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一
　
は
じ
め
に

流
通
経
済
大
学
図
書
館
蔵
祭
魚
洞
文
庫
本
『
百
人
一
首 

全
』（
以
下
、
本
書

と
い
う
）
に
つ
い
て
は
、
和
田
律
子
先
生
の
論
考）

1
（

な
ら
び
に
浅
野
秀
剛
氏
の
紹

介）
2
（

が
あ
り
、
も
は
や
こ
れ
以
上
の
言
及
は
必
要
な
い
状
況
で
は
あ
る
。

し
か
し
、
今
般
、
本
書
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
の
で
、
そ
の
成
立
と
伝
来

に
関
し
て
、
若
干
の
私
見
を
交
え
て
考
察
し
た
こ
と
お
よ
び
本
書
を
閲
覧
し
た

際
の
気
づ
き
や
推
察
し
た
事
柄
に
つ
い
て
ま
と
め
る
こ
と
と
し
た
。

二
　
成
立
を
め
ぐ
る
状
況

本
書
の
現
状
・
法
量
等
は
、
和
田
先
生
の
論
考
に
あ
る
通
り
で
、
各
丁
表
裏

に
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
歌
仙
絵
（
歌
人
の
肖
像
）
が
一
人
ず
つ
刷
ら
れ
、
そ

れ
ぞ
れ
に
歌
人
名
を
刷
っ
た
小
短
冊
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
。
歌
人
名
お
よ
び
歌

は
一
切
刷
ら
れ
て
い
な
い
。
各
丁
を
子
細
に
観
察
す
る
と
、
も
と
も
と
の
版
心

で
あ
っ
た
と
思
し
い
漢
数
字
の
残
存
が
表
裏
に
認
め
ら
れ
る
所
が
あ
る
。
現
在

残
存
す
る
版
心
の
間
隔
は
計
一
・
五
㎝
あ
る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
原
態
の
横
寸

法
は
、
綴
じ
代
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
現
状
（
二
十
・
一
㎝
）
よ
り
は
七
・
五

㎜
ほ
ど
小
さ
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
本
書
は
、『
小
倉
百
人
一
首
』
の
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一
般
へ
の
普
及
に
よ
り
、
教
養
書
と
し
て
、
ま
た
、
遊
戯
と
し
て
の
か
る
た
の

盛
行
に
よ
る
手
引
き
書
と
し
て
、
歌
人
名
、
歌
、
歌
仙
絵
を
各
丁
一
人
ず
つ
配

し
た
墨
刷
り
の
本
と
し
て
い
ず
こ
か
の
書
肆
に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た
の
で
あ
ろ

う
。
当
時
の
版
本
の
初
版
は
、
版
木
の
破
損
を
防
ぐ
た
め
に
百
部
か
ら
二
百
部

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
本
書
が
ど
れ
ほ
ど
の
部
数
印
刷
さ
れ
た
か
は
全
く
判
ら

な
い
。
た
だ
し
、
版
木
が
残
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
程
度
の
反
響
が
あ
っ

て
増
刷
も
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
商
業
出
版

さ
れ
た
本
の
版
木
は
、
版
材
が
貴
重
な
た
め
、
商
品
と
し
て
の
寿
命
が
尽
き
た

時
点
で
鉋
を
掛
け
ら
れ
て
他
の
作
品
の
版
木
に
転
用
さ
れ
、
湮
滅
し
て
し
ま
う

か
ら
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
は
一
枚
刷
り
の
浮
世
絵
も
同
様
で
あ
る
。

そ
の
後
を
経
緯
を
推
察
す
る
と
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
あ
る
時
、
本
書
の

当
初
の
版
元
が
、
版
木
を
手
放
す
事
態
が
生
ま
れ
た
。
江
戸
時
代
の
出
版
界
に

お
い
て
は
、
版
権
を
譲
渡
す
る
こ
と
は
、
版
木
の
譲
渡
を
行
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
版
権
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
当
事
者
同
士
の
相
対
の
場
合
も
あ
る
が
、
版
木

