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後
北
条
氏
文
書
に
見
ら
れ
る

二

つ

折

り

の

懸

紙

に

つ

い

て

〔
論
文
要
旨
】

北
条
為
昌
（
北
条
氏
綱
息
）
を
開
基
と
し
、
小
田
原
城
下
に
開
創
さ
れ
た
本
光
寺

（
の
ち
種
徳
寺
）
に
伝
来
し
た
文
書
中
に
、
本
紙
と
分
離
し
た
状
態
の
二
通
の
懸
紙

が
あ
る
。
初
め
、
こ
れ
ら
は
通
例
の
竪
紙
の
文
書
と
ほ
ぼ
同
じ
寸
法
で
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
、
料
紙
の
奥
端
に
上
書
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
、
後
北
条
氏
の
文
書
と
し
て

は
残
存
例
が
希
な
「
礼
紙
」
か
と
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
折
り
方
を
子
細
に
観
察
す

る
と
、
は
じ
め
二
つ
折
り
に
し
た
後
に
、
本
紙
と
と
も
に
巻
き
折
る
な
ど
、
通
例
の

「
礼
紙
」
と
し
て
の
用
い
方
と
は
や
や
異
な
り
、
ま
た
、
懸
紙
と
し
て
も
独
特
の
も

の
か
と
思
わ
れ
る
。
本
稿
は
、
こ
の
折
り
方
の
復
元
を
お
こ
な
う
と
と
も
に
、
他
地

域
の
類
似
の
折
り
方
を
行
な
う
文
書
と
の
比
較
を
行
な
い
、
併
せ
て
、
こ
の
懸
紙
の

機
能
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
戦
国
時
代
後
北
条
氏
古
文
耆
学
礼
紙
懸
紙

烏

居

和

郎

例
外
は
あ
る
も
の
の
、
通
例
、
文
書
は
伝
達
事
項
を
記
し
た
本
紙
を
折
り
畳
み
、

そ
れ
に
封
を
施
し
て
相
手
に
伝
達
し
た
。
ま
た
、
文
書
を
別
紙
で
包
む
こ
と
も
あ

（

１

）

り
、
こ
れ
は
儀
礼
と
し
て
丁
重
さ
を
示
す
も
の
で
、
こ
の
時
、
文
書
を
包
む
紙
を
懸

紙
、
ま
た
は
包
紙
、
封
紙
な
ど
と
称
す
る
。
文
書
の
折
り
や
封
な
ど
の
形
態
に
つ
い

て
の
検
討
は
、
古
文
書
研
究
の
基
本
と
も
い
え
る
事
柄
で
は
あ
る
が
、
後
北
条
氏
関

係
文
書
に
つ
い
て
は
、
残
存
す
る
文
書
の
数
自
体
は
比
較
的
豊
富
で
あ
る
も
の
の
、

そ
れ
ら
は
領
国
支
配
の
た
め
の
大
量
発
給
文
書
が
多
い
こ
と
も
あ
り
、
印
判
や
花
押

な
ど
に
つ
い
て
の
個
別
研
究
は
行
な
わ
れ
る
が
、
文
書
の
様
式
と
機
能
の
関
係
を
体

系
化
す
る
よ
う
な
研
究
は
あ
ま
り
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
実
情
で
あ

ワ
（
》
Ｏ

近
年
、
原
本
の
出
現
に
よ
り
話
題
と
な
っ
た
本
光
寺
文
言
の
中
に
、
現
状
で
は
本

紙
と
分
離
し
た
状
態
の
二
通
の
懸
紙
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
料
紙
の
奥
端
に

充
書
と
差
出
書
い
わ
ゆ
る
上
書
が
記
さ
れ
、
ま
た
、
通
例
の
竪
紙
の
文
書
と
ほ
ぼ
同

様
の
寸
法
で
あ
る
た
め
、
初
め
こ
れ
ら
を
後
北
条
氏
の
文
書
に
は
珍
し
い
「
礼
紙
」

（

２

）

の
遺
例
か
と
思
っ
た
。
し
か
し
、
子
細
に
観
察
を
行
な
う
と
本
紙
を
包
む
前
に
二
つ

折
り
に
す
る
な
ど
、
通
例
の
「
礼
紙
」
と
は
形
態
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
小

論
で
は
、
こ
の
懸
紙
の
折
り
方
の
復
元
を
お
こ
な
い
、
ま
た
、
こ
の
懸
書
の
機
能
に

つ
い
て
述
べ
る
も
の
で
あ
る
。

は

じ

め

に
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ま
ず
本
光
寺
と
同
寺
の
伝
来
文
言
に
つ
い
て
簡
単
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
文
言

名
と
な
っ
た
本
光
寺
と
は
、
天
文
十
一
年
（
一
五
四
二
）
に
死
去
し
た
二
代
目
玉
縄

城
主
の
北
条
為
昌
（
北
条
氏
綱
の
息
子
）
の
菩
提
を
弔
う
た
め
に
、
小
田
原
城
下
に

開
創
さ
れ
た
臨
済
宗
大
徳
寺
派
寺
院
で
箱
根
湯
本
の
早
雲
寺
を
本
寺
と
す
る
。
天
正

十
八
年
（
一
五
九
○
）
、
北
条
氏
の
滅
亡
後
、
衰
退
し
江
戸
に
移
転
し
た
。
移
転
後

は
種
徳
寺
と
寺
号
を
改
め
、
現
在
で
も
東
京
都
港
区
に
存
続
す
る
。

ま
た
、
本
光
寺
文
書
と
は
本
光
寺
に
伝
来
し
た
文
言
群
で
あ
る
が
、
現
在
、
種
徳

寺
に
は
本
光
寺
文
言
の
一
部
で
あ
っ
た
「
下
中
村
上
町
分
検
地
帳
」
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
あ
る
時
期
ま
で
、
種
徳
寺
が
こ
の
文
書
を
伝
存
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
れ
ま
で
本
光
寺
文
言
は
、
「
本
光
寺
文
章
」
と
名
付
け

