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し

ご
う
ロ

の
他
の
書
跡
、
例
え
ば
、
「
智
証
大
師
諡
号
勅
書
」
(
図
版
2
)

や

「
屏
風
土
代
」
.
(図
版
3
)
な
ど
と
は
趣
を
異
に
す

る
変

幻
自
在
な
書
風
の
書
で
あ
る
。
文
字
は
こ
の
三
者
共
、
丸
み

が
あ
り
、
豊
か
な
感
じ
が
あ

っ
.て
、
そ
の
中
に
筆
力
が
込
め

ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
共
通
し
て
い
る
が
、
、布
置
即
ち
文
字

の
配
置

.
配
列
に
.つ
い
て
は

「
玉
泉
帖
」
膝
新
し
い
試
み
を

し
た
と
考
え
ら
れ
る
節
が
あ
る
。
そ
れ
は

「
玉
泉
帖
」
の
巻

末
の
跋
文
か
ら
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

以
是
不
可
為
褒
貶
縁
非
例
体
耳

(
図
版
4
)

ほ
う
へ
ん

(
是
を
以

っ
て
褒
貶
の
縁
と
為
す
べ
か
ら
ず
、
例
体
に
非

ざ
る
の
み
。)
・

こ
の
よ
う
な
試
み
を
し
て
み
た
が
、
ま
だ
満
足
す
る
ま
で
に

は
至

っ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
で
竜

っ
て
こ
の
よ
う
な

書
き
様

の
善
し
悪
し
を
い
わ
な
い
で
く
れ
と
い
う
意
味
合
い

に
受
け
取
れ
る
。

こ
の
書
に
は
行
書
あ
り
、
草
書
あ
り
、
そ
れ
に
は
又
硬
軟
、

文
字

の
大
小
、
そ
0
大
小
も
極
端
で
あ
る
。
そ
し
て
潤
筆
、

渇
筆
。.
線
の
太
細
な
ど
を
縦
横
に
織
り
交
ぜ
て
全
体
構
成
を

図

っ
て
い
る
。
こ
れ
が
魅
力
と
な

っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
玉
泉
帖
」

は
『白
氏
文
集
』
か
ら
四
首
を
抜
き

書
き
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

の
詩
の
始
め
の
部
分

の
書
き
様
は

「
智
証
大
師
諡
号
勅
書
」

の
書
き
ぶ
り
に
似
て
、

字
粒
も
そ
ろ

っ
て
い
る
。
こ
こ
ら
あ
た
り
、
ま
だ
布
置
に
つ

い
て
多
少
思
考
し
て
い
る
と
こ
ろ
と
見

る
こ
と
も
で
き
る
。

あ
る
い
は
、
こ
う
い
う
過
程
に
あ
る
も

の
だ
か
ら

「
不
可
為
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厂文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

図
版
1

玉
泉
帖

(冒
頭
部
分
)

,'
●贐P"輪Y5』`

 

玉
泉
南
澗
花
竒
恠

不
是
似
花
叢
似
火
堆

今
日
多
情
只
我
到

毎
年
無
故
爲
誰
開
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図
版
2

「智
証
大
師
諡
号
勅
書

(冒
頭
部
分
)

「玉泉帖」の書法
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図
版
3

屏
風
土
代

(
冒
頭
部
分
)

「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

褒
貶
縁
」
と
い

っ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
自
在
な
書
き
ぶ
り
の

「
玉
泉
帖
」

の
上
か
ら
考
察
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。

に

つ
い

て
、

書

法

春
日
山
居

古
洞
春
來
獨
碧
圓
茶
煙
日
暮
与

尚

「
屏
風
土
代
」
の
書
法
に
つ
い
て
は
、
本
誌

『
9
・
1
』

で
発
表
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

※

図
版
は
全
て

『
日
本
名
筆
選
』
及
び

『
中
国
法
書
選
』

一113一

(4)



図
版
4

玉
泉
帖

(巻
末
跋
文
)

「玉泉帖」の書法

(共
に
二
玄
社
刊
)
を
利
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

図
版

の
註
は
煩
を
避
け
て
略
す
こ
と
が
あ
る
。

例

「
玉
」
あ
る
い
は

『
名
筆
選
38
』
は

『
日
本
名
筆

選
38

小
野
道
風
集
』
の
中
の

「
玉
泉
帖
」
の
略
。

「集
」
あ
る
い
は

『法
書
選

16
』
は

『
中
国
法
書

選
16

集
字
聖
教
序
』
の
略
。

そ
れ
ぞ
れ
の
漢
数
字
は
そ

の
法
帖
の
頁
、
算
用

数
字
は
行
を
表
わ
す
。

孕,.」...

