
周
知
の
よ
う
に
、
和
本
に
は
人
が
手
で
書
き
写
し
た
写
本
と
印
刷
し
た
版
本
と
が
あ
る
。
版
本
と
比
較
し
た
時
の
写
本
の
特
質
は
、
ど

の
本
も
こ
の
世
に
同
じ
も
の
が
二
つ
と
な
い
、
唯
一
無
二
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
Ｍ
じ
人
が
同
じ
作
品
を
二
度
書

き
写
し
た
と
す
る
。
「
さ
く
ら
」
と
い
う
箇
所
を
一
度
目
に
は
「
さ
く
ら
」
と
平
仮
名
で
書
い
た
が
、
二
度
目
に
は
「
桜
」
と
漢
字
表
記

す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ま
た
同
じ
平
仮
名
表
記
で
も
、
一
宇
一
宇
の
字
母
が
違
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
か
く

し
て
、
写
本
の
世
界
に
あ
っ
て
は
、
一
点
一
点
が
ま
こ
と
に
か
け
が
え
の
な
い
、
貴
重
な
品
と
な
っ
て
く
る
。
そ
ん
な
お
宝
品
的
な
本
を

み
ん
な
が
欲
し
が
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
か
。

日
本
に
は
、
古
人
の
筆
跡
を
尊
ぶ
風
潮
が
い
つ
の
時
代
に
も
あ
っ
た
が
、
と
り
わ
け
室
町
時
代
の
後
半
ご
ろ
か
ら
、
茶
道
の
隆
盛
と
も

｜
写
本
の
特
質
と
古
筆
切
の
発
生

古
筆
切
の
発
生
と
源
氏
物
語

田
中
登

。､/、
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写
本
の
形
態
に
は
、
巻
子
本
と
冊
子
本
と
が
あ
る
。
そ
れ
を
切
断
す
る
場
合
、
前
者
は
適
当
な
幅
で
切
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
が
、
後
者
は

い
さ
さ
か
や
っ
か
い
な
作
業
を
要
す
る
。
古
写
本
に
多
く
見
ら
れ
る
綴
葉
装
を
例
に
し
て
こ
れ
を
説
明
す
れ
ば
、
ま
ず
本
の
綴
糸
を
切

り
、
一
枚
一
枚
の
紙
片
（
元
の
本
の
四
頁
分
）
に
分
割
す
る
。
つ
い
で
、
そ
の
紙
片
を
折
目
に
合
わ
せ
て
切
断
し
、
さ
ら
に
二
枚
の
紙
片

（
元
の
本
の
二
頁
分
）
に
分
割
。
さ
ら
に
、
そ
の
一
枚
一
枚
の
紙
の
表
裏
を
剥
い
で
二
枚
と
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
で
は
紙
が
薄
き
に
過

ぎ
て
破
れ
た
り
す
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
、
補
強
の
た
め
に
裏
か
ら
紙
を
貼
り
（
こ
れ
を
裏
打
ち
と
い
う
）
完
成
と
な
る
次
第
。
要
す
る

に
、
元
の
本
の
一
枚
の
紙
か
ら
は
、
四
枚
分
の
古
筆
切
が
採
れ
る
と
い
う
計
算
に
な
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
市
場
に
出
回
っ
た
古
筆
切
を
、
い
わ
ゆ
る
愛
好
家
が
競
っ
て
買
い
求
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
、
ど
こ

の
誰
が
害
い
た
の
か
知
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
い
い
出
来
だ
と
い
う
の
で
は
、
コ
レ
ク
タ
ー
は
納
得
し
ま
い
。
現
代
人
が
宝
石
を
買
い
求

め
る
心
理
と
同
じ
で
、
や
は
り
誰
が
言
い
た
の
か
、
鑑
定
書
ぐ
ら
い
は
欲
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
う
し
た
愛
好
家
の
求
め
に
応

