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1
68
頁

嘘

の
俗
信
を
巡

っ
て

日
本

中
国

の

「喧
」

の
比
較

丹

羽

博

之

要

旨
『詩
経
』

(終
風
)

の

「籍
言
不
寡
、
願

言
則
嘘
」

の
詩
句

に
対
し
て
、
鄭
玄
箋

に
は

「今
俗
人
嘘
、
則
日
人
道
我
、
此
古
之
遺
語
也
」
と
あ
る
。
古
代
中
国

で
は
、
嘘
を
す
る
と
他
人
が
自
分

の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
と

い
う
俗
信
が
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
俗
信
は
後
世

に
も
受
け
継
が
れ
て
い

っ
た
。

5-6

北
宋
蘇
献

の

「元
日
過
丹
陽
明
日
立
春
寄
魯
元
翰
」
詩
に
、

白
髪
蒼
顔
誰
肯
記

白
髪
蒼
顔

誰
か
肯

へ
て
記
せ
ん

暁
来
頻
嘘
為
何
人

暁
来
頻
り
に
嘘
す

何
人
の
為
ぞ

と

あ

る

ほ

か

、

『獺
真
子
』
巻
三

「
俗
説
以
人
唾
噴
為
人
説
、
此
蓋
古
語
也
」

(俗
説
人

の
唾
噴
を
以
て
、
人
説
ふ
と
為
す
。
此
れ
蓋
し
古
語
也
)

等

の
例
を
見
る
。嘘

の
俗
信
を

巡

っ
て



一
方

、

大
手
前
大
学
論
集

第
16
号

(2
0
1
5
)

日
本
で
も
、
嘘
を
す
る
と
き
は
誰
か
が
噂
を
し
て

い
る
と

い
う
俗
信
が
あ
る
。
用
例
を
挙
げ
る
と
、

艶
二
郎
く
し
ゃ
み
を
す

る
た
び
、
世
問
で
お
れ
が
噂
を
す
る
だ
ろ
う
と
お
も

へ
ど
も

黄
表
紙

・
江
戸
生
艶
気
樺
焼

(1
7
8
5
)

夏
を
よ
そ
に
噂
を
す
れ
ば
か
此

ゆ
ふ
べ
薄
夏
と

い
ふ
て
だ
れ
も
は
な
ひ
け
る

〈三
馬
〉

滑
稽
本

・
大
千
世
界
楽
屋
探

(1
8
1
7
)
下

日
比

の
う
さ
を
語
合
、
読
り
咄

し
に
渕
右
衛
門
、
定
め
て
唾

の
う
る
さ
か
ら
ん
と
、
思
ひ
や
る
さ

へ
お
か
し
き

人
情
本

・
明
烏
後
正
夢

(
1
8
2
1
～
2
4
)

二

・
十
二
回

等
、
江
戸
時
代
に
ま
で
遡
れ
る
。

こ
れ
ら

の
江
戸
時
代

の
俗
信
と
中
国
の
俗
信
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。

一
方
、
嘘
は
種

々
の
俗
信
が
あ

る
。
「
唾
を

一
つ
す
れ
ば
褒
め
ら
れ
、

二
つ
す
れ
ば
憎
ま
れ
、
三

つ
す
れ
ば
惚
れ
ら
れ
、

も
言
う
。

『万
葉
集
』
に
は
、

う
ち
鼻
ひ
鼻
を
そ
ひ
つ
る

〔鼻
乎
曾
唾
鶴
〕
剣
太
刀
身
に
添
ふ
妹
し
思
ひ
け
ら
し
も

四

つ
す
れ
ば
風
邪
を
ひ
く
」
等
と

巻
十

一
・
二
六
三
七
番
歌

の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ

は
、
前
掲

の
唾

の
俗
信

の

「三

つ
す
れ
ば
惚
れ
ら
れ
」
に
対
応
す
る
。

こ
の
他

『徒
然
草
』

(四
七
)
に
も

「く
さ
め
」
の
ま
じ
な

い
の
話
が
あ
る
。

『詩
経
』
の
嘘

の
俗
信
を
中
心
に
日
本
中
国
の
嘘
の
迷
信
に

つ
い
て
考
察
し
た
。

キ

ー

ワ

ー

ド

"
嘘

、

俗

信

、

詩

経

、

万

葉

集

、

蘇

軟

(56)



