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田
中
親
美
透
写
古
筆
切
「
名
葉
集
」
の
研
究
（
３
）

―
―
前
稿
の
訂
正
及
び
追
稿
―
―

小

島

孝

之

今
回
は
、
予
定
で
は
透
写
『
名
葉
集
』
の
上
巻
部
分
を
す
べ
て
終
わ

ら
せ
つ
も
り
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
私
の
個
人
的
な
事
情
に
よ
り
、
前

稿
の
続
編
を
記
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
や
む
を
得
ず

続
稿
を
諦
め
、
前
稿
の
訂
正
及
び
修
正
を
記
す
に
止
め
た
い
。
と
は
い

え
、
前
稿
発
表
後
、
た
い
へ
ん
多
く
の
方
々
か
ら
、
非
常
に
あ
り
が
た

い
ご
助
言
、
ご
意
見
、
解
読
案
等
を
頂
戴
す
る
こ
と
が
出
来
、
大
幅
な

修
正
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
一
回
を
埋
め
る
位
の
分
量

に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
途
中
寄
り
道
も
必
要
で
あ
る
と
思
い
、

以
下
、
前
稿
で
記
載
し
た
写
真
を
再
掲
し
て
、
修
正
に
つ
い
て
述
べ
る
。

（
一
）　
50
「
慈
道
親
王
筆
往
来
物
切
」
に
つ
い
て

こ
の
断
簡
に
つ
い
て
、
前
稿
で
「
書
状
の
一
部
と
思
わ
れ
る
が
、
実

際
の
書
状
と
い
う
よ
り
、
往
来
物
の
一
部
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

た
だ
し
、
で
は
何
と
い
う
往
来
物
か
と
い
う
と
、
実
は
確
認
で
き
て
い 図１
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な
い
。」
と
記
し
た
。
い
わ
ば
探
索
放
棄
で
、
降
参
の
白
旗
を
掲
げ
た

の
で
あ
っ
た
。

前
稿
で
私
は
当
該
透
写
を
、
次
の
よ
う
に
翻
刻
し
た
。

雖
久
紙
挟
通
事
□
□

寸
□
免
経
道
事
甚
勝
位

私
の
こ
の
翻
刻
に
対
し
て
、
さ
っ
そ
く
細
貝
宗
弘
氏
よ
り
、

雖
尺
紙
挟
通
事
善
便

寸
筆
免
短
送
書
甚
勝
位

で
は
な
い
か
、
と
の
ご
指
摘
を
戴
い
た
。
確
か
に
見
直
し
て
み
る
と
、

ご
指
摘
の
通
り
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。「
尺
」「
筆
」「
短
送
」
な
ど
明

ら
か
に
私
の
誤
読
で
あ
り
、
弁
解
の
余
地
の
な
い
誤
り
で
あ
る
。

そ
の
後
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
、
こ
の
断
簡
の
正
体
が
判
明
し
た
。
実

は
、
伝
慈
道
親
王
筆
『
菅
丞
相
（
十
二
月
）
往
来
』
の
中
の
「
七
月

状
」
の
冒
頭
部
分
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
前
稿
が
刊
行
さ
れ
た
こ
ろ
、
偶
然
に
『
ふ
く
や
ま
書
道
美

術
館
所
蔵
品
図
録
Ⅵ
古
筆
手
鑑
』
と
い
う
図
録
を
入
手
し
た
。
そ
う
い

う
図
録
が
存
在
す
る
こ
と
に
気
が
付
い
た
の
は
比
較
的
最
近
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
さ
っ
そ
く
取
り
寄
せ
た
の
だ
が
、
購
入
し
た

後
も
し
ば
ら
く
積
読
状
態
で
あ
っ
た
。
気
を
取
り
直
し
て
こ
れ
を
順
繰

り
に
見
て
い
た
と
こ
ろ
、
古
筆
手
鑑
『
久
澄
』
と
い
う
も
の
の
中
に
、

64
「
伝
青
蓮
院
慈
道
親
王
筆
「
菅
丞
相
往
来
八
月
返
状
切
」」
と
い
う

も
の
が
載
っ
て
お
り
、
ひ
と
目
で
当
該
透
写
断
簡
の
ツ
レ
の
断
簡
で
あ

る
と
判
っ
た
。
さ
ら
に
、
同
図
録
の
解
説
を
読
む
と
、「
島
根
美
保
神

社
蔵
『
手
鑑
』
一
六
一
が
、
唯
一
の
ツ
レ
と
し
て
確
認
さ
れ
る
」
と
あ

る
。
そ
こ
で
美
保
神
社
蔵
手
鑑
（
古
筆
手
鑑
大
成
所
収
）
を
見
直
し
た

と
こ
ろ
、
確
か
に
美
保
神
社
蔵
の
断
簡
も
ツ
レ
と
判
断
で
き
た
。「
十

二
月
状
」
の
断
簡
で
あ
っ
た
。

生
憎
、
私
の
手
許
に
は
『
菅
丞
相
往
来
』
が
な
い
。
ネ
ッ
ト
で
探
し

た
と
こ
ろ
、
京
都
大
学
貴
重
書
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
に
収
め
ら
れ
て

