
源
氏
物
語
断
簡
管
見

日
比
野

浩

信

国
文
学
研
究
に
お
け
る
古
筆
切
の
有
用
性
は
既
に
認
知
さ
れ
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
も
そ
も
古
筆
切
は
、
書
写
年
代
が
古
い
、
筆
跡
が

優
れ
て
い
る
、
伝
来
が
確
か
、
体
裁
が
立
派
、
著
名
な
人
物
の
筆
跡
と
い
っ
た
よ
う
な
然
る
べ
き
伝
本
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
切
断
の
憂
き
目
に

あ
っ
た
も
の
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
は
、
古
筆
切
と
い
う
存
在
そ
の
も
の
が
、
何
ら
か
の
取
柄
を
有
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど

で
あ
る
。
国
文
学
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
文
献
学
的
価
値
、
殊
に
本
文
資
料
的
価
値
が
特
に
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
古
筆
切
の
本
文
資

料
的
価
値
が
正
し
く
評
価
さ
れ
る
た
め
に
は
、
現
存
伝
本
に
よ
る
本
文
研
究
が
、
そ
の
作
品
の
成
立
過
程
、
あ
る
い
は
享
受
過
程
に
よ
る
異
同

の
様
相
に
ま
で
ほ
ぼ
確
定
的
に
言
及
で
き
る
程
度
に
ま
で
進
ん
で
い
る
こ
と
が
望
ま
し
く
、
実
際
に
は
、
古
筆
切
の
本
文
資
料
的
価
値
が
正
し

く
認
識
し
得
る
作
品
は
限
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
場
合
で
も
、
享
受
史
的
価
値
は
認
め
ら
れ
る
。
古
写
断
簡
の
存
在
は
、
そ
の
時
代
に
お
け

る
書
写
の
実
態
を
伝
え
る
、
い
わ
ば
物
的
証
拠
で
あ
り
、
享
受
資
料
と
し
て
の
有
用
性
は
疑
い
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

物
語
作
品
に
お
け
る
古
筆
切
の
本
文
資
料
と
し
て
の
有
効
利
用
は
、
ま
だ
残
念
な
が
ら
十
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
言
う
ま

で
も
な
く
、
物
語
作
品
は
享
受
段
階
に
お
い
て
発
生
し
た
と
思
わ
れ
る
異
文
が
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
お
り
、
そ
の
整
理
が
一
区
切
り
つ
い
た

段
階
に
至
っ
て
こ
そ
、
断
簡
が
有
効
に
利
用
し
得
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
か
ら
は
、
享
受
資
料
と
し
て
の
利
用
が
よ
り
期
待
さ
れ
る
と
い
え
る

か
も
知
れ
な
い
。
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源
氏
物
語
に
お
い
て
は
、
早
い
段
階
で
本
文
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
た
が
、
近
年
は
青
表
紙
本
一
辺
倒
の
現
状
に
対
す
る
反
省
と
共
に
、
再

検
討
が
試
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
再
検
討
期
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
殊
に
各
論
的
に
は
一
々
が
見
直
さ
れ
る
べ
き
で

あ
ろ
う
し
、
そ
こ
に
は
、
断
片
的
で
は
あ
る
が
重
要
な
資
料
た
る
は
ず
の
古
筆
切
を
も
加
味
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
断
簡
は
あ
く
ま
で
も
断
簡
で
あ
る
。
そ
の
位
置
付
け
に
正
確
性
を
期
す
る
た
め
に
は
一
葉
で
も
多
く
の
断
簡
を
収
集
整
理
す
る
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
。
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
に
は
百
九
種
︵
模
写
切
を
含
む
二
百
二
十
一
葉
︶
も
の
源
氏
物
語
の
断
簡
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
他
、
久

曽
神
昇
氏(

１
)

の
﹃
源
氏
物
語
断
簡
集
成
﹄
に
は
六
十
七
種
︵
八
十
二
葉
︶
が
収
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
、
ま
と
ま
っ
た
紹
介
も
な
さ
れ
て
お
り
、
利

用
し
や
す
い
環
境
が
整
っ
て
き
て
い
る
。
個
別
の
紹
介
な
ど
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
が
、
藤
井
隆
氏
・
田
中
登
氏
の
﹃
国
文
学
古
筆
切
入
門(

２
)

﹄︵
三

冊
︶
で
は
絵
詞
の
断
簡
も
含
め
て
十
四
種
の
源
氏
物
語
切
が
収
め
ら
れ
て
い
る
し
、
田
中
登
氏
﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集(

３
)

﹄︵
五
冊
︶
に
は
絵
詞

三
種
を
含
め
三
十
種
三
十
四
葉
も
の
源
氏
物
語
切
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
個
人
蔵
の
断
簡
を
も
広
く
調
査
せ
ら
れ
た
小
林
強
氏(

４
)

は
、
伝
称
筆
者

に
し
て
百
六
十
四
人
、
二
百
五
十
種
以
上
の
所
在
を
記
載
し
て
お
ら
れ
る
が
、
更
に
そ
の
後
も
、﹃
源
氏
物
語

千
年
の
か
が
や
き(

５
)

﹄
に
十
二
種

十
七
葉
の
断
簡
が
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
今
後
も
資
料
の
公
開
は
増
え
続
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
稿
に
お
い
て
も
、
今
後
の
、
よ
り
専
門
的
な
見
地
か
ら
の
利
用
に
供
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
源
氏
物
語
の
古
筆
切
を
資
料
と
し
て
提

示
し
、
略
述
し
て
お
く
こ
と
と
し
た
い
。

①
伝
後
京
極
良
経
筆
切

﹃
古
筆
学
大
成
﹄
に
後
京
極
良
経
を
伝
称
筆
者
と
す
る
源
氏
物
語
の
断
簡
が
五
種
収
め
ら
れ
て
い
る
が
、
掲
出
の
断
簡
は
、
そ
の
い
ず
れ
と
も

