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大
惣
本
の
落
書

デ
イ
ラ
ン
・
ミ
ギ
ー

【
１
】
は
じ
め
に

言
論
統
制
下
の
江
戸
社
会
に
お
い
て
は
、
貸
本
が
た
だ
読
ま
れ
る
物
に
限
ら

れ
ず
、
読
者
の
間
で
は
、
百
花
繚
乱
な
る
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
・
サ
イ
ト
と
な
っ�

た
。
批
評
を
は
じ
め
、
地
口
、
戯
画
、
社
会
の
風
潮
に
対
す
る
風
刺
や
嘲
り
、

貸
本
屋
そ
の
も
の
に
対
す
る
愚
痴
な
ど
を
貸
本
に
書
き
込
む
こ
と
は
、
貸
本

屋
に
よ
っ
て
損
料
の
対
象
に
な
り
う
る
も
の
の
、
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
本
稿
で
は
、
近
世
和
本
二
一
〇
〇
点
以
上
の
蔵
書
調
査
の
成
果
を
踏
ま

え
て
、
大
惣
本
を
中
心
に
し
て
近
世
貸
本
に
頻
出
す
る
落
書
き
、
戯
画
、
登

場
人
物
の
顔
面
の
擦
り
潰
し
と
い
う
三
種
類
に
焦
点
を
あ
て
、
近
世
読
書
と

読
者
に
よ
る
破
損
行
為
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
ま
た
、
近
世
文
学
享
受
と
メ

デ
ィ
ア
の
関
係
を
巡
っ
て
「
作
品
」
で
は
な
く
「
書
物
」
中
心
の
文
学
受
容

史
の
可
能
性
を
追
求
す
る
。「
梅
若
丸
一
代
記
」、「
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
」
な

ど
の
具
体
例
を
参
考
に
し
て
、
書
物
破
損
を
通
し
て
各
市
場
に
お
け
る
読
者

の
反
応
を
比
較
す
る
。
果
た
し
て
落
書
き
な
ど
の
書
物
破
損
が
近
世
文
学
受

容
共
同
体
の
形
成
に
如
何
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
進
め

て
い
く
。

【
２
】
近
世
痕
跡
本
の
研
究

明
治
三
十
一
年
、
名
古
屋
に
お
い
て
約
百
二
十
年
間
営
業
し
て
い
た
貸
本
屋

の
老
舗
、
大
野
屋
惣
八
（
大
惣
）
が
、
二
二
六
〇
〇
冊
を
超
え
る
厖
大
な
蔵

書
の
大
部
分
を
売
却
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
本
業
の
裏

付
け
に
な
っ
た
酒
屋
、
薬
屋
、
質
屋
な
ど
か
ら
利
潤
が
上
が
っ
て
、
他
の
貸

本
屋
よ
り
書
物
購
入
に
資
力
が
あ
り
、
名
古
屋
を
中
心
と
す
る
個
人
及
び
他

貸
本
屋
（
或
は
、
貸
本
屋
を
兼
ね
て
営
業
す
る
出
版
書
肆
）
か
ら
多
数
の
書

物
を
購
入
し
て
い
た
。
そ
れ
を
理
由
と
し
て
、
長
年
「
家
の
掟
と
し
て
買
ふ

こ
と
あ
る
も
決
し
て
売
ら
ぬ
」
と
い
う
、
慣
習
に
と
ら
わ
れ
な
い
商
売
規
則

を
守
っ
て
い
た
大
惣
は
、
果
た
し
て
看
板
を
下
ろ
し
て
在
庫
本
を
売
る
こ
と

に
な
っ
た
ら
、
古
く
て
読
み
疲
れ
て
い
る
蔵
書
が
多
数
を
占
め
た
。
ⅰ　

大
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惣
の
得
意
先
で
あ
っ
た
名
古
屋
出
身
の
国
文
学
者
、
水
谷
不
倒
（
一
八
五
八

～
一
九
四
三
）
が
そ
の
売
却
の
た
め
の
準
備
調
査
に
参
加
し
た
が
、
当
時
の

蔵
書
の
保
存
状
態
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
、

　
　

�

元
来
貸
本
で
あ
る
か
ら
、
大
衆
向
の
読
本
・
名
所
図
会
・
人
情
本
な

ど
は
読
み
つ
か
れ
、
絵
本
類
に
落
丁
汚
損
の
あ
る
こ
と
勿
論
で
あ
っ

た
が
、
肝
腎
の
古
板
類
に
は
善
本
多
く
、
実
に
稀
有
の
存
在
で
あ
っ�

た
。
ⅱ

実
は
、
当
調
査
の
十
年
ほ
ど
前
に
も
坪
内
逍
遥
と
共
著
の
『
列
伝
体
小
説 

史
』
の
研
究
の
た
め
、
大
惣
本
を
た
く
さ
ん
読
ん
だ
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
他

に
大
惣
本
の
保
存
状
態
に
つ
い
て
詳
し
く
説
明
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
、

　
　

 

明
治
二
十
二
三
年
か
ら
、
再
び
古
書
生
涯
に
入
る
に
及
ん
で
、
大
惣
と

の
旧
交
を
温
め
、
暑
中
休
暇
に
な
る
と
、
わ
ざ
わ
ざ
暑
い
名
古
屋
に
赴

い
て
、
大
惣
の
書
庫
に
訪
ひ
、
其
後
は
東
京
へ
借
出
し
て
来
て
読
ん
だ
。

『
列
伝
体
小
説
史
』
の
参
考
に
仮
名
草
子
や
浮
世
草
子
、
其
頃
は
書
架

に
束
ね
ら
れ
た
儘
、
殆
ん
ど
繙
く
人
の
な
か
っ
た
本
を
、
私
が
片
ッ
端

か
ら
借
出
し
蟲
干
を
し
た
の
で
あ
る
。

現
在
、
各
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
旧
大
惣
本
の
保
存
状
態
は
、
水
谷
氏

が
調
査
を
行
な
っ
た
時
期
と
ほ
ぼ
変
わ
っ
て
い
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
あ

る
ま
い
。
ⅲ　

数
多
く
の
漢
籍
、
経
典
、
物
の
本
の
善
本
に
対
し
、
仮
名
草

子
や
西
鶴
本
以
外
の
大
衆
文
学
の
作
品
、
と
り
わ
け
江
戸
読
本
、
八
文
字
屋

の
時
代
物
、
人
情
本
な
ど
に
は
、
か
な
り
読
み
疲
れ
て
い
て
、
汚
損
が
残
っ

て
い
る
も
の
が
多
く
見
ら
れ
る
。
鬢
付
油
や
お
茶
の
シ
ミ
、
煙
管
に
よ
る
焼

き
跡
な
ど
の
偶
発
的
な
汚
損
の
他
に
、
借
覧
者
の
間
で
人
気
を
集
め
た
徴
候

と
し
て
目
す
る
べ
き
丁
裏
欄
脚
の
当
た
り
の
手
垢
も
多
い
。
そ
う
い
う
汚
損

と
区
別
を
付
け
る
べ
き
、
恣
意
的
に
な
さ
れ
た
破
損
も
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る

が
、
最
も
頻
出
す
る
の
は
挿
絵
へ
の
書
き
入
れ
、
人
物
顔
面
の
擦
り
潰
し
、

そ
れ
か
ら
見
返
し
な
ど
の
白
紙
に
描
か
れ
た
戯
画
と
い
う
三
つ
の
種
類
で
あ

る
。
当
時
の
貸
本
屋
大
惣
に
と
っ
て
は
、
こ
う
い
う
読
者
に
よ
る
書
物
破
損

は
た
だ
の
目
障
り
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
近
世
文
学
研
究
と
い
う
面
か
ら
考
え

れ
ば
、
こ
の
蔵
書
の
中
で
近
世
読
書
の
文
化
的
慣
行
及
び
大
衆
文
学
の
享
受

に
つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
よ
う
な
資
料
が
た
く
さ
ん
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
と

言
え
る
だ
ろ
う
。

　
　

本
稿
で
は
、
大
惣
貸
本
を
中
心
と
し
て
書
物
破
損
の
具
体
例
を
紹
介

し
、
近
世
大
衆
文
学
の
享
受
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
行
き
た�

い
。
筆
者
は
二
〇
一
一
年
の
夏
、
国
際
交
流
基
金
を
も
っ
て
国
立
国
会
図
書

館
と
京
都
大
学
所
蔵
の
大
惣
本
を
中
心
に
し
て
読
者
に
よ
る
落
書
き
の
資
料

調
査
を
行
い
、
そ
の
後
、
国
文
学
研
究
資
料
館
と
そ
の
他
の
機
関
に
お
い
て

他
貸
本
屋
旧
蔵
書
と
の
比
較
検
討
を
行
な
っ
た
。
現
時
点
で
は
、
約
二
一
〇

〇
点
の
蔵
書
を
調
査
し
、
大
惣
本
の
書
誌
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
作
成
し
て
い
る

段
階
だ
が
、
ま
だ
網
羅
的
に
は
貸
本
屋
大
惣
の
現
存
本
の
資
料
を
集
め
て
い

な
い
の
で
、
本
日
の
発
表
は
前
置
き
で
あ
る
。

　
　

ま
ず
、
大
惣
本
を
考
察
す
る
前
に
、
貸
本
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
つ
い
て
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一
言
を
述
べ
て
お
き
た
い
。
長
友
千
代
治
氏
の
『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』
に

は
、
貸
本
屋
が
大
衆
文
学
の
普
及
に
如
何
に
大
事
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か

が
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
、

　
　

�

江
戸
時
代
に
お
い
て
、
一
般
大
衆
が
小
説
や
浄
瑠
璃
本
な
ど
娯
楽
物
を

読
む
場
合
、
本
を
買
い
求
め
て
読
む
よ
り
も
、
貸
本
屋
や
行
商
本
屋
か

ら
借
り
て
、
見
料
（
見
賃
）
を
払
っ
て
読
む
方
が
普
通
で
あ
っ
た
。
ⅳ

個
人
所
蔵
本
に
比
し
て
、
貸
本
は
多
数
の
読
者
に
よ
っ
て
何
度
も
何
度
も
読

み
か
え
さ
れ
て
、
広
い
範
囲
で
流
通
さ
る
た
メ
デ
ィ
ア
で
あ
っ
た
。
そ
の�

故
、
個
人
所
蔵
本
よ
り
汚
れ
や
傷
み
が
多
く
残
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
が
、

近
年
、
そ
う
い
う
汚
損
に
は
書
誌
学
的
な
重
視
を
置
き
換
え
る
べ
き
と
考
え

ら
れ
る
。
橋
口
侯
之
介
氏
の
曰
く

　
　

