
さ
ら
に
、
文
字
が
同
一
人
物
の
文
字
と
思
え
る
ほ
ど
相
互
に
酷
似
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
写
本
の
番
写
者
と
版
本
の
版
下
作
成
者
と
が
同

一
人
物
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
雲
英
末
雄
氏
は
季
吟
が
自
著
の
版
下
を
染
筆
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
た
。

松
村
博
司
氏
の
研
究
に
戻
っ
て
み
る
と
、
松
村
氏
は
絵
入
抄
出
本
の
刊
行
年
を
ほ
ぼ
推
定
し
て
お
ら
れ
、
そ
の
刊
行
年
は
季
吟
の
年
齢
か
ら

し
て
人
生
の
熟
し
た
時
期
に
あ
た
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
ま
た
、
季
吟
ほ
ど
の
人
物
で
あ
れ
ば
、
『
栄
花
物
語
』
の
本
質
を
損
な
わ
な
い
よ
う

に
『
栄
花
物
語
』
か
ら
本
文
を
抄
出
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
れ
ら
の
こ
と
を
総
合
す
る
と
、
あ
く
ま
で
ま
だ
可
能
性
の
範
囲
内
で
は
あ
る
が
、
高
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
と
し
て
、
北
村
季
吟
は
江
戸

初
期
に
抄
出
本
文
の
小
さ
い
『
栄
花
物
語
』
を
作
り
、
絵
を
入
れ
て
読
み
や
す
く
し
、
『
栄
花
物
語
』
の
享
受
に
大
き
く
貢
献
し
た
と
い
え
る

こ
と
に
な
る
。

断
に
達
し
た
。

要
旨

架
蔵
の
写
本
『
栄
花
物
語
』
は
、
江
戸
時
代
初
期
に
版
行
さ
れ
た
絵
入
抄
出
本
と
同
じ
本
文
を
持
つ
。
奥
に
「
季
吟
し
る
す
」
の
識
語
が
あ

り
、
調
査
を
進
め
る
と
、
季
吟
は
季
吟
本
と
称
さ
れ
る
『
栄
花
物
語
』
の
一
本
を
所
持
す
る
な
ど
、
季
吟
が
『
栄
花
物
語
』
に
か
な
り
高
い
関

心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。
ま
た
、
異
文
等
の
内
部
徴
証
か
ら
版
本
を
書
写
し
て
当
該
写
本
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
難
し
い
と
の
判

『
栄
花
物
語
』
絵
入
抄
出
本
の
本
文
を
抄
出
し
た
の
は
誰
か

中
村
康
夫
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そ
し
て
、
そ
れ
を
考
え
る
と
同
時
に
必
要
な
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
本
文
を
抄
出
す
る
人
物
は
、
そ
も
そ
も
本
文
を
抄
出
し
て
も
賞

翫
す
る
に
値
す
る
作
品
性
は
残
る
と
い
う
文
学
論
的
見
解
を
も
持
ち
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
日
本
紀
略
』
と
い
う
歴
史
書
が
あ
る
が
、
こ
の
前
半
は
六
国
史
か
ら
の
抄
出
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り

「
日
本
紀
」
の
「
略
」
本
だ
と
い
う
意
味
か
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
い
う
発
想
に
ヒ
ン
ト
を
得
る
な
ら
ば
、
日
付
に
よ
っ
て
書
き
留
め
ら
れ
る
基
本
的
な
歴
史
記
述
は
、
要
約
し
て
不
必
要
な
も
の
を

ま
た
、
『
栄
花
物
語
』
は
全
体
の
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
三
分
の
一
に
し
た
抄
出
本
文
に
よ
っ
て
も
読
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
は
挿
絵
も
添
え

ら
れ
て
、
歴
史
を
わ
か
り
や
す
く
享
受
す
る
便
利
さ
も
あ
る
の
で
、
必
ず
し
も
『
源
氏
物
語
』
と
は
重
複
し
な
い
読
者
層
に
も
支
え
ら
れ

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
文
を
抄
出
す
る
に
は
全
体
を
熟
知
し
、
歴
史
全
体
に
対
す
る
高
い
見
識
も
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
本
文
を
抄
出
し
た
人
物
は
『
栄
花
物
語
』
を
何
回
も
読
ん
で
お
り
、
加
え
て
、
平
安
時
代
の
特
殊
な
歴
史
に
つ
い
て
幅
の
広
い

知
識
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。

長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た
。

『
栄
花
物
語
』
は
『
源
氏
物
語
』
に
続
く
平
安
時
代
の
物
語
文
学
作
品
で
あ
り
、
『
源
氏
物
語
』
が
書
か
れ
た
時
代
、
あ
る
い
は
『
源
氏

物
語
』
が
モ
デ
ル
と
し
た
時
代
の
歴
史
の
実
際
を
紹
介
す
る
機
能
も
果
た
し
つ
つ
、
単
独
に
は
歴
史
書
と
し
て
の
役
割
も
担
い
な
が
ら
、

そ
れ
は
誰
か
。

は
じ
め
に
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と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

版
本
絵
入
九
冊
本
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
、
諸
本
と
い
う
観
点
か
ら
松
村
博
司
氏
の
ご
研
究
が
あ
る
。
古
く
は
刀
江
書
院
刊
の
『
栄
花
物

語
の
研
究
』
が
あ
る
が
、
最
も
新
し
い
も
の
は
、
風
間
書
院
刊
の
『
栄
花
物
語
の
研
究
校
異
篇
』
で
あ
る
。
そ
の
続
篇
（
昭
和
開
年
刊
）

に
『
栄
花
物
語
』
版
本
絵
入
九
冊
本
に
つ
い
て
最
新
の
成
果
を
記
述
し
て
い
る
。

そ
の
他
の
先
行
研
究
と
し
て
は
、
中
村
が
平
成
Ⅳ
年
に
国
文
学
研
究
資
料
館
の
紀
要
孤
号
に
書
い
た
「
『
栄
花
物
語
』
絵
入
版
本
に
つ

い
て
ｌ
抄
出
本
文
か
ら
考
察
す
る
」
の
ほ
か
、
平
成
皿
年
と
躯
年
に
実
践
女
子
大
学
の
横
井
孝
氏
、
上
野
英
子
氏
に
も
実
践
女
子
大
学
文

芸
資
料
研
究
所
年
報
に
書
か
れ
た
本
文
の
翻
刻
な
ど
関
連
の
研
究
が
あ
る
。

ま
た
、
北
村
季
吟
に
関
し
て
は
、
滋
賀
県
野
洲
市
の
野
洲
市
歴
史
民
俗
博
物
館
（
銅
鐸
博
物
館
）
が
作
成
し
た
北
村
季
吟
の
没
後
三
○

○
年
記
念
展
の
展
示
図
録
に
、
研
究
書
一
覧
な
ど
ま
と
ま
っ
た
も
の
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
譲
り
た
い
。
野
洲
市
は
季
吟
の
生
地
と
さ
れ
て

い
っ
ぱ
い
削
除
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

ま
し
て
や
、
『
栄
花
物
語
』
は
日
付
を
記
述
す
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
日
付
は
基
本
的
な
必
須
事
項
で
は
な
く
、
要
す
る
に
日
付
を
跨

い
で
ど
う
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
か
を
書
く
こ
と
に
主
眼
が
あ
る
の
で
、
「
略
」
本
化
す
る
こ
と
は
本
質
的
な
要
素
と
し
て
持
っ
て
い
た

い
る
土
地
で
あ
る
。

以
上
で
あ
る
が
、

さ
て
、
そ
う
い
う
感
性
と
素
質
を
併
せ
持
つ
人
物
と
は
誰
か
。

絵
入
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
の
研
究

い
ず
れ
に
し
て
も
、
本
論
は
絵
入
版
本
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
論
ず
る
こ
と
が
主
に
な
る
の
で
、
松
村
氏
の
ご
研
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『
栄
花
物
語
』
は
四
○
巻
で
あ
り
、
絵
入
九
冊
本
『
栄
花
物
語
』
も
す
べ
て
の
巻
の
本
文
を
持
っ
て
い
る
の
で
四
○
巻
に
は
な
る
が
、

本
文
を
全
文
持
っ
て
い
る
の
は
二
つ
の
巻
だ
け
で
、
他
は
ほ
ん
の
一
部
し
か
抄
出
し
て
い
な
い
巻
も
多
く
、
全
体
と
し
て
は
か
な
り
小
さ

く
な
っ
て
い
る
。
具
体
的
に
ど
れ
だ
け
省
略
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
に
一
覧
を
載
せ
た
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

絵
入
九
冊
本
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
は
抄
出
本
文
で
あ
る
が
、
本
文
抄
出
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
駮
文
に
「
事
ひ
ろ
き
に
よ
り
」
「
巻

毎
に
お
か
し
き
ふ
し
又
世
の
た
め
し
に
も
と
お
も
ふ
所
々
を
か
き
あ
つ
め
て
座
右
に
し
侍
ぬ
」
と
書
い
て
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
面
白
い

と
こ
ろ
を
抜
き
出
し
た
と
い
う
の
で
は
な
く
、
歴
史
書
と
し
て
読
む
に
堪
え
る
よ
う
に
本
文
の
選
定
が
行
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
あ
た
り
の

こ
と
は
拙
稿
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

絵
入
九
冊
本
『
栄
花
物
語
』
は
、
一
冊
は
「
目
録
井
系
図
」
で
あ
り
、
本
文
は
八
冊
で
あ
る
。

絵
は
半
丁
の
も
の
を
含
め
て
五
二
面
あ
り
、
絵
を
本
文
が
跨
ぐ
こ
と
は
な
い
。
つ
ま
り
、
セ
ン
テ
ン
ス
の
途
中
に
絵
が
入
っ
て
い
る
と

