
『
日
本
語
学
論
集
』
第
八
号

二
〇

一
二
年
三
月

自
筆
本

『
倭
訓
栞
』
増
補

の
展
開

に

つ
い
て

平

井

吾

門

○

は
じ
め
に

谷
川
士
清

(
一
七
〇
九
～

一
七
七
六
)
が
著
し
た
倭
訓
栞
に
は
、

流
布
す
る
整
版
本
や
活
字
本
だ
け
で
な
く
本
人
自
筆
の
写
本
が
存
在

す
る
。
公
開
さ
れ
て
い
る
自
筆
本
は
編
纂
初
期
の
も
の
と
見
ら
れ
る

石
水
博
物
館
蔵
本

一
種
で
あ
り
、
内
容
や
体
裁
に
お
い
て
整
版
本
と

大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。
限
ら
れ
た
状
況
で
は
あ
る
も
の
の
、
平
井

(二
〇

一
一
a
b
)
で
は
訂
正
状
況
の
考
察
か
ら
自
筆
本
本
文
に
複

数
の
段
階
が
有
る
こ
と
を
示
し
、
自
筆
本
の
中
だ
け
を
見
て
も
記
述

内
容

の
変
遷
を
追
跡
で
き
る
可
能
性
を
論
じ
た
。
本
稿
は
、
そ
の
際

に
課
題
と
し
て
い
た
増
補
部
分
の
記
述
に

つ
い
て
改
め
て
調
査
し
、

そ
の
性
格
に
つ
い
て
ま
と
め
る
も
の
で
あ
る
。

本
稿
は
平
井

(二
〇

一
〇
b
)
の
追
調
査
と
な
る
た
め
、
調
査
対

象
を
同
じ
く

「あ
」
部
と
す
る
。
平
井

(二
〇

一
〇
b
)
で
は
、
近

代
に

「
あ
」
～

「え
」
部
で
刊
行
が
終
わ
っ
た
も
の
の
、
近
代
国
語

辞
書
の
祖
型
と
も
言
わ
れ
る

「語
彙
」
と
の
語
釈

の
対
照
を
意
識
し

た
。
特
に

「あ
」
部
は
編
纂
の
最
初
期
か
ら
手
掛
け
ら
れ
る
部
で
あ

る
た
め
、
編
纂
意
図
が
如
実
に
表
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
と
、

語
彙
量
が
豊
富
な
こ
と
か
ら
、
倭
訓
栞
の
成
立
過
程
を
調
査
す
る
の

に
有
用
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

自
筆
本
倭
訓
栞
は
、
用
箋
に
引
か
れ
た
罫
線
に
よ
り
、
大
き
く
三

つ
の
領
域
に
区
別
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
す
な
わ
ち
、
罫
線
で
行
間

が
仕
切
ら
れ
た
本
文
部
分
と
、
用
箋
の
上
段
空
白
部
分
、
そ
し
て
用

箋
左
右
の
余
白
部
分
で
あ
る

(図
参
照
)。
自
筆
本
倭
訓
栞
の
解
題
を

示
し
た
三
澤
薫
生
氏
は
、
自
筆
本
の
書
誌
を
示
す
中
で
本
文
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
記
述
し
て
い
る

(三
澤

(二
〇
〇
八
)
)。

四
周
単
辺
、
匡
郭
内
、
縦
二
十
三

・
三
セ
ン
チ
、
横

一
七

・
四
セ
ン
チ
。
毎
半
葉
を
上
段

〈八

・
○
セ
ン
チ
〉
と
下
段
〈
一

五

・
ニ
セ
ン
チ
〉
に
分
け
、
上
段
は
無
罫
、
下
段
は
罫
線

一
二

行
と
凡
そ
四
行
分
の
余
白

(表
は
右
、
裏
は
左
に
位
置
す
る
。

下
段
を
罫
線
部

・
余
白
部
と
仮
称
)
か
ら
な

る
印
刷
罫
紙
を
用
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い
る
。

見

出

し

は

上
段

・
下

段

い
ず

れ

に

も
認

め

ら

れ

る
が

、

上

段

は
下

段

の
追

記

・
補

記

が

あ

り
、

余
白

部

も

罫
線

部
と

内

容

上

連

続

す

る

こ
と

は
な

い
。

余

白

部

に
上

段

と

同

じ

無
記

入

の
箇

所

が

指

摘

で
き

る

こ
と

か

ら
す

る
と
、

こ

の
上

段

・
余
白

の
両

部

は

罫

線

部

に

対
す

る

増
補

部

分

に
な

っ
て

い
る

こ
と
が

判

る
。

こ

の

ほ
か

、

欄
上

に
も

見

出

し
を

含

む
書

入
れ

が

認

め

ら

れ
る
。

以

下

、

本

文

の
あ

る
罫

線

部
と

、

増
補

部

分

で
あ

る
上

段

部

・
余

(図 ・自筆本倭 訓栞巻一 ・二八 ウ)

あ
し
の
ま
ろ
や

葦
の
丸
屋

也
ま
ろ
は
全
き
義
全
体
を

葦
の
み
に
て
こ
し
ち
へ
た
る
也

あ
ら
浅
巻

褥
…名
に
苞
葺
を
よ
め
の
綾

¢
職
也

宇
治
拾
遣
に
鯛
の
あ
ら
ま
き
と
見
え
た
り
つ
と
を
い
る
也

あ
ら
み
上

洗
濯
を
よ
め
の
六
和
初
踏
に
あ
ら
は
ひ
と
も

い
へ
砂

あ
ら
は
に

神
代
紀
に
顕
露
を
よ
め
り
勘
ら
は
る
と
も
い
へ
り

上
段
部

余
白
部

罫線部

白
部

と

の
具
体

的

な

関
係

性

に

つ
い
て
述

べ

る
。
ま

た
、
本

稿

で
も

、

罫
線

部

、
上

段
部

、
余

白

部

そ
れ

ぞ
れ

の
名

称

を
踏

襲

す

る
。
な

お
、

罫
線

部

内

に

付

さ

れ
た

小

書

き
増

補

や

欄

外
増

補

に

つ
い
て

は

用
例

が

少
な

い
た
め
考

察

か

ら
割

愛

し
た
。

一

問

題

の
所
在

自
筆
本
で
は
、
仮
名
で
掲
げ
た
見
出
し
に
対
し
て
、

あ
り
そ

萬
葉
に
荒
磯
の
字
を
よ
め
り
ら
い
反
り
也

の
よ
う
に
漢
字
表
記
や
出
典
、
語
源
説
を
示
す
こ
と
で
語
釈
が
完
結

し
て
い
る
項
目
が
多
く
、
整
版
本
の
よ
う
に
多
様
な
記
述
、
特
に
、

言
い
換
え
や
客
観
的
描
写
に
よ
る
語
義
説
明
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い
。

平
井

(二
〇

一
〇
b
)
で
は
、
自
筆
本

(罫
線
部
本
文
)
と
整
版
本

の
語
釈
を
構
成
し
て
い
る
要
素
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
「自
筆
本
か
ら

整
版
本

へ
の
変
化
は
、
整
版
本
倭
訓
栞
か
ら
近
代
国
語
辞
書

へ
の
変

化
よ
り
も
革
新
的
で
あ

っ
た
」
と
論
じ
た
。
こ
の
観
点

で
自
筆
本
の

増
補
部
分
を
眺
め
る
と
、
自
筆
本
の
罫
線
部
本
文
の
記
述
と
整
版
本

の
記
述
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
、
語
義
説
明
を
含
め
た
語
釈
の
構
成
要

素
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
増
や
し
て
い
く
も
の
と
想
定
で
き
る
。

ま
た
、
平
井

(二
〇

一
一
a
b
)
で
は
、
自
筆
本
罫
線
部
本
文
の

排
列
の
特
色
に
つ
い
て
、
全
体
と
し
て
見
れ
ば
不
統

一
な
排
列
で
は

あ
る
が
、
隣
り
合

っ
た
個
々
の
見
出
し
に
は
音
形
や
意
味
に
よ
る
類

似
性
を
指
摘
で
き
る
箇
所
が
多
く
、
士
清
が
見
出
し
語
を
連
想
的
に
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紡

い

で

い

っ
た
様

子
が
伺

え

る

こ
と

を
指

摘

し
た

。
こ

の
観

点

か
ら

、

増
補

部

分

の
排

列

も

ま
た

そ

の
よ

う
な

流

れ

に

あ

る

の
か
、

あ

る

い

は

ま

っ
た

く

別

の
排

列

基

準

が

生

じ

て

い
る

の
か
、

と

い
う

こ
と

が

問

題

に
な

る
。

二

増
補
部
分
に
つ
い
て

以

下

、
増

補

部

分

を
翻

刻

す

る
。
罫

線

部

本

文

に
あ

る
見

出

し
を

と

も

に

掲
げ

て
大

ま

か

な
位

置

関

係

を

示

し
た

。

な

お

【
】
は
割

注

や

小

書

き
、

/

は

改

行

、
/

/

は

改

頁
、

口
は

虫

損
、

■
は

表

示

不

能

な

文
字

、
《
》

は
見

せ
消

ち

に

よ

る
訂

正
を

示
す

。
字

体

は

可
能
な

限

り
再

現

し
た

。

ま

た

、

語
釈

を

構

成

す

る
要

素

に

つ
い

て
も

、
含

む
も

の
は
●

、
含

ま
な

い
も

の

は

×
で
示

し

た
。

所
在
本
文
項
目

上
柵
部

義脳
典出
記溢
余
白
部

義雁
典出
記曇

.

