
こ
れ
ま
で
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
調
査
や
、
他
の
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
調
査
を
通
し

（
１
）

て
、
寺
院
所
蔵
の
資
料
に
接
す
る
機
会
が
何
度
か
あ
っ
た
。
寺
院
所
蔵
資
料
の
主
体
を

成
す
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
仏
書
で
あ
る
。
仏
書
は
、
本
来
の
所
蔵
元
を
離
れ
て
一

般
の
図
書
館
・
文
庫
等
に
蔵
さ
れ
る
も
の
も
少
な
く
な
い
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
個
別

的
・
断
片
的
な
状
態
で
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
寺
院
所
蔵
の
仏
書
は
、
量
に
お
い

て
ま
と
ま
っ
て
お
り
、
ま
た
し
ば
し
ば
有
機
的
な
体
系
を
成
し
て
い
る
点
で
、
そ
れ
ら

と
は
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
。
こ
れ
は
寺
院
資
料
の
悉
皆
的
調
査
を
通
し
て
経
験
し
う

る
も
の
で
あ
っ
て
、
図
書
館
等
で
仏
書
を
閲
覧
し
て
い
る
だ
け
で
は
容
易
に
感
得
で
き

（
２
）

な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

も
と
よ
り
現
存
す
る
仏
書
は
彪
大
で
あ
り
、
稿
者
が
こ
れ
ま
で
に
見
た
も
の
は
大
海

の
一
滴
に
も
及
ば
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
僅
か
な
経
験
に
よ
っ
て
も
、

従
来
の
日
本
の
古
典
籍
研
究
は
仏
書
に
関
し
て
考
察
が
十
分
で
な
く
、
そ
の
た
め
に
多

く
の
問
題
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

文
字
通
り
「
葭
の
髄
か
ら
天
を
窺
う
」
よ
う
な
話
で
あ
る
が
、
今
回
は
仏
書
と
い
う

観
点
か
ら
、
日
本
の
古
典
籍
の
調
査
・
研
究
と
記
述
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た

い
。

仏
書
か
ら
見
る
日
本
の
古
典
籍

寺
院
に
お
け
る
仏
書
の
調
査
を
通
し
て
印
象
に
残
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
、
装
訂
の
多

様
さ
と
、
そ
れ
が
古
い
時
代
か
ら
後
代
ま
で
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
持
続
性
・
継
承

性
で
あ
っ
た
。

日
本
の
古
典
籍
の
装
訂
の
歴
史
を
顧
み
る
と
、
現
存
の
資
料
か
ら
窺
う
限
り
、
奈
良

時
代
ま
で
は
ほ
ぼ
巻
子
本
に
限
ら
れ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
平
安
時
代
に
は
、

（
３
）

巻
子
本
の
ほ
か
に
折
本
、
ま
た
粘
葉
装
・
列
帖
装
・
袋
綴
・
双
葉
装
と
い
っ
た
各
種
の

冊
子
本
が
現
れ
て
く
る
こ
と
が
、
現
存
す
る
資
料
か
ら
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
列
帖
装
．

（
４
）

双
葉
装
か
ら
は
、
や
が
て
料
紙
に
折
紙
を
使
っ
た
折
紙
列
帖
装
・
折
紙
双
葉
装
が
派
生

す
る
。
そ
の
年
代
を
推
測
す
る
材
料
を
持
っ
て
い
な
い
が
、
室
町
時
代
に
は
存
在
し
て

お
り
、
恐
ら
く
鎌
倉
～
南
北
朝
時
代
に
遡
る
か
と
想
像
し
て
い
る
。

冊
子
本
の
各
種
の
装
訂
と
仏
書
の
関
わ
り
を
述
べ
る
と
、
粘
葉
装
に
つ
い
て
は
、
伝

藤
原
行
成
筆
粘
葉
本
『
和
漢
朗
詠
集
』
・
伝
公
任
筆
本
『
古
今
和
歌
集
』
・
西
本
願
寺
本

『
三
十
六
人
集
』
の
よ
う
に
十
一
世
紀
以
降
歌
書
等
に
用
い
ら
れ
た
例
も
見
ら
れ
る
も

の
の
、
仏
書
に
は
そ
れ
以
前
か
ら
の
例
が
あ
り
、
恐
ら
く
仏
書
が
先
行
す
る
と
考
え
て

｜
、
仏
書
の
装
訂
と
日
本
の
古
典
籍

落
合
博
志

1



よ
い
で
あ
ろ
う
。
か
つ
、
歌
書
等
で
は
鎌
倉
時
代
以
降
粘
葉
装
の
装
訂
は
稀
に
な
る
が
、

（
５
）

仏
書
に
お
い
て
は
室
町
時
代
ま
で
多
く
の
宗
派
で
普
通
に
用
い
ら
れ
、
特
に
真
言
宗
で

は
明
治
以
降
ま
で
桝
形
の
行
法
次
第
書
の
写
本
に
用
い
ら
れ
た
こ
と
、
高
野
版
の
冊
子

本
が
伝
統
的
に
粘
葉
装
の
装
訂
を
採
り
江
戸
時
代
に
及
ん
だ
こ
と
は
特
筆
さ
れ
る
。

袋
綴
は
、
十
一
世
紀
後
半
頃
か
ら
遺
品
が
残
る
が
、
平
安
時
代
の
実
例
は
主
に
天
台

宗
の
仏
書
の
ほ
か
、
鈴
鹿
本
『
今
昔
物
語
集
』
・
『
打
間
集
』
な
ど
寺
院
で
製
作
さ
れ
た

と
考
え
ら
れ
る
本
に
限
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
恐
ら
く
仏
書
が
先
行
し
よ
う
。
袋
綴
は

（
６
）

鎌
倉
時
代
以
降
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
に
採
用
さ
れ
て
普
及
し
た
が
、
仏
書
に
お
い
て
も
後

々
ま
で
一
般
的
な
装
訂
で
あ
っ
た
。

列
帖
装
は
、
年
代
の
明
確
な
最
古
の
遺
品
が
元
永
三
年
（
二
二
○
）
書
写
の
元
永

本
『
古
今
和
歌
集
』
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
江
戸
時
代
ま
で
多
数
の
和
歌
や
物
語
の
写
本

に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
一
般
に
は
歌
書
や
物
語
の
装
訂
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か

も
知
れ
な
い
。
し
か
し
も
と
よ
り
そ
れ
ら
に
特
有
の
装
訂
で
は
な
く
、
様
々
な
分
野
の

書
物
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
仏
書
に
お
い
て
も
、
粘
葉
装
や
袋
綴
に
比
べ
れ
ば
少
な
い

も
の
の
、
江
戸
時
代
ま
で
列
帖
装
本
が
作
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
歴
史
的
に
見
て
も
、
現

