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国
文
学
の
文
献
学
的
研
究
、
そ
の
申
心
を
占
め
る
本
文
批
判
の
問
題
に
つ
い
て

は
、
い
ろ
い
ろ
な
反
省
が
加
え
ら
れ
て
き
た
。
松
田
武
夫
博
士
は
、
　
「
文
献
学
的

研
究
の
批
判
と
推
進
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」
昭
3
6
．
5
）
に
お
い
て
、
源
氏
物
語
、

枕
草
子
、
古
今
集
、
伊
勢
物
語
等
を
例
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
本
文
批
評
的
研
究

が
、
ほ
と
ん
ど
究
極
の
所
ま
で
推
し
進
め
ら
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
（
な
お
安
ん

じ
て
依
拠
す
べ
き
本
文
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
な
い
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
疑
問
を

提
出
し
、
古
典
作
者
の
自
筆
本
が
喪
失
し
て
い
る
場
合
、
土
佐
日
記
の
よ
う
な
好

条
件
の
揃
っ
て
い
る
場
合
は
別
と
し
て
、
文
献
学
で
い
う
原
典
と
か
原
型
と
か
原

文
と
か
い
う
も
の
は
、
一
っ
の
仮
想
に
過
ぎ
ず
、
原
典
を
求
め
て
行
き
づ
ま
っ
て

い
る
現
状
で
は
、
む
し
ろ
伝
承
書
写
者
に
焦
点
を
向
け
る
べ
き
で
あ
り
、
判
然

と
し
た
古
典
伝
承
者
が
存
在
し
て
、
そ
の
人
物
に
対
し
て
信
頼
が
置
け
る
な
ら

ば
、
古
典
の
本
文
自
体
を
も
十
分
吟
味
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
系
統
本
文
に
拠
る

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。
つ
ま
り
本
文
自
体
の
価
直
と
伝
承
者
へ
の
信
頼
と
い
う

点
で
拠
る
べ
き
本
文
を
決
定
し
て
み
る
ζ
と
に
し
た
ら
如
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う

提
案
を
し
て
い
る
。

　
氏
の
意
図
す
る
と
こ
ケ
、
も
づ
と
も
な
点
も
あ
る
が
、
本
文
白
体
の
価
値
を
、

　
　
　
　
　
島
根
大
学
教
育
学
部
紀
要
　
第
三
巻
　
一
－
一
〇
頁
　
昭
和
四
五
年
二
月

何
を
基
準
に
し
て
判
別
す
る
の
か
、
古
典
伝
承
者
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
条
件

が
満
た
さ
れ
れ
ば
信
頼
が
お
け
る
よ
う
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
え
る

と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
甚
だ
悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
信
頼
で
き
る
書
承
者

と
本
文
が
少
な
い
か
ら
こ
そ
、
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
作
品
の
原
型
を
求
め
て

努
カ
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
現
状
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
ま
た
、
小
西
甚
一
博
士
も
、
　
「
本
文
批
判
と
国
文
学
」
（
「
文
学
」
昭
4
3
一
2
）
の

な
か
で
、
　
「
良
好
な
テ
ク
ス
ト
が
得
ら
れ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
作
品
研
究
を
い

つ
ま
で
も
棚
上
げ
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
良
好
な
テ
ク
ス
ト
が
得
ら
れ

な
け
れ
ば
、
可
能
な
範
囲
で
の
比
較
的
良
好
な
テ
ク
ス
ト
で
、
そ
れ
が
得
ら
れ
な

け
れ
ば
、
た
と
え
誤
謬
に
満
ち
た
孤
本
で
も
、
と
に
か
く
作
品
研
究
を
進
め
る
ほ

か
な
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
本
文
批
判
は
、
　
「
国
文
学
の
基
礎
的
研
究
」
七
い

う
よ
り
は
「
補
助
的
研
究
」
と
み
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
池
田
亀
鑑
博
士
の
系

譜
法
の
限
界
を
指
摘
し
、
英
米
に
お
け
る
「
新
文
献
学
」
の
ゆ
き
か
た
ー
バ
ワ
ー

ズ
、
ハ
ニ
グ
マ
ン
、
シ
ッ
ソ
ン
等
の
方
法
の
一
部
を
紹
介
し
、
そ
れ
ら
か
ら
新
し

い
方
法
を
見
つ
け
て
、
国
文
学
か
ら
独
立
し
た
「
本
文
批
判
学
」
と
い
う
研
究
領

域
を
う
ち
建
て
る
必
要
を
説
い
て
い
る
。

　
な
る
ほ
ど
、
他
本
と
の
校
合
が
底
本
の
本
文
に
混
入
し
て
し
ま
っ
た
混
態
の
現

象
の
著
し
い
日
本
の
古
典
の
場
合
、
系
譜
の
樹
立
も
、
そ
の
上
に
行
な
わ
れ
る
原

sokyu
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型
の
再
建
も
甚
だ
困
難
で
あ
っ
て
、
故
池
田
博
士
が
、
「
古
典
の
批
判
的
処
置
に

関
す
る
研
究
」
で
説
か
れ
た
方
法
を
も
っ
て
し
て
は
解
決
の
つ
か
な
い
間
題
が
山

積
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
り
、
そ
の
系
譜
法
を
超
え
る
本
文
批
判
の
学
的
体

系
を
一
日
も
早
く
樹
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
小
西
博
士
の
主
張
は
も
っ

と
も
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
建
設
は
、
国
文
学
者
が
作
品
研
究
に
カ
を
注
ぐ
か
た

わ
ら
、
本
文
批
判
を
兼
業
し
て
い
る
現
状
で
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、
ひ
ろ
く
多

様
な
文
献
に
わ
た
り
、
本
文
の
生
成
流
動
す
る
原
理
と
実
際
を
知
っ
て
い
る
専
門

の
本
文
批
判
学
者
を
養
成
す
べ
き
だ
と
い
う
の
も
、
そ
の
と
お
り
だ
と
思
う
。

　
だ
が
、
一
つ
一
っ
の
作
品
に
た
ち
か
え
っ
て
、
そ
れ
ら
の
本
文
批
判
を
な
す
場

合
に
は
ど
う
い
う
方
法
が
と
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
、
と
い
う
点
に
な
る

と
、
こ
の
方
も
、
学
の
樹
立
ま
で
棚
上
げ
し
て
お
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、

作
品
研
究
を
専
ら
に
す
る
人
人
と
、
本
文
批
判
に
力
を
注
ぐ
人
人
と
の
緊
密
な
協

力
、
あ
る
い
は
両
者
の
兼
業
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
個
々
の
作
品
の
諸
本

研
究
の
泥
沼
の
申
か
ら
も
、
池
田
博
士
の
系
譜
法
を
超
え
る
新
し
い
本
文
批
判
の

方
法
が
模
索
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
戦
後
く
り
か
え
し
言
わ
れ
て

い
る
よ
プ
に
、
重
点
を
作
品
研
究
に
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
い
う
ま
で
も

な
い
が
、
本
文
批
判
の
仕
事
も
、
ま
だ
ま
だ
手
を
抜
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い

う
の
が
文
献
学
的
研
究
の
現
状
な
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
古
事
記
の
本
文
批
判
は
ど
う
進
め
る
べ
き
か
と
い
う
間
題
に
つ
い

て
、
今
後
の
見
と
お
し
を
立
て
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
結
果
を
整
理

し
、
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
多
く
の
古
典
の
場
合
と
同
様
、
諸
本

