︵
屋
代
本
、

剣
巻
・
上
、

ウ
︶

15

﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
﹄
の
﹁
う
じ
し
ゅ
じ
ょ
う
︻
氏
種
姓
︼﹂
の
項

は
、
用
例
１
の
﹁
屋
代
本
﹂
の
例
を
初
出
と
し
て
挙
げ
、
あ
わ
せ
て
﹃
日
葡
辞

書
﹄︵
一
六
〇
三
︱
四
年
︶
の
例
を
挙
げ
る
。﹁
氏
種
姓
﹂
の
例
は
﹁
覚
一
本
﹂

﹁
延
慶
本
﹂
に
は
例
が
見
ら
れ
な
い
点
が
︿
異
本
﹀
間
の
比
較
か
ら
注
目
さ
れ
る
。

次
の
用
例
２
・
３
に
示
す
よ
う
に
、
中
世
後
期
に
は
例
が
あ
る
。

２
氏
も
種
姓
も
な
き
に
よ
り
︵
舞
の
本
・
笈
捜
、
新
大
系
・
三
九
八
頁
︶

３
氏
種
性

ス
シ
ヤ
ウ

︵
天
正
十
八
年
本
節
用
集
︿
一
五
九
〇
年
﹀、
書
き
込
み
例
︶

し
た
が
っ
て
、﹁
屋
代
本
﹂
の
例
を
も
っ
て
十
三
世
紀
の
例
と
し
て
扱
う
の
は

問
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
︿
異
本
﹀
成
立
時
以
降
の
問
題
と
し
て

捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。︿
異
本
﹀
成
立
時
の
表
現
だ
と
す
る
と
、﹁
屋
代
本
﹂

の
︿
異
本
﹀
成
立
時
も
そ
れ
ほ
ど
遡
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
天
正
十
八
年
本
節
用
集
の
振
り
仮
名
に
あ
る
﹁
う
じ
す
じ
ょ
う
︻
氏

素
姓
︼﹂
の
例
と
し
て
﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
﹄
は
﹁
虎
明
本
狂
言
﹂﹁
浄

瑠
璃
﹂
の
例
を
挙
げ
て
い
る
。

三
・
二

副
詞
﹁
た
と
へ
﹂

次
に
﹁
延
慶
本
﹂
の
事
例
を
見
る
。﹁
延
慶
本
﹂
に
は
副
詞
﹁
た
と
ひ
﹂
の
な

か
に
一
例
だ
け
﹁
た
と
へ
﹂
の
例
が
あ
る
︵﹃
索
引
篇

下
﹄︶。

４
設エ

院
ノ
昇
殿
ス
ラ
然
也
。
何
況
於
内
ノ
昇
殿
哉
。
︵
延
慶
本
、
第
一
本
、
16

ウ
︶

﹁
た
と
へ
﹂
の
例
は
、﹁
覚
一
本
﹂﹁
屋
代
本
﹂
に
は
見
ら
れ
な
い
点
が
︿
異

本
﹀
間
の
比
較
か
ら
注
目
さ
れ
る
。
次
に
挙
げ
る
よ
う
な
例
が
﹁
た
と
へ
﹂
の

五
八



例
と
し
て
は
や
い
も
の
で
あ
る
。

５
湊
を
買
た
る
上
は
、
た
と
へ
国
主
た
る
共
違
乱
不
有
事
︵
船
法
儀
、
貞
応

二
年
︿
一
二
二
三
年
﹀
三
月
十
六
日
、﹃
鎌
倉
遺
文
﹄
三
〇
七
一
号
︶

６
た
と
へ
よ
に
い
て
た
ま
え
と
も
、こ
の
ほ
う
を
と
き
た
ま
う
こ
と
、︵
ま
た
︶

か
た
し
。︵
足
利
本
假
名
書
法
華
經
、
一
・
一
一
八
八
、
元
徳
二
年
︿
一
三

三
〇
年
﹀
以
前
書
写
、
妙
一
記
念
館
本
﹁
た
と
ひ
﹂︿
一
六
一
頁
﹀︶

７
コ
ノ
モ
ン
ナ
、
タ
ト
エイ

ワ
ウ
ナ
ン
ノ
サ
イ
ニ
ア
ウ
ト
モ
、︵
盛
久
、
応
永
三

十
年
︿
一
四
二
三
年
﹀
奥
書
、
影
印
一
七
頁
︶

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
﹁
鎌
倉
遺
文
フ
ル
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
よ

る
と
用
例
５
の
他
に
も
う
一
例
︵
三
〇
七
二
号
︶
見
ら
れ
た
。
と
も
に
貞
応
二

年
成
立
の
﹁
廻
船
式
目
﹂
の
例
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
後
世
に
作
ら
れ
た
資
料

の
よ
う
で
あ
り
︵﹃
国
史
大
辞
典
﹄﹁
廻
船
式
目
﹂
の
項
︶、
同
種
の
本
文
を
比
較

す
る
と
、﹁
た
と
へ
﹂
の
箇
所
は
異
同
も
多
い
︵
住
田
正
一
［
一
九
四
二
］
所
収

文
献
に
よ
る
︶。
し
た
が
っ
て
、﹁
た
と
へ
﹂
の
出
現
は
用
例
６
の
十
四
世
紀
ま

で
く
だ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
室
町
時
代
に
至
っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
用
例
が
拾
え
る

わ
け
で
は
な
い
。
用
例
７
は
﹁
エ
﹂
を
消
し
て
﹁
イ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
延
慶

本
が
書
写
さ
れ
た
応
永
頃
で
も
﹁
た
と
ひ
﹂
の
ほ
う
が
規
範
的
な
形
で
あ
る
と

認
識
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
﹁
た
と
へ
﹂
と
い
う
語
形
だ
け
な

ら
延
慶
年
間
の
近
く
に
ま
で
遡
る
が
、
そ
れ
で
も
用
例
４
は
相
当
は
や
い
例
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
用
例
４
は
﹁
エ
﹂
が
振
り
仮
名
で
示
さ
れ
て
い
る
例
で
、﹃
延
慶

本
平
家
物
語
全
注
釈
﹄︵
汲
古
書
院
︶
に
は
﹁
エ
﹂
を
﹁
別
筆
か
﹂
と
す
る
注
記

が
あ
る
。
巻
一
冒
頭
部
分
に
は
別
筆
と
見
ら
れ
る
振
り
仮
名
が
施
さ
れ
て
お

り
、
江
戸
初
期
と
す
る
見
解
︵﹃
大
東
急
記
念
文
庫
貴
重
書
解
題
﹄︶
も
あ
る
よ

う
に
、応
永
書
写
時
以
降
に
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
は
、

応
永
書
写
時
以
降
に
加
え
ら
れ
た
︿
伝
本
﹀
の
問
題
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
が

