
壷
・
江
藤
保
定
博
士
著
『
宗
車
の
．
研
究
』

研
究
対
象
へ
の
無
根
の
愛
情
、
執
顛
そ
れ
ゆ
え
に
試
行
さ
れ
る
容
赦
な
き

対
象
の
解
剖
、
分
析
1
－
こ
れ
は
、
江
藤
保
定
氏
の
大
著
『
宗
純
の
研
究
』
．
を

読
み
お
え
た
時
、
私
の
胸
に
紳
か
に
浸
透
し
て
き
た
偽
な
き
描
机
で
あ
っ
た
。

江
藤
氏
の
そ
の
三
十
余
年
に
わ
た
る
長
い
研
究
生
活
は
、
ま
さ
に
、
宗
祇
研

究
一
筋
に
T
I
ぬ
か
れ
て
き
た
と
い
っ
て
も
坦
言
で
は
な
い
。
そ
の
間
、
氏
は
、

広
崇
ら
讃
、
北
誓
、
そ
し
て
再
び
架
空
「
票
票
な
芭
（
臥
補

語
蕾
）
を
票
で
こ
ら
れ
た
。

そ
の
研
究
成
果
が
、
こ
の
掟
、
研
究
編
五
八
九
玉
、
貯
料
絹
四
二
九
弓
あ

わ
せ
て
千
二
の
巨
冊
に
結
実
し
て
世
に
で
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
視
点
を
か
え

ヽ

　

ヽ

れ
ば
こ
の
磐
封
は
、
一
人
の
封
粧
な
研
究
主
体
の
、
長
い
粕
間
に
わ
た
る
紺
神

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

の
軌
跡
で
あ
る
と
も
琴
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
『
｛
小
紙
の
研
究
』
の
前
半
を
し
め
る
研
究
福
は
、
序
説
お
よ
び
玉
串
よ

り
構
成
さ
れ
る
。
序
説
で
は
従
来
の
宗
脈
の
研
究
状
況
を
概
親
し
、
さ
ら
に
、

・
以
下
に
展
Ⅲ
さ
れ
る
論
考
の
孤
底
と
な
る
と
こ
ろ
の
研
究
方
法
を
出
陳
さ
れ
て

い
る
。第

一
草
「
宗
純
の
系
譜
」
は
」
一
、
宗
腋
の
系
柵
…
悪
輿
二
、
宗
拗
・
心
敬

の
受
餐
三
、
宗
鵬
に
お
け
る
地
歌
形
相
仙
の
成
就
、
四
、
通
歌
史
・
中
也
歌
学

の
伝
統
、
の
四
郎
か
ら
な
る
が
、
最
も
興
味
深
か
っ
た
の
は
「
宗
柏
・
心
敬
の

稲

　

　

田

利

受
容
」
の
第
二
節
で
あ
る
。

こ
こ
で
著
者
は
、
連
歌
論
に
お
け
る
宗
祇
の
精
神
系
譜
を
、
直
接
の
師
で
あ

っ
た
宗
田
・
心
敬
の
受
容
と
い
う
角
度
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
宗
和
の

連
歌
に
は
、
伝
統
の
枠
に
と
ら
わ
れ
ぬ
、
新
し
さ
、
面
白
さ
の
自
由
の
茄
芽
が

あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
徹
し
た
の
で
な
く
、
す
べ
て
を
古
典
に
よ
っ
て
説
明
し
よ

う
と
し
た
と
こ
ろ
に
予
冊
が
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
心
敬
に
お
い
て
は
「
形
而

