
二
九

近
世
前
期
江
戸
版
の
本
文
版
下

は
じ
め
に

　

近
世
前
期
の
延
宝
・
天
和
こ
ろ
ま
で
の
お
よ
そ
半
世
紀
ほ
ど
、
江
戸
で
出
版
さ

れ
た
独
特
の
様
式
を
も
つ
出
版
物
を
「
江
戸
版
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

草
紙
を
中
心
と
し
て
刊
行
し
た
松
会
や
鱗
形
屋
、
山
本
九
左
衛
門
な
ど
は
、

京
都
の
出
版
物
の
中
で
多
く
の
販
売
が
見
込
ま
れ
る
作
品
を
、
漉
き
返
し
と

考
え
ら
れ
る
よ
う
な
厚
手
で
毛
ば
だ
つ
用
紙
を
使
用
し
、
仮
名
文
字
を
多
用

し
、
一
面
の
行
数
を
十
五
、六
行
に
す
る
な
ど
版
式
を
変
え
て
出
版
し
、
独

自
の
様
式
を
形
成
し
た
。

（「
江
戸
版
」『
日
本
古
典
籍
書
誌
学
辞
典
』
平
成
五
年
刊
）　

江
戸
版
と
は
、
主
に
万
治
・
寛
文
期
に
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
独
特
の
造
本
様

式
を
も
つ
本
の
こ
と
で
、
具
体
的
に
い
え
ば
、
漉
き
返
し
の
な
か
で
も
殊
に

精
製
の
粗
な
料
紙
、
独
特
の
字
風
、
師
宣
風
の
挿
絵
を
有
す
る
こ
と
、
装
飾

的
な
題
簽
（
角
書
き
部
分
）
と
字
風
、
元
版
で
あ
る
京
版
が
十
二
・
三
行
で

あ
る
の
に
対
し
て
江
戸
版
は
十
五
・
六
行
で
あ
る
こ
と
等
の
特
徴
を
も
つ
版

本
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
柏
崎
順
子
氏
「
江
戸
版
考　

其
三（
１
）」）　

　

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
江
戸
版
と
称
さ
れ
る
本
が
今
ま
で
多
く
の
人
を
惹
き
つ
け

て
き
た
一
番
の
理
由
は
、
な
ん
と
い
っ
て
も
そ
の
挿
絵
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
水

谷
不
倒
や
横
山
重
ら
に
よ
る
師
宣
を
は
じ
め
と
し
た
挿
絵
画
家
の
追
跡
は
、
江
戸

版
研
究
の
最
先
端
を
ゆ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
同
時
に
江
戸
の
版
元
・
本
屋
の
研
究

も
着
実
に
積
み
重
ね
ら
れ
、
最
近
で
は
、
柏
崎
氏
に
よ
る
松
会
版
に
つ
い
て
の
一

連
の
研
究
（『
増
補
松
会
版
書
目
』
平
成
二
一
年
刊
他
）
や
、
塩
村
耕
氏
に
よ
る

元
禄
以
前
の
江
戸
版
元
の
研
究
（『
近
世
前
期
文
学
研
究
―
伝
記
・
書
誌
・
出
版
』

平
成
十
六
年
刊
）
が
顕
著
な
業
績
と
な
っ
て
い
る
。

　

し
か
し
そ
の
一
方
で
、
挿
絵
と
と
も
に
江
戸
版
の
特
徴
を
形
づ
く
る
要
素
で
あ

る
文
字
そ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
本
文
の
版
下
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
正
面
か
ら
と

り
あ
げ
た
研
究
の
あ
る
こ
と
を
聞
か
な
い
。

　

こ
こ
十
年
ほ
ど
の
間
に
、
近
世
前
期
に
作
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
奈
良
絵
本
や
奈
良

絵
巻
と
称
さ
れ
る
豪
華
な
写
本
に
つ
い
て
は
、
そ
の
本
文
を
書
き
写
し
た
人
物
に

つ
い
て
の
研
究
が
次
々
に
発
表
さ
れ
、
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
多
く
の
事
実

が
判
明
し
て
き
て
い
る
。
石
川
透
氏
に
よ
る
朝
倉
重
賢
の
筆
に
な
る
数
多
く
の
奈

良
絵
本
の
紹
介
と
分
類
（『
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
生
成
』「
第
三
編 

朝
倉
重
賢
筆
奈

近
世
前
期
江
戸
版
の
本
文
版
下

母　

利　

司　

朗
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近
世
前
期
の
上
方
と
江
戸
、
あ
る
い
は
同
じ
江
戸
で
も
前
期
と
そ
れ
以
後
の
間

に
お
い
て
は
、
様
々
な
点
で
、
物
と
し
て
の
出
版
物
に
明
瞭
な
違
い
が
あ
っ
た
こ

と
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
上
方
版
と
の
違
い
、
あ
る
い
は
同
じ
江
戸
の
出

版
物
で
も
、
近
世
前
期
の
そ
れ
と
そ
れ
以
後
の
時
代
の
も
の
と
を
分
け
る
違
い
こ

そ
が
、「
江
戸
版
」
と
い
う
独
立
し
た
版
本
の
ま
と
ま
り
を
考
え
る
視
点
を
生
ん

だ
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
生
み
出
す
主
な
要
素
は
、印
刷
す
る
紙
、文
字
の
筆
跡
・

書
風
、
そ
し
て
挿
絵
の
画
風
、
と
い
う
い
わ
ば
三
位
一
体
の
要
素
で
あ
る
が
、
そ

の
一
つ
が
、「
独
特
の
字
風
」
と
か
「
文
字
の
独
特
の
雰
囲
気
」
と
い
う
よ
う
な
、

か
な
り
曖
昧
な
言
葉
で
し
か
言
い
表
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
本
文
版
下
の
書
風
、
お

よ
び
そ
れ
を
含
め
た
丁
単
位
で
の
様
式
で
あ
る
。

　

柏
崎
氏
は
、
こ
の
江
戸
版
の
本
文
版
下
の
書
風
に
つ
い
て
、
近
年
、
次
の
よ
う

な
た
い
へ
ん
興
味
深
い
指
摘
を
さ
れ
て
い
る
。

所
謂
江
戸
版
特
有
の
文
字
は
、
江
戸
の
特
定
の
流
派
に
属
す
る
筆
耕
者
が
版

下
の
製
作
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
山
本
九
左
衛

門
刊
行
の
本
の
文
字
は
、
所
謂
江
戸
版
の
中
で
も
山
本
九
左
衛
門
様
式
と
で

も
言
っ
て
よ
さ
そ
う
な
一
種
独
特
な
一
貫
し
た
雰
囲
気
を
有
し
て
い
る
。
や

や
小
振
り
の
曲
線
的
な
字
で
、
小
振
り
で
あ
る
分
、
一
行
の
文
字
数
が
多
い
。

（
中
略
）
鱗
形
屋
版
は
所
謂
江
戸
版
と
し
て
は
文
字
が
大
振
り
で
そ
の
分
行

数
が
少
な
く
、
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
文
字
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
松
会
版
・
本