異
な
る
一
葉
。
現
時
点
で
は
ツ
レ
と
断
定
し
得
る
断
簡
は
見
出
し
得
て
い
な
い
。
縦
二
十
四
・
〇
セ
ン
チ
×
横
十
五
・
三
セ
ン
チ
の
も
と
は
四

半
形
の
冊
子
本
の
断
簡
。
一
面
に
八
行
を
書
写
し
て
い
る
。
書
写
年
代
は
鎌
倉
時
代
の
中
期
頃
で
あ
ろ
う
か
。
文
末
や
和
歌
の
終
わ
り
に
朱
点
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が
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
一
行
目
の
﹁
五
節
﹂
は
別
筆
。
須
磨
の
断
簡
で
本
文
は
次
の
通
り
。

ま
か
〳
〵
し
き
ま
て
な
き
み
ち
た
り
五
節

は
と
か
く
し
て
き
こ
え
た
り

こ
と
の
ね
に
ひ
き
と
め
ら
る
ゝ
つ
な
て

な
は
た
ゆ
た
ふ
心
き
み
し
ら
る
め
や
す
き
〳
〵
し

さ
も
人
な
と
か
め
そ
と
き
こ
ゑ
た
り
ほ
ゝ
ゑ

み
て
み
給
も
い
と
は
つ
か
し
け
な
り

こ
ゝ
ろ
あ
り
て
ひ
き
て
の
つ
な
の
た
ゆ
た

は
ゝ
う
ち
す
き
ま
し
や
す
ま
の
う
ら
な
み

一
行
目
の
﹁
ま
か
〳
〵
し
き
ま
て
﹂
が
青
表
紙
本
系
統
で
は
﹁
ま
が
〳
〵
し
う
﹂
と
あ
り
、
河
内
本
及
び
別
本
で
は
断
簡
と
同
じ
く
﹁
ま
が
〳
〵

し
き
ま
て
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
四
行
目
の
﹁
し
ら
る
め
や
﹂
は
諸
本
﹁
し
る
ら
め
や
﹂
と
あ
っ
て
、
断
簡
の
独
自
異
文
。
し
か
し
、
異
な
る
墨

色
で
﹁
ら
﹂
と
﹁
る
﹂
を
転
換
さ
せ
る
記
号
が
記
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
断
簡
の
誤
写
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
六
行
目
﹁
み
給
も
﹂
が
、
青
表
紙

本
系
統
で
は
﹁
み
給
ふ
﹂
と
な
っ
て
い
て
﹁
も
﹂
が
無
い
が
、
河
内
本
と
別
本
に
は
断
簡
と
同
じ
く
﹁
も
﹂
が
有
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
断
簡
の

本
文
は
、
河
内
本
系
統
か
別
本
系
統
の
本
文
で
あ
り
、
少
な
く
と
も
青
表
紙
本
系
統
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
。
さ
ら
に
七
行
目
の
和
歌
の
第
二

句
﹁
ひ
き
て
の
つ
な
の
﹂
が
、
青
表
紙
本
系
統
と
河
内
本
系
統
が
断
簡
と
同
様
﹁
ひ
き
て
の
つ
な
の
﹂
と
あ
る
の
に
対
し
て
、
別
本
で
は
﹁
ひ

き
て
の
な
は
の
﹂
と
あ
る
。
よ
っ
て
、
当
該
断
簡
は
河
内
本
系
統
に
一
致
す
る
本
文
を
有
す
る
伝
本
の
断
簡
で
あ
る
と
み
て
間
違
い
な
さ
そ
う

で
あ
る
。
た
だ
、
一
葉
の
み
か
ら
の
推
定
で
あ
り
、
ツ
レ
と
断
ぜ
ら
れ
る
断
簡
の
出
現
を
俟
っ
て
再
確
認
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
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②
伝
後
嵯
峨
天
皇
︵
二
条
為
明
︶
筆
切

後
嵯
峨
院
を
伝
称
筆
者
と
す
る
若
紫
の
巻
の
断
簡
が
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
に
一
葉
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
小
林
氏
の
一
覧
に
も
﹃
古
筆
学
大
成
﹄

所
収
断
簡
が
記
載
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
る
。
た
だ
、
﹃
国
文
学
古
筆
切
入
門
﹄
に
若
菜
下
の
一
葉
、
﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

第
五
集
﹄
に

若
菜
上
の
一
葉
が
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
さ
れ
て
い
る
伝
二
条
為
明
筆
切
が
、
当
該
断
簡
の
ツ
レ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
記
述

に
従
い
、
伝
後
嵯
峨
天
皇
筆
切
と
し
て
紹
介
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。
そ
れ
ら
の
ツ
レ
の
断
簡
三
葉
が
管
見
に
入
っ
た
。
も
と
は
六
半
形
の
冊

子
本
の
断
簡
で
、
一
面
十
一
行
詰
。
書
写
年
代
は
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
解
題
で
は
﹁
十
三
世
紀
末
の
書
写
と
見
る
﹂
と
の
指
摘
が
あ
り
、
鎌
倉

時
代
の
後
期
あ
る
い
は
末
期
頃
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
、﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
写
真
に
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
別
の
巻

で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
に
虫
喰
い
の
跡
が
多
い
と
こ
ろ
が
全
て
に
共
通
し
て
い
る
。

ま
ず
Ａ
の
断
簡
は
縦
十
五
・
二
セ
ン
チ
×
横
十
五
・
四
セ
ン
チ
。
﹁
慈
鎮
和
尚
﹂
と
記
し
た
紙
片
が
付
属
し
て
い
る
。
明
石
の
断
簡
で
、
本
文