じ
て
登
場
し
た
の
が
、
古
筆
見
す
な
わ
ち
筆
跡
鑑
定
家
で
あ
る
。

今
日
、
こ
の
江
戸
時
代
の
古
筆
見
た
ち
の
鑑
定
は
ほ
と
ん
ど
信
を
置
く
あ
た
わ
ざ
る
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
が
、
案
外
そ
う
で
も
な

く
、
彼
ら
に
は
彼
ら
な
り
の
鑑
定
基
準
と
い
う
も
の
が
あ
っ
た
の
だ
が
、
今
は
そ
の
問
題
に
触
れ
な
い
。
と
に
か
く
彼
ら
は
客
の
求
め
に

相
俟
っ
て
、
そ
れ
が
ひ
と
き
わ
盛
ん
に
な
っ
て
く
る
と
、
そ
れ
ま
で
大
事
に
保
存
さ
れ
伝
わ
っ
て
き
た
平
安
・
鎌
倉
の
書
写
に
な
る
一
冊

の
本
、
一
巻
の
耆
物
を
、
一
枚
一
枚
の
紙
片
に
分
割
す
る
に
至
っ
た
。
こ
う
し
て
で
き
た
の
が
、
古
筆
切
す
な
わ
ち
古
写
本
の
断
間
で
あ

る
。

二
写
本
の
切
断
と
古
筆
の
鑑
定

、同
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応
じ
て
、
一
枚
一
枚
の
古
筆
切
の
筆
者
を
鑑
定
し
（
こ
の
こ
と
を
「
極
め
る
」
と
い
っ
た
）
、

そ
の
結
果
を
小
さ
な
短
冊
形
の
紙
片
に
、
だ
れ
そ
れ
と
筆
者
名
を
書
い
て
切
に
添
え
た
。
こ
れ

を
「
極
札
」
を
い
う
〔
写
真
１
〕
。
ま
た
、
こ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
札
で
は
頼
り
な
い
と
い
う
む

き
に
は
、
全
紙
（
切
ら
れ
て
い
な
い
元
の
一
枚
の
紙
の
こ
と
）
を
横
に
二
つ
折
り
に
し
、
そ
の

折
目
を
下
に
し
て
、
右
だ
れ
そ
れ
の
筆
跡
に
Ⅲ
違
い
な
し
、
な
ど
と
大
言
し
て
切
（
こ
の
場
合

は
主
と
し
て
掛
軸
に
仕
立
て
ら
れ
た
も
の
）
に
添
え
た
り
も
し
た
が
、
こ
ち
ら
の
方
は
「
折

紙
」
〔
写
真
２
〕
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

驚溌〃 で
は
、
こ
う
し
て
集
め
た
古
筆
切
を
、
コ
レ
ク
タ
ー
た
ち
は
、
古
来
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て

保
存
し
、
か
つ
は
鑑
賞
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
は
茶
道
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
掛
軸
の
存
在
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

〔
写
真
１
〕
極
札

ﾛ

ﾖ,

三
古
筆
切
の
保
存
・
鑑
賞
法

猶

〔
写
真
２
〕
折
紙

■
｜

（
畭
鋪
喝
く
り
雷
爺
翰

、
、

競
べ

I■■■■
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〔
写
真
３
〕
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
古
筆
手
鑑
「
筆
林
』

〔
写
真
４
〕
『
筆
林
」

隙

蕊
辮

≦鍵、舞

識’鍵議 ､鶏:‐

辞織
､鶏:‐

辞織

f:恥f:恥

－29－



次
に
考
え
ら
れ
る
の
が
、
手
鑑
（
帖
）
で
あ
る
〔
写
真
３
．
４
〕
・
日
本
画
家
が
使
用
す
る
画
帖
の
大
型
の
よ
う
な
も
の
に
、
何
十
枚
、

何
百
枚
も
の
切
を
、
身
分
別
さ
ら
に
は
時
代
順
に
貼
り
付
け
、
天
平
の
経
、
平
安
の
仮
名
、
鎌
倉
の
消
息
、
室
町
の
色
紙
な
ど
、
次
か
ら

