
      

　
表
紙
の
写
真
は
極
札
（
原
寸
大
）
で
す
。
極

札
と
は
、
鑑
定
を
求
め
ら
れ
た
古
筆
（
す
ぐ
れ

た
古
い
書
）
に
つ
い
て
、
専
門
家
で
あ
る
古
筆

見
が
発
行
し
た
鑑
定
書
で
す
。
右
の
二
枚
が
紀

州
藩
軍
学
者
宇
佐
美
定
祐
文
書
に
あ
る
「
細
川

右
京
大
夫
勝
元
状
」
（
資
料
番
号
15
。
以
下
同

じ
）
に
付
さ
れ
た
も
の
、
左
の
一
枚
が
北
一
夫

氏
旧
蔵
北
家
文
書
（
エ
―
389
―
43
）
の
も
の
で

す
（
弘
法
大
師
古
筆
は
残
っ
て
い
ま
せ
ん
）。 

　
で
も
右
側
の
二
枚
は
理
屈
に
合
わ
な
い
こ
と

に
な
り
ま
す
よ
ね
。
宇
佐
美
定
祐
文
書
で
、
先

祖
の
「
戦
功
」
を
「
証
明
」
し
た
「
感
状
・
証

文
」
類
五
二
通
は
、
「
中
世
」
の
発
給
を
装
っ

て
近
世
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
本
紙

二
〇
号
（
二
〇
〇
七
年
）
で
述
べ
ま
し
た
。
そ

う
す
る
と
、
作
ら
れ
た
「
感
状
・
証
文
」
類
に

対
し
て
、
そ
れ
を
本
物
と
証
明
す
る
極
札
が
出

さ
れ
た
と
い
う
お
か
し
な
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。 

　
近
世
に
作
ら
れ
た
と
し
た
本
紙
二
〇
号
の
判

断
は
間
違
い
で
、
「
感
状
・
証
文
」
類
は
本
物

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、
考
え
に

く
い
の
で
す
が
、
古
筆
見
が
鑑
定
を
間
違
え
た

と
か
、
頼
ま
れ
で
も
し
て
、
作
ら
れ
た
「
感
状
」

で
あ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
極
札
を
発
行
し
た

と
か
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

　
極
札
の
下
部
に
は
、
三
つ
と
も
瓢
　
形
の
外

郭
に
「
牛
菴
」
と
彫
っ
た
印
、
極
印
が
捺
し
て

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
古
筆
見
畠
山
牛
庵
（
菴
）

の
も
の
で
す
。
表
紙
の
極
印
、
右
か
ら
宇
佐
美

Ａ
・
同
Ｂ
・
北
家
を
拡
大
し
た
の
が
写
真
１
・

２
・
３
で
す
。
よ
ー
く
見
比
べ
て
下
さ
い
。
お

分
か
り
で
し
ょ
う
。
似
て
は
い
る
の
で
す
が
、

三
つ
は
別
の
極
印
な
の
で
す
。 

　
「
牛
」
の
字
で
は
、
Ａ
・
Ｂ
は
細
い
線
で
で

き
て
い
ま
す
が
、
北
家
は
線
の
幅
が
太
い
と
こ

ろ
と
細
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
「
牛
」
の
一
・

二
画
目
は
つ
な
が
っ
て
「
Ｕ
」
に
な
っ
て
い
ま 

                        

