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．
東
寺
三
智
院
本
「
注
好
選
』
の
出
現
に
よ
っ
て
、
「
注
好
選
」
と
「
今
昔
物

語
集
」
と
の
距
離
は
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と

が
は
っ
き
り
し
て
き
た
。

 
東
寺
本
が
発
見
さ
れ
る
ま
で
、
「
注
好
選
』
の
唯
一
の
国
本
で
あ
っ
た
書
陵

部
本
は
、
上
巻
と
申
巻
の
前
半
だ
け
か
ら
な
る
零
本
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し

て
東
寺
本
『
注
好
選
』
は
、
上
・
中
・
下
の
三
巻
を
具
備
し
て
お
り
、
そ
の
新

出
部
分
に
、
『
今
昔
物
語
集
」
と
の
同
文
的
な
類
話
を
十
一
話
有
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
書
陵
部
本
の
段
階
で
す
で
に
、
同
じ
程
度
の
同
文
的
な
類
話
三
十
三

話
の
存
在
が
た
し
か
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
両
書
間
の
類
話
の
数
は
四
十
話
を

越
え
る
こ
と
に
な
る
。

 
右
四
十
余
話
の
な
か
に
は
、
船
橋
本
『
孝
子
伝
」
ど
も
重
複
す
る
十
二
話
が

ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
『
今
昔
物
語
集
』
へ
の
流
入
の
経
路
が
違
う
と

み
ら
れ
る
の
で
除
外
す
る
と
し
て
も
、
『
男
好
選
」
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の

閲
の
類
話
の
量
は
、
現
在
知
ら
れ
て
い
る
も
の
の
う
ち
で
、
震
旦
部
の
出
典
で

あ
る
こ
と
の
確
実
視
さ
れ
る
『
三
宝
感
応
要
略
録
」
お
よ
び
『
冥
三
智
』
に
つ

ぐ
。
対
一
書
間
の
量
と
し
て
は
．
き
わ
だ
っ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ

れ
ら
の
類
話
は
、
こ
れ
ま
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
類
話
の
ど
れ
よ
り
も
、
『
今

昔
物
語
集
」
に
対
し
て
類
似
度
が
高
い
。

 
そ
し
て
．
こ
れ
ら
の
類
話
の
流
れ
の
方
向
は
、
「
注
好
選
」
か
ら
「
今
昔
物
語

集
」
へ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
東
寺
本
の
検
討
を
と
お
し
て
今
野
達

 
 
 
 
 
 
 
（
注
2
）

氏
は
指
摘
し
て
い
る
。
両
書
問
の
類
話
で
、
 
「
注
好
選
』
の
方
が
古
態
を
と
ど

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
3
）

め
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
わ
た
し
も
ふ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
同
様

 
 
 
 
 
 
 
（
注
瓜
・
）
 
 
 
（
注
5
）
（
 
注
6
）

の
見
解
は
本
田
義
憲
、
高
橋
俊
夫
、
森
正
人
ら
の
諸
氏
に
も
あ
り
、
書
陵
部
本

の
み
を
考
察
の
対
象
と
し
て
出
さ
れ
た
数
年
、
あ
る
い
は
十
干
年
前
の
見
解

が
、
新
出
の
東
寺
本
で
補
強
せ
ら
れ
た
わ
け
で
、
も
は
や
大
勢
は
動
か
な
い
だ

ろ
う
。

 
東
寺
本
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
あ
き
ら
か
に
な
っ
た
注
目
す
べ
き
事
実
に
、

い
ま
ひ
と
つ
、
そ
の
書
写
年
代
が
あ
る
。
 
『
注
好
選
』
は
、
 
『
私
立
百
因
縁

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
注
7
）
 
‘

集
」
と
の
関
連
か
ら
正
嘉
元
年
（
一
'
二
五
七
）
以
前
の
成
立
と
さ
れ
て
は
い

た
も
の
の
、
そ
れ
が
ど
れ
く
ら
い
前
な
の
か
、
具
体
的
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
か

っ
た
。
書
陵
部
本
に
は
も
と
よ
り
、
新
出
の
東
寺
本
に
も
奥
書
は
欠
落
し
て
い

る
・
と
こ
ろ
が
酒
井
憲
二
氏
に
よ
な
瞭
）
文
化
＋
年
（
一
八
＝
二
）
ご
ろ
東
寺
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の
古
文
書
を
調
査
し
た
伴
特
車
の
記
録
『
東
寺
古
文
下
説
」
に
、
現
在
は
散
回

し
て
見
る
こ
と
の
か
な
わ
な
い
『
注
好
選
』
の
奥
書
が
書
き
と
め
ら
れ
て
い
た

の
で
あ
る
。

 
 
仁
平
二
年
八
月
一
日
於
光
明
山
北
谷
書
了

 
『
注
勃
起
』
の
成
立
下
限
は
、
仁
平
二
年
（
一
一
五
二
）
と
、
か
つ
て
考
証

さ
れ
て
い
た
時
期
よ
り
も
、
一
気
に
百
年
以
上
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

 
も
っ
と
も
、
こ
の
奥
書
は
あ
く
ま
で
も
、
東
寺
本
の
書
写
さ
れ
た
時
期
を
あ

ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
注
好
選
」
の
原
本
の
成
立
時
期
と
は
直
結
し

な
い
。

 
酒
井
氏
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
「
「
書
了
」
が
直
ち
に
原
本
の
成
立
を
意
味
す

る
の
か
原
本
か
ら
の
書
写
を
意
味
す
る
の
か
、
こ
の
ま
ま
で
は
不
分
明
と
い
わ

ざ
る
を
得
な
い
」
と
こ
と
わ
り
な
が
ち
、
「
少
な
く
と
も
注
好
選
抄
は
光
明
山

に
お
い
て
選
作
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
の
が
最
も
自
然
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と

