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京
都
第
七
三
筋

(二
〇
〇
一
)
‥二
八

1
⊥
三

五
貢

刻
手
名
に
よ
る
朝
鮮
刊
本
の
刊
年

･
刊
地
決
定
に
つ
い
て

一

前

言

藤

本

幸

夫

書
籍
の
出
版
を
巡

っ
て
は
､
種
々
な
問
題
が
あ
る
｡
筆
者
が
本
稿
で
述
べ
よ
う
と
す
る
の
は
､
朝
鮮
本
が
'
何
時
､
何
虞
で
出
版
さ
れ
た
か

と
い
う
こ
と
､

つ
ま
り
刊
年

･
刊
地
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
､
中
国
や
日
本
に
於
て
も
容
易
な
事
柄
で
は

な
い
｡
し
か
し
朝
鮮
本
の
場
合
は
､
特
に
刊
記
や
そ
れ
ら
を
め
ぐ
る
記
録
の
鮮
少
さ
､
書
韓
の
未
番
達
等
に
因

っ
て
､
研
究
は
大
き
く
阻
害
さ

れ
て
い
る
｡

筆
者
が
本
稿
で
封
象
と
す
る
の
は
朝
鮮
朝

(
一
三
九
二
-

一
九
l
O
)
の
刊
行
書
で
あ
り
､

そ
れ
以
前
は
記
録

･
侍
存
菩
共
に
甚
だ
乏
し
い
た

め
'
貝
髄
的
に
は
殆
ん
ど
述
べ
ら
れ
な
い
状
況
に
あ
る
｡

朝
鮮
朝
時
代
の
出
版
は
､
中
央
政
府
の
書
籍
刊
行
機
関
た
る
校
書
館

(正
阻
朝
以
降
は
萱
草
閣
)､
中
央
に
あ
る
司
詳
院

･
観
象
監

･
壮
勇
営

･

内
嘗
院

･
禁
書
廟
等
の
官
衝
'
地
方
の
諸
官
徳
､
そ
し
て
書
院

･
両
堂

･
寺
剃

･
私
家
等
に
於
て
行
わ
れ
た
｡
こ
の
中
寺
剃
版
は
､
寺
剃
自
償
､
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或
い
は
信
者
が
募
縁
し
て
刊
行
し
た
も
の
で
'
殆
ん
ど
の
場
合
刊
記
や
募
縁
者
名
が
巻
末
等
に
付
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
そ
れ
以
外
に
つ
い
て

は
序
蚊
が
あ

っ
た
り
は
す
る
も
の
の
､
刊
記
を
快
く
場
合
が
多
い
｡
従

っ
て
こ
れ
ら
無
刊
記
本
に
つ
い
て
は
､
紙
質
や
版
式

･
蔵
書
印
等
に

よ
っ
て
､
経
験
的
に
刊
年
を
推
量
し
て
い
た
｡
が
､
刊
地
に
つ
い
て
は
手
掛
り
が
な
い
た
め
､
未
詳
の
ま
ま
で
あ

っ
た
｡

筆
者
は
三
〇
年
近
-
日
本
に
侍
存
す
る
朝
鮮
本
の
網
羅
的
調
査
に
携
わ
り
､
そ
れ
ら
に
刻
さ
れ
た
刻
手
名
を
採
集
し
て
来
た
｡
朝
鮮
本
の
刻

手
名
に
就
い
て
の
研
究
は
､
金
相
漠

『朝
鮮
朝

寺
剃
板

刻
手
叫

沓
せ

研
究

』

(
一
九
九
〇

年度韓
国
成
均
館
大
学
校
大
学
院
博
士
学
位
請
求
論

文
)
が
､
唯

一
の
本
格
的
な
も
の
と
言
え
る
｡
金
氏
の
論
文
は
寺
剃
版
俳
書
巻
末
に
あ
る
刊
記
部
の

｢刻
手
秩
｣
(刻
工
名
l
覚
)
よ
り
､
刻
手
名

を
採
集
さ
れ
た
も
の
で
､
封
象
た
る
俳
書
は
朝
鮮
朝
全
期
に
わ
た
っ
て
い
る
｡
こ
の
論
文
は
従
来
韓
国
で
省
み
ら
れ
な
か

っ
た
所
を
饗
明
し
た
､

絢
に
大
き
な
業
績
で
あ
り
､
貢
献
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
韓
国
で
は
あ
ま
り
評
債
さ
れ
な
い
た
め
か
､
そ
の
研
究
が
承
け
継
が
れ
て
お
ら
ず

残
念
で
あ
る
｡

そ
の
書
籍
を
刻
し
た
刻
手
の
名
は
､
内
典

(俳
書
)
外
典

(俳
書
以
外
)
を
問
わ
ず
､
巻
末

｢刻
手
秩
｣
に
あ
る
よ
り
も
､
版
心
に
刻
さ
れ
る
場

合
の
方
が
多
い
｡
む
し
ろ
全
髄
的
に
見
れ
ば
､
後
者
の
方
が
遥
か
に
多
い
の
で
あ
る
｡
版
心
刻
手
名
の
表
記
法
は
､
後
述
す
る
様
に
極
め
て
複

雑
で
あ
る
｡
金
氏
の
採
集
さ
れ
た
刻
手
名
は
､
｢刻
手
秩
｣
に
よ
っ
て
お
ら
れ
る
た
め
完
名
で
あ
る
が
'
版
心
の
刻
手
名
は
完
名
が
却

っ
て
稀
で

あ
る
｡
殆
ん
ど
は
僧
侶
名
二
字
中
の
､
或
い
は
三
字
よ
り
な
る
姓
名
中
の
一
文
字
､
即
ち
不
完
名
が
大
部
分
を
占
め
､
そ
れ
も
草
書
の
如
-
-

ず
さ
れ
て
い
た
り
､
或
い
は
記
戟
化
さ
れ
て
い
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
｡
あ
る
場
合
に
は
'
人
面
や
鶴
､
花
塗
等
が
刻
さ
れ
て
い
て
､
こ
れ
が

刻
手
個
人
の
識
別
に
資
し
て
い
る
の
か
､
或
い
は
刻
手
息
抜
き
の
戯
墓
で
あ
る
の
か
､
判
断
を
下
し
難
い
こ
と
も
多
い
｡
し
か
し
例
え

一
文
字

の
不
完
名
で
刻
手
を
表
わ
し
て
い
る
場
合
で
あ

っ
て
も
､
そ
れ
ら
が
複
数
個
群
を
成
し
て
複
数
の
書
籍
に
共
通
に
存
在
す
る
な
ら
ば
､
そ
れ
ら

の
書
籍
は
同
版
､
即
ち
同

一
時
期
に
同

一
場
所
で
刻
さ
れ
た
と
見
倣
し
得
る
｡

巻
末
刊
記
部
で
あ
れ
版
心
で
あ
れ
'
刻
手
名
を
確
認
し
得
る
書
籍
は
､
俳
書
を
除
け
ば
､
木
版
本
全
髄
か
ら
見
て
も
さ
ほ
ど
多
-
は
な
い
｡

282



刻手名による朝鮮刊本の刊年 ･刊地決定について

後
出
の
調
書
の

｢刻
手
秩
｣
に
は

｢恵
英

･
坦
街

･
天
静
｣
等
の
完
名
が
記
さ
れ
て
い
る
が
､
版
心
で
は
不
完
名

｢英

･
桁

･
天
｣
等
と
刻
さ

れ
る
の
が
通
常
で
あ
る
｡
｢刻
手
秩
｣
が
な
け
れ
ば
､
｢英

･
街

･
天
｣
か
ら
そ
の
完
名
を
知
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡
刻
手
名
の
研
究

に
は
､
完
名
の
み
な
ら
ず
､
不
完
名
の
網
羅
的
採
集
も
必
要
で
あ
る
｡

筆
者
は
近
年
封
馬
豊
慶
龍
院
所
蔵
の
､
零
本

『妙
法
蓮
華
経
』
巻
二
を
調
査
し
た
が
'
版
心
や
紙
質
か
ら
推
し
て
l
七
世
紀
前
牛
頃
の
刊
本

と
見
倣
し
得
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
巻
二
版
心
下
白
口
部
に
､
｢宗
｣
｢天
｣
｢卑
｣
｢五
｣

｢大
云
｣
｢宝
｣
｢性
宝
｣
｢正
｣
｢空
｣
｢元
｣
｢海
｣
｢恩
｣

｢
〓

な
る
刻
手
名
が
陽
刻
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
は
金
氏
上
掲
書
所
収
の
､
仁
租
二
七
年
己
丑

(
l
六
四
九
)
六
月
梁
山
適
度
寺
刊

『妙
法
蓮
華

経
』
の
刻
工
名
と

一
致
を
見
せ
る
｡
即
ち

｢大
云
｣
｢性
宝
｣
は
合
致
し
､

｢宗
｣
は

｢信
宗
｣､
｢天
｣
は

｢天
式
｣'
｢卑
｣
は

｢覚
恵
｣'
｢五
｣

は

｢敏
悟
或
い
は
哲
悟
｣､
｢宝
｣
は

｢性
宝
｣､
｢正
｣
は

｢戒
正
或
い
は
道
正
｣､
｢元
｣
は

｢塞
元
｣'
｢海
｣
は

｢天
海
｣､
｢恩
｣

は

｢恩
正
｣､

｢
二

は

｢忠

l
或
い
は
玄

lL

に
嘗
た
り
'
｢空
｣
の
み
は
該
富
が
な
い
｡
｢五
｣
は

｢悟
｣
と
同
音
で
あ
る
｡
又
こ
の
零
本
の
版
式
は
､
例
え

ば
韓
国
延
世
大
学
校
所
蔵
の
適
度
寺
刊
本
の
版
式
と

一
致
す
る
の
で
､
仁
耐
二
七
年
適
度
寺
刊
本
と
決
定
し
得
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
版
心

の
不
完
名
が
'
巻
末

｢刻
手
秩
｣
の
完
名
と
う
ま
-
封
廃
し
て
-
れ
る
の
で
あ
る
が
､

一
般
に
は
完
名
の
判
明
し
な
い
場
合
が
む
し
ろ
多
い
｡

筆
者
は
本
稿
で
一
六
世
紀
牛
頃
の
全
羅
道
刊
本
を
例
に
探
り
'
刻
手
名
を
用
い
て
如
何
に
刊
年

･
刊
地
を
決
定
し
得
る
か
を
述
べ
た
い
｡
そ

の
際
判
り
易
さ
の
た
め
に
､
多
く
の
版
心
刻
手
名
中
よ
り
完
名
の
み
を
取
り
出
し
て
用
い
る
が
､
賓
際
に
は
上
述
の
如
-
不
完
名
が
多
い
の
で

あ
る
｡
筆
者
は
不
完
名
を
封
象
と
し
て
､

一
七
世
紀
慶
間
道
刊
本
に
つ
い
て
本
稿
と
同
様
な
試
み
を
し
た
こ
と
が
あ
る
｡
拙
稿

｢刻
工
名
に
よ

る
朝
鮮
刊
本
の
刊
年

･
刊
地
決
定
法
試
論
｣
(『青
丘
学
術
論
集
』
第
八
集
､
韓
国
文
化
研
究
振
興
財
圏
､
一
九
九
六
年
)
を
参
照
さ
れ
た
い
｡

更
に
一
六
世
紀
後
車
の
朝
鮮
各
地
に
保
存
さ
れ
る
敷
板

(板
木
)
の
所
在
を
示
し
た
､
『故
事
撮
要
』
中
の
記
録
と
封
昭
t

t
同
書
の
記
録
が
現

状
を
充
分
に
反
映
し
て
い
な
い
こ
と
を
も
示
し
た
い
｡
刻
手
名
の
研
究
は
'
地
方
刊
行
書
､
ひ
い
て
は
地
方
出
版
文
化
の
寅
態
解
明
に
も
資
す

る
の
で
あ
る
｡
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二

刻
手
名
を
有
す
る
書
籍

日
本
に
は
朝
鮮
本
が
多
-
侍
存
す
る
｡
版
心
に
刻
手
名
を
有
す
る
の
は
'
木
版
本
全
髄
か
ら
見
て
も
決
し
て
多
く
は
な
い
｡
刻
手
名
は
高
麗

時
代

(九
1
八
-

二
二
九
二
)
二

世
紀
の
初
離
大
蔵
経
に
も
あ
る
が
､
多
-
は
糊
代
部
の
下
な
ど
に
あ
っ
て
､
確
認
が
甚
だ
困
難
で
あ
る
｡
高
麗