す
が
、
Ａ
は
全
体
が
丸
み
を
帯
び
半
円
状
、
Ｂ

は
直
線
の
組
合
せ
で
横
幅
が
狭
ま
っ
て
い
ま
す
。

北
家
も
直
線
に
近
い
も
の
の
、
幅
は
広
く
な
っ

て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
「
菴
」
の
下
部
の
、
左

右
二
分
割
し
た
「
日
」
の
特
徴
と
そ
れ
ぞ
れ
一

緒
で
す
。 

　
「
牛
」
横
画
は
、
Ｂ
の
右
側
が
短
く
な
っ
て

い
ま
す
。
「
牛
」
中
央
縦
画
は
、
Ａ
で
は
「
Ｕ
」

と
ほ
ぼ
同
じ
高
さ
か
ら
始
筆
し
て
い
ま
す
が
、

Ｂ
と
北
家
は
縦
画
が
「
Ｕ
」
よ
り
突
き
出
て
い

ま
す
。
こ
の
こ
し
ら
え
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
菴
」

の
草
か
ん
む
り
も
同
様
で
す
。 

　
「
菴
」
字
「
大
」
の
左
二
画
・
右
二
画
は
そ

れ
ぞ
れ
、
Ａ
・
Ｂ
と
も
間
隔
が
広
く
平
行
な
直

線
で
、
傾
斜
角
も
左
右
同
じ
で
あ
る
よ
う
に
み

え
ま
す
。
北
家
の
左
右
二
画
は
そ
れ
ぞ
れ
、
間

隔
が
狭
く
、
平
行
で
は
な
く
て
端
に
行
く
ほ
ど

開
い
て
い
き
ま
す
し
、
直
線
で
も
な
く
左
・
右

端
で
や
や
上
が
っ
て
い
ま
す
。
傾
斜
も
左
二
画

の
方
が
大
き
い
こ
と
は
目
で
見
て
も
分
か
る
ほ

ど
で
す
。 

　
「
菴
」
字
「
申
」
の
「
日
」
部
分
は
、
Ａ
・

Ｂ
で
は
偏
平
で
、
「
申
」
中
央
縦
画
と
の
間
隔

も
広
く
と
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
右
側
に
伸

び
て
い
っ
た
中
央
縦
画
末
尾
も
「
日
」
の
下
部

に
収
ま
っ
て
い
ま
す
。
北
家
の
「
日
」
は
、
幅

も
中
央
縦
画
と
の
間
隔
も
狭
く
、
中
央
縦
画
末

尾
は
「
日
」
の
右
側
に
は
み
出
て
い
ま
す
。 

　
瓢
　
形
外
郭
で
は
、
Ａ
と
Ｂ
は
左
右
対
称
の

な
め
ら
か
な
細
い
曲
線
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。

一
方
、
北
家
は
歪
み
が
目
立
ち
ま
す
。
線
の
幅

が
太
く
、
中
央
く
び
れ
部
の
右
側
は
直
線
に
み

え
、
下
側
円
形
で
は
右
上
部
分
が
外
側
に
出
て

右
側
部
分
で
は
逆
に
ふ
く
ら
み
が
足
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
「
菴
」
字
が
右
に
寄
っ
て
い
る
よ
う

に
み
え
ま
す
。 

  

　
極
印
は
、
極
札
を
間
違
い
な
く
そ
の
古
筆
見

が
書
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の
で
す
か
ら
、

微
妙
に
違
う
も
の
を
二
つ
も
三
つ
も
使
う
こ
と

な
ど
あ
り
え
ま
せ
ん
。
村
上
翠
亭
・
高
城
弘
一

監
修
『
古
筆
鑑
定
必
携
』（
淡
交
社
、
二
〇
〇

四
年
、
四
三
頁
、
一
一
三
頁
）
に
載
る
二
代
牛

庵
極
札
の
極
印
（
こ
の
極
印
は
初
代
牛
庵
か
ら

受
け
継
い
だ
も
の
で
す
）
に
北
家
の
も
の
を
重

ね
る
と
、
寸
分
の
ず
れ
も
な
く
一
致
し
ま
す
。 

　
つ
ま
り
、
三
種
類
の
極
印
の
う
ち
、
北
家
の

も
の
は
本
物
の
牛
庵
極
印
で
す
が
、
宇
佐
美
は

Ａ
も
Ｂ
も
牛
庵
極
印
を
模
倣
し
て
作
ら
れ
た
も

の
な
の
で
す
。
写
真
４
・
５
は
、
Ａ
・
Ｂ
に
北

家
の
牛
庵
極
印
を
そ
れ
ぞ
れ
重
ね
合
わ
せ
ま
し

た
（
黒
が
北
家
）。
違
い
が
一
目
で
分
か
り
ま

す
。
宇
佐
美
定
祐
文
書
は
「
感
状
・
証
文
」
類 
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を
作
っ
た
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
本
物
で
あ