（

３

）

ら
れ
た
写
本
が
早
雲
寺
に
伝
来
し
て
い
る
た
め
存
在
自
体
は
知
ら
れ
て
い
た
が
、
原

（

４

）

本
の
所
在
は
不
明
で
あ
っ
た
。
近
年
、
二
十
点
の
文
耆
が
巻
子
に
貼
ら
れ
て
い
る
状

（

５

）

態
で
所
在
が
確
認
さ
れ
、
現
在
、
当
館
に
寄
託
さ
れ
て
い
る
。
文
言
の
出
現
に
よ
り

写
本
の
文
字
の
誤
り
や
、
花
押
型
に
よ
り
無
年
号
文
書
の
年
代
比
定
が
可
能
と
な
る

な
ど
、
原
本
な
ら
で
は
の
多
く
の
成
果
が
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
に
加
え
る
こ
と
が
出

来
る
の
が
、
本
稿
で
述
べ
る
と
こ
ろ
の
独
特
の
折
り
を
行
な
う
懸
紙
の
例
と
い
え
よ

な
お
、
本
光
寺
文
書
の
概
需

論
中
に
そ
の
番
号
を
用
い
た
。

本
光
寺
文
耆
の
概
要

茜

つ
0

は
本
稿
末
に
示
し
、
便
宜
上
、
順
に
番
号
を
付
し
小

｜
本
光
寺
と
本
光
寺
文
書

本
光
寺
文
書
の
目
録
番
号
１
と
鋤
が
本
稿
で
述
べ
る
懸
紙
で
あ
る
。
目
録
番
号
１

~
輔
理
職

弾
鵠
声
晶

砂
減
錨

~
~
~

繁
電
鋤

難鍾出

粋

~ ~~ ~~

~~~
~

~~
~

織
錘
癖
《
垂
〉
狸
辮
》
へ
》
錘

二
一
一
例
の
懸
紙
に
つ
い
て

~ ~~ ~

患
醗

悪[

も1t

斗幣『

写真1 「本光寺衣鉢禅師氏康」と上書のある懸紙（目録番号1）

卑
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~
鼎
噛
＃
驚
吋
糸
↓

~

~ ~蛸 …

蕊

奪

率

、

愛
別

~

蝿

縄
リ
ク
謬
γ
蛎
纐
撫

震
１
１

＃ 熟

Ｕ

魁

、

甜

檸

項

幻

こ
〕
Ａ
手
鼻
零

ｆ
鞘
軋
愚
罷
ご
た
ず
鋼

晶
鶚
拘
鷺
母
に
『

ｆ

Ｊ

辞

幸

、

聯

酔

顎

獣

笠

＃
㎡
Ｊ
ｆ
鍔
丹
ｎ
号

~
~
~
~
~
~
~

笈
１
℃
稲
畢
副
冒
ｆ
、
強
露

ご

Ｆ

靴

『

Ｊ

Ａ

萢

晶

》

醇

油

里
ｔ
~
罫
ざ

、

牌

損

~
~

~~
~

品

蝋

伊

型

稲

丸

隼
１

㎡
抑
や
Ｊ
ご
津

山
Ｊ
索

で

虻

無

ｆ

ｆ

ｒ
鐸

ご

域

『

得
玲
口
中

婚
ざ

１
１
》
ｊ
Ｊ
砦
謹

電

電

“

》

藤~
~§

~ ~

f
賛

面
４
に
群
、

排

~

~

~

写真2 目録番号1の懸文の本紙の可能性がある北条氏康判物

（
写
真
１
）
の
充
書
と
差
出
書
は
「
早
雲
寺
衣
鉢
禅
師
氏
康
」
と
あ
る
。
本
光
寺

文
書
に
は
北
条
家
の
三
代
目
当
主
で
あ
る
氏
康
が
早
雲
寺
に
充
て
た
文
言
が
二
点
含

ま
れ
て
お
り
（
目
録
番
号
９
の
充
書
に
は
衣
鉢
閣
下
、
、
に
は
衣
鉢
禅
師
と
あ

る
）
、
文
書
の
内
容
は
い
ず
れ
も
早
雲
寺
が
本
光
寺
住
持
職
の
任
命
に
つ
い
て
権
限

を
有
す
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
、
内
容
か
ら
ど
ち
ら
が
こ
の
懸
紙
（
目
録

番
号
１
）
と
関
連
が
あ
る
も
の
か
判
断
し
が
た
い
も
の
の
、
折
幅
か
ら
判
断
を
す
る

（

６

）

な
ら
ば
９
の
文
言
が
（
写
真
２
）
が
包
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

ま
た
、
目
録
番
号
別
（
写
真
３
）
の
懸
紙
に
は
「
本
光
寺
自
石
倉
」
の
上
書
が

記
さ
れ
て
い
る
。
石
倉
が
人
名
か
地
名
か
は
判
然
と
せ
ず
、
他
の
本
光
寺
文
書
の
中

に
該
当
し
そ
う
な
文
書
も
見
あ
た
ら
な
い
・

中
世
文
書
の
調
査
の
経
験
が
あ
る
方
な
ら
頷
か
れ
る
方
が
多
い
と
思
う
が
、
も
と

も
と
懸
紙
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
文
書
で
も
、
懸
紙
が
失
わ
れ
本
紙
の
み
が
伝
来
す

る
ケ
ー
ス
は
多
い
。
こ
れ
は
本
紙
と
異
な
り
懸
紙
自
体
に
受
給
者
や
そ
の
子
孫
の
利

権
に
関
す
る
内
容
が
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
保
存
の
意
識
は
本
紙
に
比
べ
低
く
な

る
の
は
や
む
を
得
ず
、
長
年
の
間
に
紛
失
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

と
り
わ
け
後
北
条
氏
関
係
文
書
で
は
、
懸
紙
の
遺
例
は
極
め
て
少
な
く
、
こ
れ
は

現
存
す
る
文
書
の
か
な
り
の
部
分
を
し
め
る
虎
朱
印
状
は
領
国
支
配
に
関
す
る
も
の

が
多
く
、
公
的
文
書
と
し
て
の
性
格
上
、
懸
紙
を
付
属
し
な
い
で
発
給
し
た
例
が
多

数
に
及
ん
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
文
書
の
伝
存
状
態
が
良
好
で
あ
る
こ
と

で
知
ら
れ
る
桜
井
家
文
書
か
ら
み
て
も
、
全
十
一
点
の
文
書
の
内
、
現
状
で
は
懸
紙

が
あ
る
の
は
北
条
氏
康
と
北
条
氏
政
の
感
状
二
点
の
み
で
、
他
の
文
言
に
は
な
い
。

同
文
書
中
の
虎
朱
印
状
の
中
に
は
端
裏
に
充
書
を
記
し
た
も
の
も
あ
り
、
同
様
の
例

－33－



篭
繧

Ｆ
監
箔
唖

識

は
桜
井
文
言
以
外
に
も
し
ば
し
ば
目
に
す
る
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
形
式
の
文
書

に
は
懸
紙
を
用
い
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

篭串曹
~

零

驚 蕊譲蕊凝議
唾蕊

