
内
閣
文
庫
蔵
『
胡
琴
教
録
』
　
(
荻
生
祖
律
校
正
本
、
乾
坤
二
冊
)
　
に
つ
い
て

ー
伝
本
研
究
・
本
文
校
訂
に
向
け
て
の
覚
書
-

は
じ
め
　
に

中
原
有
安
の
談
話
を
集
成
し
た
琵
琶
作
法
書
で
あ
る
『
胡
琴
教
録
』
は
、
近

代
以
降
、
源
経
信
を
始
め
と
す
る
院
政
期
の
楽
人
や
鴨
長
明
の
伝
記
資
料
と
し

て
利
用
さ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の
研
究
の
ほ
と
ん
ど
は
、
従
来
、
群
書
類
従

所
収
の
漢
字
交
じ
り
平
仮
名
本
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
て
い
る
。
平
成
七
年
三

月
に
、
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
伏
見
宮
家
旧
蔵
本
(
以
下
、
伏
見
宮
本
)
　
が
図
書
寮

叢
刊
の
一
冊
と
し
て
『
伏
見
宮
旧
蔵
楽
書
集
成
　
二
』
に
翻
刻
紹
介
さ
れ
、
群

書
類
従
の
本
文
の
相
対
化
が
可
能
と
な
っ
た
。
今
後
の
『
胡
琴
教
録
』
研
究
に

お
い
て
是
非
と
も
参
看
す
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
伏
見
宮
本
も
、
な
お
独

自
の
錯
誤
を
少
な
か
ら
ず
有
し
て
お
り
、
群
書
類
従
所
収
本
と
引
き
較
べ
て
の

利
用
が
必
要
で
あ
る
。
伏
見
官
本
は
、
図
書
寮
叢
刊
解
題
に
述
べ
る
よ
う
に
群

書
類
従
所
収
本
と
「
同
系
本
」
、
加
え
て
類
従
本
系
に
見
ら
れ
る
書
写
奥
書
の

森

　

　

下

　

要

　

治

花
押
が
、
群
書
類
従
所
収
本
に
「
在
判
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
伏
見
官
本
の
花
押

は
「
写
し
で
は
な
い
と
み
ら
れ
」
、
「
類
従
本
系
の
祖
本
と
考
え
ら
れ
る
」
と
も
一

言
わ
れ
る
有
力
な
本
文
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
に
よ
っ
て
群
書
類
従
所
　
3
1

収
本
が
無
用
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
-

な
お
『
胡
琴
教
録
』
に
は
猪
熊
信
男
氏
旧
蔵
真
名
宣
命
書
本
(
以
下
、
猪
熊

本
)
　
の
存
在
が
知
ら
れ
、
早
く
に
山
田
孝
雄
氏
の
解
説
を
付
し
て
『
胡
琴
教
録

下
』
と
し
て
複
製
さ
れ
て
い
る
(
古
典
保
存
会
)
。
『
胡
琴
教
録
』
の
本
来
の
形

は
恐
ら
く
真
名
書
で
あ
り
、
原
態
の
面
影
を
残
す
で
あ
ろ
う
猪
熊
本
の
存
在
は

極
め
て
貴
重
だ
が
、
現
在
そ
の
所
在
が
知
ら
れ
ず
、
加
え
て
下
巻
の
み
の
残
欠

本
で
あ
り
、
利
用
に
も
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。

要
す
る
に
『
胡
琴
教
録
』
研
究
に
お
い
て
今
の
と
こ
ろ
圧
倒
的
に
優
位
の
本

文
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
従
っ
て
必
然
的
に
現
存
諸
伝
本
の
調
査
・
検

討
が
急
務
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。



こ
う
し
た
問
題
意
識
に
基
づ
い
て
、
『
胡
琴
教
録
』
　
の
伝
本
研
究
が
展
開
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
『
胡
琴
教
録
』
　
に
関
す
る
基
礎
的

研
究
の
重
要
な
柱
の
一
つ
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
本
来
な
ら
ば
悉
皆
調
査
に
基

づ
く
総
括
的
な
報
告
が
な
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
そ
の
実
現
に
は
少
な
か
ら
ぬ
時

日
を
要
す
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
翻
刻
紹
介
さ
れ
た
「
同
系

本
」
　
と
言
わ
れ
る
仮
名
書
二
本
の
、
そ
の
「
同
系
」
　
の
度
合
い
を
、
別
の
一
本

と
の
比
較
・
相
対
化
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
、
あ
る
程
度
ま
で
は
可

能
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
諸
点
を
考
慮
し
て
、
本
稿
で
は
検
討
途
上
の
不
完
全

な
形
な
が
ら
、
伝
本
研
究
の
一
階
梯
と
し
て
内
閣
文
庫
所
蔵
の
一
本
を
紹
介
・

検
討
す
る
こ
と
と
し
、
併
せ
て
『
胡
琴
教
録
』
本
文
研
究
の
方
法
を
模
索
し
た

い
4
.内

閣
文
庫
に
は
群
書
類
従
所
収
本
を
含
め
て
四
本
の
『
胡
琴
教
録
』
伝
本
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
(
う
ち
一
本
は
抄
出
本
)
。
こ
の
う
ち
特
に
注
目
さ
れ
る
の

が
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
「
荻
生
狙
彿
校
正
本
」
(
改
訂
内
閣
文
庫
国
書
分
類
日

録
に
よ
る
。
以
下
、
狙
裸
校
正
本
)
乾
坤
二
冊
で
あ
る
。

ま
ず
書
誌
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
て
お
け
ば
次
の
通
り
で
あ
る
。
国
立
公
文

書
館
内
閣
文
庫
所
蔵
、
第
一
九
九
函
第
一
五
〇
号
。
袋
綴
装
乾
坤
二
冊
の
写
本
。

法
量
は
、
二
冊
と
も
縦
二
六
二
二
糎
、
構
一
八
・
六
糎
。
丁
数
は
そ
れ
ぞ
れ
、

乾
冊
五
十
丁
(
墨
付
、
巻
頭
に
遊
紙
一
丁
)
、
坤
冊
三
十
五
丁
(
同
、
遊
紙
無
)
。

一
面
十
一
行
で
、
各
行
お
よ
そ
二
十
字
前
後
で
記
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
交
じ
り