�

こ
の
作
品
は
誰
が
書
い
た
か
、
ど
こ
で
出
版
さ
れ
た
か
も
大
事
だ
が
、

そ
の
後
、
ど
う
読
ま
れ
て
伝
え
ら
れ
た
か
と
い
う
こ
と
も
大
事
な
視
点

で
、
今
残
っ
て
い
る
和
本
は
そ
う
し
た
歴
史
の
厚
み
の
中
を
く
ぐ
っ
て

き
た
も
の
だ
。
そ
の
経
過
が
、
本
の
傷
み
や
汚
れ
に
残
っ
て
い
る
。
ⅴ

ま
た
読
書
体
験
と
い
う
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
汚
損
・
破
損
は
如
何
に
テ
キ
ス

ト
の
読
ま
れ
方
を
影
響
す
る
か
と
い
う
問
題
も
大
事
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、

書
物
に
手
垢
や
柿
渋
で
字
が
読
み
取
れ
な
く
な
る
箇
所
が
あ
れ
ば
、
テ
キ
ス

ト
に
は
死
角
が
で
き
て
し
ま
い
、
善
本
を
読
む
体
験
と
異
な
る
。
ま
た
、
挿

絵
に
登
場
す
る
悪
人
物
の
顔
面
が
前
の
読
者
に
よ
っ
て
擦
り
潰
さ
れ
た
こ
と

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
も
必
ず
読
書
体
験
を
影
響
す
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ�

ば
、
読
書
と
い
う
行
為
は
物
質
的
な
書
物
に
基
づ
く
限
り
、
書
物
に
何
か
物

質
的
な
変
化
起
こ
れ
ば
、
必
ず
読
書
体
験
或
は
受
容
体
験
に
何
ら
か
の
結
果

を
齎
す
。
従
来
、
ヤ
ウ
ス
、
イ
ー
ザ
ー
、
バ
ル
ト
な
ど
を
後
継
ぐ
文
学
受
容

な
い
し
読
者
反
応
評
論
の
主
流
は
、「
作
品
」
或
は
「
テ
キ
ス
ト
」
と
「
読�

者
」
と
の
関
係
を
纏
わ
る
が
、
実
際
に
読
者
反
応
の
痕
跡
が
残
っ
て
い
る
近

世
貸
本
を
研
究
の
対
象
に
す
る
と
、
こ
う
し
た
評
論
よ
り
書
誌
学
的
研
究
に

基
づ
い
た
「
書
物
」
中
心
の
文
学
受
容
史
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
。
言
う

ま
で
も
な
く
、
落
書
き
を
施
し
た
読
者
は
、
文
学
受
容
共
同
体
の
一
部
に
過

ぎ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
資
料
を
通
し
て
一
部
の
読
者
反
応
を
窺
え
る
点
に
お

い
て
は
、
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
。

【
３
】
近
世
書
物
へ
の
書
き
入
れ
・
落
書
き
の
文
化

本
節
で
は
、
個
人
所
蔵
本
と
貸
本
に
お
け
る
書
き
入
れ
の
違
い
に
つ
い
て
考

え
る
。
江
戸
時
代
を
通
じ
て
各
読
者
層
を
巡
っ
て
、
書
物
に
書
き
入
れ
る
こ

と
、
ま
た
は
挿
絵
に
彩
色
の
施
す
こ
と
は
、
読
書
慣
行
の
一
面
と
な
っ
て
い

た
。
個
人
所
蔵
本
の
場
合
は
、
様
々
あ
る
が
、
よ
く
目
に
さ
れ
る
の
は
本
文

に
書
か
れ
る
付
註
、
付
評
、
付
訓
点
、
そ
れ
か
ら
巻
末
に
当
書
物
の
入
手
事

情
を
記
念
す
る
よ
う
な
識
語
、
奥
書
き
で
あ
る
。
ⅵ　

こ
の
よ
う
な
読
者
の

肉
筆
に
よ
る
書
き
加
え
は
、
書
誌
的
に
重
要
な
資
料
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
、

識
語
を
施
し
た
人
が
有
名
で
あ
れ
ば
、
翻
刻
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
周
知
な
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は
読
者
に
よ
る
書
き
入
れ
を
禁
じ
た
。
下
記
の
大
野
屋
亀
吉
（
図
１
）
と
山

際
孫
七
（
図
２
）
の
引
札
で
指
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
商
品
に
落
書
き
を
書
き

込
む
こ
と
が
固
く
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
山
際
孫
七
の
場
合
は
、
借

り
手
が
落
書
き
を
書
い
た
疑
い
が
あ
る
だ
け
で
、
そ
の
対
価
と
し
て
、
見
料

の
上
に
損
料
（
罰
金
）
を
請
求
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
い
た
。
大
野
屋
亀
吉

と
山
際
孫
七
は
尾
張
藩
で
営
業
し
て
い
た
貸
本
屋
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も

な
く
書
物
破
損
と
は
、
尾
張
藩
だ
け
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
埜
上
衛
氏
が

翻
刻
し
た
江
戸
、
京
都
、
大
阪
の
貸
本
屋
の
引
札
を
参
考
に
し
て
、
書
物
破

損
は
色
々
な
市
場
で
問
題
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
埜
上
氏
が
翻
刻

し
た
引
札
四
二
点
の
中
で
一
五
点
は
、
明
白
に
落
書
き
（
或
は
楽
書
き
）
を

損
料
の
対
象
と
す
る
よ
う
な
規
則
が
あ
る
。
ⅹ　

貸
本
屋
大
惣
の
場
合
は
、

落
書
き
に
対
す
る
規
則
を
確
定
す
る
よ
う
な
証
拠
が
少
な
い
が
、
京
都
大
学

所
蔵
の
『
十
嘉
栄
利
花
』
巻
之
二
の
奥
付
に
は
、
見
料
に
つ
い
て
発
表
す
る

文
脈
で
「
御
楽
書
等
一
切
無
之
」
と
の
文
言
が
あ
り
、
そ
れ
か
ら
東
京
大
学

所
蔵
の
『
大
寄
落
は
な
し
』
巻
之
四
表
紙
ノ
三
に
は
「
楽
が
き
か
た
く
こ
と

ハ
リ　

大
野
屋
惣
八
」
と
の
文
言
が
あ
る
。
ま
た
、
明
治
時
代
に
入
っ
て
鶴

舞
図
書
館
所
蔵
の
『
薄
氷
遺
稿
』
の
引
札
に
は
、「
汚
損
ア
ル
時
ハ
相
当
ノ

代
金
ヲ
申
受
ク
」
と
の
、
損
料
規
則
を
説
明
す
る
資
料
が
あ
る
。
ま
と
め
て

い
え
ば
、
大
惣
を
含
め
て
数
多
く
の
貸
本
屋
に
と
っ
て
は
書
物
へ
の
書
き
入

る
こ
と
は
、
落
書
き
な
い
し
汚
損
と
し
て
見
倣
さ
れ
、
損
料
の
対
象
に
す
る

こ
と
も
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
近
世
貸
本
屋
の
規
則
は
、
当
時
の
優
勢
な
常
識

例
は
大
田
南
畝
だ
が
、
南
畝
蔵
書
に
書
き
込
ま
れ
た
凡
そ
百
八
十
項
の
識�

語
・
奥
書
が
最
新
版
の
『
大
田
南
畝
全
集
』
に
翻
刻
さ
れ
る
こ
と
は
、
識
語

に
関
す
る
書
誌
学
研
究
の
傾
向
を
指
摘
す
る
。
ⅶ　

し
か
し
、
書
物
に
書
き

入
れ
る
こ
と
は
、
有
名
な
文
人
、
文
学
愛
好
者
、
そ
れ
に
も
成
人
読
者
の
嗜

好
の
み
な
ら
ず
、
児
童
読
者
の
場
合
に
も
あ
っ
た
。
子
供
の
所
蔵
絵
入
り

本
に
、
よ
く
挿
絵
へ
の
書
き
加
え
と
彩
色
の
施
し
が
見
ら
れ
る
。
早
い
例

は
、
延
宝
期
に
十
五
、
六
歳
で
没
し
た
と
想
定
さ
れ
る
帯
や
長
九
郎
の
所
蔵

本
で
あ
る
。
約
三
百
年
間
、
三
重
県
松
坂
市
に
あ
る
旧
射
和
寺
の
地
蔵
菩
薩

坐
像
の
胎
内
で
秘
蔵
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
の
子
供
絵
本
が
、
十
冊
の
中
で
八

冊
と
も
彩
色
が
施
さ
れ
、
そ
れ
に
一
冊
の
見
返
し
に
落
書
き
が
描
か
れ
て
い�

る
。
ⅷ　

江
戸
中
期
の
例
だ
と
、
武
士
階
級
の
若
い
蔵
書
家
、
三
田
村
彦
五

郎
所
蔵
の
黒
本
、
赤
本
が
あ
る
が
、
南
山
大
学
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
十
二
点

と
も
に
彦
五
郎
の
手
に
よ
っ
て
煌
び
や
か
に
施
さ
れ
た
挿
絵
の
数
々
が
見
ら

れ
る
。
ⅸ　

ま
る
で
奈
良
絵
本
の
嫁
入
り
本
に
憧
れ
、
子
供
な
り
に
美
意
識

を
持
ち
、
一
生
懸
命
に
描
い
た
よ
う
な
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
う
し
た
書
物

装
飾
と
大
田
南
畝
の
識
語
と
の
共
通
点
を
い
え
ば
、
両
方
の
場
合
、
書
物
へ

書
き
入
れ
る
こ
と
は
、
所
有
者
に
限
る
特
権
な
の
で
、
書
物
破
損
と
し
て
定

義
す
る
根
拠
は
な
い
。

　
　

一
方
、
商
業
貸
本
屋
か
ら
蔵
書
を
借
り
た
場
合
は
、
彩
色
の
施
し
や
落

入
れ
は
決
し
て
借
覧
す
る
読
者
の
特
権
で
は
な
く
、
逆
に
破
損
行
為
と
し
て

見
倣
さ
れ
た
。
当
然
、
商
品
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
の
で
、
多
く
の
貸
本
屋
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楽
書
き
）
と
は
、
幅
広
い
意
味
を
持
っ
て
い
た
。
文
末
脚
注
で
近
世
文
献
の

用
例
を
あ
げ
る
が
、
畠
山
箕
山
が
使
っ
て
い
る
意
味
で
は
、
破
損
行
為
お
よ

び
自
己
顕
示
欲
か
ら
生
じ
ら
れ
る
楽
し
さ
が
示
唆
さ
れ
、
こ
れ
は
貸
本
に
落

書
き
を
施
し
た
読
者
の
動
機
に
一
番
近
い
だ
ろ
う
。
ⅺ

　
　

