
﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
ゲ
ズ
・
イ
ゲ
小
考

川

口

敦

子

一

は
じ
め
に

植
物
の
カ
ラ
タ
チ
︵
枳
殻
︑
枸
橘
︶
を
意
味
す
る
ゲ
ズ
と
い
う
語
に
つ
い

て
︑
川
口
︵
二
〇
一
一
︶
に
お
い
て
︑
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
﹁
バ
レ
ト
写
本
﹂

︵
一
五
九
一
年
写
︶
所
収
福
音
書
に
ラ
テ
ン
語

trib
u
lis
の
訳
語
と
し
て
ゲ
ズ

が
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版
の
い
う
﹁
植

物
﹃
か
ら
た
ち
︵
枸
橘
︶
﹄
の
古
名
﹂
で
は
な
く
︑
カ
ラ
タ
チ
の
九
州
方
言

で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
︒

そ
の
後
︑
岸
本
恵
実
氏
よ
り
︑
ゲ
ズ
に
つ
い
て
は
土
井
忠
生
氏
が
﹃
南

詞
雑
解
﹄
に
つ
い
て
の
論
考
︵
土
井
一
九
八
二
ｂ
︶
で
触
れ
て
い
る
と
の
ご

教
示
を
い
た
だ
い
た
︒

﹃
南
詞
雑
解
﹄︵
﹃
南
詞
集
解
』

︵
一
︶

︶
は
︑
江
戸
時
代
中
後
期
の
長
崎
の
東
京
︵
ト

ン
キ
ン
︶
通
事
魏
五
左
衛
門
が
寛
政
年
間
に
筆
写
し
た
と
推
定
さ
れ
る
三

冊
の
写
本
で
︵
土
井
一
九
八
二
ａ
：
三
六
七
︱
三
六
八
︶
︑
漢
字
表
記
な
い
し
漢

字
片
仮
名
交
じ
り
表
記
の
語
彙
に
︑
右
訓
と
し
て
片
仮
名
表
記
の
ポ
ル
ト

ガ
ル
語
︑
左
訓
と
し
て
片
仮
名
表
記
の
日
本
語
訳
を
付
し
た
対
訳
辞
書
で

あ
る
︒
か
つ
て
は
長
崎
県
立
図
書
館
の
所
蔵
︵
渡
辺
文
庫
︶
で
あ
っ
た
が
︑

現
在
は
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
の
所
蔵
と
な
っ
て
い
る
︵
所
蔵
番
号
：
県
書

へ1
2
-
8
-
1
〜
3

︶
︒
現
存
す
る
の
は
こ
の
写
本
の
み
で
︑
原
本
の
成
立
年
代
は

不
詳
で
あ
る
︒

﹃
南
詞
雑
解
﹄
第
一
冊
の
﹁
木
﹂
部
の
う
ち
﹁
罌
子

︵
二
︶

﹂
に
︑
右
訓
と
し

て
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
︵
d
o
rm
id
e
ira
︑
ド
ル
ミ
デ
イ
ラ
︶
︑
そ

の
日
本
語
訳
と
し
て
左
訓
﹁
ゲ
ズ
﹂
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
直
後
に

同
じ
く
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
を
右
訓
に
持
つ
語
﹁
棖
椿
﹂
を
挙
げ
︑
そ
の

日
本
語
訳
と
し
て
左
訓
﹁
イ
ゲ
﹂
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒

一
ゲ

ズ

罌

子

ド
ル
ミ
テ
イ
ラ

ノコ
ト

一
イ

ゲ

棖

椿

同
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ

一
イ
ゲ
ノ

サ

ス

コ

ト

指
ス
コ
ト

ア

ビ

ヤ

ン

︵
﹃
南
詞
雑
解
﹄
一
︑
二
七
オ
︵
三
︶

︶

こ
の
箇
所
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
が
あ
り
︑
そ
れ
に
つ
い
て
土
井
氏
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

罌
子
ゲ

ズ

︑
棖イ

椿ゲ

︑
イ
ゲ
ノ
指
ス
コ
ト
︵
一
︶

右
の
初
め
の
二
語
に
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
︵
d
o
rm
id
e
ira
︶

が
あ
て
て
あ
っ
て
︑
最
初
の
漢
字
の
通
り
︑
ケ
シ
を
意
味
す
る
︒
ゲ

ズ
は
今
日
の
九
州
方
言
な
ど
で
枳
殻
を
意
味
し
て
い
る
︒
草
の
罌
粟

四
五



と
木
の
枳
殻
と
は
共
に
刺
が
あ
っ
て
︑
薬
用
に
供
せ
ら
れ
る
点
で
共

通
し
て
い
る
け
れ
ど
も
︑
こ
と
ば
と
し
て
の
ケ
シ
と
ゲ
ズ
が
通
用
し

た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
︒
棖
椿
の
文
字
面
が
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
わ
か
ら
な
い
︒
こ
れ
に
あ
て
ら
れ
た
日
本
語
の
イ
ゲ
は
︑
﹃
日
葡

辞
書
﹄
に
棘
を
﹁
上
﹂
︵
近
畿
︶
で
イ
ギ
︑
﹁
下
﹂
︵
九
州
︶
で
イ
ゲ
と

言
う
と
説
い
て
あ
る
︒
原
本
か
ら
転
写
の
際
に
誤
り
を
犯
さ
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
︑
厳
密
さ
を
欠
く
用
語
が
︑
長
崎
通
事
の
仲
間
か
︑
庶

