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近
世
に
入
っ
て
、
遊
仙
窟
の
訓
が
辞
書
の
類
に
ど
う
投
影
し
て
い
る

か
、
と
い
う
本
誌
の
既
稿
に
続
く
。
量
的
に
い
っ
て
、
倭
訓
類
林
が
原
語

訓
を
最
も
多
く
抄
出
し
て
い
る
。
い
ま
、
古
典
全
集
（
田
中
大
門
の
自

筆
）
本
に
よ
り
、
他
の
写
本
を
も
参
照
し
て
、
概
説
す
る
。

一二三四五

倭
訓
類
林
の
「
遊
仙
窟
」
畜

類
林
に
お
け
る
記
載
の
錯
雑

傍
訓
-
刊
本
と
の
異
同

訓
注
の
表
記
形
式

訓
注
の
表
現
内
容

“

 
倭
訓
類
林
は
、
海
北
若
沖
の
代
表
編
著
で
あ
る
。
三
十
種
に
近
い
古
典
か
ら

多
く
の
倭
訓
を
抄
出
し
て
類
集
し
た
が
、
漢
籍
か
ら
は
数
種
が
典
拠
と
し
て
採

ら
れ
た
に
す
ぎ
ず
、
詩
経
・
文
選
な
ど
と
並
ん
で
短
編
の
遊
仙
窟
を
選
ん
だ
こ

と
は
、
古
来
わ
が
古
典
に
影
響
す
る
こ
と
の
多
か
っ
た
の
を
示
し
て
い
る
。
ま

た
、
若
沖
が
、
あ
の
契
沖
の
す
ぐ
れ
た
門
下
の
一
人
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え

ば
、
こ
の
こ
と
は
よ
く
う
な
ず
け
る
。
し
か
も
、
遊
仙
窟
は
伝
写
の
時
代
で
は

な
く
、
す
で
に
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
類
林
の
訓
と
い
う
の
も
、
そ
の
慶
安
へ
無

刊
記
）
．
本
を
所
拠
と
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

 
倭
訓
の
語
を
集
め
、
そ
れ
を
い
ろ
は
順
に
類
別
し
、
そ
の
出
典
ご
と
の
漢

字
・
漢
語
に
片
仮
名
の
傍
訓
を
施
し
、
さ
ら
に
割
注
の
形
で
、
真
仮
名
で
そ
の

訓
あ
る
い
は
訓
義
の
私
注
を
加
え
る
と
い
う
形
式
を
採
る
、
い
わ
ば
語
訓
集
成

で
あ
る
。
，
伝
写
の
姿
の
ま
ま
で
、
つ
い
に
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
は
、
し
た

が
っ
て
そ
れ
だ
け
流
布
が
少
な
く
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

谷
川
士
清
の
倭
訓
栞
の
成
立
に
影
響
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
と
ル
て
も
、
倭
訓

栞
が
す
ぐ
れ
た
大
辞
書
で
あ
る
の
に
比
べ
れ
ば
、
本
書
も
辞
書
の
形
を
と
る
と

は
い
え
、
特
殊
な
語
彙
集
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

 
現
代
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
類
林
の
倭
訓
の
底
本
が
ど
う
い
う
も
の
か
が
ほ

と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
と
い
う
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、
こ
と
遊
仙
窟
に
つ

い
て
は
そ
れ
は
関
係
の
な
い
ど
と
で
あ
る
之
い
っ
て
よ
い
。
類
林
の
伝
本
は
い

く
つ
か
存
す
る
が
、
そ
の
内
容
・
形
式
と
も
に
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
い
と
い
う

の
が
実
情
の
よ
う
で
、
古
典
全
集
本
と
比
、
べ
て
も
そ
れ
が
わ
か
る
。
 
「
め
」
の

部
に
か
な
り
の
脱
落
か
空
白
か
が
あ
る
の
も
諸
本
に
共
通
す
る
が
、
さ
い
わ
い
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4

遊
仙
窟
に
つ
、
い
て
い
え
ば
そ
の
部
分
に
は
該
当
し
な
い
の
で
、
す
べ
て
を
知
る

こ
と
が
で
き
る
。

 
い
ろ
は
類
別
と
い
っ
て
も
倭
訓
た
る
以
上
、
ワ
行
音
を
頭
音
と
す
る
語
は
な

ぐ
、
し
た
が
っ
て
所
属
の
項
は
全
く
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
ほ
か
に
遊
仙
窟
だ

け
に
つ
い
て
は
、
 
「
ゐ
、
の
、
け
、
え
、
ゑ
」
の
五
項
は
該
当
の
語
訓
が
記

載
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
音
節
に
始
ま
る
倭
訓
が
な
い
と
認
め
ら
れ
た
の

か
、
あ
る
い
は
あ
っ
て
も
採
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
仮
名
遣

の
違
い
か
ら
の
こ
と
で
、
た
だ
一
例
で
は
あ
る
が
「
い
」
の
項
に
入
っ
て
い
る

た
め
に
、
「
臆
」
の
語
が
あ
る
。
 
「
イ
ノ
コ
」
と
い
う
傍
訓
が
あ
り
、
訓
注
も

そ
の
ま
ま
に
「
以
能
古
」
と
表
記
す
る
。
ご
れ
は
刊
本
の
誤
り
が
そ
の
ま
ま
用

い
ら
れ
た
の
で
、
正
し
く
は
「
ゐ
」
の
項
に
あ
る
べ
く
、
記
載
の
な
い
項
は

一
つ
だ
け
減
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
類
の
混
乱
の
多
く
は
刊
本
か
ら
す
で
に
あ

る
こ
と
、
そ
れ
を
採
っ
て
い
る
こ
と
に
帰
因
す
る
。
異
種
の
例
で
は
あ
る
が
、

「
棟
息
」
に
「
オ
ノ
・
ク
」
の
傍
訓
が
あ
り
、
同
語
の
「
工
面
」
に
「
ヲ
ノ
・

ク
」
と
傍
訓
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
机
が
「
お
、
を
」
の
各
項
に
分
属
さ
れ
て