の
研
究
、
系
譜
の
樹
立
、
校
本
に
採
択
す
る
写
本
の
決
定
、
校
本
の
作
成
、
定
本

の
作
成
と
い
う
順
序
を
と
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
古
事
記
に
つ
い

て
は
、
よ
う
や
く
「
校
本
古
事
記
」
　
（
昭
4
0
）
が
完
成
し
、
校
本
か
ら
定
本
作
成

の
段
階
へ
と
進
ん
で
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
古
事
記
に
は
現
在
四
十
余
種
の
写
本
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
系
譜
樹
立
の
緕

果
、
原
型
再
建
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
選
択
さ
れ
た
写
本
と
、
そ
の
系
譜
関
係

を
最
も
単
純
化
し
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
上
巻
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
真
福
寺
本
　
　
　
・

　
　
　
　
　
「
⑧
」
「
道
果
本

　
　
⑲
　
　
　
　
　
　
1
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
道
祥
本
　
春
楡
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
兼
永
筆
本

　
巾
、
下
巻
の
場
合

　
　
　
　
　
．
　
真
福
寺
本

　
　
⑳

　
　
　
　
　
　
　
兼
永
筆
本

　
真
福
寺
本
が
最
も
重
要
な
写
本
で
あ
る
が
、
上
巻
に
つ
い
て
は
同
じ
伊
勢
系
の

三
本
を
も
使
用
す
る
。
道
果
本
は
上
巻
の
前
半
「
や
く
も
た
っ
」
の
歌
謡
ま
で
の

本
。
道
祥
本
の
直
系
下
位
に
位
置
す
る
春
楡
本
は
、
道
祥
本
の
損
傷
部
を
補
う
た

め
に
そ
の
一
部
が
必
要
と
な
る
。
卜
部
系
諸
本
は
三
十
六
種
あ
る
が
、
す
べ
て
兼

永
筆
本
か
ら
出
て
い
る
の
で
、
原
型
再
建
に
は
、
兼
永
筆
本
が
一
本
で
代
表
と
な

る
。
こ
の
本
の
遺
伝
を
継
承
し
た
ト
部
系
諸
本
の
多
数
が
、
い
く
ら
一
致
し
た
本

．
文
を
持
っ
て
い
て
も
、
上
巻
で
は
、
伊
勢
系
四
本
の
祖
本
Y
に
対
し
、
申
一
下
巻

で
は
真
福
寺
本
に
対
し
て
、
一
対
一
の
発
言
権
し
か
持
ち
え
な
い
の
は
当
然
で
あ

っ
て
、
諸
本
の
系
譜
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
時
期
に
、
見
か
け
上
の
多
数
決
と
い

sokyu
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う
奇
妙
な
方
法
で
本
文
を
き
め
る
と
い
う
誤
り
を
ど
れ
ほ
ど
く
り
か
え
し
て
来
た

か
、
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
校
本
古
事
記
」
は
、
右
の
古
写
本
の
ほ
か
に
、
寛
永
版
本
、
維
頭
古
事
記
（

延
佳
本
）
、
古
事
記
伝
、
訂
正
古
訓
古
事
記
等
の
版
本
を
も
校
異
に
用
い
て
い
る

が
、
こ
れ
は
近
世
以
来
流
布
し
て
、
多
く
の
人
々
の
研
究
の
基
礎
に
な
っ
て
き
た

こ
と
を
考
慮
に
入
れ
た
か
ら
で
、
延
佳
本
以
下
の
校
訂
の
あ
と
が
、
今
後
厳
密
に

検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
校
本
作
成
ま
で
に
は
、
長
い
年
月
と
多
く
の
学
者
の
地
味
な

研
究
の
積
み
重
ね
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
三
十
年
に
限
っ

て
み
て
も
、
古
事
記
の
本
文
批
判
の
基
礎
に
な
る
本
格
的
な
諸
本
の
研
究
と
校
本

作
成
の
仕
事
と
し
て
、
筆
者
の
知
る
限
り
で
は
、
昭
和
十
年
代
後
半
の
、
東
京
に

お
け
る
国
民
精
神
文
化
研
究
所
の
事
業
と
、
京
都
大
学
の
そ
れ
と
を
あ
げ
る
こ
と

が
で
き
る
。
京
都
で
は
、
澤
溝
博
士
の
も
と
、
主
と
し
て
浜
田
敦
氏
に
よ
っ
て
、

二
十
数
種
の
諸
本
と
そ
の
系
統
関
係
が
調
査
さ
れ
、
校
本
が
作
成
さ
れ
た
。
諸
本

研
究
の
結
果
は
、
　
「
古
事
記
諸
本
概
説
上
下
」
（
「
帝
国
学
士
院
紀
事
」
四
の
二
・
三

昭
2
1
・
7
月
。
u
月
）
と
し
て
戦
後
発
表
さ
れ
た
。
兼
永
筆
本
（
当
時
は
鈴
鹿
登
本

と
呼
ば
れ
た
）
が
は
じ
め
て
学
界
に
紹
介
さ
れ
、
諸
本
の
系
統
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
は
、
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
が
、
ま
だ
当
時
は
諸
本
全
部
の
系
譜
を
樹
立

す
る
ま
で
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

　
東
京
の
仕
事
は
、
戦
災
を
受
け
て
焼
失
す
る
不
運
に
あ
っ
た
が
、
幸
い
に
し

て
残
っ
た
報
告
書
の
一
部
が
、
檀
松
茂
氏
の
「
古
事
記
ト
部
系
諸
本
の
成
立
」

（
「
静
岡
大
学
教
育
学
部
報
告
」
6
　
昭
3
1
）
と
な
っ
て
発
表
さ
れ
た
。

　
筆
者
が
昭
和
十
六
年
以
来
の
調
査
に
戦
後
出
現
し
た
諸
本
を
も
加
え
て
、
　
「
古

事
記
諸
本
の
研
究
」
（
「
古
事
記
大
成
」
1
昭
3
1
）
を
書
い
た
の
も
同
じ
年
で
、
よ
う

　
　
　
　
　
古
事
記
覚
書
　
一
（
古
賀
）

や
く
三
十
二
種
の
諸
本
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
こ
の
前
後
の
、
近
藤

喜
博
博
士
、
鎌
田
純
一
氏
ら
に
よ
る
発
見
と
、
天
理
図
書
館
の
古
写
本
収
集
等
に

よ
っ
て
、
古
事
記
諸
本
は
、
伊
勢
系
諸
本
四
、
卜
部
系
諸
本
三
十
六
の
計
四
十
種

を
数
え
る
に
至
っ
た
。

　
そ
れ
ま
で
、
伊
勢
系
に
属
す
る
真
福
寺
本
、
道
果
本
、
道
祥
本
、
春
楡
本
の
四

種
の
系
譜
は
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
と
対
立
す
る
ト
部
系
譜
本
の

系
譜
樹
立
の
試
み
は
、
植
松
氏
の
前
記
論
文
に
よ
う
や
く
形
を
と
と
の
え
て
来
た

く
ら
い
で
、
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
お
り
、
本
文
批
判
の
作
業
は
、
昭
和
三
十