時
代
の
外
典
は
甚
だ
少
な
-
､
目
時
す
る
こ
と
す
ら
容
易
で
な
い
状
況
に
あ
る
が
､
専
経
閣
戒

『拙
藁
千
百
』
(
一
三
五
四
刊
)
に
は
､
版
心
と
巻

末
に
刻
手
名
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

刻
手
名
は
朝
鮮
朝
に
な
る
と

l
五

･
1
六

･
l
七
世
紀
刊
本
に
多
-
あ
り
､

一
八

･
l
九
世
紀
刊
本
に
は
殆
ん
ど
見
ら
れ
な
い
｡
た
だ

l
五

世
紀
刊
本
は
侍
存
本
臼
憶
が
稀
少
で
あ
っ
た
り
'
破
損
や
映
巻
の
た
め
に
'
刻
手
名
を
多
く
採
集
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
従

っ
て
一
六

･
一

七
世
紀
刊
本
よ
り
､
最
も
多
-
の
刻
手
名
を
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡

日
本
に
は
多
-
の
朝
鮮
本
が
各
地
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
が
､
日
本
博
存
朝
鮮
本
の
特
徴
と
し
て
'
完
本
で
あ
り
､
保
存
が
韓
国
所
在
本
よ
り

遥
か
に
よ
い
と
い
う
鮎
を
挙
げ
得
る
｡
そ
し
て
こ
の
鮎
が
､
刻
手
名
研
究
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
候
件
で
あ
る
｡
韓
国
所
在
本
が
こ
の
二
鮎
で

甚
だ
劣
る
主
た
る
理
由
は
､
日
常
の
使
用
に
供
さ
れ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
｡
日
本
侍
存
の
l
五

･
l
六
世
紀
刊
本
は
､
殆
ん
ど
が
豊
臣
秀
吉
朝

鮮
侵
略
時

(
一
五
九
二
至
九
八
)
の
将
来
本
で
あ
り
､
日
本
に
斎
さ
れ
た
後
は
､
先
進
文
化
園
の
書
籍
と
し
て
尊
ば
れ
た
｡
江
戸
時
代
を
通
じ
て
'

徳
川
幕
府
や
諸
藩
の
文
庫
､
或
い
は
林

･
曲
直
瀬

･
多
紀
家
の
如
き
名
家
等
に
珍
蔵
さ
れ
､
保
存
も

一
般
的
に
周
到
で
あ
っ
た
｡

朝
鮮
侵
略
時
将
来
の
日
本
現
存
朝
鮮
本
を
概
観
す
る
に
､

一
五
世
紀
刊
本
は
極
め
て
稀
で
､
大
部
分
は

一
六
世
紀
の
中
宗
中
葉
至
宣
耐
二
五

年
間
､
中
国
の
年
鋸
で
言
え
ば
嘉
靖
至
高
暦
二
〇
年
間
の
刊
本
で
あ
る
.
こ
れ
は
昔
時
の
朝
鮮
に
於
け
る
書
籍
の
あ
り
方
の
l
端
を
反
映
し
て

お
り
､
朝
鮮
で
は

一
般
に
書
籍
の
侍
存
が
よ
-
な
か
っ
た
｡
例
え
ば
柳
希
春
が

『朱
子
語
類
』
(
一
五
七
五
年
刊
)
を
重
刊
し
よ
う
と
し
て
､
底
本

に

『朱
子
語
類
』
(
l
五
四
四
年
朝
鮮
刊
)
を
求
め
た
が
､
宮
廷
の
書
庫
に
も
な
か
っ
た
｡
八
方
手
を
蓋
し
た
結
果
､

l
五
四
四
年
の
内
賜
本

(国
王
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よ
り
の
下
賜
)
を
保
存
す
る
子
孫
か
ら
や
っ
と
こ
れ
を
得
た
の
で
あ

っ
た
｡
三
〇
年
前
の
刊
本
に
し
て
､
既
に
こ
の
様
な
状
況
で
あ

っ
た
｡
因
み

に
繭
刊
本
は
日
本
に
完
本
と
し
て
現
存
す
る
が
､
韓
国
で
は
零
本
し
か
存
し
な
い
｡
戦
乱
終
娘
後
の
朝
鮮
に
は
前
述
の
時
期
の
書
籍
が
あ
っ
た

が
､
大
部
分
が
五

･
六

〇
年
前
の
刊
本
で
あ
り
､
又
中
国
本
で
は
な
-
朝
鮮
本
で
あ
る
た
め
'
朝
鮮
の
知
識
人
に
は
貴
重
に
は
思
え
ず
､
日
常

に
用
い
績
け
た
の
で
あ
る
｡
現
在
の
我
々
に
と
っ
て
､
大
正
期
や
昭
和
初
期
の
書
籍
が
貴
重
に
思
え
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
｡
現
在
韓
国
に
は

l
六
世
紀
刊
本
の
零
本
が
多
-
存
す
る
が
､
そ
れ
ら
は
戦
乱
後
に
は
完
本
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
｡

現
在
封
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
に
所
蔵
さ
れ
る
'
封
馬
藩
宗
家
膏
戒
の
朝
鮮
本
約
八
〇
〇
筋
は
'
殆
ん
ど
が

一
七
世
紀
刊
本
で
あ
る
｡
そ
の
中

に
刻
手
名
を
有
す
る
書
籍
が
あ
り
､
そ
れ
ら
を
刻
手
名
で
追
究
す
る
と
､
大
部
分
が

一
七
世
紀
慶
間
道
刊
本
で
あ
る
こ
と
が
判
る
｡
宗
家
本
は

天
地
を
裁
断
し
､
改
装
さ
れ
て
は
い
る
が
､
書
籍
そ
れ
自
鱒
の
保
存
は
よ
い
｡
こ
の
宗
家
本
を
王
な
る
封
象
と
し
て
､
刻
手
名
に
よ
る
刊
年

･

刊
地
の
決
定
法
を
試
み
た
の
が
､
前
記
拙
論
で
あ
る
｡

韓
国
の
杢
章
閥
や
蔵
書
闇
の
蔵
書
は
､
朝
鮮
王
朝
に
よ
っ
て
管
理
さ
れ
て
来
た
た
め
保
存
は
よ
い
｡
し
か
し
両
所
の
蔵
書
は
殆
ん
ど
が

一
七

世
紀
以
降
の
刊
本
及
び
抄
本
で
あ
る
｡
又
中
央
政
府
の
刊
本
が
中
心
で
あ
る
た
め
､
刻
手
名
を
多
-
有
す
る
地
方
刊
本
が
少
な
い
｡
韓
国
国
立

中
央
圃
書
館
や
諸
大
学
の
附
属
囲
書
館

･
個
人
の
文
庫
等
で
は
､

l
五

･
一
六
世
紀
刊
本
は
殆
ん
ど
零
本
或
い
は
破
損
本
で
､

一
七
世
紀
刊
本

も
破
損
が
多
い
た
め
､
刻
手
名
の
完
全
な
採
集
に
は
適
さ
な
い
場
合
が
多
い
｡

刻
手
名
の
研
究
に
は
､
零
本
や
破
損
本
か
ら
の
採
集
は
完
全
な
情
報
を
得
ら
れ
な
い
た
め
､
甚
だ
不
満
足
な
結
果
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡

こ
の
よ
う
な
鮎
か
ら
見
る
と
､
日
本
現
存
朝
鮮
本
は
､
刻
手
名
の
調
査
及
研
究
に
於
て
'
極
め
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
と
言
い
得
る
の
で
あ

る
｡
し
か
し
､
嘗
然
の
こ
と
で
は
あ
る
が
､
本
国
で
あ
る
韓
国
に
比
べ
る
と
､
総
量
及
び
版
種
に
於
て
か
な
り
少
な
い
の
は
､
如
何
と
も
な
し

難
い
所
で
あ
る
｡
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三

刻
手
名
表
記
の
賓
態

刻
手
名
は
､
巻
未
の
刻
手

l
覚
と
い
う
言
う
べ
き

｢刻
手
秩
｣
に
網
羅
的
に
記
録
さ
れ
る
以
外
は
､
原
則
と
し
て
版
心
内
に
刻
さ
れ
る
｡
し

か
し
稀
に
は
､
梶
郭
外
左
右
の
下
部
に
刻
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
こ
は
通
常
俳
書
に
於
て
､
募
縁
者
を
刻
す
る
所
で
あ
る
｡
こ
の
場
所
の
刻

手
は
､
通
常

｢某
刀
｣
と
あ
る
こ
と
で
剃
る
｡
場
合
に
よ
っ
て
は

｢
刀
｣
字
を
附
さ
な
い
こ
と
も
あ
り
､
そ
の
時
に
は
募
縁
者
と
の
識
別
は
困

難
で
あ
る
｡
先
に

｢刻
手
秩
｣
に
言
及
し
た
が
､
巻
末
に

一
定
の
空
間
を
設
け
､
｢刻
手
秩
｣
と
し
た
後
に
複
数
の
刻
手
名
を
列
挙
す
る
と
い
う

整
っ
た
形
式
は
む
し
ろ
少
な
-
､
普
通
は
多
-
の
募
縁
者
名
の
一
隅
に

｢刻
手
｣
と
あ
り
､
そ
の
後
に
刻
手
名
を
列
畢
す
る
の
で
あ
る
｡

以
下
に
版
心
部
に
お
け
る
刻
手
名
表
記
の
害
態
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
｡

r

l
般
に
版
心
部
は
上
下
の
白
口
､
上
下
の
魚
尾
よ
り
な
る
｡

一
六
世
紀
を
中
心
に
､
そ
の
前
後
に
は
､
白
口
部
が
黒
口
で
あ
る
こ
と
が

多
い
｡
魚
尾
閲
に
は

｢書
名

(完
名
或
い
は
略
名
)
･
巻
次

･
張
次
｣
の
刻
さ
れ
る
の
が

一
般
で
あ
る
｡
刻
手
名
は
上
下
の
黒
口
や
上
下
の

魚
尾
に
陰
刻
､
上
下
の
白
口

(主
と
し
て
下
白
口
､
但
し
白
口
利
用
は
少
な
い
)
に
陽
刻
さ
れ
る
｡
刻
手
名
の
刻
さ
れ
る
魚
屋
中
の
位
置
は
､

中
央
､
或
い
は
右
側

･
左
側
と
様
々
で
あ
る
｡
刻
手
個
人
に
よ
っ
て
魚
尾
中
の
位
置
や
字
髄
に

l
定
の
傾
向
の
見
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
｡

又
黒
口
や
魚
尾
の
中
を
四
角
や
楕
固
形
に
削
り
､
そ
の
中
に
刻
手
名
を
陽
刻
す
る
こ
と
も
あ
る
｡

0

刻
手
は
歴
史
的
に
僧
侶
が
こ
れ
に
苦

っ
て
い
る
｡
書
籍
出
版
は
古
-
は
寺
刺
が
中
心
で
あ
り
､
僧
侶
は
漢
字
に
通
じ
る
と
共
に
､
印
刷

技
術
に
長
け
た
集
圏
で
あ
っ
た
｡
朝
鮮
朝
は
係
数
が
抑
壁
さ
れ
た
時
代
で
､
僧
侶
は
無
為
徒
食
の
徒
と
見
倣
さ
れ
､
印
刷
業
､
そ
し
て

初
期
に
は
築
城
に
も
従
事
さ
せ
ら
れ
た
｡
刻
手
名
と
し
て
は
僧
名
が

一
般
的
で
あ
る
が
､
姓
名
を
も
つ
人
々
も
混
在
す
る
｡
こ
れ
ら
の

人
々
の
身
分
に
つ
い
て
な
ど
は
､
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡
前
述
の
如
-
巻
末
に
あ
る

｢刻
手
秩
｣
に
は
完
名
が
記
さ
れ
る
が
､
版
心

部
で
は
完
名
よ
り
も
む
し
ろ
不
完
名
が
主
で
､
他
に
文
字
か
符
坂
か
識
別
不
能
の
も
の
も
あ
る
｡
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一
例
を
琴
げ
て
み
よ
う
｡
後
出
の
国
宣
租
六
年
実
酉

(
l
五
七
三
)
漂
陽
龍
泉
寺
刊

『大
方
虞
囲
覚
修
多
羅
了
義
経
』
二
巻
五
新
は
､
巻
末
に

｢刻
手
秩
｣
が
あ
り
'
こ
こ
に
以
下
の
三
九
名
の
刻
手
が
列
記
さ
れ
て
お
り
､
極
め
て
重
要
な
情
報
を
輿
え
て
-
れ
る
｡
こ
れ
ら
の
刻
手
達
は
､

宣
耐
六
年
頃
に
全
羅
道
産
陽
地
方
で
活
躍
し
た
僧
侶
で
あ
る
｡
｢刻
手
秩
｣
の
三
九
名
を
上
部
に
'
下
部
に
賓
際
に
版
心
に
表
わ
れ
た
形
を
示
し

