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第
十
八
条　

軽
き
と
云
ふ
と
早
き
と
云
ふ
と
差
別
有
る
事

底
本
：
高
知
本　

対
校
本
：
な
し

【
翻
刻
】

　
　

第
十
八　

か
ろ
き
と
云
と
は
や
き
と
云
と
差
別
有
事

舌
の
軽
と
い
ふ
は
、
音
曲
者
の
さ
ひ
わ
ひ
な
れ
と
も
、
此
比
の
人
ハ
し
た
の
は
や
き
を
か
ろ
き
と
ほ
む
る
事
お
ほ
し
。
是
ま
た
あ
や
ま

り
な
る
へ
し
。
か
ろ
き
は
や
き
ハ
、似
て
に
さ
る
事
也
。
又
静
な
る
と
し
た
る
き
と
別
義
也
。
か
ろ
き
早
き
も
其
通
に
て
御
座
候
。
書

進
上
致
す
に
不
及
。
御
気
を
付
ら
れ
候
へ
は
、し
れ
申
事
に
て
候
。
大
様
舌
の
さ
き
か
ろ
く
文
字
を
あ
つ
か
ひ
て
よ
し
。
吟
す
る
時
ハ

し
つ
か
な
る
や
う
に
う
た
ふ
を
舌
か
ろ
き
と
云
な
り
。
但
、
文
字
分
も
な
く
か
ろ
く
ハ
あ
つ
か
わ
ぬ
也
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。
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【
語
釈
】

○
舌
の
軽
き
…
舌
を
軽
快
に
扱
う
様
。「
軽
し
」
と
は
、軽
快
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
世
阿
弥
『
申
楽
談
儀
』「
心
根
」
の
条
（
第
十
二

条
）
に
「
此
一
う
た
ひ
、
か
か
り
て
、
軽
く
謡
ふ
べ
し
」
と
あ
る
。

○
舌
の
早
き
…
舌
を
早
く
扱
う
様
。

○
静
な
る
…
ち
ょ
う
ど
良
い
具
合
に
ゆ
う
ゆ
う
と
、幽
に
や
さ
し
く
行
う
様
。『
八
帖
花
伝
書
』
第
七
巻
の
囃
子
へ
の
言
及
に
お
い
て
、

「
静
か
な
る
と
は
、
乗
り
て
よ
き
位
に
行
く
、
先
立
ず
、
後
へ
も
退さ
が

ら
ず
、
ゆ
る
ゆ
る
と
真
に
幽
を
あ
ら
せ
て
囃
す
を
、
静
な
る
と
申

候
」
と
あ
る
。
な
お
、
次
の
「
し
た
る
き
」
の
説
明
を
含
め
、『
八
帖
花
伝
書
』
の
本
条
は
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
『
小
鼓
口
伝
集
』（
天
文

二
十
三
年
〈
一
五
五
四
〉、
宮
増
弥
左
衛
門
）
に
見
出
せ
る
。

○
し
た
る
き
…
締
ま
り
が
な
く
緩
ん
で
い
る
様
。
し
だ
る
き
。『
八
帖
花
伝
書
』
第
七
巻
に
、「
静
か
な
る
」
の
説
明
に
続
け
て
「
し
た

る
き
と
申
は
、
位
、
謡
の
跡
へ
退
り
た
る
を
、
し
た
る
き
と
申
な
り
」
と
あ
る
。
囃
子
の
位
が
謡
に
比
し
て
劣
っ
て
い
る
こ
と
を
言

い
、
囃
子
方
に
締
ま
り
が
な
く
緩
ん
で
い
る
様
子
を
指
す
。

○
あ
つ
か
ふ
…
（
文
字
を
）
声
に
出
し
て
読
む
、
謡
う
。

○
吟
ず
る
…
詩
歌
な
ど
を
声
に
出
し
て
唱
う
。
吟
詠
す
る
。
世
阿
弥
『
曲
付
次
第
』
に
、
歌
の
詠
吟
に
つ
い
て
「
又
、
詞
の
吟
を
本
風

に
し
て
詠
み
続
く
る
詠
音
な
れ
ば
、
五
音
に
も
通
じ
、
文
声
に
も
正
し
き
道
な
る
程
に
、
歌
の
詠
吟
、
音
曲
に
合
は
ず
と
云
事
な
し
」

と
あ
る
。
た
だ
し
、「
吟
ず
」
の
例
は
能
楽
書
に
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

○
文
字
分
も
な
く
…
文
字
一
字
一
字
を
謡
い
分
け
る
こ
と
な
く
。
世
阿
弥
『
音
曲
口
伝
』
に
は
、冒
頭
条
に
「
文
字
を
ば
口
び
る
に
て

分
か
つ
べ
し
」
と
見
え
、
音
曲
の
習
い
様
に
二
つ
挙
げ
ら
れ
て
い
る
中
に
「
又
、
謡
ふ
人
の
、
節
を
付
て
、
文
字
を
分
か
つ
べ
き
事
、

一
也
」
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
文
字
を
一
字
ご
と
明
確
に
謡
い
分
け
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
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【
現
代
語
訳
】

