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論
文
要
旨

　

本
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図

書
館
所
蔵
本
（
略
称
：
京
都
大
学
本
）「
篁
物
語
」
の
影
印
（
複
写
）
を
全
文
掲

載
す
る
。
併
せ
て
、
そ
の
最
末
尾
文
（
一
文
）
の
直
前
に
あ
る
お
よ
そ
二
文
字
分

の
空
白
に
つ
い
て
、
そ
の
諸
本
系
統
上
、
お
よ
び
、
本
文
書
承
上
の
意
味
に
つ
い

て
考
察
す
る
。
そ
の
結
果
、
空
白
の
あ
る
「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」（
＝
水
戸
彰

考
館
本
甲
本
と
同
乙
本
、
京
都
大
学
本
＝
「
篁
物
語
」）
は
、
空
白
の
な
い
「
末

尾
無
空
白
系
統
本
」（
＝
承
空
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
＝
「
小
野
篁
集
」）
よ
り
も
、

古
形
態
を
留
め
る
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
ま
た
、「
有
空
白
系
統
本
」
は
、

「
無
空
白
系
統
本
」
の
承
空
本
（
鎌
倉
後
期
書
写
）
よ
り
も
古
い
段
階
で
あ
る
鎌

倉
中
期
以
前
の
形
態
を
保
持
し
た
写
本
で
あ
る
可
能
性
が
あ
る
、
と
い
う
解
釈
を

提
示
す
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
【 

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
、『
篁
物
語
』、「
小
野

篁
集
」、
彰
考
館
本
系
統
、
承
空
本
系
統
】

プ
ロ
ロ
ー
グ

　

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
の
「
篁
物
語
」
の
写
本
に
は
、
そ
の
最

末
尾
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
空
白
が
あ
る
。

図1　京都大学本

　

こ
の
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
「
篁
物
語
」（
以
後
、
京
都
大

学
本
と
略
記
す
る
場
合
が
あ
る
）
に
お
け
る
こ
の
空
白
を
報
告
し
た
研
究
は
管

見
の
限
り
、
こ
れ
ま
で
皆
無
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
空
白
に
気
づ
い
て
い
た
研

究
者
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
研
究
史
か
ら
見
て
、
既
に
鬼
籍
に
あ
る
故
・
津
本

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
「
篁
物
語
」（
影
印
）
と

そ
の
〝
末
尾
有
空
白
系
統
本
〞
の
古
態
性

安　

部　

清　

哉
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（14）

人文 18号（2019）

信
博
氏
た
だ
一
人
で
あ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。（
津
本
（1977

）「『
篁
物
語
』

の
本
文
」
と
津
本
（1977

）「『
篁
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
と
の
2
つ
の

津
本
氏
の
記
述
を
照
合
す
る
と
、
直
接
こ
の
箇
所
ま
で
実
見
し
た
か
は
と
も
か

く
、
津
本
氏
は
京
都
大
学
本
に
も
空
白
が
あ
る
と
の
理
解
に
立
っ
て
い
た
だ
ろ

う
と
推
察
す
る
も
の
で
あ
る
）。

　

さ
て
、
こ
の
お
よ
そ
2
文
字
分
ほ
ど
の
空
白
は
、
こ
の
写
本
の
書
写
者
個
人

の
た
ま
た
ま
の
運
筆
に
よ
っ
て
偶
然
で
き
た
よ
う
な
余
白
で
は
な
く
、
底
本
に

あ
っ
た
空
白
を
忠
実
に
写
し
た
こ
と
に
よ
る
隙
間
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ

の
こ
と
は
、
そ
の
底
本
の
さ
ら
に
ひ
と
つ
前
の
親
本
、
即
ち
、
京
都
大
学
本
の

い
わ
ば
直
系
の
〝
祖
父
本
〞
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
水
戸
彰
考
館
所
蔵
本
「
篁
物

語
」
の
「
甲
本
」
と
呼
ば
れ
る
写
本
の
末
尾
部
分
と
照
合
す
る
と
明
ら
か
に
な

る
。

　

次
に
掲
げ
る
の
は
、
そ
の
彰
考
館
所
蔵
甲
本
の
末
尾
部
分
の
文
字
配
置
を
な

ぞ
っ
た
も
の
で
あ
る
。

図2
甲本の文字配置
（空白があるイメ
ージ図）

　

京
都
大
学
本
は
、
甲
本
の
コ
ピ
ー
で
は
な
い
か
、
と
見
ま
ご
う
ほ
ど
の
み
ご

と
な
影
写
本
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
甲
本
を
直
接
見
な
が
ら
模
写
し
た
所
謂
臨

模
本
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、
直
接
の
書
写
本
で
は
な
い
。
彰
考
館
桝

形
本
（
甲
本
）
を
書
写
し
た
本
（
京
大
本
の
親
本
＝
底
本
）
を
借
り
て
そ
れ
を

「
影
写
」
し
た
孫
本
で
あ
る
こ
と
が
、
そ
の
末
尾
に
あ
る
次
の
跋
文
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
。

　
　

 

│
│
彰
考
館
文
庫
所
蔵
の
桝
型
本
《【
引
用
者
注
：
2
行
割
で
】
彰
考
館

に
は
美
濃
板
の
袋
綴
本
も
あ
り
》
を
人
の
影
写
せ
る
を
借
り
て
影
写
す

　

つ
ま
り
、
京
都
大
学
本
は
、
彰
考
館
桝
形
本
（
甲
本
）
の
直
系
の
孫0

本
で
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
右
の
よ
う
な
臨
模
的
影
写
状
態
か
ら
み
て
、
こ
の
二
つ
の

写
本
│
│
甲
本
と
京
都
大
学
本
│
│
の
中
間
に
あ
た
る
「
京
都
大
学
本
の
親

本
」（
仮
称
〝
彰
考
館
文
庫
桝
形
本
影
写

0

0

本
〞）
も
、
さ
ぞ
や
な
お
一
層
の
忠
実

な
書
写
本
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
と
推
察
さ
れ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
現
在
、

そ
の
〝
彰
考
館
文
庫
桝
形
本
影
写
本
〞
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
。
京
都
大
学
本

共
、
そ
れ
ぞ
れ
の
書
写
時
期
も
未
詳
で
あ
る
、
と
い
う
状
態
で
あ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
空
白
は
、
①
な
ぜ
あ
る
の
だ
ろ
う
か
？　

②
こ
れ
ま
で
の
研
究

で
は
、
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

改
め
て
、
こ
の
空
白
に
つ
い
て
調
査
し
て
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
『
篁
物

語
』
の
本
文
翻
刻
（
全
文
翻
刻
）
に
お
い
て
、
こ
の
空
白
を
明
示
し
て
い
る
も

の
は
、
皆
無
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、「
小
野
篁
集
」
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る
写

本
で
あ
る
承
空
本
、
書
陵
部
本
で
は
、
こ
の
空
白
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
。

そ
し
て
、
こ
の
空
白
に
言
及
し
、
考
察
し
て
い
る
研
究
者
は
、
た
だ
一
人
、
先
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に
挙
げ
た
津
本
信
博
氏
の
み
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
『
篁
物
語
』
研
究
史
に
お
い

て
、
ほ
と
ん
ど
顧
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
空
白
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

　

本
稿
は
、
京
都
大
学
本
の
調
査
を
経
て
、
よ
り
課
題
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
、

『
篁
物
語
』
に
お
け
る
伝
本
上
の
本
文
の
問
題
点
に
つ
い
て
、
ほ
ぼ
は
じ
め
て

考
察
を
加
え
て
み
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、
以
下
で
は
、
作
品
名
と
し
て
の
総
称
と
し
て
は
二
重
カ
ッ
コ
『
篁
物

語
』
で
表
記
し
、
京
都
大
学
本
や
彰
考
館
本
な
ど
に
お
け
る
写
本
で
の
書
名
と

し
て
は
一
重
カ
ッ
コ
で
の
「
篁
物
語
」
と
表
記
し
て
区
別
す
る
こ
と
と
す
る
。

後
者
に
合
わ
せ
る
た
め
、
承
空
本
・
書
陵
部
本
に
お
け
る
書
名
で
あ
る
「
小
野

篁
集
」
も
一
重
カ
ッ
コ
に
て
表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

1　

は
じ
め
に

　

安
部
（2019

）
に
て
、『
篁
物
語
』
の
末
尾
部
分
に
、
作
品
が
成
立
し
た
後

に
追
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
部
分
（
2
文
か
1
文
）
が
あ
る
と
い
う
解
釈
を

提
示
し
た
（
後
述
）。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
論
の
後
、
当
該
部
分
が
後
日
の
追
記

で
あ
る
こ
と
を
示
す
他
の
痕
跡
、
徴
証
を
探
す
た
め
に
、
改
め
て
、
初
心
に
も

ど
っ
て
原
文
（
写
本
）
に
戻
り
、
諸
写
本
を
直
接
見
直
し
て
い
く
こ
と
を
考
え

た
。
改
行
位
置
、
行
当
た
り
の
文
字
数
、
墨
付
け
位
置
、
字
配
り
、
連
綿
、
な

ど
、
活
字
で
は
見
え
な
い
本
文
の
運
筆
に
、
何
ら
か
の
ヒ
ン
ト
が
残
存
し
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
、
と
、
か
つ
て
書
誌
学
、
文
献
研
究
の
授
業
な
ど
で
教
え
て
い

た
だ
い
た
基
礎
的
作
業
に
戻
っ
て
再
調
査
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
一
方

で
は
、
こ
れ
ま
で
の
『
篁
物
語
』
の
研
究
史
に
お
け
る
後
日
追
加
部
分
に
関
す

る
言
及
を
改
め
て
探
り
な
お
す
こ
と
と
し
た
。

　

写
本
を
ど
う
せ
見
直
す
な
ら
、
見
慣
れ
て
い
る
公
開
さ
れ
て
い
る
も
の
で
は

な
く
、
未
見
で
あ
り
か
つ
未
公
表
の
京
都
大
学
本
が
良
い
だ
ろ
う
と
考
え
た
。

そ
の
「
篁
物
語
」
及
び
「
小
野
篁
集
」
の
複
写
を
取
り
寄
せ
、
ま
ず
そ
の
「
篁

物
語
」
の
方
を
彰
考
館
甲
本
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
点
検
を
進
め
て
み
た
。
す
る

と
、
そ
の
末
尾
部
分
に
「
二
文
字
」
分
の
空
白
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
。
早

速
、
そ
の
空
白
を
彰
考
館
本
甲
本
と
同
乙
本
で
も
確
認
し
て
み
る
と
、
ど
ち
ら

に
も
存
在
し
て
い
る
空
白
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
認
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
れ
で
は
、
こ
の
空
白
は
、
従
来
の
翻
刻
で
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
点
検
し
て
み
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
の

本
文
翻
刻
（
全
文
翻
刻
）
の
ど
れ
ひ
と
つ
に
も
、
そ
の
空
白
は
再
現
さ
れ
て
お

ら
ず
、
そ
の
空
白
に
関
す
る
記
載
は
な
く
、
翻
刻
の
注
記
や
校
異
に
も
そ
の
こ

と
へ
の
言
及
は
皆
無
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
に
、「
小
野
篁
集
」

