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は
じ
め
に

本
誌
旧
稿
に
お
い
て
、
日
本
に
お
け
る
書
物
制
作
で
用
い
ら
れ
た
数
あ

る
装
訂
の
中
で
、
中
国
に
お
い
て
も
群
を
抜
い
て
成
立
が
古
い
巻
子
装
が

最
も
権
威
あ
る
装
訂
と
し
て
認
識
さ
れ
、
勅
撰
和
歌
集
の
奏
覧
本
な
ど
の
、

公
式
で
特
別
な
書
物
の
製
作
に
際
し
て
意
図
的
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
こ
と
を
確
認
し
た
。
こ
の
日
本
に
お
け
る
巻
子
装
の
利
用
の
歴
史
を
追

跡
し
て
い
く
と
、
そ
こ
に
一
つ
の
興
味
深
い
傾
向
を
確
認
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
即
ち
巻
子
装
に
は
原
則
と
し
て
物
語
文
学
作
品
は
書
か
れ
る
こ
と

は
な
い
の
に
、
絵
巻
物
で
あ
れ
ば
こ
れ
が
制
作
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ

る
。
た
あ
い
な
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
こ
の
問
題
は
、

巻
子
装
の
性
格
を
考
え
る
上
で
も
、
ま
た
書
物
に
お
け
る
挿
絵
と
い
う
存

在
を
考
え
る
上
で
も
、
見
逃
し
に
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の

で
、
以
下
に
こ
の
問
題
に
つ
い
て
書
誌
学
的
観
点
か
ら
考
察
を
加
え
て
み

た
い
。

一

巻
子
装
と
物
語

巻
子
装
と
は
、
極
簡
単
に
説
明
す
れ
ば
、
紙
を
糊
で
貼
り
継
ぎ
、
先
端

に
表
紙
を
、
末
端
に
軸
を
付
け
て
、
軸
か
ら
巻
き
取
っ
て
保
存
す
る
書
物

の
装
訂
の
一
種
で
あ
り
、
紙
が
発
明
さ
れ
る
以
前
の
竹
簡
や
木
簡
、
或
い

― 37 ―

絵
巻
物
と
絵
草
子

挿
絵
と
装
訂
の
関
係
に
つ
い
て

佐

々

木

孝

浩



は
絹
布
を
用
い
る
帛
書
の
保
存
法
を
受
け
継
い
だ
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
敦
煌
写
本
の
殆
ど
が
こ
の
形
態
で
あ
る
こ
と
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

随
代
末
期
か
ら
唐
代
初
期
の
七
世
紀
頃
に
発
明
さ
れ
た
と
い
う
木
版
印
刷

が
宋
代
以
降
に
次
第
に
広
ま
っ
て
、
巻
子
装
か
ら
派
生
し
た
形
態
と
言
え

る
折
本

(

経
折
装)
や
、
粘
葉
装

(

胡
蝶
装)

や
袋
綴

(

線
装)

等
の
冊

子
形
態
の
も
の
が
、
版
本
に
用
い
ら
れ
て
普
及
す
る
よ
う
に
な
る
以
前
は
、

中
国
に
お
い
て
も
巻
子
装
は
一
般
的
な
装
訂
で
あ
っ
た
。

『

古
事
記』

や

『

日
本
書
紀』
の
記
述
に
よ
り
、
応
神
天
応
十
六
年

(

二
八
五)

に
百
済
の
王
仁
が

『

論
語』
十
巻
と

『

千
字
文』

一
巻
を
日

本
に
伝
え
た
と
さ
れ
、『

上
宮
聖
徳
法
王
帝
説』
や

『

元
興
寺
伽
藍
縁
起

并
流
記
資
財
帳』

の

｢

戊
午
年｣

と
の
記
述
に
よ
れ
ば
五
三
八
年
、『

日

本
書
紀』

に
よ
れ
ば
欽
明
天
皇
十
三
年

(

五
五
二)

に
、
仏
教
が
公
伝
し

経
典
も
伝
え
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
年
代
の
真
偽
は
と
も
か
く
、

そ
う
し
た
漢
字
や
儒
教
、
仏
教
な
ど
の
重
要
な
教
え
や
知
識
が
巻
子
装
の

書
物
に
保
存
さ
れ
て
、
幾
度
も
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

こ
う
し
て
、
伝
統
を
尊
重
し
先
例
を
重
視
す
る
日
本
で
は
、
巻
子
装
は

最
も
正
式
で
公
式
な
装
訂
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
中
国
で

殆
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
後
も
、
権
威
を
保
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。
本

誌
前
々
号
や
前
号
で
紹
介
し
た『

新
撰
菟
玖
波
集』

の
巻
子
本
等
は
、
そ

の
典
型
的
な
事
例
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
巻
子
装
は
権
威
あ
る
格
の
高
い
装
訂
で
あ
っ
た
の
で
、
そ

こ
に
記
さ
れ
る
内
容
に
も
選
別
意
識
が
働
い
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。

文
学
作
品
に
限
っ
て
言
え
ば
、
漢
詩
文
や
和
歌
作
品
は
基
本
的
に
巻
子
本

に
書
写
さ
れ
う
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
っ
た
。
現
代
の
ジ
ャ
ン
ル
区
分
で
見
る
な
ら
ば
、『

大
鏡』

の

東
松
本
や
天
理
大
学
図
書
館
蔵
建
久
三
年

(

一
一
九
二)

書
写
本
、『

栄

花
物
語』

の
金
沢
文
庫
旧
蔵
の
前
田
育
徳
会
蔵
本

(

目
録
の
み)

が
現
存

す
る
歴
史
物
語
は
、
巻
子
装
に
書
か
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

し
か
し
な
が
ら
、『

伊
勢
物
語』

や

『

大
和
物
語』

と
い
っ
た
歌
物
語
、

『

源
氏
物
語』

や

『

狭
衣
物
語』

な
ど
の
作
り
物
語

(

伝
奇
物
語)

は
綴

葉
装
等
の
冊
子
体
に
書
か
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
と
整
理
す
る
こ
と
が

で
き
そ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も

『

伊
勢
物
語』

に
は
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫

に
蔵
さ
れ
る
六
十
二
段
以
降
の
下
巻
分
の
巻
子
本
が
あ
り
、『

源
氏
物
語』

に
は

｢

水
源
抄｣

か
と
も
言
わ
れ
る
七
海
兵
吉
・
吉
田
幸
一
旧
蔵
の
葵
巻

二
軸
が
あ
る
に
は
あ
る
。
こ
れ
ら
は
成
立
当
初
か
ら
の
巻
子
本
で
あ
り
、

冊
子
本
を
改
装
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

歴
史
物
語
で
は
少
数
の
例
を
根
拠
と
し
、
歌
物
語
や
伝
奇
物
語
で
は
例

外
と
し
て
処
理
す
る
の
は
、
誠
に
恣
意
的
で
あ
る
と
の
指
摘
を
受
け
か
ね
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な
い
が
、
伊
勢
や
源
氏
に
は
鎌
倉
期
書
写
の
も
の
が
古
筆
切
を
含
め
て
相

当
数
現
存
し
て
い
る
の
に
、
成
立
当
初
か
ら
巻
子
装
で
あ
っ
た
も
の
は
他

に
見
当
た
ら
な
い
こ
と
か
ら
し
て
も
、
古
写
本
数
が
相
対
的
に
少
な
い

『

大
鏡』

や

『
栄
花
物
語』

と
は
異
な
る
傾
向
を
示
す
も
の
と
判
断
す
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
で
は
何
故
、
伝
奇
物
語
な
ど
の
物
語
は
基
本
的
に
巻
子
装
に
書
写

さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
参
考
に

な
る
の
が
、
平
安
時
代
末
期
成
立
の『
今
鏡』

や

『

宝
物
集』

等
に
見
え

る
所
謂

｢

紫
式
部
堕
獄
説
話｣

で
あ
ろ
う
。
伝
奇
物
語
は
事
実
で
は
な
い

こ
と
な
の
で
、
こ
れ
を
書
く
こ
と
は
仏
教
の
不
妄
語
戒
を
破
る
こ
と
に
な

り
、
紫
式
部
は

『

源
氏
物
語』

を
書
い
た
為
に
地
獄
に
堕
ち
た
と
い
う
著

名
な
話
で
あ
る
。
こ
の
説
話
は
物
語
が
当
時
は
後
ろ
め
た
い
存
在
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
な
訳
で
、
伝
奇
物
語
等
の

