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第
二
十
九
条　

文
字
訛
り
・
文
字
送
り
の
事

底
本
：
鴻
山
本
、
対
校
本
：
な
し 

【
翻
刻
】

　
　
　

第
二
十
九　

文
字
な
ま
り
文
字
を
く
り
の
事

音
曲
に
な
ま
る
事
。
ふ
し
の
な
ま
り
ハ
ゆ
る
す
し
さ
い
有
。
文
字
な
ま
り
ハ
大
き
に
き
ら
ふ
事
な
り
。
惣
し
て
の
文
字
な
ま
り
ハ
章
シ
ヤ
ウ

が
ち
が
ひ
申
せ
は
な
ま
る
な
り
。
ふ
し
の
な
ま
り
ハ
て
に
は
の
か
な
の
字
の
章
な
り
。
て
に
は
の
字
の
章
の
正
ハ
い
ひ
な
か
す
こ
と
ば

の
な
び
き
に
よ
り
て
正
に
ち
が
へ
ど
も
ふ
し
だ
に
も
よ
け
れ
ハ
く
る
し
か
ら
ぬ
事
な
り
。ふ
し
と
云
ハ
大
か
た
て
に
は
の
文
字
の
声
に

有
事
に
て
御
座
候
。
う
た
ひ
を
は
い
ろ
は
よ
み
に
う
た
ハ
ぬ
事
な
り
。
真
名
の
文
字
の
内
を
い
ひ
て
つ
め
ひ
し
（
マ
マ
・
ら
き
カ
）
ぎ
を
ハ
て
に
は
の

文
字
に
て
い
ろ
取
へ
し
。
ふ
し
は
大
り
や
く
て
に
は
の
所
に
有
物
也
。
な
ま
り
ハ
音
曲
の
き
ず
第
一
な
れ
バ
、不
断
こ
ゝ
ろ
に
か
け
て

御
た
し
な
み
尤
ニ
候
。
文
字
を
く
り
と
い
ふ
事
ハ
、
た
と
ヘ
ハ
な
が
き
文
字
二
つ
つ
ら
な
り
候
時
ハ
、
ま
へ
の
な
が
き
字
を
う
た
ひ
け

し
て
、
さ
き
の
文
字
に
は
や
く
取
付
申
事
な
り
。
か
や
う
に
う
た
へ
は
、
音
曲
か
ろ
く
な
り
て
し
た
る
け
あ
ら
す
。
是
を
文
字
を
く
り

と
申
つ
た
へ
候
。
数
度
申
事
に
て
御
座
候
へ
と
も
、
音
曲
者
の
や
ま
ひ
と
申
ハ
此
等ラ

の
事
う
た
ひ
え
ぬ
を
い
ふ
な
り
。
壱
つ
に
よ
く

こ
ゝ
ろ
を
く
だ
け
ば
、
大
か
た
の
や
ま
ひ
ハ
う
し
な
ふ
も
の
な
り
。
其
大
か
た
よ
り
せ
ん
さ
く
す
れ
は
、
の
こ
ら
ず
き
ず
を
う
し
な
ふ

事
な
り
。
か
や
う
の
事
ど
も
む
つ
か
し
き
と
て
、
も
ち
ひ
ぬ
人
た
ち
ハ
、
一
か
う
音
曲
う
た
わ
ぬ
に
よ
ろ
し
。
其
し
さ
い
ハ
、
す
こ
し
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う
た
へ
ば
我
人
し
た
り
か
ほ
の
ふ
る
ま
ひ
有
。
聞
に
く
き
な
か
ら
も
其
事
し
れ
る
ハ
人
た
し
な
め
と
の
た
め
な
れ
ハ
に
や
、し
い
て
そ

し
ら
ぬ
も
の
な
り
。
此
道
に
通ツ
ウ

ぜ
ず
有
な
か
ら
、
わ
れ
こ
そ
の
ふ
り
し
た
る
ハ
、
か
た
は
ら
い
た
く
見
ぐ
る
し
き
も
の
な
り
。

【
校
異
】

対
校
本
な
し
。

【
現
代
語
訳
】　

第
二
十
九　
「
文
字
な
ま
り
」「
文
字
お
く
り
」
に
つ
い
て

音
曲
に
は
「
な
ま
る
」
と
い
う
現
象
が
あ
る
。「
ふ
し
の
な
ま
り
」、
こ
ち
ら
は
許
さ
れ
て
い
る
現
象
だ
が
、
も
う
一
方
の
「
文
字
な

ま
り
」
は
忌
避
さ
れ
る
べ
き
現
象
で
あ
る
。
す
べ
て
の
「
文
字
な
ま
り
」
は
、「
章
（
＝
音
韻
、
発
音
）」
の
間
違
い
に
由
来
す
る
も
の

で
あ
る
。
前
者
の
「
ふ
し
の
な
ま
り
」
と
い
う
の
は
「
て
に
は
（
＝
句
末
）」
な
ど
仮
名
で
記
さ
れ
る
助
辞
の
「
章
（
＝
音
韻
、発
音
）」

に
か
か
わ
る
「
な
ま
り
（
＝
変
形
、
逸
脱
、
劣
化
）」
で
あ
る
。「
て
に
は
（
＝
句
末
）」
の
仮
名
の
文
字
の
「
章
の
正
（
＝
章
、
す
な

