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落丁がないことを示す「丁

数改」の印が捺された本 

 

§ 

落
丁
を
調
べ
る 

和
本
を
仕
入
れ
て

初
に
す
る
仕
事
は
、
落
丁
調
べ
で
あ
る
。
と
く
に
版
本
は
、

丁

付

ち
ょ
う
づ
け

を
数
え
な
が
ら
め
く
っ
て
い
く
。
そ
の
方
法
は
本
を
天
地
さ
か
さ
に
し
て
、
お

札さ
つ

を
勘
定
す
る
と
き
の
よ
う
に
扇
状
に
広
げ
て
五
枚
ず
つ
、
あ
る
い
は
二
枚
・
三
枚

と
め
く
っ
て
い
く
（
上
図
）
。
そ
れ
に
合
わ

せ
て
丁
付
を
五
、
十
、
十
五
…
…
と
追
っ
て

い
く
。
そ
れ
が
五
、
十
、
十
六
と
な
っ
た
ら

十
一
丁
以
降
に
抜
け
が
見
つ
か
る
。
こ
れ
が

落
丁
だ
。 

古
本
を
仕
入
れ
た
後
、
落
丁
が
な
い
か
ど

う
か
を
調
べ
る
の
は
江
戸
時
代
か
ら
小
僧
さ

ん
の
仕
事
と
決
ま
っ
て
い
た
。
数
が
多
い
と

夜
遅
く
ま
で
か
か
っ
た
と
い
う
。 

経
験
上
ま
ず
九
十
九
パ
ー
セ
ン

ト
落
丁
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
逆
を
い
う
と
百
冊
に
一
冊
く
ら

い
は
落
丁
が
出
て
く
る
こ
と
に
な

る
。
二
百
年
、
三
百
年
前
の
ミ
ス
が

発
見
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
お

ろ
そ
か
に
で
き
な
い
。 

落
丁
と
い
う
の
は
製
本
の
段
階
で
お
き
る
。
現
代
の
洋
装
本
で
は
十
六
頁
分
一
折

が
そ
っ
く
り
抜
け
て
し
ま
う
。
落
丁
調
べ
を
す
る
と
十
で
割
り
切
れ
な
い
頁
数
な
る

の
で
、
す
ぐ
に
発
見
で
き
る
。 

和
本
の
場
合
は
一
丁
単
位
で
抜
け
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
版
本
の
製
本
過
程
で

は
刷
っ
た
後
、
ま
ず
丁
付
の
順
に
一
枚
ず
つ
紙
を
揃
え
て
い
く
。
こ
れ
を
「
丁
合
を

と
る
」
と
い
う
。
こ
の
と
き
抜
け
て
し
ま
う
の
が
落
丁
だ
。
ま
た
、
順
番
の
狂
う
の

が
「
乱
丁
」
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
現
代
で
も
使
う
出
版
の
業
界
用
語
で
あ
る
。
こ
の

あ
と
表
紙
を
つ
け
て
綴
じ
る
仕
立
て
職
人
に
仕
事
を
回
し
、
そ
こ
で
も
検
査
す
る
だ

ろ
う
か
ら
落
丁
・
乱
丁
は
減
っ
て
い
く
。
現
在
見
つ
か
る
落
丁
は
、
こ
こ
ま
で
き
て

も
見
過
ご
さ
れ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
二
百
年
も
三
百
年
前
に
す
り
抜
け
た
ミ
ス
を
現

代
の
わ
れ
わ
れ
が
責
任
を
と
る
と
い
う
の
は
釈
然
と
し
な
い
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ

を
済
ま
せ
な
い
と
落
ち
着
か
な
い
の
で
あ
る
。 

新
刊
が
出
版
社
に
あ
る
う
ち
な
ら
取
り
替
え
て
も
ら
え
る
が
、
和
本
は
も
と
よ
り

絶
版
に
な
っ
た
よ
う
な
古
い
本
の
交
換
は
無
理
だ
。
そ
こ
で
、
古
書
の
市
場
で
は
落

エ
ッ
セ
イ 

古
本
屋
の
仕
事
場
十
三 

 

 
 

い
い
加
減
な
本
こ
そ
お
も
し
ろ
い 
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丁
本
は
返
品
な
い
し
は
値
引
き
で
き
る
ル
ー
ル
が
存
在
し
て
い
る
。
戦
前
は
落
丁
一