次
へ
と
繰
り
出
さ
れ
る
、
時
代
の
、
あ
る
い
は
個
性
の
違
う
言
を
、
順
番
に
鑑
賞
し
て
い
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
手
鑑
の
「
手
」
と
は
筆
跡

最
後
に
取
り
上
げ
る
の
は
、
貼
交
屏
風
で
あ
る
。
屏
風
は
日
本
型
家
屋
の
家
具
調
度
品
と
し
て
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
が
、

そ
の
屏
風
に
時
代
も
内
容
も
異
な
る
様
々
な
切
（
時
に
色
紙
や
短
冊
が
混
じ
る
こ
と
も
あ
る
）
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
貼
っ
た
の
が
、
貼
交
屏

風
で
あ
る
。
そ
の
前
に
立
て
ば
、
居
な
が
ら
に
し
て
、
時
代
も
筆
跡
も
異
な
る
数
多
く
の
切
を
眼
前
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
は
書

の
一
大
パ
ノ
ラ
マ
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
展
開
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

お
茶
道
具
の
大
事
な
要
素
と
し
て
、
茶

れ
は
一
点
集
中
主
義
と
も
い
え
よ
う
か

現
在
伝
わ
っ
て
い
る
古
筆
切
は
、
は
た
し
て
何
万
枚
か
何
十
万
枚
か
、
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
言
か
れ
て
い
る
も

の
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

世
に
歌
切
と
い
う
言
葉
が
あ
る
よ
う
に
、
現
存
す
る
古
筆
切
の
お
お
よ
そ
七
割
が
た
は
歌
集
で
占
め
ら
れ
て
お
り
、
物
語
を
書
い
た
も

の
な
ど
、
全
体
の
一
割
に
も
満
た
な
い
、
と
い
う
の
が
実
状
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
平
安
時
代
に
お
い
て
物
語
は
社
会

的
評
価
が
き
わ
め
て
低
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
源
為
憲
の
三
宝
絵
訶
の
序
に
「
ま
た
物
語
と
い
ひ
て
女
の
御
心
を
や
る
も

の
＝

居、
○

四
古
筆
切
の
書
写
内
容

茶
室
の
床
に
掛
け
て
鑑
賞
し
た
わ
け
で
あ
る
。
通
常
掛
軸
に
は
一
枚
の
切
し
か
貼
ら
な
い
か
ら
、
こ
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ち
な
み
に
、
歌
集
と
物
語
以
外
の
主
な
も
の
は
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
経
典
・
仏
書
の
類
で
、
こ
れ
が
全
体
の
約
一
割
五
分
ほ
ど
を

占
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
漢
字
の
鑑
賞
の
た
め
で
あ
っ
た
。

の
な
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
当
時
、
物
語
は
婦
女
子
の
慰
み
物
、
と
い
う
ぐ
ら
い
に
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
当
時
作
者
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
こ
と
に
思
い
を
致
し
て
み
れ
ば
、
た
だ
ち
に
了
解
さ

れ
よ
う
。
古
今
集
の
よ
う
な
歌
集
（
無
論
漢
詩
集
で
も
そ
う
だ
が
）
に
あ
っ
て
は
、
か
く
か
く
し
か
じ
か
の
折
に
詠
み
ま
し
た
、
だ
れ
そ

れ
、
と
い
っ
た
具
合
に
、
作
者
名
は
必
ず
作
品
と
共
に
公
表
さ
れ
る
が
、
物
語
に
あ
っ
て
は
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
源
氏
物
語
の

写
本
は
現
在
百
本
以
上
伝
わ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
ど
の
本
を
見
て
も
、
表
紙
に
紫
式
部
な
ど
と
作
者
名
を
記
し
た
も
の
は
な
い
。

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
物
語
の
作
者
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
社
会
的
に
軽
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
て
い
る
の
が
、
写
本
の
書
き
手
の
側
か
ら
の
次
の
よ
う
な
発
言
で
あ
る
。
平
安
か
ら
中
世
に
か
え
て
能
書
の
家
と