と
い
う
名
で
書
承
さ
れ
て
き
て
い
る
承
空
本
と
書
陵
部
本
に
は
、
そ
の
空
白
は

存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

「「
篁
物
語
」
と
い
う
名
称
で
伝
来
し
て
い
る
写
本
に
だ
け
残
っ
て
い
る
、

こ
の
見
落
と
さ
れ
て
き
た
末
尾
部
分
の
空
白
は
、
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ

う
か
？
」

　

そ
れ
が
、
本
稿
の
出
発
点
で
あ
る
。
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（16）

人文 18号（2019）

2　

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
「
篁
物
語
」

　

本
研
究
で
は
、
こ
れ
ま
で
公
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
京
都
大
学
文
学
研
究
科

図
書
館
所
蔵
本
（
略
称
：
京
都
大
学
本
）「
篁
物
語
」
の
影
印
（
複
写
）
を
、

所
蔵
者
の
御
許
可
の
も
と
に
（【
付
記
1
】）
全
文
掲
載
す
る
（
後
掲
、【
資
料

篇
1
】）。
併
せ
て
、
そ
の
最
末
尾
文
（
一
文
）
の
直
前
に
あ
る
お
よ
そ
二
文
字

分
の
空
白
に
つ
い
て
、
そ
の
諸
本
系
統
上
、
お
よ
び
、
本
文
書
承
上
の
意
味
に

つ
い
て
考
察
を
試
み
る
。

　

京
都
大
学
本
は
、
水
戸
彰
考
館
本
甲
本
と
比
較
す
る
と
、
そ
の
本
文
の
行

数
・
文
字
数
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
変
体
仮
名
字
母
表
記
や
仮
名
文
字
遣
い
、
さ

ら
に
は
筆
書
き
の
そ
の
書
体
に
至
る
ま
で
、
き
わ
め
て
忠
実
に
甲
本
の
姿
を
引

き
継
い
で
い
る
写
本
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
臨
模
し
た
写
本
、

直
接
の
臨
模
本
で
あ
ろ
う
か
、
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
に
、
字
体
・
書
体
（
く
ず

し
）・
連
綿
、
字
配
り
、
行
間
な
ど
、
す
べ
て
に
お
い
て
き
わ
め
て
忠
実
で
あ

る
。「
臨
模
本
」
と
は
か
く
や
、
と
見
入
る
出
来
映
え
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
時
に
ご
く
一
部
の
行
間
に
、
明
ら
か
な
細
い
（
筆
書
き
ら
し
い
）

別
筆
に
て
、
他
本
と
の
異
同
あ
る
い
は
誤
写
と
思
し
い
箇
所
へ
の
疑
問
点
を
メ

モ
し
た
よ
う
な
手
書
き
の
加
筆
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う

な
箇
所
で
あ
る
。
筆
跡
か
ら
も
明
確
に
別
人
に
よ
る
加
筆
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、

そ
れ
ら
は
こ
こ
で
の
考
察
か
ら
除
外
し
て
お
く
。

図4
京都大学本

図5
京都大学本

　

さ
て
、
こ
の
京
都
大
学
本
に
つ
い
て
取
り
上
げ
、
考
察
を
加
え
た
研
究
は
、

管
見
の
限
り
、
津
本
信
博
（1997

）「『
篁
物
語
』
の
本
文
」
の
み
と
思
わ
れ
る
。

そ
れ
に
拠
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

○
「
表
紙
左
上
方
の
題
簽
、
内
題
と
も
に
『
篁
物
語
』
と
あ
り
、
蔵
書
印
な

ど
も
同
蔵
の
「
小
野
篁
集
」
と
同
じ
で
あ
る
。
奥
書
に

彰
考
館
文
庫
所
蔵
の
桝
型
本
《【
引
用
者
注
：
2
行
割
で
】
彰

考
館
に
は
美
濃
板
の
袋
綴
本
と
【
マ
マ
安
部
】あ

り
》
を
人
の
影
写
せ
る
を
借

り
て
影
写
す

と
あ
り
、
本
書
も
彰

【
マ
マ
安
部
】

本
の
忠
実
な
写
本
で
あ
る
。
何
れ
も
書
写
年
時
は
記

入
さ
れ
て
い
な
い
が
、
比
較
的
新
し
い
伝
本
で
あ
る
。」（
津
本
信
博

（1997

）「『
篁
物
語
』
の
本
文
」
よ
り
。
傍
線
は
引
用
者
、
以
下
傍
線
は

同
じ
、「
彰
本
」
は
彰
考
館
本
の
意
。
右
の
翻
字
部
分
で
「
〜
袋
綴
本
と0

あ
り
」
と
あ
る
が
、「
〜
も0

あ
り
」
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
【
図
6
参

照
】。）
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津
本
氏
は
、「
彰
本
」
即
ち
「
彰
考
館
本
」
の
「
忠
実
な
写
本
」
と
判
読
さ

れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
（
上
述
の
別
筆
の
書
き
込
み
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な

い
）。

　

右
の
引
用
に
あ
る
京
都
大
学
本
の
引
用
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

図
6　

京
都
大
学
本
の
奥
書
部
分

│
│
「
彰
考
館
文
庫
所
蔵
の
桝
型
本
《【
引
用
者
注
：
2
行
割
で
】
彰

考
館
に
は
美
濃
板
の
袋
綴
本
も
あ
り
》
を
人
の
影
写
せ
る
を
借
り
て
影

写
す
」

　

そ
の
記
載
に
よ
れ
ば
、
直
接
書
写
し
た
臨
模
本
で
は
な
く
、
桝
型
本
を
他
の

人
が
一
度
書
写
し
て
い
た
も
の
を
見
な
が
ら
書
写
し
た
、
い
わ
ば
孫
本
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
京
都
大
学
本
の
底
本
に
あ
た
る
〝
桝
型
本
影
写
本
〞
も
、
京

都
大
学
本
の
姿
か
ら
推
察
す
る
に
、
さ
ぞ
か
し
忠
実
な
影
写
で
あ
っ
た
も
の
だ

ろ
う
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
所
在
は
現
在
未
詳
で
あ
る
。【
補
注
】

3　

 

彰
考
館
本
甲
本
・
同
乙
本
に
お
け
る
末
尾
空
白
と
、
承
空
本
お

よ
び
宮
内
庁
書
陵
部
本
の
末
尾

　

京
都
大
学
本
の
最
末
尾
文
（
一
文
）
の
直
前
に
は
、
先
に
図
1
に
挙
げ
た
よ

う
に
次
の
お
よ
そ
二
文
字
分
の
空
白
が
あ
る
。（

図
1　

京
都
大
学
本
：
再
掲
載
）

　

彰
考
館
本
甲
本
に
も
、
同
じ
位
置
に
同
じ
程
度
の
二
文
字
分
の
空
白
が
、
次

の
よ
う
に
あ
る
。

と
る
大
し
も
あ
ら
む
や
た
ゝ

こ
ゝ
ろ
か
た
ち
さ
い
お
と
り
給
な
る

へ
し　
　

又
あ
ら
し
か
し

か
や
う
に
お
も
ひ
て
文
つ
く
る
人
は

図
7　

彰
考
館
本
甲
本　

本
文

【
資
料
篇
1
】（
3
）│
1
│
②
参
照

図
8　

彰
考
館
本　

乙
本
（
今
井
卓
爾
氏
撮
影
、『
篁
物
語
新
講
』
武
蔵
野
書
院
）

　

ま
た
、
甲
本
の
写
本
か
と
さ
れ
る
（【
◆
注
（
1
）】）
彰
考
館
本
の
乙
本
に
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も
同
様
の
空
白
が
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
（
図
8
参
照
、【
資
料
篇
2
】
参

照
）。

　

即
ち
、
こ
れ
ら
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
彰
考
館
本
の
甲
本
・
乙
本
に
あ
る
空

白
は
、
運
筆
上
の
た
ま
た
ま
の
隙
間
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、〝
彰
考

館
文
庫
桝
形
本
影
写
本
〞
の
書
写
者
も
削
除
せ
ず
意
味
あ
る
空
白
と
解
釈
し
て

忠
実
に
影
写
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
見
た
京
都
大
学
本
の
書
写
者
も
削
除
せ
ず
意

味
あ
る
も
の
と
し
て
臨
模
し
て
残
し
、
書
承
さ
れ
て
き
た
明
瞭
な
空
白
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

　

で
は
、
も
う
一
方
の
写
本
で
あ
る
承
空
本
、
お
よ
び
、
そ
の
写
本
で
は
な
い

か
と
も
さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
本
で
は
、
こ
の
末
尾
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
だ
ろ
う
か
。
確
認
し
て
み
る
と
、
こ
の
二
写
本
に
は
、
図
9
・
図
10
に
示
す

よ
う
に
こ
の
空
白
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

　

近
時
最
も
新
し
く
公
開
さ
れ
、
書
写
時
期
が
明
ら
か
で
現
在
も
っ
と
も
古
い

と
見
ら
れ
て
い
る
写
本
で
あ
る
承
空
本
（「
小
野
篁
集
」）
に
こ
の
空
白
が
な
い

と
い
う
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
確
認
し
て
み
る
と
、
空
白
の
有
無
と
い
う
観
点
に
お
い

て
二
種
の
写
本
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
空
白
を
も
つ
系
統
の
写
本
と
し
て
、

仮
称
「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」（
＝
水
戸
彰
考
館
本
甲
本
と
同
乙
本
、
京
都
大

学
本
）、
そ
し
て
、
空
白
を
持
た
な
い
系
統
の
写
本
と
し
て
仮
称
「
末
尾
無
空

白
系
統
本
」（
＝
承
空
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
）
と
い
う
二
種
の
写
本
系
統
で

あ
る
。

4　

 

二
つ
の
系
統
と
「
篁
物
語
」
お
よ
び
「
小
野
篁
集
」
と
い
う
二

つ
の
書
名

　

さ
て
、
3
で
確
認
し
た
空
白
の
有
無
と
諸
写
本
と
を
、
改
め
て
書
名
と
の
関

係
か
ら
見
直
し
て
み
る
と
、「
有
空
白
系
統
本
」
の
書
名
は
す
べ
て
「
篁
物
語
」

と
あ
り
、「
無
空
白
系
統
本
」
の
そ
れ
は
す
べ
て
「
小
野
篁
集
」
と
あ
る
こ
と

が
わ
か
る
。
そ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
こ
れ
ら
二
種
類
の
書
名
は
、
空
白
の
有
無

で
相
違
す
る
本
文
の
違
い
と
、
ど
う
も
連
動
し
て
伝
承
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の

で
は
な
い
か
、
と
推
定
さ
れ
る
。

　