年
代
に
入
っ
て
も
ま
だ
手
さ
ぐ
り
の
状
態
を
脱
し
え
な
か
っ
た
と
い
っ
て
い
い
で

あ
ろ
う
。

　
昭
和
三
十
二
年
、
倉
野
憲
司
博
士
を
代
表
と
す
る
「
古
事
記
の
校
本
・
定
本
の

作
成
並
び
に
研
究
」
と
い
う
、
科
学
研
究
費
に
よ
る
共
同
研
究
が
開
始
さ
れ
る
と

と
も
に
、
こ
れ
に
参
加
す
る
学
者
を
申
心
と
す
る
諸
本
の
研
究
が
精
力
的
に
進
め

ら
れ
、
一
方
、
国
学
院
大
学
で
の
、
諸
本
の
マ
イ
ク
ロ
フ
イ
ル
ム
収
集
の
事
業
と

も
相
ま
っ
て
、
研
究
は
著
し
く
進
展
し
た
。
ま
た
小
野
田
光
雄
氏
に
よ
る
「
諸
本

集
成
古
事
記
」
　
（
昭
撃
の
印
行
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
の
進
展
に
大
き
な
助
け
と

な
っ
た
。

　
次
に
あ
げ
る
諸
論
考
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
写
本
の
性
質
と
、
そ
の
同
類
諸
本
と
の

・
系
統
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
で
、
そ
の
後
の
系
譜
樹
立
に
寄
与
す
る
所
が
大

き
か
っ
た
。

　
藤
井
信
男
「
真
福
寺
本
苛
事
記
の
雑
考
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
古
事
記
年
報
」
五
・
昭
3
3
）

　
同
　
　
　
「
道
果
本
古
事
記
に
関
す
る
考
察
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
同
　
　
年
報
」
六
。
昭
3
4
）
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古
　
事
　
記
　
覚
　
書
　
　
一
（
古
賀
）

　
古
賀
精
一
「
古
事
記
鈴
鹿
登
本
系
諸
本
の
系
統
的
研
究
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
同
　
　
年
報
」
五
∴
昭
3
3
）

　
青
木
紀
元
「
前
田
本
古
事
記
祖
本
の
形
態
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
芸
　
林
」
九
の
一
。
昭
3
3
）

　
同
　
　
　
「
神
宮
文
庫
所
蔵
石
川
本
古
事
記
の
性
質
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
古
事
記
年
報
」
五
・
昭
3
3
）

　
同
　
　
　
「
再
び
石
川
本
古
事
記
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
同
　
　
年
報
」
六
・
昭
3
4
）

　
西
宮
一
民
「
神
楽
岡
本
一
八
雲
軒
本
古
事
記
に
つ
い
て
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
同
　
　
年
報
」
五
・
昭
3
3
）

ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
、
青
木
孝
氏
も
、
次
の
よ
う
な
精
細
な
諸
本
研
究
の
報
告

を
発
表
し
て
い
る
。

　
「
静
嘉
堂
文
庫
蔵
山
田
本
古
事
記
考
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
青
山
学
院
女
子
短
期
大
学
紀
要
」
1
0
・
昭
3
3
）

　
「
竜
門
文
庫
蔵
平
瀬
本
古
事
記
考
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
紀
要
」
1
4
一
昭
3
5
）

　
「
多
和
文
庫
蔵
曼
殊
院
本
古
事
記
考
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
紀
要
」
1
5
・
昭
3
6
）

　
「
竜
門
文
庫
蔵
鴨
本
古
事
記
考
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
「
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
紀
要
）
1
6
。
昭
3
7
）

　
こ
れ
ま
で
の
諸
本
研
究
に
前
後
し
て
、
卜
部
系
諸
本
の
系
譜
を
樹
立
す
る
た
め

に
、
植
松
茂
、
鎌
田
純
一
、
古
賀
の
三
名
が
共
同
研
究
を
行
な
っ
た
の
は
昭
和
三

十
五
年
夏
か
ら
で
あ
る
。
各
人
の
研
究
資
料
を
持
ち
寄
り
、
檀
松
氏
が
前
記
論
文

で
描
い
た
系
統
図
に
、
新
し
い
資
料
に
よ
る
修
正
を
加
え
、
系
統
別
の
異
文
表
を

作
成
し
た
り
新
出
写
本
の
異
文
を
こ
れ
ま
で
の
諸
本
と
細
か
に
比
較
し
た
り
し

て
、
系
譜
上
の
位
置
を
決
定
し
て
い
っ
た
。
混
態
の
た
め
に
そ
の
位
置
決
定
に
手

間
ど
っ
た
本
も
一
二
一
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
が
、
著
し
い
混
態
に
よ
っ
て
ど
の

系
統
に
も
所
属
さ
せ
ら
れ
な
い
の
が
頼
房
本
一
本
に
と
ど
ま
っ
た
の
は
幸
い
で
あ

っ
た
。

　
こ
う
し
て
ト
部
系
諸
本
三
十
六
種
の
系
譜
を
ほ
ぼ
樹
立
し
終
わ
っ
た
の
で
あ
る

が
、
当
時
は
、
兼
永
筆
本
と
祐
範
本
お
よ
び
延
春
本
と
の
関
係
を
、
㈹
の
よ
う
に

推
定
し
て
い
た
の
で
、
校
本
作
成
に
必
要
な
本
と
し
て
、
卜
部
系
諸
本
の
申
で

は
、
兼
永
筆
本
、
祐
範
本
、
延
春
本
（
申
巻
の
み
）
、
お
よ
び
平
瀬
本
と
石
川
本
の

上
一
下
巻
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
が
（
日
本
古
典
全
書
「
古
事
記
」
上
の
八
七
頁

系
統
図
参
照
）
、
そ
の
後
鎌
田
純
一
氏
は
、
常
世
長
胤
旧
蔵
の
寛
永
版
旧
事
本
紀

の
申
に
祐
範
本
旧
事
本
紀
の
奥
書
の
写
し
を
発
見
し
て
、
「
宗
二
本
旧
事
本
紀
」

と
「
宗
二
本
古
事
記
」
の
存
在
を
推
定
し
、
㈹
の
系
譜
を
㈹
の
よ
う
に
訂
正
す
べ

き
こ
と
を
提
案
し
た
。
　
（
「
祐
範
本
旧
事
本
紀
の
奥
書
よ
り
」
〈
「
国
学
院
雑
誌
」
6
4
の

5
．
6
　
昭
3
8
V
）

　
㈹
　
　
1
兼
永
筆
本

　
　
　
　
－
（
大
永
二
年
本
）
　
　
祐
範
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
延
春
本
　
　
□
1
　
平
瀬
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
中
巻
の
み
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
石
川
本

　
㈱
　
兼
永
筆
本
　
　
（
林
宗
二
本
）
－
1
祐
範
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
延
春
本
…
（
略
）

ひ
き
つ
づ
き
、
小
野
田
光
雄
氏
が
、
兼
永
筆
本
、
祐
範
本
、
延
春
本
の
本
文
異
同

例
の
詳
細
な
表
を
掲
げ
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
㎜
の
系
譜
の
正
当
性
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を
立
証
し
た
。
（
「
祐
範
本
古
事
記
の
系
統
」
H
・
⇔
〈
「
古
事
記
年
報
」
十
・
十
一
　
昭
4
0

・
4
1
V
「
同
年
報
」
十
三
　
昭
4
4
に
補
説
あ
り
。
）

　
か
く
て
現
存
の
ト
部
系
諸
本
は
す
べ
て
兼
永
筆
本
を
祖
本
と
し
て
い
る
こ
と
が

は
っ
き
り
し
た
の
で
、
校
本
作
成
に
は
、
ト
部
系
諸
本
の
申
か
ら
は
、
兼
永
筆
本

だ
け
を
採
用
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
諸
本
の
系
譜
が
た
て
ら
れ
、
校
本
に
採
択
す
る
写
本
が
決
め
ら
れ
る
と
、
校
本

