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§
世
界
一
の
残
存
文
書
数 

最
近
読
ん
だ
伊
藤
正
敏
氏
の
『
無
縁
所
の
中
世
』
（
ち
く
ま
新
書
、
二
〇
一
〇
年
）

に
こ
ん
な
記
述
が
あ
っ
た
。 

「
近
年
国
際
交
流
が
進
み
、
各
国
の
文
書
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
ち
ょ
っ

と
意
外
な
こ
と
で
あ
る
が
、
残
存
文
書
の
絶
対
数
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
よ
り
も
、
中

国
全
土
よ
り
も
、
日
本
の
方
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
」 

ど
の
よ
う
な
調
査
で
わ
か
っ
た
の
か
不
明
だ
が
、
前
近
代
の
史
料
と
い
う
点
で
い

え
ば
実
感
と
し
て
は
理
解
で
き
る
。
日
本
で
は
中
世
文
書
の
大
半
が
寺
院
で
保
管
さ

れ
て
き
て
お
り
、
寺
社
史
料
が
豊
富
で
あ
る
。
近
世
に
い
た
っ
て
は
地
方

じ

か

た

文
書
が
い

く
ら
で
も
あ
る
。
今
で
も
段
ボ
ー
ル
箱
に
ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
た
各
地
の
民
間
の
史

料
が
大
量
に
古
書
市
場
に
出
て
く
る
。
旧
家
が
家
の
建
て
直
し
を
す
る
と
必
ず
蔵
の

中
か
ら
出
て
く
る
の
だ
。
多
く
は
江
戸
時
代
の
後
半
か
ら
の
庄
屋
あ
る
い
は
そ
れ
に

準
ず
る
家
の
書
類
で
あ
る
。
藩
や
公
儀
に
提
出
す
る
文
書
の
写
し
、
金
銭
の
出
納
や

貸
借
な
ど
の
記
録
だ
。
家
が
倒
壊
す
る
よ
う
な
大
き
な
地
震
が
あ
っ
た
あ
と
に
は
、

必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
そ
の
地
域
か
ら
多
く
出
て
く
る
。 

こ
れ
ら
は
地
元
の
公
文
書
館
や
資
料
館
な
ど
が
あ
る
程
度
受
け
入
れ
て
い
る
と
思

う
が
、
何
ら
か
の
形
で
保
存
さ
れ
れ
ば
よ
い
ほ
う
で
、
お
そ
ら
く
大
半
は
廃
棄
さ
れ

て
し
ま
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
古
書
の
市
場
に
出
て
く
る
の
は
、
そ
れ
で
も
幸
運
な
文

書
た
ち
で
あ
る
。 

ど
こ
か
で
こ
う
し
た
「
歴
史
的
な
史
料
は
公
共
の
も
の
で
あ
り
、
値
段
を
つ
け
て

売
買
す
る
と
は
け
し
か
ら
ん
」
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
お
ら
れ
る
学
者
の
文

を
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
す
べ
て
の
文
書
が
し
か
る
べ
き
機
関
に
保
存
さ
れ
れ
ば
（
買

い
上
げ
る
の
で
な
く
寄
付
し
ろ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
）
、
そ
れ
は
間
違
っ
た
意
見
で

は
な
い
だ
ろ
う
が
、
現
実
的
で
は
な
い
。
旧
家
を
こ
わ
し
て
新
築
す
る
人
に
と
っ
て
、

「
じ
ゃ
ま
な
紙
ク
ズ
」
と
し
か
み
え
な
い
文
書
類
を
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ
う
。
教
育

委
員
会
に
連
絡
し
て
指
示
を
仰
ぐ
の
だ
ろ
う
か
。
考
古
学
の
遺
跡
の
よ
う
に
法
律
で

義
務
づ
け
ら
れ
た
こ
と
な
ら
対
応
す
る
だ
ろ
う
が
、
無
数
に
あ
る
文
書
に
つ
い
て
は

無
理
だ
ろ
う
。 

古
書
の
市
場
に
地
方
文
書
が
出
て
く
る
の
は
、
そ
う
し
た
所
有
者
が
古
本
屋
を
呼

ん
で
処
分
し
た
の
で
は
な
く
、
骨
董
屋
が
き
て
陶
磁
器
や
家
具
、
書
画
な
ど
と
い
っ

し
ょ
に
持
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
本
や
文
書
の
類
は
ま
ず
骨
董