推
定
す
る
。
東
寺
本
『
注
番
犬
』
を
、
原
本
に
き
わ
め
て
近
い
も
の
と
み
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
て
今
野
氏
は
、
「
東
寺
本
は
不
完
全
な
取
合
せ
本
で
、
分
け
て

も
中
巻
は
、
本
来
の
中
・
下
巻
を
混
成
し
た
抄
本
」
で
あ
り
、
「
注
句
選
は
、

光
明
山
だ
け
の
秘
蔵
で
は
な
く
、
中
世
を
通
じ
て
諸
方
に
散
在
し
、
し
か
も
そ

の
中
に
は
、
東
寺
本
と
は
別
系
の
、
定
稿
と
見
ら
れ
る
中
巻
を
備
え
た
完
本
も

あ
っ
た
」
と
し
て
酒
井
説
を
否
定
し
、
「
奥
書
の
大
意
は
、
仁
平
二
年
八
月

一
日
、
光
明
山
の
北
谷
に
お
い
て
、
 
（
不
完
全
な
る
寄
せ
本
で
あ
る
東
寺
本
）

を
書
写
し
終
え
た
、
と
い
う
に
尽
き
る
」
と
主
張
す
る
。

 
た
し
か
に
、
東
寺
本
は
原
本
か
ら
距
離
を
お
い
た
一
伝
本
に
す
ぎ
ず
、
「
書

起
」
は
書
写
の
意
味
を
出
る
も
の
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
、
た
と
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
 
 
ノ

ば
、
「
曹
蛾
混
衣
」
（
上
6
1
）
に
お
い
て
、
「
異
本
女
帝
二
字
有
」
と
の
注
記
的

記
文
が
、
こ
と
も
あ
ろ
う
に
本
文
中
に
ま
ぎ
れ
こ
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
み
て

も
、
ほ
と
ん
ど
疑
う
余
地
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
異
本
に
あ
る
と
い
う
「
女
帝
」
は
、
水
死
し
た
曹
蛾
の
父
が
仕
え
て
い
た
帝

に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
る
い
は
、
 
『
異
苑
」
な
ど
に
み
え
る

「
漢
安
帝
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

 
そ
れ
は
と
も
あ
れ
、
「
異
本
」
云
々
の
こ
の
注
記
的
記
文
は
、
．
本
文
中
に
書

か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
後
か
ら
の
書
入
れ
で
は
あ
り
え
な
い
。
こ
れ

が
本
文
中
に
存
在
す
る
理
由
と
し
て
は
、
依
拠
本
の
書
入
れ
が
書
写
の
過
程
で

不
用
意
に
取
ヶ
込
ま
れ
た
も
の
と
解
す
る
の
が
、
も
っ
と
も
自
然
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
以
外
に
、
な
っ
と
く
の
い
く
説
明
は
つ
け
乞
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。

 
東
寺
本
は
、
写
本
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
依
拠
本
に
は
、
異
本
と
の
校

合
を
し
た
書
入
れ
が
あ
っ
た
の
だ
。

 
上
巻
に
二
十
鬼
瓦
、
異
本
と
の
校
合
を
し
た
書
入
れ
が
み
え
る
。
そ
こ
で

校
合
さ
れ
て
い
る
異
本
と
、
こ
の
「
異
本
」
と
の
関
係
は
さ
だ
か
で
な
い
。

 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
 
 
ノ

た
だ
、
「
異
本
女
帝
二
字
有
」
の
部
分
に
対
し
て
も
、
「
女
帝
王
其
丈
好
…

…
」
の
書
入
れ
が
、
異
本
に
も
と
づ
い
て
重
複
し
て
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
と
こ

ろ
よ
り
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
ふ
た
つ
の
異
本
は
、
同
系
統
の
も
の
で
あ
っ
た
か

も
し
れ
な
い
と
推
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
書
入
れ
は
本
文
完
成
後
、
別
の
機
会

に
な
さ
れ
た
も
の
と
み
て
お
き
た
い
。

 
と
こ
ろ
で
、
書
陵
部
本
は
、
書
入
れ
や
ミ
セ
ケ
チ
、
あ
る
い
は
虫
損
等
に
い

た
る
ま
で
の
い
っ
さ
い
を
ふ
く
め
て
、
底
本
で
あ
る
東
寺
本
を
き
わ
め
て
忠
実

に
継
承
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
じ
っ
さ
い
、
そ
の
忠
実
さ
は
い
た
く
禁
欲
的

で
v
判
読
可
能
な
文
字
に
つ
い
て
さ
え
、
一
部
分
が
か
り
に
虫
に
犯
さ
れ
て
い
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れ
ば
、
判
読
す
る
こ
と
を
放
棄
し
て
、
形
状
を
そ
の
ま
ま
記
す
こ
と
に
終
始

す
る
。
け
っ
し
て
底
本
を
踏
み
出
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。

 
そ
こ
で
東
寺
本
も
ま
た
、
同
様
で
は
な
か
っ
た
か
、
「
異
本
」
云
々
の
本
文

へ
の
混
入
も
、
東
寺
本
の
犯
し
た
あ
や
ま
ち
で
は
な
く
、
依
拠
本
の
形
状
を
忠

実
に
継
承
し
た
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
の
推
定
も
可
能
性
と
し
て
は

あ
り
え
よ
う
。
し
か
し
、
か
り
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
な
お
の
ご
と
、
東

