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研
究
論
文
集
の
発
刊
に
当
た
䣬
て 

 
日
本
書
道
文
化
協
会
は
令
和
三
年
八
月
に
設
立
さ
れ
た
団
体
で
あ
り
䣍
令
和
三
年
十
二
月
に
䣓
書
道
䣔
が
国
の
登
録
無
形
文
化
財

に
登
録
さ
れ
た
際
䣍
そ
の
保
持
団
体
と
し
て
文
部
科
学
大
臣
か
ら
認
定
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
䣎 

 

日
本
書
道
文
化
協
会
は
䣍
書
道
の
保
持
継
承
発
展
の
た
め
に
䣍
会
員
書
家
に
よ
る
特
別
揮
毫
会
の
開
催
䣍
高
等
学
校
へ
の
会
員
書

家
の
派
遣
䣍
一
般
の
人
々
が
書
道
に
気
軽
に
親
し
め
る
䣓
街
な
か
書
道
体
験
䣔
な
ど
の
活
動
の
ほ
か
䣍
若
手
の
書
道
研
究
者
に
対
す

る
䣓
書
道
文
化
に
関
す
る
研
究
助
成
䣔
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
䣎 

 

第
一
回
目
の
研
究
助
成
は
令
和
五
年
六
月
䦅
七
月
に
募
集
を
行
い
䣍
応
募
の
あ
䣬
た
十
件
の
申
請
に
つ
い
て
審
査
員
に
よ
る
厳
正

な
審
査
を
行
䣬
た
結
果
䣍
三
件
を
採
択
し
九
月
に
結
果
を
公
表
し
た
䣎 

 

採
択
さ
れ
た
三
件
に
対
し
て
は
䣍
論
文
執
筆
者
に
対
し
て
研
究
助
成
金
䥹
一
件
三
十
万
円
䥺
を
支
給
す
る
と
と
も
に
令
和
六
年
八

月
ま
で
に
論
文
原
稿
を
作
成
す
る
こ
と
を
求
め
䣍
期
限
通
り
に
提
出
さ
れ
た
原
稿
に
つ
い
て
査
読
者
に
よ
る
査
読
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま

え
た
修
正
を
執
筆
者
が
行
い
䣍
こ
の
た
び
論
文
が
完
成
し
た
の
で
䣍
論
文
集
と
し
て
発
刊
す
る
こ
と
と
し
た
䣎
こ
の
論
文
は
日
本
書

道
文
化
協
会
の
ホ
䤀
ム
ペ
䤀
ジ
に
も
掲
載
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
䣎 

こ
の
論
文
集
が
䣍
登
録
無
形
文
化
財
で
あ
る
䣓
書
道
䣔
の
保
持
継
承
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
䣎 

 

日
本
書
道
文
化
協
会
事
務
局 
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日
常
書
と
表
現
の
書
を
つ
な
ぐ 

―

細
字
を
基
本
と
す
る
毛
筆
書
写
指
導
法
の
開
発
に
向
け
て―

 

尾 

川 

明 

穂 
 

 
 
 

は

じ

め

に 

 

䥹
１
䥺
問
題
の
所
在 

現
在
の
書
写
・
書
道
教
育
に
お
い
て
は
䣍
半
紙
二
䦅
六
字
大
を
基
本
と
し
て
展
開
さ
れ
て
お
り
䣍
展
覧
会
へ
の
出
品
を
念
頭
に
置
い
た
䣓
表

現
の
書
䣔
へ
の
接
続
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
し
か
し
䣍
い
に
し
え
に
中
心
的
な
存
在
で
あ
䣬
た
の
は
䣍
書
簡
や
碑
文
な
ど
に

展
開
さ
れ
た
細
字
䥹
一
字
三
㎝
前
後
䥺
で
あ
り
䣍
大
字
䥹
本
稿
で
は
概
ね
一
字
五
㎝
以
上
を
指
す
䥺
は
特
殊
な
用
途
で
書
か
れ
て
き
た
と
想
像

さ
れ
る
䣎
実
際
に
䣍
今
も
学
習
需
要
が
大
き
い
の
は
細
字
の
䣓
日
常
書
䣔
と
考
え
ら
れ
る
が
䣍
そ
の
指
導
の
場
に
つ
い
て
い
え
ば
䣍
決
し
て
多

い
と
は
い
え
な
い
よ
う
で
あ
る
䣎 

こ
の
䣓
日
常
書
䣔
と
䣓
表
現
の
書
䣔
と
の
状
況
の
違
い
に
䣍
一
種
の
䣓
断
絶
䣔
を
見
通
す
向
き
も
あ
る
䣎
稲
葉
秀
朗
氏
は
䣍䣓䣓
断
絶
䣔
か
ら

み
た
現
代
書
道
䣔
の
中
で
䣍 

現
代
書
道
の
素
地
と
な
䣬
た
明
治
期
以
降
の
書
道
に
は
䣍
前
代
ま
で
と
の
明
ら
か
な
相
違
点
と
し
て
䣍䣓
積
極
的
な
芸
術
性
䣍
精
神
性
の
追

求
䣔
と
い
う
志
向
が
み
ら
れ
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
䣍
書
道
は
次
第
に
芸
術
の
一
分
野
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
䣵
テ
䣵
を

獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
䣎
こ
れ
を
䣍
一
種
の
革
新
運
動
で
あ
る
と
同
時
に
䣍
そ
れ
ま
で
の
書
道
史
と
の
䣓
断
絶
䣔
と
み
な
す
こ
と
も
で

き
よ
う
䣎 

と
述
べ
䣍
楊
守
敬
䥹
一
八
三
九―

一
九
一
五
䥺
ら
に
よ
る
六
朝
風
の
導
入
や
䣍
文
学
と
書
道
の
乖
離
を
挙
げ
䣍
現
代
書
道
す
な
わ
ち
䣓
表
現
の

書
䣔
と
い
に
し
え
の
書
と
の
間
に
䣓
断
絶
䣔
を
見
る(

１)

䣎
そ
し
て
䣍 

書
作
を
す
る
人
は
師
に
評
価
さ
れ
る
か
否
か
で
は
な
く
䣍
い
か
に
自
身
に
と
䣬
て
の
見
え
ざ
る
も
の
を
文
字
と
し
て
表
現
す
る
か
を
真
摯

に
追
究
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
見
え
ざ
る
も
の―

―

そ
れ
を
思
想
䣍
精
神
䣍
あ
る
い
は
魂
と
よ
ぶ
の
も
よ
い
䣎 

と
結
論
す
る
䣎 
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し
か
し
䣍
稿
者
の
乏
し
い
制
作
経
験
な
が
ら
䣍
実
際
は
稲
葉
氏
が
述
べ
る
ほ
ど
の
䣓
断
絶
䣔
は
な
く
䣍
む
し
ろ
字
径
䥹
文
字
の
大
き
さ
䥺
と
䣍

手
の
機
能
に
起
因
す
る
䣓
書
き
方
の
違
い
䣔
が
そ
う
感
じ
さ
せ
る
要
因
に
な
䣬
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
䣎 

䥹
２
䥺
文
字
の
大
き
さ
と
筆
管
の
回
転 

字
径
に
つ
い
て
は
䣍既
に
清
水
文
博
氏
に
よ
り
䣍日
本
近
代
以
降
を
中
心
に
指
導
上
理
想
と
さ
れ
た
大
き
さ
の
経
過
が
整
理
さ
れ
て
い
る
が
䣍

こ
れ
を
承
け
た
教
育
の
場
で
の
応
用
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
管
見
で
は
䣍
手
指
の
機
能
に
注
目
し
た
制
作
・
教
育
法
の

研
究
も
あ
ま
り
見
ら
れ
な
い(

２)

䣎 

稿
者
は
以
前
䣍䣓
手
指
運
動
解
析
に
よ
る
書
道
史
研
究
の
試
み―

筆
管
の
回
転
を
基
調
と
す
る
運
筆
の
想
定
を
通
じ
て
䣔䥹
以
下
䣍䣓
前
稿
䣔
と

称
す
䥺
に
お
い
て
䣍
実
験
対
象
者
に
筆
管
の
回
転
を
意
識
し
つ
つ
中
国
の
楷
書
古
典
を
原
寸
臨
書
す
る
よ
う
依
頼
し
䣍
そ
れ
ら
の
書
法
上
の
特

徴
が
現
れ
や
す
い
こ
と
を
確
認
し
た(

３)

䣎
ま
た
䣍
そ
の
際
に
フ
䣵
ン
ガ
䤀
モ
䤀
シ
䣼
ン
キ
䣺
プ
チ
䣺
に
よ
り
手
指
の
動
き
を
計
測
し
た
結
果
䣍

運
動
の
幅
・
量
が
減
少
し
合
理
的
に
書
写
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
䣎
具
体
的
に
は
䣍
王
羲
之
䥹
三
〇
三
？―

三
六
一
？
䥺䣓
蘭
亭
序
䣔

神
龍
半
印
本
䥹
北
京
・
故
宮
博
物
院
蔵
䥺䣍
褚
遂
良
䥹
五
九
八―

六
五
八
䥺
䣓
雁
塔
聖
教
序
䣔䣍
顔
真
卿
䥹
七
〇
九―

七
八
五
䥺
䣓
顔
氏
家
廟
碑
䣔

に
つ
い
て
䣍
そ
れ
ぞ
れ
横
画
の
仰
覆
・
抑
揚
䣍
右
払
い
の
䣓
燕
尾
䣔
が
再
現
さ
れ
た
䣎
併
せ
て
䣍
単
鉤
で
筆
管
を
強
く
把
持
す
る
執
筆
法
で
は

再
現
が
困
難
で
あ
る
こ
と
や
䣍䣓
顔
氏
家
廟
碑
䣔
の
よ
う
な
大
字
で
は
筆
管
を
回
転
さ
せ
て
も
運
動
の
幅
・
量
が
減
少
し
な
か
䣬
た
こ
と
を
確
認

し
た
䣎 

た
だ
䣍
対
象
書
跡
は
こ
れ
ら
三
件
に
と
ど
ま
り
䣍
ま
た
本
文
中
に
筆
管
回
転
の
状
況
を
示
し
え
な
か
䣬
た
と
い
う
課
題
が
残
䣬
た
䣎 

䥹
３
䥺
検
討
の
内
容
と
方
法 

以
上
に
鑑
み
つ
つ
䣍
本
稿
で
は
古
典
の
原
寸
臨
書
を
中
心
と
す
る
細
字
学
習
を
通
じ
て
䣍
い
に
し
え
に
行
わ
れ
た
と
想
定
さ
れ
る
運
筆
を
身

に
付
け
䣍
こ
れ
を
日
常
書
䣍
大
字
の
書
へ
応
用
で
き
る
か
を
確
か
め
る
こ
と
と
し
た
い
䣎
将
来
的
に
は
䣍
こ
の
両
者
が
包
括
的
・
連
続
的
に
扱

え
る
こ
と
を
導
き
䣍
書
道
の
普
及
と
愛
好
者
増
強
に
つ
な
げ
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
䣎 

第
一
項
で
は
䣍
前
稿
ま
で
の
見
解
を
踏
ま
え
䣍
新
た
に
書
写
対
象
物
の
持
ち
方
・
置
き
方
な
ど
の
視
点
を
提
示
し
つ
つ
䣍
基
本
的
な
執
筆
法
・

運
筆
の
想
定
を
行
い
た
い
䣎
第
二
項
で
は
䣍
稿
者
の
試
書
を
通
じ
て
䣍
主
要
な
古
典
書
跡
が
い
か
な
る
執
筆
法
で
書
写
さ
れ
た
か
を
検
討
し
て

み
た
い
䣎
書
風
や
字
径
の
ほ
か
䣍
当
時
の
毛
筆
や
書
写
対
象
物
の
扱
い
䣍
筆
管
の
回
転
方
向
等
を
推
測
す
る
䣎
第
三
項
で
は
䣍
前
項
の
検
討
を

踏
ま
え
䣍
複
数
の
実
験
対
象
者
に
よ
䣬
て
筆
管
回
転
を
基
調
と
す
る
細
字
書
写
指
導
の
有
効
性
を
確
認
し
䣍
同
時
に
当
該
筆
法
に
よ
る
大
字
書

法
へ
の
応
用
可
能
性
の
検
討
を
行
う
䣎
い
ず
れ
に
お
い
て
も
筆
管
の
回
転
䥹
ま
た
は
そ
れ
を
意
識
す
る
こ
と
䥺
が
有
効
で
あ
り
䣍
か
つ
大
字
に

お
い
て
も
細
字
の
運
動
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
導
き
䣍
新
た
な
指
導
法
の
開
発
に
つ
な
げ
た
い
䣎 
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一
卒
基
本
的
な
執
筆
法
・
運
筆
の
想
定 

 

䥹
１
䥺
想
定
さ
れ
る
基
本
的
な
執
筆
法
・
運
筆 

 

本
稿
全
体
に
お
い
て
想
定
す
る
執
筆
法
・
運
筆
を
䣍
前
稿
よ
り
一
部
を
改
め
つ
つ
以
下
に
示
し
て
お
き
た
い
䣎 

 

ま
ず
䣍
執
筆
法
に
つ
い
て
は
䣍
右
手
人
差
し
指
の
指
先
䦅
第
二
関
節
の
や
や
下
と
䣍
中
指
の
指
先
䥹
親
指
側
の
側
面
付
近
䥺
䦅
第
一
関
節
で

筆
管
の
奥
を
押
さ
え
䣍
そ
の
反
対
側
を
親
指
の
指
先
䦅
第
一
関
節
で
押
さ
え
る
と
い
う
も
の
が
想
定
さ
れ
る
劭
図
１
劮䣎
親
指
の
位
置
は
䣍
字
が

一
〇
㎜
以
下
で
は
筆
毫
の
そ
ば
に
中
指
と
相
対
す
る
よ
う
に
置
か
れ
る
䣎
一
般
に
行
わ
れ
る
双
鉤
に
似
る
が
䣍
各
指
の
上
を
筆
管
が
転
が
る
こ

と
で
穂
を
比
較
的
強
く
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
䣍
ま
た
䣍
親
指
・
人
差
し
指
に
挟
ま
れ
た
部
分
付
近
を
支
点
と
し
て
筆
管
の
角
度
を
変
化
さ

せ
る
こ
と
で
䣍
穂
を
大
き
く
動
か
す
こ
と
が
で
き
る
䣎
な
お
䣍
筆
管
を
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
る
場
合
は
䣍
親
指
の
爪
の
裏
か
ら
第
一
関
節
付

近
へ
筆
管
を
転
が
し
䣍
同
時
に
人
差
し
指
・
中
指
は
第
二
関
節
を
曲
げ
つ
つ
筆
管
を
上
記
関
節
か
ら
指
先
へ
転
が
せ
ば
よ
い
䣎
反
時
計
回
り
の

場
合
は
䣍
逆
の
動
き
を
す
る
䣎 

 

筆
管
は
䣍
書
写
面
に
対
し
最
大
四
〇
度
ほ
ど
傾
く
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
親
指
の
腹
の
上
を
筆
管
が
転
が
る
こ
と
か
ら
䣍
親
指
の
第
一
関
節
は

屈
曲
さ
せ
な
い
䣎
ま
た
䣍
人
差
し
指
・
中
指
の
間
は
や
や
空
け
䣍
第
二
関
節
は
力
を
入
れ
ず
自
然
な
角
度
に
屈
曲
さ
せ
た
ほ
う
が
䣍
筆
が
よ
り

制
御
で
き
る
よ
う
で
あ
る
䣎 

 

書
写
の
際
は
䣍
で
き
る
だ
け
そ
の
回
転
運
動
の
み
で
点
画
を
引
く
よ
う
意
識
す
る
䣎
例
え
ば
䣍
字
の
左
方
に
あ
る
縦
画
は
䣍
筆
管
を
時
計
回

り
に
回
転
さ
せ
る
際
の
筆
管
角
度
の
変
化
で
引
く
䣎
そ
れ
以
外
の
点
画
は
䣍
字
径
や
書
風
䣍
直
前
の
点
画
の
関
係
で
回
転
の
向
き
は
一
定
し
な

い
が
䣍
い
ず
れ
に
し
て
も
手
首
の
動
き
䣍
特
に
手
根
部
に
お
け
る
撓
屈
・
尺
屈
䥹
親
指
䦅
小
指
方
向
の
回
転
䥺
は
あ
ま
り
使
用
し
な
い
で
書
く

こ
と
と
す
る
䥹
甲
の
方
向
へ
の
背
屈
は
や
や
あ
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
䥺䣎 

 

ま
た
䣍
行
や
文
字
は
胴
体
の
向
き
に
対
し
左
傾
さ
せ
䣍
前
腕
の
向
き
と
ほ
ぼ
同
じ
か
䣍
や
や
強
く
左
に
傾
け
る
䣎
書
く
字
の
位
置
は
特
に
制

約
は
な
い
が
䣍
机
で
書
く
場
合
は
体
の
正
面
か
ら
右
肩
側
と
し
䣍
遠
く
と
も
右
肩
の
辺
り
ま
で
と
思
わ
れ
る
䣎 

 

以
上
の
筆
の
運
用
方
法
に
よ
り
筆
管
を
回
転
さ
せ
る
こ
と
が
容
易
と
な
る
が
䣍
そ
の
他
様
々
な
要
素
に
よ
り
回
転
の
方
向
・
角
度
は
大
き
く

変
わ
る
と
思
わ
れ
る
䣎
以
下
に
示
し
た
い
䣎 

䥹
２
䥺
筆
管
の
太
さ
に
つ
い
て 

前
稿
で
は
䣍
日
野
楠
雄
氏
ら
と
横
田
恭
三
氏
に
よ
る
現
存
毛
筆
一
覧
に
よ
り
䣍
四
世
紀
以
前
の
筆
管
径
は
九
㎜
を
超
え
る
も
の
が
少
な
い
こ
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と
䣍
ま
た
䣍
そ
れ
以
降
は
径
が
太
か
䣬
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た(

４)

䣎 

本
稿
で
は
䣍
筆
管
の
回
転
の
程
度
が
書
体
・
書
風
の
生
成
に
も
影
響
し
た
可
能
性
を
考
慮
し
䣍
数
種
よ
り
選
択
す
る
こ
と
と
し
た
い
䣎 

䥹
３
䥺
書
写
対
象
物
の
位
置 

 

既
に
馬
場
基
氏
に
よ
り
䣍䣓
手
に
持
䣬
て
書
く
䥹
手
上
書
写
䥺䣔
䣓
机
に
置
い
て
書
く
䥹
机
上
書
写
䥺
䣔
と
い
う
二
通
り
が
あ
䣬
た
こ
と
が
注
目

さ
れ
て
お
り
䣍
前
者
に
よ
り
平
仮
名
䥹
女
手
䥺
が
生
じ
䣍
後
者
に
よ
り
片
仮
名
が
生
じ
た
と
推
測
さ
れ
て
い
る(

５)

䣎
管
見
で
は
こ
れ
を
承
け
た

論
考
は
確
認
で
き
な
い
が
䣍
そ
れ
ら
の
当
否
は
措
き
䣍
筆
の
持
ち
方
に
も
関
わ
る
重
要
な
要
素
と
思
わ
れ
る
䣎
前
稿
で
は
䣍
筆
管
回
転
に
関
す

る
要
素
を
少
な
く
す
る
た
め
に
検
討
し
な
か
䣬
た
が
䣍
こ
の
度
の
試
書
で
は
こ
れ
を
含
め
て
検
討
し
た
い
䣎 

 

な
お
䣍䣓
青
瓷
対
書
俑
䣔䥹
湖
南
省
博
物
館
䥺
な
ど
筆
書
の
場
面
が
象
ら
れ
た
遺
品
を
確
認
す
る
と(

６)

䣍
簡
牘
・
巻
紙
は
そ
の
天
地
を
矢
状
面

䥹
体
を
左
右
に
分
け
る
面
䥺
上
に
平
行
に
持
つ
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
䣍
前
掲
の
横
田
氏
に
よ
れ
ば
䣍
五
〇
㎝
を
超
え
る
出
土
簡
が
一
〇

件
も
あ
り
現
実
的
で
は
な
い
䣎
ま
た
䣍
伝
顧
愷
之
䣓
女
史
箴
図
䣔䥹
大
英
博
物
館
蔵
䥺
な
ど
に
は
䣍
巻
紙
状
の
紙
を
持
つ
女
性
が
描
か
れ
て
お
り
䣍

尺
牘
な
ど
は
手
上
書
写
の
可
能
性
も
あ
る
䣎
簡
牘
・
巻
紙
の
位
置
や
向
き
は
無
数
の
状
況
が
想
定
さ
れ
る
䣎
具
体
的
な
想
定
に
つ
い
て
は
後
述

し
た
い
䣎 

䥹
４
䥺
字
の
大
き
さ 

 

以
前
䣍
別
稿
に
お
い
て
木
牘
使
用
に
よ
る
字
径
の
拡
大
化
が
右
旋
回
の
運
筆
を
も
た
ら
し
䣍
隷
書
䥹
八
分
䥺
の
波
発
を
減
衰
さ
せ
䣍
楷
書
の

成
立
に
繫
が
䣬
た
可
能
性
を
指
摘
し
た(

７)

䣎
こ
れ
は
䣍
竹
簡
を
常
用
し
て
い
た
春
秋
戦
国
期
以
前
か
ら
䣍
木
牘
の
併
用
が
目
立
つ
秦
以
降
に
お

い
て
隷
書
の
萌
芽
が
興
䣬
た
こ
と
も
関
係
し
て
い
よ
う
䣎 

 

ま
た
䣍
平
滑
性
に
欠
け
る
紙
で
は
字
径
が
大
き
く
な
り
や
す
い
こ
と
も
別
稿
に
お
い
て
述
べ
た(

８)

䣎
紙
が
常
用
さ
れ
て
以
降
も
様
々
な
紙
が

作
ら
れ
て
お
り
䣍
例
え
ば
䣍
粗
い
紙
質
で
王
書
の
影
響
が
あ
る
と
さ
れ
る
書
跡
に
は
䣍
空
海
䥹
七
七
四―

八
五
三
䥺䣓
風
信
帖
䣔䥹
東
寺
蔵
䥺䣍
顔

真
卿
䣓
祭
姪
文
稿
䣔䥹
台
北
・
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
䥺
の
草
書
や
䣍
小
野
道
風
䥹
八
九
四―

九
六
六
䥺
䣓
屛
風
土
代
䣔
䥹
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
䥺

が
あ
り
䣍
特
に
後
二
者
に
つ
い
て
は
独
自
の
書
風
に
至
䣬
た
点
が
興
味
深
い
䣎
そ
の
原
初
的
な
も
の
よ
り
大
き
く
書
か
れ
た
と
き
に
䣍
典
型
と

す
る
に
足
る
風
格
を
備
え
る
よ
う
で
あ
り(

９)

䣍
確
認
し
て
お
き
た
い
䣎 

䥹
５
䥺
親
指
上
で
の
筆
管
反
転
の
制
約 

 

筆
管
は
時
計
回
り
・
反
時
計
回
り
い
ず
れ
に
も
回
転
す
る
が
䣍
時
計
回
り
か
ら
反
時
計
回
り
に
反
転
す
る
場
合
は
䣍
親
指
の
腹
の
や
や
下
ま

で
で
あ
䣬
た
も
の
と
推
測
さ
れ
䣍
親
指
第
一
関
節
の
付
近
よ
り
下
で
は
反
転
で
き
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
反
転
の
際
に
安
定
し
た

把
持
が
で
き
な
い
た
め
で
あ
り
䣍
仮
に
そ
こ
に
筆
管
が
当
た
䣬
た
場
合
は
回
転
さ
せ
ず
固
定
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
䣎 
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䥹
６
䥺
書
写
対
象
物
の
平
滑
性 

 
竹
・
木
䣍
ま
た
平
滑
性
に
欠
け
る
紙
が
常
用
さ
れ
て
い
る
場
合
は
䣍
筆
先
を
ま
と
め
る
都
合
上
䣍
実
画
に
お
い
て
筆
管
を
強
く
回
転
さ
せ
て

い
る
可
能
性
が
あ
る
䣎
特
に
紙
に
つ
い
て
は
䣍
東
晋
以
降
に
平
滑
性
が
増
し
た
こ
と
が
潘
吉
星
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
が(

10)

䣍
こ
れ
が
王

羲
之
晩
年
の
書
風
を
形
成
し
た
可
能
性
が
あ
る
䣎
王
書
は
䣍
原
初
的
な
䣓
姨
母
帖
䣔䥹
䣓
万
歳
通
天
進
帖
䣔
所
収
䣍
遼
寧
省
博
物
館
蔵
䥺
か
ら
晩

年
と
推
測
さ
れ
る
䣓
喪
乱
帖
䣔
䥹
皇
居
三
の
丸
尚
蔵
館
蔵
䥺
へ
の
書
風
変
遷
が
見
通
さ
れ
て
い
る
䣎
王
書
は
摹
本
・
法
帖
の
み
で
伝
わ
る
た
め
䣍

当
然
な
が
ら
伝
真
性
の
問
題
が
あ
る
が
䣍
一
部
を
除
い
て
こ
れ
を
措
き
検
討
し
て
み
た
い
䣎 

䥹
７
䥺
筆
毫
の
変
化 

 

用
い
ら
れ
る
獣
毫
に
つ
い
て
は
不
明
な
点
が
多
い
が
䣍
唐
代
ま
で
は
有
心
構
造
で
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
䣍
そ
の
た
め
か
䣍
顔
真
卿
の

頃
よ
り
宋
代
ま
で
新
規
的
な
書
風
の
展
開
は
少
な
い
よ
う
で
あ
る
䣎
そ
の
後
䣍
黄
庭
堅
䥹
一
〇
四
五―

一
一
〇
五
䥺
の
以
下
の
記
述
か
ら
䣍
無

心
筆
を
懸
腕
で
用
い
た
こ
と
が
窺
え
る
䣎 

・
呉
無
至
な
る
者
有
り
䣎…

…
無
心
散
卓
を
作
れ
ば
小
大
皆
な
人
意
に
可
な
り
䣎…

…

書
を
学
ぶ
人
を
し
て
試
み
に
提
筆
し
紙
よ
り
去
る
こ

と
数
寸
に
し
て
書
か
し
め
ば
䣍
当
に
左
右
意
の
如
く
䣍
欲
す
る
所
の
肥
瘠
曲
直 

皆
な
憾
然
す
る
無
し(

11)

䣎 

・
東
坡 

平
生
喜
び
て
宣
城
諸
葛
家
の
筆
を
用
う
䣎…

…

几
研
の
間
に
棗
核
筆
有
る
を
見
れ
ば
䣍
必
ず
嗤
誚
す
䣎
以
為
ら
く
䣕
今
人 

但
だ
奇

を
好
み
異
を
尚
び
䣍
用
に
入
る
の
実
無
し
䣖
䣔
と
䣎
然
れ
ど
も
東
坡 

双
鉤
懸
腕
を
善
く
せ
ず
䣎
故
に
書
家
亦
た
此
の
論
に
伏
せ
ず(

12)

䣎 

黄
庭
堅
は
日
本
に
伝
存
す
る
墨
跡
の
書
法
に
も
影
響
を
与
え
て
お
り
䣍
そ
の
書
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
䣎 

  
 

二
卒
稿
者
の
試
書
に
よ
る
古
典
書
跡
の
執
筆
法
・
運
筆
の
想
定 

 

前
項
ま
で
の
想
定
を
踏
ま
え
䣍
本
項
で
は
䣍
特
徴
的
な
形
状
の
筆
線
を
有
す
る
名
跡
に
つ
い
て
筆
管
回
転
の
想
定
を
交
え
つ
つ
書
体
・
書
風

の
展
開
を
示
し
て
み
た
い
䣎
時
計
回
り
と
反
時
計
回
り
を
駆
使
し
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
る
が
䣍
断
筆
䥹
後
掲
䥺
な
ど
の
事
象
に
鑑
み
る
に
䣍

回
転
に
も
制
約
等
が
あ
䣬
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
䣎
な
お
䣍
執
筆
法
・
運
筆
に
つ
い
て
は
古
来
様
々
な
議
論
が
あ
䣬
た
が
䣍
文
章
や
図
像
で

は
詳
細
が
窺
え
な
い
こ
と
か
ら
䣍
考
慮
し
な
い
こ
と
と
し
た
い
䣎 

䥹
１
䥺
試
書
環
境 

 

筑
波
大
学
芸
術
学
系
棟B

63
9

書
制
作
実
験
室
中
央
に
机
・
椅
子
䥹
コ
ク
ヨ
製SS

D-F
U1
F2N

及
びS

CH
-FU

1F
2N

䣎
机
面
高
七
〇
㎝
䣍
座
面
高

四
二
㎝
の
旧
Ｊ
Ｉ
Ｓ
規
格
五
号
䥺
を
置
き
䣍
古
典
書
跡
の
影
印
コ
ピ
䤀
の
原
寸
臨
書
を
行
䣬
た
䣎 

7



 

 

筆
に
つ
い
て
は
䣍
筆
管
径
を
違
え
る
た
め
以
下
の
三
点
を
使
用
し
た
䣎
そ
れ
ぞ
れ
筆
管
に
は
䣍
九
〇
度
ご
と
に
矢
印
シ
䤀
ル
䥹
エ
䤀
ワ
ン
ラ

ベ
ル
シ
䤀
ル08

065

・08
06
7

䥺
を
貼
付
し
て
い
る
䣎
い
ず
れ
も
臨
書
対
象
の
書
跡
に
対
し
䣍
硬
軟
・
大
小
に
関
す
る
い
く
ら
か
の
不
都
合
が
あ

䣬
た
が
䣍
条
件
を
可
能
な
限
り
統
一
す
る
た
め
䣍
や
や
困
難
で
あ
䣬
て
も
そ
の
ま
ま
使
用
し
て
い
る
䣎 

・
筆
ペ
ン
䥹
ぺ
ん
て
る
筆 

顔
料
イ
ン
キ
䣏
中
字
䣐䣍X

FP5
M

䣎
鋒
長
約
一
四
㎜
䣍
鋒
径
三
・
四
㎜
䣍
管
径
一
一
䦅
一
二
・
四
㎜
䥺 

・
大
筆
䥹
呉
竹
精
昇
堂
製
䣓
鶴
寿
䣔䣎
鋒
長
約
五
五
㎜
䣍
鋒
径
一
〇
・
五
㎜
䣍
管
径
一
二
・
八
㎜
䥺 

・
小
筆
䥹
こ
き
ん
製
䣓
い
た
ち
毛 

歌
か
る
た
䣔
䣎
鋒
長
約
二
二
・
一
㎜
䣍
鋒
径
三
・
六
㎜
䣍
管
径
五
・
一
㎜
䥺 

墨
は
䣍
筆
ペ
ン
以
外
の
場
合
に
お
い
て
䣍
以
下
を
使
用
し
た
䣎 

・
墨
液
䥹
墨
運
堂
製
䣓
玄
宗
䣔
䣍
固
形
分
一
〇
％
䥺 

書
写
対
象
物
は
䣍
以
下
の
四
点
を
使
い
分
け
て
い
る
䣎 

・
竹
材 

・
檜
板 

・
コ
ピ
䤀
用
紙
䥹
ア
ス
ク
ル
製
䣍
Ａ
４
コ
ピ
䤀
用
紙
マ
ル
チ
ペ
䤀
パ
䤀
ス
䤀
パ
䤀
ホ
ワ
イ
ト
＋
䥺 

・
半
紙
䥹
呉
竹
製
䣓
仔
鹿
䣔
清
書
用
の
裏
面
䥺 

以
上
の
う
ち
䣍
筆
ペ
ン
を
選
択
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
䣍
前
稿
に
述
べ
た
通
り
䣍
通
常
の
小
筆
よ
り
も
管
径
が
太
く
䣍
筆
毫
に
弾
力
が
想
定
さ

れ
る
巻
筆
に
近
似
す
る
可
能
性
が
あ
る
た
め
で
あ
る
䣎 

䥹
２
䥺
推
定
さ
れ
る
執
筆
用
・
運
筆
に
つ
い
て 

 

以
下
䣍
筆
管
回
転
に
つ
い
て
は
特
に
明
言
し
な
い
限
り
䣍
全
て
実
画
の
も
の
を
記
載
す
る
䣎
角
度
に
つ
い
て
は
䣍
厳
密
な
計
測
が
か
な
わ
な

い
た
め
䣍
時
計
の
針
の
方
向
に
て
示
し
た
䣎
な
お
䣍
簡
牘
の
説
明
に
つ
い
て
は
䣍
横
田
恭
三
氏
に
よ
䣬
て
い
る(

13)

䣎 

①
䣓
郭
店
楚
簡
䣔䥹
荊
門
市
博
物
館
蔵
䥺劭
図
２
劮 

 

戦
国
中
期
䥹
紀
元
前
四
世
紀
末
䥺
に
䣍
殺
青
䥹
油
抜
加
工
か
䥺
を
施
し
た
竹
に
書
写
さ
れ
た
も
の
䣎
竹
簡
の
幅
は
四
・
五
㎜
で
䣍
字
径
は
そ

れ
以
下
で
あ
る
䣎
円
転
の
目
立
つ
楚
文
字
で
あ
り
䣍
䣓
ヿ
䣔
䣓
Ｌ
䣔
方
向
の
緩
や
か
な
転
折
で
は
楷
書
の
よ
う
な
膨
ら
み
は
少
な
い
䣎
線
は
送
筆

部
に
お
い
て
も
痩
せ
る
こ
と
が
少
な
く
勁
さ
が
感
じ
ら
れ
る
䣎
横
画
は
緩
や
か
な
覆
画
が
多
い
䣎 

 

筆
管
径
は
現
存
す
る
䣓
長
沙
筆
䣔䥹
筆
管
径
四
㎜
䥺
な
ど
と
同
様
䣍
細
い
も
の
が
想
定
さ
れ
る
䣎
筆
管
の
回
転
に
つ
い
て
は
䣍
一
䦅
三
時
方
向

へ
の
運
筆
は
反
時
計
回
り
と
な
り
䣍
䣓
日
䣔
部
な
ど
の
小
さ
な
円
転
や
䣍
四
䦅
八
時
方
向
へ
の
運
筆
は
時
計
回
り
と
な
䣬
た
と
思
わ
れ
る
䣎 

ま
た
䣍
竹
簡
を
胴
体
に
引
き
寄
せ
て
書
く
場
合
䣍
ま
た
胡
坐
の
脚
に
置
い
て
書
く
場
合
も
䣍
書
写
面
左
辺
を
持
ち
上
げ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎

8



 

 

こ
れ
は
䣍
個
人
的
な
感
触
で
は
あ
る
が
䣍
前
腕
の
回
内
䥹
内
向
き
に
回
す
䥺
を
伴
わ
な
い
場
合
は
手
指
の
制
御
が
容
易
に
な
る
た
め
で
あ
る(

14)

䣎

も
し
䣍
水
平
面
に
書
写
し
た
場
合
は
䣍䣓
楚
帛
書
䣔
䥹
サ
䣹
ク
ラ
䤀
ギ
䣺
ラ
リ
䤀
蔵
䥺
や
䣓
浙
江
大
学
楚
簡
䣔
の
よ
う
な
楷
書
に
似
た
や
や
稜
角

あ
る
転
折
・
収
筆
と
な
䣬
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
䣎
な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
小
筆
・
墨
液
・
竹
材
で
あ
る
䣎 

②
䣓
里
耶
秦
簡
䣔䥹
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
蔵
䥺劭
図
３
劮 

 

秦
代
に
お
い
て
木
に
書
か
れ
た
も
の
䥹
樹
種
未
詳
䥺䣎
字
径
は
最
大
八
㎜
程
度
䣎䣓
睡
虎
地
秦
簡
䣔
ほ
か
他
の
秦
簡
で
は
更
に
小
さ
く
書
か
れ

る
が
䣍
線
が
わ
ず
か
に
右
上
が
り
で
詰
め
込
む
よ
う
に
書
か
れ
る
䣎 

 

い
わ
ゆ
る
方
筆
で
あ
り
䣍波
磔
の
萌
芽
と
も
言
う
べ
き
収
筆
が
一
部
に
見
ら
れ
る
が
䣍
二
䦅
三
時
方
向
の
横
画
収
筆
で
は
波
勢
は
見
ら
れ
ず
䣍

四
時
方
向
の
み
に
多
く
見
ら
れ
る
た
め
䣍
ほ
ぼ
筆
管
の
回
転
は
な
か
䣬
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
䣎
三
䦅
四
時
・
八
時
方
向
へ
は
豆
状
骨
付
近
を

支
点
と
し
た
尺
屈
を
基
本
に
横
画
を
引
い
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
五
䦅
七
時
方
向
は
人
差
し
指
を
曲
げ
て
引
い
て
い
る
と
思
わ
れ

る
が
䣍䣓
ヿ
䣔
部
は
わ
ず
か
に
時
計
回
り
の
筆
管
回
転
を
伴
䣬
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
筆
管
径
や
執
筆
法
に
つ
い
て
は
䣍
①
と
同
様
で
あ
ろ

う
䣎 木

牘
は
䣍
第
一
項
の
想
定
と
異
な
り
䣍
胴
体
に
対
し
一
一
䦅
一
二
時
方
向
に
向
け
䣍
書
写
面
も
ほ
ぼ
水
平
で
あ
䣬
た
と
想
像
さ
れ
る
䣎
水
平
・

垂
直
画
を
多
く
し
視
認
性
を
高
め
䣍
字
間
を
詰
め
て
多
く
の
文
を
書
写
し
よ
う
と
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
䣎
前
腕
を
回
内
し
て
手
指
の

動
き
に
程
よ
く
制
約
が
加
わ
䣬
た
と
想
像
さ
れ
る
䣎
こ
の
想
定
に
従
え
ば
䣍
①
と
異
な
り
䣍
書
写
時
と
鑑
賞
時
の
視
点
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ

と
か
ら
䣍
識
字
や
習
書
に
適
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
䣎
な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
小
筆
・
墨
液
・
檜
材
で
あ
る
䣎 

③
䣓
居
延
漢
簡
䣔䥹
甘
粛
省
文
物
考
古
研
究
所
蔵
䥺劭
図
４
劮 

 

前
漢
䥹
前
六
二
䥺
に
䣍
木
に
二
行
書
写
さ
れ
た
も
の
䣎
字
径
は
最
大
一
四
㎜
程
度
䣎
扁
平
な
概
形
を
と
り
隷
書
の
典
型
的
な
特
徴
を
示
す
䣎

前
掲
の
馬
場
基
氏
は
䣍䣓
漢
代
の
筆
の
持
ち
方
は
䣍
親
指
と
残
り
の
指
で
持
つ
䣍䣓
𢳇
管
法
䣔䣔
に
よ
る
も
の
と
し
䣍
当
時
の
細
い
筆
管
に
適
し
て

い
る
と
述
べ
る
䣎
ま
た
䣍
同
時
に
懸
腕
法
を
想
定
さ
れ
て
い
る
が
䣍
い
ず
れ
も
検
討
の
余
地
が
あ
ろ
う
䣎 

筆
管
の
回
転
に
つ
い
て
は
䣍
縦
画
は
時
計
回
り
を
基
調
と
す
る
が
䣍
横
画
は
手
首
の
尺
屈
を
基
調
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
䣎
た
だ
し
䣍
長

横
画
で
は
わ
ず
か
な
筆
管
回
転
を
伴
う
こ
と
も
あ
䣬
た
と
思
わ
れ
䣍
特
に
簡
牘
下
方
で
は
横
画
に
反
時
計
回
り
も
交
じ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎 

九
時
方
向
へ
の
長
い
左
払
い
や
は
ね
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
か
ら
䣍
書
写
面
は
①
と
同
様
に
左
辺
を
持
ち
上
げ
た
可
能
性
が
あ
る
䣎
も
し
䣍
胴

体
正
面
に
真
䣬
直
ぐ
置
い
て
䥹
ま
た
は
持
䣬
て
䥺
書
写
し
た
場
合
は
䣍
点
画
の
方
向
や
結
構
が
崩
れ
る
䣓
玉
門
花
海
前
漢
簡
䣔䥹
甘
粛
省
嘉
峪
関

市
文
物
保
管
所
蔵
䥺䣓
倉
頡
篇
䣔
習
書
簡
な
ど
の
書
風
に
近
く
な
る
も
の
と
も
想
像
さ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
線
に
揺
れ
が
散
見
さ
れ
る
た
め
䣍
筆
は
親

指
・
中
指
の
二
指
に
よ
る
書
写
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
䣎 

9



 

 

な
お
䣍
転
折
は
一
画
で
書
い
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
䣎
隷
書
の
特
徴
と
し
て
説
明
さ
れ
る
䣓
転
折
を
二
画
に
分
け
る
䣔
と
は
䣍
恐
ら
く

こ
れ
以
上
の
字
径
で
行
わ
れ
た
と
想
像
さ
れ
る
䣎
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
小
筆
・
墨
液
・
檜
材
で
あ
る
䣎 

④
䣓
東
牌
楼
漢
簡
䣔䥹
長
沙
市
文
物
考
古
研
究
所
蔵
䥺
劭
図
５
劮 

 

後
漢
晩
期
の
霊
帝
期
䥹
一
六
八
䦅
一
八
九
䥺
に
比
較
的
幅
の
広
い
木
牘
に
書
か
れ
た
も
の
䣎
楷
書
の
萌
芽
と
目
さ
れ
る
字
は
大
き
め
に
書
か

れ
て
お
り
䣍
最
低
で
も
字
径
一
〇
㎜
以
上
䣎
筆
線
が
丸
み
を
帯
び
䣍
起
筆
や
収
筆
は
縦
画
・
横
画
等
問
わ
ず
䣍
微
細
な
回
転
リ
ズ
ム
を
伴
う
頓

筆
・
按
筆
と
な
䣬
て
お
り
䣍
波
磔
は
水
平
面
に
お
け
る
右
回
転
の
運
筆
を
阻
害
す
る
た
め
に
減
少
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎 

筆
管
の
回
転
に
つ
い
て
は
䣍
ほ
ぼ
す
べ
て
時
計
回
り
と
考
え
ら
れ
る
䣎
線
の
形
状
の
み
で
は
反
時
計
回
り
も
交
え
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
考

え
ら
れ
る
が
䣍
特
に
筆
管
径
に
対
し
て
筆
毫
が
長
い
場
合
䣍
筆
管
回
転
を
反
転
さ
せ
る
と
木
の
繊
維
に
引
䣬
か
か
り
運
筆
が
困
難
な
た
め
で
あ

る
䣎
ま
た
䣍
筆
毫
の
含
墨
が
一
度
に
絞
り
だ
さ
れ
䣍
に
じ
み
を
作
る
可
能
性
も
想
定
さ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
書
写
面
は
上
方
を
や
や
持
ち
上
げ
䣍
左

右
方
向
で
ほ
ぼ
水
平
で
あ
䣬
た
と
思
わ
れ
る
䣎
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
筆
ペ
ン
・
檜
材
で
あ
る
䣎 

⑤
王
羲
之
䣓
姨
母
帖
䣔劭
図
６
劮 

 

西
林
昭
一
氏
に
よ
れ
ば
䣍
二
六
歳
䥹
三
三
〇
？
䥺
頃
の
若
書
き
と
さ
れ
る(

15)

䣎䣓
李
柏
尺
牘
稿
䣔䥹
龍
谷
大
学
蔵
䥺
な
ど
四
世
紀
前
後
の
残
紙

等
と
の
近
似
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
䣍
字
径
は
最
大
約
三
〇
㎜
䣎 

 

筆
管
の
回
転
に
つ
い
て
は
䣍䣓
奈
何
䣔
を
除
き
単
体
で
構
成
さ
れ
て
い
る
点
か
ら
䣍
長
画
が
引
き
に
く
い
執
筆
法
・
運
筆
で
あ
䣬
た
と
思
わ
れ
䣍

