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1　

は
じ
め
に

私
は
、
漢
字
文
化
圏
の
書
物
を
研
究
対
象
と
す
る
、
世
界
的
に
も
珍
し
い
研
究
所
で
あ
る
、
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯し

道ど
う

文ぶ
ん

庫こ

に

所
属
し
、
主
に
日
本
の
古こ

典て
ん

籍せ
き

（
和わ

本ほ
ん

）
に
つ
い
て
研
究
し
て
い
ま
す
。
和
本
は
美
術
的
な
価
値
を
有
す
る
も
の
も
多
く
、
海
外
の
図
書

館
は
も
と
よ
り
美
術
館
や
博
物
館
な
ど
で
所
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
の
調
査
の
た
め
の
海
外
出
張
を
行
っ

て
き
ま
し
た
が
、
所
蔵
先
の
方
か
ら
和
本
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
が
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
し
た
経
験
を
通
し
て
、

和
本
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
国
々
の
方
に
も
、
和
本
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
だ
き
、
研
究
や
教
育
に
も
っ
と
活
用
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
考

え
る
よ
う
に
な
り
、
現
地
の
方
々
の
協
力
を
得
て
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
講
演
会
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
流
行
の
た
め

に
オ
ン
ラ
イ
ン
に
な
っ
た
も
の
も
含
め
る
と
、
欧
米
を
中
心
に
八
年
間
で
約
二
〇
回
開
催
し
て
い
ま
す
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
数
回
開
催
し
た
こ
ろ
に
、
慶
應
義
塾
大
学
が
、
国
際
的
な
大
規
模
公
開
オ
ン
ラ
イ
ン
講
座
（
Ｍ
Ｏ
Ｏ
Ｃ
＝M

assive 

O
pen O

nline C
ourse

）
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
、
イ
ギ
リ
ス
に
本
部
を
置
くFutureLearn

に
加
盟
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
ま
た
ま
制
作
会
議
の
メ
ン
バ
ー
に
選
ば
れ
意
見
を
求
め
ら
れ
た
際
に
、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
内
容
を
も
と
に
す
る
和
本
の
コ
ー
ス
を

提
案
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
認
め
ら
れ
、
リ
ー
ド
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
と
し
て
制
作
に
関
与
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
完
成
し
た

総　

論
和
本
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
│
教
材
と
し
て
の
古
典
籍
利
用
の
可
能
性

佐
々
木
孝
浩
（
慶
應
義
塾
大
学
附
属
研
究
所
斯
道
文
庫
）
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［総論］和本のポテンシャル ―― 教材としての古典籍利用の可能性

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

Japanese C
ulture Through Rare Books

と
い
う
コ
ー
ス
は
、
二
〇
一
六
年
七
月
か
ら
公
開
を
開
始
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
一
七
〇

以
上
の
国
や
地
域
の
二
五
〇
〇
〇
人
超
の
方
々
が
登
録
し
て
く
だ
さ
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
続
編
と
し
て
制
作
し
た
、The Art of W

ashi 

Paper in Japanese Rare Books

で
も
リ
ー
ド
エ
デ
ュ
ケ
ー
タ
ー
を
務
め
、
二
〇
一
八
年
七
月
の
公
開
以
後
、
約
七
〇
〇
〇
人
に
登
録

い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

も
ち
ろ
ん
海
外
ば
か
り
で
活
動
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
、
国
内
に
お
い
て
も
、
中
学
生
か
ら
大
学
院
生
・
社
会
人
を
対
象
と
し
て
、

授
業
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
講
演
会
な
ど
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
近
年
で
は
、
江
戸
川
区
子
ど
も
未
来
館
の
ゼ
ミ

：

結
成
ビ
ブ
リ
オ
団
！

の
講
師
と
し
て
、
小
学
生
に
和
本
に
触
れ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
教
材

と
し
て
古
典
籍
を
利
用
す
る
方
法
な
ど
に
つ
い
て
自
分
な
り
の
考
え
を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

2　

和
本
の
基
礎
知
識

日
本
ほ
ど
古
く
て
多
彩
な
書
物
が
膨
大
に
現
存
し
て
い
る
国
は
他
に
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
水
害
や
火
災
な
ど
が
頻
繁
に
起

こ
る
国
で
あ
る
の
に
、
我
々
の
身
近
に
も
古
い
書
物
は
存
在
し
て
い
ま
す
。
神
保
町
は
世
界
最
大
の
古
書
店
街
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
京
都