寺
本
は
写
本
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
り
く
つ
で
あ
る
。

 
要
す
る
に
、
「
異
本
」
云
々
が
東
寺
本
以
前
に
混
入
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば

と
う
ぜ
ん
で
あ
る
し
、
そ
う
で
な
く
て
も
東
寺
本
の
背
後
に
は
、
異
本
と
の
校

合
の
ほ
ど
こ
さ
れ
た
『
注
意
選
』
が
あ
っ
た
と
み
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
仁
平

二
年
に
は
、
「
異
本
」
と
称
さ
れ
る
、
東
寺
本
と
は
内
容
を
若
干
異
に
し
た

『
注
好
転
』
が
、
す
で
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

 
し
た
が
っ
て
『
注
好
選
」
原
本
の
成
立
は
、
と
う
ぜ
ん
仁
平
二
年
に
異
本
を

生
じ
て
い
る
ほ
ゼ
の
期
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
た
時
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
推
定
さ
れ
る
『
今
昔
物
語
集
」
の
成
立
時
期

と
『
注
好
選
」
の
そ
れ
と
が
、
き
わ
め
て
近
接
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
お
も

わ
せ
る
ば
か
り
で
な
く
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
、
 
『
注
好
選
」
の
成
立
の
方

が
、
『
今
昔
物
語
集
』
に
先
立
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
こ
と
を
示
唆
す
る
。

 
こ
う
し
て
東
寺
本
『
注
二
選
』
の
出
現
は
、
類
押
台
の
増
加
と
、
「
注
好

選
』
か
ら
『
今
昔
物
語
集
」
へ
と
い
う
は
な
し
の
流
れ
の
方
向
の
確
認
、
さ
ら

に
は
成
立
下
限
の
お
お
は
ば
な
引
き
あ
げ
、
あ
る
い
は
成
立
時
期
逆
転
の
可
能

性
の
示
唆
等
々
の
、
あ
た
ら
し
い
事
態
を
も
た
ら
し
た
。
こ
れ
ら
諸
現
象
の
さ

し
示
す
も
の
は
、
最
初
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
 
『
三
好
選
」
一
と
『
今
昔
物
語
集
』

と
の
間
の
、
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
以
上
の
緊
密
な
る
関
係
で
な
け
れ
ば
な
る

今
昔
物
語
集
と
三
好
選
・
再
考

ま
い
。
零
本
の
書
陵
部
本
を
対
象
に
し
て
、
後
代
の
成
立
か
と
み
ら
れ
て
い
た

時
点
に
お
い
て
さ
え
、
 
「
今
昔
物
語
集
』
研
究
に
資
す
る
と
こ
ろ
が
お
お
い
と
，

考
え
ら
れ
て
い
た
『
注
好
選
』
の
こ
と
で
あ
る
。
東
寺
本
の
出
現
と
い
う
あ
た

ら
し
い
事
態
を
む
か
え
て
、
そ
の
資
料
的
価
値
は
飛
躍
的
に
高
ま
っ
た
と
い
っ

て
よ
い
。

2

 
『
注
連
選
」
は
後
代
の
成
立
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
と
b
て
も
、
『
今
昔
物

語
集
」
汰
り
も
古
態
を
と
ど
め
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
『
今
昔

物
語
集
』
の
成
立
事
情
や
性
格
の
一
端
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
あ
た
え
て
く

れ
る
は
ず
だ
と
の
立
場
で
、
わ
た
し
は
こ
れ
ま
で
『
注
好
者
」
に
接
し
て
き

た
。
そ
の
結
果
わ
た
し
は
、
 
『
注
好
事
』
を
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
の
採
用
し
た

資
料
の
お
も
か
げ
を
今
日
に
伝
え
る
作
品
だ
と
判
断
し
た
。

 
近
し
い
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
踏
み
こ
ま
ず
、
近

し
さ
を
、
共
通
母
胎
を
介
し
て
の
間
接
的
な
関
係
だ
と
判
断
し
た
の
は
消
去
法

に
よ
る
。
書
陵
部
本
の
み
を
考
察
の
対
象
と
す
る
段
階
で
は
、
湯
壷
の
質
・
量

と
も
に
限
界
が
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
両
者
を
結
び
つ
け
る
だ
け
の
積
極
的
な

条
件
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
。
早
掘
魔
羅
と
指
童
比
丘
と
を
別
人
だ
と
す
る
誤

謬
の
共
有
 
（
中
4
・
一
1
6
）
、
あ
る
い
は
「
ア
マ
ヘ
テ
」
 
「
ア
テ
ナ
ル
」
の
ご

と
き
、
と
り
わ
け
漢
文
体
の
『
注
落
選
」
に
あ
っ
て
は
不
自
然
な
表
現
の
共
有

（
中
5
・
五
3
1
）
な
ど
、
両
者
の
近
さ
の
な
み
な
み
で
な
い
こ
と
を
示
す
例
証

は
少
な
か
ら
ず
求
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
、
直
接
関
係

は
証
明
し
え
な
い
。

 
積
極
的
な
論
拠
を
見
出
し
え
な
か
っ
た
と
い
う
点
で
は
、
成
立
年
代
に
つ
い
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て
も
同
様
で
あ
る
。
正
嘉
二
年
以
前
成
立
説
を
、
さ
ら
に
し
ぼ
り
こ
む
だ
け
の

．
材
料
を
も
ち
え
ず
、
し
た
が
っ
て
立
論
の
過
程
で
は
、
下
限
を
想
定
し
て
お
く

は
か
な
か
っ
た
。

 
し
か
し
、
東
寺
本
の
出
現
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
新
資
料
の
発
見
に
よ
っ
て

