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は
じ
め
に

一　

久
米
邦
武
の
古
文
書
学

　

１　

未
定
稿
で
の
久
米
の
古
文
書
学

　

２　

刊
本
﹃
古
文
書
学
﹄

二　

黒
板
勝
美
以
後
の
古
文
書
学

　

１　

古
文
書
の
定
義

　

２　

効
力
と
い
う
視
点

三　

日
本
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学

む
す
び
に
か
え
て
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日
本
中
世
古
文
書
学
と
日
本
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学

　
　
　
　
　
　

永
井
英
治　

は
じ
め
に

生
活
用
語
か
ら
作
ら
れ
た
概
念
は
原
義
が
持
つ
語
感
か
ら
か
け
離
れ
た
定
義
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、jargon

す
な
わ
ち
特
定
の
学
術

分
野
で
の
み
通
用
す
る
述
語
＝
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
言
葉
と
な
る
。

古
文
書
学
に
お
け
る
古
文
書
も
そ
の
一
例
で
あ
り
、
た
と
え
ば
郷
土
史
家
の
中
に
は
慶
長
以
前
の
も
の
は
古
文
書
と
呼
ば
ず
文
書
と

呼
ぶ
の
だ
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
あ
る
。
中
世
文
書
が
江
戸
時
代
に
効
力
を
失
っ
た
こ
と
を
意
識
し
て
い
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
明

確
な
理
由
を
聞
か
さ
れ
た
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
古
文
書
の
﹁
古
﹂
が
影
響
し
て
、
近
現
代
カ
ト
リ
ッ
ク
文
書
の
一
部
に
つ
い
て
、
古

文
書
と
い
う
表
現
に
違
和
感
を
持
ち
、
文
書
と
呼
ぶ
こ
と
を
提
唱
す
る
論
稿
も
あ
っ
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
が
独
自
に
古
文
書
の
定
義
を
決
め
れ
ば
よ
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
歴
史
学
と
い
う
枠
組
み
で
括

れ
る
中
で
古
文
書
の
定
義
が
一
定
し
な
い
の
で
は
、
概
念
規
定
す
る
意
味
が
な
い
。
当
該
分
野
に
不
慣
れ
な
人
間
に
は
意
味
が
分
か
ら

な
いjargon

を
用
い
る
の
は
、
定
義
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
互
に
説
明
の
必
要
な
く
議
論
が
で
き
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
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う
で
な
け
れ
ば
﹁
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
﹂
言
葉
を
用
い
て
い
る
変
人
の
集
団
と
大
差
な
い
。

そ
も
そ
も
﹁
古
文
書
﹂
を
﹁
こ
も
ん
じ
ょ
﹂
と
読
む
こ
と
が
古
文
書
学
の
第
一
歩
で
あ
る
と
遥
か
昔
に
聞
か
さ
れ
た
気
が
す
る
が
、

（
古
）
文
書
を
日
常
生
活
用
語
と
同
じ
く
﹁（
こ
）
ぶ
ん
し
ょ
﹂
と
読
ん
で
何
の
違
和
感
も
な
い
学
術
分
野
が
あ
る
。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の

世
界
で
あ
る
。

あ
る
い
は
歴
史
学
で
は
古
記
録
す
な
わ
ち
日
記
で
あ
る
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
で
は
、
業
務
の
証
拠
と
し
て
﹁
保
存
さ
れ
る
べ
き
文

書
（
ぶ
ん
し
ょ
）
群
が
記
録
で
あ
り
、
文
書
（
ぶ
ん
し
ょ
）
は
単
な
る
記
録
化
さ
れ
た
情
報
で
し
か
な
い︶

1
︵

。

現
状
に
お
い
て
、
業
務
文
書
と
地
域
の
歴
史
資
料
（
地
域
伝
来
古
文
書
）
の
双
方
を
保
存
対
象
と
し
て
い
る
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

で
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
た
よ
う
な
概
念
の
混
乱
は
、
と
り
あ
え
ず
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
全
面
崩
壊
さ
せ
る
に
至
っ
て
い
な
い
の
も
し
れ
な

い
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
お
い
て
文
書
は
﹁
も
ん
じ
ょ
﹂
な
の
か
﹁
ぶ
ん
し
ょ
﹂
な
の
か
、
対
象
と
す
る
資
料
群
に
よ
っ
て
言
い
分
け

る
し
か
な
い
現
状
は
、
初
学
者
に
混
乱
を
招
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

古
文
書
学
で
は
古
文
書
（
こ
も
ん
じ
ょ
）
を
差
出
人
か
ら
受
取
人
へ
何
ら
か
の
反
応
を
期
待
し
て
発
給
さ
れ
る
も
の
、
差
出
人
か
ら

受
取
人
へ
働
き
か
け
る
も
の
と
定
義
す
る
。
こ
こ
に
は
、
古
文
書
が
紙
に
記
さ
れ
よ
う
が
板
に
書
か
れ
よ
う
が
、
材
質
は
問
わ
れ
ず
、

時
代
の
新
旧
も
問
わ
れ
な
い
。
こ
れ
は
日
常
語
の
感
覚
か
ら
は
近
い
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
現
状
で
は
、
現
代
日
本
古
文
書
学
を

構
築
し
な
け
れ
ば
現
代
古
文
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
危
機
意
識
は
乏
し
い
の
か
（
様
式
に
つ
い
て
若
干
の
学
習
は
必
要
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
組
織
に
お
け
る
業
務
文
書
作
成
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
れ
ば
習
得
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
が
っ
て
、
手
ほ

ど
き
が
受
け
ら
れ
な
い
場
合
に
は
古
文
書
学
な
い
し
文
書
制
度
の
復
元
理
解
が
必
要
で
あ
り
、
現
存
し
な
い
組
織
の
業
務
文
書
の
理
解

に
は
相
応
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
評
価
選
別
が
必
要
で
あ
る
か
疑
問
で
あ
る
）、
現
時
点
で
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
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る
の
は
近
代
古
文
書
で
あ
る
（
た
だ
し
論
者
に
よ
っ
て
は
、
近
代
文
書
（
ぶ
ん
し
ょ
）
と
呼
ぶ
）。

こ
の
よ
う
に
、
古
文
書
の
定
義
は
、
冒
頭
に
記
し
た
錯
綜
状
況
を
招
い
て
い
る
が
、
定
義
そ
の
も
の
の
構
成
要
素
は
単
純
で
、
①
差

出
人
、
②
受
取
人
、
③
働
き
か
け
る
と
い
う
三
要
素
の
み
で
あ
る
。
近
年
で
は
、
こ
れ
に
発
給
台
帳
、
勘
定
帳
な
ど
の
機
能
を
持
っ
た

帳
簿
類
が
加
わ
っ
て
い
る
が
、
も
と
も
と
の
古
文
書
学
に
は
帳
簿
類
も
対
象
に
入
っ
て
い
る
も
の
の
研
究
が
遅
れ
て
い
た
の
で
あ
っ

て
、
古
文
書
の
定
義
が
拡
張
さ
れ
た
と
見
な
く
て
も
、
帳
簿
類
の
重
要
性
は
一
部
に
周
知
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
問
題
は
、
ど
の
よ

う
な
道
具
を
使
っ
て
何
に
書
か
れ
て
い
る
か
と
い
う
、
テ
キ
ス
ト
の
支
持
体
の
性
格
が
問
わ
れ
ず
、
新
旧
も
問
わ
れ
ず
、
時
と
し
て
歴

史
的
概
念
と
学
術
概
念︶

2
︵

が
入
り
交
じ
る
（
室
町
幕
府
御
判
御
教
書
は
、
御
教
書
と
い
う
名
で
あ
る
が
、
奉
書
の
一
種
と
し
て
の
御
教
書

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
古
文
書
学
と
さ
れ
る
）
様
式
論
し
た
が
っ
て
現
状
を
基
軸
と
し
な
が
ら
歴
史
的
概
念
を
持
ち

込
む
、
現
在
の
古
文
書
学
に
お
け
る
分
類
論
で
あ
る︶

3
︵

。

な
お
、
機
能
論
が
重
視
さ
れ
る
現
在
に
お
い
て
、
分
類
論
の
瑕
疵
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
。
本
稿
の
課
題
は
、

