
源
氏
物
語
と
高
麗
紙
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野

政

治
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そ
の
起
源
は
明
ら
か
で
は
な
い
が
︑
奈
良
時
代
に
は
紙
漉
の
技
術
も
染

紙
の
技
術
も
既
に
高
度
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
︒
正
倉
院
に
は
種
々
の
原

料
で
抄
か
れ
た
行
政
文
書
が
大
量
に
残
さ
れ
て
お
り
︑
黄
檗
で
染
め
ら
れ

た
経
典
や
紺
紙
や
紫
紙
に
書
写
さ
れ
た
経
典
が
伝
存
し
︑
紅
白
茶
黄
赤
緑

藍
の
濃
淡
さ
ま
ざ
ま
な
色
相
の
紙
も
未
使
用
の
状
態
で
大
量
に
保
存
さ
れ

て
い
る(1
)
︒

平
安
時
代
に
な
る
と
︑
仏
教
や
行
政
の
世
界
に
限
ら
れ
て
い
た
紙
は
日

常
生
活
の
中
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
紙
屋
院
に
設
け
ら
れ
た

官
営
の
紙
漉
場
で
は
剛
柔
厚
薄
さ
ま
ざ
ま
な
紙
が
抄
か
れ
︑
二
藍
︑
朽
葉
︑

海
松
︑
木
賊
︑
紅
梅
︑
萌
黄
な
ど
交
ぜ
染
め
の
中
間
色
や
同
色
を
薄
く
濃

く
繊
細
な
色
調
に
染
め
上
げ
た
色
紙
も
作
り
出
さ
れ
た(2
)
︒
そ
れ
ら
多
種
多

様
な
紙
は
︑
公
私
の
違
い
に
よ
り
︑
用
途
の
違
い
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら

れ
て
い
る
が
︑
平
安
貴
族
の
私
的
な
紙
の
用
い
方
は
︑
後
宮
に
仕
え
た
女

性
た
ち
が
書
い
た
物
語
が
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
る
︒
特
に
﹃
源
氏
物

語
﹄
の
作
者
は
物
語
の
場
面
の
雰
囲
気
や
登
場
人
物
の
心
情
を
表
わ
す
た

め
に
も
︑
紙
の
質
や
色
に
つ
い
て
詳
し
い
説
明
を
加
え
て
く
れ
て
お
り(3
)

︑

そ
れ
ぞ
れ
の
場
合
に
用
い
ら
れ
る
紙
が
細
か
な
心
配
り
に
よ
っ
て
選
ば
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
︒
例
え
ば
光
源
氏
は
︑
紫

の
上
の
手
習
い
に
︑
古
歌
の
﹁
知
ら
ね
ど
も
む
さ
し
の
と
い
へ
ば
か
こ
た

れ
ぬ
よ
し
や
さ
こ
そ
は
む
ら
さ
き
の
ゆ
ゑ
﹂
を
踏
ま
え
て
︑
﹁
武
蔵
野
と

い
へ
ば
か
こ
た
れ
ぬ
﹂
と
﹁
紫
の
紙
﹂
に
書
き

(
若
紫
巻
)
︑
齋
宮
の
母

御
息
所
の
没
後
に
は
︑
齋
宮
に
宛
て
て
﹁
ふ
り
み
だ
れ
ひ
ま
な
き
空
に
な

き
人
の
あ
ま
が
け
る
ら
む
宿
ぞ
か
な
し
き
﹂
と
﹁
空
色
の
曇
ら
は
し
き

(
紙
)
﹂
に
書
い
た

(
澪
標
巻
)
︒
こ
う
し
た
一
枚
の
色
紙
を
選
ぶ
と
き
に

一



も
な
さ
れ
た
気
配
り
は
︑
色
好
み
の
平
安
貴
族
た
ち
も
ま
た
同
様
で
あ
っ

た
で
あ
ろ
う
︒

2

と
こ
ろ
で
︑
当
時
用
い
ら
れ
て
い
た
紙
は
国
産
だ
け
で
は
な
く
︑
舶
来

の
唐
紙(4
)

と
高
麗
紙
も
あ
っ
た
︒
た
だ
︑
仮
名
文
学
で
は
唐
紙
は
﹃
宇
津
保

物
語
﹄
﹃
源
氏
物
語
﹄
﹃
枕
草
子
﹄
﹃
栄
華
物
語
﹄
﹃
大
鏡
﹄
﹃
古
今
著
聞
集
﹄

な
ど
に
も
見
ら
れ
る
が
︑
高
麗
紙
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
次
の
三
例
が
見
ら

れ
る
だ
け
で
あ
る

(
引
用
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
る
︒
た
だ
し
︑

表
記
を
変
え
た
と
こ
ろ
が
あ
る
)
︒

①
又
の
日
の
昼
つ
か
た
︑
岡
辺
に
御
文
つ
か
は
す
︒
心
は
づ
か
し
き
さ

ま
な
め
る
を
︑
﹁
中
〳
〵
︑
か
ゝ
る
物
の
隅
に
ぞ
︑
思
ひ
の
ほ
か
な

る
事
も
︑
籠
も
る
べ
か
め
る
﹂
と
︑
心
づ
か
ひ
し
給
ひ
て
︑
高
麗
の

胡
桃
色
の
紙
に
︑
え
な
ら
ず
引
き
つ
く
ろ
ひ
て
︑

を
ち
こ
ち
も
知
ら
ぬ
雲
井
に
な
が
め
わ
び
か
す
め
し
宿
の
木
ず

ゑ
を
ぞ
と
ふ

思
ふ
に
は

と
ば
か
り
や
あ
り
け
ん
︒

(
明
石
)

②
ま
だ
書
か
ぬ
草
子
ど
も
つ
く
り
加
へ
て
︑
表
紙
︑
紐
な
ど
い
み
じ
く

せ
さ
せ
給
ふ
︒
﹁
兵
部
卿
の
宮
︑
左
衛
門
の
督
な
ど
に
も
の
せ
ん
︒

み
づ
か
ら
一
よ
ろ
ひ
は
書
く
べ
し
︒
け
し
き
ば
み
い
ま
す
か
れ
ど
も
︑

え
書
き
な
ら
べ
じ
や
﹂
と
︑
我
ぼ
め
し
を
給
ふ
︒

墨
︑
筆
な
ら
び
な
く
選
り
出
で
て
︑
例
の
と
こ
ろ
〴
〵
に
︑
た
ゞ

な
ら
ぬ
御
消
息
あ
れ
ば
︑
人
び
と
難
き
こ
と
に
お
ぼ
し
て
︑
か
へ
さ

ひ
申
し
給
ふ
も
あ
れ
ば
︑
ま
め
や
か
に
き
こ
え
給
ふ
︒
高
麗
の
紙
の

薄
様
だ
ち
た
る
が
︑
せ
め
て
な
ま
め
か
し
き
を
︑
﹁
こ
の
も
の
好
み

す
る
若
き
人
〴
〵
心
み
ん
﹂
と
て
︑

(
梅
枝
)

③
書
き
給
へ
る
草
子
ど
も
も
︑
隠
し
給
ふ
べ
き
な
ら
ね
ば
︑
取
り
出
で

給
ひ
て
︑
か
た
み
に
御
覧
ず
︒
唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た
る
に
︑
草

書
き
給
へ
る
︑
す
ぐ
れ
て
め
で
た
し
と
︑
見
給
ふ
に
︑
高
麗
の
紙
の
︑

肌
こ
ま
か
に
︑
和
う
な
つ
か
し
き
が
︑
色
な
ど
花
や
か
な
ら
で
な
ま

め
き
た
る
に
︑
お
ほ
ど
か
な
る
女
手
の
︑
う
る
は
し
う
心
と
ゞ
め
て

書
き
給
へ
る
︑
た
と
ふ
べ
き
方
な
し
︒
見
給
ふ
人
の
涙
さ
へ
︑
水
茎

に
流
れ
添
ふ
心
地
し
て
︑
飽
く
世
あ
る
ま
じ
き
に
︑
ま
た
こ
ゝ
の
紙

屋
の
色
紙
の
色
あ
ひ
花
や
か
な
る
に
︑
乱
れ
た
る
草
の
歌
を
︑
筆
に

ま
か
せ
て
乱
れ
書
き
給
へ
る
︑
見
ど
こ
ろ
限
り
な
し
︒

(
梅
枝
)

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

二



①
の
﹁
高
麗
の
胡
桃
色
の
紙
﹂
は
︑
光
源
氏
が
ま
だ
会
っ
た
こ
と
の
な

い
明
石
の
上
に
宛
て
ら
れ
た
手
紙
の
用
箋
で
あ
る
︒
明
石
の
入
道
の
話
か

ら
明
石
の
上
の
教
養
や
人
柄
な
ど
を
推
測
し
て
特
に
選
ば
れ
た
も
の
の
よ

う
で
あ
る
が
︑
入
道
か
ら
の
﹁
娘
は
手
紙
を
貰
っ
た
こ
と
の
あ
ま
り
の
か

た
じ
け
な
さ
に
御
文
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
る
﹂
と
い
う
返
事
に
︑

源
氏
は
今
度
は
﹁
い
と
い
た
う
な
よ
び
た
る

(
た
い
そ
う
し
な
や
か
で
柔

ら
か
い
)
薄
様
﹂
を
用
い
て
明
石
の
上
に
手
紙
を
書
い
た
︒
﹁
薄
様
﹂
と

は
﹃
和
名
類
聚
抄
﹄
巻
十
三
の
文
書
具
条
に
﹁
斐
薄
紙
﹂
と
あ
り
︑
斐
紙

(
後
に
雁
皮
紙
と
呼
ば
れ
る
)
の
薄
様
を
特
に
言
う
よ
う
で
あ
る
︒
﹁
斐
﹂

は
﹁
美
し
い
さ
ま
︒
明
ら
か
な
さ
ま
﹂
を
意
味
し
︑
そ
の
薄
様
は
透
き
通

る
ほ
ど
薄
く
︑
滑
ら
か
で
光
沢
の
あ
る
表
面
を
持
つ
︒
﹃
台
記
﹄
﹃
兵
範

記
﹄
﹃
後
二
条
師
通
記
﹄
等
に
﹁
美
紙
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
も
こ
れ

で
あ
ろ
う
と
さ
れ
る(5
)
︒
平
安
朝
の
日
記
文
学
な
ど
に
散
見
す
る
﹁
薄
様
﹂

は
多
く
懸
想
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
ち
な
み
に
明
石
の
入
道
か
ら
光
源