や
大
阪
・
名
古
屋
を
は
じ
め
全
国
あ
ち
こ
ち
に
和
本
を
扱
う
古
書
店
は
存
在
し
て
お
り
、
ネ
ッ
ト
シ
ョ
ッ
プ
や
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
上

で
も
、
和
本
は
日
常
的
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。
日
本
人
は
書
物
を
愛
し
、
作
り
続
け
、
大
切
に
保
存
し
て
き
た
の
で
す
。
和
本
を
知

る
こ
と
は
、
日
本
の
歴
史
や
文
化
、
あ
る
い
は
日
本
人
そ
の
も
の
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
こ
と
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
。
和
本
を
教
材

と
し
て
利
用
す
る
方
法
は
無
限
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

和
本
を
教
材
と
し
て
活
用
す
る
に
は
、
和
本
の
歴
史
、
和
本
の
基
本
的
な
形
態
、
使
用
さ
れ
た
紙
で
あ
る
料
り
ょ
う

紙し

の
こ
と
な
ど
、
和
本

に
関
す
る
基
礎
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
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六
世
紀
半
ば
の
仏
教
伝
来
は
書
物
の
伝
来
で
も
あ
る
と
か
、
日
本
人
最
古
の
書
物
は
、
聖
し
ょ
う

徳と
く

太た
い

子し

が
推す
い

古こ

天
皇
二
二
年
（
六
一
四
）
か

ら
翌
年
に
か
け
て
書
い
た
と
さ
れ
る
『
法ほ
っ

華け

義ぎ

疏し
ょ

』
で
あ
る
と
か
、
推
古
天
皇
一
八
年
（
六
一
〇
）
に
、
紙
と
墨
の
作
り
方
を
し
っ
て
い

る
高こ
う

句く

麗り

僧
曇ど
ん

徴ち
ょ
うが

来
日
し
た
と
か
、
奈
良
時
代
に
日
本
各
地
で
漉す

か
れ
た
紙
が
正
倉
院
に
残
っ
て
い
る
と
か
、
最
古
の
印
刷
は
宝ほ
う

亀き

元
年
（
七
七
〇
）
に
完
成
し
た
百
ひ
ゃ
く

万ま
ん

塔と
う

陀だ

羅ら

尼に

で
あ
る
と
か
、
書
物
の
出
版
は
『
御み

堂ど
う

関か
ん

白ぱ
く

記き

』
寛か
ん

弘こ
う

六
年
（
一
〇
〇
九
）
一
二
月
一
四
日

条
に
見
え
る
千
部
の
法
華
経
が
記
録
の
初
例
で
あ
る
と
か
、
刊
行
年
の
明
ら
か
な
現
存
最
古
の
本
は
、
寛か
ん

治じ

二
年
（
一
〇
八
八
）
の
『
成
じ
ょ
う

唯ゆ
い

識し
き

論ろ
ん

』
で
あ
る
と
か
、
日
本
人
に
よ
る
活
字
印
刷
は
文ぶ
ん

禄ろ
く

二
年
（
一
五
九
三
）
の
『
古こ

文ぶ
ん

孝こ
う

経き
ょ
う』
が
最
初
だ
が
現
存
し
て
い
な
い
と
か
、

多
色
刷
り
の
印
刷
は
明め
い

和わ

二
年
（
一
七
六
五
）
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
な
ど
な
ど
、
生
徒
や
学
生
か
ら
質
問
さ
れ
そ
う
な
、
日
本
の
書
物
史

の
基
本
的
な
事
項
は
、
抑
え
て
お
い
た
方
が
望
ま
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
他
に
も
、
和
本
に
関
す
る
基
礎
知
識
と
し
て
、
理
解
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
の
は
、
基
本
的
な
装
訂
の
種
類
で
し
ょ
う
。
和
本
は
、

東
ア
ジ
ア
諸
国
の
書
物
の
中
で
、
装
訂
や
大
き
さ
と
形
、
表
紙
の
色
や
デ
ザ
イ
ン
な
ど
が
、
多
様
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま

す
。
そ
う
な
っ
た
大
き
な
理
由
と
し
て
、
他
の
国
々
で
は
版は
ん

本ぽ
ん

が
書
物
の
中
心
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
日
本
で
は
印
刷
技
術
が
伝
わ
っ
た