存
す
る
最
古
の
列
帖
装
本
に
属
す
る
も
の
が
伝
存
し
て
い
る
。

勧
修
寺
に
、
仁
海
の
『
敦
造
紙
』
の
写
本
上
下
二
冊
が
蔵
さ
れ
る
。
上
冊
は
延
享
二

年
（
一
七
四
五
）
に
補
写
さ
れ
た
も
の
で
列
帖
装
。
下
冊
は
古
写
本
で
、
綴
じ
糸
は
改

（
７
）

め
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
明
ら
か
に
列
帖
装
で
あ
る
（
図
版
Ｉ
）
。
下
冊
の
原
裏
表
紙

の
見
返
し
に
、
勧
修
寺
の
寛
信
（
一
○
八
四
～
二
五
三
）
の
自
筆
と
考
え
ら
れ
る
次

の
朱
筆
識
語
が
記
さ
れ
て
い
る
（
図
版
Ⅱ
）
。

（
草
力
）

此
口
子
伝
授
次
第
有
両
帖

小
野
僧
正
仁
海
自
抄
之

醍
醐
僧
正
覚
源
自
写
之

大
谷
阿
閣
梨
覚
俊

先
師
大
僧
都
厳
ｌ

寛
信
五
代
相
承

勧
修
寺
住
僧
寛
信
記

仁
海
（
九
五
四
？
～
一
○
四
六
）
は
、
真
言
宗
小
野
・
広
沢
両
流
の
う
ち
小
野
流
の

祖
と
さ
れ
る
名
匠
。
覚
源
（
一
○
○
○
～
一
○
六
五
）
は
花
山
天
皇
の
皇
子
で
、
仁
海

の
弟
子
。
覚
俊
は
生
残
年
未
詳
で
あ
る
が
、
覚
源
の
弟
子
で
、
俗
系
で
は
甥
に
当
た
る
。

次
の
「
先
師
大
僧
都
厳
ｌ
」
は
、
寛
信
の
師
の
厳
覚
（
一
○
五
六
～
二
二
二
を
指

す
。
即
ち
、
仁
海
が
草
し
た
も
の
を
覚
源
が
写
し
、
覚
源
↓
覚
俊
↓
厳
覚
↓
寛
信
と
伝

え
ら
れ
て
来
た
由
緒
正
し
い
写
本
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

奥
書
が
な
い
た
め
覚
源
の
写
し
た
年
代
は
判
明
し
な
い
が
、
覚
源
は
師
の
仁
海
か
ら

示
さ
れ
て
書
写
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
仁
海
の
段
し
た
永
承
元
年
（
一
○
四
六
）
を

下
限
と
す
る
こ
と
が
で
き
、
特
に
治
安
二
年
（
一
○
二
二
）
に
仁
海
か
ら
伝
法
灌
頂
を

受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
そ
の
前
後
の
可
能
性
が
高
い
と
言
え
よ
う
か
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
十
一
世
紀
前
半
の
書
写
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
確
実
で
あ
る
。

な
お
、
年
代
の
明
確
な
最
古
の
列
帖
装
本
は
先
述
の
通
り
元
永
本
『
古
今
和
歌
集
』

で
あ
る
が
、
年
代
の
不
明
確
な
も
の
な
ら
ば
、
歌
書
に
も
そ
れ
を
遡
る
と
推
定
さ
れ
て

い
る
も
の
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
中
で
も
梅
澤
本
『
斎
宮
女
御
集
』
は
十
一
世
紀
初

（
８
）

め
の
写
本
と
も
言
わ
れ
、
推
定
通
り
な
ら
ば
、
勧
修
寺
本
『
敦
造
紙
』
と
並
ぶ
か
少
し

遡
る
頃
の
写
本
と
な
ろ
う
。
し
か
し
少
な
く
と
も
、
現
存
す
る
遺
品
か
ら
窺
う
限
り
、
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歌
書
と
ほ
ぼ
同
時
期
か
ら
列
帖
装
の
仏
書
が
現
れ
、
江
戸
時
代
ま
で
継
続
し
て
作
ら
れ

（
９
）

て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

双
葉
装
は
、
従
来
の
書
誌
学
で
は
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
が
、
紙
を
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
を
重
ね
、
折
り
目
に
近
い
端
を
糸
や
紙
維
な
ど

で
綴
じ
た
装
訂
を
指
す
。
粘
葉
装
と
同
じ
紙
の
使
い
方
で
あ
る
が
、
糊
付
け
で
な
く
糸

な
ど
で
綴
じ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
管
見
で
は
版
本
の
例
は
な
く
、
写
本
に
の
み
見

ら
れ
る
。

こ
の
装
訂
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
稀
な
例
が
、
和
田
維
四
郎
氏
『
訪
書
余
録
』
（
大

正
七
年
）
の
次
の
記
述
で
あ
る
。

冊
子
に
在
り
て
は
猶
左
の
区
分
あ
り
。

イ
、
一
面
に
の
み
印
刷
し
之
を
二
つ
折
と
し
、
糸
に
て
綴
り
た
る
も
の
普

通
の
冊
子

此
種
の
も
の
に
於
て
は
其
折
目
に
標
題
又
は
丁
数
を
記
せ
る
も
の
多
し
、
之
を

版
心
又
は
俗
に
柱
と
い
ふ

ロ
、
厚
紙
を
用
ひ
て
両
面
摺
と
し
綴
糸
の
外
に
尚
糊
を
用
ひ
粘
合
せ
る
も
の

粘
葉
綴
匪
騨

ハ
、
粘
葉
綴
と
同
様
な
れ
ど
、
糊
を
用
ひ
す
、
単
に
糸
の
み
に
て
綴
り
た
る
も

の
胡
蝶
綴
罷
騎

往
時
の
仏
書
中
高
野
版
に
は
粘
葉
綴
多
く
、
歌
集
等
に
は
大
和
綴
を
用
ふ
る
こ

と
多
し

イ
は
袋
綴
、
ロ
は
粘
葉
装
で
あ
り
、
ハ
は
こ
こ
で
言
う
双
葉
装
に
当
た
る
と
考
え
て

よ
い
で
あ
ろ
う
。

右
の
記
述
は
、
冊
子
本
の
一
般
的
な
装
訂
の
一
つ
で
あ
る
列
帖
装
に
言
及
せ
ず
、
粘

葉
装
の
俗
称
を
「
列
丁
綴
」
と
す
る
こ
と
、
糊
だ
け
で
紙
を
貼
り
繋
い
で
い
く
粘
葉
装

を
「
綴
糸
の
外
に
尚
糊
を
用
ひ
粘
合
せ
る
も
の
」
と
説
明
す
る
こ
と
、
歌
集
に
は
和
田

氏
が
言
わ
れ
る
ほ
ど
双
葉
装
が
多
く
は
な
い
こ
と
な
ど
問
題
も
少
な
く
な
い
が
、
と
も

か
く
も
稿
者
の
言
う
双
葉
装
を
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
山
本
信
吉
氏
『
古
典
籍
が
語
る
ｌ
書
物
の
文
化
史
ｌ
』
（
平
成
十
六
年
）