わ
ち
音
韻
、
発
音
）」
は
、
す
ら
す
ら
と
言
い
流
し
て
い
く
言
葉
の
流
れ
の
末
に
生
ま
れ
る
「
な
び
き
（
＝
旋
律
の
線
）」
に
よ
っ
て
変

化
を
被
る
も
の
で
あ
る
。「
な
び
き
（
＝
旋
律
の
線
）」
の
存
在
に
よ
っ
て
、
本
来
あ
る
べ
き
「
て
に
は
（
＝
句
末
）」
の
「
正
（
＝
章

＝
音
韻
、
発
音
）」
が
違
っ
て
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
と
も
、「
ふ
し
（
＝
「
な
び
き
（
＝
旋
律
の
線
）」
を
含
む
豊
か
な
音
の
流
れ
」
さ

え
優
れ
た
良
い
も
の
で
あ
れ
ば
、「
な
ま
り
」
は
ま
っ
た
く
問
題
に
な
ら
な
い
。「
ふ
し
（
＝
「
な
び
き
」
を
含
む
豊
か
な
音
の
流
れ
）」

は
、
大
抵
の
場
合
、「
て
に
は
」
な
ど
の
助
辞
の
「
声
（
＝
章
＝
正
、
す
な
わ
ち
音
韻
、
発
音
）」
の
上
に
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
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謡
を
、「
い
ろ
は
読
み
（
＝
意
味
が
通
じ
に
く
い
平
板
な
歌
い
方
）」
で
歌
っ
て
は
な
ら
な
い
。「
真
名
（
＝
漢
字
語
）」
の
中
の
一
音

一
音
は
互
い
に
続
け
て
言
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
「
つ
め
ひ
ら
き
（
＝
伸
縮
、
緩
急
）」
は
「
て
に
は
」
の
文
字
の
上
で
、

お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
ふ
し
（
＝
豊
か
な
旋
律
の
線
）」
は
、
多
く
の
場
合
「
て
に
は
」
の
と
こ
ろ
で
展
開
さ
れ
て
い

る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
総
じ
て
、
な
ま
り
と
い
う
の
は
、
音
曲
の
欠
点
の
う
ち
第
一
に
数
え
上
げ
ら
れ
る
も
の
だ
。
な
の
で
、
心

が
け
て
、
し
っ
か
り
と
注
意
を
そ
そ
ぐ
べ
き
だ
。

「
文
字
を
く
り
」
と
は
、
た
と
え
ば
長
い
音
（
引
く
音
）
が
二
つ
並
ん
で
い
る
と
き
、
前
の
長
い
音
（
引
く
音
）
を
消
す
よ
う
に
歌

い
、
次
に
く
る
文
字
へ
と
す
ぐ
に
移
行
す
る
技
術
を
さ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
歌
い
方
を
す
れ
ば
、
音
曲
は
、
か
る
く
な
り
、「
し

た
る
さ
（
＝
だ
ら
し
な
さ
）」
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
文
字
を
く
り
」
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。

何
度
も
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
音
曲
者
の
病
と
い
う
も
の
は
、
以
上
述
べ
た
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
指
す
。
ひ
と
つ
の
こ
と
に
集

中
す
れ
ば
、
大
抵
の
病
は
克
服
で
き
る
。
こ
れ
ら
を
よ
く
研
究
す
れ
ば
、
傷
は
す
べ
て
無
く
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
面
倒
で
で
き
そ
う

も
な
い
と
い
う
人
た
ち
は
、
音
曲
を
一
切
歌
わ
な
い
ほ
う
が
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
人
は
、
す
こ
し
歌
え
る
か
ら
と
、
得
意

顔
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
聞
い
て
は
い
ら
れ
な
い
謡
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
こ
と
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で
実
践
し
て
い
る
人
は
、

音
曲
者
の
お
手
本
に
も
な
る
と
言
え
る
の
で
、そ
う
い
う
人
を
声
だ
か
に
非
難
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
道
の
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
い

な
い
の
に
、
わ
れ
こ
そ
は
、
と
い
う
振
る
舞
い
を
す
る
人
は
、
笑
止
千
万
で
、
見
苦
し
い
。

【
解
説
】

世
阿
弥
『
音
曲
口
伝
』
か
ら

「
節
な
ま
り
」「
文
字
な
ま
り
」
を
最
初
に
説
い
た
文
章
は
、世
阿
弥
の
『
音
曲
口
伝
』
に
収
め
ら
れ
た
「
音
曲
習
道
之
事
」
と
名
付

け
ら
れ
た
一
節
で
あ
る
（『
世
阿
弥　

禅
竹
』
日
本
思
想
大
系
、岩
波
書
店
、七
五
頁
）。
ほ
ぼ
同
じ
文
章
は
、世
阿
弥
の
『
花
鏡
』（
同
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書
、
一
〇
五
頁
）
に
も
収
め
ら
れ
て
い
る
。
以
下
『
音
曲
口
伝
』
を
適
宜
略
し
つ
つ
引
用
す
る
。
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
『
う
た
ひ

