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は
じ
め
に

日
本
に
現
存
す
る
漢
籍
古
写
本
・
古
刊
本
が
中
国
学
研
究
、
或
い
は
日
本
漢
学
研
究
を
遂
行
す
る
上
で
、
独
自
の
資
料
性
を
持
っ
て
い

る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
漢
籍
善
本
が
影
印
出
版
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
近
年
、
幾
つ
か
の
所
蔵
機
関

で
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
書
影
の
デ
ジ
タ
ル
画
像
の
提
供
を
開
始
し
て
い
る
。
こ
の
傾
向
は
今
後
ま
す
ま
す
強
ま
る
こ
と
が
予
想

さ
れ
、
近
い
う
ち
に
研
究
者
が
主
要
な
善
本
を
自
由
に
利
用
で
き
る
環
境
が
整
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
但
し
、
こ
と
漢
籍
古

写
本
に
限
っ
て
は
、
研
究
者
の
間
で
見
過
ご
さ
れ
て
い
る
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
「
古こ

ひ
つ筆
切ぎ
れ

」
と
呼
ば
れ
る
断
簡
資
料
で
あ
る
。

古
筆
切
は
一
葉
わ
ず
か
数
行
と
い
う
断
片
的
資
料
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
全
体
を
推
し
測
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
、

文
献
調
査
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
ま
た
個
人
所
蔵
の
も
の
が
大
半
を
占
め
る
と
い
う
事
情
も
、
調
査
の
対
象
外
と
す
る
傾
向

に
拍
車
を
掛
け
て
い
る
。
し
か
し
嘗
て
神
田
喜
一
郎
先
生
が
「
こ
の
暴
挙
を
い
か
ん
せ
ん
」
と
題
す
る
一
文（

（
（

を
草
し
て
注
意
を
喚
起
さ
れ

た
よ
う
に
、
古
筆
切
の
中
に
は
等
閑
視
で
き
な
い
資
料
的
価
値
を
備
え
て
い
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
漢
籍
の
古
筆
切
を
幾
つ
か
取

り
上
げ
、
そ
の
資
料
性
を
論
じ
て
み
た
い
。

本
題
に
入
る
前
に
、
予
備
知
識
と
し
て
、
漢
籍
古
写
本
と
古
筆
切
と
に
つ
い
て
少
し
ば
か
り
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
す
る
。

佐

藤

道

生

日
本
漢
学
研
究
に
於
け
る
古
筆
切
の
利
用
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一
、
日
本
に
現
存
す
る
漢
籍
古
写
本
の
特
徴

我
が
国
は
古
来
、
中
国
文
化
の
影
響
下
に
あ
り
、
他
の
東
ア
ジ
ア
漢
字
文
化
圏
に
属
す
る
国
々
と
同
様
、
絶
え
ず
こ
れ
を
積
極
的
に
学

ん
で
き
た
。
中
国
文
化
を
受
容
す
る
方
法
と
は
、
具
体
的
に
は
漢
籍
を
学
習
す
る
こ
と
で
あ
る
。
留
学
が
容
易
で
な
か
っ
た
時
代
に
は
、

こ
れ
が
最
善
の
方
法
だ
っ
た
。
そ
れ
故
日
本
に
は
中
国
か
ら
直
接
に
、
或
い
は
朝
鮮
半
島
を
経
由
し
て
多
く
の
漢
籍
の
写
本
・
刊
本
が
将

来
さ
れ
、
ま
た
国
内
に
於
い
て
も
そ
の
書
写
・
刊
行
が
盛
ん
に
行
な
わ
れ
た
。
ま
た
日
本
人
は
自
ら
も
漢
語
漢
文
を
用
い
て
著
述
を
為
し

た
（
こ
れ
を
準
漢
籍
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
（。
こ
れ
ら
日
本
国
内
に
在
っ
て
日
本
人
の
用
い
た
漢
籍
を
総
称
し
て
「
日
本
漢
籍
」
と
呼
び
慣

わ
し
て
い
る
。

日
本
漢
籍
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
漢
籍
全
体
の
中
に
そ
の
一
部
と
し
て
包
含
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
中
国
本
国
に
存
在
す
る

漢
籍
や
朝
鮮
半
島
に
伝
来
す
る
漢
籍
と
は
一
線
を
画
す
る
側
面
を
具
え
て
い
る
。
そ
れ
は
圧
倒
的
な
数
を
誇
る
古
写
本
の
存
在
で
あ
る
。

以
下
、
日
本
に
現
存
す
る
漢
籍
古
写
本
の
特
徴
を
説
明
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

中
国
で
は
漢
籍
と
い
え
ば
刊
本
の
そ
れ
を
指
す
の
が
通
例
で
あ
る
が
、
日
本
で
は
漢
籍
に
限
ら
ず
、
典
籍
全
般
に
於
い
て
写
本
の
占
め

る
割
合
が
極
め
て
大
き
い
。
し
か
も
古
写
本
が
多
く
現
存
し
て
い
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
、
日
本
で
は
写
本
こ
そ
が
書
籍
本
来
の
形
態
（
刊

本
は
そ
の
変
型
（
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
社
会
通
念
と
な
っ
て
定
着
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
刊
本
に
権
威
を
認
め
る
中
国
と
、

そ
れ
に
対
し
て
写
本
に
価
値
を
認
め
る
日
本
と
の
顕
著
な
文
化
的
対
立
の
構
図
を
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
、
写
本
の
多

さ
が
日
本
漢
籍
の
際
だ
っ
た
特
徴
と
な
る
の
は
、
一
体
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

漢
籍
の
舶
来
に
遣
唐
使
の
果
た
し
た
役
割
は
大
き
い
。
奈
良
時
代
の
吉
備
真
備
、
平
安
時
代
の
最
澄
、
空
海
、
円
仁
ら
の
実
績
が
そ
れ

を
証
明
し
て
い
る
。
彼
ら
は
遣
唐
使
に
し
た
が
っ
て
入
唐
し
、
大
量
の
漢
籍
を
日
本
に
持
ち
帰
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
漢
籍
の
原
本

は
殆
ど
残
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
転
写
を
経
て
現
存
す
る
も
の
は
極
め
て
多
い
。
奈
良
・
平
安
時
代
に
も
た
ら
さ
れ
た
漢
籍
の
本
文
は
取

り
も
直
さ
ず
唐
朝
で
通
行
流
布
し
て
い
た
本
文
で
あ
る
。
中
国
で
も
唐
代
に
は
ま
だ
出
版
文
化
が
開
花
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
書
籍
の

形
態
は
写
本
（
鈔
本
（
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
こ
の
時
代
の
漢
籍
の
本
文
を
「
唐
鈔
本
」
と
呼
び
慣
わ
し
て
い
る
。
古
代
の
日
本
で
は
、

ま
ず
こ
の
唐
鈔
本
（
或
い
は
そ
の
転
写
本
（
を
用
い
て
漢
籍
を
学
習
し
た
の
で
あ
る
。
尚
、
唐
鈔
本
と
い
う
呼
称
は
、
本
来
中
国
唐
代
の
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写
本
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
ま
た
同
時
に
そ
の
写
本
の
有
す
る
本テ
ク
ス
ト文
の
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
あ
る
。
後
者
を
唐
鈔
本
系
本
文
と
呼
ぶ

の
は
両
者
の
混
同
を
避
け
る
た
め
の
便
宜
的
措
置
で
あ
る
。
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
唐
鈔
本
原
本
を
日
本
人
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
書
写

し
た
場
合
、
そ
の
本
文
は
原
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
唐
鈔
本
と
呼
ぶ
こ
と
に
は
若
干
の
抵
抗
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
唐
鈔
本
系
本
文

を
有
す
る
写
本
な
ど
と
称
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
類
い
の
漢
籍
古
写
本
と
し
て
正
倉
院
蔵 

慶
雲
四
年
（
七
〇
七
（
書
写
の
『
王
勃
詩
序
』

（
此
書
に
は
内
題
が
な
い
の
で
仮
に
こ
う
呼
称
す
る
（、
名
古
屋
市
真
福
寺
蔵 

天
平
十
九
年
（
七
四
七
（
書
写
の
『
琱
玉
集
』（
存
巻
十
二
、

巻
十
四
（
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

中
国
で
は
宋
代
に
入
る
と
、
読
書
人
口
の
増
大
に
呼
応
し
て
書
籍
の
形
態
が
写
本
か
ら
刊
本
へ
と
移
行
し
始
め
た
。
写
本
の
場
合
、
転

写
過
程
に
於
い
て
誤
写
・
意
改
が
繰
り
返
し
て
行
な
わ
れ
、
時
と
し
て
改
編
が
為
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
同
じ
書
名
を
持
つ
書
籍
で