い
う
形
は
な
い
。
必
ず
内
容
の
切
れ
目
に
あ
る
。
当
然
、
文
章
は
直
前
で
切
れ
て
い
る
。

架
蔵
の
絵
入
版
本
は
、
表
紙
は
浅
標
で
草
花
の
型
押
が
あ
る
。
用
紙
は
楮
紙
、
袋
綴
で
、
縦
冒
・
旨
冒
、
横
ら
・
留
日
で
あ
る
。
要
す

る
に
普
通
の
版
本
と
思
わ
れ
る
が
、
少
し
大
き
い
目
と
い
う
の
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

本
文
は
一
面
一
二
行
書
で
一
行
は
約
二
五
字
で
あ
る
。

書
騨
名
と
し
て
は
「
京
師
三
條
通
升
屋
町
／
御
書
物
所
／
出
雲
寺
和
泉
⑳
」
と
あ
る
。

究
以
外
は
、
直
接
関
わ
る
も
の
は
な
い
。

絵
入
九
冊
本
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て

、
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松
村
氏
の
新
し
い
研
究
成
果
は
、
『
栄
花
物
語
の
研
究
校
異
篇
続
篇
』
の
「
解
説
」
に
「
補
説
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。

松
村
氏
は
「
九
巻
抜
粋
本
」
と
か
「
九
冊
抜
粋
本
」
と
い
っ
た
り
し
て
い
る
が
、
良
い
と
こ
ろ
を
選
ん
だ
と
い
う
意
味
の
抜
粋
と
い
う

言
葉
が
正
確
が
ど
う
か
は
疑
問
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
先
に
も
掲
げ
た
が
、
賊
文
に
書
い
て
い
る
「
巻
毎
に
お
か
し
き
ふ
し
」
と
い
う
の

が
ど
う
い
う
意
味
か
は
改
め
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
、
歴
史
書
と
し
て
意
味
の
あ
る
と
こ
ろ
と
い

う
意
味
で
あ
る
な
ら
ば
評
価
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
松
村
氏
は
、
絵
入
版
本
の
本
文
を
流
布
本
系
統
第
一
種
（
例
西
本
願
寺
本
）
と
古
本
系
第
二
種
（
例
陽
明
文
庫
本
）
と
の

混
合
本
で
あ
る
と
し
て
お
ら
れ
る
。
本
論
が
後
に
論
を
展
開
す
る
よ
う
に
、
誤
り
の
あ
る
写
本
を
ベ
ー
ス
に
出
版
企
画
を
立
て
た
と
き
、

誤
り
を
修
正
で
き
る
良
い
写
本
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
、
正
し
い
本
文
を
定
め
な
が
ら
進
め
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
混
合
本
と
い
う
指
摘
は

頷
け
る
も
の
が
あ
り
、
同
時
に
、
『
栄
花
物
語
詳
解
』
が
良
い
本
文
で
あ
る
と
絶
賛
し
た
こ
と
も
首
肯
で
き
る
の
で
、
こ
の
点
も
大
事
な

ポ
イ
ン
ト
と
し
て
注
意
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
大
事
な
点
は
絵
入
版
本
の
刊
行
の
時
期
で
あ
る
。

松
村
氏
の
記
述
を
紹
介
す
る
と
、
だ
い
た
い
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

『
栄
華
物
語
詳
解
』
（
図
１
）
は
こ
の
絵
入
九
冊
本
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
を
高
く
評
価
し
て
お
り
、
相
当
な
知
識
人
が
関
わ
っ
た
こ
と

を
想
定
し
て
い
る
。
本
文
抄
出
者
と
し
て
三
条
西
実
隆
を
当
て
る
言
い
伝
え
を
紹
介
し
て
い
る
が
、
学
説
と
し
て
は
不
確
か
で
あ
る
と
し

て
退
け
て
い
る
。

松
村
氏
の
新
し
い
研
究
成
果
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ま
ず
、
吉
田
幸
一
氏
か
ら
の
教
示
が
あ
り
、
貞
享
二
年
（
晟
忠
）
板
『
広
益
書
籍
目
録
」
巻
二
に
「
九
栄
花
物
語
抜
粋
」
、
元
禄
五

年
（
晟
総
）
『
書
籍
目
録
』
に
「
四
十
一
栄
花
物
語
九
同
抜
書
」
と
あ
る
。
ま
た
、
「
九
巻
抜
粋
本
」
の
挿
絵
の
中
に
絵
入
『
源
氏
物
語
』

（
承
応
三
年
（
屋
鯉
）
版
）
の
挿
絵
に
酷
似
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
、
絵
入
『
源
氏
物
語
』
を
参
考
に
、
そ
れ
を
粉
本
と
し
て
作
画
し
て

い
る
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
「
本
書
が
寛
文
（
扇
曾
～
）
刊
か
ら
延
宝
三
年
（
畠
計
）
刊
書
籍
目
録
に
か
け
て
未
載
で
あ
る
こ
と
と
、
承

応
三
年
版
『
源
氏
物
語
』
の
挿
画
を
粉
本
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
延
宝
三
年
（
畠
説
）
以
後
貞
享
二
年
（
展
観
）
以
前
刊
と
い

う
こ
と
は
確
実
と
思
わ
れ
る
。
」
と
さ
れ
、
か
な
り
厳
密
に
そ
の
刊
行
年
を
推
定
さ
れ
た
。

絵
入
『
源
氏
物
語
』
と
の
挿
絵
の
類
似
に
つ
い
て
は
、
こ
の
程
度
の
類
似
で
粉
本
と
い
う
言
い
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
は
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
。
粉
本
と
い
う
こ
と
は
直
接
の
模
写
関
係
を
推
定
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
実
際
の
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
絵
入
『
源
氏
物
語
』

と
絵
入
『
栄
花
物
語
』
の
挿
絵
を
描
い
た
絵
師
が
共
通
に
見
て
い
る
も
っ
と
古
い
絵
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

実
際
に
指
摘
さ
れ
た
絵
を
見
比
べ
て
み
る
と
、
模
写
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
構
図
が
同
じ
と
い
う
レ
ベ
ル
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い

う
関
係
を
粉
本
と
い
う
言
葉
で
説
明
す
る
も
の
か
ど
う
か
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
こ
と
を

根
拠
に
し
て
『
源
氏
物
語
』
の
ほ
う
が
『
栄
花
物
語
』
よ
り
先
だ
と
考
え
る
必
要
は
な
い
。

し
か
し
、
出
版
の
流
れ
か
ら
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
で
成
功
し
た
絵
入
り
本
の
形
を
《
『
栄
花
物
語
』
に
も
適
用
し
た
と
い
う
方
が
考
え

や
す
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
基
本
的
に
は
『
栄
花
物
語
』
が
『
源
氏
物
語
』
よ
り
後
と
い
う
考
え
方
で
大
過
な
い
と
思
わ

れ
る
。
こ
の
こ
と
は
強
い
根
拠
に
は
な
ら
な
い
が
、
刊
行
年
の
推
定
と
も
合
わ
せ
考
え
て
、
ほ
ぼ
、
絵
入
『
源
氏
物
語
』
刊
行
の
後
に
、

さ
ほ
ど
離
れ
な
い
時
期
に
絵
入
『
栄
花
物
語
』
が
刊
行
さ
れ
た
と
考
え
る
判
断
で
よ
い
と
思
う
。

な
お
、
松
村
氏
の
指
摘
さ
れ
た
絵
に
つ
い
て
は
、
松
村
氏
の
『
栄
花
物
語
の
研
究
校
異
編
続
篇
』
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ

こ
で
は
掲
出
し
な
い
。
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ま
た
、
一
箇
所
に
つ
い
て
は
絵
の
枚
数
の
半
分
し
か
白
紙
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
列
帖
な
の
で
切
り
取
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と

が
確
認
で
き
る
。
も
と
は
絵
の
枚
数
だ
け
白
紙
の
ペ
ー
ジ
が
あ
っ
た
も
の
が
切
り
取
ら
れ
て
枚
数
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

金
欄
殿
子
の
表
紙
で
用
紙
は
鳥
の
子
紙
。
列
帖
装
。
縦
麗
・
胃
日
、
横
弓
・
胃
目
。
絵
入
り
版
本
よ
り
や
や
小
型
で
、
本
文
は
一
面
一

○
行
書
。
一
行
約
二
一
字
。
江
戸
初
期
か
ら
中
期
の
も
の
と
思
わ
れ
る
。

八
冊
で
あ
る
。
本
文
は
絵
入
九
冊
本
『
栄
花
物
語
』
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
文
字
は
ほ
と
ん
ど
字
母
ま
で
同
じ
で
あ
る
。
厳
密
に

い
う
と
、
字
母
は
数
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
異
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
「
目
録
井
系
図
」
の
冊
と
賊
文
は
な
い
。

本
文
と
し
て
は
、
版
本
で
は
、
同
じ
巻
の
中
の
途
中
で
省
略
部
分
が
あ
る
場
合
、
次
の
始
ま
り
の
と
こ
ろ
に
は
行
頭
の
上
に
「
○
」
印

が
あ
る
が
、
写
本
で
は
そ
れ
が
な
い
。

絵
は
な
い
。
絵
入
版
本
で
は
絵
の
あ
る
箇
所
に
は
、
写
本
で
は
絵
の
枚
数
分
だ
け
の
白
紙
が
あ
り
、
白
紙
は
糊
付
け
さ
れ
て
い
る
。
単