氏
へ
の
手
紙
は
﹁
陸
奥
国
紙
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

明
石
の
上
に
対
し
て
書
か
れ
た
最
初
の
手
紙
に
用
い
ら
れ
た
﹁
高
麗
の

紙
﹂
は
﹁
胡
桃
色
﹂
で
あ
っ
た
︒
﹁
胡
桃
紙
﹂
は
早
く
正
倉
院
文
書

(
天

平
九
年
三
月
付
文
書
な
ど
)
に
も
見
え
る
︒
こ
の
﹁
胡
桃
紙
﹂
は
天
平
六

年
文
書
の
﹁
造
紙
合
一
万
二
百
十
八
張
﹂
の
項
に
﹁
胡
桃
染
﹂
﹁
胡
桃
皮
﹂

と
見
え
︑
上
村
六
郎
氏
は
﹁
胡
桃
の
樹
皮
や
葉
の
染
料
の
煎
じ
汁
と
灰
汁

と
を
使
っ
て
︑
一
種
の
茶
色

(
木
蘭
色
)
の
染
紙
を
作
っ
た
も
の
で
あ
ろ

う(6
)

﹂
と
推
測
し
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
染
色
の
仕
方
に
は
漉
染
め
と
後
染
め

の
二
つ
が
あ
る
︒
漉
染
め
は
紙
料
と
一
緒
に
染
料
を
入
れ
て
漉
き
︑
後
染

は
出
来
上
が
っ
た
紙
に
上
か
ら
色
を
塗
っ
て
い
く
︒
後
者
に
は
浸
染
め
と

刷
毛
染
め
と
が
あ
る
︒
天
平
勝
宝
四
年
﹁
経
紙
出
納
帳
﹂
に
﹁
深
胡
桃

紙
﹂
﹁
中
胡
桃
紙
﹂
﹁
浅
胡
桃
紙
﹂
と
あ
る
の
は
漉
染
め
で
は
な
い
よ
う
で

あ
る
︒
布
と
は
異
な
り
︑
紙
の
場
合
は
何
度
も
液
中
に
浸
す
こ
と
は
不
可

能
だ
か
ら
で
あ
る
︒
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
注
釈
書
﹃
河
海
抄
﹄
(
四
辻
善
成
著
︑

貞
治
六
年
︹
1367
︺
成
)
で
は
﹁
裏
は
し
ろ
く
し
て
表
は
薄
香
の
色
な
る

紙
也
﹂
と
説
明
し

(﹁
か
う

(
香
)
の
色
﹂
は
黄
色
を
帯
び
た
薄
紅
色
)
︑

﹃
仙
源
抄
﹄
(
長
慶
天
皇
著
︑
弘
和
元
年
︹
1381
︺
成
)
で
は
﹁
う
す
か
う

色
な
る
紙
な
り
︒
面
は
し
ろ
き
也
﹂
と
説
明
す
る
︒
こ
れ
に
よ
れ
ば
染
液

を
平
た
い
容
器
に
入
れ
︑
紙
の
片
面
だ
け
を
浸
す
か
刷
毛
に
染
液
を
着
け

て
紙
に
掃
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
︒
﹃
河
海
抄
﹄
と
﹃
仙
源
抄
﹄
で
は
紙
の

裏
表
の
捉
え
方
が
逆
に
な
っ
て
い
る
の
も
︑
あ
る
い
は
そ
れ
を
示
唆
す
る

の
で
あ
ろ
う
︒
旧
大
系
本
は
﹁
胡
桃
色
は
︑
薄
い
丁
字
色

(
黄
色
に
赤
味

の
あ
る
色
)
︒
こ
の
紙
は
や
や
厚
い
の
で
︑
裏
が
白
く
な
っ
て
い
る
の
も

あ
る
﹂
と
説
明
し
て
い
る
︒
高
麗
の
胡
桃
色
の
紙
も
同
様
の
方
法
で
染
め

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

三



ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒

②
の
﹁
高
麗
の
紙
の
薄
様
だ
ち
た
る
﹂
の
﹁
⁝
だ
ち
た
る
﹂
は
﹁
⁝
め

い
た
︒
⁝
風
に
み
え
る
﹂
の
意
で
あ
る
が
︑
﹁
薄
様
﹂
と
い
う
語
を
原
義

に
よ
っ
て
理
解
す
れ
ば
︑
高
麗
紙
の
少
し
薄
く
漉
か
れ
た
も
の
と
も
︑
ま

た
慣
用
に
し
た
が
っ
て
理
解
す
れ
ば
︑
斐
紙

(
雁
皮
紙
系
)
の
﹁
薄
様
﹂

の
よ
う
な
高
麗
紙
と
も
理
解
で
き
る
︒
お
そ
ら
く
前
者
に
理
解
す
べ
き
も

の
と
思
わ
れ
る
が
︑
い
ず
れ
に
せ
よ
︑
紫
式
部
は
こ
れ
を
﹁
せ
め
て
な
ま

め
か
し
き
﹂
(
非
常
に
上
品
な
)
と
評
し
て
い
る
︒

③
の
高
麗
紙
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
が
︑
﹁
お
ほ
ど
か
な
る
女
手
﹂

の
文
字
が
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
﹁
草
﹂
の
文
字
で
書
か
れ
た
唐
紙
︑

ま
た
﹁
乱
れ
た
る
草
の
歌
を
︑
筆
に
ま
か
せ
て
乱
れ
書
き
給
へ
る
﹂
紙
屋

紙
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
︒
﹁
色
な
ど
花
や
か
な
ら
ず
︑
な
ま
め
き
た
る
﹂

色
は
①
と
同
じ
く
胡
桃
色
で
あ
ろ
う
か
︒
た
し
か
に
黄
色
に
赤
味
の
あ
る

色
は
な
ま
め
か
し
い
が
︑
花
や
か
と
は
言
え
な
い
よ
う
で
あ
る
︒

3

前
節
に
見
た
よ
う
に
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
﹁
高
麗
紙
﹂
の
紙
質
と
色
が

詳
細
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
舶
来
紙
は
平
安
貴
族
に
と
っ
て
ど
の
よ

う
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

和
紙
研
究
の
開
拓
者
の
一
人
で
あ
り
︑
特
に
日
本
に
お
け
る
手
漉
和
紙

の
﹁
歴
史
地
理
的
研
究
﹂
に
大
き
な
功
績
を
残
し
た
寿
岳
文
章
氏
は
︑
平

安
中
期
の
貴
族
達
の
外
国
紙
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る

(﹁
源
氏
物
語
に
見
え
て
ゐ
る
紙
﹂
﹃
和
紙
研
究
﹄
第
四
号
︑

昭
和
十
四
年
十
二
月
発
行
)
︒
傍
線
を
引
い
た
の
は
後
に
引
用
者
が
特
に

取
り
上
げ
る
箇
所
で
あ
る
︒

(
前
略
)
平
安
中
期
で
は
国
産
の
紙
が
最
も
多
く
用
ひ
ら
れ
︑
唐
紙

の
輸
入
も
か
な
り
の
程
度
で
行
は
れ
て
ゐ
た
が
︑
高
麗
の
紙
は
さ
ほ

ど
用
い
ら
れ
な
か
つ
た
と
見
て
も
大
過
は
あ
る
ま
い
と
思
わ
れ
る
︒

服
飾
︑
香
料
︑
薬
品
な
ど
の
供
給
を
唐
土
に
仰
ぎ
︑
﹁
い
ま
め
か
し

き
﹂
生
活
の
要
素
の
中
に
は
異
国
へ
の
憧
憬
が
多
量
に
交
つ
て
ゐ
た

平
安
時
代
の
上
流
人
士
が
︑
紙
に
関
す
る
限
り
︑
特
別
の
場
合
の
ほ

か
さ
ほ
ど
異
国
に
頼
ら
う
と
し
な
か
つ
た
ば
か
り
か
︑
﹁
唐
の
紙
は

脆
く
て
﹂
(
寿
岳
氏
が
便
宜
的
に
付
け
ら
れ
て
い
る
用
例
番
号
は
略

す
︒
以
下
同
じ
)
と
舶
来
の
品
に
き
び
し
い
批
判
を
さ
へ
加
へ
て
ゐ

る
の
は
︑
わ
が
国
の
製
紙
事
業
が
︑
そ
の
点
で
先
輩
国
た
る
唐
や
高

麗
の
そ
れ
に
比
べ
て
決
し
て
劣
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
為
で
あ
る
︒

寿
岳
氏
は
続
け
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
︒

特
別
の
場
合
と
は
何
で
あ
ら
う
︒
そ
れ
は
﹁
梅
枝
﹂
の
巻
に
見
え
て

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

四



ゐ
る
や
う
な
︑
甚
だ
高
貴
な
内
容
に
ふ
さ
わ
し
い
装
幀
で
行
ふ
に
際

し
︑
物
自
体
の
工
芸
的
な
価
値
よ
り
も
︑
め
づ
ら
か
さ
の
限
り
を
つ

く
し
た
と
云
ふ
意
識
の
う
ち
に
︑
当
時
の
貴
族
が
満
足
を
感
ず
る
場

合
な
ど
で
あ
る
︒
装
幀
の
材
料
と
し
て
唐
の
紙
と
本
朝
の
紙
と
い
づ

れ
が
す
ぐ
れ
て
ゐ
る
か
は
問
題
で
な
く
︑
何
と
言
つ
て
も
唐
や
高
麗

の
紙
の
方
が
め
づ
ら
し
い
か
ら
そ
れ
を
効
果
的
に
使
は
う
と
す
る
の

で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
当
時
の
貴
族
は
︑
な
べ
て
な
ら
ぬ
唐
の
紙
の
入