事
実
で
は
な
い
物
語
は
権
威
あ
る
巻
子
装
に
書
か
れ
ず
、
巻
子
装
よ
り
も

格
の
低
い
装
訂
で
あ
る
冊
子
形
態
の
も
の
に
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

但
し
歌
物
語
の
場
合
は
、
単
な
る
作
り
話
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
と

い
う
問
題
が
当
然
存
し
て
い
る
の
だ
が
、
現
存
す
る
伝
本
や
古
筆
切
の
状

況
か
ら
見
て
伝
奇
物
語
と
同
様
の
扱
い
で
あ
っ
た
と
考
え
て
良
さ
そ
う
で

あ
る
。
ま
た『

平
中
物
語』

や『

大
和
物
語』

は
古
写
本
の
数
が
少
な
く
、

巻
子
本
に
書
か
れ
な
か
っ
た
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
く
も
あ
る
が
、

『

伊
勢
物
語』

の
例
か
ら
類
推
し
て
お
き
た
い
。

二

絵
巻
物
と
い
う
存
在

以
上
の
様
に
、
伝
奇
物
語
と
巻
子
装
と
い
う
装
訂
は
基
本
的
に
相
容
れ

な
い
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、
伝
奇
物
語
で
も
巻
子
装
に

書
写
さ
れ
た
事
例
は
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
大
変
矛
盾
し

た
こ
と
を
書
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
は
呼
称
も
異
な
り
、

｢

絵
巻
物｣

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
く
ど
く
ど
し
い
説
明
は
不
要
で
あ

ろ
う
が
、｢

絵
巻
物｣

と
は
、｢

巻
子
に
物
語
の
内
容
を
描
い
た
絵
。
絵
巻

と
も
。
多
く
は
、
物
語
性
を
持
ち
、
画
風
は
や
ま
と
絵
。(

中
略)

平
安

時
代
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
盛
行
、
黄
金
期
を
迎
え
る
。
作
り
物
語
・
説

話
文
学
・
軍
記
物
語
の
隆
盛
を
背
景
に
し
て
、『

源
氏
物
語
絵
巻』

『

伴
大

納
言
絵
詞』

『

平
治
物
語
絵
巻』

な
ど
が
制
作
さ
れ
た
。(

以
下
略)｣

(『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典』

｢

絵
巻
物｣

大
岡
賢
典
氏)

と
い
っ
た
存

在
で
あ
る
。
た
だ
し
、｢

絵
巻｣

・｢

絵
巻
物｣

と
い
う
詞
が
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
の
は
江
戸
中
期
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
で
、
中
村
義
雄
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氏
『

絵
巻
物
詞
書
の
研
究』

(

角
川
書
店
、
一
九
八
二)

第
十
章

｢

絵
巻

物
攷

｢

絵
巻
物｣

と
い
う
呼
称
に
つ
い
て

｣

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
、
そ
れ
ま
で
は

｢

…
…
絵｣

あ
る
い
は

｢

…
…
絵
詞｣

と
称
さ
れ
て

い
た
こ
と
が
判
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
か
つ
て
の
呼
称
で
留
意
し
て
お
き

た
い
の
は
、
形
態
的
な
特
徴
を
呼
称
に
加
え
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

ろ
う
。

論
述
の
都
合
上
以
下
も

｢
絵
巻
物｣

で
通
す
こ
と
に
し
た
い
が
、
伝
奇

物
語
の
絵
巻
物
と
し
て
最
も
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
徳
川
美
術
館
や

五
島
美
術
館
等
に
分
蔵
さ
れ
る
、
平
安
末
期
の
制
作
と
考
え
ら
れ
る
国
宝

『

源
氏
物
語
絵
巻』

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
他
に
も
、

十
三
世
紀
後
半
頃
の
制
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
和
泉
市
久
保
惣
美
術
館
蔵

の
重
要
文
化
財

『

伊
勢
物
語
絵
巻』

、
同
じ
く
十
三
世
紀
後
半
と
さ
れ
る

国
立
東
京
博
物
館
蔵
の
重
要
文
化
財

『

狭
衣
物
語
絵
巻』

等
を
著
名
な
作

例
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

文
献
に
お
い
て
も
良
く
知
ら
れ
る
様
に
、
藤
原
定
家
の
日
記『

明
月
記』

天
福
元
年

(

一
二
三
三)

三
月
十
八
日
〜
二
十
日
条
に
、
後
堀
河
院
と
藻

壁
門
院
の
周
辺
で

『

源
氏
物
語』

や

『

狭
衣
物
語』

を
始
め
、
様
々
な
物

語
の
絵
巻
物
が
作
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ

も
良
く
知
ら
れ
る
こ
と
だ
が
、『

源
氏
物
語』

｢

絵
合｣

巻
等
に
は
、『

竹

取
物
語』

や

『

宇
津
保
物
語

(

俊
蔭
の
巻)』

或
い
は

『

伊
勢
物
語』

等

の
絵
巻
が
登
場
し
て
お
り
、
現
存
す
る
遺
品
が
決
し
て
特
別
な
存
在
で
は

な
か
っ
た
ら
し
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
絵
巻
物
の
古
い
遺
例
を
見
て
み
る
と
、
絵
の
部

分
の
素
晴
ら
し
さ
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
詞
書
部
分
の
筆
跡
も
ま
た
見
事

で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
注
目
し
て
入
木
道
の
伝
書

を
見
て
み
る
と
興
味
深
い
記
述
に
ぶ
つ
か
る
。

藤
原
行
成
を
祖
と
す
る
入
木
道
家
世
尊
寺
家
の
第
六
代
で
、『

源
氏
物

語』

初
の
注
釈
書

『

源
氏
釈』

を
著
し
た
こ
と
で
も
高
名
な
伊
行

(

保
延

五
年

(

一
一
三
九)

？
〜
安
元
元
年

(

一
一
七
五)

？)

が
、
娘
の
伊
子

の
為
に
書
い
た
日
本
初
の
和
様
書
論

『

夜
鶴
庭
訓
抄』

に
は
、｢

物
語
ハ

手
書
ハ
書
候
ハ
ヌ
事
也
、
人
書
テ
ナ
ン
ド
申
サ
バ
兎
角
ス
ベ
リ
テ
カ
ヽ
セ

給
マ
ジ｣

(

斯
道
文
庫
寄
託
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
本)

と
見
え
て
い

る
。
書
の
専
門
家
は
物
語
は
書
写
し
な
い
も
の
で
あ
り
、
人
が
依
頼
し
て

き
て
も
何
だ
か
ん
だ
と
理
由
を
付
け
て
辞
退
す
る
よ
う
に
、
と
教
え
て
い

る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
一
見
、
物
語
の
地
位
が
低
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
公
の
文
書
や

社
寺
の
扁
額
な
ど
を
書
く
立
場
で
あ
る
書
の
専
門
家
た
る
者
が
書
く
べ
き

で
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
様
に
も
解
釈
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
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伊
行
女
の
家
集

『

建
礼
門
院
右
京
大
夫
集』

に
は
、
伊
行
も
絵
詞
を
書
い

た
こ
と
が
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

太
皇
太
后
宮
よ
り
、
お
も
し
ろ
き
ゑ
ど
も
を
、
中
宮
の
御
か
た

へ
ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
給
へ
り
し
な
か
に
、
む
か
し
、
て
て
の
も
と

に
人
の
て
な
ら
ひ
し
て
と
て
、
こ
と
ば
か
か
せ
し
ゑ
の
ま
じ
り

た
る
、
い
と
あ
は
れ
に
て

め
ぐ
り
き
て
み
る
に
た
も
と
を
ぬ
ら
す
か
な
ゑ
じ
ま
に
と
め
し
み
づ

ぐ
き
の
あ
と

(

七
九)

太
皇
太
后
宮
は
近
衛
・
二
条
天
皇
の
后
と
な
っ
た
多
子
で
、
中
宮
は
建

礼
門
院
徳
子
の
こ
と
で
あ
る
。
多
子
か
ら
徳
子
の
所
に
送
ら
れ
た

｢

お
も

し
ろ
き
絵
ど
も｣

の
中
に
、
む
か
し
父
伊
行
に
練
習
と
い
う
こ
と
で
人
が

詞
を
書
か
せ
た
絵
が
交
じ
っ
て
い
た
の
を
見
つ
け
て
、
父
を
懐
か
し
む
歌

を
詠
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
歌
は

｢

海
松

(

み
る)