事
態
は
一
変
し
た
。
 
『
注
連
選
」
と
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
間
に
た
ち
は
だ
か

 
っ
て
い
た
基
本
的
な
直
書
は
、
ほ
ぼ
取
り
除
か
れ
た
。
こ
れ
で
『
注
好
選
」
が

 
『
今
昔
物
語
集
」
の
出
典
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
の
、
少
な
く
と
も
必
要
条
件

は
満
た
さ
れ
た
と
み
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
あ
く
ま
で
も
状
況
証
拠
を
積
み
あ
げ

た
結
果
の
蓋
然
性
に
す
ぎ
ず
、
十
分
条
件
を
満
た
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
け

れ
ど
、
つ
ぎ
の
二
十
五
話
に
関
し
て
は
、
 
『
注
好
選
」
が
出
典
で
あ
る
可
能
性

は
き
わ
め
て
大
に
な
っ
た
。
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と
は
い
え
、
も
ち
ろ
ん
、
ま
っ
た
く
も
ん
だ
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
た

と
え
ば
五
2
1
「
天
竺
狐
、
借
虎
威
銀
盃
発
菩
提
心
語
」
の
ば
あ
い
。
こ
れ
は
今

野
氏
が
、
「
両
者
が
直
接
関
係
に
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
昔
は
注
好
選
に
依
拠

し
た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
の
例
証
と
し
た
は
な
し
で
あ
り
、
氏
の
指
「
題
す
る
よ
，

う
に
、
 
「
冒
頭
の
詳
略
の
差
を
除
け
ば
お
お
む
ね
同
文
的
で
、
両
蓋
が
極
め
て

近
い
関
係
に
あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
」
で
あ
る
。

 
も
ん
だ
い
は
、
 
『
冒
頭
の
詳
略
の
差
」
。
い
ま
両
者
の
冒
頭
を
並
記
す
る
。

 
 
〈
注
意
選
 
下
3
3
V

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ノ

 
摂
寿
経
云
、
乃
往
過
去
宝
幡
仏
時
、
有
国
、
劃
婆
国
。
有
山
、
名
祐
宅

 
 
ト
ノ
ニ
ロ
 
ト
ノ
ヲ
ノ
ヲ

 
山
。
三
山
有
一
狐
、
名
地
徳
。
假
虎
威
一
切
禽
獣
令
怖
畏
。

 
 
〈
今
昔
物
語
集
五
 
2
1
＞

 
今
昔
、
天
竺
一
堂
ノ
国
有
リ
、
 
一
ノ
山
窟
リ
。
其
ノ
山
二
一
ノ
狐
住
ム
。
．

 
亦
、
早
ノ
虎
住
ム
。
此
ノ
狐
、
彼
ノ
虎
ノ
威
ヲ
借
テ
、
諸
ノ
獣
ヲ
恐
シ
ケ

 
リ
。

 
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
に
比
し
て
「
注
好
選
』

は
詳
し
い
。
．
「
今
昔
物
語
集
」
が
常
用
表
現
の
「
今
昔
」
だ
け
で
ま
せ
て
い
る

と
こ
ろ
を
、
「
帝
廟
選
」
は
「
乃
往
過
去
宝
瞳
仏
聖
」
と
具
体
的
に
説
明
し
て

い
る
し
」
国
、
山
、
狐
な
ど
の
名
も
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
に
示
し
で
い
る
。

 
こ
の
差
異
は
、
煩
項
な
る
こ
と
を
嫌
っ
た
『
今
昔
物
語
集
』
が
、
出
典
の
三

文
を
省
略
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
の
よ
う
に
も
み
え
る
。
あ
る
い
は
そ
う
で
あ

る
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
同
じ
よ
う
な
例
を
、
震
旦
部
の
出
典
で
あ
る

こ
と
の
確
実
視
さ
れ
る
「
三
宝
感
応
要
略
録
」
や
『
冥
回
書
」
な
ど
と
の
間
に

求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
竺
部
に
お
い
て
も
、
げ
ん
に
「
注
好
選
」
下
7

に
も
と
づ
い
て
い
る
か
と
み
ら
れ
る
三
1
2
「
四
達
長
者
家
緊
回
春
」
で
は
、
主

人
公
で
あ
る
二
羽
の
オ
ウ
ム
の
名
を
明
記
し
て
い
る
。

 
主
人
公
の
名
や
、
は
な
し
の
場
を
空
格
に
す
る
例
は
本
朝
部
に
も
っ
と
も
顕
，

著
で
あ
り
、
時
、
場
所
を
空
格
に
し
て
残
す
例
は
震
旦
部
に
も
少
な
く
な
い
。

天
竺
部
に
は
ご
く
わ
ず
か
し
か
な
い
が
、
そ
れ
で
も
二
2
5
・
四
5
に
は
人
名

を
、
四
3
2
に
は
時
を
、
そ
し
て
四
1
2
・
2
8
・
五
6
に
は
場
所
を
、
そ
れ
ぞ
れ

空
格
で
残
し
て
い
る
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
人
名
・
時
・
場
所
に
こ
だ
わ
っ
た

『
今
昔
物
語
集
」
の
こ
と
で
あ
る
。
典
拠
に
明
記
さ
れ
て
い
る
主
人
公
の
名
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や
、
そ
れ
に
三
連
す
る
場
所
等
の
個
有
名
詞
を
、
煩
蹟
な
る
こ
と
を
理
由
に
は

た
し
て
省
略
し
た
か
ど
う
か
。
こ
れ
は
少
し
く
疑
わ
し
い
。

 
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
と
し
て
、
い
ま
ひ
と
つ
、
㌧
そ
れ
が
人
間
で
な