て
み
よ
う
｡

旧

道
彦

用

義
敬

佃

法
雲

Ⅲ

阻
仁

佃

晃
守

[

王
]

[仁
]､
三
･
仁

佃

虞
壇

剛

性
坦

㈲

義
軒

㈲

徳
裕

㈹

租
能

[阻
]

11個に,J
1【･･-1､‖｢L

1餌鍋｢へ.UHに
㈹

高

配
州

玉
軒

一
正

道
淀

戒
根

智
揖

印
全

万
/
希
､
希

玉
/
軒

正
/
望
'
望

白
土

コL
/
瑚
'
瑚
/
コ
L

ママ

知
､
智
輯

坐

守
行

坦
街

術
､
せ

･
術

､リ】
1価㈹㈹㈲棉側

鍋囲

⊥
竿

秤
修

義
元

太
峻

敬
照

戒
蔽

正
云

云

水
天
静

雪
/
元
､
[元
]

瑚
/
舌
､
太
准
､
太
/
俊

司
､
司
/
召

戒[

云
]

守
/
云
'
云
守

天
'
天
正
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鍋佃鍋鍋㈹官
n
nヽ
U

玉
間

印
虞

信
仁

鷹

虞

△
/
玉

人
/
虞
､
[虞
]

信
､
[仁
]

[77)]

阻
雄

太
/
孤

佃
的..ー｢rTヽ∪

鍋n人Uヽリ､U

慈
云

ス､/
云
､
[云
]

駈
州賓

且

∃
玉

∃

恵
英

悪
永
､
永

奇
玉

洪
･
玉

288

イ

元
印

[元
]､
元

･
印

(右
表
で
｢
A
/
B
｣
は

｢魚
尾
右
側
/
魚
尾
左
側
｣､
｢
A
･
B
｣
は

｢上

･
下
白
口

(又
は
黒
口
)｣､
｢上

･
下
魚
尾
｣
の
四
ヶ
所
中
の
二
ヶ
所
に
分
れ
て

あ
る
刻
工
名
を
､
上
か
ら
順
に
記
し
た
も
の
で
あ
る
｡
｢△
｣
は
未
詳
字
'
[

]
は
推
量
を
示
す
｡
以
下
同
様
で
あ
る
｡)

版
心
刻
手
名
は
通
常
漢
字
に
よ
る
が
､
左
文
字
､
天
地
逆
､
或
い
は
行
書
や
草
書
に
刻
す
る
等
様
々
で
あ
り
､
ハ
ン
グ
ル
書
も
時
に
は

混
る
｡
同

一
魚
尾
中
の
右
側
と
左
側
に
各
々
文
字
を
刻
す
場
合
が
あ
り
'
筆
者
は
そ
れ
を

｢右
側
/
左
側
｣
で
匝
別
し
て
い
る
｡

㈹｢戒

根
｣
の
場
合
は
'
ハ
ン
グ
ル
で

｢
コ｣/
瑚
｣
(梶
/
戒
)､
｢瑚
/
コ｣｣
(戒
/
梶
)
と
二
種
の
書
き
方
が
あ
り
､
ど
ち
ら
が
上
字
か
下
字
か
の

決
ま
り
は
な
-
､
懇
意
的
に
刻
し
て
い
る
｡
従
っ
て

｢刻
手
秩
｣
が
な
け
れ
ば
､
そ
の
名
は
特
定
し
難
い
場
合
が
あ
る
｡

版
心
に

｢術
｣
と
あ
る
の
は
､
㈹

｢坦
術
｣
に
し
か
こ
の
文
字
が
含
ま
れ
な
い
の
で
､
｢坦
衛
｣
を
示
す
と
決
定
で
き
る
｡
｢坦
衛
｣
を

表
わ
す
に
は
も
う

一
種

｢せ

(坦
)
･
衛
｣
が
あ
り
､
二
通
り
の
表
記
法
を
有
し
て
い
る
｡
｢
王
｣
は

Ⅲ｢道
彦
｣
か
㈹

｢道
淀
｣
の

｢道
｣

し
か
あ
り
得
ず
､
い
ず
れ
を
指
す
の
か
決
定
し
難
い
｡
同
様
に

｢租
｣
字
は
､
Ⅲ

｢租
仁
｣

㈹
｢耐
能
｣

柑
｢戒
租
｣
岡

｢租
雄
｣
に

含
ま
れ
る
が
､
Ⅲ
に
は

｢
王
望
｣､

相に
は

｢戒
Lt
岡
に
は

｢右
/
耐
｣
が
あ
る
の
で
､
㈹

｢阻
能
｣
を
示
す
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡

但
し

｢戒
｣
は

㈹
｢戒
根
｣
に
も
相
嘗
す
る
が
､
こ
れ
に
は
ハ
ン
グ
ル
に
よ
る
完
名
表
記
が
あ
る
の
で
､

鋤
｢戒
阻
｣
を
指
す
と
考
え

る
｡
し
か
し

｢戒
根
｣
を
示
す
も
う

l
通
り
の
書
き
方
と
い
う
可
能
性
も
皆
無
で
は
な
い
｡
又

｢元
｣
の
㈹

｢義
元
｣
佃

｢元
印
｣
､
｢云
｣
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回回

の
銅

｢正
云
｣
榊

｢慈
云
｣､
｢虞
｣
｢巷
｣
の

鋸
｢印
虞
｣
銅

｢鷹
虞
｣
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
｡
但
し
糾

｢慈
云
｣
は

｢
ス､云
｣
と

あ
る
の
で
､
軍
な
る

｢云
｣
は

｢正
云
｣
を
示
す
と
い
う
､
相
互
識
別
を
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
｡

｢仁
｣
字
は
Ⅲ

｢耐
仁
｣

佃
｢信
仁
｣
に
含
ま
れ
る
が
､
そ
れ
ぞ
れ

｢
三
･
仁
｣
｢信
｣
と
表
記
さ
れ
て
お
り
､
｢仁
｣
字
が
ど
ち
ら
に
属

す
る
も
の
か
判
断
が
つ
か
な
い
.
と
い
う
の
は
､
先
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
､
或
い
は

的
｢寓
照
｣
の
場
合

｢万
希
｣
と

｢希
｣､
佃

｢敬

輿
｣
の
場
合

｢召
司
｣
と

｢司
｣
の
如
-
二
通
り
の
表
記
法
が
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
｡
｢司
｣
(照
･
希
)
は

｢寓
照

(希
)｣
｢敬
照
｣

㈹
｢県
費
｣
の

｢照
｣
や

｢希
｣
を
表
わ
す
可
能
性
が
あ
る
｡
し
か
し

｢司
/
召
｣
(輿
/
敬
)
と

｢司
｣
が
､
相
緯
-
奇
数

･
偶
数
張
の

版
心
に
あ
り
､
版
木
は
通
常
同

l
刻
手
が
相
績
-
奇
数
張
と
偶
数
張
を
表
面
と
裏
面
に
刻
す
る
の
で
､
繭
表
記
は
同

l
人
を
指
す
と
決

定
で
き
る
｡

刻
手
名
を
同
音
異
字
で
書
-
こ
と
が
あ
る
｡
例
え
ば

仙
｢万
照
｣
は
前
出
の

｢刻
手
秩
｣
で
は

｢高
殿
｣
と
す
る
が
､
昔
時
の
書
の
版

心
で
は
す
べ
て
に

｢万
希
｣
と
書
か
れ
る
｡
｢刻
手
秩
｣
に

｢高
配
州｣
と
な
-
､
版
心
に
そ
の
二
種
が
あ
れ
ば
我
々
は
嘗
然
別
人
と
見
倣

し
た
に
相
違
な
い
｡
同
様
な
例
は

㈹
｢
l
正
｣
に

｢
日
正
｣､

㈹
｢太
峻
｣
に

｢太
准

･
太
俊
｣､
佃

｢云
水
｣
に

｢云
守
｣､
幽

｢天
静
｣

に

｢天
正
｣､
釦

｢印
虞
｣
に

｢入
違
｣､
佃

｢恵
英
｣
に

｢恵
永
｣､
㈹

｢奇
玉
｣
に

｢浜
玉
｣
(又
別
書
に
｢己
玉
｣
と
も
)
な
ど
が
あ
る
｡

更
に

｢宝
景
｣
と

｢宝
京
｣､
｢同
塵
｣
と

｢上
虞
｣
な
ど
の
例
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
は

一
般
的
に
言

っ
て
蓋
数
の
少
な
い
同
音
字
に
襲
え

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
､
刻
し
易
-
す
る
た
め
の
工
夫
と
言
え
よ
う
｡
従

っ
て

｢刻
手
秩
｣
に
よ
ら
な
け
れ
ば
､
容
易
に
本
名
は
特
定

し
難
い
の
で
あ
る
｡

l
七
世
紀
刊
本
に

｢隻
允
｣
な
る
刻
手
名
が
､
｢隻
允
｣
｢讐
｣
｢允
｣
と
も
書
か
れ
､
｢讐
｣
字
が

｢双
｣､
更
に
略
さ
れ
て

｢又
｣
字

に
な
る
こ
と
も
あ
る
｡
こ
れ
は
甚
し
い
場
合
で
あ
る
が
､
｢又
｣
か
ら

｢讐
｣
を
想
起
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
｡

版
心
部
に
は
上
記
の
他
に

｢水
/
万
｣
｢玄
/
水
｣
｢必
｣
｢有
｣
｢
⊥
永
｣
や
､
そ
の
他
文
字
と
は
認
定
し
難
い
記
淡
が
あ
る
｡
こ
れ
ら
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の
内
漢
字
で
示
さ
れ
た
の
は
刻
工
名
に
相
違
な
い
が
､
何
故

｢刻
手
秩
｣
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
の
か
､
納
得
が
い
か
な
い
｡
逆
に
､

例
え
ば

侶
｢虞
壊
｣

刷
｢義
敬
｣

用
｢性
坦
｣

佃
｢法
雲
｣
㈲

｢義
軒
｣

佃
｢徳
裕
｣
佃

｢泉
守
｣

㈹
｢秤
修
｣

個
｢守
行
｣
の
如
-

｢刻
手
秩
｣
に
名
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
､
版
心
に
現
わ
れ
な
い
場
合
も
多
い
｡
漢
字
以
外
の
何
ら
か
の
符
被
で
代
置
し
て
い
る
の
か
､
判

然
と
し
な
い
｡
｢刻
手
秩
｣
と
版
心
部
の
刻
手
名
の
一
致
し
な
い
例
は
'
屡
々
認
め
ら
れ
る
｡

290

臼

上
述
の
拙
論
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
､
教
程
の
1
七
世
紀
刊
本
の
版
心
部
に
は
､
｢虞

･
訓
｣
｢光

･
訓
｣
｢訓

･
光
｣
｢訓
｣
と
あ
り
'

刻
手
名
を
特
定
す
る
こ
と
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
｡
｢贋
｣
と

｢光
｣
と
同
音
で
あ
り
､
僧
侶
名
と
し
て
は

｢贋
-
訓
え
る
｣
と
い
う
意
味

で
､
｢虞
訓
｣
が
相
厳
し
い
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
様
に
し
て
意
味
上
か
ら
あ
る
程
度
の
推
量
が
可
能
で
は
あ
る
が
'
｢刻
手
秩
｣
や
黒

口
に
上
下
に
書
か
れ
た
刻
手
名
に
依
ら
ぬ
限
り
は
確
定
で
き
な
い
｡

牌

書
籍
に
よ
っ
て
は
完
名
は
全
-
現
わ
れ
ず
､

一
字
の
不
完
名
か
符
坂
の
如
き
も
の
だ
け
が
､
刻
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る
｡
先
に
も
述

べ
た
如
-
､
板
木
は
通
常
表
裏
の
南
面
を
利
用
す
る
の
で
'
連
績
す
る
奇
数
張
と
偶
数
張
が
板
木
の
表
裏
と
な
り
､
同

一
人
に
よ
っ
て

刻
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
｡
従
っ
て
例
え
ば
第

一
張
に

｢法
｣､
第
二
張
に

｢雲
｣
と
あ
る
場
合
'
こ
れ
ら
二
字
を
組
み
合
わ
せ
れ
ば

よ
い
の
で
あ
り
､
｢法
雲
｣
が
想
定
さ
れ
る
｡
し
か
し
二
字
の
上
下
関
係
の
決
定
が
困
難
な
場
合
も
多
い
｡

㈲

刊
地
は
如
何
に
特
定
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
版
心
部
の
刻
手
名
に
混
っ
て
､
地
名
の
刻
さ
れ
て
い
る
場
合
が
時
々
見
受
け
ら
れ
る
｡

