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『
源
氏
物
語
』
の
本
文
研
究
に
は
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
が
試

み
ら
れ
て
い
る
。古
筆
切
と
の
相
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。実
際
上
、

写
本
の
欠
片
と
し
か
思
わ
れ
て
い
な
い
、
文
字
ど
お
り
の
断
簡
の

本
文
が
、
研
究
に
資
す
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
い
ま
だ
確
立
さ
れ
た
方
法
が
あ
る
わ

け
で
は
あ
る
ま
い
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
手
探
り
で
検
討
し
て
ゆ
く
し

か
、
少
な
く
と
も
デ
ィ
レ
ッ
タ
ン
トD

ilettante

の
稿
者
に
は
手

段
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

一　

阿
部
秋
生
の
本
文
研
究

阿
部
秋
生
博
士

―
と
い
え
ば
、
小
学
館
か
ら
出
版
さ
れ
た
旧
版

の
日
本
古
典
文
学
全
集
、
そ
し
て
現
在
最
も
広
範
に
使
わ
れ
て
い
る

と
お
ぼ
し
い
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
、
そ
れ
ぞ
れ
の
本
文
校
訂
を

担
当
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
明
治
書
院
の

校
注
古
典
叢
書
、『
完
本
源
氏
物
語
』
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
も
手
が
け

て
い
る
。
小
学
館
の
両
全
集
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
テ
キ
ス
ト
類
の

校
訂
作
業
の
過
程
で
、
お
の
ず
と
本
文
に
か
か
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問

題
が
浮
上
し
て
く
る
わ
け
で
、
阿
部
は
そ
の
間
、
か
れ
こ
れ
二
〇
篇

を
超
え
る
論
稿
を
公
に
し
た（

１
）。

そ
れ
ら
を
精
選
し
た
単
著
『
源
氏
物

語
の
本
文
』
が
あ
る
こ
と
も
、
斯
界
に
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
阿

部
が
没
し
て
、
二
〇
一
八
年
の
本
年
で
二
〇
年
、『
本
文
』
が
上
梓

さ
れ
て
も
は
や
三
〇
年
を
経
て
お
り
、
も
は
や
最
新
の
研
究
と
は
い

い
づ
ら
い
。

し
か
し
、
に
も
拘
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
開
示
さ
れ
た
阿
部
の
見
解
は

ほ
ぼ
一
貫
し
て
お
り
、
そ
の
ま
ま
現
在
の
本
文
研
究
の
ひ
と
つ
の
到

源
氏
物
語 

本
文
研
究
と
古
筆
切
研
究
の
あ
わ
い

横　

井　
　

孝
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達
点
を
示
し
て
い
る
、
と
見
て
よ
い
よ
う
に
思
え
る
。

『
源
氏
物
語
』
の
本
文
は
、
青
表
紙
本
・
河
内
本
共
に
『
源
氏

物
語
』
の
原
典
そ
の
ま
ま
の
本
文
と
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
、

つ
ま
り
校
訂
者
が
そ
れ
ぞ
れ
に
手
を
加
え
て
い
る
ら
し
い
と
考

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
、
な
ま
じ
、
そ
の
校
訂
の
事
情
が
伝
え

ら
れ
て
い
る
だ
け
に
、
そ
う
い
う
こ
と
の
全
く
知
ら
れ
て
い
な

い
他
の
作
品
の
伝
本
の
場
合
の
よ
う
に
、
多
少
崩
れ
て
は
い
て

も
、
原
典
の
本
文
の
姿
を
残
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

夢
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（「
伝
本
状
況
に
つ
い
て（

２
）」）

た
と
え
ば
、
等
し
く
青
表
紙
本
と
は
称
し
て
も
、
奥
入
を
有
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
定
家
の
家
の
証
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の

と
、
奥
書
に
よ
っ
て
青
表
紙
証
本
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と

の
間
に
は
、
誤
写
・
誤
脱
と
み
る
だ
け
で
は
処
理
し
き
れ
な
い

本
文
の
異
同
・
対
立
が
系
統
的
に
あ
る
よ
う
だ
。
ど
う
し
て
一

つ
の
青
表
紙
本
が
そ
ん
な
こ
と
に
な
る
の
か
、
殆
ど
、
手
の
つ

け
よ
う
も
な
い
か
に
見
え
る
難
題
で
あ
る
。（「

矛
盾
す
る
本
文（

３
）」）

定
家
や
親
行
が
見
た
諸
伝
本
に
は
、
古
伝
本
系
別
本
と
い
う
名

を
与
え
て
一
括
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
括
ら
れ
た
伝
本

個
々
の
本
文
は
、
普
通
の
作
品
の
伝
本
の
本
文
の
よ
う
に
、
同

系
統
の
本
文
で
は
な
い
。
一
つ
一
つ
の
伝
本
が
そ
れ
ぞ
れ
に
異

な
る
本
文
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『
源
氏
物
語
』
と
い
う

一
つ
の
原
典
の
本
文
（
表
現
）
を
原
拠
と
し
て
尊
重
し
、
そ
れ

を
忠
実
・
精
確
に
書
写
す
る
こ
と
を
心
が
け
て
作
業
が
重
ね
ら

れ
て
で
き
た
伝
本
群
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
古
伝
本
系
別
本
諸
本
の
中
に
、原
典
以
来
の
本
文（
表

現
）の
姿
を
保
っ
て
い
る
伝
本
が
存
在
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
、

た
と
え
、
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
定
家
や
親
行
が
こ
れ
を

見
分
け
る
術
を
も
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ

る
。 

（「
別
本
の
本
文（
４
）」）

定
家
は
、
こ
の
一
本
一
本
が
ま
ち
ま
ち
の
本
文
を
も
っ
て
い
た

古
伝
本
系
別
本
諸
本
の
中
か
ら
あ
る
一
本
を
選
ん
で
、
そ
れ
を

家
の
証
本
と
し
た
と
言
わ
れ
る
の
だ
が
、
ど
う
い
う
本
文
を
選

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
…
…
本
文
以
外
に
、
原
典
に
近
い
こ
と

を
知
り
う
る
客
観
的
徴
証
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。
た
と
え
ば

定
家
は
『
土
左
日
記
』
を
書
写
す
る
時
、
貫
之
自
筆
本
を
採
っ

た
ら
し
い
が
、『
源
氏
物
語
』
の
場
合
は
、
そ
の
よ
う
な
原
著

者
自
筆
本
を
採
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
と
す
る
と
、
定
家
は
、

そ
の
作
家
と
し
て
の
見
識
と
で
も
い
う
も
の
に
よ
っ
て
、
こ
れ
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と
い
う
一
本
を
選
ん
だ
と
考
え
る
よ
り
外
に
な
い
の
で
あ
ろ
う

か
。
定
家
の
作
家
的
見
識
の
高
さ
は
評
価
し
う
る
と
し
て
も
、

結
局
そ
れ
は
定
家
の
目
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
紫
式
部
の
そ
れ
に

振
り
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
同
）

　

か
つ
て
、
そ
し
て
い
ま
も
そ
う
信
じ
て
い
る
（
あ
る
い
は
、
信
じ

よ
う
と
し
て
い
る
）
研
究
者
が
い
る
よ
う
に
、「
青
表
紙
原
本
は
、

あ
る
一
本
を
忠
実
に
書
写
し
た
の
だ
」「
定
家
が
校
訂
を
ほ
ど
こ
し

た
も
の
で
は
な
い
の
だ
」「
だ
か
ら
青
表
紙
本
は
原
典
に
至
近
な
の

だ
」、
そ
し
て
「
九
帖
の
明
融
本
は
定
家
本
の
臨
模
本
で
あ
り
、

五
三
帖
の
大
島
本
は
定
家
本
を
受
け
継
い
だ
本
だ
」、
だ
か
ら
こ
そ
、

現
存
す
る
大
島
本
は
青
表
紙
原
本
た
る
定
家
本
に
遡
源
し
、
さ
ら
に

平
安
期
写
本
の
「
あ
る
一
本
」
を
と
お
し
て
紫
式
部
の
原
典
を
透
か

し
見
る
こ
と
が
で
き
る

―
と
い
う
“
夢
”
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、

阿
部
は
、
こ
こ
で
「
夢
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
」「
原
典
以
来
の

本
文
（
表
現
）
の
姿
を
保
っ
て
い
る
伝
本
が
…
…
存
在
し
て
い
た
と

し
て
も
、
定
家
や
親
行
が
こ
れ
を
見
分
け
る
術
を
も
っ
て
い
た
で
あ

ろ
う
か
」「
結
局
そ
れ
は
定
家
の
目
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
紫
式
部
の

そ
れ
に
振
り
か
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
現
在
の
本
文
の
伝
存

状
況
を
見
据
え
、
冷
徹
な
ま
で
の
言
辞
の
数
々
で
一
刀
両
断
し
た
の

で
あ
る
。

現
在
で
こ
そ
「
青
表
紙
本
」
と
い
う
用
語
を
つ
か
う
研
究
者
は
少

な
く
な
っ
た
が
、
そ
の
契
機
を
つ
く
っ
た
の
が
、
阿
部
博
士
の
「
源

氏
物
語
の
諸
本
分
類
の
基
準
」（『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
七
巻
第
四

号
、
一
九
八
〇
年
四
月
）
だ
っ
た
こ
と
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
現
存
諸
本
を
分
類
整
理
す
る
に
あ
た
っ
て
、
中
世
以
降

の
文
献
に
見
え
る
「
青
表
紙
本
」「
河
内
本
」
と
い
う
呼
称
に
依
拠

し
た
の
は
、
研
究
手
順
と
し
て
ま
ち
が
い
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
池

田
亀
鑑
の
『
源
氏
物
語
』
の
諸
本
調
査
の
基
本
理
念
に
対
し
て
、
根

本
的
な
疑
問
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
別
の
角
度
・
方
法

か
ら
「
青
表
紙
本
」
を
点
検
し
た
り
、現
行
の
活
字
本
の
底
本
に
な
っ

て
い
る
大
島
本
を
再
検
討
す
る
な
ど
の
動
向
が
生
ま
れ
た
こ
と
、
周

知
の
と
お
り
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
阿
部
秋
生
と
い
う
研
究
者
は
、
池
田
亀
鑑
の
よ

う
に
平
安
時
代
文
学
の
作
品
に
つ
い
て
、
諸
本
を
渉
猟
し
た
り
、
現

存
写
本
の
本
文
・
形
態
の
調
査
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
本
文
研
究
に
主
軸

を
お
い
て
研
究
生
活
を
ま
っ
と
う
し
た
ひ
と
で
は
な
か
っ
た
。
諸
写

本
を
渉
猟
し
本
文
を
整
定
し
て
ゆ
く
作
業

―
阿
部
の
こ
と
ば
を
借

り
れ
ば
「
本
文
作
り（

５
）」

―
は
、
も
と
よ
り
阿
部
の
専
門
と
す
る
と

こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。『
源
氏
物
語
研
究
序
説
』『
源
氏
物
語
の
物
語

論
』『
光
源
氏
論
』
な
ど
博
士
の
主
要
著
書
を
な
ら
べ
て
み
て
も
、「
本

文
作
り
」
を
特
化
さ
せ
た
研
究
方
法
を
採
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い

こ
と
は
一
目
瞭
然
で
あ
ろ
う
。

『
源
氏
物
語
の
本
文
』
の
「
あ
と
が
き
」
に
、
こ
の
よ
う
に
記
さ
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れ
て
い
る
。

十
五
、六
年
前
、
極
く
一
般
的
読
者
の
た
め
の
本
文
を
作
る
こ

と
に
な
っ
た
の
が
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
実
際
に
扱
う
こ

と
に
な
っ
た
は
じ
め
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
に
も
、
本
文
研
究
は

