
古
注
釈
と
読
解
の
可
能
性
(読
)

｢

は

じ

め

に

さ
き
ご
ろ
､
次
の
や
う
な
覚
書
を
発
表
し
た
｡

武
井

｢古
注
釈
と
読
解
の
可
能
性
｣
(『国
文
学
』
平
7
･
8
)

そ
れ
は
､
小
松
英
雄

『や
ま
と
う
た
ー
古
今
和
歌
集
の
言
語
ゲ
ー
ム
』
(講
談
社

=
94
･
10
)
で
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
あ
る

一
首
の
古
今
歌
の
解
釈
に
対
し
'
筆
者
な

り
に
疑
義
を
呈
し
､
よ
り
正
し
い
と
恩
は
れ
る
解
釈
を
述
べ
た
上
で
､
小
松
が
再

三
否
定
し
た
古
注
釈
書
の
意
義
も
併
せ
て
称
揚
し
よ
う
と
企
図
し
た
も
の
で
あ
っ

た
｡こ

の
小
論
に
対
し
た
だ
ち
に
､

小
松

｢武
井
論
文
と
の
関
連
に
お
い
て

山
郭
公

い
つ
か
来
場
か
む
-

テ
ク
ス
ト
解
析
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
-
｣
(『国
文
学
』
平
7
･
10
)

と
い
ふ
小
松
自
身
の
駁
論
が
発
表
さ
れ
た
｡
そ
の
中
で
小
松
は
'
古
今
歌
に
関
す

る
筆
者
の
解
釈
に
つ
い
て
は
自
説
の
非
を
認
め
る
も
の
の
､
古
注
釈
書
の
意
義
に

つ
い
て
は
､
依
然
と
し
て
完
全
否
定
の
立
場
を
崩
す
こ
と
は
な
か
っ
た
｡

こ
の
小
松
の
毅
然
た
る
態
度
は
､
あ
る
意
味
で
､
筆
者
の
予
測
出
来
た
事
で
あ

っ
た
｡
と
い
ふ
の
も
実
際
の
所
､
先
の
小
論
に
お
け
る
古
注
釈
書
の
意
義
の
称
揚

は
､
話
の
つ
い
で
に
挨
拶
を
し
た
や
う
な
所
が
あ
り
､
十
全
た
る
説
得
力
な
ど
お

武

井

和

人

よ
そ
持
ち
え
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
事
､
筆
者
自
身
､
重
々
承
知
し
て
ゐ
た
所
で
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
小
松
が
再
度
古
注
釈
書
全
否
定
を
唱
へ
た
そ
の
必
然

性
な
り
論
理
的
正
し
さ
は
､
残
念
な
が
ら
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
､
旧
稿
執
筆
後

の
現
在
で
あ
つ
て
も
な
は
承
服
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
判
断
す
る
｡
し
か
し
､
い
か

に
野
暮
な
方
法
で
あ
り
､
の
み
な
ら
ず
､
冷
徹
な
論
理
的
判
断
か
ら
は
外
れ
か
ね

な
い
方
法
で
あ
る
と
し
て
も
､
筆
者
は
､
繰
り
返
し
繰
り
返
し
古
注
釈
書
の
意
義

を
主
張
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
､
と
も
決
意
し
た
｡
な
ん
と
な
れ
ば
､
古
注
釈
書
に
心
ひ

か
れ
る

一
人
の
研
究
者
た
る
が
ゆ
ゑ
と
い
ふ
だ
け
で
は
な
く
､
日
本
文
学
研
究
者

の
中
に
も
依
然
と
し
て
隠
然
と
存
在
す
る
か
に
ほ
の
見
え
る
古
注
釈
書
へ
の
蔑
視

と
､
ま
た
そ
れ
と
は
全
-
逆
に
､

一
部
の
研
究
者
に
お
い
て
見
ら
れ
始
め
つ
つ
あ

る

(誤
解
を
恐
れ
ず
に
い
へ
ば
)
楽
天
的
な
か
ひ
か
ぶ
り
に
､
や
は
り
も
の
申
し

た
い
と
思
ふ
か
ら
で
も
あ
る
｡
ま
た
さ
ら
に
､
古
注
釈
書
を
己
が
立
論
に
奉
仕
さ

せ
ん
と
ば
か
り
に
ふ
る
ま
ふ
旧
態
依
然
た
る
つ
ま
み
ぐ
ひ
の
愚
挙
暴
挙
に
対
し

て
､
そ
の
非
を
明
確
に
目
に
見
え
る
形
で
別
扶
し
駁
し
た
い
､
と
思
ふ
か
ら
で
も

あ
る
｡

さ
て
､
前
記
小
論
を
書
き
つ
づ
け
て
ゐ
た
過
程
で
､
ま
た
､
そ
の
後
の
小
松
の

駁
論
を
読
ん
だ
段
階
で
よ
り

一
層
､
か
か
る
論
を
展
開
す
る
の
な
ら
ば
､
ど
う
し

て
も
対
決
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
存
在
を
､
流
石
に
無
視
し
え
ぬ
や
う
に
感
じ
始

め
て
来
た
｡
そ
の
存
在
と
は
､
小
松
も
前
掲
書
の
中
で
卓
絶
し
た
学
的
意
義
を
認

め
て
ゐ
る
､

(二
五
)



亀
井
孝

｢古
今
和
歌
集
の
注
釈
の
た
め
に
｣

初
出

･
『金
田

1
博
士
古
稀
記
念
言
語
民
俗
論
叢
』

〔三
省
堂
-
昭

28
･5〕

再
録

･

『亀
井
孝
論
文
集
4
日
本
語
の
す
が
た
と
こ
こ
ろ
二
』

〔吉
川
弘
文
館
=

昭
60
･
10
〕

な
る
論
で
あ
る
｡
亀
井
は
今
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
40
年
以
上
前
に
､
｢こ
と
に
平
安

時
代
の
注
釈
と
な
る
と
'
注
釈
な
ど
と
い
っ
て
､
著
者
の
趣
味
の
お
し
う
り
を
す

る
た
ぐ
ひ
が
､
だ
い
た
い
'
い
ま
の
日
本
に
お
け
る
注
釈
な
の
で
あ
る
｡
そ
の
一

例
は
､
古
今
和
歌
集
の
注
釈
で
､
こ
れ
は
､
本
居
宣
長
の
遠
鏡
を

一
歩
も
い
ま
だ

に
で
て
ゐ
な
い
｣
と
､
高
ら
か
に
断
罪
し
て
ゐ
た
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
当
然
の
如