の
市
場
に
出
て
く
る
。
そ
れ
を
各
地
の
骨
董
市
を
ま
わ
っ
て
い
る
本
屋
が
見
つ
け
て

き
て
古
書
市
場
に
持
っ
て
く
る
。
村
や
町
の
隅
々
ま
で
入
り
込
ん
で
い
く
骨
董
屋
な

ら
で
は
の
仕
事
が
あ
れ
ば
こ
そ
生
き
残
っ
た
の
だ
。
最
終
的
な
取
引
市
場
で
あ
る
古

書
市
場
で
値
段
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
以
後
は
回
っ
て
こ
な
く
な
る
。
値
段
が
つ
く
か

エ
ッ
セ
イ 

古
本
屋
の
仕
事
場
９ 

  
 

日
本
人
は
物
持
ち
が
よ
い
？ 
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ら
骨
董
屋
も
持
っ
て
い
く
し
、
文
書
も
生
き
残
れ
る
と
い
う
道
理
が
大
事
な
の
だ
。 

近
世
に
関
す
る
限
り
、
ま
だ
ま
だ
潜
在
的
に
多
数
の
文
書
が
民
間
に
あ
り
、
現
状

で
は
そ
れ
を
収
納
保
管
す
る
公
共
機
関
の
能
力
に
も
限
界
が
あ
る
。
ま
し
て
、
そ
れ

ら
を
整
理
し
て
読
み
込
む
作
業
な
ど
百
年
た
っ
て
も
終
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 §
和
本
の
残
存
数
も
計
れ
る
か
？ 

そ
れ
ほ
ど
「
豊
富
な
」
史
料
群
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
を
書
籍
に
置
き
換
え
て
国
際

比
較
調
査
を
す
る
の
も
お
も
し
ろ
い
と
思
う
。
前
近
代
の
書
籍
（
よ
う
す
る
に
和
本
）

の
残
存
度
の
高
さ
は
つ
と
に
実
感
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
お
そ
ら
く
文
書
同
様
の

結
果
と
な
る
と
思
う
。 

わ
た
し
た
ち
の
大
先
輩
で
あ
る
反
町
茂
雄
さ
ん
は
世
界
中
の
書
籍
に
造
詣
が
深
か

っ
た
が
、
そ
の
経
験
で
日
本
は
古
い
書
籍
の
残
存
度
が
非
常
に
高
い
こ
と
を
何
度
も

力
説
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
、
そ
の
学
問
的
な
根
拠
が
な
か
な
か
示
せ
な
い
の
だ
。 

た
ん
な
る
出
版
点
数
の
統
計
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
が
写
本
も
含
め
て
ど
れ
だ
け
残

っ
て
い
る
か
を
数
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
図
書
館
・
文
書
館
な
ど
の
機
関
の
蔵
書

数
だ
け
を
と
り
あ
げ
て
比
較
し
て
も
実
態
を
示
さ
な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
い
本

は
図
書
館
・
文
書
館
が
充
実
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
よ
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
蔵
書
数
だ
け
を
国
別
に
比
較
す
る
と
日
本
よ
り
多
い
と
こ
ろ
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
残
存
書
籍
数
の
統
計
に
は
意
味
を
持
た
せ
ら
れ
な
い
。
民
間

に
ど
れ
だ
け
残
さ
れ
て
い
る
か
を
含
め
て
考
え
な
い
と
た
し
か
な
数
字
に
な
ら
な
い

か
ら
だ
。 

日
本
で
は
公
的
な
図
書
館
・
博
物
館
と
個
人
の
間
に
、
寺
社
、
各
種
私
的
な
博
物

館
や
文
庫
、
専
門
図
書
館
な
ど
が
多
く
存
在
し
そ
の
保
管
数
も
多
く
、
そ
も
そ
も
そ

の
全
体
像
す
ら
つ
か
め
て
い
な
い
。NACSIS Webcat

と
い
う
大
学
図
書
館
を
中
心
と

し
た
蔵
書
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
あ
っ
て
約
九
百
万
件
と
充
実
し
て
い
る
が
、
あ
く
ま

で
も
大
学
図
書
館
が
中
心
で
あ
る
。
国
会
図
書
館
のJAPAN 

MARC

が
四
百
五
十
万
件
、

さ
ら
に
公
共
図
書
館
な
ど
は
個
別
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
デ

ー
タ
の
管
理
な
ど
お
ぼ
つ
か
な
い
と
こ
ろ
の
ほ
う
が
多
い
。
あ
る
い
は
大
半
が
個
別

に
公
開
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。 

国
立
情
報
学
研
究
所
の
高
野
明
彦
教
授
に
よ
っ
てWebcat Plus

と
い
う
図
書
館
だ

け
で
な
く
古
書
店
の
在
庫
（
「
日
本
の
古
本
屋
」
）
ま
で
含
め
て
日
本
全
体
の
蔵
書

を
串
刺
し
に
し
て
検
索
で
き
る
こ
と
を
理
想
と
し
た
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
つ
つ
あ