む
ず
か
し
い
も
の
だ
と
、
話
と
し
て
は
承
知
し
て
い
た
が
、
実

際
に
手
を
つ
け
て
み
る
と
、
開
か
ず
の
扉
と
は
こ
ん
な
も
の
か

と
い
う
思
い
が
し
た
。
爾
来
、
今
日
ま
で
あ
れ
こ
れ
や
っ
て
来

た
が
、
解
決
の
め
ど
が
つ
い
た
と
い
う
思
い
は
ま
だ
な
い
。
五

里
霧
中
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
れ
は
手
を
束
ね
て
傍
観
し
て
い
て
い
い
問
題
で

は
な
い
。
誰
か
が
解
き
ほ
ぐ
す
努
力
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
だ
が
、
な
ま
じ
な
考
え
で
手
を
出
す
と
、
解
決
ど
こ
ろ
か
、

却
っ
て
問
題
を
混
乱
さ
せ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
よ
う
に
思

う
。
私
は
、
本
文
研
究
を
自
分
の
仕
事
に
す
る
と
決
心
し
た
こ

と
は
な
か
っ
た
が
、
せ
め
て
問
題
に
ど
ん
な
も
の
が
あ
る
の
か

だ
け
で
も
拾
い
出
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
書
い
た
も
の
が
、
こ

こ
に
収
め
た
論
考
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
、
い
く
つ

か
の
条
件
を
前
提
に
お
い
て
、
そ
の
前
提
に
立
つ
な
ら
ば
こ
の

よ
う
な
こ
と
を
考
え
う
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
で
あ

る
。
こ
う
し
て
、
段
々
と
論
を
詰
め
て
み
る
と
、
時
に
は
、
前

提
条
件
を
は
ず
し
て
も
成
立
し
そ
う
な
も
の
が
見
え
て
来
た
か

に
思
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
レ
ン
ズ
（
作
業
方
法
）
の
解

像
力
が
不
足
な
の
か
、
操
作
が
拙
劣
な
の
か
、
い
ま
だ
に
定
か

な
像
が
結
ば
れ
た
こ
と
は
な
い
。
…
…
（
後
略
）
…
…

（
二
三
一
～
二
三
二
頁
）

　

稿
者
は
、
こ
れ
ま
で
阿
部
博
士
の
驥
尾
に
付
し
て
、
そ
の
仕
事
ぶ

り
を
瞥
見
す
る
機
会
が
あ
っ
た
が
、
旧
稿（

６
）で

も
の
べ
た
と
お
り
、
右

の
よ
う
な
発
言
は
、
論
文
本
体
で
は
ご
く
ご
く
慎
重
な
仕
事
で
は
あ

り
な
が
ら
、
同
時
に
、
い
つ
も
率
直
な
（
あ
る
い
は
率
直
に
読
め
る
）

見
解
を
表
明
す
る
の
を
常
と
し
て
い
た
、。「
極
く
一
般
的
読
者
の
た

め
の
本
文
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
い
う
の
は
小
学
館
の
日
本
古

典
文
学
全
集
（
旧
版
）
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

そ
し
て
、
請
わ
れ
た
と
こ
ろ
や
自
ら
の
問
題
意
識
に
よ
る
も
の
に

よ
っ
て
築
か
れ
た
の
が
、
右
に
ふ
れ
た
本
文
研
究
の
論
考
の
二
〇
篇

余
だ
つ
と
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、「
解
決
の
め
ど
が
つ
い

た
と
い
う
思
い
は
ま
だ
な
い
」「
い
ま
だ
に
定
か
な
像
が
結
ば
れ
た

こ
と
は
な
い
」
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
、
一
書
の
「
あ
と
が
き
」
と
い

う
場
で
の
発
言
で
も
あ
り
、
謙
辞
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
右
の
一
覧

の
諸
論
の
ほ
と
ん
ど
は
『
大
成
』
と
「『
大
成
』
以
後
」
に
対
す
る

疑
義
の
提
出
で
あ
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
本
稿
冒
頭
に
掲
げ
た
よ
う
な
阿
部
の
『
源
氏

物
語
』
本
文
に
対
す
る
見
解
が
、三
〇
年
も
経
過
し
た
現
在
ま
で
「
ひ
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と
つ
の
到
達
点
」
を
示
し
つ
づ
け
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
阿
部
の
指

し
示
す
と
こ
ろ
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
こ
の
物
語
の
本
文
研
究
の
お

か
れ
て
い
る
現
状
、
そ
の
問
題
点
を
、D

ilettante

の
目
で
見
直
し

て
み
よ
う
と
思
う
。

二　

本
文
研
究
の
現
実

本
節
も
旧
稿（

７
）に
の
べ
た
こ
と
と
重
な
る
。『
源
氏
物
語
』
研
究
の

場
に
お
け
る
本
文
へ
の
意
識
の
希
薄
さ
に
つ
い
て
の
不
安
を
述
べ
た

も
の
だ
っ
た
が
、
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
た
た
め
、
踏
み
込
み
が
十
分

で
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
稿
を
あ
ら
た
め
、
出
直
し
再
説
し
た
い
。
そ

の
た
め
、
以
下
の
内
容
は
そ
れ
と
行
文
上
、
ま
っ
た
く
重
な
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
意
の
あ
る
と
こ
ろ
を
お
汲
み
取
り
い
た
だ
き
、
ご
寛
恕

願
い
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊

二
〇
一
四
年
一
一
月
一
五
日
（
土
）、
佛
教
大
学
の
二
条
キ
ャ
ン

パ
ス
（
京
都
市
中
京
区
西
ノ
京
東
栂
尾
町
）
で
中
古
文
学
会
関
西
部

会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
開
催
さ
れ
た
。
題
し
て
「
源
氏
物
語　

本
文
研
究
の
可
能
性
」。

基 

調
講
演　

陽
明
文
庫
・
名
和
修
氏
「
陽
明
文
庫
別
本
源
氏
物

語
に
つ
い
て

―
そ
の
書
誌
的
観
点
か
ら
」

を
筆
頭
に
、
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
と
し
て
、

岡 

嶌
偉
久
子
「
鎌
倉
写
本
に
見
る
様
々
な
情
報

―
主
と
し
て

河
内
本
か
ら
」

加
藤
洋
介
「
河
内
本
・
別
本
か
ら
見
た
定
家
本
源
氏
物
語
」

新 

美
哲
彦
「
定
家
本
『
源
氏
物
語
』
の
諸
問
題

―
大
島
本
と

明
融
本
の
比
較
か
ら
見
え
る
も
の
」

と
い
う
当
代
の
俊
秀
を
な
ら
べ
、し
か
も
題
目
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、

当
時
も
現
在
も
本
文
関
係
で
は
も
っ
と
も
先
鋭
な
話
題
ば
か
り
。『
源

氏
物
語
』
だ
け
で
は
な
か
っ
た
が
、
中
古
文
学
会
が
二
〇
〇
三
年
度

秋
季
大
会
を
同
志
社
大
学
で
開
催
し
た
際
、
大
会
校
・
廣
田
收
と
陽

明
文
庫
長
・
名
和
修
の
両
氏
の
ほ
か
関
西
部
会
の
方
々
の
計
ら
い
で
、

第
三
日
目
（
一
〇
月
一
三
日
〈
月
〉）
に
「
陽
明
文
庫
見
学
」
が
挙

行
さ
れ
た
際
、
見
学
者
を
六
回
も
入
れ
替
え
る
ほ
ど
の
盛
況
だ
っ
た

こ
と
を
思
え
ば
、
貴
重
き
わ
ま
り
な
い
宝
庫
の
話
題
に
は
関
心
を
も

つ
方
が
大
勢
い
る
は
ず
だ
と
思
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
事
前
の
打
ち
合
わ
せ
が
不
十
分
だ
っ
た
せ
い
か
、
司

会
（
不
肖
・
横
井
が
つ
と
め
た
）
の
力
量
が
足
り
な
か
っ
た
せ
い
も

あ
っ
て
か
、
や
や
盛
り
上
が
り
に
欠
け
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
方
々

の
発
表
も
「
先
鋭
な
話
題
」
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
行
論
の
問
題
点
や

視
点
・
方
向
性
が
各
自
に
ま
か
さ
れ
て
い
て
す
り
あ
わ
せ
が
な
か
っ

た
た
め
、
司
会
の
技
量
の
あ
ま
さ
も
相
ま
っ
て
議
論
が
散
漫
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。
い
ま
だ
に
慚
愧
の
念
を
払
拭
で
き
な
い
で
い
る
。
し

か
も
、題
目
と
概
要
は
事
前
に
公
表
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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か
な
り
の
空
席
が
あ
っ
た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る
。

こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
七
日
（
土
）「
源
氏

物
語
千
年
紀
」の
年
に
同
じ
中
古
文
学
会
関
西
部
会
が
開
催
し
た「
大

島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
」
の
第
二
弾
と
し
て
企
画
さ
れ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
前
回
は
時
宜
に
か
な
っ
て
い
た
せ
い
か
、
一
般
の
関
心
も

高
く
、会
場
の
京
都
市
文
化
博
物
館
の
旧
館
は
満
席
の
状
態
だ
っ
た
。

大
島
本
は
古
代
学
協
会
の
所
蔵
で
あ
り
、
同
博
物
館
の
目
玉
商
品
で

も
あ
っ
た
た
め
、
京
都
近
辺
の
一
般
の
方
々
も
大
島
本
は
展
覧
会
で

目
に
し
た
こ
と
の
あ
る
写
本
だ
っ
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
、
会
場
の

選
択
も
理
に
適
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
く
ら
べ
て
二
〇
一
四
年
の
場
合
は
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ

う
。
非
力
な
司
会
者
は
、
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
繰
り
出
す
発
表
内
容
が

河
内
本
・
別
本
・
定
家
本
と
拡
散
し
て
ゆ
く
の
に
対
し
て
、
大
島
本

の
時
の
よ
う
な
テ
ー
マ
の
絞
り
込
み
が
で
き
ず
、
き
り
き
り
舞
い
さ

せ
ら
れ
な
が
ら
、
し
き
り
と
既
視
感
の
よ
う
な
感
慨
に
と
ら
わ
れ
て

い
た
。

そ
れ
は
、
先
達
も
ま
た
同
様
の
体
験
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

あ
っ
た
か
ら
だ（

８
）。

一
九
九
二
年
の
中
古
文
学
会
春
季
大
会
の
こ
と
と
い
う
か
ら
、
さ

ほ
ど
以
前
の
こ
と
で
は
な
い
。
先
ご
ろ
物
故
し
た
野
村
精
一
が
、
大

会
初
日
に
出
席
す
る
と
満
席
に
ち
か
か
っ
た
と
い
う
。
翌
日
は
早
め

に
会
場
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
午
後
の
研
究
発
表
の
こ
ろ
に
は
空
席
が

目
立
つ
状
態
で
あ
っ
た
と
の
こ
と
。
そ
こ
に
は
本
文
研
究
の
発
表
が

プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て
並
ん
で
い
た
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
野
村
は
こ