る
と
す
る
「
極
札
」・「
極
印
」
ま
で
作
っ
て
い

た
の
で
す
。
た
だ
宇
佐
美
定
祐
文
書
の
中
に
、

Ａ
・
Ｂ
の
印
鑑
そ
の
も
の
は
さ
す
が
に
残
っ
て

い
ま
せ
ん
。 

　
し
か
し
、
宇
佐
美
定
祐
文
書
で
、
こ
の
似
た

よ
う
な
印
鑑
Ａ
・
Ｂ
を
両
方
と
も
使
っ
て
い
る

意
図
は
分
か
り
ま
せ
ん
。
「
極
札
」
を
付
け
た

「
感
状
・
証
文
」
類
は
四
三
通
あ
り
ま
す
が
、

そ
の
う
ち
「
極
札
」
を
一
枚
付
け
た
も
の
は
四

〇
通
で
、
「
極
印
」
Ａ
を
使
っ
た
も
の
が
三
三

通
、
Ｂ
が
七
通
に
な
り
ま
す
。 

　
別
の
一
通
に
は
、
Ａ
を
捺
し
た
「
極
札
」
を

二
枚
付
け
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
表
紙
写
真
の

「
細
川
右
京
大
夫
勝
元
状
」
と
も
う
一
通
「
上

杉
顕
定
感
状
」（
18
）
に
は
、
Ａ
・
Ｂ
そ
れ
ぞ

れ
を
捺
し
た
二
種
類
の
「
極
札
」
を
付
け
て
い

ま
す
。 

　
「
極
印
」
を
見
た
人
物
は
、
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら

か
一
つ
だ
け
を
見
て
い
る
分
に
は
本
物
と
思
い

こ
む
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
並
ん
で
い

る
Ａ
と
Ｂ
を
見
比
べ
て
そ
の
違
い
に
気
付
い
た

と
し
た
な
ら
ば
、
事
態
が
発
覚
す
る
危
険
性
も

あ
っ
た
は
ず
な
の
で
す
が
。 

  

　
面
白
い
こ
と
に
、
宇
佐
美
の
「
極
印
」
Ａ
・

Ｂ
の
方
が
北
家
の
牛
庵
極
印
よ
り
、
美
し
く
出

来
上
が
っ
て
い
ま
す
。
Ａ
・
Ｂ
の
線
幅
は
細
く

一
定
で
、
直
線
は
真
っ
直
ぐ
に
、
曲
線
は
な
め

ら
か
に
仕
上
が
っ
て
い
る
の
で
す
が
そ
れ
だ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
瓢
　
形
外
郭
は
、
Ａ
・
Ｂ

が
細
く
な
め
ら
か
な
曲
線
で
、
と
く
に
Ｂ
は
歪

み
の
ほ
と
ん
ど
な
い
左
右
対
称
形
で
し
た
。 

　
写
真
６
・
７
・
８
は
、
瓢
　
形
外
郭
の
出
来 

                        