~~~蛾鄙 ~~ 撹

津法

蕊
蕾
ゞ
電
蕊
鍵

、
、
錐
爵
捗
晶
鵠
暮

器渉薦蕊誠、器具Ｊ、》離職露

蕊鐵

乱 』

鷺鼬

篭

車

出

蕊

群
、

ザ
ｒ
ざ
』
』
蕊

~~ ~~

寵噌攪噌爵患群錯騨蔀
罰晶霜]錦晋綴[5吋に

聡蕊蕊蕊x嘩慰

蕊蕊蕊#：
鵠X繩X露晋輯鼬晋[[

鷆
蕊蕊
溌;:溌

甥
《 騨唱~

号

J
｢本光寺自石倉」

識
蕊愈§

癖
賑
懸
癬
馨
騨
畷
凰
郵
海
月

割
科と
弼誼

鍔

識

》

鐸

蕊

ざ
に
邸

恥
坤
誇

》
□
盤
坤

溌
誤
、
騨
晶
緊
露

ｑ
綿
醐
紹
韓
醐
輯
》
鵠
璽

罐
恥
蝿
》
、
鍜
噸
鐸
識

韓

斑

灘

岬
‐
野
津

識群
綿
減
鄙

蕊灘雛鶴議蕊

写真3

驚議蕊蕊騨鍵,織議蕊

と上書のある懸紙（目録番号20）

１
二
例
の
懸
紙
の
折
り
方

さ
て
、
こ
こ
で
は
二
例
の
懸
紙
の
折
り
方
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
先

ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
料
紙
や
折
目
の
寸
法
を
記
す
と
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

目
録
番
号
１
の
料
紙
は
縦
三
○
・
四
セ
ン
チ
、
横
三
八
・
八
セ
ン
チ
で
あ
る
。
料

紙
の
中
央
よ
り
や
や
右
側
寄
り
で
あ
る
左
端
か
ら
二
○
・
七
セ
ン
チ
の
位
置
に
、
他

の
折
目
と
比
較
す
る
と
は
っ
き
り
と
し
た
縦
方
向
の
折
目
が
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
折

目
よ
り
料
紙
の
左
側
半
分
に
は
本
紙
を
包
み
入
れ
た
時
に
つ
い
た
と
思
わ
れ
る
幾
筋

か
の
折
目
が
あ
る
が
、
右
半
分
の
折
目
は
左
半
分
の
そ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
は
残
っ
て
い

ま
た
、
公
的
な
文
言
の
み
な
ら
ず
書
状
な
ど
の
私
的
な
文
書
に
つ
い
て
も
懸
紙
が

残
存
し
な
い
場
合
が
多
く
、
や
は
り
比
較
的
伝
存
状
態
が
よ
い
上
杉
文
書
の
中
の
北

条
氏
関
係
の
書
状
の
中
に
も
、
現
状
で
は
懸
紙
が
な
い
文
言
が
多
い
。
他
国
の
大
名

に
充
て
ら
れ
た
外
交
上
の
文
書
で
あ
る
な
ら
ば
、
相
手
に
対
す
る
尊
重
が
重
視
さ
れ

る
は
ず
で
あ
る
が
、
懸
紙
の
遺
例
の
少
な
い
事
は
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
も
の
な