上
的
な
m
性
へ
の
内
面
的
上
昇
」
が
認
め
ら
れ
、
清
治
純
粋
で
は
あ
っ
た
が
、

連
歌
本
来
の
柏
里
た
る
「
両
白
」
な
ど
の
、
現
実
的
、
主
知
的
な
も
の
を
止
揚

し
て
い
な
い
と
、
各
々
、
そ
の
長
短
を
指
潤
さ
れ
る
。
つ
い
で
「
有
心
」
を
基

調
と
す
る
宗
祇
の
文
学
観
を
分
析
さ
れ
た
結
果
、
宗
瑚
・
心
敬
の
長
所
を
、
共

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

に
高
き
意
味
で
継
承
し
て
い
る
こ
と
。
具
体
的
に
い
え
ば
、
心
敬
か
ら
は
、

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

冷
え
さ
び
の
心
の
深
さ
を
、
ま
た
宗
桐
か
ら
は
、
着
想
の
新
奇
さ
と
面
白
さ
を

受
容
し
両
者
を
調
和
融
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
宗
祇
の
文
芸
観
の
特
質
を
説

か
れ
た
。

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

拍
日
は
明
解
で
、
そ
の
系
譜
は
、
鮮
や
か
す
ぎ
る
ほ
ど
見
事
に
跡
付
け
さ
れ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

て
い
る
。
「
す
ぎ
る
」
と
は
、
い
さ
さ
か
批
判
め
い
た
気
持
を
含
め
た
つ
も
り

な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
や
や
因
式
的
な
傾
斜
が
認
め
ら
れ
な
く
も
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
因
の
第
一
は
、
宗
鋤
、
心
敬
を
、
あ
ま
り
に
一
面
的
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に
と
ら
え
す
ぎ
て
は
い
な
い
か
と
い
う
疑
間
で
あ
り
、
第
二
は
、
宗
祇
に
よ
っ

て
達
成
さ
れ
た
と
い
う
「
調
和
融
合
」
　
「
止
揚
」
の
内
実
は
い
か
な
る
も
の
で

あ
っ
た
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
「
止
揚
」
と
い
う
言
葉
は
、
と
も
す
れ
ば
、

論
理
展
開
を
安
易
に
放
置
し
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
が
、
「
併
存
」
な
ど
と

は
峻
厳
に
区
別
さ
れ
た
、
具
体
的
な
内
実
の
説
明
を
と
も
な
わ
ね
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
意
味
で
、
著
者
が
「
水
か
は
り
花
い
さ
ざ
よ
き
深
山
か
な
」
　
（
九
四

耳
）
　
の
表
現
分
析
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
、
宗
純
の
作
品
に
お
け
る
「
止
揚
」

の
様
態
を
、
も
っ
と
詳
細
に
説
い
て
ほ
し
か
っ
た
。
そ
の
作
業
遂
行
は
、
逆
に

著
者
の
持
論
で
あ
る
、
宗
祇
に
お
け
る
、
心
敬
・
宗
糊
の
「
調
和
融
合
」
を
証

明
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
内
実
を
も
明
瞭
に
す
る
で
あ
ろ
う
。

1
第
二
章
は
「
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
対
象
」
の
表
題
の
も
と
に
、
て
宗
祇
の

旅
と
旅
の
生
涯
、
二
、
宗
祇
の
草
庵
文
学
、
の
二
節
で
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

前
者
は
百
貢
に
わ
た
る
大
作
で
あ
り
、
こ
の
事
の
中
心
で
あ
る
。

著
者
は
、
宗
祇
の
連
歌
に
は
、
原
体
験
に
夷
打
ち
さ
れ
た
心
境
的
告
白
、
心

の
反
映
を
読
み
と
る
こ
と
が
不
可
能
で
な
い
と
さ
れ
、
そ
の
表
現
を
通
し
て
、

宗
祇
の
生
涯
の
旅
の
観
想
の
変
貌
を
跡
付
け
ら
れ
る
。
ま
ず
、
生
狐
を
、
初
中

後
の
三
期
に
分
け
ら
れ
、
初
期
の
関
東
流
浪
時
代
は
、
悲
哀
と
苦
悩
の
心
柏
が

色
淡
く
で
て
お
り
、
都
を
渇
望
し
た
時
期
で
あ
っ
た
こ
と
、
中
期
は
、
宗
祇
が

都
に
細
り
、
連
歌
界
で
活
躍
し
た
頃
で
、
旅
の
作
品
に
も
明
る
さ
が
み
ら
れ
、

現
実
肯
定
と
市
隠
の
自
覚
が
韮
調
を
な
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
　
「
筑
紫
追