も
全
く
同
一
の
本
文
を
持
っ
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
必
ず
異
本
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
る
書
籍
を
刊
行
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
互
い
に
異
な
る
本
文
を
持
つ
写
本
群
を
整
理
校
訂
し
て
一
つ
の
本
文
に
定
め
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
唐
以
前
に
成
立

し
た
書
で
刊
行
す
る
に
相
応
し
い
と
判
断
さ
れ
た
も
の
に
は
、
こ
の
時
初
め
て
本
文
校
訂
が
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
校
訂
作
業
は
当

然
客
観
的
態
度
を
以
て
慎
重
に
行
な
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
だ
が
、
宋
代
に
於
い
て
は
自
ず
と
限
界
が
あ
っ
た
。
ま
た
進
取
の
気
風

に
富
ん
だ
当
時
の
学
問
（
宋
学
（
の
影
響
も
あ
っ
て
、
か
な
り
主
観
的
な
校
訂
が
行
な
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
宋
刊

本
は
そ
れ
ま
で
の
唐
鈔
本
に
大
胆
な
改
変
が
加
え
ら
れ
て
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
我
々
が
通
常
接
す
る
（
唐
以
前
に
成
立
し
た
（
漢
籍
の

本
文
の
多
く
は
こ
の
宋
刊
本
の
本
文
で
あ
り
、
そ
れ
以
前
の
唐
鈔
本
に
溯
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
も
宋
刊
本
が
一
旦
世
に
出
る
と
、

こ
れ
が
権
威
化
し
て
唐
鈔
本
を
完
全
に
駆
逐
す
る
と
い
う
現
象
が
起
き
た
。
こ
う
し
て
唐
鈔
本
は
中
国
本
国
で
は
早
く
に
滅
び
去
っ
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
宋
代
に
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
書
籍
は
（
た
と
え
唐
鈔
本
が
破
棄
さ
れ
た
と
は
い
え
（
ま
だ
し
も
幸
運
で
あ
っ

た
。
こ
の
時
期
に
刊
行
の
機
会
を
逸
し
た
書
籍
は
結
局
全
て
亡
佚
の
途
を
た
ど
っ
た
の
で
あ
る
。

一
方
、
日
本
で
は
先
に
述
べ
た
よ
う
な
写
本
を
重
ん
じ
る
文
化
に
支
え
ら
れ
て
、
唐
鈔
本
系
本
文
を
持
つ
古
写
本
が
国
内
に
永
く
保
存

さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
漢
唐
の
学
風
を
墨
守
し
て
宋
学
を
容
易
に
受
け
入
れ
よ
う
と
し
な
か
っ
た
平
安
・
鎌
倉
期
漢
学
の
全
体
的
志
向
が
却
っ

て
幸
い
し
た
こ
と
、
ま
た
日
本
が
戦
乱
と
い
う
書
物
最
大
の
敵
に
見
舞
わ
れ
る
こ
と
の
少
な
か
っ
た
こ
と
を
理
由
に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
先
に
挙
げ
た
二
書
の
内
『
王
勃
詩
序
』
は
、
王
勃
の
別
集
『
王
子
安
集
』
十
六
巻
（
通
行
本
（
や
『
王
子
安
集
註
』
二
十
巻
（
清
・
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蒋
清
翊
註
（
に
収
め
る
本
文
と
比
較
す
る
と
、
甚
だ
し
い
字
句
の
異
同
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
は
正
倉
院
蔵
本
が
唐
鈔
本
系
本
文
を
有
し

て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。『
琱
玉
集
』
は
中
国
に
は
現
存
し
て
い
な
い
。
宋
代
に
刊
行
の
機
会
を
逃
し
、
消
滅
し
た
書
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
中
国
本
国
で
は
亡
佚
し
、
そ
れ
以
外
の
地
域
に
現
存
す
る
書
籍
を
佚
存
書
と
呼
ん
で
い
る
。
日
本
は
ま
さ
に
佚
存
書
の
宝
庫
で
あ

る
と
言
っ
て
良
か
ろ
う
。
こ
れ
を
要
す
る
に
、
日
本
に
現
存
す
る
漢
籍
古
写
本
に
見
ら
れ
る
特
徴
と
し
て
、
第
一
に
唐
鈔
本
系
本
文
を
有

す
る
も
の
が
あ
る
こ
と
、
第
二
に
佚
存
書
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る（

2
（

。

尚
、
日
本
漢
籍
の
室
町
期
以
降
の
写
本
の
中
に
は
中
国
刊
本
（
唐
本
と
言
う
（
や
朝
鮮
刊
本
を
書
写
し
た
も
の
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。

こ
れ
は
当
時
、
唐
本
等
の
入
手
が
困
難
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
室
町
期
以
前
の
日
本
人
の
別
集
、
総
集
、
漢
籍

註
釈
書
な
ど
は
大
半
が
写
本
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
現
存
す
る
も
の
が
少
な
い
も
の
の
、
日
本
漢
学
の
実
態
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
欠
か
せ

な
い
資
料
で
あ
る
。
ま
た
本
邦
の
註
釈
書
中
に
引
か
れ
る
漢
籍
本
文
に
は
間
々
佚
文
が
見
出
さ
れ
る
。
こ
の
点
も
日
本
漢
籍
の
持
つ
資
料

的
価
値
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
日
本
漢
籍
古
写
本
の
特
徴
の
第
三
は
、
本
文
中
に
訓
点
を
始
め
と
す
る
詳
密
な
書
入
れ
が
見
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
に
言
う

訓
点
の
「
訓
」
は
傍
訓
の
こ
と
で
、
漢
語
に
対
応
す
る
日
本
語
を
片
仮
名
で
表
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
振
り
仮
名
・
送
り
仮
名
の
類
い
と

言
っ
て
よ
い
。「
点
」
は
漢
語
の
語
法
を
日
本
語
の
語
法
に
置
き
換
え
る
た
め
の
各
種
符
号
で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
句
読
点
、
返
点
、
助
詞
・

助
動
詞
な
ど
を
表
示
し
た
。
こ
の
「
訓
」
と
「
点
」
と
を
組
み
合
わ
せ
て
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
訓
読
（
当
時
の
翻
訳
（
が
可

能
と
な
る
の
で
あ
る
。
書
入
れ
に
は
こ
の
ほ
か
欄
上
・
行
間
・
紙
背
に
語
釈
、
参
考
諸
説
、
異
本
注
記
な
ど
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ

れ
ら
は
元
を
た
だ
せ
ば
全
て
儒
者
や
学
僧
と
い
っ
た
漢
学
の
専
門
家
が
長
き
に
わ
た
っ
て
本
文
解
釈
の
検
討
を
重
ね
た
過
程
で
書
き
入
れ

た
も
の
で
あ
る
。
日
本
で
は
室
町
後
期
以
降
な
ら
ば
、
漢
籍
の
註
釈
書
が
抄
物
（
講
義
録
（
と
い
う
形
を
と
っ
て
著
さ
れ
、
下
っ
て
江
戸

時
代
と
も
な
れ
ば
、
漢
学
に
関
す
る
著
述
で
現
存
す
る
も
の
は
膨
大
で
あ
る
。
当
時
の
漢
籍
学
習
の
実
態
は
そ
れ
ら
の
諸
書
に
よ
っ
て
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
室
町
中
期
以
前
に
は
、
日
本
人
に
よ
る
漢
学
に
関
す
る
著
述
や
註
釈
書
が
殆
ど
残
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か

ら
、
そ
の
具
体
的
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
古
写
本
に
見
ら
れ
る
書
入
れ
を
読
み
解
く
こ
と
が
唯

一
の
方
策
で
あ
る
と
言
っ
て
も
言
い
過
ぎ
で
は
な
い
（
こ
れ
に
加
え
て
、
日
本
人
の
別
集
・
総
集
を
読
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
籍
受
容

の
様
相
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
（。
書
入
れ
を
有
す
る
漢
籍
古
写
本
は
日
本
の
漢
学
を
考
察
す
る
上
で
極
め
て
重
要
な
資
料
な
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
残
念
な
が
ら
こ
れ
ら
は
た
だ
日
本
語
学
の
資
料
と
し
て
の
み
研
究
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
が
学
界
の
現
状
で
あ
る
。
ま
た
文
学

研
究
の
立
場
で
は
、
訓
点
は
漢
文
の
正
し
い
解
釈
を
妨
げ
る
も
の
と
さ
え
見
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
日
本
人
に
よ
る
積
年
の
営