先
に
想
定
し
た
持
ち
方
で
筆
管
を
時
計
回
り
に
し
て
運
筆
し
て
い
た
と
想
定
さ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
仰
覆
が
一
定
し
な
い
長
横
画
か
ら
は
䣍
前
腕
の

回
外
を
交
え
て
い
る
か
䣎
丸
み
を
帯
び
た
転
折
は
䣍
④
に
近
似
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
䣎 

 

各
行
が
平
行
で
字
径
に
大
き
な
差
が
な
い
こ
と
か
ら
䣍
巻
紙
状
に
し
て
左
手
や
脚
上
に
載
せ
書
写
し
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
か
䣎
や
や
紙
面
に

穂
が
張
り
つ
い
た
よ
う
な
線
条
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
䣍
鋒
径
に
対
し
筆
毫
は
長
め
で
あ
䣬
た
か
も
し
れ
な
い
䣎
な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用

具
は
䣍
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
䤀
用
紙
で
あ
る
䣎 

⑥
王
羲
之
䣓
遠
宦
帖
䣔䥹
台
北
・
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
䥺劭
図
７
劮 

 

後
掲
の
䣓
十
七
帖
䣔
に
も
収
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
䣍
字
径
は
最
大
約
二
三
㎜
で
あ
る
䣎
双
鉤
塡
墨
で
䣓
遠
䣔
字
の
筆
の
割
れ
も
再
現
さ
れ

て
お
り
䣍
原
姿
は
あ
ま
り
損
な
わ
れ
て
い
な
い
も
の
と
推
測
さ
れ
る
䣎 

 

筆
管
の
回
転
に
つ
い
て
は
䣍䣓
子
䣔
初
画
や
䣓
婦
䣔
第
三
画
な
ど
数
か
所
の
横
画
に
反
時
計
回
り
が
入
䣬
て
い
る
可
能
性
が
あ
り
䣍
効
率
的
な

筆
の
動
き
を
取
り
始
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
紙
が
平
滑
で
あ
る
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
䣎 

 

随
所
に
節
筆
䥹
紙
の
折
目
に
筆
先
が
当
た
り
肥
痩
等
の
変
化
が
生
じ
た
部
分
䥺
が
見
え
る
こ
と
か
ら
䣍
机
上
書
写
で
あ
䣬
た
か
䣎
書
写
部
分
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に
折
目
の
あ
る
紙
を
手
に
持
っ
て
書
く
こ
と
は
困
難
と
見
ら
れ
る
た
め
で
あ
る
。
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
、
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
ー
用
紙
で
あ
る
。 

⑦
王
羲
之
「
十
七
帖
」
三
井
本
「
省
別
帖
」【
図
８
】 

 

近
年
、
澤
田
雅
弘
氏
は
こ
の
三
井
本
に
つ
い
て
原
刻
の
趣
を
よ
く
伝
え
る
も
の
と
し
、
そ
の
特
徴
で
あ
る
断
筆
も
王
羲
之
系
統
の
書
法
な
ど

広
く
確
認
で
き
る
た
め
に
当
該
本
固
有
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
述
べ
て
い
る(

16)

。
し
か
し
、
⑥
と
の
違
い
に
言
及
し
な
い
ほ
か
、

断
筆
の
多
寡
の
差
も
大
き
く
、
改
め
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

本
帖
の
字
径
は
⑥
と
同
一
な
が
ら
、
多
く
の
断
筆
が
あ
る
ほ
か
、
⑥
「
遠
」
字
に
見
え
る
線
の
割
れ
が
な
く
、「
篤
」
字
の
れ
っ
か
が
下
に
飛

び
出
す
な
ど
不
可
解
な
部
分
が
あ
る
。
筆
管
の
回
転
は
反
時
計
回
り
も
交
え
つ
つ
時
計
回
り
を
基
調
と
し
て
お
り
、
断
筆
の
部
分
で
は
親
指
第

一
関
節
付
近
に
至
っ
た
筆
管
を
一
旦
紙
か
ら
離
し
て
反
時
計
回
り
に
回
転
し
、
次
画
の
運
筆
に
備
え
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
筆
先
の
制
御

も
容
易
に
な
る
よ
う
で
あ
る
）
。
⑥
が
原
姿
に
近
い
と
仮
定
し
た
場
合
は
、
断
筆
に
よ
る
「
翻
案
」
が
相
当
程
度
行
わ
れ
て
い
る
と
判
断
せ
ざ
る

を
え
ず
、
一
種
の
教
学
的
配
慮
か
、
筆
が
小
さ
い
た
め
の
対
処
か
、
ま
た
は
あ
ま
り
平
滑
で
な
い
紙
に
対
応
し
た
結
果
か
と
も
思
わ
れ
る
。
な

お
、
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
、
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
ー
用
紙
で
あ
る
。 

⑧
王
羲
之
「
喪
乱
帖
」【
図
９
】 

 

王
羲
之
晩
年
の
書
と
さ
れ
、
王
書
の
変
遷
を
窺
う
際
に
し
ば
し
ば
⑤
と
比
較
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
行
書
で
画
数
が
多
い
た
め
か
、
⑥
よ
り

字
径
は
大
き
く
最
大
三
〇
㎜
程
度
。 

 

筆
線
の
稜
角
が
目
立
つ
ほ
か
、
連
綿
が
増
加
し
速
度
感
も
あ
り
、
恐
ら
く
は
筆
管
を
時
計
回
り
で
回
転
さ
せ
つ
つ
書
き
、
数
画
引
い
て
筆
管

が
親
指
第
一
関
節
付
近
に
至
っ
た
後
は
、
回
転
を
あ
ま
り
伴
わ
ず
手
首
の
位
置
も
動
か
し
な
が
ら
書
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
一
～
二
時
方
向

へ
の
運
筆
で
は
、
反
時
計
回
り
も
交
じ
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。 

⑥
と
同
じ
く
縦
簾
紙
上
の
筋
目
に
節
筆
が
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
机
上
書
写
で
あ
ろ
う
。
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
、
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
ー
用

紙
で
あ
る
。 

⑨
孫
過
庭
「
書
譜
」（
台
北
・
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
）
【
図
10
】 

 

孫
過
庭
（
六
四
八
？―

七
〇
三
）
、
六
八
七
年
の
筆
。
王
書
を
忠
実
に
学
ん
だ
も
の
と
し
て
、
ま
た
、
⑦
と
同
じ
く
断
筆
が
見
ら
れ
る
書
跡
と

し
て
名
高
い
。
字
径
は
、
最
大
約
三
〇
㎜
で
概
ね
二
〇
㎜
程
度
。 

 

筆
管
の
回
転
は
、
時
計
回
り
・
反
時
計
回
り
を
駆
使
し
、
特
に
後
者
は
右
上
に
向
か
う
線
を
中
心
に
確
認
で
き
る
よ
う
で
あ
る
。
断
筆
は
、

筆
管
が
時
計
回
り
に
回
転
し
て
親
指
第
一
関
節
付
近
ま
で
到
達
し
た
も
の
を
、
紙
か
ら
離
し
て
反
時
計
回
り
に
回
転
し
、
次
の
点
画
で
の
筆
管

回
転
に
備
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 
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な
お
、
⑤
⑥
⑧
王
羲
之
搨
摹
本
と
比
較
す
る
と
点
画
が
細
く
、
毛
筆
も
小
さ
い
も
の
を
使
用
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
断
筆
は
こ
の
場
合
に

機
能
的
に
書
け
る
も
の
で
あ
り
、⑦
も
そ
れ
を
目
指
し
て
翻
案
さ
れ
た
可
能
性
は
な
か
ろ
う
か
。
節
筆
か
ら
⑥
⑧
同
様
に
机
上
書
写
で
あ
ろ
う
。

試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
、
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
ー
用
紙
で
あ
る
。 

⑩
顔
真
卿
「
祭
姪
文
稿
」【
図
11
】 

 

七
五
八
年
、
五
〇
歳
の
筆
。
紙
質
は
荒
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
字
径
は
、
最
大
お
よ
そ
三
〇
㎜
。 

筆
管
の
回
転
に
つ
い
て
は
、「
賛
」
第
四
画
か
ら
五
画
目
へ
の
連
綿
が
細
く
と
も
は
っ
き
り
見
え
る
こ
と
、
ま
た
第
五
画
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
連

続
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
筆
の
上
下
運
動
は
極
め
て
少
な
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
該
部
分
は
筆
管
が
反
時
計
回
り
と
な
っ
て
い
よ

う
が
、
円
勢
が
強
く
ほ
と
ん
ど
は
時
計
回
り
で
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
末
尾
で
行
が
大
き
く
左
に
傾
い
て
い
る
が
、
こ
れ
は
巻
紙
状
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る(

17)
。
右
手
首
や
前
腕
を
右
腹
部
に
引
き
寄
せ
て
書
い
た
可
能
性
も
あ
ろ
う
。 

 

な
お
、
空
海
「
灌
頂
歴
名
」（
神
護
寺
蔵
）
に
顔
真
卿
行
草
書
の
影
響
を
見
出
す
向
き
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
紙
質
と
字
径
が
近
似
し
て
お
り

同
様
の
執
筆
法
・
運
筆
に
よ
り
書
さ
れ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
、
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
ー
用
紙
で
あ
る
。 

⑪
空
海
「
風
信
帖
」
第
一
通
【
図
12
】 

 

冒
頭
の
「
風
」
字
な
ど
王
羲
之
「
蘭
亭
序
」
に
近
似
す
る
字
が
あ
る
な
ど
し
て
、
王
羲
之
の
影
響
が
見
ら
れ
る
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
字

径
は
、
最
大
約
二
八
㎜
。 

 

か
す
れ
の
線
が
多
く
、
紙
の
表
面
の
粗
い
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
。「
風
」
第
二
画
の
横
画
の
角
度
が
急
峻
で
は
な
く
、
丸
み
の
あ
る
線
も
多
さ

や
連
綿
の
少
な
さ
か
ら
、
筆
管
の
回
転
は
時
計
回
り
が
基
調
と
な
っ
て
い
る
と
想
定
さ
れ
る
。
安
定
し
た
線
条
か
ら
机
上
書
写
か
。 

 

な
お
、
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
、
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
ー
用
紙
で
あ
る
。 

⑫
空
海
「
風
信
帖
」
第
三
通
「
忽
恵
帖
」【
図
13
】 

 

空
海
四
〇
歳
前
後
の
筆
と
さ
れ
る
。
⑪
第
一
通
に
比
べ
て
運
筆
の
速
度
が
早
い
よ
う
に
見
え
る
。
字
径
は
、
最
大
約
三
〇
㎜
。 

 

急
峻
な
「
王
」
第
一
画
や
偏
旁
を
繋
ぐ
長
画
な
ど
に
お
い
て
、
反
時
計
回
り
の
運
筆
も
行
わ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
⑪
に
比
べ
て
、

手
首
の
移
動
や
前
腕
の
回
内
・
回
外
が
使
用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
帖
は
一
部
に
和
様
の
始
ま
り
と
見
る
向
き
も
あ
る
が(

18)

、
こ

れ
も
影
響
し
て
い
よ
う
。
⑪
と
同
じ
く
机
上
書
写
か
。
な
お
、
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
、
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
ー
用
紙
で
あ
る
。 

⑬
小
野
道
風
「
屛
風
土
代
」【
図
14
】 

 

和
様
の
祖
と
さ
れ
る
道
風
三
五
歳
（
九
二
八
）
の
筆
。
草
稿
の
た
め
か
粗
い
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
字
径
は
、
最
大
お
よ
そ
四
〇
㎜
。 

 

字
径
は
大
き
め
で
、
丸
み
を
帯
び
た
太
い
線
が
ほ
と
ん
ど
を
占
め
る
。
軽
や
か
な
虚
線
が
少
な
く
、
起
筆
部
の
鋭
い
も
の
も
多
く
な
い
こ
と
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か
ら
䣍
筆
管
の
回
転
は
ほ
ぼ
時
計
回
り
と
推
測
さ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
線
が
安
定
し
て
い
る
こ
と
か
ら
䣍
筆
を
比
較
的
強
く
制
御
し
た
も
の
と
推
測

さ
れ
る
が
䣍
連
綿
を
交
え
長
く
線
を
引
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
䣍
や
や
線
が
細
く
字
形
も
安
定
し
な
い
た
め
䣍
筆
の
回
転
が
抑
制
さ
れ
て
い
る

も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
⑧
と
同
様
䣍
筆
管
が
親
指
第
一
関
節
付
近
ま
で
移
動
し
た
こ
と
に
起
因
し
よ
う
䣎 

 

和
様
は
そ
の
後
䣍
藤
原
佐
理
䥹
九
九
四―

九
九
八
䥺
䣍
藤
原
行
成
䥹
九
七
二―

一
〇
二
七
䥺
に
も
引
き
継
が
れ
る
が
䣍
道
風
に
比
べ
軽
や
か
な

趣
を
示
す
よ
う
に
な
る
䣎
こ
れ
は
䣍
筆
管
の
反
時
計
回
り
の
回
転
を
多
用
し
䣍
前
腕
の
回
内
・
回
外
を
も
併
用
し
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
䣎
こ

れ
は
䣍
彼
ら
の
筆
と
伝
称
さ
れ
る
絹
地
・
綾
地
書
跡
の
年
代
推
定
に
も
貢
献
で
き
る
可
能
性
も
あ
ろ
う(

19)

䣎
な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍

筆
ペ
ン
・
コ
ピ
䤀
用
紙
で
あ
る
䣎 

⑭
蘇
軾
䣓
黄
州
寒
食
詩
巻
䣔䥹
台
北
・
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
䥺劭
図
15
劮 

 

蘇
軾
䥹
一
〇
三
六―

一
一
〇
一
䥺
の
一
〇
八
二
年
以
降
の
筆
に
な
る
も
の
䣎
何
炎
泉
氏
は
䣍
極
め
て
細
い
筆
線
が
散
見
さ
れ
る
点
に
注
目
す

る(

20)

䣎
字
径
は
最
大
約
五
〇
㎜
䣎 

 

䣓
海
䣔
字
末
画
が
覆
画
で
か
つ
収
筆
が
軽
い
こ
と
な
ど
か
ら
䣍
筆
管
は
時
計
回
り
と
反
時
計
回
り
を
繰
り
返
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎

塗
り
つ
ぶ
さ
れ
た
よ
う
な
字
が
散
見
さ
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
軽
妙
に
み
え
る
の
は
䣍
こ
の
た
め
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
䣎
机
上
書
写
で
䣍
筆

管
が
強
く
倒
れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
䣎
な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
䤀
用
紙
で
あ
る
䣎 

⑮
黄
庭
堅
䣓
松
風
閣
詩
巻
䣔䥹
台
北
・
国
立
故
宮
博
物
院
蔵
䥺劭
図
16
劮 

 

黄
庭
堅
五
八
歳
䥹
一
一
〇
二
䥺
頃
の
筆
䣎
柔
毫
の
無
心
筆
を
効
果
的
に
使
用
し
て
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
字
径
は
最
大
約
七
〇
㎜
䣎 

 

䣓
築
䣔
字
の
䣓
木
䣔
部
横
画
に
お
い
て
墨
の
濃
淡
が
窺
え
䣍
筆
の
腹
が
当
た
䣬
て
い
た
と
思
わ
れ
る
筆
線
下
部
の
薄
い
部
分
が
䣍
送
筆
の
早

い
段
階
で
消
滅
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
䣎
筆
毫
の
径
に
も
よ
る
が
筆
管
の
回
転
が
速
い
も
の
と
思
わ
れ
䣍
第
一
項
で
示
し
た
執
筆
法
で

は
な
く
䣍
筆
管
の
上
部
を
持
ち
䣍
人
差
し
指
第
二
関
節
付
近
で
筆
管
頂
点
を
支
え
て
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
䣎
黄
庭
堅

は
懸
腕
を
好
ん
で
行
䣬
て
お
り
䣍
筆
管
に
あ
た
る
指
の
部
分
に
よ
䣬
て
複
雑
に
穂
先
が
動
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎 

 

こ
の
推
測
が
正
し
け
れ
ば
䣍
自
由
度
の
高
い
大
き
な
毛
筆
が
登
場
し
て
新
た
な
表
現
が
行
わ
れ
た
が
䣍
そ
の
際
に
も
従
来
の
筆
管
回
転
に
よ

る
運
筆
は
続
け
ら
れ
て
い
た
と
い
え
る
䣎
な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
䤀
用
紙
で
あ
る
䣎 

⑯
王
鐸
䣓
行
書
五
律
五
首
巻
䣔䥹
東
京
国
立
博
物
館
蔵
䥺劭
図
17
劮 

 

王
鐸
䥹
一
五
九
二―

一
六
五
二
䥺
の
筆
䣎
字
幅
は
最
大
約
一
三
㎝
䣎
本
作
に
は
䣍
か
す
れ
を
伴
う
大
字
も
交
え
ら
れ
䣍
極
め
て
躍
動
的
で
あ

る
䣎 

 

軽
快
な
筆
運
び
で
あ
る
が
䣍
筆
管
は
⑧
⑬
と
同
じ
く
最
初
に
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
䣍
数
画
引
き
筆
管
が
親
指
第
一
関
節
付
近
ま
で
至
䣬
た

13



 

 

と
こ
ろ
で
し
䣬
か
り
把
持
し
つ
つ
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
机
上
書
写
に
な
る
か
䣎
な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
䤀

用
紙
で
あ
る
䣎 

⑰
胡
澍
䣓
篆
書
文
語
四
屛
䣔劭
図
18
劮 

 

胡
澍
䥹
一
八
二
五―

七
二
䥺
の
筆
䣎
字
幅
は
最
大
約
六
・
五
㎝
䣎
長
縦
画
収
筆
部
の
三
角
状
の
払
出
し
が
特
徴
的
で
あ
る
䣎
字
の
下
半
付
近

に
手
を
浮
か
せ
て
筆
の
上
部
を
持
ち
䣍
時
計
回
り
の
筆
管
回
転
に
よ
り
書
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
た
だ
䣍
一
〇
䦅
一
一
時
方
向
か
ら
入
る
起

筆
に
は
丸
い
形
状
に
な
ら
な
い
も
の
が
あ
る
た
め
䣍
字
の
上
部
を
書
く
際
は
䣍
前
腕
の
回
外
を
伴
䣬
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
机
上
書
写
で

あ
ろ
う
䣎 

な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
筆
ペ
ン
・
コ
ピ
䤀
用
紙
で
あ
る
䣎 

⑱
辻
本
史
邑
䣓
白
楽
天
詩
七
絶
䣔劭
図
19
劮 

 

辻
本
史
邑
䥹
一
八
九
五―

一
九
五
七
䥺
六
二
歳
晩
年
の
筆
䣎
字
幅
は
最
大
約
六
・
五
㎝
䣎
早
期
の
作
品
に
は
䣍
王
鐸
な
ど
明
代
の
書
法
を
忠

実
に
習
䣬
た
こ
と
が
窺
え
る
も
の
が
あ
る
が
䣍
晩
年
は
様
々
な
字
径
・
結
構
を
織
り
交
ぜ
た
軽
や
か
な
筆
致
の
書
風
と
な
る
䣎 

本
作
は
同
文
同
形
式
の
作
品
が
複
数
見
ら
れ
る
が
䣍
い
ず
れ
も
太
い
筆
線
に
お
い
て
素
朴
な
表
情
が
窺
え
る
䣎
筆
管
の
回
転
を
伴
䣬
て
い
な

い
も
の
と
思
わ
れ
る
が
䣍
墨
を
含
ま
せ
た
後
は
⑯
同
様
に
筆
を
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
䣍
初
画
で
親
指
第
一
関
節
付
近
ま
で
回
し
て
か
ら
䣍
し

䣬
か
り
把
持
し
た
ま
ま
書
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
机
上
か
床
面
で
の
書
写
で
あ
ろ
う
䣎 

な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
大
筆
・
墨
汁
・
半
紙
で
あ
る
䣎 

⑲
西
川
寧
䣓
倪
雲
林
詩
䣔劭
図
20
劮 

 

西
川
寧
䥹
一
九
〇
二―

八
九
䥺
八
六
歳
晩
年
の
筆
䣎
字
幅
は
最
大
約
一
三
・
五
㎝
䣎
篆
隷
書
や
北
魏
楷
書
に
基
づ
く
作
品
を
多
く
遺
し
て
お

り
䣍
少
な
く
と
も
後
者
に
お
い
て
は
䣍
筆
管
の
時
計
回
り
の
回
転
を
伴
い
つ
つ
線
を
引
く
こ
と
が
多
か
䣬
た
と
思
わ
れ
る
䣎
し
か
し
䣍
晩
年
に

は
反
時
計
回
り
を
基
調
と
し
た
隷
書
作
品
も
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
䣎 

本
作
も
⑱
と
同
様
に
䣍
起
筆
時
に
筆
管
を
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
䣍
親
指
第
一
関
節
付
近
ま
で
回
し
て
か
ら
送
筆
・
収
筆
を
行
䣬
た
も
の
と

思
わ
れ
る
䣎
机
上
か
床
面
で
の
書
写
で
あ
ろ
う
䣎 

な
お
䣍
試
書
で
使
用
し
た
用
具
は
䣍
大
筆
・
墨
汁
・
半
紙
で
あ
る
䣎 

䥹
３
䥺
筆
管
回
転
と
様
式
の
関
係 

運
筆
時
の
筆
管
回
転
を
中
心
に
概
観
し
て
き
た
䣎
使
用
す
る
用
具
用
材
が
書
体
・
書
風
に
影
響
す
る
こ
と
は
容
易
に
見
当
が
つ
く
が
䣍
実
際

に
は
䣍
こ
れ
に
筆
管
の
回
転
が
合
わ
さ
る
こ
と
で
強
い
効
果
を
も
た
ら
し
た
も
の
と
思
わ
れ
䣍
書
道
の
様
式
は
こ
れ
ら
の
要
素
で
整
理
す
る
こ
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と
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
䣎
特
に
䣍
新
た
に
優
れ
た
表
現
が
生
み
出
さ
れ
る
条
件
と
し
て
は
䣍 

 
Ａ
䥼
従
来
よ
り
大
き
い
字
径
で
書
く
状
況 

 

Ｂ
䥼
筆
管
を
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
る 

の
二
点
が
必
須
で
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

 

Ａ
に
つ
い
て
は
䣍
用
具
や
鑑
賞
環
境
の
変
化
や
䣍
書
写
対
象
物
の
拡
大
化
䣍
ま
た
表
面
が
平
滑
で
な
く
粗
い
紙
に
書
か
れ
る
と
い
䣬
た
状
況

が
想
定
さ
れ
る
䣎
い
ず
れ
に
せ
よ
䣍
大
き
く
書
か
れ
る
と
い
䣬
た
状
況
に
お
い
て
䣍
Ｂ
が
忠
実
に
行
わ
れ
る
と
名
品
と
称
さ
れ
る
よ
う
な
書
跡

が
出
現
す
る
環
境
が
現
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
䣎
Ｂ
で
は
䣍
篆
書
に
み
ら
れ
る
ほ
か
䣍
特
定
の
書
風
の
早
期
の
も
の
に
強
く
確
認
で
き
䣍

転
折
の
角
度
や
点
画
の
長
短
な
ど
が
整
え
ら
れ
䣍
最
終
的
に
は
円
転
の
目
立
つ
書
風
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
そ
の
後
に
䣍
⑥
䦅
⑨
王
羲
之

系
統
の
細
字
や
䣍
⑫
空
海
の
書
䣍
⑬
和
様
の
書
に
お
い
て
䣍
当
初
時
計
回
り
で
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
い
た
筆
管
の
回
転
が
䣍
後
に
䥹
ま
た
は
速
く

書
く
際
に
䥺
反
時
計
回
り
を
交
え
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
る
点
は
䣍
注
意
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
こ
の
筆
法
に
よ
䣬
て
省
力
的
に
書

け
る
よ
う
に
な
り
軽
妙
さ
や
枯
れ
た
趣
が
加
わ
る
一
方
で
䣍
名
筆
と
し
て
注
目
さ
れ
る
要
素
が
や
や
減
じ
䣍
ま
た
後
に
当
該
の
書
法
が
現
れ
な

く
な
䣬
て
し
ま
う
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
⑯
⑱
⑲
の
よ
う
に
大
書
す
る
場
合
䣍
筆
管
を
回
転
さ
せ
な
い
運
筆
部
分
が
多
い
点
も
注
目
さ
れ

る
䣎
一
部
に
は
晩
年
で
手
指
機
能
が
弱
ま
る
こ
と
も
関
係
す
る
か
も
し
れ
な
い(

21)

䣎 

な
お
䣍
用
具
用
材
と
筆
管
回
転
の
関
係
で
様
式
が
規
定
さ
れ
る
と
す
れ
ば
䣍
年
代
が
大
き
く
異
な
る
書
跡―

―

例
え
ば
䣍
北
魏
造
像
記
と
奈

良
朝
後
期
の
䣓
大
聖
武
䣔―

―

が
近
似
す
る
こ
と
も
頷
け
る
䣎
普
段
よ
り
大
き
め
の
字
で
均
整
に
書
こ
う
と
し
た
と
き
に
生
じ
た
も
の
と
も
考

え
ら
れ
䣍
か
よ
う
な
観
点
か
ら
改
め
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
䣎 

  
 
 

三
卒
筆
管
回
転
を
基
本
と
す
る
書
道
指
導
の
可
能
性 

 
 

本
項
で
は
䣍
複
数
の
実
験
対
象
者
に
よ
䣬
て
筆
管
回
転
を
基
調
と
す
る
細
字
書
写
指
導
の
有
効
性
を
確
認
し
䣍
同
時
に
当
該
筆
法
の
大
字
書

法
へ
の
応
用
可
能
性
の
検
討
を
行
う
䣎
そ
の
方
法
と
結
果
を
以
下
に
示
し
た
い
䣎 

䥹
１
䥺
実
験
対
象
者 

 

上
記
の
執
筆
法
の
推
測
を
䣍
実
験
対
象
者
に
よ
る
実
験
で
検
証
し
た
䣎
対
象
者
は
䣍
筑
波
大
学
芸
術
専
門
学
群
に
在
籍
し
書
を
専
攻
す
る
学

生
計
四
名
䥹
い
ず
れ
も
右
利
き
䣍
男
性
一
名
・
女
性
三
名
䥺
で
あ
る
䣎
実
験
で
は
䣍
筑
波
大
学
芸
術
系
研
究
倫
理
委
員
会
の
承
認
䥹
芸

02
4-
6

号
䥺
を
得
た
上
で
実
施
し
た
䣎 
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䥹
２
䥺
実
験
環
境 

 
実
験
環
境
は
䣍
先
述
の
試
書
環
境
と
同
様
で
あ
る
䣎
学
校
設
備
や
現
状
の
カ
リ
キ
䣻
ラ
ム
へ
の
応
用
可
能
性
を
考
慮
し
䣍
手
上
書
写
は
扱
わ

ず
全
て
机
・
椅
子
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
䣎 

䥹
３
䥺
計
測 

被
験
者
に
よ
る
計
測
は
䣍
以
下
の
三
パ
タ
䤀
ン
を
行
䣬
た
䣎 

❶
実
験
対
象
者
が
通
常
行
う
方
法
で
書
写
を
行
う
䣎 

❷
上
記
推
測
の
執
筆
法
・
運
筆
で
䣍
特
に
起
筆
か
ら
収
筆
ま
で
を
一
定
の
筆
管
の
回
転
を
伴
い
つ
つ
行
う
䣎 

❸
上
記
推
測
の
執
筆
法
・
運
筆
で
䣍
特
に
起
筆
部
で
筆
管
が
親
指
の
腹
の
下
辺
り
に
来
る
ま
で
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
䣍
送
筆
・
収
筆
部
は

筆
管
の
回
転
を
意
識
せ
ず
に
引
く
䣎
た
だ
し
䣍
送
筆
・
収
筆
部
に
お
い
て
䣍
意
図
し
な
い
程
度
の
回
転
を
伴
䣬
て
も
構
わ
な
い
䣎 

臨
書
の
内
容
は
䣍
前
項
の
番
号
を
合
わ
せ
て
示
す
と
䣍
⑤
⑧
⑯
⑰
⑱
⑲
の
六
件
で
あ
る
䣎
用
具
は
䣍
稿
者
使
用
の
も
の
と
同
様
で
あ
る
䣎
こ
れ

に
細
字
の
日
常
書
と
し
て
䣍
語
句
䣓
書
道
文
化
䣔䥹
一
字
約
二
㎝
䥺
の
書
写
を
依
頼
し
た
䣎 

 

対
象
者
に
は
䣍
ま
ず
一
䦅
三
回
の
試
書
を
依
頼
し
䣍
そ
の
揮
毫
状
況
を
確
か
め
な
が
ら
稿
者
よ
り
執
筆
法
・
運
筆
に
つ
い
て
口
頭
で
指
示
し

た
䥹
字
形
に
つ
い
て
は
似
せ
る
よ
う
に
の
み
指
示
䥺
䣎
そ
の
後
䣍
原
寸
臨
書
を
一
回
の
み
行
い
䣍
こ
の
際
の
右
手
の
書
写
運
動
を
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

䥹S
ONY

製
䣍H

D
R
-CX

6
8
0

䥺
で
撮
影
し
た
䣎
動
画
に
よ
り
指
示
通
り
に
書
か
れ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
た
め
䣍
本
項
で
は
書
写
さ
れ
た
も
の
を

示
し
つ
つ
検
討
し
た
い(

22)

䣎 

 

実
験
は
䣍
上
記
記
号
を
組
み
合
わ
せ
て
示
す
と
䣍 

❶
⑤
䣍
❶
⑧
䣍
❶
⑯
䣍
❶
⑰
䣍
❶
⑱
䣍
❶
⑲
䣍
❶
䣓
書
道
文
化
䣔
䣍
三
〇
分
の
休
憩
䣍 

❷
⑤
䣍
❷
⑧
䣍
❷
⑯
䣍
❷
⑰
䣍
❷
⑱
䣍
❷
⑲
䣍
❷
䣓
書
道
文
化
䣔
䣍
三
〇
分
の
休
憩
䣍 

❸
⑤
䣍
❸
⑧
䣍
❸
⑯
䣍
❸
⑰
䣍
❸
⑱
䣍
❸
⑲
䣍
❸
䣓
書
道
文
化
䣔 

の
順
で
行
䣬
た
䣎
一
件
の
書
跡
に
つ
き
三
度
書
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
䣍
そ
の
間
に
慣
れ
る
可
能
性
も
考
慮
し
䣍
特
に
筆
線
の
特
徴
を
重
点
的

に
検
討
し
て
み
た
い
䣎 

䥹
４
䥺
分
析 

実
験
対
象
者
の
う
ち
最
も
字
形
を
似
せ
て
い
る
一
名
に
つ
い
て
䣍
作
例
を
示
し
つ
つ
書
跡
ご
と
に
詳
し
く
検
討
し
て
み
た
い
䣎 

⑤
王
羲
之
䣓
姨
母
帖
䣔劭
図
21
劮 

❶
で
は
䣍
字
形
は
似
る
が
筆
の
腹
が
随
所
に
見
え
て
お
り
䣍
筆
法
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
䣎
❷
で
は
䣍
先
の
運
筆
の
想
定
に

16



 

 

従
い
䣍
筆
管
は
時
計
回
り
の
回
転
に
限
定
し
た
䣎
筆
線
の
輪
郭
が
滑
ら
か
に
な
る
が
䣍
原
典
よ
り
細
い
線
が
多
く
軽
や
か
に
な
䣬
て
い
る
䣎
❸

で
は
䣍
字
形
が
異
な
る
が
䣍
た
れ
に
お
い
て
太
さ
を
保
䣬
た
重
厚
感
あ
る
送
筆
部
が
よ
く
再
現
さ
れ
て
い
る
䣎
第
二
項
で
は
䣍
原
典
の
書
き
方

に
つ
い
て
❷
を
想
定
し
た
が
䣍
前
腕
の
回
外
を
指
示
し
て
い
な
か
䣬
た
た
め
か
と
思
わ
れ
る
䣎 

⑧
王
羲
之
䣓
喪
乱
帖
䣔劭
図
22
劮 

❶
で
は
䣍
全
体
に
肥
痩
の
変
化
が
な
い
ほ
か
䣍
起
筆
や
払
出
し
の
部
分
が
鋭
い
䣎
こ
れ
も
筆
法
が
大
き
く
異
な
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
䣎
❷

で
は
䣍
執
筆
法
に
な
れ
な
い
た
め
か
線
の
曲
直
に
違
い
が
見
ら
れ
る
も
の
の
䣍䣓
用
䣔
初
画
の
収
筆
の
形
状
が
似
て
お
り
䣍
全
体
に
線
が
太
く
な

䣬
て
い
る
䣎
❸
は
䣍
最
も
字
形
が
近
似
し
䣍
筆
線
の
形
状
も
よ
く
似
て
い
る
䣎
第
二
項
で
は
䣍
原
典
の
書
き
方
に
つ
い
て
❷
❸
の
中
間
の
よ
う

な
も
の
を
想
定
し
た
が
䣍
実
験
対
象
者
の
臨
書
で
も
起
筆
部
付
近
は
❷
が
近
似
し
䣍
そ
れ
以
外
が
❸
に
似
て
お
り
䣍
齟
齬
し
な
い
も
の
と
思
わ

れ
る
䣎
筆
管
の
回
転
に
よ
䣬
て
筆
の
上
下
移
動
の
幅
が
狭
ま
り
䣍
❸
の
よ
う
に
肥
痩
の
変
化
が
自
在
に
な
䣬
て
い
る
点
も
注
目
さ
れ
る
䣎 

⑯
王
鐸
䣓
行
書
五
律
五
首
巻
䣔劭
図
23
劮 

❶
で
は
䣍
䣓
金
䣔
部
第
六
䦅
七
画
に
あ
た
る
回
転
す
る
線
が
痩
せ
て
お
り
䣍䣓
里
䣔
部
第
二
画
の
転
折
に
お
い
て
筆
の
腹
が
見
え
る
ほ
か
䣍
全

体
に
線
の
震
え
も
確
認
で
き
䣍
筆
法
の
懸
隔
が
窺
え
る
䣎
❷
は
䣍
字
形
が
最
も
似
る
が
䣍䣓
金
䣔
部
初
画
や
䣓
童
䣔
部
初
画
の
収
筆
が
細
く
滑
ら

か
に
な
䣬
て
お
り
䣍
や
や
軽
や
か
な
印
象
で
あ
る
䣎
❸
は
䣍
上
記
収
筆
部
も
太
さ
を
保
䣬
て
お
り
䣍
重
厚
感
が
あ
る
䣎
や
や
線
の
揺
れ
が
見
ら

れ
る
が
䣍
こ
れ
は
⑧
と
同
様
に
紙
・
筆
ペ
ン
の
特
徴
が
影
響
し
た
可
能
性
が
あ
る
䣎 

⑰
胡
澍
䣓
篆
書
文
語
四
屛
䣔劭
図
24
劮 

❶
は
䣍
字
形
が
最
も
似
て
い
る
が
䣍
第
三
画
以
降
の
肥
痩
の
変
化
に
は
安
定
感
が
な
く
䣍
ぶ
よ
ぶ
よ
と
し
た
部
分
も
見
ら
れ
る
䣎
❷
は
䣍
筆

管
の
回
転
が
多
い
た
め
か
䣍
ま
た
筆
ペ
ン
が
小
さ
か
䣬
た
た
め
か
線
が
痩
せ
て
い
る
が
䣍
墨
が
筆
線
の
縁
に
も
十
分
に
つ
い
て
い
る
䣎
字
全
体

が
倒
れ
て
い
る
が
䣍
構
築
的
で
安
定
感
が
あ
る
䣎
筆
ペ
ン
の
太
さ
が
十
分
で
な
か
䣬
た
こ
と
か
ら
䣍
弾
力
が
強
く
な
り
線
の
形
状
が
再
現
で
き

な
か
䣬
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
䣎
❸
は
䣍
線
の
表
情
が
原
典
と
大
き
く
異
な
り
䣍
運
筆
に
懸
隔
が
あ
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
る
䣎 

⑱
辻
本
史
邑
䣓
白
楽
天
詩
七
絶
䣔劭
図
25
劮 

❶
は
䣍
線
が
太
い
が
起
筆
が
安
定
せ
ず
様
々
な
方
向
か
ら
入
䣬
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
䣎
や
や
曲
線
が
力
強
く
䣍
原
典
が
備
え
る
枯
れ
た
趣

は
な
い
䣎
❷
で
は
䣍
線
の
余
分
な
動
き
が
減
り
❶
よ
り
も
原
典
に
近
い
が
䣍
回
転
す
る
線
の
動
き
が
大
き
く
䣍
滑
ら
か
な
起
筆
も
相
ま
䣬
て
力

強
く
見
え
る
䣎
❸
は
䣍
線
の
表
情
が
原
典
と
近
く
䣍
䣓
立
䣔
部
の
左
下
に
向
か
う
線
の
肥
痩
の
変
化
も
よ
く
似
て
い
る
䣎 

⑲
西
川
寧
䣓
倪
雲
林
詩
䣔劭
図
26
劮 

❶
は
䣍
字
形
が
よ
く
似
て
い
る
が
䣍
線
の
形
状
の
再
現
に
集
中
し
た
こ
と
も
あ
䣬
て
か
䣍
線
の
表
情
に
一
貫
性
が
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
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る
䣎
恐
ら
く
は
䣍
手
指
の
自
由
度
が
高
い
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
䣎
❷
は
䣍
や
や
滑
ら
か
で
は
あ
る
が
䣍
特
に
長
脚
に
お
い
て
や
や
穂
先
が

上
を
向
い
て
滑
る
よ
う
に
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
䣍
重
厚
感
が
感
じ
ら
れ
な
い
䣎
❸
は
䣍
長
横
画
の
起
筆
・
収
筆
部
が
稜
角
あ
る
い
び
つ
な

形
で
あ
る
が
䣍
送
筆
部
に
は
ば
ね
の
よ
う
な
力
強
さ
が
窺
え
重
厚
で
あ
る
䣎
墨
が
筆
線
の
縁
に
も
十
分
入
䣬
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎 

日
常
書
䣓
書
道
文
化
䣔劭
図
27
劮 

 

❶
で
は
䣍
起
筆
の
鋭
さ
が
目
立
つ
ほ
か
䣍
転
折
後
の
線
の
向
き
や
太
さ
が
安
定
し
て
い
な
い
䣎
特
に
䣍
文
字
下
方
の
点
画
が
太
く
な
る
場
合

が
あ
る
よ
う
で
あ
る
䣎
❷
で
は
䣍
起
筆
が
鋭
く
収
筆
の
形
状
が
安
定
し
な
い
が
䣍
字
形
が
整
い
䣍
払
い
も
わ
ず
か
に
収
筆
が
太
く
重
厚
に
な
る

よ
う
で
あ
る
䣎
❸
で
は
䣍
や
や
横
画
の
仰
覆
の
変
化
が
少
な
い
が
䣍
起
筆
・
収
筆
の
形
状
が
整
䣬
て
い
る
よ
う
で
あ
る
䣎
起
筆
・
収
筆
部
の
形

状
の
問
題
に
つ
い
て
は
䣍
筆
ペ
ン
が
字
径
に
対
し
て
や
や
大
き
か
䣬
た
こ
と
が
起
因
し
て
い
よ
う
が
䣍
日
常
書
で
も
葉
書
の
宛
名
等
で
複
数
の

字
径
で
書
く
こ
と
が
あ
る
た
め
䣍
そ
れ
ら
に
対
応
で
き
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
䣬
た
点
は
注
目
さ
れ
る
䣎 

䥹
５
䥺
結
果 

以
上
の
よ
う
に
䣍
仮
説
で
述
べ
た
執
筆
法
・
運
筆
に
よ
り
実
験
し
た
結
果
䣍
字
形
は
原
跡
に
近
似
す
る
傾
向
に
あ
り
䣍
古
典
書
跡
の
現
寸
臨

書
の
場
合
䣍
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
䣎 

❷
の
書
き
方
が
最
適
な
も
の…

⑰ 

❸
の
書
き
方
が
最
適
な
も
の…

⑤
⑧
⑯
⑱
⑲ 

⑤
は
本
来
で
あ
れ
ば
❷
に
な
ろ
う
が
䣍
前
腕
の
回
外
の
有
無
の
ほ
か
䣍
筆
管
角
度
が
異
な
る
こ
と
も
想
定
さ
れ
る
䣎
実
用
書
に
つ
い
て
は
用
具

と
字
径
の
組
み
合
わ
せ
に
も
よ
る
が
䣍
❷
❸
い
ず
れ
も
問
題
は
な
く
䣍
し
い
て
言
え
ば
❷
が
望
ま
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

一
瞥
す
る
と
䣍
細
字
や
古
態
を
留
め
る
書
体
は
❷
䣍
大
字
や
運
筆
の
勢
い
あ
る
細
字
は
❸
と
い
う
傾
向
が
見
い
だ
さ
れ
䣍
前
項
の
検
討
と
も

齟
齬
し
な
い
よ
う
で
あ
る
䣎
特
に
䣍
現
代
の
大
字
漢
字
作
品
で
あ
る
⑱
⑲
が
起
筆
時
に
筆
管
を
時
計
回
り
に
し
て
い
る
こ
と
は
䣍
い
に
し
え
か

ら
の
書
法
の
䣓
断
絶
䣔
で
は
な
く
䣍
伝
承
と
展
開
の
一
側
面
と
見
な
し
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
䣎 

  
 
 

お 

わ 

り 

に 

 

本
稿
で
は
䣍
こ
れ
ま
で
通
底
す
る
も
の
が
想
定
さ
れ
て
い
な
か
䣬
た
大
字
と
細
字―

―

す
な
わ
ち
現
代
の
䣓
表
現
の
書
䣔
と
䣓
日
常
書
䣔
が
䣍

い
ず
れ
も
䣓
細
字
に
お
け
る
筆
管
の
回
転
䣔
を
要
す
る
こ
と
を
導
き
䣍
教
育
へ
の
貢
献
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
筆
管
の
時
計
回
り
の
回
転

に
よ
䣬
て
細
字
書
写
が
可
能
と
な
り
䣍
ま
た
䣍
起
筆
部
で
集
中
的
に
筆
管
を
回
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
優
れ
た
大
字
表
現
が
出
来
す
る
䣎
特
定
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の
古
典
の
書
風
は
一
世
代
程
度
し
か
保
た
れ
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
が
䣍か
よ
う
な
筆
法
の
忘
却
が
そ
の
要
因
の
一
つ
と
想
定
さ
れ
る
䣎

恐
ら
く
は
䣍
こ
の
よ
う
な
微
細
な
部
分
が
理
解
し
え
な
く
な
䣬
た
と
き
に
䣍䣓
断
絶
䣔
が
見
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
䣎 

現
在
で
は
䣍
拡
声
装
置
や
パ
ワ
䤀
ス
䤀
ツ
な
ど
様
々
な
機
器
に
よ
り
身
体
機
能
が
拡
張
で
き
䣍
文
字
表
現
に
つ
い
て
も
映
像
技
術
な
ど
の
発

展
に
よ
り
筆
書
は
決
し
て
優
位
と
は
い
え
な
く
な
䣬
て
き
て
い
る
が
䣍
上
記
の
よ
う
な
指
先
の
微
細
な
動
き
の
重
要
性
は
䣍
少
な
い
運
動
で
大

き
な
効
果
を
得
る
と
い
う
生
来
的
な
身
体
機
能
の
可
能
性
の
追
求
に
も
つ
な
が
る
も
の
と
確
信
し
て
い
る
䣎 