鏡
』
の
中
に
も
、
ほ
ぼ
同
じ
言
い
回
し
で
出
現
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。

一
、
曲
に
訛
る
事
。
節
訛
り
は
苦
し
か
ら
ず
。
文
字
訛
り
は
悪
し
。
文
字
訛
り
と
申
は
、
一
切
の
文
字
は
、
声
が
違
へ
ば
訛
る
也
。

節
訛
り
と
申
は
、
て
に
は
の
仮
名
の
字
の
声
な
り
。
て
に
は
の
字
の
声
は
、
言
ひ
流
す
言
葉
の
吟
の
な
び
き
に
よ
り
て
、
声
が
違

へ
ど
も
、
節
だ
に
よ
け
れ
ば
苦
し
か
ら
ず
。
能
々
心
得
分
て
口
伝
す
べ
し
。

て
に
は
の
文
字
の
事
、
は
・
に
・
の
・
を
・
か
・
て
・
も
・
し
、
か
様
の
終
り
仮
名
の
声
が
す
こ
し
違
へ
共
、
節
の
か
ゝ
り
よ

け
れ
ば
苦
し
か
ら
ず
。
節
と
申
は
、
大
略
、
て
に
は
の
文
字
の
声
な
り
。

惣
じ
て
、
音
曲
を
ば
、
い
ろ
は
読
み
に
は
謡
は
ぬ
也
。
真
名
の
文
字
の
内
を
拾
い
て
、
詰
め
開
き
を
ば
て
に
は
の
字
に
て
い
ろ

ど
る
べ
し
。（
同
書
、
七
五
頁
。
傍
線
は
引
用
者
）

世
阿
弥
の
右
の
文
章
は
、
室
町
末
期
に
編
ま
れ
た
技
術
書
で
あ
る
「
節
章
句
秘
伝
之
抄
」、
ま
た
江
戸
初
期
に
編
纂
さ
れ
た
『
八
帖
花

伝
書
』
第
三
巻
に
も
筆
写
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
能
の
音
曲
伝
書
の
項
目
の
中
で
も
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
教
え
と
し
て
、
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
こ
の
記
事
が
、
世
阿
弥
の
原
文
に
ほ
と
ん
ど
変
化
を
加
え
る
こ
と
な
く
、
筆
写
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
は
、
室
町
末
期
や
江
戸
初
期
、「
節
な
ま
り
」
と
「
文
字
な
ま
り
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
触
れ

る
意
義
が
、必
ず
し
も
明
確
に
は
捉
え
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
と
想
像
で
き
る
。
た
だ
し
、あ
と
で
触
れ
る
よ
う
に
、「
訛
り
」
を
「
言

葉
の
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
の
ち
が
い
」
に
限
定
し
て
と
ら
え
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
室
町
期
か
ら
し
ば
し
ば
行
わ
れ
て
き
て
お
り
、
後
世

に
も
、
さ
ら
に
具
体
性
を
帯
び
た
記
述
と
な
っ
て
展
開
し
て
い
く
。

訛
り
を
よ
り
広
く
捉
え
る

こ
こ
で
は
以
下
、世
阿
弥
の
『
音
曲
口
伝
』
の
記
事
に
も
ど
っ
て
「
節
な
ま
り
」「
文
字
な
ま
り
」
の
意
味
を
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
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の
た
め
に
は
、『
音
曲
口
伝
』
の
中
で
「
な
ま
り
」
の
記
述
に
先
行
す
る
部
分
「
音
曲
の
習
ひ
様
」
か
ら
読
み
解
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
、
音
曲
の
習
ひ
様
、
二
色
に
あ
る
べ
し
。
謡
の
本
を
書
人
の
、
曲
を
心
得
て
、
文
字
移
り
を
美
し
く
作
る
べ
き
事
、
一
。
又
、

謡
ふ
人
の
、
節
を
付
て
、
文
字
を
分
か
つ
べ
き
事
、
一
也
。
文
字
に
よ
り
て
、
か
ゝ
り
に
な
り
て
、
五
音
正
し
く
、
句
移
り
の
文

字
鎖
り
の
す
べ
や
か
に
聞
き
よ
く
て
、
な
び
〳
〵
と
有
や
う
に
、
節
を
ば
付
る
な
り
。
さ
て
、
謡
ふ
時
は
、
ど
の
曲
を
能
々
心
得

分
け
て
謡
へ
ば
、
曲
（
ふ
し
）
の
付
様
・
謡
ひ
様
、
相
応
す
る
所
に
て
、
面
白
き
感
あ
る
べ
し
。（
同
書
、
七
五
頁
、
傍
線
は
引

用
者
に
よ
る
）

こ
こ
で
世
阿
弥
は
、「
音
曲
の
習
ひ
様
」
に
二
つ
あ
る
と
い
う
。
一
つ
は
、「
謡
の
本
を
書
く
人
」
つ
ま
り
作
詞
者
が
「
曲
を
心
得
て
、

文
字
移
り
を
美
し
く
作
る
」
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
歌
い
手
が
「
節
を
付
け
て
、
文
字
を
分
か
つ
べ
き
事
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
私
が
思
う
の
は
、「
文
字
を
わ
か
つ
」
の
反
対
こ
そ
が
「
文
字
な
ま
り
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、「
文

