
皇
學
館
論
叢

第
五
十
巻
第
六
号

平

成

二

十

九

年

十

二

月

十

日

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵

﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討

浦

野

綾

子

□

要

旨

長
野
義
言
は
︑
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
で
あ
る
︒
井
伊
直
弼
の
側
近
と
し
て
︑
ま
た
︑
安
政
の
大
獄
の
端
緒
を
作
っ
た
人
物
と
し
て
有
名
な

義
言
は
︑
彦
根
に
行
く
前
は
宮
前
︵
現
松
阪
市
︶
に
お
り
︑
同
地
の
素
封
家
・
蔵
書
家
で
あ
る
堀
内
広
城
と
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ん
で
い
る
︒
義

言
が
広
城
に
送
っ
た
書
簡
は
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
現
在
で
も
残
っ
て
お
り
︑
堀
内
家
か
ら
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈

さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
で
は
︑
国
学
者
・
長
野
義
言
を
知
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
な
る
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
書
誌
情
報
を
再
確
認
し
︑
同
資
料
に
つ
い
て
の

基
礎
的
な
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
︒﹁
尺
牘
﹂
の
書
誌
情
報
・
発
信
年
紀
の
特
定
方
法
を
示
し
︑
ま
た
︑﹁
尺
牘
﹂
と
関
わ
り
の
深
い
︑

彦
根
城
博
物
館
所
蔵
﹁
長
野
義
言
書
状
﹂︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
﹃
大
日
本
維
新
史
料
﹄
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
察
し
︑﹁
尺
牘
﹂
の
持
つ
価

値
や
今
後
の
研
究
方
法
を
提
示
し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

長
野
義
言
・
尺
牘
・
堀
内
広
城
・
井
伊
直
弼
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一
︑
は
じ
め
に

長
野
義
言
は
︑
江
戸
時
代
後
期
の
国
学
者
で
あ
る
︒
井
伊
直
弼
の
側
近
と
し
て
︑
ま
た
︑
安
政
の
大
獄
の
端
緒
を
作
っ
た
人
物
と
し
て

有
名
な
義
言
だ
が
︑
こ
れ
ま
で
︑
国
学
者
と
し
て
の
義
言
像
に
つ
い
て
は
︑
あ
ま
り
議
論
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

国
学
者
と
し
て
の
長
野
義
言
は
︑
ど
の
よ
う
な
人
物
で
あ
っ
た
の
か
︒
考
察
の
手
が
か
り
の
一
端
を
担
う
の
が
︑﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂

と
い
う
︑
義
言
の
書
簡
群
で
あ
る
︒

本
稿
で
は
︑
国
学
者
・
長
野
義
言
を
知
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
な
る
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
書
誌
情
報
を
再
確
認
し
︑
同
資
料
に
つ

い
て
の
基
礎
的
な
事
実
を
確
定
す
る
こ
と
を
目
指
す
︒

二
︑﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
に
つ
い
て
の
先
行
研
究

﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂︵
以
下
﹁
尺
牘
﹂
︶
と
は
︑
主
に
︑
長
野
義
言
よ
り
︑
堀
内
広
城
お
よ
び
そ
の
家
族
に
差
し
出
さ
れ
た
書
簡
の
総
称
で

あ
る
︒
松
阪
市
の
堀
内
家
旧
蔵
︑
現
在
は
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
︒
も
と
は
書
簡
本
来
の
形
で
保
管
さ
れ
て
い
た

が
︑
昭
和
初
期
の
堀
内
家
当
主
・
鶴
雄
氏
に
よ
っ
て
︑
巻
子
本
十
軸
に
仕
立
て
ら
れ
た
︒
こ
の
十
軸
を
収
め
て
い
る
箱
の
蓋
に
﹁
長
野
義

言
尺
牘
拾
巻
﹂
と
墨
書
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
と
呼
ば
れ
て
い
る
︒

こ
の
﹁
尺
牘
﹂
は
︑
秘
匿
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
過
去
に
は
書
簡
の
写
し
が
作
ら
れ
た
り
︑
ま
た
︑
何
人
も
の
研
究
者
が
書
簡

の
内
容
に
つ
い
て
言
及
し
た
り
し
て
い
る
︒
た
と
え
ば
︑
佐
佐
木
信
綱
は
︑﹁
尺
牘
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︵
注
１
︶︒

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討
︵
浦
野
︶
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頃
日
堀
内
鶴
雄
君
か
ら
︑
君
の
祖
父
鶴
城
翁
に
あ
て
ら
れ
た
長
野
義
言
の
文
書
の
巻
物
を
借
り
得
た
︒
義
言
は
︑
い
ふ
ま
で
も
な

く
︑
歌
人
と
し
て
︑
ま
た
︑
彦
根
侯
伊
井
直
弼
の
懐
刀
と
し
て
名
だ
か
い
長
野
主
膳
で
あ
る
︒︵
中
略
︶

堀
内
家
は
伊
勢
国
宮
前
の
旧
家
で
︑
鶴
城
翁
は
彦
根
以
前
の
義
言
を
補
助
し
た
人
で
あ
る
の
で
︑
堀
内
家
に
は
義
言
の
文
書
が
多

く
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
世
に
知
ら
れ
て
ゐ
る
︒
鶴
雄
君
は
︑
近
く
見
出
で
ら
れ
た
義
言
の
書
簡
草
稿
等
を
聚
め
て
一
巻
と
し
︑﹁
筆

草
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑
堀
内
家
と
長
野
義
言
の
交
流
︑
お
よ
び
︑
書
簡
の
存
在
は
︑
隠
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
く
︑
古
く
か
ら
﹁
堀
内
家
に

は
義
言
の
文
書
が
多
く
蔵
さ
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
世
に
知
ら
れ
て
﹂
お
り
︑
佐
佐
木
信
綱
の
よ
う
に
閲
覧
を
許
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
の
で

あ
る
︒

ま
た
︑
現
代
で
も
︑
吉
田
常
吉
氏
︵
注
２
︶や

︑
佐
藤
隆
一
氏
︵
注
３
︶な

ど
に
よ
り
︑﹁
尺
牘
﹂
は
紹
介
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
は
書
簡
群
全

て
を
明
ら
か
に
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
書
簡
の
大
ま
か
な
概
要
や
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
義
言
の
動
向
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
︒

｢尺
牘
﹂
全
体
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
も
の
は
︑
管
見
の
限
り
︑
髙
倉
一
紀
氏
が
書
か
れ
た
﹁
堀
内
家
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂

一
︵
注
４
︶﹂

の
解
題
︵
以
下
﹁
論
叢
解
題
﹂
︶
だ
け
の
よ
う
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
堀
内
家
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
一
﹂
は
︑
解
題
に
﹁
尺
牘
﹂
の
書
誌

情
報
を
記
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
︑﹁
尺
牘
﹂
第
一
巻
が
全
文
翻
刻
さ
れ
て
い
る
︒

本
稿
は
﹁
論
叢
解
題
﹂
を
重
要
な
情
報
源
と
し
︑
こ
れ
に
諸
検
討
を
加
え
︑﹁
尺
牘
﹂
の
全
て
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
第
一
歩
と
し

た
い
︒
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三
︑
堀
内
広
城
と
長
野
義
言

﹁
尺
牘
﹂
は
︑
主
に
︑
堀
内
広
城
お
よ
び
そ
の
家
族
に
差
し
出
さ
れ
た
書
簡
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
︒
大
半
の
書
簡
の
送
り
先
で

あ
る
堀
内
広
城
に
つ
い
て
︑﹁
論
叢
解
題
﹂
は
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
︒

主
た
る
名
宛
人
堀
内
広
城
は
︑
同
家
七
代
目
当
主
︒
寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
五
月
十
七
日
生
︑
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
六
月

八
日
没
︑
享
年
六
十
三
︑
法
名
宗
瓊
︒
幼
名
を
文
次
郎
︑
文
化
七
年
十
二
月
に
元
服
し
て
通
称
を
利
吉
郎
と
名
乗
る
︒
天
保
二
年

︵
一
八
三
一
︶
八
月
に
は
養
父
の
通
称
を
襲
名
し
て
利
右
衛
門
︑
さ
ら
に
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
三
月
に
主
齢
と
改
め
る
︒
名
は
良

勝
︑
後
に
広
城
を
名
乗
る
が
改
名
の
時
期
は
定
か
で
は
な
い
︒
家
号
は
︑
庭
の
主
木
五
葉
松
か
ら
と
っ
て
﹁
五
葉
蔭
﹂︒︵
中
略
︶
広

