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一

本
文
校
訂
に
あ
た
っ
て
は
、
安
易
に
誤
字
、
脱
字
等
を
想
定
し
て
本

文
を
改
変
し
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
本
文
の
文
字
列
が
と
り
あ
え
ず

意
味
を
な
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
一
途
に
そ
れ
に
従
え
ば
よ
い
と

い
う
も
の
で
も
な
い
。

『

蜻
蛉
日
記』

か
ら
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
安
和
二
年
、
世
に
言
う
安

和
の
変
に
よ
っ
て
失
脚
し
た
左
大
臣
源
高
明
の
北
の
方
に
見
舞
い
の
長

歌
を
贈
っ
た
道
綱
母
に
、
北
の
方
か
ら
届
け
ら
れ
た
返
歌
が
、

い
と
き
な
き
て
し
て
、
う
す
に
ひ
の
か
み
に
て
ま
つ
の
え
た
に
つ

け
た
ま
へ
り
。

と
い
う
状
態
で
届
け
ら
れ
た
こ
と
を
記
す
。
問
題
は｢

い
と
き
な
き
て｣

に
あ
る
。｢

い
と
き
な
き
て｣

は
、｢

幼
い
筆
跡｣

と
い
う
意
味
に
と
れ

る
が
、
高
明
北
の
方
は
子
供
で
は
な
く
、
ま
た
筆
跡
の
未
熟
を
こ
と
さ

ら
に
言
い
立
て
ら
れ
て
い
る
人
物
で
も
な
い
。
筆
跡
が
そ
の
人
の
教
養

と
不
可
分
に
考
え
ら
れ
て
重
視
さ
れ
た
時
代
に
、
道
綱
母
が
好
意
を
も
っ

て
接
し
て
い
る
左
大
臣
の
北
の
方
の
筆
跡
を

｢

い
と
き
な
し｣

と
評
す

る
の
は
、
ど
う
考
え
て
も
不
自
然
で
あ
る
。｢

い
と
き
な
き｣

と
い
う

文
字
の
連
な
り
は
国
語
と
し
て
意
味
を
な
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の

意
味
は
文
脈
に
適
合
す
る
と
は
い
い
が
た
い
。

そ
こ
で

『

蜻
蛉
日
記』

の
い
く
つ
か
の
写
本
に
つ
い
て
み
る
に
、
桂

宮
本
で
は
た
し
か
に

｢

い
と
き
な
き｣

と
は
読
め
る
も
の
の
、｢

い
と

き｣

の

｢
き｣

は

｢

支｣

を
字
母
と
す
る
仮
名
で
、｢

に｣

や

｢

よ｣

に
紛
れ
や
す
い
字
形
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
現
に
国
会
図
書
館
本
、
無
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窮
会
神
習
文
庫
本
、
松
平
文
庫
本
な
ど
で
は
そ
の
箇
所
は

｢

い
と
よ
な

き｣
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で

｢

い
と
き
な
き｣

と
読
ま
れ
て
き
た
文
字
列
中
の

｢

き｣

が
、｢

よ｣
や

｢
に｣

と
紛
ら
わ
し
い
字
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
場

合｢

き｣

以
外
の
可
能
性
に
つ
い
て
も
一
考
す
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

も
っ
と
も

｢

い
と
よ
な
き｣

で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
で
は

｢

い
と
に

な
き｣

な
ら
ど
う
か
。
こ
れ
は

｢

二
つ
と
な
い｣

を
意
味
す
る

｢

二
な

し｣

と
い
う
形
容
詞
を
副
詞

｢
い
と｣

で
強
調
し
た
表
現
で
、『

う
つ

ほ
物
語』

や

『

源
氏
物
語』

に
も
見
出
さ
れ
る
言
い
回
し
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
何
よ
り

｢

い
と
に
な
き｣

は

『
蜻
蛉
日
記』

の
当
該
箇
所
に

も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
表
現
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る

(

注
１)

。

転
々
書
写
を
経
て
本
文
の
変
動
少
な
か
ら
ぬ
中
世
、
近
世
の
写
本
に

対
し
て
、
千
年
前
の
言
葉
に
対
す
る
感
覚
の
鈍
さ
か
ら
、
そ
の
文
字
面

を
墨
守
し
て
事
足
れ
り
と
す
る
解
釈
が
、
ま
だ
ま
だ
横
行
し
て
い
る
の

で
は
あ
る
ま
い
か
。

二

『

蜻
蛉
日
記』

上
巻

康
保
三

(

九
六
六)

