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資

料

紹

介

皇
學
館
論
叢

第
五
十
四
巻
第
一
号

令

和

三

年

四

月

十

日

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄

石
水
博
物
館
蔵

政
明
宛
文
雄
書
翰
を
読
む

中

澤

伸

弘

□

要

旨

徳
川
時
代
後
期
の
地
方
歌
壇
の
結
成
や
所
謂
国
学
の
全
国
的
な
展

開
に
は
︑
地
方
門
人
の
存
在
と
そ
の
指
導
の
た
め
の
書
翰
の
往
来
︑

詰
ま
り
は
今
日
言
ふ
と
こ
ろ
の
通
信
教
育
が
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
ね

ば
な
ら
な
い
︒
こ
の
こ
と
は
夙
に
指
摘
し
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
︒

幕
末
期
の
江
戸
歌
壇
の
殿
将
と
も
称
さ
れ
る
井
上
文
雄
は
︑
田
安

家
の
御
典
醫
と
い
ふ
身
分
を
持
ち
︑
江
戸
の
町
に
あ
り
な
が
ら
も
地

方
に
門
人
を
擁
し
た
︒
殊
に
伊
勢
の
佐
々
木
弘
綱
が
安
政
四
年
に
入

門
し
た
こ
と
は
︑
文
雄
に
と
つ
て
伊
勢
と
の
繋
が
り
を
持
つ
よ
い
機

会
と
な
つ
た
と
言
へ
る
が
︑
こ
の
入
門
の
梯
立
て
に
な
つ
た
の
が
川

喜
田
政
明
で
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
︒
文
雄
の
江
戸
で
の
人
脈
と
︑
弘

綱
の
伊
勢
で
の
人
脈
と
が
相
互
に
繋
が
る
こ
と
に
よ
り
︑
な
ほ
広
い

人
間
関
係
が
構
築
さ
れ
て
い
つ
た
の
で
あ
り
︑
そ
こ
に
書
物
の
刊
行

や
そ
の
援
助
が
重
な
つ
て
ゆ
く
の
で
あ
つ
た
︒
江
戸
歌
人
と
し
て
の

井
上
文
雄
の
活
動
の
蔭
に
は
か
や
う
に
地
方
門
人
か
ら
の
支
へ
が
あ

つ
た
こ
と
を
考
へ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
を
証
す
る
資
料
は
あ
ま
り
残
存
し
て
ゐ
な
い

の
が
実
情
で
あ
る
︒
幸
ひ
な
こ
と
に
津
の
石
水
博
物
館
に
文
雄
の
門

人
で
あ
つ
た
川
喜
田
政
明
宛
の
文
雄
書
翰
が
三
十
三
通
所
蔵
さ
れ
て

ゐ
る
︒
本
稿
は
石
水
博
物
館
の
ご
理
解
を
得
て
︑
こ
れ
ら
の
書
翰
か

ら
政
明
や
弘
綱
が
文
雄
と
ど
の
や
う
な
関
係
に
あ
つ
た
の
か
を
考
へ

て
み
た
も
の
で
あ
る
︒
書
翰
は
一
級
資
料
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
︑
ま
た
公
開
を
前
提
と
し
て
ゐ
な
い
も
の
で
あ
つ
て
当
事
者
同

士
で
は
な
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
い
情
報
も
あ
る
︒
そ
れ
で
も
少
し
で

も
不
明
な
点
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
と
思
つ
て
ゐ
る
︒
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□

キ
イ
ワ
ア
ド

川
喜
田
政
明

井
上
文
雄

伊
勢
の
家
づ
と

さ
き
は
ひ
草

鶴
調
集

一
︑
は
じ
め
に

井
上
文
雄
は
寛
政
十
二
年
八
月
十
五
日
に
江
戸
に
生
ま
れ
た
︵﹃
千
曳

の
巌
﹄
序
文
︶
︒
井
上
家
は
幕
府
の
奥
医
師
の
家
柄
で
文
雄
も
の
ち
に
御

三
卿
の
一
つ
で
あ
る
田
安
家
の
奥
医
師
と
な
つ
た
︒
歌
は
所
謂
江
戸
派
の

岸
本
由
豆
流
︑
一
柳
千
古
に
師
事
し
︑
歌
人
と
し
て
優
れ
た
評
判
を
得
た
︒

歌
論
に
﹃
伊
勢
の
家
つ
と
﹄
初
編
～
三
編
が
あ
り
︑
歌
集
に
﹃
調
鶴
集
﹄

︵
井
上
文
雄
翁
家
集
︶
が
あ
る
︒
ま
た
門
人
知
友
の
歌
を
集
め
た
類
題
の

歌
集
に
﹃
摘
英
集
﹄︑
そ
の
二
編
に
あ
た
る
﹃
さ
き
は
ひ
草
﹄
が
あ
る
︒

文
雄
は
維
新
後
も
存
へ
て
︑
明
治
四
年
に
七
十
二
歳
で
逝
い
た
︒

川
喜
田
政
明
︵
久
大
夫

石
水
と
号
す
︶
は
室
町
時
代
か
ら
の
名
家
で

あ
る
川
喜
田
家
の
十
四
代
に
あ
た
り
︑
文
政
五
年
︑
伊
勢
の
津
に
生
ま
れ

た
︒
川
喜
田
家
は
江
戸
に
店
を
構
へ
る
木
綿
問
屋
で
あ
り
豪
商
と
し
て
聞

こ
え
た
︒
父
政
安
は
遠
里
と
称
し
︑
祖
父
政
式
と
も
に
本
居
宣
長
の
門
人

で
あ
り
︑
そ
の
や
う
な
家
庭
環
境
か
ら
商
業
の
傍
ら
に
茶
道
や
歌
な
ど
の

文
芸
に
親
し
ん
だ
︒
蔵
書
の
充
実
に
努
め
京
の
蛭
子
屋
︵
城
戸
千
楯
︶
や

江
戸
の
岡
田
屋
か
ら
の
書
籍
購
入
に
あ
た
つ
て
の
書
翰
が
残
つ
て
ゐ
る
︒

政
明
の
文
雄
入
門
の
年
代
は
定
か
で
は
な
い
が
︑
嘉
永
五
年
の
書
翰
が
あ

る
の
で
そ
れ
以
前
の
こ
と
と
思
は
れ
る
︒
そ
し
て
そ
の
入
門
は
政
明
の
書

物
の
購
入
先
の
書
肆
で
あ
る
江
戸
の
岡
田
屋
専
七
が
仲
介
し
た
の
で
は
と

思
ふ
が
確
証
は
無
い
︒
そ
し
て
こ
れ
も
確
証
は
な
い
も
の
の
弘
綱
の
文
雄

入
門
に
は
政
明
の
勧
め
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
と
思
つ
て
ゐ
る
︒

弘
綱
は
文
政
十
一
年
︑
同
じ
く
伊
勢
の
石
薬
師
に
生
ま
れ
た
︒
政
明
の

六
歳
下
と
な
る
︒
幼
少
期
か
ら
父
の
教
へ
を
受
け
︑
二
十
歳
で
伊
勢
の
足

代
弘
訓
に
入
門
し
︑
そ
の
才
覚
を
発
揮
し
た
︒
安
政
三
年
弘
訓
が
逝
い
た

後
に
江
戸
の
井
上
文
雄
に
つ
き
歌
学
を
修
め
た
︒
安
政
四
年
八
月
十
日
に

入
門
し
た
こ
と
が
そ
の
﹃
佐
々
木
弘
綱
年
譜
稿
﹄
に
見
え
て
ゐ
る
が
︑
こ

の
唐
突
さ
は
否
め
な
い
︒
弘
訓
が
主
に
文
法
に
長
じ
て
ゐ
た
こ
と
に
対

し
︑
文
雄
は
所
謂
江
戸
派
の
歌
人
と
し
て
著
名
で
あ
つ
た
︒
弘
訓
と
は
ま

た
別
の
歌
風
︑
学
風
で
あ
つ
た
文
雄
に
︑
三
十
歳
の
若
さ
で
︑
そ
れ
な
り

の
学
識
を
備
へ
て
ゐ
た
弘
綱
が
わ
ざ
わ
ざ
江
戸
に
出
て
ま
で
刺
を
通
じ
る

契
機
は
︑
何
で
あ
つ
た
の
か
が
私
の
疑
問
で
あ
る
︒
弘
綱
の
江
戸
滞
在
は

同
郷
の
竹
川
政
柱
︑
政
恕
の
﹁
江
戸
の
や
ど
り
﹂
に
同
居
し
て
の
こ
と
で

あ
り
︑
そ
の
後
十
一
月
十
八
日
に
は
信
楽
の
藤
尾
景
秀
が
上
京
し
︑
と
も

に
文
雄
の
門
下
活
動
が
始
ま
つ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
同
郷
の
有
志
を
経
済

的
に
支
へ
た
蔭
に
川
喜
田
家
の
江
戸
店
︑
政
明
の
学
事
奨
励
の
思
ひ
が
が

あ
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
密
か
に
考
へ
て
ゐ
る
︒
政
明
は
文
雄
歿
後
も
存

ら
へ
て
明
治
十
二
年
に
逝
い
た
︒
私
は
嘗
て
同
じ
く
伊
勢
の
門
人
の
磯
部

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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長
恒
宛
の
文
雄
書
翰
を
通
し
て
︑
や
は
り
こ
れ
と
同
じ
時
期
の
交
流
を
考

へ
た
こ
と
が
あ
る
︒︵
徳
川
時
代
後
期
歌
人
の
交
流
︱
井
上
文
雄
と
磯
部

長
恒
と
の
一
考
察
︱
﹁
渋
谷
近
世
十
九
号
﹂
國
學
院
大
學
近
世
文
学
会
︶

こ
の
一
文
も
そ
れ
を
参
考
に
さ
れ
る
と
同
時
代
の
同
じ
土
地
の
空
気
が
読

み
取
れ
る
も
の
と
思
ふ
︒
な
ほ
文
雄
に
つ
い
て
は
鈴
木
亮
氏
に
継
続
的
な

研
究
が
あ
る
︒

二
︑
初
期
の
も
の

嘉
永
五
年

三
重
県
津
市
の
石
水
博
物
館
所
蔵
の
井
上
文
雄
書
翰
は
正
し
く
は
三
十
四

通
で
あ
る
が
︑
一
通
は
渡
邊
蒙
庵
宛
で
あ
り
こ
れ
は
こ
こ
で
は
除
い
た
︒

ま
た
三
十
三
通
の
う
ち
一
通
は
嗣
子
の
政
豊
宛
の
も
の
で
あ
る
︒
以
下
そ

の
書
翰
を
通
じ
て
考
察
を
し
て
い
き
た
い
︒

翻
刻
凡
例

イ
︑
書
翰
の
翻
刻
に
あ
た
り
︑
は
じ
め
の
時
候
の
挨
拶
に
あ
た
る
箇
所
︑

並
び
に
文
末
の
儀
礼
的
挨
拶
文
は
主
に
省
略
し
た
︒

ロ
︑
判
読
困
難
な
文
字
は
□
に
し
て
あ
る
︒

ハ
︑
書
翰
頭
に
付
記
し
た
数
字
は
﹁
石
水
博
物
館
所
蔵
書
簡
目
録
﹂︹﹃
研

究
報
告
書
伊
勢
商
人
の
文
化
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
研
究
﹄
令
和
二

年
三
月
刊
︺
の
通
し
番
号
で
あ
る
︒

ニ
︑
書
翰
は
全
て
が
月
日
の
み
の
記
載
で
あ
る
が
︑
内
容
か
ら
判
断
し

て
年
紀
を
補
つ
た
が
︑
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
も
の
も
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
書
翰
の
う
ち
最
も
時
代
が
上
が
る
も
の
は
嘉
永
五
年
と
思
は