城
の
生
家
は
飯
野
郡
古
井
村
の
金
谷
家
で
︑
同
喜
左
衛
門
の
三
男
と
し
て
誕
生
︒
文
化
六
年
︵
一
八
〇
九
︶
二
月
︑
十
六
歳
で
︑
飯

高
郡
宮
前
︵
滝
野
︶
の
素
封
家
堀
内
良
置
の
養
子
と
な
り
︑
文
政
七
年
七
月
に
は
そ
の
家
督
を
継
ぐ
と
同
時
に
︑
紀
州
藩
代
官
所
支

配
の
郷
士
︒
同
八
月
︑
勘
定
奉
行
直
支
配
と
な
り
三
人
扶
持
を
給
さ
れ
た
︒
本
居
大
平
の
門
に
入
っ
た
の
は
文
政
五
年
︑
二
十
九
歳

の
四
月
︑﹁
藤
垣
内
門
人
姓
名
録
﹂
の
同
年
﹁
壬
午
﹂
の
条
に
は
︑

四
月
八
日

伊
勢
国

飯
高
郡
滝
野

堀
内
利
吉
郎

広
城

と
見
え
る
︒︵
中
略
︶
更
に
︑
こ
の
三
年
後
の
文
政
八
年
︑
彼
は
松
阪
の
本
居
春
庭
に
も
入
門
︑
和
歌
山
・
松
阪
の
鈴
屋
両
学
統
に

属
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

鈴
屋
門
に
入
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
︑
国
学
に
勤
し
ん
で
い
た
こ
と
が
窺
え
る
広
城
の
も
と
に
は
︑
多
く
の
蔵
書
が
あ
っ
た
︵
注
５
︶︒

そ
の
蔵

書
数
は
︑
広
城
自
筆
の
蔵
書
目
録
︵
注
６
︶か

ら
も
一
千
冊
程
度
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
︒

蔵
書
家
で
も
あ
っ
た
広
城
と
︑
長
野
義
言
は
ど
の
よ
う
に
出
会
っ
た
の
か
︒
義
言
の
経
歴
は
と
い
う
と
︑
そ
の
前
半
生
は
現
在
で
も
わ

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討
︵
浦
野
︶
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か
っ
て
い
な
い
︒
わ
か
る
の
は
︑
天
保
十
年
に
宮
前
︵
現
松
阪
市
︶
の
滝
野
知
雄
の
も
と
に
現
れ
た
以
降
の
こ
と
と
な
る
よ
う
だ
︵
注
７
︶︒

滝
野

家
も
蔵
書
家
で
あ
り
︑
義
言
は
蔵
書
を
目
当
て
に
訪
問
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
滝
野
知
雄
も
大
平
・
春
庭
の
門
人
で
あ
り
︑
広
城
と
は
旧
知

の
仲
で
あ
っ
た
︒
し
か
も
両
家
は
近
い
の
だ
か
ら
︑
義
言
が
滝
野
家
の
蔵
書
の
み
で
な
く
︑
堀
内
家
の
蔵
書
を
閲
覧
し
に
訪
れ
て
も
不
思

議
は
な
い
︒
だ
が
︑
こ
の
時
に
は
義
言
と
広
城
は
ま
だ
対
面
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

﹁
尺
牘
﹂
内
で
容
易
に
年
紀
が
特
定
で
き
る
書
簡
の
う
ち
︑
一
番
古
い
も
の
は
︑
天
保
十
四
年
十
一
月
六
日
の
書
簡
で
あ
る
︒
こ
の
書

簡
は
︑﹁
あ
ち
き
な
う
御
わ
か
れ
侍
り
し
よ
り
﹂
と
始
ま
っ
て
お
り
︑
義
言
と
広
城
が
す
で
に
対
面
を
果
た
し
た
後
に
記
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
し
か
し
︑﹁
い
ま
だ
た
い
め
給
は
り
し
事
は
侍
ら
ね
ど
も
﹂
と
の
文
言
か
ら
始
ま
る
︑
二
人
が
対
面
す
る
以
前
に

記
さ
れ
た
書
簡
が
﹁
尺
牘
﹂
に
は
存
在
す
る
︒
こ
の
書
簡
の
日
付
は
﹁
六
月
廿
七
日
﹂︑
年
不
明
の
も
の
で
あ
る
が
︑
対
面
す
る
前
の
も

の
で
あ
る
か
ら
︑
天
保
十
四
年
十
一
月
六
日
以
前
の
書
簡
と
推
定
で
き
る
︒

吉
田
氏
︵
注
８
︶は

︑
対
面
以
前
に
記
さ
れ
た
こ
の
書
簡
は
︑
天
保
十
三
年
六
月
二
十
七
日
の
も
の
で
あ
り
︑
義
言
と
広
城
の
初
対
面
を
天
保
十

三
年
十
月
と
し
て
い
る
︒
髙
倉
氏
の
﹁
論
叢
解
題
﹂
も
吉
田
氏
に
倣
い
︑
こ
の
説
を
補
足
し
て
い
る
︒
両
氏
が
天
保
十
三
年
と
し
た
理
由

は
︑
広
城
の
自
筆
本
﹃
五
葉
集
別
巻
﹄
に
拠
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒
詠
草
な
ど
を
書
き
写
し
た
こ
の
本
の
中
に
は
︑
義
言
の
﹁
い
ま
だ
た

い
め
給
は
り
し
事
﹂
書
簡
︑
お
よ
び
︑
そ
の
返
書
で
あ
る
広
城
書
簡
︵
六
月
二
十
八
日
付
︶
が
写
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
返
書
に
お
い
て
広

城
が
︑
天
保
十
二
年
に
自
身
が
患
っ
た
中
風
の
こ
と
を
﹁
こ
ぞ
の
春
よ
り
お
も
き
病
に
お
か
さ
れ
て
﹂
と
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
さ
ら

に
両
氏
は
︑
天
保
十
三
年
五
月
か
ら
十
一
月
ま
で
義
言
が
松
阪
に
い
た
証
拠
と
し
て
︑
義
言
の
自
伝
﹃
長
野
家
譜
略
﹄
の
内
容
︵
注
９
︶を

挙
げ
︑

対
面
以
前
の
書
簡
は
天
保
十
三
年
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
︒

こ
の
︑﹁
い
ま
だ
た
い
め
給
は
り
し
事
﹂
書
簡
に
は
︑﹁
め
づ
ら
し
坂
︑
つ
ぶ
て
石
の
わ
た
り
に
も
の
し
て
﹂
と
︑
松
阪
の
名
所
を
訪
れ

た
こ
と
が
記
し
て
あ
り
︑
義
言
が
松
阪
に
居
た
時
に
認
め
た
書
簡
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
こ
の
書
簡
を
天
保
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十
三
年
の
も
の
と
し
た
吉
田
氏
と
髙
倉
氏
の
説
は
︑﹃
五
葉
集
別
巻
﹄
の
内
容
を
重
視
し
す
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
広
城
の

返
書
に
記
さ
れ
た
病
が
中
風
の
こ
と
だ
と
し
た
ら
︑
天
保
十
三
年
以
降
の
書
簡
で
あ
る
と
は
特
定
で
き
る
︒
し
か
し
︑
返
書
に
も
︑
義
言

書
簡
の
写
し
に
も
︑
発
信
年
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
五
葉
集
別
巻
﹄
以
外
︑
天
保
十
三
年
と
確
定
す
る
要
素
が
な
い
︒

よ
っ
て
︑
今
の
と
こ
ろ
︑
義
言
と
広
城
の
初
対
面
は
︑
義
言
が
宮
前
に
姿
を
現
し
た
天
保
十
年
以
降
か
ら
天
保
十
四
年
ま
で
の
間
で
あ
り
︑

対
面
前
の
書
簡
は
天
保
十
年
以
降
の
も
の
︑
と
し
て
お
き
た
い
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
書
簡
の
や
り
取
り
を
し
て
初
対
面
を
果
た
し
た
二
人
は
︑
交
友
を
深
め
︑
弘
化
二
年
に
は
義
兄
弟
の
契
り
を
結
ぶ
ま

で
の
仲
と
な
る
︒
広
城
は
蔵
書
の
貸
し
出
し
や
義
言
著
作
の
出
版
資
金
の
援
助
を
行
い
︑
義
言
は
自
身
の
塾
︵
桃
廼
舎
︶
の
話
や
彦
根
の

話
︑
和
歌
の
添
削
な
ど
を
広
城
に
書
き
送
っ
た
︒

安
政
三
年
に
広
城
が
亡
く
な
っ
た
後
も
︑
義
言
は
広
城
の
子
息
で
あ
る
千
稲
に
宛
て
て
書
簡
を
認
め
て
お
り
︑
堀
内
家
と
の
交
流
は
途

