
写
経
断
簡
に
お
け
る
表
装
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
1
奈
良
時
代
か
ら
鎌
倉
時
代
の
断
簡
を
中
心
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

宋

秋
　
研

序
　
研
究
圓
的

　
写
経
は
室
町
時
代
か
ら
す
で
に
切
断
さ
れ
、
表
具
を
施
し
て
軸
装
や
手
鑑
な
ど
に
し
て
、

茶
席
の
掛
け
物
と
し
て
使
用
さ
れ
、
と
く
に
追
善
供
養
の
茶
会
に
掛
け
る
場
合
が
多
い
。
し

か

し
、
歌
切
な
ど
と
は
異
な
り
、
森
厳
な
趣
き
や
重
厚
で
親
し
み
に
く
い
点
は
あ
る
。
繰
り

返

し
見
る
ご
と
に
、
読
め
な
く
と
も
書
の
美
に
ひ
か
れ
、
筆
者
の
人
間
的
魅
力
に
憧
憬
を
感

じ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
鑑
賞
を
助
け
る
こ
と
が
表
具
の
効
用
で
あ
る
。
表
具
は
「
法
衣
」

で

あ
り
、
本
紙
を
取
り
ま
く
裂
地
は
、
そ
の
人
格
に
ふ
さ
わ
し
い
伝
衣
で
あ
る
と
と
も
に
床

映

り
も
配
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
本
研
究
で
は
写
経
断
簡
と
表
具
と
の
関
係

を
掘
り
下
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
表
装
形
式
に
対
し
て
、
当
代
の
人
々
が
ど
の
よ

う
に
考
え
て
い
る
の
か
、
日
本
に
お
け
る
表
装
研
究
を
わ
ず
か
で
も
進
め
る
と
と
も
に
、
そ

の
試
金
石
と
し
て
、
写
経
断
簡
の
表
装
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
一
章

　
ま
ず
は
飛
鳥
時
代
か
ら
江
戸
時
代
に
か
け
て
の
写
経
の
進
展
と
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
代
表

作
を
示
し
た
o
そ
し
て
、
『
隔
莫
記
』
万
治
三
年
（
一
⊥
ハ
六
〇
年
）
十
月
三
日
の
項
に
記
さ

れ

て

い

る
光
明
皇
后
の
心
経
を
掛
物
に
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
時
代

に
は
そ
う
し
た
古
筆
切
を
た
く
さ
ん
集
め
て
折
帖
に
押
し
て
手
鑑
と
し
、
な
か
に
は
古
写
経

切
ば
か
り
を
集
め
た
写
経
手
鑑
と
い
っ
た
も
の
も
あ
る
。
写
経
は
室
町
時
代
か
ら
す
で
に
そ

の

l
部
を
切
り
取
っ
て
、
手
鑑
に
押
し
た
り
、
表
具
を
施
し
て
掛
軸
と
し
た
も
の
も
少
な
く

な
い
。
こ
こ
で
、
多
く
切
ら
れ
て
い
る
写
経
断
簡
を
時
代
順
に
述
べ
た
。

第
二
章

　
今
ま
で
集
め
た
写
経
断
簡
の
現
状
に
つ
い
て
そ
れ
ら
を
紹
介
・
整
理
し
て
お
き
た
い
。
第

一
節
は
「
金
光
明
最
勝
王
経
」
、
「
過
去
現
在
絵
因
果
経
」
、
r
華
厳
経
」
、
「
法
華
経
」
の
四
つ

の

写
経
か
ら
切
ら
れ
て
掛
軸
に
な
っ
た
断
簡
を
中
心
と
し
て
幾
つ
か
の
例
を
挙
げ
て
現
状
を

述
べ
る
。

　
第
二
節
と
第
三
節
は
主
に
東
京
国
立
博
物
館
と
五
島
美
術
館
に
あ
る
経
切
手
鑑
や
屏
風
な

ど
の
現
状
を
確
認
し
て
述
べ
た
。
そ
し
て
、
施
し
た
表
具
の
取
り
合
わ
せ
か
ら
見
る
と
と
も

に
、
表
具
に
お
け
る
形
式
と
裂
使
い
を
め
ぐ
っ
て
、
時
代
の
文
化
性
、
用
途
や
収
蔵
者
の
好

み

の

ど
ち
ら
で
あ
る
の
か
と
言
う
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
き
た
い
と
思
う
。
具
体
的
な
表
装