年
秋
に
、
次
の
よ
う
な

記
事
が
あ
る
。
母
の
死
後
、
兼
家
の
訪
れ
も
間
遠
に
な
り
、
父
倫
寧
は

こ
こ
十
年
余
り
国
司
を
歴
任
し
、
在
京
時
も
道
綱
母
邸
と
は
別
の
邸
に

住
む
生
活
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
の
人
手
を
欠
い
て
屋
敷
の
整
備
も
ま

ま
な
ら
ぬ
道
綱
母
邸
の
有
様
を
述
べ
る
一
文
で
あ
る
。

か
ゝ
る
所
も
と
り
つ
く
ろ
ひ
か
ゝ
は
る
人
も
な
け
れ
ば
い
と
悪
し

く
の
み
な
り
ゆ
く
。
こ
れ
を
つ
れ
な
く
出
で
入
り
す
る
は
、
こ
と

に
心
ぼ
そ
う
思
ふ
ら
ん
な
ど
深
う
思
ひ
よ
ら
ぬ
な
め
り
な
ど
ち
ぐ

さ
に
思
ひ
乱
る
。

問
題
は
、｢

邸
の
手
入
れ
を
す
る｣

意
で
用
い
ら
れ
て
い
る

｢

と
り

つ
く
ろ
ひ
か
ゝ
は
る｣

と
い
う
言
い
回
し
に
含
ま
れ
る
、｢

か
ゝ
は
る｣

と
い
う
語
に
あ
る
。｢

邸
の
手
入
れ
を
す
る｣

と
い
う
よ
う
な
意
味
は
、

通
常

｢

と
り
つ
く
ろ
ふ｣

だ
け
で
事
足
り
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

『

源
氏
物
語』

橋
姫
巻
で
、
時
勢
に
見
放
さ
れ
落
魄
し
た
八
宮
邸
の
様

子
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
る
。

家
司
な
ど
も
、
む
ね
む
ね
し
き
人
も
な
か
り
け
れ
ば
と
り
つ
く
ろ

ふ
人
も
な
き
ま
ま
に
草
青
や
か
に
し
げ
り
、
軒
の
し
の
ぶ
ぞ
所
え

顔
に
青
み
わ
た
れ
る

(

注
２)

。

ま
た
、『
蜻
蛉
日
記』

で
は
、
同
様
な
意
味
を
表
す
場
合
、
た
ん
に

｢

つ
く
ろ
ふ｣
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。
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も
ろ
と
も
に
出
で
ゐ
つ
ゝ
つ
く
ろ
は
せ
し
草
な
ど
も
、
わ
づ
ら
ひ

し
よ
り
は
じ
め
て
う
ち
捨
て
た
り
け
れ
ば
生
ひ
凝
り
て
い
ろ

に
咲
き
乱
れ
た
り
。

(

康
保
元
年
七
月)

先
つ
頃
、
つ
れ

な
る
ま
ゝ
に
草
ど
も
つ
く
ろ
は
せ
な
ど
せ
し

に
、
あ
ま
た
若
苗
の
生
ひ
た
り
し
を
取
り
集
め
さ
せ
て
…
…
。

(

天
禄
元
年
六
月)

撫
子
の
種
取
ら
ん
と
し
は
べ
り
し
か
ど
、
根
も
な
く
な
り
に
け
り
。

呉
竹
も
一
筋
倒
れ
て
は
べ
り
し
。
つ
く
ろ
は
せ
し
か
ど
。

(

天
禄
二
年
六
月)

(

宇
治
ノ
院
ハ
師
氏
ガ)

あ
は
れ
に
心
に
い
れ
て
つ
く
ろ
ひ
給
ふ
と

聞
き
し
所
ぞ
か
し
。

(
天
禄
二
年
七
月)

と
す
れ
ば
、
か
の
箇
所
の
み
が
、
何
故｢

と
り
つ
く
ろ
ひ
か
ゝ
は
る｣

と
い
う
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
か
。｢

か
ゝ
は
る｣

を
添
え
、

そ
れ
に
よ
っ
て

｢

と
り
つ
く
ろ
ふ｣

や

｢

つ
く
ろ
ふ｣

だ
け
で
は
表
現

で
き
な
い
よ
う
な
内
容
を
述
べ
て
い
る
と
は
思
え
な
い
の
で
あ
る
が
。

こ
の｢

と
り
つ
く
ろ
ひ
か
ゝ
は
る
人｣

は
、
こ
れ
ま
で
の
注
釈
で
は
、

修
繕
し
、
世
話
を
す
る
人

(

日
本
古
典
全
書)

