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は
じ
め
に

　

日
本
の
印
刷
史
や
書
物
史
の
み
な
ら
ず
、
日
本
文
化
史
上
の
大
き
な
転

換
点
が
、
古
活
字
版
の
登
場
に
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
の
仏
書
と
漢
詩
文
に
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
平
仮
名

の
古
典
作
品
を
含
め
た
多
種
多
様
な
内
容
が
出
版
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

こ
と
は
、
極
め
て
大
き
な
意
義
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の

あ
ら
ゆ
る
面
で
の
文
化
的
な
発
展
は
、
商
業
出
版
の
確
立
な
く
し
て
は
あ

り
え
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
古

活
字
版
は
僅
か
半
世
紀
ば
か
り
で
製
作
さ
れ
な
く
な
る
が
、
出
版
と
い
う

存
在
の
価
値
と
偉
力
を
広
く
日
本
人
に
知
ら
し
め
た
功
績
は
限
り
な
く
大

き
い
の
で
あ
る
。
古
活
字
版
の
半
世
紀
は
、
日
本
の
商
業
出
版
に
と
っ
て

の
揺
籃
期
で
あ
り
、
そ
れ
が
自
立
す
る
た
め
の
重
要
な
時
期
で
あ
っ
た
の

で
あ
る
。

　

古
活
字
版
を
考
え
よ
う
と
す
る
時
に
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
、
そ
の
技

術
を
日
本
は
ど
こ
か
ら
学
ん
だ
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
解
明
は

な
か
な
か
に
難
し
い
こ
と
で
あ
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
本
稿
で
は
従
来
と
は

少
し
だ
け
異
な
る
視
点
か
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
再
検
討
し
て
み
た
い
。

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
造
本
に
つ
い
て

―
平
仮
名
古
活
字
本
と
の
比
較
を
通
し
て
―

佐
々
木　

孝
浩
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一　

古
活
字
版
を
め
ぐ
る
議
論　

そ
の
一

　

古
活
字
版
の
起
源
を
め
ぐ
る
問
題
と
い
う
の
は
、
ほ
ぼ
時
期
を
同
じ
く

し
て
日
本
に
伝
わ
っ
て
き
た
、
文
禄
の
役
の
際
に
略
奪
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
、
李
氏
朝
鮮
で
発
達
し
て
い
た
活
字
印
刷
術
と
、
イ
エ
ズ
ス
会
宣

教
師
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
伝
え
ら
れ
た
活
字
印
刷
術
と
、
そ
の
ど

ち
ら
の
影
響
を
受
け
た
の
か
と
い
う
議
論
で
あ
る
。

　

こ
の
問
題
に
関
す
る
研
究
史
を
、
簡
潔
に
纏
め
つ
つ
注
目
す
べ
き
見
解

を
提
示
し
た
の
が
、
古
活
字
版
に
関
す
る
多
く
の
重
要
な
業
績
を
上
げ
て

き
た
、
小
秋
元
段
氏
の
コ
ラ
ム
「
古
活
字
版
の
起
源
と
キ
リ
シ
タ
ン
版
」

（
豊
島
正
之
氏
編
『
キ
リ
シ
タ
ン
と
出
版
』
八
木
書
店
、
二
〇
一
三
）
で

あ
る
。
こ
れ
に
拠
り
つ
つ
補
足
や
私
見
を
加
え
て
、
こ
の
議
論
に
つ
い
て

簡
略
に
説
明
し
て
み
た
い
。

　

古
活
字
版
の
初
例
は
、
西
洞
院
時
慶
の
日
記
『
時
慶
記
』
に
記
事
が
存

す
る
の
み
で
、
現
物
は
伝
わ
っ
て
い
な
い
、
後
陽
成
天
皇
が
文
禄
二
年
（
一

五
九
三
）
閏
九
月
に
刊
行
さ
せ
た
『
古
文
孝
経
』
と
さ
れ
て
い
る（
１
）。

　

後
陽
成
天
皇
は
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
も
二
点
を
出
版
さ
せ
て
お

り
、
そ
れ
ら
に
存
す
る
刊
語
は
そ
の
技
術
の
由
来
を
語
る
重
要
な
資
料
と

し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
つ
『
錦
繍
段
』
に
存
す
る
、
南
禅
寺
僧
玄

圃
霊
三
に
よ
る
同
年
七
月
付
の
活
字
で
刷
ら
れ
た
刊
語
に
は
、「
錦
繍
段

者
東
阜
天
隠
之
所
編
而
未
有
刊
／
行
茲
悉
取
載
文
字
鏤
一
字
於
一
梓
棊
／

布
諸
一
版
印
一
紙
纔
改
棊
布
則
渠
禄
亦
／
莫
不
適
用
此
規
模
頃
出
朝
鮮
伝

達　
　

／
天
聴
乃
依
彼
様
使
工
摹
写
焉
（
以
下
略
）」
と
記
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
つ
の
『
勧
学
文
』
に
も
、「
命
工
毎
一
梓
鏤
一
字
棊
布
之
一
版
印

之
／
此
法
出
朝
鮮
甚
無
不
便
茲
模
写
此
書
」
と
の
や
や
簡
略
な
刊
語
が
存

し
て
い
る
。
両
者
の
表
現
の
共
通
性
は
明
ら
か
で
、
共
々
に
一
字
毎
の
木

製
活
字
で
印
刷
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
技
法
は
朝
鮮
か
ら
伝
わ
っ
た
も

の
で
あ
る
と
明
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
『
補
注
蒙
求
』・『
医
学
正
伝
』
等
の
古
活
字
版
を
刊
行
も
し
て
い
る
、

『
信
長
記
』・『
太
閤
記
』
著
者
と
し
て
著
名
な
小
瀬
甫
庵
も
、『
永
禄
以
来

出
来
初
之
事
』（
朝
倉
景
衡
編
『
遺
老
物
語
』
巻
八
所
収
）
に
お
い
て
、「
一

字
版　

是
は
か
う
ら
い
入
有
し
故
也
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
こ
で
も
古
活

字
版
が
朝
鮮
活
字
印
刷
の
影
響
下
に
始
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

こ
れ
ら
に
よ
り
古
活
字
版
の
技
術
が
朝
鮮
伝
来
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で

あ
る
と
言
え
そ
う
な
の
で
あ
る
が
、
事
態
を
複
雑
に
し
て
い
る
の
は
、
キ

リ
ス
ト
教
宣
教
師
達
が
西
洋
か
ら
持
ち
込
ん
だ
活
版
印
刷
機
に
よ
っ
て
、
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早
く
も
天
正
一
九
年
（
一
五
九
〇
）
に
日
本
で
活
字
印
刷
を
行
っ
て
い
る

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
キ
リ
シ
タ
ン
に
よ
る
出
版
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

活
字
の
み
な
ら
ず
漢
字
・
片
仮
名
・
平
仮
名
な
ど
の
国
字
の
活
字
の
も
の

も
あ
り
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
け
で
三
〇
種
を
越
え
る
刊
行
物
が

あ
る
。
近
年
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
研
究
が
活
発
に
な
る
と
と
も
に
、
古

活
字
版
の
起
源
が
こ
の
西
洋
活
字
印
刷
に
あ
る
と
す
る
見
解
も
複
数
提
示

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
説
の
濫
觴
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
が
、
幕
末
の
イ
ギ
リ
ス
外
交
官

と
し
て
名
高
い
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
（
一
八
四
三
～
一
九
二
九
）
と
、

『
広
辞
苑
』
の
編
者
と
し
て
有
名
な
言
語
学
者
新
村
出
（
一
八
七
六
～
一

九
六
七
）
の
見
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
小
秋
元
氏
の
コ
ラ
ム
に
も

纏
め
ら
れ
て
い
る
が
、
近
時
の
注
目
す
べ
き
論
文
と
し
て
、
藤
本
幸
夫
氏

「
日
本
古
活
字
版
と
朝
鮮
及
び
西
洋
印
刷
術
―
ア
ー
ネ
ス
ト
・
サ
ト
ウ
と

新
村
出
の
所
説
を
中
心
に
」（『
新
村
出
記
念
財
団
設
立
三
十
五
周
年
記
念

論
文
集
』
臨
川
書
店
、
二
〇
一
六
）
が
あ
る
。

　

サ
ト
ウ
は
、
私
家
版
のThe JESU

IT M
ISSIO

N
 PRESS IN

 JAPAN
, 

1591-1610

（1888

）
の
序
文
に
、「It seem

s possible therefore, though 

perhaps not very probable, that the Japanese m
ay have learnt the 

advantages of typography from
 the m

issionaries, and not from
 the 

Coreans.

」
と
記
し
て
い
る
。
か
な
り
曖
昧
な
表
現
で
あ
り
、
小
秋
元
氏

は
「
蓋
然
性
は
乏
し
い
と
述
べ
て
い
る
」
と
解
さ
れ
、
藤
本
氏
は
「
断
定

的
で
は
な
い
も
の
の
、
日
本
古
活
字
版
へ
の
西
洋
活
字
印
刷
術
の
影
響
を

考
え
て
い
た
と
結
論
さ
れ
る
」
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。
可
能
性
を
全
く

否
定
し
た
表
現
で
は
な
い
と
考
え
る
が
、
と
も
あ
れ
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
と

古
活
字
版
の
関
連
性
に
着
目
し
て
い
た
こ
と
は
注
目
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

新
村
出
の
見
解
は
小
秋
元
氏
が
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
も
の
の
、
コ
ラ
ム

で
あ
っ
た
為
に
詳
し
く
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の
点
を
補
足
し

な
が
ら
な
ぞ
っ
て
み
た
い
。
新
村
は
「
天
草
出
版
の
平
家
物
語
抜
書
及
び

其
編
者
に
つ
き
て
（
二
）」（『
史
学
雑
誌
』
二
〇
―
一
〇
、
一
九
〇
九
・

一
〇
、「
天
草
吉
利
支
丹
版
の
平
家
物
語
抜
書
及
び
其
編
者
」
と
改
題
し

て
『
新
村
出
全
集
五
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
一
）
所
収
、
以
下
引
用
は

全
集
に
拠
る
）
に
お
い
て
、「
本
邦
活
字
版
の
権
輿
と
西
洋
印
刷
術
の
伝

来
と
が
、
略
々
年
代
を
同
じ
う
す
る
こ
と
、
即
ち
同
時
代
に
活
字
印
刷
術

が
南
蠻
と
高
麗
と
の
両
方
よ
り
伝
は
り
し
こ
と
は
、
実
に
千
載
の
一
遇
と

い
は
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
英
の
サ
ト
ウ
氏
、
独
の
某
氏
（
ミ
ュ
ン
ス
テ
ル
ベ

ル
ヒ
氏
と
覚
ゆ
）
等
が
、
日
本
活
字
の
起
源
は
西
洋
に
あ
り
と
考
え
得
べ

し
と
の
よ
う
に
説
き
た
る
は
謂
れ
な
き
に
も
あ
ら
ず（
２
）」

と
、
サ
ト
ウ
の
消

極
的
な
意
見
に
賛
同
を
示
し
て
い
る
。
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続
く
、「
活
字
印
刷
術
伝
来
考
」（『
藝
文
』
三
―
九
、
一
九
一
二
・
九
、

「
活
字
印
刷
術
の
伝
来
」
と
改
題
し
て
『
新
村
出
全
集
五
』
所
収
）
に
お

い
て
は
、「
慶
長
二
年
朝
鮮
活
字
に
摹
し
て
『
錦
繍
段
』
が
出
来
た
様
に
、

慶
長
十
年
以
後
の
平
仮
名
活
字
は
其
以
前
の
吉
利
支
丹
活
字
に
何
も
負
ふ

所
が
な
か
つ
た
ら
う
か
」、「
要
は
欧
西
の
技
の
九
州
の
一
端
よ
り
東
漸
し

た
こ
と
は
、
其
時
代
の
風
潮
よ
り
察
す
れ
ばpossible

だ
と
い
ふ
に
止
ま
る
」

等
と
、
平
仮
名
古
活
字
版
が
吉
利
支
丹
版
の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
示

唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
小
秋
元
氏
は
こ
れ
に
つ
い
て
「
キ
リ
シ
タ
ン
版

の
影
響
は
平
仮
名
古
活
字
版
に
限
定
さ
れ
る
と
い
う
見
方
を
示
す
よ
う
に

な
る
」
と
纏
め
て
お
ら
れ
る
）。

　

さ
ら
に
「
我
国
旧
時
の
活
字
本
」（『
六
条
学
報
』
二
三
〇
、
一
九
二
一
・

一
、『
全
集
八
』（
一
九
七
二
）
所
収
）
で
は
、「
か
く
の
如
く
朝
鮮
系
と

西
洋
系
と
の
二
つ
の
活
版
述
が
我
国
に
入
つ
た
差
は
僅
か
三
年
で
あ
り
ま

す
故
に
、
西
洋
の
一
二
の
学
者
は
日
本
の
古
代
の
活
字
印
刷
術
は
西
洋
か

ら
入
つ
た
も
の
だ
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
先
の
英
国
の
公
使
サ
ー
・
ア
ー
ネ

ス
ト
・
サ
ト
ー
は
婉
曲
に
其
の
意
を
洩
ら
し
て
ゐ
ま
す
。
又
独
逸
の
ミ
ュ

ン
ス
テ
ル
ベ
ル
ヒ
氏
は
も
っ
と
明
か
に
、
此
の
印
刷
文
明
は
西
洋
か
ら
日

本
に
入
つ
た
と
云
つ
て
ゐ
ま
す
。
け
れ
ど
も
朝
鮮
系
の
活
版
術
の
発
達
を

調
べ
又
文
禄
年
代
の
記
録
を
た
ど
つ
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
こ

と
が
知
ら
れ
ま
す
。
西
洋
系
の
も
の
は
二
三
年
前
に
は
ひ
る
事
は
は
ひ
つ

た
が
九
州
の
一
角
に
止
ま
つ
て
慶
長
十
年
以
前
に
は
京
都
に
は
ひ
ら
な
か

つ
た
事
は
明
か
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
小
秋
元
氏
は
「
キ

リ
シ
タ
ン
版
起
源
説
そ
の
も
の
を
退
け
る
に
い
た
る
」
と
整
理
さ
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
仏
教
徒
向
け
の
講
演
で
あ
っ
た
故
も
あ
っ
て
、
キ

リ
ス
ト
教
の
影
響
に
は
積
極
的
に
言
及
し
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
慶

長
一
〇
年
以
降
の
平
仮
名
古
活
字
版
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
な
い
の
で
、

新
村
の
言
説
は
そ
れ
程
変
化
し
て
い
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

新
村
の
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
古
活
字
版
へ
の
影
響
に
関
す
る
見
解
は
、
年