い
る
如
き
が
あ
る
。

 
本
書
の
構
成
が
、
そ
の
各
項
の
中
を
典
籍
別
に
類
集
し
、
し
か
も
そ
の
語

訓
の
掲
出
順
序
が
原
典
の
本
文
の
そ
れ
に
準
じ
て
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
な
り
の
便
利
さ
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
一
の
語
訓
が
二
つ
以
上
あ

る
と
き
、
そ
れ
が
原
典
の
ど
こ
の
も
の
を
指
す
か
は
、
そ
の
前
後
に
載
せ
ら
れ

て
い
る
他
の
語
と
語
と
の
間
の
位
置
を
考
え
て
、
そ
れ
に
相
応
じ
て
だ
い
た
い

想
定
で
き
る
か
ら
。

 
遊
仙
窟
か
ら
の
総
語
数
は
、
四
六
〇
語
を
超
え
る
。
一
語
で
二
曹
以
上
の
も

の
も
少
な
く
な
い
か
ら
、
倭
訓
数
は
さ
ら
に
加
わ
る
。
た
だ
、
訓
注
の
真
仮
名

表
記
が
か
な
り
恣
意
的
な
も
の
で
、
片
仮
名
の
傍
訓
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
に
踏

襲
し
た
り
、
正
誤
に
か
か
わ
ら
ず
異
な
，
つ
た
仮
名
遣
に
表
記
し
あ
ら
た
め
る
例

も
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
、
か
な
り
複
雑
で
あ
る
。
，

 
片
仮
名
傍
訓
の
全
く
な
い
語
が
数
例
あ
り
、
諸
本
に
そ
の
ま
ま
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
を
含
め
て
、
写
脱
か
誤
写
か
が
あ
る
べ
き
を
想
え
ば
、
刊
本
と
の
違
い

も
何
に
よ
る
か
は
断
じ
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
Y
類
集
し
た
辞
書
の
形
を
と
っ
て

い
る
か
ら
、
本
文
中
か
ら
単
語
と
し
て
切
り
は
な
し
た
と
き
、
た
と
え
ば
活
用

形
の
違
い
か
ら
く
る
当
然
の
仮
名
表
記
の
異
な
り
が
あ
ろ
う
、
そ
れ
ら
は
問
題

に
は
な
ら
な
い
。

二

 
表
記
を
中
心
に
、
か
な
り
不
審
な
例
が
多
い
。
あ
ら
か
じ
め
そ
れ
を
念
頭
に

お
い
て
、
傍
訓
も
訓
注
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
類
林
に
か
か
る
錯
雑
の

少
な
く
な
い
の
は
、
刊
本
に
も
す
で
に
あ
る
不
可
解
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
拠
、

つ
た
り
、
編
者
の
誤
認
、
さ
ら
に
は
伝
写
に
よ
る
こ
と
を
も
考
え
る
べ
き
で
、

か
な
ら
ず
し
も
類
林
の
原
本
か
ら
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
ば
か
り
と
は
い
え
な
い

が
、
い
ち
お
う
あ
ら
わ
れ
て
い
る
い
く
つ
か
の
疑
い
の
例
を
あ
げ
て
、
錯
雑
の

実
情
を
考
え
る
。

 
倭
訓
ば
か
り
の
は
ず
が
、
実
は
字
音
を
示
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
 
こ
れ

ら
は
、
日
常
語
と
し
て
字
音
と
い
う
意
識
が
な
く
な
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ

る
。

胤
鑛
斌
講
云
云
蒔
灘
徳
螂
．
職
礎
船
卸
解
ム
、
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そ
れ
ぞ
れ
傍
訓
ど
お
り
の
真
仮
名
表
記
を
示
す
。
刊
本
の
訓
は
ハ
ン
で
、
「
盤

音
」
は
同
音
ま
た
類
音
表
記
の
例
で
あ
る
。
 
「
云
云
」
は
原
文
を
略
し
た
こ
と

 
 
 
 
 
タ
 
 
 
 
 
 
ハ
ン

を
い
う
、
「
且
讐
六
ノ
局
ヲ
旧
来
レ
リ
」
と
訓
読
す
る
と
こ
ろ
。
「
錦
障
劃
然

巻
」
の
原
文
で
、
「
障
」
に
は
刊
本
の
傍
訓
と
し
て
「
シ
ヤ
ウ
、
カ
フ
シ
」
の

両
三
が
併
記
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
一
つ
を
採
っ
た
。
「
蛾
瑠
」
に
は
傍
訓
の
な

い
写
本
も
あ
る
、
刊
本
「
カ
フ
」
の
表
記
。
こ
の
訓
注
は
傍
訓
の
表
記
そ
の
ま

ま
を
示
し
て
い
る
、
し
か
も
「
今
按
」
と
し
た
の
は
編
者
の
私
注
で
、
と
く
に

意
識
し
て
「
亀
甲
」
の
和
訓
で
あ
る
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
の
は
興
味
が
あ
る
。

遊
仙
窟
の
古
写
本
に
は
「
カ
メ
ノ
コ
フ
」
と
あ
り
、
こ
の
仮
名
遣
も
問
題
の
あ

る
例
。

．
謙
髄
矯

こ
れ
は
明
ら
か
に
字
音
た
る
ご
と
は
、
私
注
「
按
鳴
訓
」
と
記
し
て
い
る
の
で

わ
か
る
が
職
分
類
は
字
訓
ど
お
り
「
な
」
の
項
に
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
原
文

 
 
 
ケ
ウ
テ
ウ

「
清
音
饗
応
ト
ナ
リ
テ
」
と
訓
ず
る
の
で
、
傍
訓
の
位
置
に
字
音
が
記
さ
れ

て
い
る
の
に
つ
れ
て
こ
う
抄
出
さ
れ
た
が
、
分
類
の
所
属
が
編
者
の
意
を
正
し

く
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

ム
ツ
マ
ジ

深
入
難
津

刊
本
「
向
来
漸
漸
入
深
也
」
の
原
文
、
「
入
深
ト
ム
ツ
マ
シ
」
と
訓
ず
る
。

ほ
か
に
も
一
例
、
「
入
深
」
が
あ
る
が
、
「
深
入
」
は
逆
で
あ
る
。
諸
本
に
こ
の

二
例
と
も
「
入
深
」
と
あ
る
の
で
思
い
誤
り
か
。
た
だ
し
、
他
の
一
例
「
向
来

倭
訓
類
林
と
「
遊
仙
窟
」
訓

太
ζ
不
遜
、
漸
ぐ
深
入
也
し
と
な
っ
て
い
る
の
は
醍
醐
寺
本
だ
け
で
、
訓
は
「
ヨ

フ
ケ
ヌ
レ
」
と
な
っ
て
い
る
。

マ
カ
タ
チ嬬

騰
幣

 
傍
訓
、
訓
注
と
も
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
こ
の
文
字
は
、
遊
仙
窟
の
諸

