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は
じ
め
に―

書
誌
学
の
目
的
と
対
象

書し
ょ

誌し

学が
く

と
は
耳
慣
れ
な
い
こ
と
ば
で
し
ょ
う
。
書
物
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
学
問
と
し
て
、
そ
の
目
的
を

し
っ
か
り
と
認
識
し
た
上
で
実
践
に
取
り
か
か
っ
て
下
さ
い
。

一
、
書
物
の
発
生
と
自
立

人
間
が
一
生
の
あ
い
だ
に
見
聞
き
し
た
り
考
え
た
り
し
た
こ
と
は
︑
そ
の
一
部
は
頭
の
中
に
記
憶
と
し
て
残
っ
て
い
き
ま
す

が
︑
そ
の
人
が
死
ぬ
と
消
え
て
し
ま
い
︑
永
遠
に
失
わ
れ
ま
す
︒

も
し
生
前
に
他
の
人
に
話
し
て
い
れ
ば
︑
伝
え
ら
れ
た
人
の
記
憶
と
し
て
残
り
ま
す
が
︑
そ
の
わ
ず
か
な
可
能
性
も
︑
伝
え

ら
れ
た
人
の
死
に
よ
っ
て
途
絶
え
て
し
ま
い
ま
す
︒
し
か
し
文
字
の
な
い
時
代
に
は
そ
れ
が
唯
一
︑
人
間
の
知
識
や
知
恵
を
伝

え
る
手
段
で
し
た
︒
特
に
大
勢
の
人
に
と
っ
て
重
要
な
内
容
は
︑
神
話
や
伝
説
の
形
を
と
っ
て
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
︒

こ
れ
を
文
字
に
し
て
書
き
残
せ
ば
︑
口
伝
え
で
伝
え
る
よ
り
も
確
実
に
︑
そ
の
人
が
死
ん
だ
後
ま
で
伝
わ
り
ま
す
︒
さ
ら
に

そ
れ
を
書
き
写
す
こ
と
に
よ
っ
て
︑
よ
り
多
く
の
人
に
も
伝
わ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
︒
話
す
だ
け
の
時
代
よ
り
ず
っ
と
伝
わ
り

や
す
い
の
で
す
︒

こ
こ
に
︑
複
製
さ
れ
、
時
間
・
空
間
を
越
え
て
広
が
っ
て
い
く
、
と
い
う
書
物
の
大
き
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
︒

し
か
し
︑
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
も
経
験
が
あ
る
こ
と
で
す
が
︑
メ
モ
用
紙
の
よ
う
な
も
の
に
書
い
て
お
い
て
も
︑
ど
こ
か
に
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紛
れ
込
ん
で
し
ま
っ
た
り
︑
間
違
え
て
捨
て
て
し
ま
っ
た
り
し
て
︑
い
つ
の
間
に
か
無
く
な
り
ま
す
︒
ま
た
︑
内
容
を
順
序
立

て
て
整
理
し
て
お
か
な
い
と
︑
後
で
読
ん
だ
と
き
︑
自
分
で
も
ど
う
い
う
も
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
り
も
し
ま
す
︒
こ
れ
は

使
い
捨
て
で
は
な
く
︑
保
存
し
て
お
く
べ
き
も
の
な
の
だ
︑
と
い
う
こ
と
を
︑
視
覚
的
に
も
︑
実
質
的
に
も
明
確
に
し
て
お
く

必
要
が
あ
る
の
で
す
︒
す
な
わ
ち
︑
何
ら
か
の
形
で
ひ
と
ま
と
ま
り
に
し
て
表
紙
を
付
け
る
︑
と
い
う
作
業
に
よ
っ
て
︑
情
報

を
保
存
す
る
入
れ
物
と
し
て
の
書
物
が
成
り
立
ち
ま
す
︒

ひ
と
た
び
書
物
と
い
う
入
れ
物
︵
形
式
︶
が
成
り
立
つ
と
︑
何
か
を
記
録
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
︑
今
ま
で
こ
の
世
に
存

在
し
な
か
っ
た
テ
ク
ス
ト
︑
例
え
ば
文
学
作
品
︑
哲
学
的
思
索
と
い
っ
た
も
の
が
書
物
を
作
る
こ
と
を
目
的
に
書
か
れ
る
よ
う

に
な
り
ま
す
︒
い
わ
ば
人
間
の
想
像
力
や
思
考
を
ふ
く
ら
ま
せ
る
場
と
し
て
書
物
が
機
能
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
︒

二
、
書
物
の
二
面
性

一
般
に
︑
文
化
財
あ
る
い
は
視
覚
的
な
芸
術
作
品
︵
絵
画
・
彫
刻
︶
は
︑
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
も
の
に
唯
一
絶
対
の
価
値
が
あ
り
︑

複
製
品
は
そ
の
価
値
に
は
及
び
ま
せ
ん
︒
し
か
し
書
物
は
︑
た
と
え
ば
現
代
作
家
の
小
説
な
ら
ば
︑
書
店
に
並
ぶ
何
万
冊
と
い

う
書
物
が
ど
れ
も
等
し
い
価
値
を
持
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
は
︑
内
容
︵
テ
ク
ス
ト
︶
が
同
一
で
あ
る
か
ら
で
す
︒

し
か
し
︑
同
じ
内
容
で
も
価
値
︵
こ
の
場
合
は
値
段
の
こ
と
と
し
て
お
き
ま
す
︶
が
異
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
︒
例
え
ば
︑
単
行
本

と
文
庫
本
︑
特
製
本
︵
豪
華
限
定
版
︶
と
普
通
本
︑
と
い
っ
た
場
合
で
す
︒

書
物
は
︑
モ
ノ
と
し
て
の
形
や
大
き
さ
︑
紙
な
ど
の
材
料
と
い
っ
た
物
質
と
︑
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
︵
テ
ク
ス
ト
︶

と
い
う
文
字
情
報
の
ふ
た
つ
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
︒
同
一
の
情
報
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
︑
ど
の
よ
う
な
形
態
を
し

て
い
て
も
︑
ど
ん
な
紙
を
使
っ
て
い
て
も
︑
テ
ク
ス
ト
の
価
値
は
変
わ
り
ま
せ
ん
︒
し
か
し
︑
書
物
の
価
値
は
︑
そ
れ
だ
け
で

は
な
く
︑
物
質
的
側
面
に
左
右
さ
れ
る
の
で
す
︒
単
純
に
製
作
コ
ス
ト
の
違
い
だ
け
で
は
な
く
︑
読
者
の
側
が
ど
の
よ
う
な
形

態
を
望
ん
で
い
る
か
︑
と
い
う
こ
と
で
も
変
わ
っ
て
き
ま
す
︒

作
る
側
か
ら
は
︑
内
容
に
応
じ
た
形
態
を
考
え
る
で
し
ょ
う
︒
し
か
し
︑
文
庫
本
の
よ
う
に
︑
一
定
の
形
態
の
中
に
さ
ま
ざ

ま
な
書
物
を
押
し
込
め
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
︒
決
し
て
内
容
が
主
︑
形
態
が
従
︑
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
あ
り

ま
せ
ん
︒

書
物
を
見
る
︑
研
究
す
る
︑
と
い
う
と
き
に
は
︑
常
に
こ
の
二
面
性
を
意
識
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