以
上
は
近
世
書
物
へ
の
書
き
入
れ
・
落
書
き
の
文
化
を
俯
瞰
す
る
よ
う

な
概
観
で
あ
る
が
、
次
に
大
惣
貸
本
を
中
心
に
し
て
見
返
し
、
巻
末
の
白
紙
、

お
よ
び
本
文
の
挿
絵
に
お
け
る
落
書
き
の
具
体
例
を
紹
介
す
る
。

【
４
】
大
惣
貸
本
の
白
紙
・
挿
絵
に
お
け
る
落
書
き

　
　
　
　

◆　

白
紙
の
落
書
き

大
惣
本
の
見
返
し
、
巻
末
な
ど
の
白
紙
は
、
多
数
の
読
者
に
見
ら
れ
る
と
こ

ろ
と
し
て
、
読
者
へ
の
お
知
ら
せ
な
ど
を
付
け
る
に
は
便
利
だ
っ
た
が
、
そ

れ
と
は
限
ら
な
い
で
、
薬
、
化
粧
品
の
販
売
ま
で
に
手
を
出
し
た
大
惣
に

と
っ
て
は
、
最
適
な
広
告
空
間
で
も
あ
っ
た
。
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
昔
話

稲
妻
表
紙
』
の
よ
う
な
作
品
で
さ
え
、
女
性
客
向
け
の
「
実
艶
香
」
と
い
う

化
粧
商
品
の
広
告
引
札
、
そ
れ
か
ら
京
都
大
学
所
蔵
の
軍
事
物
語
に
は
、
肌

を
白
く
す
る
「
ご
菊
あ
ら
い
こ
」
と
、
つ
く
も
が
み
を
黒
く
す
る
「
か
み
そ

め
油
」
の
広
告
引
札
が
張
り
付
け
ら
れ
る
。
大
惣
本
の
読
者
も
書
物
白
紙
の

可
能
性
を
認
め
た
ら
し
く
て
、
他
読
者
に
見
ら
れ
る
提
示
板
の
よ
う
に
使

を
反
映
し
て
い
た
。
落
書
の
定
義
を
あ
げ
る
と
、『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に�

は
、「
門
・
壁
・
塀
な
ど
、
書
く
べ
き
で
は
な
い
と
こ
ろ
に
文
字
や
絵
の
い

た
ず
ら
書
き
を
す
る
こ
と
」
ま
た
は
「
そ
の
書
い
た
も
の
」
と
あ
る
が
、
江

戸
時
代
に
主
に
二
つ
の
表
記
で
表
さ
れ
た
言
葉
と
し
て
は
、
落
書
き
（
或
は

夫
高
き
も
い
や
し
き
も
其
家
業
に
も
ち

ゆ
る
品
物
を
尊
む
は
世
を
い
と
な
む
の

な
ら
は
し
に
て
萬
の
事
皆
お
な
し
事
な

り
し
か
れ
は
巻
中
白
紙
に
戯
画
落
書
ハ

ゆ
る
し
給
へ
と
ひ
た
す
ら
に
希
の
ミ

　
　
　
貸
本
所
　
　
大
野
屋
亀
吉

【
図
１
】

【
図
２
】

又
が
し
、
ら
く
書
そ
そ
ふ
火
決
し
而

御
断
申
上
候
御
子
達
様
方
之
手
遊
二

相
成
そ
ん
じ
候
筋
は
別
段
損
料
御
増

被
下
候

は
か
た
新
川
は
た
　
　
山
際
孫
七

か
し
本
処

※
右
図
１
と
図
２
は
長
友
千
代
治
著
『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』（
東
京
堂
出 

版
）
二
四
四
～
二
四
五
頁
に
掲
載
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い
、
作
品
の
評
論
、
貸
本
屋
大
惣
に
対
す
る
賞
賛
・
愚
痴
、
漢
字
の
手
習�

い
、
筆
自
慢
の
絵
な
ど
を
書
き
込
む
読
者
が
多
か
っ
た
。
あ
く
ま
で
も
推
し

量
り
だ
が
、
大
惣
本
の
お
け
る
落
書
き
・
戯
画
の
ほ
ぼ
半
数
は
、
見
返
し
、

巻
末
、
ま
た
は
奥
付
に
書
か
れ
て
い
る
と
推
測
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の

中
で
、
本
文
を
読
め
る
く
ら
い
の
識
字
能
力
を
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
は
疑

わ
し
い
稚
拙
な
書
き
手
に
よ
る
手
習
い
や
戯
画
が
多
い
が
、
そ
れ
は
大
惣
が

商
売
慣
行
と
し
て
客
に
対
し
て
年
齢
制
限
を
実
施
し
な
か
っ
た
た
め
だ
ろ

う
。
水
谷
不
倒
が
説
明
す
る
よ
う
に
、
幕
末
・
明
治
初
期
の
貸
本
屋
大
惣
の

客
は
、
時
折
、
貸
出
返
却
の
際
に
、
自
分
自
身
で
長
嶋
五
丁
目
ま
で
に
足
を

運
ぶ
で
は
な
く
、
代
わ
り
に
子
供
を
使
い
と
し
て
行
か
せ
る
こ
と
も
あ
っ�

た
。
そ
の
為
か
、
だ
い
た
い
、
寺
子
屋
や
私
塾
に
入
学
し
た
く
ら
い
の
年
齢

の
子
供
を
は
じ
め
、
若
い
書
き
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
悪
戯
書
き
が
多
い
。

例
え
ば
、
鶴
舞
図
書
館
所
蔵
の
絵
本
図
解
『
繪
本
江
戸
錦
』（
図
３
）
の
巻

末
に
は
、
四
、
五
歳
と
思
し
き
書
き
手
に
よ
っ
て
、
右
の
奥
付
に
陰
茎
あ

り
の
男
の
裸
体
像
、
左
の
裏
表
紙
に
神
主
の
よ
う
な
姿
が
書
か
れ
て
い
る
。

蓬
左
文
庫
所
蔵
の
『
春
色
傅
家
之
花
』
第
十
巻
（
図
４
）
の
巻
末
し
に
は
、�

七
、
八
歳
だ
ろ
う
と
思
え
る
書
き
手
に
よ
っ
て
、
刀
の
代
わ
り
に
男
根
を

翳
す
侍
の
立
像
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
未
熟
で
微
笑
ま
し
い
子
供

の
落
書
き
に
対
し
、
素
人
な
が
ら
も
読
書
体
験
を
よ
り
豊
か
に
す
る
よ
う

な
書
物
装
飾
も
あ
る
。
例
え
ば
京
都
大
学
所
蔵
の
『
景
清
外
傅
松
の
縁
』
巻

之
一
の
末
に
は
、
主
人
公
の
景
清
の
人
物
像
が
柔
軟
な
筆
で
描
か
れ
、
そ

の
頭
上
に
達
筆
な
字
で
「
景
清
之
像
」
と
書
か
れ
て
い
る
（
図
５
）。
や

や
似
て
い
る
画
風
で
、
同
じ
作
品
の
巻
之
二
の
見
返
し
に
は
、
も
っ
と
大

き
な
人
物
像
が
描
か
れ
、
脇
に
「
國
史
畧
・
申
食
國
画
・
〇
太
夫
」
と
あ

る
（
図
６
）。
大
惣
本
の
白
紙
に
描
か
れ
る
戯
画
は
様
々
だ
が
、
作
品
の
登

場
人
物
像
を
始
め
と
し
て
、
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
武
士
、
馬
、
男
根
な
ど

の
若
い
男
の
嗜
好
を
反
映
す
る
よ
う
な
筆
遊
び
。
世
間
で
名
高
い
人
物
の

肖
像
画
も
で
る
。
東
京
大
学
所
蔵
の
『
傾
城
阿
波
の
鳴
門
』
に
は
、「
近

松
門
左
衛
門
様
」
と
天
神
ご
と
き
近
松
像
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
延
広
真

治
氏
に
よ
る
と
、
落
書
き
に
で
る
「
様
」
付
け
と
は
、
近
松
を
崇
拝
す
る

【
図
３
】

【
図
４
】
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よ
う
な
所
業
と
し
て
読
み
取
れ
る
。
ⅻ　

世
間
で
名
高
い
劇
作
家
や
作
家

の
み
な
ら
ず
、
貸
本
屋
大
惣
の
肖
像
画
、
誉
め
言
葉
も
見
ら
れ
る
。
東
京

大
学
所
蔵
の
『
玄
宗
皇
帝
蓬
莱
鶴
』
に
は
、
彩
色
で
描
か
れ
て
い
る
大
惣

主
人
「
惣
八
郎
」
の
肖
像
画
の
脇
に
「
長
者
町
大
野
屋
惣
八
は
な
か
な
か

本
持
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
あ
る
。
�　

実
は
大
惣
を
誉
め
る
よ
う
な
落
書

き
は
沢
山
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
正
本
製
』
に
は
、

「
長
嶌
町
五
丁
目
大
惣
日
本
一
貸
本
屋
也
」
と
あ
る
（
図
７
）。
一
方
、
貸

本
屋
大
惣
に
対
し
て
不
満
を
懐
に
抱
え
る
読
者
も
い
た
ら
し
く
て
、
比
較

的
に
見
料
が
安
い
と
思
わ
れ
る
大
惣
に
対
し
て
、
逆
に
「
大
惣
の
本
ハ
タ

カ
イ
」
と
い
う
愚
痴
が
、
国
会
図
書
館
所
蔵
の
合
巻
『
葉
桜
姫
卯
月
物�

語
』
巻
之
一
の
余
白
に
記
さ
れ
て
い
る
（
図
８
）。

　
　

以
上
説
明
し
た
落
書
き
が
、
子
供
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
と
思
え
る