い
る
版
本
『
菅
丞
相
往
来
』
を
読
む
こ
と
が
出
来
る
と
判
っ
た
の
で
、

こ
れ
を
参
照
し
て
、
当
該
透
写
断
簡
の
本
文
と
比
較
し
て
み
た
。
す
る

と
、『
久
澄
』
所
収
の
断
簡
と
、
美
保
神
社
蔵
『
手
鑑
』
所
収
断
簡
と

は
版
本
『
菅
丞
相
往
来
』
と
の
間
に
本
文
の
相
違
は
な
い
が
、
前
稿
に

記
し
た
田
中
親
美
透
写
断
簡
は
、
版
本
『
菅
丞
相
往
来
』
の
本
文
と
の

間
に
大
き
な
相
違
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

版
本
の
本
文
を
見
る
と
、

尺
紙
雖
挟
通
事
善
使

寸
筆
既
短
送
書
慥
媒
仰

と
あ
り
、
傍
線
部
分
が
異
な
っ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
、「
免
」
よ
り

「
既
」
の
方
が
意
味
が
通
る
。
断
簡
の
本
文
を
見
る
と
、「
既
」
は
ど
う
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見
て
も
「
免
」
と
し
か
読
め
な
い
。
し
か
し
崩
し
方
が
拙
い
と
も
考
え

得
る
。
ま
た
、「
使
」
は
「
便
」
と
も
「
使
」
と
も
読
め
そ
う
な
書
体

で
、
こ
れ
も
崩
し
方
の
程
度
の
問
題
か
も
し
れ
な
い
。
ど
ち
ら
と
も
決

め
が
た
い
よ
う
に
も
思
う
が
、
い
ず
れ
も
当
方
の
解
読
を
版
本
の
よ
う

に
訂
正
し
た
い
。
他
方
、
冒
頭
の
「
尺
紙
雖
」
と
「
雖
尺
紙
」
で
は
明

ら
か
に
語
順
が
違
う
。
そ
れ
で
も
、
こ
れ
も
う
っ
か
り
に
よ
る
写
し
違

い
と
い
う
可
能
性
は
排
除
し
き
れ
な
い
が
、
末
尾
に
位
置
す
る
「
甚
勝

位
」
と
「
慥
媒
仰
」
で
は
誤
写
や
誤
読
の
可
能
性
は
考
え
に
く
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
、「
仰
」
は
草
書
体
の
崩
し
方
が
う
ま
く
な

い
と
考
え
れ
ば
そ
の
ま
ま
で
通
る
版
本
『
菅
丞
相
往
来
』
と
は
異
な
る

本
文
を
有
す
る
『
菅
丞
相
往
来
』
の
写
本
が
存
在
し
た
と
考
え
る
べ
き

な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
言
っ
て
も
、
他
の
『
菅
丞
相
往
来
』
の
伝

本
の
内
容
を
確
認
で
き
な
い
の
で
、
こ
れ
以
上
の
探
求
は
今
の
と
こ
ろ

無
理
で
あ
る
。
さ
ら
な
る
ご
教
示
を
待
つ
以
外
に
は
な
い
。

と
り
あ
え
ず
、
現
在
の
時
点
で
の
翻
刻
は
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
か
。

雖
尺
紙
挟
通
事
善
使

寸
筆
既
短
送
書
甚
勝
仰

（
二
）　
16
「
後
鳥
羽
院
筆
後
鳥
羽
院
宸
記
切
」
に
つ
い
て

こ
の
断
簡
の
前
稿
訂
正
稿
に
、「「
丸
緒
」「
浩
垂
」
は
何
か
儀
礼
に

関
わ
る
装
束
に
関
す
る
事
で
は
な
い
か
」
と
記
し
た
と
こ
ろ
、
後
藤
昭

雄
先
生
か
ら
さ
っ
そ
く
、「
丸
緒
」
は
『
古
事
類
苑
』
服
飾
部
に
「
西

三
条
装
束
抄
」
の
「
表
帯
」
に
「
丸
緒
ト
モ
云
」
と
引
か
れ
て
い
る
こ

と
、
史
料
編
纂
所
の
「
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
検
索
す
る
と
一
○

例
が
あ
る
こ
と
、「
浩
垂
」
で
は
な
く
、「
結
垂
」
で
あ
ろ
う
。「
結
び

垂
れ
（
る
）」
と
い
う
動
詞
で
は
な
い
か
、
こ
れ
も
古
記
録
に
用
例
が

あ
る
、
と
い
う
極
め
て
重
要
な
ご
教
示
を
戴
い
た
。

『
古
事
類
苑
』
は
私
も
一
応
検
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
調
べ
方