の
中
に
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

私
は
大
和
綴
と
い
う
装
頓
は
、
綴
じ
穴
が
上
部
に
二
つ
下
部
に
二
つ
の
計
四
穴

で
、
上
部
二
穴
、
下
部
二
穴
を
色
糸
で
織
っ
た
平
織
、
あ
る
い
は
組
紐
で
綴
じ
た

装
頓
法
を
指
す
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
こ
の
装
順
法
は
当
初
か
ら
の
も
の
で

は
な
く
、
粘
葉
装
本
が
糊
り
離
れ
を
し
た
場
合
に
応
急
手
当
と
し
て
行
わ
れ
た
日

本
的
な
綴
じ
方
と
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫
の
歌
書
を
拝
見
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
驚
き
、

教
示
を
受
け
た
な
か
の
一
つ
に
、
古
写
本
の
装
岫
と
し
て
大
和
綴
装
が
多
い
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
一
言
で
大
和
綴
と
い
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
と
あ
っ

て
、
も
と
は
明
ら
か
に
粘
葉
装
本
で
あ
っ
た
が
、
伝
来
の
途
中
で
貼
り
合
わ
せ
目

の
糊
が
き
か
な
く
な
り
、
こ
の
た
め
、
本
の
右
端
を
紙
撚
で
仮
綴
じ
風
に
と
め
た

本
（
た
と
え
ば
『
後
拾
遺
和
歌
集
』
な
ど
）
も
あ
れ
ば
、
現
在
は
後
世
の
手
で
立

派
な
大
和
綴
装
と
な
っ
て
い
る
が
、
も
と
は
粘
葉
装
で
あ
っ
た
『
権
中
納
言
敦
忠

集
』
『
能
宣
集
』
『
重
之
女
集
』
（
以
上
、
冷
泉
家
叢
書
第
一
四
巻
、
『
平
安
私
家
集

そ
せ
瓢
し
ゆ
う

一
』
所
収
）
な
ど
が
あ
る
、
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
た
と
え
ば
『
素
性
集
（
唐
紙

本
こ
『
花
山
僧
正
集
』
（
と
も
に
『
平
安
私
家
集
一
』
所
収
）
な
ど
は
、
料
紙
の
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綴
じ
目
に
糊
跡
が
な
く
、
ま
た
か
つ
て
綴
葉
装
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
紐
の
穴
跡

も
な
く
、
成
立
当
初
か
ら
大
和
綴
装
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
本
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
製
本
に
さ
い
し
て
始
め
か
ら
綴
じ
穴
を
上
二
つ
、
下
二
つ
と
あ
け

て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
色
糸
で
綴
じ
た
装
順
法
が
、
平
安
時
代
後
期
に
日
本
的
装
順
法

と
し
て
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

右
に
言
う
「
大
和
綴
」
は
、
『
訪
沸
余
録
』
の
「
大
和
綴
」
を
承
け
て
い
る
の
か
ど

う
か
分
か
ら
な
い
が
、
紙
の
使
い
方
が
稲
者
の
言
う
双
葉
装
に
当
た
る
こ
と
は
推
定
で

き
る
。
た
だ
し
山
本
氏
の
場
合
、
冊
子
本
の
右
端
の
上
下
各
二
箇
所
ず
つ
に
穴
を
開
け
て

そ
れ
ぞ
れ
糸
や
紐
を
通
し
て
結
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
結
び
綴
（
こ
れ
を
大
和
綴
と
呼
ぶ
人
も
あ

（
胴
）

る
）
の
綴
じ
方
を
採
る
こ
と
を
も
含
め
て
「
大
和
綴
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

山
本
氏
の
挙
げ
ら
れ
た
『
素
性
集
（
唐
紙
本
こ
や
『
花
山
僧
正
集
』
は
十
一
世
紀

後
半
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
よ
り
双
葉
装
の
装
訂
が
平
安
時
代
の
歌
書

に
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
実
証
で
き
る
。

一
方
、
右
の
例
以
降
、
南
北
朝
時
代
ま
で
は
双
葉
装
の
実
例
を
存
知
し
て
い
な
い
が
、

室
町
時
代
以
降
に
な
る
と
、
天
台
宗
や
浄
土
真
宗
の
写
本
に
少
な
か
ら
ず
双
葉
装
の
例

（
皿
）

が
見
ら
れ
る
。
し
か
し
従
来
こ
の
装
訂
が
ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

は
、
仏
書
の
書
誌
的
調
査
が
不
十
分
で
あ
っ
た
こ
と
が
基
本
的
要
因
で
は
あ
ろ
う
が
、

右
の
山
本
氏
の
文
章
に
窺
え
る
よ
う
に
、
た
ま
た
ま
実
例
に
接
し
て
も
、
粘
葉
装
の
糊

離
れ
し
た
も
の
を
糸
や
紙
維
で
綴
っ
た
も
の
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
た
め
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
仏
書
に
は
必
ず
し
も
珍
し
い
装
訂
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

双
葉
装
が
一
般
に
ほ
と
ん
ど
認
識
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
は
確
か
で
、
そ
の
端
的
な
例
が
、

屋
代
本
『
平
家
物
語
』
の
装
訂
に
関
す
る
佐
々
木
孝
浩
氏
の
「
「
屋
代
本
平
家
物
語
」

の
書
誌
学
的
再
検
討
」
（
『
平
家
物
語
の
多
角
的
研
究
』
平
成
二
十
三
年
）
の
記
述
に
見

ら
れ
る
。

本
書
で
一
番
気
に
な
る
書
誌
的
な
特
徴
は
そ
の
装
訂
で
あ
る
。
春
田
氏
解
題
は

「
大
和
綴
じ
」
と
す
る
が
、
こ
の
呼
称
は
結
び
綴
じ
か
綴
葉
装
を
指
す
の
で
適
当

と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
。
本
書
は
一
見
す
る
と
四
つ
目
綴
の
袋
綴
で
あ
る
よ

う
に
見
え
る
の
だ
が
、
料
紙
は
袋
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
袋
綴
と
は
異
な
り
綴
目
側

で
折
ら
れ
た
も
の
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
折
目
近
く
を
糊
付
け
し
て
重
ね

て
行
く
「
粘
葉
装
」
の
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
粘
葉
装
の
糊
代
部
分

が
虫
損
で
痛
ん
だ
り
、
糊
が
弱
く
な
っ
た
為
に
、
綴
じ
が
バ
ラ
バ
ラ
と
な
る
こ
と

を
避
け
る
た
め
に
、
表
紙
の
上
か
ら
袋
綴
の
よ
う
に
糸
綴
じ
す
る
こ
と
は
ま
ま
あ

る
こ
と
で
あ
る
が
、
本
書
に
は
糊
を
付
け
た
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
も
綴
代
部
分
の
上
端
を
指
で
挾
ん
で
、
厚
み
を
確
認
し
な
が
ら
手
を
下
に
ず

ら
し
て
い
く
と
、
表
紙
の
下
は
三
個
所
の
紙
釘
装
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。