で
き
る
事
例
で
あ
る
。﹁
延
慶
本
﹂
の
︿
伝
本
﹀
の
言
語
事
象
に
は
、
応
永
書
写

時
に
加
わ
っ
た
可
能
性
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
れ
以
降
に
補
筆
さ
れ
た
可
能

性
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

な
お
、
そ
の
他
の
︿
異
本
﹀
を
見
る
と
、﹁
長
門
本
﹂﹁
百
二
十
句
本
︵
平
仮

名
本
︶﹂
に
﹁
た
と
へ
﹂
の
例
が
見
ら
れ
る
。

８
た
と
へ
方
人
に
て
も
候
へ
、︵
長
門
本
、
巻
八
、
岡
山
大
学
本

オ
︶

32

９
た
と
へ
み
や
こ
を
い
だ
さ
る
ゝ
と
も
、︵
百
二
十
句
本
、
京
都
府
立
資
料
館

蔵
、

頁

行
、
斯
道
本
は
﹁
タ
ト
ヒ
﹂︶

29

15

用
例
８
の
他
の
︿
伝
本
﹀︵
内
閣
文
庫
蔵
本
・
国
会
図
書
館
貴
重
書
本
な
ど
︶

に
も
、
用
例
９
の
他
の
︿
伝
本
﹀︵
国
会
図
書
館
本
︶
に
も
﹁
た
と
へ
﹂
と
あ
る

五
九



の
で
、
こ
れ
ら
の
例
は
、
Ⅲ
︿
伝
本
﹀
で
は
な
く
、
Ⅱ
︿
異
本
﹀
の
言
語
事
象

の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、﹁
覚
一
本
﹂﹁
屋
代
本
﹂﹁
延
慶
本
︵
の
振
り
仮

名
以
外
︶﹂
と
い
う
他
の
︿
異
本
﹀
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、﹁
長
門
本
﹂

﹁
百
二
十
句
本
︵
平
仮
名
本
︶﹂
の
︿
異
本
﹀
と
し
て
の
新
し
さ
を
示
し
た
事
例

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
事
例
以
外
で
も
﹁
長
門
本
﹂
に
つ
い
て
は
、
室
町
末
期

か
ら
江
戸
初
期
の
音
韻
・
語
法
の
反
映
が
あ
る
こ
と
を
小
川
栄
一
［
二
〇
〇
九
］

が
指
摘
し
て
い
る
。

三
・
三

﹁
濡
れ
鼠
﹂
・
形
容
詞
﹁
の
ろ
し
﹂

次
に
、﹁
延
慶
本
﹂
の
振
り
仮
名
以
外
の
箇
所
で
、﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第

二
版
﹄
が
﹁
延
慶
本
﹂
の
例
を
初
出
と
す
る
語
に
着
目
す
る
。
次
の
﹁
濡
れ
鼠
﹂

は
こ
の
箇
所
だ
け
に
用
い
ら
れ
た
語
で
あ
る
。

石
清
水
行
幸
有
ケ
ル
ニ
、
イ
カ
ヾ
シ
タ
リ
ケ
ム
、
人
長
ガ
淀
河
ニ
落
入
テ
、

10
ヌ
レ
ネ
ズ
ミ
ノ
如
シ
テ
、
片
方
ニ
隠
レ
ヲ
リ
テ
、
御
神
楽
ニ
参
ラ
ザ
リ
ケ

ル
ニ
、︵
延
慶
本
、
三
本

ウ
︶

67

﹁
覚
一
本
﹂﹁
屋
代
本
﹂
に
は
、
こ
の
記
事
に
対
応
す
る
記
事
は
あ
る
が
、﹁
濡

れ
鼠
﹂
の
表
現
は
な
く
、
他
の
箇
所
に
も
使
わ
れ
て
い
な
い
。﹁
屋
代
本
﹂
の
例

の
み
挙
げ
る
。

八
幡
行
幸
ナ
リ
ケ
ル
ニ
、
人
長
ノ
装
束
持
タ
リ
ケ
ル
者
ガ
、
酒
ニ
酔
テ
淀

11
河
ニ
マ
ロ
ビ
入
、
傍
ニ
隠
居
テ
御
神
楽
遅
々
シ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、︵
屋
代
本
、

巻
六
、

ウ
︶

19

な
お
、﹁
長
門
本
﹂
と
﹁
源
平
盛
衰
記
﹂
の
対
応
箇
所
に
は
次
の
よ
う
に
用
い

て
い
る
。

石
清
水
の
行
幸
有
け
る
に
、
い
か
ゞ
し
た
り
け
む
、
人
長
が
よ
ど
が
は
に

12
お
ち
入
て
、
ぬ
れ
ね
ず
み
の
ご
と
く
に
て
、
か
た
〳
〵
に
か
く
れ
い
て
、

御
神
楽
に
も
ま
い
ら
ざ
り
け
る
に
、︵
長
門
本
、
巻
十
二
、
岡
山
大
学
本
71

ウ
︶

八
幡
行
幸
有
テ
、
臨
時
ノ
御
神
楽
有
ベ
カ
リ
ケ
ル
ニ
、
人
長
付
生
ガ
淀
河

13
ニ
落
入
テ
、
ヌ
レ
鼠
ノ
如
ク
シ
テ
、
片
方
ニ
隠
居
テ
御
神
楽
ニ
参
ラ
ズ
。

︵
源
平
盛
衰
記
、
巻
二
十
六
、
四
・
一
二
四
頁
︶

だ
が
、
先
に
見
た
よ
う
に
﹁
長
門
本
﹂
は
後
代
的
な
要
素
を
反
映
し
た
部
分

が
あ
り
、﹁
源
平
盛
衰
記
﹂
も
ど
の
時
点
ま
で
遡
り
得
る
資
料
か
明
ら
か
で
は
な

い
。
他
に
﹃
伊
京
集
﹄﹃
日
葡
辞
書
﹄
に
例
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
前
の
資
料
に
は