作
成
の
仕
事
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ま
で
に
作
ら
れ
て
き
た
さ
ま
ざ
ま
1
な
形

の
校
合
本
　
　
筆
者
の
手
も
と
に
も
そ
の
何
種
類
か
が
あ
っ
た
　
　
は
、
ま
だ
系

譜
の
明
ら
か
で
な
い
時
期
に
、
諸
本
の
性
質
を
見
極
め
る
必
要
か
ら
、
種
々
雑
多

な
写
本
に
よ
る
校
合
を
行
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
本
文
批
判

の
た
め
の
校
本
と
す
る
に
は
不
適
当
で
あ
る
。
や
は
り
、
末
流
写
本
は
除
き
系
譜

法
に
よ
っ
て
選
択
さ
れ
た
必
要
最
少
限
の
写
本
に
限
っ
て
作
り
直
す
べ
き
で
、
幸

い
諸
本
集
成
古
事
記
の
実
績
を
持
つ
小
野
田
光
雄
氏
の
厳
密
細
心
に
し
て
忠
実

な
筆
写
に
な
る
校
本
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
研
究
者
の
利
用
し
や
す
い
形
と

な
っ
て
出
版
さ
れ
た
。
校
本
の
意
義
は
、
本
文
批
判
に
必
要
な
資
料
を
出
来
る
だ

け
忠
実
に
、
漏
れ
な
く
整
理
を
し
て
提
供
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
古
写
本
に
み
ら

れ
る
異
体
字
や
誤
字
、
術
宇
も
そ
の
ま
ま
校
本
に
出
す
の
は
、
本
文
批
判
の
た
め

の
手
掛
り
を
公
開
し
て
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
の
研
究
を
ま
っ
て
、
作
品
の

原
型
に
追
る
た
め
で
あ
る
。
共
通
に
利
用
で
き
る
校
本
が
な
い
た
め
に
、
こ
れ
ま

で
に
費
さ
れ
た
無
駄
な
労
力
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
今
後
は
、
こ
の

基
礎
の
上
に
、
原
型
再
建
の
研
究
が
積
み
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
ま
た
、
現
在
流
布
し
て
い
る
各
種
の
テ
キ
ス
ト
本
文
に
問
題
の
あ
る
場
合
に

　
　
　
　
　
古
事
記
覚
書
　
一
（
古
賀
）

も
　
校
本
に
も
ど
っ
て
検
討
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。

　
校
本
が
作
ら
れ
る
と
、
原
型
の
再
建
は
た
や
す
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
や
す
い

が
、
古
事
記
の
場
合
、
ま
だ
多
く
の
困
難
が
残
さ
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
選
ば
れ
た

諸
本
に
不
純
な
も
の
が
紛
れ
込
ん
で
い
な
い
か
ど
う
か
を
厳
密
に
吟
味
す
る
必
要

の
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
真
福
寺
本
申
巻
に
み
ら
れ
る
大
殿
御
本
に
よ
る
校
合
の
よ

う
な
、
他
本
に
よ
る
校
異
と
は
っ
き
り
わ
か
る
、
い
わ
ゆ
る
合
成
の
場
合
に
は
、

そ
れ
に
応
じ
た
処
置
が
と
れ
る
わ
け
だ
が
（
後
述
）
、
あ
る
時
期
に
他
の
写
本
あ

る
い
は
、
日
本
書
紀
や
旧
事
本
紀
の
よ
う
な
別
の
作
品
に
よ
る
書
き
入
れ
が
行
な

わ
れ
、
そ
れ
が
書
承
の
間
に
本
文
申
に
混
入
し
て
し
ま
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
混
態
の

現
象
が
生
じ
て
い
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
、
原
本
に
は
無
か
っ
た
不
純
な
も
の
を
、

本
来
の
も
の
と
誤
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
小
野
田
光
雄
氏
が
詳
し
い
調
査

を
行
な
っ
た
結
果
、
「
伊
勢
本
系
古
事
記
（
筆
者
注
、
道
果
本
、
道
祥
本
、
春
載
本
の

三
本
を
さ
す
）
は
、
先
代
旧
事
本
紀
に
よ
っ
て
綿
密
な
校
訂
を
試
み
、
先
代
旧
事

本
紀
や
、
日
本
書
紀
或
は
延
喜
式
な
ど
に
よ
っ
て
詳
細
に
釈
義
を
施
し
て
お
り
、

そ
れ
ら
の
研
究
の
結
果
が
本
文
に
介
入
し
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
と

述
べ
、
　
「
こ
の
種
の
本
文
を
、
古
事
記
校
訂
の
直
接
根
本
の
重
要
資
料
と
す
る
こ

と
に
た
め
ら
い
を
感
じ
る
。
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
点
は
十
分
に
傾
聴
す
べ
き
で
、
本

文
批
判
の
個
々
の
場
合
に
慎
重
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
問
題
で
あ
る
。

　
程
度
の
差
は
あ
れ
、
混
態
現
象
は
兼
永
筆
本
の
方
に
も
起
こ
っ
て
い
た
と
思
わ

れ
る
。
ト
部
兼
文
が
家
本
申
巻
に
施
し
た
大
殿
御
本
に
よ
る
校
合
註
記
の
う
ち
、

真
福
寺
本
に
は
合
成
の
形
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
に
、
兼
永
筆
本
で
は
そ
の
一
部
が

本
文
に
混
入
レ
て
伝
わ
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
例
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
小
野

田
氏
に
よ
れ
ば
ト
部
系
古
事
記
に
は
、
そ
の
後
、
釈
日
本
紀
引
用
の
古
事
記
や
、

sokyu
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古
事
記
覚
書
　
一
（
古
賀
）

日
本
書
紀
に
よ
る
校
合
も
行
な
わ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
そ
れ
が
校
合
註
記
の
形

で
、
あ
る
い
は
一
部
は
本
文
に
混
入
し
て
兼
永
筆
本
に
伝
わ
っ
て
釆
て
い
る
と
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
筆
者
の
調
査
で
も
、
兼
永
筆
本
の
校
合
註
記
の
申

に
は
、
近
衛
本
、
村
井
本
、
兼
従
本
、
祐
範
本
等
の
親
近
下
位
の
い
ず
れ
の
本
に

も
伝
わ
っ
て
い
な
い
宋
や
墨
の
イ
校
合
註
記
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
諸
本
の
分
流

し
た
後
に
加
え
ら
れ
た
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
拙
稿
「
古
事
記
諸
本
の
研
究
」
二
五
二
頁
「
古
事
記
大
成
」
1
V
、

さ
ら
に
く
わ
し
く
は
、
小
野
田
光
雄
氏
「
真
福
寺
本
兼
永
本
古
事
記
申
巻
の
校
合
註
記
」
〈

「
国
学
院
雑
誌
」
6
4
の
5
．
6
　
昭
3
8
V
）

　
一
方
、
賢
蛾
筆
の
真
福
寺
本
古
事
記
に
、
そ
れ
と
は
別
筆
の
書
き
入
れ
が
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
賢
琉
に
書
写
を
命
じ
た
真
福
寺
二
代
の
住
職
信
城
の