字
移
り
」
は
、
句
の
内
部
の
文
字
ど
う
し
の
連
続
だ
け
で
は
な
く
、
句
と
句
の
間
の
接
続
も
意
味
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は

「
て
に
は
」
の
使
用
も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
す
る
と
、「
文
字
移
り
を
美
し
く
作
る
」
こ
と
の
中
に
、「
節
な
ま
り
」
が
含
ま

れ
る
こ
と
に
な
る
。

世
阿
弥
は
、「
な
ま
り
」
を
「
声
」
の
ち
が
い
に
代
表
さ
せ
る
。
そ
の
声
（
し
ば
し
ば
「
章
」「
正
」
と
表
記
が
揺
れ
る
）
を
「
高
低

ア
ク
セ
ン
ト
」
と
解
釈
す
る
の
が
、
後
世
の
伝
書
類
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
金
春
禅
鳳
は
、「
水
の
さ
が
り
た
る
方
へ
く
だ
る
ご
と
し
。

な
ま
り
て
よ
き
ふ
し
も
あ
り
」（『
反
古
裏
の
書
（
一
）』
伊
藤
・
表
編
『
金
春
古
伝
書
集
成
』
所
収
、
三
六
三
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、

言
語
音
の
高
低
と
関
連
づ
け
て
い
る
。
す
ぐ
後
の
一
つ
書
き
で
は
、「
坂
東
な
ま
り
」「
筑
紫
な
ま
り
」
に
言
及
し
て
、
高
低
ア
ク
セ
ン

ト
の
ち
が
い
の
実
例
を
列
挙
し
て
い
る
。
ま
た
、
江
戸
中
期
成
立
の
『
音
曲
玉
淵
集
』
に
お
い
て
は
、
謡
に
お
け
る
詞
（
吟
誦
箇
所
）

か
ら
節
（
歌
わ
れ
る
箇
所
）
ま
で
に
お
け
る
「
訛
り
」
の
例
を
多
く
列
挙
す
る
が
、「
訛
り
」
の
対
象
は
、
す
べ
て
高
低
ア
ク
セ
ン
ト

に
集
中
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
来
「
訛
り
」
と
は
、「
漢
音
呉
音
と
も
に
誠
は
皆
唐
音
の
な
ま
り
し
も
の
に
て
訛
音
と
い
ふ
も
の
な
り
」（『
仮
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名
考
』『
国
語
学
大
系　

文
字
』
所
収
、
二
〇
四
頁
）
と
い
う
用
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
高
低
ア
ク
セ
ン
ト
の
変
化
よ
り
は
、
も
っ

と
ひ
ろ
い
範
囲
の
変
化
を
指
す
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
声
（
語
頭
の
子
音
（k,s,t,n,h,m

,p,r,z,g,d

）
や
韻
（
語
末
の
母
音
や
韻
尾

（p,t,k,m
,n,ng

）
の
変
化
、長
短
の
変
形
（
モ
ー
ラ
数
の
変
化
）
な
ど
も
す
べ
て
「
な
ま
り
」
に
含
ま
れ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
考
え
方
が
妥
当
で
あ
れ
ば
、「
ふ
し
の
な
ま
り
」
に
は
、
旋
律
（
ふ
し
）
に
よ
っ
て
生
ず
る
言
葉
の
シ
ラ
ブ
ル
数
変
化
、

産
み
字
が
ふ
え
る
こ
と
に
よ
る
変
形
、
た
と
え
ば
、
二
文
字
の
「
に
も
」
が
「
に
ィ
も
ォ
」
と
四
文
字
に
歌
わ
れ
る
よ
う
な
変
化
も
、

訛
り
に
入
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
文
字
な
ま
り
」
の
ほ
う
も
、名
詞
や
動
詞
が
本
来
の
（
あ
る
い
は
「
文
字
上
に
し
め
さ
れ
て
い
る
」）
音
韻
の
な
ら
び
（
あ
る
い
は

そ
の
音
声
）
以
外
の
か
た
ち
に
変
形
さ
れ
る
こ
と
を
ひ
ろ
く
指
す
と
考
え
ら
れ
よ
う
。「
字
を
章
に
う
た
う
」（
文
字
を
ふ
し
の
中
に
ま

ぎ
れ
こ
ま
せ
る
）
や
「
章
を
文
字
に
う
た
う
」（
産
み
字
の
ひ
と
つ
を
、一
シ
ラ
ブ
ル
と
み
な
す
例
「
も
と
め
ェ
た
く
ぞ
」）
な
ど
の
技

法
は
、
訛
り
を
積
極
的
に
利
用
し
た
技
法
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

ま
た
世
阿
弥
は
、
別
の
箇
所
で
「
訛
る
」
こ
と
が
音
楽
に
お
い
て
は
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
象
で
あ
る
こ
と
、
そ
こ
に
は
、
肯

定
、
否
定
両
面
が
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
。
参
考
ま
で
に
引
用
し
て
お
く
。

コ
ノ
訛
ル
ト
云
声
ザ
シ
、
ヨ
ク
〳
〵
知
ベ
シ
。
抑
、
訛
ル
ト
云
事
、
大
事
ア
リ
。
訛
ル
ヲ
、
タ
ヾ
悪
キ
事
ノ
ミ
ニ
、
一
偏
ニ
ハ
思