見
当
た
ら
な
い
。
さ
ら
な
る
調
査
を
必
要
と
す
る
が
、
新
し
い
語
で
あ
る
可
能

性
の
あ
る
事
例
と
し
て
注
意
さ
れ
る
。

六
〇



次
に
形
容
詞
﹁
の
ろ
し
﹂
の
例
に
着
目
す
る
。
こ
の
語
も
次
の
箇
所
だ
け
に

見
ら
れ
る
語
で
あ
る
。

﹁
ヤ
、
梶
原
殿
、
宇
治
河
ハ
上
ハ
ノ
ロ
ク
テ
ソ
コ
ハ
ヤ
シ
。
⋮
⋮
﹂︵
延
慶

14
本
、
五
本

オ
︶

18

﹁
屋
代
本
﹂
は
欠
巻
部
分
な
の
で
不
明
で
あ
る
が
、﹁
覚
一
本
﹂
に
は
対
応
す

る
箇
所
︵
巻
九
、
宇
治
川
先
陣
︶
に
﹁
の
ろ
し
﹂
は
現
れ
ず
、
そ
の
他
の
箇
所

に
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、﹁
長
門
本
﹂﹁
源
平
盛
衰
記
﹂
に
も
用
い
ら

れ
て
い
な
い
。﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
﹄
で
は
、
室
町
中
期
か
と
さ
れ
る

田
中
本
義
経
記
の
例
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
資
料
で
類
例
を
探
す

の
は
難
し
い
。

こ
の
よ
う
に
、﹁
延
慶
本
﹂
に
は
﹁
覚
一
本
﹂﹁
屋
代
本
﹂
に
現
れ
な
い
語
が

み
ら
れ
、
応
永
書
写
の
︿
伝
本
﹀
成
立
時
の
も
の
と
見
て
も
は
や
い
例
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
言
語
事
象
は
安
易
に
鎌
倉
時
代
語
と
す
る
こ
と

は
で
き
ず
、
他
の
資
料
の
検
討
を
経
た
上
で
、
慎
重
に
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

三
・
四

﹁
御
＋
形
容
詞
﹂

最
後
に
、﹁
御
＋
形
容
詞
﹂
の
語
法
に
着
目
す
る
。
中
古
に
は
形
容
詞
に
﹁
御
﹂

を
冠
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、﹁
覚
一
本
﹂
で
は
次
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。

先
帝
の
む
か
し
も
や
御
恋
し
く
お
ほ
し
め
さ
れ
け
む
︵
覚
一
本
、
巻
一
、

15
二
代
后
︶

山
田
孝
雄
［
一
九
一
四
］
は
、﹁
延
慶
本
﹂
に
は
﹁
御
心
苦
し
﹂
の
よ
う
に
名

詞
と
複
合
し
た
形
容
詞
に
は
つ
く
が
、
形
容
詞
に
﹁
御
﹂
が
直
接
し
た
例
が
な

い
こ
と
を
指
摘
し
た
︵
三
九
八
頁
︶。
そ
の
後
、
こ
の
指
摘
を
も
と
に
﹁
覚
一
本
﹂

の
例
が
鎌
倉
時
代
の
も
の
か
ど
う
か
問
題
に
さ
れ
た
が註

３

、
近
藤
政
美
［
一
九
八

九
］
が
鎌
倉
時
代
の
古
文
書
か
ら
﹁
御
＋
形
容
詞
﹂
の
実
例
を
挙
げ
た
こ
と
に

よ
っ
て
こ
の
問
題
は﹁
完
全
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
﹂︵
西
田
直
敏［
一
九
七
八
］︶

と
評
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、﹁
御
＋
形
容
詞
﹂
が
鎌
倉
時
代
に
用
い
ら
れ
て
い

た
こ
と
と
、﹁
覚
一
本
﹂
が
鎌
倉
時
代
の
資
料
に
あ
っ
た
表
現
を
そ
の
ま
ま
引
き

継
い
で
い
る
こ
と
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
用
例

の
﹁
屋
代
本
﹂
の
対
応
箇

15

所
は
次
の
よ
う
に
﹁
御
﹂
を
冠
さ
な
い
表
現
で
あ
る
。

先
帝
ノ
昔
ヲ
恋
シ
ク
ヤ
思
召
レ
ケ
ム
︵
屋
代
本
、
巻
一
、

ウ
︶

16

17

こ
れ
と
は
逆
に
、﹁
屋
代
本
﹂
に
﹁
御
﹂
を
冠
し
て
い
て
﹁
覚
一
本
﹂
に
冠
し

六
一



て
い
な
い
箇
所
も
あ
る
。

﹁
御
馮
敷
コ
ソ
覚
ユ
レ
﹂︵
屋
代
本
、
抜
書
、

ウ
︶

17

23

﹁
た
の
も
し
う
こ
そ
候
へ
﹂︵
覚
一
本
、
巻
七
、
竹
生
島
詣
︶

18﹁
延
慶
本
﹂
に
は
現
れ
ず
、﹁
覚
一
本
﹂﹁
屋
代
本
﹂
に
異
同
が
あ
る
こ
と
を

踏
ま
え
る
と
、
平
家
物
語
の
﹁
原
作
・
原
態
﹂
に
あ
っ
た
も
の
が
﹁
覚
一
本
﹂

﹁
屋
代
本
﹂
に
引
き
継
が
れ
た
と
考
え
る
よ
り
も
、﹁
御
＋
形
容
詞
﹂
は
﹁
覚
一

本
﹂﹁
屋
代
本
﹂
の
︿
異
本
﹀
成
立
時
以
降
の
問
題
と
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ

う
。

三
・
五

本
節
の
ま
と
め

以
上
の
よ
う
に
、︿
異
本
﹀
間
の
差
異
に
着
目
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
問
題

も
あ
る
。
要
す
る
に
︿
異
本
﹀
間
で
共
通
し
な
い
言
語
事
象
に
は
注
意
が
必
要

で
、︿
異
本
﹀
成
立
時
や
︿
伝
本
﹀
成
立
時
の
問
題
と
し
て
処
理
し
得
る
例
が
あ

る
と
い
う
前
提
で
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
る
一
つ
の
︿
異
本
﹀
を
も
っ

て
中
世
前
期
語
の
共
時
態
を
表
す
資
料
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と

思
わ
れ
る
。

第
四
節

﹁
斯
道
本
・
天
草
版
﹂
対
照
研
究
の
在
り
方

天
草
版
平
家
物
語
︵
一
五
九
二
年
︶
は
、
中
世
後
期
の
﹁
世
話
に
や
わ
ら
げ

た
﹂
ロ
ー
マ
字
書
き
の
平
家
物
語
と
し
て
日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
貴
重
で
あ