る
が
、
ま
だ
始
ま
っ
た
ば
か
り
だ
。
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
は
、
単

純
な
検
索
だ
け
で
な
く
、
関
連
す
る
本
ま
で
い
っ
し
ょ
に
見
つ
け
出
す
「
連
想
検
索
」

が
で
き
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
旧
来
の
分
類
主
義
で
探
し
て
も
み
つ
か
ら
な
い
本
が
出

て
き
た
り
す
る
。
ネ
ッ
ト
社
会
に
も
問
題
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
で
ば
ら
ば
ら
に
存
在

し
て
い
た
も
の
を
関
連
で
調
べ
る
こ
と
で
、
新
た
な
情
報
の
切
り
出
し
方
が
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に
は
意
義
が
あ
る
。 

各
所
蔵
の
公
開
が
進
み
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
機
能
す
る
と
、
そ
の
中
か
ら
近
代
以

降
の
書
籍
や
外
国
書
を
除
い
て
和
本
類
だ
け
を
カ
ウ
ン
ト
す
る
と
あ
る
程
度
本
の
残

存
度
が
計
れ
る
。
ま
だ
個
人
が
所
蔵
す
る
全
体
像
は
無
理
と
し
て
も
、
一
定
の
推
定

値
が
出
る
だ
ろ
う
。
こ
の
中
に
「
日
本
の
古
本
屋
」
の
デ
ー
タ
が
入
る
か
ら
だ
。 
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個
人
の
蔵
書
な
ど
調
べ
よ
う
も
な
い
の
だ
が
、
そ
の
一
部
の
顕
在
化
し
た
の
が
古

書
店
の
在
庫
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
程
度
想
像
が
つ
く
。 

古
書
店
の
世
界
的
な
連
合
組
織
と
し
てILAB(

国
際
古
書
籍
商
連
盟)

が
あ
っ
て
、

そ
の
加
盟
店
は
各
国
の
指
導
的
な
店
で
あ
る
。
た
ん
な
る Secondhand Books 

の

店
と
は
区
分
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
はAntiquarian

 
Books

は
た
し
か
に
充
実
し

て
い
る
。
し
か
し
、
稀
覯
本
と
は
要
す
る
に
数
が
少
な
い
か
ら
価
値
の
あ
る
本
で
あ

っ
て
、
そ
れ
が
い
く
ら
充
実
し
て
い
て
も
全
体
の
書
籍
残
存
数
を
調
べ
る
根
拠
に
な

ら
な
い
。
そ
の
点
、
日
本
で
は
古
書
店
に
区
分
け
が
な
い
の
で
、
大
小
さ
ま
ざ
ま
な

書
店
が
組
織
に
入
っ
て
い
る
。
そ
の
加
盟
店
は
全
国
で
二
千
軒
を
超
え
て
お
り
（
そ

れ
で
も
だ
い
ぶ
減
っ
て
き
て
い
る
）
、
そ
の
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
型
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
販
売
の
場
で
あ
る
「
日
本
の
古
本
屋
」
に
は
現
在
七
百
万
点
の
古
本
が
登
録
さ
れ

て
い
る
。
和
本
は
そ
の
中
の
二
、
三
％
程
度
だ
が
、
そ
れ
で
も
二
％
な
ら
十
四
万
点

で
あ
る
。
統
計
的
な
全
体
像
は
む
り
に
し
て
も
、
そ
の
多
さ
の
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。 

 §
本
を
残
す
寺
院
の
役
割 

日
本
人
が
よ
く
本
を
残
す
背
景
に
あ
る
書
物
観
に
対
し
て
私
は
つ
ね
に
興
味
を
抱

い
て
い
る
。
と
く
に
和
本
の
そ
れ
を
探
っ
て
い
け
ば
、
日
本
人
に
と
っ
て
本
と
は
何

か
が
つ
き
と
め
ら
れ
て
い
く
と
思
っ
て
い
る
。 

そ
う
い
う
視
点
で
見
る
と
、
歴
史
的
に
は
本
を
伝
存
さ
せ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
公
家
と
寺
社
の
役
割
が
大
変
大
き
い
こ
と
に
気
づ
く
。
冷
泉
家
に
い
ま
も
藤

原
定
家
の
自
筆
本
を
初
め
と
す
る
古
い
典
籍
が
伝
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
、
公
家
の
本

