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漢
文
訓
読
語
に
於
け
る
係
助
詞
に
就

い
て

築

島

裕

春

日
政
治
先
生
が
御
め
で
た
く

八
十
の
齢
を
重

ね
ら
れ
ま
し
た
こ
と
を

心
か
ら
お
慶
び
申
上
げ

ま
す
。

こ
の
拙

い

一
篇

を
捧
げ

、
御
学
恩
の
万

分

の

一
に
報

い
奉
り
た
く
存
じ
ま
す
。
今
後
益

ミ
御
健
康
に
て
末
長
く

我

々
後
学

を
お
導
き
下
さ
る
や
う
、
切
に
祈

上
げ

ま
す
。

平
安
時
代
に
於

て
、

当
時

の
漢
文
訓
読
に
用

ゐ
ら
れ
た
言
葉

が
、
同
じ
時
代

の
和
歌

や
和
文
等
に
用
ゐ
ら

れ
た
言
葉
に
比
べ
て
、
多
く

の
相
違
点
を
持

つ
て

ゐ
た
こ
と
は
、
国
語
史
上
極
め
て
重
要
な
事
柄
で
あ
り
、
殊

に
交
法
史

・
語
彙

史

・
文
体
史
等

を
考

へ
る
際
に
は
、
そ

の
構
想
の
基
に
据
う

べ
き
基
本
事
項

で

あ
る
。

こ
の
事
柄

に
関
し
、
春
日
政
治
博

士
以
来
、
若
干

の
研
究
者
に
よ

つ
て

研
究
が
進
め
ら

れ
、

そ
の
結
果
、
多
く

の
点
が
明
か

に
さ
れ
る
に
至

つ
た
。

し

か
し
尚
解
明
せ
ら
れ
ず

に
残
さ
れ
て
ゐ
る
問
題
も
極

め
て
多

い
。
殊

に
、
文

の

構
造

に
関
す
る
事
項
は
、
多
く

の
部
分
が
未
検
討

の
ま
ま

に
残
さ
れ
て
ゐ
る
や

う

で
あ
る
。

こ
の
点
に

つ
い
て
、
研
究
を
着
実
に
進

め
る
為
に
は
、
古
訓
点
本

か
ら
、
そ

の
摘
録
で
な
く
、
全
文
を
解
読
し
て
、
精
密
な
訓
下
し
文

を
作
成
す

る
こ
と
が
必
要

で
あ
ら
う
。
既

に
春
日
博
士

の
大
著

「
頼
猷
金
光
明
最
勝
王
経
古

点
の
国
語
学
的
研
究
」

を
始
め
と
し
、
大
坪
併
治
氏

・
中
田
祝
夫
博
士
等
に
よ

つ
て
、
古
点
本

の
全
文
の
解
読
文
も
相
当
数

が
公

に
さ
れ
て
ゐ
る
。
私
は
、
こ

れ
ら
諸
先
学

の
御
労
作
に
、
私

が
接
し
得
た
若
干

の
資
料
を
加

へ
、

大
体
、
平

安
初
期

か
ら
院
政
時
代
に
亘
る
訓
点
資
料
を
中

心
と
し
て
、
当
時

の
漢
文
訓
読

語

に
於
け
る
文

の
構
造
を
検
討
し
、
同
じ
平
安
時
代
の
和
歌
和
文

の
文
の
構
造

と
比
較
す
る
こ
と

に
よ

つ
て
、
そ
の
特
質
を
解
明
し
て
行
き
た

い
と
考

へ
る
の

で
あ
る
が
、
本
稿

は
そ

の
試
み

の

一
つ
と
し
て
、
訓
読
語
文

に
於
け
る
係

助
詞

の
機
能

に
つ
い
て
、

一
二
気
附

い
た
こ
と
を
述

べ
て
見
た

い
と
思

ふ
。
資
料
の

取
上
げ
方

に
つ
い
て
も

、
論

の
構
成
に

つ
い
て
も
、
未
熟
な
点
が
多

い
の
で
あ

つ
て
、
今
後

の
補
正
を
期

し
た
い
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
大
方

の
御
高
批
を
切
に

願
上
げ
る
次
第

で
あ
る
。

係
助
詞
に
属
す
る
語
と
し
て
、本
稿

で
は
、
「
は
」

「も
」

「
ぞ
」

「
な
む
」

「
や
」

「
か
」

「
こ
そ
」

の
七
語
だ
け
を
認
め
る
こ
と
に
す
る
。
又
、
こ
れ
ら

各
語

に
つ
い
て
、
用
法
に
よ

つ
て
は
終

助
詞

に
含
め
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、

本
稿

で
は
、
終

助
詞
的
な
働
き
を
す
る
も

の
ま
で
、
す

べ
て
含

め
て
論
ず
る
こ

と
に
す

る
。

国
語
文

一
般
と
し
て
考

へ
た
場
合
、
係

助
詞
が
文

の
構
造
上
殊
に
重
要
な
役



割

を
担

つ
て
ゐ
る
こ
と
は
周
知

の
事
実

で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
平
安

時
代

の

国
語
文
に
於

て
も

通
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
唯
そ

の
用
法
の
面

で
少
し
詳
し
く

見
る
と
、
同
じ
平
安
時
代

に
於
て
も

、
漢
文
訓
読
語

の
係

助
詞
と
ヤ
和
歌
和
文

の
類

の
係
助
詞
と
の
闘

に
は
、
相
当
に
大
き
な
隔
り
が
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

係
助
詞
に
関
す

る
文

の
構
造
が
、
訓

読
語
文

に
於
て
、
特
徴
的
な
点
が
多

い
と

い
ふ
こ
と
に
も

な
る
や
う
で
あ
る
。

訓
読

の
係

助
詞
に
関
し
て
、
概
略
、
次

の
や
う
な
特
徴
を
数

へ
る

こ
と
が
出

来

る
と
思

ふ
。

一

「
な
む
」

の
用
例
は
皆
無
で
あ
る
。

「
な
む
」
を
含
む
曲
調
終
止

の
文

は
存
在
し
な

い
。

　「こ
そ
」

の
用
例
も
少
く
、
そ

の
少

い
例
も
多
く
は
逆
接
条
件
句
を
形

成
す
る
も

の
で
、
已
然
形
終
止

の
曲
調
終

止
の
文
は
少

い
。

　「や
」
は
文
中

に
於
て
は
用
例
が
少
く
、

あ
つ
て
も
同
類
の
対
句

(並

立
句
)

の
如
き
形
を
取
る
も

の
が
多

い
。

四

「
ぞ
」
は
文
中
に
於

て
は
疑
問
語
な
し
に
用
ゐ
ら
れ
る
こ
と
は
少
く
、

多
く
は
、
疑
問
語
と
共
に
用
ゐ
ら

れ
る
。
し
か
も
そ

の
疑
問
語
の
種
類
は

比
較
的
限
ら

れ
て

ゐ
る
ら
し

い
。

五

「
か
」
は
文
中
で
は
疑
問
語
と
併
用
さ
れ
て
用
ゐ
ら

れ

る

の

み
で
あ

る
。

六

「
は
」

「も
」
は
文
中
に
用
ゐ
ら

れ
る
こ
と
は
多

い
が
、
そ
れ
も
和

歌

和
文
に
比

べ
る
と

用
法

が
狭

い
。
又

「
は
」

「
も
」

を
文
末

に
用

ゐ
る
例

は
少

い
。

　
係
助
詞
相
互

の
重
り
合
ひ
が
少

い
。

以
下
右
の
各
項

に

つ
い
て
逐
条

述
べ
　
最
後

に
訓
読
に
於

て
係
助
詞
全
般
を

通
じ
て
考

へ
ら

れ
る
性
格
を
把
握
し
て
見
よ
う
と
思

ふ
。

係

助
詞

の
中
、

「
な
む
」

「
こ
そ
」

は
、
訓
読
文

に
於
て
用
ゐ
ら

れ
る

こ
と

が
極
め
て
稀
で
あ
る
。
所
謂
訓
点
資
料
に
於

て

「
な
む
」
が
用
ゐ
ら

れ
て

ゐ
る

も

の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
特
殊
な
性
格
を
帯
び
た
も

の
で
あ
る
。

「
こ
そ
」

を
用
ゐ
た
も

の
は
、
訓

点
資
料

の
中
で
も
、
平
安
初
期

・
中
期

の
も

の
に
比
較

的

多
く
見
出
さ
れ
る
が
、
後
期
以
後

の
も
の
で
は
、
訓
点
資
料
の
中

で
も
特
殊

な
も

の
に
偏

つ
て
ゐ
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

,
先
づ
、

「
な
む
」
の
用
例
は
、
訓
点
資
料

の
中

で
は
、
管
見
で
は
未
だ

一
例

も

入
ら

な
い
。
大
体

「
な
む
」
と

い
ふ
助
詞
は
、
平
安
時
代
に
於

て
は
、
用

ゐ

ら
れ
る
の
は
殆
ど
が
物
語
や
日
記
等

の
散
文

の
部
分

で
あ

つ
て
、
和

歌
に
は
殆

ど
用
ゐ
ら

れ
て

ゐ
な

い
。

そ
し
て
こ
の

「
な
む
」

は
、
物
語
を
展
開

し
て
行
く

際
に
、
話

手
が
聞
手

に
対
し
て
念
を
押
す
や
う
に
用

ゐ
る
語
で
あ
る
こ
と

が
説

か
れ
て
ゐ
る
④
。

か

や
う
な

「
な
む
」
が
訓
読
に
見
出
さ

れ

な

い

こ
と
か
ら
し
て
、

「訓
読

語
」

の
言
語
的
性
格

が
所
謂

「
物
語
」

の
類
か
ら
隔
り

の
あ
る

こ
と
が
推

測
さ

れ
る
。
訓
読
の
対
象
と
な

つ
た
漢
籍

仏
典

の
中
に
は
、
例

へ
ば
、
法
苑
珠
林

・

冥
報
記

・
金
剛
般
若
経
集
験
記

・
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝

・
高
僧
伝

・
日
本
霊

異

記
な
ど
の
如
く
、

「
説
話
」
的
要
素
、
即
ち

「物

語
」
的
要
素
を
含
む
文
献

も
多

い
の
で
あ
り
、
又
、
法
華
経
や
金
光

明
最
勝
王
経
な
ど
の
如
く

「説

話
」

的
内
容
を
持

つ
経
典
も
数
多
く
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
、
そ

れ
ら

の
訓
読
を
表
し
た
古
訓
点
に
は
、
等
し
く

「
な
む
」

を
見
出
す
こ
と
が
出

来
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
文
献
の
実
質
的

(概
念
的

)
内
容

(
表

現

対



象
)
と
、
そ
れ
を
表
現
す
る
主
体

の
態
度
と

が
、
本
質
的

に
別
の
も

の
で
あ
る

こ
と

の
表
れ
で
も

あ
る
。

「
な
む
」
を
用
ゐ
る
の
は
、
表
現
す
る
主
体

の
態
度

で
あ

つ
て
、
表
現
主
体

が

「
物
語
」
的
態
度

に
よ

つ
て
表
現
を
行

ふ

と

き

に

は
、
こ
の
や
う
な

「
な
む
」

を
多
く
用
ゐ
る
の
で
あ
り
、
今
昔
物
語
等

に
は
、

「
な
む
」
を
多
く
用
ゐ
て
ゐ
る
が
、

こ
れ
は
こ
の
先
行

の
漢
文
文
献

の
訓
読
文

に
は
恐
ら
く
存
在
し
な
か

つ
た
の
を
、

こ
れ
ら

の
文
献
を
作
成
し
忙
作
者
が

「

物
語
」
的

態
度
で
表
現
し
た
か
ら
と
考

へ
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。
漢
交
を
訓
読

す
る
際
に
は
、
原
文
を
正
確
に
解
読
す
る
と

い
ふ
点
に
力
を
注
ぎ
、
表
現
対
象

を
適
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
段
階

に
止
ま

つ
た
の
で
あ

つ
て
、
更

に

一
歩
進

ん
で
、
そ
の
表
現
文
を
聞
手

に
対
し
て

「物
語
]

つ
て
聞

か
せ
る
と

い
ふ
段
階

に
ま

で
は
進
ま
な
か

つ
た
も

の
と
考

へ
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
漢

文
に
盛
ら
れ
て

ゐ
る
内
容
で
あ

つ
て
も
、
そ
れ
を

「
物
語
」
的

な
方
式
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に

な
れ
ば
、
そ

れ
は

「
訓
読
」

の
形
と
し
て
で
は
な
く
、
更

に

一
歩
進

ん
だ

「
片

仮
名
交
り
文
」
と
し
て
の
形
で
表
現

さ
れ
た

の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
が
今
昔
物
語

や
打
聞
集

な
ど

の
類
で
あ

つ
た
と
老

へ
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

訓
読
も

、
そ

の
初

め
頃
に
あ

つ
て
は
、
師
匠
が
弟

子
に
対
し
て
講
義
を
行

つ

た
際
の
言
語
で
あ
り
、
そ
の
当
時
の
口
語

を
反
映
し
て
ゐ
る
の
で

あ
る
と
説

か

れ
て
来
て
ゐ
る
。

唯
そ

の
際
、
師
匠
か
ら
聴
者

に
対
す
る
発
話

が
、
果
し
て

一

般
の
会
話
と
同
様
な
自
由
な
会
話
語
で
あ

つ
た
か
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
と
、
そ

れ
は
相
当
に
疑
問
で
は
な

い
か
と
思

ふ
の
で
あ
る
。
少
く
と
も
後
世
に
於
け
る

或
種

の
抄
物

の
如
き
、
比
較
的
文
語
体

に
近

い
も

の
で
あ
つ
た

の
で
は
な
か
ら

う
か
。
平
安
初
期

の
訓
読
に
は
、
既

に
所
謂

「
訓
読
特
有
語
」
②
の
多
く
の
も

の

が
具
備

し
て
ゐ
た
と
認

め
ら
れ
、
そ
の
言
語

の
特

質
は
、
や
は
り
、
漢
文
に
添

つ

て
訓
ず
る
と

い
ふ
訓
読

の
拘
束
を
大
き
く
受
け
て
ゐ
た
も
の
と
考

へ
た
い
。

当

時
か
ら
し
て
既
に
訓
読
の
言
語
は
、
師
匠
が
聴
者

に
向

つ
て

フ
リ
ー
に
(経
典
か

ら
離
れ
て
)
話
し
か
け
る
と

い
ふ
も

の
で
は
な
く
、
寧
ろ
師
匠
は
漢
文
に
向

つ

て
そ

の

一
語

一
句
ご
と

に
漢
文
に
添
ひ

つ
つ
解
読
し
て
行

つ
た
も

の
な
の
で
あ

り
、
聴
聞
し
て
ゐ
る
人
は
、
師
匠
が
漢

文
に
面
し
て
訓
下
し
て
ゐ
る
の
を
傍
で

聞

い
て
ゐ
る
と

い
つ
た
程
度

の
も

の
で
あ

つ
た
ら
う
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
聴
者
は
自
己

の
有
す

る
経
巻

に
乱
雑
な
が
ら
訓
点
を
記

入
す
る
こ
と

が
出
来
た
の
で
あ
ら
う
。
又
更
に
考

へ
る

に
、
西
大
寺
本
金
光
明

最
勝

王
経

や
、
根
津
本
大
乗
掌
珍
論

や
、
飯
室
切
金
光
明
最
勝

王
経
註
釈

の
如

き
古
点
本
の
、
欄
外

や
紙
背

に
註

記
と
し
て
記
入

さ
れ
た
片
仮
名
交
り
文
な
ど

こ
そ
、
本
文
の
漢
文

の
訓
法
か
ら

一
往
離
れ
て
聴
聞
者

に
向

つ
て
発
せ
ら

れ
た

口
頭

の
語
を
含

ん
で
ゐ
た

の
で
は
な

い
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

と

に
か
く
、
訓
読
語

に

「
な
む
」

が
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
な

い
と

い
ふ
こ
と
は
、

訓
読
語
自
体

に
は

「物
語
」
的
性
格

が
生
じ
て

ゐ
な

い
、
又
生
ず
る
余
地
が
無

か

つ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
と
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

所
で
、

「
東
大
寺
調
論
文
」
に

「
ナ
モ
」

の
例
が

二
例
あ
る
。

凍
水

シ
、、ッ
出

シ
所

一ヱ
、モ
後
モ
凍
水

ハ
出
ル

(凍
水

出
デ

シ
所

ニ
ナ
モ

後

モ
凍

水

ハ
出
ヅ

ル
)

(複
製
本
、
釈
文
19

頁
)

元
明
モ
是
力
ク
ナ
モ
有

ル

(元
明

モ
是

ク
ナ
モ
有

ル
)

(同
52
頁
)

こ
の
文
献

に

つ
い
て
、
春
日
政
治
博
士
は

「
天
長
五
年
成
実
論
点
よ
り
も

や
や

前

の
も

の
で
は
な
い
か
と
さ

へ
見
ら

れ
る

も

の

で

あ
る
」

(最
硯
下
三
二
八

頁
)
と
さ
れ
て
居
り

、
一
見
、

一
般

の
訓

点
資
料
と
類
似
の
形
態
を
有

つ
て
ゐ
る

が
、
全
体
的
に
片
仮

名
交
り
で
記
さ
れ
て
居
砺
.