市
と
い
う
場
も
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
経
路
に
よ
っ
た
か
、
版
木
は
当
初
の
版
元

と
は
別
の
者
に
譲
渡
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
先
に
述
べ
た
ご
と
く
、
版
木
を
中
央

で
左
右
に
分
断
し
、
版
の
中
央
に
板
を
加
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
改
変
に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、

本
書
の
出
版
が
複
数
の
版
元
に
よ
る
共
同
出
版
の
場
合
で
あ
る
。
共
同
出
版
の

場
合
、
一
方
の
版
元
に
勝
手
に
増
刷
を
さ
れ
な
い
た
め
に
、
版
木
を
分
割
し
て

所
有
し
、
増
刷
の
際
に
版
木
を
合
わ
せ
て
一
冊
を
構
成
す
る
よ
う
に
し
て
お

く
。
す
な
わ
ち
、
版
木
は
出
版
当
初
か
ら
分
断
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
と
す
れ
ば
、
入
手
し
た
者
は
散
逸
や
面
付
け
の
誤
り
を
防
ぐ
た
め
に
、
中

央
に
木
を
加
え
て
版
を
復
元
し
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
版
の
中
央
に
木
を
加
え
た
目
的
は
不
明
で
あ
る
。
あ
る
い

は
、
判
型
を
大
き
く
し
て
、
豪
華
本
に
仕
立
て
た
い
と
い
う
希
望
が
あ
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
際
に
、
歌
人
名
と
歌
を
削
り
、
さ
ら
に
現
状
か
ら
判
断
す

る
と
、
各
丁
の
歌
仙
絵
か
ら
外
れ
た
部
分
の
匡
郭
を
も
削
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

な
に
ゆ
え
に
こ
の
削
除
が
行
わ
れ
た
か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
浅
野
氏
が
言
わ

れ
る
如
く
、
中
国
の
詩
箋
に
倣
っ
て
、
所
持
者
自
身
が
歌
仙
絵
に
添
え
て
、
歌

人
名
と
歌
を
書
き
入
れ
る
手
作
り
の
本
に
仕
立
て
る
こ
と
を
企
図
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。
判
型
を
大
き
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
が
豪
華
に
も
な
り
、
書

き
込
み
が
容
易
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

次
に
、
本
書
を
さ
ら
に
豪
華
に
す
る
た
め
の
手
が
加
え
ら
れ
た
。
新
た
に
整

え
ら
れ
た
版
を
校き
ょ
う
ご
う
ず
り

合
摺
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
面
に
つ
き
数
枚
の
色
版
の
制
作

が
行
わ
れ
た）

（
（

。
色
版
に
は
、
面
と
し
て
色
を
乗
せ
る
版
と
、
細
か
い
模
様
を
加

え
る
版
と
の
二
種
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
版
に
つ
い
て
、
一
部
合か
っ
ぱ羽
刷
り）

（
（

か
と
も

考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
木
版
と
合
羽
刷
り
と
の
併
用
は
行
わ
れ
て
い
な
い
と
判

断
し
た
。
こ
の
彫
り
に
あ
た
っ
て
は
、
職
人
の
技
に
頼
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

す
べ
て
の
版
が
揃
い
、
い
よ
い
よ
刷
り
と
な
る
。
本
書
に
使
わ
れ
た
絵
の
具

は
、
木
版
多
色
刷
り
が
始
め
ら
れ
た
当
時
の
植
物
性
の
絵
の
具
と
思
し
い
の

で
、
本
書
が
刷
ら
れ
た
の
は
、
錦
絵
発
生
か
ら
遠
く
な
い
、
十
八
世
紀
後
半
に

刷
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
出
来
上
が
っ
た
版
を
刷
っ
た
者
は
何
者
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
一

枚
刷
り
の
初
期
浮
世
絵
や
鈴
木
春
信
な
ど
の
商
業
出
版
と
比
べ
る
と
、
随
分

稚
拙
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
一
番
最
初
に
刷
ら
れ
る
墨
版
に
お
い
て
、
小