に
ペ
ー
ジ
捲
り
を
し
て
い
る
だ
け
だ
と
、
一
見
、
絵
の
丁
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
実
際
は
絵
が
あ
り
、
剥
が
さ
れ
た
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
糊
痕
が
あ
る
。
絵
の
中
に
は
半
丁
の
絵
の
と
こ
ろ
も
あ
り
、
そ
こ
は
糊
付
け
さ
れ
て
い
な
い
の
で
版
面
が
見

え
る
が
、
そ
こ
に
は
何
か
が
貼
ら
れ
て
い
た
け
れ
ど
も
、
貼
ら
れ
て
い
た
も
の
が
剥
が
さ
れ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
糊
痕
が
あ
る
。
そ

し
て
、
絵
の
箇
所
の
直
前
に
つ
い
て
見
れ
ば
、
一
二
箇
所
に
つ
い
て
は
散
ら
し
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
他
の
箇
所
は
散
ら
し
書
き
で
な
く

通
常
の
書
き
方
で
書
き
留
め
ら
れ
、
半
丁
の
初
め
は
文
字
が
書
か
れ
て
い
て
、
文
字
が
終
わ
る
と
そ
こ
か
ら
後
ろ
が
白
い
状
態
に
な
っ
て

い
る
◎

架
蔵
本
写
本
『
栄
花
物
語
』
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な
い
。

○
職
晤
か
ら

さ
て
、
ど
う
い
う
順
に
考
察
を
進
め
る
か
で
あ
る
が
、
ま
ず
、
「
季
吟
し
る
す
」
と
い
う
識
語
か
ら
考
察
を
初
め
て
見
た
い
。

「
季
吟
し
る
す
」
を
ど
う
考
え
る
か
は
難
し
い
が
、
ご
く
ご
く
普
通
に
考
え
て
、
こ
の
美
し
い
装
丁
の
写
本
は
も
と
も
と
箱
な
ど
に
入

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
何
ら
か
の
事
情
で
箱
を
失
う
と
き
に
、
箱
の
中
に
あ
っ
た
紙
に
書
か
れ
て
い
た
か
、
箱
書
き
に
あ
っ
た

か
の
情
報
が
書
き
残
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
実
見
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
想
像
に
過
ぎ
な

い
事
柄
に
属
す
る
が
、
可
能
性
と
し
て
は
か
な
り
高
い
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
い
る
。

あ
れ
だ
け
王
朝
物
語
関
係
に
注
釈
等
の
著
書
の
多
い
季
吟
で
あ
る
の
に
、
季
吟
に
は
栄
花
物
語
関
係
の
著
書
は
認
め
ら
れ
な
い
。
季
吟

と
『
栄
花
物
語
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
ず
、
『
栄
花
物
語
』
の
伝
本
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
と
意
外

に
も
見
つ
か
る
。
そ
れ
は
季
吟
本
『
栄
花
物
語
』
と
呼
ば
れ
て
い
る
本
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

季
吟
本
『
栄
花
物
語
』
と
は
校
異
の
一
本
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
季
吟
所
持
本
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
は
季
吟
が
書
写
し
た
本
か
ど
う
か
ま
で
は
分
か
ら
な
い
。

季
吟
本
『
栄
花
物
語
』
の
こ
と
は
伴
信
友
校
本
（
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
本
奥
書
）
に
見
え
、
『
栄
華
物
語
詳
解
』
に
も
季
吟

本
栄
花
物
語
の
名
称
は
見
え
て
い
る
。
季
吟
が
『
栄
花
物
語
』
を
か
な
り
読
ん
で
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
の
だ
ろ

写
本
に
は
奥
に
識
語
が
あ
り
、
「
季
吟
し
る
す
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
見
て
も
書
写
者
と
は
異
筆
で
あ
る
。

、

考
察
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○
写
本
が
先
か
版
本
が
先
か

さ
て
、
次
に
、
本
文
が
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
写
本
が
先
か
、
版
本
が
先
か
に
つ
い
て
考
察
に
入
り
た
い
と
思
う
。

こ
の
本
文
は
、
抄
出
本
文
で
あ
り
、
フ
ル
サ
イ
ズ
四
十
巻
の
『
栄
花
物
語
』
か
ら
い
き
な
り
抄
出
本
文
の
版
本
が
生
ま
れ
る
と
は
到
底

し
か
し
、
今
日
的
な
感
覚
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
少
な
く
と
も
、
『
栄
花
物
語
』
と
い
う
作
品
名
か
ら
、
北
村
季
吟
と
い

う
人
物
の
名
前
を
た
ぐ
り
寄
せ
る
こ
と
は
通
常
の
知
識
で
は
ま
ず
な
い
と
思
う
。
調
べ
れ
ば
季
吟
も
『
栄
花
物
語
』
の
写
本
を
持
っ
て
い

た
こ
と
は
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
け
れ
ど
も
、
周
知
の
こ
と
と
し
て
、
『
栄
花
物
語
』
と
い
え
ば
北
村
季
吟
と
い
う
ふ
う
に
は
な
ら

な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
北
村
季
吟
と
い
う
人
物
の
名
前
か
ら
は
、
む
し
ろ
平
安
朝
の
作
り
物
語
で
あ
る
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊
勢

物
語
』
の
注
釈
が
主
で
、
作
り
物
語
で
は
な
い
も
の
と
し
て
は
和
歌
や
『
枕
草
子
』
は
あ
る
も
の
の
、
歴
史
が
か
っ
た
文
献
か
ら
は
物
語

な
ど
と
は
違
っ
て
『
栄
花
物
語
』
と
季
吟
と
の
間
に
は
距
離
を
感
じ
る
と
い
う
の
が
普
通
の
感
覚
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
た
が
っ
て
、

何
の
根
拠
も
な
く
こ
こ
に
季
吟
の
名
を
書
く
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
『
栄
花
物
語
』
の
写
本
に
関
わ

っ
て
北
村
季
吟
の
名
前
を
書
い
て
も
、
写
本
の
価
値
が
高
ま
る
と
い
う
発
想
に
は
簡
単
に
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誰
の
名

で
も
よ
く
、
本
の
価
値
を
上
げ
よ
う
と
い
う
だ
け
な
ら
ば
、
も
っ
と
そ
れ
ら
し
い
歴
史
系
の
人
物
を
持
っ
て
く
る
の
が
普
通
だ
と
思
わ
れ

て
な
ら
な
い
。

因
み
に
、
季
吟
の
生
没
年
は
寛
永
元
年
（
屋
隠
）
生
、
宝
永
二
年
（
弓
呂
）
没
で
あ
る
。
松
村
博
司
氏
が
推
定
さ
れ
た
絵
入
抄
出
本
の

刊
行
推
定
年
次
（
延
宝
三
年
（
扇
計
）
以
後
貞
享
二
年
（
扇
忠
）
以
前
刊
）
に
は
、
季
吟
は
五
十
二
歳
か
ら
六
十
二
歳
と
い
う
こ
と
に
な

プ
（
》
○

う
か
。
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考
え
ら
れ
な
い
。
ま
ず
、
抄
出
本
文
の
写
本
を
作
っ
て
、
そ
れ
か
ら
出
版
に
入
る
の
で
な
け
れ
ば
、
筋
道
が
説
明
で
き
な
い
。

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
『
栄
花
物
語
』
は
書
名
か
ら
し
て
嫁
入
り
本
と
し
て
も
よ
く
用
い
ら
れ
、
装
丁
の
美
し
い
本
は
そ
れ
ら
し
い

雰
囲
気
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
小
さ
い
サ
イ
ズ
で
あ
る
抄
出
本
文
の
写
本
を
作
っ
て
、
嫁
入
り
本
に
し
た
と
い
う
可
能
性
も
大
い
に
考
え

ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
管
見
に
及
ぶ
限
り
、
フ
ル
サ
イ
ズ
の
四
十
巻
の
『
栄
花
物
語
』
は
多
く
目
に
す
る
が
、
こ
の
抄
出
本
文
の

簡
易
版
と
も
い
う
べ
き
本
文
を
持
つ
写
本
は
見
た
こ
と
が
な
い
。
『
国
書
総
目
録
』
で
見
る
と
、
八
冊
の
写
本
も
少
し
は
あ
る
の
で
、
そ

れ
が
こ
の
絵
入
抄
出
本
と
同
じ
本
文
を
持
つ
も
の
で
あ
る
可
能
性
は
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
現
時
点
で
は
、
中
村
は
原
本
を
見
て
い

さ
て
、
写
本
が
版
本
の
写
し
で
は
な
い
か
と
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
考
え
て
お
く
べ
き
点
を
い
く
つ
か
掲
げ
て
お
き
た
い
。

ま
ず
、
元
の
『
栄
花
物
語
』
が
九
冊
で
あ
る
の
に
、
「
目
録
井
系
図
」
の
冊
を
不
要
と
し
て
八
冊
に
縮
め
る
だ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
、
践

文
に
は
本
文
を
抄
出
本
文
に
し
た
理
由
が
書
い
て
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
れ
を
省
略
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
出
版
に
際
し
て
、
一
般
の

読
者
が
読
み
や
す
い
よ
う
に
「
目
録
井
系
図
」
の
冊
を
追
加
し
た
り
、
出
版
情
報
を
整
え
る
と
い
う
意
味
か
ら
も
祓
文
を
用
意
し
た
り
、