を
検
討
す
る
た
め
に
上
記
に
挙
げ
た
断
簡
一
つ
一
つ
の
状
態
か
ら
’
各
収
蔵
者
に
お
け
る
一

貫
し
た
趣
向
を
見
出
そ
う
と
す
る
結
果
へ
と
繋
げ
、
写
経
の
価
値
を
考
察
す
る
に
あ
た
り
’

特
に
同
じ
経
典
か
ら
出
た
断
簡
の
表
装
に
つ
い
て
着
目
す
る
に
至
っ
た
。

第
三
章

　
第
二
章
で
は
写
経
断
簡
に
お
け
る
表
装
の
実
態
に
つ
い
て
主
と
し
て
述
べ
て
き
た
が
、
本

章
か
ら
具
体
的
に
掘
り
下
げ
て
論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
挙
げ
た
事
例
か
ら
、
表
装
形
式

の

歴
史
上
、
幾
つ
か
の
転
換
を
経
て
変
化
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
施
し
た
表

具

に
内
在
す
る
価
値
の
一
つ
と
し
て
、
文
化
性
、
用
途
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
た

当
代
の
人
々
の
意
識
を
明
ら
か
に
す
る
。
経
典
と
表
装
が
相
応
す
る
こ
と
や
、
表
装
地
の
文

様
、
柄
合
、
色
彩
、
掛
け
ら
れ
た
場
所
や
好
み
な
ど
に
も
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
’

写
経
断
簡
に
お
け
る
表
装
の
取
り
合
わ
せ
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
。
第
二
節
で
は
表
装
形
式

を
は
じ
め
と
し
て
、
表
具
裂
や
文
様
の
使
い
分
け
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
印
金
、
金
欄
、
椴

子

な
ど
を
含
ん
で
表
具
に
用
い
ら
れ
る
裂
地
の
種
類
に
つ
い
て
大
雑
把
な
分
類
が
な
さ
れ
て

い

る
が
、
当
代
の
人
々
が
表
装
に
気
を
配
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
見
る
と
、
や
は
り
、
そ
こ
で

は

潜
在
的
な
意
識
の
も
と
、
文
様
な
ど
を
含
め
て
裂
地
自
体
の
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
た

と
考
え
ら
れ
る
。
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第
三
節
は
断
簡
を
施
さ
れ
た
時
代
と
人
物
を
確
定
し
た
上
で
、
と
り
わ
け
同
l
人
物
が
表

装

を
行
っ
た
場
合
に
そ
の
配
合
と
配
色
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
に
表
装
形
式

や

表
具
裂
の
選
定
が
な
さ
れ
て
い
た
の
か
、
三
項
に
分
け
て
写
経
断
簡
の
表
装
の
取
り
合
わ

せ
に
つ
い
て
述
べ
た
。

終
章

　
以
上

述
べ
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、
江
戸
時
代
以
前
に
お
け
る
写
経
断
簡
の
表
装
は

あ
ま
り
な
い
が
、
江
戸
時
代
の
茶
会
・
茶
道
の
流
行
と
と
も
に
掛
軸
・
手
鑑
な
ど
に
表
装
さ

れ

た
も
の
が
急
速
に
現
れ
、
後
世
の
表
装
形
式
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
し
か
し
、
写

経
断

簡
の
表
装
に
つ
い
て
の
文
献
や
資
料
な
ど
が
あ
ま
り
残
っ
て
い
な
い
た
め
、
あ
く
ま
で

も
自
分
の
推
測
に
も
と
つ
く
点
が
多
い
。

　
江
戸

時
代
の
茶
会
に
お
け
る
表
装
形
式
は
そ
の
多
く
に
台
紙
が
な
く
、
横
幅
が
長
い
三
段

表
具
の
掛
軸
で
あ
り
、
茶
室
に
相
応
し
い
長
さ
や
表
装
が
施
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
伝
来