最
後
に
䣍
本
稿
の
見
解
に
問
題
が
な
い
場
合
に
䣍
現
在
の
書
道
史
研
究
䣍
書
写
書
道
教
育
に
関
す
る
課
題
を
挙
げ
て
お
き
た
い
䣎 

䥹
１
䥺
運
筆
模
式
図
の
改
良 

運
筆
の
説
明
に
お
い
て
䣍
筆
毫
が
紙
に
当
た
る
部
分
を
雫
形
で
示
し
䣍
そ
れ
を
筆
線
の
両
辺
に
接
す
る
よ
う
置
く
こ
と
が
あ
る
が
䣍
こ
れ
は
䣍

起
筆
で
軽
く
紙
に
当
て
䣍
筆
管
を
回
転
さ
せ
ず
に
運
ぶ
よ
う
に
見
え
る
た
め
䣍
改
め
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
穂
先
が
通
る
部
分
や
䣍

筆
の
動
き
を
示
す
も
の
と
し
て
骨
書
き
を
加
え
る
も
の
も
あ
る
が
䣍
こ
れ
も
筆
管
の
回
転
が
認
識
し
に
く
く
な
る
た
め
䣍
改
善
す
べ
き
で
あ
ろ

う
䣎
な
お
䣍
筆
先
が
線
条
の
中
心
を
通
る
と
い
う
後
世
の
䣓
中
鋒
䣔
理
解
を
は
じ
め
と
し
䣍
現
在
で
は
学
習
指
導
要
領
に
採
ら
れ
な
い
撥
鐙
法

な
ど
各
種
筆
法
論
に
つ
い
て
も
䣍
そ
れ
ら
が
生
じ
た
要
因
や
展
開
を
整
理
す
べ
き
で
あ
ろ
う(

23)

䣎 

䥹
２
䥺
原
寸
臨
書
の
尊
重 

細
字
の
古
典
書
跡
の
場
合
は
䣍
原
寸
臨
書
を
基
本
と
す
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
䣎
現
状
で
は
䣍
高
等
学
校
の
芸
術
科
書
道
に
お
い
て
は
䣍
初
唐

の
楷
書
遺
品
を
扱
う
こ
と
が
多
い
と
思
わ
れ
る
が
䣍
大
筆
で
は
筆
法
の
再
現
性
が
低
く
䣍
例
え
ば
䣍
欧
陽
詢
䥹
五
五
七―

六
四
一
䥺䣓
九
成
宮
醴

泉
銘
䣔
の
背
勢
と
䣍
虞
世
南
䥹
五
五
八―

六
三
八
䥺䣓
孔
子
廟
堂
碑
䣔
の
向
勢
の
差
は
理
解
し
に
く
い
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
前
者
が
比
較
的
字
径

の
大
き
い
点
を
踏
ま
え
䣍
原
寸
臨
書
を
交
え
な
が
ら
説
明
す
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
䣎 

臨
書
は
䣍
現
在
の
書
写
環
境
で
再
現
し
や
す
い
書
跡
か
ら
着
手
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
で
あ
ろ
う
䣎
も
し
䣍
半
紙
二
䦅
六
字
大
の
楷
書
を
学

習
す
る
場
合
は
䣍
例
え
ば
䣍
碑
法
帖
で
あ
れ
ば
顔
真
卿
の
楷
書
碑
䣍
肉
筆
で
あ
れ
ば
姜
立
綱
䣓
楷
書
東
銘
冊
䣔䥹
北
京
・
故
宮
博
物
院
蔵
䥺
な
ど

字
の
大
き
い
も
の
が
よ
い
䣎
な
お
䣍
筆
管
を
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
つ
つ
書
く
た
め
に
䣍
一
画
引
く
ご
と
に
空
中
で
反
時
計
回
り
を
し
て
い
る

王
羲
之
䣓
蘭
亭
序
䣔
八
柱
第
三
本
䣍
ま
た
䣍
書
写
時
と
鑑
賞
時
の
角
度
が
異
な
る
で
あ
ろ
う
①
䣓
郭
店
楚
簡
䣔
䣍
③
䣓
居
延
漢
簡
䣔
も
教
材
と
し

て
は
適
さ
な
い
と
思
わ
れ
る
䣎 

䥹
３
䥺
様
式
変
遷
の
要
因
の
検
討 

 

様
式
研
究
で
は
特
定
書
人
の
書
風
変
遷
を
扱
う
こ
と
が
あ
る
が
䣍
そ
の
多
く
は
䣍
早
期
に
古
法
の
摂
取
が
窺
え
䣍
後
期
に
新
様
式
に
至
る
と

い
う
過
程
を
示
す
も
の
が
多
い
䣎
そ
れ
ら
は
䣍
本
稿
で
見
た
字
径
や
筆
管
回
転
の
程
度
に
起
因
す
る
可
能
性
が
あ
り
䣍
そ
の
視
点
か
ら
整
理
す
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る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
䣎
例
え
ば
䣍䥹
欧
陽
詢
・
虞
世
南
に
対
す
る
䥺
褚
遂
良
や
䣍䥹
小
野
道
風
に
対
す
る
䥺
藤
原
行
成
は
䣍
筆
の
把
持
を
軽

く
し
䣍
指
の
関
節
な
ど
凹
凸
に
よ
る
線
の
揺
れ
を
活
か
し
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
欧
陽
詢
䣓
温
彦
博
碑
䣔
や
王
鐸
の
四
七
歳
以
降
の

巻
子
書
跡
は
䣍
そ
れ
ぞ
れ
䣓
九
成
宮
醴
泉
銘
䣔
や
条
幅
で
展
開
し
た
書
風
が
移
入
さ
れ
て
お
り
䣍
大
字
に
て
培
䣬
た
書
法
が
そ
れ
よ
り
も
小
さ

な
字
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
よ
う
で
あ
る(

24)

䣎
同
様
の
変
化
は
䣍
日
本
近
代
の
大
字
仮
名
隆
盛
下
で
も
想
定
で
き
䣍
普
段
の
字
径
が
拡

大
す
る
と
新
た
な
書
法
の
展
開
が
始
ま
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
䣎 

関
連
し
て
䣍
行
草
書
で
は
筆
管
の
時
計
回
り
を
基
調
と
し
た
も
の
が
原
初
的
か
つ
名
品
と
見
な
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
の
に
対
し
て
䣍
楷
書
で

は
時
計
回
り
・
反
時
計
回
り
の
双
方
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
䣍
書
体
の
特
徴
䣍
ま
た
書
体
区
分
の
ひ
と
つ
の
根
拠
と
し
て
も
注
目
さ
れ

る
䣎
ま
た
䣍
比
較
的
寒
冷
な
地
域
・
時
代
に
て
書
体
が
成
立
し
た
で
あ
ろ
う
②
䣓
里
耶
秦
簡
䣔䣍
④
䣓
東
牌
楼
漢
牘
䣔
は
前
腕
の
回
内
を
伴
䣬
た

と
思
わ
れ
る
点
も
興
味
深
い(
25)

䣎 

䥹
４
䥺
書
写
運
動
の
計
測
方
法
の
考
案 

上
記
䥹
１
䥺
䦅
䥹
３
䥺
は
䣍
い
ず
れ
も
書
写
運
動
が
身
体
機
能
に
基
づ
く
と
い
う
前
提
で
考
究
す
べ
き
も
の
で
あ
り
䣍
そ
の
動
き
を
具
に
記

述
す
る
方
法
な
ど
も
検
討
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
䣎
た
だ
䣍
書
道
は
用
具
や
体
勢
䣍
練
度
に
よ
り
無
数
の
状
況
が
考
え
ら
れ
䣍
筆
線
の
形
状

を
は
じ
め
書
風
に
よ
り
そ
れ
ら
を
推
測
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
䣎
様
々
な
条
件
下
で
も
共
通
し
て
現
れ
る
最
大
公
約
数
的
な
特
徴
は
あ
る
も

の
と
思
わ
れ
䣍
ま
た
筆
毫
の
質
や
動
き
を
定
量
化
で
き
る
可
能
性
も
あ
ろ
う
䣎
書
写
運
動
に
つ
い
て
は
既
に
モ
䤀
シ
䣼
ン
キ
䣺
プ
チ
䣺
の
活
用

が
進
め
ら
れ
て
い
る
が
䣍
更
に
様
々
な
学
習
時
間
・
年
齢
の
実
験
対
象
者
を
募
り
䣍
微
細
か
つ
多
数
の
計
測
が
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
䣎 

以
上
の
四
点
の
検
討
を
通
じ
て
䣍
技
能
の
向
上
は
も
と
よ
り
䣍
身
体
機
能
に
基
づ
く
自
然
な
書
写
運
動
を
追
究
し
䣍
日
本
の
書
道
文
化
の
普

及
に
貢
献
し
て
し
て
い
き
た
い
䣎 

  
 
 

注 

 (

１) 

䣕
墨
䣖
第
二
一
四
号
䥹
芸
術
新
聞
社
䣍
二
〇
一
二
䥺
䣎 

(

２) 

例
え
ば
䣍
滝
本
貢
悦
䣓
毛
筆
書
字
運
動
の
複
合
的
デ
䤀
タ
収
集
シ
ス
テ
ム
の
開
発
と
分
析
へ
の
適
用―

筆
圧
・
握
持
圧
・
筆
管
傾
斜
角
・

動
画
像
デ
䤀
タ
か
ら
の
考
察
䣔
䥹䣕
書
写
書
道
教
育
研
究
䣖
第
二
三
号
䣍
二
〇
〇
八
䥺
䣍
川
本
竜
史
ほ
か｢

一
流
書
家
の
揮
毫
に
お
け
る
運
筆
の

特
徴
に
関
す
る
バ
イ
オ
メ
カ
ニ
ク
ス
的
事
例
研
究｣

(

䣕
バ
イ
オ
メ
カ
ニ
ク
ス
研
究
䣖
第
二
四
号
䣍
二
〇
二
〇)

 

な
ど
は
䣍
初
級
・䥹
中
級
・
䥺

上
級
者
間
の
大
き
な
違
い
を
解
析
す
る
に
と
ど
ま
る
よ
う
で
あ
る
䣎 
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(
３)

䣓
手
指
運
動
解
析
に
よ
る
書
道
史
研
究
の
試
み―

筆
管
の
回
転
を
基
調
と
す
る
運
筆
の
想
定
を
通
じ
て
䣔䥹䣕
大
学
書
道
研
究
䣖
第
一
六
号
䣍

二
〇
二
三
䥺
䣎 

(

４) 
横
田
恭
三
䣓
古
代
の
筆
䣔䥹
横
田
氏
䣕
中
国
古
代
簡
牘
の
す
べ
て
䣖
二
玄
社
䣍
二
〇
一
二
䥺䣍
日
野
楠
雄
・
荒
井
利
之
・
橋
本
貴
朗
・
藤
野

雲
平
・
向
久
保
健
蔵
䣓
正
倉
院
宝
物
特
別
調
査 

筆
調
査
報
告
䣔䥹
䣕
正
倉
院
紀
要
䣖
第
四
三
号
䣍
二
〇
二
一
䥺䣎 

 

な
お
䣍
正
倉
院
蔵
の
天
平
筆
一
七
枝
䥹
儀
礼
用
の
中
倉
三
五
天
平
宝
物
筆
を
除
く
䥺
の
筆
管
径
は
䣍
平
均
二
一
・
二
㎜
と
太
い
䣎
右
近
正
枝

䣓
源
氏
物
語
と
紙
巻
筆
䣔䥹
日
野
楠
雄
䣕
筆
の
源
流 

巻
筆
の
世
界―

攀
桂
堂
雲
平
筆
四
百
年
䣖
攀
桂
堂
䣍
二
〇
一
五
䥺
は
䣍
巻
筆
の
紙
巻
構

造
は
書
き
や
す
さ
に
影
響
す
る
と
見
て
い
る
が
䣍
む
し
ろ
径
の
太
い
筆
管
に
挿
げ
こ
む
こ
と
や
䣍
穂
の
ね
じ
れ
の
防
止
を
念
頭
に
紙
巻
さ
れ

た
可
能
性
を
考
慮
し
て
も
よ
い
と
思
わ
れ
る
䣎 

(

５) 

馬
場
氏
䣓
書
写
技
術
の
伝
播
と
日
本
文
字
文
化
の
基
層
䣔䣓
日
本
古
代
木
簡
を
中
心
に
見
た
文
字･

文
字
筆
記･

身
体
技
法
䣔䥹
䣕
日
本
古
代

木
簡
論
䣖
吉
川
弘
文
館
䣍
二
〇
一
八
所
収)

䣎
な
お
䣍
何
炎
泉
䣓
北
宋
的
毛
筆
・
卓
椅
与
筆
法
䣔䥹
䣕
故
宮
学
術
季
刊
䣖
第
三
一
巻
三
期
䣍
二
〇

一
四
䥺
は
䣍
宋
代
以
降
に
机
・
椅
子
が
使
用
さ
れ
た
た
め
書
法
に
影
響
を
与
え
た
と
見
て
い
る
が
䣍
床
座
と
椅
子
座
で
は
書
写
に
大
き
な
差

が
な
い
と
思
わ
れ
た
こ
と
か
ら
本
稿
で
は
触
れ
な
い
䣎 

(

６) 

荘
天
明
䣕
執
筆
的
流
変―

中
国
歴
代
執
筆
図
像
彙
考
䣖
䥹
江
蘇
鳳
凰
教
育
出
版
社
䣍
二
〇
一
四
䥺
に
よ
る
䣎 

(

７) 

拙
稿
䣓
書
体
・
書
風
の
多
様
化
に
関
す
る
一
試
論―

漢
代
遺
品
に
見
え
る
文
字
拡
大
化
と
書
写
省
力
化
の
傾
向
に
つ
い
て
䣔䥹䣕
大
学
書
道

研
究
䣖
第
八
号
䣍
二
〇
一
五
䥺
䣎 

(

８) 

拙
稿
䣓
字
径
を
中
核
的
な
発
展
要
因
と
す
る
書
道
史
再
構
築
の
試
み
䣔䥹䣕
鹿
島
美
術
研
究
䣖
年
報
別
冊
第
三
七
号
䣍
二
〇
二
〇
䥺
䣎 

(

９) 

拙
稿
䣓
名
跡
出
現
の
条
件―

条
幅
を
例
に
䣔
䥹
䣕
墨
䣖
第
二
六
〇
号
䣍
二
〇
一
九
䥺
䣎 

(

10)
 

潘
氏
著
䣍
佐
藤
武
敏
訳
䣕
中
国
製
紙
技
術
史
䣖
䥹
平
凡
社
䣍
一
九
八
〇
䥺䣎 

(

11)
 

黄
庭
堅
䣓
書
呉
無
至
筆
䣔
䥹
䣕
予
章
黄
先
生
文
集
䣖
巻
二
五
䣍
台
湾
商
務
印
書
館
本
䣍
一
九
六
五
䣍
第
五
四
冊
䥺
䣎 

(

12)
 

黄
庭
堅
䣓
跋
東
坡
論
筆
䣔
䥹
䣕
予
章
黄
先
生
文
集
䣖
巻
二
九
䣍
同
上
書
第
五
四
冊
䥺䣎 

(

13)
 

横
田
氏
䣕
中
国
古
代
簡
牘
の
す
べ
て
䣖
䥹
二
玄
社
䣍
二
〇
一
二
䥺
䣎 

(

14)
 

高
崎
恭
輔
ほ
か
䣓
上
肢
の
関
節
可
動
域
練
習
䣔䥹
䣕
関
西
理
学
療
法
䣖
第
一
〇
号
䣍
二
〇
一
〇
䥺
で
は
䣍䣓
手
指
の
巧
緻
運
動
が
必
要
な
場

合
は
䣍
手
関
節
の
可
動
性
が
高
い
前
腕
回
内
位
を
と
る
と
い
わ
れ
て
い
る
䣔
と
あ
る
が
䣍
こ
れ
は
䣓
強
い
荷
重
に
耐
え
う
る
力
を
発
揮
䣔
す

る
回
外
位
と
比
較
し
て
の
こ
と
で
あ
り
䣍
中
間
位
に
あ
䣬
た
場
合
の
手
指
の
巧
緻
性
に
は
触
れ
て
い
な
い
䣎 

(

15)
 

西
林
氏
䣕
中
国
書
道
文
化
事
典
䣖
䥹
柳
原
出
版
䣍
二
〇
〇
九
䥺
同
帖
項
䣎
な
お
䣍䣓
姨
母
帖
䣔
の
書
風
に
つ
い
て
は
䣍
宇
野
雪
村
ほ
か
編
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䣕
王
羲
之
書
蹟
大
系
䣖
解
題
篇
䥹
東
京
美
術
䣍
一
九
八
二
䥺
の
上
田
早
苗
解
説
に
お
い
て
䣍
宋
炳
䣓
九
体
書
䣔
の
一
つ
䣓
弔
記
書
䣔
の
よ
う

な
䣓
凶
事
の
書
儀
䣔
に
よ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
が
䣍
本
稿
で
は
採
ら
な
い
䣎 

(

16)
 

澤
田
氏
䣓
三
井
本
十
七
帖
考―

香
港
中
文
大
学
文
物
館
北
山
本
と
の
比
較
を
踏
ま
え
て
䣔
䥹䣕
書
学
書
道
史
研
究
䣖
第
二
七
号
䣍
二
〇
一

七
䥺䣎 

(

17)
 

和
田
幸
大
䣓
日
本
の
中
世
書
状
に
お
け
る
料
紙
の
扱
い
方
と
執
筆
体
勢
に
関
す
る
考
察
䣔
䥹䣕
大
学
書
道
研
究
䣖
第
八
号
䣍
二
〇
一
五
䥺

参
照
䣎 

(

18)
 

横
山
煌
平
編
䣕
和
様
の
書
美
䣖䥹
二
玄
社
䣍
二
〇
一
三
䥺
ほ
か
䣎 

(

19)
 

な
お
䣍
近
年
で
は
道
風
䣓
智
証
大
師
諡
号
勅
書
䣔
が
後
世
の
写
し
で
あ
る
と
の
説
も
出
さ
れ
て
い
る
が
䥹
湯
山
賢
一
䣓
総
論 

筆
跡
論
へ

の
視
角
䣔
䣍
湯
山
氏
編
䣕
文
化
財
と
古
文
書
学
䣖
筆
跡
編
䣍
勉
誠
出
版
䣍
二
〇
〇
九
䥺䣍
長
横
画
も
時
計
回
り
を
基
調
と
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
点
は
䣍
注
意
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎
ま
た
䣍
陳
雪
溱
䣓
小
野
道
風
筆
䣓
円
珍
贈
法
印
大
和
尚
位
並
智
証
大
師
諡
号
勅
書
䣔
に
関
す

る
考
察―

玄
宗
朝
以
降
の
宮
廷
書
風
と
の
比
較
の
視
点
か
ら
䣔䥹
第
六
七
回
国
際
東
方
学
者
会
議
䣍
二
〇
二
三
䥺
で
は
䣍
表
題
中
の
両
書
跡
の

近
似
に
注
目
す
る
が
䣍
こ
れ
も
字
径
の
拡
大
に
起
因
す
る
部
分
が
大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎 

(

20)
 

何
炎
泉
䣓
北
宋
毛
筆
発
展
与
書
法
的
関
係
䣔䥹䣕
請
循
其
本―

古
代
書
法
創
作
研
究
国
際
学
術
討
論
会
論
文
集
䣖
南
京
大
学
出
版
社
䣍
二

〇
一
〇
䥺
䣎 

(

21)
 

例
え
ば
䣍
坪
井
章
雄
ほ
か
䣓
健
常
者
に
お
け
る
手
指
巧
緻
動
作
と
認
知
機
能
の
関
連
䣔
䥹䣕
厚
生
の
指
標
䣖
第
六
〇
巻
第
一
号
䣍
二
〇
一

三
䥺
参
照
䣎 

(

22)
 

な
お
䣍
図
版
を
掲
載
し
た
実
験
対
象
者
の
揮
毫
の
様
子
は
䣍Yo

uT
ube

に
て
公
開
し
て
い
る
䣎 

ht
tp
s:/

/
y
out

u
.
be/

3
N
3xp

yq
FA5

Y 

(

23)
 

永
由
徳
夫
䣓
近
世
の
学
書
に
お
け
る
䣓
撥
鐙
法
䣔
の
受
容
と
展
開
䣔䥹
䣕
大
学
書
道
研
究
䣖
第
一
七
号
䣍
二
〇
二
四
䥺
で
は
䣍
撥
鐙
法
を

䣓
小
字
書
法
に
お
け
る
双
鉤
に
よ
る
執
筆
指
法
䣔
と
推
測
し
て
お
り
䣍
本
稿
第
一
項
で
想
定
す
る
も
の
と
近
い
䣎 

(

24)
 

王
鐸
に
つ
い
て
は
䣍
緒
方
ま
ど
か
䣓
字
径
・
作
品
形
式
よ
り
見
た
王
鐸
の
自
運
行
書
書
風
の
展
開
䣔
䥹䣕
書
芸
術
研
究
䣖
第
一
六
号
䣍
二

〇
二
三
䥺
参
照
䣎 

(

25)
 

倉
田
正
一
䣓
手
指
作
業
と
手
背
皮
膚
温
の
関
係
䣔
䥹
䣕
日
本
衛
生
学
雑
誌
䣖
第
一
六
巻
第
三
号
䣍
一
九
六
一
䥺
で
は
䣍
寒
冷
な
環
境
に
お

い
て
手
指
巧
緻
性
が
低
下
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
䣎 
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〇
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䣖
䥹
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【図１】想定される持ち方 

  
【図２】①「郭店楚簡」「是」字（左）及び稿者試書（右） 

  

【図３】②「里耶秦簡」「不」字（左）及び稿者試書（右） 

  
【図４】③「居延漢簡」「不」字（左）及び稿者試書（右） 

  
【図５】④「東牌楼漢簡」「再」字（左）及び稿者試書（右） 

  
【図６】⑤王羲之「姨母帖」「痛」字（左）及び稿者試書（右） 
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【図７】⑥王羲之「遠宦帖」「婦」字（左）及び稿者試書（右） 

  

【図８】⑦王羲之「十七帖」三井本「省別帖」「婦」字（左） 

及び稿者試書（右） 

  
【図９】⑧王羲之「喪乱帖」「痛」字（左）及び稿者試書（右） 

  
【図 10】⑨孫過庭「書譜」「椎」字（左）及び稿者試書（右） 
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【図 11】⑩顔真卿「祭姪文稿」「挺」字（左）及び稿者試書（右） 

  

【図 12】⑪空海「風信帖」第一通「風」字（左）及び稿者試書（右） 

  

【図 13】⑫空海「風信帖」第三通「忽恵帖」字（左）及び稿者試書（右） 

  

【図 14】⑬小野道風「屛風土代」「鳥」字（左）及び稿者試書（右） 
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【図 15】⑭蘇軾「黄州寒食詩巻」「聞」字（左）及び稿者試書（右） 

  
【図 16】⑮黄庭堅「松風閣詩巻」「築」字（左）及び稿者試書（右） 

（80％縮小） 

  

【図 17】⑯王鐸「行書五律五首巻」「鐘」字（左）及び稿者試書（右） 

（60％縮小） 
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【図 18】⑰胡澍「篆書文語四屛」「其」字（左）及び稿者試書（右） 

（60％縮小） 

  

【図 19】⑱辻本史邑「白楽天詩七絶」「鐘」字（左）及び稿者試書（右） 

（55％縮小） 
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【図 20】⑲西川寧「倪雲林詩」「其」字（左）及び稿者試書（右） 

（25％縮小） 

   

【図 21】実験対象者による⑤王羲之「姨母帖」の臨書（左から❶❷❸の順） 

   

【図 22】実験対象者による⑧王羲之「喪乱帖」の臨書（左から❶❷❸の順） 
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【図 23】実験対象者による⑯王鐸「行書五律五首巻」の臨書 

（左から❶❷❸の順、40％縮小） 

   

【図 24】実験対象者による⑰胡澍「篆書文語四屛」の臨書 

（左から❶❷❸の順、40％縮小） 

   

【図 25】実験対象者による⑱辻本史邑「白楽天詩七絶」の臨書 

（左から❶❷❸の順、30％縮小） 
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【図 26】実験対象者による⑲西川寧「倪雲林詩」の臨書 

（左から❶❷❸の順、20％縮小） 

   
【図 27】実験対象者による日常書「書道文化」（左から❶❷❸の順） 
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教
育
文
化
と
し
て
の
書
き
初
め 

―
信
仰
と
学
び
の
場
の
形
成
過
程―

 
 

河 

島 

由 

弥 
  

一 
 

は
じ
め
に 

一-

一 
 

書
き
初
め
と
現
代 

二
〇
二
四
年
一
月
二
十
六
日
䣍
文
化
庁
は
䣓
書
道
䣔
を
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
の
登
録
候
補
と
し
て
正
式
に
提
案
す
る
こ
と
を
決
定
し

た
一

䣎
こ
の
提
案
は
䣍
日
本
の
書
道
文
化
が
有
す
る
社
会
的
機
能
お
よ
び
文
化
的
価
値
・
意
義
を
国
際
的
に
提
示
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
䣎 

日
本
の
䣓
書
道
䣔
は
䣍
純
粋
な
芸
術
表
現
に
と
ど
ま
ら
ず
䣍
社
会
に
深
く
根
ざ
し
た
生
活
文
化
と
し
て
の
性
質
が
備
わ
䣬
て
い
る
二

䣎
中
で
も

䣓
書
き
初
め
䣔
は
䣍
そ
の
多
面
的
な
特
性
を
象
徴
す
る
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
䣎
宗
教
的
な
面
で
は
儀
礼
と
し
て
䣍
ま
た
神
と
の
交
信
の
手
段

と
し
て
機
能
す
る
一
方
で
䣍
社
会
的
慣
習
と
し
て
も
定
着
し
て
い
る
䣎
書
き
初
め
の
も
つ
こ
れ
ら
の
多
面
的
な
特
性
は
䣍
そ
の
文
化
的
重
要
性

を
裏
付
け
る
も
の
と
言
え
よ
う
䣎 

と
こ
ろ
で
䣍
書
き
初
め
が
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
果
た
す
役
割
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
䣎
書
き
手
個
人
の
目
標
や
理
想
を
文
字
と
し
て
可
視

化
す
る
行
為
は
䣍
個
人
的
な
営
み
で
あ
り
な
が
ら
䣍
書
か
れ
た
も
の
は
社
会
的
に
共
有
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
く
は
な
く
䣍
個
人
の
抱
負
を
公
共

空
間
で
表
現
し
共
有
す
る
機
会
を
提
供
す
る
䣍
つ
ま
り
個
人
の
内
面
性
と
社
会
の
公
共
性
を
接
続
す
る
文
化
的
イ
ン
タ
䤀
フ
䣷
䤀
ス
と
し
て
も

機
能
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

ま
た
䣍
個
人
の
願
い
や
目
標
を
文
字
に
託
し
て
表
現
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
䣍
書
き
初
め
は
神
社
に
お
け
る
絵
馬
や
七
夕
の
短
冊
な
ど
䣍

他
の
日
本
の
伝
統
文
化
と
共
通
点
を
持
つ
䣎
こ
れ
ら
の
文
化
に
は
䣍
形
式
化
さ
れ
た
心
情
表
現
䣍
個
人
と
共
同
体
の
紐
帯
の
再
確
認
䣍
そ
し
て

願
望
共
有
の
場
と
し
て
の
機
能
が
共
通
し
て
見
出
さ
れ
る
䣎
家
庭
䣍
学
校
䣍
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
多
様
な
場
で
行
わ
れ
る
こ
と
で
䣍
個
人
の

自
己
表
現
の
機
会
を
提
供
す
る
と
同
時
に
䣍
コ
ミ
䣻
ニ
テ
䣵
と
の
連
帯
感
を
強
化
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
䣎 

書
き
初
め
は
䣍
文
字
䣍
願
望
䣍
参
加
者
䣍
場
所
と
い
䣬
た
要
素
が
相
互
に
作
用
し
合
い
䣍
そ
れ
が
一
体
と
な
䣬
て
年
中
行
事
と
し
て
の
意
義
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を
形
成
し
て
い
る
䣎
こ
う
し
た
特
性
を
持
つ
書
き
初
め
は
䣍
個
人
と
共
同
体
を
結
び
つ
け
る
文
化
的
な
媒
介
と
し
て
の
役
割
を
担
䣬
て
い
る
䣎 

現
代
に
お
け
る
書
き
初
め
は
䣍
そ
れ
を
実
践
す
る
者
に
日
本
の
文
字
文
化
へ
の
関
わ
り
を
意
識
さ
せ
䣍
個
人
の
内
的
な
目
標
や
願
望
を
外
化

す
る
手
段
と
し
て
機
能
し
て
い
る
䣎
そ
の
た
め
䣍
書
き
初
め
は
個
人
の
表
現
行
為
で
あ
る
と
同
時
に
䣍
共
同
体
の
中
で
の
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ

䣵
テ
䣵
の
共
有
を
促
進
す
る
重
要
な
活
動
と
し
て
の
意
義
を
持
ち
続
け
て
い
る
䣎 

一-

二 
書
き
初
め
と
信
仰 

さ
て
䣍
前
述
し
た
よ
う
に
書
き
初
め
は
信
仰
と
結
び
つ
い
て
お
り
䣍
こ
の
結
び
つ
き
は
䣍
神
事
と
民
間
習
俗
の
相
互
に
媒
介
し
合
う
動
的
な

プ
ロ
セ
ス
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎䣕
賀
茂
注
進
雑
記
䣖䥹
一
六
八
〇
䥺
に
記
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
䣍
書
き
初
め
は
賀
茂
別
雷
神
社
䥹
上

賀
茂
神
社
䥺
の
年
中
行
事
と
し
て
執
り
行
わ
れ
て
い
た
三

䣎
現
在
上
賀
茂
神
社
で
実
施
さ
れ
て
い
る
新
春
書
道
奉
納
や
新
春
子
ど
も
書
初
め
会

は
䣍
こ
の
伝
統
を
継
承
し
つ
つ
も
䣍
現
代
的
文
脈
に
お
け
る
創
造
的
な
再
解
釈
と
言
え
る
䣎 

一
方
䣍
民
間
習
俗
䣍
つ
ま
り
社
会
的
・
文
化
的
側
面
に
つ
い
て
は
䣍
宮
中
の
小
正
月
火
祭
り
行
事
䣓
御
吉
書
の
三
毬
杖
䣔
四

が
民
間
に
派
生
し
䣍

変
容
を
遂
げ
た
過
程
が
注
目
に
値
す
る
䣎
こ
の
習
わ
し
は
䣍
書
き
初
め
を
燃
や
す
こ
と
で
書
の
上
達
を
祈
る
䥹
大
火
を
焚
く
こ
と
に
よ
る
神
送

り
䥺䣓
左
義
長
䣔䥹
ど
ん
ど
䥺
と
結
び
つ
い
た
文
化
と
し
て
現
在
も
実
践
さ
れ
て
い
る
五

䣎
こ
う
し
た
書
き
初
め
の
焼
却
は
䣍
宮
中
儀
礼
の
形
式
を

保
持
し
な
が
ら
も
䣍
一
般
社
会
に
お
け
る
願
望
表
現
と
し
て
再
構
築
さ
れ
た
䣍
文
化
の
普
及
と
い
う
よ
り
は
䣍
新
た
な
意
味
を
付
与
さ
れ
な
が

ら
受
容
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 

書
き
初
め
は
文
字
と
い
う
可
視
的
媒
体
を
通
じ
て
䣍
神
性
と
世
俗
性
を
接
続
す
る
機
能
を
持
ち
続
け
て
い
る
䣎
こ
の
媒
介
性
に
よ
り
䣍
書
き

初
め
は
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
䣍
個
人
の
願
望
表
現
の
場
で
あ
り
な
が
ら
社
会
の
共
同
性
を
確
認
す
る
機
会
と
な
り
䣍
ま
た
古
来
の
信
仰
形

式
を
保
持
し
な
が
ら
現
代
的
な
意
味
を
生
成
す
る
場
と
も
な
䣬
て
い
る
の
で
あ
る
䣎 

一-

三 

教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め 

書
き
初
め
は
䣍
日
本
の
教
育
シ
ス
テ
ム
に
お
い
て
長
年
実
践
さ
れ
て
き
た
教
育
活
動
で
も
あ
る
䣎
注
目
す
べ
き
は
䣍
こ
の
活
動
が
江
戸
時
代

の
寺
子
屋
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
䣍
お
よ
そ
四
〇
〇
年
以
上
に
わ
た
り
䣍
そ
の
基
本
的
な
形
式
を
保
持
し
つ
つ
継
続
さ
れ
て
き
た
点
で
あ
る
䣎

こ
の
継
続
性
は
䣍
日
本
の
教
育
史
に
お
け
る
文
化
的
伝
統
の
保
守
と
発
展
の
関
係
を
象
徴
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

例
え
ば
䣍
近
代
教
育
制
度
の
萌
芽
と
し
て
䣍
明
治
二
䥹
一
八
六
九
䥺
年
に
京
都
で
全
国
初
の
学
区
制
小
学
校
䥹
番
組
小
学
校
䥺
の
設
立
が
挙

げ
ら
れ
る
が
六

䣍
そ
う
し
た
䣍
当
時
の
教
育
変
革
䥹
社
会
変
革
で
も
あ
る
䥺
中
で
の
書
き
初
め
の
継
続
を
示
す
記
録
と
し
て
䣍
京
都
で
町
年
寄
を

務
め
た
高
木
在
中
の
日
記
が
あ
る
䣎
そ
の
日
記
に
は
䣍
明
治
三
䥹
一
八
七
〇
䥺
年
の
正
月
に
つ
い
て
䣓
明
治
三
年
正
月
元
日
上
天
䣎䥹
中
略
䥺
同

月
四
日 

京
都
府
御
用
始
䣍
祝
詞
䣎(

中
略)

小
学
校
書
初
䣍
小
供
ニ
祝
物
遣
ス
䣔
七

と
記
さ
れ
て
お
り
䣍
こ
の
記
述
は
䣍
近
代
教
育
制
度
へ
の
移
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行
期
に
お
い
て
䣍
書
き
初
め
が
新
た
な
教
育
体
系
に
中
に
統
合
さ
れ
䣍教
育
活
動
と
し
て
認
識
さ
れ
続
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
だ
ろ
う
䣎 

日
本
の
近
代
教
育
は
䣍
西
洋
式
教
育
と
日
本
の
伝
統
的
教
育
が
融
合
し
䣍
新
た
な
カ
リ
キ
䣻
ラ
ム
が
形
成
さ
れ
る
過
程
で
発
展
し
た
䣎
そ
し

て
䣍
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
に
お
け
る
庶
民
教
育
䥹
日
常
生
活
に
必
要
な
初
歩
的
か
つ
実
用
的
な
知
識
・
技
能
を
学
ぶ
䥺
か
ら
䣍
明
治
以
降
の
公

教
育
へ
の
変
遷
の
中
で
は
䣍
伝
統
的
日
本
式
教
育
と
西
洋
式
教
育
が
相
互
補
完
的
に
作
用
し
な
が
ら
䣍
日
本
独
自
の
近
代
教
育
が
形
成
さ
れ
た

過
程
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍そ
の
中
で
書
き
初
め
が
現
代
に
至
る
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
の
長
期
間
に
わ
た
る
継
続
性
は
䣍

伝
統
的
日
本
式
教
育
と
西
洋
式
教
育
の
相
互
補
完
的
な
関
係
を
象
徴
し
䣍書
き
初
め
が
持
つ
教
育
的
・
文
化
的
価
値
を
表
わ
し
て
い
る
だ
ろ
う
䣎

言
う
な
れ
ば
䣍
江
戸
か
ら
明
治
へ
の
過
渡
期
に
書
き
初
め
が
シ
䤀
ム
レ
ス
に
近
代
教
育
の
中
で
継
続
し
て
実
践
さ
れ
た
こ
と
は
䣍
伝
統
的
教
育

と
西
洋
式
教
育
の
そ
れ
ぞ
れ
の
形
態
が
も
た
ら
す
異
な
る
価
値
の
統
合
を
通
じ
て
䣍
よ
り
全
面
的
な
教
育
を
目
指
さ
ん
と
し
た
近
代
以
降
に
教

育
の
方
向
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
言
え
る
八

䣎 

 

一
方
䣍
明
治
一
〇
年
代
か
ら
児
童
の
習
字
や
作
文
の
中
か
ら
成
績
優
秀
な
作
品
を
集
め
䣍
公
開
・
展
示
す
る
教
育
展
覧
会
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
る
䣎
教
育
展
覧
会
で
は
䣍
審
査
員
が
出
品
さ
れ
た
作
品
を
評
価
し
䣍
優
れ
た
作
品
を
提
出
し
た
児
童
に
は
表
彰
及
び
褒
賞
が
授
与
さ
れ
る

な
ど
九

䣍
こ
の
よ
う
な
制
度
は
䣍
児
童
に
対
し
て
学
業
を
奨
励
す
る
と
と
も
に
䣍
学
校
側
に
も
学
習
環
境
の
整
備
を
促
す
効
果
を
も
た
ら
し
た
䣎 

 

加
え
て
䣍
当
時
の
学
校
で
は
年
間
行
事
と
し
て
書
き
初
め
展
覧
会
の
実
施
や
䣍
冬
期
休
業
中
の
作
品
展
示
会
の
開
催
な
ど
䣍
習
字
教
育
を
推

進
す
る
動
き
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
一
〇

䣎
な
お
䣍
こ
の
よ
う
な
書
き
初
め
展
覧
会
は
䣍
皇
族
や
華
族
の
子
弟
の
た
め
の
教
育
機
関
と
し
て
設

立
さ
れ
た
学
習
院
に
お
い
て
も
確
認
さ
れ
て
い
る
䣎
学
習
院
に
お
け
る
書
き
初
め
は
䣓
一
般
小
學
校
と
は
異
な
り
て
䣍
専
ら
大
字
主
義
を
採
り
䣔

一
一

と
䣍
通
常
の
教
育
機
関
と
は
異
な
る
特
殊
な
ア
プ
ロ
䤀
チ
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
は
興
味
深
い
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
当
時
の
身
分
䣍
階
級
に
関

係
な
く
書
き
初
め
が
教
育
活
動
と
し
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
は
䣍
社
会
の
各
階
層
が
伝
統
文
化
を
尊
重
し
䣍
そ
の
価
値
を
共
有
す
る
こ
と
で
生

じ
る
文
化
的
凝
集
性
を
象
徴
す
る
だ
ろ
う
䣎 

 

以
上
の
よ
う
に
䣍
書
き
初
め
は
近
代
教
育
以
降
䣍
年
中
行
事
䣍
学
習
活
動
䣍
と
し
て
機
能
し
な
が
ら
現
代
ま
で
継
続
し
て
行
わ
れ
て
き
た
䣎

戦
後
の
学
習
指
導
要
領
編
纂
時
に
䣍䣓
書
く
䣔
こ
と
は
国
語
科
に
位
置
づ
け
ら
れ
そ
の
中
に
毛
筆
習
字
䥹
習
字
䥺
が
特
設
さ
れ
䣍
昭
和
二
十
六
䥹
一

九
五
一
䥺
年
に
読
む
䣍
書
く
䣍
話
す
等
と
一
体
化
し
た
指
導
を
行
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
際
に
も
䣍
書
き
初
め
は
䣓
家
庭
的
行
事
䣔
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
䣍
習
字
の
指
導
目
標
と
さ
れ
て
い
る
点
に
も
注
目
で
き
る
一
二

䣎 

ま
た
䣍
こ
の
持
続
性
・
不
変
性
は
日
本
人
の
価
値
観
の
反
映
䣍
社
会
が
持
つ
適
応
能
力
と
文
化
的
価
値
を
重
ん
じ
た
姿
勢
の
表
れ
と
も
言
え

る
䣎
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
連
続
性
は
䣍
民
間
教
育
へ
の
依
存
か
ら
欧
米
の
教
育
制
度
に
倣
䣬
た
組
織
的
か
つ
統
一
さ
れ
た
公
教
育
シ
ス
テ
ム
へ

の
移
行
䥹
江
戸
か
ら
明
治
䥺䣍
国
家
主
義
的
教
育
か
ら
民
主
主
義
的
教
育
へ
の
移
行
䥹
戦
前
か
ら
戦
後
䥺
と
い
う
外
的
な
変
化
に
対
し
䣍
書
き
初
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め
と
い
う
䣓
形
䣔
を
通
じ
て
䣍
人
々
が
共
有
す
る
文
化
的
価
値
観
と
精
神
的
遺
産
を
次
世
代
へ
と
伝
え
る
䣍
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
䣵
テ
䣵
の
継

承
に
寄
与
し
て
い
た
䣍
つ
ま
り
䣍
書
き
初
め
は
日
本
の
伝
統
文
化
䣍
日
本
人
の
精
神
を
反
映
し
た
社
会
的
な
現
象
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
䣎 

書
き
初
め
の
本
質
的
な
価
値
と
現
代
的
意
義
を
理
解
す
る
上
で
䣍
そ
れ
が
広
く
社
会
に
普
及
す
る
き
䣬
か
け
と
な
䣬
た
教
育
的
側
面
に
注
目

す
る
こ
と
は
重
用
と
言
え
る
䣎
し
か
し
䣍
書
き
初
め
に
は
そ
の
起
源
や
発
展
過
程
に
関
し
て
歴
史
的
に
判
然
と
し
な
い
点
も
多
い
䣎
特
に
䣍
江

戸
時
代
に
お
け
る
教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
の
成
立
過
程
は
䣍
現
代
に
至
る
ま
で
の
書
き
初
め
の
文
化
的
重
要
性
を
理
解
す
る
上
で
極
め

て
重
要
な
課
題
で
あ
る
䣎 

よ
䣬
て
本
論
文
で
は
䣍
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
社
会
的
・
文
化
的
変
容
の
文
脈
に
お
い
て
䣍
教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
の
成
立
過

程
を
考
察
す
る
䣎
特
に
信
仰
と
の
関
係
性
に
注
目
し
な
が
ら
䣍
書
き
初
め
の
文
化
的
䣍
歴
史
的
䣍
教
育
的
意
義
を
再
検
討
す
る
こ
と
で
䣍
現
代

日
本
社
会
に
お
け
る
伝
統
文
化
の
位
置
づ
け
に
関
す
る
新
た
な
視
座
の
提
供
を
目
指
す
䣎 

 二 
 

教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
の
歴
史 

二‐

一 

教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
の
起
源 

書
き
初
め
の
成
立
に
つ
い
て
は
䣍
考
証
的
資
䥹
史
䥺
料
が
確
認
さ
れ
て
お
ら
ず
䣍
そ
の
起
源
も
明
確
で
は
な
い
一
三

䣎
先
行
研
究
で
は
䣍
宮
中

の
儀
礼
と
武
家
の
習
慣
が
融
合
し
䣍
さ
ら
に
庶
民
の
間
に
浸
透
し
て
い
䣬
た
こ
と
で
䣍
書
き
初
め
は
社
会
的
な
文
化
・
行
事
と
し
て
歴
史
の
中

で
発
展
し
て
い
䣬
た
と
考
え
ら
れ
お
り
一
四

䣍
こ
の
様
相
は
䣍
文
化
の
伝
播
と
変
容
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
示
す
だ
け
で
な
く
䣍
そ
の
形
成
と
伝
播
の

過
程
に
お
い
て
䣍
日
本
社
会
の
各
層
が
持
つ
文
化
的
要
素
を
柔
軟
に
取
り
入
れ
融
合
さ
せ
る
䣍
す
な
わ
ち
䣍
外
的
な
文
化
要
素
を
受
容
し
つ
つ