一
、
嘘
は
噂
さ
れ
て
い
る
か
ら
の
俗
信

1

中
国
の
例

『詩
経
』

(郡
風

・
終
風
)

の

「籍

言
不
寡
、
願
言
則
嘘
」
の
詩
句

に
対
し
て
、
鄭
玄
箋

に
は

「今
俗
人
嘘
、
則
日
人
道
我
、
此
古
之
遺
語
也

(今
俗
人
唾
、

則
ち
人
我
を
道

ふ
、
此
れ
古

の
遺
語
也
)
」
と
あ
る
。
古
代
中
国

で
は
、
嘘
を
す
る
と
他
人
が
自
分

の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
と

い
う
俗
信
が
あ

っ
た
こ
と
を
示

し
て
い
る
。
そ

の
俗
信
は
後
世
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
。
以
下
に
そ

の
例
を
挙
げ

る
。

A

『詩
経
』

終
風
且
暴

顧
我
則
笑

誰
浪
笑
敷

中
心
是
悼

(郡
風

・
終
風
)

と

終
風
且
つ
暴
し

我
を
顧
み
て
則
ち
笑
ふ

き
や
く
ろ
う
せ
う
が
う

誌
浪
笑
赦
す

中
心
是
れ
悼
む

(57)

 

終
風
且
窺

恵
然
肯
来

莫
往
莫
来

悠
々
我
思

つ
ち
ふ

終
風
且

つ
窺
る

恵
然
と
し
て
肯

て
来

る

往
く
と
莫
く
来
る
と
莫
く

悠

々
と
し
て
我
れ

思
ふ

終
風
且
瞳

く
も

終
風
且
つ
晴
る

嘘

の
俗
信
を

巡

っ
て



大
手
前

大
学
論
集

第

16
号

(
2
0
1
5
)

ま
た

不
日
有
瞳

日
な
ら
ず
し
て
有
瞳
る

さ

こ
こ

い

籍
言
不
寡

籍
め
て
言
に
寡
ね
ら
れ
ず

お
も

て
い

願
言
則
嘘

願
ふ
て
言
に
則
ち
嘘
す

喧
晴
其
陰

魑
魑
其
露

籍
言
不
寡

願
言
則
懐

え
い
え

い

晴
晴
と
し
て
其
れ
陰
り

き

き

ら
い

魑
旭
と
し
て
其
れ
露
す

籍
め
て
言
に
寡
ね
ら
れ
ず

願
ふ
て
言
に
則
ち
懐
ふ

(本
文

・
訓
読
は
高
田
信
治

漢
詩
大
系

『詩
経
』
集
英
社
)

こ
の
詩

の

「願
言
則
嘘
」

の
詩
句

に

つ
い
て
、
鄭
玄
箋

に
は

「今
俗
人
唾
、
則
日
人
道
我
、
此
古
之
遺
語
也
」

と
し
て
挙
げ
る
。

こ
の
唾

の
俗
信
は
已
に

一
六
世
紀

に
は
日
本
で
語
ら
れ
て

い
る
。

『毛
詩
抄
』

【嘉
禄
四

(
一
五
三

一
)
年
か
ら
天
文
四

(
一
五
三
五
)
の
講
義

の
筆
録
と

い
う
。
】
に
は
、

と
あ
り
、

『新
字
源
』

の
嘘

の
項
目
に
も
例

(58)

終
風
且
瞳

不
日
有
瞳

籍
言
不
寡

願
言
則
唾

ま
た
え
い

ま
た

さ

わ
れ
い
ね

ね
が

つ
ま

 終

に
風
ふ

い
て
且
暁
す

日
あ

ら
ず
し
て
有
瞳
す

籍
め
て
言
寡
ら
れ
ず

願
は
く
は
言
嘘
つ
か
ん

(略
)

鄭
玄
は
み
か

へ
た
ぞ
。
州
肝
が

此
か
な
し

い
事
を
、
せ
め
て
思
だ
さ
れ
た
ら
ば
、

い
ま
こ

・
で
鼻
を
も
ひ
う
ず
物
を
、

し
ろ
事
を
す

る
と
云
ぞ
。
あ
ち

ら
が
思
出
て
云
は
ば
、
鼻
を
も
ひ
う
ず
も

の
を
ぞ
。

世
俗

に
云
と
同
ぞ
。
鼻
ひ
る
を
う



(『毛
詩
抄
』
講
述
者

清
原
宣
賢

校
訂
者

倉
石
武
四
郎

・
小
川
環
樹

岩
波
書
店
)

