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一

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

し
て
お
こ
う
。

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
の
性
格
は
そ
の
収
録
作
品
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。
巻
末

に
そ
れ
ぞ
れ
の
収
録
作
品
の
対
照
表
を
添
付
し
て
お
い
た
。
こ
の
表
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
共
通
の
祖
本
を
基
準
に
考
え
れ
ば
諸
本
は
す
べ
て
残
本
で
あ
る
。
新
し

い
テ
キ
ス
ト
が
発
見
さ
れ
る
た
び
に
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
収
録
作
品
は
着
実
に
増
え

て
い
っ
た
も
の
の
、
そ
の
不
完
全
な
収
録
状
況
の
た
め
祖
本
が
い
っ
た
い
ど
れ
く

ら
い
の
規
模
だ
っ
た
の
か
予
測
す
る
の
を
困
難
に
し
て
い
る
。

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
構
成
で
特
徴
的
な
の
は
、
諸
本
の
分
巻
が
す
べ
て
異
な
る
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
残
元
本
の
巻
一
は
元
刊
本
の
前
集
巻
一
か
ら
巻
三
ま
で
の
三

巻
に
相
当
し
、
ま
た
九
巻
本
の
後
集
巻
二
は
六
巻
本
の
後
集
巻
一
と
な
る
。
こ
の

よ
う
な
複
雑
な
対
応
関
係
は
以
降
の
論
証
に
不
都
合
な
の
で
、
小
論
で
は
﹃
陽
春

白
雪
﹄
を
九
巻
本
の
分
巻
に
従
っ
て
Ａ
か
ら
Ｉ
ま
で
の
九
区
画
に
分
割
す
る
。
諸

本
の
巻
を
指
示
す
る
と
き
は
、
例
え
ば
九
巻
本
前
集
巻
一
は
﹁
前
一
︵
Ａ
︶
﹂
の

よ
う
に
区
画
を
補
っ
て
表
記
す
る
。
区
画
Ｂ
に
は
元
刊
本
前
集
巻
二
と
巻
三
が
相

当
す
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
﹁
前
二
︵
Ｂ
上
︶
﹂
﹁
前
三
︵
Ｂ
下
︶
﹂
と
し
て
区
別

す
る
。
残
元
本
巻
一
は
Ａ
と
Ｂ
の
二
区
画
に
わ
た
る
の
で
﹁
巻
一
︵
Ａ
Ｂ
︶
﹂
、

巻
二
は
同
様
に
﹁
巻
二
︵
Ｃ
Ｄ
︶
﹂
と
表
記
す
る
。
こ
の
措
置
に
よ
っ
て
分
巻
か

ら
生
じ
る
混
乱
を
防
ぐ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

各
区
画
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
く
。
散
曲
作
品
は
区
画
Ｂ
以
降
に

配
置
さ
れ
、
区
画
Ａ
に
は
散
曲
制
作
の
手
引
き
と
し
て
﹁
唱
論
﹂
と
﹁
大
楽
﹂
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。
区
画
Ｂ
か
ら
Ｅ
ま
で
は
小
令
、
区
画
Ｆ
か
ら
Ｉ
が
套
数
で
あ

り
、
と
も
に
散
曲
の
下
位
分
類
を
な
す
。
小
令
は
一
首
の
歌
曲
の
こ
と
を
い
い
、

套
数
は
複
数
の
歌
曲
を
グ
ル
ー
プ
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
は
分

巻
の
如
何
を
問
わ
ず
基
本
的
に
同
じ
順
序
の
ま
ま
諸
本
に
継
承
さ
れ
て
い
る
。
諸

本
の
個
別
の
性
格
に
つ
い
て
は
書
誌
情
報
を
見
て
み
よ
う
。

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
は
元
代
の
刊
本
が
二
種
伝
わ
り
、
そ
の
ひ
と
つ
が
﹁
元
刊

本
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
元
刊
本
は
前
集
五
巻
後
集
五
巻
か
ら
な
り
、
行
格
は

　
　
楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原
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﹃
楽
府
新
編
陽
春
白
雪
﹄
は
楊
朝
英
が
編
纂
し
た
元
代
散
曲
の
選
集
で
、
同
類

の
書
物
の
な
か
で
は
も
っ
と
も
古
い
も
の
で
あ
る
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
対
す
る
従

来
の
研
究
は
基
本
的
に
新
し
い
テ
キ
ス
ト
の
発
見
と
整
理
に
尽
き
る
と
言
っ
て
い

い
。
二
十
世
紀
に
な
っ
て
既
知
の
二
種
と
は
異
な
る
テ
キ
ス
ト
が
二
度
に
わ
た
っ

て
発
見
さ
れ
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
は
そ
の
た
び
に
面
目
を
新
た
に
し
て
き
た
。
そ
れ

は
収
録
作
品
の
増
加
と
い
う
歓
迎
す
べ
き
収
穫
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
そ
れ
ぞ

れ
性
格
が
異
な
り
欠
落
も
多
い
四
種
の
テ
キ
ス
ト
が
並
立
す
る
と
い
う
事
態
を
招

き
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
本
来
の
姿
を
ま
す
ま
す
見
え
に
く
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ

た
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
と
楊
朝
英
に
関
す
る
資
料
が
著
し
く
欠
如
す
る
こ
と
と
も
あ

い
ま
っ
て
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
研
究
は
い
ま
だ
基
礎
が
定
ま
ら
な
い
状
態
で
現
在
に

至
っ
て
い
る
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
を
含
め
元
代
の
散
曲
選
集
は
い
ず
れ
も
性
格
が
不

明
瞭
な
た
め
扱
い
に
く
く
、
散
曲
研
究
は
﹃
全
元
散
曲
﹄
の
よ
う
に
新
た
に
整
理

さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
利
用
す
る
の
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
が
、
本
来
は
当
時
の
テ

キ
ス
ト
を
中
心
に
据
え
た
う
え
で
﹃
全
元
散
曲
﹄
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
進
め
る

べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
小
論
で
は
こ
う
し
た
認
識
の
も
と
、
国
外
で
実
施
し
た
散
曲

テ
キ
ス
ト
の
調
査
結
果
を
ふ
ま
え
つ
つ
﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
の
特
徴
を
整
理
し
、

そ
れ
ら
諸
本
の
も
と
と
な
る
原
型
の
復
原
を
目
標
に
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
復
原

は
本
物
と
等
し
い
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
作
業
過
程
を
通
し
て

多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
一

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
は
主
要
な
テ
キ
ス
ト
が
四
種
確
認
さ
れ
、
元
刊
本
、
残
元

本
、
九
巻
本
、
六
巻
本
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
諸
本
の
性
格
を
整
理



二
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第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

代
散
曲
選
集
の
ひ
と
つ
﹃
梨
園
楽
府
﹄
︵
﹃
四
部
叢
刊
﹄
三
編
所
収
。
半
葉
十
七

行
、
行
三
十
字
、
匡
郭
高
さ
一
九
〇
ミ
リ
、
幅
二
四
〇
ミ
リ
︶
の
版
式
に
雰
囲
気

が
よ
く
似
て
い
る
。
今
回
の
閲
覧
で
は
一
字
一
字
を
校
勘
す
る
時
間
は
な
か
っ
た

が
、
字
句
の
異
同
に
つ
い
て
は
﹃
新
校
九
巻
本
陽
春
白
雪
﹄
や
散
曲
叢
刊
本
の
校

語
を
利
用
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
ま
で
把
握
で
き
る
。

　

九
巻
本
は
一
九
五
五
年
に
隋
樹
森
が
北
京
図
書
館
で
再
発
見
す
る
に
及
ん
で
世

に
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
の
﹃
新
校
九
巻
本
陽
春
白
雪
﹄
は
そ
の
校
訂
の
成

果
で
あ
る

︵
３
︶

。
九
巻
本
は
清
抄
本
で
、
前
集
四
巻
後
集
五
巻
に
分
集
さ
れ
て
い
る
。

半
葉
十
行
、
行
二
十
字
で
、
﹃
文
学
評
論
﹄
一
九
五
九
年
第
四
期
の
挿
図
と
し
て

収
め
ら
れ
た
後
集
巻
三
︵
Ｇ
︶
の
書
影
を
半
葉
だ
け
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
筆
者

は
九
巻
本
に
つ
い
て
も
す
で
に
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閲
覧
し
て
い
る
。
な
お
、

現
在
通
行
し
て
い
る
許
金
榜
氏
と
馬
清
福
・
劉
剛
の
両
氏
に
よ
る
二
種
の
注
釈

は
、
と
も
に
隋
樹
森
の
校
本
に
も
と
づ
い
て
い
る
︵
４
︶

。

　

さ
ら
に
六
巻
本
は
一
九
七
九
年
に
遼
寧
省
図
書
館
で
職
員
の
陳
加
氏
が
再
発
見

し
、
一
九
八
一
年
に
遼
寧
省
図
書
館
か
ら
﹃
楽
府
新
編
陽
春
白
雪
﹄
、
次
い
で

一
九
八
五
年
に
遼
瀋
書
社
か
ら
﹃
明
抄
六
巻
本
陽
春
白
雪
﹄
と
し
て
影
印
さ
れ
て

い
る
。
前
集
三
巻
後
集
三
巻
に
分
集
さ
れ
、
行
格
が
半
葉
十
行
、
行
二
十
三
字
と

い
う
明
代
の
藍
格
抄
本
で
あ
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｉ
の
三
区
画
が
完

全
に
欠
落
し
て
い
る
。
﹃
明
抄
六
巻
本
陽
春
白
雪
﹄
に
は
詳
細
な
校
記
が
付
い
て

い
る
の
だ
が
、
元
刊
本
な
ど
の
﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
で
は
な
く
﹃
全
元
散
曲
﹄
と

対
校
し
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
十
分
な
効
果
が
得
ら
れ
て
い
な
い
。

　

現
存
す
る
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
国
家
図
書
館
︵
旧
北
京
図
書
館
︶
に
も
う
一
種

の
清
抄
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
て
、
こ
こ
で
は
士
礼
居
抄
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

こ
れ
は
﹃
蕘
圃
蔵
書
題
識
﹄
巻
十
の
元
刊
本
と
残
元
本
に
関
す
る
記
述
の
な
か
で

﹁
旧
銭
鈔
本
﹂
あ
る
い
は
﹁
周
丈
香
巌
蔵
旧
鈔
本
﹂
と
呼
ば
れ
る
テ
キ
ス
ト
を
、

黄
丕
烈
︵
室
名
は
士
礼
居
︶
が
さ
ら
に
抄
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
﹁
旧
銭
鈔
本
﹂

は
﹁
旧
残
鈔
本
﹂
の
誤
り
で
、
周
香
巌
は
蔵
書
家
の
周
錫
瓚
を
指
す
。
半
葉
十

半
葉
十
六
行
、
行
二
十
七
字
、
匡
郭
は
高
さ
一
六
九
ミ
リ
、
幅
二
三
〇
ミ
リ
で
、

作
品
の
収
録
状
況
は
対
照
表
に
示
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
全
体
を
前
集
と
後
集
の

二
つ
に
大
き
く
分
け
る
の
は
分
集
本
と
い
う
形
式
で
、
宋
元
時
代
特
有
の
出
版
形

態
で
あ
る

︵
１
︶

。
現
在
は
南
京
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
、
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
﹃
中
華
再

造
善
本
﹄
に
も
影
印
さ
れ
て
い
る
。
影
印
本
に
は
校
訂
の
跡
が
多
数
確
認
で
き
、

黄
丕
烈
の
跋
︵
元
刊
本
巻
末
、
ま
た
﹃
蕘
圃
蔵
書
題
識
﹄
巻
十
︶
に
よ
れ
ば
そ
れ

は
柳
如
是
の
筆
跡
と
さ
れ
る
。
復
原
に
は
こ
の
校
語
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

の
ち
に
元
刊
本
は
徐
乃
昌
に
よ
っ
て
﹃
随
盦
徐
氏
叢
書
﹄
の
一
種
と
し
て
精
巧
に

覆
刻
さ
れ
、
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
刊
行
以
前
は
こ
れ
を
通
し
て
元
刊
本
を
想
像
す

る
し
か
な
か
っ
た
。
隋
樹
森
﹃
新
校
九
巻
本
陽
春
白
雪
﹄
の
﹁
校
訂
後
記
﹂
︵
中

華
書
局
、
一
九
五
七
年
。
二
〇
三
頁
︶
に
よ
れ
ば
随
盦
叢
書
本
に
は
誤
り
が
多
い

ら
し
く
、
元
刊
本
が
影
印
さ
れ
た
今
日
で
は
そ
の
価
値
は
半
減
し
て
し
ま
っ
た
︵
２
︶

。

任
訥
は
残
元
本
等
に
よ
っ
て
元
刊
本
を
校
訂
し
、
﹃
散
曲
叢
刊
﹄
の
一
種
と
し
て

は
じ
め
て
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
校
本
を
出
版
し
た
︵
中
華
書
局
、
一
九
三
一
︶
。
た

だ
隋
樹
森
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
実
際
に
は
元
刊
本
で
は
な
く
随
盦
叢
書
本
を

底
本
に
使
用
し
て
い
る
の
で
、
利
用
す
る
際
に
は
注
意
を
要
す
る
︵
前
掲
書
、

二
〇
四
頁
︶
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
元
代
の
刊
本
が
残
元
本
で
、
や
は
り
南
京
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
影
印
さ
れ
た
こ
と
は
な
く
、
﹃
盋
山
書
影
﹄
所
載
の
巻
一
第

一
葉
と
黄
丕
烈
の
跋
二
葉
の
書
影
以
外
は
ふ
つ
う
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
筆
者

に
と
っ
て
も
残
元
本
を
見
る
こ
と
は
宿
願
だ
っ
た
が
、
最
近
に
な
っ
て
よ
う
や
く

そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
閲
覧
し
、
以
降
の
論
証
に
必
要
な
情
報
を
得
た
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
、
黄
丕
烈
の
跋
︵
残
元
本
巻
末
、
ま
た
﹃
蕘
圃
蔵
書
題
識
﹄

巻
十
︶
が
す
で
に
﹁
残
元
刻
﹂
と
称
し
て
い
る
よ
う
に
区
画
Ａ
か
ら
Ｄ
に
相
当
す

る
巻
一
と
巻
二
の
み
が
伝
わ
り
、
他
の
テ
キ
ス
ト
の
よ
う
な
前
後
集
に
は
な
っ
て

い
な
い
。
行
格
は
半
葉
十
七
行
、
行
二
十
八
字
、
匡
郭
は
高
さ
一
八
六
ミ
リ
、
幅

二
五
〇
ミ
リ
で
、
元
刊
本
の
版
式
と
比
べ
る
と
や
や
大
き
く
、
字
数
も
多
い
。
元



三

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

の
骨
格
を
把
握
す
る
こ
と
に
努
め
た
い
。

　

一
般
に
元
刊
本
と
残
元
本
は
初
編
と
重
編
と
い
う
関
係
で
理
解
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。
元
刊
本
の
の
ち
に
残
元
本
が
編
集
さ
れ
た
と
す
る
認

識
は
、
任
訥
が
散
曲
叢
刊
本
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
付
し
た
﹁
提
要
﹂
に
示
さ
れ
て
い

る︵
６
︶。

の
ち
の
隋
樹
森
も
校
本
の
﹁
校
訂
後
記
﹂
で
や
は
り
残
元
本
は
後
出
と
指
摘

し
︵
二
〇
三
頁
︶
、
﹃
中
国
大
百
科
全
書
﹄
中
国
文
学
Ⅱ
︵
中
国
大
百
科
全
書
出

版
社
、
一
九
八
六
︶
で
呂
薇
芬
氏
が
担
当
し
た
楊
朝
英
の
項
目
で
は
九
巻
本
や
六

巻
本
も
重
編
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
残

元
本
の
区
画
Ｃ
と
Ｄ
に
は
元
刊
本
に
な
い
作
品
が
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
、
元
刊

本
出
版
後
に
増
補
さ
れ
た
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
。
し
か
し
﹃
陽
春

