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簡
膿
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近
年
、
ま
す
ま
す
質
量
と
も
に
豊
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
簡
願
資
料
を
め
ぐ
っ

て
、
研
究
上
の
問
題
黙
と
今
後
の
課
題
及
び
新
た
な
親
角
等
に
つ
い
て
述
べ
た

簡
股
資
料
は
、
墓
中
出
土
衡
と
遇
措
塊
出
土
衡
の
二
つ
に
大
き
く
分
け
ら
れ
、

各
々
死
者
の
篤
の
副
葬
品
、
官
署
に
お
け
る
業
務
活
動
の
遺
物
と
い
う
、
全
く

異
な
る
性
格
を
も
っ
。
こ
の
内
、
墓
中
出
土
簡
は
そ
の
性
格
上
、
副
葬
品
リ
ス

ト
ハ
遺
策
)
や
書
籍
類
が
多
く
、
あ
ま
り
歴
史
資
料
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る

こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
雲
夢
睡
虎
地
秦
簡
の
渓
見
以
来
、
張
家
山
出
土

の
漢
律
、
奏
説
書
等
、
骨
久
々
に
夜
見
さ
れ
た
簡
腹
は
、
数
の
上
こ
そ
漣
境
出
土

舗
に
比
す
べ
く
も
な
い
が
、
そ
の
内
容
は
法
制
史
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
官

制
、
経
済
、
家
族
に
関
す
る
研
究
に
も
大
き
く
寄
興
す
る
も
の
で
あ
り
、
多
く

の
研
究
成
果
を
得
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
如
く
で
あ
る
。
一
方
、
遺
境
出
土
簡

は
未
設
衰
の
も
の
も
含
め
て
敦
燈
漢
簡
は
約
一
高
八
千
黙
、
居
延
漢
簡
は
約
三

寓
貼
に
も
の
ぼ
る
。
透
境
の
軍
事
接
結
と
い
う
特
殊
な
地
域
の
出
土
で
は
あ
る

が
、
漢
代
の
行
政
組
織
下
に
お
け
る
生
き
た
活
動
の
記
録
で
あ
る
こ
と
に
か
わ

り
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
軍
事
以
外
の
、
例
え
ば
人
事
、
俸
給
、
訴

訟
、
責
買
、
考
課
、
行
事
と
い
っ
た
様
々
な
方
面
の
情
報
が
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
透
境
出
土
簡
の
研
究
史
及
び
研
究
成
果
に
つ
い
て
は
資
言
す
る
ま
で

も
な
か
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
質
量
と
も
に
充
貧
し
つ
つ
あ
る
鰯
願
資
料
は
、
も

は
や
古
代
史
研
究
に
お
い
て
無
視
で
き
な
い
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
様
々
な
分

野
に
お
け
る
研
究
に
簡
願
資
料
が
利
用
さ
れ
て
い
る
現
貫
を
み
て
も
明
ら
か
で

あ
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
筒
願
資
料
を
扱
う
に
あ
た
っ
て
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
資
料
の
性
格
を
ふ
ま
え
て
お
く
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
何
も
簡
膿
資
料
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
文
献
を
扱
う
際
に

も
い
え
る
こ
と
で
、
今
さ
ら
言
い
立
て
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
特
に
迭
境

出
土
簡
の
場
合
、
軍
事
援
貼
に
お
け
る
活
動
の
記
録
と
い
う
、
周
知
の
基
本
的

性
格
を
も
う
少
し
意
識
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
思

わ
ぬ
と
こ
ろ
で
誤
っ
た
解
穫
を
し
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

簡
肢
を
譲
ん
で
い
る
と
、
簡
単
な
字
で
あ
る
の
に
も
う
ひ
と
つ
意
味
が
し
っ

く
り
こ
な
い
、
と
か
ふ
だ
ん
は
気
に
も
と
め
ず
に
読
み
流
し
て
い
る
よ
う
な
字

に
立
ち
止
ま
ら
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
複
数
の
語
が
同
じ
よ
う
な
内
容
を
も
つ

が
、
ど
の
よ
う
な
区
別
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
っ
た
類
の
こ
と
を
し

ば
し
ば
経
験
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
「
端
技
」
。
文
書
の
授
受
に
閥
わ
る
帳
簿

に
よ
く
み
ら
れ
る
字
だ
が
、
こ
れ
は
「
愛
信
L

で
は
な
く
「
開
封
」
の
意
で
あ

る
。
も
う
一
つ
「
定
」
に
つ
い
て
。
郵
書
逓
迭
の
記
録
の
中
に
お
け
る
例
を
あ

げ
て
み
よ
う
。
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卒
日
日
付
牧
降
卒
一
服
界
中
九
十
五
皇
定
行
八
時
三
分
質
行
七
時
二
分

(
以
上
第
三
欄
)
一
五
七

・
一回

こ
れ
は
臨
木
照
'
か
ら
牧
降
時
間
に
至
る
ま
で
の
郵
便
迭
遂
の
記
録
で
あ
る
が
、

こ
こ
に
は
「
定
行
」
と
「
賀
行
」
と
い
う
言
葉
が
み
え
る
。
「
定
行
」
は
「
こ

の
区
間
を
行
く
べ
き
定
め
ら
れ
た
時
間
」
で
、
「
賀
行
」
は
「
寅
際
に
か
か
っ

た
時
開
」
と
理
解
す
る
の
が
常
識
的
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
買
は
、
買

際
に
か
か
っ
た
時
聞
を
示
す
の
が
「
定
行
」
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
定
は
ご

定
の
」
と
か
「
規
定
の
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
差
引
な
ど
の
い
ろ
い
ろ
な

過
程
を
綬
た
結
果
、
資
際
に
「
確
定
し
た
」
と
い
う
意
味
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
「
定
」
は
漢
開
中
に
お
い

て
「
定
負
」
「
定
得
」
「
定
出
」
「
定
入
」

と
い
う
よ
う
に
常
用
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
常
識
的
な
剣
断
で
読
む
と
思
わ

ぬ
誤
認
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
同
じ
く
文
書
の
種
類
を
示
す

案
、
課
、
刺
、
各
な
ど
の
語
の
よ
う
に
、
そ
の
具
陸
的
な
内
容
を
知
ろ
う
と
文

献
を
探
し
て
も
答
え
を
見
出
す
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
こ
と
も
少
な
く
な
い
。

こ
の
よ
う
な
現
象
は
資
料
の

レ
ベ
ル
、
あ
る
い
は
質
の
差
に
由
来
す
る
。
つ

ま
り
、
『
史
記
』
、
『
漢
書
』
の
よ
う
な
中
央
及
び
郡
レ
ベ
ル
を
中
心
と
し
、
日
々

ル
l
テ
ィ
ン
ワ
i

p
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
地
方
官
街
の
世
界
な
ど
、
ほ
と
ん

ど
視
野
に
い
れ
て
い
な
い
史
料
と
、
豚
レ
ヘ
ル
を
中
心
と
し
た
生
の
日
常
業
務

活
動
記
録
と
の
差
が
、
使
用
語
紫
の
差
、
一
意
味
の
差
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
筒
般
を
韻
む
際
に
は
、
こ
の
黙
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
種
の
誤
り
を
犯
さ
な
い
た
め
に
は
、
や
は
り
従
来
か
ら
行
わ
れ
て
き
た

二
つ
の
方
法
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
簡
股
資
料
に
お
い
て
そ
の
字
が
ど
の

よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を
錦
納
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
あ
る
。
筒

股
が
反
映
し
て
い
る
世
界
で
の
用
法
は
筒
般
の
世
界
で
し
か
知
ら
れ
な
い
こ
と

も
あ
る
。
院
納
法
は
字
の
意
味
を
探
る
だ
け
で
な
く
、
文
書
形
式
の
解
明
等
、

筒
股
研
究
の
上
で
有
数
か
つ
必
要
不
可
散
の
方
法
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
れ
に
は

あ
る
程
度
の
サ
ン
プ
ル
数
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
黙
で
十
分
解
明
で
き
な
い
場