が
不
十
分
だ
っ
た
の
で
見
落
と
し
て
い
た
ら
し
い
。
ま
た
、
ご
教
示
に 図2
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従
っ
て
「
古
記
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
「
有
露
」「
無
露
」
を
検
索
し

た
と
こ
ろ
、「
無
露
」
の
用
例
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、「
有
露
」
に

つ
い
て
は
、
関
係
の
あ
り
そ
う
な
用
例
を
幾
つ
か
見
出
し
た
。『
愚
昧

記
』
仁
安
二
年
閏
五
月
九
日
条
に
、「
上
下
皆
有
露
・
志
部
等
」、「
以

細
組
二
筋
指
付
腰
於
袴
、
其
末
各
同
有
露
等
」
と
あ
り
、『
中
院
一
品

記
』
の
正
長
元
年
一
○
月
二
日
条
に
、「
有
露
、
今
一
筋
者
耳
後
引
之
、

但
、
入
小
袖
頚
中
」
と
あ
る
と
い
う
。
正
確
に
は
分
か
ら
な
い
な
が
ら
、

い
ず
れ
も
装
束
あ
る
い
は
紐
に
関
係
の
あ
り
そ
う
な
文
脈
に
登
場
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
分
か
っ
た
。

そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
松
尾
葦
江
氏
か
ら
、
有
職
故
実
、
就
中
、

中
世
武
具
の
専
門
家
で
あ
る
近
藤
好
和
先
生
を
ご
紹
介
い
た
だ
い
た
。

さ
っ
そ
く
近
藤
先
生
に
お
尋
ね
し
た
と
こ
ろ
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
図
を
添

え
た
詳
細
な
説
明
と
解
読
文
を
お
示
し
く
だ
さ
っ
た
。
以
下
、
近
藤
先

生
に
よ
る
ご
説
明
を
私
流
に
ま
と
め
る
と
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

近
衛
大
将
以
下
武
官
が
、
束
帯
で
佩
帯
す
る
儀
仗
用
の
矢
を
入
れ
る

容
器
で
あ
る
「
平
胡
簶
（
ひ
ら
や
な
ぐ
い
）」
に
付
け
る
緒
紐
に
、
丸

打
ち
の
組
紐
を
使
用
す
る
こ
と
か
ら
、「
丸
緒
」（
表
帯
（
う
わ
お
び
）

と
も
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
騎
馬
の
際
な
ど
に
動
揺
を
防
ぐ
た
め

に
前
緒
で
矢
を
搦
め
、
後
緒
を
腰
に
め
ぐ
ら
し
て
前
に
結
び
垂
ら
す
の

だ
そ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
結
垂
」
は
「
結
び
垂
ら
す
」
で
よ
い
わ
け

だ
。
さ
ら
に
、
こ
の
丸
緒
の
両
端
に
取
り
付
け
る
水
晶
や
金
属
の
飾
り

を
「
露
」
と
言
う
の
だ
そ
う
で
あ
る
。

近
藤
先
生
に
よ
る
と
「
露
」
の
な
い
緒
と
い
う
の
は
初
見
だ
そ
う
で
、

「
露
」
の
有
無
に
よ
る
故
実
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
初
見
だ
そ
う
で

あ
る
。「
有
露
」
の
用
例
は
あ
る
が
、「
無
露
」
の
用
例
が
見
つ
か
ら
な

い
の
も
道
理
で
あ
っ
た
。
本
例
が
い
さ
さ
か
で
も
新
し
い
知
見
を
加
え

得
た
の
で
あ
れ
ば
、
本
稿
の
紹
介
に
も
意
義
が
あ
っ
た
こ
と
に
な
り
、

嬉
し
い
事
で
あ
る
。

さ
て
、
右
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
か
つ
、
近
藤
先
生
に
お
示
し
頂
い

た
解
読
案
を
参
考
に
、
あ
ら
た
め
て
本
文
の
翻
刻
と
現
代
語
訳
を
試
み

る
と
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

（
翻
刻
）　

今
日
儀
、
毎
事
無
遺
失
、
天
頗
快
晴
、
毎
事
相
応
、
尤
所
悦
思
也
。

公
卿
将
並
殿
上
人
多
以
曳
丸
緒
。
右
大
将
猶
曳
丸
緒
云
々
。
前
に

結
垂
云
々
。
此
条
不
審
、
有
露
丸
緒
結
垂
之
、
無
露
時
不
然
。
内

所
聞
置
也
。
何
是
何
非
、
可
尋
事
也
。

（
読
み
下
し
）

今
日
の
儀
、
毎
事
遺
失
無
し
。
天
頗
る
快
晴
。
毎
事
相
応
す
。

尤
も
悦
び
思
ふ
所
な
り
。
公
卿
将
並
び
に
殿
上
人
多
く
以
っ
て
丸

緒
を
曳
く
。
右
大
将
猶
丸
緒
を
曳
く
と
云
々
。
前
に
結
び
垂
ら
す
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と
云
々
。
此
の
条
不
審
な
り
。
有
露
の
丸
緒
は
之
を
結
び
垂
ら
す
。