く
し
て
､
亀
井
は
'
こ
の
論
の
中
で
､
『遠
鏡
』
以
外
の
古
注
釈
書
は
､
書
名
す
ら

引
用
し
て
ゐ
な
い
｡

以
上
の
心
持
ち
を
以
て
､
小
論
で
は
､
亀
井
論
に
対
す
る
駁
論

(正
確
に
い
へ

ば
､
結
論
に
い
た
る
た
め
の
予
備
的
検
討
の
必
要
性
の
主
張
)
を
試
み
よ
う
と
恩

ふ
｡
論
題
に

(読
)
を
付
し
た
所
以
は
､
あ
ら
あ
ら
上
述
の
如
き
で
あ
る
｡

二
､

問

題

の
所

在

亀
井
が
前
記
論
考
で
ま
づ
問
題
に
し
た
の
が
､
次
の
歌
で
あ
る

(な
は
､
『古
今

集
』
の
引
用
は
､
小
町
谷
鼎
彦
訳
注
に
か
か
る
旺
文
社
版
対
訳
古
典
シ
リ
ー
ズ
に

よ
る
｡
以
下
同
様
)
0

も
の
へ
ま
か
り
け
る
に
､
人
の
家
に
女
郎
花
椿
ゑ
た
り
け
る
を
見
て
よ

め
る

兼
覧
王

(二
六
)

女
郎
花
う
し
ろ
め
た
く
も
見
ゆ
る
か
な
荒
れ
た
る
宿
に
ひ
と
り
立
て
れ
ば

(秋
上

･
二
三
七
)

こ
の
歌
に
対
す
る
亀
井
の
解
釈
は
､
｢な
ん
と
な
く
か
し
か
か
た
ぐ
み
え
る
ぢ
ゃ

な
い
か
'
そ
れ
そ
こ
の
を
み
な
へ
し
は
｡
だ
っ
て
､
を
ん
な
の
く
せ
に
､
ひ
と
げ

の
な
い
と
こ
ろ
に
､
ひ
と
り
で
ゐ
る
ん
だ
も
の
｣
(傍
点
原
文
ノ
マ
マ
)
と
い
ふ
現

代
語
訳
に
端
的
に
示
さ
れ
て
ゐ
る
｡
亀
井
の
主
張
を
な
は
更
に
煎
じ
詰
め
れ
ば
､

こ
の
歌
に
お
け
る

｢う
し
ろ
め
た
し
｣
は
現
代
語
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
で
あ

る
､
と
い
ふ

一
点
に
集
約
出
来
よ
う
｡

こ
の
亀
井
の

｢う
し
ろ
め
た
し
｣
論
に
対
し
て
は
､
竹
岡
正
夫

『古
今
和
歌
集

全
評
釈
』
に
駁
論
が
あ
る
が
､
小
論
で
は
触
れ
な
い
｡
小
論
で
述
べ
た
い
の
は
､

亀
井
説
に
つ
か
う
が
竹
岡
説
に
つ
か
う
が
'
そ
の
前
に
､
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題

が
余
り
に
多
か
ら
う
､
と
い
ふ
事
で
あ
り
､
そ
れ
ら
の
検
討
を
経
て
み
れ
ば
､
結

局
の
所
こ
の
歌
に
関
す
る
限
り
､
現
在
の
筆
者
の
理
解
力
で
は
､

一
首
全
体
の
解

釈
の
要
諦
は
不
可
知
論
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
い
､
と
い
ふ
事
で
も
あ
る
｡

な
は
い
は
ず
も
が
な
の
一
言
｡
筆
者
は
､

『古
今
集
』
の
専
門
家
で
も
な
け
れ

ば
､
ま
し
て
や
､
『古
今
集
』

一
首

一
首
を
解
き
あ
か
さ
ん
と
す
る
そ
の
行
為
そ
れ

自
体
を
己
が
学
的
営
為
と
し
て
我
が
身
に
厳
し
く
課
し
て
ゐ
る
研
究
者
で
も
､

も
ち
ろ
ん
な
い
｡
い
っ
て
み
れ
ば
､
『古
今
集
』
に
関
し
て
は
､
外
野
に
陣
取
っ
て

無
責
任
な
野
次
を
飛
ば
し
て
ゐ
る

1
フ
ァ
ン
に
し
か
過
ぎ
な
い
.
従
っ
て
､
以
下

に
述
べ
る
事
柄
な
り
論
法
は
､
所
詮
素
人
学
問
｡
精

一
杯
背
伸
び
を
し
た
ど
た
ど

し
く
筋
道
を
た
ど
っ
て
ゐ
て
も
､
そ
の
道
の
専
門
家
が
見
れ
ば
､
莞
爾
と
し
て
長

嘆
息
せ
ざ
る
を
え
な
い
鉢
の
も
の
に
過
ぎ
ぬ
で
あ
ら
う
｡
『古
今
集
』
を
専
門
と
さ

れ
る
方
々
の
忌
倖
な
き
叱
正
を
､
論
の
初
め
に
心
か
ら
乞
ふ
次
第
で
あ
る
｡

三
-
一
こ
の
歌
で
検
討
さ
れ
る
べ
き
課
題
と
は

こ
の
歌
を
解
釈
す
る
場
合
､
ど
う
し
て
も
考
慮

･
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
考
へ
る
諸
点
を
､
歌
本
文
の
順
に
掲
げ
て
み
よ
う
｡

㈲

｢も
の
へ
ま
か
｣
る
と
は
､
具
体
的
に
､
如
何
な
る
行
為

(ど
こ
へ
?
何
の

た
め
に
?
)
を
指
し
示
す
の
か
｡

仙

｢人
の
家
｣
の

｢人
｣
と
､
作
者
兼
覧
王
と
の
関
係
は
如
何
｡

㈱

｢人
｣
を
女
性
と
直
ち
に
理
解
し
て
良
い
も
の
か
｡

仙

｢も
の
へ
ま
か
｣
る
と
い
ふ
行
為
と
'
作
者
が

｢人
の
家
｣
近
く
に
ゐ
る
ら

し
さ
現
状
と
､
如
何
に
関
連
す
る
の
か
し
な
い
の
か
｡

㈱

｢女
郎
花
植
ゑ
た
｣
と
あ
る
こ
の
女
郎
花
は
､
自
生
と
解
し
て
良
い
か
｡

的

｢荒
れ
た
る
宿
｣
=

｢人
の
家
｣
と
解
す
る
場
合
､
人
に
対
し
て
礼
儀
を
失

す
る
事
に
は
な
ら
な
い
か
｡

こ
れ
以
外
に
も
検
討
す
べ
き
点
は
あ
ら
う
が
､
小
論
の
趣
旨
に
直
接
か
か
は
る

事
に
は
な
ら
ぬ
と
判
断
さ
れ
る
の
で
､
省
略
に
従
ふ
｡
ま
た
､
文
垂
作
品
と
し
て

の

〝味
は
ひ
〟
に
論
を
及
ぼ
す
な
ら
ば
､
更
に
多
く
の
考
慮
す
べ
き

･
考
究
す
べ

き
諸
点
も
あ
る
が
､
同
様
に
省
略
に
従
ふ
｡

以
下
､
事
項
別
に
検
討
し
て
み
よ
う
｡

三
-

二

八
も
の
へ
ま
か
る
)
と
い
ふ
行
為

念
の
た
め
に
近
代
の
諸
注
を
見
て
み
よ
う
｡
｢あ
る
場
所
へ
出
か
け
た
｣
(小
西
甚

一
･
新
註
国
文
学
叢
書
)
｢行
く
先
を
は
っ
き
り
い
う
必
要
が
な
い
の
で
､
ぼ
か
し

て
い
う
言
い
方
｣
(佐
伯
梅
友

･
日
本
古
典
文
学
大
系
)
｢あ
る
所
へ
行
っ
た
時
に
｡

｢も
の
｣
は
'
形
式
名
詞
で
内
容
は
な
い
｣
(奥
村
恒
哉

･
新
潮
日
本
古
典
集
成
)

