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木*

村

紀

子

は

じ

め

に

漢
字
片
仮
名
交
り
で
、
い
わ
ゆ
る
和
漢
混
濡
文
風
に
書
か
れ
た
今
昔
物
語
集

に

接
し
て
、
後
世
の
者
が
ま
ず
は
と
る
態
度
は
、
い
う
ま
で
も
な
く

「
よ
む
」
態
度

で
あ
る
。

仮
名
交
り
と
は
い
え
、
そ
の
仮
名

の
ほ
と
ん
ど
は
二
行
小
書
き
の
送
り
仮
名
で
、

場
合
に
ょ
っ
て
は
そ
の
送
り
仮
名
さ
え
も
な
い
ま
ま
の
漢
字
の
連
な
り
を

「
よ
む
」

楊
合
、
ま
ず
は
現
代
も
そ
れ
ら
の
か
な
り
な
部
分
の
漢
字
を
使
用
し
て
い
る
我

々

は
、
現
代
慣
用
の
感
覚
を
自
然
に
あ
て
は
め
て

「
よ
む
」
。

つ
ぎ
に
は
、
多
く
の

注
釈
書

で
、
手
数
を
か
け
て
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
今
昔
物
語
集
成
立
前
後

の

古
辞
書
類
が
載
せ
る
和
訓
を
参
照
し

て

「
よ
む
」
。
あ
る
い
は
、
当
時
の
か
な
文

学
等
の
言
葉
づ
か
い
を
も
と
に
、
文
脈
上
必
然
と
思
わ
れ
る
用
語
を
探
り
、
そ
の

用
語
を
宛

て
て

「
よ
む
」
。
岩
波
古
典
大
系
本

・
小
学
館
古
典
全
集
本
を
は
じ
め

と
す
る
現
代
の
今
昔
物
語
集
の
テ
キ

ス
ト
は
、
お
お
よ
そ
そ
の
よ
う
に
し
て
訓
ん

だ

「
よ
み
が
な
」
を

つ
け
て
我

々
に
提
供
さ
れ
て
い
る
。

け
れ
ど
も
、
今
昔
の
個
々
の
文
字

を
い
か
に

「
よ
む
」
か
は
、
今
昔
筆
者
が
、

こ
の
作
品
を
漢
字
仮
名
交
り
で
書
い
た
と
き
、
い
か
に

「
か
い
」
た
つ
も
り
だ

っ

た
か
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
ぺ
き
で
あ
ろ
う
。
漢
字
が
ま
だ
何
ほ
ど
か
異
国

の
文
字
と
し
て
の
匂
い
を
残
し
て
い
た
時
代
、
そ
の
漢
字
に
よ
っ
て
和
語
和
文
を

記
述
す
る
に
あ
た

っ
て
、
あ
る

一
語
の
用
字
を
ど
う
す
る
か
は
、
今
昔
の
筆
者

に

と

っ
て
し
ば
し
ば
筆
を
滞
ら
せ
る
問
題
だ

っ
た
こ
と
は
、
漢
字
化
を
諦
め
た
大
字

の
カ
ナ
が
き
の
散
見
や
、

一
部
の
欠
字
に
よ
っ
て
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、

今
昔
の
前
半
部
分
を
中
心
と
し
た
か
な
り
な
部
分
は
、
漢
字
表
記
さ
れ
た
先
行
文

書
の
書
承
が
介
在
し
て
い
た
と
も
見
ら
れ
る
し
、
す
で
に
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ

う
に
、
和
語
表
記
の
際
の
常
用
漢
字
と
い
っ
た
も
の
も
、
僧
俗
の
識
字
層
に
お
い

て
徐
々
に
共
通
化
し
つ
つ
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
時
代
で
も
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
背

景
に
た

っ
た
今
昔

の
漢
字
記
述
は
、
大
筋
で
は
お
そ
ら
く
お
の
ず
と
機
械
的
書
写

で
あ

っ
た
り
、
半
ば
無
意
識
的
で
あ

っ
た
り
も
し
た
で
あ
ろ
う
。
最
近
ま
で
の
表

記
に
か
か
わ
る
研
究
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
今
昔
の
文
字
表
記
の
あ
る

ハユ

程
度
の
安
定
性
と
は
、
む
し
ろ
機
械
的
無
意
識
的
用
字

で
あ
っ
た
ゆ
え
に
生
じ
た

面
も
多

い
。

新
撰
字
鏡

・
名
義
抄

・
字
類
抄
と
い
っ
た
、
本
来
は
様
々
な
漢
文
に
付
さ
れ
た

和
訓
の
集
大
成

で
あ
る
辞
書
の

「
よ
み
」
は
、
漢
文
風
の
も
の
の
書
承
が
窺
え
る

も
の
に
つ
い
て
は
、

い
わ
ば
機
械
的
に
あ
て
て
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

も
と
も
と
口
語
り
か
ら
の
出
発
で
、
お
そ
ら
く
漢
文
的
文
字
化
を
経
る
こ
と
は
な

か

っ
た
今
昔
後
半
部
分
を
中
心
に
み
ら
れ
る
用
字
に
つ
い
て
、
と
く
に
多
訓
が
あ

る
場
合
の
辞
書

の
訓
を
適
宜
あ
て
て

「
よ
む
」
こ
と
に
は
す
こ
し
問
題
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
実
際
以
上
に
今
昔

の
用
字
に
ユ
レ
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
て
し
ま
う
し
、
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当
時
、
漢
語

(音
)
の
ま
ま
の
通
用
語

で
あ

っ
た
も
の
を
無
理
に
和
訓
す
る
こ
と

も
お
こ
り
う
る
。
本
朝
世
俗
部
の
漢
字
表
記
が
、
多
く
の
用
語
に
お
い
て
、

一
語

一
字
的
定
着
が
顕
著

で
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
あ
く
ま
で
、

一
つ
の
和
語
を
ど

の
字

で

「
か
く
」
か
と
し
て
書
い
た

の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
語
り
の
類
纂
や
文
体

に
お
い
て
は
、
形
式
的
な
整
合
性
を
完
壁
な

ま
で
に
貫
こ
う
と
し
た
今
昔
は
、
文
字
表
記
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
態
度
は
あ
っ

た
の
か
な
か

っ
た
の
か
、
ま
た
、
天
竺

・
震
旦
部
/
本
朝
仏
法
部
/
本
朝
世
俗
部

に
お
け
る
漢
文
訓
読
風
/
和
漢
混
湧
風
/
和
文
風
と
い
う
文
体
上
の
き
わ
め
て
大

雑
把
な
三
分
は
、
用
字
上
で
も
何
ら

か
の
切
れ
目
と
な

っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の

か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
こ
と
は
、

こ
の
大
部
な
作
品
が
単
独
者
の

一
筆

に
成
る
の
か
、
仮
に
も
た
と
え
ば
僧
房
な
ど
の
共
同
作
業
的
な
影
も
窺
え
る
の
か

と
い
っ
た
こ
と
を
確
か
め
る
上
で
も
、
何
ほ
ど
か
有
益
で
あ
る
。
仮
に
複
数
の
編

者
が
居
た
と
し
て
、
形
式
的
な
文
体
上
の
統

一
な
ら
首
尾

一
貫
さ
せ
る
こ
と
が
比

較
的
容
易
で
も
、
用
字
の
隅

々
に
ま

で
意
志
統

一
を
は
か
る
こ
と
は
、
正
書
法
の

な
い
時
代
、
き
わ
め
て
困
難
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
昔
の
、
あ
く
ま

で
表
現
的
立
楊

に
即
し
て
の
用
字
法
の
検
討
は
、
名
義
抄
や

字
類
抄
の
和
訓
の
検
討
と
む
し
ろ
相
補
的
位
置
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
古
代