白
雪
﹄
の
よ
う
な
坊
刻
本
の
場
合
、
書
坊
の
よ
う
な
出
版
業
者
は
宣
伝
効
果
を
高

め
る
た
め
に
、
増
補
し
た
部
分
に
﹁
新
添
﹂
﹁
新
増
﹂
等
の
文
字
を
陰
刻
で
附
刻

し
て
強
調
す
る
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
て
、
﹃
集
注
東
坡
先
生
詩
﹄
﹃
増
修
箋
註

妙
選
群
英
草
堂
詩
余
﹄
に
そ
の
実
例
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
増
補
の
よ
り
普
遍

的
な
方
法
と
し
て
は
、
も
と
の
前
後
集
は
そ
の
ま
ま
に
し
、
そ
の
後
ろ
に
続
集
や

別
集
の
よ
う
な
目
立
つ
形
で
追
加
す
る
方
法
を
選
ぶ
は
ず
で
あ
る
。
坊
刻
本
の
編

集
は
む
し
ろ
の
ち
の
も
の
ほ
ど
不
完
全
に
な
る
傾
向
が
あ
り
、
筆
者
は
初
編
、
重

編
と
い
う
直
線
的
な
関
係
で
は
な
く
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
祖
本
が
さ
ま
ざ
ま
な
欠
落

を
経
て
、
現
在
に
伝
わ
る
形
に
加
工
さ
れ
た
と
考
え
て
い
る
。
坊
刻
本
の
加
工
は

ふ
つ
う
何
ら
か
の
痕
跡
を
残
す
も
の
な
の
で
、
見
分
け
る
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く

な
い
。

　

元
刊
本
に
は
書
坊
に
よ
る
加
工
の
痕
跡
を
数
多
く
指
摘
で
き
る
。
ま
ず
前
五

︵
Ｄ
︶
の
最
後
の
葉
に
あ
る
張
小
山
﹁
満
庭
芳
﹂
は
作
品
数
が
﹁
八
段
﹂
と
標
記

さ
れ
て
い
な
が
ら
実
際
に
は
七
首
し
か
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
加
工
の
明
白
な
痕

跡
で
あ
り
、
対
照
表
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
元
刊
本
は
こ
の
葉
以
降
が
欠
落
し
て
い

る
た
め
、
書
坊
は
こ
の
葉
の
末
尾
に
あ
る
﹁
満
庭
芳
﹂
を
一
首
削
り
去
り
、
そ
こ

に
﹁
楽
府
新
編
陽
春
白
雪
巻
之
五　

前
集
﹂
と
い
う
尾
題
を
埋
め
木
に
よ
っ
て
追

行
、
行
二
十
字
で
、
前
集
四
巻
後
集
五
巻
に
分
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
で
確
認
し
た
と
こ
ろ
、
内
容
は
九
巻
本
と
ほ
ぼ
一
致
し
た
。
た
だ
区

画
Ａ
が
完
全
に
欠
落
し
、
区
画
Ｂ
も
前
半
が
欠
落
し
て
い
る
点
だ
け
が
大
き
く
異

な
っ
て
い
る
。
区
画
Ａ
が
な
く
な
っ
て
九
巻
本
よ
り
一
巻
分
少
な
く
な
る
と
こ
ろ

を
、
残
っ
た
区
画
Ｂ
の
後
半
を
無
理
に
二
つ
に
分
け
る
こ
と
で
前
集
巻
一
、
巻
二

に
加
工
し
て
あ
る
。
な
お
、
﹃
蕘
圃
蔵
書
題
識
﹄
で
は
残
元
本
に
由
来
す
る
テ
キ

ス
ト
と
み
な
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
黄
丕
烈
が
九
巻
本
を
見
て
い
な
い
た
め
に
生

じ
た
誤
解
で
あ
る
。
比
較
の
対
象
が
元
刊
本
と
残
元
本
し
か
な
け
れ
ば
、
誰
で
も

残
元
本
に
似
て
い
る
と
思
う
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
テ
キ
ス
ト
の
ほ
か
に
も
﹃
蕘
圃
蔵
書
題
識
﹄
巻
十
に
は
元
抄
本
十
巻
と

さ
れ
る
も
の
が
著
録
さ
れ
、
す
で
に
散
佚
し
て
し
ま
っ
て
は
い
る
が
復
原
に
欠
か

せ
な
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
。
﹃
蕘
圃
蔵
書
題
識
﹄
は
銭
謙
益
と
葉
樹
廉
の
識
語

を
合
わ
せ
て
転
載
し
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
元
刊
本
同
様
柳
如
是
の

旧
蔵
書
で
、
銭
謙
益
が
元
刊
本
を
用
い
て
校
訂
を
加
え
た
ら
し
い
。
黄
丕
烈
は
そ

の
筆
跡
が
元
刊
本
の
校
語
と
一
致
す
る
と
し
た
う
え
で
銭
謙
益
の
も
の
と
断
じ
て

い
る
よ
う
だ
が
、
元
刊
本
の
跋
で
は
柳
如
是
の
も
の
と
し
て
い
た
の
で
ど
の
よ
う

な
状
況
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
。
と
に
か
く
元
刊
本
の
校
語
は
こ
の
元
抄
本
を

利
用
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
、
校
語
を
通
し
て
元
抄
本
の
状
態
を
想
像

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
元
抄
本
は
黄
丕
烈
の
蔵
書
が
散
出
す
る
過
程
で
楊
紹
和
の

手
に
渡
り
、
そ
の
﹃
楹
書
隅
録
続
編
﹄
巻
四
に
も
著
録
さ
れ
る
が
、
そ
の
後
の
所

在
は
わ
か
ら
な
い
。
楊
以
増
、
楊
紹
和
父
子
が
海
源
閣
に
蓄
え
て
き
た
書
物
は
北

京
図
書
館
や
山
東
省
図
書
館
な
ど
に
分
散
し
た
ら
し
い
が
、
元
抄
本
は
所
蔵
さ
れ

て
い
な
い
よ
う
で
あ
る

︵
５
︶

。

　
　
　
　
　
　
二

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
祖
本
を
復
原
す
る
た
め
に
は
、
系
統
の
把
握
が
不
可
欠
で
あ

る
。
諸
本
を
容
易
に
見
ら
れ
な
い
環
境
で
は
、
い
ま
復
原
に
必
要
な
範
囲
で
系
統



四

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

キ
ス
ト
を
矛
盾
の
な
い
よ
う
に
抄
写
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
た
ま

た
ま
欠
落
が
少
な
か
っ
た
た
め
に
元
刊
本
や
残
元
本
よ
り
作
品
が
増
え
た
よ
う
に

見
え
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

収
録
作
品
数
か
ら
諸
本
編
集
の
先
後
を
決
定
で
き
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
の
で
、
そ
れ
以
外
の
方
法
で
系
統
を
考
え
て
み
よ
う
。
筆
者
は
左
図
の
よ
う
な

系
統
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。

　

大
き
く
見
る
と
、
元
刊
本
の
よ
う
な
半
葉
十
六
行
、
行
二
十
七
字
の
版
式
を
持

つ
テ
キ
ス
ト
の
も
と
と
な
る
十
六
行
祖
本
を
ま
ず
設
定
す
る
。
分
巻
は
九
巻
本
の

巻
数
に
後
集
巻
六
を
加
え
た
前
集
四
巻
後
集
六
巻
を
想
定
し
て
い
る
。
後
集
巻
六

に
相
当
す
る
区
画
は
対
照
表
に
な
い
が
、
こ
こ
で
区
画
Ｊ
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　

元
刊
本
は
加
工
痕
が
明
白
で
あ
り
、
し
か
も
区
画
Ｂ
を
二
つ
に
分
割
し
て
前
集

巻
二
と
巻
三
に
し
て
い
て
、
他
の
テ
キ
ス
ト
に
は
見
ら
れ
な
い
特
徴
を
持
つ
。
こ

れ
は
新
た
に
彫
り
な
お
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
版
木
の
小
規
模
な
加
工
に
よ
っ
て

生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
仮
に
元
刊
本
の
区
画
Ｂ
が
十
六
行
祖
本
の
版
木
に
対
し

て
小
規
模
な
加
工
を
す
る
こ
と
で
分
割
さ
れ
た
と
考
え
て
み
よ
う
。
前
二
︵
Ｂ

上
︶
の
最
後
の
葉
を
占
め
る
﹁
黄
鶯
児
﹂
套
は
小
令
を
収
め
る
区
画
Ａ
か
ら
Ｅ
ま

で
の
な
か
で
唯
一
の
套
数
で
あ
り
、
過
去
に
何
ら
か
の
加
工
を
経
て
い
る
だ
ろ
う

か
ら
、
ま
ず
こ
れ
を
取
り
除
く
。
こ
の
部
分
は
諸
本
と
も
欠
落
が
な
く
、
そ
れ
を

加
し
、
こ
の
巻
に
欠
落
が
な
い
か
の
よ
う
に
偽
装
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
同
様
に

後
一
︵
Ｅ
︶
の
馮
海
粟
﹁
黒
漆
弩
﹂
が
﹁
七
首
﹂
の
標
記
に
対
し
て
作
品
は
三
首

し
か
な
い
の
も
、
そ
の
次
の
葉
が
欠
落
し
た
た
め
で
あ
る
。
元
刊
本
の
欠
落
は
ほ

と
ん
ど
が
こ
の
よ
う
な
加
工
に
よ
っ
て
偽
装
さ
れ
て
い
て
、
わ
ず
か
五
十
葉
あ
ま

り
の
元
刊
本
が
前
集
五
巻
後
集
五
巻
の
完
本
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
る
。
小
論
で
は

こ
う
し
た
欠
落
部
分
を
区
画
に
応
じ
て
﹁
欠
落
Ｄ
﹂
﹁
欠
落
Ｅ
﹂
の
よ
う
に
表
記

し
て
い
る
。

　

残
元
本
に
も
加
工
痕
の
あ
る
こ
と
が
黄
丕
烈
に
よ
っ
て
す
で
に
指
摘
さ
れ
て

い
る
。
残
元
本
に
付
し
た
彼
の
跋
に
よ
れ
ば
巻
一
と
巻
二
の
標
題
は
巻
上
と
巻

下
に
筆
で
書
き
改
め
ら
れ
て
い
た
の
で
、
黄
丕
烈
は
そ
れ
を
修
復
し
た
と
い
う
。

実
際
、
書
影
で
見
る
か
ぎ
り
巻
一
の
標
題
は
﹁
楽
府
新
編
陽
春
白
雪
巻
之
一
﹂
と

な
っ
て
い
て
、
﹁
一
﹂
が
﹁
上
﹂
だ
っ
た
跡
は
ま
っ
た
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
残

元
本
の
版
木
自
体
に
目
立
っ
た
加
工
の
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
も
の
の
、
書
籍
仲

介
業
者
が
二
巻
の
残
本
を
上
下
二
巻
の
完
本
と
し
て
偽
装
を
試
み
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
元
刊
本
と
残
元
本
に
お
け
る
収
録
作
品
の
差
は
書
物
の
こ
の
よ
う
な
編

集
で
結
果
的
に
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
単
純
に
両
者
の
刊
刻
あ
る
い
は
印
刷
の
先

後
を
表
わ
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
九
巻
本
や
六
巻
本
に
も
当
て
は
ま
り
、
欠
落

が
偽
装
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
底
本
に
用
い
た
か
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
が
欠
落
し
た
テ



五

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

あ
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
を
残
元
本
の
版
式
に
当
て
は
め
る
と
、
巻
一
︵
Ａ
Ｂ
︶
、

巻
二
︵
Ｃ
Ｄ
︶
、
巻
三
︵
Ｅ
Ｆ
︶
、
巻
四
︵
Ｇ
Ｈ
︶
、
巻
五
︵
Ｉ
Ｊ
︶
の
五
巻
ほ

ど
だ
っ
た
と
推
定
で
き
、
こ
の
う
ち
巻
三
以
降
が
完
全
に
欠
落
し
た
の
が
現
在
の

残
元
本
で
あ
る
。

　

九
巻
本
に
つ
い
て
は
孫
潜
旧
蔵
本
、
樸
学
斎
抄
本
、
士
礼
居
抄
本
を
含
め
た
十

行
校
抄
本
の
系
統
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
の
う
ち
十
行
校
抄
本
、
孫
潜
旧
蔵
本
、

樸
学
斎
抄
本
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
が
、
九
巻
本
の
性
格
を
知
る
た
め
に
は
欠
か

せ
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

︵
８
︶

。
ま
ず
士
礼
居
抄
本
に
つ
い
て
考
え
る
。
﹃
蕘
圃
蔵
書

題
識
﹄
巻
十
の
元
刊
本
と
残
元
本
に
関
す
る
記
述
の
な
か
で
は
周
錫
瓚
の
所
有
す

る
テ
キ
ス
ト
を
借
り
て
抄
写
し
た
こ
と
だ
け
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
で
見
る
と
巻
末
に
跋
が
七
行
あ
る
。
最
初
の
三
行
と
次
の
二
行
は
そ
れ

ぞ
れ
順
治
八
年
︵
一
六
五
一
︶
春
と
同
秋
の
孫
潜
の
跋
を
転
写
し
た
も
の
、
最
後

の
二
行
は
誰
の
跋
か
わ
か
ら
な
い
が
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　

孫
潛
夫
跋
舊
鈔
本
陽
春
白
雪
九
卷
士
禮
居
傳
録

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

共
一
百
十
七
番

こ
れ
に
よ
り
士
礼
居
抄
本
は
黄
丕
烈
が
孫
潜
の
跋
が
あ
る
抄
本
、
つ
ま
り
孫
潜
旧

蔵
本
︵
葉
数
は
百
十
七
︶
を
抄
写
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
当
然
、
孫

潜
旧
蔵
本
も
士
礼
居
抄
本
同
様
、
区
画
Ａ
す
べ
て
と
区
画
Ｂ
前
半
が
欠
け
て
い

る
。
次
に
樸
学
斎
抄
本
に
つ
い
て
は
張
金
吾
﹃
愛
日
精
廬
蔵
書
志
﹄
巻
三
十
六
に

著
録
さ
れ
、
そ
こ
に
転
載
さ
れ
た
葉
樹
廉
︵
室
名
は
樸
学
斎
︶
の
順
治
十
五
年

︵
一
六
五
八
︶
跋
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
も
や
は
り
孫
潜
旧
蔵
本
を
葉
樹
廉
が
抄
写
し

た
も
の
で
あ
り
、
上
述
の
孫
潜
の
二
跋
も
転
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
葉
樹
廉
の

康
熙
十
九
年
︵
一
六
八
〇
︶
跋
を
見
る
と
、
そ
こ
に
は
ほ
か
の
テ
キ
ス
ト
︵
陸
貽

典
所
蔵
の
抄
本
︶
を
用
い
て
前
集
の
欠
落
部
分
を
補
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
士
礼

居
抄
本
の
特
徴
と
符
合
す
る

︵
９
︶

。
孫
潜
旧
蔵
本
か
ら
樸
学
斎
抄
本
、
士
礼
居
抄
本
の

系
統
は
こ
れ
で
確
か
め
ら
れ
た
。
そ
し
て
既
述
し
た
よ
う
に
士
礼
居
抄
本
と
九
巻

本
が
ほ
ぼ
同
じ
内
容
な
ら
、
孫
潜
旧
蔵
本
と
九
巻
本
も
同
様
の
関
係
に
あ
り
、
こ

疑
う
よ
う
な
根
拠
も
な
い
の
で
、
﹁
黄
鶯
児
﹂
套
を
取
り
除
く
だ
け
で
前
二
︵
Ｂ

上
︶
と
前
三
︵
Ｂ
下
︶
を
自
然
な
形
で
接
続
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
大
幅

な
改
刻
を
し
な
い
か
ぎ
り
元
刊
本
の
よ
う
な
レ
イ
ア
ウ
ト
に
は
加
工
で
き
な
い
。

区
画
Ｂ
の
分
割
は
や
は
り
元
刊
本
固
有
の
特
徴
で
あ
り
、
元
刊
本
は
十
六
行
祖
本

を
重
刻
し
た
も
の
と
み
な
せ
る
。
た
だ
し
区
画
Ｂ
以
外
で
は
、
偽
装
の
状
況
か
ら

見
て
十
六
行
祖
本
の
版
木
が
か
な
り
利
用
さ
れ
て
い
る

︵
７
︶

。

　

