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坪

健

は
じ
め
に

本
学
所
蔵
の
﹁
源
語
﹂
二
巻
は
源
氏
物
語
の
絵
巻
で
︑
五
四
帖
揃
い
の
巻
子

本
で
あ
る
︒
一
帖
に
つ
き
和
歌
短
冊
︵
そ
の
巻
で
詠
ま
れ
た
和
歌
を
短
冊
に
記

し
た
も
の
︶
と
絵
が
一
枚
ず
つ
あ
り
︑
書
風
も
画
風
も
江
戸
時
代
後
期
と
推
定

さ
れ
る
︒
全
帖
の
翻
刻
や
絵
の
解
説
は
別
稿
を
用
意
し
て
お
り①

︑
本
稿
で
は
全

体
に
関
わ
る
問
題
な
ど
を
取
り
上
げ
る
︒

一
︑
絵
と
和
歌
短
冊

五
四
枚
の
絵
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
て
い
る
も
の
も
あ
れ
ば
︑
前
後
の
巻
に
続

く
も
の
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
�
桐
壺
︵
第
一
帖
︑
桐
壺
の
巻
と
い
う
意
味
︒
以

下
同
じ
︶
と
�
帚
木
の
絵
は
別
々
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
�
帚
木
の
舞
台
は
宮

中
︑
�
空
蝉
は
紀
伊
守
邸
と
場
所
が
異
な
る
に
も
拘
ら
ず
︑
両
方
の
建
物
が
庭

を
挟
み
一
枚
の
絵
の
よ
う
に
見
え
る
︒
そ
の
ほ
か
26
常
夏
︵
内
大
臣
邸
︶
と
27

篝
火
︵
六
条
院
︶
も
︑
ま
る
で
同
じ
敷
地
内
に
あ
る
か
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い

る
︒
こ
の
ほ
か
12
須
磨
と
13
明
石
は
海
岸
線
が
繋
が
っ
て
い
る
︒
た
だ
し
︑
こ

の
よ
う
に
連
続
し
て
描
く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
︑
多
く
の
巻
々
は
一
図

ず
つ
独
立
し
て
い
る
︒

和
歌
短
冊
は
各
図
の
右
端
に
︑
前
巻
と
の
境
界
に
重
な
る
よ
う
に
一
枚
ず
つ

貼
ら
れ
て
い
る
︒
短
冊
を
透
か
し
て
下
の
絵
が
見
え
︑
そ
の
部
分
も
彩
色
さ
れ

て
い
る
の
で
︑
絵
が
仕
上
が
っ
て
継
が
れ
た
後
に
短
冊
が
貼
ら
れ
た
と
考
え
ら

れ
る
︒
た
だ
し
短
冊
の
下
が
墨
書
き
の
ま
ま
で
︑
彩
色
さ
れ
て
い
な
い
箇
所
が

一
例
だ
け
あ
る
︒
そ
れ
は
50
東
屋
で
︑
前
帖
の
絵
と
続
い
て
い
て
︑
両
図
の
境

に
は
菊
花
が
咲
い
て
い
る
︒
短
冊
で
隠
れ
た
菊
花
は
線
描
だ
け
で
彩
色
さ
れ
て

い
な
い
が
︑
短
冊
の
外
側
に
あ
る
花
は
赤
・
白
・
黄
色
に
塗
ら
れ
て
い
る
︒
こ

の
よ
う
な
例
は
他
に
は
見
ら
れ
な
い
の
で
︑
お
そ
ら
く
こ
の
菊
花
だ
け
短
冊
を
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貼
っ
た
の
ち
塗
り
忘
れ
に
気
づ
き
︑
短
冊
に
隠
れ
て
い
な
い
花
だ
け
色
付
け
し

た
の
で
あ
ろ
う
︒
こ
の
よ
う
に
描
き
忘
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
例
を
︑
次
節
で
は

巻
の
順
に
列
挙
す
る
︒

二
︑
描
き
落
と
し
た
例

�
紅
葉
賀
︒
光
源
氏
と
頭
中
将
が
青
海
波
を
舞
う
場
面
︒
試
楽
は
清
涼
殿
の

東
庭
で
行
な
わ
れ
た
が
︑
そ
こ
に
は
な
い
紅
葉
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
︑
朱
雀

院
で
の
本
番
で
あ
ろ
う
︒
二
人
と
も
挿
頭

か

ざ

し

の
紅
葉
を
付
け
て
い
た
が
︑
源
氏
の

は
菊
花
に
差
し
換
え
た
︑
と
物
語
に
は
あ
る
︒
二
人
の
挿
頭
の
草
花
を
描
き
分

け
た
絵
も
あ
る
が
︑
本
作
品
﹁
源
語
﹂
で
は
二
人
と
も
何
も
付
け
て
い
な
い
︒

ち
な
み
に
本
学
所
蔵
﹁
源
氏
之
繪②

﹂
も
同
じ
場
面
で
︑
草
花
を
付
け
て
い
な
い
︒

24
胡
蝶
︒
秋
好
中
宮
が
催
し
た
法
会
に
︑
紫
の
上
が
八
人
の
童
女
を
使
者
と

し
て
送
っ
た
場
面
︒
物
語
で
は
四
人
が
迦
陵
頻
︵
極
楽
の
鳥
︶︑
別
の
四
人
が

胡
蝶
に
扮
し
た
舞
装
束
を
着
て
︑
鳥
は
銀
の
花
瓶
に
桜
︑
蝶
は
金
の
花
瓶
に
山

吹
を
挿
し
て
持
つ
と
あ
る
︒
絵
も
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
が
︑