又
そ

の
用
語

に
訓
読
語
と
異

な
る
も

の
が
あ
る
③
。

ナ
モ
は

い
ふ
ま
で
も

な
く

ナ
ム
の
古

形
で
あ
る
が
、
こ

の
文
献

に
こ
の
語
が
二
例
な
が
ら
見
出
さ
れ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
こ

の
文
献

が



漢
文

に
訓
点
を
附
し
て
訓
下
し
た

「
訓
読
語
」
な

の
で
は
な
く
し
て
、
法
会

の

際
に
、
聴
聞
者
に
向

つ
て
語
り
か
け
る
説

教
の
草
稿
で
あ

つ
た
と
推
測
す
る
の

に
好
都
合
な
事
実
で
あ
る
と
思
は
れ
る
。

コ
ソ
の
性
格

に
つ
い
て
、
大
野
晋
氏

の
所
説

が
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
奈
良
時

代
の

コ
ソ
…
…
已
然
形

の
呼
応
の
全
用
例
を
通
じ
て

(中
略
)

一
般

に
は
、

コ

ソ
…
…
已
然
形

の
呼
応
は
逆
接

の
前
提
句
を
形
成
し
た
。
ま
た
、
前

提
句

を
形

成
し
な

い
場
合

で
も
、
已
然
形
で
単
純

に
断
止
せ
ず

に
己
然
形

の
下
を
…
…
ダ

ガ
、
…
…
ケ

レ
ド
、

…
…

ナ
ノ

ニ
、
…
…
モ
ノ
ヲ
な
ど

の
訳
語
を
与
え
る
べ
き

も

の
が
大
部
分
を
占

め
る
。
こ
れ
は

「
そ
こ
で
断
止
し
な

い
」
と

い
う
已
然
形

の
本
来

の
機
能
に
よ
る
こ
と
で
あ
る
」

(日
本
古
典
文
学
大
系
万
葉
集

一
補
注

三
二
二
頁
)
と
要
約

さ
れ
よ
う

(大
野
氏

は
こ
の
他
に

「
解
釈
と
鑑
賞
」
誌
上

で
十
回

に
亘
り

コ
ソ
に
関
し
詳
説
さ
れ
て
ゐ
る
。
又
そ
の
他
の
個
所
で
も
述

べ

ら

れ
て
ゐ
る
)。

訓
読
語
で

は

コ
ソ
の
用
例

は
極

め
て
少

い
。
管
見
の
及

ぶ
所
で
は
そ

の
大
部

分

は
、

　
平
安
初
期

・
中
期

の
訓
点
本

　
平
安
後
期
以
後
の
訓
点
本

で
は
、
因
明
論

疏
関
係

の
書
か
、
或

い
は

文
芸
的
要
素

の
濃

い
文
献

　
訓
点
本

に
類
似

の
形
態
を
有
す

る
が
、
実
は
訓
読
語
で
な
く
、
片
仮

名
交
り
文
と
考

ふ
べ
き
も

の
。

の
三

つ
の
何

れ
か
に
属
す
る
も

の
の
如
く
で
あ
る
。

そ

し

て

又
、
そ
の
用
法

は
、
殆
ど

大
部
分

は
、
大
野
氏
の
言

は
れ
る
如
き
、
逆
接
条
件
句
を
形
成
し
て

ゐ
る
も
の
の
や
う
で
あ
る
α

先
づ
平
安
初
期
、
中
期

の
訓
点
本

に
見
ら
れ
る
例

で
は
、

金

の
体
は
清
浄
な
り
と
に
ゴ
ソ

ア

レ
、

〔
イ
、
金
の
体

ヲ
清
浄

ニ
ア
ラ
シ

ず

メ
ム
ト

ニ
コ
ソ
ア

レ
、
〕
金
無

(
ク
)
し
た
り
と
謂

(
ハ
)
非

と

い
ふ
が

讐
如
ク

(讐
如

…
…
金
体
清
浄
非
謂
無
金
)

(西
大
寺
本
金
光
明
最
勝

王

経
巻
第

二
白
点
。
最
研
上

二
八
頁
)

「
ー

不
明

設

ヒ
自
論

二
違

ハ
ム
ト
キ

ハ
、
是

レ
コ
ソ
自
宗
に
違

フ
ベ

(○
○
)
、
是

レ
共
知

ス
ル

ニ
違
害

ス
ル
過
失

ニ

ハ
非

ズ

(小
川
本

大
乗
掌
珍
論
巻
第

三
、
天
暦
九
年

(九
五

五
)
点
。

「古
訓
点

の
研
究
」

二
二
〇
頁
)

右
の
申
、
西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経

で
は
、
白
点
で

コ
ソ
を
用

ゐ
た

の
と

同
じ
個
所
の
本
文
を
、
永
長

二
年

(
一
〇
九
七
)
加
点

の
朱
点
で
は
、

讐

(
へ
)
ば
…
…
金
の
体
清
浄
な

る

に

金

無

(
シ
)
と
謂

(
フ
)

に
非

(ズ
)
と

い
ふ
が
如

(
シ
)

と
訓
じ
、

コ
ソ
は
用

ゐ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
又
、
天
理
本
金
剛
波
若
経
集
験

記

の
平
安
初
期
点

で
も
、

「
築
云
請
報
李
丞
並
元
別
事
」

の

「請

報
」

の
裏
面

に

「
マ
ウ
サ

ム
ト

ニ
コ
ソ
」

と
訓

ぜ
ら
れ
る
仮
名
が
見
え
る

(複
製
本
第

二
冊

四
丁
)
。

但
し
こ
の
先

の
部
分
に
は
仮
名
が
無

い
の
で
、

文
全
体
と
し
て
は
ど

の
や
う
な
形
に
な

つ
て

ゐ
る

の
か
明
で
な

い
。

か

や
う
に
、
平
安
初
期

に
は

コ
ソ
が
間

≧
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
た
が
、
金
光
明
最

勝

王
経
永
長
点
の
例
に
も
見
ら
れ
る
や
う

に
、
平
安
後
期
以
降
は

一
般
に

コ
ソ

の
用
法
は

一
層
少
く
な

つ
た
や
う
で
あ
る
。
た
だ
次

の
や
う
な

一
二
の
点
本

に

は
そ
の
例

が
見
え
る
。

先
づ
、
因
明
唯
識

関
係

の
書
で
は
、
平
安
後
期
以
後
に
至
つ
て
も
若
干

の
コ

ソ
の
例
を
知

る
こ
と
が
出
来
る
。



故

(
二
)
設

ケ
た
る
所

の
難
は
汝
に
於

て

コ
ソ
失
有
れ
、
非
於
我
宗

(故

所
設
難
於
汝
有
失
非

於
我
宗

)

(石
山
寺
蔵
成
唯
識
論
巻
第

一
寛
仁
四
年

(
一
〇
二
〇
)
点
)

識
は
是

(
レ
)
名
色

(
ノ
)
依
な
り
と

い
ふ

(
二
)

コ
ソ
ア
レ
、
名
色
に

摂

(
セ
ム
ト
)
に
は
非

(
ヌ
)
が
故

(識
是
名
色
依
非

名
色
摂
故
)

(同

右
巻
第
八
)

神
我

イ
交
用
す

ト

コ
ソ
イ

へ

(神
我
交
用
)

(東
大
寺
図
書
館
蔵
四
相
違

略
注
釈
天
永
四
年

(
一
一
一
三
)
点
)

実
徳
義
の
性

の
不
無

コ
ソ

ハ
即
是
能
有

(
ナ
レ
)
豊
三
に
離

(
レ
ム
ヤ
)

(実
徳
義
性

不
無
即
是
能
有
量
離

三
)

(同
右
)

こ
の
四
相
違
略
注
釈
天
永
点
に

つ
い
て
は
、
中
田
祝
夫
博
士

「
古
点
本

の
国

語
学
的
研
究

・
総
論
篇
」

一
〇
〇
八
頁
に
於

て
始

め
て
引
用
さ
れ
た
資
料
で
あ

る
が
、

コ
ソ
の
他
に
も

助
詞

イ
、

「彼
」

「自
」
そ

の
他
幾

つ
か

一
般

の
点
本

と
異
な

つ
た
特
異
な
点
を
含
ん

で
ゐ
る
も

の
で
あ
る
。

漢
籍

の
点
本

の
中

で
も
、
白
氏
文
集

・
遊
仙
窟

に
は
、

コ

ソ

の

例

が
見
え

る
。.

ウ
ト

ジ

ワ
ラ
ヒ
モ
引

ス
レ

(外
人
不
見
見
応
笑
)

外

キ
人
に
は
見

(
エ
)
不
、
・
見

工
ば
応
笑

(神
田
本
文
集
巻
第

三
天

永

四
年
点
、
複
製
本

九
ウ
。
右
は
イ
点

の
訓
法

で
.
本
点
は

「笑

(
ハ
ル
)
応

シ
」
と
訓
じ
て
ゐ
る
)

無
事
と

ア
ヂ
キ

ナ
ク
風

レ
タ
ル
声

ノ
ミ
コ
ソ
他

の
耳

に
徹

フ
ラ
メ

(無
事

風
声
徹
他
耳
)

(醍
醐
寺
本
遊
仙
窟
康

永
点
、
複
製
本
十
六
オ
)

定

て
知

ヌ
、
心
に
肯
ク
ベ
カ
ラ
ム
コ
ト
ヲ
在

レ
バ
コ
ソ
方
便
と

ア
タ
カ

ニ

強

に
人
を
趣
ギ

ル
ラ
メ

(定
知
心
肯
在
方
便
強
遡
人
)

(同
右
、
三
十

ウ
)

右
の
部
分

は
真
福
寺
本
で
も

大
同
で

コ
ソ
を
用

ゐ
て

ゐ
る

(複
製
本

二
三
頁

・

四
三
頁
)
が
省
略
す
る
。

又
、
日
本
書
紀
は
、
漢
文

の
文
体
そ

の
も

の
は

一
往
正
格
で
あ

る

や

う

だ

が
、
そ

の
古
点
本

の
訓
法
に
至

つ
て

は
非
常
に
特
異
な
点
を
多
く

備

へ

て

ゐ

る
。

一
般
の
訓

法
に
少

い
コ
ソ
の
例
も
見
出
さ
れ
る
。

イ
マ
コ
ソ
タ
ル
ッ
カ
ヒ
ヒ
去

ハ

ワ
㌘

モ
タ
チ
5

て
ス
リ

ツ
、
肘

今

為

使

者

昔

為
吾

伴

摩

肩

触

時

同

-
倉

(前

田
本
継
体
紀
院
政
期
点
、
複
製
本
十
丁
)

食
歎

に

オ

ナ

シ
ケ

ニ
シ
て

共
1
器

こ
の
例
は

コ
ソ
の
結
び
が

「
使

タ
ル
者

ハ
」

で
已
然
形
結
び
と
な
つ

て
ゐ
な

い
ら
し

い

(
「為
」

に
ヲ
コ
ト
点
ら
し
き
も

の
が
あ
り
、

こ
の
部
分
の
解
読

は

確
で
な

い
)
か
や
う
な
例
は
、
和
文
に
こ
そ
例
が
あ
る
が
、
訓
点
で
は
極

め

て

稀
な
語
法
の
や
う

で
あ
る
。

こ
の
他
、
訓
点
資
料
に
類
似
の
も

の
で
、
平
安
期

の
片
仮
名
交
り
文
に
は
、

往

々
に
し
て

コ
ソ
の
用
例
を
拾

ふ
こ
と

が
出
来
る
。
前
述

の
東
大
寺

誠
調
文

に

は
、

以

コ
ソ
出

世

聞

之
財

ヲ
奉

ラ
メ
奉

酬

(出

世

間

ノ
財

ヲ
以

テ

コ
ソ
奉

(報

力
)

酬
…シ
奉

ラ

メ
)

(
二
六

頁

)

僧

コ
ソ
乞

度

救

ヒ
地
獄

モ
令

生
天

ニ
モ
令

ム
レ
生
浄

土

一;
、

(僧

コ
ソ
乞

度

地

獄

ヲ

モ
救

ヒ
、

天

ニ
モ
生

レ
令

メ
、

浄

土

ニ
モ
生

レ
令

ム

レ
)

(
三

六
頁

)

元

キ

一
ノ
利

モ
子
友
等

ヲ
コ
ソ
宣

ヶ
レ
愛

ー
ハ
…

…

愚

一痩

ナ
ル
子

友
等

ヲ
コ
ソ
宣

ヶ
レ

珍

ト
ハ宣

ヒ
ヶ
レ

(
一
ノ
利

モ
元

キ
子

ド

モ
等

ヲ

コ
ソ
珍

ト

ハ
宣

(
ヒ
)

ケ

レ
、

…

…

愚

カ

ニ
癖
一ナ

ル
子

ド

モ
等

ヲ

コ

ソ
珍

シ
ト

ハ
宣

ピ
ケ

レ
)
(三

九
　

四

〇

頁

)

(他

四

例

あ

り
、

省

略

)



東
大
寺
図
書
館
蔵

七
喩
三
平
等
十
元

上
義
は
、
平

安
初
期
、
貞
観
元
慶
頃
の

写
し

で
、
そ

の
本
文

の
写
し
と
略

ミ
同

じ
頃

の
朱
で
訓
点
を
加

へ
て
あ
る
も

の

で
あ
る
が
、
本
文
自
体
片
仮
名
交
り
文
で
綴

つ
て
あ
り
、
そ
の
申

に
往

々
に
し

て

コ
ソ
が
見
え
る
。

答
不
爾
、

己
　
ぬ
分
段
の
宅
呼
こ
未
離
変
易
の
宅
は
也

(答

(
フ
)、
爾

(
ラ
)