一

穴オ
(

あ
な
》

0
名
を
あ
な
と
も
い
へ
り
大
穴
持
延
喜
式には大名持に作る御名末をみあなすゑと日本紀によめり0おのれといふへきをなともいへり日本紀寓薬の歌に多し大己費の如き是也

■
●
X

」

あ

吾
を
あ
と
は
か
り
よ
む
は
あ
れ
の
略
な
りO畔をあとはかりよむはもあせの略なり昔に神代紀に見えたり0足をも略してあとよめり

●
●
■

あ
め

天
を
あ
ま
と
も
よ
め
り
本
雁
な
る
へ
し
O雨は甘雨の義物を潤すより名ぐるにやO飴灘をあめと云もあまき義なり0豆汁を俗にあめと云も飴の色に似たる故也

X

X

●

あ
り
か

あ
な

穴
は
孟
子
に
盈
科
を
あな

に
み
ち
て
と
よめはあは発膳なは名の聴なるへし//神代紀に大をあなとよめり

X

●

●

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

謄
典出
記衰

余白

部

義悟
典出
記曇

一

六ウ

あ
や

文
を
あ
や
と
よ
む
は
嘆
の
辞
な
る
へ
し
O綾は文あるをいふO漢をあやとよむは文物の国を称して名くるにや

●
X

●

あ
や
つ
り

桃
文
師
を
い
ふ
鰹
の
紋
を桃取するもの也O機を古亭記文選に

よめるも右の磯より出たり
×

●
●

あ
や
と
る

操
を
よ
め
る
上
の
義也

●
×

●

あ
ま
る

あ
る

有
迎
を
よ
め
り
生
の
転躇

也
と
いへり
×

×

●

.

あ
ま
ね
し

あ
ま
ね
は
す

雌
を
よ
め
り磯

あ
ま
ね
きに同し【あまねふするの磯也】

●
X

×

あ
ま
の
い
は
く
ら

神
代
紀
に
天磐

座
と書り神武紀には天閲をよませたり天関は北辰の一名なるよし文選ノ注に見えたり甘はうましと通ふよて味をあまともうまともよめり凶目本紀】

×

●
●

..

あ
ま
さ
か
る

夷
の
枕
飼
に
い
へ
り
日本紀に天疎に作る天下るの鞍をいふはあし㌧萬薬に天離とも見ゆ

●
●
●-

あ
ま
し

甘
を
い
へ
り
味
の
蛛
れ
る
蔽なるへしO俗に壁のあまひ又は器物の蓋なと累密ならぬをあましといふ准南子に大徐則甘而不固

●

●
●-

一

七オ

あ
な
は
と
り

日
本
紀
に
呉
織
穴
織
と見えたりあなはあやと通す漢をいふ也

X

● .●-

あ
ま
な
ふ

日
本
紀
に
和
ノ
宰
を
よ
めり甘和の義也

×

●
●

あ
ま
へ
(
え
》
る

源
氏
物
雁
(
栄
花膝にも》に見えたり今も児女子の和悦人に媚るをあまへ(え》るといふ上の確なるへし

●
●
X.

あ
ま
ひ
こ
と

詩
経
に
盗
言
甚
甘
と
見
えたり
X

●
●

あ
せ

又
荒
る
意
も
侍
り
徒
然
葦
に
い
か
な
ら
ん世にもかばかりあせはてんとはといへり

●
●
×

あ
み

O
鳥
の
名
に
あ
み
あ
り
古
歌
に
み
な
く
讐るあみのはがひのかひもなく人を雲ゐのよそに見る哉

●
●
X

.

あ
が
き

あ
じ
ろ
【
下
】

網
代
と
書
り
氷
魚な

とよするために川にこしらへ置もの也O蝸代阜梱代輿も網代の象もて包みたる也

●
×

●

.

あ
り
そ

.

あ
ば
ら
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し

曾

臣

,

、

所
夜
本
文項

月

噛上
欄
部

,

義語
典出
記衷
余
自
都

義順
爽出
記曇

[

七ウ

あふ

剃
刀
な
と
を
と
ぐ
に
あ
は
す
と
い
ひ
あ
ふといふ職人歌合に小刀もあふといへ日ツ̀

●
●
X

あ
ひ、
【
下
一

相
を
よ
め
り
互
に
含
の
意よて萬薬にあふともよめり

●
●
●

あ
か
し

あ
かぽ

し
【
下
】

啓明

を
い
ふ
神楽

歌にもよめり暁の明星也
●
●
●

あ
ら
し

層

し
ぱ
ち
と
韻
通す

曇
風
の
義也

山
城
の
あらし山も越前のあらち山も本ぱ同順なるへしといへりO文選の注に嵐は山風也と見えたりむへ山風をあらしといふらんの本つく所也

●
●
X

あ
か
る

日
本
紀
に
熱
稲
を
あ
か
ら
めるいねとよめり赤るの義也萬葉にあかる橘ともいへりO又歌にあかれるをとめと見えるは瞬をあからかと訓せる意也紅顔に比していうめり

●
●
●

一

八オ

.

あ
か
れ

目本

紀
に
散
亡
を
あ
か
れ
にぐとよめりあらけぬと散虫をよめるに同し

X

●
●

あ
り
が
た
し

難宥

也梵

書よ

り
出
たる近世の俗矯也よて官家に用いたる例なし

X

●
X

あ
れ

吾
を
よ
め
り
わ
れ
と
通
せ
り
O
村を日本紀にあれとよめりありかの略也.

X

●
●

あ
れ
ま
す

神
代
紀
に
生
!
宇
を
よ
め
り往坐の義也
X

●
●

あ
ら
れ

あら

れ
は
し
り

晒
歌
を
い
ふ
釈
日
本
紀に此歌曲之維必覚称万年阿良礼今改云萬歳楽と見えたりあられは可有といふの音便也といへり年中行事歌合に此殿の声さへすめる雲居哉かさしの綿の白き月夜にこの殿は秘曲の名綿をもて華を造りて冠にさすといへりなを持統紀の通燈にくはし

X

●
●

あ
わゆ

き

あ
わ
し
ぼ

倭
名
抄
に
白
堪
を
よ
め
り
沫塩の義也
X

●
●

あ
も
と

俗
瓶
に
あ
も
と
ふ
も
と
な
と
いへり脚本の義ふもとは瑚本也濱義文に脚色といへり

X

●
●

所
在

脚本文項
目

上
欄
部

1

義語
典出
記表

余
白
部

義誘
興出
記毅

一
八ウ

あ
わ

あ
わ
し

淡
を
よ
め
り
/
萬
葉
に
も
ふ
る雷は安幡になふりそとあり
X

●
○

.

あ
か

あ
く

倭
名
に
灰
汁
を
よ
め
り
飽
の
義なるへしあくどきなといふ俗諾も愚なるにやO又淋をあくたるとよめり灰汁垂る也今わかさに飽たる者を胴てあくたれとす意通ふなるへし

X

.●

O

.

ある

か
た
ち

日
本
紀
に
消息

を
よ
めり在状//の義也

×

●
●

.

【

九オ

あ
をば

も
の

吉
へ
雑
兵を

称
し
てか

くいへり白歯者の義武将もむかしは歯を染たりょて平家物膳に平忠魔の事を内かふとを見入たれはかねぐる也と魯萬松院殿穴太配に将軍源義晴の事を御歯黒もまつらすと書り
●
●

あ
り
く

日
本
紀
に
歩
行
を
よ
め
り

X

●
●.

あ
つ
く

預
を
よ
め
り
あ
つ
け
る
と
もいふける反く也
X

X

●.

あぐ

上
寧
挙宇

を
よ
め
り
あ
け
る
ともいふける反く也
X

X

●.

あま

し
た
り

.

あ
か
つ
き

旭
時
と
も
書
り
/
萬
葉
に
は
あ
か
と
き
とよめり日本紀に鶏鳴を訓せり
X

●
●

「

あ
き

あ
け
ぐ
れ

昧
爽
を
あ
け
ぐ
れ
の
光
と
い
.ふ明けんとして《一しきり》昧き也《くなる時をいふ》鶴林玉露に天之将明必候暗而後明と見えたり

●
×

●

あ
さ

麻
を
あ
さ
と
い
ふ
は
浅き

穀
也
あ
さの

狭衣なといへりO麻につる』よもぎといへる誘は筍子に蓬//生麻中不扶而直と見えたり新勅撮集に世の申の麻はあとなくなりにけり心のま、のよもきのみして
X

●
●

.

あ
し
た

1

「

「

.
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所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義厨
典出
記豪

余
白
部

義膳
典出

-

記袈

一

九ウ

あ
す

あ
さ
つ
て

.

あ
さぼ

ら
け

O
萬
葉
に
は
あ
さ
ひ
ら
き
と
の
み
よ
め
り後世膳の転せる也/多く朝朗とかけり

X

●
●

あ
こ
や
の
たま

あ
こ
や
の
松
も
同
し
今
は
出
羽
に
属
す
といへりO一脱に胎貝なりとそ歌にあこやとはいかひのうらを積置て宝の跡を見する成けり

X

●
●

あ
ら
そ
ふ

日
本
紀
に
あ
ら
か
ふ
と
も
よ
め
り
源
氏
物糖空穂物雁にもしかいへり今俗にもいふ辞也歌にもしかよめり

●
●
×

.

あ
つ
ち

あ
さ
る

産
譜
に
我
な
ま
も
る
田
に
あ
さ
り
食
む
と見えたり/倭名抄に■をあさるとよめり魚の敗れたる也/萬粟に濁廻をあさりするとよめる義酬也

●
●
●

.-

あ
さ
め
よ
く

古
事
記
に
見
え
た
り
朝
目好の義也江次第大嘗会の條に阿佐米主水と見えたり

×

●
●
あ
さ
や
か

鮮
を
い
ふ
又
あ
さ
ら
け
しとよめり

●
×

●

あ
さ
も
の
み
そ

日
本
紀
に
業
服
を
よめり麻の喪の御衣といふにや布を用るよりいへり

●
●
●

あ
ざ
む
く

欺
を
よ
め
り
敢背

く
の
綾なるへし//俗にだますといふ是也

●
X

●.