為
を
文
化
史
上
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
が
今
後
に
残
さ
れ
た
大
き
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
、
日
本
に
現
存
す
る
漢
籍
の
、
特
に
古
写
本
の
学
術
的
価
値
に
つ
い
て
述
べ
た
。
次
に
古
筆
切
の
説
明
に
移
ろ
う
。

二
、
古
筆
切
と
は
何
か

前
節
で
触
れ
た
よ
う
に
、
日
本
で
は
古
来
、
書
籍
の
形
態
は
写
本
が
主
流
で
あ
り
、
手
書
き
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
籠
め
ら
れ

て
い
た
。
こ
の
価
値
観
は
平
安
時
代
以
降
に
中
国
か
ら
刊
本
が
将
来
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
く
、
出
版
文
化
が
花
開

い
た
江
戸
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
変
わ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
写
本
こ
そ
書
籍
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

書
写
と
い
う
行
為
が
身
近
に
あ
れ
ば
、
自
ず
と
優
れ
た
筆
蹟
に
対
す
る
価
値
観
が
醸
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
早
く
か
ら
知
識
人
の
間
で
古

筆
（
古
人
の
筆
蹟
（
を
珍
重
し
鑑
賞
す
る
風
流
が
起
こ
っ
た
の
も
自
然
の
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
室
町
時
代
の
末
、
読
書
人
口

の
増
加
に
伴
っ
て
古
筆
に
対
す
る
関
心
が
急
激
に
高
ま
り
、
需
要
と
供
給
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
た
こ
と
で
、
思
わ
ぬ
弊
風
が
生
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
。
古
筆
を
寸
断
し
て
古
筆
切
に
す
る
風
潮
で
あ
る
。「
切き

れ

」
と
は
断
簡
の
意
。
た
し
か
に
こ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
唯
一
人
し

か
所
有
で
き
な
か
っ
た
貴
重
な
写
本
を
大
勢
が
分
か
ち
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
見
事
な
発
想
の
転
換
だ
が
、
著
者
の
言
わ
ん
と
す
る
内
容

を
無な

み
し
、
書
籍
を
文
字
の
鑑
賞
の
た
め
だ
け
に
分
割
し
て
利
用
す
る
と
い
う
の
は
、
殆
ど
暴
挙
に
等
し
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
古
人

の
名
蹟
を
切
断
す
る
こ
と
は
何
等
や
ま
し
い
こ
と
と
は
見
な
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
言
い
分
は
、
価
値
あ
る
名
蹟
を
完
冊
の
ま

ま
で
保
存
し
て
い
て
は
、
何
時
い
か
な
る
災
害
に
あ
っ
て
首
尾
亡
佚
す
る
や
も
知
れ
な
い
。
だ
か
ら
寧
ろ
こ
れ
を
幾
葉
も
の
断
簡
に
分
割

し
、
諸
処
に
分
散
し
て
お
け
ば
、
そ
の
危
険
は
著
し
く
分
散
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
生
み
出
さ
れ
た
古

筆
切
は
、
茶
の
湯
の
掛
軸
に
用
い
ら
れ
た
り
、
或
い
は
手
鑑
に
押
さ
れ
た
り
し
て
、
今
日
無
数
に
存
在
し
て
い
る
。
手
鑑
と
い
う
の
は
、

厚
手
の
台
紙
を
折
帖
に
装
訂
し
、
そ
の
表
裏
に
古
筆
切
を
糊
付
け
し
て
貼
っ
た
も
の
、
す
な
わ
ち
古
筆
切
の
貼
り
雑
ぜ
帖
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
、
古
筆
切
を
手
鑑
に
貼
る
動
作
を
「
押
す
」
と
言
い
慣
わ
し
て
い
る
。
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さ
て
、
古
筆
を
鑑
賞
す
る
に
は
筆
者
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
と
な
る
。
筆
蹟
と
人
格
と
は
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
り
、
ど

こ
の
誰
と
も
分
か
ら
ぬ
筆
蹟
は
鑑
賞
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
か
な
る
古
写
本
も
そ
の
筆
者
が
明
ら
か
で
あ
る
か

と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
書
写
奥
書
に
筆
者
の
自
署
が
あ
る
な
ど
と
い
う
の
は
稀
有
な
例
で
あ
っ
て
、
大
多
数
の
古
写
本
は

書
写
奥
書
を
持
た
ず
、
誰
の
筆
に
よ
る
も
の
な
の
か
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
実
際
で
あ
る
。
そ
こ
で
登
場
し
た
の
が
「
古こ

ひ
つ筆
見み

」「
古こ
ひ
つ筆

目め
き
き利
」
と
呼
ば
れ
る
古
筆
鑑
定
家
で
あ
る
。
彼
ら
は
誰
が
書
い
た
と
も
知
れ
な
い
筆
蹟
を
、
長
年
培
っ
た
鑑
定
眼
を
頼
り
に
誰
そ
れ
の
も

の
で
あ
る
と
同
定
し
、
そ
の
旨
を
記
し
た
鑑
定
書
を
発
行
し
た
の
で
あ
る
。
鑑
定
書
は
多
く
の
場
合
、
手
鑑
に
古
筆
切
と
と
も
に
貼
り
付

け
る
便
宜
か
ら
、
縦
十
四
セ
ン
チ
、
横
二
セ
ン
チ
ほ
ど
の
「
極き
わ
め

札ふ
だ

」
が
用
い
ら
れ
た
。
こ
の
ほ
か
、
古
筆
切
が
軸
装
さ
れ
て
い
る
場
合
に

は
「
正し
ょ
う
ひ
つ
が
き

筆
書
」「
折お
り
が
み紙

」「
箱は
こ
が
き書

」
な
ど
の
形
式
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
鑑
定
書
に
は
大
抵
正
し
い
と
は
思
わ
れ
な
い
筆
者
名
が
記
さ
れ
て

い
る
（
中
に
は
正
し
い
場
合
も
あ
る
が
（。
そ
れ
ゆ
え
古
筆
見
の
鑑
定
に
よ
る
筆
者
を
「
伝
称
筆
者
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
但
し
、
古
筆
見

の
鑑
定
は
こ
の
よ
う
に
筆
者
の
特
定
に
は
誤
り
が
あ
る
も
の
の
、
そ
の
書
写
年
代
は
お
お
よ
そ
正
鵠
を
得
て
い
る
。
彼
ら
の
鑑
識
眼
は
決

し
て
い
い
加
減
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

古
筆
鑑
定
家
の
元
祖
は
古
筆
了
佐
（
一
五
七
二
―
一
六
六
二
（
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
（
刊
『
補
正
〈
古
筆
了

伴
先
生
得
許
可
及
上
木
〉
和
漢
書
画
古
筆
鑑
定
家
印
譜
』
に
よ
れ
ば
、
了
佐
は
近
江
国
西
川
の
人
で
、
俗
名
は
平
澤
彌
四
郎
。
了
佐
は
法

名
で
あ
る
。
近
衛
前
久
か
ら
古
筆
鑑
定
法
を
伝
授
さ
れ
、
ま
た
豊
臣
秀
次
（
一
五
六
八
―
九
五
（
か
ら
古
筆
の
家
号
を
賜
り
、
古
筆
鑑
定

を
家
職
と
す
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
と
い
う
。
秀
次
は
空
海
筆
の
『
風
信
帖
』
か
ら
一
通
を
切
り
取
っ
た
張
本
人
で
、
古
筆
に
関
心
を
寄
せ

た
人
物
で
あ
る
か
ら
、
当
時
了
佐
と
関
わ
り
を
持
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
了
佐
の
子
孫
は
代
々
家
業
を
継
ぎ
、
門
人
を
も
擁

し
た
。

古
筆
切
を
伝
称
筆
者
別
に
分
類
し
た
書
に
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
（
刊
行
の
『
増
補
古
筆
名
葉
集
』
が
あ
る
。
編
者
は
筆
蹟
鑑
定
家

と
し
て
当
時
名
高
か
っ
た
古
筆
了
仲
（
一
八
二
〇
―
九
一
（
で
あ
る
。
本
書
に
は
二
百
八
十
六
名
の
筆
者
に
よ
る
一
千
三
十
種
の
古
筆
切

の
名
称
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
配
列
は
手
鑑
の
そ
れ
に
一
致
す
る
か
ら
、
蒐
集
家
が
手
ず
か
ら
手
鑑
を
こ
し
ら
え
る
手
引
き
書
と
し

て
編
ま
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
江
戸
時
代
の
古
筆
切
蒐
集
熱
の
ほ
ど
が
窺
わ
れ
る
。
一
千
三
十
種
の
古
筆
切
の
内
訳
は
、
経き