不
、
己
　
、
分

段
の
宅
を

コ
ゾ

変
易

の
宅

(
ヲ
)

は
離

(
レ
)未

(
ナ

レ
)

〔
也

〕
)

問
昔
の
法

ハ
満
咳
坤
ハ
コ
機
も
亦

凡
夫
ナ
レ
今

法

ハ
深
㍑

ハ
コ
機
亦
成

レ
聖
、
不
て

用
略
説
を
は
唯
可
解
脱

(問

(
フ
)
、

昔
の
法

ハ
浅

ケ

レ
ハ
コ
ソ
バ
機
も
亦

凡
夫

ナ
レ
、
今

(
ノ
)
法

ハ
深

ケ
レ

ハ
コ
ソ

バ
機

(
モ
)

亦

聖

(ト
)

成

レ
、
略
説

(
ス
ル
)

を

は

用

(ヰ
)
不

(
シ
)

て
唯
解
脱

(
ス
)
可

(
シ
)
)

会
シ
天
己
ソ
三
乗
を
乎
説

へ
一
乗

ー
ハ
然

研
乎
偏
執

シ
天

一
乗

不
ル
知
有
為

の
機
器

の

不
同
な
る
こ
と
を
亦
実

に
有

ご
乗

(
三
乗

ヲ
会

シ
テ

コ
ソ

一
乗

ト

ハ
説

(キ
タ

を

マ
)

へ
、

然
(
ル
)
モ
ノ
ヲ

一
乗

(
二
)
偏
執

シ
テ
有
為

の
…機
器

の
不
同

な

る

こ
と
を
知

(ラ
)
不

ル
(
モ
)亦
実

に
ご
乗
有

(
リ
)
)

(?
)

(?
)

(?
)

問
心
意
形
云
時
第
八
形
を
名
孔
心
ー
己
ソ
何
故
言

意
形
也

(問

フ
、
心

意

形

(
ト
)
イ
フ
時
、

第
八
形

を
心

ト
コ
ソ

名

(ヅ

ク
)

レ
、
何
故

(
ニ
カ
)
意

形

(ト
)
言

(
フ
)

〔
也

〕
)

答
有

坐
の
凡
夫
は
実
未
鍔

得
三
乗
の
果
を
此
人
亦
発

セ
リ
求

三
乗
果
之
心
を

(答

フ
、
有
坐

の
凡
夫
は
実

(
二
)

三
乗

の

果

を

得
未

コ
ソ
ア
レ
、

此

(
ノ
)
人

(
モ
)
亦
三
乗

(
ノ
)
果

(
ヲ
)
求

(
ム
ル
)

〔
之
〕
心
を
発

セ
リ
)

問
於

と
三
昧

義

者

引
附
蹄
囎
止
爾

勝

塁

経

文

乎
離

に
は
彼

劔
波

心
止

観

禅

等

唱
贈
伊

不

自
乎
醤
言

三
昧

義

コ
は
、

(問

フ
、

三

昧

義

(
二
)

於

(
テ
)

と

(
ハ
)

〔
者

〕
、

勝

髪

経

(
ノ
)
文

ヲ
引

(
キ
)

ケ

ル
ゾ

ト

ニ
ア
ラ

バ
、

彼

の

心

(
ヲ
)
離

(
ル
ル
)

ニ

ハ
心
観

禅

等

(ト

)
ゴ
「
劉

イ

ヘ
レ
、

三
昧

義

(
ト

)

は
量
口

(
ハ
)
不

ヲ

ヤ
)

コ

答
望
大
己
ソ
前
説
喩
義
爾
名

孔
既
説
天
シ
種
止
波
望
天
波
未
説
元
上
の
義
に
名
残
離

元
失
也

(答

フ
、
前

(
二
)
説

(ケ

ル
)

喩

義

二
望

(
ミ
)

テ
コ
ソ
既

(
二
)
説

(キ
)

テ

シ
種
ト

ハ
名

(ヅ

ク
)

レ
、
元

上
の
義
に
説

(カ
)

未

(
ル

コ
ト

ヲ
)
望

(
ミ
)

テ

ハ
、
名
残
性
元
失
也

問
此
は
顕
す
種
子
加
元

上
奈
留
義
文

爾
祝
曽
如
何
し
言
丁
顕
す
元

上

親
転
文

鴇問

(
フ
)
、

此
は

種

子
が
光
上

ナ
ル
義

(
ヲ
)
顕
す
文

ニ
コ
ソ
ア
レ
、

如
何

(
二
)
し

(
テ
カ
)
元

上

(
ナ
リ
)

ト
イ
フ
コ

ト

ヲ

顕

す
文

(ト
)
言

(
フ
)

ベ
キ
)

こ
の
文
献

は
非
常
に
解
読
が
困
難
で
、
右
の
部
分

に
も
疑
は
し
い
個
所
が
あ
る

の
で
あ
る
が
、
と

に
か
く

コ
ソ
が
含
ま
れ
、

し
か
も
そ
の
中
、
逆
接
条
件
句
を

形
成
す

る
と
判
断

さ
れ
る
も

の
が
、
多

い
や
う

で
あ
る
。

又
、

右
の
七
喩
三
平
等
十
元
上
義
の
紙
背

に
在
る
法
華
論
義
草
は
、
平
安
後

期

の
写

で
あ
り
、

や
は
り
片
仮
名
交
り
文

で
あ
る
が
、

こ
れ
に
も

コ
ソ
の
例
が

幾

つ
か
発
見
さ
れ
る
。

此
ヲ
云

罫

四
帰
摂

ト
非
謂
μ
ハ者
為
ノ
行
法
イ
成
返
隊

(此
ヲ
帰
摂
ト
云

(
ハ

ム
)

コ
ト

コ
ソ
ア
レ
、
者
為

ノ
行
法

イ
成
返

シ
ヌ
ト
謂

(
ハ
)

ム
ト
(
二
)

ハ
非

(ズ
)
)

与
喜
果
受
ー
相
応

躯
法

ハ
暫
時
甥
コ
喜
果

ス
レ
彼

汐
壊
源
時

岨
必
生
苦

ヲ
故
云
壊



苦

(
〔
与
〕
喜
果
受

ト
相
応

ス
ル
法

ハ
暫
時

ニ
コ
ソ
喜
果

ス
レ
、
彼
ガ
壊

ス

ル
時

ニ
ハ
必

(ズ
)

苦

ヲ

生

(ズ

ル
ガ
)
故

(
二
)
壊
苦

(ト
)
云

(
フ
)
)

開
導
依
"
コ
云
ハ
メ
寛

村
何
ソ
云
等
元
間
縁

ヲ

(開
導
依

ヲ

コ
ソ

寛

ト

ハ
云

ハ

メ
、
何

ソ
竺
寸
元
間
縁

ヲ
云

(
ハ
ム
)
)

又
、
東
大
寺

図
書

館
蔵
因
明
義
草
は
仁
平
四
年

(
一
一
五
四
)
の
写
で
、
こ

れ
も
右

に
類
し
た
片

仮
名
交
り
文

の
文
献

で
あ
る
が
、

こ
れ
に
も

コ
ソ
の
例
が

見
え

る
。

ト

、

カ

・

レ

ハ

・

只
能
用
ノ
化
ノ
躰
ヲ
コ
ソ
為

正
キ
争

司
是

有
能

用

ハ
通
真
似

一故

(ロ
ハ能
用

ノ

化

ノ
躰

ヲ
コ
ソ
正

(
シ
)
キ
争
ト

ハ
為

(
レ
)
、
是

有
能

用

ハ
真
似

(
二
)

通

(ズ

ル
ガ
)
故

二
)

こ
の
や
う
に
、
訓
読

に
於
て
は
、
僅
か
な
が
ら

コ
ソ
の
用
例
が
見
出
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、

こ
れ
ら

の
用
例
を
源
氏
物
語
等

の
和
文
の
用
法
と
比
較
し
て
考

へ
ら
れ
る
こ
と
は
、
次

の
諸
項
で
あ
ら
う
。

一

「
こ
そ
」

は
殆
ど
す

べ
て
已
然
形
の
結
を
従

へ
て
ゐ
る
。
源
氏
物
語
等

で
は
、

お
ぼ
え
こ
そ

お
も
か
る

べ
き
御
身

の
ほ
ど
な
れ
ど
、
御

よ
は

ひ
の
ほ
ど

人
の
な
び
き
め
で
き
こ
え
た
る
さ
ま
な
ど
思
に
は
す
き
給
は
ざ
ら

ん
も

な
さ
け
な
く
さ
う
ざ

う
し
か
る
べ
し
か
し

(帯
木

一
〇

七
2
　

3
)

な
ど
の
如
く
、

「
こ
そ
」
の
結
び

の
消
え
た
例
が
あ
る
が
、
か
や
う
な
例

は
訓
読

に
は
殆
ど
見
ら
れ
な

い
。

口

「
こ
そ
は
」

と
係
助
詞

「
は
」

を
伴

つ
た
例
が
な
い
。

日

「
お
も
ひ
こ
そ
い
れ
」

「
お
も
ひ
こ
そ
し
れ
」

「
お
も

ひ
こ
そ
や
れ
」

(以
上
何
れ
も

源
氏
物
語
)

の
如
く
、
複
合
動
詞

の
問
に
挿

ま
つ
た
用
法

が
な

い
。

四

「
右
近
の
君

こ
そ
」

「
上
こ
ぞ
」

「
北
殿
こ
そ

一

「
大
将

こ
そ
」

(以

上
何
れ
も
源
氏
物
語
の
例
)
の
や
う

に
、
呼
掛
に
用

ゐ
ら
れ
る

「
こ
そ
」

が
な

い
。

こ
の

「
こ
そ
」

は
終
助
詞
的
な
も
の
で
あ
つ
て
、
係
助
詞
と
同

語
か
否
か
、
検
討
す
る
余

地
も

あ
る
か
と
思
は
れ
る
が
、
通
説

に
従

つ
て

一
往

取
上
げ

た
の
で
あ
る
。

こ
の
や
う
に
訓
読
語

に
於
け
る

コ
ソ
は
、
用
例
も

用
法
も
、
和
文

に
比
し
て

非
常

に
乏
し
い
の
で
あ
る
が
、

斯
か

る
現
象
は
果
し
て
如
何

に
解
釈
す

べ
き
で

あ
ら
う
か
。
思

ふ
に
、

コ
ソ
は
そ
の
前
後
の
語

句
を
卓
立
強
調
す
る
機
能
を
有

す
る
が
、

原
漢
文

に
於

て
は

コ
ソ
に
該
当
す
る
漢
字

は
存
在
せ
ず
、

又
、
漢
文

を
訓
読
す

る
際

に
も
、
原
文
の
意
義

を
解
す
る
段
階

に
止

ま
つ
て
、

そ
れ

に
部

分
的

に
強
調
の
調
子

を
附
し
現
は
す

ま
で
の
段
階
に
は
至
ら
な
か

つ
た
こ
と
を

示
す
も
の
と
考

へ
ら
れ
る
。
又
、
訓
読
で
は
稀
に

コ
ソ
を
用
ゐ
て
も
、
多
く
条

件
句
を
形
成
す

る
の
に
用
ゐ
た
程
度

で
、
他
人

へ
の
呼
掛

や
複
合
動
詞
に
挿
ん

で
用
ゐ
る
な
ど
の
多
様
な
用
法
ま
で
は
及
ば
な
か

つ
た
の
で
あ
ら
う
。

「
ぞ
」

は
、
係
助
詞
の
中

で
は
訓
読
で
比
較
的
多

く

用

ゐ

ら
れ
る
語

で
あ

る
。
し
か
し
、
和
文

に
比

べ
る
と
、

や
は
り
そ
の
用
法
は
局
限
さ
れ
て
ゐ
る
と

認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
文
中

に
於
け
る

「
ぞ
」

は
、
多
く
の
場
合
疑
問
語

の
下

に
附
し
て
用
ゐ
ら
れ
、
疑
問
語

の
無

い
文
中

で
単

な
る
強
調
と
し
て
用

ゐ
ら
れ

る
例
は
、
非
常

に
少

い
や
う
で
あ
る
。

恐

(
ル
ラ
)
ク
は
子
を
ゾ
食
む

ヤ

(恐
食
子
)

(西
大
寺
本
金
光
明
最
勝

王
経
巻
第
十
白
点
〉



後

に
子

を
失

(
ヒ
)

つ
ル
時

に
ゾ
憂
苦

す
る
こ
と
は
多
か
リ
ケ

ル

(後
失

子
時
憂
苦
多
)

(同
右
)

便
が

〔
之

〕
方

な
る

(
ヲ
)
ゾ
方
便
と
名

へ
る

(便
之
方
名
方
便
)

(法

華
経

玄
賛
巻
第
三
天
暦
頃
点
、
五
九
行
)

言
説

(
ス
ル
)
所
有

(リ
ト

モ
)、

意

(
ノ
)
趣
知

(
ル
ト
)

い

へ
る

コ

ト
ぞ
難

(ヵ
)

ラ

ム

(有
所
言
説

意
趣
難
知
)

(同

右
、

六
五
行
)

こ
れ
ら
は
、
文
中

の
係
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
た
稀
な
例
で
あ
つ
て
、
多
く
は
平

安
初
期
中
期

の
点
本

に
偏

つ
て
存
す
る
や
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

次
に
、
文
中

に
於

て
疑
問
語
の
下
に
伴

つ
て
用

ゐ
ら
れ

る

ゾ

の

用
法
は
、

「
イ
カ

ニ
ゾ
…
…
」

「
イ
ヅ
ク

ニ
ゾ
…
…
」

「
イ
ヅ

コ

ニ
ゾ

…
…
」

「
ナ

ニ
ゾ

・
…
」

(及
び
そ
れ
ら

の
擾
音
便
形
の
例
)
が
多
く
、
同

じ
疑
問
語

で
も
、
右
以

外

の
語
の
下

に
附

い
た
も

の
、
例

へ
ば

「
イ
ヅ

レ
ゾ
…
…
」

「
タ

レ
ゾ
…
…
」

「
ナ

ニ
ヒ
ト
ゾ
…
…
」
「
ナ

ニ
ノ

ユ
ヱ

ニ
ゾ

…
…
」
な
ど
の
例

は
、

一
般

に
は
少

く

て
、
唯
平

安
初
期

の
点
本

に
限
ら
れ
て
ゐ
る
如
く
で
あ
り
、
平
安
後
期

以
後

で
は

「
イ
ヅ

レ
カ
…
…
」

「
タ

レ
カ
…
…
」

「
ナ

ニ
ヒ
ト
カ
・…
:
」

「
ナ

ニ
ノ

ユ
ヱ
ニ
カ
…
…
」

の
や
う

に
カ
を
用

ゐ
る
こ
と
が
多
く
な

つ
た
ら
し

い
。

但
し

同
じ
ゾ
で
も
、
文
末

で
は
、
平
安
後
期

以
降

で
も
、

「
…
…
タ

レ
ゾ
。」

「
…
…

ナ

ニ
ヒ
ト
淵

。
」

の
や
う

な
言

ひ
方
が
多
く
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
た
。
次

に
右
の
諸

例
を

=

一示
す
。

〔
イ
カ

ニ
ゾ

・
イ
カ

ン
ゾ

の
例
〕

非
定
非
恵
斯
焉
取
斯

(
「
斯
焉
」

の
裏

に
イ
カ

ニ
ゾ
)