巻
十
一
は
後
述
の
様
に
表
紙
が
失
わ
れ
て
い
る
た
め
に
三
個
所
の
紙
釘
の
頭
が
確

認
で
き
、
触
診
の
判
断
が
誤
っ
て
い
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
な
状
態
を
整
理
し
て
説
明
す
る
と
、
本
書
は
粘
葉
装
用
に
用
意
し

た
料
紙
を
用
い
な
が
ら
も
糊
付
け
は
せ
ず
に
、
紙
釘
に
よ
る
下
綴
じ
を
行
い
、
表

紙
を
加
え
て
か
ら
袋
綴
の
様
に
糸
綴
じ
を
し
た
装
訂
、
と
い
う
い
さ
さ
か
や
や
こ

し
い
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

か
な
り
持
っ
て
回
っ
た
説
明
を
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
複
雑
に
考
え
る
必

（
咽
）
（
咽
）

要
は
な
く
、
双
葉
装
の
装
訂
と
考
え
れ
ば
済
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
屋
代
本
『
平
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家
物
語
』
は
縦
三
一
×
横
一
二
ｍ
ほ
ど
の
大
ぶ
り
の
本
で
あ
り
、
粘
葉
装
本
と
し
て
は

や
や
異
例
で
あ
る
こ
と
も
付
け
加
え
る
。

仏
書
に
例
の
少
な
く
な
い
装
訂
と
し
て
、
も
う
一
つ
、
折
紙
双
葉
装
に
言
及
し
て
お

き
た
い
。
こ
れ
は
双
葉
装
の
一
種
で
、
料
紙
に
折
紙
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
（
図
版
Ⅲ
）
。

本
来
の
折
紙
を
更
に
折
り
目
と
直
角
に
半
分
に
折
っ
た
も
の
を
重
ね
て
綴
じ
た
、
横
長

の
本
が
主
で
あ
る
が
、
時
に
全
紙
を
縦
向
き
に
置
い
た
折
紙
か
ら
作
っ
た
縦
長
の
本
も

見
ら
れ
る
。
稿
者
の
経
験
で
は
、
天
台
宗
の
聖
教
に
こ
の
装
訂
を
採
る
も
の
が
少
な
く

な
く
、
横
本
で
袋
綴
で
な
け
れ
ば
、
ほ
ぼ
折
紙
双
葉
装
と
言
っ
て
よ
い
。

こ
の
装
訂
は
、
こ
れ
ま
で
の
書
誌
学
で
言
及
し
た
も
の
を
見
ず
、
双
葉
装
以
上
に
一

般
に
認
識
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
を
示
す
例
と
し
て
、
和
田
恭
幸
氏
「
近

世
刊
本
小
考
」
（
『
江
戸
文
学
と
出
版
メ
デ
ィ
ア
』
平
成
十
三
年
）
を
引
く
。

和
田
氏
は
こ
の
論
考
の
中
で
、
横
本
と
実
用
性
の
関
係
を
論
じ
、
横
本
型
の
慶
長
寛

永
中
刊
本
の
う
ち
仏
書
の
例
と
し
て
『
枕
双
紙
』
（
元
和
七
年
宗
存
版
古
活
字
本
）
・
『
法

華
経
品
釈
』
（
元
和
七
年
宗
存
版
古
活
字
本
）
・
『
六
帖
要
文
』
（
寛
永
九
年
叡
山
版
古
活

字
本
）
・
『
七
帖
要
文
』
（
寛
永
元
年
叡
山
版
古
活
字
本
）
を
挙
げ
た
上
で
、
次
の
よ
う

に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
仏
書
の
項
は
そ
の
数
四
例
な
が
ら
、
格
段
と
示
唆
に
富
む
。
実
を

云
う
と
、
仏
書
の
項
に
登
載
の
、
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
古
活
字
刊
本
『
七

な
か
ち
よ
・
う
と
じ

帖
要
文
』
は
、
長
帳
綴
の
横
本
な
の
で
あ
る
。
近
世
文
学
を
ご
専
攻
の
方
に
は
、

は
ち
も
ん
じ
や
ぼ
ん

浮
世
草
子
の
八
文
字
屋
本
と
同
じ
様
式
、
と
云
え
ば
ご
理
解
頂
け
よ
う
か
。
要

は
、
書
籍
の
下
辺
が
、
料
紙
の
折
山
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
来
、
長
帳
綴
は
刊
本
の
装
訂
で
は
な
い
。
写
本
の
領
域
に
立
ち
入
る
な
ら

ぱ
、
双
葉
列
帖
、
若
し
く
は
長
帳
綴
の
仏
書
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
。
そ
こ

で
、
同
書
の
写
本
を
求
め
る
な
ら
ば
、
奇
跡
的
に
も
寛
永
元
年
刊
本
の
直
接
の

（
マ
マ
）
し
ん
ゆ
う

底
本
、
天
文
十
九
年
（
一
五
九
二
真
祐
直
筆
本
（
叡
山
文
庫
真
如
蔵
）
が
存

在
し
た
。
果
た
し
て
、
こ
れ
が
、
長
帳
綴
の
横
本
で
あ
っ
た
。

和
田
氏
の
言
う
「
長
帳
綴
」
は
、
折
紙
を
重
ね
て
右
端
を
綴
じ
た
装
訂
で
、
本
来
は

文
書
・
記
録
類
の
用
語
で
あ
り
、
稿
者
は
古
典
籍
一
般
の
装
訂
名
称
と
し
て
は
「
折
紙

綴
」
と
呼
ぶ
べ
き
か
と
考
え
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
和
田
氏
の
呼
称
に
よ
る
。

（
Ｍ
）

さ
て
、
和
田
氏
は
寛
永
元
年
刊
古
活
字
本
『
七
帖
要
文
』
と
、
そ
の
底
本
と
な
っ
た
叡

山
文
庫
真
如
蔵
の
天
文
十
九
年
真
祐
写
『
七
帖
要
文
』
を
長
帳
綴
と
さ
れ
て
い
る
が
、

古
活
字
本
『
七
帖
要
文
』
は
実
は
折
紙
双
葉
装
で
あ
っ
て
、
長
帳
綴
で
は
な
い
。
恐
ら

く
和
田
氏
は
、
叡
山
文
庫
天
海
蔵
の
同
書
を
見
て
そ
う
言
わ
れ
た
も
の
か
と
推
測

（
脂
）

す
る
が
、
天
海
蔵
本
は
新
し
い
表
紙
に
改
装
さ
れ
て
お
り
、
妙
法
院
所
蔵
の
原
装
本
に

よ
れ
ば
、
古
活
字
本
『
七
帖
要
文
』
は
明
ら
か
に
折
紙
双
葉
装
で
あ
る
（
図
版
Ⅳ
）
。

妙
法
院
本
が
縦
一
四
・
九
×
横
二
一
・
六
ｍ
で
あ
る
の
に
対
し
、
天
海
蔵
本
は
縦
一
四

・
一
×
横
一
九
・
九
ｍ
と
横
が
一
・
七
ｍ
短
く
、
改
装
の
際
、
背
の
折
り
目
を
裁
断
し

（
媚
）

た
た
め
に
長
帳
綴
の
形
に
な
っ
た
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
真
如
蔵
の
真
祐
写
『
七
帖
要