後
期
、
和
語
が
、
意
味

の
ズ
レ
を
い
か
に
克
服
し
て
他
言
語
の
表
意
文
字
で
あ

っ

た
漢
字
を
獲
得
し
た
か
の
過
程
が
、

ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
現
れ
た
世
界
で
も
あ
る
。

ま
ず
は
、
き
わ
め
て

一
般
的
に
目
立

っ
用
字
に
つ
い
て
、
右
の
よ
う
な
視
点
か
ら

の
検
討
を
試
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

今
昔
物
語
集
の
中
で
、
現
代
の
用
字
意
識
か
ら
は
目
立

っ
て
特
異
な
用
字
と
映

る

一
群

に
、
い
わ
ゆ
る
情
意
性
形
容

詞

の

一
部

の
用
字
が
あ
る
。
た
と
え
ば
A

イ
プ
カ

ワ

カ

イ
カ
メ

メ
デ
タ

ア
サ
て

イ
ト
ワ

ム
ツ
カ

「
不
審

シ

・
可
咲

シ

・
器

量

シ

・
微

妙

シ

・
奇

異

シ
」

、

B

「
糸

惜

シ

・
六
借

シ

・

バ
カ
ナ

ワ
リ
ナ

シ

ド

ケ

ナ

墓
元
シ

・
破
元
シ

・
四
度
解
元
シ
」
等

で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
A
の
漢
文
中
で
の

訓
読
が
先
行
し
た
と
見
ら
れ
る
も
の
と
、
B
の
何
ら
か
の
意
味
解
釈

(た
と
え
ば
、

糸
を
惜
し
む
ほ
ど
の
切
な

い
気
分
イ
ト
ヲ
シ
、
死
後
墓
も
無
い
よ
う
な
む
な
し
い

非
在
感

バ
カ
ナ
シ
と
い

っ
た
風
な
)
に
も
と
つ
く
宛
字
と
見
ら
れ
る
も
の
に
大
別

さ
れ
る
。
そ
れ
ら
は
し
か
し
、
今
昔
時
点
で
独
自
に
採
用
さ
れ
た
用
字
と
い
う
よ

ヘ

ヘ

へ

り
、
大
部
分
は

「む
し
ろ
当
時
の
普
通
の
漢
字
が
普
通
に
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
っ

て
も
よ
い
」

(小
学
館
古
典
全
集

『
今
昔
』
③
解
説
)
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
岩

波
大
系
本
で
す
で
に
注
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
名
義
抄
、
字
類
抄
等
の
古
辞
書
類

や
公
家
日
記
等
に
散
見
さ
れ
る
用
字
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
右
に
挙
げ

た
う
ち
で
、

「
微
妙
シ
」
以
外
の
も
の
は
、
本
朝
部
は
も
ち
ろ
ん
天
竺

・
震
旦
部

で
用
い
ら
れ
る
若
干
の
場
合
も
、
す
べ
て
同

一
用
字
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
今
昔

筆
者
に
と

っ
て
は
む
し
ろ
半
ば
無
意
識
的
用
字
だ

っ
た
可
能
性
も
あ
る
q
た
だ
、

右
の
A

・
B
二
群
の
よ
う
に
単
純
に
分
け
る
こ
と
の
で
き
る
二
大
別
は
、
和
語
を

漢
字
表
記
す
る
際
の
両
面
的
態
度
を
、
お
の
ず
と
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。と

こ
ろ
で

一
方
、
情
意
性
形
容
詞
の
中
に
は
、
今
昔
の
中
で

一
つ
の
用
字
に
定

着
し
て
い
な
い
も
の
も
い
く

つ
か
あ
る
。
な
お
、
そ
れ
ら
も
含
め
形
容
詞
全
般
に

わ
た
る
表
記
を
中
心
と
し
た
整
理
と
考
察
は
、
佐
藤
武
義
氏
に
ょ

っ
て
な
さ
れ
た

ハ
　
り

も
の
が
あ
る
。
ま
ず
は
本
稿
の
目
的
に
沿

っ
て
、
そ
の
中
の
オ
モ
シ
ロ
シ
に
つ
い

て
見
て
お
き
た
い
。

オ
モ
シ
ロ
シ
に
は
、

「
面
白
シ

・
議
シ
」
と
二
様
の
用
字
が
な
さ
れ
て
い
る
。

「議

シ
」
は
、
・岩
波
大
系
本
第
三
巻
謝
頁
頭
注
必
に
あ
る
よ
う
に
、
日
本
霊
異
記

上
巻
三
十
縁
の
訓
注
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
系
本
霊
異
記
の
そ
の
部
分

で
注
ざ
れ
る
よ
う
に
、
新
撰
字
鏡
に

「
何
怜
也

心
楽
也

於
毛
志
呂
之
」
と
さ

れ
て
出
る
が
、
古
代
通
用
の
俗
字
だ

っ
た
か
と
見
ら
れ
、
正
字
は
明
ら
か
で
は
な

い

(
あ
る
い
は
笑
う
ぺ
き
意
の

「
盟巴

か
?
)
。
し
か
し
、

一
応
古
く
か
ら
の
A

訓
読
系
の
も
の
と
見
て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
。
他
方

「
面
白
シ
」
は
、
古
語
拾
遺
の

ヘ

へ

著
名
な
語
源
説

「衆
面
明
白
也
」
や
、
さ
ら
に
さ
か
の
ぼ

っ
て
万
葉
集
に
も
2
例
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見
ら
れ
る
、
B
宛
字
系
の
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
両
用
字
共
平
安
以
前

の
か
な
り
古
く
か
ら
の
通
用
が
確
か
め
ら
れ
る
貴
重
な
例
で
あ
ろ
う
。

オ
モ
.シ
ロ
シ
の
今
昔
中
の
用
例
は
す

ぺ
て
認
例
、
そ
の
う
ち
19
例
が
巻
二
十
二

以
降
の
本
朝
世
俗
部
に
見
え
す
ぺ
・て

「認
」
を
用
い
て
い
る
。
天
竺
部
に
も
2
例

の

「謹
」
が
出
る
が
、
ど
ち
ら
も
巻

五
の

コ

角
仙
人
被
負
女
人
従
山
来
王
城
語

第
四
」
中
の
も
の
で
、
こ
の
物
語
は
巻
五
の
中
で
和
文
性
が
と
く
に
目
に
立

つ
も

の
で
あ
る
。
震
旦
部
に
は

「面
白

シ
」
1
例
の
み
が
巻
十
の

「震
旦
三
人
兄
弟
売

家
見
荊
枯
返
直
住
語
第

二
十
七
」
に
あ
る
。
本
朝
仏
法
部
に
は
両
用
字
か
並
存
し
、

「誰
」
は
、

巻
十
ニ
ー
於
比
叡
山
行
舎
利
会
語
第
九

巻
十
九
-
東
三
条
内
神
報
僧
恩
語
第
三
十
三

巻

二
十
-
豊
前
国
膳
広
国
行
冥
途
帰
来
語
第
十
六

に
各
1
例
の
3
例
。

「
面
白
シ
」
は
、

ヘ

へ

巻
十
三
-
女
子
死
受
蛇
身
聞
説
法
花
得
脱
語
第
四
十
三
に
1
例
、

ヘ

へ

巻
十
四
-
依
千
手
陀
羅
尼
験
力
遁
蛇
難
語
第
四
十
三
に
2
例
、

ヘ

へ

巻
十
九
-
摂
津
守
源
満
仲
出
家
語
第

四
に
2
例
、

ヘ

へ

同

-
村
上
天
皇
御
子
大
斎
院

出
家
語
第
十
七
に
1
例
、

同

-
般
若
寺
覚
縁
律
師
弟
子
僧
信
師
遣
言
語
第

二
十
三
に
1
例
、

以
上
7
例
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
巻
十

九
-
第
十
七
が
古
本
説
話
集
に
類
同
の
本
文

を
も
つ
以
外
は
、
い
ず
れ
も
出
典
と
み
ら
れ
る
も
の
は
明
ら
か
で
な
い
。
し
か
し
、

話
数
に
す
れ
ば
五

つ
に
す
ぎ
ず
、
傍
点
を
付
し
た
よ
う
に
い
さ
さ
か
テ
ー

マ
も
似

通
う
か
に
見
え
る
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
あ
る
程
度
和
文
脈
化
さ
れ
た
同

一
典
拠
を

も
つ
可
能
性
を
考
え
る
手
か
が
り
に

「
面
白
シ
」
が
な
る
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
冒
頭
に
A
訓
読
系
と
し
て
挙
げ
た
も
の
の
う
ち
、

「
微
妙
シ
」
と

「奇

異
シ
」
は
、
今
昔
の
情
意
性
形
容
詞
全
般
の
中
で
も
、
き
わ
立

っ
て
多
出
す
る
も

ヒ
メ
ウ

く
メ
ウ

キ

イ

キ

イ

の
で
あ
る
。
ま
た
、
と
も
に

「
微
妙
ノ

・
微
妙
ナ
リ
」

「奇
異
ノ

・
奇
異
ナ
リ
」

と
い
う
漢
語
的
用
法
も
多
用
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
う
ち

「
微
妙
」

に
つ
い
て
は
、

ハヨ
リ

佐
藤
氏
に
詳
細
な
御
考
察
が
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
れ
も
オ
モ
シ
ロ
シ
の
場