野
小
町
（
第
五
丁
裏
）、
紫
式
部
（
第
二
十
九
丁
裏
）、
周
防
内
侍
（
第
三
十
四

丁
裏
）
の
顔
の
部
分
と
、
参
議
篁
（
第
六
丁
裏
）
の
全
体
が
二
度
刷
り
を
さ
れ

て
い
る
。
一
枚
ご
と
に
版
に
絵
の
具
を
乗
せ
、
刷
毛
で
広
げ
、
紙
を
置
い
て
ば

れ
ん
で
紙
の
繊
維
の
中
に
刷
り
込
む
（
こ
れ
を
刷
師
の
世
界
で
は
き
め
込
む

と
言
う
）
の
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い
。
仮
に
、
不
良
品
が
出

れ
ば
、
す
ぐ
に
確
認
で
き
る
の
で
、
不
良
品
と
し
て
外
す
こ
と
が
可
能
で
あ

る
。
排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
り
、
よ
ほ
ど
用
紙
の
余
裕
が
な
か
っ

た
か
、
刷
り
の
出
来
栄
え
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
か
と
、
悪
い
想
像
を
し
て
し
ま

う
。
刷
り
は
表
裏
の
絵
柄
を
同
時
に
刷
る
も
の
な
の
に
、
表
に
な
る
面
の
墨
版

が
ず
れ
て
い
な
い
の
も
不
思
議
で
あ
る
。
ま
た
、
色
版
も
ず
れ
て
い
る
。
色
版

の
版
下
絵
と
な
る
校
合
摺
に
は
当
然
見
当
が
付
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か

ら
、
と
て
も
職
人
の
仕
事
と
は
思
え
な
い
出
来
で
あ
る
。
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こ
こ
か
ら
は
、
次
の
よ
う
な
推
察
も
可
能
と
な
る
。
木
版
本
と
い
う
と
、
一

つ
の
版
か
ら
同
じ
形
の
印
刷
物
を
多
数
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
思
い
が
ち

だ
が
、
手
作
り
で
あ
る
か
ら
一
冊
だ
け
を
刷
り
上
げ
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
本
書
は
、
商
業
出
版
と
し
て
で
は
な
く
、
好
事
家
の
旦
那
芸
と
し

て
一
冊
な
い
し
数
冊
が
刷
ら
れ
、
製
本
さ
れ
た
私
家
版
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彫

り
は
道
具
を
揃
え
る
の
も
技
の
習
得
も
難
し
い
が
、
刷
り
は
そ
れ
よ
り
は
簡
単

で
、
一
通
り
形
に
す
る
こ
と
が
出
来
る
か
ら
で
あ
る）

5
（

。
私
家
版
で
あ
れ
ば
、
胡

粉
引
き
に
雲
母
で
模
様
を
刷
っ
た
唐
紙
表
紙
に
書
き
題
簽
が
貼
ら
れ
た
豪
華
本

の
装
丁
と
さ
れ
、
巻
末
に
刊
記
が
な
い
の
も
う
な
ず
け
る
。

制
作
の
目
的
は
、
所
蔵
者
自
ら
の
筆
で
『
小
倉
百
人
一
首
』
の
歌
人
名
と
歌

を
書
き
込
み
、
愛
蔵
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
備
忘
録
の
よ
う
に
、

歌
人
名
を
小
短
冊
の
寸
法
で
制
作
し
、
本
紙
に
貼
付
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
書

き
込
み
が
完
成
し
た
時
に
は
、
こ
の
小
短
冊
は
不
要
に
な
る
た
め
、
い
つ
で
も

剝
が
せ
る
よ
う
に
仮
に
貼
ら
れ
た
。
版
木
が
手
元
に
あ
る
こ
と
か
ら
、
ま
た
、

少
数
の
制
作
で
あ
っ
た
か
ら
、
丁
合
す
る
場
合
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
丁
付
が