112
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「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

キ
ー
ワ
ー
ド

:
用
筆
法
、
字
形
、
布
置

一

用

筆

法

「
玉
泉
帖
」
の
用
筆
法
は

「
屏
風
.土
代
」
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
が
、
尚
詳
細
に
見
る
と
次
の
点
に

「
玉
泉
帖
」

図
版
5

「屏
風
土
代
」
(部
分
)

の
特
徴
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

ヘ

へ

1

左
上
方

へ
の
は
ね
が
鋭
い

道
風
の
書
は
直
筆
で
書
い
て
い
る
と
想
像
で
き
る
が
、
そ
の

た
め
に
横
画
の
連
続
あ
る
い
は
右
上
方
か
ら
横
画
に
続
け
る
際

の
屈
折
す
る
と
こ
ろ
は
丸
み
を
も

っ
て
く
る
。

二
十

一
頁

.

「
開
晨
興
並
」

「
尋
來
青
絲
」

一111一
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厂玉泉帖」の書法

ヘ

へ

同
じ
よ
う
に
左
上
方

へ
の
は
ね
も
王
羲
之
や
空
海
な
ど
と
異

ヘ

へ

っ
て
直
筆
独
特
の
丸
み
を
も

っ
た
は
ね
方
に
な

っ
て
い
る
。

ヘ

ヘ

へ

王
羲
之
や
空
海
の
は
ね
は
縦
画
の
反
り
の
向
き
に
よ

っ
て
は

へね
方
が
決
ま
る
Q

「集
王
聖
教
序
」

こ
れ
に
対
し
て

「屏
風
土
代
」

へね
方
を
し
て
い
る
の
が
多
い
。

へ

で
は
側
筆

で
は
出
せ
な
い
は

一--0-
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「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
も
道
風
独
特
の
丸
み
を
出
す
書
き
方

の
あ

る
こ
と
が
分
か
る
Q

と
こ
ろ
が

「
玉
泉
帖
」
で
は
、
そ
の
運
筆
法

の
根
本
は

「
屏

ヘ

へ

風
土
代
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
中
に
そ
の
は
ね
方

の
鋭
い
も
の

が
見
ら
れ
る
。

こ
の
四
字
は
、
四
首
の
詩
の
中
の
始
め
と
二
首
目
に
出
て
く

る
も
の
で
あ
る
。
文
字

の
大
き
さ
は
図
版
1
の

一
行
目
の
「
竒
」

と

「
不
」
を
見
れ
ぽ
分
か
る
よ
う
に
、
他
の
文
字
と
同
じ
程
度

ヘ

へ

の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
は
ね
の
強
さ
で
引
き
立

っ
て
見
え

る
。
変
化
の
効
果
を
ね
ら

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

因
み
に
、
「
屏
風
土
代
」
で

ヘ

へ

の
は
ね
の
あ
る
文
字
が
百
程
度
あ
る
中
で
こ
の

ヘ

ヘ

ロ

の
強

い
は
ね
を
持

っ
た
文
字
は

な
ど
四
例
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
ぐ
ら
い
と
い
う

の
は
見
方
に
よ

っ

て
多
少
の
増
減
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
率
か
ら
い
う
と

非
常
に
少
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
引
き
立
た
な
い
。
そ
れ
に
対
し

て

「
玉
泉
帖
」
に
は
三
十
字
程
の
中

の
四
例

で
あ
る
。

ヘ

へ

2

真
上

へ
の
は
ね

ヘ

ヘ

ヘ

へ

ま
た
、
は
ね
に
当
た
る
部
分
が
は
ね
か
ら
次

へ
の
つ
な
ぎ
の

線

へ
と
連
続
す
る
形
で
ほ
と
ん
ど
真
上
に
返

し
て
い
る
も
の
も

ヘ

へ

多
く
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
の
は
ね
と
同
様
鋭
い
が
線
が
細