合
と
同
様
、
B
宛
字
系

の

「
目
出
シ
」
が
、
天
竺

・
震
旦
部
を
中
心
に
見
ら
れ
る

こ
と
、

「
微
妙

シ
」
は
逆
に
天
竺

・
震
旦
部
に
は
出
ず
、
本
朝
世
俗
部
中
心
の
用

字
、

「微
妙
ノ

・
微
妙
ナ
リ
」
は
、
本
朝
仏
法
部
を
中
心
に
そ
の
前
後
に
裾
を
引

く
よ
う
に
分
布
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
が
、
場
合
に
ょ

っ
て
は
、

一
つ
の
物
語
の

一
文
中
に
お
い
て
さ
え
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

o
堀
川
ノ
院

ハ
、
地
形
ノ
微
妙
ケ
レ
バ
晴
ノ
所

ニ
シ
テ
、
大
饗
被
行
ケ
ル
時

ニ

ハ
、
尊
者
ノ
車
ヲ
バ
堀
川
ヨ
リ
東

二
立
テ
牛
ヲ
バ
橋
柱

二
繋
ギ
テ
、
他
ノ
上

ヘ

ヘ

へ

達
部
ノ
車

ヲ
バ
河
ヨ
リ
西

二
立
並
ベ
テ
有
ル
ガ
、
微
妙
也
。
尊
者
ノ
車
別

ニ

ヘ

ヘ

へ

立

タ

ル
所

ハ
、

此

ノ
堀

川

ノ
院

ノ
ミ

ゾ
有

ケ

ル
。

此

ク
微

妙

ク
御

ケ

ル
程

二
、

(巻

22
1

第

6

>

と
、

「
微
妙

シ
」

と

「
微

妙

ナ

リ

」

が

並

用
さ

れ

る

こ
と

も

あ

る

こ
と

を

注

目

す

ハざ

る
に
止
め
た
い
。
た
だ
、
そ
の
多
用
ぶ
り
か
ら
し
て
、

「微
妙
シ
」
あ
る
い
は

「微
妙
ナ
リ
」
は
、
あ
た
か
も
源
氏
物
語
の

「
あ
は
れ
な
り
」
、
枕
草
子
の

「
を

か
し
」
に
匹
敵
す
る
今
昔
物
語
集
を
代
表
す
る
褒
め
詞
と
い
え
る
も
の
。で
あ
る
。

ヒ
ゐ
メ

ウ

後
掲
の
表
1
に
あ
る
と
お
り
巻
ご
と
の
頻
出
数
を
見
た
場
合
、

「
微
妙
」
が
き
わ

ヘ

へ

立

っ
て
多
出
す
る
巻
十
五
は
、
極
楽
浄
土
の

「微
妙
ノ
音
楽
」

「
微
妙
ノ
荘
厳
」

メ
テ
タ

へ
の
憧
れ
を
語
る
巻
、
ま
た
、

「微
妙
シ
」
が
き
わ
立
.っ
て
多
出
す
る
巻
十
九
は
、

ヘ

へ

現
世
に
お
い
て

「
微
妙
ク
時
メ
キ
御

マ
ス
」
人
々
へ
の
賛
美
が
主
で
あ
る
。
当
然

ミ
メ
ウ

メ
デ
タ

の
こ
と
な
が
ら
、
概
し
て

「
微
妙
」
は
観
念
的
形
容
、

「
微
妙
シ
」
は
実
感
的
形

容
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

を
メ
ウ

メ
デ
タ

他
方
、

「
微
妙
-
微
妙
シ
」
と
同
様
に
同

一
用
字
を
漢
語

・
和
語
に
共
用
し
て

キ

イ

ア
サ
マ

い
る

「奇
異
-
奇
異
シ
」
は
、
巻
々
の
用
例
分
布
も
表
1
に
あ
る
と
お
り

「微
妙
」

の
あ
り
様
と
類
似
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、

「奇
異
ノ

・
奇
異
ナ
リ
」
と
い
う
形
は
、

天
竺

・
震
旦
部

・
本
朝
仏
法
部
を
中
心
と
し
て
用
い
ら
れ
、

「奇
異
シ
」
は
天
竺

・

震
旦
部
に
は
全
く
出
ず
》
本
朝
部
の
み
の
用
語
と
な

っ
て
い
る
。
本
朝
仏
法
部
で

は
両
者
並
用
さ
れ
て
お
り
、
同

一
物
語
中

で
、
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へ

　

へ

o
判
官
代
生
テ
家

二
有
ル
由
ヲ
聞

テ
、
敵
不
信
ズ
シ
テ
、
奇
異

二
思

フ
事
元
限

　

　

ヘ

シ
。
…
…

(中
略
)
…
…
敵
此
レ
ヲ
聞
ク

ニ
、
実

二
奇
意

(異
)
ク
思

フ
事
元

限
シ
。

(巻
16
1
第

3
)

と
重
出
す
る
こ
と
が
あ
る
点
で
も
、

「
微
妙
」

の
場
合
と
ほ
と
ん
ど
同
様
で
あ
る
。

た
だ
し

「
目
出
シ
」
に
相
当
す
る

「
ア
サ
マ
シ
」

の
別
用
字
と
い
っ
た
も
の
は
見

当
た
ら
な
い
。

へ

　

ヘ

メ
デ
タ
シ
も
ア
サ

マ
シ
も
、
周
知

の
よ
う
に
上
代
文
献
に
は
確
実
な
例
が
な

い

が
、o

か
ぐ
や
姫
、
か
た
ち
の
世
に
な
く
メ
デ
タ
キ
こ
と
を
、
帝
き
こ
し
め
し
て

(竹
取
)

o
散
れ
ば
こ
そ
い
と
ど
桜
は
メ
デ

タ
ケ
レ

(
伊
勢
紐
)

o
か
く
ア
サ
マ
シ
キ
そ
ら
ご
と
に
て
あ
り
け
れ
ば

(竹
取
)

o
ア
サ
マ
シ
ク
対
面
せ
で
月
日
の
経
に
け
る
こ
と

(伊
勢

46
)

な
ど
と
、
竹
取
物
語

・
伊
勢
物
語
以
降
の
も
の
に
お
い
て
は
む
し
ろ
常
用
の
和
語

と
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
新
撰
字
鏡

。
類
聚
名
義
抄
に
は
い

ず
れ
も
和
訓
と
し
て
挙
が
ら
ず
、
色
葉
字
類
抄
に

「美

メ
デ
タ
シ

。
妙

メ
デ
タ
シ
」

「
目
出

・
娃
僻
」
と
あ
る
の
み
で
あ

っ
て
、
平
安
期
あ
る
い
は
漢
字
を
宛
て
ら
れ

る
こ
と
は
少
な
か

っ
た
語
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

と
も
か
く
、
冒
頭
に
挙
げ
た
他
の
形
容
詞
や
、
あ
る
い
は
目
出
シ

・
面
白
シ
な

ど
と
異
な
り
、

「微
妙
シ
・
奇
異
シ
」

に
つ
い
て
は
、
今
昔
は
格
別
の
関
心
を
も

っ

て
今
昔
な
り
に
用
字
選
定
を
し
た
可
能
性
も
あ
る
も

の
で
あ
る
。
と
く
に
メ
デ
タ

ロユ

シ
は
、
い
ち
お
う
通
用
性
も
あ

っ
た
か
と
見
ら
れ
る

「
目
出
シ
」
を
天
竺
部
等
で

使
い
な
が
ら
、
漢
文
出
自
の
物
語
を
記
述
す
る
中
で
、
ふ
と

「
微
妙
」
こ
そ
メ
デ

タ
シ
の
こ
と
だ
と
ひ
ら
め
い
て
、
本
朝
部
以
降
は
そ
の
用
字
に
執
心
し
、
同
様
に

確
た
る
漢
字
表
記
の
な
か

っ
た
ア
サ
マ
シ
も
、
ふ
と

「奇
異
」

こ
そ
そ
れ
だ
と
し

て
用
い
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
両
語
の
情
意

性
形
容
詞
中
で
の
き
わ
立

っ
た
多
用
と
、
両
語
似
通

っ
た
巻

々
の
分
布
状
況
等
を

見
た
と
き
、
あ
る

い
は
今
昔
は
、

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

へ

o
世

二
此
ク
奇
異
ク
微
妙
キ
事
ヲ
見
ツ
ル
事
ヲ
悲
シ
ピ
貴
ビ
テ
、(巻

15
ー
第
41
)

こ
の
物
語
を
編
纂
し
た
、
ま
た
は

「微
妙

二
微
妙
キ
」
こ
と
、

「奇
異

二
奇
異
キ
」

こ
と

(語
)
と
の
お
び
た
だ
し
い
出
会
い
こ
そ
、
今
昔
物
語
集
の
編
纂
の
原
点
だ

っ

た
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

二

今
昔
物
語
集
の
情
意
性

(
シ
ク
活
用
)
形
容
詞
の
中
で
、
情
意
度
は
低
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
い
く
つ
も
の
用
字
に
ゆ
れ
て
い
る
も
の
に
カ
ウ
パ
シ