つ
た
厨
子
を
用
意
し
︑
い
と
懐
か
し
う
︑
芳
し
き
香
に
深
く
染
み
匂

つ
て
ゐ
る
の
を
取
り
出
し
︑
或
は
そ
の
﹁
い
と
す
く
み
た
る
に
︑
草

に
書
き
﹂
な
ど
し
て
得
意
が
つ
た
の
で
あ
る
︒
そ
の
色
は
︑
﹃
源
氏

物
語
﹄
の
も
の
凡
て
を
拾
ふ
と
︑
そ
ら
色
︑
浅
緑
︑
白
︑
縹
︑
浅
縹

な
ど
で
あ
る
が
︑
黄
色
も
あ
つ
た
こ
と
は
﹃
大
鏡
﹄
(
中
)
か
ら
類

推
さ
れ
る
し
︑
﹁
玉
蔓
﹂
に
い
ふ
﹁
唐
の
色
紙
﹂
の
種
類
は
も
つ
と

豊
富
だ
つ
た
と
想
像
さ
れ
る
︒
が
︑
唐
の
紙
の
感
触
や
紙
品
に
つ
い

て
は
︑
﹁
脆
く
て
﹂
と
﹁
す
く
み
た
る
﹂
以
外
︑
不
思
議
に
も
日
本

紀
の
局
は
何
の
批
評
も
試
み
て
ゐ
な
い
︒
﹁
香
ば
し
い
﹂
と
あ
る
に

し
て
も
そ
れ
は
紙
自
身
の
性
格
で
は
な
く
︑
香
料
の
薫
染
め
に
よ
つ

て
生
じ
た
外
附
的
の
属
性
で
︑
ひ
と
り
唐
の
紙
に
は
限
ら
ぬ
︒

そ
し
て
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
︒

少
し
う
が
ち
す
ぎ
た
想
像
か
も
し
れ
な
い
が
︑
当
時
舶
載
さ
れ
た
唐

の
紙
は
︑
そ
の
唐
物
な
る
が
故
に
意
識
さ
れ
る
﹁
今
め
か
し
さ
﹂
が

好
奇
憧
憬
の
中
心
概
念
で
あ
つ
て
︑
紙
そ
の
も
の
に
は
さ
し
た
る
特

色
も
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

寿
岳
氏
が
最
後
に
﹁
紙
そ
の
も
の
に
は
さ
し
た
る
特
色
も
な
か
っ
た
の

で
は
あ
る
ま
い
か
﹂
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
平﹅

安﹅

貴﹅

族﹅

は﹅

そ
の
よ
う
に

考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
︑
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
が
︑
は
た
し
て
彼
ら
は

唐
紙

(
ま
た
高
麗
紙
)
を
そ
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
寿
岳

氏
が
そ
の
よ
う
に
推
測
さ
れ
た
の
は
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
が
唐
紙
を
﹁
脆
く

て
﹂
ま
た
﹁
す
く
み
た
る
﹂
と
評
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
︒

唐
紙
が
﹁
脆
い
﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
光
源
氏
が
女
三
の
宮
の
毎

日
の
持
仏
供
養
に
用
い
る
経
の
用
紙
を
特
に
命
じ
て
紙
屋
院
に
漉
か
せ
た

次
の
場
面
で
あ
る
︒

さ
て
は
︑
阿
弥
陀
経
︑
唐
の
紙
は
脆
く
て
︑
朝
夕
の
御
手
な
ら
し
に

も
い
か
ゞ
と
て
︑
紙
屋
の
人
を
召
し
て
︑
こ
と
に
仰
言
賜
ひ
て
︑
心

こ
と
に
す
か
せ
給
へ
る
に
︑

(
鈴
虫
)

唐
紙
は
脆
い
と
い
う
評
価
は
後
世
に
至
る
ま
で
変
わ
ら
な
い
︒
例
え
ば

貝
原
益
軒
の
﹃
大
和
本
草
﹄
(
宝
永
六
年
︹
1709
︺
刊
)
に
﹁
本
邦
ノ
内

諸
州
ニ
各
製
ス
ル
者
皆
厚
薄
広
狭
短
長
不
レ

同
︒
名
産
多
シ
︒
朝
鮮
製
ハ

源
氏
物
語
と
高
麗
紙
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本
邦
ノ
製
ニ
似
テ
ツ
ヨ
シ
︒
中
華
ノ
紙
ハ
脆
弱
ナ
リ
﹂
と
見
え
︑
佐
藤
信

淵
の
﹁
経
済
要
録
﹂
(
文
政
十
年
︹
1709
︺
刊
)
に
も
﹁
漢
土
及
印
度
諸

国
の
紙
は
其
外
見
は
雅
な
り
と
雖
も
︑
性
質
甚
だ
脆
く
破
れ
易
く
云
々
﹂

と
見
え
︑
柳
宗
悦
も
﹁
支
那
は
大
き
な
国
で
あ
る
か
ら
一
概
に
は
云
へ
ぬ

が
︑
大
体
か
ら
云
つ
て
強
靱
な
も
の
少
な
く
︑
竹
紙
風
な
品
質
の
弱
い
も

の
が
多
い
︒
之
に
比
べ
る
と
朝
鮮
の
も
の
は
楮
紙
一
式
で
甚
だ
強
く
又
美

し
い
﹂
(﹃
工
芸
﹄
八
十
七
号
︑
昭
和
十
三
年
四
月
発
行
︑
p
.75)
と
言
っ

て
い
る(7
)

︒
光
源
氏
の
判
断
は
用
途
に
応
じ
て
考
慮
さ
れ
た
客
観
的
な
唐
紙

の
紙
質
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
︒

唐
紙
が
﹁
す
く
み
た
る
﹂
と
評
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
前
掲
の
梅
枝
③
の

箇
所
に
あ
る
︒
こ
の
場
面
は
光
源
氏
が
明
石
の
姫
君
の
入
内
用
に
用
意
し

た
草
子
を
見
せ
る
場
面
で
あ
る
︒
光
源
氏
は
唐
紙
に
は
﹁
草
﹂
(
草
仮
名

あ
る
い
は
真
名
の
草
書
体
か
)
で
書
き
︑
高
麗
紙
に
は
﹁
女
文
字
﹂
(
ひ

ら
が
な
)
で
書
い
た
︒
紙
屋
紙
に
は
﹁
み
だ
れ
た
る
草
の
歌
を
︑
筆
に
ま

か
せ
て
み
だ
れ
書
い
﹂
た
と
い
う
の
は
﹁
一
首
の
和
歌
を
さ
ま
ざ
ま
に
変

化
を
さ
せ
た
草
仮
名
で
書
い
﹂
た
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
︒
源
氏
は
そ
れ
ぞ

れ
の
紙
質
に
合
わ
せ
て
書
体
を
選
ん
だ
の
で
あ
る
︒
高
麗
紙
は
﹁
は
だ
こ

ま
か
に
︑
な
ご
う
な
つ
か
し
き
が
︑
色
な
ど
花
や
か
な
ら
ず
︑
な
ま
め
き

た
る
﹂
も
の
で
あ
り
︑
紙
屋
紙
も
﹁
色
あ
ひ
花
や
か
な
る
﹂
も
の
で
あ
り
︑

そ
し
て
唐
紙
は
﹁
い
と
す
く
み
た
る
﹂
紙
で
あ
っ
た
︒
そ
し
て
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
紙
に
書
か
れ
た
書
は
﹁
い
と
す
ぐ
れ
て
︑
め
で
た
し
﹂
﹁
た
と
ふ
べ

き
方
な
し
﹂
﹁
見
所
限
り
な
し
﹂
と
い
う
見
事
な
も
の
で
あ
っ
た
︒

問
題
と
な
る
の
は
︑
こ
の
﹁
す
く
み
た
る
﹂
の
意
味
で
あ
る
︒

｢
す
く
む
﹂
の
語
根
ス
ク
は
︑
ス
ク
ス
ク
シ

(
堅
く
真
っ
直
ぐ
で
︑
し

な
や
か
な
弾
力
性
に
欠
け
て
い
る
意
)
︑
ス
ク
ヨ
カ

(
硬
く
し
っ
か
り
し

て
い
る
さ
ま
)
の
ス
ク
と
同
根
で
あ
り

(﹃
岩
波
古
語
辞
典
﹄)
︑
硬
・
強

の
意
と
考
え
ら
れ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
﹁
す
く
み
た
る
紙
﹂
と
は
﹁
硬
質

の
紙
﹂
あ
る
い
は
﹁
固
い
感
じ
が
す
る

(
紙
)
﹂
(
小
学
館
﹃
古
語
大
辞

典
﹄)
と
い
う
意
味
と
理
解
で
き
る
︒
﹃
河
海
抄
﹄
に
﹁
こ
は
ご
は
し
い
﹂

と
訳
し
て
い
る
の
も
同
じ
理
解
で
あ
る

(
コ
ハ
ゴ
ハ
シ
は
﹁
堅
く
て
し
な

や
か
さ
が
な
い
﹂
の
意
)
︒
前
述
の
よ
う
な
場
面
に
お
い
て
は
︑
こ
の

﹁
唐
の
紙
の
い
と
す
く
み
た
る
に
﹂
と
い
う
句
は
否
定
的
な
意
味
あ
い
で

書
か
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒
旧
の
古
典
文
学
大
系
本
は
三
条
西

実
隆
筆
青
表
紙
証
本
を
底
本
と
す
る
が
︑
こ
れ
に
は
﹁
唐
の
紙
の
︑
い
と

す
ぐ
れ
た
る
に
﹂
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
頭
注
に
よ
る
と
︑
伝
二
条
為
明

筆
本
も
同
文
で
あ
る
と
い
う
︒
さ
ら
に
池
田
亀
鑑
編
著
の
﹃
源
氏
物
語
大

成
﹄
の
校
異
篇
に
よ
る
と
︑
桃
園
文
庫
蔵
本
に
は
﹁
す
く
よ
か
成
に
﹂
と

あ
る
由
で
あ
る
︒
こ
う
し
た
異
文
が
あ
る
こ
と
も
︑
﹁
す
く
み
た
る
﹂
は

源
氏
物
語
と
高
麗
紙
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肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
よ
う
で
あ
る(8
)
︒

本
居
宣
長

(﹃
玉
か
つ
ま
﹄
巻
十
四
﹁
紙
の
事
﹂)
が
﹁
皇
国
に
は
国
々

よ
り
出
る
紙
の
品
い
と
〳
〵
多
く
て
︑
厚
き
う
す
き
︑
強
き
や
は
ら
か
な

る
︑
さ
ま
〴
〵
あ
げ
も
つ
く
し
が
た
け
れ
ど
︑
物
書
く
に
は
な
ほ
唐
の
紙

に
及
も
の
な
し
︑
人
は
い
か
が
お
ぼ
ゆ
ら
む
知
ら
ず
︑
我
は
し
か
お
ぼ
ゆ

る
な
り
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
︑
硬
質
の
紙
は
特
に
強
い
筆
跡
で
書
く
に
は

適
し
て
い
る
︒
賢
木
巻
に
﹁
(
源
氏
は
)
唐
の
紙
ど
も
入
れ
さ
せ
給
ひ
つ

る
御
厨
子
あ
け
さ
せ
給
ひ
て
︑
な
べ
て
な
ら
ぬ
を
選
り
出
で
つ
ゝ
︑
筆
な

ど
も
心
こ
と
に
ひ
き
つ
く
ろ
ひ
給
へ
る
気
色
︑
艶
な
る
を
﹂
と
あ
る
が
︑

こ
の
梅
枝
巻
で
用
い
ら
れ
た
唐
紙
も
同
様
の
目
的
で
選
び
出
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
︒
草
仮
名
あ
る
い
は
真
名
の
草
書
体
の
文
字
を
書

く
た
め
に
は
﹁
い
と
す
く
み
た
る
﹂
唐
紙
は
︑
よ
り
適
し
た
紙
で
あ
る
︒

梅
枝
巻
の
﹁
い
と
す
く
み
た
る
に
﹂
は
肯
定
的
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒

脆
い
特
質
を
持
つ
唐
紙
で
あ
っ
て
も
︑
優
れ
た
唐
紙
は
他
に
代
え
が
た

い
魅
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
︒
高
麗
紙
に
対
し
て
も
前
掲
の
よ
う
に
梅
枝

の
巻
に
は
違
例
の
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
︒
彼
ら
は
﹁
紙
そ
の
も
の
に

は
さ
し
た
る
特
色
も
な
い
﹂
も
の
の
︑
珍
し
い
舶
来
品
だ
と
い
う
こ
と
だ

け
で
使
用
し
た
の
で
は
な
く
︑
国
産
紙
と
は
異
な
る
紙
質
や
色
合
い
を
愛

し
︑
そ
れ
ぞ
れ
に
相
応
し
い
用
途
で
用
い
た
も
の
と
考
え
た
い
︒
王
朝
文

学
か
ら
窺
え
る
彼
ら
の
紙
に
対
す
る
感
覚
は
極
め
て
豊
か
で
繊
細
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

梅
枝
の
巻

(
③
)
に
見
え
る
﹁
こ
ゝ
の
紙
屋
の
色
紙
﹂
の
﹁
こ
こ
﹂
と

は
日
本
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
当
時
の
紙
屋
院
で
漉
か
れ
た
紙
は
﹁
唐
や
高

麗
の
そ
れ
に
比
べ
て
決
し
て
劣
つ
て
ゐ
な
か
つ
た
﹂
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
︒
し
か
し
︑
そ
の
優
秀
さ
を
強
調
し
す
ぎ
る
と
︑
や
や
も
す
れ
ば
舶
来

紙
に
対
す
る
平
安
貴
族
た
ち
の
紙
に
対
す
る
評
価
や
愛
着
を
矮
小
化
し
て

し
ま
う
こ
と
に
な
ろ
う
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
で
は
唐
紙
の
感
触
や
紙
品
に
つ
い
て

の
詳
し
い
言
及
は
︑
こ
の
二
箇
所
し
か
な
い
の
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
︑

そ
の
少
な
さ
は
国
産
紙
に
つ
い
て
も
陸
奥
紙
に
つ
い
て
﹁
厚
肥
え
た
る
﹂

(
末
摘
花
)
﹁
ふ
く
よ
か
な
る
﹂
(
胡
蝶
)
﹁
黄
ば
み
厚
肥
え
た
る
﹂
(
若
菜

上
)
な
ど
と
見
え
る
く
ら
い
で
あ
り
︑
﹁
唐
紙
﹂
に
対
し
て
だ
け
の
こ
と

で
は
な
い
︒
紫
式
部
は
紙
質
よ
り
色
相
の
描
写
に
多
く
注
意
を
払
っ
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
し
た
が
っ
て
︑
注
目
さ
れ
る
の
は
︑
僅
か
三
例
し

か
現
わ
れ
な
い
高
麗
紙
の
す
べ
て
に
﹁
胡
桃
色
の
紙
﹂
(
①
)
と
そ
の
色

を
記
す
ば
か
り
で
な
く
︑
﹁
薄
様
だ
ち
た
る
が
︑
せ
ち
に
な
ま
め
か
し
き
﹂

(
②
)
︑
﹁
は
だ
こ
ま
か
に
︑
な
ご
う
な
つ
か
し
き
が
︑
色
な
ど
花
や
か
な

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

七



ら
ず
︑
な
ま
め
き
た
る
﹂
(
③
)
と
紙
質
に
つ
い
て
も
詳
し
い
説
明
が
加

え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
寿
岳
氏
自
身
も
ま
た
先
の
引
用
に
続
け
て

そ
の
違
例
さ
を
指
摘
し
て
い
る
︒

そ
れ
に
ひ
き
く
ら
べ
︑
高
麗
の
紙
は
︑
わ
づ
か
三
度
し
か
言
及
さ
れ

て
ゐ
な
い
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
そ
の
性
格
は
実
に
は
つ
き
り
と
描
き
出

さ
れ
て
ゐ
る
︒
即
ち
そ
れ
は
︑
膚
目
が
細
か
で
︑
な
ご
や
か
な
柔
軟

性
を
も
ち
︑
懐
か
し
さ
を
そ
ゝ
り
︑
い
ろ
は
あ
ま
り
華
や
か
で
は
な

く
︑
し
か
も
ど
こ
か
な
ま
め
か
し
い
所
が
あ
り
︑
そ
の
上
に
お
ほ
ど

か
な
女
手
で
麗
し
う
心
を
こ
め
て
書
く
と
き
は
︑
譬
へ
や
う
も
な
く

て
よ
く
似
合
ふ
紙
で
あ
つ
た
︒
そ
の
華
や
か
で
な
い
色
と
は
︑
恐
ら

く
胡
桃
い
ろ
で
あ
つ
た
だ
ろ
う
︒
そ
れ
は
今
も
尚
朝
鮮
の
紙
が
残
し

て
ゐ
る
い
か
に
も
朝
鮮
ら
し
い
伝
統
の
色
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
﹁
高

麗
だ
ち
た
る
が
せ
め
て
艶
か
し
き
﹂
つ
ゝ
ま
し
い
紙
で
あ
つ
た
︒
朝

鮮
の
紙
の
特
色
を
︑
こ
れ
以
上
適
確
に
表
現
す
る
こ
と
不
可
能
と
思

は
れ
る
ほ
ど
心
に
く
い
描
破
で
あ
る
︒

4

『
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
高
麗
紙
﹂
に
対
す
る
批
評
は
以
上
の
と
お
り
で
あ

る
が
︑
高
麗
紙
の
実
体
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

中
国
の
製
紙
史
研
究
に
比
べ
︑
朝
鮮
の
そ
れ
は
日
本
で
は
あ
ま
り
行
わ

れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
︒
特
に
古
代
の
高
麗
紙
に
つ
い
て
の
確
か
な
史

料
に
基
づ
い
た
歴
史
的
研
究
は
極
め
て
少
な
い
︒
本
稿
の
筆
者
が
参
考
に

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
︑
浜
口
良
光
﹁
朝
鮮
の
紙
﹂
(﹃
工
芸
﹄
百
十
四

号
︑
昭
和
十
八
年
十
一
月
発
行
)
と
奈
良
勇
﹃
朝
鮮
紙
﹄
(
調
査
資
料
第

二
十
四
輯
︑
平
壌
商
工
会
議
所
︑
昭
和
十
九
年
刊
)
︑
朴
英
璇
﹁
韓
紙
の

歴
史
﹂
(﹃
和
紙
文
化
研
究
﹄
第
十
二
号
︑
平
成
十
六
年
十
一
月
発
行
)
な

ど
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
論
考
に
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
は
高
麗
朝
時
代

(918-1392)
以
降
の
も
の
で
あ
る
が
︑
﹁
高
麗
紙
﹂
と
呼
ば
れ
た
紙
は

後
々
ま
で
高
麗
時
代
の
製
法
を
保
っ
て
漉
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
り(9
)

︑

﹃
源
氏
物
語
﹄
の
﹁
高
麗
の
紙
﹂
の
面
影
を
窺
う
こ
と
は
で
き
よ
う
︒

浜
口
氏
の
論
文
か
ら
本
稿
に
参
考
に
な
る
箇
所
を
次
に
掲
げ
る

(
表
記

の
仕
方
を
一
部
改
め
た
︒
引
用
に
は
後
に
特
に
取
り
上
げ
る
箇
所
に
傍
線

を
付
す
︒
以
下
同
じ
)
︒

A

高
麗
紙
に
関
す
る
記
録
と
し
て
は
﹃
芝
峰
類
説
﹄
の
﹁
﹃
稗
紙
﹄

に
云
ふ
﹁
温
州
の
蠲
紙
は
潔
白
堅
滑
に
し
て
高
麗
紙
に
類
す
﹂
と
︒

又
云
ふ
﹁
高
麗
蛮
紙
を
歳
貢
す
︑
書
巻
に
多
く
用
ひ
て
襯
と
為

す
﹂
と
︒
蓋
し
襯
は
粧
貼
︑
其
の
紙
品
た
る
や
堅
厚
な
る
を
以
て

な
り
︒
按
ず
る
に
蠲
紙
と
云
ふ
者
は
︑
其
の
賦
役
に
蠲
す
る
を
以

源
氏
物
語
と
高
麗
紙
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て
の
故
に
名
く
﹂
と
あ
る
が
︑
有
名
で
高
麗
紙
の
優
秀
さ
を
裏
書

き
し
て
ゐ
る
︒
(
中
略
)

由
来
文
房
の
具
は
支
那
︑
朝
鮮
共
に
最
も
尚
ぶ
処
で
あ
る
︒
紙

が
文
房
の
具
と
し
て
尚
ば
れ
︑
亦
書
籍
印
行
の
必
需
品
と
し
て
そ

の
要
求
が
時
と
共
に
加
は
り
︑
李
朝
時
代
に
至
つ
て
は
各
地
で
各

種
の
も
の
が
製
造
さ
れ
た
︒
李
圭
景
の
文
に
︑

李
朝
の
紙
類
は
成
虚
白
俔

(
李
朝
成
宗
時
の
人
約
四
百
年
前
)

の
﹃
傭
齋
叢
話
﹄
に
之
を
詳
論
す
︒
世
宇
の
朝
︑
造
紙
署
を
設
け
︑

表
箋
咨
文
紙
を
作
り
︑
又
印
書
諸
色
紙
を
作
る
︒
其
の
品
一
な
ら

ず
︑
藁
精
紙
・
柳
木
紙
・
薏
苡
紙
・
麻
骨
紙
・
純
倭
紙
あ
り
︒
皆

其
の
精
を
極
む
︒
史
籍
に
印
す
る
所
亦
好
し
︒
今
は
則
ち
只
藁

精
・
柳
葉
の
両
色
有
る
の
み
︒
金
思
齋
安
国
︑
苔
紙
を
朝
に
進
む
︒

此
れ
思
齋
刱
め
て
製
し
以
て
呈
す
る
も
の
な
り
︒
(
中
略
)

又
﹃
芝
峰
類
説
﹄
に
曰
ふ
︑

我
国

(
朝
鮮
)
の
鏡
面
紙
︑
竹
葉
紙
は
中
朝

(
支
那
)
の
人
甚

だ
之
を
珍
と
す
︒
(
中
略
)
按
ず
る
に
︑
﹃
宛
委
余
篇
﹄
云
ふ
︑
今

世
重
ん
ず
る
所
の
高
麗
繭
紙
は
︑
蓋
し
紙
品
堅
靱
な
る
を
以
て
の

故
に
︑
之
を
繭
紙
と
謂
ふ
と
︒

李
朝
時
代
の
紙
に
関
す
る
記
録
は
尚
か
な
り
あ
る
が
︑
何
れ
も

紙
の
良
質
な
る
こ
と
︑
種
類
の
多
い
こ
と
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
あ