と
あ
り
、
清
原
宣
賢

の
生
き
た

一
六

世
紀

に
は

「他
人
が
自
分

の
こ
と
を
言
う
と
唾
を
す
る
」
と

い
う
こ
と
が

『詩
経
』

(終
風
)

の
鄭
玄
箋

に
よ

っ
て
日
本

で
も
知
ら
れ
て
い
た
。

以
下
に
嘘

の
俗
信

の
例
を
挙
げ
る
。

B

北
宋
蘇
戟

の

「元
日
過
丹
陽
明
日
立
春
寄
魯
元
翰
」
詩
に
、

こ
う

る

い
ん
ち
ん

堆
盤
紅
縷
細
菌
陳

巧
與
椒
花
両
闘
新

竹
馬
異
時
寧
信
老

土
牛
明
日
莫
辞
春

西
湖
弄
水
猶
応
早

北
寺
観
燈
欲
及
辰

白
髪
蒼
顔
誰
肯
記

暁
来
頻
嘘
為
何
人

と
あ
る
ほ
か
、

C

『獺
真
子
』
巻
三

う
つ
た
か

盤
に
堆
く
し
て

紅
縷
菌
陳
細
し

せ
う
く
わ

ふ
た

た
た
か

巧
み
に
椒
花
と
両
つ
な
が
ら
新
を
闘
は
す

な
ん

竹
馬
異
時
寧
ぞ
老
を
信
ぜ
ん
や

土
牛
明
日

春
を
辞
す
る
莫
か
れ

西
湖
に
水
を
弄
す
る
は

猶
ほ
応
に
早
か
る
べ
し

北
寺
に
燈
を
観
る
辰
に
及
ば
ん
と
欲
す

白
髪
蒼
顔

誰
か
肯

へ
て
記
せ
ん

暁
来
頻
り
に
唾
す

何
人
の
為
ぞ

(
『蘇
東
披
全
詩
集
』

「俗
説
以
人
嘘
噴
為
人
説
、

嘘
の
俗
信
を
巡
っ
て

巻
十

一

久
保
天
随

・
釈
清
潭

・
岩
垂
憲
徳
訳
注

日
本
図
書
)

此
蓋
古
語
也
」

(俗
説
人

の
嘘
噴
を
以
て
、
人
説
ふ
と
為
す
。
此
れ
蓋
し
古
語
也
)

(59)



大
手
前
大
学
論
集

第
16
号

(2
0
1
5
)

等

の
例
を
見

る
。
こ
の
他
、
銭
鍾
書

著

『宋
詩
選
注
1
』

(宋
代
詩
文
研
究
会
訳
注

東
洋
文
庫

=
二
四
頁
～

一
四
八
頁
)
の
梅
尭
臣

の
解
説

に
お

い
て
、

嘘

の
俗
説

の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(立
命
館
大
学
名
誉
教
授
覧
文
生
先
生
御
教
示
)
。
ま
た
、
『笑
府
』

(〈
二
七
二
〉
く
さ
め

(噴
嘘
)
岩
波
文
庫
)
に
も
。

以
上
の
例
か
ら
、
中
国
で
は
唾
を
す

る
の
は
他
人
が
自
分

の
こ
と
を
言

っ
て
い
る
と
き
に
で
る
も

の
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
以
外

の
唾

の
俗
信
も
あ
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
現
在
調
査
中
。

H

日

本

の

例

一
方

、

日

本

で

も

、

嘘
を
す
る
と
き
は
誰
か
が
噂
を
し
て

い
る
と

い
う
俗
信
が
あ
る
。
江
戸
時
代

の
例
を
挙
げ

る
と

艶
二
郎
く
し
ゃ
み
を
す

る
た
び
、
世
間
で
お
れ
が
噂
を
す
る
だ
ろ
う
と
お
も

へ
ど
も

夏
を
よ
そ
に
噂
を
す
れ
ば
か
此

ゆ
ふ
べ
薄
夏
と

い
ふ
て
だ
れ
も
は
な
ひ
け
る

〈
三
馬
〉

日
比

の
う
さ
を
語
合
、
諺
り
咄

し
に
渕
右
衛
門
、

黄
表
紙

・
江
戸
生
艶
気
樺
焼

(
一
七
八
五
)