文
」
も
折
紙
双
葉
装
で
あ
る
。

も
っ
と
も
和
田
氏
は
た
ま
た
ま
改
装
さ
れ
た
本
を
見
た
た
め
に
、
古
活
字
本
『
七
帖

要
文
』
を
長
帳
綴
と
判
断
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
真
祐
写
『
七
帖
要
文
』
は

綴
じ
が
き
つ
く
、
意
識
し
て
丹
念
に
調
べ
な
け
れ
ば
折
紙
双
葉
装
で
あ
る
こ
と
は
容
易

に
気
付
か
れ
な
い
の
で
、
和
田
氏
の
誤
認
に
は
一
応
掛
酌
の
余
地
が
あ
る
。
し
か
し
折

紙
双
葉
装
の
仏
書
写
本
の
存
在
、
特
に
天
台
宗
の
聖
教
で
は
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
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次
に
節
を
改
め
、
日
本
の
古
典
籍
と
そ
の
研
究
に
お
け
る
仏
書
の
位
置
に
つ
い
て
考

え
て
み
た
い
。

日
本
の
古
典
籍
の
歴
史
は
、
他
の
書
物
文
化
の
発
達
し
た
地
域
と
同
様
写
本
か
ら
始

ま
る
。
七
世
紀
初
め
の
『
法
華
義
疏
』
が
現
存
す
る
初
例
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
『
法
華

経
』
の
注
釈
書
で
あ
る
こ
と
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
奈
良
時
代
ま
で
の
現
存
写
本
は
、

一
部
に
漢
籍
も
含
ま
れ
る
も
の
の
ほ
と
ん
ど
が
仏
書
で
あ
り
、
特
に
経
典
と
そ
の
注
釈

書
が
中
心
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
写
本
に
は
、
次
第
に
仏
書
以
外
の
も
の
も
増
加
す
る

が
、
量
的
に
は
や
は
り
仏
書
が
多
く
を
占
め
て
い
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
現
存
す
る
写

を
認
識
し
て
い
れ
ば
、
誤
認
は
防
げ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

因
み
に
、
仏
書
以
外
の
折
紙
双
葉
装
の
例
と
し
て
、
『
蹴
鞠
要
法
書
』
（
正
徳
三
年
写
。

平
成
二
十
五
年
明
治
古
典
会
出
品
）
と
、
道
明
寺
蔵
『
名
所
百
首
四
文
字
題
和
寄
詠
草
』

（
江
戸
初
期
写
）
に
気
付
い
た
。
今
後
注
意
す
れ
ば
、
仏
書
以
外
に
用
い
た
例
は
更
に

見
出
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
仏
書
の
冊
子
本
の
装
訂
に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、
従
来
の
古
典
籍
研
究
に
お

い
て
認
識
が
不
十
分
な
点
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
初
め
に
記
し
た
よ
う
に
稿
者
が
見

た
仏
書
は
現
存
す
る
う
ち
の
ご
く
僅
か
な
部
分
に
過
ぎ
ず
、
今
後
の
調
査
に
俟
つ
所
も

少
な
く
な
い
が
、
日
本
の
古
典
籍
の
装
訂
と
そ
の
歴
史
を
考
え
る
上
で
仏
書
が
重
要
な

意
味
を
持
ち
、
そ
の
調
査
は
避
け
て
通
れ
な
い
こ
と
は
と
り
あ
え
ず
指
摘
で
き
た
か
と

田
心
フ
。

二
、
日
本
の
古
典
籍
研
究
に
お
け
る
仏
書
の
問
題

本
に
つ
い
て
の
こ
と
で
あ
り
、
寺
院
に
は
古
い
書
物
が
比
較
的
残
り
や
す
い
と
い
う
事

情
を
考
慮
す
る
必
要
は
あ
る
が
、
実
際
に
作
ら
れ
た
数
に
お
い
て
も
、
仏
書
の
優
位
性

は
動
く
ま
い
。
鎌
倉
時
代
以
降
は
、
写
本
の
中
で
の
仏
書
の
割
合
は
相
対
的
に
低
下
し

た
も
の
の
、
江
戸
時
代
ま
で
依
然
相
当
量
の
仏
書
の
写
本
が
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。

奈
良
時
代
の
百
万
塔
陀
羅
尼
を
噴
矢
と
し
、
平
安
後
期
頃
か
ら
は
遺
品
が
連
続
し
て

伝
わ
る
版
本
に
つ
い
て
も
、
五
山
版
の
約
三
割
を
占
め
る
漢
籍
の
外
典
を
除
け
ば
、
室

（
Ⅳ
）

町
時
代
以
前
は
ほ
ぼ
全
て
が
仏
書
と
言
っ
て
も
よ
い
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
出
版
の
隆

盛
と
と
も
に
広
範
な
ジ
ャ
ン
ル
の
版
本
が
現
れ
る
が
、
そ
の
中
で
引
き
続
き
仏
書
が
多

く
刊
行
さ
れ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
日
本
の
古
典
籍
の
中
で
仏
書
は
歴
史
的
に
極
め
て
重
要
な
位
置
に
あ

り
、
ま
た
量
的
に
も
か
な
り
の
割
合
を
占
め
て
い
る
。
仏
書
を
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
、

日
本
の
古
典
籍
の
全
貌
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
ろ
う
。
な
お
書
物
と
し
て

の
古
典
籍
の
研
究
に
お
い
て
は
、
内
容
は
必
ず
し
も
直
接
の
対
象
に
な
ら
な
い
が
へ
思

想
史
・
文
学
史
を
初
め
日
本
の
文
化
の
叙
述
に
お
い
て
、
仏
書
を
媒
体
と
す
る
仏
教
系

の
著
作
は
絶
対
に
外
せ
な
い
こ
と
は
改
め
て
説
く
を
要
し
な
い
。

し
か
し
従
来
、
日
本
の
古
典
籍
の
歴
史
を
記
す
際
、
例
え
ば
奈
良
時
代
ま
で
の
写
本

の
歴
史
や
、
百
万
塔
陀
羅
尼
以
降
中
世
ま
で
の
出
版
史
の
よ
う
に
、
仏
書
に
言
及
し
な

い
と
記
述
が
で
き
な
い
場
合
は
仏
書
を
挙
げ
て
説
明
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
仏
書
を

ほ
と
ん
ど
顧
み
て
い
な
い
が
、
こ
れ
は
全
く
お
か
し
い
こ
と
で
あ
る
。
仏
書
の
系
譜
を

全
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
せ
ず
、
都
合
に
よ
っ
て
そ
の
一
部
を
窓
意
的
に
使
っ
て
い
る