(天
理
本
金
剛
波

若
経
集
験
記
平
安
初
期
点
、
複
製
本
第

一
冊

二
六
丁
)

敦
ゾ

〔
焉
〕
龍

(
ノ
)

〔
之
〕
処
る
所
を
知

(ラ
)
む

(敦
焉
知
龍
之
所

処
)

(漢
書
楊
雄
伝
天
暦
点
、
複
製
本
四
オ
)

〔
イ
ヅ
ク

ニ
ゾ

・
イ
ヅ
ク

ン
ゾ

・
イ
ヅ

コ
ン
ゾ

・
イ
ド
コ
ン
ゾ
の
例
〕

焉

肯
勤
而
行
乎

(
「焉
」

の
裏

に

「
イ
ヅ
ク

ニ
洲
」
)

(天
理
本
金
劉
波

若
経
集
験
記
平
安
初
期
点
、
複
製
本
第

一
冊
四
丁

)

イ
ヅ
ク

テ

イ

焉

ン
ゾ
同
年

(
ニ
シ
)
而
語

フ
可

(ケ
)

ム
ヤ

(焉
可

同

年

而

語
)

(慈
恩
伝
巻
第
七
承
徳
点
、

八
三
行
)

イ
ヅ

コ

を

モ

セ

安

ゾ
司
天
台

(
ノ
)
高

サ
百
尺

ナ
ル
ヲ
用

テ
為

ム

(安
用
司
天
台
高
百

尺
為

)

(神
田
本
文
集

巻
第

三
天
永
点
、
複
製
本

一
四
丁
オ
)

イ
ド

コ

や

安

ゾ
疑
惑
せ
不

(
ル
)

こ
と
得

(
ム
)
耶

(高
山
寺
蔵

大
日
経
疏
永
保

二
年

(
一
〇
八

二
)
点
)

〔
ナ
ン
ゾ
の
例
〕

何
ぞ
斯

の

〔
之
〕
道

に
由

(
ル
)
も

の
莫

(
カ
ラ
)
む

(何
莫
由
斯
之
道

)

(西

大
寺
蔵
不
空
鯖
索
神
究
心
経
序

寛
徳
点
)

次
に
、

イ
か
ナ
ル
ヲ
ゾ
…
…

・
タ

レ
ゾ
…
三

・
ナ

ニ
ノ
ユ
ヱ
ニ
ゾ
…
…
な
ど

の
言

ひ
方

の
例
を
示
す
が
、
上
述
の
如
く
、
多
く
は
平
安
初
期

の
資
料

に
偏

つ

て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。

何

な
る
を
ゾ

、
(者

)
名

(ヅ

ケ
)
て
二
無
所
有
と
為

ふ
と

な
ら
ば

(何
者

名
為

二
無
所
有

)

(西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経

巻

第

二

白
点
、

二
六

頁
)

i

ホ
ブ

キ

(ト
ラ
)

我
が
子
を
誰
ゾ
屠
リ
割

リ
て
骨
の
み
を
余
し
て

(干
)
地

に

散

ケ

た

る

(同
右
巻
第
十
、

一
九
五
頁
)

何

(
ノ
)
故
に
ぞ
独
り
十
五
日
に
浬
梨
し

タ
マ
フ
(何
故
独
十
五
日
浬
架
)

(故
山
田
嘉
造
氏
蔵
弥
勒
上
生
経
賛
平
安
初
期
朱
点
)

如
我
今

-
者
何

レ
ノ
所

(
二
)

ゾ
行

(
フ
)
宜
キ

(如

我

今

者

何
所
宜



●

行
)

(石
山
寺
蔵
大
唐
西
域

記
巻
第
四
長
寛

点
、
中
田
博
士
解
読
文

六
〇

六
頁
)

復
何

の
因
縁
を
以
て
ゾ
号

を
名

(ヅ

ケ
)
て

〔
日
〕
天
子
と

い
ふ

(復
以

何
因
縁
号
名
日
天
子
)

(西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経

巻
第
八
白
点
)

案
ず
る

に
、
文
中

に
於
け

る
ゾ
は
、
訓
読

で
は
用
例
が
少

い
の
で
あ

つ
て
、

疑
問
語
に
附
属
す

る
場
合

で
も
、
す

べ
て
の
疑
問
語

に
は
附
か
ず
、

ナ

ニ
・
イ

ヅ

ク
の
如
き
少
数
の
語
彙

に
限

つ
て
辛
う
じ
て
生
き
延
び
た
も

の
な
の
で
は
な

か
ら
う
か
。
元
来
ゾ
は
そ
れ
自
体
強
意
を
表

は
す

の
で
あ
る
が
、
疑
問
表
現
に

際
し
て
は
、
相
手

に
対
し
て
話
手
の
意

図
を
相
当

に
強
く
打
出
す
必
要
が
あ
る

為

に
、
強
調
の
ゾ
を
伴

ふ
や
う

に
な

つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
。

(
こ
の
事
情

は
恐
ら
く
カ
に

つ
い
て
も
起
源
的
に
は
ゾ
と
同
様
と
考

へ
ら
れ
る
。
唯
、
カ
の

場
合
は
ゾ
よ
り
も
少
U
使
用
範
囲
が
広

い
や
う

に
考

へ
ら
れ

る
が
、
こ
れ
は
、

カ
そ
れ
自
身

に
疑
問

の
意
が
既
に
伴

つ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
こ
と
と
関
係

が
あ

る

の
で
あ
ら
う
か
。
)

「
ナ

ン
ゾ

…
…
ナ
ル
ヤ
」

の
や
う

に
、
文
末
に
ヤ
を
伴

ふ
例
が
往

々
に
し

て

見
え
る
。

契

ぞ
三
段
の

〔
之
〕
得
失

を
問

(
ハ
ム
)
や

(契
問
三
段
之
得
失
)

(法

華
義
疏
序
品
初
長
保
点
)

而

(
ル

ニ
)
此

ニ
シ
テ
見

(
ル
)
所
、
何
ゾ
其

(
レ
)
太

(ダ
)
大

ナ
ル

ヤ

(而
此
所
見
何
其
太

大
)

(大
慈
恩
寺

三
蔵
法
師
伝
巻
第
四
永
久
点
、

三
二
四
行
)

何
ゾ
爾

(ラ
)
不

(ラ

ム
)

ヤ

〔
耶
〕

(何
不
爾
耶
)

(東

大
寺
図
書
館

蔵
法
華
経

抄
長
承

三
年

(
一
一
三
四
)
点
)

局
ゾ
能

ク
雪
山
を
指

(
シ
)
而
長

(ク
)
鷲

セ
、

龍

池

に

望

(
ミ
)

て

〔
而
〕

]

(タ
)
ビ
息

(
フ
)
者
哉

ラ
ム
ヤ

(掲
能
指
雪
山
而
長
葦
望
龍

池
而

一
息
者
哉
)

(大
唐
西
域
記
序
長
寛
点
、
中
田
博
士
解
読
文

五

=

一

頁
)

こ
の
際
の
ヤ
は
感
動
の
み
を
示
す
も
の
か
、
又
は
既

に
疑
問
の
意
を
含
む
も

の
か
、
尚

検
討
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ら
う
。

ゾ
に
は
他

に

「
ナ
ゾ

ノ
…
…
」
と

い
ふ
言
ひ
方
、
又
、
文
末

に
用

ゐ
る
言

ひ

方

な
ど
も

あ
る
が
　
、

先
学

の
所
説

に
譲
り
、
本
稿
で
は
述

べ
な
い
こ
と
と
す

る
。文

申

に
於
け
る
カ
は
、
平
安
時
代
の
訓
読

に
於
て
は
、
必
ず
疑
問
語
の
下
に

伴

つ
て
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
平
安
時
代

の
仮
名
文
の
例
で
見

る
と
、
和
歌
の
申

に
は
、
疑
問
語
な
し
に
文
中

に
カ
が
用

ゐ
ら
れ
る
こ
と
も

あ
る
が
、

一
般
の
散

文

で
は
疑
問
語

と
共

に
用
ゐ
ら
れ
る
の
が
普
通
ら
し
い
。
奈
良
時
代
に
は
、

-

'

あ
た
み
た
る
虎
可
ほ
ゆ
る
と

(万
葉

ニ
ノ

一
九
九
)

大
御
船
待
ち
可
恋

ふ
ら
む

(同

ニ
ノ

一
五

二
)

の
や
う
に
、
疑
問
語
を
伴
は
ず

に
文
中

の
係
と
し
て
用

ゐ
ら
れ
る
こ
と
が
多
か

つ
た
が
⑤
、

訓
点
で
は
こ
の
や
う
な
例
を
未
だ
見
出
し
て
ゐ
な

い
。
若
し
発
見

出
来
た
ら
、
古
代
語
法
の
残
存

の
例
と
し
て
興
味
あ
る
現
象
と
考

へ
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

.

,

さ
て
、
訓
点
で
は
、
交
中

の
カ
は
次
に
示
す

や
う

に
、
イ
カ

・
イ
ヅ
ク

・
イ

ヅ

レ

・
タ
レ

・
ナ
ニ
な
ど
の
や
う
な
疑

問
語
と
共

に
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
の

用

法
は
右

に
述

べ
た
ゾ
と
同
類
で
あ
る
が
、
ゾ
よ
り
も

ヵ
の
方
が
用
法
が
広

い

と
考

へ
ら
れ
る
。

〔
イ
カ

(如
何
)
に
伴

ふ
例
〕

イ
カ

ニ
カ

(音
便

で

イ
カ
ン
ガ

・
イ
カ
ガ
)
、



●

イ
カ

ニ
シ
テ
カ

・
イ
ヵ

ニ
ス
レ
バ
カ

・
イ
カ
デ
カ
な
ど
の
例
が
あ
る
。

某
乙
等
今
追
怨
家
、
来
至
大
王
、
若
為
処
分

((
【
若
為
」
の
裏

に
門
そ
カ

ニ
カ
」
)
天
理
本
金
剛
波
若
経
集
験
記
平
安
初
期
点
、
複
製
本

第

二
冊

一

丁
)罪

イ
カ

寸
ミ

罪

深
累

如
1
何
自

(ラ
)
免

レ
ム

(深
累
如
何
自
免
)

(慈
恩
伝
巻
第
八
承

徳
点
、
二
六
〇
行
)

経

途
既
遠
、
若
為
能
到

(
「
若
為
」

の
裏

}丘
、イ
カ

ニ
シ
テ
カ
」)

(天
理
本

金
剛
波
若
経
集
験
記
平
安
初
期

点
、
複
製
本
第

一
冊
八
丁
)

云
鱈

ス
レ
バ
ガ
身

の
衰
壊
し
諸
の
大
の
増
損
す
る
こ
と
有

ル

(云
何
身

衰
壊
諸
大
増
損
)

(西
大
寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
白
点
)

心

(
二
)
自

(ラ
)
疑

(
フ
)
所

有

(リ
)、
傍

人

那

力
知

(ル
)

こ

と

を
得
む

(心
自
有
所
疑
傍
人
那
得
知
)

(書
陵
部
蔵
文

鏡
秘
府
論
地
巻

保
延
四
年

(
一
一
三
八
)
点
、
六
オ
)

〔
イ
ヅ

ク

・
イ
ヅ

コ

・
イ
ド

コ
に
伴
ふ
例
〕

○
イ
ヅ

コ
カ
で
主
格
に
立

つ
例

引
ヅ
訊
ー

畢
寛
空

の
中

に

誰

か
罵
す

る
者
有

(ル
)

(墨
寛
空

中

誰

有

罵
者
)

(大
智
度
論
巻
第
八
十

一
天
安
点
、
大
坪
併
治
氏
に
よ
る
)

○

イ
ヅ
ク

ニ
ヵ

・
イ
ヅ
コ

ニ
ヵ

・
イ

ド

コ

ニ
カ

(又
は
そ

の
音
便
形
)
の
形

で
、
連
用
修
飾
格

に
立

つ
例
。

誰

ニ
カ
安
多
増

(詑
安

多
増
)

(知
恩
院
蔵
法
華
経
玄
賛
巻
第

二
平
安

中

期
点
)

室

(
二
)
入

(リ
テ
)
問

フ
、

何

ン
カ
之

ク
ト

(入
室
問
何
之
)

(書

綾
部
蔵
文

鏡
秘
府
論
東
巻
保
延
点
、
十

八
オ
)

得

グ
鋳

生
ヲ
受
(ケ
)
ム

(傷

崖

)

(東
大
寺
璽

.館
蔵
新
修
往

生
伝
保
元
点
)

引
ヅ
刻

爾
の
家
は

安

二
刺
在

ル
ト

(爾
家
安
在
)

(石
山
寺
蔵
大
唐
西
域

記
巻

第

三
長
寛
点
、
五
五
三
頁
)

那

に
が
去

(ラ
)

ム
と
い
ふ
こ
と
を
知

(ラ
)
不

(不
知
那
去
)

・(大

智
度
論
巻
第

九
十
七
天
安
点
、
大
坪
氏
に
よ
る
)

眉
、洲
副

勝

の
字

は

何

ニ
カ
在

(
ル
)

(勝
字
何
在
)
(
四
相
違
略
注
釈
天
永
点
)

イ
ヅ
訓

聞

ク
、
師
、
制
悪
見
論

ヲ
作

(
レ
)
リ
ト
、

何

力
在

ル

(聞
師
作
制
悪

見
論
何
在
)

(慈
恩
伝
巻
第
五
永
久
点
、

一
一
二
行
)

其

(
ノ
)
証

安

力
在
る

〔
乎

〕
(其
証
安
在
)

(大
東
急
記
念
文
庫
蔵
顕

か

密
二
教
論
天
喜
点
)

ヰ

イ
ド

コ

か

我

を
将

て

安

力
之

カ

ム
ト
欲

ス
ル
乎

(欲
将
我
安

之
乎
)

(呂
后
本
紀

ヤ

延
久
点
、

一
四
オ
)

イ
,「
コ
掴

聯
に
問

フ
、
何

力
居

ル
ト

(聯
問
何
居
)

(東
大
寺

図
書

館
蔵
弘
賛
法

華
伝
保
安

点
)

右
の
イ
ド
コ
カ
は
恐
ら
く

イ
ド

コ
ン
カ
で
あ
ら
う
。

劇
ユ

ユ

何

ニ
カ
往

キ
何

(
ニ
カ
)
来
リ

テ
、

〔
於
〕
誰
ガ
家

(
ニ
カ
)
宿

ル

(何

往

何
来
宿
於
誰
家
)

(将
附

記
承
徳
点
、

二
十

七
ウ
)

右
の
ド
コ

ニ
カ
は
イ
ド
コ

ニ
カ
の
イ
を
省
記
し
泣
も

の
か
、
或

い
は
イ
の
音

が
脱
落
し
た
も

の
か
ど
ち
ら
か

で
あ
ら
う
。

総
じ
て
右
の
諸
例
は
何
れ
も
場
所
を
示
す
為

に
用

ゐ
ら
れ
た
例
で
あ
る
が
、

賢

(
二
)
非

(ザ

レ
バ
)