の
残
し
方
は
す
ご
い
。
宮
内
庁
の
書
陵
部
に
は
数
十
万
巻
に
達
す
る
旧
公
家
の
記
録

類
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
。
未
公
開
の
も
の
も
多
く
、
そ
の
修
復
に
ま
だ
数
十
年
か

か
る
の
だ
と
か
。 

そ
れ
以
上
に
全
国
の
寺
社
の
役
割
の
大
き
さ
に
驚
く
。
質
量
と
も
実
は
寺
社
の
書

物
が
圧
倒
的
に
多
い
の
だ
。
そ
れ
は
文
書
史
料
の
残
存
と
並
行
し
て
い
る
。
中
世
の

寺
院
に
は
し
っ
か
り
し
た
階
層
が
あ
っ
て
、
そ
の
頂
点
に
親
王
や
公
卿
出
身
の
学
侶

が
く
り
ょ

と
呼
ば
れ
る
エ
リ
ー
ト
が
お
り
、
そ
の
下
に
武
家
出
身
の
一
般
僧
が
い
て
こ
こ
ま
で

を
僧
侶
と
い
い
、
読
み
書
き
の
能
力
（
リ
テ
ラ
シ
ー
）
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
書
物
と

学
問
を
伝
え
た
。
院
政
時
代
か
ら
だ
と
じ
つ
に
五
百
年
の
長
き
に
わ
た
っ
て
続
け
ら

れ
て
き
た
。 

こ
の
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
古
書
店
は
実
感
を
も
っ
て
首
肯
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
最
近
も
、
ふ
だ
ん
の
何
気
な
い
市
場
に
平
安
時
代
の
聖

教

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

が
出
て
き
た
。
経

典
の
本
文
で
な
く
、
仏
教
に
関
す
る
論
な
ど
を
概
し
て
聖
教
と
い
う
が
、
中
世
の
も

の
な
ら
も
っ
と
よ
く
出
て
く
る
。
市
場
に
出
た
の
は
、
た
し
か
に
平
安
時
代
中
頃
の

年
代
の
識
語
が
あ
り
、
装
訂
も
横
本
の
小
ぶ
り
な
粘
葉
装
だ
っ
た
。
も
う
少
し
後
の

写
し
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
古
い
。
も
し
こ
れ
が
物
語
の
断
片
だ
っ
た

ら
文
化
財
級
で
数
千
万
円
は
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
聖
教
な
の
で
需
要
も
限
ら
れ

て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
か
、
思
っ
た
よ
り
安
か
っ
た
。 

も
っ
と
古
い
奈
良
時
代
の
古
写
経
も
平
気
な
顔
を
し
て
古
書
市
場
に
出
て
く
る
。

『
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
』
巻
い
く
つ
と
い
う
こ
と
な
ら
珍
し
く
な
い
。
黄
麻
紙
で
首
尾

一
貫
し
て
い
て
元
の
装
訂
を
維
持
し
て
い
れ
ば
高
い
が
、
ど
こ
か
に
欠
点
が
あ
る
と
、
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そ
ん
な
も
の
？
と
い
う
値
段
に
し
か
な
ら
な
い
。
古
さ
の
桁
が
違
う
の
だ
が
、
古
い

だ
け
で
は
価
値
が
出
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
、
わ
か
っ
て
い
て
も
感
覚
が
麻
痺
し

て
し
ま
う
。 

そ
れ
は
寺
院
が
経
典
と
聖
教
共
々
よ
く
保
存
し
て
き
た
か
ら
だ
。
京
都
や
南
都
の

大
寺
院
だ
け
で
な
く
地
方
の
寺
院
で
も
同
じ
で
あ
る
。
栄
枯
盛
衰
の
激
し
い
武
家
で

な
く
、
相
対
的
に
権
力
の
介
入
を
受
け
に
く
い
寺
社
で
書
物
の
伝
存
が
な
さ
れ
て
き

た
。
寺
院
で
は
も
し
火
災
が
あ
れ
ば
、
仏
像
と
書
物
は
ま
っ
さ
き
に
避
難
し
た
。
経

蔵
に
は
、
小
ぶ
り
な
櫃
に
本
が
納
め
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
れ
は
、
火
災
や
さ
ま

ざ
ま
な
変
事
に
備
え
て
人
が
容
易
に
運
び
出
せ
る
大
き
さ
に
し
た
た
め
だ
。 

物
持
ち
が
よ
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
書
物
を
つ
く
り
育
て
る
仕
事
も
要
す
る
に

寺
院
の
仕
事
だ
っ
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
で
き
る
「
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
」