民
の
間
か
で
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒

︵
土
井
一
九
八
二
ｂ
：
三
九
七
︱
三
九
八
︶

ポ
ル
ト
ガ
ル
語

d
o
rm
id
e
ira
は
ケ
シ
︵
罌
粟
︶
を
意
味
す
る
︒
﹁
罌
子
﹂

も
ケ
シ
を
意
味
す
る
の
で
︑
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
と
﹁
罌
子
﹂
は
対
訳
と

し
て
適
切
で
あ
る
︒
一
方
︑
日
本
語
訳
の
﹁
ゲ
ズ
﹂
は
︑
土
井
氏
が
述
べ

る
よ
う
に
カ
ラ
タ
チ
の
九
州
方
言
で
あ
っ
て
︑
ケ
シ
で
は
な
い
︒
﹃
日
本

方
言
大
辞
典
﹄
の
﹁
げ
ず
﹂
の
項
目
に
も
︑
﹁
か
ら
た
ち
︵
枳
殻
︶
﹂
﹁
こ
う

じ
︵
柑
子
︶
﹂﹁
ゆ
ず
︵
柚
︶
﹂﹁
く
す
ぞ
い
げ
︵
柞
木
︶
﹂
は
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
︑

ケ
シ
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
と
﹁
ゲ

ズ
﹂
は
︑
﹁
罌
子
﹂
を
仲
介
し
た
対
訳
と
し
て
は
結
び
つ
か
な
い
︒

ま
た
︑
﹁
罌
子
﹂
の
次
の
掲
載
語
﹁
棖
椿
﹂
に
も
同
じ
く
﹁
ド
ル
ミ
テ

イ
ラ
﹂
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
が
︑
ま
ず
﹁
棖
椿
﹂
の
意
味
が
不
明
で
あ
り
︑

d
o
rm
id
e
ira
の
対
訳
と
し
て
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
︒
﹁
棖

椿
﹂
の
意
味
が
不
明
で
あ
る
た
め
に
︑
日
本
語
訳
の
﹁
イ
ゲ
﹂
と
の
関
係

も
わ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
辞
書
類
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

d
o
rm
id
e
ira

と
ゲ
ズ
・
イ
ゲ
の
関
係
を
考
察
し
︑
﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
﹁
棖
椿
﹂
と
そ
の

左
訓
﹁
イ
ゲ
﹂
の
意
味
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
︒

二

d
o
rm
id
e
ira
と
ゲ
ズ
・
イ
ゲ

キ
リ
シ
タ
ン
の
辞
書
類
に
は
ゲ
ズ
の
語
が
見
当
た
ら
な
い
の
で
︑

d
o
rm
id
e
ira
と
ゲ
ズ
の
直
接
の
関
係
は
わ
か
ら
な
い
︒
そ
こ
で
︑
ま
ず
︑

キ
リ
シ
タ
ン
の
辞
書
類
に
お
け
る
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

d
o
rm
id
e
ira
の
日
本

語
訳
を
確
認
す
る
︒

﹃
羅
葡
日
対
訳
辞
書
﹄
︵
一
五
九
五
年
︑
天
草
刊
︶
で
は
ラ
テ
ン
語

P
a
p
a
u
e
r

の
対
訳
と
し
て
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

D
o
rm
id
e
ira
s︵
d
o
rm
id
e
ira
の
複
数
形
︶
と

日
本
語

Q
e
x
i︵
ケ
シ
︶
を
挙
げ
る

︵
四
︶

︒

P
a
p
a
u
e
r,
e
ris.
L
u
s.
D
o
rm
id
e
ira
s.
Ia
p
.
Q
e
x
i.

︵
﹃
羅
葡
日
対
訳
辞
書
﹄p

.
5
4
4

︶

﹃
葡
日
辞
書
﹄
︵
一
七
︱
一
八
世
紀
成
立
︶
で
は

D
o
rm
id
e
ira
s
を

q
e
x
i︵
ケ

シ
︶
と
訳
す
ほ
か
︑
P
a
p
o
u
la
s
も

q
e
x
i
と
訳
し
て
い
る
︒

D
o
rm
id
e
ira
s.q
e
x
i.

︵
﹃
葡
日
辞
書
﹄1

2
r-b

1
5

)

P
a
p
o
u
la
s.q
e
x
i.

︵
﹃
葡
日
辞
書
﹄6

1
v
-b
1
2

)

﹃
日
葡
辞
書
﹄
︵
一
六
〇
三
︱
〇
四
年
︑
長
崎
刊
︶
で
は
︑
日
本
語
の
見
出
し

語

Q
e
x
i
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

D
o
rm
id
e
ira
s
の
訳
を
あ
て
る
︒

Q
e
x
i.D
o
rm
id
eira
s.