の
平
仮
名
書
で
あ
る
が
、
全
体
と
し
て
そ
の
変
体
仮
名
は
、
字
母
の
漢
字
の
形

態
を
強
く
残
し
て
お
り
、
一
見
し
て
生
硬
な
印
象
を
受
け
る
。
流
麗
な
書
体
で

は
な
い
。
「
昌
平
坂
学
問
所
」
「
浅
草
文
璋
」
「
日
本
政
府
図
書
」
　
な
ど
の
蔵
書
印

が
あ
る
。
ま
た
全
冊
に
わ
た
っ
て
比
較
的
詳
細
な
朱
に
よ
る
書
き
入
れ
が
あ
る
。

坤
冊
末
尾
に
物
部
茂
卿
(
祖
裸
の
本
姓
・
字
)
署
名
校
語
が
記
さ
れ
、
そ
の
直

前
に
は
前
記
仮
名
吾
二
本
と
同
様
に
「
左
近
少
将
在
判
」
　
の
書
写
奥
書
が
あ
る
。

恐
ら
く
は
こ
れ
も
群
書
類
従
所
収
本
と
「
同
系
本
」
　
と
判
断
さ
れ
よ
う
。
茂
卿

署
名
校
語
を
次
に
引
用
し
て
お
く
。

右
胡
琴
教
鐙
二
巻
の
内
、
朱
に
て
句
を
き
り

た
る
所
、
文
字
を
な
を
し
た
る
所
、
.
真
名
を
付
た
る

所
、
又
詞
の
あ
と
さ
き
を
な
を
し
た
る
所
、
他
本

を
も
て
か
う
か
へ
た
る
に
あ
ら
す
、
み
な
茂
卿

か
わ
た
く
し
の
案
な
り
、
此
書
は
し
め
は
真
名

な
り
け
る
を
、
中
比
う
さ
き
の
桑
と
い
ふ
様

な
る
類
の
仮
名
に
な
を
し
た
る
に
や
、
そ
の
な
を

し
の
こ
り
の
所
々
に
有
に
て
し
か
お
は
ゆ
る

な
り
、
夏
の
比
、
大
神
景
豊
の
件
(
マ
マ
、
「
許
」
カ
)
　
よ
り
乞

か
り
て
元
喬
し
て
写
し
留
ぬ
、
校
合
の
序
に

心
の
行
所
は
か
り
、
本
書
は
其
ま
1
な
か
ら
傍
に

し
る
し
つ
く
、
わ
か
国
の
文
に
せ
ま
く
、
ま
た
此
道
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に
つ
た
な
け
れ
は
、
却
て
可
笑
敷
革
も
有
へ
し
、

又
裏
書
日
と
い
ふ
よ
り
末
、
み
な
學
の
事

な
り
、
又
活
角
調
と
い
ふ
は
平
調
の
こ
と
く
調

へ
て
、
一
を
嬰
調
に
し
、
乙
を
神
仙
に
し
ら
へ

た
る
な
り
、
か
う
か
へ
ゑ
ぬ
人
も
あ
る
へ
け
れ
(
マ
マ
、
「
は
」
欠
カ
)

こ
ゝ
に
し
る
す
、

享
保
三
甲
戌
冬
十
月
　
　
　
　
物
部
茂
卿

こ
こ
に
述
べ
る
と
こ
ろ
を
分
節
す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

1
、
本
書
に
狙
裸
が
加
え
た
校
訂
の
様
態
(
凡
例
)
。

2
、
本
書
の
原
態
に
つ
い
て
の
考
察
。

3
、
本
書
の
書
写
経
緯
。

4
、
一
般
的
な
謙
辞
。

5
、
「
裏
書
」
　
の
撃
の
こ
と
、
ま
た
清
角
調
に
つ
い
て
。

本
書
の
価
値
を
見
定
め
る
た
め
に
も
、
ま
ず
そ
の
書
写
経
緯
か
ら
考
え
た
い
。

書
写
に
際
し
て
の
親
本
は
、
「
大
神
景
豊
」
所
持
の
本
。
「
景
豊
」
　
に
つ
い
て

は
末
だ
確
実
な
調
査
が
及
ば
な
い
が
、
平
安
以
来
続
く
楽
家
大
神
氏
ゆ
か
り
の

者
で
あ
ろ
う
。
『
地
下
家
伝
』
十
三
の
「
山
井
　
大
神
氏
」
　
に
「
景
次
男
」
と

し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
こ
の
点
は
『
系
図
纂
要
』
の
記
述
と
も
合
致
す
る
。

ま
た
『
系
図
纂
要
』
に
は
父
・
景
次
に
「
在
江
戸
」
と
の
注
記
が
見
え
る
の
で
、

父
の
代
か
ら
江
戸
に
居
を
構
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
更
に
『
地
下
家
伝
』
は

景
豊
が
、
従
四
位
上
に
叙
せ
ら
れ
た
享
保
四
年
(
一
七
一
九
)
、
四
十
八
歳
で

あ
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
の
で
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
狙
殊
と
景
豊
は
ほ
ぼ
同
年

代
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
(
こ
の
点
、
元
文
四
年
二
七
三
九
)
　
の
景
豊
の
投

年
齢
を
『
地
下
家
伝
』
は
六
十
八
歳
、
『
系
図
纂
要
』
は
八
十
八
歳
と
伝
え
て

お
り
、
両
者
に
組
餌
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
『
地
下
家
伝
』
は
景
豊
の
生
年
を

併
せ
記
し
、
没
年
齢
と
の
あ
い
だ
に
矛
盾
が
生
じ
な
い
の
で
、
『
地
下
家
伝
』

の
記
事
に
信
を
お
い
て
よ
か
ろ
う
と
思
う
)
。
そ
れ
を
享
保
三
年
二
七
一
八
)

「
夏
の
比
」
狙
殊
が
借
り
受
け
、
「
元
喬
」
す
な
わ
ち
服
部
南
郭
に
書
写
さ
せ

た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
こ
れ
に
狙
殊
が
「
朱
に
て
句
を
き
り
た
る
」

「
文
字
を
な
を
し
た
る
」
「
真
名
を
付
た
る
」
「
詞
の
あ
と
さ
き
を
な
を
し
た
る
」

な
ど
「
わ
た
く
し
の
案
」
　
に
よ
っ
て
校
訂
を
加
え
、
さ
ら
に
こ
の
校
語
を
記
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
本
文
・
校
訂
注
記
・
校
語
の
三
つ
の
レ
ヴ
ェ
ル

の
本
文
が
服
部
南
郭
と
荻
生
祖
裸
の
筆
跡
で
祖
裸
校
正
本
を
構
成
し
て
い
る
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
は
本
文
・
校
訂
注
記
・
校
語
と
も
す
べ
て

一
筆
と
見
ら
れ
、
狙
裸
の
校
訂
か
ら
さ
ら
に
転
写
を
経
た
も
の
で
あ
る
と
判
明

す
る
。
ま
た
佐
久
間
洞
巌
宛
の
狙
殊
長
文
書
簡
(
弘
文
荘
古
書
販
売
目
録
「
日

本
の
自
筆
本
」
第
二
集
掲
載
)
　
の
自
筆
署
名
と
祖
裸
校
正
本
校
語
の
署
名
と
を

比
較
す
れ
ば
、
そ
の
筆
跡
の
差
異
が
明
瞭
で
あ
る
し
(
こ
と
に
「
茂
卿
」
　
の

「
卿
」
字
に
お
い
て
そ
の
書
体
の
違
い
が
著
し
い
)
、
加
え
て
右
に
掲
げ
た
校

語
の
う
ち
に
明
ら
か
な
誤
写
が
見
え
る
こ
と
も
、
さ
ら
な
る
転
写
を
経
た
も
の

で
あ
る
と
の
判
断
を
補
強
す
る
。
但
し
、
転
写
の
時
期
が
何
時
ご
ろ
で
あ
る
か

を
知
る
手
掛
か
り
は
、
今
の
と
こ
ろ
見
出
し
え
な
い
。
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し
か
し
校
語
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
不
審
と
す
べ
き
部
分
は
な
い
。
享
保
三

年
と
い
え
ば
、
狙
裸
五
十
二
歳
。
前
年
に
は
主
著
の
一
つ
　
『
弁
道
』
を
著
し
、

い
わ
ゆ
る
「
祖
殊
学
」
　
が
形
を
な
す
時
期
で
あ
る
。
享
保
年
間
と
重
な
る
五
十

歳
代
以
降
、
「
礼
楽
」
　
の
復
興
が
狙
殊
の
テ
ー
マ
の
重
要
な
位
置
を
占
め
て
く

る
と
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
吉
川
幸
次
郎
氏
に
よ
れ
ば
、
彼
は
「
中
国
の
「
楽
」