く
、
狐
に
か
か
わ
る
も
の
だ
か
ら
だ
、
と
い
う
説
明
も
な
り
た
ち
そ
う
に
み
え

る
。
天
竺
部
に
二
十
余
例
あ
る
動
物
課
に
お
い
て
、
名
の
示
さ
れ
て
い
る
も
の

が
三
8
・
三
鰺
の
二
例
し
が
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
見
方
を
後
押
し
す
る
で
、

あ
ろ
う
。

 
し
か
し
や
は
り
、
こ
の
説
明
も
な
り
た
ち
に
く
い
よ
う
で
あ
る
。
三
8
の
竜

の
名
「
盟
婆
羅
」
は
、
『
大
唐
西
城
記
』
や
『
大
慈
恩
寺
三
蔵
法
師
伝
』
な
ど

に
み
え
る
し
、
三
1
2
の
二
羽
の
オ
ウ
ム
め
名
「
律
提
」
と
「
余
律
提
」
も
、
右

に
ふ
れ
た
よ
う
に
『
注
鮭
鱒
』
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に

対
し
て
、
他
の
動
物
謳
の
ば
あ
い
に
は
、
少
な
く
と
も
現
在
知
り
う
る
範
囲
の

類
話
に
名
の
明
記
し
て
あ
る
も
の
は
見
当
ら
な
い
。
知
り
う
る
範
囲
の
類
話
に

な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
名
を
明
記
し
た
資
料
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
と
い
い
き

れ
る
わ
け
で
は
な
い
に
し
て
も
、
こ
の
事
実
は
、
動
物
諜
に
名
の
な
い
理
由

・
が
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
ゆ
え
で
は
な
く
、
も
と
も
と
、

そ
の
典
拠
に
も
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
み
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い

よ
う
。

 
と
こ
ろ
で
五
1
2
の
ば
あ
い
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
巻
五
に
多
出
す
る
動
．

物
課
に
お
い
て
、
他
が
主
人
公
名
を
明
示
し
て
い
な
い
た
め
に
、
そ
れ
と
符
節

を
あ
わ
せ
て
省
略
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
も
と
も
と
主
人
公
名

の
記
さ
湘
て
い
な
い
資
料
に
も
と
づ
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。

今
昔
物
語
集
と
注
好
選
・
再
考

3

 
こ
れ
は
主
と
し
て
震
旦
部
を
対
象
と
し
て
の
一
般
論
で
あ
る
が
、
『
今
昔
物

語
集
』
は
出
典
に
忠
実
で
あ
る
こ
と
を
原
則
と
し
て
い
る
。
一
定
の
方
針
に
も

と
づ
い
て
改
変
す
る
ば
あ
い
に
も
、
出
典
の
表
現
を
そ
こ
な
わ
な
い
よ
う
つ
と

め
て
い
る
と
み
て
よ
い
よ
う
で
あ
る
コ

'
．
こ
の
点
は
た
と
え
ば
、
 
『
注
好
選
』
と
の
か
ら
み
に
お
い
て
も
、
 
『
孝
子

伝
」
を
あ
．
わ
せ
対
比
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
た
し
か
め
う
る
。

 
 
『
西
根
選
」
上
巻
の
典
拠
の
ひ
と
つ
に
、
『
孝
子
伝
』
が
あ
っ
た
こ
と
は
た

し
か
だ
ろ
う
。
そ
の
『
孝
子
伝
」
が
ど
の
よ
う
な
系
統
の
も
の
か
さ
だ
か
で
な

い
が
、
重
複
す
る
も
の
の
大
部
分
に
つ
い
て
は
↓
船
橋
本
．
『
孝
子
伝
』
と
の
同

文
性
が
強
い
。
船
橋
本
『
孝
子
伝
』
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
『
今
昔
物
語
集
』

巻
雲
の
出
典
た
る
『
孝
子
伝
』
に
、
き
わ
め
て
近
い
と
み
ら
れ
て
い
る
作
品
で

あ
る
。

 
さ
て
、
『
塩
魚
選
』
と
『
孝
子
伝
』
と
の
類
話
は
、
孟
宗
（
『
孝
子
伝
』
で

は
孟
仁
）
、
韓
倍
喩
ら
を
主
人
公
と
す
る
一
部
の
も
の
を
除
い
て
、
い
ま
い
う

よ
う
に
同
文
性
が
強
い
。
な
か
に
は
、
ほ
ぼ
同
文
と
み
な
し
う
る
も
の
も
あ

る
。
し
か
し
、
す
べ
て
が
ま
っ
た
く
同
文
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
記
文
の
有

無
を
ふ
く
め
て
若
干
の
違
い
が
求
め
ら
れ
る
。
お
お
く
は
ご
く
微
細
な
相
違
で

あ
る
が
、
そ
の
相
違
部
分
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
当
該
部
分
を
対
応
さ
せ
る

と
、
三
者
三
様
の
例
が
み
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
「
孝
子
伝
』
か

 
『
良
好
選
』
か
の
、
い
ず
れ
か
の
表
現
と
重
な
り
あ
う
と
い
う
結
果
が
え
ら
れ

る
。
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
セ

 
そ
れ
に
つ
き
留
意
す
べ
き
は
、
「
注
好
選
』
が
「
孝
子
伝
』
の
不
足
を
お
ぎ
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な
う
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
例
の
存
在
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ミ
テ
 
 
ヲ

九
3
轟
罐
蕊
気
持

 
 
 
 
π
今
・
エ
ヲ
語
テ
、
木
ヲ
以
テ
母
ノ
形
ヲ
令
造
メ
テ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ブ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ク
 