無
露
の
時
は
然
ら
ず
。
内
に
聞
き
置
く
所
な
り
。
何
が
是
、
何
が

非
か
、
尋
ぬ
べ
き
事
な
り
。

（
現
代
語
訳
）

今
日
の
儀
は
、
何
事
も
遺
失
が
な
か
っ
た
。
天
気
は
頗
る
快
晴
で

あ
る
。
何
事
も
相
応
し
か
っ
た
。
何
よ
り
も
嬉
し
く
思
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。
公
卿
の
将
、
並
び
に
殿
上
人
な
ど
の
武
官
は
多
く
平
胡

簶
の
丸
緒
を
曳
い
た
。
右
大
将
で
さ
え
も
丸
緒
を
曳
い
た
と
い
う
。

前
に
結
び
垂
ら
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
は
不
審
で
あ

る
。
露
の
あ
る
丸
緒
は
前
に
結
び
垂
ら
し
、
露
の
な
い
時
は
結
び

垂
ら
さ
な
い
と
、
内
々
に
聞
い
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
何
が
正

し
く
、
何
が
間
違
い
な
の
か
、
尋
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
で
あ

る
。

以
上
に
よ
り
、
後
鳥
羽
院
が
有
職
故
実
に
つ
い
て
も
細
か
い
事
に
ま

で
気
を
配
り
、
不
審
が
あ
れ
ば
き
ち
ん
と
確
か
め
よ
う
と
い
う
探
求
心

を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
態
度
を
表
明
す
る
の
は

帝
王
と
し
て
こ
う
し
た
儀
礼
に
関
わ
る
経
験
が
ま
だ
少
な
か
っ
た
こ
と

を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
実
際
に
は
何
時
の
出
来
事
だ
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
三
）　
23
「
後
宇
多
院
筆
松
木
切
」
に
つ
い
て

こ
の
断
簡
の
解
読
に
つ
い
て
は
、
浅
田
徹
氏
、
堀
川
貴
司
氏
よ
り
非

常
に
有
益
な
ご
教
示
を
賜
っ
た
。

一
首
目
の
歌
題
を
前
稿
で
「
檮
杵
秋
声
発
」
と
し
た
が
、
正
し
く
は

「
隣
杵
秋
声
発
」
で
あ
っ
た
。
出
典
は
『
白
氏
文
集
』
巻
五
の
「
早
秋

独
夜
」
で
、
そ
の
第
二
句
が
「
隣
杵
秋
声
発
」
で
あ
る
。
浅
田
徹
氏
に

よ
れ
ば
、『
俊
光
集
』
の
三
一
八
番
歌
に
「
隣
杵
秋
声
」
の
歌
題
が
あ

り
、
同
時
詠
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。『
俊
光
集
』

は
「
松
木
切
」
と
も
深
い
関
係
が
あ
り
、
同
座
も
し
く
は
同
機
会
で
の

詠
歌
で
あ
る
可
能
性
は
少
な
く
な
い
と
思
う
。

二
首
目
の
歌
題
の
出
典
は
『
三
体
詩
』
で
あ
る
。
巻
二
に
収
め
ら
れ

る
鄭
谷
の
『
江
際
』
の
第
六
句
に
、「
一
林
黄
葉
送
秋
蝉
」
と
あ
る
。

こ
の
「
黄
葉
」
を
「
紅
葉
」
に
換
え
て
引
用
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、

図3
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歌
句
に
つ
い
て
は
ま
だ
不
審
が
残
っ
て
い
る
。
冒
頭
句
は
「
き
つ
ゝ
み

る
」
で
は
な
い
か
と
の
ご
意
見
も
い
た
だ
い
た
が
、
写
真
を
可
能
な
限

り
拡
大
し
て
見
て
も
、「
も
□
□
」
の
「
も
」
だ
け
は
確
実
で
あ
り
、

替
え
ら
れ
な
い
と
思
う
。
ま
た
第
三
句
の
「
い
ろ
さ
え
て
」
は
「
い
ろ

ま
ち
て
」
で
は
な
い
か
と
の
ご
指
摘
も
頂
い
た
が
、「
さ
□
て
」
の

「
さ
」
と
「
て
」
は
間
違
え
よ
う
が
な
い
ほ
ど
明
瞭
だ
と
思
う
。
ま
こ

と
に
困
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
現
状
は
こ
こ
で
行
き
詰
っ
て
い
る
。