は
次
の
通
り
。
虫
損
な
ど
で
判
読
困
難
な
文
字
を
相
当
文
字
数
分
□
と
し
た
。

た
る
つ
い
の
こ
と
ゝ
思
ひ
し
か
と
よ
の
つ
ね
な

き
に
つ
□
て
も
い
か
に
な
り
は
つ
へ
き
に
か
と
な

け
き
給
を
か
う
に
は
か
に
な
れ
は
う
れ
し
き

に
そ
え
て
も
□
こ
の
う
ら
を
い
ま
は
と
思
ひ
は
な

れ
ん
こ
と
を
お
ほ
し
な
け
く
に
入
道
さ
る
へ
き

事
と
お
も
ひ
な
か
ら
う
ち
き
く
よ
り
む
ね
ふ
た

□
り
て
お
ほ
ゆ
れ
と
思
ひ
の
事
さ
か
へ
給
は
ゝ
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こ
□
□
わ
か
思
ひ
の
か
な
ふ
に
は
あ
ら
め
な
と
思
ひ

な
を
す
そ
の
こ
ろ
は
よ
か
れ
な
く
か
た
ら
ひ
給
六

月
は
か
り
よ
り
心
く
る
し
き
け
し
き
あ
り
て

□
□
□
け
り
か
く
わ
か
れ
給
へ
き
ほ
と
な
れ
は
あ

次
に
Ｂ
の
断
簡
は
縦
十
五
・
二
セ
ン
チ
×
横
十
五
・
八
セ
ン
チ
。
極
め
札
な
ど
は
な
い
。
宿
木
の
断
簡
で
あ
る
が
、
や
は
り
虫
損
が
甚
だ
し

く
、
文
字
の
判
読
が
困
難
な
箇
所
が
あ
る
。
本
文
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

ま
し
□
り
け
り
と
□
ほ
す
に
そ
い
と
ゝ
□
□

う
ち
と
け
は
て
ゝ
や
み
な
ん
と
思
ひ
給
へ
り
し
□

心
を
き
て
は
な
を
い
と
を
も
〳
〵
し
く
思
い
て
ら

れ
給
わ
か
き
み
を
せ
ち
に
ゆ
か
し
か
り
き
こ
え

給
へ
は
は
つ
か
し
け
れ
と
な
に
事
か
は
へ
た
て

か
ほ
に
も
あ
ら
ん
わ
り
な
き
こ
と
ひ
と
つ
に
つ

け
て
う
ら
み
ら
る
ゝ
よ
り
ほ
か
に
は
い
か
て
こ
の

人
の
御
心
に
た
か
は
し
と
思
へ
は
み
つ
か
ら
は
と
も

□
□
も
い
ら
へ
き
こ
え
給
は
て
め
の
□
し
て
さ

し
い
て
さ
せ
給
へ
りりヒ

さ
ら
な
る
事
な
れ

は
に
く
け
な
ら
ん
や
は
ゆ
ゝ
し
き
□
て
し

Ｃ
の
断
簡
は
、
縦
十
五
・
二
セ
ン
チ
×
横
十
四
・
三
セ
ン
チ
。
散
文
が
三
行
、
加
え
て
和
歌
一
首
が
散
ら
し
書
き
に
さ
れ
て
お
り
、
付
属
の

極
め
札
と
裏
書
き
で
は
二
条
為
明
を
筆
者
と
極
め
て
い
る
が
、
散
文
と
和
歌
と
で
は
筆
跡
が
全
く
異
な
る
。
散
文
の
三
行
は
篝
火
の
巻
末
。
し
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か
し
、
和
歌
は
、
後
撰
和
歌
集
︵
六
八
二
︶
に

寛
平
の
み
か
ど
御
ぐ
し
お
ろ
さ
せ
た
ま
う
て
の
こ
ろ
、
御
帳
の
め
ぐ
り
に
の
み
人
は
さ
ぶ
ら
は
せ
た
ま
う
て
、

ち
か
う
よ
せ
ら
れ
ざ
り
け
れ
ば
、
か
き
て
御
帳
に
む
す
び
つ
け
け
る

小
八
条
御
息
所

た
ち
よ
ら
ば
影
ふ
む
ば
か
り
ち
か
け
れ
ど
誰
か
な
こ
そ
の
関
を
す
ゑ
け
ん

と
あ
り
、
古
今
和
歌
六
帖
︵
一
〇
三
一
︶
な
ど
に
も
み
ら
れ
る
歌
で
あ
っ
て
、
源
氏
物
語
の
歌
な
ど
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
紫
明
抄
や
河
海
抄

に
も
引
用
さ
れ
て
お
り
、
源
氏
物
語
と
全
く
無
関
係
と
は
い
え
な
い
が
、
今
こ
こ
で
そ
の
関
連
性
を
断
定
す
る
こ
と
は
控
え
た
い
。
わ
ず
か
三

行
の
散
文
で
余
白
の
多
い
巻
末
の
断
簡
を
、
一
葉
の
古
筆
切
と
し
て
体
裁
よ
く
仕
立
て
る
た
め
に
、
後
人
の
賢
し
ら
に
よ
っ
て
和
歌
が
書
き
加

え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
て
、
本
文
は
以
下
の
通
り
。

は
つ
ま
し
き
心
ち
す
れ
と
さ
ま
に
て
も

て
な
し
て
を
さ
〳
〵
と
け
て
も
か
き
わ

た
さ
すた

ち
よ
ら
は
か
け
ふ
むは

か
り

ち
か
け
れ
と

あ
ひ
み
ぬせ

き
を

た
れ
かす

ゑ
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け
ん

こ
れ
ら
伝
後
嵯
峨
天
皇
筆
切
の
本
文
系
統
に
つ
い
て
は
、
各
巻
が
必
ず
し
も
同
系
統
の
伝
本
で
は
な
い
可
能
性
を
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
一

葉
ず
つ
検
討
し
て
お
く
。
ち
な
み
に
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
所
収
の
若
菜
の
断
簡
は
青
表
紙
本
系
統
で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
首
肯
さ
れ
る
。

ま
ず
断
簡
Ａ
は
、
そ
の
三
行
目
、
諸
本
﹁
に
は
か
な
れ
は
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
が
、﹁
に
は
か
に
な
れ
は
﹂
と
﹁
に
﹂
が
あ
る
の
は
断
簡
の
独
自