残
元
本
は
区
画
Ｅ
以
降
を
欠
落
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
も
と
と
な
る
十
七
行
重

刻
本
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
重
刻
本
な
の
か
と
い
う
と
、
任
訥
の
記

録
か
ら
そ
の
前
身
が
十
六
行
祖
本
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
か
ら
で
あ
る
。
任
訥

は
散
曲
叢
刊
本
の
﹁
弁
言
﹂
︵
第
四
葉
裏
︶
に
お
い
て
、
残
元
本
巻
二
︵
Ｃ
︶
に

あ
る
商
政
叔
﹁
潘
妃
曲
﹂
に
は
、
元
刊
本
の
当
該
箇
所
の
行
を
入
れ
ち
が
え
て

彫
っ
た
部
分
が
あ
り
、
残
元
本
は
元
刊
本
を
も
と
に
し
て
作
ら
れ
た
と
指
摘
し
て

い
る
。
こ
の
入
れ
ち
が
え
が
な
け
れ
ば
残
元
本
を
今
回
の
系
統
図
の
な
か
に
位
置

づ
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
任
訥
の
指
摘
は
た
い
へ
ん
貴
重
で
あ
る
。

た
だ
し
残
元
本
が
依
拠
し
た
の
は
欠
落
の
あ
る
元
刊
本
そ
の
も
の
で
は
な
い
は
ず

だ
か
ら
、
こ
こ
で
そ
れ
を
十
六
行
祖
本
と
訂
正
し
て
お
く
。
と
こ
ろ
で
、
元
刊
本

に
お
け
る
前
二
︵
Ｂ
上
︶
と
前
三
︵
Ｂ
下
︶
の
接
続
箇
所
を
残
元
本
で
見
て
み
る

と
、
そ
こ
に
加
工
の
跡
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
ず
、
自
然
に
接
続
し
て
い
る
。
九
巻

本
や
六
巻
本
も
そ
の
点
は
同
様
で
あ
る
か
ら
、
結
局
、
区
画
Ｂ
を
分
割
す
る
の
は

元
刊
本
固
有
の
特
徴
で
あ
り
、
十
六
行
祖
本
は
区
画
Ｂ
を
分
割
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

さ
ら
に
十
七
行
重
刻
本
の
分
巻
に
つ
い
て
も
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
。
残
元
本

の
系
統
の
特
徴
は
可
能
な
か
ぎ
り
つ
め
こ
む
こ
と
で
あ
り
、
行
数
や
一
行
の
字
数

を
増
や
し
、
改
行
を
最
小
限
に
し
て
空
白
を
減
ら
す
こ
と
で
、
密
な
版
式
を
追
求

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
版
式
は
、
無
理
に
で
も
誇
張
し
て
巻
数
や
葉
数
を
大
き

く
見
せ
よ
う
と
す
る
分
集
本
の
編
集
方
針
と
は
逆
行
す
る
の
で
、
分
集
は
さ
れ
て

い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
七
行
重
刻
本
の
分
巻
は
区
画
Ａ
か
ら
Ｊ
ま
で



六

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

　
　
　

右
二
段
附
二
卷
末
。

﹁
黄
鶯
児
﹂
套
は
九
巻
本
の
前
二
︵
Ｂ
︶
末
に
あ
る
の
に
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
﹁
二

巻
末
﹂
と
記
す
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
﹁
二
巻
末
﹂
が
九
巻
本
の
前
集
巻

二
を
意
味
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
﹁
二
巻
末
﹂
は
元
刊
本
の
前

二
︵
Ｂ
上
︶
末
で
あ
り
、
そ
こ
に
﹁
黄
鶯
児
﹂
套
が
あ
る
の
だ
が
、
十
行
校
抄
本

が
底
本
に
し
た
﹁
原
版
﹂
で
は
こ
の
位
置
に
﹁
黄
鶯
児
﹂
套
は
な
く
、
し
か
も
そ

の
前
の
楊
澹
斎
﹁
湘
妃
怨
﹂
の
後
ろ
に
は
直
接
次
の
白
仁
甫
﹁
慶
東
原
﹂
が
配
置

さ
れ
て
い
た
の
で
置
き
場
所
に
困
り
、
し
か
た
な
く
﹁
原
版
﹂
の
巻
末
の
位
置
に

置
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
﹁
原
版
﹂
は
も
ち
ろ
ん
刊
本
で
あ
り
、
分

巻
が
九
巻
本
と
同
じ
で
あ
る
は
ず
な
の
で
、
そ
の
特
徴
を
満
た
す
の
は
系
統
図
の

な
か
で
は
十
六
行
祖
本
以
外
に
あ
り
え
な
い
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
九
巻
本
の
前

に
十
行
校
抄
本
が
存
在
し
、
系
統
と
し
て
は
十
六
行
祖
本
に
つ
な
が
る
こ
と
が
確

認
で
き
た
。
た
だ
し
底
本
と
な
っ
た
十
六
行
祖
本
は
、
九
巻
本
の
作
品
収
録
状
況

を
見
て
も
わ
か
る
よ
う
に
欠
落
が
か
な
り
激
し
く
、
後
六
︵
Ｊ
︶
も
完
全
に
失
わ

れ
て
い
た
だ
ろ
う
。

　

元
抄
本
も
や
は
り
十
六
行
祖
本
を
底
本
に
し
て
抄
写
し
た
と
思
わ
れ
る
。
元
抄

本
は
元
刊
本
の
校
語
が
依
拠
し
た
テ
キ
ス
ト
な
の
で
、
当
然
そ
の
底
本
は
元
刊
本

と
は
異
な
る
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
校
語
に
は
元
刊
本
の
欠
落
Ｃ
、
Ｄ
、

Ｅ
、
Ｇ
に
対
し
て
﹁
〇
葉
要
抄
補
﹂
の
よ
う
に
欠
落
を
指
摘
し
た
箇
所
が
あ
る
。

こ
れ
は
元
抄
本
の
版
式
が
元
刊
本
と
等
し
い
こ
と
を
示
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
な
校
語
の
あ
る
欠
落
部
分
は
、
そ
の
葉
数
分
を
取
り
除
い
た
あ
と

簡
単
な
加
工
を
施
す
だ
け
で
、
元
刊
本
の
よ
う
な
形
に
偽
装
で
き
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
例
え
ば
先
に
示
し
た
前
五
︵
Ｄ
︶
の
張
小
山
﹁
満
庭
芳
﹂
が
そ
う
だ
っ

た
。
後
一
︵
Ｅ
︶
の
馮
海
粟
﹁
黒
漆
弩
﹂
の
加
工
痕
に
つ
い
て
も
、
欠
落
葉
の
直

前
の
切
れ
目
が
よ
く
、
直
後
の
葉
の
第
一
行
で
次
の
曲
牌
﹁
乾
荷
葉
﹂
が
ち
ょ
う

ど
始
ま
る
た
め
、
作
品
数
﹁
七
首
﹂
を
﹁
三
首
﹂
に
改
刻
し
わ
す
れ
て
い
た
こ
と

を
除
け
ば
そ
の
中
間
の
欠
落
を
感
じ
さ
せ
な
い

︶
11
︵

。
他
の
部
分
も
欠
落
は
葉
単
位
と

の
共
通
の
祖
本
を
十
行
校
抄
本
と
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

筆
者
は
九
巻
本
が
十
行
校
抄
本
を
介
し
て
十
六
行
祖
本
に
つ
な
が
る
と
考
え
て

い
る
。
十
行
校
抄
本
は
様
式
が
半
葉
十
行
の
抄
本
で
、
か
つ
校
本
と
い
う
特
徴
を

持
つ
。
こ
こ
で
対
照
表
を
見
て
み
よ
う
。
元
刊
本
の
欠
落
Ｃ
～
Ｈ
の
う
ち
、
Ｆ
、

Ｇ
、
Ｈ
に
つ
い
て
は
欠
落
の
始
ま
り
が
九
巻
本
の
欠
落
の
始
ま
り
と
一
致
し
て
い

る
。
例
え
ば
区
画
Ｇ
の
欠
落
が
始
ま
る
﹁
一
枝
花
﹂
套
よ
り
前
に
は
両
本
と
も
欠

落
は
な
く
、
作
品
収
録
状
況
は
ま
っ
た
く
等
し
い
。
そ
し
て
そ
れ
以
降
で
は
元
刊

本
が
完
全
に
欠
落
し
、
九
巻
本
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
が
欠
落
し
て
い
る
。
区
画
Ｆ
、

Ｈ
も
そ
う
で
あ
り
、
区
画
Ｃ
、
Ｄ
に
つ
い
て
も
Ｆ
、
Ｇ
、
Ｈ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い

が
同
様
の
現
象
が
起
き
て
い
る
。
区
画
Ｅ
に
つ
い
て
は
一
見
し
た
と
こ
ろ
九
巻
本

に
欠
落
が
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
後
一
︵
Ｅ
︶
の
張
小
山
﹁
小
梁
州
﹂
二
首
に

あ
る
原
注
か
ら
欠
落
の
存
在
が
判
明
す
る
。

　
　
　

右
二
首
原
版
缺
、
抄
補
在
此
。

こ
の
部
分
は
幸
い
に
欠
落
作
品
を
補
う
こ
と
が
で
き
た
ら
し
い
が
本
来
は
欠
落

箇
所
で
あ
り
、
区
画
Ｅ
で
も
や
は
り
他
の
区
画
と
同
じ
現
象
が
起
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
九
巻
本
は
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
欠
落
の
あ
る
﹁
原
版
﹂
と
元
刊
本
と
を

合
わ
せ
て
作
成
し
た
校
本
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る

︶
10
︵

。
士
礼
居
抄
本
が
九
巻
本
と
ほ

と
ん
ど
同
じ
様
式
、
同
じ
内
容
︵
先
の
原
注
も
含
む
︶
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ

せ
る
と
、
共
通
の
祖
本
の
形
態
は
お
そ
ら
く
抄
本
で
あ
り
、
行
格
は
半
葉
十
行
、

行
二
十
字
だ
っ
た
ろ
う
。
こ
れ
を
抄
写
し
た
の
が
九
巻
本
で
あ
り
、
の
ち
に
区
画

Ａ
・
Ｂ
に
欠
落
が
生
じ
た
あ
と
で
抄
写
し
た
の
が
孫
潜
旧
蔵
本
で
あ
る
と
結
論
づ

け
ら
れ
る
。

　

十
行
校
抄
本
が
﹁
原
版
﹂
と
元
刊
本
を
合
わ
せ
た
校
本
と
い
う
こ
と
は
す
で
に

わ
か
っ
た
が
、
さ
ら
に
こ
れ
が
元
刊
本
を
用
い
て
﹁
原
版
﹂
を
校
勘
し
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
で
、
﹁
原
版
﹂
が
十
六
行
祖
本
と
い
う
こ
と
も
わ
か

る
。
校
勘
作
業
の
様
子
は
区
画
Ｂ
の
﹁
黄
鶯
児
﹂
套
の
配
置
か
ら
推
定
で
き
る
。

九
巻
本
の
﹁
黄
鶯
児
﹂
套
に
は
ま
た
原
注
が
あ
る
。



七

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

な
の
で
、
九
巻
本
の
分
巻
を
基
準
に
す
る
と
前
集
四
巻
と
後
集
五
巻
の
合
わ
せ
て

九
巻
と
な
り
、
こ
れ
で
は
元
抄
本
の
十
巻
に
ま
だ
一
巻
足
り
な
い
。
し
か
し
こ
れ

に
後
集
巻
六
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
前
集
四
巻
後
集
六
巻
の
計
十
巻
と

な
り
元
抄
本
の
巻
数
に
一
致
す
る
。
筆
者
が
十
六
行
祖
本
を
前
集
四
巻
後
集
六
巻

と
想
定
す
る
の
は
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
で
系
統
の
概
略
は
示
せ
た
と
思
う
。
本
来
な
ら
ば
文
字
の
異
同
も
仔
細
に

検
討
す
べ
き
だ
が
、
諸
本
を
容
易
に
見
ら
れ
な
い
環
境
で
隋
樹
森
校
本
・
散
曲
叢

刊
本
の
校
語
、
﹃
明
抄
六
巻
本
陽
春
白
雪
﹄
の
校
記
だ
け
で
は
ま
だ
明
確
な
結
論

を
引
き
出
せ
て
い
な
い
。
し
か
し
系
統
を
構
築
す
る
目
的
は
系
統
そ
の
も
の
を
完

璧
に
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
系
統
を
手
が
か
り
と
し
て
祖
本
を
復
原
す
る
こ
と
に

あ
る
。
系
統
を
こ
こ
ま
で
構
築
で
き
れ
ば
、
次
の
復
原
の
段
階
に
進
む
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
　
　
　
　
三

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
復
原
は
対
照
表
に
示
し
た
よ
う
な
諸
本
の
収
録
作
品
を
た
だ

ま
と
め
た
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
後
集
巻
六
﹂
の
存
在
や
諸
本
が

経
て
き
た
欠
落
と
加
工
の
過
程
か
ら
察
せ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
小
論
で
は
前

節
で
示
し
た
系
統
図
に
従
っ
て
次
の
よ
う
な
三
段
階
に
よ
る
復
原
を
試
み
る
。

　
　
　

第
一
段
階　

元
抄
本
の
復
原

　
　
　

第
二
段
階　

十
六
行
祖
本
の
復
原

　
　
　

第
三
段
階　

十
七
行
重
刻
本
の
復
原

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
祖
本
復
原
の
手
が
か
り
は
元
抄
本
の
復
原
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

導
き
出
せ
る
。
元
抄
本
の
復
原
で
は
元
刊
本
に
施
さ
れ
た
校
語
を
根
拠
に
し
て
、

現
存
諸
本
と
は
異
な
る
新
し
い
テ
キ
ス
ト
を
再
生
す
る
。
十
六
行
祖
本
︵
残
︶
に

つ
い
て
は
元
抄
本
と
同
じ
内
容
で
あ
る
か
ら
特
に
復
原
す
る
ま
で
も
な
い
の
で
、

元
抄
本
が
復
原
で
き
れ
ば
次
に
は
十
六
行
祖
本
の
復
原
が
視
野
に
入
っ
て
く
る
。

十
六
行
祖
本
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
最
初
の
テ
キ
ス
ト
と
設
定
し
て
い
る
の
で
、
復
原

思
わ
れ
、
そ
れ
が
元
抄
本
と
一
致
す
る
の
な
ら
版
式
も
お
そ
ら
く
同
一
の
は
ず
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
元
抄
本
が
元
刊
本
と
同
じ
半
葉
十
六
行
、
行
二
十
七
字
の
版

式
を
し
て
い
る
な
ら
、
共
通
の
祖
本
は
十
六
行
祖
本
と
み
な
せ
る
。

　

六
巻
本
は
区
画
Ａ
、
Ｂ
が
九
巻
本
と
一
致
す
る
の
で
、
や
は
り
十
六
行
祖
本
が

底
本
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
六
巻
本
は
十
六
行
祖
本
に
直
接
つ
な
げ
、
元
刊
本

と
元
抄
本
に
対
し
て
は
そ
の
残
本
で
あ
る
十
六
行
祖
本
︵
残
︶
を
中
間
に
設
け
た

の
は
、
欠
落
Ｆ
、
Ｈ
が
元
刊
本
と
元
抄
本
に
共
通
す
る
か
ら
で
あ
る
。
欠
落
Ｆ
、

Ｈ
に
は
元
刊
本
に
校
語
が
な
い
の
で
元
抄
本
も
そ
の
部
分
は
欠
落
し
て
い
た
は
ず

で
あ
り
、
両
本
が
も
と
づ
い
た
十
六
行
祖
本
も
当
然
そ
こ
は
欠
落
し
て
い
た
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
部
分
を
収
録
す
る
六
巻
本
の
祖
本
と
は
区
別
す
る
た
め
、

少
な
く
と
も
区
画
Ｆ
、
Ｈ
に
欠
落
の
あ
る
も
の
を
十
六
行
祖
本
︵
残
︶
と
設
定
す

る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
六
巻
本
の
後
集
は
巻
の
番
号
が
九
巻
本
と
ず
れ
る
が
、