三
首
目
の
歌
題
の
出
典
も
『
三
体
詩
』
で
あ
る
。
巻
二
、
劉
滄
の

『
旅
館
書
懐
』
の
第
五
句
に
、「
雲
低
遠
塞
鳴
寒
雁
」
と
あ
る
。「
雲
は

遠
塞
に
低
れ
て
寒
雁
鳴
く
」
と
読
む
よ
う
で
あ
る
（
手
許
に
は
『
三
体

詩
』
の
抜
粋
本
し
か
な
い
の
で
、
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
所
収
の
本
文
を
参
照
し
た
）。
堀
川
貴
司
氏
に
よ
れ
ば
、
筆
者
が
も

し
後
宇
多
院
で
あ
る
と
す
る
と
、
わ
が
国
の
『
三
体
詩
』
受
容
と
す
る

と
早
過
ぎ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
。「
松
木
切
」
は
筆
者
を
「
後

宇
多
院
」
と
す
る
も
の
が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
即
、
実

際
の
筆
者
を
示
す
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
が
古
筆
切
の
極
札
の

常
套
で
あ
る
こ
と
も
周
知
の
事
実
で
あ
ろ
う
。
私
は
『
三
体
詩
』
受
容

等
そ
の
方
面
の
知
識
が
な
い
の
で
、
確
か
な
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
あ

る
が
、
通
説
で
は
、
中
巌
円
月
が
中
国
か
ら
帰
国
し
て
以
後
、
五
山
で

の
『
三
体
詩
』
の
講
義
が
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
で
の
受
容

は
そ
れ
以
後
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
あ
る
ら
し
い
。
し
か
し

な
が
ら
、「
松
木
切
」
は
伏
見
院
を
中
心
と
す
る
京
極
派
の
歌
人
た
ち

の
グ
ル
ー
プ
の
作
品
で
あ
る
こ
と
は
動
か
な
い
。「
松
木
切
」
の
句
題

和
歌
の
題
に
『
三
体
詩
』
が
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
こ
の
グ
ル
ー

プ
周
辺
で
は
既
に
『
三
体
詩
』
が
受
容
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
す
る
と
、
こ
れ
は
極
め
て
重
要
な
事
柄
と
い
う

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
ぜ
ひ
そ
の
方
面
の
専
門
家
に
ご
検
討
を
い
た
だ

き
た
い
。

さ
て
、
以
上
に
基
づ
い
て
あ
ら
た
め
て
翻
刻
を
試
み
よ
う
。

（
翻
刻
）隣

杵
秋
声
発

お
き
の
を
と
の
秋
を
き
か
す
る
ゆ
ふ
く
れ
に
ち
か
き
き
ぬ
た
の
こ

ゑ
そ
ひ
ぬ
な
り

一
林
紅
葉
送
秋
蝉

も
□
□
み
る
も
り
の
木
す
ゑ
の
い
ろ
さ
え
て
風
も
す
く
な
き
ひ

く
ら
し
の
こ
ゑ

雲
低
遠
塞
鳴
寒
鳫

○�
し
く
れ
ゆ
く
あ
さ
け
の
く
も
は
す
ゑ
と
ち
て
さ
む
き
た
の
も
に
か

り
そ
お
ち
け
る
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ま
だ
不
完
全
で
は
あ
る
が
、
あ
る
程
度
、
意
味
の
通
る
よ
う
に
解
読

で
き
た
よ
う
に
思
う
。

さ
て
、
当
該
「
松
木
切
」
の
筆
者
に
つ
い
て
の
検
討
は
放
置
し
て
い

た
。「
後
宇
多
院
」
と
い
う
極
め
が
付
属
し
た
か
否
か
は
透
写
か
ら
は

分
か
ら
な
い
。
た
だ
、
透
写
の
右
肩
に
「
後
宇
多
院　

松
木
切
」
と
い

う
親
美
翁
の
書
付
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
実
際
に
現
存
す
る
「
松
木

切
」
の
筆
者
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
後
宇
多
院
」
と
す
る
も
の

が
多
い
の
は
事
実
で
あ
る
が
、
他
に
「
光
厳
院
」、「
伏
見
院
」、「
慶

運
」、「
宗
祇
」
な
ど
い
ろ
い
ろ
に
分
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究

史
を
見
れ
ば
、
別
府
節
子
氏
の
『
和
歌
と
仮
名
の
か
た
ち
』（
平
成
二

十
六
年
五
月
、
笠
間
書
院
刊
）
に
収
め
ら
れ
る
「
第
六
章　
「
松
木

切
」
の
考
察
」
が
基
礎
に
な
る
。
同
書
に
は
本
論
と
補
遺
を
合
わ
せ
て

十
九
点
の
「
松
木
切
」
の
写
真
図
版
が
掲
げ
ら
れ
て
お
り
、
丁
寧
な
分

類
も
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
十
九
点
と
当
該
透
写
と
を
比
較
す
る
と
、

歌
題
の
書
き
出
し
が
二
字
程
度
下
か
ら
と
い
う
書
式
が
一
致
す
る
（
他

の
「
松
木
切
」
は
五
字
程
度
下
か
ら
）
こ
と
と
、
筆
癖
に
共
通
点
が
見

ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
出
光
美
術
館
蔵
古
筆
手
鑑
『
墨
宝
』
所
収
の
「
松