｢
『も
の
』
は
行
-
先
を
ぼ
か
し
た
言
い
方
｣
(小
沢
正
夫
+
松
田
成
穂

･
新
編
日

本
古
典
文
学
全
集
)
な
ど
と
い
っ
た
具
合
で
､
格
別
こ
れ
と
い
っ
た
差
異
は
認
め

ら
れ
な
い
｡
要
す
る
に
､
｢さ
る
所
に
出
掛
け
る
｣
と
い
ふ
意
味
で
あ
っ
て
､
そ
れ

以
上
の
含
み
は
な
い
､
と
い
ふ
事
で
一
致
し
て
ゐ
る
と
見
て
よ
い
｡

そ
も
そ
も
､
『古
今
集
』
で

｢も
の
へ
ま
か
る
｣
と
い
へ
ば
､
ど
の
や
う
な
状
沢

で
つ
か
は
れ
て
ゐ
る
の
だ
ら
う
か
?

『古
今
集
』
に
お
け
る

｢も
の
へ
ま
か

る
｣
の
用
例
は
､
あ
と
二
つ
あ
る
｡

も
の
へ
ま
か
り
け
る
人
を
待
ち
て
､
十
二
月
の
晦
日
に
よ
め
る

窮
恒

①
わ
が
待
た
ぬ
年
は
釆
ぬ
れ
ど
冬
草
の
か
れ
に
し
人
は
お
と
づ
れ
も
せ
ず

(冬

二
二
三
八
)

も
の
お
も
ひ
け
る
頃
､
も
の
へ
ま
か
り
け
る
道
に
､
野
火
の
燃
え
け
る

を
見
て
よ
め
る

伊
勢

②
冬
枯
れ
の
野
辺
と
わ
が
身
を
お
も
ひ
せ
ば
燃
え
て
も
春
を
待
た
ま
し
も
の
を

(恋
五

･
七
九

一
)

※

『伊
勢
集
』
詞
書
作

｢物
お
も
ひ
け
る
人
の
､
冬
､
も
の
へ
行
き
け
る
道
に

火
の
見
え
け
れ
ば
｣
(二
九

一
)

①
の
用
例
は
､
実
に
興
味
深
い
｡
こ
の
歌
は
､
｢も
の
へ
ま
か
｣
る
人
を
､
そ
の

道
程
の
途
中
に
住
ま
ひ
し
て
ゐ
た
ら
し
い
窮
恒
が

｢待
｣
つ
て
ゐ
る
､
と
い
ふ

結
構
で
､
丁
度
､
兼
覧
王
歌
の
結
構
と
逆
の
立
場
と
見
る
事
が
出
来
る
か
ら
で
あ

(二
七
)



る
｡
前
節
の
脚
で
示
し
た
問
題
点
も
､
窮
恒
歌
を
念
願
に
置
く
こ
と
で
､
解
決
さ

れ
る
も
の
と
恩
は
れ
る
｡
つ
ま
り
､
｢も
の
へ
ま
か
る
｣
目
的
と
､
｢人
の
家
｣
に
ゐ

る
事
と
は
､
因
果
関
係
で
成
り
立

つ
の
で
は
な
く
､
｢も
の
へ
ま
か
る
｣
道
筋

に

｢人
の
家
｣
が
存
在
し
て
ゐ
､
何
ら
か
の
理
由
で
立
ち
寄
る
事
も
あ
り
え
た
､

と
い
ふ
理
解
が
可
能
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
｡

た
だ
こ
れ
だ
け
の
用
例
で
は
､
｢も
の
へ
ま
か
る
｣
の
実
態
は
明
確
と
は
な
ら
な

い
.
筆
者
の
み
る
所
肘
の
検
討
と
併
せ
考
へ
る
事
で
､
打
開
が
は
か
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
ふ
｡

三
-
三

八
人
の
家
)
と

八
人
)
と
兼
覧
王

前
節
で
述
べ
か
け
た
､
｢も
の
へ
ま
か
る
｣
と

｢人
の
家
｣
と
の
関
係
だ
が
､
当

然
そ
の
事
を
論
ず
る
に
際
し
て
は
､
こ
の
歌
の
作
者
兼
覧
王
を
も
視
野
に
入
れ
る

べ
き
で
あ
る
｡
そ
の
事
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
､
ま
づ
､

『古
今
集
』
に
お
け
る

八人
の
家
)
の
用
例
を
見
て
み
よ
う
｡

紀
む
ね
さ
だ
が
東
へ
ま
か
り
け
る
時
に
､
人
の
家
に
や
ど
り
て
､
暁
出

で
た
つ
と
て
､
ま
か
り
申
し
け
れ
ば
､
女
の
よ
み
て
出
だ
せ
り
け
る

よ
み
人
し
ら
ず

③
え
ぞ
知
ら
ぬ
い
ま
試
み
よ
命
あ
ら
ば
我
や
わ
す
る
る
人
や
訪
は
ぬ
と

(離
別

二
二
七
七
)

あ
る
じ
身
罷
り
に
け
る
人
の
家
の
､
梅
の
花
を
見
て
よ
め
る

貫
之

④
色
も
香
も
昔
の
濃
さ
に
匂
ヘ
ビ
も
植
ゑ
け
む
人
の
か
げ
ぞ
恋
し
き

(哀
傷

･
八
五

一
)

方
違
へ
に
人
の
家
に
ま
か
れ
り
け
る
時
に
､
あ
る
じ
の
衣
を
着
せ
た
り

(二
八
)

け
る
を
､
あ
し
た
に
返
す
と
て
よ
み
け
る

紀
友
則

⑤
蝉
の
羽
の
夜
の
衣
は
う
す
け
れ
ど
う
つ
り
香
濃
く
も
匂
ひ
ぬ
る
か
な

(雑
上

･
八
七
六
)

小
論
で
注
目
し
た
い
の
は
､
③
と
⑤
で
あ
る
｡
③
の
詞
書
か
ら
想
像
す
る
に
'