ょ
う
ぎ
れ切（
仏
教
経

典
の
断
簡
（・
歌う
た
ぎ
れ切

（
勅
撰
和
歌
集
・
私
撰
集
・
私
家
集
な
ど
の
断
簡
（
が
大
半
を
占
め
る
が
、
漢
籍
断
簡
（
仏
教
書
籍
以
外
の
（
も
纔
か
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な
が
ら
見
出
さ
れ
る
。
主
な
も
の
を
次
に
掲
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
伝
称
筆
者
、
古
筆
切
の
名
称
の
順
に
掲
げ
、
伝
称
筆
者
に
は
生
没
年

を
括
弧
に
括
っ
て
示
し
た
。

巻
上○

後
宇
多
院
（
一
二
六
七
―
一
三
二
四
（

同
（
巻
物
切
（〈
鳥
ノ
子
、
詩
、
行
書
、
一
行
四
字
三
字
許
〉

○
後
二
條
院
（
一
二
八
五
―
一
三
〇
八
（

同
（
巻
物
切
（〈
詩
、
チ
ラ
シ
書
〉

○
宗
尊
親
王
（
一
二
四
二
―
七
四
（

同
（
巻
物
切
（〈
仙
花
紙
、
詩
、
墨
罫
、
片
カ
ナ
朱
星
ア
リ
〉

○
二
條
殿
良
基
公
（
一
三
二
〇
―
八
八
（

畠
山
切
〈
巻
物
、
雲
紙
、
上
下
金
罫
、
真
字
、
五
山
僧
ノ
詩
、
歌
二
行
書
、
歌
ハ
今
川
了
俊
ノ
筆
ナ
リ
、
詩
歌
両
筆
ノ
処
モ
ア
リ
〉

○
同
（
三
條
殿
（
公
忠
公
（
一
三
二
四
―
八
三
（

同
（
巻
物
切
（〈
雲
紙
、
詩
、
一
行
六
七
字
、
文
字
一
寸
五
分
許
〉

○
日
野
殿
俊
光
卿
（
一
二
六
〇
―
一
三
二
六
（

巻
物
切
〈
詩
、
墨
罫
、
一
行
十
四
五
字
〉

○
清
原
頼
業
（
一
一
二
二
―
八
九
（

孝
経
切
〈
墨
罫
、
朱
星
ア
リ
〉

○
小
野
道
風
朝
臣
（
八
九
六
―
九
六
六
（

巻
物
切
〈
艸
書
、
詩
文
章
、
絹
綾
地
〉

○
参
議
佐
理
卿
（
九
四
四
―
九
八
（

同
（
四
半
（〈
継
合
紙
、
杢
目
雲
紙
、
白
紙
、
金
銀
砂
子
ス
コ
シ
、
詩
、
行
書
、
チ
ラ
シ
書
、
一
行
五
六
字
〉
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○
権
大
納
言
行
成
卿
（
九
七
二
―
一
〇
二
七
（

巻
物
切
〈
詩
文
章
、
行
艸
、
雲
紙
、
或
ハ
五
色
紙
〉

○
源
家
長
朝
臣
（
？
―
一
二
三
四
（

天
王
寺
切
〈
巻
物
、
六
半
形
、
太
子
伝
記
、
村
砂
子
ア
リ
〉

○
判
官
康
頼
（
？
―
一
二
二
〇
（

四
半
〈
医
書
、
行
書
、
一
行
廿
字
許
、
此
切
医
書
ナ
ル
ユ
ヘ
ニ
丹
波
康
頼
ト
云
ハ
誤
リ
ナ
リ
〉

〇
源
三
位
頼
政
卿
（
一
一
〇
四
―
八
〇
（

小
巻
物
切
〈
行
書
、
公
卿
ノ
詩
集
、
反
リ
点
ア
リ
〉

○
楠
正
成
卿
（
？
―
一
三
三
六
（

巻
物
切
〈
願
文
〉

○
今
川
了
俊
（
一
三
二
五
―
一
四
二
〇
？
（

畠
山
切
〈
巻
物
、
雲
紙
、
上
下
金
罫
、
歌
二
行
書
、
真
字
五
山
僧
ノ
詩
ハ
二
条
良
基
公
ノ
筆
ナ
リ
、
詩
歌
両
筆
ノ
処
モ
ア
リ
〉

巻
下○

聖
廟
（
八
四
五
―
九
〇
三
（

式
切
〈
白
紙
、
墨
罫
、
朱
星
ア
リ
、
不
動
講
式
、
行
書
〉

〇
橘
逸
勢
朝
臣
（
？
―
八
四
二
（

石
山
切
〈
儒
書
、
香
紙
、
墨
字
、
墨
罫
〉

〇
弘
法
大
師
（
七
七
四
―
八
三
五
（

大
字
切
〈
艸
書
、
座
右
銘
、
一
字
四
五
寸
許
、
甚
稀
ナ
ル
モ
ノ
ナ
リ
〉

南
院
切
〈
草
書
、
中
字
、
詩
〉

巻
物
切
〈
中
字
、
行
書
、
待
〔
詩
〕、
一
行
九
字
許
、
朱
ニ
テ
別
人
ノ
訳
字
ア
リ
〉
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○
夢
窓
国
師
（
一
二
七
五
―
一
三
五
一
（

多
賀
色
紙
〈
草
書
、
五
言
絶
句
、
金
銀
砂
子
〉

〇
大
燈
国
師
（
一
二
八
二
―
一
三
三
七
（

佐
保
切
〈
白
紙
、
墨
罫
、
孝
経
、
真
字
、
朱
星
ア
リ
、
此
外
儒
書
兵
書
ニ
類
キ
レ
ア
リ
〉

道
徳
経
切
〈
黄
紙
、
同
上
〉

巻
物
切
〈
真
字
、
白
紙
、
墨
罫
、
詩
ナ
リ
〉

〇
一
休
和
尚
（
一
三
九
四
―
一
四
八
一
（

針
切
〈
四
半
、
細
字
、
聯
芳
集
〉

〇
北
畠
玄
恵
法
印
（
？
―
一
三
五
〇
（

巻
物
切
〈
経
書
ノ
註
、
朱
点
、
片
カ
ナ
、
墨
罫
〉

○
京
極
黄
門
定
家
卿
（
一
一
六
二
―
一
二
四
一
（

長
恨
歌
切
〈
四
半
、
竪
短
シ
〉

〇
同
（
二
条
家
（
為
道
卿
（
一
二
七
一
―
九
九
（

同
（
六
半
（〈
公
卿
ノ
詩
集
、
作
者
名
ア
リ
〉

以
上
二
十
八
種
の
古
筆
切
を
見
渡
し
て
気
づ
く
こ
と
は
、
奈
良
時
代
の
写
本
（
橘
逸
勢
（、
平
安
時
代
の
写
本
（
清
原
頼
業
・
小
野
道

風
・
藤
原
佐
理
・
藤
原
行
成
・
源
頼
政
・
聖
廟
（
菅
原
道
真
（・
弘
法
大
師
（
空
海
（（
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に

現
存
す
る
漢
籍
の
古
写
本
は
大
抵
鎌
倉
時
代
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
古
筆
切
の
中
に
は
、
断
簡
と
言
え
ど
も
、
抜
き
ん
出
て
古
い

（
通
行
本
と
は
異
な
る
（
本
文
を
持
つ
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
。
冒
頭
に
触
れ
た
神
田
先
生
の
提
言
（
注
１
を
参
照
（
も
、
古
筆
切
の
古
写

本
と
し
て
の
稀
少
性
に
着
目
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

古
筆
切
の
持
つ
資
料
性
に
注
目
し
て
、
そ
の
集
成
を
試
み
た
の
は
小
松
茂
美
氏
で
あ
っ
た
。
そ
の
著
『
古
筆
学
大
成
』
全
三
十
巻
（
一

九
八
九
～
一
九
九
三
年
、
講
談
社
（
は
国
文
学
関
係
の
古
筆
切
を
網
羅
的
に
集
め
た
大
著
で
あ
る
。
し
か
し
、
漢
籍
に
限
っ
て
は
第
二
十
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五
巻
の
一
部
が
宛
て
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
、
取
り
上
げ
ら
れ
た
書
は
『
白
氏
文
集
』『
貞
観
政
要
』『
菅
家
後
集
』『
本
朝
文
粋
』『
千
載
佳

句
』
な
ど
数
点
に
過
ぎ
な
い
。
古
筆
切
研
究
に
於
い
て
も
、
漢
籍
は
遅
れ
を
取
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
で
は
、
本
題
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。
本
稿
で
紹
介
す
る
の
は
次
の
三
点
の
古
筆
切
（
架
蔵
（
で
あ
る
。