八
世
紀
以
降
も
、
写し
ゃ

本ほ
ん

の
時
代
が
長
く
続
い
た
の
で
、
多
様
性
を
保た
も

ち
や
す
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

和
本
の
基
本
的
な
装
訂
は
五
種
類
あ
り
ま
す
。
漢
字
の
音
読
み
に
、
時
間
差
を
も
っ
て
日
本
に
伝
わ
っ
た
、
呉
音
（
六り
く

朝ち
ょ
うの
呉
）・
漢
音

（
唐と
う

）・
唐
音
（
宋そ
う

以
降
）
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
時
々
の
最
新
の
知
識
を
保
存
し
た
書
物
が
大
陸
か
ら
日
本
に
伝
来
し
た
際
に
、
書
物
の

作
り
方
も
伝
わ
っ
て
日
本
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
の
五
種
と
は
、
①
巻か
ん

子す

装そ
う

・
②
折お
り

本ほ
ん

装そ
う

・
③
粘で
っ
ち
ょ
う
そ
う

葉
装
・
④
綴て
つ
よ
う
そ
う

葉
装

（
列れ
つ
じ
ょ
う
そ
う

帖
装
）、
⑤
袋ふ
く
ろ
と
じ
そ
う

綴
装
で
す
。

こ
こ
で
は
構
造
を
示
す
図
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
て
﹇
図
1
﹈、
詳
し
い
説
明
は
省
略
し
ま
す
が
、
簡
単
に
こ
れ
ら
の
特
徴
を
整
理
す
る

と
以
下
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
①
〜
③
は
紙
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る
の
に
糊
を
用
い
、
④
と
⑤
は
紙
に
穴
を
開
け
、
紙こ

縒よ

り
や
糸
で
綴と

じ
る

も
の
で
す
。
③
〜
⑤
は
冊
子
本
と
呼
び
う
る
も
の
で
、
③
・
④
は
紙
の
両
面
を
用
い
る
も
の
、
①
・
②
は
裏
面
を
用
い
る
こ
と
も
で
き
る
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S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

も
の
で
す
。

和
本
の
特
徴
は
、
こ
れ
ら
五
種
の
装
訂
が
同
時
並
行
的
に
用
い

ら
れ
た
期
間
が
長
か
っ
た
こ
と
に
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
装
訂
が

書
物
製
作
の
目
的
に
応
じ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
装
訂
と
そ
こ
に
保
存
さ
れ
る
内
容
を
調
べ
る

と
、
装
訂
に
は
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
（
階
層
）
が
存
在
し
た
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。
特
殊
な
用
い
ら
れ
方
を
し
た
②
折
本
装
と
、
鎌
倉
中

期
以
降
あ
ま
り
用
い
ら
れ
な
く
な
る
③
粘
葉
装
を
除
外
し
て
考
え

る
と
、
最
も
格
が
高
い
の
は
①
巻
子
装
で
、
以
下
④
綴
葉
装
・
⑤

袋
綴
装
の
順
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
ま
た
綴
葉
装
内
で
も
、
長

方
形
の
四よ
つ

半は
ん

本ぼ
ん

の
方
が
、
正
方
形
の
六む
つ

半は
ん

本ほ
ん

よ
り
も
格
が
高
い
こ

と
は
明
ら
か
で
す
。

勅ち
ょ
く

撰せ
ん

和
歌
集
が
下
命
者
に
奏
覧
さ
れ
る
際
に
は
、
巻
子
装
で

製
作
さ
れ
る
慣
例
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
巻
子
装
の
権
威
を
端
的
に

示
す
事
例
で
す
。
そ
の
巻
子
装
に
は
、
詩
歌
や
歴
史
物
語
等
は
保

存
さ
れ
る
の
で
す
が
、
作
り
物
語
や
歌
物
語
は
基
本
的
に
保
存
さ

れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
紫
む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

は
『
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り』
を
書
い
た
た
め

に
地
獄
に
堕
ち
た
と
の
説
話
が
、
平
安
末
期
に
は
成
立
し
て
い
た

事
実
は
、
虚
構
で
あ
る
作
り
物
語
の
当
時
の
社
会
的
地
位
の
低
さ

図 1　基本となる装訂の 5種類

①巻子装（かんすそう　scroll）
単位：軸

②折本装（おりほん　accordion book）
単位：帖

③粘葉装
（でっちょうそう　Pasted paper leaf book）

単位：帖

④綴葉装（てつようそう）
　列帖装（れつじょうそう）

（multisection book）　単位：帖

⑤袋綴装（ふくろとじ　pouch-binding）
単位：冊
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を
物
語
っ
て
い
ま
す
。