し
て
き
た
写
経
断
簡
の
表
装
か
ら
当
時
の
人
々
の
文
化
や
価
値
観
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

今
回
は
同
じ
裂
を
使
っ
た
掛
軸
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
茶
人
達
は
ほ
か
で
は
見

ら
れ
な
い
非
常
に
貴
重
な
裂
を
多
数
使
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
た
。
ほ
か
に
な
い
個
性
的

な
取
り
合
わ
せ
が
施
さ
れ
て
い
る
。
類
似
の
例
は
見
当
た
ら
な
の
で
、
表
装
の
取
り
合
わ
せ

を
見
る
こ
と
で
そ
の
伝
来
な
ど
が
判
明
す
る
の
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
し
て
、

表
装
本
来
に
も
そ
の
収
蔵
者
あ
る
い
は
所
有
者
の
意
向
が
反
映
す
る
点
に
つ
い
て
、
特
に
表

装
に
使
用
す
る
裂
に
写
経
断
簡
の
筆
者
と
の
関
係
性
が
あ
る
点
か
ら
、
当
時
の
人
々
の
趣
向

が
わ

か

る
こ
と
で
、
表
装
が
当
時
の
人
々
の
趣
向
を
表
現
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で

あ
る
、

　
第
二
章
で
述
べ
て
き
た
掛
軸
に
な
っ
た
写
経
断
簡
は
ほ
ぼ
こ
の
原
則
に
沿
っ
て
い
る
。
近

年
新
し
く
修
復
さ
れ
た
写
経
断
簡
は
台
貼
表
具
の
方
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
横
幅
が

長
い
も
の
か
ら
縦
幅
が
長
い
掛
軸
に
変
化
し
て
お
り
、
も
は
や
昔
の
茶
掛
け
で
は
な
い
状
態

で

あ
り
、
こ
れ
ら
は
時
代
や
博
物
館
・
美
術
館
の
展
示
に
合
わ
せ
て
表
装
さ
れ
た
形
式
か
も

し
れ
な
い
。

　
現
在
の
オ
－
ク
シ
ョ
ン
や
ア
ー
ト
フ
ェ
ア
な
ど
を
回
る
と
、
想
像
す
ら
で
き
な
い
表
装
形

式
も
現
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
四
行
程
の
写
経
断
簡
を
額
装
に
す
る
、

上

に
裂
を
貼
っ
て
い
る
マ
ッ
ト
を
伏
せ
て
、
周
り
は
西
洋
式
の
縁
を
付
け
る
。
こ
れ
ら
は
今

の
建
築
様
式
や
鑑
賞
な
ど
に
は
相
応
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
写
経
に
は
も
っ
と
昔
の
表
装

形
式
の
方
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
研
究
す
る
ほ
ど
本
当
に
写
経
断
簡
を
仏
教
の
も
の
と
し
て
仏
画
と
同
様
に
表
装

す

る
べ
き
か
そ
れ
と
も
鑑
賞
・
掛
け
る
場
所
や
好
み
に
よ
っ
て
表
装
す
る
べ
き
か
基
準
は
未

だ

に
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
今
回
の
研
究
を
行
っ
た
こ
と
に

よ
り
、
写
経
断
簡
と
表
装
が
重
要
な
関
係
に
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
実
用

の

口
的
と
し
て
生
ま
れ
た
表
装
は
、
そ
の
実
用
性
を
保
ち
な
が
ら
、
美
的
・
文
化
性
も
重
視

さ
れ
て
い
る
、
今
日
の
写
経
断
簡
に
お
け
る
表
装
の
再
認
識
に
つ
い
て
も
、
大
き
な
一
歩
を

踏
み

出
す
こ
と
が
で
き
た
。
今
後
の
文
化
財
の
保
存
修
復
に
と
っ
て
十
分
に
役
に
立
て
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　
今
の
表
装
は
も
う
茶
席
や
自
ら
の
鑑
賞
用
で
は
な
く
、
表
装
の
理
由
も
一
か
ら
変
わ
っ
て