書
騨
を
入
れ
た
り
と
い
う
の
は
説
明
が
簡
単
な
の
で
あ
る
。
逆
に
、
系
図
な
ど
は
そ
の
最
た
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
読
み
や
す
く
な

る
情
報
を
省
略
す
る
と
い
う
の
は
、
読
ま
れ
る
こ
と
を
前
提
に
し
て
い
な
い
か
、
平
安
時
代
に
関
し
て
相
当
な
知
識
を
既
に
持
っ
て
い
る

人
物
が
使
う
か
ど
ち
ら
か
が
想
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
相
当
な
知
識
人
を
想
定
す
る
な
ら
ば
、
フ
ル
サ
イ
ズ
四

十
巻
の
『
栄
花
物
語
』
が
用
意
さ
れ
る
べ
き
で
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
や
や
考
え
に
く
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

な
い
。

２
．

力
要
す
る
に
、
問
題
は
、
エ

の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

手
元
に
あ
る
写
本
が
、
版
本
の
写
し
と
考
え
て
矛
盾
が
な
い
の
か
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
重
要
な
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○
文
字
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

さ
ら
に
、
写
本
は
版
本
と
瓜
二
つ
の
文
字
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
っ
く
り
同
じ
よ
う
に
書
こ
う
と
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
逆
に
、

そ
れ
に
し
て
は
字
母
の
異
な
る
文
字
が
多
す
ぎ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
字
母
ま
で
同
じ
と
は
い
っ
て
も
、
字
母
の
異

な
る
文
字
は
す
ぐ
に
見
つ
か
る
く
ら
い
多
い
。
別
人
が
そ
っ
く
り
の
文
字
で
書
写
し
て
い
て
、
気
分
次
第
で
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
字
母
の
異
な

る
文
字
に
書
き
換
え
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
文
字
が
そ
っ
く
り
で
あ
る
と
い
う
点
に
焦
点
を
当
て
て
考
察
し
て
み
た
い
と
思
う
。

有
名
な
版
本
に
『
扶
桑
拾
葉
集
』
が
あ
る
。
水
戸
光
圀
が
少
部
数
刷
っ
て
は
し
か
る
べ
き
人
物
に
贈
っ
た
と
し
て
し
ら
れ
て
お
り
、
た

だ
、
少
部
数
し
か
刷
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
ほ
し
い
人
は
借
り
出
し
て
書
写
し
た
と
い
う
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
こ
の
写
本
の
中
に

は
で
き
る
だ
け
版
本
そ
の
ま
ま
に
写
そ
う
と
し
た
も
の
が
あ
り
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
字
母
ま
で
完
全
に
一
致
す
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

紙
の
大
き
さ
か
ら
配
字
配
行
ま
で
完
全
に
一
致
す
る
。
な
か
な
か
よ
く
書
写
さ
れ
て
い
て
、
ぽ
－
つ
と
見
て
い
る
と
こ
れ
も
版
本
で
は
な

い
か
と
判
断
を
誤
っ
て
し
ま
い
そ
う
に
な
る
が
、
じ
っ
く
り
み
て
み
る
と
、
い
く
ら
そ
の
ま
ま
に
書
写
し
よ
う
と
し
た
と
は
い
っ
て
も
、

筆
の
勢
い
は
異
な
る
と
こ
ろ
を
指
摘
で
き
、
版
本
と
同
じ
文
字
だ
と
見
間
違
う
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
今
、
手
元
に
あ
る
写
本
は
、
版
本
と
同
じ
文
字
で
あ
り
、
通
常
の
感
覚
で
は
、
同
一
人
物
の
文
字
で
あ
る
と
判
断

す
る
方
が
ま
つ
と
う
で
は
な
い
か
と
思
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。

版
本
を
手
元
に
持
っ
て
い
る
人
間
が
、
も
う
一
部
ほ
し
い
と
思
っ
て
同
じ
本
文
を
書
写
し
、
そ
れ
を
嫁
入
り
本
に
し
た
と
い
う
可
能
性

は
な
い
と
は
い
え
な
い
の
で
、
別
人
で
あ
る
可
能
性
を
こ
こ
で
一
気
に
ゼ
ロ
に
す
る
つ
も
り
は
な
い
が
、
書
写
の
態
度
が
不
自
然
で
あ
る

と
い
う
こ
と
と
、
そ
こ
ま
で
そ
っ
く
り
に
写
そ
う
と
し
て
、
ど
う
し
て
写
本
に
だ
け
誤
り
が
た
く
さ
ん
指
摘
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
が

ど
う
し
て
も
説
明
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
誤
り
に
つ
い
て
は
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
。
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た
だ
、
い
ろ
い
ろ
考
え
て
も
、
写
本
が
先
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
元
に
版
本
の
出
版
計
画
を
立
て
、
本
文
の
誤
り
に
気
づ
い
て
い
た
の
で
、

そ
れ
を
正
す
べ
く
参
照
す
る
に
足
り
る
一
本
を
探
し
て
き
て
手
元
に
置
き
、
本
文
に
修
正
を
加
え
て
版
下
を
作
成
し
た
と
考
え
る
方
が
、

何
も
か
も
す
ん
な
り
と
説
明
で
き
る
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。

○
絵
の
丁
数
が
異
な
る
箇
所
に
つ
い
て

版
本
に
絵
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
写
本
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
調
べ
て
み
る
と
、
す
べ
て
の
箇
所
に
つ
い
て
絵
の
枚
数
分

だ
け
白
紙
が
あ
る
。
し
か
も
、
何
か
が
剥
が
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
糊
痕
が
認
め
ら
れ
る
。
普
通
に
考
え
る
と
、
版
本
と
同
じ
絵
が
あ
っ
た

と
推
量
す
る
の
が
適
当
な
と
こ
ろ
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
一
カ
所
だ
け
枚
数
が
合
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
十
七
巻
・
お
ん
が
く
の
法
成
寺
金
堂
供
養
の
有
様
を
描
い
た
絵
で
、

版
本
で
は
見
開
き
四
面
続
い
て
絵
が
描
か
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
写
本
で
は
見
開
き
二
面
し
か
白
紙
が
な
い
。
白
紙
の
分
が
大
き
く
な
り

す
ぎ
る
の
で
切
ら
れ
た
か
と
思
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
列
帖
装
な
の
で
切
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

版
本
が
先
に
あ
り
、
写
本
は
そ
の
写
し
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
一
カ
所
に
つ
い
て
は
絵
の
枚
数
を
半
減
し
た
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ

こ
こ
だ
け
絵
の
紙
幅
を
半
分
に
し
た
の
か
、
説
明
が
つ
か
な
い
。
逆
に
版
行
さ
れ
た
の
が
後
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
こ
は
著
名
な
行
事
の

絵
な
の
で
、
絵
が
容
易
に
補
え
て
丁
数
を
倍
に
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
う
点
か
ら
も
、
写
本
が
先
に
あ
っ
た
と
考
え
る
方
に
や
や
部
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
く
る
。

○
絵
に
関
連
し
て
・

半
丁
の
絵
の
と
こ
ろ
を
注
意
深
く
見
て
い
る
と
、
絵
が
貼
り
付
け
ら
れ
た
時
に
、
絵
を
描
い
た
墨
が
濃
過
ぎ
て
そ
の
ま
ま
本
紙
に
写
っ

ノ
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○
本
文
の
異
同
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
か

ま
ず
、
ル
ビ
、
傍
注
の
類
で
あ
る
。

絵
入
版
本
の
絵
は
四
角
い
枠
の
中
に
絵
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
当
該
力
所
の
絵
の
枠
の
サ
イ
ズ
を
測
っ
て
み
る
と
、
縦
匿
・
弓
日
、
横

屋
・
胃
冒
で
あ
っ
た
。
写
本
は
縦
麗
．
牙
冒
、
横
弓
．
胃
日
で
あ
る
か
ら
、
上
下
各
旨
日
、
左
右
各
戸
画
日
日
の
余
白
を
置
い
て
、
ほ
ぼ

紙
面
全
体
に
広
が
る
絵
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
墨
写
り
の
跡
か
と
思
わ
れ
る
線
の
伸
び
か
ら
も
、
紙
面
い
っ
ぱ
い
の
絵
が
推
察
さ
れ
る

の
で
、
本
写
本
と
絵
入
版
本
と
の
関
係
は
相
互
に
相
当
近
い
関
係
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

な
お
、
写
本
に
貼
ら
れ
た
絵
に
は
枠
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
は
、
枠
の
跡
が
認
め
ら
れ
な
い
だ
け
で
、
根

拠
の
あ
る
推
定
で
は
な
い
。

て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
写
っ
た
そ
の
線
は
向
か
い
側
の
本
文
の
あ
る
丁
に
も
対
称
的
に
写
っ
て

お
り
、
こ
れ
は
、
乾
き
切
ら
な
い
う
ち
に
閉
じ
た
た
め
に
写
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
見
ら
れ
る
。
こ
こ
の
絵
の
個
所
に
つ
い
て
、

絵
入
版
本
で
は
ど
う
い
う
絵
に
な
っ
て
い
る
か
調
べ
て
み
る
と
、
そ
の
絵
の
線
が
見
事
に
一
致
す
る
よ
う
な
絵
柄
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ

と
同
じ
よ
う
に
、
写
っ
た
墨
跡
か
ら
、
絵
入
版
本
の
絵
と
同
じ
絵
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
も
う
一
カ
所
あ
る
。