木
切
」、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
伝
慶
運
筆
「
伏
見
院
詠
草
」、
個
人
蔵

「
未
詳
歌
集
切
Ⅲ
」
の
三
点
が
ツ
レ
で
あ
る
可
能
性
が
大
き
い
と
思
う
。

別
府
氏
の
研
究
に
よ
れ
ば
、『
墨
宝
』
所
収
切
は
伏
見
院
の
詠
草
で

あ
る
。
ま
た
、
東
京
国
立
博
物
館
蔵
の
伝
慶
運
筆
「
伏
見
院
詠
草
」
は

二
八
八
首
中
四
〇
首
が
『
伏
見
院
御
集
』
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
す

べ
て
が
伏
見
院
の
詠
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
個
人
蔵
「
未
詳
歌
集

切
Ⅲ
」
の
二
首
目
が
、
伏
見
院
の
詠
草
で
あ
る
「
広
沢
切
」
所
収
歌
と

詞
も
内
容
も
近
似
す
る
こ
と
か
ら
、
伏
見
院
の
詠
草
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
右
の
考
察
の
本
論
部
分
に
は
東
博
蔵
「
慶

運
詠
草
」
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、「
補
遺
」
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
考
察
の
展
開
は
多
岐
に
わ
た
り
、
こ
こ
で

は
文
旨
が
煩
雑
に
な
る
の
で
要
約
す
る
こ
と
は
控
え
る
。
直
接
ご
著
書

を
見
て
い
た
だ
き
た
い
。
別
府
氏
は
東
博
蔵
「
慶
運
詠
草
」
の
筆
者
に

つ
い
て
も
詳
細
な
考
察
を
展
開
さ
れ
て
お
り
、
私
に
は
そ
れ
以
上
追
加

す
べ
き
事
柄
は
何
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
伏
見
院
の
真
筆
の
可
能

性
が
高
い
と
す
る
別
府
氏
の
結
論
に
同
意
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
に

従
い
、
本
透
写
断
簡
の
原
本
の
筆
者
も
伏
見
院
で
あ
る
と
考
え
た
い
。
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（
四
）　
95
「
世
尊
寺
伊
行
「
古
今
集
切
（
２
）」」
に
つ
い
て

浅
田
徹
氏
か
ら
、
こ
れ
は
真
名
序
に
古
注
が
付
い
た
よ
う
な
形
な
の

で
、『
古
今
集
』
そ
の
も
の
の
写
本
で
あ
れ
ば
、
こ
う
い
う
形
に
は
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
は
、『
古
今
序
注
』
の
断
簡
な
の
で
は
な

い
か
と
い
う
ご
指
摘
を
戴
い
た
。
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
、
変
わ
っ
た

形
式
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
私
の
そ
も
そ
も
の
間
違
い
で
、『
古

今
集
序
注
』
に
つ
い
て
の
私
の
勉
強
不
足
を
露
呈
し
た
だ
け
で
あ
る
。

私
の
完
全
な
失
考
で
あ
り
、
恥
じ
入
っ
て
お
詫
び
申
し
上
げ
る
。

（
五
）　
そ
の
他
の
訂
正

そ
の
他
に
も
不
注
意
な
誤
り
が
多
い
の
で
、
以
下
に
列
挙
す
る
。

49
「
熊
野
切
」
の
翻
刻
六
行
目
、
末
尾
の
文
字
「
微
」
は
お
そ
ら
く

「
徽
」
で
あ
ろ
う
。
原
詩
の
「
元
微
」
に
引
き
ず
ら
れ
た
誤
読
だ
と

思
う
。

87
「
山
田
切
」
の
翻
刻
、
一
行
目
と
三
行
目
の
「
必
」
の
文
字
は

「
如
」
の
誤
り
。
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
で
あ
る
。

89
「
龍
山
切
」
の
翻
刻
、
一
行
目
の
「
導
師
」
は
「
道
師
」
の
誤
り
。

パ
ソ
コ
ン
の
変
換
ミ
ス
の
見
落
と
し
で
あ
る
。

91
「
和
漢
朗
詠
集
」
の
説
明
の
一
行
目
、「『
和
漢
朗
詠
集
』
下
」
の

「
下
」
は
「
上
」
の
誤
り
。
単
純
な
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
。

95
「
古
今
集
切
」
の
翻
刻
、
一
行
目
冒
頭
の
「
の
」
は
「
し
」
の
誤

り
。
校
正
の
際
の
見
落
と
し
で
は
あ
っ
た
が
、
上
記
の
私
の
誤
解
が
関

わ
っ
て
い
る
と
思
う
。

（
追
記
）

今
回
こ
の
よ
う
な
形
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
事
情
を
記
し
た
い
。

用
意
し
た
下
書
き
原
稿
の
デ
ー
タ
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
る