事
の
事
情
は
､
東
国
下
向

(任
国
へ
の
赴
任
か
)
の
折
に
､
｢人
の
家
｣
に
宿
つ
た

と
い
ふ
の
で
あ
ら
う
.
そ
の

Jr人
の
家
｣
で

｢女
｣
が
歌
を
読
み
出
し
た
と
い
ふ

事
で
あ
る
か
ら
､
常
識
的
に
考
へ
て
､(
｢女
｣
=

｢人
の
家
｣
の
女
)
と
見
倣
す

べ
き
で
あ
り
'
紀
宗
貞
は
､
東
国
下
向
故
暫
く
会
へ
ぬ
女
性
に
別
れ
を
惜
し
む
た

め
に

(必
ず
し
も
宗
貞
と
こ
の
女
が
恋
仲
で
あ
る
と
決
め

つ
け
る
必
要
は
な
い

が
､
さ
う
見
倣
し
て
も
大
き
な
誤
り
で
は
な
か
ら
う
)
､
｢人
の
家
｣
を
わ
ざ
わ
ざ

下
向
途
次
訪
問
し
た
と
思
は
れ
る
｡
し
か
し
､
公
式
に
女
性
の
家
を
訪
問
出
来
た

か
ど
う
か
は
や
や
疑
問
な
の
だ
が
､
そ
の
疑
問
へ
の
解
決
に
際
し
て
示
唆
的
な
の

が
､
⑤
で
あ
る
｡
⑤
で
は

｢人
の
家
に
ま
か
｣
る
理
由
が

｢方
達
へ
｣
で
あ
る
と

明
記
さ
れ
て
ゐ
る
｡
こ
の
事
を
③
に
重
ね
合
は
せ
て
見
れ
ば
､
③
に
お
け
る
訪
問

も
､
公
式
的
に
は
方
達
へ
と
さ
れ
て
ゐ
た
と
見
て
も
良
か
ら
う
と
恩
へ
て
く
る
O

こ
こ
ま
で
た
ど
っ
て
来
れ
ば
､
兼
覧
王
と

八人
の
家
)
と

八
人
)
と
の
関
係
も
､

ほ
の
見
え
て
-
る
の
で
は
な
い
か
｡
つ
ま
り
か
う
い
ふ
こ
と
で
あ
る
｡

兼
覧
王
は
､
何
ら
か
の
目
的
で
下
向
す
る
こ
と
が
あ
っ
た

(
-
も
の
へ
ま
か
り

け
る
)｡
そ
の
途
次
､
方
達
へ
の
た
め
で
あ
ら
う
か
､
八
人
の
家
)
に
立
ち
寄
る
事

が
あ

っ
た
｡
よ
し
ん
ば
方
達

へ
で
は
な
い
せ
よ
､
兼
覧
王
が
立
ち
寄
る
程
の

(家
)
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
家
の
主

(
=
人
)
と
兼
覧
王
は
､
見
ず
知
ら
ず
の
間

柄
で
は
な
く
'
む
し
ろ
､
懇
意
に
し
て
ゐ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
｡
ま
た
方
達

へ
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
両
者
の
関
係
は
､
更
に
親
密
な
も
の
で
あ
り
'
こ
の

や
う
な
訪
問
は
屡
々
な
さ
れ
て
ゐ
た
と
解
し
て
も
良
い
だ
ら
う
｡

た
だ
し
､
か
う
解
し
て
-
る
と
､
脚
で
指
摘
し
た
如
く
､八
人
の
家
)
を

｢荒
れ

た
る
宿
｣
と
評
し
て
し
ま
ふ
事
に
な
る
非
礼
を
､

一
応
は
考
へ
て
お
か
ね
ば
な
ら

な
い
｡
次
節
以
下
で
こ
の
点
は
詳
し
く
考
へ
て
み
た
い
｡

所
で
､
③
で
そ
れ
と
察
知
さ
れ
る
ほ
の
か
な
恋
情
を
､
兼
覧
王
歌
に
重
ね
て
理

解
し
て
ゐ
る
古
注
は
'
宗
祇
流
古
注
他
に
見
ら
れ
る
が
､
そ
の
典
型
と
し
て
､

『伝
心
抄
』
を
掲
げ
て
お
か
う
｡

此
荒
タ
ル
宿

二
独
ア
ル
ハ
イ
カ
サ
マ
タ

,
ハ
ア
ラ
ン
誰
ニ
テ
モ
心
ヲ
カ
ハ
ス

人
力
領
ス
ル
カ
ト
云
義
也
人
ノ
家

ニ
ト
云
ニ
カ

､
-
テ
云
也
人
ノ
家

ハ
人
ノ

ア
ル
ト
也
チ
ー
ネ
タ
ミ
タ
ル
心
モ
ア
リ

(宮
内
庁
書
陵
部
蔵
細
川
幽
斎
筆
本
)

兼
覧
王
歌
単
独
で
は
必
ず
し
も
導
き
出
し
に
-
い
こ
の
読
み
方
も
'
③
歌
を
相

並
べ
て
彼
我
対
比
さ
せ
つ
つ
解
す
れ
ば
､
極
め
て
自
然
な
解
釈
と
い
へ
る
｡
古
注

釈
の
卓
越
し
た
読
解
力
を
示
す
如
実
な
例
と
い
へ
よ
う
｡

三
-
四

女
郎
花
を

(
檀
)
ゑ
る
と
い
ふ
行
為

次
に
､
詞
書
中
に
見
え
る

｢植
｣
う
と
い
行
為
を
考
へ
て
み
た
い
｡
と
こ
ろ

が
､
こ
の
部
分
に
関
し
て
従
来
の
諸
注
は
ほ
と
ん
ど
顧
慮
し
て
ゐ
な
い
｡
格
別
注

釈
を
施
す
ま
で
も
な
い
と
見
て
ゐ
た
の
だ
ら
う
｡
詞
書
の
現
代
語
訳
を
掲
げ
る
注

釈
書
が
な
い
に
等
し
い
の
で
､
断
定
は
博
ら
れ
る
が
､
｢そ
こ
に
女
郎
花
が
生
へ
て

ゐ
た
｣
と
い
っ
た
程
度
に
理
解
さ
れ
て
来
た
と
覚
し
い
｡

ま
づ
例
に
よ
っ
て
､
『古
今
集
』
に
お
け
る

(
植
う
)
の
用
例
は
以
下
の
通
り
で

あ
る
｡
用
例
数
は
多
い
が
､
そ
の
全
て
を
掲
げ
て
み
る
｡

(題
し
ら
ず
)

(よ
み
人
し
ら
ず
)

⑥
や
ど
近
-
梅
の
花
植
ゑ

じあ
ぢ
き
な
-

待

つ人の香に
あ
や
ま
た
れ
け
り

(春
上

･
三
四
)

人
の
家
に
植
ゑ
た

りけ
る
桜
の
､
花

咲

きはじめた
り
け
る
を
見
て
よ

め
る

貫
之

⑦
今
年
よ
り
春
知
り
そ
む
る
桜
花
散
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
ら
は
ざ
ら
な
む

(春
上

･
四
九
)

(題
し
ら
ず
)

(よ
み
人
し
ら
ず
)

⑧
や
ま
ぶ
き
は
あ
や
な
な
咲
き
そ
花
見
む
と
植
ゑ
け
む
君
が
こ
よ
ひ
来
な
く
に

(春
下

･
一
二
三
)

(朱
雀
院
の
女
郎
花
合
に
よ
み
て
た
て
ま
つ
り
け
る
)

⑨
ひ
と
り
の
み
な
が
む
る
よ
り
は
女
郎
花
わ
が
住
む
や
ど
に
植
ゑ
て
み
ま
L
を

(秋
上

･
二
三
六
)

(題
し
ら
ず
)