れ
る
次
の
も
の
で
あ
る
︒

●

二
三
一

︵
嘉
永
五
年
︶
三
月
四
日

先
月
十
九
日
之
御
消
息
廿
七
日
手
に
入
恭
拝
読
仕
候
︵
略
︶

旧
年

は
尊
大
人
御
遠
行
引
続
当
春
御
舎
弟
御
小
児
様
御
遠
行
の
由
何
か
と

御
愁
傷
奉
察
候

併
御
忘
父
様
御
跡
御
用
達
被
仰
付
候
段
奉
賀
候

右
等
ニ
付
御
多
忙
の
段
唯
々
奉
□
察
候

小
生
も
何
か
と
日
々
繁
多

御
無
音
に
打
過
候
御
海
恕
被
下
候

扨
真
(
カ
)渕
忌
御
詠
御
香
華
料
五
十
匹
態
々
御
呈
立
被
下
候
所

廿

九
日
快
晴
ニ
而
至
而
盛
会
に
御
座
候

其
外
御
社
中
様
方
の
□
□
□

相
備
申
候

御
鶴
声
可
被
下
候

一
︑
犬
物
語
と
か
い
ま
だ
一
覧
不
仕
候

御
序
ニ
拝
借
仕
度
奉
存
候

当
地
も
此
節
は
花
盛
ニ
而
角
田
川
も
昨
日
遊
行
致
満
開
御
ざ
候
ひ
し

勢
遊
の
義
被
仰
下
有
難
何
卒
両
三
年
の
内
随
御
地
思
立
可
申
専
相
楽

居
候

其
節
は
宜
敷
奉
存
候

竹
川
彦
三
郎
殿
御
逢
も
御
座
候
は
ば

宜
敷
御
傳
可
被
下
候

日
々
多
忙
︵
略
︶
時
下
御
自
愛
専
一
奉
存
候

花
盛
開

愚
詠

山
桜
か
か
る
盛
に
あ
ふ
事
は
少
な
か
る
べ
し
少
な

か
り
け
り

御
一
笑
可
被
下
候
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政
明
の
父
政
安
︵
遠
里
︶
は
嘉
永
四
年
十
一
月
二
十
七
日
に
五
十
六
歳

で
逝
い
た
︒
本
翰
に
は
そ
の
父
の
死
去
を
旧
年
の
こ
と
と
し
て
書
い
て
あ

る
の
で
︑
嘉
永
五
年
の
も
の
と
し
た
︒
こ
の
春
に
は
甥
を
も
亡
く
し
︑
不

幸
の
中
で
も
父
の
跡
目
を
継
い
だ
こ
と
を
賀
し
て
ゐ
る
︒
こ
の
年
の
二
月

十
九
日
付
で
差
し
出
し
た
政
明
の
書
翰
を
文
雄
は
二
十
七
日
に
受
取
り
︑

三
月
四
日
に
返
事
を
認
め
た
の
で
あ
る
︒
折
り
し
も
江
戸
は
桜
の
花
盛
り

だ
つ
た
や
う
で
昨
日
は
隅
田
川
の
花
見
に
出
か
け
﹁
満
開
御
ざ
候
﹂
と
告

げ
︑
花
盛
開
の
題
で
歌
を
文
末
に
書
き
付
け
て
ゐ
る
︒
現
存
す
る
三
十
三

通
の
中
で
年
代
が
特
定
で
き
る
も
の
で
︑
最
古
の
も
の
は
こ
れ
で
あ
り
︑

嘉
永
五
年
で
あ
る
︒
そ
し
て
文
面
か
ら
も
こ
れ
が
初
め
て
の
文
通
で
は
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒
書
翰
は
現
存
し
な
い
も
の
の
政
明
と
文

雄
と
の
交
流
は
嘉
永
四
年
以
前
に
あ
つ
た
こ
と
と
な
る
︒
佐
々
木
弘
綱
の

入
門
は
あ
と
五
年
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
さ
て
︑
二
月
二
十
九
日
に
江
戸
で

は
真
渕
忌
が
行
は
れ
︑
歌
と
と
も
に
﹁
香
華
料
五
十
匹
﹂
が
届
き
︑
盛
会

で
あ
つ
た
こ
と
の
報
告
と
そ
の
御
礼
を
社
中
の
皆
様
へ
お
伝
へ
く
だ
さ
い

と
あ
る
︒
賀
茂
真
淵
の
忌
日
は
普
通
九
月
二
十
九
日
で
︑
品
川
の
東
海
寺

に
集
ひ
行
は
れ
る
こ
と
が
常
で
あ
る
が
︑
こ
の
書
翰
は
﹁
真
渕
忌
﹂
と
判

読
で
き
る
︒
石
水
博
物
館
の
竜
泉
寺
由
佳
学
芸
委
員
の
御
教
示
に
よ
り
と

嘉
永
六
年
に
政
明
が
江
戸
へ
行
つ
た
記
録
の
﹃
羈
旅
漫
録
﹄
に
は
三
月
三

日
に
文
雄
を
訪
ひ
︑
同
十
一
日
に
は
﹁
真
渕
忌
﹂
に
参
列
し
て
ゐ
る
由
で

あ
る
か
ら
︑
文
雄
周
辺
で
は
春
先
に
行
な
は
れ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
︒

﹃
犬
物
語
﹄
に
つ
い
て
は
︵
二
一
二
便
︶
に
も
見
え
︑
此
の
時
に
は
ま

だ
見
て
ゐ
な
い
と
答
へ
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
千
種
有
功
の
門
に
入
っ
た
黒
澤

翁
満
が
︑
有
功
を
論
難
し
た
も
の
で
﹃
枕
草
子
﹄
に
あ
る
犬
の
名
﹁
翁
丸
﹂

の
も
ぢ
り
の
書
名
で
︑
簗
瀬
一
雄
が
刈
谷
の
村
上
文
庫
本
を
元
に
碧
沖
洞

叢
書
八
十
九
輯
に
翻
刻
し
て
ゐ
る
も
の
で
あ
ら
う
︒
翁
満
は
伊
勢
の
出
身

な
の
で
政
明
と
の
つ
な
が
り
が
あ
つ
た
の
で
あ
ら
う
か
︑
こ
の
文
面
か
ら

政
明
の
手
許
に
そ
の
書
が
あ
つ
て
︑﹁
拝
借
仕
度
奉
存
候
﹂と
な
つ
て
ゐ
る
︒

ま
た
竹
川
彦
三
郎
へ
の
挨
拶
も
依
頼
し
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
政
胖
︵
竹
齋
︶

の
こ
と
で
あ
り
︑
政
明
の
後
妻
が
こ
の
妹
ゆ
か
︵
後
ま
さ
︶
で
あ
る
︒

●

二
一
二

︵
嘉
永
五
年
︶
五
月
二
十
日

御
詠
草
一
巻
廿
三
日
近
々
差
上
可
申
候

将
御
謝
義
等
御
座
候
而
金

一
円
御
恵
投
千
万
奉
謝
候

拝
眉
御
厚
礼
可
申
上
候

犬
物
語
の
義

承
諾
仕
候

何
れ
後
刻
久
松
へ
参
申
候
間
尊
君
御
早
々
御
座
候
ハ
ば

御
立
寄
奉
待
候

廿
三
日
ニ
は
何
卒
御
来
駕
可
申
候

両
三
輩
御
留

別
の
筵
相
催
可
申
候

頓
首

前
便
に
続
き
︑﹃
犬
物
語
﹄
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
の
で
同
じ
年
と

考
へ
て
み
た
︒
た
だ
此
の
文
面
の
﹁
拝
眉
云
々
﹂
か
ら
察
す
る
と
こ
の
時

に
政
明
は
江
戸
に
滞
在
中
の
や
う
で
あ
る
︒
江
戸
店
を
構
へ
て
ゐ
た
の
だ

か
ら
︑
二
三
一
便
に
お
い
て
も
触
れ
た
が
江
戸
へ
の
往
来
も
あ
つ
た
こ
と

と
考
へ
ら
れ
る
し
︑
江
戸
滞
在
中
に
は
文
雄
の
と
こ
ろ
へ
行
き
来
も
し
て
ゐ

よ
う
︒
二
十
三
日
に
両
三
輩
の
送
別
の
宴
会
を
す
る
の
で
是
非
お
い
で
戴

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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き
た
い
と
述
べ
︑
詠
草
も
そ
の
日
に
お
会
ひ
し
て
お
返
し
し
よ
う
と
あ
る
︒

ま
た
﹃
犬
物
語
﹄
に
つ
い
て
は
︑
後
ほ
ど
久
松
︵
祐
之
か
︶
へ
行
く
の
で

そ
の
前
に
お
立
ち
寄
り
い
た
だ
き
た
い
と
述
べ
て
ゐ
る
︒
江
戸
出
府
に
あ

た
り
﹃
犬
物
語
﹄
を
文
雄
に
貸
す
か
︑
ま
た
は
貸
し
て
ゐ
た
も
の
を
返
す

か
で
あ
ら
う
︒
有
功
と
翁
満
と
の
歌
の
論
争
は
当
時
の
歌
人
の
気
に
な
つ

て
ゐ
た
こ
と
の
や
う
で
あ
る
︒

文
雄
が
書
物
を
政
明
か
ら
借
り
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
一
通
が
あ
る
︒

●

二
一
五

︵
年
不
明
︶

日
闕

先
年
拝
借
の
回
鑾
詩
歌
録
仕
舞
込
大
延
引

此
節
見
出
候
間
返
上
仕

候

御
落
手
可
申
候

頓
首

文
雄
は
山
本
榕
堂
編
に
な
る
﹃
回
鑾
詩
歌
録
﹄
を
借
り
て
ゐ
た
こ
と
が

分
か
る
︒
本
書
は
安
政
二
年
十
一
月
︑
安
政
内
裏
へ
の
御
遷
幸
を
詠
ん
だ

堂
上
地
下
の
詩
歌
集
で
あ
る
︒
本
翰
は
年
紀
を
欠
く
が
︑
安
政
三
年
の
上

梓
以
降
の
も
の
で
あ
る
︒
政
明
か
ら
の
書
物
の
借
用
の
書
翰
は
こ
の
一
通

し
か
な
い
が
︑
蔵
書
家
の
聞
こ
え
の
あ
つ
た
政
明
か
ら
他
に
も
借
り
た
書

物
が
あ
つ
た
の
で
は
な
か
ら
う
か
︒

三
︑
風
流
寂
寥

嘉
永
か
ら
安
政
へ

●

二
二
四

︵
嘉
永
七
年
︶
七
月
十
八
日

芳
翰
忝
拝
読
仕
候
︵
略
︶

小
生
腫
物
も
順
快
乍
憚
御
放
念
可
被
下

候

御
地
古
来
未
曾
有
の
地
震
の
由
尊
宅
御
別
状
も
無
之

併
何
か

と
御
配
慮
奉
然
察
候

当
地
も
異
国
船
後
風
流
不
行

寂
寥
ニ
御
座

候

先
ハ
御
礼
旁
地
震
の
御
見
舞
如
斯
御
座
候

幕
末
期
は
各
地
で
地
震
が
多
発
し
た
時
期
で
あ
つ
た
︒
嘉
永
七
年
六
月

十
五
日
︑
美
濃
飛
騨
に
か
け
て
の
大
き
な
地
震
が
あ
り
︑
伊
勢
で
も
﹁
古

来
未
曾
有
の
地
震
﹂
に
感
じ
ら
れ
た
が
︑
政
明
方
は
﹁
別
状
も
無
之
﹂
様

子
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
れ
は
地
震
の
見
舞
ひ
状
で
あ
る
︒
ま
た

文
雄
は
独
自
の
﹁
風
流
観
﹂
を
も
つ
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
が
︑
そ
れ
が
異

国
船
が
来
た
あ
と
﹁
風
流
不
行

寂
寥
﹂
と
な
つ
て
し
ま
つ
た
こ
と
を
嘆

い
て
ゐ
る
︒
嘉
永
の
黒
船
来
航
以
来
︑
数
年
で
世
の
中
が
変
化
し
た
や
う

で
あ
る
︒
同
様
な
こ
と
は
次
の
書
翰
に
も
言
及
し
て
ゐ
る
︒

●

二
二
三

︵
嘉
永
七
年
︶
四
月
一
日

御
詠
草
拝
見
今
便
は
別
而
御
出
来
深
く
奉
感
候

扨
当
所
も
定
而
御

聞
も
被
為
在
候
半
け
し
か
ら
ぬ
大
変
ニ
而
人
気
も
穏
や
か
な
ら
ず
風

流
地
に
落
申
候

近
詠
二
葉
入
御
覧
申
候

御
笑
評
可
被
下
候

こ
こ
で
は
け
し
か
ら
ぬ
大
変
化
で
あ
り
︑
﹁
人
気
も
穏
や
か
な
ら
ず
風

流
地
に
落
申
候
﹂
と
江
戸
の
無
風
流
を
か
こ
つ
の
で
あ
つ
た
︒﹃
調
鶴
集
﹄

に
﹁
安
政
戊
午
秋
日
有
感
作
歌
短
歌
﹂
と
題
す
る
長
歌
と
反
歌
が
あ
る
が
︑

﹁
安
政
戊
午
﹂
は
疫
病
の
流
行
し
た
安
政
五
年
で
あ
る
︒
文
雄
は
異
国
船

か
ら
疫
病
が
蔓
延
し
た
と
捉
へ
︑
そ
の
蔓
延
の
原
因
に
敷
島
の
歌
の
衰
弱
︑

言
霊
の
衰
へ
が
あ
る
と
指
摘
し
て
ゐ
る
︒
文
雄
の
言
ふ
風
流
は
雄
雄
し
い
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歌
へ
の
復
興
で
も
あ
る
や
う
だ
︒
文
雄
は
自
撰
の
﹃
摘
英
集
﹄
の
は
じ
め

