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はじめに

は
じ
め
に

稿
者
の
所
属
す
る
中
世
文
学
会
と
和
歌
文
学
会
の
創
立
が
共
に
一
九
五
五
年
で
あ
る
。
終
戦
の
混
乱
を
乗
り
越
え
、
現
代
的
な
研

究
方
法
に
よ
る
日
本
古
典
文
学
研
究
が
軌
道
に
乗
り
始
め
た
こ
と
を
象
徴
す
る
出
来
事
と
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
年
か
ら
半

世
紀
は
疾
う
に
過
ぎ
て
、
親
子
の
世
代
で
い
う
と
三
代
目
の
時
代
と
な
っ
て
い
る
。「
売
り
家
と
唐
様
で
書
く
三
代
目
」
の
句
で
は

な
い
が
、
創
立
時
の
気
負
い
や
問
題
意
識
は
希
薄
と
な
り
、
研
究
方
法
は
陳
腐
と
な
っ
て
、
蓄
積
さ
れ
た
成
果
を
知
識
と
し
て
有
し

て
い
て
も
、
新
し
い
方
法
も
目
覚
ま
し
い
成
果
も
産
み
出
す
こ
と
は
な
か
な
か
出
来
ず
、
将
来
へ
の
展
望
を
明
確
に
描
く
こ
と
も
で

き
な
い
の
が
、
学
会
全
体
の
傾
向
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
大
学
の
国
文
（
日
本
文
）
学
科
の
減
少
と
い
う
最
大
の
要
因
が
あ
る
と
し

て
も
、
若
手
の
研
究
者
の
登
場
が
極
端
に
減
っ
て
し
ま
っ
た
現
状
は
、
日
本
古
典
文
学
関
連
の
学
会
も
研
究
も
大
き
な
曲
が
り
角
に

き
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
危
機
感
を
抱
く
研
究
者
が
少
な
く
な
い
の
も
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
を
各
学
会
が
全
体
と
し
て
共
有

し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
覚
束
な
い
と
い
う
の
が
正
直
な
印
象
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
で
い
て
良
い
は
ず
は
な
い
が
、
一
体
自

分
に
な
に
が
で
き
る
の
か
と
考
え
る
と
、
心
許
な
い
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
危
機
感
を
抱
く
者
が
個
々
に
新
し
い
研
究
の
可
能

性
を
求
め
て
、
様
々
な
試
み
を
行
い
そ
れ
を
学
会
（
界
）
に
提
示
し
て
い
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
少
し
で
も
認
め
ら
れ
る
部
分
が
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あ
れ
ば
そ
の
同
志
と
な
っ
て
、
批
正
を
し
つ
つ
そ
の
芽
を
育
て
る
努
力
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
試
み
の

全
て
が
等
し
く
育
つ
こ
と
は
な
く
て
も
、
そ
の
内
の
一
つ
で
も
二
つ
で
も
大
き
く
育
て
ば
、
と
り
あ
え
ず
次
の
半
世
紀
の
学
会
や
研

究
は
力
強
く
成
長
し
て
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

稿
者
が
研
究
の
現
状
を
憂
う
る
の
は
、
確
証
の
な
い
常
識
や
定
説
と
い
っ
た
も
の
が
横
行
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ど
ん
な
に
社

会
的
な
地
位
が
高
く
、
有
名
な
研
究
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
説
や
考
え
が
全
て
正
し
い
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
神
な
ら
ぬ
人
間
に
は

不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
説
が
提
示
さ
れ
た
時
点
で
は
未
知
で
あ
っ
た
り
知
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
情
報
や
資
料
が
存
在
す

る
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で
、
改
め
て
そ
う
し
た
新
し
い
知
見
を
取
り
入
れ
て
検
討
し
な
お
せ
ば
、
訂
正
や
修
正
が
必
要
な
説
は
数
多

い
は
ず
で
あ
る
。

危
う
い
定
説
で
特
に
気
に
な
る
の
は
、
作
品
本
文
の
保
存
媒
体
で
あ
る
と
こ
ろ
の
書
物
、
つ
ま
り
古
典
籍
に
関
す
る
従
来
の
認
識

で
あ
る
。
水
が
器
に
従
う
程
で
は
な
く
て
も
、
本
文
も
器
た
る
書
物
の
影
響
を
多
か
れ
少
な
か
れ
受
け
て
い
る
。
書
物
に
関
す
る
認

識
で
あ
る
と
こ
ろ
の
書
誌
学
的
な
解
釈
は
、
そ
こ
に
保
存
さ
れ
た
本
文
の
性
格
の
理
解
に
直
接
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
は

研
究
の
基
盤
・
出
発
点
を
形
成
す
る
問
題
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
誤
っ
て
い
る
と
そ
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
発
展
し
て
い
っ

た
研
究
は
、
自
ず
と
極
め
て
危
う
い
存
在
に
な
る
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
半
世
紀
前
の
説
が
誤
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
盲
目
的
に

従
っ
て
研
究
が
続
け
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
の
先
に
何
が
待
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
考
え
て
み
て
い
た
だ
き
た
い
。

今
後
の
学
界
の
発
展
の
為
に
は
、
特
に
問
題
が
認
め
ら
れ
る
部
分
だ
け
で
も
、
一
度
現
在
の
研
究
が
ス
タ
ー
ト
し
た
時
点
に
立
ち

返
っ
て
検
証
し
、
新
た
に
基
礎
を
築
き
直
す
作
業
も
必
要
な
の
で
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
書
誌
学
会
は
戦
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
書
誌
学
的
な
研
究
も
古
色
蒼
然
た
る
も
の
で
あ
る
印
象
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
が
、
基
礎
的
な
研
究
は
常
に
古
く
て
新
し
い
も
の
で
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
書
誌
学
の
古
典
文
学
研
究
に
お
け
る
有
効
性
、

あ
る
い
は
活
用
の
余
地
は
ま
だ
ま
だ
潤
沢
に
存
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
何
故
そ
の
由
緒
あ
る
研
究
方
法
が
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
書
誌
学
研
究
に

必
要
と
な
る
慎
重
さ
と
禁
欲
性
故
に
、
判
る
者
が
判
れ
ば
良
い
と
、
書
誌
学
の
側
か
ら
文
学
研
究
に
積
極
的
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
姿

勢
が
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
も
、
否
め
な
い
事
実
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
理
想
な
の
は
両
者
が
歩
み
寄
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
い
。
そ
れ
が
可
能
と
な
っ
た
時
に
、
両
者
共
に
新
し
い
研
究
の
展
望
が
開
け
る
と
信
じ
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
は
、
中
世
和
歌
文
学
か
ら
研
究
を
ス
タ
ー
ト
し
、
国
文
学
研
究
資
料
館
で
助
手
と
し
て
勤
務
し
た
六
年
間
に
『
国
文
学
年
鑑
』

の
編
集
に
携
わ
り
、
論
文
題
目
を
眺
め
た
だ
け
で
は
あ
っ
て
も
学
界
全
体
の
研
究
動
向
を
肌
で
感
じ
た
体
験
と
、
現
在
の
職
場
で
あ

る
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
に
職
を
得
て
か
ら
、
本
格
的
に
書
誌
学
と
い
う
学
問
と
向
き
合
う
よ
う
に
な
り
、
主
と
し

て
国
文
（
日
本
文
）
学
科
の
学
部
生
・
院
生
に
向
け
て
書
誌
学
的
研
究
方
法
の
基
礎
を
講
じ
て
き
た
経
験
を
通
し
て
得
た
、
あ
く
ま

で
も
個
人
的
な
見
解
で
あ
り
、
文
字
通
り
の
管
見
で
あ
る
。

現
状
を
批
判
す
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
な
り
の
新
し
い
方
法
や
成
果
を
提
示
す
る
覚
悟
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
決
し
て
胸
を
張
れ
る
ほ

ど
の
斬
新
さ
や
独
創
性
も
な
く
、
達
成
度
・
完
成
度
共
に
低
い
も
の
で
し
か
な
い
が
、
日
本
古
典
文
学
と
日
本
古
典
書
誌
学
を
併
せ

学
ん
で
き
た
立
場
か
ら
、
両
者
を
統
合
す
る
研
究
を
志
し
た
試
行
錯
誤
の
道
程
を
以
下
の
論
文
に
よ
っ
て
示
し
て
み
た
い
。





序
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第
一
章　

日
本
古
典
書
誌
学
論
序
説

は
じ
め
に

書
物
は
主
に
文
字
情
報
を
保
存
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
る
。
固
有
の
文
字
を
有
さ
ず
、
漢
字
文
化
圏
に
属
し
た
日
本
に
お
い
て
は
、

書
物
も
漢
字
の
故
郷
た
る
中
国
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
継
い
だ
の
も
無
理
か
ら
ぬ
こ
と
で
あ
っ
た
。

書
物
は
二
枚
以
上
の
紙
を
順
序
付
け
て
、
な
ん
ら
か
の
方
法
で
ば
ら
ば
ら
に
な
ら
な
い
よ
う
に
纏
め
た
も
の
で
あ
る
と
定
義
で
き

る
。
紙
の
纏
め
方
に
よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
本
の
形
態
を
装そ

う

訂て
い

と
言
う
が
、
そ
の
方
法
に
よ
り
形
に
差
が
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。

日
本
で
用
い
ら
れ
た
装
訂
は
、
基
本
的
に
す
べ
て
中
国
で
考
案
さ
れ
て
順
次
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
の

受
容
の
あ
り
方
は
、
中
国
に
お
け
る
使
用
の
実
態
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
の
違
い
を
生
ん
だ
要
因
は
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
ら

れ
よ
う
が
、
そ
の
主
た
る
も
の
は
、
出
版
の
普
及
の
差
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

中
国
で
は
、
唐
代
に
発
明
さ
れ
た
と
さ
れ
る
木も

く

版は
ん

印
刷
術
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ
た
版は

ん

本ぽ
ん

が
、
宋
代
か
ら
書
物
の
中
心
的
な
存
在
と
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な
り
、
同
じ
宋
代
に
早
く
も
民
間
出
版
た
る
坊ぼ