う
慨
嘆
し
て
み
せ
た
。「
本
文
研
究
の
と
こ
ろ
で
、
聴
衆
が
減
っ
た

と
い
う
こ
と
の
意
味
は
、
考
え
直
し
て
み
る
と
、
い
さ
さ
か
お
そ
ろ

し
い
こ
と
で
は
な
い
の
か
」

―
と
。

こ
の
、
本
文
研
究
の
人
気
の
な
さ

0

0

0

0

0

と
い
う
現
実
に
直
面
し
て
、
野

村
は
、
研
究
者
の
間
に
「
さ
ま
ざ
ま
な
活
字
本
、
注
釈
、
翻
刻
、
そ

し
て
そ
れ
を
補
う
影
印
本
、
複
製
本
、
手
も
と
に
置
け
る
紙
焼
本
、

マ
イ
ク
ロ
コ
ピ
ー
等
々
、
あ
ら
ゆ
る
資
料
が
、
既
に
と
と
の
え
ら
れ
、

そ
れ
さ
え
よ
め
ば

0

0

0

あ
ら
ゆ
る
研
究
が
可
能
だ
、
と
い
う
幻
想
」（
傍

点
野
村
）
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
の
幻
想
者
た
ち
が
む
し
ろ
多
数
派
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て

お
り
、
そ
れ
を
善
意
の
過
信
と
み
な
す
に
せ
よ
、
せ
い
ぜ
い
か

れ
ら
多
数
派
は
、
非
幻
視
者
た
ち
の
、
そ
の
研
究
成
果
を
ま
ち

0

0

わ
び
0

0

て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、

こ
の
「
幻
想
」
を
い
く
つ
か
持
た
ぬ
人
々
の
責
任

0

0

は
、
よ
り
重

か
つ
大
な
る
も
の
が
あ
る
は
ず
だ
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
せ
い
ぜ

い
定
家
校
訂
本
の
源
氏
物
語
（
悪
く
す
れ
ば
故
池
田
博
士
校
訂

本
）
を
も
っ
て
、
平
安
期
の
そ
れ
と
み
な
し
て
、
せ
っ
せ
と
源

氏
物
語
論
や
紫
式
部
論
を
生
産
し
て
い
る
そ
の
現
状
に
対
す
る

責
任

0

0

で
あ
る
。
そ
れ
が
多
数
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
の
少
数
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者
た
ち
の
責
任
は
、
重
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。
…
…
い
っ
て
み

れ
ば
、
未
成
年
者
に
対
す
る
保
護
者
の
社
会
的
責
任
に
近
い
も

の
か
も
し
れ
な
い
。

と
い
う
。
皮
肉
と
い
う
ス
パ
イ
ス
が
効
き
す
ぎ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
未
成
年
者
」
た

ち
へ
辛
辣
な
訓
誡
で
あ
る
。
野
村
の
こ
の
発
言
以
後
も
、
陽
明
文
庫

の
典
籍
を
大
が
か
り
な
展
覧
会
で
な
く
学
会
会
員
限
定
で
、
ま
の
あ

た
り
に
で
き
る
機
会
を
、
あ
え
て
無
視
で
き
る
一
団
の
存
在
が
あ
っ

た
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

さ
ら
に
野
村
は
、「
し
か
ら
ば
、そ
の
少
数
派
は
ど
こ
に
い
る
の
か
。

源
氏
に
つ
い
て
い
え
ば
、
本
文
研
究
を
専
業
と
し
て
い
る
向
き
は
、

は
た
し
て
だ
れ

0

0

か
？
」
と
迫
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
か
ら
が

野
村
の
評
論
の
入
り
口
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
さ
さ
か
非
礼
な
言
辞
を
弄
さ
せ
て
頂
け
れ
ば
、『
源

氏
物
語
の
本
文
』
の
著
者
も
、『
源
氏
物
語
の
文
献
学
的
研
究

序
説
』
の
著
者
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
自
ら
任
じ
て
お
ら
れ
ぬ
よ

う
に
拝
察
す
る
。
そ
う
い
う
思
い
で
み
て
み
る
と
、
い
ま
い
さ

さ
か
こ
と
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
い
る
故
山
岸
博
士
の
旧
蔵
書
を

調
べ
て
み
る
と
、
同
博
士
の
研
究
の
総
体
の
中
で
は
、
源
氏
物

語
の
本
文
研
究
な
ど
一
局
部
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
印
象
を
受

け
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

　

こ
の
一
節
に
つ
い
て
は
、
稿
者
も
ま
た
同
感
の
思
い
を
禁
じ
え
な

い
。
阿
部
秋
生
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
節
に
す
で
に
そ
の
言
説
を

引
用
し
て
お
い
た
。
山
岸
徳
平
博
士
の
場
合
、
戦
前
・
戦
後
ま
も
な

く
の
こ
ろ
に
は
、
資
料
そ
の
も
の
は
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
て
も
、

写
本
の
本
文
自
体
が
錯
雑
し
て
、
み
ず
か
ら
校
訂
を
ほ
ど
こ
さ
ね
ば

読
み
取
れ
ぬ
も
の
が
多
か
っ
た
。
本
文
の
校
訂
を
す
る
た
め
に
は
、

眼
前
の
本
を
離
れ
て
諸
本
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、

山
岸
文
庫
に
は
諸
方
の
現
写
本
が
残
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

過
眼
の
証
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
に
校
訂
の
朱
筆
が
加
え
ら
れ
て
い

る（
９
）。野

村
は
、
こ
う
し
た
実
例
を
も
と
に
、

…
…
源
氏
物
語
の
本
文
研
究
の
専
門
家
な
る
も
の
の
存
在
も
ま

た
「
幻
想
」
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
古
来
そ
ん

な
ひ
と
は
一
人
も
存
在
し
な
か
っ
た
の
だ
。
真
の

0

0

源
氏
物
語
の

研
究
者
た
ち
は
、
必
要
に
応
じ
て
自
ら

0

0

そ
の
本
文
研
究
に
従
事

し
た
の
で
あ
る
。
右
の
阿
部
・
池
田
両
先
覚
し
か
り
、
さ
か
の

ぼ
れ
ば
玉
の
小
櫛
四
の
巻
を
見
れ
ば
よ
い
。
結
果
は
惨
憺
た
る

も
の
だ
っ
た
に
せ
よ
、そ
こ
で
宣
長
が
湖
月
抄
の
本
文
対
手
に
、

い
か
に
四
苦
八
苦
し
て
い
る
か
。
お
そ
ら
く
こ
れ
な
く
し
て
、
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中
世
源
氏
学
批
判
も
も
の
の
あ
は
れ

0

0

0

0

0

0

論
も
自
立
し
え
ぬ
か
に
ま

で
執
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
読
直
ち
に
知
ら
れ
よ
う
。
…
…
裏

を
返
せ
ば
、
真
の
源
氏
物
語
研
究
と
は
、
こ
の
本
文
研
究
を
必

然
的
に
伴
う
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
を
他
者
に
依
存
し
て
、

ど
こ
か
に
本
文
（
善
本
）
提
供
者
が
い
る
と
い
う
か
の
幻
想
の

持
主
た
ち
の
研
究
が
、
真
の
源
氏
物
語
研
究
な
ど
に
な
り
よ
う

は
ず
が
な
い
、
と
い
う
苦
い
真
実
を
逆
証
し
て
い
る
こ
と
と
な

る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

と
い
う
。
こ
う
し
て
野
村
は
、
先
人
た
ち
が
「
必
要
に
応
じ
て
自
ら

そ
の
本
文
研
究
に
従
事
し
た
」
に
過
ぎ
ず
、「
真
の
源
氏
物
語
研
究

と
は
、
こ
の
本
文
研
究
を
必
然
的
に
伴
う
も
の
な
の
」
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
他
者
に
依
存
す
る
こ
と
の
不
毛
を
指
弾
し
た
の
で
あ
る
。
野

村
の
い
う
と
こ
ろ
の
「
幻
想
」
の
持
ち
主
が
「
せ
っ
せ
と
源
氏
物
語

論
や
紫
式
部
論
を
生
産
し
て
い
る
」
現
状
の
う
そ
寒
さ

―
と
。

野
村
は
、こ
の
多
数
派
を
「
未
成
年
者
」
呼
ば
わ
り
し
な
が
ら
も
、

だ
か
ら
こ
そ
、
と
い
う
べ
き
か
、「
非
幻
視
者
た
ち
の
、
そ
の
研
究

成
果
を
ま
ち
わ
び
て
い
る
」
と
評
す
る
が
、
こ
れ
と
て
も
少
し
く
好

意
的
に
見
す
ぎ
て
い
や
し
ま
い
か
。
三
次
産
業
の
従
事
者
が
一
次
産

業
の
人
た
ち
を
見
る
、
あ
る
い
は
臨
床
医
学
が
基
礎
医
学
を
下
に
見

る
と
い
っ
た
都
市
伝
説
め
い
た
譬
え
話
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
比
喩

が
間
違
っ
て
い
る
、
言
葉
が
過
ぎ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
撤
回

す
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な
い
。
が
、
自
分
た
ち
の
研
究
を
本
文
研
究

な
ど
よ
り
さ
ら
に
高
次
の
そ
れ
だ
と
い
う
思
い
が
、「
本
文
研
究
の

と
こ
ろ
で
、
聴
衆
が
減
」
る
要
因
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
私
な

ど
は
邪
推
す
る
の
で
あ
る
。

野
村
精
一
が
右
の
評
論
を
掲
載
し
た
の
は
一
九
九
二
年
。
そ
れ
か

ら
四
分
の
一
世
紀
を
経
た
二
〇
一
八
年
の
現
在
、
野
村
の
指
摘
し
た

段
階
よ
り
も
事
態
は
さ
ら
に
深
刻
化
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
研

究
の
多
数
派
の
人
々
は
小
学
館
の
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
か
ら
ほ

と
ん
ど
一
歩
も
出
な
い
有
様
。「
…
…
新
編
全
集
に
よ
っ
た
」
と
か

「
…
…
新
編
全
集
に
よ
り
、
表
記
を
改
め
た
」
と
か
い
う
注
記
を
免

罪
符
に
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
島
本
が
一
写
本
と
し
て

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
熱
い
議
論
の
俎
上
に
の
ぼ
っ
た
の
は
、
は
る
か
過

去
に
思
え
る
よ
う
な
状
況
な
の
だ
。
中
古
文
学
の
研
究
と
い
え
ば
ど

れ
も
こ
れ
も
源
氏
物
語
と
い
う
状
況
を
「
源
氏
帝
国
主
義
」
と
称
す

る
向
き
が
か
つ
て
あ
っ
た
が
、そ
の
伝
で
い
え
ば
、今
は
ま
さ
に
「
新

編
全
集
帝
国
主
義
者
」
の
時
代
な
の
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
誰
も
が
諸
方
面
の
機
関
に
納
め
ら
れ
て
い
る
写
本
等

に
簡
単
に
ふ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
、『
源
氏
物
語
』

の
よ
う
な
膨
大
な
詞
章
量
を
誇
る
作
品
の
本
文
を
、
皆
が
皆
、
一
か

ら
調
査
・
校
合
・
整
定
の
手
続
き
を
と
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
、
と

い
う
反
論
が
あ
る
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
現
に
、
工
藤
重
矩

の
い
う
よ
う
に
、
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…
…
執
筆
者
個
人
が
自
ら
一
本
を
選
ぶ
と
な
れ
ば
、
選
定
と
校

訂
だ
け
で
一
生
が
終
わ
る
。

　

研
究
を
支
え
る
環
境
。
個
々
人
の
興
味
。
得
手
不
得
手
。
一

生
の
限
ら
れ
た
時
間
。
何
も
か
も
は
で
き
な
い
。
単
純
な
理
屈

で
あ
る）

（1
（

。

ま
さ
し
く
そ
の
と
お
り
。
反
駁
の
余
地
も
な
い
。
し
か
し
、
物
語
の

表
現
を
あ
げ
つ
ら
う
も
の
で
あ
れ
ば
、
工
藤
自
身
が
右
の
後
文
に
い

う
ご
と
く
、「
注
釈
書
の
底
本
お
よ
び
本
文
整
定
の
あ
り
様
へ
の
留

意
は
必
要
な
こ
と
だ
か
ら
、
そ
れ
へ
の
対
応
を
し
て
お
い
た
方
が
よ

い
の
も
事
実
」
で
あ
る
。
研
究
者
で
あ
る
以
上
、「
…
…
新
編
全
集

に
よ
っ
た
」「
…
…
新
編
全
集
に
よ
り
、（
自
分
好
み
に
）
表
記
を
改

め
た
」
の
レ
ベ
ル
で
済
ま
せ
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
工
藤
が
言
葉
を
継
い
で
、「
本
文
に
つ
い
て
遠
慮
せ
ず