平
貞
文

⑩
今
よ
り
は
植
ゑ
て
だ
に
見
じ
花
す
す
き
穂
に
い
づ
る
秋
は
わ
び
し
か
り
け
り

(秋
上

･
二
四
二
)

人
の
前
栽
に
､
菊
に
結
び
つ
け
て
植
ゑ
け
る
歌

在
原
業
平

⑪
植
ゑ
し
植
ゑ
ば
秋
な
き
時
や
咲
か
ざ
ら
む
花
こ
そ
散
ら
め
根
さ
へ
枯
れ
め
や

(秋
下

･
二
六
八
)

寛
平
御
時
の
后
宮
の
歌
合
の
歌

大
江
千
里

⑫
植
ゑ
し
時
花
ま
ち
ど
は
に
あ
り
し
菊
う
つ
ろ
ふ
秋
に
あ
は
む
と
や
見
し

(秋
下

･
二
七

一
)

(二
九
)



お
な
じ
御
時
せ
ら
れ
け
る
菊
合
に
､
洲
浜
を
つ
-
り
て
菊
の
花
植
ゑ
た

り
け
る
に
く
は
へ
た
り
け
る
歌

吹
上
の
浜
に
菊
植
ゑ
た
り
け
る
を
よ
め
る

菅
原
朝
臣

⑬
秋
風
の
吹
き
あ
げ
に
立
て
る
し
ら
菊
は
花
か
あ
ら
ぬ
か
波
の
寄
す
る
か

(秋
下

･
二
七
二
)

大
沢
の
池
の
形
に
菊
植
ゑ
た
る
を
よ
め
る

(友
則
)

⑭
ひ
と
も
と
と
思
ひ
し
花
を
大
沢
の
池
の
底
に
も
誰
か
植
ゑ
け
む

(秋
下

･
二
七
五
)

(題
し
ら
ず
)

(よ
み
人
し
ら
ず
)

⑮
植
ゑ
て
い
に
し
秋
田
刈
る
ま
で
見
え
兼
ね
ば
け
さ
初
雁
の
音
に
ぞ
泣
き
ぬ
る

(恋
五

･
七
七
六
)

桜
を
植
ゑ
て
あ
り
け
る
に
､
漸
-
花
咲
き
ぬ
べ
き
時
に
､
か
の
植
ゑ
け

る
人
身
罷
り
に
け
れ
ば
､
そ
の
花
を
見
て
よ
め
る

紀
茂
行

⑯
花
よ
り
も
人
こ
そ
あ
だ
に
な
り
に
け
れ
い
づ
れ
を
さ
き
に
恋
ひ
む
と
か
見
し

(哀
傷

･
八
五
〇
)

あ
る
じ
身
罷
り
に
け
る
人
の
家
の
､
梅
の
花
を
見
て
よ
め
る

貫
之

⑰
色
も
香
も
昔
の
濃
さ
に
匂
ヘ
ビ
も
植
ゑ
け
む
人
の
か
げ
ぞ
恋
し
き

(哀
傷

･.<
五

一
)

藤
原
利
基
朝
臣
の
右
近
中
将
に
て
住
み
侍
り
け
る
曹
司
の
､
身
罷
り
て

の
ち
､
人
も
住
ま
ず
な
り
に
け
る
に
､
秋
の
夜
更
け
て
'
も
の
よ
り
ま

う
で

来
け
る
つ
い
で
に
見
い
れ
け
れ
ば
､
も
と
あ
り
し
前
栽
い
と
し

げ
く
荒
れ
た
り
け
る
を
見
て
､
早
く
そ
こ
に
侍
り
け
れ
ば
､
昔
を
思
ひ

や
り
て
よ
み
け
る

(三
〇
)

御
春
有
助

⑱
き
み
が
植
ゑ
し
ひ
と
む
ら
薄
虫
の
音
の
し
げ
き
野
辺
と
も
な
り
に
け
る
か
な

(哀
傷

･
八
五
三
)

以
上
の
用
例
を
通
覧
す
れ
ば
直
ち
に
理
解
出
来
る
如
-
､
『古
今
集
』
に
お

い
て
､

(植
う
)
と
い
ふ
行
為
は
､
何
ら
か
の
目
的
を
以
て
人
が
植
物
を
植
ゑ
付

け
る
と
い
ふ
自
覚
的
な
行
為
を
指
し
示
す
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
女
郎
花
を

(
植
)
ゑ
た
実
例
と
し
て
､
⑨
は
圧
倒
的
な
重
み
を
以
て
我
々
に
せ
ま
っ
て
ゐ
る
｡

更
に
い
へ
ば
､
こ
の
⑨
は
､
小
論
で
問
題
と
し
て
ゐ
る
兼
覧
王
歌
の
直
前
の
歌
な

の
で
あ
っ
た
｡

従
っ
て
､
兼
覧
王
歌
に
見
え
る

｢人
の
家
｣
の

｢女
郎
花
｣
も
､
植
栽
さ
れ
た

も
の
と
解
さ
ざ
る
を
え
な
い
｡
そ
し
て
､
我
々
読
者
に
は
直
ち
に
そ
れ
と
察
知
す

る
事
は
出
来
か
ね
る
が
､
｢ひ
と
り
立
｣
つ
て
ゐ
る
､
即
ち
､
群
生
す
る
こ
と
な
-

一
本
ぽ
つ
ん
と

(あ
る
い
は

｢ひ
と
む
ら
す
す
き
｣
然
と
し
て
)
植
ゑ
え
ら
れ
て

ゐ
た
､
そ
の
状
態
を
兼
覧
王
は

｢う
し
ろ
め
た
-
｣
感
じ
た
と
い
ふ
の
で
あ

る
｡さ

て
､
『古
今
集
』
に
お
け
る

｢植
う
｣
と
い
ふ
行
為
を
､
こ
の
や
う
な
意
味
だ

と
断
定
す
る
前
に
､

一
つ
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
検
証
の
手
続
き
が
あ
っ
た
｡

そ
れ
は
､

で
は
自
生
し
て
ゐ
る
場
合
に
は
何
と
表
現
さ
れ
た
の
か

と
い
ふ
事
柄
で
あ
る
｡
関
連
す
る
と
恩
は
れ
る
用
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
｡

-
水
の
ほ
と
り
に
梅
の
花
の
咲
け
り
け
る
を
よ
め
る

(春
上

･
四
三

･
伊
勢
)

‥u家
に
あ
り
け
る
梅
の
花
の
散
り
け
る
を
よ
め
る

(同

･
四
五

･
貫
之

…皿
桜
の
花
の
咲
け
り
け
る
を
見
に
ま
う
で
来
た
り
け
る
人
に
､
よ
み
て
お
-
り

け
る

(同

･
六
七

･
窮
恒
)

.Ⅳ
僧
正
遍
昭
が
も
と
に
､
奈
良
へ
ま
か
り
け
る
時
に
､
男
山
に
て
女
郎
花
を
見

て
よ
め
る

(秋
上

･
二
二
七

･
布
留
今
道
)

Ⅴ

貞
観
御
時
､
綾
給
殿
の
ま
へ
に
梅
の
木
あ
り
け
り
｡
西
の
か
た
に
さ
せ
り
け

る
枝
の
も
み
ぢ
そ
め
た
り
け
る
を
-
-
(同

･
二
五
五

･
藤
原
勝
臣
)