本
に
全
く
見
え
な
い
。
刊
木
傍
訓
は
す
一
べ
て
「
埠
」
字
で
あ
る
。
類
林
の
こ
の

文
字
が
そ
，
の
底
本
ど
お
り
と
す
れ
ば
全
く
異
例
で
、
ど
う
し
て
こ
の
用
字
と
な

っ
た
の
か
。

カ
ク
ヤ
ク

響
鶏
齢
久

テ
 
ル

 
こ
の
左
右
傍
記
と
も
に
な
い
写
本
も
あ
る
、
こ
れ
は
刊
本
に
「
カ
カ
ヤ
ク
」

と
の
片
仮
名
訓
が
あ
り
、
原
文
「
羅
衣
焙
耀
ト
カ
・
ヤ
イ
テ
、
ト
テ
レ
リ
」
の

文
選
読
の
両
訓
が
あ
る
の
で
、
訓
注
は
「
カ
ク
ヤ
ク
」
に
不
審
を
抱
き
な
が
ら

そ
の
ま
ま
「
加
久
也
久
」
と
記
し
、
「
又
云
」
と
し
て
左
訓
の
テ
ル
を
別
に
示

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
元
禄
刊
本
に
は
「
ヤ
ウ
ヤ
ク
」
 
の
字
音
傍
記
が
あ
る
。

は
じ
め
に
こ
の
片
仮
名
旧
記
の
な
い
写
本
の
あ
る
を
い
っ
た
が
、
そ
の
書
写
者

は
、
訓
注
に
「
加
久
也
久
」
と
あ
る
も
の
の
そ
れ
に
疑
問
を
も
ち
、
あ
え
て
傍

記
の
片
仮
名
を
省
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

平
，
駅
戸
勾
金
魏

さ
す
が
に
こ
の
訓
に
は
不
審
と
し
、
「
ト
コ
ト
ハ
」
か
と
疑
っ
た
と
お
り
で

'
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あ
る
。
こ
れ
は
類
林
が
慶
安
刊
本
に
よ
っ
た
明
証
で
、
明
ら
か
に
「
コ
ト
ハ
一
こ

と
「
平
生
」
に
傍
訓
し
て
い
る
。
「
ト
」
の
脱
刻
で
あ
ろ
う
。
刊
本
で
も
元
禄

本
で
は
「
ト
コ
ト
ハ
一
こ
と
な
っ
て
い
る
。
既
稿
で
も
指
摘
し
た
が
、
か
の
民

主
節
用
集
が
や
は
り
「
コ
ト
ハ
ニ
」
の
訓
を
採
っ
て
い
る
の
は
、
慶
安
刊
本
に

回
っ
た
、
意
味
の
な
い
語
に
な
っ
た
。

．
葎
．
．
艦
．
縷
灘
蠣
幣

 
い
う
ま
で
も
な
く
「
ニ
ラ
キ
」
で
あ
る
べ
く
＾
編
者
も
通
じ
な
い
ま
ま
「
此

訓
印
本
ノ
鮎
二
從
フ
」
と
記
す
は
か
な
か
っ
た
。
こ
の
印
本
と
は
ま
ぎ
れ
も
な

く
慶
安
本
を
指
す
こ
と
は
、
そ
の
傍
訓
の
片
仮
名
の
「
二
」
で
あ
る
べ
き
が
古

体
の
「
マ
」
の
如
く
、
「
一
」
の
下
に
「
・
」
が
あ
る
字
形
と
な
っ
て
い
る
。

四
刻
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
訓
注
に
よ
っ
て
、
類
林
の
底
本
が
前
条
の
傍
訓
と
と

も
に
、
慶
安
（
無
刊
記
）
本
に
よ
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
元
禄
本
に
は
正
し

い
。
つ
い
で
に
、
他
の
例
証
を
も
あ
げ
る
。
前
項
に
記
し
た
が
、

オ
ノ
ヘ
ク

陳
回

忌ヲ

惑多

の
仮
各
遣
に
よ
る
分
属
で
あ
る
。
こ
れ
も
全
く
慶
安
本
に
あ
る
の
に
よ
っ
た
誤

り
で
、
元
禄
本
で
は
と
も
に
「
ヲ
」
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
編
者
は
こ
れ

を
も
訓
注
し
て
、
「
於
乃
能
久
」
「
遠
乃
農
久
」
と
真
仮
名
で
書
き
分
け
た
。
、

は
な
は
だ
し
い
錯
雑
で
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど
が
刊
本
に
よ
っ
て
い
る
。

輝
蕪
温
習
噸

 
や
は
り
、
こ
の
訓
■
に
不
安
が
あ
っ
カ
の
か
、
「
如
露
点
」
，
と
い
う
注
が
生
ま

れ
た
の
は
、
刊
本
に
そ
う
あ
る
か
ら
と
こ
と
わ
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
原
文

に
「
且
取
鰻
六
局
来
。
…
…
共
娘
子
賭
宿
。
、
十
娘
問
日
若
為
賭
宿
つ
」
と
相
つ

づ
い
て
い
る
と
ご
ろ
㍉
「
ネ
ツ
ク
ヲ
賭
ム
」
「
ネ
ッ
ク
ヲ
ウ
，
ツ
ト
云
」
と
刊
本

に
訓
じ
て
い
る
の
を
指
す
。

概
．
轡
．
烈
獲
隷
毛

 
刊
本
に
は
「
ア
ハ
ン
ト
ハ
ヲ
モ
ハ
サ
リ
キ
」
が
「
相
著
」
の
傍
訓
と
な
っ
て

い
る
も
の
を
誤
認
し
た
か
。
原
文
「
等
時
未
必
相
著
死
」
と
あ
り
、
「
死
亡
ア

ハ
ン
ト
ハ
ヲ
モ
ハ
サ
リ
キ
」
と
訓
読
す
る
。
こ
の
訓
注
の
表
記
は
、
全
く
誤
っ
'