切
れ
ず
に
続
い
て
い
た
と
知
ら
れ
る
︒

四
︑﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
書
誌
情
報

で
は
︑
現
在
ま
で
確
認
さ
れ
て
き
た
﹁
尺
牘
﹂
の
書
誌
情
報
を
︑﹁
論
叢
解
題
﹂
の
記
述
に
基
づ
い
て
再
確
認
す
る
︒

装
訂
は
巻
子
本
仕
立
て
の
全
十
軸
︒
外
題
︑
首
題
は
記
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
全
て
を
収
め
る
箱
︵
二
段
︑
各
五
軸
ず
つ
を
収
め
る
︶
の
蓋
に

﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
と
の
墨
書
が
あ
る
︒

発
信
年
紀
は
︑
広
城
に
よ
る
書
簡
の
端
裏
書
︑
お
よ
び
︑
鶴
雄
が
記
し
た
押
紙
を
主
な
情
報
源
と
し
て
い
る
︒
広
城
の
端
裏
書
︑
鶴
雄

の
押
紙
と
は
︑﹁
論
叢
解
題
﹂
に
よ
る
と
︑

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討
︵
浦
野
︶
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端
裏
書
は
︑
書
簡
上
書
︵
宛
名
等
︶
の
周
辺
に
︑
発
信
年
月
日
・
発
信
地
・
発
信
者
・
到
着
日
等
を
広
城
が
心
覚
え
と
し
て
書
入
た

も
の
で
︑
そ
の
信
頼
性
は
極
め
て
高
い
︒
鶴
雄
は
巻
子
本
製
作
の
際
︑
端
裏
書
を
含
む
書
簡
上
書
︵
裏
面
記
事
︶
の
重
要
性
に
留
意

し
て
︑
こ
れ
を
一
端
切
除
の
う
え
当
該
書
簡
本
文
の
前
に
配
置
し
た
︒
こ
う
し
た
配
慮
に
よ
り
本
﹁
尺
牘
﹂
に
お
い
て
は
︑
発
信
年

紀
等
の
情
報
が
紙
背
記
事
と
し
て
隠
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
免
れ
た
わ
け
で
あ
る
︒
ま
た
︑
押
紙
は
鶴
雄
が
当
該
書
簡
を
巻
子
本
に
装

訂
す
る
に
あ
た
っ
て
︑
書
簡
の
日
付
や
差
出
書
︑
端
裏
書
を
も
と
に
発
信
年
紀
を
紙
片
に
朱
書
し
︑
貼
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒

と
あ
り
︑
記
述
さ
れ
て
い
る
通
り
そ
の
信
頼
性
は
極
め
て
高
い
︒
こ
の
情
報
源
に
よ
り
発
信
年
紀
が
明
確
で
あ
る
巻
子
本
五
軸
分
に
つ
い

て
は
︑
年
紀
順
に
排
列
し
て
お
り
︑
残
り
の
五
軸
に
つ
い
て
は
︑
差
出
書
に
﹁
た
き
﹂
と
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
一
軸
を
最
後
の
︹
十
︺

に
し
て
︑
そ
の
他
は
無
作
為
に
排
列
し
︑
書
簡
の
通
数
と
表
紙
の
文
様
を
記
録
し
て
い
る
︒

﹁
論
叢
解
題
﹂
の
整
理
に
よ
れ
ば
︑
そ
の
排
列
は
次
の
通
り
と
な
る
︒

︹
一
︺
天
保
十
三
年
︵
一
八
四
二
︶
～
弘
化
元
年
︵
一
八
四
四
︶︑
一
五
通
︑
松
葉
色
渦
雲
文
絹
表
紙

︹
二
︺
弘
化
二
年
︵
一
八
四
五
︶︑
一
四
通
︑
白
茶
色
渦
雲
文
緞
子
表
紙

︹
三
︺
弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶︑
一
九
通
︑
金
茶
色
唐
草
文
緞
子
表
紙

︹
四
︺
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶
～
同
四
年
︵
一
八
五
一
︶︑
一
二
通
︑
白
茶
色
渦
雲
文
緞
子
表
紙

︹
五
︺
嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
～
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶︑
一
六
通
︑
松
葉
色
渦
雲
文
絹
表
紙

︹
六
︺
二
四
通
︑
金
茶
色
牡
丹
唐
草
文
緞
子
表
紙
︑
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶
を
含
む

︹
七
︺
二
一
通
︑
金
茶
色
牡
丹
唐
草
文
緞
子
表
紙

︹
八
︺
一
九
通
︑
金
茶
色
牡
丹
唐
草
文
緞
子
表
紙
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︹
九
︺
二
一
通
︑
金
茶
色
牡
丹
唐
草
文
緞
子
表
紙

︹
十
︺
一
〇
通
︑
木
賊
色
唐
草
文
緞
子
表
紙

書
簡
は
全
部
で
一
七
一
通
︒
天
保
十
三
年
か
ら
安
政
二
年
ま
で
は
年
紀
が
特
定
さ
れ
て
い
る
︒

問
題
は
︑︹
十
︺
と
な
る
︑
差
出
書
に
﹁
た
き
﹂
と
記
さ
れ
た
も
の
が
多
い
一
軸
で
あ
る
︒﹁
た
き
﹂
と
は
︑
長
野
義
言
の
前
妻
で
あ
り
︑

滝
野
知
雄
の
妹
で
あ
る
︒
こ
の
﹁
た
き
﹂
が
差
出
書
と
な
っ
て
い
る
書
簡
軸
は
︑﹁
尺
牘
﹂
内
の
巻
子
本
以
外
に
も
現
存
す
る
︒
箱
の
蓋

に
﹁
長
野
た
き
子
消
息
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
全
二
軸
の
巻
子
本
が
︑﹁
尺
牘
﹂
と
共
に
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈
さ
れ
て
い
る
︒
こ

の
﹁
長
野
た
き
子
消
息
﹂
の
巻
子
本
二
軸
を
改
め
て
確
認
し
た
と
こ
ろ
︑
一
軸
の
差
出
書
は
﹁
た
き
﹂
と
な
っ
て
い
た
が
︑
も
う
一
軸
の

差
出
書
は
﹁
義
言
﹂
で
あ
っ
た
︒

﹁
長
野
た
き
子
消
息
﹂
箱
に
入
っ
て
い
た
巻
子
本
の
書
誌
情
報
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

た
き
差
出
書
簡

木
賊
色
唐
草
文
緞
子
表
紙

縦
一
九
・
四
糎

義
言
差
出
書
簡

松
葉
色
渦
雲
文
絹
表
紙

縦
一
九
・
四
糎

た
き
差
出
書
簡
の
表
紙
文
様
は
︹
十
︺
と
同
じ
唐
草
文
緞
子
表
紙
で
あ
り
︑
こ
の
文
様
は
﹁
尺
牘
﹂
の
義
言
書
簡
軸
で
も
使
わ
れ
て
い

る
︒
ま
た
︑﹁
尺
牘
﹂
書
簡
軸
の
大
き
さ
は
一
九
・
二
糎
か
ら
一
九
・
五
糎
の
間
で
あ
り
︑﹁
尺
牘
﹂
と
﹁
長
野
た
き
子
消
息
﹂
は
︑
大
き

さ
も
似
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
︑
寄
贈
︵
も
し
く
は
そ
の
前
段
階
と
し
て
寄
託
︶
以
前
に
︑﹁
尺
牘
﹂
一
軸
と
﹁
長
野
た
き

子
消
息
﹂
一
軸
は
入
れ
違
え
ら
れ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
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﹂
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礎
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︶
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新
た
に
確
認
で
き
た
義
言
書
簡
軸
の
発
信
年
紀
・
通
数
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

︽
新
︾
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶︑
一
五
通
︑
松
葉
色
渦
雲
文
絹
表
紙

書
簡
は
︑
全
て
義
言
差
出
の
も
の
で
あ
っ
た
︒

そ
れ
で
は
︑
こ
の
新
た
な
巻
子
本
一
軸
を
含
め
た
︑
本
来
の
﹁
尺
牘
﹂
十
軸
の
書
誌
情
報
を
︑
改
め
て
見
て
い
き
た
い
︒

軸
の
番
号
は
︑
新
た
に
Ａ
か
ら
Ｊ
と
し
た
︒︹

︺
内
の
番
号
は
﹁
論
叢
解
題
﹂
に
お
け
る
旧
番
号
で
あ
る
︒
発
信
年
紀
は
﹁
論
叢
解
題
﹂

に
従
い
︑
広
城
の
端
裏
書
お
よ
び
鶴
雄
の
押
紙
を
主
な
情
報
源
と
し
た
︒
発
信
年
紀
が
明
確
な
巻
子
本
六
軸
︵
Ａ
か
ら
Ｆ
ま
で
︶
は
︑
年