合
も
少
な
く
な
い
。
そ
こ
で
今
ひ
と
つ
の
方
法
、
即
ち
文
献
史
料
の
活
用
が
必

要
と
な
る
。
簡
般
に
は
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
思
い
も
よ
ら
ぬ
意
味
を
も
っ
場

合
や
不
明
確
な
語
設
も
多
い
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
筒
般
に
は
特
別
な
語
棄
や

特
殊
な
用
法
を
も
っ
字
が
使
わ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
、
資
料
の
性
格

が
這
う
の
だ
か
ら
、
文
献
史
料
を
探
し
て
も
見
つ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

も
な
い
。
注
一意
深
く
詰
め
ば
、
文
献
史
料
の
中
に
も
同
じ
よ
う
な
意
味
や
用
法

を
も
っ
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
れ
ら
に
出
合
う
頻
度
が
少
な
い

震
か
、
讃
む
側
の
一
憲
一
を
用
い
る
と
こ
ろ
が
異
な
る
震
か
、
気
附
か
ず
、
あ
る
い

は
見
落
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
多
い
だ
け
で
あ
る
。
先
の
「
渓
」
も
「
定
」

も
文
献
の
中
に
ち
ゃ
ん
と
簡
般
に
お
け
る
と
向
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
例

が
あ
る
。
要
す
る
に
、
簡
胆
資
料
を
讃
む
際
に
は
安
易
な
類
推
で
は
な
く
、
や

は
り
文
献
史
料
を
精
査
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
再
認
識
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
遊
境
出
土
簡
に
限
ら
ず
、
慣
れ
親
し
ん
だ
史
料
と
質
的
あ
る
い
は
レ
ベ
ル

的
に
這
っ
た
も
の
を
讃
む
時
に
は
い
つ
も
留
意
す
べ
き
貼
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
関
般
の
誤
解
に
際
し
て
は
、
そ
の
性
格
上
、
常
識
的
剣
断

の
み
に
頼
っ
て
い
て
は
思
わ
ぬ
誤
り
を
犯
す
恐
れ
の
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、

資
料
の
性
格
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
も
う
一
貼
紛
れ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ

る
。
そ
れ
は
今
扱
お
う
と
し
て
い
る
衡
が
寅
際
に
設
信
さ
れ
た
正
式
文
書
か
草

稿
か
コ
ピ
ー
か
、
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
記
載
内
容
の
理
解
に
も
影
響

を
及
ぼ
す
問
題
で
あ
る
し
、
ま
た
文
書
や
帳
簿
が
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
、

移
動
し
、
慮
理
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
シ
ス
テ
ム
の
解
明
と
密
接
な
関
係
に
あ

る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
貼
に
闘
し
て
は
従
来
、
居
延
渓
簡
を
用
い
て
研
究
が
行
わ
れ
て

-212ー
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き
た
。

(
2
)
 

大
庭
氏
は
元
康
五
年
詔
書
加
と
い
う
崩
書
を
復
元
し
、
詔
蓄
が
御
史
大
夫
↓

丞
相
↓
郡
太
守
↓
都
尉
↓
候
官
↓
候
と

「行
下
之
辞
」
を
附
け
加
え
な
が
ら
停

〈

3
)

達
さ
れ
て
ゆ
く
様
を
明
ら
か
に
示
さ
れ
た
。
ま
た
永
田
氏
は
帳
簿
に
つ
い
て
タ

イ
ト
ル
と
そ
れ
に
制
割
腹
す
る
内
容
衡
を
比
定
し
て
各
々
の
書
式
を
見
定
め
、
さ

ら
に
そ
れ
ら
の
帳
簿
が
ど
の
よ
う
に
移
動
す
る
か
(
あ
る
い
は
し
な
い
の
か
)

を
考
え
る
、
「
古
文
書
皐
的
研
究
L

を
行
い
、
様
式
分
類
に
よ
っ
て
多
く
の
断

簡
零
墨
の
利
用
を
可
能
に
さ
れ
た
。

こ
う
し
た
研
究
を
通
し
て
、
文
書
の
性
格
を
剣
断
ず
る
上
で
も
多
く
の
成
果

が
得
ら
れ
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
依
然
と
し
て
不
明
確
な
貼
が
多

い
の
も
事
寅
で
あ
る
。
し
か
し
、
居
延
新
簡
(
一
九
七
三
、
七
四
年
波
掘
)
の

出
現
と
い
う
漢
簡
研
究
の
第
二
の
節
目
を
迎
え
た
今
、
こ
の
方
面
で
も
新
た
な

展
開
が
期
待
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
、
出
現
と
い
っ
て
も
今
の

と
こ
ろ
公
表
さ
れ
て
い
る
の
は
甲
渠
候
官
と
第
四
暗
黙
出
土
簡
を
中
心
と
す
る
約

一
高
黙
で
、
そ
れ
を
上
回
る
数
の
金
関
出
土
簡
は
未
設
表
で
あ
る
が
。
新
簡
の

意
義
は
ま
ず
第
一
に
数
が
増
え
た
こ
と
に
伴
い
、
内
容
も
堕
か
に
な
っ
た
こ

と
。
第
二
に
文
書
庫
と
み
ら
れ
る
部
屋

(
Fニ
ニ
〉
が
裂
掘
さ
れ
た
こ
と
、
開
ち

駿
棄
物
で
は
な
く
保
管
を
目
的
と
し
た
簡
腹
が
み
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
内
容
と
し
て
は
従
来
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
帳
簿
の
存
在
が
多
数
確
認
さ

れ
た
こ
と
、
ま
た
多
く
の
加
害
が
渡
見
さ
れ
た
こ
と
と
も
関
連
し
て
、
劾
朕
や

愛
書
と
い
っ
た
法
制
史
関
係
の
ま
と
ま
っ
た
資
料
が
得
ら
れ
た
こ
と
が
特
筆
さ

れ
る
。
で
は
、
新
簡
を
得
た
今
、
上
述
の
問
題
を
解
明
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ

う
な
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

文
書
や
帳
簿
の
移
動
の
シ
ス
テ
ム
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
永
田
氏
が
帳
簿

に
お
い
て
行
っ
た
よ
う
に
、
ま
ず
文
書
や
帳
簿
の
も
つ
様
々
な
形
式
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
文
書
の
場
合
で
も

「敢
言
之
」
が
あ
れ
ば
上

行
文
書
、
「
承
書
従
事
下
賞
用
者
」
は
執
行
命
令
を
意
味
す
る
の
で
下
行
文

書
、
と
い
っ
た
よ
う
に
、
文
書
の
種
類
や
内
容
に
よ
っ
て
き
ま
り
文
句
が
あ

る
。
新
簡
に
お
い
て
得
ら
れ
た
愛
書
や
劾
欣
に
も
こ
れ
ら
の
文
書
が
も
っ
定
型

(
4
)
 

句
が
あ
る
。
新
簡
は
文
書
が
多
い
と
い
う
黙
で
こ
の
方
面
の
研
究
に
は
貴
重
な

資
料
を
提
供
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
あ
る
文
書
に
特
有
の
語
や

句
あ
る
い
は
書
式
を
設
見
す
る
こ
と
は
帳
簿
の
場
合
と
同
じ
く
、
そ
の
簡
が
た

と
え
加
害
の
形
に
な
っ
て
い
な
く
と
も
、
ど
う
い
っ
た
性
格
の
文
書
で
あ
っ
た

か
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
文
書
の
作
成
か
ら
護
信
に
至
る
手
緩
き
、
あ
る
い
は
受
信
と
そ
の

慮
理
が
い
か
に
行
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
も
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は

一

見
積
末
な
問
題
の
よ
う
で
あ
る
が
、
簡
の
性
格
を
知
る
た
め
に
は
重
要
な
こ
と

で
あ
る
。
具
盤
的
に
言
え
ば
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
衡
に
ど
う
い
う
字
で
下
書

き
、
控
、
愛
信
文
書
を
書
い
て
、
ど
の
よ
う
に
愛
信
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
貧
際
に
簡
腐
を
な
が
め
て
い
る
と
、
書
き
方
(
謹
直
な
隷
書
か
ら

草
書
ま
で
、
は
ば
庚
い
く
ず
し
方
、
字
の
閲
隔
の
大
小
等
〉
や
使
用
さ
れ
る
簡

の
形
朕
(
一
行
書
き
、
二
行
書
き
、
細
等
〉
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
そ
れ
ら
に