筆
で
あ
り
、
信
蛾
自
ら
、
同
一
の
書
き
本
に
つ
い
て
賢
楡
書
写
の
誤
脱
を
訂
正
し

た
も
の
で
、
賢
蛾
筆
の
本
文
と
同
等
に
扱
っ
て
い
い
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り

で
あ
る
。
（
拙
稿
（
真
福
寺
本
古
事
記
孜
」
〈
「
国
語
国
文
」
昭
1
8
・
5
V
）

　
ま
た
、
真
福
寺
本
申
巻
に
残
さ
れ
て
い
る
大
殿
御
本
に
よ
る
校
合
は
、
そ
の
本

の
出
所
（
前
関
白
太
政
大
臣
藤
原
兼
平
の
鴨
院
文
庫
）
、
校
合
の
年
月
日
（
文
永

十
年
二
月
十
二
二
百
）
ま
で
、
校
合
を
加
え
た
ト
部
兼
文
に
よ
っ
て
は
っ
き
り

と
奥
書
に
書
き
記
さ
れ
、
真
福
寺
本
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
、
兼
文
か
ら
真

福
寺
本
ま
で
の
書
承
の
間
の
変
化
は
免
れ
な
い
に
し
て
も
、
兼
文
所
持
の
本
に
対

し
て
、
も
う
一
本
の
古
事
記
申
巻
の
姿
を
そ
こ
に
示
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
あ

る
。
大
殿
御
本
に
よ
る
校
合
註
記
に
対
し
て
も
、
真
福
寺
本
申
巻
の
本
文
と
対
等

の
資
格
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
年
来
の
主
張
の
根
拠
は
こ
こ
に
あ

る
。
真
福
寺
本
は
、
巾
巻
だ
け
が
上
・
下
巻
と
は
別
系
で
、
本
文
批
判
の
上
の
不
利

を
免
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
小
野
田
氏
が
大
殿
御
本
の
校
合
註
記
の
字
体
、

用
字
そ
の
他
の
徴
侯
か
ら
、
大
殿
御
本
を
、
真
福
寺
本
上
・
下
巻
と
同
系
の
一
本

と
推
定
し
た
こ
と
は
貴
重
な
収
穫
で
あ
っ
た
。
（
「
古
事
記
『
大
殿
の
御
本
』
の
系
統
」

〈
「
国
学
院
雑
誌
」
6
3
の
9
　
昭
3
7
V
）

　
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
、
不
純
分
子
の
排
除
に
関
す
る
間
題
は
、
校
本
作
成
の

前
、
あ
る
い
は
そ
の
過
程
で
検
討
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
が
、
校
本
に
示
さ
れ
た
異

文
を
も
と
に
、
個
々
の
事
例
に
つ
い
て
本
文
批
判
の
作
業
を
行
な
う
場
合
に
も
、

更
に
慎
重
に
省
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
あ
る
。

　
第
二
の
困
難
は
、
校
本
に
採
用
し
た
写
本
が
二
系
統
し
か
な
い
た
め
に
、
本
文

に
異
同
が
あ
る
場
合
、
そ
の
い
ず
れ
を
取
る
べ
き
か
を
判
断
す
る
資
料
に
乏
し
い

こ
と
で
あ
る
。
上
巻
に
は
五
種
あ
っ
て
、
申
・
下
巻
よ
り
は
恵
ま
れ
て
い
る
か
に

見
え
る
が
、
先
述
の
と
お
り
、
道
果
本
以
下
に
伊
勢
神
道
系
の
不
純
な
変
改
を
警

戒
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
申
巻
も
、
同
じ
兼
文
本
か
ら
派
生
し
た
真
福
寺
本

と
兼
永
筆
本
に
対
し
て
、
別
系
の
大
殿
御
本
校
合
異
文
を
持
つ
だ
け
で
あ
っ
て
、

判
断
の
資
料
は
ま
こ
と
に
少
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
場
合
、
相
似
た
語
や
文
が
日
本
書
紀
や
旧
事
本
紀
に
あ
る
か
ら
と
い
っ

て
、
直
ち
に
そ
れ
に
従
う
こ
と
は
厳
に
戒
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
古
事
記
は
こ

れ
ら
と
は
別
の
書
で
あ
り
、
内
部
に
矛
盾
を
包
み
な
が
ら
も
一
つ
の
統
一
体
を
な

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
用
字
、
用
語
、
文
章
を
、
先
ず
古
事
記
全
体
の
申

で
検
討
し
て
、
判
断
の
手
措
り
を
発
見
す
る
よ
う
に
つ
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
用
例
が
豊
富
で
、
そ
こ
に
表
記
上
の
規
則
性
あ
る
い
は
方
針
と
い
っ

た
よ
う
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
基
準
に
す
べ
き
で
あ
る
。

だ
が
一
面
に
は
、
安
藤
正
次
氏
が
早
く
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
用
字
が
不
規

律
で
あ
り
、
記
載
法
が
前
後
そ
の
次
を
失
っ
て
ゐ
る
例
」
も
珍
し
く
な
い
の
で
あ

sokyu
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っ
て
、
本
文
批
判
の
困
難
は
依
然
と
し
て
残
る
。
言
わ
れ
る
と
お
り
、
　
「
古
事
記

の
行
文
は
、
或
一
人
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の
と
は
思
は
れ
ぬ
ほ
ど
に
統
一

を
欠
い
て
ゐ
る
。
い
た
る
と
こ
ろ
に
矛
盾
も
あ
れ
ば
撞
着
も
あ
る
」
と
い
う
一
面

も
あ
る
。
　
「
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
各
所
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
矛
盾
や
撞
着
を
照

合
し
て
考
へ
る
と
、
そ
れ
ら
の
も
の
が
互
に
補
正
す
る
と
こ
ろ
あ
っ
て
、
そ
の
真

相
を
如
実
に
示
す
こ
と
が
少
く
な
い
」
（
「
古
事
記
行
文
の
一
研
究
」
昭
7
〈
「
古
典

と
古
語
」
所
収
V
）
の
で
あ
っ
て
、
表
記
に
法
則
性
の
あ
る
場
合
も
、
そ
れ
の
見
出

し
に
く
い
場
合
も
、
先
ず
古
事
記
全
体
の
用
字
、
用
語
、
文
章
の
申
に
置
い
て
、

古
事
記
自
ら
に
語
ら
せ
る
手
順
を
ふ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
言
い
か

え
れ
ば
、
古
事
記
の
本
文
批
判
を
進
め
る
た
め
に
は
、
そ
の
表
記
、
表
現
の
研
究

を
も
深
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
事
は
言
う
ほ
ど
に
簡
単
で
は
な
く
、

個
々
の
事
例
に
つ
1
い
て
、
さ
ら
に
多
方
面
か
ら
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
が
、
基
本