一109-
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「玉泉帖」の書法

い
の
で
強
さ
は
感
じ
ら
れ
な
い
。

右
の
う
ち
、
「身
」
だ
け
は

⊃

型
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
が
、

こ
の
型
の
も
の
は
他
に
も
二
、
三
あ
る
。

こ
れ
ら
の
文
字
の
特
徴
は
他
に
比
べ
て
比
較
的
に
文
字
が
大

き
い
こ
と
で
、
し
か
も
渇
筆

の
も
の
で
あ
る
。
文
字
が
大
き
い

ヘ

へ

だ
け
に
運
筆
の
距
離
を
短
く
す
る
た
め
、
は
ね
を
次
の
線
の
始

筆

の
部
分
に
向
け
垂
直
に
上
に
返
し
て
い
る
。
そ
れ
が
渇
筆
に

な
る
の
は
、
字
が
大
き
い
の
で
運
筆
を
軽
く
す
る
た
め
と
考
え

ら
れ
る
。

3

最
終
画
の
終
筆
が
右
横
払
い
に

①
止
め
に
当
た
る
部
分
が
払
い
に

へ

②
は
ね
に
当
た
る
部
分
が
右
横
払
い
に

、

一108-
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「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

⑧
右
払
い
が
右
横
払
い
に

④

「
小
」
「
心
」

の
部
分
が
右
横
払
い
に

療五
十

四

・
3

⑤
そ

の
他

止
め
と
も
払
い
と
も
見
え
る
部
分
や
、

波
型
に
横
に
払

っ
た
も
の
も
あ
る
。

六 念
十

1

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

 し
ん
に
よ
う
を
や
や

4

運
筆
の
抑
揚
に
よ
る
線

の
変
化

「屏
風
土
代
」
.の
運
筆
は
大
体
の
文
字
が
等
圧
の
た
め
線
が

単
調
に
な

っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「
玉
泉
帖
」
の
運
筆

は
筆

の
上
下
運
動
、

つ
ま
り
抑
揚
が
あ
る
た
め
、
線

に
太
さ
の

変
化
を
も
た
ら
し
て
明
る
く
、
躍
動
感
に
盗
れ
る
文
字
が
多
く

な

っ
て
い
る
。

一107-
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「玉泉帖」の書法

二

字

形

こ
こ
で
は
大
方
の
文
字
の
外
形
の
傾
向
を
他
と
の
比
較
で
見

る
こ
と
に
し
た
い
。

一
つ
の
文
字
の
輪
郭
を

な
ど
と
と
ら
え
て
字
相
を
見
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、
王
羲

之
の

「集
王
聖
教
序
」
で
は
次
の
図
版
6
の
よ
う
な
外
形
の
も

の
が
多
い
。

一106一
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「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

つ
ま
り
、
外
形
の
左
側
の
縦
線
は
そ
の
方
向
が
字
形
に
よ
り

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
右
側
の
縦
線
は
傾
斜

の
度
合
が
ほ
ぼ
近

い
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
こ
の
よ
う
な
見
方

を
す

る
際
、
「集
王
聖
教
序
」
で
も

い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
長
い
横
画
、
雨

か
ん
む
り
、
上
部
に

あ
る
左
右
の
払
い
は
抜
い
て
考
え
る
と
平
均
的
な
外
形
は
と
ら

え
や
す
い
。

「
風
信
帖
」

で
は
ど
う
か
。

一 ユ05一

(12)



「玉泉帖」の書法

「
風
信
帖
」

の
文
字
も

や

は
り
、
右
下
を
横
に
張
り
出
す
形

が
多
い
。

そ
れ
が

「
屏
風
土
代
」
で
は
次

の
よ
う
な
特
徴
が
目
立

つ
。

図
版
8

屏
風
土
代

(部
分
)

子
細
に
見
る
と
実
際
に
は
縦
長
の
字
が
多

い
の
だ
が
、
全
体

を
見
た
感
じ
で
は
横
幅
の
広
い
文
字
が
多

い
よ
う
に
見
え
る
。

二
十
三
頁

104一

(13)

 

欺
遊
客
室
勸
提
壷
不

と
こ
ろ
が
、
「
玉
泉
帖
」
で
は
、
「屏
風
土
代
」
に
比
べ
て
速

書
き
の
た
め
と
考
え
ち
れ
る
が
、
縦
長
の
文
字
が
多
く
な

っ
て

く
る
。

.