異
文
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
一
行
目
﹁
つ
い
の
こ
と
ゝ
思
ひ
し
か
と
﹂
は
、
﹁
つ
ゐ
の
こ
と
に
お
も
ひ
し
か
と
も
﹂
と
す
る
河
内
本
に
対
し
て
、

青
表
紙
本
と
一
致
し
て
お
り
、
当
該
断
簡
は
、
青
表
紙
本
系
統
の
本
文
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

Ｂ
の
断
簡
は
、
一
行
目
、
諸
本
が
概
ね
﹁
お
ほ
ゆ
る
に
﹂
と
あ
り
、
別
本
の
陽
明
文
庫
本
と
阿
里
莫
本
に
﹁
お
ほ
ゆ
る
こ
そ
﹂
、
同
じ
く
保
坂

本
に
﹁
お
も
ふ
に
そ
﹂
と
あ
る
。
当
該
断
簡
で
は
、
恐
ら
く
﹁
お
ほ
﹂
と
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
文
字
が
、
字
形
が
崩
れ
て
読
み
づ
ら
く
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
で
も
﹁
□
ほ
﹂
の
あ
と
は
、
は
っ
き
り
と
﹁
す
﹂
と
あ
り
、﹁
お
ほ
す
に
そ
﹂
と
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
や
は
り
独
自
異
文

が
認
め
ら
れ
よ
う
。
五
行
目
﹁
な
に
事
か
は
﹂
は
、
諸
本
﹁
な
に
か
は
﹂
と
あ
る
中
で
、
青
表
紙
本
の
う
ち
の
池
田
本
の
み
が
当
該
断
簡
と
一

致
し
て
い
る
。
他
は
当
該
箇
所
に
青
表
紙
本
と
河
内
本
と
の
間
に
、
分
類
の
明
確
な
異
同
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
該
断
簡
の
本
文
に
も
異

同
は
な
い
。
そ
の
中
で
、
前
掲
の
池
田
本
と
の
一
致
を
み
る
に
、
や
は
り
当
該
断
簡
も
、
青
表
紙
本
系
統
の
本
文
を
有
す
る
断
簡
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
と
み
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

Ｃ
の
断
簡
は
、
四
行
目
﹁
を
さ
〳
〵
と
け
て
も
﹂
と
あ
る
が
、
諸
本
﹁
お
さ
〳
〵
こ
ゝ
ろ
と
け
て
も
﹂
の
よ
う
に
あ
り
、
断
簡
で
は
﹁
こ
ゝ

ろ
﹂
が
欠
脱
し
て
お
り
、
独
自
異
文
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
断
簡
に
お
け
る
誤
脱
の
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
に
一
葉
と
し
て
し
か
紹
介
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
伝
後
嵯
峨
天
皇
筆
切
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
四
葉
が
、
ま
た
、﹃
国
文
学
古
筆
切
入
門
﹄

﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

第
五
集
﹄
所
収
の
二
葉
を
合
わ
て
六
葉
が
知
ら
れ
る
に
至
っ
た
。
六
葉
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
巻
で
あ
り
な
が
ら
、

ツ
レ
と
認
定
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
全
て
に
甚
だ
し
い
虫
損
が
見
ら
れ
る
と
い
う
特
色
も
あ
る
。
冊
子
の
状
態
で
の
虫
損
か
、
断
簡
と

な
っ
た
後
に
一
括
保
存
さ
れ
て
い
た
際
の
虫
損
な
の
か
は
判
断
し
難
い
が
、
あ
る
時
期
ま
で
ま
と
ま
っ
て
伝
存
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
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る
。源

氏
物
語
の
よ
う
な
大
部
な
作
品
の
場
合
、
寄
り
合
い
書
き
に
よ
る
僚
巻
な
ど
の
可
能
性
を
も
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
小
林
氏
の
集
成
な

ど
を
参
照
す
る
に
、
鎌
倉
期
に
ま
で
溯
る
源
氏
物
語
の
断
簡
で
、
異
な
る
巻
に
跨
っ
て
い
な
が
ら
同
筆
と
断
定
で
き
る
ツ
レ
の
存
在
は
む
し
ろ
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少
な
い
。
そ
の
よ
う
な
点
を
鑑
み
る
に
、
当
該
伝
後
嵯
峨
天
皇
筆
切
の
よ
う
な
現
存
状
況
が
、
比
較
的
珍
し
い
例
で
あ
る
こ
と
は
指
摘
で
き
る

で
あ
ろ
う
。

③
伝
阿
仏
尼
筆
切

阿
仏
尼
を
伝
称
筆
者
と
す
る
源
氏
物
語
の
断
簡
が
、
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
に
は
三
種
紹
介
さ
れ
て
い
る
他
、
﹃
源
氏
物
語
断
簡
集
成
﹄
に
も
一
種

︵
二
葉
︶
掲
出
さ
れ
る
な
ど
、
数
葉
見
受
け
ら
れ
る
が
、
小
林
氏
の
集
成
に
は
﹁
︿
図
版
未
確
認
﹀
﹂
と
さ
れ
る
も
の
を
除
い
て
六
種
が
記
載
さ

れ
て
い
る
。
当
該
断
簡
は
、﹃
古
筆
学
大
成
﹄
で
﹁
伝
阿
仏
尼
筆
源
氏
物
語
︵
三
︶
﹂
、
小
林
氏
の
集
成
で
︵

︶
と
さ
れ
る
も
の
の
ツ
レ
に
あ
た

3

る
。
縦
十
五
・
八
セ
ン
チ
×
横
十
五
・
九
セ
ン
チ
。
も
と
は
六
半
形
の
冊
子
本
の
断
簡
で
、
一
面
十
行
詰
。
書
写
年
代
は
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
解

説
で
は
十
三
世
紀
末
期
と
す
る
が
、
や
は
り
鎌
倉
の
中
期
か
ら
後
期
頃
と
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
細
い
な
が
ら
も
筆
勢
が
あ
り
連
面
も
巧
み