問
屋
版
は
山
本
風
・
鱗
形
屋
風
の
ど
ち
ら
も
用
い
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
の
流

儀
と
も
微
妙
に
異
な
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
所
謂
江
戸
版
の
文
字
の

良
絵
本
・
絵
巻
類
」
平
成
十
五
年
刊
）
は
そ
の
最
た
る
業
績
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

自
作
の
版
本
の
版
下
を
自
ら
書
い
て
い
た
浅
井
了
意
が
、
か
つ
て
は
数
多
く
の
高

級
な
写
本
の
本
文
を
筆
工
と
し
て
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
、
あ
る
い
は
往
来
物
作

者
と
し
て
自
作
の
版
本
の
版
下
を
書
い
て
い
た
居
初
つ
な
が
、
や
は
り
高
級
な
写

本
の
筆
工
を
つ
と
め
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
時
に
は
自
作
の
も
の
で
は
な
い
他
人

の
著
し
た
版
本
の
版
下
作
成
ま
で
請
け
負
っ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
指
摘
（
石
川
透

氏
『
奈
良
絵
本
・
絵
巻
の
展
開
』
平
成
二
一
年
刊
）
は
、
近
世
文
学
研
究
に
寄
与

す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
に
幸
運
に
も
本
文
の
書
き
手
、
つ
ま
り
い
わ
ゆ
る

筆
工
が
誰
で
あ
る
か
を
確
か
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
写
本
で
あ
れ
版
本
で
あ
れ
、
一

般
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い（
2
）。

近
世
前
期
に
お
い
て
、
筆
工
と
は
、
商
品
と
し
て
の

本
の
作
成
の
一
過
程
を
担
う
だ
け
の
黒
子
で
あ
り
、
そ
の
大
半
が
名
前
を
表
に
は

出
さ
な
い
縁
の
下
の
力
持
ち
的
な
業
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
人
た

ち
が
、
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
仕
事
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
は
、
た
と
え
ば
表
紙

裏
か
ら
商
売
上
の
書
き
付
け
や
手
紙
な
ど
の
具
体
的
資
料
の
出
現
す
る
と
い
う
よ

う
な
幸
運
を
ま
た
な
い
か
ぎ
り
、
杳
と
し
て
つ
か
み
が
た
い
。
そ
の
意
味
で
、
筆

工
に
つ
い
て
の
研
究
は
、
近
世
前
期
の
出
版
研
究
の
中
で
も
す
こ
ぶ
る
条
件
の
悪

い
分
野
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
江
戸
版
と
い
う
も
の
を
考
え
る
さ

い
、
こ
の
筆
工
の
問
題
、
本
文
版
下
の
問
題
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

本
稿
で
は
、
不
明
な
点
の
多
い
こ
の
江
戸
版
の
本
文
版
下
に
つ
い
て
、
筆
者
な

り
に
今
の
時
点
で
考
え
ら
れ
る
こ
と
を
述
べ
て
み
た
い
。



三
一

近
世
前
期
江
戸
版
の
本
文
版
下

る
こ
と
を
念
頭
に
、江
戸
版
の
書
風
が
「
独
特
」
で
あ
る
背
景
に
は
、版
下
書
き
が
、

「
江
戸
の
特
定
の
流
派
に
属
す
る
筆
耕
者
」
や
「
特
定
の
流
派
の
子
弟
仲
間
」
に

委
ね
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
検
討
し
て
み
る

必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　

第
一
の
問
題
か
ら
は
じ
め
た
い
。
柏
崎
氏
は
江
戸
版
を
考
え
る
上
で
の
代
表
的

な
本
屋
と
し
て
、
山
本
九
左
衛
門
、
鱗
形
屋
、
松
会
、
本
問
屋
な
ど
を
あ
げ
、
そ

の
版
下
の
様
式
、書
風
の
特
徴
を
一
つ
一
つ
指
摘
さ
れ
て
お
ら
れ
る
。た
だ
し
こ
こ

に
は
い
さ
さ
か
や
や
こ
し
い
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
次
の
指
摘
を
見
て
み
よ
う
。

江
戸
版
が
出
版
さ
れ
る
万
治
・
寛
文
期
は
、
江
戸
に
お
い
て
江
戸
版
を
出
版

す
る
書
肆
以
外
に
も
草
紙
類
を
出
版
す
る
書
肆
が
存
在
す
る
。
ジ
ャ
ン
ル
で

い
え
ば
主
に
古
浄
瑠
璃
で
あ
る
。
万
治
・
寛
文
期
に
は
江
戸
で
又
右
衛
門
・

吉
田
屋
・
も
づ
や
・
舛
屋
と
い
っ
た
書
肆
が
古
浄
瑠
璃
を
出
版
し
て
い
る
。

し
か
し
江
戸
版
を
出
版
す
る
書
肆
は
そ
の
時
期
は
ほ
と
ん
ど
古
浄
瑠
璃
の
出

版
に
手
を
染
め
て
い
な
い
。
造
本
様
式
も
古
浄
瑠
璃
の
京
版
と
江
戸
版
と
で
、

仮
名
草
子
の
江
戸
版
作
成
の
際
の
よ
う
な
両
者
を
差
別
化
す
る
よ
う
な
明
確

な
法
則
性
は
存
在
し
な
い
。 

（「
江
戸
版
考　

其
三
」）　

　

つ
ま
り
、
江
戸
版
と
い
う
言
葉
を
使
う
時
に
も
っ
ぱ
ら
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
の
は
、

上
方
版
と
の
造
本
意
識
の
違
い
が
顕
著
で
あ
る
い
わ
ゆ
る
仮
名
草
子
を
中
心
と
し

た
草
紙
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
が
、
一
方
で
、
そ
の
す
ぐ
隣
に
同

じ
草
紙
の
中
の
浄
瑠
璃
本
の
影
が
明
ら
か
に
ち
ら
つ
い
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
柏

崎
氏
は
、
浄
瑠
璃
本
に
お
い
て
は
京
都
で
出
版
さ
れ
た
も
の
と
江
戸
で
出
版
さ
れ

た
も
の
と
の
間
に
明
確
な
造
本
意
識
の
違
い
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
、
浄
瑠
璃

本
と
の
関
係
は
考
慮
し
な
い
と
い
う
態
度
を
と
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
書
風
と
い
う

流
儀
も
厳
密
に
言
え
ば
何
種
類
か
に
分
類
で
き
る
が
、
版
下
の
筆
耕
を
個
人

の
資
格
で
多
く
の
人
間
が
担
当
し
て
い
た
と
は
思
え
な
い
。
そ
こ
で
思
い
合

わ
さ
れ
る
の
が
師
宣
風
の
挿
絵
の
問
題
で
あ
る
。
師
宣
風
の
挿
絵
は
師
宣
個

人
の
仕
事
で
は
な
く
、
師
宣
工
房
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
し
て
い
て
、
複
数