た
片
仮
名
訓
の
直
訳
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
．

峯
蓬
転

、

 
こ
の
傍
訓
、
他
の
写
本
に
は
な
い
。
「
奏
」
字
は
原
典
「
金
石
並
奏
」
に
見

え
る
例
だ
け
で
、
遊
仙
窟
の
諸
本
す
べ
て
「
奏
シ
」
と
音
読
す
る
。
刊
本
も

「
シ
」
の
送
仮
名
が
あ
る
だ
け
。
類
林
に
片
仮
名
訓
の
な
い
ほ
う
が
原
形
か
。

た
ま
た
ま
そ
の
訓
あ
る
た
め
に
、
「
一
国
云
」
な
ど
と
い
う
売
声
を
考
え
つ
い

た
訓
注
の
い
た
ら
な
さ
で
、
遊
仙
窟
の
注
に
、
真
仮
名
の
表
記
な
ど
あ
る
は
ず

が
な
く
、
あ
え
て
そ
れ
を
作
成
し
た
の
は
傍
訓
に
忠
実
な
例
か
。
「
注
云
」
は

「
訓
云
」
の
意
か
、
し
か
し
他
に
そ
う
い
う
表
現
は
見
え
な
い
。

 
表
記
を
中
心
に
、
か
な
り
不
審
の
多
い
例
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
、
類
林
の
内

容
に
錯
雑
た
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
三
と
し
て
刊
本
の
誤
り
に
よ
っ
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た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
編
者
自
身
の
錯
誤
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
さ
き
に
述

べ
た
よ
う
に
、
伝
写
に
よ
る
誤
脱
な
ど
も
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
訓
注
の
真
仮
名
は
、
片
仮
名
傍
訓
に
多
い
仮
名
遣
の
誤
り
を
、
契
沖
の
復
古

仮
名
遣
の
正
し
い
も
の
に
書
き
改
め
た
の
か
、
な
ど
の
説
は
全
く
当
を
得
て
い

な
い
。

三

 
傍
訓
の
全
く
な
い
数
回
が
あ
る
と
は
、

の
真
仮
名
表
記
で
明
か
に
な
る
。

多
事
嘉

す
で
に
述
べ
た
が
、
そ
れ
ら
も
訓
注

な
ど
は
、
傍
訓
も
真
仮
名
訓
も
な
い
が
、
訓
注
に
示
す
如
く
、

条
に

無．

倹
b
蜘

と
見
え
る
の
で
、
「
訓
同
上
」
の
注
が
生
き
る
。
・

す
ぐ
そ
の
上
の

ク
マ

曲
鰹

と
い
う
語
訓
が
あ
る
、
そ
れ
を
指
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

 
も
っ
と
も
、
片
仮
名
傍
訓
の
な
い
の
は
わ
ず
か
で
あ
る
か
ら
、
原
本
か
ら
そ

う
で
あ
っ
た
か
否
か
は
断
定
で
き
な
い
。

 
刊
本
の
傍
訓
と
類
林
の
そ
れ
と
を
比
べ
、
仮
名
遣
の
異
同
を
見
る
と
、
一
致

す
る
も
の
と
異
な
る
も
の
と
が
あ
る
。
．
つ
ま
り
、
刊
本
に
は
よ
っ
た
が
、
・
か
な

ら
ず
し
も
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
、
仮
名
遣
が
ど
こ
か
の
部
分
で
誤
っ
て
い
る
例
に
つ
い
て
、
刊
本
と
の
比

較
に
よ
っ
て
調
べ
る
。

 
傍
訓
が
刊
本
の
・
と
一
致
し
て
い
る
も
の
。
 
つ
ま
り
と
も
に
誤
っ
て
い
る
例

で
、
ま
ず
訓
注
の
真
仮
名
表
記
も
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
も
の
。

弩
職
欝
嗣
．
．
鍵
．
．
繍
融
布

当
蟻
蒲
罷
波
、
．
漿
．
．
纏
比
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三
三

の
例
は
、
や
は
り
傍
訓
の
な
い
例
で
あ
る
が
、
訓
注
で
わ
か
る
だ
け
で
な
く
左

肩
に
「
重
出
」
の
注
記
が
あ
る
の
で
、
か
な
り
前
の
ほ
う
の
条
を
探
す
と
、
継

体
紀
老
引
い
て

べ
麟
覇
瀧
乃

こ
れ
ら
で
、
真
仮
名
表
記
が
片
仮
名
訓
を
そ
の
ま
ま
書
き
改
め
て
い
て
、
決
し

て
正
し
い
古
典
仮
名
遣
を
示
そ
う
と
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

 
つ
ぎ
に
、
傍
訓
は
一
致
し
て
い
て
訓
注
が
誤
る
と
い
う
、
右
に
述
べ
た
こ
と

倭
訓
類
林
と
「
遊
仙
窟
」
訓



、

を
さ
ら
に
明
ら
か
に
す
る
例
が
あ
る
。

ホ
シ
イ
マ
ヘ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
カ
イ
ヨ
セ
ラ
レ
ヌ

任
髄
難
被
、
将
蠕
夕
立
書
冊

．
脚
、
．
諏
．
耳
，
麗
罐
魏

ま
こ
と
に
は
な
は
だ
し
い
誤
り
で
、
単
な
る
誤
写
と
は
い
い
き
れ
な
い
。
「
比
」

は
転
呼
音
の
誤
認
、
「
井
」
は
珍
し
い
訓
仮
名
で
そ
れ
を
ア
行
の
傍
訓
に
あ
て

て
い
る
の
は
ひ
ど
い
、
あ
る
い
は
「
伊
」
の
く
ず
れ
た
字
形
か
ら
の
誤
写
か
。

「
エ
」
に
該
当
す
る
真
仮
名
は
遊
仙
窟
の
訓
に
関
す
る
か
ぎ
り
、
類
林
に
は
全

く
な
い
、
傍
訓
「
モ
ノ
ノ
」
は
逆
に
訓
注
に
正
し
く
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