で
あ
る
。
ツ
レ
は
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
掲
出
切
︵
宮
内
庁
保
管
手
鑑
︶
、
鶴
見
大
学
所
蔵
切
、
相
愛
大
学
図
書
館
春
曙
文
庫
蔵
切
︵
十
二
丁
分
︶
な

ど
︶
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
全
て
宿
木
に
あ
た
る
。
掲
出
の
断
簡
も
や
は
り
宿
木
で
、
本
文
は
次
の
通
り
。

ち
〳
〵
の
こ
と
ま
て
は
い
か
ゝ
お
ほ
し
よ
ら
む
と

す
る
か
き
り
も
な
く
人
に
の
み
か
し
つ
か
れ

て
な
ら
は
せ
給
へ
は
世
中
う
ち
あ
え
す
さ
ひ
し

き
こ
と
い
か
な
る
こ
と
ゝ
も
し
り
給
は
ぬ
こ
と

は
り
な
り
え
ん
に
そ
ゝ
ろ
さ
む
く
は
な
の

つ
ゆ
を
も
て
あ
そ
ひ
て
よ
を
は
す
く
す
へ

き
物
と
お
ほ
し
た
る
ほ
と
よ
り
は
お
ほ
す
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人
の
事
な
れ
は
を
の
つ
か
ら
を
り
ふ
し
に

つ
け
つ
ゝ
ま
め
や
か
な
る
事
ま
て
も
あ
つ
か
ひ

し
ら
せ
給
こ
そ
あ
り
か
た
く
め
つ
ら
か

﹃
古
筆
学
大
成
﹄
解
題
、
小
林
氏
集
成
が
と
も
に
﹁
別
本
﹂
と
指
摘
し
て
お
ら
れ
、
首
肯
さ
れ
る
。
た
だ
、
念
の
た
め
、
当
該
断
簡
の
本
文
に

つ
い
て
も
検
討
し
て
お
こ
う
。
二
行
目
﹁
お
ほ
し
よ
ら
む
と
す
る
﹂
は
、
別
本
系
統
の
陽
明
本
が
当
該
断
簡
と
一
致
す
る
の
み
で
、
や
は
り
別

本
の
阿
里
莫
本
が
﹁
お
ほ
し
し
ら
ん
﹂
と
あ
り
、
他
の
諸
本
は
﹁
と
す
る
﹂
が
な
く
、﹁
お
ほ
し
よ
ら
む
﹂
と
の
み
あ
る
。
三
行
目
﹁
な
ら
は
せ

給
へ
は
﹂
は
、
青
表
紙
本
系
統
の
肖
柏
本
が
﹁
給
つ
れ
は
﹂
と
あ
る
他
、
諸
本
﹁
給
へ
れ
は
﹂
と
あ
っ
て
、
当
該
断
簡
の
独
自
異
文
と
な
っ
て

い
る
。
四
行
目
﹁
い
か
な
る
こ
と
ゝ
も
﹂
は
、
唯
一
陽
明
本
の
み
が
当
該
断
簡
と
一
致
し
、
諸
本
﹁
い
か
な
る
も
の
と
も
﹂
と
す
る
。
六
行
目

﹁
よ
を
は
﹂
も
陽
明
本
の
み
と
一
致
、
諸
本
﹁
よ
は
﹂
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
八
行
目
﹁
人
の
事
﹂
も
同
様
、
諸
本
﹁
ひ
と
の
た
め
﹂
と
あ
る
中

で
、
陽
明
本
と
の
み
一
致
し
て
い
る
。
明
ら
か
に
別
本
系
統
と
さ
れ
る
陽
明
本
に
近
い
本
文
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
、
や
は
り
、

別
本
系
統
た
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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④
伝
二
条
為
明
筆
切

二
条
為
明
を
伝
称
筆
者
と
す
る
源
氏
物
語
の
古
筆
切
に
つ
い
て
、﹃
古
筆
学
大
成
﹄
で
は
六
種
類
の
断
簡
を
掲
載
し
て
お
り
、
小
林
氏
の
集
成

で
は
十
六
種
を
報
告
し
て
お
ら
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
ツ
レ
と
認
め
る
べ
き
も
の
は
意
外
と
少
な
く
、
あ
っ
て
も
二
・
三
葉
か
ら
多
く

て
四
葉
、
多
く
は
ツ
レ
が
確
認
で
き
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ツ
レ
と
認
め
ら
れ
た
断
簡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
同
一
の
巻

内
で
の
残
存
で
あ
り
、
現
段
階
で
は
、
巻
を
跨
い
で
明
ら
か
に
ツ
レ
と
判
断
で
き
る
断
簡
は
確
認
で
き
て
い
な
い
。
新
撰
古
筆
名
葉
集
の
為
明

の
項
に
﹁
同
︵
六
半
︶

源
氏
此
外
類
切
多
シ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
類
似
し
た
断
簡
が
少
な
か
ら
ず
存
し
て
い
る
。

さ
て
、
掲
出
の
断
簡
も
筆
者
を
二
条
為
明
と
極
め
る
若
菜
下
の
一
葉
。
も
と
は
六
半
形
の
冊
子
本
で
、
縦
一
六
・
〇
セ
ン
チ
×
横
一
〇
・
九

セ
ン
チ
で
八
行
を
存
し
て
い
る
が
、
料
紙
の
左
側
の
傷
み
が
甚
だ
し
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
裁
断
が
な
さ
れ
て
お
り
、
本
紙
が
撚
れ
て
い

た
り
、
少
々
、
墨
跡
が
残
っ
た
り
し
て
い
る
︵
裏
打
ち
が
施
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
写
真
で
は
確
認
し
づ
ら
い
が
、
本
紙
と
裏
打
ち
紙
に
波
線

状
の
境
目
が
あ
り
、
行
間
で
真
っ
直
ぐ
に
裁
断
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
判
る
︶
。
本
来
は
、
幅
一
五
セ
ン
チ
程
度
で
一
面
十
一
行
程
で
あ
っ