六
巻
本
は
区
画
Ｅ
を
欠
く
た
め
区
画
Ｆ
を
巻
一
に
し
て
数
え
な
お
し
た
の
だ
ろ

う
。
番
号
の
数
え
な
お
し
は
士
礼
居
抄
本
で
も
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
抄
本
に
お

い
て
は
よ
く
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

　

隋
樹
森
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
現
存
諸
本
に
は
な
い
﹁
後
集
巻
六
﹂
の
存
在
を

指
摘
し
た
︵
前
掲
﹁
校
訂
後
記
﹂
二
〇
八
頁
︶
。
そ
れ
は
白
仁
甫
の
﹃
天
籟
集

摭
遺
﹄
所
収
の
﹁
悩
煞
人
﹂
套
が
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
﹁
後
集
巻
六
﹂
か
ら
採
録
し

た
こ
と
を
明
記
し
て
い
て
、
し
か
も
諸
本
の
区
画
Ａ
～
Ｉ
に
は
確
か
に
未
収
で
あ

る
た
め
で
あ
る
。
﹁
悩
煞
人
﹂
套
は
小
石
調
の
套
数
で
あ
る
か
ら
、
後
集
の
そ
の

あ
た
り
に
あ
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
区
画
Ｂ
の
﹁
黄
鶯
児
﹂

套
も
本
来
は
套
数
を
収
め
る
区
画
Ｆ
以
降
に
配
置
さ
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
り
、
そ

れ
が
﹁
後
集
巻
六
﹂
の
可
能
性
も
十
分
に
あ
り
う
る
。
﹁
後
集
巻
六
﹂
を
ど
う
扱

う
べ
き
か
に
つ
い
て
は
、
元
抄
本
と
合
わ
せ
て
考
え
た
ほ
う
が
い
い
。
元
抄
本
は

﹃
蕘
圃
蔵
書
題
識
﹄
や
﹃
楹
書
隅
録
続
編
﹄
で
は
十
巻
と
著
録
さ
れ
、
前
後
集
か

ど
う
か
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。
元
抄
本
は
十
六
行
祖
本
を
抄
写
し
た
も
の
で
あ

り
、
十
六
行
祖
本
は
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
九
巻
本
の
よ
う
な
分
巻
だ
っ
た
は
ず
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二
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当
た
ら
な
い
。
ま
た
元
刊
本
に
は
収
録
さ
れ
、
元
抄
本
で
は
欠
落
し
て
い
る
作
品

も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
小
論
で
は
常
に
復
原
可
能
性
の
最
大
値
を
目
標
に
し

て
い
る
の
で
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
特
に
考
慮
せ
ず
に
作
業
を
進
め
て
い
く
。

　

元
刊
本
の
欠
落
を
補
充
す
る
に
は
現
存
諸
本
を
利
用
す
る
の
が
も
っ
と
も
近
道

だ
ろ
う
。
は
じ
め
に
残
元
本
を
用
い
て
欠
落
Ｃ
と
Ｄ
の
補
充
を
試
み
る
。
残
元
本

の
版
式
を
適
切
に
調
整
し
て
欠
落
Ｃ
を
補
充
す
る
と
、
校
語
の
記
載
ど
お
り
ち
ょ

う
ど
四
葉
に
な
る

︶
12
︵

。
区
画
Ｃ
で
は
残
元
本
に
収
録
さ
れ
る
以
外
の
作
品
は
現
存
諸

本
に
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
元
刊
本
の
欠
落
葉
を
補
充
す
る
に
は
残
元
本
の
利

用
が
有
効
で
あ
り
、
元
抄
本
の
区
画
Ｃ
は
こ
れ
で
復
原
で
き
た
と
考
え
て
い
い
だ

ろ
う
。

　

残
元
本
は
残
存
部
分
に
関
し
て
い
え
ば
作
品
の
欠
落
は
な
く
、
作
品
配
列
を
含

め
て
信
頼
し
て
い
い
と
思
わ
れ
る
。
区
画
Ａ
は
諸
本
と
も
完
全
に
一
致
し
、
区
画

Ｃ
は
元
刊
本
欠
落
葉
の
復
原
に
よ
っ
て
残
元
本
の
有
効
性
が
示
さ
れ
た
。
区
画
Ｂ

に
お
い
て
は
元
刊
本
や
九
巻
本
に
あ
る
﹁
黄
鶯
児
﹂
套
が
残
元
本
に
は
な
い
が
、

残
元
本
の
よ
う
に
区
画
Ｂ
に
収
め
な
い
の
が
十
六
行
祖
本
の
も
と
も
と
の
状
態

だ
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
残
元
本
を
欠
落
Ｃ
、
Ｄ
の
復
原

に
し
か
使
え
な
い
の
が
惜
し
ま
れ
る
。
そ
の
欠
落
Ｄ
も
残
元
本
で
は
途
中
ま
で
し

か
復
原
で
き
な
い
の
で
、
九
巻
本
を
併
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
残
元
本

に
は
な
い
欠
落
Ｅ
と
Ｇ
に
対
し
て
も
九
巻
本
を
利
用
し
て
復
原
を
試
み
る
。

　

ま
ず
欠
落
Ｄ
を
、
残
元
本
に
存
在
す
る
部
分
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
用
い
て
補
充

し
て
み
よ
う
。
版
式
の
調
整
の
し
か
た
に
よ
っ
て
補
充
葉
数
は
変
動
す
る
が
、
だ

い
た
い
三
葉
半
か
ら
四
葉
半
と
な
る
。
現
存
諸
本
の
な
か
で
欠
落
Ｄ
を
補
充
で
き

る
の
は
ほ
か
に
九
巻
本
の
み
で
あ
る
。
校
語
に
よ
れ
ば
欠
落
十
二
葉
は
﹁
普
天

楽
﹂
か
ら
﹁
錦
橙
梅
﹂
ま
で
と
さ
れ
、
九
巻
本
は
こ
の
記
述
と
合
致
し
て
い
る
。

残
元
本
で
補
充
し
た
あ
と
に
続
け
て
、
そ
れ
以
外
の
作
品
を
九
巻
本
で
補
充
す
る

と
、
様
式
の
調
整
後
は
残
元
本
の
補
充
分
と
合
わ
せ
て
五
葉
半
か
ら
六
葉
半
に
な

る
。
こ
れ
は
区
画
Ｄ
の
欠
落
葉
数
十
二
葉
が
現
存
諸
本
を
用
い
た
だ
け
で
は
決
し

の
意
義
は
大
き
い
。
そ
し
て
十
六
行
祖
本
が
復
原
で
き
れ
ば
、
版
式
を
調
整
す
る

こ
と
で
残
元
本
の
も
と
の
姿
で
あ
る
十
七
行
重
刻
本
を
復
原
で
き
る
。
前
節
で

は
十
七
行
重
刻
本
を
五
巻
と
推
定
し
た
が
、
そ
の
適
否
も
判
断
で
き
る
は
ず
で
あ

る
。

　

元
抄
本
の
復
原
は
複
数
の
手
続
き
を
試
行
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
の
節
で

は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
を
用
い
た
復
原
の
可
能
性
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
元
刊
本

や
残
元
本
は
重
刻
を
経
て
い
る
し
、
九
巻
本
が
校
本
で
あ
る
こ
と
も
す
で
に
見
て

き
た
と
お
り
で
、
六
巻
本
も
文
字
の
異
同
の
初
歩
的
調
査
で
は
や
は
り
校
本
の
よ

う
な
の
で
、
結
局
、
元
抄
本
が
十
六
行
祖
本
か
ら
も
っ
と
も
近
い
位
置
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
元
抄
本
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
と
は
い
え
、
幸
い
元
刊
本
に
は
元
抄

本
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
校
語
が
書
き
込
ま
れ
、
影
印
本
で
も
相
当
数
を
確
認
で
き

る
。
こ
の
校
語
に
は
単
純
な
字
句
の
訂
正
の
ほ
か
に
、
元
刊
本
の
欠
落
に
関
わ
る

覚
え
書
き
が
四
か
所
記
さ
れ
て
い
る
。

　
　

︵
欠
落
Ｃ
︶
徳
勝
樂
白
仁
甫
八
段
、
得
勝
令
、
殿
前
歡
四
葉
、
要
抄
補
。

白
仁
甫
の
﹁
徳
勝
楽
﹂
八
首
か
ら
﹁
得
勝
令
﹂
﹁
殿
前
歓
﹂
ま

で
の
四
葉
、
要
抄
補
。

　
　

︵
欠
落
Ｄ
︶
普
天
樂
起
十
二
葉
、
至
仙
呂
錦
橙
梅
止
、
要
抄
補
。

﹁
普
天
楽
﹂
か
ら
の
十
二
葉
、
仙
呂
﹁
錦
橙
梅
﹂
ま
で
、
要
抄

補
。

　
　

︵
欠
落
Ｅ
︶
其
下
有
子
胥
解
劍
圖
起
、
至
逋
齋
八
首
、
共
四
葉
要
抄
。

こ
れ
以
下
の
﹁
子
胥
解
剣
図
﹂
︵
馮
海
粟
﹁
鸚
鵡
曲
﹂
第
一

首
︶
か
ら
劉
逋
斎
の
﹁
四
塊
玉
﹂
八
首
ま
で
全
部
で
四
葉
、

要
抄
補
。

　
　

︵
欠
落
Ｇ
︶
一
枝
花
起
七
葉
、
要
抄
補
。

　
　
　
　
　
　
　

﹁
一
枝
花
﹂
か
ら
七
葉
、
要
抄
補
。

こ
の
よ
う
に
元
刊
本
の
校
語
は
欠
落
し
た
曲
牌
と
欠
落
葉
数
を
詳
細
に
記
録
し
て

い
る
。
元
刊
本
に
は
区
画
Ｆ
と
Ｈ
に
も
欠
落
葉
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
校
語
が
見



九

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

Ｅ
の
復
原
は
未
達
成
で
終
わ
っ
た
。
欠
落
Ｄ
で
残
元
本
に
含
ま
れ
る
部
分
の
四
葉

程
度
は
問
題
な
い
と
し
て
、
九
巻
本
で
補
っ
た
部
分
に
は
欠
落
が
予
想
さ
れ
る
。

九
巻
本
に
よ
る
欠
落
Ｅ
の
復
原
も
そ
の
予
想
を
支
持
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
元
抄
本
は
現
存
諸
本
を
い
か
に
駆
使
し
て
も
完
全
に
は
復
原
で
き
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
必
然
的
に
﹃
陽
春
白
雪
﹄
以
外
の
資
料
を
活
用
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
四

　

元
明
時
代
の
散
曲
集
の
な
か
に
は
編
集
時
に
利
用
し
た
書
物
の
作
品
配
列
が
そ

の
ま
ま
保
存
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
作
品
配
列
は
﹃
楽
府
群

珠
﹄
に
吸
収
さ
れ
た
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
に
よ
っ
て
は
復
原
し
き
れ
な
か
っ
た

欠
落
を
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
利
用
で
ど
こ
ま
で
補
充
で
き
る
か
、
そ
の
可
能
性
を
見

極
め
た
い
。

　

﹃
楽
府
群
珠
﹄
は
従
来
ほ
と
ん
ど
研
究
対
象
と
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
、
断

片
的
な
情
報
し
か
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
編
者
や
編
纂
経
緯
に
つ
い
て
は
ま
っ

た
く
わ
か
ら
ず
、
明
代
の
散
曲
を
多
数
収
録
す
る
の
で
明
代
の
成
立
と
い
う
こ
と

が
わ
か
る
程
度
で
あ
る
。
盧
前
が
一
九
五
五
年
に
商
務
印
書
館
か
ら
出
版
し
た
排

印
本
が
も
っ
と
も
普
及
し
て
い
る
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
テ
キ
ス
ト
は
筆
者
の
調
査

に
よ
っ
て
確
認
で
き
た
も
の
だ
け
で
も
五
種
存
在
し
︵
破
損
の
た
め
閲
覧
不
可
の

も
の
一
種
を
含
む
︶
、
手
元
に
あ
る
の
は
台
北
の
国
家
図
書
館
︵
旧
中
央
図
書

館
︶
所
蔵
の
明
抄
本
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
内
容
は
基
本
的
に
同

じ
で
残
本
の
系
統
で
あ
り
、
主
要
な
九
つ
の
宮
調
の
う
ち
三
つ
し
か
含
ま
な
い
。

宮
調
構
成
は
中
呂
宮
の
曲
牌
二
十
一
調
と
南
呂
宮
の
六
調
で
全
体
の
四
分
の
三
を

占
め
、
残
り
は
双
調
の
二
調
と
な
っ
て
い
る

︶
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。
従
来
も
っ
と
も
注
目
を
集
め
た
の

は
そ
の
書
眉
に
書
き
込
ま
れ
た
出
所
の
注
記
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
い
く
つ
か
の
散

曲
集
を
示
す
文
字
が
出
所
と
し
て
示
さ
れ
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
も
﹁
陽
﹂
と
記
さ
れ

て
い
る
。
隋
樹
森
は
こ
れ
を
根
拠
に
し
て
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
現
存
諸
本
に
は
未
収

て
復
原
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
欠
落
Ｅ
と
Ｇ
に
つ
い
て

も
九
巻
本
で
は
十
分
に
補
充
で
き
な
い
。
欠
落
Ｅ
を
補
充
で
き
る
の
は
九
巻
本
以

外
に
は
な
く
、
同
様
に
復
原
を
試
み
る
と
二
葉
半
か
ら
三
葉
と
な
り
、
こ
こ
の
欠

落
葉
数
四
葉
に
は
や
は
り
届
か
な
い
。
欠
落
Ｇ
は
套
数
で
あ
り
、
元
刊
本
の
校
語

で
は
七
葉
欠
落
し
て
い
る
。
套
数
に
対
し
て
は
元
刊
本
の
基
本
的
な
様
式
に
合
わ

せ
て
補
充
す
る
と
、
三
葉
に
し
か
な
ら
な
い
。
九
巻
本
に
よ
る
復
原
に
限
界
が
あ

る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

　

既
述
し
た
と
お
り
、
九
巻
本
の
各
巻
に
は
基
本
的
に
欠
落
が
あ
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
る
。
九
巻
本
に
は
前
四
︵
Ｄ
︶
の
よ
う
に
欠
落
が
分
散
す
る
特
徴
が
あ

る
。
こ
れ
は
葉
単
位
の
欠
落
で
は
な
く
虫
食
い
や
汚
損
、
漫
漶
に
よ
る
も
の
と
思

わ
れ
、
底
本
の
状
態
が
か
な
り
わ
る
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
復
原
後
の

元
抄
本
前
四
︵
Ｄ
︶
を
見
る
と
、
九
巻
本
の
欠
落
箇
所
は
第
五
～
八
葉
の
か
な
り

の
面
積
を
占
め
、
底
本
の
状
態
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
に
は
常

に
こ
の
よ
う
な
欠
落
の
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
留
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

欠
落
Ｇ
は
さ
ら
に
六
巻
本
で
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
六
巻
本
は
欠
落
Ｇ

に
補
充
し
た
九
巻
本
の
作
品
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
。
六
巻
本
も
元
刊
本
と
は

様
式
が
異
な
る
た
め
適
切
に
調
整
し
た
う
え
で
補
充
す
る
と
、
補
充
葉
数
は
七
葉

と
な
っ
て
校
語
と
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
。
か
つ
九
巻
本
が
や
は
り
分
散
し
な
が
ら

欠
落
し
て
い
る
こ
と
を
六
巻
本
は
教
え
て
く
れ
る

︶
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︵

。
区
画
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
や
欠
落
Ｇ

の
状
況
を
見
る
か
ぎ
り
、
六
巻
本
は
残
存
部
分
に
大
き
な
欠
落
は
な
い
だ
ろ
う
と

筆
者
は
考
え
て
い
る

︶
14
︵

。
例
え
ば
欠
落
Ｆ
は
元
抄
本
も
欠
落
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る