ど
の
よ
う
な
匿
別
が
あ
っ
た
か
が
不
明
確
で
、
従
っ
て
そ
こ
に
書
か
れ
た
内
容

を
扱
う
際
に
も
ど
の
程
度
の
信
用
が
お
け
る
の
か
、
剣
断
し
か
ね
る
場
合
す
ら

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
草
書
鐙
で
書
か
れ
た
も
の
は
控
か
草
稿
と
さ
れ
て
い
る

(
控
と
草
稿
で
は
か
な
り
性
格
が
這
う
が
〉
が
、
革
審
ま
で
い
か
な
く
と
も
か

な
り
く
ず
し
た
字
も
あ
り
、

正
式
な
文
書
で
は
一
種
ど
の
程
度
ま
で
く
ず
し
得

る
の
か
等
、
明
ら
か
に
す
べ
き
問
題
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
が
、
こ
う
し
た
問
題

は
ほ
と
ん
ど
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
現
在
は
、
な
ん
と
な
く
雑
な
感
じ
だ
か
ら

正
式
な
文
書
で
は
な
さ
そ
う
だ
、
と
い
っ
た
程
度
の
剣
断
し
か
で
き
な
い
朕
況
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な
の
で
あ
る
。

以
上
、
い
く
つ
か
解
明
す
べ
き
貼
を
あ
げ
た
が
、
こ
れ
ら
を
考
え
る
際
に
は

倒
文
の
形
式
や
内
容
だ
け
で
は
限
界
が
あ
る
。
二
高
黙
、
三
高
黙
と
は
い
え
、

多
く
の
断
簡
零
墨
を
扱
う
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
以
外
の
情
報
、
つ
ま
り
簡
そ

の
も
の
や
文
字
か
ら
も
情
報
を
得
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
方
面
に
腕
し
て
は
従

来
の
研
究
で
は
ほ
と
ん
ど
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
近
年
に
な
っ
て
よ
う
や

く
こ
の
よ
う
な
視
角
を
も
っ
た
研
究
が
現
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
近
設
表

さ
れ
た
、
富
谷
、
籾
山
雨
氏
の
論
考
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
関
脇
を
寅
見

調
査
し
、
簡
の
側
面
の
切
れ
込
み
ゃ
厚
み

等
に
つ

い
て
新
た
な
知
見
を
紹
介

し、

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
籾
山
氏
の

刻
歯
に
閥
す
る
研
究
は
従
来
の
解
緯
を
正
す
貼
も
多
い
。
こ
の
よ
う
な
方
面
の

研
究
は
今
後
も
進
展
さ
せ
る
べ
き
で
は
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
質
物
を
も
た
な

い
我
が
閣
に
お
い
て
は
、
い
つ
で
も
簡
単
に
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、

記
事
内
容
以
外
で
、
篤
相
院
を
使
っ
て
得
ら
れ
る
情
報
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
文
字
以
外
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
文
字
に
し
て
も
捲
色
や
微
妙
な
第十

遣
い
な
ど
、

潟
県
で
は
判
断
し
か
ね
る
場
合
も
あ
る
が
、
筆
跡
な
ら
ば
潟
県
で

も
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
次
に
筆
跡
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と

に
し
た
い
。

筆

跡

餓
脳
研
究
に
お
い
て
、
筆
跡
は
し
ば
し
ば
問
題
に
な
る
。
そ
れ
は
朋
書
の
復

元
だ
け
に
止
ま
ら
ず
、
帳
簿
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
一
本
の
簡
で
も
上
段
と
下

段
の
記
載
の
手
が
逢
う
場
合
は
、
途
中
で
書
き
手
が
か
わ
っ
た
と
い
う
特
殊
事

情
を
除
け
ば
、
帳
簿
の
性
格
上
、
首
然
そ
の
部
分
は
書
き
手
が
か
わ
る
べ
き
箇

所
だ
っ
た
の
か
、
で
な
け
れ
ば
記
入
場
所
の
遠
い
、
あ
る
い
は
時
開
差
を
考
え

ね
ば
な
ら
な
い
。
帳
簿
作
成
の
仕
方
に
も
関
わ
る
問
題
な
の
で
あ
る
。
で
は
こ

の
他
に
筆
跡
の
研
究
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
役
立
つ
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
書
記
官
の
関
わ
る
業
務
範
闘
が
わ
か
る
。
簡
の
表
裏
に
は
嫁
菜
や
令

史
某
と
い
っ
た

「書
記
官
の
署
名
」
と
さ
れ
る
サ
イ
ン
が
あ
る
。

一
人
な
ら
ば

わ
か
り
や
す
い
が
、

二
人
あ
る
い
は
三
人
の
名
が
並
ぶ

こ
と
も
あ
り
、
誰
が
貧

際
に
書
き
、
他
の
人
は
ど
う
い
う
役
割
を
果
し
て
い
た
の
か
は
全
く
不
明
で
あ

る
。
複
数
の
書
記
官
が
あ
ら
ゆ
る
事
柄
、
例
え
ば
穀
物
出
納
も
愛
書
も
休
暇
の

記
録
も
成
卒
の
作
業
記
録
も
、
す
べ
て
を
扱
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
役
割

分
猪
が
あ
っ
た
の
か
。
同
一
人
の
手
に
な
る
文
書
や
帳
簿
を
集
め
て
み
る
と
、

少
な
く
と
も
彼
が
関
わ
る
業
務
の
範
園
は
剣
明
し
よ
う
。

し
か
し
、
な
に
よ
り
も
重
要
な
こ
と
は
文
書
の
移
動
シ
ス
テ
ム
の
解
明
に
役

立
つ
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
候
官
の
あ
る
書
記
官
の
手
に
な
る
文
書
や
帳
簿
が

都
尉
府
で
開
設
見
さ
れ
た
な
ら
ば
、
迭
り
欣
な
ど
が
な
く
て
も
移
動
が
謹
明
さ
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
言
う
は
易
い
が
質
際
に
筆
跡
で
何
か
言
お
う
と
す
る

の
は
甚
だ
難
い
。
こ
れ
ま
で
も
、
文
字
そ
の
も
の
に
閲
し
て
は
前
述
の
よ
う
な

程
度
の
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
こ
れ
と
い
っ
た
成
果
は
な
い
。

筆
跡
を
特
定
す
る
こ
と
の
困
難
さ
は
、

筆
跡
が
指
紋
の
よ
う
に
「
終
生
不
後

か
つ
蔦
人
不
同
」
で
な
い
こ
と
に
あ
る
。
人
聞
の
淫
動
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、

極
端
に
言
え
ば
書
く
た
び
に
獲
る
の
で
あ
り
、
時
聞
の
経
過
や
精
神
状
態
に
よ

っ
て
も
左
右
さ
れ
る
。
試
薬
を
お
と
し
て
反
感
を
み
る
と
か
機
械
で
測
定
で
き

る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
一
人
の
筆
跡
に
は
か
な
り
の
恒
常

性
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
、
あ
る
程
度
の
文
字
数
を
比
較
検
査
す
れ
ば
異

同
鑑
定
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
。
そ
こ
で
、
筆
跡
の
不
幾
性
が
成
立
す
る
保
件

と
さ
れ
る
も
の
を
紹
介
す
る
と
、
①
た
く
ま
ず
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
②
同

書
慢
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
③
同
一
年
代
に
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
④
記
載
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時
に
お
け
る
筆
者
の
身
陸
及
び
健
康
朕
態
に
著
し
い
差
異
が
な
い
こ
と
。
の
四

貼
で
あ
る
。
犯
罪
捜
査
の
場
合
な
ら
ば
犯
人
が
一
意
圏
的
に
筆
跡
を
愛
え
よ
う
と

し
た
り
、
異
常
な
精
神
欣
態
で
書
く
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
簡
膿
資
料
の
場
合
、

筆
記
者
は
一
定
の
書
式
に
の
っ
と
っ
て
日
常
業
務
を
こ
な
す
専
門
の
書
記
官
で

あ
る
か
ら
、
①
と
④
は
ま
ず
問
題
な
か
ろ
う
。
③
は
年
齢
と
と
も
に
筆
跡
に
努

化
の
み
ら
れ
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
一
般
に
二
十
歳
を
過
ぎ
る
と
安
定