・
濡
ら
す
・
絵

島
・
水｣

と
い
っ
た
海
あ
る
い
は
水
の
縁
語
仕
立
て
に
な
っ
て
い
て
、
歌

の
解
釈
自
体
は
難
し
く
な
い
。
し
か
し
、｢

手
習
ひ
し
て
と
て
詞
か
か
せ

し｣

と
い
う
部
分
の
解
釈
は
、
本
来
な
ら
ば
書
か
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
、

練
習
と
い
う
こ
と
で
特
別
に
書
い
た
と
言
う
こ
と
な
の
か
、
そ
う
ま
で
深

読
み
す
る
必
要
は
な
く
、
絵
巻
の
詞
書
を
ち
ょ
っ
と
頼
ま
れ
て
書
い
た
と

考
え
る
べ
き
な
の
か
、
悩
ん
で
し
ま
う
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
伊
行
五
代
の
孫
行
房

(

？
〜
延
元
二
年

(

一
三
三
七))

が
著
し
た
入
木
道
の
伝
書

『

右
筆
条
々』

に
は
、｢

一
書
絵
詞
様｣

と
い

う
項
目
す
ら
存
し
て
お
り
、｢

可
為
行
也
、
以
読
安
為
先
…｣

(

斯
道
文
庫

寄
託
セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
本)

等
と
、
読
み
や
す
さ
の
為
に
行
書
で

記
す
べ
き
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
の
項
目
の
存
在
は
、
鎌
倉
時
代
に
は

入
木
道
家
の
人
が
絵
巻
の
詞
書
を
書
く
こ
と
は
普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
ら

し
い
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
や
は
り
入
木
道
家
の
人
々
に
も
、
物
語
の
絵
の

な
い
写
本
と
絵
巻
と
は
ど
う
も
区
別
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。三

絵
入
り
本
と
い
う
存
在

以
上
の
様
に
、
絵
の
な
い
物
語
写
本
は
、
入
木
道
家
の
人
が
書
写
す
る

こ
と
は
原
則
と
し
て
な
く
、
ま
た
巻
子
装
と
し
て
制
作
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
の
に
対
し
、
絵
が
あ
れ
ば
巻
子
装
に
な
り
、
入
木
道
家
の
人
が
詞
の
筆

を
執
る
こ
と
も
あ
る
と
い
う
状
況
が
見
え
て
き
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
気
に

な
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
物
語
の
冊
子
に
絵
入
り
本
が
あ
る
の
か
と
い

う
問
題
で
あ
る
。
普
通
に
考
え
れ
ば
そ
れ
が
存
在
し
て
も
不
思
議
は
な
い

よ
う
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
石
川
透
氏

『

奈
良
絵
本
・
絵
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巻
の
生
成』

(

三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
〇
三)

の
中
に
興
味
深
く
重
要
な

記
述
が
あ
る
。

物
語
が
絵
画
化
さ
れ
る
と
き
、
室
町
時
代
中
頃
ま
で
は
冊
子
本
に

絵
が
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
不
思
議
な
こ
と

で
は
あ
る
が
、
室
町
時
代
中
期
以
前
の
、
冊
子
の
絵
入
り
本
は
、
ほ

と
ん
ど
現
存
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ま
で
は
、
物
語
と
絵
が
組
み
合
わ

さ
れ
る
時
に
は
、
絵
巻
物
と
し
て
作
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
絵
を

入
れ
る
場
合
に
は
巻
物
の
形
態
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
も
、
写
本
の
わ
り
に
絵
巻
物
が
少
な
い
理
由
の
一
つ
と
な
っ

て
い
よ
う
。

(

第
一
編
第
三
章

｢

御
伽
草
子
と
絵
画｣
の

｢
三
、
初
期
の
御
伽

草
子
絵
巻｣)

奈
良
絵
本
・
奈
良
絵
巻
を
調
査
研
究
さ
れ
て
い
る
石
川
氏
の
経
験
で
も
、

室
町
時
代
中
期
以
前
に
は
絵
入
り
の
冊
子
本
は
殆
ど
確
認
で
き
な
い
と
い

う
の
で
あ
る
。

念
の
た
め
に
追
認
作
業
を
行
っ
て
み
る
と
、
確
か
に
そ
の
発
言
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

室
町
中
期
以
前
の
絵
入
り
冊
子
本
と
し
て
最
も
著
名
で
あ
る
の
が
、
大

和
文
華
館
と
徳
川
美
術
館
に
分
蔵
さ
れ
る
、
鎌
倉
中
期
頃
の
写
と
さ
れ
る

重
要
文
化
財『

源
氏
物
語
絵
詞』

で
あ
ろ
う
。
徳
川
美
術
館
蔵
の｢

浮
舟｣

前
半
と

｢

蜻
蛉｣

の
一
部
は
巻
子
に
改
装
さ
れ
て
い
る
が
、
大
和
文
華
館

蔵
の

｢

浮
舟｣

後
半
部
は
、
大
き
さ
二
三
、
七
×
一
九
、
〇
糎
の
粘
葉
装

の
冊
子
本
で
あ
る
。
粘
葉
装
の
特
徴
で
あ
る
水
平
に
全
開
す
る
見
開
き
部

分
の
み
で
な
く
、
本
文
部
分
の
一
頁
と
隣
り
合
う
頁
に
も
挿
絵
が
確
認
で

き
る
も
の
で
あ
る
。
一
頁
分
の
絵
は
ど
う
し
て
も
画
面
が
狭
い
印
象
が
あ

る
が
、
見
開
き
の
絵
は
そ
れ
な
り
に
開
放
感
が
あ
り
、
絵
巻
に
通
じ
る
も

の
と
見
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
絵
は

｢

白
描
画｣

と
呼
ば
れ

る
墨
線
の
み
で
描
か
れ
た
も
の
で
、
極
彩
色
の

『

源
氏
物
語
絵
巻』

等
と

は
異
な
っ
て
い
る
。
白
描
画
は
平
安
時
代
に
は
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
お
り
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
蔵
の
重
要
文
化
財

『

隆
房
卿
艷
詞

絵
巻』

や
個
人
蔵
の
同

『

枕
草
子
絵
巻』

の
よ
う
な
鎌
倉
時
代
の
絵
巻
等

が
現
存
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
遺
例
か
ら
す
る
と
、
冊
子
と
い
う
形
態
と

白
描
絵
を
特
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
必
要
は
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
絵
の
あ
る
冊
子
本
と
し
て
は
他
に
も
、
平
安
後
期
写
と
さ
れ
る
五

島
美
術
館
蔵
の
重
要
文
化
財

『

観
普
賢
経
冊
子』

粘
葉
装
一
帖

(

一
八
、

七
×
一
一
、四
糎)

や
、
や
は
り
平
安
後
期
と
考
え
ら
れ
る
四
天
王
寺
や

東
京
国
立
博
物
館
に
分
蔵
さ
れ
る
国
宝

『

扇
面
法
華
経
冊
子』

(

他
に
重

要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
も
の
が
西
教
寺
・
法
隆
寺
・
藤
田
美
術
館
・
出
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光
美
術
館
等
に
蔵
さ
れ
る)

の
粘
葉
装

(

縦
二
五
、
二
糎
、
開
い
た
形
で

上
弦
幅
四
九
、
五
糎
・
下
弦
幅
一
九
糎)

が
存
し
て
い
る
。
前
者
は
平
安

時
代
に
良
く
用
い
ら
れ
た
唐
紙
を
用
い
て
お
り
、
一
面
の
見
開
き
に
の
み

そ
こ
に
記
さ
れ
た
経
典
の
内
容
を
絵
画
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
彩
色
の
下

絵
が
存
し
て
い
る
。
後
者
は
全
開
す
る
面
に
の
み
彩
色
の
下
絵
が
あ
り
、

途
中
ま
で
し
か
開
か
な
い
面
に
は
経
文
の
み
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
雲
母
や
金
箔
な
ど
を
用
い
鮮
や
か
に
彩
色
さ
れ
た
絵
を
有
す
る
も
の
で

は
あ
る
が
、
文
字
の
下
に
描
か
れ
た
下
絵
で
あ
り
、
先
の

『

源
氏
物
語
絵

詞』

の
様
な
絵
入
り
の
本
と
は
一
線
を
画
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