が
、
こ
こ
は
六
巻
本
が
存
在
す
る
の
で
そ
れ
を
利
用
す
れ
ば
ほ
ぼ
復
原
は
可
能
だ

ろ
う
。
六
巻
本
は
区
画
Ｄ
と
Ｅ
の
欠
落
に
見
る
よ
う
に
お
そ
ら
く
冊
単
位
で
欠
落

し
て
い
る
。
区
画
Ｄ
・
Ｅ
と
Ｉ
・
Ｊ
の
二
冊
が
失
わ
れ
た
こ
と
で
、
現
在
の
区
画

Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
と
Ｆ
・
Ｇ
・
Ｈ
の
二
冊
六
巻
に
な
っ
た
と
推
定
で
き
る
。
六
巻
本
の

欠
落
も
ま
た
非
常
に
残
念
で
あ
る
。

　

い
ま
欠
落
Ｃ
を
残
元
本
で
、
欠
落
Ｇ
を
六
巻
本
で
復
原
で
き
た
が
、
欠
落
Ｄ
と



一
〇

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

小
山
作
品
を
除
き
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
そ
の
ま
ま
反
映
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
張

小
山
作
品
の
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
作
品
が
複
数
の
先
行
書
に
収
録
さ
れ
る
場
合
、

﹃
楽
府
群
珠
﹄
は
ふ
つ
う
一
か
所
に
整
理
し
て
適
当
な
ま
と
ま
り
の
な
か
に
配
置

し
、
数
か
所
に
分
散
す
る
の
を
回
避
し
て
い
る
。
﹁
金
字
経
﹂
の
例
で
は
、
﹃
陽

春
白
雪
﹄
に
十
首
、
﹃
太
平
楽
府
﹄
に
十
六
首
あ
っ
た
張
小
山
の
作
品
が
﹁
張
小

山
四
十
一
首
﹂
に
、
ま
た
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
あ
っ
た
呉
仁
卿
の
﹁
夢
中
邯
鄲

道
﹂
﹁
謝
公
東
山
臥
﹂
二
首
が
盧
疎
斎
の
作
品
と
し
て
﹃
楽
府
群
玉
﹄
の
ま
と
ま

り
の
な
か
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
配
列
が
不
規
則
に
乱
れ
る
こ
と
も
あ
る
も
の

の
、
基
本
的
に
は
﹁
金
字
経
﹂
以
外
の
曲
牌
も
含
め
て
﹃
楽
府
群
珠
﹄
は
先
行
書

に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
機
械
的
操
作
で
編
纂
さ
れ
て
い
る
。

　

﹃
楽
府
群
珠
﹄
が
利
用
し
た
先
行
書
の
性
格
を
把
握
し
た
う
え
で
な
い
と
﹃
陽

春
白
雪
﹄
の
分
離
に
支
障
が
出
る
の
で
、
こ
こ
で
ま
と
め
て
紹
介
し
よ
う
。

　

︵
一
︶
曾
瑞
卿
の
作
品
集

　

﹃
録
鬼
簿
﹄
の
記
録
か
ら
曾
瑞
卿
に
は
元
代
す
で
に
﹃
詩
酒
余
音
﹄
と
い
う
作

品
集
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
が
、
現
在
は
散
佚
し
て
し
ま
っ
た
。
盧
前
﹃
飲
虹
簃
所

刻
曲
﹄
所
収
の
同
名
の
書
は
盧
前
が
諸
書
か
ら
曾
瑞
卿
の
作
品
を
採
録
し
て
ま
と

め
た
も
の
で
、
当
時
の
も
の
と
は
別
書
で
あ
る
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
曾
瑞
卿
の
作

品
集
を
示
す
出
所
注
記
は
一
切
な
い
が
、
配
列
か
ら
曾
瑞
卿
の
作
品
集
を
利
用
し

た
こ
と
は
確
か
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
﹃
詩
酒
余
音
﹄
か
も
し
れ
な
い
。

　

︵
二
︶
張
小
山
の
作
品
集　
　

注
記
は
﹁
全
﹂
﹁
金
﹂

　

出
所
注
記
で
は
﹁
全
﹂
﹁
金
﹂
で
あ
る
が
、
何
を
指
す
か
未
詳
で
あ
る

︶
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︵

。
張
小

山
の
作
品
集
は
数
種
伝
来
し
て
い
て
、
そ
の
な
か
で
は
﹃
新
刊
張
小
山
北
曲
聯
楽

府
﹄
が
も
っ
と
も
古
い
系
統
の
も
の
で
あ
る
。
元
刊
本
は
伝
わ
ら
ず
、
複
数
現
存

す
る
抄
本
の
う
ち
一
種
が
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
に
影
印
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
﹃
北

曲
聯
楽
府
﹄
は
後
世
の
整
理
を
経
て
い
て
、
も
と
も
と
前
集
、
後
集
、
続
集
、
別

集
の
四
つ
に
分
集
さ
れ
て
流
通
し
て
い
た
も
の
が
、
曲
牌
で
分
類
し
な
お
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
分
類
作
業
は
機
械
的
な
も
の
で
、
各
曲
牌
は
依
然
と
し
て
四
集
の
枠

の
劉
逋
斎
﹁
四
塊
玉
﹂
二
首
を
佚
曲
と
し
て
校
本
の
附
録
に
採
録
し
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
逆
に
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
注
記
に
用
い
た
﹃
陽
春
白
雪
﹄
は
現
存
諸
本
と

は
別
種
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
り
、
注
記
が
そ
の
テ
キ
ス
ト
の
収
録
範
囲
に
し
か
及
ん

で
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
も
い
よ
う
。

　

筆
者
の
手
法
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
作
品
配
列
を
根
拠
に
し
て
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄

が
利
用
し
た
先
行
書
の
形
に
﹃
楽
府
群
珠
﹄
を
分
解
し
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
に

未
収
の
作
品
を
抽
出
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
収
録
範
囲

は
中
呂
宮
と
南
呂
宮
の
ほ
か
は
双
調
が
二
調
の
み
に
す
ぎ
な
い
も
の
の
、
そ
れ
は

ち
ょ
う
ど
元
刊
本
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
欠
落
Ｄ
と
Ｅ
に
あ
る
復
原
未
達
成
部
分
に
重

な
っ
て
い
て
、
復
原
の
前
進
を
助
け
て
い
る
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
が
ど
の
よ
う
な
先

行
書
を
利
用
し
て
い
る
の
か
、
中
呂
宮
の
﹁
金
字
経
﹂
に
含
ま
れ
る
作
品
を
例
に

し
て
見
て
み
た
い
。
﹁
金
字
経
﹂
に
含
ま
れ
る
作
品
を
原
書
の
配
列
ど
お
り
に
並

べ
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

張
小
山
四
十
一
首

　
　
　

張
雲
荘
四
首　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
個
人
作
品
集

　
　
　

無
名
氏
三
十
七
首　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
出
所
未
詳

　
　
　

盧
疎
斎
二
首　

王
挙
之
一
首　

劉
時
中
一
首　

任
則
明
四
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
﹃
楽
府
群
玉

︶
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﹄

　
　
　

徐
甜
斎
四
首　

喬
夢
符
二
首　
　
　
　

以
上
﹃
太
平
楽
府
﹄

　
　
　

馬
致
遠
三
首　

呉
仁
卿
九
首　

貫
酸
斎
七
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
﹃
陽
春
白
雪
﹄

　
　
　

鮮
于
去
矜
一
首　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
﹃
太
和
正
音
譜
﹄

　
　
　

無
名
氏
四
首　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
﹃
梨
園
楽
府
﹄

　
　
　

誠
斎
三
首　

史
廷
直
一
首　

郭
汝
平
八
首　

失
註
十
一
首　

無
名
氏
二
首

　
　
　
　

失
註
八
首　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

以
上
明
人

こ
の
よ
う
に
作
品
が
先
行
書
ご
と
に
一
か
所
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
は
区
画
Ｅ
に
﹁
金
字
経
﹂
を
収
録
し
、
そ
の
作
品
配
列
は
張



一
一

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

馬
廉
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
た
ら
し
い
。
湯
舜
民
は
楊
朝
英
よ
り
世
代
が
下
り
、
そ

の
作
品
が
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
含
ま
れ
る
可
能
性
は
な
い
。

　

︵
五
︶
﹃
楽
府
群
玉
﹄　
　

注
記
は
﹁
玉
﹂
﹁
王
﹂

　

﹃
楽
府
群
玉
﹄
は
元
代
の
散
曲
選
集
四
種
の
ひ
と
つ
で
、
三
種
の
抄
本
が
現
存

し
て
い
る
。
﹃
楽
府
群
玉
﹄
は
未
整
理
の
状
態
で
流
布
し
た
ら
し
く
、
構
成
の
乱

れ
が
か
な
り
見
受
け
ら
れ
る
。
注
︵
16
︶
に
示
し
た
よ
う
に
、
任
訥
と
隋
樹
森
は

各
々
校
本
を
整
理
し
、
抄
本
の
未
整
理
な
点
を
多
数
校
訂
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

か
え
っ
て
も
と
の
抄
本
の
原
型
が
く
ず
れ
て
し
ま
っ
た
と
も
い
え
る
。
任
訥
に
よ

る
散
曲
叢
刊
本
に
は
も
と
の
抄
本
の
目
録
が
別
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作
品

配
列
を
知
る
の
に
便
利
で
あ
る
。

　

﹃
楽
府
群
玉
﹄
は
個
人
の
作
品
集
を
そ
の
ま
ま
取
り
込
ん
で
編
纂
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
。
張
小
山
の
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
は
そ
の
好
例
で
、
﹃
楽
府
群
玉
﹄
に
収
録

さ
れ
る
張
小
山
の
作
品
は
す
べ
て
前
集
の
も
の
で
あ
り
、
曲
牌
の
配
列
は
一
部
を

除
い
て
一
致
し
、
曲
牌
内
で
の
作
品
配
列
も
規
則
的
で
あ
る
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の

張
小
山
作
品
も
基
本
的
に
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
の
前
集
に
限
ら
れ
、
さ
ら
に
﹃
楽
府

群
玉
﹄
所
収
の
作
者
は
ほ
と
ん
ど
が
﹃
録
鬼
簿
﹄
に
名
が
見
え
て
い
る
の
で
、
お

そ
ら
く
﹃
陽
春
白
雪
﹄
と
同
時
期
ご
ろ
の
作
品
を
採
録
範
囲
に
し
た
の
だ
ろ
う
。

﹃
楽
府
群
玉
﹄
の
作
品
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
も
収
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
。

　

︵
六
︶
楊
朝
英
﹃
太
平
楽
府
﹄　
　

注
記
は
﹁
太
﹂
﹁
大
﹂
﹁

﹂
﹁
冬
﹂

　

﹃
太
平
楽
府
﹄
は
テ
キ
ス
ト
が
豊
富
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
が
同
系

統
で
、
し
か
も
欠
落
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
き
わ
め
て
わ
か
り
や
す
い
。
﹃
陽
春
白

雪
﹄
と
の
間
で
収
録
作
品
に
重
複
が
あ
り
、
そ
こ
に
作
者
名
の
変
動
が
見
ら
れ
る

な
ど
理
由
の
つ
か
め
な
い
現
象
も
呈
し
て
い
る
が
、
基
本
的
に
は
﹃
太
平
楽
府
﹄

所
収
の
作
品
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
復
原
候
補
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

　

︵
七
︶
楊
朝
英
﹃
陽
春
白
雪
﹄　
　

注
記
は
﹁
陽
﹂
﹁
日
﹂

　

﹃
陽
春
白
雪
﹄
が
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、

組
み
を
残
し
、
例
え
ば
﹁
金
字
経
﹂
は
前
集
十
九
首
、
後
集
四
首
、
続
集
十
二

首
、
別
集
五
首
の
計
四
十
首
を
収
め
る
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
は
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
四

集
の
す
べ
て
を
収
録
し
、
﹁
金
字
経
﹂
の
場
合
は
さ
ら
に
出
所
未
詳
の
一
首
を
含

め
て
計
四
十
一
首
と
な
っ
て
い
る
。

　

﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
の
四
集
は
成
立
時
期
を
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
。
楊
朝

英
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
は
基
本
的
に
前
集
の
作
品
を
採
録
し
、
の
ち
に
や
は
り

散
曲
選
集
の
﹃
太
平
楽
府
﹄
を
編
纂
し
た
と
き
に
は
、
後
続
別
集
を
中
心
に
し
つ

つ
﹃
陽
春
白
雪
﹄
未
収
の
前
集
作
品
も
採
録
し
て
い
る
。
特
に
﹃
太
平
楽
府
﹄
は

﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
と
作
品
配
列
が
よ
く
一
致
す
る
の
で
、
﹃
太
平
楽
府
﹄
が
﹃
北

曲
聯
楽
府
﹄
を
利
用
し
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
﹃
陽
春

白
雪
﹄
の
復
原
に
関
係
し
て
く
る
の
は
前
集
の
範
囲
に
絞
り
込
む
こ
と
が
で
き

る
。

　

︵
三
︶
張
養
浩
﹃
雲
荘
張
文
忠
公
休
居
自
適
小
楽
府
﹄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

注
記
は
﹁
雲
﹂
﹁
云
﹂
﹁
雪
﹂

　

張
養
浩
の
作
品
集
は
﹃
続
修
四
庫
全
書
﹄
に
も
影
印
さ
れ
た
明
刊
本
が
一
種
伝

わ
る
の
み
で
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
は
こ
の
﹃
雲
荘
楽
府
﹄
所
収
の
作
品
を
規
則
的
に

配
列
し
て
い
る
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
作
品
配
列
に
特
徴
的
な
の
は
、
ま
れ
に
﹃
太

平
楽
府
﹄
の
配
列
を
残
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
張
養

浩
﹁
山
坡
羊
﹂
十
七
首
は
、
は
じ
め
に
﹃
太
平
楽
府
﹄
所
収
の
作
品
を
配
列
し
、

そ
の
あ
と
﹃
雲
荘
楽
府
﹄
か
ら
そ
の
他
の
作
品
を
配
列
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
配
列
規
則
は
張
小
山
作
品
に
対
し
て
も
適
用
さ
れ
、
ま
た
そ
の

規
則
が
よ
く
わ
ず
か
な
乱
れ
を
伴
う
と
こ
ろ
も
似
て
い
る
。
筆
者
は
そ
れ
が
当
時

の
散
曲
選
集
の
特
徴
と
考
え
て
い
る
が
、
今
は
﹃
雲
荘
楽
府
﹄
の
配
列
が
﹃
楽
府

群
珠
﹄
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
れ
ば
十
分
だ
ろ
う
。

　

︵
四
︶
湯
舜
民
﹃
筆
花
集
﹄　
　

注
記
は
﹁
筆
﹂

　

﹃
筆
花
集
﹄
は
長
ら
く
存
在
が
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
隋
樹
森
﹁
元
人
散

曲
的
幾
次
新
発
現
﹂
︵
注
︵
3
︶
を
参
照
の
こ
と
︶
に
よ
れ
ば
一
九
三
一
年
ご
ろ



一
二

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

に
取
り
あ
げ
た
﹁
金
字
経
﹂
を
例
に
し
て
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
か
ら
﹃
陽
春
白
雪
﹄

の
作
品
を
分
離
す
る
た
め
の
具
体
的
な
手
続
き
を
示
す
。
そ
の
手
続
き
は
元
明
作

品
の
弁
別
、
選
集
作
品
の
帰
属
、
個
人
作
品
の
帰
属
か
ら
構
成
さ
れ
る
。

　

は
じ
め
に
﹁
金
字
経
﹂
の
作
品
群
か
ら
元
人
と
明
人
の
作
品
を
弁
別
す
る
。
誠

斎
は
朱
有
燉
の
号
で
、
史
廷
直
は
史
忠
を
指
し
、
さ
ら
に
郭
汝
平
も
明
人
で
あ

る
。
﹁
誠
斎
三
首
﹂
の
直
前
の
﹁
無
名
氏
四
首
﹂
は
三
首
ま
で
が
﹃
梨
園
楽
府
﹄

に
含
ま
れ
る
の
で
、
﹁
誠
斎
三
首
﹂
以
降
の
作
品
は
明
人
の
も
の
と
み
な
し
て
い

い
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
で
は
元
と
明
の
区
別
が
か
な
り
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
て
、
そ

の
境
界
を
探
す
の
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
は
な
い
。

　