古
文
書
の
定
義
が
前
述
の
三
要
素
に
収
斂
し
て
い
っ
た
事
情
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ
て
い
っ
た
か
も
し
れ
な
いsom

ething

を
拾
い
出
し
、
古
文
書
学
と
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
で
の
概
念
の
錯
綜
状
況
に
何
ら
か
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
古
記
録
す

な
わ
ち
日
記
と
す
る
現
在
の
理
解
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
作
業
が
必
要
と
な
ろ
う
が
、
古
記
録
学
は
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
記
録
を
分
類

し
て
お
り
、
現
在
は
解
読
の
た
め
の
教
科
書
が
必
要
と
さ
れ
る︶

4
︵

。
よ
っ
て
、
本
稿
で
の
考
察
は
保
留
す
る
。
つ
ま
り
本
稿
は
、
研
究
史

の
再
解
釈
に
よ
っ
て
、
古
文
書
学
お
よ
び
古
記
録
学
（
要
す
る
に
歴
史
学
が
意
識
す
る
資
料
に
つ
い
て
の
学
術
方
法
）
と
ア
ー
カ
イ
ブ

ズ
学
な
い
し
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
状
に
架
橋
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
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一　

久
米
邦
武
の
古
文
書
学

﹃
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集 

第
四
巻 

古
文
書
の
研
究
﹄︶

5
︵

に
よ
れ
ば
、
久
米
邦
武
の
古
文
書
学
に
関
す
る
論
稿
は
、
筆
禍
事
件
に
よ
っ
て

帝
国
大
学
を
非
職
に
な
る
以
前
、
同
僚
と
行
な
っ
て
い
た
研
究
会
の
講
義
ノ
ー
ト
と
み
な
さ
れ
る
未
定
稿
と
、
早
稲
田
大
学
出
版
部
か

ら
刊
行
さ
れ
た
刊
本
の
二
種
類
が
あ
る
。
後
者
は
早
稲
田
大
学
で
の
通
信
教
育
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
講
義
録
の
改
定
版
で
あ
る
。

両
者
の
間
に
は
一
〇
年
程
の
時
間
差
が
あ
り
、
刊
本
は
や
は
り
充
実
し
て
い
る
が
、
久
米
の
古
文
書
学
の
基
本
は
、
前
者
に
既
に
萌

芽
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
、
前
者
の
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

１　

未
定
稿
で
の
久
米
の
古
文
書
学

未
定
稿
で
は
、
古
文
書
に
つ
い
て
の
定
義
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
直
ち
に
古
文
書
の
分
類
が
始
ま
る
。
す
な
わ
ち
、
上
意
下
達
、

下
意
上
申
、
互
通
、
帳
簿
類
と
い
う
差
出
人
と
受
取
人
の
関
係
に
よ
る
分
類︶

6
︵

が
ま
ず
披
露
さ
れ
、
続
い
て
時
代
別
の
概
観
が
始
ま
る
。

こ
の
時
代
別
概
観
の
冒
頭
に
﹁
古
文
書
ハ
政
務
の
間
に
生
じ
た
る
も
の
多
け
れ
ば
﹂
と
あ
る
が
、
政
権
や
権
門
勢
家
の
よ
う
な
官
文
書︶

7
︵

だ
け
が
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、﹁
消
息
ハ
事
情
を
言
砕
く
も
の
な
れ
バ
歴
史
の
材
料
と
な
る
も
の
少
し
と
せ
ず
﹂
と
し
て

久
米
の
い
う
公
文
と
書
簡
が
、
狭
義
の
古
文
書
の
な
か
で
同
等
の
意
義
を
持
つ
べ
く
考
え
ら
れ
て
い
る
。

久
米
は
、
広
義
に
は
日
記
を
古
文
書
の
範
疇
で
捉
え
て
い
る
。
日
記
以
外
を
﹁
普
通
に
称
す
る
古
文
書
﹂
と
言
い
、﹁
歴
史
の
材
料

と
な
る
ハ
文
書
に
勝
る
﹂
と
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
、
未
定
稿
で
は
日
記
に
関
す
る
記
述
は
少
な
い
。

差
出
人
と
受
取
人
と
の
関
係
、
時
代
ご
と
の
概
観
の
の
ち
、﹁
古
文
書
の
要
件
﹂
の
記
述
と
な
る
。
①
書
式
、
②
文
体
、
③
名
印
及

び
年
月
日
、
④
習
用
語
（
時
代
の
特
質
を
示
す
法
律
語
、
以
上
四
点
が
正
文
・
案
文
と
も
に
見
ら
れ
る
﹁
要
件
﹂
で
あ
る
。
現
在
の
古
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文
書
概
念
と
比
較
し
た
と
き
、
こ
こ
で
い
う
﹁
要
件
﹂
の
一
部
が
の
ち
の
古
文
書
の
定
義
に
昇
華
し
て
い
っ
た
か
に
見
え
る
。
正
文
に

は
さ
ら
に
、
⑤
字
形
、
⑥
筆
意
（
書
の
流
派
の
意
と
解
さ
れ
る
）、
⑦
料
紙
、
⑧
墨
色
が
示
さ
れ
、
続
け
て
正
文
・
案
文
・
写
の
別
、

偽
文
書
に
つ
い
て
の
解
説
が
あ
り
、
久
米
の
い
う
﹁
要
件
﹂
は
真
偽
判
定
の
基
準
と
も
な
っ
た
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

こ
の
テ
キ
ス
ト
は
史
料
編
纂
に
従
事
す
る
人
々
に
向
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
実
践
的
マ
ニ
ュ
ア

ル
で
あ
り
、﹁
古
文
書
学
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
れ
ば
古
文
書
と
は
何
か
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
﹂
と
い
う
推
測
は
当
て
は
ま

ら
な
い
。
な
お
未
完
で
あ
る
た
め
、
全
体
像
は
把
握
で
き
な
い
。

２　

刊
本
﹃
古
文
書
学
﹄

本
書
は
、
早
稲
田
に
移
っ
た
の
ち
の
久
米
が
通
信
教
育
用
に
作
成
し
た
テ
キ
ス
ト
を
改
定
し
た
も
の
で
、
学
生
を
対
象
と
し
た
テ
キ

ス
ト
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

本
書
以
前
に
久
米
は
、﹁
古
文
書
の
観
察
﹂
と
題
す
る
講
演
で
、
古
文
書
を
﹁
要
用
を
弁
ず
る
た
め
に
書
置
た
書
付
﹂
と
定
義
づ
け

て
い
る
。
未
定
稿
に
は
な
か
っ
た
こ
の
定
義
は
刊
本
に
見
出
さ
れ
る
。
久
米
に
よ
る
古
文
書
の
定
義
は
、
講
演
お
よ
び
刊
本
﹃
古
文
書

学
﹄
に
お
い
て
、
久
米
が
古
文
書
を
重
視
し
た
理
由
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
久
米
は
、﹃
太
平
記
﹄
を
は
じ
め
と
す
る
い
わ
ゆ

る
歴
史
書
の
記
述
は
事
実
を
伝
え
て
い
な
い
と
し
て
退
け
て
い
く
。
歴
史
書
に
代
わ
っ
て
、
事
実
を
明
ら
か
に
す
る
材
料
が
古
文
書
と

さ
れ
、
日
記
、
帳
簿
に
も
同
様
の
地
位
が
与
え
ら
れ
る
。
久
米
の
歴
史
学
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
諸
事
実
が
、
近
代
日
本
の
歴
史

学
に
お
け
る
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
と
な
る
の
で
あ
り
、
爾
来
、
そ
れ
ら
の
蓄
積
の
上
に
、
あ
る
い
は
批
判
の
対
象
と
し
て
今
日
の
歴
史
学
が

あ
る
と
考
え
る
限
り
、
久
米
が
古
文
書
を
重
視
し
た
理
由
は
、
現
代
の
歴
史
研
究
者
に
は
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
な
方
法
と
頷
け
る
。
こ
こ
に
、

久
米
が
古
文
書
を
重
視
し
た
理
由
が
端
的
に
提
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
書
に
代
わ
っ
て
根
拠
の
確
か
な
事
実
を
探
る
た
め
の
材
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料
で
あ
る
。