･Ⅵ
人
の
家
な
り
け
る
菊
の
花
を
移
し
植
ゑ
た
り
け
る
を
よ
め
る

(秋
下

･
二
八

〇
･
貫
之
)

以
上
の
用
例
を
勘
案
し
､
自
生
し
て
ゐ
る
女
郎
花
を
い
ふ
の
で
あ
れ
ば
､

人
の
家
に
あ
り
け
る
女
郎
花
を
見
て
よ
め
る

人
の
家
に
咲
け
り
け
る
女
郎
花
を
見
て
よ
め
る

な
ど
と
い
っ
た
表
現
が
期
待
さ
れ
る
筈
で
あ
り
'
そ
の
意
味
で
も

｢植
う
｣
と
い

ふ
言
葉
は
重
た
い
意
味
を
持
っ
て
ゐ
た
の
だ
と
分
か
る
の
で
あ
る
｡

三
-
五

な
は
参
看
す
べ
き
和
歌

前
節
ま
で
の
検
討
の
過
程
で
､
な
は
参
看
す
べ
き
歌
が

一
首
あ
っ
た
｡

奈
良
へ
ま
か
り
け
る
時
に
､
荒
れ
た
る
家
に
女
の
琴
ひ
き
け
る
を
聞
き

て
､
よ
み
て
い
れ
た
り
け
る

良
等
宗
貞

わ
び
人
の
住
む
べ
き
宿
と
見
る
な
へ
に
な
げ
き
-
は
は
る
琴
の
音
ぞ
す
る

(雑
下

･
九
八
五
)

兼
覧
王
と
か
の
遍
昭
と
を
同
じ

〝男
″
と
い
ふ
次
元
で
比
較
し
て
し
ま

っ
た

ら
､
事
に
よ
る
と
兼
覧
王
に

一
喝
を
-
ら
ふ
か
も
し
れ
ぬ
が
､
こ
こ
は
､
『古

今
集
』
と
い
ふ

一
つ
の
作
品
に
同
居
し
て
ゐ
る
誼
み
で
､
目
を
つ
ぶ
っ
て
も
ら

は
う
と
恩
ふ
｡

さ
て
'
こ
の
､
い
か
に
も
遍
昭
ら
し
い
行
為
は
､
遍
昭
な
れ
ば
こ
そ
の
行
為
で

あ
る
と
も
解
し
え
よ
う
が
､
し
か
し
､
こ
れ
ほ
ど
の
計
か
か
が
許
さ
れ
う
る
の
で

あ
る
な
ら
ば
'
兼
覧
王
の
場
合
は
､
か
ね
て
よ
り
関
係
な
き
に
L
も
あ
ら
ざ
る

八
人
)
の
家
の
女
性
に
対
し
て
詠
み
か
け
た
訳
で
あ
る
か
ら
､
当
時
の
社
会
儀
礼

な
り
あ
り
う
べ
き
心
用
ゐ
か
ら
見
て
､
許
さ
れ
る
範
囲
の
行
為
で
あ
っ
た
と
理
解

す
べ
き
で
あ
ら
う
し
､
我
々
迄
か
後
代
の
読
者
も
､
そ
の
あ
た
り
に
十
分
心
配
り

を
し
て
､
こ
の
兼
覧
王
歌
を
読
み
解
く
必
要
が
あ
つ
た
と
恩
ふ
の
で
あ
る
｡

三
-
六

小

括

こ
の
節
の
冒
頭
で
､
解
釈
の
前
提
と
考
へ
ら
れ
る
諸
点
を
列
挙
し
て
お
い
た
｡

そ
れ
ら
の
懸
案
に
対
し
､

一
応
の
解
答
を
見
出
し
え
た
｡
逐
条
に
記
し
て
み
よ

う
○㈲

｢も
の
へ
ま
か
｣
る
と
は
､
具
体
的
に
､
如
何
な
る
行
為

(ど
こ
へ
?
何
の

た
め
に
?
)
を
指
し
示
す
の
か
｡

1
万
達
へ
な
ど
を
想
定
す
る
｡

仙

｢人
の
家
｣
の

｢人
｣
と
､
作
者
兼
覧
王
と
の
関
係
は
如
何
｡

-
桝
の
延
長
線
上
で
､
相
当
程
度
親
密
な
間
柄
で
あ
っ
た
と
想
定
す
る
｡

㈹

｢人
｣
を
女
性
と
直
ち
に
理
解
し
て
良
い
も
の
か
｡

1
不
可
｡

｢人
｣
と
女
性
と
の
関
係
も
直
ち
に
は
断
じ
難
い
｡

(三
こ



仙

｢も
の
へ
ま
か
｣
る
と
い
ふ
行
為
と
､
作
者
が

｢人
の
家
｣
近
く
に
ゐ
る
ら

し
さ
現
状
と
､
如
何
に
関
連
す
る
の
か
し
な
い
の
か
｡

↓
方
違
へ
だ
と
想
定
す
れ
ば
､
｢も
の
へ
ま
か
｣
る
事
と

｢人
の
家
に
滞
在
し

て
ゐ
る
事
と
は
､
直
接
に
は
関
係
な
い
｡

㈱

｢女
郎
花
植
ゑ
た
｣
と
あ
る
こ
の
女
郎
花
は
､
自
生
と
解
し
て
良
い
か
｡

-
不
可
｡
植
栽
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

㈹

｢荒
れ
た
る
宿
｣
=

｢人
の
家
｣
と
解
す
る
場
合
､
人
に
対
し
て
礼
儀
を
失

す
る
事
に
は
な
ら
な
い
か
｡

↓
眠
懇
の
間
柄
に
お
け
る
軽
口
の
応
酬
と
想
定
｡

細
か
な
含
み
は
記
さ
な
か
っ
た
｡
小
論
で
個
々
の
含
み
ま
で
論
証
し
え
た
と
は

恩
へ
な
い
の
で
､
こ
の
程
度
で
と
ど
め
て
お
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
｡

四

八
う
し
ろ
め
た
L
V
を
理
解
す
る
た
め
に

第
三
節
で
の
検
討
を
踏
ま
へ
て
､
小
論
の
当
初
の
問
題
､(
う
し
ろ
め
た
L
V
の

受
け
取
り
方
を
､
こ
こ
で
考
へ
て
み
よ
う
｡

亀
井
の
理
解
は

(
う
し
ろ
め
た
L
V
の
語
史
や
語
構
成
な
ど
か
ら
､
現
代
語
と

同
じ
意
味
と
解
す
る
べ
き
だ
と
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
｡
も
し
仮
に
､
兼
覧
王
歌
に