安

力
任

(
フ
)
可

(
キ
)

(非
賢
安
可
任
)



(文

鏡
秘
府
論
地
巻
保
延
点
、
三
ウ
)

右
の
イ
ヅ
ク
ン
カ
の
例
は
、
場
所
を
示
す
の
で
な
く
、
陳
述
副
詞
と
し
て
も

用
ゐ
ら
れ

た
も

の
の
如
く
、

比
較
的
少

い
例
で
は
な
い

か

と

思

ふ
の
で
あ

る
。

〔
イ
ヅ

レ
に
伴

ふ
例
〕

○

「
イ
ヅ

レ
カ
」

の
形

で
主
格

に
立

つ
例
。

蕃

敦

力
焉

ヨ
リ
大

ナ
ラ

ム

(蓄
敦

大
焉
)

(孝
文
本
紀
延
久
点
、

一

イ
ヅ
レ

七
頁
)

○

「
イ
ヅ

レ
ノ
…
…

ニ
カ
」

の
形
で
連
用
修
飾
格

に
立

つ
例
。

下

は
是

レ
第
三

の
何

レ
ノ
事

の
疑
の
義

に
力
依
る
ト

(
イ
フ
)

(下
是
第

三
依
何
事
疑
義
)

(法
華
経
玄
賛
巻
第
三
淳
祐
点
、

一
九
五
頁
)

る

イ
ヅ

レ

か

モ

ヨ
ホ

猿

の
声

幾

の
処
に
力

催

ス

(猿
声
…幾
処
催
)

(文
鏡
秘
府
論
天
巻
保

延
点
、
十

ニ
オ
)

〔
タ
レ
に
伴

ふ
例
〕

○

「
タ
レ
カ
…
…
」

の
形
で
主
格

に
立

つ
例
。

誰

力
幾

の
人
有

(
ル
)

(誰
有
幾
人
)

(東

大
寺
蔵
大
般
浬
繋
経
巻
第
十

七
平
安
後
期

点
)

タ
則

-

敦

力
敢

テ
殿
誹
セ

ム

(執
敢
殿
誹
)

(興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺

三
蔵
法
師
伝

巻
第
八
承
徳
点
)

○

「
タ
レ
ノ
…
…
カ
」

の
形

で
主
格

に
立

つ
例
。

誰

ノ
者

力

憐

バ

ム
.
〔
之
〕
.

(誰
者
憐
之
)

(史
記
呂
后
本
紀
延
久
点
、

七
オ
)

○

「
タ
レ

ニ
…
…

テ
カ
」

の
形
で
連
用
修
飾
格

に
立

つ
例
。

含

ー

セ

何

二
観

テ
カ
名

(ケ
テ
)
相
違
因
と
為

マ
シ

(何
観
名
為
椙
違
因
)

(四

相
違
略
註
釈
天
永
点
)

○

「
タ
レ
ノ
…
…
ヲ
カ
」

の
形
で
目
的
格

に
立

つ
例
。

更

(
二
)
誰

ノ
人
ヲ
カ
任
几
マ
ム

(更
任
几
誰
人
)

金
口水
蔵
諸
仏
菩
薩
本
誓

願
要
文
集
嘉
承
三
年

(
一
一
〇
八
)
点
)

〔
ナ

ニ
に
伴

ふ
例
〕

○

「
ナ

ニ
カ
」
又
は
そ
の
音
便

「
ナ
ン
カ
」

の
形
で
主
格
に
立

つ
例
。

誰

力
是
れ

一
切

の
諸
善

の
根
本

(ナ

ル
)

(誰
是

一
切

諸
善
根
本
)

(大

○ ・

般
浬
薬
経
巻
第
十
五
平
安
後
期
点
)

功
徳

ヲ
樹

(テ
)

ム
ト
欲

フ
、
何
力
最

モ
饒
益

ス
ル

(欲
樹
功
徳
何
最

饒

益
)

(慈
恩
伝
巻
第

七
承
徳

点
、

=

一
八
行
)

ヨ

〔
干
〕
時

(
二
)
奈
何
又
並

(ブ
)

(干
時
奈
何
又
並
)

(真
福
寺
本
将

門
記
承
徳
点
、

二
ニ
オ
)

不
退
と

〔
与

〕
不
転
と
何
か
異
な
る

(不
退
与
不
転
何
異
)

(法
華
義

疏

序
品
初
長
保

点
、
中
田
博
士
解
読
文
三
四
六
頁
)

「
ナ

ニ

(
ン
)

ノ

(体
言
)
カ
」

の
形
で
主
格

に
立

つ
例
。

爾
何
の
所
須
か
あ
る

(爾
何
所
須
)

(西
大
寺
本

金
光
明
最
勝
王
経

巻
第

八
白
点
、

一
五
七
頁
)

甘
雨

何
の
益
か

ア
ル

(甘
雨
何
益
)

(大
東
急
記
念
文
庫
蔵

顕
密

二
教
論

天
喜
五
年

(
一
〇
五
七
)

点
)

爾

何
の
須

ム
ル
所
か
ア

ル

(爾
何
所
須
)

(石
山
寺
本
金
光
明
最
勝

王

経

巻
第

八
平
安
後
期
点
)

捌
ー
i

慈
氏
に
何
ノ
相
カ

マ
シ
マ
ス

(慈
氏
何
相
)

(大
唐
西
域
記
巻
第

五
長
寛

θ



点

、

二
九

〇

頁
)

O

「
ラ

一=
一
力
」

「
ナ

ニ
ヲ

カ
」

「
ナ

ニ
ノ

…

…

ヲ

カ
」

「
ナ

ニ

ノ

ユ

ヱ

ニ

ヵ
」

「
ナ

ニ

ニ
ヨ
リ

テ

ヵ
」

「
ナ

ニ
ヲ

モ
チ

テ

カ
」

な

ど

の
形

で
連

用

修

飾

格

に
立

つ
例

。

亦

奚

・
力
用

フ

〔
焉

〕

(亦

契

用

焉

)

(前

田

本

仁
徳

紀

院

政

期

点

、

六

十

二
年

五

月

)

何

を
か

〔
者
〕
四
と
為

る

(ト

イ
フ
)

(何
者
為
四
)

(法
華
経
玄
賛
巻

第

三
天
暦
頃
点
、

一
二

一
頁
)

ナ
ニ

す

是

の
色
は
誰
を
か
初
と
為
る

(是
色
誰
為
初
)

(大
日
経
巻
第

一
長
保
点
)

汝

は
何

ヲ
カ
為

ル

(大
唐
西
域
記
巻
第
五
長
寛
点
、
六

二
九
頁
)

何

の
故
（
二
）

か

此
の
経

の
得
道
の
前
後

に
就
て
次
第
を
明

(
ス
)
.
(何

故

此
経
就
得
道
前
後
明
次
第
)

(法
華
義

疏
序
品
初
長
保
点
)

二
の
問
は
何

に
依
て
か
道
を
行
ぜ
む

(ト
イ
フ
ナ
リ
)
(
二
問
依
何
行
道
)

(法
華
義
疏
序
品
初
長
保
点
、

三

一
三
頁
)

何

二
因

テ
カ
忽

二
此

ノ
言

ヲ
出

(
シ
)
タ

マ
フ

(何
因
忽
出
此
言
)

(慈

恩
伝
巻
第
十
承
徳

点
、

七
三
行
)

何
を
以

て
か
禁
ゼ

ム

(何
以
禁
之
)

(史
記
孝
文
本
紀
延
久
点
)

若

(
シ
)
師

ノ
福
徳
冥
祇

ヲ
感
動

ス

ル

ニ
逢

(
ハ
)
不

(
ラ
)

マ
シ
カ

バ
、
何

ヲ
以
テ
カ
啓
キ
謳

(
へ
)
タ

マ
フ
コ
ト

ヲ
聞

(ク
)

コ
ト

ヲ
得

マ
シ

(若
不
逢
師
福
徳
感
動
冥
祇
何
以
得
聞

啓
謳
)

(慈
恩
伝
巻
第

三
永
久
点
)

世
尊
是

の
諸
の
天

子
は
何

の
因
縁
を
か
以
ヰ
シ
、
何
の
勝
行
を
か
修

セ
シ

(世
尊
是
諸
天
子
以
何
因
縁
修
何
勝
行
)

(西
大
寺
本

金
光
明
最
勝

主
経

巻
第

九
白
点
)

○
【
ナ

ニ
ノ
…
…
テ
カ
」
「
ナ

ニ
ノ
…
…

ア
レ
バ
カ

一の
如
く
、
並
列
句

・
条
件
句

の
下
に
附

い
て
、
接
続
句

に
立

つ
例

(既
述
の
「
ナ

一=
一
ヨ
リ
テ
」
「
ナ

ニ
ヲ
ェ、

チ
テ
」
も
並
列
句
の
下
に
附

い
た
例
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら

は

ニ
ヨ

リ

・
ヲ

モ
チ
が
形
式
動
詞
的
用
法
な
の
で
、
上

の
如
く
扱

つ
た
の
で
あ
る
)

何

ノ
面
目
あ
て
翻
高
帝

二
地
下

に
見

エ
ム

(何
面
目
見
高
帝
地
下
)

(呂

后
本
紀
延
久
点
、
四
オ
)

更

二
何

ノ
事
有

テ
カ
以
テ
光
揚

ス
可
キ

(更
有
何
事
可
以
光
揚
)

(慈
恩

伝
巻
第

八
承
徳
点
、
三
〇
三
行
)

'

何
の
閾
け
少

ぬ
所

ア
レ
バ
カ
三
が
和
合
す
る
こ
と

(
ヲ
)
待

(
ツ
)

(何

所
閾
少
待

三
和
合
)

(石
山
寺
蔵
成
唯
識
論

巻
第

一
寛
仁
点
)

何
の
因
縁
を
以

(テ
)
創
釈
迦
牟
尼
如
来
の
寿
命
短
促

に
し
て
唯

八
十
年

ノ
ミ
イ

マ
ス
ラ
む
と

(石
山
寺
本

金
光
明
最
勝
王
経
巻
第

一
平
安
後
期
点
)

何
の
文

を

モ
テ
カ
因
の
…
…

(
ヲ
)
証
す

る

(何
文

証
因
…
)

(四
相
違

略
注
釈
天
永
点
)

こ
の
類
で
、

「
何
ノ

…
…
タ

レ
刺

」
と
訓
ぜ
ら
れ
る
例
が
西

大
寺
本
金
光
明

最
勝
王
経

巻
第

九
白
点

に
存
す

る
が
、
例
外
的
な
も

の
で
あ
ら
う
。

一
般

に
は

.

「
…
…
タ
レ
バ
カ
」

と
な
る
所

で
あ
ら
う
。

何
の
善
根
を
種

(
ヱ
)
タ
レ
か

〔
従
〕
彼

の
天

ヨ
リ
来
て
暫

の
時
法
を
聞

て
便
授

記
を
得

ル

(種
何
善
根
従
彼

天
来
整
時
聞
法
便
得
授

記
)

カ
が
文
末

に
来
る
例
は
、
訓
読

に
も
多
く
存
す

る
。

こ
の
点
は
和
文
と
大
差

な

い
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。
文
末
の
カ
は
疑

問
の
意
と
も
感
動

の
意
と
も
用
ゐ

ら
れ
る
が
、
感
動
の
意
を
表
は
し

た
も
の
は
、

「
乎
」

「
矣
」

「
哉
」

「
焉
」

「
也
」

な
ど

の
や
う
な
漢
文

の
助
辞
の
訓
と
し
て
用

ゐ
ら
れ
た
も

の
が
多

い
や

う

に
見
受
け
ら
れ
る
。

三
宝

ヲ
紹
隆

セ
ム
コ
ト
、
其

レ
弦

二
在
ラ

ム
モ
ノ
乎

(紹
隆

三
宝
其
在
菰



乎
)

(慈
恩
伝
巻
第
八
承
徳
点
、

一
八
五
行
)

カ
レ

.

テ

ア
マ
ネ

刺

故
以

(
ミ
)

レ
バ
、
道
、
塵
劫

二
光
リ
、
化
、
含
霊

二

治

キ
者
矣

(故

以
道
光
塵
劫
化
治
含
霊
者
突
)

(同
右
、
三
五
九
行
)

豊

(
二
)
心

(
二
)

〔
於

〕
彼
此

(
ヲ
)
縁

シ
、
情

二

〔
於
〕
名
利

二
染

刺

(
ム
)
ト
日

ハ
ム
者
哉

(豊
日
心
縁
於
彼

此
情

染

於

名

利
者
哉
)

(同

巻
第

七
、

二
三
七
行
)

蓋

(
シ
)
彼
岸

(
ノ
)

〔
之
〕
津
渉
、
正
覚

(
ノ
〉

〔
之
〕
梯
航

タ

ル
者

刺焉

(蓋
彼
岸
之
津
渉
正
覚
之
梯
航
者
焉
)

(右
、
九
五
行
)

而
し
て
、
単

な
る
補
読

の
例
は
比
較
的
少

い
と
考

へ
ら
れ
る
。

復
次
菩
薩
摩
詞
薩
い
、
無
心
定
に
入

(
リ
)

ヌ
レ
ど
も
、
前

の
願
力
に
依

(リ
)
て

〔
従

〕
禅
定

ヨ
リ
起

シ
て
衆

の
事
業
を
作
す
か

(復
次
菩
薩
摩

詞
薩
入
無
心
定
依
前
願
力
従
禅
定
起
作
衆
事
業
)

(西
大
寺
本
金
光
明
最

勝
王
経

巻
第

二
白
点
)

又
、
鎌
倉
時
代

の
資
料
で
あ
る
が
、
群
書
治
要
巻
第
三
所
載

の
毛
詩
の
建
長

五
年

(
一
二
五
三
)
の
清
原
教
隆
点
に

嵯
、
我
人
を
懐

フ
、
彼

(
ノ
)
周
行
に
寅

カ

ヌ
カ

(嵯

我

懐

人

麗
彼
周

行
)

(巻
耳

)

鮫

々
タ
ル
白
駒
、
我
が
場

の
苗
を
食

マ
ヌ
カ

(絞

々

白

駒
食
我
場
苗
)

(白
駒
)

の
如
き

「
ヌ
ヵ
」

の
例

が
あ
る
。
こ
れ
は
毛

詩
の
点
本

に
は
他

に
も
大
念
仏
寺

本

や
静
嘉
堂
文
庫
本

に
も
見
え
、
又
、
古
文
孝
経

に
も
見
え
て
、
清
家
の
点
法

の

一
と
見
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
が
、

遡

つ
て
は
図
書
寮
本

類
聚
名
義
抄

に
も
、

論
オ
ク
ラ
ヌ
ヵ
詩

(九
七
4
)

誘

・、チ
ヒ
ヵ
ヌ
ヵ
詩

(九
四
7
)