﹁
源
語
﹂
に
描
か
れ
た
花
瓶
は
す
べ
て
空
に
な
っ
て
い
る
︒

25
蛍
︒
蛍
宮
が
玉
鬘
を
訪
ね
た
場
面
で
︑
物
語
で
は
養
父
の
光
源
氏
が
几
帳

の
帷か
た

子び
ら

を
上
げ
て
放
っ
た
螢
の
光
で
︑
宮
は
玉
鬘
の
美
し
い
姿
を
見
る
︒
一
方

﹁
源
語
﹂
に
蛍
が
描
か
れ
な
い
の
は
︑
蛍
が
放
た
れ
る
前
で
あ
ろ
う
か
︒

29
行
幸
︒
物
語
で
は
冷
泉
帝
が
光
源
氏
に
使
者
を
遣
わ
し
︑﹁
き
じ
雉

一
枝え
だ

﹂

︵
中
五
一
二
頁③

︶
を
贈
っ
た
と
あ
る
︒
絵
で
は
一
羽
し
か
確
認
で
き
な
い
が
︑

﹃
湖
月
抄
﹄
所
引
の
﹃
河
海
抄
﹄
は
雌
雄
の
雉
を
一
羽
ず
つ
一
枝
に
付
け
る
と

解
釈
し
︑
源
氏
絵
で
も
そ
の
よ
う
に
描
か
れ
る
こ
と
が
多
い
︒
例
え
ば
本
学
所

蔵
の
﹁
源
氏
物
語
色
紙④

﹂
も
一
枝
に
雄
は
上
︑
雌
は
下
に
付
け
ら
れ
て
い
る
︒

30
藤
袴
︒
夕
霧
が
玉
鬘
と
御
簾
越
し
に
話
し
て
い
る
最
中
︑
持
っ
て
い
た
藤

袴
の
花
を
御
簾
の
端
か
ら
さ
し
入
れ
思
い
を
訴
え
た
和
歌
を
詠
む
︑
と
い
う
巻

名
に
ち
な
む
場
面
で
あ
る
が
︑
﹁
源
語
﹂
で
は
藤
袴
は
見
当
ら
ず
︑
こ
れ
で
は

画
竜
点
睛
を
欠
く
︒

31
真
木
柱
︒
真
木
柱
の
姫
君
が
今
ま
で
住
ん
で
い
た
父
親
の
家
を
離
れ
る
時
︑

普
段
寄
り
か
か
っ
て
い
た
柱
の
ひ
び
割
れ
た
所
に
︑

笄
こ
う
が
い

の
先
を
使
っ
て
檜
皮

ひ

わ

だ

色
の
紙
に
書
い
た
和
歌
を
押
し
込
む
場
面
だ
が
︑﹁
源
語
﹂
に
は
紙
も
笄
も
見

え
な
い
︒

45
橋
姫
︒
薫
の
君
が
宇
治
の
八
の
宮
を
訪
れ
る
と
︑
姫
君
た
ち
が
琵
琶
と
箏

の
琴
を
演
奏
し
て
い
た
︒
こ
の
場
面
は
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
に
も
取
り
上
げ
ら

れ
︑
室
内
に
は
二
人
の
女
君
と
二
つ
の
楽
器
を
描
き
︑
物
語
の
内
容
に
合
う
︒

と
こ
ろ
が
﹁
源
語
﹂
は
琴
が
な
く
︑
琵
琶
を
弾
く
人
は
月
を
見
上
げ
︑
隣
の
人
は

う
つ
む
い
て
床
を
見
て
い
る
︒
物
語
に
は
﹁
そ
ひ
添

ふ
し
臥

た
る
人
は
こ
と
琴

の
う
へ
上

に
か
た
傾

ぶ
き
か
か
り
て
﹂︵
下
三
二
九
頁
︶
と
あ
る
の
で
︑
顔
を
伏
せ
た
人
の

前
に
琴
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
︒
本
学
蔵
﹁
源
氏
之
繪
﹂︵
注
②
参
照
︶
も

同
じ
場
面
で
︑
琴
が
な
い
︒
女
性
は
二
人
い
る
が
︑
一
人
は
琵
琶
を
弾
く
人
の
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斜
め
前
に
い
る
の
で
︑
女
房
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
と
す
る
と
︑
琴
を
弾
く
人
も

い
な
い
こ
と
に
な
る
︒

以
上
の
七
帖
に
つ
い
て
︑
本
学
所
蔵
の
源
氏
絵
で
五
四
図
揃
っ
て
い
る
二
作

品
と
比
較
し
て
み
よ
う
︒
一
つ
は
﹁
古
土
佐
源
氏
五
拾
四
状
画
賛
﹂
と
表
紙
の

題
簽
に
墨
書
さ
れ
た
も
の
︵
以
下
︑﹁
古
土
佐
﹂
と
略
称
す
る⑤

︶︑
一
つ
は
詞
書

の
筆
者
目
録
に
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
略
称
﹁
源
氏
御
手
﹂︶
と
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る⑥

︒
次
の
一
覧
表
で
右
端
の
項
目
は
帖
数
と
﹁
源
語
﹂
に
欠
く
モ
チ
ー

フ
を
記
し
︑
そ
れ
が
描
か
れ
て
い
な
い
と
×
︑
描
か
れ
て
い
れ
ば
○
︑
別
の
場

面
で
あ
る
図
は
／
で
表
す
︒

�
挿
頭

24
花

25
蛍

29
二
羽

30
藤
袴

31
紙
笄

45
琴

古
土
佐

／

×

×

○

×

○

×

源
氏
御
手

○

○

／

×

○

／

×

﹁
古
土
佐
﹂
も
﹁
源
氏
御
手
﹂
も
モ
チ
ー
フ
を
欠
く
45
橋
姫
を
詳
し
く
見
て
み

よ
う
︒﹁
源
氏
御
手
﹂
は
﹁
源
語
﹂
と
同
じ
で
三
人
の
女
性
が
い
て
︑
一
人
は

簀
子
に
︑
二
人
は
畳
の
間
に
い
て
琴
が
な
い
︒
琵
琶
を
弾
く
人
は
見
上
げ
︑
隣

の
人
は
う
つ
む
く
と
い
う
図
様
も
共
通
す
る
︒﹁
古
土
佐
﹂
の
45
橋
姫
も
女
性

は
三
人
だ
が
室
内
に
は
琵
琶
を
弾
く
人
し
か
い
ず
︑
あ
と
の
二
人
は
簀
子
に
い

る
︒
そ
の
ほ
か
﹁
古
土
佐
﹂
は
蛍
・
藤
袴
が
無
い
点
で
は
﹁
源
語
﹂
と
同
じ
だ

が
︑
24
胡
蝶
で
は
﹁
源
語
﹂
が
空
瓶
で
あ
る
の
に
対
し
て
手
に
何
も
持
っ
て
い

な
い
︒
わ
ず
か
二
作
品
と
の
比
較
で
は
あ
る
が
︑
﹁
源
語
﹂
の
描
き
落
と
し
は

﹁
源
語
﹂
だ
け
の
特
徴
で
は
な
い
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒
当
時
は
手
本
の
模
写