こ
れ
ま
で
『
篁
物
語
』
は
、
写
本
が
少
な
い
故
に
諸
本
系
統
の
分
類
論
は
存

229

図
10　

宮
内
庁
書
陵
部
本
「
小
野
篁
集
」（
平
林
他
（
二
〇
〇
一
）、
和
泉
書
院
）
翻
字

あ
ら
む
や
た
ゝ
心
た
か
き
さ
い
を

と
り
た
ま
ふ
な
る
へ
し
ま
た
あ
ら
し

か
し
か
や
う
に
お
も
ひ
て
ふ
み
つ

く
る
ひ
と
は

図
9　

承
空
本
「
小
野
篁
集
」（
時
雨
亭
叢
書
）
翻
字

ム
コ
ニ
ト
ル
大
臣
モ
ア
ラ
ン
ヤ
タ
ゝ
心
タ
カ

キ
サ
イ
ヲ
ト
リ
タ
マ
フ
ナ
ル
ヘ
シ
マ
タ
ア

、ラ、シ
カ
シ
カ
ヤ
ウ
ニ
オ
モ
ヒ
テ
フ
ミ
ツ
ク
ル
ヒ

ト
ハ
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在
し
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
、『
篁
物
語
』
の
諸
本
系
統
に
は
、「
末
尾
有
空

白
系
統
本
」
で
あ
る
書
名
「
篁
物
語
」
系
統
と
、「
末
尾
無
空
白
系
統
本
」
で

あ
る
書
名
「
小
野
篁
集
」
系
統
と
い
う
二
系
統
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
新
た
に
諸
本
の
分
類
論
を
提
唱
し
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
（
諸
本
に
つ

い
て
の
整
理
は
後
で
再
述
す
る
）。

5　

 

従
来
の
す
べ
て
の
研
究
で
の
、
本
文
全
文
翻
刻
に
お
け
る
末
尾

空
白
の
見
落
と
し

　

さ
て
、
で
は
こ
の
空
白
は
、
こ
れ
ま
で
の
本
文
の
翻
刻
研
究
で
は
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。

　

改
め
て
主
要
翻
刻
を
確
認
し
て
み
る
と
、
従
来
の
『
篁
物
語
』
研
究
史
上
に

お
い
て
、
い
ず
れ
の
本
文
翻
刻
（
全
文
翻
刻
）
に
あ
っ
て
も
、
こ
の
空
白
を
正

確
に
報
告
あ
る
い
は
再
現
し
た
活
字
本
文
が
ひ
と
つ
も
な
い
こ
と
を
こ
こ
に
報

告
す
る
。
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
空
白
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

そ
れ
は
、
空
白
の
あ
る
書
陵
部
本
（
甲
本
・
乙
本
）
の
本
文
翻
刻
の
場
合
の

み
な
ら
ず
、
空
白
が
も
と
も
と
な
い
承
空
本
・
書
陵
部
本
の
全
文
翻
刻
に
あ
っ

て
も
、
他
本
と
の
校
異
を
示
す
に
お
い
て
書
陵
部
本
と
の
異
同
を
指
摘
す
る
場

合
を
含
め
て
も
、
皆
無
な
の
で
あ
る
。
校
異
を
挙
げ
る
時
に
、「
彰
考
館
本
で

は
こ
こ
に
2
文
字
相
当
分
の
空
白
が
あ
る
」
と
の
指
摘
も
可
能
で
あ
る
は
ず
だ

が
、
そ
れ
も
管
見
の
限
り
皆
無
で
あ
っ
た
（
承
空
本
を
翻
刻
し
た
際
に
諸
本
と

の
校
異
を
示
し
た
安
部
（2009.3

）
に
お
い
て
も
見
落
し
て
い
る
）。

　

た
だ
し
、
空
白
に
気
づ
き
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
唯
一
の
研
究
者
と

し
て
、
津
本
信
博
（1977

）
が
あ
る
。
ま
た
、
部
分

0

0

翻
訳
に
お
い
て
で
あ
る
が
、

陣
野
英
則
（2017

）
は
こ
の
空
白
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
や
や
不
正
確
な

か
た
ち
な
が
ら
平
林
文
雄
・
財
団
法
人
水
府
明
徳
会
編
（2001

）
は
、
対
校
本

形
式
に
て
書
陵
部
本
に
も
空
白
が
あ
る
よ
う
に
示
し
つ
つ
甲
本
・
乙
本
の
空
白

を
示
し
て
お
り
、
少
な
く
と
も
空
白
に
は
気
づ
い
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

れ
ら
三
名
の
先
達
が
、
先
行
研
究
と
し
て
こ
の
空
白
に
気
づ
い
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
（
次
節
以
降
に
紹
介
し
て
い
く
）。

6　

空
白
の
も
つ
問
題
の
指
摘
│
│
津
本
信
博
（1

9
7

7

）

　

こ
の
空
白
が
存
在
す
る
こ
と
を
、
お
そ
ら
く
初
め
て
取
り
上
げ
、
問
題
と
し

て
考
察
を
加
え
た
研
究
に
は
、
管
見
の
限
り
で
唯
一
、
津
本
信
博
（1977

）
が

あ
る
。
津
本
氏
は
、
次
の
よ
う
に
、
成
立
過
程
が
二
段
階
で
あ
る
可
能
性
に
も

触
れ
、
問
題
提
起
し
て
い
る
。

○
「
そ
の
影
写
本
は
約
二
字
分
の
余
白
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
書

写
の
事
情
か
ら
言
っ
て
当
然
連
続
し
て
よ
い
筈
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
何

故
に
余
白
が
設
け
ら
れ
た
の
か
。
因
み
に
書
陵
部
本
は
こ
の
箇
所
に
余
白

は
な
い
。
果
た
し
て
彰
考
館
本
の
は
現
本
を
忠
実
に
模
写
し
て
い
る
こ
と

の
証
し
な
の
か
、
こ
の
余
白
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
原
作
者
以
外
に
篁
フ【
マ
マ
】

ア
ン
や
書
写
者
な
ど
が
勝
手
に
増

補
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
篁
物
語
の
成
立
を
少
な
く
と
も
二
段
階
に
分

228



（20）

人文 18号（2019）

け
て
考
え
る
べ
き
か
、
大
変
興
味
を
呼
ぶ
余
白
で
あ
る
。
多
分
に
篁
物
語

に
は
、
不
純
な
本
文
が
原
作
に
介
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
余

地
は
充
分
残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。」（
津
本
信
博

（1977
）「『
篁
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
よ
り
、
傍
線
は
引
用
者
、

以
下
同
じ
）

　

こ
の
よ
う
な
解
釈
が
既
に
40
年
以
上
前
に
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
指
摘
を

取
り
上
げ
た
研
究
も
ま
た
皆
無
で
あ
る
。「
篁
物
語
の
成
立
を
少
な
く
と
も
二

段
階
に
分
け
て
考
え
る
べ
き
か
」
と
い
う
そ
の
解
釈
は
、
次
節
の
よ
う
に
、
安

部
（2018

）
の
解
釈
に
関
連
し
て
く
る
。

7　

空
白
後
の
一
文
の
解
釈
に
関
わ
る
研
究
│
│
安
部
清
哉
（2019

）

　

前
述
の
津
本
（1977

）
の
指
摘
と
は
別
に
、
こ
の
空
白
の
後
の
最
後
の
一
文

に
つ
い
て
、
空
白
の
有
無
と
は
無
関
係
の
視
点
か
ら
そ
の
本
文
成
立
上
の
解
釈

を
加
え
た
研
究
に
、
安
部
清
哉
（2018.3

）
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
の
一
文
が

そ
れ
よ
り
前
の
本
文
部
分
の
成
立
よ
り
も
後
（
後
日
、
後
人
、
後
代
な
ど
、
ま

た
、
同
一
人
物
に
よ
る
か
別
人
か
も
未
詳
）
の
別
段
階
に
挿
入
さ
れ
た
可
能
性

が
あ
る
、
と
す
る
解
釈
で
あ
る
。

　

安
部
（2018.3

）
に
お
け
る
当
該
部
分
を
、
以
下
に
引
用
し
て
お
く
こ
と
に

す
る
が
（
全
文
は
【
◆
注
（
2
）】
参
照
）、
安
部
は
、
最
後
の
二
文
か
一
文
が

後
日
加
筆
の
可
能
性
が
あ
り
、
特
に
最
後
の
一
文
が
も
っ
と
も
蓋
然
性
が
高
い

部
分
と
し
て
い
る
。

○
「
さ
ら
に
、『
伊
勢
』
の
「
今
・
昔
対
比
」
末
尾
の
う
ち
「
昔0

の
若
人
」

に
対
応
す
る
の
が
『
篁
』
の
「【
昔
の
大
臣
】
た
ゞ
心
・
か
た
ち
・
才
を

取
り
給
ふ
な
る
べ
し
。」
で
あ
っ
た
と
見
た
場
合
に
は
、
そ
こ
ま
で
が

『
伊
勢
』
と
の
対
応
範
囲
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
残
る
の
は
最
後
の
一
文

の
み
と
な
る
。」（
安
部
（2018.3

））

　

追
加
部
分
と
空
白
と
の
間
に
は
、
そ
の
追
加
の
一
文
が
原
作
と
は
別
部
分
で

あ
る
と
い
う
挿
入
者
自
身
の
意
識
が
投
影
し
て
、
文
字
間
に
二
文
字
ほ
ど
の
空

白
を
置
い
た
、
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
で
あ
ろ
う
。

　

根
本
氏
が
「
篁
物
語
の
成
立
を
少
な
く
と
も
二
段
階
に
分
け
て
考
え
る
べ
き

か
」
と
さ
れ
た
空
白
の
解
釈
は
、
末
尾
一
文
の
後
日
加
筆
説
を
挙
げ
た
安
部

（2019

）
と
、
奇
し
く
も
一
致
す
る
。
両
解
釈
を
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
空
白
の

あ
と
の
最
末
尾
の
一
文
は
後
日
の
加
筆
で
あ
る
蓋
然
性
が
よ
り
高
ま
っ
た
と
言

え
よ
う
か
。

　

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
「
空
白
以
下
は
後
の
挿
入
」
と
い
う
解
釈
に
仮
に
立
っ

た
場
合
、
二
つ
の
諸
本
系
統
に
立
ち
返
っ
て
考
え
て
み
る
と
、
挿
入
時
点
の
名

残
を
留
め
る
「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」
の
方
は
、
後
人
に
は
意
味
が
分
か
ら
な

く
な
っ
た
空
白
を
失
っ
て
い
る
状
態
の
「
末
尾
無
空
白
系
統
本
」
よ
り
も
、
よ

り
原
文
に
近
い
古
い
形
態
を
残
し
て
い
る
本
文
で
あ
る
、
と
い
う
次
の
よ
う
な

解
釈
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
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8　
 「

末
尾
有
空
白
系
統
本
」（
＝
水
戸
彰
考
館
本
、
京
都
大
学
本
）

の
「
篁
物
語
」、
お
よ
び
、「
末
尾
無
空
白
系
統
本
」（
＝
承
空

本
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
）
の
「
小
野
篁
集
」
の
新
旧

　

改
め
て
、
空
白
の
有
無
に
関
し
て
、
こ
の
作
品
の
史
的
形
成
上
の
問
題
を
検

討
し
て
み
る
。

　