の
か
わ
か
ら
な
い
。

と
も
か
く
、
こ
れ
ら
の
例
だ
け
で
判
断
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
後
北
条
氏
文
書

に
懸
紙
の
伝
存
例
が
少
な
い
の
は
、
懸
紙
を
つ
け
た
文
言
の
発
給
自
体
が
少
な
か
っ

た
事
も
一
因
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

勿
論
、
尊
重
の
度
合
い
の
高
い
相
手
や
、
文
書
の
性
格
に
よ
っ
て
は
懸
紙
を
略
す

る
こ
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
隣
国
と
の
緊
張
が
続
く
こ
の
時
代
、
大
量
発
給
の
文
書

や
家
臣
な
ど
へ
の
支
配
に
関
す
る
文
書
に
つ
い
て
は
儀
礼
的
と
も
い
え
る
懸
紙
を
略

す
る
こ
と
は
、
自
然
の
発
想
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
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な
い
。
つ
ぎ
に
左
半
分
に
残
る
折
目
の
間
隔
を
測
っ
て
み
る
と
、
い
ず
れ
も
お
お
よ

そ
で
あ
る
が
左
端
か
ら
一
つ
目
の
折
り
ま
で
四
・
五
セ
ン
チ
、
続
い
て
四
・
五
セ
ン

チ
、
四
・
三
セ
ン
チ
、
四
・
○
セ
ン
チ
、
三
・
四
セ
ン
チ
の
順
で
残
る
。
ま
た
、
料
紙

の
上
、
下
の
端
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
五
・
五
セ
ン
チ
の
あ
た
り
に
横
方
面
に
折
れ
雛
が
連

続
し
て
い
る
。
折
目
の
幅
が
広
い
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
部
分
が
最
後
に
折
ら
れ
た
事

が
わ
か
る
。
つ
ま
り
こ
の
懸
紙
を
用
い
た
文
言
は
折
封
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
た
の
で

あ
る
。目

録
番
号
卯
の
料
紙
は
縦
二
六
・
五
セ
ン
チ
、
横
川
○
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
ま

た
、
１
の
懸
紙
と
同
様
に
料
紙
の
中
央
よ
り
や
や
右
寄
り
で
あ
る
左
端
か
ら

一
二
・
二
セ
ン
チ
の
所
に
縦
方
向
に
は
っ
き
り
と
し
た
折
目
が
あ
る
。
や
は
り
、
前

述
の
１
の
例
と
同
様
に
、
そ
の
折
目
よ
り
料
紙
の
左
半
分
に
い
く
筋
か
の
折
目
が
残

観~電
顎鍔 内

､灘

写真4－1 折りの復元(1)

蕊
溺
や

座

時窟

騨 軋

f課

馳革、

写真4-2-(1) 折りの復元(2)

謝毒鍵蕊． ． 、 』 . ､蝉蕊蕊_嶋巖#黙熱.懲蕊…、

る
が
、
右
側
に
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
前
記
ｌ
の
懸
紙
同
様
に
、
五

筋
の
折
目
は
左
端
側
か
ら
中
央
に
寄
る
に
し
た
が
い
折
り
幅
が
小
さ
く
な
る
と
こ
ろ

か
ら
、
同
じ
方
法
で
折
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
料
紙
の
上
端
か
ら

三
・
○
セ
ン
チ
、
下
端
か
ら
二
・
六
セ
ン
チ
の
あ
た
り
に
は
折
封
の
痕
跡
を
残
す
。

こ
の
よ
う
に
、
折
目
か
ら
見
る
と
目
録
番
号
ｌ
と
鋤
は
同
様
の
折
り
方
が
行
な
わ

れ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
鋤
の
懸
紙
に
は
折
封
の
際
に
折
り
曲
げ
た
部
分
に

呈
引
が
あ
る
点
が
異
な
る
が
、
こ
の
呈
引
に
つ
い
て
は
後
で
ふ
れ
る
こ
と
に
し
て
、

二
例
の
折
り
順
を
復
元
し
、
次
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

【
折
り
の
復
元
］

（
１
）
折
る
前
に
、
上
書
を
行
な
う
折
り
幅
を
確
保
す
る
た
め
に
、
一
折
り
分
の
幅
を
残

し
た
の
ち
懸
紙
を
二
つ
折
に
す
る
（
写
真
４
１
１
で
は
、
上
書
を
記
す
箇
所
の
裏
面

癖

＝＝
…

＝

~

写真4-2-(2) 折りの復元(2)

騨騨
語

｡ 「

;電 ~ ~鼠蕊、 ． 。
、 . ､職轤静, 、患…?うふ｣ ｡ hﾌ

j 思
斗…

母

g悪
晋洋

写真4－3折りの復元(3)
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２
類
似
す
る
折
り
の
例