三
、
読
ま
れ
る
書
物
・
読
ま
れ
な
い
書
物

引
き
続
き
現
代
作
家
の
小
説
を
例
に
挙
げ
る
と
︑
同
じ
書
物
な
の
に
︑
新
刊
書
店
と
古
書
店
と
で
は
値
段
が
違
い
ま
す
︒
通

常
は
古
書
店
で
売
ら
れ
る
も
の
は
︑
汚
れ
や
傷
︑
書
き
込
み
が
あ
っ
た
り
し
て
︑
新
刊
本
よ
り
状
態
が
よ
く
な
い
た
め
︑
値
段

が
下
が
っ
て
い
ま
す
が
︑
逆
に
著
者
の
サ
イ
ン
が
入
っ
て
い
た
り
す
る
と
︑
新
刊
本
よ
り
高
い
場
合
も
あ
り
ま
す
︒
こ
れ
ら
は
︑

そ
の
書
物
が
出
版
後
に
受
け
た
変
化
が
︑
価
値
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
た
め
で
す
︒

さ
き
ほ
ど
︑
書
物
の
特
徴
と
し
て
︑
複
製
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
ま
し
た
が
︑
世
の
中
に
は
た
だ
一
冊
だ
け
︑
オ
リ
ジ

ナ
ル
だ
け
の
書
物
も
存
在
し
ま
す
︒
芸
道
や
武
道
な
ど
の
秘
伝
書
︑
親
か
ら
子
へ
︑
師
匠
か
ら
弟
子
へ
と
伝
え
ら
れ
る
職
業
上

の
秘
密
を
書
い
た
書
物
︑
誰
に
も
見
せ
な
い
日
記
帳
︑
な
ど
で
す
︒
こ
れ
ら
は
︑
存
在
す
る
こ
と
︑
所
有
す
る
こ
と
︑
一
冊
し

か
な
い
こ
と
︑
特
定
の
人
間
以
外
に
は
読
ま
れ
な
い
こ
と
︑
に
価
値
が
あ
る
も
の
で
︑
情
報
を
広
く
伝
え
る
と
い
う
目
的
で
作

ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
︒

こ
の
よ
う
に
︑
読
む
︑
あ
る
い
は
所
有
す
る
︑
と
い
っ
た
享
受
の
側
面
か
ら
書
物
を
見
る
こ
と
も
︑
そ
の
書
物
の
性
格
を
知
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る
た
め
に
重
要
な
視
点
な
の
で
す
︒

四
、
書
誌
学
の
目
的

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
︑
書
物
に
は
モ
ノ
と
し
て
の
側
面
と
情
報
と
し
て
の
側
面
が
あ
る
こ
と
︑
制
作
の
過
程
の
み
な
ら

ず
︑
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
読
ま
れ
て
き
た
か
︑
と
い
う
享
受
の
側
面
も
重
要
で
あ
る
こ
と
︑
が
お
わ
か
り
頂
け
た
と
思
い
ま
す
︒

書
誌
学
は
書
物
に
つ
い
て
記
述
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
︒
そ
の
記
述
の
対
象
と
は
︑
主
と
し
て
モ
ノ
と
し
て
の
側

面
で
す
︒
内
容
に
つ
い
て
は
︑
文
学
作
品
で
あ
れ
ば
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
︑
歴
史
書
で
あ
れ
ば
歴
史
学
の
立
場
か
ら
精
密
な

検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
く
は
ず
で
す
︒
し
か
し
︑
あ
る
程
度
は
形
態
と
も
関
わ
っ
て
︑
内
容
の
理
解
や
検
討
を
必
要
と
す
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
︒

制
作
と
享
受
の
過
程
を
考
え
る
と
き
に
も
︑
内
容
の
理
解
は
欠
か
せ
ま
せ
ん
︒

ま
た
︑
一
点
一
点
の
書
物
の
検
討
︑
同
一
テ
ク
ス
ト
を
持
つ
複
数
の
書
物
の
比
較
検
討
︑
と
い
っ
た
ミ
ク
ロ
の
調
査
と
は
別

に
︑
享
受
の
過
程
を
大
き
く
捉
え
︑
あ
る
蔵
書
家
や
所
蔵
機
関
の
蔵
書
の
特
徴
︑
あ
る
い
は
書
物
の
流
通
や
制
作
を
マ
ク
ロ
の

視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
も
︑
書
誌
学
の
範
囲
に
は
い
る
で
し
ょ
う
︒

こ
の
よ
う
に
︑
対
象
に
応
じ
て
研
究
の
方
法
や
内
容
が
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
の
で
す
が
︑
い
ず
れ
も
書
物
と
い
う
︑
人
間

の
文
化
的
な
活
動
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
も
の
を
総
体
的
に
捉
え
る
こ
と
︑
す
な
わ
ち
︑
そ
の
書
物
の
成
立
と
伝
来

を
跡
づ
け
て
︑
人
間
の
歴
史
と
い
う
時
間
と
空
間
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
︑
が
目
的
で
す
︒

そ
し
て
︑
最
終
的
に
は
︑
他
の
人
文
科
学
の
分
野
と
同
様
に
︑
過
去
の
人
間
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
か
︑
何
を
考
え
て

き
た
か
︑
と
い
う
こ
と
を
正
確
に
知
り
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
現
在
及
び
未
来
の
人
間
が
よ
り
よ
い
社
会
を
作
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を

得
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
︒

五
、
本
書
に
お
い
て
対
象
と
す
る
書
物

本
書
で
は
︑
日
本
の
古こ

典て
ん

籍せ
き

（
和わ

本ほ
ん

）︑
す
な
わ
ち
江
戸
時
代
ま
で
に
日
本
で
作
ら
れ
た
和わ

と綴
じ
の
書
物
を
ま
ず
は
中
心
的
な

対
象
と
し
ま
す
︒
念
の
た
め
に
言
っ
て
お
け
ば
︑
古
典
と
は
概
念
が
異
な
り
ま
す
︒
同
じ
『
源
氏
物
語
』
で
も
︑
一
五
〇
年
前

に
出
版
さ
れ
た
も
の
は
対
象
に
な
り
ま
す
が
︑
今
年
出
版
さ
れ
た
も
の
︵
洋
装
本
︶
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
︒

内
容
︵
テ
ク
ス
ト
︶
が
日
本
人
の
著
作
で
あ
る
か
ど
う
か
は
問
い
ま
せ
ん
︒
日
本
に
は
︑
中
国
・
朝
鮮
に
お
い
て
著
さ
れ
た

書
物
を
日
本
で
書
写
・
刊
行
し
た
も
の
が
多
数
残
っ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
を
排
除
し
て
︑
日
本
人
の
著
作
に
限
定
し
て
し
ま
っ

て
は
︑
古
典
籍
の
十
分
な
理
解
は
で
き
ま
せ
ん
︒

ま
た
︑
次
の
二
つ
の
点
で
︑
範
囲
を
拡
張
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
︒

一
つ
は
明
治
期
成
立
の
書
物
で
す
︒
洋
装
・
活
版
と
い
う
近
代
の
形
態
に
切
り
替
わ
る
過
程
で
︑
江
戸
時
代
の
書
物
の
形
態

を
受
け
継
い
で
い
る
も
の
が
︑
明
治
二
〇
年
代
ま
で
は
か
な
り
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
︒
こ
れ
ら
も
必
要
に
応
じ
て
対
象
と
す
べ