に
発
言
す
べ
き
な
の
だ
」
と
い
う
。
こ
れ
ま
た
、
ま
さ
し
く
そ
の
と

お
り
。
も
ち
ろ
ん
「
遠
慮
せ
ず
に
発
言
」
す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
な

り
の
用
意
が
必
要
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
。

三　

本
文
研
究
と
し
て
の
古
筆
切
研
究

「
多
数
派
」
は
措
く
と
し
て
、し
か
ら
ば
、「
少
数
派
」「
非
幻
視
者
」

た
る
者
が
「
幻
想
」
で
あ
り
実
際
に
は
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
そ

う
あ
ろ
う
と
す
る
者
、
そ
う
あ
り
た
い
と
思
う
者
た
ち
は
ど
う
か
。

野
村
精
一
の
い
う
よ
う
に
、「
源
氏
物
語
の
本
文
研
究
の
専
門
家

な
る
も
の
の
存
在
も
ま
た
『
幻
想
』
そ
の
も
の
」
だ
と
し
て
も
、
よ

り
多
く
の
機
会
に
本
文
に
つ
い
て
「
遠
慮
せ
ず
に
」
発
言
す
る
研
究

者
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。
そ
の
ひ
と
た
ち
に
よ
っ
て
、

新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
の
底
本
の
お
お
も
と
で
あ
る
大
島
本
再
検

討
の
機
運
が
一
時
期
高
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
前
節
に
言
及
し
た

二
〇
〇
八
年
の
中
古
文
学
会
関
西
部
会
主
催
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
大

島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
」
が
、
そ
の
象
徴
的
な
事
件
で
あ
っ
た
。

同
部
会
の
編
集
に
よ
る『
大
島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
』（
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
刊
）
も
上
梓
さ
れ
た
。

二
〇
〇
八
年
は
「
源
氏
物
語
千
年
紀
」
の
イ
ベ
ン
ト
に
あ
わ
せ
る

か
の
よ
う
に
、『
源
氏
物
語
』
古
写
本
の
発
見
が
相
次
い
で
、
斯
界

の
話
題
と
し
て
は
珍
し
く
、
賑
々
し
く
各
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
三
月
に
角
屋
本
（
別
本
）、
七
月
に
飯
島
本
（
別
本
）、

八
月
に
大
沢
本
（
別
本
）
と
い
う
ぐ
あ
い
に
。
そ
の
数
年
前
、

一
九
九
九
年
に
文
化
庁
が
購
入
し
た
平
瀬
本
、
二
〇
〇
一
年
に
は
大

正
大
学
本
が
公
表
さ
れ
は
し
た
が
、
さ
ほ
ど
の
話
題
に
な
ら
な
か
っ

た
の
と
対
照
的
で
は
あ
っ
た）

（（
（

。

し
か
し
、
こ
う
し
た
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
の
話
題
と
い
う
の

は
、
一
過
性
で
終
始
す
る
こ
と
が
す
く
な
く
な
い
こ
と
は
世
間
の
常

識
で
あ
り
、
斯
界
も
ま
た
研
究
者
た
ち
の
関
心
が
同
様
に
引
き
潮
に
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な
っ
た
か
に
見
え
る
。
大
島
本
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
そ
の
淵
源
と
見

な
さ
れ
て
い
る
定
家
本
に
転
位
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
発
言
も
途
絶

え
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
二
〇
一
四
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が

象
徴
す
る
ご
と
く
、
テ
ー
マ
の
絞
り
込
み
が
で
き
ず
、
相
対
化
さ
れ

て
見
え
て
し
ま
う
と
い
う
現
状
が
あ
り
は
し
ま
い
か
、
と
危
惧
す
る

の
で
あ
る
。

一
揃
え
の
古
写
本
の
発
見
は
、
そ
れ
な
り
に
重
い
出
来
事
で
衝
撃

的
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
す
ら
も
一
過
性
の
出
来
事
と
し
て
世
間

で
は
消
費
さ
れ
て
し
ま
う
。
古
写
本
と
い
え
ど
も
、
所
詮
は
紫
式
部

の
原
本
な
ら
ざ
る
一
写
本
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
五
四
帖
を
か
か
え
る

『
源
氏
物
語
』
の
常
と
し
て
、
取
り
合
わ
せ
本
で
し
か
な
か
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
何
年
に
一
度
、
何
十
年
に
一
度
の
僥
倖
を
期
待
し
て
、

日
本
中
・
世
界
中
を
探
索
し
て
ま
わ
る
の
は
、
あ
ま
り
に
も
非
効
率

で
あ
り
、
非
生
産
的
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
素
材
に
し
て
き
た
テ
キ
ス
ト
は
、
大
島
本
に

せ
よ
三
条
西
家
本
に
せ
よ
室
町
期
の
写
本
が
主
体
で
あ
る
こ
と
を
鑑

み
れ
ば
、
冊
子
の
古
写
本
と
同
等
に
鎌
倉
期
な
り
の
価
値
を
有
す
る

も
の
、
室
町
期
の
そ
れ
を
相
対
化
し
う
る
も
の
、
と
い
え
ば
、
古
筆

切
の
ほ
か
に
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

一
首
だ
け
で
も
鑑
賞
可
能
な
和
歌
と
ち
が
っ
て
、
物
語
な
ど
の
散

文
は
、
あ
る
程
度
の
本
文
の
量
が
な
け
れ
ば
作
品
と
し
て

0

0

0

0

0

享
受
す
る

方
法
が
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
業
界
の
「
研
究
」
と
い
う
営
為
も
、
享

受
の
方
法
の
一
端
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ま
っ
た
く
同
様
な
事
情
に
あ

る
。藤

井
隆
・
田
中
登
の
先
駆
的
研
究
に
よ
っ
て
、
古
筆
切
の
存
在
が

市
民
権
を
え
た
今
日
に
あ
っ
て
も
、『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
質
量

の
膨
大
な
作
品
は
、
片
々
た
る
本
文
の
断
片
＝
古
筆
切
を
検
討
す
る

に
値
す
る
対
象
と
し
て
ま
と
も
に
扱
お
う
と
す
る
研
究
者
の
数
は
ま

だ
ま
だ
稀
少
、「
少
数
派
」
の
な
か
の
「
少
数
派
」
と
し
か
い
い
よ

う
が
な
い
。
古
写
本
が
市
場
に
出
た
と
し
て
も
、
鎌
倉
期
の
『
源
氏

物
語
』
写
本
で
あ
れ
ば
、
一
揃
い
五
四
帖
で
三
億
二
〇
〇
〇
万
円
の

値
づ
け
さ
れ
た
も
の
を
実
見
し
た
こ
と
も
あ
る
し
、
た
っ
た
一
帖
で

も
六
五
〇
万
円
な
ど
と
い
う
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
く
ら
べ
て
古
筆

切
は
、
高
価
に
な
っ
た
と
は
い
え
、
物
語
切
な
ど
は
貧
書
生
で
も
か

ろ
う
じ
て
手
の
届
く
価
格
帯
で
あ
り
、
一
枚
二
枚
と
所
蔵
し
て
い
る

研
究
者
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
右
記
し
た
ご
と
く
片
々
た
る
形
態

で
あ
る
た
め
に
、
ど
う
し
て
も
趣
味
的
な
対
象
と
し
て
見
ら
れ
が
ち

で
あ
っ
た
（
あ
る
い
は
、
現
在
も
）。

し
か
し
、
そ
の
断
簡
も
、
ひ
と
と
お
り
の
収
集
作
業
を
経
て
、
ツ

レ
を
集
積
し
て
み
た
と
し
ら
、
ど
う
だ
ろ
う
か
。

た
と
え
ば
、
藤
原
為
家
（
一
一
九
八
～
一
二
七
五
）
を
伝
称
筆
者

と
す
る
大
四
半
切
『
源
氏
物
語
』〔
図
版
１
〕。

所
掲
の
図
版
は
、
縦
三
二
・
九
㎝
、
横
二
六
・
三
㎝
と
い
う
大
型
本
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の
断
簡
で
、
ツ
レ
の
多
く
は
も
と
大
和
綴
で
あ
っ
た
痕
跡
の
孔
が
四

つ
の
こ
さ
れ
て
い
る
の
が
特
徴
。
軸
装
さ
れ
た
も
の
、
未
表
装
の
も

の
、
形
態
は
さ
ま
ざ
ま
だ
が
、
も
と
の
本
の
形
が
そ
の
ま
ま
保
存
さ

れ
て
い
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

内
容
は
河
内
本
の
本
文
で
あ
り
、
そ
の
大
型
本
で
あ
る
形
態
と
書

写
年
代
か
ら
も
、
河
内
本
の
代
表
的
本
文
と
さ
れ
る
尾
州
家
本
と
比

較
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
尾
州
家
本
は
、
お
お
む
ね
縦
三
二
・
〇
㎝
、

横
二
五
・
五
㎝
で
あ
り
、
本
断
簡
の
寸
法
と
ほ
ぼ
同
じ
く
、
や
は
り

大
和
綴
で
あ
る
。
尾
州
家
本
が
さ
ま
ざ
ま
な
修
正
・
改
訂
の
書
き
入

れ
な
ど
を
経
て
「
河
内
本
」
の
本
文
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、

一
連
の
断
簡
は
、
修
正
・
改
訂
の
手
が
加
え
ら
れ
な
い
、
純
粋
な
「
河

内
本
」
の
本
文
な
の
で
あ
る
。
尾
州
家
本
よ
り
も
こ
の
断
簡
群
に
こ

そ
注
目
す
べ
き
だ
、
よ
り
古
さ
を
感
じ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る）

（1
（

。

当
該
断
簡
の
ツ
レ
と
し
て
、
花
宴
・
賢
木
・
真
木
柱
・
薄
雲
・
竹

河
な
ど
の
諸
巻
の
本
文
が
残
さ
れ
て
お
り
、
薄
雲
の
巻
だ
け
で
も
、

一
九
葉
の
存
在
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
覧
を
次
に
表
示
し
て

お
こ
う
（〔
表
一
〕）。

古
筆
切
研
究
の
要
諦
の
ひ
と
つ
に
、
と
に
か
く
「
ツ
レ
を
探
す
」

と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た）

（1
（

。
こ
の
残
存
状
況
を
み
る
か
ぎ
り
で
も
、
ま

だ
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
現
に
、
昨

年
二
〇
一
七
年
に
本
学
が
購
入
し
た
古
筆
手
鑑
『
筆
陣
』
に
は
、
ツ

レ
の
賢
木
の
巻
断
簡
が
押
さ
れ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
。
し
か
し
、

現
在
知
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
も
薄
雲
の
巻
全
体
の
ほ
ぼ
三
割
二
分
程