以
下
で
引
用
す
る
四
七
種
の
書
籍
は
､
板
式
や
紙
質
か
ら

一
六
世
紀
牛
前
後
の
刊
本
と
見
倣
し
得
､
そ
の
推
量
は
刻
手
名
や
刊
記
か
ら

是
認
さ
れ
る
｡
更
に
そ
の
上
､
刻
手
名
､
或
い
は
刻
手
名
と
共
に
刻
さ
れ
た
地
名
に
よ
っ
て
､
す
べ
て
全
羅
道
地
方
の
刊
行
書
で
あ
る
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こ
と
も
確
認
で
き
る
｡

一
般
的
に
言

っ
て
､
版
心
に
地
名
の
刻
さ
れ
る
こ
と
は
､
極
め
て
稀
で
あ
る
｡

以
下
例
拳
の
四
七
書
に
つ
い
て
そ
の
刊
地
を
特
定
す
る
た
め
に
､
書
名

･
巻
数

･
冊
数

･
所
蔵
者

･
刊
記
或
い
は
序
蚊
に
よ
る
刊
年
を
､
次

に
版
心
部
に
あ
る
地
名
或
い
は
刻
手
名
と
共
に
記
さ
れ
た
地
名
を
記
す

(A
)｡
そ
し
て
後
に
述
べ
る
所
で
あ
る
が
､
行
論
の
便
宜
上
､
該
書
が

下
述
の

『故
事
撮
要
』
の
全
羅
道
地
方
研
板
候
に
収
録
さ
れ
て
い
る
か
否
や
を
も
記
す

(B
)｡

Ej

書
侍
大
全

l
O
巻
囲

一
巻

l
O
研

A

‥
太
仁
印

B

‥
扶
安

Eg

詩
樽
大
全
二

〇
巻

一
〇
研

A

‥
古
卓
､
貢
光
守
､
古
阜
心
'
茂
長
年

B
‥
扶
安

国

音
註
全
文
春
秋
括

例
始
末
左
侍
句
讃
直
解
七
〇
巻
三
二
筋

A
‥
州
/
全
､
順
天
､
全
州
峯

B
‥
(春
秋
)
賓
城

団

大
学
或
問

l
巻

l
鼎

A
‥
[古
]
阜
心
､
古

･
心
'
順
天
太

B
‥
(大
学
)
全
州
､
順
天

Eg

論
語
或
間
二

〇
巻
孟
子
或
問

一
四
巻
五
研

書
陵
部

書
陵
部

内
閣
文
庫

成
算
堂

東
京
都
立
中
央
囲
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A

‥
(
､州
/
周
､
全
/
州

･
万
/
希
､
全
/
州

･
希
/
刀

B

‥
(論
孟
或
問
)
滞
陽

Ej

童
子
習
二
番
二
筋

A

‥
万

･
全

B
‥
無

Ej

古
今

歴
代
標
題
註
樺
十
九
史
略
通
致
八
巻

七
析

A

‥
全
州
信

･
峯
､
峯

･
州
/
坐

B

‥
(十
九
史
略
)
全
州
､
揮
陽

Eq

古
今
歴
代
標
題
註
樺
十
九
史
略
通
致
八
巻
首

l
巻
八
研

A

‥
天
/

[順
]

B

‥
(十
九
史
略
)
全
州
､
揮
陽

回

古
今
歴
代
標
題
註
樺
十
九
史
略
通
致
八
巻
首

1
巻
七
朋

嘉
靖
三
十
七
年
戊
午

(
一
五
五
八
)
八
月

日
揮
陽
府
開
刊

(刊
記
)

A

‥
州
/
全

･
万
､
州
/
全

･
甘
､
州
/
全

･
玄
/
信
､
州
/
全

･
玄
､
州
/
全

･
峯
/
伝

B
‥
(十
九
史
略
)
全
州
､
揮
陽

Eg

古
今
歴
代
標
題
註
樺
十
九
史
略
通
致
八
巻
五
研

A

‥
古

･
公
'
井

･
坦

B
‥
(十
九
史
略
)
全
州
､
揮
陽

書
陵
部

成
算
堂

成
筆
堂

京
大
人
文

大
塚
鐙
氏
蓄
蔵
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匪

少
微
家
塾
鮎
校
附
音
通
鑑
節
要
五
十
巻

(内
閲
巻
l
･
五
至
八
･
三
九
至
四
一
)
四
鼎

宮
城
願
立
囲

A

‥
南
原
令
印
､
南
原

･
印
､
昇
平
太
､
全
州
玄
､
全
州
峯
､
光
陽

･
天
､
井
邑

･
宝
､
南
原

･
彦
弗
､
令
印

･
南
原
､
臨
陵

･
玄
､

南
中

･
音
､
云
恵
求
穫

B

‥
(通
鑑
)
順
天

E3]
伊
洛
淵
源
録
新
噌

l
四
巻
二
筋

A

‥
(
,州
△
音

､
谷
城

[阻
]
鉄
､
南
原

･
年

B
‥
(淵
源
録
)
南
原

田

撃
荊
適
所
前
編
後
編
績
編
終
編
各
lll巻
二
筋

A

‥
井
邑
坦
云
'
井
邑
云
､
太
仁
､
(
､州
､
全
州
△
希
'
古
皐
､
古
阜
思
､
泰
仁
大
､
(
､州
浩
t
へ
､州
英

B

‥
全
州

国

大
方
贋
園
覚
修
多
羅
了
義
経
二
巻
五
新

高
暦
元
年
巽
西

(
一
五
七
三
)
四
月
初
八
日
全
羅
道
産
陽
府
地
秋
月
山
龍
泉
寺
新
刊

(刊
記
)

A

‥
無

B
‥
無

Eg

金
剛
般
若
波
羅
蜜
経
残
業

l
新

高
暦
三
年
乙
亥

(
l
五
七
五
)
全
羅
道
高
山
雲
梯
願
大
雄
山
報
恩
慈
稿
安
/
心
贋
済
院
重
刊
留
鎮

(刊
記
)

A
‥
無

B
‥
無

内
閣
文
庫

蓬
左
文
庫

陽
明
文
庫

小
倉
文
庫
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ES]
妙
法
蓮
華
経
存
巻
七
存

一
筋

隆
慶
六
年
壬
申

(
1
五
七
二
)
夏
全
羅
道
康
津
地
月
出
山
無
病
寺
大
字
法
華
/
開
板

(刊
記
)

A
‥
無

B
‥
無

匪

稗
源
諸
詮
集
都
序
二
巻

l
析

全
羅
道
同
朴
地
瑞
石
山
安
心
寺
開
校

A
‥
無

B
‥
無

圏

併
租
歴
代
通
載
存
巻
七
至
二
二
存
八
新

高
暦
四
年
丙
子

(
一
五
七
六
)
二
月
中
幹
日
金
只
,道
綾
城
地
獅
子
山
讐
峰
寺
重
開
刊

(刊
記
)

A

‥
(
,州

･
重
しす

B
‥
無

圏

劉
随
州
文
集

l
一
巻
外
集

l
巻
二
珊

A

‥
人
､州
L

Io'
qT<
光

B
‥
無

圏

纂
註
分
類
杜
詩
二
五
巻

(内
閲
巻
l
九
)
存

l
九
研

A

‥
重
光
間
､
玉
果

･
克

[林
]､
泉
光

･
△
修
､
泉
光

･
敬
修
､
泉
光

･
修

･
瑠

B
‥
無

駒
大
圏

成
筆
堂

小
倉
文
庫

蓬
左
文
庫

洞
春
寺
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囲

契
川
文
集
爽
註
四
巻
外
集

l
巻
三
筋

内
閣
文
庫

ママ

A
‥
(
､/
州

･
周
､
卒
/
南

･
[信
]/
仁
､
人
､/
州

･
英
/
恵
'
城
/
賓

･
浩
､
[長
]
興

･
元
/
右
､
天
/
順

･
△
/
太
､
万
/
傾

･

云
/
守
､
興
/
長

･
守
/
令
､
(
､/
州

･
恵
/
海
､
天

･
光
/
秋
､
光
/
眺

･
天
/
△
､
求
/
礼

･
宝
/
山言
､
州
/
八
､
･
年
/
信
'

巻
/
増

･
唆
､
杏
/
増

･
希
/
俊
､
南
/
海

･
淡
/
玄
､
海
/
南

･
倫
/
玉
'
南
/
海

･

[嘩
]
/
天

B

‥
(契
川
)
錦
山

岡
]
陽
村
先
生
文
集
四
〇
巻
九
研

A
‥
任
実
､
益
山
､
高
山
､
扶
安
大
成
､
玄

･
全
州
､
井
邑

･
云
､
沃
口
二
言
'
臨
陵

･
簡
玄

B

‥
(陽
村
集
)
全
州
､
揮
陽

ES]
山
谷
外
集
詩
誌

l
七
巻
別
集
詩
註
二
巻

〓

一冊

A
‥
宋
安
印
､
宋
安
印
文
､
宋
安
印

･
灯
光

宋
安

･
灯
光
印

B
‥
(董
山
谷
集
)
羅
州

因

詩
韻
樺
義
二
巻
二
筋

A

‥
南
原

B
‥
南
原

因
]
詩
博
大
文
存
巻
上

l
研

A

‥
光
眺
印

B

‥
扶
安

閑
]
家
穫
大
全
四
巻

一
筋

宮
城
願
立
囲

専
経
閣

宮
城
願
立
囲

園
舎
囲

園
舎
固
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嘉
靖
突
亥

(
一
五
六
三
)
谷
城
願
開
刊
南
原
府
移
上

(刊
記
)

A

‥
云
峯
､
長
成

(城
?
)

B
‥
(家
躍
)
南
原

田

孟
子
或
問

l
四
巻

l
朋

A
O.
(
,/
州

･
瑚

B
‥
(孟
子
)
綾
城

ES]
増
修
附
註
資
治
通
鑑
節
要
績
編
三

〇
巻

一
五
朋

A
‥
光
秋
志
軒
､
臨
陵

B
‥
(通
鑑
)
順
天

国

歴
代
要
録
二
巻

l
鼎

A
‥
無

B

‥
錦
山

国

二
倫
行
書
囲

l
巻

一
筋

高
層
八
年

(
1
五
八
〇
)
五
月
日
成
悦
上

(珊
首
墨
書
)

A
‥
無

B
‥
(二
倫
行
薫
)
南
原
､
賛
城

囲

績
三
綱
行
賓
囲
三
巻

一
筋

寓
暦
九
年

(
一
五
八
一
)
十
月

任
葉
上

(研
首
墨
書
)

内
閣
文
庫

内
閣
文
庫

内
閣
文
庫

宮
城
願
立
国

墓
漕
国
家
囲
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A
‥
全
州

B
‥
(績
三
綱
行
書
)
南
原
､
南
平

国

延
年
李
先
生
師
弟
子
答
問

l
巻
後
録
補
録
各

l
巻
二
筋

嘉
靖
丙
寅

(
一
五
六
六
)
香
/
順
天
府
開
刊

(刊
記
)

A

‥
無

B
‥
(延
年
答
問
)
順
天

国

心
経
附
註
四
巻

l
研

A
‥
無

B
‥
南
原
､
光
州

Eg]
新
刊
音
粘
性
理
軍
書
句
解
存
巻
九
至

l
l
l存

一
筋

A
‥
無

B
‥
(性
理
軍
書
)
光
州

国

謹
書
緯
線

一
二
巻

(内
閲
巻
二
)
存
四
析

A
‥
無

B
‥
無

図

新
刊
通
産
子
補
註
王
叔
和
脈
訣
三
巻
附

一
巻

l
研

A

‥
太

[泰
]
仁

･
希
/
云

B
‥
(脹
訣
)
全
州

園
舎
囲

蓬
左
文
庫

東
大
囲

山
口
大
国

蓬
左
文
庫
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園

備
租
三
経
三
巻

l
射

A
‥
無

B
‥
無

国

妙
法
蓮
華
経
存
巻
三
存

1
朋

嘉
靖
二
十
四
年
乙
巳

(
一
五
四
五
)
仲
春
全
羅
道
羅
州
/
南
面
中
峯
山
隻
渓
寺
開
板

(刊
記
)

A

‥
無

B

‥
無

間
]
妙
法
蓮
華
経
存
巻
二
存

1
研

A

‥
憂
光

B
‥
無

圏

樺
宗
永
嘉
集
二
巻

一
冊

隆
慶
四
年
庚
午

(
一
五
七
〇
)
夏
智
異
山
臣
興
寺
重
刊

(刊
記
)

A

‥
無

B
‥
無

匪

高
峰
和
尚
樺
要

l
巻

l
珊

隆
慶
四
年
庚
午

(
一
五
七
〇
)
春
無
等
山
安
心
寺
開
刊

(級
)