つ
て
︑
製
紙
の
盛
ん
で
あ
つ
た
こ
と
を
裏
書
き
し
て
ゐ
る
︒

引
用
さ
れ
て
い
る
﹃
芝
峰
類
説
﹄
は
李
朝
宣
祖
の
時
代

(1568-1608)

の
書
︒
そ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
﹃
稗
紙
﹄
(
書
誌
未
詳
)
に
高
麗
紙
は

﹁
潔
白
堅
滑
﹂
と
あ
り
︑
﹃
宛
委
余
篇
﹄
(
書
誌
未
詳
)
に
も
﹁
高
麗
繭
紙

は
︑
蓋
し
紙
品
堅
靱
な
る
を
以
て
故
に
︑
之
を
繭
紙
と
謂
ふ
﹂
と
あ
る
︒

﹃
芝
峰
類
説
﹄
に
引
用
さ
れ
て
い
る
﹃
稗
紙
﹄
に
﹁
高
麗
蛮
紙
を
歳
貢
す
﹂

と
あ
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る

(
後
述
)
︒

奈
良
氏
の
著
書
に
は
次
の
よ
う
な
史
書
が
引
用
さ
れ
て
い
る

(
返
り
点

を
私
に
付
す(10
)

)
︒

B

『
鶏
林
志
﹄

高
麗
楮
紙
光
白
可
レ

愛
︑
号
二

白
硾
紙
一

︒

C

『
保
晩
斎
叢
書
﹄
の
中
の
﹃
攷
事
十
二
集
﹄
巻
十
﹁
紙
品
高
下
﹂

の
条

宋
人
論
二

諸
国
紙
品
一

︑
必
以
二

高
麗
紙
一

為
レ

上
︑
此
特
見
二

当
時

貢
幣
之
紙
一

而
云
レ

然
也
︒
若
下

今
造
紙
署
之
咨
文
紙
︑
平
康
之
雪

花
紙
︑
全
州
南
原
之
扇
子
紙
︑
簡
壮
紙
︑
油
注
紙
︑
油
芚
上

︑
実

天
下
之
所
二

稀
有
一

者
︒
且
其
苔
紙
︑
竹
清
紙
︑
又
合
荊
南
︑
古

今
之
産
並
有
レ

之
︒
但
東
尚
質
︑
紙
名
多
不
レ

若
二

中
国
之
文
飾
一

︒

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

九



我
国
之
紙
︑
最
堅
紉
︒
可
レ

施
二

搥
搗
之
功
一

︑
使
二

益
平
滑
一

︑
而

他
国
紙
︑
不
二

能
然
一

耳
︒

搥
紙
之
法
︑
乾
紙
一
張
外
漉
湿
一
張
沓
レ

上
︑
如
レ

此
重
畳
沓
起
︑

以
二

百
張
一

為
レ

垜
︑
放
平
二

正
案
上
一

︑
又
平
面
板
圧
二

在
上
一

︑

以
二

大
石
一

圧
レ

之
︑
経
二

一
伏
時
一

︑
上
下
乾
湿
皆
匂
︑
於
二

石
上
一

匂
搥
二

二
三
百
一

下
︑
皆
着
実
︑
於
二

百
張
内
一

︑
将
五
十
張
晒
乾
︑

却
与
レ

湿
者
五
十
張
︑
乾
湿
相
間
︑
沓
了
︑
再
匂
搥
二

二
三
百
一

下
︑

依
二

上
晒
乾
一
半
一

︑
又
乾
湿
相
間
︑
沓
了
︑
如
レ

此
三
四
次
︑
直

至
レ

無
二

一
張
沾
々
為
度
一

︑
再
以
レ

石
碾
三
四
次
︑
倒
下
搥
匂
︑

直
至
二

光
滑
一

如
二

油
紙
一

︒

D

『
林
園
経
済
志
﹄
中
の
﹁
怡
雲
志
﹂
巻
四
﹁
文
具
雅
製
下
﹂
の
条

高
麗
有
二

綿
繭
紙
一

︑
色
白
如
レ

綾
︑
堅
紉
如
レ

帛
︑
用
二

以
書
写
一

発
レ

墨
可
レ

愛
︒

(
遵
生
八
箋
)

紙
以
二

洽
受
一
レ

墨
光
善
容
レ

筆
態
為
レ

貴
︑
不
下

必
以
二

堅
紉
不
一
レ

裂

為
上
レ

徳
︑
徐
渭
謂
二

高
麗
紙
不
一
レ

宜
レ

画
︒
惟
銭
厚
者
稍
佳
︑
其

不
見
可
如
此
︑
不
レ

硾
則
毛
荒
難
レ

写
︑
搗
錬
則
紙
面
大
硬
︑
滑

不
レ

留
レ

筆
︑
堅
不
レ

受
レ

墨
︒
故
不
レ

如
二

中
国
之
佳
一

也
︒

(
熱
河
日
記
)

中
州
人
最
重
二

東
紙
一

︑
嘗
見
二

周
密
思
陵
書
画
記
︑
紹
興
内
府
所

蔵
法
書
︑
画
装
褾
裁
制
一

︑
其
有
二

品
第
一

︑
其
上
等
両
漢
三
国
二

王
六
朝
隋
唐
君
臣
真
蹟
︑
及
上
中
下
等
唐
人
真
蹟
︑
皆
用
二

高
麗

紙
贉
次
以
下
一

︑
或
用
二

蠲
紙
贉
一

︑
或
用
二

揩
光
紙
贉
一

︒
宋
人
之

宝
二

重
高
麗
紙
一

認
為
二

天
下
第
一
一

︑
此
可
レ

徴
矣
︒
然
今
︑
東
紙

実
甚
麁
劣
︑
湘
南
之
全
州
南
原
産
者
︑
素
号
二

国
中
第
一
一

︑
而

亦
患
稿
悍
麁
硬
︑
以
レ

之
模
二

印
図
籍
一

︑
則
巻
糠
太
重
︑
以
レ

之

贉
二

書
画
一

︑
則
勁
悼
不
レ

便
二

巻
舒
一

︑
則
毋
レ

論
二

紙
蜀
繭
一

︑
視
二

諸
日
本
紙
品
一

︑
亦
無
レ

異
二

碔
砆
之
於
良
一

︑
豈
匠
造
之
今
不
レ

如
レ

古
而
然
耶
︑
抑
華
人
之
貴
レ

之
者
︑
特
以
二

外
国
産
一

而
貴
レ

之

耶
︒

(
金
華
名
耕
読
記
)

銭
牧
斎
跋
東
刻
柳
︑
又
有
二

繭
紙
堅
緻
之
語
一

︑
然
東
人
実
不
レ

知
三

繭
紙
為
二

何
物
一

︑
何
由
得
二

搨
印
書
籍
一

︑
高
深
甫
遵
生
八
箋
︑

亦
云
三

高
麗
有
二

綿
繭
紙
一

︑
未
レ

知
二

見
吾
何
等
紙
品
一

︑
而
誤
以
二

繭
紙
一

称
レ

之
也
︒

(
同
右
)

B
の
﹃
鶏
林
記
﹄
は
宋
代
の
著

(
書
誌
未
詳
︒
鶏
林
は
新
羅
の
別
号
)
︒

こ
の
書
に
よ
っ
て
高
麗
紙
の
原
料
は
楮
で
あ
る
こ
と
︑
ま
た
白
く
光
沢
が

あ
っ
て
﹁
白
硾
紙
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る

(
引
用
の
原
文
は

﹁
白
硬
紙
﹂
で
あ
る
が
︑
﹁
白
硾
紙
﹂
の
誤
り
で
あ
ろ
う
︒
﹁
硬
﹂
は
玉
に

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

一
〇



似
た
石
で
あ
り
︑
﹁
硾
﹂
は
﹁
う
つ
︒
た
た
く
︒
つ
く
﹂
の
意
で
あ
る
)
︒

﹁
白
硾
紙
﹂
は
新
羅
時
代
に
始
め
て
漉
か
れ
た
よ
う
で
あ
り
︑
高
麗
時
代

を
経
て
朝
鮮
後
期
ま
で
漉
か
れ
た
紙
で
あ
る
と
言
う
︒
ま
た
︑
中
国
で
繭

紙
・
蚕
紙
・
綿
繭
紙
な
ど
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
こ
の
紙
で
あ
ろ
う
と
さ

れ
て
い
る
︒

C
の
﹃
保
晩
斎
叢
書
﹄
は
徐
命
膺

(717-1787)
の
編
︒
こ
の
史
料
に

は
﹁
我
国

(
朝
鮮
)
の
紙
の
堅
紉
で
平
滑
で
あ
る
こ
と
は
他
国
の
紙
が
能

く
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
搥
搗
の
功
に
よ
る
﹂
と

い
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

(﹁
搥
搗
﹂
は
槌
や
砧
で
打
つ
こ
と
)
︒
そ

の
﹁
搥
搗
﹂
に
つ
い
て
﹃
攷
事
十
二
集
﹄
か
ら
の
引
用
の
後
半
部
分
に
詳

し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
︒
漉
き
上
げ
た
紙
の
乾
い
た
も
の
と
湿
っ
た
も
の

と
を
重
ね
て
叩
く
工
程
は
︑
光
沢
が
あ
り
堅
紉
で
平
滑
で
あ
る
と
い
う
高

麗
紙
の
特
徴
に
関
わ
る
よ
う
で
あ
る
が
︑
現
在
の
韓
紙
で
は
こ
の
工
程
は

あ
ま
り
行
わ
れ
な
い
と
い
う

(
朴
英
璇
﹁
韓
紙
の
歴
史
﹂)
︒

D
は
徐
有
榘
の
編
︒
﹃
遵
生
八
箋
﹄
は
明
代
の
高
濂

(
高
深
甫
)
の
著

で
あ
り
︑
﹁
高
麗
に
綿
繭
紙
有
り
︒
色
の
白
い
こ
と
は
綾
の
よ
う
で
あ
り
︑

堅
紉
な
こ
と
は
帛
の
よ
う
で
あ
る
︒
書
写
に
用
い
れ
ば
良
く
墨
色
を
発
し
︑

愛
す
べ
き
紙
で
あ
る
﹂
と
あ
る
︒
﹃
熱
河
日
記
﹄
は
朴
趾
源
の
著
︒
こ
れ

に
引
用
さ
れ
て
い
る
徐
渭
は
明
の
人
で
詩
文
書
画
を
良
く
し
た
人
で
あ
る

が
︑
﹁
高
麗
紙
は
絵
を
描
く
に
は
適
当
で
は
な
い
︒
搗
練
し
な
い
も
の
は

毛
羽
立
っ
て
筆
蹟
の
様
態
を
よ
く
表
わ
せ
な
い
が
︑
堅
く
叩
き
す
ぎ
る
と

筆
が
滑
り
や
す
く
︑
堅
い
も
の
は
墨
を
吸
わ
な
い
﹂
な
ど
と
言
っ
て
い
る

の
は
︑
書
画
家
と
し
て
の
彼
の
好
み
に
よ
る
感
想
で
あ
る
が
︑
高
麗
紙
の

も
の
に
対
す
る
評
価
は
C
と
同
じ
と
言
え
る
︒

以
上
︑
限
ら
れ
た
史
料
か
ら
で
は
あ
る
が
︑
高
麗
紙
は
﹁
堅
靱
﹂
(
堅

く
し
な
や
か
で
強
い
)
﹁
堅
緻
﹂
(
堅
く
き
め
が
細
か
い
)
で
︑
平
滑
で
光

沢
が
あ
り
︑
繭
や
帛

(
絹
)
や
綾
に
譬
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が

分
か
る
︒
こ
れ
を
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
説
明
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
︑
﹁
高