次
に
元
人
の
作
品
を
前
節
で
挙
げ
た
先
行
の
選
集
に
帰
属
さ
せ
る
。
﹁
金
字

経
﹂
の
帰
属
状
況
は
す
で
に
示
し
た
と
お
り
で
、
そ
の
う
ち
﹁
無
名
氏
三
十
七

首
﹂
と
、
﹁
無
名
氏
四
首
﹂
中
で
﹃
梨
園
楽
府
﹄
未
収
の
﹁
暗
想
才
郎
貌
﹂
一
首

と
は
帰
属
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
﹁
無
名
氏
三
十
七
首
﹂
は
﹃
全
元
散
曲
﹄
未
収

で
、
し
か
も
﹃
全
明
散
曲
﹄
が
収
録
す
る
の
で
、
後
者
の
編
者
で
あ
る
謝
伯
陽
氏

は
明
人
の
作
品
と
判
断
し
た
よ
う
で
あ
る
。
配
置
か
ら
考
え
て
元
人
の
作
品
の
は

ず
だ
が
、
出
所
注
記
が
﹁
旧
﹂
で
あ
る
た
め
筆
者
も
帰
属
を
特
定
し
き
れ
て
い
な

い
。
﹁
暗
想
才
郎
貌
﹂
は
﹃
全
元
散
曲
﹄
﹃
全
明
散
曲
﹄
と
も
に
未
収
と
い
う
こ

と
も
あ
っ
て
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
以
外
の
収
録
状
況
は
今
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い

が
、
四
首
の
う
ち
三
首
が
﹃
梨
園
楽
府
﹄
か
ら
採
録
さ
れ
た
の
な
ら
、
元
人
の
作

品
と
み
な
し
て
い
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
さ
ら
に
検
討
を
加
え
る
。

　

筆
者
は
﹁
鮮
于
去
矜
一
首
﹂
と
﹁
無
名
氏
四
首
﹂
が
﹃
陽
春
白
雪
﹄
か
ら
採

録
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。
出
所
注
記
は
ま
っ
た
く
な
い
も
の
の
、

配
置
と
標
記
か
ら
そ
の
こ
と
が
判
断
で
き
る
。
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
元
代
作
品
は
ほ

と
ん
ど
の
場
合
先
行
書
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
、
し
か
も
選
集
の
ま
と
ま

り
が
乱
れ
た
と
こ
ろ
は
一
か
所
も
な
い
。
す
る
と
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
ま
と
ま
り
直

後
に
配
置
さ
れ
る
﹁
鮮
于
去
矜
一
首
﹂
と
﹁
無
名
氏
四
首
﹂
も
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の

可
能
性
が
生
じ
る
。
そ
の
根
拠
は
無
名
氏
と
い
う
標
記
に
あ
る
。
﹁
無
名
氏
四

﹃
楽
府
群
玉
﹄
や
﹃
太
平
楽
府
﹄
と
比
べ
て
そ
の
地
位
は
低
か
っ
た
ら
し
い
。
そ

れ
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
張
小
山
作
品
な
ど
に
﹃
太
平
楽
府
﹄
の
配
列
が
反
映
さ
れ

る
の
と
は
対
照
的
に
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
配
列
は
無
視
さ
れ
て
い
る
た
め
で
、
や

は
り
こ
れ
も
当
時
の
散
曲
選
集
の
特
徴
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
吸
収
さ
れ
た
︵
一
︶
か
ら
︵
四
︶
ま
で
の
個
人
作
品
集
か
ら
配

列
だ
け
を
見
て
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
作
品
を
分
離
す
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

︵
八
︶
そ
の
他
の
選
集
、
﹃
太
和
正
音
譜
﹄
﹃
中
原
音
韻
﹄

　

作
品
収
録
状
況
か
ら
選
集
と
思
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
あ
る
。
そ
の
う
ち

は
っ
き
り
し
て
い
る
の
は
元
代
散
曲
選
集
の
﹃
梨
園
楽
府
﹄
で
、
出
所
注
記
に
は

﹁
梨
﹂
﹁
禾
﹂
﹁
未
﹂
の
記
号
が
あ
る
。
さ
ら
に
﹁
賽
﹂
﹁
貝
﹂
﹁
具
﹂
﹁
兵
﹂

と
注
記
さ
れ
る
選
集
と
、
﹁
絲
﹂
﹁
紙
﹂
﹁
系
﹂
﹁

﹂
﹁
景
﹂
と
注
記
さ
れ
る

選
集
の
二
種
が
あ
る
。
こ
の
二
種
に
該
当
す
る
散
曲
選
集
は
未
詳
で
、
作
品
収
録

状
況
か
ら
見
る
と
内
容
的
に
は
﹃
梨
園
楽
府
﹄
に
近
い
印
象
を
受
け
る
。
小
論

で
は
仮
に
前
者
を
﹁
賽
字
楽
府
﹂
、
後
者
を
﹁
絲
字
楽
府
﹂
と
呼
ぶ
。
ほ
か
に
も

﹁
旧
﹂
と
い
う
出
所
注
記
が
あ
る
が
、
﹁
賽
字
楽
府
﹂
﹁
絲
字
楽
府
﹂
、
そ
れ
と

も
第
三
の
選
集
な
の
か
判
断
で
き
な
か
っ
た
。
ま
た
、
﹃
太
和
正
音
譜
﹄
の
注
記

は
﹁
太
﹂
、
﹃
中
原
音
韻
﹄
は
﹁
中
﹂
で
あ
る
。
こ
れ
ら
数
種
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄

が
利
用
し
た
先
行
書
の
な
か
で
も
っ
と
も
地
位
が
低
く
、
他
の
先
行
書
と
重
複
す

る
作
品
は
必
ず
他
の
先
行
書
へ
優
先
的
に
集
約
し
、
余
っ
た
作
品
が
あ
れ
ば
先
行

書
の
最
末
尾
に
固
め
ら
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
書
物
の
作
品

が
最
末
尾
で
な
い
と
こ
ろ
に
も
分
散
し
て
配
置
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
は
他
の
先

行
書
の
収
録
作
品
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

　

以
上
が
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
先
行
書
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
復
原
に
与
え
る
効
果
は
一

様
で
は
な
い
。
次
節
で
は
こ
れ
ら
を
用
い
て
元
抄
本
の
復
原
に
取
り
か
か
り
た
い
。

　
　
　
　
　
　
五

　

﹃
楽
府
群
珠
﹄
利
用
の
準
備
が
で
き
た
の
で
、
復
原
作
業
を
再
開
し
よ
う
。
先



一
三

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

山
、
張
養
浩
の
作
品
の
う
ち
、
い
く
つ
か
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
も
あ
っ
た
可
能

性
を
指
摘
で
き
る
。
﹁
金
字
経
﹂
の
﹁
張
小
山
四
十
一
首
﹂
の
う
ち
十
首
が
す
で

に
元
刊
本
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
首
は
既
述
し
た
よ
う
に

す
べ
て
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
に
含
ま
れ
る
。
張
小
山
は
楊
朝
英
の
友
人
で
も
あ

り
、
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
と
元
刊
本
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
共
通
す
る
曲
牌
に
つ
い

て
は
、
そ
の
す
べ
て
に
作
品
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
﹁
金
字
経
﹂
の
場
合
は
元
刊

本
に
﹁
十
首
﹂
と
明
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
以
上
の
収
録
は
あ
り
え
な
い

が
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
諸
本
未
収
の
曲
牌
に
つ
い
て
は
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
か
ら

確
実
に
何
首
か
が
採
録
さ
れ
て
い
た
と
断
定
で
き
る

︶
18
︵

。
曾
瑞
卿
と
張
養
浩
の
作
品

に
つ
い
て
は
も
と
も
と
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
現
存
諸
本
に
も
採
録
さ
れ
ず
、
張
小
山

﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
の
よ
う
な
手
法
も
適
用
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
作
品
集

自
体
か
ら
作
品
を
抽
出
す
る
こ
と
は
現
状
で
は
無
理
だ
ろ
う
。

　

個
人
作
品
の
帰
属
に
は
別
の
手
法
も
存
在
す
る
。
呉
仁
卿
︵
号
は
克
斎
︶
の

﹁
上
小
楼
﹂
は
﹃
楽
府
群
玉
﹄
の
ま
と
ま
り
の
な
か
に
﹁
呉
克
斎
十
一
首
﹂
と
し

て
配
置
さ
れ
る
が
、
こ
の
う
ち
﹁
幽
欄
小
軒
﹂
﹁
正
如
魚
似
水
﹂
﹁
相
知
笑
他
﹂

﹁
将
咱
撒
開
﹂
の
四
首
は
﹃
楽
府
群
玉
﹄
に
は
な
く
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
よ
っ
て

現
在
に
伝
わ
る
作
品
で
あ
る

︶
19
︵

。
こ
れ
は
出
所
注
記
が
な
い
も
の
の
、
先
行
選
集

に
所
収
の
も
の
が
こ
こ
に
集
約
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
提
供
元
は
﹃
陽
春
白

雪
﹄
や
﹃
梨
園
楽
府
﹄
﹁
賽
字
楽
府
﹂
﹁
絲
字
楽
府
﹂
が
あ
り
う
る
。
た
だ
現
状

で
は
そ
の
ど
れ
か
を
決
定
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。

　

以
上
の
よ
う
な
手
続
き
に
よ
り
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
か
ら
次
の
八
調
四
十
三
首
を

﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
復
原
候
補
と
し
て
抽
出
で
き
る
。

　
　
　

中
呂　

迎
仙
客　
　
　
　
　
　

張
小
山
︵
七
首
︶

　
　
　

中
呂　

上
小
楼　
　
　
　
　
　

呉
克
斎
︵
四
首
︶　
　

張
小
山
︵
一
首
︶

　
　
　

中
呂　

十
二
月
帯
過
尭
民
歌　

失
注
︵
三
首
︶

　
　
　

中
呂　

斉
天
楽
過
紅
衫
児　
　

張
小
山
︵
四
首
︶

　
　
　

中
呂　

売
花
声　
　
　
　
　
　

失
注
︵
二
首
︶

首
﹂
の
う
ち
三
首
が
﹃
梨
園
楽
府
﹄
の
も
の
な
の
で
、
一
見
す
る
と
こ
れ
は
﹃
梨

園
楽
府
﹄
の
ま
と
ま
り
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
無
名
氏
と
い
う
標
記
は
﹃
梨

園
楽
府
﹄
で
は
あ
り
え
な
い
。
﹃
梨
園
楽
府
﹄
は
大
半
の
作
者
が
不
明
で
、
そ
の

場
合
は
作
者
名
も
一
切
標
記
し
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
作
者
名
に
関

し
て
は
失
注
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
三
首
も
作
者
名
は
失
注
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
態
度
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
も
共
通
し
、
無
名
氏
と
明
記
す
る
作
品
と
失
注

の
作
品
が
厳
格
に
峻
別
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
﹁
無
名
氏
﹂
あ
る
い
は
﹁
不
知
名

氏
﹂
と
い
う
よ
う
な
標
記
が
存
在
す
る
の
は
先
行
書
で
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
﹃
太
平

楽
府
﹄
﹁
賽
字
楽
府
﹂
﹃
太
和
正
音
譜
﹄
に
限
ら
れ
る
。
収
録
作
品
が
確
定
し
て

い
る
﹃
太
平
楽
府
﹄
﹃
太
和
正
音
譜
﹄
に
こ
の
四
首
は
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、

配
置
と
も
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
﹃
梨
園
楽
府
﹄
に
な
か
っ
た
﹁
暗
想
才
郎
貌
﹂
一

首
は
確
実
に
﹃
陽
春
白
雪
﹄
ま
た
は
﹁
賽
字
楽
府
﹂
に
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
場
合
、
他
の
三
首
に
つ
い
て
も
﹃
陽
春
白

雪
﹄
に
採
録
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
そ
の
た
め
こ
の
四
首
は
全
体
が
﹁
無
名

氏
﹂
と
標
記
さ
れ
る
に
至
っ
た
と
筆
者
は
考
え
る
。
選
集
所
収
の
作
品
は
作
者
名

が
一
致
し
な
い
こ
と
も
多
く
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
は
ひ
と
つ
の
作
品
が
複
数
の
作
者

の
も
と
に
重
複
す
る
の
を
避
け
、
ど
ち
ら
か
一
方
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
。
﹁
無
名

氏
四
首
﹂
も
﹃
陽
春
白
雪
﹄
と
﹃
梨
園
楽
府
﹄
で
作
者
名
が
一
致
せ
ず
、
結
局

﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
無
名
氏
を
選
択
し
た
の
だ
ろ
う
。
﹁
無
名
氏
四
首
﹂
が
﹃
陽
春

白
雪
﹄
の
範
囲
で
あ
る
な
ら
、
も
ち
ろ
ん
そ
の
直
前
の
﹁
鮮
于
去
矜
一
首
﹂
も
同

様
に
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
も
の
と
な
る
。
﹁
賽
字
楽
府
﹂
に
あ
っ
た
と
仮
定
し
た
場

合
は
、
﹁
鮮
于
去
矜
一
首
﹂
と
﹁
無
名
氏
四
首
﹂
の
両
方
、
ま
た
は
﹁
無
名
氏
四

首
﹂
の
み
、
と
い
う
二
通
り
の
可
能
性
が
あ
る
。
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
し
ろ
﹁
賽
字

楽
府
﹂
に
し
ろ
同
程
度
の
可
能
性
で
あ
る
の
で
、
こ
れ
以
上
選
択
肢
を
絞
り
込
む

こ
と
は
で
き
な
い
が
、
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
収
録
作
品
候
補
と
み
な
す
こ
と
に
問
題

は
な
い
だ
ろ
う
。

　

三
つ
目
の
手
続
き
と
し
て
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
吸
収
さ
れ
た
曾
瑞
卿
、
張
小



一
四

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

︵
Ｊ
︶
の
復
原
を
考
え
て
み
た
い
。
対
照
表
の
区
画
Ｈ
を
見
る
と
六
巻
本
は
﹁
酔

花
陰
﹂
套
以
降
が
欠
落
し
て
い
る
。
し
か
し
既
述
し
た
よ
う
に
六
巻
本
が
冊
単
位

で
欠
け
て
い
る
と
い
う
仮
説
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
六
巻
本
は
区
画
Ｈ
に
欠
落
は

な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
は
九
巻
本
の
後
四
︵
Ｈ
︶
に
あ
る
﹁
酔
花
陰
﹂
二
套

と
﹁
粉
蝶
児
﹂
四
套
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
と
、
筆
者
は
こ
れ
ら
が
も
と
も
と

後
六
︵
Ｊ
︶
に
あ
っ
た
も
の
で
、
そ
れ
が
区
画
Ｈ
に
混
入
し
た
と
推
測
し
て
い

る
。
そ
も
そ
も
﹁
酔
花
陰
﹂
套
の
属
す
る
黄
鍾
宮
は
区
画
Ｈ
と
Ｉ
の
二
か
所
に
分

散
し
て
い
て
不
自
然
で
あ
る
。
区
画
Ｉ
は
黄
鍾
宮
の
﹁
願
成
双
﹂
套
で
終
わ
っ
て

い
て
、
も
し
同
じ
黄
鍾
宮
の
﹁
酔
花
陰
﹂
套
を
区
画
Ｊ
に
移
動
す
れ
ば
、
こ
の
不

自
然
さ
は
完
全
に
解
消
さ
れ
る
。
さ
ら
に
﹃
天
籟
集
摭
遺
﹄
に
後
集
巻
六
と
出
所

が
記
さ
れ
て
い
た
小
石
調
﹁
悩
煞
人
﹂
一
套
、
お
よ
び
区
画
Ｂ
か
ら
商
角
調
﹁
黄

鶯
児
﹂
二
套
も
こ
こ
に
補
充
す
れ
ば
、
元
抄
本
の
後
六
︵
Ｊ
︶
に
一
定
の
体
裁
を

持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
復
原
後
の
葉
数
は
様
式
の
調
整
後
、
四
葉
に
な
る
。