き
で
し
ょ
う
︒

も
う
一
つ
は
︑
江
戸
時
代
ま
で
に
中
国
・
朝
鮮
か
ら
輸
入
さ
れ
た
書
物
︵
唐と

う
ほ
ん本

・
朝

ち
ょ
う

鮮せ
ん

本ぼ
ん

︶
で
す
︒
享
受
の
側
面
か
ら
見
れ
ば
︑

こ
れ
ら
も
日
本
古
典
籍
同
様
に
読
ま
れ
て
き
た
も
の
で
︑
何
ら
排
除
す
る
理
由
は
あ
り
ま
せ
ん
︒
そ
れ
ど
こ
ろ
か
︑
日
本
の
書

物
を
理
解
す
る
上
で
重
要
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
︒

し
た
が
っ
て
︑
も
う
一
度
ま
と
め
る
と
︑



sam
ple

��

はじめに

・
江
戸
時
代
ま
で
に
日
本
で
作
ら
れ
た
書
物

・
江
戸
時
代
ま
で
に
日
本
に
存
在
し
て
い
た
書
物

・
そ
れ
ら
の
影
響
下
で
明
治
中
期
頃
ま
で
に
日
本
で
作
ら
れ
た
書
物

を
対
象
と
す
る
こ
と
と
し
ま
す
︒

﹇
本
書
で
用
い
る
用
語
に
つ
い
て
﹈

書
誌
学
の
専
門
用
語
に
つ
い
て
は
そ
の
つ
ど
説
明
し
ま
す
が
︑
頻
繁
に
使
わ
れ
る
も
の
は
こ
こ
に
ま
と
め
て
お
き
ま
す
︒

＊
書
物
︙
形
態
面
と
内
容
面
を
合
わ
せ
て
指
し
示
す
場
合
に
用
い
ま
す
︒
形
態
の
み
を
指
す
場
合
は
「
モ
ノ
と
し
て
の
」

「
形
態
と
し
て
の
」
と
い
っ
た
形
容
を
付
し
ま
す
︒

＊
テ
ク
ス
ト
︙
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
・
絵
画
な
ど
の
情
報
︒「ﾑ

ほ
ん
も
ん

本ほ
ん
ぶ
ん文
」
と
い
う
こ
と
ば
は
︑
例
え
ば
本
文
と
注
︑
本

文
と
前ま
え
づ
け付
・
後あ
と
づ
け付
︑
と
い
っ
た
具
合
に
用
い
ま
す
︒

＊
和わ

本ほ
ん

・
唐と
う
ほ
ん本
・
朝
ち
ょ
う

鮮せ
ん

本ぼ
ん

︙
モ
ノ
と
し
て
の
書
物
が
ど
こ
で
作
ら
れ
た
か
︑
と
い
う
点
に
注
目
し
た
呼
び
名
で
す
︒

＊
和わ

書し
ょ

・
漢か
ん

籍せ
き

︙
テ
ク
ス
ト
が
ど
こ
で
作
ら
れ
た
か
︑
と
い
う
点
に
注
目
し
た
呼
び
名
で
す
︒
日
本
で
あ
れ
ば
和
書
︑
中
国

で
あ
れ
ば
漢
籍
と
呼
び
ま
す
︒
な
お
︑
日
本
で
刊
行
さ
れ
た
漢
籍
を
特
に
和わ

刻こ
く

本ぼ
ん

と
呼
び
ま
す
︒

＊
版は
ん

本ぽ
ん

・
写し
ゃ

本ほ
ん

︙
テ
ク
ス
ト
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
書
物
を
版
本
︵
刊か
ん

本ぽ
ん

︶︑
手
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
本
を
写
本
と
呼
び
ま
す
︒

木
版
を
整せ
い

版は
ん

と
も
呼
び
ま
す
︒
活
字
や
拓た
く

本ほ
ん

︵
文
字
部
分
を
彫
っ
た
板
や
石
に
濡
れ
た
紙
を
密
着
さ
せ
︑
上
か
ら
墨
を
付
け
て
文
字

部
分
を
白
ヌ
キ
に
す
る
方
法
︒
正し
ょ
う
め
ん
ず
り

面
摺
と
も
い
う
︶
に
よ
る
印
刷
も
版
本
に
含
み
ま
す
︒
な
お
︑「
版
」
は
「
板
」
と
書
く
こ

と
も
あ
り
ま
す
︒

＊
丁ち
ょ
う（

丁ち
ょ
う
す
う
数
）︙
張
︵
張
数
︶
と
も
書
き
ま
す
︒
日
本
の
古
典
籍
で
冊
子
体
の
も
の
は
︑
一
枚
の
紙
の
表
裏
を
合
わ
せ
て
1
丁

と
数
え
ま
す
︒
2
ペ
ー
ジ
＝
1
丁
で
す
︒
各
ペ
ー
ジ
を
区
別
す
る
と
き
は
表
・
裏
を
用
い
ま
す
︒
第
1
ペ
ー
ジ
は
第
1

丁
表
︵
略
し
て
1
オ
︶︑
第
2
ペ
ー
ジ
は
第
1
丁
裏
︵
1
ウ
︶
と
表
記
し
ま
す
︒

＊
版は
ん

式し
き

・
写し
ゃ

式し
き

︙
版
本
・
写
本
に
お
い
て
︑
本
文
を
ど
の
よ
う
に
レ
イ
ア
ウ
ト
し
て
い
る
か
︑
ど
の
よ
う
な
文
字
を
用
い
て

い
る
か
︑
と
い
っ
た
形
式
の
こ
と
を
指
し
ま
す
︒

＊
版は
ん

下し
た

︙
版
木
を
彫
る
と
き
︑
薄
い
紙
に
書
か
れ
た
原
稿
を
裏
返
し
に
版
木
に
彫
り
つ
け
て
︑
そ
の
墨
の
部
分
を
残
す
よ
う

に
彫
っ
て
い
き
ま
す
︒
こ
の
紙
︵
原
稿
︶
を
版
下
と
呼
び
ま
す
︒

＊
書し
ょ

体た
い

・
字じ

体た
い

・
字じ

様よ
う

︙
楷か
い

・
行ぎ
ょ
う・
草そ
う

と
い
っ
た
区
別
を
書
体
︑
同
じ
文
字
で
正せ
い

字じ

・
異い

体た
い

字じ

な
ど
の
区
別
を
字
体
︑
同
じ

書
体
・
字
体
の
中
で
の
明み
ん
ち
ょ
う
朝
・
ゴ
シ
ッ
ク
な
ど
の
違
い
を
字じ

様よ
う

と
呼
び
ま
す
︒
な
お
︑
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
で
使
う
フ
ォ

ン
ト
と
い
う
語
に
は
書
体
・
字
様
の
両
方
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
の
で
︑
本
書
で
は
用
い
ま
せ
ん
︒

＊
伝で
ん

本ぽ
ん

︙
同
一
と
見
な
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
が
記
さ
れ
て
い
る
書
物
の
総
体
︒「『
○
○
』
と
い
う
物
語
の
伝
本
は
現
在
約
三
〇

本
が
知
ら
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
具
合
に
用
い
ま
す
︒

＊
時
代
区
分
︙
通
常
の
歴
史
区
分
に
従
い
ま
す
が
︑
安
土
桃
山
時
代
を
室
町
末
期
と
も
呼
び
︑
江
戸
時
代
︵
近
世
︶
の
う
ち
︑

慶
長
～
寛
永
︵
一
六
四
三
ま
で
︶
を
初
期
︑
正
保
～
元
禄
︵
一
七
〇
三
ま
で
︶
を
前
期
︑
宝
永
～
天
明
︵
一
七
八
八
ま
で
︶
を