麗
の
紙
の
︑
は
だ
こ
ま
か
に
﹂
﹁
な
ご
う
な
つ
か
し
き
﹂
(
柔
軟
で
親
し
み

の
あ
る
)
と
あ
る
の
と
一
致
す
る
︒
ま
た
︑
﹁
薄
様
だ
ち
た
る
﹂
と
あ
る

の
も
︑
漉
き
方
に
よ
っ
て
紙
は
厚
く
も
薄
く
も
な
る
も
の
で
あ
り
︑
こ
れ

も
齟
齬
し
な
い
と
考
え
て
良
い
︒
実
際
に
浜
口
良
光
氏
は
前
掲
論
文
で
︑

高
麗
盛
期
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
﹃
高
麗
本
戒
律
﹄
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
厚

さ
の
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
︒

之
は
大
形
の
本
で
あ
る
が
︑
其
の
紙
質
は
稀
に
見
る
美
し
い
而
も
堅

牢
な
も
の
で
あ
る
︒
面
白
い
こ
と
に
は
一
冊
の
本
に
も
︑
数
葉
毎
に

紙
質
を
異
に
し
︑
紙
の
綴
込
み
の
方
の
末
端
に
寄
進
者
の
名
を
印
刷

し
て
い
る
︒
各
地
方
の
産
紙
を
寄
進
し
た
も
の
と
思
は
れ
る
︒
そ
の

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

一
一



中
に
は
薄
葉
の
も
の
も
あ
れ
ば
厚
手
の
も
の
も
あ
り
︑
中
間
の
も
の

も
あ
る
︒
光
沢
あ
り
︑
密
度
よ
く
︑
何
と
も
云
は
れ
な
い
よ
い
も
の

で
あ
る
︒
恐
ら
く
高
麗
盛
期
の
も
の
で
あ
ら
う
︒

た
だ
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
﹁
高
麗
の
胡
桃
色
の
紙
﹂
が
現
わ
れ
る
が
︑

前
掲
の
史
料
に
は
白
い
と
だ
け
説
明
さ
れ
て
い
る

(
A
﹁
潔
白
﹂
︑
B

﹁
光
白
﹂
︑
D
﹁
色
白
﹂)
︒
こ
れ
ら
は
生
紙

(
漉
い
た
ま
ま
の
紙
)
の
特
徴

に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
︑
染
紙
や
加
工
紙
に
つ
い
て
は
説
明
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
ま
た
︑
A
が
引
用
す
る
李
圭
景
の
文
に
は

李
朝
の
世
宇

(
大
宗
)
の
時
に
︑
﹁
造
紙
署
﹂
が
設
け
ら
れ(11
)
︑
﹁
諸
色
紙
﹂

が
作
ら
れ
た
と
あ
る
が
︑
こ
れ
は
特
殊
な
色
紙
に
つ
い
て
言
っ
た
も
の
の

よ
う
で
あ
る
︒
す
で
に
新
羅
時
代
の
写
経
用
紙
に
は
藍
染
め
の
紺
紙
が
用

い
ら
れ
て
お
り
︑
﹃
青
野
漫
輯
﹄
巻
一
﹁
勝
国
記
事
﹂
に
は
高
麗
高
宗
の

時
に
公
家
や
私
家
の
奴
隷
た
ち
が
編
成
し
た
奴
隷
軍
の
合
図
に
黄
色
の
紙

が
用
い
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
と
い
う

(
朴
英
璇
﹁
韓
紙
の
歴

史
﹂)
︒

5

と
こ
ろ
で
︑
平
安
朝
の
文
学
に
現
わ
れ
る
高
麗
の
工
芸
品
は
︑
紙
以
外

に
も
﹁
高
麗
錦
﹂
﹁
高
麗
笛
﹂
﹁
高
麗
の
幄
﹂
﹁
高
麗
縁
﹂
が
あ
る
︒

沈
の
箱
に
浅
香
の
下
机
︑
打
敷
は
青
丹
の
高
麗
の
錦
︑
足
結
の
組
︑

花
足
の
心
ば
へ
な
ど
︑
い
ま
め
か
し
︒

(﹃
源
氏
物
語
﹄
絵
合
)

楼
の
天
上
に
は
︑
鏡
形
・
雲
の
形
を
織
り
た
る
高
麗
錦
を
張
り
た
り
︒

(﹃
宇
津
保
物
語
﹄
楼
の
上
・
上
)

い
み
じ
く
清
ら
な
る
高
麗
の
錦
の
袋
に
て
あ
る
︑
取
り
渡
す
に
︑
匂

ひ
た
る
香
︑
え
な
ら
ず
︒

(﹃
宇
津
保
物
語
﹄
楼
の
上
・
下
)

お
と
ど
⁝
⁝
高
麗
笛
と
り
い
で
給
へ
り
︒
い
と
上
手
に
お
は
す
れ
ば

い
と
お
も
し
ろ
う
吹
き
た
ま
ふ
︒

(﹃
源
氏
物
語
﹄
末
摘
花
)

(
嵯
峨
院
は
)
高
麗
笛
を
好
ま
せ
給
ふ
め
る
に
︑
唐
土
の
帝
の
御
返

り
賜
ひ
け
る
に
賜
は
せ
た
る
高
麗
笛
を
奉
ら
む
︒

(﹃
宇
津
保
物
語
﹄
楼
の
上
・
下
)

高
麗
の
幄
十
一
間
を
鱗
の
ご
と
く
打
ち
た
り
︒

(﹃
宇
津
保
物
語
﹄
吹
上
・
下
)

畳
は

高
麗
縁
︒
ま
た
黄
な
る
地
の
縁
︒

(﹃
枕
草
子
﹄
三
四
一
)

こ
と
さ
ら
に
︑
御
座
と
い
ふ
畳
の
さ
ま
に
て
︑
高
麗
な
ど
い
と
き
よ

ら
な
り
︒

(﹃
枕
草
子
﹄
二
八
九
)

こ
の
う
ち
︑
﹁
高
麗
錦
﹂
は
既
に
﹃
萬
葉
集
﹄
に
見
え
︑
紐
に
対
す
る

称
め
言
葉
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
る

(﹃
萬
葉
集
﹄

14
・
三
四
六
五
︑
16
・
三
七
九
一
な
ど
)
︒
高
麗
物
は
古
く
か
ら
憧
れ
の

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

一
二



対
象
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
の
も
の
も
平
安
貴
族
達
に
と
っ
て

は
︑
現
代
の
我
々
が
高
麗
の
青
磁
や
李
朝
の
白
磁
を
愛
す
る
よ
う
に
心
惹

か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
可
能
な
ら
ば
手
に
入
れ
た
い
と
思
っ
て
い
た

は
ず
で
あ
る
︒
ま
し
て
や
前
節
に
列
挙
し
た
史
料
D
に
﹁
両
漢
三
国
二
王

六
朝
隋
唐
君
臣
真
蹟
︑
及
上
中
下
等
唐
人
真
蹟
︑
皆
用
二

高
麗
紙
贉
一

云
々
﹂
﹁
宋
人
論
二

諸
国
紙
品
一

︑
必
以
二

高
麗
紙
一

為
レ

上
﹂
と
あ
る
よ
う

に
︑
中
国
で
は
高
麗
紙
は
唐
紙
よ
り
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
︒
唐
の
文
化

に
憧
れ
て
い
た
平
安
貴
族
た
ち
が
︑
中
国
の
文
人
た
ち
が
最
上
の
紙
と
評

価
し
て
い
る
高
麗
紙
に
関
心
を
持
た
な
か
っ
た
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
し
か

し
︑
文
学
作
品
に
は
﹁
唐
紙
﹂
は
多
く
現
わ
れ
る
の
に(12
)

︑
﹁
高
麗
紙
﹂
は

﹃
源
氏
物
語
﹄
に
し
か
現
わ
れ
な
い
︒
そ
れ
は
何
故
だ
ろ
う
︒

当
時
の
日
本
と
高
麗
と
の
関
係
は
良
好
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

﹃
日
本
紀
略
﹄
天
延
二
年

(
九
七
四
)
閏
十
月
三
十
日
条
に
は
﹁
高
麗
邦

交
易
使
﹂
が
高
麗
馬
そ
の
他
を
持
っ
て
参
入
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る

が
︑
﹃
小
右
記
﹄
長
徳
三
年
︹
九
九
七
︺
六
月
十
二
︑
十
三
日
条
に
は
高

麗
朝
廷
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
牒
状
に
諸
問
題
が
あ
る
と
し
て
︑
日
本
朝
廷

は
返
牒
せ
ず
︑
要
害
を
警
固
す
る
な
ど
の
対
応
を
し
て
い
る(13
)

︒
こ
の
よ
う

な
困
難
な
政
治
的
関
係
に
加
え
て
︑
高
麗
紙
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
特
殊

な
事
情
も
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

A
の
﹃
芝
峰
類
説
﹄
に
引
用
さ
れ
て
い
る
﹃
稗
紙
﹄
に
﹁
高
麗
蛮
紙
を

歳
貢
す
﹂
と
あ
り
︑
C
の
﹃
攷
事
十
二
集
﹄
に
﹁
貢
幣
之
紙
﹂
と
あ
っ
た

よ
う
に
︑
高
麗
紙
は
宗
主
国
で
あ
る
中
国
の
歴
代
の
王
朝
に
大
量
に
貢
献

さ
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
﹃
高
麗
史
﹄
文
宗
三
十
四
年

(1080)
七
月
条
に

は
﹁
大
紙
二
千
幅
﹂
が
宋
に
貢
上
さ
れ
た
と
あ
る(14
)