に
︑
自
ら
の
歌
論
を
述
べ
て
ゐ
る
︒
そ
の
概
要
は
の
ち
に
刊
行
さ
れ
た﹃
道

の
さ
き
は
ひ
﹄
に
も
あ
る
が
︑
要
は
勅
撰
集
に
あ
る
歌
は
そ
れ
な
り
の
整

つ
た
歌
で
は
あ
る
が
︑
真
の
心
は
私
家
集
の
歌
に
あ
り
︑
諷
謌
倒
語
と
言

ふ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
︒﹃
い
せ
の
家
づ
と
﹄
に
述
べ
る
と
こ
ろ
も
こ
れ

に
同
じ
い
︒
こ
の
こ
と
は
ま
た
別
に
述
べ
よ
う
︒

●

二
一
九

︵
安
政
二
年
︶
十
月
二
十
四
日

本
月
二
日
の
地
震
は
去
元
禄
以
後
の
大
変
ニ
御
座
候

拙
宅
も
御
蔵

潰

肝
を
冷
し
申
候

委
曲
は
定
而
御
店
よ
り
相
聞
え
可
申
候
間
文

略
仕
候

愚
詠
二
葉
入
貴
覧
申
候

御
一
笑
可
被
下
候

安
政
二
年
十
月
二
日
夜
に
起
き
た
江
戸
の
安
政
大
地
震
に
つ
い
て
の
書

翰
で
あ
る
︒
江
戸
茅
場
町
の
文
雄
宅
は
蔵
が
潰
れ
﹁
肝
を
冷
し
﹂
た
次
第

で
あ
つ
た
︒
詳
細
は
川
喜
田
家
の
江
戸
店
か
ら
聯
絡
が
行
っ
て
ゐ
る
で
あ

ら
う
と
書
い
て
ゐ
る
︒
此
の
地
震
を
﹁
元
禄
以
後
の
大
変
﹂︵﹃
武
江
年
表
﹄

な
ど
に
も
こ
の
や
う
に
表
記
し
て
ゐ
て
︑
当
時
の
流
行
り
語
句
で
あ
つ
た

や
う
で
あ
る
︒
︶
と
表
記
す
る
割
に
は
内
容
は
略
さ
れ
て
簡
素
で
︑﹁
大
変
﹂

の
内
容
が
伝
は
ら
な
い
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
︒

四
︑
﹃
い
せ
の
家
づ
と
﹄
二
編
の
刊
行

文
久
二
年

●

二
二
九

︵
文
久
二
年
︶
六
月
十
日

︵
別
封
弘
綱
へ
お
と
ど
け
奉
希
候
︶

家
づ
と
二
篇
上
木
出
来
仕
候
間
一
部
呈
普
仕
候

御
入
用
ニ
御
座
候

バ
猶
又
可
被
仰
付
候

﹃
い
せ
の
家
づ
と
﹄
二
編
が
出
来
上
が
っ
た
の
で
︑
早
速
一
部
送
付
を

し
た
︒
更
に
希
望
が
あ
れ
ば
ま
た
送
る
と
言
ふ
︒
ま
た
別
封
を
弘
綱
へ

送
っ
て
ほ
し
い
と
も
依
頼
し
て
ゐ
る
︒
文
雄
は
弘
綱
へ
の
書
翰
を
川
喜
田

経
由
で
届
け
て
貰
ふ
こ
と
を
し
て
ゐ
る
︒

実
は
二
一
九
便
と
本
便
と
の
間
︵
安
政
二
年
か
ら
文
久
二
年
ま
で
七
年

間
︶
に
︑
佐
々
木
弘
綱
と
藤
尾
景
秀
と
の
入
門
が
あ
つ
た
︒
弘
綱
は
伊
勢

石
薬
師
の
人
︑
二
十
歳
で
伊
勢
の
足
代
弘
訓
に
入
門
し
︑
そ
の
才
覚
を
発

揮
し
た
が
︑
安
政
三
年
弘
訓
が
逝
い
た
後
に
江
戸
の
井
上
文
雄
に
つ
き
歌

学
を
修
め
る
こ
と
に
な
る
︒
文
雄
の
名
声
を
も
し
か
す
る
と
川
喜
田
政
明

と
の
繋
が
り
で
知
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
︒
そ
の
委
細
は
不
明

の
ま
ま
で
あ
る
︒
こ
の
入
門
に
つ
い
て
﹃
佐
々
木
弘
綱
年
譜
稿
﹄
に
よ
れ

ば
︑
弘
綱
は
安
政
四
年
七
月
二
十
六
日
に
石
薬
師
を
発
ち
江
戸
へ
向
か
つ

た
︒
途
中
生
憎
の
大
井
川
の
川
止
め
に
よ
つ
て
︑
八
月
朔
日
か
ら
六
日
ま

で
伊
達
方
の
石
川
依
平
方
に
滞
在
し
︑
八
月
十
日
に
江
戸
へ
着
い
た
︒
そ

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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し
て
﹁
竹
川
氏
を
旅
宿
と
し
て
井
上
文
雄
先
生
へ
入
門
し
︑
諸
方
の
会
に

出
席
し
︑
且
代
稽
古
な
ど
に
い
づ
︒
ま
た
黒
川
春
村
先
生
︑
山
田
千
寿
な

ど
の
も
と
を
た
び
た
び
た
づ
ね
︑
拙
著
竹
取
物
語
俚
言
解
を
上
木
す
︒﹂

と
見
え
る
︒
こ
れ
に
よ
る
と
こ
の
江
戸
行
き
は
文
雄
に
入
門
す
る
こ
と
が

目
的
で
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
ま
た
こ
の
﹃
年
譜
稿
﹄
に
あ
る
通
り
︑

入
門
後
間
も
な
く
の
九
月
九
日
に
︑
文
雄
は
弘
綱
の
﹃
竹
取
物
語
俚
言
解
﹄

に
序
文
を
書
い
て
ゐ
る
の
で
あ
る
︒
同
書
に
は
竹
川
政
柱
︑
政
恕
の
序
文

︵
安
政
四
と
せ
長
月
︶
が
あ
り
︑﹁
こ
た
び
吾
江
戸
の
や
ど
り
に
あ
ひ
住
し

て

井
上
大
人
の
門
に
入
て
日
々
に
行
か
よ
は
れ
け
り

ひ
と
日
故
足
代

翁
に
物
学
せ
ら
れ
し
ち
な
み
に
千
寿
ぬ
し
の
こ
と
ど
に
い
き
て

と
し
こ

ろ
何
く
れ
と
物
せ
ら
れ
し
書
ど
も
見
せ
ら
れ
れ
し
中
に
・
・
・
﹂
と
あ
つ

て
︑
弘
綱
は
江
戸
で
同
郷
の
竹
川
政
柱
︑
政
恕
の
﹁
江
戸
の
や
ど
り
﹂
に

同
居
し
て
︑
井
上
文
雄
の
所
に
通
つ
た
の
で
あ
り
︑
こ
れ
は
﹃
年
譜
稿
﹄

の
傍
証
と
な
る
︒
ま
た
弘
綱
が
文
雄
の
許
を
辞
す
る
に
あ
た
り
︑
書
き
与

へ
た
﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
初
編
の
竹
川
政
恕
の
跋
文
に
も
﹁
わ
が
江
戸
の

旅
や
ど
り
に
相
す
み
し
て

井
上
翁
が
り
か
よ
ひ
て
も
の
と
ふ
こ
と
一
日

も
お
こ
た
ら
ず
﹂
と
同
様
の
勤
勉
ぶ
り
が
書
か
れ
て
ゐ
る
︒
そ
の
後
や
や

遅
れ
て
十
一
月
十
八
日
に
は
藤
尾
景
秀
が
上
京
し
︑
と
も
に
文
雄
の
と
こ

ろ
で
の
活
動
が
始
ま
つ
た
の
で
あ
る
︒

弘
訓
が
主
に
文
法
に
長
じ
て
ゐ
た
こ
と
に
対
し
︑
文
雄
は
所
謂
江
戸
派

の
流
れ
を
汲
む
と
は
言
へ
独
自
の
歌
論
を
持
つ
歌
人
と
し
て
当
時
は
聞
こ

え
て
ゐ
た
︒
弘
訓
と
は
ま
た
別
の
歌
風
︑
学
風
で
あ
つ
た
文
雄
に
︑
三
十

歳
の
若
さ
で
あ
つ
て
も
︑
そ
れ
な
り
の
学
識
を
備
へ
て
ゐ
た
弘
綱
が
わ
ざ

わ
ざ
江
戸
に
出
て
ま
で
刺
を
通
じ
た
の
は
︑
政
明
の
薦
め
が
あ
つ
た
の
で

は
な
か
ら
う
か
︒
弘
綱
は
翌
年
二
月
に
文
雄
の
許
を
辞
し
た
︒﹃
年
譜
稿
﹄

に
﹁
廿
六
日
藤
尾
君
に
い
ざ
な
は
れ
て
江
戸
出
発
︑
三
月
八
日
帰
国
﹂
と

あ
る
︒
こ
れ
は
郷
里
か
ら
の
催
促
が
あ
つ
た
や
う
で
も
あ
る
が
︑
二
月
の

大
火
に
よ
つ
て
文
雄
邸
が
焼
失
し
た
た
め
で
あ
つ
た
︒︵
拙
稿
﹁
徳
川
時

代
後
期
歌
人
の
交
流
︱
井
上
文
雄
と
磯
部
長
恒
と
の
一
考
察
︱
﹂
参
照
︶︒

先
述
し
た
通
り
︑
此
の
時
に
文
雄
が
書
き
与
へ
た
も
の
が
﹃
い
せ
の
家
づ

と
﹄
初
編
で
あ
り
︑
そ
の
こ
と
は
初
編
の
文
雄
の
序
文
や
︑
藤
尾
景
秀
の

﹁
國
に
か
へ
り
な
ん
と
す
る
に
翁
例
の
い
と
ま
お
は
せ
ぬ
中
よ
り

と
み

に
も
の
し
て
あ
た
へ
ら
れ
し
は

こ
の
ひ
と
ま
き
の
家
つ
と
な
り
け
り
﹂

と
の
跋
文
か
ら
も
わ
か
る
︒
初
編
は
﹁
佐
々
木
弘
綱
蔵
梓
﹂
と
あ
つ
て
︑

弘
綱
の
私
家
版
と
し
て
竹
川
政
恕
の
協
力
援
助
の
も
と
︵
初
編
竹
川
跋

文
︑
二
編
藤
尾
序
文
︶
刊
行
さ
れ
た
や
う
で
あ
る
︒
勿
論
そ
こ
に
は
竹
川

家
と
繋
が
る
川
喜
田
家
の
援
助
も
あ
つ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
が
︑﹁
い
せ

の
家
づ
と
初
編
﹂
と
明
記
さ
れ
た
書
翰
が
な
い
た
め
︑
そ
の
扱
ひ
に
慎
重

に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
︒
尤
も
は
じ
め
か
ら
三
編
ま
で
書
く
つ
も
り
も
な

か
つ
た
で
あ
ら
う
か
ら
︑
単
に
﹁
い
せ
の
家
づ
と
﹂
と
あ
れ
ば
﹁
初
編
﹂

と
考
へ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
ず
︑
当
然
こ
の
七
年
間
に
該
当
す
る
書
翰

が
あ
る
は
ず
だ
が
︑
年
紀
の
確
定
が
難
し
い
の
で
最
後
の
方
に
一
括
し
て
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お
い
た
︒