二
〇才

あ
さ
ひ
こ

神
楽
歌
に
見
え
た
り
朝
日
也といへり
X

●
●

あ
た
ら
し

古
事
紀
に
見ゆ

を
し
む
の吉膳也【日本紀に惜をよめり】ともあつたら人あつたら物なといへり○新もあたらしといへりあらたなる也新しきものは惟むへし

●
●
●.

あ
さ
が
れ
ひ

朝
餉
と
魯
り

X

X

●
あ
た
ら
よ

萬
葉
に
新
夜
と
見
え
た
り

×

●
●.

あ
さ
冨

顧
菜
を
い
ふ
池
な
と
の
浅
き
所に花さくものなれはいふにや

●
X

●

あ
た
ひ

債
ノ
字
も
同
し
/
/
続
日
本
紀
に
費
一

字をも用ひたり三代実録に費!宰を用るを忘て訴へし事見えたり
X

●
●

..

あ
つ
ら
ふ

O
つ
も
と
も
て
と
か
よ
ふ
ら
ふ
ノ
反
る
也

あ
な
が
ち

■

あ
に

宜
ノ
字
二
例
あ
り
あ
に
其
然
ら
ん
や
と
いふうあ量何の薩也菖葉に宣不益鰍奥嶋守//といふ類は文選注に登同謂量不同也といふ類也

X

●
●

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義語
典出
記表
余
白
部

蔵語
典出
記籔

二
〇ウ

あ
そ

O
日
本
紀
の
歌
に
う
ち
の
あ
そ
と
よ
め
るは武内宿祢を指ていへり菖葉にも人をさしてあそといへり囎臣の義也

●
●
X

あ
ら
ひ
と
かみ

あ
か
ら
め
さす

あ
か
ら
め
は
よ
そ
見
す
る
也
と
い
へ
り
袋草子に大井川岩波高しいかだしよ岸のもみちにあからめなせぞ

●
●
X

.

あ
い
つ
」
し

■

あ
い
さ

.

あ
ぢ
さ
ゐ

.

あ
つ
さ

梓
を
よ
め
り
梓
弓
な
と
是
也

X

X

●.

あ
せ
み

菖
葉
集
に
馬
酔
木
を
よ
め
り今いふゑせび也

X

■
●

神
代
紀
に
教
を
あ
ち
は
ひ
と
よ
め
り
莞
道をあちきなしと//いふ事は心得へし本然の味は道也それをよく味ふるは教導の意味なるへし

X

●

●

あ
ぢ
は
ひ

味
寧
を
よ
め
り
は
ひ
は
助躇よてあちとのみもいへり

●
X

●

.

一

=オ

あ
ぢ
ま
め

倭
名
に
瞳
豆
を
よ
め
り
あちは味也

X

●

●.

あ
ぢ

倭
名
に
鯵
を
よ
め
り
味
の
義
なるへし

X

●
●.

浅
茅
は
す
㌧
き
の
ち
ひ
さ
きを

い
ふ
つ
はなは此草の穂也といへり

●
X

●
あ
さ
ち

倭
名
に
ロ
魚
を
よ
め
り
O
日本紀に浅茅をもよめりあさちふあさちかはらなといへり

X

●
●-

あ
ち
め

神
楽
に
阿
知
女
の
作
法
あ
り細女の鋤昌認也【といへり】

X

●
●

.

あ
ゐ

O
名
け
し
な
る
へ
し
灘
をあ

ゐ
し
る
と
よめる是也
×

×

●

あ
し
ゐ

あ
た
ふ

あ
る
ひ
は

.

あ
は
ひ

一25



所
在
本
文
項目

上
欄
部

義膳
典出
記表

余
白
部

汲悟
典出
記駁

「

=ウ

あ
ひ
だ

間
を
は
し
と
よ
め
り
は
し
た
ともいふに同し

●
X

●

あ
ひ

あ
ひ
つ
ち
は
職
人
歌
の
口
本
に
も
よ
め
り
X

●
X

■・

あ
な
、
ひ

あ
な
か
ま

物
語
に
見え

た
り
あ
な
かしかましといへるなるへし

●
● ,
X.

あ
な
に
ゑ
や

日
本
紀に

婦
哉
を
よ
めり痛に笑やの義也

X

●

●

な
づ
ら
は
し
な
と
も
い
へ

り
痛
に
つ
ら
しとするの義也

●
X

X

あ
な
つ
る

目
本紀

に
軽
字
を
よ
め
り

X

○
●.

二
ニオ

あ
、

神
武
紀
の
歌
に
あ
ト
し
や
をと

いヘリ私肥にあΣは咲声也と見えたり古事肥にあ』しや二しや既者嘲咲者也といへりO聯呼臆欄野瑳なとを常にあ》とよめり老学庵筆記に蜀人見物之可詩者則日鳴呼可鄙者則日億口寧羨に烏見貫則躁畝以為鴫呼唄所異也ともいへり

●
●
X

あ
な
じ

西
北
風
を
あ
な
じ
と
い
ふ
は本穴師風にて穴師は穴和の所名也

X

●
●

あ
な
た

彼
方
を
よ
め
り
あ
の
か
た
也のか反な也

X

X

●■

あ
ち
こ
ち

彼
此
を
俗
に
し
か
い
へ
り軍庵集に/雨ふりて川も水ますあちこちに舟人二ひしこさばさはらじ

●
●
X

あ
ふ
ひ

あ
い
た

あ
な
い
た
し
也
漢
書
師
古
注
に今人痛甚則称阿と見えたり
●

●
X

あ
い

魏志

債
人
伝
に
鮒
応
声
日
臓
比
如然諾といへり字彙に口は慢蘭声とも見えたり

●
●
X

「「

あ
い
さ
う

愛
相
の
亭
を
用
たり

愚問

賢注に詞のあいそうと見えたり
X

●
●

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義瓶
典出
記表

余
白
部

義順
典出
肥曇

,

二
ニウ

あ
ゆ
ひ

.

あ
ひ
お
ひ

あ
ひ
な
め

令
式
等
に
相
嘗
と
書
り
恐
くは新嘗大嘗の間に行けれはもとは聞嘗の毅なる(し相も間も親かよへり後漢魯の荘に正祭外十月嘗稲等謂之開祀と見えたりOあひなめといへる魚も侍り

●
●

●

.

お
こ
え

.

あ
か
ね

あ
か
ね
さ
す

あ
か
ほ
し
【
上
】

歌
に
よ
め
り
倭
名抄に明星をよめり

X

●
●.

あ
か
な
ふ

煩
字
を
よ
め
り
又
あ
か
ふともいへり寓葉にあかふいのちなとよめりOあかものは贈物也

X

●

●「

彿
葉
集
に

あ
か
》
り
も
尋
は
こ
し
ぢ
にかへれかし冬はなにはのあしにすむとも

×

●
×

あ
か
鵠
り

倭
名
抄
に
頗
を
よ
め
り
赤くきれる也古事記にあか讐ともいへり

X

●
●

「

二晒
ニオ

あ
ま
ご
ひ

国
を
よ
め
り
あ
ま
ぴ
き
と
も訓するよし東見記に見えたり

●
●
X

あ
ん
ど
う

行
熾
を
よ
め
り
あ
ん
は
唐驚也行宮行働　なとからよみならへり行脚

X

X

●.

あ
ひ
ら

侵
名
抄
に
姶
羅
と
あ
り
大
隅の郡名也日本紀には書平と見えたり姶はあふの音よてあひらとよむ剛にあらすあらきを草木子に喰刺蕊と魯る如し

X

●
●.

あ
だ
し

あだ

【
下
】

い
たづ

ら
な
る
意
に
い
ヘリあだなみ又あだ名なと是也あだ波は漁もならす汲ても塩なきやうの波をいへりといヘリ

●
X

X

あ
ぜ
く
ら

あ
ぐ
ら

胡
床
を
い
ふ
足
座
の
義
也
O
俗に平鋸をあぐらかくといふ此義にや
●

X

●

■

笏
や
か
し

一26一



幽

所
在
本
文
項
目

上
樋部

義語
典出
記娠

余
白
部

義語
奥出
記曇

二
三ウ

あ
し
た
ば

八
丈草

と
も
い
ふ
朝
葉
篁
也(の義》今日種をまき明旦生すよて名くといへり根は莱■のことく簾は前胡のことく番気水芹に似たり八丈嶋の人常に食て疾を塩へすといへり木箪に扶桑東有女国産雌草といふ是也一脱に都管草也ともいへり

●
●
●

あ
と
うが

たり

あ
ら
す
み

あ
ふ
む

■.

あ
ふ
ぎ

あ
ふ
つ

扇
く
よ
り
出
た

る飼

な
る
へ

し

X

X

X

.

あ
ふ
ぐ

仰
を
よ
め
り
あ
ふ
の
く
と
も
いふ天を向くの薩也

●
×

X

逗
江
を
倭
名
に
ち
か
つ

あ
ふ
み
と
い
へ

り今只あふみとよへり
X

●

●
あ
ふ
み

江
を
よ
め
り
遠
江
近
江
の
類也淡海の義也はう反ふ也

X

X

●

あ
ぶ
み

鐙
を
よ
め
り
足
躇
の
載
也

X

X

●
あ
ふ
さ
か

日
本
紀
に
蓮坂

と
書
せ
り名の起り見えたりO夫津も古事記に名の起り見えて相津と書せり蓮坂逢津共に滋賀郡也

●

●
X.