具
合
を
み
る
た
め
に
、
Ａ
・
Ｂ
・
牛
庵
極
印
を

左
右
反
転
さ
せ
た
画
像
を
そ
れ
ぞ
れ
元
の
印
影

に
重
ね
て
み
た
も
の
で
す
（
黒
が
反
転
側
）。 

　
Ａ
は
い
く
ぶ
ん
の
歪
み
が
あ
る
た
め
、
や
や

ず
れ
て
二
重
線
に
な
っ
て
い
る
所
が
あ
り
ま
す

が
、
Ｂ
は
ほ
ぼ
き
れ
い
に
重
な
っ
て
い
ま
す
。

牛
庵
極
印
は
下
側
円
形
の
右
側
が
歪
ん
で
い
る

た
め
、
は
っ
き
り
し
た
二
重
線
が
あ
ら
わ
れ
て

い
ま
す
。 

　
安
定
感
も
生
じ
て
い
ま
す
。
「
菴
」
字
「
大
」

の
左
二
画
・
右
二
画
は
、
Ａ
・
Ｂ
で
は
そ
れ
ぞ

れ
平
行
な
直
線
と
し
、
傾
斜
角
も
左
右
同
じ
に

み
え
る
よ
う
に
修
正
し
て
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら

に
、
そ
の
平
行
線
の
間
隔
を
広
目
に
と
っ
て
い

る
点
、「
菴
」
の
「
日
」
部
分
を
左
右
に
広
げ

偏
平
に
作
っ
て
い
る
点
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
印

鑑
全
体
に
、
牛
庵
極
印
を
越
す
安
定
感
と
重
厚

さ
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
違
い
を
図

１
に
示
し
ま
し
た
。 

　
写
真
９
で
は
Ａ
と
Ｂ
の
印
影
を
重
ね
ま
し
た

（
黒
が
Ｂ
）。
線
刻
位
置
は
ほ
と
ん
ど
一
致
し

ま
す
。
Ａ
と
Ｂ
は
元
図
も
作
業
し
た
人
物
も
同

じ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
た
だ
、
Ａ
は

「
牛
」
字
・
「
菴
」
字
の
「
Ｕ
」
部
分
を
曲
線

に
し
、
中
央
画
を
「
Ｕ
」
の
始
筆
部
分
と
同
じ

高
さ
に
し
、「
菴
」
字
「
大
」
の
長
さ
を
や
や

短
く
し
、
傾
斜
角
を
下
げ
る
こ
と
で
、
Ｂ
以
上

に
完
成
度
の
高
い
印
影
に
仕
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

                  

        

そ
う
す
る
と
、
「
牛
」
の
横
画
右
端
が
欠
損
し

た
Ｂ
は
失
敗
作
で
、
作
り
な
お
し
た
完
成
品
が

Ａ
だ
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
。 

  

　
版
画
の
よ
う
な
広
い
面
と
違
い
、
小
さ
な
印

鑑
面
上
で
の
細
か
い
作
業
は
そ
れ
だ
け
で
も
難

し
い
は
ず
で
す
。
そ
の
上
、
回
り
を
彫
り
下
げ

て
こ
の
様
に
細
い
直
線
や
曲
線
を
浮
き
彫
り
に

す
る
の
で
す
か
ら
、
線
の
部
分
を
溝
に
彫
る
の

と
は
違
っ
て
技
術
が
必
要
で
す
。
手
が
す
べ
れ

ば
容
易
に
線
を
欠
い
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
も
、

Ａ
・
Ｂ
の
出
来
栄
え
は
本
物
の
牛
庵
極
印
を
凌

ぎ
ま
す
。 

　
牛
庵
極
印
の
印
影
を
手
に
入
れ
、
こ
れ
を
下

敷
き
に
し
て
素
人
が
彫
り
す
す
め
る
だ
け
で
は
、

こ
れ
ほ
ど
の
印
鑑
を
作
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

ま
し
て
や
、
「
感
状
・
証
文
」
類
で
、
切
り
過

ぎ
た
り
切
り
残
し
た
り
汚
し
た
り
し
た
、
手
荒

で
大
雑
把
な
作
業
を
行
な
っ
た
同
一
人
物
の
制

作
で
あ
ろ
う
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。
宇
佐
美
定

祐
文
書
の
様
々
な
作
業
の
う
ち
、
こ
の
「
極
印
」

の
制
作
だ
け
は
専
門
の
彫
り
師
（
篆
刻
家
）
の

手
に
委
ね
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。 

  

　
Ａ
・
Ｂ
を
作
っ
た
の
は
あ
る
程
度
以
上
の
熟
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練
し
た
技
の
持
ち
主
、
少
な
く
も
本
物
の
極
印

を
作
っ
た
人
物
よ
り
も
技
術
は
上
だ
っ
た
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
彼
に
と
っ
て
、
牛
庵
極
印
を
で

き
る
だ
け
真
似
る
こ
と
は
容
易
だ
っ
た
は
ず
で

す
。
極
印
の
印
影
を
手
に
入
れ
さ
え
す
れ
ば
、

版
木
を
作
る
の
と
同
様
、
機
械
的
に
原
図
に
忠

実
に
、
余
計
な
考
え
を
入
れ
ず
に
作
業
す
れ
ば

い
い
わ
け
で
す
か
ら
。 

　
彼
は
、
牛
庵
極
印
を
真
似
よ
う
と
し
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
意
図
に
反
し
て
結
果
的
に
本
物