も
䣍
独
自
の
文
化
と
し
て
昇
華
さ
せ
て
き
た
日
本
文
化
の
特
質
を
表
し
て
い
る
証
と
言
え
る
䣎 

書
き
初
め
の
歴
史
に
つ
い
て
判
然
と
し
な
い
点
は
あ
る
も
の
の
䣍
䣕
日
次
記
事
䣖
䥹
一
六
八
五
䥺
に
䣓
元
日
公
武
兩
家
及
地
下
良
賤
各
試
筆
是

謂
書
初
䣔
一
五

と
あ
る
よ
う
に
䣍
一
七
世
紀
の
時
点
で
身
分
に
関
係
な
く
広
く
行
わ
れ
て
い
た
文
化
で
あ
䣬
た
様
子
が
窺
え
る
䣎
な
お
䣍
松
本
藩

の
藩
校
崇
教
館
で
は
䣍
書
き
初
め
が
行
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
䣍
成
績
優
秀
者
に
は
賞
品
が
授
与
さ
れ
て
お
り
一
六

䣍
こ
う
し
た
記
録
か
ら
も
䣍
江

戸
時
代
に
お
け
る
書
き
初
め
が
䣍
庶
民
だ
け
で
な
く
䣍
武
士
階
級
の
師
弟
に
対
す
る
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
尊
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

る
だ
ろ
う
䣎 

 

な
お
䣍䣕
日
次
記
事
䣖
の
記
述
か
ら
䣍
当
時
書
き
初
め
を
指
す
多
様
な
呼
称
が
存
在
し
て
い
た
と
推
察
さ
れ
る
䣎
さ
ら
に
䣍䣕
年
中
故
事
要
言
䣖

(

一
六
九
七)

の
䣍䣓
書
初
䣔
の
項
目
に
は
䣓
試
筆
試
觚
試
翰
試
毫
ナ
ト
ヽ
云
フ
ナ
リ
䣔
と
あ
り
一
七

䣍
こ
れ
ら
の
史
料
は
䣍
書
き
初
め
と
い
う
文
化

䥹
名
称
・
呼
称
䥺
が
社
会
に
浸
透
し
䣍
定
着
し
て
い
く
過
程
の
一
段
階
を
表
わ
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎
例
え
ば
䣍
室
町
時
代
の
代
表
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的
知
識
人
で
あ
る
三
條
西
実
隆
䥹
一
四
五
五‐

一
五
三
七
䥺
の
日
記
䣕
実
隆
公
記
䣖
に
は
䣍
文
明
七
䥹
一
四
七
五
䥺
年
の
正
月
朔
日
に
䣓
昼
間

試
毫
之
卑
韵
遣
大
昌
令
添
削
了
䣔
と
い
う
記
載
が
見
ら
れ
る
䣎
し
か
し
な
が
ら
䣍
同
日
の
記
録
に
は
䣓
天
明
之
後
心
經
一
巻
書
寫
之
䣍
近
年
大

略
試
筆
儀
如
此
癸
䣍
丑
齊
早
朝
行
水
午
時
般
若
心
經
一
卷
書
之
䣍
慈
惠
大
師
法
樂
也
䣍
例
普
門
品
百
卷
讀
誦
了
䣔
と
い
う
別
の
記
述
も
存
在
す

る
一
八

䣎
つ
ま
り
䣍
䣓
試
毫
䣔
と
䣓
試
筆
䣔
と
い
う
異
な
る
表
現
の
使
用
は
䣍
語
彙
の
選
択
で
は
な
く
䣍
文
学
的
・
教
養
的
な
意
味
を
有
す
る
の

か
䣍
あ
る
い
は
信
仰
的
・
儀
礼
的
な
意
味
を
有
す
る
の
か
䣍
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
文
化
的
文
脈
で
使
用
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
䣎 

 

䣓
試
毫
䣔
に
つ
い
て
は
䣍䣕
清
俗
紀
聞
䣖
一
九

䥹
一
七
九
九
䥺
に
䣓
元
日
に
は
試
毫
と
て
吉
利
の
文
句
を
赤
紙
に
書
す
䣔 

と
あ
る
よ
う
に
䣍
日

本
の
䣓
吉
書
䣔
に
類
似
し
た
儀
礼
的
行
為
と
し
て
中
国
で
行
わ
れ
て
い
た
文
化
で
あ
る
こ
と
が
窺
え
る
䣎
一
方
䣍䣓
試
筆
䣔
つ
い
て
は
中
国
お
よ

び
日
本
に
お
け
る
実
例
か
ら
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
䣎
例
え
ば
䣍
䣕
聯
珠
詩
格
䣖
二
〇

に
歳
旦
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
䣍
中
国
で
は
正

月
に
漢
詩
を
詠
む
䥹
書
く
䥺
文
化
が
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
日
本
に
お
い
て
も
䣍
一
四
世
紀
の
五
山
僧
義
堂
周
信(

一
三
二
五‐

一
三

八
八)

の
日
記
䣕
空
華
日
用
工
夫
略
集
䣖
二
一

に
試
筆
を
行
䣬
た
様
子
が
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
䣍
一
四
世
紀
に
は
日
本
の
知
識
階
級
の
間

で
正
月
に
お
け
る
漢
詩
の
創
作
が
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
窺
え
る
䣎
し
か
し
䣍䣓
試
筆
䣔
と
䣍
江
戸
時
代
に
広
く
普
及
し
た
䣓
書
初
䣔
と
の
間
に

は
䣍
文
化
的
な
差
異
が
存
在
す
る
可
能
性
が
古
く
か
ら
指
摘
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
た
い
䣎
江
戸
時
代
初
期
の
儒
学
者
で
あ
る
貝
原
益
軒
・

恥
軒
に
よ
る
䣕
日
本
歳
時
記
䣖
䥹
一
六
八
八
䥺
に
は
䣓
試
筆
と
は
䣍
も
ろ
こ
し
に
は
䣍
い
つ
に
て
も
筆
を
こ
ゝ
ろ
む
こ
と
を
い
ふ
䣍
し
か
れ
ば
䣍

歳
首
の
詩
を
試
筆
と
稱
す
る
事
は
䣍
我
國
の
み
か
く
い
ふ
に
や
䣔䣓
も
ろ
こ
し
に
も
䣍
歳
旦
の
詩
を
作
る
事
は
侍
れ
ど
我
邦
の
ご
と
く
定
ま
り
た

る
風
俗
に
あ
ら
ず
䣔
二
二 

と
あ
り
䣍䣕
滑
稽
雑
談
䣖䥹
一
七
一
三
䥺
に
は
䣓
我
朝
年
甫
寫
字
者
䣍
皆
稱
試
筆
䣔䣓
宋
一
六
居
士
有
詩
筆
之
詩
有
䣍
試

筆
好
悪
䣔
二
三 

と
あ
る
よ
う
に
䣍
日
本
の
䣓
試
筆
䣔
ま
た
は
書
き
初
め
の
文
化
が
䣍
中
国
の
類
似
の
文
化
と
は
異
な
る
方
向
性
を
も
䣬
て
発
展
し

て
い
䣬
た
こ
と
が
推
察
で
き
る
䣎
そ
し
て
こ
の
文
化
的
差
異
は
䣍
日
本
に
お
け
る
独
自
の
書
き
初
め
文
化
の
形
成
過
程
を
理
解
す
る
上
で
重
要

な
要
点
で
あ
ろ
う
䣎 

二‐

二
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め 

こ
の
よ
う
に
䣍
江
戸
時
代
に
お
け
る
書
き
初
め
は
䣍
時
代
の
変
遷
と
社
会
階
層
の
多
様
性
に
応
じ
て
䣍
複
層
的
な
意
味
と
解
釈
を
内
包
す
る

文
化
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍
書
き
初
め
は
各
時
代
や
階
層
に
属
す
る
人
々
の
願
望
䣍
信
仰
体
系
䣍
お
よ
び
社
会
構
造
を
反
映

し
た
文
化
事
象
と
し
て
䣍
つ
ま
り
䣍
当
時
の
社
会
の
文
脈
を
体
現
す
る
文
化
で
あ
䣬
た
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
䣎
そ
し
て
こ
の
観

点
か
ら
考
察
す
る
と
䣍
教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
が
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
教
育
に
定
着
し
て
い
䣬
た
過
程
は
䣍
特
定
の
文
化
が
教
育
シ
ス

テ
ム
を
媒
介
と
し
て
社
会
変
化
に
柔
軟
に
対
応
し
つ
つ
䣍
そ
の
本
質
的
価
値
を
保
持
・
発
展
さ
せ
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
示
す
重
要
な
事
例
と

言
え
る
だ
ろ
う
䣎 
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江
戸
時
代
の
寺
子
屋
は
䣍
主
に
庶
民
の
子
ど
も
を
対
象
に
日
常
生
活
に
必
要
な
初
歩
的
か
つ
実
用
的
な
知
識
・
技
能
を
教
え
る
教
育
機
関
で

あ
䣬
た
䣎
こ
の
時
代
の
庶
民
教
育
の
中
核
を
担
䣬
た
寺
子
屋
の
カ
リ
キ
䣻
ラ
ム
は
䣍
当
時
の
社
会
経
済
的
要
請
を
反
映
し
䣍
主
と
し
て
䣓
読
み
䣔

䣓
書
き
䣔䣓
算
盤
䣔
の
三
教
科
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
た
が
䣍
現
代
で
言
う
と
こ
ろ
書
写
・
書
道
教
育
䣍
つ
ま
り
毛
筆
を
用
い
て
文
字
を
習
う
䣓
手

習
い
䣔
は
特
に
重
視
さ
れ
た
教
育
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
た
二
四

䣎 

こ
の
手
習
い
の
教
育
的
重
要
性
は
䣍
寺
子
屋
に
お
け
る
評
価
シ
ス
テ
ム
や
年
中
行
事
の
構
成
に
反
映
さ
れ
て
い
た
点
䣍
す
な
わ
ち
䣍
寺
子
䥹
児

童
䥺
の
手
習
い
の
学
習
能
力
の
進
捗
を
評
価
す
る
た
め
の
䣓
清
書
䣔䣓
席
書
䣔
と
い
䣬
た
試
験
的
活
動
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
こ

と
が
で
き
る
䣎
寺
子
屋
に
お
け
る
䣓
清
書
䣔
は
師
匠
か
ら
与
え
ら
れ
た
手
本
を
清
書
し
て
提
出
す
る
学
習
活
動
で
あ
り
䣍 

成
績
を
教
室
に
掲
示

す
る
場
合
も
あ
䣬
た
䣎
一
方
の
䣓
席
書
䣔
は
䣍
教
室
内
や
公
衆
の
面
前
に
席
を
設
け
䣍
寺
子
た
ち
に
文
字
を
書
か
せ
優
劣
を
競
う
学
習
活
動
で

あ
り
䣍
書
き
初
め
同
様
䣍
今
日
ま
で
継
続
し
て
実
践
さ
れ
て
い
る
教
育
活
動
の
ひ
と
つ
で
あ
る
二
五

䣎
こ
れ
ら
の
教
育
活
動
は
䣍
知
識
・
技
能
習

得
の
手
段
を
超
え
て
䣍
当
時
の
教
育
シ
ス
テ
ム
に
お
け
る
評
価
方
法
と
学
習
意
欲
喚
起
の
機
能
を
併
せ
持
つ
複
合
的
な
教
育
活
動
と
し
て
䣍
寺

子
屋
を
象
徴
す
る
教
育
で
あ
る
䣎 

 

一
方
䣍
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
は
䣍䣓
清
書
䣔
や
䣓
席
書
䣔
と
同
様
に
広
く
実
践
さ
れ
た
教
育
活
動
で
あ
り
䣍
そ
の
教
育
的
意
義
は
多
面

的
で
あ
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
䣕
維
新
前
東
京
市
私
立
小
学
校
教
育
法
及
維
持
法
取
調
書
䣖䥹
一
八
九
二
䥺
に
は
䣓
書
初
モ
䣍
亦
席
書
ト
異
ル
ナ

キ
ヲ
以
テ
贅
セ
ズ
䣍
要
ス
ル
ニ
席
書
及
ビ
書
初
等
ハ
䣍
習
字
ヲ
ノ
ミ
尊
重
セ
シ
時
代
ニ
於
テ
ハ
䣍
必
須
ノ
挙
行
ニ
シ
テ
䣍
其
進
歩
ヲ
シ
テ
一
層

著
シ
キ
効
ア
ラ
シ
メ
シ
ハ
往
々
師
ノ
予
想
外
ニ
出
シ
ト
云
フ
䣔
二
六

と
書
き
初
め
が
寺
子
屋
教
育
に
お
い
て
不
可
欠
な
活
動
で
あ
り
䣍
年
中
行
事

と
し
て
だ
け
で
な
く
䣍
寺
子
の
技
能
を
磨
く
実
践
の
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
た
こ
と
示
し
て
い
る
䣎
特
に
こ
の
活
動
が
教
師
の
予
想
を
超
え

る
成
果
を
も
た
ら
し
た
と
い
う
点
に
は
注
目
で
き
る
だ
ろ
う
䣎
ま
た
䣕
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
䣖䥹
一
九
〇
五
䥺
に
は
䣓
童
師
匠
は
其
数
江
戸

に
い
み
じ
く
多
く
䣍䥹
中
略
䥺
此
手
習
の
師
䣍
年
々
吉
書
の
筆
を
門
人
に
試
み
さ
せ
䣍
あ
べ
川
餅
の
振
舞
あ
り
䣎
余
興
に
福
引
の
催
し
あ
り
し
を
䣍

門
人
の
子
供
は
正
月
の
楽
み
に
待
兼
ね
る
所
な
り
䣔
二
七

と
あ
り
䣍
書
き
初
め
が
寺
子
の
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
役
割
も
果

た
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
䣎
特
に
䣍䣓
あ
べ
川
餅
の
振
舞
䣔
や
䣓
福
引
の
催
し
䣔
と
い
䣬
た
付
随
的
な
行
事
の
存
在
は
䣍
書
き
初
め
が
学

習
活
動
を
超
え
て
䣍
寺
子
屋
コ
ミ
䣻
ニ
テ
䣵
全
体
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
機
能
し
て
い
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

こ
の
よ
う
に
䣍
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
は
䣍
手
習
い
の
技
能
の
向
上
に
と
ど
ま
ら
ず
䣍
学
習
意
欲
の
喚
起
や
コ
ミ
䣻
ニ
テ
䣵
形
成
と
い

䣬
た
多
様
な
機
能
を
持
つ
複
合
的
な
教
育
活
動
で
あ
䣬
た
と
解
釈
で
き
る
䣎
ま
た
席
書
䣍
清
書
䣍
書
き
初
め
と
い
䣬
た
教
育
活
動
は
䣍
䣓
競
争
䣔

と
䣓
展
示
䣔䣍䣓
遊
び
䣔
と
䣓
学
び
䣔
と
い
と
䣬
た
要
素
の
融
合
と
い
う
特
徴
を
備
え
て
お
り
䣍
成
績
の
公
開
掲
示
や
公
衆
の
面
前
で
の
実
施
と

い
䣬
た
要
素
は
䣍
学
習
意
欲
の
喚
起
と
同
時
に
䣍
社
会
に
お
け
る
書
字
能
力
の
重
要
性
を
強
調
す
る
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
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だ
ろ
う
䣎 

 
三 

 
書
き
初
め
の
文
化
的
転
換 

三‐
一 
個
人
的
実
践
か
ら
共
同
的
活
動
へ
の
変
容 

書
き
初
め
の
ル
䤀
ツ
と
さ
れ
る
吉
書
奏
や
吉
書
初
䥹
始
䥺
は
䣍
個
人
的
な
活
動
で
あ
䣬
た
䣎
例
え
ば
䣍
藤
原
道
長
䥹
九
六
六‐

一
〇
二
八
䥺

の
日
記
䣕
御
堂
関
白
記
䣖
に
は
䣓
初
著
産
衣
給
䣎
蔵
御
胞
衣
東
方
䣎
奉
仕
官
奏
吉
書
䣎
候
宿
䣎
上
有
申
文
䣔䥹
寛
弘
六
年[

一
〇
〇
九
年]

十
二
月

九
日
䥺
と
い
う
記
載
が
あ
り
二
八

䣍
䣕
吾
妻
鏡
䣖
に
も
䣓
新
造
公
文
所
吉
書
始
也
䣔
二
九

と
の
記
載
が
あ
る
䣎
こ
れ
ら
の
史
料
で
は
䣍
吉
書
が
書
き

手
主
体
の
活
動
で
あ
り
䣍
第
三
者
䥹
評
価
者
䥺
の
介
在
や
教
育
的
意
図
の
存
在
は
明
確
で
は
な
い
䣎 

し
か
し
䣍
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
で
行
わ
れ
た
書
き
初
め
は
年
中
行
事
お
よ
び
教
育
活
動
の
一
環
で
あ
り
䣍
師
弟
関
係
の
強
化
䣍
共
同
体
意
識

の
醸
成
䣍
教
育
的
実
践
と
い
う
複
数
の
機
能
を
果
た
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
つ
ま
り
䣍
書
き
初
め
は
師
匠
と
寺
子
の
間
の
コ
ミ
䣻
ニ
ケ
䤀

シ
䣼
ン
手
段
と
し
て
機
能
し
䣍
教
育
的
な
関
係
性
を
深
め
る
機
会
と
な
䣬
た
と
も
言
え
る
䣎 

こ
の
よ
う
に
䣍
吉
書
䥹
奏
䥺
や
吉
書
初
䥹
始
䥺
が
物
事
の
始
ま
り
を
祝
う
儀
礼
的
な
文
書
作
成
行
為
で
あ
䣬
た
の
に
対
し
䣍
寺
子
屋
に
お
け

る
書
き
初
め
は
䣍
師
弟
関
係
を
基
盤
と
し
た
集
団
的
学
習
活
動
で
あ
り
䣍
寺
子
の
成
長
を
促
す
教
育
的
機
会
と
し
て
機
能
し
て
い
た
䣎
こ
の
文

化
的
転
換
は
䣍
江
戸
時
代
に
お
け
る
教
育
の
社
会
的
ニ
䤀
ズ
に
適
応
し
た
変
化
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

で
は
䣍
書
き
初
め
の
文
化
的
転
換
䣍
特
に
教
育
的
要
素
の
付
加
は
い
つ
頃
生
じ
た
で
あ
ろ
う
か
䣎
こ
の
問
題
に
対
す
る
重
要
な
手
掛
か
り
と

し
て
䣍
前
章
で
も
言
及
し
た
試
筆
の
文
化
が
挙
げ
ら
れ
る
䣎 

試
筆
䣍
あ
る
い
は
試
筆
詩
と
呼
ば
れ
る
文
化
は
䣍
元
旦
に
詠
ま
れ
た
試
筆
に
対
し
て
唱
和
詩
䥹
試
筆
唱
和
詩
䥺
で
応
え
る
と
い
う
形
式
を
取

り
䣍
日
本
で
は
室
町
時
代
後
半
か
ら
盛
ん
に
な
䣬
た
三
〇

䣎
特
筆
す
べ
き
は
䣍
当
時
の
試
筆
が
䣓
雛
僧
䣔
と
呼
ば
れ
る
少
年
僧
に
よ
䣬
て
新
年
を

祝
し
て
詠
ま
れ
る
こ
と
が
多
か
䣬
た
点
で
あ
る
䣎
こ
の
事
実
は
䣍
書
き
初
め
の
教
育
的
転
換
を
考
察
す
る
上
で
重
要
な
フ
䣴
ク
タ
䤀
で
あ
る
䣎 

 

室
町
中
期
に
相
国
寺
鹿
苑
院
の
蔭
涼
軒
主
の
記
し
た
公
用
日
記
で
あ
る
䣕
蔭
涼
軒
日
録
䣖
に
は
䣍
延
徳
四
䥹
一
四
九
二
䥺
年
の
正
月
に
䣓
四

喝
各
持
試
筆
来
䣔
三
一

と
い
う
記
録
が
あ
り
䣍
雛
僧
が
師
に
試
筆
を
提
出
し
た
様
子
が
記
述
さ
れ
て
い
る
䣎
同
様
に
䣍
䣕
鹿
苑
日
録
䣖
の
長
享
三

䥹
一
四
八
九
䥺
年
正
月
一
日
の
記
録
に
は
䣍
䣓
梅
叔
侍
者
和
秀
峯
試
筆
詩
者
二
十
八
首
䣍
就
燈
下
一
々
改
削
䣔
三
二

と
秀
峯
と
い
う
雛
僧
が
試
筆

を
持
参
し
䣍
師
の
添
削
を
受
け
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
䣎 

さ
ら
に
䣍䣕
空
華
日
用
工
夫
略
集
䣖
に
も
䣓
師
雛
道
者
三
五
輩
䣍
出
試
筆
詩
而
求
改
改
而
還
之
䣔
三
三

と
い
う
記
述
が
あ
り
䣍
禅
宗
寺
院
で
は
少

年
僧
が
元
旦
に
試
筆
を
持
参
し
䣍
師
の
指
導
を
受
け
る
と
い
う
慣
習
が
広
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
䣎
そ
し
て
こ
の
慣
習
は
䣍
師
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弟
関
係
に
基
づ
く
教
育
的
機
能
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎 

試
筆
に
お
け
る
重
要
な
特
徴
は
䣍
そ
の
双
方
向
性
䣍
つ
ま
り
師
弟
関
係
に
基
づ
く
教
育
的
要
素
に
あ
る
䣎䣕
実
隆
公
記
䣖
の
文
明
六
䥹
一
四
七

四
䥺
年
の
正
月
朔
日
の
記
録
䣓
試
筆
大
昌
院
之
和
到
来
䣔
三
四

や
䣍
文
明
七
年
の
正
月
朔
日
の
䣓
昼
間
試
毫
之
卑
韵
遣
大
昌
令
添
削
了
䣔
は
䣍
雛

僧
の
試
筆
に
対
す
る
試
筆
唱
和
詩
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
が
三
五

䣍
こ
う
し
た
試
筆
は
䣍
後
の
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
の
実
践
と
多
く
の
共

通
点
を
持
䣬
て
い
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
双
方
向
性
こ
そ
が
䣍
後
の
書
き
初
め
と
い
う
教
育
活
動
が
成
立
す
る
上
で
の
䣍
要
点
と
し
て
考
え
ら
れ

る
だ
ろ
う
䣎 

近
世
の
寺
子
屋
に
お
い
て
も
寺
子
が
年
末
に
師
匠
か
ら
手
本
を
与
え
ら
れ
䣍
そ
れ
を
用
い
て
稽
古
し
䣍
年
明
け
に
持
参
す
る
と
い
う
ス
タ
イ

ル
は
決
し
て
珍
し
く
な
か
䣬
た
三
六

䣎
ま
た
䣍
近
世
に
刊
行
さ
れ
た
往
来
物
の
中
に
は
䣍
師
匠
の
前
で
試
筆
を
行
う
児
童
の
様
子
を
描
い
た
画
䥹
挿

図
一
䥺
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
三
七

䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
中
世
の
試
筆
と
近
世
の
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
䥹
試
筆
䥺
に
は
䣍
新
年
に

お
け
る
書
字
䣍
そ
し
て
双
方
向
性
と
い
う
点
で
共
通
性
を
持
䣬
て
お
り
䣍
中
世
の
試
筆
文
化
が
䣍
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
の
原
型
と
し
て

機
能
し
て
い
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 

さ
ら
に
䣍
室
町
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
䣍
大
規
模

寺
院
だ
け
で
な
く
䣍
地
方
の
小
規
模
寺
院
で
も
近
隣
の
子
ど

も
た
ち
に
文
字
教
育
を
施
す
よ
う
に
な
䣬
た
点
は
注
目
に

値
す
る
䣎
こ
の
時
期
に
は
䣍
五
山
の
禅
僧
の
詩
稿
に
䣍
こ
う

し
た
教
育
機
関
を
䣓
村
学
䣔
や
䣓
村
校
䣔
と
呼
ぶ
例
が
確
認

さ
れ
る
よ
う
に
な
る
三
八

䣎
こ
の
現
象
は
䣍
寺
院
に
お
け
る
教

育
的
実
践
が
䣍
よ
り
広
範
な
社
会
層
に
浸
透
し
て
い
く
過
程

を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

室
町
時
代
の
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
少
年
僧
や
子
供
に
よ

る
試
筆
の
実
践
は
䣍
年
始
の
儀
礼
的
行
為
と
若
年
層
の
教
育

的
活
動
が
融
合
し
た
文
化
と
し
て
解
釈
で
き
る
が
䣍
注
目
す

べ
き
は
䣍
試
筆
に
お
け
る
二
つ
の
主
要
な
特
徴
で
あ
る
䣎
第

一
に
䣍
雛
僧
が
主
体
と
な
䣬
て
漢
詩
を
作
成
し
書
き
䣍
そ
れ

を
師
に
提
出
す
る
と
い
う
行
為
は
䣍
教
育
的
意
図
を
内
包
し

挿図一『初学必用万宝古状揃大全』 

天保 12（1841）年 

東京学芸大学附属図書館蔵 
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て
い
た
可
能
性
が
高
い
䣎
第
二
に
䣍
唱
和
詩
に
よ
る
応
答
と
い
う
形
式
は
䣍
師
弟
間
あ
る
い
は
同
輩
間
の
コ
ミ
䣻
ニ
ケ
䤀
シ
䣼
ン
ツ
䤀
ル
と
し

て
機
能
し
て
い
た
と
言
え
る
䣎
こ
の
相
互
作
用
的
な
要
素
は
䣍
漢
詩
を
介
し
た
コ
ミ
䣻
ニ
ケ
䤀
シ
䣼
ン
能
力
の
育
成
と
い
う
䣍
よ
り
高
度
な
教

育
的
目
的
を
示
唆
し
て
い
る
䣎
こ
れ
ら
の
特
徴
は
䣍
後
の
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
の
社
会
的
・
教
育
的
機
能
と
類
似
性
を
持
つ
䣎
寺
子
屋

で
の
書
き
初
め
も
ま
た
䣍
年
始
の
儀
礼
的
行
為
と
し
て
の
側
面
を
持
ち
つ
つ
䣍
文
字
教
育
の
実
践
お
よ
び
社
会
的
コ
ミ
䣻
ニ
ケ
䤀
シ
䣼
ン
の
手

段
と
し
て
機
能
し
て
い
た
䣎
こ
の
連
続
性
は
䣍
日
本
の
教
育
文
化
が
長
期
に
わ
た
䣬
て
培
䣬
て
き
た
独
自
の
特
質
を
反
映
し
て
い
る
の
と
言
え

る
䣎 三‐

二 

試
筆
か
ら
書
き
初
め
へ 

試
筆
䥹
詩
䥺・
試
筆
唱
和
詩
の
文
化
が
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
へ
と
発
展
す
る
過
程
を
理
解
す
る
た
め
に
は
䣍
中
世
教
育
と

近
世
教
育
の
連
続
性
を
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
䣎
こ
の
連
続
性
は
䣍
教
育
機
関
の
機
能
的
側
面
と
社
会
的
役
割
の
両
面
か
ら
検
討
す
る
こ

と
が
で
き
る
䣎 

ま
ず
䣍
機
関
的
連
続
性
の
観
点
か
ら
見
る
と
䣍
近
世
に
お
け
る
学
問
所
な
ど
の
専
門
教
育
施
設
の
機
能
は
䣍
中
世
の
寺
院
教
育
に
そ
の
ル
䤀

ツ
を
求
め
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
䣍
同
様
に
䣍
近
世
庶
民
教
育
の
中
心
的
存
在
で
あ
䣬
た
寺
子
屋
の
起
源
も
䣍
中
世
の
寺
院
に
お
け
る
世
俗
教

育
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
三
九

䣎
中
世
の
寺
院
教
育
は
䣍
武
家
や
庶
民
の
子
ど
も
を
対
象
と
し
䣍
文
字
の
読
み
書
き
を
通
じ
て
日
常
生
活
に
必

要
な
知
識
を
伝
達
す
る
こ
と
を
主
な
目
的
と
し
て
い
た
が
䣍
こ
の
教
育
目
的
・
内
容
は
䣍
後
の
寺
子
屋
教
育
に
も
引
き
継
が
れ
て
い
く
こ
と
に

な
る
䣎 

次
に
䣍
社
会
的
役
割
の
連
続
性
と
い
う
観
点
か
ら
は
䣍
近
世
に
お
け
る
町
人
文
化
・
商
人
文
化
の
勃
興
が
重
要
な
転
換
点
と
な
る
䣎
こ
の
文

化
的
変
容
に
伴
い
䣍
庶
民
の
日
常
生
活
に
お
け
る
文
字
の
重
要
性
䥹
需
要
䥺
が
飛
躍
的
に
高
ま
䣬
た
こ
と
で
䣍
幕
府
や
諸
藩
の
為
政
者
も
䣍
諸

法
度
や
五
人
組
帳
な
ど
の
統
治
政
策
を
実
行
す
る
に
あ
た
り
䣍
庶
民
の
高
い
識
字
率
を
前
提
に
し
て
い
た
と
言
え
䣍
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
は
䣍

日
常
生
活
に
必
要
な
実
用
的
知
識
・
技
能
の
学
ぶ
場
で
あ
る
と
同
時
に
䣍
当
時
の
社
会
構
造
を
維
持
・
発
展
さ
せ
る
上
で
も
重
要
な
役
割
を
担

䣬
て
い
た
と
言
え
る
四
〇
䣍 

四
一

䣎 

こ
の
よ
う
な
社
会
的
背
景
の
も
と
䣍
寺
子
屋
は
近
世
庶
民
教
育
の
中
心
的
機
関
と
し
て
機
能
し
䣍
読
み
書
き
や
算
盤
と
い
䣬
た
基
礎
的
学
問

を
教
授
す
る
場
と
し
て
発
展
し
た
䣎
江
戸
時
代
の
平
和
で
安
定
し
た
社
会
環
境
が
䣍
寺
子
屋
の
普
及
を
促
進
し
䣍
結
果
と
し
て
社
会
全
体
の
知

識
レ
ベ
ル
の
向
上
と
経
済
的
発
展
に
寄
与
し
た
と
言
え
る
が
四
二

䣍
注
目
す
べ
き
は
䣍
江
戸
時
代
初
期
の
寺
子
屋
の
師
匠
の
多
く
が
䣍
中
世
以
来

の
教
化
的
指
導
者
で
あ
る
僧
侶
や
䣍
教
養
を
備
え
た
武
士
で
あ
䣬
た
と
い
う
点
で
あ
る
四
三

䣎
こ
の
点
は
䣍
中
世
の
寺
院
教
育
と
近
世
の
寺
子
屋

教
育
の
間
に
担
い
手
の
質
的
な
連
続
性
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
唆
す
る
と
と
も
に
䣍
試
筆
か
ら
書
き
初
め
へ
の
文
化
的
・
教
育
的
伝
承
を
考
え
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る
上
で
重
要
な
フ
䣴
ク
タ
䤀
と
し
て
解
釈
で
き
る
だ
ろ
う
䣎 

中
世
か
ら
近
世
へ
の
移
行
期
に
お
い
て
䣍
試
筆
文
化
は
単
に
継
承
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
䣍
新
た
な
思
想
的
文
脈
の
中
で
再
解
釈
さ
れ
䣍
発
展

し
て
い
䣬
た
䣎
こ
の
過
程
は
䣍
特
に
儒
学
䣍
と
り
わ
け
朱
子
学
の
台
頭
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
䣎 

徳
川
幕
府
に
よ
る
朱
子
学
の
官
学
採
用
は
䣍
日
本
の
道
徳
教
育
と
政
治
思
想
に
根
本
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
四
四

䣎
こ
の
変
化
は
䣍
中
世
後

期
か
ら
始
ま
䣬
て
い
た
思
想
的
変
容
の
集
大
成
と
も
言
え
る
䣎
室
町
時
代
に
三
教
一
致
の
立
場
か
ら
儒
学
䥹
朱
子
学
䥺
を
取
り
入
れ
䣍
仏
教
的

視
座
か
ら
研
究
し
て
い
た
五
山
の
禅
僧
た
ち
の
活
動
は
䣍
こ
の
思
想
的
変
容
の
過
渡
期
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
四
五

䣎 

こ
の
よ
う
な
思
想
的
連
続
性
は
䣍
具
体
的
な
人
物
の
系
譜
を
通
じ
て
も
確
認
で
き
る
䣎
例
え
ば
䣍
京
都
相
国
寺
の
僧
で
近
世
儒
学
の
祖
と
さ

れ
る
藤
原
惺
窩
䥹
一
五
六
一‐

一
六
一
九
䥺
の
門
下
か
ら
は
䣍
江
戸
幕
府
の
儒
官
を
代
表
す
る
林
家
の
祖
䣍
林
羅
山
䥹
一
五
八
三‐

一
六
五
七
䥺

が
輩
出
さ
れ
た
䣎
さ
ら
に
䣍
そ
の
門
下
か
ら
は
䣍
古
学
を
提
唱
し
た
山
鹿
素
行
䥹
一
六
二
二‐

一
六
八
五
䥺
が
現
れ
る
な
ど
䣍
五
山
の
系
譜
に

は
近
世
以
降
の
日
本
の
政
治
哲
学
思
想
の
主
要
な
人
物
が
連
な
䣬
て
い
る
䣎
そ
し
て
こ
れ
ら
三
人
が
い
ず
れ
も
元
旦
試
筆
を
残
し
て
い
る
点
に

は
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
四
六

䣎
こ
れ
は
䣍
五
山
で
行
わ
れ
て
い
た
試
筆
の
文
化
が
䣍
近
世
以
降
も
儒
者
の
間
で
継
承
さ
れ
䣍
実
践
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
䣍
さ
ら
に
䣍
林
羅
山
と
山
鹿
素
行
の
間
で
行
わ
れ
た
元
旦
試
筆
䥹
一
六
三
二
年
䣍
素
行
一
一
歳
時
䥺
の
添
削
指
導
四
七

は
䣍
儒
教

と
い
う
共
同
体
の
中
で
䣍
師
弟
関
係
に
基
づ
い
た
試
筆
の
指
導
が
継
続
さ
れ
て
い
た
可
能
性
を
示
し
て
い
る
䣎 

こ
う
し
た
文
化
的
継
承
と
教
育
的
変
容
の
過
程
に
は
䣍
い
く
つ
か
の
特
徴
的
な
要
素
が
見
ら
れ
る
䣎
ま
ず
䣍
室
町
時
代
の
禅
宗
寺
院
で
行
わ

れ
て
い
た
試
筆
の
実
践
は
䣍
そ
の
基
本
的
な
形
式 
䥹
年
始
に
文
字
を
書
き
䣍
そ
れ
を
師
が
指
導
す
る
䥺
を
保
持
し
つ
つ
䣍
近
世
の
教
育
シ
ス
テ

ム
に
継
承
さ
れ
た
䣎
こ
の
継
承
は
䣍
中
世
か
ら
近
世
へ
の
教
育
文
化
の
連
続
性
を
示
す
重
要
な
事
例
と
言
え
る
䣎 

次
に
䣍
寺
子
屋
の
教
育
者
䥹
寺
子
屋
師
匠
䥺
を
務
め
た
儒
学
を
修
め
た
僧
侶
や
武
士
が
䣍
試
筆
の
文
化
を
新
た
な
教
育
環
境
に
適
用
し
た
可

能
性
が
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
䣎
例
え
ば
䣍
寺
子
屋
で
行
わ
れ
た
書
き
初
め
で
は
吉
祥
句
が
書
か
れ
た
ケ
䤀
ス
も
確
認
さ
れ
て
い
る
が
四
八

䣍
こ

れ
は
䣍
中
世
の
宗
教
的
・
儀
礼
的
実
践
を
䣍
近
世
の
教
育
的
・
実
用
的
文
脈
に
再
解
釈
し
䣍
適
合
さ
せ
る
䥹
吉
書
奏
と
い
䣬
た
他
の
伝
統
的
な

文
化
と
融
合
䥺
こ
と
で
䣍䣓
書
き
初
め
䣔
と
い
う
独
自
の
文
化
的
・
教
育
的
実
践
が
形
成
さ
れ
た
結
果
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
䣎
こ
の
点
に
つ
い
て

䣕
日
次
記
事
䣖
に
お
け
る
䣓
試
筆
是
謂
書
初
䣔
と
記
し
た
著
者
の
黒
川
道
祐
䥹
一
六
二
三‐

一
六
九
一
䥺
が
林
羅
山
か
ら
儒
学
を
学
ん
で
い
た

と
い
う
事
実
は
䣍
こ
の
記
述
の
背
景
に
あ
る
文
化
的
文
脈
を
示
唆
し
て
い
る
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
䣎 

こ
の
よ
う
に
試
筆
か
ら
書
き
初
め
の
へ
の
発
展
は
䣍
庶
民
教
育
の
拡
大
と
䣍
日
常
生
活
に
お
け
る
文
字
の
需
要
増
大
と
い
う
社
会
的
背
景
と

関
連
し
た
と
言
え
四
九

䣍
単
な
る
文
化
的
継
承
で
は
な
く
䣍
変
化
す
る
社
会
の
ニ
䤀
ズ
に
応
え
る
形
で
の
変
容
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 

そ
し
て
䣍
こ
の
書
き
初
め
を
通
し
て
師
弟
関
係
に
基
づ
く
コ
ミ
䣻
ニ
ケ
䤀
シ
䣼
ン
は
䣍
教
育
を
最
も
価
値
あ
る
神
聖
な
営
み
と
す
る
儒
教
思
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想
の
浸
透
し
た
近
世
社
会
に
お
い
て
五
〇

䣍
教
育
を
通
じ
て
社
会
の
秩
序
を
維
持
す
る
と
と
も
に
䣍
師
弟
関
係
の
強
化
や
共
同
体
の
連
帯
感
を
高

め
る
こ
と
に
貢
献
し
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

こ
の
歴
史
的
・
思
想
的
背
景
が
䣍
今
日
に
お
け
る
教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
の
基
盤
を
形
成
し
た
と
推
察
さ
れ
る
が
䣍
今
後
は
試
筆
と

書
き
初
め
の
関
連
性
を
よ
り
明
確
に
す
る
こ
と
が
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
䣎
書
き
初
め
は
䣍
そ
の
形
式
的
な
側
面
だ
け
で
な
く
䣍
そ
こ
に
込
め
ら

れ
た
教
育
観
や
社
会
観
を
含
め
て
継
承
さ
れ
て
き
た
可
能
性
が
高
く
䣍
こ
の
視
点
は
䣍
現
代
の
教
育
実
践
に
お
け
る
伝
統
的
文
化
活
動
の
意
義

を
再
考
す
る
上
で
も
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
だ
ろ
う
䣎 

 

四 
 

書
き
初
め
と
天
神
信
仰 

四‐

一 

天
神
信
仰
と
書
き
初
め 

 

吉
書
奏
䣍
吉
書
初
䥹
始
䥺䣍
そ
し
て
試
筆
と
い
䣬
た
文
化
は
䣍
主
に
貴
族
䣍
武
士
䣍
僧
侶
と
い
䣬
た
高
い
身
分
に
属
す
る
人
々
に
よ
䣬
て
実
践

さ
れ
て
き
た
䣎
し
か
し
䣍
室
町
後
期
か
ら
近
世
以
降
の
社
会
変
動
に
伴
い
䣍
こ
れ
ら
の
文
化
実
践
の
領
域
が
庶
民
の
階
層
に
ま
で
拡
大
し
た
䣎

こ
の
過
程
で
䣍
䣓
書
き
初
め
䣔
と
い
う
新
た
な
文
化
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

こ
こ
で
䣍
教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
の
起
源
を
試
筆
に
求
め
る
仮
説
を
前
提
と
し
た
場
合
䣍
新
た
な
問
題
が
浮
上
す
る
䣎
す
な
わ
ち
䣍

そ
の
実
践
が
い
か
に
し
て
祈
祷
的
性
質
を
獲
得
し
䣍
現
代
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
個
人
の
願
望
や
目
標
を
書
と
し
て
表
現
す
る
ス
タ
イ
ル
を
獲
得

し
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
こ
の
変
容
過
程
を
解
明
す
る
上
で
䣍
重
要
な
鍵
と
な
る
の
が
学
問
の
神
と
し
て
䣍
一
〇
〇
〇
年
以
上

に
渡
り
人
々
か
ら
信
仰
さ
れ
て
き
た
菅
原
道
真
䥹
八
四
五‐

九
〇
三
䥺
す
な
わ
ち
天
神
の
存
在
で
あ
る
䣎 

 

菅
原
道
真
は
䣍
平
安
時
代
前
期
に
お
け
る
日
本
文
学
の
最
高
峰
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
䣍
優
れ
た
学
識
と
文
才
を
有
し
た
人
物
で
あ
る
䣎

右
大
臣
の
官
職
を
賜
り
な
が
ら
䣍
政
治
的
な
失
脚
に
よ
り
左
遷
さ
れ
䣍
配
所
と
な
䣬
た
太
宰
府
で
死
去
し
た
䣎
し
か
し
䣍
死
後
䣍
門
弟
ら
が
そ

の
人
格
や
当
代
随
一
の
学
才
を
追
慕
敬
仰
し
た
こ
と
で
䣍
学
問
の
神
䣍
書
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
䣎
没
後
九
〇
年
が
経
過
し

た
正
暦
四
䥹
九
九
三
䥺
年
に
は
太
政
大
臣
を
贈
ら
れ
䣍
天
神
と
し
て
全
国
的
に
信
仰
さ
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
䣎
そ
れ
に
よ
り
北
野
天
満
宮
の
よ

う
な
菅
原
道
真
を
祭
神
と
す
る
神
社
が
創
立
さ
れ
た
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
䣎
そ
し
て
こ
の
天
神
は
䣍
五
山
の
禅
僧
に
篤
く
信
仰
さ
れ
䣍

そ
の
信
仰
は
林
羅
山
や
貝
原
益
軒
と
い
䣬
た
近
世
の
儒
学
者
に
も
継
承
さ
れ
た
䣎 

ま
た
䣍
菅
原
道
真
は
寺
子
屋
に
お
い
て
も
手
習
い
の
神
と
し
て
敬
わ
れ
た
䣎
寺
子
屋
で
は
䣍
使
い
古
し
た
筆
を
天
満
宮
に
備
え
付
け
ら
れ
た

容
器
に
収
め
る
習
慣
や
五
一

䣍
そ
の
命
日
で
あ
る
二
月
二
十
五
日
に
天
神
講
を
催
す
風
習
が
広
ま
䣬
た
ほ
か
䣍
菅
原
道
真
を
祭
る
神
社
䥹
天
満
宮
䥺

に
寺
子
を
参
詣
さ
せ
䣍
手
習
い
の
上
達
を
祈
願
さ
せ
る
慣
例
が
各
地
で
行
わ
れ
る
な
ど
䣍
そ
の
信
仰
は
全
国
的
に
普
及
し
て
い
た
五
二

䣎 
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そ
し
て
䣍
天
神
信
仰
は
書
き
初
め
の
文
化
と
も
密
接
に
関
連
し
て
い
る
䣎
例
え
ば
䣍
書
き
初
め
の
際
に
䣓
菅
公
御
像
画
䣔䥹
菅
原
道
真
の
肖
像

画
䥺
を
掛
け
て
行
う
例
や
五
三

䣍
寺
子
屋
の
師
匠
が
道
真
の
画
に
浄
書
䥹
清
書
䥺
を
献
じ
䣍
寺
子
の
手
習
い
上
達
を
祈
念
す
る
事
例
が
確
認
さ
れ

て
い
る
五
四

䣎
さ
ら
に
䣍
京
都
の
吉
祥
院
天
満
宮
に
伝
わ
る
䣓
菅
公
硯
水
䣔
の
伝
説
も
注
目
に
値
す
る
䣎
こ
の
伝
説
に
よ
る
と
䣍
江
戸
時
代
の
吉