結
局
見
出
せ
た
事
例
は
一
例
の
み
と
な
る
の
で
あ
り
、
や
は
り
石
川
氏

の
指
摘
の
通
り
、
室
町
中
期
に
な
っ
て
奈
良
絵
本
的
な
絵
入
り
冊
子
本
が

登
場
す
る
ま
で
は
、
日
本
で
は
絵
入
り
の
冊
子
本
は
極
め
て
珍
し
い
存
在

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
存
の
も
の
だ
け
で
は
調
査
が
不
十
分
で
あ
る
の
で
、

文
献
の
中
に
も
絵
の
あ
る
冊
子
本
の
存
在
を
求
め
て
み
た
い
。

そ
の
事
例
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
平
安
朝
の
歌
合
に
関
す
る

記
録
類
で
あ
る
。
先
ず
永
承
四
年(

一
〇
四
九)

に
後
冷
泉
天
皇
が
主
催

し
た

『

内
裏
歌
合
永
承
四
年』

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

｢

一
三
六
永
承
四

年
十
一
月
九
日
内
裏
歌
合｣)

の
、｢

類
聚
歌
合
十
巻
本｣

の
日
記
部
分

に
、
右
方
が
用
意
し
た
硯
箱
の
中
に｢

草
子
十
帖
、
絵
以
題
趣
書
以
和
歌｣

が
入
っ
て
い
た
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
同
歌
合
に
つ
い
て
記
述
し
た

『

栄

花
物
語』

巻
三
十
六

｢

根
合｣

に
は
、｢

右
は
金
の
透
筥
に
、
硯
の
筥
と

お
ぼ
し
き
に
、
草
子
ど
も
入
れ
た
り
。
歌
の
心
ば
へ
を
、
題
に
従
ひ
つ
つ
、

下
絵
に
描
き
た
り
。
手
は
右
の
大
殿
の
因
幡
の
乳
母
、
錦
の
表
紙
、
次
の

は
金
の
表
紙
を
磨
き
た
る
。
白
栲
に
は
る
ば
る
と
見
え
て
、
山
の
立
た
ず

ま
ひ
、
水
の
流
れ
は
仄
か
な
り
、
金
を
結
び
て
、
玉
を
文
に
し
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
る
表
紙
、
あ
て
に
を
か
し｣

(『

平
安
朝
歌
合
大
成』

の
引
用
に

よ
り
日
本
古
典
文
学
大
系
本
で
確
認)

と
、
よ
り
詳
し
い
記
述
が
見
え
て

い
る
。

続
い
て
、
永
承
五
年
に
後
朱
雀
天
皇
の
女
御
延
子
が
主
催
し
た
初
の
絵

合
で
あ
る

『

前
麗
景
殿
女
御
歌
合』

(

大
成

｢

一
三
九
永
承
五
年
四
月
廿

六
日
前
麗
景
殿
女
御
延
子
歌
絵
合｣)

で
あ
る
。
そ
の

｢

十
巻
本｣

の
仮

名
日
記
部
分
に
、｢

左
、
か
ね
の
透
筥
に
心
葉
し
て
、
か
ね
の
卯
花
重
ね

の
紙
敷
き
て
、
か
ね
の
結
袋
に
色
色
の
玉
を
村
濃
に
つ
ら
ぬ
き
括
り
に
し

た
り
。
古
今
絵
七
帖
、
あ
た
ら
し
き
歌
絵
の
か
ね
の
冊
子
一
帖
入
れ
た
り
。

表
紙
さ
ま
ざ
ま
に
飾
り
た
り
。
打
敷
瞿
麦
の
浮
線
綾
に
、
そ
の
花
を
繍
ひ

た
り｣
、
あ
る
い
は

｢

右
、(

中
略)

か
ね
の
透
筥
を
う
ち
に
置
き
て
、
絵

の
冊
子
六
帖
あ
た
ら
し
き
歌
絵
の
冊
子
一
帖
入
れ
た
り
。
表
紙
さ
ま
ざ
ま
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に
飾
り
た
り
・
打
敷
二
藍
の
象
眼
に
白
き
文
を
繍
ひ
た
り｣

等
と
見
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
ち
ら
に
は

｢

廿
巻
本｣

も
遺
っ
て
い
る
が
左
の
表
紙

の
刺
繍
が

｢
そ
の
花｣

で
は
な
く

｢

卯
花｣

と
な
っ
て
い
る
の
が
異
な
る

く
ら
い
で
、
大
き
な
違
い
は
な
い
。

そ
し
て
三
つ
め
は
、
天
喜
四
年

(

一
〇
五
六)

に
後
冷
泉
天
皇
の
皇
后

寛
子
が
主
催
し
た

『

皇
后
宮
春
秋
歌
合』

(

大
成

｢

一
六
三
天
喜
四
年
四

月
卅
日
皇
后
宮
寛
子
春
秋
歌
合｣)

で
あ
る
。
そ
の｢

類
聚
歌
合
廿
巻
本｣

の
真
名
日
記
部
分
に
、｢

左
文
台｣
の
説
明
と
し
て
、｢

銀
洲
浜｣

に

｢

銀

船
二
隻
相
並
、
上
有
透
銀
之
屋
形
、
其
中
置
和
歌
葉
紙
十
帖
、
画
叶
題
目

之
春
絵
。
但
女
絵
相
加
之
。
其
端
交
色
々
薄
様
、
書
和
歌
用
真
名
字
。
其

表
紙
等
、
二
帖
施
彫
金
透
雲
母
、
二
帖
銀
、
二
帖
以
金
銀
糸
貫
色
々
玉
結

物
文
、
二
帖
象
眼
画
絵
、
二
帖
浮
線
綾
、
同
以
金
銀
糸
閉
春
花
形｣

と
見

え
て
い
る
。
こ
の
歌
合
も

『

栄
花
物
語』

｢

根
合｣

に
記
述
が
あ
り
、｢

右

に
は
桜
人
と
い
ふ
こ
と
を
銀
の
洲
浜
に
て
、
歌
書
く
も
の
は
草
子
十
帖
、

銀
、
黄
金
、
浮
線
稜
、
象
眼
を
尽
く
し
て
、
二
つ
づ
つ
、
銀
・
黄
金
の
糸

を
文
に
結
び
て
、
玉
を
文
に
て
す
ゑ
た
り
。
歌
書
く
べ
き
草
子
ど
も
に
、

こ
の
題
の
心
ば
へ
を
、
男
絵
、
女
絵
と
描
き
た
る
に
、
兼
行
ぞ
歌
は
書
き

た
る
。
歌
を
む
ね
と
し
た
る
こ
と
に
、
な
ど
わ
ろ
き
も
の
に
書
か
す
べ
き
。

絵
描
き
い
み
じ
き
も
の
に
書
く
べ
き
な
り
と
、
左
の
人
人
も
ど
き
け
り｣

と
あ
る
。
歌
を
記
し
た
源
兼
行
は

『

尊
卑
分
脈』

に
も

｢

能
書｣

と
の
注

記
が
あ
り
、
後
冷
泉
・
後
三
条
・
白
河
の
三
代
に
亘
っ
て
大
嘗
会
の
悠
紀

主
記
屏
風
の
色
紙
形
の
揮
毫
を
行
っ
た
程
の
名
手
で
あ
る
の
に
、
身
分
の

低
さ
が
疎
ま
れ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
歌
を
記
す
こ
と
が
格
の
高
い
作
業
で

あ
る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
伝
え
て
い
て
興
味
深
い
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
に
挙
げ
た
三
例
に
よ
り
、
平
安
時
代
の
十
一

世
紀
中
頃
に
、
特
別
豪
華
な
仕
立
て
の
も
の
な
が
ら
絵
入
り
の
冊
子
本
が

存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
れ
ら
も
そ
の

記
述
を
読
む
限
り
、『

内
裏
歌
合
永
承
四
年』

と

『

皇
后
宮
春
秋
歌
合』

の
例
は
絵
を
主
体
と
し
た
絵
本
で
は
な
く
て
、
歌
の
題
や
内
容
を
下
絵
に

し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
現
存
す
る

『

観
普
賢
経
冊
子』

や

『

扇

面
法
華
経
冊
子』

と
絵
の
有
り
様
は
近
い
も
の
で
あ
る
と
言
え
そ
う
で
あ

る
。

『

前
麗
景
殿
女
御
歌
合』

の
み
は
歌
絵
合
で
あ
る
の
で
、
そ
の

｢

古
今

絵
七
帖｣

と

｢

絵
の
冊
子
六
帖｣

は
、『

古
今
集』

と
古
歌

(

序
文
に
よ

れ
ば

『

後
撰
集』)