﹃
い
せ
の
家
づ
と
﹄
二
編
は
文
雄
が
初
編
に
書
き
漏
ら
し
た
も
の
を
纏

め
︑
文
久
元
年
の
冬
に
藤
尾
景
秀
に
与
へ
た
も
の
で
あ
る
︒
初
編
以
来
三

年
は
経
過
し
て
ゐ
た
︒
同
年
十
一
月
弘
綱
は
津
の
藤
堂
侯
に
召
さ
れ
︑
そ

の
た
め
津
に
滞
在
し
て
ゐ
た
十
二
月
の
寒
夜
に
景
秀
か
ら
こ
の
書
が
届

き
︑
出
版
の
相
談
と
な
り
︑
跋
文
を
書
い
て
返
送
し
た
︒
そ
こ
に
翌
二
年

睦
月
の
序
文
を
景
秀
が
書
い
て
ゐ
る
︒
出
版
は
順
調
に
い
つ
た
や
う
で
六

月
に
は
無
事
に
上
梓
に
至
つ
た
の
で
あ
る
︒
た
だ
こ
の
序
跋
文
を
よ
く
見

る
と
︑
景
秀
の
序
文
を
横
山
由
清
が
︑
弘
綱
の
跋
文
を
大
野
定
子
が
代
筆

し
て
書
い
て
ゐ
る
こ
と
が
わ
か
る
︒︵
文
末
に
参
考
と
し
て
掲
げ
た
︶
両

人
と
も
江
戸
の
文
雄
門
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
︑
本
書
の
刊
行
費
用
は
弘
綱

は
じ
め
そ
の
周
囲
の
伊
勢
の
門
人
が
負
担
し
︑
出
板
事
務
は
江
戸
で
︑
江

戸
の
書
肆
︵
後
に
芝
神
明
前
岡
田
屋
専
七
と
わ
か
る
︶
を
通
じ
て
な
さ
れ

た
こ
と
が
わ
か
る
︒

●

一
〇
三
六

︵
文
久
二
年
︶
閏
月
︵
八
月
︶
十
一
日

先
月
廿
六
日
の
花
翰
恭
拝
見
仕
候
︵
略
︶

家
づ
と
二
篇
差
上
候
所

御
肴
料
と
御
座
候
而
金
二
百
五
十
匹
御
恵
贈
奉
萬
謝
候

尊
君
毎
々
種
々
の
御
拝
領
物
等
且
點
取
御
勝
ニ
付
御
袴
地
御
頂
戴
之

由

御
□
□
之
御
事
奉
賀
候

先
日
御
山
荘
へ
被
為
在
の
節

御

直
々
拙
老
御
噂
も
被
為
在
候

有
難
仕
合

御
序
之
節
程

宜
罷
仰

上
可
被
下
候

凌
雲
近
々
帰
府
之
間

所
々
相
待
居
候

阿
州
侯
御
短
冊
之
義
承
知
仕
侯

頃
日
拙
老
罷
出
候
節

霧
の
香
寒

し
木
曾
の
山
道
と
申
御
歌
御
出
詠
被
遊
候

出
凡
之
御
歌
故
霧
の
香

の
中
将
と
称
し
奉
り
候

右
の
御
う
た
近
日
願
上
候
而
望
立
可
申
候

御
地
麻
疹
虎
狼
痢
流
行
之
由
当
地
も
今
以
相
止
不
申
候

併
弊
屋
な

ど
は
□
□
御
座
候

弘
綱
一
封
御
届
之
由
御
書
面
ニ
ハ
御
座
候
得
と

も
参
不
申

御
取
□
し
か
と
存
候

本
書
翰
は
七
月
二
十
六
日
付
政
明
の
書
翰
の
返
信
で
あ
る
︒﹃
い
せ
の

家
づ
と
﹄
二
編
が
な
り
︑
そ
れ
を
贈
つ
た
の
が
文
久
二
年
の
六
月
十
日
付

︵
二
二
九
︶
便
で
︑
そ
れ
に
対
す
る
礼
と
し
て
金
二
百
五
十
匹
を
政
明
か

ら
贈
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
見
え
る
︒
ま
た
文
久
二
年
は
八
月
に
閏
月
が
あ

り
︑
こ
の
書
翰
に
あ
る
閏
月
の
記
述
か
ら
こ
の
書
翰
を
︵
二
二
九
︶
便
に

続
く
も
の
と
し
て
︑
文
久
二
年
八
月
と
比
定
し
た
︒
も
う
一
つ
の
理
由
は

﹁
御
地
麻
疹
虎
狼
痢
流
行
之
由
当
地
も
今
以
相
止
不
申
候
﹂
と
あ
る
こ
と

に
よ
る
︒﹃
武
江
年
表
﹄
の
記
事
か
ら
も
わ
か
る
通
り
︑
文
久
二
年
は
全

国
的
に
麻
疹
・
虎
狼
痢
が
流
行
し
た
年
で
︑
伊
勢
で
も
江
戸
で
も
そ
の
流

行
は
な
か
な
か
収
ま
ら
ず
に
あ
つ
た
︒
殊
に
弘
綱
の
周
辺
で
は
門
人
の
坂

倉
永
勝
を
六
月
に
︑
翌
月
に
は
門
人
市
川
貞
致
を
こ
の
感
染
で
亡
く
し
︑

八
月
十
九
日
に
は
一
人
娘
の
景
子
を
同
じ
く
感
染
に
よ
り
亡
く
す
な
ど
︑

疫
病
の
流
行
は
か
な
り
弘
綱
の
身
近
に
猛
威
を
奮
つ
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か

る
︒﹁
弘
綱
一
封
御
届
之
由
﹂
と
は
︵
二
二
九
︶
便
に
あ
る
弘
綱
へ
の
依

頼
の
こ
と
で
あ
ら
う
︒﹁
︵
弘
綱
へ
︶
お
渡
し
し
た
﹂
と
書
面
に
は
あ
る
が

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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返
事
が
来
な
い
と
文
雄
は
不
満
を
漏
ら
し
て
ゐ
る
が
︑
弘
綱
は
こ
の
こ
ろ

疫
病
の
中
で
も
四
日
市
や
関
︑
信
楽
な
ど
に
出
稽
古
に
行
き
多
忙
で
あ
つ

た
や
う
で
︑
娘
の
病
変
に
よ
り
急
遽
帰
宅
し
て
そ
の
最
期
に
間
に
合
つ
た

や
う
な
暮
ら
し
を
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
︒
返
事
が
こ
な
い
の
も
当
然
だ

が
︑
文
雄
は
そ
の
や
う
な
事
情
は
つ
ゆ
知
ら
な
い
の
で
あ
つ
た
︒

ま
た
政
明
は
文
雄
の
門
人
で
あ
る
阿
波
藩
主
の
蜂
須
賀
斉
裕
の
短
冊
を

所
望
し
た
と
見
え
て
︑
結
局
こ
れ
は
翌
年
一
月
︵
三
〇
一
九
︶
に
見
え
て

ゐ
る
︒
﹁
霧
の
香
寒
し
木
曾
の
山
道
﹂
の
歌
を
称
賛
し
︑﹁
霧
の
香
の
中
将
﹂

な
ど
と
称
し
て
ゐ
る
と
の
こ
と
を
告
げ
て
ゐ
る
︒
凌
雲
は
藤
堂
氏
︑
弘
綱

の
﹃
年
譜
稿
﹄
に
度
々
見
え
る
画
家
で
近
し
い
関
係
に
あ
つ
た
や
う
で
あ

る
︒
凌
雲
に
つ
い
て
は
次
に
も
見
え
る
︒

●

二
一
四

︵
年
不
明
︶

八
月
二
十
二
日

別
封
凌
雲
へ
御
届
被
下
候

扨
弘
綱
雲
樵
へ
両
度
文
通
致
候
得
共
唯

今
以
返
知
不
来
候

御
序
に
宜
御
取
斗
可
被
下
候

弘
綱
が
江
戸
か
ら
帰
つ
て
か
ら
の
こ
と
で
あ
ら
う
︑
文
雄
は
弘
綱
を
通

し
て
そ
の
周
囲
の
人
物
と
交
流
の
輪
を
広
げ
て
ゆ
く
︒
こ
こ
で
は
︑
別
封

を
先
述
の
藤
堂
凌
雲
へ
渡
し
て
ほ
し
い
と
い
ふ
︒
ま
た
弘
綱
と
雲
樵
へ
の

書
翰
を
も
依
頼
し
て
ゐ
る
︒
二
人
と
も
文
通
し
た
い
の
だ
が
返
事
が
こ
な

い
と
不
平
を
漏
ら
し
て
ゐ
る
︒

●

二
一
六

︵
年
不
明
︶
七
月
二
十
五
日

毎
々
度
手
数
な
が
ら
別
封
池
田
氏
へ
御
届
可
被
下
候

こ
こ
で
は
池
田
氏
へ
の
書
翰
を
依
頼
し
て
ゐ
る
︒
但
し
弘
綱
と
の
関
係
を

見
る
と
池
田
姓
の
人
物
が
特
定
で
き
な
い
︒

●

二
三
五

︵
年
不
明
︶

日
闕

本
月
六
日
之
御
花
翰
恭
拝
見
︵
略
︶

御
詠
草
一
冊
御
下
し
即
合
点

呈
候

君
公
よ
り
御
懇
命
度
々
御
頂
戴
物
の
由

弘
綱
も
御
米
之
頂

戴
□
□
の
御
目
見
え
仕
候
由
有
難
仕
合
入
□
候

尊
君
の
御
骨
折
と

被
奉
多
謝
候

今
中
も
御
譜
代
と
仰
蒙
り
候
由

扨
々
陰
な
が
ら
君

の
御
恵
便
難
有
奉
感
候

明
年
は
是
非
々
々
と
心
懸
居
候

凌
雲
父

子
も
□
事
宜
取
□
鶴
声
可
被
下
候

い
せ
家
づ
と
二
編
先
便
奉
候

御
評
可
被
下
候

様
々
の
情
報
が
あ
る
も
の
の
文
字
の
判
読
が
で
き
な
い
所
が
あ
り
︑
文

意
が
通
じ
な
い
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
上
月
日
も
な
い
た
め
︑
そ
の
推
定
が

難
し
い
も
の
で
あ
る
︒
取
り
敢
へ
ず
﹁
い
せ
家
づ
と
二
編
先
便
奉
候
﹂
と

あ
る
の
で
文
久
二
年
の
夏
以
降
の
も
の
と
し
て
み
た
︒
こ
こ
で
も
拝
領
物

の
話
題
が
み
え
︑
弘
綱
の
優
遇
が
政
明
の
骨
折
り
の
成
果
と
感
謝
し
て

ゐ
る
︒

●

一
〇
三
七

︵
文
久
二
年
以
降
︶
一
月
二
十
三
日

旧
臘
呈
候
一
書
ニ
付
御
懇
篤
被
仰
下
候
奉
萬
謝
候

弘
綱
出
津
仕
候
ハ
バ
何
卒
早
々
御
相
談

御
上
木
之
義
偏
ニ
奉
希
候

且
家
集
之
義
も
不
日
ニ
御
書
出
来
仕
候
間

是
又
弘
綱
ニ
御
談
宜
候

ニ
被
仰
上
可
被
下
候
段
奉
願
候
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昨
年
十
二
月
の
文
雄
の
書
翰
に
対
す
る
返
事
が
あ
り
︑
そ
れ
に
対
す
る

も
の
が
本
翰
で
あ
る
︒
弘
綱
が
津
の
藤
堂
高
猷
に
召
さ
れ
た
の
は
文
久
元

年
十
一
月
で
あ
り
︑
こ
れ
に
は
文
雄
の
推
挙
が
あ
り
︑
文
雄
の
代
理
と
し

て
参
上
し
た
︒
そ
の
こ
と
は
﹃
い
せ
の
家
づ
と
﹄
二
編
の
跋
文
に
自
ら
﹁
師

翁
の
代
と
し
て
こ
た
び
津
の
君
に
召
さ
れ
﹂
と
あ
る
に
よ
り
︑
ま
た
打
田

昌
美
宛
の
元
年
七
月
二
十
三
日
書
翰
に
﹁
津
侯
も
漢
学
の
み
の
処

文
雄

先
生
に
御
入
門
の
由
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
︒︵
北
川
英
昭
﹃
佐
々

木
弘
綱
の
世
界
﹄
所
収
﹁
佐
々
木
弘
綱
と
竹
柏
園
門
人
﹂
参
照
︶
さ
て
こ

こ
で
は
︑
弘
綱
が
津
へ
来
る
な
ら
︑
す
ぐ
に
で
も
上
木
之
義
︵
出
版
︶
を

相
談
し
て
ほ
し
い
︑
ま
た
家
集
に
つ
い
て
も
そ
ろ
そ
ろ
書
き
終
へ
る
の
で

こ
れ
も
弘
綱
と
相
談
し
て
藤
堂
侯
に
申
し
上
げ
て
ほ
し
い
と
言
ふ
の
で
あ

る
︒
簡
単
な
一
文
で
要
用
の
み
を
伝
へ
た
も
の
だ
が
︑家
集
は
文
雄
の﹃
調

鶴
集
﹄
で
あ
ら
う
か
ら
︑
こ
の
上
木
は
﹃
伊
勢
の
家
づ
と
三
編
﹄
の
こ
と

と
な
ら
う
か
︒
何
に
し
ろ
弘
綱
が
そ
の
役
目
を
負
つ
て
ゐ
て
︑
彼
を
抜
き

で
は
こ
れ
ら
の
書
物
の
刊
行
が
成
立
し
な
か
つ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
文
面