記
」
の
旅
を
契
機
と
し
て
、
後
期
に
お
い
て
は
、
故
郷
の
否
定
、
断
念
と
な

り
、
現
実
外
へ
越
え
で
て
い
た
と
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
宗
釈
の
旅
に
対
す
る
観

想
を
発
展
段
階
的
に
把
握
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宗
祇
の
人
間
像
を
と
ら
え
る
に
際
し
、
著
者
は
、
放
も
と
逐

つ
き
や
す
く
し
て
、
し
か
も
最
も
田
難
な
道
に
つ
か
れ
た
。
そ
こ
に
研
究
方
法

に
対
す
る
苦
心
の
跡
が
認
め
ら
れ
る
。
序
幕
の
研
究
方
法
は
、
こ
の
第
二
輩
と

次
の
第
三
草
に
お
い
て
、
著
者
の
患
欲
を
と
も
な
っ
て
強
烈
に
猫
生
し
て
く

る
。
結
局
、
こ
の
事
を
読
み
進
む
と
き
、
逐
一
お
こ
っ
て
く
る
撞
間
は
（
著
者

の
捉
示
さ
れ
た
通
歌
が
、
は
た
し
て
署
鶉
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
宗
祇
個
人
の

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

体
験
的
電
心
境
を
そ
の
ま
ま
冥
現
し
た
も
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
、
隠
者
的
共

同
体
の
湖
刑
的
衰
現
に
す
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
署
者

は
、
こ
う
い
っ
た
疑
問
を
明
椎
に
日
光
さ
れ
、
宗
祇
の
迅
歌
が
「
共
同
体
的
湖

塑
性
を
代
爽
す
る
文
学
」
と
認
め
ら
れ
な
が
ら
も
、
な
お
か
つ
、
そ
こ
に
、
原

体
験
に
よ
る
心
の
反
映
と
い
う
「
m
M
的
性
格
」
が
あ
り
、
そ
の
層
を
は
ら
う

こ
と
に
よ
っ
て
「
実
存
的
研
究
の
可
能
性
」
の
存
す
る
こ
と
を
捉
l
l‖
目
さ
れ
る
。

い
わ
ば
、
そ
れ
は
、
罠
歌
を
叫
な
る
美
的
表
現
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と

人
間
存
在
の
根
源
か
ら
理
解
せ
ん
と
す
る
姿
動
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
こ
に

引
用
さ
れ
る
宗
祇
の
作
品
は
、
大
部
分
、
独
吟
甑
で
し
め
ら
れ
、
そ
れ
に
「
白

河
紀
行
」
「
筑
紫
追
記
」
の
紀
行
が
加
味
さ
れ
、
い
わ
ゆ
る
、
典
同
体
的
創
作

に
よ
る
連
歌
は
、
あ
ま
り
採
用
し
な
い
と
い
う
、
細
心
の
心
づ
か
い
．
が
な
さ
れ

て
い
る
。

著
者
の
か
か
る
研
究
方
法
の
確
立
と
、
親
心
の
資
料
駆
使
の
お
か
げ
で
、
こ

の
輩
を
読
み
お
え
た
私
の
脳
裡
に
は
、
旅
の
中
に
そ
の
生
瞳
を
終
っ
た
、
宗
祇

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

の
人
間
像
が
羅
を
や
ど
し
て
い
た
。
そ
の
像
は
、
か
く
あ
っ
た
宗
祇
橡
で
な

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ

く
、
か
く
あ
る
べ
き
宗
祇
橡
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
著
者
の
苦
心
の
造
型