た
か
と
思
わ
れ
る
。
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
の
う
ち
、
︵
五
︶
と
さ
れ
る
も
の
が
や
は
り
若
菜
下
を
書
写
内
容
と
し
て
い
る
が
、
掲
出
断
簡
の
ほ
う
が

字
高
が
若
干
低
く
、
行
詰
め
も
異
な
る
上
に
同
筆
と
は
認
め
ら
れ
ず
、
ツ
レ
と
し
て
認
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
書
写
年
代
は
南
北
朝
頃
で

あ
ろ
う
か
。
本
文
は
次
の
通
り
。

は
て
ゝ
斎
院
は
た
い
み
し
く
つ
と
め
て
ま
き

れ
な
く
を
こ
な
ひ
に
し
み
給
に
た
り
な

を
人
の
あ
り
さ
ま
を
き
ゝ
み
る
な
か
に
ふ

か
く
思
ふ
さ
ま
に
な
つ
か
し
き
こ
と
の
こ
の
人
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の
御
な
す
ら
へ
に
た
に
あ
ら
さ
り
け
る
か

な
女
こ
を
お
ほ
し
た
て
ん
事
よ
い
と
か
た
か

る
へ
き
わ
さ
な
り
け
り
す
く
せ
な
と
い
ふ
ら
ん

も
の
は
め
に
み
え
ぬ
わ
さ
に
て
を
や
の
心

二
行
目
﹁
給
に
た
り
﹂
は
断
簡
の
独
自
異
文
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
﹁
な
を
人
の
﹂
と
あ
る
箇
所
、
﹁
な
ほ
こ
こ
ら
の
人
の
﹂
と
﹁
こ
こ
ら
の
﹂

が
あ
る
の
が
普
通
で
、
こ
れ
も
断
簡
の
独
自
異
文
。
四
行
目
﹁
思
ふ
さ
ま
に
な
つ
か
し
き
こ
と
の
﹂
は
、
諸
本
﹁
思
ふ
さ
ま
に
さ
す
が
に
な
つ

か
し
き
こ
と
の
﹂
の
よ
う
に
﹁
さ
す
が
に
﹂
が
あ
り
、
や
は
り
断
簡
の
独
自
異
文
。
そ
の
直
後
﹁
こ
の
人
﹂
も
、
諸
本
﹁
か
の
人
﹂
と
あ
っ
て

断
簡
の
独
自
異
文
と
い
っ
た
具
合
で
、
い
づ
れ
の
伝
本
と
一
致
す
る
と
の
指
摘
は
し
難
い
。
単
な
る
誤
写
・
誤
脱
の
可
能
性
も
な
し
と
は
せ
ず
、

明
ら
か
な
ツ
レ
と
断
ぜ
ら
れ
る
断
簡
の
出
現
を
俟
っ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

な
お
、
﹁
こ
こ
ら
の
﹂
﹁
さ
す
が
に
﹂
の
よ
う
な
本
文
に
﹁
欠
脱
﹂
で
は
な
く
﹁
省
略
﹂
の
可
能
性
を
考
慮
す
る
と
、
同
じ
く
筆
者
を
為
明
と

す
る
梗
概
本
の
断
簡
の
存
在
が
注
意
さ
れ
る
が
、
料
紙
の
大
き
さ
、
筆
跡
な
ど
か
ら
も
、
そ
の
ツ
レ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

掲
出
の
伝
為
明
筆
切
は
、
こ
こ
で
は
一
先
ず
は
、
系
統
未
詳
と
し
て
お
き
た
い
。
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⑤
伝
三
園
寺
実
遠
筆

三
園
寺
実
遠
な
ど
と
い
う
人
物
は
、
時
代
も
下
り
、
古
筆
切
の
筆
者
と
し
て
も
著
名
と
は
言
え
ず
、
版
本
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
古
筆
名
葉
集

に
は
掲
出
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
写
本
の
﹃
古
筆
切
目
安
﹄
や
﹃
類
葉
集
﹄
に
は
、
こ
の
実
遠
が
立
項
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
﹁
六
半

源
氏
切
﹂
と
の
記
述
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
に
掲
出
し
た
の
は
、
そ
の
実
遠
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
切
。
ツ
レ
の
断
簡
は
、
真
木
柱
の
断

簡
が
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
と
﹃
源
氏
物
語
断
簡
集
成
﹄
に
そ
れ
ぞ
れ
一
葉
、
幻
の
一
葉
が
﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集

第
五
集
﹄
に
見
え
て
い
る
。
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掲
出
断
簡
も
幻
の
巻
の
一
葉
。
縦
一
五
・
一
セ
ン
チ
×
横
六
・
九
セ
ン
チ
で
あ
る
が
、
ツ
レ
の
断
簡
に
徴
す
る
に
、
横
一
五
セ
ン
チ
強
の
一
面

十
行
書
。
半
分
に
裁
断
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
実
遠
の
署
名
入
短
冊
と
比
較
し
て
、
そ
の
真
筆
と
は
断
ぜ
ら
れ
な
い
。
書
写
年
代
は
室

町
中
期
頃
で
あ
ろ
う
。
本
文
は
次
の
通
り
で
、
﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
﹄
所
収
切
の
直
前
に
当
る
。

て
か
し
つ
き
つ
ゝ
も
ろ
と
も
に
ま
い
り
給
思
ふ

事
な
け
な
る
さ
ま
と
も
を
見
給
に
い
に

し
へ
あ
や
し
か
り
し
ひ
か
け
の
お
り
さ
す
か

に
お
ほ
し
い
て
ら
る
へ
し

み
や
人
は
と
よ
の
あ
か
り
と
い
そ
く
け
ふ

当
該
伝
三
園
寺
実
遠
筆
切
の
本
文
に
つ
い
て
は
、
﹃
古
筆
学
大
成
﹄
﹃
平
成
新
修
古
筆
資
料
集
﹄
と
も
に
青
表
紙
本
系
統
で
あ
る
こ
と
を
指
摘