紀
順
に
排
列
し
た
︒
年
紀
が
特
定
で
き
な
い
書
簡
を
含
ん
で
い
る
四
軸
︵
Ｇ
か
ら
Ｊ
ま
で
︶
は
︑
旧
番
号
の
排
列
順
の
ま
ま
と
し
た
︒
書

簡
数
の
数
え
方
は
︑
書
簡
の
つ
な
が
り
が
認
め
ら
れ
な
い
も
の
︵
紙
の
間
隔
が
あ
い
て
い
る
︑
大
き
さ
が
違
う
等
︶
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
で
一
通
と

し
た
︒

並
べ
替
え
る
と
︑
次
の
通
り
と
な
る
︒

Ａ
︹
一
︺
天
保
十
年
︵
一
八
三
九
︶
以
降
～
弘
化
元
年
︵
一
八
四
四
︶︑
一
五
通

Ｂ
︹
二
︺
弘
化
二
年
︵
一
八
四
五
︶︑
一
四
通

Ｃ
︹
三
︺
弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶︑
二
一
通

Ｄ
︽
新
︾
弘
化
四
年
︵
一
八
四
七
︶︑
一
五
通

Ｅ
︹
四
︺
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶
～
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶︑
一
二
通
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Ｆ
︹
五
︺
嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
～
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶︑
一
六
通

Ｇ
︹
六
︺
弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶
～
文
久
二
年
︵
一
八
六
二
︶
を
含
む
︑
二
七
通

Ｈ
︹
七
︺
弘
化
二
年
︵
一
八
四
五
︶
～
嘉
永
四
年
︵
一
八
五
一
︶
を
含
む
︑
三
二
通

Ｉ
︹
八
︺
天
保
十
五
年
︵
一
八
四
四
︶
～
嘉
永
六
年
︵
一
八
五
三
︶
を
含
む
︑
二
四
通

Ｊ
︹
九
︺
弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶
を
含
む
︑
二
四
通

天
保
十
年
以
降
か
ら
文
久
二
年
ま
で
発
信
年
紀
が
特
定
で
き
た
︒
書
簡
数
は
全
二
百
通
︒
う
ち
一
通
は
堀
内
広
城
か
ら
義
言
に
宛
て
た

書
簡
の
下
書
き
で
あ
っ
た
た
め
︑
義
言
の
書
簡
だ
け
で
言
う
と
︑
全
部
で
一
九
九
通
と
な
る
︒

ま
た
︑
本
稿
で
は
詳
細
は
記
さ
な
い
が
︑
今
回
︑﹁
尺
牘
﹂︵
Ａ
か
ら
Ｊ
ま
で
の
全
十
軸
︶
の
書
簡
一
通
一
通
に
︑
そ
れ
ぞ
れ
︑
Ａ

−

１
︑

Ａ

−

２
⁝
Ｊ

−

24
と
︑
書
簡
番
号
を
新
た
に
付
し
て
い
っ
た
︒

五
︑
発
信
年
紀
の
特
定
方
法

﹁
尺
牘
﹂
書
簡
に
は
︑
義
言
が
記
し
た
日
付
の
他
に
︑
前
章
で
述
べ
た
︑
広
城
に
よ
る
書
簡
の
端
裏
書
と
︑
鶴
雄
が
貼
り
つ
け
た
押
紙

が
あ
る
た
め
︑
大
多
数
の
書
簡
は
発
信
年
紀
が
特
定
で
き
る
︒
新
出
の
巻
子
本
Ｄ
も
︑
義
言
の
日
付
の
他
に
︑
広
城
の
端
裏
書
が
あ
っ
た

た
め
︑
発
信
年
紀
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
わ
け
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
Ｇ
か
ら
Ｊ
の
四
軸
に
つ
い
て
は
︑
端
裏
書
お
よ
び
押
紙
の
記
さ
れ
た
書
簡
は
少
な
く
︑
こ
の
方
法
で
は
年
紀
特
定
に
至
る
こ

と
が
で
き
な
い
︒
そ
こ
で
︑
端
裏
書
・
押
紙
が
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
書
簡
の
内
容
に
基
づ
い
て
年
紀
を
特
定
し
て
い
っ
た
︒

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
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﹂
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︵
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︶
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た
と
え
ば
︑
Ｃ

−

17
と
Ｇ

−

18
の
書
簡
を
比
較
し
て
み
よ
う
︒

Ｃ

−

17
は
︑
広
城
が
﹁
午
七
月
三
日
四
日
出
同
廿
二
日
入
︑
長
野
氏
﹂
と
端
裏
書
を
記
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
︑
義
言
自
身
が
﹁
七
月

三
日
﹂
と
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
弘
化
三
年
七
月
三
日
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
特
定
で
き
る
︒
対
し
て
︑
Ｇ

−

18
は
︑
義
言
が
﹁
七
月

四
日
﹂
と
記
し
て
い
る
が
︑
広
城
の
端
裏
書
も
︑
鶴
雄
の
押
紙
も
な
く
︑
何
年
の
書
簡
で
あ
る
か
特
定
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
︒

こ
の
二
つ
の
書
簡
内
容
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒︵
以
下
︑﹁
尺
牘
﹂
の
翻
字
・
句
読
点
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︶

Ｃ

−

17

︵
前
略
︶

一
︑
歌
の
大
む
ね
︑
板
下
書
は
い
か
ゞ
侍
ら
ん

一
︑
初
の
し
を
り
も
︑
末
分
櫛
と
共
に
︑
五
部
ば
か
り
別
仕
立
に
し
て
給
へ

一
︑
末
分
櫛
中
巻
五
十
六
丁
ウ
ラ

古
今

わ
か
き
つ
る
か
た
も
し
ら
れ
す
く
ら
ふ
山
木
々
の
木
の
葉
の
ち
る
と
ま
か
ふ
に

こ
の
歌
の
四
句
︑
木
が
紅
葉
と
誤
て
侍
る
︒
な
ほ
︑
こ
の
書
は
︑
い
と
〳
〵
心
ぐ
る
し
う
な
ん
︒
さ
こ
そ
も
て
あ
つ
か
ひ
給
ひ
つ
ら

め
︒
思
へ
ば
︑
い
と
も
そ
ゞ
ろ
に
な
む
︒
な
ほ
き
こ
え
奉
ら
ま
ほ
し
き
事
は
︑
八
日
の
便
り
に
な
む
︒
あ
な
か
し
こ

七
月
三
日

義
言

御
せ
う
と
の
君

〇
女
院
様
崩
御
の
よ
し
承
り
ぬ
︒
御
送
葬
の
事
は
︑
こ
の
月
の
末
共
う
け
給
は
り
ぬ
︒
定
り
侍
ら
ば
︑
と
く
京
よ
り
聞
え
奉
る
や
う
︑
京

都
白
山
堂
へ
︑
け
ふ
い
ひ
つ
か
は
し
侍
ら
ん
を
︑
い
か
で
〳
〵
こ
た
び
は
姉
の
君
︑
良
広
を
つ
れ
さ
せ
給
ひ
て
︑
も
の
し
給
へ
︵
後
略
︶
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Ｇ

−

18

又
︑
末
分
櫛
仕
立
の
事
︑
先
つ
便
に
も
聞
え
奉
り
し
や
う
︑︵
中
略
︶
別
に
百
五
拾
部
仕
立
さ
せ
て
給
へ
︒
絹
表
紙
の
方
は
︑
五
部
に
て

よ
ろ
し
う
な
む

一
︑
女
院
崩
御
の
事
︑
御
送
葬
は
廿
一
日
よ
り
三
日
迄
の
間
と
の
事
承
り
ぬ
︒
さ
れ
ば
︑
京
よ
り
聞
え
奉
ら
ん
に
も
︑
い
と
ま
な
か
る
べ

く
侍
れ
ば
︑
松
坂
に
て
も
聞
合
給
ひ
て
︑
も
し
廿
一
日
︑
廿
三
日
い
づ
れ
か
ま
こ
と
に
侍
ら
ば
︑
良
広
を
を
が
み
に
ま
ゐ
ら
せ
給
は

す
や
︒
将
房
も
さ
い
ざ
な
は
せ
給
へ

一
︑
末
分
櫛
︑
先
な
る
は
︑
こ
の
わ
た
り
の
を
し
へ
子
の
中
へ
︑
大
か
た
う
け
て
︑
の
こ
り
も
侍
ら
ず
︒
後
な
る
は
︑
京
へ
も
︑
美
濃
へ