代
的
に
も
『
日
本
吉
利
支
丹
文
化
史
』（
地
人
書
館
、
一
九
四
一
、『
全
集

六
』（
一
九
七
三
）
所
収
）
を
以
て
代
表
と
し
て
も
よ
い
よ
う
に
考
え
る
。

そ
の
第
一
章
第
二
節
「
活
字
印
刷
術
の
伝
来
」
の
「
吉
利
支
丹
の
影
響
」

に
は
、「
吉
利
支
丹
版
が
日
本
印
刷
界
へ
及
ぼ
し
た
影
響
如
何
に
就
い
て

一
言
す
る
。
後
の
国
字
本
に
用
ひ
ら
れ
た
活
字
は
行
草
体
の
漢
字
・
平
仮

名
の
精
巧
な
金
属
製
で
あ
つ
た
と
考
へ
ら
れ
、
そ
の
書
風
は
必
ず
し
も
一

様
で
は
な
い
が
、
御
家
流
風
の
う
ち
に
別
種
の
趣
き
の
あ
る
優
雅
な
も
の

で
、
嵯
峨
本
や
光
悦
本
の
端
麗
な
字
体
を
想
起
せ
し
む
る
も
の
が
あ
る
。

従
つ
て
慶
長
中
期
の
本
阿
彌
光
悦
・
角
倉
素
庵
等
を
中
心
と
し
て
京
都
に
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行
わ
れ
た
嵯
峨
本
・
光
悦
本
を
は
じ
め
平
仮
名
本
と
吉
利
支
丹
版
の
平
仮

名
と
の
間
に
類
似
が
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
京
都
の
平
仮
名
活
字
に
用
ひ
ら

れ
た
連
続
活
字
も
、
耶
蘇
会
刊
行
書
の
影
響
を
う
け
た
も
の
と
想
像
せ
ら

れ
、
中
央
の
出
版
術
へ
の
吉
利
支
丹
版
の
刺
戟
乃
至
影
響
が
考
へ
ら
れ
る
。

又
一
面
吉
利
支
丹
版
が
教
徒
以
外
に
は
用
ひ
ら
れ
す
、
且
つ
主
に
九
州
で

刊
行
さ
れ
た
と
い
ふ
宗
教
的
及
び
地
理
的
関
係
か
ら
見
て
、
吉
利
支
丹
版

は
中
央
の
活
字
印
刷
術
に
影
響
を
与
へ
な
か
つ
た
と
説
く
も
の
も
あ
る
。

な
ほ
詳
し
く
は
後
考
を
俟
ち
た
い
」
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

　

ま
た
藤
本
氏
が
注
目
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
新
村
が
同
節
「
吉
利
支
丹

版
の
装
幀
」
に
お
い
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
ロ
ー
マ
字
本
が
「
鳥
ノ
子
紙

に
印
刷
し
て
西
洋
綴
」
で
あ
る
の
に
対
し
、
国
字
本
は
「
大
体
美
濃
紙
に

印
刷
し
袋
綴
」
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、「
丸
善
が
海
外
よ
り
回
収
せ
る

『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
は
裏
表
紙
だ
け
は
完
全
に
保
存
せ
ら
れ
た
雲

母
で
五
七
の
桐
の
花
模
様
を
描
き
出
し
た
も
の
で
、
光
悦
本
、
嵯
峨
本
の

類
を
聯
想
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
原
装
幀
を
知
り
得
る
貴
重
な
資
料
で

も
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
藤
本
氏
は
、
こ
の
本
が
昭
和
七
年
（
一
九
三

二
）
に
イ
タ
リ
ア
の
ト
リ
ノ
か
ら
購
入
さ
れ
た
も
の
で
、
現
在
は
天
理
図

書
館
所
蔵
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、「
先
生
所
説
の
如
く
、
キ

リ
シ
タ
ン
版
印
刷
者
と
嵯
峨
本
・
光
悦
本
印
刷
者
間
の
関
係
を
想
定
し
て

も
良
か
ろ
う
と
思
わ
れ
る
」、
と
の
見
解
を
示
し
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

古
活
字
版
と
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
関
係
に
つ
い
て
本
格
的
に
言
及
し
た
人

物
と
し
て
、
や
は
り
新
村
出
は
重
要
な
位
置
を
占
め
る
人
物
で
あ
る
と
評

価
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二　

古
活
字
版
を
め
ぐ
る
議
論　

そ
の
二

　

新
村
以
後
の
状
況
も
、
小
秋
元
氏
の
コ
ラ
ム
が
的
確
に
説
明
し
て
く
れ

る
。
こ
こ
で
も
補
足
し
な
が
ら
確
認
し
て
み
た
い
。

　

古
活
字
版
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
川
瀬
一
馬
は
『
増
補
古
活
字
版

の
研
究
』（A

B
A

J

、
一
九
六
七
、
最
初
の
版
が
安
田
文
庫
か
ら
刊
行
さ
れ

た
の
は
一
九
三
七
年
で
あ
る
）
に
お
い
て
、
古
活
字
版
が
キ
シ
リ
タ
ン
版

の
影
響
を
受
け
た
可
能
性
を
示
す
存
在
と
し
て
注
目
さ
れ
て
き
た
連
綿
活

字
（
連
続
活
字
と
も
、
こ
の
件
に
つ
い
て
は
後
述
）
も
、「
版
下
書
き
の

関
係
か
ら
、
自
然
に
其
の
軌
を
一
に
す
る
結
果
を
生
じ
た
も
の
と
も
解
し

得
る
事
で
あ
つ
て
、
必
し
も
有
力
な
手
掛
り
と
は
な
ら
な
い
と
思
は
れ
る
」

（
原
文
の
漢
字
は
旧
字
体
）
と
し
、「
推
論
の
域
を
出
で
ぬ
の
で
あ
る
が
」

と
前
置
き
し
て
、「
西
欧
の
活
字
印
刷
術
は
宗
教
的
・
地
理
的
関
係
に
制

約
せ
ら
れ
て
、
我
が
国
中
央
の
印
刷
界
に
殆
ど
影
響
を
与
へ
ず
終
つ
た
と
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考
へ
る
事
も
無
理
で
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

川
瀬
の
見
解
は
強
い
影
響
力
を
有
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
て
朝
鮮
版
起
源
説
が
定
説
化
し
た
観
の
あ
っ
た
学
界
に
一
石
を

投
じ
た
の
は
、
大
内
田
貞
郎
氏
で
、
高
部
萃
子
氏
と
共
著
の
「
朝
鮮
古
活

字
版
に
想
う
こ
と
―
特
に
活
字
の
形
状
と
植
字
版
を
中
心
に
」（『
ビ
ブ
リ

ア
』
八
九
、
一
九
八
七
・
一
〇
）
に
お
い
て
、
中
国
で
二
通
り
の
活
字
印

刷
技
法
、
活
字
と
固
着
剤
を
用
い
る
畢
昇
の
技
法
と
、
活
字
の
大
小
高
低

を
均
一
・
規
格
化
し
た
活
字
で
植
字
す
る
王
楨
の
技
法
と
が
あ
る
こ
と
を

説
明
し
た
上
で
、「
朝
鮮
朝
の
伝
統
的
な
活
字
印
刷
技
法
は
高
麗
末
・
朝

鮮
朝
を
通
し
て
、
畢
昇
の
技
法
（
固
着
剤
を
用
い
る
植
字
方
式
）
が
継
承

さ
れ
て
き
た
」
ら
し
い
こ
と
を
確
認
し
、
日
本
の
草
創
期
の
古
活
字
版
も

畢
昇
の
技
法
を
用
い
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』

を
初
め
と
す
る
漢
字
・
平
仮
名
交
り
文
の
古
活
字
版
は
「
王
楨
方
式
と
の

関
連
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
」、
さ
ら
に
こ
の
方
式
が
「
西
欧
印
刷
技
法
と
の

類
縁
を
思
わ
せ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

ま
た
大
内
田
氏
は
、
辻
本
雅
英
氏
と
の
共
著
「
本
館
所
蔵
『
君
臣
図
像
』

の
版
種
に
つ
い
て
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
九
三
、
一
九
八
九
・
一
〇
）
の
注
６

に
お
い
て
も
、
前
記
論
文
で
の
見
解
を
よ
り
詳
細
に
よ
り
推
し
進
め
て
説

明
さ
れ
て
お
り
、「
古
活
字
版
の
四
注
方
式
（
腰
高
活
字
）
は
、
或
は
西

欧
の
組
版
技
法
の
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
わ
が
国
人
が
独
自
に
あ
み
出
し
た
技

法
だ
っ
た
と
は
い
え
ま
い
か
」
と
も
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

　

こ
う
し
た
見
解
と
同
じ
立
場
を
取
ら
れ
た
の
が
森
上
修
氏
で
、「
慶
長

勅
版
「
長
恨
歌
琵
琶
行
」
に
つ
い
て
（
下
）―
わ
が
古
活
字
版
と
組
立
式

組
版
技
法
の
伝
来
」（『
ビ
ブ
リ
ア
』
九
七
、
一
九
九
一
・
一
〇
）
に
お
い

て
、
や
は
り
李
朝
活
字
版
の
方
式
を
丁
寧
に
検
討
さ
れ
た
上
で
、「
わ
が

国
に
お
け
る
古
活
字
版
の
植
字
組
版
技
法
は
、
い
ず
れ
も
李
朝
古
活
字
版

の
そ
れ
と
は
根
本
的
に
お
よ
そ
異
質
の
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
」
と

さ
れ
、「
わ
が
国
の
古
活
字
版
は
や
は
り
組
立
式
の
活
版
原
理
に
基
づ
く

キ
リ
シ
タ
ン
版
の
組
版
技
法
を
見
倣
い
、
こ
れ
を
採
り
入
れ
た
と
み
る
の

が
む
し
ろ
穏
当
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
と
の
見
解
の
も
と
に
、
キ
リ
シ

タ
ン
版
と
日
本
の
古
活
字
版
の
印
刷
技
法
を
も
入
念
に
検
討
さ
れ
、「
わ

が
国
の
古
活
字
版
は
〈
キ
リ
シ
タ
ン
版
〉
の
〈
組
立
方
式
〉
の
組
版
技
法

を
採
り
入
れ
、
摺
刷
法
に
関
し
て
は
伝
統
的
な
整
版
方
式
を
伝
襲
す
る
和

欧
混
交
の
印
刷
技
法
を
統
合
し
た
異
色
の
活
字
印
刷
で
あ
っ
た
と
言
え
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
の
結
論
を
ま
と
め
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
、
大
内
田
氏
は
「
き
り
し
た
ん
版
に
つ
い
て
」（『
本

と
活
字
の
歴
史
事
典
』
柏
書
房
、
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
、
本
格
的
に
キ

リ
シ
タ
ン
版
を
中
心
に
据
え
て
論
じ
ら
れ
、「「
古
活
字
版
」
へ
の
「
連
綿
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体
」
の
導
入
は
ま
さ
に
、
そ
れ
（
稿
者
注
：
キ
リ
シ
タ
ン
版
）
に
倣
っ
た

も
の
と
理
解
し
て
お
き
た
い
」
と
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
が
古
活
字
版
に
与
え

た
影
響
を
か
な
り
断
定
的
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
き
り

し
た
ん
版
」
に
「
古
活
字
版
」
の
ル
ー
ツ
を
探
る
」（『
活
字
印
刷
の
文
化
史
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
九
）
に
お
い
て
は
、
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
を
丹
念
に
調

査
さ
れ
て
、
一
五
九
〇
年
七
月
の
「
日
本
イ
エ
ズ
ス
会
第
２
回
協
議
会
議

事
録
」
に
「
書
物
の
編
纂
、
出
版
に
も
関
係
あ
る
古
く
て
関
係
あ
る
十
名

の
日
本
人
神
弟
」
と
の
記
述
を
見
い
だ
し
、
一
五
九
九
年
二
月
二
〇
日
付

の
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
・
ロ
ド
リ
ゲ
ス
書
翰
に
、「
三
十
人
の
土
着
人
が
長
崎
の

印
刷
所
で
植
字
工
と
し
て
又
タ
イ
プ
彫
工
と
し
て
働
い
て
い
る
」
と
見
え

る
こ
と
や
、『
ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
』
の
版
心
が
五
山
版
に
同
一
形
式

を
見
い
だ
せ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
嵯
峨
野
で
五
山
版
出
版
に
携
わ
っ
て
い

た
技
術
者
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
日
本
文
字
の
印
刷
を
担
当
し
、
後
に
古

活
字
版
の
嵯
峨
本
の
刊
行
に
も
携
わ
っ
た
と
の
説
を
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
古
活
字
版
の
起
源
が
朝
鮮
活
字
版
で
は
な
く
、
キ
リ
シ

タ
ン
版
で
あ
る
と
す
る
説
が
有
力
に
な
り
、『
ひ
で
す
の
経
』（
八
木
書
店
、

二
〇
一
一
）
が
刊
行
さ
れ
た
際
に
は
、
解
説
者
で
も
あ
る
豊
島
正
之
氏
は

そ
の
宣
伝
文
「
四
百
年
前
の
金
属
活
字
印
刷
を
解
明
」
に
お
い
て
、「
日

本
古
活
字
版
の
祖
を
、
版
式
か
ら
（
通
説
の
朝
鮮
活
字
版
で
は
な
く
）
キ

リ
シ
タ
ン
版
に
辿
る
説
は
、
も
は
や
事
新
し
く
説
く
ま
で
も
な
く
」
と
ま

で
書
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
う
し
た
流
れ
に
一
石
を
投
じ
た
の
が
他
な
ら
ぬ
小
秋
元
氏
の
コ
ラ
ム

で
あ
り
、
朝
鮮
活
字
版
は
「
固
着
方
式
」
で
、
古
活
字
版
は
キ
リ
シ
タ
ン

版
と
と
も
に
「
組
立
方
式
」
で
あ
る
の
で
、
両
者
に
は
技
法
的
に
大
き
な

断
絶
が
あ
る
と
す
る
従
来
の
認
識
に
対
し
て
、『
世
宗
実
録
』
に
、
李
朝

官
版
の
固
着
剤
に
頼
ら
な
い
印
刷
技
法
の
こ
と
や
、
組
立
方
式
に
利
用
し

た
ら
し
い
四
隅
を
平
正
に
し
た
活
字
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
こ
と
な
ど
か

ら
、
印
刷
技
法
の
み
で
古
活
字
版
の
起
源
を
考
え
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

こ
と
を
改
め
て
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
更
に
氏
は
、
初
期
の
古
活
字
版

の
字
体
が
朝
鮮
版
の
字
体
の
影
響
を
受
け
て
い
る
こ
と
、
古
活
字
版
の
表

紙
の
文
様
に
朝
鮮
版
の
そ
れ
を
受
け
継
ぐ
も
の
が
少
な
く
な
い
こ
と
な
ど

を
指
摘
さ
れ
、
こ
の
問
題
の
再
考
を
促
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
こ
の
小
秋
元
氏
の
意
見
に
足
並
み
を
揃
え
る
か
の
よ
う
に
、
李
載

貞
氏
（
李
仙
喜
氏
訳
）
は
「
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
活
字
の
意
義
」

（『
ア
ジ
ア
遊
学
一
八
四 

日
韓
の
書
誌
学
と
古
典
籍
』
勉
誠
出
版
、
二
〇

一
五
・
五
）
に
お
い
て
、
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
の
活
字
の
中
に
あ

る
一
四
六
一
年
以
前
に
鋳
造
さ
れ
た
ハ
ン
グ
ル
活
字
が
、
駿
河
版
銅
活
字

と
類
似
し
た
形
態
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
さ
れ
、「
今
ま
で
日
本
の
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古
活
字
本
の
起
源
に
つ
い
て
論
じ
る
場
合
に
は
、
主
に
朝
鮮
後
期
の
活
字