定
め
て
唾

の
う
る
さ
か
ら
ん
と
、
思
ひ
や
る
さ

へ
お
か
し
き

滝
亭
鯉
丈

・
為
永
春
水
合
作

人
情
本

・
明
烏
後
正
夢

等
が
有

る
他
、
川
柳
に
は
、
石
川

一
郎

『江
戸
文
学
俗
信
辞
典
』

(東
京
堂
出
版

一
九
八
九
)
に
は
、

老
尼

の
く
さ
め
は
比
叡

の
う
わ

さ
也

風
を
ひ
く
時
も
噂
と
ひ
げ
を
な

で

く
し

ゃ
み
し
て
帰

て
嫁
を
ね
め

廻
し

〈
『徒
然
草
』
〉

(
一
八

二

一
～

二

四

)

二

・
十

二

回

(60)



等

が
挙
げ

て
あ

る
。
こ
の
唾

の
俗
信

は
江
戸
時
代
を
遡
る
こ
と
が
で
き
ず
、

の
詩
句
か
ら
俳
譜
を
詠
ん
だ

こ
と
は
有
名
)。

こ
の
こ
ろ
に
流
行
し
た

『詩
経
』

の
影
響
が
あ

っ
た
か

(小
林

一
茶
が

『詩
経
』

二
、
日
本
の
嘘
の
俗
信

日
本
に
は
、
上
代
よ
り
唾

に
つ
い
て
種

々
の
俗
信
が
あ
る
。

『故
事
俗
信
こ
と
わ
ざ
大
辞
典

第

二
版
』

(北
村
孝

一

小
学
館

二
〇

一
二
)

に
は
、

唾
を

一
つ
す
れ
ば
褒
め
ら
れ
、

二

つ
す
れ
ば
憎
ま
れ
、
三

つ
す
れ
ば
惚
れ
ら
れ
、

四
つ
す
れ
ば
風
邪
を
ひ
く

<俗
〉
く
し

ゃ
み
の
出

る
原
因
を
述
べ
た
こ
と
ば
、
他

に
も

「嘘
し
た
時
、

一
つ
惚
れ
ら
れ
、
二
つ
憎
ま
れ
、
三

つ
噂
さ
る
」
な
ど
種

々
に
い
う

(「裡

諺
俗
信
聞
書
帖

(
一
九
三

二
)

一

(佐
渡
)」
)

*
壁言
喩
尽

(
一
七
八
六
)
四

「唾

の
名
目

一
褒
、

二
護
、
三
笑
、
四
風
引
」

*
国
字
分
類
諺
語

(幕

D幡

末
頃
)
、
=

ほ
め
ら
れ
、

二
そ
し
ら
れ
、
三
ほ
れ
ら
れ
て
、
四
風

ひ
く
」

(略
)

と
あ
る
。
な
お
、
「
唾
」
は

『倭
名
抄
』
に
は
、
「唾

波
奈
比
流
、
噴
鼻
也
」
と
あ
り
、

『新
撰
字
鏡
』
に
は
、
「噴
唾

波
奈
比
流
」
と
あ
る
。

1

上
代
の
曖
の
俗
信

上
代
の
嘘
の
例
を
挙
げ
る
。

『万
葉
集
』
(新
編

日
本
古
典
文
学
全
集
)
に

は

、

う
ち
鼻
ひ
鼻
を
そ
ひ
つ
る

〔鼻
乎
曾
唾
鶴
〕
剣
太
刀
身
に
添
ふ
妹
し
思
ひ
け
ら
し
も

作
者
未
詳

巻
十

一
・
二
六
三
七
番
歌

嘘

の
俗
信
を

巡

っ
て



と

あ

り

、

大
手
前
大
学
論
集

第
16
号

(2
0
1
5
)

『時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
あ
る
。

ア

キ

ヅ

は

な

ふ

マ
ヨ

は
な
ふ

[鼻
鳴
]
(動
上
二
)
く
し

ゃ
み
を
す
る
。
「
つ
ぎ
ね
ふ
山
城
川

に
蜻
蛉
鼻
ふ
く
波
奈
布
と
も
我
が
愛
し
者
に
逢
は
ず
は
止
ま
じ
」
(琴
歌
譜
)
「眉

ネ

は
な

ひ

は
な

ひ

根
掻
き
鼻
火
紐
解
け
待

て
り
や
も
何
時
か
も
見
む
と
恋
ひ
来
し
吾
を
」

(万
二
八
〇
八
)
「
眉
根
掻
き
鼻
鳴
紐
解
け
待

つ
ら
む
か
何
時
か
も
見
む
と
思

へ
る

吾
を
」
(
二
四
〇
入
)