の
例
が
あ

つ
て
、
由
来

の
古

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
勧
誘
の
や
う
な

意
味

で
あ
つ
て
、
疑
問
の

一
用
法
と
も
見

ら
れ

る
も
の
で
あ
る
が
、

カ
の
終
助
詞
的
用
法

の

一
と
し
て
言
及
し
て
置
く
。

と

に
か
く

ヤ
は
、
訓
読

の
用
例
は
殆
ど
文
末
の
も
の
ば
か
り
で
あ

つ
て
、
文
中

に
係
と

し
て
用

ゐ
ら
れ
る
例
は
非
常

に
少

い
と
考

へ
ら
れ
る
。
先
づ
そ
の
少

い
例
を
示

す
と
、善

男
子

〔
於
〕
意
に
云
何
。
是
の
人
の
所
獲

の
功
徳
を
ば
、
寧

ロ
多
し
と

…
す

ず

ー

ヤ
為

る
、

(あ
ら
)
不
と

ヤ
す
る

(善
男
子
於
意
云
何
是
人
所
獲
功
徳
寧

為
多
不
)

(西

大
寺
本
金
光
明
最
勝

王
経
巻
第
三
白
点
)

若

ー

其

の
虚
実
た
る
彼

の
十
千
の
魚
は
為

シ
死

(
二
)
て
ヤ

あ

る
、

為

シ
活

(キ
)

て
ヤ
あ
る
と

い
ふ
こ
と
を
験

(セ
)

シ
む
可
し

(可

…
…
験
其

虚

実
彼
十
千
魚
為

死
為
活
)

(同

右
巻
第

九
白
点
)

今
者

〔
為

〕
存

し
て
ヤ
い
ま
す
、
亡

(セ
)
た
ま

ひ
て
ヤ
あ
る

(今
者
為

存
亡
)

(同

巻
第
十
白
点
)

P
せ

陸
せ

是

は
究
寛
の
法
な
り
と

ヤ
為
む
、
是

は
所
行
の
道
な
り
と
や
為
む

(山
田

本
法
華
経

方
便
品
平
安
初
期
点
)

聡
恵

の
王
の
法
を
成

セ
ル
イ
は
、
升
進
し

て
ヤ
ス
ル
、
沈
倫
し
て

ヤ
ス
ル

(ト
)
為

(聡

恵
王
成
法
、
為
升
進
沈
倫
)

(聖
語

蔵
地
蔵
十
輪
経
巻
第

五
元
慶
点
)

如
来
此
の
宮

の
中

に
在

ス
ニ
、
独
り
処
タ

マ
フ
ト

ヤ
為

(
ム
)
、
春
属
有

「

(り
)
ト
ヤ
セ

ム

〔
乎
〕

(如
来
在
此
宮
中
為
独
処
有
春
属
乎
)

(東
京

国
立
博
物
館
蔵
大
日
経
疏
巻
第

一
康
和

四
年

(
一
一
〇

二
)
点
)

更
に
問

へ
、
連
環
し
て
や
置
か
む

〔
耶
〕

(更
問
連
環
置
耶
)

(架
蔵
大

日
経
疏
保
延
点
)



i

み

み

ーー

斯
を
礼
ト

ヤ
せ
る
、
自

の
為

(
二
)

自
を
礼
ト

ヤ
す
る

〔
矣
〕

(礼
斯
為

自

礼
自
矣
)

(吉
水
蔵
真
言
浅
深
随
聞

記
院
政
期
点
)

若
三
周
法
輪
共

二
地
義
移

説
授
渡
為
当
毎
三
道
仁
説
授

渡

(若

(
シ
)
三
周

ノ
法
輪

ヲ
共

二
地
義

ニ
シ
テ
ヤ
説

(キ
)
授

(
ケ
タ

マ
)

ヒ

シ
、
当
毎
三

道

(
ノ
)
為

二
剣
説

(
キ
)
授

(
ケ
タ

マ
)

ヒ
シ
)

(東
大
寺
図
書
館
蔵

法
華
論
義
草
平
安
後
期
写
)

概
し
て
右
の
如

く
で
あ
つ
て
、

「
ー

ヤ
ス
ル
、
ー

ヤ
ス
ル
」

と
い
ふ
並
立
の

形
で
述

べ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
最
後

の
例
は
文
献
と
し
て
は
純
粋
な
訓

点
本
で
は
な
く
、
片
仮
名
交
り
文
で
あ
る
け
れ
ど
も
、

こ
の
ヤ
の
用
法

に
関
す

る
限
り
、
訓
点
資

料
と
軌
を

一
に
す
る
如
く

で
あ
る
。

か
く
て
、

「
や
」
の
文

中

に
於

け
る
訓
読
に
於
け
る
用
法
は
、
や
は
り
偏

つ
て
ゐ
る
と
見
る

こ
と
が
出

来
よ
う
。

和
文
の

「
や
」

に
は
、
後

に
来

る
べ
き

「
あ
ら
む
」

「
な
る
」
な
ど
を
省
略

し
た
形
が
あ
る
。

お
は
す
ら
ん
所

に
た
つ

ね
ゆ
か
ん
と
ね
が
ひ
給
ひ
し
し
る
し
に
や
、

つ
ゐ

に
う
せ
給
ひ
ぬ
れ
ば

(源
氏

・
桐
壷

一
九
8
)
.

そ
の
し
な
じ
な

や
い
か
に
。

い
つ
れ
を
み

つ
の
し
な

に
を
き
て
か
わ
く

べ

き
。

(同

・
帯
木
三

八
11
)

.

あ
は
れ

の
こ
と

や
。
此
あ
ね
君
や
ま
う
と
の
後

の
お
や
。

(同
六
六
12
)

右
の
如
き

ヤ
の
用
法
は
、
訓
点
本

に
は
滅
多

に
見
当
ら

な
い
や
う
で
あ
る
。

東
大
寺
図
書
館
蔵
四
相
違
略
注
釈
天
永
点

に
は
次
の
例

が
あ
る
が
、
こ
れ
は
珍

し

い
も

の
と
思

ふ
。
こ
の
点
本
は
他

に
も
注
意
す

べ
き
語

法
が
多
く
、

そ
れ

は

上
に
も

述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

(三
二
頁
上
段
参
照
)

・

為

シ
諸
相
違
喩
は
必
通

ニ

ニ
ヤ

(為
諸
相
違
喩
必
通

二
)

「
な
れ
や
」

「
た
れ
や
」

と
い
ふ
形
は
、
平
安
時
代

に
は
主
と
し
て
和
歌

に

用

ゐ
ら
れ
た
が
、

秋
の
の
に
を
く
白
露
は
た
ま
な
れ

や
つ
ら
ぬ
き
か
く

る
く
も
の

い
と
す
ぢ

(古
今

二
二
五
、
文
屋
あ
さ
や
す
)

世
の
中
は
う
き
も
の
な
れ
や
人

ご
と

の
と
に
も

か
く

に
も
き
え
ず
苦
し
き

(後

撰

=

七
七
、
紀
貫
之
)

夫
の
河
冬
は

氷
に
と
ち
た
れ
や
石
間

に
た
ぎ

つ
音
だ

に
も

せ
ぬ

(後
撰

四

八
九
)

こ
の
や
う
な

「
己
然
形
+
や
」

の
形
は
訓
読
で
は
殆
ど
そ
の
例
を
見
な
い
。

唯
、
前
田
本
仁
徳
紀

に
は

ナ
ク

シ

カ
ナ
レ
ヤ

イ
メ

ァ

ハ
セ

ノ

マ
・
二

鳴

牡

鹿

矣
、

随

相

夢

也

の
如

き
例

が
見
え
る
が
、・
日
本
書
紀
古
訓
は
他

の

一
般
の
訓
点
と
比

べ
て
特
異

な
相
を
呈
し
て
を
り
、
別
扱
ひ
す

べ
き
も
の
の
如
く
で
あ
る
。

又
、
文
中

の
主
格
や
連
用
修
飾
格

の
直
後

に
位
す

る

「
也
」
字
を
、

現
在

の

訓
読
で
は

「
ヤ
」
と
訓
じ
、
間
投
助
詞

の
や
旗
に
用
ゐ
ら
れ

る

こ

と

が
あ
る

が
、

古
く

こ
の
や
う
な
用
法
は
無
か

つ
た
や
う

に
考

へ
ら
れ
る
。

古
く
は
か
や

う
な

「
也
」
は
不
読
字

と
さ
れ

る
の
が
例
で
あ

つ
た
や
う
で
あ
る
。

法
師

ノ
盛
徳

(
ア
ル
)

コ
ト

〔也

〕
彼

(
ノ
)
如

(
シ
)
、
時

二
逢

(
フ
)

コ
ト

〔
也
〕
此

ノ
如

シ

(法
師
盛
徳
也
如
彼
逢
時
也
如
此
)

(慈
恩
伝

巻

第
十
承
徳
点
、

二
五
六
行
)

皇
唐

(
ノ
)

〔
之

〕
天
下

(
ヲ
)
有

(テ

ル
)

こ
と

〔
也

〕
、
金
輪

(
ヲ
)

運

(
シ
テ
)

〔
而

〕
四
有

(
二
)
臨

ミ

(皇
唐
之
有
天
下
也

運
金
輪
而
臨

四
有
)

(同
巻
第
八
承
徳
頃
朱
点
、

二
九
行
)

然

(
レ
)
ば
東
国

(
ノ
)
〔
之
〕
歌
は

〔
也

〕
、
韻
を
結

(ビ
)
て

〔
以

〕
詠

を
成
す

(然
東
国
之
歌
也
結
韻
以
成
詠
)

(興
福
寺
蔵
高
僧
伝
康
和
点
)



ー
ー

ヲ
サ

マ

カ
ゲ

ウ
ル

ハ

ス

是

ノ
時

〔
也
〕
、
煙

収

リ
霧
巻

テ
、
景

麗

シ
ク
風
清

メ
リ

(是
時
也

煙
収
霧
巻
景
麗
風
清
)

(慈
恩
伝
巻
第
十
承
徳
点
、

二
三

一
行
)

法
師

(
ノ
)

〔
之
〕
生

レ
シ
ト
キ

〔
也
〕
、
母
夢

ミ
ラ
ク

(法
師
之
生
也

母
夢
)

(慈
恩
伝
巻
第

一
永
久
点
、

一
四
四
行
)

ヤ
が
文
末

に
用

ゐ
ら
れ
る
場
合

は
、
和
文
の
類
と
さ
ほ
ど
異

な
つ
た
点
を
見

出
せ
な
い
や
う
で
あ
る
が
、

=

一気
附

い
た
こ
と
を
述
べ
る
と
、
先
づ
、
訓
読

に
於

て
、文
末

に
用

ゐ
ら

れ
る
ヤ
の
意
味
は
、
疑
問
の
場
合

と
反
語
の
場
合

と
感

動
の
場
合

と
が
存
す
る
。
そ
し
て
何

れ
の
場
合

に
も
、
単

な
る
補
読
と
し
て
附

せ
ら
れ
た
場
合
と
、
哉

・
乎

・
耶

・
也

な
ど

の
助
辞
の
類
に
対
応
す
る
訓
と
し

て
附

せ
ら
れ

た
場
合
と
が
あ
る

(こ
こ
で
「
対
応
す
る

」と
言

つ
た
の
は
、
哉

・

乎
等
の
漢
字

の
傍

に
直
接

ヤ
と
書
附

け
だ
場
合
と
、
そ
の
直
上

の
漢

字
の
補
読

の
形
と
し
て
書
附

け
た
場
合

と
が
あ

つ
て
、
少
く
と
も

院
政
時
代
頃
ま
で
は
、

一
般
的
に
何

れ
と
も
定

つ
て
ゐ
な
か

つ
た
や
う

に
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
)

先
づ
、
疑

問
の
意

に
用

ゐ
ら
れ
た
例
で
は
、

六
チ
ウ

ー

何
ぞ

〔
於

〕

蒼

々

(
ヲ
)
幌

(ヅ

ル
)

ヤ

〔
乎
〕

(何
悦
於
蒼

々
乎
)

(大
東

急
記
念
文
庫
蔵
三
教
治
道
篇
保
安
点
)

M

是

(
レ
)
先

亡
ヲ
見

マ
ク
欲
セ

ム
乎

(是
欲
見
先
亡
)

(東
大
寺
蔵
法
華

経
伝
記
大
治
点
)

ー

タ
レ

カ
ク

ヤ

摩
詞
薩

二
非

(ザ

ル
)
自

(リ
)

ハ
、
其

レ
敦

力
之

ノ
若
ク
セ

ム
乎

(慈

恩
伝
巻
第
十
承
徳
点
、

二
九
〇
頁
)

木
叉
阿
遮
利
邪

二
、
敬

テ
問

(
フ
)

コ
ト
無
量

ナ
リ
、
少
病
少
惚
ナ
リ
咽

(木
叉
阿
遮
利
邪
敬
問
無
量
少
病
少
惚
)

(同
巻
第
七
、

三
〇
〇
行
)

若
也

頗

シ
法
師
の
名

は
宝
積
と
い
ふ
が
、
功
徳
成
就
し
て
衆
生
を
化
す
る
有
り

ヤ

(頗
有

法
師
名

宝
積
功
徳
成
就
化
衆
生
)

(西
大
寺
本

金
光
明
最
勝
王

経
巻
第
九
白

点
)

又
疑
問

の
意
で
文
末

に
用

ゐ
ら
れ
る
ヤ
に
は

「
～
不

」
な
ど

の
漢
文
を
訓
む

の
に

「
～

ヤ
イ
ナ
ヤ
」
と

い
ふ
形
が
あ

つ
て
、

こ
れ
は
訓
点
特
有

の
形
で
は
な

い
か
と
考

へ
る
。

和
上
決
定

シ
テ
弥
勒

ノ
内
衆

二
生

(
ル
ル
)

コ
ト
得
タ

マ
フ
ヤ
不

ヤ

(和

上
決
定
得
生
弥
勒
内
衆
不
)

(慈
恩
伝
巻
第
十
承
徳
点
、

一
一
八
行
)

次

に
反
語

に
用
ゐ
ら

れ
た
例
。

タ

・

(
マ
コ
)

豊

(
二
)
直
秋

(
ノ
)

〔
之
〕
気
為

(
ル
コ
ト
)
、
良
ト

ニ
歎

ヲ
増

(
ス
)

ノ
ミ
ナ
ラ
ム
ヤ

〔
矣

〕

(豊
直
秋
之
為
気

良
増
歎
矣
)

(興
福
寺
蔵
大
慈

恩
寺
三
蔵
法
師
伝
巻
第

九
承
徳
点
、
三
八

一
行
)

量
に
悦
時
有

(ラ
)

む
や

〔
也
〕

(豊
有
悦
時
也
)

(石
山

寺
蔵
法

華
義

疏
讐
喩
品
初
長
保
点
、

五
〇
四
頁
)

形
曲

リ
テ
影

ヲ
直
ク
セ

ム

(
コ
ト
)
、
其

レ
得
可

ケ
ム
ヤ

〔
乎
〕

(形
曲

直
影
其
可
得
乎
)

(興
福

寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
巻
第
八
承
徳

点
、

二
六
四
行
)

豊

(
二
).
謂

ヒ
キ
到
、

一
朝

二

奄

二
万

古

二
帰

セ
ム
コ
ト

ヲ

(豊
謂

一

朝
奄
帰
万
古
)

(巻
第
七
、

二
三
四
行
)

次

に
感
動
に
用
ゐ
ら
れ
た
例
。

之

(
ヲ
)
静
明

(
ス
ル
)
者
、
其

の

(
ヒ
ト

ハ
)
惟

(
レ
)
法
師
ナ
リ
ヤ

〔
乎

〕

(舖
明
之

者
其

惟
法
師
乎
)

(知
恩
院
蔵
大
唐
三
蔵
玄
壮
バ
法
師
表

啓
平
安
初
期
点
)