前
述
の
よ
う
に
、
本
光
寺
文
書
の
二
例
は
初
め
に
料
紙
に
上
書
を
記
す
部
分
を
残

し
た
後
に
二
つ
折
り
に
し
、
本
紙
を
包
ん
だ
と
い
え
る
が
、
こ
の
懸
紙
の
用
い
方
が

後
北
条
氏
の
文
書
に
特
有
の
も
の
か
、
他
で
も
一
般
的
に
用
い
ら
れ
た
も
の
か
判
断

し
が
た
い
。
し
か
し
、
充
所
の
部
分
が
折
り
畳
ん
だ
後
に
表
側
に
出
る
よ
う
に
、
本

に
あ
た
る
位
置
に
折
り
畳
ん
だ
本
紙
を
置
き
、
残
す
幅
を
示
し
て
い
る
）
。

（
２
）
二
つ
折
の
寸
法
の
長
い
方
（
写
真
１
で
示
す
な
ら
ば
左
側
）
を
下
に
し
て
、
折
目

を
手
前
に
し
て
本
紙
を
の
せ
て
巻
き
込
む
よ
う
に
包
ん
で
い
く
（
最
後
に
上
耆
を
加

え
る
一
重
の
部
分
が
、
折
り
幅
と
一
致
す
る
よ
う
に
、
折
り
上
が
る
配
慮
を
行
な
っ

て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
）
。

（
３
）
最
後
ま
で
包
ん
だ
の
ち
、
裏
返
し
に
し
上
書
を
行
な
い
（
写
真
４
１
３
は
、
包
み

終
え
た
状
態
か
ら
み
る
と
、
右
廻
り
に
一
八
○
度
回
転
さ
せ
、
面
を
返
し
た
状
態
）
、

懸
紙
の
両
端
を
後
ろ
に
折
り
、
折
封
と
す
る
。

こ
の
よ
う
な
順
で
折
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の

懸
紙
は
通
常
の
竪
紙
の
文
言
と
同
様
の
寸
法
で
あ
る
た
め
（
目
録
番
号
鋤
は
や
や

縦
が
短
い
が
）
、
通
例
の
竪
紙
の
礼
紙
の
よ
う
に
本
紙
と
礼
紙
を
併
せ
て
巻
き
折

る
方
法
が
行
な
わ
れ
た
か
に
思
え
る
が
、
最
初
に
二
つ
折
り
に
し
た
後
に
（
こ
の

た
め
、
こ
の
折
目
が
他
の
折
目
よ
り
は
っ
き
り
と
残
る
）
、
折
り
畳
ま
れ
た
本
紙

を
包
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
方
法
で
折
る
と
料
紙
の
左
半
分
は
す
べ

て
山
折
り
（
外
側
）
と
な
る
た
め
、
写
真
ｌ
と
３
で
あ
き
ら
か
な
よ
う
に
、
擦
れ

や
汚
れ
が
付
着
し
そ
の
痕
跡
が
明
瞭
に
残
る
の
で
あ
る
。

紙
を
あ
ら
か
じ
め
二
つ
折
に
し
て
折
る
方
式
は
、
毛
利
氏
関
係
の
文
書
な
ど
西
国
で

は
時
折
見
受
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
写
真
５
で
示
し
た
の
は
毛
利
輝
元
書
状
の
折

（

７

）

り
の
一
部
を
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
他
に
も
毛
利
氏
関
係
文
書
に
は
こ
の
折
り
を

行
な
う
も
の
は
時
お
り
見
ら
れ
、
一
般
的
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
折
り
方
は
、
本
光
寺
文
言
の
二
例
と
同
様
に
、
初
め
充
耆
と
差
出
書
の

部
分
を
残
し
二
つ
折
り
に
し
た
あ
と
巻
き
折
る
と
い
う
方
法
は
共
通
す
る
。
し
か

し
、
本
光
寺
文
書
の
折
り
が
上
書
を
記
す
面
と
反
対
側
に
折
る
の
に
対
し
、
輝
元
書

状
は
充
所
を
記
す
面
、
つ
ま
り
内
側
に
折
っ
て
い
る
。
ま
た
、
二
折
り
分
残
す
点
も

異
な
る
な
ど
の
差
異
も
あ
る
が
、
発
想
に
お
い
て
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
り
、
地
域

的
に
は
遠
く
隔
た
っ
た
二
つ
の
折
り
方
に
影
響
を
与
え
た
も
の
の
存
在
が
感
じ
ら
れ

（
８
）

ワ
（
》
○

と
こ
ろ
で
、
毛
利
輝
元
書
状
（
写
真
５
参
照
）
の
よ
う
に
、
本
紙
を
内
折
り
に
す

る
折
り
に
つ
い
て
、
「
折
り
畳
ん
だ
本
紙
自
体
が
礼
紙
を
兼
ね
る
」
と
の
解
釈
も
あ

（
９
）る

。
礼
紙
と
は
本
来
は
本
紙
に
白
紙
を
儀
礼
的
に
添
え
る
も
の
で
、
用
件
が
本
紙
に

書
き
き
れ
な
い
場
合
は
礼
紙
に
記
す
こ
と
が
あ
る
も
の
の
、
本
文
が
記
さ
れ
て
い
る

文
書
を
二
つ
折
り
に
す
る
こ
と
で
礼
紙
の
機
能
が
加
え
ら
れ
る
と
の
解
釈
は
、
い
ず

れ
に
そ
の
典
拠
が
あ
る
の
か
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
が
、
解
釈
に
や
や
無
理
が
あ
る

よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
、
本
光
寺
文
書
の
懸
紙
の
ご
と
く
、
初
め
に
二
つ
折
り
に
し
白
紙
の

区
画
を
作
り
上
げ
る
折
り
方
の
意
図
を
考
え
る
と
、
二
つ
折
り
に
す
る
こ
と
に
よ
り

「
礼
紙
」
的
空
間
を
設
け
る
事
に
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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目
録
番
号
卯
（
写
真
３
）
の
料
紙
の
左
端
上
下
に
残
る
墨
引
に
つ
い
て
述
べ
て
み

る
。
こ
れ
は
折
封
が
施
さ
れ
た
文
書
の
密
封
性
を
た
か
め
る
た
め
、
両
端
の
二
つ
折

り
の
箇
所
を
さ
ら
に
紙
紐
な
ど
で
結
わ
え
た
の
ち
、
墨
引
を
行
な
っ
た
こ
と
が
推
測

さ
れ
る
。
ま
た
、
墨
引
の
中
央
部
分
の
五
ミ
リ
ほ
ど
の
墨
が
付
着
し
て
い
な
い
部
分

を
観
察
す
る
と
、
そ
の
筆
の
運
び
か
ら
通
例
の
よ
う
に
一
筆
で
墨
引
を
行
な
っ
て
お

ら
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
上
下
か
ら
墨
を
付
け
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。
こ
の
事
か

ら
、
結
わ
え
る
の
に
用
い
た
も
の
は
通
例
の
切
封
の
よ
う
な
紙
紐
で
は
な
く
、
紙
を

撚
っ
た
よ
う
な
丸
み
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

後
北
条
氏
関
係
文
言
で
、
折
封
に
加
え
て
こ
の
よ
う
な
封
を
行
な
っ
た
例
は
、
懸

三
折
封
に
み
ら
れ
る
墨
引

（1）

~~
弾 瞳

~
j晶貯

鴬
蕊

~ ~

（ 2）

写真5 毛利輝元書状、五月晦日付（滋賀県立安

土城考古博物館編『信長文書の世界」所

載の図版のコピー）

本
光
寺
文
書
に
見
ら
れ
る
二
通
の
懸
紙
を
、
他
地
域
の
類
似
の
折
り
を
行
な
う
文

書
と
比
較
し
な
が
ら
折
り
と
そ
の
機
能
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
。
こ
の
時
代
、
伝
統

的
な
文
言
様
式
は
次
第
に
多
様
化
し
、
各
地
で
独
特
の
様
式
が
作
ら
れ
た
。
例
え

ば
、
上
杉
氏
や
後
北
条
氏
な
ど
の
東
国
の
戦
国
大
名
が
用
い
た
横
ノ
内
折
な
ど
も
そ

の
一
例
で
あ
る
。
横
ノ
内
折
な
ど
の
よ
う
に
あ
る
程
度
広
範
な
地
域
で
用
い
ら
れ
た

形
式
の
他
に
、
家
単
位
か
と
も
思
え
る
限
ら
れ
た
地
域
で
用
い
ら
れ
た
例
も
存
在
す

る
な
ど
、
従
来
の
古
文
言
学
的
分
類
に
収
ま
り
に
く
い
文
書
も
多
々
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
多
様
な
戦
国
時
代
の
文
書
は
体
系
化
し
に
く
い
た
め
か
、
古
文
書
学
的
論
考
の

蓄
積
は
多
く
な
い
。

ま
た
、
各
地
の
自
治
体
史
や
『
戦
国
遺
文
」
な
ど
の
史
料
集
の
編
纂
に
よ
り
、
文

書
の
内
容
は
居
な
が
ら
に
し
て
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
利
便
性
は
大
き
い
も

の
の
、
利
用
者
に
と
っ
て
、
原
文
書
が
発
す
る
様
々
な
情
報
に
対
す
る
意
識
は
次
第

に
希
薄
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
懸
念
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
を
思
う
と
、

小
さ
な
情
報
で
も
積
み
重
ね
て
い
く
作
業
が
必
要
か
と
思
い
、
こ
の
小
論
を
な
し
た

紙
自
体
の
遺
例
が
少
な
く
、
一
般
的
に
行
な
わ
れ
た
形
式
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
が

し
が
た
い
も
の
の
、
管
見
の
限
り
で
は
初
見
の
も
の
で
あ
る
。
石
倉
が
人
名
か
地
名

か
も
判
然
と
せ
ず
、
ま
た
、
本
光
寺
と
の
関
係
や
、
ど
の
よ
う
な
内
容
の
文
書
に
こ

の
よ
う
な
念
の
入
っ
た
封
を
用
い
た
も
の
か
わ
か
ら
な
い
も
の
の
興
味
ぶ
か
い
一
例

で
あ
る
。

お

わ

り

に
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主一
三
回（

１
）
飯
倉
晴
武
「
古
文
書
入
門
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
。

（
２
）
こ
れ
ま
で
古
文
書
学
に
お
い
て
礼
紙
と
称
さ
れ
て
き
た
も
の
を
、
本
来
の
礼
紙

と
、
そ
う
で
な
い
も
の
に
分
け
る
べ
き
で
あ
る
と
論
証
さ
れ
た
の
は
田
中
稔
氏
（
「
本

紙
・
礼
紙
と
料
紙
の
使
用
法
に
つ
い
て
」
『
古
文
書
学
研
究
」
第
十
号
）
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
田
中
氏
は
耆
状
が
二
紙
に
わ
た
る
と
き
、
料
紙
の
裏
面
に
か
か
れ
た
差
出