そ
れ
と
と
も
に
﹁
要
用
を
弁
ず
る
﹂
と
い
う
表
現
に
、
業
務
の
た
め
に
作
成
さ
れ
る
と
い
う
意
味
合
い
が
読
み
取
れ
る
と
す
れ
ば
、

岩
倉
使
節
団
の
随
行
員
と
し
て
欧
米
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
は
じ
め
て
日
本
に
紹
介
し
た
﹃
米
欧
回
覧
実
記
﹄
の
著
者
と
し
て
持
っ
て
い

た
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
知
識
の
一
部
が
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
久
米
の
古
記
録
理
解
に
も
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
。
久
米
は
古
記
録
と
日
記
を
区
別
し
、
要
す
る
に
日
次
記
を
日
記
、
部
類

な
ど
の
加
工
を
施
し
た
も
の
を
古
記
録
と
す
る
。
日
次
記
に
首
書
が
施
さ
れ
、
部
類
記
が
作
成
さ
れ
て
い
く
事
実
を
知
っ
て
い
る
現
時

点
で
は
、
久
米
に
よ
る
日
記
と
古
記
録
と
の
区
別
は
問
題
と
す
る
ま
で
も
な
い
。
む
し
ろ
重
要
な
の
は
、
日
記
を
広
義
の
古
文
書
に
置

き
、
日
記
は
﹁
記
憶
に
備
え
る
も
の
﹂
と
い
う
実
利
的
解
釈
で
あ
る
。
後
に
有
効
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
日
記
の
記
述
は
正
確
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
未
定
稿
に
お
い
て
、
日
記
に
引
用
記
載
さ
れ
た
古
文
書
は
正
文
に
次
ぐ
価
値
を
持
つ
と
す
る
の
も
、
日
記
へ
の
信

頼
度
が
記
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
日
記
で
あ
れ
ば
、
歴
史
書
に
代
わ
る
地
位
が
与
え
ら
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

興
味
深
い
の
は
金
石
文
へ
の
低
い
評
価
で
あ
る
。
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
が
読
者
の
存
在
を
前
提
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
久
米
の
歴
史

書
批
判
が
生
じ
る
。
久
米
に
と
っ
て
事
実
を
記
し
た
古
文
書
や
日
記
は
秘
匿
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
人
の
眼
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
。
し
か
し
、
金
石
文
は
、
歴
史
書
と
同
じ
く
人
々
の
眼
に
触
れ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
禁
制
な
ど
の
よ
う
に
公
開
さ
れ
る
古
文

書
も
存
在
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
文
飾
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
残
る
。
久
米
の
史
料
批
判
は
、
こ
と
さ
ら
に
多
く
の
人
々
に
喧
伝

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
公
開
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
も
の
こ
そ
事
実
を
伝
え
る
と
い
う
基
本
姿
勢
に
よ
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
古
文
書
を

多
く
利
用
で
き
な
か
っ
た
﹃
大
日
本
史
﹄
は
批
判
の
対
象
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
久
米
に
と
っ
て
の
近
年
、
存
在
が
明
ら
か
に
な

っ
て
き
た
古
文
書
が
増
え
た
。
久
米
は
こ
の
事
態
を
歓
迎
す
る
の
で
あ
る
が
、
秘
匿
さ
れ
て
き
た
も
の
に
歴
史
的
事
実
が
記
さ
れ
、
そ

れ
が
編
纂
に
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
歴
史
学
と
し
て
歓
迎
す
る
と
い
う
か
な
り
率
直
な
認
識
と
、
久
米
の
史
料
へ
の
価
値
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付
け
に
は
、
同
意
し
難
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
久
米
に
と
っ
て
は
、
歴
史
学
の
素
材
と
し
て
利
用
で
き
る
﹁
現
状
﹂
が
重
要
で
あ
っ
た
。

久
米
が
生
涯
つ
い
に
正
倉
院
文
書
を
見
学
で
き
な
か
っ
た
こ
と
は
、
時
代
の
制
約
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
久
米
の
史
料
理
解
に
と
っ
て

ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
の
心
中
は
疑
問
で
あ
る
。

刊
本
﹃
古
文
書
学
﹄
に
も
、
古
文
書
の
要
件
が
原
文
書
と
そ
れ
以
外
に
分
け
て
解
説
さ
れ
る
。
写
本
・
原
本
の
歴
史
的
価
値
の
違
い
、

偽
文
書
、
正
文
と
副
本
の
相
違
な
ど
、
未
定
稿
で
の
論
述
が
詳
細
に
な
っ
て
続
け
ら
れ
る
。
久
米
は
原
本
の
重
要
性
を
説
き
、
写
本
で

は
理
解
し
が
た
い
要
件
な
ど
を
解
説
す
る
が
、
原
本
研
究
の
み
が
研
究
の
方
法
で
は
な
く
、
原
本
の
閲
覧
が
原
文
書
を
傷
つ
け
る
可
能

性
を
も
指
摘
す
る
。
原
文
書
で
な
け
れ
ば
で
き
な
い
研
究
が
あ
る
こ
と
は
承
知
さ
れ
る
が
、
久
米
の
警
鐘
は
今
日
も
な
お
有
効
で
あ
ろ

う
。総

じ
て
、
歴
史
書
批
判
の
有
効
な
方
法
と
し
て
古
文
書
研
究
を
重
視
し
た
こ
と
、
日
記
と
古
文
書
を
弁
別
し
な
い
姿
勢
を
取
っ
た
こ

と
、
古
文
書
の
理
解
を
広
く
捉
え
た
こ
と
が
久
米
の
古
文
書
学
の
特
徴
と
言
え
よ
う
。

二　

黒
板
勝
美
以
後
の
古
文
書
学

１　

古
文
書
の
定
義

定
義
に
お
い
て
古
文
書
と
日
記
の
区
別
を
図
っ
た
の
が
黒
板
勝
美
で
あ
る︶

8
︵

。
歴
史
学
研
究
の
（
準
備
的
方
法
の
）
鍛
錬
の
た
め
、
古

文
書
学
で
学
位
を
取
得
し
た
黒
板
勝
美
は
、
歴
史
書
批
判
で
は
久
米
と
同
じ
ス
タ
ン
ス
を
示
し
た
が
、
古
文
書
学
の
目
的
か
ら
細
部
に

至
る
過
程
で
、
と
き
に
久
米
と
は
異
な
る
理
解
を
示
し
た
。
こ
こ
で
は
ま
ず
黒
板
の
学
位
請
求
論
文
﹃
日
本
古
文
書
様
式
論
﹄
か
ら
見

て
い
き
た
い︶

9
︵

。
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ま
ず
、﹁
秘
庫
を
公
開
し
、
且
つ
完
全
な
る
古
文
書
館
の
設
立
を
希
望
﹂
し
た
点
は
、
古
文
書
の
公
開
を
希
望
す
る
久
米
の
意
見
を

さ
ら
に
進
め
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
い
う
﹁
古
文
書
館
﹂
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
指
す
か
否
か
に
つ
い
て
は
保
留
し
な
れ
ば
な
ら
な

い︶
10
︵

。
同
様
に
、
久
米
の
発
想
に
も
現
在
い
う
と
こ
ろ
の
古
文
書
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
間
違
い
な
く
、
そ
れ
は
寺
社
旧
家
な
ど
へ
の
公
開

の
希
望
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
古
文
書
の
定
義
で
は
、
黒
板
に
よ
る
定
義
で
は
﹁
或
る
要
件
を
中
心
と
し
て
そ
の
作
用
を
顕
わ
し
﹂﹁
受
取
者
に
向
か
っ
て
或

る
効
力
を
有
す
る
﹂
も
の
で
あ
り
、
編
纂
著
述
等
の
目
的
の
た
め
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
、
歴
史
書
が
峻
別
さ
れ

る
。
一
方
の
日
記
と
は
、﹁
事
実
を
書
記
し
て
後
日
の
記
憶
に
備
﹂
え
る
も
の
で
あ
り
、﹁
作
成
の
時
に
於
て
そ
の
効
力
を
他
に
及
ぼ
す
﹂

も
の
で
は
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、黒
板
に
お
い
て
は
機
能
と﹁
効
力
﹂と
い
う
視
点
か
ら
古
文
書
と
日
記
が
区
別
さ
れ
る
。
こ
の﹁
効
力
﹂と
い
う
視
点
は
、