詞
書
が
何

1
つ
.な
け
れ
ば
､
亀
井
の
こ
の
理
解
は
､
的
を
射
た
も
の
と
な
る
可
敵

性
は
あ
る
｡
け
れ
ど
も
､
前
節
で
の
検
討
で
得
ら
れ
た
詞
書
の
理
解
を
前
提
す
る

と
､
必
ず
し
も
亀
井
の
理
解
で
'
こ
の
歌
が
す
っ
き
り
と
通
る
と
は
い
へ
ま
い
｡

ま
た

一
方
､
通
説
に
よ
っ
て
､(
う
し
ろ
め
た
L
V
を

｢気
掛
か
り
だ
｣
な
ど
の

意
味
に
置
き
換
へ
た
と
し
て
も
､
亀
井
説
と
同
様
に
､
必
ず
し
も
通
り
が
良
く
な

る
わ
け
で
は
な
い
｡
何
故
な
ら
ば
､
眠
懇
の
間
柄
の

(
家
)
の
女
性

(
こ
の
女
性

(三

二)

に
､
そ
の
家
の
娘
を
引
き
当
て
よ
う
が
､
そ
の
場
に
伺
候
し
て
ゐ
た
女
房
を
引
き

当
て
よ
う
が
､
い
づ
れ
で
も
不
自
然
で
は
な
い
)
に
対
し
て
､

1
本
な
い
し

1
群

だ
け
植
栽
さ
れ
た
女
郎
花
に
事
寄
せ
た
と
し
て
も
､
な
は
､
ぎ
こ
ち
な
さ
が
残
る

か
ら
で
あ
る
｡
敷
桁
す
れ
ば
､
通
説
の
前
提
に
は
､
文
字
通
り
､
随
屋
に
一
人
住

ま
ふ

(若
き
?
)
女
性
と
い
ふ
思
ひ
入
れ
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
､

一
方
小
論
の
検

討
で
は
､
詞
書
を
虚
心
に
読
む
限
り
､
さ
う
と
は
受
け
取
り
難
い
､
と
い
ふ
対
立

が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡

第
二
節
で
筆
者
は

｢結
局
の
所
こ
の
歌
に
関
す
る
限
り
､
現
在
の
筆
者
の
理
解

力
で
は
､

1
首
全
体
の
解
釈
の
要
静
は
不
可
知
論
に
傾
か
ざ
る
を
え
な
い
｣
と
述

べ
た
｡
あ
る
い
は
､
前
節
の
最
後
の
所
で
､
も
う

一
つ
詰
め
れ
ば
､
要
諦
に
到
る

事
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
､
と
い
ふ
予
感
は
し
な
い
事
も
な
い
け
れ
ど
も
､
そ

こ
ま
で
詰
め
切
る
勇
気
も
識
見
も
'
筆
者
に
は
な
い
｡

五

再

び

古

注

へ

前
節
ま
で
で
､
何
と
か
自
力
で
兼
覧
王
歌
を
理
解
し
よ
う
と
努
め
て
来
て
､
そ

の
ギ
リ
ギ
リ
の
所
で
事
は
不
成
功
に
終
っ
た

(む
ろ
ん
､
そ
の
過
程
で
筆
者
な
り

に
得
た
は
多
い
の
だ
が
)0

そ
こ
で
小
論
の
そ
も
そ
も
の
始
発
点
で
あ
っ
た
古
注
は
､
こ
の
歌
に
対
し
て
､

ど
の
や
う
な
理
解
を
見
せ
て
ゐ
る
の
で
あ
ら
う
か
｡

ま
づ
詞
書
に
関
し
て
｡
例
に
よ
っ
て
毘
沙
門
堂
本
吉
注
群
に
､
極
め
て
ユ
ニ
ー

ク
な
理
解
が
見
ら
れ
る
｡

物
へ
ま
か
り
け
る
に
人
の
家
に
女
郎
花
う
へ
た
る
と
は
伊
勢
太
神
宮
へ
詣
た

ま
ふ
な
り
其
時
三
条
大
納
言
也
是
岡
か
家
の
女
郎
花
を
み
て
よ
み
給
ふ
寄
也

彼
家
は
東
山
に
あ
り
兼
覧
王
と
は
惟
喬
親
王
御
子
也
苛
に
う
し
ろ
め
た
く
と

は
う
し
ろ
め
た
な
し
と
云
心
也
心
は
女
と
い
ふ
花
の
あ
れ
て
人
も
な
き
家
に

独
す
め
は
い
か
な
る
振
舞
か
す
る
ら
ん
と
う
し
ろ
め
た
し
と
よ
め
り

(佐
賀
県
立
図
書
館
蔵

『古
今
和
歌
集
聞
書
』
〔九
九

一
二

〇
･
三
三
二
〕
)

毘
沙
門
堂
本
古
今
集
証
に
も
､
大
筋
で
は
同
旨
の
理
解
が
見
ら
れ
る
｡

毘
沙
門
堂
本
系
古
注
群
は
､
和
歌
研
究
者
の
み
な
ら
ず
､
と
い
ふ
よ
り
'
和
歌

研
究
者
以
外
の
研
究
者
達
か
ら
大
き
な
注
目
を
受
け
､
か
つ
､
活
用
も
さ
れ
て
来

た
も
の
で
あ
る
｡
研
究
者
達
が
ひ
と
し
な
み
に
寄
せ
る
関
心
の
対
象
は
､
こ
の
歌

の
注
で
も
如
実
に
見
ら
れ
る
如
き
､
和
歌
の
理
解
に
お
い
て
限
り
な
-

(事
実
)

を
付
着
さ
せ
よ
う
と
い
ふ
注
釈
姿
勢
で
あ
り
､
そ
の
学
的
背
景
で
あ
っ
た
｡
更
に

進
ん
で
そ
こ
に
､
中
世
の
香
り
を
嘆
ぎ
取
ら
う
と
い
ふ
向
き
も
多
い
や
う
で
あ

る
｡そ

の
姿
勢
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
｡
事
実
そ
の
や
う
な
側
面
は
確
か
に
あ

ら
う
｡
然
し
そ
れ
は
や
は
り
側
面
で
あ
る
｡
兼
覧
王
歌
に
つ
い
て
い
へ
ば
､
毘
沙

門
堂
本
系
古
注
群
の
ご
と
き
行
為
は
､
な
に
も
ひ
と
り
中
世
の
み
が
能
-
な
し
う

る
行
為
で
は
あ
り
え
ま
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
今
ま
で
の
検
討
で
も

あ
ら
あ
ら
論
じ
釆
た
っ
た
や
う
に
'
解
釈
者
が
自
分
な
り
の

(
事
実
)
を
付
着
せ

し
め
な
い
こ
と
に
は
､
理
解
が
立
ち
行
か
な
い
と
い
ふ
側
面
も
あ
っ
た
事
を
､
筆

者
は
ど
う
し
て
も
否
め
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
と
い
っ
て
､
毘
沙
門
堂
本
系
古
注
群

が
至
り
着
い
た

(
事
実
)
を
諾
は
う
と
い
ふ
の
で
は
な
い
｡
さ
う
で
は
な
-
て
､

毘
沙
門
堂
本
系
古
注
群
を
成
立
せ
し
め
'
あ
る
い
は
享
受
し
て
ゐ
た
多
-
の
人
達

を
し
て
か
く
な
さ
し
め
た
何
物
か
が
､
二
十
世
紀
末
に
生
き
る
他
な
ら
ぬ
筆
者
自

身
の
内
に
も
共
有
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
､
と
い
ふ
厳
粛
な
る
事
実
を
心
に
刻
ん
で
置