の
で
あ
る
。
本
稿
の
た
め
に
春
か
ら
下
書
き
を
書
き
始
め
て
い
た
の
だ

が
、
第
一
回
の
稿
（
１
）
に
記
し
、
第
二
回
（
２
）
で
そ
の
後
の
情
報

図4
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に
よ
る
訂
正
を
行
っ
た
三
点
の
古
筆
切
に
つ
い
て
、
そ
の
後
さ
ら
に
多

く
の
ご
指
摘
や
ご
意
見
を
賜
る
こ
と
が
出
来
た
。
そ
の
結
果
、
内
容
を

大
幅
に
書
き
直
す
必
要
が
出
来
し
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
先
ず
訂
正
箇
所
か
ら
書
き
始
め
、
そ
れ
が
済
ん
だ
後
に
、

第
二
稿
の
続
編
を
執
筆
し
た
。
粗
稿
を
書
き
終
え
た
時
点
で
こ
れ
を
ひ

と
ま
ず
保
存
し
た
。
そ
の
後
は
、
し
ば
ら
く
別
の
仕
事
に
集
中
し
て
本

原
稿
に
つ
い
て
は
頭
か
ら
離
れ
て
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
ろ
そ
ろ
締
め

切
り
ま
で
残
り
二
か
月
と
い
う
時
点
で
本
稿
を
完
成
さ
せ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
、
再
び
保
存
デ
ー
タ
か
ら
下
書
き
原
稿
を
読
み
だ
そ
う

と
し
た
と
こ
ろ
、
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
恐
ろ
し
い
事
実
を
突

き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

私
は
完
全
に
パ
ニ
ッ
ク
に
陥
っ
た
。
何
故
だ
？
ど
う
し
て
だ
？
と
思

考
は
ぐ
る
ぐ
る
空
回
り
す
る
ば
か
り
。
い
っ
た
い
何
が
起
っ
た
の
だ
ろ

う
。
老
耄
の
ゆ
え
に
保
存
し
た
場
所
を
忘
れ
る
と
い
う
現
象
は
珍
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
で
す
べ
て
の
メ
モ
リ
ー
を
二
回
、
三
回
と
、
全

部
開
い
て
み
た
の
だ
が
、
な
い
も
の
は
な
い
。
デ
ー
タ
を
記
録
し
た
時

に
は
、
何
度
か
再
読
出
し
を
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
確
か
め
た
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
消
え
る
と
は
一
体
ど
う
い
う
こ

と
か
？

こ
の
間
に
あ
っ
た
こ
と
を
と
つ
お
い
つ
思
い
出
し
て
み
た
。
そ
う
し

て
一
つ
の
可
能
性
に
思
い
至
っ
た
。
そ
れ
は
ウ
イ
ン
ド
ウ
ズ
の
ク
ラ
ウ

ド
で
あ
る
。
一
昨
年
ご
ろ
か
ら
だ
っ
た
か
、
し
ば
し
ば
ク
ラ
ウ
ド
を
利

用
せ
よ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
画
面
を
邪
魔
す
る
よ
う
に
飛
び
出
し
て

く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ど
こ
に
い
て
も
、
別
の
パ
ソ
コ
ン
か
ら
で
も
記

憶
さ
せ
た
デ
ー
タ
に
ア
ク
セ
ス
で
き
る
と
宣
伝
す
る
。
あ
ま
り
頻
繁
に

登
場
す
る
し
、
私
は
二
か
所
の
自
宅
を
一
か
月
置
き
に
行
き
来
す
る
よ

う
な
生
活
を
し
て
い
る
の
で
、
使
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
思
っ
て
、

こ
の
う
る
さ
い
宣
伝
を
止
め
さ
せ
る
た
め
に
ク
ラ
ウ
ド
を
無
料
で
利
用

す
る
と
い
う
選
択
を
し
た
。
実
際
に
は
、
デ
ー
タ
を
記
憶
さ
せ
た
フ
ラ

ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
ー
を
携
帯
す
る
の
で
、
ク
ラ
ウ
ド
に
頼
る
方
法
は
取
っ

て
い
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
数
か
月
後
の
昨
年
に
入
っ
て
か
ら
、
無

料
で
利
用
で
き
る
デ
ー
タ
量
の
限
界
に
達
し
た
の
で
有
料
サ
ー
ビ
ス
に

移
行
せ
よ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
頻
繁
に
画
面
に
現
れ
、
実
際
に
作
業

を
保
存
し
よ
う
と
す
る
と
保
存
で
き
な
い
と
い
う
事
が
起
こ
っ
た
。
甚

だ
迷
惑
に
思
い
、
こ
れ
を
止
め
た
い
と
考
え
て
、
Ｐ
Ｃ
の
専
門
店
に
相

談
に
持
ち
込
ん
だ
と
こ
ろ
、
止
め
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、
完
全
に
削
除