の
が
多
く
て
、
し
か
も
作
品
と
関
係
な
い
の
が
多
い
の
で
、
貸
本
の
消
費
文

化
を
わ
か
る
に
は
面
白
い
資
料
と
い
え
る
が
、
あ
な
が
ち
読
者
に
よ
る
文
学

享
受
の
証
拠
と
し
て
読
み
取
れ
な
い
。
一
方
、
作
品
評
論
を
記
す
る
よ
う
な

書
き
込
み
が
多
数
あ
る
。
作
品
を
ま
る
ご
と
否
定
す
る
よ
う
な
文
言
が
多
い

が
、
例
え
ば
、
京
都
大
学
所
蔵
の
大
惣
写
本
『
金
氏
荷
政
録
』
巻
七
の
見
返

し
に
「
此
本
至
る
面
白
無
し
」
と
の
評
言
、
そ
れ
か
ら
東
京
大
学
所
蔵
の
咄

本
『
気
の
薬
』
に
は
「
気
の
薬
ノ
本
ト
ハ
有
か
、
い
つ
か
ふ
面
白
か
ら
す
」

と
あ
る
。
そ
の
反
面
、
作
品
或
は
作
者
を
賞
賛
に
浴
び
さ
せ
る
よ
う
な
評
言

も
多
い
。
例
え
ば
、
京
都
大
学
所
蔵
の
八
文
字
屋
本
『
世
間
母
親
容
気
』
巻

【
図
５
】

【
図
６
】

【
図
７
】

【
図
８
】
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五
の
見
返
し
に
は
、「
コ
ノ
篇
南
嶺
ニ
シ
テ
ハ
滅
法
ヨ
ク
出
来
テ
居
ル
」
と

あ
る
。

　
　
　
　

・　

挿
絵
の
落
書
き

白
紙
と
並
べ
て
書
物
の
口
絵
・
挿
絵
に
書
き
込
ま
れ
た
悪
戯
書
き
が
多
数
を

占
め
る
。
猥
褻
な
も
の
は
勿
論
だ
が
、
他
に
近
世
読
者
の
ユ
ー
モ
ア
感
を
反

映
す
る
よ
う
な
、
様
々
な
シ
モ
ネ
タ
を
巡
る
落
書
き
が
あ
る
。
主
に
登
場
人

物
を
対
象
と
す
る
が
、
そ
の
中
で
も
っ
と
も
よ
く
見
ら
れ
る
の
は
、
髭
、
或

は
膿
疱
の
跡
を
顔
面
に
書
き
加
え
る
こ
と
、
目
を
墨
で
な
ぞ
る
こ
と
、
そ
れ

か
ら
丁
髷
を
弄
る
こ
と
。
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
鎌
倉
武
家
鏡
』
巻
之

二
の
挿
絵
に
お
け
る
落
書
き
（
図
９
）
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
驚
き
或
は
激

怒
の
表
現
と
し
て
棒
立
つ
丁
髷
を
書
き
加
え
る
こ
と
は
、
一
つ
の
持
ち
ネ
タ

で
あ
っ
た
。
そ
れ
と
同
じ
く
、
丁
髷
の
長
さ
を
延
長
し
、
蛇
の
よ
う
に
く
ね

く
ね
滑
た
り
、
煙
の
よ
う
に
空
中
に
立
ち
上
っ
た
り
す
る
よ
う
な
描
き
方
も

あ
る
。
落
書
家
の
中
で
も
う
一
つ
人
気
な
ネ
タ
は
首
引
き
だ
っ
た
が
、
筆

線
で
人
物
の
首
を
繋
げ
る
と
、
い
く
ら
緊
張
感
の
あ
る
場
面
で
あ
る
と
し

て
も
、
微
笑
ま
し
い
遊
び
の
場
面
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
い
う
分
か
り

や
す
い
ネ
タ
に
対
し
、
全
く
着
想
の
経
緯
が
わ
か
ら
な
い
ビ
ジ
ュ
ー
ア
ル
・�

ギ
ャ
ッ
グ
も
多
い
が
、
例
え
ば
、
掌
か
ら
表
れ
る
男
根
、
人
物
の
懐
に
表
れ

る
似
顔
絵
（
図
10
）、
煙
管
を
盗
み
と
ろ
う
と
す
る
提
灯
（
図
11
）。
読
者
の

ユ
ー
モ
ア
感
を
反
映
す
る
資
料
と
し
て
は
面
白
い
が
、
作
品
享
受
の
面
か
ら

考
え
れ
ば
、
こ
の
風
に
挿
絵
を
茶
番
に
す
る
よ
う
な
落
書
き
が
如
何
に
読
者

に
読
み
取
ら
れ
た
か
は
、
興
味
深
い
問
題
で
あ
る
。
面
白
い
と
思
っ
て
、
自

分
の
落
書
き
も
加
筆
し
た
く
な
っ
た
読
者
も
い
た
が
、
多
く
の
読
者
に
と
っ

て
は
、
物
語
と
挿
絵
の
鑑
賞
に
邪
魔
す
る
、
厄
介
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
た

だ
ろ
う
。

　
　
　
　

・　

挿
絵
へ
の
会
話
文
の
書
き
加
え

貸
本
を
借
覧
し
た
読
者
の
中
で
は
、
挿
絵
に
会
話
文
を
書
き
加
え
る
こ
と
も

一
種
の
遊
び
と
し
て
は
生
じ
ら
れ
た
。
な
お
、
一
人
の
読
者
の
手
の
み
な
ら

ず
、
同
じ
挿
絵
に
多
数
の
読
者
が
手
を
よ
こ
し
て
、
会
話
文
を
書
き
加
え
ら

【
図
９
】

【
図
10
】

【
図
11
】
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れ
る
例
も
見
ら
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
落
書
き
は
合
作
、
或
は
共
同
制
作

と
し
て
作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
一
人
の
読
者
に
よ
っ
て
書
き
加
え
た
会
話

文
が
次
に
同
じ
本
を
借
り
る
読
み
手
か
ら
の
加
筆
を
誘
い
出
し
、
前
の
人
よ

り
も
っ
と
面
白
い
台
詞
を
書
き
入
れ
た
い
、
と
い
う
競
争
意
識
に
刺
激
さ
れ

る
こ
と
も
あ
る
と
思
え
る
が
、
果
た
し
て
、
匿
名
の
読
者
共
同
体
の
中
で
は
、

俳
諧
の
連
句
と
喩
え
る
よ
う
な
ラ
イ
テ
ン
グ
・
ゲ
ー
ム
と
な
っ
た
。
本
節
で

は
、
挿
絵
へ
の
会
話
文
の
書
き
加
え
に
焦
点
を
あ
て
、
具
体
例
を
紹
介
す
る
。

　
　
　
　
　
　
『
前
編
花
鳥
百
談
』
の
例

京
都
大
学
所
蔵
の
大
惣
本
、
延
享
五
年
刊
の
『
編前

花
鳥
百
談
』
は
、
甚
だ
し

く
落
書
き
が
施
さ
れ
て
い
る
蔵
本
で
あ
る
。
本
文
巻
五
に
「
絵
入
の
仮
名
物

に
は
、
坊
主
が
あ
れ
ば
環
俗
さ
せ
、
さ
り
さ
げ
の
奴
に
仕
立
、
あ
る
ひ
は
女

に
ひ
げ
を
つ
く
り
、
か
た
は
ら
に
は
あ
ら
ゆ
る
さ
し
合
の
む
だ
が
き
」
と
述

べ
る
が
、
書
物
の
状
態
は
正
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
下
記
で
は
二
つ
の
具
体

例
を
紹
介
す
る
。
先
ず
、
巻
之
一
、
六
丁
表
の
挿
絵
（
図
12
）
だ
が
、
こ
れ

は
坊
主
対
力
士
の
相
撲
と
り
場
面
で
あ
る
。
土
俵
前
の
柱
に
二
箇
所
の
落
書

が
見
ら
れ
る
が
、
右
柱
に
は
「
詣
で
よ
り
い
か
く
る
お
進
上
〳
〵
〳
〵
」
と

あ
り
、
そ
れ
か
ら
左
柱
に
は
「
東
西
〳
〵
べ
べ
が
ち
〳
〵
〳
〵
」
と
あ�

る
。
こ
の
字
と
異
な
る
様
々
な
筆
蹟
で
、
土
俵
に
真
ん
中
に
立
つ
坊
主
の
周

り
に
、
五
箇
所
の
書
き
入
れ
が
あ
る
が
、
例
え
ば
坊
主
の
右
側
に
書
か
れ
て

い
る
「
寺
内
〇
将
院
殿
・
御
内
緒
〇
〇
と
ふ
」
と
の
筆
蹟
と
、
足
元
に
描
か

れ
て
い
る
印
籠
の
脇
に
あ
る
「
も
の
大
げ
さ
い
ん
ろ
う
」
と
の
字
を
比
べ
れ

ば
、
そ
の
相
違
が
浮
き
彫
り
に
な
る
。
他
に
二
つ
の
筆
蹟
で
土
俵
外
の
観
客

に
あ
た
る
会
話
文
の
書
き
加
え
が
あ
る
が
、
大
き
く
て
丸
い
字
で
書
か
れ
て

い
る
「
む
ね
ん
〳
〵
」
と
比
し
て
、
も
っ
と
か
た
く
て
小
さ
な
字
で
書
か
れ

て
い
る
「
き
た
な
き
や
」
が
別
の
落
書
者
の
手
に
よ
っ
て
施
さ
れ
た
こ
と
を

推
定
で
き
る
。
同
じ
作
品
の
巻
之
一
、
一
五
丁
表
の
挿
絵
（
図
13
）
に
は
、

心
中
覚
悟
を
す
る
恋
人
二
人
が
描
写
さ
れ
る
が
、
外
で
慌
た
だ
し
く
走
り

【
図
12
】

【
図
13
】
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回
っ
て
い
る
人
物
の
脇
に
太
い
線
で
書
か
れ
て
い
る
「
や
レ
こ
は
や
〳
〵
」

と
の
落
書
に
対
し
て
、
室
内
の
畳
や
障
子
に
書
か
れ
て
い
る
十
箇
所
余
り
の

落
書
が
も
っ
と
漢
字
を
使
っ
て
、
も
っ
と
小
さ
な
筆
蹟
で
施
さ
れ
て
い
る
。

中
で
心
中
を
決
心
し
た
二
人
の
周
り
に
、「
す
ぐ
し
ぬ
」
と
か
「
道
行
衣
」

と
の
文
言
は
、
苦
い
笑
い
を
誘
い
出
す
。『
編前

花
鳥
百
談
』
の
す
べ
て
の
挿
絵

が
、
こ
の
風
に
落
書
が
甚
だ
し
く
施
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
二
つ
の
具
体
例

か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
会
話
文
の
書
き
加
え
と
は
、
挿
絵
の
登
場
人
物
を
出

発
点
に
し
て
、
重
ね
重
ね
様
々
な
落
書
者
が
手
を
寄
越
す
に
つ
れ
、
挿
絵
凡

そ
半
分
の
面
積
を
覆
う
ま
で
蔓
延
す
る
こ
と
が
あ
る
。
大
惣
の
蔵
書
印
の
他

に
「
京
□
書
□
・
林
宗
兵
衛
」
と
「
名
古
屋
書
林
・
松
屋
善
兵
衛
」
な
ど
の

蔵
書
印
も
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大
惣
が
購
入
す
る
前
か
ら
他
貸
本
屋
を
介