あ
ぶ

虻
を
い
ふ
日
本
紀
に
あ
/
/
む
ともいへり寓案に蜂音をぶとよめはあぶは虻のμなるへし

●

●
●

■

二
四オ

あ
ふ
ち

寓
擬
倭
名
等
に
櫓
を
よ
め
り倭名抄に椋也をいへり今せんだんといふ栴檀をあやまる也

●
●

●

あ
と
お
と
通
す
る
例
あ
り
屓
木
な
る
に
や老人枝也と記せり

●
×

●
あ
ふ
ご

倭
名
に
拐
を
よ
め
り
い
せ
物語の歌によめり

X

●
●

(
あ
ふ
ぎ
}

菖
に
朱
廣
と
い
ふ
扇
は
下
合
上
開
也
中
山記に折腰偏と見えたり
●
●
●

あ
ふ
り

億…
名
に
障
泥
を
よ
め

り
あ
ふつを体にしていふ也俗にあふち風なといふも同し意なるへし【といへり】

●
●
●.

あも

り

あも

女
児
の
語
に
餅
を
い
ふ
甘
き
戟
にや北盧の艦に米をあもといふといへり

●
X

X

.

あ
や
し

あ
か
ら
さ
ま

O
日
本
紀
に
暴
凪
を
あか

ら
し
ま
か
せ
とよめるも同意也
X

●

●

あ
ち
き
な
し

.

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義躇
典出
記簸

余
白
部

義腰
爽出
記豪

二
四ウ

神
代
紀
に
教
を
あ
ちあ

ひ
と
よ
め
り教

道によれは味ありよて味をうましともよめり/O和湊ともに情を五味にたとへていへりよて心にかなはてせんすぺなきを泥味気とはいへり
●
●
X

あ
つ
か
ふ

世
事
使
用
に
撹
を
あ
つ
か
ふ
と
よ
め
り

×

●
●

,

あ
は
き

.

あ
ら
ふ

あ
む
せ
る

日
本
紀
に
洗
字
を
よ
め
り
湯あみなといふ是也

●
●
●

.

あ
し

葦
は
は
じ
め
の
訓
戦
也
と
い
へ
り
開
闘
の初先生したりは葦也よて董原の国ともいへり

×

X

×

あ
ざ
へ

あさ

な
へ
る

糾
宇
を
よ
め
り
あ
さ
な
へる縄はまじへなへる縄の義也

●
X

●

あ
た
ふ
た

あ
と
れ
ふ
た
め
く
の
意
也忙々的の意

●
X

×

あ
は
て
る

日
本
紀
に
墜
宇
を
よ
め
り今人周章をよめりあはつるとあはた㌧しともいふ

●
● .

●.

あ
ざ
み

餉
を
よ
め
り

×

X

●.

あ
さ
み
と
り

延
喜
式
羅
の
名
に
小
許春をよめり浅緑の蔵也

X

●
●.

二
五オ

あ
へ
て

敢
を
よ
め
り
あ
へ
ぬ
不
敢也

といへり

●
あ
へ
ず

歌
に
い
ひ
あ
へ
ぬ
ち
り
あ
へぬなといふは不堪の義なるへし萬葉に縫将堪をぬひあへんとよめり古今集にも秋にはあらすとよめり万に不謄とも書り

●
●
●

あ
へ
く

喘
息
を
い
へ
り
敢
来
の
意疾

行は必あへくもの也O倭名に巨をあへつくりと見えたり
●
●
●
あ
つ
も
の

葉
を
よ
め
り
熱
物
の
義
なるへし

X

X

●」

あ
へ

あ
へ
な
し

物
の
脆
き事

に
い
へ

り
阿
海に元敢の義といへり

●
×

X

あ
へ
も
の

倭
名
抄
に
蛮
を
よ
め
り

X

●
●.

あ
は

O
神
代
紀
に
粟
田
を
あ
は
ふ
と
訓
せ
り
ふは生の義也○神代紀に粟茎をあはからとよめりO倭名に魚の擁歯をあはからといへり

×

●
●

あ
ま
た

あ
ま
さ
へ

剰
を
よ
め
り
蛛
る
副
の
暖
也といへり一先生の説に剃はあまる意まてにてあまつさへの膣なしといへるは倭訓を解せさるあやまり也

×

●
●

あ
ま
の
さ
かて

あ
ま
の
ま
て
が
た

海
人
の
左
右
手
形
といふなるへし海人の左右の手をひるげて海に潜く兜をいへるにや左右手をまてとよむ事酸葉に見ゆ

●
●
●

.
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所
在
本文

項
目

上
欄
部

魂晒
興出
記表
余
自
部

義腸
典出
記曇

ニ
ヨウ

あ
た
か
も

あ
ま
つ
ひ
つぎ

..

あ
た

古
事
記
に
は
尺
を
あ
た
と
よ
め
り
O
〔
以下抹消》麟Hをあたとよめるは増と同しきにや続圓本紀に曹麻呂あり

X

●
●

■

あ
ま
が
つ

あ
た
り

誠
邊
の
事
を
あ
た
り
ほ
と
り
なといふ菖葉に賞字を用たり
X

●
●

(

あま

がつ》

O
天
見
城
殿
に
て
造
る
は
老
女
の
面
を
作り肩と胴に竹簡をこめて内に護身符を入る也線氏の抄に三歳まて是を用と見えたり

●
●

●
あ
と
ふ
る

B
本
紀
に
納
采
を
よ
め
り又聰をあとへとよめり同義なるへし相間の義にや

罵

● .

●.

あ
と
二

え

跨
孚
を
よ
め

り
常
に
は
またかるといへりあとは足の謂なるへし

●
X

●.

あ
と
れ
る

あ
は
て
る
意
也

●
X

X.

.

二
六オ

あ
ま
の
ざ
二

抽
代
紀
の
天
探
女
の
事
をかくいヘリそれを縛して両金剛のふまへたる小愚癌を霧り呼也と梅村載筆に見えたり

●
●
●
あ
よ

出
嬢
風
ま
肥
に
同
一

鬼
来
食
佃之男所食男云阿欲々々と今西国にてあようといへりとそ

●
●
X.

あ
の

遡
江
地
志
に
石
垣
を
策
く
者
をあのといふ倣還江の阿野の里人始て簗きしよりの名也といへり

●
X

X國

あ
こ
だ
う
り

南
瓜
の
頬
也
禁
中
七
タ
祭に用ヰれり
●
X

X

.

あ
ま
の
た
く隷は

あ
をび

え

臣

あ
る
じ

あ
る
』

狼
又
は
鼠
な
ど
の
あ
る
」
と
いふ嫉暴の宇を魯り箪国にてはあたくるといひ西国にてはあぱる、といふといへり

●
X

●

あ
ゆ

相
槙
国
愛
甲
邸
を
あ
ゆ
か
は
と
い
ヘ
リ

X

X

●

所
在
本
文
項目

上
欄
部

義語
典出
肥異

余
白
部

義緬
興出
記表

.

二
六ウ

あぐ

み
に
ゐる

唖

あな

う
ら

.

あ
り
な
れ
かは

.

あ
は
た
こ

.

あ
さ
な
ゆ
ふ
な

寓
粟
に
朝
魚
タ
粟
に
漕くてふ鰻貝のといへは朝タの第勇をいふにや

●

●
●
あ
さ
け
ゆ
ふ
け

朝
食
タ
食
の
義
也

●
X

●.

あ
さ
な
け
ゆ
ふ
な
け

た
Σ

朝
タ
を
いへりあさなきゆふなきも義同し

●
X

X

あ
ん
ば
い

輿
を
和
す
る
に
い
ふ
は
魯の監梅の靴也といへりO捜排布置の意にい(る辞もあり

●
X

●.

二
七オ

あ
い
さ
つ

挨
拶
と
書
り
黄
樹
繰
葉
のおしあひたるを黄挨緑拶なといへり寧叢に挨は推也拶は逼也と見えたり

X

X

●「

あ
ふ
り
や
う

押
領
と
書
り
東
狸
に
押領使あり日本妃に押使見えたり
X

●
●.

あ
そ
み

も
と
阿曽

襲
也

×

X

●

■

あ
ふ
る

.

あ
け
ほ
の

あ
り
あ
け

霜閲

明
の
義
十
六由依

以
下
覆【

は已に明るに月は猶いらて有故にいふ也

●
X

●

あき

と
ふ

あ
き
と

認
を
よ
め
り
開
戸
の
義
な
る
へし俗にあごたといへり
●
X

●
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所
在
本
文
項
目

上
柵部

装語
農出
記鞭
余
白
部

義語
典出
記表.

二
七ウ

あ
ら
ひ
と
が部

.

あ
づ
ま

あづ

ま
や

優
名
に
四
阿
を
よ
め
り
催
篤楽にあつまやのまやといへり束国の真厘なるへし四阿は左傭周礼等に見えたり

X

●

●

.

あつ

霞づ

あ
げ
ま
き

四
撃
物語

に
賎
の
め
も
あ
げ
ま
き
ら
も
うふすなの紳につかふまつりといへり農民をいふにや紳楽歌にあけまきをわさ田にやりてといへり梁塵抄にあけまきは上童をいふ男女ともにいふ圃也と見えたりOあけまきを轄てんといふは車なとにさくる緑をくみたるをいふといへりO貿の媛にあげ篠きといふは総角に似たる也鯉をよめり

●
●
●

.