し
て
知
ら
れ
た
世
尊
寺
家
の
伊
行
が
記
し
た
夜
鶴
庭
訓
抄
に
「
物
語
は
、
手
書
き
害
か
い
こ
と
な
り
。
人
あ
つ
ら
ふ
と
も
、
と
か
う
す
く

り
て
言
く
べ
か
ら
ず
」
と
あ
っ
て
、
勅
撰
集
の
奏
覧
本
と
い
え
ば
、
必
ず
時
の
能
書
家
が
筆
を
染
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
の
と
は
、
ま

こ
と
に
好
対
照
を
な
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

こ
う
い
っ
た
次
第
で
あ
る
か
ら
、
物
語
を
書
写
内
容
と
す
る
古
筆
切
は
い
た
っ
て
少
な
く
、
古
筆
切
全
体
の
一
割
に
も
満
た
な
い
、
と

い
う
仕
儀
と
相
成
る
わ
け
で
あ
る
。

平
安
・
中
世
と
い
う
写
本
文
化
の
中
で
生
ま
れ
た
文
学
作
品
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
古
写
本
・
古
筆
切
が
残
さ
れ
て
い
る
の

五
平
安
書
写
の
古
筆
切
の
残
存
状
況

－Q1－
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歌
集
と
比
べ
る
と
、
圧
倒
的
に
数
の
少
な
い
物
語
の
古
筆
切
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
中
世
期
の
耆
写
の
も
の
と
な
る
と
、
大
分
様
相

が
異
な
っ
て
く
る
。
古
筆
切
研
究
の
パ
イ
オ
ニ
ア
と
も
い
う
べ
き
藤
井
隆
氏
に
「
物
語
の
古
筆
切
を
見
た
ら
伊
勢
か
源
氏
と
思
え
」
と
い

（
１
）

う
言
が
あ
る
よ
う
に
、
中
世
耆
写
の
歌
切
を
古
今
・
新
古
今
・
朗
詠
が
三
分
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
物
語
の
分
野
に
あ
っ
て
は
、
伊
勢
と

か
、
そ
の
数
の
多
寡
が
、
そ
の
ま
ま
往
時
に
お
け
る
読
者
数
の
多
寡
に
直
結
す
る
。
今
、
平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
主
要
作
品
の
、
現
存

す
る
平
安
時
代
書
写
の
古
筆
類
の
数
を
挙
げ
て
み
る
と
、

古
今
和
歌
集
約
三
○
種
（
内
、
完
本
は
二
点
）

後
撰
和
歌
集
五
種
（
完
本
は
ゼ
ロ
）

和
漢
朗
詠
集
約
三
○
種
（
内
、
完
本
は
四
点
）

伊
勢
物
語
一
種
（
完
本
は
ゼ
ｇ

大
和
物
語
一
種
（
完
本
は
ゼ
且

源
氏
物
語
ゼ
ロ
（
絵
巻
の
訶
耆
は
除
く
）

こ
う
し
た
み
る
と
、
歌
集
と
物
語
と
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
よ
う
。
伊
勢
や
源
氏
が
平
安
時
代
に
読
ま
れ
な
か
っ
た
と
い
う
わ
け
で

は
、
け
っ
し
て
な
い
・
後
代
の
作
品
に
対
す
る
影
響
な
ど
か
ら
考
え
て
、
両
作
品
が
大
変
な
人
気
を
獲
得
し
て
い
た
こ
と
は
、
だ
れ
の
目

に
も
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
千
年
も
の
時
を
越
え
て
現
在
ま
で
写
本
も
し
く
は
断
間
が
残
る
に
は
、
今
日
か
ら
は
想
像
も
つ
か

な
い
ほ
ど
数
多
く
の
写
本
が
つ
く
ら
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

六
物
語
の
古
筆
切
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で
は
、
源
氏
物
語
の
古
筆
切
は
、
い
っ
た
い
ど
れ
ほ
ど
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
つ
と
に
小
林
強
氏
の
報