修
理
し
、
気
に
か
け
て
く
れ
る
人

(

全
注
釈)

修
理
し
世
話
し
て
く
れ
る
人

(

全
集)

と
い
う
風
に
解
さ
れ
て
、｢

か
ゝ
は
る｣

が
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に

対
し
て
は
、
格
別
な
注
意
が
払
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
た
だ
、
日

本
古
典
文
学
全
集
が
頭
注
で

｢

か
か
は
る｣

に
つ
い
て
、｢

関
係
す
る
、

の
意
。
和
文
に
は
珍
し
い
語｣

と
指
摘
し
て
い
る
の
は
注
目
さ
れ
る

(

後
述)

。

こ
の
よ
う
な

『

蜻
蛉
日
記』

注
釈
の
大
勢
を
承
け
て
、
国
語
辞
書
に

も

｢

か
か
は

(

わ)

る｣

の
用
例
と
し
て
、
こ
の

『

蜻
蛉
日
記』

中
の

唯
一
例
を
、
次
の
よ
う
な
意
味
の
初
出
と
し
て
掲
出
す
る
も
の
が
出
現

し
た
。あ

る
関
係
を
持
つ
。
世
話
を
し
た
り
、
仕
事
に
従
っ
た
り
し
て
、

他
と
か
か
わ
り
合
い
に
な
る
。

(

日
本
国
語
大
辞
典)

関
係
を
持
つ
。
世
話
を
し
た
り
干
渉
し
た
り
す
る
。

(

角
川
古
語
大
辞
典)

関
係
す
る
。
か
か
わ
り
あ
う
。
た
ず
さ
わ
る
。

(

広
辞
苑

第
三
版
以
後)
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こ
の
現
象
は
、
お
そ
ら
く
戦
後
の

『

蜻
蛉
日
記』

研
究
の
成
果
を
反

映
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。『

広
辞
苑』

は
、
昭
和
三
十
年
の
初
版
で
は
、

上
記
の

｢
関
係
す
る
。
か
か
わ
り
あ
う
。
た
ず
さ
わ
る｣

と
い
う
定
義

を
記
す
の
み
で
、
用
例
と
し
て

『

蜻
蛉
日
記』

を
掲
げ
て
は
い
な
か
っ

た
。
そ
の
状
態
が
第
二
版

(

昭
和
四
十
四
年)

、
第
二
版
補
訂
版

(

昭

和
五
十
一
年)

ま
で
継
承
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
昭
和
四

十
八
年
刊
の

『

日
本
国
語
大
辞
典』

が
、『

蜻
蛉
日
記』

を
用
例
に
掲

げ
て
以
降
、
五
十
七
年
刊
の

『
角
川
古
語
大
辞
典』

、
五
十
八
年
刊
の

『

広
辞
苑』

第
三
版
が
相
次
い
で
そ
れ
に
倣
っ
た
。

な
に
ゆ
え
、
こ
れ
ら
昭
和
四
十
年
代
か
ら
五
十
年
代
に
か
け
て
の
辞

書
に
お
い
て
一
斉
に『

蜻
蛉
日
記』

の
用
例
が
掲
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
背
景
に
は
、
伊
牟
田
経
久
氏
の
、
精
密
な
校
訂
本
文
に
基
づ
く

『

蜻
蛉
日
記
総
索
引』

(

昭
和
三
十
八
年)

、
つ
い
で
柿
本
奨
氏
の
、
詳

細
な
索
引
を
備
え
た

『

蜻
蛉
日
記
全
注
釈』

(

昭
和
四
十
二
年)
の
完

成
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
成
果
が
、
用
例
検
索
の
便
を
は
か
る
の
み
に
と

ど
ま
ら
ず
、
古
写
善
本
に
恵
ま
れ
な
い

『

蜻
蛉
日
記』

本
文
の
信
憑
性

を
高
め
、
辞
書
の
用
例
へ
の
利
用
の
途
を
拓
い
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
も
と
で
、｢