祥
院
天
満
宮
に
は
䣍
菅
原
道
真
が
幼
少
時
に
手
習
い
に
用
い
た
と
さ
れ
る
井
戸
が
あ
り
䥹
現
在
は
石
標
の
み
残
存
䥺䣍
書
が
上
達
し
な
か
䣬
た
道

真
が
そ
の
井
戸
の
水
を
硯
に
入
れ
て
墨
を
磨
䣬
た
と
こ
ろ
䣍
突
如
と
し
て
上
達
し
た
と
い
う
䣎
こ
の
伝
承
か
ら
䣍
江
戸
時
代
に
は
書
き
初
め
の

た
め
に
そ
の
井
戸
の
水
を
汲
み
に
来
る
人
々
が
い
た
と
伝
わ
䣬
て
い
る
五
五

䣎 

こ
の
よ
う
な
伝
承
か
ら
も
䣍
書
き
初
め
と
い
う
文
化
が
寺
子
屋
だ
け
で
な
く
䣍
広
く
庶
民
に
親
し
ま
れ
て
い
た
文
化
で
あ
䣬
た
様
子
が
窺
え

る
だ
ろ
う
䣎 

江
戸
時
代
の
寺
子
屋
は
䣍
儒
教
的
な
道
徳
観
や
実
用
的
な
読
み
書
き
を
教
授
す
る
一
方
で
䣍
菅
原
道
真
を
学
問
の
神
と
し
て
崇
拝
し
䣍
そ
の

加
護
を
求
め
て
い
た
䣎
使
い
古
し
た
筆
を
天
満
宮
に
納
め
る
習
慣
や
䣍
天
神
講
の
開
催
䣍
天
満
宮
へ
の
参
詣
と
い
䣬
た
形
で
䣍
天
神
信
仰
が
教

育
に
組
み
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
䣍
本
来
別
個
の
文
化
的
要
素
で
あ
䣬
た
天
神
信
仰
と
儒
学
的
教
育
が
䣍
寺
子
屋
と
い
う
教
育
機
関
に
お
い
て

融
合
し
た
と
も
言
え
る
䣎
こ
の
よ
う
な
融
合
現
象
は
䣍
江
戸
時
代
の
教
育
文
化
に
お
け
る
独
特
の
特
徴
を
示
す
と
と
も
に
䣍
日
本
の
伝
統
的
な

信
仰
体
系
と
長
年
に
わ
た
り
培
わ
れ
て
き
た
儒
教
的
学
問
体
系
が
䣍
い
か
に
柔
軟
に
統
合
さ
れ
た
か
を
明
示
し
て
い
る
䣎
重
要
な
の
は
䣍
こ
の

融
合
が
単
な
る
並
列
で
は
な
く
䣍
教
育
実
践
の
場
で
有
機
的
に
結
合
し
て
い
た
点
で
あ
る
䣎
こ
の
現
象
は
䣍
当
時
の
教
育
が
知
識
の
伝
達
に
と

ど
ま
ら
ず
䣍
文
化
的
・
精
神
的
な
要
素
を
包
含
し
た
総
合
的
な
ア
プ
ロ
䤀
チ
を
採
用
し
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
䣍
寺
子
屋
に
お
け
る
天
神
信
仰

と
儒
学
的
教
育
の
共
存
は
䣍
江
戸
時
代
の
庶
民
教
育
が
持
つ
多
面
的
で
複
合
的
な
性
質
を
端
的
に
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 

四‐

二 

書
の
神
と
い
う
象
徴 

 

 

そ
の
一
方
で
䣍
菅
原
道
真
の
書
に
つ
い
て
は
䣍
歴
史
的
な
位
置
づ
け
と
当
時
の
認
識
に
乖
離
が
見
ら
れ
る
䣎䣕
夜
鶴
庭
訓
抄
䣖
に
お
け
る
䣓
能

書
人
々
䣔
五
六

や
䣍
鎌
倉
時
代
の
䣕
二
中
歴
䣖
に
お
け
る
䣓
一
能
歴
䣔
五
七

な
ど
の
䣍
能
書
の
活
動
記
録
に
菅
原
道
真
の
名
は
記
さ
れ
て
い
な
い
䣎

し
か
し
な
が
ら
䣍
䣕
夜
鶴
庭
訓
抄
䣖
は
空
海
䥹
七
七
四
四‐

八
三
五
䥺䣍
天
神
䥹
菅
原
道
真
䥺䣍
小
野
道
風
䥹
八
九
四
四‐

九
二
一
䥺
を
䣓
三
聖
䣔

と
位
置
付
け
䣍䣓
三
聖
之
由
見
世
事
要
略
䣔
五
八

と
し
て
世
の
重
要
事
を
象
徴
す
る
存
在
と
し
て
い
る
䣎
こ
れ
ら
三
人
が
学
問
䣍
宗
教
䣍
書
の
各
分

野
で
後
世
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
䣍
空
海
と
小
野
道
風
が
そ
れ
ぞ
れ
三
筆
䣍
三
跡
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
考
慮
す
れ
ば
䣍
菅
原
道
真
の
書
に
対
す
る
評
価
も
同
等
に
高
か
䣬
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
䣎 

し
か
し
䣍
菅
原
道
真
の
確
実
な
自
筆
遺
墨
は
現
存
せ
ず
䣍䣓
紫
紙
金
字
金
光
明
最
勝
王
経
䣔
を
は
じ
め
と
す
る
写
経
等
が
菅
原
道
真
筆
と
伝
称

さ
れ
る
に
と
ど
ま
䣬
て
い
る
䣎
つ
ま
り
䣍
書
の
神
と
し
て
の
功
績
を
直
接
裏
付
け
る
具
体
的
資
料
・
記
録
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
な
い
䣎 
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注
目
す
べ
き
は
䣍
菅
原
道
真
が
正
一
位
太
政
大
臣
の
位
を
贈
ら
れ
た
正
暦
四
年
以
降
䣍
そ
の
名
誉
回
復
と
と
も
に
䣍
菅
原
道
真
に
対
す
る
認

識
が
変
化
し
て
い
く
過
程
で
あ
る
䣎
寛
弘
四
年
䥹
一
〇
〇
七
䥺
に
惟
宗
允
亮
䥹
生
没
年
不
詳
䥺
が
䣕
政
事
要
略
䣖
に
記
し
た
エ
ピ
ソ
䤀
ド
や
五
九

䣍

藤
原
頼
長
䥹
一
一
二
〇‐

一
一
五
六
䥺
の
日
記
䣕
台
記
䣖
に
お
け
る
菅
原
道
真
の
書
を
䣓
神
筆
䣔
と
称
す
る
記
述
は
六
〇

䣍
こ
の
変
化
を
示
唆
し

て
い
る
䣎
さ
ら
に
䣍
南
北
朝
時
代
の
書
論
書
䣕
麒
麟
抄
増
補
䣖䥹
一
三
一
四
䥺
に
は
䣍
菅
原
道
真
を
三
筆
空
海
と
小
野
道
風
と
結
び
つ
け
䣍
書
の

神
と
し
て
位
置
づ
け
る
記
述
が
見
ら
れ
る
六
一

䣎
こ
れ
ら
の
史
料
は
䣍
一
四
世
紀
ま
で
に
菅
原
道
真
が
書
の
神
と
し
て
広
く
認
識
さ
れ
る
よ
う
に

な
䣬
た
過
程
を
示
し
て
い
る
䣎
同
時
に
䣍
こ
の
認
識
の
変
遷
は
䣍
歴
史
的
事
実
と
後
世
の
信
仰
・
伝
承
の
複
雑
な
相
互
作
用
を
反
映
し
て
い
る

と
も
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎 

 

以
上
の
よ
う
に
䣍
菅
原
道
真
の
政
治
的
失
脚
か
ら
神
格
化
へ
の
変
遷
に
お
い
て
䣍
歴
史
的
事
実
が
曖
昧
化
し
䣍
神
格
化
さ
れ
た
人
物
像
へ
と

転
化
さ
れ
た
こ
と
で
䣍
書
の
神
と
し
て
の
信
仰
が
形
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
変
容
は
䣍
単
な
る
歴
史
的
事
実
の
歪
曲
で
は
な
く
䣍
複

雑
な
文
化
的
・
社
会
的
プ
ロ
セ
ス
の
結
果
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
る
䣎 

例
え
ば
䣍
尊
円
親
王
䥹
一
二
九
八‐
一
三
五
六
䥺
は
菅
原
道
真
の
書
を
䣓
聖
廟
抜
群
也
䣎
聖
廟
以
後
野
道
風
相
続
す
䣎
此
両
賢
は
筆
体
相
似

た
り
䣔
六
二

と
評
し
て
い
る
が
䣍
こ
の
評
価
が
道
真
の
真
筆
に
基
づ
く
も
の
か
䣍
あ
る
い
は
伝
称
の
筆
跡
に
基
づ
く
も
の
か
は
不
明
確
で
あ
る
䣎

実
際
䣍
国
宝
の
手
鑑
䣓
翰
墨
城
䣔
に
収
め
ら
れ
て
い
る
䣍
菅
原
道
真
を
伝
称
筆
者
と
す
る
䣓
白
氏
文
集
䣔
断
簡
䣓
百
錬
鏡
䣔
は
䣍
そ
の
書
風
か

ら
一
一
世
紀
の
書
写
と
推
定
さ
れ
て
お
り
䣍
真
筆
で
は
な
い
可
能
性
が
高
い
六
三

䣎
さ
ら
に
䣍
江
戸
時
代
後
期
に
刊
行
さ
れ
た
䣕
本
朝
能
書
伝
䣖

䥹
一
八
三
七
䥺
で
は
䣍䣓
聖
廟
䣔
の
項
目
で
菅
原
道
真
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
も
の
の
䣍
そ
の
書
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
六
四

䣎
こ
の
こ
と

は
䣍
書
そ
の
も
の
よ
り
も
䣍
菅
原
道
真
と
い
う
神
的
存
在
が
崇
拝
の
対
象
と
な
䣬
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
䣎 

 
 

菅
原
道
真
の
書
の
神
と
し
て
の
特
質
は
䣍
社
会
的
・
文
化
的
文
脈
の
変
化
䣍
伝
説
の
形
成
と
継
承
䣍
文
化
的
権
威
の
再
解
釈
䣍
宗
教
と
文
化

の
融
合
と
い
䣬
た
要
因
に
よ
䣬
て
構
築
さ
れ
た
と
解
釈
で
き
る
が
䣍
こ
こ
で
重
要
な
の
は
䣍
物
理
的
な
筆
跡
の
存
在
よ
り
も
䣍
む
し
ろ
そ
の
実

態
の
不
明
瞭
さ
で
あ
る
䣎
こ
の
不
明
瞭
さ
ゆ
え
に
䣍
人
々
は
通
常
と
は
異
な
る
次
元
で
䣍
能
書
と
し
て
の
菅
原
道
真
の
書
䥹
存
在
䥺
を
認
識
し
䣍

崇
拝
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
䣬
た
䣎
つ
ま
り
䣍
こ
れ
は
単
純
な
崇
拝
で
は
な
く
䣍
よ
り
複
雑
な
霊
的
・
文
化
的
な
認
識
体
系
の
一
部
と
し
て
捉

え
る
べ
き
で
あ
る
䣎 

 

菅
原
道
真
の
書
の
神
と
し
て
の
信
仰
は
䣍
時
代
を
超
え
て
影
響
力
を
保
持
し
続
け
䣍
五
山
の
禅
僧
か
ら
江
戸
時
代
の
儒
学
者
䣍
国
学
者
へ
と

継
承
さ
れ
て
い
䣬
た
䣎
こ
の
信
仰
の
継
承
と
変
容
は
䣍
日
本
の
文
化
史
に
お
け
る
重
要
な
現
象
と
し
て
注
目
に
値
す
る
䣎 

例
え
ば
䣍
国
学
者
五
十
嵐
篤
好
䥹
一
七
九
三‐

一
八
六
一
䥺
は
䣓
天
滿
宮
は
筆
道
を
守
り
ま
す
大
神
に
て
ま
し
ま
せ
ば
坐
し
し
御
世
の
事
ど

も
國
史
等
を
見
て
知
る
べ
し
䣎
拔
出
で
た
る
も
の
は
菅
家
故
實
䣍
菅
家
傳
拾
遺
䣍
菅
家
憲
録
䣍
荏
柄
大
紳
縁
起
䣍
是
等
に
集
め
た
る
御
傳
を
拜
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し
奉
り
て
涙
を
こ
ぼ
さ
ゞ
る
人
は
筆
を
折
り
硯
を
く
だ
き
て
や
む
べ
き
の
み
䣔
六
五

と
䣍
菅
原
道
真
を
学
問
や
書
道
の
神
格
化
さ
れ
た
存
在
と
し

て
捉
え
䣍
菅
原
道
真
へ
の
敬
意
を
示
さ
な
い
者
は
学
問
や
書
を
学
ぶ
こ
と
を
断
念
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
お
り
䣍
こ
の
時
代
に
お
け
る
菅
原
道

真
へ
の
信
仰
の
強
さ
を
示
唆
し
て
い
る
䣎 

 

一
方
䣍
儒
学
者
新
井
白
石
䥹
一
六
五
七‐

一
七
二
五
䥺
は
䣓
古
昔
文
字
す
る
人
菅
家
を
祈
り
け
る
が
今
は
た
ゞ
菅
家
の
書
を
学
ぶ
も
の
ヽ
祀

る
御
に
は
あ
ら
ず
䣍
文
學
の
神
と
も
い
ふ
べ
き
な
り
䣎
近
き
世
に
は
文
字
廃
り
た
る
故
に
䣍
書
ば
か
り
を
學
ん
で
も
菅
家
を
祀
る
は
ど
の
遺
れ

る
あ
り
し
䣔
六
六

と
菅
原
道
真
が
書
の
神
か
ら
文
学
全
般
の
神
へ
と
認
識
が
拡
大
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
䣍
同
時
に
当
時
の
文
字
文
化
の
衰
退

を
憂
慮
し
て
い
る
䣎 

 

こ
の
よ
う
に
䣍
菅
原
道
真
の
書
の
神
と
し
て
の
信
仰
は
䣍
歴
史
的
事
実
の
継
承
で
は
な
く
䣍
日
本
の
文
化
的
・
精
神
的
土
壌
の
中
で
絶
え
ず

再
解
釈
さ
れ
䣍
変
容
し
な
が
ら
人
々
の
心
に
深
く
根
付
い
て
い
䣬
た
と
考
え
ら
れ
る
䣎
こ
の
現
象
は
䣍
日
本
の
文
化
史
に
お
け
る
宗
教
と
学
問

の
相
互
作
用
䣍
そ
し
て
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
の
形
成
と
変
容
の
プ
ロ
セ
ス
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
事
例
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
䣎 

四‐

三 

寺
子
屋
の
神
と
し
て
の
菅
原
道
真 

菅
原
道
真
の
神
格
化
と
䣍
そ
れ
に
伴
う
学
問
の
神
と
し
て
の
崇
拝
は
䣍
近
世
の
教
育
シ
ス
テ
ム
䣍
特
に
社
会
と
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
䣵
テ
䣵

の
構
築
と
い
う
寺
子
屋
教
育
に
お
け
る
不
可
欠
な
要
素
を
担
う
も
の
と
し
て
確
立
さ
れ
た
䣎
こ
の
現
象
は
䣍
天
神
信
仰
が
学
問
の
神
と
し
て
の

精
神
的
支
柱
か
ら
䣍
よ
り
包
括
的
な
社
会
的
・
教
育
的
機
能
を
担
う
に
至
䣬
た
重
要
な
転
換
点
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

こ
の
変
容
は
複
数
の
側
面
で
顕
著
で
あ
る
䣎
ま
ず
䣍
天
神
信
仰
に
基
づ
く
諸
行
事
の
普
及
が
挙
げ
ら
れ
る
䣎
書
き
初
め
や
席
書
と
い
䣬
た
教

育
活
動
が
全
国
の
寺
子
屋
で
広
く
採
用
さ
れ
䣍
慣
習
化
さ
れ
た
䣎
こ
れ
ら
の
行
事
は
技
能
の
習
得
を
超
え
て
䣍
文
化
的
・
精
神
的
な
意
義
を
持

つ
も
の
と
な
䣬
た
䣎
次
に
䣍
菅
原
道
真
は
近
世
寺
子
屋
教
育
に
お
け
る
象
徴
的
存
在
と
し
て
機
能
し
䣍
寺
子
や
教
育
者
䥹
儒
者
䣍
武
士
䣍
僧
侶

等
を
含
む
䥺
に
と
䣬
て
の
理
想
的
人
間
像
を
体
現
す
る
役
割
を
果
た
し
た
点
が
重
要
で
あ
る
䣎
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
䣍
菅
原
道
真
と
い
う
象

徴
的
存
在
が
䣍
学
問
上
の
模
範
を
超
え
て
䣍
人
格
形
成
や
道
徳
教
育
を
含
む
全
人
的
な
教
育
の
核
を
形
成
し
た
点
で
あ
る
六
七

䣎
加
え
て
䣍
菅
原

道
真
信
仰
は
教
育
䣍
文
化
䣍
宗
教
の
交
差
点
に
位
置
し
䣍
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
を
有
機
的
に
結
び
つ
け
る
機
能
を
果
た
し
た
䣎
こ
の
文
化
的
シ
ン

ボ
ル
と
し
て
の
多
面
的
役
割
は
䣍
近
世
日
本
の
社
会
構
造
を
反
映
す
る
も
の
と
し
て
注
目
に
値
す
る
だ
ろ
う
䣎
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
䣍
菅
原
道

真
の
神
格
化
と
天
神
信
仰
の
教
育
的
機
能
の
拡
大
は
䣍
教
育
と
信
仰
の
密
接
な
関
係
性
䣍
文
化
的
シ
ン
ボ
ル
の
教
育
的
活
用
䣍
道
徳
教
育
と
学

問
教
育
の
統
合
䣍
そ
し
て
地
域
社
会
に
お
け
る
教
育
の
役
割
の
拡
大
な
ど
䣍
近
世
日
本
の
特
徴
的
な
側
面
を
反
映
し
て
い
る
と
言
え
る
䣎 

以
上
の
よ
う
に
䣍
書
き
初
め
文
化
の
形
成
と
祈
祷
的
性
質
の
付
与
は
䣍
吉
書
奏
䣍
吉
書
初
䥹
始
䥺
と
い
䣬
た
文
化
の
影
響
と
䣍
菅
原
道
真
䥹
天

神
䥺
と
い
う
神
格
化
さ
れ
た
存
在
と
の
交
信
機
能
を
果
た
す
た
め
で
あ
䣬
た
こ
と
言
え
る
だ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍
天
神
と
の
交
信
と
い
う
要
素
が
䣍
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地
域
や
個
々
の
寺
子
屋
師
匠
の
間
で
共
有
さ
れ
た
価
値
観
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
䣍
寺
子
屋
と
い
う
共
同
体
の
連
帯
感
を
強
化
へ
と
繋
が
䣬

た
可
能
性
が
る
䣎
こ
れ
が
書
き
初
め
の
実
践
が
全
国
の
寺
子
屋
に
普
及
し
た
主
要
因
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

し
か
し
な
が
ら
䣍
こ
の
信
仰
的
性
質
の
付
与
は
䣍
既
存
の
天
神
信
仰
の
踏
襲
で
は
な
く
䣍
近
世
に
お
け
る
社
会
変
動
䣍
特
に
教
育
の
普
及
と

庶
民
文
化
の
発
展
と
い
う
文
脈
の
中
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
䣎
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
䣍
学
問
と
い
う
実
用
的
行
為
と
信
仰
的
行
為
の
融
合
を

超
え
た
現
象
と
し
て
䣍
寺
子
屋
教
育
が
果
た
し
た
社
会
的
役
割
と
䣍
近
世
と
い
う
時
代
特
有
の
社
会
的
・
文
化
的
状
況
を
基
盤
と
し
て
䣍
既
存

の
文
化
要
素
の
再
解
釈
と
新
た
な
意
味
の
創
造
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

 

五  

む
す
び
に
か
え
て 

現
代
日
本
社
会
に
お
け
る
書
き
初
め
は
䣍
宗
教
的
・
儀
礼
的
側
面
と
世
俗
的
・
教
育
的
側
面
が
共
存
す
る
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
䣎
こ
の

複
雑
性
は
䣍
書
き
初
め
が
異
な
る
社
会
的
文
脈
に
お
い
て
多
様
な
形
態
と
意
味
を
持
つ
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
と
言
え
る
䣎 

例
え
ば
䣍
菅
原
道
真
を
祀
る
京
都
の
北
野
天
満
宮
で
執
り
行
わ
れ
る
新
春
の
書
き
初
め
䥹
天
満
書
䥺
は
䣍
書
き
初
め
が
持
つ
信
仰
的
側
面
と

文
化
的
重
要
性
の
関
係
を
現
在
に
伝
え
る
重
要
な
文
化
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
䣎
そ
の
一
方
䣍
各
地
で
開
催
さ
れ
る
書
き
初
め
コ
ン
ク
䤀
ル

は
䣍
信
仰
的
な
意
味
合
い
を
希
薄
化
さ
せ
つ
つ
䣍
教
育
的
・
文
化
的
面
に
フ
䣸
䤀
カ
ス
し
た
新
た
な
形
態
と
し
て
発
展
し
て
い
る
䣎
教
育
的
側

面
に
目
を
向
け
る
と
䣍
学
校
教
育
に
お
け
る
書
き
初
め
は
書
写
教
育
の
一
環
と
し
て
実
施
さ
れ
䣍
伝
統
文
化
の
体
験
的
学
習
の
機
会
で
あ
る
と

同
時
に
䣍
毛
筆
書
写
の
技
能
を
実
践
的
に
応
用
す
る
場
と
し
て
も
機
能
し
て
い
る
六
八

䣎
現
行
の
学
習
指
導
要
領
で
は
䣍
䣓
我
が
国
の
伝
統
文
化

で
あ
る
書
き
初
め
に
取
り
組
む
こ
と
な
ど
を
通
し
て
䥻
書
写
の
能
力
が
生
活
の
中
の
様
々
な
行
事
に
生
き
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
も
大

切
で
あ
る
䣔
と
あ
り
六
九

䣍
書
写
の
学
習
で
得
た
知
識
・
技
能
を
伝
統
的
書
字
活
動
に
も
生
か
す
こ
と
で
䣍
文
化
教
育
䣍
書
写
教
育
と
い
う2

つ

の
役
割
を
担
う
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
䣎
現
在
学
校
行
事
と
し
て
書
き
初
め
大
会
を
開
催
す
る
学
校
も
存
在
す
る
が
七
〇

䣍

こ
の
よ
う
に
書
き
初
め
を
書
写
教
育
と
関
連
づ
け
䣍
児
童
の
書
写
能
力
の
向
上
と
伝
統
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る
取
り
組
み
を
行
う
こ
と
が
今

後
よ
り
重
要
に
な
る
と
言
え
る
䣎 

書
き
初
め
と
い
う
文
化
の
歴
史
的
変
遷
と
現
代
社
会
に
お
け
る
位
置
づ
け
を
念
頭
に
置
く
と
䣍
書
き
初
め
は
䣍
複
数
の
歴
史
的
・
社
会
的
文

脈
が
重
層
的
に
積
み
重
な
䣬
た
文
化
䣍
異
な
る
社
会
層
や
時
代
に
お
い
て
異
な
る
意
味
や
機
能
を
持
ち
䣍
そ
れ
ら
が
重
な
り
合
䣬
て
一
つ
の
文

化
を
形
成
し
て
い
る
状
態
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
䣎
現
代
社
会
で
は
䣍
書
き
初
め
の
信
仰
的
側
面
䣍
教
育
的
側
面
䣍
文
化
的
側
面

が
重
層
的
に
存
在
し
䣍
そ
れ
ぞ
れ
が
相
互
に
影
響
を
与
え
な
が
ら
䣍
書
き
初
め
と
い
う
文
化
を
形
成
し
て
い
る
䣎
こ
の
重
層
性
こ
そ
が
䣍
書
き

初
め
が
現
代
社
会
に
お
い
て
も
重
要
な
文
化
と
し
て
存
続
し
て
い
る
理
由
の
一
つ
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 

47



 

注 

 

一 
文
化
庁
報
道
発
表
䣓
令
和
五
年
度
に
お
け
る
ユ
ネ
ス
コ
無
形
文
化
遺
産
へ
の
提
案
を
決
定
䣔(

二
〇
二
四‐

一‐

二
十
六)

 

二 

文
化
庁
䣕
企
画
調
査
会
報
告
書
䦅
無
形
文
化
財
及
び
無
形
の
民
俗
文
化
財
の
登
録
制
度
の
創
設
に
向
け
て
䦅
䣖䣍 

二
〇
二
一
䣍
九
頁 

三 

䣕
年
中
御
神
事
次
第
䣖
の
一
月
四
日
に
䣓
釿
始
之
儀
有
之
朝
御
料
与
夕
御
料
之
間
也
并
神
主
参
詣
于
御
祖
社
之
事
又
於
社
務
館
有
吉
書
初

謡
初
等
之
儀
䣔
と
あ
る
䥹
䣕
続
々
群
書
類
従
䣖
第
一
神
祇
部
䣍
国
書
刊
行
会
䣍
一
九
〇
七
䣍
五
九
六
頁
䥺 

四 

一
月
十
五
日
に
行
わ
れ
た
䣎
天
皇
が
書
い
た
書
き
初
め
䥹
吉
書
䥺
を
こ
の
時
に
焼
く
行
事
䣎 

五 

井
原
西
鶴(

一
六
四
二‐

一
六
九
三)

の
䣓
世
間
胸
算
用
䣔
に
は
左
義
長
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
の
な
ど
䣍
江
戸
時
代
に
は
広
く
行
わ
れ
て

い
た
様
子
が
窺
え
る
䥹
䣕
日
本
古
典
文
学
全
集
䣖
六
八
巻 

井
原
西
鶴
集
䥹
三
䥺䣍
小
学
館
䣍
一
九
九
六
䣍
四
四
二
頁 

 

六 

当
時
の
住
民
自
治
組
織
で
あ
䣬
た
䣓
番
組
䥹
町
組
䥺
䣔
を
単
位(

学
区)

と
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
一
八
六
九
年
五
月
か
ら
約
半
年
の
間
に
京
都

市
に
中
心
部
に
は
町
衆
た
ち
の
手
に
よ
䣬
て
六
十
四
校
の
学
区
制
小
学
校
が
創
設
さ
れ
た 

七 

内
田
九
州
男
䣍
島
野
三
千
穂
編
䣕
幕
末
維
新
京
都
町
人
日
記
䣖䣍
清
文
堂
出
版
䣍
一
九
八
九
䣍
三
一
四
頁 

八 

梶
井
一
暁
䣓
近
世
・
近
代
移
行
期
に
お
け
る
国
民
教
育
の
確
立
と
教
育
観
の
変
化─

 

人
的
資
本
形
成
の
前
提
と
し
て
の
近
代
学
校 ─

䣔
䣍

䣕
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
研
究
集
録
䣖
第
一
六
三
号
䣍
岡
山
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
学
術
研
究
委
員
会
䣍
二
〇
一
六
䣍
九‐

一

六
頁 

九 

山
本
信
良
䣍
今
野
敏
彦
䣕
近
代
教
育
の
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
䤀 

明
治
期
学
校
行
事
の
考
察
䣖
䣍
新
泉
社
䣍
一
九
八
七
䣍
三
一
六‐

三
二
四

頁 一
〇 

島
暁
雄
編 

䣕
中
国
の
民
俗
広
島
県
編
䣖䣍
日
本
民
俗
調
査
報
告
書
集
成
䣍
一
九
九
七
䣍
九
一
九
頁 

一
一 

䣕
学
習
院
史  

開
校
五
十
年
記
念
䣖
䣍
学
習
院
䣍
一
九
二
八
䣍
二
三
三
頁 

一
二 

金
森
米
三
郎
䣓
習
字
教
育
の
新
し
い
方
向―

特
に
小
学
校
の
習
字
教
育
に
つ
い
て―

䣔
䣍䣕
書
写
・
書
道
教
育
史
資
料
䣖
第
一
巻
䣍
東
京
法

令
出
版
䣍
一
九
八
四 

䣍
二
〇
三
頁 

一
三  

半
沢
敏
郎
䣕
生
活
文
化
歳
事
史
䣖
第
一
巻
䣍
東
京
書
籍
䣍
一
九
九
〇
䣍
二
八
〇
頁 

一
四 

乙
竹
岩
造
䣕
日
本
庶
民
教
育
史
䣖
中
巻
䣍
臨
川
書
店
䣍
一
九
七
〇
䣍
三
一
四‐

三
一
五
頁 

一
五 

䣕
日
次
紀
事
䣖
正
月 

二
月
䣍
珍
書
同
好
会
䣍
一
九
一
六
䣍
二
七
頁 

一
六 

䣕
松
本
市
史
䣖
上
巻
䣍
名
著
出
版
䣍
一
九
七
三
䣍
七
四
一
頁  
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一
七 
䣕
年
中
故
事
要
言
䣖
一
䣍
一
六
九
七
䣍
一
七
頁 

一
八 
䣕
実
隆
公
記
䣖
卷
一
䣍
太
洋
社
䣍
一
九
三
九
䣍
二
二
二
頁 

一
九 

江
戸
時
代
の
長
崎
奉
行
中
川
忠
英
䥹
一
七
五
三‐

一
八
三
〇
䥺
が
䣍
長
崎
に
滞
在
す
る
清
国
商
人
か
ら
中
国
の
年
中
行
事
や
日
常
生
活
に

つ
い
て
詳
し
い
聞
き
取
り
調
査
を
行
い
編
纂
し
た
資
料
䣎 

二
〇 

元
の
時
代
に
唐
䣍
宋
人
の
七
言
絶
句
の
み
を
集
め
て
編
纂
さ
れ
た
作
詩
法
の
書 

二
一 

䣕
空
華
日
用
工
夫
略
集
䣖
に
は
䣓
小
師
雛
道
者
三
五
輩
䣍
出
試
筆
詩
而
求
改
改
而
還
之
䣔
と
あ
る
䥹
䣕
空
華
日
用
工
夫
略
集
䣖䣍
太
洋
社
䣍

一
九
三
一
䣍
三
七‐
三
八
頁
䥺 

二
二  

貝
原
恥
軒
䣍 

貝
原
益
軒
䣕
日
本
歳
時
記
䣖
巻
之
一 

䣍
定
栄
堂
䣍
出
版
年
未
詳
䣍
三
六
頁 

二
三 

四
時
堂
其
諺
䣕
滑
稽
雑
談
䣖
第
一
䣍
国
書
刊
行
会
䣍
一
九
一
七
䣍
三
七
頁 

二
四 

唐
沢
富
太
郎
䣕
明
治
百
年
の
教
育
䣖
䣍
日
本
経
済
新
聞
社
䣍
一
九
六
八 

䣍
一
一
頁 

二
五 

菱
田
隆
昭
䣓
近
世
寺
子
屋
教
育
に
み
る
学
習
意
欲
の
喚
起
䣔䣍䣕
日
本
学
習
社
会
学
会
年
報
䣖
第 

九
号
䣍
日
本
学
習
社
会
学
会
䣍
二
〇
一

三
䣍
八‐

三
一
頁 

二
六 

䣕
維
新
前
東
京
市
私
立
小
学
校
教
育
法
及
維
持
法
取
調
書
䣖䣍
大
日
本
教
育
會
事
務
所
䣍
一
九
八
二
䣍
三
六
頁 

二
七 

菊
池
貴
一
郎
䣕
江
戸
府
内
絵
本
風
俗
往
来
䣖
䣍
青
蛙
房
䣍
一
九
六
五
䣍
二
〇
七‐

二
〇
八
頁 

二
八 

䣕
日
本
古
典
全
集
䣖
御
堂
關
白
記 

上
卷
䣍
日
本
古
典
全
集
刊
行
会
䣍
一
九
二
六
䣍
一
九
七
頁 

二
九 

䣕
吾
妻
鏡
䣖
第
一
巻
䣍
国
書
刊
行
会
䣍
一
九
六
八
䣍
九
六
頁 

三
〇 

朝
倉
尚
䣓
禅
林
に
お
け
る
詩
筆
詩
・
詩
筆
唱
和
詩
に
つ
い
て
䣔䣍䣕
国
文
学
攷 

䣖
六
五
䣍
広
島
大
学
国
語
国
文
学
会
䣍
一
九
七
四
䣍
一
八

‐

三
一
頁 

三
一 

䣕
蔭
凉
軒
日
録
䣖 

五
䣍
史
籍
刊
行
会
䣍
一
九
五
四
䣍
二
一
五
八
頁 

な
お
䣍
こ
の
場
合
は
䣕
蔭
涼
軒
日
録
䣖
の
著
者
の
ひ
と
り
で
あ
る
亀

泉
集
証
䥹
一
四
二
四‐

一
四
九
三
䥺
に
試
筆
が
提
出
さ
れ
た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る 

三
二 

䣕
鹿
苑
日
録
䣖 

第
一
巻
䣍
太
洋
社
䣍
一
九
三
四
䣍
三
四
頁 

三
三 

前
掲
二
四
を
参
照 

三
四 

前
掲
一
八
䣍
一
頁 

三
五 

前
掲
三
〇
を
参
照 
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三
六  

福
井
県
教
育
史
研
究
室 

編
䣕
福
井
県
教
育
百
年
史
䣖 

第
一
巻 

 

通
史
編 

一
䣍
福
井
県
教
育
委
員
会
䣍
一
九
七
八
䣍
一
九
三
頁 

な

ど
䣍
な
お
同
様
の
事
例
は
全
国
各
地
の
郷
土
史
資
料
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
䣎 

三
七 

東
京
学
芸
大
学
コ
ン
テ
ン
ツ
ア
䤀
カ
イ
ブ
よ
り
転
載 

h
t
t
ps:

//
d-ar

c
hive

.u
-ga

ku
gei

.a
c.
jp/

i
t
em/

e
p
200

00
851

#?
pa
ge=

2 

三
八 

石
川
謙
䣕
寺
子
屋
－
庶
民
教
育
機
関
－
䣖䣍 

至
文
堂
䣍 

一
九
六
〇
䣍
五
八‐

五
九
頁 

三
九 

主
な
研
究
と
し
て
高
橋
俊
乗
䣕
近
世
学
校
教
育
の
源
流
䣖
䣍
永
沢
金
港
堂
䣍
一
九
三
四
頁 

が
挙
げ
ら
れ
る 

四
〇 

前
掲
三
八
䣍
五
八‐

六
三
頁 

四
一 

江
戸
時
代
の
庶
民
の
寺
子
屋
に
お
け
る
教
育
や
識
字
率
の
高
さ
に
つ
い
て
は
大
石
学
䣕
江
戸
の
教
育
力
䣖䥹
東
京
学
芸
大
学
出
版
会
䣍
二

〇
〇
七
䥺
に
詳
し
い 

四
二 

梶
井
暁
䣓
近
世
僧
侶
の
庶
民
教
育
へ
の
か
か
わ
り 

伊
予
国
の
手
習
塾
を
中
心
に
䣔䣍䣕
宗
教
研
究
䣖
第
八
五
巻
二
号
䣍
日
本
宗
教
学
会
䣍

二
〇
一
一
䣍
四
〇
一‒

四
二
八
頁 

四
三 

唐
沢
富
太
郎
䣕
教
師
の
歴
史 
教
師
の
生
活
と
倫
理
䣖䣍
創
文
社
䣍
一
九
五
五
䣍
七
頁 

四
四 

今
井
淳
䣕
近
世
日
本
庶
民
社
会
の
倫
理
思
想
䣖䣍
理
想
社
䣍
一
九
六
六
䣍
一
五
八
頁 

四
五 

東
京
教
育
大
学
教
育
学
研
究
室
編
䣕
教
育
大
学
講
座
䣖
第
三
巻
䣍
金
子
書
房
䣍
一
九
五
一
䣍
七
七
頁 

四
六 

䣕
藤
原
惺
窩
集
䣖
巻
上
䥹
国
民
精
神
文
化
研
究
所
䣍
一
九
三
八
䥺
䣍
䣕
羅
山
林
先
生
詩
集
䣖
巻
一
䥹
平
安
考
古
学
会
䣍
一
九
二
〇
䥺
䣍䣕
山
鹿

素
行
全
集 

思
想
編
䣖 

第
一
五
巻
䥹
岩
波
書
店
䣍
一
九
四
一
䥺 

等
に
各
位
の
元
旦
試
筆
が
所
収
さ
れ
て
い
る
䣎 

四
七 

平
尾
孤
城
䣕
山
鹿
素
行
学
概
論
䣖䣍
立
川
書
店
䣍
一
九
三
七
䣍
五
頁 

四
八 

乙
竹
岩
造
䣕
日
本
庶
民
教
育
史
䣖
下
巻
䣍
臨
川
書
店
䣍
一
九
七
〇
䣍
四
八
七
頁 

四
九 

前
掲
四
〇
䣍 

四
一
を
参
照 

五
〇 

石
川
松
太
郎
他
䣕
日
本
教
育
史
䣖䣍
玉
川
大
学
出
版
部
䣍
一
九
八
七
䣍
八
七
頁 

五
一 

ラ
フ
カ
デ
䣵
オ 

ハ
䤀
ン
䣕
神
国
日
本 

解
明
へ
の
一
試
論
䣖䣍 
平
凡
社
䣍
一
九
七
六
䣍
五
九
頁 

五
二 

遠
藤
泰
助
䣕
天
満
天
神
信
仰
の
教
育
史
的
研
究
䣖䣍
講
談
社
䣍
一
九
六
六
䣍
二
五
七‐

三
〇
二
頁 

五
三 

江
馬
務
䣕
江
馬
務
著
作
集
䣖
第
八
巻
䣍
中
央
公
論
社
䣍
一
九
七
五
䣍
五
〇
頁 

五
四 

服
部
北
蓮
䣕
日
本
書
道
文
化
史
䣖䣍
日
本
習
字
普
及
協
会
䣍
一
九
六
五
䣍
一
五
六
頁 

五
五 

井
上
頼
寿
䣕
改
訂 

京
都
民
俗
志
䣖䣍
平
凡
社
䣍
一
九
六
八
䣍
三
八‐

三
九
頁 
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五
六

䣕
入
木
道
三
部
集 

 

附 

本
朝
能
書
伝
䣖䣍
岩
波
書
店
䣍
一
九
三
四
䣍
一
〇‐

一
三
頁 

五
七

䣕
二
中
歴
䣖䥹䣕
新
訂
増
補 

史
籍
集
覧
䣖
第
五
冊
䥺䣍
臨
川
書
店
䣍
一
九
六
七
䣍
一
〇‐

一
三
頁 

五
八 

前
掲
五
六
䣍
一
三
頁 

五
九 

䣕
政
事
要
略
䣖
に
は
䣓䣓
爲
无
依
估
䣎
欲
住
高
野
䣎
遂
本
意
之
間
䣎
夢
詣
彼
高
野
之
處
䣎
有
一
宿
儈
居
倚
子
日
䣎
吾
弘
法
大
師
是
也
䣎
汝

遲
來
此
地
䣎
若
思
衣
食
難
歟
䣎
至
于
衣
食
䣎
吾
自
可
与
䣎
持
天
台
六
十
卷
䣎
可
來
爲
見
也
䣎
菅
丞
相
者
我
逆
世
之
身
䣎
野
道
風
者
我
順
世
之

身
䣎
今
稱
天
滿
天
神
䣎
遍
滿
世
間
䣎
結
緣
衆
生
也
䣔
と
あ
る
䥹䣕
新
訂
増
補 

国
史
大
系 

䣖
第
二
八
巻
䣍
国
史
大
系
刊
行
会
䣍
一
九
三
五
䣍
六

頁
䥺 

六
〇 

䣕
台
記
䣖
䥹䣕
増
補
史
料
大
成
䣖 

第
二
三
巻
䣍
臨
川
書
店
䣍
一
九
八
九
䣍
二
一
四
頁
䥺 

六
一 

䣕
麒
麟
抄
増
補
䣖
に
は
䣓
彼
道
風
ハ
記
文
云
䣎
前
身
者
聖
徳
䣎
聖
武
䣎
後
身
者
野
道
風
䣎
菅
大
臣
䣎
鎮
西
ノ
天
神
御
詫
宣
䣎
為
弘
仏
法
現

弘
法
大
師
䣎
為
弘
手
跡
現
野
道
風
䣎
為
弘
文
書
現
菅
丞
相
䣎
皆
是
三
身
一
体
也
䣔
と
あ
る
䥹
䣕
続
群
書
類
従
䣖
第
三
一
輯
下
雑
部
䣍
続
群
書
類

従
完
成
会
䣍
一
九
五
六
䣍
二
〇
九
頁
䥺 

六
二 

前
掲
五
六
䣍
三
六
頁 

六
三 

䣕
書
道
全
集 

䣖
第
一
二
巻
䣍
平
凡
社
䣍
一
九
五
四
䣍
一
五
二
頁 

六
四 

前
掲
五
六
䣍
五
六‐

六
一
頁 

六
五 

五
十
嵐
篤
好
䣕
本
朝
墨
談
䣖䥹
䣕
百
家
説
林
䣖
続
編
中
巻
䣍
吉
川
弘
文
館
䣍
一
九
〇
六
䥺
一
二
五
九‐

一
二
六
〇
頁 

六
六 

新
井
白
石
䣕
骨
董
雑
談
䣖䥹䣕
随
筆
集
誌
䣖
五
䣍
芳
文
堂
䣍
一
八
九
二
䥺
九
頁 

六
七 

前
掲
五
九
を
参
照 

六
八 

䣕
国
語
科
書
写
の
指
導
に
お
い
て
身
に
付
け
る
べ
き
毛
筆
実
技
に
関
わ
る
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
䣖
䣍
書
写
・
書
道
推
進
協
議
会
䣍
二
〇
二
四
䣍

一
〇
頁 

六
九 

䣕
小
学
校
学
習
指
導
要
領
䥹
平
成 

二
九 

年
告
示
䥺
解
説 

国
語
編
䣖䣍
文
部
科
学
省
䣍
二
〇
一
七
䣍
一
六
五
頁 

七
〇 

二
〇
一
八
年
に
行
わ
れ
た
䣓
書
道
文
化
に
関
す
る
基
礎
調
査
報
告
書
䣔䥹
日
本
書
道
ユ
ネ
ス
コ
登
録
推
進
協
議
会
調
査
委
員
会
䣍
二
〇
一

九
䣍
八‐

三
一
頁
䥺
に
よ
る
と
䣍
小
学
校
で
は
毛
筆
に
よ
る
䣓
書
き
初
め
䣔
を
䣓
学
年
に
よ
䣬
て
䣔
䥹
七
一
・
四
％
䥺䣍
䣓
全
校
で
䣔䥹
二
一
・

六
％
䥺
の
計
九
〇
％
以
上
で
実
施
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
䣎
ま
た
中
学
校
で
は
䣓
全
校
で
䣔
が
四
九
・
九
％
䣍
䣓
学
年
に
よ
䣬
て
䣔
が
二

〇
・
一
％
に
の
ぼ
䣬
て
い
る
䣎
た
だ
し
䣍
回
答
率
䥹
小
中
一
四
％
弱
䥺
は
念
頭
に
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
䣎 
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博
物
館
に
お
け
る
近
代
以
降
の
日
本
の
書
作
品
の
位
置
付
け
と
活
用
の
実
態
に

つ
い
て 

 

前 

川 

知 

里 
  

は
じ
め
に 

近
代
よ
り
前
䣍
書
は
䣓
書
画
䣔
と
し
て
䣍
絵
画
と
と
も
に
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
書
と
絵
画
に
分
離
し
て
以
降
䣍
絵
画
が

䣓
美
術
䣔
に
位
置
付
け
ら
れ
た
の
に
対
し
䣍
書
は
䣓
美
術
䣔
に
組
み
込
ま
れ
た
と
は
言
い
難
く
䣍
曖
昧
な
関
係
を
続
け
て
き
た
１