綴
葉
装
の
四
半
本
と
六
半
本
に
保
存
さ
れ
る
内
容
を
、
鎌
倉
時
代
に
限
定
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
巻
子
装
に
も
な
る
歌
書
類
は
、
四

半
の
方
が
六
半
よ
り
圧
倒
的
に
多
い
の
に
対
し
、
絵
巻
と
い
う
特
例
を
除
き
、
巻
子
装
に
な
ら
な
い
作
り
物
語
は
、
六
半
の
方
が
四
半
よ

り
断
然
多
い
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。
ま
た
同
じ
歴
史
物
語
で
も
、『
栄え
い

花が

物も
の

語が
た
り』

は
六
半
が
目
立
つ
の
に
対
し
、『
大お
お

鏡か
が
み』

は
四
半
ば
か

り
で
六
半
が
確
認
で
き
な
い
と
い
う
違
い
が
確
認
で
き
ま
す
。
こ
れ
は
『
大
鏡
』
の
方
が
『
栄
花
物
語
』
よ
り
も
物
語
性
が
薄
く
、
史
書

に
近
い
こ
と
と
関
係
す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
四
つ
半
本
の

方
が
六
半
本
よ
り
も
格
が
高
い
と
判
断
で
き
る
の
で
す
。

ま
た
綴
葉
装
と
袋
綴
装
の
内
容
を
、
室
町
時
代
以
前
に
限
定
し
て
比
較
し
て
み
る

と
、『
源
氏
物
語
』
や
『
伊い

勢せ

物も
の

語が
た
り』

は
圧
倒
的
に
綴
葉
装
が
多
く
、
軍
記
物
語
は
袋

綴
装
の
方
が
断
然
多
い
こ
と
が
判
明
し
ま
す
。
文
化
圏
や
受
容
層
の
違
い
に
起
因
す

る
傾
向
か
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
綴
葉
装
の
方
が
袋
綴
装
よ
り
も
格
が
高
い
こ
と
が

理
解
で
き
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
傾
向
を
確
認
し
て
い
く
と
、
装
訂
の
選
択
に
は
、
法
則
的
な
も
の
が

存
在
し
て
い
た
ら
し
い
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
ま
す
。
そ
う
し
た
書
物
に
関
す

る
法
則
の
一
つ
の
例
と
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
書
道
伝
書
に
見
え
る
、
表
紙
の
題
名
で

あ
る
外げ

題だ
い

の
位
置
に
関
す
る
決
ま
り
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
歌
書
は
左
肩
に
、

物
語
は
中
央
に
書
く
と
い
う
も
の
﹇
図
2
﹈
で
、
公
家
文
化
を
伝
え
る
書
物
で
は
、
江

戸
時
代
に
な
っ
て
も
守
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
こ
と
も
判
明
し
て
い
ま
す
。
こ
の

位
置
の
違
い
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
と
、
巻
子
装
の
外
題
の
位
置
が

図 2　和歌集（右）と物語（左）の写本の表紙（共に 17 世紀のもの）。
以下、所蔵先の明記がないものはすべて架蔵。



45

［総論］和本のポテンシャル ―― 教材としての古典籍利用の可能性

S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

関
係
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
ま
す
。
巻
子
装
の
表
紙
を
広
げ
て
裏
か
ら
見
る
と
、
外
題
は
左
肩
の
位
置
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
外
題

が
左
に
あ
る
も
の
は
、
巻
子
装
に
保
存
さ
れ
う
る
内
容
で
、
真
ん
中
は
巻
子
装
に
保
存
さ
れ
な
い
内
容
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
す
。

書
物
が
単
な
る
文
字
や
図
絵
な
ど
の
テ
キ
ス
ト
を
保
存
す
る
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
当
時
の
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
を
保
存
し
た
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
で
あ
る
こ
と
を
、
以
上
の
よ
う
な
情
報
か
ら
も
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
教
材
と
し
て
の
活
用
法
が