し
費
化
も
少
な
い
と
さ
れ
、
こ
れ
も
除
外
し
て
よ
い
。
問
題
は
②
で
あ
る
。
書

健
が
努
る
と
鑑
定
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
一
人
物
で
も
隷
書
で
書

い
た
も
の
と
草
書
で
書
い
た
も
の
を
判
定
す
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
従
っ
て
草
稿
、
コ
ピ
ー
は
草
書
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
筆
跡
の
み
で
透
明

す
る
の
は
不
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
、
具
鐙
的
な
鑑
定
の
方
法
で
あ
る
が
、
形
態
、
筆
堅
、
筆
勢
、
筆
順
、

配
字
等
に
つ
い
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
う
ち
、
筆
歴
は
な
か
な
か
故
一
意
に
も
舞
え

ら
れ
な
い
、
つ
ま
り
個
性
が
残
り
や
す
い
も
の
の
よ
う
だ
が
、
残
念
な
が
ら
木

に
書
か
れ
て
い
て
し
か
も
篤
員
と
な
っ
て
は
、
お
手
上
げ
で
あ
る
。
と
な
る

と
、
関
般
の
場
合
は
残
る
三
結
が
比
較
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
次
に
貧
際
の
比

較
の
仕
方
で
あ
る
が
、
い
か
な
る
筆
跡
の
聞
に
も
類
似
黙
と
相
違
黙
が
と
も
に

存
在
す
る
の
で
、
各
々
の
債
値
を
評
債
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
い
う
。
具
麓
的

に
言
え
ば
、

A
と
B
が
同
筆
で
あ
る
と
制
判
断
す
る
場
合
、
類
似
黙
に
つ
い
て
は

そ
の
希
少
性
が
高
い
こ
と
、
類
似
す
る
数
が
多
い
こ
と
、
相
違
黙
に
つ
い
て
は

そ
れ
が
有
力
な
も
の
で
な
い
、
無
視
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
透
明
す
る
こ

と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。
が
、
関
肢
の
場
合
、
こ
れ
が
な
か
な
か
難
し
い
貼

が
あ
る
。
ま
ず
類
似
黙
の
希
少
性
に
つ
い
て
い
え
ば
、
あ
る
字
が
似
て
い
て

も
、
同
じ
よ
う
な
書
き
癖
を
も
っ
人
が
他
に
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
希

少
性
を
詮
明
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
そ
の
字
に
関
し
て
で
き
る
だ
け
多
く
の
サ
ン

プ
ル
を
集
め
た
上
で
、
今
問
題
と
し
て
い
る
サ
ン
プ
ル
の
書
き
癖
そ
の
も
の
が

希
少
だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
集
め
る
サ
ン
プ
ル
は
営
然
、
み
な
這

う
人
が
書
い
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
簡
腐
の
場
合
、
誰
が
書
い
た

か
わ
か
ら
な
い
も
の
、
つ
ま
り
同
一
人
物
が
書
い
た
も
の
が
混
じ
っ
て
い
る
中

か
ら
筆
記
者
が
重
な
ら
な
い
よ
う
に
サ
ン
プ
ル
を
集
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
た
、
同
じ
字
で
も
書
陸
の
異
な
る
も
の
は
サ
ン
プ
ル
と
し
て
入
れ
ら
れ
な
い

が
、
ど
の
程
度
ま
で
を
殺
害
あ
る
い
は
草
書
と
認
め
る
か
、
と
い
っ
た
問
題
も

あ
る
。
サ
ン
プ
ル
集
め
と
い
う
作
業
か
ら
し
て
か
な
り
慎
重
に
行
う
必
要
が
あ

る
。
こ
の
問
題
は
相
違
黙
が
無
視
で
き
る
か
否
か
を
剣
断
す
る
際
も
同
様
で
あ

る。
こ
の
他
、
こ
れ
ら
の
剣
断
を
す
る
場
合
、
書
の
素
養
も
必
要
で
は
な
い
か

と
、
寅
際
に
鑑
定
の
作
業
を
試
み
て
感
じ
ら
れ
た
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、

一
方
で
は
は
ね
て
い
る
の
に
も
う
一
方
は
は
ね
て
い
な
い
と
い
う
、
形
態
上
の

相
違
が
あ
っ
た
場
合
、
書
の
素
養
の
全
く
な
い
筆
者
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
が
無

視
し
得
る
程
度
の
相
濯
か
ど
う
か
の
剣
断
が
難
し
い
の
で
あ
る
。
書
の
心
得
の

あ
る
人
な
ら
ば
、
全
鐙
の
配
字
あ
る
い
は
周
迭
の
ス
ペ
ー
ス
か
ら
み
て
自
然
な

筆
の
流
れ
で
あ
っ
て
全
く
気
に
な
ら
な
い
よ
う
な
こ
と
も
ひ
っ
か
か
っ
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。

筆
跡
鑑
定
に
は
以
上
述
べ
た
よ
う
な
困
難
が
あ
る
、
が
、
せ
っ
か
く
の
情
報

源
で
あ
る
。
な
ん
と
か
有
数
に
利
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ン
プ
ル
集
め

も
で
き
て
い
な
い
よ
う
な
朕
況
の
中
で
、
巌
密
な
鑑
定
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で

は
あ
る
が
、
新
簡
を
手
が
か
り
に
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
可
能
な
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
寅
は
、
素
人
で
も
筆
跡
の
比
較
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
た

の
は
、
新
衡
の
骨
局
員
を
見
た
時
で
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
、
新
簡
に
は
加
書

が
多
い
。
つ
ま
り
、
同
一
人
の
手
に
な
る
ま
と
ま
っ
た
資
料
が
提
供
さ
れ
て
い
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る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
人
物
の
筆
跡
が
き
ち
ん
と
確
定
で
き
れ
ば
、
帥

ち
一
つ
の
し
っ
か
り
と
し
た
も
の
さ
し
を
作
れ
ば
、
そ
れ
を
も
っ
て
他
の
資
料

を
測
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
こ
の
際
、
も
の
さ
し
作
り
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
、
そ
う
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
上
述
の
鑑
定
の
ポ
イ
ン
ト
を
念

頭
に
お
き
つ
つ
、
こ
こ
に
敢
え
て
素
人
の
筆
跡
鑑
定
を
試
み
た
い
と
思
う
。

(
以
下
に
引
用
す
る
筒
験
資
料
は
全
て
居
延
新
衡
の

F
二
二
の
番
貌
の
も
の
で
あ

る
。〉

(
7
1ず
最
初
に
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
「
候
莱
君
所
責
窓
恩
事
」
の
加
害
で
あ

る
。
こ
れ
は
愛
書
の
研
究
を
大
き
く
進
展
さ
せ
た
加
害
と
し
て
有
名
で
あ
る
の

で
、
今
さ
ら
解
説
す
る
ま
で
も
な
い
が
、
行
論
の
都
合
上
若
干
燭
れ
て
お
く
。

こ
れ
は
甲
渠
候
の
莱
君
と
居
延
豚
在
住
の
冠
恩
と
の
聞
に
お
こ
っ
た
一
高
一
寅
を
め

ぐ
る
ト
ラ
ブ
ル
に
関
す
る
加
害
で
あ
る
。
ま
ず
甲
渠
候
官
か
ら
居
延
燃
に
訴
え

が
あ
り
、
燃
は
郷
に
通
達
し
て
窓
恩
を
取
り
調
べ
さ
せ
た
。
加
害
は
A
(
F

ニ
ニ
・
一
よ
一
O
。
以
下
F
ニニ
は
省
略
)
、
第
一
回
目
の
窟
恩
の
愛
書
。

B
(一一一
l

ニ八
〉
、
第
二
回
目
の
冠
恩
の
愛
書
。

c
c一九
J
喜
一
)
、
郷
か
ら
居
延
豚
に
宛
て
た

迭
り
扶
。

D

会一回
J
士
一
号
、
居
延
岡
怖
か
ら
甲
渠
候
官
宛
て
の
文
書
、
の
四
つ
の

部
分
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
さ
て
、
問
題
の
筆
跡
で
あ
る
が
、
私
見
に
よ
れ