最
後
の
一
文
が
後
日
追
加
で
か
つ
そ
の
前
の
空
白
は
追
加
段
階
で
の
形
態
で

あ
っ
た
場
合
、
空
白
を
失
っ
た
状
態
は
、
空
白
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
た

後
代
の
書
写
過
程
に
お
い
て
、
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た
形
式
で
あ
る
と
推
察
さ

れ
る
。
と
す
る
と
、
最
後
の
一
文
の
前
に
こ
の
空
白
が
あ
る
本
文
形
態
は
、
そ

の
空
白
を
失
っ
た
本
文
形
態
よ
り
も
、
よ
り
古
い
段
階
を
留
め
て
い
る
状
態
と

い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
だ
ろ
う
。
も
し
そ
の
よ
う
に
考
え
て
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、

「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」（
＝
水
戸
彰
考
館
本
甲
本
と
同
乙
本
、
京
都
大
学
本
＝

「
篁
物
語
」）
は
、「
末
尾
無
空
白
系
統
本
」（
＝
承
空
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
＝

「
小
野
篁
集
」）
よ
り
も
、
古
形
態
を
留
め
る
写
本
本
文
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
、

と
い
う
推
論
が
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
ら
諸
書
写
本
類
の
形
態
の
成
立
時
期
と
新
旧
の
位
置
づ
け
に
関
し
て
は
、

近
時
の
研
究
に
お
い
て
は
、
承
空
本
（「
末
尾
無
空
白
系
統
本
」）
が
、
鎌
倉
時

代
の
僧
・
承
空
に
よ
る
書
写
で
あ
り
、
そ
の
書
写
時
期
も
あ
る
程
度
明
確
で
あ

る
ゆ
え
に
、
現
在
最
古
の
写
本
と
し
て
重
く
置
か
れ
る
よ
う
に
な
り
つ
つ
あ
っ

た
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
、「
有
空
白
系
統
本
」
の
方
が
よ
り
古
形
態
で
あ
る
と
す

る
と
、
鎌
倉
後
期
の
承
空
の
書
写
段
階
に
て
既
に
空
白
を
失
っ
て
い
る
承
空
本

の
形
態
以
前
の
段
階
で
の
形
態
、
即
ち
、
そ
れ
以
前
、
承
空
本
登
場
以
前
で
あ

る
「
鎌
倉
中
期
以
前
の
形
態
（
末
尾
空
白
）」
を
留
め
て
い
る
の
が
、「
末
尾
有

空
白
系
統
本
」
で
あ
る
と
推
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
解
釈
は
、
時
雨
亭
叢
書
刊
行
に
よ
っ
て
初
公
開
さ
れ
た
当
時
、〝
書
写

年
代
〞
上
、
最
古
の
写
本
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
よ
り
古
形
態
と
し
て
重
要

視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
承
空
本
と
、
そ
れ
以
外
の
諸
写
本
と
の
優
劣
関

係
を
改
め
て
再
度
検
討
す
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
と
な
ろ
う
。
即
ち
、
承
空
本

の
相
対
的
位
置
も
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。

9　
「
有
空
白
系
統
本
」
＝
水
戸
彰
考
館
本
（
甲
本
・
乙
本
）
の
書
写
年
代

　

さ
ら
に
き
わ
め
て
興
味
深
い
こ
と
に
、
前
節
に
て
「
鎌
倉
中
期
以
前
」
と
位

置
づ
け
て
み
た
「
有
空
白
系
統
本
」
の
こ
の
年
代
推
定
は
、
そ
の
系
統
の
一
本

で
あ
る
「
水
戸
彰
考
館
本
甲
本
」
の
書
写
年
代
に
関
す
る
か
つ
て
の
次
の
指
摘

と
も
、
奇
し
く
も
一
致
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
。

　

つ
と
に
提
示
さ
れ
た
そ
の
解
釈
は
、
次
の
よ
う
な
短
い
指
摘
で
あ
る
。

○ 
「
こ
の
原
本
は
鎌
倉
中
期
の
頃
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
世
に
云
ふ
二
条
流
の

書
風
を
示
す
も
の
で
あ
る
。」（「
校
本
篁
物
語
（
彰
考
館
本
甲
本
）」

（1933
）『
文
学
』
創
刊
号
・
附
録
、
執
筆
者
記
載
な
し
）

　

こ
れ
だ
け
の
短
い
言
及
で
、
執
筆
者
名
は
記
載
が
な
い
。
根
拠
に
関
し
て
も
、
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そ
れ
が
果
た
し
て
根
拠
と
し
て
書
か
れ
た
の
か
も
微
妙
で
あ
る
が
、
書
体
が

「
二
条
流
の
書
風
」
で
あ
る
こ
と
を
推
定
根
拠
と
す
る
ら
し
い
。

　

こ
の
解
釈
に
も
一
定
の
意
義
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、「
鎌
倉
中
期
」
と
い

う
時
期
は
、
承
空
本
の
鎌
倉
後
期
よ
り
も
一
時
代
前
で
あ
り
、
空
白
か
ら
推
定

し
た
時
代
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
甲
本
を
含
む
「
有
空
白
系
統
本
」
は
鎌

倉
中
期
（
以
前
）
の
形
態
の
蓋
然
性
が
よ
り
高
く
な
る
。

　

ま
た
改
め
て
、
書
名
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
本
文
の
年
代
と
の
関
係
か
ら

と
ら
え
な
お
し
て
言
い
換
え
る
な
ら
ば
│
│
こ
れ
ら
の
仮
説
の
重
な
り
も
一
定

の
意
味
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
│
│
、「
有
空
白
系
統
本
」
だ
け
に
伝
わ
っ
て

い
る
「
篁
物
語
」
と
い
う
書
名
の
方
が
よ
り
古
い
段
階
で
の
名
称
で
あ
っ
て
、

「
無
空
白
系
統
本
」
だ
け
に
継
承
さ
れ
て
い
る
「
小
野
篁
集
」
の
名
称
は
、
空

白
の
な
い
系
統
の
写
本
が
出
現
し
た
段
階
で
呼
び
改
め
ら
れ
た
名
称
な
の
か
も

し
れ
な
い
。
二
種
類
の
書
名
に
は
、
そ
の
よ
う
な
前
後
関
係
が
投
影
し
て
い
る

可
能
性
も
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
甲
本
は
果
た
し
て
「
二
条
流
の
書
風
」
と
い
え
る
の
か
、「
二

条
流
の
書
風
」
で
あ
れ
ば
鎌
倉
中
期
頃
と
い
う
解
釈
が
妥
当
な
の
か
、
と
い
う

点
は
、
改
め
て
検
証
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
「
世
に
云
ふ
二
条
流
の

書
風
」
に
つ
い
て
、
知
人
の
書
家
で
あ
る
松
岡
千
賀
子
氏
（
学
習
院
大
学
非
常

勤
講
師
・
書
道
）
に
、
水
戸
彰
館
本
甲
本
の
写
本
コ
ピ
ー
を
ご
覧
い
た
だ
き
、

ご
意
見
を
う
か
が
っ
て
み
た
。
曰
く
、「
何
を
も
っ
て
『
二
条
流
』
と
い
っ
て

い
る
の
か
こ
の
短
か
い
記
述
だ
け
で
は
根
拠
が
不
明
瞭
で
あ
る
上
、
こ
の
筆
跡

だ
け
を
見
て
鎌
倉
中
期
と
絞
り
込
む
こ
と
は
難
し
い
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
一
般
に
「
二
条
流
」
と
は
藤
原
定
家
の
流
れ
を
継
ぐ
二
条
家
の
書
風
を
指

す
か
と
推
察
さ
れ
る
が
、
定
家
の
書
風
で
の
筆
跡
（
あ
る
い
は
そ
れ
に
類
す
る

書
風
）
と
も
見
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
お
き
た
い
。

10　
『
篁
物
語
』
の
諸
本
と
そ
の
系
統
表

　

前
節
ま
で
、
諸
本
の
系
統
分
類
、
書
名
、
本
文
の
状
態
と
そ
の
年
代
に
つ
い

て
も
検
討
し
て
み
た
。
そ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
諸
本
の
系
統
・
系
列
を
、
年
代

も
含
め
て
二
系
統
分
類
案
に
て
示
せ
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
（
1
）「 

末
尾
有
空
白
本
」
系
統
諸
本
│
│
本
文
末
尾
に
二
文
字
分
空
き
が
あ

る
本
文

　
　
　
　

新
解
釈
・
鎌
倉
中
期
以
前
の
古
形
態
か
？

　

そ
の
1　

 

①
「
彰
考
館
本　

甲
本
」（
書
写
自
体
は
、
江
戸
初
期
書
写
か

（
大
系
本
・
遠
藤
嘉
基
本
説
、
津
本
信
博
説
））

　
　
　
　
　
　

↓ 

②
（
彰
考
館
本
「
篁
物
語
」
甲
本
の
個
人
書
写
本*

）
所
在

不
明
（
③
の
底
本
）

　
　
　
　
　
　
　

↓ 

③
京
都
大
学
本
「
篁
物
語
」（
書
写
年
代
未
詳
）

　

そ
の
2　

 

㋐
「
彰
考
館
本　

乙
本
」（
甲
本
を
直
接
書
写
か
（
平
林
文
雄
説
）、

甲
乙
の
前
後
関
係
不
明
（
津
本
信
博
説
））

　
　
　
　
　
　

↓ 
㋑
（
昭
和
7
年
11
月
書
写
）
今
井
卓
爾
博
士
に
よ
る
「
乙

225



京都大学文学研究科図書館所蔵本「篁物語」（影印）とその “末尾有空白系統本” の古態性

（23）

本
」
臨
模
本
（
所
在
不
明
）

　
（
2
）「
末
尾
無
空
白
本
」
系
統
諸
本
│
│
末
尾
に
空
白
が
無
い
本
文

　
　
　
　

承
空
本
は
鎌
倉
後
期
書
写

①　

承
空
本
「
小
野
篁
集
」（
鎌
倉
後
期
書
写
）

　
　

↓ 

②
宮
内
庁
書
陵
部
本
「
小
野
篁
集
」
＝
江
戸
初
期
（「
桂
宮
本
叢
書
」

説
）

　
　
　

↓ 

③
（
書
陵
部
本
「
小
野
篁
集
」
個
人
書
写
本*

）
所
在
不
明
（
④
の

底
本
）

　
　
　
　

↓ 

④
京
都
大
学
本
「
小
野
篁
集
」（
書
写
年
代
未
詳
）

○
後
藤
丹
治
氏
の
書
陵
部
本
書
写
本
「
小
野
篁
集
」（
昭
和
2
年
）

○
岡
田
希
雄
蔵
稲
原
書
写
本
「
小
野
篁
集
」

　

*

印 

＝
京
都
大
学
本
の
「
篁
物
語
」
お
よ
び
「
小
野
篁
集
」
の
そ
れ
ぞ
れ
の

直
接
の
底
本
（
狭
義
の
直
接
の
親
本
）
に
つ
い
て
は
、
各
々
の
奥
付
に

「
人
の
影
写
せ
る
を
借
り
て
影
写
す
」
と
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
直