.



「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

こ
れ
は
結
果
的
に
こ
う
い
う
の
も
、
文
字

の
印
象
を
明
る
く

伸
び
や
な
も
の
に
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

三

布

置

布
置
は
配
置

・
配
列
と
も
い
う
が
、

「
玉
泉
帖
」
は
、

こ
の

文
字
の
並
べ
方
が
他
に
例
を
見
な
い
特
異
な
も
の
で
あ
り
、
変

化
の
妙
味
を
存
分
に
見
せ
て
い
る
。
そ
の
妙
味
は
次
の
四
点
で

あ
る
。

1

隣
合
う
文
字
は
同
形

の
も
の
を
も

っ
て
こ
な
い

隣
合
う
文
字
は
行
草
な
ど
の
書
体
、
外
形
、
潤
渇
、
大
小
、

線

の
太
細
な
ど
の
同
じ
よ
う
な
も
の
は
避
け
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
道
風
な
ら
ず
と
も
、
空
海
が

「
風
信

帖
」
で
既
に
試
み
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
王
羲
之
の
書

に
も
見
ら
れ
る
の
で
、
道
風
の
書
は
王
羲
之
、
空
海
の
影
響
を

強
く
受
け
て
い
る
こ
と
が
こ
れ
か
ら
も
理
解
で
き
る
。

一103一
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「玉泉帖」の書法
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「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

図
版
11

王
羲
之

「
平
安
帖
」

法
書
選
12

7

□
圏
平
安
修
載
來
十
餘

□
諸
人
近
集
存
想
明
日

當
復
悉
□
□
由
同

一
つ
と
し
て
横
に
同
じ
型
の
文
字
を
も

っ
て
き
て
い
な
い
。

き
は
隣
の
行

の
大
き
い
文
字
と
同
じ
高
さ
に
な
ら
な
い
配
慮
を

2

特
大
の
文
字
を
二
字
単
位
に
配
置

し
て
い
る
。
も
し
同
じ
大
き
さ
の
も

の
が
く
れ
ば
潤
渇
、
繁
簡

各
行
に
特
に
目
立
つ
大
き
な
文
字
や
潤
筆

の
文
字
を
置
く
と

な
ど
で
文
字

の
調
子
を
変
え
て
い
る
。

一101一
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又
、
二
字
単
位
に
な

っ
て
い
る
の
も
特
徴
で
あ
る
。

図

版

12

「玉泉帖」の書法

・

長
見
念
榮
枯
安
敢
道
相
思
功
成
…
…

六
十

一
頁

一100一
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「文学部紀要」文教大学文学部第10-2号 林信次郎

図

版

13

目
立
つ
文
字
が
横
に
並
ん
だ
場
合
の
文
字
の
形

二
字
と
い
う
の
は
各
行

の
流
れ
の
リ
ズ
ム
を
出
す

の
に
い
い

数
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
二
字

は
そ
れ
ぞ
れ
熟
語

の
よ
う
に
意

味
上
緊
密
な
語
な
の
で
読
ん
で
歯
切
れ
が
よ
く
、
そ
れ
が
書
く

上
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
大
き

な
文
字
、
目
立
つ
文
字
が
行

の
中
に

一
字
あ
る
と
、
そ
こ
で
流

五
十
七
頁

婚
家
身
爾
繋
官

斑
蕭
灑
秋
臨
水

れ
が

一
時
停
止
す
る
感
を
抱
か
せ
る
。
こ
れ
も
変
化
の
お
も
し

ろ
さ
を
出
す

の
に
い
い
効
果
を
出
し
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し

数
は
少
な
い
。

_gg_
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「玉泉帖」の書法

図
版
14

六

十

一

・
3

五
十

三

・
1

一gg_
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早
夏
遊
平
泉
廻

.