と
組
版
方
式
を
も
て
論
じ
て
い
た
が
、
比
較
対
象
資
料
が
適
切
か
否
か
注

意
す
る
必
要
が
あ
る
。
朝
鮮
前
期
の
活
字
で
あ
り
、
日
本
の
駿
河
活
字
と

外
形
が
類
似
し
て
い
る
こ
の
乙
亥
字
併
用
ハ
ン
グ
ル
活
字
は
、
今
後
日
韓

の
古
活
字
印
刷
の
比
較
研
究
に
お
い
て
重
要
な
資
料
に
な
る
と
期
待
さ
れ

る
」
と
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
、
日
本
語
の
書
記
様
式
と
印
刷
と
の
相
関
関
係
を
研
究
し
て
お

ら
れ
る
鈴
木
広
光
氏
も
、「
漢
字
仮
名
交
り
文
の
古
活
字
版
を
論
じ
る
理
由
」

（『
日
本
語
活
字
印
刷
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
五
）
に
お
い
て
、

大
内
田
・
森
上
両
氏
の
説
を
紹
介
さ
れ
た
上
で
、
朝
鮮
活
字
版
に
組
立
式

も
あ
っ
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
た
今
と
な
っ
て
は
、「
古
活
字
版
の
起
源
や

影
響
関
係
を
め
ぐ
る
議
論
も
振
り
出
し
に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
現
状

を
整
理
さ
れ
、「
キ
リ
シ
タ
ン
版
に
刺
激
を
受
け
て
古
活
字
版
で
も
漢
字

仮
名
交
り
の
テ
キ
ス
ト
が
摺
刷
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
可
能
性
を

否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
が
、「
両
者
の
連
続
性
を
認
め
る
こ
と
に
躊

躇
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、「
キ
リ
シ
タ
ン
版
は
鋳
造

活
字
、
古
活
字
版
は
木
駒
に
彫
っ
た
彫
刻
活
字
と
、
活
字
の
制
作
方
法
に

違
い
が
あ
る
」
こ
と
や
、「
文
字
を
活
字
に
載
せ
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
や

言
語
文
字
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
相
当
の
懸
隔
が
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
と
、
国
語
学
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
の
認
識
を
示
し
て

お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

極
大
ま
か
に
関
連
す
る
説
を
整
理
し
た
だ
け
で
も
こ
れ
だ
け
の
長
さ
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
古
活
字
版
の
起
源
を
め
ぐ
る
問
題
が
今
現
在
に
到
っ

て
も
混
沌
た
る
状
況
で
あ
る
こ
と
は
理
解
い
た
だ
け
た
こ
と
と
思
う
。

　

キ
リ
シ
タ
ン
版
や
朝
鮮
活
字
印
刷
の
専
門
家
で
も
な
く
、
出
版
技
術
や

国
語
学
に
も
暗
い
稿
者
が
、
敢
え
て
こ
の
問
題
に
首
を
突
っ
込
ん
で
み
た

く
な
っ
た
の
は
、
先
述
し
た
新
村
出
の
「
吉
利
支
丹
版
の
装
幀
」
で
指
摘

さ
れ
た
、
雲
母
で
五
七
の
桐
の
花
模
様
を
描
き
出
し
た
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ

か
ど
る
』
の
裏
表
紙
の
存
在
に
興
味
を
惹
か
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

三　

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
装
訂

　

古
活
字
版
の
起
源
が
朝
鮮
活
字
印
刷
に
あ
る
の
か
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
に

あ
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
主
と
し
て
組
版
方
式

と
連
綿
活
字
（
連
続
活
字
）
と
に
焦
点
を
絞
っ
た
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
を
更
に
推
し
進
め
る
こ
と
は
勿
論
大
切
で
あ
る
が
、
ど
ち
ら
も
確
実

な
根
拠
と
な
り
に
く
い
状
況
が
あ
る
以
上
、
新
た
な
視
点
か
ら
こ
の
問
題

を
見
つ
め
直
す
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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そ
の
よ
う
に
考
え
て
稿
者
が
気
に
な
る
の
は
、
国
字
本
キ
リ
シ
タ
ン
版

と
平
仮
名
古
活
字
版
の
造
本
面
で
の
共
通
性
な
の
で
あ
る
。
先
に
触
れ
た

『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
の
雲
母
模
様
の
表
紙
の
存
在
を
知
っ
た
目
で

見
る
と
、
こ
の
こ
と
が
非
常
に
気
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

具
体
的
な
考
察
に
入
る
前
に
、
こ
こ
で
も
先
学
の
研
究
成
果
に
拠
り
つ

つ
、
簡
略
に
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
歴
史
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

天
正
一
〇
年
（
一
五
七
九
）
に
派
遣
さ
れ
た
天
正
遣
欧
使
節
の
同
行
者

ら
が
、
リ
ス
ボ
ン
で
入
手
し
た
プ
レ
ス
式
印
刷
機
や
活
字
な
ど
を
携
え
て

日
本
に
戻
っ
て
き
た
の
は
、
同
一
五
年
九
月
一
九
日
の
秀
吉
に
よ
る
バ
テ

レ
ン
追
放
令
の
余
波
が
収
ま
っ
た
、
同
一
八
年
七
月
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

も
た
ら
さ
れ
た
活
版
印
刷
機
は
加
津
佐
の
コ
レ
ジ
オ
に
設
置
さ
れ
た
が
、

文
禄
元
年
（
一
五
九
二
）
に
は
コ
レ
ジ
オ
の
移
転
に
伴
い
天
草
の
河
内
浦

に
移
さ
れ
、
慶
長
二
年
（
一
五
九
七
）
に
や
は
り
コ
レ
ジ
オ
の
移
転
と
共

に
長
崎
に
移
動
し
て
い
る
。
そ
し
て
慶
長
一
九
年
の
キ
リ
シ
タ
ン
追
放
令

に
よ
り
、
印
刷
機
は
マ
カ
オ
に
移
送
さ
れ
、
日
本
に
お
け
る
四
半
世
紀
に

及
ぶ
活
動
を
終
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
間
、
西
洋
式
活
版
印
刷
機
を
用
い
な
い
京
都
で
の
出
版
を
含
め
て
、

キ
リ
シ
タ
ン
版
は
三
二
種
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
内
の
一
三
種
が
日
本
語
の
活
字
を
用
い
た
所
謂
「
国
字
本
」
で
あ
る
。

豊
島
氏
が
「
日
本
の
印
刷
史
か
ら
見
た
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
特
徴
」
で
説
か

れ
る
よ
う
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
は
紙
と
装
訂
に
よ
り
二
種
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
、
そ
れ
は
表
記
系
・
文
字
組
と
も
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

の
二
種
の
整
理
に
つ
い
て
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。

ラ
テ
ン
文
字
（
欧
文
・
和
字
ロ
ー
マ
字
）　

横
組
、「
鳥
の
子
」
紙
、

　

両
面
印
刷
、
四
折
（quarto

）
又
は
八
折
（ocyavo

）

漢
字
仮
名
交
じ
り
（「
国
字
本
」）　　
　
　

縦
組
、
美
濃
紙
、
片
面

　

印
刷
袋
綴
じ
、
美
濃
判
又
は
中
本
（
美
濃
判
半
裁
）

　

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
活
字
を
用
い
た
も
の
は
、
料
紙
こ
そ
和
紙
の
「
鳥
の

子
」
を
用
い
て
い
る
も
の
の
、
装
訂
や
判
型
は
当
時
の
西
洋
の
印
刷
物
と

ほ
ぼ
同
様
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
語
の
活
字
を
用
い
た
も
の
は
、
当

時
の
袋
綴
写
本
と
同
様
の
造
本
が
な
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
こ

の
国
字
本
の
造
本
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い（
３
）。

ア　

国
字
本
一
覧
（
刊
行
順
）

　

キ
リ
シ
タ
ン
版
の
国
字
本
一
三
種
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
通
し
番
号

を
つ
け
て
推
定
も
含
め
た
成
立
の
順
に
掲
げ
て
お
き
た
い
。
印
刷
場
所
や

印
刷
者
も
添
え
て
お
く
。
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①
サ
ル
ベ
・
レ
ジ
ィ
ナ
他
断
簡
（
片
仮
名
・
国
字
最
初
カ
）

②
ど
ち
り
い
な
・
き
り
し
た
ん
（
一
五
九
一
・
加
津
佐
刊
カ
）

③
祈
祷
文
断
簡
（
一
五
九
一
頃
カ
）

④
ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
（
一
五
九
三
頃
・
天
草
刊
カ
）

⑤
落
葉
集
（
一
五
九
八
・
長
崎
・
日
本
学
林
刊
）

⑥
サ
ル
バ
ト
ー
ル
・
ム
ン
ヂ
（
同
）

⑦
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
（
一
五
九
九
・
長
崎
・
日
本
学
林
刊
）

⑧
和
漢
朗
詠
集
（
一
六
〇
〇
・
長
崎
・
日
本
学
林
刊
）

⑨
お
ら
し
よ
の
飜
譯（
一
六
〇
〇
・
長
崎
・
後
藤
登
明
宗
印
活
版
所
刊
）

⑩
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
（
同
）

⑪
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ぢ
（
一
六
一
〇
・
京
都
・
原
田
ア
ン
ト
ニ

オ
印
刷
所
刊
）

⑫
太
平
記
抜
書
（
一
六
一
一
以
前
カ
）

⑬
ひ
で
す
の
經
（
一
六
一
一
・
長
崎
・
後
藤
登
明
宗
印
活
版
所
刊
）

　

①
「
サ
ル
ベ
・
レ
ジ
ィ
ナ
他
断
簡
」
の
み
は
片
仮
名
活
字
で
、
や
や
性

格
が
異
な
り
断
簡
で
も
あ
る
の
で
、
一
先
ず
以
下
の
考
察
か
ら
は
除
外
す

る
こ
と
と
し
た
い
。

イ　

国
字
本
の
大
き
さ

　

そ
れ
で
は
続
い
て
、
断
簡
で
あ
る
①
③
を
除
い
た
一
一
点
に
つ
い
て
、

そ
の
大
き
さ
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
各
項
の
末
尾
に
調
査
対
象
と
な
っ

た
本
の
所
蔵
先
を
付
記
し
て
お
く
。

②
ど
ち
り
い
な
・
き
り
し
た
ん
（
一
五
九
一
）　

二
四
・
二
×
一
八
・

一
糎
（
バ
チ
カ
ン
図
書
館
）

④
ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
（
一
五
九
三
頃
）　

二
五
・
三
×
一
七
・

五
糎
（
天
理
図
書
館
）

⑤
落
葉
集
（
一
五
九
八
） 

二
七
・
〇
×
二
三
・
〇
糎

（
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
）

⑥
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ム
ン
ヂ
（
同
） 

一
八
・
三
×
一
二
・
五
糎

（
カ
サ
ナ
テ
ン
セ
図
書
館
）

⑦
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
（
一
五
九
九
） 

二
七
・
六
×
一
九
・
一
糎

（
バ
チ
カ
ン
図
書
館
）

⑧
和
漢
朗
詠
集
（
一
六
〇
〇
） 

二
五
・
二
×
一
八
・
六
糎

（
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ソ
文
庫
）

⑨
お
ら
し
ょ
の
翻
譯
（
同
） 

二
〇
・
五
×
一
三
・
〇
糎

（
天
理
図
書
館
）
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⑩
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
（
同
） 

二
五
・
五
×
一
八
・
二
糎

（
カ
サ
ナ
テ
ン
セ
図
書
館
）

⑪
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ち
（
一
六
一
〇
）　

二
六
・
八
×
一
九
・

三
糎
（
天
理
図
書
館
）

⑫
太
平
記
抜
書
（
一
六
一
一
以
前
） 

二
六
・
〇
×
一
九
・
五
糎

（
天
理
図
書
館
）

⑬
ひ
で
す
の
経
（
一
六
一
一
） 

二
八
・
一
×
一
九
・
六
糎

（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
ホ
ー
ト
ン
図
書
館
）

　

こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
の
多
く
は
、
和
綴
の
上
か
ら
革
表
紙
や
厚
紙
保
護

表
紙
を
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
際
や
補
修
時
に
化
粧
裁
ち
が
な
さ
れ
た

可
能
性
は
高
い
。
従
っ
て
こ
れ
ら
の
数
値
は
原
体
よ
り
や
や
小
さ
く
な
っ

て
い
る
も
の
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
の
考
察
に
特
に
支
障
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

　

豊
島
氏
の
整
理
の
よ
う
に
、
⑥
⑨
が
中
本
で
、
そ
れ
以
外
は
大
本
（
美

濃
判
本
）
と
分
類
で
き
る
大
き
さ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
大
本
に
分
類
で

き
る
も
の
は
、
高
さ
が
①
二
四
・
二
糎
か
ら
⑬
二
八
・
一
糎
、
幅
が
④
一

七
・
五
糎
か
ら
⑤
二
三
・
〇
糎
と
か
な
り
の
差
が
認
め
ら
れ
る
。
入
手
で

き
た
紙
の
サ
イ
ズ
の
差
や
、
改
装
や
補
修
の
手
の
入
れ
方
の
違
い
な
ど
を

考
慮
す
れ
ば
、
一
応
同
一
の
判
型
と
言
う
こ
と
は
許
さ
れ
よ
う
か（
４
）。

念
の

た
め
に
付
言
し
て
お
け
ば
、
そ
も
そ
も
大
本
や
中
本
と
い
っ
た
規
格
は
、

主
と
し
て
江
戸
時
代
の
整
版
印
刷
の
版
本
を
対
象
と
し
た
判
型
の
整
理
で

あ
っ
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
に
当
て
嵌
め
て
考
え
る
の
は
適
当
で
は
な
い
と

も
言
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ラ
テ
ン
文
字
の
横
組
み
キ
リ
シ
タ
ン
版
で
、

西
洋
の
印
刷
物
の
二
つ
の
大
き
さ
の
規
格
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

し
て
も
、
国
字
本
も
二
つ
の
規
格
、
し
か
も
小
さ
い
も
の
は
大
き
い
も
の

の
半
分
の
大
き
さ
と
し
て
製
作
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
疑
う
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
こ
れ
ら
の
大
き
さ
を
相
対
化
す
る
た
め
に
、
嵯
峨
本
古
活
字

版
の
大
き
さ
と
比
較
し
て
み
る
と
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
以
前
の
刊

行
と
さ
れ
る
嵯
峨
本
第
一
種
の
『
徒
然
草
』
は
二
八
・
〇
×
二
一
・
〇
糎

（
銚
子
円
福
寺
蔵
）、
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
刊
の
嵯
峨
本
第
一
種
の

『
伊
勢
物
語
』
は
二
七
・
〇
×
一
九
・
三
糎
（
同
、
ロ
ナ
ル
ド
・
ハ
イ
ド

旧
蔵
本
）
で
あ
り
。
同
じ
く
ら
い
の
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。

ウ　

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
表
紙

　

そ
れ
で
は
国
字
本
の
表
紙
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
原
装
で

あ
っ
た
り
、
後
補
の
表
紙
の
下
に
原
表
紙
が
あ
る
も
の
に
限
定
し
て
確
認
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し
て
み
た
い
。