が
修
業
の
基
本
で
あ
っ
た
︒
そ
の
手
本
が
何
度
も
転
写
さ
れ
て
い
く
過
程
で
細

か
い
描
写
が
見
落
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
次
節
で
は
別
の
理
由
を
考

え
て
み
よ
う
︒

三
︑
素
描
の
解
釈

東
京
都
立
中
央
図
書
館
所
蔵
で
﹁
源
氏
下
繪
四
巻

笹
山
﹂
と
題
さ
れ
た
巻
子

本
一
巻
︵
加
賀
文
庫
�
�
�
�
︶
は
︑
五
四
図
の
下
図
で
彩
色
さ
れ
て
い
な
い
︒

た
と
え
ば
45
橋
姫
を
見
る
と
前
掲
の
場
面
で
︑
簀
子
と
屋
内
に
女
性
が
二
人
ず

つ
座
っ
て
い
て
︑
室
内
の
二
人
は
琵
琶
と
琴
を
前
に
お
い
て
い
る
︒
琵
琶
は
形

が
独
特
な
の
で
墨
書
き
で
も
一
目
瞭
然
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
琴
は
絃
も
琴
柱

も
省
略
さ
れ
て
い
て
細
長
い
長
方
形
に
見
え
︑
物
語
の
内
容
を
知
ら
な
い
と
理

解
で
き
ず
︑
や
が
て
写
さ
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
た
と
え
ば
狩
野

探
幽
筆
﹁
源
氏
物
語
図
屛
風
﹂︵
宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
︶
橋
姫
の
巻
も
同

じ
場
面
で
︑
二
種
の
楽
器
が
描
か
れ
て
い
る
︒
琴
は
女
君
と
襖
と
の
狭
い
間
に

畳
の
縁
に
沿
っ
て
置
か
れ
︑
琴
の
半
分
は
袖
に
隠
れ
て
い
る
︒
こ
の
図
を
素
描

す
る
と
︑
襖
の
側
に
あ
る
四
角
い
物
は
転
写
を
重
ね
る
と
実
体
不
明
に
な
る
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
﹁
源
語
﹂
の
46
椎
本
は
︑
阿
闍
梨
の
使
い
が
女
房
か
ら
返
礼
の
品
を
受
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け
取
る
場
面
で
あ
る
︒
物
語
本
文
は
﹁
わ
た
き
ぬ
﹂
で
︑
現
代
で
は
﹁
綿
衣
﹂

と
漢
字
を
当
て
防
寒
用
の
綿
入
れ
の
衣
服
と
解
釈
す
る
︒
し
か
し
中
世
の
注
釈

書
を
集
大
成
し
た
﹃
萬ば
ん

水す
い

一い
ち

露ろ

﹄
や
﹃
岷み
ん

江ご
う

入に
っ

楚そ

﹄
で
は
﹁
綿
絹
﹂
と
読
み
︑

源
氏
絵
も
綿
や
絹
糸
を
束
ね
た
摘つ
み

綿わ
た

を
描
く
︒﹁
源
語
﹂
で
は
女
房
が
差
し
出

す
入
れ
物
の
中
の
物
は
桜
の
花
弁
の
よ
う
に
見
え
る
が
︑
そ
れ
は
絹
か
綿
の
写

し
崩
れ
と
推
測
さ
れ
よ
う
︒
そ
の
ほ
か
11
花
散
里
は
︑
光
源
氏
が
麗
景
殿
女
御

︵
桐
壺
帝
の
女
御
︶
と
昔
話
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
橘
の
花
が
香
り
ほ

と
と
ぎ
す
の
鳴
き
声
が
聞
こ
え
て
︑
と
物
語
に
は
書
か
れ
て
い
て
︑
絵
で
も
橘

の
木
と
ほ
と
と
ぎ
す
は
必
須
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
︒﹁
源
語
﹂
に
も
ほ
と
と
ぎ