身
を
忘

(レ
)

て
物
を
済

フ
こ
と
を
も

ス
ル
ヲ
ヤ

(忘
身
済
身
)

(西
大

寺
本

金
光
明
最
勝
王
経
巻
第
十

白
点
)

感
動

に
用
ゐ
ら
れ
た
例
と
し
て
は
、

カ
ナ
ヤ
の
形
が
訓
点
で
は
相
当

に
多

い



の
で
あ
る
が
、
源
氏
物
語

に
は
見
出
す

こ
と
が
出
来
な

い
。

大
矣

哉
、

悲
智

ノ
妙
用
、
得
テ

〔
而
〕
言

ヒ

象

ス
コ
ト
元

ケ
ム

(大

矣
哉
悲
智
妙

用
元
得
而
言
象
)

(慈
恩
伝
巻
第
八
承
徳

点
、

二
〇
三
行
)

夫

レ
以

(
ミ
)

レ
バ
鳴
呼
痛

イ
哉
ヤ
苦

(
シ
キ
)
哉

(ヤ
)

(夫
以
鳴
呼

痛
哉
苦
哉
)

(吉
水
蔵
諸
仏
菩
薩
本

誓
願
要
文
集

嘉

承

三

年

(
一
一
〇

八
)
頃
点
)

尚
、

「
況

ヤ
…
…

ヲ
ヤ
」

の

「
ヤ
」
も

恐
ら
く
感
動
の
意

で
あ
ら
う
と
思
は

れ
る
。
又
、
疑
問
の
ヤ
と

し
て
挙
げ
た
右
の
例

の
中
で
も
、
タ

レ
、

ナ

ニ
な
ど

の
疑
問

の
語
と
共
に
用

ゐ
ら

れ
た
例
は
、
疑
問
の
意
は
タ

レ
、
ナ

ニ
な
ど
の
部

分

に
存
在
す
る
の
で
あ

つ
て
、

ヤ
は
疑
問
で
は
な
く
し
て
単
な
る
感
動

の
意
か

.「
b
二一コ
、
)
し
')
)
一"
辱
)
')
O

「
は
」
は
訓
点
に
於

て
は
殆
ど
大
部
分
が
文
中

に
用

ゐ
ら

れ

た

例
で
あ

つ

て
、
終
助
詞
的
に
文
末

に
用

ゐ
ら
れ
て
感
動

の
意
を
表
は
す
例
は
僅
か
し
か
出

す

こ
と
が
出
来
な

い
。
そ

の
僅
か
な
例
は
、
主
と
し
て
平
安

初
期

の
点
本
類
に

偏

つ
て
見
出
さ
れ
る
や
う

で
あ
る
。

此

の
諸
の
衆
生
は
上
中
下
有

ル
を

モ
チ
テ
、
彼

の
機
性

に
随

(
ヒ
)
て
而

も
為
に
法
を
説

(カ
)
む
を
は
と
オ

モ
フ

(西
大
寺
本

金
光
明
最
勝
王
経

巻
第

一
白
点
、

一
八
頁
)

「
は
」

の
文
中
に
於

け
る
用
法
と

し
て
は
、

「
名
詞

+
は
」

「
副
詞

+
は
」

「
…
…
を
は
」

「
…
…
に
は
」

「
…
…
と
は
」

「
…
…
て
は
」
な
ど

の
連
続
が

あ
る
が
、

「
名
詞
＋
は
」

の
場
合
は
多
く
は
主
格

を
表
は
し
、
目
的
格
は

「
…

…
を
は

』
で
表
は
す

こ
と
が
多

い
ら
し

い

(
一
般

に
訓
点
で
は
目
的
格
を
表
は

す
の
に
格
助
詞

「
を
」
を

用

ゐ
る

こ
と
が

多

い
)
。

「
…
…
に
は
」

「
…
…
と

は
」

は
連
用
修
飾
格
を
形
成

し
、

「
…
…
て
は
」

は
接
続
格
を
形
成
す
る
わ
け

で
、

こ
の
点

一
般

の
和
文
脈

と
同
様
で
あ
る
。
た
だ
訓
点

で

特

有

の

「
は
」

の
用
法
と

い
へ
ば
、

一
つ
は
、

「
あ
る

い
は
」

「
い
ふ
こ
こ
ろ
は
」

「
ね
が
は

く
は
」

の
如
く
、
上
の
語
と
合

し
て
熟
語
の
如
く
固
定

し
て
用
ゐ
ら
れ
る
も

の

が
多

い
こ
と
、

「
は
こ
そ
」

「
は
ぞ
」

「
は
も
」

「
は
な
む
」

「
は
や
」

「
こ

そ
は
」

「
ぞ
は
」

「
や
は
」

「
か
は
」
な
ど

の
如
く
他
の
係
助
詞
と
重
用
さ
れ

る

こ
と
が
少

い
こ
と
で
あ
ら
う
。

か
や
う

に
、

「
は
」

に

つ
い
て
は
、
訓
点

一
般
と

し
て
は
特
に
顕
著

な
特
徴

は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
が
、
訓
点
の
世
界

の
中
だ
け

に
限

つ
て
考

へ

る
と
、
平
安
初
期

の
点
本
と
後
期

以
降

の
点
本
と
で
は
、

「
は
」
の
用
法
に
若

干
の
差
異
が
あ
つ
て
、
初
期

の
も

の
に
比
較
的
多

く
用

ゐ
ら
れ
る
と

炉
つ
た
傾

向
を
看
取
出

来
る

の
で
あ
る
。
例

へ
ば
、
西
大
寺

本
金
光
明
最

勝
王
経

巻
第

一

の
白
点
の
中

で
次

の
如
き
用
例
が
あ
る
。

一
切
の
諸

の
海

の
水

其

の
滴

の

数

を

ば

知

(
リ
)

ヌ
可
し

能

く
、

釈

迦
の

〔之
〕
寿
量

を
、
数

へ
知

ル
ヒ
ト
は
有

(
ル
)
こ
と
無

ケ

む
…
…
仮
使

ひ
虚
空
を
量
り

て

辺
際
を
尽
す

こ
と
は
得

つ
可

し
。

能
ク
、

釈
迦
の

〔之
〕
寿
量
を
度

知
す

る
ヒ
ト
は
有

(
ル
)

こ
と
無

(
ケ
)
む
…
…
最
勝
は
寿
無
量
な
り
。

能
ク
知

リ
数

フ
ル
者
は
莫
し

右
は

一
句

五
字

の
偶
の
部
分

で
あ
つ
て
、
他
の
部
分

に
比
し
殊
に

「
は
」

の

用
法

が
頻
繁
の
や
う
に
認
め
ら

れ
る
。

一
般
に
か
や
う
な
偶
の
部

分
は
、

こ
の

白
点
で
は
、
比
較
的

「
は
」

「も
」
が
頻
用
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
が
、

こ

れ
は
偶
と

い
ふ
殊
に
感
動
的
な
表
現
の
部
分
と
、
係
助
詞

の
本
質
と
が
無
関
係

で
な
い
こ
と
を
示
す
現
象

で
は
な

い
か
と
思
は
れ
る
。

と
も
考

へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



と
も
あ
れ
、
こ
の
部
分
は
、
後
世
の
点
本

で
見
る
と
、

「
は
」

の
用
法
が
非

常
に
少
く
な

つ
て

ゐ
る

こ
と
に
気

附
く
。
即
ち
、
石

山
寺

旧
蔵
本
の
平
安
後
期

点
で
は
右
と
同

じ
個
所
を
次
の
や
う

に
訓
じ
て
ゐ
る
。

一
切
の
諸
の
海

の
水
を
ば

其

(
ノ
)
滞
の
数

を
ば
知

ぬ
可
し

能

く
、

釈
迦

(
ノ
)

〔之
〕
寿
量

を
ば
数

へ
知

(
ル
)

こ
と
有

(
ル
)

こ

と
無

(
ケ
)
む
…
…
仮
使
虚
空
を
量

(
テ
)

辺
際
を
ば
尽

(
ス
)

こ

と
得
可

(ケ
)
む

能
く

釈

迦
(
ノ
)
〔
之
〕
寿
量

を
ば
度
リ
知
(
ル
)

こ
と
有

(
ル
)

こ
と
無

(
ケ
ム
)

…
…
最
勝
に
し
て
寿
無
量
な
り

能
く
数

を
知
る
者
莫
け
む
ト

ノ
タ
ベ
リ

此
処
に
於

て
は
、
西
大
寺
本
白
点
に
於
て
傍
線
を
附
し
た

「
は
」
は
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
な

い
の
で
あ
る
。
次
に
西
大
寺
本

の
永
長

二
年

(
一
〇
九
七
)
朱

点
の

訓
法
を
見
る
と
、
次

の
如
く
で
あ
る
。

一
切
の
諸

(
ノ
)
海

(
ノ
)
水

を
ば

其

(
ノ
)
滴

・
シ
数
を
ば
知

ぬ

可

(ク
ト

モ
)

能

(ク
)
、

釈

迦

(
ノ
)

〔之

〕
寿
量
を
数

へ
知

(
ル
)
こ
と
は
有

(
ル
)
こ
と
無

(ケ
)
む
…
…
仮
使
虚
空
を
量
て

辺
際
を
尽

(
ス
コ
ト
)
得
可

(ク
ト

モ
)

無
有
能
数
知

釈
迦
之

寿
量

最

勝

(
ノ
)
寿
は
量
無

(
シ
)

能

(ク
)
数
を
知

(
ル
)

べ
き
者
莫
し

の
如
く

で
あ

つ
て
、

や
は
り
白
点
よ
り
も

「
は
」

の
少

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

訓
読

で
は

「
は
」

が
他

の
係
助
詞
と
重
ね
て
用

ゐ
ら
れ
る
こ
と

が
少

い
や
う

で
あ
る
。

「
こ
そ
は
」

「
や
は
」

「
ぞ
は
」

「
か
は
」
な
ど

の
例
は
殆
ど
見
ら

れ
な

い
。

誰

許
沙
銅
体
受
水
薬

,
(石

山
寺
蔵
成
唯
識

論
寛
仁
点
)

な
ど
は
珍
し

い
例
で
は
な

い
か
と
思

ふ
。

・

「も
」
は
本
来
は
感
動

・
強
意
を
表
は
す
語

で
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
。
訓
読

に
於
け
る
特
性
と
し
て
は
、
,第

一
に
、
文
末

に
用

ゐ
ら
れ
て
感
動

の
意
を
表
は

す
用
法
が
殆
ど
存
し
な

い
こ
と

で
あ
る
。

和
文

で
も
、
平
安
時
代

に
は
主
と
し

て
和
歌
又
は
歌
集

の
序
文

に
用
ゐ
ら
れ
た
に
過
ぎ

ぬ
や
う
で
あ
る
。

春
霞

色
の
ち
ぐ
さ
に
み
え

つ
る
は
た
な
び
く
山

の
花
の
か
げ

か
も

(古
今

春

下

・
一
〇

ご

・
在
原

元
方
)

山
し
な

の
を
と
は
の
山

の
を
と
に
だ
に
人

の
し
る

べ
く
わ
が
こ
ひ
め
か
も

(古
今

恋
三

・
六
六
四
)

た
ね
し
あ
れ
ば

い
は
に
も
ま

つ
は
お
ひ
に
け
り
恋
を
し
こ
ひ
ば
あ
は
ざ
ら

め
や
も

(古
今
恋

一
・
五

一
ご
)

は
な
ざ
か
り
す
ぎ
も

や
す
る
と
か
は
つ

な
く

ゐ
で
の
や
ま
ぶ
き
う
し
ろ
め

た
し
も

(大
和
五
八
段
)

い
に
し

へ
を
あ

ふ
ぎ
て
い
ま
を
こ

ひ
ざ
ら

め
か
も

(古
今

仮
名
序
)

訓
点
で
は
日
本
書
紀
の
古
点
本

の
中
で
、

悲

号

惜

分

(前
田
本
仁
徳
紀
)

既
経
多
年
、
甚
哉

(書
陵
部
本
允
恭
安
康
紀
)

な
ど
の
例
が
稀

に
指
摘
さ
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
又
、
和
文
に
於

て
、

い
と
お

し
か
り

し
も

の
こ
り
に
あ
け
も

は
て
給
は
で
け
う

そ
く
を
を
し
よ

せ
て
う

ち
か
け
て

(源
氏

・
末
摘
花

こ
ご
八
11
)

み
し
人

か
げ

の
あ

せ
も
行
か
な

(源
氏

・
賢
木

三
四
四
12
)

の
や
う
に
動
詞
と
動
詞
と
の
間
に

「
も
」
が
介

入
す

る
用
法
も
、
訓
点
で
は
見

出
さ

れ
な

い
や
う

で
あ
る
。



平
安
初
期

の
訓
読

で
は
、
後
世
に
比
較
的
少
く
な

つ
た
や
う

な
用
法
が

一
ご

指
摘
さ
れ
る
。
、
そ
の

一
つ
は
、

「
…

モ
…
ズ
、
…

モ
…
ズ
」

の
や
う
に
、
下
に

打
消
を
伴

つ
て
井
立
的

に
述

べ
た
例
で
あ
る
。

ク
ボ

ー
ー
ア

i
…
ウ
ツ
ツ

ーー

ず

世
尊

の
斉

、
厚
く

(シ
)
て
窺

ミ
て
も
不

ラ
ず
、
凸
力
に
も

(マア

ラ

)

不

(弥
勒
上

生
経

替
平
安
初
期
朱
点
)

ず

ヌ

諸

の
如
来
は
:
…
二

法
を
も
取

(リ
)

た
ま
は
不

。
取

(
リ
)
た
ま
は
不

を
以
て
の
故

に
、
去
リ
も
無
ク
来
リ
も
無

し
。
…
…
是

レ
を
モ
チ
テ
則
法

ず

ず

身
は
生
も
セ
不
滅
む

セ
不

(西

大
寺
本
金
光
明
最
勝

王
経
巻
第

一
平
安
初

期

白
点
、

一
五
頁
)

こ
れ
と
同

じ
本
文
を
、
後
世

の
点
本

で
は
次

の
如
く
モ
を
伴
は
ず
に
訓

じ

て
ゐ
る
。

世
尊

の
斉
、
厚

(ク
)
し
て
窟

マ
不
、
凸

マ
ネ

(東
大
寺
図
書
館
蔵
弥
勒

上
生
経

替
院
政
期
点
)

ず

諸
の
如
来
は
…
…

一
法
を
も
取

(
リ
タ

マ
ハ
)不
、
取

(リ

タ
マ
ハ
)
不
を

以

(テ
)

の
故

(
二
)
、
去
無
ぐ
来
無
し

(石
山
寺
本
金
光
明
最
勝

王
経

院
政
後
期
点
)

但
し
金
光
明
最
勝

王
経
で
も
永
長
点

で
は

「
去
も
無
ク
来
も
無
し
)
と

モ
を
伴

つ
て
居
り
、

モ
を
伴

ふ
例
は
後
世
皆

無
と

い
ふ
わ
け
で
は
な
い
が
、
少
い
こ
と

は
確
で
あ
ら
う
。

か
や
う

に
見

て
来
る
と
、
訓
点
で
は

「
も
」
の
用
法
は
あ
ま
り
盛
で
な

い
や

う
に
考

へ
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、

一
方

で
は
、
逆
に
訓
点
の
方

に
却

つ
て
多
く

用
ゐ
ら

れ
る
点
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

接
続

助
詞

の

「
と
も
」

「ど
も
」
は
、
夫

ミ

「
と
」

「
ど
」

に

「も
」

が
添

う

た
も

の
と
解

せ
ら
れ
、
そ

の

「
も
」
は
係
助
詞
の

「
も
」
と
は
語
源
的

に
恐

ら

く
同

一
の
語
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
逆
接
条
件
句
を
表
は
す
の
に