削
ら
れ
た
り
、
分
断
さ
れ
た
り
し
て
い
て
も
、
何
の
支
障
も
な
か
っ
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

か
く
し
て
、
趣
味
人
の
余
技
を
生
か
し
て
刷
ら
れ
た
本
書
は
、
前
に
遊
紙
一

丁
を
添
え
、
本
文
五
十
丁
の
形
で
成
立
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

三
　
成
立
以
後
の
経
緯

本
書
は
当
初
の
目
的
に
反
し
て
、
書
き
込
み
は
な
さ
れ
ず
に
豪
華
本
と
し
て

愛
蔵
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
残
念
な
事
態
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
は
、
多
色
刷
り
の
初
期
に
多
く
用
い
ら
れ
た
植
物
性
の
絵
の
具
が
使
用
さ
れ

て
い
た
た
め
、
経
年
劣
化
が
生
じ
、
全
体
に
褪
色
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
特
に

紅
は
、
高
価
な
紅
花
を
原
料
と
し
て
い
る
。
紅
は
も
と
も
と
、
精
製
度
合
い
に

よ
っ
て
は
黄
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
紅
を
十
分
に
抽
出
し
た
本
紅）

（
（

で
あ
っ
て
も

褪
色
は
免
れ
な
い
。
所
蔵
者
に
と
っ
て
は
残
念
な
こ
と
に
色
素
が
飛
び
、
黄
味

を
帯
び
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
所
蔵
者
が
、
同
じ
赤
系
で
紅
よ
り

安
価
な
、
鉛
を
原
料
と
す
る
丹た
ん

を）
（
（

用
い
て
筆
彩
を
加
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ

の
丹
に
つ
い
て
は
濃
淡
が
あ
り
、
裏
面
か
ら
見
て
も
明
ら
か
に
筆
彩
で
あ
る）

（
（

。

合
羽
刷
り
で
は
な
い
こ
と
は
、
前
に
も
述
べ
た
が
、
色
の
濃
淡
が
あ
り
、
筆
彩

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
第
三
十
丁
裏
の
赤
染
衛
門
の
薄
鼠
色
も
筆
彩
で

あ
ろ
う
。

本
書
の
現
状
は
、
和
田
先
生
の
論
考
に
あ
る
ご
と
く
、
表
表
紙
に
見
返
し
の

白
紙
が
貼
ら
れ
、
次
に
遊
紙
は
な
く
、
本
文
四
十
八
丁
で
後
に
も
遊
紙
は
な

く
、
裏
表
紙
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
裏
表
紙
に
は
見
返
し
の
白
紙
が
貼
ら
れ
て

い
な
い
の
で
、
裏
表
紙
の
裏
が
見
え
る
。
ま
た
、
第
一
丁
裏
に
天
智
天
皇
、
第

二
丁
表
に
持
統
天
皇
、
同
裏
に
柿
本
人
麿
の
歌
仙
絵
が
そ
れ
ぞ
れ
切
り
抜
か
れ

て
貼
り
込
ま
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
次
の
様
な
推
察
も
可
能
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
三

面
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
歌
人
名
と
歌
と
が
書
き
込
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
次
の
所

蔵
者
ま
た
は
転
売
を
企
図
し
た
古
書
籍
商
か
が
、
こ
の
二
丁
を
本
か
ら
外
し
て

歌
仙
絵
だ
け
を
切
り
抜
き
、
遊
紙
を
利
用
し
て
貼
り
込
ん
で
再
製
本
し
た
。
そ

の
た
め
に
遊
紙
に
加
え
て
も
う
一
丁
白
紙
が
必
要
と
な
り
、
表
表
紙
に
見
返
し

と
し
て
貼
ら
れ
た
白
紙
は
そ
の
ま
ま
と
し
、
裏
表
紙
の
見
返
し
を
使
っ
た
。
以

上
の
推
測
に
は
証
左
は
な
い
。
た
だ
し
、
表
紙
の
虫
損
と
天
智
天
皇
が
貼
り
込

ま
れ
た
第
一
丁
の
虫
損
と
は
連
続
し
て
い
な
い
。
一
方
、
第
二
丁
の
虫
損
は
表

紙
と
連
続
す
る
。
よ
っ
て
、
第
一
丁
は
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
が
判
る
の
で
、
虫
害
に
遭
っ
て
か
ら
丁
合
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
は
明
白
で
あ