し
て
流
布
さ
れ
て
い
る
時
期
に
落
書
が
施
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
十
分
に
あ

る
が
、
少
な
く
と
も
大
惣
の
読
者
に
見
ら
れ
る
書
物
破
損
と
し
て
は
書
物
の

読
ま
れ
方
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
『
善
光
倭
丹
前
』
の
例

前
述
し
た
『
編前

花
鳥
百
談
』
に
対
し
て
、
京
都
大
学
所
蔵
の
八
文
字
屋
本�

『
善
光
倭
丹
前
』
と
は
、
大
惣
の
み
の
蔵
書
印
も
捺
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ

れ
に
施
さ
れ
て
い
る
落
書
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
が
、
大
惣
の
読
者
に
よ

る
も
の
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
の
例
と
同
じ
よ
う
に
、
様
々
な
書
き

手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
落
書
が
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
巻
之
五
の
挿
絵
に�

は
、
九
箇
所
の
書
き
加
え
が
あ
る
が
、「
か
か
し
や
」
と
、「
あ
れ
や
な
ん
の

ま
ね
だ
」
と
、「
お
も
し
ろ
く
も
な
い
」
と
の
文
言
が
、
別
々
の
筆
蹟
で
施

さ
れ
て
い
る
。
初
期
の
八
文
字
屋
本
、
或
は
浮
世
草
紙
文
学
と
違
っ
て
後
期

の
八
文
字
屋
本
の
挿
絵
が
会
話
文
を
含
有
す
る
が
、
あ
っ
た
場
合
で
も
、
読

者
が
そ
れ
以
上
に
台
詞
を
書
き
入
れ
る
こ
と
は
、
蛇
足
か
も
知
ら
ぬ
が
、
他

読
者
を
喜
ば
せ
る
た
め
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
製
版
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
に
お
い
て

肯
定
さ
れ
た
本
文
と
挿
絵
に
対
し
て
は
、
読
者
達
は
手
書
き
の
落
書
を
通
し

て
閉
鎖
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
再
び
開
い
て
、
新
し
い
物
語
を
付
け
加
え
る
よ

う
な
享
受
慣
行
の
例
と
し
て
は
興
味
深
い
。

【
５
】
顔
面
の
擦
り
潰
し

近
世
和
本
、
特
に
娯
楽
的
な
書
物
は
、
主
と
し
て
楮
を
材
料
と
し
て
作
ら
れ
、

楮
紙
の
繊
維
質
が
多
く
紙
質
が
荒
い
や
す
い
特
徴
を
も
つ
。
重
ね
て
多
数
の

読
者
に
よ
っ
て
頁
が
捲
ら
れ
る
だ
け
で
指
先
と
の
摩
擦
な
い
し
は
手
垢
で
黒

ず
ん
だ
り
、
文
字
や
絵
が
擦
り
消
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
い
う
偶
発
的
な
汚
損
と
違
っ
て
、
挿
絵
に
登
場
す
る
悪
人
物
に
反
感
を

も
ち
、
そ
の
顔
面
を
潰
す
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
指
先
で
激
し
く
紙
面
を
擦

り
、
繊
維
を
荒
ら
す
よ
う
な
破
損
も
よ
く
見
ら
れ
る
。
主
に
八
文
字
屋
本
の

時
代
物
、
江
戸
読
本
、
人
情
本
に
渡
り
、
頻
出
す
る
読
者
反
応
の
痕
跡
で
あ
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大惣本の落書

る
。
個
人
所
蔵
本
に
も
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
が
、
貸
本
の
場
合
は
、
も
っ
と

幅
広
い
読
者
共
同
体
の
中
で
流
通
さ
れ
る
故
、
顔
面
が
綿
っ
ぽ
く
な
り
、
頁

の
穴
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
同
じ
理
由
で
、
擦
り
潰
し
と
は
、
読
者
か
ら
読

者
へ
貸
本
の
受
容
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
言
え
る
。
本
節
で
は
天
明
八
年
刊

の
『
梅
若
丸
一
代
記
』
を
三
部
と
文
化
三
年
刊
の
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
を

四
部
比
較
し
つ
つ
、「
顔
面
の
擦
り
潰
し
」
の
箇
所
を
読
者
反
応
の
証
拠
と

し
て
読
み
取
り
、
拡
大
し
つ
つ
あ
る
全
国
各
地
の
読
者
共
同
体
を
通
す
共
通

の
読
書
習
慣
に
つ
い
て
一
考
察
を
紹
介
す
る
。

　
　
　
　

・　
『
梅
若
丸
一
代
記
』
の
例

江
戸
時
代
を
通
じ
て
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
で
演
じ
ら
れ
た
隅
田
川
物
が
、
様�

々
な
形
で
享
受
さ
れ
た
。
劇
で
は
な
く
大
衆
文
学
の
場
合
は
、
木
越
治
氏
に

よ
る
と
、
初
版
の
八
文
字
屋
自
笑
・
江
島
其
磧
作
『
都

鳥
妻
恋
笛
』（
享
保
一
九
年
刊
）
を
は
じ
め
、
体
裁
も

題
名
も
改
め
て
、『
梅
若
丸
一
代
記
』（
天
明
八
年
刊
）

と
『
梅
花
柳
水
』（
天
保
一
三
年
刊
）
と
い
う
二
つ
の

訂
正
版
が
再
刊
さ
れ
た
。
�　

そ
の
中
で
は
、『
梅
若

丸
一
代
記
』
の
方
が
勧
化
物
の
需
要
に
応
じ
て
、
い
わ

ば
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
広
く
読
ま
れ
た
よ
う
で
あ

る
。
か
つ
て
江
戸
、
名
古
屋
、
能
登
半
島
で
営
業
し

て
い
た
貸
本
屋
を
介
し
て
流
通
さ
れ
た
『
梅
若
丸
一
代
記
』
の
現
存
本
を
三

部
比
較
し
て
、
そ
れ
ら
に
で
る
「
顔
面
の
擦
り
潰
し
」
の
箇
所
を
踏
ま
え
て

各
地
の
読
者
の
反
応
を
比
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。『
梅
若
丸
一
代
記
』
巻
之

一
に
は
、
主
人
公
の
梅
若
丸
の
兄
弟
、
松
若
丸
が
天
狗
に
誘
拐
さ
れ
る
場
面

を
描
写
す
る
挿
絵
が
あ
る
。
京
都
大
学
所
蔵
の
大
惣
本
（
図
14
）、
東
京
都

立
中
央
図
書
館
所
蔵
の
江
戸
各
貸
本
屋
を
通
し
て
流
通
さ
れ
た
本
（
図
15
）、

そ
れ
か
ら
石
川
県
立
図
書
館
所
蔵
の
「
油
儀
」
旧
所
蔵
本
（
図
16
）
の
三
部

を
比
べ
る
と
、
三
部
と
も
、
同
じ
箇
所
に
天
狗
の
顔
が
潰
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
憎
む
べ
き
天
狗
に
対
し
、
読
者
が
顔
を
指
で
擦
り
、
軽
く
黒
ず

む
ま
で
紙
の
繊
維
を
荒
ら
し
た
。
流
通
さ
れ
た
地
域
は
別
々
な
が
ら
、
読
者

反
応
の
痕
跡
が
一
致
し
て
い
る
。
指
先
に
よ
っ
て
悪
人
物
の
顔
面
を
擦
り
潰

す
の
み
な
ら
ず
、
墨
で
顔
面
を
抹
消
す
る
例
も
見
ら
れ
る
。
ど
ち
ら
の
方
が

も
っ
と
強
い
反
感
を
表
し
て
い
る
か
を
見
極
め
る
の
が
難
し
い
が
、
同
じ
作

【
図
14
】

【
図
15
】

【
図
16
】



（54）

言語文化論集　第XXXⅤ巻　第 1号

品
複
数
部
の
比
較
検
討
を
行
う
に
あ

た
っ
て
、
書
物
、
そ
れ
か
ら
読
者
に

よ
っ
て
の
差
が
出
る
こ
と
は
あ
る
。

例
え
ば
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の

大
惣
本
『
蟹
猿
奇
談
』
巻
之
四
の
挿

絵
（
図
17
）
に
は
、
悪
人
物
の
顔
が

激
し
く
擦
り
潰
さ
れ
、
穴
が
開
い
て

し
ま
っ
た
状
態
に
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
岐
阜
大
学
所
蔵
本�

（
図
18
）
の
場
合
は
、
顔
が
墨
で
抹

消
さ
れ
、
そ
れ
か
ら
中
村
幸
彦
旧
所
蔵
本
（
図
19
）
の
場
合
は
、
指
先
で
擦

り
潰
さ
れ
た
上
で
、
ま
た
墨
で
抹
消
さ
れ
た
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
目
的
と

し
て
顔
を
潰
す
こ
と
は
同
じ
だ
が
、
色
々
な
方
法
が
用
い
ら
れ
る
の
で
、
読

者
反
応
に
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
で
は
な
い
と
思
え
る
。

　
　
　
　

◆　
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
記
』
の
例

江
戸
時
代
に
は
、
擦
り
潰
し
と
は
、
各
地
の
読
者
共
同
体
を
通
す
共
通
の
読

書
習
慣
に
な
っ
て
い
た
と
い
え
る
も
の
の
、
書
物
に
よ
っ
て
は
顔
が
潰
さ
れ

た
人
物
、
つ
ま
り
、
悪
人
物
に
対
す
る
読
者
反
応
の
痕
跡
が
、
前
述
し
た
よ

う
に
、
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
の
具
体
例
と
し
て
は
文

化
三
年
刊
の
『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
巻
之
四
の
挿
絵
が
あ
る
。
こ
の
場
面
に