（
２
）告

が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
源
氏
物
語
そ
の
も
の
の
古
筆
切
と
し
て
、
氏
は
約
三
○
○
種
も
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
実
に
驚
く
べ
き
数
字
で
は
あ
る
ま
い
か
。
先
に
私
は
平
安
時
代
書
写
の
源
氏
の
切
は
ゼ
ロ
だ
と
い
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実

際
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
数
の
古
筆
切
が
伝
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
言
い
換
え
れ
ば
、
源
氏
は
そ
れ
だ
け
中
世
の
享
受
資
料
に

恵
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
こ
の
豊
饒
な
中
世
源
氏
物
語
の
資
料
群
を
研
究
者
は
黙
っ
て
見
て
い
る
手
は
な
い
の
で

寝
覚
物
語
一
種
（
絵
巻
の
訶
害
は
除
く
）

鎌
倉
初
期
に
成
立
し
た
物
語
評
論
書
の
無
名
草
子
に
「
狭
衣
こ
そ
源
氏
に
次
ぎ
て
は
よ
う
お
ぼ
え
は
べ
れ
」
と
評
さ
れ
た
だ
け
あ
っ

て
、
狭
衣
物
語
は
約
四
○
種
も
の
古
筆
切
を
現
在
に
伝
え
て
い
る
が
、
こ
の
数
値
が
は
た
し
て
多
い
か
少
な
い
か
は
、
狭
衣
以
下
の
大

和
・
竹
取
・
寝
覚
の
そ
れ
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
一
目
瞭
然
た
る
も
の
が
あ
ろ
う
。
後
掲
の
源
氏
に
は
遠
く
及
ば
ず
と
い
え
ど
も
、
さ
す

が
に
狭
衣
で
あ
る
。

源
氏
と
が
二
分
し
て
い
る
、
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

今
、
伊
勢
・
源
氏
以
外
の
物
語
（
た
だ
し
、
歴
史
物
語
や
軍
記
物
語
は
除
く
）
の
古
筆
切
の
残
存
状
況
を
示
せ
ば
、
以
下
の
と
お
り
。

狭
衣
物
語
約
四
○
種

大
和
物
語
八
種

竹
取
物
語
一
種

七
源
氏
物
語
の
古
筆
切

（
内
、
一
種
は
平
安
書
写
）
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さ
ら
に
注
意
す
べ
き
は
、
物
語
そ
の
も
の
を
写
し
た
切
の
数
の
多
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
に
付
随
し
て
次
の
よ
う
な
断
簡
の
存

在
も
無
視
で
き
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

平
安
・
中
世
に
お
い
て
、
物
語
は
絵
巻
と
い
う
形
で
も
鑑
賞
さ
れ
た
。
源
氏
の
代
表
的
は
絵
巻
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
平
安
時
代
の
制

作
に
な
る
徳
川
・
五
島
本
で
あ
る
が
、
鎌
倉
に
ま
で
時
代
を
下
げ
れ
ば
、
天
理
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
も
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
注
意
す

べ
き
は
、
徳
川
・
五
島
本
と
い
い
、
天
理
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
と
い
う
も
、
現
存
本
は
い
ず
れ
も
そ
れ
が
つ
く
ら
れ
た
当
初
の
形
を
完

全
に
伝
え
て
お
ら
ず
、
零
本
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
絵
巻
の
訶
害
が
古
筆
切
と
い
う
形
で
今
後
ま
だ
ま
だ
出

（
３
）

現
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
現
に
後
者
の
場
合
な
ど
、
数
年
に
一
度
ぐ
ら
い
の
割
合
で
訶
耆
の
断
間
が
紹
介
さ
れ
て
い

一
４
｝

る
し
、
ま
た
さ
ら
に
、
徳
川
・
五
島
本
や
天
理
・
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
本
以
外
の
訶
耆
の
出
現
も
け
っ
し
て
期
待
で
き
な
い
わ
け
で
は
な