②
ど
ち
り
い
な
・
き
り
し
た
ん
（
一
五
九
一
）　

丹
色
地
金
箔
散
し

（
バ
チ
カ
ン
図
書
館
）

⑤
落
葉
集
（
一
五
九
八
） 

雲
母
刷
七
五
大
桐
文
（
イ

エ
ズ
ス
会
本
部
）

 
 

薄
茶
色
（
フ
ラ
ン
ス
国
立

図
書
館
・
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
）

⑥
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ム
ン
ヂ
（
同
） 

藍
色
（
カ
サ
ン
テ
ン
セ
図

書
館
）

⑦
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
（
一
五
九
九
） 
紺
紙
地
金
泥
菊
花
文

 

（
バ
チ
カ
ン
図
） 

 
 

雲
母
刷
七
五
大
桐
文
（
天

理
図
書
館
・
マ
ノ
エ
ル
文
庫
）

⑧
和
漢
朗
詠
集
（
一
六
〇
〇
） 

水
色
（
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ソ

文
庫
）

⑩
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
（
同
） 

薄
茶
色
（
カ
サ
ナ
テ
ン
セ

図
書
館
）

⑪
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ち
（
一
六
一
〇
）　

茶
色
（
天
理
図
書
館
）

⑫
太
平
記
抜
書
（
一
六
一
一
以
前
） 

薄
茶
色
（
天
理
図
書
館
）

⑬
ひ
で
す
の
経
（
一
六
一
一
） 

茶
色
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学

ホ
ー
ト
ン
図
書
館
）

　

青
系
や
茶
系
の
表
紙
が
多
い
の
は
、
当
時
の
写
本
や
古
活
字
版
に
も
共

通
す
る
特
徴
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
注
目
さ
れ
る
の
は
、
イ
エ
ズ
ス
会
本

部
蔵
の
『
落
葉
集
』
や
、
天
理
図
書
館
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
ヴ
ィ
ラ
・
ヴ
ィ

ソ
ー
ザ
に
あ
る
マ
ノ
エ
ル
文
庫
蔵
の
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
が
、
白

地
に
雲
母
刷
の
七
五
大
桐
文
の
共
通
の
表
紙
を
有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
表
紙
こ
そ
新
村
が
注
目
し
た
も
の
だ
が
、
天
理
本
以
外
に
も
認
め
ら

れ
る
の
み
な
ら
ず
、
前
年
刊
行
の
別
作
品
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

確
認
出
来
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
文
様
が
見
い
だ
せ
る
訳
で
は
な
い
が
、
雲
母
刷
文
様
の
唐
紙
を
表

紙
に
用
い
た
も
の
と
し
て
は
、
慶
長
八
年
（
一
六
〇
三
）
年
ま
で
に
は
刊

行
さ
れ
て
い
た
古
活
字
版
の
『
史
記
』
や
、
所
謂
「
光
悦
謡
本
」
な
ど
、

角
倉
素
庵
が
製
作
し
た
嵯
峨
本
の
一
群
で
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
有

名
で
あ
る
。

　

林
進
氏
は
そ
の
コ
ラ
ム
「
角
倉
素
庵
と
キ
リ
シ
タ
ン
版
・
古
活
字
版
・

嵯
峨
本
」（『
キ
リ
シ
タ
ン
と
出
版
』）
に
お
い
て
、
天
正
一
七
年
（
一
五



─ 45 ─

八
九
）
に
長
谷
川
等
伯
が
描
い
た
大
徳
寺
三
玄
院
の
「
水
墨
山
水
図
襖
」

の
襖
紙
（
高
台
寺
円
徳
院
現
蔵
・
重
要
文
化
財
）
に
も
、
類
似
の
雲
母
刷

文
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。
林
氏
は
今
問
題
と
す

る
『
落
葉
集
』
と
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
の
表
紙
が
「
既
成
の
襖
の

唐
紙
」
を
用
い
た
も
の
で
、「
素
庵
の
表
紙
装
訂
に
倣
っ
た
も
の
で
は
な

い
か
」
と
推
測
さ
れ
て
も
い
る
。
氏
は
、
慶
長
四
年
（
一
五
九
九
）
の
も

の
と
推
定
さ
れ
る
素
庵
宛
藤
原
惺
窩
書
状
に
「
四
書
并
周
詩
」
が
「
装
背

表
紙
別
而
見
事
」
等
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
慶
長
の
は
じ
め
頃
に
、

素
庵
は
既
成
の
襖
用
の
唐
紙
を
転
用
し
、
の
ち
慶
長
四
年
頃
に
新
た
に
雲

母
刷
文
様
料
紙
を
作
ら
せ
、
そ
れ
を
表
紙
装
訂
に
用
い
た
と
推
測
」
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
書
状
に
見
え
る
慶
長
四
年
時
の
『
四
書
』
の
表
紙
が
雲
母

刷
文
様
の
も
の
で
あ
っ
た
と
確
定
で
き
る
訳
で
は
な
く
、
時
期
的
に
あ
ま

り
に
近
接
し
て
も
い
る
の
で
、
素
庵
に
倣
っ
た
と
言
う
た
め
に
は
、
よ
り

確
実
な
証
拠
を
求
め
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

も
う
一
点
注
目
さ
れ
る
の
が
、
や
は
り
一
五
九
九
年
刊
の
『
ぎ
や
・
ど
・

ぺ
か
ど
る
』
の
バ
チ
カ
ン
図
書
館
蔵
本
が
有
す
る
、
紺
紙
地
金
泥
菊
花
文

（
右
上
に
虻
も
描
か
れ
る
）
表
紙
（
上
冊
表
）
で
あ
る
。
紺
紙
地
に
金
泥

で
細
密
な
文
様
や
図
像
な
ど
を
描
く
の
は
、
平
安
時
代
の
写
経
の
表
紙
や

見
返
し
な
ど
に
も
あ
る
伝
統
的
な
も
の
で
あ
り
、
室
町
時
代
か
ら
江
戸
初

前
期
の
綴
葉
装
や
袋
綴
写
本
に
も
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
本

は
見
返
し
に
、
ま
た
別
種
の
大
桐
に
丸
文
な
ど
を
雲
母
刷
し
雲
霞
を
加
え

た
華
美
な
装
飾
紙
を
用
い
て
も
お
り
、
献
上
用
に
特
に
豪
華
に
仕
立
て
ら

れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

エ　

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
原
題
簽

　

国
字
本
に
原
題
簽
が
存
す
る
も
の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

⑤
落
葉
集
（
一
五
九
八
） 

 

左
肩
丹
色
地
〔
銀
泥
〕

草
文
題
簽
「
落
葉
集
」
墨
書
（
イ
エ
ズ
ス
会
本
部（
５
））

⑦
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
（
一
五
九
九
） 

左
肩
金
紙
題
簽 「
き
や

と
へ
か
と
る
」
墨
書
（
バ
チ
カ
ン
図
書
館
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

   

左
肩
丹
色
題
簽
「
き
や

と
へ
か
と
る
」
墨
書
（
マ
ノ
エ
ル
文
庫
）

⑩
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
（
一
六
〇
〇
） 

左
肩
丹
色
題
簽
「
と
ち

り
な
き
り
し
た
ん
」（
カ
サ
ナ
テ
ン
セ
図
書
館
）

⑪
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ち
（
一
六
一
〇
） 

左
肩
子
持
枠
刷
題
簽

「
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
ち
」（
天
理
図
書
館
）

⑬
ひ
で
す
の
経
（
一
六
一
一
） 

左
肩
題
簽
「
ひ
て
す
の

経
」
墨
書
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
図
書
館
）



─ 46 ─

　

こ
の
五
種
六
点
の
題
簽
の
位
置
は
全
て
表
紙
左
肩
で
共
通
し
て
い
る
。

題
簽
は
中
央
に
あ
る
場
合
も
あ
る
が
、
左
肩
の
方
が
格
が
高
い
と
考
え
ら

れ（
６
）、
キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
も
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
た
可
能
性
は
高

い
。
ま
た
、
丹
色
題
簽
が
『
落
葉
集
』・『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』・『
ど

ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
』
と
三
点
確
認
で
き
る
が
、
こ
れ
も
室
町
期
か
ら

江
戸
前
期
に
か
け
て
の
綴
葉
装
・
袋
綴
の
写
本
に
多
く
見
か
け
る
も
の
で

あ
る
。
更
に
『
落
葉
集
』
の
よ
う
に
題
簽
に
銀
泥
や
金
泥
等
で
下
絵
が
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。

　

バ
チ
カ
ン
図
書
館
蔵
の
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
の
よ
う
な
、
金
紙

の
題
簽
も
丹
色
ほ
ど
で
は
な
い
が
折
々
見
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
題
簽
を
異
に
す
る
二
点
の
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
の
外
題
の
文

字
は
同
筆
で
あ
ろ
う
。
表
紙
や
題
簽
が
異
な
っ
て
い
て
も
、
同
じ
場
で
そ

れ
ら
が
加
え
ら
れ
た
ら
し
い
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

一
六
一
〇
年
刊
の
『
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ち
』
の
み
は
刷
題
簽
で
、

二
重
の
子
持
枠
を
有
し
て
お
り
、
国
字
本
と
し
て
極
め
て
特
異
な
も
の
で

あ
る
が
、
こ
れ
の
み
が
京
都
の
原
田
ア
ン
ト
ニ
オ
印
刷
所
で
刊
行
さ
れ
た

こ
と
と
関
係
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
枠
の
あ
る
刷
題
簽
は
慶
長
八
年
（
一

六
〇
三
）
以
前
刊
の
嵯
峨
本
『
史
記
』
の
一
群
（
内
閣
文
庫
本
・
東
洋
文

庫
本
な
ど
）
等
に
も
確
認
で
き
る
よ
う
に
、
漢
字
の
古
活
字
版
に
ま
ま
見

ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
原
田
ア
ン
ト
ニ
オ
の
素
性
は
不
明
な
が
ら
、
京
都

と
い
う
場
所
か
ら
し
て
も
こ
の
よ
う
な
も
の
を
参
考
に
し
た
と
考
え
ら
れ

よ
う
。
た
だ
し
、
古
活
字
平
仮
名
本
で
は
題
簽
の
あ
る
も
の
は
、
慶
長
元

和
頃
刊
と
さ
れ
る
『
大
鏡
』
の
よ
う
な
例
外
は
あ
る
も
の
の
、
無
枠
が
基

本
で
あ
る
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
ら
と
異
な
る
こ
と
は
注
意
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

オ　

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
表
紙
と
題
簽

　

そ
れ
で
は
、
国
字
本
の
表
紙
全
体
に
つ
い
て
整
理
し
て
み
た
い
。

⑤
落
葉
集
（
一
五
九
八
） 

雲
母
刷
七
五
大
桐
文
表

紙
・
左
肩
丹
色
地
〔
銀
泥
〕
草
文
題
簽
（
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
）

⑦
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
（
一
五
九
九
） 

紺
紙
地
金
泥
菊
花
文
表

紙
・
左
肩
金
紙
題
簽 「
き
や
と
へ
か
と
る
」
墨
書
（
バ
チ
カ
ン
図

書
館
）

 
 

雲
母
刷
七
五
大
桐
文
表

紙
・
左
肩
丹
色
題
簽
「
き
や
と
へ
か
と
る
」
墨
書
（
マ
ノ
エ
ル
文
庫
）

⑩
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
（
一
六
〇
〇
） 　

薄
茶
色
表
紙
・
左
肩

丹
色
題
簽
「
と
ち
り
な
き
り
し
た
ん
」（
カ
サ
ナ
テ
ン
セ
図
書
館
）

⑪
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ち
（
一
六
一
〇
） 　

茶
色
表
紙
・
左
肩
子
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持
枠
刷
題
簽
「
こ
ん
て
む
つ
す
む
ん
ち
」（
天
理
図
書
館
）

⑬
ひ
で
す
の
経
（
一
六
一
一
） 

茶
色
表
紙
・
左
肩
題
簽

「
ひ
て
す
の
経
」
墨
書
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
図
書
館
）

　

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
作
品
と
刊
行
年
が
異
な
り
な
が
ら
表
紙
と
題
簽

を
同
じ
く
す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
、
国
字
本
の
造
本
を
考
え
る
上
で
極

め
て
注
目
さ
れ
る
。
バ
チ
カ
ン
図
書
館
蔵
の
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』

を
含
め
て
、
こ
れ
ら
が
豪
華
な
仕
立
て
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。
こ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
一
六
〇
〇
年
以
降
の
も
の
は
、
次
第
に
質
素

に
な
っ
て
い
く
よ
う
で
あ
る
。
事
例
が
少
な
い
の
で
、
そ
の
理
由
を
説
明

す
る
の
は
困
難
だ
が
、
古
活
字
版
も
初
期
の
も
の
ほ
ど
豪
華
で
次
第
に
質

素
に
な
っ
て
お
り
、
同
じ
傾
向
を
示
す
の
は
興
味
深
い
。

　

前
述
の
如
く
、
子
持
枠
刷
の
題
簽
を
有
す
る
『
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん

ち
』
は
例
外
的
で
あ
る
が
、
全
体
的
に
こ
れ
ら
の
表
紙
の
有
様
は
当
時
の

平
仮
名
写
本
と
の
共
通
性
が
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

四　

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
版
式

　

書
物
の
第
一
印
象
を
決
め
る
外
形
に
つ
い
て
の
検
討
に
続
け
て
、
出
版

物
と
し
て
の
特
徴
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
詳
し
い
印
刷
技
法
に
つ

い
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一
見
し
て
判
断
で
き
る
範
囲
で
の
考
察
で

あ
る
こ
と
は
断
っ
て
お
き
た
い
。

カ　

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
匡
郭
と
版
心

　

先
ず
は
、
本
文
を
囲
む
枠
で
あ
る
匡
郭
と
、
印
刷
面
の
中
心
の
折
目
と

な
る
部
分
の
版
心（
７
）に
つ
い
て
で
あ
る
。

②
ど
ち
り
い
な
・
き
り
し
た
ん
（
一
五
九
一
）
無
辺
・
柱
題
・
丁
付

（
バ
チ
カ
ン
図
書
館
）

④
ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
不
明
（
一
五
九
三
頃
）　

無
辺
・
中
黒

口
三
段
黒
魚
尾
（
下
下
上
）・
丁
付
（
天
理
図
書
館
）

⑤
落
葉
集
（
一
五
九
八
） 

単
辺
有
罫
・
中
黒
口
黒
魚

尾
・
丁
付
（
イ
エ
ズ
ス
会
本
部
）

⑥
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ム
ン
ヂ
（
同
） 

単
辺
・
中
黒
口
黒
魚
尾
・

丁
付
（
カ
サ
ナ
テ
ン
セ
図
書
館
）

⑦
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
（
一
五
九
九
）  

単
辺
（「
集
字
」
部
分
は

罫
線
あ
り
）・
中
黒
口
黒
白
混
用
魚
尾
・
丁
付
（
バ
チ
カ
ン
図
書
館
）

⑧
和
漢
朗
詠
集
（
一
六
〇
〇
） 

単
辺
・
中
黒
口
黒
魚
尾
・

丁
付
（
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ソ
文
庫
）
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⑨
お
ら
し
ょ
の
翻
譯
（
同
） 