道
風
よ
り
五
十
年
程
後
の
人
、
藤
原
佐
理

(九
四
四
～
九
九

八
)
は
そ
の
書
.「
離
洛
帖
」
に
お
い
て
二
字
単
位
の
目
立
つ
文

字
を
配
す
る
こ
と
を
し
て
い
る
。
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図
版
15

離
洛
帖

(冒
頭
)

(佐
理
)謹
言
離
洛
之
後
未
承
動
靜
恐
欝
之
甚
異
於
在
都
之
日
者
也
就
中

「離
洛
」

と

「
恐
欝
」

は
左
右
に
並
ん
で
い
る
が
線
の
太
さ

を
変
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
書
き
方
は
こ
の
帖
の
前
半
に
使

わ
れ
て
い
て
、
後
半
に
は
出
て
こ
な
い
。
こ
れ
は
手
紙
を
書
く

と
き
、
だ
ん
だ
ん
と
書
く
速
度
が
速
く
な
る
と
い
う
性
質
か
ら

前
半

の
意
図
的
な
書
き
方
が
後
半
ま
で
続
か
な
か

っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
か
。

十
六
頁

「
玉
泉
帖
」

の
こ
の
書
き
方
に
先
行
す
る
も
の
が
あ

る
と
す

れ
ば

「光
定
戒
牒
」
で
あ
ろ
う
か
。

一97一
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「玉泉帖」の書法

図
版
16

光
定
戒
牒

日

本名

筆
選
37

 

こ
れ
は
大
き
な
目
立
つ
文
字

の
一
字
を
点
在
さ
せ
印
象

つ
け

よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

「哭
澄
上
人
詩
」

に
は
二
字
単

位

の
よ
う
な
形
で
強
調
す
る
文
字
が
出
て
い
る
。

七

・
入
頁

一96一
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図
版
17

哭
澄
上
人
詩

名
筆
選

37

十
四
頁

吁
嗟
双
樹
下
、
攝

化
契
二
如

々
O
惠
遠

名
獪
駐
、
支
公
業

已
虚
。
草

深
二
新

廟
塔

、
松
掩
二舊

一95一
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「玉泉帖」の書法

3

目
立
つ
文
字
と
各
行
と
の
関
連

図
版
18

玉
泉
帖

(部
分
)

名
筆
選

37

右
の

「
玉
泉
帖
」

で
指
摘
す
る
の
は

「
猶
」
「
事
」
「管
」
三

字
の
並
び
様
で
あ
る
。
斜

め
に
整
然
と
そ
ろ

っ
て
い
る
と
こ
ろ

盃
獪
有

一
般
孤
負
事
不
將
歌
舞
管
絃

五
十

一
頁

五
十
二
頁

に
注
目
し
た
い
。
先
に
、
大
き
な
目
立

つ
文
字
は
随
所
に
二
字

単
位
で
配
置
し
て
あ
る
と
い

っ
た
が
、
こ
こ
の
三
字
を
斜
め
に

一94一
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し
た
の
は
意
図
的
で
あ

っ
た
か
、

然
し
な
い
。
後
跋
の

「
非
例
体
」

版
19

偶
然
の
結
果
か
ど
う
か
は

の
中
の
一
つ
の
試
み
に
入

る

の
か

と

も

考

え

ら

れ

る
。
.
そ

れ

に

も

う

一
つ
、

次

の

よ
う

な

の
も

あ

る
。

吟
晩
下
山
長

未
得
途
日
獻
長
句

五
十
七
頁

五
十
八
頁

一93一
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厂玉泉帖」の書法

品
、
変
幻
自
在
な
芸
術
的
な
書
の
完
成
を
目
指
し
て
い
る
も
の

と
考
え
る
と
、
二
首
目
、
四
首
目
で
強
烈
な
印
象
を
与
え
る
文

字
を
斜
め
に
配
し
て
い
な
い
の
も
分
か
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