【考
】

例
歌
そ

の
他
多
く

の
歌

か
ら
、
眉

の
か
ゆ
い
こ
と

・
下
紐

の
と
け
る
こ
と
な
ど
と
と
も
に
、
く
し

ゃ
み
を
す
る
こ
と
は
、
人
に
恋
さ
れ
る
、
ま
た

は
恋
人
が
訪
ね
て
く
る

こ
と

の
前
兆
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

(以
下
略
)

こ
の
他

の
例
を
挙
げ
る
と
、

問
答

マ
ヨ

ネ

は
な

ひ

「眉
根
掻
き
鼻
火
紐
解
け
待
て
り

や
も
何
時
か
も
見
む
と
恋
ひ
来
し
吾
を
」
(万
二
入
〇
八
)

右
、
上
に
柿
本
人
麻
呂
が
歌

の
中
に
見
え
た
り
。
た
だ
し
、
問
答
な
る
を
以
て
の
故
に
、

今
日
な
れ
ば
鼻

の
鼻
ひ
し
眉
か

ゆ
み
思
ひ
し
こ
と
は
君

に
し
あ
り
け
り

(万
二
八
〇
九
)

右

二
首

こ
こ
に
重
ね
て
載
せ
た
り
。

の
歌
が
収
め
ら
れ

て
い
る
が
、

こ
れ

ら
は
、
前
掲

の
唾

の
俗
信

の

「三

つ
す
れ
ば
惚
れ
ら
れ
」
に
対
応
す

る
。

が
指
摘
す
る
よ
う

に
、
上
代

に
お

い
て
は
、
相
手

に
恋
し
く
思
わ
れ
て

い
る
と
き
に
嘘
は
で
る
と
さ
れ
て
い
た
。

『時
代
別
国
語
大
辞
典

上
代
編
』
の

「考
」

(62)



H

平
安
中
世
の
嘘
の
俗
信

時
代
が
下
る
と
、
嘘
の
俗
信
も
変
化
す
る
。

A

以
下
、
探
し
得
た
嘘

の
俗
信

の
代
表
例
を
挙
げ
る
。

『古
今
集
』
巻
十
九

・
一
〇
四

三

・
よ
み
び
と
し
ら
ず

(小
沢
正
夫

・
松
田
成
穂

『古
今
和
歌
集
』

出

で
て
行
か
む
人
を
と
ど

め
む
よ
し
な
き
に
と
な
り

の
方
に
は
は
な
も
ひ
ぬ
か
な

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
)

同
書

の
注
に
は
、

「鼻
を
ひ
る
」
は
、
く
し
ゃ
み
を
す
る
こ
と
で
、
悪

い
こ
と
の
前
兆

で
出
発
を
見
合
わ
せ
る
こ
と
な
ど
の
俗
信
が
あ

っ
た
。

と

あ

る

。

(63)

 

B

『枕
草
子
』

一
七
七
段

「
し
た
り
顔
な
る
も

の
」

(萩
谷
朴

『枕
草
子
』
新
潮
日
本
古
典
集
成
)

し
た
り
が
ほ
な
る
も

の
。
正
月

つ
い
た
ち
に
最
初

に
は
な
ひ
た
る
人
。
よ
ろ
し
き

ひ
と
は
さ
し
も
な
し
。
下

膓

よ

。

同
書

の
注
に
は
、

元
日
に
最
初

に
く
し

ゃ
み
を
し

た
者
が
得
意

に
な
る
と

い
う
わ
け
は
、
く
し

ゃ
み
を
し
た
時

に

「休
息
万
命
急

々
如
律
令
」
と
唱
え
て
、
ま
ず
無
病
息
災

延
命
長
寿

の
ま
じ
な

い
の

一
番
乗
り
が
で
き

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
清
少
納
言

の
い
う
よ
う
に
、

い
か
に
も
無
学
下
賎

の
者
が
喜
び
そ
う
な
た
わ

い
な

い
こ

と
で
あ
る
。嘘

の
俗
信
を
巡
っ
て



と

あ

る

。

大
手
前
大
学
論
集

第
16
号

そ
の
他

の
例
を
挙
げ
る
と
、

(
2

0

1

5

)

C

『枕
草
子
』

二
五
段

(渡
辺
実

『枕
草
子
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
)