「
モ
・
」
の
お
ど
り
字
を
「
ノ
」
と
錯
誤
し
た
も
「
の
で
は
な
い
か
。

警
塞
蟹
藤
豆

こ
の
二
郎
の
表
記
は
誤
り
と
し
て
も
、
「
寝
」
の
字
は
「
ホ
」
を
あ
ら
わ
す
の

か
「
ヲ
」
と
あ
ら
わ
す
も
の
か
。
「
離
」
で
は
傍
訓
に
か
な
わ
ず
、
お
そ
ら

く
「
維
」
が
ら
誤
ら
れ
た
も
の
か
。
古
写
本
に
「
ウ
ス
ヰ
」
と
あ
る
の
が
正
し

い
が
、
近
世
に
は
「
ウ
ツ
ヰ
」
が
ふ
つ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
か

ら
、
こ
れ
ら
の
刊
本
の
傍
訓
は
す
で
に
新
し
い
形
に
な
っ
て
い
て
、
古
訓
を
伝

え
る
表
記
で
は
な
い
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

 
 
ミ
ヲ
一
戸
ハ
 
（
刊
）

 
 
ミ
ク
タ
ス
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
の

三
下
三
七
須

 
 
ミ
ク
タ
セ
ハ
 
（
刊
）

 
こ
れ
は
訓
注
の
表
記
が
傍
訓
と
は
異
な
っ
て
正
し
い
も
の
の
例
で
あ
る
が
、

片
仮
名
の
左
右
訓
が
、
 
類
林
と
刊
本
と
で
は
入
れ
違
っ
て
い
て
、
 
表
記
は
同

じ
。
 
訓
注
の
順
列
は
刊
本
と
同
じ
で
、
 
す
ぐ
上
の
傍
訓
と
は
入
れ
違
い
と
い

う
、
こ
れ
ま
た
傍
訓
と
訓
注
と
が
遊
離
し
た
関
係
に
な
っ
て
い
る
。

 
つ
ぎ
に
同
じ
く
仮
名
遣
の
違
っ
て
い
る
も
の
で
、
刊
本
の
傍
訓
と
も
異
な
る

も
の
も
少
な
く
な
い
。
ま
ず
、
訓
注
も
そ
れ
に
従
っ
て
い
る
も
の
。

套
難
三
無
戴
加
．
儲
、
灘
蒲

誤
り
を
忠
実
に
真
仮
名
に
あ
ら
わ
し
て
い
る
、

「
タ
カ
ン
ナ
」
、
「
ア
ル
イ
ハ
」
と
す
る
。

刊
本
は
そ
れ
ぞ
れ
「
イ
へ
」
、

、
鰯
．
謝
，
三
三
懸
欝
愚
齢
嬬
動
地

 
こ
れ
ら
は
刊
本
の
訓
そ
れ
ぞ
れ
「
ハ
」
、
「
ク
」
、
「
チ
」
と
正
し
い
の
を
訓
注

は
う
け
た
形
で
、
傍
訓
と
は
違
う
矛
盾
で
あ
る
。
な
お
、
真
仮
名
は
な
ぜ
か

「
良
」
で
終
わ
っ
て
語
尾
は
脱
し
て
い
る
。
つ
い
で
な
が
ら
、
同
じ
訓
で
あ
っ

て

讐
．
享
受
椥

こ
れ
は
片
仮
名
訓
も
正
し
い
が
、
刊
本
で
は
前
と
は
逆
に
「
シ
」
と
な
っ
て
い

て
、
仮
名
表
記
は
き
わ
め
て
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。
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“
三
三
以
．
幕
賦
繰
三
厩
愛
眼

 
刊
本
「
ヲ
ト
イ
モ
フ
ト
」
で
訓
注
に
該
当
す
る
が
、
 
こ
こ
の
傍
訓
と
は
違

う
。
刊
本
「
ム
ベ
ナ
フ
」
と
、
こ
れ
も
同
断
。
刊
本
「
ス
マ
イ
イ
ナ
ヒ
」
と
誤

っ
て
い
る
の
が
そ
の
ま
ま
訓
注
に
な
っ
て
い
る
同
じ
現
象
で
あ
る
が
、
真
仮
名

訓
「
以
」
は
お
そ
ら
く
「
比
」
の
類
形
か
ら
す
る
誤
写
で
あ
ろ
う
、
そ
う
考
え

れ
ば
こ
れ
は
傍
訓
と
訓
注
と
が
一
致
す
る
例
と
な
る
。
「

 
各
条
の
仮
名
遣
の
錯
雑
と
し
て
い
る
こ
と
は
だ
い
た
い
わ
か
る
が
、
こ
れ
ら

は
若
干
の
例
を
あ
げ
た
だ
け
で
、
 
さ
き
に
こ
と
わ
っ
た
よ
う
に
、
、
全
部
で
四

六
〇
語
を
超
え
る
語
訓
が
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
誤
り
の
例
は
、
き
わ
め
て
多

い
。
ど
う
い
う
過
程
で
、
こ
う
い
う
現
象
、
，
つ
ま
り
刊
本
に
よ
っ
た
は
ず
の
類

林
が
、
そ
の
刊
本
の
傍
訓
と
の
片
仮
名
表
記
の
違
い
、
さ
ら
に
は
真
仮
名
表
記

の
異
同
な
ど
を
示
し
て
い
る
の
か
、
伝
写
の
ま
ま
で
刊
行
に
及
ば
な
か
っ
た
こ

と
の
因
も
、
あ
る
い
は
こ
こ
ら
に
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

四

 
割
注
の
形
式
は
、
各
項
で
最
初
に
出
る
条
に
つ
い
て
は
、
「
不
覚
」
の
例
の

よ
う
に
「
遊
仙
窟
」
と
明
示
す
る
が
、
以
下
は
「
遊
」
と
だ
け
表
記
す
る
の
が

既
述
の
語
例
で
わ
か
る
。
た
だ
つ
ぎ
の
二
例
は
最
初
の
掲
出
語
で
あ
る
が
、
そ

う
な
っ
て
は
い
な
い
。

毎
辞
縫
注
至

ヌ
グ
 
 
遊
客
具

解 
 
脱
字
訓

倭
訓
類
林
と
「
遊
仙
窟
」
訓

本
稿
も
繁
雑
を
さ
け
て
、
と
く
に
必
要
の
な
い
か
ぎ
り
、
以
下
こ
れ
ら
出
典
標

記
は
省
略
す
る
。

 
割
注
に
用
い
ら
れ
た
真
仮
名
を
音
図
に
よ
う
て
配
列
す
る
と
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の