無
限
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
な
の
で
す
。

3　

教
材
と
し
て
の
和
本
の
選
択

和
本
を
教
材
に
利
用
す
る
際
に
悩
ま
し
い
の
が
、
ど
の
よ
う
な
和
本
を
用
い
る
の
か
と
い
う
問
題
で
し
ょ
う
。
選
択
肢
が
多
す
ぎ
る
の

も
困
り
も
の
で
す
。
教
科
書
に
も
よ
く
取
り
上
げ
ら
れ
る
『
伊
勢
物
語
』
の
和
本
を
使
用
す
る
と
し
て
、
手
元
に
使
用
可
能
な
和
本
が
あ

る
の
な
ら
ば
悩
ま
な
く
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
画
像
を
利
用
す
る
と
い
う
こ
と
だ
と
候
補
が
あ
ま
り
に
も
多
い
の
で
す
。

貴
重
な
図
書
の
画
像
の
デ
ジ
タ
ル
公
開
は
、
世
界
的
な
流
行
と
も
い
え
る
状
況
に
あ
り
、
す
さ
ま
じ
い
勢
い
で
日
々
そ
の
点
数
は
増
え

続
け
て
い
ま
す
。
世
界
中
で
発
信
さ
れ
る
日
本
文
化
に
関
す
る
情
報
一
〇
〇
万
件
を
検
索
で
き
る
「C

ultural Japan 

（
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・

ジ
ャ
パ
ン
）」
や
、
書
籍
・
公こ
う

文ぶ
ん

書し
ょ

そ
の
他
の
日
本
が
保
有
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
メ
タ
デ
ー
タ
を
検
索
で
き
る
「
ジ
ャ

パ
ン
サ
ー
チ
」、
複
数
の
機
関
が
所
蔵
す
る
古
典
籍
の
情
報
を
一
度
に
検
索
で
き
る
、
国
文
学
研
究
資
料
館
の
「
国
書
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
や
、

立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
「
Ａ
Ｒ
Ｃ
古
典
籍
ポ
ー
タ
ル
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」、
東
京
・
京
都
・
奈
良
・
九
州
の
四
国
立

博
物
館
と
奈
良
文
化
財
研
究
所
の
所
蔵
品
を
検
索
で
き
る
「C

olBase

（
コ
ル
ベ
ー
ス
）」
な
ど
の
、
横
断
検
索
シ
ス
テ
ム
や
、
国
立
国
会

図
書
館
や
早
稲
田
大
学
図
書
館
な
ど
で
公
開
さ
れ
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
な
ど
、
国
内
に
限
っ
て
も
選
択
に
困
る
ほ
ど
の
検
索
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方
法
が
あ
り
ま
す
。
海
外
の
サ
イ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
和
本
も
少
な
く
な
く
、
欲

す
る
情
報
に
た
ど
り
着
く
の
に
ロ
ー
マ
字
検
索
が
効
率
的
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

こ
れ
ら
を
活
用
し
て
、
利
用
で
き
る
『
伊
勢
物
語
』
の
候
補
を
探
す
と
ち
ょ
っ
と

信
じ
ら
れ
な
い
数
に
な
り
ま
す
。
そ
こ
か
ら
絞
り
込
む
の
も
大
変
な
作
業
で
す
。
そ

も
そ
も
写
本
を
利
用
す
る
の
か
版
本
に
す
る
の
か
。
対
象
と
な
る
学
年
や
目
的
に

よ
っ
て
、
選
び
方
は
当
然
変
わ
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
ど
ち
ら
に
も
内
容
理
解
の
助

け
に
な
り
、
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
挿
絵
入
り
の
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
個

人
的
に
は
、
く
ず
し
字
の
基
礎
を
学
ぶ
に
は
、
室
町
時
代
に
文
字
の
上
手
な
公
家

や
そ
の
周
辺
の
人
物
が
写
し
た
も
の
が
適
し
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
﹇
図
3
﹈
が
、

版
本
は
句
読
点
的
な
も
の
や
濁
点
が
入
っ
た
読
み
や
す
い
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ

ん
。
一
つ
に
絞
る
の
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
本
の
同
じ
箇
所
を
比
較
し
な
が
ら
用

い
る
の
も
、
多
く
の
発
見
を
も
た
ら
し
、
理
解
を
深
め
る
の
に
よ
い
方
法
だ
と
思
い

ま
す
。
豪
華
な
写
本
の
極
彩
色
の
挿
絵
と
、
版
本
の
墨
線
の
み
の
挿
絵
を
比
較
す
る

の
も
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。
新
型
コ
ロ
ナ
の
流
行
の
副
産
物
と
も
い
え
る
、
教
室
に