の
退
存
と
し
て
、
日
本
の
雅
楽
の
練
習
に
熱
心
で
あ
っ
た
」
と
も
言
わ
れ
て
い

(
1
)

る
。
そ
う
し
た
時
期
に
『
胡
琴
教
録
』
を
狙
裸
が
弟
子
に
書
写
さ
せ
て
い
る
の

は
、
ご
く
自
然
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
右
の
校
語
に
お
い
て
、
す
で
に

『
胡
琴
教
録
』
の
原
形
態
を
推
測
す
る
文
言
が
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
的
確
さ

も
、
碩
学
の
慧
眼
と
し
て
、
狙
裸
に
似
つ
か
わ
し
く
思
わ
れ
る
。

な
お
前
記
『
胡
琴
教
録
　
l
下
』
解
説
に
は
、
神
宮
文
庫
所
蔵
の
物
部
茂
卿
の

朕
を
持
つ
本
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
右
の
校
語
の
一
部
が
引
用
さ

れ
て
お
り
、
こ
れ
を
見
る
限
り
内
閣
文
庫
蔵
本
の
親
木
か
と
も
思
わ
れ
、
本
来

な
ら
ば
こ
の
伝
本
に
つ
い
て
も
取
り
上
げ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
未
だ
実
見
に
及

ば
な
い
。
今
後
の
調
査
検
討
課
題
と
し
て
こ
こ
に
記
し
、
今
し
ば
ら
く
は
内
閣

文
庫
蔵
本
に
つ
い
て
の
検
討
を
続
け
た
い
。

二

狙
裸
校
正
本
が
転
写
本
で
あ
る
と
分
か
れ
は
、
次
に
問
題
と
な
る
の
が
全
冊

に
わ
た
る
朱
の
書
き
入
れ
と
、
校
語
に
い
う
狙
裸
の
校
訂
と
の
関
係
で
あ
る
。

狙
裸
校
正
本
に
朱
の
書
き
入
れ
が
存
す
る
か
ら
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
が
狙
裸
の

注
記
そ
の
も
の
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
。
書
写
者
の
転
写
態
度
に
よ
っ
て

は
、
親
木
の
集
注
を
墨
書
の
本
文
に
組
み
込
ん
で
、
あ
る
い
は
朱
注
に
よ
っ
て

本
文
を
改
変
し
て
書
写
し
た
可
能
性
を
否
定
し
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
現
存
の
朱
の
書
き
入
れ
は
、
祖
裸
の
朱
に
よ
る
校
訂

注
記
が
十
分
に
反
映
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

朱
の
書
き
入
れ
の
実
際
を
い
く
つ
か
例
示
す
る
。

本
書
上
巻
第
七
篇
「
諸
調
子
晶
」
　
の
冒
頭
近
く
の
文
で
あ
る
。

仰
云
、
こ
の
ほ
か
ま
た
つ
く
る
事
あ
り
あ
た
ら
し
き
し
ら
へ
を
や
、

(
乾
冊
二
十
丁
裏
六
・
七
行
。
読
点
は
朱
、
以
下
同
じ
)

ち
な
み
に
こ
の
箇
所
、
伏
見
宮
本
と
は
異
同
な
く
、
群
書
類
従
本
も
「
ほ
か
」

を
「
外
」
.
と
漢
字
表
記
す
る
以
外
に
は
異
同
が
な
い
重
.

こ
の
部
分
の
右
傍
ら
に
記
さ
れ
た
朱
注
に
は
「
此
外
又
有
作
新
譜
乎
哉
　
本

書
如
此
ナ
ル
へ
シ
」
と
あ
る
。
真
名
の
本
文
が
仮
名
に
訓
み
下
さ
れ
た
さ
い
に

生
じ
た
で
あ
ろ
う
本
文
の
錯
誤
を
、
も
と
の
真
名
文
の
形
を
復
元
す
る
こ
と
で

改
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
注
の
有
り
よ
う
と
し
て
は
、
校
語
に
い
う
と
こ
ろ
の

「
詞
の
あ
と
さ
き
を
な
を
し
た
る
所
」
　
に
該
当
し
よ
う
か
。
ま
た
「
本
書
如
此

ナ
ル
へ
シ
」
　
の
「
如
此
」
と
は
、
そ
う
し
た
訓
み
下
し
の
誤
り
に
よ
る
本
文
の

錯
誤
が
少
な
か
ら
ず
存
す
る
こ
と
を
端
的
に
述
べ
た
も
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、

も
と
の
真
名
書
の
本
文
を
復
元
し
て
み
せ
る
と
い
う
こ
の
箇
所
の
注
記
の
あ
り

か
た
と
施
注
者
の
『
胡
琴
教
録
』
に
関
す
る
認
識
と
は
反
転
し
た
関
係
に
あ
る

の
だ
が
、
そ
の
『
胡
琴
教
録
』
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
校
語
に
述
べ
る
「
此
書
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は
し
め
は
真
名
な
り
け
る
を
中
比
う
さ
き
の
裏
と
い
ふ
様
な
る
類
の
仮
名
に
な

を
し
た
る
」
　
と
い
う
、
例
の
鋭
い
指
摘
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
う
さ
き
の
裏
」
と
い
っ
た
比
喩
で
何
を
言
お
う
と
す
る
の
か
定
か
で
な
い
が
、

あ
る
種
の
蔑
み
が
感
じ
ら
れ
な
く
も
な
い
。
不
当
な
訓
み
下
し
に
対
す
る
不
満

や
憤
り
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

も
っ
と
も
、
注
記
の
な
か
に
こ
う
し
た
例
は
ご
く
少
な
く
、
多
く
は
次
に
掲

げ
る
よ
う
に
誤
脱
等
の
推
定
・
訂
正
や
振
り
仮
名
・
振
り
漢
字
と
い
っ
た
単
純

な
も
の
で
あ
る
。

・
誤
脱
等
の
推
定
・
指
摘

あ
な
か
ち
に
秘
す
る
は
、
か
く
の
こ
と
き
の
と
か
、
あ
や

(
乾
二
丁
真
二
行
目
、
末
尾
の
「
あ
」
　
の
右
下
に
「
ソ
」
、
「
や
」
　
の

右
傍
に
「
也
欺
」
と
注
記
)

恩
に
せ
め
あ
る
ゝ
へ
か
ら
す

(
乾
八
丁
裏
二
行
目
、
「
に
」
　
の
右
傍
に
「
や
う
脱
欺
」
　
と
注
記
)

・
振
り
仮
名
・
振
り
漢
字

三
に
は
こ
つ
は
う
あ
る
也

(
乾
二
丁
表
五
行
目
、
「
こ
つ
は
う
」
　
の
右
傍
に
「
骨
法
」
と
注
記
)

所
謂
妙
寛
房
、
所
好
也

(
坤
二
丁
衷
六
行
R
口
、
「
所
好
」
　
の
中
程
左
傍
に
レ
点
、
「
好
」
　
の
右

傍
に
「
コ
ノ
ム
」
　
と
注
記
)

け
り
や
う
む
ら
こ
の
に
は
ひ
の
こ
と
し

(
坤
五
丁
裏
一
行
目
、
「
け
り
や
う
」
　
に
「
慣
令
」
、
「
む
ら
こ
」
　
に

「
村
濃
」
、
「
に
は
ひ
」
　
に
「
匂
」
と
、
そ
れ
ぞ
れ
右
傍
に
注
記
)

今
は
任
意
に
掲
げ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
体
裁
で
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
丁
に

書
き
入
れ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
他
方
で
書
き
入
れ
に
よ
っ
て
不
審
が