い

る
の
で
、
写
経
断
簡
と
し
て
一
番
相
応
し
い
表
装
形
式
は
何
で
あ
る
か
と
は
も
は
や
確
実

に
言
え
な
い
。
た
だ
、
そ
の
場
・
そ
の
時
代
・
そ
の
写
経
断
簡
の
状
況
に
対
応
し
て
常
に
変

化
し
て
い
v
と
思
わ
れ
る
。

　

実
際
に
表
装
を
施
す
表
具
師
や
表
装
を
指
示
す
る
収
蔵
者
達
の
意
識
が
反
映
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
室
町
時
代
の
武
家
の
御
物
表
具
か
ら
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
御

物
表
具
に
は
写
経
断
簡
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
以
後
、
掛
軸
を
用
い
て
、
茶
人
達
の
登
場
と
と
も
に
表
装
の
世
界
に
も
い
く
つ
か
の

個
性
を
登
場
さ
せ
る
こ
と
に
な
り
、
こ
う
し
た
流
れ
に
乗
り
、
写
経
断
簡
を
少
し
ず
つ
切
っ

て

掛
軸
に
施
し
て
鑑
賞
す
る
の
は
収
蔵
者
が
自
ら
の
文
化
に
独
自
性
を
求
め
て
い
る
か
ら
か

も
し
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
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【作
品
研
究
　
臨
書
】
「
歌
仙
歌
合
」

　　　工　法
ハ　量
　　∨○
×

四

五
五

毛
ン

チ

＜＜
釈
文
》

一
番

　

人
麿
十
首

き
の
ふ
こ
そ
と
し
は
く
れ

し
か
は
る
か
す
み
か
す
か

の

や

ま
に
は
や
た
ち
に
け
り

　
貫
之
卜
首

と
ふ
ひ
と
も
な
き
や
と
な
れ
と

v
る
は
る
は
や
へ
む
く
ら

に
も
さ
は
ら
さ
り
け
り
（
以
下
略
）

　

こ
の
「
歌
仙
歌
合
」
一
巻
は
、
昭
和
二
年
〈
一
九
二
七
〉
の
東
京
美
術
倶
楽
部
に
お
け
る

毛

利
家
の
入
札
に
際
し
て
「
和
歌
集
巻
」
の
名
で
目
録
に
掲
載
さ
れ
た
。
飛
び
雲
を
漉
き
こ

ん

だ

清
雅
な
料
紙
に
「
高
野
切
第
一
種
」
風
の
典
麗
な
書
風
で
書
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
識
者
の
注
目
を
浴
び
、
は
じ
め
て
世
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
藤

原
行
成
筆
と
極
め
る
古
筆
家
初
代
了
佐
の
鑑
識
語
が
加
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
伝
称
筆
者
の