う

刻こ
く

本ぼ
ん

も
生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
印
刷
の
方
法
自
体
は

八
世
紀
に
は
伝
わ
っ
て
い
た
も
の
の
、
経
典
を
中
心
と
す
る
仏
教
関
係
書
の
出
版
が
寺
院
を
中
心
に
行
わ
れ
た
の
み
で
、
商
業
出
版

の
確
立
は
、
朝
鮮
半
島
か
ら
伝
わ
っ
た
活
字
印
刷
技
術
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
宣
教
師
が
持
ち
込
ん
だ
西
洋
の
活か

っ

版ぱ
ん

印
刷
術
が
起
爆
剤
と

な
っ
て
、
活
字
印
刷
に
よ
る
出
版
が
活
発
に
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
十
七
世
紀
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

出
版
と
は
基
本
的
に
量
産
で
あ
り
、
効
率
が
重
視
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
中
国
や
そ
の
影
響
を
色
濃
く
受

け
た
朝
鮮
半
島
で
は
、
版
本
の
製
作
に
最
も
適
し
た
「
線せ

ん

装そ
う

」
が
装
訂
の
主
流
と
な
り
、
経
典
の
為
の
「
経

き
ょ
う

折せ
つ

装そ
う

」
を
除
い
て
、
そ

の
他
の
装
訂
法
は
殆
ど
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
。

一
方
写し

ゃ

本ほ
ん

を
中
心
と
す
る
時
代
が
長
く
続
い
た
日
本
で
は
、
効
率
と
は
殆
ど
無
関
係
な
一
点
物
の
製
作
に
お
い
て
は
、
様
々
な
装

訂
の
長
所
や
短
所
を
理
解
し
た
上
で
、
保
存
す
る
内
容
や
製
作
の
目
的
に
適
し
た
装
訂
を
選
択
し
て
用
い
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
に
よ
り
、
幾
種
類
も
の
装
訂
が
長
い
間
併
存
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

目
的
を
同
じ
く
す
る
道
具
に
種
類
の
違
い
が
存
す
る
時
に
は
、
一
般
的
に
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
ス
プ
ー
ン

な
ど
は
そ
の
判
り
や
す
い
事
例
で
あ
ろ
う
か
。
同
じ
形
の
大
小
の
み
で
は
な
く
、
掬
う
対
象
に
よ
り
先
端
や
底
が
様
々
な
形
態
を
し

て
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
な
ら
ば
、
日
本
に
お
い
て
は
少
な
か
ら
ぬ
種
類
の
装
訂
が
同
時
並
行
的
に
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
も
自

ず
と
使
い
分
け
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
従
来
の
書
誌
学
で
は
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

水
が
器
の
形
に
従
う
程
で
は
な
い
に
せ
よ
、
文
字
情
報
た
る
作
品
も
書
物
の
形
態
の
影
響
を
受
け
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
具
体
的
な
相
関
関
係
は
、
ど
の
よ
う
な
装
訂
に
ど
の
よ
う
な
作
品
や
本ほ

ん

文も
ん

が
保
存
さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
確
認
で
き
れ
ば
、
各
装
訂
の
利
用
の
傾
向
や
目
的
を
知
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
逆
に
装

訂
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
保
存
さ
れ
た
作
品
・
本
文
の
特
性
や
価
値
な
ど
を
推
定
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
る
と
思
わ
れ
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る
の
で
あ
る
。

書
物
を
対
象
と
す
る
書
誌
学
研
究
が
、
古
典
文
学
研
究
の
基
礎
学
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
書

誌
学
が
具
体
的
に
文
学
研
究
に
ど
の
よ
う
に
役
に
立
つ
の
か
に
つ
い
て
は
、
大
方
の
文
学
研
究
者
に
は
っ
き
り
と
し
た
認
識
は
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
為
も
あ
っ
て
か
、
近
世
文
学
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
版
本
研
究
を
の
ぞ
い
て
は
、
現
在
の
日
本
の

古
典
文
学
研
究
に
お
い
て
、
書
誌
学
的
な
研
究
は
活
発
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
か
ら
書
誌
学
研
究
の
有
効
性
を
確
認
す
る
考
察
を
行
う
た
め
に
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
日
本
の
古
典
籍
に

お
い
て
重
要
な
意
味
を
有
す
る
と
思
わ
れ
る
、
日
本
で
使
用
さ
れ
た
主
な
装
訂
に
つ
い
て
説
明
し
つ
つ
整
理
し
た
上
で
、
そ
れ
ら
の

装
訂
と
保
存
さ
れ
る
作
品
と
に
存
す
る
相
関
関
係
に
つ
い
て
、
主
に
文
学
作
品
を
中
心
と
し
て
述
べ
て
み
た
い
。

一　

和
本
の
装
訂
の
種
類

近
代
以
前
の
日
本
で
用
い
ら
れ
た
主
な
装
訂
は
五
種
類
で
あ
る
。
順
次
日
本
に
伝
わ
り
、
こ
れ
ら
が
全
て
揃
っ
て
用
い
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
平
安
時
代
末
の
十
二
世
紀
か
ら
鎌
倉
時
代
に
な
っ
た
十
三
世
紀
頃
の
間
と
考
え
ら
れ
る
。
日
本
に
お
け
る
主
要
な

古
典
文
学
作
品
の
記
述
に
用
い
ら
れ
た
「
平
仮
名
」
が
、
漢
字
の
草
書
体
か
ら
案
出
さ
れ
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
九
世
紀
後
半
か

ら
十
世
紀
前
半
頃
に
は
、
複
数
種
の
装
訂
が
存
在
し
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
日
本
の
仮
名
文
字
文
学
の
歴
史
は
、

装
訂
の
選
択
と
共
に
あ
っ
た
、
と
い
う
の
は
や
や
大
げ
さ
に
過
ぎ
る
表
現
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
う
い
う
視
点
で
日
本
の
文
学
史
を
眺

め
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

日
本
の
五
つ
の
主
た
る
装
訂
を
、
中
国
か
ら
伝
来
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
順
に
並
べ
る
と
、「
巻か

ん

子す

装そ
う

」「
折お

り

本ほ
ん

」「
粘で

っ

葉ち
ょ
う

装そ
う

」「
綴て

つ

葉よ
う

装そ
う

」「
袋

ふ
く
ろ

綴と
じ

」
と
な
る
。
以
下
に
こ
の
順
で
、
そ
の
歴
史
と
形
態
に
関
し
て
簡
単
に
説
明
を
加
え
て
い
き
た
い
。
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①
巻
子
装

記
録
に
拠
れ
ば
、
日
本
に
『
論
語
』
や
『
千せ

ん

字じ

文も
ん

』
が
伝
え
ら
れ
た
の
は
応
神
天

皇
十
六
年
（
二
八
五
）
で
、
仏
教
の
伝
来
は
宣
化
天
皇
三
年
（
五
三
八
）
と
な
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
事
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
、
大
陸
か
ら
や
っ
て
き
た

人
々
が
日
本
に
書
物
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
蔡さ

い

倫り
ん

に

よ
っ
て
紙
が
発
明
さ
れ
た
と
『
後
漢
書
』
に
記
さ
れ
る
元
興
元
年
（
一
〇
五
）
よ
り

も
以
前
か
ら
、
紙
が
使
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
考
え
て
も
、
仏
教
が
日
本

に
も
た
ら
さ
れ
た
頃
に
伝
わ
っ
て
き
た
書
物
は
、「
竹ち

っ

簡か
ん

」
や
「
木も

っ

簡か
ん

」
を
紐
で

繋
げ
て
作
ら
れ
た
書
物
で
は
な
く
、
必
要
な
枚
数
の
紙
を
糊
で
貼
り
継
い
だ
も
の

を
、
末
端
に
糊
付
け
し
て
固
定
し
た
軸じ

く

で
巻
き
取
っ
て
保
存
す
る
（
図
版
１
）
と

い
う
、
絹け

ん

布ぷ

で
作
ら
れ
る
「
帛は

く

書し
ょ

」
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
、「
巻
子
装
」

で
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
巻
子
装
の
形
で
、
仏
教
や
儒
教
、
法
律
に
歴
史
に
文
学
と
、
日
本
に
と
っ

て
新
し
く
重
要
な
知
識
が
伝
わ
っ
て
き
た
こ
と
に
よ
り
、
日
本
人
は
巻
子
装
自
体

を
貴
重
で
尊
い
も
の
と
認
知
す
る
よ
う
な
っ
た
ら
し
い
。
伝
統
を
尊
重
し
、
先
例

を
重
視
す
る
日
本
に
あ
っ
て
、
十
九
世
紀
に
近
代
化
を
迎
え
る
ま
で
、
巻
子
装
は

最
も
正
式
で
公
式
な
権
威
あ
る
装
訂
と
し
て
認
識
さ
れ
利
用
さ
れ
続
け
た
の
で
あ

る
。そ

の
よ
う
な
巻
子
装
に
対
す
る
日
本
人
の
意
識
は
、
十
六
、
七
世
紀
頃
に
量
産

図版１　巻子装の例　『仏生会講式』〔江戸前期〕写　１軸（個人蔵）
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さ
れ
た
、
書
道
や
武
道
等
の
様
々
な
芸
道
に
お
け
る
、
権
威
付
け
が
不
可
欠
と

な
る
免
許
状
的
な
性
格
を
有
す
る
伝
書
と
呼
ば
れ
る
書
物
の
多
く
に
、
こ
の
装

訂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
端
的
に
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
巻
子
装
は
読
む
の
が
か
な
り

面
倒
で
、
巻ま

き

紐ひ
も

を
解
い
て
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
に
ま
と
め
、
右
手
で
丸
め
た

表
紙
部
分
を
、
左
手
で
は
本
体
部
分
を
持
っ
て
、
肩
幅
く
ら
い
に
開
い
て
か
ら
、

広
げ
る
の
と
巻
き
取
る
作
業
と
を
同
時
に
行
う
必
要
が
あ
る
。
途
中
の
読
み
た

い
箇
所
を
直
ぐ
に
開
く
の
は
不
可
能
で
あ
り
、
ま
た
読
み
終
え
た
後
は
、
開
く

時
と
は
手
を
逆
に
動
か
す
作
業
が
必
要
と
な
り
、
取
り
扱
い
が
不
便
な
装
訂
な

の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
こ
の
取
り
扱
い
の
難
し
さ
と
簡
単
に
読
め
な
い
こ
と
が
、
秘
伝
的