ウ
ベ
カ
ラ
ズ
。
声
明
・
伽
陀
ナ
ド
ニ
モ
、
訛
ル
響
ナ
ク
テ
ハ
カ
ナ
ハ
ヌ
曲
所
ア
ル
ベ
シ
。
軽
・
重
・
清
・
濁
ハ
上
ニ
ヨ
リ
、
又
便

音
ナ
ド
申
事
モ
、
コ
ノ
訛
ル
用
音
ナ
リ
。
ヨ
ク
訛
リ
、
悪
シ
ク
訛
ル
コ
ト
、
是
非
ノ
分
目
、
分
明
ニ
知
ル
ベ
キ
也
。
ヨ
キ
訛
リ
ハ
、

音
曲
ノ
花
ト
モ
ナ
ル
也
。
ソ
レ
ハ
、
訛
ル
ト
モ
聞
エ
マ
ジ
キ
也
。
タ
ヾ
訛
リ
ノ
内
ノ
是
非
ヲ
聞
分
ル
事
、
堪
・
不
堪
ノ
曲
者
ニ
ヨ

ル
ベ
シ
。」（
世
阿
弥
『
五
音
曲
条
々
』『
世
阿
弥　

禅
竹
』
一
九
八
頁
）

い
ろ
は
読
み
と
詰
め
開
き

「
い
ろ
は
読
み
」
は
、
意
味
の
単
位
と
な
る
文
節
を
無
視
し
て
、
た
と
え
ば
「
い
ろ
は
に
ほ
へ
と
、
ち
り
ぬ
る
を
わ
か
、
よ
た
れ
そ
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つ
ね
な
、
ら
む
う
ゐ
の
お
く
、
や
ま
け
ふ
こ
え
て
、
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
、
え
ひ
も
せ
す
」
の
よ
う
に
七
文
字
ず
つ
区
切
っ
て
、
平
板
に

読
む
よ
う
な
読
み
方
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
言
語
学
者
の
契
沖
は
右
の
「
い
ろ
は
」
区
切
り
方
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

又
、
七
字
づ
つ
切
た
れ
ば
、
何
事
と
も
聞
こ
え
ず
、
こ
れ
又
陀
羅
尼
の
ご
と
く
、
善
功
方
便
な
る
べ
し
。
其
故
は
、
理
の
ま
ま
に

聞
こ
え
ば
、
く
す
し
き
人
な
ど
は
い
む
も
あ
る
べ
し
。
又
、
仏
法
信
ぜ
ぬ
人
な
ど
は
手
本
と
も
す
べ
か
ら
ぬ
に
、
字
書
の
や
う
に

し
な
さ
れ
た
れ
ば
、
有
為
の
奥
山
わ
け
入
て
知
人
も
ま
れ
な
り
。
い
と
き
な
き
子
の
病
あ
る
時
、
薬
と
て
の
ま
ぬ
に
は
母
の
乳
房

に
塗
る
よ
い
ふ
た
と
ひ
に
も
に
叶
へ
り
。（
契
沖
『
和
字
正
濫
抄
』
巻
一
、『
国
語
学
大
系
仮
名
遣
』
所
収
、
二
二
一
頁
）

「
い
ろ
は
読
み
」
と
い
う
語
は
、
こ
の
よ
う
に
明
快
な
イ
メ
ー
ジ
を
誘
う
言
葉
で
あ
る
が
、
世
阿
弥
の
他
に
用
例
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
調
査
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
「
節
章
句
秘
伝
之
抄
」（『
細
川
五
部
伝
書
』
わ
ん
や
書
店
、
所
収
）
に
は
、「
字
を
大
豆

を
な
ら
べ
た
る
や
う
な
る
ハ
、
経
よ
ミ
と
云
て
、
あ
し
き
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
。「
経
よ
み
」
は
「
い
ろ
は
読
み
」
に
類
似
し
た
用

語
で
あ
ろ
う
。

「
い
ろ
は
読
み
」
に
、
言
葉
を
平
板
に
朗
読
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
「
つ
め
ひ
ら
き
（
詰
め
開
き
）」
と
対

比
さ
れ
て
出
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
つ
め
ひ
ら
き
」
も
世
阿
弥
の
文
章
が
起
源
と
な
る
用
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

い
ろ
は
読
み
に
対
し
て
「
つ
め
ひ
ら
き
」
は
、
後
世
の
能
楽
の
技
術
書
の
中
で
ひ
ろ
く
、
音
楽
の
拍
子
と
舞
の
両
方
に
対
し
て
使
わ

れ
る
言
葉
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
舞
の
所
作
を
記
す
型
附
の
中
で
は
、「
正
面
を
う
け
、
つ
め
ひ
ら
き
を
し
」「
ひ
と
う
た
ひ
の
う

ち
、
つ
め
ひ
ら
き
を
し
て
、
う
た
ひ
過
、
下
に
ゐ
る
」「
つ
め
ひ
ら
き
ま
で
ニ
て
う
た
い
を
や
り
候
て
」「
わ
き
を
見
、
さ
て
台
よ
り
飛