か
ゝ
は
る｣

も

｢

関
係
す
る
、
か
か

わ
り
あ
う｣

意
の
初
出
例
と
し
て
辞
書
に
掲
出
す
る
保
証
を
与
え
ら
れ

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

三

戦
後
、
前
記
の
二
書
を
ま
つ
ま
で
も
な
く
、｢

日
本
古
典
全
書｣

、

｢

日
本
古
典
文
学
大
系｣

の
刊
行
な
ど
に
よ
っ
て
、
昭
和
三
十
年
代
か

ら
四
十
年
代
に
か
け
て
、『

蜻
蛉
日
記』

注
釈
の
水
準
が
上
が
っ
た
こ

と
は
確
か
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
全
般
的
に
見
た
水
準
の

向
上
で
あ
っ
て
、
箇
々
の
問
題
一
つ
一
つ
が
、
ひ
と
し
な
み
に
精
密
に

検
討
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
当
面
の

｢

か
ゝ
は
る｣

も
、『

蜻
蛉
日

記』

の
用
語
と
し
て
十
分
に
吟
味
さ
れ
て
き
た
と
は
必
ず
し
も
い
え
な

い
語
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
こ
の

｢

か
ゝ
は
る｣

が
、
現
代
語
に
ま
で
存
続
し
て
い
る

語
で
あ
る
と
同
時
に
、
現
代
語
の
感
覚
、
す
な
わ
ち

｢

関
係
す
る｣

と

か

｢

世
話
を
す
る｣

と
い
う
風
に
理
解
し
て
も
一
応
意
味
が
通
る
よ
う

な
文
脈
に
置
か
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
意
味
不
明
の
本
文
の
少
な

く
な
い

『

蜻
蛉
日
記』

に
あ
っ
て
、
そ
れ
は
看
過
さ
れ
て
も
や
む
を
得

な
い
一
語
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、『

蜻
蛉
日
記』

の
時
代
、｢

か
ゝ
は
る｣

は
、
は
た
し
て
今

日
と
同
様
、｢

関
係
す
る｣

と
か

｢

世
話
を
す
る｣

の
意
で
使
用
さ
れ

る
言
葉
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
留

意
す
べ
き
は
、｢
か
ゝ
は
る｣

に
つ
い
て
施
さ
れ
た
、
日
本
古
典
文
学
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全
集
の
頭
注
、｢

和
文
に
は
珍
し
い
語｣

と
い
う
指
摘

(

前
述)

で
あ

る
。こ

こ
に
い
う

｢

和
文｣

が
平
安
時
代
の
仮
名
文
を
指
す
と
す
れ
ば
、

た
し
か
に

『
竹
取
物
語』

、『

土
佐
日
記』

、『

伊
勢
物
語』

の
初
期
仮
名

文
以
下
、『

う
つ
ほ』
、『

落
窪』

、『

源
氏』

、『

狭
衣』

の
作
り
物
語
、

『

栄
花
物
語』

、『

大
鏡』
の
歴
史
物
語
に
い
た
る
ま
で
、｢

か
ゝ
は
る｣

の
用
例
は
皆
無
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、｢

珍
し
い｣

は
、
用
例
が
少
な

い
故
に

｢

珍
し
い｣

の
で
は
な
く
、
平
安
時
代
の
和
文
に
は
見
出
せ
な

い
と
い
う
意
味
で

｢

珍
し
い｣

と
い
う
べ
き
か
。｢

関
係
す
る
、
世
話

を
す
る｣

の
意
の
古
い
用
例
に
、
古
語
辞
典
、
国
語
辞
典
が
申
し
合
わ

せ
た
よ
う
に

『

蜻
蛉
日
記』

の
当
該
例
を
掲
出
す
る
の
は
、
平
安
、
鎌

倉
期
を
通
し
て
お
そ
ら
く
他
に
そ
の
例
が
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
か
ら
で

あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の『

蜻
蛉
日
記』

に
た
だ
一
例
の
み
見
出
さ
れ
る｢

か
ゝ

は
る｣

が
、
文
献
中
で
い
か
に
孤
立
し
た
用
例
で
あ
る
か
は
、
こ
の
意

味
で
掲
出
さ
れ
る
他
の
用
例
が

『

コ
ン
テ
ン
ツ
ス
ム
ン
ヂ』

や
天
正
九

年
の

『

吉
川
家
文
書
別
集』

(

日
本
国
語
大
辞
典)

や

『

日
葡
辞
書』

な
ど
、
室
町
時
代
末
期
ま
で
下
が
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
意
味
を
問
わ
な
け
れ
ば
、｢

か
ゝ
は
る｣

と
い
う
語
は
、

平
安
時
代
で
も
珍
し
い
語
で
は
な
か
っ
た
。｢

和
文
に
珍
し
い
語｣

で

あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
和
文
と
は
位
相
を
異
に
す
る
漢
文
訓
読
語
に
用