も
︑
三
河
へ
も
つ
か
は
し
て
ん
を
︑
い
づ
か
た
へ
も
弐
拾
匁
に
て
つ
か
は
せ
と
︑
み
な
〳
〵
い
ひ
侍
れ
ば
︑
さ
て
よ
か
ら
ん
や
う
に

う
る
は
し
く
︑
別
仕
立
に
さ
せ
て
給
へ
︒
よ
ろ
づ
は
又
こ
そ
聞
え
奉
ら
め
︒
あ
な
か
し
こ

七
月
四
日

義
言

せ
う
と
の
君

御
前
に
奉
る

こ
の
二
通
の
傍
線
部
を
比
較
し
て
み
る
と
︑﹃
末
分
櫛
﹄
と
い
う
本
を
五
部
︑
別
仕
立
て
に
し
て
欲
し
い
こ
と
︑
ま
た
︑
女
院
崩
御
の

こ
と
な
ど
︑
よ
く
似
た
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
て
と
れ
る
︒﹃
末
分
櫛
﹄
と
は
︑
長
野
義
言
の
著
作
で
あ
り
︑
こ
の
他
の
書
簡

か
ら
弘
化
三
年
ま
で
に
は
刊
行
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
て
い
る
︵
注
10
︶︒

ま
た
︑
女
院
崩
御
の
事
と
は
︑
光
格
天
皇
の
皇
后
・
欣
子
内
親
王
の
御

葬
送
の
こ
と
と
推
定
で
き
る
︒﹃
光
格
天
皇
実
録
︵
注
11
︶﹄

に
よ
る
と
︑
欣
子
内
親
王
は
︑
弘
化
三
年
六
月
二
十
日
︑
六
十
八
歳
で
崩
御
︒
御
葬

送
は
七
月
二
十
三
日
で
あ
っ
た
︒
Ｇ

−

18
に
は
﹁
御
葬
送
は
廿
一
日
よ
り
三
日
迄
の
間
﹂
と
あ
り
︑
欣
子
内
親
王
の
御
葬
送
日
と
一
致
す

る
こ
と
か
ら
も
︑
女
院
と
は
欣
子
内
親
王
で
あ
る
と
特
定
し
て
よ
い
だ
ろ
う
︒
以
上
の
よ
う
に
︑
内
容
の
類
似
点
か
ら
︑
Ｃ

−

17
と
Ｇ

−

18

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討
︵
浦
野
︶
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は
︑
同
年
に
書
か
れ
た
こ
と
︑
つ
ま
り
は
︑
Ｇ

−

18
は
弘
化
三
年
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
特
定
で
き
る
わ
け
で
あ
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
書
簡
の
内
容
に
基
づ
い
て
︑
一
通
一
通
を
調
査
し
た
結
果
︑
発
信
年
紀
が
特
定
で
き
る
書
簡
は
︑
全
部
で
一
二
六
通
と

な
っ
た
︒

さ
て
︑﹁
尺
牘
﹂
内
で
︑
義
言
か
ら
送
ら
れ
た
一
番
最
初
の
書
簡
は
︑
第
三
章
の
通
り
︑
天
保
十
年
以
降
の
も
の
で
あ
る
︒
で
は
︑
義

言
最
後
の
書
簡
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
︒

皇
女
和
宮
が
江
戸
へ
向
け
て
出
発
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
文
久
元
年
の
も
の
と
分
か
る
書
簡
Ｇ

−

27
︵
十
二
月
十
五
日
︶

が
あ
る
︒
こ
れ
が
最
後
の
書
簡
だ
と
思
わ
れ
た
︒

し
か
し
︑
島
津
久
光
の
上
京
に
つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
文
久
二
年
の
も
の
と
特
定
で
き
る
︑
Ｇ

−

17
﹁
六
月
朔
日
﹂
差
出

の
書
簡
が
存
在
す
る
︒
だ
が
︑
差
出
人
は
﹁
山
岡
大
蔵
﹂︑
宛
名
は
﹁
堀
内
理
一
郎
様
﹂
と
な
っ
て
お
り
︑
差
出
人
を
見
る
限
り
で
は
義

言
以
外
が
記
し
た
書
簡
の
よ
う
で
あ
る
︒

こ
の
書
簡
は
︑
尚
々
書
に
﹁
尚
以
姉
君
始
お
す
ま
ど
の
へ
も
︑
栄
五
郎
へ
も
宜
敷
奉
願
候
﹂
と
あ
り
︑
堀
内
家
と
親
し
い
者
か
ら
の
書

簡
と
見
て
取
れ
る
︒﹁
す
ま
﹂
は
千
稲
の
妻
︑﹁
栄
五
郎
﹂
は
広
城
の
五
男
で
千
稲
の
弟
で
あ
る
︒
そ
う
す
る
と
︑﹁
姉
君
﹂
と
は
︑
広
城

の
後
妻
﹁
ま
す
﹂
の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
︒
ま
す
を
姉
君
と
記
す
の
は
︑
義
言
で
あ
る
︒
義
言
は
︑
も
と
は
広
城
の
こ
と
を
﹁
堀
内
君
﹂︑

ま
す
の
こ
と
を
﹁
奥
の
君
﹂
と
記
し
て
い
た
が
︑
弘
化
二
年
九
月
十
四
日
に
広
城
と
義
兄
弟
と
な
っ
た
後
︑
広
城
を
﹁
せ
う
と
の
君
﹂︑

ま
す
を
﹁
あ
ね
の
君
﹂
と
記
す
よ
う
に
な
る
︵
注
12
︶︒

よ
っ
て
︑
こ
の
Ｇ

−

17
も
︑
義
言
の
手
に
よ
る
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︵
注
13
︶︒

義
言
は
︑
文
久
二
年
八
月
二
十
七
日
︑
斬
首
さ
れ
る
︒
そ
の
わ
ず
か
三
か
月
前
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
政
治
に
関
す
る
正
確
な
情
報
を
手

に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
立
場
に
い
た
こ
と
に
な
る
︒﹁
山
岡
大
蔵
﹂
と
い
う
偽
名
を
使
っ
て
ま
で
堀
内
家
に
京
都
の
状
況
を
伝
え
る
意

図
は
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
謎
の
多
い
書
簡
で
は
あ
る
が
︑
こ
れ
が
﹁
尺
牘
﹂
内
に
あ
る
︑
義
言
か
ら
の
最
後
の
書
簡
で
あ
る
︒
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以
上
の
よ
う
に
︑﹁
尺
牘
﹂
の
発
信
年
紀
を
特
定
し
︑
順
番
を
入
れ
替
え
て
い
っ
た
結
果
︑
今
ま
で
年
紀
の
わ
か
ら
な
か
っ
た
書
簡
も
︑

あ
る
程
度
は
年
紀
の
特
定
が
で
き
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒
書
簡
の
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
年
紀
特
定
が
可
能
な
書
簡
は
︑
今
後

も
増
え
る
で
あ
ろ
う
︒

六
︑
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
﹁
長
野
義
言
書
状
﹂
に
つ
い
て

﹁
尺
牘
﹂
一
通
一
通
の
内
容
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
年
紀
特
定
は
あ
る
程
度
可
能
と
な
る
︒
し
か
し
︑﹁
尺
牘
﹂
の
書
簡
に
は
︑
断

簡
も
存
在
す
る
︒
た
と
え
ば
︑﹁
尺
牘
﹂
の
Ｉ

−
９
書
簡
と
︑
Ｉ

−

15
書
簡
は
︑
両
方
と
も
断
簡
で
あ
る
︒

Ｉ

−

9

と
り
よ
せ
お
き
て
給
へ
︒
よ
ろ
づ
は
又
こ
そ
︒
あ
な
か
し
こ

長
月
十
五
日

義
言

御
せ
う
と
の
君

又
︑
北
山
抄
の
事
︑
さ
い
つ
頃
も
聞
え
奉
り
し
ご
と
く
︑
本
は
よ
ろ
し
う
侍
れ
ど
︑
無
点
に
て
︑
書
ざ
ま
も
い
と
し
ど
け
な
け
れ
ば
︑
い

か
で
京
に
て
甘
露
寺
殿
の
御
本
竹
屋
殿
の
御
書
入
本
に
て
︑
校
合
せ
ば
や
と
お
も
ひ
侍
り
て
︑
堤
殿
に
お
き
侍
り
し
を
︑
も
し
と
く
御
ら

ん
せ
さ
せ
ま
ほ
し
く
お
は
し
ま
さ
ば
︑
こ
た
び
都
に
の
ぼ
る
ま
で
に
て
も
︑
又
あ
と
よ
り
に
て
も
︑
い
ひ
お
こ
せ
給
は
ゞ
︑
持
ま
ゐ
り
て

奉
ら
ん
︵
後
略
︶

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討
︵
浦
野
︶
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Ｉ