生
じ
る
箇
所
も
あ
る
。

い
か
や
う
に
う
む
へ
き
そ
や

(
乾
二
十
丁
表
九
行
目
、
「
む
へ
」
　
の
中
程
右
傍
に
「
す
脱
」
)

伏
見
宮
本
に
よ
っ
て
対
応
箇
所
を
示
す
と
次
の
よ
う
で
あ
る
。

い
か
や
う
に
そ
む
す
へ
き
そ
や
　
　
　
(
上
巻
第
七
篇
「
諸
調
子
品
」
)

恐
ら
く
伏
見
宮
本
の
形
が
正
し
く
、
「
存
ず
べ
き
」
と
読
む
べ
き
本
文
で
あ

ろ
う
。
祖
裸
校
正
本
の
注
記
の
指
示
に
従
っ
て
校
訂
す
れ
ば
「
い
か
や
う
に
う

む
す
へ
き
そ
や
」
　
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
箇
所
は
、
「
う
む
す
」
　
と
あ
っ
て
も

意
味
を
な
さ
な
い
。
恐
ら
く
は
本
文
転
写
の
さ
い
に
字
形
の
類
似
に
よ
っ
て

「
そ
」
を
「
う
」
と
見
誤
り
、
そ
の
上
で
注
記
を
そ
の
ま
ま
書
き
写
し
た
の
で

あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
例
に
よ
っ
て
見
れ
ば
、
朱
の
注
記
は
、
狙
殊
校
正
本
転
写

以
前
に
施
さ
れ
た
も
の
(
す
な
わ
ち
狙
裸
が
書
き
入
れ
た
も
の
)
　
を
、
転
写
に

あ
た
っ
て
そ
の
ま
ま
に
写
し
取
っ
た
も
の
と
推
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
転
写
の

あ
と
に
加
え
ら
れ
た
注
記
で
あ
る
と
仮
定
し
て
も
、
「
う
む
へ
き
」
　
の
本
文
か

ら
「
う
む
す
へ
き
」
　
の
「
す
」
　
の
脱
落
を
論
理
的
に
導
く
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不

可
能
で
あ
る
。

ま
た
注
記
そ
の
も
の
に
も
誤
写
と
見
ら
れ
る
部
分
が
存
す
る
。
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こ
の
時
に
は
、
輯
手
を
か
く
し
て

(
乾
十
丁
表
二
行
目
、
「
く
」
　
の
右
傍
に
「
通
欺
」
と
注
記
)

狙
裸
校
正
本
の
注
記
に
従
っ
て
「
く
」
を
「
通
」
と
入
れ
換
え
て
み
て
も
、

こ
こ
の
文
意
は
通
じ
な
い
。
こ
の
部
分
の
対
応
箇
所
、
伏
見
宮
本
に
は
「
こ
の

時
に
は
特
手
を
か
へ
し
て
」
と
あ
る
(
群
書
類
従
所
収
本
も
同
様
)
。
こ
の
形

の
方
が
意
味
を
取
り
や
す
い
。
本
来
「
遍
」
を
字
母
と
す
る
仮
名
文
字
「
へ
」

が
記
さ
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
、
転
写
の
さ
い
に
「
通
」
　
と
誤
読
し
、
誤
っ
た
ま

ま
に
写
し
取
っ
た
た
め
に
生
じ
た
誤
り
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
見
て
く
る
と
、
狙
殊
校
正
本
の
朱
に
よ
る
書
き
入
れ
は
、
転
写
前

か
ら
す
で
に
存
在
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
も
注
記
の
中
味
は
茂

卿
署
名
校
語
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
と
組
結
し
な
い
。
従
っ
て
こ
の
先
の
書
き
入

れ
は
、
服
部
南
郭
に
書
写
さ
せ
た
『
胡
琴
教
録
』
本
文
に
祖
裸
が
書
き
入
れ
た

校
訂
注
記
を
、
素
直
に
、
機
械
的
に
写
し
取
ろ
う
と
し
た
も
の
に
違
い
な
い
と

考
え
て
お
き
た
い
。

な
お
『
群
書
解
題
』
は
狙
裸
校
正
本
を
「
荻
生
狙
裸
校
合
本
」
と
し
て
紹
介

し
て
い
る
。
し
か
し
狙
裸
の
朱
の
書
き
入
れ
に
異
文
注
記
と
見
ら
れ
る
も
の
は

な
く
、
基
本
的
に
校
語
に
い
う
狙
裸
の
「
わ
た
く
し
の
案
」
　
に
よ
る
も
の
で
あ

ろ
う
。
異
文
注
記
も
あ
る
に
は
あ
る
が
、
す
べ
て
墨
書
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

狙
裸
が
施
し
た
朱
の
注
記
と
は
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
狙
裸
校
正
本
の
書

写
態
度
や
校
語
の
内
容
に
照
ら
し
て
も
、
大
神
景
豊
所
持
の
本
に
す
で
に
記
さ

れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
狙
殊
が
他
本
と
突
き
合
わ
せ
た
形
跡
は

見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
校
合
本
」
　
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し
て

お
く
。

三

祖
殊
校
正
本
に
は
、
転
写
に
よ
っ
て
本
文
に
も
注
記
に
も
さ
ら
な
る
誤
写
が

生
じ
て
い
る
。
本
書
の
価
値
は
こ
れ
に
よ
っ
て
、
あ
る
程
度
差
し
引
い
て
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
機
械
的
な
書
写
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
少

な
く
と
も
転
写
中
に
悪
意
的
な
改
変
が
加
え
ら
れ
た
可
能
性
も
高
く
は
な
い
は

ず
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
大
神
景
豊
が
所
持
し
、
服
部
南
部
が
書
写
し
た
本
文

(
恐
ら
く
は
、
神
宮
文
庫
所
蔵
本
の
本
文
)
　
の
面
影
が
、
大
き
く
損
な
わ
れ
て

は
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
次
に
、
狙
裸
校
正
本
の
『
胡
琴
教
録
』
本

文
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
同
時
に
『
胡

琴
教
録
』
　
の
本
文
研
究
の
課
題
も
、
そ
の
〓
柄
が
立
ち
現
れ
る
と
思
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
伏
見
宮
本
・
群
書
類
従
所
収
本
と
の
単
純
な
比
較
は
、
狙

裸
校
正
本
を
含
め
た
三
本
の
本
文
の
関
係
を
相
対
的
に
映
し
出
す
に
す
ぎ
な
い
。

始
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
『
胡
琴
教
録
』
が
本
来
的
に
其
名
書
で
あ
っ
た
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
現
存
す
る
唯
一
の
真
名
書
本
で
あ
り
ま
た
最
古
の
写
本
で
も
あ

る
猪
熊
本
を
基
準
と
し
て
、
こ
れ
と
前
記
仮
名
書
三
本
と
の
距
離
を
測
定
し
っ

つ
仮
名
書
三
本
の
位
置
関
係
を
記
述
す
る
の
が
、
当
面
の
便
法
た
り
え
よ
う
。

た
だ
し
猪
熊
本
に
も
独
自
の
誤
写
と
思
し
き
箇
所
が
存
し
、
加
え
て
下
巻
の
み

の
残
欠
本
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
採
用
す
る
方
法
に
も
自
ず
と
限
界
の
あ
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る
こ
と
を
前
も
っ
て
明
記
し
て
お
く
。

『
胡
琴
教
録
』
は
中
原
有
安
の
談
話
集
成
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
か
ら
、

ま
ず
そ
の
構
成
面
、
す
な
わ
ち
談
話
配
列
の
異
な
り
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。