い
ら
れ
る
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、｢

か
ゝ
は
る｣

は

｢

拘｣

や

｢

繋｣

等
の
訓
と
し
て
用

い
ら
れ
る
語
で
、
和
文
の

｢

か
ゝ
づ
ら
ふ｣

に
対
応
す
る

｢

訓
讀
特
有

語｣

で
あ
る(

築
島
裕『

平
安
時
代
の
漢
文
訓
讀
語
に
つ
き
て
の
研
究』

一
九
六
三
年
、
東
京
大
学
出
版
会)

。
そ
れ
は
、
築
島
氏
の
掲
げ
た
用

例
か
ら
借
用
す
れ
ば
、

諸
異
生
拘
煩
悩
故(

諸
ノ
異
生
ノ
煩
悩
ニ
カ
ゝ
ハ
レ
タ
ル
カ
故
ニ)

(

吉
水
蔵
成
唯
識
論
巻
第
八
寛
治
五
年
頃
点)

の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
、
物
事
に
と
ら
わ
れ
左
右
さ
れ
る
情
況
を
表
す

語
で
あ
っ
た
。

｢

か
ゝ
は
る｣

が
こ
の
よ
う
な
意
味
の
語
で
あ
る
と
す
れ
ば
、

か
ゝ
る
所
も
と
り
つ
く
ろ
ひ
か
ゝ
は
る
人
も
な
け
れ
ば
。

と
い
う
一
文
は
、
字
義
通
り
解
す
る
こ
と
容
易
な
ら
ざ
る
表
現
だ
と
い

わ
ざ
る
を
え
な
い
。

前
述
の
よ
う
に
、
平
安
時
代
の
仮
名
文
で
は

『

蜻
蛉
日
記』

の
当
該

例
が
唯
一
の
孤
例
で
あ
る
が
、
中
世
の
文
献
に
な
る
と

｢

か
ゝ
は
る｣
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は
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
た
と
え
ば
、

定
業
猶
医
療
に
か
ゝ
は
る
べ
う
候
ば
、
豈
釈
尊
入
滅
あ
ら
む
や
。

(

平
家
物
語

巻
三)

す
な
わ
ち

｢

あ
ら
か
じ
め
定
ま
っ
て
い
る
寿
命
が
医
療
に
よ
っ
て
左
右

さ
れ
る
も
の
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
釈
迦
が
命
を
終
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ

ろ
う
か｣

の
よ
う
に
、
漢
文
訓
読
の
際
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

彼
此
共
に
賎
郎
の
身
な
り
と
い
へ
ど
も
、
あ
や
ま
た
で
補
佐
の
臣

に
い
た
る
。
賢
才
か
ゝ
は
ら
ざ
る
ゆ
へ
也
。

(

十
訓
抄

第
三
・
一
六
話)

こ
れ
は
、｢

傅
説
、
呂
尚
は
と
も
に
出
自
卑
賤
で
あ
っ
た
が
、
道
を

誤
ら
ず
天
子
補
佐
の
任
に
昇
っ
た
。
賢
人
は
出
自
に
拘
り
左
右
さ
れ
た

り
し
な
い
か
ら
で
あ
る｣

の
意
。
以
下
、
中
世
の
説
話
、
軍
記
の
類
に

相
当
数
見
出
さ
れ
る

｢

か
ゝ
は
る｣

は
い
ず
れ
も
漢
文
訓
読
に
用
い
ら

れ
た
原
義
を
離
れ
る
こ
と
な
く
、
単
に

｢

関
係
す
る
、
世
話
を
す
る｣

等
の
今
日
的
な
意
味
で
の
使
用
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
事
実
は

『

蜻
蛉

日
記』

の

｢

か
ゝ
は
る｣

の
存
否
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
は
ず
で
あ
る
。

是
は
目
に
も
見
え
ず
、
力
に
も
か
ゝ
は
ら
ぬ
無
常
の
殺
鬼
を
ば
暫

時
も
た
ゝ
か
ひ
か
へ
さ
ず
。

(

平
家
物
語

巻
六)

…
と
固
く
制
し
け
れ
ば
、
資
忠
、
涙
を
押
さ
へ
て
力
無
く
着
た
る

鎧
を
脱
ぎ
置
い
た
り
。
聖
、
さ
て
は
制
止
に
関
は
り
ぬ
と
嬉
し
く

思
ひ
て
、

(

同

巻
六)

兵
革
し
ば
ら
く
静
ま
り
、
天
下
無
為
に
属
す
と
言
へ
ど
も
、
京
中

の
貴
賎
は
な
ほ
困
窮
の
愁
へ
に
関
は
れ
り
。(

太
平
記

巻
二
四)