第
十
八　

軽
き
と
言
う
と
早
き
と
言
う
と
差
別
有
る
こ
と

舌
が
軽
い
と
い
う
の
は
、
音
曲
に
携
わ
る
者
に
と
っ
て
幸
い
な
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
頃
の
人
は
、
舌
の
（
動
き
の
）
早
い
こ
と
を

軽
い
と
褒
め
る
こ
と
が
多
い
。
こ
れ
は
ま
た
誤
り
で
あ
る
。（
舌
が
）
軽
い
の
と
早
い
の
と
は
、
似
て
非
な
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

「
静
か
な
る
」（
ち
ょ
う
ど
良
い
具
合
に
ゆ
う
ゆ
う
と
謡
う
こ
と
）
と
「
し
た
る
き
」（
締
ま
り
が
な
く
緩
ん
で
謡
う
こ
と
）
と
は
別
の

こ
と
で
あ
る
。
軽
い
・
早
い
と
い
う
の
も
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
あ
え
て
書
い
て
進
上
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
お
気
を
付
け
れ

ば
、
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
お
お
よ
そ
舌
の
先
で
軽
く
文
字
を
発
音
す
る
の
が
よ
い
。
吟
詠
す
る
時
は
、
静
か
な
る
様
で
謡
う
の
を
舌

が
軽
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
文
字
を
分
か
つ
こ
と
を
明
確
に
し
な
い
で
軽
く
は
発
音
し
な
い
も
の
で
あ
る
。

【
解
説
】

舌
の
「
軽
き
」
こ
と
は
、「
早
き
」
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
謡
の
「
静
か
な
る
」
と
「
し
た
る
き
」
の
違
い
を
援
用
し
な
が

ら
説
明
す
る
条
で
あ
る
。
舌
先
を
早
く
使
う
の
は
褒
め
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、舌
先
を
軽
や
か
に
文
字
を
発
音
す
る
の
が
良
い
と
言

う
。『

八
帖
花
伝
書
』
に
は
、
次
の
よ
う
に
あ
る
。

一
、
囃
子
の
、
早
き
と
軽
き
と
、
し
た
る
き
と
静
か
な
る
と
は
、
大
な
る
変
り
に
て
候
。
軽
き
と
申
は
、
乗
り
て
よ
き
図
に
す
る

〳
〵
と
行
く
を
、
軽
き
と
申
候
。
石
車
に
乗
り
、
片
拍
子
に
先
立
つ
を
、
早
き
と
申
候
。
静
か
な
る
と
は
、
乗
り
て
よ
き
位
に
行

く
、
先
立
ず
、
後
へ
も
退さ
が

ら
ず
、
ゆ
る
〳
〵
と
真
に
幽
を
あ
ら
せ
て
囃
す
を
、
静
か
な
る
と
申
候
。
し
た
る
き
と
申
は
、
位
、
謡

の
跡
へ
退
り
た
る
を
、
し
た
る
き
と
申
な
り
。
是
、
大
き
な
る
変
り
な
り
。 

（
第
七
巻
）
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右
は
囃
子
の
説
明
で
あ
る
が
、
早
き
・
軽
き
、
し
た
る
き
・
静
か
な
る
の
対
比
に
お
い
て
、
本
条
と
通
ず
る
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、『
観
世
道
見
書
物
』
に
は
、「
舌
軽
く
い
ふ
曲
の
事
」
と
し
て
、

こ
こ
に
軽
き
と
い
ふ
を
は
や
き
と
い
ふ
事
、
似
た
る
物
也
。
か
ろ
き
ハ
よ
し
。
は
や
き
ハ
わ
ろ
し
。
静
な
る
は
よ
し
。
し
た
る
き

ハ
わ
ろ
し
。
如
此
心
得
て
、
軽
く
言
ふ
や
う
、
縦
ば
、
舌
を
よ
く
か
へ
し
て
字
を
短
く
舌
の
先
に
て
字
を
あ
つ
か
い
て
言
へ
ば
、

舌
か
ろ
き
曲
と
成
る
。
謡
は
静
に
文
字
を
は
や
く
言
ふ
べ
し
。
文
字
の
わ
け
も
な
く
字
に
も
あ
た
ら
で
、
さ
だ
め
な
き
や
う
に
謡

へ
ハ
し
た
る
き
な
ら
ん
。

と
あ
る
。
舌
が
軽
い
と
い
う
こ
と
の
意
味
や
、
舌
軽
き
曲
の
説
明
が
な
さ
れ
、
や
は
り
早
き
・
軽
き
、
し
た
る
き
・
静
か
な
る
の
対
比

が
用
い
ら
れ
る
。

『
う
た
ひ
鏡
』
本
条
は
、
こ
れ
ら
と
共
通
す
る
部
分
が
多
い
が
、
最
後
の
部
分
に
「
吟
す
る
時
は
し
つ
か
な
る
や
う
に
う
た
ふ
を
舌

か
ろ
き
と
云
な
り
」
と
記
し
、
ち
ょ
う
ど
良
い
具
合
に
乗
り
が
よ
く
、
幽
に
や
さ
し
く
謡
う
意
の
「
静
か
な
る
」
が
、
す
な
わ
ち
「
舌

軽
き
」
と
も
言
う
の
だ
と
す
る
点
で
特
徴
的
で
あ
る
。

（
柴 

佳
世
乃
）