か
ら
選
ん
だ
歌
を
絵
に
し
、
題

(

詞
書)

と
歌
人
名

を
書
き
添
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
絵
を
主
体
と
し
た
冊
子
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
、
物
語
性
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
注
意
を
要
す
る
事
例

で
あ
ろ
う
。
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結
局
文
献
中
で
も
、
絵
入
り
の
冊
子
本
と
断
定
で
き
る
事
例
は
、
現
時

点
で
は
一
例
し
か
見
当
た
ら
な
い
の
で
あ
り
、
石
川
氏
の
指
摘
の
正
し
さ

を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
翻
っ
て
絵
の
あ
る
書
物
が
い
つ
か
ら
存
在
し
て
い
た
の
か
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
最
古
の
絵
巻
と

言
わ
れ
て
い
る
の
は

『
過
去
現
在
因
果
経』

(

通
称

｢

絵
因
果
経｣)

と
い

う
、
釈
迦
の
前
世
と
現
世
の
伝
記
を
説
い
た
経
典
で
あ
る
。
巻
子
装
の
下

半
分
に
経
文
、
上
半
分
に
経
文
の
内
容
を
説
明
す
る
彩
色
絵
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
る
。
奈
良
時
代
の
遺
品
で
国
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は

京
都
上
品
蓮
台
寺
・
同
醍
醐
寺
・
東
京
芸
術
大
学
蔵
の
も
の
が
あ
り
、
重

要
文
化
財
指
定
の
も
の
は
、
奈
良
国
立
博
物
館
・
出
光
美
術
館
・
個
人
蔵

の
も
の
が
あ
る
。
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
作
例
も
確
認
で
き
、
日
本
人

に
と
っ
て
も
な
じ
み
深
い
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
藤
原
佐
世

(

昌
泰
元
年

(

八
九
八)

没)

編
の

『

日
本
国
見
在
書

目
録』

に
は
、
九
世
紀
末
頃
に
日
本
に
伝
わ
っ
た
漢
籍
千
五
百
七
十
九
部

が
著
録
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に

｢

〃
〃
〃

(

列
女
伝)

図
十
二
巻｣

・｢

孝

子
伝
図
一
巻｣

・｢

〃
〃
〃

(

山
海
経)

図
賛
一
巻｣

等
の
よ
う
に
、
挿
絵

入
り
と
思
わ
れ
る
本
が
八
十
八
部
確
認
で
き
る
。
冊
子
が
広
く
普
及
す
る

前
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
巻
子
装
な
の
は
当
然
で
は
あ
る
の
だ
が
、

絵
巻
的
な
漢
籍
が
少
な
か
ら
ず
伝
わ
り
、
絵
と
巻
子
装
の
繋
が
り
を
日
本

人
に
意
識
付
け
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

以
上
の
蕪
雑
な
検
討
に
よ
っ
て
も
、
鎌
倉
時
代
以
前
に
お
い
て
は
、
物

語
本
文
の
み
の
巻
子
本
は
極
め
て
少
な
く
、
逆
に
挿
絵
の
あ
る
物
語
の
巻

子
本
即
ち
絵
巻
物
は
数
多
く
存
し
、
絵
入
り
冊
子
本
と
い
う
も
の
も
極
め

て
稀
な
存
在
で
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。
こ
う
し
た
有
り
様

か
ら
導
き
出
せ
る
の
は
、
絵
の
あ
る
も
の
は
巻
子
装
に
書
く
も
の
だ
と
い

う
共
通
認
識
が
厳
然
と
存
在
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
意
識
の
前
に
は
、
伝

奇
物
語
は
巻
子
本
に
書
く
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
あ
る
種
の
タ
ブ
ー
意
識

も
無
力
で
あ
っ
た
、
と
い
う
事
実
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

四

絵
入
冊
子
本
の
登
場

石
川
氏
は
先
掲
論
文
中
の

｢

五
、
奈
良
絵
本｣

に
お
い
て
、｢

室
町
時

代
後
期
頃
か
ら
、
絵
巻
物
で
は
な
く
、
冊
子
に
絵
を
入
れ
る
か
た
ち
の
、

い
わ
ゆ
る
絵
本
が
多
く
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た｣

と
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
室
町
後
期
頃
写
で
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵
の
伝
飛
鳥
井
一
位
局

筆

『

扇
合
物
語

(

花
鳥
風
月)』

の
よ
う
な
現
存
す
る
遺
例
を
数
多
く
調
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査
さ
れ
て
の
見
解
で
あ
り
、
大
変
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

や
は
り
こ
れ
に
つ
い
て
も
文
献
で
確
認
し
て
み
た
い
。

大
東
急
記
念
文
庫
蔵
の

『

禁
裡
御
蔵
書
目
録』

(『

大
東
急
記
念
文
庫
善

本
叢
刊
近
世
十
一
書
目
集
一』

(

汲
古
書
院
、
一
九
七
七)

に
影
印)

は
、

応
仁
の
乱
後
の
大
規
模
な
書
写
活
動
と
集
書
を
経
て
形
成
さ
れ
た
、
天
皇

家
の
蔵
書
の
目
録
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
見
え
る
本
は
万
治
四
年

(

一
六
六

一)

正
月
十
五
日
の
禁
裏
火
災
で
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
目
録

は
巻
子
と
冊
子
を
員
数
の

｢

巻｣
と

｢
冊｣

で
区
別
し
て
お
り
、
こ
こ
に

書
写
年
代
が
あ
る
程
度
推
定
で
き
る
絵
入
り
と
思
わ
れ
る
冊
子
本
が
散
見

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の

｢

黒
御
擔
子
第
一｣

に
は
、｢

和
長
卿
筆
歟｣

と
注
記
の
あ
る

｢

粉
河
観
応
縁
起
絵
詞

一
冊｣

や
、｢

元
長
卿
筆｣

と
あ
る

｢

目
連
尊
者

絵
詞

一

(

冊)｣

、
や
は
り

｢

和
長
卿
筆｣

と
さ
れ
る

｢

和
光
本
誓
絵
詞

一

(

冊)｣

が
見
え
て
い
る
。
東
坊
城
和
長

(

一
四
六
〇
〜
一
五
二
九)

や
甘
露
寺
元
長

(

一
四
五
七
〜
一
五
二
七)

が
筆
者
な
の
で
あ
る
。
ま
た

｢

黒
御
擔
子
第
八｣

に
は
、｢

宣
秀
卿
筆｣

の

｢

駿
牛
絵
詞

一

(

冊)｣

や

｢

七
天
駒
絵
之
詞

一

(

冊)｣

、｢

言
国
卿
筆｣

の

｢

久
阿
見
絵
詞

一

(

冊)｣

と

｢

女
人
可
恐
男
子
絵
詞
一
二
三

一
冊｣

が
見
え
、
中
御

門
宣
秀

(

一
四
六
九
〜
一
五
三
一)

、
山
科
言
国

(

一
四
五
二
〜
一
五
〇

三)

が
書
写
を
担
当
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
同
じ

｢

第
八｣

の

｢

絵

詞｣

と
あ
る
書
名
に
挟
ま
れ
た

｢

基
綱
卿
筆｣

(

姉
小
路
、
一
四
四
一
〜

一
五
〇
四)

と
あ
る

｢

武
蔵
坊
弁
慶
物
語

上
下

二

(

冊)｣

等
も
絵

入
り
本
か
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
様
な
事
例
が
後
土
御
門
天
皇
の
治
世

(

在
位
は
一
四
六
四
〜
一
五

〇
〇)

に
集
中
し
て
い
る
の
は
決
し
て
偶
然
で
は
な
い
。
芳
賀
幸
四
郎

『

東
山
文
化
の
研
究』

(

河
出
書
房
、
一
九
四
五)

や
酒
井
茂
幸
氏

『

禁
裏

本
歌
書
の
蔵
書
史
的
研
究』

｢

第
三
章
文
明
期
の
禁
裏
に
お
け
る
歌
書
の

書
写
活
動｣

(

思
文
閣
出
版
、
二
〇
〇
九)