し
て
し
ま
う
と
、
パ
ソ
コ
ン
の
動
作
が
お
か
し
く
な
る
可
能
性
が
あ
る

と
い
う
。
あ
る
程
度
の
宣
伝
画
面
の
出
現
は
我
慢
し
て
、
今
現
在
ク
ラ

ウ
ド
に
送
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
削
除
し
て
、
以
後
デ
ー
タ
を
ク
ラ
ウ

ド
に
送
信
し
な
い
よ
う
に
す
れ
ば
よ
い
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
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た
。
そ
の
時
、
ク
ラ
ウ
ド
に
必
要
な
デ
ー
タ
が
な
い
か
確
認
を
求
め
ら

れ
た
の
だ
が
、
私
と
し
て
は
ク
ラ
ウ
ド
を
利
用
し
た
覚
え
は
な
い
の
で
、

必
要
な
デ
ー
タ
は
す
べ
て
フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
ー
に
保
存
し
て
あ
る
と

答
え
、
ク
ラ
ウ
ド
が
作
動
し
な
く
な
る
よ
う
に
し
て
も
ら
っ
た
の
で
あ

っ
た
。

あ
の
時
、
本
稿
の
下
書
き
の
デ
ー
タ
が
ク
ラ
ウ
ド
に
し
か
保
存
さ
れ

て
い
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
時
消
し
て
し
ま
っ
た
に
違
い
な
い
。

フ
ラ
ッ
シ
ュ
メ
モ
リ
ー
に
記
録
し
た
つ
も
り
で
い
た
が
、
実
は
Ｐ
Ｃ
が

ク
ラ
ウ
ド
に
だ
け
保
存
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
確
認
不
足
だ
っ

た
が
、
後
の
祭
り
で
あ
る
。

何
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
知
ら
な
い
う
ち
に
自
分
で
デ
ー
タ
を
消
し

て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
か
。
自
ら
の
不
甲
斐
な
さ
に
泣
け
て
く
る
。

そ
も
そ
も
、
前
稿
は
私
の
個
人
的
な
事
情
（
二
箇
所
の
住
居
を
不
定

期
で
往
来
し
、
一
定
期
間
居
住
し
続
け
て
い
る
）
か
ら
、
校
正
の
時
期

に
不
在
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
十
分
な
校
正
が
出
来
な
か
っ
た
。

前
稿
で
は
移
動
と
重
な
り
、
再
校
に
か
け
ら
れ
る
時
間
が
一
日
し
か
な

く
、
大
急
ぎ
で
目
を
通
し
て
、
翌
日
、
羽
田
空
港
の
郵
便
ポ
ス
ト
か
ら

投
函
す
る
と
い
う
無
茶
な
こ
と
も
し
た
。
誤
植
も
少
数
し
か
見
つ
け
ら

れ
な
か
っ
た
。
自
分
の
初
校
を
信
じ
過
ぎ
て
い
た
。

念
校
の
段
階
で
編
集
担
当
者
か
ら
、
数
ヶ
所
に
つ
い
て
、
こ
れ
は
訂

正
を
要
す
る
の
で
は
な
い
か
と
の
連
絡
を
頂
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

右
の
よ
う
な
事
情
に
よ
っ
て
連
絡
を
受
け
取
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。

私
か
ら
の
返
信
の
な
い
ま
ま
、
編
集
担
当
者
の
判
断
で
誤
植
、
誤
読
箇

所
を
訂
正
し
て
く
だ
さ
っ
た
。
今
回
訂
正
し
た
箇
所
も
す
べ
て
、
編
集

担
当
者
か
ら
問
い
合
わ
せ
の
あ
っ
た
箇
所
で
あ
り
、
私
か
ら
の
返
信
が

な
い
た
め
担
当
者
は
私
の
何
ら
か
の
意
図
に
よ
る
箇
所
で
あ
ろ
う
か
と

の
親
切
な
ご
判
断
で
、
訂
正
せ
ず
に
残
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
来
で

あ
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
箇
所
も
編
集
担
当
者
の
ご
指
摘
ど
お
り
訂
正
す
べ

き
箇
所
で
あ
っ
た
の
だ
っ
た
。
編
集
担
当
者
に
対
し
て
、
ご
指
摘
を
活

か
せ
な
か
っ
た
こ
と
を
心
か
ら
お
詫
び
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、
深
く

感
謝
申
し
上
げ
る
。

本
稿
は
、
右
の
よ
う
な
事
情
を
踏
ま
え
、
ミ
ス
の
な
い
原
稿
を
用
意

す
る
心
算
だ
っ
た
と
こ
ろ
が
、
原
稿
紛
失
と
い
う
体
た
ら
く
で
、
ま
た

ま
た
失
敗
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
返
す
返
す
、
老
耄

の
致
す
と
こ
ろ
と
恥
じ
入
っ
て
い
る
。

�

（
こ
じ
ま
・
た
か
ゆ
き　

成
城
大
学
名
誉
教
授
）