鼻

ひ
て
諦
文
す
る
。
お
ほ
か
た
、
人

の
家

の
男
主
な
ら
で
は
、
た
か
く
鼻
ひ
た
る
、

い
と

に

く

し

。

同
書

の
注
に
は
、

く
し

ゃ
み
を
し
て
。
く
し

ゃ
み
は
縁
起

の
よ
く
な
い
も

の
と
さ
れ
、
呪
文
を
と
な
え
て
縁
起
を
な
お
す
習
慣
が
あ

っ
た
。

と

あ

る

。

(64)

 

D

『枕
草
子
』

一
七
七
段

(渡
辺
実

『枕
草
子
』
新
日
本
古
典
文
学
大
系
)

物
な
ど
仰
せ
ら
れ
て
、
「我
を
ば
思
ふ
や
」
と
と
は
せ
給
。
御

い
ら

へ
に
、
「
い
か
が
か
は
」
と
啓
す
る
に
あ
は
せ
て
、
台
盤
所

の
か
た
に
、
鼻
を

い
と

た
か
う
ひ
た
れ
ば
、
「
あ
な
、

こ
こ
ろ
憂
。
そ
ら

こ
と
を

い
ふ
な
り
け
り
。
よ
し
よ
し
」
と
て
奥

へ
入
ら
せ
給
ひ
ぬ
。

い
か

で
そ
ら
ご
と
に
は
あ
ら
ん
、

よ
ろ
し
う
だ

に
思
ひ
き

こ
え
さ
す

べ
き
こ
と
か
は
、
あ
さ
ま
し
う
、
鼻

こ
そ
そ
ら
ご
と
は
し
け
れ
、
と
思
ふ
。
さ
て
も
、
た
れ
か
か
く

に
く
き
わ
ざ
は
し

つ
ら
む
、
お
ほ
か
た
心
づ
き
な

し
、
と
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、
さ
る
お
り
も
を
し
ひ
し
ぎ

つ
・
あ
る
も

の
を
、
ま

い
て
い
み
じ
、
に
く
し
と
お
も

へ
ど
、
ま
だ
う

ゐ
う
ゐ
し
け
れ
ば
、
と
も
か
く
も
え
啓
し
か

へ
さ
で
、
あ
け
ぬ
れ
ば
下
り
た
る
す
な
は
ち
、

(以
下
略
)

同
書

の
注
に
は
、



く
し

ゃ
み

(
11
鼻
を
ひ
る
)
が
、
嘘
や
冗
談

の
印
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

と

あ

る

。

E

『簾
中
抄
』

は
な
ひ
た
る
折

の
訥
、
休
息
万
命
、
急
急
如
律
令
、
く
さ
め
な
ど

い
ふ
は
是

に
や

F

『拾
芥
抄
』
上

休
息
万
命
、
急
急
如
律
令
、
唾
と
云
ふ
は
是
な
り

G

『徒
然
草
』
四
十
七
段

或
人
、
清
水

へ
ま
ゐ
り
け
る

に
、
老

い
た
る
尼

の
行
き

つ
れ
た
り
け

る
が
、
道
す
が
ら

「く
さ
め
く
さ
め
」
と
言
ひ
も
て
行
き
け
れ
ば
、
「尼
御
前
、

何
事
を
か
く
は
の
た
ま

ふ
ぞ
」

と
問
ひ
け
れ
ど
も
、
答

へ
も

せ
ず
、
な
ほ
意
ひ
や
ま
ざ
り
け
る
を
、
度

々
問
は
れ
て
、
う
ち
腹
た
ち

て
、
「
や
や
、
鼻
ひ

た
る
時
、
か
く
ま
じ
な
は
ね
ば

死
ぬ
る
な
り
と
申
せ
ば
、
養
ひ
君

の
、
比
叡
山
に
児
に
お
は
し
ま
す
が
、
た
だ
今
も
や
鼻
ひ
給
は
ん
と
思

へ
ば
、
か
く
申

す
そ
か
し
」
と
言
ひ
け
り
。
有
り
難
き
志
な
り
け
ん
か
し
。

H

『古
事
類
苑
』

〔神
代
余
波
下
〕

正
月
元
日
朝
唾
す
れ
ば
、
傍
よ
り
常
万
歳
と

い
ふ
こ
と
あ
り
、

等
が
あ
る
。

み
つ
か
ら
は
糞
食

へ
と

い
ふ
人
あ
り
、

(略
)