 
ユ
ヘ
ヲ

九
・
・
［
構
鼎
翻
顯
ー
ム

 
『
今
昔
物
語
集
」
の
『
孝
子
伝
」
か
ら
は
み
出
す
部
分
が
、
『
注
好
選
」
に

よ
っ
て
お
ぎ
な
わ
れ
る
こ
う
し
た
現
象
は
、
い
ま
い
う
よ
う
に
、
 
『
今
昔
物
語
・

集
」
の
出
典
へ
の
忠
実
さ
の
あ
ら
わ
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
同
時
に
こ
の
事

実
は
、
『
富
盛
選
」
が
『
今
昔
物
集
』
に
と
っ
て
、
『
孝
子
伝
』
と
同
じ
よ
う

に
、
ば
あ
い
に
よ
っ
て
は
そ
れ
以
上
に
、
．
留
意
す
べ
き
位
置
に
あ
る
こ
と
を
も
．

示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
東
寺
本
の
出
現
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
成
立
年
代
の
湖

行
は
、
こ
こ
で
も
・
『
面
構
選
」
と
『
今
昔
物
語
集
」
と
の
、
密
な
る
関
係
を
再

確
認
さ
せ
を
。

 
と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
『
今
昔
物
語
集
」
巻
九
の
孝
子
讃
の
出
典
が
、
『
注

好
選
」
の
引
く
『
孝
子
伝
』
に
、
た
だ
ち
に
と
っ
て
か
か
わ
る
と
い
う
わ
け
で

は
な
い
。
そ
れ
の
み
で
は
不
完
全
で
あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
し
た
け
れ
ど
も
、

船
橋
本
『
孝
子
伝
」
の
存
在
は
、
依
然
と
し
て
お
お
き
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
ハ
 
 
シ
テ
 
 
 
セ
リ

九
-九

1
九
6

 
こ
れ
ら
の
事
例
に
つ
い
て
は
馬

船
橋
本
『
孝
子
伝
」
を
介
在
さ
せ
る
こ
と
が
、

 
と
こ
ろ
で
、
船
僑
本
『
孝
子
伝
」
と
東
寺
本
『
注
二
選
」
と
の
あ
い
だ
に
求

め
ら
れ
る
異
同
に
対
し
て
、
『
今
昔
物
語
集
」
が
原
則
と
し
て
そ
の
い
ず
れ
か

に
く
み
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
そ
れ
ら
の
い
ず
れ
も

 
孝
・
父
無
母
存

 
注
・
（
ナ
シ
）

 
今
・
其
ノ
父
亡
ジ
テ
、
母
堂
セ
リ

 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
 
 
 
 
ノ
 
 
ハ
 
 
ノ
 
 
ヘ
ル
ナ
リ

 
孝
・
釜
上
題
云
、
黄
金
一
二
、
天
賜
 
 
孝
子
郭
巨

酵
（
ナ
シ
）

 
今
・
釜
ノ
上
二
題
テ
文
有
リ
。
其
ノ
文
二
云
ク
、
 
「
黄
金
ノ
一

π
 
 
釜
、
天
、
孝
子
郭
巨
二
賜
」

 
 
 
 
 
 
タ
ッ
 
 
ヲ
 
 
 
ニ
 
メ
 
タ
リ
 

ノ
 
 
ハ
コ
ノ
 
 
ニ

 
孝
・
毎
・
見
断
レ
腸
、
見
隠
収
二
置
於
玉
厘
・
 
中
一
。
其
児

「
不
三
審
マ
李
知
嚢
】
、
然
回
雪
・
致
・

 
注
・
（
ナ
シ
）

 
今
・
毎
日
二
、
此
ノ
扇
ヲ
取
出
テ
見
ツ
・
、
涙
ヲ
流
シ
テ
恋
ヒ
悲

 
 
 
テ
、
見
テ
後
ハ
玉
ノ
箱
ノ
中
二
納
配
置
ク
。
張
敷
、
母
ノ
形

 
 
 
ヲ
不
見
ズ
、
恩
ヲ
不
知
ズ
ト
云
ヘ
ド
モ
、
自
然
ラ
母
ノ
契
ヲ

 
 
 
知
テ
勲
三
恋
ル
心
深
シ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
『
山
砦
選
」
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ど
う
し
て
も
必
要
に
な
る
。
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が
、
 
『
今
昔
物
語
集
」
の
出
典
た
り
え
な
い
表
記
上
の
欠
陥
を
も
っ
て
い
る
こ

と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
評
価
は
、
こ
れ
ら
が
依
拠
本
に
忠
実
で
あ
る
か

ぎ
り
、
原
本
に
む
か
っ
て
潮
行
ず
る
こ
と
に
な
る
。

 
『
今
昔
物
語
集
」
の
出
典
た
る
『
孝
子
伝
』
は
、
船
橋
本
『
孝
子
伝
」
と
も

東
寺
本
「
注
好
選
」
所
引
の
『
孝
子
伝
」
と
も
違
う
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
表

記
を
も
兼
備
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
た
『
孝
子
伝
』
が

『
今
昔
物
語
集
」
の
背
後
に
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
、
九
4
4
・
4
5
・
4
6
に
関
す

る
三
者
の
対
比
か
ら
も
推
量
し
う
る
。
そ
こ
で
は
つ
ぎ
に
示
す
よ
う
に
、
 
『
今

昔
物
語
集
」
だ
け
が
遊
離
し
て
い
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
レ
ハ
 
 
 