ば
A
J
D
は
三
人
の
手
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
A
の
筆

記
者
、

B
・
C
の
筆
記
者
、

D
の
筆
記
者
の
三
人
で
あ
る
。

B
と
C
が
同
筆
で

あ
る
こ
と
は
一
見
し
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
か
ら
検
討
は
省
略
す
る
。
さ
て
、

A

と
B
は
ほ
ぼ
同
じ
文
章
で
、
か
つ
か
な
り
の
長
文
の
た
め
比
較
し
や
す
い
の

で
、
こ
の
爾
者
か
ら
み
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
こ
で
は
類
似
貼
よ
り
相
這
黙

の
方
が
自
に
つ
く
の
で
、
そ
れ
を
い
く
つ
か
あ
げ
て
み
よ
う
。
①
君
字
〈
園

1
Y

A
で
は
四
萱
目
が
一
重
自
の
横
線
よ
り
上
に
つ
き
出
る
が
、

B
-
C
は

出
な
い
。
②
言
偏
(
園

2
V
口
の
部
分
が
A
で
は
左
下
方
に
流
れ
る
が
、

B

(指;璃;弗
8(A) 

!弓fi冷j
1 (A) 

d

一常
国
一
九
州

vwJL

、3
6(A) 

!妻

4(A) 

究主
川町問一

間

司
一
一
一
同
戸
¥
お

i雪意
21 (B) 

5伝:
て君ト、二議;

27(B) 22(B) 
園2

21 (B) 

ゑ
j

叫

29(C) 

園1

-216ー
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は
流
れ
な
い
。
③
渠
字
(
圏
3
〉O

B
・
C
で
は
水
と
巨
と
木
の
三
部
分

か
ら
成
る
が
、

A
で
は

E
の
一
番
下

の
横
査
が
な
く
、
縦
蓋
と
木
の
縦
査

が
つ
な
が
っ
て

一
査
に
な
り
、
従

っ

て
爾
者
の
筆
順
も
異
な
る
。
④
恩
字

〈圃
4
〉。

A
で
は
し
た
ご
こ
ろ
の

三
、
四
輩
自
の
黙
が
一
黙
に
な
る

が
、
B
-
C
は
二
黙
で
あ
る
。
⑤
ぎ

よ
う
に
ん
べ
ん
〈
圃
5
)。
一

、
二

-
1
F

重
目
を
A
で
は
二
重
と
も
普
通
に
打

今
』
'
・

込

ん

で

左

下

方

へ

お
ろ
す
が
、

B
-

/

ノ

C
は

一
壷
目
は

左
下
方

へ
お

ろ
す

が
、
二
重
目
は
下
か
ら
打
込
ん
で
右
上
方
へ
上
げ
て
い
る
。
こ
の
他
、信用
、
延

字
も
明
ら
か
に
筆
法
が
異
な
る
。

一
方
、
こ
れ
が
特
徴
的
に
似
て
い
る
と
い
う

類
似
貼
は
見
出
せ
な
い
。
こ
れ
ら
か
ら
、

A
と
B
・
C
は
異
筆
と
み
て
よ
い
と

茂之勝
、

制

3予jFEb 

217 

11安江:
hはヰ J

31 (B) 

JZZJ ヨ掌

7(A) 

F.'達司

容子

4(A) 

ん

げ

州 25(B) 

i1崎山
36(褐)

圃4

21 (B) 29(C) 

圃5

司貨ヨレ

R'~ 

!誌
34(D) 

ε三士
三塁.

28(B) 

20(A) 

易
一4

;L浩司、
1弘之Lv

M 
兎i;!

18(A) 

25(B) 

思
う
。
次
に
A
、
B
-
C
と
D
で
あ
る
が
、

D
は
わ
ず
か
二
本
で
し
か
も
筒
面

が
荒
れ
て
み
え
な
い
字
が
多
く
比
較
が
難
し
い
。
が
、
い
く
つ
か
の
異
同
は
指

摘
で
き
る
。

「居
延
」
と
「
誼
」
(園
6
)
に
つ
い
て
は
A
と
異
な
り
、
む
し
ろ

B
・
C
の
方
に
近
い
が
、
渠
字
は
B
・
C
と
は
這
う
(圃
3
〉
。
ま
た
A
と
D

の
類
似
駐
は
月
字
や
数
字
の
よ
う
な
筆
壷
の
少
な
い
も
の
で
、
類
似
と
い
う
よ

り
明
確
な
遣
い
が
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
程
度
の
も
の
で
あ
る
。

B
・
C
と
D

の
類
似
の
程
度
も
同
様
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
明
確
な
相
違
貼
も
一
箇
所
の
み

で
あ
る
。
従
っ
て
、

A
と
D
は
異
筆
と
し
て
誤
り
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
B
-

C
と
D
に
関
し
て
は
や
や
不
安
が
残
る
も
の
の
、
ひ
と
ま
ず
異
筆
と
し
て
お
き

た
い
。
俵
に
B
・
C
と
D
が
同
一
人
の
手
に
な
る
と
し
て
も
、

D
の
字
の
太
さ

が
ほ
ぼ
一
定
で
あ
る
こ
と
を
み
る
と
、
筆
が
舞
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ

う
。
ち
な
み
に
こ
の
筋
書
に
つ
い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
褐
は
、
恩
、
君
字
を
根

援
に

A
と
同
筆
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

き
て
、

A
の
筆
記
者
で
あ
る
が
、
甲
渠
候
官
の
書
記
官
た
る

「諒
」
で
は
な

い
だ
ろ
う
椛
そ
れ
は
F
ニ
ニ
・
=
一
ア
歪
の
諸
衡
と
A
が
同
筆
で
あ
る
と
剣
断
で

き
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
=
一
七
J
五
五
簡
は
す
べ
て
甲
渠
候
官
設
信
の
上
行
文

-217-



218 

53A 

飛ん一蔵丸
45A 

久
一
三
本
匂
38A 

準
山
中

議
41 

笑;

三宍
45A 

51A 

園7

書
の
控
で
、
建
武
六

年
の
年
鋭
を
も
つ
も

の
と
建
武
四
年
の
も

の
の
二
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
け
ら
れ
る

が
、
私
見
に
よ
れ
ば

こ
れ
ら
は
全
て
同
筆

で
あ
る
。
詳
細
は
省

く
が
、

「
渠
」
、
う

か
ん
む
り
の
二
重
自

を
う
ち
こ
ま
な
い

「
案
」
、
「
敢
言
之
」

(園
7
〉
を
は
じ
め
、

い
く
つ
も
類
似
貼
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
し
て
こ
れ

ら
の
文
書
の
書
記
官

の
サ
イ
ン
が
み
な

「
援
護
」
あ
る
い
は

「
嫁
語
令
史
嘉
」
な

の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
一
毛
J
蓋
簡
と
A

を
比
べ
て
み
る
と
、

「
渠
」
、
「
市
」
、
「
書
」

(
臼
の
上
に
く
る
横

:受d〆l事~J
お

湯

川 38A 

甥?
38A 

園8

差

議

-218ー

45A 

重
が
一
重
少
な
く
、
縦
査
が
臼
に
達
す
る
)
の
諸
字
や
ご
ん
べ
ん
等
(
闘
8
)

か
ら
も
同
筆
と
認
め
ら
れ
よ
う
。
つ
ま
り
、

A
は
「
橡
諒
」
が
書
い
た
可
能
性

が
極
め
て
高
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
定
恩
の
加
害
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ

う
。
甲
渠
候
官
か
ら
の
訴
え
に
劃
す
る
回
答
と
し
て
豚
か
ら
迭
ら
れ
て
き
た
冠

恩
の
愛
書
を
、
候
官
で
は
コ
ピ
ー
を
作
っ
て
褐
を
つ
け
て
保
管
し
て
お
い
た
。

つ
い
で
第
二
回
目
の
愛
書
が
迭
ら
れ
て
き
た
の
で
迭
り
吠
も
含
め
て
前
回
の
愛

書
と
と
も
に
保
管
し
た
、
と
。
ま
た
先
程
B
-
C
と
D
が
異
筆
で
あ
ろ
う
と
推

測
し
た
が
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
郷
か
ら
の
報
告
を
受
け
た
燃
が
、
候
官
に
迭
達