る
。
他
の
平
家
諸
本
と
異
な
り
、
内
容
は
簡
略
で
、
右
馬
の
允
の
要
望
の
も
と

に
喜
一
検
校
が
語
る
対
話
の
形
式
で
書
か
れ
て
い
る
。
語
ら
れ
た
平
家
物
語
の

内
容
は
、語
り
本
系
の
本
文
と
似
て
お
り
、﹁
天
草
版
﹂
制
作
の
際
の
原
拠
と
な
っ

た
平
家
物
語
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
原
拠
と
な
っ
た
平
家
物
語
そ

の
も
の
は
現
存
し
て
い
な
い
。
現
存
諸
本
の
な
か
で
は
、﹁
天
草
版
﹂
の
巻
第
一

か
ら
巻
第
二
の
一
ま
で
は
、﹁
覚
一
本
﹂
に
﹁
か
な
り
近
い
﹂
本
文
で
、
巻
第
二

の
二
以
降
は
﹁
斯
道
本
﹂
に
﹁
極
め
て
近
い
﹂
本
文
︵﹁
斯
道
本
﹂
の
欠
巻
部
分

の
巻
第
二
の
九
か
ら
巻
第
四
の
一
は
﹁
平
松
本
﹂﹁
竹
柏
園
本
﹂
に
﹁
近
い
﹂
本

文
︶
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
︵
近
藤
政
美
［
二
〇
〇
八
］︶
。

原
拠
本
に
近
い
本
文
と
天
草
版
と
を
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
世
前
期

か
ら
中
世
後
期
へ
の
言
語
変
化
を
示
す
方
法
は
日
本
語
史
研
究
に
と
っ
て
オ
ー

ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
原
拠
と
し
て
想
定
さ
れ
た
〝
古

典
平
家
〟
が
中
世
前
期
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
が
、
そ
の

前
提
は
確
か
な
も
の
な
の
か
、
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
本
節
で
は
、
原
拠

本
に
﹁
極
め
て
近
い
﹂
と
さ
れ
る
﹁
斯
道
本
﹂
の
﹁
天
草
版
﹂
に
対
応
す
る
巻

四
以
降
︵
欠
巻
の
巻
八
は
除
く
︶
を
採
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

六
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﹁
斯
道
本
﹂
は
︿
異
本
﹀
と
し
て
の
﹁
百
二
十
句
本
﹂
の
︿
伝
本
﹀
で
あ
る
。

﹁
百
二
十
句
本
﹂
は
各
巻
十
句
、
十
二
巻
百
二
十
句
か
ら
成
る
テ
キ
ス
ト
の
総
称

で
、︿
伝
本
﹀
に
は
漢
字
片
仮
名
交
用
の
﹁
斯
道
本
﹂
の
他
に
、
漢
字
平
仮
名
交

用
︵﹁
平
仮
名
本
﹂︶
の
﹁
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本
﹂
や
﹁
国
会
図
書
館
本
﹂

な
ど
が
あ
る
︵
た
だ
し
、﹁
斯
道
本
﹂
と
﹁
平
仮
名
本
﹂
と
は
本
文
が
離
れ
て
い

る
の
で
三
・
二
で
は
﹁
平
仮
名
本
﹂
を
一
つ
の
︿
異
本
﹀
と
し
て
扱
っ
た
︶。﹁
斯

道
本
﹂
に
は
識
語
が
な
い
が
、
書
写
年
代
は
室
町
時
代
後
期
と
推
定
さ
れ
て
い

る
︵
松
本
隆
信
［
一
九
七
〇
］︶。﹁
斯
道
本
﹂
に
お
い
て
も
、﹁
斯
道
本
﹂
と
い

う
︿
伝
本
﹀
成
立
時
の
言
語
が
反
映
し
て
い
る
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
。
以
下
、

二
つ
の
事
例
を
挙
げ
て
天
草
版
と
対
照
し
て
検
討
す
る
。

一
つ
は
、﹁
す
る
﹂
意
の
尊
敬
語
と
し
て
用
い
た
﹁
め
さ
る
﹂
と
い
う
語
に
着

目
す
る
。
斯
道
本
に
は
用
例

ａ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

19

ａ
﹁
御
頸
只
今
玉
ハ
ル
ヘ
シ
ト
モ
覚
ヘ
ス
サ
ウ
ラ
ウ
。
御
自
害
ヲ
ダ
ニ
召

19

レ
候
ハ
ヽ
﹂
ト
申
ケ
レ
ハ
、︵
斯
道
本
、
三
十
八
句
、
二
八
四
⑨
、
京
都

府
立
総
合
資
料
館
本
﹁
御
じ
が
ひ
だ
に
め
さ
れ
候
は
ゝ
﹂︶

ｂ
﹁
お
ん
首
を
た
だ
今
討
ち
ま
ら
せ
う
ず
る
こ
と
は
、
な
か
な
か
か
な
ひ

が
た
い
。
御
自
害
を
だ
に
さ
せ
ら
る
る
な
ら
ば
﹂
と
申
し
た
れ
ば
、︵
天

草
版
、
一
三
三
②
︶

用
例

ｂ
の
﹁
天
草
版
﹂
で
は
﹁
さ
せ
ら
る
る
﹂
で
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ

19

か
ら
も
、
斯
道
本
の
﹁
召
さ
る
﹂
が
﹁
す
る
﹂
意
の
尊
敬
語
で
あ
る
こ
と
が
確

認
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
事
例
か
ら
中
世
後
期
の
﹁
さ
せ
ら
る
る
﹂
に
対
応

す
る
中
世
前
期
の
表
現
が
﹁
め
さ
る
﹂
だ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
中
世

前
期
に
は
﹁
す
る
﹂
意
の
﹁
め
さ
る
﹂
は
確
認
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。﹁
延
慶

本
﹂﹁
覚
一
本
﹂
に
は
こ
の
よ
う
な
﹁
め
さ
る
﹂
の
例
は
現
れ
な
い
。

中
世
後
期
に
な
る
と
、﹁
天
草
版
﹂︵
用
例

︶
も
含
め
て
例
が
見
ら
れ
る
。

21

ツ
ヨ
ク
謙
譲
メ
サ
ル
ヽ
ホ
ト
ニ
、
終
ニ
封
禅
ヲ
ハ
メ
サ
レ
ヌ
ソ
。︵
史
記

20
抄
︿
一
四
七
七
﹀、
７
・

オ
︶

41

さ
て
退
屈
も
召
さ
れ
ぬ
お
人
ぢ
ゃ
。︵
天
草
版
平
家
物
語
、
一
〇
九
③
︶

21

⋮
⋮
す
る

意
の

M
ex
i,su
︵
召
し
、
す
︶
か
ら
作
ら
れ
た
尊
敬
動
詞

22

’