(香

・
芳

・
券

・

酸
)
と
ウ
ル
ハ
シ

(美

・
麗

・
直

・
餓
)
が
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
、
巻

々

の
用
例
分
布
等
佐
藤
氏
の

一
覧
に
明
ら
か
で
あ
る
が
、
以
下
の
考
察
の
た
め
本
稿

表
1
に
も
若
干
見
解
を
か
え
て
加
え
た
。

ま
ず
カ
ウ
パ
シ
に
つ
い
て
は
、
天
竺

・
震
旦
部
と
本
朝
部
と
の
基
本
用
字
が
、

「
香
」
と

「酸
」
と
に
は

っ
き
り
分
か
れ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

「
芳
」

「券
」
は
い
ず
れ
も
天
竺
部
に
1
例
の
み
出
る
に
す
ぎ
ず
、
書
承
過
程
で
混
入
し

た
用
字
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

他
方
ウ
ル
ハ
シ
に
つ
い
て
は
、
岩
波
大
系
本
が
こ
の
訓
を
あ
て
た
字
は

「美

・

麗

・
直

・
蛾

・
艶
」
の
五
字
に
わ
た
る
。

「
美

・
麗

・
蛾

・
艶
」
は
い
ず
れ
も
名

義
抄
に
ウ
ル
ハ
シ
の
訓
が
あ
り
、

「
直
」
に
つ
い
て
は
名
義
抄

に
は
な
い
が
色
葉

字
類
抄
に
出
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
名
義
抄
で
ウ
ル
ハ
シ
の
訓
を
も
つ
字
は

百
字
以
上
に
も
の
ぼ

っ
て
い
る
。
右
の
五
字
の
う
ち
、
ま
ず

「艶
」
は
、

へ

o
世

二
並
ビ
元
ク
艶
光
ヲ
放
テ
、
不
照
ヌ
所
元
ク
照
シ
ケ
レ
バ
、(巻

10
1
第
29
)

と
い
う
送
り
仮
名
を
も
た
な

い
一
例
の
み
で
あ
る
が
、
今
昔
中
の

「艶
」
は
、
こ

ニ
モ
イ
ハ

 の

一
例
を
除
い
て
も

っ
ぱ
ら

「艶
ズ
」
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
こ

こ
の
場
合
積
極
的
に
ウ
ル
ハ
シ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
音
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表

1語

巻
一

-

2

3

4

三

6

7
一

9

m

U

E

13

14

巧

お

⊥

19

20

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31
一

目出メデタシ微
妙微妙ナリ

4

り0

ーユ

リム

ワ置50σRJ8

-■

▲

-■

凸

2

1、

2

団

-⊥

り乙

4

3

7

1

1

29

9697265362

21

3

19

1

7

10

14

5

12

17111⊥ワーり白り山1

○○

○①○

ア
サ
マ
シ

奇異奇異ナリ

4

11

2

2

8

3

9

7

11

1

1

3

7

11

2

28

131319151212181344

3

9

8

4

33

31

23

28

16

23

り6

ΩU

り乙

り乙

11

○
○

直ウルハシ麗(蛾)美

-■

▲

-■

ユリ白ーユ

1

1

5

3

7

1

1

4

121

-且

り
白

9右

り白

り
0

4

ρ0

(1

)

1

(1

)

2

3

五)

○◎

○○○
○○○

酸カウバシ香(芽)芳

ー
ユ

4

りム

ー

ーユ

ー
』

◎0(1

)

8

1
且

0σ

-二

り
0

1且

4

【」

-⊥

-⊥

4

○○◎
○○◎
○○◎

面目オモシ.ロシ誰

2

1

-⊥

り乙

4

1■

▲

-■

凸

-■

凸

ーユ

00

ーユ

【」

4

○
△
△

オ
カ
シ

可
咲

(ヲ

)

-且

06

食
U

4

2

22

1

3

3

32

2

11

1

○

○
○
○

イ
ブ
カ
シ

不
審

-■
▲

-

-二

り白

-
■

-二

り乙

り乙

に」

5

1

1

2

5

2

2

10

○
o△

○

イ
カ
メ
シ

器
量

4
-■

▲

-■

▲

-■

▲

-⊥

-二

3

1
1

1⊥

-⊥

1

1ニ

ーニ

ー
ニ

ー且

9倉

り
0

△
o△

○△

バ
カ
ナ
シ

墓元

↑
V

1

3

2

9幽

-ニ

ー
ユ

ー』

4

4

2

強
v

1

1

1

6

4

3

○
○
○

イ
ト
ヲ
シ

糸惜

(ホ

)

りム

ー■

3

-■

【」

5

0
0

薩U

1

5

8

1

4

2

11

11

9

4

c込
○

ム
ツ
カ
シ

六借

〈
1

×-

〉

-■

▲

噛■

且

■1且り6自U-ニ

ー且

00

△
△
○

ワ
リ
ナ
シ

破元

2

9畠

QU

-■

4

9白

の0

り
0

りδ

0
乙

(注

)

数
字
は

用例

数。

下
の
○
は
各辞

書
に
挙
が
る
も
の。

△
は
別字

で
挙
が
る
も
の。

①
「
美
・

妙」アサマシの用字には「奇意・寄異」も含む。/ムツカシには「気六借シ」も含む。
〈
〉
は
カ
ナ
で出

る
も
の
。

巌新
耕繍

醐胞開
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読
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
今
昔
は
、
人
の
容
色
に
つ

い
て
褒
め
る
時
に
、

o
汝
ガ
妻
端
厳
美
麗
ナ
ル
事
菩
薩

ノ
如

シ
。

(巻
1
1
第
25
)

o
王
、
娘
亦

一
人
有
リ
、
形
端
正
美
麗
ナ
ル
事
天
女
ノ
如
シ
。
(巻
6
1
第
5
)

o
天
皇
、
大
臣
公
卿
ノ
娘
ノ
形
チ
美
麗

二
有
様
微
妙
キ
ヲ
撰
ビ
召
ツ
、
見
給
テ
、

(巻
10
1
第
5
)

o
形
有
様
美
麗
ナ
ル
女
有
リ
ケ
リ
。

(巻
23
ー
第
%
)

ピ
レ
イ

と
い
う
よ
う
に
、

「美
麗
ナ
リ
」
を
常
套
用
語
の

一
つ
と
し
て
い
る
。

こ
う
し
た

二
字
類
義
的
な
熟
語
に
対
応
す
る
和
語
と
み
な
さ
れ
た
も
の
は
、

「
微
妙
シ

・
奇

異
シ
」
の
よ
う
な
二
字

一
括
表
記
を
と
る
こ
と
は
む
し
ろ
稀

で
、

「
美
」

「麗
」

を
と
も
に
対
応
す
る

一
和
語
の
用
字
と
す
る
の
が
今
昔

で
は

一
般
的
で
あ
る
。
た

と
え
ば

「美
」
は
、
ま
た

「
甘
美
」

と
い
う
熟
語
を
な
す
が
、

ヘ

ヘ

ヘ

へ

o
魚

ヲ
捕

ヘ
テ
食

フ

ニ
、

其

ノ
味

ヒ
甚

ダ

美

シ
。

…

…
其

ノ
味

ヒ
極

テ
美

也

。

(
巻

4
1

第

37

)

ヘ

へ

O
此

ノ
鳥

ノ
生

乍

ラ
造

リ

テ
食

ハ
ム
。

今

少

シ
味

ヤ
美

キ

ト
試

ム
。

…

…

味

ヒ

　

へ

甘

シ

ト

云

ヅ

ル
者

ハ

(
巻

19
1

第

2

)

ヘ

ヘ

ヘ

へ

o
煎

物

一一
テ

モ
甘

シ
、

焼

物

一一
テ

モ
美

キ
奴

ゾ

カ

シ
。

(
巻

30
1

第

12

)

ハ
ム

と
い
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
避
板
法
の
用
法
か
ら
し
て
も
、

「甘

・
美
」
と
も
に
ウ
マ

シ
の
用
字
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
る
。

そ
う
い
っ
た
用
字
法
は
、

「
ム
ナ
シ

(空

・
虚
)
」

「
ヤ

ス
シ

(安

・
易
)
」

「
マ
ヅ
シ

(貧

・
窮
)
」
と
い
っ
た
他

の
形
容
詞
類
に
か
ぎ
ら
ず
、

「
カ
ズ

(員

・
数
)
」

「
イ

へ

(家

・
宅
)
」

「
フ

ミ

(文

・
書
)
と
い
っ
た
名
詞
、

「
ス
ツ

(捨

・
棄
)
」

「
フ
ル

(降

・
雨
)
」

「
オ
ツ

(堕

。
落
)
」
と
い
っ
た
動
詞
な
ど
に
も

一
般
的
な
あ
り
様
で
あ
る
。
た

だ
し
こ
れ
ら
の
よ
う
な

一
語
の
用
例
が
50
例
以
上
に
の
ぼ
る
あ
り
ふ
れ
た
用
語
の

場
合
、
傍
線
を
付
し
た
も
の
が
主
用
字
と
し
て
ほ
ぼ
全
巻
に
わ
た

っ
て
圧
倒
的
多

数
の
用
例
と
な
る
の
に
対
し
、
他
は
副
用
字
的
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
巻