言
、
充
所
の
奥
左
端
切
封
墨
引
き
、
表
耆
が
み
ら
れ
る
の
も
の
は
、
本
来
の
礼
紙
と

は
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
名
称
を
古
記
録
な
ど
か
ら
「
重
紙
」
と
称
す
る
こ
と
を
提

唱
さ
れ
た
。
ま
た
、
百
瀬
今
朝
雄
氏
は
礼
紙
の
概
念
を
厳
密
に
す
る
と
い
う
基
本
的

な
部
分
に
お
い
て
は
田
中
氏
の
論
考
を
支
持
さ
れ
る
が
、
古
記
録
に
あ
る
「
重
紙
」

の
読
み
を
「
裏
紙
」
と
訂
正
さ
れ
た
（
「
重
紙
と
裏
紙
」
『
日
本
史
研
究
』
第
四
七
九

号
）
。
こ
れ
ら
の
論
考
を
き
っ
か
け
と
し
て
上
島
有
氏
な
ど
も
加
わ
り
「
礼
紙
」
の
概

念
の
定
義
等
に
つ
い
て
活
発
に
論
議
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
研
究
史
を
踏
ま
え
る

と
、
こ
こ
で
礼
紙
の
語
句
を
用
い
る
こ
と
は
慎
重
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
が
、
古

文
書
学
的
真
理
と
戦
国
大
名
北
条
氏
の
礼
紙
に
対
す
る
意
識
が
、
同
一
で
あ
る
の
か

否
か
判
断
が
し
が
た
く
、
本
稿
で
は
「
礼
紙
」
と
し
て
用
い
る
こ
と
と
し
た
。

（
３
）
岩
崎
宗
純
「
後
北
条
史
料
「
本
光
寺
文
章
」
写
本
に
つ
い
て
」
「
郷
土
研
究
」

６

、

一

九

七

○

。

（
４
）
「
大
阪
狭
山
市
史
」
の
編
纂
の
調
査
時
、
原
本
の
存
在
が
確
認
さ
れ
た
。
な
お
文

耆
は
図
版
と
と
も
に
、
「
旧
狭
山
藩
主
北
条
家
文
言
目
録
」
大
阪
狭
山
市
市
史
編
纂

次
第
で
あ
る
。

（
平
成
十
四
年
一
月
二
十
日
成
槁
）

室
、
一
九
九
六
、
ま
た
、
吉
川
邦
子
「
本
光
寺
関
係
文
書
に
つ
い
て
」
「
か
な
が
わ
文

化
財
」
第
兜
号
、
一
九
九
七
な
ど
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
巻
子
に
貼
ら
れ
て
い
る
順
番
に
は
特
に
規
則
性
は
な
い
、
し
か
し
、
傾
向
と
し
て

は
当
主
の
判
物
な
ど
は
（
虎
朱
印
状
な
ど
も
混
在
す
る
が
）
は
前
半
に
集
め
ら
れ
て

い

る

。

（
６
）
目
録
番
号
９
と
皿
は
い
ず
れ
も
折
紙
で
あ
る
。
折
目
か
ら
判
断
す
る
と
、
目
録
番

号
１
の
懸
紙
に
包
む
と
す
る
な
ら
ば
、
縦
の
長
さ
は
二
通
と
も
収
ま
る
が
、
横
幅
に

つ
い
て
は
目
録
番
号
９
は
収
ま
る
も
の
の
、
、
に
つ
い
て
懸
紙
の
幅
よ
り
も
広
く
収

ま
ら
な
い
。
そ
の
た
め
９
の
文
書
と
対
に
な
る
か
と
し
た
。
し
か
し
、
本
文
の
充
書

と
上
書
の
充
耆
が
同
一
で
な
い
点
が
、
や
や
気
に
か
か
る
。

（
７
）
写
真
５
は
、
折
り
順
を
示
す
た
め
に
滋
賀
県
立
安
土
城
考
古
博
物
館
編
「
信
長
文

書
の
世
界
」
二
○
○
○
所
載
の
毛
利
輝
元
耆
状
の
図
版
を
コ
ピ
ー
し
、
利
用
さ
せ
て

い

た

だ

い

た

。

（
８
）
本
光
寺
文
書
の
中
に
は
、
折
紙
の
文
書
の
充
所
に
切
封
墨
引
の
跡
を
残
す
文
書
も

含
ま
れ
る
（
目
録
番
号
略
）
。
こ
の
例
も
西
国
で
の
使
用
が
多
い
が
、
後
北
条
氏
関
係

文
書
で
は
あ
ま
り
目
に
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
他
地
城
で
用
い
ら
れ
た
文
言
形
式
が

東
国
に
伝
達
し
、
漸
次
、
広
が
る
過
程
の
状
況
を
示
す
例
で
あ
ろ
う
か
。

（
９
）
池
田
寿
「
書
状
の
折
り
方
考
」
「
日
本
史
研
究
」
第
五
九
五
号
、
同
氏
は
永
正

十
七
年
七
月
二
日
付
畠
山
義
総
書
状
を
例
に
し
て
述
べ
ら
れ
る
。
ま
た
、
滋
賀
県
立

安
土
城
考
古
博
物
館
編
『
信
長
文
耆
の
世
界
」
の
「
竪
紙
」
の
項
、
年
未
詳
五
月
晦

日
付
毛
利
輝
元
書
状
の
解
説
に
お
い
て
も
、
同
様
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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本
光
文
書
目
録