あ
づ
ま
ご
と

倭
響
を
い
ふ
源
氏
に
あつまとはかりもいへり葉琴の義也つくしことに対せるなるへし

●
●
●

あ
ば
け
る

あ
ば
ら
な
る
意
也

●
X

X一

二
八オ

あ
ゆ
る

菖
葉
橘
の
歌
に
あ
ゆ
る
実
はとよめり交る慧なるへし常に血をあやすなといふも是なるへしといへり(以下擦り消してその上に)枕草紙にす讐うに汗あゆるこ㌧ちそしけるといふは汗のなかる㌧にいへり

●
●
X.

あ
ゑ
か

倭
名
所
名
に
平
安
を
よ
め
り源民にあゑかに
X

O

●層

あ
ど

捨
玉
薬
に

さ
そ
と
い
は
㌧

舵
に

さ
そ
とあとうちてなやそやといふ人たにもなし

×

●
×

.

あ
え
も
の

あ
や
か
る

.■

あ
じ
か

網
代
碗
の
髄
語
な
る
へ
し

●

.

あ
じ
ろ
【
上
】

冬
川
に
氷
魚
を
取
ん
とて木にたてぬきを入てあじる貸をあて㌧置也よてあじろ木とも歌によめり延喜式に網代と書り

●

●
●

あ
し
か

.

所
在
本
文
項
目

上
棚
部

義語
奥出
肥褒

余
白
部

繕膳
典出
記表

.

二
八ウ

あ
し
の
ま
る
や

葦
の
丸
歴
也
ま
る
は
全き義全体を葦のみにてこしらへたる也

●
×

X

あ
を
に
よ
し

.

あ
ら
か
ね

.

あ
し
を

.

あ
し
つ
を

.

あ
ら
ま
き

倭
名
に
苞
宜
を
よ
め
り
荒纒の薦也宇治拾遺に餌のあらまきと見えたりつとをいふ也

X

●
●.

あ
ら
ふ
【
上
】

洗
濯
を
よ
め
り
大
和物譜にあらかひともいへり

×

●
■

玉
捨
抄
に
あ
ら
は
る
は
あ
ら
け
は
る
口
也といへり
×

●
X

あ
ら
は
に

神
代
紀
に
顕
露
を
よ
め
りあらはるともいへり

X

■
●

.

二
九オ

あ
ん
ず

杏
子
の
唐
管
也
と
い
へ
り

X

X

●

.

あ
づ
き

小
豆
を
い
ふ
赤
く
解
る
也
といへり煮熱すれはよくとけるもの也

●
×

●,

あ
ま
づ

ら

【

倭
名
に
】

千
歳
暉
を
いへ(よめ》り(俗}に甘葛と欝りといへり

X

●
●.

あ
ま
の
よ
き
つ
ち

神
代
紀
に
天
膏
葛と書り

X

●
●

,

あ
や
め

O
花
あ
や
め
は
渓
匿
也
と
い
へ
り
/
O
慈賄縣志に端午懸菖蒲臆礎如楚俗と見えたり/あやめる俗に人をあやめるなといへりめる反む也断撲六帖に白玉を露とも人に笹ふなよ似たる頚ひをあやめもぞする御整濯川歌合にあやめつ㌧人しるとてもいか」せんしのびはつへき襖ならねは

×

.
●
●

あ
ず
か

あ
や
ま
り

誤
謬
を
よ
め
り
ま
る
反
む
上と同し
×

X

●

.

あ
ら
㌧
き

・
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所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義晒
典出
記表

余
白
部

轟晒
典出
記薮

二
九ウ

(
あ
ら
」き一

O
齋
宮
の
忌
胴
に
塔を

あ
」
き
と
い
ふ
は阿蘭薦の意也といへと葱蔓の克九輪のあたりに似たれは俗に是を塔のたつといふ意なるへしO東やひんがし蘭やら》きの俗歌はもとより取に足ねど西土にても聞を東門といひし事明世脱に見えたり

●

●
X

.

あ
を

あ
を
し

青
を
い
ふ
し
は
助
認
也
神
代
紀に膏橿城根尊あり
X

●
●

あ
を
さ
ふ
ら
ひ

魔
富
記
に
青
侍
と
見
えたり莞位莞官をいふといへり0資女東鑑に見えたり

●

●
●

あ
は
せ

O
の
き
ぬ

X

X

X

,

あ
を
び
え

螺
細
を
い
ふ
泊
宅
編
に
螺
顛暴本出倭国といへり
X

●

●

■

あ
は
び
の
員
の
か
た
お
も
ひ
は
萬
葉
に
出たり
X

●
X

あ
は
ぴ

腹
を
よ
め
り
簸
喜
式
に
御
取鮫云々等その制数多し【鋸層韻四ノ十穴引へし】

X

●

●暉

あ
け
び

木
通
を
い
ふ
あ
り
み
の
義
其実赤し

●
X

●,

あ
さ
じ

国
を
い
ふ
水
浅
き
木
に
花
咲く水草也

●
X

●●

三
〇オ

あ
ま
か
は

阿
娼港

の
慧
也
呂
宋
の
港
の名也といへり薬物なとに多くいへり
●
X

●
あ
さ
ぎ

浅
葱
色
の
義
也
浅
黄
に
あ
らす

X

X

●.

あき

つ

日
本
紀
に
蜻
蛉
を
よ
め
り
秋に至り欄類多くいつよて秋津虫といふ也

●

●
X,

あ
き
じ
ひ

青
盲
を
い
ふ
霊
異
肥
に
精冒と書り

X

●
●,

あ
き
れ
る

呆
字
の
意
呆
は
口
を
開
張てながめ居る也

●
X

●

あ
宗

O
尼
を
あ
ま
と
い
ふ
は
釈
日
本
紀
に
梵
語也といへり日本紀に阿尼とも書り
X

●

●

.

あ
し
び
き

.

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義語
典出
記表
余
白
部

義語
典出
記我

.

三
〇ウ

あ
し
か
る

.

あ
を
う
な
は、b

あ
を
の
り

あ
し
だ

下
学集

に
は
足
駄
と
見
え
た
り
疑
く
は
着国より出たる踊名なるへし
X

●
X

「

あ
は
れ

あ
は
れ

ひ
あ
は
れ
ふ
な
と
」
書
な
ら
へ

り

X

×

X

あ
し
を
そ
ら

源
民
に
あ
し
を
そ
ら
に
てたれも々々まかて給ひぬといへり足を空也

X

●
●

あ
し
な
へ

簸を

よ
め
リ
萬
翼
に
足
痛をあなへくとよめリ【又痩をよめり】

X

●
●

あ
と
り

子
の
朝
鮮
酒
也
あ
と
』
り
と
呼に近しO日本紀に腿子鳥をあとりと訓せり古事記に足取に心れり寓葉にもよめり三才図倉に口唄鳥と見えたり

●
●
●
あ
と

神
代
紀
に
脚
を
よ
め
り
常
に
跡をよめり足慮の義なるへし

X

●
●

.

=
=オ

あ
し
て

新
猿
楽
記
に
葦
手
と
見
え
た
り源氏物語にあしての箪子ともそ云々そ」けたるあしのおひさまなと難波のうらにかよひて花鳥余情にあしては芦の葉の中に文宇を書也水石鳥なとの形にも書なす也といへり玉葉集にタ暮に熊波あたりをきて見れは唯うす墨のあして成けり和泉式部ふでもちびゆがみてもの」書れぬは是そなにはのあしてなるらん

●

●
●
あ
し
ぶ
ち

倭
名
に
肥
を
よ
め
り
四
麗皆自と見えたり神楽歌にも(あしぶちのこなとりよめり

X

●
●.

あ
し
こ

枕
草
紙
に
あ
し
こ

ま
て
も
ゆきつかさらめと」見えたり今あすこともあそこともいへり

●
●
X.

あ
さ
が
ほ

あ
ぶ
ら

賛
悟

也
と
い
へ

る
説
あ
り
い
ぶ
か
し

X

X

X
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駈
在
本
文項

目

上
柵
郎

確語
爽出
記表
余白

部

義語
農出
記凝

=
=ウ

あ
が
る

上
界
を
い
へ
り
が
る
反
ぐ
也
下降を下げるといふ同意也物の直のあけさげをあがりさがりともいへり低昂をいふ漠書に卯貴蟹践と見えたり

×

●
●

あ
く
た

あ
が
た

.

あ
が
つ

.

あ
が
む

.

あ
ら
た

新
を
い
ふ
有
つ
る
也
あ
た
ら
しとはあらたらしきの意也

●
X

●
あ
ら
た
む

改
を
よ
め
り
斬
に
す
る
の意也

■
X

●層

あ
ら
か
き

奥
塵
抄
に
釘
貫
の
類
也
と
見えたり荒垣の薩/ノ也更級記に溝見か関は海まてあらかきしたりと見えたり

●

●

○
あ
ら
よ
に
ご
よ

荒
世
和
世
と
書
り
荒妙和妙をいふ大嘗會の詞也

●
X

●.

あ
ら
ま
し

欲
宥
事
を
い
ふ
菖
葉
に
欲字を//ましとよめり

×

●

●一

三
二才

あら

た
へ

古
語
拾
遺
に
布
{
の
古
語也といへり》寓漿集に監妙の布衣とも見えて霞布の職也よて凸昌簗にあらたへのふちえともい～けるは葛布をいふ也

●
●
X.

あ
ね

あ
ら
き

所
の
名
に
瀧
木
斬
城
な
と
書
り下隈の義にやO酒にあらきといふは本草に焼酒の下にいへり阿刺吉と書り蛮譜なるへし

●
●
●

.

あ
ぱ
れ

.

あ
り

あ
りざ

し

西
土
の
書
に
筍
頭
と
い
ふ
筍の皮の段々に両方より重り合てしつくりと透闇なきをいへりとそ

●

●
X

.