に
過
ぎ
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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ま
た
、
平
安
時
代
以
降
の
仏
書
の
う
ち
で
も
、
古
版
本
は
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
る
が
、

仏
書
の
古
版
本
を
取
り
上
げ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
背
後
に
あ
る
仏
書
の
写
本
に
も
目

を
向
け
る
べ
き
で
あ
る
。
宋
版
等
に
基
づ
く
五
山
版
や
泉
涌
寺
版
の
よ
う
に
写
本
を
背

後
に
持
た
な
い
版
本
は
別
と
し
て
、
一
般
的
に
は
写
本
の
享
受
を
背
景
と
し
て
版
本
が

（
旧
）

刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
写
本
と
の
関
係
を
考
え
な
が
ら
版
本
の
作
ら
れ
た
理
由
や
意

味
を
考
え
、
古
典
籍
史
に
位
置
付
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
従
来
は
、
往
々
に
し
て
版

本
だ
け
を
切
り
離
し
て
記
述
す
る
に
止
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
版
本
を
十
分

説
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

ほ
か
に
も
、
前
節
で
見
た
冊
子
本
の
装
訂
の
よ
う
に
、
従
来
の
古
典
籍
研
究
で
は
仏

書
の
写
本
が
十
分
視
野
に
入
っ
て
い
な
い
た
め
に
、
書
誌
的
事
象
の
体
系
的
把
握
に
お

い
て
し
ば
し
ば
欠
け
る
所
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
日
本
古
典
籍
の
研
究
に
お
い
て
仏
書
の
認
識
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に

は
、
従
来
の
仏
書
の
調
査
・
研
究
の
あ
り
方
に
も
一
つ
の
原
因
が
あ
る
。
仏
教
古
典
籍

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
研
究
が
行
わ
れ
て
き
た
か
を
顧
み
る
と
、
書
誌
研
究
と
し
て
は

（
旧
）

春
日
版
・
高
野
版
・
浄
土
教
版
・
五
山
版
な
ど
寺
院
別
・
宗
派
別
の
版
本
の
研
究
に
比

（
釦
）
（
副
）

重
が
置
か
れ
、
写
経
を
別
と
し
て
写
本
の
体
系
的
な
研
究
が
乏
し
い
。
そ
の
一
方
で
、

高
山
寺
・
石
山
寺
・
仁
和
寺
・
大
覚
寺
・
醍
醐
寺
・
青
蓮
院
・
三
千
院
・
興
福
寺
な
ど

写
本
の
所
蔵
に
富
む
有
力
な
古
刹
の
経
蔵
の
目
録
が
相
次
い
で
公
刊
さ
れ
、
研
究
を
禅

益
す
る
こ
と
大
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
書
誌
的
観
点
か
ら
の
概
説
が
付
く
こ
と
は
少
な

く
、
個
々
の
資
料
に
関
す
る
詳
し
い
書
誌
記
述
は
あ
っ
て
も
、
新
し
い
知
見
を
共
有
す

る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
つ
ま
り
、
仏
書
の
写
本
の
書
誌
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
研
究

成
果
が
な
い
た
め
に
そ
れ
を
路
ま
え
た
記
述
が
で
き
な
い
の
で
あ
り
、
右
に
指
摘
し
た

よ
う
な
問
題
も
、
全
て
は
日
本
の
古
典
籍
の
中
で
仏
書
の
写
本
の
調
査
と
書
誌
的
考
察

（
理
）

が
立
ち
後
れ
て
い
る
こ
と
に
発
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
仏
書
を
写
本
・
版
本
を
含
め
て
全
体
的
に
調
査
・
研
究
す
る
必
要

性
を
訴
え
た
い
所
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
実
際
に
は
相
当
の
難
業
で
あ
る
。
仏
書
の
体
系

的
研
究
に
は
蔵
書
量
の
多
い
寺
院
の
調
査
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
寺
院
は
閲

覧
施
設
で
は
な
い
の
で
、
特
定
の
一
点
二
点
な
ら
ば
と
も
か
く
、
全
体
の
調
査
は
中
々

受
け
入
れ
ら
れ
に
く
く
、
幸
い
許
可
が
下
り
て
も
悉
皆
調
査
に
は
多
大
な
時
間
が
か
か

る
。
む
し
ろ
、
往
前
の
研
究
者
も
そ
の
必
要
性
は
十
分
承
知
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
困

難
さ
の
た
め
に
中
々
踏
み
込
め
な
か
っ
た
の
が
実
情
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
困
難
を
回
避
し
て
い
て
は
、
い
つ
ま
で
も
先
に
進
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
仏

書
と
い
う
、
重
要
で
あ
り
な
が
ら
こ
れ
ま
で
の
古
典
籍
研
究
が
や
や
も
す
れ
ば
避
け
て

き
た
対
象
に
正
面
か
ら
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
、
我
々
は
日
本
の
古
典
籍
に
対
し
て
永
久

に
不
十
分
な
認
識
に
止
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
国
文
学
研
究
資
料
館

が
行
う
の
が
適
当
な
の
か
ど
う
か
は
考
慮
の
余
地
が
あ
る
が
、
国
文
学
研
究
資
料
館
は

科
研
に
よ
る
調
査
の
よ
う
に
数
年
区
切
り
で
は
な
く
、
同
じ
箇
所
に
つ
い
て
継
続
的
に

調
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
機
関
の
性
格
上
、
仏
書
の
調
査
に
の
み
力
を
注
ぐ
こ
と
は

難
し
い
と
し
て
も
、
今
後
可
能
な
範
囲
で
で
き
る
だ
け
従
来
の
欠
を
埋
め
る
べ
く
努
め

て
い
き
た
い
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
平
成
二
十
五
年
度
国
文
学
研
究
資
料
館
調
査
員
会
議
に
お
け
る
講

演
の
内
容
を
基
に
文
章
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
全
体
の
主
旨
は
同
じ
で
あ
る
が
、

個
々
の
記
述
に
は
当
日
触
れ
な
か
っ
た
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
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注
（
１
）
主
要
な
箇
所
を
挙
げ
る
。