な
内
容
の
保
存
に
適
し
て
い
る
と
さ
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
り
、
巻
子
装
の
権

威
が
長
く
続
い
た
理
由
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

②
折
本

こ
の
巻
子
装
の
不
便
さ
の
解
消
の
た
め
に
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が

「
折
本
」
で
あ
る
。
料り

ょ

紙う
し

は
巻
子
装
と
同
様
に
貼
り
継
ぎ
、
巻
く
こ
と
を
せ
ず
に
、

一
定
の
幅
で
山
折
り
と
谷
折
り
を
繰
り
返
し
て
折
り
た
た
み
、
最
初
と
最
後
に

少
し
だ
け
大
き
め
の
表
紙
を
付
し
た
装
訂
（
図
版
２
）
で
あ
る
。
宋
や
朝
鮮
の

図版２　巻子から改装された折本の例　『大般若波羅蜜多経巻第五百六十一』〔鎌倉〕写　
１帖（個人蔵）
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高
麗
に
お
け
る
大だ

い

蔵ぞ
う

経き
ょ
うの

出
版
で
も
、
当
初
は
巻
子
装
で
作
製
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
次
第
に
折
本
で
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
い
、
巻
子
装
と
折
本
の
関
係
の
深
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。

日
本
に
お
い
て
も
古
い
刷す

り

経き
ょ
うに

は
巻
子
装
の
も
の
も
認
め
ら
れ
る
が
、
十
三
世
紀
以
降
の
も
の
は
折
本
が
圧
倒
的
に
多
く
な
る
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
古
い
時
代
に
巻
子
装
で
製
作
さ
れ
た
写
経
が
、
折
本
の
刷
経
が
一
般
化
す
る
頃
か
ら
か
、
軸
を
取
り
去
っ
て
折
本

に
改か

い

装そ
う

さ
れ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

③
粘
葉
装

東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
冊
子
体
の
本
と
し
て
年
代
が
ほ
ぼ
確
定
で
き
る
最
古
の
例
は
日
本
に
伝
存
し
て
い
る
。
そ
れ
は
僧
空
海
が
大

同
元
年
（
八
〇
六
）
に
唐
よ
り
持
ち
帰
っ
た
、
最
新
の
仏
教
の
教
え
を
記
し
た
も
の
で
、
現
在
は
京
都
の
仁
和
寺
に
所
蔵
さ
れ
、
日

本
の
国
宝
に
も
指
定
さ
れ
て
お
り
、
冊
数
に
因
ん
で
「
三さ

ん

十じ
ゅ
う

帖じ
ょ
う

策さ
っ

子し

」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
縦
に
二
つ
折
り
し
た
紙

を
同
じ
向
き
に
重
ね
、
折
目
付
近
を
糊
付
け
し
て
、
必
要
な
枚
数
を
貼
り
重
ね
て
い
く
「
粘
葉
装
」
と
い
う
装
訂
（
図
版
３
）
が
用

い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
装
訂
は
、
折
目
か
ら
全
開
す
る
部
分
と
、
糊
代
の
端
ま
で
し
か
開
か
な
い
部
分
が
交
互
に
な
る
と
い
う
開
き

方
が
特
徴
で
、
基
本
的
に
紙
の
表
が
折
の
内
側
と
な
っ
て
い
る
。「
三
十
帖
策
子
」
で
も
、
薄
い
紙
は
折
目
内
側
の
表
面
の
み
に
文

字
が
書
写
さ
れ
て
お
り
、
厚
手
の
紙
を
用
い
た
も
の
は
両
面
に
書
写
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
が
日
本
に
伝
存
し
た
こ
と
に
よ
り
、

八
世
紀
に
は
中
国
で
粘
葉
装
が
あ
る
程
度
普
及
し
て
い
た
こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
国
で
は
宋
代
の
冊
子
体
の
版
本
に
、
印

刷
面
を
折
の
内
側
に
し
て
こ
の
装
訂
で
製
作
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
日
本
に
も
輸
入
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
。

こ
の
初
期
的
な
冊
子
体
で
あ
る
粘
葉
装
は
、
取
扱
い
が
巻
子
装
よ
り
も
格
段
に
便
利
で
あ
り
、
折
本
よ
り
も
安
定
し
た
形
態
で
あ

る
の
で
、
日
本
で
も
九
世
紀
以
降
に
は
仏
書
以
外
の
書
物
に
も
広
く
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
十
一
、
二
世
紀
に
製
作

さ
れ
た
文
学
作
品
の
写
本
も
、
残ざ

ん

欠け
つ

本
や
断だ

ん

簡か
ん

を
含
め
れ
ば
少
な
か
ら
ず
現
存
し
て
い
る
。
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こ
の
粘
葉
装
の
難
点
は
、
糊
が
剥
が
れ
て
首
尾
に
欠
落
が
生
じ
や
す
い
こ
と
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
巻
子
装
や
折
本
で
も
同
様
で
あ
る
。
最
も
困
る
の
は
虫
の
害
に

特
に
弱
い
こ
と
で
あ
る
。
韓
国
で
李
朝
の
版
本
を
手
に
と
っ
て
も
虫
損
は
見
つ
か

ら
な
い
が
、
比
較
的
温
暖
で
多
湿
な
日
本
で
は
、
昆
虫
の
活
動
も
活
発
で
、
書
物

は
常
に
紙
を
食
す
「
死し

番ば
ん

虫む
し

」
の
幼
虫
の
被
害
に
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
栄
養
価
の
高
い
糊
を
多
用
す
る
粘
葉
装
は
虫
に
と
っ
て
は
最
高
の
ご
ち

そ
う
な
の
で
あ
り
、
糊
代
部
分
が
集
中
的
に
喰
わ
れ
た
も
の
を
し
ば
し
ば
目
に
す

る
の
で
あ
る
。
紙
を
繋
ぐ
部
分
が
も
ろ
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
料
紙
が
一
枚

づ
つ
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
本
と
は
呼
べ
な
い
状
態
に
な
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
為
も
あ
っ
て
、
次
第
に
別
の
冊
子
体
の
装
訂
が
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
よ

う
に
な
り
、
十
三
世
紀
頃
か
ら
そ
の
使
用
例
が
激
減
す
る
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
し
、

紙
に
穴
を
開
け
る
必
要
も
な
く
、
針
と
糸
も
不
用
な
簡
便
な
装
訂
で
あ
る
こ
と
か

ら
か
、
仏
教
界
で
は
そ
の
後
も
長
く
用
い
ら
れ
た
。
特
に
空
海
を
宗
祖
と
す
る
真

言
宗
で
は
、
空
海
を
讃
仰
す
る
念
が
強
か
っ
た
の
で
、
空
海
が
請
来
し
た
粘
葉
装

は
そ
の
所
縁
の
装
訂
と
し
て
、
十
九
世
紀
頃
ま
で
用
い
ら
れ
続
け
た
。
ま
た
十
七

世
紀
頃
ま
で
は
真
言
宗
を
中
心
と
す
る
仏
書
の
出
版
に
も
用
い
ら
れ
た
が
、
次
第

に
線
装
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

図版３　粘葉装の例　『貞観政要』〔鎌倉〕写　４帖の内
（慶應義塾大学附属研究所斯道文庫蔵）
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④
綴
葉
装

粘
葉
装
に
代
わ
る
よ
う
に
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
同
じ
冊

子
形
態
の
装
訂
で
あ
る
綴
葉
装
で
あ
る
。
基
本
的
に
両
面
書
写
に
堪
え
う
る

高
級
な
料
紙
を
、
五
～
八
枚
程
度
重
ね
て
、
纏
め
て
縦
半
分
に
折
っ
た
も
の

を
「
帖じ

ょ
う」

や
「
折お

り
」
と
言
い
、
こ
れ
を
必
要
な
だ
け
用
意
し
て
、
各
々
の
帖

の
折
目
に
四
つ
程
度
の
穴
を
開
け
て
針
で
糸
を
通
し
、
帖
同
士
を
糸
で
繋
い
で

固
定
す
る
装
訂
法
（
図
版
４
）
で
あ
る
。
こ
の
装
訂
に
は
日
本
国
内
で
も
複
数

の
名
称
が
あ
り
、「
列れ

つ

帖じ
ょ
う

装そ
う

」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
古
く
は
「
大や

ま
と和

綴と
じ

」
と
も
称
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

「
大
和
綴
」
と
い
う
呼
称
は
、
冊
子
体
の
表
紙
の
上
か
ら
、
背
近
く
に
縦
に

四
つ
の
穴
を
開
け
、
二
つ
づ
つ
を
組
に
し
て
、
裏
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
に
紐
か
糸
を

束
ね
た
も
の
を
通
し
て
、
表
で
飾
り
結
び
を
し
て
わ
ざ
と
紐
や
糸
の
端
を
余
ら

せ
る
、
装
飾
性
の
強
い
装
訂
に
対
し
て
も
用
い
ら
れ
る
。
一
対
一
対
応
が
絶
対

条
件
で
あ
る
学
術
用
語
と
し
て
は
不
適
切
で
あ
り
、
紛
ら
わ
し
さ
を
避
け
る
た

め
に
、
こ
ち
ら
の
装
訂
は
「
結
び
綴
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
。

大
和
綴
と
呼
ば
れ
た
の
は
、
こ
の
装
訂
が
日
本
で
発
明
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

た
こ
と
に
拠
る
の
で
あ
る
が
、
今
日
中
国
で
「
縫ほ

う

繢か
い

装そ
う

」
等
と
命
名
さ
れ
て
い

る
同
装
訂
の
書
籍
が
敦と

ん

煌こ
う

か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
や
は
り
綴
葉
装
も

他
の
装
訂
と
同
様
に
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

図版４　綴葉装の例　『僻案抄』文明 13 年（1481）飛鳥井雅康写　１帖
（慶應義塾大学附属研究所斯道文庫蔵）
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ま
た
影
響
が
あ
る
の
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
二
世
紀
に
は
存
在
し
て
い
た
と
い
う
羊よ