単
辺
・
中
黒
口
黒
魚
尾
・

丁
付
（
天
理
図
書
館
）

⑩
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
（
同
） 

単
辺
・
中
黒
口
黒
魚
尾
・

丁
付
（
カ
サ
ナ
テ
ン
セ
図
書
館
）

⑪
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ち
（
一
六
一
〇
）
単
辺
・
中
黒
口
白
魚
尾
・

丁
付
（
天
理
図
書
館
）

⑫
太
平
記
抜
書
（
一
六
一
一
以
前
） 

単
辺
・
中
黒
口
白
魚
尾
・

丁
付
（
天
理
図
）

⑬
ひ
で
す
の
経
（
一
六
一
一
） 

単
辺
・
中
黒
口
白
魚
尾
・

丁
付
（
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
図
書
館
）

　

こ
う
し
て
時
代
順
に
並
べ
て
み
る
と
、
幾
つ
か
の
画
期
が
あ
る
こ
と
が

判
る
。
先
ず
匡
郭
に
関
し
て
は
、
最
初
の
二
つ
は
こ
れ
が
な
く
、
他
は
全

て
四
周
単
辺
の
も
の
が
存
し
て
い
る
。
そ
の
無
辺
の
二
点
も
版
心
の
様
子

は
異
な
っ
て
お
り
、
②
『
ど
ち
り
い
な
・
き
り
し
た
ん
』
は
装
飾
的
な
十

字
文
の
付
い
た
柱
題
と
丁
付
け
が
あ
る
の
み
だ
が
、
④
『
ば
う
ち
ず
も
の

授
け
や
う
』
は
黒
魚
尾
が
三
つ
あ
り
、
そ
の
上
下
は
中
黒
口
に
な
っ
て
い

る
。
魚
尾
の
向
き
は
上
か
ら
順
に
下
・
下
・
上
と
な
っ
て
お
り
、
二
つ
目

と
三
つ
目
の
魚
尾
の
間
に
丁
付
も
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

単
辺
の
匡
郭
を
有
す
る
も
の
は
版
心
の
上
下
が
中
黒
口
と
な
っ
て
お
り
、

丁
付
が
あ
る
点
も
含
め
て
④
と
共
通
す
る
が
、
魚
尾
は
向
か
い
合
っ
た
二

つ
の
み
で
あ
る
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
魚
尾
は
最
初
は
黒
魚
尾
で
あ
っ

た
も
の
が
、
⑦
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
で
は
白
魚
尾
も
混
用
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
ま
た
黒
魚
尾
の
み
と
な
っ
て
、
⑪
『
こ
ん
て
む
つ
す
・
む

ん
ち
』
以
降
は
白
魚
尾
の
み
と
変
化
す
る
の
で
あ
る
。

　

匡
郭
の
有
無
の
違
い
は
、
使
用
さ
れ
て
い
る
活
字
の
違
い
と
連
動
す
る

も
の
で
あ
る
。
平
仮
名
国
字
本
は
活
字
の
大
小
に
よ
り
大
き
く
二
つ
に
区

分
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
の
大
型
文
字
本
は
匡
郭
が
な
い
も
の
な
の
で
あ

る（
８
）。

　

⑤
『
落
葉
集
』
以
降
は
小
型
活
字
本
で
あ
り
、
魚
尾
が
黒
か
白
か
で
大

き
く
二
分
で
き
る
。
そ
の
境
目
は
⑩
『
ど
ち
り
な
・
き
り
し
た
ん
』
と
⑪

『
こ
ん
て
む
つ
す
・
む
ん
ち
』
と
の
間
で
あ
る
。
両
者
は
刊
行
年
が
一
〇

年
も
隔
た
っ
て
お
り
、
こ
の
間
に
変
化
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
⑪

が
京
都
で
の
刊
行
で
あ
る
こ
と
と
関
連
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
⑦
『
ぎ

や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
が
黒
白
混
用
し
て
い
る
理
由
は
不
明
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
こ
の
様
な
版
式
の
変
化
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
の
事
を
考
え
る
上
で
ヒ
ン
ト
に
な
り
そ
う
な
の
が
、
唯
一
の
片
仮

名
活
字
本
で
あ
る
①
「
サ
ル
ベ
・
レ
ジ
ィ
ナ
他
断
簡
」
で
あ
る
。
国
字
本
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の
最
古
か
と
さ
れ
、
マ
カ
オ
で
印
刷
さ
れ
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
る
も
の

の
、
注
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
サ
ン
ロ

レ
ン
ソ
文
庫
蔵
『
和
漢
朗
詠
集
』
と
カ
サ
ナ
ン
テ
図
書
館
蔵
『
サ
ル
バ
ト
ー

ル
・
ム
ン
ヂ
』
の
表
紙
の
裏
貼
り
と
し
て
発
見
さ
れ
た
も
の
で
、
全
容
は

不
明
で
あ
る
も
の
の
、
四
周
単
辺
で
罫
線
も
あ
り
、
版
心
は
中
黒
口
と
丁

付
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

刊
行
年
は
近
い
は
ず
な
の
に
平
仮
名
大
型
活
字
本
に
匡
郭
が
な
い
こ
と

か
ら
す
る
と
、
文
字
種
の
違
い
が
匡
郭
や
罫
線
の
有
無
と
関
係
し
て
い
る

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
年
代
的
に
は
こ
れ
ら
よ
り
若
干
後
に
な
る

が
、
古
活
字
版
に
お
い
て
も
漢
字
と
片
仮
名
の
も
の
は
匡
郭
が
あ
る
も
の

の
（
罫
線
に
つ
い
て
は
漢
字
の
も
の
に
は
多
い
が
、
片
仮
名
の
も
の
は
な

い
よ
う
で
あ
る
）、
平
仮
名
の
も
の
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
文
字
種
に
よ
っ

て
版
式
に
差
が
あ
る
点
で
共
通
性
が
あ
る
の
は
興
味
深
い
。

　

匡
郭
の
無
い
点
で
、
国
字
本
と
古
活
字
平
仮
名
本
は
確
か
に
共
通
す
る

の
で
あ
る
が
、
後
者
に
は
版
心
が
な
い
点
で
は
異
な
っ
て
い
る
。
②
『
ど

ち
り
い
な
・
き
り
し
た
ん
』
が
柱
題
を
有
す
る
の
も
不
思
議
だ
が
、
④
『
ば

う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
』
の
版
心
は
ま
る
で
匡
郭
や
罫
線
を
有
す
る
漢
字

の
版
本
の
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
版
心
に
つ
い
て
は
、
森
上
修
氏
が

前
出
の
「
慶
長
勅
版
「
長
恨
歌
琵
琶
行
」
に
つ
い
て
（
下
）
―
わ
が
古
活

字
版
と
組
立
式
組
版
技
法
の
伝
来
」
に
お
い
て
、
後
陽
成
天
皇
の
命
で
刊

行
さ
れ
た
慶
長
勅
版
が
共
通
し
て
黒
三
魚
尾
で
あ
り
、
そ
れ
が
『
ば
う
ち

ず
も
の
授
け
や
う
』
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
、
同
書
と
『
錦
繍
段
』・『
日

本
書
紀
神
代
巻
』
の
版
心
部
分
の
図
版
ま
で
掲
げ
て
指
摘
し
て
お
ら
れ
る
。

　

古
活
字
版
で
こ
の
よ
う
な
版
心
を
有
す
る
の
は
慶
長
勅
版
の
み
で
あ
る

の
だ
が
、
大
内
田
貞
郎
氏
は
「「
き
り
し
た
ん
版
」
に
「
古
活
字
版
」
の

ル
ー
ツ
を
探
る
」
に
お
い
て
、
慶
長
勅
版
の
魚
尾
の
向
き
は
下
上
上
で
あ

り
、
下
下
上
の
『
ば
う
し
ず
も
の
授
け
や
う
』
と
は
一
致
せ
ず
、
そ
こ
ま

で
一
致
す
る
も
の
に
複
数
の
五
山
版
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
、
五
山

版
の
職
人
達
が
『
ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
』
の
印
刷
に
直
接
携
わ
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
証
左
と
考
え
て
お
ら
れ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
森
上
氏
の

よ
う
に
『
ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
』
と
慶
長
勅
版
を
直
接
結
び
つ
け
て

考
え
る
こ
と
に
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
こ
を
教
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
五
山
版
は
中
国
か
ら
輸
入
さ
れ
た
宋
元
版
の
覆
刻
が
主
体
で
あ

る
の
で
、
こ
の
魚
尾
の
形
式
は
五
山
版
か
ら
し
か
学
べ
な
い
も
の
で
は
な

い
点
に
も
留
意
す
る
必
要
は
あ
る
。
国
字
本
の
刊
行
に
際
し
て
東
ア
ジ
ア

の
漢
字
版
本
に
倣
う
部
分
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
慶
長
三
年
（
一
五
九
八
）
刊
の
⑤
『
落
葉
集
』
以
降

に
四
周
単
辺
の
匡
郭
が
加
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
ど
の
様
な
理
由
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に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。『
落
葉
集
』
は
漢
字
字
書
で
あ
り
、
本
編
の
他

に
「
色
葉
字
集
」
と
「
小
玉
篇
」
を
有
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
判
る
よ
う

に
、
宋
版
『
大
広
益
会
玉
篇
』
を
初
め
と
す
る
、
当
時
日
本
に
存
在
し
て

い
た
字
書
類
を
参
考
に
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
内
容
の
み
な

ら
ず
匡
郭
や
罫
線
の
存
在
ま
で
そ
れ
ら
に
倣
っ
た
可
能
性
は
あ
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
同
年
刊
の
⑥
『
サ
ル
バ
ド
ー
ル
・
ム
ン
ヂ
』

に
匡
郭
が
加
え
ら
れ
た
理
由
は
説
明
が
付
か
な
い（
９
）。
大
字
か
ら
小
字
へ
の

変
化
は
古
活
字
版
に
も
認
め
ら
れ
る
傾
向
で
あ
る
が
、
先
に
も
言
及
し
た

よ
う
に
、
古
活
字
平
仮
名
本
に
は
匡
郭
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の

点
に
お
い
て
は
、
小
型
文
字
本
と
古
活
字
平
仮
名
本
に
は
距
離
が
あ
る
。

　

た
だ
し
、
視
野
を
整
版
平
仮
名
本
に
ま
で
広
げ
る
と
、
国
字
本
と
同
様

の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
古
活
字
版
の
影
響
も
あ
り
、
整
版
で

も
文
字
の
サ
イ
ズ
は
大
き
な
も
の
か
ら
小
さ
な
も
の
へ
と
移
行
し
て
い
く

傾
向
が
あ
る
が
、
整
版
平
仮
名
本
で
は
こ
れ
に
加
え
て
、
寛
永
（
一
六
二

四
～
一
六
四
五
）
後
半
頃
か
ら
匡
郭
が
加
わ
り
始
め
、
正
保
承
応
（
一
六

四
五
～
一
六
五
四
）
く
ら
い
に
な
る
と
こ
れ
が
か
な
り
普
及
し
、
次
の
時

期
に
な
る
と
平
仮
名
本
で
も
匡
郭
の
存
在
が
当
た
り
前
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

平
仮
名
写
本
に
匡
郭
が
な
く
、
版
本
に
そ
れ
が
当
た
り
前
に
存
在
す
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
版
本
は
写
本
の
複
製
・
代
用
と
し
て
製
作

さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
匡
郭
の
存
在
に
よ
っ
て
版
本
で
あ
る
こ
と
を
主
張

し
は
じ
め
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う）

（（
（

。

　

断
定
的
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、
同
様
な
こ
と
は
キ
リ
シ
タ
ン
国
字
本

の
小
型
活
字
の
も
の
に
も
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
臆
測

で
し
か
な
い
が
、
キ
シ
リ
タ
ン
版
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
活
字
印
刷

本
で
あ
る
こ
と
が
あ
り
が
た
が
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
段
階
で
、
積
極
的

に
そ
の
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
に
、
印
刷
物
で
あ
る
こ
と
を
示
す
匡
郭
が

加
え
ら
れ
た
可
能
性
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

五　

古
活
字
平
仮
名
本
と
の
共
通
性

　

以
上
く
ど
く
ど
し
い
検
証
と
な
っ
た
が
、
キ
リ
ス
ト
教
宣
教
師
達
が
国

字
の
活
字
を
用
い
た
出
版
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
装
訂
や
大
き
さ
、
題
簽

を
含
め
た
表
紙
の
有
様
、
ま
た
大
型
活
字
本
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ

る
が
匡
郭
が
な
い
こ
と
な
ど
、
当
時
の
豪
華
な
平
仮
名
写
本
を
強
く
意
識

し
て
造
本
を
行
っ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

　

そ
の
こ
と
の
追
証
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
注
目
さ
れ
て

い
な
い
キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
下
綴
の
方
法
で
あ
る
。
稿
者
は
こ
れ
ま

で
に
数
点
の
国
字
本
の
書
誌
調
査
を
し
た
経
験
が
あ
る
が
、
ラ
イ
デ
ン
大
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学
図
書
館
蔵
の
⑤
『
落
葉
集
』
を
実
見
し
た
際
に
、
下
綴
が
「
紙
釘
装
」

で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。

　

紙
釘
装
は
、
本
の
綴
代
部
分
に
縦
に
幾
つ
か
の
穴
を
開
け
、
そ
の
穴
に

紙
縒
を
通
し
て
、
両
側
を
余
ら
せ
る
よ
う
に
し
て
切
り
、
そ
の
余
っ
た
部

分
の
紙
縒
を
ほ
ぐ
し
て
、
木
槌
な
ど
で
打
ち
付
け
て
釘
の
頭
の
よ
う
な
形

状
に
し
て
、
穴
の
両
側
か
ら
挟
み
込
ん
で
固
定
す
る
綴
じ
方
で
あ
る
。
近

距
離
に
あ
け
た
二
つ
の
穴
を
紙
縒
り
で
繋
い
で
結
び
綴
に
す
る
「
紙
縒
綴
」

が
、
江
戸
時
代
の
袋
綴
に
お
け
る
一
般
的
な
下
綴
の
方
法
で
あ
り
、
紙
釘

装
は
写
本
・
版
本
（
五
山
版
）
を
問
わ
ず
に
室
町
期
の
袋
綴
に
多
く
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ
デ
ン
大
学
図
書
館
蔵
『
落
葉
集
』
も
、
反
故
紙

の
紙
縒
を
用
い
て
三
箇
所
で
閉
じ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

同
本
は
洋
式
の
保
護
表
紙
が
付
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
原
表
紙
の
綴
じ

糸
が
無
く
な
っ
て
下
綴
を
確
認
し
や
す
い
状
態
に
な
っ
て
お
り
、
た
ま
た

ま
そ
の
事
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
た
。
表
紙
の
あ
る
状
態
の
袋
綴
で
は
外

見
で
下
綴
を
判
断
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
れ
を
確
認
し
た
い
場
合
に
は
、

袋
綴
の
綴
じ
糸
の
あ
た
り
を
親
指
と
人
差
し
指
で
摘
ま
ん
で
、
そ
の
ま
ま

の
形
で
指
を
少
し
ず
つ
ず
ら
し
て
い
き
な
が
ら
、
下
綴
の
箇
所
を
把
握
し
、

触
診
で
そ
の
部
分
の
形
状
を
確
認
し
て
紙
釘
装
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
必