公
武
の
成
敗
関
は
る
と
こ
ろ
無
け
れ
ば
、
山
門
の
安
否
こ
の
時
に

あ
り
と
、
老
若
共
に
驚
嘆
す
。

(

同

巻
二
四)

狼
藉
手
に
余
り
て
制
止
に
関
は
ら
、
獅
子
・
狛
犬
を
う
ち
割
り
て

薪
と
し
、
仏
像
・
経
巻
を
売
り
て
魚
鳥
を
買
ふ
。(

同

巻
三
四)

他
に
は
仏
神
敬
は
ず
朝
夕
狩
り
漁
を
業
と
す
、
内
に
は
将
軍
の
仰

せ
を
軽
く
し
て
毎
事
成
敗
に
関
は
ら
。

(

同

巻
三
五)

― 58 ―



又
大
乗
ノ
学
者
ハ
因
果
ヲ
ワ
キ
マ
ヘ
ス
律
制
ニ
カ
ゝ
ハ
ラ
ス
ト
テ

偏
ニ
外
道
ノ
コ
ト
ク
思
ヘ
リ
。

(

沙
石
集

巻
四)

大
乗
ハ
心
ヲ
達
ス
ル
ヲ
本
ト
ス
。
形
服
ニ
カ
ゝ
ハ
ラ
ス
。

(

同)

文
字
ニ
カ
ゝ
ハ
ラ
ス
手
ニ
マ
カ
セ
テ
取
来
コ
ト
ハ
是
ニ
似
タ
レ
ト

モ
、
愚
癡
ノ
程
オ
カ
シ
ク
コ
ソ
。

(

同

巻
七)

折
ヲ
シ
リ
時
ニ
随
テ
格
ヲ
コ
エ
禮
ニ
カ
ゝ
ハ
ラ
ス
シ
テ
物
ノ
意
ヲ

得
テ
振
舞
、
コ
レ
誠
ノ
達
人
也
。

(

同

巻
十)

諸
道
ノ
達
者
、
ソ
ノ
道
ノ
意
ヲ
得
者
カ
ナ
ラ
ス
シ
モ
師
説
ニ
カ
ゝ

ハ
ラ
ス
ト
イ
ヘ
リ
。

(

同)

コ
レ
コ
ソ
格
ニ
カ
ゝ
ハ
リ
テ
フ
ル
マ
ヒ
タ
ラ
マ
シ
カ
ハ
、
ヤ
カ
テ

ソ
ウ
ト
マ
レ
ナ
マ
シ
。
格
ヲ
越
テ
還
テ
格
ニ
ア
タ
リ
テ
祈
念
モ
叶

ヒ
ケ
ル
ナ
ル
ヘ
シ
。

(

同)

い
ず
れ
も
和
漢
混
淆
文
に
お
け
る
用
例
で
あ
っ
て
、
純
粋
の
和
文
に

は
見
ら
れ
な
い
と
い
う
現
象
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
よ
う
な

｢

か
ゝ
は
る｣

の
分
布
を
視
野
に
い
れ
る
と
、
時
を
さ

か
の
ぼ
っ
た
平
安
時
代
に
、
し
か
も
純
粋
の
和
文
た
る

『

蜻
蛉
日
記』

に
お
け
る

｢

か
ゝ
は
る｣

の
孤
例
は
、
国
語
史
の
流
れ
に
逆
ら
っ
て
、

あ
た
か
も
飛
び
地
の
よ
う
な
観
を
呈
す
る
。
そ
れ
は
国
語
史
に
そ
ぐ
わ

な
い
、
は
な
は
だ
不
安
定
な
一
語
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
今