度
で
あ
り
、
し
か
も
隣
接
し
た
本
文
を
繋
ぐ
こ
と
が
で
き
、
初
期
段

階
の
河
内
本
の
相
当
な
部
分
が
現
存
す
る
こ
と
に
な
る
。

端
倪
す
べ
か
ら
ざ
る
は
、
古
筆
切
に
よ
る
本
文
研
究
で
あ
る
。
別

の
例
を
次
に
み
て
み
よ
う
。

四　

伝
寂
蓮
筆
六
半
切
若
紫
の
巻

こ
こ
に
、
寂
蓮
を
伝
称
筆
者
と
す
る
、
一
蓮
の
古
筆
切
が
あ
る
。

〔図版１〕伝為家筆大四半切薄雲の巻（実践女子大学蔵）
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〔
表
一
〕
伝
為
家
筆
大
四
半
河
内
本
『
源
氏
物
語
』
薄
雲
の
巻
切
一
覧

当
該
断
簡
の
『
源
氏
物
語
大
成
』
本
文
相
当
頁
行
数
（
冒
頭
～
末
尾
）

所
在
・
掲
載
文
献
等

１

六
〇
四
頁
10
行
目
「
た
と
ら
め
あ
」
～
六
〇
五
頁
３
行
目
「
こ
れ
は
や
む
」

実
践
女
子
大
学
図
書
館

２

六
〇
五
頁
３
行
目
「
事
な
き
御
か
」
～
六
〇
五
頁
９
行
目
「
と
を
し
さ
に
」

実
践
女
子
大
学
図
書
館

３

六
〇
五
頁
９
行
目
「
し
ゐ
て
も
え
」
～
六
〇
六
頁
２
行
目
「
な
き
事
さ
へ
」

国
文
学
研
究
資
料
館

４

六
〇
七
頁
８
行
目
「
と
め
て
た
く
」
～
六
〇
七
頁
14
行
目
「
か
れ
い
つ
か
」

個
人
蔵

５

六
〇
八
頁
７
行
目
「
よ
り
は
な
や
」
～
六
〇
八
頁
13
行
目
「
こ
え
た
ま
ふ
」

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

６

六
〇
八
頁
13
行
目
「
や
ま
さ
と
の
」
～
六
〇
九
頁
５
行
目
「
れ
に
た
り
又
」

国
文
学
研
究
資
料
館

７

六
〇
九
頁
12
行
目
「
人
め
の
と
よ
」
～
六
一
〇
頁
３
行
目
「
う
つ
く
し
き
」

『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』

８

六
一
〇
頁
５
行
目
「
に
ま
い
り
つ
」
～
六
一
〇
頁
10
行
目
「
な
と
や
う
に
」

鶴
見
大
学

９

六
一
一
頁
３
行
目
「
く
し
も
の
さ
」
～
六
一
一
頁
10
行
目
「
か
け
て
中
将
」

個
人
蔵

10

六
一
五
頁
13
行
目
「
お
ほ
し
し
ら
」
～
六
一
六
頁
６
行
目
「
き
り
さ
ふ
ら
」

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

11

六
一
六
頁
６
行
目
「
ひ
て
こ
ま
か
」
～
六
一
六
頁
12
行
目
「
も
ほ
の

く
」

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

12

六
一
六
頁
12
行
目
「
き
こ
ゆ
る
に
」
～
六
一
七
頁
５
行
目
「
ん
事
も
の
こ
」

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

13

六
一
八
頁
５
行
目
「
は
の
こ
す
ゑ
」
～
六
一
八
頁
12
行
目
「
も
お
も
き
所
」

国
文
学
研
究
資
料
館

14

六
一
九
頁
11
行
目
「
か
く
心
に
こ
」
～
六
二
〇
頁
４
行
目
「
は
へ
る
な
り
」

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

15

六
二
〇
頁
４
行
目
「
若
君
は
ら
ま
」
～
六
二
〇
頁
11
行
目
「
す
ゝ
み
そ
う
」

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

16

六
二
四
頁
９
行
目
「
み
か
と
は
あ
」
～
六
二
五
頁
１
行
目
「
る
と
こ
ろ
に
」

『
筑
波
書
店
古
書
目
録
』
八
三
号

17

六
二
五
頁
１
行
目
「
う
つ
り
て
さ
」
～
六
二
五
頁
８
行
目
「
も
て
か
し
つ
」

実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研
究
所

18

六
二
八
頁
１
行
目
「
う
ち
ゆ
き
か
」
～
六
二
八
頁
７
行
目
「
ち
な
る
と
も
」

『
古
筆
学
大
成
』
二
三
巻

19

六
二
九
頁
14
行
目
「
ま
さ
り
た
め
」
～
六
三
〇
頁
７
行
目
「
な
に
よ
せ
て
」

国
文
学
研
究
資
料
館
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寂
蓮
（
一
一
三
九
～
一
二
〇
二
）
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、『
新

古
今
集
』
の
撰
者
に
し
て
、
藤
原
俊
成
の
養
子
と
な
っ
た
歌
人
。
三

夕
の
歌
「
さ
び
し
さ
は
そ
の
色
と
し
も
な
か
り
け
り
ま
き
立
つ
山
の

秋
の
夕
暮
」
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
人
を
伝
称
筆
者
と
し
て
も
つ
も
の

に
、『
新
撰
古
筆
名
葉
集
』
に
は
『
古
今
集
』
の
右
衛
門
切
、『
和
漢

朗
詠
集
』
の
大
坂
切
を
見
出
す
が
、
物
語
類
の
名
は
見
え
な
い
。
た

だ
し
、
国
宝
『
寝
覚
物
語
絵
巻
詞
書
』、
京
都
・
観
音
寺
蔵
古
筆
手

鑑
の
『
源
氏
釈
』
切
な
ど
の
筆
者
に
擬
せ
ら
れ
て
も
い
る
。

『
源
氏
物
語
』
断
簡
と
し
て
知
ら
れ
る
も
の
に
『
古
筆
学
大
成
』

第
二
四
巻
に
お
さ
め
る
明
石
の
巻
切
が
あ
る
が
、
一
連
の
若
紫
の
巻

の
切
と
は
別
種
の
古
筆
切
で
あ
る
。
む
し
ろ
『
大
成
』
同
巻
の
伝
小

大
君
筆
の
若
紫
切
こ
そ
が
、
一
連
の
寂
蓮
切
と
ツ
レ
で
あ
る
か
と
思

わ
れ
る
。

ま
ず
、
次
の
〔
図
版
２
〕
が
そ
の
一
葉
。

こ
姫
君
は
十
二
に
て
殿
に
を
く
れ
た
ま　
　

１

へ
り
し
ほ
と
い
み
し
う
も
の
を
も
ひ
し　
　

２

り
た
ま
ひ
き
か
し
た
ゝ
い
ま
を
の
れ
み　
　

３

す
て
た
て
ま
つ
り
て
は
如
何
て
か
世
に　
　

４

お
は
せ
む
と
す
ら
ん
と
て
う
ち
な
き　
　
　

５

ぬ
る
は
み
た
ま
ふ
に
す
ゝ
ろ
に
か
な
し　
　

６

　

光
源
氏
が
、
ま
だ
そ
れ
と
知
ら
ぬ
ま
ま
紫
の
君
を
の
ぞ
き
見
す
る

な
か
、
尼
君
が
紫
の
君
の
黒
髪
の
美
し
さ
を
愛
で
な
が
ら
、
そ
の
母

の
思
い
出
語
り
を
す
る
。『
源
氏
物
語
大
成
』
一
五
七
頁
⑩
～
⑬
行

に
相
当
す
る
場
面
だ
が
、『
大
成
』
を
見
て
も
細
か
な
異
同
が
は
げ

し
い
箇
所
と
読
み
取
れ
る
。

以
下
、
校
異
の
お
も
な
も
の
を
示
し
た
。
パ
ー
レ
ン
内
の
数
字
は

断
簡
の
行
数
、
諸
本
の
略
号
は
『
大
成
』
に
準
拠
し
た
。

①
十
二
に
て
（
１
）

ａ　

十
二
に
て

―
明
・
公
・
榊
・
肖
・
証
・
三
・
湖

ｂ　

十
二
◦は

か
り

に
て

―
池

ｃ　

十
二
は
か
り
に
て

―
〔
国
〕

ｄ　

十
は二
イか

り
に
て

―
幽

ｅ　

と
を
は
か
り
に
て
そ

―
（
河
）

ｆ　

十
は
か
り
に
て
そ

―
〔
陽
〕

ｇ　

十
に
て
そ

―
〔
中
〕

〔図版2〕

〃
〃
〃
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ｈ　

と
を
は
か
り
に
て

―
〔
麦
・
阿
〕

　

②
殿
に
（
１
）

ａ　

殿
に

―
御
・
大
・
横
・
榊
・
池
・
肖
・
三
幽
・〔
麦
・
阿
〕

ｂ　

と
の
に

―
公

ｃ　

と
の
に
は

―
（
河
）

　

③
た
ま
へ
り
し
ほ
と
（
１
）

ａ　

給
ひ
し
ほ
と

―
御
・
大
・
横
・
榊
・
池
・
肖
・
三

ｂ　

給
し
ほ
と

―
明
・
公
・
幽

ｃ　

給
へ
り
し
か
と

―
（
河
）〔
別
〕

　

④
も
の
（
２
）

ａ　

物
は

―
公
・
幽
・
御
・
榊
・〔
中
・
麦
・
阿
〕

ｂ　

も
の
は

―
明
・
大
・
横
・
池
・
肖
・
三
〔
陽
〕

ｃ　

も
の

―
（
河
）

　

⑤
た
ま
ひ
き
か
し
（
３
）

ａ　

給
へ
り
し
そ
か
し

―
明
・
大

ｂ　

給
へ
り
し
そ4

か
し

―
御
・
横

ｃ　

給
へ
り
き
か
し

―
榊
・〔
麦
・
阿
〕

ｄ　

給
へ
り
し
か
し

―
池
・
三

ｅ　

給
へ
り
き

―
（
河
）

ｆ　

給
し
そ
か
し

―
公
・
幽

　

⑥
み
す
て
た
て
ま
つ
り
て
は
（
３
）

ａ　

み
す
て
た
て
ま
つ
ら
は

―
定　

明
・
公
幽

ｂ　

み
す
て
た
て
ま
つ
り
て
は

―
（
河
）

ｃ　

見
す
て
奉
て
は

―
〔
麦
・
阿
〕

　

⑦
う
ち
な
き
ぬ
る
は
（
５
）

ａ　

い
み
し
く
な
く
を

―
公
・
大
池
肖
三

ｂ　

い
み
し
う
な
く
を

―
明
・
横
幽

ｃ　

い
み
し
ふ
な
く
を

―
〔
陽
〕

　

①
②
は
定
家
本
系
と
河
内
本
・
別
本
が
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
は
あ

る
が
、
④
⑥
⑦
は
断
簡
と
河
内
本
の
共
通
点
が
見
出
せ
る
。

次
の
断
簡
〔
図
版
３
〕
は
、〔
図
版
２
〕
の
一
、二
頁
ほ
ど
後
、
光

源
氏
が
の
ぞ
き
見
を
す
る
僧
坊
に
僧
都
が
現
れ
、
源
氏
が
瘧
病
を
療〔図版3〕
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養
に
来
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
場
面
で
あ
る
。『
源
氏
物
語
大
成
』

一
五
八
頁
⑤
～
⑥
行
に
相
当
す
る
。

か
み
の
聖ヒ

シ
リ

人
の
房
に
源
し
の
中
将　
　
　
　
　

１

わ
ら
は
や
み
ま
し
な
ゐ
に
も
の
し
給
け　
　
　

２

る
を
た
ゝ
い
ま
な
ん
き
ゝ
は
へ
り
つ
る　
　
　

３

　