接
の
底
本
が
別
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
　
（
3
）
そ
の
他
│
│
所
在
不
明
本

○ 

九
条
家
所
蔵
本
「
篁
物
語
」（「
九
条
家
蔵
書
の
目
録
」（
寛
永
十
年
正

月
の
書
写
）
に
よ
る
帝
国
図
書
館
『
本
朝
書
目
』
に
記
載
あ
り
と
さ
れ
、

「
篁
物
語
」
の
書
名
で
引
か
れ
る
）

　
　
　
『
篁
物
語
新
講
』
に
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
る
写
本
で
あ
る
。

　
　
　
「　

後
藤
丹
治
氏
「
篁
物
語
新
考
」
で
紹
介
さ
れ
た
一
本

　
　
　

 

帝
国
図
書
館
所
蔵
の
本
朝
書
目
は
九
条
家
蔵
書
の
目
録
で
東
都
書
肆
小

堀
英
平
が
寛
永
十
年
正
月
に
書
写
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
に
「
篁

物
語
一
本
」
と
見
え
て
い
る
が
、
そ
の
九
条
家
所
蔵
の
「
篁
物
語
」
は

今
日
も
不
明
で
あ
る
。」

11　

 

空
白
を
取
り
上
げ
て
い
る
研
究
者
三
名
│
│
津
本
信
博
、
平
林

文
雄
、
陣
野
英
則
各
氏
│
│

　

こ
の
空
白
に
つ
い
て
、
何
ら
か
の
か
た
ち
で
指
摘
し
て
い
る
研
究
者
に
は
、

津
本
信
博
、
平
林
文
雄
、
陣
野
英
則
の
三
名
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
全
文
翻
刻

で
は
な
い
も
の
の
、
平
林
氏
と
陣
野
氏
の
2
名
が
、
部
分
翻
刻
あ
る
い
は
字
母

表
に
お
い
て
空
白
部
分
を
示
し
て
い
る
こ
と
を
特
記
し
て
お
く
。

11
│（
1
）
津
本
信
博
（1977

）「『
篁
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」

　

石
原
昭
平
・
根
本
敬
三
・
津
本
信
博
（1977

）『
篁
物
語
』
の
「
注
解
篇
」

で
の
本
文
は
、
底
本
が
書
陵
部
本
「
小
野
篁
集
」
で
あ
る
の
で
空
白
は
な
い
。

ま
た
、
校
異
に
甲
本
・
乙
本
と
の
異
同
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
校
異
に

も
空
白
へ
の
言
及
は
な
い
。

　

一
方
、「
研
究
篇
」
の
（
津
本
信
博
（1977

）「『
篁
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
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っ
て
」
に
お
い
て
、
本
空
白
に
つ
い
て
、
津
本
氏
の
次
の
よ
う
な
解
釈
が
提
示

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
空
白
が
あ
る
こ
と
は
、
先
の
著
者
三
名
に
共
有
さ

れ
た
情
報
だ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
空
白
に
対
す
る
初
め
て
の
指
摘
で
あ
り
、

ま
た
唯
一
の
考
察
で
も
あ
り
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

○
「
そ
の
影
写
本
は
約
二
字
分
の
余
白
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
は
書

写
の
事
情
か
ら
言
っ
て
当
然
連
続
し
て
よ
い
筈
の
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
何

故
に
余
白
が
設
け
ら
れ
た
の
か
。
因
み
に
書
陵
部
本
は
こ
の
箇
所
に
余
白

は
な
い
。
果
た
し
て
彰
考
館
本
の
は
現
本
を
忠
実
に
模
写
し
て
い
る
こ
と

の
証
し
な
の
か
、
こ
の
余
白
は
い
ろ
い
ろ
な
問
題
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
原
作
者
以
外
に
篁
フ
マ
マア
ン
や
書
写
者
な
ど
が
勝
手
に
増

補
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
篁
物
語
の
成
立
を
少
な
く
と
も
二
段
階
に
分

け
て
考
え
る
べ
き
か
、
大
変
興
味
を
呼
ぶ
余
白
で
あ
る
。
多
分
に
篁
物
語

に
は
、
不
純
な
本
文
が
原
作
に
介
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
の
余

地
は
充
分
残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。」（
津
本
信
博

（1977

）「『
篁
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」、
傍
線
は
本
稿
執
筆
者
）

11
│（
2
）
平
林
文
雄
・
財
団
法
人
水
府
明
徳
会
編
著
（2001

）
の
「
三
本

対
校
本
」
お
よ
び
「
字
母
表
」
で
の
空
白
記
載

　

平
林
文
雄
氏
は
、
平
林
文
雄
・
財
団
法
人
水
府
明
徳
会
編
著
（2001

）『
増

補
改
訂
小
野
篁
集
・
篁
物
語
の
研
究　

影
印
・
資
料
・
翻
刻
・
校
本
・
対
訳
・

研
究
・
使
用
文
字
分
析
・
総
索
引
』（
和
泉
書
院
）
に
お
い
て
、
本
文
全
文
を

翻
刻
掲
載
し
て
い
る
が
、
甲
本
、
乙
本
の
本
文
の
活
字
翻
刻
部
分
で
は
、
空
白

を
再
現
し
て
は
い
な
い
。
一
方
、「
三
本
対
校
」
と
「
甲
本
・
乙
本
対
称
字
母

表
」
の
方
で
空
白
を
再
現
し
て
い
る
（【
資
料
篇
2
】
参
照
）。

　
「
三
本
対
校
」
の
記
載
に
従
え
ば
、
書
陵
部
本
「
小
野
篁
集
」
に
も
同
じ
空

白
が
二
文
字
分
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
反
対
に
、
そ
の
中
央
の
行
に
あ

る
「
小
野
篁
集
」
の
空
白
は
実
際
に
は
な
い
の
で
、
な
い
も
の
と
見
な
す
と
そ

れ
に
合
せ
て
左
右
に
配
置
し
て
あ
る
「
篁
物
語
」
の
甲
本
・
乙
本
と
も
空
白
は

な
い
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
不
正
確
な
点
が
残
る
記
載
と
な
っ
て
い

る
。

11
│（
3
）
陣
野
英
則
（2017

）
に
よ
る
部
分
翻
刻
と
校
異

　

陣
野
英
則
（2017

）「『
篁
物
語
』
の
構
成
と
言
葉
」（『
国
文
学
研
究
』183

）

で
は
、
解
釈
の
た
め
に
、
本
文
が
部
分
的
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
「
三
」

節
で
の
注
釈
の
た
め
に
、
所
謂
第
Ⅱ
部
後
半
（
陣
野
氏
の
論
で
は
第
三
段
）
が

翻
刻
さ
れ
、
そ
の
本
文
部
分
で
は
底
本
に
忠
実
に
2
文
字
の
空
白
を
開
け
て
翻

刻
し
て
い
る
。
彰
考
館
本
と
承
空
本
と
の
校
異
に
も
空
白
の
有
無
が
次
の
よ
う

に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

○【
本
文
翻
刻
部
分
】「
才さ
い

を
と
り
給
ふ
な
る
べ
し
。　　

又＊

あ
ら
じ
か
し
、

か
や
う
に
思
ひ
て
文
つ
く
る
人
は
。（
二
五
オ
〜
二
六
ウ
）」

○「
＊
（「
又
」
の
前
の
空
白
）
│
ア
リ
〈
彰
〉
│
ナ
シ
〈
承
〉」　　
【
引
用

者
注
：
「
承
」
は
「
承
空
本
」
の
略
】

　

こ
れ
ま
で
の
諸
研
究
中
、
も
っ
と
も
正
確
な
本
文
翻
刻
（
部
分
）
と
校
異
で
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あ
る
。

　

以
上
が
、
管
見
の
限
り
で
の
、
こ
の
空
白
に
関
す
る
先
行
研
究
で
の
言
及
で

あ
る
。

12　

 

彰
考
館
本
乙
本
「
篁
物
語
」
の
写
真
の
所
在
不
明
（『
篁
物
語

新
講
』
口
絵
掲
載
の
写
真
）

　

空
白
の
あ
る
写
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
彰
考
館
本
「
乙
本
」
の
写
真
（
一
部
）

に
つ
い
て
、
探
索
結
果
を
報
告
し
て
お
く
。

　
「
乙
本
」
の
原
本
は
戦
災
で
焼
失
し
、
消
失
前
に
、
宮
田
和
一
郎
氏
が
忠
実

に
模
写
し
た
と
さ
れ
る
写
本
1
本
（
平
林
文
雄
（2001
））
が
、
乙
本
の
姿
を

伝
え
る
資
料
と
し
て
、
こ
れ
ま
で
影
印
・
翻
刻
・
索
引
の
底
本
と
し
て
使
用
さ

れ
て
き
て
い
る
。

　

一
方
、
今
井
卓
爾
博
士
が
、
特
別
に
許
可
を
受
け
て
写
真
撮
影
し
書
写
し
た

1
本
が
、
津
本
信
博
氏
に
貸
与
さ
れ
、『
篁
物
語
新
講
』
の
口
絵
写
真
と
し
て

掲
載
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
校
異
と
考
察
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
の
写

真
6
葉
（
6
か
所
）
が
、
現
在
唯
一
残
さ
れ
て
い
る
乙
本
の
原
文
の
確
実
な
姿

を
確
認
で
き
る
資
料
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
幸
運
な
こ
と
に
偶
然
に
も
末
尾
部

分
が
含
ま
れ
て
い
た
。
乙
本
の
末
尾
部
分
に
あ
る
空
白
の
状
態
が
書
写
で
は
な

く
、
写
真
で
明
瞭
に
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
稿
の
資
料
篇
に
掲
載
し
た

よ
う
に
、
甲
本
と
同
じ
く
、
2
文
字
分
の
空
白
が
認
め
ら
れ
る
（
画
像
は
『
篁

物
語
新
講
』
で
2
頁
に
わ
た
る
た
め
、
画
像
が
2
葉
に
分
か
れ
て
い
る
）。

　

写
真
に
て
空
白
を
確
認
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
の
で
、
そ
の
『
篁
物
語

新
講
』
の
写
真
原
稿
の
所
在
を
追
っ
て
み
た
。
問
い
合
わ
せ
た
の
は
、
○
武
蔵

野
書
院
、
○
『
篁
物
語
新
講
』
の
著
者
三
名
の
一
人
・
根
本
敬
三
氏
、
○
早
稲

田
大
学
図
書
館
（
写
真
撮
影
者
の
今
井
卓
爾
氏
の
蔵
書
の
寄
贈
を
受
け
「
今
井

卓
爾
文
庫
目
録
」（「
早
稲
田
大
学
図
書
館
文
庫
目
録
第
18
輯
」）
を
作
成
し
て

い
る
）、
の
三
カ
所
で
あ
る
。
結
論
と
し
て
は
、
残
念
な
こ
と
に
、
い
ず
れ
で

も
所
在
不
明
で
あ
っ
た
。
以
下
に
そ
れ
ら
へ
の
調
査
内
容
を
報
告
す
る
。

　