後
六
︵
Ｊ
︶
の
復
原
は
状
況
証
拠
ば
か
り
で
決
定
的
な
根
拠
に
欠
け
て
い
る
が
、

元
抄
本
の
各
巻
葉
数
の
バ
ラ
ン
ス
か
ら
見
て
も
矛
盾
は
な
さ
そ
う
な
の
で
、
あ
え

て
可
能
性
を
示
す
こ
と
で
議
論
の
手
が
か
り
に
し
た
い
。

　

そ
れ
で
は
元
抄
本
の
葉
数
を
計
算
し
て
み
よ
う
。
欠
落
Ｃ
、
Ｄ
、
Ｅ
、
Ｇ
の
欠

落
葉
数
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
元
刊
本
の
葉
数
に
単
純
に
加
算
す
れ
ば
い

い
。
後
六
︵
Ｊ
︶
に
つ
い
て
は
四
葉
ま
で
復
原
で
き
た
。
復
原
結
果
は
次
の
よ
う

に
な
る
。

　
　
　

前
一
︵
Ａ
︶
四
葉　
　

前
二
︵
Ｂ
︶
十
二
葉　
　

前
三
︵
Ｃ
︶
八
葉

　
　
　
　

前
四
︵
Ｄ
︶
十
六
葉

　
　
　

後
一
︵
Ｅ
︶
八
葉　
　

後
二
︵
Ｆ
︶
六
葉　
　

後
三
︵
Ｇ
︶
十
二
葉

　
　
　
　

後
四
︵
Ｈ
︶
四
葉　
　

後
五
︵
Ｉ
︶
六
葉　
　

後
六
︵
Ｊ
︶
四
葉

　
　
　
　
　
　
六

　

元
抄
本
の
復
原
が
完
了
し
た
の
で
、
最
後
に
十
六
行
祖
本
、
十
七
行
重
刻
本
の

　
　
　

南
呂　

玉
嬌
枝　
　
　
　
　
　

無
名
氏
︵
十
四
首
︶

　
　
　

南
呂　

四
塊
玉　
　
　
　
　
　

張
小
山
︵
三
首
︶

　
　
　

南
呂　

金
字
経　
　
　
　
　
　

鮮
于
去
矜
一
首　
　

無
名
氏
四
首

か
っ
こ
で
作
品
数
を
括
っ
た
も
の
は
、
そ
の
す
べ
て
が
収
録
さ
れ
て
い
た
と
は
か

ぎ
ら
な
い
こ
と
を
示
す
。
元
刊
本
に
は
欠
落
Ｆ
と
Ｈ
に
欠
落
を
指
摘
す
る
校
語
が

な
い
よ
う
に
元
抄
本
は
完
本
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
﹃
楽
府
群
珠
﹄
か
ら
抽
出

し
た
作
品
の
す
べ
て
を
元
抄
本
の
復
原
に
利
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
鮮
于
去

矜
と
無
名
氏
の
﹁
金
字
経
﹂
五
首
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄
で
は
区
画
Ｅ
の
張
小
山
十
首

の
後
ろ
に
配
置
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
元
刊
本
の
校
語
は
こ
の
箇
所
に
は
見
ら

れ
な
い
。
そ
の
た
め
こ
の
五
首
は
元
抄
本
の
復
原
で
は
除
外
す
る
の
が
適
当
だ
ろ

う
。
さ
ら
に
隋
樹
森
が
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
注
記
か
ら
補
充
し
た
劉
逋
斎
の
﹁
四
塊

玉
﹂
二
首
に
つ
い
て
も
、
欠
落
Ｅ
の
元
刊
本
校
語
に
は
っ
き
り
﹁
逋
斎
八
首
﹂
と

記
さ
れ
、
九
巻
本
で
補
充
し
た
八
首
に
よ
っ
て
す
で
に
そ
の
数
が
足
り
て
い
る
の

で
、
や
は
り
今
回
の
復
原
で
は
除
外
し
た

︶
20
︵

。

　

そ
れ
で
は
こ
れ
ら
の
作
品
を
用
い
て
元
抄
本
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
欠
落
Ｄ
と
Ｅ
を

補
充
し
て
み
よ
う
。
欠
落
Ｄ
に
対
し
、
張
小
山
﹁
朝
天
曲
﹂
の
後
ろ
に
次
の
曲
牌

を
補
充
す
る
。

　
　
　

迎
仙
客　

上
小
楼　

十
二
月
帯
過
尭
民
歌　

斉
天
楽
過
紅
衫
児　

売
花
声

様
式
を
適
切
に
調
整
す
る
と
、
残
元
本
・
九
巻
本
の
補
充
分
と
合
わ
せ
て
七
葉
半

か
ら
九
葉
に
な
る
。
欠
落
Ｄ
の
復
原
目
標
十
二
葉
に
は
ま
だ
満
た
な
い
が
、
小
論

で
は
こ
こ
ま
で
が
限
界
で
あ
る
。
次
に
欠
落
Ｅ
に
対
し
、
無
名
氏
﹁
初
生
月
児
﹂

の
後
ろ
に
無
名
氏
﹁
玉
嬌
枝
﹂
と
張
小
山
﹁
四
塊
玉
﹂
を
補
充
す
る
。
す
る
と
四

葉
半
か
ら
五
葉
半
と
な
り
欠
落
葉
数
四
葉
を
超
過
し
て
し
ま
う
。
補
充
し
た
作
品

の
数
は
復
原
可
能
性
の
最
大
値
で
あ
り
、
元
抄
本
に
は
そ
の
一
部
分
が
収
録
さ
れ

て
い
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
こ
ま
で
で
元
抄
本
は
欠
落
Ｃ
と
Ｇ
は
ほ
ぼ
完
全
に
、
Ｄ
と
Ｅ
に
つ
い
て
は

あ
る
程
度
ま
で
復
原
で
き
た
。
そ
こ
で
次
に
﹃
楽
府
群
珠
﹄
か
ら
離
れ
て
後
六



一
五

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

本
の
様
式
を
調
整
し
て
五
巻
に
す
る
と
葉
数
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
　
　

巻
一
︵
Ａ
Ｂ
︶
十
三
葉　
　

巻
二
︵
Ｃ
Ｄ
︶
十
九
葉　
　

巻
三
︵
Ｅ
Ｆ
︶

　
　
　
　

十
四
葉　
　

巻
四
︵
Ｇ
Ｈ
︶
十
七
葉　
　

巻
五
︵
Ｉ
Ｊ
︶
八
葉

残
元
本
が
欠
落
す
る
前
は
こ
の
よ
う
な
規
模
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
区
画
Ｊ
の
分

量
が
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
巻
五
︵
Ｉ
Ｊ
︶
が
少
な
い
も
の
の
、
バ
ラ
ン
ス
か
ら

見
て
不
自
然
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
な
お
、
元
抄
本
の
欠
落
Ｅ
は
欠
落
葉
四
葉
に

対
し
、
復
原
葉
数
は
四
葉
半
か
ら
五
葉
半
で
超
過
し
て
い
た
。
十
七
行
重
刻
本
の

巻
三
︵
Ｅ
Ｆ
︶
に
は
こ
の
超
過
分
も
含
ま
れ
て
い
る
。

　

筆
者
が
こ
の
研
究
に
着
手
し
た
と
き
は
、
国
外
に
所
蔵
さ
れ
て
い
て
影
印
本
等

も
な
い
残
元
本
や
九
巻
本
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
。
そ
こ
で
最
初
に
お
こ
な
っ
た
の
は
残
元
本
や
九
巻
本
の
様
式
推
定
で
あ

る
。
限
ら
れ
た
情
報
か
ら
残
元
本
や
九
巻
本
の
再
現
を
試
み
た
。
の
ち
に
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
を
見
る
に
及
び
、
推
定
し
た
様
式
が
実
物
を
ほ
ぼ
再
現
で
き
て
い
て

安
堵
し
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
一
行
の
字
数
の
無
理
な
詰
め
込
み
な
ど
推
定
し
よ

う
の
な
い
要
素
も
多
か
っ
た
。
今
回
の
復
原
も
仮
説
を
積
み
上
げ
る
こ
と
で
到
達

し
た
も
の
な
の
で
お
そ
ら
く
誤
り
を
含
ん
で
い
る
だ
ろ
う
が
、
復
原
過
程
で
の
推

論
や
復
原
さ
れ
た
祖
本
を
通
し
て
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
。

　
　
　
　
　

注

︵
1
︶
分
集
本
に
つ
い
て
は
、
拙
著
﹁
宋
元
時
代
の
建
陽
と
廬
陵
に
お
け
る
分
集
本
出
版
﹂

︵﹃
東
方
学
﹄
第
百
九
輯
、
二
〇
〇
五
︶
に
詳
し
い
。

︵
2
︶
隋
樹
森
の
﹁
校
訂
後
記
﹂
は
、
も
と
一
九
五
五
年
十
二
月
四
日
付
の
﹃
光
明
日
報
﹄

に
﹁
九
巻
本
﹃
陽
春
白
雪
﹄
校
訂
記
﹂
と
し
て
発
表
さ
れ
た
。

︵
3
︶
九
巻
本
の
発
見
経
緯
は
、
隋
樹
森
﹁
元
人
散
曲
的
幾
次
新
発
現
﹂︵﹃
文
献
﹄
総
第
四

期
、
一
九
八
〇
︶
に
も
と
づ
く
。
該
論
文
は
彼
の
﹃
元
人
散
曲
論
叢
﹄︵
斉
魯
書
社
、

復
原
に
進
も
う
。
こ
の
復
原
に
よ
り
元
代
の
刊
本
を
新
た
に
二
種
再
生
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

　

系
統
図
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
十
六
行
祖
本
︵
残
︶
は
元
抄
本
と
同
じ
内
容
だ

か
ら
、
元
抄
本
で
は
復
原
し
な
か
っ
た
欠
落
Ｆ
と
Ｈ
、
お
よ
び
区
画
Ｅ
の
﹁
金

字
経
﹂
に
作
品
を
補
充
す
れ
ば
、
十
六
行
祖
本
を
復
原
で
き
る
。
ま
ず
区
画
Ｆ
と

Ｈ
は
六
巻
本
が
あ
る
の
で
、
既
述
し
た
よ
う
に
六
巻
本
所
収
の
作
品
を
そ
の
ま
ま

補
充
す
る
だ
け
で
い
い
。
注
意
点
は
区
画
Ｆ
の
﹁
祅
神
急
﹂
一
套
、
区
画
Ｈ
の
失

注
﹁
喬
牌
児
﹂
一
套
、
お
よ
び
馬
致
遠
﹁
夜
行
船
﹂
二
套
の
う
ち
﹁
酒
病
花
愁
何

日
徹
﹂
の
一
套
の
配
置
を
ど
う
処
理
す
る
か
で
あ
る
。
九
巻
本
と
六
巻
本
で
配
列

が
異
な
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
、
不
思
議
と
元
抄
本
の
校
語
が
な
い
欠
落
Ｆ
と
Ｈ
の

周
辺
に
集
中
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は
解
明
で
き

て
い
な
い
。
今
は
六
巻
本
の
配
列
に
従
う
こ
と
に
す
る
。
様
式
を
適
切
に
調
整
し

た
う
え
で
、
区
画
Ｆ
に
つ
い
て
は
楊
舜
臣
か
ら
失
注
ま
で
の
﹁
点
絳
唇
﹂
套
を
、

区
画
Ｈ
に
つ
い
て
は
﹁
梅
花
引
﹂
套
の
後
ろ
に
続
け
て
﹁
蝶
恋
花
﹂
套
か
ら
﹁
夜

行
船
﹂
套
ま
で
を
補
充
す
る
と
、
区
画
Ｆ
は
全
体
で
九
葉
、
区
画
Ｈ
は
八
葉
に
な

る
。
次
に
区
画
Ｅ
に
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄
か
ら
抽
出
し
た
鮮
于
去
矜
と
無
名
氏
の

﹁
金
字
経
﹂
五
首
を
補
充
で
き
る
。
様
式
を
調
整
し
て
か
ら
張
小
山
﹁
金
字
経
﹂

の
後
ろ
に
補
充
す
る
と
、
区
画
Ｅ
は
全
体
で
九
葉
に
な
る
。
以
上
の
三
区
画
の
補

充
と
元
抄
本
を
合
わ
せ
た
も
の
が
十
六
行
祖
本
で
あ
り
、
筆
者
は
﹃
陽
春
白
雪
﹄

の
最
初
の
形
は
こ
の
よ
う
だ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
復
原
後
の
葉
数
を
次
に
示

す
。

　
　
　

前
一
︵
Ａ
︶
四
葉　
　

前
二
︵
Ｂ
︶
十
二
葉　
　

前
三
︵
Ｃ
︶
八
葉　
　

　
　
　
　

前
四
︵
Ｄ
︶
十
六
葉

　
　
　

後
一
︵
Ｅ
︶
九
葉　
　

後
二
︵
Ｆ
︶
九
葉　
　

後
三
︵
Ｇ
︶
十
二
葉　
　

　
　
　
　

後
四
︵
Ｈ
︶
八
葉　
　

後
五
︵
Ｉ
︶
六
葉　
　

後
六
︵
Ｊ
︶
四
葉

　

十
七
行
重
刻
本
は
第
二
節
に
お
い
て
五
巻
と
推
定
し
た
。
系
統
図
か
ら
十
七
行

重
刻
本
は
十
六
行
祖
本
を
密
な
版
式
に
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
十
六
行
祖



一
六

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

三
︶
巻
十
六
下
七
十
三
頁
、
江
標
﹃
宋
元
本
行
格
表
﹄
巻
下
に
も
著
録
さ
れ
て
い
る
が
、

誤
り
が
い
く
つ
か
あ
る
。
前
者
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　

張
金
吾
藏
陸
敕
先
抄
元
刊
本
、
毎
頁
三
十
二
行
、
行
三
十
七
字
。

　
　
　

陸
勅
先
は
陸
貽
典
︵
一
六
一
七
―
？
︶
の
こ
と
で
あ
る
が
、
張
金
吾
が
所
有
し
て
い

た
の
は
樸
学
斎
抄
本
で
あ
っ
て
陸
貽
典
の
テ
キ
ス
ト
で
は
な
い
。
ま
た
、
一
葉
三
十
二

行
︵
半
葉
十
六
行
︶
は
い
い
と
し
て
、
行
三
十
七
字
の
テ
キ
ス
ト
は
ふ
つ
う
考
え
ら
れ

な
い
し
、﹃
宋
元
本
行
格
表
﹄
自
体
を
見
て
も
﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
一
行
の
長
さ
は
突
出

し
て
い
る
。
こ
の
誤
り
の
原
因
は
、﹃
愛
日
精
廬
蔵
書
志
﹄
に
転
載
さ
れ
た
陸
貽
典
の

跋
を
見
る
と
わ
か
る
。
こ
れ
は
葉
樹
廉
が
陸
貽
典
の
テ
キ
ス
ト
を
人
か
ら
借
り
た
と
き

に
転
写
し
た
も
の
で
、
そ
れ
に
よ
る
と
陸
貽
典
は
元
刊
本
を
借
り
て
自
分
の
所
有
す
る

テ
キ
ス
ト
を
校
勘
し
、
元
刊
本
の
特
徴
も
付
記
し
て
い
る
。

　
　
　

辛
丑
︵
順
治
十
八
年
︶
五
月
二
十
七
日
、
燈
下
校
完
。
元
刻
本
、
毎
葉
三
十
二

行
、
行
三
十
七
字
。

　
　
　