中
期
︑
寛
政
～
天
保
︵
一
八
四
三
ま
で
︶
を
後
期
︑
弘
化
～
慶
応
を
末
期
︵
幕
末
︶
と
し
ま
す
︒
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本
文
（
1
）―

版
式
・
写
式

本
文
を
ど
の
よ
う
に
紙
の
上
に
配
置
す
る
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
正
確
に
記

述
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
書
物
の
性
格
や
他
の
伝
本
と
の
関
係
を
探
る
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。

一
、
全
体
的
な
注
意
事
項

複
数
巻
あ
る
書
物
の
場
合
、
記
述
項
目
④
⑤
の
繰
り
返
し
と
な
り
ま
す
が
、
効
率
よ
く
記
述
す
る
た
め
に
は
、
巻
一
を
記
述

し
た
上
で
、
巻
二
以
降
は
巻
一
と
異
な
る
点
の
み
を
書
き
加
え
て
い
く
の
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
巻
首
・
巻
尾
・
版
心
に
つ
い
て

は
、
巻
次
の
み
の
変
化
で
あ
れ
ば
記
述
を
省
略
し
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

二
、
巻
首
・
巻
尾

本
文
の
冒
頭
部
分
に
は
、
書
名
・
巻
次
の
ほ
か
、
編
著
者
名
・
校
訂
者
名
な
ど
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
漢
籍
系
統

の
書
物
に
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
書
誌
カ
ー
ド
に
編
著
者
名
を
記
す
と
き
、
重
要
な
根
拠
と
な
る
部
分
で
す
の
で
、
こ
れ
も
含
め

て
正
確
に
写
し
取
り
ま
す
。

こ
れ
ら
は
、
内
容
だ
け
で
は
な
く
、
配
置
も
重
要
な
要
素
で
す
。
図
43
を
例
に
、
記
述
方
法
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
。

図43 巻首部分

①
改
行
や
字
下
げ
、
単
語
間
の
空
き
な
ど
も
そ
の
ま
ま
写
し
取
る
場
合
。

「
東
野
遺
稿
巻
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　

那
須　

安
藤
煥
圖
東
壁　

著

　
　
　
　
　
　
　
　
　

東
都　

石
川
之
清
叔
潭

　
　
　
　
　
　

友
人　

南
紀　

山
井
重
鼎
君
メ　

輯

　
　
　
　
　
　
　
　
　

武
州　

根
本
遜
志
伯
脩
」

②
「
／
」（
改
行
マ
ー
ク
）
や
「｛　
｝」（
括く
く

り
を
示
す
カ
ッ
コ
。
住
吉
朋
彦
氏
考
案
）「
低
一
格
」（
一
字
下
げ
）「
隔
三
格
」（
三
字
空

き
）「
□
」（
一
字
空
き
）
と
い
っ
た
説
明
を
は
さ
ん
で
記
述
し
て
い
く
場
合
。

「
東
野
遺
稿
巻
上
／
（
低
八
格
）
那
須
□
安
藤
煥
圖
東
壁
□
著
／
（
低
五
格
）
友
人
□
｛
東
都
□
石
川
之
清
叔
潭
／
南
紀
□

山
井
重
鼎
君
メ
□
輯
／
武
州
□
根
本
遜
志
伯
脩
｝
□
輯
」

と
い
う
具
合
で
す
。
カ
ー
ド
の
ス
ペ
ー
ス
節
約
に
は
②
の
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。

続
い
て
本
文
の
冒
頭
部
分
も
、
一
行
ぐ
ら
い
写
し
て

お
き
ま
す
。
和
書
に
お
い
て
内
題
の
な
い
も
の
や
、
同

名
異
書
が
多
い
も
の
だ
と
、
本
文
冒
頭
に
よ
っ
て
そ
の

書
物
の
同
定
が
可
能
に
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

詩
文
集
や
歌
集
な
ど
、
小
さ
な
作
品
を
集
め
て
い
る
よ

う
な
書
物
の
場
合
、
本
文
の
内
部
に
、
さ
ら
に
部
門―

題―

作
品
と
い
う
よ
う
な
構
造
が
あ
る
の
で
、
例
え
ば
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7．本文（1）―版式・写式

図45 入木のある版木
版心の「関東今人詩醇巻二」（右）
と巻首題の「醇」字（左）。　　　　

図44 内題入木の例
巻1は元の「團」字のまま、
巻2以下は「記」字を入木。

「
□
樂
府
／
（
低
三
格
）
紫
騮
馬
歌
三
首
／
出
入
ス

戚
里
中
。
…
／
（
低
二
格
）
其
二
／
…
…
」
と
い
う
よ
う
に
、
そ
の
配
置
も
わ

か
る
よ
う
に
書
い
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

巻
尾
は
巻
尾
題
が
あ
れ
ば
そ
れ
を
写
し
取
る
だ
け
で
よ
い
の
で
す
が
、
版
本
で
、
元
に
し
た
写
本
の
奥お
く
が
き書

（
第
9
章
参
照
）
が

そ
の
ま
ま
載
っ
て
い
る
よ
う
な
場
合
は
大
事
な
情
報
と
し
て
記
録
し
ま
す
。

江
戸
時
代
、
出
版
者
が
変
わ
っ
て
再
発
売
さ
れ
た
書
物
に
は
、
新
刊
に
見
せ
か
け
る
た
め
に
書
名
を
変
え
て
し
ま
う
も
の
が

あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
巻
首
や
版
心
な
ど
の
書
名
はﾑ

じ
ゅ
ぼ
く

入い
れ
き木

（
埋う
め
き木
と
も
。
版
木
を
部
分
的
に
彫
り
変
え
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
変
更
さ

れ
る
の
で
、
周
辺
の
文
字
と
、
大
き
さ
や
字
様
に
違
い
が
出
た
り
、
墨す
み

付つ

き
（
黒
の
濃
淡
）
が
違
っ
た
り
し
ま
す
。
こ
の
入
木

は
版
本
で
は
ど
の
部
分
で
も
起
こ
り
ま
す
が
、
特
に
巻
首
と
刊
記
（
第
9
章
参
照
）
に
多
い
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

三
、
版
式

＊
匡
郭
と
版
心

和
文
の
写
本
を
模
倣
し
た
も
の
を
除
き
、
ほ
と
ん
ど
の
版
本
に
は
匡き
ょ
う
か
く郭
と
よ
ば
れ
る
枠
が
あ
り
、
本
文
は
そ
の
中
に
整
然

と
並
ん
で
い
ま
す
。
行
ご
と
に
区
切
り
の
線
（
界か
い
せ
ん線
）
が
あ
る
も
の
も
あ
り
ま
す
。
枠
に
は
全
て
一
本
線
の
も
の
、
全
て
二

本
線
の
も
の
、
縦
の
み
二
本
線
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
四し
し
ゅ
う
た
ん
ぺ
ん

周
単
辺
・
四
周
双そ
う
へ
ん辺
・
左さ
ゆ
う右
双
辺
と
呼
び
ま
す
（
匡
郭
の
な

い
も
の
は
無む

辺へ
ん

）。
界
線
の
有
無
は
有ゆ
う
か
い界
・
無む
か
い界
と
い
い
ま
す
。
も
と
も
と
折
本
用
の
版
木
を
用
い
て
冊
子
本
に
し
た
も
の
な