を
り
、
つ
め
ひ
ら
き
を
し
て
、
は
た
ら
き
」（「
宗
節
仕
舞
付
」『
観
世
流
古
型
付
集
』
わ
ん
や
書
店
、
一
九
八
二
年
、
所
収
）
な
ど
の

よ
う
に
、
使
わ
れ
て
い
る
。「
つ
め
る
」
は
、
身
を
前
方
に
乗
り
出
し
、「
ひ
ら
く
」
は
後
方
に
身
を
引
く
動
作
を
指
す
。
能
の
演
技

が
、
陽
と
陰
と
の
対
比
で
理
解
さ
れ
、
ま
た
組
み
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
こ
の
言
葉
は
便
利
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

思
わ
れ
る
。

つ
め
ひ
ら
き
と
い
う
用
語
こ
そ
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
が
、
近
代
の
謡
の
技
術
書
に
見
ら
れ
る
次
の
よ
う
な
記
事
も
、「
つ
め
ひ
ら
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き
」
の
範
疇
に
入
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

大
概
仮
名
に
は
、
大
き
く
な
る
仮
名
と
小
さ
く
な
る
仮
名
と
の
別
が
あ
り
ま
す
（
中
略
）
口
を
開
い
て
発
す
る
音
、
即
ち
開
口
音

に
属
す
る
仮
名
は
、
皆
音
が
外
へ
出
ま
す
か
ら
、
之
を
大
き
く
聞
か
せ
よ
う
と
す
れ
ば
、
い
く
ら
で
も
大
き
く
な
り
ま
す
、
試
み

に
左
の
開
口
音
を
一
字
づ
ゞ
取
つ
て
発
音
し
て
ご
覧
な
さ
い
。
ア
カ
サ
タ
ナ
ハ
ナ
ヤ
ラ
ワ　

ど
の
仮
名
で
も
自
由
に
大
き
く
謡
へ

る
事
を
確
め
得
る
で
せ
う
。」（
斎
藤
香
村
『
謡
曲　

声
の
出
し
方
と
仮
名
扱
ひ
』
能
楽
通
信
社
、
大
正
七
年
、
一
二
一
―
一
二
三

頁
）

文
字
を
く
り

「
文
字
送
り
」
の
一
節
は
、『
八
帖
花
伝
書
』（『
古
代
中
世
芸
術
論
』
日
本
思
想
大
系
、岩
波
書
店
）
の
三
巻
に
み
ら
れ
る
一
条
（「
文

字
送
り
と
云
事
。
長
き
字
、
二
続
き
候
時
は
、
前
の
長
き
字
を
謡
ひ
消
し
、
先
え
早
く
取
付
け
ば
、
謡
、
軽
し
。
是
を
文
字
送
り
と
言

へ
り
」）
を
、
言
い
換
え
た
上
で
再
録
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
音
曲
玉
淵
集
』
五
巻
（
臨
川
書
店
、
昭
和
五
〇
年
）
に
も
「
文
字

送
り
」
の
一
つ
書
き
が
あ
り
、
類
似
の
説
明
に
加
え
て
、「
せ
う
し
や
う
」「
ざ
ふ
ひ
や
う
」
な
ど
、
長
い
音
（
引
く
音
）
が
反
復
さ
れ

る
具
体
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
（
高
橋
葉
子
氏
ご
示
教
）。
反
復
さ
れ
る
音
に
「
短
い
・
長
い
（
小
さ
い
・
大
き
い
）」
の
差
を
つ
け
て

メ
リ
ハ
リ
を
持
た
せ
る
と
い
う
点
で
、「
文
字
送
り
」
は
、
本
条
前
半
に
言
及
さ
れ
る
「
つ
め
ひ
ら
き
」
と
類
似
す
る
。
本
条
が
「
文

字
訛
り
」
と
「
文
字
送
り
」
を
合
わ
せ
た
条
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
類
似
性
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、

「
オ
ク
リ
」
に
は
、
義
太
夫
の
旋
律
型
名
称
、
能
の
地
拍
子
用
語
な
ど
の
専
門
用
語
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
そ
れ
ら
と
は
関
係
な
い
。

能
の
地
拍
子
用
語
に
「
オ
ク
リ
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
た
と
え
ば
、「
尋
ぬ
る
人
の
・
琴
の
音
か
。
楽
は
何
ぞ
と
・
聞
き
た
れ
ば
」（
小

督
）
の
よ
う
に
、
七
五
、七
五
の
繰
り
返
し
で
進
む
は
ず
の
謡
に
変
化
を
つ
け
る
た
め
に
、
二
句
目
の
冒
頭
の
文
節
（「
楽
は
」）
を
、

一
句
目
の
下
句
の
末
尾
に
つ
な
げ
て
連
続
さ
せ
て
歌
う
技
法
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
尋
ぬ
る
人
の
・
琴
の
音
か
楽
は
。
何
ぞ
と
・
聞
き
た

れ
ば
」
の
よ
う
七
五
の
繰
り
返
し
に
変
化
を
つ
け
る
。「
琴
の
音
か
楽
は
」
と
畳
み
掛
け
る
よ
う
に
歌
い
、
そ
の
後
に
間
を
置
く
こ
と
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に
よ
っ
て
、
場
面
に
お
け
る
主
人
公
の
心
情
を
表
現
す
る
効
果
が
期
待
で
き
る
。