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義語
典出
記曇
余
白
部

渡膳
典出
記曇

ミ
ニウ

あ
ご

あ
こ
め

殿
塵
抄
に
賎
き
女
を
い
ふ
へ

しと見えたりO服にあこめといふは柑をよめりあこめのきるものなれはいふにや

●
●
●

.

あ
ざ
な

あ
せ
る

俗
に
急櫨

な
る
に
あ
せ
る
といひ物を尋るにあせりさがすといふ求食をあさるとよむに同しといへり

●
X

X.

あ
と

ま
く
ら

日

本
紀
に

顛
脚
を
訓
せり俗語にあとまくらもしらぬなといへり

●
●

●.

三
三オ

あ
ふ
さ
き
るさ

和
距
事
頬
に
は
往
来
を
よ
め
り

X

●
●

・

あ
さ漢

し

「

あ
い
た
て
なし

あ
り
さ
ま

..

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義晒
典出
記表
余
白
部

義躇
典出
記曇

.

三
三ウ

あ
く
が
る
」

あ
だ

あ
せ底

あ
し
ず
り

あ
な
ぐ
る

あ
り
て
い

朱
子
躇
類
に
愚
神
本
有
底物事
X

●

●.

あ
ひ
て

東
鑑
に
合
手
と
書
り

X

●

●.

三
四オ

あ
さわ

ら
ふ

,

あ
ざけ

る

あ
し
ふ
み
たてぬ

所
在
本
文
項
目

上
欄
部

義矯
典出
記表
余
白
部

確語
典出 .

肥籔

三
四ウ

〔

あ
さ
ける)

0
是
は
文
集
に
匹
如
身
後
有
何
苓
大
塵向人間泥所求とあるを古来するすみの㌧ちなることかあるあしふみた

てぬよのなかにもとむるとこるなしとよめり今其訓を取れり責は匹如は讐如に同し是はたとひ身後宥何事まさに人間に向て所求なるへしと読てよく通する事なるへし
●
●
X

.

あ
ん
な
い

.

あ
きた

らず
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三

増
補
の
体
裁
と
排
列
に
つ
い
て

自
筆

本

倭

訓

栞

の
増
補

に
は
、
罫
線

部

へ
の
書
き

込

み

の

ほ
か

に
、

大

き

く

分

け

て

上

段
部

・
余

白

部

の

二

つ
が
あ

る
。

原

則

と

し

て
、

各

々

の
枠

内

に

文
字

列

を
収

め

る
意

識
が

あ

り
、
特

に
余

白
部

で
は
、

罫
を

は

み
出

す

こ
と

は

殆
ど

無

い
状
態

に
あ

る
。

一
つ
の
枠
内

に
収

ま
ら

な

い
場

合

に

は

、
次

の
丁

へ
と

記
載

が

ま
た

が

る

こ
と

も
あ

る
。

上

段
部

そ

し

て
余

白

部

に

は
と

も

に

「項

目

の
追

加

」

が

見

ら

れ

る

が
、

上

段

部

に

は
さ

ら

に

「罫

線

部

あ

る

い
は

余
白

部

へ
の
補

記

・
追

記

」
が

あ

る

。
余
白

部

と
上

段
部

の
特
徴

を

そ
れ

ぞ

れ
述

べ

る
。

三
-

一

余

白
部

に

つ
い
て

余

白

部

で
は

、

原

則

と

し

て
罫
線

部

本

文

へ
の
追

記

が
為

さ

れ

る

こ
と

は
な

く

、

三

澤

氏
が

「
罫

線

部

と
内

容

上
連

続

す

る

こ
と

は
な

い
」
と

い
う

よ

う

に

、
新

た

な

項

目

を
追

加

す

る

用
途

で
使

わ

れ

て

い
る
。

余
白

部

で
追
加

さ

れ

る
項

目
は

、

「
一
八
ウ

あ

る

か
た
ち

」

「
一

九

ウ

あ

ざ

む

く

」
な

ど

が

丁

を
跨

い

で
記
述

さ

れ

て
お

り
、

本

文

と

は
別

に
、

独

立

し

た

一
連

の
流

れ

を
持

っ
て

い
る

こ
と

が
分

か

る
。

た

だ

し

、

同

一
丁

に
あ

る

左
右

の
余

白
部

に
繋

が

り

は

見
ら

れ

な

い
。

す

な

わ

ち

、

丁

の
裏

の
余

白
部

(左

端
)

と

丁

の
表

の
余

白

部

(右
端
)
で
は
記
述
が
跨
ぐ
こ
と
が
あ
る

一
方
で
、
同
じ
丁
の
右
端

の
余
白
部
か
ら
左
端
の
余
白
部

へ
記
述
が
跨
ぐ
こ
と
は
無
い
よ
う
で

あ
る
。
前
者
に
は

「の
義
也
」
と
い
う
最
後
三
文
字
を
次
丁
の
余
白

部
に
送
る
例
が
あ
る

一
方

(
一
八
ウ
)
、
後
者
に
は

「
(と
)
い
へ
り
」

の
三
文
字
を
小
書
き
し
て
枠
内
に
詰
め
込
ん
で
い
る
例
が
見
ら
れ
る

(
二
一
オ
)。
製
本
後
、
見
開
き
で
見
た
と
き
に
自
然
な
繋
が
り
と
な

っ
て
い
る
。

な
お
、
余
白
部
が
本
文
と
連
続
す
る
こ
と
が
な
い
の
は
事
実
で
あ

る
が
、
余
白
部
で
記
さ
れ
た
項
目
と
本
文
の
項
目
と

の
連
関
は
完
全

に
は
否
定
し
き
れ
な
い
。
項
目
と
項
目
の
排
列
を
見

る
と
、
丁
の
裏

に
あ
る
本
文
の
項
目
と
意
味
が
類
似
し
た
り
第
二
音
節
が
共
通
し
た

り
す
る
語
が
左
端
余
白
部
か
ら
始
ま
り
、
次
丁
表
の
右
端
余
白
部

へ

と
繋
が
り
、
裏
の
左
端
余
白
部
で
は
ま
た
そ
の
本
文

の
項
目
と
繋
が

る
項
目
が
連
な

っ
て
い
く
と
い
う
構
造
を
指
摘
で
き
る
。
例
え
ば
、

罫
線
部
本
文
に

「あ
ざ

へ
」
や

「あ

へ
」
が
あ
る
間
の
余
白
部
に
、
「あ

は
て
る
、
あ
ざ
み
、
あ
さ
み
と
り
」
「あ

へ
ず
、
あ

つ
も
の
、
あ

へ
も

の
」
の
各
項
目
が
続
い
て
い
る
。

ま
た
、
丁
に
よ
っ
て
は
余
白
部
が
空
白
の
ま
ま
残
さ
れ
た
箇
所
も

あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
丁
の
罫
線
部
本
文

の
内
容
か
ら
連
想
を
紡
い

で
項
目
を
追
加
し
て
い
っ
た
過
程
、
及
び
新
た
な
項

目
が
連
想
さ
れ

な
か
っ
た
様
子
が
伺
え
る
。
以
上
の
こ
と
を
総
合
す

る
と
、
余
白
部

へ
の
増
補
は
、
罫
線
部
の
本
文
が
完
成
し
て
製
本
さ

れ
た
後
に
為
さ

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
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三
ー