お
け
る
Ｉ
Ｃ
Ｔ
（
情
報
通
信
技
術
）
環
境
の
急
速
な
整
備
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
は
不
可
能
で
あ
っ
た
り
準
備
が
大
変
で
あ
っ
た
り
し
た
こ
と

が
、
簡
単
に
実
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

デ
ジ
タ
ル
の
み
で
は
味
気
な
い
の
は
確
か
で
す
。
実
際
に
触
れ
た
方
が
楽
し
く
、
興
味
も
増
す
の
は
疑
い
あ
り
ま
せ
ん
が
、
読
む
対
象

と
す
る
も
の
と
、
手
で
触
れ
る
も
の
が
同
じ
作
品
で
あ
る
必
要
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
極
端
な
例
で
す
が
、
何
も
書
い
て
い
な
い
新
し
い

和
紙
を
さ
わ
る
だ
け
で
も
、
質
感
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
に
役
立
つ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

図 3　15 世紀後半 伝平
ひら
田
た
墨
ぼく
梅
ばい
写『伊勢物語』
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S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

図 4　万
まん
延
えん
2 年（1861）錦

きん
昇
しょう
堂
どう
（恵

え
比
び
寿
す
屋
や
庄
しょう
七
しち
）刊、楽

らく
亭
てい
西
さい
馬
ば
訳・歌

うた
川
がわ
芳
よし
虎
とら
画『弓

ゆみはりづきはるのゆうばえ
張月春廼霄栄』

19 編の表紙と本文

と
も
か
く
も
、
く
ず
し
字
を
読
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
大
切

で
す
の
で
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
か
き
立
て
そ
う
な
和
本
を
導
入
部
で
紹
介
す
る
の
が
よ

い
で
し
ょ
う
。
今
日
世
界
的
に
人
気
の
あ
る
日
本
の
漫
画
で
す
が
、
江
戸
時
代
の
絵
入
り

版
本
を
眺
め
て
い
る
と
、
漫
画
が
こ
ん
な
に
も
発
達
し
た
こ
と
も
理
解
で
き
る
よ
う
な
気

が
し
ま
す
。
特
に
草く
さ

双ぞ
う

紙し

の
最
終
形
態
で
あ
る
「
合ご
う

巻か
ん

」
な
ど
は
、見
た
目
や
内
容
的
に
も
、

漫
画
の
直
接
的
な
先
祖
と
い
え
そ
う
な
ほ
ど
で
す
。
く
ず
し
字
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
は
上

級
者
向
き
と
な
り
ま
す
が
、
く
ず
し
字
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
こ
ん
な
本
も
楽
し
め
る

よ
う
に
な
る
よ
と
、楽
し
そ
う
な
合
巻
を
紹
介
す
る
﹇
図
4
﹈
の
も
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。4　

和
本
は
歴
史
の
生
き
証
人

和
本
は
く
ず
し
字
の
テ
キ
ス
ト
と
な
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
保
存
さ
れ
た
さ
ま
ざ

ま
な
情
報
を
取
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
国
語
の
み
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
多
く
の
教
科
で

利
用
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
す
。

江
戸
時
代
前
期
の
一
七
世
紀
に
は
、
大
名
家
の
姫
君
の
嫁
入
り
道
具
と
し
て
作
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
豪
華
な
写
本
が
目
立
ち
ま
す
が
、
中
期
の
一
八
世
紀
に
な
る
と
急
に
少
な
く

な
り
ま
す
。
こ
れ
は
参
勤
交
代
や
お
手て
つ

伝だ
い

普ぶ

請し
ん

、
米
価
下
落
な
ど
に
よ
る
、
江
戸
中
期
以

降
の
藩
財
政
の
逼ひ
っ

迫ぱ
く

が
関
係
す
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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あ
る
い
は
、
同
じ
作
品
の
版
本
な
の
に
、
表
紙
が
モ
ノ
ト
ー
ン
の
も
の
と
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
と
の
二
種
あ
る
も
の
が
存
在
し
て
い
た
り