西
教
寺
正
教
蔵
（
滋
賀
言
寛
永
～
寛
文
年
間
に
湖
東
芦
浦
観
音
寺
の
舜
興
が
収
集
し
た
天

台
宗
を
主
と
す
る
聖
教
。
西
教
寺
は
天
台
真
盛
宗
。

善
通
寺
（
香
川
盲
真
言
宗
。
善
通
寺
伝
来
本
の
ほ
か
、
明
治
の
廃
仏
殴
釈
に
伴
っ
て
周
辺

の
真
言
宗
寺
院
か
ら
移
さ
れ
た
聖
教
も
多
い
。

願
教
寺
（
岩
手
盲
島
地
黙
雷
・
大
等
父
子
収
集
本
が
主
。
願
教
寺
は
浄
土
真
宗
で
あ
る
が
、

天
台
宗
ほ
か
の
古
写
本
も
含
む
。

瑞
光
寺
（
京
都
言
日
蓮
宗
。
元
政
以
下
歴
代
住
持
の
筆
写
本
・
収
集
本
等
。

最
明
寺
（
神
奈
川
盲
真
言
宗
。
重
文
指
定
の
『
往
生
要
集
』
を
初
め
、
古
写
本
も
少
な
く

な
い
．

勧
修
寺
（
京
都
盲
真
言
宗
。
平
安
～
室
町
時
代
の
古
写
聖
教
に
富
む
。

妙
法
院
（
京
都
盲
天
台
宗
。
江
戸
時
代
の
も
の
が
比
較
的
多
い
が
、
室
町
写
本
も
少
な
く

な
い
。

（
２
）
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
量
を
目
の
当
た
り
に
し
、
そ
れ
ら
が
関
連
し
つ
つ
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
感
ず
る
の
は
、
寺
院
に
限
ら
ず
、
一
般
に
古
く
か
ら
の
資
料
を
累
積
的
に
伝
え
て

い
る
所
蔵
者
に
お
い
て
経
験
す
る
こ
と
で
は
あ
る
が
。

（
３
）
双
葉
装
は
、
折
紙
双
葉
装
と
と
も
に
稿
者
の
仮
称
す
る
装
訂
で
あ
る
。
詳
し
く
は
後
述
参

照
。

（
４
）
古
文
書
の
用
語
と
し
て
は
、
全
紙
を
横
向
き
に
置
き
、
折
り
目
が
下
に
な
る
よ
う
に
し
て

二
つ
に
折
っ
た
も
の
を
指
す
が
、
古
典
籍
に
お
い
て
は
、
そ
の
半
数
や
、
全
紙
を
縦
向
き

に
置
い
て
二
つ
折
り
に
し
た
も
の
も
含
め
る
方
が
適
切
で
あ
る
。

（
５
）
中
で
も
三
宝
院
流
・
中
院
流
関
係
の
も
の
が
多
い
。

（
６
）
た
だ
し
袋
綴
の
古
例
は
紙
繕
で
結
び
綴
な
ど
に
し
た
も
の
が
多
く
、
後
代
に
一
般
化
す
る

四
つ
目
・
五
つ
目
の
糸
綴
本
は
同
じ
袋
綴
で
も
系
統
が
異
な
る
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し

て
い
る
が
、
詳
し
く
は
別
の
機
会
に
譲
る
。

（
７
）
下
冊
の
書
誌
に
つ
い
て
補
足
す
る
と
、
後
補
裏
表
紙
の
見
返
し
に
延
享
元
年
の
補
修
識
語

が
あ
り
、
補
修
の
際
三
方
小
口
が
裁
断
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
が
、
現
状
で
の
大
き
さ
は
縦

一
五
・
五
×
横
一
五
・
四
叩
料
紙
は
楮
紙
。
全
五
折
で
、
各
折
と
も
料
紙
五
～
六
枚
を

重
ね
る
。
原
表
紙
・
原
裏
表
紙
を
含
め
全
六
三
丁
。

（
８
）
日
本
名
跡
叢
刊
『
梅
澤
本
斎
宮
女
御
集
』
解
説
（
昭
和
五
十
七
年
）
。
た
だ
し
そ
の
中
で
梅

澤
本
と
同
筆
と
さ
れ
る
徳
川
美
術
館
本
『
斎
官
女
御
集
』
は
、
徳
川
黎
明
会
叢
書
『
私
家
集

・
歌
合
』
の
解
題
（
昭
和
六
十
年
）
で
鎌
倉
初
期
写
と
さ
れ
て
お
り
、
書
写
年
代
は
検
討
を

要
す
る
か
。
な
お
、
ほ
か
に
関
戸
本
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
が
十
一
世
紀
後
半
書
写
の
列
帖

装
本
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

（
９
）
な
お
列
帖
装
は
版
本
に
は
稀
な
装
訂
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
謡
本
（
光
悦
本
の
一
部
と
元

和
卯
月
本
）
と
と
も
に
、
真
言
宗
の
声
明
関
係
の
本
や
浄
土
真
宗
の
和
讃
本
が
見
ら
れ
る

こ
と
も
付
け
加
え
て
お
く
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
列
帖
装
と
仏
書
の
関
係
を
示
す
と
見

る
よ
り
は
、
謡
本
と
併
せ
て
歌
謡
・
音
楽
関
係
の
版
本
と
列
帖
装
の
繋
が
り
と
し
て
捉
え

た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。

（
、
）
因
み
に
『
素
性
集
（
唐
紙
本
こ
『
花
山
僧
正
集
』
に
つ
い
て
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
の
解

題
や
『
冷
泉
家
の
秘
籍
』
は
「
大
和
綴
」
と
説
明
す
る
が
、
こ
れ
は
紙
の
使
い
方
を
言
っ

た
の
で
は
な
く
、
紐
を
用
い
て
結
び
綴
に
し
て
い
る
こ
と
を
指
す
ら
し
い
。

（
Ⅱ
）
な
お
、
寺
院
と
関
わ
ら
な
い
双
葉
装
の
例
と
し
て
、
管
見
で
は
江
戸
末
期
写
の
歌
警
（
国

文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
歌
合
抜
書
』
）
を
見
出
し
て
い
る
が
、
確
認
例
が
少
な
い
た
め
、
寺

院
以
外
で
双
葉
装
が
細
々
と
で
も
伝
え
ら
れ
て
き
た
の
か
ど
う
か
は
目
下
の
所
明
言
し
得

な
い
。
国
文
学
研
究
資
料
館
蔵
『
長
恨
歌
』
（
室
町
末
期
写
）
・
『
西
行
上
人
発
心
記
』
（
江

戸
前
期
写
）
も
あ
る
が
、
両
者
と
も
寺
院
製
作
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

（
吃
）
佐
々
木
氏
の
引
く
「
春
田
氏
解
題
」
は
、
貴
重
古
典
籍
叢
刊
『
屋
代
本
平
家
物
語
』
（
昭

和
四
十
八
年
）
所
載
の
春
田
宣
氏
の
解
題
を
指
す
が
、
春
田
氏
が
屋
代
本
の
装
訂
を
「
大
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和
綴
じ
」
と
さ
れ
た
の
は
、
あ
る
い
は
『
訪
書
余
録
』
の
説
に
よ
っ
た
も
の
か
。
と
す
れ

