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§
紙
を
見
分
け
る
重
要
性 

和
本
を
調
べ
る
こ
と
は
楽
し
い
。
今
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
が
提
供
す
る
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」
が
充
実
し
て
い
て
、
書
名
か
ら
著
者
名
、

巻
数
、
成
立
年
代
な
ど
が
把
握
で
き
る
の
で
あ
り
が
た
い
。
し
か
し
、
わ
た
し
た
ち

の
仕
事
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
。
こ
れ
に
価
格
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
過

程
に
こ
れ
ま
で
の
経
験
や
知
識
が
総
動
員
さ
れ
る
か
ら
だ
。
と
く
に
高
い
本
の
場
合

は
、
そ
れ
だ
け
の
根
拠
が
必
要
だ
。 

そ
の
ひ
と
つ
に
紙
の
こ
と
が
あ
る
。
和
紙
の
研
究
は
進
ん
で
い
る
が
、
書
物
の
紙

に
限
っ
て
い
う
と
ま
だ
十
分
に
納
得
の
で
き
る
蓄
積
は
な
い
。
だ
か
ら
、
自
分
な
り

の
経
験
で
判
断
を
す
る
。
と
く
に
紙
を
見
分
け
る
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。 

日
本
の
紙
文
化
の
中
で
、
平
安
時
代
の
工
夫
と
努
力
は
敬
服
に
値
す
る
。
そ
こ
で

培
わ
れ
た
技
術
や
考
え
か
た
が
江
戸
時
代
に
広
が
り
、
今
日
ま
で
連
綿
と
し
て
続
く

書
物
観
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
と
り
わ
け
雁
皮
を
原
料
と
し
た
斐
紙

ひ

し

の
存
在
は
大
き

い
。
こ
の
紙
は
墨
の
乗
り
が
よ
く
写
本
に
向
い
て
い
る
こ
と
と
、
虫
が
つ
き
に
く
く

化
学
変
化
も
お
こ
さ
な
い
。
結
果
と
し
て
千
年
の
保
存
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
実

証
し
て
い
る
。
百
年
た
つ
と
ボ
ロ
ボ
ロ
に
な
る
よ
う
な
紙
を
生
産
し
た
近
代
の
洋
紙

な
ど
恥
ず
か
し
い
存
在
だ
。 

斐
紙
の
素
晴
ら
し
さ
は
紙
の
表
裏
に
文
字
が
書
け
る
厚
様
だ
け
で
な
く
、
透
き
通

る
よ
う
な
薄
葉
も
あ
っ
た
こ
と
だ
。
平
安
貴
族
は
絹
織
物
に
も
羅
（う
す
も
の
）
と
い
わ

れ
る
も
の
が
あ
っ
て
、
各
種
の
色
を
重
ね
合
わ
せ
て
装
束
を
楽
し
ん
で
い
た
。
薄
様

紙
も
色
々
に
染
め
て
、
異
な
っ
た
組
み
合
わ
せ
を
愛
で
た
。
表
が
紅
色
で
裏
が
紫
色
、

あ
る
い
は
表
を
白
に
し
て
裏
に
蘇
芳

す

お

う

で
染
め
た
紙
で
重
ね
る
紅
梅
襲

が
さ
ね

な
ど
は
『
源
氏

物
語
』
に
も
出
て
く
る
。
そ
の
組
み
合
わ
せ
の
趣
や
美
し
さ
が
〈
雅

み
や
び

〉
な
の
で
あ
る
。

雅
の
伝
統
は
江
戸
時
代
の
人
た
ち
に
も
あ
こ
が
れ
で
、
い
か
に
し
て
そ
の
優
美
さ
を

出
す
か
が
セ
ン
ス
の
よ
さ
に
つ
な
が
っ
た
。 

斐
紙
に
は
光
沢
が
あ
り
、
そ
れ
が
輝
き
に
な
る
。
そ
の
た
め
に
長
時
間
紙
を
叩
い

て
つ
く
る
打
紙

う
ち
が
み

と
い
う
技
法
が
加
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
手
間
暇
が
か
か
る
工
程
が

あ
る
の
で
高
価
で
貴
重
品
だ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
斐
紙
と
、
そ
の
中
世
か
ら
の
呼
び