等
に
詳
し
い
よ
う
に
、
応
仁

の
乱
や
、
文
明
八
年

(

一
四
八
一)

十
一
月
十
三
日
の
天
皇
御
所
と
仙
洞

が
同
居
し
て
い
た
幕
府
室
町
邸
の
火
災
等
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
多
く
の
書

物
を
補
充
す
べ
く
、
天
皇
の
命
で
廷
臣
達
を
動
員
し
て
大
規
模
に
行
な
わ

れ
た
新
写
に
よ
る
集
書
活
動
の
有
り
様
を
、
我
々
は
こ
の
目
録
に
垣
間
見

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

た
だ
し
同
目
録
に
は
ま
た
、
末
尾
近
く
に

｢

御
絵
目
録｣

と
し
て

｢

酒

天
童
子

三
巻｣

以
下
絵
巻
物
が
二
十
部
列
挙
さ
れ
、
先
に
確
認
し
た
も

の
と
は
別
扱
い
に
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
先
に
挙
げ
た

冊
子
体
の

｢
絵
詞｣

類
は
、
絵
巻
物
の
詞
部
分
の
み
を
書
写
し
た
本
で
あ

る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
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ら
も
絵
入
り
冊
子
本
の
文
献
上
の
例
と
は
な
り
が
た
い
よ
う
で
は
あ
る
が
、

絵
入
り
冊
子
本
の
登
場
が
、
こ
れ
ら
の
絵
詞
冊
子
の
制
作
に
続
く
時
代
で

あ
る
と
い
う
連
続
性
に
殊
更
注
目
す
る
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
こ
う
し
た
絵

巻
物
の
詞
書
を
冊
子
に
仕
立
て
る
よ
う
な
あ
り
方
が
、
絵
入
り
冊
子
本
の

成
立
に
影
響
を
与
え
た
可
能
性
も
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
現
時
点
で
は

具
体
的
な
証
拠
も
提
示
で
き
な
い
憶
測
に
す
ぎ
な
い
が
、
絵
入
り
冊
子
本

成
立
の
契
機
は
今
後
も
検
討
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

契
機
は
と
も
か
く
、
絵
入
り
冊
子
本
の
制
作
方
法
に
つ
い
て
は
、
そ
の

大
き
さ
か
ら
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
や
は
り
石
川
氏
が
、

｢

今
日
、
室
町
時
代
後
期
か
ら
江
戸
時
代
中
期
に
か
け
て
制
作
さ
れ
た
絵

入
り
の
冊
子
写
本
の
こ
と
を
奈
良
絵
本
と
呼｣

び
、｢
奈
良
絵
本
と
し
て
、

今
日
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
横
に
長
い
も
の
で｣
、｢

こ
の
淵
源

は
、
絵
巻
物
の
小
絵
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
縦
約
一
七
糎

で
、
小
絵
を
冊
子
に
仕
立
て
た
趣
は
あ
る
。
描
か
れ
た
絵
の
雰
囲
気
も
、

小
絵
に
通
ず
る
も
の
も
あ
る｣

(

五
、
奈
良
絵
本)

と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

奈
良
絵
本
の
最
も
一
般
的
な
形
態
で
あ
る
袋
綴
の
横
本
は
、
室
町
期
の
通

常
の
絵
巻
の
料
紙

(

三
三
×
五
〇
糎
程
度)

を
折
紙
に
し
た
大
き
さ
、
つ

ま
り
高
さ
を
半
分
に
し
て
制
作
さ
れ
た
小
絵

(

巻)

に
由
来
す
る
で
あ
ろ

う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
小
絵
の
料
紙
で
袋
綴
の
書
物
を
作
成
す
れ
ば

横
本
型
奈
良
絵
本
の
形
態
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
小
絵
の
成
立
と
袋

綴
と
い
う
装
訂
の
一
般
化
が
両
立
し
て
い
な
け
れ
ば
起
こ
り
よ
う
の
な
い

事
柄
で
あ
り
、
や
は
り
室
町
後
期
な
ら
で
は
の
現
象
で
あ
る
と
言
え
る
。

ま
た
石
川
氏
は
、｢

縦
型
の
奈
良
絵
本
も
、
寛
文
年
間
頃
か
ら
、
量
産

さ
れ
る
よ
う
に
な
る｣

と
さ
れ
、｢

縦
約
三
〇
糎
で
袋
綴
の
、
大
型
の
絵

巻
物
を
冊
子
化
し
た
よ
う
な
奈
良
絵
本
が
作
ら
れ
る
。
絵
の
描
き
方
や
、

下
絵
の
あ
る
豪
華
な
料
紙
に
詞
書
き
を
書
く
等
は
、
当
時
の
豪
華
な
絵
巻

物
に
近
似
し
て
い
る
。
詞
書
き
の
筆
跡
を
み
る
と
、
大
型
奈
良
絵
巻
に
み

ら
れ
た
筆
跡
が
散
見
す
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
特
大
型
の
奈
良
絵
本
は
、

絵
巻
物
と
同
じ
環
境
で
作
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。｣(

同)

と
も
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
大
き
さ
や
装
訂
は
、
量
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
寛

文
年
間
以
前
の
、
室
町
後
期
か
ら
江
戸
初
期
頃
ま
で
の
縦
型
奈
良
絵
本
に

も
ほ
ぼ
共
通
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
絵
入
り
冊
子
本
は
、
大
型
の
も
の
も
小
型
の
も
の
も
、
絵

巻
を
作
る
為
の
料
紙
を
縦
に
半
分
に
折
っ
て
仕
立
て
た
袋
綴
と
い
う
装
訂

を
用
い
て
い
た
の
で
あ
り
、
物
理
的
に
は
そ
の
移
行
は
極
め
て
容
易
で
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
冊
子
を
開
け
ば
、
綴
じ
代
の
た
め
に
や
や
狭
く
は
な

る
も
の
の
、
ほ
ぼ
巻
子
の
一
紙
分
の
大
き
さ
、
肩
幅
で
巻
子
を
広
げ
た
大

き
さ
に
等
し
く
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
制
作
方
法
は
巻
子
装
か
ら
冊
子
形

― 47 ―



態
へ
の
移
行
の
抵
抗
感
を
薄
め
る
機
能
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

絵
入
り
冊
子
本
が
普
及
す
る
に
連
れ
て
現
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、

絵
巻
物
の

｢
何
々
絵
草
紙｣

と
い
う
名
付
け
で
あ
る
。
鎌
倉
時
代
制
作
で

重
要
文
化
財
の
前
田
育
徳
会
蔵

『

豊
明
絵
草
紙』

や
国
立
歴
史
民
俗
博
物

館
蔵

『

藤
波
絵
草
紙』

(『

隆
房
卿
艶
詞
絵
巻』

の
こ
と)

が
そ
の
代
表
的

な
例
で
あ
る
。

こ
う
し
た
名
称
は
近
世
期
の
命
名
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
付
与
さ
れ

た
時
期
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
の
は
中
々
に
難
し
い
。
そ
う
し
た
中
で
、
作

品
名
と
し
て
で
は
な
く
絵
巻
物
の
形
態
の
こ
と
を

｢

絵
草
紙

(

子)｣

と

呼
ん
だ
例
な
ら
ば
、
使
用
年
代
が
明
ら
か
な
資
料
が
存
し
て
い
る
。
そ
れ

は
、
江
戸
初
期
に
誕
生
し
た
筆
跡
鑑
定
家

｢

古
筆
見｣
の
初
代
で
あ
る
古

筆
了
佐

(

元
亀
三
年

(

一
五
七
二)

〜
寛
文
二
年

(
一
六
六
二))

の
手

に
な
る
鑑
定
文
書
で
あ
る
。

確
認
で
き
た
範
囲
で
の
初
例
は
、
平
安
末
期
制
作

(

た
だ
し
詞
書
は
鎌

倉
時
代
か
と
さ
れ
る)

で
徳
川
黎
明
会
蔵
の
重
要
文
化
財

『

葉
月
物
語
絵

巻』

に
存
す
る
、
寛
永
十
二
年

(

一
六
三
五)

の
鑑
定
奥
書
で
あ
る
。
小

松
茂
美
編

『

日
本
絵
巻
大
成
第
十
巻』

(

中
央
公
論
社
、
一
九
七
八)