名
前
を
と
っ
て
「
行
成
歌
巻
」
と
も
呼
ば
れ
た
。
そ
の
後
、
昭
和
二
十
七
年
に
文
化
財
保
護

法
に
よ
っ
て
新
国
宝
に
指
定
さ
れ
る
に
際
し
て
、
「
歌
仙
歌
合
」
と
命
名
さ
れ
た
。

　
書
写
形
式
は
各
歌
仙
を
上
下
二
段
を
番
え
て
、
そ
の
詠
歌
を
一
首
三
行
書
き
と
す
る
、
珍

し
い
も
の
で
あ
る
。
一
番
の
み
番
数
が
書
写
さ
れ
る
が
、
奈
良
時
代
の
柿
本
人
麿
以
F
平
安

時
代
中
期
ま
で
に
活
躍
し
た
歌
人
三
十
人
を
番
え
た
も
の
で
r
勝
ち
負
け
の
判
や
判
詞
は
無

い

が
、
時
代
不
同
の
歌
合
の
形
式
を
と
っ
て
い
る
。

　
今
回
は
日
ご
ろ
学
習
し
て
い
る
「
歌
仙
歌
合
」
に
つ
い
て
、
臨
書
用
の
料
紙
加
工
も
加
え

て

作
品
に
仕
上
げ
よ
う
と
思
う
。
作
品
構
成
は
原
寸
の
ま
ま
は
じ
め
か
ら
最
後
ま
で
の
大
作

に

初
挑
戦
し
て
み
た
。
書
写
形
式
は
先
述
の
通
り
珍
し
い
も
の
で
あ
り
、
料
紙
の
特
徴
は
大

き
な
飛
び
雲
で
あ
る
。

ω
墨

　
今
回
清
朝
の
「
触
石
雲
」
と
い
う
や
や
明
る
め
の
墨
色
を
持
つ
墨
を
用
い
て
、
上
品
に
書

い
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

用
墨
に
つ
い
て
、
墨
の
量
は
多
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
い
る
。
ま
た
、
墨
継

ぎ
ま
で
の
息
の
長
さ
を
手
本
と
似
た
よ
う
な
感
じ
で
出
せ
る
よ
う
に
表
現
し
た
。

②
線

　
魂
を
込
め
る
よ
う
に
書
い
た
。

③
運
筆

　
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
運
筆
を
心
か
け
て
’
美
し
い
線
が
表
現
で
き
れ
ば
と
思
い
臨
書
し
た
。

　
平
安
貴
族
の
美
意
識
を
反
映
さ
せ
た
優
美
な
料
紙
と
典
麗
な
書
風
を
出
す
こ
と
を
目
標
と

し
て
、
い
つ
も
の
使
い
慣
れ
た
紙
で
は
な
く
て
、
職
人
と
一
緒
に
新
た
に
漉
い
た
飛
び
雲
紙

に
書
い
た
。

　
書
き
終
わ
っ
た
後
、
自
分
で
作
品
を
表
装
し
た
。
今
回
の
作
品
制
作
は
苦
心
す
る
も
の
で

あ
り
、
で
き
あ
が
っ
た
作
品
は
思
い
描
い
た
理
想
に
は
遠
く
お
よ
ば
な
い
。
少
し
で
も
古
典

の

持
つ
美
意
識
や
美
し
さ
に
近
づ
け
る
よ
う
に
努
力
し
て
い
v
所
存
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う

な
考
え
の
も
と
で
書
き
あ
げ
た
。

18



【臨
書
】
「
歌
仙
歌
合
」

”ノ
．
r
　
1
”
　
i

1
－
1
’
－
“
，
m
＝
　
”
・
t
”
，
‘
L
　
」
．
リ

’
1
’
－
s

．
．
／
l
t
L
．
：
．

」

　
t
」
”
t
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

一堵
田

　
　
’
へ
嬢
マ
葛

弐
L
ぐ
ヤ
膓
ま
ー
f

　
　
内

ぱ
ー
川
右

八？
・
・
田
三
．
∴
．
・

あ
考
・
．
ζ
口
9
　
c
r
f
t
，
－
g

ま
．
心
蔓
お
、
．
．
ソ
つ
v
¢

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
ヘ
ノ

メ
ご
，
い
ゐ
二
？
1
）
　
’
　
r
”
．
：
、
；
j

む
日
パ
4
，
．
じ

／
－
こ
転
し
三
・
．
7
の
－
．
、
　
t
）
ゐ
執

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

，

’
r
r
．
、
∵
」
り
0
1
『
1
ふ
祁
・

ζ
ふ
、
寸
‘
r
．
．
　
：
”
．
t
’
　
f

　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
サ
　
　
　
　
　
ご
ト
　
　
ら
ノ

　

　
t
．
t
、
　
　
，
　
　
、
ノ
t
．

　

　

　

　

　

’
ノ
　
．
．
　
－
．
”
l
°
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
t
　
．
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
．

．
”
　
’
｜
－
　
－
．
’
t
l
v
．
．
　
．
．

」「 　i

、

u
：

：
・ 1

パ

｝
rJ

乏

　　、、

　　膓

㌢
　　A

ψ

小
l

J、
’

，

t

のt
，

ノ

！，

Vl

↓
a’