︵
﹃
日
葡
辞
書
﹄1

9
3
v

)

こ
の
よ
う
に
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
辞
書
類
で
は
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

d
o
rm
id
e
ira
(s)に
対
応
す
る
日
本
語
は
ケ
シ
で
あ
る
︒
﹁
罌
子
﹂
に
日
本

四
六

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
四
号
・
二
〇
二
三
年
六
月



語
訳
と
し
て
付
さ
れ
て
い
る
ゲ
ズ
︑
そ
し
て
ゲ
ズ
の
中
央
語
で
あ
る
カ
ラ

タ
チ
は
そ
の
訳
語
に
見
当
た
ら
な
い
︒
ま
た
︑
﹁
棖
椿
﹂
に
日
本
語
訳
と

し
て
付
さ
れ
て
い
る
イ
ゲ
も
そ
の
訳
語
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
︒

そ
れ
で
は
︑
日
本
語
イ
ゲ
は
︑
キ
リ
シ
タ
ン
の
辞
書
類
で
は
ど
の
よ
う

な
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
訳
語
と
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
︒

﹃
日
葡
辞
書

︵
五
︶

﹄
で
は
イ
ゲ
︵
Ig
u
e
︶
を
見
出
し
語
と
し
て
立
て
て
お
り
︑

土
井
氏
が
述
べ
る
よ
う
に
︑
C
a
m
i︵
上
︶
で
は
イ
ギ
︵
Ig
u
i︶
の
形
を
取
る

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
︒

Ig
u
e
.
E
sp
in
h
o
.
N
o
ca
m
i
se
d
iz,
Ig
u
i.

︵
﹃
日
葡
辞
書
﹄1

3
0
v

︶

Ig
u
e
.
イ
ゲ
︵
い
げ
︶
棘
．
上
︵
C
a
m
i︶
で
は

Ig
u
i︵
い
ぎ
︶
と
言
う
．

︵
土
井
他
編
訳
一
九
八
〇
：
三
三
二
︶

な
お
︑
﹃
日
葡
辞
書
﹄
補
遺
編
に
は
同
じ
語
形

Ig
u
e
で
﹁
N
ele,
o
u

a
rro
z
co
m

ca
sca
.︵
籾
︑
す
な
わ
ち
︑
穀
皮
の
つ
い
た
米
．
︶
﹂
と
訳
す
語
も
挙

げ
ら
れ
て
お
り
︑
こ
れ
も
シ
モ
︑
す
な
わ
ち
九
州
の
方
言
で
あ
っ
て
︑
婦

人
語
で
あ
る
と
も
す
る
︵
﹃
日
葡
辞
書
﹄3

5
6
v

︑
土
井
他
編
訳
一
九
八
〇
：
三
三
二
︶
︒

﹃
日
本
方
言
大
辞
典
﹄
の
﹁
い
げ
﹂
の
項
に
よ
れ
ば
︑
方
言
と
し
て
の

イ
ゲ
は
九
州
以
外
の
地
方
に
も
例
が
あ
る
が
︑
九
州
方
言
と
し
て
の
イ
ゲ

は
︑﹁
と
げ
﹂﹁
栗
の
い
が
﹂﹁
魚
の
小
骨
﹂﹁
針
﹂﹁
籾
の
つ
い
た
米
﹂
︑﹁
と

げ
の
あ
る
植
物
︒
い
ば
ら
︵
茨
︶
﹂
﹁
の
い
ば
ら
︵
野
茨
︶
﹂
﹁
ば
ら
︵
薔
薇
︶
﹂

の
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒

﹃
葡
日
辞
書
﹄
で
は

E
sp
in
h
a
の
項
目
に
イ
ゲ
の
語
が
見
え
る
︒

E
sp
in
h
a
.
fo
n
e
.
E
sp
in
h
a
d
e
p
e
ix
e
.
Iu
o
n
o
fo
n
e
.
Ig
u
e
.

︵
﹃
葡
日
辞
書
﹄2

0
r-a

1
5
~
1
6

︶

イ
ゲ
は

E
sp
in
h
a
d
e
p
e
ix
e︵
魚
の
骨
︶
の
対
訳
﹁
魚
の
骨
︒
い
げ
︒
﹂

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
見
出
し
語

E
sp
in
h
a
の
訳
語
が

fo
n
e︵
骨
︶

で
あ
る
か
ら
︑
こ
の
イ
ゲ
は
︑
直
前
の
﹁
魚
の
骨
﹂
の
﹁
骨
﹂
の
部
分
の

言
い
換
え
で
は
な
く
︑
﹁
魚
の
骨
﹂
全
体
の
言
い
換
え
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
︒

ま
た
︑
動
詞

E
sp
in
h
a
rse
の
対
訳
に
も
イ
ゲ
の
語
が
見
え
る
︒

E
sp
in
h
a
rse
.
Ig
u
e
n
o
sa
su
.
fo
n
e
g
a
sa
su
.

︵
﹃
葡
日
辞
書
﹄2

0
r-a

1
7

︶

こ
こ
で
は
﹁
い
げ
の
刺
す
︒
骨
が
刺
す
︒
﹂
と
あ
っ
て
︑
イ
ゲ
の
言
い
換

え
が
﹁
骨
﹂
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
な
お
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

e
sp
in
h
a

︵
骨
︶
は
︑
e
sp
in
h
o︵
と
げ
︶
と
は
別
語
で
あ
る
︒

﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
イ
ゲ
は
﹁
木
﹂
部
に
あ
る
の
で
︑
﹁
骨
﹂
で
は
な
く
︑

﹁
と
げ
﹂
﹁
と
げ
の
あ
る
植
物
﹂
の
ほ
う
の
意
味
で
あ
ろ
う
︒

﹁
と
げ
﹂
を
意
味
す
る

e
sp
in
h
o
の
語
は
︑
﹃
日
葡
辞
書
﹄
で
は
﹁
荊
棘

︵
け
い
き
ょ
く
︶
﹂
の
訳
語
と
し
て
も
用
例
が
あ
る
︒

Q
e
iq
io
cu
.
Ib
a
ra
,
ca
ra
ta
ch
i.
E
sp
in
h
o
s,
o
u
to
jo
s.