た
っ
た
三
行
で
は
あ
る
が
、
こ
の
短
い
本
文
に
も
異
同
が
見
出
せ

る
。
１
行
目
「
源
し
の
中
将
」
は
河
内
本
系
と
肖
柏
本
が
一
致
し
、

定
家
本
系
の
多
く
、
大
島
本
・
横
山
本
・
池
田
本
・
三
条
西
家
本
が

「
源
氏
の
中
将
の
」
と
す
る
。
３
行
目
「
き
ゝ
は
へ
り
つ
る
」
も
河

内
本
の
「
き
ゝ
侍
つ
る
」
と
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
定
家
本
系
諸

本
は
「
き
ゝ
つ
け
侍
る
」
と
し
て
い
る
。

〔
図
版
４
〕
は
、
源
氏
が
紫
の
君
の
素
性
を
知
り
、
そ
の
後
見
を

申
し
出
、
僧
都
が
そ
れ
に
応
え
る
場
面
。

う
れ
し
か
る
へ
き
お
ほ
せ
な
る
を
ま
た　
　
　

１

い
と
い
は
け
な
き
ほ
と
に
は
へ
め
れ
は
た　
　

２

わ
ふ
れ
に
て
も
御
覧
し
か
た
く
や
は
へ　
　
　

３

ら
ん
そ
も
女
人
は
ひ
と
に
も
て
な
さ
れ
て　
　

４

お
と
な
に
も
な
り
た
ま
ふ
物
な
れ
は
く
は　
　

５

し
く
は
え
と
り
申
さ
し
か
の
お
は
き
た
の　
　

６

か
た
に
か
た
ら
ひ
は
へ
り
て
き
こ
え
さ
せ　
　

７

む
と
す
く
よ
か
に
き
こ
え
な
し
た
ま
へ
は　
　

８

『
源
氏
物
語
大
成
』
一
六
二
頁
④
～
⑦
行
に
相
当
す
る
場
面
で
、
こ

こ
で
も
定
家
本
に
対
す
る
異
同
が
多
く
見
出
せ
る
。

１
行
目
「
お
ほ
せ
」
は
河
内
本
と
一
致
し
、定
家
本
・
別
本
は
「
お

ほ
せ
こ
と
」。
２
行
目
「
い
と
」
も
河
内
本
と
一
致
し
、
定
家
本
・

別
本
は
「
む
け
に
」。
３
行
目
「
は
へ
ら
ん
」
は
河
内
本
と
別
本
の

麦
生
本
・
阿
里
莫
本
と
一
致
し
、
定
家
本
に
ナ
シ
。
４
行
目
「
そ
も

女
人
は
」
は
河
内
本
と
同
じ
く
、定
家
本
・
別
本
は
「
そ
も
く
女
は
」、

５
行
目
「
と
り
申
さ
し
」
も
河
内
本
と
別
本
の
陽
明
文
庫
本
・
麦
生 〔図版4〕
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本
と
同
じ
く
、
定
家
本
は
「
と
り
申
さ
す
」。
６
行
目
「
お
は
き
た

の
か
た
」
は
河
内
本
と
別
本
の
陽
明
文
庫
本
・
中
山
本
と
同
じ
く
、

定
家
本
と
別
本
の
一
部
は
「
を
は
」
の
み
。
８
行
目
「
き
こ
え
な
し

た
ま
へ
は
」
は
河
内
本
と
別
本
の
陽
明
本
・
中
山
本
「
き
こ
え
な
し

た
ま
（
給
）
へ
は
」、
定
家
本
の
多
く
（
大
・
御
・
横
・
榊
・
肖
・
三
）

が
「
い
ひ
て
も
の
こ
わ
き
さ
ま
し
給
へ
れ
は
」、
池
田
本
「
い
ひ
て

…
…
し
た
ま
へ
・れ

は
」。

こ
れ
ら
は
と
も
に
若
紫
の
巻
の
近
接
し
た
箇
所
で
あ
り
、
ほ
ぼ
河

内
本
に
一
致
す
る
こ
と
、
筆
蹟
の
特
徴
、〔
図
版
２
〕
の
寸
法
が
縦

一
六
・
五
㎝
（
横
七
・
八
㎝
）、〔
図
版
３
〕
が
縦
一
六
・
五
㎝
（
横
四
・

一
㎝
）
で
、
こ
れ
ま
た
ほ
ぼ
一
致
し
、
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
ま
ち
が
い

な
い
。

続
い
て
〔
図
版
５
〕。『
大
成
』
一
七
二
頁
⑦
～
⑫
行
相
当
の
場
面
。

田
中
登
編
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
』
第
四
輯
所
掲
の
断
簡
で
あ

る）
（1
（

。
同
書
か
ら
解
説
の
一
部
を
引
い
て
お
こ
う
。

縦
一
六
・
現
写
本
奥
三
セ
ン
チ
、
横
一
四
・
四
セ
ン
チ
の
一
面

十
一
行
詰
。
場
面
は
若
紫
巻
の
帰
京
し
た
源
氏
か
ら
北
山
の
若

紫
に
歌
を
贈
る
く
だ
り
。
…
…
一
行
目
の
「
こ
れ
は
ま
た
」
は

定
家
本
「
ま
た
」
で
、
断
簡
は
河
内
本
の
諸
系
統
と
別
本
の
一

部
と
一
致
。
二
行
目
の
「
つ
ゝ
け
は
へ
ら
さ
め
れ
は
」
は
定
家

本
「
は
か

く
し
く
（
う
）
つ
ゝ
け
は
へ
ら
さ
め
れ
は
」
と
あ
っ

て
、
断
簡
は
河
内
本
諸
本
と
一
致
…
…
七
行
目
の
「
い
と
く
ち

を
し
く
て
」
の
「
い
と
」
が
あ
る
の
は
、
や
は
り
河
内
本
の
諸

本
と
一
部
の
別
本
だ
け
、
と
い
っ
た
次
第
で
、
以
下
は
省
略
す

る
が
、
総
じ
て
断
簡
は
河
内
本
系
統
に
属
す
る
と
見
て
差
し
支

え
な
か
ろ
う
。

な
く
な
む
こ
れ
は
ま
た
な
に
は
つ
を
た
に

つ
ゝ
け
は
へ
ら
さ
め
れ
は
か
ひ
な
く
な
む

〔図版5〕
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さ
て
もあ

ら
し
ふ
く
を
の
へ
の
さ
く
ら
ち
ら
ぬ

ま
を
こ
ゝ
ろ
と
め
け
る
ほ
と
の
は
か
な
さ
い
と

う
し
ろ
め
た
く
も
と
あ
り
僧そ

う
す都
の
御
返
事

も
お
な
し
さ
ま
な
れ
は
い
と
く
ち
を
し
く
て

二
三
日
あ
り
て
こ
れ
み
つ
を
そ
つ
か
は
す

少せ
う
な
こ
ん

納
言
の
め
の
と
ゝ
い
ふ
人
あ
る
へ
し
そ
れ

に
た
つ
ね
あ
ひ
て
あ
り
さ
ま
よ
く
か
た

ら
へ
な
と
い
ひ
し
ら
せ
た
ま
ふ
さ
も
か
ゝ
ら

伝
寂
蓮
筆
若
紫
の
巻
の
ツ
レ
と
し
て
、
い
ま
図
版
は
掲
げ
ら
れ
な

い
が
、
ほ
か
に
も
『
古
典
籍
と
古
筆
切
―
鶴
見
大
学
蔵
貴
重
書
展
解

説
図
録）

（1
（

』
に
二
葉
が
収
め
ら
れ
て
お
り
、

　

Ⅰ
と
に
て
さ
す
か
に
は
か

く
し
く
人
の
御
け

し
き
あ
り
さ
ま
も
お
ほ
し
ゝ
る
へ
く
も

あ
ら
すす

な
か
そ
ら
な
る
御
ほ
と
に
て
あ

ま
た
も
の
し
た
ま
ふ
な
る
な
か
の
あ
な
つ

ら
は
し
さ
に
て
や
ま
し
ら
は
せ
た
ま
は

む
と
す
き
た
ま
ひ
ぬ
る
も
よ
と
ゝ
も
に
お

ほ
し
な
け
き
つ
る
を
心
く
る
し
き
こ
と
お

ほ
く
は
へ
る
に
か
く
か
た
し
け
な
き
な
け

の
御
こ
と
の
は
を
の
ち
の
こ
と
も
た
と
る

ま
し
く
た
ゝ
い
と
う
れ
し
き
こ
と
に
思
給

へ
ら
れ
ぬ
へ
き
を
り
に
は
へ
り
な
か
ら
（
一
八
一
頁
①
～
⑥
）

　

Ⅱ　
　

あ
し
わ
か
の
う
ら
に
み
る
め
は
か
た
く
と

も
こ
は
た
ち
な
か
ら
か
へ
る
な
み
か
は

め
さ
ま
し
か
ら
む
と
の
た
ま
へ
は
け
に
こ

そ
か
し
こ
け
れ
と
て

よ
る
な
み
の
こ
（
ゝ
）
ろ
も
し
ら
て
わ
か
の

浦ウ
ラ

に
た
ま
も
な
ひ
か
む
ほ
と
そ
う
き
た
る

わ
り
な
き
こ
と
ゝ
き
こ
ゆ
る
さ
ま
の
な
れ

た
る
そ
す
こ
し
つ
み
ゆ
る
さ
れ
た
る
な

そ
こ
ひ
さ
ら
む
と
う
ち
す
し
た
ま
へ
る

を
わ
か
き
人

く
は
み
に
し
み
て
め
て
た
し

と
お
も
ひ
き
こ
え
た
り
ひ
め
君
う
へ
を

（
一
八
一
頁
⑪
～
一
八
二
頁
①
）

と
、
ご
く
近
接
し
た
箇
所
の
断
簡
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
図
録
の
解

説
に
よ
れ
ば
、「
斐
紙
。
縦
一
六
・
五
、
横
一
五
・
二
糎
。
…
…
（
注

―
Ⅱ
の
断
簡
に
）  

飯
島
春
敬
墨
書
メ
モ
『
寂
蓮
法
師
筆
／
源
氏
物

語
若
紫
／
文
化
一
二
年
初
夏
仲
旬　

古
筆
了
意
極
春
敬
〔
印
〕』
と

見
え
る
」
と
あ
る
。
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さ
ら
に
、
国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』（
三
弥
井

書
店
、
二
〇
一
五
年
三
月
刊
）
に
も
、
極
め
の
な
い
も
の
な
が
ら
、

ま
さ
し
く
一
連
の
断
簡
の
ツ
レ
で
あ
る
一
葉
が
お
さ
め
ら
れ
て
い

る
。
こ
こ
で
は
同
書
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。

こ
ひ
き
こ
え
た
ま
ひ
て
な
き
ふ
し
た

ま
へ
る
に
御
あ
そ
ひ
か
た
き
の
こ
と
も
の

な
を
し
す
か
た
な
る
人
お
は
す
宮
の

お
は
し
ま
す
な
め
り
と
き
こ
ゆ
れ
は

を
き
て
少
納
言
に
な
を
し
き
た
り
つ

ら
む
は
い
つ
ら
宮
の
お
は
す
る
か
と
て

よ
り
お
は
す
る
こ
ゑ
い
と
ら
う
た
け
な
り

宮
に
は
あ
ら
ね
と
お
ほ
し
す
つ
へ
き
人

に
も
あ
ら
す
こ
ち
と
の
た
ま
ふ
を
は
つ
か

し
か
り
し
人
そ
と
さ
す
か
に
き
ゝ
な

し
て
あ
し
う
い
ひ
て
け
り
と
お
ほ
し
て

　

こ
れ
も
解
説
に
よ
れ
ば
、「
一
六
・
五
×
一
五
・
二
㎝
…
…
雲
母
引

き
斐
楮
交
漉
紙
」
と
い
う
。
特
に
縦
の
寸
法
が
一
致
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
着
目
し
た
い
。