䣎
そ
れ
は
䣍
現

在
の
博
物
館
に
お
け
る
書
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
䣎
特
に
そ
れ
は
䣍
近
代
以
降
に
日
本
で
制
作
さ
れ
た
書
作
品
に
対
し
て
顕

著
で
あ
る
䣎 

国
が
指
定
す
る
重
要
文
化
財
に
着
目
す
る
と
䣍䣓
書
跡
・
典
籍
䣔
は
令
和
六
年
八
月
現
在
䣍
一
九
二
九
件
の
指
定
を
受
け
て
お
り
䣍
他
の
美
術

工
芸
品
の
䣓
絵
画
䣔
二
〇
五
三
件
䣍䣓
彫
刻
䣔
二
七
三
二
件
䣍䣓
工
芸
品
䣔
二
四
七
五
件
と
比
較
し
て
も
䣍
決
し
て
少
な
い
数
で
は
な
い
２

䣎
し
か

し
䣍
近
代
以
降
に
注
目
し
て
み
る
と
䣍
昭
和
三
〇
年
に
近
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
美
術
工
芸
品
と
し
て
初
め
て
指
定
を
受
け
た
狩
野
芳
崖
䣑
悲

母
観
音
䣒
䥹
明
治
二
一
年
制
作
䥺
を
皮
切
り
に
䣍
高
橋
由
一
䣑
鮭
䣒
䥹
明
治
一
〇
年
制
作
䥺
䣍
横
山
大
観
䣑
生
々
流
転
䣒
䥹
大
正
一
二
年
制
作
䥺
な

ど
が
指
定
を
受
け
䣍
安
田
靫
彦
䣑
紙
本
著
色
黄
瀬
川
陣
䣒䥹
昭
和
一
五
䣍
六
年
制
作
䥺
な
ど
の
昭
和
時
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
作
品
も
指
定
を
受

け
て
い
る
䣎
そ
し
て
現
在
で
は
䣍䣓
絵
画
䣔
五
一
件
䣍䣓
彫
刻
䣔
八
件
䣍䣓
工
芸
品
䣔
九
件
䣍
計
六
八
件
の
美
術
工
芸
品
が
近
代
以
降
の
作
品
と
し

て
指
定
を
受
け
て
い
る
䣎
一
方
䣍䣓
書
跡
・
典
籍
䣔
で
は
䣍
近
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
も
の
は
一
件
も
指
定
を
受
け
て
い
な
い
現
状
が
あ
り
䣍
そ

の
道
筋
が
い
ま
だ
開
か
れ
て
い
な
い
䣎
こ
れ
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
䣍
近
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
書
作
品
を
保
存
䣍
活
用
す
る
環
境
は
整
備
さ

れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
状
況
が
あ
る
䣎 

本
研
究
は
䣍
博
物
館
に
お
け
る
近
代
以
降
の
日
本
の
書
の
位
置
付
け
を
調
査
し
䣍
現
状
と
課
題
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
で
䣍
そ
の
改
善
策
を
提

言
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
䣎 

ま
ず
は
䣍
本
研
究
に
お
け
る
䣓
博
物
館
䣔
を
明
確
に
し
て
お
き
た
い
䣎
一
般
に
博
物
館
と
は
䣍
令
和
四
年
のICO

M

プ
ラ
ハ
会
議
で
次
の
よ
う
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に
定
義
さ
れ
て
い
る
３

䣎 

博
物
館
は
䣍
有
形
及
び
無
形
の
遺
産
を
研
究
䣍
収
集
䣍
保
存
䣍
解
釈
䣍
展
示
す
る
䣍
社
会
の
た
め
の
非
営
利
の
常
設
機
関
で
あ
る
䣎
博
物

館
は
一
般
に
公
開
さ
れ
䣍
誰
も
が
利
用
で
き
䣍
包
摂
的
で
あ
䣬
て
䣍
多
様
性
と
持
続
可
能
性
を
育
む
䣎
倫
理
的
か
つ
専
門
性
を
も
䣬
て
コ

ミ
䣻
ニ
ケ
䤀
シ
䣼
ン
を
図
り
䣍
コ
ミ
䣻
ニ
テ
䣵
の
参
加
と
と
も
に
博
物
館
は
活
動
し
䣍
教
育
䣍
愉
し
み
䣍
省
察
と
知
識
共
有
の
た
め
の
様
々

な
経
験
を
提
供
す
る
䣎 

IC
OM

の
定
義
に
よ
る
䣓
博
物
館
䣔
と
は
䣍
歴
史
博
物
館
や
科
学
博
物
館
と
い
䣬
た
䣍
一
般
に
イ
メ
䤀
ジ
さ
れ
る
博
物
館
だ
け
で
な
く
䣍
美
術

館
や
水
族
館
䣍
動
物
園
な
ど
を
含
む
多
種
多
様
な
施
設
を
指
す
䣎
日
本
で
は
こ
れ
ら
の
施
設
が
䣍
博
物
館
法
に
基
づ
き
都
道
府
県
・
指
定
都
市

か
ら
登
録
を
受
け
た
䣓
登
録
博
物
館
䣔
と
䣍
博
物
館
法
に
基
づ
き
都
道
府
県
・
指
定
都
市
又
は
国
か
ら
指
定
を
受
け
た
䣓
指
定
施
設
䣔䣍
博
物
館

と
同
種
の
事
業
を
行
い
䣍
博
物
館
法
第
三
一
条
に
規
定
す
る
指
定
施
設
と
同
等
以
上
の
規
模
の
施
設
で
あ
る
䣓
博
物
館
類
似
施
設
䣔
な
ど
に
分

類
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
の
う
ち
䣍
法
律
上
の
位
置
付
け
が
あ
る
の
が
登
録
博
物
館
と
指
定
施
設
で
あ
る
䣎 

本
研
究
で
扱
う
博
物
館
は
䣍
法
律
上
の
位
置
付
け
が
あ
る
登
録
博
物
館
・
指
定
施
設
の
う
ち
䣍
書
作
品
を
扱
う
可
能
性
が
高
い
美
術
博
物
館
・

歴
史
博
物
館
・
総
合
博
物
館
に
該
当
す
る
館
に
対
象
を
絞
る
こ
と
と
し
䣍
本
稿
で
用
い
る
博
物
館
と
い
う
こ
と
ば
も
䣍
こ
れ
に
準
ず
る
こ
と
と

す
る
䣎 

博
物
館
が
近
代
以
降
の
日
本
の
書
に
対
し
て
抱
え
て
い
る
問
題
を
調
査
す
る
こ
と
で
䣍
ど
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
䤀
チ
を
す
れ
ば
博
物
館
に
書
を

位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
䣍
書
を
愛
好
す
る
人
び
と
が
書
の
名
品
に
触
れ
る
機
会
を
よ
り
得
ら
れ
る
の
か
が
明
ら
か
と
な
ろ
う
䣎 

本
研
究
は
䣍
主
に
全
国
の
博
物
館
へ
の
ア
ン
ケ
䤀
ト
調
査
に
よ
䣬
て
行
う
䣎
博
物
館
に
お
け
る
書
作
品
の
収
蔵
状
況
や
活
用
の
実
態
䣍
書
に

対
し
て
抱
え
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
䣍
今
後
の
博
物
館
の
書
に
対
す
る
ア
プ
ロ
䤀
チ
の
一
つ
の
方
向
性
を
示
せ
る
も
の
と
考
え
る
䣎 

 
 第

一
章 

現
在
に
至
る
ま
で
の
象
徴
的
な
近
代
以
降
の
書
の
展
覧
会
の
事
例 

本
章
で
は
䣍
日
本
初
の
公
立
美
術
館
で
あ
る
東
京
府
美
術
館
䥹
現 
東
京
都
美
術
館
䥺
が
開
館
し
て
以
降
に
開
催
さ
れ
た
䣍
近
代
以
降
の
日

本
の
書
を
取
り
扱
䣬
た
展
覧
会
の
う
ち
䣍
特
徴
的
な
事
例
を
複
数
紹
介
し
䣍
そ
の
背
景
に
つ
い
て
の
分
析
を
試
み
た
い
䣎
近
代
以
降
の
日
本
の

書
を
取
り
扱
䣬
た
展
覧
会
は
䣍
現
在
に
至
る
ま
で
数
多
く
開
催
さ
れ
お
り
䣍
無
論
す
べ
て
を
取
り
上
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
䣎
そ
の
た
め
䣍
書

と
絵
画
を
同
一
の
会
場
で
取
り
扱
䣬
た
展
覧
会
䣍
一
人
の
書
家
を
取
り
上
げ
て
構
成
さ
れ
た
展
覧
会
と
い
う
二
つ
の
視
点
か
ら
ピ
䣹
ク
ア
䣹
プ

し
た
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
䣎 
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第
一
節 

日
米
抽
象
美
術
展
䥹
昭
和
三
〇
年
四
月
二
九
日―

六
月
一
二
日
・
国
立
近
代
美
術
館
䥺 

 
ま
ず
は
䣍
昭
和
三
〇
年
に
国
立
近
代
美
術
館
䥹
現 

東
京
国
立
近
代
美
術
館
䥺
で
開
催
さ
れ
た
䣓
日
米
抽
象
美
術
展
䣔
を
取
り
上
げ
る
䣎
国

立
近
代
美
術
館
は
そ
の
名
の
通
り
䣍
近
代
以
降
の
美
術
を
対
象
と
す
る
館
と
し
て
発
足
し
た
䣎
な
お
䣍
現
在
の
東
京
国
立
近
代
美
術
館
は
䣍
扱

う
対
象
を
䣓
１
９
世
紀
末
か
ら
現
在
に
至
る
日
本
の
近
現
代
美
術
を
中
心
䣔
と
し
て
お
り
４

䣍
開
館
当
初
の
理
念
が
継
承
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ

う
䣎 䣓

日
米
抽
象
美
術
展
䣔
は
䣍
ア
メ
リ
カ
抽
象
美
術
家
協
会
が
䣓
第
一
八
回
ア
メ
リ
カ
抽
象
美
術
展
䣔䥹
一
九
五
四
年
三
月
七
日―

二
八
日
・
リ

ヴ
䣴
䤀
サ
イ
ド
美
術
館
䥺
を
開
催
す
る
に
際
し
て
䣍
同
協
会
か
ら
長
谷
川
三
郎
に
日
本
の
抽
象
作
品
の
出
品
要
請
が
な
さ
れ
た
こ
と
を
契
機
と

し
て
い
る
５

䣎
長
谷
川
は
こ
の
展
覧
会
の
た
め
に
渡
米
し
䣍
様
々
な
美
術
家
た
ち
と
交
際
し
た
ほ
か
䣍
ミ
䣻
䤀
ジ
ア
ム
・
オ
ブ
・
モ
ダ
ン
・
ア
䤀

ト
䥹
以
下 

MoM
A

䥺
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
も
登
壇
し
た
䣎M

oMA

で
は
こ
の
年
に
䣓J

apa
ne
se Ca

lli
gr
aph

y

䣔
展
䥹
六
月
二
二
日

―

九
月
一
九
日
䥺
が
開
催
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
れ
は
䣍
同
館
の
キ
䣻
レ
䤀
タ
䤀
で
あ
る
ア
䤀
サ
䤀
・
ド
レ
ク
ス
ラ
䤀
に
よ
る
企
画
で
あ
り
䣍
前
年

の
来
日
の
際
に
ア
䤀
サ
䤀
は
森
田
子
龍
や
井
上
有
一
䣍
篠
田
桃
紅
ら
の
作
品
を
選
ん
だ
と
い
う
䣎
こ
の
選
択
に
は
䣍
長
谷
川
が
関
わ
䣬
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
䣎 

 

長
谷
川
は
䣍
森
田
と
親
し
く
交
際
し
て
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
䣎
長
谷
川
と
森
田
の
出
会
い
は
䣍
森
田
が
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
の
展
覧
会
を
見

よ
う
と
上
京
し
た
と
こ
ろ
䣍
本
人
に
は
会
え
な
か
䣬
た
も
の
の
䣍
そ
の
場
で
長
谷
川
と
面
識
を
得
た
と
い
う
６

䣎
こ
れ
を
縁
と
し
て
森
田
は
䣍
自

身
が
編
集
し
て
い
た
書
道
雑
誌
䣕
書
の
美
䣖
に
前
衛
書
を
対
象
と
す
るα

部
を
創
設
し
た
際
䣍
そ
の
選
評
を
長
谷
川
に
依
頼
す
る
な
ど
䣍
交
際

を
深
め
た
䣎
そ
し
て
䣍
昭
和
二
六
年
に
森
田
が
書
道
雑
誌
䣕
墨
美
䣖
を
創
刊
す
る
に
際
し
䣍
長
谷
川
は
イ
サ
ム
・
ノ
グ
チ
を
介
し
て
フ
ラ
ン
ツ
・

ク
ラ
イ
ン
の
抽
象
画
の
プ
リ
ン
ト
を
提
供
し
䣍
こ
れ
が
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
䣎
田
宮
文
平
は
こ
れ
に
つ
い
て
䣍
書
が
抽
象
表
現
主
義
と
連
動

す
る
た
め
の
多
大
の
契
機
と
な
䣬
た
出
来
事
で
あ
る
と
言
及
し
て
い
る
７

䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
長
谷
川
と
縁
を
結
ん
で
い
た
こ
と
も
背
景
に
あ
り
䣍

森
田
ら
墨
人
会
に
属
す
る
書
家
た
ち
が
主
に
䣓Ja

p
a
nes

e
 
Cal

li
gra

ph
y

䣔
展
に
選
出
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
䣎 

䣓
日
米
抽
象
美
術
展
䣔
は
䣍䣓
第
一
八
回
ア
メ
リ
カ
抽
象
美
術
展
䣔
の
お
返
し
と
し
て
䣍
ア
メ
リ
カ
抽
象
美
術
家
協
会
の
抽
象
作
品
を
招
い
て

開
催
さ
れ
た
䣎
会
場
構
成
を
手
掛
け
た
の
は
丹
下
健
三
で
あ
る
䣎
一
階
に
日
本
の
彫
刻
作
品
䣍
二
階
に
ア
メ
リ
カ
側
の
作
品
䣍
三
階
に
日
本
側

の
作
品
が
展
示
さ
れ
た
䣎
丹
下
は
こ
の
前
年
に
銀
座
の
松
坂
屋
で
開
催
さ
れ
た
篠
田
桃
紅
の
個
展
の
会
場
構
成
も
手
掛
け
て
お
り
䣍
当
時
の
書

家
の
展
覧
会
に
も
携
わ
䣬
て
い
た
䣎 

こ
の
展
覧
会
で
䣓
書
䣔
と
し
て
出
品
さ
れ
た
の
は
森
田
二
点
䣍
井
上
二
点
䣍
篠
田
二
点
に
加
え
䣍
草
人
社
の
池
田
水
城
二
点
䣍
奎
星
会
の
上

田
桑
鳩
三
点
䣍
笹
野
舟
橋
一
点
の
計
一
二
点
だ
䣬
た
䣎
こ
れ
ら
は
䣍
長
谷
川
を
は
じ
め
と
す
る
油
彩
の
作
品
と
と
も
に
国
立
近
代
美
術
館
の
三
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階
に
展
示
さ
れ
た
䣎
近
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
日
本
の
書
と
絵
画
が
䣓
抽
象
美
術
䣔
と
い
う
括
り
で
同
一
の
展
覧
会
場
で
展
示
さ
れ
た
こ
の
展

覧
会
は
䣍
当
時
の
抽
象
美
術
と
前
衛
書
の
接
近
を
象
徴
す
る
も
の
で
も
あ
り
䣍
書
と
絵
画
の
競
演
を
実
現
し
た
貴
重
な
事
例
で
あ
る
と
い
え
よ

う
䣎
そ
し
て
こ
れ
は
䣍
国
立
近
代
美
術
館
と
い
う
䣍
近
代
以
降
の
美
術
を
主
と
し
て
䣍
さ
ら
に
は
当
代
に
活
躍
す
る
作
家
を
も
扱
う
対
象
に
含

ん
で
い
る
館
だ
か
ら
こ
そ
実
現
し
た
と
も
い
え
る
䣎 

 

第
二
節 

䣓
書
と
絵
画
の
熱
き
時
代―

一
九
四
五
䦅
一
九
六
九―

䣔䥹
平
成
四
年
一
月
二
五
日
䦅
二
月
二
六
日
・О

美
術
館
䥺 

 

次
に
䣍
平
成
四
年
にО

美
術
館
で
開
催
さ
れ
た
䣓
書
と
絵
画
の
熱
き
時
代―

一
九
四
五
䦅
一
九
六
九―

䣔
を
紹
介
す
る
䣎О

美
術
館
は
昭
和

六
十
二
年
に
開
館
し
た
館
で
䣍
企
画
展
な
ど
の
展
覧
会
の
開
催
と
貸
し
ギ
䣺
ラ
リ
䤀
に
よ
る
展
示
の
双
方
を
行
䣬
て
い
る
䣎 

䣓
書
と
絵
画
の
熱
き
時
代―
一
九
四
五
䦅
一
九
六
九―

䣔
は
ま
さ
に
䣍䣓
日
米
抽
象
美
術
展
䣔
が
開
催
さ
れ
た
時
期
を
含
む
䣍
一
九
四
〇
䦅
六

〇
年
代
の
前
衛
書
の
動
向
と
䣍
そ
の
周
辺
の
国
内
外
の
絵
画
作
品
を
交
え
て
構
成
さ
れ
た
展
覧
会
で
あ
る
８

䣎
上
田
桑
鳩
や
大
沢
雅
休
䣍
森
田
子

龍
䣍
井
上
有
一
䣍
比
田
井
南
谷
な
ど
を
は
じ
め
と
す
る
䣍
い
わ
ゆ
る
前
衛
的
な
表
現
を
試
み
た
書
家
を
複
数
取
り
上
げ
䣍
そ
こ
か
ら
戦
後
の
書

の
実
験
的
な
活
動
を
国
内
外
画
家
と
の
交
流
と
い
う
視
点
も
加
え
て
䣍
解
明
を
試
み
た
内
容
で
あ
る
䣎
展
覧
会
名
に
も
な
䣬
て
い
る
よ
う
に
䣍

こ
の
展
覧
会
に
お
い
て
も
書
と
絵
画
は
同
一
の
会
場
で
展
示
さ
れ
た
䣎䣓
日
米
抽
象
美
術
展
䣔
と
異
な
る
の
は
䣍
こ
の
展
覧
会
は
一
九
四
〇
䦅
六

〇
年
代
の
前
衛
書
の
動
向
を
再
検
証
し
た
も
の
で
あ
り
䣍䣓
日
米
抽
象
美
術
展
䣔
の
よ
う
に
䣍
そ
の
時
代
に
活
躍
し
て
い
る
作
家
に
焦
点
を
当
て

た
内
容
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
䣎
ま
た
䣍
手
島
右
卿
の
よ
う
に
前
衛
書
家
で
は
な
い
書
家
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
も
興
味
深
い
䣎 

前
述
の
通
り
䣍О

美
術
館
は
企
画
展
だ
け
で
な
く
貸
し
ギ
䣺
ラ
リ
䤀
に
よ
る
展
示
も
行
䣬
て
い
る
館
で
あ
り
䣍
貸
し
ギ
䣺
ラ
リ
䤀
の
利
用
団

体
に
は
䣍
い
わ
ゆ
る
書
の
団
体
も
含
ま
れ
て
い
る
䣎
こ
う
し
た
性
質
か
ら
䣍
書
と
絵
画
䣍
あ
る
い
は
他
の
美
術
が
同
時
期
に
同
一
施
設
内
で
展

示
さ
れ
る
こ
と
が
日
常
的
に
あ
䣬
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
䣎
こ
う
し
た
背
景
が
䣍
こ
の
企
画
へ
と
結
び
付
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
䣎 

な
お
䣍
こ
う
し
た
䣍
当
時
の
前
衛
書
家
ら
の
活
動
を
䣍
当
時
交
流
の
あ
䣬
た
画
家
た
ち
と
結
び
付
け
て
再
検
証
す
る
内
容
の
展
覧
会
は
䣍䣓
森

田
子
龍
と
䣕
墨
美
䣖
䣔䥹
平
成
四
年
五
月
二
三
日―

七
月
五
日
・
兵
庫
県
立
美
術
館
䥺
や
䣓
ス
䤀
ラ
䤀
ジ
䣻
と
森
田
子
龍
䣔䥹
令
和
六
年
三
月
一
六

日―

五
月
一
九
日
・
兵
庫
県
立
美
術
館
䥺
な
ど
䣍
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
的
に
開
催
さ
れ
て
い
る
䣎
一
方
で
䣍
こ
こ
に
挙
げ
た
森
田
を
取
り
扱

䣬
た
展
覧
会
は
䣍
森
田
の
出
身
地
で
あ
る
兵
庫
県
立
美
術
館
で
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
䣍
美
術
史
的
な
位
置
付
け
の
ほ
か
䣍
郷
土
作
家
を

取
り
上
げ
よ
う
と
い
う
意
図
も
含
ん
で
開
催
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

 

第
三
節 

䣓
大
き
な
井
上
有
一
展 

Y
U-ICHI

 works 1
955-85

䣔䥹
平
成
元
年―

平
成
四
年
・
巡
回
䥺 
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次
に
䣍
䣓
大
き
な
井
上
有
一
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䣔
を
取
り
上
げ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
井
上
有
一
の
逝
去
後
に
企
画
さ
れ
た
回
顧
展
で

あ
る
９

䣎
こ
れ
は
䣍
井
上
と
親
し
く
交
際
し
て
い
た
䣍
ウ
ナ
䣹
ク
ト
ウ
キ
䣼
ウ
創
設
者
の
海
上
雅
臣
の
全
面
的
な
協
力
に
よ
䣬
て
実
現
し
た
䣎
京

都
国
立
近
代
美
術
館
を
皮
切
り
に
䣍
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
䣍
福
岡
県
立
美
術
館
䣍
新
潟
市
美
術
館
䣍
山
口
県
立
美
術
館
䣍
愛
媛
県
立
美
術
館
䣍

郡
山
市
立
美
術
館
の
計
七
館
の
公
立
美
術
館
を
巡
回
す
る
と
い
う
䣍
一
人
の
書
家
の
回
顧
展
と
し
て
は
異
例
の
規
模
で
開
催
さ
れ
た
䣎
そ
の
後

も
䣓
生
き
た
書
い
た
䣔
䥹
平
成
一
二
年
一
月
二
一
日―

二
月
二
〇
日
・
茅
䣿
崎
市
美
術
館
䥺
や
䣓
生
誕
百
年
記
念 

井
上
有
一
䣔
䥹
平
成
二
八
年

一
月
二
日―

三
月
二
一
日
・
金
沢
２
１
世
紀
美
術
館
䥺
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
䣍
井
上
に
関
す
る
展
覧
会
は
現
在
に
至
る
ま
で
継
続
的
に

開
催
さ
れ
て
い
る
䣎
こ
こ
か
ら
は
䣍
井
上
に
対
す
る
注
目
度
の
高
さ
が
窺
え
る
䣎
な
お
䣍
井
上
の
作
品
は
東
京
国
立
近
代
美
術
館
や
京
都
国
立

近
代
美
術
館
䣍
群
馬
県
立
近
代
美
術
館
䣍
金
沢
２
１
世
紀
美
術
館
な
ど
複
数
の
美
術
館
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
䣍
書
家
と
し
て
は
異
例
の
規
模
の

回
顧
展
が
開
催
さ
れ
た
こ
と
も
踏
ま
え
る
と
䣍
日
本
近
現
代
美
術
史
上
で
も
一
定
の
評
価
を
得
て
い
る
と
い
䣬
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
䣎 

 

第
四
節 

䣓
青
山
杉
雨
の
眼
と
書
䣔䥹
平
成
二
四
年
七
月
一
八
日―

九
月
九
日
・
東
京
国
立
博
物
館
䥺 

 

最
後
に
䣍䣓
青
山
杉
雨
の
眼
と
書
䣔
を
取
り
上
げ
る
䣎
こ
の
展
覧
会
は
䣍
東
京
国
立
博
物
館
の
平
成
館
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
も
の
で
䣍
青
山

杉
雨
の
作
品
と
と
も
に
青
山
が
生
前
に
収
集
し
た
中
国
の
書
画
や
文
房
四
宝
の
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
が
公
開
さ
れ
た
１
０

䣎
東
京
国
立
博
物
館
で
は
平

成
一
四
年
に
䣓
生
誕
一
〇
〇
年
記
念
特
別
展 
書
の
巨
人 

西
川
寧
䣔
を
開
催
し
て
い
る
が
䣍
こ
れ
は
表
慶
館
で
開
催
さ
れ
て
お
り
䣍䣓
青
山
杉

雨
の
眼
と
書
䣔
は
戦
後
に
活
躍
し
た
書
家
と
し
て
初
め
て
の
平
成
館
で
の
実
施
と
な
䣬
た
䣎
し
か
し
こ
の
展
覧
会
は
䣍
前
述
の
通
り
青
山
の
作

品
と
と
も
に
青
山
の
収
集
し
た
中
国
の
書
画
や
文
房
四
宝
の
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
を
も
展
観
し
て
お
り
䣍
そ
の
一
部
は
東
京
国
立
博
物
館
の
収
蔵
と

な
䣬
て
い
る
䣎
東
京
国
立
博
物
館
が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
䣍
䣓
日
本
を
中
心
と
し
て
広
く
ア
ジ
ア
諸
地
域
に
わ
た
る
文
化
財
䣔
で
あ
り
１
１

䣍

こ
れ
に
書
も
含
ま
れ
て
い
る
䣎
し
か
し
䣍
特
に
近
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
美
術
作
品
に
つ
い
て
は
䣍
同
じ
く
国
立
の
東
京
国
立
近
代
美
術
館
が

設
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
䣍
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
䣍東
京
国
立
博
物
館
は
近
世
以
前
を
主
な
対
象
と
し
て
い
る
䣎

一
方
で
書
の
場
合
は
䣍
前
述
の
䣓
日
米
抽
象
美
術
展
䣔
や
䣍
同
年
の
䣓
現
代
日
本
の
書
・
墨
の
芸
術
䣔
と
い
䣬
た
書
を
扱
う
展
覧
会
が
開
館
間

も
な
い
時
期
に
は
開
催
さ
れ
て
い
た
も
の
の
䣍
近
年
書
は
東
京
国
立
近
代
美
術
館
で
扱
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
現
状
が
あ
る
こ
と
か
ら
䣍
そ
の

受
け
皿
と
し
て
東
京
国
立
博
物
館
が
そ
の
役
目
を
補
䣬
て
い
る
䣎
一
方
で
こ
れ
は
䣍
現
代
の
書
作
品
を
東
京
国
立
博
物
館
が
積
極
的
に
扱
お
う

と
い
う
意
図
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
注
意
し
て
お
き
た
い
䣎
こ
う
し
た
背
景
か
ら
東
京
国
立
博
物
館
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
と
な
䣬
た
こ

の
展
覧
会
は
䣍
い
わ
ゆ
る
現
代
の
書
家
に
位
置
付
け
ら
れ
る
青
山
の
み
を
取
り
扱
う
の
で
は
な
く
䣍
青
山
の
収
集
し
た
中
国
の
書
画
や
文
房
四

宝
の
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
を
も
同
時
に
扱
う
こ
と
に
よ
䣬
て
成
立
し
た
と
い
う
側
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎
こ
う
し
た
実
情
を
踏
ま
え
る
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と
䣍䣓
大
き
な
井
上
有
一
展 

Y
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䣔
な
ど
の
䣍
い
わ
ゆ
る
書
家
の
個
展
と
い
う
位
置
付
け
と
は
大
き
く
異
な
る
と
い
え

る
䣎
し
か
し
こ
れ
は
䣍
国
立
の
博
物
館
と
い
う
場
で
の
大
規
模
な
展
覧
会
の
実
施
と
い
う
点
で
䣍
注
目
す
べ
き
事
例
と
い
え
る
䣎
ま
た
䣍
東
京

国
立
博
物
館
は
平
成
二
八
年
に
も
䣓
生
誕
百
年
記
念 

小
林
斗
盦 

篆
刻
の
軌
跡 
―

印
の
世
界
と
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
䣼
ン―

䣔䥹
平
成
二
八

年
一
一
月
一
日―

一
二
月
二
三
日
・
東
京
国
立
博
物
館
䥺
を
東
洋
館
八
室
に
て
開
催
し
て
お
り
䣍
現
代
書
家
と
中
国
書
画
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
を
掛

け
合
わ
せ
た
展
覧
会
を
継
続
的
に
実
施
し
て
い
る
䣎 

 

第
五
節 

こ
れ
ら
の
展
覧
会
の
傾
向 

 

近
代
以
降
の
日
本
の
書
と
絵
画
を
掛
け
合
わ
せ
た
テ
䤀
マ
を
設
け
て
実
施
さ
れ
た
展
覧
会
と
し
て
二
つ
の
展
覧
会
を
紹
介
し
た
が
䣍
こ
う
し

た
展
覧
会
で
は
䣍
前
衛
的
な
表
現
に
よ
る
作
品
が
取
り
上
げ
ら
れ
や
す
い
傾
向
が
あ
る
䣎
こ
れ
は
䣍
こ
の
ジ
䣺
ン
ル
の
表
現
の
成
り
立
ち
䣍
あ

る
い
は
当
時
の
書
家
と
画
家
と
の
交
流
と
い
う
点
か
ら
み
て
も
䣍
順
当
と
い
え
よ
う
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
い
わ
ゆ
る
近
現
代
美
術
と
の
関
連
性
を

比
較
的
見
出
し
や
す
い
の
が
䣍
前
衛
書
と
い
う
ジ
䣺
ン
ル
だ
と
い
え
る
だ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍
こ
う
し
た
展
覧
会
の
場
合
䣍
会
場
と
な
る
の
は
い
わ

ゆ
る
近
代
以
降
の
美
術
を
主
な
対
象
と
し
て
扱
う
美
術
館
と
な
る
場
合
が
多
い
䣎
一
方
で
䣍
伝
統
的
な
表
現
に
よ
る
書
は
䣍
こ
う
し
た
テ
䤀
マ

で
は
取
り
上
げ
ら
れ
に
く
い
䣎
し
か
し
䣍䣓
青
山
杉
雨
の
眼
と
書
䣔
や
䣓
生
誕
百
年
記
念 

小
林
斗
盦 

篆
刻
の
軌
跡 

―

印
の
世
界
と
中
国
書

画
コ
レ
ク
シ
䣼
ン―

䣔
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
䣍
中
国
書
画
と
結
び
付
い
た
形
で
展
示
さ
れ
る
ケ
䤀
ス
は
複
数
確
認
で
き
る
䣎
近
現
代
の
書
の

み
で
展
覧
会
を
構
成
す
る
の
で
は
な
く
䣍
こ
の
よ
う
に
親
和
性
の
高
い
も
の
と
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る
テ
䤀
マ
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍

別
の
角
度
か
ら
の
書
へ
の
理
解
が
深
ま
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎
ま
た
こ
れ
ら
は
䣍
美
術
博
物
館
で
は
な
く
䣍
東
京
国
立
博
物
館
に
お
い
て
実

現
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
さ
れ
る
䣎
開
催
に
は
前
述
の
特
殊
な
背
景
が
あ
る
も
の
の
䣍
近
代
以
降
の
美
術
を
主
な
対
象
と
し
な
い
館
で
あ
䣬
て

も
䣍
こ
う
し
た
ア
プ
ロ
䤀
チ
に
よ
䣬
て
開
催
が
可
能
と
な
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
か
䣎 

一
人
の
書
家
を
取
り
上
げ
る
䣍
い
わ
ゆ
る
個
展
形
式
に
よ
る
展
覧
会
は
䣍
実
に
多
く
の
も
の
が
開
催
さ
れ
て
い
る
䣎
試
み
に
䣍
令
和
六
年
四

月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
主
だ
䣬
た
も
の
を
列
挙
し
て
み
て
も
䣍䣓
源
氏
礼
讃･

高
木
厚
人
展
䣔䥹
令
和
六
年
四
月
二
〇
日―

七
月
一
五
日
・
奈
良

市
杉
岡
華
邨
書
道
美
術
館
䥺䣍
䣓
生
誕
一
一
〇
年
歿
後
五
〇
年 

徳
野
大
空
を
中
心
に
䣔䥹
令
和
六
年
四
月
二
七
日―

六
月
一
六
日
・
成
田
山
書
道

美
術
館
䥺䣍
䣓
石
川
九
楊
大
全
䣔
䥹
令
和
六
年
六
月
八
日―

七
月
二
八
日
・
上
野
の
森
美
術
館
䥺䣍
䣓
受
贈
記
念 

青
山
杉
雨
展
䣔
䥹
令
和
六
年
六
月

一
四
日―

八
月
四
日
䥺
䣍䣓
生
誕
一
六
〇
年
近
藤
雪
竹
の
周
辺
䣔
䥹
令
和
六
年
六
月
二
二
日―

八
月
四
日
・
成
田
山
書
道
美
術
館
䥺
䣍䣓
西
田
王
堂 

書
画
の
世
界
䣔
䥹
令
和
六
年
六
月
二
八
日―

七
月
二
〇
日
・
豊
中
市
立
文
化
芸
術
セ
ン
タ
䤀
展
示
室
䥺
䣍
䣓
上
田
桑
鳩
展
䦅
書
の
流
儀
䦅
䣔
䥹
令
和

六
年
七
月
二
七
日―

九
月
二
九
日
・
み
き
歴
史
資
料
館
䣍
令
和
六
年
八
月
三
〇
日―

九
月
二
九
日
・
堀
光
美
術
館
䥺䣍䣓
中
林
梧
竹―

䣕
梧
竹
堂
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書
話
䣖
に
学
ぶ
䣔䥹
令
和
六
年
八
月
六
日―

九
月
二
六
日
・
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
䥺
な
ど
が
あ
る
䣎
こ
れ
ら
の
展
覧
会
は
䣍
成
田
山
書
道
美
術

館
や
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
の
よ
う
な
書
を
専
門
的
に
扱
う
館
で
開
催
さ
れ
た
も
の
䣍
書
家
に
ゆ
か
り
の
あ
る
地
で
開
催
さ
れ
た
も
の
の
二
種

類
に
大
別
さ
れ
る
䣎
前
者
に
は
䣍䣓
源
氏
礼
讃･

高
木
厚
人
展
䣔䣍䣓
生
誕
一
一
〇
年
歿
後
五
〇
年 

徳
野
大
空
を
中
心
に
䣔䣍䣓
受
贈
記
念 

青
山
杉

雨
展
䣔䣍
䣓
生
誕
一
六
〇
年
近
藤
雪
竹
の
周
辺
䣔
䣍䣓
中
林
梧
竹―

䣕
梧
竹
堂
書
話
䣖
に
学
ぶ
䣔
が
該
当
し
䣍
後
者
に
は
䣓
西
田
王
堂 

書
画
の
世

界
䣔䣍䣓
上
田
桑
鳩
展
䦅
書
の
流
儀
䦅
䣔
が
該
当
す
る
䣎
な
お
䣍䣓
石
川
九
楊
大
全
䣔
は
こ
の
ど
ち
ら
に
も
該
当
し
な
い
䣎 

書
を
専
門
的
に
扱
う
館
で
は
な
い
と
こ
ろ
で
書
家
の
個
展
が
開
催
さ
れ
る
場
合
䣍
そ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
書
家
は
そ
の
地
と
ゆ
か
り
が
あ

る
場
合
が
多
く
䣍
い
わ
ゆ
る
郷
土
の
作
家
と
し
て
の
位
置
付
け
か
ら
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
側
面
が
強
い
䣎
過
去
に
䣍
筆
者
の
勤
務
す
る
佐

久
市
立
近
代
美
術
館
に
お
い
て
䣓
現
代
書
道
の
父 

比
田
井
天
来
䣔䥹
平
成
二
二
年
一
〇
月
二
日―

一
二
月
五
日
䥺
を
開
催
し
て
い
る
が
䣍
こ
れ

も
郷
土
の
作
家
を
特
集
す
る
と
い
う
観
点
か
ら
の
企
画
で
あ
䣬
た
䣎
一
方
で
䣍
こ
れ
は
書
に
限
䣬
た
話
で
は
な
く
䣍
絵
画
や
彫
刻
䣍
工
芸
な
ど

美
術
の
他
分
野
に
お
い
て
も
同
様
の
傾
向
が
見
出
せ
る
䣎
佐
久
市
立
近
代
美
術
館
で
は
令
和
六
年
度
に
日
本
画
家
の
平
山
郁
夫
䣍
日
本
画
家
の

牧
野
一
泉
䣍
版
画
家
の
田
村
文
雄
と
い
う
三
人
の
作
家
を
そ
れ
ぞ
れ
特
集
す
る
小
企
画
展
を
時
期
を
分
け
て
開
催
す
る
が
䣍
平
山
は
佐
久
市
名

誉
市
民
で
あ
り
䣍
牧
野
は
佐
久
市
䣍
田
村
は
小
諸
市
出
身
と
䣍
何
れ
も
佐
久
と
い
う
地
に
ゆ
か
り
の
あ
る
作
家
で
あ
る
䣎 

特
に
地
方
自
治
体
に
よ
䣬
て
運
営
さ
れ
る
美
術
館
は
䣍
そ
の
運
営
の
性
質
上
䣍
郷
土
出
身
の
作
家
あ
る
い
は
郷
土
に
ゆ
か
り
の
あ
る
作
家
を

取
り
上
げ
る
こ
と
を
重
要
な
役
目
の
一
つ
と
し
て
い
る
䣎
そ
う
し
た
観
点
か
ら
取
り
上
げ
る
べ
き
作
家
の
中
に
書
家
も
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う

の
は
䣍
今
後
の
継
続
的
な
近
現
代
の
書
家
の
展
覧
会
の
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
䣎 

 

第
二
章 

ア
ン
ケ
䤀
ト
に
つ
い
て 

 

第
二
章
で
は
䣍
法
律
上
の
位
置
付
け
が
あ
る
登
録
博
物
館
・
指
定
施
設
の
う
ち
䣍
歴
史
博
物
館
・
美
術
博
物
館
・
総
合
博
物
館
に
対
し
て
実

施
し
た
ア
ン
ケ
䤀
ト
に
つ
い
て
䣍
そ
の
内
容
と
結
果
及
び
分
析
を
記
載
す
る
䣎 

 

第
一
節 

ア
ン
ケ
䤀
ト
の
目
的
及
び
内
容
に
つ
い
て 

 

こ
こ
で
は
䣍
実
施
し
た
ア
ン
ケ
䤀
ト
の
目
的
及
び
内
容
に
つ
い
て
紹
介
す
る
䣎
各
館
に
対
し
て
実
際
に
送
付
し
た
も
の
は
䣍
巻
末
資
料
䣓
博

物
館
に
お
け
る
書
作
品
の
位
置
付
け
と
活
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
䤀
ト
䣔
で
あ
る
䣎
本
ア
ン
ケ
䤀
ト
の
目
的
は
䣍
博
物
館
に
お
け
る
書
作
品
の
収

蔵
及
び
活
用
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
䣍
そ
の
現
状
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
䣎
そ
の
た
め
䣍
今
回
実
施
し
た
ア
ン
ケ
䤀
ト
は
䣍䣓
書
作
品
の
収
蔵

に
つ
い
て
䣔䣍䣓
書
の
展
覧
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
䣔䣍䣓
書
作
品
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
に
つ
い
て
䣔
䣍䣓
デ
ジ
タ
ル
ア
䤀
カ
イ
ブ
に
つ
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い
て
䣔
と
い
う
䣍
大
き
く
四
つ
の
セ
ク
シ
䣼
ン
に
分
け
て
構
成
し
た
䣎 

䣓
書
作
品
の
収
蔵
に
つ
い
て
䣔
で
は
䣍
ま
ず
書
作
品
の
収
蔵
の
有
無
や
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
に
お
け
る
書
作
品
の
割
合
䣍
収
蔵
し
て
い
る
書
作
品

の
時
代
区
分
䣍
位
置
付
け
䣍
そ
し
て
今
後
の
収
蔵
の
可
能
性
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
た
䣎
特
に
平
成
三
〇
年
度
以
降
と
い
う
䣍
過
去
五
年
程
度

の
範
囲
で
の
実
態
も
調
査
す
べ
く
䣍
項
目
を
設
け
た
䣎
ま
た
䣍䣓
は
じ
め
に
䣔
に
お
い
て
言
及
し
た
よ
う
に
䣍
近
現
代
以
降
の
日
本
の
書
作
品
が

抱
え
る
問
題
を
明
ら
か
に
す
べ
く
䣍
特
に
こ
れ
に
注
目
し
た
項
目
も
設
け
た
䣎 

 

䣓
書
の
展
覧
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
䣔
で
は
䣍
特
に
平
成
三
〇
年
度
以
降
の
実
施
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
䣎
書
作
品
の
展
示
の
有
無
や

展
示
さ
れ
て
い
た
場
合
は
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
展
と
企
画
・
特
別
展
䣍
常
設
展
な
ど
ど
の
よ
う
な
種
類
に
よ
る
も
の
か
䣍
展
示
し
な
か
䣬
た
場
合
に

は
そ
の
背
景
を
調
査
し
た
䣎
ま
た
䣍
今
後
展
覧
会
を
開
催
す
る
上
で
の
課
題
や
䣍
開
催
に
あ
た
䣬
て
ど
の
よ
う
な
支
援
を
求
め
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
項
目
を
設
け
た
䣎 

 

䣓
書
作
品
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
に
つ
い
て
䣔
も
展
覧
会
の
実
施
状
況
と
同
様
に
䣍
平
成
三
〇
年
以
降
の
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
䣎

こ
ち
ら
に
関
し
て
も
䣍
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
す
る
上
で
の
課
題
や
䣍
支
援
等
が
必
要
な
の
か
と
い
䣬
た
部
分
に
関
し
て
䣍
項
目
を
設
け
て
調
査
し

た
䣎 

 

䣓
デ
ジ
タ
ル
ア
䤀
カ
イ
ブ
に
つ
い
て
䣔
で
は
䣍
書
作
品
の
イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
上
で
の
公
開
な
ど
に
つ
い
て
調
査
し
た
䣎
令
和
元
年
のIC

OM

京

都
大
会
や
改
正
博
物
館
法
に
よ
䣬
て
博
物
館
は
䣓
文
化
を
つ
な
ぐ
ミ
䣻
䤀
ジ
ア
ム
䣔
と
し
て
の
役
割
や
資
料
の
デ
ジ
タ
ル
化
が
よ
り
強
く
期
待

さ
れ
て
い
る
䣎
ま
た
䣍
令
和
四
年
四
月
に
は
䣓
博
物
館
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
䣔
が
成
立
し
䣍
約
七
〇
年
ぶ
り
に
博
物
館
法
が
単
独
改
正

さ
れ
䣍
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
䣍
新
た
な
博
物
館
登
録
制
度
に
移
行
し
た
䣎
こ
う
し
た
現
状
か
ら
䣍
博
物
館
も
変
革
を
求
め
ら
れ
る
時
代
に

突
入
し
て
い
る
䣎
こ
れ
を
踏
ま
え
䣍
本
調
査
で
も
デ
ジ
タ
ル
ア
䤀
カ
イ
ブ
活
用
の
実
態
に
つ
い
て
の
項
目
を
設
け
た
䣎 

 

第
二
節 

ア
ン
ケ
䤀
ト
の
集
計
結
果
䥹
書
作
品
の
収
蔵
に
つ
い
て
䥺
に
関
す
る
分
析 

 

こ
こ
で
は
䣍
ア
ン
ケ
䤀
ト
の
分
析
結
果
に
つ
い
て
記
し
て
い
く
䣎
今
回
の
調
査
で
は
全
国
に
あ
る
博
物
館
の
う
ち
䣍
計
三
七
八
館
に
回
答
に