と
し
て
大
切
に
し
た
い
。

次
に
第
三
葦
は
「
作
品
に
あ
ら
わ
れ
た
意
識
」
と
題
し
て
、
一
、
宗
祇
の
憂

鬱
－
「
う
し
」
を
中
心
と
し
て
、
二
、
忘
我
と
月
花
－
「
う
か
れ
」
を
め
ぐ
っ

て
、
三
、
宗
祇
に
お
け
る
佗
び
・
寂
び
の
生
成
、
の
三
節
に
よ
っ
て
描
成
さ
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
そ
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
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宗
祇
の
生
と
作
品
が
「
う
し
」
と
「
う
か
れ
」
を
基
調
と
し
て
存
在
し
、
生
成

し
た
こ
と
。
ま
た
、
こ
の
「
う
し
」
と
「
う
か
れ
」
は
、
宗
祇
の
美
意
識
の
両

極
を
に
な
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
調
和
融
合
」
す
る
も
の
と
し
て
「
あ
は

れ
」
の
棉
神
が
あ
っ
た
こ
子
。
そ
し
て
、
窮
柘
に
お
い
て
宗
祇
の
現
実
の
苦
悩

を
救
済
す
る
も
の
は
、
こ
の
「
あ
は
れ
」
の
思
輿
そ
の
伝
統
性
を
守
る
こ
と

で
あ
っ
た
と
説
か
れ
る
。
そ
の
考
察
過
程
に
あ
っ
て
は
、
万
葉
・
古
今
・
新
古

今
な
ど
、
先
行
文
芸
と
の
比
校
を
行
い
、
宗
祇
の
「
う
し
」
　
「
う
か
れ
」
の
独

自
性
を
究
明
せ
ん
と
す
る
姿
勢
が
感
ぜ
ら
れ
る
。
か
っ
て
「
同
語
と
国
文
学
」

誌
上
（
昭
1
6
・
5
）
に
発
表
さ
れ
た
、
こ
の
事
の
同
題
目
の
鈴
文
と
比
較
す
る

と
、
そ
の
後
の
増
補
、
改
訂
の
部
分
が
、
い
か
に
宗
純
の
独
自
性
、
特
色
を
把

握
す
る
こ
と
に
主
力
が
そ
そ
が
れ
て
い
る
か
が
痛
感
さ
れ
る
。

第
五
輩
は
「
作
風
罰
」
で
あ
る
が
、
第
一
節
で
、
宗
腋
の
連
歌
の
木
質
的
性

格
と
そ
の
内
実
を
「
宥
心
」
に
み
い
だ
さ
れ
、
つ
い
で
、
堅
一
節
で
は
、
そ
れ

を
う
け
、
宗
祇
の
詩
を
形
而
上
詩
、
述
懐
の
詩
と
規
定
し
、
そ
こ
に
人
生
の
緻

智
と
現
実
苦
の
哲
学
的
な
救
済
を
読
み
と
っ
て
ゆ
か
れ
る
。
し
か
し
、
宗
祇

は
、
有
心
罠
歌
で
も
っ
て
生
腔
を
終
始
し
た
わ
け
で
は
な
い
び
現
存
す
る
「
丑

字
連
歌
」
や
、
緒
村
に
散
在
す
る
俳
郡
琵
料
に
徴
し
て
も
、
宗
祇
が
俳
措
連
歌

に
手
を
染
め
て
い
た
こ
と
は
招
実
で
あ
る
。
か
っ
て
、
正
風
迅
歌
か
ら
俳
調
性

を
排
斥
し
、
ま
た
「
新
椚
菟
玖
披
宛
」
に
も
、
俳
詔
の
部
立
を
し
め
だ
し
た
宗

祇
で
あ
る
。
こ
の
自
己
矛
眉
を
い
か
に
理
解
す
る
か
の
菅
心
の
的
が
第
三
節

「
宗
祇
の
俳
詔
Ⅲ
歌
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
著
者
は
、
宗
純
が
俳
詔
を
行
っ
た