す
る
た
め
に
郷
か
ら
の
文
書
の
コ
ピ
ー
を
作
成
し
た
日
及
び
書
記
官
と
、
迭
り

朕
を
書
い
た
日
及
び
書
記
宮
が
遣
っ
て
い
た
と
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
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さ
て
、
筆
跡
か
ら
は
確
か
に
A
は
候
官
で
作
成
さ
れ
た

コ
ピ
ー
で
あ
る
と
思

わ
れ
た
。

そ
れ
は
B
・
C
に
比
べ
て
や
や
雑
な
書
き
方
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
一一袋

附
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
な
ぜ
コ
ピ
ー
を
と
る
必
要
が
あ
っ
た
の

だ
ろ
う
か
。
候
官
か
ら
さ
ら
に
ど
こ
か
に
迭
付
せ
ね
ば
な
ら
な
い
文
書
で
も
な

い
し
、
現
に

B
以
下
は
燃
か
ら
き
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、

A
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
ど
う
し
た
の
だ
ろ
う
か
。

今
の
と
こ
ろ
解

答
が
出
せ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
豚
が
郷
に
二
度
目
の
験
聞
を
す
る
よ
う
に
言

っ
た
文
書
中
の
「
今
候
奏
記
府
願
詣
郷
愛
書
是
正
府
銭
令
明
庭
」
と
い
う
、
今

ひ
と
つ
正
確
な
解
緯
の
し
か
ね
る
文
章
の
一
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
関
係
が
あ
る
か

も
し
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
今
み
た
加
害
は
候
官
が
受
け
取
っ
て
か
ら
ど
こ
に
も
迭
付
せ
ず

に
保
存
し
て
お
く
性
質
の
文
書
で
あ
っ
た
が
、
次
に
、
下
級
官
暑
に
迭
達
す
る

場
合
を
み
て
お
き
た
い。

F
ニニ

・
一葦
J
一
さ
を
み
て
み
よ
う
。
一
歪
J
E六
は
居
延
都
尉
府
か
ら
甲
渠
候

官
に
迭
ら
れ
て
き
た
文
書
。
内
容
は
祉
稜
の
犯
に
関
し
て
、
そ
の
臼
穫
と
き
ち

ん
と
取
り
行
う
よ
う
に
と
い
う
命
令
で
、
一
五
五
と
一
五
六
は
日
取
り
を
記
し
た
牒
で

あ
る
。
そ
し
て
一
夫
J
一
否
は
甲
渠
候
官
か
ら
第
四
候
に
劃
し
て
、

同
じ
内
容
を

下
達
し
た
文
書
の
控
で
あ
り、

首
然
候
官
の
書
記
官
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
控
と
都
尉
府
か
ら
の
文
書
は
一

見
し
た
だ
け
で
手
が
這
う
こ
と
が
わ
か
る

が
、
念
の
た
め
に
い
く
つ
か
相
違
黙
を
あ
げ
る
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
(
圃

9
V
以
・
控
の
方
は
左
に
三
角
、
右
に
人
を
書
く
が
、
都
尉
府
の
文
書
で
は

左
に
底
迭
の
な
い
三
角
を
書
い
て
、
右
側
の
人
字
の
一
萱
目
で
底
迭
を
作

っ
て

お
り
、

筆
法
が
異
な
る
。
社
:
控
で
は
土
に
黙
が
な
い
。
父
:
・
都
尉
府
の
文
書

は
三
蜜
目
が
ゆ
っ
た
り
と
し
も
ぶ
く
れ
に
な
る
が
、
控
の
方
は
シ

ャ
ー
プ
に
左

下
方
に
お
り
る
。
こ
の
よ
う
に
、
都
尉

府
の
文
書
と
控
文
書
の
書
き
手
が
這
う

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
か

ら
、
上
級
官
騰
か
ら
文
書
を
受
け
、
そ

れ
を
さ
ら
に
下
級
官
艇
に
迭
達
す
る
に

は
、
下
達
文
書
の
控
を
と
り
、
そ
れ
を

お
そ
ら
く
上
級
官
麟
か
ら
き
た
文
書
の

あ
と
に
附
け
加
え
て
編
綴
し
、
保
管
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

や
り
方
は
筋
書
だ
け
で
な
く
、
組
で
も

同
様
で
あ
っ
た
。

F
ニニ

・一
五
一
を
例
に
し
よ
う
。
こ
れ

は
A
l
D
の
四
面
を
も
っ
多
面
鐙
の
加

と
い
わ
れ
る
木
簡
で
、
「
甲
渠
郭
候
以

郵
行
」
と
、
封
泥
孔
の
上
に
大
書
さ
れ

冊

て

い

る

こ

と

か

ら

も

明

ら

か

な

よ

う

‘

附

に

、

都

尉

府

か

ら

甲

渠

候

官

に

迭

っ

て

泣
い
市

き

た

も

の

で

あ

る

。

搬

の

俸

逮

が

遅

れ

日

た

事

件

に

関

し

て

調

査

を

命

じ

た

内

容

で
あ
る
が
、
A
I
C
に
は
都
尉
府
か
ら
の
文
一
章
が
、

D
に
は
そ
れ
を
受
け
た
候

官
が

(侯
官
の
〉
尉
と
不
侵
候
長
に
調
査
と
出
頭
を
命
じ
た
文
章
が
書
か
れ
て

い
る
。

そ
し
て

A
J
C
(「
甲
渠
郡
侯
以
郵
行
」
も
含
む
)
と

D
と
で
は
手
が

這
う
の
で
あ
る
。

D
の
骨
局
長
が
や
や
見
づ
ら
い
が
、
例
え
ば
(
園川山)、

渠
:

木
の
部
分
の
書
き
方
が
濯
う
こ
と
と
、

D
の
方
は

E
の
縦
登
が
木
の
縦
賓
と
一

本
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
激
:
交
の
三
、
四
蜜
目
の
角
度
が
遣
う
。

九九
154(都尉府)

!手本企
153(都尉府)

、」弘~機
159(控)

不本!必A--

159(控)158(控) 160(控)

国9
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に
ん
べ
ん
:
一
重
目
が
、

A

は
極
め
て
短
く
ま
た
下
に
お

ろ
す
角
度
が
ゆ
る
や
か
、
な

ど
の
相
謹
貼
が
あ
げ
ら
れ
る

一
方
、
特
に
類
似
し
た
字
は

夜
見
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、

A
、
B
、
C
面
に
文
章
が
書

か
れ
た
加
を
受
け
取
っ
た
候

官
は
、
さ
ら
に
下
級
官
聴
に

命
令
を
停
淫
し
た
際
、
受
け

取
っ
た
鰍
に
も
う
一
面
、

D

を
削
り
た
し
て
、
そ
こ
に
控

を
書
い
た
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
設
信
し
た
文
書
の
控
を
、
受
信
し

た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
文
書
の
あ
と
に
つ
け
て
保
管
す
る
と
い
う
や
り
方
が
確
認
で

き
た
と
思
う
。
と
す
る
と
、
大
庭
氏
に
よ
っ
て
復
元
さ
れ
た
あ
の
元
康
五
年
詔

書
加
は
ど
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
の
朋
書
は
候
官
で
出
土
し
た
も
の
で
あ
り
、

中
央
か
ら
順
次
迭
ら
れ
て
候
官
で
受
け
取
っ
た
文
書
と
候
官
か
ら
候
へ
の
愛
信

文
書
が
な
ら
ん
で
お
り
、
全
簡
同
筆
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
が
も
し
編
綴
さ
れ
て

い
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
候
に
向
け
て
設
信
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
加
書
が
何
ら

か
の
理
由
で
夜
信
さ
れ
ず
に
残
っ
た
、
と
考
え
.
き
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
保
管
用
な
ら
ば
、
受
信
文
書
と
設
信
文
書
は
異
筆
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
だ
か
ら
。

さ
て
、
こ
れ
ま
で
筆
跡
と
い
う
貼
か
ら
み
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら

1食一幹

倒
J機
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勝
ω

級
生
す
る
問
題
黙
に
つ
い
て
若
干
ふ
れ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

ま
ず
第
一
に
、
衡
の
形
朕
に
つ
い
て
。
先
程
あ
げ
た
愛
書
の
加
害
中
の
A
、

即
ち
候
官
の
書
記
官
が
作
っ
た
コ
ピ
ー
も
、
社
稜
の
柁
に
関
す
る
内
容
を
下
級

官
聴
に
迭
淫
す
る
文
書
の
控
も
、
こ
れ
ら
候
官
の
書
記
官
の
手
に
な
る
コ
ピ
ー

は
、
と
も
に
一
行
書
き
の
木
簡
(
札
〉
に
書
か
れ
て
い
た
。
受
信
し
た
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
文
書
は
や
は
り
ど
ち
ら
も
二
行
書
き
の
木
簡
(
雨
行
)
に
書
か
れ
て
い

る
の
に
、
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
コ
ピ

1
の
文
書
は
札
に
書
き
、
正
式
に

設
信
す
る
文
書
は
雨
行
に
書
く
と
い
う
傾
向
の
あ
っ
た
こ
と
を
想
定
し
て
よ
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
控
は
紹
射
に
雨
行
に
書
か
な
い
と
も
、
正

式
文
書
に
は
紹
劉
に
札
を
使
わ
な
い
と
も
い
え
な
い
が
、
確
か
に
特
に
正
式
な

文
書
に
札
を
用
い
る
例
は
少
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
こ

こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
従
来
雨
行
の
簡
は
、
札
で
書
き
き
れ
な
い

時
に
文
字
数
を
増
や
す
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ
る
、
と
の
み
説
明
さ
れ
て
き
た

が
、
正
式
文
書
と
そ
う
で
な
い
文
書
と
で
使
い
分
け
が
あ
っ
た
、
即
ち
目
的
や

内
容
に
よ
っ
て
木
簡
を
使
い
分
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
周
知
の

よ
う
に
木
簡
に
は
様
々
な
形
扶
が
あ
り
、
巾
も
庚
い
も
の
で
は
七
回
ほ
ど
に
も

な
る
し
、
板
状
の
も
の
だ
け
で
な
く
、
多
面
鐙
の
細
や
さ
ら
に
懸
泉
出
土
の
木

簡
の
中
に
は
断
面
が
三
角
形
を
な
し
、
そ
の
二
面
に
文
章
を
書
い
た
、
居
延
や

敦
煙
で
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
形
朕
の
簡
も
あ
る
。
こ
れ
ら
、
簡
の
形
吠

と
内
容
と
の
関
係
も
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

次
に
署
名
や
日
付
の
問
題
。
文
書
簡
の
場
合
、
設
信
人
の
名
前
や
日
付
の
墨

色
が
異
な
る
、
あ
る
い
は
手
が
濯
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ
を
ど

う
解
穫
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
大
庭
氏
が

「設
信
人
で
あ
る
高
官
が
:
自
筆
で
名
前
を
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
文
書
を
権
威

づ
け
る
と
共
に
数
力
を
設
生
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
」
と
い
う
鍍
設
を
出
し
て
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今
一
度
み
て
み
よ
う
。

F
一
一
一
一
に
は
上
級
官
臨
か
ら
受
け
取
っ
た
正
式
文
書
も
保

管
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

候
官
の
上
級
官
耐
酷
で
あ
る
都
尉
府
か
ら
来
た
文
書
、
六
八
、
七
一
、
一
茎
弓

六九三
を

と
り
あ
げ
る
(
圃

u
y
こ
れ
ら
は
み
な
候
官
で
骨
局
し
た
も
の
で
は
な
く
、
都

尉
府
か
ら
来
た
文
書
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
も

の
で
、
雨
行
の
簡
に
書
か
れ
て
お
り
、
手
は
各
々
濯
う
よ
う
で

あ
る
。
さ
て
こ
れ
ら
の
文
書
の
設
信
人
で
あ
る
都
尉
の
名
で
あ

る
が
、
文
章
と
同
筆
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
し
そ
う
な
ら

ば
、
都
尉
が
自
署
し
た
の
で
は
な
く
、
都
尉
府
の
書
記
官
が
都

尉
の
名
も
含
め
て
全
文
書
い
た
文
書
が
候
官
に
迭
ら
れ
て
き
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
候
官
設
信
文
書
の
控
も
み
て
お
こ
う
。
先
に
と
り
あ

げ
た
三
八
、
四
二
、
豆
、
阜
、
四
八
、

E
O
、
五
一
、
五
=
一
、
五
回
、
歪
で
あ
る

(圃
ロ
〉
。
こ
れ
ら
の
日
付
や
設
信
人
は
異
筆
あ
る
い
は
墨
色
が

異
な
っ
て
い
る
。
即
ち
控
で
あ
っ
て
も
全
文
書
記
官
が
書
い
た

同
筆
の
も
の
で
は
な
く
、
異
筆
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
日
付
や
高
官
の
署
名
は
、
質
際
に
愛
信
さ
れ

た
文
書
で
も
書
記
官
が
書
い
た
も
の
も
あ
る
し
、
逆
に
控
で
も

異
筆
の
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る
。
一
種
ど
う
い
っ
た
場
合
に

同
筆
あ
る
い
は
異
筆
に
な
る
の
か
、
日
付
や
署
名
の
有
無

(正

式
文
書
で
あ
わ
マ
も
愛
信
人
の
署
名
部
分
が
空
欄
に
な
っ
て
い

る
も
の
が
あ
る
)
及
び
手
の
異
同
と
、
貧
際
に
設
信
さ
れ
た
文

書
か
控
文
書
か
、
あ
る
い
は
文
書
の
内
容
と
の
関
連
等
、
こ
れ

ま
た
今
後
検
討
す
べ
き
問
題
で
あ
ろ
う
。

た
だ
、
こ
の
署
名
や
日
付
の
筆
の
異
同
の
剣
定
は
微
妙
で
あ

お
ら
れ
る
。
氏
が
分
析
針
象
と
さ
れ
た
の
は
候
官
出
土
の
設
信
文
書
で
あ
っ
た

が
、
氏
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
候
官
出
土
の
候
官
設
信
文
書
の
中
に
貫
際
に
夜

信
さ
れ
た
文
書
を
み
つ
け
、
署
名
や
日
付
を
み
よ
う
と
す
る
の
は
不
可
能
で
あ

る
か
ら
、
文
書
庫
と
推
定
さ
れ
る
F
ニ
ニ
か
ら
愛
見
さ
れ
た
受
信
文
書
に
つ
い
て
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45(部分)

国12

る
。
名
前
は
た
い
て
い
一
文
字
で
あ
る
し
、
日
付
に
し
て
も
文
字
数
も
登
敷
も

少
な
い
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
こ
で
も
墨
色
の
蓮
い
が
問
題
に
な
っ
た

が
、
築
色
が
這
う
か
ら
と
い
っ
て
た
だ
ち
に
書
き
手
が
這
う
と
は
い
え
な
い
の

で
あ
っ
て
、
サ
ン
プ
ル
数
を
重
ね
て
恨
重
に
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

以
上
、
関
脳
研
究
の
問
題
勲
と
今
後
の
展
望
を
述
べ
た
。
筒
煩
資
料
の
充
寅

に
と
も
な
い
、
そ
れ
ら
が
様
々
な
方
面
の
研
究
に
お
い
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
今
日
、
特
に
透
境
出
土
簡
の
よ
う
に
雑
多
な
内
容
を
も
ち
、
か

つ
断
簡
零
墨
の
多
い
資
料
を
扱
う
場
合
、
簡
の
性
格
を
知
っ
た
上
で
利
用
す
る

と
い
う
こ
と
を
再
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
柑
開
文
を
説
む
際
に

は
、
単
純
な
思
い
込
み
ゃ
軽
率
な
類
推
で
解
圃
拝
す
る
の
は
危
険
で
あ
る
。
文
献

史
料
で
は
見
過
ご
し
て
も
影
響
な
い
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
字
が
、
関
願
資
料
の

中
で
は
大
き
な
意
味
を
も
っ
場
合
も
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
簡
上
の
記
事
を