一
～
二

十
ま
で
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
用
例
の
絶
対
数
が
少

い
も
の
、
あ
る
い
は

二
字
の
用
例
数
が
接
近
し
て
ど
ち
ら
を
主
用
字
と
み
な
し
が
た
い
も
の
で
も
、
巻
々

の
数
や
分
布
を
確
か
め
る
と
、
天
竺

・
震
旦
部
/
本
朝
仏
法
部
/
本
朝
世
俗
部
の

切
れ
目
に
そ

っ
た
分
布
傾
向
を
も

つ
場
合
が
多
い
。

と
ま
れ
、
問
題
は

「
美
麗
」
に
か
え

っ
て
、
両
字
と
も
に
、
右
の

一
般
的
な
用

字
傾
向
に
即
し
て
、
ウ
ル
ハ
シ
の
用
字
と
み
な
し
て
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ま
ず
、

「麗
」

に
つ
い
て
は
、ヘ

ヘ

へ

o
未
ダ
生
給

ヘ
リ
。
容
顔
麗
シ
ク
鮮

ニ
シ
テ
更

二
不
死
給
ズ
シ
テ
御

ス
。

(巻
3
1
第
27
)

ヘ

ヘ

へ

O
汝
等
九
百
九
十
九

ハ
、
片
輪
者
ト
シ
テ
麗
シ
ヤ
者

ヲ
咲

ヒ
蔑

ル
也
。

(巻
5
1
第

23
)

へ

　

へ

〇

一
人

ノ
人
青

衣

ヲ
着

シ
、

麗

シ
ク

花

ヲ
飾

テ
、

(
巻

7
1

第

9
)

ヘ

ヘ

へ

o
故
祥
蓮
、
喜

タ
ル
気
色

ニ
シ
テ
姿
麗

シ
ク
服
鮮
カ

ニ
シ
テ
、
(巻
17
1
第
31
)

の
4
例

の
み
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
も
語
尾
シ
ク
が
送
ら
れ
、
ウ
ル
ハ
シ
と
訓
み
や

す
い
も

の
で
あ
る
。
意
味
的
に
は
、
巻
七
の
例
以
外

の
三
例
は
、
や
や
特
異
な
共

通
性
を
も
ち
、

「
美
麗
」
と
い
う
よ
り
生
者
と
し
て
の
ま
と
も
な
目
鼻
だ
ち
に
対

し

「麗

シ
]
と
言

っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
書
承
用
字
と
し
て

出
た
も

の
で
、
今
昔
が
意
図
し
て
ウ
ル
ハ
シ
の
用
字
と
し
て
選
ん
だ
と
は
見
え
な

い
も
の
で
あ
る
。

つ
ぎ

に

「
美
」

の
方
は
、
大
系
本
の
訓
で
は
17
例
に
の
ぼ
る
が
、

シ
ク
語
尾
を

も

つ
も

の
は

一
例
も
な
く
、
そ
れ
ら
す
べ
て
を
ウ
ル
ハ
シ
と
す
る
に
は
問
題
が
多

い
。
す
な
わ
ち
、
ま
ず
、

　

へ

o
釈

迦

牟

尼

仏
、

願

ク

ハ
我

ガ

形

ヲ
忽

二
美

二
成

シ
テ
、

(巻

3
1

第

14

)

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

o
美
ナ
ル
飲
食

ヲ
モ
、
悪
シ
キ
飲
食

ヲ
モ
皆
美
也
ト
云
ハ
何

二
。(巻

3
1
第
%
)

と
い
う
よ
う
な
例
は
、

「微
妙
」
が

「微
妙
ナ
リ
」
と
あ
れ
ば
ミ
メ
ウ
と
音
で
用

ピ

ピ

い
ら
れ
た
と
さ
れ
る
の
と
同
様
、

「
美

二
。
美
ナ
リ
」
と
音
訓
み
さ
れ
る
。

「
美

也
」
は
さ
き
に

「
甘
美
」
に
つ
い
て
挙
げ
た
最
初

の
例
に
も
見
え
る
。
と
な
る
と
、
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大

系

本

で
、

「
美

ノ
者

(
巻

1
1

第

32

)

・
美

ノ
女

(
巻

4
1

第

8

>

・
美

ノ
紙

(巻

14
1

第

44

)

・
美
絹

(巻

17
1

第

8

、

2
例

)

・
美

ノ

八
丈

(
巻

26
ー

第

18

)
」

な

ど

、

ウ

ル

ハ
シ
と

訓

ま

れ

て

い
る

も

の
は

、

語

尾

ク

・
シ

ク

が
送

ら

れ

て

い
な

ハも

い

こ

と

で
も

あ

り

、

ビ

な

い

し

ミ
と

音

読

す

る

ほ

う

が

よ

い

も

の

で

あ

ろ

う
。

「
美
物

(巻

14
1

第

3
)

」

も

ピ

モ

ツ

で
よ
屹

と

み

ら

れ

る

。

ま

た
・

o
中

二
美

ト

思

フ
医

師

ヲ
呼

テ

(
巻

24
⊥

第

7

)

と

い

う

例

は

、

大

系

・
小

学

館

全

集

・
新

潮

社

集

成

と

も

に
唯

一
ヨ

シ
と

訓

む

「
美

」

で
あ

る
。

名

義

抄

の

「
美

」

の
訓

は
、

「
ヨ

シ

・
ウ

ル

ハ
シ

・

コ
ト

モ
ナ

シ

.
ア

サ
ヤ

カ

ナ

リ

・
ボ

ム

・
ア

マ
シ

・
カ

ホ

ヨ

シ

・
ム

ナ

シ

・
ミ
」

な

ど

で
あ

る

が
、

「麗

」

の
揚
合

の

よ

う

に

シ
ク
語

尾

を

送

ら

れ

る

こ
と

が

な

い

「
美

」

は

、

o
御

夫

ノ
形

ノ
美

ケ

レ
バ

ト

、

(
巻

3
1

第

15

)

o
此

ノ
女

ノ
髪

ヲ
美

キ

人

二
付

ケ

バ

ヤ
。

(
巻

4
ー

第

15

>

o
美

キ

女

ノ
若

キ

ガ
傍

二
来

タ

ル

ト
臥

シ

テ
、

(
巻

29
1

第

40

)

o
世

二
有

ル
女

ノ
形

チ

美

ト

聞

ケ

バ

、

(
巻

27
1

第

7

)

な

ど
、

い
ず

れ

も

「
ヨ

シ
」

で
も

訓

め

る
も

の

で
、

は

た

し

て
今

昔

が

ウ

ル

ハ
シ

の

用
字

に

「
美

」

を
選

ん

だ

の

か

ど

う

か

に

は

疑

問

が
残

る

。

お

そ

ら

く

今
昔

が

ウ

ル

ハ
シ
の

用

字

と

し

て
意

識

的

に

選

ん
だ

の

は
、

ヘ

ヘ

へ

o
病

癒

テ

心

地

直

シ
ク

成

ヌ

レ
バ

、

(
巻

15
ー

第

34

)

ヘ

ヘ

へ

　

　

o
日

ノ
装

束

直

ク

シ
テ
積

榔

毛

ノ

車

二
乗

テ
、

前

駈

ナ

ド

直

シ

ク
具

シ
テ

、

(
巻

20
1

第

3

)

　

　

へ

o
其

ノ

石

ヲ

掘

リ

埋

テ

上

二
土

ヲ
直

シ
ク
置

セ
、

(
巻

29
ー

第

27

)

ウ
ル
ハ

と

い
う
、
シ
ク
語
尾
を
送
る
こ
と
も
あ
る

「直

シ
」
だ
ろ
う
。
右
の

「
日
ノ
装
束

直
ク
」
は
、
宇
治
拾
遺
物
語

に
重
出
し
て
同
じ

「
う
る
は
し
く
」
と
い
う
用
語
が

ヘ

へ

あ
り
、

「心
地
う
る
は
し
」
も
常
套
語
で
あ
る
。

こ
の

「
直
シ
」
は
、
天
竺

・
震

旦
部
に
は
見
ち
れ
ず
、
表
1
の
よ
う
に
本
朝
部

で
は
相
当
数
頻
用
さ
れ
る
。
意
味

的
に
は
、
装
束

・
立
居
振
舞

・
心
ぱ

え

・
事
の
し
つ
ら
え
等
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
も

の
な
り
に
欠
け
る
と
こ
ろ
な
く
ゆ
き
届
い
て
立
派

で
あ
る
こ
と
を
褒
め
る
言
葉
で

あ

る
。

ひ
と

つ
だ

け

注

目

さ

れ

る

こ
と

は

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

〇
二

人

ノ
男

有

リ
、

皆

形

良

直

ク

シ

テ
、

咲

ヲ
含

テ

微

妙

ノ
衣

ヲ
着

テ
、

(巻

14
⊥

第
2

)