る
。本

文
途
中
の
、
第
十
三
丁
（
菅
家
・
三
条
右
大
臣
）
と
第
三
十
八
丁
（
源
俊

頼
朝
臣
・
藤
原
基
俊
）
の
二
丁
の
欠
丁
に
つ
い
て
は
、
書
き
込
み
や
汚
損
に
よ

り
除
か
れ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
以
外
の
事
情
に
よ
る
も
の
か
、
全
く
推

察
で
き
な
い
。

ま
た
、
第
二
十
二
丁
（
清
原
元
輔
・
中
納
言
敦
忠
）
と
第
二
十
三
丁
（
中
納

言
朝
忠
・
謙
徳
公
）
に
残
る
版
心
の
丁
付
に
つ
い
て
、
中
心
か
ら
切
り
離
さ
れ
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て
は
い
る
が
、
第
二
十
二
丁
が
「
廿
三
」、
第
二
十
三
丁
が
「
廿
二
」
と
判
読

で
き
る
。
こ
の
丁
付
が
正
し
け
れ
ば
こ
こ
は
錯
簡
と
な
る
が
、
貼
り
込
ま
れ
た

小
短
冊
の
歌
人
名
は
括
弧
内
に
示
し
た
通
り
で
あ
り
、
歌
人
の
官
職
か
ら
図
を

推
定
を
し
て
も
、
こ
の
順
で
何
ら
問
題
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
錯
簡
で

は
な
く
、
版
心
の
誤
刻
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

四
　
終
わ
り
に

以
上
、
流
通
経
済
大
学
図
書
館
蔵
祭
魚
洞
文
庫
本
『
百
人
一
首 

全
』
に
つ

い
て
の
私
見
を
述
べ
た
。

本
書
は
、
浅
野
氏
の
言
わ
れ
る
ご
と
く
「
不
思
議
な
版
本
」
で
あ
り
、
ま

た
、
中
野
三
敏
氏
の
説
か
れ
る）

（
（

和
本
の
出
版
史
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
、
他
に
例

を
見
な
い
貴
重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

本
書
の
価
値
を
考
え
る
な
ら
ば
、
保
存
の
た
め
に
虫
損
が
修
復
さ
れ
る
こ
と

を
強
く
望
む
も
の
で
あ
る
。
そ
の
折
に
は
綴
じ
糸
が
解
か
れ
る
の
で
、
綴
じ
代

の
中
に
本
書
の
成
立
を
解
明
す
る
文
字
が
存
在
す
る
か
否
か
を
子
細
に
観
察
し

て
ほ
し
い
。
ま
た
、
修
復
と
し
て
は
全
面
裏
打
ち
を
施
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か

ら
、
以
後
裏
面
か
ら
の
調
査
は
不
可
能
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
裏
打
ち

の
前
に
は
、
裏
面
か
ら
の
調
査
を
し
て
、
刷
り
の
状
態
や
彩
色
に
つ
い
て
の
詳

細
な
報
告
が
成
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

付
記　

本
書
の
閲
覧
に
つ
い
て
、
格
別
の
便
宜
を
お
計
り
下
さ
っ
た
和
田
律
子

先
生
な
ら
び
に
流
通
経
済
大
学
図
書
館
の
関
係
各
位
に
篤
く
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
。