的
に
は
こ
の
方
針
を
持
つ
べ
き
で
あ
る
と
思
う
。

　
筆
者
が
、
さ
き
に
会
話
引
用
の
「
白
」
　
「
日
」
両
字
の
異
同
例
に
つ
い
て
、
そ

の
本
文
批
判
を
試
み
た
の
は
、
諸
本
に
異
同
の
な
い
例
二
六
一
と
い
う
豊
富
な
使

用
例
か
ら
、
筆
録
者
の
用
字
の
方
針
を
導
き
出
し
て
、
そ
れ
を
基
準
に
、
諸
本
に

異
同
の
み
ら
れ
る
七
十
例
の
原
型
本
文
の
推
定
を
行
な
う
こ
と
の
で
き
た
、
最
も

恵
ま
れ
た
場
合
で
あ
っ
た
。
（
「
古
事
記
の
『
白
』
『
日
』
両
字
に
っ
い
て
」
〈
「
国
語
国

文
」
昭
2
9
．
8
V
）
ま
た
、
西
宮
一
民
氏
の
「
古
事
記
本
文
の
文
体
論
的
批
判
」

（
「
国
語
国
文
」
昭
4
1
．
6
）
も
、
そ
の
本
文
批
判
の
困
難
を
予
想
し
た
上
で
、
古
事

記
を
一
単
位
と
し
て
、
文
体
論
的
に
本
文
批
判
す
る
可
能
性
を
求
め
、
具
体
的
な

一
一
の
例
に
つ
い
て
の
本
文
批
判
の
結
果
を
提
出
さ
れ
た
。
一
部
に
異
見
が
な
い

で
も
な
い
が
、
今
後
こ
の
よ
う
な
研
究
が
次
々
に
積
み
重
ね
ら
れ
る
こ
と
に
よ
勺

て
、
困
難
の
多
い
古
事
記
の
本
文
批
判
、
ひ
い
て
は
定
本
の
作
成
も
可
能
に
な
る

　
　
　
　
　
古
事
記
覚
書
　
一
（
古
賀
）

こ
と
を
願
う
も
の
で
あ
る
。

）四（

　
最
近
、
丸
山
林
平
氏
の
校
訂
す
る
「
定
本
古
事
記
」
　
（
講
談
杜
）
が
出
版
さ
れ

た
。
独
力
、
　
「
上
代
語
辞
典
」
　
「
定
本
日
本
書
紀
」
と
い
う
大
部
の
著
述
に
ひ
き

つ
づ
い
て
、
さ
ら
に
こ
の
著
を
完
成
さ
れ
た
精
進
に
対
し
、
大
き
な
敬
意
と
期
待

を
も
っ
て
拝
見
し
た
の
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
の
考
え
る
定
本
と
い

う
も
の
と
は
著
し
い
距
離
の
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。
先
達
の
業
績
に
対
し
て
甚
だ

失
礼
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
は
定
本
で
は
な
い
と
い
う
の
が
、
私
の
い
っ
わ
ら
ざ
る

感
想
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
校
本
を
基
礎
に
し
て
の
定
本
作
成
へ
の
努
力
の
足
り

な
か
っ
た
わ
れ
わ
れ
の
怠
惰
は
き
び
し
く
責
め
ら
る
べ
き
だ
が
、
そ
れ
に
し
て

も
、
こ
の
書
の
欠
陥
に
目
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
定
本
と
い
う
書
名
を

冠
し
て
お
り
、
し
か
も
著
名
な
出
版
社
か
ら
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
た
め
に
、

多
数
の
読
者
を
迷
わ
せ
る
結
果
に
な
る
こ
と
を
私
は
お
そ
れ
る
。
以
下
、
　
「
定
本

古
事
記
」
の
と
っ
た
方
法
を
手
蟄
り
に
し
て
、
古
事
記
の
本
文
批
判
の
方
法
上
の

間
題
に
し
ぼ
っ
て
、
私
見
を
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
ω
　
先
ず
、
定
本
作
成
の
根
本
資
料
で
あ
る
諾
本
の
研
究
が
十
分
で
な
く
、
諸

本
の
系
譜
を
考
慮
し
て
写
本
を
選
ぶ
こ
と
を
し
て
い
な
い
点
を
指
摘
し
た
い
。
真

福
寺
本
を
、
　
「
天
下
の
最
大
悪
本
た
る
観
を
呈
し
て
い
る
。
」
（
十
八
頁
）
と
い
い
、

道
果
本
を
、
　
「
全
く
信
を
お
け
な
い
写
本
で
あ
る
。
」
（
十
九
頁
）
と
片
附
け
、
道
祥

本
を
道
詳
本
と
誤
記
し
、
　
（
一
個
所
だ
け
で
は
な
い
か
ら
ミ
ス
プ
リ
ン
ト
で
は
あ

る
ま
い
。
）
兼
永
自
筆
本
を
軽
視
し
て
い
る
等
、
伝
本
に
対
す
る
愛
情
の
欠
除
は

致
命
的
で
あ
る
。
　
「
延
佳
本
に
お
い
て
は
じ
め
て
古
事
記
の
善
本
を
見
る
に
至
っ

た
。
」
（
十
九
頁
）
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
古
写
本
と
校
訂
刊
本
と
を
一
し
ょ
に
し
て
、

sokyu
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古
　
事
記
　
覚
　
書
　
　
一
（
古
賀
）

善
本
と
い
う
の
は
、
何
を
基
準
に
し
て
い
わ
れ
る
の
か
理
解
に
苦
し
む
b
ま
た
、

山
田
本
と
い
う
め
は
、
静
嘉
堂
文
庫
の
山
．
田
以
文
旧
蔵
写
本
を
い
う
は
ず
だ
が
、

そ
れ
を
夫
保
六
年
の
刊
本
と
し
、
「
古
訓
古
事
記
と
大
同
小
異
。
と
り
■
た
て
て
言

う
ほ
ど
の
も
の
で
は
な
い
。
」
（
二
十
頁
）
と
す
る
の
も
、
学
習
院
本
を
■
他
の
刊
本

と
一
し
ょ
に
並
べ
て
、
　
「
す
べ
て
は
古
訓
古
事
記
と
大
同
小
異
で
あ
り
」
と
す
る

の
も
、
甚
だ
粗
雑
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
近
釆
最
も
■
誤
り
の
多
い
真
本
を
底
本
と
す

る
傾
向
が
生
じ
て
い
る
。
」
と
し
て
、
噺
襯
国
史
大
系
本
と
倉
野
憲
司
編
「
校
本
古

事
記
」
と
を
取
り
あ
げ
、
　
「
底
本
の
お
も
か
げ
を
残
そ
う
と
し
て
か
、
多
く
の
誤

字
や
偽
宇
、
桁
字
や
脱
字
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
転
載
し
て
い
る
。
」
と
■
評
し
て

い
る
。
校
訂
本
と
校
本
と
を
一
し
ょ
に
し
て
は
困
る
の
だ
が
、
き
き
に
述
べ
た
よ

う
に
、
私
意
を
排
し
て
で
き
る
だ
け
客
観
的
な
資
料
を
漏
れ
な
く
提
供
す
る
と
い

う
校
本
の
意
味
を
十
分
理
解
し
て
い
た
だ
け
ず
、
ま
し
て
、
そ
れ
を
定
本
の
完
成

に
利
用
し
て
い
た
だ
け
な
か
っ
た
の
は
誠
に
残
念
で
あ
る
。

　
著
者
が
、
訂
正
古
訓
古
事
記
を
底
本
と
し
た
の
は
一
つ
の
見
解
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
頼
っ
て
、
諸
本
の
系
譜
を
考
慮
し
な
い
欠
陥
は
、
処
々
に
あ
ら
わ
れ
て
い