の
持
っ
て
い
た
多
く
の
難
点
が
改
善
さ
れ
て
し

ま
っ
た
と
考
え
る
の
は
無
理
が
あ
り
ま
す
。
制

作
者
は
当
初
か
ら
牛
庵
極
印
を
模
倣
す
る
意
図

な
ど
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
彼

の
良
心
的
な
作
業
だ
っ
た
の
で
す
。 

　
こ
こ
で
は
良
質
の
印
鑑
を
作
る
必
要
な
ど
全

く
な
い
の
で
す
。
し
か
し
依
頼
主
は
、
同
じ
も

の
を
作
っ
て
欲
し
い
と
い
う
意
図
を
彫
り
師
に

伝
え
る
こ
と
に
失
敗
し
た
か
、
彫
り
師
は
同
じ

も
の
を
作
る
な
ど
と
い
う
、
彫
り
師
の
矜
持
を

踏
み
に
じ
る
よ
う
な
依
頼
に
耳
を
貸
そ
う
と
は

し
な
か
っ
た
か
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

　
表
紙
写
真
の
右
の
二
枚
に
は
、
「
細
川
右
京

大
夫
勝
元
（
直
判
）
　
去
三
日
　
印
（
牛
菴
）」
、

左
の
北
家
に
、
「
草
字
心
経
　
弘
法
大
師
　
印 

        

（
牛
菴
）」
と
あ
り
ま
す
。
極
札
の
書
き
方
に

は
大
方
の
決
ま
り
が
あ
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
そ
の

古
筆
見
の
自
筆
で
、
上
に
は
鑑
定
し
た
古
筆
の

作
者
名
を
大
き
く
書
き
、
そ
の
下
に
右
に
寄
せ

て
や
や
小
さ
く
、
古
筆
の
書
き
出
し
文
字
を
そ

の
書
体
に
似
せ
て
書
き
入
れ
、
下
に
古
筆
見
の

印
、
極
印
を
捺
す
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。 

　
で
す
か
ら
、
右
の
二
枚
は
「
細
川
右
京
大
夫

勝
元
」
の
書
で
、
書
き
出
し
が
「
去
三
日
」
、

北
家
の
極
札
は
通
例
の
書
き
様
と
異
な
り
、
古

筆
が
「
草
字
心
経
」
、
弘
法
大
師
の
作
だ
と
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。 

　
北
家
の
弘
法
大
師
極
札
の
字
体
に
注
目
し
て

下
さ
い
。
二
代
牛
庵
の
筆
法
は
、
ひ
と
つ
に
細

線
と
太
線
の
組
合
せ
に
あ
り
ま
す
。 

　
た
と
え
ば
「
草
字
心
経
」
の
う
ち
「
字
」
で

は
、
ウ
か
ん
む
り
の
二
画
目
と
三
画
目
、
下
の

「
子
」
の
横
画
が
、
ほ
か
と
比
べ
て
と
て
も
細

く
な
っ
て
い
ま
す
。
「
子
」
の
「
了
」
の
部
分

は
太
線
で
書
か
れ
ま
す
。「
弘
法
大
師
」
の
う

ち
「
弘
」
の
弓
へ
ん
や
「
法
」
の
さ
ん
ず
い
は

細
線
で
す
が
、「
弘
」
の
つ
く
り
の
「
ム
」
や

「
法
」
の
つ
く
り
の
「
去
」
は
急
に
太
く
な
り

ま
す
。 

　
一
部
に
細
線
が
入
る
の
で
は
な
く
、
力
を
抜

い
た
ま
ま
で
通
常
以
上
の
長
さ
を
書
い
て
し
ま

う
、
次
い
で
力
を
入
れ
て
太
線
に
転
じ
る
と
い

う
書
き
方
な
の
で
す
。
中
程
度
の
太
さ
の
線
は

あ
ま
り
使
い
ま
せ
ん
。 

  

　
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
入
筆
角
度
に
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
「
草
」
の
「
十
」
横
画
の
左