き
た
い
の
で
あ
る
｡

所
で
､
宗
祇
流
古
注
に
は
､
こ
れ
ま
た
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
理
解
が
見
ら
れ

る
｡
『古
間
』
か
ら
引
い
て
み
よ
う
｡

う
ち
あ
れ
た
る
家
の
､
男
ひ
と
り
住
ら
ん
な
と
お
は
ゆ
る
所
に
､
女
郎
花
の

さ
け
る
を
み
て
､
う
し
ろ
め
た
し
と
也
､
た
～

な
ら
し
な
ん
と
恩
や
る
也

(平
揮
五
郎

･
川
上
新

一
郎

･
石
神
秀
美
の
尊
経
閣
文
庫
本
の
翻
刻
に
よ
る
)

あ
ら
う
こ
と
か
､
こ
の
歌
に

《廃
屋
に
一
人
で
住
む
男
♯
庭
に
独
り
で
生
え
る

女
郎
花
》
と
い
ふ
構
図
を
読
み
取
り
､
詠
作
に
お
い
て
は
常
識
で
あ
る
女
郎
花
-

女
性
と
い
ふ
引
き
あ
て
を
し
た
上
で
､
男
女
関
係
の
点
に
お
い
て

｢う
し
ろ
め
た

し
｣
と
解
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
心
落
ち
着
け
て
こ
の
解
釈
を
再
度
な
が
め
て
み
る
と
､
な
る
ほ
ど
か

う
取
れ
れ
ば
､
廃
屋
と
そ
の
家
の
主
と
い
ふ
関
係
も
無
理
な
-
理
解
出
来
る
し
､

｢う
し
ろ
め
た
し
｣
の
語
義
も
､
亀
井
説
で
あ
れ
通
説
で
あ
れ
､
い
づ
れ
で
も
通

じ
る
の
で
は
な
い
か
と
す
ら
恩
へ
て
来
る
｡
ま
た
'
小
論
で
論
じ
て
来
た
道
筋
に

あ
て
は
め
て
も
､
方
違
へ
で
た
ま
た
ま
立
ち
寄
っ
た
旧
知
の
男
主
に
詠
み
か
け
た

軽
口
､
こ
れ
ま
た
な
ん
と
ふ
さ
は
し
い
内
容
と
な
る
で
は
な
い
か
!

即
ち
､

現
実
1
植
栽
さ
れ
た

一
本

(群
)
の
女
郎
花

軽
口
1
女
郎
花
の
次
は
､
ど
こ
ぞ
の
女
人
で
も
､
こ
の
男
所
帯
の
家
に
招
じ

入
れ
よ
う
と
で
も
い
ふ
気
か
ね
?

と
い
ふ
対
応
を
認
め
う
る
か
ら
で
あ
る
｡

そ
し
て
か
か
る
宿
命
を
背
負
っ
た
女
郎
花
に
対
し
､
兼
覧
王
は

｢う
し
ろ
め
た

し
｣
と
詠
み
か
け
､
暗
に
男
主
に
対
し
て
あ
て
こ
す
り
を
試
み
た

(そ
の
男
主
に

女
性
の
噂
で
も
立
ち
そ
め
て
ゐ
た
?
)
と
解
す
る
わ
け
で
あ
る
｡

(三
三
)



小
論
で
､
こ
の
宗
祇
流
解
釈
に
黒
白
を
つ
け
よ
う
と
は
恩
は
な
い
｡
ま
た
無
理

矢
理
に
つ
け
た
所
で
､
結
局
は
､

1
時
の
気
休
め
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ら
う
｡
そ
れ

よ
り
何
よ
り
､
前
引
し
た
宗
祇
流
舌
注
の
集
大
成
で
あ
る
べ
き

『伝
心
抄
』
が
､

こ
の

『古
間
』
的
理
解
か
ら
､
離
れ
た
所
に
あ
る
と
見
え
る
o
宗
祇
流
古
今
学
の

発
展

･
形
成
過
程
の

一
コ
マ
が

『舌
聞
』
で
あ
る
､
と
理
解
す
べ
き
で
あ
り
'

『古
間
』
の
こ
の
解
釈
を
以
て
宗
祇
流
の
理
解
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
す
ら
出
来
る

道
理
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

さ
う
で
は
な
-
､
こ
こ
で
筆
者
が
心
を
用
ゐ
た
い
の
は
､
こ
の

『古
間
』
の
如

-
'

一
見
突
拍
子
も
な
-
見
え
る
古
住
の
理
解
も
､
我
々
が
先
入
観
を
捨
て
て
和

歌
に
立
ち
向
か
ひ
､
筋
道
を
た
て
て
考
へ
抜
い
た
結
論

(何
も
小
論
が
こ
の
ケ
ー

ス
に
あ
た
る
な
ど
と
い
ふ
や
う
な
恩
ひ
あ
が
り
は
な
い
)
を
､
そ
の
論
の
最
後
の

段
階
で
重
ね
合
は
せ
て
み
る
と
､
場
合
に
よ
っ
て
は
､
存
外
近
し
い
事
が
あ
り

え
､
古
注
の
貴
さ
も
こ
の
点
に
あ
る
の
だ
､
と
い
ふ
事
で
あ
る
｡

六
を

は

り

に

前
節
の
最
後
で
は
か
ら
ず
も
漏
ら
し
た
感
嘆
を
以
て
､
既
に
､
小
論
の
目
的
は

達
成
さ
れ
た
｡
こ
れ
以
上
何
を
述
べ
て
も
､
そ
れ
は
蛇
足
に
過
ぎ
ぬ
｡
そ
れ
を
知

り
つ
つ
な
は

一
言
を
こ
こ
に
加
へ
る
｡

筆
者
は
可
能
な
限
り
､
舌
注
を
二
十
世
紀
末
に
生
き
る

〝こ
の
〟
私
に
近
づ
け

な
い
や
う
に
-
言
葉
を
か
へ
て
い
へ
ば
､
古
注
の
作
者
達
と
こ
の
文
章
の
筆
者
で

あ
る
私
と
を
'
『古
今
集
』
を
読
ま
ん
と
す
る

一
読
者
と
し
て
同
じ
地
平
に
置
か
し

む
る
べ
く
､
筆
を
進
め
て
来
た
つ
も
り
で
あ
る
｡
け
れ
ど
も
'
結
局
は
､
私
な

り
の
解
釈
に
古
注
を
使
役
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
い
か
と
い
ふ
危
幌
を
消
し
去
れ
な

1
0

-∨

(三
四
)

も
は
や
､

一
旦

『古
今
集
』
を
離
れ
､
古
注
そ
の
も
の
を
古
注
そ
の
も
の
と
し

て
理
解
す
る
と
い
ふ
'
考
へ
て
み
れ
ば
当
た
り
前
の
作
業
に
､
私
自
身
が
立
ち
向

か
ふ
べ
き
段
階
に
来
た
と
い
ふ
事
な
の
で
あ
ら
う
｡