︒
高
麗
紙
の
﹁
大
紙
﹂

の
大
き
さ
は
未
詳
で
あ
る
が
︑
太
田
南
畝
の
﹃
半
日
閑
話
﹄
に
よ
る
と
︑

当
時
の
﹁
大
唐
紙
﹂
は
﹁
四
尺
七
寸×

二
間
余
﹂
ま
た
﹁
一
丈
二
尺×

四

尺
八
寸
五
分
﹂
で
あ
る

(
お
よ
そ
四
㍍
弱×

一
︑
六
㍍
程
)
︒
﹁
幅
﹂
は
︑

﹁
帖
﹂
と
同
じ
く
一
定
の
枚
数
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
数
え
る
単
位
と
し

て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
︒
た
だ
︑
何
枚
を
一
帖
と
す
る
か
は
紙

の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
︒
﹃
御
堂
関
白
記
﹄
(
長
和
五
年
七
月
十
日
条
)

に
貢
物
と
し
て
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
日
本
の
﹁
檀
紙
﹂
の

場
合
は
二
十
四
枚
で
あ
り
︑
こ
れ
に
準
じ
れ
ば
二
千
幅

(
帖
)
は
四
万
三

千
枚
と
な
る
︒
延
喜
年
間
に
お
け
る
日
本
の
紙
屋
院
で
一
年
間
に
漉
か
れ

た
量
は
二
万
枚

(
張
)
で
あ
り
︑
全
官
庁
の
年
間
使
用
量
は
十
万
八
十
枚

(
張
)
で
あ
る

(
浜
口
良
光
﹁
和
紙
史
考
﹂
﹃
工
芸
﹄
百
十
六
号
)
︒

こ
う
し
た
両
国
間
の
政
治
的
関
係
や
高
麗
紙
の
特
殊
事
情
に
よ
っ
て
︑

当
時
の
日
本
で
は
高
麗
紙
は
望
ん
で
も
容
易
に
は
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
た
だ
︑
憶
測
を
逞
し
く
す
れ
ば
︑
光
源

源
氏
物
語
と
高
麗
紙

一
三



氏
の
モ
デ
ル
の
一
人
と
さ
れ
る
藤
原
道
長
ほ
ど
の
財
力
と
権
力
と
持
っ
た

者
が
手
を
尽
く
せ
ば
手
に
入
れ
る
こ
と
は
で
き
た
で
あ
ろ
う(15
)

︒
道
長
自
身

の
好
み
で
な
く
と
も
娘
彰
子
が
望
め
ば
道
長
は
そ
れ
を
手
に
入
れ
た
で
あ

ろ
う
︒
そ
し
て
︑
彰
子
に
仕
え
︑
道
長
と
特
別
な
関
係
に
あ
っ
た
と
も
考

え
ら
れ
て
い
る
紫
式
部
は
そ
れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た

か
︒
た
だ
︑
道
長
の
兄
で
あ
る
道
隆
の
娘
中
宮
定
子
に
仕
え
た
清
少
納
言

の
﹃
枕
草
子
﹄
に
は
﹁
唐
鏡
﹂
﹁
唐
錦
﹂
﹁
唐
綾
﹂
﹁
唐
の
薄
物
﹂
な
ど
と

共
に
﹁
唐
の
紙
﹂
は
現
わ
れ
る
も
の
の
︑
﹁
高
麗
紙
﹂
は
現
わ
れ
な
い
︒

寿
岳
氏
は
清
女
の
好
み
の
問
題
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
て
い
る
が
︑
あ
る
い

は
道
隆

(
も
し
く
は
定
子
)
の
好
み
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

〔
注
︺

(
1
)
正
倉
院
文
書
に
は
﹁
色
紙
﹂
﹁
五
色
紙
﹂
﹁
黄
紙
﹂
﹁
赤
紙
﹂
﹁
紫
紙
﹂

﹁
紅
紙
﹂
﹁
縹
紙
﹂
﹁
藍
紙
﹂
﹁
黄
褐
紙
﹂
﹁
浅
黄
紙
﹂
な
ど
色
相
を
表
わ

す
紙
の
名
や
﹁
蘇
芳
紙
﹂
﹁
刈
安
紙
﹂
﹁
比
佐
宜
染

(
紙
)
﹂
﹁
蓮
葉
染
)

(
紙
)
﹂
﹁
垣
津
幡
染

(
紙
)
﹂
﹁
胡
桃
染

(
紙
)
﹂
﹁
橡
染

(
紙
)
﹂
な
ど
染

料
名
を
表
わ
す
紙
の
名
が
見
え
る
︒
前
田
千
寸
氏
の
調
査
に
よ
る
と
︑

染
紙
の
数
は
二
六
五
万
余
枚
に
な
る
と
い
う

(﹃
日
本
色
彩
文
化
史
﹄

岩
波
書
店
︑
一
九
六
〇
年
刊
一
六
一
頁
)
︒

(
2
)
養
老
令
で
は
図
書
寮
に
四
人
の
﹁
装
潢
手
﹂
が
定
め
ら
れ
て
い
る

(﹁
装
潢
﹂
と
は
紙
を
切
り
揃
え
た
り
染
め
た
り
す
る
こ
と
︒
﹃
令
義
解
﹄

﹁
装
潢
﹂
注
﹁
截
治
曰
レ

装
︒
染
レ

色
曰
レ

潢
﹂)
︒
ま
た
︑
横
井
時
冬
著

﹃
日
本
工
業
史
﹄
第
三
編
第
五
章
第
五
款
に
﹁
か
の
一
条
天
皇
の
こ
ろ

よ
り
色
紙
を
好
み
て
用
ゐ
る
こ
と
に
な
り
し
か
ば
︑
こ
れ
に
よ
り
色
紙

の
製
法
い
よ
い
よ
精
し
く
な
り
ぬ
る
は
世
に
伝
ふ
る
が
如
し
﹂
と
あ
る

が
︑
平
安
時
代
の
和
紙
装
飾
加
工
の
高
さ
を
示
す
西
本
願
寺
本
蔵
三
十

六
人
家
集
は
一
条
天
皇
の
頃

(986-1011)
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒

(
3
)
平
安
時
代
の
物
語
文
学
に
見
ら
れ
る
消
息
の
料
紙
に
つ
い
て
は
前
田
千

寸
著
﹃
む
ら
さ
き
ぐ
さ
﹄
(
河
出
書
房
︑
昭
和
三
十
一
年
刊
)
第
一
部

第
十
章
に
詳
し
い
調
査
が
な
さ
れ
て
い
る
が
︑
﹃
源
氏
物
語
﹄
に
は
次

の
染
紙
が
現
わ
れ
る
︒

白

｢
白
き
紙
﹂
(
末
摘
花
・
賢
木
・
絵
合
・
若
菜
上
)
﹁
白
き
色

紙
﹂
(
行
幸
・
橋
姫
・
宿
木
・
浮
舟
)
﹁
白
き
唐
紙
﹂
(
須
磨
)

﹁
白
き
薄
様
﹂
(
蛍
・
真
木
柱
)
﹁
白
き
赤
き
な
ど
掲
焉
な
る

枚
﹂
(
梅
枝
)

赤

｢
赤
き
色
紙
﹂
(
浮
舟
)
﹁
赤
き
紙
の
︑
映
る
ば
か
り
色
深
き
﹂

(
紅
葉
賀
)
﹁
白
き
赤
き
な
ど
掲
焉
な
る
枚
﹂
(
梅
枝
)

紅

﹁
紅
の
紙
﹂
(
紅
梅
)
﹁
紅
の
薄
様
﹂
(
浮
舟
)

青

｢
青
き
紙
﹂
(
絵
合
)
﹁
青
き
色
紙
﹂
(
常
夏
)
﹁
青
摺
り
の
紙
﹂

(
少
女
)

空
色

﹁
空
色
の
紙
﹂
(
澪
標
)
﹁
空
の
色
し
た
る
唐
の
紙
﹂
(
葵
)

青
鈍

｢
青
鈍
の
紙
﹂
(
澪
標
・
槿
)
﹁
濃
き
青
鈍
の
紙
﹂
(
葵
・
若
菜

源
氏
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語
と
高
麗
紙
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下
)

緑

﹁
緑
の
薄
様
﹂
(
少
女
・
浮
舟
)

浅
緑

｢
浅
緑
の
薄
様
﹂
(
若
菜
下
)
﹁
唐
の
浅
緑
の
紙
﹂
(
賢
木
・
梅

枝
)

縹

﹁
縹
の
唐
の
紙
﹂
(
絵
合
)
﹁
唐
の
縹
の
紙
﹂
(
玉
蔓
)

紫

｢
紫
の
紙
﹂
(
若
紫
・
末
摘
花
・
少
女
・
椎
本
)
﹁
紫
の
薄
様
﹂

(
野
分
・
浮
舟
)

赤
紫

﹁
赤
紫
の
表
紙
﹂
(
絵
合
)

黒

﹁
黒
き
紙
﹂
(
椎
本
)

檜
皮
色
﹁
檜
皮
色
の
紙
﹂
(
真
木
柱
)

紅
梅

﹁
紅
梅
の
色
の
紙
﹂
(
梅
枝
)

胡
桃
色
﹁
高
麗
の
胡
桃
色
の
紙
﹂
(
明
石
)

(
4
)
カ
ラ

(
唐
)
・
カ
ラ
ク
ニ

(
唐
国
)
は
広
く
外
国
を
意
味
す
る
こ
と
も

あ
る
が
︑
﹁
唐
紙
﹂
は
中
国
の
紙
だ
け
を
言
う
よ
う
で
あ
る
︒
平
安
文

学
で
は
宋
の
紙
で
あ
る
︒

(
5
)
小
野
晃
嗣
﹁
中
世
に
於
け
る
製
紙
業
と
紙
商
業
﹂
(﹃
歴
史
地
理
﹄
第
六

七
巻
第
四
号
︑
昭
和
十
一
年
四
月
発
行
︒
﹃
日
本
産
業
発
達
史
の
研
究
﹄

所
収
)
︒
ま
た
︑
雁
皮
紙
系
の
﹁
鳥
の
子
紙
﹂
に
つ
い
て
寺
島
良
安
の

﹃
和
漢
三
才
図
会
﹄
(
正
徳
三
年
︹
1713
︺
撰
)
は
﹁
肌
滑
ら
か
に
し
て

書
き
易
く
︑
性
堅
耐
久
︑
紙
王
と
謂
ふ
べ
き
も
の
か
﹂
と
言
う
︒
い
ず

れ
に
せ
よ
源
氏
の
明
石
の
上
へ
の
手
紙
は
二
通
と
も
に
﹁
紙
つ
か
ひ
の

美
し
げ
な
る
文
﹂
(﹃
讃
岐
典
侍
日
記
﹄)
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
︒