う

皮ひ

紙し

を
用
い
た
西
洋
の
冊
子
本
も
綴
じ

方
が
綴
葉
装
と
共
通
し
て
い
る
の
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

綴
葉
装
は
紙
の
両
面
を
用
い
る
の
が
原
則
で
あ
る
の
で
、
裏
面
ま
で
墨
が
滲
む
こ
と
の
な
い
、
繊
維
が
極
め
て
短
く
堅
い
「
斐ひ

紙し

」
か
、
あ
る
い
は
繊
維
が
長
く
柔
ら
か
い
「
楮

こ
う
ぞ

紙が
み

」
を
徹
底
的
に
叩
い
て
密
度
を
濃
く
し
た
「
打う

ち

紙が
み

」
を
用
い
て
製
作
す
る
こ
と

に
な
る
。
楮
紙
の
原
料
と
な
る
楮
は
日
本
の
気
候
に
適
し
た
植
物
で
、
人
工
栽
培
も
可
能
で
あ
っ
た
の
で
、
楮
紙
は
和
紙
を
代
表
す

る
存
在
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
斐
紙
の
原
料
で
あ
る
「
雁が

ん

皮ぴ

」
は
、
未
だ
に
人
工
栽
培
の
で
き
な
い
よ
う
な
希
少
な
植
物
で
あ
る

の
で
、
斐
紙
は
高
価
な
紙
で
あ
り
、
そ
れ
を
用
い
る
綴
葉
装
は
基
本
的
に
高
級
な
装
訂
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

薄
い
紙
で
も
一
度
折
っ
て
折
目
を
下
に
揃
え
て
か
ら
重
ね
用
い
れ
ば
綴
葉
装
を
製
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
や
や
特
殊
な
装

訂
も
様
々
な
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
「
折
紙
綴
葉
装
」
と
「
複
式
列
帖
装
」
の
名
称
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
安
価
な

紙
で
高
級
な
装
訂
が
製
作
で
き
る
こ
と
に
加
え
て
、
重
い
斐
紙
で
製
作
さ
れ
る
綴
葉
装
と
は
異
な
り
、
軽
量
な
本
が
で
き
る
点
も
特

徴
で
あ
る
。
そ
の
使
用
率
は
綴
葉
装
全
体
で
は
極
め
て
少
数
だ
が
、
十
五
、
六
世
紀
頃
に
全
国
を
旅
し
て
連
歌
を
指
導
し
、
そ
の
実

作
に
必
要
と
な
る
古
典
文
学
を
講
じ
て
い
た
、
連
歌
師
達
の
用
い
た
書
物
に
見
か
け
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
軽
量
で
あ
り
な
が
ら
見

栄
え
も
良
か
っ
た
こ
と
が
理
由
で
あ
ろ
う
。

斐
紙
は
楮
紙
よ
り
も
堅
く
丈
夫
で
、
料
紙
を
綴
じ
る
の
に
糊
も
用
い
な
い
の
で
、
粘
葉
装
よ
り
も
虫
害
に
強
か
っ
た
が
、
や
は
り

糸
が
切
れ
る
と
ば
ら
ば
ら
に
な
り
や
す
い
欠
点
が
あ
っ
て
、
首
尾
の
欠
け
た
も
の
も
少
な
く
な
い
。

綴
葉
装
が
い
つ
頃
中
国
か
ら
伝
来
し
た
の
か
は
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
粘
葉
装
よ
り
や
や
遅
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
十
一
世
紀

こ
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
十
三
～
六
世
紀
の
中
世
期
に
は
冊
子
体
の
代
表
的
装
訂
と
な
り
、
商
業
出
版
の
成
立
と
軌
を

一
に
し
て
、
簡
便
な
線
装
が
普
及
し
て
か
ら
も
、
高
級
写
本
の
装
訂
と
し
て
の
地
位
を
保
持
し
続
け
た
。
十
七
世
紀
に
は
少
数
な
が

ら
、
文
学
作
品
や
特
定
の
宗
派
の
仏
教
書
等
を
こ
の
装
訂
で
出
版
し
た
例
も
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
使
用
の
歴
史
も
長
く
、
文
学
作
品
が
書
写
さ
れ
る
こ
と
も
多

か
っ
た
の
で
、
綴
葉
装
は
日
本
の
冊
子
体
を
代
表
す
る
装
訂
で
あ
る
こ
と
は
確

か
で
あ
る
。

⑤
袋
綴

日
本
の
古
典
籍
の
内
、
特
に
文
学
作
品
に
限
っ
て
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る

の
が
「
袋
綴
」
で
あ
る
。
前
述
の
通
り
中
国
で
「
線
装
」
と
呼
ば
れ
る
装
訂
で
、

紙
を
山
折
り
し
た
も
の
を
重
ね
て
、
折
目
と
反
対
側
を
紙こ

よ
り縒

で
綴
じ
た
上
か
ら

表
紙
を
付
け
て
、
縦
一
列
に
開
け
た
四
つ
程
度
の
穴
を
糸
で
縢か

が

っ
て
仕
上
げ
る

も
の
（
図
版
５
）
で
あ
る
。
表
紙
を
特
別
に
付
け
な
く
て
も
利
用
に
不
便
が
な

い
の
で
、
紙
縒
で
綴
じ
た
状
態
の
ま
ま
の
も
の
を
「
仮か

り

綴と
じ

」
と
称
す
る
が
、
こ

の
形
も
含
め
て
考
え
て
お
き
た
い
。

こ
の
装
訂
が
い
つ
頃
日
本
に
伝
わ
っ
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
の
だ
が
、
十

二
世
紀
に
は
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
中
国
で
は
明
代
中
期
に

発
明
さ
れ
た
と
の
説
も
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
と
十
五
世
紀
の
こ
と
と

な
り
、
日
本
の
方
が
先
立
っ
て
し
ま
う
。
表
紙
の
付
し
方
は
不
問
と
し
て
、
料

紙
折
目
と
反
対
の
側
を
綴
じ
る
方
法
は
も
っ
と
古
く
に
発
明
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
、
先
述
の
如
く
十
三
～
六
世
紀
ま
で
の
冊
子
体

の
主
流
は
綴
葉
装
で
あ
っ
た
の
で
、
袋
綴
は
簡
便
で
手
軽
な
装
訂
と
し
て
位
置

図版５　袋綴の例　『和歌書様 端作・和歌会次第』文明 7 年（1475）海住山高清写　１冊
（慶應義塾大学附属研究所斯道文庫蔵）
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づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
古
い
物
ほ
ど
、
手
紙
な
ど
と
し
て
一
度
用
い
ら
れ
た
「
反ほ

故ご

紙が
み

」
の
裏
面
を
表
に
し
て
製
作
し
た
例
が

目
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
傾
向
は
十
五
、
六
世
紀
の
室
町
時
代
に
も
続
く
が
、
こ
の
頃
に
な
る
と
僧
侶
や
武
士
階
級
の
人
々
が
、

未
使
用
の
紙
を
用
い
て
作
製
す
る
例
も
増
え
る
よ
う
で
あ
る
。

ま
た
十
三
世
紀
以
降
、
そ
れ
ま
で
の
経
典
の
出
版
と
は
別
の
、
宋
・
元
版
に
倣
っ
た
袋
綴
の
版
本
が
日
本
で
も
製
作
さ
れ
る
よ
う

に
な
り
、
そ
れ
ら
の
存
在
が
写
本
に
お
け
る
袋
綴
の
普
及
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
十
七
世
紀
に
商
業
出
版
が
成
立
す

る
と
、
袋
綴
は
印
刷
に
最
も
適
し
た
装
訂
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
写
本
に
お
い
て
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
十
七
世
紀
以
降
の
平
和
で
安
定
し
た
時
代
に
お
い
て
、
商
工
業
者
や
農
民
階
級
に
お
け
る
識
字
率
の
高

ま
り
に
と
も
な
う
出
版
の
増
大
と
写
本
の
量
産
に
よ
り
、
袋
綴
は
日
本
古
典
籍
の
圧
倒
的
な
多
数
を
占
め
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

二　

装
訂
と
作
品
の
関
係

日
本
に
お
い
て
は
九
世
紀
頃
か
ら
複
数
の
装
訂
が
併
存
し
て
用
い
ら
れ
、
十
二
世
紀
迄
に
は
主
要
な
装
訂
が
揃
っ
て
、
目
的
に
応

じ
て
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
使
い
分
け
の
傾
向
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
学

作
品
を
中
心
と
し
て
、
な
る
べ
く
具
体
的
な
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
み
た
い
。

①
巻
子
装

冊
子
体
が
未
発
達
の
頃
は
当
然
と
し
て
、
粘
葉
装
に
加
え
て
綴
葉
装
が
到
来
し
、
冊
子
体
が
普
通
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

か
ら
も
、
巻
子
装
が
公
式
な
権
威
あ
る
装
訂
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
勅

ち
ょ
く

撰せ
ん

和
歌
集
の
奏そ

う

覧ら
ん

本
の
形
態
に
明
ら
か
で
あ
る
（
第

二
編
第
一
章
参
照
）。
天
皇
や
治
天
の
君
の
命
令
に
よ
っ
て
編へ

ん

纂さ
ん

さ
れ
た
勅
撰
和
歌
集
が
、
完
成
後
に
奏
覧
さ
れ
る
際
に
は
、
そ
の
献
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上
さ
れ
た
本
は
巻
子
装
で
あ
る
の
が
慣
例
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
、
公
家
日
記
を
中
心
と
す
る
記
録
類
に
よ
り
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

れ
ら
は
青
い
羅
の
表
紙
を
有
し
、
上
質
の
料
紙
に
撰
集
の
関
係
者
か
時
の
書
の
名
手
が
清
書
を
し
、
高
級
木
材
に
螺ら

鈿で
ん

細
工
を
施
し

た
よ
う
な
特
製
の
軸
が
用
い
ら
れ
て
い
た
（
第
二
編
第
一
章
参
照
）
が
、
や
は
り
巻
子
装
で
あ
る
こ
と
に
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