‘

で
あ
っ
て
、
動
詞

X
i,su
ru︵
し
、
す
る
︶
の
も
つ
意
味
を
す
べ
て
も
っ
て

い
る
。︵
日
葡
辞
書
︿
一
六
〇
三
﹀、
M
esare,
u
ru
,
eta.、
邦
訳
に
よ
る
︶

し
た
が
っ
て
、
こ
の
事
例
は
︿
異
本
﹀
成
立
時
以
降
の
言
語
事
象
の
反
映
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

も
う
一
つ
は
、
打
消
の
﹁
ん
﹂
に
着
目
す
る
。﹁
斯
道
本
﹂
に
は
用
例

ａ
・

23

ａ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
。

24

六
三



ａ
サ
テ
ハ
鹿
ノ
通
ン
所
ヲ
馬
ノ
通
ン
ヤ
ウ
ヤ
有
ヘ
キ
。︵
斯
道
本
、
八
十

23

五
句
、
五
二
一
⑦
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本
﹁
さ
て
し
か
の
か
よ
は

ん
と
こ
ろ
を
む
ま
の
か
よ
は
ん
や
う
や
あ
る
べ
き
﹂︶

ｂ
さ
て
は
鹿
の
通
は
う
所
を
馬
の
通
ら
ぬ
事
が
あ
ら
う
か
？
︵
天
草
版
、

二
六
〇
⑳
︶

ａ
組
ホ
ト
ニ
テ
、
人
見
落
合
テ
力
合
ン
事
ア
ラ
シ
ト
思
テ
待
処
ニ
、︵
斯
道

24

本
、
八
十
八
句
、
五
四
〇
④
、
京
都
府
立
総
合
資
料
館
本
﹁
く
む
ほ
ど

な
ら
ば
人
見
お
ち
あ
ひ
て
ち
か
ら
あ
は
せ
ぬ
事
は
あ
ら
じ
と
お
も
ひ
て

ま
つ
と
こ
ろ
に
﹂︶

ｂ
組
む
程
な
ら
ば
、
人
見
が
落
合
は
せ
て
力
を
合
せ
ぬ
事
は
あ
る
ま
い
と

思
う
て
待
つ
と
こ
ろ
に
、︵
天
草
版
、
二
七
五
⑥
︶。

打
消
の
﹁
ん
﹂
は
﹁
ぬ
﹂
か
ら
生
じ
た
形
で
、
中
世
後
期
に
な
っ
て
目
に
つ

く
よ
う
に
な
る
。﹁
延
慶
本
﹂﹁
覚
一
本
﹂
に
は
見
ら
れ
な
い
。註

４

﹁
天
草
版
﹂
に

は
一
例
見
ら
れ
る
が
︵﹁
し
か
る
べ
か
ら
ん
と
こ
ろ
で
﹂
二
二
八
⑯
︶、
右
の
例

は
﹁
ぬ
﹂
が
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
﹁
斯
道
本
﹂
と
﹁
天
草
版
﹂
と
を

対
照
し
て
み
る
と
、
歴
史
の
流
れ
と
は
一
致
せ
ず
、﹁
斯
道
本
﹂
の
ほ
う
に
新
し

い
形
が
現
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。

右
の
二
つ
の
事
例
は
﹁
斯
道
本
﹂
か
ら
﹁
天
草
版
﹂
へ
と
い
う
流
れ
を
中
世

前
期
語
か
ら
後
期
語
へ
と
い
う
時
間
軸
で
捉
え
よ
う
と
す
る
と
問
題
と
な
る
事

例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
世
後
期
の
言
語
事
象
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を

認
識
し
て
﹁
斯
道
本
﹂
を
扱
う
必
要
が
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
十
六
世
紀
後
半
、﹁
天
草
版
﹂
成
立
時
に
原
拠
と
な
っ
た
平
家
物

語
を
当
時
の
人
々
は
ど
の
よ
う
な
文
章
と
し
て
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ロ
ド

リ
ゲ
ス
﹃
日
本
大
文
典
﹄︵
一
六
〇
四
︱
八
︶
で
は
物
語
の
文
体
を
、
平
家
物
語
・

平
治
物
語
・
太
平
記
な
ど
の
﹁
歴
史
の
文
体
﹂
と
、
伊
勢
物
語
な
ど
の
﹁
草
子

風
の
文
体
﹂
と
の
二
種
に
分
け
て
い
る
︵
土
井
忠
生
訳
、
六
六
三
頁
︶。
当
時
の

人
々
に
と
っ
て
、
平
家
物
語
の
文
体
は
過
去
の
文
体
で
は
な
く
、
書
き
言
葉
の

う
ち
の
一
つ
の
文
体
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
中
世
後
期
に
物
語
を
書
く
場
合
、
ど
の
よ
う
に
書
い
た
の
か
。

言
う
ま
で
も
な
く
、﹁
天
草
版
﹂と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
文
体
で
書
い
て
い
た
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
室
町
時
代
末
期
頃
成
立
の
﹃
小
敦
盛
絵
巻
﹄
の
一
節
を
挙

げ
る
。﹁

み
づ
か
ら
が
父
母
と
申
す
人
は
候
は
ぬ
や
ら
ん
。
父
母
恋
し
や
﹂
と
の

25
た
ま
ひ
て
、
ふ
し
ま
ろ
び
嘆
か
せ
た
ま
ふ
。
上
人
も
あ
は
れ
に
お
ぼ
し
め

し
、
墨
染
の
袖
を
し
ぼ
り
た
ま
ひ
け
る
。﹁
無
慙
や
な
。
汝
に
は
父
母
も

な
き
捨
て
子
に
て
あ
り
し
を
、
我
々
養
ひ
育
て
た
れ
ば
、
た
だ
わ
ら
は
を

父
母
と
思
ひ
候
へ
﹂
と
ぞ
の
た
ま
ひ
け
る
。︵
小
敦
盛
絵
巻
、
四
二
三
頁
︶

六
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波
線
・
破
線
を
付
し
た
と
こ
ろ
と
同
様
の
表
現
を
﹁
斯
道
本
﹂﹁
天
草
版
﹂
の