(
6
)
上
村
六
郎
﹁
正
倉
院
宝
物
の
染
紙
に
つ
い
て
﹂
(
正
倉
院
事
務
所
編
集

﹃
正
倉
院
の
紙
﹄
日
本
経
済
新
聞
社
︑
昭
和
四
十
五
年
刊
︑
p
p
.123-

4)
︒
前
田
千
寸
﹃
日
本
染
色
文
化
史
﹄
も
﹁
胡
桃
樹
皮
の
灰
汁
媒
染
に

よ
る
褐
色
は
そ
の
中
に
仄
か
な
紫
色
を
含
み
︑
他
の
樹
皮
や
柴
染
の
灰

汁
媒
染
に
よ
る
黄
褐
色
に
比
し
て
著
し
い
特
徴
が
あ
っ
て
美
し
い
﹂

(
四
七
九
頁
)
と
言
う
︒

(
7
)
中
国
紙
の
脆
さ
は
原
料
と
漉
き
方
に
因
る
︒
宋
以
降
の
原
料
は
竹
・
木

綿
・
麦
・
稲
藁
で
あ
る
が
︑
こ
れ
ら
は
叩
解
さ
れ
て
紙
料
と
な
っ
た
後

に
更
に
細
断
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

(
久
米
康
生
著
﹃
造
紙
の
源
流
﹄
雄

松
堂
出
版
︑
昭
和
六
十
年
刊
︑
p
.25)
︒
こ
れ
は
日
本
の
奈
良
時
代
で

も
同
じ
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
︑
楮
と
雁
皮
を
主
原
料
と
し
た
平
安
時
代

以
降
は
︑
叩
解
さ
れ
た
後
の
紙
料
は
裁
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒
ま
た
︑

中
国
の
﹁
溜
漉
き
﹂
は
﹁
パ
ル
プ
状
に
し
た
紙
料
を
︑
簀
で
す
く
い
上

げ
︑
漉
桁
の
上
桁
の
中
に
溜
め
︑
あ
る
い
は
揺
り
動
か
し
て
水
を
切
り
︑

紙
の
層
を
作
る
﹂
(
広
辞
苑
)
が
︑
平
安
時
代
以
降
の
日
本
で
一
般
的

に
な
っ
た
﹁
流
漉
き
﹂
は
﹁
パ
ル
プ
状
に
し
た
紙
料
に
植
物
性
粘
液

(
ネ
リ
)
を
混
入
し
た
紙
料
液
を
竹
製
・
萱
製
の
簀
で
す
く
い
上
げ
︑

全
体
を
揺
り
動
か
し
な
が
ら
紙
層
を
つ
く
り
︑
数
回
の
す
く
い
上
げ
で

厚
さ
を
調
整
し
た
の
ち
︑
表
面
の
液
と
と
も
に
塵
な
ど
を
流
し
捨
て

る
﹂
(
同
右
)
も
の
で
あ
る
︒
流
漉
き
で
は
特
に
前
後
左
右
に
振
り
動

か
さ
れ
る
作
業
に
よ
っ
て
︑
長
い
繊
維
が
絡
み
あ
い
︑
紙
は
薄
く
て
も
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強
靱
な
紙
と
な
る
︒

(
8
)
新
古
典
文
学
大
系
が
﹁
す
く
む
﹂
を
﹁
縮
む
﹂
の
意
と
し
て
い
る
の
は

誤
り
で
あ
ろ
う
︒
仮
に
そ
の
意
と
す
れ
ば
︑
源
氏
は
敢
え
て
き
わ
め
て

書
き
に
く
い
紙
を
選
ん
だ
こ
と
に
な
る
が
︑
こ
の
場
面
に
お
い
て
唐
紙

だ
け
を
そ
の
よ
う
な
紙
に
設
定
す
る
理
由
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

(
9
)
平
塚
運
一
﹁
朝
鮮
紙
と
古
代
日
本
紙
﹂
(﹃
書
窓
﹄
4-5
︑
1937.
6
発

行
)
に
言
う
︒

家
蔵
の
牛
医
方
︑
馬
医
方
は
高
麗
時
代

(
建
文
元
年
︒
李
朝
に
な
つ

た
初
め
の
年
な
れ
ど
彫
版
他
高
麗
に
行
わ
れ
し
も
の
な
ら
ん
)
の
刊

本
で
荒
い
網
の
や
う
な
繊
維
で
︑
そ
の
微
妙
な
肌
合
い
は
云
ひ
得
な

い
も
の
が
あ
る
︒
高
麗
経
の
断
簡
が
あ
る
︒
透
か
し
て
見
る
と
︑
叢

雲
の
や
う
に
繊
維
が
み
だ
れ
て
ゐ
る
︒
正
徳
刊
の
三
剛
行
実
︑
成
化

刊
行
の
十
王
経
︑
皆
古
風
な
調
子
と
厚
さ
薄
さ
に
︑
素
朴
な
風
情
が

あ
る
︒
斯
う
し
て
︑
朝
鮮
の
古
い
時
代
か
ら
︑
新
し
い
時
代
へ
か
け

て
の
紙
を
見
る
と
︑
ま
る
で
︑
日
本
上
代
の
紙
と
同
じ
心
持
を
持
つ

て
ゐ
る
事
が
感
じ
ら
れ
る
︒
朝
鮮
の
紙
の
製
法
は
︑
千
年
前
も
今
も

変
わ
ら
な
い
ら
し
い
︒
瓦
の
製
法
も
︑
百
済
新
羅
時
代
も
今
日
も
同

じ
こ
と
を
続
け
て
ゐ
る
朝
鮮
で
あ
る
︒
昔
そ
の
ま
ゝ
の
味
が
い

ろ
〳
〵
な
方
面
に
残
つ
て
ゐ
る
と
思
ふ
︒

ま
た
︑
﹁
高
麗
紙
﹂
と
い
う
名
も
後
世
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
る
︒
例

え
ば
﹃
大
江
俊
充
記
﹄
天
和
四
年

(1663)
四
月
七
日
条
に
火
事
見
舞

い
に
﹁
高
麗
紙
一
束
﹂
を
贈
っ
た
と
い
う
記
事
が
見
え

(
濱
田
徳
太
郎

﹃
和
紙
つ
れ
づ
れ
﹄
昭
和
二
十
三
年
刊
︒
p
.19)
︑
柳
宗
悦
の
雑
誌
﹃
工

芸
﹄
百
十
四
号

(
昭
和
十
八
年
十
一
月
発
行
)
の
口
絵
に
貼
付
さ
れ
て

い
る
朝
鮮
紙
の
見
本
十
三
種
の
中
に
﹁
高
麗
状
紙
﹂
が
あ
る
︒

(
10
)
明
ら
か
な
誤
植
は
訂
正
し
た
︒
そ
の
他
に
も
不
審
な
所
が
あ
る
が
︑
原

文
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
ず
︑
そ
の
ま
ま
に
し
て
い
る

(
そ
の
箇
所

に
は
返
り
点
を
付
し
て
い
な
い
)
︒

(
11
)
李
朝
が
楮
紙

(
紙
幣
)
を
復
活
さ
せ
る
た
め
に
﹁
造
紙
所
﹂
を
設
置
し

た
の
は
世
宗
王
十
五
年

(1415)
で
あ
る

(﹃
太
宗
実
録
﹄
巻
三
十
︑

十
五
年
七
月
条
)
︒

(
12
)
実
際
に
道
長
の
頃
に
は
唐
紙
は
多
く
輸
入
さ
れ
て
い
た
︒
当
時
の
歌
切

れ
の
ほ
と
ん
ど
は
悉
く
唐
紙
で
あ
る

(
内
藤
虎
次
郎
﹁
紙
の
は
な
し
﹂
︑

﹃
工
芸
﹄
二
十
八
号
︑
1933.
4
発
行
)
︒

(
13
)
以
上
︑
近
藤
剛
著
﹃
日
本
高
麗
関
係
史
﹄
(
八
木
書
店
︑
2019
年
刊
)

に
拠
る
︒

(
14
)
朝
鮮
総
督
府
編
﹃
慶
州
郡
﹄
(
昭
和
九
年
刊
)
に
は
﹁
製
紙
は

(
中
略
)

既
に
新
羅
朝
時
代
よ
り
発
達
し
︑
新
羅
白
唾
紙
と
称
す
る
優
良
品
を
産

出
し
た
︒
高
麗
朝
よ
り
李
朝
に
至
り
本
郡
の
産
紙
は
益
々
精
良
と
な
り
︑

こ
れ
が
為
に
貢
物
と
し
て
支
那
に
貢
献
せ
ら
れ
て
居
た
﹂
と
あ
る
が
︑

元
も
一
度
に
十
万
枚
の
紙
を
買
い
入
れ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う

(﹁
中
日
新
聞
ブ
ラ
ス
﹂
連
載
﹁
尹
大
辰
の
韓
流
・
深
イ
イ
話
﹂
︒
た
だ

し
︑
出
典
は
未
確
認
)
︒
ま
た
︑
煕
寧
七
年

(
一
〇
七
四
)
に
は
金
漆

の
櫃
二
つ
に
入
れ
ら
れ
た
高
麗
大
紙
二
十
幅
が
中
国
へ
の
高
級
進
上
品

源
氏
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と
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と
し
て
贈
ら
れ
た
と
い
っ
た
よ
う
な
記
録
も
散
見
す
る

(
朴
英
璇
﹁
韓

紙
の
歴
史
﹂)
︒

(
15
)
道
長
と
唐
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
河
添
房
江
著
﹃
唐
物
の
文
化
史
﹄

(
岩
波
新
書
)
第
三
章
﹁
舶
来
の
紙
の
手
本
﹂
に
詳
し
い
︒
ま
た
︑
道

長
の
﹁
文
化
的
才
能
﹂
が
卓
越
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
前
田
千
寸

﹃
日
本
色
彩
文
化
史
﹄
第
三
篇
第
四
章
第
三
の
一
の
イ
︑
ま
た
﹃
む
ら

さ
き
ぐ
さ
﹄
第
一
部
第
十
章
に
詳
述
さ
れ
て
い
る
︒

【
付
記
︼

長
く
本
誌
の
編
集
長
を
務
め
ら
れ
て
い
る
服
部

匡
教
授
は
今
年
度

を
以
て
退
職
さ
れ
︑
学
究
に
専
念
さ
れ
る
と
聞
く
︒
謹
み
て
蕪
稿
を

呈
し
︑
教
授
の
前
途
を
祝
す
︒

源
氏
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