元
刊
本
の
版
式
か
ら
す
れ
ば
﹁
行
三
十
七
字
﹂
は
明
ら
か
に
行
二
十
七
字
の
誤
り
で
、

お
そ
ら
く
陸
貽
典
の
テ
キ
ス
ト
に
は
﹁
毎
葉
三
十
二
行
　

ニ　

二
十
七
字
﹂
と
で
も
書
か
れ

て
い
た
の
を
読
み
違
え
た
の
だ
ろ
う
。﹃
蔵
園
訂
補
郘
亭
知
見
伝
本
書
目
﹄
や
﹃
宋
元

本
行
格
表
﹄
は
実
物
を
確
か
め
ず
に
、
こ
の
記
載
を
樸
学
斎
抄
本
の
行
格
と
思
い
込
ん

で
孫
引
き
し
た
と
思
わ
れ
る
。

︵
10
︶
元
刊
本
を
利
用
し
て
い
る
な
ら
、
元
刊
本
の
す
べ
て
の
作
品
は
九
巻
本
に
収
録
さ
れ

て
い
る
は
ず
だ
が
、
区
画
Ｂ
末
の
張
小
山
﹁
寿
陽
曲
﹂
三
段
だ
け
が
例
外
に
な
っ
て
い

る
。
小
論
で
は
こ
の
点
に
つ
い
て
は
や
む
な
く
保
留
に
し
て
い
る
。

︵
11
︶
元
刊
本
が
馮
海
粟
﹁
黒
漆
弩
﹂
を
﹁
七
首
﹂
と
標
記
す
る
の
は
、
次
の
﹁
鸚
鵡
曲
﹂

四
首
を
含
め
て
数
え
て
い
る
。﹁
鸚
鵡
曲
﹂
は
﹁
黒
漆
弩
﹂
の
別
名
で
あ
る
。

︵
12
︶
諸
本
を
利
用
し
て
元
刊
本
に
作
品
を
補
充
す
る
と
き
に
は
、
様
式
を
元
刊
本
に
合
わ

せ
て
適
切
に
調
整
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
主
要
な
要
素
は
作
者
名
・
標
題
の
様
式
、

作
品
間
の
連
接
で
あ
る
が
、
詳
述
す
る
と
煩
瑣
に
過
ぎ
る
の
で
、
今
は
そ
の
点
を
十
分

に
考
慮
し
て
作
業
を
進
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
め
た
い
。

一
九
八
六
︶
に
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。

︵
4
︶﹃
陽
春
白
雪
﹄
の
注
釈
本
は
次
の
二
種
で
あ
る
。

　
　
　
　
　

許
金
榜
﹃
陽
春
白
雪
﹄
注
釈
本
、
中
州
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
一
。

　
　
　
　
　

馬
清
福
・
劉
剛
﹃
陽
春
白
雪
﹄
下
、
春
風
文
芸
出
版
社
、
一
九
九
五
。

　
　
　

春
風
文
芸
出
版
社
の
上
冊
に
は
宋
末
元
初
の
趙
聞
礼
が
編
纂
し
た
詞
の
選
集
で
書
名

も
同
じ
﹃
陽
春
白
雪
﹄
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

︵
5
︶
楊
紹
和
の
子
の
楊
保
彝
が
編
纂
し
た
﹃
海
源
閣
宋
元
秘
本
書
目
﹄︵﹃
訂
補
海
源
閣
書

目
五
種
﹄
所
収
。
斉
魯
書
社
、
二
〇
〇
二
︶
に
も
元
抄
本
は
著
録
さ
れ
、
四
冊
に
装
丁

さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
王
紹
曾
氏
の
補
注
に
よ
れ
ば
、
所
在
は
や
は
り
わ
か
ら

な
い
と
い
う
。

︵
6
︶
散
曲
叢
刊
本
に
付
さ
れ
た
任
訥
の
﹁
提
要
﹂
と
﹁
弁
言
﹂
は
、
も
と
﹁
校
補
陽
春
白

雪
提
要
弁
言
校
例
﹂
と
し
て
﹃
国
立
中
山
大
学
語
言
歴
史
学
研
究
所
周
刊
﹄
第
四
巻
第

三
十
七
期
︵
一
九
二
八
︶
に
掲
載
し
た
も
の
を
改
訂
し
て
収
め
て
い
る
。

︵
7
︶
区
画
Ｂ
分
割
に
つ
い
て
は
、
後
六
︵
Ｊ
︶
の
版
木
が
完
全
に
欠
落
し
た
こ
と
が
影
響

し
た
の
だ
ろ
う
。
欠
落
後
そ
の
ま
ま
出
版
す
る
と
前
集
四
巻
後
集
五
巻
と
な
る
の
で
、

前
後
で
巻
数
を
そ
ろ
え
よ
う
と
い
う
意
識
が
は
た
ら
い
た
と
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

意
識
は
分
集
本
出
版
で
は
ほ
か
に
も
例
が
あ
り
、﹃
東
萊
先
生
分
門
詩
律
武
庫
﹄
は
も

と
も
と
二
十
巻
後
集
十
巻
だ
っ
た
の
が
、
後
印
本
で
は
巻
首
や
巻
尾
の
標
題
を
加
工
し

て
︵
前
集
︶
巻
十
六
～
二
十
を
後
集
巻
十
一
～
十
五
に
改
刻
し
て
い
る
。

︵
8
︶
孫
潜
︵
一
六
一
八
―
？
︶
は
字
を
潜
夫
ま
た
は
凱
之
と
い
い
、
句
容
の
人
で
あ
る
。

樸
学
斎
抄
本
を
作
成
し
た
葉
樹
廉
︵
一
六
一
九
―
八
五
︶
は
室
名
を
樸
学
斎
と
い
い
、

孫
潜
と
親
し
く
付
き
合
い
、
よ
く
本
の
貸
し
借
り
も
し
て
い
た
。

︵
9
︶﹃
愛
日
精
廬
蔵
書
志
﹄
に
よ
れ
ば
樸
学
斎
抄
本
は
前
集
五
巻
後
集
五
巻
で
あ
り
、
前

集
が
ど
の
よ
う
に
分
巻
し
て
い
る
の
か
記
述
か
ら
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
士
礼
居
抄
本

同
様
の
前
集
四
巻
と
欠
落
部
分
を
補
っ
た
補
遺
の
一
巻
で
合
わ
せ
て
五
巻
と
考
え
る
の

が
自
然
だ
ろ
う
。

　
　
　

樸
学
斎
抄
本
は
莫
友
芝
﹃
蔵
園
訂
補
郘
亭
知
見
伝
本
書
目
﹄
︵
中
華
書
局
、
一
九
九 



一
七

楽
府
新
編
陽
春
白
雪
の
系
統
と
復
原

書
皮
が
傷
ん
で
き
て
帙
の
一
番
下
に
重
ね
て
お
い
た
せ
い
で
盧
前
に
巻
四
と
誤
解
さ
れ

た
の
だ
ろ
う
。
な
お
、﹃
中
国
善
本
書
提
要
﹄
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
二
巻
と
著
録
す
る

の
は
、
目
録
が
巻
一
と
巻
三
の
二
冊
に
だ
け
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
曲
牌
の
整
理
に
も

疎
漏
が
多
い
し
、
巻
四
は
原
稿
の
整
理
中
に
葉
の
順
序
が
混
乱
し
た
ら
し
く
意
味
の
通

じ
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
が
少
な
く
と
も
三
か
所
あ
る
。
最
大
の
問
題
は
そ
の
作
品
が
誰

の
も
の
か
と
い
う
帰
属
に
つ
い
て
で
、
か
な
り
の
変
更
が
必
要
に
な
る
。
し
か
も
こ
の

問
題
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄
だ
け
で
な
く
、﹃
全
元
散
曲
﹄
や
﹃
全
明
散
曲
﹄
の
修
正
に
も

つ
な
が
る
の
で
影
響
が
大
き
い
。

︵
16
︶﹁
盧
疎
斎
二
首
﹂
と
し
て
収
録
さ
れ
る
盧
摯
︵
号
は
疎
斎
︶
の
作
品
は
現
存
の
﹃
楽

府
群
玉
﹄
に
は
未
収
で
あ
る
が
、﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
出
所
注
記
に
﹁
玉
﹂
と
記
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
と
も
と
は
収
録
さ
れ
て
い
た
と
し
て
い
い
。
任
訥
に
よ
る
﹃
楽
府
群

玉
﹄
校
本
︵﹃
散
曲
叢
刊
﹄
所
収
︶
は
す
で
に
こ
の
手
法
に
よ
っ
て
、﹁
金
字
経
﹂
の
ほ

か
﹁
折
桂
令
﹂﹁
朱
履
曲
﹂﹁
普
天
楽
﹂
に
含
ま
れ
る
盧
摯
の
作
品
の
輯
佚
に
成
功
し
、

隋
樹
森
の
校
本
も
そ
れ
を
継
承
し
て
い
る
。
た
だ
し
、﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
注
記
は
厳
密

な
も
の
と
は
い
い
が
た
く
、
注
記
が
な
く
て
も
収
録
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。
さ

ら
に
筆
者
が
確
認
し
た
と
こ
ろ
任
訥
と
隋
樹
森
が
見
落
と
し
た
﹁
玉
﹂
の
注
記
も
あ
り
、

﹃
楽
府
群
玉
﹄
の
両
校
本
は
修
正
が
必
要
だ
ろ
う
。

︵
17
︶
北
京
の
国
家
図
書
館
に
は
馬
廉
が
﹃
楽
府
群
珠
﹄
を
研
究
し
た
と
き
の
資
料
が
﹁
楽

府
群
珠
﹂
と
い
う
名
称
で
所
蔵
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
な
か
で
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
出
所

注
記
﹁
全
﹂
を
﹁
全
集
﹂
と
解
釈
し
て
い
る
。
ま
た
、﹃
楽
府
群
珠
﹄
の
注
記
は
略
字

が
多
く
、
略
し
方
も
か
な
り
ぶ
れ
が
あ
る
。

︵
18
︶﹁
上
小
楼
﹂
の
﹁
張
小
山
一
首
﹂
は
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
に
は
未
収
の
作
品
だ
が
、

こ
れ
も
﹃
陽
春
白
雪
﹄
に
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
れ
は
﹁
上
小
楼
﹂
が
も
と
も
と

﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
に
収
録
さ
れ
て
い
た
形
跡
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ

う
に
﹃
楽
府
群
玉
﹄
は
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
を
そ
の
ま
ま
の
配
列
で
取
り
込
ん
で
い

る
が
、﹁
普
天
楽
﹂
と
﹁
上
小
楼
﹂
だ
け
は
配
置
が
異
な
る
。
特
に
﹁
上
小
楼
﹂
は
﹃
北

曲
聯
楽
府
﹄
前
集
に
は
未
収
に
も
か
か
わ
ら
ず
、﹃
楽
府
群
玉
﹄
と
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に

︵
13
︶
九
巻
本
の
書
影
か
ら
、
九
巻
本
が
欠
落
を
ど
う
処
理
し
て
い
る
か
が
確
認
で
き
る
。

書
影
に
は
後
三
︵
Ｇ
︶
に
あ
る
劉
逋
斎
﹁
端
正
好
﹂
套
の
末
尾
と
関
漢
卿
﹁
一
枝
花
﹂

套
の
冒
頭
が
写
っ
て
い
る
。
六
巻
本
は
こ
の
中
間
に
無
名
氏
﹁
一
枝
花
﹂
套
が
あ
る
の

だ
が
、
九
巻
本
で
は
完
全
に
詰
め
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
を
見
た
だ
け
で
は
そ
こ

に
欠
落
が
あ
る
と
は
気
づ
き
よ
う
が
な
い
。
九
巻
本
は
こ
の
よ
う
に
底
本
で
破
損
し
て

い
る
作
品
は
省
略
し
て
次
の
作
品
に
続
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

︵
14
︶
六
巻
本
は
区
画
Ｂ
末
の
張
小
山
﹁
寿
陽
曲
﹂
三
段
が
欠
落
し
て
い
る
。
十
六
行
祖
本

と
十
行
校
抄
本
・
六
巻
本
と
の
間
に
中
間
の
テ
キ
ス
ト
を
設
定
す
れ
ば
説
明
で
き
な
く

も
な
い
が
、
こ
こ
は
注
︵
10
︶
で
も
述
べ
た
よ
う
に
九
巻
本
も
欠
落
し
て
い
て
、
筆
者

は
こ
れ
を
合
理
的
に
説
明
で
き
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
今
は
無
理
に
系
統
を
組

み
立
て
ず
、
保
留
に
し
て
お
き
た
い
。

︵
15
︶
排
印
本
﹃
楽
府
群
珠
﹄
に
は
解
説
を
兼
ね
た
盧
前
自
序
が
一
頁
あ
る
だ
け
で
、
そ
の

日
付
が
一
九
三
五
年
と
古
い
こ
と
も
あ
っ
て
十
分
な
情
報
が
得
ら
れ
な
い
。﹃
楽
府
群

珠
﹄
に
つ
い
て
は
、
ほ
か
に
任
訥
﹃
曲
諧
﹄
巻
二
︵﹃
散
曲
叢
刊
﹄
所
収
︶、﹃
類
聚
名

賢
楽
府
群
玉
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
二
︶
の
隋
樹
森
﹁
前
言
﹂、
王
重
民
﹃
中

国
善
本
書
提
要
﹄︵
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九
八
三
︶
に
も
記
載
が
あ
る
。

　
　
　

構
成
は
盧
前
本
で
は
巻
一
が
中
呂
宮
十
五
調
、
巻
二
が
南
呂
宮
六
調
、
巻
三
が
双
調

二
調
、
巻
四
が
中
呂
宮
六
調
と
な
っ
て
い
て
小
論
も
と
り
あ
え
ず
こ
れ
に
従
う
が
、
こ

れ
は
は
な
は
だ
問
題
が
多
い
。
筆
者
が
実
見
し
た
テ
キ
ス
ト
に
は
い
ず
れ
も
巻
の
表
記

は
な
く
、
盧
前
が
便
宜
的
に
番
号
を
付
け
た
も
の
と
断
定
し
て
い
い
。
し
か
し
も
し
番

号
を
付
け
る
な
ら
、
盧
前
本
で
い
え
ば
巻
四
、
巻
一
、
巻
二
、
巻
三
の
順
に
番
号
を
振

る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
﹃
楽
府
群
珠
﹄
が
﹃
太
和
正
音
譜
﹄
の
曲
牌
配
列
を
意
識
し

て
い
る
か
ら
で
、
順
序
は
中
呂
宮
、
南
呂
宮
、
双
調
の
順
、
そ
し
て
中
呂
宮
の
二
巻
は

巻
四
、
巻
一
の
順
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
台
北
の
国
家
図
書
館
所
蔵
本

を
見
る
と
は
っ
き
り
す
る
。
こ
の
テ
キ
ス
ト
は
四
冊
一
組
で
巻
と
冊
が
対
応
し
て
い

て
、
盧
前
も
使
用
し
て
い
る
こ
と
が
自
序
か
ら
確
認
で
き
る
。
そ
の
巻
四
の
書
皮
は
他

の
巻
よ
り
傷
ん
で
い
て
、
こ
れ
が
第
一
冊
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
物
語
っ
て
い
る
。



一
八

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

第
六
三
号
︵
二
〇
一
二
︶

は
採
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
﹁
上
小
楼
﹂
が
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
前
集
に
収
録
さ

れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
現
在
の
﹃
北
曲
聯
楽
府
﹄
整
理
時
に
欠
落

が
生
じ
た
の
だ
ろ
う
。

︵
19
︶
盧
前
本
の
﹁
呉
克
斎
十
一
首
﹂
を
原
本
に
即
し
て
厳
密
に
説
明
す
れ
ば
、
標
記
は
﹁
呉

克
斎
十
二
首
﹂、
実
際
の
収
録
数
は
十
一
首
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
盧
前
本
は
原
本
の

標
記
を
か
な
り
改
め
て
い
る
の
で
、
正
確
な
復
原
を
期
す
る
た
め
に
は
原
本
の
参
照
が

必
須
で
あ
る
。

︵
20
︶
劉
逋
斎
の
﹁
四
塊
玉
﹂
二
首
は
、
同
様
の
理
由
で
十
六
行
祖
本
の
復
原
か
ら
も
除
外

し
た
。
劉
逋
斎
に
は
こ
の
ほ
か
に
も
九
巻
本
の
後
一
︵
Ｅ
︶
に
﹁
寨
児
令
﹂
一
首
が
あ

り
、
小
論
で
は
最
後
ま
で
利
用
で
き
て
い
な
い
。﹁
寨
児
令
﹂
は
越
調
の
小
令
で
あ
る

か
ら
本
来
な
ら
区
画
Ｄ
に
配
置
さ
れ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
部
分
は
元
刊
本
、
残
元
本
、

九
巻
本
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
に
移
動
す
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。

劉
逋
斎
の
﹁
四
塊
玉
﹂﹁
寨
児
令
﹂
計
三
首
は
今
回
の
復
原
で
は
す
べ
て
保
留
と
せ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
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