の

図
版
に
よ
っ
て
翻
字
し
て
み
た
い
。

右
絵
草
子
一
巻
御
詞
書
者

後
二
条
院
御
宸
筆
無
紛
者
也
乍
憚

依
命
証
之
而
已

寛
永
十
二
暦

古
筆

(｢

琴
山｣

墨
印)

初
秋
上
旬

了
佐

(

花
押)

普
通
に
眺
め
る
と

｢

絵
草
子
一
巻｣

と
い
う
表
現
に
は
大
変
抵
抗
を
感

じ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
何
の
問
題
意
識
も
な
く
用
い
ら
れ
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
長
谷
寺
蔵
の

『

長
谷
寺
縁
起
絵』

の
承
応

元
年

(

一
六
五
二)

鑑
定
奥
書
に
も

｢

絵
草
子｣

と
見
え
、
徳
川
黎
明
会

蔵

『

西
行
物
語
絵
巻』

の
原
本
に
は
失
わ
れ
て
い
る
が
、
模
本
に
写
し
留

め
ら
れ
た
承
応
三
年(

一
六
五
四)

の
鑑
定
奥
書
に
も｢

右
絵
草
子
一
巻｣

と
あ
る
の
を
見
出
せ
る
。
了
佐
が
普
通
に
こ
の
詞
を
用
い
て
い
た
ら
し
い

こ
と
が
判
る
の
で
あ
る
。

『

角
川
古
語
辞
典
第
五
巻』

(

一
九
九
九)

に
は

｢

ゑ
ざ
う
し｣

の
語
が

立
項
さ
れ
て
お
り
、｢

①
絵
を
綴
じ
て
冊
子

(

さ
う
し)

に
し
た
も
の｣

に
つ
づ
い
て
、｢

②
絵
巻

(

ゑ
ま
き)

の
こ
と｣

と
あ
り
、
了
佐
の
承
応

三
年
の
使
用
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
解
釈
も
尤
も
な
様
で
は
あ
る

の
だ
が
、
鎌
倉
時
代
の
制
作
で
御
物
の

『

絵
師
草
紙』

、
同
じ
く
鎌
倉
時

代
で
重
要
文
化
財
に
も
指
定
さ
れ
て
い
る
東
京
国
立
博
物
館
・
根
津
美
術

館
他
蔵
の

『
天
狗
草
紙』

や
永
青
文
庫
蔵
の

『

長
谷
雄
草
紙』

、
室
町
時
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代
制
作
で
重
要
文
化
財
の
東
京
国
立
博
物
館
蔵

『

土
蜘
蛛
草
紙』

や
春
浦

院
蔵『
福
富
草
紙』

等
、
近
世
以
降
に
絵
巻
物
で
あ
り
な
が
ら｢

絵
草
紙｣

と
さ
れ
ず
単
に

｢

草
紙｣

の
名
で
呼
ば
れ
た
作
品
は
少
な
く
な
い
。

『

角
川
古
語
辞
典
第
二
巻』

(

一
九
八
四)

の

｢

さ
う
し｣

項
に
は

｢

③

読
み
物
の
本
。
仮
名
で
書
か
れ
た
物
語
小
説
の
本
を
い
う
。
室
町
時
代
、

奈
良
絵
本
の
類
に
何
々
草
紙
と
い
う
名
称
が
行
わ
れ
た｣

と
の
説
明
も
あ

る
。
無
理
に
整
合
性
を
付
け
る
な
ら
ば
、｢

草
紙｣

は

｢

物
語
の
本｣

の

こ
と
と
し
て
、｢

絵
草
紙｣

は

｢
絵
入
り
の
物
語
の
本｣

と
い
う
こ
と
に

解
す
る
に
留
め
て
お
け
ば
、
形
態
的
な
こ
と
を
問
う
必
要
が
な
く
て
良
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

徳
田
和
夫
氏

『

お
伽
草
子
研
究』

(

三
弥
井
書
店
、
一
九
八
八)

第
二

篇
第
十
章

｢

〈
御
伽
文
庫
〉
刊
行
前
後

寛
文
・
延
宝
期
頃
の
お
伽
草
子

｣

に
、
寛
永
十
五
年

(

一
六
三
八)

序
、
正
保
二
年

(

一
六
四
五)

刊

行
の
松
江
重
頼
の
誹
諧
付
合
書

『

毛
吹
草』

の
、｢

諸
国
名
物
・
山
城
畿

内｣

項
に

｢

板
摺
本

絵
草
子｣

と
見
え
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
、
貞
享
三
年

(

一
六
八
六)

に
刊
行
さ
れ
た
山
城
の
地
誌
で
あ
る
黒

川
道
祐

『

雍
州
府
志』

の
、
第
七
土
産
門
下

｢

絵
草
子｣

項
に
は
よ
り
詳

し
く
、在

リ
二

烏
丸
二
条

ノ

北
ニ

一

、
倭
俗
以

テ
二

国
字

ノ

仮
名

ヲ
一

作
ル

レ

之
ヲ

書
ヲ

謂
フ

二

草
子

ト
一

、
言

心
ハ

草
稿
之
謂
也
、
其

ノ

間
ニ

加
ル
ヲ

レ

絵
ヲ

称
ス

二

絵
草
子

ト
一

、

(

以
下
略)

と
見
え
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
後
者
で
は
草
子
と
絵
草
子
の

関
係
を
整
理
し
て
く
れ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。
と
も
か
く
も
こ
れ
ら
か
ら
、

寛
永
年
間
頃
か
ら
絵
草
紙
が
京
土
産
と
認
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た

こ
と
が
窺
え
る
。

や
は
り
、
石
川
透
氏
が｢

慶
應
義
塾
図
書
館
蔵

『

若
菜
の
草
紙』

の
周

辺

附
解
題
・
翻
刻

｣
(

池
田
利
夫
氏
編

『

野
鶴
群
芳

古
代
と
中
世

の
文
学

』

笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二)

で
紹
介
さ
れ
た
、
大
型
横
本
形
式

の
奈
良
絵
本
で
あ
る
、
江
戸
前
期
頃
写
の
慶
應
義
塾
図
書
館
蔵

『

若
菜
の

草
子』

と
つ
れ
の
関
係
に
あ
る
、
個
人
蔵
の

『

つ
き
わ
か
物
語』

末
尾
に

存
す
る
、｢

御
ゑ
さ
う
し
・
天
下
一
・
小
泉
や
ま
と｣

と
あ
る
壺
型
朱
印

や
、
江
戸
前
期
写
の
横
本
型
奈
良
絵
本
で
あ
る
、
広
島
大
学
国
文
学
研
究

室
蔵

『

中
将
姫』

二
冊
の
下
冊
末
尾
に
存
す
る
、｢

こ
ろ
う
町
通
り
・
五

郎
左
衛
門
・
絵
さ
う
し
屋｣

と
あ
る
長
方
子
持
枠
朱
印
の
存
在
は
、
そ
う

し
た
土
産
と
し
て
の
性
格
を
端
的
に
示
す
事
例
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

慶
長
十
三
年

(

一
六
〇
八)

に
絵
入
り
の
嵯
峨
本

『

伊
勢
物
語』

が

刊
行
さ
れ
、
以
下
陸
続
と
絵
入
り
版
本
の
上
梓
が
続
く
よ
う
に
な
っ
て
い

た
状
況
を
考
え
る
と
、｢

板
摺
本｣

と
併
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
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『
毛
吹
草』

の

｢

絵
草
子｣

が
絵
巻
を
指
す
可
能
性
は
低
い
よ
う
に
思
わ

れ
る
の
だ
が
、
と
も
か
く
も
こ
の
例
は
、
先
の
了
佐
の
用
例
と
年
代
と
地

域
を
ほ
ぼ
同
じ
く
し
て
い
る
こ
と
は
注
意
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て

『

雍
州
府
志』
ま
で
の
時
代
を
一
続
き
と
考
え
る
と
、
近
世
初
前
期
頃
の

京
に
お
い
て

｢
絵
草
紙

(

子)｣

の
詞
は
、
巻
子
・
冊
子
の
形
態
を
問
わ

ず
、
絵
の
あ
る
物
語
の
本
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
冊
子
に
絵
が
描
か
れ
る
こ
と
は
無
い
と
い
う
不

文
律
が
、
江
戸
時
代
初
期
頃
に
は
ほ
ぼ
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
こ
を
象
徴
し