の
板
木
下
絵
師
に
よ
っ
て
挿
絵
が
制
作
さ
れ
て
い
た
と
い
う
説
で
あ
る
。
挿

絵
制
作
の
工
程
が
特
定
の
工
房
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
版
下
の
筆

耕
も
特
定
の
流
派
の
子
弟
仲
間
に
委
ね
ら
れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

（「
江
戸
版
考　

其
二（
３
）」）　

　

筆
者
が
知
る
か
ぎ
り
、江
戸
版
の
本
文
版
下
の
書
風
、そ
し
て
版
下
を
請
け
負
っ

て
い
た
人
物
、
筆
工
に
つ
い
て
正
面
か
ら
触
れ
ら
れ
た
の
は
、
こ
の
指
摘
が
唯
一

の
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
指
摘
を
当
面
の
叩
き
台
と
し
な
が
ら
、
江

戸
版
の
版
下
に
つ
い
て
、
検
討
を
加
え
て
い
き
た
い
。

二

　

江
戸
版
の
版
下
の
筆
跡
を
考
え
る
上
で
第
一
の
問
題
は
、
多
く
の
研
究
者
が
江

戸
版
に
つ
い
て
、「
独
特
の
字
風
」
と
か
「
独
特
の
味
わ
い
」
な
ど
と
指
摘
し
て

い
る
、
そ
の
「
独
特
」
と
い
う
時
の
中
身
・
実
態
で
あ
る
。
ど
う
独
特
な
の
か
、

本
当
に
独
特
な
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
、
こ
の
第
一
の
問

題
と
関
連
し
て
、
江
戸
版
の
版
下
を
実
際
に
担
当
し
た
筆
工
の
問
題
で
あ
る
。
つ

ま
り
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
書
い
た
の
か
、と
い
う
問
題
と
な
る
。
柏
崎
氏
は
、「
師

宣
風
の
挿
絵
」
は
当
時
の
上
方
版
の
挿
絵
の
画
風
に
た
い
し
て
「
独
特
」
で
あ
り
、

そ
れ
を
担
っ
た
の
が
い
わ
ば
「
師
宣
工
房
」
と
で
も
称
す
べ
き
特
定
の
流
派
で
あ
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版
1

（
寛
文
四
年　

山
本
九
左
衛
門
刊
『
う
す
ゆ
き
物
が
た
り
』　

国
会
図
書
館
蔵
）

図
版
2

（
説
経
節
正
本　

寛
文
元
年　

山
本
九
兵
衛
刊
『
ま
つ
ら
長
じ
や
』　

国
会
図
書
館
蔵
）

造
本
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
浄
瑠
璃
本
と
の

関
連
を
抜
き
に
し
て
は
語
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
江
戸
版
の
代
表
的
版
元
だ
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
本

屋
の
出
版
物
の
書
風
を
な
が
め
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
山
本
九
左
衛
門
版
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
柏
崎
氏
が
、
本
家
筋
で
あ
る
京

都
の
山
本
九
兵
衛
版
の
書
風
と
の
類
似
を
指
摘
さ
れ
て
お
り
、「
山
本
九
左
衛
門

様
式
」
と
い
う
言
葉
を
与
え
て
お
ら
れ
る
。
山
本
九
左
衛
門
の
出
版
し
た
た
と
え

ば
仮
名
草
子
『
う
す
ゆ
き
物
が
た
り
』（
寛
文
四
年
刊　

図
版
1
）
を
御
覧
い
た

だ
き
た
い
。
こ
ろ
こ
ろ
、
ま
る
ま
る
と
し
た
文
字
の
書
風
で
あ
り
、
山
本
九
左
衛

門
版
に
は
こ
の
書
風
の
も
の
が
多
い
。
一
方
、
京
都
の
山
本
九
兵
衛
は
、
草
紙
の

中
で
も
正
本
の
出
版
を
得
意
と
し
た
正
本
屋
で
あ
り
、
そ
の
出
版
物
の
書
風
も
ま

た
多
く
は
図
版
2
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
本
の
大
き
さ
そ
の
も
の
が
異
な
り
、

そ
れ
ゆ
え
字
詰
め
の
窮
屈
さ
や
文
字
自
体
の
大
き
さ
も
異
な
っ
て
い
る
の
に
伴

い
、
書
風
が
か
な
り
違
っ
て
見
え
る
が
、
ま
る
ま
る
と
し
た
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ

た
書
風
は
基
本
的
に
同
類
の
も
の
と
み
ら
れ
る
。
両
者
に
共
通
す
る
こ
の
書
風
を

極
端
に
表
現
す
れ
ば
図
版
3
や
図
版
4
の
よ
う
な
書
風
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
も
と
も
と
こ
の
よ
う
な
書
風
が

上
方
で
は
山
本
九
兵
衛
版
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
図
版
5
と
図
版
6
に
は
、
山
本
九
兵
衛
と
同
じ
く
京
都
の
草
紙
屋
・
正
本

屋
の
代
表
で
あ
っ
た
鶴
屋
喜
右
衛
門
、
八
文
字
屋
八
左
衛
門
の
典
型
的
な
版
下
を

も
つ
正
本
を
あ
げ
て
い
る
。
半
丁
を
十
数
行
、
一
行
の
中
で
字
と
字
を
ほ
と
ん
ど

重
ね
る
よ
う
に
し
て
書
く
、
と
い
う
丁
単
位
で
の
様
式
が
大
枠
で
共
通
し
て
い
る

が
、
文
字
の
書
風
も
山
本
九
兵
衛
版
の
も
の
と
か
な
り
似
通
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
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下

図
版
3

 

（
延
宝
六
年　

山
本
九
左
衛
門
刊
『
実
語
教
』）

図
版
4

 

（
刊
年
不
明　

井
筒
屋
版
『
七
つ
い
ろ
は
』）

図
版
5

（
浄
瑠
璃
正
本　

寛
文
八
年　

鶴
屋
喜
右
衛
門
刊
『
誓
願
寺
本
地
』

東
京
大
学
総
合
図
書
館　

霞
亭
文
庫
蔵
）

図
版
6

（
金
平
本　

寛
文
五
年　

八
文
字
屋
八
左
衛
門
刊
『
わ
た
な
べ
ち
り
や
く
打
』

東
京
大
学
総
合
図
書
館　

霞
亭
文
庫
蔵
）
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崩
し
方
の
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、「
は
ね
」
や
「
は
ら
い
」
は
大
き
く
、「
折
れ
」

は
丸
ま
ら
ず
に
し
っ
か
り
と
角
度
の
付
け
ら
れ
た
、
鋭
く
、
緊
張
し
た
版
下
の
書

風
で
あ
る
。

　

第
二
章
の
は
じ
め
に
触
れ
た
よ
う
に
、
柏
崎
氏
の
御
指
摘
に
は
、
江
戸
版
の
書

風
は
「
独
特
」
で
あ
る
、
と
い
う
大
前
提
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
江
戸