端
、「
字
」
の
一
画
目
上
端
、「
経
」
の
糸
へ
ん

上
端
な
ど
に
注
目
し
て
下
さ
い
。
そ
こ
で
は
運

筆
方
向
と
は
異
な
る
向
き 

で
入
筆
し
て
い
ま
す
。 

　
「
草
」
で
は
右
方
の 

「
日
」
下
部
か
ら
来
て 

「
十
」
横
画
に
移
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
入
筆

方
向
は
左
上
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
「
字
」
の

一
画
目
で
は
、
真
上
に
あ
る
「
草
」
縦
画
か
ら

下
方
へ
の
運
筆
で
す
が
、
左
方
向
か
ら
の
入
筆

で
す
。
「
経
」
の
糸
へ
ん
で
は
、
右
上
の
「
心
」

点
画
か
ら
左
下
方
へ
の
動
き
な
の
に
、
左
上
方

か
ら
入
っ
て
い
ま
す
。
入
筆
部
分
に
、
そ
の
前

後
の
運
筆
方
向
と
は
異
な
る
角
度
の
線
が
余
計

に
く
っ
つ
い
て
い
る
わ
け
で
す
。 

　
こ
れ
ら
の
筆
法
の
特
徴
は
、
右
の
『
古
筆
鑑

定
必
携
』
で
も
確
か
め
ら
れ
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

写
真
右
と
中
の
「
細
川
右
京
大
夫
勝
元
（
直
判
）」

に
は
み
ら
れ
ま
せ
ん
。
極
印
さ
え
似
せ
て
お
け

ば
い
い
と
思
っ
た
の
か
、
二
代
牛
庵
の
筆
法
を

把
握
で
き
な
か
っ
た
の
か
、
筆
法
を
真
似
よ
う

と
は
考
え
付
か
な
か
っ
た
の
か
、
ど
う
い
う
こ

と
な
の
で
し
ょ
う
。 

  

　
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
極
札
に
付
記
す
る
、

鑑
定
し
た
古
筆
の
書
き
出
し
語
句
は
、
そ
の
古

筆
の
く
ず
し
方
を
真
似
て
記
す
の
が
形
式
に
な

っ
て
い
ま
す
。
古
筆
と
極
札
を
一
対
一
に
対
応

さ
せ
、
ど
の
古
筆
の
極
札
だ
か
分
か
ら
な
い
よ

う
に
な
る
こ
と
を
防
ぐ
た
め
の
工
夫
だ
っ
た
の

で
し
ょ
う
。 

　
写
真
10
は
「
細
川
右
京
大
夫
勝
元
状
」
の
書

き
出
し
部
分
で
す
。
こ
の
「
去
三
日
」
を
、
表

紙
写
真
右
・
中
の
「
去
三
日
」
と
比
べ
て
み
て

下
さ
い
。
書
体
を
同
じ
に
し
よ
う
と
は
し
て
い

ま
せ
ん
。
表
紙
写
真
右
は
、
余
り
く
ず
さ
ず
に 

    

楷
書
に
近
く
、
写
真
中 

で
は
、
や
や
く
ず
し
て 

と
い
う
、
そ
の
「
極
札
」 

の
作
者
名
の
箇
所
の
く 

ず
し
方
の
度
合
い
同
様
に
し
て
い
る
だ
け
な
の

で
す
。 

　
こ
の
「
極
札
」
の
制
作
者
は
、
書
き
出
し
部

分
は
鑑
定
し
た
古
筆
に
似
せ
て
書
か
な
け
れ
ば

い
け
な
い
と
い
う
約
束
事
に
気
付
か
な
か
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。 

  

　
写
真
11
は
「
長
尾
平
三
景
虎
感
状
」（
20
）

の
「
極
札
」
で
す
。
不
自
然
な
く
ず
し
字
に
お

気
づ
き
で
し
ょ
う
か
。
「
虎
」
の
字
で
す
。
虎

か
ん
む
り
を
ウ
か
ん
む
り
の
よ
う
に
書
い
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
虎
か
ん
む
り
に
は
横
画
の
上