︵
﹃
日
葡
辞
書
﹄1

9
0
r

︶

Q
e
iq
io
cu
.ケ
イ
キ
ョ
ク
︵
荊
棘
︶
Ib
a
ra
,
ca
ra
ta
ch
i.︵
い
ば
ら
︑
か
ら

た
ち
︶
い
ば
ら
︑
ま
た
は
︑
と
げ
の
あ
る
植
物
※
1

．

※
1

原
文
の

to
jo
s
は

’は
り
え
に
し
だ

‘

を
さ
す
︒

︵
土
井
他
編
訳
一
九
八
〇
：
四
八
二
︶

四
七

﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
ゲ
ズ
・
イ
ゲ
小
考



﹃
日
葡
辞
書
﹄
で
は
︑
見
出
し
語
﹁
荊
棘
﹂
の
言
い
換
え
と
し
て
イ
バ

ラ
と
カ
ラ
タ
チ
を
挙
げ
︑
そ
の
対
訳
に

e
sp
in
h
o
s︵
e
sp
in
h
o
の
複
数
形
︶
と

to
jo
s
を
あ
て
る
︒
訳
語
﹁
E
sp
in
h
o
s,
o
u
to
jo
s﹂
が
︑
﹁
荊
棘
﹂
単
独
に

対
す
る
も
の
な
の
か
︑
見
出
し
語
と
そ
の
言
い
換
え
で
あ
る
﹁
荊
棘
・
イ

バ
ラ
・
カ
ラ
タ
チ
﹂
全
体
に
対
す
る
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
言
い
換
え

の
﹁
イ
バ
ラ
・
カ
ラ
タ
チ
﹂
二
語
と
そ
れ
ぞ
れ
一
対
一
の
対
訳
関
係
に
あ

る
の
か
は
︑
こ
の
記
述
だ
け
で
は
判
断
で
き
な
い
が
︑
荊
棘
と
イ
バ
ラ
・

カ
ラ
タ
チ
が
併
記
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
こ
れ
ら
の
語
が
類
義
語
の
よ
う
な

関
係
に
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
そ
し
て
そ
れ
ら
の
訳

語
の
一
つ
と
し
て

e
sp
in
h
o
s
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
︑

e
sp
in
h
o
s
と
カ
ラ
タ
チ
は
直
接
的
な
い
し
間
接
的
に
対
訳
関
係
に
あ
る

と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
そ
し
て
︑
カ
ラ
タ
チ
の
九
州
方
言
が
ゲ
ズ

で
あ
る
︒

以
上
の
内
容
を
整
理
す
る
す
る
と
︑
イ
ゲ
と
ゲ
ズ
は
次
の
よ
う
な
関
係

に
あ
る
と
示
す
こ
と
が
で
き
る
︒

イ
ゲ
＝

e
sp
in
h
o
(s)＝
荊
棘
≒
カ
ラ
タ
チ
＝
ゲ
ズ

こ
こ
か
ら
︑
﹃
南
詞
雑
解
﹄
で
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
︵
d
o
rm
id
e
ira
︶
と
対

訳
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
︑
﹁
ゲ
ズ
﹂
︵
罌
子
︶
と
﹁
イ
ゲ
﹂
︵
棖
椿
︶
の

間
に
繋
が
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒
た
だ
し
︑
ポ
ル
ト
ガ
ル
語

d
o
rm
id
e
ira
と
﹁
ゲ
ズ
﹂
﹁
イ
ゲ
﹂
と
の
間
に
︑
訳
語
と
し
て
直
接
の
繋

が
り
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
︒

な
お
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
の
﹁
イ
ゲ
﹂
の
項
目
に
は

e
sp
in
h
o
の
ポ
ル
ト
ガ

ル
語
訳
が
あ
る
が
︑
土
井
氏
は
こ
れ
を
﹁
棘
﹂
と
し
て
︑
イ
ゲ
を
﹁
と
げ
﹂

の
意
味
で
解
釈
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
︵
土
井
一
九
八
二
ｂ
：
三
九
七
︱
三
九
八
︶
︒

一
方
で
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄
の
﹁
荊
棘
﹂
の
項
目
で
の

e
sp
in
h
o
s
は
︑﹁
と

げ
﹂
で
は
な
く
︑
イ
バ
ラ
・
カ
ラ
タ
チ
と
い
う
﹁
と
げ
の
あ
る
植
物
﹂
の

意
味
を
含
む
と
考
え
ら
れ
る
︒
九
州
方
言
の
イ
ゲ
に
は
﹁
と
げ
﹂
の
他
に

﹁
と
げ
の
あ
る
植
物
﹂
の
意
味
も
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
︑﹃
日
葡
辞
書
﹄

の
イ
ゲ
も
﹁
と
げ
の
あ
る
植
物
﹂
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能

性
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

前
述
の
よ
う
に
イ
ゲ
と
カ
ラ
タ
チ
・
ゲ
ズ
が

e
sp
in
h
o
(s)を
介
し
て
繋

が
る
と
す
れ
ば
︑
イ
ゲ
も
ま
た
カ
ラ
タ
チ
・
ゲ
ズ
の
よ
う
な
﹁
と
げ
の
あ

る
植
物
﹂
を
意
味
す
る
可
能
性
は
高
い
︒
そ
し
て
そ
れ
は
﹃
南
詞
雑
解
﹄

の
イ
ゲ
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
か
︒

三

﹁
棖
椿
﹂
と
は
何
か

土
井
氏
が
﹁
棖
椿
の
文
字
面
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
わ
か
ら
な
い
﹂︵
土