ま
ず
、『
篁
物
語
新
講
』
に
乙
本
の
写
真
が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
経

緯
に
つ
い
て
は
、
津
本
信
博
（1997

）「『
篁
物
語
』
の
本
文
」
に
次
の
よ
う
に

あ
る
。
今
井
卓
爾
氏
が
乙
本
全
文
の
写
真
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
、
今
井
氏
か

ら
の
写
真
と
書
写
本
と
の
貸
与
に
よ
り
、
校
異
が
確
認
さ
れ
、
乙
本
の
写
真

（
一
部
）
の
掲
載
が
な
さ
れ
た
こ
と
、
が
記
さ
れ
て
い
る
。

○
「
幸
い
こ
こ
に
そ
の
全
文
、
現
状
を
克
明
に
臨
摸
、
撮
影
さ
れ
た
も
の
を

紹
介
さ
せ
て
頂
く
機
会
を
得
ら
れ
た
。
そ
れ
は
恩
師
今
井
卓
爾
博
士
が
、

昭
和
七
年
十
一
月
廿
六
日
か
ら
数
日
間
、
彰
考
館
文
庫
に
て
臨
摸
撮
影
さ

れ
た
ノ
ー
ト
及
び
写
真
で
あ
る
。
幸
い
こ
こ
に
そ
の
ノ
マ
マ

ー
ト
写
真
を
拝
借

致
し
、
紹
介
さ
せ
て
頂
く
機
会
を
得
た
こ
と
は
、
非
常
な
る
喜
び
で
あ

る
。」（『
篁
物
語
新
講
』128

頁
、
写
真
は
そ
の
口
絵
に
掲
載
）

　

ま
ず
武
蔵
野
書
院
に
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ
せ
た
が
、
ほ
ど
な
く
次
の
回
答
を

い
た
だ
い
た
（2019

年
5
月
7
日
付
、
改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
深
謝
申
し

上
げ
ま
す
）。
そ
の
写
真
原
稿
を
た
ど
る
手
立
て
は
な
い
よ
う
で
あ
っ
た
。

222



（26）

人文 18号（2019）

○「
な
お
、
刊
行
年
の
古
い
書
籍
で
す
の
で
、
当
時
の
原
稿
・
原
版
等
に
つ

き
ま
し
て
は
、
わ
か
る
者
が
お
り
ま
せ
ん
。
お
答
え
で
き
ず
、
た
い
へ
ん

申
し
訳
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
あ
げ
ま
す
。」

　

つ
い
で
、
故
・
今
井
卓
爾
氏
の
蔵
書
関
係
が
ど
こ
か
に
寄
贈
さ
れ
て
い
な
い

か
を
検
索
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
母
校
の
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
「
今
井
卓
爾
文

庫
目
録
」（「
早
稲
田
大
学
図
書
館
文
庫
目
録
第
18
輯
」）
が
あ
る
こ
と
見
出
し

た
。
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
、
次
の
2
点
を
メ
ー
ル
で
問
い
合
わ
せ
た
。
①
当

該
目
録
で
の
「
篁
物
語
」「
小
野
篁
集
」
関
係
の
書
名
の
有
無
、
そ
の
回
答
を

受
け
、
次
い
で
、
②
当
該
目
録
所
載
以
外
に
受
け
た
他
の
蔵
書
・
資
料
類
の
保

管
ま
た
そ
れ
ら
の
目
録
の
有
無
を
う
か
が
っ
た
。
そ
の
後
、2019

年
5
月
16

日
付
で
、
検
索
調
査
結
果
も
含
め
、
次
の
よ
う
な
ご
懇
切
な
回
答
を
頂
戴
で
き

た
（
改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て
深
謝
申
し
上
げ
ま
す
）。

○「（
1
）【
略
】
最
初
の
検
索
画
面
に
戻
っ
て
、「
タ
イ
ト
ル
」
検
索
を
ご
利

用
い
た
だ
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。
試
み
に
、
こ
ち
ら
で
ご
指
定
の
2
タ
イ

ト
ル
を
検
索
し
て
み
ま
し
た
が
、
今
井
卓
爾
文
庫
内
に
は
、
ヒ
ッ
ト
す
る

も
の
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

（
2
）
今
井
卓
爾
文
庫
の
整
理
は
完
了
し
て
お
り
ま
す
。
未
整
理
資
料
等

は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」

こ
れ
で
、
今
井
卓
爾
氏
の
蔵
書
関
係
に
お
い
て
乙
本
の
写
真
や
書
写
ノ
ー
ト
の

行
方
を
た
ど
る
手
立
て
は
尽
き
た
。

　

最
期
に
、『
篁
物
語
新
講
』
の
著
者
三
名
に
当
た
る
こ
と
と
し
た
。
石
原
昭

平
氏
と
津
本
信
博
氏
は
既
に
鬼
籍
に
入
っ
て
お
ら
れ
た
。
残
る
根
本
敬
三
氏
に

は
面
識
は
な
か
っ
た
が
、
氏
の
ご
自
宅
へ
直
接
手
紙
に
て
お
う
か
が
い
す
る
こ

と
と
し
た
。
ほ
ど
な
く
ご
懇
切
に
も
拙
宅
へ
直
接
お
電
話
を
頂
戴
し
た
。
口
絵

掲
載
の
諸
本
の
写
真
類
は
「『
篁
物
語
』
本
文
」
の
章
を
担
当
し
た
津
本
氏
が

担
当
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
手
元
に
そ
の
折
の
写
真
の
コ
ピ
ー
類
で
も
残
っ

て
い
な
い
か
を
わ
か
る
範
囲
で
見
て
み
た
が
も
は
や
わ
か
ら
な
い
、
と
の
ご
回

答
を
頂
き
、
ま
た
、
関
連
す
る
ご
教
授
を
賜
っ
た
（
改
め
て
こ
の
場
を
借
り
て

深
謝
申
し
上
げ
ま
す
）。

　

以
上
、
こ
れ
ら
の
探
索
に
よ
り
、
現
在
、
乙
本
の
原
文
の
実
際
の
姿
を
伝
え

る
も
の
と
し
て
は
、
武
蔵
野
書
院
『
篁
物
語
新
講
』
掲
載
の
口
絵
写
真
だ
け
が
、

わ
れ
わ
れ
が
確
認
で
き
る
唯
一
の
資
料
で
あ
る
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
よ
う

で
あ
る
。
調
査
記
録
と
し
て
こ
こ
に
報
告
し
て
お
く
。

13　

 

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
「
篁
物
語
」
影
印
の
全

文
【
資
料
篇
2
】

　

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
解
釈
を
確
認
す
る
た
め
の
ひ
と
つ
の
資
料
と
し
て
、

京
都
大
学
本
の
写
本
を
取
り
寄
せ
、
そ
し
て
、
公
開
す
る
許
可
を
得
る
こ
と
と

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

京
都
大
学
本
は
、
水
戸
彰
考
館
本
甲
本
（
桝
型
本
）
を
「
人
の
影
写
せ
る
を

借
り
て
影
写
」（
そ
の
奥
書
よ
り
）
し
た
も
の
で
、
彰
考
館
本
の
「
忠
実
な
写

本
で
あ
る
。」「
比
較
的
新
し
い
伝
本
で
あ
る
。」（
津
本
信
博
（1977

））
と
さ

れ
る
写
本
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彰
考
館
本
の
直
系
の
孫
本
で
、「
新
し
い
」
時
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期
の
も
の
で
、「
忠
実
」
に
書
写
し
た
に
過
ぎ
な
い
と
目
さ
れ
て
き
た
写
本
で

あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
、『
篁
物
語
新
講
』
以
外
で
、
言
及
さ
れ
る

こ
と
も
、
ま
し
て
公
開
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。

　

今
回
の
考
察
の
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
に
な
っ
た
写
本
で
も
あ
る
の
で
、
京
都

大
学
文
学
研
究
科
の
御
許
可
を
得
て
（【
付
記
1
】
参
照
）、
あ
え
て
、
影
印

（
複
写
）
に
て
全
文
を
公
表
す
る
所
以
で
あ
る
。

14　

ま
と
め
と
課
題

　

以
上
が
、
京
都
大
学
本
に
向
き
合
う
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
と
、
そ
こ
か
ら
紡

ぎ
だ
す
こ
と
に
な
っ
た
考
察
で
あ
る
。
そ
の
要
点
を
箇
条
書
き
に
す
れ
ば
、
以

下
の
よ
う
に
な
る
。

　

○
「
篁
物
語
」
と
い
う
書
名
で
伝
わ
る
諸
本
は
、
最
末
尾
の
一
文
の
直
前
に

お
よ
そ
二
文
字
分
ほ
ど
の
空
白
を
も
っ
て
書
承
さ
れ
て
き
て
い
る
。

　

○
そ
の
空
白
は
、「
小
野
篁
集
」
と
い
う
名
称
の
『
篁
物
語
』
の
写
本
に
は

存
在
し
て
い
な
い
。

　

○
こ
れ
ま
で
の
翻
刻
や
研
究
で
は
、
こ
の
空
白
は
ほ
と
ん
ど
見
落
と
さ
れ
て

き
て
い
る
。（
本
文
全
文
翻
刻
で
再
現
し
て
い
る
も
の
、
注
記
し
て
い
る
も
の

は
皆
無
。
正
確
な
翻
刻
は
、
部
分
翻
刻
の
陣
野
英
則
氏
の
み
で
あ
る
。）

　

○
空
白
の
問
題
を
指
摘
し
、
考
察
を
加
え
た
も
の
に
は
、
唯
一
、
津
本
信
博

氏
の
論
が
あ
る
。

曰
く
、「
原
作
者
以
外
に
篁
フ
ア
ン
（
マ
マ
）
や
書
写
者
な
ど
が
勝
手
に

増
補
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
、
篁
物
語
の
成
立
を
少
な
く
と
も
二
段
階
に

分
け
て
考
え
る
べ
き
か
、
大
変
興
味
を
呼
ぶ
余
白
で
あ
る
。
多
分
に
篁
物

語
に
は
、
不
純
な
本
文
が
原
作
に
介
入
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
だ
け
の

余
地
は
充
分
残
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。」

　

○
津
本
信
博
氏
の
末
尾
空
白
の
解
釈
と
、
安
部
（2019

）
の
末
尾
の
追
加
説

を
掛
け
合
わ
せ
る
と
、
空
白
以
後
の
一
文
は
、
全
体
が
完
成
し
て
以
後
（
後
日
、

後
人
、
後
代
？
）
の
追
記
・
挿
入
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
と
推
定
さ
れ
る
。

　

○
追
記
の
空
白
が
あ
る
と
い
う
そ
の
状
態
は
、
最
後
の
一
文
の
挿
入
者
自
身

に
お
い
て
、
そ
の
一
文
が
別
部
分
で
あ
る
こ
と
の
意
識
が
投
影
し
、
間
に
二
文

字
ほ
ど
の
空
白
を
置
い
た
蓋
然
性
が
高
い
、
と
い
う
解
釈
が
成
り
立
つ
。

　