今
日
、
奏
覧
本
で
あ
る
こ
と
が
確
実
な
伝で

ん

本ぽ
ん

は
現
存
し
て
い
な
い
が
、
正
式
な
奏
覧
の
前
に
行
わ
れ
た
完
成
を
記
念
す
る
式
典
で

あ
る
竟

き
ょ
う

宴え
ん

で
用
い
ら
れ
た
部
分
的
な
本
の
断
簡
や
、
下
書
き
的
な
段
階
の
写
本
で
あ
る
中

ち
ゅ
う

書し
ょ

本ぼ
ん

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
残
欠
本
や
断

簡
も
幾
種
類
か
伝
存
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
原
本
に
準
ず
る
存
在
で
あ
り
、
残
存
量
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
作
品
の

本
文
と
そ
の
系
統
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
事
実
こ
れ
ら
の
本
文
を
調
べ
て
み
る
と
、

期
待
通
り
に
良
質
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
（
第
二
編
第
二
・
三
章
参
照
）、
現
存
伝
本
の
本
文
の
系
統
分
類
や
そ
の
位
置
づ
け

に
有
益
な
情
報
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
現
存
す
る
書
写
の
古
い
和
歌
集
の
巻
子
本
の
殆
ど
が
、
冊
子
本
を
大
改
造

し
て
作
製
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
紙
の
両
面
に
書
写
し
て
あ
っ
て
も
、
斐
紙
は
表
裏
二
枚
に
剥
ぐ
こ
と
が
簡
単

で
あ
る
の
で
、
全
て
の
冊
子
本
は
巻
子
装
に
改
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
が
伝
わ
る
内
に
何
ら
か
の
理
由
で
部
分
的
に
欠
け
て
し

ま
う
こ
と
は
良
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
読
み
通
せ
な
い
本
の
価
値
は
著
し
く
下
が
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
う
し
て
い
わ
ば
傷
物
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
本
を
、
内
容
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
と
な
っ
て
い
る
「
巻
」
単
位
で
巻
子
装
に
改
め
る
と
、
巻
子
装
と
し
て
は
独
立
し

た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
金
銭
的
な
価
値
は
上
昇
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
訳
で
、
有
欠
・
残
欠
の
歌
集
の
冊
子
本
が

巻
毎
に
巻
子
装
に
改
装
さ
れ
て
い
き
（
勿
論
半
丁
単
位
で
古
筆
切
に
な
っ
た
も
の
も
多
い
）、「
巻
子
装
の
歌
集
古
写
本
を
見
た
ら
冊
子
改
装

と
思
え
」
と
の
格
言
め
い
た
文
句
も
思
い
つ
く
程
に
数
多
く
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
改
装
の
例
を
除
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
本
来
巻
子
装
で
あ
る
も
の
は
、
清
書
本
と
し
て
特
別
な

目
的
を
持
っ
て
製
作
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
従
っ
て
そ
の
本
文
は
良
質
で
研
究
価
値
も
高
い
場
合
が
多
い
と
言
え
る
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の
で
あ
る
。

特
別
な
目
的
で
使
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
普
段
は
用
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
巻
子
装
の
古
写
本
を

調
査
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に
保
存
さ
れ
る
内
容
に
も
大
変
興
味
深
い
傾
向
が
あ
る
こ
と
が
判
る
。
巻
子
本
は
何
で
も
書
い
て
よ
い
と

い
う
も
の
で
は
な
く
、
書
か
れ
る
内
容
が
選
ば
れ
て
い
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
巻
子
装
に
保
存
さ
れ
て
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
仏
書

や
漢
籍
は
当
然
と
し
て
、
血
縁
関
係
や
、
仏
教
や
芸
道
の
師
弟
関
係
を
示
す
系
図
・
系
譜
の
類
で
の
使
用
も
目
立
つ
。
こ
れ
は
権
威

あ
る
巻
子
装
で
あ
る
こ
と
が
内
容
を
保
証
す
る
役
目
を
果
た
す
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
黒
線
や
赤
線
が
幾
本
も
重
層
し
て
繫
が
る
形
式

か
ら
し
て
も
、
丁ち

ょ
うを

捲め
く

る
こ
と
な
く
連
続
し
て
線
を
目
で
追
え
る
利
便
性
も
、
好
ん
で
用
い
ら
れ
た
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
文
学
作
品
に
限
っ
て
み
る
と
、
日
本
人
の
漢
詩
文
や
和
歌
作
品
は
書
写
さ
れ
る
が
、
物
語
作
品
は
そ
の
種
類
に
よ
っ
て
は

書
か
れ
な
い
場
合
が
あ
る
。
現
在
の
研
究
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
区
分
に
拠
っ
て
整
理
す
る
と
、『
大
鏡
』
や
『
栄
花
物
語
』
な
ど
の
歴

史
的
事
実
に
基
づ
い
た
歴
史
物
語
は
書
か
れ
る
が
、『
伊
勢
物
語
』
や
『
大
和
物
語
』
と
い
っ
た
、
あ
る
和
歌
が
詠
ま
れ
た
状
況
を
説

明
す
る
短
編
の
集
成
で
あ
る
歌
物
語
、『
源
氏
物
語
』
や
『
狭
衣
物
語
』
な
ど
の
架
空
の
人
物
が
登
場
す
る
恋
愛
を
主
題
と
す
る
作
り

物
語
は
、
原
則
的
に
巻
子
に
書
写
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
以
降
の
成
立
で
あ
る
仮
名
書
き
の
軍
記
物
語
は
、

史
実
を
踏
ま
え
て
は
い
て
も
、
巻
子
装
で
製
作
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
言
え
こ
の
こ
と
は
、
自
然

の
法
則
で
は
な
く
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
の
で
、『
伊
勢
物
語
』・『
源
氏
物
語
』・『
平
家
物
語
』
等
に
は
極
僅
か
に
巻
子
本
の
存
在

も
確
認
で
き
る
（
第
四
編
第
二
章
参
照
）
の
だ
が
、
そ
の
少
な
さ
は
や
は
り
そ
れ
ら
を
例
外
と
し
て
処
理
し
て
よ
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
れ
も
絶
対
的
な
拘
束
力
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
が
、
冊
子
本
の
表
紙
の
題
名
、
即
ち
外げ

題だ
い

の
位
置
に
つ
い
て
、
和
歌

関
係
は
左さ

肩け
ん

、
物
語
関
係
は
中
央
と
す
る
規
則
が
あ
っ
た
こ
と
が
、
十
四
世
紀
以
降
の
書
道
関
係
の
書
物
に
見
え
て
い
る
（
第
一
編

第
一
章
参
照
）。
こ
の
外
題
の
位
置
と
巻
子
装
に
書
か
れ
る
か
ど
う
か
に
は
相
関
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
作
り
物
語
の
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外
題
は
中
央
で
あ
る
割
合
が
高
く
、
歴
史
物
語
や
軍
記
物
語
に
は
両
様
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
何
に
由
来
す
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、
装
訂
の
役
割
を
知
る
こ
と
に
役
立
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

な
ぜ
作
り
物
語
は
巻
子
装
に
書
か
れ
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
を
考
え
る
上
で
参
考
に
な
る
の
が
、
所
謂
「
紫
式
部
堕だ

獄ご
く

説
話
」
で
あ

る
。
作
り
物
語
と
い
う
の
は
事
実
で
は
な
い
の
で
、
こ
れ
を
作
る
と
い
う
こ
と
は
仏
教
で
は
嘘
を
つ
く
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
。
紫

式
部
は
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
物
語
を
書
い
た
為
に
、
地
獄
に
堕
ち
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
十
二
世
紀
末
に
成
立
し
た
と

考
え
ら
れ
る
歴
史
物
語
の
『
今
鏡
』
や
説
話
集
で
あ
る
『
宝ほ

う

物も
つ

集し
ゅ
う』

に
既
に
見
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
の
存
在
か
ら
確
認
で
き

る
の
は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
物
語
と
い
う
も
の
が
、
仏
教
的
に
後
ろ
め
た
い
存
在
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
事
実
で

あ
ろ
う
。
日
本
の
散
文
作
品
、
特
に
物
語
の
作
者
が
不
明
で
あ
る
場
合
が
多
い
の
も
、
こ
う
し
た
考
え
方
と
関
連
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
作
り
物
語
は
書
道
の
手
本
と
な
る
よ
う
な
抄
出
本
を
除
い
て
、
権
威
あ
る
装
訂
で
あ
る
巻
子
装

に
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
特
定
の
合
戦
の
経
緯
と
関
係
人
物
の
生
き
様
を
記
す
軍
記
物
語
に
分
類
さ
れ
て
い
る
『
将

し
ょ
う

門も
ん

記き

』、
説
話
集
に
分
類
さ
れ

る
『
日に

本ほ
ん

霊り
ょ
う

異い

記き

』、
あ
る
い
は
随
筆
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
『
方
丈
記
』
に
は
、
古
い
巻
子
装
の
伝
本
が
現
存
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
を
例
外
的
な
存
在
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
書
名
が
「
記
」
で
終
わ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
こ

と
は
注
意
さ
れ
る
。「
記
」
は
事
実
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
す
文
章
の
ス
タ
イ
ル
の
こ
と
で
あ
り
、
記
録
の
意
味
も
持
っ
て
い
る
。
さ

ら
に
こ
れ
ら
は
平
仮
名
で
は
な
く
、
漢
字
や
片
仮
名
で
記
さ
れ
て
い
る
。
内
容
的
な
分
類
と
は
別
の
、
文
章
ス
タ
イ
ル
や
表
記
と
書

物
の
形
態
が
関
係
を
有
す
る
可
能
性
を
こ
う
し
た
事
例
が
示
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。『
日
本
霊
異
記
』
や
『
方
丈
記
』
は
仏
教

関
連
書
と
し
て
巻
子
装
に
書
写
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
今
後
の
更
な
る
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
作
り
物
語
等
の
史
実
性
の
薄
い
散
文
作
品
は
、
原
則
と
し
て
巻
子
装
に
書
か
れ
る
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
あ
る
条