丁
に
つ
き
い
く
ら
値
引
き
す
る
と
い
う
決
ま
り
も
あ
っ
た
ら
し
い
が
、
現
在
は
落
札

価
格
の
十
％
な
い
し
は
十
五
％
く
ら
い
引
く
。
顧
客
に
売
る
場
合
も
そ
れ
を
承
知
し

て
も
ら
っ
て
価
格
を
安
く
す
る
こ
と
に
な
る
。 

長
澤
規
矩
也
先
生
が
ま
だ
ご
存
命
だ
っ
た
頃
、
和
本
の
落
丁
が
見
つ
か
る
と
、
き

っ
ち
り
「
全
丁
分
の
一
」
の
値
引
き
を
要
求
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
五
十
丁
の
本
の

一
丁
が
な
い
と
、
五
十
分
の
一
ま
け
る
と
い
う
わ
け
だ
。
一
万
円
な
ら
二
百
円
お
返

し
す
る
。
誠
心
堂
の
先
代
は
「
さ
す
が
に
数
学
者
の
息
子
さ
ん
だ
け
あ
る
」
と
感
心

し
て
い
た
（正
確
に
は
長
沢
亀
之
助
の
孫
）
。 

落
丁
個
所
を
手
書
き
で
補
写
し
て
綴
じ
こ
ん
だ
本
も
よ
く
あ
る
が
、
こ
れ
と
て
欠

点
に
は
違
わ
な
い
の
で
事
実
上
落
丁
扱
い
で
あ
る
。
た
だ
し
、
乱
丁
の
ほ
う
は
綴
じ

糸
と
中
締
め
の
紙
捻

こ

よ

り

を
ほ
ど
い
て
製
本
し
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
ペ
ナ
ル
テ
ィ

と
は
な
ら
な
い
。 

 § 

丁
付
ミ
ス
の
取
り
繕
い
方 

丁
付
に
関
す
る
ミ
ス
は
必
ず
し
も
落
丁
と
は
限
ら
な
い
。
一
、
二
と
順
に
番
号
を

ふ
る
の
が
ふ
つ
う
だ
が
、
二
が
あ
っ
て
さ
ら
に
「
又
二
」
と
い
う
書
き
か
た
の
と
き

が
あ
る
。
二
を
ふ
た
つ
作
っ
て
し
ま
っ
た
か
、
あ
と
か
ら
一
丁
追
刻
し
た
と
き
の
書

き
か
た
だ
。
「
二
ノ
一
」
・
二
ノ
二
」
と
す
る
と
き
も
あ
る
。
た
だ
し
「
二
ノ
五
」

な
ど
と
い
う
書
き
方
は
二
か
ら
五
ま
で
と
い
う
こ
と
で
、
三
、
四
は
な
い
と
い
う
場

合
に
用
い
る
。
「
ノ
」
の
使
い
方
は
む
し
ろ
、
こ
の
丁
付
の
数
字
が
抜
け
た
と
き
の

取
り
繕
い
な
の
で
あ
る
。
右

下
図
の
『
紀
国
百
首
』
で
は

「
紀
百
二
ノ
六
」
と
な
っ
て
い

て
四
丁
分
数
字
が
抜
け
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

丁
付
が
抜
け
て
い
る
の
に

修
正
も
さ
れ
て
い
な
い
本
も

あ
る
。
丁
付
は
飛
ん
だ
ま
ま

な
の
に
中
の
文
章
は
き
ち
ん

と
つ
な
が
っ
て
い
る
場
合
だ
。

原
欠
な
の
だ
が
、
そ
れ
を
調

べ
る
に
は
、
他
の
現
物
と
比

較
し
な
い
と
い
け
な
い
の
で

大
変
で
あ
る
。 

逆
に
丁
付
が
重
複
す
る
こ

と
も
あ
る
。
そ
う
い
う
と
き

は
、「
又
八
」
と
書
く
の
だ
が
、

下
左
図
の
『
古
今
著
聞
集
』

の
巻
十
二
に
は
八
が
二
丁
あ
っ
て
重
複
し
て
い
た
の
に
丁
付
は
修
正
さ
れ
て
い
な
い
。 

こ
の
へ
ん
の
後
始
末
の
や
り
か
た
を
覚
え
て
お
か
な
い
と
、
む
や
み
に
落
丁
だ
と

騒
い
で
は
恥
を
か
く
こ
と
に
な
る
。 
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§ 
意
図
的
な
丁
付 

と
こ
ろ
が
、
右
図
の
『
鍼
灸
和
解
』
の
巻
二
は
、「
三
十
四
十
」
と
な
っ
て
い
る
。 

も
う
ひ
と
つ
そ
の
左
側
の
『
伊
勢
物
語
』
の
版
本
で
も
「
卅
ノ
四
十
」
と
な
っ
て

い
る
。
三
十
一
か
ら
三
十
九
が
抜
け
て
い
る
と
い
う
取
り
繕
い
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