こ
と
は
、
決
し
て
口
己
矛
盾
で
な
く
、
共
に
「
正
ぽ
」
の
精
神
を
兆
底
と
し
て

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
系
譜
的
に
言
え
ば
「
宥
心
」
に
止
楊
さ
れ
た
、
宗
醐
系

の
「
面
白
」
が
、
そ
の
間
正
に
よ
り
逸
脱
、
再
分
裂
し
た
も
の
、
ま
た
、
ジ
ャ

ン
ル
の
史
的
最
Ⅲ
か
ら
み
れ
ば
、
宥
心
班
歌
か
ら
の
俳
訓
性
の
分
裂
の
契
梢
を

は
ら
ん
で
い
た
と
、
明
確
な
諭
を
展
開
さ
れ
る
。
か
か
る
結
論
の
当
否
は
と
も

か
く
、
こ
の
第
三
節
は
、
俳
詔
作
品
の
分
析
な
ど
に
、
著
者
の
円
熟
味
が
あ
ふ

れ
、
最
も
興
味
深
く
味
読
で
き
た
。

最
後
の
第
五
輩
で
は
「
近
世
俳
詔
史
に
お
け
る
宗
祇
の
位
置
」
を
論
じ
ら
れ

る
。
こ
こ
で
著
者
は
、
些
戸
期
の
俳
詔
書
の
博
捜
に
よ
っ
て
、
近
世
俳
詔
師
た

ち
が
、
宗
祇
を
俳
訝
史
の
上
で
、
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
る
か
を
、
三
期

に
分
け
て
展
望
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
近
世
を
通
し
て
、
通
説
と
な
っ
て
い
た
、

守
武
、
宗
鑑
の
俳
諮
始
祖
説
の
な
か
で
、
芭
薫
が
「
三
聖
人
図
賛
」
で
、
宗
祇

を
加
え
た
こ
と
を
、
流
派
意
識
を
越
え
た
、
深
い
歴
史
認
識
だ
と
さ
れ
、
高
く

評
価
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
系
列
を
「
真
木
柱
」
　
（
挙
堂
）
「
俳
謂
」

（
白
露
）
に
も
認
め
ら
れ
、
「
宗
祇
の
俳
詔
の
近
世
的
画
期
性
は
、
近
世
俳

詔
の
早
生
児
で
あ
っ
た
宗
鑑
、
守
武
の
先
駆
と
し
て
、
連
歌
と
の
二
重
性
に
お

い
て
明
確
に
認
め
ら
れ
位
置
づ
け
ら
れ
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
」
と
主
張
さ
れ

る
。以

上
、
曲
解
を
恐
れ
な
が
ら
も
、
全
体
の
骨
子
を
概
魔
紹
介
し
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
そ
の
諭
址
展
開
は
、
き
わ
め
て
整
然
と
し
て
お
り
、
各
章
相
互
に
、

こ
れ
と
い
っ
た
大
き
な
矛
盾
は
、
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
、

著
者
の
、
日
本
文
芸
史
上
に
お
け
る
宗
祇
の
位
置
づ
け
1
1
す
ぐ
れ
た
集
大
成

者
、
調
和
融
合
者
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
、
近
世
詩
の
黎
明
に
立
つ
と
い
う
明
確

な
見
識
を
も
っ
て
貫
ぬ
か
れ
て
い
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
二
革
で
．
も

触
れ
た
よ
う
に
、
こ
う
い
っ
た
持
論
が
、
逆
に
柔
軟
な
展
開
を
さ
ま
た
げ
、
画

一
的
に
「
融
合
」
　
「
止
揚
」
と
い
う
方
向
に
む
け
ら
れ
た
と
い
う
感
を
い
だ
か

せ
る
と
こ
ろ
む
あ
る
。
こ
の
点
「
止
揚
」
の
過
程
と
内
実
を
き
わ
め
る
こ
と
が

肝
項
で
あ
ろ
う
。

．
ま
た
、
全
編
を
読
み
お
え
た
と
き
感
じ
た
、
大
き
な
疑
問
は
、
結
局
、
宗
祇
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に
と
っ
て
、
違
歌
は
い
乃
た
い
な
ん
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
著
者