版
の
代
表
の
一
つ
で
あ
る
山
本
九
左
衛
門
版
に
よ
く
あ
る
ま
る
ま
る
と
し
た
書
風

は
、
本
家
筋
に
あ
た
る
京
都
の
山
本
九
兵
衛
の
み
な
ら
ず
、
上
方
の
正
本
・
草
紙

屋
の
出
版
物
に
共
通
し
た
書
風
の
踏
襲
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
上
方
版
の
書
風
に

た
い
し
て
「
独
特
」
で
は
な
い
。
あ
と
は
、
多
く
の
研
究
者
が
、
上
方
版
と
は
異

な
る
と
い
う
意
味
で
「
独
特
」
と
見
る
、
こ
れ
ら
図
版
7
か
ら
図
版
10
の
よ
う
な

版
下
文
字
の
書
風
を
ど
う
考
え
る
か
、
で
あ
ろ
う
。

　

た
し
か
に
江
戸
版
の
挿
絵
は
、「
師
宣
」
風
と
い
う
点
で
、
上
方
の
版
本
の
挿

絵
に
た
い
し
て
明
ら
か
に「
独
特
」で
あ
る
。
上
方
版
に
も
後
に
は「
吉
田
半
兵
衛
」

風
、
と
い
う
特
色
あ
る
画
風
が
生
ま
れ
る
が
、
江
戸
版
の
盛
ん
で
あ
っ
た
十
七
世

紀
の
半
ば
こ
ろ
の
挿
絵
は
穏
当
な
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
上
方
版
の

挿
絵
の
多
く
を
、
伝
統
的
な
扇
の
絵
や
奈
良
絵
本
の
挿
絵
を
描
い
て
い
た
者
た
ち

が
請
け
負
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
想
像
し
て
い
る
。
一
方
そ
の
よ
う
な
伝

統
の
な
か
っ
た
江
戸
で
は
、
当
然
扇
や
奈
良
絵
本
の
制
作
に
携
わ
る
者
た
ち
が
い

な
か
っ
た
。
そ
の
代
わ
り
を
つ
と
め
た
の
が
、
当
時
風
俗
画
で
名
を
売
り
出
し
て

い
た
町
絵
師
た
ち
、
す
な
わ
ち
「
師
宣
工
房
」
と
で
も
称
す
べ
き
「
特
定
の
流
派
」

の
町
絵
師
た
ち
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
結
果
が
、
上
方
版

の
挿
絵
に
た
い
し
て
「
独
特
」
と
い
う
印
象
を
生
ん
だ
の
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
絵
の
技
能
は
、
京
都
で
あ
れ
江
戸
で
あ
れ
、
そ
こ
で
暮
ら
す
大
半
の

は
、
一
文
字
あ
た
り
に
与
え
ら
れ
た
狭
い
ス
ペ
ー
ス
に
い
か
に
字
を
押
し
込
む
か

を
重
視
し
た
書
風
で
あ
る
。
制
約
の
あ
る
版
式
の
中
に
文
字
を
詰
め
込
ん
で
い
く

工
夫
を
積
み
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
き
、
む
し
ろ
装
飾
的
と

も
言
え
る
よ
う
に
な
っ
た
書
風
と
言
え
る
。
こ
れ
が
さ
ら
に
詰
め
込
ま
れ
デ
フ
ォ

ル
メ
さ
れ
た
の
が
、
い
わ
ゆ
る
「
し
ら
み
本
」
や
「
丸
本
」
の
書
風
で
あ
っ
た
。

　

す
な
わ
ち
、
柏
崎
氏
の
述
べ
る
「
山
本
九
左
衛
門
様
式
」
と
は
、
と
り
も
な
お

さ
ず
、
上
方
の
正
本
屋
の
版
下
の
作
り
方
を
、
丁
単
位
の
版
式
と
文
字
の
書
風
双

方
の
面
で
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
様
式
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

三

　

そ
し
て
、
半
丁
あ
た
り
の
行
数
を
十
数
行
と
し
、
か
ぎ
ら
れ
た
ス
ペ
ー
ス
に
ほ

と
ん
ど
余
白
を
お
か
ず
、
む
し
ろ
重
な
る
よ
う
に
し
て
文
字
を
配
置
す
る
、
と
い

う
上
方
の
正
本
屋
の
版
下
の
作
り
方
を
踏
襲
し
な
が
ら
、
先
に
見
た
、
こ
ろ
こ
ろ
、

丸
々
と
し
た
文
字
の
書
風
を
違
え
た
の
が
、
次
の
図
版
7
か
ら
図
版
10
の
よ
う
な

版
下
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
か
な
り
の
幅
は
あ
る
も
の
の
、
鱗
形
屋
、
松
会
、
本
問
屋
そ
の
他

の
出
版
す
る
草
紙
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
る
書
風
で
あ
り
、こ
れ
こ
そ
が
い
わ
ゆ
る
「
江

戸
版
」
と
い
う
言
葉
で
想
起
さ
れ
る
典
型
的
な
書
風
な
の
で
あ
る
。
同
じ
草
紙
で

も
、さ
き
ほ
ど
の
『
う
す
ゆ
き
』
の
書
風
と
比
べ
れ
ば
、そ
の
違
い
は
歴
然
で
あ
る
。

山
本
版
が
上
方
正
本
の
ま
ま
の
、
こ
ろ
こ
ろ
、
丸
々
と
し
た
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
た

書
風
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
、
図
版
7
か
ら
図
版
10
の
よ
う
な
版
下
の
文
字
は
、
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図
版
7

（
刊
年
不
明　

松
会
版
『
水
鏡
註
目
無
草
』）

図
版
8

（
延
宝
二
年
刊　

亀
屋
版
『
一
休
和
尚
法
語
』）

図
版
9

（
寛
文
十
一
年
刊　

鱗
形
屋
版
『
堪
忍
記
女
鑑
』）

図
版
10

（
延
宝
三
年
刊　

松
会
版
『
都
名
所
往
来
』）
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問
題
は
、
で
は
ど
の
よ
う
な
人
た
ち
が
、
版
本
の
本
文
の
清
書
を
請
け
負
っ
て

い
た
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

青
木
鷺
水
の
浮
世
草
子
『
古
今
堪
忍
記
』（
宝
永
五
年
刊
）
に
、
さ
る
藩
を
致

仕
し
浪
々
の
身
と
な
っ
た
男
の
京
都
で
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
描
か
れ
て
い
る
。