う
ち
に
探
し
て
み
る
と
、
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。

ａ
﹁
イ
カ
ニ
一
昨
日
ヨ
リ
上
ラ
レ
候
ト
承
ル
ニ
、
今
マ
テ
此
フ
ト
モ
申
レ

26

候
ハ
ヌ
ヤ
ラ
ン
﹂︵
斯
道
本
、
百
十
六
句
、
七
三
七
③
︶

ｂ
﹁
い
か
に
一
昨
日
か
ら
上
ら
れ
た
と
聞
く
に
、
今
ま
で
か
う
と
申
さ
れ

ぬ
ぞ
？
﹂︵
天
草
版
、
三
七
五
④
︶

ａ
女
院
、
御
櫛
下
サ
セ
玉
フ
。
御
戒
ノ
師
ニ
ハ
、
長
楽
寺
別
当
阿
証
上
人

27

印
西
ナ
リ
。
御
布
施
ハ
、
先
帝
ノ
御
直
衣
ト
カ
ヤ
。
上
人
賜
テ
、
ト
カ

ク
ノ
詞
ハ
出
サ
レ
ネ
ト
モ
、
墨
染
ノ
袖
ヲ
ソ
絞
ラ
レ
ケ
ル
。︵
斯
道
本
、

百
六
句
、
六
七
七
⑥
︶

ｂ
女
院
お
ん
髪
を
下
ろ
さ
せ
ら
る
る
。
お
ん
戒
の
師
に
は
長
楽
寺
の
阿
証

上
人
で
あ
っ
た
。
お
布
施
は
先
帝
の
御
衣
と
や
ら
で
あ
っ
た
を
上
人
泣

く
泣
く
賜
は
っ
て
、
と
か
く
の
言
葉
を
ば
出
だ
さ
れ
ね
ど
も
、
墨
染
の

袖
を
絞
ら
れ
た
。︵
天
草
版
、
三
五
二
⑲
︶

右
の
よ
う
に
、
文
体
の
基
調
は
﹁
天
草
版
﹂
よ
り
も
﹁
斯
道
本
﹂
に
近
い
こ

と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。﹁
斯
道
本
﹂
の
よ
う
な
文
体
は
、
中
世
後
期
に
生
産
可
能

な
文
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
一
方
、﹁
天
草
版
﹂
を
は
じ
め
と
し
た
キ
リ
シ
タ

ン
資
料
・
抄
物
資
料
・
狂
言
資
料
は
中
世
後
期
の
話
し
言
葉
に
近
い
資
料
と
し

て
有
名
だ
が
、
こ
れ
ら
は
日
本
語
を
学
ぶ
場
や
写
実
的
描
写
が
求
め
ら
れ
た
学

問
・
芸
能
の
場
と
い
う
特
殊
な
環
境
で
生
ま
れ
た
資
料
で
あ
る
と
言
え
る
。
当

時
の
人
々
に
と
っ
て
は
、﹁
天
草
版
﹂
の
よ
う
に
話
し
言
葉
に
近
い
表
現
で
書
く

こ
と
は
実
質
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、﹁
斯
道
本
﹂
の
書
写
年
代
は
室
町
時
代
後
期
と
さ
れ
る

が
、﹁
す
る
﹂
意
の
﹁
め
さ
る
﹂
を
用
い
た
箇
所
は
、
何
か
の
語
を
写
し
間
違
え

た
と
い
う
書
写
時
の
誤
写
の
問
題
と
は
考
え
に
く
く
、
新
た
に
︿
異
本
﹀
を
作

成
す
る
な
か
で
、
そ
の
当
時
の
表
現
を
用
い
て
書
か
れ
た
箇
所
だ
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
。
つ
ま
り
、︿
異
本
﹀
の
成
立
が
﹁
天
草
版
﹂
の
成
立
に
近
い
時
期
だ
っ

た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
書
か
れ
た
文
章
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
箇

所
は
多
い
だ
ろ
う
が
、
既
に
中
世
前
期
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
っ
て
も
中
世
後

期
の
言
語
意
識
で
使
用
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
可
能
性
は
考
慮
に
入
れ
て
お
い

た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
。﹁
斯
道
本
﹂
と
﹁
天
草
版
﹂
の
対
応
箇
所
に
は
、
実
際

の
歴
史
的
な
変
化
で
は
な
く
、
同
時
代
に
お
け
る
文
体
差
を
示
し
た
箇
所
が
あ

る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
﹁
斯
道
本
﹂
を
中
世

後
期
の
文
章
と
捉
え
る
こ
と
で
、﹁
す
る
﹂
意
の
﹁
め
さ
る
﹂
や
打
消
の
﹁
ん
﹂

が
現
れ
る
こ
と
も
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、﹁
斯
道
本
﹂
と
﹁
天
草
版
﹂
の
対
照
研
究
は
、
歴
史
的
な
変
化

を
示
す
根
拠
と
し
て
積
極
的
に
は
用
い
に
く
い
の
で
あ
る
。
歴
史
的
変
化
を
示

す
際
に
対
照
研
究
を
行
う
場
合
に
は
、﹁
斯
道
本
﹂
の
言
語
事
象
が
中
世
前
期
に

六
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遡
る
こ
と
を
示
し
た
上
で
、
傍
証
と
し
て
利
用
す
る
程
度
に
留
め
て
お
く
の
が

無
難
で
あ
る
。

な
お
、
本
節
で
は
﹁
斯
道
本
﹂
だ
け
を
採
り
上
げ
て
論
じ
て
き
た
が
、
一
般

的
に
は
、﹁
天
草
版
﹂
の
巻
二
の
一
ま
で
を
﹁
覚
一
本
﹂、
そ
れ
以
降
を
﹁
斯
道

本
﹂、﹁
斯
道
本
﹂
の
欠
巻
箇
所
を
﹁
竹
柏
園
本
﹂
な
ど
を
用
い
て
﹁
天
草
版
﹂

と
対
照
し
て
い
る
。
そ
の
場
合
、
想
定
さ
れ
た
〝
古
典
平
家
〟
は
質
的
・
時
代

的
な
均
一
性
は
保
証
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
扱
う
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。

お
わ
り
に

本
稿
で
述
べ
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
次
の
三
点
に
な
る
。

１

平
家
物
語
を
日
本
語
史
の
資
料
と
し
て
扱
う
場
合
に
は
、
Ⅰ
﹁
原
作
・

原
態
﹂
成
立
時
、
Ⅱ
︿
異
本
﹀
成
立
時
、
Ⅲ
︿
伝
本
﹀
成
立
時
の
ど
の

時
点
の
言
語
事
象
の
問
題
な
の
か
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
。