す
は
飛
ん
で
い
る
が
︑
庭
の
木
は
柳
の
よ
う
に
見
え
る
︒
こ
れ
は
転
写
を
重
ね

た
た
め
橘
が
柳
の
よ
う
に
な
っ
た
か
︑
あ
る
い
は
下
図
の
樹
木
を
柳
と
見
間
違

え
た
か
ら
で
あ
ろ
う⑦

︒
も
う
一
例
挙
げ
る
と
43
紅
梅
で
︑
紅
梅
大
納
言
が
書
い

た
手
紙
は
物
語
に
は
﹁

紅
く
れ
な
ゐ

の
か
み
紙

﹂︵
下
二
三
八
頁
︶
と
あ
る
が
︑﹁
源
語
﹂

で
は
白
い
紙
に
な
っ
て
い
る
の
も
︑
塗
り
忘
れ
で
な
け
れ
ば
︑
手
本
に
し
た
下

図
が
無
彩
色
で
︑
色
の
指
示
も
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

50
東
屋
は
一
人
の
女
性
が
両
手
で
手
紙
を
広
げ
て
読
み
︑
そ
ば
の
床
に
は
白

い
紙
の
上
に
硯
箱
が
置
か
れ
︑
傍
ら
に
も
う
一
人
女
性
が
い
る
︒
ど
の
場
面
か

判
別
し
が
た
い
が
︑
前
掲
の
狩
野
探
幽
筆
﹁
源
氏
物
語
図
屛
風
﹂
東
屋
の
巻
も

同
じ
図
で
︑
そ
れ
を
瀧
澤
彩
氏
は
国
宝
源
氏
物
語
絵
巻
︵
隆
能
源
氏
︶
第
一
図

と
同
じ
場
面
︵
中
の
君
が
絵
を
出
し
て
浮
舟
に
見
せ
︑
右
近
に
物
語
の
詞
書
を

読
ま
せ
る
場
面
︶
と
認
定
さ
れ
た⑧

︒
こ
の
場
合
︑
物
語
絵
に
見
入
る
浮
舟
が
転

写
の
過
程
で
消
え
︑
詞
書
が
手
紙
と
見
な
さ
れ
︑
絵
巻
物
を
入
れ
た
箱
は
硯
箱

に
変
じ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

四
︑
場
面
が
確
定
し
に
く
い
図

先
の
50
東
屋
は
転
写
を
重
ね
て
無
く
な
る
︑
ま
た
は
写
し
崩
れ
と
見
な
し
た

が
︑
ほ
か
に
も
場
面
が
定
め
ら
れ
な
い
図
が
二
例
あ
る
︒
一
つ
は
36
柏
木
で
︑

別
稿
︵
注
①
の
解
説
︶
で
は
以
下
の
よ
う
に
解
釈
し
た
︒

女
三
の
宮
は
柏
木
の
手
紙
を
前
に
置
き
︑
右
手
に
筆
︑
左
手
に
紙
を
持

ち
︑
袖
で
涙
を
ぬ
ぐ
い
な
が
ら
返
事
を
し
た
た
め
て
い
る
︒
画
面
の
右
下

に
い
る
の
は
︑
二
人
の
仲
を
取
り
持
っ
た
小
侍
従
︵
女
三
の
宮
の
乳
母
子
︒

伯
母
は
柏
木
の
乳
母
︶︒
硯
箱
の
中
に
は
硯
・
筆
・
墨
が
あ
る
︒︵
新
編
全

集
④
二
九
二
頁⑨

︶

し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
場
面
は
春
だ
が
庭
に
紅
葉
が
あ
り
季
節
が
合
わ
ず
︑
似

た
図
様
を
探
す
と
狩
野
探
幽
筆
﹁
源
氏
物
語
図
屛
風
﹂
柏
木
の
巻
も
同
じ
図
様

で
︑
前
栽
は
緑
色
に
見
え
る
︒
さ
ら
に
版
本
の
挿
し
絵
に
も
目
を
向
け
る
と
︑

承
応
三
年
︵
一
六
五
四
︶
頃
に
成
立
し
て
野
々
口
立
圃
が
描
い
た
︑
無
刊
記
本

﹃
十
帖
源
氏
﹄
に
も
似
た
図
が
あ
る
が
︑
そ
れ
は
別
の
巻
︵
若
菜
下
の
巻
︶
で⑩

︑

出
家
し
た
朧
月
夜
が
光
源
氏
の
手
紙
を
読
む
場
面
で
あ
る
︵
新
編
全
集
④
二
六

一
頁
︶︒﹁
源
語
﹂
50
東
屋
と
の
相
違
点
は
筆
・
硯
箱
・
紅
葉
が
な
い
こ
と
と
︑

同
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袖
を
顔
に
当
て
て
い
な
い
点
で
あ
る
︒

47
総
角
も
︑
似
た
図
が
別
の
巻
に
見
ら
れ
る
︒
別
稿
︵
注
①
の
原
稿
︶
で
は

次
の
よ
う
に
解
説
し
た
︒

烏
帽
子
に
直
衣
姿
の
薫
が
︑
几
帳
︵
物
語
で
は
屏
風
︶
の
向
こ
う
に
い

る
大
君
に
迫
る
が
︑
扇
で
顔
を
隠
し
て
拒
ま
れ
る
場
面
︒
た
だ
し
物
語
で

は
扇
は
記
さ
れ
ず
︑
ま
た
絵
で
は
喪
服
姿
に
描
か
れ
て
い
な
い
︒
奥
の
女

房
は
大
君
に
付
き
添
う
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
が
︑
御
前
を
退
い
て
い
る
︒

︵
新
編
全
集
⑤
二
三
四
頁
︶

こ
の
絵
の
図
様
は
︑
匂
宮
が
初
め
て
浮
舟
を
見
つ
け
て
言
い
寄
る
場
面

︵
東
屋
の
巻
︶
に
似
る
︒﹁
衣
の
裾
を
と
ら
へ
た
ま
ひ
て
︵
中
略
︶
扇
を
さ

し
隠
し
て
︑
見
か
へ
り
た
る
さ
ま
い
と
を
か
し
︒﹂︵
新
編
全
集
⑥
六
一

頁
︶︒
ま
た
庭
の
描
写
も
︑﹁
色
々
に
咲
き
乱
れ
た
る
に
︑
遣
水
の
わ
た
り

の
石
高
き
ほ
ど
い
と
を
か
し
け
れ
ば
︑
端
近
く
臥
し
て
な
が
む
る
な
り
け

り
︒﹂︵
新
編
全
集
⑥
六
〇
頁
︶
と
あ
り
本
図
に
合
う
︒

本
図
も
ま
た
︑
狩
野
探
幽
筆
﹁
源
氏
物
語
図
屛
風
﹂
総
角
の
巻
と
構
図
が
同
じ

で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
男
君
が
迫
り
︑
女
君
が
扇
で
顔
を
隠
す
と
い
う
図
様
は
︑