唾
を
し
た
と
き
は
不
吉

な
こ
と
の
前
兆
と
し
て
ま
じ
な

い
を
す
る
と

い
う

の
が
共
通
点
で
あ
ろ
う
。

嘘
の
俗
信
を
巡
っ
て

こ
の
他
、
嘘
を

つ
く
と
鼻
ひ
る
と

い
う
迷
信

(65)
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も
あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

に
、
時
代
が

下
る
と
、
嘘
は
上
代

の

「恋
し

い
人
に
思
わ
れ
て
い
る
と
き

に
出
る
」
と

い
う
俗
信
か
ら
変
化
し
た
。

本
発
表
直
前
に
、
『万
葉
集

(四
)
』
(岩
波
文
庫

二
〇

一
四
年
八
月
十
九
日
)
が
出
版
さ
れ
た
。
そ

の

[解
説
4
]
で
、
大
谷
雅
夫
氏
は
、
前
掲

の

『詩
経
』

(終
風
)

の
鄭
箋

の
嘘
の
例
と

『万
葉
集
』

(
二
六
三
七
)

の
例
を
挙
げ

て
、

そ
の
鄭
箋

の
解
釈
に
よ
る

『詩

経
』

の
句
が
、
「
万
葉
」
の

「う
ち
鼻
ひ
鼻
を
そ
ひ

つ
る
」
と

い
う
表
現
を
生
ん
だ
の
で
あ

ろ
う

か
。
ま
た
は
偶
然
の

一

致
か
。
そ
れ
は
た
だ
ち

に
結
論

の
得
ら
れ
な
い
難
問
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

(以
下
略
)