ど
で
、
左
右
の
匡
郭
が
な
い
も
の
は
「
上
下
単
辺
・
左
右
無
辺
」
な
ど
と
表
記
し
ま
す
。

な
お
、
上
部
を
区
切
っ
て
頭
注
な
ど
を
入
れ
て
あ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
部
分
を
鼇ご
う
と
う頭

（
首し
ゅ
し
ょ書
・
頭と
う
し
ょ書
と
も
）、
あ
る

い
は
上
層
（
本
文
部
分
を
下
層
）
と
呼
ん
で
も
い
い
で
し
ょ
う
。
匡
郭
の
大
き
さ
は
本
文
第
1
丁
表
部
分
、
つ
ま
り
半
丁
分
を
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図46 左右双辺・有界図47 無辺

図48 鼇頭図49 中黒口・花口魚尾図50 白魚尾・飛び丁
「十ノ廿（二十）」とある。

内う
ち
の
り法

（
線
と
線
と
の
内
側
）
で
計
り
ま
す
。
左
右
の
匡
郭
が
な
い
場
合
は
縦
の
み
で
結
構
で
す
。
無
辺
の
場
合
は
、
巻
首
題
・

編
著
者
名
等
を
除
い
た
本
文
冒
頭
第
1
行
の
高
さ
を
計
り
ま
す
。
こ
れ
を
字じ

高こ
う

（
字
面
高
さ
）
と
い
い
ま
す
。

袋
綴
の
折
り
目
部
分
を
版は
ん
し
ん心
ま
た
は
柱は
し
ら
と
呼
び
ま
す
。
一
丁
分
を
広
げ
た
と
き
の
中
央
部
分
に
当
た
る
も
の
で
す
。
こ
こ

に
は
書
名
・
巻
次
・
丁ち
ょ
う
づ
け付（

第
何
丁
で
あ
る
か
と
い
う
表
示
）
の
ほ
か
、
蔵
版
者
名
・
刻
工
名
（
版
木
を
彫
っ
た
人
の
名
。
和
本
で
は

稀
）
な
ど
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
三
角
形
を
二
つ
向
か
い
合
わ
せ
た
よ
う
な
マ
ー
ク
が
あ
る
こ
と
が
多
く
、
こ
れ
を
魚ぎ
ょ
び尾
と
い
い
ま
す
。
も
と
も

と
は
製
本
の
と
き
、
紙
を
折
る
目
安
に
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。
黒こ
く

魚
尾
・
花か
こ
う口
魚
尾
（
花
び
ら
の
よ
う
な
白
抜
き
模
様
が
あ
る
も

の
）・
白は
く

魚
尾
（
輪
郭
の
み
の
も
の
）
な
ど
と
呼
び
分
け
ま
す
。
魚
尾
の
数
（
上
の
み
一
つ
…
単
魚
尾
、
上
下
に
一
つ
ず
つ
…
双
魚
尾
）

と
方
向
（
下
向
、
内
向
）
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
ま
た
、
魚
尾
の
外
側
（
上
下
匡
郭
と
魚
尾
の
間
。
象ぞ
う
び鼻
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
中

央
部
分
は
中ち
ゅ
う
ほ
う縫）
に
黒
い
線
が
入
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
太
さ
に
応
じ
て
大だ
い
こ
っ
こ
う

黒
口
（
寛か
ん

黒
口
）・
中
黒
口
・
小
黒
口
と
呼
び
分

け
ま
す
（
線
の
な
い
も
の
は
白は
っ
こ
う口
）。

江
戸
初
期
・
前
期
の
版
本
で
は
、
丁
に
よ
っ
て
匡
郭
や
版
心
の
形
式
が
変
化
す
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
々
記
述
す
る
の

は
大
変
煩
雑
で
す
が
、
伝
本
間
で
版
の
種
類
を
比
較
す
る
場
合
に
は
必
要
な
デ
ー
タ
で
す
の
で
、
そ
の
場
合
に
は
詳
し
く
書

き
ま
す
。
通
常
は
最
も
多
い
形
式
で
代
表
さ
せ
、
他
に
○
○
も
あ
る
、
と
い
っ
た
表
現
で
い
い
で
し
ょ
う
。

草
双
紙
な
ど
の
よ
う
に
、
も
と
も
と
内
題
が
な
く
、
も
し
外
題
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
、
版
心
題
が
書
名
特
定
の
唯
一
の

手
掛
か
り
と
な
る
版
本
も
あ
る
の
で
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

古こ
か
つ
じ
ば
ん

活
字
版
（
第
18
章
参
照
）
で
は
、
す
べ
て
の
丁
が
同
一
の
版
心
を
用
い
て
い
る
か
、
ま
た
は
複
数
の
版
心
が
一
定
の
パ

タ
ー
ン
で
繰
り
返
し
現
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
版
心
の
種
類
は
活
字
を
組
む
た
め
の
盤
（
植し
ょ
く
じ
ば
ん

字
盤
）
の
数
を
示
す
の
で
す
。



sam
ple

68

第一部　古典籍を見る（実践編）

69

7．本文（1）―版式・写式

＊
丁
付
と
丁
数

前
付
か
ら
本
文
へ
と
移
る
と
き
、
丁
付
を
改
め
て
一
か
ら
始
め
る
か
、
前
付
か
ら
通
し
で
付
け
て
い
る
か
、
注
意
し
ま

す
。
そ
し
て
、
丁
付
と
丁
数
が
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
一
丁
ず
つ
確
か
め
て
い
き
ま
す
。

書
物
に
よ
っ
て
、
実
際
よ
り
多
く
見
せ
か
け
る
た
め
か
、
飛
び
丁
（
途
中
で
「
十
一
之
十
四
」
と
い
う
よ
う
に
飛
ば
し
て
し
ま
う

や
り
方
）
が
あ
っ
た
り
、
逆
に
あ
と
か
ら
挿
絵
な
ど
を
増
補
し
た
な
ど
の
理
由
で
、
又ま
た
ち
ょ
う丁（「

十
」「
又
十
」「
十
一
」
と
い
っ
た
類
）

が
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
は
版
本
の
成
立
や
改
訂
の
手
掛
か
り
に
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
全
て
記
述

し
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
版
心
部
分
に
何
も
印
刷
さ
れ
て
い
な
い
版
本
に
は
、
丁
付
が
ノ
ド
（
綴
じ
目
の
近
く
）
あ
る
い
は
綴
じ

目
の
中
に
隠
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
、
版
面
全
体
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。

も
ち
ろ
ん
、
製
本
時
あ
る
い
は
修
復
時
の
ミ
ス
に
よ
る
乱ら
ん
ち
ょ
う丁（

錯さ
っ
か
ん簡
と
も
い
い
ま
す
）・
落ら
く
ち
ょ
う丁・
衍え
ん
ち
ょ
う丁（

丁
の
重
複
）
も
あ
り

ま
す
。
丁
付
が
乱
れ
て
い
る
場
合
、
何
が
原
因
か
、
内
容
と
の
関
係
か
ら
考
え
て
い
き
ま
す
。

な
お
、
江
戸
後
期
に
な
っ
て
く
る
と
、
版
心
に
記
載
さ
れ
る
文
字
を
、
折
り
目
に
か
か
ら
な
い
よ
う
右
半
分
（
稀
に
左
半

分
）
に
寄
せ
て
小
さ
く
印
刷
し
て
い
る
も
の
が
見
ら
れ
ま
す
（
図
48
参
照
）。
製
本
後
に
文
字
全
体
が
見
え
る
よ
う
に
と
い
う