久
米
の
古
文
書
学
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
読
み
取
れ
な
い
。
日
記
の
定
義
に
つ
い
て
、
後
日
の
記
憶
に
備
え
る
と
い
う
点
は
共
通
す
る

が
、﹁
効
力
﹂
の
有
無
に
つ
い
て
久
米
は
言
及
し
な
い
。
こ
れ
は
、
久
米
の
古
文
書
学
が
具
体
的
な
解
説
で
は
公
式
令
に
見
ら
れ
る
諸

様
式
か
ら
始
ま
る
よ
う
に
古
代
文
書
か
ら
は
じ
ま
っ
て
い
て
、
所
領
諸
職
に
つ
い
て
の
﹁
権
利
文
書
と
し
て
残
さ
れ
た
文
書
﹂
に
充
分

に
及
ん
で
い
な
い
こ
と
に
関
係
し
よ
う
。
そ
の
効
力
の
ゆ
え
に
保
管
さ
れ
た
文
書
を
対
象
と
し
て
中
世
古
文
書
学
を
築
い
て
い
っ
た
の

は
黒
板
で
あ
っ
た
。

権
利
文
書
を
対
象
と
し
て
古
文
書
学
の
形
成
を
図
っ
た
黒
板
は
、
古
文
書
学
の
目
的
は
真
偽
判
定
に
あ
る
と
し
て
、
様
式
を
中
心
に

素
材
、
字
体
、
書
風
、
印
章
の
色
な
ど
の
鑑
査
を
論
じ
た
。
し
か
し
、
権
利
文
書
で
あ
る
か
ら
真
偽
判
定
が
重
視
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。

黒
板
に
よ
れ
ば
、
そ
の
古
文
書
が
、
古
文
書
の
作
成
さ
れ
た
時
と
場
所
に
お
い
て
、
当
事
者
が
あ
る
要
件
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
か
否
か
が
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
厳
密
に
問
え
ば
、
文
書
の
日
付
は
発
給
さ
れ
た
そ
の
日
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
発
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給
を
決
定
し
た
日
付
で
あ
る
場
合
が
あ
る︶

11
︵

。
あ
る
い
は
、
日
付
を
遡
っ
て
作
成
し
直
す
こ
と
も
あ
る
。
藤
原
道
長
が
賀
茂
社
に
山
城
国

内
八
郷
を
寄
進
し
た
と
き
、
寄
進
さ
れ
た
所
領
内
に
他
の
社
領
や
京
域
が
含
ま
れ
て
い
た
た
め
、
こ
れ
を
除
く
も
の
と
す
る
書
き
直
さ

れ
た
太
政
官
符
が
も
と
の
日
付
で
書
き
直
さ
れ
て
発
給
さ
れ
て
い
る︶

12
︵

。
こ
れ
ら
を
偽
文
書
と
し
て
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

り
、
黒
板
の
言
う
真
偽
判
定
に
は
も
う
少
し
条
件
付
け
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
日
あ
る
場
所
で
誰
か
が
何
か
の
た
め
に
作
成

さ
れ
た
古
文
書
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
問
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
事
態
の
た
め
に
あ
る
日
あ
る
場
所
で
誰
か
に
古
文
書
を
作
成
さ

せ
る
に
至
っ
た
そ
の
事
態
を
問
う
こ
と
す
な
わ
ち
歴
史
学
研
究
に
直
結
す
る
が
、
黒
板
の
古
文
書
学
は
そ
こ
に
至
ら
な
い
。
そ
の
古
文

書
が
問
わ
れ
る
条
件
下
で
作
成
さ
れ
た
そ
の
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
問
う
に
と
ど
ま
る
。
こ
こ
に
実
証
的
な
黒
板
の
古
文
書
学
の
特
徴

（
言
い
換
え
れ
ば
限
界
）
が
あ
る
。
黒
板
は
古
文
書
学
を
歴
史
学
の
補
助
学︶

13
︵

と
位
置
付
け
、
そ
の
守
備
範
囲
を
制
約
し
た
。

な
お
、
こ
の
よ
う
な
厳
格
な
自
己
規
制
を
重
視
す
る
黒
板
で
は
あ
っ
た
が
、
彼
が
古
文
書
と
み
な
す
も
の︶

14
︵

の
中
に
は
、
今
日
の
古

文
書
学
で
は
積
極
的
に
古
文
書
と
言
い
難
い
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
。﹁
覚
え
﹂
と
称
す
る
書
き
付
け
で
あ
る
。
早
川
庄
八
﹃
宣
旨
試

論
﹄︶

15
︵

の
の
ち
、
口
頭
の
文
言
が
備
忘
の
た
め
筆
録
さ
れ
、
差
出
人
、
受
取
人
、
日
付
を
付
さ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
う
な
っ
た
覚
え
が
文
書
と
し
て
の
宣
旨
で
あ
る
。
で
は
、
も
と
の
ま
ま
の
﹁
覚
え
﹂
は
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
の
か
。
備
忘
の
た

め
の
筆
録
と
い
う
こ
と
を
重
視
す
れ
ば
記
録
で
あ
る
。
黒
板
は
必
要
な
記
述
を
加
え
て
﹁
覚
え
﹂
が
完
全
な
文
書
に
な
る
と
す
る
が
、

古
文
書
と
し
て
の
要
件
を
欠
い
て
い
る
段
階
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
か
。
早
川
が
﹁
宣
旨
﹂
に
つ
い
て
、﹁
古
文
書
﹂
で
は
な
く
﹁
書

類
﹂
と
記
し
た
意
味
が
問
わ
れ
よ
う
。
こ
こ
で
は
略
式
の
書
類
で
あ
り
、
古
文
書
と
記
録
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て

お
き
た
い︶

16
︵

。
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２　

効
力
と
い
う
視
点

権
利
文
書
を
分
析
対
象
と
し
た
黒
板
の
議
論
に
、
古
文
書
の
効
力
と
い
う
視
点
が
現
れ
る
の
は
必
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
黒
板
は

日
本
古
文
書
学
を
形
成
す
る
た
め
に
﹁
法
律
的
性
質
﹂
の
有
無
を
古
文
書
の
定
義
に
利
用
す
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
古
文
書
学
を
退
け
た
。

黒
板
に
お
い
て
効
力
と
い
う
視
点
が
利
用
さ
れ
る
の
は
、
学
位
請
求
論
文
で
は
案
文
の
説
明
の
部
分
で
公
式
令
詔
書
式
条
に
見
ら
れ
る

保
管
文
書
と
し
て
の
﹁
案
﹂、
文
書
の
効
力
が
生
じ
な
い
写
と
し
て
の
案
文
と
い
う
説
明
に
用
い
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、﹁
日

本
古
文
書
の
分
類
法
に
就
い
て
﹂︶

17
︵

で
は
古
文
書
の
効
力
に
つ
い
て
、﹁
そ
れ
が
ど
の
程
度
ま
で
実
際
に
史
的
事
実
と
し
て
実
現
さ
れ
得

る
可
能
性
を
有
す
る
か
（
一
二
二
頁
）﹂
と
し
て
、
発
給
者
の
地
位
に
よ
っ
て
効
力
に
差
が
現
れ
る
と
し
て
、
発
給
者
別
の
分
類
の
有

効
性
が
説
か
れ
る
。
こ
の
主
張
は
﹁
古
文
書
の
効
力
を
論
ず
﹂
で
詳
説
さ
れ
る︶

18
︵

。
つ
ま
り
、
黒
板
の
い
う
﹁
効
力
﹂
は
発
給
者
の
政
治

的
位
置
、
差
出
人
と
受
取
人
と
の
関
係
の
あ
り
方
か
ら
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
表
層
的
理
解
で
あ
る
点
は
否
定
で
き
な
い︶

19
︵

。

こ
う
し
て
、
効
力
の
視
点
か
ら
も
有
効
性
を
主
張
す
る
様
式
分
類
が
、
黒
板
の
古
文
書
学
と
な
る
。﹁
古
文
書
学
幷
記
録
の
研
究
﹂