か
ら
は
と
に
か
く
急
ぎ
で
あ
つ
た
様
子
が
伺
へ
る
︒

五
︑
天
誅
家
流
行
物
騒
敷
御
座
候

文
久
三
年

●

三
〇
一
九

︵
文
久
三
年
︶
一
月
二
十
三
日

昨
冬
ハ
御
役
銀
御
拝
領
御
家
内
様
方
へ
も
御
賜
物

弘
綱
も
白
銀

十
五
枚
頂
戴
之
由

於
拙
老
も
難
有
仕
合
奉
存
候

御
序
之
節
は
宜

く
被
仰
上
可
被
下
候

弘
綱
兎
角
難
有
り
且
天
狗
之
由

□
の
精
々

申
聞
置
候

何
分
宜
御
取
な
し
可
被
下
候

御
上
洛
後
は
老
拙
も
御

地
遊
歴
と
心
懸
居
申
候

阿
州
侯
御
短
冊
近
日
御
願
御
廻
し
可
申
候

御
役
柄
ニ
而
も
御
退
出

後
は
毎
夜
御
当
座
之
御
歌
御
座
候
而
日
々
被
召
拙
老
も
寸
暇
今
無
候

是
ニ
は
困
り
入
申
候

鐘
翁
賛
拝
筆
呈
候

当
年
月
並
兼
題
呈
候

御
序
之
節
は
御
詠
出
可
被
下
候

一
枚
弘
綱
へ
も
遣
下
申
候

塙
次

郎
も
被
為
害
申
候

廣
蔭
も
宜
和
に
篭
居
致
居
候

当
地
も
天
誅
家

流
行
物
騒
敷
御
座
候

本
翰
を
文
久
三
年
の
一
月
二
十
三
日
付
と
し
た
︒
文
中
に
塙
次
郎
︵
保

己
一
の
男
︑
忠
寶
︶
が
殺
害
さ
れ
た
記
事
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
︒
塙
忠
寶

は
父
の
あ
と
を
継
い
で
和
学
講
談
所
を
運
営
し
て
ゐ
た
が
︑
こ
の
時
期
に

い
ら
ぬ
容
疑
を
か
け
ら
れ
︑
伊
藤
博
文
ら
浪
士
の
襲
撃
に
よ
り
文
久
二
年

十
二
月
二
十
二
日
に
落
命
し
た
︒
こ
れ
は
そ
の
一
月
後
に
書
か
れ
た
こ
と

と
な
る
︒
役
銀
拝
領
の
記
事
が
あ
り
︑
ま
た
弘
綱
が
﹁
白
銀
十
五
枚
﹂
を

頂
戴
し
た
と
あ
り
︒
彼
の
日
記
の
同
年
十
二
月
二
日
条
に
﹁
此
夜
白
銀

十
五
枚
拝
領
﹂
と
あ
る
の
に
合
致
す
る
︒
ま
た
こ
の
こ
と
は
十
二
月
七
日

付
の
打
田
昌
美
宛
書
翰
に
も
見
え
る
︒
川
喜
田
家
に
も
拝
領
物
が
あ
り
︑

そ
れ
を
告
げ
た
書
翰
の
返
し
で
あ
ら
う
︒
文
雄
は
弘
綱
の
栄
誉
を
我
が
物

の
や
う
に
﹁
於
拙
老
も
難
有
仕
合
奉
存
候
﹂
と
喜
び
︑
つ
い
で
に
宜
し
く

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶

― 113―



伝
へ
て
ほ
し
い
と
言
ふ
の
で
あ
つ
た
︒
そ
れ
で
も
﹁
天
狗
﹂
に
な
つ
て
ゐ

ま
い
か
と
三
十
六
歳
の
若
き
弘
綱
を
心
配
し
て
ゐ
る
︒
ま
た
文
久
三
年
の

文
雄
︵
柯
堂
︶
塾
の
﹁
月
並
兼
題
﹂
の
用
紙
を
弘
綱
へ
も
渡
し
て
ほ
し
い

と
依
頼
し
て
ゐ
る
︒

﹁
御
上
洛
後
は
老
拙
も
御
地
遊
歴
と
心
懸
居
申
候
﹂
と
は
︑
文
雄
は
伊

勢
の
地
へ
の
訪
問
を
政
明
か
ら
度
々
催
促
さ
れ
て
ゐ
た
や
う
で
︑
早
い
と

こ
ろ
で
は
嘉
永
五
年
︵
二
三
一
便
︶
に
も
あ
つ
た
︒
こ
れ
に
対
し
将
軍
家

茂
の
上
洛
後
に
落
ち
着
い
た
ら
出
か
け
よ
う
と
考
へ
て
ゐ
る
と
︑
心
情
を

披
露
し
て
ゐ
る
︒
し
か
し
こ
れ
は
叶
は
な
か
つ
た
の
で
あ
り
︑
幕
末
か
ら

維
新
当
初
の
文
雄
の
周
辺
は
伊
勢
詣
で
に
行
く
や
う
な
安
逸
と
し
た
も
の

で
は
な
か
つ
た
︒
ま
た
従
来
か
ら
依
頼
の
あ
つ
た
阿
波
の
蜂
須
賀
斉
裕
の

短
冊
が
近
日
入
手
で
き
る
の
で
贈
る
こ
と
を
告
げ
︑
蜂
須
賀
斉
裕
の
歌
の

指
導
に
毎
夜
召
さ
れ
て
困
惑
し
て
ゐ
る
と
も
述
べ
て
ゐ
る
︒
な
ほ
江
戸
で

は
塙
忠
寶
が
殺
害
さ
れ
る
な
ど
天
誅
家
が
流
行
し
て﹁
物
騒
敷
御
座
候
﹂と

述
べ
て
ゐ
る
︒
興
味
深
い
の
は
﹁
廣
蔭
も
宜
和
に
篭
居
致
居
候
﹂
と
あ
る

一
条
で
︑
富
樫
廣
蔭
が
沼
津
の
高
田
宜
和
方
に
籠
つ
て
ゐ
る
と
の
情
報
を

得
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
︒
廣
蔭
は
幕
末
期
に
高
田
宜
和
方
に
滞
在
し
︑
著

作
に
耽
つ
た
こ
と
は
そ
の
伝
記
︵
架
蔵
﹃
言
霊
幽
顕
論
教
授
諸
図
﹄
所
収
︶

に
あ
る
が
︑
そ
れ
は
慶
應
元
年
以
降
の
こ
と
で
あ
る
︒
早
く
も
文
久
三
年

の
時
点
で
宜
和
と
そ
の
や
う
な
交
流
が
あ
つ
た
こ
と
︑ま
た
文
雄
も
廣
蔭
︑

宜
和
と
知
己
で
あ
る
か
の
書
き
方
を
し
て
ゐ
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
︒

こ
の
情
報
を
文
雄
は
ど
こ
か
ら
得
た
の
で
あ
ら
う
か
︒

こ
の
書
翰
に
は
外
包
み
も
残
さ
れ
て
ゐ
る
︒
表
書
き
は
﹁
伊
勢
津
／
川

喜
田
久
太
夫
様

江
戸
／
井
上
元
真
﹂
裏
は
﹁
扇
添
／
封
／
正
月
廿
三
日
﹂

と
あ
る
︒
年
賀
の
扇
を
添
へ
て
贈
つ
て
ゐ
る
︒

●

二
一
三

︵
文
久
三
年
︶
四
月
四
日

先
便
い
せ
の
家
つ
と
晋
呈
仕
候
ニ
付
金
百
五
十
匹
御
恵
贈
奉
多
謝
候

扨
細
川
藩
川
北
氏
の
義
去
々
相
尋
申
候
得
共
兎
角
相
□
兼
可
申
ニ
付

猶
又
彼
藩
の
人
に
相
頼
置
申
候
︑
彦
根
長
州
等
の
藩
に
も
知
己
上
候

間
去
々
相
頼
置
申
候

相
知
れ
候
得
ば
早
々
文
通
の
旨
約
置
申
候

先
は
例
の
多
忙
中
・
・
︵
略

以
下
追
書
き
︶
猶
々

頃
日
河
ご
え

辺
遊
歴
仕
候
間

貴
□
甚
延
引
の
段
御
海
恕
可
申
候

文
雄
は
天
誅
家
の
流
行
な
ど
で
︑
身
の
周
囲
が
騒
が
し
い
状
態
に
な
つ

た
文
久
三
年
春
︑
江
戸
を
離
れ
て
川
越
の
門
人
安
齋
保
美
の
も
と
に
身
を

よ
せ
る
こ
と
に
な
つ
た
︒
そ
の
こ
と
を
詞
書
に
し
た
歌
が
﹃
調
鶴
集
﹄
に

あ
る
︒
こ
こ
に
﹁
河
越
辺
遊
歴
仕
候
﹂
と
あ
る
の
は
そ
の
こ
と
で
あ
り
︑

こ
れ
を
文
久
三
年
と
考
へ
た
︒
さ
う
考
へ
る
と
こ
の
進
呈
し
た
﹃
伊
勢
の

家
づ
と
﹄
は
二
編
の
こ
と
と
な
り
︑
そ
の
礼
に
﹁
金
百
五
十
匹
﹂
が
贈
ら

れ
て
ゐ
る
︒
文
久
二
年
の
夏
に
も
こ
の
書
を
送
り
︑
礼
を
貰
つ
て
ゐ
る
の

で
︑
ま
た
別
便
で
送
つ
た
も
の
の
返
し
で
あ
ら
う
か
︒
さ
う
で
あ
る
と
こ

の
時
代
の
書
物
の
流
布
に
は
書
肆
を
通
さ
ず
︑
こ
の
や
う
に
門
人
間
で
の

頒
布
も
あ
つ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒
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政
明
は
細
川
藩
の
川
北
氏
に
関
し
て
随
分
の
執
心
が
あ
つ
た
や
う
で
︑

前
便
で
文
雄
は
藩
主
の
奥
方
に
訊
く
と
し
て
ゐ
た
が
︑
そ
れ
で
も
な
ほ
不

明
で
あ
つ
た
や
う
で
︑
今
度
は
藩
士
に
訊
く
︑
ま
た
彦
根
藩
や
長
州
藩
に

も
知
人
が
ゐ
る
か
ら
情
報
を
得
て
お
く
と
伝
へ
て
ゐ
て
︑
田
安
家
の
典
醫

で
あ
る
身
分
を
存
分
に
発
揮
し
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
︒
政
明
は
こ
の
川
北

氏
と
文
通
を
し
た
か
つ
た
や
う
だ
が
︑
そ
れ
は
何
故
で
あ
ら
う
か
︒
本
姓

川
北
を
川
喜
田
に
改
め
た
の
は
政
明
の
七
代
前
の
こ
と
で
あ
つ
た
と
い
ふ
︒

●

二
三
六

︵
文
久
三
年
・
ま
た
は
二
年
カ
︶
十
一
月
十
六
日

十
月
廿
三
日
之
花
翰
恭
拝
見
仕
候
︵
略
︶

御
詠
草
二
冊
拝
見
取
候

よ
き
御
う
た
多
く
深
く
奉
感
候

不
相
替
金
百
五
十
匹
御
恵
贈
奉
多

謝
候

扨
又
御
同
性マ

マ

聞
合
之
義
無
如
才
心
懸
居
候
所

此
ほ
ど
細
川

侯
奥
方
入
門
被
致
候
間

近
日
小
生
屋
敷
被
招
可
申
候

其
節
聞
合

可
申
候
左
様
思
召
可
被
下
候

︵
以
下
追
書
き
︶

猶
々
ち
ら
し
京
都
よ
り
差
こ
し
候
由
御
取
受
に

や
ま
ゐ
り
不
申
候

十
月
二
十
三
日
付
政
明
の
書
翰
の
返
信
で
あ
る
︒
政
明
の
詠
草
二
冊
を

見
た
︑
良
い
歌
が
多
く
感
心
し
た
︑
金
五
十
匹
を
戴
い
た
と
御
礼
を
綴
り
︑

二
一
三
便
書
翰
に
あ
つ
た
細
川
藩
の
川
北
氏
に
つ
い
て
︑
細
川
侯
の
奥
方

が
入
門
し
た
の
で
近
日
に
お
屋
敷
に
歌
の
指
南
に
参
上
す
る
の
で
聞
い
て

み
る
と
書
い
て
ゐ
る
︒
本
翰
を
文
久
二
年
十
一
月
と
し
て
も
︑
こ
の
細
川

藩
川
北
氏
の
こ
と
は
通
じ
る
︒

六
︑
時
節
柄
刻
料
紙
等
高
価
ニ
相
成

出
版
の
費
用
の
依
頼

●

二
二
五

閏
月
二
十
二
日

梅
雨
快
晴
御
同
慶
︵
略
︶

先
便
申
上
候
家
づ
と
今
日
漸
上
木
出
来

仕
候
ニ
付

先
便
被
遣
候
金
子
五
両
遣
し
申
候
ニ
残
金
の
所
次
便
に

被
遣
し
可
申
候

其
節
製
本
為
□
に
仕
候

左
様
思
召
し
可
被
下
候

即
岡
田
屋
受
取
書
入
御
覧
申
上
候
御
落
手
可
被
下
候

先
は
右
御
頼

旁

早
々
頓
首

﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
の
完
成
を
告
げ
︑
届
け
て
ゐ
る
︒
つ
い
で
刊
行
の