は
二
人
の
悪
人
物
が
出
る
が
、
一
人
は
山
賊
の
蝦
蟇
丸
で
あ
り
、
先
の
場
面

で
は
、
野
分
の
方
の
夫
を
殺
し
た
残
忍
な
悪
堂
で
あ
る
。
も
う
一
人
は
未
亡

人
と
な
っ
た
ば
か
り
の
野
分
だ
が
、
意
外
な
こ
と
に
、
故
夫
に
対
す
る
貞
節

を
忘
れ
、
殺
人
者
の
蝦
蟇
丸
に
娶
ら
れ
る
こ
と
に
納
得
す
る
。
こ
の
場
面
で

は
、
蝦
蟇
丸
前
妻
で
あ
る
小
萩
を
雪
に
追
い
出
し
、
縄
で
柱
に
縛
り
付
け
ら

れ
た
二
人
の
子
供
、
松
虫
と
鈴
虫
に
対
し
て
暴
力
を
振
る
。
二
人
の
中
で�

も
っ
と
嫌
な
人
物
を
見
極
め
る
の
が
難
し
い
が
、『
桜
姫
全
伝
曙
草
紙
』
現

存
本
の
四
部
を
比
較
す
る
と
、
読
者
に
よ
る
判
断
の
相
違
が
出
る
。
早
稲
田

大
学
所
蔵
本
（
図
20
）
と
夢
望
文
庫
所
蔵
本
（
図
21
）
に
は
、
野
分
の
顔
だ

【
図
17
】

【
図
18
】

【
図
19
】
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け
が
潰
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
物
の
読
者
は
蝦
蟇
丸
よ
り
野
分
の

方
に
反
感
を
持
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
の
江

戸
各
貸
本
屋
を
通
し
て
流
通
さ
れ
た
本
（
図
22
）
に
は
、
野
分
の
方
の
顔
が

潰
さ
れ
る
に
対
し
、
蝦
蟇
丸
の
顔
が
墨
で
塗
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
広
島

県
三
原
市
立
図
書
館
所
蔵
本
（
図
23
）
に
は
、
野
分
と
蝦
蟇
丸
、
両
方
の
顔

面
が
墨
で
塗
ら
れ
て
い
る
。

【
６
】
作
成
時
期
を
推
定
す
る
方
法

以
上
、
書
物
破
損
の
個
々
に
つ
い
て
記
し
た
が
、
次
に
こ
の
資
料
の
作
成
時

期
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
一
考
を
す
る
。
近
世
貸
本
に
お
け
る
落
書
き
を
調

査
す
る
際
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
い
つ
、
だ
れ
に
な
さ
れ
た
か
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
。
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
、
落
書
き
が
匿
名
の
書
き
手
に
よ
っ
て

施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
作
成
者
に
つ
い
て
は
知
り
得
る
こ
と
は
ご
く
少
な�

い
。
筆
蹟
か
ら
書
き
手
の
年
齢
、
識
字
能
力
を
推
定
し
、
そ
れ
か
ら
落
書
き

の
内
容
か
ら
何
ら
か
の
明
察
が
抉
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
も
、
決
定

的
な
こ
と
は
言
え
な
い
。
一
方
、
落
書
き
の
作
成
時
期
に
つ
い
て
は
、
書
物

の
刊
行
情
報
、
所
蔵
印
、
流
通
事
情
を
示
す
よ
う
な
証
拠
を
調
べ
た
上
で
、

あ
る
場
合
に
は
様
々
な
手
口
を
用
い
て
、
落
書
き
が
い
つ
な
さ
れ
た
か
を
推

し
量
り
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

記
念
文
と
し
て
機
能
す
る
識
語
と
違
っ
て
、
落
書
き
は
た
い
て
い
日
付

が
書
き
残
さ
れ
な
い
が
、
稀
少
な
場
合
に
は
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
上
記
に

紹
介
し
た
、
京
都
大
学
所
蔵
の
『
花
鳥
百
談
』
第
三
巻
四
丁
表
の
挿
絵
に�

【
図
20
】

【
図
22
】

【
図
23
】

【
図
21
】
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は
、「
享
和
二
年
」
と
い
う
年
号
が
書
か
れ
、
こ
れ
は
落
書
き
が
施
さ
れ
た

記
念
年
と
推
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
他
に
東
京
大
学
所
蔵
の
『
我
儘
草
紙
』

巻
之
一
の
挿
絵
の
屏
風
に
は
、「
安
政
三
年
丙
辰
春　

鴎
津
画
」
と
い
う
、

珍
し
く
記
念
年
と
落
書
家
の
名
、
両
方
と
も
含
有
し
て
い
る
例
も
あ
る
。
そ

れ
に
対
し
て
、
年
号
が
書
か
れ
る
と
し
て
も
、
真
正
性
を
疑
う
べ
き
場
合
も

あ
る
。
例
え
ば
、
京
都
大
学
所
蔵
の
『
景
清
外
傅
松
の
縁
』
巻
之
五
の
末
に

は
、
文
化
一
四
年
と
い
う
年
号
が
書
か
れ
て
い
る
が
、
刊
記
に
で
る
年
と
同

じ
な
の
で
、
た
ま
た
ま
こ
の
五
つ
文
字
を
手
習
い
の
字
例
と
し
て
真
似
た
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
思
え
る
。

　
　
　
　

◆　

数
字
・
干
枝
の
印
を
手
掛
か
り
に

大
惣
の
在
庫
本
の
点
検
方
法
に
つ
い
て
詳
し
い
こ
と
が
不
明
だ
が
、
他
の
貸

本
屋
と
同
じ
く
、
点
検
の
際
に
蔵
書
の
題
字
の
余
白
に
は
㊁
、
㊂
、
㊃
な
ど

の
丸
に
数
字
の
印
、
そ
し
て
十
二
支
の
寅
、
辰
、
申
な
ど
の
丸
に
干
枝
の
印

を
捺
し
た
。
年
に
一
度
行
わ
れ
た
と
思
し
き
こ
の
点
検
は
、
特
に
人
気
の�

あ
っ
た
読
本
、
人
情
本
、
つ
ま
り
、
も
っ
と
積
極
的
に
行
方
を
確
認
す
る
必

要
の
あ
る
蔵
書
に
限
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
殆
ん
ど
読
ま
れ
た
形
跡
が
な
い
数

多
く
の
漢
籍
、
経
典
、
仮
名
草
子
、
西
鶴
本
な
ど
に
は
一
つ
の
印
も
捺
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
二
〇
個
程
度
の
印
も
捺
さ
れ
て
い
る
読
本
、
人

情
本
が
多
い
。
と
こ
ろ
で
、
同
じ
蔵
書
に
甚
だ
し
く
落
書
き
が
施
さ
れ
る
傾

向
も
あ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
印
が
、
購
入
や
在
庫
点
検
事
情
、
そ
れ
か
ら
蔵

書
の
一
番
き
び
き
び
し
た
流
通
を
遂
げ
た
時
期
を
仄
め
か
す
よ
う
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
具
体
例
を
紹
介
し
、
説
明
す
る
。　

　
　

京
都
大
学
所
蔵
、
文
化
三
年
刊
の
『
濡
衣
双
紙
』（
図
24
）、
国
立
国
会

図
書
館
所
蔵
、
文
化
四
年
刊
の
『
蟹
猿
奇
談
』、
そ
れ
か
ら
京
都
大
学
所
蔵
、

文
化
五
年
刊
の
『
頼
豪
阿
闍
梨
恠
鼠
伝
』（
図
25
）
と
い
う
三
部
の
大
惣
旧

所
蔵
読
本
の
比
較
検
討
を
行
え
ば
、
そ
れ
ら
の
題
字
の
余
白
に
捺
さ
れ
て
い

る
印
に
つ
い
て
の
類
似
点
が
特
定
で
き
る
。
先
ず
、
大
惣
以
外
の
蔵
書
印
が

見
ら
れ
な
い
の
で
、
三
部
と
も
新
品
と
し
て
購
入
さ
れ
た
可
能
性
が
高
い
。

【
図
24
】

【
図
25
】
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そ
れ
に
、
三
部
と
も
に
数
字
の
印
が
十
二
ま
で
に
至
る
が
、
こ
れ
は
購
入
よ

り
少
な
く
と
も
十
二
回
点
検
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
指
摘
す
る
だ
ろ
う
。
印
が

押
さ
れ
た
順
次
が
数
字
で
わ
か
る
が
、
位
置
的
に
は
一
定
し
順
次
に
な
ら
な

い
で
、
若
干
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
余
白
の
右
下
か
ら
始�

ま
っ
て
次
々
に
左
、
或
は
上
進
む
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。
一
般
的

に
左
側
の
端
に
位
置
さ
れ
る
印
が
他
の
印
と
比
し
て
後
れ
て
捺
さ
れ
た
よ
う

で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
図
24
～
25
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
丸
に
「
寅
」
の
干

枝
の
印
が
、
左
側
の
端
に
捺
さ
れ
て
い
る
が
、
蔵
書
の
刊
行
年
、
お
よ
び
余

白
に
お
け
る
位
置
に
鑑
み
て
、
こ
の
印
は
文
政
元
年
（
戊
寅
）
に
当
た
る
こ

と
は
考
え
う
る
。
あ
く
ま
で
も
仮
定
だ
が
、
そ
れ
ら
に
施
さ
れ
て
い
る
落
書

の
一
部
が
、
新
品
購
入
よ
り
少
な
く
と
も
文
政
元
年
ま
で
の
ほ
ぼ
十
年
の�

間
、
つ
ま
り
、
一
番
き
び
き
び
し
た
流
布
を
遂
げ
た
時
期
に
で
き
た
と
推
定

し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
在
庫
点
検
の
印
が
沢
山
捺
さ
れ
て

い
る
大
惣
貸
本
は
た
い
て
い
落
書
が
多
く
施
さ
れ
て
い
る
傾
向
が
あ
る
の

で
、
こ
の
関
係
に
つ
い
て
も
っ
と
考
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
　

蔵
書
を
転
売
し
な
い
大
惣
と
い
う
特
例
に
対
し
て
、
数
多
く
の
貸
本

屋
、
特
に
笈
箱
を
背
負
っ
て
町
中
を
通
い
商
い
す
る
小
規
模
の
貸
本
屋
の
場

合
は
、
古
い
商
品
或
は
流
行
遅
れ
の
も
の
を
転
売
す
る
こ
と
は
一
般
慣
行
と

な
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
旧
蔵
書
に
残
さ
れ
て
い
る
落
書
き
に
つ
い
て
、
複

数
の
貸
本
屋
、
或
は
個
人
所
有
者
の
も
の
と
し
て
手
に
入
っ
た
可
能
性
が
あ

る
の
で
、
落
書
の
作
成
時
期
は
難
解
で
あ
る
。
文
末
脚
注
で
東
北
大
学
狩
野

文
庫
所
蔵
の
貸
本
屋
黒
川
金
次
郎
旧
蔵
書
の
具
体
例
を
紹
介
し
、
つ
ぶ
さ
に

説
明
す
る
が
、
転
売
す
る
貸
本
屋
の
場
合
は
、
こ
う
し
た
方
法
は
有
効
的
に

用
い
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
�

　
　
　
　