な
お
、
浪
曲
で
は
「
な
に
が
な
に
し
て
な
に
と
や
ら
な
に
が
、
な
に
し
て
な
に
と
や
ら
」
の
よ
う
に
次
の
句
の
冒
頭
の
文
節
を
、
前

句
の
末
に
続
け
て
語
る
技
法
が
あ
る
。「
タ
タ
キ
」
と
呼
ば
れ
る
技
法
で
あ
る
（
花
田
開
氏
ご
教
示
）。
能
楽
の
オ
ク
リ
と
似
た
技
法
と

言
え
る
で
あ
ろ
う
。

て
に
は
（
手
爾
波
）

先
に
引
い
た
『
音
曲
口
伝
』
の
中
で
世
阿
弥
は
、「
て
に
は
の
文
字
」
と
は
「
は
・
に
・
の
・
を
・
か
・
て
・
も
・
し
」
な
ど
の
「
終

り
仮
名
」
で
あ
る
と
説
明
す
る
。

そ
も
そ
も
「
て
に
は
」
は
、
漢
文
訓
読
の
た
め
の
記
号
「
オ
コ
ト
点
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
言
語
学
者
に
よ
る
説
明
は
次

の
と
お
り
。「
そ
の
示
す
と
こ
ろ
の
内
容
に
就
て
は
今
日
か
ら
見
れ
ば
甚
だ
雑
ぱ
く
で
、
助
詞
の
み
な
ら
ず
、
助
動
詞
、
動
詞
及
び
形

容
詞
の
活
用
語
尾
、
接
尾
辞
等
か
ら
或
種
の
副
詞
及
び
名
詞
ま
で
包
含
し
て
ゐ
る
。
し
か
し
之
は
寧
ろ
当
然
で
あ
つ
て
、
漢
文
訓
読
の

際
、
付
加
す
る
言
葉
を
云
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
云
ふ
助
詞
の
如
き
、
十
分
は
つ
き
り
し
た
概
念
は
無
か
つ
た
の
で
あ
る
。」（
福

井
久
蔵
「
解
題
」『
国
語
学
大
系
手
爾
浪
一
』
白
帝
社
、
一
九
六
四
年
、
傍
線
引
用
者
）。

さ
て
、
世
阿
弥
に
よ
る
と
、
謡
に
お
い
て
は
積
極
的
に
行
わ
れ
る
べ
き
「
節
訛
り
」
は
、「
て
に
は
の
仮
名
の
字
」
に
付
け
ら
れ
る

こ
と
に
な
る
「
言
ひ
流
す
言
葉
の
吟
の
な
び
き
」
で
あ
る
。
こ
れ
が
実
際
の
謡
の
中
で
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
の
か
、世
阿
弥
作
で

あ
る
こ
と
が
確
か
で
あ
る
作
品
〈
高
砂
〉
を
例
に
し
て
、「
て
に
は
の
仮
名
の
字
」
に
は
「
言
ひ
流
す
言
葉
の
吟
の
な
び
き
」（
つ
ま
り

廻
シ
、
引
キ
な
ど
と
い
っ
た
音
楽
的
な
フ
シ
）
が
集
中
的
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
実
際
に
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

以
下
、〈
高
砂
〉
前
場
の
シ
テ
登
場
の
段
の
詞
章
の
中
で
、「
廻
シ
、
引
キ
」
な
ど
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
フ
シ
（
言
ひ
流
す
言
葉
の
吟

の
な
び
き
）
を
、
す
べ
て
カ
タ
カ
ナ
あ
る
い
は
長
音
記
号
で
表
し
、
網
掛
け
を
ほ
ど
こ
し
た
。
ま
た
、
て
に
は
に
該
当
す
る
語
は
、
枠

で
囲
っ
て
示
し
た
。
以
下
、
小
段
ご
と
に
、
フ
シ
の
総
数
を
数
え
、
体
言
と
「
て
に
は
」
に
そ
れ
ぞ
れ
つ
け
ら
れ
た
フ
シ
の
数
を
示
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す
。