配
慮
で
し
ょ
う
。
近
代
以
降
の
書
物
の
「
柱
」
や
「
ノ
ン
ブ
ル
」
に
形
態
的
に
は
近
づ
い
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
丁
付
を
参
照
し
な
が
ら
各
巻
冊
の
丁
数
を
数
え
て
い
き
ま
す
。
四
巻
四
冊
な
ら
ば
、
第
一
冊
の
丁
数

は
前
付
＋
巻
一
、
第
二
冊
・
第
三
冊
は
そ
れ
ぞ
れ
巻
二
・
三
と
一
致
、
第
四
冊
は
巻
四
＋
後
付
、
と
な
る
で
し
ょ
う
（
巻
ご
と

に
目
録
が
付
い
て
い
る
場
合
は
そ
れ
も
合
計
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
）。
ま
た
、
一
冊
に
複
数
巻
あ
る
場
合
は
そ
の
合
計
が
必
要
で
す
。

記
述
と
し
て
は
連
続
し
て
い
る
部
分
は
「
〜
」
で
省
略
し
て
、
例
え
ば
次
の
よ
う
に
表
記
し
ま
す
。

　
　
巻
一
…
「
一
（
〜
四
、
五
之
十
、
十
一
〜
十
五
終
）」 

10
丁

　
　

巻
二
…
「
一
（
〜
五
、
又
五
、
六
〜
十
一
終
）」 

12
丁

　
　

巻
三
…
「
二
（
〜
十
二
終
）」 

11
丁
（
第
一
丁
落
丁
）

　
　

巻
四
…
「
一
（
〜
五
、
五
、
六
〜
十
二
終
）」 

13
丁
（
第
五
丁
重
複
）　

計
46
丁

＊
本
文
の
形
態
（
文
体
・
用
字
に
つ
い
て
は
次
章
も
参
照
）

漢
文
…
半
丁
（
半
葉
あ
る
い
は
一
面
と
も
言
う
）
行
数
・
一
行
字
数
、
お
よ
び
返か
え
り
て
ん
点
・
送お
く
り
が
な

仮
名
・
竪た
て
て
ん点

（
文
字
の
音
訓
の
区
別
や
熟
語

で
あ
る
こ
と
を
示
す
短
い
線
）・
句
点
（
現
代
と
異
な
り
、
句
点
・
読
点
の
使
い
分
け
は
な
い
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
す
）・
批ひ
て
ん点

（
強
調
し

た
い
部
分
や
優
れ
て
い
る
部
分
の
文
字
の
脇
に
付
け
る
点
や
丸
）
の
有
無
。
注
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
形
態
を
「
注

小
字
双
行
」「
注
小
字
単
行
」
な
ど
等
と
記
し
ま
す
。

和
文
…
か
な
か
カ
ナ
か
、
行
数
・
字
数
（
何
行
か
数
え
て
み
て
平
均
を
取
り
、「
○
○
字
前
後
」
と
し
ま
す
）、
お
よ
び
句
点
・
振
仮

名
・
濁
点
の
有
無
を
記
し
ま
す
。
か
な
交
じ
り
文
の
場
合
、
写
本
の
模
倣
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
で
、
一
行
の
字
数
は

一
定
せ
ず
、
文
字
の
大
き
さ
も
ば
ら
つ
き
が
多
い
の
が
普
通
で
す
が
、
江
戸
時
代
後
期
、
特
に
国
学
関
係
の
書
物
で
は
、

連
綿
（
文
字
を
つ
な
げ
て
記
す
こ
と
）
せ
ず
、
ひ
ら
が
な
も
漢
字
も
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
に
揃
え
て
、
字
数
が
一
定
し
て
き
ま

す
。
こ
の
場
合
は
「
○
字
」
と
し
ま
す
。
こ
れ
も
近
代
の
書
物
へ
の
接
近
・
連
続
を
示
す
現
象
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

な
お
、
和
文
の
場
合
、
第
1
丁
の
み
行
数
・
字
数
が
異
な
る
（
少
な
い
）
場
合
が
あ
り
ま
す
。
念
の
た
め
、
他
の
丁
も
数

え
て
み
て
下
さ
い
。

書
体
・
字
様
に
つ
い
て
は
前
付
・
後
付
と
同
様
で
す
。

絵
が
主
体
で
、
文
字
は
そ
の
周
辺
に
配
置
さ
れ
て
い
る
も
の
（
絵
本
・
草
双
紙
な
ど
）
の
場
合
は
、
大
ま
か
な
行
数
と
用
字
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の
み
で
か
ま
い
ま
せ
ん
。

な
お
、
天
皇
・
将
軍
や
直
接
の
主
君
、
父
母
な
ど
へ
の
敬

意
を
表
す
た
め
、
そ
の
人
を
指
し
示
す
語
の
前
を
一
字
か
ら

三
字
程
度
空
け
る
（
欠け
つ
じ字
）、
改
行
し
て
行
頭
に
持
っ
て
く
る

（
平へ
い
し
ゅ
つ
出
）、
改
行
し
て
他
の
行
よ
り
一
字
か
ら
三
字
程
度
高
く

す
る
（
台た
い
と
う頭
）、
と
い
っ
た
方
法
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
前
付

に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
す
が
、
あ
れ
ば
記
述
し
ま
し
ょ
う
。

＊
版
面
の
状
態

版
面
に
つ
い
て
は
、
状
態
を
よ
く
観
察
す
る
こ
と
が
必
要

で
す
。

文
字
・
匡
郭
等
の
磨
滅
や
欠
け
が
な
い
か
、
版
木
の
ひ
び

割
れ
で
版
面
に
亀
裂
が
入
っ
た
り
し
て
い
な
い
か
、
入
木
や

一
丁
全
体
の
改
刻
が
な
い
か
、
と
い
っ
た
、
刊
行
当
初
の
姿

か
ら
の
変
化
が
版
面
に
現
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
書

物
の
印
刷
時
期
の
推
定
や
、
他
の
伝
本
と
の
比
較
を
す
る
上

で
重
要
な
情
報
と
な
り
ま
す
。
き
れ
い
な
状
態
で
印
刷
さ
れ

て
い
る
も
の
は
初し
ょ
い
ん印
・
早そ
う
い
ん印
、
傷
ん
だ
状
態
の
も
の
は
後こ
う
い
ん印

図51 平出（「主上」「上皇」「太皇太后」「皇太后」、上欄に○で示した）
欠字（「御輦」「乗輿」「天」、拡大写真に□で示した）

図52～55　早印・後印の例（界線の欠損が増えてくる）

図
52　
文
化
元
年
刊
、
早
印

江
戸
で
の
売
出
記
録
が
『
割
印
帳
』

（
第
21
章
参
照
）
に
あ
り
、
そ
れ
に
よ

る
と
主
版
元
は
柏
原
喜
兵
衛
。

図
53　
同
、〔
文
政
六
年
以
前
〕
印

河
内
屋
茂
兵
衛
が
版
権
の
多
く
を
買

い
取
り
主
版
元
と
な
っ
た
た
め
、
林

伊
兵
衛
・
柏
原
喜
兵
衛
の
二
軒
が
削

除
さ
れ
、
入
木
に
よ
っ
て
名
前
が
加

わ
っ
た
。

図
54　
同
、
文
政
六
年
印

河
内
屋
茂
兵
衛
が
す
べ
て
の
版
権
を

取
得
し
て
、
刊
記
を
全
面
的
に
改

め
た
。
な
お
、『
大
坂
本
屋
仲
間
記

録
』（
第
11
章
参
照
）
所
収
『
板
木

総
目
録
株
帳
』
に
よ
る
と
、
文
化
九

年
の
時
点
で
は
「
河
八
（
河
内
屋
八

兵
衛
）　

京
（
菱
屋
孫
兵
衛
）　

河
茂

（
河
内
屋
茂
兵
衛
）　

河
源
（
河
内
屋

源
七
郎
）」
の
四
軒
の
相
合
版
だ
っ

た
こ
と
が
わ
か
る
。

図
55　
同
、〔
文
政
六
年
以
降
〕
印

江
戸
で
の
販
売
店
を
列
挙
し
た
付
刊

記
（
第
9
章
参
照
）
に
な
る
。

な
お
、
日
本
古
典
資
料
調
査
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
（
第
11
章
参
照
）
に
よ
る
と
、