A

‥
無

B

‥
無

成
筆
堂

小
倉
文
庫

東
大
囲

南
豊
鉱
氏
戒

大
東
急
記
念
文
庫
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国

儀
翁
和
尚
語
録
二
巻
二
筋

嘉
靖
十
三
年
甲
午

(
一
五
三
四
)
仲
春
日
全
羅
道
称
山
地
西
/
墓
山
西
毒
寺
開
板

A

‥
無

B
‥
無

困

朝
鮮
板
諸
偏

l
巻

一
朋

寓
麿
二
年
甲
成

(
一
五
七
四
)
六
月
日
全
入
､道
金
満
地
母
獄
/
山
金
山
寺
開
板

A
‥
太

[泰
]
仁

B

‥
無

国

分
填
補
註
李
太
白
詩
二
五
巻
文
集

l
巻

一
四
珊

寓
暦
十
六
年

(
一
五
八
八
)
五
月
日
羅
州
都
合
開
刊

(刊
記
)

A

‥
無

B
‥
(李
白
詩
)
羅
州

圏

朱
文
公
校
昌
繁
先
生
集
四
〇
巻
外
集

l
O
巻
集
樽
遺
文
各

一
巻

l
九
研

A

‥
礼
/
求
､
光
秋
志
軒
､
太
/
△

･
茂
/
良

B

‥
無

圏

西
山
先
生
真
文
恵
公
文
集
五

一
巻

一
五
珊

A

‥
扶
安
コ火
玉
､
全
州
､
太

[泰
]
仁

B
‥
(虞
西
山
集
)
全
州

積
翠
軒
文
庫
荏
田蔵

京
大
囲

佐
藤
道
生
民
戒

書
陵
部

書
陵
部
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固

養
休
堂
集
三
巻
五
新

高
暦

1
三
年
乙
酉

(
T
五
八
五
)
秋
光
州
牧
使
丁
熔
序
刊

A

‥
八
､州
刻
手

･
恵
英
､
光
陽
天
'
光
州
､
南
原

･
炭
印

B

‥
光
州

無
窮
合
文
庫

3(70

右
A
項
に
記
し
た
の
は
､
Ej
至
国
書
の
版
心
部
に
現
わ
れ
る
地
名
で
あ
る
が
､
刻
手
名
の
完
名
或
い
は
そ
の

l
部
と
共
に
現
わ
れ
る
場
合

も
あ
る
｡
そ
れ
ら
を
挙
げ
れ
ば
､

太

[泰
]
仁

･
古
阜

･
晃

(蛋
)
光

･
茂
長

･
全
州

･
順
天

･
南
原

･
昇
平

･
光
陽

(臥
)
･
井
邑

･
臨
陵

･
南
中

･
求
穫

･
谷
城

･
玉
果

･

云

(雲
)
峰

･
(
､
(荏
)州

･
宝
城

･
寓
頃

･
長
興

･
脊
瑠

(長
城
)
･
海
南

･
任
実

･
益
山

･
錦
山

･
高
山

･
扶
安

･
沃
口

(溝
)
･
宋

(楽
)

安

･
光
州

･
犀
陽

の
如
-
､
す
べ
て
全
羅
道
の
地
名
で
､
し
か
も
全
羅
道
の
主
要
都
邑
を
網
羅
し
て
い
る
｡
こ
れ
ら
の
都
邑
は
下
述

『故
事
撮
要
』
所
収
の

研
板

(板
木
)
所
在
の
都
邑
と
も
は
ぼ

一
致
し
､
又
刻
手
の
い
た
所
で
も
あ
る
｡

昔
時
大
部
な
書
籍
を
刻
板
し
よ
う
と
し
て
も
刻
手
が
足
ら
ず
'
各
地
よ
り
招
致
す
る
こ
と
が
あ

っ
た
｡
右
の
挙
例
の
場
合
は
こ
れ
ら
の

書
籍
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
刻
手
達
を
招
致
し
た
の
か
､
そ
れ
と
も
他
地
方
の
刻
手
達
が
職
を
求
め
て
刻
板
の
地
に
来
て
い
た
の
か
､
或
い

は
殆
ん
ど
の
場
合
刻
手
は
僧
侶
で
あ
る
が
'
彼
等
が
修
業
の
た
め
に
該
地
の
寺
刺
に
掛
錫
し
て
い
た
の
か
t
の
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
｡

一

書
に
多
-
の
地
名
の
刻
さ
れ
た
､
国
師
]書
等
は
'
そ
の
事
賓
を
有
料
に
物
語

っ
て
-
れ
る
｡
非
常
に
大
部
な
書
籍
の
場
合
に
は
､
刻
手
の
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い
る
都
邑
に
版
下
を
送
り
､
各
地
で
刻
板
せ
し
め
た
上
､
板
木
を
回
収
す
る
､
｢分
刊
｣
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
｡

こ
こ
で
も
見
ら
れ
る
如
-
､
刻
手
名
の
場
合
同
様
に

｢全
/
州
｣
｢州
/
全
｣
､
｢人
､/
州
｣
｢州
/
(
､｣
､
｢海
/
南
｣
｢南
/
海
｣
の
よ
う
な

表
記
法
が
あ
り
､
｢全
州
｣
や

｢八
､
(羅
)
州
｣
は
逆
に
な
っ
て
も
判
る
が
､
｢海
南
｣
の
場
合
は
､
逆
に

｢南
海
｣
で
は
慶
間
道
の
地
名
と

な
っ
て
し
ま
う
.
同

一
魚
尾
中
の
左
右
い
ず
れ
を
先
に
讃
む
か
は
､
刻
手
名
､
地
名
の
い
ず
れ
の
場
合
も
走
っ
て
お
ら
ず
､
刻
手
が
全
-

懇
意
的
に
刻
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

地
名
表
記
に
於
て
も
刻
手
名
表
記
の
場
合
と
同
じ
-
繁
髄
字
は
避
け
､
又
劃
数
の
多
い
地
名
は
客
鱒
字
や
同
音
異
字
を
用
い
る
こ
と
が

多
い
｡
例
え
ば

｢塞

･
羅

･
陽

･
興

･
穫

･
楽
｣
は
､
客
字

｢支

･
(
,
･
秋

･
典

･
礼

･
宋
｣
で
記
さ
れ
､､
｢沃
滞
｣
は
同
音
異
字
で

｢沃

口
｣
と
さ
れ
る
.
慶
間
道
刊
本
の
中
で
は
､
｢漆
原
｣
を
同
音
の

｢七
原
｣
と
記
し
た
例
が
あ
る
｡
Ej
書
に

｢太
仁
印
｣
と
あ
り
､
他
書
に

も

｢太
仁
｣
は
現
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
Eg]書
に

｢太
仁

･
希
/
云
｣
と
あ
る
の
で
､
｢希
/
云
｣
は
刻
手
名
､
｢太
仁
｣
は
地
名
と
考
え
ら

れ
る
｡
国
書
に

｢泰
仁
大
｣
と
あ
る
の
は
､
泰
仁
が
地
名
で
､
｢大
｣
が
刻
手
名
の
一
部
で
あ
る
｡
筆
者
は

｢太
仁
｣
を

｢泰
仁
｣
の
同
意

表
記
と
考
え
る
｡
泰
仁
は
全
羅
道
に
あ
っ
て
研
板
を
保
有
し
､
印
刷
も
盛
ん
な
所
で
あ
っ
た
｡
但
し

｢太
仁
｣
が
軍
猪
で
出
る
場
合
､
刻

手
名
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
は
､
念
頭
に
置
い
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
｡

前
述
の
如
-

｢全
/
州

･
万
/
希
｣
と
あ
る

｢万
希
｣
は

｢刻
手
秩
｣
か
ら
本
名
は

｢高
配
州｣
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
､
茎
数
の
多

い

｢照
｣
字
を
避
け
て
､
同
音
少
量
の

｢希
｣
を
用
い
た
も
の
で
あ
る
｡
ま
た

｢全
州
｣
が
冠
さ
れ
て
い
る
の
で
､
彼
が
全
州
に
居
た
こ

と
が
判
る
｡
E
j書
の

｢州
/
全

･
万
｣
は
同

l
人
物
で
'
Ej
書
の

｢万

･
全
｣
も
同
様
か
も
知
れ
な
い
｡
同
様
に
Eg]書
に

｢全
州
峯
｣､
Ej

書
に

｢全
州
信

･
峯
｣
｢峯

･
州
/
全
｣､
E
j書
に

｢州
/
全

･
峯
/
信
｣､
国
書
に

｢全
州
峯
｣
と
あ
る
の
は
'
す
べ
て
全
州
の
刻
手
信
峯

で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
刻
手
名
が
地
名
と
共
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
刻
手
の
居
た
場
所
が
判
る
｡
特
に
国
書
で
は
l
五
人
程

も
の
､
稀
に
見
る
多
さ
で
あ
る
｡
こ
の
中
で

｢八
､州
恵
英
｣
と
あ
る
の
は
､
国
書

｢八
､州
刻
手

･
恵
英
｣
や
国
書

｢人
､州
英
｣
と
同

一
人
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で
あ
り
､
｢英
｣
字

l
字
だ
け
で
出
現
す
る
こ
と
も
あ
る
が
､
文
字
の
書
き
方
に
特
徴
が
あ
っ
て
識
別
で
き
る
｡
又
E
j書
の

｢州
/
全

･

玄
/
信
｣
｢州
/
全

･
玄
｣､
国
書

｢全
州
玄
｣'
国
書

｢玄

･
全
州
｣
も
す
べ
て
同

l
人
物
で
､
他
の
資
料
か
ら

｢信
玄
｣
と
確
認
で
き
る

全
州
住
人
で
あ
る
｡
尤
も
彼
等
は
僧
侶
で
あ
る
か
ら
､
そ
の
地
域
の
寺
利
に
掛
錫
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡

上
記
引
用
書
で
は
全
羅
道
以
外
の
地
名
は
確
認
で
き
な
い
が
､
他
地
方
の
僧
侶
が
混
在
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
｡
そ
れ
は
上
記
金
相
漢

氏
論
文
で
も
言
及
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
僧
侶
は
修
行
の
馬
に
全
国
を
行
脚
す
る
か
ら
で
あ
る

302

銅

と
こ
ろ
で

｢印
｣
字
が
地
名
に
績
-
場
合
が
あ
り
､
こ
れ
を
如
何
に
解
樺
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
Ej
書

｢太
仁
印
｣
は
､
筆

者
は
前
述
の
如
く

｢太
仁
｣
を
地
名

｢泰
仁
｣
の
別
表
記
と
見
る
の
で
､
泰
仁
に
於
け
る
印
刷
を
意
味
す
る
と
考
え
る
｡
国
書
の

｢宋

安
印

･
灯
光
｣
｢宋
安

･
灯
光
印
｣
の
場
合
は
､
｢灯
光
｣
が
刻
工
名
で

｢栄

(輿
)
安
｣
は
地
名
､
｢印
｣
字
は
や
は
り
印
刷
を
意
味
す

る
と
解
樺
さ
れ
る
｡
｢灯
光
印
｣
と
あ
る
も
､
灯
光
は
印
刷
の
み
で
な
-
'
刻
板
に
も
興

っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
と
こ
ろ
で
同
書
に
又

｢宋

安
印
文
｣
と
も
あ
り
'
こ
の

｢印
文
｣
は
刻
手
名
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
闘
書
に
は

｢印
戯
｣
と
い
う
､
類
似
し
た
刻
手
名
も
あ

る
.
こ
の
よ
う
に
地
名
に
績
-

｢印
｣
字
は
､
そ
の
場
所
に
て
の
印
刷
と
､
刻
手
名
の
一
部
と
い
う
二
通
り
の
解
樺
が
可
能
で
あ
る
｡

㈲

版
心
部
に
刻
板
時
を
記
す
こ
と
は
､
中
国
で
は
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
が
､
朝
鮮
で
は
な
き
に
等
し
い
と
言
い
得
る
｡

筆
者
が
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
尊
兄
し
た
の
は
只

1
例
の
み
で
あ
る
｡
国
書
に
は

⑦

云
恵
求
礼

(上
黒
口
)

庚
辰
年
二
月

(下
黒
口
)

巻
三
七
第
七
張

㊥

庚
辰
二
月
日

(上
黒
口
)

求
礼
云
恵

(下
黒
口
)

巻
四
五
第
二
二
張

と
あ
る
.
こ
の

｢庚
辰
｣
は
宣
耐

一
三
年

(
一
五
八
〇
)
で
あ
る
こ
と
､
刻
手
名
や
版
式

･
紙
質
か
ら
見
て
確
賓
で
あ
る
｡
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㈹

刻
手
名
が
す
べ
て
同

一
時
期
の
も
の
で
あ
る
か
否
や
t
と
い
う
問
題
が
あ
る
｡
中
国
書
で
は
補
刻
の
場
合
､
そ
の
時
期
を
刻
手
名
と
共