件
が
加
わ
る
と
、
巻
子
装
で
作
製
さ
れ
る
の
が
普
通
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の
条
件
と
は
挿
絵
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
十
二
～
十
七



21

第一章　日本古典書誌学論序説

世
紀
頃
に
製
作
さ
れ
た
物
語
絵
巻
の
遺
品
は
数
多
く
存
在
し
て
お
り
、
日
本
に
お
い
て
絵
の
あ
る
物
語
の
巻
子
本
は
決
し
て
珍
し
い

存
在
で
は
な
い
。
で
あ
る
の
に
文
字
だ
け
の
物
語
の
巻
子
装
は
極
め
て
希
で
あ
り
、
現
存
し
て
い
る
も
の
も
、
絵
を
抜
い
て
仕
立
て

直
し
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

こ
の
一
見
矛
盾
す
る
状
況
も
、
古
い
冊
子
体
で
挿
絵
を
有
す
る
物
は
殆
ど
確
認
で
き
な
い
と
い
う
傾
向
（
第
一
編
第
二
章
参
照
）
を

確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
絵
の
あ
る
も
の
は
巻
子
装
で
製
作
す
る
と
い
う
強
い
規
範
が
存
在
し
て
い
た
の
だ
と
理
解
し
納
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
八
世
紀
の
一い

っ

切さ
い

経き
ょ
うに

『
過か

去こ

現げ
ん

在ざ
い

因い
ん

果が

経き
ょ
う』

の
様
な
上
図
下
文
形
式
の
経
巻
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の

絵
入
り
の
巻
子
装
も
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
形
式
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

物
語
自
体
は
巻
子
装
に
は
不
適
切
で
あ
る
の
だ
が
、
挿
絵
が
あ
る
こ
と
が
優
先
さ
れ
て
絵
巻
物
は
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

名
に
冊
子
の
意
味
を
有
す
る
随
筆
『
枕
草
子
』
に
も
、
十
四
世
紀
頃
の
絵
巻
物
が
存
し
て
い
る
こ
と
に
、
こ
の
規
範
が
い
か
に
強
力

で
あ
っ
た
か
が
窺
え
よ
う
。

②
折
本

巻
子
装
を
め
ぐ
る
問
題
は
実
に
興
味
深
い
の
で
あ
る
が
、
巻
子
装
と
密
接
な
関
係
を
有
す
る
折
本
に
も
不
思
議
な
傾
向
が
あ
る
。

折
本
は
巻
子
装
か
ら
簡
単
に
改
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
折
本
を
巻
子
装
に
改
め
る
の
も
ま
た
容
易
で
あ
る
。
経
典
が
書
写
・
印

刷
さ
れ
た
り
も
す
る
の
で
、
巻
子
装
に
準
ず
る
権
威
を
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
巻
子
装
同
様
に
十
六
、
七
世
紀
頃
の
様
々
な
芸

道
の
免
許
的
な
性
格
を
有
す
る
伝
書
の
例
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
や
は
り
巻
子
装
と
同
じ
く
系
図
で
の
使
用
も
認
め
ら
れ
る
の
で
あ

る
。し

か
し
な
が
ら
、
折
本
が
巻
子
装
と
同
様
の
用
い
ら
れ
方
を
し
た
か
と
い
え
ば
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
折
本
は
折
目
が
多

い
た
め
も
あ
っ
て
か
、
図
的
な
も
の
を
除
き
挿
絵
の
あ
る
も
の
は
か
な
り
希
で
あ
る
。
も
っ
と
興
味
深
い
の
は
、
物
語
の
み
な
ら
ず
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和
歌
作
品
も
原
則
と
し
て
折
本
に
書
写
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
折
本
は
文
学
作
品
と
縁
遠
い
装
訂
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
十
七
世
紀
以
降
に
は
書
道
の
練
習
手
本
と
す
る
た
め
に
、
文
学
作
品
な
ど
を
書
写
・
印
刷
し
た
も

の
は
数
多
く
存
し
て
い
る
。
中
国
伝
来
の
法
帖
の
影
響
を
受
け
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
開
い
た
後
で
両
手
を
離
し
て
も
安
定
し
て
い
る

と
い
う
特
性
が
活
用
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
で
は
何
故
に
、
折
本
に
は
文
学
作
品
が
書
写
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
巻
子
装
に
準
ず
る
と
す
れ
ば
、
物
語
が
保
存

さ
れ
な
い
こ
と
は
納
得
で
き
る
が
、
巻
子
装
と
親
し
い
関
係
に
あ
る
和
歌
作
品
が
書
写
さ
れ
な
い
理
由
が
判
ら
な
い
の
で
あ
る
。
中

国
の
現
在
の
書
誌
学
で
は
、
折
本
の
こ
と
を
「
経
折
装
」
等
と
呼
ぶ
よ
う
だ
が
、
こ
の
用
語
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
中
国
で
は
も
っ

ぱ
ら
経
典
類
に
使
用
さ
れ
た
装
訂
で
あ
り
、
そ
う
し
た
仏
教
的
な
印
象
が
強
い
た
め
に
日
本
で
は
文
学
作
品
の
器
と
し
て
は
好
ま
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
問
題
の
検
討
も
今
後
に
必
要
で
あ
ろ
う
。

③
粘
葉
装

九
世
紀
に
日
本
に
伝
来
し
て
よ
り
、
粘
葉
装
は
様
々
な
作
品
で
利
用
さ
れ
て
い
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
仏
書
漢
籍
は
も
と
よ

り
、
御ぎ

ょ

物ぶ
つ

本
『
和わ

漢か
ん

朗ろ
う

詠え
い

集し
ゅ
う』

や
西
本
願
寺
本
「
三
十
六
人
集
」
の
よ
う
な
文
学
作
品
の
古
い
遺
例
も
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
両
面
書
写
に
適
し
た
紙
を
生
産
し
や
す
か
っ
た
の
か
、
折
の
内
面
の
み
に
書
写
し
た
も
の
は
見
え
ず
、

両
面
書
写
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
。
形
状
と
し
て
は
縦
長
の
タ
イ
プ
の
他
に
、
正
方
形
に
近
い
も
の
が
あ
り
、
希
有
な
例
と
し
て
開

く
と
扇
型
に
な
る
も
の
（
扇せ

ん

面め
ん

法ほ

華け

経き
ょ
う

冊
子
）
も
あ
る
。
長
方
形
と
正
方
形
と
は
使
用
す
る
料
紙
が
異
な
る
の
で
は
な
く
、
紙
の
半
分

の
大
き
さ
を
更
に
半
分
に
折
っ
て
仕
立
て
る
四よ

つ

半は
ん

本ぼ
ん

か
、
三
分
の
一
の
大
き
さ
を
半
分
に
す
る
六む

つ

半は
ん

本ぼ
ん

か
の
違
い
で
あ
る
。
全
体
的

に
み
れ
ば
四
半
本
の
方
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
、
粘
葉
装
と
文
学
作
品
の
関
係
は
長
く
は
続
か
ず
、
前
述
の
よ
う
に
虫
害
に
弱
い
こ
と
が
嫌
わ
れ
て
か
、
そ
の
地
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位
を
綴
葉
装
に
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
十
三
世
紀
以
降
は
も
っ
ぱ
ら
仏
書
専
用
の
冊
子
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
綴
葉
装
と
異
な
り
針
と

糸
が
不
要
で
、
折
本
と
同
じ
く
紙
と
糊
だ
け
で
簡
便
に
作
製
で
き
る
こ
と
が
寺
院
で
重
宝
さ
れ
た
理
由
で
も
あ
ろ
う
。
殊
に
粘
葉
装

を
日
本
に
も
た
ら
し
た
空
海
を
祖
と
す
る
真
言
宗
で
長
く
愛
用
さ
れ
た
こ
と
も
、
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
中
世
期
に
高
野
山
で

刊
行
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
高こ

う

野や

版ば
ん

は
四
半
本
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
、
写
本
で
は
空
海
手し

ゅ

沢た
く

本ぼ
ん

と
同
様
の
六
半
本
の
も
の
が
目
立
つ
よ

う
で
あ
る
。

挿
絵
の
あ
る
も
の
は
冊
子
体
に
書
か
れ
な
い
原
則
で
は
あ
る
が
、
極
め
て
少
な
い
な
が
ら
も
十
二
、
三
世
紀
頃
の
粘
葉
装
絵え

入い
り

本ぼ
ん

が
存
在
（
第
一
編
第
二
章
参
照
）
し
て
い
て
注
目
で
き
る
。
そ
れ
ら
は
共
通
し
て
折
の
内
面
に
絵
が
存
し
て
い
る
。
折
目
は
あ
る
も
の

の
継
目
の
な
い
状
態
で
絵
を
描
け
る
の
で
、
利
用
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

④
綴
葉
装

粘
葉
装
に
遅
れ
て
日
本
に
伝
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
綴
葉
装
は
、
文
学
作
品
で
も
十
二
世
紀
頃
か
ら
の
遺
例
が
確
認
で
き
る
。
和

歌
で
も
物
語
で
も
書
写
で
き
る
便
利
な
装
訂
と
し
て
利
用
さ
れ
、
十
三
世
紀
以
降
、
商
業
出
版
が
確
立
す
る
十
七
世
紀
頃
ま
で
は
冊

子
体
の
中
心
的
な
存
在
と
な
っ
た
の
で
、
文
学
書
の
古
写
本
と
し
て
馴
染
み
の
あ
る
装
訂
で
あ
る
。
こ
の
装
訂
は
、
各
折
の
真
ん
中

の
一
枚
を
除
い
て
、
紙
の
右
側
と
左
側
の
文
章
が
続
か
な
い
と
い
う
点
で
、
他
の
装
訂
と
は
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
糸
切
れ
や
虫
損