 
ノ
 
 
ニ
ハ
 
・

九
4
4

九
4
4

九
4
5

九
4
6

 
孝
・
惟
 
非
二
戸
鉄
一

 
注
・
推
非
凡
鉄

 
今
・
此
ハ
何
ナ
ル
事
ゾ

 
孝
・
石
中
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
 
へ

爵
石
中
 
一
 
 
・

π
今
・
紅
中

 
 
 
 
シ
テ
 
 
ク

 
孝
・
呵
噴
 
云

 
 
 
 
 
 
テ

 
注
・
父
呵
責
云

 
今
・
父
、
此
レ
ヲ
見
テ
厚
谷
二
三
ク

、、

F
・
海
中
之
玉
三
三
耶
、
世
上
之
珠
亦
為
誰
也
、
而
弓
造
小
舎
我

」
三
才
郡
や
人
罫
…
 
 
ヲ
ン
ヤ
ノ

㎝
注
・
回
申
三
三
豊
田
 
 
誰
耶
、
世
上
之
称
復
為
 
誰
也
、

一
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ

 
 
 
未
造
小
舎
我
等
為
人
□

r
今
・
 
（
ナ
シ
）

今
昔
物
語
集
と
注
三
選
。
再
考

九
4
6

 
こ
れ
ら
は
い
う
ま
で
も
な
く
、

か
に
求
め
ら
れ
る
異
同
で
あ
る
。

王
」
を
「
国
王
」
に
、
あ
え
て
改
変
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
『
今
昔
物

語
集
」
の
側
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
出
典
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る

『
今
昔
物
語
集
」
で
あ
る
だ
け
に
、
で
こ
で
は
第
三
の
資
料
の
存
在
を
想
定
せ

ざ
る
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
ロ
 
 
 
 
 
 
シ
テ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヲ

 
孝
・
其
子
孫
長
 
為
二
千
石
、
食
口
三
十
有
余
、
以
二
三
洲
一
為
レ

「  
 
姓
也

 
 
 
 
 
 
ニ
 
 
 
シ
テ

 
注
・
三
子
終
生
長
 
為
五
位
、
名
二
千
石
、
河
口
三
十
有
余
、

 
 
 
 
 
 
ヲ

 
 
 
以
二
三
州
一
為
性
也

r
今
●
（
ナ
シ
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
全
体
と
し
て
は
同
文
性
の
高
い
は
な
し
の
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
「
石
中
」
を
「
木
中
」
に
、
ま
た
、
「
楚

4

 
み
て
き
た
よ
う
に
、
東
寺
本
の
書
写
遠
れ
た
時
点
で
は
、
 
『
注
好
選
』
に
は

す
で
に
異
本
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
上
巻
に
は
二
十
余
例
の
書
入
れ
が
、

異
本
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。

 
書
入
れ
の
時
期
は
、
不
明
で
あ
る
。
二
種
の
異
本
の
関
係
も
、
さ
だ
か
で
は

な
い
。
た
だ
後
者
に
つ
い
て
い
え
ば
馬
 
「
女
帝
」
の
共
有
か
ら
し
て
、
あ
る
い

は
同
系
の
も
の
か
と
も
推
察
さ
れ
る
。

 
一
方
『
今
昔
物
語
集
』
は
、
『
注
好
選
」
に
も
と
づ
い
て
い
る
可
能
性
が
き

わ
め
て
大
に
な
っ
た
。
と
は
い
え
、
東
寺
本
そ
の
ま
ま
の
表
記
を
そ
な
え
て
い

る
『
三
好
選
』
に
直
結
し
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

 
し
た
が
っ
て
『
注
好
選
』
ど
『
今
昔
物
語
集
」
と
の
か
か
わ
り
を
解
明
す
る
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に
つ
い
て
は
、
異
本
へ
の
考
察
が
不
可
欠
だ
が
、
こ
れ
は
当
面
望
む
べ
く
も
な

い
。
さ
し
あ
た
り
な
し
う
る
こ
と
は
、
書
入
れ
さ
れ
て
い
る
異
本
へ
の
検
討
で

あ
る
。

 
さ
て
、
書
入
れ
さ
れ
て
い
る
二
十
余
例
の
異
本
の
う
ち
、
『
今
昔
物
語
集
』

に
か
か
わ
り
の
あ
る
の
は
六
話
で
、
．
例
数
に
し
て
七
例
。
こ
の
う
ち
、
九
7
・

九
2
0
・
九
4
5
の
類
話
に
み
ち
れ
る
書
入
れ
は
『
今
昔
物
語
集
」
に
該
当
す
る
記

文
が
な
い
。
さ
ら
に
十
9
・
十
3
9
の
類
話
に
求
め
ら
れ
る
書
入
れ
に
つ
い
て

は
、
『
今
昔
物
語
集
』
の
表
現
が
、
本
文
・
異
文
の
い
ず
れ
に
近
い
か
を
識
別

す
る
に
た
る
だ
け
の
内
容
を
も
っ
て
い
な
い
。
け
っ
き
ょ
く
の
と
こ
ろ
、
考
察

の
対
象
と
な
り
う
る
の
は
、
九
4
の
論
叢
（
『
注
好
選
』
上
6
5
）
に
記
さ
れ
て

い
る
二
例
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
例
の
一
。

 
 
 
 
ヲ
 
 
カ
ラ
 
 
 
 
 
 
ト
モ
 
テ
ロ
 
ヲ
 
ニ
 
 
 
ヲ
 
 
 
 
 
ノ
 
 
 
ナ
ル

 
 
其
子
二
人
可
殺
、
然
多
面
一
人
一
殺
一
入
一
、
若
汝
葭
子
不
孝

 
 