−

15

︵
前
略
︶
よ
ろ
づ
聞
え
奉
ら
ま
ほ
し
き
事
ど
も
は
︑
さ
は
に
侍
る
を
︑
遠
か
ら
ず
ま
ゐ
り
て
聞
え
奉
ら
ん
︒
な
ほ
〳
〵
︑
柏
屋
方
の
拂
︑

実
は
そ
の
本
の
事
も
︑
さ
も
せ
ん
と
の
給
ひ
た
る
事
は
︑
し
り
て
侍
れ
ど
︑
そ
の
本
い
か
ゞ
な
り
け
ん
と
も
︑
つ
ゆ
し
り
侍
ら
で
︑
わ
づ

か
な
る
事
お
こ
た
り
ぬ
︑
よ
き
に
の
給
は
せ
て
︑
十
月
は
義
言
ま
ゐ
る
と
の
給
は
せ
て
よ
︒
も
し
︑
い
そ
ぎ
侍
ら
ば
︑
取
か
へ
お
き
て
給

へ
︒
そ
の
外
に
︑
か
つ
み
ぶ
り
の
事
も
い
ひ
つ
か
は
し
つ
れ
ば
︑
是
も
︑
君
よ
り
も
い
そ
ぎ
い
ひ
や
り
て
給
へ
︒
百
部
︑
と
く
出
来
侍
ら

ず
ば
︑
さ
し
も
草
の
人
々
に
も
︑
い
ひ
わ
け
侍
ら
ね
ば
︑
板
か
へ
せ
と
て
︑
川
合
町
ま
で
に
て
も
︑

Ｉ

−

９
は
︑
年
不
明
で
あ
る
が
︑
九
月
十
五
日
付
の
書
簡
で
あ
る
︒﹁
と
り
よ
せ
お
き
て
給
へ
︑
よ
ろ
づ
は
又
こ
そ
︒
あ
な
か
し
こ
﹂

と
始
ま
っ
て
お
り
︑
書
簡
の
前
半
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
︒
現
状
で
は
︑
こ
の
Ｉ

−

９
は
︑
そ
の
前
に
あ
る
Ｉ

−

８
と
つ
な
が
っ
て
い
る

か
の
よ
う
に
︑
隙
間
な
く
貼
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
︒
だ
が
︑
Ｉ

−

８
は
﹁
長
野
主
馬
︑
滝
次
郎
左
衛
門
様
﹂
と
終
わ
っ
て
お
り
︑
ま
た
︑

Ｉ

−

９
と
紙
の
大
き
さ
も
違
う
こ
と
か
ら
︑
Ｉ

−

９
と
Ｉ

−

８
は
︑
全
く
別
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒

も
う
一
つ
の
Ｉ

−

15
は
と
い
う
と
︑﹁
川
合
町
ま
で
に
て
も
﹂
と
の
文
章
で
終
わ
っ
て
お
り
︑
後
半
部
分
が
欠
落
し
て
い
る
年
紀
不
明

の
書
簡
で
あ
る
︒

こ
の
二
つ
の
断
簡
を
整
理
す
る
た
め
に
有
用
と
な
る
の
が
︑
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
の
﹁
長
野
義
言
書
状
︵
注
14
︶﹂︵

以
下
﹁
書
状
﹂
︶
で
あ
る
︒

こ
の
﹁
書
状
﹂
は
︑
そ
の
内
容
か
ら
︑﹁
尺
牘
﹂
書
簡
の
写
本
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
写
し
た
の
は
明
治
期
頃
︑
と
な
っ
て
い
る

の
だ
が
︑
正
確
な
時
期
や
︑
彦
根
藩
で
斬
首
と
な
っ
た
義
言
の
書
簡
を
な
ぜ
写
し
た
の
か
︑
ど
こ
で
写
さ
れ
た
の
か
︑
と
い
っ
た
詳
細
は

わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
︒

装
訂
は
冊
子
体
︑
七
冊
︑
仮
綴
じ
で
あ
り
︑
収
め
ら
れ
て
い
る
書
簡
の
順
番
は
︑
年
紀
順
に
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
︑﹁
尺
牘
﹂
の
順
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番
と
は
少
し
違
う
と
こ
ろ
が
あ
る
︒
ま
た
︑
全
一
三
二
通
と
︑﹁
尺
牘
﹂
と
書
簡
数
も
違
っ
て
い
る
︒

﹁
書
状
﹂
が
︑
明
治
期
に
写
し
た
も
の
だ
と
し
た
ら
︑﹁
尺
牘
﹂
内
に
あ
る
書
簡
が
巻
子
本
に
な
る
前
に
写
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
︑
書
簡

本
来
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
え
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
前
述
の
佐
佐
木
信
綱
の
言
︵
注
15
︶に

よ
れ
ば
﹁
鶴
雄
君
は
︑
近
く
見
出
で
ら
れ
た
義

言
の
書
簡
草
稿
等
を
聚
め
て
一
巻
と
し
︑﹁
筆
草
﹂
と
名
づ
け
ら
れ
た
﹂
と
あ
り
︑﹁
尺
牘
﹂
書
簡
を
巻
子
本
形
態
に
し
た
の
は
︑
昭
和
に

入
っ
た
後
と
推
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
︒﹁
書
状
﹂
が
明
治
期
の
写
し
で
あ
り
︑
書
簡
本
来
の
姿
を
留
め
て
い
る
な
ら
ば
︑
巻
子
本
﹁
尺
牘
﹂

に
な
る
時
に
欠
落
し
た
か
も
し
れ
な
い
書
簡
が
︑﹁
書
状
﹂
に
よ
っ
て
補
え
る
可
能
性
が
あ
る
︒

そ
れ
を
証
明
す
る
の
が
︑﹁
尺
牘
﹂
Ｉ

−

９
と
Ｉ

−
15
の
断
簡
で
あ
る
︒
こ
れ
と
同
内
容
の
も
の
が
︑﹁
書
状
﹂
に
も
存
在
︵
注
16
︶す

る
︒

﹁
書
状
﹂︵
翻
字
・
句
読
点
・
傍
線
は
筆
者
に
よ
る
︶

︵
前
略
︶
よ
ろ
づ
聞
え
奉
ら
ま
ほ
し
き
事
ど
も
は
︑
さ
は
に
侍
る
を
︑
遠
か
ら
ず
ま
ゐ
り
て
聞
え
奉
ら
ん
︒
な
ほ
〳
〵
︑
柏
屋
方
の
拂
︑

実
は
そ
の
本
の
事
も
︑
さ
も
せ
ん
と
の
給
ひ
た
る
事
は
︑
し
り
て
侍
れ
ど
︑
そ
の
本
い
か
ゞ
な
り
け
ん
と
も
︑
つ
ゆ
し
り
侍
ら
で
︑
わ
づ

か
な
る
事
お
こ
た
り
ぬ
︑
よ
き
に
の
給
は
せ
て
︑
十
月
は
義
言
ま
ゐ
る
と
の
給
は
せ
て
よ
︒
も
し
︑
い
そ
ぎ
侍
ら
ば
︑
取
か
へ
お
き
て
給

へ
︒
そ
の
外
に
︑
か
つ
み
ぶ
り
の
事
も
い
ひ
つ
か
は
し
つ
れ
ば
︑
是
も
︑
君
よ
り
も
い
そ
ぎ
い
ひ
や
り
て
給
へ
︒
百
部
︑
と
く
出
来
侍
ら

ず
ば
︑
さ
し
も
草
の
人
々
に
も
︑
い
ひ
わ
け
侍
ら
ね
ば
︑
板
か
へ
せ
と
て
︑
川
合
町
ま
で
に
て
も
︑
と
り
よ
せ
お
き
て
給
へ
︒
よ
ろ
づ
は

又
こ
そ
︒
あ
な
か
し
こ

長
月
十
五
日

義
言

御
せ
う
と
の
君

又
︑
北
山
抄
の
事
︑
さ
い
つ
頃
も
聞
え
奉
り
し
ご
と
く
︑
本
は
よ
ろ
し
う
侍
れ
ど
︑
無
点
に
て
︑
書
ざ
ま
も
い
と
し
ど
け
な
け
れ
ば
︑
い
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か
で
京
に
て
甘
露
寺
殿
の
御
本
竹
屋
殿
の
御
書
入
本
に
て
︑
校
合
せ
ば
や
と
お
も
ひ
侍
り
て
︑
堤
殿
に
お
き
侍
り
し
を
︑
も
し
と
く
御
ら

ん
せ
さ
せ
ま
ほ
し
く
お
は
し
ま
さ
ば
︑
こ
た
び
都
に
の
ぼ
る
ま
で
に
て
も
︑
又
あ
と
よ
り
に
て
も
︑
い
ひ
お
こ
せ
給
は
ゞ
︑
持
ま
ゐ
り
て