に
版
心
内
に
刻
す
る
こ
と
が
屡
々
見
受
け
ら
れ
る
｡
朝
鮮
本
で
は
そ
れ
は
な
い
と
言

っ
て
も
過
言
で
は
な
か
ろ
う
｡
そ
れ
な
ら
ば
字
健

や
版
式
の
異
り
を
手
掛
り
と
す
る
こ
と
が
可
能
と
思
わ
れ
る
｡
但
し
そ
の
場
合
に
は
初
刊
時
に
於
て
､
字
髄
や
版
式
が
均
斉
で
あ
る
と

い
う
前
提
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
中
央
政
府
の
校
書
館
を
始
め
と
す
る
幾

つ
か
の
官
衛
に
於
け
る
木
版
本
は
､
そ
の
候
件
に
適
合
す

る
が
､
こ
れ
ら
に
は
前
述
の
如
-
刻
手
名
が
刻
さ
れ
な
い
｡
刻
手
は
校
書
館
等
に
従
属
し
､
給
料
を
受
け
て
い
る
た
め
､
己
の
名
を
刻

す
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
地
方
の
官
衝
や
官
版
以
外
で
は
刻
手
を
雇
う
た
め
､
そ
れ
ら
刻
手
は
賃
金
を
要
求
す
る
た
め
の
謹

壕
と
し
て
己
の
名
を
刻
す
の
で
あ
る
｡
そ
の
讃
接
は
必
ず
し
も
漢
字
で
な
-
て
も
よ
-
､
何
等
か
の
符
牒
で
あ

っ
て
も
よ
い
｡
例
え
ば

｢△
｣
や
牛
月
模
様
'
鶴
の
給
等
が
見
受
け
ら
れ
る
が
､
こ
れ
ら
が
刻
手
の
識
別
を
果
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
｡

一
部
の
書
を
､
巻
数
が
多
け
れ
ば

一
〇
-
三
〇
人
程
で
刻
す
る
こ
と
も
あ
る
｡
そ
の
様
な
場
合
例
え
版
下
が
同

一
で
あ
っ
て
も
､
字

髄
は
異
な
り
､
又
拒
郭
の
大
き
さ
も
異
な
り
を
致
す
の
で
あ
る
｡
初
刻
時
に
於
け
る
字
豊
や
版
式
の
均
斉
と
い
う
懐
件
が
得
が
た
い
た

め
に
､
補
刻
部
の
決
定
が
困
難
な
の
で
あ
る
｡
と
は
言
え
､
明
ら
か
に
字
健
や
拒
郭
の
大
き
さ

･
黒
口
の
有
無

･
魚
尾
の
花
紋
有
無
等

が
異

っ
て
い
る
場
合
が
あ
り
､
そ
れ
ら
は
補
刻
と
認
定
で
き
る
｡

日
本
に
侍
存
す
る
朝
鮮
本
に
は
､
初
刻
本
は
少
な
-
､
大
部
分
は
漫
漁
が
あ

っ
て
後
刷
本
か
､
補
刻
本
で
あ
る
｡

あ
る
刻
手
の
刻
手
人
生
を
二
-
三
〇
年
､
或
い
は
四
〇
年
と
見
て
も
､
活
躍
時
期
が
確
定
し
て
お
れ
ば
､
複
数
の
刻
手
の
活
躍
時
期

を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
補
刻
の
有
無
も
剃
る
｡
中
国
の
場
合
'
宋

･
元

･
明
の
刻
手
名
が
か
な
り
は
っ
き
り
し
て
お
り
､
そ
れ

に
よ
っ
て
､
例
え
ば

｢宋
版
､
元

･
明
避
修
｣
等
の
判
断
を
下
し
得
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
朝
鮮
に
お
い
て
は
前
述
の
如
-
､
刊
年

･

刊
地

･
刻
手
名
を
付
し
た
木
版
本
が
､
俳
書
以
外
に
は
稀
で
あ
る
た
め
'
刻
手

一
人

一
人
の
活
躍
時
期
や
出
身
地
方
を
特
定
す
る
こ
と

紺ワリ

は
容
易
で
は
な
い
｡
俳
書
の
刻
板
に
携

っ
た
刻
手
が
､
外
典
の
刻
板
に
も
携
わ
る
の
で
'
俳
書
に
附
さ
れ
た
刊
記
な
ど
は
貴
重
で
､
刻
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刻
手
名

7
覚
表

(
一
)

㊨ ⑳ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ⑳ ⑲ ⑩ ⑰ ⑲ ⑮ ⑩ ⑬ ⑫ ⑪ ⑲ ⑨ ⑧ ⑦ ⑥ ⑤ ④ @ @ (丑昆
Eク 口玄 坦 口 ･書 寓 7l=フtl

之 允 港 太 世年 哩 玄 三三准 孤 午 午 徳玉守 疏正 柄 守 仁 間 全 照ノー＼希＼ー ■~､＼日＼_■･.正 印 仁 軒

○ ○○ E]

○○○ ○ E]

○○○ 過

○○ ○ 匡】

○○○○○○○ ○ ○ 匡]

○ ○ ○ B]

○○ ○ 圧】

○○ BJ

○ ○○ 屈 1558刊
○○ 団

○○ ○ ○ ○ ○ 国

○ 圧ヨ

○ ○ 岡

○ ○○ ○○ ○○○○ ○○○ ○ 幽1573刊
○ ○ 圏1575刊

○ ○○ 圏1572刊
○ ○ 圧｢

○ ○○ ○○○○ ○○○ EB]1576刊
○ ○○○ 圃

○】○ ○ ○○ ○○ ○ 圏

○ ○ ○ Ei]

○ ○ ○ ○ 匿】

○ 圏

手
名
研
究
に
於
け
る
俳
書
の
位
置
は
甚
だ
重

要
で
あ
る
｡

俳
書
の
場
合
は
刻
手
名
に

｢功
徳
刊
｣
｢功

刊
｣
と
冠
す
こ
と
が
あ
り
､
こ
れ
は
刻
手
で

あ
る
僧
侶
が
功
徳
の
た
め
に
無
料
奉
仕
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
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四

刻
手
名

一
覧
表

上
に
示
す
刻
手
名

一
覧
表
は
､
前
述
の
｢刻
手
秩
｣

や
版
心
Ej
至
国
書
に
刻
さ
れ
た
完
名
の
刻
手
名
で
､

理
解
の
便
宜
上
各
署
に
共
通
で
な
い
刻
手
名
や
､

7

字
よ
り
な
る
不
完
名
の
刻
手
名
は
省
略
し
て
い
る
｡

こ
こ
で
は
煩
項
を
避
け
て
二
四
書
の
み
を
扱
う

が
､
上
表
で
は
縦
に
書
名
､
横
に
刻
手
名
を
記
し
､
あ

る
刻
手
が
何
書
に
共
通
に
係
わ

っ
て
い
る
か
が
判

る

｡刻
手
①

｢元
仁
｣
と
③

｢元
印
｣
は
同

一
音
で
あ
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刻
手
名

一
覧
表

(二
)

㊨ ㊨ ㊨ ⑳ ㊨ ⑳ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨-∃㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ㊨ ⑳ 刺辛名及書刊名年

JT ll ヨ ≡ 云 火 〟 Jt三∫ーロ Y 印軒
樵 仁 玉 彦 輿 i 育 響 守 響 戻 三三孤 旭 英 鰭 雲 裕 玄 寓 弟天 玄 甘 宿

甘

忠

3｣

匡】

[ヨ

[司

且

旬

[到1558刊
匡団

(⊃○○○○○ Ei]

圧gl

○ 潤

○(⊃○○○○ ○ ○(⊃ ○○○○ 図1573刊
○ 圏1575刊

○ 圃1572刊
固

○○○○○○○ EB]1576刊
○ 匡団

○ ○ ○ 匿司

○○ ○ 囲

○○ ○ 盟

○ ○ ○ ○ 圏

り
､
同

一
人
の
可
能
性
が
あ
る
｡
｢元
仁
｣
は
E3]書
中

で
｢元
仁
｣
と

｢仁
元
｣
の
二
通
り
に
書
か
れ
る
｡
①

｢寓
全
｣
は
前
述
の
如
-
､
｢寓
希

･
全
州
｣
の
省
薯
形

で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡

⑳
｢金
世
年
｣
は
Eq
田
園
書
に
共
通
で
あ
る
が
､
例

え
ば
僧
侶

｢法
雲
｣
な
ど
の
よ
う
に
一
般
的
で
は
な

-
'
同
名
異
人
で
あ
る
可
能
性
は
少
な
い
｡
こ
れ
を

同

一
刻
手
と
考
え
る
と
､
国
書
に
は
①

｢寓
希
｣
が
あ

る
の
で
､
｢寓
希
｣
を
含
む
E
gE5]田
岡
]四
国
国
書
を
通

じ
て
､
他
書
と
関
連
を
持
っ
て
く
る
｡
こ
の
よ
う
に

関
連
を
追
求
す
る
と
､
次
に
述
べ
る
が
如
き
書
名
聞

の
相
互
関
係
と
刻
手
綱
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
｡
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刻
手
名
を
通
じ
た
書
籍
閲
の
相
互
関
係
表

因圏 匿27園 圏調幽盟 園 岡 田1坦園囲団同岨 [召[司[ヨglB]こヨ圧ーik名
00002121202000000100001/ 匡]

0010222110210100011100/ 1盟

000 110301030000 0 000 10/ 0 0B]
000 01020002001010001/ 000同

0132314101410102001/ 1110a]
011101110120000 100/ 100 10匡】

00100011112101010/000011E]

0000010000101100/ 0000000周

012 110210 111000 01111000圏

000 12000000000 000000000圃

011021100 1410/ 0011011010Ⅰ引000001000000 00010000000岨
002 01100001 010101010010圏
0224.3212232/ 1040112242322闇

022 100110/ 20010101110000盟

00001041/03000 0 001000112園
0111002/ 1120000101110011盟
021350/24 1120010201142312盟

10102/ 000021110010110021脂

0212/ 2501031022100031122圏

022/ 10310140001100120100匿∃

0/ 2220210 121010100130000匿司

五

刻
手
名
を
通
じ
た
書
籍
閲
の
相
互
関
係
表

上
表
は
Ej
至
国
書
に
つ
い
て
､
各
書
が
互
い
に
何
人
の
刻
手

を
共
通
に
所
有
し
て
い
る
か
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

国
国
書
が

l
二
名
の
刻
手
を
共
通
に
有
す
る
の
が
最
も
多

く
'
全
く
有
し
な
い
場
合
も
多
い
｡
し
か
し
前
項
で
述
べ
た
如

-
､
又
次
頁
の
刻
手
綱
で
見
ら
れ
る
如
-
､
直
接
刻
手
を
共
有

し
な
く
て
も
'
他
書
を
通
じ
て
関
連
し
て
い
る
こ
と
が
剃
る
で

あ
ろ
う
｡
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六

刻

手

綱

下
圏
は

｢刻
手
名
を
通
じ
た
書
籍
閲
の
相
互
関
係
表
｣
に
基

い
て
､
大
ま
か
に
刻
手
綱
を
囲
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡
上
表
に

見
た
如
く

一
人
や
二
人
の
刻
手
を
共
有
す
る
書
籍
は
多
い
が
､

す
べ
て
に
線
を
引
け
ず
､
基
本
的
な
関
連
を
示
す
の
み
で
あ

る
｡
Ej
至
国
書
閲
に
引
い
た
線
に
付
し
た
数
字
は
､
蘭
書
に
共

通
の
刻
手
名
数
で
あ
る
｡
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上
圏
で
は
国
書
と
国
書
は
何
等
関
連
性
を
有
し
な
い
が
'
両
者
の
閲
に
Eq
四
国

圏
国
書
を
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
､
こ
れ
ら
が
あ
た
か
も
橋
梁
の
如
き
役
割
を
果
し

て
､
関
連
性
が
浮
び
上
っ
て
-
る
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
こ
れ
ら
Ej
至
圏
の
書
籍
が
､

一
六
世
紀
牛
前
後
'
全
羅
道
地
方
で
刊
行
さ
れ
た
こ
と
を
､
共
通
に
存
す
る
刻
手

が
物
語
っ
て
く
れ
る
の
で
あ
り
､
又
上
園
が
二
四
部
の
書
籍
を
覆
う
刻
手
綱
で
も

あ
る
｡

上
園
は
便
宜
上
二
四
種
の
み
を
挙
例
し
た
が
､
盟
至
国
書
も
こ
れ
に
加
わ
る
こ

と
が
､
刻
手
名
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
｡

七

『故
事
撮
要
』
研
板
候
と
の
関
係

魚
叔
樺
編

『故
事
撮
要
』
二
巻
は
､
｢大
明
紀
年
｣
｢中
朝
忌
辰
｣
｢本
朝
忌
辰
｣

｢接
待
倭
人
事
例
｣
｢六
曹
郎
官
所
掌
｣
｢服
制
式
｣
｢頒
線
｣
｢書
新
市
准
｣
｢熟
薬

一
服
債
値
｣
｢八
道
程
途
｣
等
二
四
項
目
の
内
容
を
擁
し
､
そ
の
内
容
か
ら
も
判
る

よ
う
に
官
吏
や
知
識
人
の
常
識
書
と
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
｡
巻
二
末
に
ソ
ウ