し
て
お
ら
れ
、
首
肯
さ
れ
る
。
書
写
年
代
も
下
り
、
本
文
に
特
色
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
が
、
写
本
系
の
名
葉
集
に
は
記
載
さ
れ
て
お
り
、
一

部
に
お
い
て
は
注
目
さ
れ
て
い
た
断
簡
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
敢
え
て
掲
出
し
た
。
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⑥
伝
後
光
厳
院
筆
切

後
光
厳
天
皇
を
筆
者
と
極
め
る
源
氏
物
語
切
は
、
小
林
氏
の
一
覧
に
拠
れ
ば
十
二
種
も
の
多
き
を
数
え
る
が
、
こ
こ
に
掲
出
し
た
の
は
絵
詞

ら
し
き
一
葉
。
縦
二
十
八
・
九
セ
ン
チ
×
横
十
・
三
セ
ン
チ
。
幾
筋
も
の
巻
き
皺
が
み
ら
れ
る
。
か
な
り
剥
が
れ
て
し
ま
っ
て
は
い
る
も
の
の
、

金
銀
の
砂
子
・
箔
・
野
毛
な
ど
を
霞
状
に
撒
い
た
華
麗
な
料
紙
に
、
源
氏
物
語
の
本
文
を
散
ら
し
書
き
に
し
て
い
る
。
も
と
は
さ
ぞ
か
し
立
派

な
巻
子
本
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
書
写
年
代
は
南
北
朝
期
あ
た
り
と
見
て
よ
か
ろ
う
か
。
﹁
梅
が
枝
﹂
の
巻
で
、
本
文
は
次
の
通
り
。

れ
い
の

心
〳
〵

し
ん
殿

に

に

い
と
む
へ
か

め
り

こ
れ
だ
け
で
は
判
り
に
く
い
の
で
、
そ
の
該
当
箇
所
を
掲
げ
る
と
次
の
よ
う
に
あ
る
。

高
麗
の
紙
の
、
薄
様
だ
ち
た
る
が
、
せ
ち
に
な
ま
め
か
し
き
を
、

﹁
こ
の
、
物
好
み
す
る
若
き
人
〴
〵
、
心
み
ん
﹂
と
て
、
宰
相
の
中
将
、
式
部
卿
の
宮
の
兵
衛
の
督
、
内
大
臣
殿
の
頭
の
中
将
な
ど
に
、

﹁
葦
手
・
歌
絵
な
ど
を
、
思
ひ
〳
〵
に
書
け
﹂
と
の
給
へ
ば
、
み
な
、
心
々
に
挑
む
べ
か
め
り
。
れ
い
の
寝
殿
に
、
は
な
れ
お
は
し
ま
し

て
、
書
き
給
ふ
。
花
ざ
か
り
過
ぎ
て
、
浅
緑
な
る
空
の
、
う
ら
ゝ
か
な
る
に
、
古
き
事
ど
も
な
ど
、
思
ひ
す
ま
し
給
ひ
て
、
御
心
の
ゆ
く

か
ぎ
り
、
草
の
も
、
た
ゞ
の
も
、
女
手
も
、
い
み
じ
う
書
き
つ
く
し
給
ふ
。

傍
線
部
に
該
当
す
る
が
、
こ
の
箇
所
、
諸
本
に
異
同
は
な
い
。
極
短
い
部
分
が
残
っ
て
い
る
の
み
で
、
全
体
の
本
文
系
統
を
断
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
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ち
な
み
に
、﹃
新
撰
古
筆
名
葉
集
﹄
の
後
光
厳
院
の
項
に
は
、﹁
同
︵
巻
物
切
︶

詞
書
散
ラ
シ
﹂
と
あ
る
が
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
該
当
す
る
も

の
か
と
も
考
え
ら
れ
る
。

⑦
伝
二
条
為
忠
筆
切

源
氏
物
語
が
広
く
享
受
さ
れ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
必
ず
し
も
全
文
が
通
読
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、
梗
概
本
な
ど
の
存

在
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
こ
に
掲
出
し
た
の
は
筆
者
を
二
条
為
忠
と
極
め
る
一
葉
。
縦
八
・
〇
セ
ン
チ
×
横
九
・
四
セ
ン
チ
の
小
さ
な

冊
子
本
の
断
簡
。
ツ
レ
の
断
簡
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
。
本
文
は
次
の
十
三
行
で
あ
る
が
、
途
中
二
箇
所
に
明
ら
か
な
空
白
が
あ
る
。
少
女
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の
巻
に
該
当
す
る
。
本
文
は
次
の
通
り
。

ふ
ち
衣
き
し
は
昨
日
と
お
も
ふ
□
□

け
ふ
は
み
そ
き
の
せ
に
か
は
る
よ
を
れ
い
の

御
心
と
ゝ
め
て

給

み
を
は
す

︵
一
行
強
空
白
︶

ひ
と
り
こ
と
を
き
ゝ
給
け
る
も
は
つ
か
し
う
て

あ
い
な
く
か
ほ
ひ
き
い
れ
た
ま
へ
と
あ
は
れ
は

し
ら
ぬ
に
し
も
あ
ら
ぬ
そ
に
く
き
や
め
の
と

た
ち
な
と
ち
か
く
う
ち
ふ
し
み
し
ろ
く
も
く
る
し

け
れ
は
か
た
み
に
お
と
も
せ
す

︵
一
行
空
白
︶

さ
夜
な
か
に
と
も
よ
ひ
わ
た
る
か
り
か
ね
に

う
た
て
吹
そ
ふ
お
き
の
う
は
か
せ
身
に
も

し
み
け
る
か
な
と
思
つ
ゝ
け
て
宮
の
お
ま
へ
に

か
へ
り
て
な
け
き
か
ち
な
る
も
御
め
さ
め
て
や

き
か
せ
給
ら
ん
と
つ
ゝ
ま
し
く
み
し
ろ
き
ふ
し
た
り

始
め
の
三
行
は
、
少
女
の
冒
頭
に
近
い
部
分
。
次
に
一
行
よ
り
や
や
広
い
程
度
の
空
白
が
あ
り
、
﹁
ひ
と
り
こ
と
⋮
⋮
﹂
の
本
文
が
あ
る
が
、