①
『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
断
簡　
　

伝
橘
逸
勢
筆　
　
〔
唐
〕
写　
　
　
　

一
葉

②
『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
断
簡　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
唐
〕
写　
　
　
　

一
葉

③
『
文
選
集
注
』
巻
百
十
一
断
簡　

伝
大
塔

（
マ
マ
（国

師
筆　
〔
平
安
前
期
〕
写　

一
葉

①
②
は
唐
鈔
本
、
③
は
佚
存
書
で
あ
る
。
書
写
年
代
（
推
定
（
の
前
に
極
札
に
示
さ
れ
た
伝
称
筆
者
名
を
挙
げ
た
が
、
何
れ
も
真
の
書

写
者
で
は
な
い
。

三
、『
王
勃
集
』
断
簡

①
『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
断
簡　

伝
橘
逸
勢
筆　
〔
唐
〕
写　

一
葉　

書
影
１

書影１
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二
十
五
・
〇
×
五
・
七
糎
。
界
高
、
二
十
・
六
糎
。
行
十
五
字
。
楮
紙
。
極
札
は
分
家
第
十
三
代
の
古
筆
了
仲
（
一
八
二
〇
―
九
一
（。

本
文
を
次
に
掲
げ
る
。
通
行
の
字
体
を
用
い
、
小
字
は
「〈　

〉」
に
括
り
、
改
行
は
「
／
」
で
示
し
た
。
ま
た
破
損
し
た
文
字
「
□
」
を

推
定
で
き
る
場
合
に
は
、
右
傍
に
「（　

（」
に
括
っ
て
示
し
た
。

大
道
既
隠
仁
義
為
□
□
聖
人
着
礼
匡
□

末
三
年
之
喪
自
天
□
（
子
達
（
□
夫
豈
不
懐
情
為

義
割
〈
其
／
一
〉
嗚
呼
斯
人
不
勝
其
哀
一
慟
長
往
三

極
札
に
言
う
「
石
山
切
」
は
『
増
補
古
筆
名
葉
集
』
橘
逸
勢
の
項
に
見
え
、「
儒
書
、
香
紙
、
墨
字
、
墨
罫
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
本

断
簡
は
た
し
か
に
香
色
の
料
紙
に
墨
界
を
引
き
、
墨
字
で
書
か
れ
て
は
い
る
が
、
儒
教
経
典
で
は
な
い
。
こ
れ
を
上
野
氏
蔵
本
『
王
勃
集
』

巻
二
十
八
の
僚
巻
（
ツ
レ
（
と
同
定
で
き
た
の
は
、
道
坂
昭
廣
氏
の
一
連
の
研
究（

3
（

を
参
照
し
た
結
果
で
あ
る
。
以
下
、
道
坂
氏
の
驥
尾
に

付
し
て
、
本
断
簡
に
考
察
を
加
え
た
い
。

初
唐
の
四
傑
の
一
人
、
王
勃
（
六
五
〇
―
六
七
六
（
は
奈
良
時
代
か
ら
平
安
時
代
に
か
け
て
、
白
居
易
の
詩
文
が
将
来
さ
れ
る
以
前
に

日
本
で
最
も
良
く
読
ま
れ
た
詩
人
で
あ
っ
た
。
そ
の
別
集
は
『
日
本
国
見
在
書
目
録
』
に
「
王
勃
集
三
十
巻
」
と
し
て
著
録
さ
れ
て
い
る
。

王
勃
の
作
品
と
言
え
ば
、
正
倉
院
展
で
展
示
品
の
中
で
も
ひ
と
き
わ
目
を
引
く
『
詩
序
』
が
名
高
い
が
、
我
が
国
に
は
彼
の
『
王
勃
集
』

も
三
十
巻
の
内
、
巻
二
十
八
・
二
十
九
・
三
十
の
三
巻
の
古
写
本
が
現
存
し
て
い
る
（
通
行
本
は
『
王
子
安
集
』
十
六
巻
（。
こ
の
三
巻
は

互
い
に
僚
巻
で
あ
り
、
そ
の
書
写
年
代
は
唐
の
垂
拱
二
年
（
六
八
六
（
か
ら
載
初
元
年
（
六
八
九
（
ま
で
の
間
と
推
定
さ
れ
て
い
る
（
こ

れ
は
『
王
勃
集
』
編
纂
の
上
限
と
さ
れ
る
文
明
元
年
（
六
八
四
（
の
直
後
に
当
た
る
（。

但
し
、
こ
れ
ら
三
巻
は
首
尾
完
結
し
て
現
存
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
問
題
の
巻
二
十
八
に
つ
い
て
言
え
ば
、
巻
頭
の
目
録
に
よ
っ

て
「
達
奚
員
外
墓
誌
〈
幷
序
〉」「
陸
□
□
墓
誌
〈
幷
序
〉」「
帰
仁
県
主
墓
誌
〈
幷
序
〉」「
賀
抜
氏
墓
誌
〈
幷
序
〉」
の
四
篇
が
収
め
ら
れ
て

い
た
こ
と
が
分
か
る
が
、
こ
の
中
の
「
達
奚
員
外
墓
誌
」
の
銘
文
の
途
中
四
行
目
か
ら
「
陸
□
□
墓
誌
」
の
末
尾
ま
で
が
切
り
出
さ
れ
て
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い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
巻
二
十
八
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
一
部
分
が
本
断
簡
①
と
次
の
断
簡
②
な
の
で
あ
る
。
古
筆
切
全
体
の
中

で
も
飛
び
抜
け
て
古
い
写
本
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

実
は
巻
二
十
八
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
古
筆
切
が
も
う
一
葉
あ
る
こ
と
が
す
で
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。
Ｍ
Ｏ
Ａ
美
術
館
所
蔵
の
手
鑑
『
翰

墨
城
』
に
押
さ
れ
て
い
る
伝
橘
逸
勢
筆
「
詩
序
切
」
が
そ
れ
で
あ
る
。
道
坂
氏
は
、
こ
の
古
筆
切
が
俗
伝
に
言
う
よ
う
な
王
勃
の
詩
序
の

断
簡
で
は
な
く
、
上
野
氏
蔵
本
『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
に
本
来
存
し
た
は
ず
の
「
陸
□
□
墓
誌
一
首
〈
幷
序
〉」
の
銘
文
の
一
部
分
（
三

行
（
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
本
断
簡
は
、
そ
の
『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
の
直
前
に
位
置
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

4
（

。
両
者
を
並

べ
て
示
せ
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
両
断
簡
に
よ
っ
て
、
墓
誌
銘
の
其
一
・
其
二
の
全
文
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
翻
字
に
当
た
っ
て
は
、

句
読
点
を
私
に
付
し
た
。
ま
た
破
損
し
た
文
字
を
推
定
で
き
る
場
合
に
は
、
正
し
た
文
字
を
記
し
た
。

大
道
既
隠
、
仁
義
為
□
。
□
聖
人
着
、
礼
匡
□

末
。
三
年
之
喪
、
自
天
子
達
。
夫
豈
不
懐
、
情
為

義
割
〈
其
／
一
〉。
嗚
呼
斯
人
、
不
勝
其
哀
。
一
慟
長
往
、
三
」（
本
断
簡
（

泉
不
迴
。
悠
々
蒼
天
、
此
何
人
哉
。
先
王
有
制
、
何

為
王
摧
〈
其
／
二
〉。
昔
殷
三
仁
、
同
調
哲
達
。
士
誘
物
誰
、

是
顧
生
死
。
嗟
乎
弊
俗
、
情
変
久
矣
。
吾
子
隕
」（『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
（

と
こ
ろ
で
、
道
坂
氏
は
『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
が
上
野
氏
蔵
本
『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
立
証

す
る
に
当
た
っ
て
、
両
者
に
存
す
る
紙
背
文
書
を
援
用
さ
れ
た
。
道
坂
氏
の
説
く
と
こ
ろ
を
要
約
す
れ
ば
、『
王
勃
集
』
の
紙
背
に
存
す
る

の
は
『
大
乗
戒
作
法
』
と
い
う
、『
梵
網
経
』
の
「
十
重
戒
」・「
四
十
八
軽
戒
」
を
解
説
し
た
文
書
で
あ
る
。
文
中
、「
四
十
八
軽
戒
」
は

四
十
八
種
の
戒
を
五
群
（
十
・
十
・
十
・
九
・
九
の
各
戒
（
に
分
け
て
解
説
し
て
お
り
、『
王
勃
集
』
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
部
分
の
紙
背
に

は
最
後
（
五
番
目
（
の
群
の
九
戒
の
内
、
第
四
か
ら
第
九
ま
で
が
解
説
さ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
の