ル
か
ら
の
距
離
を
記
し
た

｢八
道
程
途
｣
が
あ
り
､
所
載
の
全
国
主
要
都
邑
の
下

に
は
隻
行
で
､
そ
の
距
離

･
別
競

･
析
板

(板
木
)
が
著
録
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
に

よ
っ
て
ど
の
都
邑
に
ど
の
様
な
研
板
が
あ
る
の
か
が
判
り
､
書
籍
を
必
要
と
す
る

307



東 方 学 報

者
は
､
そ
の
筋
板
に
よ
っ
て
印
出
の
依
頼
を
し
た
｡
こ
れ
が
昔
時
の
人
々
が
書
籍
を
入
手
す
る
､
主
要
な
手
段
の
一
で
あ
っ
た
｡

Co

『故
事
撮
要
』
に
は
敷
版
が
あ
る
｡
初
刊
本
で
あ
る
明
宗
九
年

(
一
五
五
四
)
序
刊
本
は
侍
存
せ
ず
'
宣
耐
元
年

(
l
五
六
八
)
乙
亥
字
本

･
同
九

Qcn

年

(
一
五
七
六
)
乙
亥
字
本

･
同
九
年
木
版
本

･
同

一
八
年

(
一
五
八
五
)
木
版
本
や
､

一
七
世
紀
刊
本
の
諸
版
が
あ
る
｡
析
板
部
分
に
は
諸
版
閲

に
増
補

･
削
除
が
あ
る
が
､
宣
耐

一
八
年
刊
本
が
最
も
多
-
射
板
を
収
録
し
､
『故
事
撮
要
』
(宣
阻
l
八
年
刊
本
影
印
'
韓
国
囲
書
館
撃
研
究
合
二

九

七
四
)
の
千
恵
鳳
氏
解
題
に
よ
れ
ば
､
九
八
九
種
の
射
板
を
含
む
と
い
う
｡
即
ち
青
函

一
八
年
現
在
の
､
朝
鮮
全
園
の
析
板
総
目
録
で
あ
る
｡
本

稿
で
は
こ
れ
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
｡

朝
鮮
八
道
の
中
で
慶
尚

･
全
羅
の
両
道
は
､
古
代
文
化
の
侍
統
を
纏
承
し
て
学
問

･
文
化
の
中
心
で
あ
り
､
又
紙
生
産

･
印
刷
文
化
の
中
心

地
で
も
あ
っ
た
｡
そ
の
全
羅
道
の
政
治
的

･
文
化
的
中
心
で
､
同
道
の
中
で
最
も
多
-
の
筋
板
を
保
有
す
る
全
州
の
例
を
示
せ
ば
'
次
の
如
-

で
あ
る
｡
理
解
の
便
宜
上
､
書
名
聞
に
筆
者
が

｢
･
｣
を
挿
入
し
た
｡
又

｢全
州
｣
の
下
は
小
字
讐
行
に
作
る
が
､
引
用
で
は
単
行
に
作
る
｡

六
日
程

全
州
十
七
息
七
里
別
戟
甑
城
完
山
安
南
承
化
研
板
小
学

[
･
]
啓
蒙

･
胡
侍
春
秋

･
傷
寒
賦

･
樺
莫
儀
式

･
銅
人
経

･
正
俗

･
轟

去
来
節

･
戒
酒
害

･
農
事
直
読

･
文
章
軌
範
以
上
楓

･
貞
親
政
要

二
二
元
延
毒
書

･
叢
書

･
小
学

･
孝
経

･
辞
痘
方

･
王
右
軍
書

･
農

菩

･
陶
陰
集
牛
失

･
孟
子
大
文

･
天
運
紹
統

･
牧
陰
集

･
古
文
虞
賛

･
陳
后
山
詩

･
律
撃
解
瞭

･
指
掌
固

･
救
急
簡
易
方

･
東
榎
集

･
歴

代
授
受
囲

･
詩
家

一
旨

･
兵
衛
森

･
人
皇
法
髄

･
周
易

･
中
庸
集
客

･
躍
記

･
嘗
撃
正
博

･
則
言

･
諺
解
産
書

･
詞
訟
類
抄

･
虞
西
山

集

･
陽
村
集

･
東
文
粋

･
青
丘
風
雅

･
十
九
史
客

･
諺
解
呂
氏
郷
約

･
呂
氏
郷
約

･
診
艦
須
知

･
艦
訣

･
撃
荊
適
所

･
南
軒
文
集

･
養
蒙

大
訓

･
龍
寵
手
鑑

･
陸
宣
公
奏
議

･
経
延
講
義

･
大
学

･
傷
寒
指
掌
囲

･
韻
合
玉
篇

･
馬
撃
方

･
杏
村
法
帖
大
字

･
五
臓
圏

･
江
陵
金
民

族
語

･
障
害
諺
解

･
絶
句

･
紫
陽
文
集

･
叢
書

･
推
句
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｢六
日
程
｣
は
ソ
ウ
ル
か
ら
六
日
の
距
離
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
'
｢十
七
息
七
里
｣
が
害
際
の
距
離
､
四
種
の
別
窮
を
有
す
る
｡
｢研
板
｣
以

降
が
全
州
の
保
有
す
る
珊
板
､
｢以
上
剰
｣

｢牛
失
｣
等
の
研
板
の
現
状
を
も
記
し
て
い
る
｡

右
の
要
領
で
全
国
の
都
邑
に
つ
い
て
記
録
が
あ
る
が
､
射
坂
の
な
い
都
邑
も
あ
る
｡
そ
し
て
書
名
も
必
ず
し
も
完
名
で
な
く
､
常
時
の
通
稀

も
混
在
し
､
昔
時
は
こ
れ
で
判
っ
た
の
で
あ
ろ
う
｡
現
在
で
は
版
種
を
特
定
し
難
い
も
の
が
多
い
｡
｢小
学
啓
蒙
｣
と
あ
る
の
は
､
｢小
学
｣
と

｢易
学
啓
蒙
要
解
｣
で
あ
る
の
か
､
判
然
と
し
な
い
所
を
含
む
｡

さ
て
先
に
Ej
至
国
書
を
紹
介
し
た
が
､
そ
の
A
項
に
版
心
に
刻
さ
れ
た
地
名
､
B
項
に
全
羅
道
内
に
於
け
る
析
板
の
所
在
地
を
記
す
こ
と
は
､

前
述
の
如
く
で
あ
る
｡
Ej
至
国
書
の
版
心
に
現
わ
れ
た
地
名
は
､
す
べ
て
全
羅
道
の
も
の
で
あ
っ
た
｡

本
稿
で
は
全
羅
道
内
の
膳
板
を
封
象
と
し
て
い
る
が
､
全
国
的
に
見
る
な
ら
ば
､
各
地
に
射
板
を
兄
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
｡
例
え
ば

『十

九
史
略
』
の
場
合
､
全
羅
道
の
揮
陽

･
全
州
以
外
に
'
安
東

(慶
尚
道
)
･
成
安

(同
)
･
原
州

(江
原
道
)
･
瑞
興

(黄
海
道
)
･
平
壌

(平
安
道
)
･
成

輿

(成
鏡
道
)
の
五
道
八
ヶ
所
に
析
板
を
確
認
し
得
る
｡
他
に
比
較
的
多
い
も
の
と
し
て
は
'
『小
学
』
二

一ヶ
所
､
『中
庸
』
一
一
ヶ
所
､
『大
学
』

一
二
ヶ
所
'
『論
語
』
三
ヶ
所
､
『孝
経
』

一
四
ヶ
所
､
『孟
子
』
四
ヶ
所
で
､
頻
用
さ
れ
た
書
籍
は
全
国
的
に
刻
さ
れ
た
｡
析
板
は
近
隣
で
重
複

し
な
い
様
､
配
慮
さ
れ
て
い
る
如
-
で
あ
る
｡
慶
間

･
全
羅
の
両
道
は
出
版
の
盛
ん
な
地
域
で
'
頻
用
書
は
同
道
内
で
も
複
数
に
存
す
る
が
､

そ
れ
で
も
近
隣
は
避
け
ら
れ
て
い
る
｡

『故
事
撮
要
』
折
線
の
書
名
は
完
名
で
は
な
い
｡
略
稀
の
場
合
は
B
項
に
そ
れ
を
記
し
た
｡
例
え
ば
賓
城
析
板
候
に

『春
秋
』
と
あ
る
が
､
朝

鮮
朝
前
期
の
『春
秋
』
に
は
､
『春
秋
胡
氏
侍
』
『音
鮎
春
秋
左
侍
詳
節
句
解
』
『春
秋
左
侍
註
疏
』
『春
秋
穀
梁
侍
註
疏
』
『春
秋
左
侍
直
解
』
『春

秋
集
侍
大
全
』
『春
秋
経
左
氏
侍
句
解
』
『春
秋
経
侍
集
解
』
『春
秋
胡
氏
侍
集
解
』
や
Eq
『音
註
全
文
春
秋
括
例
始
末
左
侍
句
讃
直
解
』
等
が
首

た
る
｡
こ
れ
ら
の
書
に
は
校
書
館
刊
の
活
字
本
が
多
く
､
地
方
木
版
本
は
必
ず
し
も
存
在
し
な
い
｡
筆
者
は
Ej
書
が
版
心
に

｢全
州

･
順
天
｣

の
両
地
名
を
有
す
る
の
で
､
草
城
刊
の

『春
秋
』
に
該
富
す
る
も
の
と
考
え
る
｡
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又
国

『少
微
家
塾
鮎
校
附
音
通
鑑
節
要
』
は
､
中
国
で
は
あ
ま
り
利
用
さ
れ
な
か
っ
た
様
で
あ
る
が
､
朝
鮮
で
は
甚
だ
愛
好
さ
れ
､
順
天
耕

(〟

板
候
に
『通
鑑
』
と
あ
る
の
は
こ
れ
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
｡
又
囲

『新
刊
音
粘
性
理
筆
書
句
解
』'
圏

『西
山
先
生
虞
文
恵
公
文
集
』
は
､

朋

そ
れ
ぞ
れ

『性
理
軍
書
』
『虞
西
山
集
』
と
略
栴
さ
れ
て
い
る
｡
こ
れ
ら
略
稀
が
､
昔
時
通
用
し
た
呼
稀
で
あ
る
｡

刊
記
や
版
心
の
地
名
が
刊
地
と
う
ま
-
合
致
す
る
場
合
が
あ
る
｡
例
え
ば
固

『分
類
補
註
李
太
白
詩
』
は
､
刊
記
に
よ
っ
て
高
層

1
六
年

(
1

五
八
八
)
羅
州
刊
本
で
あ
る
こ
と
が
剃
る
が
､
羅
州
朋
板
候
に

『李
白
詩
』
と
あ
っ
て
特
定
が
可
能
で
あ
る
｡
同
様
に
Eg]
『延
年
李
先
生
師
弟
子

答
問
』
も
､
刊
記
に
よ
っ
て
嘉
靖
四
五
年

(
一
五
六
六
)
春
順
天
府
刊
本
と
判
り
､
順
天
研
板
候
に

『延
年
答
問
』
と
あ
る
｡

し
か
し
E
j
『古
今
歴
代
標
題
註
樺
十
九
史
略
通
敦
』
は
､
刊
記
で
嘉
靖
三
七
年

(
1
五
五
八
)
揮
陽
府
刊
本
と
剃
る
が
､
膳
板
候
に
よ
れ
ば
全

州
と
滞
陽
に
珊
板
が
あ
る
｡
E
j書
は
嘗
然
揮
陽
刊
本
と
な
る
が
､
E
jと
は
異
版
の
Ej
且
国
書
を
何
虞
の
刊
本
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
の

中
田
書
の
版
心
に

｢全
州
｣
と
あ
る
の
で
'
こ
れ
を
全
州
刊
本
と
見
倣
す
と
､
国
圏
は
全
羅
道
内
の
何
虞
の
刊
本
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
取

国
書
は
刻
手
名
か
ら
､
又
且
の
版
心
地
名

｢順
天
｣'
圏
の
版
心
地
名

｢古

･
公
｣
｢井

･
坦
｣
は

｢古
阜
｣
｢井
邑
｣
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
等
か

ら
､
全
羅
道
刊
本
な
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
｡
全
羅
道
に
全
州