ま
た
さ
ら
に
、
前
に
言
及
し
た
『
古
筆
学
大
成
』
所
収
「
伝
小
大

君
筆　

源
氏
物
語
切
」
を
翻
読
し
て
み
る
と
、
こ
れ
も
若
紫
の
巻
の

一
節
で
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

い
と
な
れ
か
ほ
に
御
帳丁

の
う
ち
に
か
き

い
た
き
て
い
り
た
ま
ひ
ぬ
い
と
お
も
ひ
の

ほ
か
に
あ
や
し
く
も
と
あ
き
れ
て

た
れ

く
も
ゐ
た
り
め
の
と
は
う
し
ろ
め

た
う
わ
り
な
し
と
お
も
へ
と
あ
ら
ま
し
う

き
こ
え
さ
は
か
む
も
な
か

く
な
れ
は
う

ち
な
け
き
つ
ゝ
よ
り
ゐ
た
り
君
は
い
と

を
そ
ろ
し
う
わ
な
ゝ
か
れ
て
い
と
う
つ
く

し
き
は
た
つ
き
を
そ
ゝ
ろ
さ
む
け
に
お

も
ほ
し
け
る
も
ら
う
た
く
て
わ
か
御
心
に

も
う
た
て
お
ほ
さ
る
れ
は
ひ
と
へ
は
か
り
は

　

源
氏
が
「
六
条
京
極
の
わ
た
り
」
の
紫
の
君
の
邸
を
お
と
ず
れ
、

一
夜
を
明
か
す
場
面
、『
源
氏
物
語
大
成
』
一
八
三
頁
⑥
～
⑩
行
に

相
当
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

い
ま
我
々
の
手
も
と
に
は
八
葉
の
古
筆
切
が
あ
り
、
計
七
二
行
、

一
〇
九
四
字
の
本
文
を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
若
紫
一

巻
の
六
％
ほ
ど
の
分
量
で
し
か
な
い
が
、た
っ
た
三
行
の
本
文
で
も
、

〔
図
版
３
〕
の
よ
う
に
お
お
き
な
異
同
を
か
か
え
る
本
文
が
鎌
倉
期

に
遊
弋
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
、
重
要
な
本
文
資
料
と
な
り
お
お
せ



― 19 ―

て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
古
筆
切
の
集
積
と
い
う
作
業
が
、
室
町
期
の
本
文
に
泥

ん
で
い
る
現
状
に
、
幾
分
か
の
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
、
と
読
め
な

い
だ
ろ
う
か
。

五　

伝
寂
蓮
筆
本
の
存
在

前
節
で
み
た
古
筆
切
か
ら
の
知
見
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

⑴　
〔
図
版
２
〕
の
切
か
ら
『
古
筆
学
大
成
』
小
大
君
切
に
至
る

ま
で
、
若
紫
の
巻
の
前
半
か
ら
後
半
に
散
在
し
て
お
り
、
も
と

は
六
半
の
冊
子
本
で
あ
っ
た
。

⑵　

一
巻
の
前
半
か
ら
後
半
ま
で
散
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、

一
帖
一
筆
で
あ
っ
た
。

⑶　

本
文
は
、
お
お
む
ね
河
内
本
と
一
致
す
る
が
、〔
図
版
２
〕

の
校
異
に
示
さ
れ
た
ご
と
く
、
必
ず
し
も
河
内
本
と
全
く
同
一

で
は
な
い
。

ほ
か
の
巻
に
ツ
レ
が
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
、
当
然
、

⑷　

も
と
の
六
半
本
が
、
若
紫
の
巻
一
帖
だ
け
で
あ
っ
た
の
か
、

五
四
帖
揃
い
本
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
不
明
。

と
い
う
項
目
を
追
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
を
準
備
し
て
い
た
昨
秋
、
新
た
な
知
見
が
加
え
ら
れ
た
。

そ
れ
が
こ
の
〔
図
版
６
〕〔
図
版
７
〕
の
断
簡
で
あ
る
。

写
真
で
は
わ
か
り
に
く
い
が
、
一
枚
の
表
裏
、
つ
ま
り
も
と
も
と

列
帖
装
だ
っ
た
冊
子
本
の
一
枚
を
切
り
取
っ
た
も
の
。
化
粧
裁
ち
も

ほ
と
ん
ど
さ
れ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
も
と
の
冊
子
本
の
姿

を
残
存
さ
せ
た
形
態
だ
と
推
考
さ
れ
る
、貴
重
な
本
文
資
料
で
あ
る
。

寸
法
は
、
縦
一
六
・
五
㎝
、
横
一
五
・
四
㎝
。
か
な
り
鮮
明
に
雲
英

が
紙
の
表
面
に
残
っ
て
い
る
。
字
高
一
五
・
〇
㎝
ほ
ど
。
一
面
一
一

行
書
き
。
料
紙
の
端
に
綴
じ
穴
の
痕
跡
が
あ
る
。

【図版 6】筆者不明六半切若紫の巻（表）（実践女子大学蔵）
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極
札
は
な
い
が
、
こ
の
筆
蹟
と
形
状
か
ら
、
一
連
の
若
紫
の
巻
の

断
簡
の
ツ
レ
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
と
思
う
。

　
〔
図
版
６
〕

山
さ寺と
に
ま
か
り
わ
た
る
ほ
と
に
な
む
か
く

と
は
せ
た
ま
ふ
か
し
こ
ま
り
は
こ
の
世
な

ら
て
も
き
こ
え
さ
せ
む
と
な
む
あ
り
い

と
あ
は
れ
と
お
ほ
す
あ
き
の
ゆ
ふ
へ
は
ま
し
て

い
と
ゝ
心
の
い
と
ま
な
く
の
み
お
ほ
し
み
た
る

る
人
の
御
あ
た
り
に
心
を
か
け
き
こ
え

て
か
う
あ
な
か
ち
な
る
ゆ
か
り
も
た
つ
ね

ま
ほ
し
き
心
の
ま
さ
り
た
ま
ふ
な
る
へ
し

き
こ
え
む
そ
ら
な
き
と
あ
り
し
ゆ
ふ
へ
お

ほ
し
い
て
ら
れ
て
こ
ひ
し
く
ま
た
み

ゐ
と
り
や
せ
む
と
さ
す
か
に
あ
や
う
し

　
〔
図
版
７
〕て

に
つ
み
て
い
つ
し
か
も
み
ん
む
ら
さ

き
の
ね
に
か
よ
ひ
け
る
野の

へ辺
の
わ
か
く
さ

十
月
に
朱ス

雀シ
ヤ
ク

院
の
行ぎ
よ
う

幸ご
う

あ
る
へ
し
は
へ

人
な
と
や
む
こ
と
な
き
い
ゑ
の
こ
と
ん
（
も
）
上
達

部へ

殿
上せ
う

人に
ん

な
と
そ
の
か
た
に
つ
き

く
し
き

み
な
え
ら
せ
た
ま
へ
は
み
こ
た
ち
大た

い
し
ん臣

よ
り
は
し
め
た
て
ま
つ
り
て
と
り

く
の
さ

え
を
な
ら
は
し
た
ま
ふ
に
よ
の
中
お
も

し
ろ
く
い
と
ま
な
き
心
ち
し
て
す
こ
し

ま
き
ら
は
し
給
か
の
山
さ
と
に
も
ひ
さ
し

う
お
と
し
た
ま
は
ぬ
は
お
ほ
し
い
て
ゝ
人
つ

〃
〃

【図版 7】筆者不明六半切若紫の巻（裏）（実践女子大学蔵）
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若
紫
の
巻
後
半
、『
源
氏
物
語
大
成
』
一
七
九
頁
⑩
行
～
一
八
〇

頁
⑤
行
に
相
当
す
る
箇
所
、
紫
の
君
邸
を
お
と
ず
れ
た
後
、
源
氏
が

尼
君
に
消
息
を
送
る
場
面
に
ひ
き
つ
づ
き
、
桐
壺
帝
の
朱
雀
院
行
幸

が
準
備
さ
れ
る
う
ち
、
尼
君
が
亡
く
な
る
直
前
ま
で
の
記
事
が
図
版

に
示
さ
れ
て
い
る
。

〔
図
版
７
〕
の
３
行
目
末
尾
「
は
へ
（
人
）」
と
あ
る
の
は
、
諸
本

「
ま
ひ
人
」
と
あ
り
、「
万
ひ
」
の
字
形
が
訛
伝
さ
れ
た
も
の
か
と
思

わ
れ
る
。
ま
た
、
５
行
目
「（
な
と
）
そ
の
か
た
に
つ
（
き
）」
と
あ

る
下
に
薄
く
文
字
が
読
め
る
が
、
い
っ
た
ん
「
や
む
こ
と
那
」
と
書

い
た
の
を
擦
り
消
し
て
、
上
か
ら
文
字
を
書
き
改
め
た
も
の
。
前
行

に
「
や
む
こ
と
那
」
と
あ
り
、か
つ
両
方
と
も
直
前
に
「
…
…
な
と
」

と
あ
る
の
で
、
目
移
り
で
書
い
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
生
々

し
い
本
文
の
様
相
で
あ
る
。

　

な
お
、
ま
だ
公
表
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
詳
細

を
述
べ
る
の
は
差
し
控
え
た
い
が
、『
源
氏
物
語
大
成
』
一
八
五
頁

に
相
当
す
る
、
個
人
蔵
の
、
伝
寂
蓮
筆
断
簡
の
存
在
が
あ
る
。
い
ま
、

こ
の
表
裏
の
断
簡
と
個
人
蔵
を
加
え
て
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
三
三

行
、
五
二
一
字
の
本
文
を
得
た
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、〔
図
版
６
〕〔
図
版
７
〕
の
断
簡
に
よ
っ
て
、
ほ

と
ん
ど
化
粧
裁
ち
さ
れ
て
い
な
い
、
列
帖
装
の
原
形
が
推
定
可
能
に

な
る
と
い
う
収
穫
を
も
た
ら
し
て
く
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
鎌
倉
期

に
伝
寂
蓮
筆
『
源
氏
物
語
』
若
紫
の
巻
、
六
半
本
一
帖
が
か
つ
て
存

在
し
た
こ
と
は
、
こ
れ
で
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
本
節
の
は
じ

め
に
記
し
た
よ
う
に
、
お
な
じ
筆
蹟
・
お
な
じ
体
裁
の
他
の
巻
の
断

簡
が
判
明
し
て
い
な
い
た
め
、
も
と
の
六
半
本
が
、
若
紫
の
巻
一
帖

だ
け
で
あ
っ
た
の
か
、
五
四
帖
揃
い
本
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
の
と

こ
ろ
不
明
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
が
、『
源
氏
物
語
』
が
そ
の
伝

流
の
過
程
で
、
単
独
に
一
帖
だ
け
、
あ
る
い
は
数
帖
だ
け
書
写
さ
れ

る
こ
と
ま
ま
あ
っ
た
こ
と
は
、
藤
原
定
家
『
明
月
記
』、
三
条
西
実

隆
『
実
隆
公
記
』
な
ど
に
傍
証
が
あ
ま
た
あ
っ
た
。
伝
寂
蓮
筆
本
と

て
も
『
源
氏
物
語
』
の
一
本
で
あ
っ
た
の
だ
。

ち
な
み
に
、
次
の
〔
図
版
８
〕
の
よ
う
に
、
当
該
断
簡
に
は
表
裏

二
枚
に
矧
が
そ
う
と
し
た
形
跡
が
あ
る
。
古
筆
切
の
世
界
で
は
ま
ま

あ
る
こ
と）

（1
（

で
は
あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ま
た
生
々
し
い
様
相
を
呈
し
て