4

各
行
の
一
番
下
の
文
字

の
傾
き

空
海
を
始
め
、
三
筆
と
称
せ
ら

れ
る
人
の
書
の

一
つ
の
大
き

な
特
徴
に
文
字
の
傾
き
が
あ
る
。
ほ
と
ん
ど
が
左
に
傾
い
て
い

る
。
文
字

の
下
部
が
少
し
右
に
寄

っ
て
い
る
。
そ
れ
が
道
風
の

書
に
な
る
と
右
に
傾
く
文
字
が
多

く
な

る
。
「屏
風
土
代
」
の

文
字
に
も
、

右
に
傾
く
も
の
が
見
ら
れ
が
、

「
玉
泉
帖
」

も
や

は
り
同
じ
で
あ
る
。

_92_
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文
字
は
そ
の
置
き
方
に
よ
っ
て
見
た
印
象
は
変
わ
る
も
の
で

あ
る
。
今
、
右
の
中
の

「
昔
」
の
文
字
を
取
り
出
し
て
、
左

の

よ
う
に
置
い
て
み
た
。
安
定
感
の
あ
る
の
は
ど
れ
か
、
不
安
定

な
感
じ
が
す
る
の
は
ど
れ
か
。

一
番
不
安
定
な
の
は
③
で
あ
ろ
う
。
右

に
倒
れ
そ
う
な
感
じ

が
あ
る
。
だ
か
ら
文
字

の
傾
き
が

一
行
全
体
③
の
よ
う
だ
と
行

の
下
部
が
左
に
流
れ
て
い

っ
て
自
立
出
来

な
い
姿
に
な
る
。

「
玉
泉
帖
」

で
は
、

あ
る
行
は
弓
な
り
に
反

っ
て
い
る
の
が

あ
り
、
あ
る
行
は

一
つ
一
つ
の
文
字
が
右

に
傾
い
た
り
左
に
傾

い
た
り
と
ま
ち
ま
ち
に
な

っ
て
い
る
の
が
あ
る
。
そ
れ
ら
を
よ

く
見
る
と
行
の
下
の
方
は
自
然
な
形
で
少
し
右
に
寄

っ
て
い
る
。

一
番
下
の
文
字
が
行
の
中
心
に
く
る
の
も
あ
れ
ぽ
、
や
や
右
側

に
寄

っ
て
い
る
の
も
あ
る
。
し
か
し
、
左

に
寄

っ
て
い
る
の
は

な
い
。
文
字
の
傾
き
も
左
に
傾
け
て
い
る
。

た

っ
た

一
例
だ
け

行
末
の
文
字
が
右
に
傾
い
て
い
る
の
が
あ
る
。

「往
」

と
い
う

字
で
あ
る
。
こ
れ
は
配
字

・
配
列
の
上
で
非
常
に
異
例
で
あ
る
。

次
頁
図
版
21
を
見
れ
ば
そ
れ
は
う
な
ず
け
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
布
置
、
章
法
に
つ
い
て

「
玉
泉
帖
」

の
特
徴
と
い
う

べ
き
と
こ
ろ
を
指
摘
し
、
そ
う
な
る
意
味

に
つ
い
て
述
べ
て
き

た
が
、

一
つ
分
か
ら
な
い
の
は
、
非
常
に
思

い
き

っ
た
、
変
化

に
富
ん
だ
書
き
様
を
し
な
が
ら
各
詩

の
初

め
の
部
分
が
、
多
少

の
潤
渇
や
行
草
織
り
交
ぜ
て
の
変
化
は
あ

る
も
の
の
粒
を
そ
え

て
書
き
な
ら
べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
二
首
目
の
始
め
で
は
そ