要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
表
紙
の
紙
質
や
保
存
状
態
に
よ
っ
て
稀
に
外
見
か
ら
確
認
で

き
る
こ
と
が
あ
る
。
二
〇
一
五
年
四
月
二
五
日
か
ら
七
月
一
二
日
ま
で
印

刷
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
「
ヴ
ァ
チ
カ
ン
教
皇
庁
図
書
館
展
Ⅱ 

書
物
が

ひ
ら
く
ル
ネ
サ
ン
ス
」
展
に
、
出
品
さ
れ
て
い
た
⑦
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か

ど
る
』
は
、
表
紙
の
右
端
の
膨
ら
み
具
合
に
よ
り
や
は
り
三
穴
の
紙
釘
装

で
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
判
っ
た
。

　

確
認
で
き
た
の
は
僅
か
に
二
例
で
は
あ
る
が
、
作
品
も
異
な
っ
て
い
る

の
で
、
こ
の
他
の
国
字
本
に
も
紙
釘
装
で
あ
る
も
の
は
少
な
く
な
い
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
、
紙
釘
装
の
も
の
が
確
認
で
き
る
点
で
も
、

国
字
本
は
あ
く
ま
で
も
日
本
式
の
装
訂
を
そ
の
ま
ま
採
用
し
て
い
た
こ
と

が
判
る
の
で
あ
る
。

　

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
活
字
の
本
は
、
料
紙
こ
そ
和
紙
を
用
い
て
る
も
の
の
、

造
本
は
西
洋
式
で
行
っ
た
の
に
対
し
、
国
字
活
字
の
場
合
に
和
装
に
し
た

の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
日
本
人
に
馴
染
み
の
あ
る
文
字
で
あ
る
の
で
、

そ
れ
を
保
存
す
る
書
物
自
体
に
も
、
違
和
感
を
抱
く
こ
と
な
く
受
け
入
れ

や
す
い
造
本
を
心
懸
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
当
然
そ
れ
を
行
う
た
め
に
は
、

和
本
の
こ
と
を
良
く
識
っ
て
い
る
日
本
人
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
の
よ
う

な
人
物
が
存
在
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
内
田
貞
郎
氏
の
指
摘
さ
れ
た

諸
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
明
ら
か
で
あ
る
（「「
き
り
し
た
ん
版
」
に
「
古
活
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字
版
」
の
ル
ー
ツ
を
探
る
」）。

　

先
に
も
少
し
言
及
し
た
が
、
国
字
本
が
連
綿
活
字
を
用
い
て
い
た
こ
と

も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る）

（（
（

。
続
け
書
き
を
す
る
数
文
字
を
一
つ
の
活
字
と

し
た
連
綿
活
字
は
、
現
存
最
古
の
平
仮
名
国
字
本
で
あ
る
一
五
九
一
年
刊

の
②
『
ど
ち
り
い
な
・
き
り
し
た
ん
』
で
既
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
国
字

本
製
作
の
最
初
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

こ
れ
も
何
度
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
西
洋
初
の
活
字
印
刷
本

で
あ
る
グ
ー
テ
ン
ベ
ル
ク
聖
書
で
既
に
、
連
続
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
の

多
い
数
文
字
を
一
つ
の
活
字
と
し
た
、「
リ
ガ
チ
ャ
（
合
字
）」
が
多
用
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
技
法
は
西
洋
の
活
字
印
刷
で
は
普
通
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
で
あ
れ
ば
、
国
字
の
連
綿
活
字
を

発
想
す
る
こ
と
は
特
に
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

当
時
の
仮
名
文
は
連
綿
体
で
書
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
名
文

の
出
版
物
を
用
い
て
日
本
人
に
キ
リ
ス
ト
教
の
教
義
を
伝
え
よ
う
と
考
え

た
際
に
、
違
和
感
を
持
た
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
は
大
命
題
で
あ
っ
た

は
ず
で
あ
る
。
出
版
と
言
え
ば
基
本
的
に
活
字
し
か
意
識
し
て
い
な
い
宣

教
師
達
に
し
て
み
れ
ば
、
連
綿
活
字
は
布
教
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
ど
う

し
て
も
必
要
な
発
明
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
発
明
に
よ
っ
て
、
仕
上
が
り
の
程
は
と
も
か
く
と
し
て
、
キ
リ
シ

タ
ン
版
は
写
本
に
似
た
印
刷
面
を
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

と
は
言
っ
て
も
、
全
く
写
本
同
様
と
い
う
訳
で
は
な
い
こ
と
は
、
冒
頭
部

分
の
銅
版
画
や
、
随
所
に
用
い
ら
れ
た
西
洋
的
な
装
飾
活
字
な
ど
の
存
在

に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
の
本
と
全
く
同
じ
で
な
い
こ
と
を
示

す
と
と
も
に
、
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
を
掻
き
立
て
る
た
め
に
も
必
要
な
要
素

で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
国
字
本
の
書
物
と
し
て
の
形
態
を
中
心
と
す
る
性
格
を
整

理
し
て
み
る
と
、
強
く
意
識
さ
れ
る
の
が
古
活
字
平
仮
名
本
と
の
共
通
性

で
あ
る
。

　

連
綿
活
字
の
問
題
は
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
川
瀬
一
馬
は
否
定
的
で
あ
っ

た
し
、
鈴
木
広
光
氏
も
『
日
本
語
活
字
印
刷
史
』
第
Ⅰ
部
第
２
章
二
「
キ

リ
シ
タ
ン
版
と
古
活
字
版
の
連
続
活
字
」
に
お
い
て
、
小
型
活
字
を
用
い

た
後
期
国
字
本
が
、「
有
意
味
な
単
位
と
し
て
切
り
出
し
た
も
の
を
活
字

に
載
せ
る
だ
け
で
な
く
、
植
字
・
組
版
に
お
い
て
も
「
語
」
と
い
う
単
位

を
意
識
し
つ
つ
活
字
を
選
択
し
て
い
る
」
の
に
対
し
、
漢
字
仮
名
交
り
文

の
古
活
字
版
は
、「
連
続
文
字
列
の
活
字
化
や
配
字
・
組
版
に
明
確
な
方

針
や
規
範
を
見
い
だ
し
難
い
」
と
の
見
解
を
示
さ
れ
、「
同
時
代
に
行
わ

れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
」
と
し
な
が
ら
も
、
質

的
に
大
き
く
異
な
る
と
両
者
の
影
響
関
係
に
つ
い
て
否
定
的
な
立
場
を
と
っ
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て
お
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

連
綿
活
字
そ
の
も
の
で
は
な
い
が
、
干
支
な
ど
の
頻
出
す
る
熟
語
的
な

数
文
字
を
一
つ
の
活
字
に
す
る
こ
と
は
、
朝
鮮
版
に
も
認
め
ら
れ
る
こ
と

で
あ
る）

（（
（

。
ま
た
天
台
僧
宗
存
が
発
願
し
て
、
京
都
で
慶
長
一
八
年
（
一
六

一
三
）
か
ら
寛
永
元
年
（
一
六
二
四
）
に
か
け
て
、
木
活
字
に
よ
っ
て
刊

行
さ
れ
た
「
宗
存
版
」
一
切
経
は
、
用
い
ら
れ
た
約
一
五
万
字
の
木
活
字

が
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
中
に
「
般
若
波
羅
蜜
多
」
や
「
云
々
」
と
い
っ

た
、
複
数
の
文
字
を
一
つ
の
活
字
と
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
も
確
認
さ
れ

て
い
る）

（（
（

。

　

宗
存
版
は
ま
さ
に
古
活
字
版
の
時
代
の
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

活
字
は
キ
リ
シ
タ
ン
版
か
ら
の
影
響
で
は
な
く
、
朝
鮮
版
に
学
ん
だ
と
考

え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
事
例
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
も
、

や
は
り
連
綿
活
字
は
古
活
字
平
仮
名
本
が
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
影
響
を
受
け

た
こ
と
の
証
左
と
断
定
す
る
こ
と
は
難
し
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

キ
リ
シ
タ
ン
版
に
は
先
述
の
よ
う
に
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
活
字
本
と
国

字
活
字
本
の
二
種
が
あ
り
、
国
字
本
は
平
仮
名
を
用
い
て
出
版
す
る
際
に

日
本
の
写
本
を
意
識
し
た
造
本
を
行
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
特
に
不
思
議
な

こ
と
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
西
洋
の
活
字
印
刷
は
写
本
の
覆
製
を
作
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、
活
字
の
フ
ォ
ン
ト
も
最
初
は

筆
写
体
を
模
し
て
鋳
造
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る）

（（
（

。
そ
う
し
た
意
識
が
あ
れ

ば
、
日
本
語
の
活
字
印
刷
を
行
う
際
に
、
印
面
を
日
本
の
写
本
に
似
せ
よ

う
と
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
当
然
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

キ
リ
シ
タ
ン
版
に
遅
れ
て
出
版
が
始
ま
っ
た
古
活
字
版
に
も
、
既
述
の

よ
う
に
漢
字
活
字
の
も
の
と
平
仮
名
活
字
（
漢
字
混
用
で
あ
る
が
、
漢
字

の
み
の
も
の
と
は
フ
ォ
ン
ト
が
異
な
っ
て
い
る
）
の
も
の
が
あ
る
。
片
仮

名
活
字
も
あ
る
が
連
綿
し
な
い
点
で
漢
字
活
字
と
同
類
と
整
理
で
き
よ
う
。

漢
字
活
字
は
外
見
的
に
も
朝
鮮
版
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
。
先
に
言
及
し

た
小
秋
元
氏
の
コ
ラ
ム
に
も
、「
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
初
期
の
古
活

字
版
で
用
い
ら
れ
る
活
字
の
字
体
は
、
伏
見
版
や
嵯
峨
本
『
史
記
』
な
ど

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
甲
寅
字
に
代
表
さ
れ
る
朝
鮮
版
の
字
体
の
影
響
を

受
け
て
い
る
。
ま
た
、
古
活
字
版
の
表
紙
の
文
様
に
は
、
朝
鮮
版
の
そ
れ

を
受
け
継
ぐ
も
の
が
少
な
く
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
と
お
り
な
の
で

あ
る
。

　
「
朝
鮮
版
の
表
紙
の
文
様
」
と
は
、
唐
草
文
な
ど
細
か
な
文
様
を
刻
ん

だ
版
木
を
用
い
て
、
絵
の
具
は
用
い
ず
に
そ
の
凹
凸
を
写
し
取
る
「
空
押
」

と
い
う
技
法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
空
押
に
つ
い
て
、
川
瀬
一
馬
は

『
日
本
書
誌
学
用
語
辞
典
』（
雄
松
堂
書
店
、
一
九
八
二
）
の
「
空
押
文
様
」

項
で
、「
色
紙
な
ど
に
文
様
の
型
を
叩
い
て
打
ち
出
し
た
も
の
。
慶
長
以
来
、
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書
物
の
表
紙
に
多
く
用
い
た
。
そ
れ
は
文
禄
の
役
の
結
果
多
数
将
来
さ
れ

た
朝
鮮
本
の
影
響
と
思
わ
れ
る
」
と
、
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
。
こ

の
空
押
し
表
紙
は
、
日
本
の
一
七
世
紀
の
版
本
や
写
本
で
盛
ん
に
用
い
ら

れ
て
お
り
、
朝
鮮
版
が
古
活
字
版
に
限
ら
ず
、
日
本
の
書
物
に
多
大
な
影

響
を
与
え
て
い
た
こ
と
を
示
す
端
的
な
事
例
で
あ
る
と
言
え
る
の
で
あ
る）

（（
（

。

　

も
う
一
つ
古
活
字
版
に
お
け
る
朝
鮮
本
の
影
響
を
示
す
存
在
と
し
て
知

ら
れ
て
い
る
の
が
、
版
心
の
魚
尾
で
あ
る
。
慶
長
勅
版
は
先
述
の
よ
う
に

版
心
に
三
黒
魚
尾
が
あ
る
点
で
例
外
的
で
あ
る
が
、
初
期
の
漢
字
の
古
活

字
版
は
朝
鮮
版
に
特
徴
的
な
花
魚
尾
を
有
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
一
五

世
紀
の
朝
鮮
版
に
黒
魚
尾
の
も
の
も
確
認
で
き
る）

（（
（

が
、
三
魚
尾
で
あ
る
こ

と
か
ら
し
て
も
、
慶
長
勅
版
は
『
錦
繍
段
』
の
刊
語
を
南
禅
寺
の
玄
圃
霊

三
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
版
心
に
つ
い
て
は
五
山
版
を
意
識
し
た
も
の

か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
玄
圃
は
秀
吉
の
帰
依
を
受
け
、
外
交
僧
と
し

て
文
禄
の
役
に
も
従
軍
し
て
い
る
点
も
非
常
に
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
初
期
古
活
字
版
は
、
朝
鮮
本
を
あ
る
程
度
知
っ
て
い
る
者

が
見
れ
ば
、
そ
の
影
響
関
係
を
容
易
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
古
活
字
版
は
朝
鮮
本
を
忠
実
に
模
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
朝
鮮
版
は
王
の
命
で
刊
行
さ
れ
た
も
の
が
中
心
的
な
存
在
で

あ
り
、
王
の
威
光
を
示
す
た
め
に
特
大
サ
イ
ズ
の
も
の
が
多
く
、
表
紙
の

色
は
五
行
説
で
中
央
を
示
す
黄
色
系
で
統
一
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
綴
目
は

明
版
が
四
目
で
あ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
特
大
で
あ
る
た

め
も
あ
っ
て
か
五
目
で
あ
り
、
日
本
で
は
こ
の
形
式
を
「
朝
鮮
綴
」
と
呼

ぶ
ほ
ど
の
特
徴
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
日
本
の
初
期
古
活
字
版
は
、

朝
鮮
版
ほ
ど
の
大
き
さ
の
も
の
は
な
く
、
表
紙
も
空
押
で
あ
っ
て
も
黄
色

系
の
も
の
は
非
常
に
少
な
く
、
五
目
の
も
の
も
思
い
の
外
に
少
な
い
の
で

あ
る）

（（
（

。
ち
な
み
に
キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
も
元
装
が
判
明
す
る
も
の
は
四

目
綴
で
あ
る
。
ま
た
朝
鮮
版
に
は
基
本
的
に
題
簽
は
な
い
が
、
先
に
言
及

し
た
嵯
峨
本
『
史
記
』
の
よ
う
に
古
活
字
版
に
は
題
簽
を
有
す
る
も
の
も

あ
る
の
で
あ
る
。

　

古
活
字
版
は
朝
鮮
に
技
術
を
仰
ぎ
な
が
ら
も
、
そ
の
初
期
か
ら
日
本
化

す
る
こ
と
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
方
向
性
を
推
し
進
め
た
の
が

他
な
ら
ぬ
古
活
字
平
仮
名
版
で
あ
る
。『
増
補
古
活
字
版
の
研
究
』
に
は
、

慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
頃
に
は
暦
日
が
存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が