･
揮
陽
以
外
に
､
更
に
朋
板
の
存
在
を
想
定
す
る
こ
と
は
､
近
隣
に
重
複
を
避

け
る
と
い
う
原
則
か
ら
し
て
困
難
で
あ
ろ
う
｡
た
だ
筋
板
候
に
書
き
洩
れ
の
存
在
す
る
こ
と
は
､
後
述
の
如
-
明
ら
か
で
あ
る
｡
こ
の
析
板
候

は
､
筋
板
を
保
有
す
る
都
邑
か
ら
報
告
書
を
提
出
さ
せ
､
そ
れ
を
取
り
纏
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
､
そ
の
過
程
の
様
々
な
段
階
に
於
け
る

遺
漏
が
想
定
さ
れ
る
｡

Eg]
『伊
洛
淵
源
録
新
櫓
』､
因

『詩
韻
秤
義
』､
圏

『西
山
先
生
虞
文
恵
公
文
集
』､
国

『養
休
堂
集
』
は
､
版
心
に
そ
れ
ぞ
れ

｢南
原

･
南
原

･

全
州

･
光
州
｣
な
る
地
名
を
含
み
へ
そ
れ
ぞ
れ
同
地
に
射
板
を
有
す
る
の
で
､
そ
こ
で
の
刊
行
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
｡
又
団

『撃
蔀
適
所
』
は

版
心
に

｢全
州
｣
が
あ
り
､
前
に
引
用
し
た
全
州
析
板
候
に
該
書
の
射
板
が
存
在
す
る
の
で
'
全
州
刊
本
と
見
倣
し
得
る
｡
し
か
し
E
S]
『陽
村

先
生
文
集
』
の
場
合
の
如
-
､
版
心
に

｢任
実

･
益
山

･
高
山

･
扶
安

･
全
州

･
井
邑

･
沃
口

(溝
)
･
臨
駿
｣
を
含
み
'
全
州

･
揮
陽
に
研
板
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が
あ
る
時
､
い
ず
れ
を
刊
地
と
定
め
る
べ
き
か
､
甚
だ
困
難
で
あ
る
｡
地
名
中
に
全
州
を
含
む
の
で
'
全
州
刊
本
と
す
る
に
は
問
題
が
あ
る
｡

刻
板
に
参
興
し
た
刻
手
す
べ
て
が
､
己
の
居
住
地
を
刻
す
の
で
は
な
い
｡
そ
の
居
住
地
を
刻
す
や
否
や
は
､
専
ら
懇
意
に
よ
る
｡
従

っ
て
浮
陽

の
刻
手
が
参
興
し
な
が
ら
も
､
居
住
地
を
刻
し
て
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
｡
し
か
し
い
ず
れ
か
に
定
め
る
と
な
ら
ば
､
こ
こ
に
出
る
地
名
は
全

州
を
中
心
と
す
る
全
羅
道
北
部
の
地
名
が
多
-
'
揮
陽
の
あ
る
南
部
地
方
の
地
名
が
な
い
の
で
､
全
州
刊
本
と
推
定
す
る
の
が
穏
首
で
あ
ろ
う
｡

と
こ
ろ
で
国

『契
川
文
集
爽
註
』
は
､
全
国
的
に
見
て
も
錦
山
に
し
か
珊
板
は
認
め
ら
れ
な
い
｡
版
心
に
は

｢八
､州

･
南
中

･
宝
城

･
長
興

･

順
天

･
万
頃

･
光
陽

･
求
礼

･
海
南
｣
と
あ
り
､
錦
山
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡
前
述
の
如
-
居
住
地
を
刻
す
る
の
は
懇
意
的
で
あ
り
､
｢錦
山
｣

が
な
い
と
言

っ
て
､
錦
山
刊
本
で
あ
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
｡
全
図
で
一
ヶ
所
し
か
筋
板
が
な
い
の
で
'

一
癒
錦
山
刊
本
と
認
め
ざ
る
を
得

な
い
｡
た
だ
錦
山
は
全
羅
道
北
郡
に
あ
り
､
こ
こ
に
現
わ
れ
る
地
名
は
す
べ
て
南
部
に
属
す
の
で
､
若
干
の
疑
念
の
生
ず
る
飴
地
が
あ
る
｡

同
様
に
Ej
E
gEq
Ed
国
E3
]四
囲
]圏
田
園
国
圏
園
田
の
講
書
で
も
'
版
心
地
名
と
研
板
所
在
地
が

一
致
し
な
い
｡
こ
れ
ら
も
地
名
は
懇
意
的
と
考

え
て
､

l
鷹
筋
板
所
在
地
を
刊
地
と
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
留
意
す
べ
き
こ
と
は
､
匪

『家
稽
大
全
』
の
場
合
は
､
谷
城
願
で
刻
板
さ

れ
､
研
板
が
南
原
府
に
移
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
､
刊
地
と
筋
板
所
在
地
と
は
必
ず
し
も

一
致
し
な
い
｡
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
屡
々
見
受
け
ら
れ

る
こ
と
で
あ
る
｡

『故
事
撮
要
』
全
羅
道
筋
板
候
に
､
且
田
園
国
書
は
見
ら
れ
ず
､
又
備
蓄
国
至
園
､
固
至
圏
も
､
官
で
は
俳
書
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
た
め
､

筋
板
候
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
｡
こ
れ
ら

一
六
部
は
全
羅
道
刊
本
で
あ
り
な
が
ら
も
､
射
板
候
に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら

を
全
羅
道
刊
本
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
全
羅
道
に
於
け
る

一
六
世
紀
牛
前
後
の
出
版
状
況
を
､
よ
り
現
害
に
近
い
も
の
と
し
て
理
解
し
得

る
｡
今
後
も
刻
手
名
の
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
各
地
方
の
出
版
文
化
の
開
明
に
寄
輿
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
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語

以
上
筆
者
は
､
刻
手
名
に
よ
る
刊
年

･
刊
地
の
推
定
法
に
つ
い
て
述
べ
た
｡
中
国
本
に
関
し
て
は
同
様
な
こ
と
は
既
に
活
潜
に
行
わ
れ
'
特

に
取
り
立
て
て
言
う
べ
-
も
な
い
｡
し
か
し
朝
鮮
本
の
場
合
に
は
､
中
国
本
の
よ
う
に
壬
と
し
て
下
白
口
部
に
刻
手
名
が
陽
刻
さ
れ
る
こ
と
は

極
め
て
稀
で
､
上
下
黒
口
や
上
下
魚
尾
中
に
陰
刻
さ
れ
､
そ
れ
も
完
名
は
少
な
-
､

一
字
の
不
完
名
や
符
牒
の
如
き
も
の
が
多
い
｡
従

っ
て
中

国
の
場
合
に
比
べ
る
と
､
遥
か
に
複
雑
で
､
雑
然
と
し
て
い
る
｡

刻
手
名
を
版
心
に
有
す
る
の
は
､
政
府
出
版
機
関
た
る
校
書
館
や
杢
章
闇
等
の
刊
本
以
外
の
地
方
官
版
や
､
書
院

･
伺
堂

･
私
家
版
等
で
あ

る
｡
寺
剃
刊
行
の
俳
書
の
場
合
は
､
版
心
に
刻
手
名
を
刻
す
る
と
共
に
､
巻
末
刊
記
に
も
刻
手
名
を
記
録
す
る
こ
と
が
多
い
｡
刻
手
名
を
有
す

る
木
版
本
は
､
木
版
本
全
髄
か
ら
し
て
も
必
ず
し
も
多
-
な
い
｡
刻
手
名
に
混

っ
て
地
名
の
刻
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
'
こ
れ
に
よ
っ
て
刊
地
に

関
す
る
情
報
を
も
得
る
こ
と
が
で
き
る
｡

筆
者
は
本
文
中
に
述
べ
た
如
-
'
以
前
に

1
七
世
紀
慶
間
道
刊
本
の
刻
手
名
を
扱

っ
た
こ
と
が
あ
り
､
今
回
は

一
六
世
紀
牛
頃
の
全
羅
道
刊

本
に
見
ら
れ
る
刻
手
名
を
封
象
と
し
た
｡
刻
手
名
に
関
す
る
本
格
的
研
究
と
し
て
は
､
本
文
中
に
言
及
し
た
韓
国
の
金
相
漠
氏
が
､
悌
書
巻
末

の
刊
記
部
よ
り
採
集
さ
れ
た
刻
手
名
に
つ
い
て
の
研
究
が
あ
り
'
そ
の
後
は
同
様
な
研
究
は
試
囲
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
｡
刻
手
名
は

一

五
-

一
七
世
紀
刊
本
に
多
-
認
め
ら
れ
る
が
､
韓
国
で
は

一
五

･
一
六
世
紀
の
完
本
は
少
な
-
､

一
七
世
紀
刊
本
で
も
破
損
に
よ
っ
て
版
心
部

刻
手
名
の
採
集
の
困
難
な
場
合
が
多
い
｡
そ
れ
に
封
し
て
日
本
で
は
､

1
五
世
紀
刊
本
は
少
な
い
も
の
の
'

一
六

･
l
七
世
紀
刊
本
は
完
本
と

し
て
多
-
侍
存
し
､
刻
手
名
採
集
に
極
め
て
望
ま
し
い
候
件
を
具
え
て
い
る
｡
本
稿
で
は
そ
の
好
候
件
下
に
採
集
し
た
､
全
羅
道
刊
本
四
七
種
､

そ
の
中
で
も
特
に
二
四
種
の
完
名
の
刻
手
名
と
地
名
を
用
い
て
､
刊
年

･
刊
地
の
推
定
を
試
み
た
｡

そ
し
て
そ
の
結
果
を

『故
事
撮
要
』
(
一
五
八
五
)
所
収
の
､
全
羅
道
諸
都
邑
研
板
候
の
鼎
板
状
況
と
封
照
し
た
｡
刻
手
名
や
地
名
'
或
い
は
刊
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記
を
も
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
研
板
所
在
地
の
確
認
が
可
能
で
あ
る
｡
し
か
し
地
名
は
､
或
い
は
刻
手
名
も
'
窓
意
的
に
刻
さ
れ
る
の
で
あ

っ

て
､
す
べ
て
を
網
羅
し
て
い
る
の
で
は
な
い
た
め
､
刊
行
地
を
決
定
し
難
い
場
合
が
様
々
に
生
じ
る
｡
『故
事
撮
要
』
射
板
候
の
漏
落
も
確
認
さ

れ
る
｡

刻
手
名
の
採
集
を
め
ぐ
っ
て
は
本
文
中
に
述
べ
た
如
-
種
々
の
問
題
鮎
が
存
す
る
が
､
完
名
或
い
は
不
完
名
の
刻
手
名
を
'
地
名
の
あ
る
場

合
に
は
そ
れ
も
附
し
て
登
録
し
て
お
-
こ
と
が
'
今
後
の
刻
手
名
に
よ
る
刊
年

･
刊
地
の
推
定
を
可
能
な
ら
し
め
る
｡
筆
者
は
朝
鮮
王
朝
時
代

の
刻
手
名

一
男
を
作
成
中
で
あ
る
｡

A
書
と
Z
書
が
刻
手
名
を
共
有
し
な
-
て
も
､
両
者
の
閲
に
刻
手
を
共
有
す
る
複
数
の
書
籍
を
置
-
こ
と
に
よ
っ
て
'
両
者
に
関
連
が
生
じ
､

同

l
時
期

･
同

一
地
方
で
の
刊
本
と
見
徹
し
得
る
｡
又
そ
れ
ら
の
書
籍
に
出
現
す
る
刻
手
名
が
'
本
文
中
に
示
し
た
よ
う
な
刻
手
綱
を
形
成
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

以
上
版
心
部
の
刻
手
名
や
地
名
に
よ
っ
て
､

一
六
世
紀
牛
全
羅
這
刊
本
を
推
定
し
得
た
｡
又
そ
れ
ら
が

『故
事
撮
要
』
朋
板
候
に
確
認
さ
れ

る
こ
と
も
あ
り
､
あ
る
場
合
に
は
析
板
候
に
漏
落
し
て
い
る
こ
と
も
あ
る
｡

本
稿
で
は

一
六
世
紀
牛
全
羅
道
刊
本
を
封
象
と
し
た
が
'
こ
の
様
な
作
業
を
刻
手
名
を
有
す
る
す
べ
て
の
書
籍
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､

地
方
出
版
文
化
の
害
態
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
-
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡
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属
国
書
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山
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京
都

本
研
究
は
､
共
同
研
究

｢文
願
と
情
報
｣
(班
長

勝
村
哲
也
)
の
報
告
で
あ
る
｡