二

上
段

部

に

つ
い
て

上

段
部

で

は
、

罫
線

部

へ
の
追

記

及

び
新

た

な

項

目

の
追

加

が

行

わ

れ

る
。

ま
た

、

罫
線

部

本

文
だ

け

で
な

く
余

白

部

に
追

加

さ

れ

た

項

目

へ
の
追

記

も

為

さ

れ

て

お

り
、

記

述

が
成

立

し

た

順
序

と

し

て

「罫

線

部
↓

余

白

部

↓

上

段
部

」
と

い
う
流

れ
を

確

認

す

る

こ
と

が

で
き

る
。

上
段

部

に

お

け

る
行

送

り

の
状

況

は
、

余

白
部

よ

り
も

複

雑

で

あ

る
。
余
白

部

の
よ
う

に
袋

綴

で
製

本

さ

れ
た

見
開

き

を
基

準

と

し

て
、

丁

を
跨

い
で
記
述

が

続

い
て

い
る
場

合

も
あ

る

が

(
三
一
ウ

)
、

次

丁

の
上

欄
部

に
十

分
な

ス
ペ

ー

ス
が

あ

る

に
も

拘

わ

ら
ず

、

丁
を

跨

が

ず

に
欄

外

に

は
み
出

し

て
記

述

を

続
け

る

場
合

も
あ

る

(
二
七

ウ

)
。

ま

た

、

丁

の
表

か

ら
裏

へ
と

版

心

を

挟

ん

で

記
述

が

続

く

こ
と

も

あ

り

(
二
〇

オ
)
、
全

体

的

に
余

白
部

よ

り
も

乱

雑
な

状

態

で
あ

る
。

自

筆
本

の
罫
線

部
本

文

に

は
、

記
述

す

る
際

の
原
則

と

し

て
、

「用

例

と

し

て
短

歌

を

一
首

そ

の
ま

ま
引

用

し

た

場
合

は
、

改

行

し
た

上

で
、

無

理
矢

理

で
も

一
行

に
収

め
る

」

「
そ

れ
以

外

の
場
合

は
罫
線

一

行

に
文

字

一
列

を
収

め

、

た

と

え

残

り
が

二
～

三

文
字

で
あ

っ
て
も

行

末

に
来

た

場

合

に

は
次

の
行

に

送

る
」

と

い
う

取

り
決

め

を

し

て

い
た

と
考

え
ら

れ

る

(平
井

二
〇

一

一
b
)
。

一
方

増
補

部

分

で

は
、

上
段

部

・
余

白

部

と

も

に
、

小
書

き

に
し

て
狭

い
箇

所

に
無

理
や

り

詰

め

込
む

場
合

が

あ

る

。
体

裁

を
整

え

て
記
述

さ

れ

た

罫
線

部

と

は

異

な

り

、
増

補

部

分

は
次

の
改

稿

・
清
書

を
踏

ま

え
た

用

例

採

取

で

あ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

な

お

、
余

白
部

の
増

補

は
右

端

か

ら

順

に

書

き

込

ま
れ

て

い

る

の

に
対

し

て
、

上

段

部

で

は
、

増

補

を

入
れ

る

罫

線

部

や
余

白

部

の
記

述

の
す

ぐ

上

に

書

き

込

む

の
が

原
則

で
あ

る
。

そ

の
た

め
、

上

欄

へ

の
記
載

は
飛

び

飛

び

に

な

っ
て

い
る
。

ま

た

、

増

補

を

入

れ

た

い
箇

所

に

既

に

他

の
記

述

が

あ

る

場

合

に

は

、

上

欄

及

び

本

文

と

も

に

「
O

」

の

記
号

を

付

け

て
、

離

れ

た

ス
ペ
ー

ス
に
増

補

し

て

い
る

例

も

あ

る
。

上

段

部

で
新

た

に
項

目
が

追

加

さ

れ

る

場
合

に

は
、

原

則

的

に

罫

線

部

や

余

白

部

に

あ

る
項

目
と

関

連

す

る

も

の
が

置

か
れ

る

。

音

形

や

意

味

に

繋

が

り

を
持

た

せ

て

お

り
、

余

白

部

と

同
様

に
、

既

存

の

項

目
か

ら

の
連
想

が

大

き
な

役
割

を

果
た

し

て

い
た

の
で

は
な

い
か
。

四

増
補
内
容
の
特
徴

増
補

さ

れ
た

内

容

を

、

平

井

(
二

〇

一
〇

b
)

で
用

い
た

【
語
義

を

客

観
的

に

示
す

語

釈

】
【
出

典

】
【
表

記

】

の
各

要

素

に
着

目

し

て

分

析

す

る
。

【
語

義

を

客

観
的

に

示
す

語

釈

】

と

は

、

「
今

●

●

と

い

ふ
」

「俗

に

い
ふ

●

●
」

「
●
●

の
古
語

」

「●

●

の
枕

詞

」

と

い
う

よ

う

な

説

明

の
あ

る

も

の
、

「
鳥

の
類

也

」

の
よ

う

に
概

念

を

示
す

言

葉

が
付

く

も

の
、
ま

た

、
他

の
訓
読

み

へ
の
言

い
換

え

が

あ

る
も

の
や
、

単

な

る
音

合

わ

せ

で
は

な

い
漢

語

に
よ

る
説

明

が

為

さ

れ

て

い

る
も
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の
が

該

当
す

る
。

例

え
ば

、

あ

か

ね

さ
す

萬
葉

に
茜

刺

と
書

る

は
假

借

に

て
赤

丹
指

の
義

日

の
枕

詞

に

い

へ
り

日
邊

の
赤

気

を

い

へ
り

…

…

(
罫
線

部
二
二

ウ
)

こ

の

「
あ

か
ね
さ

す

」

の
例

で
は

、

「萬

葉

に
」

と

い
う

【
出

典

】
を

示

し
、

「茜

刺
」

と

い
う

【
表

記

】
が

あ

る
。

そ

の
後

に

「赤

丹

指

の

義

」
と

い
う

注

釈
が

あ

る

が
、

こ
れ

は

単

な

る
音

合

せ

の
漢

宇

表

記

で
あ

り
、

語

の
概
念

を

知

る

語
釈

と

は

言

え
な

い
。

し

か

し
、

そ

の

後

の

「
日

の
枕

詞

に

い

へ
り

日
邊

の
赤

気

を

い

へ
り

」

と

い
う

記

述

に

よ

り
、

語

の
意

味

を
明

確

に
掴

む

こ
と

が

で

き

る
。

そ

の
よ

う

な

記
述

を

【
語
義

を
客

観
的

に
示
す

語

釈

】
と
分

類

し

た
。

余

白
部

で

は
、

八
八

の
項

目

が
追

加

さ

れ

て

い

る
。

全
体

的

に

一

つ

一
つ
の
語
釈

が

短

く
、

二
行

以
内

に
収

め

る

例

が
大

半

で
あ

る
。

中

に

は
、

あ

り

く

日
本

紀

に

歩

行

を

よ

め

り

(
一
九

オ

)

あ

ぢ

倭

名

に

鯵

を

よ

め

り

味

の
義

な

る

へ
し

(
二

一
オ

)

の

よ

う

に
、

漢

宇

表

記

を

記

す

こ

と

だ

け

で
語

釈

と

し

た

単

純

な

例

も

あ

る
。

そ

の

一
方

で
、

四
割

を

超

え

る

三

七

項

目

で

は

、

【
語

義
を

客
観

的

に
示

す

語
釈

】
が

記

述

さ

れ

て

い
る
。

あ

ま

し

甘

を

い

へ
り

味

の
餘

れ

る
義

な

る

へ
し

○

俗

に
髪

の
あ

ま

ひ

又

は

器

物

の
蓋

な

と

緊

密

な

ら
ぬ

を

あ

ま

し
と
い
ふ
潅
南
子
に
大
徐
則
甘
而
不
固

(
一
六
ウ
)

あ
ま
え
る

源
氏
物
語
に
見
え
た
り
今
も
児
女

子
の
和
悦
人

に
媚
る
を
あ
ま
え
る
と
い
ふ
上
の
義
な

る

へ
し

(
一

七
オ
)

右
の
例
で
は
、
形
容
詞
と
動
詞
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

口
語
的
な
使

用
法
を
具
体
的
に
述
べ
て
お
り
、
現
在
に
通
じ
る
意
味
用
法
の
存
在

を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

全
体
で
は
五
九
項
目
に

【
出
典
】
の
記
述
が
あ
り
、
七
二
項
目

に

【漢
字
表
記
】
の
記
述
が
あ
る
。
平
井

(二
〇

一
〇

b
)
で
は
、

自
筆
本
罫
線
部
と
整
版
本
に
共
通
す
る

「あ
」
部
一
一

五
項
目
の

う
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
要
素
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
る
か
、

以
下
の
よ
う
に
示
し
た
。

自
筆
本

整
版
本

【表
記
】
九
五
例

(八
二

・
六
%
)

一
〇

一
例

(八
七

・
八
%
)

【
出
典
】
七

一
例

(六

一
・
七
%
)
九
〇
例

(七
八

・
二
%
)

【
語
義
】
二
六
例

(二
二
・
六
%
)

七

一
例

(六

一
・
七
%
)

【出
典
】
と

【漢
字
表
記
】
に
関
し
て
は
、
自
筆
本
罫
線
部
の
段

階
で
そ
れ
ぞ
れ
高
い
割
合
で
現
れ
て
い
る
。

一
方
、

【語
義
を
客
観

的
に
示
す
語
釈
】
に
つ
い
て
見
る
と
、
整
版
本
に
至
る
段
階
で
割

合
が
急
激
に
上
が
る
こ
と
が
分
か
る
。
余
白
部
の
調
査
で
は
、
八

八
項
目
中
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

【表
記
】

七
二
例

(八

一
・
八
%
)
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【
出

典

】

五

九
例

(六

七

・
○

%

)

【
語

義

】

三

七
例

(
四

二

・
○

%

)

語

釈

態
度

と

し

て
は
自

筆

本

と

整

版

本

の
ち

ょ
う

ど
中

間

的

な

位

置

に
あ

る
と

言
え

よ

う
。

上

段
部

で
は
、
上
述

の
通

り

「
新

た
に
追

加

さ

れ
た

項

目
」
と

「
既

存

の
項

目

へ
の
追

記

」

に

分

か

れ

る
が

、

そ

れ
ぞ

れ

の
構
成

要

素

を

分

析

す

る
。

ま

ず

「
新

た

に
追

加

さ

れ

た
項

目
」

は

六

八
例

あ

り

、
各

要

素

は

以

下

の
よ
う

に
な

る
。

【
表
記

】

五
三

例

(七

七

・
九
%

)

【
出
典

】

四

二
例

(六

〇

・
八

%
)

【
語
義

】

四
三

例

(六

二
・
三

%
)

【漢

字

表

記

】

や

【
出
典

】

の
割

合

が
や

や

控

え

め

で
あ

る

の
に
対

し

て
、
【語

義

を
客

観
的

に
示
す

語

釈

】
が
多

い
と

言
え

る

で
あ

ろ

う
。

ま
た

、
「
既
存

の
項

目

へ
の
追

記

」
に

つ
い
て
も

同
様

に
分
析

す

る
。

な

お
、

こ

の
場

合

に

は
、

追

記

を

受
け

る
既

存

の
項

目

に
ど

の
構

成

要

素
が

ど

の
程

度
含

ま

れ

る
か

を

示
す

必
要

が

あ

る
。

既

存

の
項

目

へ
追

記
が

あ

っ
た

例

は

四

三
例

で
あ

り
、

そ

の
既
存

の
項

目
に

お
け

る
構
成

要
素

の
割
合

は

以

下

の
よ

う

に
な

る
。

【
表

記

】

三

八
例

(
八
八
・
三

%

)

【
出

典

】

三

三
例

(
七
六

・
七

%

)

【
語

義

】

一

一
例

(
二

五

・
五
%

)

