
刻
文
資
料
の
在
り
方
か
ら
、
そ
れ
ら
の
刻
文
広
見
ら
れ
る
状
況
が
ど
の
程
度

一
般
化
出
来
る
か
直
ち
に
言
う
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
初
期
刻
文
と
末
期
刻
文

の
聞
に
み
ら
れ
る
こ
の
愛
化
は
、
チ
ョ
l
ラ
朝
期
に
お
け
る
経
済
上
の
設
展
に

よ
る
も
の
と
思
わ
れ
、
今
後

一
層
の
検
討
が
必
要
と
さ
れ
る
。

一
九
一

0
年
代
に
お
け
る
江
南
の
農
村
社
禽

島
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す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
辛
亥
革
命
期
に
お
け
る
江
南
の
農

民
運
動
は
、
佃
疫
の
抗
租
あ
る
い
は
土
地
所
有
奪
還
の
関
手
を
中
心
に
蛾
烈
な

昂
揚
を
示
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
政
治
的
に
は
暗
巣
の
時
代
と
い
わ
れ
る

北
洋
軍
閥
政
権
下
の
農
民
運
動
は
、
研
究
史
上
で
は
、
完
全
に
沈
歎
の
世
界
に

封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。
民
園
初
期
の
農
民
運
動
は
、
は
た
し
て
そ
の
沈
歎
に

ふ
さ
わ
し
く
、
辛
亥
革
命
の
過
程
で
す
で
に
示
さ
れ
て
い
た
地
主
反
動
と
北
洋

軍
閥
の
力
に
よ
る
征
覇
の
前
に
完
全
に
押
え
こ
ま
れ
た
と
判
断
さ
れ
う
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
辛
亥
革
命
後
も
さ
ら
に
量
的
に
土
地
所
有
を
讃
大
し
た
地
主
階
級

は
、
お
の
れ
自
ら
の
力
の
み
で
ど
こ
ま
で
佃
農
支
配
を
貫
徹
し
え
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
寅
務
的
な
北
洋
軍
関
と
の
闘
係
は
ど
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
問
を
念
頭

に
お
き
つ
つ
、
省
時
期
の
江
南
農
村
枇
舎
に
お
け
る
主
要
な
階
級
闘
係
を
な
し

た
地
主
・
佃
農
闘
係
を
、
農
民
の
再
生
産
構
造
と
抗
租
悶
宇
を
中
心
に
す
え
て

若
干
の
検
討
を
行
な
っ
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
特
に
注
目
さ
れ
る
問
題
貼
は
以

下
の
三
貼
で
あ
る
。

一、

農
村
に
お
け
る
綿
業
と
強
糸
業

二
、
地
主
・
官
濯
に
よ
る
支
配
の
構
造
H
地
主
連
合
と
し
て
の
回
業
曾
・
善

堂
と
迫
租
局

三
、
抗
租
闘
容
の
質
態
。

清
代
の
司
法
に
お
け
る
「
剣
決
の
確
定
」

と
い
う
観
念
の
不
存
在
に
つ
レ
て

男

秀

滋

賀

従
曾
に
と
っ
て
、
成
負
相
互
の
紛
争
を
解
決
す
る
た
め
の
何
ら
か
の
制
度
を

も
つ
こ
と
は
、
い
わ
ば
そ
の
本
能
的
な
要
請
で
あ
り
、
民
族
・
園
家
・
文
化
の

多
様
性
に
針
感
し
て
、
さ
ま
さ
ま
の
司
法
制
度
の
成
生

・
設
遥
・
相
互
影
響
の

歴
史
が
繰
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
す
べ
て
が
人
類
の
経
験
を
構
成
す
る
。

停
統
中
闘
の
司
法
制
度
も
ま
た
、
人
間
の
一
つ
の
貴
重
な
経
験
と
し
て
省
み
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
経
験
と
し
て
生
か
さ
れ
る
た
め
に

は
、
西
欧
に
設
達
し
て
世
界
に
績
が
っ
た
近
代
的
司
法
制
度
||
最
も
身
近
か

な
も
の
と
し
て
日
本
の
現
行
制
度
ー
ー
と
の
聞
に
針
話
が
成
立
つ
こ
之
が
必
要

で
あ
る
。
さ
よ
う
な
針
話
は
、
雨
者
が
そ
れ
ぞ
れ
自
明
の
前
提
と
し
て
い
る
よ

う
な
深
い
根
抵
に
ま
で
掘
り
さ
げ
て
、
原
理
の
相
違
を
認
め
あ
っ
た
上
で
な
い

と
成
立
た
な
い
の
が
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
本
報
告
は
か
よ
う
な
問
題
の
極
め
て