費
用
の
五
両
の
支
払
と
残
金
の
依
頼
を
し
︑
岡
田
屋
の
受
け
取
り
も
併
せ

て
送
つ
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
初
編
の
こ
と
で
あ
ら
う
か
︒
初
編
は
安
政
五
年

二
月
の
序
文
が
あ
る
の
で
︑
そ
の
刊
行
は
そ
れ
以
降
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
︒
本
翰
の
年
紀
は
閏
月
が
あ
つ
た
年
で
︑
文
面
に
梅
雨
の
記
述
が
あ
る

こ
と
か
ら
勘
案
す
る
と
︑
安
政
四
年
と
慶
應
元
年
に
五
月
の
閏
月
が
あ
る

が
︑
い
ず
れ
も
﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
の
上
木
の
時
期
と
は
ず
れ
て
ゐ
て
関

係
が
な
い
や
う
で
不
明
で
あ
る
︒

●

二
二
八

四
月
二
十
三
日

此
一
封
弘
綱
ニ
お
と
ど
け
可
被
下
候

石
薬
師
へ
帰
申
候
ハ
ば
何
と

ぞ
乍
御
面
倒
早
々
お
と
ど
け
可
被
下
候
︵
略
︶

二
白

伊
勢
家
づ
と
も
上
木
出
来
一
二
枚
に
相
成
申
左
様
思
召
可
被

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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下
候

本
翰
で
も
弘
綱
へ
の
書
状
を
託
し
て
ゐ
る
︒﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
が
出

来
た
や
う
だ
が
︑
ど
の
編
で
あ
ら
う
か
︒﹁
一
二
枚
に
相
成
申
﹂
と
は
何

を
意
味
す
る
か
不
明
で
あ
る
︒

●

二
三
四

︵
慶
應
元
年
︶
四
月
十
五
日

先
便
差
立
候
家
集
之
義
如
何
也

差
出
被
下
候
哉
奉
窺
候

扨
又
伊

勢
家
づ
と
三
編
之
義
追
々
上
木
ニ
相
成
申
候
間
右
刻
料
之
義

早
々

御
廻
被
下
候
様
奉
願
候

尤
時
節
柄
刻
料
紙
等
高
価
ニ
相
成
御
気
の

毒
ニ
奉
存
候

刻
料
一
丁
ニ
付
板
木
共
金
一
分
一
朱
と
申
候
故
銀

十
八
匁
と
懸
合
置
申
候

右
の
割
合
ニ
而
金
子
御
廻
し
可
被
下
候

摺
立
□
□
早
々
御
廻
し
可
被
下
候

偏
奉
希
候

﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
三
篇
の
刊
行
に
あ
た
り
︑
様
々
の
懸
念
事
項
が
書

か
れ
て
ゐ
る
︒
三
篇
は
元
治
元
年
八
月
の
序
文
が
あ
る
の
で
︑
こ
の
四
月

は
翌
年
慶
應
元
年
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
︒
板
木
の
彫
刻
料
や
紙
の
値

が
幕
末
期
の
政
情
不
安
な
時
期
に
高
騰
し
た
や
う
で
﹁
御
気
の
毒
ニ
奉
存

候
﹂
と
言
ひ
な
が
ら
︑﹁
刻
料
一
丁
ニ
付
板
木
共
金
一
分
一
朱
﹂
で
あ
り

全
て
で
﹁
銀
十
八
匁
﹂
と
懸
合
つ
た
こ
と
が
書
か
れ
︑
そ
の
割
合
で
費
用

を
早
く
送
る
よ
う
に
求
め
て
ゐ
る
︒
ま
た
摺
り
立
て
に
つ
い
て
も
言
及
し

て
ゐ
る
︒

●

二
三
三

︵
慶
應
元
年
︶
四
月
二
十
日

先
便
申
上
候
伊
勢
家
づ
と
刻
料
何
卒
差
早
々
御
廻
可
被
下
候

岡
田

屋
よ
り
度
々
申
出
候
間
此
段
何
分
奉
願
候

扨
別
紙
弘
綱
へ
御
届
可
被
下
候

毎
々
乍
御
免
倒

御
地
出
□
致
候

は
バ
何
と
も
恐
入
候
得
ど
も
早
々
石
薬
師
へ
御
届
可
被
下
候
奉
願
候

頓
首

本
翰
は
︵
二
三
四
便
︶
の
五
日
後
に
書
か
れ
︑
前
便
に
書
い
た
﹃
伊
勢

の
家
づ
と
﹄
三
篇
の
彫
刻
料
と
し
て
岡
田
屋
か
ら
催
促
が
あ
つ
た
こ
と
を

追
加
と
し
て
述
べ
て
ゐ
る
︒
ま
た
弘
綱
へ
も
﹁
毎
々
乍
御
面
倒
﹂
と
断
つ

た
上
︑
送
付
し
て
ゐ
る
︒
弘
綱
宛
の
書
翰
を
川
喜
田
経
由
で
送
る
の
は
何

故
で
あ
ら
う
か
︒
早
々
と
あ
つ
て
直
接
石
薬
師
へ
送
る
よ
り
は
︑
そ
れ
で

も
こ
ち
ら
を
利
用
し
た
方
が
早
か
っ
た
の
で
あ
ら
う
か
︒

●

二
二
七

宛
闕

日
闕

断
簡
カ

政
明
主
よ
り
家
つ
と
に
付
金
未
達
候

此
節
が
ら
岡
田
屋
に
て
も
手

付
金
ほ
し
が
り
申
候

又
乍
御
面
倒
政
明
と
早
々
御
談
可
被
下
候

宛
名
及
び
日
付
が
不
明
の
も
の
で
断
簡
か
も
し
れ
な
い
︒
内
容
か
ら
し

て
︵
二
三
四
︑
二
三
三
便
︶
に
次
ぐ
も
の
で
あ
ら
う
︒
な
か
な
か
代
金
が

届
か
な
い
の
で
誰
か
別
人
経
由
で
政
明
へ
届
け
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
内

容
は
岡
田
屋
へ
の
支
払
ひ
の
こ
と
に
つ
い
て
で
あ
る
︒
政
明
と
相
談
せ
よ

と
申
し
伝
へ
て
ゐ
る
︒

●

二
〇
八

︵
慶
應
二
年
︶
六
月
十
八
日

頃
日
は
段
々
御
配
慮
被
下
有
難

家
つ
と
料
金
両
度
都
合
十
二
両
落

掌
即
岡
田
屋
へ
払
遣
候

受
取
書
先
便
差
立
申
候

今
頃
は
御
落
手
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と
存
候

さ
き
は
ひ
草
御
称
美
被
下
難
有

金
百
五
十
匹
御
恵
贈
奉

萬
謝
候

一
︑
人
馬
継
立
の
て
御
細
書
有
難
承
知
仕
候

一
︑
村
上
忠
順
が
こ
と

え
み
し
ら
が
舟
の
ほ
の
か
に
云
々

御
□

□
□
は
三
河
人
村
上
承
卿
と
申
仁
に
而

御
地
よ
り
御
近
隣
ニ

御
座
候
間
御
一
封
被
遣
候
得
ば
直
ニ
相
届
可
申
候

菰
野
の
門

人
村
井
九
兵
衛
へ
御
頼
に
て
も
届
候

一
︑
先
年
の
歌
即
書
改
差
上
候
御
落
手
可
被
下
候

一
︑
家
つ
と
此
節
製
本
ニ
取
掛
か
ゝ
り
候
間
出
来
次
第
次
便
ニ
て
御

□
便
に
差
上
可
申
候

左
様
思
召
可
被
下
候

一
︑
阿
州
の
お
う
た
は
拙
老
所
持
の
品
に
て
御
座
候
間
別
御
配
慮
に

及
ば
ず
申
候

一
︑
御
領
主
様
の
短
冊
は
拙
老
一
葉
所
持
の
外
は
無
御
座
候
間
其
内

相
頼
候
而
御
内
々
御
贈
り
可
申
候

一
︑
家
集
の
義
此
節
専
ら
取
掛
か
り
彫
立
居
申
候
ば

御
か
か
り
は

何
方
へ
相
談
致
が
宜
哉

御
内
々
御
差
圖
被
下
候

御
序
文
の

義
も
早
早
御
頼
申
上
度
□
□
の
義
宜
御
取
斗
被
仰
聞
可
申
候
先

は
御
礼
御
報
ま
で

﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
の
料
金
︑
全
て
で
十
二
両
を
岡
田
屋
に
支
払
ひ
︑
受

取
を
先
便
で
送
っ
た
こ
と
を
告
げ
る
︒
ま
た
﹃
さ
き
は
ひ
草
﹄
が
出
来
上

が
り
︑
そ
の
御
礼
に
金
百
五
十
匹
が
政
明
か
ら
届
い
て
ゐ
る
の
で
︑
こ
れ

を
慶
應
二
年
と
し
た
︒
さ
う
す
る
と
こ
の
﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
は
三
編
の

こ
と
で
あ
り
︑
全
て
の
支
払
ひ
が
政
明
の
援
助
に
よ
つ
て
な
さ
れ
た
こ
と

が
わ
か
る
︒
三
篇
の
序
文
に
﹁
さ
れ
ば
こ
た
び
は
弘
綱
景
秀
に
か
は
り
て

わ
れ
か
く
板
に
物
し
つ
る
也
け
り
﹂
と
政
明
が
書
い
た
の
も
そ
の
実
情
を

示
し
て
ゐ
よ
う
︒
た
だ
製
本
は
こ
れ
か
ら
取
掛
か
る
や
う
で
︑
そ
の
刊
行

は
慶
應
元
年
九
月
で
あ
つ
た
︒
こ
れ
に
よ
る
と
三
篇
よ
り
も
﹃
さ
き
は
ひ

草
﹄
の
方
が
先
に
世
に
出
た
や
う
で
あ
る
︒

政
明
は
﹃
さ
き
は
ひ
草
﹄
の
巻
頭
三
首
め
に
あ
る
村
上
忠
順
の
﹁
え
み

し
ら
が
舟
の
ほ
の
か
に
霞
む
也
も
じ
の
横
濱
春
や
た
つ
ら
む
﹂
の
歌
に
注

目
し
た
や
う
で
︑
そ
の
人
物
に
つ
い
て
問
う
た
や
う
で
あ
る
︒
そ
れ
に
対

し
文
雄
は
三
河
の
村
上
承
卿
︵
忠
順
︶
で
あ
る
と
答
へ
︑
三
河
は
津
に
近

い
し
︑
菰
野
藩
の
文
雄
の
門
人
村
井
九
兵
衛
︵
長
央
︶
へ
頼
め
ば
よ
い
と

告
げ
て
ゐ
る
︒
村
井
長
央
の
歌
は
﹃
さ
き
は
ひ
草
﹄
に
載
る
︒
村
上
忠
順

は
安
政
二
年
︑
刈
谷
藩
主
に
つ
い
て
江
戸
へ
行
き
︑
こ
の
時
刺
を
通
じ
た

人
物
の
一
人
に
文
雄
が
ゐ
た
︒
以
来
親
し
く
指
導
を
仰
い
だ
や
う
で
も
あ

り
︑
安
政
四
年
十
月
の
﹁
百
番
歌
合
﹂
︵
刈
谷
中
央
図
書
館
村
上
文
庫
蔵
︶

に
は
文
雄
が
判
を
し
て
ゐ
る
︒
ま
た
幾
つ
か
の
書
付
が
村
上
家
に
あ
り
︑

こ
れ
に
関
し
て
忠
順
の
﹁
歌
合
﹂
と
題
す
る
一
文
に
文
雄
が
朱
を
入
れ
た

も
の
が
あ
る
︒
そ
こ
に
は
﹁
こ
の
説
も
や
が
て
板
に
物
し
侍
れ
ば
と
ほ
か

ら
ず
ま
ゐ
ら
す
べ
し
﹂︵
蓬
蘆
文
集
︶
と
あ
つ
て
︑
歌
論
の
執
筆
に
つ
い

て
触
れ
て
ゐ
る
︒
こ
れ
は
﹃
伊
勢
の
家
づ
と
﹄
の
こ
と
を
言
ふ
の
で
あ
ら

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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う
︒
こ
の
忠
順
の
一
首
は
文
雄
の
言
ふ
諷
謌
倒
悟
の
よ
く
表
れ
た
歌
な
の