で
は
、
古
文
書
学
の
目
的
を
前
述
の
真
偽
判
定
（
正
当
に
作
成
さ
れ
た
か
否
か
）
と
効
力
の
解
明
に
お
い
て
い
る︶

20
︵

。
様
式
論
は
古
文
書

学
の
中
心
的
課
題
と
し
て
継
承
さ
れ
て
い
き
、
相
田
二
郎
﹃
日
本
の
古
文
書
﹄
上
巻︶

21
︵

に
至
る
。
こ
の
著
書
は
様
式
論
を
極
め
た
も
の
と

し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、﹁
本
質
上
の
効
力
﹂﹁
応
用
上
の
価
値
﹂
の
二
類
型
に
分
け
て
、
古
文
書
の
効
力
に
よ
る
伝
来
の
あ
り
方
を

詳
述
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
現
在
の
古
文
書
学
で
い
う
案
文
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
伝
来
論
と
し
て
も
﹃
日
本
の
古

文
書
﹄
が
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
、ま
た
、後
述
す
る
よ
う
に
伝
来
論
か
ら
の
可
能
性
が
こ
こ
に
あ
る
。
効
力
に
関
連
し
て
、相
田
は
、

古
文
書
に
認
め
ら
れ
る
史
料
と
し
て
の
価
値
を
差
出
人
か
ら
受
取
人
へ
の
授
受
す
な
わ
ち
働
き
か
け
と
、
そ
れ
ら
の
事
実
が
文
書
の
作

成
時
に
起
こ
り
つ
つ
あ
る
事
実
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
、
当
該
文
書
作
成
時
の
現
在
と
近
未
来
を
論
じ
る
だ
け
で
な
く
、
当
該

文
書
が
過
去
の
生
活
に
お
い
て
必
要
な
道
具
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
こ
れ
は
、
研
究
者
が
史
料
と
し
て
（
の
み
）
関
心
を
持
つ
古
文
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書
が
、
過
去
に
お
い
て
実
際
に
使
用
さ
れ
た
道
具
で
あ
っ
た
と
い
う
モ
ノ
へ
の
理
解
を
示
し
た
と
い
う
点
で
注
目
さ
れ
る
。

相
田
の
様
式
論
を
継
承
し
な
が
ら
、
新
た
な
視
点
と
し
て
の
機
能
論
の
必
要
を
指
摘
し
た
の
が
佐
藤
進
一
﹃
古
文
書
学
入
門
﹄
で
あ

っ
た︶

22
︵

。
佐
藤
の
﹃
古
文
書
学
入
門
﹄
は
、
黒
板
以
来
の
様
式
論
と
相
田
に
よ
る
効
力
の
議
論
を
取
り
込
み
、
機
能
論
的
指
摘
を
織
り
込

ん
だ
画
期
的
な
著
書
で
あ
っ
た
。

佐
藤
は
古
文
書
学
と
は
文
書
史
で
あ
る
と
説
く
。
機
能
を
主
軸
に
、
各
時
代
の
文
書
体
系
の
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
独
自
の
課
題
を

も
っ
た
学
術
分
野
で
あ
る
と
し
て
稿
を
終
え
て
い
る
。
佐
藤
の
文
書
史
の
展
望
は
壮
大
で
あ
る
。
実
現
す
る
た
め
に
は
、
各
時
代
を
専

門
に
す
る
研
究
者
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
文
書
体
系
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
の
視
野
に
は
、
中
世
文
書
の
ご
く
一

部
の
機
能
論
的
考
察
か
ら
得
た
見
解
を
も
と
に
中
世
史
の
ご
く
一
部
を
論
じ
る
こ
と
し
か
な
か
っ
た
。
要
す
る
に
文
書
史
と
い
う
構
想

は
理
解
で
き
て
い
な
か
っ
た
。

三　

日
本
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
が
日
本
に
導
入
さ
れ
、
文
書
が
ど
の
よ
う
に
作
成
さ
れ
、
機
能
し
、
保
管
さ
れ
る
か
解
明
が
近
現
代
を
対
象
と
し

て
も
進
む
よ
う
に
な
っ
た︶

23
︵

。
近
世
史
で
は
古
文
書
学
と
し
て
も
す
で
に
蓄
積
が
進
ん
で
お
り
、
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
。
佐
藤
の
構
想

は
、
実
現
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
中
、
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
正
面
か
ら
論
じ
る
上
島
有
﹃
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
序
説
﹄︶

24
︵

が
刊
行
さ
れ
た
。﹃
中
世

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
序
説
﹄
は
、
上
島
が
﹁
か
た
ち
﹂﹁
か
た
ま
り
﹂﹁
か
さ
な
り
﹂
と
表
現
し
て
き
た
、
中
世
文
書
を
対
象
と
し
た
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
の
体
系
化
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
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上
島
は

﹁
か
た
ち
﹂
…
形
態
論
（
様
式
論
）

﹁
か
た
ま
り
﹂
…
構
造
論
（
様
式
論
、
機
能
論
）

﹁
か
さ
な
り
﹂
…
伝
来
論

と
い
う
よ
う
に
、
具
体
的
に
は
東
寺
百
合
文
書
を
中
心
に
行
な
っ
て
き
た
古
文
書
学
と
も
い
え
る
上
島
の
視
点
か
ら
の
研
究
が
、
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
の
各
論
に
相
当
し
、
そ
れ
を
総
合
す
る
こ
と
で
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
ト
ー
タ
ル
な
研
究
を
示
す
も
の
と
し
た
。

私
自
身
も
上
島
の
研
究
成
果
の
恩
恵
に
浴
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
中
世
史
研
究
者
の
中
に
は
、
上
島
の
研
究
を
中
世
古
文
書
学
と

し
て
理
解
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
右
に
示
し
た
上
島
の
個
々
の
研
究
は
、
中
世
古
文
書
学
と
理
解
す
る
こ
と
も
可
能

で
あ
る
。
し
か
し
、
個
別
研
究
が
ど
の
よ
う
な
体
系
の
一
部
で
あ
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
位
置
付
け
は
異
な
る
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ

る
。
私
は
、
上
島
の
議
論
は
伝
来
論
に
よ
っ
て
、
文
書
の
生
成
か
ら
作
成
時
本
来
の
機
能
を
経
て
、
現
用
か
ら
非
現
用
段
階
へ
現
秩
序

を
維
持
し
な
が
ら
東
寺
百
合
文
書
と
し
て
保
存
さ
れ
る
過
程
が
解
明
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
東
寺
百
合
文
書
を
主
題
と
し
た
中
世
ア
ー

カ
イ
ブ
ズ
学
と
し
て
体
系
化
さ
れ
た
と
考
え
る
。
と
く
に
、
東
寺
文
書
の
伝
来
と
保
存
に
お
け
る
区
分
が
、
文
書
の
生
成
部
署
の
そ
れ

と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
指
摘
に
よ
っ
て
、
中
世
東
寺
の
文
書
管
理
が
解
明
さ
れ
た
と
考
え
る
。

ま
た
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
展
開
に
よ
っ
て
、
中
世
古
文
書
学
の
定
義
に
こ
だ
わ
ら
な
い
整
理
が
展
望
可
能
と
な
ろ
う
。
前
述
し

た
古
文
書
と
記
録
の
中
間
と
い
う
理
解
は
レ
ト
リ
ッ
ク
と
み
な
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
こ
の
表
現
は
、
あ
く
ま
で
も
古
文
書
と
記
録

（
日
記
）
に
つ
い
て
の
定
義
を
前
提
と
し
て
お
り
、
そ
の
中
間
と
い
っ
て
も
、
双
方
の
性
格
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
書
き
付
け
が

あ
っ
て
、
そ
れ
が
日
記
と
一
種
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
な
る
か
、
古
文
書
と
な
る
の
か
、
双
方
の
可
能
性
を
残
し
て
い
る
。
現
在
の
古

文
書
学
が
帳
簿
を
視
野
に
入
れ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
古
文
書
に
な
る
べ
き
覚
書
﹂
と
し
て
古
文
書
概
念
に
取
り
込
む
こ
と
も
可
能
で
あ
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る
。
ま
た
、
富
田
正
弘
に
よ
っ
て
、（
正
式
な
）
文
書
が
作
成
さ
れ
る
ま
で
に
作
成
さ
れ
る
覚
書
を
紹
介
し
た
と
き
の
よ
う
に
歴
史
的