他
の
巻
に
も
見
出
せ
る
︒
た
と
え
ば
源
氏
物
語
の
絵
入
り
版
本
で
最
古
と
さ
れ

る
慶
安
三
年
︵
一
六
五
〇
︶
跋
・
承
応
三
年
︵
一
六
五
四
︶
版
︵
以
下
︑
承
応

版
と
略
称
す
る
︶
で
は
東
屋
の
巻
の
ほ
か
︑
紅
葉
賀
の
巻
に
も
同
じ
図
様
が
見

ら
れ
る
︒
そ
の
ほ
か
延
宝
三
年
︵
一
六
七
五
︶
に
刊
行
さ
れ
た
鶴
屋
版
︵
江
戸

版
大
本
︶﹃
源
氏
小
鏡
﹄
蛍
の
巻
に
も
あ
り
︑
吉
田
幸
一
氏
は
﹁
図
様
個
所
未

詳⑪

﹂
と
さ
れ
た
︒
特
定
で
き
な
い
の
は
︑
男
女
の
出
会
い
や
手
紙
を
読
む
場
面

な
ど
は
繰
り
返
し
物
語
で
語
ら
れ
る
か
ら
で
︑
そ
の
た
め
絵
も
別
の
場
面
に
転

用
さ
れ
る
こ
と
が
多
い⑫

︒

五
︑
版
本
の
挿
し
絵
と
の
関
わ
り

﹁
源
語
﹂
の
絵
で
︑
肉
筆
画
よ
り
も
木
版
画
に
類
例
が
見
出
せ
る
例
を
取
り

あ
げ
る
︒
ま
ず
は
承
応
版
と
比
較
し
て
み
よ
う
︒
42
匂
宮
は
生
来
か
ぐ
わ
し
い

薫
の
君
に
対
抗
し
て
︑
香
り
の
よ
い
植
物
に
執
着
し
た
匂
宮
が
庭
の
前
栽
を
眺

め
て
い
る
様
子
を
描
く
︵
新
編
全
集
⑤
二
七
頁
︶︒
室
内
に
男
君
が
一
人
だ
け

い
る
構
図
は
承
応
版
と
共
通
す
る
︒
毛
利
博
物
館
所
蔵
﹁
源
氏
物
語
絵
巻
﹂
は

匂
宮
が
四
人
の
男
性
を
従
え
て
庭
を
そ
ぞ
ろ
歩
く
図
様
で
︑
解
説
に
は
﹁
こ
の

帖
で
は
珍
し
い
場
面
選
択
で
あ
る
が
︑
室
町
時
代
の
扇
絵
と
江
戸
時
代
の
版
本

の
挿
図
に
例
が
あ
る
︒﹂︵
注
⑧
の
著
著
︶
と
記
さ
れ
て
い
る
︒

次
に
�
末
摘
花
に
移
る
と
︑
末
摘
花
を
紹
介
し
た
大
輔
命
婦
が
光
源
氏
に
︑

末
摘
花
か
ら
の
手
紙
と
直
衣
を
届
け
た
場
面
で
あ
る
︵
新
編
全
集
①
二
九
八

頁
︶︒
光
源
氏
は
左
手
に
手
紙
を
持
ち
︑
大
輔
命
婦
は
正
月
用
の
直
衣
を
見
せ

て
い
る
︒
直
衣
は
物
語
本
文
で
は
衣
裳
箱
に
入
れ
て
贈
ら
れ
た
と
あ
る
が
︑
絵

で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
︒
承
応
版
は
箱
に
衣
装
が
収
め
ら
れ
︑
光
源
氏
が
末
摘

花
の
手
紙
に
書
き
込
ん
で
い
る
図
で
︑﹁
源
語
﹂
と
は
時
間
の
ず
れ
が
あ
る
が
︑
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他
に
当
場
面
を
描
い
た
作
品
は
彩
色
図
で
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
見
当
ら
な
い⑬

︒

28
野
分
は
室
内
に
一
組
の
男
女
が
い
る
だ
け
で
︑
あ
と
は
屏
風
と
几
帳
し
か

な
く
︑
ど
の
場
面
か
判
断
し
が
た
い
︒
も
し
琴
が
あ
れ
ば
光
源
氏
が
明
石
の
君

を
見
舞
っ
た
場
面
︑
硯
箱
な
ら
ば
夕
霧
が
明
石
の
姫
君
の
を
借
り
た
場
面
と
認

定
で
き
る
︒
ま
た
垣
間
見
て
い
る
夕
霧
が
い
れ
ば
︑
光
源
氏
と
紫
の
上
か
玉
鬘

に
な
る
︒
二
人
し
か
い
な
い
図
を
探
す
と
︑
浮
世
絵
師
の
渓
斎
英
泉
が
描
い
た

文
化
九
年
︵
一
八
一
二
︶
元
版
﹃
源
氏
物
語
絵
尽
大
意
抄⑭

﹄
が
挙
げ
ら
れ
る
が
︑

男
性
は
渡
り
廊
下
に
出
て
女
性
は
部
屋
の
端
近
に
い
る
︒
一
方
︑
明
暦
三
年

︵
一
六
五
七
︶
版
﹃
源
氏
小
鏡
﹄
は
簀
子
に
女
房
が
一
人
い
る
が
︑
二
人
の
男

女
は
室
内
に
い
て
︑
こ
の
方
が
﹁
源
語
﹂
の
構
図
に
近
い
︒
女
君
は
琴
を
弾
い

て
い
る
の
で
︑
光
源
氏
が
明
石
の
君
を
見
舞
う
場
面
と
判
断
で
き
る
︒
ち
な
み

に
万
治
三
年
︵
一
六
六
〇
︶
版
﹃
源
氏
鬢
鏡
﹄
も
明
暦
版
と
構
図
は
同
じ
で
あ

る
が
︑
琴
は
な
い
︒
う
つ
む
い
て
い
る
女
君
を
男
君
が
振
り
向
く
図
様
は
﹁
源

語
﹂
に
似
る
の
で
︑
両
図
と
も
光
源
氏
と
明
石
の
君
と
見
な
し
て
よ
か
ろ
う
︒

最
後
に
場
面
が
確
定
で
き
︑
類
例
が
今
の
と
こ
ろ
見
出
せ
な
い
52
蜻
蛉
を
挙

げ
る
︒
そ
れ
は
女
一
の
宮
が
住
む
西
の
渡
殿
で
︑
薫
が
女
房
た
ち
と
会
話
に
興

じ
る
場
面
で
あ
る
︵
新
編
全
集
⑥
二
七
一
頁
︶︒
絵
に
な
る
場
面
を
選
ん
だ

﹃
源
氏
物
語
絵
詞⑮

﹄
に
は
取
り
あ
げ
ら
れ
︑﹁
絵
と
す
べ
き
図
様
を
詳
細
に
記
述

し
て
呈
出
し
た
も
の
﹂︵
注
⑮
の
解
題
︶
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