と
述
べ
ら
れ
た
。
た
し
か
に
、
こ
の
嘘

の
日
中

の
俗
信

の
関
係
は
早
急

に
結
論
を
得
が
た
く
、
今
後
考
察
し
た

い
。

大
谷
氏
は
、

ω幡

「嘘
し
て
云
く
、
人
、
我
を
道
ふ
ら
し
」
と

い
う
俗
信
は
、
後

の
中
国
文
学
に
は
ほ
と
ん
ど
現
れ
な

い
。

と
述
べ
ら
れ
た
が
、
前
掲

『宋
詩
選
注

1
』
等
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
「唾
」
の
俗
信
は
、
後

の
中
国

の
文
学
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

ま

と
め

日
本
に
お

い
て
は
、
嘘

の
俗
信
は
、
時
代

に
よ

っ
て
変
化
し
た
。

①

上
代
で
は
、
嘘
は
恋
人
が
自
分
を
思
う
時
に
出
る
。

②

平
安
中
世
で
は
、
唾
を
し

た
と
き
は
不
吉
な
こ
と
の
前
兆
で
、
ま
じ
な

い
を
す
る
。
嘘
を

つ
い
た
と
き

に
も

で
る
。



③

嘘
を
す

る
の
は
、
誰
か
が
噂
し
て

い
る
か
ら
出
る
と

い
う
俗
信
は
、
近
世
か
ら
見
え
、
現
代

に
至
る
ま

で
存
在
す

る
。

こ
れ
ら

の
こ
と
を
勘
案
す

る
と
、
他
人
が
噂
を
し
た
と
き
に
唾
が
出
る
と

い
う
俗
信
は
、
江
戸
時
代

に
中
国

の

『詩
経
』
鄭
玄
箋
な
ど
に
よ

っ
て
広
ま

っ
た

可
能
性
が
あ
る
。
足
利
学
校

で
は
十

入
世
紀

に

『詩
経
』
が
講
じ
ら
れ
て
お
り
、
小
林

一
茶

に
は
、

『詩
経
』
に
基
づ
く
句

が
あ
る
こ
と
等
、

『詩
経
』
は
庶
民

に
至
る
ま
で
広
く
読
ま
れ
て
い
た
。

補
記大

谷
雅
夫
氏
が
述
べ
る
如
く
、
『詩
経
』

の
俗
信
と

『万
葉
集
』

の
嘘
と
の
関
係
は
難
し

い
。
『万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る

「嘘
」
の
俗
信
は
、
山
上
憶
良
等

の

漢
詩
文
の
強

い
影
響
を
受

け
た
歌
人

で
は
な
く
、
作
者
未
詳

の
歌
が
多
く
、
日
本
独
自

の
俗
信
と
考
え
ら
れ
る
。
「嘘
」
を
す
る
と
他
人

(誰
だ
か
不
明
)
か

ら
噂
さ
れ
て
い
る
と

い
う
俗
信
と

『
万
葉
集
』
に
見
え

る
特
定

の
人
に
思
わ
れ
て

い
る
と

い
う

の
で
は
対
象
が
異
な
る
。
眉

の
か
ゆ
い
こ
と

・
下
の
紐
が
解
け

る
こ
と
と
同
じ
日
本
古
来

の
俗
信
か
と
考
え
る
ほ
う
が
良

い
の
で
は
な
い
か
。

の幡

た
だ
し
、
時
代
は
下
る
が
、
明
の
爲
夢
龍
撰

の
笑
話
集

『笑
府
』
〈
二
七
二
〉
く
さ
め

(噴
嘘
)

・
(岩
波
文
庫

・
松
枝
茂
夫
訳
)
に
は
、

田
舎
者
、
城
内
か
ら
帰

っ
て
き

て
女
房
に
向
か
い
、

ま

ち

「
お
れ
、
城
内
に

い
る
と
き
、
何
度
も

つ
づ
け
さ
ま
に
く
さ
め
が
出
た
よ
。
ど
う
し

て
だ
ろ
う
」

と
い
う
と
、
女
房
、

う
ち

「
そ
れ
は
わ
た
し
が
家

で
お
前

さ
ん
の
こ
と
を
思

っ
て

い
た
か
ら
さ
」
と

い
う
。
ま
た

の
日
、
そ
の
男
が
糞
を
か

つ
い
で
丸
木
橋
を
渡

っ
て

い
る
と
き
、

ま
た
、
何
度
も

つ
づ
け
さ
ま
に
く
さ
め
が
出

て
、
す
ん
で
に
足
を
す
べ
ら
し
て
落
ち
よ
う
と
し
た
の
で
、

「助
平
女
め
、
お
れ
の
こ
と
を
思
う
に
し
て
も
、
場
所
柄
を
考
え
て
す
り

ゃ
い
い
の
に
」

と
ぼ
や
い
た
。

嘘

の
俗
信
を

巡

っ
て
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と
あ
り
、
女
房
が
夫

の
こ
と
を
思

っ
た

の
で
、
夫
が
く
さ
め
を
し
た
と

い
う
話
で
、

『万
葉
集
』

の
俗
信
と
類
似
す
る
。
前
掲

『宋
詩
選
注
1
』

の
梅
尭
臣

の

詩

で
は
、
夫

の
思

い
に
よ
り
、
妻
が
く

さ
め
を
す
る
詩

で
あ

っ
た
。
万
葉
の
こ
ろ
に
中
国
に
も
こ
う
し
た
俗
信
が
あ
り
、
日
本
に
伝
来
し
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

し
か
し
、

・
『詩
経
』

の
難
解
な
原
義
や
鄭
箋
を
万
葉
人
は
知

っ
て
い
た
か
。

等

の
理
由
か
ら
、
万
葉

の
例
は
日
本
独
自

の
俗
信

の
可
能
性
が
高

い
の
で
は
な

い
か
。

中
国
に
も

こ
の
他
、
俗
信
辞
典
な

ど
を
調
べ
る
と
日
本
と
よ
く
似
た
例
も
あ
る
か
も
し
れ
な

い
。
朝
鮮
半
島
で
も
唾
は
他
人
が
噂
す

る
か
ら
出

る
と
い
う
俗

信
が
あ
る
と
聞

い
て
い
る
。
西
欧

や
世
界
で
は
嘘
は
ど
う
捉
え
ら
れ
て

い
る
の
か
、
今
後
調
査
し
た

い
。

*

『笑

府
」

の
例

に

つ
い
て
は
、

N

H

K
文

化

セ

ン
タ
ー
京

都
教

室

の

「
漢

詩

の
鑑
賞

」
受

講
生

中
村

幹
夫

氏

か
ら
ご

教
示

を
得

た
。

*
*

本
稿

は

、
和

漢
比
較

文

学
会

第

七
回

特
別

例
会

(台

湾
大
学

・
二

〇

一
四
年

八
月

二
十
六

日
)
に
お

い
て
口
頭

発
表

し
た

も

の
に
加
筆

修

正

し
た
も

の
で
あ

る
。

有
益

な

ご
助
言

を
頂

き
ま

し

た
。

記
し

て
御

礼
申

し
上

げ
ま
す

。

席

上

、

(68)