名
辞
を
用
い
る
方
法
も
あ
る︶

25
︵

。
い
ず
れ
の
方
法
も
、
古
文
書
学
は
さ
ら
に
緻
密
化
す
る
。
古
記
録
に
吸
収
す
る
場
合
、
抵
抗
が
少
な
い

か
と
思
わ
れ
る
が
、
完
成
さ
れ
た
古
文
書
と
な
る
可
能
性
を
想
起
し
難
く
な
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
る
。

緻
密
化
が
学
術
の
矮
小
化
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
を
導
入
し
、
そ
の
覚
書
が
ど
の
よ
う
な

文
書
ま
た
は
記
録
に
発
展
し
て
い
く
か
、
当
該
覚
書
を
文
書
ま
た
は
記
録
の
生
成
過
程
の
中
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
古
文

書
学
ま
た
は
古
記
録
学
の
定
義
へ
の
影
響
は
少
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
、
そ
の
総
合
性
に
よ
っ
て
、

黒
板
に
よ
っ
て
分
化
さ
れ
る
以
前
の
講
義
の
古
文
書
概
念
に
相
当
す
る
定
義
を
用
意
で
き
る
可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う

総
合
性
と
は
、
文
書
の
生
成
か
ら
伝
来
ま
で
を
一
貫
し
た
視
点
で
理
解
で
き
る
こ
と
と
、
そ
の
成
果
を
現
在
の
文
書
管
理
に
有
効
に
適

用
し
、
利
用
ま
で
を
視
野
に
入
れ
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ
れ
は
東
寺
を
対
象
と
し
た
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
個
別
（
し
か
し
巨
大
な
）
研

究
で
あ
っ
て
、
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
公
開
は
、
現
代
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
現
在
ま
で
の
営
み
を
踏
ま
え
て
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
多
く
の
前
近
代
文
書
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
類
似
施

設
で
は
な
く
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
で
保
存
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
瑣
末
な
批
判
で
あ
る
が
、上
島
の
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
、

現
代
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
施
設
に
お
け
る
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
の
活
動
を
ほ
ぼ
切
り
離
し
た
こ
と
で
、
文
書
管
理
論
と
文
書
認
識
論
と
を
表
裏

一
体
と
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
文
書
認
識
論
が
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
実
践
に
お
い
て
必
要
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
た
と
考
え
る
。
文
書
認
識
論
は
過
去
の
文
書
管
理
論︶

26
︵

な
し
で
は
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
が
実
践
と

結
び
つ
い
た
学
術
で
あ
る
限
り
、
実
践
を
担
う
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
を
切
り
離
す
こ
と
に
は
賛
同
で
き
な
い︶

27
︵

。

い
っ
ぽ
う
、
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
た
史
料
主
義
と
の
訣
別
に
は
な
お
論
点
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
結
論
か
ら
言
え
ば
、
上
島
の
構
想
に
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賛
同
し
た
い
。
上
島
の
い
う
史
料
主
義
と
の
訣
別
と
は
、
文
書
を
構
成
す
る
要
素
の
う
ち
テ
キ
ス
ト
を
中
心
に
歴
史
研
究
の
対
象
と
し

て
の
み
見
る
こ
と
で
あ
る
。
続
け
て
上
島
は
こ
れ
ま
で
歴
史
資
料
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
た
モ
ノ
が
、
研
究
者
に
限
定
さ
れ
な
い
市
民

の
財
産
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
市
民
の
財
産
と
い
う
点
に
私
は
強
く
同
意
し
た
い
の
で
あ
る
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
収
蔵
資
料
を
市

民
が
ど
の
よ
う
に
利
用
す
る
か
、
成
案
は
な
い︶

28
︵

。 

考
古
学
の
世
界
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
の
実
践
が
日
本
に
も
根
付
き
始
め
て
い
る
。
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ

ー
を
意
識
し
た
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
市
民
に
よ
る
、
考
古
学
の
成
果
を
無
視
す
る
よ
う
な
理
解
も
あ
り
得
る︶

29
︵

。
し
か
し
、
市
沢
哲

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
で
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
容
易
に
受
け
入
れ
ら
れ
な
い︶

30
︵

。
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ま
た
は
博
物
館
な
ど

で
、
モ
ノ
を
前
に
歴
史
研
究
の
成
果
を
無
視
す
る
か
の
よ
う
な
議
論
に
は
抵
抗
が
あ
る︶

31
︵

。

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
現
場
は
収
蔵
資
料
の
利
用
に
つ
い
て
も
考
え
、
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い︶

32
︵

。
こ
の
困
難
な
業
務
を
担
当
す
る
ア

ー
キ
ビ
ス
ト
を
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
、
文
化
を
資
源
と
し
て
保
存
・
利
用
す
る
こ
と
を
考
え
る
文
化
資
源
学
の

立
場
か
ら
も
躊
躇
す
る︶

33
︵

。
も
っ
と
も
、
上
島
自
身
は
展
示
な
ど
を
通
し
て
実
践
活
動
を
行
な
っ
て
い
る
し
、
何
よ
り
、
利
用
の
た
め
の

大
前
提
で
あ
る
整
理
・
保
存
は
上
島
ら
の
活
動
に
よ
っ
て
、
適
切
な
方
法
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
効
果
的
な
利
用
を
考
え
る

こ
と
は
後
進
の
仕
事
で
あ
る
。

む
す
び
に
か
え
て

上
島
の
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
が
展
開
し
て
い
な
い
課
題
は
、
中
世
文
書
を
所
蔵
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
同
士
の
連
携
と
い
う
課
題
で

あ
る︶

34
︵

。
認
識
論
と
管
理
論
を
表
裏
一
体
と
す
る
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
に
基
づ
く
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
が
、
施
設
の
枠
を
超
え
て
連
携
す
れ
ば
、
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遺
さ
れ
た
文
書
と
い
う
限
界
は
あ
る
が
、
中
世
社
会
の
記
憶
装
置
の
強
力
な
部
分
が
形
成
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
中
世
史
料
は
多
様
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
す
べ
て
を
網
羅
す
る
こ
と
は
た
や
す
く
な
い
が
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
こ
だ
わ
ら
ず
博
物
館
、
埋
蔵
文
化
財
セ
ン
タ
ー

な
ど
と
連
携
が
で
き
れ
ば
、
中
世
社
会
の
記
録
が
多
く
蓄
積
で
き
る
。

ま
ず
は
古
文
書
で
始
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
や
は
り
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
を
頼
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
佐
藤
進
一
が
い
う
文
書
史
総

体
の
実
現
に
も
関
わ
る
。

黒
板
の
定
義
に
よ
り
、
古
文
書
は
古
文
書
総
体
か
ら
独
立
し
、
中
世
古
文
書
学
が
発
展
し
て
き
た
。
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
、
そ

れ
ら
の
基
底
部
分
を
確
実
に
支
え
、
視
点
に
よ
っ
て
は
中
世
古
文
書
学
そ
の
も
の
を
発
展
さ
せ
る
。
資
料
論
に
関
心
が
持
た
れ
る
現

在
、
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
は
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
そ
の
も
の
と
中
世
史
研
究
お
よ
び
そ
の
周
囲
を
発
展
さ
せ
る
も
の
と
期
待
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　

註

（
1
）　

菅
真
城
﹁
大
学
文
書
館
の
設
立
﹂﹃
大
学
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
世
界
﹄、

大
阪
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
三
年
。

（
2
）　

古
文
書
学
に
お
い
て
は
、
学
術
概
念
は
多
く
の
場
合
、
歴
史
的
名
辞

か
ら
作
成
さ
れ
る
。
歴
史
的
名
辞
に
相
互
矛
盾
が
あ
る
場
合
に
、
古
文

書
学
は
厄
介
な
も
の
に
な
る
。

（
3
）　

た
だ
し
、
本
稿
は
室
町
幕
府
御
教
書
を
そ
の
よ
う
に
呼
称
す
る
こ
と

に
、
異
論
を
唱
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

（
4
）　

高
橋
秀
樹
が
そ
の
よ
う
な
試
み
を
発
表
し
て
い
る
（
高
橋
秀
樹
﹃
古

記
録
入
門
﹄
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
五
年
）。

（
5
）　

荻
野
三
七
彦
・
佐
藤
能
丸
編
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
。
以
下
、