奉
ら
ん
︵
後
略
︶

こ
の
﹁
書
状
﹂
書
簡
の
日
付
は
﹁
長
月
十
五
日
﹂︑
そ
し
て
︑
傍
線
部
の
箇
所
に
は
﹁
川
合
町
ま
で
に
て
も
︑
と
り
よ
せ
お
き
て
給
へ
﹂

と
あ
り
︑
Ｉ

−

15
か
ら
Ｉ

−

９
へ
と
内
容
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
︒
翻
字
で
は
略
し
た
が
︑
こ
の
﹁
書
状
﹂
書
簡
の
全

て
の
内
容
は
︑
前
半
部
分
が
Ｉ

−

15
と
一
致
︑
後
半
部
分
は
Ｉ

−

９
と
一
致
し
た
︒
ま
た
︑
Ｉ

−

15
と
Ｉ

−

９
は
紙
の
文
様
も
同
じ
で
あ

る
こ
と
が
確
認
で
き
た
︒
つ
ま
り
は
︑﹁
尺
牘
﹂
の
Ｉ

−

９
と
Ｉ

−

15
は
︑
も
と
は
一
つ
の
書
簡
で
あ
っ
た
が
︑
紙
の
継
ぎ
目
が
剝
が
れ

た
等
の
ア
ク
シ
デ
ン
ト
に
よ
り
二
枚
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
︑
巻
子
本
に
仕
立
て
る
段
階
で
別
々
の
書
簡
と
見
な
さ
れ
て
し
ま

い
︑
異
な
る
箇
所
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
少
な
く
と
も
︑
そ
の
よ
う
な
可
能
性
が
あ
っ
た
︑
と
い
う
状
況
を
﹁
書
状
﹂
か

ら
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
︒

現
在
確
認
で
き
て
い
る
︑
こ
う
し
た
書
簡
の
つ
な
が
り
は
︑
こ
の
一
点
の
み
で
あ
る
が
︑
今
後
も
出
て
く
る
可
能
性
は
あ
る
︒
つ
ま
り
︑

﹁
書
状
﹂
と
﹁
尺
牘
﹂
を
比
較
し
整
理
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
書
簡
本
来
の
姿
が
浮
か
び
上
が
る
の
で
あ
る
︒

七
︑﹃
大
日
本
維
新
史
料
﹄
類
纂
之
部
井
伊
家
史
料
と
﹁
尺
牘
﹂
の
関
係

﹁
尺
牘
﹂
の
写
し
と
し
て
確
認
で
き
る
の
は
︑﹁
書
状
﹂
の
み
で
あ
る
が
︑
も
う
一
つ
︑﹁
尺
牘
﹂
と
関
係
す
る
も
の
が
あ
る
︒

﹃
大
日
本
維
新
史
料
﹄
類
纂
之
部
井
伊
家
史
料
︵
以
下
﹃
維
新
史
料
﹄
︶
は
︑
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
纂
︑
井
伊
直
愛
氏
所
蔵
の
幕
末
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文
書
・
記
録
を
収
め
た
も
の
で
あ
る
︒
こ
れ
に
は
︑
主
要
な
文
書
類
・
記
録
類
に
番
号
を
付
し
て
差
出
人
・
受
取
人
を
標
題
と
し
︑
第
一

巻
の
文
政
三
年
か
ら
始
ま
り
︑
現
在
︑
第
二
十
九
巻
の
文
久
二
年
七
月
ま
で
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
﹃
維
新
史
料
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
書
の
内
容
は
︑﹁
尺
牘
﹂
の
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
を
補
う
こ
と
が
で
き
る
︒
た
と

え
ば
︑﹁
尺
牘
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
︒

﹁
尺
牘
﹂
Ｃ

−

16
弘
化
三
年
閏
五
月
廿
九
日
︵
義
言
差
出
︑
広
城
宛
︶

︵
前
略
︶
一
︑
江
戸
表
な
る
彦
根
若
殿
の
御
方
よ
り
も
︑
い
と
ね
も
ご
ろ
な
る
御
こ
と
づ
け
侍
り
し
︑
長
沢
御
坊
ま
で
︑
内
々
に
て
義
言

事
は
い
づ
く
へ
も
ゆ
き
侍
ら
ぬ
や
う
に
︑
あ
ふ
み
に
と
ゞ
ま
る
や
う
せ
ま
ほ
し
︑
そ
れ
は
今
し
ば
し
の
ほ
ど
い
か
に
す
か
し
て
だ
に
い
づ

く
へ
も
な
や
り
そ
︑
な
ど
の
御
せ
う
そ
こ
を
も
内
々
見
せ
給
ひ
ぬ
︵
後
略
︶

弘
化
三
年
一
月
︑
彦
根
藩
の
世
継
ぎ
と
な
っ
た
井
伊
直
弼
は
江
戸
へ
向
か
い
︑
二
月
に
江
戸
城
へ
登
城
︑
将
軍
と
対
面
し
て
養
子
と
な

る
上
意
を
蒙
る
︒
こ
の
Ｃ

−
16
に
は
︑
世
継
ぎ
と
な
り
立
場
は
変
わ
っ
て
し
ま
う
が
︑
義
言
に
は
近
江
へ
留
ま
っ
て
ほ
し
い
︑
と
い
う
直

弼
の
心
情
を
明
か
し
た
書
簡
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
︑
と
い
う
記
述
が
あ
る
︒

こ
の
︑﹁
彦
根
若
殿
﹂
か
ら
﹁
長
沢
御
坊
﹂
に
届
け
ら
れ
た
﹁
御
せ
う
そ
こ
﹂
は
︑﹃
維
新
史
料
﹄
に
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒

﹃
維
新
史
料
﹄
弘
化
三
年
五
月
九
日

井
伊
直
弼
書
状

本
寛
摂
専
︵
注
17
︶宛

︵
前
略
︶
義
言
事
は
無
事
に
候
哉
︑
出
府
之
後
︑
か
な
た
よ
り
は
一
度
内
々
申
越
候
義
も
有
之
候
得
共
︑
此
方
よ
り
は
音
信
不
申
︑
ほ
い

な
き
事
に
候
︑
御
序
も
候
は
ゝ
宜
御
伝
声
︑
被
者
義
は
何
卒
其
地
に
行
々
足
を
留
め
申
度
︑
と
ふ
そ
〳
〵
御
た
ら
し
置
︑
余
国
へ
参
り
不
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申
様
希
候
︑︵
後
略
︶

ま
た
︑﹃
維
新
史
料
﹄
の
直
弼
書
簡
に
は
︑﹁
尺
牘
﹂
に
も
た
び
た
び
登
場
す
る
義
言
の
著
作
﹃
末
分
櫛
﹄
に
つ
い
て
の
記
事
が
見
ら
れ
る
︒

﹃
維
新
史
料
﹄
天
保
十
四
年
十
二
月
二
十
日
︑
井
伊
直
弼
消
息
︑
長
野
主
馬
義
言
宛

︵
前
略
︶
は
た
玉
緒
・
末
分
櫛
さ
き
に
か
へ
し
つ
る
と
き
︑
目
録
一
巻
と
り
お
と
し
ゝ
ま
ゝ
に
︑
こ
た
ひ
是
も
と
も
に
出
し
ぬ
︑︵
後
略
︶

天
保
十
三
年
十
一
月
二
十
日
︑
埋
木
舎
に
て
直
弼
と
義
言
は
初
め
て
対
面
す
る
︒
そ
れ
か
ら
わ
ず
か
一
年
の
間
に
︑
直
弼
は
﹃
末
分
櫛
﹄

を
閲
覧
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒
こ
の
時
点
で
﹃
末
分
櫛
﹄
は
ま
だ
出
版
さ
れ
て
い
な
い
た
め
︑
自
筆
草
稿
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
︒
こ

の
後
︑
出
版
の
準
備
を
始
め
る
こ
と
と
な
る
︒

﹁
尺
牘
﹂
Ａ

−

4
天
保
十
四
年
十
二
月
二
日
︵
義
言
差
出
︑
広
城
宛
︶

︵
前
略
︶
末
分
櫛
の
す
ゑ
し
ふ
み
も
︑
柳
王
舎
の
君
か
き
給
ひ
つ
れ
ば
︑
春
は
と
う
み
せ
ま
ゐ
ら
せ
ぬ
べ
し
︵
後
略
︶