井
一
九
八
二
ｂ
：
三
九
七
︶
と
述
べ
る
よ
う
に
︑
﹁
棖
椿
﹂
の
表
記
で
示
さ
れ

る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
︒

﹁
木
﹂
部
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
語
彙
で
あ
る
か
ら
に
は
︑
何
ら
か
の
植

物
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
︒
右
訓
の
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
か
ら
考
え
れ

ば
︑
ま
ず
ケ
シ
と
関
係
が
あ
り
そ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
ど
う
も
よ
く
わ
か

ら
な
い
︒
仮
に
左
訓
﹁
イ
ゲ
﹂
が
長
崎
方
言
で
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
意
味

は
﹁
と
げ
﹂
な
の
か
﹁
と
げ
の
あ
る
植
物
﹂
な
の
か
︒
直
後
の
﹁
イ
ゲ
の

指
ス
コ
ト
﹂
と
い
う
語
句
の
イ
ゲ
に
つ
い
て
︑
単
純
に
考
え
れ
ば
﹁
と
げ
﹂
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の
意
味
の
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
︑
こ
れ
を
﹁
と
げ
の
あ
る
植
物
﹂
と
解

釈
し
て
も
意
味
は
通
じ
る
で
あ
ろ
う
︒
左
訓
﹁
イ
ゲ
﹂
を
﹁
と
げ
の
あ
る

植
物
﹂
の
何
か
で
あ
る
と
解
釈
す
れ
ば
︑
少
な
く
と
も
右
訓
﹁
ド
ル
ミ
テ

イ
ラ
﹂
と
の
繋
が
り
は
見
い
だ
せ
る
︒
そ
し
て
︑
﹁
棖
椿
﹂
も
﹁
と
げ
の

あ
る
植
物
﹂
の
何
か
で
あ
る
と
仮
定
す
れ
ば
︑
そ
の
正
体
も
明
ら
か
に
な

る
の
で
は
な
い
か
︒

﹃
日
本
方
言
大
辞
典
﹄
の
﹁
い
げ
﹂
の
項
目
で
は
︑
植
物
を
意
味
す
る

イ
ゲ
の
う
ち
︑
特
に
長
崎
方
言
と
し
て
﹁
の
い
ば
ら
︵
野
茨
︶
﹂
﹁
ば
ら
︵
薔

薇
︶
﹂
の
意
味
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
︑

﹁
棖
椿
︿
イ
ゲ
﹀
﹂
は
︑
ノ
イ
バ
ラ
や
バ
ラ
の
類
と
い
う
可
能
性
は
な
い
だ

ろ
う
か
︒

こ
の
仮
説
を
基
に
考
察
し
た
結
果
︑﹁
棖
椿
﹂
は
﹁
長
春
﹂
で
は
な
い
か
︑

と
い
う
結
論
に
至
っ
た
︒

﹁
棖
椿
﹂
は
︑
元
は
﹁
長
春
﹂
と
書
か
れ
て
い
た
も
の
に
︑
後
か
ら
木

偏
を
追
加
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

原
本
の
該
当
箇
所
を
よ
く
観
察
し
て
み
る
と
︑
﹁
棖
﹂
も
﹁
椿
﹂
も
︑

そ
の
前
後
に
書
か
れ
て
い
る
他
の
文
字
に
比
べ
て
木
偏
と
旁
の
バ
ラ
ン
ス

が
悪
い
︒
他
の
木
偏
の
文
字
は
偏
と
旁
の
線
が
ほ
と
ん
ど
重
な
る
こ
と
が

な
く
︑
間
隔
も
詰
ま
っ
て
い
な
い
︒
と
こ
ろ
が
こ
の
﹁
棖
﹂
﹁
椿
﹂
の
二

文
字
は
︑
木
偏
自
体
の
幅
が
狭
く
︑
さ
ら
に
木
偏
の
線
の
一
部
が
右
側
の

旁
に
重
な
っ
て
い
る
︒
一
方
︑
﹁
旁
﹂
に
相
当
す
る
﹁
長
﹂
﹁
春
﹂
の
部
分

の
文
字
幅
は
︑
そ
れ
だ
け
で
一
文
字
分
に
相
当
す
る
ほ
ど
に
大
き
く
書
か

れ
て
い
る
︒
一
見
す
る
と
わ
か
り
に
く
い
が
︑
ど
う
や
ら
︑
元
々
は
﹁
長

春
﹂
と
書
い
て
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
︑
後
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
文
字
に
木
偏
を

書
き
足
し
て
﹁
棖
椿
﹂
と
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

偏
と
旁
の
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
の
は
︑
後
か
ら
無
理
に
木
偏
を
継
ぎ
足
し
た

せ
い
だ
ろ
う
︒
木
偏
を
追
加
し
た
の
が
本
文
の
筆
写
と
ほ
ぼ
同
時
で
あ
っ

た
の
か
︑
そ
れ
と
も
後
世
の
も
の
で
あ
る
の
か
は
︑
墨
色
や
筆
跡
か
ら
は

判
断
し
が
た
い
が
︑
少
な
く
と
も
最
初
は
﹁
棖
椿
﹂
で
は
な
く
﹁
長
春
﹂

と
書
か
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
︒

で
は
︑
﹁
長
春
﹂
と
は
何
か
︒

貝
原
益
軒
﹃
大
和
本
草
﹄︵
一
七
〇
八
年
成
立
︑
一
七
〇
九
年
刊
︶
に
よ
れ
ば
︑

﹁
月
季
花
﹂
の
別
名
を
﹁
長
春
﹂
と
い
う
の
で
あ
る
︒

月
季
花

イ
ハ
ラ
ノ
類
ナ
リ
毎
月
花
開
ク
俗
ニ
長
春
ト
云
春
花
尤
ヨ

シ
八
重
ノ
紅
花
ナ
リ
又
月
月
紅
ト
云

︵
﹃
大
和
本
草
﹄
巻
之
七
︑
一
六
オ
︒
傍
線
は
引
用
者
に
よ
る
︶

﹁
月
季
花
﹂
と
は
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
︵
庚
申
薔
薇
︶
の
こ
と
で
あ
る
︒
﹃
日
本