い
・
源
氏
に
限
ら
ず
、
絵
巻
の
訶
書
は
、
古
筆
切
研
究
の
立
場
か
ら
、
今
以
上
に
関
心
が
持
た
れ
て
し
か
る
べ
き
分
野
で
あ
ろ
う
。

源
氏
物
語
は
、
伊
勢
・
古
今
と
並
ん
で
注
釈
言
の
多
い
こ
と
で
知
ら
れ
る
作
品
だ
が
、
古
筆
切
の
中
に
は
こ
の
注
釈
書
を
書
写
内
容
と

あ
る
。

１
１
上

絵
巻
の
訶
耆

２
注
釈
書

Ｏ
Ｊ
煽
脾
畑
仰

４
源
氏

５
源
氏

６
系
図

７
年
立

梗
概
本

源
氏
集
（
源
氏
物
語
歌
集
）

源
氏
物
語
和
歌
作
者
目
録
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重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

す
る
も
の
も
少
な
く
な
い
。
ほ
ん
の
一
例
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
、
現
存
最
古
の
注
釈
書
た
る
源
瓜
釈
の
一
番
古
い
も
の
は
、
鎌
倉
中
期
ご
ろ

の
書
写
と
さ
れ
る
伝
顕
昭
筆
建
仁
寺
切
で
あ
り
、
こ
れ
は
同
書
の
研
究
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
資
料
と
な
っ
て
い
る
。

源
氏
の
よ
う
な
大
部
の
作
品
と
も
な
る
と
、
皆
が
皆
五
十
四
帖
揃
い
の
テ
キ
ス
ト
を
手
元
に
備
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
、

手
ご
ろ
な
梗
概
本
を
以
て
そ
れ
に
代
え
る
と
い
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
お
よ
そ
南
北
朝
ご
ろ
に
連
歌
師
が
編
集
に
関
与
し
た
か
と
思

わ
れ
る
梗
概
本
に
つ
い
て
は
、
今
日
源
氏
大
鏡
と
か
小
鏡
と
い
う
名
称
で
知
ら
れ
て
い
る
が
、
鎌
倉
期
書
写
の
古
筆
切
に
見
る
梗
概
本

は
、
そ
れ
ら
と
は
大
分
性
格
が
異
な
り
、
可
能
な
か
ぎ
り
編
者
の
言
葉
は
差
し
挟
ま
ず
、
原
文
を
適
宜
抜
粋
し
て
話
し
を
続
け
て
ゆ
く
方

法
で
あ
る
。
往
時
に
お
け
る
源
氏
享
受
の
資
料
と
し
て
注
目
し
て
お
い
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

中
世
と
い
う
時
代
は
、
何
事
に
よ
ら
ず
和
歌
的
関
心
の
き
わ
め
て
強
い
時
代
で
あ
っ
た
。
源
氏
に
関
し
て
も
、
け
っ
し
て
そ
の
例
外
で

は
な
い
。
藤
原
俊
成
や
定
家
が
所
持
し
て
い
た
と
い
う
源
氏
集
な
る
作
品
は
、
最
近
冷
泉
家
の
鎌
倉
期
写
本
（
た
だ
し
零
本
）
が
紹
介
さ

れ
、
よ
う
や
く
そ
の
実
体
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
が
、
古
筆
切
の
中
に
は
、
伝
西
行
筆
切
・
伝
源
頼
政
筆
切
・
伝
寂
蓮
筆
切
な
ど
、

（
５
）

鎌
倉
初
期
ぐ
ら
い
ま
で
は
１
分
に
遡
る
こ
と
が
可
能
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
中
世
に
お
け
る
槻
氏
集
の
種
々
州
を
伝
え
て
、
責

源
氏
物
語
中
の
和
歌
へ
の
関
心
が
昂
じ
て
く
る
と
、
そ
の
結
果
、
お
の
ず
と
和
歌
に
関
す
る
作
者
目
録
（
現
在
で
い
う
な
ら
作
者
事
典