◆　

歌
舞
伎
役
者
の
名
か
ら
わ
か
る
落
書
き
の
施
さ
れ
た
時
期

も
う
一
つ
の
手
口
と
し
て
は
、
落
書
の
内
容
か
ら
時
代
を
明
か
す
よ
う
な
情

報
を
集
め
る
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
、
京
都
大
学
所
蔵
の
大
惣
本
、
天
明
八

年
刊
の
『
梅
若
丸
一
代
記
』
の
挿
絵
の
三
十
三
箇
所
に
は
、
登
場
人
物
の
脇

に
歌
舞
伎
役
者
の
名
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
す
べ
て
が
天
明
・
寛
政
期

を
通
じ
て
上
方
歌
舞
伎
で
活
躍
し
て
い
た
役
者
の
名
で
あ
る
。
そ
の
中
で
、

当
書
の
刊
行
よ
り
四
年
ほ
ど
前
、
天
明
四
年
に
大
阪
角
の
芝
居
で
初
演
し
た

『
隅
田
川
続
俤
』
に
演
じ
た
大
谷
友
右
衛
門
な
ど
の
役
者
の
名
が
見
ら
れ
る
。

同
じ
隅
田
川
物
の
世
界
だ
が
、『
隅
田
川
続
俤
』
に
出
演
す
る
役
者
と
『
梅

若
丸
一
代
記
』
の
挿
絵
に
登
場
す
る
人
物
を
見
立
て
る
よ
う
な
趣
向
を
な
せ

る
の
は
、
熱
心
な
歌
舞
伎
フ
ァ
ン
に
違
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
書
き
手
の
正

体
を
確
定
す
る
に
は
手
懸
り
が
な
い
が
、
役
者
の
名
に
は
、
挿
絵
へ
の
書
き

入
れ
が
い
つ
頃
な
さ
れ
た
か
を
確
定
で
き
る
よ
う
な
証
拠
が
あ
る
。
ま
ず

は
、
市
川
市
蔵
（
初
代
市
川
鰕
十
郎
）
と
い
う
名
が
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る�

が
、
市
川
鰕
十
郎
が
寛
政
元
年
に
名
乗
っ
た
名
な
の
で
、
少
な
く
と
も
、
寛

政
元
年
以
後
に
な
さ
れ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
ろ
う
。
他
に
中
村
金
蔵
と
い
う
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名
も
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
役
者
は
享
和
三
年
に
三
代
目
中
村
の

し
ほ
と
い
う
名
を
襲
名
し
た
の
で
、
こ
れ
も
証
拠
に
し
て
中
村
の
し
ほ
の
前

名
を
書
き
入
れ
た
の
は
、
享
和
三
年
ま
で
だ
っ
た
と
い
う
推
定
し
て
も
よ
い

だ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
同
じ
筆
蹟
で
な
さ
れ
て
い
る
『
梅
若
丸
一
代
記
』

の
挿
絵
に
お
け
る
書
き
入
れ
は
寛
政
元
年
か
ら
享
和
三
年
と
の
ほ
ぼ
十
四
年

間
の
間
で
作
成
し
た
と
推
定
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　

他
に
、
似
て
い
る
よ
う
な
筆
蹟
で
京
都
大
学
所
蔵
の
大
惣
本
、
天
明
八

年
刊
と
思
わ
れ
る
『
愛
護
若
一
代
記
』
の
挿
絵
の
三
十
箇
所
に
も
歌
舞
伎
役

者
の
名
が
書
か
れ
て
い
る
。
中
で
同
じ
中
村
金
蔵
と
い
う
名
が
三
箇
所
で
見

ら
れ
る
が
、
こ
れ
を
手
懸
り
と
し
て
こ
の
落
書
き
も
享
和
三
年
ま
で
に
な
さ

れ
た
と
推
定
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
他
に
坂
東
国
蔵
（
文
化
元
年
に
坂
東
国

五
郎
三
代
を
襲
名
）
と
山
下
八
百
蔵
（
享
和
三
年
ま
で
に
活
躍
）
の
名
も
見

ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
も
享
和
三
年
ま
で
に
施
さ
れ
た
こ
と
に
指
摘
で
き
る
。

　
　
　
　

・　

明
治
時
代
の
書
物
落
書
き

勿
論
、
明
治
初
頭
に
入
っ
て
か
ら
も
大
惣
本
が
読
ま
れ
つ
つ
あ
っ
て
、
明
治

時
代
に
書
か
れ
た
こ
と
を
確
実
に
証
明
で
き
る
よ
う
な
落
書
き
の
例
も
あ

る
。
京
都
大
学
所
蔵
の
『
小
櫻
姫
風
月
後
記
』
巻
之
一
の
末
（
図
26
）
に�

「
明
治
七
年
」
と
い
う
年
号
を
冠
す
る
落
書
き
の
よ
う
に
、
明
治
年
号
で
記

念
年
が
は
っ
き
り
書
か
れ
る
例
が
あ
る
。
そ
れ
か
ら
、
筆
で
は
な
く
て
、
明

治
二
〇
年
前
後
商
品
と
し
て
広
ま
っ
た
鉛
筆
、
明
治
一
七
年
に
始
め
て
輸
入

さ
れ
た
針
付
泉
筆
、
或
は
、
明
治
二
八
年
に
輸
入
さ
れ
た
万
年
筆
で
書
か
れ

て
い
る
悪
戯
書
き
の
例
が
僅
か
に
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
治
出
自
と
確
定
で
き

る
だ
ろ
う
。

　
　

し
か
し
、
年
号
よ
り
、
や
は
り
落
書
き
の
場
合
、
絵
が
多
い
の
で
、
文

字
だ
け
で
は
な
く
て
、
絵
の
内
容
を
分
析
す
る
こ
と
も
必
要
不
可
欠
で
あ

る
。
明
治
時
代
と
思
し
き
髪
型
、
洋
服
な
ど
の
物
質
文
化
を
描
写
す
る
戯
画�

（
図
27
）
が
見
ら
れ
る
が
、
江
戸
時
代
の
流
通
時
期
が
明
治
の
流
通
よ
り
三
、

四
、
五
倍
長
い
故
か
、
そ
れ
ら
の
落
書
き
に
比
べ
て
近
世
物
質
文
化
を
描
写

【
図
26
】

【
図
27
】
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す
る
落
書
き
が
圧
倒
的
に
大
半
数
を
占
め
る
。
上
記
で
紹
介
し
た
図
三
～
図

六
の
例
が
あ
る
が
、
他
に
丁
髷
、
島
田
髷
で
結
わ
れ
た
髪
型
、
男
な
ら
刀
、

脇
差
し
、
鞘
、
女
な
ら
簪
、
名
古
屋
帯
び
な
ど
を
着
用
す
る
着
物
姿
の
人
物

が
見
返
し
や
巻
末
の
白
紙
に
多
く
描
か
れ
て
い
る
。
手
習
い
と
同
じ
よ
う�

に
、
挿
絵
の
画
風
を
真
似
る
よ
う
な
落
書
き
も
あ
ろ
う
が
、
何
ら
か
隔
靴
掻

痒
の
感
が
残
る
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
絵
を
通
し
て
近
世
名
古
屋
の
読
者
の
日

常
生
活
、
意
識
へ
の
片
鱗
を
窺
え
る
感
が
す
る
。

　
　

明
治
四
年
に
新
聞
の
閲
覧
室
が
設
け
ら
れ
る
貸
本
屋
が
名
古
屋
に
登
場

す
る
以
来
、
新
聞
の
連
載
小
説
が
人
気
を
集
め
、
旧
時
代
の
文
学
に
対
す
る

熱
意
が
条
々
に
冷
め
た
。
そ
れ
に
曲
亭
馬
琴
な
ど
の
江
戸
作
者
の
作
品
は
活

字
版
と
し
て
再
刊
行
さ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
、
江
戸
文
学
の
愛
好
者
で

さ
え
、
版
本
で
は
な
く
、
活
字
板
で
読
む
読
者
が
多
く
な
っ
た
。
水
谷
不
倒

が
説
明
す
る
よ
う
な
「
書
架
に
束
ね
ら
れ
た
儘
、
殆
ん
ど
繙
く
人
の
な
か
っ

た
本
」
と
は
、
明
治
二
十
年
代
に
お
い
て
江
戸
大
衆
文
学
の
事
情
を
過
た
ず

に
物
語
る
だ
ろ
う
。
ⅹⅵ　

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
大
惣
本
が
普
く
流
通
さ
れ
、

読
者
に
落
書
き
が
多
く
施
さ
れ
る
可
能
性
は
多
少
考
え
に
く
い
。
商
売
規
則

と
し
て
蔵
書
を
転
売
し
て
い
な
か
っ
た
貸
本
屋
大
惣
は
、
長
年
、
た
だ
の
書

物
で
は
な
く
て
、
主
に
近
世
名
古
屋
の
読
者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
貴
重
な
文

化
財
を
保
護
す
る
よ
う
な
大
事
な
役
割
を
果
た
し
た
と
言
え
る
が
、
折
角
保

存
さ
れ
て
き
た
こ
の
資
料
の
本
当
の
価
値
を
鑑
賞
で
き
る
ま
で
は
、
も
っ
と

研
究
が
必
要
で
あ
る
。

【
７
】
ま
と
め

以
上
、
大
惣
本
を
中
心
に
し
て
貸
本
に
お
け
る
挿
絵
へ
の
書
き
入
れ
、
人
物

顔
面
の
擦
り
潰
し
、
そ
れ
か
ら
見
返
し
な
ど
の
白
紙
に
描
か
れ
た
戯
画
と
い

う
、
三
つ
の
書
物
破
損
の
種
類
に
つ
い
て
考
察
を
行
な
っ
た
。
検
閲
制
度
の

下
で
刊
行
し
え
な
い
騒
動
物
な
ど
の
実
録
小
説
を
流
通
す
る
貸
本
屋
と
は
、

近
世
読
者
の
た
め
に
比
較
的
に
自
由
な
読
書
環
境
を
築
け
た
。
そ
の
状
況
の

中
で
、
損
料
の
対
象
に
な
り
う
る
行
為
に
も
拘
わ
ら
ず
、
多
く
の
読
者
が
、

貸
本
に
書
き
込
ん
だ
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
読
者
の
間
で
は
、
貸
本
と
は
、