を
補
修
し
た
際
に
、
紙
の
重
ね
方
が
間
違
え
ら
れ
て
本
文
に
錯さ

っ

簡か
ん

が
生
じ
る
こ
と
も
ま
ま
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

綴
葉
装
は
粘
葉
装
と
同
様
に
、
長
方
形
（
四
半
）
の
も
の
と
正
方
形
（
六
半
）
の
も
の
が
あ
り
、
希
に
横
長
の
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
、
十
三
、
四
世
紀
頃
の
古
写
本
に
お
い
て
は
、
長
方
形
の
も
の
に
は
和
歌
作
品
が
目
立
ち
、
正
方
形
の
も
の
に
は
物

語
作
品
が
目
立
つ
点
で
あ
る
。
正
方
形
の
和
歌
作
品
や
、
長
方
形
の
物
語
の
伝
本
も
存
し
て
い
る
が
、
割
合
に
明
ら
か
な
偏
り
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
巻
子
装
と
の
関
係
か
ら
す
る
と
、
四
半
本
の
方
が
六
半
本
よ
り
も
公
式
性
が
強
い
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
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あ
ろ
う
（
第
三
編
第
二
章
参
照
）。

綴
葉
装
は
挿
絵
と
縁
遠
い
冊
子
体
で
あ
り
、
こ
の
装
訂
の
本
に
挿
絵
が
入
る
よ
う
に
な
る
の
は
十
七
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と

で
あ
る
。

⑤
袋
綴

十
七
世
紀
以
降
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
袋
綴
だ
が
、
初
期
の
も
の
に
は
、
不
要
に
な
っ
た
書
状
や
詩
歌
の
懐か

い

紙し

な
ど
の
反
故
紙
を

利
用
し
て
作
製
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
で
あ
る
。
紙
の
片
面
し
か
利
用
せ
ず
、
使
用
済
み
の
面
は
折
り
の

内
側
に
な
っ
て
見
え
な
く
な
る
特
徴
を
活
か
し
た
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
裏
面
に
文
字
が
あ
る
と
往
々
に
し
て
墨
が
滲
み
出
て
い

て
読
み
に
く
い
こ
と
が
あ
り
、
や
は
り
反
故
は
清
書
本
や
贈
答
用
の
本
の
製
作
に
向
か
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
実
用
性
に
富
む
簡
略
な
装
訂
で
あ
る
こ
と
や
、
最
も
新
し
く
伝
わ
っ
た
装
訂
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
保
存
す
る

内
容
を
選
ば
な
い
存
在
で
あ
り
、
内な

い

典て
ん

も
外げ

典て
ん

も
、
韻い

ん

文ぶ
ん

も
散さ

ん

文ぶ
ん

も
、
実
に
様
々
な
も
の
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
十
五
、
六
世
紀
頃
の
使
用
の
傾
向
を
探
る
と
、『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
作
り
物
語
や
、『
伊
勢
物
語
』
等
の
歌
物
語

と
い
っ
た
公
家
の
世
界
で
生
ま
れ
た
物
語
類
で
は
、
綴
葉
装
が
主
流
で
袋
綴
は
珍
し
く
、
武
家
に
近
い
と
こ
ろ
で
成
立
し
た
『
平
家

物
語
』・『
太
平
記
』
等
の
軍
記
物
語
写
本
で
は
袋
綴
が
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
歌
書
は
共
に
多
数

が
存
す
る
の
で
割
合
を
把
握
す
る
の
は
難
し
い
が
、
こ
の
時
期
で
あ
れ
ば
ま
だ
綴
葉
装
が
主
流
で
あ
ろ
う
か
。

興
味
深
い
の
は
、
巻
子
装
に
も
同
様
の
反
故
を
利
用
し
た
例
は
少
な
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
紙
の
片
面
し
か
使
用
し
な
い

共
通
性
が
し
か
ら
し
め
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
最
も
関
係
が
遠
く
思
え
る
両
者
に
近
し
い
性
格
も
あ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
冊
子
本
中
で
最
も
挿
絵
を
有
す
る
伝
本
が
多
い
の
は
実
は
袋
綴
な
の
で
あ
る
。
十
六
世
紀
頃
に
な
る

と
、
同
時
期
に
製
作
さ
れ
た
絵
巻
物
と
同
様
に
、
金き

ん

銀ぎ
ん

泥で
い

を
用
い
た
濃
彩
色
の
挿
絵
を
有
す
る
袋
綴
写
本
が
作
製
さ
れ
る
よ
う
に
な
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る
。
挿
絵
は
巻
子
装
と
い
う
規
範
性
が
何
故
崩
れ
た
の
か
、
そ
の
理
由
は
は
っ
き
り
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
数
多
く
輸
入
さ
れ
た
挿

絵
入
り
明み

ん

版ぱ
ん

、
あ
る
い
は
こ
の
頃
に
伝
わ
っ
た
西
洋
写
本
な
ど
の
影
響
も
そ
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
頃
か
ら
十
七
世
紀
に
掛
け
て
、
古
典
化
し
た
物
語
類
や
、
新
作
の
様
々
な
性
格
の
物
語
類
を
中
心
と
す
る
彩
色
絵
入
本
が

数
多
く
製
作
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
絵
入
袋
綴
本
に
は
、
大
き
な
縦
型
の
も
の
と
、
そ
れ
と
幅
は
同
じ
だ
が
高
さ
が
約
半
分
の
横
長
の
も
の
と
が
あ
る
。
こ
の
関

係
は
同
時
期
の
絵
巻
物
に
大
ぶ
り
の
も
の
と
、
高
さ
が
そ
の
半
分
の
も
の
（
小
絵
（
巻
））
と
が
あ
る
の
と
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
両

者
に
密
接
な
関
係
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
高
さ
が
共
に
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
で
あ
る
。
絵
巻
製
作
用
の
紙
を
半
分

に
折
っ
て
綴
じ
れ
ば
袋
綴
は
簡
単
に
作
製
で
き
る
の
で
あ
る
。
袋
綴
は
折
目
の
存
在
を
意
識
し
て
本
文
を
書
写
し
挿
絵
を
描
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
紙
の
片
面
の
み
の
利
用
で
あ
る
こ
と
の
共
通
性
が
、
袋
綴
で
絵
入
本
を
製
作
す
る
よ
う
に
な
る
一
因
で
あ
っ
た

こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

綴
葉
装
の
絵
入
本
が
作
製
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
絵
入
袋
綴
本
が
普
及
し
た
十
七
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代

に
は
絵
入
版
本
も
か
な
り
普
及
し
て
お
り
、「
挿
絵
の
あ
る
も
の
は
巻
子
装
」
の
規
範
も
過
去
の
も
の
と
な
り
、
袋
綴
絵
入
り
写
本

よ
り
高
級
な
存
在
と
し
て
、
綴
葉
装
の
絵
入
り
写
本
が
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
（
第
一
編
第
二
章
参
照
）。

三　

装
訂
の
格
と
改
装

以
上
大
ま
か
に
日
本
古
典
籍
の
主
要
な
五
種
の
装
訂
に
つ
い
て
、
そ
の
特
徴
と
使
用
の
傾
向
や
使
い
分
け
等
に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
。
そ
の
折
々
に
各
装
訂
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
き
た
が
、
最
後
に
五
種
の
格
の
上
下
関
係
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た

い
。
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五
種
全
て
が
揃
っ
た
十
二
世
紀
以
降
で
は
、
巻
子
装
・
綴
葉
装
・
袋
綴
の
順
に
格
が
低
く
な
る
も
の
と
認
識
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、

文
学
作
品
が
原
則
的
に
書
か
れ
な
い
折
本
と
、
十
三
世
紀
頃
か
ら
は
文
学
作
品
が
書
か
れ
る
こ
と
が
殆
ど
な
く
な
る
粘
葉
装
は
、
こ

の
順
位
の
埒
外
の
特
殊
な
存
在
で
あ
る
と
整
理
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。

巻
子
装
が
最
も
格
の
高
い
装
訂
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
保
存
さ
れ
る
本
文
の
傾
向
で
も
説
明
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
象

徴
的
な
特
徴
が
あ
る
。
欠
落
の
あ
る
冊
子
本
を
巻
子
装
に
改
装
す
る
こ
と
が
あ
る
こ
と
も
既
述
し
た
が
、
他
の
全
て
の
装
訂
は
巻

子
装
に
改
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
折
本
を
改
め
た
も
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
綴
葉
装
や
袋
綴
を
改
め
た
例
も
少
な
く
な
い
こ
と
が
、

巻
子
装
の
権
威
を
物
語
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
利
用
の
便
の
た
め
以
外
で
は
、
わ
ざ
わ
ざ
格
下
の
装
訂
に
改
め
た
り
し
な
い
も
の
で

あ
り
、
使
い
や
す
さ
を
求
め
る
場
合
で
も
、
手
間
と
費
用
の
か
か
ら
な
い
巻
子
装
を
折
本
に
す
る
く
ら
い
に
限
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
改
装
の
方
向
性
こ
そ
が
、
装
訂
の
格
を
明
確
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

文
学
作
品
を
記
し
た
粘
葉
装
は
少
な
い
の
で
、
巻
子
装
に
改
め
た
確
実
な
例
は
記
憶
に
な
い
が
、
粘
葉
装
を
綴
葉
装
に
改
め
た
事

例
は
数
例
確
認
し
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
粘
葉
装
よ
り
綴
葉
装
が
格
上
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
だ
。
粘
葉
装
の

糊
付
部
分
が
激
し
く
虫
害
に
遭
う
と
、
補
修
し
て
も
再
び
粘
葉
装
に
仕
立
て
る
こ
と
が
難
し
く
な
る
為
に
、
や
む
な
く
と
い
う
感
じ

で
綴
葉
装
に
仕
立
て
直
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
糊
代
部
分
を
き
れ
い
に
裁
ち
落
と
し
、
表
裏
を
二
枚
に
剥
が
し
て
、
一
枚
の
料

紙
か
ら
一
頁
単
位
に
し
た
も
の
を
四
枚
作
り
、
複
雑
な
計
算
を
し
て
本
文
の
順
序
が
狂
わ
な
い
よ
う
に
、
薄
い
紙
に
片
面
二
枚
づ
つ
、