の
よ
う
な
も
の
）
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
勅
撰
集
の
そ
れ
に
関
し
て
は
、
古
今
和
歌
集
目
録
の
存
在
が
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
が
、
い
わ
ば
そ
の
源
氏
版
で
あ
る
。
従
来
、
顕
昭
の
建
仁
寺
切
に
は
、
源
氏
釈
と
系
図
と
の
二
種
類
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
が
、
そ

（
６
）

の
系
図
の
方
は
、
最
近
の
研
究
の
結
果
で
は
、
系
図
に
あ
ら
ず
し
て
、
和
歌
作
者
目
録
と
み
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
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〔
図
５
〕
文
芸
資
料
研
究
所
蔵
「
河
内
本
源
氏
物
語
」
薄
雲
の
巻
・
古
筆
切

句ノー
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そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
は
、
享
受
資
料
と
し
て
の
古
筆
切
で
あ
る
。
今
目
の
前
に
あ
る
一
枚
の
断
簡
の
本
文
が
何
系
統
で
あ
れ
、
と
に

か
く
、
そ
れ
が
鎌
倉
書
写
の
も
の
な
ら
、
鎌
倉
時
代
に
そ
の
よ
う
な
形
で
源
氏
を
読
ん
で
い
た
人
た
ち
が
い
た
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
か

な
こ
と
で
あ
っ
て
、
何
人
た
り
と
も
、
こ
れ
を
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
平
安
の
古
典
作
品
が
現
在
ま
で
伝
え
ら
れ
る
に
は
、
中

世
の
人
々
の
書
写
活
動
の
力
が
預
か
っ
て
大
き
い
が
、
そ
う
し
た
中
世
の
享
受
の
実
態
に
せ
ま
る
資
料
と
し
て
、
こ
の
豊
饒
な
源
氏
物
語

の
古
筆
切
の
世
界
に
、
わ
れ
わ
れ
は
関
心
を
寄
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
、
源
氏
物
語
の
古
筆
切
に
つ
い
て
、
そ
の
あ
ら
ま
し
を
述
べ
て
き
た
。
近
年
、
源
氏
物
語
の
伝
本
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
成
果
が

大
き
く
見
直
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
の
よ
う
で
あ
る
が
、
古
筆
切
は
書
写
年
代
こ
そ
古
い
も
の
の
、
断
簡
と
い
う
そ
の
性
格
上
、
こ
れ
を

本
文
研
究
そ
の
も
の
に
役
立
て
る
と
い
う
こ
と
は
至
難
の
業
と
い
え
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
巻
が
違
え
ば
本
文
も
書
写
者
も
違
う
こ
と
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

注へ
１
－

〆
ゞ

（
２
）

（
３
）

藤
井
隆

小
林
強

藤
井
隆

田
中
登

八
享
受
資
料
と
し
て
の
源
氏
物
語
古
筆
切
の
活
用

田
中
登
「
国
文
学
古
筆
切
入
門
」
（
和
泉
耆
院
・
昭
和
六
○
年
）

「
源
氏
物
語
関
係
古
筆
切
資
料
集
成
槁
」
（
「
本
文
研
究
」
第
六
集
・
平
成
六
年
）

田
中
登
『
続
国
文
学
古
筆
切
入
門
」
（
和
泉
書
院
・
平
成
元
年
）

『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
成
」
第
二
集
（
思
文
閣
出
版
・
平
成
一
五
年
）
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（
４
一

戸
、
）

〆
、

（
八
ｂ
）

田
中
登
「
源
氏
物
語
絵
訶
二
題
」
（
「
汲
古
」
第
四
六
号
・
平
成
一
六
年
）

田
中
登
ヨ
源
氏
集
」
の
種
々
相
」
（
「
源
氏
物
語
の
展
望
』
第
六
輯
・
三
弥
井
耆
店
・
平
成
二
一
年
）

田
中
登
「
源
氏
物
語
和
歌
作
者
目
録
の
存
在
」
書
関
西
大
学
文
学
論
集
』
第
五
八
巻
第
一
号
・
平
成
二
○
年
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