た
だ
、
こ
ち
ら
の
ほ
う
は
、
向
か
い
側
の
丁
に
墨
写
り
は
な
い
。
こ
の
特
徴
を
全
体
に
広
げ
て
解
釈
す
れ
ば
、
白
紙
の
枚
数
と
言
い
、
ほ

と
ん
ど
絵
入
版
本
と
一
致
す
る
の
で
、
絵
入
版
本
と
同
じ
絵
が
貼
り
付
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
通
常
か
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、

墨
写
り
が
で
き
る
ほ
ど
な
ら
ば
、
用
紙
は
か
な
り
薄
い
も
の
で
あ
り
、
剥
が
さ
れ
た
そ
の
絵
は
そ
の
ま
ま
版
下
と
し
て
用
い
る
こ
と
も
で

き
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
。

基
本
的
に
、
版
本
に
は
あ
る
付
訓
が
写
本
に
は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
逆
は
な
い
。
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【図2】版本巻一・月の宴書き出しの 【図1】写本巻一・月の宴書き
ページ 出しのページ

こ
れ
は
、
写
本
の
方
に
目
録
・
系
図
の
冊
が
な
い
と

か
、
践
文
が
な
い
と
か
い
う
問
題
と
同
じ
よ
う
に
考
え

ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
写
本
が
版
本
か
ら
書
写
す
る
際
に
不
要
だ

と
思
わ
れ
た
と
こ
ろ
は
省
略
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
逆
に
版
本
が
後
と
考
え
る

場
合
は
、
刊
行
す
る
と
決
ま
っ
た
と
き
に
情
報
を
整
備

す
る
と
い
う
意
味
で
付
訓
を
足
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
、
巻
一
・
月
宴
の
最
初
の
ぺ
ｌ
ジ
で
い
え
ば

「
敦
仁
」
「
醍
醐
」
の
付
訓
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
文
の
問

題
で
は
な
く
、
純
粋
に
読
み
や
す
く
す
る
か
、
ル
ビ
が

な
く
て
も
誰
で
も
読
め
る
と
考
え
る
か
と
い
う
問
題
で

あ
る
。
他
の
と
こ
ろ
で
ど
ち
ら
に
も
ル
ビ
が
あ
る
場
合

を
見
て
み
る
と
、
例
え
ば
、
人
名
の
付
訓
で
い
う
と
、

「
庶
明
」
の
「
庶
」
に
「
モ
ロ
」
の
ル
ビ
が
あ
る
。
写

本
と
版
本
の
先
後
関
係
に
つ
い
て
可
能
性
だ
け
を
考
え

れ
ば
ど
ち
ら
も
可
能
性
は
考
え
ら
れ
る
が
、
読
み
に
く
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さ
を
考
え
れ
ば
、
「
敦
仁
」
「
醍
醐
」
に
つ
い
て
考
え
れ
ば
、
や
は
り
誰
で
も
読
め
る
か
ら
も
と
も
と
付
さ
れ
て
い
た
仮
名
を
書
写
か
ら
外

し
た
と
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
、
刊
行
に
際
し
て
、
読
み
や
す
さ
を
増
す
た
め
に
付
訓
を
増
し
た
と
考
え
る
の

が
自
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
但
し
、
図
４
の
「
ノ
ふ
テ
ル
」
は
後
筆
で
あ
る
。

ま
た
、
ど
う
に
も
理
解
し
に
く
い
相
違
の
一
つ
に
版
本
で
は
「
為
平
円
融
院
」
と
傍
注
を
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
写
本
で
は
「
烏
平

蕊
い
１
歩
わ
、
ｊ
？
勾
而
イ
ｋ
《
ぐ
ぐ
ｉ
ｍ
叩
１
人
ソ
劇
窓
域
か
諺
，
唱
菟
痢
蠅
》
１
〃
て

句

御
霊

縞か

①

や

ム
ス
メ
哩
々
編
噂
典
八
謝
久
っ
ｔ
〃
茂
雄
樹
い
る
ｆ
輿
ｒ
Ｌ
１
い
か
ｔ
Ｌ
蟹
玖
い

１
式
〃
八
Ｊ
八
ヶ
ら
ル
ー
〃
奴
”
１
少
う
１
〃
小
、
氷
ｖ
Ｉ
ｊ
Ｉ
Ｊ
〃
６
唖
厩
砂
あ
あ
、
汎

譲
？
》
邊
雲
譲
笈
笹
；
菱
乃

写本該当部

｢鳥平円融院」

【図3】版本該当部

｢為平円融院」
【図4】
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円
融
院
」
に
な
っ
て
い
る
。
単
に
書
き
手
の
視
力
の
問
題
で
は
っ
き
り
見
え
て
い
な
か
っ
た
か
ら
誤
写
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
な

い
が
、
村
上
天
皇
の
「
お
と
こ
四
五
の
宮
」
の
傍
注
で
あ
り
、
安
和
の
変
で
重
要
な
位
置
に
あ
る
為
平
親
王
の
名
前
は
歴
史
上
の
事
実
と

し
て
も
か
な
り
著
名
な
事
柄
と
思
わ
れ
る
の
で
、
知
識
が
な
か
っ
た
た
め
に
こ
ん
な
ひ
ど
い
間
違
い
を
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し

か
し
、
実
際
は
、
こ
の
あ
と
の
「
四
五
の
宮
」
の
と
こ
ろ
で
は
「
為
平
公
」
と
書
い
て
い
る
の
で
、
完
全
な
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
と
い
う
し
か

な
い
。
こ
れ
も
本
文
で
は
な
く
、
理
解
す
る
た
め
に
書
き
足
さ
れ
た
注
記
に
属
す
る
が
、
う
っ
か
り
間
違
っ
て
い
た
も
の
を
刊
行
に
当
た

っ
て
正
し
た
と
考
え
る
ほ
う
が
極
め
て
考
え
や
す
い
。

こ
れ
と
同
様
の
現
象
と
し
て
は
、
巻
二
の
本
文
が
始
ま
る
前
の
省
略
し
た
部
分
に
つ
い
て
の
説
明
文
の
と
こ
ろ
で
、
花
山
院
女
御
祇
子

が
莞
じ
た
こ
と
を
紹
介
し
、
そ
の
記
事
は
省
略
し
た
と
説
明
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
写
本
で
は
「
寛
和
九
羊
」
、
版
本
で
は
「
寛
和
元

年
」
と
な
っ
て
い
る
。
「
元
」
と
「
九
」
は
書
体
が
似
る
の
で
誤
写
し
た
可
能
性
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
寛
和
は
三
年
ま
で
し
か
な

く
、
「
寛
和
九
羊
」
と
い
う
の
は
無
知
の
世
界
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
「
烏
平
」
と
同
等
の
世
界
で
あ
り
、
一
旦
正
し
く
「
為
平
」
「
寛
和

元
年
」
と
書
い
て
い
た
も
の
が
、
「
鳥
平
」
「
寛
和
九
羊
」
と
誤
写
す
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
写
本
の
書
き
手

と
版
本
の
版
下
の
書
き
手
が
同
じ
人
物
で
あ
る
と
推
定
を
進
め
る
と
き
、
ま
っ
た
く
あ
り
え
な
い
こ
と
と
し
か
説
明
で
き
な
く
な
る
。

し
か
し
、
こ
こ
は
作
品
本
文
で
は
な
く
解
説
本
文
な
の
で
、
ル
ビ
と
は
違
っ
て
、
本
文
抄
出
の
第
一
段
階
の
本
が
こ
れ
で
あ
る
と
い
う

立
場
か
ら
も
説
明
が
難
し
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
が
情
報
と
し
て
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
祇
子
の

死
去
に
つ
い
て
は
、
『
栄
花
物
語
』
本
文
に
は
日
付
は
書
か
れ
て
い
な
い
。
た
だ
懐
妊
八
か
月
で
死
去
と
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
こ
の
巻
の
書
き
出
し
に
入
れ
る
べ
く
用
意
し
た
付
菱
か
何
か
の
原
稿
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
写
す
時
に
「
九
羊
」
と
書
い
て
し
ま

っ
た
と
し
か
説
明
の
し
ょ
う
が
な
い
。
と
う
ぜ
ん
、
そ
の
原
稿
は
残
ら
な
い
し
、
ど
の
よ
う
な
字
形
で
書
か
れ
て
い
た
の
か
も
わ
か
ら
な

い
。
た
だ
、
苦
し
い
と
は
思
う
が
、
「
元
」
と
「
九
」
、
「
年
」
と
「
羊
」
は
少
し
崩
し
た
だ
け
の
形
が
よ
く
似
て
い
る
の
で
、
読
み
誤
っ

－67－



た
か
と
説
明
す
る
し
か
な
い
。
少
な
く
と
も
あ
ま
り
考
え
ず
に
写
し
て
い
る
こ
と
だ
け
は
間
違
い
が
な
い
。

以
上
は
、
冊
子
の
初
め
の
ほ
う
だ
け
を
掲
げ
た
の
で
あ
る
が
、
実
際
の
最
後
ま
で
丹
念
に
異
同
を
追
い
か
け
て
み
る
と
、
版
本
を
書
写

し
て
写
本
が
で
き
た
と
考
え
た
場
合
に
、
こ
ん
な
誤
写
は
あ
り
得
な
い
と
思
わ
れ
る
個
所
が
た
く
さ
ん
見
つ
か
る
。
そ
の
す
べ
て
を
こ
こ

に
は
掲
げ
な
い
が
、
追
跡
し
て
研
究
さ
れ
る
方
が
あ
れ
ば
す
べ
て
の
リ
ス
ト
を
差
し
上
げ
る
。
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へ
■
■
■
寺
●