一
品
宮
の
上
つ
ほ
ね
に
女
房
共
月
を
み
て
︑
み
す
ま
き
あ
け
ゐ
居
（
マ
マ
）た
る
へ

し
︒
こ
と
な
と
引
︒
か
ほ
る
行
給
ふ
に
︑
こ
と
引
さ
し
た
り
︒
中
将
の
お

も
と
な
と
あ
る
へ
し
︒
か
ほ
る
和
琴
引
給
所
也
︒
律
の
し
ら
め

（
マ
マ
）平

調
か
︒

八
月
十
五
夜
と
み
え
た
り
︒

﹁
源
語
﹂
の
絵
と
比
較
す
る
と
︑
画
面
の
左
上
に
満
月
が
見
え
︑
御
簾
を
巻
き

上
げ
た
室
内
に
は
三
人
の
女
房
の
う
ち
一
人
︵
中
将
の
お
も
と
︶
が
薫
と
向
き

合
い
︑
向
か
い
合
う
二
人
の
前
に
は
そ
れ
ぞ
れ
琴
が
置
か
れ
︑
す
べ
て
前
掲
の

図
様
指
示
と
符
合
す
る
︒
た
だ
し
庭
に
ト
ン
ボ
が
二
匹
飛
ん
で
い
る
が
︑
こ
れ

は
当
場
面
に
は
見
ら
れ
ず
︑
当
巻
の
最
末
尾
で
薫
が
飛
び
交
う
蜻
蛉
を
見
て
巻

名
歌
を
詠
む
折
に
登
場
す
る
︵
新
編
全
集
⑥
二
七
五
頁
︶︒
そ
れ
は
﹃
源
氏
物

語
絵
詞
﹄
に
は
採
ら
れ
ず
︑
﹁
あ
ま
り
作
例
の
な
い
珍
し
い
場
面⑯

﹂
で
あ
る
︒

六
︑
巻
名
歌
の
本
文

﹁
源
語
﹂
に
は
各
図
の
前
に
︑
そ
の
巻
で
詠
ま
れ
た
和
歌
を
記
し
た
短
冊
が

貼
ら
れ
て
い
る
︒
計
五
四
首
の
う
ち
︑
次
の
二
首
だ
け
本
文
が
特
異
で
あ
る
︒

ま
ず
50
東
屋
の
を
翻
刻
す
る
と
︑

み
し
人
の
か
た
し
ろ
な
ら
は
身
に
そ
へ
て
恋
し
き
人
の
な
て
物
に
せ
む

と
な
り
︑
四
句
目
の
﹁
恋
し
き
人
の
﹂
は
﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄﹃
源

氏
物
語
別
本
集
成
﹄
所
収
の
伝
本
す
べ
て
︑
お
よ
び
﹃
源
氏
小
鏡
﹄
﹃
源
氏
大

鏡
﹄
も
﹁
恋
し
き
瀬
々
の
﹂
で
あ
る
︒
﹁
瀬
々
﹂
は
折
々
と
訳
す
が
︑
多
く
の

瀬
と
い
う
意
味
も
あ
り
﹁
な
で
物
﹂
の
縁
語
に
な
る
︒
﹁
恋
し
き
人
﹂
で
も
歌
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全
体
の
解
釈
は
さ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
が
︑﹁
見
し
人
﹂
と
同
じ
人
を
指
す
の
で

重
複
す
る
︒

一
方
︑
次
の
22
玉
鬘
は
本
文
に
よ
り
解
釈
が
異
な
る
︒
短
冊
の
和
歌
は
︑

恋
わ
た
る
身
は
そ
れ
な
ら
て
た
ま
か
つ
ら
如
何
な
る
す
ち
を
た
つ
ね
来
つ

ら
む

の
よ
う
に
第
二
句
は
﹁
身
は
そ
れ
な
ら
で
﹂
で
あ
る
が
︑﹃
源
氏
物
語
大
成

校
異
篇
﹄﹃
源
氏
物
語
別
本
集
成
﹄
を
見
る
と
︑
別
本
の
保
坂
本
だ
け
が
﹁
そ

れ
な
られ〻

てと〻

﹂︑
河
内
本
系
統
の
二
本
︵
御
物
本
・
大
島
本
︶
が
﹁
そ
れ
な
か
ら
﹂

で
︑
ほ
か
は
全
本
﹁
そ
れ
な
れ
と
﹂
で
あ
る
︒﹃
源
氏
大
鏡
﹄
は
﹁
そ
れ
な
か

ら
﹂︑﹃
源
氏
小
鏡
﹄
は
伝
本
に
よ
り
三
種
類
の
い
ず
れ
か
に
分
か
れ
る
︒﹁
そ

れ
な
ら
で
﹂
の
﹁
で
﹂
は
打
ち
消
し
な
の
で
︑
ほ
か
の
本
文
と
は
解
釈
が
逆
に

な
り
︑﹁
そ
れ
な
れ
ど
﹂
は
そ
れ
で
あ
る
け
れ
ど
︑﹁
そ
れ
な
が
ら
﹂
は
そ
れ
の

ま
ま
で
︑﹁
そ
れ
な
ら
で
﹂
は
そ
れ
で
は
な
く
て
と
訳
せ
る
︒

﹁
源
語
﹂
の
よ
う
に
各
帖
と
も
一
図
に
一
首
を
添
え
る
場
合
︑
巻
名
歌
と
呼

ば
れ
る
和
歌
を
選
ぶ
の
が
通
常
で
あ
る
︒
巻
名
歌
の
撰
者
も
成
立
年
代
も
︑
ま

た
選
定
す
る
基
準
も
不
明
だ
が
︑
全
五
四
首
の
う
ち
四
二
首
は
巻
名
ま
た
は
巻

名
の
一
部
を
含
む⑰

︒
と
こ
ろ
が
﹁
源
語
﹂
は
二
六
首
も
巻
名
歌
で
は
な
い
︒
匂

宮
・
夢
浮
橋
の
巻
は
一
帖
に
一
首
し
か
な
い
の
で
除
く
と
︑
計
五
二
首
の
う
ち

半
数
は
別
の
歌
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
︒
巻
名
が
巻
名
歌
に
は
な
く
﹁
源

語
﹂
歌
に
あ
る
の
な
ら
ば
︑
巻
名
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
に
換
え
た
と
考
え
ら
れ
る

が
︑
そ
の
例
は
な
い
︒
逆
に
巻
名
が
巻
名
歌
に
は
あ
る
の
に
﹁
源
語
﹂
歌
に
は

な
い
︑
と
い
う
例
が
過
半
数
を
占
め
る
︒
ま
た
巻
名
歌
は
絵
に
関
わ
る
︑
と
い

う
仮
説
を
立
て
た
が
︵
注
⑰
参
照
︶
︑﹁
源
語
﹂
歌
よ
り
も
巻
名
歌
の
方
が
絵
の

場
面
で
詠
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
と
い
う
わ
け
で
︑﹁
源
語
﹂
が
巻
名
歌
を
別