〔
一
セ
イ
〕

た
ァ
か
ァ
さ
ご
の
ー
、
ま
つ
ゥ
の
ォ
は
る
か
ぜ
ふ
き
く
ゥ
れ
ェ
て
ー

お
ォ
の
ォ
え
の
ォ
か
ね
も
ー
、
ひ
び
ィ
く
な
り
ー
ィ
ィ
ー

な
み
は
か
ァ
す
み
の
い
そ
が
く
れ
ェ
ー

お
と
こ
そ
ォ
ォ
し
ィ
お
の
ー

み
ィ
ち
ひ
ィ
ィ
な
ァ
ァ
ァ
ァ
ァ
れ
ェ

フ
シ
の
総
数
：
二
十
三
（
体
言
：
十
三　

て
に
は
：
十
）

〔
サ
シ
〕

た
れ
を
か
も
し
る
ひ
と
に
せ
ん
た
か
さ
ご
の

ま
つ
も
む
か
し
の
と
も
な
ら
で

す
ぎ
こ
し
よ
よ
は
し
ら
ゆ
き
の

つ
も
り
つ
も
り
て
お
い
の
つ
ゥ
る
の
ォ

ね
ぐ
ら
に
の
こ
る
あ
り
あ
け
の

は
る
の
し
も
よ
の
お
き
い
に
も
ォ

ま
つ
か
ぜ
を
の
み
き
き
な
れ
て
ェ

こ
こ
ろ
を
と
も
と
ォ

す
が
む
し
ろ
の
ォ

お
も
い
を
の
ぶ
ゥ
る
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うたひ鏡　下巻

ば
ァ
か
り
ィ
な
ァ
り
ィ
ィ
ィ

フ
シ
の
総
数
：
十
一
（
体
言
：
四　

て
に
は
：
七
）

〔
下
歌
〕

お
と
ず
れ
は　

ま
ァ
つ
に
こ
と
と
ふ
う
ら
か
ぜ
の　

お
ち
ば
ご
ろ
も
の
そ
で
そ
へ
ェ
て　

こ
か
げ
の
ち
ィ
り
を
か
か
ォ
う
よ
ォ　

こ

か
げ
の
ち
ィ
り
を
か
か
ォ
う
よ

フ
シ
の
総
数
：
七
（
体
言
：
六　

て
に
は
：
一
）

〔
上
歌
〕

と
こ
ろ
は
た
か
さ
ご
の
、
と
こ
ろ
は
た
か
さ
ご
の
、
お
の
え
の
ま
ァ
つ
も
と
し
ふ
り
て
、
お
い
の
な
み
ィ
も
よ
り
く
る
や
、
こ
の
ォ
し

た
か
ァ
げ
の
お
ち
ば
か
く
ゥ　

な
る
ま
で
い
の
ォ
ち
な
が
ら
え
ェ
て
ェ　

な
ほ
い
つ
ま
で
か
い
き
の
ま
つ
、
そ
れ
も
ひ
さ
し
き
め
い

し
ょ
か
ァ
な
そ
れ
も
ォ
ひ
さ
ァ
し
き
め
い
し
ょ
ォ
か
な

フ
シ
の
総
数
：
十
二
（
体
言
：
六　

て
に
は
：
六
）

〔
サ
シ
〕
で
は
、
フ
シ
は
「
て
に
は
」
の
方
に
多
い
。
こ
れ
は
〔
サ
シ
〕
が
朗
誦
す
な
わ
ち
、
句
の
中
の
シ
ラ
ブ
ル
に
は
フ
シ
が
つ
か

ず
、
句
末
だ
け
に
フ
シ
が
つ
く
歌
い
方
で
あ
る
た
め
で
あ
る
。
他
の
小
段
で
は
、
体
言
に
つ
く
フ
シ
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い
。

フ
シ
は
、
体
言
や
「
て
に
は
」
に
か
か
わ
ら
ず
、
謡
の
全
体
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
世
阿
弥
の

「
節
と
申
は
、
大
略
、
て
に
は
の
文
字
の
声
な
り
」
と
い
う
言
葉
は
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
れ
ば
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
こ
れ
は
、
フ
シ
が
「
て
に
は
」
に
集
中
的
に
分
布
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
聞
か

せ
ど
こ
ろ
と
な
る
よ
う
な
長
い
フ
シ
は
、〔
一
セ
イ
〕
や
〔
サ
シ
〕
な
ど
の
最
後
の
「
て
に
は
」
の
上
に
あ
る
、
そ
こ
に
お
い
て
は
発

音
の
正
確
さ
が
優
先
さ
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
、
む
し
ろ
音
楽
的
に
込
め
ら
れ
る
情
動
の
ほ
う
が
優
先
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
伝
え
よ

う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
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基
本
的
に
は
、
体
言
や
語
幹
、
そ
し
て
「
て
に
は
」
も
、
正
し
く
発
音
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
語
と
し
て
の
発
音
が
不
正
確
に

「
訛
る
」
こ
と
は
、
そ
れ
を
犠
牲
に
す
る
に
見
合
う
だ
け
の
音
楽
的
効
果
が
あ
れ
ば
、
許
さ
れ
た
の
で
あ
る
。「
節
訛
り
」
が
良
い
も
の

と
と
ら
え
て
い
た
所
以
で
あ
る
。

最
後
に
、
世
阿
弥
の
娘
婿
の
禅
竹
の
言
葉
を
引
い
て
お
こ
う
。「
字
性
の
な
ま
る
も
、
節
の
わ
る
き
も
、
か
ゝ
り
だ
に
よ
け
れ
ば
、
幽

玄
之
曲
の
懸
な
る
べ
し
」（『
金
春
古
伝
書
集
成
』
わ
ん
や
書
店
、
一
七
四
頁
）。
意
味
は
お
よ
そ
次
の
と
お
り
。
旋
律
（
か
か
り
）
さ

え
よ
け
れ
ば
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
装
飾
音
（
ふ
し
）
が
少
々
悪
く
て
も
、
言
葉
が
訛
っ
て
い
て
も
、
幽
玄
の
曲
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
訛

り
を
許
容
す
る
方
向
で
、
謡
の
伝
承
は
近
代
に
い
た
る
ま
で
進
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

（
藤
田 

隆
則
）