名
で
あ
る
鳥
の
子
紙
は
つ
ね
に
高
級
品
の
代
名
詞
で
あ
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
栽
培
が
可
能
だ
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
楮

こ
う
ぞ

を
原
料
と
し
た
紙
は
大

量
に
つ
く
ら
れ
た
。
そ
の
楮
と
雁
皮
を
い
っ
し
ょ
に
し
た
混
ぜ
漉
き
と
い
う
紙
も
あ

る
。
さ
ら
に
楮
紙

ち

ょ

し

を
打
紙
に
し
て
鳥
の
子
の
よ
う
な
光
沢
を
出
す
工
法
も
あ
っ
た
こ

と
が

近
は
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
な
る
と
素
人
に
は
見
分
け
は
つ
か
な
い
が
、

ど
ち
ら
も
普
通
の
楮
紙
と
は
相
貌
が
異
な
る
の
で
高
級
な
紙
だ
と
い
う
こ
と
は
わ
か

る
。
雁
皮
を
入
れ
た
紙
や
打
紙
は
目
が
細
か
い
こ
と
も
あ
っ
て
比
重
が
高
く
、
同
じ

大
き
さ
の
本
に
比
べ
る
と
ず
し
り
と
重
い
も
の
で
あ
る
。
何
気
な
い
本
な
の
に
こ
の

重
さ
が
あ
っ
た
ら
並
み
の
紙
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
相
貌
や
重
さ
に

ど
こ
か
違
う
と
感
じ
た
本
は
マ
ー
ク
す
る
必
要
が
あ
る
。 
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江
戸
時
代
に
な
っ
て
も
奈
良
絵
本
や
嫁
入
り
本
と
さ
れ
る
優
美
な
物
語
や
歌
集
の

写
本
に
鳥
の
子
が
使
わ
れ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
兵
法
や
礼
法
、
神
道
の
伝
授
本

な
ど
に
も
使
わ
れ
る
し
、
密
教
の
次
第
も
ほ
と
ん
ど
は
鳥
の
子
で
あ
る
。
身
分
の
高

い
者
の
た
め
の
本
や
秘
伝
は
高
級
な
紙
を
使
う
の
で
あ
る
。
そ
の
区
別
が
大
事
だ
。 

販
売
価
格
の
載
っ
た
江
戸
時
代
の
書
籍
目
録
に
は
、
上
本
・
下
本
の
区
別
が
あ
っ

て
、
そ
の
差
は
使
用
す
る
紙
の
違
い
で
あ
る
と
前
置
き
で
説
明
し
て
い
る
。
雁
皮
紙

は
印
刷
に
は
向
か
な
か
っ
た
が
、
薄
様
紙
な
ら
印
刷
が
で
き
、
こ
の
上
本
と
さ
れ
る

も
の
は
薄
様
で
刷
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
と
き
に
は
必
ず
絹
表
紙
に

し
た
。
そ
う
い
う
細
か
い
と
こ
ろ
に
平
安
時
代
か
ら
の
伝
統
が
生
き
て
い
る
の
で
あ

る
。
実
際
、
和
本
を
見
て
い
る
と
、
よ
い
紙
に
刷
ら
れ
た
も
の
は
仕
上
が
り
も
良
く

読
み
や
す
い
。
そ
こ
を
評
価
し
な
い
と
い
け
な
い
と
思
う
。 

 

§
江
戸
の
紙
の
変
遷
が
わ
か
る 

も
う
ひ
と
つ
の
見
分
け
方
を
紹
介
し
よ
う
。
明
暦
か
ら
元
禄
頃
ま
で
の
江
戸
の
出

版
は
そ
う
盛
ん
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
独
特
の
版
下
文
字
と
菱
川
師
宣
を
代
表

と
す
る
挿
絵
の
入
っ
た
本
に
は
味
わ
い
が
あ
っ
て
私
の
好
き
な
本
で
あ
る
。
内
容
は

古
典
か
京
都
の
仮
名
草
子
の
焼
き
直
し
で
新
味
は
な
い
が
、
鱗
形
屋

う
ろ
こ
が
た
や

、
松
会

ま

つ

え

や
本
問

屋
（
喜
右
衛
門
）
な
ど
の
出
す
も
の
に
は
個
性
的
な
お
も
し
ろ
み
を
感
じ
る
。
そ
れ

で
、
こ
の
時
期
の
本
を
あ
え
て
「
江
戸
版
」
と
称
す
る
。 

初
期
の
江
戸
版
に
は
漉
き
返
し
の
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
た
。
漉
き
返
し
と
い
う
の
は
、