は
、
宗
祇
の
連
歌
作
品
を
、
主
観
的
な
心
境
告
白
、
述
伐
の
詩
・
ま
た
、
現
実

苦
か
ら
の
救
済
、
慰
籍
の
詩
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
資
料
と
し

て
採
用
さ
れ
る
連
歌
も
、
主
と
し
て
、
独
吟
類
、
発
句
な
ど
が
盟
要
祝
さ
れ

る
。
こ
れ
は
、
一
応
、
正
し
い
理
解
で
あ
り
、
処
理
で
も
あ
ろ
う
が
「
宗
祇
に

と
っ
て
連
歌
は
な
ん
で
あ
っ
た
か
」
と
い
う
疑
問
に
全
面
的
に
答
え
る
こ
と
に

は
な
ら
な
い
。
後
の
資
料
編
で
も
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、
作
品
の
多
く
は
、
他

の
違
歌
師
と
の
共
同
の
な
か
で
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
集
団
的
共
同
体
的

な
創
作
の
場
で
、
そ
こ
に
展
開
す
る
付
合
な
ど
を
め
ぐ
り
、
個
性
と
朔
型
の
脈

絡
が
あ
や
な
す
世
界
、
連
歌
文
学
の
特
色
が
そ
こ
に
あ
る
。
『
宗
祇
の
研
究
』

で
は
、
こ
う
い
っ
た
創
作
の
場
に
、
創
作
主
体
を
付
帯
さ
せ
て
、
宗
祇
を
と
ら

え
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
至
難
な
わ
ざ
で
は
あ
ろ
う

が
、
い
つ
か
は
究
明
せ
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。

．
研
究
編
で
、
偶
々
、
気
付
い
た
誤
楢
の
類
は
、
約
二
十
個
所
程
度
で
あ
っ
た

が
、
な
か
に
は
「
生
せ
（
馴
語
の
）
（
十
二
日
）
（
生
掛
が
正
し
い
）
、

「
早
し
」
（
謂
讐
（
5
三
頁
）
（
熟
し
が
正
し
い
）
な
ど
・
馨
る
誤

植
と
思
わ
れ
ぬ
も
の
、
「
真
木
柱
」
と
「
花
見
事
」
の
作
者
を
と
り
ち
が
え
た

り
し
た
も
の
　
（
五
六
七
貢
）
も
あ
っ
た
。

資
料
編
は
、
宗
祇
関
係
の
百
親
違
歌
五
十
四
編
、
千
句
連
歌
六
編
、
計
六

十
編
を
収
め
た
も
の
。
・
こ
の
六
十
編
は
す
べ
て
写
本
に
よ
る
翻
刻
で
あ
り
・

同
一
作
品
で
他
の
伝
本
の
存
す
る
も
の
は
、
で
き
る
だ
け
集
め
、
校
異
を
示

し
て
あ
る
。
ま
さ
に
、
苦
労
の
多
か
っ
た
お
仕
事
で
あ
り
、
益
す
る
と
ご
ろ

大
で
あ
ろ
う
。
た
だ
気
に
な
る
こ
と
は
、
故
初
、
宗
祇
の
全
作
品
を
網
羅
さ

れ
る
予
定
で
濁
っ
た
が
「
発
行
期
日
と
紙
幅
の
関
係
」
　
で
、
割
愛
し
た
も
の

が
、
二
十
九
編
も
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
私
に
調
査
し
．
て
み
る
と
、
割
愛
さ
れ

た
湧
以
外
に
「
長
享
元
±
・
十
・
百
竺
（
鍍
）
「
何
人
百
劫
」
（
覗

摘
攣
）
（
需
）
な
ど
は
じ
め
溜
十
数
編
の
作
品
が
洩
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
草
い
う
ち
に
椚
裾
さ
れ
る
と
の
こ
と
だ
が
、
や
は
り
、
我
々