両
面
に
四
枚
を
貼
り
合
わ
せ
て
一
紙
の
よ
う
に
し
て
か
ら
、
綴
葉
装
に
仕
立
て
た
の
で
あ
る
。

綴
葉
装
と
袋
綴
の
順
位
は
、
日
本
に
お
け
る
使
用
開
始
時
期
の
違
い
に
も
起
因
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
使
用
さ
れ
る
料
紙

の
質
の
差
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
要
素
で
あ
ろ
う
。
綴
葉
装
で
主
に
使
用
さ
れ
る
「
斐
紙
」
と
い
う
紙
は
美
し
い
紙
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
艶
と
透
明
感
が
あ
っ
て
丈
夫
で
高
級
感
あ
ふ
れ
る
紙
で
あ
る
。
こ
れ
を
用
い
て
造
本
す
る
と
ず
っ
し
り
と
重
く
存
在
感
の
あ

る
本
が
で
き
あ
が
る
。
ま
た
こ
の
斐
紙
に
似
た
楮
の
打
紙
を
使
用
し
た
例
も
古
く
か
ら
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は
り
上
等
な
印
象
の
あ
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る
本
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

袋
綴
に
も
両
面
書
写
が
可
能
な
斐
紙
や
楮
の
打
紙
を
使
用
し
た
例
も
あ
り
は
す
る
が
、
十
七
世
紀
以
降
の
豪
華
な
造
本
を
意
図
し

た
も
の
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
料
紙
の
裏
面
を
利
用
し
な
い
本
に
は
、
基
本
的
に
片
面
の
使
用
に
耐
え
る
薄

手
の
楮
紙
が
用
い
ら
れ
る
の
が
原
則
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
版
本
で
あ
っ
て
も
基
本
的
に
同
じ
で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
紙
の
質
は
別
と
し
て
、
綴
葉
装
と
袋
綴
の
関
係
を
端
的
に
示
す
現
象
が
あ
る
。
十
七
世
紀
初
頭
に
徳
川
家
康
に
よ
っ
て

最
終
的
に
国
内
が
統
一
さ
れ
、
政
治
的
な
安
定
が
訪
れ
る
と
と
も
に
商
業
経
済
も
発
達
を
遂
げ
る
。
こ
れ
に
よ
り
公
家
や
上
級
の

武
士
に
限
ら
ず
、
商
人
や
農
民
の
中
に
も
相
当
な
財
力
を
有
す
る
者
も
多
く
な
り
、
書
物
の
造
本
も
次
第
に
華
美
な
も
の
が
増
え
て

い
っ
た
。
特
に
そ
の
傾
向
に
拍
車
を
掛
け
た
の
は
、
娘
の
婚
礼
に
際
し
て
、
家
財
道
具
や
衣
類
と
共
に
、
当
時
既
に
古
典
と
な
っ
て

い
た
文
学
作
品
を
叢
書
的
に
揃
え
た
写
本
を
、
漆
塗
り
等
の
豪
華
な
書
物
箪
笥
に
入
れ
た
も
の
を
、
婚
家
に
持
参
さ
せ
る
の
が
流
行

し
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
教
養
あ
る
娘
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
存
在
で
あ
り
、
嫁
入
り
道
具
は
多
く
の
人
々
に
披
露
さ
れ
る
の
で
、

そ
の
書
物
も
箪
笥
も
美
麗
で
豪
華
に
仕
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
読
む
こ
と
が
主
目
的
で
は
な
い
と
も
言
え
、
文
字
は
き

れ
い
で
あ
る
も
の
の
、
版
本
な
ど
の
あ
り
合
わ
せ
の
本
文
を
親
本
と
し
、
誤
写
も
少
な
く
な
い
の
が
普
通
で
あ
り
、
文
学
の
内
容
的

な
研
究
に
は
適
さ
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
婚
礼
の
際
に
製
作
さ
れ
た
豪
華
本
を
「
嫁よ

め

入い
り

本ぼ
ん

」
と
称
し
、
現
存
数
も
か
な
り
多

い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
殆
ど
が
綴
葉
装
で
あ
り
、
袋
綴
の
も
の
は
少
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
比
率
が
両
者
の
格
の
差
を
端
的
に
示
し

て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
十
六
世
紀
以
前
の
綴
葉
装
の
本
を
調
査
し
て
い
る
と
、
も
と
も
と
袋
綴
で
あ
っ
た
も
の
を
綴
葉
装
に
改
装
し
た
も
の
に
出
会

う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
は
袋
綴
を
一
丁
毎
に
折
目
で
切
り
離
し
て
一
頁
単
位
に
し
た
も
の
を
、
粘
葉
装
か
ら
綴
葉
装
に
改
装
す
る
の

と
同
様
の
方
法
で
、
綴
葉
装
に
仕
立
て
た
も
の
で
あ
る
。
何
故
に
こ
の
よ
う
な
手
間
の
か
か
る
こ
と
を
す
る
の
か
と
い
え
ば
、
そ
の

本
の
価
値
を
高
め
た
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
書
写
の
古
い
袋
綴
本
の
価
値
を
一
層
高
め
る
た
め
に
、
よ
り
高
級
な
装
訂
で
あ
る
綴
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葉
装
に
改
め
る
の
で
あ
る
。

装
訂
の
種
類
が
多
い
こ
と
は
、
装
訂
を
改
め
る
可
能
性
も
多
い
こ
と
を
示
す
と
言
え
る
。
日
本
古
典
籍
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め

に
は
、
改
装
の
実
態
を
知
る
こ
と
も
必
要
な
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

具
体
性
に
乏
し
い
非
常
に
雑
駁
な
内
容
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
以
上
に
よ
り
、
中
国
か
ら
日
本
に
伝
わ
っ
た
書
物
の
装
訂
の
種

類
と
そ
の
形
態
的
特
徴
や
、
そ
れ
ら
が
ど
の
様
に
日
本
人
に
認
識
さ
れ
て
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
大
ま
か
に
説

明
で
き
た
も
の
と
考
え
る
。
中
国
の
色
濃
い
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
日
本
で
は
独
自
の
受
容
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

ま
た
日
本
の
書
物
に
関
す
る
研
究
も
、
そ
れ
な
り
に
長
い
歴
史
を
有
し
て
い
る
が
、
装
訂
の
格
と
い
う
視
点
や
、
装
訂
と
そ
こ
に

保
存
さ
れ
る
本
文
の
種
類
の
関
係
、
あ
る
い
は
伝
来
の
過
程
で
別
な
装
訂
に
改
め
ら
れ
る
改
装
の
有
様
な
ど
に
つ
い
て
は
、
こ
れ

ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
諸
問
題
こ
そ
が
稿
者
の
興
味
の
対
象
で
あ
り
、
研
究
の

テ
ー
マ
な
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
ま
だ
考
察
が
未
熟
で
、
特
に
日
本
文
学
関
係
以
外
の
古
典
籍
の
調
査
経
験
が
不
足
し
て
い
て
、
本
稿

で
は
必
要
十
分
な
説
明
が
で
き
て
い
な
い
点
も
少
な
く
な
い
こ
と
を
お
詫
び
し
た
い
。

ま
た
稿
者
に
最
も
不
足
し
て
い
る
の
は
中
国
古
典
籍
に
関
す
る
知
識
で
あ
り
、
本
稿
で
も
な
る
べ
く
比
較
的
・
関
連
的
な
記
述
を

心
が
け
た
が
、
物
足
り
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
共
々
今
後
の
課
題
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

正
直
な
感
想
を
述
べ
れ
ば
、
日
本
古
典
籍
の
書
誌
学
的
研
究
の
現
状
は
決
し
て
盛
況
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
十
七
世
紀
以
降
の

版
本
に
関
す
る
研
究
は
伝
統
的
に
一
定
の
研
究
者
人
口
を
擁
し
て
い
る
が
、
そ
れ
以
外
の
分
野
で
は
総
じ
て
衰
退
の
傾
向
に
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
古
く
て
著
名
な
作
品
ほ
ど
、
善
本
の
翻ほ

ん

刻こ
く

や
影え

い

印い
ん

・
複
製
の
製
作
が
な
さ
れ
、
主
要
伝
本
に
よ
る
校こ

う

本ほ
ん

も
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出
版
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
用
い
れ
ば
古
典
籍
に
直
接
手
を
触
れ
る
こ
と
な
く
、
一
応
の
研
究
を
行
え
る
環
境
が
整
備
さ
れ
て
い

る
こ
と
を
主
因
と
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
半
世
紀
以
前
に
作
製
さ
れ
た
そ
れ
ら
の
解
題
や
解
説
を
再
検
討
し
て
み
る
と
、
底
本
に
対
す
る
書
誌
学
的
認
識

が
誤
っ
て
お
り
、
従
っ
て
校
訂
の
あ
り
方
等
に
問
題
を
有
す
る
場
合
も
少
な
く
な
い
。
誤
っ
た
基
礎
の
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
た
研
究

が
、
ど
れ
ほ
ど
脆
く
危
険
で
虚
し
い
も
の
で
あ
る
か
を
、
日
本
の
大
半
の
古
典
文
学
研
究
者
は
悲
し
い
か
な
あ
ま
り
自
覚
し
て
い
な

い
し
、
正
し
い
書
誌
学
的
な
見
解
が
示
さ
れ
て
も
、
そ
の
意
味
す
る
こ
と
を
理
解
し
て
研
究
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
が
極
め

て
鈍
い
の
が
現
状
な
の
で
あ
る
。

既
知
の
著
名
な
伝
本
の
総
合
的
な
再
検
討
を
行
っ
て
、
改
め
て
正
し
い
情
報
を
提
示
し
つ
つ
、
新
た
な
伝
本
の
知
見
も
加
え
る
こ

と
に
よ
り
、
従
来
の
研
究
を
乗
り
越
え
修
正
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
本
格
的
で
力
強
い
研
究
の
道
筋
を
付
け
る
こ
と
が
、
正
し
い
書

誌
学
研
究
に
は
で
き
る
は
ず
な
の
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
技
術
が
発
達
し
て
、
高
精
細
な
カ
ラ
ー
図
版
を
簡
単
に
入
手
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
今
日
ほ
ど
、
書
誌
学
的
研
究
を
行
う
環
境
が
整
っ
て
い
る
時
代
は
な
い
の
で
あ
る
。