7
’陥

、4

￥】

　　　そ，

，

．）グ

）
†
1

L

．

　■

’

2
，
〆B

旬、b

　　　　’・o

力‘ ミ］

　　　し，

i，．（『
夏

　　　コ．

l

et）

イs

戸

の
？

’ζ　l

l314

」
　
．
r
．
”
．
．
二

熱
三

婦
，
°
二
．
．

ジ
、
ゾ

“
．
．力

＼

三
一．

三
〆

い

三

　／
　
t
　
t
t
t
t
、

｝

L
J
　
／
、
∴
．
ξ
き
・
㌧
つ
さ

‘

e
x
，
－
s
”
：
’
　
2
～
為
≠
で
・
三
．
・

毛
0
ゼ
．
，
’
／
：
’
　
’
”
’
s
．

ト
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

’
j
．
1
　
／
．
　
－
・
、
メ
ジ
・
．
r
－
　
e
．
，
．
、
ご
’
g
i
’
〈

　
．

丁
．
ゾ
ご
り
0
1
つ
ー
い
バ
．
一

す
～
バ
∵
り
～
ー
～
－
．
二

　
．
．
．
・
　
・
，
・
．
z
．
・
〆
－
x
．
リ
ィ
ド
・

　
　
　
　
　
　
ト

τ
吻
吻
．
・
↓
・
ト
ぬ
乙
r
ぴ
払

一

　
，
．
．
：
∵
、
’
・
～
．
づ
．
工
一
．

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　
　
　
　

べ

き
方
・
う
ー
・
J
t
I
－

片
ノ
）
吉
ご
カ
っ
－
1
み
了
”
イ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ロ

’な
砕
ソ
Ψ
・
み
・
i
－
こ
」
」
に
な
r

マ
う
ー
・
み
ピ
ひ
の
占
ζ

朋
ご
・
C
－
．
－
・
　
．
‘
．
．
－
．
ー
4
1
抽
？
7

”
．
　
・
デ
ρ
ー
の
・
フ
s
の

あ
，
v
　
・
　
e
t
」
．
C
s
t
“
－
・
↓
う
鵬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト

r
t

°
．
　
．
ぐ
パ
・
＼
．
・
～
こ
ア
厚
n
～
l

～
　
二
．
．
「
．
．
ご
”
　
’
g
／
　
t
”
O

．
・
：
仁
．
ひ
わ
．
・
・
．
．
6
方
い
、

－
↓
T
；
t
／
輻
力
ナ
へ
み
ギ

：
キ
P
I
．
孫
で
、
：
い
、
・
－
・
f

．
b
”
r
ゴ
．
ぺ
．
【
F
〃
．
⊂
’

ー
　
・
．
．
∴
　
ジ
．
r
、
s
三
v
．
三
゜

わ
u
．
へ
～
～
、
パ
ξ
膓
・
イ
ぷ
．

°

て
・
み
才
・
の
い

rg
－
．
．
r
－
T
t
f
　
．
　
．
∴
－
，
，
三
・
三
滝

　
　躬
、
恒
す
葛

　
、
、
“
t
．
°
　
j
・
　
’
．
　
’
－
　
’
”
N
　
n
，
　
、

、

ご
、
三
ご
▲
・
．
．
、
・
K

∴
．
．
．
三
ψ
．
ち
足

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ

7
°
i
、
…
’
お
．
，
㌘
，
ぺ
ね

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

て
r
、
．
」
．
　
．
い
戊
弍
．
～
．
，

　
　
　
　
イ
　
　
　
　
t
　
　
　
　
　
　
　
　
t

噛
8
な
わ
い
・
？
二
陥
年
・

あ
‘
ぶ
ー
ー
の
≒
∵
・
．
戊
　
．
ん
「

パ
8
乙
゜
膓
い
t
．
や
o
～
g

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
s
；

か
u
・
ト
フ
誓
三
．
，
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
し

な
つ
の
5
ら
も
”
　
C
　
A
．
t
y
＞
’
－
’
　
＿

ぼY
斗
v
・
．
6
1
～
ρ
、
；

ゲ
野
形
～
－
‘
の
パ
め

　
　
　
　
　
　
　

e
i
藪
－
、
の

　
　
　
　
　
　
　
阜
・
・
P
・
．
・
て
3
≒
三
ー

　
　
　
　
　
　
　ー
～
7
λ
κ
ン
」
ろ
・
三
’
・
y
　
’