の
和
歌
と
取
り
換
え
た
理
由
は
判
然
と
し
な
い
︒

お
わ
り
に

﹁
源
語
﹂
と
狩
野
探
幽
筆
﹁
源
氏
物
語
図
屛
風
﹂
を
比
べ
る
と
︑
両
者
が
よ

く
似
る
の
は
一
八
図
で
︑
や
や
似
る
一
三
図
を
合
わ
せ
る
と
︑
過
半
数
に
も
及

ぶ
︒
そ
の
一
方
︑
蓬
生
・
関
屋
の
巻
の
順
序
が
違
う
な
ど
相
違
点
も
多
く⑱

︑
今

後
も
調
査
を
続
け
て
い
き
た
い
︒

注①

﹁
同
志
社
大
学
所
蔵
﹁
源
語
﹂
の
紹
介

︱
翻
刻
・
現
代
語
訳
・
解
説

︱
﹂︵
同

志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
﹁
社
会
科
学
﹂
第
五
一
巻
第
四
号
︑
二
〇
二
二
年
二

月
︶
に
掲
載
予
定
︒

②

箱
の
蓋
に
﹁
源
氏
之
繪

詞
書
在

土
佐
光
信
筆
﹂
と
墨
書
さ
れ
︑
五
図
か
ら
な

る
︒
岩
坪
健
﹁
同
志
社
大
学
所
蔵

源
氏
物
語
絵
の
紹
介
﹂︵﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
第

八
四
号
︑
二
〇
一
六
年
三
月
︶
参
照
︒

③

物
語
本
文
は
北
村
季
吟
﹃
源
氏
物
語
湖
月
抄
﹄
に
よ
り
︑︵

︶
内
に
講
談
社
学

術
文
庫
の
巻
数
︵
上
中
下
︶
と
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
︒

④

岩
坪
健
﹁
同
志
社
大
学
所
蔵
﹁
源
氏
物
語
色
紙
﹂
の
紹
介

︱
翻
刻
・
現
代
語

同
志
社
大
学
所
蔵
﹁
源
語
﹂
解
題

五
一



訳
・
解
説

︱
﹂︵﹁
社
会
科
学
﹂
第
五
〇
巻
第
四
号
︑
二
〇
二
一
年
二
月
︶
参
照
︒

⑤

岩
坪
健
﹁
同
志
社
大
学
所
蔵

源
氏
物
語
絵
の
紹
介
﹂︵﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
第
八

四
号
︑
二
〇
一
六
年
三
月
︶
参
照
︒

⑥

岩
坪
健
﹁
源
氏
物
語
画
帖
﹁
源
氏
御
手
か
ゝ
み
﹂︵
同
志
社
大
学
蔵
︶
の
紹
介
﹂

︵﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
第
八
一
号
︑
二
〇
一
四
年
一
一
月
︶
参
照
︒

⑦

ち
な
み
に
個
人
蔵
﹁
白
描
源
氏
物
語
画
帖
﹂
の
花
散
里
・
澪
標
の
巻
は
︑
い
ず
れ

も
五
月
雨
の
折
に
光
源
氏
が
花
散
里
邸
を
訪
れ
た
場
面
で
あ
る
︒
前
者
が
橘
に
時
鳥

で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
後
者
は
柳
に
水
鶏

く

い

な

で
あ
る
︒
物
語
に
は
橘
と
時
鳥
・
水
鶏
は

書
か
れ
て
い
る
が
︑
柳
の
記
述
は
な
い
︒
し
か
し
澪
標
の
巻
で
花
散
里
邸
に
は
柳
と

定
ま
り
︑
そ
れ
が
花
散
里
の
巻
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
︒
な

お
当
画
帖
は
全
図
が
﹁
奈
良
県
立
美
術
館
﹂
第
三
五
号
︵
二
〇
二
一
年
三
月
︶
に
収

め
ら
れ
︑
三
浦
敬
任
氏
が
詳
細
に
解
説
さ
れ
て
い
る
︒

⑧

瀧
澤
彩
氏
﹁
源
氏
絵
場
面
一
覧
﹂︑
同
氏
﹃
絵
巻
で
読
む
源
氏
物
語

︱
毛
利
博

物
館
所
蔵
﹁
源
氏
物
語
絵
巻
﹂﹄
所
収
︑
三
弥
井
書
店
︑
二
〇
一
七
年
三
月
︒
ち
な

み
に
注
�
の
小
稿
で
は
︑﹁
中
将
の
君
︵
浮
舟
の
母
︶
か
ら
届
い
た
手
紙
を
中
の
君

が
読
ん
で
い
る
と
こ
ろ
︵
新
編
全
集
⑥
三
九
頁
︶
か
︒
控
え
て
い
る
の
は
中
の
君
の

女
房
で
︑
か
つ
て
中
将
の
君
と
同
僚
で
あ
っ
た
大
輔
か
︒
た
だ
し
﹃
源
氏
物
語
絵

詞
﹄
に
は
採
ら
れ
て
い
な
い
︒﹂
と
解
釈
し
た
︒
そ
の
場
面
な
ら
ば
写
し
崩
れ
は
起

き
て
い
な
い
︒

⑨

﹁
新
編
全
集
﹂
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹃
源
氏
物
語
﹄︵
小
学
館
︶
の
略
称
︒