・
い

冬
翁
雀

聡
》
》
，
塗
拶
あ
い
鴬
帥
刈
偽
淑
愈
函
漁
協
股
矧
参
”
愚
雫

参
賢
鎖
書
ｉ
愈
謬
靴
燕
苓
零
ｊ
匙
Ａ
Ｖ
患
機
１
剛
Ｉ

参
画
怨
伽
蠅
縛
学
心
哩
而
鯉
妙
鵬
蛎
沙
獄
峰
噸
報
蛎
砲
唾
騨
や
恥
噸
峨
暦
嘩
唾
綱
綱
輪
１
刈
桐
墓
碑
除
州
蠅
（
剖
岡
蛤
研
燭
纒

稗
貼
が
重
手
ｊ
；
ふ
い
琴
，
ｊ
篇
や
ウ
受
γ
ｌ
う
ぐ
Ｊ
１
ぞ

ゞ
：
芯
山
室
子
中
細
参

寛
蕊
芋

ｉ
少
、
胤
羅
鍼
探
脈
辮
癖
低
ワ
へ
γ
く
み
刈
洗
仏
Ⅷ
今
’
八
ｈ
川
卵
ｒ
ｖ
め
ょ
３
を

鰻
皐
乱
毎
受
ザ
イ
門
か
扉
亨
辞
煽
繊
魚
奇
か
弘
婿
入

写本該当部
｢寛和九羊」

【図5】版本該当部

｢寛和元年」

【図6】
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『栄花物語」絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）

さ
て
、
次
に
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
の
異
同
で
あ
る
。

ま
ず
、
巻
頭
の
一
行
目
を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
図
は
図
１
図
２
を
参
照
。

写
本
は
「
世
は
し
ま
り
て
後
此
国
の
御
門
六
十
余
代
に
な
ら
せ
給
に
け
り
（
改
行
）
と
こ
の
次
第
…
」
と
あ
り
、
版
本
は
「
世
は
し
ま

り
て
後
此
国
の
御
門
六
十
余
代
に
な
ら
せ
給
に
（
改
行
）
け
れ
と
こ
の
次
第
…
」
と
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
「
な
ら
せ
給
に
け
り
」

で
文
章
を
切
る
『
栄
花
物
語
』
は
他
に
な
い
。

「
と
こ
」
と
い
う
言
葉
は
漢
字
を
あ
て
る
と
「
常
」
で
あ
り
、
永
久
に
変
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
を
持
ち
、
出
典
と
し
て
は
『
古
事
記
』

か
ら
見
つ
け
ら
れ
る
。
天
皇
の
歴
代
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
永
久
不
変
の
こ
の
天
皇
の
歴
代
…
」
と
い
う
意
味
だ
と
理
解
で
き
な
く

も
な
さ
そ
う
に
思
え
る
が
、
『
栄
花
物
語
』
諸
本
を
見
て
も
そ
う
い
う
言
い
回
し
は
な
く
、
「
な
ら
せ
給
に
け
れ
と
こ
の
次
第
…
」
と
あ
っ

た
も
の
を
「
な
ら
せ
給
に
け
り
と
こ
の
次
第
…
」
と
書
写
す
る
と
い
う
の
は
か
な
り
考
え
に
く
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
刊

行
す
る
際
に
『
栄
花
物
語
』
で
は
「
な
ら
せ
給
に
け
れ
と
こ
の
次
第
…
」
と
あ
る
の
が
正
し
い
形
で
あ
る
と
確
認
を
し
て
改
め
た
と
考
え

さ
て
次
に
、
版
本
を
書
写
し
て
写
本
が
で
き
た
と
考
え
る
ほ
う
が
説
明
し
や
す
い
ケ
ー
ス
は
な
い
か
と
思
い
、
次
の
二
カ
所
に
つ
い
て

異
同
を
検
討
し
て
み
た
い
。
い
ず
れ
も
、
版
本
の
画
像
を
先
に
掲
げ
、
写
本
の
画
像
を
後
に
掲
げ
る
。

ま
ず
、
巻
五
・
浦
々
の
わ
か
れ
で
あ
る
。

版
本
に
は
「
な
よ
よ
か
な
る
三
は
か
り
お
な
し
色
の
御
ひ
と
へ
の
御
な
を
し
（
改
行
）
さ
し
ぬ
き
お
な
し
さ
ま
な
り
」
と
あ
る
。
写
本

で
は
こ
の
う
ち
行
末
の
「
色
の
御
ひ
と
へ
の
御
な
を
し
」
が
な
い
。
書
写
し
た
の
だ
と
す
る
と
何
ら
か
の
事
情
で
書
き
落
と
し
た
こ
と
に

な
る
。
目
移
り
が
原
因
で
は
な
い
か
と
考
え
て
み
る
と
「
お
な
し
色
」
の
「
し
」
と
行
末
の
「
御
な
を
し
」
の
「
し
」
が
原
因
と
な
っ
て

い
で
、
写
本
も
行
末
に
「
お
な
し
」
が
き
て
い
る
の
で
、
行
末
の
「
し
」
ど
う
し
が
妙
に
形
が
似
て
い
る
の
で
、
「
お
な
し
」
も
「
な
を

る
の
が
自
然
だ
と
思
わ
れ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
写
本
か
ら
版
本
へ
と
道
筋
を
考
え
る
場
合
は
、
刊
行
に
際
し
て
本
文
を
き
ち
ん
と
仕
上
げ
る
べ
く
、
参
照
す
べ
き
一
本
を

用
意
し
て
整
え
た
の
で
、
落
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
補
え
た
と
い
う
説
明
に
な
る
。

わ
れ
る
。

し
」
も
似
て
い
る
と
思
え
ば
、
「
お
な
し
」
ま
で
書
い
て
き
て
行
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
に
、
版
本
の
「
な
を
し
」
を
書
き
終
え

た
場
所
と
見
間
違
え
て
行
頭
の
「
さ
し
ぬ
き
」
か
ら
書
い
た
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
可
能
性
と
し
て
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
と
思

次
に
、
巻
八
・
は
っ
は
な
で
あ
る
。

０

’
，
‘
，
‘
‐
，
畑
、
”
’
似
》
坪
一
Ｊ
経
Ｉ

．
。
』

７
Ｙ
●
ノ
イ
々
と
剣
ｊ
ｌ
ｌ
か
の
わ
え
脆
噛
劇
イ
０
，
～
や
２
色
〃
ノ
Ｃ
〉
ｋ
Ｚ
写
叶

側
乃
１
１
次
ら
ワ
そ
り
も
，
ｊ
血
患
と
？
６
芯
迄

ハ
エ
唾
ぜ
，
小
無
い
ｆ
ｑ
ｉ
入

ｈ
Ⅸ
”
Ｋ
心
り
あ
１
１
”
ｆ
ｉ
ｈ
ｙ
噸
ｊ
癒
吟
？
卯
ト
ー
Ｔ
Ｊ
Ｉ
り
も
臥
遊

；

【図7】写本該当部【図8】版本該当部
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『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）

版
本
を
眺
め
て
い
る
と
行
の
ほ
ぼ
真
ん
中
に
「
れ
」
が
並
ん
で
い
る
。
そ
の
「
れ
」
の
次
の
文
字
「
を
」
か
ら
次
の
行
の
「
れ
」
ま
で

が
脱
落
し
て
い
る
。
こ
れ
は
典
型
的
な
目
移
り
に
よ
る
誤
写
だ
と
思
わ
れ
る
。

と
こ
ろ
が
、
版
本
を
見
な
が
ら
実
際
に
書
写
し
て
み
る
と
ど
う
な
る
か
。
書
写
は
元
の
本
を
あ
る
程
度
読
み
取
り
な
が
ら
書
写
が
進
め

ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
誤
写
の
あ
た
り
は
「
君
達
は
」
「
こ
れ
を
」
「
い
み
し
き
事
に
」
と
読
ま
れ
て
書
写
さ
れ
て
い
く
と
思

わ
れ
る
。
誤
脱
は
「
を
」
か
ら
後
ろ
で
あ
る
。
何
回
書
写
を
試
み
て
も
「
こ
れ
は
」
に
は
な
ら
な
い
。
次
の
行
は
「
わ
さ
な
れ
は
」
で
あ

る
。
こ
の
「
れ
」
よ
り
前
が
な
い
。
つ
ま
り
「
こ
」
か
ら
「
れ
は
」
に
移
っ
て
く
る
か
、
「
こ
れ
」
か
ら
「
は
」
に
移
っ
て
こ
な
い
と
こ

う
い
う
誤
写
に
は
な
ら
な
い
が
、
通
常
の
書
写
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
起
こ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
一
字
一
宇
を
切
り
な
が
ら
書
写
し
な

い
と
「
れ
」
の
と
こ
ろ
で
の
目
移
り
は
あ
り
え
な
い
。
こ
こ
は
そ
ん
な
筆
の
走
り
が
見
受
け
ら
れ
る
場
所
で
も
な
く
、
や
は
り
版
本
か
ら

書
写
し
て
写
本
が
生
ま
れ
た
と
想
定
し
て
い
く
こ
と
は
無
理
な
の
で
あ
る
。

孤
顔
〃
１
う
汲
巽
入
り
ｊ
計
１
１
秒
§
ｉ
ｆ
汀
吻
ｊ
ｉ
あ

く
ぬ
り
小
域
氏
う
い
１
Ｊ
坪
７
フ
睡
あ
さ
撰
似
１
１
％
、

Ｉ
勾
吹
殉
Ｊ
２
リ
眺
乙
Ｌ
ｆ
ご
繩
呼
価
乃
さ
あ
ｒ
い
も

誹_．

!i
【図9】写本

該当部

【図10】版本

該当部
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さ
ら
に
も
う
一
カ
所
、
考
察
し
て
み
る
。
そ
れ
は
、
巻
二
十
一
・
後
悔
大
将
の
書
き
出
し
で
あ
る
。