R
口
録
、
あ
る
い
は
一
話
以
上
の
談
話
を
テ
ー
マ
に
よ
っ
て
ま
と
め
た
各
詩
の

順
序
等
、
下
巻
は
基
本
的
に
四
本
と
も
同
様
で
あ
る
。
ま
た
目
録
に
下
巻
二
十

四
詩
が
示
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
実
際
に
は
第
二
十
三
二
一
十
四
篇
は
本
文
を
欠
く

点
も
、
四
本
同
様
で
あ
る
。
た
だ
し
仮
名
書
三
本
が
下
巻
末
尾
に
、
「
裏
書
日
」

と
し
て
、
主
に
撃
に
つ
い
て
の
故
実
を
述
べ
た
談
話
を
ま
と
め
て
載
せ
て
い
る

の
に
対
し
て
、
猪
熊
本
で
は
そ
の
内
容
が
、
本
文
紙
背
の
各
所
に
分
散
し
て
い

る
(
山
田
孝
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
も
と
の
紙
背
は
修
補
の
際
の
裏
打
ち
で
隠
さ
れ
、

当
該
箇
所
に
新
た
に
付
箋
紙
を
貼
り
つ
け
て
こ
れ
に
裏
書
を
写
し
取
っ
て
い
る

と
い
入
ノ
)
。

ま
た
仮
名
書
三
本
の
上
巻
で
は
、
第
十
篇
「
楽
曲
」
中
の
談
話
に
、
順
序
が

前
後
す
る
箇
所
が
一
箇
所
あ
る
。
仮
に
談
話
日
目
頭
表
現
に
よ
っ
て
示
せ
ば
、
群

書
類
従
所
収
本
で
は

又
云
。
博
玄
入
道
云
。
垣
代
に
た
つ
時
。
か
き
あ
ほ
せ
を
ひ
く
事
有
。

又
云
。
比
巴
を
も
て
か
き
し
ろ
に
た
つ
時
こ
じ
つ
あ
り
。

と
あ
る
と
こ
ろ
が
、
伏
見
宮
本
・
祖
裸
校
正
本
で
は

又
云
、
比
巴
を
も
ち
て
か
き
し
ろ
に
た
つ
時
、
こ
し
つ
あ
り
、

又
云
、
博
玄
入
道
云
、
か
き
し
ろ
に
た
つ
と
き
、
か
き
あ
ほ
せ
を
ひ
く
こ

と
あ
り
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
狙
裸
校
正
本
に
よ
る
)

の
順
序
と
な
っ
て
い
る
。
仮
名
書
三
本
は
「
同
系
本
」
　
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に

細
か
く
系
統
を
見
極
め
る
時
の
指
標
の
ひ
と
つ
と
な
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
意
味

で
言
え
ば
、
構
成
上
、
伏
見
宮
本
と
狙
探
校
正
本
と
は
相
近
似
し
、
群
書
類
従

所
収
本
は
若
干
遠
い
位
置
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
ほ
か
に
は
大
差
な

い
。

四

仮
名
書
三
本
に
共
通
し
て
、
真
名
書
の
面
影
を
最
も
色
濃
く
残
す
の
が
、
次

に
掲
げ
る
下
巻
第
二
十
一
篇
「
琵
琶
宝
物
」
　
の
「
狩
葉
」
　
に
関
す
る
談
話
で
あ

る
。
ま
ず
猪
熊
本
に
よ
っ
て
示
す
。

治
部
脚
八
倍
綱
女
)
　
二
条
院
八
か
)
祇
侯
之
時
頗
有
鳴
呼
之
気
囚
義
以

他
比
巴
号
狩
菓
給
之
共
時
源
少
将
通
能
相
模
前
司
昏
倒
大
膳
大
夫
済
綱
井

予
生
勢
替
物
(
ヲ
)
合
札
刷
州
渕
嘲
酬
沿
部
卿
弥
喜
悦
無
極
此
四
人
依

内
々
御
気
色
裾
前
紛
也
件
比
巴
其
源
虻
尾
篭
今
列
質
物
有
蓮
華
王
院
賓
蔵

人
亦
)
其
故
人
波
)
治
部
卿
(
乃
)
手
(
与
利
)
住
吉
神
主
矧
抑
劃
後

白
河
院
(
亦
)
進
上
云
々
　
　
　
　
(
(
　
)
内
は
割
書
、
以
下
同
じ
)

こ
の
箇
所
を
狙
裸
校
正
本
の
本
文
と
比
較
す
る
と
、
二
重
傍
線
部
「
以
外
殊

勝
也
」
を
「
以
外
勝
事
也
」
と
作
る
は
か
は
、
付
属
語
の
小
字
を
仮
名
書
す
る

の
み
で
、
目
立
つ
異
同
が
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
南
北
朝
期
写
と
も
群
書
類

従
本
系
の
「
祖
本
」
　
と
も
言
わ
れ
る
伏
見
宮
本
で
は
、
引
用
末
尾
の
傍
線
部

「
侍
得
神
主
」
　
の
四
字
を
欠
き
、
「
相
模
前
司
信
保
」
　
の
「
保
」
字
は
欠
損
。
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ま
た
前
半
の
傍
線
部
「
讃
之
」
を
「
讃
云
」
と
す
る
な
ど
少
異
を
生
じ
て
い
る
。

群
書
類
従
所
収
本
で
は
、
「
倖
得
神
主
」
「
保
」
　
の
文
字
は
見
え
る
が
、
別
に
点

線
部
「
所
平
給
也
」
を
「
所
令
給
也
」
と
し
、
ま
た
付
属
語
を
示
す
小
字
の
一

部
を
欠
い
て
い
る
。
こ
う
し
た
部
分
に
よ
っ
て
み
れ
ば
、
伏
見
宮
本
と
群
書
類

従
所
収
本
と
は
一
概
に
甲
乙
つ
け
が
た
く
、
こ
れ
に
対
し
て
祖
彿
校
正
本
が
冥

名
書
の
猪
熊
本
に
か
な
り
近
似
し
て
い
る
と
も
言
え
よ
う
。

同
様
の
こ
と
は
仮
名
書
に
傾
斜
し
た
部
分
に
つ
い
て
も
言
い
う
る
。
例
え
ば

次
に
引
用
す
る
の
は
、
下
巻
第
十
一
篇
「
弾
玄
上
時
用
意
」
冒
頭
で
あ
る
。
こ

こ
も
比
較
の
基
準
と
し
て
、
ま
ず
猪
熊
本
本
文
か
ら
引
用
す
る
。

師
説
日
玄
上
(
乎
)
可
弾
事
有
(
亦
波
)
彼
可
粗
大
前
日
懸
新
措
定
事
也

近
則
九
条
右
大
臣
殿
両
度
令
弾
給
其
時
子
参
入
弓
)
懸
絃
先
度
活
暑
堂
御

神
楽
令
弾
給
(
志
)
時
(
波
)
前
日
予
着
衣
冠
参
禁
中
(
膠
曽
久
比
柱
木

手
拭
等
相
具
)
兼
日
朝
矧
依
被
語
仰
五
位
蔵
人
光
雅
取
出
之
(
以
下
略
)