38(部分)

迫
っ
て
関
連
簡
を
集
め
て
も
、
そ
こ
に
正
式
文
書
も
控
も
下
書
き
も
ル
l
テ
ィ

ゾ
ワ

l
F
の
も
の
も
臨
時
例
外
的
な
も
の
も
、
な
い
混
ぜ
に
な
っ
て
い
て
は
正

し
い
結
論
に
は
至
ら
な
い
。
文
書
の
移
動
、
運
用
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
な
ぜ
切
れ
込
み
が
あ
る
か
、
な
ぜ
巾
康
の
衡
を
使
う

か
、
な
ぜ
あ
き
が
あ
る
の
か
、
な
ぜ
色
が
遣
う
か
、
と
い
っ
た
小
さ
な
手
が
か

り
を
き
っ
か
け
に
一
つ
一
つ
の
問
題
を
解
い
て
積
み
重
ね
て
ゆ
く
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
法
制
史
を
は
じ
め
、
関
般
に
書
か
れ
た
記
事
を
使
っ
た
研
究
は
今
後

も
進
展
し
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
筒
臆
そ
の
も
の
の
研
究
も
重

観
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
帳
簿
や
文
書
固
有
の
書
式
や
僻
句
、
そ
れ
ら
の
移
動

等
に
関
す
る
従
来
の
研
究
を
新
た
な
資
料
の
出
現
に
と
も
な
っ
て
批
剣
閏
に
繕

承
褒
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
例
え
ば
衡
の
形
態
や
書
法
と
い
う
よ
う
な
、
従
来

ほ
と
ん
ど
取
り
あ
げ
ら
れ
な
か
っ
た
方
面
か
ら
の
ア
プ
F
l
チ
が
な
さ
れ
る
べ

き
段
階
に
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
研
究
は
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
が
、
こ

-222ー



こ
で
は
そ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
試
み
の
一
つ
と
し
て
筆
跡
を
と
り
あ
げ
て

み
た
。
今
後
、
寅
物
を
も
た
な
い
ハ
ン
デ
ィ
を
克
服
す
る
た
め
に
も
さ
ら
に
多

角
的
な
研
究
を
進
め
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
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註(
1
〉
「
渡
」
が
「
ひ
ら
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
市
川
任
一
一
一

「
居
延
簡
印
章
考
」
(
『
財
固
法
人
無
窮
品
関
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
』

五
、
一
九
六
四
年
)
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
例
を
あ
げ
る
と
、

(
荊
)
阿
段
取
園
奏
之
、
秦
玉
設
園
、
園
窮
而
じ
首
見
。
(
『
史
記
』

各
八
六
、
刺
客
列
俸
)

「
定
」
の
例
と
し
て
は
、

三
年
、
賜
食
邑
四
千
二
百
戸
。
(
以
下
戟
功
を
列
翠
し
た
後
)
割
符

世
世
勿
紹
、
定
食
四
千
六
百
戸
、
競
信
武
侯
。
・
有
功
、
・
・
従
撃
鯨

布
有
功
、
盆
封
定
食
五
千
三
百
戸
。
(
『
史
記
』
巻
九
八
、
新
歓
府
開
)

定
食
と
い
う
語
は
こ
れ
以
外
に
も
多
く
検
索
で
き
る
が
、
こ
れ
ら
は

「
食
邑
某
戸
と
決
定
し
た
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
こ
れ
ま
で
賜

っ
た
食
邑
も
計
算
し
て
某
戸
と
確
定
し
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。

(

2

)

大
庭
僑
「
居
延
出
土
の
詔
書
崩
」
(
同
氏
『
秦
漢
法
制
史
の
研
究
』

第
二
章
、
一
九
八
二
年
、
創
文
社
〉
。

(

3

)

永
田
英
正
『
居
延
渓
簡
の
研
究
』
(
第

i
部
。
一
九
八
九
年
、
同
朋

舎〉。

(

4

)

愛
書
に
関
し
て
は
籾
山
明
「
愛
書
新
探
漢
代
訴
訟
論
の
た
め
に

l
」

(
『
東
洋
史
研
究
』
第
五
一
巻
第
三
鋭
、
卒
成
四
年
〉
。

(
5
〉
冨
谷
至
「
大
英
園
書
館
所
蔵
の
敦
煙
漢
簡
」
(
『
中
圏
中
世
の
文
物
』

京
都
大
皐
人
文
科
築
研
究
所
、
一
九
九
三
年
)
。
籾
山
明
「
刻
歯
筒
膿

(
『
木
簡
研
究
』
第
一
七
抗
、

初
探
|
漢
筒
形
態
論
の
た
め
に
|
」

九
九
五
年
)
。

(

6

)

以
下
、
筆
跡
一
般
、
筆
跡
の
不
獲
性
の
僚
件
及
び
鑑
定
方
法
に
闘
し

て
は
、
猪
刈
秀
一
「
筆
跡
鑑
定
の
要
黙
」
〈
『
古
文
書
研
究
』
第
二
抗
、

昭
和
四
四
年
。
後
、
『
日
本
古
文
書
皐
論
集
1
』
吉
川
弘
文
館
、
昭
和

六
十
二
年
、
に
所
枚
)
に
よ
る
。
な
お
現
在
犯
罪
捜
査
で
行
わ
れ
て
い

る
筆
跡
鑑
定
の
方
法
は
こ
の
書
で
述
べ
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
厳
密

な
も
の
で
あ
る
が
、
篤
員
し
か
利
用
で
き
ず
、
か
つ
サ
ン
プ
ル
数
の
限

ら
れ
た
簡
臆
資
料
を
扱
う
の
で
、
ご
く
基
本
的
な
段
階
の
検
討
に
止
め

ざ
る
を
得
な
い
。

ハ
7
〉
朋
書
は

F
一一一一・一

l
=一
五
。
褐
は

F
ニニ・一一夫。

(

8

)

露
に
括
弧
を
つ
け
た
の
は
、
同
じ
く
霞
と
い
う
サ
イ
ン
を
も
ち
な
が

ら
、
手
が
這
う
と
思
え
る
簡

(
F
=ニ
・
ニ
固
さ
の
存
在
の
故
に
、
爵
と

い
う
人
物
が
貧
際
に
筆
を
も
っ
て
書
い
た
の
か
、
車
に
名
前
が
使
わ
れ

て
い
る
だ
け
な
の
か
、
若
干
剣
断
し
か
ね
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は

特
定
の
人
物
を
表
わ
す
の
で
は
な
く
、
単
な
る
記
銃
と
し
て
使
用
し
て

い
る
。
た
だ
、
新
簡
に
は
「
諒
」
の
筆
跡
と
思
わ
れ
る
も
の
が
相
嘗
数

含
ま
れ
て
お
り
、
署
名
が
な
く
て
も
彼
の
筆
跡
は
か
な
り
正
確
に
追
う

こ
と
が
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

(
9
〉
一
毛
と
一
六
一
は
考
察
の
封
象
か
ら
除
外
す
る
。
一
六
一
は
内
容
は
確
か
に

社
稜
の
杷
に
関
す
る
も
の
だ
が
、
文
-寧
は
ど
れ
と
も
つ
な
が
ら
ず
、
手

も
濯
う
。
ま
た
一
五
七
は
「
九
月
八
日
庚
辰
賛
」
の
わ
ず
か
七
文
字
で
し

か
も
輩
数
の
少
な
い
文
字
が
多
く
、
比
較
が
困
難
で
あ
る
が
、
「
驚
」

字
な
ど
、
む
し
ろ
一
六
一
に
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
こ
こ
で
は

扱
わ
な
い
。
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(m〉
同
氏
『
漢
衡
研
究
』
(
同
朋
台
、

の
署
名
と
副
署
試
論
」。

(
日
〉
例
え
ば
、

F
圭
・
=
一
回
と
五
六
で
は
燃
令
の
名
が
空
欄
に
な
っ
て
い
る。

一
九
九
二
年
)
第
六
章

「
文
書
簡

各
々
建
武
三
年
と
建
武
五
年
の
簡
で
、
と
も
に
丞
の
名
は
記
さ
れ
て
い

る。
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