「と
」

の
形
は
訓
点

で
は
未

だ
管
見

に
入
ら
ず
、
す

べ
て

「
と
も
」
と

「も
」

を
伴

つ

た
形
で
あ
り
、
又

「
ど
」
も
次

に
述

べ
る
や
う

に
訓
点

で
は
例
が
非
常

に
少

い

や
う

で
あ
り
、
大
抵
は

「も
」
を
伴

つ
て

「ど
も
」

の
形
で
用
ゐ
ら

れ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。

一
方
、

和
文

に

於
て
は
、

「
と
」

「
と
も
」
、

「
ど
」

「
ど
も
」

が
併

せ
用

ゐ
ら
れ
て
ゐ
る

(
「
と
」
の
例
は
和
文

で
も
極
め
て
少

い
が
)

が
、

「
ど
」
と

「
ど
も
」
と
を
比

べ
る
と
、
竹
取

・
土
左

・
古
今
な
ど

で
は

あ
ま
り

違
は
な

い
が
、
物
語

や
日
記

の
類
に
な
る
と

「
ど
」
の
方

が

「
ど
も
」
よ
り
も

圧
倒
的

に
多
く
な

つ
て
ゐ
る
⑦
。

(
「ど
も
」
は
和
歌
の
中

で
は
比
較
的
多
く

用

ゐ
ら
れ
る
や
う
だ

が
、
ヒ

こ
で
は
こ
れ
以
上
は
触
れ
な

い
。
)

ど
ど
も

取竹

左土

今古

小
計

勢伊

和大

 

一
方

、
訓
点
資
料

で
は
、
例

へ
ば

ど
ど

も

枕

氏源
記部紫

日式

 

興
福
寺
蔵
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝

承
徳
点
・
永
久
点

日更
記級
日式和
記部泉
日典讃
記侍岐
小
計

総
計

石
山
寺
蔵
大
唐
西
域
記

長
寛
点
・
院
政
後
期
点

の
如
く
で
あ

つ
て

「
ど
も
」

の
方

が
圧
倒
的
に
多

い
。

こ
れ
ら
の
中

「
ど
」
は

「
ど
も
」

の

「
も
」
々
省

記
し
た
か
と
疑
は
れ
る
も

の
も
あ
る
か
ら

、

一
層

の

こ
と
で
あ
る
。

概
し
て
、
訓
点
で
は
助
詞

「
ど
」
を
用
ゐ
る
こ
と

が
少

い
。



ハ
ヤ

ト

け

ー
レ

其

(
ノ
)
水

測
ク
疾

ケ
レ
ド

(其
水

測
疾
)

(東
大
寺
図
書
館
蔵
大
般
浬

架
経
巻
第

二
院
政
後
期

点
)

再
三
告

示
ス
レ
ド
終
に
命
に
従

(ガ

ハ
)
不

(再

三
告

示

終

不

従

命
)

(石
山
寺
蔵
大
唐
西
域

記
巻
第

四
長
寛
点
。
石

山
寺
蔵
大
唐
西
域

記
古
点

に
は
こ
れ
以
外
に
も
ド
と
訓
ま
れ
る
例
が
五

つ
ほ
ど

あ
る
が
、

ヲ
コ
ト
点

又
は
仮
名

「
も
」
を
省

記
し
た
か
と
疑
は
れ
る
節
も

あ
る
か
ら
確
例
と
は

言

へ
な

い
)

か
や
う
に

「
ド

モ
」

の
形
は
訓
点
で
は
好
ん

で
用
ゐ
ら

れ
る
や
う
だ
が
、
こ

れ
と
並
ん
で
、
訓
点
で
は

「
だ
に
も
」

「
よ
り
も
」
の
如
く
副
助
詞
に
添

へ
て

用
ゐ
る
こ
と
が
多

い
。

「
だ
に
も
」

「
よ
り
も
」
は
和
文

に
も
見
え
る
け
れ
ど

も
、

「
だ
に
も
」

が
音
便

で

「
だ
ん
も
」

「
だ
も
」

と
転
じ
た

の
は
訓
点
特
有

の
形
と
さ
れ
て
ゐ
る
。

か
や
う

に
、
訓
点
で

「
も
」
を
他
の
助
詞
の
下

に
附
し

て
好

み
用

ゐ
る
の
は
、
文
中

に
於
て
そ
の
上
の
助
詞

(ど

・
だ
に

・
よ
り
)
に

よ

つ
て
表
は
さ
れ
る
所
の
格
を
特

に
明
確
に
呈
示
す

る
こ
と
が
、
目
的

で
あ
つ

た
の
で
は
な
か
ら
う
か

(こ
の

「
目
的
」
と

い
ふ
の
は
、
必
ず
し
も
意
識
的
な

も

の
か
、
そ

れ
と
も
無
意
識
的

な
も

の
か
は

問
は
な
い
)
。

こ
の

こ
と
は
、
訓

読
で
目
的
格

を
表
は
す

の
に
格
助
詞

「
を
」
を
好

み
用
ゐ
る
　

殊
に
上
の
述

語

へ
返
読
す

る
際

に
は
　

こ
と
な
ど
と
も
共
通
す
る
性
格
と
見
て
よ

い
の
で

は
な

い
か
と
考

へ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、
係
助
詞
の
各
語

に
つ
い
て
述
べ
来
つ
た
が
、

こ
れ
ら
を

総
括
し
た
結

論

の
如
き
も
の
は
必
ず

し
も
は

つ
き
り

と
打
出
す

こ
と
は
出

来
な

い
か
も

知
れ

ず

、
強

ひ
て
求

め
る
な
ら
ば
、
非
常

に
抽
象
的
な
論
と
な

つ
て
し
ま
ふ
け
れ
ど

も

、
訓
読

に
於
て
は
、
係
助
詞
の
用
法
は
全
般
的

に
和
文
よ
り
も

相
当

に
制
約

さ
れ
た
も
の
で
あ
り

、
し
か
も
そ
の
制
約
の
度
合
は
、
格
助
詞
や
副
助
詞
に
比

べ
て
、
よ
り
甚
だ
し

い
も

の
と
認

め

る

こ

と

が
出
来
よ
う
か
と
思

ふ
。
し
か

し
、

一
方
、
終
助
詞
の
類

に
比

べ
る
な
ら
ぼ
、
係
助
詞
の
方

が
ま
だ
和
文
と
の

共
通
性

が
多

い
や
う
に
考

へ
ら
れ
る
。

か
や
う
な
現
象
を
如

何
に
解
釈
す

べ
き

か
と
言

ふ
に
、
未
だ
最
終
的
な
結
論
を
述

べ
る
段
階

で
は
な

い
と
も
思

ふ
が
、

一
往

の
私
案
を
提
出
す
る
な
ら
ば
、
大
凡
次

の
如
き

こ
と
が
言

へ
る
の
で
は
な

い
か
と
思

ふ
。
即
ち
、
訓
読
と

い
ふ
作
業
は
、
原
漢
文

に
対
し
た
解

読
者

が
、

そ
れ
を
理
解
受
容
し
、
更
に
そ
れ
を
訓
点
と

い
ふ
形
で
表
現
す
る
と

い
ふ
言
語

活
動
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
際
、
対
象
た
る
漢
文

は
外
国
語

で

あ

つ

て
、

相
当
に
難
解
な
文
章

で
あ
り
、
内
容
は
宗
教

・
思
想

・
歴
史

・
医
術
な
ど

が
主

で
あ
り
、
し
か
も
そ

れ
を
解
読
す
る
人

々
は
多
く
僧
侶

・
学
者
階
級
で
あ

つ
て

見

れ
ば
、
そ
れ
を
解
読

し
て
更
に
表
現
し
た
文
の

一
部

を
殊
に
強
調
し
た
り
又

自

己
の
感
動
を
表
現
し
た
り
す
る
必
要
性
も
少
か

つ
た
ら
う

し
、
又
そ
の
余
裕

も
少
か

つ
た
こ
と
と
思

は
れ
る
。
確
に
、
仏
教

の
経
典
の

一
部

に
は
、
非
常

に

　
な
場
面

を
含
む
も

の
も
あ
り
、
又
訓
読
の
対
象
と
な

つ
た
漢
文

の

中

に
は
、
文
芸
書
も
含

ま
れ
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
や
う
な
も
の
に

つ
い
て
は
係
助
詞
に
よ
る
強
調

・
感
動
な
ど
の
表
現
が
比
較
的
多

く
表
は
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
上
述
し
た
如
く
で
あ
る
。
又
、
平
安
初
期

・
中
期

の

頃
は
、
平
安
後
期

・
院
政
期

に
比
較
す
る
と
、
係

助
詞
の
用
法
が
、
(比
較
的

で

は
あ
る
が
)
少
し
緩
か
な
点
も

あ
る
の
に
、
そ
れ
が
後

に
至
る
と

一
層
用
法
が

窮
屈

に
な

つ
て
来
る
。

こ
の
現
象
も
、
既
に
説
か
れ
て
来
た
如
く
、
平
安
初
期

に
は
漢
文
に
ち
か
に
当

つ
て
漢
文
全
体
と
し
て
直
接
に
解
読

し
よ
う
と
し
た
傾

向

が
強
か

つ
た
の
に
対
し
て
、
覧平
安
後
期
以
降
は
漢
字

に
即

し
た
訓
法
が
次
第



に
強
ま

つ
て
行

つ
た
と

い
う
傾
向

が
窺
は
れ
る
⑦
が
、

係
助
詞
の
消
長
も

こ
の

傾
向
の

一
つ
の
表
は
れ
と
見
て
よ

い
の
で
は
な

い
か
と
思

ふ
。

一
体
、
係
助
詞

の
中
で
も

、
強
調

や
感
動
を
表
は
す

「
ぞ
」

「
な
む
」

「
こ

そ

」、

そ

れ
に

「
は

」
「も
」
な
ど
は
、
そ

れ
に
対
応
す
る
漢
字

は
殆
ど
無

い
の

で
あ
る

(
ハ
と

い
ふ
助
詞
に
対
応
す
る

「者
」
字
な
ど
は
あ
る
が
)
。従

つ
て
、

こ
れ
ら

の
係
助
詞
は
、
訓
読

の
際
に
は
、
漢
字

の
訓
と
し
て
で
は
な
く
、
補
読

と

し
て
表
は
さ
れ
る
も

の
で
あ
り
、
し
か
も

こ
れ
ら
の
語
が
強
意

・
感
動
等

の

意
を
表
は
す
に
止
ま
り
、
実
質
的

な
意
味
を
伴
は
な

い
も

の

で

あ

つ
て
見

れ

ば
、
取
意
を
旨
と
す

る
訓
読
に
在

つ
て
は
、
補
読
を
す

る
必
要
性
が
比
較
的
少

か

つ
た
の
で
あ
ら
う
。
又
同
じ
く
補
読

で
表
は
さ
れ
る
助

詞
で
も
、
格

関
係
を

表
示
す
る
格
助

詞
や
、
又
副
助
詞
な
ど
と
比

べ
れ
ば
、
訓
読

に
於
け
る

「必
要

度
」
が
相
当

に
低
か

つ
た
と
見

る

こ

と

が
出
来
よ
う
か
と
思
は
れ
る
の
で
あ

.
る
。

註
①(4)(3)(2)

宮
坂
和
江

「
係
結

の
表
現
価
値
　

物
語
文
章
論
よ
り

見
た
る
　
」
国
語

と
国
文
学
昭

ご
七

・
ご
。

阪
倉
篤
義

「
歌
物
語

の
文
章
　

「
な
む
」
の
係
り
結
び
を
め
ぐ

つ
て
」

国
語
国
文

昭

ご
八

・
六

築
島

裕

「
訓
点
語
彙
の

一
考
察
」
国
語
学

ご
七
。

築
島

裕

「
「
東
大
寺

謁
講
文
稿
」
小
考
」
国
語
国
文
昭

二
七

・
五
。

春

日
政
治

「
最
研
」
下

ご
九
三
頁
他
。

同

「
古
訓
点
の
研
究
」

一
八
四
頁

・
二
〇
三
頁

・
二
七
九
頁
他
。

9

遠
藤

嘉
基

「
訓
点
資
料

と
訓
点
語

の
研
究
」

一二

〇
頁
。

春

日
和
男

「
「
也
」
字

の
訓

に
つ
い
て
　

「
ぞ
」
と

「
な
り
」
と

の
消

⑤⑧⑦⑧

長
　

」
国
語
国
文
昭

三
〇

・
二
。

沢
潟
久
孝

「
「
か
」
よ
り

「
や
」

へ
の
推
移
」
万
葉

の
作
品
と
時
代

所

収
。

春

日
博

士
は

「
平
安
中
期

一
〇
〇
〇
年
後
、
院
政
時
代
以
前
の
問

に
お

く
べ
き

で
は
な
か
ろ
う

か
」
と
さ
れ
る

(
「石
山
本
最
勝
王
経
古
点
よ

り
」
国
語
国
文
昭
三
三

・
一
一
)
。

竹
取
-
山
田
氏
編
索
引
。
土
左

・
伊
勢

・
大
和

・
枕
　

日
本
古
典
文
学

大

系
本
。
古
今
　

西
下

・
滝
沢
氏
編
索
引
。
源
氏
　
吉
沢

・
木
之
下
氏

編
索
引
。
紫
式
部

日
記
-
中
古
文
学
研
究

会

編

索

引
。
更
級
日
記
i

東

・
塚
原

・
前
田
氏
編
索
引
。
和
泉
式
部
日
記
　
文
章
語
研
究
会
編
索

引
。
讃
岐

典
侍

日
記
　
馬
淵
氏

編
索
引
。

小
林
芳
規

「
漢
文
訓

読

史

上

の

一
問
題
-
再
読
字
の
成
立

に

つ
い
て

　
」
国
語
学

一
六
。

同

「
「
ら
く
の
み
」

「
ま
く
の
み
」
源
流
考
」
文
学
論
藻

八

(昭
三

ご

・
一
〇
)
。

同

「
「
及
」
字

の
訓
読
」
国
文

学
言
語
と
文
芸
昭
三
四

・
五
。

〔附
記
〕
原
稿
が
延

引
し
て
編
輯
御
当
局

に
多
大
の
御
迷

惑
を
お
か
け
し
ま
し

た
こ
と
を
深
ぐ
お
詫
び
致

し
ま
す
。
そ

れ
に
も
拘
ら
ず
福
田
良
輔
先
生
始
め

各
位
よ
り
非
常

な
御
厚
意
を
恭
う
致
も
ま
し
た
。
厚
く
御
礼
申
上
げ

ま
す
。

又
小
林
芳
規

氏
か
ら
種

々
有

益
な
御
助
言
を
頂
き
ま
し
た
こ
と
に
感
謝

の
意

を
表
し
ま
す
。

(三
五

・
ご

・
二
)

　
東
京
大
学
助
教
授
　