２

或
る
一
つ
の
︿
異
本
﹀
を
も
っ
て
中
世
前
期
語
の
共
時
態
を
表
す
資

料
と
し
て
扱
う
こ
と
は
で
き
ず
、
他
の
︿
異
本
﹀
で
の
使
用
状
況
に
も

配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
。

３

﹁
斯
道
本
﹂
と
﹁
天
草
版
﹂
の
対
照
研
究
に
よ
っ
て
、
必
ず
し
も
日

本
語
の
歴
史
的
変
化
を
描
け
る
と
は
限
ら
ず
、
同
時
代
に
お
け
る
文
体

差
の
問
題
と
見
る
可
能
性
も
あ
る
こ
と
。

註︵
１
︶
山
田
孝
雄
は
次
の
よ
う
に
限
界
を
自
覚
し
て
い
る
。

延
慶
本
の
価
値
と
い
へ
ど
も
述
者
の
目
撃
せ
る
も
の
は
皆
応
永
の
復
写

を
経
更
に
、
文
政
頃
の
転
写
に
よ
り
て
今
日
に
伝
は
れ
る
も
の
な
れ
ば
、

前
条
推
定
の
如
く
、
多
少
の
疑
を
挟
む
べ
き
余
地
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
と

い
へ
ど
も
、
現
存
諸
本
中
鎌
倉
時
代
の
面
影
を
伝
へ
た
り
と
認
む
べ
き
は

た
だ
こ
の
本
あ
る
の
み
な
れ
ば
、
余
輩
の
語
法
研
究
の
資
料
と
し
て
、
之

に
依
る
の
外
に
方
途
な
き
な
り
。︵
山
田
孝
雄
［
一
九
一
一
］
五
一
三
頁
︶

︵
２
︶
こ
う
し
た
試
み
は
吉
田
永
弘
［
一
九
九
九
］
で
行
っ
た
。
山
本
真
吾

［
二
〇
一
〇
］
の
﹁
延
慶
本
﹂
の
言
語
年
代
を
測
る
方
法
も
、
読
み
本
系
諸

本
の
比
較
に
基
づ
い
て
い
る
。

︵
３
︶
た
だ
し
、﹁
覚
一
本
﹂
の
﹁
御
＋
形
容
詞
﹂
を
め
ぐ
る
議
論
は
誤
読
か

ら
始
ま
っ
て
い
る
。
後
世
の
転
写
の
際
に
﹁
御
﹂
が
添
加
さ
れ
た
と
い
う

説
を
唱
え
た
と
さ
れ
る
和
田
利
政
﹁
一
九
六
七
﹂
で
は
、
鎌
倉
時
代
後
期
の

﹁
と
は
ず
が
た
り
﹂
に
﹁
御
＋
形
容
詞
﹂
が
見
ら
れ
、﹁
そ
の
量
は
平
家
物
語

を
は
る
か
に
し
の
ぎ
、
お
そ
ら
く
ま
と
ま
っ
た
数
の
用
例
を
も
つ
作
品
と

し
て
最
も
早
い
も
の
﹂
と
指
摘
し
て
、
と
は
ず
が
た
り
に
多
く
、
語
り
本
系

の
平
家
物
語
に
少
な
い
理
由
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
る
の
で
、﹁
覚
一
本
﹂

六
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の
例
を
転
写
の
際
に
添
加
さ
れ
た
も
の
と
は
見
て
い
な
い
。

︵
４
︶﹁
屋
代
本
﹂
に
は
数
例
見
ら
れ
る
。
ま
た
、﹁
す
る
﹂
意
の
﹁
召
さ
る
﹂

も
一
例
見
ら
れ
る
。
吉
田
永
弘
［
二
〇
〇
二
］
で
は
こ
れ
ら
の
言
語
事
象

を
﹁
屋
代
本
﹂
の
新
し
さ
の
根
拠
と
し
て
挙
げ
た
。

使
用
テ
キ
ス
ト

平
家
物
語
諸
本

延
慶
本
⋮
⋮
北
原
保
雄
・
小
川
栄
一
﹃
延
慶
本
平
家
物
語

本
文
篇
︵
上
・

下
︶﹄︵
勉
誠
出
版
、
一
九
九
九
再
版
︶
に
よ
り
、
影
印
︵﹃
重
要
文
化
財
延

慶
本
平
家
物
語
︵
一
～
六
︶﹄
汲
古
書
院
︶
を
参
看
し
た
。

覚
一
本
⋮
⋮
高
野
本
を
底
本
に
し
た
麻
原
美
子
・
春
田
宣
・
松
尾
葦
江
編
﹃
屋

代
本
高
野
本
対
照
平
家
物
語
︵
一
～
三
︶﹄︵
新
典
社
︶
に
よ
る
。

屋
代
本
⋮
⋮
麻
原
美
子
・
春
田
宣
・
松
尾
葦
江
編
﹃
屋
代
本
高
野
本
対
照
平

家
物
語
︵
一
～
三
︶﹄︵
新
典
社
︶
に
よ
り
、
影
印
︵
貴
重
古
典
籍
叢
刊
９

﹃
屋
代
本
平
家
物
語
﹄︵
角
川
書
店
︶
を
参
看
し
た
。

長
門
本
⋮
⋮
岡
山
大
学
本
を
底
本
に
し
た
﹃
岡
山
大
学
本
平
家
物
語

二
十

巻
﹄︵
福
武
書
店
︶
に
よ
り
、
内
閣
文
庫
蔵
本
の
影
印
︵
藝
林
舎
︶、
国
会

図
書
館
貴
重
書
本
を
底
本
と
し
た
麻
原
美
子
・
小
井
土
守
敏
・
佐
藤
智
広

編
﹃
長
門
本
平
家
物
語
﹄︵
勉
誠
出
版
︶
を
参
看
し
た
。

源
平
盛
衰
記
⋮
⋮
渥
美
か
を
る
解
説
﹃
源
平
盛
衰
記

慶
長
古
活
字
版
︵
一

～
六
︶﹄︵
勉
誠
社
︶
に
よ
る
。

百
二
十
句
本
︵
斯
道
本
︶
⋮
⋮
慶
應
義
塾
大
學
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
編
﹃
百