続
い
て
、
伏
見
官
本
の
対
応
本
文
を
掲
げ
る
　
(
た
だ
し
図
書
寮
叢
刊
の
注
記

は
省
略
)
。

師
説
云
、
玄
上
を
ひ
く
へ
き
事
あ
ら
む
に
は
、
か
の
ひ
く
へ
き
事
あ
ら
む

に
は
か
の
ひ
く
へ
き
前
日
、
あ
た
ら
し
き
お
ゝ
さ
た
む
る
事
也
、
ち
か
く

は
す
な
は
ち
九
条
右
大
臣
殿
、
ふ
た
1
ひ
1
か
し
め
給
し
時
は
、
さ
き
の

日
、
予
衣
冠
お
き
て
禁
中
へ
ま
い
る
(
膠
・
そ
く
ひ
・
柱
木
手
拭
等
相
具

之
)
兼
日
か
た
り
お
は
せ
ら
る
1
に
よ
り
て
、
五
位
蔵
人
光
雅
、
こ
れ
を

と
り
い
た
す
、

説
明
を
加
え
る
。
右
の
伏
見
官
本
本
文
に
圏
点
を
付
し
た
部
分
は
、
明
ら
か

に
R
口
移
り
に
よ
る
術
字
で
あ
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
「
可
弾
人
」
　
の
「
人
」
・
字

が
欠
落
し
て
い
る
。
そ
し
て
猪
熊
本
引
用
文
中
程
に
付
し
た
傍
線
部
「
共
時
」

か
ら
「
合
弾
給
」
ま
で
、
ま
た
終
わ
り
近
く
の
「
右
府
」
が
脱
落
し
て
い
る
。

図
書
寮
叢
刊
解
題
に
言
う
よ
う
に
、
伏
見
宮
本
が
群
書
類
従
所
収
本
系
の
「
祖

本
」
　
で
あ
る
な
ら
ば
、
術
字
部
分
は
と
も
か
く
と
し
て
、
少
な
く
と
も
脱
落
部

分
に
つ
い
て
は
後
続
の
伝
本
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
祖
裸
校

正
本
の
対
応
箇
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
(
た
だ
し
書
き
入
れ
は
読
点
の
み
生
か

し
た
)
。師

説
云
、
玄
上
を
引
へ
き
事
あ
ら
む
に
は
、
か
の
ひ
く
へ
き
人
、
前
日
あ
一

た
ち
⊥
き
せ
ゝ
、
さ
太
む
る
事
な
り
、
l
ち
か
く
は
則
九
条
右
大
臣
殿
、
ふ
　
3
8

た
ゝ
ひ
令
弾
給
、
そ
の
時
、
予
ま
い
り
て
紋
を
か
く
、
先
度
清
暑
堂
御
神
⊥

楽
ひ
か
し
め
給
し
時
は
、
さ
き
の
日
、
予
衣
冠
を
き
て
、
禁
中
へ
ま
い
る

(
膠
そ
く
ひ
柱
木
手
拭
等
相
具
之
)
兼
日
右
府
か
た
り
お
は
せ
ら
る
ゝ
に

よ
り
て
、
五
位
蔵
人
光
雅
こ
れ
を
と
り
出
す
、

ご
く
わ
ず
か
な
異
同
を
除
け
ば
、
猪
熊
本
を
直
接
に
訓
み
下
し
た
と
言
っ
て

も
よ
い
ほ
ど
に
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
い
る
。
も
は
や
引
用
は
し
な
い
が
、
右
の

箇
所
の
群
書
類
従
所
収
本
本
文
は
、
伏
見
官
本
よ
り
も
狙
裸
校
正
本
に
は
る
か

に
近
い
。
ま
た
こ
れ
ほ
ど
顕
著
で
な
く
と
も
、
例
え
は
用
語
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
伏

見
宮
本
と
祖
殊
校
正
本
と
が
異
な
る
と
き
、
狙
裸
校
正
本
の
ほ
う
が
猪
熊
本
に

近
似
す
る
例
は
、
数
え
か
た
に
も
よ
る
が
数
十
箇
所
に
の
ぼ
る
。
次
に
そ
の
一



部
を
示
す
(
引
用
文
は
そ
れ
ぞ
れ
猪
熊
本
・
狙
裸
校
正
本
・
伏
見
宮
本
の
順
)
。

1
　
是
(
毛
)
随
時
(
比
)
可
依
座
事
也
(
猪
)

5
　
又
痛
(
久
)
柔
(
加
亦
亘
)
無
物
気
(
岐
)
有
音
(
波
)
　
(
猪
)

叉
月
刊
っ
や
は
ら
か
に
て
、
も
の
け
な
き
こ
ゑ
あ
ら
は
(
祖
)

こ
れ
も
時
に
し
た
か
ひ
座
に
よ
る
へ
き
事
也
(
狙
)

こ
れ
も
時
に
し
た
か
ひ
座
に
よ
ら
さ
る
事
(
伏
)

(
下
巻
第
四
「
閑
御
簾
御
前
」
)

2
　
師
説
田
楽
時
管
止
(
良
波
)
柳
必
可
且
軸
也
(
猪
)

師
説
云
、
楽
時
、
管
止
ら
は
、
い
さ
ゝ
か
必
可
早
珂
也
(
狙
)

師
説
云
、
楽
時
管
止
ら
は
、
い
さ
ゝ
か
母
(
必
)
可
早
矧
也
(
伏
、
た

だ
し
「
母
」
を
見
せ
消
ち
、
「
必
」
を
傍
書
)

(
同
第
五
「
相
交
管
」
)

3
　
同
程
(
ホ
)
弾
(
波
)
延
(
多
留
)
様
(
亦
)
聞
(
江
亘
)
創
矧
l
ベ
剣

劇
劉
V
　
(
猪
)

お
な
し
程
に
ひ
け
は
、
の
ひ
た
る
や
う
に
き
こ
え
て
、
し
ら
け
く
る
な

男
(
狙
)

お
な
し
程
に
ひ
け
は
、
の
ひ
た
る
や
う
に
き
こ
え
て
し
ら
く
る
也
(
伏
)

(同)

4
　
而
教
訓
云
如
此
之
時
剰
可
早
吹
(
猪
)

し
か
る
に
教
訓
に
い
は
く
、
か
く
の
こ
と
く
の
時
、
剰
は
や
く
ふ
く
へ

し
　
(
狙
)

し
か
る
に
教
訓
に
い
は
く
、
か
く
の
こ
と
く
の
時
、
は
や
く
ふ
く
へ
し

(
伏
)
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
同
第
八
「
随
所
用
意
」
)

又
わ
つ
ら
は
し
く
や
は
ら
か
に
て
、
も
の
け
な
き
こ
ゑ
あ
ら
は
(
伏
)

(
同
第
十
「
随
比
巴
用
意
」
)

今
は
多
く
伏
見
官
本
の
誤
り
を
並
べ
た
。
た
だ
右
の
中
で
も
、
例
え
ば
3
の

例
は
、
語
法
上
は
伏
見
官
本
「
し
ら
く
る
」
が
よ
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
不

審
な
狙
裸
校
正
本
「
し
ら
け
く
る
」
は
、
猪
熊
本
「
白
気
(
久
留
也
)
」
　
の
よ

う
な
冥
名
書
を
あ
る
意
味
で
忠
実
に
写
し
取
っ
た
結
果
生
じ
た
本
文
と
考
え
ら

れ
る
。
こ
れ
も
狙
裸
校
正
本
の
其
名
書
本
と
の
近
さ
を
示
す
も
の
と
考
え
て
お

い
て
よ
い
。

し
か
し
伏
見
宮
本
と
狙
裸
校
正
本
と
の
不
一
致
箇
所
の
全
体
を
眺
め
る
と
、

伏
見
宮
本
の
本
文
が
よ
り
穏
当
で
あ
る
場
合
の
は
う
が
は
る
か
に
多
い
。
ま
た

本
文
の
大
部
分
は
狙
彿
校
正
本
・
群
書
類
従
所
収
本
と
も
に
伏
見
宮
本
と
一
致

す
る
の
で
あ
っ
て
、
伏
見
宮
本
の
価
値
を
こ
と
さ
ら
に
お
と
し
め
よ
う
と
し
て

い
る
の
で
は
な
い
。
構
成
上
、
伏
見
宮
本
と
祖
殊
校
正
本
と
は
似
通
っ
て
い
る

け
れ
ど
も
、
本
文
の
細
部
を
見
渡
す
と
、
狙
裸
校
正
本
が
伏
見
宮
本
を
飛
び
越

え
て
真
名
吉
本
に
近
似
す
る
場
合
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
を
示
し
た
い
の
で