よ
う
に
な
る
。
清
濁
の
区
別
は
だ
い
た
い
あ
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
厳
密
な
も

の
と
は
い
い
が
た
い
用
法
も
あ
る
。

 
 
（
ア
）
安
阿
 
 
入
イ
）
以
伊
井
 
 
 
（
ウ
）
宇
 
 
 
（
オ
）
於

 
 
（
カ
）
加
可
何
詞
・
賀
加
我
俄
 
 
 
（
キ
）
幾
恥
部
…
機
貴
・
宜
義

 
 
 
 
 
（
ク
）
二
九
苦
倶
・
津
具
愚
 
 
（
ケ
）
介
芸
・
源
芸

 
 
 
 
 
（
コ
）
己
古
故
・
語
御
璽
五
駅
故

 
 
（
サ
）
左
回
・
応
仁
 
 
（
シ
）
之
志
二
死
・
慈
自
 
 
（
ス
）
一
実
濡

 
 
 
 
 
・
」
丸
鏡
淳
儒
漂
…
潤
 
 
 
（
セ
）
世
π
勢
牌
巫
。
四
三
 
 
 
（
ソ
）
〃
曽
・
僧

 
 
 
 
 
贈

 
 
（
タ
）
太
大
多
・
陀
草
場
施
 
 
（
チ
）
知
地
学
智
・
遅
知
治
地

 
 
 
 
 
（
ツ
）
川
津
都
・
豆
頭
 
 
（
テ
）
天
弓
氏
・
彊
提

 
 
 
 
 
（
ト
）
止
刀
土
登
・
等
登
止
動
苔
堂

 
 
（
ナ
）
奈
野
南
 
 
（
二
）
仁
ホ
 
 
（
ヌ
）
奴
 
 
バ
ネ
）
祢

 
 
 
 
 
（
ノ
）
乃
能
農

 
 
（
ハ
）
波
三
番
・
婆
番
幡
 
 
（
ヒ
）
比
砒
・
比
備
砒
 
 
（
フ
）
二
布

 
 
 
 
 
・
夫
 
 
 
（
へ
）
部
へ
群
辺
倍
・
辮
部
 
 
 
（
ホ
）
保
・
墓
・

 
 
（
マ
）
末
麻
 
 
（
ミ
）
美
蜜
齢
 
 
（
ム
）
武
牟
 
 
（
メ
）
女
米

！
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（
ヤ
）

（
モ
）
毛
茂

也
耶
夜
屋
 
 
 
（
ユ
）
劃

（
ラ
）
良
羅

（
リ
）
里
利
理
離

（
ヨ
）
與
庸
与
用

（
ル
）
流
屡
留

 
 
 
 
 
（
レ
）
遠
田
 
 
 
（
ロ
）
吟
唱
論

 
 
（
和
）
和
 
 
 
（
ヰ
）
為
 
 
 
（
エ
）
恵
衛
 
 
 
（
．
ヲ
）
一
一
震

 
傍
線
を
施
し
た
も
の
は
、
各
項
で
の
訓
注
の
頭
音
字
が
す
べ
て
そ
れ
で
統
一

し
て
記
さ
れ
て
い
る
の
を
示
し
た
。

 
こ
れ
ら
の
真
仮
名
を
用
い
て
の
表
記
法
は
、
き
わ
め
て
恣
意
的
で
あ
る
。
同

一
語
訓
で
も
一
定
し
て
い
な
い
の
が
一
般
で
、
つ
ま
り
語
に
よ
る
書
き
分
け
な

ど
は
な
い
。
同
音
字
に
字
母
の
多
い
も
の
も
、
現
実
に
使
用
さ
れ
て
い
る
回
数

か
ら
は
、
か
な
り
の
頻
度
数
の
差
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
刀
、
・
自
」
の
如
き
、

「
主
人
母
」
の
訓
注
中
に
「
家
刀
自
」
と
あ
る
用
例
に
す
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
む

し
ろ
仮
名
と
し
て
の
意
識
で
書
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
以
下
止
慈
」
と

い
う
訓
は
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
。

 
片
仮
名
傍
訓
と
の
表
記
の
概
要
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
傍
訓
を
示
し
な
が

ら
、
な
ぜ
と
く
に
真
仮
名
の
表
記
を
も
加
え
た
か
。
他
の
文
献
た
と
え
ば
和
名

抄
な
ど
と
の
表
記
統
一
性
を
も
考
え
、
そ
れ
に
よ
る
一
種
の
権
威
性
を
も
示
そ

う
と
し
た
か
。
傍
訓
の
あ
い
ま
い
さ
を
補
え
る
だ
け
の
表
記
法
は
採
ら
れ
て
い

な
い
。
明
ら
か
に
誤
写
を
考
え
な
が
ら
、
そ
の
字
を
決
し
か
ね
た
「
姿
首
」
や

「
端
坐
」
な
ど
の
例
は
、
し
た
が
っ
て
右
の
字
母
表
に
は
関
し
な
い
。
そ
の
ほ

か
に
あ
る
、
そ
の
ま
ま
で
は
通
じ
な
い
が
、
磁
壁
誤
写
の
明
ら
か
な
も
の
は
適
．

宜
処
置
し
た
。

ナ
サ
ケ
ナ
シ

薄
媚
磁
麟

と
諸
本
に
あ
る
が
、
．
「
条
」
は
「
奈
」
た
る
べ
く
、
「
耶
」
は
「
那
」
た
る
べ

き
な
ど
で
、
と
く
に
後
者
の
例
は
他
に
も
見
え
る
類
形
で
あ
る
。

 
用
字
法
の
複
雑
さ
ど
い
う
よ
り
も
恣
意
的
と
い
う
こ
と
は
、
向
一
語
訓
に
対

す
る
現
実
の
表
記
を
考
え
て
も
わ
か
る
。

凋
嵩
三
三
融
呂
諜
鯉
・
．
悲
，
獣

鍛
駄
艀
・
義
着
呼
舞
瀞
，

．
瓦
斯
蘇
乃
・
．
刃
凝
固
乃

な
ど
は
一
致
す
る
が
、
活
用
語
な
ど
に
つ
い
て
は
語
幹
に
↓
．
致
性
は
多
い
が
語

幽
末
に
な
る
と
混
乱
す
る
、
と
い
う
の
が
ふ
つ
う
。
つ
ぎ
の
例
な
ど
は
よ
く
そ
れ

が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

菱
既
藻
久
讐
嫁
幾
藷
籔
蘇

亟
騰
墨
書
欝
蘇
久
雛
幕
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無
弓
鋸
幾
無
品
難
枳
．
滋
．
菊
蕪
枳