﹁
④
二
九
二
頁
﹂
は
第
四
冊
の
二
九
二
頁
を
示
す
︒

⑩

吉
田
幸
一
氏
﹃
繪
入
本
源
氏
物
語
考
﹄
下
︵
日
本
書
誌
学
大
系
53
︶
所
収
︑
青
裳

堂
書
店
︑
一
九
八
七
年
一
〇
月
︒

⑪

吉
田
幸
一
氏
﹃
繪
入
本
源
氏
物
語
考
﹄
上
︑
三
四
八
頁
︒

⑫

岩
坪
健
﹁
源
氏
絵
の
型
に
つ
い
て

︱
絵
入
り
版
本
﹃
源
氏
物
語
﹄︵
山
本
春
正

画
︶
を
中
心
に

︱
﹂︵﹁
同
志
社
国
文
学
﹂
六
三
︑
二
〇
〇
五
年
一
二
月
︶︒
後
に

﹃
源
氏
物
語
の
享
受

︱
注
釈
・
梗
概
・
絵
画
・
華
道

︱
﹄
︵
和
泉
書
院
︑
二
〇
一

三
年
︶
所
収
︒

⑬

名
古
屋
市
博
物
館
所
蔵
﹁
白
描
源
氏
物
語
画
帖
﹂
に
︑
当
該
図
と
考
え
ら
れ
る
絵

が
あ
る
︒
た
だ
し
本
画
帖
は
詞
書
が
無
く
︑
五
四
図
の
絵
が
現
存
す
る
︒
末
摘
花
の

巻
に
は
二
図
あ
り
︑
こ
と
に
よ
る
と
﹁
源
語
﹂
に
似
た
一
図
は
他
の
巻
か
も
し
れ
な

い
︒
詳
細
は
藤
田
紗
樹
氏
﹁
近
世
前
期
に
お
け
る
白
描
物
語
絵
制
作
の
一
様
相

︱

名
古
屋
市
博
物
館
蔵
﹁
白
描
源
氏
物
語
画
帖
﹂
と
﹁
伊
勢
物
語
手
鑑
﹂
の
制
作
を
め

ぐ
っ
て

︱
﹂︵﹁
名
古
屋
市
博
物
館
研
究
紀
要
﹂
第
四
四
巻
︑
二
〇
二
一
年
三
月
︶

参
照
︒

⑭

小
町
谷
照
彦
氏
﹃
絵
と
あ
ら
す
じ
で
読
む
源
氏
物
語

︱
渓
斎
英
泉
﹃
源
氏
物
語

絵
尽
大
意
抄
﹄

︱
﹄︵
新
典
社
︑
二
〇
〇
七
年
︶
に
影
印
を
収
め
る
︒

⑮

片
桐
洋
一
氏
・
大
阪
女
子
大
学
物
語
研
究
﹃
源
氏
物
語
絵
詞

︱
翻
刻
と
解
説

︱
﹄︑
大
学
堂
書
店
︑
一
九
八
三
年
一
月
︒

⑯

﹃
豪
華
﹇
源
氏
絵
﹈
の
世
界

源
氏
物
語
﹄
二
四
一
頁
の
解
説
︑
学
習
研
究
社
︑

一
九
八
八
年
六
月
︒
た
だ
し
承
応
版
な
ど
版
本
の
挿
し
絵
に
は
︑
巻
名
に
ち
な
む
場

面
と
し
て
よ
く
描
か
れ
て
い
る
︒

⑰

詳
細
は
岩
坪
健
﹁
源
氏
物
語
巻
名
歌
の
成
立
に
関
す
る
一
考
察

︱
ス
ペ
ン
サ
ー

本
﹁
白
描
源
氏
物
語
絵
巻
﹂
と
の
関
わ
り

︱
﹂
︵
同
志
社
大
学
﹁
文
化
学
年
報
﹂

七
〇
︑
二
〇
二
一
年
三
月
︶
参
照
︒

⑱

現
在
で
は
第
一
五
帖
が
蓬
生
の
巻
︑
第
一
六
帖
が
関
屋
の
巻
で
あ
る
が
︑
探
幽
筆

﹁
源
氏
物
語
図
屛
風
﹂
で
は
逆
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
理
由
を
秋
山
光
和
氏
は
︑

﹁﹁
蓬
生
﹂
を
﹁
関
屋
﹂
の
下
に
配
し
て
右
隣
の
﹁
花
散
里
﹂
の
構
図
と
の
相
関
を
測

っ
て
い
る
︒
﹂
と
解
釈
さ
れ
た
︵
﹃
皇
室
の
秘
宝
�

御
物

絵
画
Ⅱ
﹄
二
〇
五
頁
︑

毎
日
新
聞
社
︑
一
九
九
一
年
五
月
︶
︒
し
か
し
な
が
ら
中
世
に
お
い
て
は
関
屋
・
蓬

生
と
続
く
こ
と
も
あ
る
︒
た
と
え
ば
一
四
世
紀
に
原
型
が
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
る

﹃
源
氏
小
鏡
﹄
は
江
戸
時
代
に
な
る
と
版
を
重
ね
る
が
︑
最
古
の
整
版
と
思
わ
れ
る

同
志
社
大
学
所
蔵
﹁
源
語
﹂
解
題

五
二



無
刊
記
本
は
関
屋
・
蓬
生
の
順
で
あ
る
︒
こ
の
ほ
か
今
で
は
第
四
三
帖
を
紅
梅
の
巻
︑

第
四
四
帖
を
竹
河
の
巻
と
す
る
が
︑
中
世
で
は
逆
の
例
も
あ
る
︒

︹
付
記
︺
﹁
源
語
﹂
を
は
じ
め
本
学
所
蔵
の
源
氏
絵
︵
注
�
�
	
�
参
照
︶
は
す
べ
て
︑

同
志
社
大
学
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
て
公
開
さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
は
︑﹁
知
識
発
見
型
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
ア
プ
リ
の
開
発
と
日
本
伝
統

文
化
の
分
野
横
断
的
研
究
﹂︵
同
志
社
大
学
人
文
科
学
研
究
所
第
20
期
研
究
会

第
�
研
究
︵
二
〇
一
九
～
二
〇
二
一
年
度
︶︑
お
よ
び
﹁
近
世
か
ら
近
代
に
至

る
日
本
伝
統
文
化
の
分
野
横
断
的
研
究
と
デ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
教
材
へ
の
活

用
﹂︵
科
学
研
究
費
助
成
事
業
基
盤
研
究
︵
Ｃ
︶
課
題
番
号

2
0
K
1
2
5
6
5︑
二

〇
二
〇
～
二
〇
二
二
年
度
︶
に
お
け
る
研
究
の
一
部
で
あ
り
︑
ま
た
同
志
社
大

学
宮
廷
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
の
事
業
の
一
環
で
あ
る
︒

同
志
社
大
学
所
蔵
﹁
源
語
﹂
解
題

五
三