の
段
階

で
は

、

「
あ

」
部

全
体

の
割

合

と
大

き

な
齟
齬

は
な

い
と

い

つ

て
よ

い
だ

ろ

う
。

次

に

、
追

記

の
部

分

に

お
け

る
構

成

要

素

の
割

合

は
、

四

三

例

中

以
下

の
よ
う

に
な

る
。

【
表

記

】

二
四

例

(五

五

・
八

%
)

【
出
典

】

三

二
例

(七

四

・
四
%
)

【
語
義

】

一
七

例

(三

九

・
五
%
)

こ

こ

で
は

、

【
出
典

】

の
割

合

が

や

や
高

い
ほ

か
、

門
語
義

を

客

観

的

に
示

す

語
釈

】
も

高

い
。

こ

の

二

つ
を

総

合

し

て
、

追

記

を
含

め
た

語

釈

を

分
析

す

る
と

、

以

下

の
よ
う

に
な

る
。

【
表

記

】

四

一
例

(
九
五

・
三
%

)

【
出

典

】

四

〇
例

(
九
三

・
○
%

)

【
語
義

】

二

三
例

(
五
三

・
四
%

)

こ

の
結

果

、

【
漢
字

表

記

】

と

【
出

典

】

に

つ
い
て

は
と
も

に

九
割

を

超

え
、
【
語
義

を

客
観

的

に

示
す

語

釈

】
に

つ
い
て
も

過

半
数

超

え
た

。

既

存

の
項

目

に

足

り
な

い
部

分

を

追

記

が

う

ま

く
補

っ
て

い

っ
た

様

子

が

見

て

取

れ

る
。

特

に
、

客

観

的

な

語

義

説

明

に

つ
い

て
も
積

極

的

に
行

わ

れ

た

と
言

え

る

の

で
は

な

い
か

。

な

お

、

上

段
部

の
増

補

で

は
同

音

異

義

語

に

言

及
す

る

こ
と

が
多

く

、

語
釈

の
幅

を
広

げ

て
い

る

の
が
特

徴

的

で
あ

る

。
例

え
ば

、

「
あ

し
」

と

い
う

項

目

は
、

罫
線

部

で
は

あ

し

足

を

い
ふ

い
や

し
也

い
や

反
あ

也
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と

「足

」

の
意

味
だ

け

を
挙

げ

る
が

、
直

上

の
上

欄
部

に
は

葦

は

は

じ
め

の
訓

也

と

い

へ
り
開
闢

の
初

生

れ

し
た

る

は
葦

也

よ

て
葦

原

の
国
と

も

い

へ
り

の
増
補

が

為

さ

れ
、

「
足

」

の
同
音

異
義

語

で
あ

る

「葦

」

が
追

加

さ

れ

て

い
る
。

五

ま
と
め

上
段
部
及
び
余
白
部
と
い
う
増
補
部
分
に
お
い
て
、
見
出
し
語
の

音
形
や
意
味

に
よ
る
繋
が
り
を
排
列
の
中
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

新
た
な
見
出
し
語
が
追
加
さ
れ
る
際
に
は
、
罫
線
部
の
本
文
と
同
様

に
、
連
想
に
よ
る
言
葉
の
紡
ぎ
出
し
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
本
文

を
推
敲
し
て
い
く
中
で
生
じ
た
新
た
な
見
出
し
語
を
、
ま
ず
は
余
白

部
に
書
き
込
ん
で
ゆ
き
、
そ
れ
を
再
度
推
敲
す
る
中
で
さ
ら
に
上
段

部
に
追
加
し
て
い
っ
た
経
緯
が
伺
え
る
。

た
だ
し
、
罫
線
部
を
執
筆
し
て
い
た
時
の
よ
う
に
、
た
だ
連
想
を

繰
り
返
し
て

い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
倭
訓
栞
の
自
筆
本
と
整
版
本

の
間
に
は
、
分
量
や
体
裁
だ
け
で
は
な
く
、
語
釈
の
構
成
に
大
き
な

変
化
が
あ

っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
自
筆
本
の
罫
線
部
本
文
と
増
補
部

分
と
を
比
べ
て
み
る
と
、
増
補
部
分
で
は

「よ
り
客
観
的
な
記
述
を

を
目
指
す

」
と
い
う
整
版
本
に
お
け
る
語
釈
態
度
の
萌
芽
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。

自
筆
本

の
罫
線
部
本
文
に
比
べ
る
と
、
新
た
に
追
加
さ
れ
た
項
目

も
既
存
の
項
目
へ
の
追
記
も
、
と
も
に

【語
義
を
客
観
的
に
示
す
語

釈
】
を
充
足
さ
せ
て
い
く
形
で
増
補
さ
れ
て
い
く
こ
と
が
見
え
る
。

よ
り
細
か
く
見
れ
ば
、
余
白
部
に
お
け
る
語
釈
よ
り
も
上
段
部
に
お

け
る
語
釈
の
方
が
、
更
に
高
い
割
合
で
客
観
的
記
述
を
す
る
傾
向
が

指
摘
で
き
る
。
結
果
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
流
れ
で
客
観
的
記
述

が
増
加
し
て
い
た
。

自
筆
本
罫
線
↓
余
白
部
↓
上
段
部
追
記
+
罫
線
部
↓
上
段
部
追

加
項
目
↓
整
版
本

以
上
こ
と
か
ら
、
連
想
で
言
葉
を
紡
ぎ

つ
つ
増
補
を
重
ね
る
中
で
、

よ
り
多
角
的
な
記
述
を
心
が
け
て
い
く
変
化
が
見
出
せ
る
と
言
え
よ

う
。

自
筆
本
に
お
い
て
、
漢
字
表
記
と
出
典
の
み
で
語
釈
を
終
了
と
し

て
い
る
例
が
多
数
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
、
も
と
も
と
倭
訓
栞
は
和
訓

に
対
し
て
漢
字
表
記
を
示
す
こ
と
を
第

一
義
の
辞
書
と
し
て
編
纂
が

開
始
さ
れ
た
と
見
て
も
良
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
最
終
的
に
整
版

本
で
提
示
さ
れ
た
姿
は
異
な
り
、
よ
り
複
雑
な
体
系
を
持

つ
も
の
と

し
て
成
立
し
て
い
る
。
自
筆
本
に
お
け
る
増
補
は
、
自
筆
本
と
整
版

本
の
本
文
問
を
繋
ぐ
も
の
と
し
て
、
最
終
的
に
整
版
本
が
目
指
し
た

方
向
に
向
か
う
途
中
過
程
を
示
す
材
料
で
あ
る
と
言
え
る
。

〈
主

要
参
考

文
献

〉

北

岡

四
良

(
一
九
六

八
)

「倭
訓

栞
成

立
私

考

」

(
「皇
学

館

大
学

紀

要

」
六

)

北
岡

四
良

(
一
九

六
九

)
「続
倭

訓
栞
成

立

私
考

」
(
「皇
学

館
大

学

紀
要

」
七

)
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北
岡

四
良

(
一
九
七
二
)
「士
清
と
宣
長
」
(
「皇
学
館
大
学
紀
要
」

一
〇
)

北
岡

四
良

(
一
九
七
五
)
「
士
清
を
め
ぐ
る
人

々

(上
）
」
(
「皇
学
館
論
叢
」

八
-
一
)

谷
川
士
清
生
誕
三
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会

(二
〇

一
一
)
『
士
清
さ
ん
』

谷
川
士
清
先
生
事
蹟
顕
彰
会

(
一
九
一
一

)
『
谷
川
士
清
先
生
傳
』

(大
日
本
図

書
)

平
井

吾
門

(
二
〇

一
〇

a
)
「『
倭
訓
栞
』
研
究

の
課
題
と
展
望
」
(東
京
大
学

国
語
研
究
室

「日
本
語
学
論
集
」
六
)

平
井

吾
門

(
二
〇

一
〇
b
)
「倭
訓
栞
の
成
立
過
程
に

つ
い
て
ー

語
釈

の
発

展
を
中
心
に
ー

」
(第

一
〇
三
回
訓
点
語
学
会
研
究
発
表
、
於
・

東

京
大
学
)

平
井

吾
門

(二
〇

一
一
)
「谷
川
士
清
自
筆
本
倭
訓
栞
の
掲
出
語
の
排
列
に

つ

い
て
」
(東
京
大
学
国
語
研
究
室

「日
本
語
学
論
集
」
七
)

平
井

吾
門

(二
〇

一
一
b
)
「自
筆
本

『
倭
訓
栞
』
の
排
列
に

つ
い
て

ー

シ

ソ
ー
ラ
ス
か
ら
辞
書

へ
ー
」
(第

一
〇
五
回
訓
点
語
学
会
研
究
発
表
、

於

・
東
京
大
学
)

三
澤

薫
生

(
二
〇
〇
六
)
「谷
川
士
清
自
筆

『
和
訓
栞
』
に

つ
い
て
」
(
「和
洋

国
文
研
究
」
四

一
)

三
澤

薫
生

(二
〇
〇
八
)
『
谷
川
士
清
自
筆
本
倭
訓
栞

影
印

・
研
究

・
索
引
』

(勉
誠
出
版
)

山
本

真
吾

(
二
〇

一
一
)
「国
語
学
史
上
の
谷
川
士
清
」
(『
士
清
さ
ん
』
谷
川

士
清
生
誕
三
〇
〇
年
記
念
事
業
実
行
委
員
会
)

湯
浅

茂
雄

(二
〇
〇
二
)
「『
訂
正
増
補

和
英
英
和
語
林
集
成
』
『
和
英
の
部
』

の
増
補
と

『
和
訓
栞
』
『
雅
言
集
覧
』
『
官
版

語
彙
』
」
(「国
語
学
」

五
三
)

(
ひ
ら

い

あ
も
ん

大
学

院

人
文
社
会

系
研
究

科

博
士
課
程

匹
年

)
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