国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版
で
は
︑
﹁
げ
っ
き
か
︵
月
季
花
︶
﹂
お
よ
び
﹁
ち
ょ

う
し
ゅ
ん
︵
長
春
︶
﹂
の
項
目
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
植
物
﹃
こ
う
し
ん
ば
ら
︵
庚

申
薔
薇
︶
﹄
の
漢
名
︒
﹂
と
の
説
明
が
あ
る
︒
な
お
︑
植
物
の
﹁
長
春
﹂
の

初
出
と
し
て
饅
頭
屋
本
節
用
集
の
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
お
り

︵
六
︶

︑
こ
の
語
が

室
町
末
期
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
︑
﹁
こ
う
し
ん
ば

ら
﹂
の
項
目
に
は
︑
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
は
中
国
原
産
の
バ
ラ
科
の
常
緑
低
木

で
︑
﹁
月
季
花
﹂
と
﹁
長
春
﹂
は
そ
の
漢
名
と
あ
る
︒

前
述
し
た
よ
う
に
﹁
イ
ゲ
﹂
が
バ
ラ
を
意
味
す
る
長
崎
方
言
で
あ
る
と

解
釈
し
︑
そ
し
て
﹁
棖
椿
﹂
が
実
は
﹁
長
春
﹂
︑
す
な
わ
ち
コ
ウ
シ
ン
バ
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ラ
の
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
︑
バ
ラ
科
の
植
物
﹁
長
春
︵
棖
椿
︶
﹂
に
︑
バ
ラ

を
意
味
す
る
方
言
﹁
イ
ゲ
﹂
と
い
う
日
本
語
訳
が
与
え
ら
れ
る
の
も
不
思

議
で
は
な
い
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

﹁
長
春
﹂
に
木
偏
を
足
し
て
﹁
棖
椿
﹂
と
し
た
人
物
は
︑
﹁
長
春
﹂
が
植

物
の
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
﹁
長
春
﹂
で
は
意

味
が
通
ら
な
い
か
ら
こ
れ
は
誤
字
に
違
い
な
い
と
考
え
て
︑
本
来
は
不
要

な
﹁
木
偏
を
追
加
す
る
﹂
と
い
う
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

ま
た
︑﹃
大
和
本
草
﹄
に
は
月
季
花
︵
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
︶
の
花
に
つ
い
て
﹁
八

重
ノ
紅
花
ナ
リ
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
︑
ケ
シ
の
花
と
の
類
似
性
も
推
測
で

き
る
︒
ケ
シ
︑
す
な
わ
ち
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
と
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
に
は
花

の
色
や
形
な
ど
の
類
似
性
が
あ
っ
て
︑
そ
こ
か
ら
同
種
と
み
な
さ
れ
た
可

能
性
も
あ
る
︒
た
だ
し
︑
d
o
rm
id
e
ira︵
ケ
シ
︶
と
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
は
異

な
る
植
物
で
あ
り
︑
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
と
﹁
長
春
／
イ
ゲ
﹂
が
︑
語
の

意
味
と
し
て
直
接
繋
が
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
︒

四

お
わ
り
に

以
上
の
考
察
を
整
理
す
る
と
︑
以
下
の
よ
う
に
な
る
︒

・
﹁
棖
椿
﹂
は
︑
本
来
は
﹁
長
春
﹂
と
あ
る
べ
き
も
の
で
︑
コ
ウ
シ
ン
バ

ラ
の
こ
と
で
あ
る
︒

・
﹁
罌
子
﹂
︵
＝
ケ
シ
︶
は
︑
右
訓
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
︵
d
o
rm
id
e
ira
︑
ケ
シ
︶

と
意
味
が
通
じ
る
が
︑
左
訓
﹁
ゲ
ズ
﹂
︵
カ
ラ
タ
チ
の
長
崎
方
言
︶
と
は
意

味
が
一
致
し
な
い
︒

・
﹁
長
春
︵
棖
椿
︶
﹂
︵
＝
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
︶
は
︑
右
訓
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
と

は
意
味
が
一
致
し
な
い
が
︑
左
訓
﹁
イ
ゲ
﹂
︵
バ
ラ
の
長
崎
方
言
︶
と
意
味

が
通
じ
る
︒

・
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
﹁
罌
子
﹂
﹁
ゲ
ズ
﹂
﹁
長
春
﹂
﹁
イ
ゲ
﹂
は
︑
﹁
と
げ
の

あ
る
植
物
﹂
と
い
う
括
り
で
共
通
す
る
︒

土
井
氏
は
﹁
原
本
か
ら
転
写
の
際
に
誤
り
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
︑

厳
密
さ
を
欠
く
用
語
が
︑
長
崎
通
事
の
仲
間
か
︑
庶
民
の
間
か
で
行
わ
れ

て
い
た
と
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
︒
﹂
︵
土
井
一
九
八
二
ｂ
：
三
九
八
︶
と
述
べ