し
ま
す
。
山さ
ん

東と
う

京き
ょ
う

山ざ
ん

作
・
歌う
た

川が
わ

国く
に

芳よ
し

画
の
『
朧
お
ぼ
ろ

月づ
き

猫ね
こ

の
草そ
う

紙し

』
三
編
が
そ
の
例
で
す
。
そ
の
刊
行
年
を
調
べ
る
と
、
モ
ノ
ト
ー
ン
の
も

の
は
天て
ん

保ぽ
う

一
六
年
（
弘こ
う

化か

元
年
〔
一
八
四
五
〕）
で
、
カ
ラ
フ
ル
な
も
の
は
弘
化
四
年
と
、
三
年
の
差
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
元
号
を

見
る
と
ピ
ン
と
く
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
幕
府
財
政
の
健
全
化
を
目
的
と
し
て
、
老
中
水み
ず

野の

忠た
だ

邦く
に

に
よ
っ
て
天
保
一
二
年
か
ら
翌

年
に
か
け
て
行
わ
れ
た
、
い
わ
ゆ
る
天
保
の
改
革
の
影
響
に
よ
る
変
化
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
以
前
の
松ま
つ

平だ
い
ら

定さ
だ

信の
ぶ

に
よ
る
寛
政
の
改
革
の
影
響
で
、
勧
善
懲
悪
の
物
語
が
増
え
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
和
本
を
通

し
て
幕
政
改
革
が
庶
民
に
与
え
た
影
響
を
、
具
体
的
か
つ
視
覚
的
に
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
す
。
日
本
史
の
授
業
な
ど
で
の
利
用
も

可
能
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ロ
ー
マ
字
は
小
学
校
三
年
生
で
習
う
よ
う
で
す
が
、
そ
の
際
に
大
英
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
る
、
一
五
九
二
年
に
天あ
ま

草く
さ

で
刊
行
さ
れ
た

『
平へ
い

家け

物も
の

語が
た
り』

の
画
像
を
見
て
も
ら
う
と
い
う
の
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
国
立
国
語
研
究
所
が
提
供
し
て
い
る
、
デ
ジ
タ
ル
画
像
を
利

用
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
（https://dglb01.ninjal.ac.jp/BL_am

akusa/

）。
見
る
か
ら
に
西
洋
の
書
物
然
と
し
て
、
す
べ
て
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ

ト
で
印
刷
さ
れ
て
い
る
の
に
、
読
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
内
容
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
扉
部
分
﹇
図
5
﹈
の
横
文
字
は
、
カ
タ
カ
ナ
に
直
す
と
、「
ニ
ホ
ン
ノ
／
コ
ト
バ 

ト
／
ヒ
ス
ト
リ
ア 

ヲ 

ナ
ラ

イ 

シ
ラ
ン 

ト
／
ホ
ッ
ス
ル 

ヒ
ト 

ノ 

タ
メ
／
ニ 

セ
ワ 
ニ 
ヤ
ワ
ラ
ゲ 

タ
／
ル
ヘ
イ
ケ 

ノ 

モ
ノ
ガ
タ
リ
」
と
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。
小

学
生
に
は
難
し
い
で
し
ょ
う
が
、
こ
ん
な
に
古
く
か
ら
ロ
ー
マ
字
が
あ
る
こ
と
を
知
る
の
は
、
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
よ

り
上
級
生
に
向
け
て
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、「FEIQ

E

」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ハ
行
の
発
音
が
現
在
と
異
な
っ
て
い
た
と
い
う
、

国
語
学
的
な
知
識
に
つ
な
げ
る
こ
と
も
で
き
ま
す
し
、
ロ
ー
マ
字
の
訓
令
式
と
ヘ
ボ
ン
式
の
違
い
の
説
明
に
も
利
用
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

文
系
の
科
目
ば
か
り
で
は
な
く
、
理
系
の
科
目
で
和
本
を
利
用
す
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
小
学
生
向
き
と
し
て
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S
T
E
P
 1
　
古
典
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 2
　
和
本
へ
の
誘
い
方

S
T
E
P
 3
　
く
ず
し
字
へ
の
誘
い
方

図 5　1593 年刊　天草版『平家
物語』（大英図書館蔵）

図 6　江戸前期刊　吉
よし
田
だ
光
みつ
由
よし
編『塵

じん
劫
こう
記
き
』

は
、
江
戸
時
代
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
だ
っ
た
、
吉よ
し

田だ

光み
つ

由よ
し

編
の
『
塵じ
ん

劫こ
う

記き

』

が
最
適
で
し
ょ
う
。
大
変
多
く
の
種
類
が
あ
り
ま
す
が
、
江
戸
前
期
の
も
の

は
挿
絵
が
か
わ
い
く
て
と
て
も
親
し
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
﹇
図
6
﹈。「
▲