京
都
新
在
家
の
辺
に
太
七
郎
と
い
ふ
も
の
あ
り
。
元
来
は
播
州
赤
穂
の
生
れ

に
し
て
、
世
々
仕
官
を
も
せ
し
人
の
子
な
り
と
ぞ
。
去
子
細
あ
り
て
牢
浪
の

身
と
な
り
京
都
に
引
こ
し
、
跡
を
く
ら
ま
し
、
名
を
隠
し
て
、
纔
な
る
家
を

借
つ
ゝ
、
妻
も
な
く
子
も
な
く
只
ひ
と
り
住
居
け
る
が
…
…
世
わ
た
る
便
の

道
に
疎
く
、
さ
な
が
ら
擔
ひ
売
事
も
な
ら
は
ね
ば
、
肩
に
物
を
く
の
業
を
も

せ
ず
。
筆
と
り
て
物
か
く
事
を
覚
し
ま
ゝ
に
、
筆
耕
と
い
ふ
事
を
仕
な
ら
ひ
、

や
う
や
う
と
挊
け
る
が
、
是
も
洛
中
に
そ
の
業
に
堪
た
る
上
手
ど
も
あ
ま
た

あ
れ
ば
、
能
を
あ
ら
そ
ひ
功
を
い
ど
み
て
、
我
さ
き
と
は
げ
み
け
る
ほ
ど
に
、

太
七
に
た
ま
た
ま
頼
む
事
あ
る
も
の
は
、
か
す
か
な
る
価
、
す
こ
し
の
料あ
し

に

宛
け
る
ゆ
へ
、
わ
づ
か
に
其
日
の
口
を
う
る
ほ
し
、
明
日
の
心
あ
て
な
き
が

か
な
し
さ
…
。（
中
略
）
た
ゞ
何
と
な
く
馴
染
よ
り
て
、
折
ふ
し
歌
書
・
軍

記
な
ど
た
の
み
て
う
つ
さ
せ
、
筆
料
心
ゆ
く
ほ
ど
と
ら
せ
な
ど
、
う
ら
な
く

か
た
り
な
づ
け
て
…
。　
　
（『
古
今
堪
忍
記
』
巻
二
「
貞
女
の
堪
忍
」）

　

実
は
彼
の
流
派
は
「
御
家
流
」
で
は
な
く
「
鳥
飼
流
」
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ

れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
浪
人
の
身
過
ぎ
の
種
は
、
若
い
時
に
身
に
つ
け
た
「
筆
と

り
て
物
か
く
」
能
力
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
筆
耕
（
工
）」
に
浪
人
が
多
か
っ

た
こ
と
は
、
他
に
も
、

　
　

す
浪
人
花
に
ぞ
沈
む
泪
川　
（
幸
）
順

　
　
　
　

筆
耕
久
し
石
山
の
春　
　
（
泰
）
清

者
に
と
っ
て
か
な
ら
ず
し
も
必
要
不
可
欠
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
技
能
を

生
業
と
し
て
暮
ら
し
て
い
る
者
は
ご
く
少
数
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
と
こ
ろ

が
そ
の
よ
う
な
少
数
の
絵
師
た
ち
も
、
た
と
え
ば
『
江
戸
図
鑑
綱
目
』（
元
禄
二

年
刊
）
に
よ
れ
ば
、
屏
風
や
襖
と
い
っ
た
公
武
の
伝
統
的
な
需
要
に
応
え
る
御
用

絵
師
で
あ
る
「
絵
師
（
絵
所
）」、
風
俗
画
を
主
に
描
い
た
「
浮
世
絵
師
」、
そ
し

て
そ
の
配
下
に
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
「
板
木
下
絵
師
」、
お
よ
び
「
仏
絵
師
」
な
ど

に
細
分
さ
れ
る
と
い
う
。
京
都
で
は
、
こ
れ
に
扇
や
奈
良
絵
本
な
ど
の
絵
を
請
け

負
っ
た
無
名
の
町
絵
師
た
ち
が
加
わ
る
。
絵
を
描
く
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
た

人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
求
め
ら
れ
た
題
材
や
画
風
に
明
確
な
違
い
が
あ
っ
た
こ
と

か
ら
、
こ
の
よ
う
に
そ
の
活
動
す
る
領
域
が
分
け
ら
れ
て
い
た
。
御
用
絵
師
や
仏

絵
師
た
ち
が
版
本
の
挿
絵
な
ど
請
け
負
い
は
し
な
い
の
で
あ
り
、
京
都
で
は
た
と

え
ば
扇
の
絵
を
描
く
者
た
ち
が
、
江
戸
で
は
風
俗
画
・
好
色
画
で
売
り
出
し
中
の

師
宣
た
ち
が
そ
れ
を
請
け
負
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
書
を
と
り
ま
く
環
境
は
、
絵
の
場
合
と
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
て
い
た
こ

と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
書
は
、多
く
の
人
々
に
と
っ
て
必
須
の
技
能
で
あ
っ

た
。
手
習
い
の
手
本
と
し
て
当
時
出
版
さ
れ
た
本
に
は
、題
簽
に
「
御
家
」「
尊
円
」

と
い
う
宣
伝
文
句
を
添
え
る
例
が
数
え
切
れ
な
い
。
上
は
幕
府
や
諸
藩
の
右
筆
か

ら
、
下
は
寺
子
屋
の
師
匠
ま
で
、
当
時
の
社
会
に
お
け
る
「
御
家
流
」「
尊
円
流
」

の
立
場
は
圧
倒
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、絵
の
よ
う
に
、書
の
流
派
、書
風
に
よ
っ
て
、

書
家
の
活
動
す
る
領
域
が
異
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
書
に
関
し
て
は
、
京
都
で
挿
絵
を
請
け
負
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る

扇
や
奈
良
絵
本
の
絵
師
た
ち
が
江
戸
に
は
い
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
京
都
と

江
戸
の
違
い
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。



三
七

近
世
前
期
江
戸
版
の
本
文
版
下

や
「
尊
円
流
」
を
身
に
つ
け
て
い
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
江
戸
版

の
書
風
に
は
上
方
の
版
本
と
異
な
っ
た
「
独
特
」
の
書
風
、
と
い
う
印
象
を
受
け

る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
こ
と
を
考
え
る
上
で
、
興
味
深
い
版
本
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
か
つ
て

渡
邊
守
邦
氏
が
影
印
を
紹
介
さ
れ（
4
）、

母
利
も
紹
介
を
試
み
た（
5
）こ

と
の
あ
る
『
人

倫
名
』（
承
応
三
年
刊
。
渡
邊
本
・
母
利
本
は
互
い
に
復
刻
関
係
に
あ
る
）
と
い

う
往
来
物
で
あ
る
。
拙
稿
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
こ
の
『
人
倫
名
』
に
は
明
暦
二

年
に
出
版
さ
れ
た
版
が
あ
る
。
刊
記
は
な
い
が
、
書
風
は
我
々
の
知
る
典
型
的
な

江
戸
版
の
そ
れ
で
あ
り
、
ご
く
初
期
の
江
戸
版
と
思
わ
れ
る
。
合
冊
さ
れ
た
「
御

大
名
衆
御
知
行
十
万
石
迄
」
に
一
切
改
変
は
な
い
が
、『
人
倫
名
』
に
は
か
な
り

の
改
変
が
あ
り
、
そ
の
意
味
で
忠
実
な
覆
刻
と
は
い
え
な
い
。
し
か
し
、
ど
の
よ

う
に
作
ら
れ
た
か
と
い
う
観
点
で
い
え
ば
、
既
刊
の
上
方
版
の
一
種
を
も
と
に
し

た
覆
刻
版
と
み
な
し
え
よ
う
。

　