注（
1
）　

流
通
経
済
大
学
所
蔵　

祭
魚
洞
文
庫
『
百
人
一
首　

全
』（『
流
経
法
学
』
第
十
一
巻

二
号
、
二
〇
一
二
年
）

（
2
）　

不
思
議
な
版
本
―
祭
魚
洞
文
庫
の
「
百
人
一
首
」（
別
冊
太
陽
『
百
人
一
首
へ
の
招
待
』

所
収
、
平
凡
社
、
二
〇
一
三
年
）

（
（
）　

木
版
多
色
刷
り
の
色
版
制
作
の
手
順
を
略
述
す
る
。
木
版
多
色
刷
り
を
作
る
に
は
、

ま
ず
絵
師
が
下
絵
を
描
く
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
場
合
の
原
画
は
、
絵
の
具
を
用
い

ず
、
墨
一
色
で
一
枚
だ
け
細
密
に
描
く
。
こ
の
絵
を
版
下
絵
と
い
う
。
絵
師
か
ら
版
元
経

由
で
版
下
絵
を
受
け
取
っ
た
彫
師
は
、
こ
の
版
下
絵
を
ヤ
マ
ザ
ク
ラ
の
版
木
に
裏
返
し
に

貼
り
付
け
て
忠
実
に
彫
る
。
そ
の
際
、
色
版
ご
と
の
位
置
合
わ
せ
を
す
る
た
め
の
印
（
こ

れ
を
見
当
と
呼
ぶ
）
を
版
の
二
箇
所
に
加
え
て
お
く
。
こ
の
見
当
の
位
置
に
紙
を
当
て
る

こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
版
を
重
ね
て
も
位
置
が
合
う
の
で
あ
る
。
な
お
、
版
木
に
ヤ
マ
ザ

ク
ラ
を
使
う
の
は
、
木
が
堅
く
て
耐
刷
力
が
あ
り
、
木
目
が
詰
ん
で
い
て
細
か
い
細
工
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
一
枚
の
版
木
が
出
来
上
が
る
。
こ
の
版
を
校

合
摺
と
呼
び
、
校
合
摺
は
絵
師
に
戻
さ
れ
て
、
絵
師
は
こ
こ
に
色
の
指
定
を
行
う
。
こ
の

絵
師
に
よ
る
色
指
定
を
基
に
し
て
色
分
け
を
し
、
必
要
な
版
木
枚
数
を
決
め
る
。
彫
師
は

校
合
摺
を
色
数
だ
け
刷
り
増
し
を
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
版
の
彫
り
残
す
部
分
を
校
合
摺
に

朱
筆
で
指
定
し
、
板
ご
と
に
貼
り
付
け
て
彫
る
。
そ
の
際
に
、
見
当
も
忠
実
に
彫
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
彫
ら
れ
た
版
木
一
式
を
用
い
て
試
し
刷
り
を
し

て
、
問
題
が
な
け
れ
ば
、
絵
師
の
立
ち
会
い
の
下
で
刷
師
が
色
を
調
合
し
て
本
刷
り
と
な

る
。
こ
の
多
色
刷
り
の
技
法
は
、
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）、
絵
暦
の
流
行
に
よ
り
、
鈴
木

春
信
を
中
心
と
す
る
人
々
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。

（
（
）　

合
羽
刷
り
と
は
、
合
羽
に
使
う
耐
水
性
の
紙
を
、
色
を
付
け
た
い
形
に
切
り
抜
き
、

紙
に
当
て
、
上
か
ら
刷
毛
で
絵
の
具
を
塗
る
も
の
で
、
紙
の
用
途
か
ら
名
付
け
ら
れ
た
。

名
称
は
「
刷
り
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
塗
る
方
法
で
あ
る
。
版
を
作
る
よ
り
も

安
価
で
、
上
方
で
使
わ
れ
た
。

（
5
）　

版
木
の
彫
り
と
刷
り
の
修
業
に
つ
い
て
、
現
代
で
は
、
彫
り
は
七
年
、
刷
り
は
五
年

が
最
低
年
限
と
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
業
と
す
る
場
合
の
基
本
的