に
縦
画
が
あ
り
、
通
常
そ
の
縦
画
は
図
２
の
よ

う
に
、
横
画
を
貫
い
て
下
の
「
七
」
の
縦
画
と

つ
な
が
り
ま
す
。 

　
こ
の
通
常
と
は
異
な
る
癖
字
が
「
感
状
・
証

文
」
の
な
か
に
六
か
所
あ
り
ま
す
。
写
真
12
は

そ
の
う
ち
の
「
上
杉
謙
信
感
状
」（
29
）
で
す
。 
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写
真
13
は
「
石
田
治
部
少
三
成
状
」（
48
）

の
「
極
札
」
で
す
。
こ
こ
で
の
特
徴
あ
る
く
ず

し
字
は
、
書
き
出
し
語
句
の
「
會
（
会
）」
で

す
。
縦
画
は
通
常
、
図
３
の
よ
う
に
、
上
の
三

画
目
の
横
画
を
突
き
抜
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
は
書
き
出
し
語
句
で
す
か
ら
、
当
然
、

写
真
14
の
「
石
田
治
部
少
三
成
状
」
の
冒
頭
に

あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
写
真
15
の
「
直
江
山
城

守
兼
続
廻
文
」（
50
）
に
も
同
じ
く
ず
し
方
で

書
い
て
あ
り
ま
す
。 

　
「
極
札
」
に
書
か
れ
た
と
同
じ
誤
字
、
あ
る

い
は
癖
字
が
、「
感
状
・ 

証
文
」
に
出
て
く
る
の 

で
す
か
ら
、
こ
の
両
者 

の
制
作
者
は
同
一
人
物 

                

    

の
可
能
性
が
高
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
感
状
・

証
文
」
類
の
制
作
者
、
宇
佐
美
定
祐
す
な
わ
ち

大
関
左
助
が
、
当
然
と
い
え
ば
当
然
な
の
で
す

が
、「
極
札
」
も
作
っ
た
の
で
す
（
「
感
状
・

証
文
」
類
に
、
左
助
の
書
く
誤
字
が
い
く
つ
も

出
て
く
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
左
助
こ
そ
が
「
感

状
・
証
文
」
類
を
作
っ
た
こ
と
は
間
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、『
和
歌
山
県

立
文
書
館
紀
要
』
一
三
で
述
べ
ま
す
）。 

  
　
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
す
が
、
極
札
の
各

辺
は
ど
れ
も
き
れ
い
に
切
ら
れ
て
い
ま
す
。
表

紙
写
真
左
の
牛
庵
極
札
で
も
各
辺
は
直
線
、
四

隅
は
直
角
で
、
て
い
ね
い
に
切
っ
て
あ
る
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。 