と
し
て
は
、
研
究
銅
と
切
り
離
し
て
も
よ
い
か
ら
、
巌
密
な
「
宗
祇
沌
歌
作
品

全
集
」
と
い
っ
た
も
の
を
摘
ん
で
ほ
し
か
っ
た
と
思
う
。

と
も
あ
れ
、
江
藤
氏
の
大
著
『
宗
祇
の
研
究
』
は
、
和
歌
作
品
の
頁
甥
を
通

し
て
、
そ
の
「
文
学
的
災
布
的
形
姿
」
を
探
求
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
、
大
き
な
特

色
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
方
面
で
の
、
河
糊
的
な
業
机
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

ヽ

ヽ

ヽ

　

ヽ

　

ヽ

ヽ

か
か
る
一
現
し
た
柊
動
を
長
い
期
間
に
わ
た
り
持
続
し
、
見
緋
に
体
系
化
さ
れ

た
こ
と
に
対
し
、
瑚
の
さ
が
る
思
い
切
で
あ
る
。
す
で
に
、
我
々
は
、
荒
木
良

雄
、
伊
地
知
鉄
男
、
井
本
良
一
各
氏
の
「
宗
釈
鈴
」
を
有
し
て
い
る
が
、
江
藤

氏
の
こ
の
大
著
は
、
そ
れ
ら
に
伍
し
て
、
大
き
な
位
問
を
し
め
る
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。
ま
た
、
内
容
紹
介
で
は
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た
が
、
宗
純
を
鈴
ず
る

際
、
芭
絹
を
常
に
ひ
き
あ
い
に
だ
さ
れ
て
お
り
、
芭
班
研
究
者
に
と
っ
て
も
、

参
考
に
な
る
点
が
多
い
。

政
後
に
私
は
回
想
に
身
を
委
ね
る
。
昭
和
三
十
七
年
初
夏
の
頃
で
あ
っ
た
と

思
う
。
宗
祇
研
究
で
学
位
を
得
ら
れ
た
江
藤
氏
は
、
北
海
道
か
ら
、
遥
々
広
島

へ
こ
ら
れ
、
大
学
の
捕
縛
虫
で
、
学
位
鈴
文
に
ち
な
ん
だ
研
究
発
表
を
さ
れ

た
。
当
時
、
西
行
か
ら
宗
祇
に
い
た
る
、
中
世
隠
者
文
学
の
系
譜
の
考
察
を
志

し
て
い
た
私
は
、
ひ
と
し
お
、
興
味
を
も
っ
て
何
疇
し
て
い
た
。
そ
の
時
、
江

藤
氏
は
、
良
後
に
言
わ
れ
た
「
私
は
学
生
の
頃
」
土
井
忠
生
先
生
の
御
宅
を
訪
問

ヽ

　

ヽ

し
た
こ
せ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
際
、
先
生
は
私
に
向
い
『
前
文
に
や
り
な
さ

い
』
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
私
は
、
今
日
ま
で
、
こ
の
御
言
葉
に
そ
っ
て
、
着
実

に
や
っ
て
き
た
つ
も
り
で
す
」
と
。
こ
の
二
言
は
、
私
に
鮮
明
な
印
象
を
与
え

た
。
江
藤
氏
が
、
こ
の
大
著
山
頓
で
安
堵
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
今
後
と
も
、
歩

一
歩
『
着
実
』
に
宗
祇
を
究
明
さ
れ
、
我
々
若
輩
を
導
ひ
い
て
く
だ
さ
る
こ
と

を
念
屈
し
て
や
ま
な
い
。

（
昭
和
四
十
二
年
六
月
三
十
日
刊
、
A
5
判
、
研
究
編
五
八
九
百
、
資
料
編

四
二
九
葺
。
七
五
〇
〇
円
。
風
間
婁
房
）
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