な
技
術
の
習
得
に
必
要
な
年
限
で
あ
る
。
見
当
を
合
わ
せ
て
精
緻
な
多
色
刷
り
を
完
成
さ

せ
る
の
は
至
難
の
技
で
あ
る
。

（
（
）　

紅
は
、
紅
花
の
弁
を
採
っ
て
搾
り
、
黄
と
赤
の
分
離
を
繰
り
返
す
。
最
も
純
度
の
高

い
紅
を
本
紅
と
い
い
、
黄
味
が
混
じ
る
も
の
を
片
紅
と
い
う
。

（
（
）　

丹
は
粗
悪
な
鉛
や
鉛
鉱
石
に
硫
黄
と
硝
石
を
加
え
て
熱
し
て
作
る
。
浮
世
絵
で
も
多
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く
使
わ
れ
る
。

（
（
）　

版
に
よ
る
刷
り
と
合
羽
刷
り
や
筆
彩
の
違
い
は
、
紙
の
裏
面
か
ら
見
れ
ば
明
確
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
版
に
よ
る
刷
り
は
、
紙
の
繊
維
の
中
に
絵
の
具
を
刷
り
込
む
た
め
、
裏

面
に
染
み
て
い
る
。
筆
彩
な
ら
ば
、
裏
へ
の
絵
の
具
の
抜
け
具
合
が
弱
く
、
絵
の
具
の
溜

ま
り
が
で
き
る
。
ま
た
、
版
に
よ
る
刷
り
で
あ
れ
ば
、
凹
凸
が
感
じ
ら
れ
る
場
合
も
あ
る

が
、
本
書
の
場
合
は
刷
ら
れ
て
か
ら
相
当
の
時
間
が
経
っ
て
い
る
た
め
に
凹
凸
の
判
断
は

む
ず
か
し
い
。

（
（
）　

中
野
三
敏
氏
『
和
本
の
す
す
め
』（
岩
波
新
書
、
二
〇
一
一
年
、
一
九-

二
〇
頁
）
に

以
下
の
記
述
が
あ
る
。

　
「
享
保
以
後
の
出
版
史
で
特
筆
大
書
さ
れ
る
べ
き
は
色
刷
り
本
（
套
印
・
重
ね
刷
り
）
の
出

現
で
あ
る
。

　
　

ま
ず
は
一
枚
刷
り
や
浮
世
絵
な
ど
か
ら
始
ま
り
、
や
が
て
画
譜
・
絵
本
・
絵
入
り
本
の

領
域
へ
と
展
開
す
る
。
早
く
江
戸
初
期
か
ら
中
国
明
版
の
詩
箋
（
漢
詩
を
書
く
た
め
の
用

箋
で
、
花
鳥
・
山
水
・
人
物
・
文
房
具
な
ど
の
絵
を
、
一
隅
に
淡
い
色
刷
り
で
配
し
た

雅
趣
あ
る
も
の
）
な
ど
が
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
、
貴
人
・
大
名
・
高
僧
な
ど
の
日
用
に

用
い
ら
れ
て
い
た
の
を
、
日
本
で
つ
く
る
こ
と
に
成
功
し
た
。
そ
れ
は
墨
線
の
み
の
墨
板

で
刷
っ
た
絵
（
主
版
と
呼
ぶ
）
の
上
に
、
一
色
ご
と
の
色
板
を
作
っ
て
重
ね
刷
り
す
る
も

の
で
、
色
が
ず
れ
な
い
よ
う
に
、
版
面
に
「
見
当
」
と
よ
ば
れ
る
目
印
を
つ
け
て
お
い
て

刷
っ
た
。（
中
略
・
引
用
者
に
よ
る
）
初
め
は
二
、
三
色
に
手
彩
色
な
ど
も
交
え
て
作
ら

れ
、
後
に
は
い
わ
ゆ
る
錦
絵
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
美
麗
な
も
の
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
と
て
も

せ
い
ぜ
い
十
色
ほ
ど
を
重
ね
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。」
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