　

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

　

o
前
司
ノ
年
廿
余
歳
許
ナ
ル
ガ
形
モ
美
麗

二
心
バ

ヘ
モ
直

シ
キ
御

ス
也
。

(
巻
19
1
第
5
)

と
い
う
よ
う
な
男
に
つ
い
て
い
う
場
合
は
見
ら
れ
て
も
、
女
の
形
姿
や
心
ぱ
え
に

つ
い
て

「直
シ
」
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
形
容
詞
語
尾
が
送

ロ

ら
れ
る

「美
」
で
、
本
朝
世
俗
部
の
明
ら
か
な

「
美
シ
」
を
除
い
た
残
り
8
例
は
、

う
ち
6
例
ま
で
女
の
容
姿
に
か
か
わ
る
も
の
、
あ
と
2
例
も
、

o

(
平
仲
)
品
モ
不
賎
ズ
形
チ
有
様
モ
美
カ
リ
ケ
リ
。

(巻

30
1
第
1
)

〇
一
人
ノ
男
子
有
ケ
リ
。
年
若
ク
シ
テ
形
チ
美
カ
リ
ケ
レ
バ

(巻

27
1
第
25
)

と
、
い
わ
ば
そ
れ
に
準
じ
る
艶
な
美
し
さ
を
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
し
こ
れ
ち
が

ウ
ル
ハ
シ
の
表
記
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
今
昔
は
ウ
ル
ハ
シ
を
男
性
的

「直

シ
」
と

女
性
的

「美

シ
」
に
意
味
分
析
し
て
意
識
的
に
書
き
わ
け
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

さ
ら
に
、
世
俗
部
に
3
例
だ
け
出
る
、

ヘ

へ

o
近

ク
寄

タ

ル
気

ハ
ヒ
外

二
見

ヨ
リ

ハ
餓

ク

労

タ

シ
。

(巻

22
1

第

7

)

ヘ

へ

o
女

ノ
餓

ク
思

ケ

レ

バ
夜

々
召

ケ

ル

ニ
、

(巻

30
1

第

4

)

ヘ

へ

o

(女
ノ
)
極
ク
餓
キ
香

ノ
急
ト
聞
エ
ケ
レ
バ
、

(巻

26
1
第
4
)

と
い
っ
た

「
餓
シ
」
が
、
名
義
抄

の
訓
ど
お
り
ウ
ル
ハ
シ
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も

そ
う
し
た

「
美
シ
」
の
同
類
と
な
る
。

本
朝
世
俗
部
で

一
つ
の
和
語

の
用
字
が
三
つ
に
も
わ
た
る
と
い
う
の
は
や
や
異

例
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
特
別
の
事
情
ー

今
昔
の
意
識
的
な
用
字
選
択
が
か
ら

ん
で
い
る
可
能
性
を
、
さ
ら
に
次
章

で
み
て
ゆ
き
た
い
。

さ
て
、
す
で
に
掲
出
し
て
い
る
表
1
は
、
以
上

一
、
二
章
の
考
察
に
か
か
わ

っ

て
、
各
用
語

・
用
字
の
巻

々
の
用
例
数
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
用
例
数
に
つ

い
て
は
、
馬
渕
和
夫
監
修

『
今
昔
物
語
集
文
節
索
引

叱
自
立
語
索
引

・
漢
字
索
引
』
.

を
手
掛
り
に
し
た
が
、

「
美
シ
」
等
訓
の
と
り
方
に
若
干
手
直
し
し
た
部
分
も
あ
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奈

り
、
数
よ
り
も
む
し
ろ
分
布
状
態
を
見
る
意
図
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
お
い
て

と
く
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
す
で
に
個

々
の
用
字
に
つ
い
て
ふ
れ
た
よ
う
に
、

天
竺

・
震
旦
部
と
本
朝
部
と
の
間
、
す
な
わ
ち
巻
十

一
以
降
と
そ
れ
以
前
と
で
用

字
の
上
で
か
な
り
明
確
な
切
れ
目
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
何
ら
か
の
全
体
的
な

一

貫
性
も
窺
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
今
昔
の
表
記
や
文
体
に
つ
い
て
は
、
巻

二
十
二

以
降
と
そ
れ
以
前
の
位
相
に
注
目
さ
れ
る
こ
と
の
方
が
多
い
が
、
こ
の
表

で
見
る

限
り
の
用
字
に
つ
い
て
は
、
巻
十
ま

で
と
巻
十

輔
以
降
の
切
れ
目
の
方
が
顕
著

で

あ
る
ゆ
そ
こ
に
は
、
本
朝
部
ゆ
え
に
、
日
本
的
情
意
の
独
自
性

へ
の
自
覚
と
い
っ

た
も
の
も
何
ほ
ど
か
あ

っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
う
。

三

ヘ

へ

o
正
直
の
頭
に
神

や
ど
る
と
申
す
事
が
ご
ざ
る
。
(虎
寛
本
狂
言

祢
宜
山
伏
)

と
い

っ
た

「
正
直
」
は
、
お
伽
話
の
正
直
爺
さ
ん
の
中
心
的
役
割
を
思
い
出
す
ま

で
も
な
く
、
近
世
以
降
高
度
成
長
期

あ
た
り
ま
で
、
日
本
の
庶
民
の
生
き
方
を
律

し
て
来
た
徳
目
で
あ
る
。
こ
の

「正
直
」
が
、
今
昔
物
語
集
に
は
巻

二
十
ま
で
に

お
い
て
13
例
見
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で

「
正
直

の
頭
に
神
や
ど

る
」
と
い
っ
た
諺
か
ら
し
て
も
、
近
世
以
降

の
語
感
に
よ
る

「
正
直
」
は
、
た
と
え
ば
同
じ
く
今
昔
の
巻
々
に

一
定
数
の
用
例

が
あ
り
、
現
代
語

で
も
あ
る

「
慈
悲

・
因
果

・
功
徳
」
な
ど
と
比
ぺ
た
と
き
、
そ

こ
に
仏
教
的

ニ
ュ
ア
ソ
ス
は
薄
い
と
感
じ
る
。
こ
の
語
が

一
般
に
辞
書
に
載
せ
ら

れ
る
の
は
節
用
集
類
か
ら
で
、
名
義
抄

・
字
類
抄
に
見
え
な
い
と
こ
ろ
か
ら
は
、

平
安
期
と
く
に
関
心
を
持
た
れ
た
言
葉
と
い
う
の
で
は
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
今

昔
は
、
単
に
書
承
用
語
と
し
て
、
機
械
的

に
こ
の
語
を
用
い
た
に
す
ぎ
な
か

っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
な
が
ら
、

「
微
妙
」
に
せ
よ

「端
正
美
麗
」
に
せ
よ
、
人

間
評
価
に
か
か
わ
る
用
語
は
、
常
套
化
し
な
が
ら
も
大
い
に
意
識
的
に
用
い
て
い

る
と
見
ら
れ
る
の
が
今
昔

で
も
あ
る
。

　

ヘ

へ

 

o
香
姓
婆
羅
門
心
正
直

ニ
シ
テ
智
有
リ
。

(巻
3
1
第
35
)

OOOOO

　

ヘ

へ

(天
竺
.の
太
子
)
形
白
ハ端
正

ニ
シ
テ
心
性
正
直
也
。

ヘ

ヘ

へ

(長
安
の
女
)
形
美
麗

ニ
シ
テ
心
正
直
也
。ヘ

ヘ

へ

(源
信
の
父
)
道
心
ハ
元
ケ
レ
ド
モ
心
ハ
正
直
也
ケ
リ
。

ヘ

へ

　

(翁
和
尚
)
心
正
直

ニ
シ
テ
永
ク
譜
曲
ヲ
離

レ
タ
リ
。

ヘ

ヘ

へ

(大
納
言
安
世
)
形
チ
美
麗

ニ
シ
テ
心
正
直
也
ケ
リ
。

(巻

4
ー

第

21
)

(巻

10
ー

第

勿
)

(巻

12
⊥

第

肥
)

(巻

13
1

第

14
)

(巻

19
1

第

1
)