て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

本
文
の
み
の
物
語
は
巻
子
本
に
書
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
不
文
律

(

た
だ
し
手
習
い
の
手
本
と
し
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
、
散
し
書

き
を
し
た
抄
出
本
は
除
く)

は
、
江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
か
な
り
厳
密
に

守
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
う
い
う
事
例
に
は
滅
多
に
出
会
わ
な
い
し
、

稀
に
見
か
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
伝
為
家
・
為
氏
筆
な
ど
と
さ
れ
る
源

氏
物
語
河
内
本
の
大
型
冊
子
本
を
、
帖
単
位
で
改
装
し
た
事
例
に
象
徴
さ

れ
る
よ
う
な
、
冊
子
改
装
本
で
あ
る
こ
と
が
殆
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し

て
、
絵
は
巻
子
本
に
描
く
も
の
で
あ
っ
て
冊
子
に
描
く
も
の
で
は
な
い
と

い
う
不
文
律
は
、
室
町
後
期
頃
か
ら
守
ら
れ
な
く
な
り
、
江
戸
時
代
に
な

る
と
絵
入
り
の
冊
子
本
は
少
し
も
珍
し
い
存
在
で
は
な
く
な
る
。

以
上
が
本
稿
で
検
討
し
て
き
た
こ
と
の
誠
に
乏
し
い
結
論
で
あ
る
。
利

便
性
を
考
え
れ
ば
、
絵
入
り
冊
子
本
が
作
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
不
思

議
は
な
く
、
ま
た
そ
う
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
巻
子
装
の
権
威
性
が
失
わ

れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
絵
巻
物
の
伝
統
も
完
全
に
途
絶
え
て
し
ま
っ
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
つ
け
て
も
気
に
な
る
の
は
、
や
は
り
絵
入
り
冊
子
本
が
制
作
さ

れ
る
よ
う
に
な
る
経
緯
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
俄
に
は
答
え
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
が
、
一
口
に
冊
子
本
と
言
っ
て
も
、
絵
の
あ
る
冊
子
本
に
は
袋

綴
の
も
の
と
綴
葉
装
の
も
の
が
あ
り
、
そ
の
登
場
は
袋
綴
の
方
が
先
立
つ

ら
し
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
い
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

や
は
り
石
川
透
氏
が

『

奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
生
成』

第
五
編
第
三
章

｢
半
紙
縦
型
奈
良
絵
本
の
制
作
時
期｣

に
お
い
て
、｢

半
紙
型
奈
良
絵
本
は
、

江
戸
前
期
か
ら
中
期
に
か
け
て
長
い
期
間
作
ら
れ
続
け
た
と
思
わ
れ
る｣

と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
ま
た

｢

半
紙
型
奈
良
絵
本
の
制
作
者
は
、
挿
し
絵

の
な
い
作
品
も
作
り
続
け
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
流
行
も
こ
の
型
の
奈
良
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絵
本
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る｣

と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
半
紙
縦
型
奈
良
絵
本
は
綴
様
装
で
制
作
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た

が
、
そ
の

｢
挿
し
絵
の
な
い
作
品｣

の
特
徴
を
考
え
て
み
る
と
、
そ
れ
は

直
ち
に
、
江
戸
前
期
に
流
行
し
た
、
紺
紙
地
に
金
泥
の
下
絵
を
施
し
た
表

紙
な
ど
を
有
す
る
豪
華
な
装
訂
が
特
徴
的
な
、｢

嫁
入
本｣

と
通
称
さ
れ

る
写
本
群
に
含
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
逆
に
、

半
紙
本
型
奈
良
絵
本
も
、
嫁
入
本
と
す
る
為
に
作
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
も
考
え
う
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

綴
葉
装
は
袋
綴
よ
り
も
成
立
が
古
く
、
つ
ま
り
伝
統
が
長
い
も
の
で
あ

り
、
両
面
書
写
を
基
本
と
し
、
袋
綴
よ
り
も
上
質
な
料
紙
を
必
要
と
す
る

こ
と
か
ら
も
、
袋
綴
よ
り
も
格
の
高
い
装
訂
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
袋

綴
の
奈
良
絵
本
に
遅
れ
て
綴
葉
装
の
奈
良
絵
本
が
登
場
し
た
と
い
う
こ
と

は
、
装
訂
と
し
て
格
が
高
く
、
制
作
費
も
高
価
で
、
誰
し
も
が
高
級
な
も

の
と
し
て
認
め
る
奈
良
絵
本
を
作
成
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
綴
葉
装

が
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
絵
入
り
冊
子
本
の
成
立
の
経
緯
の
問
題
か
ら
は
と
り
あ
え
ず

綴
葉
装
を
除
外
し
、
袋
綴
の
み
を
対
象
と
し
て
考
え
て
も
良
い
も
の
と
思

わ
れ
る
。
先
に
も
記
し
た
様
に
、
袋
綴
の
奈
良
絵
本
は
絵
巻
用
の
料
紙
を

縦
半
分
に
折
っ
て
作
成
し
た
大
き
さ
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
大
英
図
書

館
蔵
の
室
町
後
期
写

『

伊
勢
物
語
図
会』

の
様
に
、
も
と
は
巻
子
で
あ
っ

た
も
の
を
折
本
に
改
装
す
る
こ
と
は
絵
巻
で
も
折
々
見
か
け
る
も
の
で
あ

る
。
折
本
の
右
端
を
綴
じ
て
し
ま
う
と
、
綴
目
で
絵
や
本
文
の
一
部
が
失

わ
れ
て
し
ま
う
が
、
形
式
的
に
は
袋
綴
に
近
い
も
の
と
な
る
の
は
確
か
で

あ
る
。
憶
測
を
重
ね
て
も
仕
方
な
い
の
で
あ
る
が
、
絵
入
り
冊
子
本
の
成

立
に
、
袋
綴
装
の
一
般
化
と
い
う
問
題
が
係
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
重
く
考

え
て
お
き
た
く
思
う
の
で
あ
る
。

ま
た
袋
綴
は
版
本
で
最
も
一
般
的
な
装
訂
で
あ
る
。
舶
載
さ
れ
た
宋
元

版
や
明
版
な
ど
の
絵
入
り
本
の
存
在
が
、
日
本
に
お
け
る
絵
入
り
冊
子
本

の
成
立
に
刺
激
を
与
え
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
が
、
今
は
具
体
的
に
比

較
検
討
し
て
い
く
だ
け
の
用
意
が
な
い
。

巻
子
と
冊
子
と
で
は
絵
の
有
り
様
や
そ
の
存
在
の
効
果
等
に
差
が
で
る

の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
同
じ
作
品
で
絵
巻
と
冊
子
の
絵
入
り
本
が
存
在

し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
。
書
物
と
し
て
の
差
異
や
、
制
作
の
意
図
の

違
い
な
ど
、
具
体
的
に
検
討
す
べ
き
問
題
も
多
い
が
、
共
々
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

出
版
の
普
及
と
と
も
に
中
国
に
お
い
て
は
巻
子
装
は
殆
ど
用
い
ら
れ
な

く
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
写
本
の
時
代
が
長
く
続
い
た
日
本
で
は
、
巻
子

本
は
最
も
公
式
な
装
訂
で
あ
る
と
い
う
権
威
性
を
保
っ
て
、
息
長
く
制
作
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さ
れ
続
け
た
。
巻
子
装
を
巡
る
問
題
は
、
正
し
く
日
本
の
書
物
や
そ
れ
を

取
り
巻
く
文
化
の
歴
史
に
直
結
す
る
、
興
味
深
く
ま
た
重
要
な
問
題
な
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
巻
子
装
は
中
国
で
生
ま
れ
た
も
の
で
は
あ

る
が
、
極
め
て
日
本
的
な
装
訂
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

《

注
記
》
本
稿
は
、
平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
十
一
月
七
日
ま

で
、
京
都
の
思
文
閣
美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
、｢

奈
良
絵
本
絵
巻
の
宇

宙
展｣

の
関
連
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
九
月
二
十
日
に
同
美
術
館
内
で
行

わ
れ
た
講
座

｢

日
本
の
絵
入
り
本｣

に
お
い
て
、｢

絵
巻
物
と
絵
草
子｣

と
題
し
て
発
表
し
た
内
容
に
大
幅
に
加
筆
修
訂
し
た
も
の
で
あ
る
。
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