語
尾
に
「
九
、
久
」
・
「
志
、
之
」
を
用
い
る
傾
き
は
あ
る
が
一
定
し
て
い

な
い
。
同
じ
項
で
は
、
同
形
あ
る
い
は
弓
形
の
語
が
つ
づ
く
か
近
く
か
に
あ
っ
・

て
、
比
較
的
似
た
字
母
が
用
い
ら
れ
る
が
、
同
音
で
も
、
別
項
に
な
る
ど
、
自

由
な
表
記
に
な
る
。

 
一
語
中
に
お
い
て
は
、
と
く
に
意
識
し
て
異
字
を
用
い
て
い
る
、
い
わ
ば
変

字
法
的
と
さ
え
感
じ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。

嚢
羅
．
郷
麩
寸
斬
難
点

課
篇
三
又
云

ヨ
ク
く

五

セ
ハ
く
シ

、
、
 
世
婆

4
4
勢
幡
志

モ
ヘ
タ
ヒ

百
重
議

 
所
載
全
語
訓
数
の
過
半
は
訓
注
だ
け
の
も
の
で
、
各
語
に
つ
い
て
い
う
と
、

一
訓
だ
け
の
も
の
が
大
部
分
で
あ
る
が
、
刊
本
の
傍
訓
に
も
わ
か
る
よ
う
に
、

二
三
以
上
を
示
す
も
の
も
あ
る
。

 
各
項
の
う
ち
二
〇
条
を
超
え
る
語
数
の
あ
る
も
の
を
あ
げ
る
と
、
「
あ
、
か
、

い
、
ま
、
う
、
た
」
と
、
多
い
順
に
な
る
。
さ
ら
に
一
〇
条
以
上
の
も
の
は
一
、

○
項
を
数
え
る
。
こ
れ
ら
の
項
か
ら
適
宜
一
条
ず
つ
を
摘
記
す
る
、
た
だ
し
内

既
述
の
語
例
は
探
ら
な
い
。

倭
訓
類
林
と
「
遊
仙
・
窟
」
訓

罷
．
層
聾
踏
篭
懲
羅

．
織
．
半
払

諸
本
「
耶
」
を
「
那
」
と
し
、
「
土
」
を
「
士
」
と
す
る
、
右
の
如
く
改
め

る
。
傍
訓
「
グ
リ
」
を
「
タ
リ
」
に
誤
る
本
も
あ
る
。
さ
き
に
「
被
呼
」
の
真

仮
名
訓
の
「
井
」
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、
同
じ
例
で
も
こ
こ
は
正
し
い
。

，
弗
．
醸
．
嚇
．
灘
．
鱈
．
．
辮
，
血
戦

ウ
タ
カ
タ

未
必
嚢

．
三
三
耗
之
蕎
糠
薯
鰯

宮
盛

．
細
．
熔
．
講
．
紐
籍
塑
鍾
晦
講
太

考
量
謡
言
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二
訓
以
上
を
記
す
と
き
は
、
「
又
」
「
無
畏
」
の
語
を
用
い
る
。

無
難
慰
霊
管
径
舞
ク
砒
難
綴
即

「
ヲ
」
は
諸
本
「
ラ
」
に
誤
る
。
 
「
ミ
サ
ヲ
な
り
」

「
ミ
サ
ヲ
ニ
テ
、
タ
ヘ
ナ
リ
」
の
訓
が
あ
る
。

の
訓
で
あ
ろ
う
。
刊
本

ハ
ツ
マ
コ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
サ
 
ヤ
カ
ナ
ラ
ス

三
州
縫
取
転
回
サ
杯
力
轍
ス
三
三
灘
麺
露
轍

傍
訓
は
二
訓
で
あ
る
が
、
刊
本
は
三
訓
を
記
す
、
そ
れ
を
う
け
て
の
訓
注
で
あ

る
。
諸
本
「
其
」
と
す
る
が
、
「
與
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。

 
そ
の
す
ぐ
上
に
同
語
訓
が
あ
る
と
き
は
、
「
訓
同
上
」
で
具
体
的
な
真
仮
名

表
記
を
省
く
の
も
少
な
く
な
い
っ

N．

凝
三
二
馳
翻
布
警
圃
上
、
編
難

 
同
 
 
旺
 
 
 
 
同
 
 
酊
・

那
許
嗣
上
如
三
三
上

．
礒
．
厳
細
志
．
識
．
嗣
會
警
嗣
上

無
磁
難
志
多
栗
虫

「
會
」
と
「
語
」
と
の
問
に
は
三
語
を
へ
だ
て
て
い
る
の
で
「
同
上
」
と
は
い

え
ず
、
．
「
同
會
」
と
い
う
表
現
を
採
っ
た
も
の
で
あ
る
。

 
真
仮
名
に
よ
る
訓
注
だ
け
で
な
く
、
遊
仙
窟
の
原
文
ま
た
は
原
注
を
援
用
す

る
も
の
、
編
者
の
私
注
を
何
ら
か
の
形
で
加
え
る
も
の
、
な
ど
の
表
現
に
よ
る

内
容
を
も
注
す
る
こ
と
が
あ
る
。

漸
勲
螺

穫
趾
難

ス
マ
フ

 
 
三
三
三
又
云
以
三
布

禁  
不
二
自
ラ
禁
一
云
云

タ
ユ
ム
 
 
太
由
武

乏
 
 
人
乏
云
云

 
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
原
文
の
一
部
を
示
し
な
が
ら
「
云
云
」
で
そ
の
あ
と