岐
阜
大
学
図
書
館
蔵
本
な
ど
、
文
政

元
年
初
冬
（
10
月
）・
菱
屋
孫
兵
衛

単
独
の
刊
記
を
持
つ
伝
本
が
あ
る
と

の
こ
と
な
の
で
、
さ
ら
な
る
調
査
が

必
要
。
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と
言
い
ま
す
。
な
お
、
版
木
の
痛
み
は
な
い
が
墨
の

乗
り
具
合
（
墨す
み

付つ

き
）
が
悪
く
、
印
刷
が
鮮
明
で
な

い
も
の
は
、
む
し
ろ
試
し
刷
り
や
極
初
期
の
印
刷
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

巻
末
の
余
白
部
分
を
き
れ
い
に
彫
り
取
ら
ず
、
残

し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
と
、
印
刷
の
と
き
に
黒
く
出

て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
本
文
中
で

も
文
字
を
彫
り
残
し
て
そ
の
部
分
が
■
の
ま
ま
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
墨ぼ
っ
か
く格
あ
る

い
は
墨ぼ
く
ち
ょ
う
釘
と
呼
び
ま
す
（
一
文
字
や
数
文
字
連
続
の
も
の

を
墨
格
、
も
っ
と
大
き
な
も
の
を
墨
釘
と
使
い
分
け
て
も
よ
い

で
し
ょ
う
）。

例
え
ば
最
初
の
刊
行
時
、
元
に
し
た
写
本
の
文
字

が
わ
か
ら
ず
墨
格
の
ま
ま
だ
っ
た
の
が
、
わ
か
っ
た

た
め
に
後
で
彫
り
加
え
た
、
と
い
う
場
合
や
、
版
木
が
痛
ん
で
き
た
の
で
も
う
一
度
全
体
を
彫
り
直
す
と
き
、
あ
る
個
所
の

文
字
は
読
め
な
く
な
っ
て
い
て
、
し
よ
う
が
な
く
墨
格
に
し
た
、
と
い
う
場
合
も
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
本
文
中
の
墨
格
も

そ
の
書
物
の
位
置
づ
け
に
関
わ
っ
て
く
る
情
報
で
す
。

巻
末
の
墨
釘
は
中
世
の
版
本
に
は
よ
く
見
ら
れ
る
の
で
す
が
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
ほ
と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。
唐
本
で
は

比
較
的
遅
く
ま
で
見
ら
れ
る
の
で
、
こ
の
あ
た
り
は
書
物
に
対
す
る
美
意
識
の
差
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
も
本
文
中
の
墨
格
に

準
じ
て
重
要
な
情
報
に
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
記
述
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

＊
記
述
の
仕
方

（
例
1
）　

四
周
単
辺
無
界
10
行
20
字
前
後
、
18
・
6
×
12
・
1
、

　
　
　

白
口
双
内
向
黒
魚
尾
「
○
○
巻
一　

一
」

　
　
　

か
な
交
じ
り
文
、
句
点
・
振
り
仮
名
あ
り

（
例
2
）　

左
右
双
辺
有
界
11
行
21
字
、
21
・
8
×
15
・
5
、

　
　
　

小
黒
口
双
下
向
花
口
魚
尾
「
○
○　
　
　

一
」

　
　
　

漢
文
、
句
点
・
返
点
・
送
仮
名
・
竪
点
あ
り

な
ど
と
し
ま
す
。
巻
次
や
丁
付
は
、
第
1
丁
オ
モ
テ
の
表
記
通
り
に
し
て
お
い
て
よ
い
の
で
す
が
、
特
に
変
則
的
な
こ
と

が
な
け
れ
ば
、「
巻
幾　
　

幾
」（「
幾
」
は
一
か
ら
連
続
し
た
数
字
が
入
る
こ
と
を
示
し
ま
す
）
あ
る
い
は
「
巻
一
（
〜
五
）　
（
丁
付
）」

と
い
っ
た
記
述
に
よ
っ
て
、
全
体
を
示
し
て
し
ま
う
こ
と
も
で
き
ま
す
。

四
、
写
式

＊
匡
郭
の
有
無

正
確
さ
や
読
み
や
す
さ
を
考
え
て
書
写
す
る
と
き
、
何
ら
か
の
目
印
を
用
い
て
、
行
を
等
間
隔
に
、
字
を
あ
る
程
度
同
じ

大
き
さ
に
し
て
写
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
界
線
の
入
っ
た
下し
た
じ
き敷
を
透
か
し
て
見
る
（
薄
い
紙
の
場
合
）
と
か
、
糸
を
等

図56 版面の亀裂（中央に横に走る。矢印で示した）
	 墨釘（ウラ末尾2行半分）
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図57 下敷（左は下敷のみ、右に袋綴の袋に入った状態）
行の幅を示す縦界と、字高や題・作者の位置を示す横界がある。

図58 針目安
行頭部分に、行の中央と左右の幅を示す針穴がある。

間
隔
に
張
っ
た
枠
を
上
か
ら
当
て
て
糸
の
間
に
書
い
て
い
く
と
か
、

紙
の
上
下
に
等
間
隔
に
針
穴
を
付
け
て
（
針は
り
め
や
す

目
安
ま
た
は
針は
り
け
ん
と
う

見
当
）
そ

れ
を
目
印
に
書
い
て
い
く
、
と
い
っ
た
方
法
が
あ
り
ま
す
。

一
方
、
初
め
か
ら
匡
郭
や
界
線
を
手
書
き
で
引
い
た
り
印
刷
し

た
り
す
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
墨
で
あ
れ
ば
墨
界
、
ヘ
ラ
で
凹
み

を
付
け
た
線
は
白は
っ
か
い界
あ
る
い
は
押お
う
か
い界
と
呼
び
ま
す
。
印
刷
の
場
合
、

江
戸
初
期
に
は
古
活
字
版
の
匡
郭
と
界
線
を
利
用
し
た
写
本
が
見

ら
れ
、
中
期
か
ら
後
期
に
な
る
と
明
治
以
降
の
原
稿
用
紙
に
当
た

る
も
の
を
自
ら
作
っ
た
り
市
販
し
て
い
た
り
し
た
よ
う
で
、
ノ
ー

ト
類
や
原
稿
類
に
よ
く
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
マ
ス
目
ま

で
印
刷
さ
れ
て
い
る
も
の
は
稀
で
、
多
く
は
縦
の
界
線
の
み
で
す
。

匡
郭
の
あ
る
場
合
は
版
本
同
様
縦
横
の
内う
ち
の
り法
を
、
無
い
場
合
は

字じ

高こ
う

を
計
り
ま
す
。

＊
本
文
の
形
態

版
本
と
同
様
、
行
数
・
字
数
・
用
字
・
訓
点
な
ど
に
つ
い
て
記

し
ま
す
。

写
本
特
有
の
問
題
と
し
て
、
写
し
手
が
何
人
い
る
か
と
い
う
問

図59 罫線刷料紙図60 マス目刷料紙
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7．本文（1）―版式・写式