う
い
う
書
き
方
で
五
行
書
き
、
次
三
行
が
大
き
な
文
字
と
急
転

一91一
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「玉泉堂」の書法

し
て
い
る
。
こ
れ
も

一
つ
の
紙
面
構
成
上
の
工
夫
な
の
だ
ろ
う

か
。あ

る
い
は
、
自
由
奔
放
に
書
い
て
い
こ
う
と
す
る
助
走
の
よ

東
洛

、
先
蒙
二
書

問
、
期
〆
宿
二
龍
門
O
思
レ
往

感
レ
今
。
輒
獻

二長
句
O

う

な

も

の
か
、

あ

る

い

は
道

風

が

描

く

イ

メ
ー

ジ

の
模

索

中

の

段

階

が

そ

う

さ

せ

た

か
、

な

お
検

討

を

要

す

る
と

こ

ろ

で
あ

る
。

一90一
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ま

と

め

以
上
、

「
玉
泉
帖
」
の
書
法
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
が
、

こ

の
書
法
が
成
り
立
つ
鍵
は
執
筆
法
に
あ
る
と
考
え
る
。

「風
信
帖
」

の
よ
う
な
行
草
の
小
字
を
書
く
場
合
は
、

穂
先

の
小
回
り
の
き
く
執
筆
法
乏
し
て
筆
管
の
下
方
を
持

つ
の
が
よ

、

く
、
更
に
小
字
の
細
書
き
に
は
筆
を
持

つ
手
を
直
に
紙
面
に
載

、

せ
る
提
腕
法
か
ハ
左
手
を
右
手
の
下
に
置
い
て
書
く
提
腕
法
が

筆
を
持

っ
手
の
安
定
性
と
筆
を
待
つ
指
の
動
か
し
易
さ
か
ら
考

え
て
自
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
、
直
筆

に
す
る
と
書
く
文
字
が
、

筆
を
持

つ
親
指
の
影
に
隠
れ
て
見
え
に
く
く
な
る
の
で
、
側
筆

で
書
い
た
と
思
わ
れ
る
。

'そ
れ
に
対
し
て
、

「
玉
泉
帖
」

は
文
字

の
大
小
に
対
応
で
き

る
執
筆
法
が
必
要
で
、
大
き
な
文
字

の
二
字
連
綿
、
・,三
字
連
綿

に
も
耐
え
る
待
ち
方
が
求
め
ら
れ
る
。
大
字
の
二
字
連
綿
に
は

,

「
負
事
」
が
十
七
セ
シ

チ
、

「無
故
」
が
十
五
セ
ソ
チ
、

「
晩
下

山
」
の

三
字
連
綿
は
十
七

・
五

セ
ソ
チ
の
長
さ
に
も
な

っ
て
い

る
。
そ
の
た
め
に
は
筆
管
を
持

つ
位
置
ば
中
程
よ
り
上
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
腕
法
も
提
腕
法
か
、
臂
を
空
に
浮
か
せ
る
懸
腕
法

で
あ
る
と
推
測
で
き
る
。

こ
の
執
筆
法
は
か
な
り
の
熱
練
を
要
す

る
が
、
使
い
こ
な
せ

れ
ば
文
字
の
大
小
だ
け
で
な
く
、
書
の
速
度
の
加
減
も
自
由
に
、

そ
し
て
リ
ズ

ム
に
載
せ
て
書
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
道
風
は

そ
の
利
点
を
大
い
に
活
用
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

文
字
が
縦
長
に
な
る
傾
向
は
連
書
き
に
よ
り
、
筆
を
下

へ
下

.へ
と
運
ん
で
い
く
勢

い
に
関
係
が
あ
ろ
う
。
筆

の
運
び
に
従
い
、

文
字
が
伸
び
る
の
で
あ
る
。

文
字

の
傾
き
が
左
、

つ
ま
り

一
字

の
下
方
が
や
や
右
に
よ
る

傾
き
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
行
を
書

い
て
い
く
と
き
、
下

方
「に
く
る
と
筆
を
持

つ
手
は
自
然
に
体
の
右
側
に
寄
る
こ
と
と

関
連
す
る
。
文
字
の
傾
き
も
そ
れ
に
従
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て

先
に

「
昔
」
の
文
字
で
示
し
た
よ
う
に
、
左
傾
き
に
な

っ
て
い

る
方
が
安
定
感
が
あ
る
の
と

一
体

に
な

っ
て
重
要
な
書
法
と
な

っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

あ
と

一
つ
、

「
玉
泉
帖
」

の
書
法
の
特
徴
に
直
筆
が
あ
る
。

側
筆
で
は
出
せ
な
い
丸
み
、
穏
や
か
さ
は
道
風

一
流
の
も
の
で

あ
る
が
、

「屏
風
土
代
」

も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
直
筆
に
よ

っ

て
出
せ
る
味
で
あ
る
。
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