を
省
く
。
「
露
浄
山
光
出
」
、
「
相
将
対
花
林
」
、
「
馬
疲
人
乏
。
行
至
一
所
」
、

ま
た
、
つ
ぎ
の
は
訓
点
つ
き
の
訓
注
で
、
原
文
は

 
 
 
 
 
ヲ
 
ス
マ
ハ

情
来
．
ア
不
二
自
禁
．
一

 
 
 
 
 
 
イ
ナ
ヒ

挿
二
手
紅
揮

と
刊
本
に
あ
る
と
こ
ろ
を
援
く
。
．

 
ま
た
、
訓
の
あ
と
に
遊
仙
窟
の
原
注
を
援
用
し
て
、

形
の
表
現
も
あ
る
。

イ
ダ
ク勒

三
一

音
義
な
ど
を
補
足
す
る

 
 
 
 
 
 
 
ム
ツ
マ
ン

憾
翻
鯉
反
合
三
遷
鰍
雁

「
勒
」
の
に
は
「
注
」
と
こ
と
わ
っ
て
い
て
そ
の
ま
ま
が
原
注
に
あ
り
、
他
の

は
記
し
て
い
な
い
が
「
音
」
以
下
が
原
注
ど
お
り
で
あ
る
。
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噺
三
三
験
羅
鯉
奮
．
鷹
．
厳
顯
齪

ス
ボ
ク
ツ
さ
ム

窄
暴
三
三
回

そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

綴
．
瞬
艘
骸
翫
留
綴
難
鱗

．
毎
．
罷
羅
武

な
ど
は
「
注
云
」
の
下
は
原
注
に
よ
る
。

ア
フ
ラ
ヲ

溺
卒

肉サ
イ
．

骸
三
三
霧
三
一
三
三

前
者
は
「
鄭
玄
」
以
下
が
原
注
で
、
そ
れ
に
は
コ
五
ζ
」
は
「
音
倉
斜
高
」
、

後
者
は
「
行
歩
」
以
下
で
同
じ
く
「
一
音
於
佳
反
」
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
音
注

が
省
か
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た

畿
謂
三
三
鍬
礁
瑞

の
「
都
」
以
下
は
原
注
の
ま
ま
で
、
た
だ
「
云
云
」
に
あ
た
る
と
こ
ろ
は
「
是

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
シ
カ
シ
ナ
カ
ラ

俗
語
也
」
と
あ
る
。
訓
は
そ
の
上
に
「
 
惣
 
」
が
あ
る
を
う
け
る
。

啓
三
三

こ
れ
ら
は
、

た
。

共
通
し
て
字
訓
を
も
っ
て
そ
の
傍
訓
の
意
義
を
教
え
よ
う
と
し

想
遭
遇
壮
言
研
譲
帥
齢

矢醇

聞㌃

保
乃
志
留

 
 
ホ
ノ
カ

今
按
風
知
也

藻
麟
幾
欝
眺
悔
常
額
鞍
八
・

ア
ユ
ミ
ト
ォ

 
 
 
安
由
美
止
乃

長
廊
 
 
 
今
按
歩
殿
也

、
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こ
れ
は
、
原
注
に
「
夫
裳
云
合
歓
同
心
倶
是
扇
田
」
と
あ
る
に
よ
る
も
の
と
思

わ
れ
る
。

 
別
に
、
編
者
の
私
注
も
多
い
。
真
仮
名
の
訓
注
に
つ
づ
い
て
「
按
」
「
今
「

按
」
な
ど
の
形
で
説
く
。
そ
の
表
現
は
種
々
で
あ
る
が
、
意
義
を
明
ら
か
に
示
．

「
今
按
」
が
異
な
る
だ
け
で
、
「
按
」
の
場
合
と
同
趣
で
あ
る
。
「
此
訓
不
審
」

は
い
か
に
も
素
朴
な
表
現
で
あ
る
が
、
緑
竹
な
る
脾
た
る
傍
訓
と
い
う
よ
り
は

説
明
の
語
た
る
こ
と
は
、

倭
訓
・
類
林
・
と
「
遊
仙
窟
」
訓



膚
瞬
難
麟
嫡
繋
里
並
萬

と
私
注
し
た
編
者
と
し
て
は
、
さ
き
の
を
不
審
と
す
る
に
及
ば
な
い
も
の
と
考

え
ら
れ
る
が
。

 
倭
訓
の
あ
と
に
た
だ
ち
に
義
訓
を
示
す
表
現
に
よ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
按
、

私
按
」
の
語
々
用
い
な
い
で
直
接
的
な
記
述
で
あ
る
。

縛
鰍
耗
止
藏
罐
難
餓
良

趨
羅
豊
里
蕪
不
．
遜
．
醗
諏
之

κ
三
密
勲
加

・
「
訓
」
字
の
用
い
方
に
そ
れ
ぞ
れ
違
い
は
あ
る
が
、
同
工
と
い
っ
て
よ
い
。
終

り
に
、
「
也
」
を
用
い
て
説
明
に
代
え
る
例
を
示
し
て
お
く
。

榔
謙
蛍
．
榔
齢
濡
鼠
麟
留

睡
旗
群
蜴
媚
蟹

 
以
上
、
な
る
べ
く
異
な
る
語
例
を
あ
げ
て
類
林
の
「
遊
仙
窟
」
訓
に
対
す

る
抄
出
を
知
る
に
努
め
た
が
、
全
語
数
か
ら
い
え
ば
き
わ
め
て
わ
ず
か
で
、
い

わ
ば
各
問
題
の
範
例
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
恣
意
的
な
表
記
と
い
う
こ
と
を

い
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
例
か
ら
だ
け
で
も
、
そ
の
用
字
法
の
自
由
さ
は
想
像
さ

れ
る
と
思
う
。
諸
写
本
も
ま
た
、
か
な
り
雑
な
も
の
で
あ
る
の
は
否
定
で
き
な

い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i
昭
和
五
六
・
一
〇
・
一
四
稿
一
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凝
味
諺
．
部
．
乾
羅
比
．
礁
．
鞘
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求
守
旧
鍛
乎