あ
る
。

五

要
は
「
祖
本
」
と
い
う
言
葉
の
解
釈
次
第
だ
が
、
図
書
寮
叢
刊
解
題
で
は
、
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群
書
類
従
所
収
本
と
「
同
系
本
」
　
に
見
ら
れ
る
書
写
奥
書
の
花
押
が
、
伏
見
宮

本
の
場
合
「
写
し
で
は
な
い
と
み
ら
れ
る
」
　
こ
と
を
決
め
手
に
し
て
、
こ
れ
を

「
祖
本
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
恐
ら
く
は
こ
れ
以
後
に
多
く
の
派
生
本
を
生

み
出
し
た
も
と
の
本
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
問
題
の
書
写
奥
書
を
引
用
し
っ
つ
、
「
祖
本
」
　
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。

以
左
近
大
夫
将
監
中
原
光
氏
之
秘
本
令
書
写
之
、
秘
書
之
問
、
荒
涼
之
人

有
其
悼
、
仇
以
女
性
令
書
之
間
、
僻
字
等
多
、
得
其
意
追
可
書
改
之
、

左
近
少
将
(
花
押
)

伏
見
宮
本
よ
り
引
用
し
た
。
狙
抹
校
正
本
・
群
書
類
従
所
収
本
と
も
に
異
同

は
な
い
。

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
親
木
は
中
原
有
安
の
孫
か
と
も
推
定
さ
れ
て
い
る
中
原
光

氏
所
持
の
「
秘
書
」
　
で
あ
っ
て
、
女
性
に
書
写
さ
せ
た
も
の
と
い
う
。
明
ら
か

に
本
文
書
写
者
で
あ
る
女
性
と
は
別
人
の
、
男
性
の
立
場
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た

内
容
で
あ
る
。
図
書
寮
叢
刊
解
題
で
は
本
文
と
こ
の
奥
書
と
は
別
筆
と
さ
れ
て

お
り
、
奥
書
の
内
容
と
も
符
合
す
る
。
奥
書
を
含
め
て
の
転
写
本
で
あ
る
な
ら

ば
本
文
と
別
筆
で
あ
る
必
要
は
な
い
か
ら
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
は
、
確
か
に

「
祖
本
」
と
考
え
て
お
い
て
よ
か
ろ
う
。
し
か
し
伏
見
官
本
を
含
め
た
現
存
仮

名
書
諸
本
に
は
、
別
に
「
祖
本
」
と
呼
ぶ
べ
き
本
が
存
在
し
た
は
ず
で
あ
ろ
う

と
私
は
思
量
す
る
。
書
写
奥
書
に
記
さ
れ
た
書
写
経
緯
に
つ
い
て
、
同
解
題
は

次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

光
氏
の
秘
本
は
、
真
名
書
き
で
あ
っ
た
の
か
、
仮
名
で
あ
っ
た
の
か
、
両

様
考
え
ら
れ
る
。
異
名
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
書
写
者
が
仮
名
に
直
し
た
こ

と
に
な
り
、
そ
れ
故
に
僻
字
多
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
ま
た
女
性
に
書
か

せ
た
と
い
う
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
れ
ば
、
書
写
者
が
真
名
を
読
み
下
し
な

が
ら
写
す
と
い
う
の
は
、
か
な
り
困
難
な
作
業
で
あ
る
か
ら
、
す
で
に
仮

名
本
が
あ
り
、
こ
れ
を
写
し
た
と
も
考
え
ら
れ
、
断
定
は
で
き
な
い
。

慎
重
な
述
べ
か
た
で
あ
る
が
、
現
存
伏
見
宮
本
を
「
書
写
者
が
真
名
を
読
み

下
し
な
が
ら
写
」
し
た
本
と
す
る
可
能
性
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
伏
見
宮
本
に

は
「
本
の
ま
ゝ
」
「
如
本
」
　
な
ど
の
注
記
が
十
一
か
所
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
仮
名
書
箇
所
へ
の
注
記
で
あ
る
。
ま
た
前
節
に
一
例
を
示
し
た

伏
見
宮
本
の
術
字
部
分
も
、
仮
名
書
部
分
は
そ
の
ま
ま
同
じ
仮
名
表
記
で
繰
り

返
さ
れ
た
結
果
生
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
を
考
え
れ
ば
、
伏
見
宮
本
の
親

本
も
、
や
は
り
仮
名
吉
本
で
あ
っ
た
と
見
て
お
く
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

群
雲
類
従
所
収
本
や
狙
裸
校
正
本
な
ど
に
こ
の
書
写
奥
書
が
記
さ
れ
る
事
実

は
重
い
け
れ
ど
も
、
こ
う
し
た
後
世
の
写
本
が
猪
熊
本
と
一
致
し
て
伏
見
宮
本

の
誤
謬
を
正
す
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
群
書
類
従
所
収
本
や
狙
裸
校
正
本
は
、

「
左
近
少
将
」
署
名
書
写
奥
書
を
伝
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
枠
に
お
い
て
伏
見

宮
本
を
祖
と
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
よ
う
が
、
転
写
の
過
程
の
い
ず
れ
か
の
段

階
で
か
な
り
徹
底
し
た
、
し
か
も
猪
熊
本
の
よ
う
な
真
名
書
本
も
し
く
は
そ
れ

に
準
ず
る
精
度
を
持
っ
た
仮
名
吉
本
に
よ
る
校
訂
が
加
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

単
に
「
同
系
本
」
と
言
っ
て
済
ま
さ
れ
な
い
、
複
雑
な
転
写
経
緯
を
想
定
し
て
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お
く
べ
き
で
あ
る
。

結
局
本
稿
冒
頭
に
述
べ
た
問
題
提
起
へ
と
帰
結
す
る
の
で
あ
る
が
、
よ
り
多

く
の
伝
本
に
よ
る
本
文
の
比
較
検
討
が
必
要
と
な
る
の
は
、
こ
う
し
た
事
情
に

よ
る
。本

稿
で
行
っ
た
其
名
書
本
と
の
突
き
合
わ
せ
と
い
う
方
法
に
は
、
前
に
述
べ

た
よ
う
に
、
上
巻
を
欠
く
猪
熊
本
の
現
状
か
ら
自
ず
と
限
界
が
あ
る
。
『
胡
琴

教
録
』
を
よ
り
よ
く
読
む
た
め
に
、
た
と
え
古
写
本
で
な
く
と
も
、
真
名
香
木

の
面
影
を
残
す
完
本
が
発
見
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

六

そ
の
一
方
で
、
諸
事
に
引
用
さ
れ
る
形
で
残
存
す
る
逸
文
の
収
集
も
有
効
な

方
法
で
あ
ろ
う
。

例
え
ば
江
戸
前
期
に
成
立
し
た
『
楽
家
録
』
巻
九
「
比
巴
」
　
に
は
、
『
胡
琴

教
録
』
の
引
用
が
二
か
所
見
え
る
。
い
ず
れ
も
真
名
表
記
で
あ
っ
て
、
真
名
書

本
の
本
文
を
伝
え
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
う
ち
の
一
例
は
上
巻
部