　
　
　
　
　
　

j
ー
ぬ
Z
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
ア

　
　
　
　
　
　
　
j
b
．
t
．

　
　
　
　
　
　

、
寸
・
’
㍉
ア
〈

　
　
　
　
　
　
；．／w
s
　
e
［
：

’
乙
，
J
あ
C
み
ム
∴
s
｝
’
　
／

　
　
　
　
　
　

r
’
む
み
p
t
－
g

　
　
　
　
　
　

き
み
4
こ
ー

　
　

げ
の
免
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
　
　

　
　
　
　
　
　
以
ー
乏
・
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
・
き

　
　
　
　
　
　
〆
舞
ナ
ち

　
　
　
　
　
　
　
”
A
亡
｝
　
1 隷

・
そ
η
ー
f
r
’
t
s
g

～
ハ
紗
．
い
∴
7
ぐ
川
（

Kr
－
…
　
．
－
　
’
、
、
う
　
r
・
・
－
　
／
L
t
r
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
n
－
c
　
t
／

　

　

　

　

　

　

　

　

バ

　
一

N
2
5
　
　
♪
t
t
‘
．
式

　
　
　
　事
・

匡
“
～
っ

∴
、
ノ
u
藪
い
あ
甘
．

　
　
　

」
；
プ
な
も
y

　

　

　

　

　
　
コ
ゼ

ね

バ

2
ψ
ゆ
？

．
シ
嘱
．
・
1
．
ー
・
イ
．
、
船
．

　
　
　
　
∨

”t
7

”
、
ノ
吟
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
　
　
　
　
で
　
　
　
　
　
び

　

　

　

　

1
＝

　
．
、
）
f
～
了
・

　
　
　
　
　
t
　
t
　
，

　
　
　

『
ン
”
”
い
．
・
り
～
－
そ
、

　
　
　ん
，
・
、
3
．
．
　
r
；
川

　
　
　
　
　
　
　
t
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

19



【作
品
研
究
　
修
復
】
「
丹
波
篠
山
藩
本
山
家
文
書
短
冊
七
十
四

点
」

作
品
形
態
　
糸
綴
じ
の
短
冊
手
鑑
二
冊

＜＜

形
態
解
説
》

　
手
鑑
は
古
筆
切
な
ど
の
書
跡
の
鑑
賞
形
態
の
　
つ
。
「
手
」
は
筆
跡
、
「
鑑
」
は
規
範
、
あ

る
い
は
鏡
の
意
味
。
厚
手
の
紙
を
用
い
て
折
帖
仕
立
て
に
し
、
優
れ
た
筆
跡
を
一
定
の
配
列

で
順

序
よ
く
貼
り
込
ん
だ
も
の
。
つ
ま
り
、
手
軽
に
開
い
て
い
つ
で
も
鑑
賞
で
き
る
筆
跡
の

ア

ル

バ
ム

で
あ
る
。

　
短

冊

は
古
く
は
単
に
細
長
い
小
紙
片
と
い
う
紙
の
形
態
を
意
味
し
、
捻
り
文
、
籔
、
付

箋
、
引
換
え
札
、
貼
り
紙
な
ど
に
も
こ
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
短
冊
に
俳
句
や
詩
を
書