そ
の
覆
刻
の
様
子
を
う
か
が
う
た
め
に
、
両
版
の
第
一
丁
表
を
並
べ
て
み
よ
う
。

図
版
11
と
図
版
12
で
あ
る
。
両
版
を
眺
め
る
と
、
文
字
の
配
置
や
細
部
ま
で
も
が

そ
の
ま
ま
で
あ
り
、
一
方
が
他
方
を
も
と
に
、
ま
っ
た
く
版
の
姿
を
改
め
て
内
容

だ
け
翻
刻
し
た
、
と
い
う
関
係
に
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
繰
り
返
し
に
な

る
が
、
両
版
は
や
は
り
覆
刻
の
関
係
に
あ
る
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
が
印
象
と
し

て
は
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
書
風
に
は
違
い
を
感
じ
る
。
覆
刻

と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
文
字
が
写
し
取
ら
れ
て
い
る
の
に
書
風
が
異
な
っ
て
見
え

て
く
る
の
で
あ
る
。

　

江
戸
版
の
本
文
版
下
を
作
る
さ
い
、
筆
工
は
、
も
と
の
上
方
版
を
透
き
写
し
な

が
ら
も
、
そ
の
書
風
に
か
な
り
の
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
て
い
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
具

　
　

消
る
雪
爰
に
数
な
ら
ぬ
紫
野  （
泰
）
清　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（『
誹
枕
』「
歌
仙
誹
諧
」　

延
宝
八
年
序
）

　
　
　
　

元
日　
　

洛
下
三
物
書
写
手　

浪
人

　
　

物
こ
そ
は
我
は
去
年
の
朝
戎  

　
　
　
　

歳
旦　
　

俳
諧
三
物
所　
　
　

重
勝

　
　

入
銀
や
取
手
引
手
に
し
め
か
ざ
り

（
貞
享
三
年
『
俳
諧
三
ツ
物
揃
』
最
終
丁
裏
）　

と
い
う
例
で
明
ら
か
で
あ
る
。

　

か
れ
ら
「
筆
工
」
は
、『
古
今
堪
忍
記
』
に
い
う
よ
う
に
、
人
か
ら
様
々
な
種

類
の
本
の
写
本
製
作
や
版
本
の
版
下
書
き
を
請
け
負
い
、
書
に
関
わ
る
こ
と
で
と

も
か
く
も
生
き
て
い
た
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
諸
職
案
内
記
に
「
能
書
」
や
「
能
筆
」

と
し
て
は
名
の
あ
が
ら
な
い
無
名
書
家
た
ち
で
あ
る
。
武
芸
と
と
も
に
手
習
い
・

学
問
を
学
ん
だ
武
士
崩
れ
の
浪
人
た
ち
の
身
に
つ
け
て
い
た
書
は
、
世
間
一
般
と

同
じ
く
、
お
お
か
た
が
「
御
家
流
」「
尊
円
流
」
で
あ
っ
た
と
見
て
誤
ら
な
い
。

京
都
に
は
、「
そ
の
業
に
堪
た
る
上
手
ど
も
」
と
い
わ
れ
る
プ
ロ
の
筆
工
が
た
く

さ
ん
い
た
の
だ
と
い
う
。
筆
工
を
つ
と
め
う
る
潜
在
的
能
力
を
身
に
つ
け
た
者
た

ち
を
含
め
れ
ば
、
そ
の
数
は
い
か
ほ
ど
の
数
に
の
ぼ
っ
た
で
ろ
う
。
そ
の
事
情
は

京
も
江
戸
も
同
じ
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
江
戸
に
扇
や
草
紙
の
絵
を
描
く
者
が

い
な
か
っ
た
の
と
異
な
り
、
書
に
は
多
く
の
担
い
手
が
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

四

　

で
は
、上
方
の
筆
工
も
江
戸
の
筆
工
も
、当
時
の
書
の
標
準
で
あ
っ
た
「
御
家
流
」
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体
的
に
は
、
か
な
り
ぞ
ん
ざ
い
に
見
え
る
上
方
版
の
線
を
、
一
画
一
画
、
抑
揚
を

強
調
し
、「
は
ね
」「
は
ら
い
」「
折
れ
」
と
い
っ
た
運
筆
を
大
き
く
、
時
に
は
過

剰
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
に
表
現
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

江
戸
版
に
お
い
て
は
、
こ
れ
よ
り
ず
っ
と
小
さ
な
文
字
サ
イ
ズ
で
、
し
か
も
強

く
崩
し
て
書
か
れ
た
場
合
で
も
、こ
の
一
画
一
画
の
抑
揚
を
強
調
し
、「
は
ね
」「
は

ら
い
」「
折
れ
」
と
い
っ
た
運
筆
を
大
き
く
、
時
に
は
過
剰
に
表
現
す
る
、
と
い

う
特
徴
は
一
貫
し
て
い
る
。

　

寛
文
七
年
に
松
会
が
出
版
し
た
『
和
漢
朗
詠
集
』
は
、
な
ぜ
か
上
巻
末
に
跋
文

と
刊
記
を
も
つ
奇
妙
な
版
本
で
あ
る
が
、
そ
の
題
簽
に
は
、「
尊
円
」
と
い
う
書

風
を
示
す
言
葉
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
残
念
な
が
ら
そ
の
元
版
を
探
し
出
せ
て
い

な
い
が
、
お
そ
ら
く
は
上
方
版
の
覆
刻
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
版
本
の
書

風
も
ま
た
、
多
く
の
版
種
の
あ
る
御
家
流
、
尊
円
流
を
謳
う
『
和
漢
朗
詠
集
』
の

書
風
の
中
に
お
け
ば
、
そ
の
一
画
一
画
の
線
の
特
徴
が
、
先
ほ
ど
の
『
人
倫
名
』

と
共
通
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
（
図
版
13
・
14
）。
基
本
的
な
御
家

流
の
流
儀
は
そ
の
ま
ま
に
、
上
方
版
の
書
風
に
変
化
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

江
戸
版
の
文
字
の
書
風
は
、
か
な
り
大
胆
に
、
あ
ら
あ
ら
し
く
、
鋭
く
見
え
て
く

る
の
で
あ
る
。

五
　

で
は
、
江
戸
版
の
筆
工
と
想
定
さ
れ
る
浪
人
を
中
心
と
し
た
江
戸
の
市
井
の
書

家
は
、
本
当
に
こ
の
よ
う
な
書
風
を
も
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

当
時
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
版
本
で
、
明
確
に
「
御
家
流
」「
尊
円
流
」
を
謳
い

図
版
11

（
承
応
三
年
刊　

上
方
版
）

図
版
12

（
明
暦
三
年
刊　

江
戸
版
）



三
九

近
世
前
期
江
戸
版
の
本
文
版
下

版
下
が
書
か
れ
た
も
の
は
、
そ
う
多
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
書
の
手
本
以

外
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
の
わ
ず
か
な
例
の
中
に
、
延
宝
年
間
の
数
カ
年