る
。
申
津
本
（
七
一
頁
）
・
旧
学
習
院
本
（
二
九
一
頁
）
の
よ
う
な
価
値
の
低
い

本
、
田
申
本
く
二
七
五
貢
、
二
九
〇
頁
な
ど
）
・
神
谷
本
（
二
七
六
頁
）
の
よ
う
な
末

流
写
本
、
序
説
の
伝
本
の
条
に
も
紹
介
な
く
素
性
の
は
っ
き
り
し
な
い
家
蔵
の
古

写
本
（
二
七
五
～
七
頁
な
ど
）
等
々
を
任
意
に
本
文
批
判
に
参
与
さ
せ
て
い
る
こ
と

な
ど
は
、
そ
の
結
論
に
つ
い
て
の
信
頼
性
を
著
し
く
損
う
も
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
序
末
の
「
太
朝
臣
安
万
侶
」
の
下
に
は
、
ど
の
写
本
に
も
「
謹
上
」
の

二
宇
は
な
く
、
延
佳
本
が
付
加
し
、
記
伝
も
こ
れ
を
受
け
つ
い
で
い
る
も
の
で
あ

る
の
に
、
　
「
い
ま
多
本
に
従
う
。
」
と
し
て
、
多
数
の
本
に
あ
る
か
の
如
く
記
し
て

い
る
こ
と
（
八
六
頁
）
、
允
恭
記
の
歌
謡
九
一
番
の
「
加
美
都
勢
」
　
（
真
福
寺
本
）

と
「
賀
美
都
勢
」
（
兼
永
筆
本
）
の
一
対
一
の
異
文
対
立
を
、
「
真
本
は
ふ
と
誤

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
延
本
、
底
本
そ
の
他
の
多
本
に
従
う
。
」
と
し
て
、
安
易
に
見

か
け
の
多
数
決
で
き
め
て
い
る
こ
と
（
四
六
二
頁
）
等
々
1
数
え
上
げ
て
い
け
ば
き

り
が
な
い
。

　
㈲
　
古
写
本
の
異
体
字
を
一
律
に
誤
字
扱
い
に
し
て
い
る
点
も
う
な
ず
け
な

い
。
「
須
」
　
「
殺
」
「
劔
」
　
「
絶
」
．
等
の
異
体
字
は
、
校
本
万
葉
集
の
「
校
異
を

出
さ
ざ
る
異
体
字
な
ら
び
に
通
用
宇
の
表
」
や
、
太
田
晶
二
郎
氏
の
■
「
異
体
字
一

隅
」
（
「
郷
土
研
究
講
座
」
第
七
巻
）
な
ど
に
も
例
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
古
写
本
に

は
し
ば
し
ぱ
出
て
く
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
他
の
誤
字
と
一
律
に
、
伝
本
の

，
説
明
の
申
で
も
、
本
文
申
で
も
く
り
か
え
し
誤
字
と
き
め
つ
け
て
い
る
の
に
は
同

意
で
き
な
い
。
ま
た
「
古
訓
古
事
記
は
『
橋
魯
梯
』
を
『
椅
』
に
誤
る
。
」
（
二
〇

頁
）
と
い
い
、
神
武
記
「
阿
多
之
小
椅
君
」
の
「
椅
」
字
を
、
「
記
の
諸
本
、
み

な
『
橋
』
を
『
椅
』
に
誤
り
、
そ
の
後
も
無
反
省
に
こ
の
誤
字
が
用
い
ら
れ
て
い

る
。
」
と
し
て
「
小
橋
君
」
に
改
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
な
ど
（
二
四
三
頁
）
、
景

　
　
　
・
　
　
何
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
o

行
記
の
「
椅
本
」
を
「
梯
本
」
に
（
ゴ
ニ
四
頁
）
、
応
神
記
の
「
費
椅
」
を
「
賛

橋
」
に
（
三
八
二
頁
）
、
仁
徳
記
の
「
小
椅
江
」
を
「
小
橋
江
）
に
（
四
〇
三
頁
）

、
　
「
倉
椅
山
」
を
「
倉
梯
山
」
に
（
四
二
四
頁
）
、
崇
峻
記
の
「
倉
椅
柴
垣
宮
」

の
上
二
字
を
「
倉
梯
」
に
改
め
た
例
（
五
五
五
頁
）
な
ど
と
と
も
に
、
方
葉
に
も

「
倉
椅
山
」
　
「
倉
椅
川
」
の
用
字
例
あ
る
を
無
視
し
た
行
き
過
ぎ
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
こ
の
よ
う
な
用
宇
が
上
代
に
行
な
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
認
め
で
、
そ
の

理
由
の
説
明
を
試
み
て
い
る
小
島
憲
之
氏
の
論
に
き
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
（
「
申
国

文
学
・
書
紀
文
学
と
古
事
記
」
〈
古
事
記
大
成
2
所
収
V
「
上
代
日
本
文
学
と
申
国
文
学
」

上
く
二
一
七
頁
V
）

　
本
著
に
は
誤
宇
と
い
う
語
が
し
ぱ
し
ば
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
誤
字
と
判
定
す

sokyu



9

る
基
準
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
文
字
論
お
よ
び
文
字
史
の
理
論
と
実
態
の
記
述
の
不

備
な
学
界
の
現
状
で
は
あ
る
が
、
本
文
批
判
の
際
に
、
文
字
の
同
体
、
異
体
、

別
字
、
誤
字
等
の
判
定
の
基
準
を
、
氏
は
現
代
に
置
か
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
山
田
俊
雄
「
漢
字
字
体
の
史
的
研
究
の
間
題
と
そ
の
方
向
」
〈
国
語
学
7
2
V
「
漢
字
字
形

の
規
範
の
解
釈
に
か
か
は
る
一
問
題
」
〈
「
国
語
学
」
7
4
V
参
照
）

　
③
　
江
戸
時
代
の
延
佳
本
や
古
訓
古
事
記
を
尊
重
し
、
現
代
の
研
究
成
果
を
取

り
入
れ
な
い
た
め
の
誤
り
も
少
な
く
な
い
。
延
佳
の
校
訂
に
は
た
し
か
に
首
肯
す

べ
き
も
の
が
多
い
し
、
宜
長
の
古
事
記
伝
の
綿
密
な
考
証
に
も
す
ぐ
れ
た
点
の
多

い
こ
と
は
認
め
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
㌧
に
新
し
い
資
料
に
よ
っ
て
本
文
を
批
判

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
を
十
分
活
用
す
べ
き
で
あ
る
。
以

下
例
を
あ
げ
て
説
明
す
る
。

　
例
　
此
者
伊
能
碁
布
曾
（
神
武
記
）

　
「
伊
能
碁
布
」
　
（
イ
ノ
ゴ
フ
）
と
い
う
語
の
存
在
は
す
で
に
認
め
ら
れ
て
い
る

と
思
う
が
、
．
こ
れ
を
、
定
本
古
事
記
は
、
古
訓
古
事
記
に
従
っ
て
「
伊
碁
能
布
」

と
し
、
　
「
意
味
に
つ
い
て
も
諸
説
が
あ
り
。
本
言
海
は
何
と
も
断
定
で
き
ぬ
と
す

る
。
本
書
も
意
味
不
明
と
し
て
お
く
。
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
こ
は
、
真
福
寺
本
、

兼
永
筆
本
と
も
に
「
伊
能
基
布
」
と
な
っ
て
い
て
、
文
宇
の
順
序
に
異
同
の
な
い

こ
と
は
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
し
、
　
「
基
」
の
文
宇
は
、
古
事
記
で
は