　
と
こ
ろ
が
、
宇
佐
美
の
「
極
札
」
で
は
、
「
感

状
・
証
文
」
類
を
歪
ん
で
切
っ
て
い
た
の
と
同

様
の
こ
と
が
み
ら
れ
ま
す
。
写
真
16
に
示
し
た

「
上
杉
兵
部
大
輔
憲
政
感
状
」（
21
）
の
「
極

札
」
の
よ
う
に
、
縦
の
長
辺
は
左
右
に
波
を
打

っ
て
切
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
左
上
と
左
下
に

は
切
り
損
な
い
の
断
片
ま
で
が
そ
の
ま
ま
残
っ

て
い
ま
す
。
ま
た
、
写
真
17
の
「
千
葉
尚
胤
状
」

（
19
）
の
も
の
で
は
、
横
の
短
辺
が
長
辺
に
対

し
て
斜
め
に
切
れ
て
い
ま
す
。 

　
「
極
札
」
は
「
感
状
・
証
文
」 

類
の
封
紙
内
側
に
貼
り
付
け
て
あ 

る
の
で
す
が
、
そ
の
前
後
や
「
感 

状
・
証
文
」
類
の
裏
な
ど
に
、 

「
極
札
」
を
は
が
し
た
複
数
の
跡 

が
残
っ
て
い
る
も
の
が
二
〇
通
あ
り
ま
す
。
そ

の
内
、
延
べ
一
五
通
の
封
紙
内
側
に
は
二
一
か

所
の
貼
り
跡
が
、
延
べ
一
〇
通
の
本
紙
端
裏
に

は
一
三
か
所
の
跡
が
、
延
べ
一
通
の
本
紙
奥
に

は
二
か
所
の
跡
が
残
っ
て
い
ま
す
。 

　
し
か
も
、
例
え
ば
「
最
明
寺
時
頼
状
」
（
２
）

の
封
紙
内
側
の
三
か
所
の
貼
り
跡
は
、「
極
札
」

が
縦
138
ミ
リ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
105
・
122

・
138
ミ
リ
の
三
種
類
な
の
で
す
。
こ
の
様
に
明

ら
か
に
異
な
る
寸
法
の
貼
り
跡
は
、
三
六
か
所

（
長
さ
不
明
三
か
所
を
含
む
）
の
う
ち
一
五
か

所
に
及
び
ま
す
。 

　
制
作
者
は
現
在
残
っ
て
い
る
以
上
の
数
多
く

の
「
極
札
」
を
、
作
っ
て
は
貼
り
、
貼
っ
て
は

剥
が
し
、
別
の
「
極
札
」
に
作
り
替
え
て
は
ま

た
貼
り
と
い
う
操
作
を
幾
度
か
繰
り
返
し
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。
一
体
何
の
た
め
に
。 

 

「
極
メ
之
外
題
御
取
相
添
被
下
」 

　
左
助
が
自
分
で
作
っ
た
、
（
万
治
三
年
・
一

六
六
〇
）
四
月
三
日
付
の
左
助
宛
、
藩
重
臣
水

野
小
右
衛
門
か
ら
の
書
状
（
79
―
２
）
に
は
、

「
右
之
感
状
・
証
文
等
不
残
牛
庵
ニ
御
見
せ
、

極
メ
之
外
題
御
取
相
添
被
下
候
」
と
あ
り
ま
す
。 

　
感
状
・
証
文
類
を
す
べ
て
牛
庵
に
お
見
せ
に

な
り
鑑
定
を
依
頼
し
て
、
極
札
を
お
取
り
に
な 

         

り
添
え
て
下
さ
っ
た
、
つ
ま
り
、
小
右
衛
門
以

外
の
者
が
極
札
を
も
ら
っ
た
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
場
合
は
取
り
寄
せ
た
人
物
が
左
助
で
、
そ

の
こ
と
を
左
助
本
人
に
対
し
て
、
「
取
り
寄
せ

た
ん
で
す
ね
」
と
言
及
し
た
と
解
釈
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。 

　
し
か
し
、
こ
れ
も
左
助
が
作
っ
た
「
宇
佐
美

左
介
代
覚
書
」（
124
）
傍
注
で
は
、
「
此
時
四

月
三
日
ノ
日
付
ニ
て
水
野
小
右
衛
門
手
紙
二
通

有
之
、
此
度
感
状
・
証
文
ヲ
水
戸
ノ
牛
庵
ニ
御

見
せ
、
極
メ
ノ
外
題
御
取
御
添
被
下
候
、
則
小

右
衛
門
手
紙
の
中
ニ
詳
な
り
、
牛
庵
外
題
を
そ

へ
感
状
・
証
文
御
返
被
下
候
」
（
四
七
丁
表
）

と
し
て
あ
り
ま
す
。 

　
「
極
メ
ノ
外
題
御
取
御
添
被
下
候
」
の
文
言

は
小
右
衛
門
の
書
状
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
で
す
。

し
か
し
、
こ
れ
は
左
助
の
代
の
覚
書
で
す
か
ら
、

こ
こ
で
使
っ
て
い
る
敬
語
は
左
助
に
対
す
る
も

の
で
あ
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。「
極
メ
ノ
外

題
御
取
御
添
被
下
」
た
の
は
、
左
助
以
外
の
人

物
と
解
釈
す
る
以
外
に
な
い
の
で
す
。
つ
ま
り

こ
こ
で
は
、
「
極
札
」
は
左
助
以
外
の
藩
の
人

物
が
わ
ざ
わ
ざ
牛
庵
か
ら
取
っ
て
く
れ
た
も
の

な
の
だ
、
だ
か
ら
「
極
札
」
は
本
物
な
の
だ
と

主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
遊
佐
教
寛
） 

　
＊
写
真
４
〜
９
は
松
島
由
佳
に
よ
る 
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