題
が
あ
り
ま
す
。
全
体
が
一
人
の
手
に
よ
っ
て
写
さ
れ
て
い
れ
ば

一
筆
、
二
人
な
ら
両
筆
、
何
人
か
確
定
で
き
な
い
が
複
数
で
あ
る

こ
と
は
確
実
な
場
合
寄よ
り
あ
い
が
き

合
書
と
呼
ん
で
お
け
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

書
写
奥
書
が
あ
れ
ば
よ
く
読
ん
で
、
実
際
の
状
況
と
照
合
す
る
こ

と
が
大
事
で
す
。

な
お
、
著
者
自
筆
か
転
写
か
、
自
筆
の
場
合
稿
本
か
中な
か
が
き書
本

（
稿
本
と
清
書
本
の
中
間
段
階
）
か
清
書
本
か
、
と
い
っ
た
問
題
も
あ

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
そ
の
書
物
だ
け
か
ら
は
判
断
で
き
ま
せ
ん
。

他
伝
本
や
同
じ
著
者
の
確
実
な
筆
跡
と
の
比
較
が
必
要
で
す
。

写
本
は
多
く
の
場
合
、
写
し
た
後
に
点
検
（
校
正
）
を
行
い
ま

す
。
筆
者
自
身
が
行
う
場
合
と
、
周
辺
人
物
（
監
督
者
の
よ
う
な
立

場
の
人
間
か
、
む
し
ろ
弟
子
に
当
た
る
よ
う
な
人
間
か
）
が
行
う
場
合
と

が
あ
り
ま
す
。
訂
正
の
仕
方
と
し
て
は
、

◦
誤
字
を
消
さ
ず
に
直
接
上う
わ
が
き書
す
る

◦
擦す
り
け
し消

（
唾
な
ど
を
付
け
て
こ
す
る
）・
削さ
っ
き
ょ去

（
小
刀
な
ど
で
削
り
取

る
）・
塗と
ま
つ抹

（
白
色
の
絵
の
具
で
あ
る
胡ご
ふ
ん粉
を
塗
る
）・
墨ぼ
く
め
つ滅

（
墨
で

塗
り
つ
ぶ
す
）
な
ど
で
誤
字
を
消
し
て
、
上
書
ま
た
は
傍
書

す
る

◦
墨
ま
た
は
朱
に
よ
る
ミ
セ
ケ
チ
（
見
消
）
を
し
て
傍
書
す
る

な
ど
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
こ
の
う
ち
、
ミ
セ
ケ
チ
と
は
、
誤
字
が
読
め
る
状
態
に
し
た
ま
ま
訂
正
を
加
え
る
も
の
で
、
誤
字

の
脇
に
「
〃
」「
ヒ
」
な
ど
の
符
号
を
付
け
た
り
、
上
に
線
を
引
い
た
り
し
て
、
そ
の
近
辺
に
正
し
い
字
を
記
す
も
の
で
す
。

こ
れ
は
親お
や
ほ
ん本

（
元
に
し
た
写
本
）
自
体
が
誤
写
で
は
な
い
か
、
と
い
う
と
き
に
も
使
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
親
本
に
忠
実
に
書

写
し
た
上
で
、
正
し
い
と
思
わ
れ
る
字
を
脇
に
書
く
の
で
す
。

ま
た
、
脱
字
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
位
置
に
小
さ
な
○
な
ど
を
書
き
入
れ
て
、
す
ぐ
脇
か
そ
の
行
の
上
下
に
そ
の
文
字
を

記
し
ま
す
。
こ
れ
を
補ほ
に
ゅ
う入
と
い
い
、
位
置
を
示
す
符
号
を
補
入
符
と
呼
び
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
行
為
は
多
く
識し
き
ご語

（
例
…
「
一
校
了
（
い
っ
こ
う
し
お
わ
ん
ぬ
）」）
と
連
動
し
て
い
る
の
で
、
両
者
の
対
応
関
係

に
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
（
第
10
章
参
照
）。

な
お
、
写
本
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
書
き
入
れ
は
、
後
人
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
が
、
な
か
な
か
区
別
が

付
き
に
く
い
の
で
、
わ
か
ら
な
い
場
合
は
す
べ
て
⑤
の
項
目
に
記
述
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

図62 ミセケチ（13行目「其」を
「甘」に訂正）・補入（10行目「人」と
「知」の間に21字補う）

図61 削去上書
「結ふ」の「ふ」を削去して「ひ」と上書している。
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写
本
の
字
様
に
関
し
て
は
、
例
え
ば
定て
い
か
よ
う

家
様
（
藤
原
定
家
の
特
徴
あ

る
書
風
を
模
倣
し
た
も
の
）
な
ど
と
わ
か
れ
ば
記
し
ま
す
。
見
慣
れ
て

く
る
と
、
文
字
の
巧
拙
が
わ
か
っ
て
き
ま
す
の
で
、
よ
い
字
で
あ
れ

ば
能の
う
ひ
つ筆
あ
る
い
は
上じ
ょ
う
し
ゃ写
な
ど
と
記
し
て
お
き
ま
す
。

＊
写
本
の
丁
数

写
本
に
は
ほ
と
ん
ど
丁
付
が
あ
り
ま
せ
ん
（
あ
る
い
は
綴
じ
目
や

糊の
り
し
ろ代
に
隠
れ
て
い
る
）
の
で
、
二
丁
一
緒
に
め
く
ら
な
い
よ
う
、
慎
重

に
数
え
ま
す
。

な
お
、
列
帖
装
の
場
合
は
、
折お
り

ご
と
の
丁
数
と
折
の
総
数
も
調
べ
ま
し
ょ
う
。
複
数
の
折
を
綴
り
合
わ
せ
て
一
冊
に

な
っ
て
い
る
場
合
、
各
折
の
丁
数
は
一
定
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
が
、
通
常
、
最
初
の
折
の
第
一
丁
と
最
後
の
折
の
最

終
丁
は
表
紙
に
用
い
ら
れ
る
た
め
、
本
文
の
丁
数
は
そ
れ
ぞ
れ
他
の
折
よ
り
一
丁
少
な
く
な
り
ま
す
。
も
し
そ
う
な
っ
て
い

な
い
場
合
は
、
何
ら
か
の
改
装
・
切
り
取
り
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
の
で
、
綴
じ
目
の
様
子
や
表
紙
と
本
文
の
つ
な
が
り
具

合
な
ど
を
よ
く
観
察
し
て
下
さ
い
。

＊
記
述
の
し
か
た

　
　
無
辺
無
界
8
行
20
字
前
後
、
字
高
○
○
・
○
、
か
な
交
じ
り
文
、
句
点
あ
り

な
ど
と
記
し
ま
す
。

図63 隠れている丁付
中央糊代部分に「出　三丁」と墨書あり。「出」は
書名「出家受戒略作法」の頭文字、「三丁」はこの
書物（粘葉装）の場合、丁数ではなく紙数を示して
いる。
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