序
文
に
一
例
あ
る
の
み
で
、
音
仮
名
と
し
て
の
用
例
の
確
実
な
も
の
は
一
例
も
な

い
。
一
方
「
碁
」
の
全
用
例
二
十
の
申
に
は
、
「
許
登
能
加
多
理
碁
登
」
（
真
）

が
、
他
の
本
で
「
基
」
（
道
祥
、
兼
永
）
に
な
っ
て
い
る
例
（
古
訓
本
上
三
九
ウ
五
）
、

「
余
能
許
登
碁
登
遜
」
、
（
道
祥
、
兼
永
）
が
真
福
寺
本
で
「
基
」
に
な
っ
て
い
る

例
（
古
訓
本
上
七
ニ
オ
ニ
）
等
、
異
文
「
基
」
を
持
つ
例
が
八
個
所
あ
る
。
そ
れ
ら

　
　
　
　
　
古
事
記
覚
書
　
一
（
古
賀
）

を
検
討
し
て
み
る
と
、
　
「
碁
」
と
あ
る
べ
き
本
文
が
、
書
承
の
間
に
「
基
」
に
変

化
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
　
「
伊
能
碁
布
」
と
あ
っ
た
本
文

が
、
書
承
の
間
に
「
伊
能
基
布
」
と
転
化
し
た
可
能
性
ば
十
分
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。

　
日
本
霊
異
記
に
「
期
剋
二
合
伊
乃
古
不
」
の
訓
注
が
あ
り
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て

も
、
最
近
山
田
忠
雄
、
小
島
憲
之
両
氏
の
す
ぐ
れ
た
考
証
が
加
え
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
一
注
一
、
「
伊
能
碁
布
」
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
宣
長
が
「
基
」
を
「
碁
」
の
誤

り
か
と
し
た
判
断
は
正
し
か
っ
た
が
、
諸
本
一
致
し
て
い
る
文
宇
順
を
変
え
て
、

延
佳
本
の
改
め
た
配
列
に
従
っ
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
。
新
し
い
研
究
を
無
視
し

た
た
め
に
、
定
本
は
、
宣
長
の
誤
り
を
そ
の
ま
ま
う
け
つ
い
だ
結
果
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
（
注
）
　
山
田
忠
雄
「
『
二
つ
の
笑
ひ
』
（
下
）
の
追
記
」
　
（
「
文
学
」
昭
4
3
．
3
）

　
　
　
　
小
島
憲
之
「
古
事
記
訓
読
の
周
辺
」
1
附
「
イ
ノ
ゴ
フ
」
考
続
貌
　
　
　
（
「
文

　
　
　
　
単
一
」
昭
4
3
・
8
）

　
ω
　
爾
梢
取
依
其
御
琴
而
那
摩
那
摩
遜
蝸
散
字
控
坐
。
　
（
仲
哀
記
）

　
こ
こ
の
傍
線
部
に
は
、
諸
本
に
よ
っ
て
左
の
よ
う
な
異
同
が
あ
る
。
「
校
本
古

事
記
」
の
諸
本
系
統
図
参
照
）

　
　
㈲
　
那
摩
那
摩
運
（
真
福
寺
。
兼
永
・
近
衛
・
村
井
・
梵
舜
。
祐
範
。
延
春
・
石
川

　
　
　
　
・
平
瀬
）

　
　
㈹
　
那
麻
那
摩
遜
（
曼
殊
院
。
山
田
。
北
小
路
・
猪
熊
・
嶺
照
二
一
蒲
）

　
　
㈲
　
那
麻
那
麻
遡
（
輸
王
寺
）

㈲
は
真
福
寺
本
お
よ
び
兼
永
筆
本
（
こ
れ
に
近
い
一
二
丁
九
類
の
諾
本
も
同

じ
）
の
一
致
し
た
本
文
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
原
型
と
考
え
ら
れ
る
。
明
治
二
十
年
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古
　
事
　
記
　
覚
　
書
　
　
一
（
古
賀
）

刊
の
田
申
校
訂
本
す
で
に
こ
れ
を
採
り
、
古
典
大
系
本
も
こ
れ
に
従
っ
た
の
は
正

し
い
。
　
（
た
だ
し
大
系
本
訓
み
下
し
文
の
那
麻
那
摩
遜
く
二
二
九
頁
V
は
ミ
ス
プ

リ
ン
ト
か
。
）
㈲
は
ト
部
系
諸
本
の
第
三
類
祖
本
に
発
し
て
第
八
類
ま
で
継
承
さ

れ
た
異
文
で
あ
っ
て
、
延
佳
本
、
古
事
記
伝
も
こ
れ
に
従
っ
て
い
る
が
、
末
流
写

本
の
多
数
が
一
致
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
こ
れ
に
従
う
べ
き
で
な
い
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
。
o
は
第
三
類
写
本
の
申
で
、
さ
ら
に
変
化
し
た
異
文
で

あ
る
。
定
本
古
事
記
が
、
校
訂
古
事
記
や
大
系
本
を
無
視
し
、
古
訓
古
事
記
を
底

本
と
し
な
が
ら
、
原
型
か
ら
一
層
遠
ざ
か
っ
た
o
の
異
文
を
採
用
し
て
い
る
の
は

う
な
ず
け
な
い
。

　
こ
の
語
、
ど
ち
ら
の
文
字
で
あ
っ
て
も
訓
義
に
は
違
い
が
な
い
か
ら
大
し
た
問

題
で
は
な
い
と
考
え
る
人
も
少
な
く
な
い
で
あ
ろ
う
。
作
品
を
巨
視
的
に
取
り
扱

う
場
合
に
は
そ
う
か
も
し
れ
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
当
然
こ
の
文
字
の

異
同
が
間
題
に
な
る
の
で
あ
る
。
三
十
四
年
も
前
の
論
文
を
例
に
あ
げ
る
の
は
い

さ
さ
か
は
ば
か
ら
れ
る
が
、
高
木
市
之
助
博
士
の
「
古
事
記
歌
謡
に
於
け
る
仮
名

の
通
用
に
就
い
て
の
一
試
論
」
（
「
吉
野
の
鮎
」
所
収
）
の
申
に
、
「
那
麻
那
摩
適
」
の

本
文
を
も
と
に
、
　
「
麻
と
摩
と
の
通
用
性
」
を
論
じ
て
、
そ
れ
は
「
物
の
反
覆
単

調
を
厭
う
記
述
者
の
心
」
の
表
わ
れ
で
あ
り
、
「
筆
者
の
関
心
或
は
広
義
の
好
み

の
具
現
」
で
あ
る
と
解
釈
し
た
部
分
が
あ
る
が
、
既
述
の
よ
う
に
「
那
摩
那
摩
通

」
と
い
う
本
文
が
確
立
す
れ
ば
、
少
な
く
も
こ
の
部
分
は
成
り
立
た
な
く
な
る
の

で
あ
る
。

　
以
上
、
古
事
記
の
本
文
批
判
に
関
す
る
研
究
の
経
遇
と
間
題
点
に
つ
い
て
述

べ
、
近
刊
の
「
定
本
古
事
記
」
評
を
試
み
た
。
校
本
か
ら
定
本
へ
の
道
は
な
お
け

わ
し
い
。
用
宇
一
文
体
を
は
じ
め
と
す
る
本
文
の
研
究
を
着
実
に
積
み
重
ね
て
い

く
こ
と
に
よ
っ
て
、
少
し
ず
っ
で
も
原
型
に
近
づ
け
る
努
力
を
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
は
、

り
で
あ
る
。

次
回
以
後
引
き
続
き
取
り
上
げ
る
つ
も

（
昭
和
四
四
・
十
ニ
ニ
）