岩
波
大
系
本
が
、
典
拠
か
と
見
ら
れ
る
漢
籍
仏
典
に
こ
の
語
を
索
め
て
得
ら
れ

な
か

っ
た
こ
と
は
、
右
の
巻
三
や
巻
七
の
用
例
の
頭
注
に
窺
わ
れ
る
が
、
仏
教
語

辞
典
等
で
確
か
め
る
限
り
、

「
正
直
」
は
法
華
経
方
便
品
他
仏
典
出
自
の
用
語
で

あ
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
も
と
よ
り
シ
ャ
ウ
ヂ
キ
は
呉
音
で
あ
る
し
、
所
出
が

巻
二
十
ま
で
に
限
ら
れ
本
朝
世
俗
部
に
は
皆
無
で
あ
る
点
、
表
2
に
挙
げ
る

「人

間

・
飲
食

・
生
死
」
等
の
仏
教
語
出
自
の
漢
語
群
と
同
様
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
。

さ
て
、
右
に
挙
げ
た
用
例
に
お
い
て
、

「
心
正
直
ナ
リ
」
と
は
か
な
り
常
套
句

で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
が
、
二
章

の

「直

シ
」
の
と
こ
ろ
で
挙
げ
た
用
例
、

o
形
モ
美
麗

二
心
バ

ヘ
モ
直
シ
キ

(巻

19
1
第
5
)

な
ど
は
、
右
の
巻
十

・
巻
十
九
の

「
正
直
」
の
出
る
文
脈
と
そ
の
ま
ま
重
な
る
も

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

「
直
シ
」
は
あ
る
場
合
に
は

「
正
直
旨
の
翻
訳
語
的
な

使
用
が
今
昔
で
な
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
、
こ
う
し
た
用
法
の
重
な
り
か
ら
は
推

察
さ
れ
る
◇
本
朝
仏
法
部
の

「直

シ
」
は
、

、

、

、

o

(道
照
和
尚
)
智
リ
広
ク
心
直
シ
。

ヘ

へ

　

O

(妙
達
和
尚
)
身
清
ク
シ
テ
心
直

シ
。

　

　

　

o
入

道

、

本

ヨ
リ

心

直

ク

シ

テ
、

邪

見

放
逸

ヲ
離

タ

リ

ト

ヤ
。

ヘ

ヘ

へ

　

o

(丹
波
中
将
)
本

ヨ
リ
心
直
シ
ク
シ
テ
詔
曲
元
カ
リ
ケ
リ
。

等
と
、
ほ
と
ん
ど
が
と
く
に
僧
の
心
に
つ
い
て

「
直
シ
」

.-.

巻
13

i第

.-.

11

幽
13,4
))

1s

第
43

.-.

巻
15

i第

s1

と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
う
ち
最
後
に
挙
げ
た
巻
十
五
ー
第
四
十
三

「丹
波
中
将
雅
通
往
生
語
」
は
、

法
華
験
記
巻
下

一
〇
二
が
典
拠
と
な
る
も
の
で
、
験
記
の
方
に
は
、

　

　

 
o

心
操

正
直

ニ
シ

テ
、

諮

諌

ヲ
離

ル
。
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と
、

「
正
直
」
が
見
ら
れ
る
。
あ
る

い
は
こ
れ
は
さ
き
に
挙
げ
た
巻
十
三
-
第
十

四
の

「
正
直
」

の
用
例
と
も
ほ
ぼ
同
文
脈

で
あ
る
。
ま
た
、
巻

々
の
用
例
の
分
布

ウ

ル
ハ

で
言
え
ぱ
、

「
正
直
」

と

「
直

シ
」

の
分
布
状
況
は
、
あ
た
か
も

「
微
妙
」
と

メ
デ
タ

ア
サ
マ

「
微
妙
シ
」
、

「奇
異
」
と

「
奇
異

シ
」
の
分
布
と
類
似
し
て
、
本
朝
仏
法
部
で

両
語
重
出
し
な
が
ら
、
漢
語

「
正
直
」
は
よ
り
前
半
に
、
和
語

「
直
シ
」
は
よ
り

後
半
に
と
い
う
広
が
り
と
な

っ
て
い
る
。

一
般
に
平
安
期
の
他
文
献
の
用
例

で
は
、
ウ
ル
ハ
シ
は
、

二
章

で
も
ふ
れ
た
よ

う
に
、
も
の
ご
と
の
た
た
ず
ま
い
の
そ
の
も
の
な
り
の
端
麗
さ
を
言
う
の
が
普
通

で
、

　

ヘ

へ

o
此
大
領
ガ
着
タ
ル
衣
ノ
直

シ
ク
微
妙

ヲ
見
テ
、

(巻
23
ー
第
18
)

　

　

　

o
其
ノ
石
ヲ
掘
リ
埋
テ
上

二
石
ヲ
直
シ
ク
置
也
。

(巻
29
1
第
27
)

と
い
っ
た
よ
う
に
、
今
昔
の

「
直
シ
」
も
過
半
は
そ
の
系
統
の
も
の
で
あ
る
が
、

「心
直

シ
」
と
い
う
右
の
よ
う
な
場
合
、
翻
訳
語
的

に
意
味
を
敷
術
拡
張
さ
せ
て

ハ　
り

用

い
た

と
見

る

べ

き

だ

ろ

う

か

。

あ

る

い

は
、

ヘ

ヘ

へ

o
然
様
ノ
鬼
神

ハ
横
様
ノ
非
道
ノ
道
ヲ
バ
不
行

ヌ
也
。
只
直
シ
キ
道
理
ノ
道
ヲ

行
ク
也
。

(巻
"
1
第
23
)

の

「直

シ
」
を
大
系
本
が

「
タ
ダ
シ
」
と
訓
ん
だ
よ
う
に
、

「
正
」
と
共
に
タ
ダ

シ
の
用
字
と
し
た
つ
も
り
だ

っ
た
可
能
性
も
な
い
わ
け
で
は
な
く
、
ウ
ル
ハ
シ
も

タ
ダ
シ
も
い
ず
れ
も
シ
ク
活
用
の
た

め
判
断
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
右
に
ひ
い
た
う
ち
、

「
心
正
直

ニ
シ
テ
」

(巻
13
1
第
14
)

「身

清
ク
シ
テ
心
直
シ
」

(巻
13
1
第
13
)
は
、
い
ず
れ
も
法
華
験
記
に
典
拠
風
の
も

の
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
は
、

O
其
心
清
浄

ニ
シ
テ
、
遠
ク
諮
曲

ヲ
離

レ
、

(下
…
…)

o
心
行
清
浄

ニ
シ
テ
染
着

ス
ル
ト

コ
ロ
ナ
シ
。

(
上
8
)

と
あ
っ
て
、

「
正
直
」
あ
る
い
は

「直
」
は
用
い
ら
れ
ず
、
代
わ
り
に
心

「清
浄
」

と
い
う
用
語
が
見
ら
れ
る
。

「清
浄
」
は
、

「
キ
ヨ
シ

・
キ
ヨ
ム
」
と
い
っ
た
語

に
通
ず
る

「
正
直
」
よ
り
も
よ
り
古
来

の
日
本
的
価
値
観
に
か
か
わ
る
と
見
ら
れ

る
用
語

で
、
色
葉
字
類
抄
に
も
出
る
が
、
今
昔
に
も
、

o
身
心
清
浄

ニ
シ
テ
、

(巻
11
1
第

%
)

o
聖
人

ノ
信
力
清
浄
也
。

(巻

12
1
第
㎝
)

o
聖
人
沐
浴

シ
清
浄

ニ
シ
テ
、

(巻

20
ー
第
12
)

と
、
や
は
り
本
朝
仏
法
部
ま
で
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
意
味
的
に
は
、

「
心

清
浄
」
と
い
う
よ
り
、
沐
浴
し
て
身
を
清
浄
に
保

つ
と
い
っ
た
場
合
が
、
今
昔
で

は
よ
り

一
般
的

で
あ
る
。

経
典
経
文
の
中
の
ど
の
用
語
に
と
く
に
思
い
入
れ
を
し
て
重
用
頻
用
す
る
か
は
、

平
安
期
、
寺
院
や
僧
団
に
よ

っ
て
異
な
る
と
い
う
こ
と
は
当
然
あ

っ
た
で
あ
ろ
う

し
、
そ
う
し
た
中
で
そ
れ
ら
の
用
語
が
日
本
語
と
し
て
こ
な
れ
て
ゆ
く
過
程
も
、

ま
た
様

々
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。
類
同
文
脈
内
に
お
け
る
今
昔
と
験
記
の
右

の
よ
う

な
用
語

の
位
相
は
、
そ
れ
ら
の
用
語
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
ま
だ
生
硬
な
漢
語

で
あ

っ
て
、

こ
な
れ
た
日
本
語
と
な

っ
て
は
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
さ
き
に
も
述
べ
た
よ
う
に

「正
直
」
も

「
清
浄
」
も
今
昔
で
は
巻
二
十

ま
で
の
用
語
で
あ
る
が
、
他
に
も
か
な
り
な
用
例
数
で
出
る
現
代
も
通
用
の
漢
語
、

た
と
え
ば

「善
悪

・
飲
食

・
衣
服

・
生
死

・
人
間

・
浄
土
」
等
々
が
、
今
昔
中
で

は
巻

二
十
ま
で
の
用
語
に
限
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
当
然
こ
れ
ら
は
、
仏