で
中
世
の
分
を
サ
ン
プ
ル
抽
出
し
て
み
た
。
室
町
時
代
半
ば
を
過
ぎ
る
と
連
歌
な
ど

が
盛
ん
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
て
そ
の
割
合
は
四
割
程
度
に
減
る
が
、
鎌
倉
か
ら
南
北

朝
時
代
な
ど
は
六
割
以
上
が
仏
書
で
あ
る
。
公
家
や
武
家
の
記
録
類
が
二
割
程
度
で

そ
れ
に
続
く
。 

じ
つ
は
江
戸
時
代
の
前
期
（
お
お
む
ね
十
七
世
紀
末
ま
で
）
で
も
出
版
書
籍
の
点

数
の
中
で
仏
教
関
係
書
の
占
め
る
割
合
は
高
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
本
号
の
目
録
に

も
載
せ
た
寛
文
十
一
年
（
一
六
七
一
）
刊
後
修
本
の
『
新
板
増
補

書

籍

し
ょ
じ
ゃ
く

目
録

も
く
ろ
く

』
は
当
時

の
分
類
意
識
で
並
べ
た
も
の
だ
が
、
本
文
百
七
十
丁
の
う
ち
七
十
丁
ま
で
が
仏
書
で
、

以
下
、
儒
書
三
十
丁
、
医
書
十
丁
、
仮
名
・
和
書
（
和
歌
・
物
語
・
連
歌
を
含
む
）

二
十
一
丁
な
ど
と
な
っ
て
い
る
。
仏
書
の
占
め
る
割
合
は
ま
だ
四
十
％
に
も
な
る
の

だ
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
後
期
に
な
る
と
、
た
と
え
ば
町
版
の
出
版
書
目
に
な
る
『
割

印
帳
』
で
の
仏
教
関
係
書
の
割
合
は
、
五
％
に
も
み
た
な
く
な
る
。
こ
の
間
に
ど
の

よ
う
な
変
化
が
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

い
ず
れ
に
し
ろ
日
本
が
仏
教
国
だ
っ
た
こ
と
を
再
認
識
さ
せ
る
も
の
だ
。
日
本
人

と
書
物
を
論
ず
る
な
ら
、
こ
の
仏
教
と
の
関
係
を
も
っ
と
重
視
し
な
い
と
偏
っ
た
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

さ
ら
に
中
世
の
寺
院
の
末
端
に
各
寺
社
に
出
入
り
す
る
聖

ひ
じ
り

や
神
人

じ

に

ん

が
い
た
。
彼
ら

は
い
わ
ば
放
浪
民
で
あ
り
、
商
人
で
も
あ
り
芸
能
者
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
唱
導
文

学
を
伝
え
た
こ
と
も
重
要
だ
。
軍
記
物
が
で
き
、
室
町
時
代
に
は
お
伽
草
子
も
増
え

て
い
く
。
こ
れ
ら
は
舞
踊
り
や
音
楽
の
演
奏
と
と
も
に
放
浪
し
た
旅
芸
人
の
語
り
で

伝
え
ら
れ
、
文
字
に
な
る
の
は
ず
っ
と
後
で
あ
る
。
ご
く
一
部
が
絵
巻
物
な
ど
に
な

っ
た
り
し
た
だ
け
だ
っ
た
。
江
戸
時
代
に
入
る
と
浄
瑠
璃
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
で
、

こ
れ
ら
が
い
っ
き
ょ
に
印
刷
物
と
な
っ
た
。
本
を
特
定
の
形
だ
け
で
見
て
し
ま
う
と

語
り
は
書
物
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
考
え
れ
ば

ず
っ
と
継
承
し
て
伝
え
ら
れ
、
数
百
年
の
命
脈
を
保
っ
た
の
だ
っ
た
。
こ
れ
も
広
義

の
寺
社
の
活
動
の
う
ち
で
あ
る
。 

い
ま
、
も
し
書
物
を
手
に
す
る
喜
び
を
感
じ
る
な
ら
、
こ
の
中
世
の
間
の
書
物
観

と
実
際
の
伝
存
の
仕
事
に
も
っ
と
敬
意
と
感
謝
の
念
を
持
つ
べ
き
だ
ろ
う
。
つ
い
つ

い
中
世
は
写
本
の
時
代
、
近
世
が
印
刷
物
の
時
代
、
そ
こ
に
「
発
展
」
が
あ
っ
た
と

考
え
が
ち
だ
が
、
つ
ね
に
連
続
し
て
お
り
、
変
わ
ら
ず
に
日
本
人
の
心
の
中
に
生
き

続
け
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 