久
米
の
古
文
書
学
テ
キ
ス
ト
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
能
丸
﹁
久
米
邦
武
と

早
稲
田
大
学
﹂
大
久
保
利
謙
編
﹃
久
米
邦
武
の
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
、

一
九
九
一
年
を
参
照
。

（
6
）　

こ
の
分
類
法
は
、黒
板
勝
美﹁
日
本
古
文
書
の
分
類
法
に
就
い
て
﹂﹃
虚

心
文
集
﹄
第
六
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
四
〇
年
、
初
出
は
一
九
三
六
年

に
よ
れ
ば
、
星
野
恒
の
指
導
に
よ
り
、
唐
の
六
典
尚
書
省
の
条
か
ら
取
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ら
れ
て
い
る
。

（
7
）　

こ
こ
で
は
、
公
文
書
・
私
文
書
す
な
わ
ち
公
・
私
に
よ
る
区
分
で
は

な
く
、
官
・
私
の
区
分
を
意
図
し
て
官
文
書
と
い
う
表
現
を
用
い
る
。

（
8
）　

以
後
、
古
文
書
と
日
記
と
帳
簿
と
い
う
区
別
が
継
承
さ
れ
、
日
記
は

あ
た
か
も
師
資
相
承
の
口
伝
の
ご
と
く
伝
授
さ
れ
、
帳
簿
類
の
研
究
は

立
ち
遅
れ
た
。

（
9
）　

黒
板
勝
美
﹃
虚
心
文
集
﹄
第
六
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
四
〇
年
。

（
10
）　

三
浦
周
行
﹁
欧
米
の
古
文
書
館
﹂﹃
史
林
﹄
第
九
巻
第
一
号
・
第
二
号
・

第
四
号
・
第
一
〇
巻
第
一
号
、
一
九
二
四
年
一
月
・
四
月
・
一
〇
月
・

一
九
二
五
年
一
月
で
紹
介
さ
れ
る
﹁
古
文
書
館
﹂
は
前
近
代
文
書
に
限

定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、﹃
虚
心
文
集
﹄
刊
行
ま
で
の
段
階
で
黒
板
の

古
文
書
館
認
識
が
近
代
に
及
び
な
が
ら
、
明
言
し
な
か
っ
た
可
能
性
は

あ
る
。
な
お
、
古
文
書
館
設
置
の
要
望
は
他
に
も
見
ら
れ
る
。

（
11
）　

室
町
幕
府
で
は
、
当
該
案
件
に
つ
い
て
、
御
前
沙
汰
で
裁
定
さ
れ
＝

発
給
が
決
定
さ
れ
た
日
付
で
御
判
御
教
書
が
作
成
さ
れ
る
。上
島
有﹁
端

裏
銘
に
つ
い
て
﹂﹃
摂
南
学
術
﹄
B
、
人
文
・
社
会
篇 
二
、
摂
南
大
学
、

一
九
八
四
年
三
月
。
上
島
の
指
摘
に
従
え
ば
、
某
年
某
月
某
日
、
あ
る

所
領
に
つ
い
て
何
か
を
決
定
す
る
御
判
御
教
書
の
発
給
が
決
定
さ
れ
、

後
日
、
そ
の
日
付
で
発
給
さ
れ
た
、
と
な
り
、
某
年
某
月
某
日
、
あ
る

所
領
に
つ
い
て
何
か
が
決
定
さ
れ
た
／
何
か
を
決
定
す
る
御
判
御
教
書

が
発
給
さ
れ
た
、
の
い
ず
れ
か
の
方
が
不
正
確
で
あ
っ
て
も
読
み
易
い

こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
く
に
御
判
御
教
書
の
場
合
、
そ
れ
が
発
給
さ

れ
て
か
ら
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
12
）　

こ
の
顛
末
は
﹃
小
右
記
﹄
に
記
さ
れ
て
お
り
、
土
田
直
鎮
﹁
上
�
に

つ
い
て
﹂﹃
奈
良
平
安
時
代
史
研
究
﹄
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、

初
出
は
一
九
六
二
年
が
題
材
に
取
り
上
げ
て
い
る
。

（
13
）　

補
助
学
と
い
う
場
合
は
、
本
来
、
こ
の
よ
う
に
他
の
学
問
を
前
提
と

し
、
そ
の
学
問
に
成
果
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
い
が
、
こ
こ
で
は
字

面
の
イ
メ
ー
ジ
を
利
用
し
た
。

（
14
）　

黒
板
勝
美﹁
日
本
古
文
書
の
分
類
法
に
就
い
て
﹂﹃
虚
心
文
集
﹄第
六
、

吉
川
弘
文
館
、
一
九
四
〇
年
、
初
出
は
一
九
三
六
年
、
で
は
古
文
書
の

定
義
は
、
①
差
出
人
、
②
受
取
人
、
③
両
者
の
間
に
行
な
わ
れ
る
な
ん

ら
か
の
事
実
、
の
三
要
素
か
ら
な
る
。
こ
の
論
稿
で
は
、
文
書
に
記
さ

れ
た
事
実
が
ど
の
程
度
実
現
し
た
か
、効
力
の
問
題
を
喚
起
し
て
い
る
。

（
15
）　

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
。
口
頭
伝
達
の
文
書
化
に
つ
い
て
は
、
早

川
庄
八
は
﹁
公
式
様
文
書
と
文
書
木
簡
﹂﹃
日
本
古
代
の
文
書
と
典
籍
﹄、

一
九
九
七
年
、
初
出
は
一
九
八
五
年
で
関
心
の
一
端
を
示
し
て
い
る
。

中
世
史
で
は
、
笠
松
宏
至
﹁﹁
日
付
の
な
い
訴
陳
状
﹂
考
﹂﹃
日
本
中
世

法
史
論
﹄
一
九
七
九
年
、
初
出
は
一
九
七
七
年
が
初
期
の
成
果
と
な
ろ

う
。

（
16
）　

中
世
史
で
は
、
村
井
章
介
が
、
文
書
、
記
録
、
帳
簿
と
い
う
定
義
の

固
定
化
に
よ
っ
て
中
間
的
な
性
格
の
も
の
を
理
解
し
難
く
し
て
い
る
と

し
、
帳
簿
論
に
期
待
を
寄
せ
て
い
る
（
村
井
章
介
﹁
中
世
の
﹁
書
面
﹂

と
歴
史
情
報
﹂﹃
中
世
史
料
と
の
対
話
﹄、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
四
年
、

初
出
は
一
九
九
九
年
）。
ま
た
、
山
口
英
男
は
正
倉
院
文
書
研
究
の
中

で
﹁
文
書
﹂﹁
記
録
﹂
の
い
ず
れ
か
理
解
し
が
た
い
も
の
を
﹁
書
面
﹂

と
し
て
い
る
（
山
口
英
男
﹁
正
倉
院
文
書
の
︿
書
類
学
﹀﹂﹃
日
本
史
研

究
﹄
六
四
三
号
、
二
〇
一
六
年
、
日
本
史
研
究
会
お
よ
び
﹁
正
倉
院
文
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書
と
古
代
史
料
学
﹂﹃
岩
波
講
座 

日
本
歴
史 

第
22
巻 

歴
史
学
の
現
在
﹄、

岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）。

（
17
）　
﹃
虚
心
文
集
﹄
第
六
、
初
出
は
一
九
三
六
年
。

（
18
）　
﹃
虚
心
文
集
﹄
第
五
。
吉
川
弘
文
館
、
一
九
四
一
年
、
初
出
は

一
九
一
三
年
。

（
19
）　

黒
板
が
指
摘
す
る
﹁
効
力
﹂
は
、
文
書
そ
れ
自
体
か
ら
読
み
取
れ
る

機
能
（
＝
﹁
効
力
﹂）
に
限
定
さ
れ
る
が
、
現
在
の
古
文
書
学
で
は
、

文
書
の
効
力
は
当
該
文
書
そ
れ
の
み
で
発
動
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と