﹃
末
分
櫛
﹄
に
は
直
弼
の
序
︵
注
18
︶が

記
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
︑
こ
の
書
簡
は
︑
義
言
が
直
弼
へ
序
文
を
依
頼
し
た
こ
と
が
わ
か
る
内
容
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑﹃
維
新
史
料
﹄
に
は
︑
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﹃
維
新
史
料
﹄
弘
化
元
年
十
一
月
十
四
日
︑
井
伊
直
弼
消
息
︑
長
野
主
馬
義
言
宛

︵
前
略
︶
ま
こ
と
や
末
分
櫛
も
上
中
二
巻
と
ゝ
の
ひ
ぬ
と
う
け
た
ま
は
る
︑
い
と
も
〳
〵
う
れ
し
き
こ
と
に
な
ん
︑
な
ほ
は
い
そ
き
そ
れ

ら
木
に
ゑ
り
て
︑
を
し
へ
子
ら
か
朝
な
〳
〵
玉
く
し
け
手
に
な
れ
つ
ゝ
も
︑
ね
く
た
れ
髪
の
末
と
き
わ
け
ん
︑
玉
と
も
た
か
ら
と
も
な
し

て
よ
り
し
︑︵
後
略
︶

と
あ
り
︑﹃
末
分
櫛
﹄
は
清
書
を
終
え
板
木
を
彫
る
過
程
へ
と
進
も
う
と
し
て
お
り
︑
着
々
と
出
版
へ
向
け
て
動
い
て
い
く
︒
こ
の
よ
う

に
︑﹁
尺
牘
﹂
の
記
事
と
︑﹃
維
新
史
料
﹄
の
記
事
を
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
︑﹃
末
分
櫛
﹄
の
出
版
過
程
が
詳
細
に
わ
か
る
︒
こ
の
よ
う
な

例
は
他
に
も
存
在
す
る
︒

さ
ら
に
﹃
維
新
史
料
﹄
に
よ
っ
て
︑﹁
尺
牘
﹂
内
の
記
事
の
前
後
関
係
が
明
ら
か
に
な
り
︑
不
明
分
の
発
信
年
紀
が
特
定
で
き
る
こ
と

も
期
待
さ
れ
る
︒

八
︑
ま

と

め

以
上
︑﹁
尺
牘
﹂
の
書
誌
情
報
を
再
確
認
し
︑
基
礎
的
な
事
実
を
確
定
し
た
︒

長
野
義
言
は
︑
後
半
生
の
み
が
大
々
的
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
前
半
生
は
全
く
解
明
さ
れ
て
お
ら
ず
︑
謎
の
多
い
人
物
で
あ
る
︒

義
言
の
動
向
に
つ
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
最
初
は
︑
宮
前
に
現
れ
︑
鈴
屋
門
で
あ
り
国
学
を
研
究
し
て
い
る
と
名
乗
っ
た
と
こ
ろ
か

ら
で
あ
る
︒
つ
ま
り
は
︑
義
言
が
︑
も
と
か
ら
政
治
に
関
わ
っ
て
い
た
の
か
︑
そ
れ
す
ら
わ
か
っ
て
い
な
い
と
言
え
よ
う
︒
井
伊
直
弼
も
︑

初
め
は
国
学
の
師
と
し
て
義
言
を
慕
い
︑
教
え
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
義
言
を
︑
政
治
の
立
場
か
ら
見
る
だ
け
で
よ
い
の
だ

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討
︵
浦
野
︶

―39―



ろ
う
か
︒
む
し
ろ
︑
国
学
者
と
し
て
の
側
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
︑
大
き
な
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂

は
︑
国
学
者
・
長
野
義
言
の
実
像
を
知
る
た
め
の
重
要
な
資
料
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒

注

︵
注
１
︶﹁
安
政
の
大
震
災
に
於
け
る
長
野
義
言
と
鈴
木
重
胤
の
書
簡
﹂﹃
心
の
花
﹄
三
十
八
︵
十
︶︑
竹
柏
会
︑
一
九
三
四
年
︒
引
用
は
原
文
の
ま
ま
と
し
た
︒

︵
注
２
︶﹁
長
野
義
言
と
そ
の
庇
護
者
堀
内
広
城
・
千
稲
父
子
﹂﹃
日
本
歴
史
﹄
第
三
〇
〇
号
︑
一
九
七
三
年
︒

︵
注
３
︶﹁
長
野
義
言
が
伊
勢
国
堀
内
家
に
も
た
ら
し
た
情
報
﹂﹃
幕
末
維
新
の
彦
根
藩
﹄
彦
根
城
博
物
館
叢
書
１
︑
二
〇
〇
一
年
︒

︵
注
４
︶
五
葉
蔭
文
庫
の
会
著
︑﹃
皇
學
館
論
叢
﹄
第
三
十
八
巻
第
一
号
︑
二
〇
〇
五
年
︒

︵
注
５
︶
広
城
の
蔵
書
に
つ
い
て
は
︑
髙
倉
一
紀
氏
﹁
堀
内
広
城
の
国
学
︱
近
世
蒐
書
文
化
論
の
試
み
Ⅱ
︱
﹂︵﹃
皇
學
館
大
学
紀
要
﹄
第
四
十
八
輯
︑

二
〇
一
〇
年
︶
に
詳
し
い
︒

︵
注
６
︶
堀
内
家
の
蔵
書
目
録
は
三
種
残
さ
れ
て
お
り
︵
全
て
皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
贈
︶
う
ち
二
種
は
広
城
自
筆
で
あ
る
︒
蔵
書
目
録
の
書
誌

情
報
お
よ
び
内
容
に
つ
い
て
は
︑
注
５
論
文
に
詳
し
い
︒

︵
注
７
︶
義
言
の
経
歴
に
つ
い
て
は
︑
注
２
︑
注
３
な
ど
の
各
先
行
研
究
の
ほ
か
︑﹃
飯
高
町
郷
土
誌
﹄︵
飯
高
町
郷
土
誌
編
纂
委
員
会
︑
一
九
八
六
年
︶

に
も
詳
し
い
︒

︵
注
８
︶
注
２
論
文
参
照
︒

︵
注
９
︶
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
も
の
に
て
確
認
︒
天
保
十
三
年
﹁
五
月
二
日
出
立
勢
州
へ
帰
﹂︑
同
年
﹁
十
一
月
六
日
川
俣
を
立
て
﹂
と
あ
る
︒

︵
注
10
︶﹃
末
分
櫛
﹄
の
出
版
過
程
に
つ
い
て
は
︑
別
稿
を
準
備
し
て
い
る
︒

︵
注
11
︶
第
五
巻
︑
ゆ
ま
に
書
房
︑
二
〇
〇
六
年
︒
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︵
注
12
︶
Ｂ

−

８
弘
化
二
年
九
月
二
十
七
日
書
簡
に
は
﹁
せ
う
と
の
君
﹂︑
Ｂ

−

９
弘
化
二
年
十
月
一
日
書
簡
に
は
﹁
せ
う
と
の
君
﹂﹁
あ
ね
の
君
﹂
と
記

し
始
め
る
︒

︵
注
13
︶
こ
の
書
簡
に
つ
い
て
は
注
３
の
佐
藤
氏
論
文
に
詳
し
い
︒

︵
注
14
︶﹃
彦
根
藩
文
書
調
査
報
告
書
﹄
に
よ
る
︒

︵
注
15
︶
注
１
論
文
︒
第
二
章
参
照
︒

︵
注
16
︶
彦
根
城
博
物
館
所
蔵
﹁
長
野
義
言
書
状
﹂
請
求
番
号
50222の
内
の
一
通
︒

︵
注
17
︶
摂
専
は
井
伊
直
弼
の
従
兄
弟
︒
義
言
の
門
人
で
も
あ
っ
た
︒︵
注
４
論
文
の
注
記
に
よ
る
︶

︵
注
18
︶﹃
末
分
櫛
﹄
に
あ
る
直
弼
の
序
文
に
つ
い
て
も
別
稿
に
記
す
︒

︻
付
記
︼

本
稿
は
第
十
回
皇
學
館
大
學
人
文
學
會
で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
す
︒
席
上
ご
教
示
賜
っ
た
諸
先
生
方
に
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

﹁
尺
牘
﹂
翻
字
に
は
︑
松
阪
市
の
郷
土
史
家
・
森
田
利
吉
氏
の
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
解
読
原
稿
︵
未
公
表
︶
を
参
考
に
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
︒

本
研
究
は
﹁
JS
P
S
科
研
費16

J01506﹂
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
︒

︵
う
ら
の

あ
や
こ
・
皇
學
館
大
学
大
学
院
生
・
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
︵
Ｄ
Ｃ
２
︶︶

皇
學
館
大
学
附
属
図
書
館
蔵
﹁
長
野
義
言
尺
牘
﹂
の
基
礎
的
検
討
︵
浦
野
︶
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