画
像
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
い
た
だ
け
る
よ
う
に
、
版
本
で
は
書
き
出
し
が
一
宇
分
下
が
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
字
空
き

で
書
き
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
写
本
で
は
行
頭
か
ら
書
き
出
し
て
い
る
。
見
た
目
に
は
こ
れ
が
普
通
で
あ
る
。

本
文
は
「
条
院
の
一
品
宮
」
で
あ
る
。
傍
注
に
「
脩
子
」
と
あ
る
か
ら
「
一
条
院
の
一
品
宮
」
と
あ
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の

コ
」
の
欠
落
は
ど
う
説
明
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

抄
出
本
文
で
な
い
『
栄
花
物
語
』
で
は
「
か
か
る
ほ
と
に
一
条
院
の
一
品
宮
」
と
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
写
本
で
は
、
書
写
時
の
事
情

と
し
て
前
の
行
に
「
か
か
る
ほ
と
に
こ
と
あ
り
、
そ
こ
を
略
し
て
「
条
院
」
か
ら
書
き
始
め
た
と
考
え
る
し
か
な
い
。
実
際
に
絵
入
抄

記

前
Ｉ
ｆ
Ａ
”
身
７
Ｊ
俄
料
１
６
１
曲
丁
ら
１
ｆ
８
Ｉ
Ｉ

十
と
ｆ
Ｊ
や
而
叙
ｉ
ｆ
ど
う
仇
似
よ
い
も
鳴
旋
Ｙ
ノ
ー

仏
怖
入
崎

溌
人
鼎
ｉ
ｇ
、
１
う
適
心
ｈ
；
肘
１
１
ｄ

亀
戊
ｎ

ｍ
〃
Ｌ
３
Ｉ
Ｌ
ｓ
、
１
１
ｌ
Ｊ
Ｉ
ｏ
－
１
仰
イ
ノ
い
ノ
ー
７
Ｌ
一
肋
Ｉ
ｌ
ｊ
Ａ
炉
ｊ

々
一
切
竿
３
１
Ａ
」
う
ひ
は
く
《
Ｉ
も
邨
喰
１
ｔ
癌
竪
や
ふ

農
念

抵
総
八
滴

I－

【図12】版本該当部 【図11】写本該当部

－72－



『栄花物語』絵入抄出本の本文を抄出したのは誰か（中村）

○
季
吟
で
あ
る
こ
と
の
可
能
性

こ
の
写
本
の
書
写
者
を
季
吟
と
考
え
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
そ
の
可
能
性
を
高
く
す
る
要
因
が
二
つ
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
松
村
氏
の
研

究
に
よ
る
絵
入
版
本
の
出
版
年
で
あ
る
。
こ
れ
は
科
学
的
に
根
拠
の
あ
る
推
定
で
あ
り
、
季
吟
の
活
躍
年
が
そ
こ
に
重
な
る
こ
と
は
、
大

い
な
る
可
能
性
を
考
え
さ
せ
る
。
も
う
一
つ
は
本
文
の
抄
出
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
絵
入
版
本
の
抄
出
本
文
は
、
適
当
に
抜
き
出
し
た
と

い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
『
栄
花
物
語
』
を
正
し
く
理
解
し
た
人
間
が
理
解
に
基
づ
い
て
抄
出
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

平
安
時
代
の
物
語
と
歴
史
に
つ
い
て
か
な
り
深
い
正
し
い
知
識
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
、
抄
出
の
条
件
と
な
る
。
そ
う
い
う
位
置

出
本
で
は
「
か
か
る
ほ
ど
に
」
と
い
う
置
辞
は
省
略
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
版
本
は
版
行
の
際
に
参
考
の
一
本
を
見
て
誤
り
を
正
し

て
い
る
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
正
し
く
コ
条
院
」
と
改
め
た
が
、
「
こ
は
細
く
、
し
か
も
、
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
で
も
あ
る
の
で
、

何
ら
か
の
事
情
に
よ
り
版
木
の
欠
損
が
起
こ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
し
か
な
い
。

こ
れ
を
、
版
本
を
書
写
し
て
写
本
が
生
ま
れ
た
と
見
る
側
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
と
、
書
き
出
し
の
と
こ
ろ
に
あ
る
一
文
字
分
の
空

白
を
書
写
者
が
詰
め
た
と
説
明
す
る
し
か
な
い
。
い
く
ら
な
ん
で
も
そ
う
い
う
こ
と
は
あ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
、
六
冊
目
の
御
裳
着
の
巻
の
途
中
で
、
写
本
は
一
行
空
白
を
置
い
て
い
る
。
こ
れ
は
本
文
的
に
は
ど
う
い
う
理
由
に
よ
っ
て
一
行

の
空
白
を
置
い
て
い
る
も
の
か
さ
っ
ぱ
り
わ
か
ら
な
い
う
え
に
、
版
本
を
書
写
し
て
い
た
と
仮
定
す
れ
ば
、
あ
り
え
な
い
現
象
と
し
か
説

明
の
し
ょ
う
が
な
い
。
写
本
の
書
写
者
は
間
違
い
な
く
絵
入
版
本
で
は
な
い
ま
っ
た
く
別
の
『
栄
花
物
語
』
の
一
本
を
見
て
書
写
し
て
い

ヱ
》
。

以
上
具
体
的
に
本
文
の
異
同
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
た
が
、
本
文
の
脱
落
は
他
に
も
多
数
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
論
で
取
り
上
げ
な
か

っ
た
と
こ
ろ
も
含
め
て
、
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
版
本
が
正
し
い
。
し
か
も
、
写
本
の
誤
り
は
か
な
り
程
度
の
低
い
も
の
を
含
む
。
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に
い
る
人
物
と
し
て
、
季
吟
は
極
め
て
考
え
や
す
い
人
物
で
あ
る
。

識
語
に
あ
る
「
季
吟
し
る
す
」
は
科
学
的
に
は
根
拠
に
は
な
ら
な
い
。

逆
に
、
写
本
の
誤
り
の
内
容
は
、
こ
の
書
写
者
を
北
村
季
吟
と
判
断
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
レ
ベ

ル
の
も
の
を
含
む
。
そ
う
い
う
考
え
を
進
め
る
と
、
季
吟
そ
の
人
で
は
な
く
、
季
吟
の
弟
子
筋
の
誰
か
に
写
さ
せ
た
と
い
う
可
能
性
も
考

え
ら
れ
て
く
る
が
、
文
字
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
、
写
本
の
書
写
者
と
版
本
の
版
下
作
成
者
と
は
同
一
人
物
と
考
え
ら
れ
、
季
吟
の
も
と
に

い
わ
ば
工
房
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
の
推
測
も
可
能
性
と
し
て
は
出
て
く
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
ま
で
の
考
察
を
総
合
す
る
限
り
、
写
本
が
先
に
あ
り
、
そ
の
本
文
を
正
し
て
絵
入
版
本
の
刊
行
に

向
か
っ
た
と
い
う
順
は
動
か
し
難
く
、
そ
の
抄
出
本
文
の
抄
出
作
業
を
行
っ
た
の
も
北
村
季
吟
そ
の
人
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
き
わ
め
て

順
当
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
、

雲
英
末
雄
氏
は
そ
の
著
『
俳
書
の
話
』
に
お
い
て
「
季
吟
は
能
筆
家
で
、
仮
名
草
子
で
も
古
典
注
釈
書
で
も
ほ
と
ん
ど
自
分
一
人
で
自

分
の
著
述
の
版
下
を
染
筆
し
て
い
る
。
驚
く
べ
き
精
力
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る
。

そ
の
説
明
を
こ
の
論
の
趣
旨
に
援
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
と
、
『
栄
花
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
季
吟
は
、
本
文
を
抄
出
し
、
絵
を
入
れ
、

刊
行
し
て
、
江
戸
時
代
に
お
け
る
『
栄
花
物
語
』
の
流
通
に
も
大
き
く
貢
献
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

執
筆
者
が
ぼ
ん
や
り
想
像
し
て
み
た
工
房
の
想
定
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
雲
英
氏
の
見
解
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
工
房
の
存

在
を
証
明
す
る
に
は
ま
た
別
の
大
き
な
労
力
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
に
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

た
だ
、
季
吟
の
『
湖
月
抄
』
な
ど
の
古
典
注
釈
書
の
版
面
を
見
て
い
る
か
ぎ
り
、
相
互
に
文
章
は
当
然
異
な
る
も
の
の
、
文
字
面
と
い

う
か
、
文
字
の
持
つ
表
情
と
い
う
か
、
そ
れ
は
非
常
に
近
い
も
の
が
あ
る
と
感
じ
る
。
そ
の
感
覚
だ
け
か
ら
い
え
ば
、
工
房
な
ど
考
え
ず

に
、
季
吟
そ
の
人
の
筆
と
考
え
た
ほ
う
が
ま
と
も
な
感
じ
さ
え
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
の
文
字
を
見
た
印
象
の
話
は
、
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学
術
的
に
論
証
し
た
話
で
は
な
い
。
何
と
な
く
そ
の
よ
う
に
も
見
え
る
と
い
う
程
度
で
あ
る
。