紙
背
を
（
透
か
し
て
（
観
察
す
る
と
、
果
た
し
て
第
五
、
第
六
の
戒
（
不
重
経
律
戒
・
不
化
有
情
戒
（
の
文
字
の
一
部
が
確
認
さ
れ
た
。
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従
っ
て
『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
は
上
野
氏
蔵
本
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
、
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。
明
快
な
推
論
で
あ
る
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
本
断
簡
の
紙
背
に
は
第
七
の
戒
（
説
法
乖
儀
戒
（
が
有
る
は
ず
だ
が
、
厚
く
裏
打
ち
が
為
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
残
念

な
が
ら
文
字
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

②
『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
断
簡　
〔
唐
〕
写　

一
葉　

書
影
２
・
書
影
３
（
紙
背
（

二
十
五
・
二
×
五
・
三
糎
。
界
高
、
二
十
・
六
糎
。
行
十
六
字
。
楮
紙
。
極
札
は
無
い
。
紙
背
に
「
聆
濤
閣
／
鑑
臧
記
」（
二
・
七
×

一
・
九
糎
（
の
陰
刻
朱
印
記
が
あ
る
。
本
文
は
次
の
と
お
り
（
翻
字
に
当
た
っ
て
は
堀
川
貴
司
氏
の
御
教
示
を
受
け
た
（。

書影２書影３（紙背）
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労
罔
極
樊
生
扣
地
相
□
何
難
毀
骨
誓
於
窮

□
泣
血
遵
乎
長
路
□
□
□
□
庶
僶
俛
□
□

三
年
阮
籍
神
哀
竟
□
離
於
一
慟
毀
卒
于
次

『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
は
上
野
氏
の
所
有
に
帰
す
る
以
前
、
吉
田
家
聆れ

い
と
う
か
く

濤
閣
に
蔵
さ
れ
て
い
た
。
吉
田
家
が
そ
の
収
集
品
を
模
刻
し
て
刊

行
し
た
『
聆
濤
閣
集
古
帖
』
に
は
、『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
の
巻
頭
本
文
十
一
行
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
本
断
簡
の
紙
背
に
は

「
聆
濤
閣
鑑
臧
記
」
な
る
朱
印
記
が
押
捺
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
推
せ
ば
、
本
断
簡
は
吉
田
家
が
明
治
期
に
上
野
氏
に
『
王
勃
集
』

巻
二
十
八
を
譲
渡
す
る
と
き
に
、
嘗
て
所
蔵
し
た
名
残
と
し
て
、
そ
の
本
文
三
行
を
切
断
し
て
手
元
に
残
し
て
お
い
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
断
簡
が
巻
二
十
八
の
何
処
に
位
置
す
る
か
は
、
紙
背
に
存
す
る
文
字
に
よ
っ
て
推
定
で
き
る
。
こ
れ
も
裏
打
ち
の
た
め
に
は
っ
き
り

と
は
見
え
な
い
が
、
紙
背
の
文
字
は
、

九
自
破
内
法
戒

　
　
　
　
　
　
　
　
　

如
師
子
虫
自
□
□
□
子

　
　
　
　
　

已
上
梵
網
経
幷
疏
了

と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
上
野
氏
蔵
本
『
王
勃
集
』
巻
二
十
八
の
紙
背
に
『
梵
網
経
』
の
「
四
十
八
軽
戒
」
を
解
説
し
た
文
書
の
存
す
る

こ
と
は
先
に
述
べ
た
。
こ
こ
に
見
え
る
「
自
破
内
法
戒
」
は
「
四
十
八
軽
戒
」
を
五
群
に
分
け
た
最
後
の
九
戒
の
第
九
に
相
当
す
る
。
し

た
が
っ
て
、
こ
の
断
簡
は
断
簡
①
の
少
し
前
、「
陸
□
□
墓
誌
」
序
文
の
一
部
分
で
あ
る
と
推
定
で
き
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
王
勃
の
研
究
は
急
速
に
進
展
し
て
い
る
。
中
国
文
学
の
分
野
で
は
道
坂
氏
の
研
究
の
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
が
、
日
本
漢
学
の

分
野
で
も
後
藤
昭
雄
氏
、
北
山
円
正
氏
に
よ
っ
て
、
平
安
時
代
初
期
に
於
け
る
王
勃
受
容
の
実
態
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る（

5
（

。『
王
勃
集
』

佚
文
の
出
現
は
、
た
と
え
纔
か
な
分
量
で
あ
っ
て
も
、
中
国
文
学
・
日
本
漢
学
両
分
野
の
研
究
発
展
に
寄
与
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
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四
、『
文
選
集
注
』
断
簡

③
『
文
選
集
注
』
巻
百
十
一
断
簡　

伝
大
塔
（
マ
マ
（国
師
筆　
〔
平
安
前
期
〕
写　

一
葉　

書
影
４

二
十
八
・
二
×
七
・
五
糎
。
界
高
、
二
十
三
・
四
糎
。
行
十
五
字
。
注
小
字
双
行
、
行
二
十
字
。
楮
紙
。
正
文
に
は
朱
の
ヲ
コ
ト
点
・

声
点
が
施
さ
れ
る
。
本
文
は
次
の
と
お
り
。

〈
進
貌
言
負
其
険
阻
一
／
人
荷
戈
万
夫
不
能
進
〉
形
勝
之
地
匪
親
勿
居
〈
李
善
／
曰
漢
〉

〈
書
田
肯
曰
秦
形
勝
之
国
也
斉
有
琅
瑘
之
饒
非
親
子
弟
／
莫
可
使
王
斉
者
音
決
勝
詩
証
反
劉
良
曰
匪
非
也
言
非
国
〉

〈
親
不
可
令
居
／
此
険
固
也
〉
昔
在
武
侯
中
流
而
喜
山
河
之
固

書影４
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極
札
（
鑑
定
者
未
詳
（
に
「
大
塔
国
師
」
と
あ
る
の
は
「
大
燈
国
師
」
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
大
燈
国
師
は
大
徳
寺
の
開
山
、
宗
峰
妙
超

（
一
二
八
二
―
一
三
三
七
（
の
こ
と
で
あ
る
。
大
燈
国
師
を
伝
称
筆
者
と
す
る
古
筆
切
は
、『
増
補
古
筆
名
葉
集
』
に
は
「
佐
保
切
」「
道
徳

経
切
」「
巻
物
切
」
の
三
種
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
ふ
つ
う
一
括
し
て
「
佐
保
切
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
が
多
い（

6
（

。「
佐
保
切
」
に
書
写
さ

れ
て
い
る
の
は
『
古
文
孝
経
』『
老
子
道
徳
経
』『
帝
範
』『
施
氏
七
書
講
義
』
な
ど
様
々
な
漢
籍
で
、
そ
れ
ぞ
れ
筆
蹟
を
異
に
す
る
が
、
何

れ
も
大
燈
国
師
の
真
蹟
で
は
な
い
。

『
文
選
集
注
』
は
、
唐
代
の
代
表
的
な
文
選
注
五
種
を
集
成
し
た
百
二
十
巻
か
ら
成
る
註
釈
書
で
あ
る
。
李
善
注
・
五
臣
注
を
除
く
文
選

鈔
・
文
選
音
決
・
陸
善
経
注
が
本
国
中
国
で
は
す
で
に
亡
佚
し
て
い
る
点
、
ま
た
、
李
善
注
の
佚
文
を
含
む
点
な
ど
に
資
料
的
価
値
が
あ

る
。
書
中
、
撰
者
は
時
と
し
て
註
釈
に
案
語
を
加
え
て
い
る
が
、
そ
れ
が
誰
で
あ
る
の
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
日
中
ど
ち
ら
の
国
で
編

纂
さ
れ
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
が
、
中
国
撰
述
の
書
と
い
う
印
象
が
強
い
。
成
立
時
期
も
不
明
だ
が
、
そ
れ
を
探
る
手
懸
か
り
は
幾
つ
か

あ
る
。
例
え
ば
、
愛
知
県
豊
田
市
・
猿
投
神
社
所
蔵
『
文
選
』
巻
一
は
、
正
安
四
年
（
一
三
〇
二
（
の
校
合
奥
書
を
持
つ
正
文
の
み
の
写

本
だ
が
、
欄
上
・
行
間
に
「
鈔
曰
」「
少
曰
」「
決
曰
」「
決
作
」「
陸
曰
」
と
し
て
『
集
注
』
を
引
く
。
そ
の
中
に
張
衡
「
西
京
賦
」（
李
善

注
本
巻
二
（
の
「
丞
相
欲
以
贖
子
罪
、
陽
石
汙
而
公
孫
誅
」
に
対
し
て
「
師
説
、
集
注
无
罪
字
、
有
異
本
」
と
の
書
入
れ
が
見
ら
れ
る
。