反
故
紙
を
集
め
て
煮
直
し
て
漉
く
リ
サ
イ
ク
ル
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
は
宿
紙

し
ゅ
く
し

と
呼
ば

れ
、
朝
廷
の
発
す
る
綸
旨

り

ん

じ

な
ど
に
使
わ
れ
た
。
こ
の
事
業
が
民
間
に
広
ま
り
、
京
都
で

は
西
洞
院

に
し
の
と
う
い
ん

紙
が
有
名
で
あ
る
。
そ
れ
が
江
戸
で
は
浅
草
あ
た
り
で
始
ま
っ
た
の
で
浅
草

紙
と
呼
ば
れ
た
。
江
戸
版
を
見
る
と
全
体
に
薄
墨
色
を
し
て
い
る
。
新
品
と
違
っ
て
紙

の
繊
維
が
短
い
せ
い
か
、
少
し
け
ば
、
、
だ
っ
て
し
ま
う
。 

と
こ
ろ
が
こ
の
漉
き
返
し
の
江
戸
版
も
、
い
つ
の
ま
に
か
新
品
の
紙
に
切
り
替
わ
っ

て
い
く
。
い
つ
か
ら
と
い
う
の
は
わ
か
ら
な
い
。 

関
東
で
は
武
蔵
の
小
川
紙
や
常
陸
の
西
の
内
紙
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
ら

の
製
紙
が
盛
ん
に
な
る
の
は
十
八
世
に
な
っ
て
か
ら
で
、
十
七
世
紀
末
は
し
だ
い
に
江

戸
地
廻
り
の
和
紙
生
産
が
確
立
し
て
い
く
初
期
段
階
だ
っ
た
。
江
戸
版
の
紙
が
い
つ
の

ま
に
か
新
品
の
紙
に
な
る
こ
と
で
、
関
東
地
方
で
の
製
紙
業
の
進
展
が
わ
か
っ
て
お
も

し
ろ
い
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
目
で
本
を
見
る
の
も
ま
た
必
要
で
あ
る
。
そ
の
後
、
江

戸
で
の
出
版
物
は
上
方
並
み
の
楮
紙
が
ふ
つ
う
に
な
る
が
、
赤
本
・
黒
本
・
黄
表
紙
と

続
く
草
双
紙
の
市
場
を
つ
く
っ
た
鱗
形
屋
で
は
も
っ
ぱ
ら
漉
き
返
し
を
使
い
続
け
た
。

コ
ス
ト
が
安
く
、
本
の
売
価
を
抑
え
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
も
十
九
世

紀
に
な
る
と
、
さ
す
が
に
合
巻
で
も
漉
き
返
し
は
使
わ
な
く
な
る
。 

こ
う
し
て
見
る
と
、
紙
の
使
い
方
は
出
版
物
の
変
遷
に
も
関
係
し
て
く
る
大
切
な
要

素
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
か
ら
、
書
誌
情
報
に
紙
の
こ
と
を
記
載
す
る
こ
と
が
必

要
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
が
紙
の
質
で
古
書
の
価
格
を
判
断
す
る
よ
う
に
、
各
々
の
本

の
個
別
的
な
情
報
に
な
る
か
ら
だ
。
な
ぜ
、
そ
の
紙
を
使
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
そ

の
本
が
つ
く
ら
れ
た
背
景
に
あ
る
の
で
重
要
な
の
で
あ
る
。 

ま
だ
紙
の
こ
と
ま
で
記
し
て
い
る
図
書
館
・
文
庫
の
書
誌
情
報
は
少
な
い
。
こ
れ
ま

で
重
視
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
が
、
今
後
は
ぜ
ひ
紙
を
見
分
け
る
ス
キ
ル
を

あ
げ
て
も
ら
い
た
い
も
の
だ
。 