ば
、
用
語
の
点
で
紛
ら
わ
し
く
は
あ
る
も
の
の
、
む
し
ろ
妥
当
な
指
摘
と
す
べ
き
で
あ
る
。

（
凪
）
な
お
、
佐
々
木
氏
は
『
軍
記
と
語
り
物
』
第
四
十
九
号
（
平
成
二
十
五
年
三
月
）
の
「
書

物
と
し
て
の
平
家
物
語
」
に
お
い
て
、
「
Ｖ
屋
代
本
は
綴
葉
装
で
は
な
い
が
、
極
め
て
特
異

な
装
訂
と
し
て
こ
こ
で
言
及
し
て
お
き
た
い
。
粘
葉
装
の
仕
立
て
を
し
な
が
ら
料
紙
を
糊

付
け
せ
ず
に
、
紙
釘
で
下
綴
じ
し
、
袋
綴
の
様
に
糸
綴
じ
し
た
も
の
で
あ
る
。
落
合
博
志

氏
よ
り
青
蓮
院
の
蔵
書
に
同
様
の
装
訂
が
あ
る
と
の
ご
教
示
を
い
た
だ
い
た
。
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
稿
者
は
妙
法
院
に
あ
る
双
葉
装
（
折
紙
双
葉
装
を
含
む
）
の
本
に
つ
い
て
話

し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

（
皿
）
こ
の
こ
と
は
、
古
活
字
本
『
七
帖
要
文
』
の
刊
記
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
（
第
七
冊
末
）
。

右
七
帖
要
文
者
柏
原
成
菩
提

院
第
十
代
住
持
真
海
法
印

類
聚
也
然
而
世
間
流
布
本

広
略
在
之
併
末
学
添
削
歎

今
所
写
者
真
海
法
印
嫡
弟

真
祐
法
印
以
直
筆
之
本
校

之
令
刊
摺
者
也

干
時
寛
永
元
年
中
夏
十
日

（
喝
）
古
活
字
本
『
七
帖
要
文
』
は
稀
韻
で
、
『
鋸
天
台
書
籍
綜
合
目
録
』
は
日
光
天
海
蔵
本
と

叡
山
文
庫
天
海
蔵
本
を
挙
げ
る
の
み
（
『
国
書
総
目
録
』
も
同
じ
）
。

（
肥
）
な
お
、
寛
永
元
年
刊
古
活
字
本
『
七
帖
要
文
』
は
、
寛
永
九
年
刊
古
活
字
本
『
六
帖
要
文
』

と
と
も
に
、
版
本
に
折
紙
双
葉
装
が
用
い
ら
れ
た
稀
な
例
で
あ
る
。
底
本
と
な
っ
た
写
本

の
装
訂
を
継
承
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
古
活
字
本
『
六
帖
要
文
』
の
叡
山
文
庫
真

如
蔵
本
は
原
装
本
で
あ
る
が
、
叡
山
文
庫
天
海
蔵
本
は
『
七
帖
要
文
』
と
同
じ
表
紙
の
改

如
蔵
本
は
原
装
本
で
あ
る
が
、
叡
山
文
庫
天
海
蔵
本
は
『
七
帖
要
文
』

装
本
で
、
や
は
り
背
が
切
ら
れ
て
折
紙
双
葉
装
の
原
形
を
失
っ
て
い
る
。

（
Ⅳ
）
五
山
版
を
別
と
し
た
仏
書
以
外
の
古
版
本
は
、
正
平
版
「
論
語
」
な
ど
ご
く
少
数
で
あ
る
。

（
肥
）
例
え
ば
年
代
的
に
古
版
本
に
は
属
さ
な
い
が
、
前
掲
の
古
活
字
本
『
七
帖
要
文
』
の
刊
記

に
は
、
「
世
間
流
布
本
」
が
「
末
学
添
削
」
に
よ
っ
て
広
略
の
相
違
を
生
じ
て
い
る
た
め
、

撰
者
真
海
の
嫡
弟
真
祐
の
写
本
を
以
て
校
訂
し
刊
行
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
も
っ

と
も
こ
の
刊
記
は
、
底
本
と
そ
れ
を
採
用
し
た
理
由
を
明
示
し
て
い
る
点
で
、
か
な
り
稀

有
な
例
で
は
あ
る
。

（
田
）
春
日
版
に
関
し
て
は
大
屋
徳
城
氏
『
寧
楽
刊
経
史
』
（
大
正
十
二
年
）
、
高
野
版
に
関
し
て

は
水
原
堯
栄
氏
『
高
野
版
の
研
究
』
（
大
正
十
年
）
、
浄
土
教
版
に
関
し
て
は
藤
堂
祐
範
氏

『
浄
土
教
版
の
研
究
』
（
昭
和
五
年
）
、
五
山
版
に
関
し
て
は
川
瀬
一
馬
氏
『
五
山
版
の
研

究
』
（
昭
和
四
十
五
年
）
が
代
表
的
か
つ
基
礎
的
な
研
究
で
あ
る
。

（
釦
）
写
経
に
つ
い
て
は
、
田
中
塊
堂
氏
『
日
本
古
写
経
綜
鑑
』
（
昭
和
二
十
八
年
）
・
『
日
本
古

写
経
現
存
目
録
』
（
昭
和
四
十
八
年
）
が
基
礎
的
な
リ
ス
ト
と
し
て
あ
り
、
近
年
で
は
国
際

仏
教
大
学
院
大
学
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
よ
る
調
査
・
研
究
が
顕
著
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。

（
幻
）
宮
崎
円
遵
氏
『
真
宗
書
誌
学
の
研
究
』
（
昭
和
二
十
四
年
）
は
、
親
鴬
の
著
作
を
中
心
と

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
古
写
本
・
古
版
本
に
わ
た
り
広
く
調
査
し
た
研
究
と
し
て
特
記
さ

れ
る
。

（
配
）
日
本
の
古
典
籍
研
究
に
お
け
る
仏
書
の
位
腫
付
け
の
問
題
点
を
示
す
代
表
的
な
例
が
、
『
日

本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
（
平
成
十
一
年
）
で
あ
る
。
同
書
で
は
、
仏
教
関
係
の
典
籍
と
し

て
は
写
経
と
古
版
本
を
取
り
上
げ
る
の
み
で
、
古
写
本
・
古
筆
切
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
仏

書
が
ほ
と
ん
ど
全
く
見
ら
れ
な
い
が
、
目
録
で
は
仏
書
の
聖
教
目
録
も
取
り
上
げ
て
お
り
、

書
犀
で
は
仏
書
専
門
の
本
屋
も
挙
げ
、
蔵
書
家
で
は
寺
院
や
仏
書
中
心
の
収
集
家
も
立
項

す
る
な
ど
、
方
針
が
全
く
一
貫
し
て
お
ら
ず
、
仏
書
の
扱
い
の
不
徹
底
性
・
不
統
一
性
が

露
呈
し
て
い
る
。
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図版I勧修寺蔵I敦造紙」下冊下小口と背の一部

図版Ⅱ勧修寺蔵『敦造紙』下冊原裏表紙見返し寛信識語
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折
紙
双
葉
装
の
一
枚
（
二
丁
）

図版Ⅲ折紙双葉装の一枚（点線で山折りにし、更に二重線で山折りにし、複数枚を重ねて右端を

紙嵯や糸で綴じる）

図版Ⅳ妙法院蔵『七帖要文』第一冊四ウー五オ（第四丁までが目録の丁で、咽に「目二」とあるの

は、紙としては二枚目のため）
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