日
に
残
さ
れ
た
写
本
か
ら
は
明
ら
か
に

｢

か
ゝ
は
る｣

と
読
め
る
も
の

の
、
そ
れ
が
本
来
の

『

蜻
蛉
日
記』

の
用
語
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
大

い
に
疑
問
で
あ
る
。

四

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、『

蜻
蛉
日
記』

に
お
け
る
、｢

関
係
す

る
、
世
話
を
す
る｣

と
い
う
意
味
の

｢

か
ゝ
は
る｣

と
い
う
語
の
存
在

が
疑
わ
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の
解
決
策
の
一
つ
と
し
て
本

文
改
訂
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

板
本
本
文
に
対
す
る
数
多
く
の
改
訂
書
き
入
れ
に
よ
っ
て
、
以
後
の

『

蜻
蛉
日
記』

研
究
に
多
大
な
寄
与
を
し
た
契
沖
も
、
こ
の

｢

か
ゝ
は

る｣

に
つ
い
て
は
書
き
入
れ
を
残
し
て
い
な
い
。｢

か
ゝ
は
る｣

に
改

訂
案
を
示
し
た
の
は

『

か
げ
ろ
ふ
の
日
記
解
環』

で
あ
る
。『

解
環』

は

｢
か
ゝ
は
る｣

を

｢

か
ゝ
づ
る｣

と
改
め
た
の
で
あ
る
が
、
前
節
に

見
た
よ
う
な

｢

か
ゝ
は
る｣

と
い
う
語
の
訓
点
語
と
し
て
の
性
格
を
考

え
れ
ば
、
そ
の
当
否
は
と
も
か
く

｢

か
ゝ
は
る｣

と
い
う
本
文
に
疑
義

― 59 ―



を
呈
し
た
点
は
評
価
に
値
す
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
、
築
島
氏
が
指
摘
し
た

｢

か
ゝ
づ
ら
ふ｣

な
ら
ば

と
も
か
く
、
古
い
用
例
の
見
え
な
い

｢

か
ゝ
づ
る｣

と
い
う
語
で
あ
る

こ
と
、
ま
た
、
仮
に
語
と
し
て
の｢

か
ゝ
づ
る｣

を
認
め
る
と
し
て
も
、

｢

も
の
ご
と
に
拘
る｣
と
い
う
そ
の
語
の
意
味
で
は
文
脈
に
適
合
す
る

と
は
い
い
が
た
い
、
と
い
う
二
点
で
、
そ
れ
に
従
う
の
は
躊
躇
さ
れ
る
。

『

解
環』

と
は
別
個
の
改
訂
案
を
模
索
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
本
文
系
統
を
異
に
す
る
異
本
の
存
在
し
な
い

『

蜻
蛉
日
記』

に
お
い
て
は
、
そ
の
改
訂
の
拠
り
所
は
、
先
の

『

か
げ
ろ
ふ
の
日
記
解

環』

が
そ
の
凡
例
で
、

ソ
ノ
求
ム
ベ
キ
手
ヨ
リ
ハ
、
万
ノ
カ
ナ
ノ
転
訛
セ
ル
ヨ
リ
オ
シ
ハ

カ
リ
テ
、
ヤ
ゝ
本
ニ
復
サ
ン
ヨ
リ
外
ニ
又
術
ナ
キ
コ
ト
治
定
セ
ル

ニ
ヨ
リ
テ
ナ
リ
。

と
述
べ
、
そ
れ
を
支
持
す
る
柿
本
奨
氏
が
、『

蜻
蛉
日
記
全
注
釈』
の

解
説
で
、

こ
の
日
記
の
本
文
の
乱
れ
は
、
文
字
、
と
く
に
仮
名
の
書
体
転
訛

に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
そ
の
仮
定
の
上
に
立
っ
て

｢

オ
シ
ハ
カ
リ
テ｣

す
な
わ
ち
推
測
に
よ
っ
て
本
文
批
判
す
る
。

と
敷
衍
し
た
、
字
体
転
訛
の
類
型
以
外
に
な
い
。

前
述

『

解
環』

が
、
こ
の

｢

か
ゝ
は
る｣

を

｢

か
ゝ
づ
る｣

と
改
め

た
の
は
、｢

ハ｣

が

｢

つ｣

に
紛
ら
わ
し
い
字
形
で
あ
る
こ
と
に
基
づ

く
処
理
で
、
字
体
転
訛
の
観
点
か
ら
だ
け
な
ら
一
理
あ
る
改
定
案
で
あ
っ

た
。し

た
が
っ
て
、『

解
環』

を
超
え
る
改
定
案
を
出
す
た
め
に
も
、
ま

ず
は
桂
宮
本
の
字
体
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う

(

注
３)

。

字
体
を
熟
視
す
る
と
、｢

か
ゝ
は
る｣

の｢

か
ゝ｣

二
字
か
ら
、｢

天｣

を
字
母
と
す
る

｢

て｣

、
も
し
く
は
続
け
書
き
さ
れ
た

｢

つ
ゝ｣

が
連

想
さ
れ
る
の
は
僻
目
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た

｢

は

(

者)
｣

は
、
見
よ
う

に
よ
っ
て
は｢

み｣

ま
た
は｢

見(

み)
｣

の
崩
れ
た
形
に
も
見
え
る
。

実
際

｢

み｣

を

｢

は

(

者)
｣

に
誤
る
こ
と
、
桂
宮
本
に
お
い
て
他
に

も
見
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
中
巻
天
禄
二
年
六
月
の
記
事
中
、