v
場
合
に
は
決
ま
り
は
な
い
u
し
か
し
、
和
歌
を
書
く
と
き
の
書
式
に
つ
い
て
は
、
歌
全

体
は
二
行
に
書
き
、
上
の
句
を
第
一
行
目
、
下
の
句
を
第
二
行
目
に
書
く
が
、
上
の
句
の
第

一
字
は
上
か
ら
三
分
の
一
の
線
に
文
字
が
半
分
か
か
る
よ
う
に
す
る
、
墨
継
ぎ
は
第
一
、
第

三
、
第
五
句
で
行
い
、
題
は
歌
の
上
に
書
き
、
三
字
以
内
は
一
行
、
四
字
以
上
は
二
行
に
割

る
な
ど
、
婦
人
の
場
合
、
自
作
の
場
合
、
古
歌
の
場
合
と
い
う
よ
う
に
、
ま
た
身
分
の
上
下

に

よ
っ
て
も
細
か
な
規
制
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

＜＜

修
理
前
状
況
》

　
七

十
四
点
の
短
冊
が
封
筒
の
中
に
収
納
さ
れ
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
裏
面
に

は

文
字
が
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
半
分
以
上
の
短
冊
に
無
数
の
横
折
れ
・
雛
な
ど
が
あ

り
、
そ
の
他
十
枚
ほ
ど
に
は
虫
喰
い
が
あ
る
状
態
。

理
の

方
法
に
則
り
、
実
際
に
文
化
財
修
理
の
現
場
で
使
用
さ
れ
る
原
料
や
材
料
を
使
用
し
現

在
の
文
化
財
修
理
に
お
い
て
　
般
的
と
も
言
え
る
維
持
修
理
を
以
っ
て
あ
た
っ
た
。

　
修
理
に
あ
た
っ
て
、
短
冊
を
よ
り
良
い
保
存
状
態
に
な
る
よ
う
に
、
糸
綴
じ
の
手
鑑
二
冊

を
作
っ
た
。
実
際
に
短
冊
を
修
理
す
る
場
合
の
工
程
に
つ
い
て
、
ま
ず
は
現
状
を
細
か
く
調

査
し
た
上
で
、
各
短
冊
を
伸
ば
し
、
そ
の
汚
れ
な
ど
を
除
去
す
る
。
そ
し
て
、
虫
喰
い
が
あ

る
短
冊
を
I
つ
ず
つ
繕
い
す
る
、
裏
打
ち
が
必
要
な
短
冊
に
は
さ
ら
に
裏
打
ち
を
行
っ
た
り

す

る
。
折
れ
の
き
つ
い
と
こ
ろ
に
は
折
れ
伏
せ
な
ど
を
施
し
て
修
理
を
行
っ
た
。

　
最
後
に
、
展
示
以
外
の
保
存
に
つ
い
て
、
ア
ー
カ
イ
バ
ル
ボ
ー
ド
を
使
っ
て
収
納
箱
を
作

る
。
短
冊
と
手
鑑
は
別
々
に
保
存
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

＜＜

修
理
後
の
所
見
》

　
横
折
れ
・
雛
・
汚
れ
が
解
消
さ
れ
て
本
紙
は
強
度
を
回
復
し
、
短
冊
の
紙
の
種
類
や
色
に

合
わ
せ
て
補
修
紙
を
選
ん
で
染
め
て
虫
喰
い
を
補
修
し
た
、
そ
し
て
、
十
分
鑑
賞
に
供
す
る

こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
。

＜＜

修
理
を
終
え
て
》

　
修
理
と
い
え
ば
新
調
し
た
状
態
に
す
る
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
可
能
で
あ

れ
ば
修
理
し
な
い
で
遺
す
こ
と
も
ひ
と
つ
の
修
理
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
今
回
の
修

理

に
お
い
て
表
装
を
変
え
る
こ
と
が
無
か
っ
た
点
は
個
人
的
に
満
足
し
て
い
る
。
今
回
は
手

鑑
を
作
る
に
あ
っ
た
て
短
冊
を
展
示
し
や
す
い
点
と
保
存
し
や
す
い
点
を
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

と
し
て
、
よ
り
良
く
保
存
で
き
る
状
態
と
し
た
こ
と
は
喜
ば
し
い
。
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＜＜

修
理
方
針
》

　
本
修
理
は
’

本
大
学
院
の
「
文
化
財
保
存
修
復
特
殊
研
究
」
に
お
い
て
学
ん
だ
実
際
の
修
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