ご
協
力
い
た
だ
い
た
䣎
そ
の
内
訳
は
䣍
歴
史
博
物
館
二
一
五
館
䣍
美
術
博
物
館
一
三
七
館
䣍
総
合
博
物
館
二
六
館
で
あ
る
䣎 

 

ア
ン
ケ
䤀
ト
の
集
計
結
果
は
巻
末
資
料
䣓
博
物
館
に
お
け
る
書
作
品
の
位
置
付
け
と
活
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
䤀
ト
集
計
結
果
䣔
に
記
し
た
通

り
で
あ
る
䣎
こ
ち
ら
も
参
照
さ
れ
た
い
䣎 

 

第
一
項 

䣓
書
の
収
蔵
に
つ
い
て
䣔
の
分
析
結
果 
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歴
史
博
物
館
の
う
ち
䣍
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
と
回
答
し
た
の
は
一
五
七
件
䣍
収
蔵
し
て
い
な
い
と
回
答
し
た
の
は
五
八
件
で
䣍
七
三
％

の
館
が
少
な
く
と
も
一
点
は
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
美
術
博
物
館
で
は
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
と
回
答
し
た
の
は
一

〇
五
件
䣍
収
蔵
し
て
い
な
い
と
回
答
し
た
の
は
三
二
件
で
七
七
％
䣍
総
合
博
物
館
で
は
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
と
回
答
し
た
の
は
二
二
件
䣍

収
蔵
し
て
い
な
い
と
回
答
し
た
の
は
四
件
で
八
五
％
と
い
う
結
果
に
な
䣬
た
䣎 

収
蔵
品
に
お
け
る
書
作
品
の
割
合
に
つ
い
て
は
䣓
９
％
以
下
䣔
と
回
答
し
た
館
が
最
も
多
く
䣍
全
体
の
八
〇
％
だ
䣬
た
䣎
次
に
多
か
䣬
た
の

は
䣓
１
０
䦅
１
９
％
䣔
と
い
う
回
答
で
䣍
全
体
の
約
一
二
％
を
占
め
䣍䣓
９
％
以
下
䣔
と
合
わ
せ
る
と
全
体
の
九
割
超
え
る
結
果
と
な
䣬
た
䣎
こ

こ
か
ら
䣍
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
館
は
多
い
も
の
の
䣍
収
蔵
点
数
は
非
常
に
少
な
く
䣍
そ
の
た
め
他
の
ジ
䣺
ン
ル
に
対
し
て
活
用
の
優
先
度

が
低
く
な
䣬
て
い
る
現
状
が
あ
る
と
推
察
さ
れ
る
䣎 

各
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
書
作
品
は
日
本
で
制
作
さ
れ
た
も
の
が
多
く
䣍
特
に
江
戸
時
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
も
の
が
多
い
こ
と
が
わ
か
䣬

た
䣎
ま
た
䣍䣓
明
治
・
大
正
時
代
䣔
の
み
と
回
答
し
た
館
は
一
九
件
䣍䣓
明
治
・
大
正
時
代
䣔
と
䣓
昭
和
時
代
以
降
䣔
の
二
つ
と
回
答
し
た
館
は

三
七
件
䣍䣓
昭
和
時
代
以
降
䣔
の
み
と
回
答
し
た
館
は
六
四
件
で
あ
り
䣍
こ
こ
か
ら
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
館
の
う
ち
䣍
約
四
二
％
が
䣓
明
治
・

大
正
時
代
䣔
以
降
の
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
ま
た
䣍䣓
江
戸
時
代
䣔
以
降
と
回
答
し
た
館
は
一
二
三
件
あ
り
䣍
約
八
五
％

以
上
が
䣓
江
戸
時
代
䣔
以
降
の
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
䣬
た
䣎 

収
蔵
し
て
い
る
書
作
品
が
ど
の
よ
う
な
位
置
付
け
か
ら
収
蔵
し
た
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
䣍䣓
地
域
資
料
䥹
地
域
の
作
家
の
作
品
䥺
と
し

て
䣔
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
䣍
全
体
の
約
三
九
％
を
占
め
た
䣎
次
に
多
か
䣬
た
の
は
䣓
歴
史
上
重
要
な
作
品
と
し
て
䣔
と
い
う
回
答
で
䣍
二

二
％
だ
䣬
た
䣎
一
方
䣍䣓
書
道
史
上
重
要
な
作
品
と
し
て
䣔
や
䣓
美
術
史
上
重
要
な
作
品
と
し
て
䣔
と
い
う
回
答
は
そ
れ
ぞ
れ
二
〇
％
以
下
に
留

ま
䣬
た
䣎䣓
そ
の
他
䣔
の
回
答
の
う
ち
䣍
最
も
多
か
䣬
た
の
は
䣓
収
蔵
作
家
・
収
蔵
資
料
の
関
連
資
料
と
し
て
䣔
と
い
う
も
の
で
あ
る
䣎
こ
こ
に

は
䣍
収
蔵
作
家
が
揮
毫
し
た
も
の
や
作
家
の
旧
蔵
品
だ
䣬
た
も
の
䣍
作
家
の
作
品
の
幅
を
示
す
資
料
と
い
䣬
た
回
答
も
含
め
た
䣎
こ
れ
は
䣍
書

作
品
自
体
へ
の
評
価
に
よ
䣬
て
収
蔵
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
䣍収
蔵
作
家
や
収
蔵
資
料
を
補
足
す
る
資
料
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
く
䣍

そ
う
し
た
位
置
付
け
に
よ
䣬
て
収
蔵
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
䣎
次
に
多
か
䣬
た
䣓
寄
贈
品
䣔
に
は
䣍䣓
寄
贈
品
䣔
と
書
か
れ
て
あ
䣬

た
回
答
の
ほ
か
䣍
一
括
寄
贈
の
際
に
含
ま
れ
て
い
た
䣍
館
設
立
経
緯
で
の
寄
贈
作
品
と
い
䣬
た
回
答
も
含
め
た
䣎
資
料
購
入
費
の
な
い
館
に
と

䣬
て
䣍
寄
贈
は
収
蔵
品
を
増
や
し
䣍
館
を
充
実
さ
せ
る
た
め
の
重
要
な
も
の
で
あ
る
䣎
そ
う
し
た
経
緯
に
よ
䣬
て
収
蔵
さ
れ
た
も
の
が
一
定
数

あ
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎䣓
地
域
に
関
わ
り
が
あ
る
作
家
・
人
物
の
作
品
と
し
て
䣔
と
い
う
回
答
は
䣍
広
義
の
意
味
で
は
䣓
地
域
資
料
䥹
地
域
の

作
家
の
作
品
䥺
と
し
て
䣔
に
含
ま
れ
る
も
の
だ
ろ
う
䣎
や
は
り
䣍
地
域
資
料
と
し
て
の
位
置
付
け
か
ら
書
は
収
蔵
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う

こ
と
が
わ
か
る
結
果
と
な
䣬
た
䣎 
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書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
館
の
う
ち
䣍
平
成
三
〇
年
以
降
に
も
収
蔵
し
た
と
回
答
し
た
の
は
五
四
％
だ
䣬
た
䣎
約
半
数
の
館
で
近
年
に
至
䣬

て
も
書
作
品
の
継
続
し
た
収
集
活
動
が
行
わ
れ
て
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
䣎
ま
た
䣍
今
後
の
書
作
品
の
収
蔵
の
可
能
性
に
つ
い
て
は
六
四
％
が

䣓
あ
る
䣔
と
回
答
し
た
䣎
䣓
あ
る
䣔
と
回
答
し
た
う
ち
䣍䣓
日
本
の
近
代
以
降
の
書
作
品
を
収
集
す
る
可
能
性
䣔
が
あ
る
と
い
う
回
答
は
六
九
％

だ
䣬
た
の
に
対
し
䣍䣓
現
存
の
書
家
の
作
品
䥹
展
覧
会
等
の
出
品
作
䥺
を
収
集
す
る
可
能
性
䣔
が
あ
る
と
い
う
回
答
は
二
七
％
に
留
ま
䣬
た
䣎䣓
な

い
䣔
と
回
答
し
た
館
の
意
見
を
個
別
に
確
認
し
て
い
く
と
䣍
収
集
方
針
に
該
当
し
な
い
と
い
う
旨
を
記
載
し
て
い
る
館
が
一
番
多
い
䣎
ま
た
䣍

歴
史
博
物
館
で
は
䣍
近
代
の
作
品
は
歴
史
資
料
の
一
環
に
含
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
の
䣍
現
存
作
家
は
こ
れ
に
該
当
し
な
い
こ
と
か
ら
䣓
な

い
䣔
と
回
答
し
て
い
る
館
も
多
か
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
美
術
博
物
館
の
う
ち
䣍䣓
今
後
䣍
書
作
品
を
収
蔵
す
る
こ
と
䣔
が
䣓
あ
る
䣔
と
回
答
し
䣍䣓
日

本
の
近
代
以
降
の
書
作
品
を
収
集
す
る
可
能
性
䣔
が
䣓
な
い
䣔
と
回
答
し
た
の
が
計
一
三
件
で
䣍䣓
わ
か
ら
な
い
䣔
と
回
答
し
た
の
が
一
三
件
だ

䣬
た
䣎
一
方
䣍
歴
史
博
物
館
・
総
合
博
物
館
で
は
䣍
䣓
な
い
䣔
と
回
答
し
た
の
が
計
二
五
件
䣍
䣓
わ
か
ら
な
い
䣔
が
計
五
八
件
と
䣍
何
れ
も
上
回

る
結
果
と
な
䣬
た
䣎
こ
れ
は
䣍
歴
史
博
物
館
と
い
う
特
性
を
考
え
れ
ば
納
得
の
結
果
で
あ
る
と
い
え
よ
う
䣎 

ま
た
䣍
䣓
日
本
の
近
代
以
降
の
書
作
品
を
収
集
す
る
可
能
性
䣔
が
あ
る
と
い
う
回
答
を
行
䣬
た
館
の
う
ち
䣍
収
蔵
品
に
お
け
る
書
の
割
合
が

䣓
９
％
以
下
䣔
と
回
答
し
た
の
は
一
二
七
件
で
䣍䣓
１
０
％
か
ら
１
９
％
䣔
が
二
三
件
䣍
䣓
２
０
％
䦅
３
９
％
䣔
が
三
件
䣍䣓
４
０
％
䦅
５
９
％
䣔

が
四
件
䣍䣓
６
０
䦅
７
９
％
䣔
が
二
件
䣍䣓
８
０
％
以
上
䣔
が
三
件
だ
䣬
た
䣎䣓
９
％
以
下
䣔
の
回
答
が
多
く
䣍
１
０
％
以
上
の
館
は
わ
ず
か
三
一

件
に
留
ま
䣬
て
い
る
䣎
収
蔵
後
の
書
作
品
の
活
用
を
考
え
た
場
合
䣍
作
品
の
収
蔵
数
は
重
要
な
要
素
の
ひ
と
つ
と
な
る
䣎
収
蔵
数
の
多
い
ジ
䣺

ン
ル
の
方
が
そ
の
専
門
の
学
芸
員
が
配
置
さ
れ
や
す
く
䣍
ま
た
調
査
研
究
も
優
先
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
䣎
そ
う
し
た
点
を
踏
ま
え
䣍
収
蔵
後
の

展
示
な
ど
の
活
用
を
考
え
た
場
合
䣍
課
題
が
残
る
結
果
と
い
え
よ
う
䣎 

今
後
の
書
作
品
の
収
蔵
が
䣓
な
い
䣔
と
回
答
し
た
館
の
う
ち
䣍
一
番
多
か
䣬
た
回
答
が
䣓
館
の
収
集
方
針
に
書
作
品
が
該
当
し
な
い
た
め
䣔

と
い
う
も
の
で
䣍
全
体
の
六
割
を
超
え
た
䣎䣓
そ
の
他
䣔
の
回
答
と
し
て
は
䣍
寄
贈
を
中
心
と
し
た
収
集
活
動
を
お
こ
な
䣬
て
い
る
た
め
機
会
が

な
い
と
い
う
回
答
や
䣍
同
じ
自
治
体
の
別
の
施
設
あ
る
い
は
課
で
扱
䣬
て
い
る
た
め
と
い
う
回
答
䣍
書
を
扱
え
る
職
員
が
い
な
い
と
い
䣬
た
回

答
も
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
中
に
は
書
を
展
示
す
る
環
境
が
整
䣬
て
い
な
い
䣍
収
蔵
し
て
も
活
用
頻
度
が
少
な
い
と
い
䣬
た
䣍
収
蔵
後
の
活
用
を
見

据
え
て
収
蔵
し
な
い
と
い
う
選
択
を
行
う
館
も
見
受
け
ら
れ
た
䣎 

問
９
の
回
答
に
関
し
て
は
䣍
館
が
特
定
で
き
る
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
た
め
䣍䣓
博
物
館
に
お
け
る
書
作
品
の
位
置
付
け
と
活
用
に
関
す
る
ア

ン
ケ
䤀
ト
集
計
結
果
䣔
に
は
記
載
し
な
か
䣬
た
䣎
そ
の
た
め
䣍
こ
こ
で
そ
の
傾
向
を
紹
介
し
た
い
䣎
美
術
博
物
館
の
中
に
は
䣍
例
え
ば
陶
磁
器

専
門
の
館
や
彫
刻
専
門
の
館
䣍
あ
る
い
は
個
人
作
家
を
扱
う
館
が
含
ま
れ
て
い
る
䣎
そ
う
し
た
場
合
に
䣍
収
集
方
針
に
該
当
し
な
い
と
回
答
す

る
館
が
多
か
䣬
た
䣎
特
に
印
象
的
な
回
答
と
し
て
は
䣍䣓
書
が
い
わ
ゆ
る
近
代
美
術
の
中
で
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が
さ
れ
て
い
る
の
か
䣍
明
確
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に
答
え
ら
れ
る
方
は
き
わ
め
て
稀
で
あ
る
と
思
い
ま
す
䣎
純
粋
美
術
と
伝
統
芸
能
の
間
で
評
価
が
定
ま
䣬
て
い
な
い
か
ら
䣍
該
当
し
な
い
と
し

て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
䣔
と
い
う
回
答
や
䣓
当
館
の
収
集
方
針
䣓
現
代
の
多
様
性
を
示
す
優
れ
た
作
品
䣔䣓
地
域
の
美
術
史
を
構
築
す
る
上
で

欠
か
せ
な
い
作
品
䣔
に
沿
う
作
品
を
収
集
し
て
お
り
䣍
そ
の
方
針
に
書
作
品
は
含
ま
れ
な
い
た
め
䣔
と
い
䣬
た
回
答
が
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
美
術

博
物
館
の
中
に
は
䣍
館
が
定
め
る
収
蔵
方
針
で
扱
う
美
術
の
分
野
が
絵
画
䣍
彫
刻
䣍
工
芸
と
規
定
さ
れ
て
い
る
た
め
と
い
う
回
答
が
三
件
あ
り
䣍

こ
の
ほ
か
䣓
絵
画
・
彫
刻
作
品
を
中
心
に
収
蔵
し
て
い
る
た
め
䣔
と
い
䣬
た
回
答
も
あ
䣬
た
䣎
こ
の
よ
う
に
䣍
近
代
美
術
と
書
の
曖
昧
な
関
係

が
浮
き
彫
り
に
な
る
回
答
が
複
数
見
受
け
ら
れ
た
䣎
歴
史
博
物
館
で
は
䣍
歴
史
資
料
あ
る
い
は
郷
土
資
料
と
い
䣬
た
位
置
付
け
で
書
を
扱
う
た

め
䣍
書
作
品
は
含
ま
な
い
と
い
䣬
た
回
答
や
䣍
美
術
工
芸
品
と
し
て
の
書
は
扱
わ
な
い
と
い
䣬
た
回
答
も
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
一
番
多
か
䣬
た
の

は
䣍
考
古
専
門
の
館
な
ど
に
よ
る
䣍
扱
う
ジ
䣺
ン
ル
が
異
な
る
た
め
に
収
蔵
し
な
い
と
い
う
回
答
で
あ
䣬
た
䣎 

こ
れ
ら
の
デ
䤀
タ
か
ら
は
䣍
書
作
品
を
少
な
く
と
も
一
点
は
収
蔵
し
て
い
る
館
が
七
割
以
上
あ
り
䣍
特
に
江
戸
時
代
以
降
の
作
品
を
収
集
し

て
い
る
館
が
多
い
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
そ
れ
ら
の
作
品
は
䣓
地
域
資
料
䥹
地
域
の
作
家
の
作
品
䥺
と
し
て
䣔
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
多
い
よ
う
だ
䣎
こ
れ
は
䣍
前
述
し
た
䣍
書
家
の
個
展
が
そ
の
書
家
と
ゆ
か
り
の
あ
る
地
域
で
開
催
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点
と
も

重
な
る
䣎
今
後
䣍
書
作
品
を
収
蔵
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
䣍
全
体
の
六
四
％
が
䣓
あ
る
䣔
と
回
答
し
て
お
り
䣍
半
数
を
超
え
る
結
果
と
な
䣬

た
䣎
し
か
し
䣍
䣓
日
本
の
近
代
以
降
の
書
作
品
を
収
集
す
る
可
能
性
䣔
に
䣓
あ
る
䣔
と
回
答
し
た
の
は
そ
の
う
ち
六
九
％
䣍
䣓
現
存
の
書
家
の
作

品
䥹
展
覧
会
等
の
出
品
作
䥺
を
収
集
す
る
可
能
性
䣔
が
あ
る
と
回
答
し
た
の
は
二
七
％
と
䣍
明
確
に
現
存
書
家
の
作
品
を
収
集
の
対
象
と
し
て

い
る
館
は
少
な
い
䣎
一
方
で
䣍
䣓
わ
か
ら
な
い
䣔
と
い
う
回
答
は
五
二
％
で
あ
り
䣍
今
後
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
み
て
良
い
だ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍

そ
れ
に
は
近
現
代
美
術
史
䣍
あ
る
い
は
近
現
代
美
術
を
扱
う
美
術
館
の
中
で
の
書
の
位
置
付
け
の
確
立
や
書
家
個
人
䣍
あ
る
い
は
作
品
単
位
で

の
評
価
と
い
䣬
た
も
の
が
必
要
に
な
䣬
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

 
 第

二
項 

䣓
書
の
展
覧
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
䣔
の
分
析
結
果 

 

書
の
展
覧
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
䣍
平
成
三
〇
年
以
降
に
貸
し
ギ
䣺
ラ
リ
䤀
以
外
で
書
を
展
示
し
た
と
回
答
し
た
の
は
五
六
％
だ
䣬
た
䣎

書
を
収
蔵
し
て
い
る
と
回
答
し
た
館
が
七
三
％
だ
䣬
た
こ
と
を
鑑
み
る
と
䣍
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
活
用
さ
れ
て
い
な
い
作
品
が
多
く
あ
る

現
状
が
推
察
さ
れ
る
䣎
ま
た
䣍䣓
展
示
し
た
䣔
と
回
答
し
た
中
で
䣍
回
数
と
し
て
は
䣓
１
回
䣔
と
䣓
２
回
以
上
５
回
未
満
䣔
が
同
率
で
多
く
䣍
双

方
合
わ
せ
て
全
体
の
約
五
割
を
占
め
た
䣎
一
方
䣍䣓
常
設
で
展
示
し
て
い
る
䣔
や
䣓
１
０
回
以
上
䣔
展
示
し
て
い
る
と
回
答
し
た
館
も
少
な
く
な

く
䣍
日
常
的
に
書
を
鑑
賞
す
る
場
を
提
供
し
て
い
る
館
も
多
く
あ
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
一
方
䣍䣓
書
を
メ
イ
ン
と
し
て
扱
䣬
た
展
覧
会
䣔
の
開

催
に
つ
い
て
は
䣍
開
催
し
た
と
回
答
し
た
の
は
約
三
割
に
留
ま
り
䣍
書
は
メ
イ
ン
テ
䤀
マ
と
し
て
で
は
な
く
䣍
展
覧
会
を
構
成
す
る
一
作
品
と
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し
て
活
用
さ
れ
て
い
る
ケ
䤀
ス
が
多
い
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
結
果
と
な
䣬
た
䣎
な
お
䣍
こ
の
内
訳
は
美
術
博
物
館
が
䣓
１
回
䣔
が
二
五
件
䣍

䣓
２
回
以
上
５
回
未
満
䣔
が
二
六
件
だ
䣬
た
の
に
対
し
䣍
歴
史
博
物
館
は
䣓
１
回
䣔
が
二
七
件
䣍䣓
２
回
以
上
５
回
未
満
䣔
が
二
四
件
䣍
総
合
博

物
館
は
䣓
１
回
䣔
が
四
件
䣍䣓
２
回
以
上
５
回
未
満
䣔
が
一
件
と
い
う
結
果
で
あ
䣬
た
䣎 

 

ま
た
䣍
書
を
常
設
で
展
示
し
て
い
る
館
の
う
ち
䣍䣓
日
本
の
近
代
以
降
の
書
作
品
を
収
集
す
る
可
能
性
䣔
が
あ
り
䣍
か
つ
䣓
明
治
・
大
正
時
代
䣔

以
降
の
作
品
を
現
在
も
収
蔵
し
䣍
収
蔵
品
に
お
け
る
書
の
割
合
が
一
〇
％
以
上
の
館
は
䣍
計
一
五
館
だ
䣬
た
䣎
内
訳
は
䣍
歴
史
博
物
館
が
四
件
䣍

美
術
博
物
館
が
一
〇
件
䣍
総
合
博
物
館
が
一
件
で
あ
る
䣎
一
方
䣍
同
条
件
で
収
蔵
品
に
お
け
る
書
の
割
合
が
九
％
以
下
の
館
は
二
七
館
で
䣍
歴

史
博
物
館
が
一
八
件
䣍
美
術
博
物
館
が
八
件
䣍
総
合
博
物
館
が
一
件
で
あ
る
䣎
こ
こ
か
ら
䣍
常
設
的
に
近
代
以
降
の
書
作
品
を
鑑
賞
で
き
る
場

が
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
䣎
ま
た
䣍
こ
れ
ら
の
う
ち
䣍
収
蔵
品
に
お
け
る
書
の
割
合
が
八
〇
％
以
上
だ
䣬
た
の
は
二
件
で
䣍
両
者
と

も
書
を
専
門
と
す
る
美
術
博
物
館
だ
䣬
た
䣎
そ
の
ほ
か
䣍
一
〇
％
以
上
の
館
は
䣍
例
え
ば
金
子
鷗
亭
の
出
身
地
で
鷗
亭
記
念
室
が
あ
る
北
海
道

立
函
館
美
術
館
䣍
上
条
信
山
の
出
身
地
で
上
條
信
山
記
念
展
示
室
が
あ
る
松
本
市
美
術
館
な
ど
䣍
地
域
に
ゆ
か
り
の
あ
る
書
家
の
展
示
を
常
設

的
に
行
䣬
て
い
る
館
が
含
ま
れ
て
い
た
䣎
そ
の
地
域
に
ゆ
か
り
の
あ
る
書
家
の
場
合
䣍
書
家
本
人
や
遺
族
䣍
あ
る
い
は
関
係
団
体
な
ど
か
ら
あ

る
程
度
ま
と
ま
䣬
た
数
の
寄
贈
等
が
そ
の
自
治
体
に
な
さ
れ
て
䣍
そ
れ
に
よ
䣬
て
そ
の
常
設
の
ス
ペ
䤀
ス
が
設
け
ら
れ
る
と
い
う
ケ
䤀
ス
が
あ

る
䣎
そ
う
し
て
䣍
館
に
常
設
の
展
示
ス
ペ
䤀
ス
が
設
け
ら
れ
た
場
合
䣍
収
蔵
品
は
そ
こ
で
活
用
さ
れ
る
䣎
こ
う
し
た
ま
と
ま
䣬
た
コ
レ
ク
シ
䣼

ン
の
形
成
こ
そ
が
䣍
書
作
品
を
活
用
し
や
す
い
環
境
づ
く
り
へ
と
繋
が
る
こ
と
が
わ
か
る
䣎
無
論
こ
れ
は
書
家
の
み
に
限
䣬
た
話
で
な
く
䣍
そ

の
他
の
美
術
家
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
い
え
る
だ
ろ
う
䣎 

 

書
作
品
の
収
蔵
が
あ
り
䣍
平
成
三
〇
年
度
以
降
に
書
作
品
を
展
示
し
な
か
䣬
た
館
に
対
し
て
行
䣬
た
問
２
０
で
は
䣍䣓
展
覧
会
の
テ
䤀
マ
に
合

わ
な
か
䣬
た
䣔
と
い
う
回
答
が
約
六
割
を
占
め
た
䣎
ま
た
䣍䣓
書
作
品
を
扱
う
学
芸
員
が
不
在
だ
䣬
た
䣔
と
い
う
回
答
や
䣍
䣓
そ
の
他
䣔
の
中
に

䣓
資
料
の
調
査
・
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
䣔
と
い
う
回
答
も
あ
り
䣍
書
に
専
門
性
の
あ
る
職
員
の
不
在
に
よ
䣬
て
展
示
で
き
な
い
ケ
䤀
ス

も
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
䣎そ
も
そ
も
䣍展
覧
会
の
テ
䤀
マ
は
そ
の
館
の
職
員
に
よ
䣬
て
企
画
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
䣎

時
お
り
䣍
企
画
を
買
䣬
た
り
䣍
あ
る
い
は
他
館
と
連
携
し
て
企
画
し
た
り
と
い
䣬
た
こ
と
も
あ
る
が
䣍
通
常
の
ケ
䤀
ス
で
い
え
ば
䣍
展
覧
会
の

テ
䤀
マ
設
定
や
何
を
展
示
す
る
か
は
そ
こ
で
働
い
て
い
る
学
芸
員
に
委
ね
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
䣎
そ
こ
で
働
く
学
芸
員
た
ち
の
書
に
対
す
る
興

味
や
知
識
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
も
䣍
今
後
書
作
品
の
活
用
を
考
え
る
上
で
は
必
要
に
な
䣬
て
く
る
だ
ろ
う
䣎 

平
成
三
〇
年
度
以
降
に
書
作
品
を
展
示
し
た
も
の
の
䣍
書
を
メ
イ
ン
で
は
扱
わ
な
か
䣬
た
館
を
対
象
に
設
定
し
た
問
２
１
で
は
䣍䣓
メ
イ
ン
で

扱
う
ほ
ど
収
蔵
し
て
い
な
い
䣔
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
䣍
全
体
の
半
数
以
上
を
占
め
た
䣎
こ
れ
は
䣍
前
述
の
書
の
収
蔵
が
館
の
収
蔵
数
に
占

め
る
割
合
と
も
合
致
す
る
䣎
次
に
多
か
䣬
た
の
が
䣓
展
覧
会
の
メ
イ
ン
テ
䤀
マ
で
は
な
か
䣬
た
䣔
と
い
う
も
の
で
あ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍䣓
書
作
品
を
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扱
う
学
芸
員
が
不
在
だ
䣬
た
䣔
や
䣓
資
料
の
調
査
・
研
究
が
不
十
分
で
あ
る
た
め
䣔
と
い
う
回
答
も
あ
り
䣍
問
２
０
と
同
様
に
書
に
対
す
る
専

門
性
を
有
す
る
学
芸
員
が
い
な
い
こ
と
に
よ
䣬
て
䣍
活
用
が
進
ま
な
い
と
い
う
実
態
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
佐
久
市
立
近
代
美
術
館
の
場

合
䣍
全
体
の
収
蔵
数
は
䣍
令
和
六
年
八
月
現
在
䣍
約
三
四
〇
〇
点
を
超
え
䣍
そ
の
う
ち
䣍
書
の
作
品
の
占
め
る
割
合
は
約
一
三
％
で
䣍
約
四
五

〇
点
で
あ
る
䣎
書
の
展
覧
会
の
実
施
状
況
と
し
て
は
䣍
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
展
や
企
画
展
に
お
い
て
書
作
品
を
展
示
す
る
こ
と
も
多
く
䣍
平
成
三
〇

年
度
か
ら
令
和
五
年
度
に
か
け
て
の
期
間
に
は
一
〇
回
以
上
作
品
を
展
示
し
て
い
る
䣎
一
方
で
書
を
メ
イ
ン
と
し
て
扱
䣬
た
展
覧
会
は
こ
の
間

実
施
し
て
い
な
い
䣎
し
か
し
䣍
令
和
六
年
度
に
は
䣍
収
蔵
し
て
い
る
書
の
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
に
よ
䣬
て
構
成
し
た
䣓
現
代
書
を
拓
く
䣔
と
い
う
書

を
メ
イ
ン
テ
䤀
マ
と
し
た
展
覧
会
を
開
催
し
た
䣎
こ
の
展
覧
会
は
䣍
書
を
専
門
と
す
る
筆
者
自
身
が
企
画
し
た
も
の
で
あ
り
䣍
そ
う
し
た
背
景

を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
䣍
学
芸
員
の
専
門
性
に
そ
の
館
で
開
催
さ
れ
る
展
覧
会
の
傾
向
が
影
響
を
受
け
る
と
い
う
事
例
の
ひ
と
つ
と
い
え
る
か
も

知
れ
な
い
䣎 

 

今
後
の
書
の
展
覧
会
の
可
能
性
に
関
し
て
は
䣍䣓
未
定
䣔
と
回
答
し
た
館
が
最
も
多
く
五
五
％
を
占
め
た
䣎䣓
あ
る
䣔
と
合
わ
せ
れ
ば
六
六
％

と
な
り
䣍
多
く
の
館
が
可
能
性
と
し
て
は
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
書
の
展
覧
会
を
開
催
す
る
上
で
の
課
題
と
し
て
は
䣍䣓
書
作
品
䥹
書
風

な
ど
䥺
に
対
す
る
理
解
が
十
分
で
な
い
䣔
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
䣍
二
九
％
だ
䣬
た
䣎
次
点
で
多
か
䣬
た
の
が
䣓
資
料
の
翻
刻
や
解
読
が
十

分
に
行
え
な
い
䣔
の
二
四
％
で
䣍䣓
そ
の
他
䣔
の
記
述
に
も
あ
䣬
た
通
り
䣍
䣓
書
の
知
識
を
有
す
る
学
芸
員
䥹
専
門
の
学
芸
員
䥺
が
い
な
い
䣔
と

い
う
こ
と
が
課
題
の
一
つ
と
な
䣬
て
い
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎 

 

問
２
４
に
つ
い
て
は
䣍䣓
書
作
品
に
詳
し
い
専
門
家
の
協
力
な
ど
の
人
的
な
支
援
䣔
が
三
三
％
と
一
番
多
か
䣬
た
䣎
こ
れ
は
䣍
問
２
３
で
の
課

題
に
対
し
て
䣓
書
作
品
䥹
書
風
な
ど
䥺
に
対
す
る
理
解
が
十
分
で
な
い
䣔
や
䣓
資
料
の
翻
刻
や
解
読
が
十
分
に
行
え
な
い
䣔
と
い
䣬
た
回
答
が

多
く
寄
せ
ら
れ
た
点
と
重
な
る
䣎
ま
た
䣍䣓
特
に
支
援
は
必
要
な
い
䣔
と
い
う
回
答
が
次
点
で
多
く
䣍
二
二
％
だ
䣬
た
䣎
ま
た
䣍
䣓
書
の
展
覧
会

に
関
す
る
企
画
案
な
ど
の
提
供
䣔
も
一
五
％
と
䣍
企
画
案
の
提
供
を
求
め
て
い
る
館
も
少
な
か
ら
ず
あ
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎䣓
そ
の
他
䣔
の
回

答
中
に
も
䣓
資
料
の
借
用
䣍
あ
る
い
は
借
用
に
関
す
る
協
力
䣔
と
い
䣬
た
も
の
も
見
受
け
ら
れ
䣍
実
際
の
借
用
の
手
配
な
ど
も
含
め
た
パ
䣹
ケ

䤀
ジ
と
し
て
の
企
画
案
の
提
供
に
対
す
る
需
要
も
確
認
で
き
る
結
果
と
な
䣬
た
䣎 

 

こ
こ
ま
で
䣍
主
に
平
成
三
〇
年
度
以
降
の
書
の
展
覧
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
調
査
し
た
結
果
を
記
し
た
が
䣍
現
状
で
は
書
作
品
の
収
蔵
割

合
に
対
し
て
十
分
に
活
用
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
現
状
が
浮
か
び
上
が
䣬
て
き
た
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
背
景
に
は
書
を
扱
う
人
材
の
不
足
と

い
う
問
題
が
多
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
䣎
し
か
し
こ
れ
は
䣍
書
作
品
の
収
蔵
が
館
の
収
蔵
数
に
占
め
る
割
合
を
考
え
れ
ば
䣍
当
然
の
結
果
と

も
い
え
る
䣎
規
模
の
小
さ
い
館
で
は
䣍
少
な
い
人
数
で
館
を
運
営
し
て
い
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ
る
䣎
そ
う
し
た
中
で
は
䣍
そ
の
館
で
収
蔵
数

の
多
い
ジ
䣺
ン
ル
に
精
通
し
た
学
芸
員
の
配
置
が
優
先
さ
れ
る
䣎
あ
る
い
は
䣍
美
術
館
な
ど
で
は
日
本
美
術
史
や
西
洋
美
術
史
を
専
門
と
し
た
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学
芸
員
を
配
置
す
る
こ
と
が
多
く
䣍
そ
し
て
こ
の
䣓
美
術
史
䣔
と
い
䣬
た
場
合
に
書
が
含
ま
れ
な
い
ケ
䤀
ス
が
多
い
䣎
例
え
ば
東
京
藝
術
大
学

を
例
に
挙
げ
て
み
て
も
䣍
そ
こ
に
は
書
の
コ
䤀
ス
は
設
置
さ
れ
て
お
ら
ず
䣍
こ
れ
は
多
摩
美
術
大
学
や
武
蔵
野
美
術
大
学
と
い
䣬
た
い
わ
ゆ
る

美
術
大
学
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
䣎
こ
う
し
た
現
状
か
ら
䣍
絵
画
や
彫
刻
䣍
工
芸
に
つ
い
て
は
知
識
が
あ
䣬
て
も
書
に
対
し
て
は
あ
ま
り
な

い
と
い
䣬
た
䣍
美
術
史
を
専
門
と
し
た
人
が
多
い
傾
向
が
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
䣎
こ
う
し
た
部
分
を
補
足
で
き
る
も
の
が
あ
れ
ば
䣍

あ
る
い
は
近
代
以
降
の
書
と
美
術
の
曖
昧
な
関
係
を
払
拭
で
き
る
も
の
が
あ
れ
ば
䣍
書
の
展
覧
会
活
性
化
や
書
作
品
の
展
覧
会
と
い
う
場
で
の

活
用
に
繋
が
䣬
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

 

第
三
項 

䣓
書
作
品
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
に
つ
い
て
䣔
の
分
析
結
果 

 

書
作
品
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
に
つ
い
て
䣍
問
２
５
に
設
け
た
平
成
三
〇
年
度
以
降
に
主
催
事
業
と
し
て
書
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
を

実
施
し
た
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
䣍䣓
実
施
し
て
い
な
い
䣔
が
一
番
多
く
䣍
七
四
％
だ
䣬
た
䣎
実
施
さ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
は
䣓
ギ
䣺
ラ

リ
䤀
ト
䤀
ク
䣔
が
一
番
多
く
七
％
䣍
次
点
が
䣓
ワ
䤀
ク
シ
䣼
䣹
プ
䣔
の
五
％
䣍
次
に
䣓
講
演
会
䣔
の
四
％
だ
䣬
た
䣎
件
数
と
し
て
も
一
番
多
い

ギ
䣺
ラ
リ
䤀
ト
䤀
ク
が
二
九
件
と
䣍
過
去
五
年
間
の
デ
䤀
タ
と
考
え
る
と
数
が
非
常
に
少
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
䣎
通
常
䣍
こ
う
し
た
イ

ベ
ン
ト
は
展
覧
会
に
付
随
し
て
実
施
さ
れ
る
䣎
前
述
の
通
り
䣍
書
を
メ
イ
ン
と
し
て
扱
䣬
た
展
覧
会
を
開
催
し
た
館
が
六
四
件
だ
䣬
た
こ
と
を

鑑
み
れ
ば
䣍
順
当
な
数
と
も
い
え
よ
う
䣎 

 

支
援
に
つ
い
て
尋
ね
た
問
２
６
で
は
䣍䣓
特
に
支
援
は
必
要
な
い
䣔
と
い
う
回
答
が
最
も
多
く
䣍
二
五
％
だ
䣬
た
䣎
次
い
で
䣓
書
の
研
究
者
の

派
遣
䣔
が
二
一
％
䣍䣓
書
家
の
派
遣
䣔
が
一
七
％
と
続
い
た
䣎
問
２
５
で
䣓
書
家
を
招
い
た
席
上
揮
毫
䣔
を
実
施
し
た
と
回
答
し
た
の
は
わ
ず
か

八
件
で
あ
䣬
た
が
䣍
需
要
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
結
果
と
な
䣬
た
䣎 

 

第
四
項 

䣓
デ
ジ
タ
ル
ア
䤀
カ
イ
ブ
に
つ
い
て
䣔
の
分
析
結
果 

 

問
２
７
の
収
蔵
品
の
画
像
を
イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
で
公
開
し
て
い
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
䣍
一
番
多
か
䣬
た
回
答
は
䣓
一
部
の
収
蔵
品
を

公
開
し
て
い
る
䣔
で
䣍
全
体
の
約
半
数
を
占
め
た
䣎䣓
ほ
と
ん
ど
の
収
蔵
品
を
公
開
し
て
い
る
䣔
と
䣓
公
開
し
て
い
な
い
が
䣍
今
後
公
開
す
る
予

定
で
あ
る
䣔
を
も
含
め
る
と
䣍
全
体
の
約
八
割
と
い
う
数
に
な
り
䣍
収
蔵
品
を
イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
上
で
公
開
す
る
場
が
徐
々
に
整
え
ら
れ
て
い

る
様
子
が
窺
え
る
䣎
す
で
に
収
蔵
品
の
一
部
も
し
く
は
ほ
と
ん
ど
を
公
開
し
䣍
か
つ
書
作
品
を
収
蔵
し
て
い
る
館
に
お
い
て
䣍
公
開
し
た
作
品

に
書
が
含
ま
れ
て
い
る
と
回
答
し
た
の
は
約
半
数
で
あ
䣬
た
䣎
一
方
䣍䣓
含
ま
れ
て
お
ら
ず
䣍
今
後
の
公
開
に
つ
い
て
も
未
定
で
あ
る
䣔
と
回
答

し
た
の
は
三
五
％
で
高
い
割
合
を
示
し
て
い
る
䣎 
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こ
う
し
た
䣍
イ
ン
タ
䤀
ネ
䣹
ト
上
で
の
収
蔵
品
の
情
報
公
開
は
近
年
重
要
視
さ
れ
て
き
て
い
る
部
分
で
は
あ
る
が
䣍
現
在
十
分
に
そ
の
環
境

が
整
え
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
䣎
ま
た
䣍
そ
の
た
め
の
予
算
を
獲
得
し
に
く
い
状
況
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
䣍
い
ま
だ
課
題
が
残
る
部
分
と

い
え
よ
う
䣎 

 

お
わ
り
に 

 

こ
こ
ま
で
䣍近
代
以
降
の
書
を
取
り
扱
䣬
た
展
覧
会
の
事
例
や
博
物
館
を
対
象
に
実
施
し
た
ア
ン
ケ
䤀
ト
結
果
を
も
と
に
䣍
分
析
を
試
み
た
䣎 

今
回
の
結
果
で
特
に
浮
き
彫
り
に
な
䣬
た
の
は
䣍
多
く
の
館
に
少
な
く
と
も
一
点
以
上
の
書
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
䣍
活
用
さ
れ
て

い
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
背
景
に
は
職
員
の
書
に
対
す
る
知
識
䣍
あ
る
い
は
理
解
の
不
足
と
い
䣬
た
現

状
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
し
か
し
䣍
多
く
の
館
に
書
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
と
は
い
い
な
が
ら
も
各
館
に
お
け
る
書
作
品
が
全
体
の
収

蔵
数
に
対
し
て
占
め
る
割
合
は
少
な
く
䣍
書
専
門
の
学
芸
員
を
配
置
す
る
の
は
現
実
的
で
は
な
い
䣎
そ
う
し
た
状
況
の
中
䣍
書
を
専
門
と
し
な

い
学
芸
員
に
対
す
る
書
の
知
識
向
上
を
目
的
と
し
た
セ
ミ
ナ
䤀
の
実
施
や
䣍
あ
る
い
は
展
覧
会
の
開
催
を
見
据
え
て
の
専
門
家
の
協
力
と
い
䣬

た
支
援
が
で
き
る
な
ら
ば
䣍
今
後
の
書
作
品
の
活
用
が
さ
ら
に
進
ん
で
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
れ
に
よ
䣬
て
䣍
い
ま
だ
調
査
研
究
が
進

ん
で
い
な
い
書
作
品
に
対
し
て
価
値
の
再
発
見
や
位
置
付
け
が
で
き
れ
ば
䣍
そ
れ
は
一
過
性
の
も
の
で
は
な
く
䣍
将
来
的
な
活
用
に
も
繋
が
る

も
の
と
な
䣬
て
い
く
だ
ろ
う
䣎
現
在
䣍
各
館
に
お
け
る
書
の
位
置
付
け
は
䣓
地
域
資
料
䣔
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
場
合
が
多
い
が
䣍
書
作

品
に
対
す
る
価
値
の
発
見
や
位
置
付
け
が
可
能
と
な
れ
ば
䣍
書
道
史
あ
る
い
は
歴
史
䣍
美
術
史
䣍
文
学
史
と
い
䣬
た
立
場
か
ら
の
位
置
付
け
が

現
在
不
明
瞭
な
作
品
に
対
し
て
も
䣍
資
料
の
特
性
に
合
わ
せ
て
明
確
に
位
置
付
け
る
こ
と
も
可
能
と
な
䣬
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 

ま
た
䣍
近
代
以
降
の
書
の
作
品
に
注
目
し
た
場
合
䣍
常
設
展
示
あ
る
い
は
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
展
や
企
画
展
に
お
い
て
活
用
し
て
い
る
館
と
い
う
の

は
䣍
書
を
専
門
的
に
扱
う
館
が
多
い
䣎
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
䣍
書
作
品
の
ま
と
ま
䣬
た
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
が
あ
る
博
物
館
が
多
く
䣍
そ
の
コ
レ

ク
シ
䣼
ン
は
䣍
そ
の
書
家
の
出
身
地
な
ど
ゆ
か
り
の
あ
る
地
に
形
成
さ
れ
て
い
る
ケ
䤀
ス
が
多
い
䣎
書
家
自
身
あ
る
い
は
そ
の
遺
族
か
ら
ま
と

ま
䣬
た
コ
レ
ク
シ
䣼
ン
の
寄
贈
を
受
け
䣍
そ
れ
を
母
体
と
し
て
常
設
展
示
室
を
設
け
て
い
る
場
合
も
あ
り
䣍
こ
し
た
事
例
か
ら
は
䣍
や
は
り
䣓
地

域
資
料
䣔
と
し
て
書
が
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
ケ
䤀
ス
が
多
い
と
い
う
実
態
が
浮
き
彫
り
と
な
䣬
た
と
い
え
よ
う
䣎 

ま
た
䣍
書
を
取
り
上
げ
た
展
覧
会
の
企
画
案
の
提
供
も
䣍
書
の
展
覧
会
の
活
性
化
を
考
え
る
上
で
は
有
効
な
手
法
の
一
つ
と
成
り
得
る
だ
ろ