そ
う
な
っ
て
く
る
と
、
「
季
吟
し
る
す
」
の
識
語
も
一
定
の
方
向
に
の
み
処
理
し
て
し
ま
う
の
は
蹄
踏
も
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
「
季
吟
し

る
す
」
は
い
ろ
い
ろ
に
解
釈
可
能
で
あ
り
、
筆
者
が
最
初
に
考
え
た
よ
う
に
「
本
を
高
く
見
せ
る
た
め
だ
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
に
な
る
。

た
だ
、
見
る
者
を
編
そ
う
と
す
る
な
ら
、
も
っ
と
そ
れ
ら
し
く
き
ち
ん
と
書
く
の
が
普
通
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
く
る
。
見
て
い
た
だ

い
た
ら
わ
か
る
が
、
こ
の
「
季
吟
し
る
す
」
は
あ
ま
り
に
素
朴
か
つ
お
粗
末
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
絵
入
版
本
に
季
吟
が
関
わ
っ
た
と
い
う
線
は
ほ
ぼ
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
の
、
季
吟
自
筆
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
は
、
学
術
的
に
は
ま
だ
距
離
が
か
な
り
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
し
か
し
、
文
字
の
話
は
、
ど
う
実
証
で
き
る
か
、
か
な
り
の
難
問
と
思

架
蔵
の
写
本
『
栄
花
物
語
』
を
調
査
し
て
、
こ
の
写
本
は
ど
こ
か
ら
見
て
も
絵
入
版
本
を
書
写
し
て
こ
の
写
本
が
で
き
た
と
説
明
す
る

こ
と
は
不
可
能
と
思
わ
れ
る
。
絵
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
絵
入
版
本
が
版
行
さ
れ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
絵
入
版
本
を
見
な
い
で
別
の
抄

出
本
文
の
『
栄
花
物
語
』
を
書
写
し
た
と
は
考
え
に
く
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
写
本
は
少
な
く
と
も
絵
入
版
本
よ
り
前
に
存
在
し
て

い
た
と
し
て
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
絵
入
版
本
が
版
行
さ
れ
た
時
期
な
ど
か
ら
、
可
能
性
と
し
て
北
村
季
吟

が
江
戸
時
代
の
『
栄
花
物
語
』
享
受
に
大
き
く
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

季
吟
は
「
季
吟
本
」
と
称
さ
れ
る
『
栄
花
物
語
』
を
一
本
所
持
し
、
そ
の
一
本
と
絵
入
版
本
と
の
関
係
は
分
か
ら
な
い
が
、
季
吟
が

『
栄
花
物
語
』
に
高
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
だ
け
は
断
定
し
て
よ
い
。

て
は
、
雲

わ
れ
る
。

結
論
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し
か
し
、
何
度
も
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
本
は
本
文
が
悪
く
、
版
行
さ
れ
る
際
に
は
見
捨
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
ど
う
い
う
親

本
か
ら
抄
出
し
た
の
が
も
わ
か
ら
な
い
。

た
だ
、
季
吟
に
寄
せ
て
考
え
る
な
ら
ば
、
季
吟
の
手
に
よ
っ
て
抄
出
本
文
の
『
栄
花
物
語
』
が
作
成
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
抄
出
本
文
の

『
栄
花
物
語
』
は
絵
を
入
れ
て
刊
行
さ
れ
、
『
栄
花
物
語
』
の
本
文
は
大
き
く
流
布
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
写
本
の
本
文
が
悪
い

と
判
断
で
き
た
こ
と
に
よ
る
成
功
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
で
き
る
能
力
を
持
つ
人
物
は
季
吟
く
ら
い
し
か
浮
か
ば
な
い
と
い
う
の

が
私
の
管
見
の
な
せ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

北
村
季
吟
は
『
栄
花
物
語
』
か
ら
本
文
を
抄
出
し
、
絵
入
の
形
に
し
て
、
小
さ
く
読
み
や
す
い
本
を
江
戸
時
代
の
巷
間
に
提
供
す
る
こ

と
に
大
き
く
関
わ
っ
た
。
そ
の
部
数
は
知
ら
れ
な
い
が
、
何
回
も
刷
ら
れ
、
今
現
在
も
古
書
店
で
簡
単
に
入
手
可
能
な
ほ
ど
で
あ
り
、
江

戸
時
代
の
『
栄
花
物
語
』
享
受
に
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
あ
く
ま
で
可
能
性
の
延
長
上
で
も
の
を
言
っ
て
い
る
が
、
と
り
あ
え
ず
は

形
を
作
る
た
め
に
そ
う
言
っ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

絵
入
抄
出
版
本
『
栄
花
物
語
』
は
、
季
吟
の
人
生
の
中
で
も
っ
と
も
熟
し
た
頃
に
刊
行
さ
れ
、
か
な
り
思
い
出
深
い
出
版
に
な
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
季
吟
の
活
躍
す
る
同
時
代
に
何
人
か
が
『
栄
花
物
語
』
か
ら
本
文
を
抄
出
し
、
絵
を
入
れ
、
流
布
さ
せ
た
。

本
文
の
抄
出
は
季
吟
よ
り
も
前
の
時
代
に
す
で
に
抄
出
さ
れ
て
お
り
、
季
吟
の
時
代
に
は
そ
れ
を
書
写
し
、
絵
を
入
れ
た
に
過
ぎ
な
い

と
い
う
可
能
性
は
な
く
は
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
、
絵
を
入
れ
た
の
は
、
版
行
直
前
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
こ
の
写
本
で
あ

る
可
能
性
は
極
め
て
高
い
。

最
後
に
、
『
栄
花
物
語
』
絵
入
抄
出
版
本
が
刊
行
さ
れ
る
ま
で
の
手
順
に
つ
い
て
、
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。
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（
１
）
本
文
を
抄
出
す
る
に
あ
た
っ
て
漏
れ
が
起
き
な
い
よ
う
、
や
や
詳
し
い
目
の
内
容
が
た
ど
れ
る
程
度
の
目
録
を
作
成
し
た
と
思
わ

（
５
）
抄
出
本
文
全
体
を
清
書
し
、
絵
の
所
は
丁
数
だ
け
白
紙
に
し
た
。

（
６
）
絵
を
貼
り
付
け
た
。
こ
れ
で
第
一
次
抄
出
本
が
完
成
し
た
と
い
え
る
。

（
７
）
絵
入
抄
出
本
の
出
来
が
予
想
以
上
だ
っ
た
の
か
、
版
本
に
し
て
刊
行
す
る
企
画
が
立
っ
た
。

（
８
）
絵
入
抄
出
写
本
に
は
若
干
の
誤
り
が
認
め
ら
れ
た
た
め
、
本
文
の
版
下
原
稿
を
作
成
す
る
に
当
た
り
、
参
照
す
る
信
頼
で
き
る
一

（
２
）
目
録
を
頼
り
に
抜
き
出
す
と
こ
ろ
を
決
め
、
フ
ル
サ
イ
ズ
の
『
栄
花
物
語
』
に
対
し
て
印
を
つ
け
た
。

（
３
）
本
文
の
内
容
が
確
定
し
た
の
で
、
内
容
に
合
わ
せ
て
入
れ
る
絵
を
考
え
て
、
位
置
を
決
め
、
絵
師
に
依
頼
し
た
。

（
４
）
抄
出
写
本
の
清
書
に
入
り
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
絵
の
直
前
に
散
ら
し
書
き
を
入
れ
た
。
す
べ
て
の
個
所
が
散
ら
し
書
き
に
な
っ
て
い

（
胆
）
目
録
・
系
図
の

（
過
）
書
騨
を
入
れ
た

（
９
）
絵
は
、
版
下
の
原
稿
と
す
る
べ
く
、
一
旦
、
本
か
ら
剥
が
し
た
。

（
皿
）
絵
は
先
行
の
絵
入
源
氏
と
同
じ
く
無
彩
色
と
し
た

（
ｕ
）
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
一
部
、
絵
を
足
し
た
。

（
胆
）
目
録
・
系
図
の
冊
を
設
け
て
充
実
し
、
践
文
を
付
け
た
。

（
皿
）
剥
が
さ
れ
た
絵
は
写
本
に
戻
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
咽
）
写
本
は
箱
に
入
れ
ら
れ
て
い
た
が
、
後
年
、
傷
み
が
ひ
ど
く
、
箱
を
失
う
こ
と
に
な
り
、
箱
に
同
梱
さ
れ
て
い
た
紙
に
書
か
れ
て

抄
出
写
本
の
清
書
に
入
り
、

な
い
理
由
は
分
か
ら
な
い
。

本
を
用
意
し
た
。

れ
る
。
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本
稿
は
平
成
二
十
五
年
秋
の
中
古
文
学
会
で
発
表
し
た
も
の
に
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
会
場
に
お
い
て
ご
意
見
を
頂
戴
し
た
貴
顕

に
対
し
て
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
ま
た
、
本
稿
は
、
科
学
研
究
費
助
成
金
基
盤
研
究
（
Ｃ
）
「
栄
花
物
語
本
文
研
究
の
新
展
開
と
受

容
の
研
究
」
研
究
代
表
者
中
村
康
夫
に
よ
る
研
究
成
果
で
あ
る
。

以
上
で
あ
る
。

い
た
か
、
あ
る
い
は
、
箱
書
き
に
書
か
れ
て
い
た
か
と
思
わ
れ
る
、
本
書
へ
の
季
吟
の
関
わ
り
を
書
き
残
す
べ
く
、
奥
に
「
季
吟

し
る
す
」
と
書
き
入
れ
た
。
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