る
が
︑
﹁
棖
椿
﹂
が
﹁
長
春
﹂
の
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
以
上
︑
﹁
誤

り
を
犯
さ
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
﹂
と
い
う
前
提
は
揺
ら
ぐ
だ
ろ
う
︒
﹁
棖

椿
﹂
と
い
う
表
記
は
︑
写
し
間
違
い
と
い
う
よ
り
も
蛇
足
の
よ
う
な
も
の

だ
が
︑
元
々
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
た
﹁
長
春
﹂
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
こ
そ
生
じ
た
も
の
で
あ
り
︑
何
ら
か
の
誤
解
が
生
じ
や
す
い

環
境
に
あ
っ
た
と
も
言
え
る
︒
﹁
罌
子
﹂
と
﹁
長
春
︵
棖
椿
︶
﹂
に
付
さ
れ

た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
・
日
本
語
の
意
味
が
一
致
し
な
い
の
も
︑
何
ら
か
の
誤

記
や
誤
写
︑
あ
る
い
は
誤
解
に
よ
る
可
能
性
が
否
定
で
き
な
い
︒

な
お
︑
原
本
か
ら
の
誤
写
が
な
か
っ
た
と
し
て
も
︑
土
井
氏
の
言
う
﹁
厳

密
さ
を
欠
く
用
語
﹂
の
あ
り
方
は
ゲ
ズ
と
イ
ゲ
で
異
な
る
︒
﹁
罌
子
﹂
の

左
訓
﹁
ゲ
ズ
﹂
が
カ
ラ
タ
チ
限
定
で
は
な
く
広
く
﹁
と
げ
の
あ
る
植
物
﹂

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
︑
ケ
シ
と
特
定
で
き
な
い
語
で
あ
る

と
い
う
点
に
お
い
て
︑
土
井
氏
の
言
う
よ
う
に
﹁
厳
密
さ
を
欠
く
用
語
﹂

で
あ
ろ
う
︒
一
方
︑
﹁
長
春
﹂
の
左
訓
﹁
イ
ゲ
﹂
は
コ
ウ
シ
ン
バ
ラ
を
意

五
〇

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
四
号
・
二
〇
二
三
年
六
月



味
す
る
用
語
と
し
て
は
妥
当
と
言
え
る
が
︑
右
訓
﹁
ド
ル
ミ
テ
イ
ラ
﹂
と

の
関
係
に
お
い
て
は
﹁
厳
密
さ
を
欠
く
用
語
﹂
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
前

者
は
漢
語
と
日
本
語
︵
長
崎
方
言
︶
と
の
間
の
齟
齬
︑
後
者
は
ポ
ル
ト
ガ
ル

語
と
漢
語
の
間
の
齟
齬
︑
と
い
う
こ
と
に
な
る
︒

こ
れ
ら
の
﹁
齟
齬
﹂
が
︑
土
井
氏
の
言
う
よ
う
に
長
崎
通
事
あ
る
い
は

庶
民
と
い
う
位
相
に
よ
る
も
の
な
の
か
︑
そ
れ
と
も
﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
編

纂
者
な
い
し
筆
写
者
に
よ
る
収
録
語
彙
︵
対
訳
を
含
む
︶
へ
の
理
解
度
の
問

題
に
よ
る
も
の
な
の
か
︑
今
後
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

︻
付
記
︼

﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
閲
覧
と
撮
影
を
御
許
可
く
だ
さ
っ
た
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
に
︑

末
尾
な
が
ら
御
礼
申
し
上
げ
る
︒

本
稿
は

JS
P
S
科
研
費JP

1
9
K
0
0
6
4
3

に
よ
る
成
果
で
あ
る
︒

︻
使
用
テ
キ
ス
ト
︼

貝
原
益
軒
︵
一
七
〇
九
︶﹃
大
和
本
草
﹄
巻
七
︒
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン

h
ttp
s:/
/
d
l.n
d
l.g
o
.jp
/
p
id
/
2
5
5
7
4
6
9

月
本
雅
幸
解
題
︵
二
〇
一
三
︶
﹃
キ
リ
シ
タ
ン
版

日
葡
辞
書

カ
ラ
ー
影
印
版
﹄
︑
勉

誠
出
版
︒

土
井
忠
生
・
森
田
武
・
長
南
実
編
訳
︵
一
九
八
〇
︶
﹃
邦
訳
日
葡
辞
書
﹄
︑
岩
波
書
店
︒

金
沢
大
学
法
文
学
部
国
文
学
研
究
室
編
︵
二
〇
〇
五
︶
﹃
ラ
ホ
日
辞
辞
典
の
日
本
語

本

文
篇
・
索
引
篇
﹄
︑
勉
誠
出
版
︒

岸
本
恵
実
解
説
・
三
橋
健
書
誌
解
題
︵
二
〇
一
七
︶
﹃
フ
ラ
ン
ス
学
士
院
本

羅
葡
日
対

訳
辞
書
﹄
︑
清
文
堂
出
版
︒

京
都
大
学
文
学
部
国
語
学
国
文
学
研
究
室
編
︵
一
九
九
九
︶
﹃
ヴ
ァ
チ
カ
ン
図
書
館
蔵

葡
日
辞
書
﹄
︑
臨
川
書
店
︒

中
田
祝
夫
︵
一
九
七
九
︶﹃
改
訂
新
版

古
本
節
用
集
六
種
並
び
に
総
合
索
引
﹄
︑
勉
誠
社
︒

﹃
南
詞
雑
解
﹄
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
所
蔵
本
︒
筆
者
撮
影
の
画
像
を
使
用
︵
二
〇
二
三