批
評
を
は
じ
め
、
地
口
、
戯
画
、
貸
本
屋
そ
の
も
の
に
対
す
る
愚
痴
な
ど
を

公
表
す
る
空
間
と
な
っ
た
。
ま
た
、
文
学
享
受
の
面
か
ら
考
え
れ
ば
、
か
つ

て
各
市
場
に
お
い
て
流
布
さ
れ
た
貸
本
に
お
け
る
顔
面
の
擦
り
潰
し
な
ど
の

書
物
破
損
の
箇
所
を
比
べ
る
と
、
近
世
日
本
に
お
け
る
共
通
の
読
書
慣
行
の

出
現
が
見
え
て
く
る
。
従
来
、
あ
ま
り
研
究
さ
れ
て
い
な
い
近
世
貸
本
の
書

物
破
損
だ
が
、
読
者
に
視
点
を
置
き
換
え
て
、
こ
の
資
料
に
焦
点
を
あ
て
れ

ば
、
新
し
い
文
学
受
容
研
究
の
可
能
性
が
見
え
て
く
る
か
も
知
れ
な
い
。

注ⅰ　

� 
水
谷
不
倒
『
古
書
の
研
究
』（
水
谷
不
倒
著
作
集
・
第
六
巻
・
中
央
公
論
社 

昭
和
五
十
年
）
２
４
９
頁
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ⅱ　
� 

水
谷
不
倒
『
古
書
の
研
究
』（
水
谷
不
倒
著
作
集
・
第
六
巻
・
中
央
公
論
社 

昭
和
五
十
年
）
２
４
７
頁

ⅲ　

� 
現
在
、
旧
大
惣
本
の
多
く
は
京
都
大
学
、
国
立
国
会
図
書
館
、
東
京
大
学
、
筑

波
大
学
に
収
蔵
さ
れ
て
、
そ
れ
か
ら
数
は
少
な
い
け
れ
ど
、
早
稲
田
大
学
、
東

洋
文
庫
、
そ
し
て
他
に
も
僅
か
ず
つ
な
が
ら
、
蓬
左
文
庫
、
鶴
舞
図
書
館
、
岩

瀬
文
庫
な
ど
の
所
蔵
機
関
に
も
購
求
さ
れ
た
。
現
存
し
て
い
る
旧
大
惣
本
の
詳

し
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
柴
田
光
彦
氏
の
『
大
惣
蔵
書
目
録
と
研
究
』、
長
友
千

代
治
『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』
と
『
近
世
の
読
書
』
な
ど
に
参
考
さ
れ
た
い
。

ⅳ　

� 

長
友
千
代
治
『
近
世
貸
本
屋
の
研
究
』（
東
京
堂
出
版　

昭
和
五
十
七
年
）
十

九
～
二
〇
頁

ⅴ　

� 

橋
口
侯
之
介
「
和
本
の
「
注
意
事
項
」
続
・
虫
と
た
た
か
う
」（「
誠
心
堂
書
店�

エ
ッ
セ
イ
」
一
一
五
号
・
二
〇
〇
九
年
）
四
頁

ⅵ　

� 

中
野
三
敏
『
江
戸
の
板
本
』（
岩
波
書
店　

二
〇
一
〇
年
）
二
五
九
頁

ⅶ　

� 

『
大
田
南
畝
全
集
』
第
十
九
・
二
十
巻
（
岩
波
書
店　

一
九
八
五
年
）。

ⅷ　

� 

岡
本
勝
『
初
期
上
方
子
供
絵
本
集
』（
角
川
書
店　

一
九
八
二
年
）
三
二
〇
～

三
三
二
頁
。　

子
供
の
手
と
思
わ
れ
る
彩
色
の
施
し
が
残
さ
れ
て
い
る
本
は
十

冊
の
中
で
八
冊
で
あ
る
。
題
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
―
『
天
狗
そ
ろ
へ
』、『
ど

う
け
ゑ
つ
く
し
』、『
悪
僧
づ
く
し
』、『
せ
ん
三
つ
は
な
し
』、『
軍
舞
』、『
い
も

上
る
り
び
じ
ん
た
た
き
』、『
牛
若
千
切
は
し
弁
慶
』、『
源
よ
し
つ
ね
高
名
そ
ろ
へ
』

で
あ
る
。
さ
ら
に
『
い
も
上
る
り
び
じ
ん
た
た
き
』
の
見
返
し
に
稚
拙
な
男
の

人
の
絵
も
見
ら
れ
る
。
二
冊
の
『
弁
慶
誕
生
記
』
と
『
お
ぐ
り
判
官
て
る
て
物
語
』

だ
け
に
は
彩
色
の
施
し
や
絵
が
見
ら
れ
な
い
。

ⅸ　

� 

筆
者
の
資
料
調
査
に
よ
る
成
果
。

ⅹ　

� 

埜
上
衛
「
若
林
正
治
氏
蔵
貸
本
屋
・
出
版
図
書
館
等
広
告
貼
交
ぜ
帳
（
翻
刻
）」

（「
近
畿
大
学
短
大
論
集
」
第
八
巻
第
1
号
、
一
九
七
五
年
十
二
月
）
一
六
七
～

二
三
〇
頁

ⅺ　

� 

近
世
文
献
の
用
例
で
は
、
畠
山
箕
山
の
評
判
記
、『
色
道
大
鑑
』
に
は
「
新
た

に
張
た
る
障
子
に
も
楽
書
（
ら
く
が
き
）
す
る
事
お
ほ
か
り
」
と
あ
る
。
他
に
、

十
返
舎
一
九
の
連
載
長
編
滑
稽
本
、『
東
海
道
中
膝
栗
毛
』
に
は
、「
諺
に
云
、

旅
の
恥
は
、
書
き
捨
て
ゆ
く
落
書
の
国
所
は
欄
干
に
と
ど
ま
り
、
お
の
ず
か
ら

往
来
同
国
の
人
の
目
を
慰
め
」
と
あ
る
。
江
戸
時
代
に
は
、「
ら
く
が
き
」
が
二

つ
の
表
記
で
記
さ
れ
た
。
箕
山
が
使
う
「
楽
書
」
と
い
う
の
は
、
文
字
通
り
、

落
書
の
本
質
的
な
楽
し
さ
、
遊
戯
を
強
調
す
る
。
一
方
、
一
九
が
使
う
「
落
書
」

と
い
う
の
は
、
書
き
散
ら
し
の
目
の
触
れ
や
す
い
と
こ
ろ
に
落
と
さ
れ
た
、
或

は
捨
て
ら
れ
た
と
い
う
状
況
に
示
す
。
そ
の
落
と
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
、
落

書
と
昔
の
「
落
書
」（
ら
く
し
ょ
）
及
び
「
落
し
文
」（
お
と
し
ぶ
み
）
と
の
関

係
が
明
ら
か
に
な
る
。
鈴
木
棠
三
氏
の
近
世
落
書
調
査
、「
江
戸
時
代
落
書
類
聚
」

が
示
す
よ
う
に
、江
戸
時
代
の
落
書
が
政
治
的
な
不
満
を
表
す
点
で
平
安
、鎌
倉
、

室
町
時
代
の
落
書
と
の
共
通
点
を
持
つ
に
も
拘
わ
ら
ず
、
も
っ
と
遊
戯
的
及
び

猥
褻
な
内
容
を
含
む
こ
と
が
あ
る
。

ⅻ　

� 

延
広
真
治
「
東
京
大
学
の
「
大
惣
本
」
に
つ
い
て
」（「
貸
本
文
化
」
増
刊
号�

∧
特
集
・
貸
本
屋
大
惣
∨
昭
和
五
十
七
年
）
四
十
四
頁

�　

� 

延
広
真
治
「
東
京
大
学
の
「
大
惣
本
」
に
つ
い
て
」（「
貸
本
文
化
」
増
刊
号�

∧
特
集
・
貸
本
屋
大
惣
∨
昭
和
五
十
七
年
）
四
十
四
頁

�　

� 

木
越
治
「
米
国
議
会
図
書
館
所
蔵
『
梅
若
一
代
記
図
絵
』
を
め
ぐ
っ
て
」（「Early�

M
odern�Japan

」
第
十
二
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
四
年
春
）
四
～
五
頁
。

�　
� 

ひ
と
つ
の
具
体
例
を
あ
げ
て
そ
の
問
題
を
説
明
す
る
。
東
北
大
学
狩
野
文
庫
所

蔵
の
八
文
字
屋
本
、
宝
暦
十
年
刊
の
『
今
昔
九
重
櫻
』
の
挿
絵
八
箇
所
に
は
、

稚
拙
な
読
者
の
手
に
よ
る
と
考
え
う
る
朱
の
施
し
が
見
ら
れ
る
。
当
書
五
巻
と

も
の
題
簽
、
そ
れ
か
ら
各
巻
の
頁
欄
外
、
裏
表
紙
な
ど
に
は
「
黒
川
金
次
郎
・
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本
所
・
中
ノ
郷
竹
町
」
と
い
う
蔵
書
印
が
黒
墨
で
捺
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
「
万

金
」
と
い
う
屋
号
の
印
も
見
ら
れ
る
。
そ
れ
に
各
巻
の
見
返
し
に
は
、
丸
に�

「
辰
」、
そ
れ
か
ら
「
子
」、「
丑
」、「
寅
」、「
卯
」、「
辰
」、「
午
」
な
ど
の
、
宝

暦
・
明
和
期
各
年
の
干
支
に
相
当
す
る
印
が
上
か
ら
下
ま
で
順
次
に
捺
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
貸
本
屋
に
よ
る
商
品
在
庫
確
認
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
印
を

参
考
に
し
て
黒
川
金
次
郎
の
貸
本
と
し
て
流
通
さ
れ
て
い
た
時
期
は
、
宝
暦
十

年
か
ら
明
和
八
年
ま
で
の
間
と
お
し
は
か
り
論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
後
、「
本
弥
」

と
い
う
書
林
に
転
売
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
個
人
所
蔵
本
と
な
っ
て
東
北
大
学
に

寄
付
さ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
始
末
で
あ
る
。
し
か
し
、こ
う
し
た
『
今
昔
九
重
櫻
』

の
流
通
・
転
売
の
事
情
が
定
か
で
あ
る
に
し
て
も
、
挿
絵
に
残
る
朱
の
施
し
が

い
つ
、
だ
れ
に
な
さ
れ
た
と
い
う
問
題
が
果
た
し
て
知
ら
れ
ず
じ
ま
い
と
な
る
。

恐
ら
く
「
万
金
」
の
貸
本
と
し
て
中
ノ
郷
竹
町
周
辺
で
借
覧
さ
れ
て
い
た
時
期

だ
ろ
う
と
思
う
が
、
確
実
で
は
な
い
。

xvi　

� 

水
谷
不
倒
『
古
書
の
研
究
』（
水
谷
不
倒
著
作
集
・
第
六
巻
・
中
央
公
論
社 

昭
和
五
十
年
）
２
４
５
頁