二
十
句
本
平
家
物
語
﹄︵
汲
古
書
院
︶
に
よ
る
。

百
二
十
句
本
︵
平
仮
名
本
︶
⋮
⋮
京
都
府
立
資
料
館
蔵
本
を
底
本
に
し
た
高

橋
貞
一
校
訂
﹃
平
家
物
語

百
二
十
句
本
﹄︵
思
文
閣
︶
に
よ
り
、
国
会
図

書
館
本
影
印
︵
古
典
文
庫
︶
を
参
看
し
た
。

天
草
版
⋮
⋮
近
藤
政
美
・
池
村
奈
代
美
・
濱
千
代
い
づ
み
編
﹃
天
草
版
平
家

物
語
語
彙
用
例
総
索
引
⑴
影
印
・
翻
字
篇
﹄︵
勉
誠
出
版
︶
に
よ
る
。

舞
の
本
︵
笈
捜
︶
⋮
⋮
新
日
本
古
典
文
学
大
系
︵
岩
波
書
店
︶、
盛
久
⋮
⋮
表
章

監
修
・
月
曜
会
編
﹃
世
阿
弥
自
筆
能
本
集
﹄︵
岩
波
書
店
︶、
史
記
抄
⋮
⋮
抄
物

資
料
集
成
︵
清
文
堂
︶、
小
敦
盛
絵
巻
⋮
⋮
室
町
時
代
物
語
大
成
︵
角
川
書
店
︶、

﹃
鎌
倉
遺
文
﹄︵
東
京
堂
︶、﹃
天
正
十
八
年
本
節
用
集
﹄︵
東
洋
文
庫
叢
刊
第
十
七
︶、

中
田
祝
夫
編
﹃
足
利
本
假
名
書
法
華
經
﹄﹃
妙
一
記
念
館
本
仮
名
書
き
法
華
経
﹄

︵
勉
誠
社
︶、
土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
著
﹃
邦
訳
日
葡
辞
書
﹄︵
岩
波
書

店
︶、
土
井
忠
生
訳
﹃
ロ
ド
リ
ゲ
ス
日
本
大
文
典
﹄︵
三
省
堂
︶

文
献

小
川
栄
一
［
二
〇
〇
八
］﹃
延
慶
本
平
家
物
語
の
日
本
語
史
的
研
究
﹄︵
勉
誠
出

版
︶

小
川
栄
一
［
二
〇
〇
九
］﹁
日
本
語
史
料
と
し
て
の
長
門
本
平
家
物
語
﹂︵﹃
武
蔵
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大
学
人
文
学
会
雑
誌
﹄
四
一
巻
三
・
四
︶

近
藤
政
美
［
一
九
八
九
］﹃
中
世
国
語
論
考
﹄
第
三
部
第
一
章
︵
和
泉
書
院
︶

近
藤
政
美
［
二
〇
〇
八
］﹃
天
草
版
﹃
平
家
物
語
﹄
の
原
拠
本
、
お
よ
び
語
彙
・

語
法
の
研
究
﹄︵
和
泉
書
院
︶

佐
伯
真
一
［
一
九
九
六
］﹃
平
家
物
語
遡
源
﹄︵
若
草
書
房
︶

櫻
井
陽
子
［
二
〇
〇
一
］﹁
延
慶
本
平
家
物
語
︵
応
永
書
写
本
︶
本
文
再
考
︱
︱

﹁
咸
陽
宮
﹂
描
写
記
事
よ
り
︱
︱
﹂︵
お
茶
の
水
女
子
大
学
﹃
国
文
﹄
九
五
︶

住
田
正
一
［
一
九
四
二
］﹃
廻
船
式
目
の
研
究
﹄︵
東
洋
堂
︶

西
田
直
敏
［
一
九
七
八
］﹁
展
望

平
家
物
語
の
国
語
学
的
研
究
﹂︵﹃
平
家
物
語

の
文
体
論
的
研
究
﹄
明
治
書
院
︶

松
本
隆
信
［
一
九
七
〇
］﹁
百
二
十
句
本
平
家
物
語
別
冊

解
題
﹂︵
慶
応
義
塾

大
学
附
属
研
究
所

斯
道
文
庫
編
﹃
百
二
十
句
本
平
家
物
語
﹄
汲
古
書
院
︶

山
田
孝
雄
［
一
九
一
一
］﹃
平
家
物
語
考
﹄︵
勉
誠
社
再
版
︿
一
九
六
八
﹀
に
よ

る
︶

山
田
孝
雄
［
一
九
一
四
］﹃
平
家
物
語
の
語
法
﹄︵
宝
文
館
復
刻
版
︿
一
九
七
〇
﹀

に
よ
る
︶

山
田
孝
雄
［
一
九
一
五
］﹁
平
家
物
語
異
本
の
研
究
︵
一
︶﹂︵﹃
典
籍
﹄
二
、﹃
日

本
文
学
研
究
資
料
叢
書

平
家
物
語
﹄
有
精
堂
、
一
九
六
九
所
収
︶

山
本
真
吾
［
二
〇
一
〇
］﹁
平
家
物
語
諸
本
と
中
世
語
︱
︱
延
慶
本
の
言
語
年
代

を
め
ぐ
っ
て
︱
︱
﹂︵
神
戸
大
学
﹃
国
文
論
叢
﹄
四
三
︶

和
田
利
政
﹁
一
九
六
七
﹂﹁﹁
と
は
ず
が
た
り
﹂
の
敬
語
︱
︱
御

-
形
容
詞
・
覚

え
給
ふ
︱
︱
﹂︵﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
六
八
巻
一
二
号
︶

吉
田
永
弘
［
一
九
九
九
］﹁﹁
仰
せ
な
り
け
る
は
﹂
考
﹂︵﹃
國
學
院
雑
誌
﹄
一
〇

〇
巻
二
号
︶

吉
田
永
弘
［
二
〇
〇
二
］﹁
屋
代
本
平
家
物
語
の
語
法
覚
書
︱
︱
書
写
年
代
推
定

の
試
み
︱
︱
﹂︵
石
川
透
・
岡
見
弘
道
・
西
村
聡
編
﹃
徳
江
元
正
退
職
記
念

鎌
倉
室
町
文
学
論
纂
﹄
三
弥
井
書
店
︶

吉
田
永
弘
［
二
〇
一
一
］﹁
屋
代
本
平
家
物
語
巻
十
一
の
性
格
︱
字
形
と
語
句
の

観
点
か
ら
﹂︵
千
明
守
編
﹃
平
家
物
語
の
多
角
的
研
究

屋
代
本
を
拠
点
と

し
て
﹄
ひ
つ
じ
書
房
︶

附
記

本
稿
は
、
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究
︵
Ｓ
︶﹁
戦
︵
い
く
さ
︶
に
関
わ
る
文

字
文
化
と
文
物
の
総
合
的
研
究
﹂︵
研
究
代
表
者

遠
山
一
郎
︶
に
よ
る
研
究
成

果
の
一
部
と
し
て
、
二
〇
一
一
年
六
月
一
一
日
︵
土
︶
に
愛
知
県
立
大
学
で
行

わ
れ
た
同
研
究
費
に
よ
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
天
草
版
平
家
物
語
︱
︱
原
拠
本
と

日
本
語
の
歴
史
︱
︱
﹂
で
発
表
し
た
内
容
に
基
づ
い
て
い
る
。
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