に
、
以
下
の
よ
う
な
数
点
の
手
本
を
著
し
出
版
し
た
隠
岐
置
散
子
と
い
う
書
家
の

版
本
が
あ
る
。
置
散
子
が
ど
の
よ
う
な
者
で
あ
っ
た
の
か
は
、
今
の
と
こ
ろ
ま
っ

た
く
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
著
し
た
手
本
の
多
く
が
、
武
家
に
関
わ
る
内
容
の

も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
今
川
準
書
』
の
内
容
か
ら
す
れ
ば
、
某
藩
の
し
か
る

べ
き
右
筆
、
も
し
く
は
右
筆
く
ず
れ
の
浪
人
で
は
な
か
っ
た
か
、
と
思
わ
れ
る（
6
）。

　

①
延
宝
五
年　

吉
田
屋
喜
左
衛
門
刊
『
書
礼
手
本
〈
尊
円
流
〉』

　

②
延
宝
六
年　

井
筒
屋
三
右
衛
門
刊
『
四
季
仮
名
往
来
』

　
　

※
『
改
訂
増
補
近
世
書
林
版
元
総
覧
』
に
は
、
吉
田
屋
喜
左
衛
門
の
出
版　

　
　

物
と
し
て
本
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。
同
書
に
は
「
御
家
仮
名
往
来
（
置
散
子
）

　
　

延
宝
六
）」
と
あ
る
。

　

③
延
宝
こ
ろ　
『
今
川
状
』

　
　

※
享
保
一
五
年
・
大
坂
・
中
屋
休
次
郎
刊
『〈
御
家
流
〉
花
幼
往
来
』
に　

　
　

合
綴
。
本
来
は
単
行
版
。

　

④
延
宝
七
年　

本
屋
（
井
筒
屋
）
三
右
衛
門
刊
『
富
士
野
往
来
』

　

⑤　

同
年　
　

本
問
屋
刊
『
今
川
準
書
』（
小
泉
吉
永
氏
蔵
）

　

⑥
延
宝
八
年　
『
小
田
原
状
』

　

置
散
子
の
手
本
に
は
、
①
②
③
の
よ
う
に
、「
尊
円
流
」「
御
家
流
」
と
い
う
売

り
出
し
文
句
が
添
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
彼
自
身
、『
書
礼
手
本
〈
尊
円
流
〉』

の
中
で
、

　
　

右
三
冊
者
令
書
礼
集
之
中
要
抜
作
大
字
授
我
門
弟
之
幼
童
令
習
之
幸
照
朦　

　
　

暗
者
也
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

青
蓮
院
尊
純
法
親
王
末
弟

図
版
13

図
版
14



四
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置
散
子　

花
押

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

延
宝
五
年
仲
春
日

と
、尊
純
流
で
あ
る
こ
と
を
名
乗
っ
て
い
る
。
し
か
し
版
本
の
題
簽
に
は
、「
尊
円
」

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
広
い
意
味
で
の
尊
円
流
、
御
家
流
の
書
家
で
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
手
本
の
書
風
は
、
図
版
15
の
よ
う
に
、
典

型
的
な
「
御
家
流
」「
尊
円
流
」
の
概
念
に
お
さ
ま
る
書
風
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
そ
の
同
じ
置
散
子
が
、
延
宝
七
年
に
江
戸
の
本
問
屋
が
出
版
し
た

『
今
川
準
書
』（
小
泉
吉
永
氏
蔵
）
の
巻
手
本
を
残
し
て
い
る
（
架
蔵
）。
図
版
16
は

そ
の
巻
末
部
分
で
あ
る
。
こ
の
自
筆
手
本
の
書
き
ぶ
り
は
、
版
本
に
う
か
が
え
る

よ
う
な
典
型
的
な
「
御
家
流
」「
尊
円
流
」
の
書
風
よ
り
、一
歩
、あ
ら
あ
ら
し
さ
、

図
版
15

（
延
宝
七
年　

江
戸
・
本
屋
三
右
衛
門
刊
『
富
士
野
往
来
』）

図
版
16



四
一

近
世
前
期
江
戸
版
の
本
文
版
下

鋭
さ
を
ま
し
、
む
し
ろ
、
図
版
7
か
ら
図
版
10
で
見
た
よ
う
な
、
角
張
っ
た
、
あ

ら
あ
ら
し
い
、
緊
張
し
た
書
風
に
近
い
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
は
、
当
時
の
江
戸
に
い
た
「
御
家
流
」「
尊
円
流
」
の
書
家
た
ち
の
筆

法
の
中
に
、
鱗
形
屋
、
松
会
、
本
問
屋
と
い
っ
た
本
屋
か
ら
出
版
さ
れ
た
、
わ
れ

わ
れ
が
今
ま
で
「
独
特
」
と
い
っ
て
き
た
典
型
的
な
江
戸
版
の
版
下
文
字
の
書
風

と
重
な
る
も
の
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

江
戸
の
書
家
は
、
版
本
の
版
下
を
請
け
負
う
さ
い
に
、
よ
く
あ
る
穏
当
な
御
家

流
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
そ
れ
を
や
や
過
剰
に
し
た
、
角
張
っ
た
荒
々
し
い
書
風

を
好
ん
で
用
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
背
景
に
は
、
挿
絵
と
同
じ
く
、

最
近
指
摘
さ
れ
だ
し
た
よ
う
な
「
有
体
物
と
し
て
の
、
見
た
目
の
体
裁
」（
柏
崎

氏
「
江
戸
版
考　

其
三
」）
を
上
方
版
と
違
え
よ
う
、
と
い
う
本
屋
の
リ
ク
エ
ス

ト
が
あ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。　

　

従
来
江
戸
版
の
文
字
に
つ
い
て
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
て
き
た
「
独
特
」
の
中
身

は
、
意
外
に
も
江
戸
の
御
家
流
の
範
囲
に
お
さ
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ

り
、
そ
の
「
独
特
」
の
意
味
合
い
は
今
後
よ
り
慎
重
に
再
検
討
さ
れ
る
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
あ
と
は
、
当
時
の
「
御
家
流
」
や
「
尊
円
流
」
の
名
を

か
ぶ
せ
ら
れ
て
い
た
手
本
類
、
こ
と
に
肉
筆
手
本
の
書
風
を
通
し
て
、
江
戸
版
版

下
書
風
の
「
独
特
」
の
正
体
が
つ
か
め
て
く
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）『
人
文
・
自
然
研
究
』
四
号　

平
成
二
二
年
刊

（
2
）  

江
戸
版
の
お
こ
な
わ
れ
た
時
期
に
は
、
お
び
た
だ
し
い
版
本
の
版
下
を
担
当
し
、

一
つ
一
つ
に「
武
藤
」ま
た
は「
武
藤
西
察
」と
署
名
し
た
武
藤
西
察
の
例
が
あ
る
。

し
か
し
西
察
の
場
合
は
例
外
中
の
例
外
で
あ
り
、
や
や
時
代
を
く
だ
っ
て
み
て
も
、

純
粋
に
職
人
的
な
筆
工
と
し
て
の
署
名
例
は
、
以
下
の
よ
う
な
わ
ず
か
な
例
に
と

ど
ま
る
。

 