年
二
月
二
一
日
撮
影
︶
︒

︻
文
献
一
覧
︼

川
口
敦
子
︵
二
〇
一
一
︶
﹁
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
の
ゲ
ズ
と
そ
の
方
言
性
﹂
︑
﹃
人
文
論
叢
：

三
重
大
学
人
文
学
部
文
化
学
科
研
究
紀
要
﹄
二
八
︑
六
一
︱
七
一
頁
︒

尚
学
図
書
編
︵
一
九
八
九
︶
﹃
日
本
方
言
大
辞
典
﹄
︑
小
学
館
︒

土
井
忠
生
︵
一
九
八
二
ａ
︶
﹁
長
崎
通
事
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
に
つ
い
て
﹂
︑
﹃
吉
利
支
丹
論

攷
﹄
︑
三
六
七
︱
三
七
九
頁
︒

土
井
忠
生
︵
一
九
八
二
ｂ
︶﹁
﹃
南
詞
雑
解
﹄
と
日
本
語
﹂
︑﹃
吉
利
支
丹
論
攷
﹄
︑
三
八
〇
︱

三
九
八
頁
︒

日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
編
集
委
員
会
編
︵
二
〇
〇
〇
︱
二
〇
〇
二
︶
﹃
日
本
国
語
大
辞

典
﹄
第
二
版
︑
小
学
館
︒

注
︵
一
︶
﹁
南
詞
﹂
に
続
く
文
字
に
つ
い
て
︑
土
井
氏
は
﹁
本
書
の
漢
字
に
は
異
体
字
宛

字
誤
字
が
多
く
︑
外
題
の
雑
の
字
は
言
扁
に
集
の
旁
で
書
か
れ
て
い
る
﹂
︵
土
井

一
九
八
二
ａ
：
三
六
七
︶
と
し
て
︑
こ
の
字
を
﹁
雑
﹂
と
す
る
︒
﹁
言
偏
＋
集
﹂
の

表
記
を
し
な
い
︵
で
き
な
い
︶
場
合
︑﹃
南
詞
雑
解
﹄
ま
た
は
﹃
南
詞
集
解
﹄
の
表
記

が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
な
お
︑
長
崎
歴
史
文
化
博
物
館
公
式
サ
イ
ト
の
﹁
資
料
検
索
﹂

︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.n
m
h
c.jp
/
se
a
rch
.h
tm
l︶
で
は
︑
資
料
名
が
﹁
南
詞
︻
ザ
ツ
︼
解
﹂

で
登
録
さ
れ
て
い
る
た
め
﹁
南
詞
雑
解
﹂
・
﹁
南
詞
集
解
﹂
の
表
記
で
は
検
索
で
き
な

い
︒
本
稿
で
は
︑
所
蔵
館
が
こ
の
字
を
﹁
ザ
ツ
﹂
と
登
録
し
て
い
る
こ
と
に
倣
っ
て
︑

五
一

﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
ゲ
ズ
・
イ
ゲ
小
考



﹃
南
詞
雑
解
﹄
の
表
記
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
︒

︵
二
︶﹁
罌
子
﹂
の
﹁
罌
﹂
の
字
は
︑
下
の
部
分
が
﹁
缶
﹂
で
は
な
く
﹁
𦈢
﹂
の
形
で
あ
る
︒

︵
三
︶
本
資
料
に
は
鉛
筆
書
き
で
算
用
数
字
に
よ
る
丁
数
の
書
き
入
れ
が
あ
る
が
︑
表
見

返
し
に
﹁
１
﹂
︑
遊
び
紙
に
﹁
２
﹂
︑
本
文
が
始
ま
る
丁
の
表
に
﹁
３
﹂
︵
以
下
同
様
︶

と
あ
る
︒
本
稿
で
は
こ
の
丁
付
け
を
踏
ま
え
て
︑
鉛
筆
書
き
で
﹁
27
﹂
と
あ
る
丁
の

表
を
二
七
丁
表
と
し
て
示
す
が
︑
実
質
的
な
本
文
と
し
て
は
二
五
丁
表
に
相
当
す
る
︒

︵
四
︶
d
o
rm
id
e
ira
の
検
索
の
た
め
に
︑
豊
島
正
之
氏
に
よ
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹁
L
a
tin

G
lo
ssa
rie
s
w
ith
v
e
rn
a
cu
la
r
so
u
rce
s
対
訳
ラ
テ
ン
語
語
彙
集
﹂
h
ttp
s:/
/
jo
a
o
-

ro
iz
.jp
/
L
G
R
/
se
a
rch
を
利
用
し
た
︒

︵
五
︶
原
文
の
引
用
と
併
せ
て
︑
日
本
語
訳
と
し
て
土
井
他
編
訳
︵
一
九
八
〇
︶
を
引
用

す
る
︒

︵
六
︶
た
だ
し
饅
頭
屋
本
節
用
集
に
は
﹁
長
春
﹂
の
語
が
あ
る
の
み
で
︑
ど
の
植
物
を
指

す
の
か
は
不
明
︒

﹇
か
わ
ぐ
ち

あ
つ
こ

本
学
教
員
﹈

五
二

三
重
大
学
日
本
語
学
文
学
・
三
四
号
・
二
〇
二
三
年
六
月