報
告
さ
れ
て
お
り
、
慶
長
九
年
刊
の
『
徒
然
草
（
寿
命
院
）
抄
』
と
同
一

〇
年
刊
の
伏
見
版
『
東
鑑
』
の
部
分
的
な
使
用
が
あ
る
の
を
経
て
、
平
仮

名
本
が
広
ま
っ
て
い
く
様
子
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
完
成
形
と
し
て

注
目
さ
れ
る
の
が
、
慶
長
一
三
年
（
一
六
〇
八
）
刊
の
所
謂
「
嵯
峨
本
伊

勢
物
語
」
を
代
表
と
す
る
、
角
倉
素
庵
が
刊
行
し
た
「
嵯
峨
本）

（（
（

」
で
あ
り
、
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古
活
字
平
仮
名
本
の
初
期
の
様
態
を
知
る
上
で
非
常
に
重
要
な
存
在
で
あ

る
。
こ
れ
ら
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
が
、
匡
郭
を
有
さ
ず
、
連
綿
活
字

を
用
い
た
手
書
き
に
見
え
る
印
面
、
雲
母
刷
文
の
具
引
き
紙
表
紙
に
題
簽

が
あ
る
な
ど
、
写
本
と
見
ま
が
う
ば
か
り
の
造
本
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。『
方
丈
記
』
や
「
光
悦
謡
本
」
な
ど
、
朝
鮮
版
で
は
あ
り
え
な
い

綴
葉
装
の
も
の
ま
で
刊
行
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
装
訂
が
袋
綴
よ
り
も

伝
統
的
で
格
の
高
い
装
訂
で
あ
る）

（（
（

こ
と
か
ら
し
て
も
、
高
級
写
本
を
強
く

意
識
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い）

（（
（

。

　

そ
し
て
こ
の
傾
向
や
意
識
は
嵯
峨
本
の
み
の
も
の
で
は
な
い
。
慶
長
一

八
年
刊
の
所
謂
「
烏
丸
本
徒
然
草
」
は
、
光
広
自
筆
版
下
の
整
版
刊
語
の

み
な
ら
ず
、
本
文
部
分
ま
で
古
活
字
版
と
し
て
も
特
殊
な
非
規
格
の
活
字

を
用
い
て
光
広
の
書
風
の
再
現
を
試
み
て
い
る）

（（
（

の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
は
、

「
嵯
峨
本
伊
勢
物
語
」
の
慶
長
一
三
年
版
に
中
院
通
勝
（
也
足
叟
）
自
筆

版
下
の
整
版
刊
語
が
加
え
ら
れ
、
最
初
期
の
も
の
に
は
自
筆
花
押
ま
で
書

き
込
ま
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
更
に
進
ん
で
、
烏
丸
光
広
筆
『
徒
然
草
』

写
本
の
覆
製
を
目
指
し
た
も
の
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
う
見
て
く
る
と
、
同
じ
古
活
字
版
と
言
っ
て
も
、
漢
字
（
片
仮
名
）

本
と
平
仮
名
本
は
書
物
と
し
て
の
性
格
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
理
解
で

き
る
。
漢
字
（
片
仮
名
）
本
が
朝
鮮
本
の
影
響
を
受
け
つ
つ
目
指
し
た
の

は
、
活
字
印
刷
本
で
あ
る
こ
と
を
全
面
的
に
打
ち
出
す
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、
平
仮
名
本
は
ど
こ
ま
で
写
本
に
近
づ
け
ら
れ
る
か
に
精
力

が
注
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
二
つ
の
方
向
性
は
、
東
洋
の
印
刷
と
西
洋
の
印
刷
の
本
質
的
な
性

格
の
差
と
等
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
東
洋
の
印
刷
は
、
匡
郭
や
罫

線
の
存
在
が
象
徴
す
る
よ
う
に
、
写
本
と
異
な
る
も
の
を
目
指
し
た
存
在

で
あ
る
と
言
え
る
。
徹
底
的
な
本
文
校
訂
を
経
た
信
頼
性
の
高
い
本
文
を

版
木
に
刻
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
均
一
な
本
文
を
広
く
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と

を
意
図
し
た
の
で
あ
る
。
宋
元
版
が
今
日
で
も
高
く
評
価
さ
れ
る
の
は
、

本
文
の
信
頼
度
の
高
さ
も
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
写
本

は
転
写
の
過
程
で
誤
写
が
起
こ
り
や
す
く
、
不
純
な
要
素
を
孕
む
存
在
と

し
て
嫌
わ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
活
字
印
刷
を
発
明
し
な
が
ら
も
、
中
国
国

内
に
お
い
て
朝
鮮
半
島
ほ
ど
に
普
及
し
な
か
っ
た
の
も
、
一
般
的
に
は
文

字
種
が
多
く
て
そ
の
製
作
や
保
管
が
大
変
で
あ
っ
た
た
め
と
説
明
さ
れ
る

こ
と
が
多
い
が
、
誤
植
が
生
ま
れ
や
す
く
写
本
と
同
様
に
不
純
な
本
文
を

広
め
て
し
ま
う
可
能
性
を
嫌
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
朝
鮮
半
島

で
金
属
活
字
印
刷
が
中
心
に
な
っ
た
の
は
、
同
一
内
容
の
書
物
の
必
要
部

数
が
中
国
よ
り
も
圧
倒
的
に
少
な
か
っ
た
の
で
、
使
い
回
し
が
で
き
て
多

く
の
種
類
の
も
の
を
刊
行
で
き
る
こ
と
が
尊
重
さ
れ
た
た
め
で
あ
る
と
考
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え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

西
洋
の
印
刷
は
先
に
も
記
し
た
よ
う
に
、
写
本
の
覆
製
製
作
を
目
指
し

て
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
古
活
字
平
仮
名
本
は
、
東
洋
の
印
刷
と
し
て

は
異
質
な
性
格
を
有
し
て
い
る
（
目
的
を
異
に
す
る
書
道
の
模
刻
本
な
ど

は
除
く
）
の
で
あ
り
、
西
洋
の
印
刷
に
近
い
存
在
で
あ
る
と
言
え
る
の
で

あ
る
。
で
は
そ
の
よ
う
な
性
格
は
ど
の
様
に
し
て
獲
得
し
た
も
の
な
の
で

あ
ろ
う
か
。

　

匡
郭
の
無
い
大
型
活
字
の
国
字
本
や
、
雲
母
刷
文
表
紙
や
色
紙
題
簽
を

有
す
る
小
型
活
字
の
国
字
本
な
ど
の
存
在
を
確
認
し
た
目
か
ら
見
る
と
、

嵯
峨
本
を
代
表
と
す
る
初
期
の
古
活
字
平
仮
名
本
が
こ
れ
ら
と
は
全
く
無

関
係
で
あ
る
と
は
思
え
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
朝
鮮
活
字
印
刷
の
技
術
を

得
て
漢
字
片
仮
名
の
印
刷
が
可
能
に
な
っ
た
日
本
人
が
、
平
仮
名
の
印
刷

も
で
き
れ
ば
と
願
う
の
は
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
際

に
既
に
存
在
し
て
い
た
キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
を
目
に
す
る
機
会
が
あ
れ

ば
、
当
然
そ
れ
を
手
本
に
す
る
こ
と
を
思
い
付
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

連
綿
活
字
と
い
う
存
在
は
国
字
本
の
版
面
を
見
れ
ば
容
易
に
気
付
く
で
あ

ろ
う
し
、
そ
れ
を
真
似
る
こ
と
も
容
易
い
で
あ
ろ
う
。
全
体
を
よ
り
日
本

の
写
本
的
に
仕
上
げ
る
こ
と
も
難
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

古
活
字
版
の
製
作
者
が
国
字
本
を
目
に
し
た
と
い
う
確
実
な
証
拠
は
な

い
。
し
か
し
そ
れ
を
証
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
魅
力
的
な
説
が
存
在
し
て

い
る
。
そ
れ
は
林
進
氏
が
「
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』
の
挿
絵
に
お
け
る
西

欧
銅
板
画
の
影
響
に
つ
い
て
」（『
阡
陵
』
五
一
、
二
〇
〇
五
・
九
）
や
、

「
嵯
峨
本
『
伊
勢
物
語
』（
慶
長
十
三
年
版
初
刊
）
の
誕
生
〈
下
〉
―
そ
の

挿
絵
と
キ
リ
シ
タ
ン
画
家
・
狩
野
一
雲
」（『
日
本
古
書
通
信
』
九
七
五
、

二
〇
一
〇
・
一
〇
）
等
で
述
べ
ら
れ
た
、「
嵯
峨
本
伊
勢
物
語
」
の
挿
絵

が
西
洋
の
銅
版
画
の
影
響
を
受
け
て
い
る
と
の
説
で
あ
る
。

　

林
氏
は
、
川
崎
博
氏
が
「
研
究
資
料 

嵯
峨
本
『
二
十
四
孝
』
の
挿
絵

作
者
に
つ
い
て(

上
・
下)

」（『
國
華
』
一
二
三
八
、
一
九
九
八
・
一
二
、

一
二
四
〇
、
一
九
九
九
・
二
）
に
お
い
て
、
狩
野
永
徳
の
弟
子
の
一
雲
が

嵯
峨
本
の
『
二
十
四
孝
』
と
『
伊
勢
物
語
』
の
挿
絵
を
描
い
た
人
物
で
あ

る
、
と
の
資
料
を
紹
介
さ
れ
た
の
を
受
け
て
、
一
雲
が
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ

た
と
の
説
も
含
め
て
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
、「
嵯
峨
本
伊

勢
物
語
」
の
挿
絵
の
「
天
空
・
雲
霞
に
見
ら
れ
る
横
筋
細
線
の
手
法
」
が
、

西
洋
銅
版
画
に
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
「
挿
絵
の
版
の
彫
り
は
素
朴
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
「
嵯
峨
本
伊
勢
物
語
」

の
慶
長
一
三
年
以
前
の
刊
行
で
あ
る
と
、
川
崎
氏
も
推
定
さ
れ
て
い
る
嵯

峨
本
の
『
二
十
四
孝
』
は
、
平
仮
名
を
用
い
て
は
い
る
が
整
版
で
あ
り
、

唐
本
に
多
く
見
ら
れ
る
上
図
下
文
形
式
を
有
し
匡
郭
も
あ
る
も
の
で
あ
る
。
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ま
た
そ
の
挿
絵
に
は
林
氏
の
問
題
と
さ
れ
た
「
横
筋
細
線
」
は
確
認
で
き

な
い
の
で
あ
る
。

　
「
嵯
峨
本
伊
勢
物
語
」
は
日
本
の
書
物
史
上
極
め
て
特
殊
な
存
在
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
冊
子
本
に
挿
絵
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
室
町
後
期
頃
か
ら

の
こ
と
で
あ
り）

（（
（

、
冊
子
の
平
仮
名
版
本
に
初
め
て
挿
絵
が
入
っ
た
の
が
こ

の
「
嵯
峨
本
伊
勢
物
語
」
な
の
で
あ
る）

（（
（

。
確
か
に
そ
の
挿
絵
の
雲
霞
部
分

に
は
、
銅
版
画
の
影
響
を
思
わ
せ
る
横
方
向
の
細
線
が
確
認
で
き
る
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
を
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
扉
絵
か
ら
の
影
響
と
断
言
で
き
る
訳

で
は
な
い
。
し
か
し
豊
後
の
侍
の
出
で
長
崎
に
住
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
で
あ
っ

た
と
い
う
一
雲
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
に
接
し
た
可
能
性
は
大
き
い
と
み
る

こ
と
は
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
嵯
峨
本
刊
行
よ
り
二
年
の
後

で
は
あ
る
が
、
京
都
の
原
田
ア
ン
ト
ニ
オ
印
刷
所
で
⑪
『
こ
ん
て
む
つ
す
・

む
ん
ぢ
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
事
実
は
、
古
活
字
版
が
製
作
さ
れ
て
い
た

京
都
の
地
で
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
が
あ
る
程
度
流
通
し
て
い
た
可
能
性
を
示

し
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

結
局
、
明
確
に
証
明
で
き
る
訳
で
は
な
い
が
、
考
察
を
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
古
活
字
平
仮
名
本
の
成
立
に
キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
が
影
響
を
与
え

た
可
能
性
は
高
い
と
の
印
象
が
稿
者
の
中
で
強
ま
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

古
活
字
版
の
起
源
は
朝
鮮
版
な
の
か
、
キ
シ
リ
タ
ン
版
な
の
か
と
い
う
、

様
々
な
研
究
の
蓄
積
が
あ
り
な
が
ら
中
々
決
着
を
み
る
こ
と
の
な
い
難
問

に
つ
い
て
、
装
訂
や
造
本
に
注
目
す
る
と
い
う
方
法
で
稿
者
な
り
に
挑
戦

し
た
の
が
本
稿
で
あ
る
。
こ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
は
日
和
見
的
な
も
の
で

あ
る
と
の
謗
り
を
受
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
謂
わ
ば
折
衷
説
で
あ
る
。

　

初
期
の
古
活
字
漢
字
本
は
、
表
紙
、
活
字
の
フ
ォ
ン
ト
、
版
心
の
デ
ザ

イ
ン
な
ど
様
々
な
点
に
お
い
て
朝
鮮
版
的
な
特
徴
を
濃
厚
に
有
し
て
い
る
。

慶
長
勅
版
の
刊
語
の
記
述
は
非
常
に
納
得
で
き
る
の
で
あ
り
、
仮
に
組
版

方
式
が
異
な
る
と
し
て
も
、
そ
の
関
係
を
否
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
同
じ
古
活
字
版
で
あ
っ
て
も
平
仮
名
本
は
、
空
押
表
紙
の

も
の
も
あ
る
が
、
版
面
の
印
象
は
朝
鮮
本
と
は
か
な
り
距
離
が
あ
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
。
嵯
峨
本
に
漢
字
本
と
平
仮
名
本
の
両
方
が
あ
る
よ
う
に
、

そ
の
印
刷
の
技
法
に
お
い
て
は
基
本
的
な
部
分
で
共
通
し
て
い
る
は
ず
で

あ
る
の
に
、
両
者
に
は
性
格
的
な
差
が
大
き
い
の
で
あ
る
。
平
仮
名
文
を

印
刷
し
た
い
と
の
熱
意
が
生
み
出
し
た
変
化
だ
と
考
え
る
こ
と
は
簡
単
で
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あ
る
が
、
古
活
字
平
仮
名
本
に
先
立
っ
て
出
版
さ
れ
て
い
た
、
キ
リ
シ
タ

ン
版
国
字
本
と
造
本
に
お
い
て
共
通
性
が
高
い
こ
と
も
事
実
な
の
で
あ
る
。

両
者
の
性
格
の
近
さ
は
単
な
る
偶
然
と
は
考
え
が
た
い
の
で
あ
り
、「
嵯

峨
本
伊
勢
物
語
」
の
挿
絵
に
西
洋
銅
版
画
の
技
法
の
影
響
を
認
め
る
と
い

う
説
の
存
在
は
、
そ
の
思
い
を
一
層
強
く
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
活
字
の
製
作
方
法
や
言
語
文
字
に
対
す
る
認