で
あ
ら
う
︒
慶
應
二
年
当
時
文
雄
と
忠
順
と
の
関
係
は
深
い
も
の
が
あ
つ

た
や
う
で
あ
る
︒

つ
い
で
短
冊
の
話
題
と
な
り
︑蜂
須
賀
斉
裕
の
歌
は
所
持
し
て
ゐ
る
が
︑

そ
ち
ら
の
領
主
藤
堂
高
猷
の
も
の
は
な
い
の
で
内
々
に
く
だ
さ
る
よ
う
政

明
に
依
頼
し
て
ゐ
る
︒
ま
た
文
雄
の
家
集
﹃
調
鶴
集
﹄
に
つ
い
て
も
板
木

の
彫
刻
が
始
ま
つ
た
や
う
で
あ
る
が
︑
誰
に
相
談
し
た
ら
よ
い
か
指
図
が

ほ
し
い
と
述
べ
︑
序
文
に
つ
い
て
も
ど
う
す
べ
き
か
依
頼
を
し
て
ゐ
る
︒

実
際
に
刊
行
さ
れ
た
﹃
調
鶴
集
﹄
の
序
文
は
佐
々
木
弘
綱
が
書
い
て
ゐ
る

が
︑
そ
れ
に
よ
る
と
︑
そ
も
そ
も
伊
賀
中
将
の
文
雄
の
家
集
が
ほ
し
い
と

の
要
望
が
弘
綱
の
許
へ
寄
せ
ら
れ
た
と
言
ふ
こ
と
が
書
か
れ
て
ゐ
る
︒

﹃
調
鶴
集
﹄
の
出
板
も
こ
の
や
う
に
文
雄
が
思
つ
て
ゐ
な
い
と
こ
ろ
か
ら

出
て
き
た
も
の
で
あ
り
︑
そ
れ
が
﹁
誰
に
相
談
す
べ
き
か
云
々
﹂
と
い
ふ

有
難
い
質
問
に
な
る
の
で
あ
ら
う
︒
何
れ
に
せ
よ
刊
行
さ
れ
た
文
雄
の
歌

論
や
家
集
に
は
伊
勢
の
門
人
の
経
済
的
支
援
や
関
与
が
大
き
か
つ
た
こ
と

が
言
へ
る
の
で
あ
る
︒

七
︑
﹃
さ
き
は
ひ
草
﹄
と
﹃
調
鶴
集
﹄
ほ
か

●

二
三
二
︵
さ
き
は
ひ
草
刊
行
＝
慶
應
二
年
以
前
︶
七
月
二
十
日

※
摘

英
集
刊
行
ハ
安
政
四
年

六
月
十
九
日
の
花
墨
有
が
た
く
拝
見
仕
候

先
以
時
下
残
暑
節
被
爲

揃
御
萬
祥
奉
賀
候

抑
先
便
之
御
詠
草
拝
見

弥
感
明
仕
候

別
而

浦
秋
夕
は
出
凡
と
奉
存
候

摘
英
集
専
ら
取
懸
居
候
間

先
々
多
撰

入
可
申
候

但
し
少
し
加
筆
仕
候
も
可
有
之
候

此
義
は
不
悪
御
許

容
可
被
下
候

先
は
御
請
迄
早
々
頓
首

時
下
御
自
愛
専
一
奉

存
候

六
月
十
九
日
差
出
し
の
書
翰
を
見
た
返
事
を
七
月
二
十
日
に
認
め
て
ゐ

る
︒
こ
れ
は
政
明
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
詠
草
に
対
し
て
︑﹁
感
明
仕
候
﹂

と
感
想
を
述
べ
︑﹁
浦
秋
夕
﹂
の
歌
を
賞
賛
し
︑
現
在
﹃
摘
英
集
﹄
を
選

定
し
て
ゐ
る
か
ら
そ
こ
に
﹁
多
撰
入
可
申
候
﹂
と
期
待
を
寄
せ
て
ゐ
る
︒

返
送
に
あ
た
り
加
筆
を
し
た
が
﹁
不
悪
御
許
容
可
被
下
候
﹂
と
述
べ
て
ゐ

る
︒
そ
こ
で
刊
行
さ
れ
た
﹃
摘
英
集
﹄
を
見
る
と
︑﹁
多
撰
入
可
申
候
﹂

と
あ
る
も
の
の
︑政
明
の
歌
は
な
ぜ
か
一
首
も
入
つ
て
ゐ
な
い
︒
一
方
﹃
さ

き
は
ひ
草
﹄
︵﹃
摘
英
集
﹄
続
編
と
称
す
る
︶
に
は
三
首
あ
り
︑
殊
に
﹁
浦

秋
夕
﹂
と
題
す
る
﹁
海
人
の
子
が
あ
み
ほ
す
浦
の
夕
つ
く
日
さ
び
し
の
秋

は
成
に
け
る
哉
﹂
の
歌
が
あ
る
の
で
︑
こ
の
書
翰
に
あ
る
﹃
摘
英
集
﹄
云
々

は
そ
の
続
編
と
称
す
る
﹃
さ
き
は
ひ
草
﹄
の
こ
と
で
あ
る
︒
費
用
を
負
担

し
た
も
の
の
三
首
し
か
載
ら
な
い
の
で
凡
そ
﹁
多
撰
﹂
と
は
言
へ
な
い
が

政
明
は
こ
れ
を
ど
の
や
う
な
感
慨
で
見
た
の
で
あ
ら
う
か
︒
他
の
二
首
は

﹁
夏
山
家

折
々
は
み
や
こ
の
ひ
と
に
す
ず
し
さ
を
う
ら
や
ま
れ
け
り
み

や
ま
べ
の
庵
﹂﹁
菊

ま
せ
の
う
ち
に
八
重
さ
く
菊
は
九
日
の
た
め
に
た
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を
る
も
惜
し
ま
れ
に
け
り
﹂
で
あ
る
︒

●

二
三
〇

︵
慶
應
三
年
︶
一
月
十
三
日

旧
臘
二
十
一
日
の
花
墨
恭
拝
見
仕
候

調
鶴
集
晋
呈
御
挨
拶
と
御
座

候
て

金
一
円
御
恵
贈
奉
万
謝
候

右
厚
礼
請
取
申
上
候

二
白
調

鶴
集
校
合
行
届
不
申
汗
顔
之
至

則
為
直
申
間
入
木
出
来
次
第
引
替

可
申
候

左
様
思
召
可
被
下
候

文
雄
の
家
集
で
あ
る
﹃
調
鶴
集
﹄
は
慶
應
二
年
の
十
二
月
に
刊
行
さ
れ

た
や
う
で
︑
年
内
に
政
明
の
手
許
に
届
い
た
︒
そ
れ
に
対
す
る
礼
状
と
御

挨
拶
の
金
一
円
を
十
二
月
二
十
一
日
付
で
送
り
︑
そ
の
返
し
が
こ
れ
で
あ

る
︒
追
伸
で
﹃
調
鶴
集
﹄
の
校
正
に
不
手
際
が
あ
り
︑﹁
汗
顔
之
至
﹂
と

あ
る
︒
す
ぐ
直
さ
せ
入
木
で
訂
正
し
て
ま
た
送
る
と
書
い
て
ゐ
る
︒
具
体

的
に
ど
こ
に
間
違
へ
が
あ
つ
た
の
か
気
に
な
る
が
私
に
は
初
版
と
後
刷
り

が
わ
か
ら
な
い
た
め
見
出
さ
れ
な
い
で
ゐ
る
︒

●

二
一
八

︵
年
不
明
︶
二
月
一
五
日

先
月
二
七
日
の
花
墨
恭
拝
読
仕
候
︵
略
︶

別
紙
御
詠
草
併
ニ
︑
御

舎
弟
様
御
詠
草
拝
見
差
上
候

渡
部
氏
へ
の
御
状
早
々
御
届
け
申
候

春
来
別
而
多
忙

文
雄
は
政
明
の
弟
の
詠
草
も
見
て
ゐ
た
こ
と
が
わ
か
り
︑
川
喜
田
家
を

挙
げ
て
師
事
し
て
ゐ
た
や
う
で
あ
る
︒
ま
た
渡
部
氏
へ
の
書
翰
を
依
頼
さ

れ
て
ゐ
る
が
︑
次
便
の
渡
辺
氏
と
同
じ
な
ら
こ
れ
は
続
き
の
も
の
と
な
る

か
︒
江
戸
の
文
雄
周
辺
の
渡
部
︵
渡
辺
︶
氏
は
誰
で
あ
ら
う
か
︒
こ
ち
ら

か
ら
も
手
紙
を
依
頼
す
る
だ
け
で
は
な
く
︑
か
や
う
に
向
ふ
か
ら
も
依
頼

さ
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
や
う
で
あ
る
︒

●

二
〇
九

︵
嘉
永
六
年
か
︶
三
月
二
十
日

本
月
九
日
の
御
消
息
恭
拝
読
仕
候

︵
省
略
︶

御
著
述
帰
西
日
録

併
ニ
金
百
匹
御
恵
贈
千
万
奉
謝
候

渡
辺
氏
へ
の
御
文
通
早
々
相
届

申

任
仰
当
年
兼
題
摺
呈
候

御
出
詠
可
被
成
下
候

﹁
御
著
述
帰
西
日
録
﹂
と
あ
る
の
で
︑
こ
れ
は
政
明
の
著
作
と
考
へ
ら

れ
る
︒
帰
西
と
あ
る
の
で
東
か
ら
西
︑
多
分
江
戸
か
ら
伊
勢
へ
帰
つ
た
時

の
記
録
で
は
な
い
か
と
推
量
す
る
が
︑
こ
れ
は
︵
原
本
が
川
喜
田
家
資
料

に
︶
現
存
し
て
ゐ
る
か
不
明
の
由
で
あ
る
︒
金
百
匹
と
と
も
に
贈
ら
れ
て

ゐ
る
の
で
借
り
た
も
の
で
も
な
く
︑
こ
の
ま
ま
文
雄
の
手
許
に
あ
つ
た
の

で
あ
ら
う
か
︒
二
一
二
便
に
よ
る
と
嘉
永
五
年
の
五
月
に
政
明
は
江
戸

に
滞
在
し
て
ゐ
た
や
う
な
の
で
︑
そ
の
帰
途
の
折
の
紀
行
で
あ
ら
う
か
︑

わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
︒
ま
た
︵
嘉
永
六
年
の
︶
文
雄
︵
柯
堂
︶
塾
の

﹁
月
並
兼
題
﹂
の
用
紙
を
送
り
届
け
て
ゐ
る
︒
同
様
の
こ
と
は
文
久
三
年

︵
一
〇
三
九
便
︶
に
も
あ
る
︒

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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︹
図
版
一
︺