日
本
漢
籍
の
書
入
れ
に
見
ら
れ
る
「
師
説
」
は
、
平
安
初
期
の
大
学
寮
の
講
義
説
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら（

7
（

、
そ
れ
に
引
か
れ
る

『
文
選
集
注
』
は
そ
れ
以
前
に
成
立
（
或
い
は
渡
来
（
し
て
い
た
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

『
文
選
集
注
』
の
伝
本
は
こ
れ
ま
で
次
の
二
種
が
知
ら
れ
て
い
た
。

一
、
東
山
御
文
庫
蔵
（
九
条
家
旧
蔵
（
本
。〔
平
安
前
期
〕
写
。
巻
八
・
九
が
現
存
す
る
。
近
年
、
巻
七
断
簡
二
葉
が
出
現
し
た
。

二 

、
金
澤
文
庫
本
。〔
平
安
中
期
〕
写
。
称
名
寺
、
東
洋
文
庫
な
ど
諸
処
に
分
蔵
。
巻
四
十
三
・
四
十
七
・
四
十
八
・
五
十
六
・
五
十
九
・

六
十
一
・
六
十
二
・
六
十
三
・
六
十
六
・
六
十
八
・
七
十
一
・
七
十
三
・
七
十
九
・
八
十
五
・
八
十
八
・
九
十
一
・
九
十
三
・
九
十

四
・
九
十
八
・
百
二
・
百
十
三
・
百
十
六
が
現
存
す
る
。
但
し
、
首
尾
完
結
し
て
い
な
い
巻
が
多
い
。

本
断
簡
は
右
の
伝
本
の
ど
ち
ら
に
も
属
さ
な
い
古
写
本
で
あ
る
。
張
載
「
剣
閣
銘
」
の
三
行
で
、
こ
れ
は
巻
百
十
一
に
当
た
る
。
佚
文

は
『
文
選
音
決
』
の
「
勝
詩
証
反
」
の
み
だ
が
、
第
三
の
伝
本
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
は
極
め
て
大
き
い
。
参
考
ま
で
に
、

一
の
古
筆
切
（
東
山
御
文
庫
蔵
本
の
僚
巻
（
を
次
に
掲
げ
る
。「
斉
」
字
を
古
字
で
表
記
す
る
点
が
共
通
し
て
い
る
。
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『
文
選
集
注
』
巻
七
断
簡　

伝
宗
尊
親
王
筆　
〔
平
安
前
期
〕
写　

一
葉　

書
影
５

二
十
五
・
一
×
九
・
九
糎
。
界
高
、
二
十
一
・
〇
糎
。
行
十
三
字
。
注
小
字
双
行
、
行
二
十
三
字
。
巻
七
「
南
都
賦
」
の
冒
頭
近
く
の

四
行
。
巻
七
は
他
に
横
山
弘
氏
蔵
の
断
簡
が
現
存
す
る
。
極
札
は
朝
倉
茂
入
（
第
二
代
（。
宗
尊
親
王
（
一
二
四
二
―
七
四
（
を
伝
称
筆
者

と
す
る
古
筆
切
は
、
概
し
て
書
写
年
代
が
宗
尊
の
時
代
よ
り
も
古
い
と
い
う
傾
向
が
あ
る
。
本
断
簡
も
そ
の
例
に
漏
れ
ず
、
奈
良
末
期
か

ら
平
安
前
期
に
か
け
て
の
時
期
の
書
写
で
は
な
い
か
と
思
う
。
尚
、
本
断
簡
は
す
で
に
『
唐
鈔
文
選
集
註
彙
存
』（
二
〇
一
一
年
第
二
次
印

刷
、
上
海
古
籍
出
版
社
（
第
一
冊
に
影
印
さ
れ
て
い
る
。

書影５
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五
、
古
筆
切
の
欠
点

最
後
に
、
古
筆
切
を
学
術
研
究
に
利
用
す
る
場
合
の
注
意
点
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
古
筆
切
は
、
古
人
の
筆
蹟
を
鑑
賞
す
る
こ

と
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
最
も
重
ん
じ
ら
れ
る
の
は
外
観
（
見
た
目
（
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鑑
賞
を
妨
げ
る

も
の
、
目
障
り
な
も
の
は
、
そ
れ
が
ど
れ
ほ
ど
学
術
的
価
値
を
持
っ
て
い
よ
う
と
も
、
排
除
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
稿
者
は
第
一
節
で
、

日
本
漢
籍
古
写
本
の
特
徴
と
し
て
、
本
文
中
に
詳
密
な
書
入
れ
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
書
入
れ
は
日
本
人
が
漢
籍
を
学
習
す
る

過
程
で
蓄
積
し
た
学
問
的
成
果
で
あ
り
、
日
本
文
化
の
結
晶
と
し
て
重
視
す
べ
き
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
古
筆
切
の
中
に
は
、

そ
の
貴
重
な
書
入
れ
を
抹
消
し
て
い
る
も
の
が
間
々
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

書
影
６
は
大
燈
国
師
を
伝
称
筆
者
と
す
る
『
老
子
道
徳
経
』（
河
上
公
註
（
の
断
簡
（
巻
上
第
十
四
章
（
で
あ
る
。「
佐
保
切
」（『
増
補

古
筆
名
葉
集
』
で
は
「
道
徳
経
切
」（
と
呼
ば
れ
る
。

書影６
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こ
れ
を
よ
く
見
る
と
、
大
字
の
本
文
と
小
字
の
註
文
と
に
詳
密
な
訓
点
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。「
佐
保
切
」
に
は

訓
点
の
他
に
反
切
、
異
本
注
記
な
ど
様
々
な
情
報
が
行
間
・
欄
上
に
書
き
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
訓
点
や
書
入
れ
に
従
え
ば
、『
老

子
道
徳
経
』
を
正
し
く
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
現
存
す
る
『
老
子
道
徳
経
』
の
古
写
本
の
中
で
も
、
こ
れ
ほ
ど
情
報
量
の
多
い

も
の
は
他
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
い
う
の
は
、
実
は
こ
の
古
写
本
は
元
々
鎌
倉
時
代
後
期
に
は
博
士
家
（
漢
学
を
専
門
と
す
る
家

系
（
の
一
つ
で
あ
る
清
原
家
に
所
蔵
さ
れ
、
訓
説
の
伝
授
に
用
い
ら
れ
て
い
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
何
故
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
分
か
る
か

と
い
う
と
、
本
断
簡
の
切
り
出
さ
れ
た
本
体
に
当
た
る
『
老
子
道
徳
経
』
古
写
本
が
残
巻
な
が
ら
も
杏
雨
書
屋
（
武
田
科
学
振
興
財
団
（

に
現
存
し
て
お
り
、
そ
の
奥
書
に
清
原
家
儒
者
が
こ
の
本
を
家
説
の
伝
授
に
用
い
た
旨
を
記
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る（

8
（

。
こ
の
よ
う
な
博
士

家
に
伝
わ
る
由
緒
正
し
い
写
本
を
「
証
本
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ど
う
し
て
貴
重
な
証
本
が
博
士
家
の
書
庫
か
ら
流
出
し
、
切
断
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
も
し
完
冊
の
ま
ま
で
残
っ
て
い
れ
ば
、
鎌
倉
時
代
の
博
士
家
の
学
問
の
実
態
を
克
明
に

書影７
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知
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
「
佐
保
切
」
の
書
入
れ
か
ら
当
時
の
学
問
を
あ
る
程
度
再
現
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。「
佐
保
切
」
の
価
値
は
そ
の
点
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
数
あ
る
「
佐
保
切
」
の
中
に
は
そ
の
貴
重
な
情
報
を
削
除
し
た
も
の
が
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
書
影
７
を
見
て
い
た
だ

き
た
い
。

こ
れ
も
前
掲
の
断
簡
と
同
じ
く
「
佐
保
切
」
の
断
簡
（
巻
上
第
十
章
（
だ
が
、
行
間
・
欄
上
の
書
入
れ
が
紙
や
す
り
で
完
全
に
削
り
取

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
ず
か
に
朱
の
ヲ
コ
ト
点
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
で
は
こ
の
部
分
の
本
文
が
ど
の
よ
う
に

解
釈
さ
れ
て
い
た
の
か
を
再
現
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

こ
れ
は
恐
ら
く
古
筆
見
の
仕
業
で
あ
ろ
う
が
、
彼
が
何
故
そ
の
よ
う
な
措
置
を
取
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
大
燈
国
師
の
字
様
・
書