○
そ
の
よ
う
な
空
白
を
残
し
た
形
態
は
、
空
白
を
失
っ
た
形
態
よ
り
も
、

『
篁
物
語
』
と
い
う
作
品
の
、
よ
り
古
い
段
階
で
の
本
文
形
態
を
留
め
て
い
る

と
解
釈
さ
れ
る
。

　

○
即
ち
、
空
白
の
あ
る
「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」
＝
水
戸
彰
考
館
本
甲
本
と

同
乙
本
、
京
都
大
学
本
＝
『
篁
物
語
』）
は
、
空
白
の
な
い
「
末
尾
無
空
白
系

統
本
」
＝
承
空
本
、
宮
内
庁
書
陵
部
本
＝
「
小
野
篁
集
」）
よ
り
も
、
古
形
態

を
留
め
る
写
本
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
。

　

○
ま
た
、「
有
空
白
系
統
本
」
の
そ
の
形
態
は
、「
無
空
白
系
統
本
」
の
承
空

本
が
、
鎌
倉
後
期
の
書
写
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
と
、
そ
れ
ら
よ
り
も
古
い

段
階
で
あ
る
鎌
倉
中
期
以
前
の
形
態
を
保
持
し
た
写
本
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。

　

○
写
本
で
書
承
さ
れ
て
い
る
書
名
に
は
、「
篁
物
語
」
と
「
小
野
篁
集
」
と

い
う
二
種
類
が
あ
る
が
、
後
者
の
「
小
野
篁
集
」
は
空
白
を
失
っ
た
段
階
以
後
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の
書
名
で
あ
る
可
能
性
も
あ
り
、
別
系
統
の
写
本
で
あ
る
こ
と
を
投
影
し
て
い

る
可
能
性
が
あ
る
。

　

加
え
る
に
、「
篁
日
記
」
は
注
釈
書
類
に
の
み
見
ら
れ
る
書
名
で
あ
っ
て
、

写
本
と
し
て
は
未
だ
一
本
も
な
い
点
は
改
め
て
注
意
が
必
要
で
あ
っ
て
、
写
本

と
し
て
の
名
称
で
は
な
い
可
能
性
も
あ
る
。

　
『
篁
物
語
』
の
諸
本
に
こ
の
よ
う
な
相
違
と
系
統
が
確
認
で
き
る
こ
と
に
な

る
と
、
諸
写
本
に
よ
る
新
た
な
比
較
研
究
の
必
要
性
が
高
く
な
る
。『
篁
物
語
』

に
は
、
九
条
家
本
ほ
か
所
在
未
詳
の
伝
本
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
。
そ
れ
ら
の
発
掘
と
い
う
こ
と
も
、
今
後
の
『
篁
物
語
』
研
究
に
と
っ
て
は

重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
に
な
っ
て
こ
よ
う
。

15　

追
記
│
│
『
河
海
抄
』
所
引
「
篁
日
記
」
の
系
統

　

上
記
ま
で
の
よ
う
に
し
て
「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」
の
形
態
の
年
代
を
、
承

空
本
と
の
相
対
的
前
後
関
係
お
よ
び
書
体
に
よ
る
年
代
推
定
説
と
い
う
間
接
的

材
料
か
ら
「
鎌
倉
中
期
以
前
」
と
推
定
し
た
わ
け
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
後
、
よ
り
直
接
的
な
証
拠
は
な
い
か
と
、
再
々
度
、
研
究
史
を
め
く
り

直
し
て
み
る
と
、『
河
海
抄
』
に
『
篁
物
語
』（「
篁
日
記
」）
の
本
文
の
一
部
分

が
引
か
れ
て
い
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

　

そ
の
部
分
を
照
合
す
る
と
、
そ
れ
は
書
陵
部
本
系
統
で
は
な
く
「
彰
考
館

本
」
つ
ま
り
「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」
の
本
文
と
み
な
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

『
河
海
抄
』（
の
う
ち
本
文
が
一
致
し
て
い
る
中
書
本
）
の
成
立
は
鎌
倉
中
期
と

さ
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、「
末
尾
有
空
白
系
統
本
」
の
本
文
は
、
実
際
に
現
時
点

で
最
も
古
い
こ
と
に
な
る
本
文
（
一
部
）
が
記
録
さ
れ
て
い
る
鎌
倉
中
期
に
ま

で
遡
る
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。『
河
海
抄
』
所
引
の
『
篁
物
語
』

（「
篁
日
記
」
と
し
て
引
か
れ
る
が
、
お
そ
ら
く
本
文
は
「
篁
物
語
」）
の
本
文

に
よ
っ
て
、
本
稿
で
行
っ
た
推
定
を
さ
ら
に
裏
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
考

え
ら
れ
た
。
詳
し
く
は
別
稿
に
て
報
告
し
た
い
。

注（
1
）　

津
本
信
博
（1977

）「
甲
本
の
筆
者
が
乙
本
を
底
本
に
書
写
し
た
の
で
は
な

い
か
と
も
考
え
さ
せ
る
点
が
あ
り
、
一
概
に
甲
本
の
み
の
優
位
性
を
主
張
で
き

な
い
面
が
あ
る
が
、」

（
2
）　

安
部
（2018.3

）
に
お
け
る
、
末
尾
三
文
か
ら
な
る
回
顧
的
終
結
段
落
に
関

す
る
解
釈
の
該
当
部
分
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
「　
8 『
篁
物
語
』
の
末
尾
段
落
と
『
伊
勢
物
語
』
四
十
段
の
末
尾
表
現

　
　
　

次
に
、『
伊
勢
』
と
共
通
し
て
い
た
末
尾
表
現
の
、『
篁
』
構
想
上
に
お
け

る
問
題
を
検
討
し
て
お
く
。『
篁
』
の
第
Ⅱ
部
の
求
婚
譚
部
分
は
、
出
世
し

て
（
右
大
臣
の
）「
三
の
君
」
を
幸
せ
に
し
た
、
と
い
う
結
び
で
一
度
締
め

く
く
ら
れ
、
そ
の
後
に
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
文
よ
り
な
る
回
顧
的
終
結
段

落
で
、
結
び
と
な
る
。

　
　
　
　

 （「
〜
い
と
よ
く
な
り
出
で
け
れ
ば
、
こ
の
三
君
を
、
ま
た
二
つ
な
く
も
て

か
し
づ
き
奉
る
。」
の
後
に
）

　
　
　
（
第
1
文
） 　

今
の
人
、
ま
さ
に
大
学
の
せ
う
を
、
む
こ
に
取
る
大
臣
も
あ
ら

む
や
。

　
　
　
（
第
2
文
） 　

た
ゞ
、
心
・
か
た
ち
・
才
お
と
り
【
通
釈
＝
才
を
取
り
】
給
な
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る
べ
し
。

　
　
　

 （
第
3
文
）　

又
、
あ
ら
じ
か
し
、
か
や
う
に
思
ひ
て
、
文
作
る
人
は
。

　
　
　

従
来
、
い
か
に
も
取
っ
て
付
け
た
か
の
よ
う
な
こ
の
、
大
学
の
学
生
称
揚
表

現
、
博
士
・
学
生
の
才
や
漢
学
へ
の
評
価
、
新
旧
時
代
の
対
比
表
現
、
古
き
良

き
時
代
を
回
顧
す
る
表
現
に
対
し
て
は
、
後
代
に
お
け
る
加
筆
の
可
能
性
、
さ

ら
に
、
平
安
後
期
の
時
代
的
背
景
を
投
映
し
た
視
点
か
ら
の
回
顧
、
中
世
的
訓

戒
的
感
慨
な
ど
の
よ
う
な
受
け
取
り
方
も
な
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
成
立
年
代

を
平
安
後
期
以
降
に
下
げ
る
材
料
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
箇
所
で
も
あ
っ

た
。

　
　
　

こ
の
三
つ
の
文
の
う
ち
、
後
藤
氏
の
考
察
に
よ
り
、
第
1
文
の
表
現
は
、

『
伊
勢
』
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
蓋
然
性
が
高
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
末
尾
の
回
顧
的
表
現
の
う
ち
、「
今
の
人
、
ま
さ
に
大

学
の
せ
う
を
、
む
こ
に
取
る
大
臣
も
あ
ら
む
や
。」
は
、
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
の

（
初
期
構
想
部
分
も
含
め
た
）
主
要
段
落
の
構
成
が
固
ま
っ
た
段
階
に
は
、
既

に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
表
現
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　
　
　

残
る
解
釈
上
の
課
題
は
、
右
の
結
語
段
落
の
第
2
文
、
第
3
文
の
位
置
付
け

と
い
う
こ
と
に
絞
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、『
伊
勢
』
の
「
今
・
昔
対
比
」
末
尾
の

う
ち
「
昔0

の
若
人
」
に
対
応
す
る
の
が
『
篁
』
の
「【
昔
の
大
臣
】
た
ゞ
心
・

か
た
ち
・
才
を
取
り
給
ふ
な
る
べ
し
。」
で
あ
っ
た
と
見
た
場
合
に
は
、
そ
こ

ま
で
が
『
伊
勢
』
と
の
対
応
範
囲
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
残
る
の
は
最
後
の
一

文
の
み
と
な
る
。

　
　
　

す
な
わ
ち
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
後
代
に
末
尾
部
分
に
加
筆
が
あ
っ
た
と
し
て

も
、
そ
れ
は
、
か
な
り
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う

こ
と
も
新
た
に
見
え
て
き
た
視
点
で
あ
る
。」　

以
上
。

【
補
注
】
京
都
大
学
本
の
書
写
年
代
は
不
明
で
あ
る
が
、
奥
書
に
あ
る
「
影
写
」
は
そ

う
古
い
語
で
は
な
い
。
調
べ
た
範
囲
で
は
現
在
『
甲
子
夜
話
』『
慊
堂
日
暦
』
で

の
例
が
古
く
見
ら
れ
る
の
で
、
そ
れ
を
拠
り
ど
こ
ろ
と
す
れ
ば
、
お
よ
そ
19
世
紀

初
め
以
降
の
影
写
と
い
う
こ
と
か
。

【
参
考
文
献
】

﹇
執
筆
者
未
詳
﹈（1933

）「
校
本
篁
物
語
（
彰
考
館
甲
本
）」『
文
学
』
創
刊
号
（
1
─

1
）、「
附
録
」

安
部
清
哉
（1996.3

）「
語
彙
・
語
法
史
か
ら
見
る
資
料
│
│
『
篁
物
語
』
の
成
立
時

期
を
め
ぐ
り
て
│
│
」『
国
語
学
』184

石
原
昭
平
・
根
本
敬
三
・
津
本
信
博
（1977

）『
篁
物
語
新
講
』、
昭
和
52
、
武
蔵
野
書

院

津
本
信
博
（1977

）「『
篁
物
語
』
の
本
文
」『
篁
物
語
新
講
』、
昭
和
52
、
武
蔵
野
書
院

津
本
信
博
（1977

）「『
篁
物
語
』
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」『
篁
物
語
新
講
』、
昭
和
52
、