　
　

元
禄
三
年
刊
『
日
本
行
脚
文
集
』　

 

　
　
　

右
全
部
七
冊
之
執
筆　

町
尻
通
左
女
牛
南
七
条
坊
門
北
於
草
屋
之
牖

 
 

　
　
　
　

冨
尾
嘯
琴　

 

仮
名
左
兵
衛　

繕
写

 

　
　

元
禄
四
年
『
勢
多
長
橋
』　

 
 

　

勢
多
長
橋
巻
之
二
夏
部
終　

執
筆
嘯
琴
（
巻
二
末
）

 

　
　

元
禄
七
年
『
堀
河
の
水
』

 
 

　

右
全
部
始
終
執
筆
新
町
七
条
坊
門
住
冨
尾
左
兵
衛　

嘯
琴

 

　
　

元
禄
十
三
年
『
和
漢
田
鳥
集
』

 
 

　

板
下
筆
工　

洛
下
新
町
六
条
南
冨
尾
沙
兵
衛

 

　
　

元
禄
十
五
年
刊
『
茶
之
湯
六
宗
匠
伝
記
』　

筆
工　

峯
蔵
主

（
3
）『
人
文
・
自
然
研
究
』
一
号　

平
成
十
九
年
刊

（
4
）  「﹇
人
倫
名
﹈・
御
大
名
衆
御
知
行
十
万
石
迄
」『
実
践
国
文
学
』
六
十
一
号　

平

成
十
四
年
刊
。

（
5
）  「
古
版
往
来
物
に
お
け
る
〈
合
冊
再
刊
〉
に
つ
い
て
」『
東
海
近
世
』
十
五
号　

平

成
十
七
年
刊
。

（
6
）  

置
散
子
の
著
作
『〈
新
板
〉
書
礼
手
本
〈
尊
円
流
〉』（
延
宝
五
年
刊
）
の
下
巻
「
短

冊
書
様
事
」
の
最
後
に
、

 
  　

　

  

右
天
正
之
比
、
織
田
信
忠
卿
色
紙
御
所
望
之
刻
、
三
光
院
御
演
説
也
。
則
以

三
光
院
御
自
筆
被
遊
被
進
、
尚
祐
拝
領
也
。

 
  

と
い
う
記
述
が
あ
る
。
こ
の
尚
祐
と
は
、
織
田
信
雄
・
豊
臣
秀
吉
・
同
秀
次
・
徳

川
家
康
・
秀
忠
ら
に
仕
え
、
室
町
幕
府
以
来
の
書
礼
を
伝
え
た
高
家
曾
我
尚
祐
の

こ
と
で
あ
る
。
曾
我
家
の
書
礼
は
、
近
世
初
期
に
い
っ
た
ん
幕
府
右
筆
久
保
家
に

伝
書
も
ろ
と
も
授
与
さ
れ
た
。
置
散
子
は
、
当
時
室
町
幕
府
の
書
札
礼
を
伝
え
て

重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
幕
府
右
筆
曾
我
家
あ
る
い
は
久
保
家
の
近
く
に
い
た
人
物
な

の
で
あ
ろ
う
か
。

 
  　

さ
ら
に
、国
文
学
研
究
資
料
館
所
蔵
『
武
蔵
国
江
戸
蜷
川
家
文
書
』
の
中
に
、「
厳

有
院
様
御
筆
」
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
書
留
が
あ
る
。



四
二

京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
「
人
文
」
第
六
十
四
号

【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
十
四
年
度
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
課
題
研
究
「
近
世

前
期
出
版
に
お
け
る
筆
工
の
文
化
的
階
層
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」（
基
盤
研
究C

・

23520234

）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
図
版
の
う
ち
所
蔵
者
を
記
し
て
い
な

い
も
の
は
母
利
蔵
本
で
あ
る
。
写
真
掲
載
を
許
可
さ
れ
た
諸
機
関
に
あ
つ
く
お
礼
申
し

あ
げ
ま
す
。

（
二
〇
一
二
年
十
一
月
二
九
日
受
理
）

（
も
り　

し
ろ
う　

文
学
部
日
本
・
中
国
文
学
科
教
授
）

 
　
　
　
　

若
大
為
水
所
称
称
其
名
号
即
得
浅
処
の
こ
ゝ
ろ
を

従
三
位
光
成　
　
　

 

　

ゆ
く
水
の
ふ
か
き
な
が
れ
に
し
づ
み
て
も
あ
さ
瀬
あ
り
と
ぞ
猶
た
の
む
べ
き

 
  　

こ
の
歌
は
『
新
後
撰
和
歌
集
』
に
お
さ
め
ら
れ
る
和
歌
で
、
将
軍
家
綱
の
手
す

さ
び
に
な
る
片
々
た
る
一
紙
で
あ
る
が
、
こ
の
包
み
紙
に
、「
厳
有
院
様
御
筆　

久
保
吉
左
衛
門
所
持
之
由　

隠
岐
伝
左
衛
門
譲
之
」
と
い
う
隠
岐
氏
の
人
物
が
登

場
し
て
く
る
。

 
  　

久
保
吉
左
衛
門
は
幕
府
奥
右
筆
久
保
正
永
の
こ
と
で
、
幕
府
右
筆
蜷
川
親
熈
は
、

天
和
二
年
に
こ
の
正
永
か
ら
曽
我
流
の
書
札
礼
を
伝
授
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
子
の

代
に
制
札
の
書
法
不
行
き
届
き
を
も
っ
て
廃
絶
。
そ
の
関
係
で
、
久
保
家
の
所
持

し
て
い
た
様
々
な
伝
書
や
こ
の
よ
う
な
も
の
ま
で
が
、
蜷
川
家
に
移
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
隠
岐
伝
左
衛
門
な
る
者
の
手
元
に
、
な
ん
ら
か
の
縁
が
あ
っ
て
家
綱
の
手

す
さ
び
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
久
保
正
永
が
譲
り
受
け
た
、
と
い
う
こ
と
な
の
で

あ
ろ
う
。

 
  　

幕
府
右
筆
は
、
御
家
人
身
分
で
あ
る
こ
と
が
大
半
だ
が
、
右
筆
家
は
例
外
的
に

『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
隠
岐
伝
左
衛
門
と

思
し
き
者
の
名
は
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
に
は
見
あ
た
ら
な
い
。
お
そ
ら
く
は
、

幕
府
右
筆
の
久
保
正
永
と
交
際
の
あ
る
江
戸
に
仮
寓
の
書
家
、
想
像
を
た
く
ま
し

く
す
れ
ば
、
某
藩
右
筆
崩
れ
の
浪
人
者
、
と
い
う
あ
た
り
が
置
散
子
の
正
体
な
の

で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
、
こ
の
隠
岐
伝
左
衛
門
こ
そ
が
隠
岐
置
散
子
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
る
。