１
「
本
光
寺
衣
鉢
禅
師
氏
康
」
と
上
書
の
あ
る
懸
紙
、
年
月
日
未
詳
。

２
御
印
判
目
録
、
天
正
二
年
十
一
月
十
一
日
、
折
紙
。

３
北
条
氏
政
耆
状
、
（
天
正
十
力
）
正
月
二
十
三
日
、
竪
切
紙
、
抹
茶
な
ど
の
到
来

を

謝

す

。

４
北
条
氏
直
書
状
、
（
天
正
十
三
年
）
閏
八
月
二
十
八
日
、
竪
切
紙
、
抹
茶
な
ど
の

到

来

を

謝

す

。

５
北
条
氏
康
判
物
、
天
文
十
七
年
十
二
月
二
十
三
日
、
折
紙
、
中
村
郷
内
寺
領
上
町

屋

を

不

入

の

上

、

寄

進

す

。

６
北
条
家
朱
印
状
、
永
禄
五
年
九
月
六
日
、
折
紙
、
修
理
銭
と
し
て
下
中
村
の
十
五

貰
文
に
加
え
、
沼
代
村
岸
分
の
田
畑
十
五
貫
文
を
寄
進
す
る
。

７
北
条
氏
康
判
物
、
天
文
二
十
年
七
月
二
日
、
折
紙
、
修
理
料
と
し
て
相
模
下
中
村

沼

代

分

の

十

五

貫

文

の

地

を

寄

進

。

８
北
条
家
朱
印
状
、
天
文
十
九
年
七
月
十
七
日
、
折
紙
、
下
中
村
上
町
分
を
小
竹
と

の

混

乱

発

生

に

よ

り

改

め

て

寄

進

。

９
北
条
氏
康
判
物
、
永
禄
元
年
七
月
十
二
日
、
折
紙
、
早
雲
寺
に
本
光
寺
住
持
職
の

選

任

を

任

せ

る

。

岨
北
条
氏
康
判
物
、
永
禄
元
年
七
月
二
十
二
日
、
折
紙
、
早
雲
寺
に
本
光
寺
住
持
を

北
条
氏
康
判
物
、
永
禄
元
年
七

Ⅱ
北
条
氏
康
判
物
、
天
文
十
六
年
九
月
二
十
一
日
、

Ⅱ
北
条
氏
康
判
物
、
天
文
十
六
年
九
月
二
十
一

同
寺
に
相
模
下
中
村
内
上
町
分
の
地
を
寄
進

岨
北
条
家
朱
印
状
、
（
天
文
十
六
年
）
十
月
二

輪
番
と
す
る
こ
と
を
承
知
す
る
㈲

十
七
日
、
折
紙
、
相
模
上
町
百
姓
中

折
紙
、
本
光
寺
建
立
に
つ
き

20 19 18【
追
記
｝

本
稿
中
で
使
用
し
た
写
真
は
、
当
館
井
上
久
美
子
が
撮
影
し
た
も
の
で
あ
る
。

17 16 15 1314

に
、
本
光
寺
領
上
町
分
の
田
地
に
隠
田
を
持
つ
者
の
報
告
を
命
ず
る
。

北
条
氏
規
朱
印
状
、
（
天
正
元
年
）
十
月
十
八
日
、
折
紙
、
開
基
為
昌
の
御
霊

供
、
施
餓
鬼
の
費
用
銭
の
こ
と
を
定
め
る
。

北
条
氏
規
朱
印
状
、
永
禄
九
年
七
月
十
二
日
、
折
紙
、
本
光
寺
開
基
の
施
餓
鬼
銭

料
と
し
て
毎
年
二
貫
文
を
下
す
。

北
条
氏
規
朱
印
状
、
永
禄
十
年
十
月
十
二
日
、
竪
紙
、
毎
年
の
施
餓
鬼
銭
な
ら
び

に
御
霊
供
米
銭
に
つ
い
て
定
め
る
。

南
条
昌
治
披
露
状
、
（
天
正
元
年
）
十
二
月
十
一
日
、
折
紙
、
御
霊
供
銭
の
事
に

つ
い
て
披
露
。

北
条
家
朱
印
状
、
（
弘
治
二
年
）
九
月
十
四
日
、
折
紙
、
本
光
寺
領
下
中
村
前
川

分
、
風
損
の
た
め
減
免
し
た
年
貢
の
納
入
に
つ
い
て
代
官
等
に
指
示
す
る
。

北
条
家
朱
印
状
、
永
禄
三
年
二
月
九
日
、
竪
紙
、
任
和
尚
の
遺
言
に
ま
か
せ
初
首

座
を
本
光
寺
の
住
持
と
す
。

北
条
家
寄
進
注
文
、
永
禄
八
年
五
月
十
五
日
、
竪
紙
、
唐
椀
な
ど
四
種
を
寄
進
。

「
本
光
寺
自
石
倉
」
と
上
書
の
あ
る
懸
紙
、
年
月
日
未
詳
。
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