限
ら
れ
た
一
端
な
り
と
も
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

剣
決
の
自
縛
性
(
自
己
拘
束
力
)
。

如
何
な
る
裁
判
機
関
も
、
一
旦
興
え
お

わ
っ
た
終
局
剣
決
を
、
自
ら
撤
回
・
襲
更
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
観
念

が
中
闘
で
は
、
州
懸
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
見
て
も
、
皇
帝
レ
ベ
ル
に
つ
い
て
見
て

司，
η
，“
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も
、
存
在
し
な
か
っ
た
。

師
批
判
力
。
上
訴
手
段
を
蓋
し
て
確
定
し
た
剣
決
の
判
官
田
は
、
以
後
む
し
か
え

し
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
中
園
に
は
こ
の
原
則
な
く
、
民
事
に
お
い

て
過
去
の
「
案
」
は
一
つ
の
参
考
と
さ
れ
る
に
す
ぎ
ず
、
刑
事
に
お
い
て
一
事

不
再
理
の
保
障
が
な
か
っ
た
。

山
日
商
人
と
中
園
史

佐

イ自

山
西
商
人
は
己
に
早
く
か
ら
満
洲
に
設
展
し
、
清
朝
と
は
密
接
な
嗣
係
を
も

っ
て
レ
た

3

又
滞
納
の
北
京
崎
県
都
後
も
、
山
西
は
図
都
に
近
い
所
か
ら
山
西
商

人
は
清
朝
と
は
深
い
闘
速
を
も
ち
、
清
朝
財
政
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。

財
政
の
大
牢
を
占
め
る
師
団
税
に
於
て
も
、
山
西
商
人
の
占
め
る
比
重
は
最
も
大

で
あ
っ
た
ら
し
い
。
そ
れ
は
准
南
監
を
始
め
全
閣
の
殆
ん
ど
す
べ
て
の
堕
の
販

一
貿
を
山
西
商
人
が
牛
耳
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
こ
の
外
、
山
西

商
人
は
米
穀
・
絹
布
・
人
参
・
銅
銭
・
石
炭
・
毛
皮
革
等
、
重
要
な
物
資
の
頁

買
に
従
事
し
、
全
闘
に
販
一
良
網
を
敷
い
て
い
た
が
、
更
に
蒙
古
や
新
調
掴
或
は
長

崎
・
キ
ャ
フ
タ
等
に
も
販
路
を
綴
大
し
て
利
盆
を
あ
げ
た
。
後
に
は
票
商
と
し

て
金
融
界
を
支
配
し
、
納
税
の
無
利
子
の
政
府
公
金
を
管
理
し
或
は
迭
金
し
、

こ
れ
を
高
利
で
貸
付
け
て
莫
大
な
利
潤
を
得
た
。
か
よ
う
に
山
西
商
人
は
常
に

清
朝
政
機
と
は
密
接
に
結
び
つ
き
な
が
ら
後
展
し
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
山
西
商
人
設
展
の
主
要
な
原
因
は
政
権
と
の
結
び
つ
き
に
あ
る
か

と
い
う
に
、
確
か
に
そ
れ
は
重
要
な
要
因
で
は
あ
る
が
、
更
に
重
要
な
こ
と

官
曲

は
、
山
西
は
近
代
、
海
上
貿
易
が
盛
行
す
る
以
前
に
は
、
東
西
乃
至
南
北
の
世

界
的
交
通
の
要
衝
に
嘗
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
立
地
係
件
が
山
西
商
人

の
輿
起
を
促
し
た
。
こ
の
事
は
尭
舜
の
侍
読
以
来
、
山
西
に
園
を
建
て
或
は
都

を
集
め
た
園
が
い
か
に
多
い
か
が
、
こ
れ
を
想
像
さ
せ
る
。
山
西
は
古
来
耕
地

が
少
な
く
農
業
は
援
わ
な
か
っ
た
が
、
商
業
は
古
く
か
ら
愛
展
し
て
い
た
。
そ

こ
で
、
こ
れ
ら
諸
園
の
財
政
は
主
と
し
て
商
人
に
依
存
す
る
所
が
多
か
っ
た
に

相
違
な
く
、
中
原
王
朝
の
興
起
の
背
且
京
に
は
、
山
西
商
人
の
重
要
な
役
割
が
あ

っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
を
清
朝
に
お
け
る
山
西
商
人
の
活
躍
か
ら
遡

っ
て
類
推
し
た
い
の
で
あ
る
。
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