が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
書
の
効
力
を
発
動
さ
せ
る
人
々

の
存
在
で
あ
る
。
ま
た
、﹁
効
力
﹂
と
伝
来
を
直
結
で
き
な
い
事
例
に

つ
い
て
は
、
本
郷
恵
子
﹁
中
世
文
書
の
伝
来
と
廃
棄
―
紙
背
文
書
と
案

―
﹂﹃
史
学
雑
誌
﹄
第
一
〇
七
編
第
六
号
、史
学
会
編
・
山
川
出
版
社
刊
、

一
九
九
八
年
を
参
照
。

（
20
）　
﹃
更
訂 

国
史
の
研
究 

総
説
﹄
第
二
章
第
二
、一
九
三
九
年
、
初
版
は

一
九
三
一
年
。

（
21
）　

岩
波
書
店
、
一
九
四
九
年
。

（
22
）　

法
政
大
学
出
版
局
、一
九
七
一
年
。
の
ち
﹃﹇
新
版
﹈
古
文
書
学
入
門
﹄

法
政
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
年
と
し
て
改
訂
刊
行
さ
れ
る
。
本
書
と

久
米
邦
武
の
﹃
古
文
書
学
﹄
が
、
も
と
も
と
は
通
信
教
育
の
た
め
の
テ

キ
ス
ト
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
古
文
書
学
は
優
れ
た
教
科
書

を
得
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
習
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
23
）　

中
野
目
徹
﹃
近
代
史
料
学
の
舎
弟
―
明
治
太
政
官
文
書
研
究
序
説
﹄、

弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
。
小
池
聖
一
﹃
近
代
日
本
文
書
学
研
究
序
説
﹄

現
代
史
料
出
版
、
二
〇
〇
八
年
。

（
24
）　

思
文
閣
出
版
、
二
〇
一
五
年
。﹃
中
世
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
学
序
説
﹄
と

題
す
る
こ
の
著
書
の
具
体
的
論
証
は
、
公
帖
・
御
判
御
教
書
と
領
知
判

物
・
朱
印
状
を
対
象
と
し
て
、
中
世
文
書
か
ら
近
世
文
書
へ
の
断
続
を

論
じ
た
と
こ
ろ
に
力
点
が
置
か
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
上
島
の
中
世
ア

ー
カ
イ
ブ
ズ
学
の
体
系
が
理
論
的
に
解
説
さ
れ
る
﹁
序
章 

ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
学
と
し
て
の
中
世
古
文
書
学
﹂
を
取
り
上
げ
た
い
。

（
25
）　

富
田
正
弘
﹁
公
家
政
治
文
書
の
発
給
過
程
と
系
譜
﹂﹃
中
世
公
家
文

書
政
治
論
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
二
年
、
初
出
は
一
九
八
三
年
。

（
26
）　

こ
こ
で
い
う
文
書
管
理
論
はR

ecord M
anagem

ent/A
dm

inistration

と
理
解
で
き
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
そ
の
重
要
な
一
部
と
な
る
。

（
27
）　

こ
の
よ
う
な
発
想
を
図
書
館
に
当
て
は
め
れ
ば
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ア
ン

は
ル
ー
テ
ィ
ン
な
事
務
業
務
を
こ
な
す
だ
け
で
よ
い
こ
と
に
な
る
。

（
28
）　

あ
え
て
一
例
を
挙
げ
れ
ば
映
像
作
品
な
ど
へ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
提
供
も

し
く
は
時
代
考
証
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
京
樂
真
帆
子
﹁
時
代
劇
映

画
と
歴
史
学
研
究
の
邂
逅
―
溝
口
健
二
と
林
家
辰
三
郎
―
﹂﹃
人
間
文

化 

滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
研
究
報
告
﹄
第
二
六
号
、
二
〇
一
〇
年

二
月
、
滋
賀
県
立
大
学
人
間
文
化
学
部
に
よ
れ
ば
、
京
都
の
映
画
人
に

は
時
代
考
証
と
く
に
風
俗
考
証
の
蓄
積
が
あ
っ
た
。

（
29
）　

松
田
陽
・
岡
村
勝
行
﹃
入
門
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ
ロ
ジ
ー
﹄、

同
成
社
、
二
〇
一
二
年
。
な
お
、
二
〇
一
六
年
に
京
都
文
化
博
物
館
で

開
催
さ
れ
た
﹁
ア
ー
ト
と
考
古
学
﹂
展
は
、
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
ア
ー
ケ
オ

ロ
ジ
ー
の
秀
れ
た
実
践
で
あ
っ
た
（﹃
ア
ー
ト
と
考
古
学
展 

物
の
声
を
、
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土
の
声
を
聞
け
﹄
展
示
図
録
、
京
都
文
化
博
物
館
、
二
〇
一
六
年
）。

（
30
）　

市
沢
哲
﹁
歴
史
資
料
を
め
ぐ
る
﹁
よ
そ
者
﹂
と
﹁
当
事
者
﹂
―
専

門
家
的
知
性
と
市
民
的
知
性
﹂（
九
州
史
学
会
・
史
学
会
編
﹃
史
学
会

一
二
五
周
年
リ
レ
ー
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
二
〇
一
四　

４　

過
去
を
伝
え

る
、
今
を
残
す　

歴
史
資
料
、
文
化
遺
産
、
情
報
資
源
は
誰
の
も
の
か
﹄

山
川
出
版
会
、
二
〇
一
五
年
。

（
31
）　

歴
史
研
究
者
と
し
て
妥
協
で
き
な
い
こ
と
も
少
な
く
な
い
が
、
真
の

意
味
で
歴
史
学
上
の
論
争
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
に
つ
い

て
、
い
ず
れ
か
に
立
脚
す
る
と
ど
の
よ
う
な
歴
史
像
を
描
け
る
か
に
つ

い
て
の
デ
ィ
ベ
ー
ト
は
ハ
ー
ド
ル
が
高
す
ぎ
る
か
。

（
32
）　

現
状
の
日
本
の
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
は
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
に
つ
い
て
の
社

会
的
お
よ
び
組
織
内
の
認
知
を
え
る
た
め
、広
報
活
動
も
必
要
で
あ
る
。

（
33
）　

文
化
資
源
学
に
お
い
て
も
、
研
究
利
用
以
外
の
利
用
を
考
え
る
こ
と

は
重
要
な
課
題
で
あ
る
。
文
化
の
当
事
者
に
委
ね
る
の
は
一
案
で
あ
る

が
、
文
化
の
当
事
者
と
は
誰
か
、
行
き
過
ぎ
た
商
業
主
義
が
文
化
を
改

悪
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
あ
く
ま
で
も
外
部
者
で
あ
る
研
究
者
が
関

与
す
る
と
す
れ
ば
、
当
事
者
の
利
害
か
ら
距
離
を
置
き
な
が
ら
、
研
究

上
の
成
果
を
提
供
で
き
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
点
か
。
山
下
晋
司
編

﹃
資
源
人
類
学
02 

資
源
化
す
る
文
化
﹄
弘
文
堂
、
二
〇
〇
七
年
。
岩
本

通
弥
﹁
序
﹂、
中
村
淳
﹁
文
化
と
い
う
名
の
下
に
―
日
本
の
地
域
社
会

に
課
せ
ら
れ
た
二
つ
の
課
題
―
﹂、
い
ず
れ
も
岩
本
通
弥
編
﹃
ふ
る
さ

と
資
源
化
と
民
俗
学
﹄
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
七
年
。

（
34
）　

近
世
古
文
書
に
つ
い
て
は
、
分
析
対
象
自
体
が
東
寺
文
書
に
限
定
さ

れ
て
い
な
い
。
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A Study of Medieval Diplomatics and Archival Science in Japan

NAGAI Eiji

Abstract

　In Japan, a founder of diplomatics, KUME Kunitake respected ancient documents 

to make clear historical facts instead of ambiguous historiographical books. After 

KUME, KUROITA Katsumi defined ancient documents in narrow sense from whole 

historical documents. And their style arguments by KUROITA has been inherited 

until today.

　KUROITA made diplomatics precise by introducing validity category. Present 

day, UEJIMA Tamotsu introduces archival science to medieval antiquarian studies. 

His studies provide many bases of medieval antiquarian studies and makes clear 

that institutional archives handle not only business documents but also ancient 

documents.