う
䣎
企
画
案
を
提
供
す
る
中
で
䣍
書
と
他
の
ジ
䣺
ン
ル
と
を
結
び
つ
け
る
よ
う
な
提
案
で
き
れ
ば
䣍
今
ま
で
書
を
展
示
す
る
機
会
が
な
か
䣬
た

館
が
新
た
に
書
を
展
示
す
契
機
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
䣎
ま
た
そ
れ
は
䣍
鑑
賞
者
に
対
し
て
新
た
な
書
の
楽
し
み
方
を
提
供
す
る
機
会
の
創
出

と
も
な
ろ
う
䣎 
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書
の
イ
ベ
ン
ト
は
䣍
現
在
あ
ま
り
実
施
さ
れ
て
い
な
い
䣎
そ
れ
は
䣍
書
を
メ
イ
ン
と
し
て
扱
う
展
覧
会
の
実
施
が
少
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い

る
䣎
通
常
䣍
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
展
覧
会
開
催
に
付
随
し
て
実
施
さ
れ
る
䣎
書
を
主
だ
䣬
て
扱
う
展
覧
会
開
催
が
増
え
れ
ば
䣍
お
の
ず
と
こ

う
し
た
イ
ベ
ン
ト
が
実
施
さ
れ
る
機
会
も
増
え
よ
う
䣎
佐
久
市
立
近
代
美
術
館
で
は
䣍
令
和
六
年
度
に
書
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
ギ
䣺
ラ

リ
䤀
ト
䤀
ク
や
書
家
を
招
い
た
ワ
䤀
ク
シ
䣼
䣹
プ
を
実
施
し
た
が
䣍
こ
れ
は
書
を
メ
イ
ン
と
し
て
扱
䣬
た
展
覧
会
に
付
随
す
る
イ
ベ
ン
ト
と
し

て
実
現
し
た
も
の
で
あ
る
䣎
ま
た
ワ
䤀
ク
シ
䣼
䣹
プ
に
関
し
て
は
䣍
昨
年
度
に
䣓
新
・
収
蔵
品
展―

令
和
四
年
度
収
蔵―

䣔
を
開
催
し
た
際
に

も
書
家
を
招
い
た
ワ
䤀
ク
シ
䣼
䣹
プ
を
実
施
し
た
䣎
こ
れ
ら
の
ワ
䤀
ク
シ
䣼
䣹
プ
で
招
い
た
書
家
は
䣍
何
れ
も
展
覧
会
の
中
で
作
品
を
展
示
し

て
い
た
収
蔵
作
家
で
あ
る
䣎
書
作
品
を
収
蔵
し
䣍
か
つ
展
示
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
実
施
で
き
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
䣍
展
覧
会
と
関
わ
り
の
な
い

突
発
的
な
イ
ベ
ン
ト
は
実
施
が
難
し
い
現
状
が
あ
る
䣎 

ま
た
䣍
こ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
に
あ
た
䣬
て
は
䣍
書
の
研
究
者
や
書
家
の
派
遣
と
い
䣬
た
䣍
人
的
支
援
が
求
め
ら
れ
て
い
る
傾
向
が
あ

る
䣎
今
後
䣍
各
館
が
イ
ベ
ン
ト
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
と
き
に
こ
う
し
た
支
援
が
あ
れ
ば
䣍
開
催
の
後
押
し
と
な
る
だ
ろ
う
䣎 

䣓
は
じ
め
に
䣔
で
記
し
た
よ
う
に
䣍
現
在
䣍
近
代
以
降
に
制
作
さ
れ
た
書
作
品
で
重
要
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て
い
る
も
の
は
な
い
䣎
こ
こ

で
䣍䣓
書
跡
・
典
籍
の
部
䣔
に
お
け
る
指
定
基 

準
を
確
認
し
た
い
１
２

䣎 

一 

書
跡
類
は
䣍
宸
翰
䣍
和
漢
名
家
筆
跡
䣍
古
筆
䣍
墨
跡
䣍
法
帖
等
で
䣍
我
が
国
の
書
道
史
上
の
代
表
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
我
が
国
の

文
化
史
上
貴
重
な
も
の 

二 

典
籍
類
の
う
ち
写
本
類
は
䣍
和
書
䣍
漢
籍
䣍
仏
典
及
び
洋
書
の
原
本
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
写
本
で
我
が
国
の
文
化
史
上
貴
重
な
も
の  

三 

典
籍
類
の
う
ち
版
本
類
は
䣍
印
刷
史
上
の
代
表
で
我
が
国
の
文
化
史
上
貴
重
な
も
の  

四 

書
跡
類
䣍
典
籍
類
で
歴
史
的
又
は
系
統
的
に
ま
と
ま
つ
て
伝
存
し
䣍
学
術
的
価
値
の
高
い
も
の  

五 

渡
来
品
で
我
が
国
の
文
化
に
と
つ
て
特
に
意
義
の
あ
る
も
の 

 

も
し
䣍
近
代
以
降
の
書
が
指
定
さ
れ
る
余
地
が
あ
る
と
す
れ
ば
䣓
我
が
国
の
書
道
史
上
の
代
表
と
認
め
ら
れ
る
も
の
又
は
我
が
国
の
文
化
史

上
貴
重
な
も
の
䣔
と
判
断
さ
れ
た
場
合
で
あ
ろ
う
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
た
め
に
は
近
代
以
降
の
書
に
対
す
る
研
究
の
深
ま
り
と
䣍
あ
る
い
は
個
々

の
作
品
に
対
す
る
書
道
史
的
な
位
置
付
け
を
行
䣬
て
い
く
こ
と
が
必
要
に
な
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
䣎
他
の
美
術
分
野
の
よ
う
に
一
点
で

も
指
定
を
受
け
れ
ば
䣍
近
代
以
降
に
誕
生
し
た
書
作
品
を
保
存
し
䣍
未
来
へ
と
繋
い
で
い
く
た
め
の
環
境
も
よ
り
整
う
と
考
え
ら
れ
る
䣎
そ
う

し
た
未
来
を
見
据
え
た
と
き
䣍
重
要
に
な
䣬
て
く
る
の
は
一
般
の
書
に
対
す
る
興
味
関
心
の
高
ま
り
と
䣍
書
に
対
す
る
理
解
の
深
ま
り
で
あ
ろ

う
䣎
そ
の
た
め
に
は
䣍
い
わ
ゆ
る
社
会
教
育
の
場
で
䣍
書
に
親
し
み
や
す
い
場
を
整
え
て
い
く
こ
と
も
重
要
と
な
る
䣎
展
覧
会
と
い
う
䣍
書
作

品
の
鑑
賞
の
場
の
提
供
や
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
な
ど
は
䣍
そ
の
一
角
と
成
り
得
る
だ
ろ
う
䣎
ま
た
䣍
博
物
館
に
お
け
る
書
の
保
存
の
環
境
が
整
え
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る
こ
と
は
䣍
現
在
の
書
文
化
を
次
の
時
代
へ
と
繋
い
で
い
く
こ
と
に
連
な
る
䣎
そ
う
し
た
意
味
で
も
䣍
博
物
館
が
書
に
対
し
て
抱
え
る
様
々
な

課
題
に
対
し
て
支
援
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
と
な
䣬
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
䣎 
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術
館
䣍
平
成
四
年
䥺
に
詳
し
い
䣎
本
稿
に
あ
た
り
䣍
こ
れ
に
拠
䣬
た
䣎 

９ 
䣓
大
き
な
井
上
有
一
展 

YU
-IC
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䣔
に
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い
て
は
䣕
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な
井
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有
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䣖
䥹
埼
玉
県

立
近
代
美
術
館
ほ
か
䣍
平
成
三
年
䥺
に
詳
し
い
䣎
本
稿
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博物館における書作品の位置付けと活用に関するアンケート集計結果

回答数：378館

書作品の収蔵について

１．書作品（古文書を含めない）を収蔵していますか。

している 284

していない 94

２．問１で「収蔵している」と回答された方にお聞きします。収蔵品における書作品の占める割合はどの程度ですか。

80％以上 5

60～79％ 2

40～59％ 6

20～39％ 8

10～19％ 33

9％以下 223

75%

25% している

していない

2%

1%

2%

3%

12%

80%

80％以上

60～79％

40～59％

20～39％

10～19％

9％以下

日本 283

中国 31

その他 6

奈良時代以前 9

平安時代 14

鎌倉時代 21

室町時代 28

安土桃山時代 23

江戸時代 158

明治・大正時代 192

昭和時代以降 215

３．問１で「収蔵している」と回答された方にお聞きします。収蔵している書作品は日本と中国どちらで制作された作品です

か。該当するものすべてにチェックしてください。

４．問３で「日本」と回答された方にお聞きします。収蔵している書作品の制作年代は何年頃ですか。該当するものすべてに

チェックしてください。

88%

10%
2%

日本

中国

その他

1% 2% 3%

4%

4%

24%

29%

33%

奈良時代以前

平安時代

鎌倉時代

室町時代

安土桃山時代

江戸時代

明治・大正時代

昭和時代以降
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歴史上重要な作品として 105

書道史上重要な作品として 32

美術史上重要な作品として 67

文学史上重要な作品として 22

地域資料（地域の作家の作品）として 183

その他 64

その他の回答

地域に関わりがある作家・人物の作品とし

て
7

収蔵作家・収蔵資料の関連資料として 20

海外での出展歴がある作品として 1

寄贈品 10

館設立以前の所有品が移管された 1

教育史重要な作品として　　 3

展示に使用された作品として 1

博物館の母体団体の資産として 4

地域の歴史資料として 3

画家と書家との合作 1

伝来品 6

○○コレクションの一環として 3

コレクターとの交友関係として 1

1970年代に3点収蔵。それ以降収集してい

ない
1

５．問１で 「収蔵している」と回答された方にお聞きします。貴館において書作品はどのような位置付けから収蔵されています

か。該当するものすべてにチェックしてください。

22%

7%

14%

5%

39%

13%

歴史上重要な作品とし

て

書道史上重要な作品と

して

美術史上重要な作品と

して

文学史上重要な作品と

して

地域資料（地域の作家

の作品）として

その他

６．問１で 「収蔵している」と回答された方にお聞きします。平成３０年度以降に書作品を収蔵しましたか。

収蔵した 151

収蔵していない 129

７．今後、書作品を収蔵することはありますか。

ある 241

ない 122

わからない 11

54%

46%
収蔵した

収蔵していない

64%

33%

3%

ある

ない

わからない
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８．問７で「ない」と回答された方にお聞きします。理由を教えてください。

書作品に限らず、新たに作品を収蔵する環

境が整っていない
21

館の収集方針に書作品が該当しないため 80

その他 29

その他の回答（原文に依ったが、館が特定できる部分のみ○○と記載した）

館内に書道の専門家がいない/収集対象を宮沢賢治本人のもの、または同年代の関連資料としているため/○○で収蔵するため/収

蔵に適した施設がないため、市内の他の博物館にて収蔵するため/収蔵後の活用頻度の面から、新規収蔵は可能性として低い/機

会があれば検討する書については収集方針に明確な規定がなく、既存の収蔵作品は、県主催の県展優秀作品を県が買い上げ収蔵

していたものが移管されたもの。それ以外は地域資料の1点をのぞき、美術館では開館以降収蔵していない/館として書を扱って

きた経験の積み重ねが無く、また、専門的知見のある学芸員がいないため。市民や市役所からの強い求め、学芸員の問題意識の

変化など、現状に変化が生じた場合には新たな方向性として検討するかもしれませんが、現状ではないかと思います/○○市で

は、○○課が書作品を収蔵しており、日本及び海外の絵画や彫刻と一緒にホールギャラリーにおいて年３回の展示替えをしなが

ら収蔵作品を展示している/現在、将来的な本館への機能集約にむけて休館中であるため/どちらともいえない/申し出があれば収

蔵する可能性もあるが、極めて低い/当館は収蔵品を持たない、貸館の美術館であるため/〇〇氏収集品寄贈による所蔵品であ

り、今後の寄贈がないため/当館では、○○の作品を収蔵しているが、○○には書の作品が無い為/収集ではなく、保存管理が目

的のため/絵画中心の収集方針のため、ご縁があれば収蔵する可能性がある/同町内に○○をテーマにした施設があり、そこで書

の展覧会が行われているから/○○関係史料群の中に書作品が含まれる場合は収集する可能性もあります/収蔵資料は全て偶発的

な寄贈によるもののため「わからない」/状況に応じて必要があれば検討し、受け入れる場合もあります

16%

62%

22%

書作品に限らず、新

たに作品を収蔵する

環境が整っていない

館の収集方針に書作

品が該当しないため

その他

１０．問７で「ある」と回答された方にお聞きします。今後、日本の近代以降の書作品を収集する可能性はありますか。

ある 172

ない 8

わからない 71

市立美術館の所管となるため/当館の収蔵対象資料は原則として江戸時代の○○地方・○○藩に関するものとしているため、近代

以降の書作品を積極的に収集する可能性は低い/収集活動を行っていないため/○○筆の絵画収集の結果、書画を収蔵することと

なったもので、それ以外の作家による書作品を収集することは館の方針としてはない/○○家に伝来した資料のみを所蔵している

ため/当館は陶磁器専門の博物館であり、陶磁器関連資料として例外的に書を受け入れることはあるが、あくまでそれが歴史資料

の要件を備えている限りにおいてであり、近代以降の芸術作品としての書は該当しないから/武道関連資料の収集が目的であるた

め

１１．問１０で「ない」と回答された方にお聞きします。理由を教えてください。（原文に依ったが、館が特定できる部分のみ

○○と記載した）

/現時点で予定はないが、将来的には未定/書が専門の学芸員がいない。これまで寄贈等の話がなかった/寄贈を中心とした収集を

しており機会がないため、購入の場合は現代美術を中心としているため現代書道は可能性としてあるが、これまでは検討作品に

入っていないため/基本的に新たな収集は行わない/書作品の展示に適した設備が整っていないため（展示ケースなど）/書作品を

扱える専門職員がいない

69%

3%

28%

ある

ない

わからない
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ある 61

ない 48

わからない 117

１３．問１２で「ない」と回答された方にお聞きします。理由を教えてください。（原文に依ったが、館が特定できる部分のみ

○○と記載した）

当館の収蔵対象資料は原則として江戸時代の○○地方・○○藩に関するものとしているため、近代以降の書作品を積極的に収集

する可能性は低い/収集活動を行っていないため、歴史的位置づけが困難なため/当館で、収蔵する可能性があるとすれば、当館

の画家に関係している資料としての書になるかと思われるため/博物館の収集方針に合致しない/当館の収集・展示対象としてい

ないため/収蔵庫のスペースが逼迫している都合上、地域ゆかりの作家を優先しなければならないため/○○以外の書を収集する

理由がないため/収集方針に含まれていないため/明治大正期に○○に揮毫された色紙や扁額が新たに発見されれば、ゆかりの資

料として収集するが、現存の書家の作品がそれに該当することはないと思われるため/○○とあまり関連がないため/館の収集方

針に該当しないため/○○の歴史に関連のある作品を収集する/現存の書家の作品は美術作品ととらえられ、地域の歴史資料を収

集・展示するという当館の資料収集基準からはずれるため。今後、歴史系博物館として地域に残る資料の収集という観点で書の

作品を収集する可能性はあるが、現存書家の作品は美術館での収集・展示が適当であると考えるため/前述のとおり、あくまで地

域資料として収蔵しており、美術品としての書作品を収集することがないため/地域に関連する作品として収蔵する場合あり/当

館は○○地域の歴史・民俗を調査・収集対象としており、当市ゆかりの人物が揮ごうした書（掛軸・扁額など）を収集しており

ます。あくまで地域の歴史の関係資料として収集したものであり、美術館における書家の作品とは異なると考えております/館の

収集方針に該当しないため

１２．問７で「ある」と回答された方にお聞きします。現存の書家の作品（展覧会等の出品作）を収集する可能性はあります

か。

27%

21%

52%

ある

ない

わからない

書の展覧会の開催状況について

展示した 212

展示していない 164

/○○家の歴史に関連する事が前提となっている/館の収集方針に合わないため/収蔵方針ではないから/「○○資料収集方針」の

対象でないため/○○美術館は、画家であり書家でもある○○の作品を収蔵・展示することに特化した美術館であるため/物故作

家で、或る程度評価が定まり、かつ地域ゆかりの人物の作品を優先している/書作品については地域の歴史に関わる文化人の作品

という視点で収集しているため/幕末・明治維新の専門博物館であるため/書家の作品は収蔵対象としていないから/博物館の性格

上/本市において、現代作家の作品収集は、他の部課となるため/江戸時代の国学者・○○とその周辺を紹介する、という当博物

館の性質上、近世史料中心の展覧会となるため/○○の書を収集していく方針のため/収集対象が基本的に物故作家の作品である

ため/生存作家の作品の寄贈は受けないという収集方針のため/当館は歴史系博物館であり、本県は美術館も設置しているため/当

館の収集対象とする資料は、主として戦前、戦中の時代に関係するものであり、現在の書家が展覧会等に出品した作品を収集対

象とはしていないため/幕末から明治維新期の関連資料として（歴史資料として）書を収集しており、美術品としての書の収集を

行っていないため。ちなみに、当館が所蔵する書作品は遺墨として位置づけられるもので、作成者を重視するものである。ま

た、受け入れ方法は寄贈や寄託が主であるため、美術的価値が高い書家の作品を購入する可能性はほぼない/収集は○○家に関す

る資料のみのため/歴史博物館としての収集基準（歴史資料）に合致しないため/館の収集方針として「○○市域の歴史に関する

資料」があるため、歴史的評価が定まっていない現存書家の作品については収集対象外となるため/歴史資料としての収集となる

ので、現存の書家は収集対象とは考えていないため/歴史上・美術史上重要な人物について，主として没故者の作品を収蔵してい

るため

１４．書の展覧会の開催状況についてお聞きします。公募展などの貸しギャラリー以外のコレクション展や企画展などで平成３

０年度以降

56%

44% 展示した

展示していない
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１５．問１４で「展示した」と回答された方にお聞きます。何回程度展示しましたか。

常設で展示している 54

10回以上 19

5回以上10回未満 34

2回以上5回未満 56

1回 56

はい 64

いいえ 145

１６．問１４で「展示した」と回答された方にお聞きます。そこには、書をメインとして扱った展覧会が含まれていますか。

25%

9%

15%
25%

26%

常設で展示して

いる

10回以上

5回以上10回未満

2回以上5回未満

1回

31%

69%

はい

いいえ

コレクション展 109

企画展・特別展 125

その他 24

その他の回答

収蔵資料展 1

地元高校生の書道パフォーマンスの作品 1

常設展 13

他館の企画展へ貸出し 1

特設展示 1

コレクション展内の特集展示　 2

県書道連盟の周年記念展　　 1

巡回展　 1

実行委員会形式の特別展　※当館主催では

ない
1

小展示 1

１９．問１４で「展示した」と回答された方にお聞きます。コレクション展と企画展や特別展 （コレクション以外も含めて構成

される展覧会）のどちらでしたか。該当するものすべてにチェックしてください。

42%

49%

9%

コレクション展

企画展・特別展

その他
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展覧会のテーマに合わなかった 55

資料の状態が悪く展示できなかった 2

集客が期待できなかった 3

書作品を扱う学芸員が不在だった 13

その他 19

その他の回答

過去に展示したため、他のテーマを優先し

た
2

開館以来企画展でしか書を展示したことが

ない
1

資料の調査・研究が不十分であるため 4

書に比重を置いた展示を企画していない 1

常設展示が館の大半を占めているため 1

書の収蔵数が少ないため 2

館の方針に沿わない 5

展示する必然性がなかった 1

別の館で展示したため 1

常設で展示しているため 1

収蔵している書作品が大幟のため 1

２０．問１で「収蔵している」かつ問１４で「展示していない」と回答された方にお聞きします。収蔵している書作品を展示し

なかった理由について、当てはまるものすべてにチェックしてください。

60%

2%

3%

14%

21%

展覧会のテーマに

合わなかった

資料の状態が悪く

展示できなかった

集客が期待できな

かった

書作品を扱う学芸

員が不在だった

その他

メインで扱うほど収蔵していない 81

資料の状態が悪く展示できなかった 1

集客が期待できなかった 10

書作品を扱う学芸員が不在だった 16

その他 37

その他の回答

資料の調査・研究が不十分であるため 2

展覧会のメインテーマではなかった 25

館の方針に合わない 5

地域の歴史資料であるため 1

書メインで企画展を行えるほど共通のテー

マや地域との関わりを持った書作品を収蔵

していない

1

他に公開すべき作品、資料があるため 1

過去に書に企画展を開催したため 1

２１．問１で「収蔵している」かつ問１６で「いいえ」と回答された方にお聞きます。書をメインとして扱わなかった理由を教

えてください。

56%

1%

7%

11%

25%

メインで扱うほど

収蔵していない

資料の状態が悪く

展示できなかった

集客が期待できな

かった

書作品を扱う学芸

員が不在だった

その他
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２２．今後、書の展覧会を開催する予定はありますか。

ある 39

ない 125

未定 205

課題は特にない 55

館の方針と合わない 99

資料の翻刻や解読が十分に行えない 139

集客が期待できない 74

書作品（書風など）に対する理解が十分で

ない
172

その他 45

２３．書に関するコレクション展や企画展を開催するときに、課題はありますか。当てはまるものすべてにチェックしてくださ

い。

11%

34%55%

ある

ない

未定

9%

17%

24%

13%

29%

8%

課題は特にない

館の方針と合わない

資料の翻刻や解読が十分

に行えない

集客が期待できない

書作品（書風など）に対

する理解が十分でない

その他

その他の回答

展示設備の不足 4

収蔵数が少ない 9

企画の方法によっては可能かもしれない 1

企画するほどの作品数が集められない 1

展示替えを予定していない 1

郷土の芸術文化史への理解を深めること 1

書の知識を有する学芸員（専門の学芸員）

がいない
9

ノウハウがないため、どのような課題があ

るかわからない
1

収蔵品は書としてというより、特定作家の

作品として位置付けられているため、課題

等もこの点に即したものになる

1

休館中で現在展示を行っていない 1

現存作家の場合、略歴の現在役職を把握す

る必要がある。日頃の交流が必要。会派が

異なる作家を同時に展示する場合は慎重に

進めた方が良い

1

テーマをどこに置くかが問題 3

当館で開催する意義 1

開催の予定はない 5

資料の価値や位置付けが不十分 1

資料の状態の問題 2

業務にあたる人員の確保が難しい 1
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２４．今後、どのような支援があれば書作品を展示しようと思いますか。当てはまるものすべてにチェックしてください。

特に支援は必要ない 102

書の展覧会開催に対する補助金などの金銭

的な支援
66

書作品に詳しい専門家の協力などの人的な

支援
163

書の展覧会に関する企画案などの提供 76

どのような支援があっても展示しない 34

その他 56

その他の回答

資料の借用、あるいは借用に関する協力 5

館の方針に合わないため、展示の予定がな

い、あるいは可能性が低い
12

書の位置づけの確立 2

書の学芸員の配置 2

書に限定せず、広く表現として捉えた展覧

会
1

専門家育成のための支援 1

展示替えを予定していない 1

収蔵数が少なく、展示は難しい 1

他ジャンルとのコラボレーション 1

館のテーマやコレクションとの関連性 12

支援の有無で展示を決めるわけではない 4

休館中のため展示は行わない 2

作品の修復費の金銭的な支援 1

必要な展示を計画していく 2

専門家の支援 2

ケースごとに異なる 1

広報活動の支援 1

21%

13%

33%

15%

7%

11%
特に支援は必要ない

書の展覧会開催に対する補

助金などの金銭的な支援

書作品に詳しい専門家の協

力などの人的な支援

書の展覧会に関する企画案

などの提供

どのような支援があっても

展示しない

その他

イベント実施のための人的支援 1

他館での書作品展示に関する情報共有 1

書作品に関するイベント等の実施について

実施していない 297

公募展 6

ギャラリートーク 29

講演会 17

ワークショップ 20

講座（継続的なもの） 11

書家を招いた席上揮毫 8

その他 14

その他の回答

書道パフォーマンス 4

席上揮毫 2

学校との連携展示 2

出張展示 1

展示解説動画の配信 1

書き初め 1

別テーマの展覧会のギャラリートーク内で

紹介
1

書の講座受講生による作品展 1

２５．平成３０年度以降、主催事業として書に関するイベントを実施しましたか。また、どのようなイベントを開催しました

か。当てはまるものすべてにチェックしてください。

74%

2%

7%

4%

5%
3% 2% 3%

実施していない

公募展

ギャラリートーク

講演会

ワークショップ

講座（継続的なもの）

書家を招いた席上揮毫

その他
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特に支援は必要ない 124

補助金などの金銭的な支援 75

書家の派遣 85

書の研究者の派遣 106

どのような支援があっても展示しない 50

その他 59

その他の回答

展示の予定はない 5

展示方法や見せ方などの情報提供 1

展覧会の内容と関連が認められた場合 4

館のテーマやコレクションとの関連性が

あった場合
3

資料の借用や資料に関する情報提供 4

実施の予定はない 8

別の施設で行う 2

書の位置付けの確立 1

書の学芸員の配置 2

専門家育成のための支援 1

書作品に詳しい専門家の協力などの人的な

支援
1

ケースごとに異なる 3

魅力的なイベントの企画案の提供 3

館として意義のある企画 4

休館中のため実施しない 2

２６．どのような支援があれば、主催事業としてイベントを実施しようと思いますか。当てはまるものすべてにチェックしてく

ださい。

25%

15%

17%

21%

10%

12%
特に支援は必要ない

補助金などの金銭的

な支援
書家の派遣

書の研究者の派遣

どのような支援が

あっても展示しない
その他

要望があれば検討する 2

支援の有無で決めるわけではない 3

内容により検討する 1

外国語通訳 1

市として実施した場合 2

記念事業としてなら可能 1

収蔵数が少ない 2

書に対する学芸員の理解の深まり 1

収蔵資料の調査にかかる支援 1

デジタルアーカイブについて

２７．デジタル・アーカイブについてお聞きします。収蔵品の画像をインターネットで公開していますか。

公開しておらず、また公開する予定もない 78

公開していないが、今後公開する予定であ

る
83

一部の収蔵品を公開している 190

ほとんどの収蔵品を公開している 21

21%

22%51%

6% 公開しておらず、また

公開する予定もない

公開していないが、今

後公開する予定である

一部の収蔵品を公開し

ている

ほとんどの収蔵品を公

開している

79



含まれている 85

含まれておらず、今後も公開しない 10

含まれていないが、今後公開する予定であ

る
17

含まれておらず、今後の公開についても未

定である
62

２８．問１で「収蔵している」かつ問２７で「一部の収蔵品を公開している」、「ほとんどの収蔵品を公開している」と回答さ

れた方にお聞きします。書作品は含まれていますか。

49%

6%

10%

35%

含まれている

含まれておらず、今後も公

開しない

含まれていないが、今後公

開する予定である

含まれておらず、今後の公

開についても未定である
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日
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の
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ぐ 
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細
字
を
基
本
と
す
る
毛
筆
書
写
指
導
法
の
開
発
に
向
け
て―

 

尾 

川 

明 

穂 
 

 

本
稿
は
䣍
細
字
を
中
心
と
す
る
䣓
日
常
書
䣔
と
䣍
展
覧
会
出
品
を
目
的
と
す
る
大
字
の
䣓
表
現
の
書
䣔
が
い
ず
れ
も
細
字
書
法
を
基
盤
と
す

る
こ
と
を
導
き
䣍
こ
れ
へ
の
理
解
が
指
導
の
場
に
お
い
て
も
有
効
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
も
の
で
あ
る
䣎 

ま
ず
䣍
想
定
さ
れ
る
基
本
的
な
執
筆
法
・
運
筆
に
つ
い
て
䣍
前
稿
の
検
討
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
提
示
し
た
䣎
そ
れ
は
䣍
双
鉤
の
よ
う
に
筆
を

持
ち
䣍
指
で
筆
管
を
回
転
さ
せ
る
こ
と
で
筆
管
角
度
を
変
え
運
筆
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
䣎
加
え
て
䣍
①
書
写
対
象
物
の
位
置
䣍
②
字
の
大

き
さ
䣍
③
親
指
上
で
の
筆
管
反
転
の
制
約
䣍
④
書
写
対
象
物
の
平
滑
性
䣍
⑤
筆
毫
の
変
化
と
い
う
観
点
を
交
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
䣎 

次
に
䣍
稿
者
の
原
寸
臨
書
を
通
じ
䣍
主
要
な
古
典
書
跡
一
九
件
に
つ
い
て
執
筆
法
・
運
筆
の
推
測
を
行
䣬
た
䣎
筆
線
の
形
状
な
ど
か
ら
想
定

さ
れ
た
の
は
䣍
時
計
回
り
の
筆
管
回
転
を
要
す
る
こ
と
で
あ
る
䣎
特
定
書
人
・
書
風
の
早
期
の
も
の
に
強
く
確
認
で
き
䣍
転
折
の
角
度
や
点
画

の
長
短
な
ど
が
整
う
傾
向
も
見
い
だ
さ
れ
る
䣎
た
だ
し
䣍
王
羲
之
系
統
と
さ
れ
る
細
字
書
跡
や
和
様
の
書
に
お
い
て
は
䣍
次
第
に
反
時
計
回
り

の
回
転
な
ど
を
交
え
る
よ
う
に
な
䣬
た
と
考
え
ら
れ
䣍
省
力
的
に
書
く
こ
と
が
で
き
軽
妙
さ
や
枯
れ
た
趣
が
加
わ
る
一
方
䣍
名
筆
と
し
て
注
目

す
べ
き
要
素
が
や
や
減
じ
て
い
く
も
の
と
想
定
さ
れ
た
䣎
ま
た
䣍
大
字
の
名
筆
で
は
䣍
起
筆
後
の
早
い
段
階
で
筆
管
が
親
指
第
一
関
節
付
近
に

至
る
よ
う
時
計
回
り
に
回
転
さ
せ
䣍
そ
の
後
は
把
持
し
た
ま
ま
ほ
と
ん
ど
回
転
さ
せ
ず
運
筆
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
䣎 

最
後
に
䣍
四
名
の
実
験
対
象
者
に
対
し
て
古
典
書
跡
六
件
の
原
寸
臨
書
と
日
常
書
䥹
一
字
約
二
㎝
䥺
の
試
書
を
依
頼
し
䣍
字
形
や
揮
毫
状
況

か
ら
上
記
推
測
の
妥
当
性
を
検
証
し
た
䣎
使
用
し
た
用
具
の
制
約
も
あ
䣬
た
が
総
じ
て
先
述
の
想
定
と
合
致
し
䣍
䣓
日
常
書
䣔
䣓
表
現
の
書
䣔
の

双
方
に
お
い
て
筆
管
の
回
転
が
有
効
で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
䣎
こ
の
両
者
が
包
括
的
・
連
続
的
に
扱
え
る
こ
と
か
ら
䣍
書
道
の
普
及
と
愛

好
者
増
強
に
も
資
し
う
る
も
の
と
思
わ
れ
る
䣎 

以
上
の
推
測
に
問
題
が
な
い
場
合
䣍
筆
書
は
身
体
機
能
に
基
づ
く
こ
と
を
前
提
に
考
究
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
䣎
例
え
ば
䣍
書
写
書
道
教
育
に

お
い
て
は
運
筆
模
式
図
の
改
良
や
䣍
原
寸
臨
書
の
尊
重
を
行
う
べ
き
で
あ
り
䣍
書
道
史
研
究
に
お
い
て
も
様
式
変
遷
の
検
討
に
筆
管
回
転
と
い

う
観
点
を
加
え
る
べ
き
か
と
思
わ
れ
る
䣎 
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学
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場
の
形
成
過
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本
論
文
は
䣍
日
本
の
伝
統
文
化
で
あ
る
書
き
初
め
の
成
立
過
程
䣍
と
り
わ
け
教
育
活
動
と
し
て
の
側
面
に
焦
点
を
当
て
䣍
そ
の
文
化
的
䣍
歴

史
的
䣍
教
育
的
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
䣎 

本
論
文
で
は
䣍
教
育
活
動
と
し
て
の
書
き
初
め
の
起
源
を
室
町
時
代
の
試
筆
に
求
め
䣍
近
世
の
寺
子
屋
教
育
を
通
じ
て
ど
の
よ
う
に
広
く
普

及
し
た
か
を
考
察
し
た
䣎
そ
し
て
䣍
室
町
時
代
の
禅
宗
寺
院
に
お
け
る
少
年
僧
の
試
筆
が
後
の
寺
子
屋
に
お
け
る
書
き
初
め
の
原
型
と
な
䣬
た

可
能
性
を
指
摘
し
䣍
こ
の
文
化
的
転
換
過
程
に
お
い
て
儒
教
思
想
の
影
響
や
社
会
構
造
の
変
化
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
を
論
じ
た
䣎 

さ
ら
に
䣍
書
き
初
め
と
天
神
信
仰
䥹
菅
原
道
真
信
仰
䥺
の
関
係
性
に
注
目
し
䣍
江
戸
時
代
の
天
神
信
仰
が
書
き
初
め
の
教
育
的
・
文
化
的
意

義
を
深
化
さ
せ
た
過
程
を
分
析
し
た
䣎
本
論
文
で
は
䣍
菅
原
道
真
䥹
天
神
䥺
が
学
問
の
神
䣍
書
の
神
と
し
て
崇
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
䣬
た
歴
史

的
背
景
を
踏
ま
え
䣍
寺
子
屋
教
育
に
お
け
る
天
神
信
仰
の
役
割
を
考
察
し
䣍
書
き
初
め
が
書
字
技
能
の
向
上
の
み
な
ら
ず
䣍
道
徳
教
育
や
文
化

的
ア
イ
デ
ン
テ
䣵
テ
䣵
の
形
成
に
も
寄
与
し
た
可
能
性
を
示
し
た
䣎 

ま
た
䣍
本
論
文
は
䣍
書
き
初
め
を
複
数
の
歴
史
的
・
社
会
的
文
脈
が
重
層
的
に
積
み
重
な
䣬
た
文
化
と
し
て
捉
え
䣍
そ
の
多
面
的
な
意
義
に

つ
い
て
論
じ
た
䣎
現
代
社
会
に
お
け
る
書
き
初
め
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
も
考
察
し
䣍
宗
教
的
・
儀
礼
的
側
面
と
世
俗
的
・
教
育
的
側
面
が
共

存
す
る
複
雑
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
点
を
指
摘
し
た
䣎 

本
論
文
は
䣍
書
き
初
め
と
い
う
文
化
を
通
じ
て
䣍
日
本
の
書
道
史
䣍
教
育
史
䣍
文
化
史
な
ど
䣍
多
様
な
領
域
に
関
わ
る
問
題
を
提
起
し
た
䣎

特
に
䣍
伝
統
文
化
の
継
承
と
変
容
䣍
教
育
と
信
仰
の
関
係
性
䣍
文
化
的
ア
イ
デ
ン
テ
䣵
テ
䣵
の
形
成
と
い
䣬
た
研
究
課
題
に
対
し
䣍
新
た
な
視

座
を
提
供
し
た
と
言
え
る
䣎 

結
論
に
お
い
て
䣍
書
き
初
め
を
日
本
の
伝
統
文
化
と
教
育
の
融
合
を
象
徴
す
る
重
要
な
文
化
と
し
て
位
置
づ
け
䣍
そ
の
歴
史
的
意
義
と
現
代

的
価
値
を
再
評
価
す
る
必
要
性
を
強
調
し
た
䣎
ま
た
䣍
現
代
社
会
に
お
い
て
䣍
伝
統
文
化
を
ど
の
よ
う
に
継
承
し
䣍
教
育
に
活
用
し
て
い
く
べ

き
か
に
つ
い
て
考
察
を
加
え
䣍
書
き
初
め
の
本
質
的
価
値
を
保
持
し
な
が
ら
䣍
現
代
社
会
に
適
応
さ
せ
て
い
く
た
め
の
課
題
を
明
確
化
し
た
䣎 
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書
は
博
物
館
に
お
い
て
䣍
公
募
展
を
除
い
て
は
他
の
䣓
美
術
䣔
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
䣎
ま
た
䣍
近
代
以
降
の
作
品
に
至

䣬
て
は
䣍
令
和
六
年
八
月
現
在
䣍
い
ま
だ
一
件
も
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
䣍
新
た
に
生
ま
れ
る
作
品
の
保
存
の
場
も
整
䣬

て
い
る
と
は
言
い
難
い
䣎
本
研
究
は
䣍
博
物
館
に
お
け
る
書
の
位
置
付
け
を
調
査
し
䣍
現
状
と
課
題
を
あ
ぶ
り
だ
す
こ
と
で
䣍
そ
の
改
善
策
を

提
言
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
䣬
た
䣎
な
お
䣍
本
研
究
で
扱
う
博
物
館
は
䣍
法
律
上
の
位
置
付
け
が
あ
る
登
録
博
物
館
・
指
定
施
設
の
う
ち
䣍

美
術
博
物
館
・
歴
史
博
物
館
・
総
合
博
物
館
に
該
当
す
る
館
に
対
象
を
絞
䣬
た
䣎 

こ
れ
ら
の
館
に
対
し
䣍䣓
書
作
品
の
収
蔵
に
つ
い
て
䣔
䣍䣓
書
の
展
覧
会
の
開
催
状
況
に
つ
い
て
䣔䣍䣓
書
作
品
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
等
の
実
施
に

つ
い
て
䣔䣍
䣓
デ
ジ
タ
ル
ア
䤀
カ
イ
ブ
に
つ
い
て
䣔
と
い
う
四
つ
の
観
点
か
ら
質
問
項
目
を
設
定
し
た
䣓
博
物
館
に
お
け
る
書
作
品
の
位
置
付
け

と
活
用
に
関
す
る
ア
ン
ケ
䤀
ト
䣔
調
査
を
実
施
し
た
䣎
回
答
数
は
全
部
で
三
七
八
館
で
あ
り
䣍
無
論
䣍
こ
の
デ
䤀
タ
の
み
で
す
べ
て
を
網
羅
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
が
䣍
一
定
の
傾
向
は
掴
め
る
だ
ろ
う
䣎 

今
回
の
ア
ン
ケ
䤀
ト
調
査
で
特
に
浮
き
彫
り
に
な
䣬
た
の
は
䣍
多
く
の
館
に
少
な
く
と
も
一
点
以
上
の
書
作
品
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
の
䣍

活
用
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
䣎
書
作
品
の
収
蔵
状
況
を
踏
ま
え
る
と
䣍
書
作
品
を
展
示
し
た
展
覧
会
の
開
催
の

数
は
少
な
く
䣍
飾
ら
れ
る
機
会
の
少
な
い
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
特
に
䣍
書
を
メ
イ
ン
テ
䤀
マ
と
し
て
扱
う
展
覧
会
の
開

催
は
少
な
く
䣍
そ
れ
に
伴
䣬
て
書
に
関
す
る
イ
ベ
ン
ト
の
実
施
も
少
な
い
䣎
そ
し
て
䣍
そ
の
背
景
に
は
職
員
の
書
に
対
す
る
知
識
䣍
あ
る
い
は

理
解
の
不
足
と
い
䣬
た
現
状
が
あ
る
こ
と
が
浮
き
彫
り
と
な
䣬
た
䣎
そ
し
て
䣍
こ
う
し
た
部
分
を
補
う
よ
う
な
䣍
例
え
ば
書
の
研
究
者
に
よ
る

人
的
支
援
な
ど
を
求
め
て
い
る
館
が
多
い
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎 

ま
た
䣍
現
在
各
館
に
お
い
て
収
蔵
さ
れ
て
い
る
書
作
品
の
位
置
付
け
は
䣓
地
域
資
料
䣔
と
し
て
の
意
味
合
い
が
強
い
こ
と
が
わ
か
䣬
た
䣎
こ

れ
は
䣍
い
わ
ゆ
る
書
家
個
人
に
ス
ポ
䣹
ト
を
当
て
た
展
覧
会
が
䣍
そ
の
書
家
の
ゆ
か
り
の
地
で
開
催
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
点
か
ら

も
明
ら
か
で
あ
る
䣎 

今
回
の
ア
ン
ケ
䤀
ト
調
査
の
み
で
は
䣍
現
在
の
博
物
館
に
お
け
る
書
の
位
置
付
け
や
䣍
書
に
対
し
て
抱
え
る
課
題
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
は
難
し
い
䣎
し
か
し
䣍
そ
の
中
で
も
䣍
書
を
取
り
扱
う
人
材
の
不
足
や
䣍
書
自
体
を
位
置
付
け
て
い
く
こ
と
の
必
要
性
な
ど
䣍
明
ら
か

に
な
䣬
た
課
題
も
あ
る
䣎
こ
う
し
た
課
題
に
対
応
し
て
い
く
こ
と
が
䣍
今
後
書
文
化
を
継
承
し
て
い
く
上
で
必
要
と
な
䣬
て
く
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
䣎 
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日本書道文化協会「研究助成」／2023 年（令和 5 年）度募集要項 

（１）研究助成趣旨 

日本の伝統的な書道文化、書法の継承や普及、発展、書道教育等に寄与することを目的とし

て、次代を担う若手の研究者、書家の育成や活動の充実を図るために研究助成を実施する。 

（２）研究課題 

  次の課題の範疇に入る研究テーマに限る。 

① 一般社会における書道の普及と愛好者増強のための提言的研究 

② 寺子屋にはじまる日本の伝統的習字教育の歴史に関する研究 

③ 書き初めをはじめ、書道にかかわる伝統行事や慣習などの今日的意義に関する研究 

④ 日常生活の様々な場面で使われている筆文字の有用性に関する研究 

⑤ 書の名品を鑑賞する場としての美術館・博物館等の社会に向けた役割に関する研究 

⑥ 優れた書家を発掘し顕彰するための書の公募展の今日的役割に関する研究 

⑦ その他、日本の伝統文化としての書道の継承と発展に関する各種観点からの研究 

（３）採用件数 

  ３件以内とする。 

（４）応募資格 

  ２０２３年４月１日現在、４０歳未満の研究者、書家とする。 

（５）助成額と論文作成期間 

  １件につき300,000円とする。研究計画書により審査し、採用の審査発表から論文作成期間

は１年間とする。その間の調査研究経費（資料購入、旅費等）はその助成金を使用するもの

とし、論文提出時に経費の明細を、領収書を添えて報告しなければならない。 

（６）応募方法 

所定の研究計画書を日本書道文化協会ホームページ(https://www.nihonshodobunka.jp/)か

らダウンロードし、所定用紙にWordで必要事項を記入し、応募受付期間内に事務局に送信

する。 

（７）申請受付期間 

  ２０２３年６月１日（木）～７月３１日（月） 

（８）審査方法 

研究計画書を本会が指名した複数の審査員が８月末までに審査し、３件以内を採択する。 

（９）選考結果の通知 

  ２０２３年９月１日（金）に申請者にＥメールによって通知する。 

（10）助成金の支払い 

  採択者には同年９月中に、指定の銀行口座へ支払う。 

（11）研究論文の提出 

  採択者は２０２４年８月３１日（土）までに、採択された研究計画書に則った研究論文並び

に論文概要を本会事務局に提出しなければならない。研究論文は20,000字以内、論文概要

は1,000字程度で、未発表のものに限る。提出は紙媒体と電子媒体の両方で行う。 

（12）研究論文の公表 

本協会は研究論文集を同年１２月２日（月）目途に発行する。 

同時に論文概要を本会ホームページに公表する。研究論文並びに論文概要の著作権は論文執

筆者が有するものとする。 

（13）問い合わせ先及び問い合わせ方法 

問い合わせ先： info＠nihonshodobunka.jp 

問い合わせ方法は、Eメールのみとし、件名は「2023年度研究助成問い合わせ」とする。 

                               日本書道文化協会 事務局 
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