と
み
に
物
も
い
は
ず
。

の

｢

と
み
に｣

は
、
現
存
諸
本
で
は
す
べ
て

｢

と
は
に｣

と
な
っ
て
い

る(『

蜻
蛉
日
記
全
注
釈』

付
載｢

誤
写
一
覧｣)

。
し
か
も
そ
の｢

は｣
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は
、
桂
宮
本
以
下
の
主
要
伝
本
で
は
一
様
に

｢

者｣

字
母
で
あ
る
。

｢

か
ゝ
は
る｣

の
場
合
も
、｢

は｣

は
諸
本
お
お
む
ね

｢

者｣

字
母
で

あ
り
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
諸
本
の
共
通
祖
本
の
面
影
を
見
る
こ
と
が
で

き
る
か
も
し
れ
な
い

(

注
４)

。

こ
の
よ
う
な
事
例
を
念
頭
に
置
く
と
、｢

と
り
つ
く
ろ
ひ
か
ゝ
は
る｣

が｢

と
り
つ
く
ろ
ひ
て
み
る｣

あ
る
い
は｢

と
り
つ
く
ろ
ひ
つ
ゝ
み
る｣

か
ら
発
生
し
た
字
形
で
は
な
い
か
、
と
推
定
す
る
こ
と
も
あ
な
が
ち
無

謀
と
は
い
え
ま
い
。
そ
し
て
そ
の
文
章
が
、

か
ゝ
る
所
も
と
り
つ
く
ろ
ひ
て

(

つ
ゝ)

み
る
人
も
な
け
れ
ば
悪

し
く
の
み
な
り
ゆ
く
。

で
あ
れ
ば
、
従
来

｢

か
ゝ
は
る｣

と
い
う
訓
読
特
有
語
に
強
い
て
後
世

風
の
意
味
を
当
て
が
っ
て
文
脈
に
適
合
さ
せ
て
き
た
、｢

(

母
の
死
後)

人
手
の
乏
し
く
な
っ
た
道
綱
母
邸
を
手
入
れ
し
て
管
理
す
る
者
も
い
な

い
の
で｣

と
い
う
文
意
が
、
こ
の
改
訂
本
文
か
ら
は
無
理
な
く
読
み
取

れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
改
訂
の
私
案
を
提
出
し
、
大
方
の
批
判
を
仰
ぎ
た
い
。

注
１

今
西
祐
一
郎

｢

歌
・
家
集
・
蜻
蛉
日
記｣

(

新
日
本
古
典
文
学
大
系

『

土

佐
日
記
蜻
蛉
日
記
紫
式
部
日
記
更
級
日
記』

解
説

一
九
八
九
年)

注
２

た
だ
し
大
島
本
は

｢

な
か
り
け
れ
ば
と
り
つ
く
ろ
ふ
人
も｣

の
部
分
を

欠
く
。
し
た
が
っ
て
大
島
本
本
文
に
基
づ
い
て
作
ら
れ
た

『

源
氏
物
語

大
成』

索
引
篇
に
は
、｢

と
り
つ
く
ろ
ふ｣

の
語
は
見
出
さ
れ
な
い
。

注
３

以
下
、
桂
宮
本
は
笠
間
影
印
叢
刊
に
よ
る
。

注
４

他
に
、
大
東
急
記
念
文
庫
本
、
無
窮
会
神
習
文
庫
本
、
岡
山
大
学
本
も

同
様
。
た
だ
し
国
会
図
書
館
本
は

｢

は｣

同
じ
く

｢

者｣

字
母
で
あ
る

が
、｢
か
ゝ
は
る｣

の

｢

か｣

が

｢

加｣

字
母
で
あ
り
、
本
稿
の
観
点
か
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(

神
宮
徴
古
館
本

(

注
７))



ら
は
、
さ
ら
に
字
母
変
化
を
蒙
っ
た
表
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

注
５

国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
紙
焼
き
に
よ
る
。

注
６

山
田
清
市

『

阿
波
国
本
蜻
蛉
日
記』

(

桜
楓
社)

に
よ
る
。

注
７

日
本
古
典
文
学
会
刊
の
原
装
複
製
本
に
よ
る
。

(

い
ま
に
し

ゆ
う
い
ち
ろ
う
・
本
学
教
授)
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