三
里
有
み
ち
を
三
人
に
て
馬
弐
疋
に
の
る
時
な
ん
里
づ
ゝ
の
る
ぞ
」
な
ど
の

簡
単
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。
問
題
を
実
際
に
解
か
な
く
て
も
、
何
百
年
も
前

の
日
本
人
が
、
こ
の
よ
う
な
本
で
算
数
を
学
ん
で
い
た
と
知
る
だ
け
で
も
、

学
習
意
欲
を
刺
激
し
て
く

れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

学
習
に
大
切
な
の
は
、
そ

れ
を
学
び
た
い
と
思
う
意

欲
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
う

い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ

る
き
っ
か
け
と
し
て
、
和
本

は
利
用
で
き
る
と
考
え
る

の
で
す
。
音
楽
の
時
間
に
西

洋
音
楽
の
楽
譜
に
つ
い
て

説
明
す
る
際
に
、
雅が

楽が
く

で
使

用
さ
れ
て
い
た
楽
譜
を
見

図 7　江戸中期写『龍
りゅう
笛
てき
仮
か
名
な
案
あん
譜
ぷ
』
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て
も
ら
う
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
﹇
図
7
﹈。
両
者
の
違
い
を
通
し
て
、
東
西
の
音
階
の
違
い
に
つ
い
て
学
ん
だ
り
で
き
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
視
覚
的
な
刺
激
は
理
解
を
進
め
る
の
に
も
き
っ
と
役
立
つ
は
ず
で
す
。

内
容
に
よ
っ
て
は
、
地
域
教
育
に
も
活
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
し
、
和
本
に
用
い
ら
れ
た
和
紙
は
江
戸
時
代
に
は
全
国
的
に
生

産
さ
れ
て
い
ま
し
た
の
で
、身
近
な
産
地
に
つ
い
て
学
ん
で
み
る
の
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。全
国
手
す
き
和
紙
連
合
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
で
公
開
さ
れ
て
い
る
、「
全
国
産
地
マ
ッ
プ
」
は
参
考
に
な
り
ま
す
。

保
存
さ
れ
て
い
る
内
容
が
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
の
で
、
ど
ん
な
教
科
で
も
何
ら
か
の
接
点
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
あ
ま
り
限
定
し
て
考
え
ず
、
教
え
る
側
も
和
本
に
親
し
み
な
が
ら
、
楽
し
く
教
材
と
し
て
使
え
そ
う
な
も
の
を
見
つ
け
て

い
け
ば
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

5　

お
わ
り
に

和
本
は
日
本
の
貴
重
な
文
化
資
源
で
す
。
日
本
ほ
ど
古
い
書
物
が
豊
富
に
存
在
す
る
国
は
他
に
な
い
の
で
す
。
書
物
は
文
化
の
タ
イ
ム

カ
プ
セ
ル
で
あ
り
、
保
存
さ
れ
た
文
字
や
絵
画
の
情
報
だ
け
で
な
く
、
物
質
と
し
て
の
存
在
自
体
に
非
常
に
膨
大
で
多
面
的
な
情
報
が
保

存
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
子
ど
も
た
ち
の
将
来
の
仕
事
や
学
問
、
あ
る
い
は
生
活
に
お
い
て
、
き
っ
と

役
に
立
つ
は
ず
で
す
。
授
業
の
教
材
と
し
て
和
本
に
触
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
教
科
の
学
習
意
欲
や
探
求
心
を
増
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ

と
と
し
て
、
人
と
し
て
幸
福
に
生
き
て
い
く
た
め
の
知
恵
を
育
て
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
日
本
の
書
物
文
化

を
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、
国
際
社
会
で
活
動
す
る
上
で
役
に
立
つ
こ
と
は
、
私
が
身
を
も
っ
て
経
験
し
て
い
ま
す
。

和
本
は
日
本
の
教
育
を
楽
し
く
豊
か
に
し
、
ひ
い
て
は
日
本
の
社
会
や
文
化
に
憩
い
や
潤
い
を
も
た
ら
す
存
在
だ
と
確
信
し
て
い
ま
す
。

ど
う
ぞ
そ
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
存
分
に
引
き
出
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。