こ
れ
は
単
純
な
ミ
ス
と
は
い
い
き
れ
る
な
い
。
意
図
的
な
丁
付
で
あ
る
可
能
性
が
あ

る
の
だ
。 

実
は
こ
う
い
う
本
は
よ
く
あ
る
も
の
で
、
本
を
厚
く
見
せ
る
た
め
の
作
為
で
あ
る
。

店
先
で
本
を
手
に
と
っ
て

終
丁
を
見
る
と
「
五
十
五
丁
」
と
な
っ
て
い
た
と
す
る
。

全
五
十
五
丁
あ
る
立
派
な
本
だ
と
勘
違
い
し
て
買
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
実
は
四
十

五
丁
し
か
な
い
。
昔
は
よ

く
お
土
産
の
お
菓
子
に

「
上
げ
底
」
と
い
う
の
が

あ
っ
た
。
箱
の
底
が
厚
く

な
っ
て
い
て
大
き
く
見

え
る
が
、
実
際
の
中
身
の

お
菓
子
は
ち
ょ
っ
と
し
か
な
い
、
と

い
う
の
と
同
じ
発
想
で
あ
る
。
図
書

館
の
書
誌
デ
ー
タ
の
中
に
は
、
こ
の

終
丁
の
数
の
ま
ま
を
総
丁
数
で
あ

る
か
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
場
合
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
調
査
不
十
分
と
い

う
も
の
で
あ
る
。
ま
だ
騙
さ
れ
て
い
る
。 

草
紙
屋
の
出
す
本
に
は
も
っ
と
い
い
加
減
な
も
の
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
ど
こ
に
も

丁
付
が
な
い
本
も
多
い
し
、
文
章
が
通
ず
る
の
に
丁
が
飛
ん
で
い
た
り
、
七
、
八
、

九
と
き
た
の
に
四
、
五
、
六
と
戻
っ
て
み
た
り
、
別
の
本
の
丁
を
挟
ん
だ
り
、
あ
ま

り
の
ず
さ
ん
さ
に
調
べ
る
気
に
も
な
ら
な
い
。
と
い
う
か
、
調
査
不
能
で
あ
る
。
青

本
や
合
巻
な
ら
五
丁
単
位
で
つ
く
る
の
で
こ
う
い
う
事
例
は
少
な
い
が
、
草
紙
屋
の

出
す
往
来
物
や
重
宝
記
の
た
ぐ
い
は
ま
っ
た
く
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
本

づ
く
り
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
本
屋
の
素
顔
が
見
え
て
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
む
し
ろ

微
笑

ほ

ほ

え
ま
し
い
。 

ミ
ス
と
い
う
な
ら
、
そ
っ
く
り
何
行
も
の
文
章
が
抜
け
て
い
る
本
、
刊
記
の
住
所

を
間
違
え
た
本
、
校
正
の
い
い
加
減
な
本
な
ど
ほ
か
に
も
枚
挙
に
い
と
ま
は
な
い
。

ま
た
、
イ
ン
チ
キ
と
い
う
な
ら
浄
瑠
璃
本
の
権
利
を
持
っ
て
い
た
山
本
九
兵
衛
の
海

賊
版
と
い
う
べ
き
山
木、
九
兵
衛
版
な
ど
も
有
名
で
あ
る
。「
重
板
」
が
本
屋
仲
間
に
よ

っ
て
厳
し
く
詮
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
の
中
頃
に
は
版
権
問
題
は
し
だ

い
に
解
決
さ
れ
て
い
く
が
、

近
ど
こ
か
の
国
の
者
が
や
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
が
、

江
戸
時
代
は
横
行
し
て
い
た
。 

落
丁
だ
ミ
ス
だ
、
作
為
だ
と
い
ち
い
ち
目
く
じ
ら
を
た
て
る
の
で
な
く
、
そ
う
い

う
江
戸
の
本
づ
く
り
の
実
情
を
楽
し
む
余
裕
が
ほ
し
い
。
旧
蔵
者
の
蔵
印
や
書
き
入

れ
で
本
の
来
歴
を
知
る
の
も
和
本
に
ふ
れ
る
楽
し
み
だ
が
、
本
か
ら
直
接
二
、
三
百

年
前
の
本
屋
た
ち
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
ま
で
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
は
、
別
な
意
味
で

も
っ
と
お
も
し
ろ
い
こ
と
で
あ
る
。
書
誌
学
で
は
学
べ
な
い
世
界
だ
。 