識
の
あ
り
方
の
面
か
ら
否
定
的
な
見
解
を
示
さ
れ
た
鈴
木
広
光
氏
は
、「「
延

長
」
や
、
ま
た
よ
く
い
わ
れ
る
「
影
響
」
に
は
、
発
想
が
同
じ
だ
っ
た
り

ヒ
ン
ト
を
得
た
り
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
か
ら
、
同
じ
や
り
方
を
学
ん
だ
り
実

行
し
た
と
い
う
レ
ベ
ル
ま
で
幅
が
あ
る
」（『
日
本
語
活
字
印
刷
史
』
第
Ⅰ

部
第
２
章
二
「
キ
リ
シ
タ
ン
版
と
古
活
字
版
の
連
続
活
字
」）
と
、
従
来

の
研
究
に
お
け
る
「
影
響
」
と
い
う
語
の
定
義
の
曖
昧
さ
を
突
い
て
お
ら

れ
る
。
た
し
か
に
様
々
な
レ
ベ
ル
で
の
関
係
を
全
て
同
列
に
扱
う
の
は
問

題
で
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
は
影
響
と
い
う
も
の
に
は
様
々
な
レ
ベ
ル
が
あ

る
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

　

古
活
字
版
は
漢
字
本
に
お
い
て
は
、
朝
鮮
版
の
や
り
方
を
学
ん
で
そ
れ

を
か
な
り
忠
実
に
実
行
し
、
平
仮
名
本
を
刊
行
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
キ

リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
目
的
に
適
し
た
改
良
を
加
え
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
影
響
関
係
で
あ
る
な
ら

ば
、
技
術
的
な
面
で
国
字
本
と
平
仮
名
本
に
共
通
性
が
低
い
こ
と
も
不
思

議
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

印
刷
技
術
の
問
題
や
、
言
語
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
の
認
識
や
理
解
が

不
十
分
な
ま
ま
に
、
狭
い
窓
か
ら
の
視
点
を
優
先
し
て
導
き
出
し
た
結
論

が
、
御
都
合
主
義
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い
る
し
、
こ
の

見
解
で
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
も
理
解
し
て
い
る
。
し
か

し
、
従
来
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
い
な
い
側
面
か
ら
の
考
察
が
、
こ
の
問
題

の
最
終
的
な
解
決
に
幾
分
な
り
と
も
貢
献
す
る
こ
と
も
あ
る
と
信
じ
て
、

敢
え
て
愚
考
を
提
示
し
た
次
第
で
あ
る
。

注（
１
）  

日
記
記
事
に
は
活
字
印
刷
で
あ
る
こ
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
の

だ
が
、
そ
の
時
期
と
後
述
す
る
慶
長
勅
版
の
存
在
な
ど
か
ら
、
文
禄

の
役
で
奪
っ
た
李
朝
銅
活
字
と
器
具
を
豊
臣
秀
吉
が
後
陽
成
天
皇
に

献
上
し
、
そ
れ
を
用
い
て
出
版
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
２
）  
「
ミ
ュ
ン
ス
テ
ル
ベ
ル
ヒ
氏
」
と
は
後
にThe Japanese Print: 

A H
istorical G

uide  (1982)

を
著
し
た
国
際
基
督
教
大
学
に
赴
任

し
た
こ
と
も
あ
る
東
洋
美
術
史
家
のH

ugo M
unsterberg (1916

～
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1995)

の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
父
は
ド
イ
ツ
出
身
で
は
あ
る
が
、
ア

メ
リ
カ
生
ま
れ
で
あ
る
の
と
、
時
期
的
に
微
妙
で
あ
る
の
で
、
異
な

る
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
。
南
明
日
香
氏
「
東
洋
美
術
史
家

ヒ
ュ
ー
ゴ
・
ム
ン
ス
タ
ー
バ
ー
グ
（1916-1995

）
の
軌
跡
―
中
国

古
代
美
術
か
ら
日
本
の
民
藝
ま
で
」（『
相
模
女
子
大
学
紀
要
』
七
七

Ａ
、
二
〇
一
四
・
三
）
を
参
照
し
た
。

（
３
）  

キ
リ
シ
タ
ン
版
国
字
本
の
情
報
に
つ
い
て
は
、天
理
図
書
館
編『
き

り
し
た
ん
版
の
研
究
』（
天
理
大
学
出
版
部
、
一
九
七
三
）
と
、
折

井
善
果
・
白
井
純
・
豊
島
正
之
氏
釈
文
・
解
説
『
ひ
で
す
の
経
』（
八

木
書
店
、
二
〇
一
一
）
や
、
天
理
図
書
館
編
『
天
理
図
書
館
蔵
き
り

し
た
ん
版
集
成
』
八
木
書
店
、
一
九
七
六
）、『
キ
リ
シ
タ
ン
版
精
選
』

（
雄
松
堂
書
店
、
二
〇
〇
六
）
な
ど
を
参
照
し
た
。
本
稿
の
内
容
を

確
認
す
る
際
に
は
、『
き
り
し
た
ん
版
の
研
究
』
の
図
版
を
参
照
い

た
だ
き
た
い
。

（
４
）  

例
え
ば
伝
本
の
多
い
⑦
『
ぎ
や
・
ど
・
ぺ
か
ど
る
』
は
、
天
理
大

学
図
書
館
本
は
二
六
・
〇
×
一
九
・
四
糎
、
マ
ノ
エ
ル
文
庫
本
は
二

五
・
六
×
一
九
・
〇
糎
と
、
伝
本
に
よ
り
高
さ
に
か
な
り
差
が
あ
る

の
で
あ
る
。

（
５
）  

『
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
研
究
』
に
は
、「
藍
色
の
草
模
様
」
と
記
さ
れ

て
い
る
が
、
酸
化
し
た
銀
泥
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
６
）  

拙
稿
「
冊
子
本
の
外
題
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
古
典
書
誌
学

論
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
六
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
７
）  

版
心
に
あ
る
魚
の
尾
の
形
に
似
た
も
の
が
「
魚
尾
」
で
、
色
の
黒

い
も
の
が
「
黒
魚
尾
」、
白
い
も
の
が
「
白
魚
尾
」、
黒
魚
尾
に
花
び

ら
の
よ
う
な
模
様
が
あ
る
も
の
を
「
花
魚
尾
」
と
呼
ぶ
。
版
心
内
部

が
白
い
も
の
が
「
白
口｣

で
、
黒
い
部
分
が
あ
る
の
を
「
黒
口
」
と

呼
び
、
黒
い
部
分
の
幅
（
両
側
の
白
い
部
分
の
太
さ
で
も
あ
る
）
に

よ
り
呼
び
方
も
異
な
る
。
線
状
で
あ
る
の
が
「
線
黒
口
」
で
、
太
く

な
る
に
従
い
、
小
・
中
・
大
黒
口
と
な
る
。
版
心
に
あ
る
書
名
を

「
柱
題
（
版
心
書
名
と
も
）」
と
言
い
、丁
数
を
示
す
数
字
を
「
丁
付
」

と
呼
ぶ
。

（
８
）  

こ
の
他
③
「
祈
祷
文
断
簡
」
は
④
『
ば
う
ち
ず
も
の
授
け
や
う
』

と
同
活
字
で
あ
る
こ
と
が
『
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
研
究
』
で
指
摘
さ
れ

て
い
る
。

（
９
）  

平
仮
名
写
本
で
枠
線
の
あ
る
も
の
と
し
て
は
、
元
暦
元
年
（
一
一

八
四
）
以
前
写
の
所
謂
「
元
暦
校
本
万
葉
集
」（
断
簡
は
伝
宗
尊
親

王
筆
「
有
栖
川
切
」）
や
、
治
承
元
年
（
一
一
七
七
）
藤
原
教
長
写

の
『
古
今
和
歌
集
』（
断
簡
は
伝
飛
鳥
井
雅
経
筆
「
今
城
切
」）、
あ
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る
い
は
伝
寂
蓮
筆
「
右
衛
門
切
本
古
今
和
歌
集
」
等
の
平
安
末
の
写

本
が
確
認
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
か
ら
の
影
響
は
考
え
る
必
要
は

な
い
で
あ
ろ
う
。

（
10
）  

こ
の
匡
郭
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
語
の
文
字
種
と
書

物
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』）
を
参
照
い
た
だ

き
た
い
。

（
11
）  

連
続
活
字
に
関
す
る
近
時
の
論
文
に
、
白
井
純
氏
「
キ
リ
シ
タ
ン

版
の
連
綿
活
字
に
つ
い
て
」（『
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
』

七
六
、
二
〇
〇
八
・
九
）
が
あ
る
。

（
12
）  

李
載
貞
氏
（
李
仙
喜
氏
訳
）「
韓
国
国
立
中
央
博
物
館
所
蔵
活
字

の
意
義
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
一
八
四 

日
韓
の
書
誌
学
と
古
典
籍
』
勉

誠
出
版
、
二
〇
一
五
・
五
）
に
、
書
名
や
干
支
を
一
つ
に
し
た
木
活

字
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
13
）  

同
活
字
に
つ
い
て
は
、
三
井
田
妙
久
氏
「
宗
存
版
木
活
字
に
つ
い

て
」（『
叡
山
学
院
研
究
紀
要
』
二
三
、
二
〇
〇
一
・
一
）、
水
上
文

義
氏「
新
指
定
重
文
・
延
暦
寺
蔵『
宗
存
版
木
活
字
』に
つ
い
て
」（『
天

台
学
報
』
四
三
、
二
〇
〇
一
・
一
一
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。　

（
14
）  

リ
ュ
シ
ュ
ア
ン
・
フ
ェ
ー
ブ
ル
、
ア
ン
リ
・
ジ
ャ
ン
・
マ
ル
タ
ン
著
、

関
根
素
子
訳『
書
物
の
出
現 

上
』（
筑
摩
書
房
、一
九
八
五
）に
も
、「
最

初
に
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
き
た
い
の
は
、
初
期
の
活
字
本
の
見
か
け

が
写
本
と
全
く
同
じ
で
あ
っ
た
事
実
で
あ
る
」、「
揺
籃
時
代
、
印
刷

業
者
は
革
新
を
行
う
ど
こ
ろ
か
、
ひ
た
す
ら
写
本
の
模
倣
を
目
指
し

て
い
た
の
だ
」、「
写
本
の
書
体
と
同
じ
く
連
結
線
で
つ
な
が
っ
た
合

字
が
長
い
こ
と
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
い

る
。

（
15
）  

こ
の
技
法
や
表
紙
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
日
本
古
典
籍
に
お
け
る

近
世
初
期
の
表
紙
の
変
化
に
つ
い
て
―
朝
鮮
本
と
和
本
を
繋
ぐ
も
う

一
つ
の
視
座
」（『
ア
ジ
ア
遊
学
一
八
四 

日
韓
の
書
誌
学
と
古
典
籍
』

勉
誠
出
版
、
二
〇
一
五
・
五
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
16
）  

韓
国
図
書
館
学
研
究
会
編
『
韓
国
古
印
刷
史
』（
同
朋
舎
、
一
九

七
八
）
に
見
え
る
、
一
四
三
四
年
に
鋳
造
さ
れ
た
初
鋳
甲
寅
字
を
用

い
た
『
分
類
補
註
李
太
白
詩
』
は
、上
下
下
向
き
の
黒
魚
尾
で
あ
る
。

（
17
）  

古
活
字
版
の
書
誌
デ
ー
タ
に
つ
い
て
は
、
高
木
浩
明
氏
「
古
活
字

版
悉
皆
調
査
目
録
稿
（
一
）（
現
在
八
ま
で
）」（『
書
籍
文
化
史
』
一

一
～
、
二
〇
一
〇
・
一
～
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
18
）  
素
庵
と
嵯
峨
本
に
つ
い
て
は
、
最
新
の
成
果
と
し
て
、
森
洋
久
氏

編
『
角
倉
一
族
と
そ
の
時
代
』（
思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
）
を
挙

げ
て
お
き
た
い
。
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（
19
）  
拙
稿
「
日
本
古
典
書
誌
学
論
序
説
」『
日
本
古
典
書
誌
学
論
』
を

参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
20
）  

林
望
氏
「
嵯
峨
本
の
夢
―
『
嵯
峨
本
考
』
の
改
題
に
か
え
て
」（『
典

籍
図
録
集
成
Ⅰ 
嵯
峨
本
考
』（
名
著
普
及
会
、
一
九
九
二
）、
大
内

田
貞
郎
氏
「「
き
り
し
た
ん
版
」
に
「
古
活
字
版
」
の
ル
ー
ツ
を
探
る
」

（『
活
字
印
刷
の
文
化
史
』
勉
誠
出
版
、二
〇
〇
九
）、高
木
浩
明
氏
「
古

活
字
版
伊
勢
物
語
の
世
界
」（『
伊
勢
物
語
版
本
集
成
』
竹
林
舎
、
二

〇
一
一
）
な
ど
、
古
活
字
平
仮
名
本
が
写
本
に
似
せ
て
製
作
さ
れ
た

こ
と
に
関
す
る
言
及
は
少
な
く
な
い
。

（
21
）  

烏
丸
本
に
つ
い
て
は
、
山
田
健
三
・
伊
東
莉
沙
氏
「
烏
丸
本
徒
然

草
の
印
刷
技
法
」（『
信
州
大
学
文
学
部
人
文
科
学
論
集（
文
化
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
編
）』
四
六
、
二
〇
一
二
・
三
）
を
参
照
い
た

だ
き
た
い
。
こ
の
論
文
で
は
、
嵯
峨
本
が
規
格
活
字
駒
印
刷
法
で
あ

る
の
に
対
し
、
烏
丸
本
は
非
規
格
活
字
駒
印
刷
法
を
用
い
て
お
り
、

そ
の
点
で
「
む
し
ろ
キ
リ
シ
タ
ン
版
の
技
術
系
統
と
見
る
こ
と
が
可

能
で
あ
る
」
と
の
興
味
深
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、「
こ

れ
は
烏
丸
本
の
印
刷
技
術
が
、
キ
リ
シ
タ
ン
版
印
刷
技
術
の
直
接
の

影
響
下
に
あ
っ
た
、と
い
う
こ
と
を
直
ち
に
意
味
す
る
わ
け
で
な
い
」

と
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

（
22
）  

拙
稿「
絵
巻
物
と
絵
草
子
―
挿
絵
と
装
訂
の
関
係
に
つ
い
て
」（『
日

本
古
典
書
誌
学
論
』）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。　

（
23
）  

拙
稿
「
日
本
の
絵
入
り
本
の
歴
史 

― 

絵
本
が
出
版
さ
れ
る
ま
で
」

（『
出
版
文
化
史
の
東
西 

原
本
を
読
む
楽
し
み
』
慶
應
義
塾
出
版
会
、

二
〇
一
五
）
を
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

《
付
記
》　

本
稿
は
、
平
成
二
八
年
九
月
五
日
に
国
文
学
研
究
資
料
館
で
開

催
さ
れ
た
、
国
際
型
共
同
研
究
「
江
戸
時
代
初
期
出
版
と
学
問
の
綜
合

的
研
究
」
第
二
回
研
究
会
で
発
表
し
た
内
容
を
元
に
、
大
幅
に
手
を
加

え
て
た
も
の
で
あ
る
。
席
上
貴
重
な
御
意
見
を
賜
っ
た
方
々
に
御
礼
申

し
上
げ
た
い
。