風
（
真
蹟
で
は
な
い
が
（
を
鑑
賞
す
る
上
で
書
入
れ
の
存
在
が
大
き
な
障
害
に
な
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
古
筆
鑑
賞
と
い
う
目
的

の
た
め
に
学
問
的
情
報
を
切
り
捨
て
た
の
で
あ
る
。

「
佐
保
切
」
に
限
ら
ず
、
古
筆
切
を
注
意
深
く
観
察
す
る
と
、
こ
の
よ
う
に
原
状
を
加
工
す
る
措
置
を
取
っ
た
も
の
が
意
外
に
多
い
こ
と

に
気
づ
く
。
掛
軸
に
改
装
し
た
り
、
手
鑑
に
押
し
た
り
す
る
た
め
に
天
地
を
裁
断
す
る
こ
と
は
必
ず
と
言
っ
て
良
い
ほ
ど
行
な
わ
れ
る
。

ま
た
「
呼よ

び
つ
ぎ継

」
と
言
っ
て
、
別
々
の
箇
所
を
繋
ぎ
合
わ
せ
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
こ
れ
も
見
た
目
を
重
ん
じ
る
古
筆
切
な
ら
で
は

の
慣
習
的
措
置
で
あ
る
。
古
筆
切
を
学
術
研
究
に
利
用
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
特
に
加
工
の
痕
跡

は
、
写
真
や
デ
ジ
タ
ル
画
像
な
ど
で
は
見
分
け
に
く
い
。
実
物
に
当
た
っ
て
肉
眼
で
見
る
手
間
を
惜
し
ま
な
い
方
が
良
い
と
思
う
。

注

（
（
（ 

神
田
喜
一
郎
「
こ
の
暴
挙
を
い
か
ん
せ
ん
―
古
書
割
裂
に
対
す
る
一
提
案
―
」（『
藝
林
談
叢
』、
一
九
八
一
年
、
法
蔵
館
（。
こ
の
中
で

神
田
氏
は
古
筆
切
の
伝
統
と
そ
の
弊
害
を
説
い
た
上
で
、「
こ
れ
ま
で
に
既
に
割
裂
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
も
、
更
に
何
か
方
法
を
講
じ
て
、

能
う
限
り
そ
の
復
原
を
期
し
て
貰
い
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
勿
論
容
易
に
実
行
し
難
い
難
事
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
為
め
に
は
国
家

の
権
力
を
発
動
せ
し
め
て
も
よ
い
。
我
が
日
本
文
化
の
為
め
で
あ
る
。
区
々
た
る
好
事
家
の
骨
董
的
興
味
や
所
有
慾
位
に
妨
げ
ら
れ
る
べ
き
で

は
な
い
。
既
に
所
在
の
明
か
に
知
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
こ
れ
を
一
個
所
に
聚
め
て
、
例
え
ば
国
宝
保
存
会
委
員
の
如
き
専
門
家
を
し
て
、
適

当
に
処
置
せ
し
め
た
ら
よ
い
と
思
う
」
と
提
言
し
て
い
る
。
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（
2
（ 

阿
部
隆
一
「
漢
籍
」（『
阿
部
隆
一
遺
稿
集
』
第
三
巻
、
一
九
八
五
年
、
汲
古
書
院
。
初
出
は
一
九
八
三
年
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
3
（ 

道
坂
昭
廣
『『
王
勃
集
』
と
王
勃
文
学
研
究
』（
二
〇
一
六
年
、
研
文
出
版
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。
本
稿
で
は
、
特
に
「
日
本
に
伝
わ
る
『
王

勃
集
』
残
巻
―
そ
の
書
写
の
形
式
と
「
華
」
字
欠
筆
が
意
味
す
る
こ
と
―
」、「『
王
勃
集
』
の
編
纂
時
期
―
巻
三
十
所
収
「
族
翁
承
烈
致

祭
文
」
を
中
心
に
―
」、「
伝
橘
逸
勢
筆
「
詩
序
切
」
と
上
野
本
『
王
勃
集
』
の
関
係
」、「
日
本
伝
存
『
王
勃
集
』
残
巻
景
印
覚
書
」
の
諸
論

考
か
ら
恩
恵
を
蒙
っ
た
。

（
4
（ 
『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
は
「
陸
□
□
墓
誌
」
の
銘
文
其
二
の
後
半
と
其
三
の
前
半
と
を
収
め
る
。
其
二
の
偶
数
句
末
は
「
迴
」「
哉
」「
摧
」
と

押
韻
す
る
。「
迴
」「
摧
」
は
上
平
声
十
五
灰
韻
、「
哉
」
は
上
平
声
十
六
咍
韻
で
、
両
者
は
同
用
さ
れ
る
。
一
方
、
本
断
簡
の
末
尾
十
三
文
字
は

銘
文
其
二
の
前
半
で
あ
り
、
そ
の
第
二
句
末
「
哀
」
は
上
平
声
十
六
咍
韻
で
、
こ
れ
は
『
翰
墨
城
』
所
収
断
簡
の
銘
文
其
二
後
半
の
韻
字
に
適

合
す
る
。
し
か
も
両
断
簡
に
跨
が
る
「
三
泉
不
迴
」
の
四
文
字
は
意
味
を
成
す
上
に
、
そ
の
前
の
「
一
慟
長
往
」
と
対
句
を
成
す
。
し
た
が
っ

て
両
断
簡
は
本
来
隣
接
連
続
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
ま
た
四
言
八
句
ご
と
に
換
韻
し
て
い
る
こ
と
も
確
定
す
る
の
で
、
本

断
簡
の
前
半
に
は
銘
文
其
一
の
全
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

 

　

因
み
に
、
唐
代
の
墓
誌
銘
で
、
換
韻
す
る
句
末
に
「
其
幾
」
と
小
字
注
記
す
る
形
式
を
持
つ
も
の
を
『
文
苑
英
華
』
に
求
め
る
と
、

 

　

張
九
齢
「
太
僕
卿
上
柱
国
華
容
県
男
王
府
君
墓
誌
」、
四
言
八
句
ご
と
に
換
韻
、
其
四
ま
で
。（
巻
九
百
四
十
（

 

　

楊
烱
「
常
州
刺
史
楊
公
墓
誌
銘
」、
四
言
六
句
ご
と
に
換
韻
、
其
八
ま
で
。（
巻
九
百
五
十
（

 

　

楊
烱
「
李
懐
州
墓
誌
銘
」、
四
言
八
句
ご
と
に
換
韻
、
其
五
ま
で
。（
巻
九
百
五
十
（

 

な
ど
が
見
出
さ
れ
る
。

（
5
（ 

後
藤
昭
雄
「
貞
観
三
年
東
大
寺
大
仏
供
養
呪
願
文
」（『
成
城
文
藝
』
第
二
百
四
十
号
、
二
〇
一
七
年
六
月
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
（、「
貞
観

三
年
東
大
寺
大
仏
供
養
呪
願
文
（
承
前
（」（『
成
城
文
藝
』
第
二
百
四
十
一
号
、
二
〇
一
七
年
九
月
、
成
城
大
学
文
芸
学
部
（、「《
講
演
記
録
》
菅

原
是
善
の
願
文
と
王
勃
の
文
章
」（『
成
城
国
文
学
』
第
三
十
四
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
、
成
城
国
文
学
会
（。

 

　

北
山
円
正
「
武
智
麻
呂
伝
の
「
釈
奠
文
」
―
本
文
批
判
と
『
王
勃
集
』
受
容
―
」（『
平
安
朝
の
歳
時
と
文
学
』、
二
〇
一
八
年
、
和
泉
書

院
。
初
出
は
二
〇
〇
〇
年
九
月
（。

（
6
（ 

拙
稿
「「
佐
保
切
」
追
跡
―
大
燈
国
師
を
伝
称
筆
者
と
す
る
書
蹟
に
関
す
る
考
察
―
」（『
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
学
研
究
紀
要
』
第
七
号
、

二
〇
〇
九
年
五
月
、
臨
済
宗
妙
心
寺
派
教
化
セ
ン
タ
ー
（、「
伝
授
と
筆
耕
―
呉
三
郎
入
道
の
事
績
―
」（『
中
世
文
学
』
第
六
十
一
号
、
二

〇
一
六
年
六
月
、
中
世
文
学
会
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
7
（ 

小
林
芳
規
「
師
説
拾
遺
」（『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
読
の
国
語
学
史
的
研
究
』、
一
九
六
七
年
、
東
京
大
学
出
版
会
（
を
参
照
さ
れ

た
い
。
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（
8
（ 

『
新
修
恭
仁
山
荘
善
本
書
影
』（
一
九
八
五
年
、
武
田
科
学
振
興
財
団
（
を
参
照
さ
れ
た
い
。