典
か
ら
日
本
語
に
は
い

っ
た
と
み
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
う
し
た
も
の
の
中
で
も

「
慈
悲

・
功
徳

・
因
果
」
な
ど
は
世
俗
部
に
も
見
ら
れ
、
世
俗
社
会

へ
の
仏
教
語

の
浸
透
度
と
い

っ
た
こ
と
が
あ
る
程
度
窺
わ
れ
る
。
逆
に
本
朝
世
俗
部
の
ほ
う
で

主
と
し
て
用
い
ら
れ
る
漢
語
に
は

「
愛
敬

・
案
内

・
消
息

・
沙
汰

・
装
束
」
な
ど

が
あ
り
、
全
般
に
わ
た

っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る

「希
有

・
例

・
役

・
座
」
と
い

っ

た
も
の
も
あ
る
。
表
2
に
は
、
そ
れ
ら
の
語
が
各
巻
中
何
話
に
わ
た

っ
て
用
い
ら

れ
て
い
る
か
を
、
な
る
ぺ
く
多
く
の
用
例
を
も
つ
用
語
に
よ

っ
て
拾

っ
た
も
の
で

あ
る
。
も
と
も
と
対
応
す
る
和
語
が
な
く
、
漢
語
に
動
詞
語
尾
ス
を
つ
け
て
日
本

語
化
し
、
以
後
現
代
ま
で
主
要
な
動
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

「信
ズ

・
感
ズ

・
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(
注

)

現

代

も

通

用

の

語

で

、

一
〇
話

以

上

に
出

る

主

な

も

の

を

選

ん

だ

。

数

字

は
各

巻

に
お

い

て

そ

の

語

が

出

る

話

数

。

下

段

○

印

は

色

葉

字

類

抄

所

出

の

も

の
。

同

抄

に

、

仏

教

系

漢

語

の

少

い

こ
と

が

わ
か

る

。

昼 日夜 沙案装愛消得 道宿希 愛感信 慈功音世利因因帰地極 浄衣飲生人善殺俄清正 語
例役座

夜夜前 汰内束敬息意 理世有 スズズ 悲徳楽界益縁果依獄楽 土服食死間悪生悔浄直 ,巻

=

112317 36 8109117 2fi22215 1

3 524 554 31821419 55122622 2

2 3314 135 185414 333112631 3

a 2132 2s 4651242 31121231 4●

1 131 15 22113121 25111 5

z 523 19 211321011588 1142131344 6

3 214 111 31311551 331101721 7
1

2 1355 2910 3111 243262 9

a 1 21312 213 21 211 10

21 1 423 21 13452513 11133 11

36 iz 5435 s 31744115 31221251 12

8201 12 2252 325 97113124112 1132252211 13

6153 1 122712 112 11121322123 332221811 14

4142 21 1942 110 762221144343 116125141 15

134 121 336 317 811122211 3111 is

213 123 135 5411411152fi 21211391 17
1

13 111321 111053 823 56123135 11 19

1`11 11 1131 1119 35213123 112111 20

2 11 2z

1 133 23

12 13312 1541 39 11 24

2 131 121・1 21 1 25

1 41712 5652 21 12 26

5 222 319821 12 1 27

1 24932 33109 123 111 28

33 11533 2343 2 31 29

112 3 2 34

2 2242 1147 zii 11Z12 31

0 0000 0000 0 ○○○ 000 色

表

2
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鴨

愛

ス
」
も
、
表
に
入
れ
て
み
れ
ば
、
今
昔
の
こ
ろ
か
ら
よ
う
や
く

一
般
化
し

つ
つ

ハ　
リ

エ
プ
ク

あ

っ
た
こ
と
が
見
て
と
れ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
ま
た
、

「
衣
服
」
と

「装
束
」

オ
ソ
リ
キ

は
、
僧
界
と
俗
界
で
は

っ
き
り
わ
か
れ
て
い
る
用
語
で
あ

っ
た
こ
と

(
「飲
食
」

に
対
す
る

「食
物
」
は
全
巻
に
わ
た

っ
て
出
る
が
、
本
朝
世
俗
部
で
ジ
キ
.モ
ツ
か

ク
ヒ
モ
ノ
か
ど
ち
ら
の
訓
が
適
切
か
は
不
明
)
な
ど
も
注
目
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の

漢
語
に
お
け
る
今
昔

の
用
語
的
特
徴

の
切
れ
目
は
、
明
ら
か
に
本
朝
仏
法
部
と
世

俗
部
の
間

で
大
き
い
。
最
後
の
巻
三
十

一
は
、
し
ば
し
ば
世
俗
部
中

で
の
異
質
性

が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
用
語

に
お
い
て
も
他
の
世
俗
部
に
出
な
い
も
の

が
出
る
と
い
う
こ
と
が
表
に
明
ら
か
で
あ
り
、
何
ら
か
の
拾
遣
要
素
も
考
え
ら
れ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
今
昔
編
纂
者

の
整
然
た
る
類
纂
意
識
か
ら
し
て
も
、
天
竺

部
五
巻
震
旦
部

五
巻
計
異
国
部
十
巻
、
本
朝
仏
法
部
十
巻
、
本
朝
世
俗
部
十
巻
と

い
う
の
が
、
当
初
の
構
想
で
あ

っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
ま
れ
、
誠

に
大
部
広
範
な
今
昔
物
語
集
の
用
字

・
用
語
に
つ
い
て
吟
味
検
討

す
べ
き
こ
と
は
多
い
。
そ
し
て
物
語
集
と
し
て
の
そ
の
性
格
か
ら
、
そ
う
し
た
言

葉
に
つ
い
て
の
問
題
が
、
今
昔
個
別

の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
時
代
の

一
般
的
あ
り

様
に
じ
か
に
繋
が
る
ま
こ
と
に
有
難

い
作
品
と
し
て
の
位
置

を
今
昔
は
も

つ
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

注

(
1
)
佐
藤
喜

代
治
編

『
漢
字
講
座
5

〈
今
昔
物
語
集
V
田
中
牧
郎
氏
担
当
』

(
明
治
書
院
)

に
簡
潔

な
整

理
が
あ

る
。

(
2
)

『
今
昔
物
語
集

の
語
彙
と
語
法
』

(
明
治
書
院

)
第

三
章
。

(
3
)
注

(
2
)
第

二
章
第
七
節
。

イ

モ

(
4
)

一
例
だ
け

「
微
妙
ジ
ク
テ
」

(
巻
勿
-
第

31
)
と
訓
ま
れ
る
例

が
あ
る
が
、

同
話
は
、

メ
デ
タ

イ
　

さ
か
ん
に

「
微
妙

シ
」
と

「
極
ジ
」

が
用

い
ら
れ
、

「
目
出

タ
ガ

ル
」

「
目
出

入
ル
」

も
あ
る
。
何
ら
か
の
錯
綜
、
あ
る

い
は
意
図
し
て
の

「
あ
そ
び
」
と

い
っ
た
も

の
が
あ

っ

た
の
か
も

し
れ
な

い
。

(
5
)
山

口
佳
紀

「
今
昔
物
語
集
表
記
法

管
見
」

(
国
語

と
国
文
学
第

43
巻
第

12
号

)

(
6
)
小
学
館
全
集

・
新
潮
社
集
成
は
、

「
美

ノ
紙

・
美

ノ
八
丈
」
は
ミ
ノ

(美
濃

)
と
し

て
い
る
。

(
7
)

『
塵
袋
』
巻

九

「
美
物
」
参
照
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

(
8
)

「
仏

の
い
と
う
る
は
し
き
心

に
て
」

(
源
氏

蛍

)
と

い
う
用
例
を

『
源
氏

物
語

玉

の
小
櫛
』

は

「
き

っ
と

し
て
正
し

い
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
漢
語

で
い
え
ば

「
美
麗
」

よ
り

「
正
直
」

で
あ
る
。

翻
訳
的
意
味
拡
張
が
あ

っ
た
と
し
て
も

必
ず

し
も
今
昔
独
自

で
は
な

い
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

(
9
)
宮
地

敦
子

「
『
愛

ス
』
考
」

(
国
語
国
文
第

35
巻
第

6
号
)

拙
稿

「
古
代

日
本
語

に
お
け
る

「
信
ず
」

の
成
立
ま
で
」
(
奈
良
大
学
紀
要
第

16
号
)

な
お
、

例
文

の
引
用

は
、
岩
波
古
典
大
系
本

に
よ

っ
た
。
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