武
蔵
野
書
院

平
林
文
雄
・
財
団
法
人
水
府
明
徳
会
編
著
（2001

）『
増
補
改
訂
小
野
篁
集
・
篁
物
語

の
研
究　

影
印
・
資
料
・
翻
刻
・
校
本
・
対
訳
・
研
究
・
使
用
文
字
分
析
・
総
索

引
』、
平
成
13
、
和
泉
書
院

安
部
清
哉
（2009.3

）「『
篁
物
語
』
承
空
本
（「
小
野
篁
集
」）
に
関
す
る
研
究
課
題
」

『
人
文
』
7

安
部
清
哉
（2010.1

）「『
篁
物
語
』
の
井
野
葉
子
氏
「『
源
氏
物
語
』
浮
舟
巻
で
の
引

用
」
説
補
強
な
ら
び
に
祖
形
小
考
」『
古
典
語
研
究
の
焦
点
│
│
武
蔵
野
書
院
創

立
90
周
年
記
念
論
集
』、
平
成
22
、
武
蔵
野
書
院

安
部
清
哉
（2014

）「
篁
物
語
」
佐
藤
・
前
田
編
『
日
本
語
大
事
典
』、
平
成
26
、
朝
倉

書
店
（
項
目
執
筆
）

陣
野
英
則
（2017

）「『
篁
物
語
』
の
構
成
と
言
葉
」『
国
文
学
研
究
』183

安
部
清
哉
（2017.3

）「
原
『
篁
物
語
』
の
作
者
・
成
立
年
と
源
順
お
よ
び
河
原
院
歌

壇
沈
淪
歌
人
群
の
長
歌
・
和
歌
│
│
九
六
一
年
か
ら
九
八
〇
年
頃
か
│
│
」『
学

習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
』
63

安
部
清
哉
（2018.3
）「『
伊
勢
物
語
』
三
十
九
・
四
十
・
四
十
一
段
と
源
順
│
│
『
篁
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物
語
』
第
Ⅰ
部
・
第
Ⅱ
部
共
通
の
一
典
拠
章
段
と
し
て
│
│
」『
人
文
』
16

安
部
清
哉
（2018.5

）「
挿
入
段
落
・
附
載
説
話
と
い
う
視
点
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』

の
構
成
と
形
成
│
│
残
る
断
続
場
面
の
「
ふ
み
（
書
＝
漢
学
）」
と
い
う
主
題

│
│
」『
学
習
院
大
学
教
職
課
程
年
報
』
4

安
部
清
哉
（2018.6

）「
係
り
助
詞
（
ナ
ム
・
ゾ
・
コ
ソ
）
の
四
文
体
別
変
遷
史
か
ら

見
た
『
篁
物
語
』
│
│
源
順
原
作
説
と
も
照
ら
し
つ
つ
│
│
」『
国
語
と
国
文
学
』

95
─6

安
部
清
哉
（2019.3

）「
呼
称
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
の
段
落
構
成
│
│
『
せ
う
と

（
兄
）』『
男
』
の
相
補
分
布
│
│
」『
人
文
』
17

安
部
清
哉
（2019.3

）「
贈
答
歌
と
会
話
と
段
落
構
成
か
ら
見
た
『
篁
物
語
』
と
い
う

〝
つ
く
り
歌
物
語
〞
の
創
出
」『
文
学
部
研
究
年
報
』
65

【
付
記
1　

謝
辞
】
本
稿
掲
載
の
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
『
篁
物
語
』

に
つ
い
て
は
、
京
都
大
学
文
学
研
究
科
「
京
都
大
学
文
学
研
究
科
長
・
南
川
高

志
」
名
に
よ
り
、
令
和
元
年
6
月
14
日
付
け
文
書
「
No
．京
大
文
図
掲
7
号
」
の

「
特
別
利
用
許
可
書
」
に
よ
り
「
全
頁
」
の
掲
載
の
許
可
を
賜
る
こ
と
が
で
き
た
。

明
記
し
て
こ
こ
に
研
究
成
果
を
ご
報
告
し
、
深
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
す
。

　
　
　

○
許
可
資
料
名
：
篁
物
語
（
国
文
：||N

m
2b

）　

全
頁

（
津
本
信
博
（1977

）
に
よ
れ
ば
、
旧
所
蔵
番
号
は
「
旧
・
図
書
番
号529038

」

と
あ
る
。）

【
付
記
2　

謝
辞
】
武
蔵
野
書
院
に
は
、『
篁
物
語
新
講
』
口
絵
の
写
真
の
転
載
を
御
許

可
賜
っ
た
。
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

【
付
記
3
】
本
稿
は
次
の
研
究
費
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
日
本
学
術
振
興

会
科
学
研
究
費2017

─2019

年
度
基
盤
研
究
Ｃ
（
基
金
）（
課
題
番
号
：

17K
02785

、
代
表
：
安
部
清
哉
）
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e “ T
ale o

f 

T
ak

am
u

ra”

（『篁
物
語

』）: T
h

e S
ig
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e B
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T
h

is p
ap

er w
ill exam

in
e th

e h
isto

rical relatio
n

 b
etw

een
 tw

o
 typ

es o
f 

tran
scrip

ts o
f th

e “ T
ale o

f T
ak

am
u

ra”

（『篁
物
語

』）, called
 “ T

ak
am

u
ra-

m
o

n
o

g
atari”

（「篁
物
語

」
＝“ T

ak
am

u
ra-m

o
n

o
g

atari”

）an
d

 “ O
n

o
n

o
-

T
ak

am
u
ra-sh

u
u
”

（「小
野
篁
集

」）.

　

“ K
yo

to
 U

n
iversity-b

o
n

”

（「京
都
大
学
本

」）is a tran
s-m

an
u

scrip
t o

f th
e 

“ T
ale o

f T
ak

am
u

ra”  tran
scrip

ted
 b

y “ S
h

o
u

k
o
u

k
an

-b
o
n

”

（「彰
考
館
本

」）, an
d

 

en
titled

 “ T
ak

am
u

ra-m
o

n
o

g
atari”

（「篁
物
語

」）. “ K
yo

to
 U

n
iv.-b

o
n

”  an
d

 

“ S
h

o
u
k
o
u
k
an

-b
o
n

”  h
ave a b

lan
k
 sp

ace b
efo

re th
e last sen

ten
ce. 

　

“ S
h

o
u

k
u

u
-b

o
n

”

（「承
空
本

」）is tran
s-m

an
u

scrip
t o

f th
e “ T

ale o
f 

T
ak

am
u

ra,”  tran
scrip

ted
 b

y S
h

o
u

k
u
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 th
e K

am
ak

u
ra era an

d
 en

titled
 

“ O
n

o
n

o
-T

ak
am

u
ra-sh
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h

o
ryo
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o
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K

ey W
ords :  “ T

ale o
f T

ak
am

u
ra”

（『篁
物
語

』）, th
e K

yo
to

 U
n

iversity’ s T
ran

s-

m
an

u
scrip

t, “ O
n

o
n

o
-T

ak
am

u
ra-sh

u
u
” , rep

rin
t, a o

rigin
al

　

＊
＊
＊
＊
＊
＊
＊

【
資
料
篇
】

【
資
料
篇　

1
】　

諸
本
本
文
お
よ
び
諸
注
釈
書
で
の
翻
刻
な
ど

　

末
尾
の
空
欄
部
分
に
関
わ
る
写
本
や
研
究
書
な
ど
の
次
の
資
料
を
提
示
す
る
。

○
伝
本
諸
本
の
写
真
・
影
印

（
1
）　

末
尾
有
空
白
本
系
統　
「
篁
物
語
」
系
本

1　

 「
篁
物
語
」
乙
本
（
今
井
卓
爾
氏
撮
影
）　

写
真
（『
篁
物
語
新
講
』、
武
蔵
野

書
院
）

2　
「
篁
物
語
」
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本

（
2
）　

末
尾
無
空
白
本
系
統　
「
小
野
篁
集
」
系
本

1　
「
小
野
篁
集
」
京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
末
尾
・
奥
書

（
3
）
諸
本
の
活
字
翻
刻　
（
顕
彰
考
館
本
の
翻
刻
）

1　

平
林
文
雄
・
他
（
二
〇
〇
一
）

　
　

1
─①　

平
林
氏
「
三
本
並
列
対
校
本
」

　
　

1
─②　

平
林
氏
「『
篁
物
語
』
甲
乙
両
本
対
照
仮
名
字
母
本
文
」

2　

陣
野
英
則
（
二
〇
一
七
）

【
資
料
篇　

2
】　 

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本
「
篁
物
語
」（
影
印　

全

文
）
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人文 18号（2019）
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（2）─1　「小野篁集」京都大学文学研究科図書館所蔵本　末尾・奥書

（1）─2「篁物語」京都大学本 （1）─1　「篁物語」乙本
（今井卓爾氏撮影）写真（『篁物
語新講』武蔵野書院）
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（
3
）│
1
│
①　

平
林
他
（
二
〇
〇
一
）

「
三
本
並
列
対
校
本
」

平林他（2001）「三本並列対校本」

　
　

（
篁
物
語
甲
）

三
本
（
小
野
篁
集
）
並
列
対
校
本

　
　

（
篁
物
語
乙
）

の
しせ
ふう
を
む
こ
に
と
る
大
臣し し
も 
1

あ
ら
むん
や
た
ゝ
心こ
・ゝ
・ろ
たか
かた
きち
さ
い
をお お 

2

と
り
た給
ま・
ふ・
な
る
へ
し　
　

ま又
た・
あ
ら
し 

3

か
し
か
や
う
に
お
も
ひ
て
ふ文
み・
つ 

4

く
る
ひ人
と・
は 

5

せ
う

こ
ゝ
ろ
か
た
ち

給　
　

・　
　

・

又
・

文
・

人
・

（
3
）│
1
│
②　

平
林
他
（
二
〇
〇
一
）

「『
篁
物
語
』
甲
乙
両
本
対
照
仮
名
字
母
本
文
」

平林他（2001）「『篁物語』甲乙
両本対照仮名字母本文」

　
　

己
ゝ
路
加
多
知
左
以
於
止
利
給
奈
留

2　

こ
ゝ
ろ
か
た
ち
さ
い
お
と
り
給
な
る

　
　

己
ゝ
路
可
多
知
左
以
於
止
利
給
奈
留

　
　

部
之　
　

又
安
良
之
可
新

3　

へ
し　
　

又
あ
ら
し
か
し

　
　

部
之　
　

又
安
良
之
可
新

　
　

加
也
宇
尓
於
毛
比
天
文
川
久
留
人
盤

4　

か
や
う
に
お
も
ひ
て
文
つ
く
る
人
は

　
　

加
也
宇
尓
於
毛
比
天
文
川
久
留
人
盤

（3）─2　陣野英則（2017）

（
3
）│
2　

陣
野
英
則
（
二
〇
一
七
）
彰
考
館
本
翻
字
と
校
異
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【
資
料
篇　

2
】

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
所
蔵
本

『
篁
物
語
』　　
（
影
印　

全
文
）
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