こ
の
間
、
か
な
り
の
本
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。
﹃
源
氏
物
語
大
成
﹄
校
異
編
の
本
文
を
参
考
に
す
る
に
、
ほ
ぼ
二
十
二
ペ
ー
ジ
、
三
百
行
以
上

の
省
略
で
あ
る
。
わ
ざ
わ
ざ
行
を
あ
け
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
単
な
る
欠
脱
で
は
な
く
意
図
的
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
ま
た
、
さ
ら
に
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五
行
の
本
文
の
あ
と
、
和
歌
の
直
前
に
も
一
行
空
白
が
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
本
文
の
省
略
は
な
い
。
歌
の
前
に
一
行
空
け
て
い
る
の
は
、
和
歌

の
存
在
を
明
確
に
す
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
﹁
ふ
ち
こ
ろ
も
﹂
の
歌
と
﹁
さ
夜
な
か
に
﹂
の
歌
の
間
に
は
、
和
歌
の
省
略
は
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
の

こ
と
か
ら
こ
の
断
簡
は
、
和
歌
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
前
後
の
本
文
を
抜
き
出
し
た
、
源
氏
物
語
の
抜
書
本
の
断
簡
で
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。

内
容
を
要
約
し
た
い
わ
ゆ
る
梗
概
本
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
本
文
に
つ
い
て
も
検
討
し
て
お
こ
う
。
二
行
目
の
和
歌
の
直

後
、
断
簡
で
は
﹁
れ
い
の
⋮
⋮
﹂
、
諸
本
﹁
は
か
な
く
と
ば
か
り
あ
る
を
れ
い
の
⋮
⋮
﹂
と
な
っ
て
お
り
、
断
簡
で
は
﹁
は
か
な
く
と
ば
か
り
あ

る
を
﹂
が
欠
落
し
て
い
る
。
ま
た
三
行
目
、
断
簡
で
は
﹁
御
心
と
ゝ
め
て

給

﹂
の
よ
う
に
あ
る
が
、
青
表
紙
本
系
統
で
は
既
ね
﹁
御
め
と
め
給
て
﹂

の
よ
う
に
あ
り
︵
﹁
と
め
﹂
を
﹁
と
ゝ
め
﹂
と
す
る
も
の
も
あ
る
︶
、
河
内
本
で
は
﹁
御
心
と
ゝ
め
て
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
断
簡
の
﹁
給
﹂
と
い

う
傍
書
が
い
か
な
る
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
は
明
白
で
は
な
い
が
、
こ
の
傍
書
を
除
い
た
本
文
は
河
内
本
に
一
致
し
て
い
る
。
五
行
目
﹁
か
ほ
﹂

で
あ
る
が
、
諸
本
﹁
御
顔
﹂
の
よ
う
に
﹁
御
﹂
が
あ
り
、
断
簡
の
独
自
異
文
。
ま
た
、
青
表
紙
本
系
統
で
は
概
ね
﹁
御
顔
も
﹂
の
よ
う
に
﹁
も
﹂

が
あ
る
が
、
青
表
紙
本
系
統
の
中
の
一
部
と
河
内
本
で
は
﹁
御
顔
﹂
の
よ
う
に
﹁
も
﹂
を
欠
い
て
お
り
、
断
簡
と
一
致
す
る
。
七
行
目
の
﹁
う

ち
ふ
し
て
ち
み
ち
ろ
く
も
﹂
は
、
諸
本
﹁
ふ
し
て
う
ち
み
し
ろ
く
も
﹂
と
あ
っ
て
、
や
は
り
断
簡
の
独
自
異
文
。
十
行
目
﹁
身
に
も
し
み
け
る

か
な
﹂
は
、
河
内
本
・
別
本
で
断
簡
と
一
致
す
る
も
の
の
、
青
表
紙
本
で
は
﹁
身
に
し
み
け
る
か
な
﹂
の
よ
う
に
﹁
も
﹂
が
な
い
。
十
三
行
目

末
尾
﹁
ふ
し
た
り
﹂
の
よ
う
に
読
め
る
が
、
諸
本
﹁
ふ
し
給
へ
り
﹂
︵
あ
る
い
は
﹁
ふ
し
給
へ
る
﹂
︶
の
よ
う
に
あ
っ
て
、
断
簡
の
独
自
異
文
と

な
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
当
該
断
簡
は
、
基
本
的
に
は
河
内
本
系
統
の
本
文
で
あ
る
と
考
え
て
お
い
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
た
だ
、
欠
脱
も
多

い
。
こ
の
欠
脱
が
抜
書
本
の
性
質
と
し
て
も
の
も
な
の
か
、
基
に
し
た
本
文
に
起
因
す
る
も
の
か
の
断
言
は
出
来
な
い
が
、
独
自
異
文
の
多
さ

か
ら
も
、
抜
書
本
と
し
て
の
性
質
ゆ
え
と
み
て
お
く
ほ
う
が
穏
当
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

当
該
伝
為
忠
筆
切
は
、
源
氏
物
語
の
和
歌
を
中
心
と
し
て
、
そ
の
前
後
の
文
章
を
抜
書
き
し
た
も
の
で
あ
り
、
享
受
史
的
に
重
要
な
資
料
で
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あ
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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以
上
、
抜
書
本
な
ど
を
含
め
、
源
氏
物
語
の
古
筆
切
を
七
種
九
葉
を
掲
出
、
略
述
し
た
。
今
後
の
源
氏
物
語
の
本
文
研
究
に
資
す
る
こ
と
、

享
受
資
料
と
し
て
加
味
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。
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