【図版 8】�筆者不明六半切の端の
様相（実践女子大学蔵）
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い
る
。

六　

ま
と
め
と
展
望

以
上
述
べ
き
た
っ
た
こ
と
を
簡
単
に
ま
と
め
、
近
い
将
来
へ
の
展

望
と
し
て
お
き
た
い
。
本
稿
の
表
題
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
本
文
研
究

と
古
筆
切
研
究
の
あ
わ
い
」
と
は
、
そ
の
両
者
に
さ
ほ
ど
の
径
庭
が

な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

⒜ 　

古
筆
切
研
究
は
か
つ
て
存
在
し
た
冊
子
本
の
復
原
作
業
で
あ

る
と
と
も
に
、

⒝　

そ
れ
自
体
が
す
で
に
本
文
資
料
な
の
だ
、

と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
も
と
よ
り
、
研
究
の
立
場
で

の
古
筆
切
収
集
は
、
趣
味
的
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ

と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

古
筆
切
の
示
す
本
文
は
、
現
在
の
よ
う
な
活
字
本
で
統
一
さ
れ
た

画
一
的
な
世
界
で
は
な
い
。
定
家
本
が
冷
泉
家
を
中
心
と
し
た
権
威

社
会
の
な
か
で
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
過
程
と
は
ま
る
で
逆
行
す
る
よ
う

な
、
遡
行
す
る
よ
う
な
作
業
で
は
あ
る
が
、
拠
る
べ
き
本
文
の
吟
味

を
せ
ぬ
ま
ま
、
特
定
の
活
字
本
に
ほ
と
ん
ど
無
批
判
に
依
拠
し
つ
づ

け
て
い
る
現
状
こ
そ
が
問
題
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
反
省
す
る
材

料
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
「
特
定
の
活
字
本
」
の
底
本

＝
大
島
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
を
考
え
た
こ
と
は
な
い
の
だ

ろ
う
か
。

二
〇
〇
八
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
際
、
加
藤
昌
嘉
は
「
な
ぜ
、
定

家
本
に
こ
だ
わ
る
の
だ
ろ
う
か
？
／
か
り
に
、
定
家
書
写
の
『
源
氏

物
語
』
が
復
元
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
あ
ま
た
の
鎌
倉
時
代

の
写
本
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
と
い
う
問

い
を
発
し
て
い
た）

（1
（

。
根
本
的
な
問
題
発
言
の
は
ず
で
は
あ
る
が
、
ま

と
も
に
応
え
た
意
見
が
そ
の
後
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
寡
聞
な

が
ら
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。
特
に
、
こ
の
加
藤
の
問
い
の
後
段
、

定
家
本
も
「
鎌
倉
時
代
の
写
本
の
一
つ
」
と
い
う
の
は
、
古
筆
切
の

世
界
こ
そ
実
感
さ
せ
る
ア
ポ
リ
ア
な
の
で
あ
る
。
鎌
倉
期
と
目
さ
れ

る
断
簡
の
本
文
は
、
定
家
本
本
文
そ
の
も
の
と
い
い
う
る
も
の
、
伝

寂
蓮
筆
と
同
様
に
河
内
本
に
近
接
す
る
も
の
、
別
本
と
し
か
い
い
よ

う
の
な
い
も
の
、
と
い
う
具
合
に
混
沌
と
い
っ
て
も
よ
い
状
況
な
の

で
あ
る
。こ
れ
ら
が
同
時
に
流
通
す
る
世
界
に
お
か
れ
た
と
し
た
ら
、

現
在
の
研
究
者
た
ち
は
何
を
発
言
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

日
暮
れ
て
途
遠
し
の
感
、
い
ま
そ
の
緒
に
つ
い
た
の
み
か
も
知
れ

な
い
と
い
う
お
そ
れ
を
抱
き
つ
つ
、
あ
え
て
本
稿
の
末
尾
に
未
完
の

文
字
を
刻
ん
で
お
く
。 

（
未
完
）

注（
１
） 阿
部
秋
生
の
『
源
氏
物
語
』
本
文
に
関
す
る
主
な
論
考
に
つ
い
て

は
、
横
井
孝
「
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現

―
「『
大
成
』
以
後
」
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と
「
阿
部
以
後
」
の
模
索
へ
向
け
て
」（
横
井
・
久
下
裕
利
編
『
源

氏
物
語
の
新
研
究

―
本
文
と
表
現
を
考
え
る
』
新
典
社
、

二
〇
〇
八
年
一
一
月
刊
、
所
収
）
に
業
績
一
覧
を
表
示
し
た
。

（
２
） 阿
部
秋
生
「
伝
本
状
況
に
つ
い
て
」（
初
出
一
九
七
二
年
。『
源
氏

物
語
の
本
文
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
六
年
六
月
刊
、
所
収
）、

四
四
～
四
五
頁

（
３
） 阿
部
秋
生
「
矛
盾
す
る
本
文
」（
阿
部
編
『
源
氏
物
語
の
研
究
』

東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
四
年
二
月
刊
、
所
収
）、

（
４
） 阿
部
秋
生
「
別
本
の
本
文
」（
初
出
一
九
八
三
年
。
前
掲
『
源
氏

物
語
の
本
文
』）、
一
一
三
～
一
一
四
頁
。

（
５
） 阿
部
秋
生
「
本
文
を
活
字
化
す
る
こ
と
」（『
日
本
文
学
』
二
二
巻

一
〇
号
、
一
九
七
三
年
一
〇
月
）、
一
頁
。

（
６
） 横
井
孝
「
源
氏
物
語
の
本
文
と
表
現

―
「『
大
成
』
以
後
」
と
「
阿

部
以
後
」
の
模
索
へ
向
け
て
」（
前
掲
注
（
１
）
稿
）。

（
７
） 

横
井
孝「〈
メ
ッ
セ
ー
ジ
〉本
文
研
究
の
近
未
来
と
集
積
の
意
味
と
」

（
国
文
学
研
究
資
料
館
『
国
文
研
ニ
ュ
ー
ズ
』
№
四
九
、二
〇
一
七

年
一
〇
月
）。

（
８
） 野
村
精
一
「
本
文
研
究
の
近
未
来

―
系
統
論
だ
け
が
本
文
研
究

で
は
な
い
、
と
い
ふマ

マ

こ
と
」（『
日
本
古
典
文
学
会
会
報
』
№

一
二
二
、一
九
九
二
年
七
月
）。以
下
の
野
村
の
言
は
、同
文
に
よ
る
。

（
９
） か
な
ら
ず
し
も
『
源
氏
物
語
』
に
限
定
さ
れ
る
話
で
は
な
い
が
、

そ
の
研
究
の
基
盤
と
し
て
の
山
岸
文
庫
本
を
通
し
て
、
お
お
ま
か

な
見
取
り
図
を
描
い
て
み
た
。
横
井
「
山
岸
徳
平
博
士
の
現
写
本

考

―
実
践
女
子
大
学
図
書
館
山
岸
文
庫
蔵
本
識
語
編
年
資
料
か

ら
」（『
実
践
国
文
学
』
第
九
一
号
、
二
〇
一
七
年
三
月
）、「
山
岸

徳
平
博
士
の
物
語
研
究
一
斑

―
実
践
女
子
大
学
図
書
館
山
岸
文

庫
蔵
本
奥
書
識
語
編
年
資
料
か
ら
」（『
実
践
国
文
学
』
第
九
二
号
、

二
〇
一
七
年
一
〇
月
）
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、「
山
岸
徳

平
博
士
の
『
源
氏
物
語
』
研
究
一
斑

―
実
践
女
子
大
学
図
書
館

山
岸
文
庫
所
蔵
本
の
識
語
調
査
か
ら
」（
二
〇
一
七
年
六
月
一
〇

日
、
中
古
文
学
会
関
西
部
会
、
於
大
阪
府
立
大
学
）
で
も
そ
の
一

部
を
発
表
し
た
。

（
10
） 工
藤
重
矩
「
注
釈
書
の
た
め
に

―
源
氏
物
語
本
文
研
究
に
よ
せ

て
」（『
中
古
文
学
』
第
百
号
記
念
号
、
二
〇
一
七
年
一
一
月
）。
以

下
の
工
藤
の
言
は
、
同
論
に
よ
る
。

（
11
） こ
の
間
の
事
情
に
つ
い
て
は
斯
界
周
知
の
事
実
で
は
あ
ろ
う
が
、

講
演
記
録
な
が
ら
、
横
井
「
源
氏
物
語
の
一
〇
〇
年

―
「
下
田

講
義
」
か
ら
「
阿
部
以
後
」
へ
」（
実
践
女
子
大
学
文
芸
資
料
研

究
所
『
年
報
』
第
二
八
号
、二
〇
〇
九
年
三
月
）
に
ま
と
め
て
あ
る
。

（
12
） 高
田
信
敬
「
源
氏
物
語
の
古
筆
切　

二
題
」（
紫
式
部
学
会
編
『
源

氏
物
語
と
源
氏
以
前 

研
究
と
資
料
』
武
蔵
野
書
院
、
一
九
九
四
年

一
二
月
刊
、
所
収
）。

（
13
） 横
井
孝「
源
氏
物
語
古
筆
切
事
始

―
筆
者
不
明
の
断
簡
を
読
む
」

（『
実
践
国
文
学
』
第
九
〇
号
、
二
〇
一
六
年
一
〇
月
）、
頁
。
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（
14
） 田
中
登
編
『
平
成
新
修
古
筆
資
料
集　

第
四
集
』（
思
文
閣
出
版
、

二
〇
〇
八
年
九
月
刊
）
六
〇
「
寂
蓮　

六
半
切
」。
田
中
登
『
古

筆
切
の
国
文
学
的
研
究
』（
風
間
書
房
、
一
九
九
七
年
九
月
刊
）

二
九
八
頁
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
15
） 『
古
典
籍
と
古
筆
切

―
鶴
見
大
学
蔵
貴
重
書
展
解
説
図
録
』（
鶴

見
大
学
、
一
九
九
四
年
一
〇
月
刊
）。

（
16
） 国
文
学
研
究
資
料
館
編
『
古
筆
へ
の
誘
い
』（
三
弥
井
書
店
、

二
〇
一
五
年
三
月
刊
）、
九
八
～
九
九
頁
。

（
17
） 実
践
女
子
大
学
所
蔵
の
古
筆
切
に
も
、
た
と
え
ば
伝
為
家
筆
大
四

半
切
薄
雲
の
巻
の
よ
う
に
、
表
裏
揃
っ
た
も
の
、
矧
い
だ
ま
ま
で

洗
浄
・
表
装
の
直
前
の
姿
の
も
の
が
あ
る
。「
実
践
女
子
大
学
所

蔵　

源
氏
物
語
古
筆
切
目
録
稿
（
一
）」（
実
践
女
子
大
学
文
芸
資

料
研
究
所
『
年
報
』
第
三
四
号
、
二
〇
一
五
年
三
月
）
参
照
。

（
18
） 加
藤
昌
嘉
「
本
文
研
究
と
大
島
本
に
対
す
る
15
の
疑
問
」（
中
古

文
学
会
関
西
部
会
編
『
大
島
本
源
氏
物
語
の
再
検
討
』
和
泉
書
院
、

二
〇
〇
九
年
一
〇
月
刊
。
の
ち『
源
氏
物
語
前
後
左
右
』勉
誠
出
版
、

二
〇
一
四
年
六
月
刊
、
所
収
）。
微
差
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
加
藤

著
の
二
六
二
頁
に
よ
る
。

（
よ
こ
い　

た
か
し
・
実
践
女
子
大
学
教
授
）