分
に
対
応
本
文
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

胡
琴
教
録
日
、
抱
〓
比
巴
一
立
二
千
埴
代
一
之
時
有
〓
故
実
l
、
出
時
抜
レ
撥
、

入
時
挿
レ
撥
㌔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(
第
三
十
一
「
掛
比
巴
之
事
」
)

伏
見
宮
本
に
よ
っ
て
対
応
本
文
を
示
せ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

又
云
、
比
巴
を
も
ち
て
か
き
し
ろ
に
た
つ
時
こ
し
つ
あ
り
、
い
つ
る
と
き

は
は
ち
を
ぬ
き
、
い
る
と
き
は
は
ち
を
さ
す
也
、
(
上
巻
第
十
「
楽
曲
」
。

群
書
類
従
所
収
本
・
狙
裸
校
正
本
と
も
に
異
同
な
し
)

ま
た
い
ま
一
例
は
、
現
存
『
胡
琴
教
録
』
に
は
見
え
な
い
文
で
あ
る
。

楽
所
預
中
原
有
安
胡
琴
教
録
日
、
比
巴
附
物
催
馬
楽
風
俗
用
レ
之
㌔

(
第
二
十
九
「
比
巴
附
物
之
事
」
)

『
楽
家
録
』
末
尾
に
は
、
同
書
編
纂
に
際
し
て
参
看
さ
れ
た
書
目
が
一
覧
さ

れ
て
お
り
、
『
胡
琴
教
録
』
の
書
名
も
記
さ
れ
て
い
る
。
加
え
て
前
者
の
引
用

が
対
応
箇
所
を
見
出
し
う
る
こ
と
を
勘
案
す
れ
ば
、
こ
の
本
文
に
し
て
も
、
根

拠
無
く
記
さ
れ
た
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
短
絡
的
な
推
量
は
控
え
る
が
、

問
題
は
決
し
て
軽
く
な
い
と
思
う
。

こ
こ
で
は
手
控
え
と
し
て
記
す
に
と
ど
め
て
お
く
が
、
こ
の
他
に
も
例
え
ば

『
歌
俄
品
目
』
に
は
多
量
の
引
用
が
見
ら
れ
る
。
一
々
を
挙
例
は
し
な
い
が
、

上
巻
の
引
用
は
仮
名
書
本
か
ら
、
ま
た
下
巻
は
原
則
と
し
て
其
名
書
本
か
ら
の

引
用
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
随
所
に
『
胡
琴
教
録
』
を
参
看
し
た

痕
跡
が
残
っ
て
い
る
。
『
胡
琴
教
録
』
の
享
受
の
様
態
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
、

室
町
期
か
ら
江
戸
期
に
か
け
て
成
立
し
た
楽
書
を
中
心
に
、
残
存
す
る
『
胡
琴

教
録
』
本
文
を
調
査
・
収
集
す
る
必
要
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
文
学
作
品
の
場
合

と
同
様
に
『
胡
琴
教
鐙
』
の
よ
う
な
文
献
に
お
い
て
も
、
こ
う
し
た
方
法
は
そ

れ
な
り
に
有
効
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

お

わ

り

に

か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
し
た
が
、
わ
ず
か
の
こ
と
し
か
言
え
な
か
っ
た
。
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た
だ
、
現
行
の
テ
キ
ス
ト
が
學
む
問
題
点
と
そ
れ
を
安
易
に
利
用
す
る
こ
と

の
危
う
さ
と
を
含
め
て
、
『
胡
琴
教
録
』
　
の
本
文
研
究
が
抱
え
る
課
題
は
明
ら

か
に
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
南
北
朝
期
に
書
写
さ
れ
た
伏
見
宮
本
の
刊
行
は
、

『
胡
琴
教
録
』
を
読
む
う
え
で
貴
重
な
資
料
の
提
供
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
に
よ
っ

て
も
院
政
末
期
の
中
原
有
安
の
語
り
口
と
の
間
に
な
お
開
き
が
あ
る
の
は
、
始

め
l
こ
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
書
写
時
期
の
古
さ
と
本
文
の
質
と
は
必
ず
し
も

共
存
し
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
対
策
と
し
て
こ
こ
に
示
し
た
方
法
が
ど
こ
ま
で
通
用

す
る
も
の
で
あ
る
か
、
必
ず
し
も
明
確
で
ほ
な
い
。

ま
ず
は
伝
本
悉
皆
調
査
を
完
了
し
、
で
き
る
だ
け
早
く
総
括
的
な
報
告
に
た

ど
り
着
け
る
よ
う
、
検
討
を
重
ね
て
ゆ
き
た
い
。
本
稿
は
そ
の
実
現
の
た
め
の
、
.

さ
さ
や
か
な
覚
書
で
あ
る
。

注1
、
「
狙
彿
学
案
」
(
日
本
思
想
大
系
『
荻
生
狙
裸
』
(
昭
和
四
十
八
年
四
月
、
岩
波
書
店
)

解
説
)
　
に
よ
る
。

付
記荻

生
狙
殊
校
正
本
の
利
用
に
際
し
て
、
国
立
公
文
書
館
内
園
文
庫
当
局
の
ご

厚
意
を
悉
く
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

-
　
も
り
し
た
・
よ
う
じ
、
本
学
文
学
部
助
手
　
-

A
会
員
近
著
紹
介
)

連
歌
語
彙
の
研
究

山
内
　
洋
一
郎
　
著

国
語
史
、
と
り
わ
け
語
彙
史
の
研
究
に
邁
進
さ
れ
、
ま
た
連
歌
に
も
造
詣
の

深
い
著
者
な
ら
で
は
の
大
著
で
あ
る
。
資
料
と
し
て
千
句
連
歌
七
種
が
総
索
引

を
付
し
て
収
め
ら
れ
て
お
り
、
文
学
研
究
に
も
資
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る
。

全
体
の
構
成
は
以
下
の
通
り
。

序I
　
連
歌
語
彙
の
体
系
的
研
究

連
歌
語
柔
の
構
造
-
千
句
六
種
に
よ
る
計
量
的
分
析
-
/
式
目
か
ら
見
る

.
1
　
連
歌
語
桒
-
千
句
連
歌
と
句
集
と
の
相
違
を
め
ぐ
っ
て
-
/
連
歌
語
虫
と

和
歌
語
彙
/
連
歌
語
柴
の
意
味
分
析
/
連
歌
語
柴
の
意
味
構
造
の
図
式
化

-
体
の
類
に
つ
い
て
-
/
連
歌
分
類
語
桒
表
(
体
の
類
)
-
宗
祇
関
係
千

句
連
歌
七
種
に
よ
る
-
/
連
歌
の
文
法
語
彙
(
助
詞
助
動
詞
)
-
連
歌
文

法
研
究
序
説
-
/
連
歌
賦
物
の
語
彙

H
　
据
千
句
連
歌
七
種
総
索
引

1
　
本
文
箱
(
細
目
は
省
略
)

H
　
総
索
引
付
連
衆
索
引
(
同
　
右
)

論
考
篇
索
引

あ
と
が
き

(
A
五
版
　
六
三
〇
頁
一
九
九
五
年
二
月
、
和
泉
書
院
　
〓
ハ
四
八
〇
円
)
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