也

 
右
の
本
文
に
対
し
て
、
傍
線
部
分
の
前
に
、
「
愛
生
子
」
の
入
る
べ
き
こ
と

が
異
本
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。
」
国
王
が
継
母
に
向
っ
て
、
実
子
と
継
子
と

の
い
ず
れ
を
処
罰
す
べ
き
か
を
言
上
す
る
よ
う
に
せ
ま
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
応
す
る
『
今
昔
物
語
集
」
の
記
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
 
 
 
ミ
く
く
ミ
く
く
ら

 
．
汝
、
何
レ
ノ
子
ヲ
カ
愛
シ
、
何
レ
ノ
子
ヲ
吻
憾
ム

 
あ
ら
た
め
て
い
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
一
見
し
て
あ
き
ら
か
な
よ
づ
に
、
ま

っ
た
く
同
文
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
け
れ
ど
、
『
今
昔
物
語
集
」
の
そ
れ

は
、
異
本
の
記
文
に
ほ
ぼ
重
な
り
あ
う
。

 
例
の
二
。

 
国
王
の
右
の
問
い
に
対
し
て
、
継
母
は
実
子
を
処
罰
す
る
よ
う
陳
述
し
、
そ

の
理
由
を
説
明
す
る
場
面
。
『
注
好
選
』
の
本
文
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
 
 
 
テ
 
ニ
 
 

ノ
ヲ
 
シ
ロ
 
 
テ
 
ヌ
 
ハ
ヲ
シ

 
 
常
語
平
衝
云
、
我
愛
着
子
、
汝
漠
所
思
、
・
父
喜
命
終
、
金
言
噛
不

 
 
 
タ
 
 
 
 
テ
 
 
カ
 
 
ヲ
 
 
ケ
 
 
カ
 
 
ヲ

 
 
誤
者
、
殺
吾
子
一
生
父
子
一

 
異
本
は
傍
線
部
分
が
湘
「
故
」
と
記
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
書
入
れ
は
示
し
て

い
る
。
対
す
る
『
今
昔
物
語
集
』
の
当
該
部
分
は
つ
ぎ
の
と
お
り
。

 
 
然
レ
バ
、
其
ノ
言
ヲ
不
誤
ジ
ト
思
フ
画
論
テ
、
妾
、
我
が
子
ヲ
殺
シ
テ
父

 
 
ガ
子
ヲ
免
サ
ム
ト
思
フ
也

 
本
文
の
「
者
」
は
誤
記
の
気
味
が
あ
っ
て
、
さ
き
の
例
ほ
ど
明
確
で
は
な
い

が
、
そ
れ
で
も
『
今
昔
物
語
集
』
の
記
文
は
、
異
本
の
そ
れ
に
み
あ
う
。

 
 
『
今
昔
物
語
集
」
悲
の
考
察
乏
対
象
に
な
り
う
る
異
本
の
書
入
れ
が
二
例
し

か
な
い
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
少
な
い
。
し
か
し
、
例
証
の
少
な
い
こ
と
に

不
満
は
残
る
も
の
の
、
二
例
と
も
に
『
今
昔
物
語
集
』
の
記
文
が
異
本
の
そ
れ

に
近
い
と
い
う
事
実
は
、
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
、
の
で
は
な
い
か
。

 
い
ま
い
う
よ
う
に
、
異
本
と
の
校
合
が
い
つ
な
さ
れ
た
の
か
不
明
で
あ
る

が
、
仁
平
二
年
の
東
寺
本
書
写
以
前
に
、
す
で
に
異
本
が
確
実
に
存
在
し
て
お

り
、
・
そ
の
異
本
と
書
入
れ
の
異
本
と
が
系
統
を
同
じ
う
し
て
い
た
か
と
み
ら
れ

・
る
こ
と
を
あ
わ
せ
考
え
る
と
き
、
 
『
今
昔
物
語
集
』
が
『
注
好
選
」
に
依
拠
し

て
い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
東
寺
本
が
異
本
と
称
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
を

示
唆
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
書
入
れ
に
留
意
し
て
お
き
た
い
。

注
1

注
2

群
書
類
従
の
呼
称
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
『
注
好
選
集
』
と
称

．
し
て
き
た
が
、
今
野
氏
の
指
摘
 
（
東
寺
観
智
院
本
「
注
好
選
」
管

見
 
国
語
国
文
 
昭
5
8
・
2
）
に
し
た
が
う
。

前
出
論
文
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'

注
鋭注

4
注
5

注
ひ

注注
87

今
昔
物
語
集
出
典
研
究
の
点
検
（
そ
の
二
）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国
文
学
研
究
 
昭
4
6
・
1
2

今
昔
物
語
集
天
竺
部
小
考
 
 
 
 
説
話
文
学
研
究
 
昭
4
7
・
9

敦
焼
資
料
と
今
昔
物
語
集
と
の
異
同
に
関
す
る
考
察
（
亙
）

 
 
 
 
 
 
 
奈
良
女
子
大
学
文
学
会
研
究
年
報
 
昭
4
1
・
2

今
昔
物
語
集
と
注
好
選
集

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国
学
院
大
学
大
学
院
紀
要
 
昭
4
7
・
3

・
今
昔
物
語
集
の
基
礎
的
研
究

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
愛
知
県
立
大
学
文
学
論
集
 
昭
5
3
・
3

注
好
選
集
に
つ
い
て
 
 
 
 
 
今
野
 
達
 
国
語
 
昭
2
8
・
9

再
び
伴
信
友
に
導
か
れ
て
今
昔
物
語
集
の
成
立
に
つ
い
て
考
え
る

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
国
語
国
文
昭
5
7
・
9

（71）
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今
昔
物
語
集
と
注
好
選
・
再
考