︹
図
版
二
︺﹃
癸
亥
発
会
附
﹄︵
文
久
三
年
︶

青
裳
堂
刊
﹃
書
画
展
観
目
録
集
成
﹄
所
収

弘
化
五
年

歌
堂
︵
井
上
文

雄
︶月
次
歌
会
兼
題
ち
ら
し︵
鈴

木
亮
氏
所
蔵
︶

書
翰
に
見
え
る
﹁
月
次
兼
題
﹂

は
こ
の
や
う
な
も
の
で
あ
つ

た
︒
弘
化
五
年
は
改
元
あ
つ
て

嘉
永
元
年
と
な
る
︒
毎
月
十
七

日
が
歌
会
の
日
で
他
に
文
章
会

が
あ
り
︑
三
︑
八
の
つ
く
日
に

在
宅
し
て
ゐ
た
こ
と
も
わ
か

る
︒︹
図
版
二
︺
に
よ
る
と
︑

文
久
当
時
は
十
八
日
で
あ
つ
た

こ
と
が
わ
か
る
︒
間
宮
永
好
の

﹃
犬マ

喚
鶏ツ

喚
之ノ

舎ヤ

日
次
記
﹄︵
盛

岡
中
央
公
民
館
蔵
︶
に
よ
る
と

文
久
期
に
永
好
は
十
八
日
に
開

か
れ
て
ゐ
る
文
雄
の
歌
会
に
赴

い
て
ゐ
る
︒



八
︑
旧
年
の
挨
拶

そ
の
他

●

二
一
七

︵
年
不
明
︶

二
月
七
日

旧
年
の
御
挨
拶
と
御
座
候
而
金
五
十
匹
御
恵
投
千
万
奉
謝
候

旧
臘

は
未
曾
有
の
大
変
併
御
地
格
別
の
御
障
も
不
相
爲
在
候
段
奉
賀
候

春
来
何
か
と
多
忙
貴
報
延
引
御
仁
免
可
申
候

例
の
近
詠
二
葉
備
貴

覧
申
候

御
一
笑
可
被
下
候
︵
略
︶

時
下
御
自
愛
専
一
奉
存
候

御
礼
申
落
し
候

先
達
而
は
荒
尾
菜
沢
山
御
恵
投
難
有
候

好
物
に

て
日
々
相
楽
申
候

旧
年
の
挨
拶
の
礼
状
で
あ
り
︑
十
二
月
の
﹁
未
曾
有
の
大
変
﹂
は
何
を

言
ふ
の
で
あ
ら
う
か
︒
何
れ
に
せ
よ
何
事
も
支
障
は
な
か
つ
た
や
う
で
あ

る
︒
荒
尾
菜
を
沢
山
戴
い
た
謝
辞
が
追
伸
に
あ
り
︑
好
物
で
あ
る
と
告
げ

て
ゐ
る
︒

●

四
三
九
三

︵
年
不
明
︶

九
月
二
日

八
月
十
四
日
の
御
消
息
一
昨
日
手
ニ
入
恭
拝
読
︵
略
︶

御
詠
草
一

巻
拝
見
先
々
感
明
仕
候

愚
存
少
々
傍
書
仕
差
上
候
御
一
笑
可
被
下

候

当
地
も
良
夜
は
雨
漸
深
更
に
快
晴
相
成
候

お
ほ
か
た
の
人
を
し
づ
め
て
晴
ぬ
る
か
雨
さ
へ
月
に
心
有
け
り

御

作
と
相
合
申
候
呵
々

頃
日
之
蜂
腰
両
三
首
別
紙
ニ
入
御
覧
申
候

八
月
十
四
日
差
出
し
の
書
翰
を
見
た
返
事
を
九
月
二
日
に
認
め
て
ゐ

る
︒
こ
れ
は
政
明
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
詠
草
に
﹁
愚
存
﹂
を
少
々
書
き
加

へ
て
返
送
す
る
送
り
状
で
あ
る
︒﹁
感
明
仕
候
﹂
と
感
想
を
述
べ
た
あ
と
︑

秋
雨
が
降
る
季
節
で
あ
つ
た
や
う
で
雨
の
状
況
を
書
き
︑
自
詠
一
首
を
添

へ
て
ゐ
る
︒﹁
蜂
腰
両
三
首
﹂
を
別
紙
で
送
る
と
し
て
ゐ
る
が
︑
何
の
こ

と
で
あ
ら
う
か
︒
蜂
は
短
冊
の
話
題
と
な
つ
て
ゐ
る
阿
波
の
蜂
須
賀
の
略

号
で
あ
ら
う
か
︒
年
代
は
不
詳
で
あ
る
︒

●

二
一
〇

︵
年
不
明
︶
五
月
二
十
七
日

御
詠
草
拝
見
爲
御
挨
拶
金
百
匹
御
恵
贈
奉
萬
謝
候

猶
後
音
万
報
可

申
上
候

先
は
御
礼
迄

政
明
の
詠
草
は
た
び
た
び
文
雄
の
許
に
届
け
ら
れ
た
や
う
で
︑
そ
の
都

度
い
く
ら
か
の
謝
礼
が
払
は
れ
て
ゐ
る
︒
こ
れ
が
井
上
家
の
家
計
を
豊
に

し
て
ゐ
た
こ
と
と
思
は
れ
る
︒

●

二
一
一

︵
年
不
明
︶
三
月
二
十
一
日

政
豊
宛

御
詠
草
一
冊
拝
見
驚
嘆
仕
候

御
出
精
奉
祈
候

乍
末
尊
大
人
へ
宜

伝
声
可
被
下
候

こ
れ
は
息
政
豊
の
詠
草
を
見
た
記
事
で
︑
政
豊
宛
で
あ
る
︒﹁
驚
嘆
﹂﹁
御

出
精
﹂
と
相
手
を
誉
め
︑
父
政
明
へ
の
伝
言
を
述
べ
て
ゐ
る
︒

●

二
二
一

︵
年
不
明
︶

五
月
七
日

御
詠
草
合
點
差

之
長
短
に
甲
乙
御
座
候

詠
草
に
合
点
を
加
へ
た
こ
と
を
述
べ
て
ゐ
る
︒

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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●

二
二
二

︵
年
不
明
︶

一
月
二
十
八
日

本
月
六
日
の
尊
書
忝

拝
読
仕
候

小
生
無
異
加
馬
齢
申
候

御
放

念
可
被
下
候

例
之
多
忙
略
書
寛
恕
被
下
候

●

二
二
六

︵
年
不
明
︶

一
月
二
十
二
日

本
月
六
日
の
花
墨
忝

拝
読
仕
候

不
相
替
書
初
短
冊
二
葉
差
上
候

と
も
に
正
月
の
挨
拶
状
の
返
事
で
あ
る
︒
政
明
は
毎
年
六
日
付
で
新
年

の
賀
状
を
送
っ
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
か
︑
返
事
は
ど
れ
も
事
務
的
で
あ
る

が
︑
書
初
め
の
短
冊
を
二
枚
送
る
な
ど
の
文
雄
の
心
意
気
も
知
ら
れ
る
︒

●

二
二
〇

︵
年
不
明
︶
七
月
八
日

六
月
二
十
七
日
の
懇
書
恭
拝
見
仕
候
︵
略
︶

委
曲
御
教
示
の
段
難

有
奉
存
候

早
々
両
家
へ
願
出
可
申
候

猶
取
□
御
鶴
声
可
被
下
候

こ
れ
も
事
務
的
な
内
容
だ
が
︑
当
事
者
で
な
い
と
わ
か
ら
な
い
も
の
で

あ
る
︒
何
か
を
詳
し
く
教
へ
て
い
た
だ
い
た
礼
と
︑
両
家
へ
願
ひ
出
て
み

る
と
の
こ
と
で
あ
る
︒
両
家
は
ど
こ
か
の
見
当
も
つ
か
な
い
︒

九
︑
を
は
り
に

以
上
︑
川
喜
田
政
明
宛
の
井
上
文
雄
の
書
翰
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
︑

文
雄
と
政
明
を
中
心
と
す
る
弘
綱
な
ど
の
関
係
を
探
つ
て
み
た
︒
断
片
的

な
記
事
が
多
く
︑
い
ま
ひ
と
つ
明
ら
か
に
な
ら
な
い
の
が
書
翰
資
料
を
扱

ふ
上
で
の
も
ど
か
し
さ
で
は
あ
る
が
︑
な
ん
と
な
く
周
縁
が
見
え
て
く
る

の
で
は
な
か
ら
う
か
︒

文
雄
は
門
人
の
詠
草
を
添
削
す
る
と
と
も
に
︑
そ
の
謝
礼
を
得
︑
ま
た

著
作
の
刊
行
に
政
明
を
始
め
と
す
る
周
辺
の
人
物
の
援
助
協
力
が
あ
つ
た

こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒
御
三
卿
の
田
安
家
の
典
醫
で
あ
り
な
が
ら
︑

そ
の
身
分
で
大
名
家
へ
歌
の
指
導
に
も
出
て
︑
ま
た
江
戸
派
の
殿
将
と
後

に
称
さ
れ
た
文
雄
で
は
あ
つ
た
が
︑
か
や
う
に
地
方
の
豪
商
を
門
人
に
す

る
こ
と
で
︑
著
作
を
世
に
出
す
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
一
例
を

考
へ
る
と
こ
の
時
期
の
書
物
の
刊
行
に
は
そ
の
著
者
の
み
な
ら
ず
︑
そ
れ

を
支
へ
た
門
人
の
経
済
的
な
助
力
が
あ
つ
た
こ
と
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な
い

で
あ
ら
う
︒

な
ほ
本
稿
を
な
す
に
当
た
っ
て
︑
研
究
成
果
報
告
書
を
お
送
り
く
だ
さ

つ
た
青
山
英
正
氏
︑
菱
岡
憲
司
氏
に
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒
ま
た
資

料
の
ご
提
供
を
戴
い
た
石
水
博
物
館
︑
殊
に
龍
泉
寺
由
佳
学
芸
員
に
謝
意

を
表
し
ま
す
︒
な
ほ
資
料
翻
刻
の
常
で
は
あ
り
ま
す
が
︑
判
読
で
き
な
い

文
字
が
あ
る
こ
と
や
誤
読
を
恥
ぢ
︑
た
だ
恐
れ
る
ば
か
り
で
す
︒
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︿
参
考
﹀

伊
勢
の
家
づ
と

初
編

佐
々
木
弘
綱
蔵
梓

︵
序
文

甲
︶

い
せ
の
國
び
と
佐
々
木
弘
綱
去
年
の
秋
よ
り
我
も
と
に
物
学
し
つ
る
に
此

頃
國
に
帰
り
な
ん
と
て

い
か
で
初
学
の
ひ
と
の
た
め
に
彼
玉
あ
ら
れ
や

う
の
書
ま
た
世
の
ひ
と
た
ち
の
か
た
く
な
に
僻
心
得
し
た
る
事
ど
も

か

き
あ
つ
め
て
た
ま
は
り
な
ん
と
こ
ふ
に
ま
か
せ
て

か
く
は
物
し
つ

と

み
の
業
な
れ
ば
證
哥
な
ど
も
唯
お
も
ひ
出
る
ま
ゝ
な
れ
ば

僻
事
と
人
や
み
る
ら
む
お
ほ
か
た
の
な
ら
ひ
に
た
が
ふ
い
せ
の
家
づ
と

文
雄

︵
序
文

乙
︶

伊
勢
の
家
づ
と
の
は
し
書

鳥
が
啼
東
の
都
に
し
て
我
大
御
国
の
学
び

に
名
だ
た
る
人
あ
ま
た
あ
れ
ど

あ
る
は
さ
く
す
ゞ
の
ふ
る
こ
と
に
の
み

な
づ
み

あ
る
は
あ
し
か
き
の
ち
か
き
代
の
お
き
て
を
ま
も
り
つ
ゝ

花

か
た
み
か
た
み
に
か
た
よ
れ
る
な
か
に

井
上
の
翁
は
か
し
の
み
の
ひ
と

り
ぬ
け
い
で

ゆ
く
水
の
い
と
は
や
く
よ
り
三
栗
の
な
か
昔
を
な
む
よ
ろ

し
と
は
思
ひ
さ
だ
め
ら
れ
た
る

し
か
あ
る
か
ら
に
延
喜
天
暦
よ
り
長
保

寛
弘
の
こ
ろ
ま
で
に
か
ゝ
れ
る
哥
文
の
か
ぎ
り
を
う
ま
く
さ
と
り
て

哥

よ
む
に
も
文
つ
く
る
に
も
お
の
が
も
の
と
せ
ら
れ
た
り

爰
に
我
ま
な
び

の
友
な
る
神
風
の
伊
勢
の
國
人
佐
々
木
弘
綱
去
年
の
秋
よ
り
翁
の
も
と
に

き
か
よ
ひ
て

学
の
道
ど
も
な
に
く
れ
と
い
そ
し
み
つ
ゝ
い
ま
ふ
た
と
せ

三
と
せ
ハ
と
ゞ
ま
り
て
ん
の
心
か
ま
へ
な
り
し
を

空
ゆ
く
か
り
に
や
も

よ
ほ
さ
れ
け
む

ひ
と
た
び
國
に
か
へ
り
な
ん
と
す
る
に
翁
例
の
い
と
ま

お
は
せ
ぬ
中
よ
り

と
み
に
も
の
し
て
あ
た
へ
ら
れ
し
は

こ
の
ひ
と
ま

き
の
家
つ
と
な
り
け
り

さ
る
は
か
の
か
た
よ
ら
ぬ
さ
と
し
ご
と
に
て

お
の
が
ど
ち
の
い
ぎ
た
な
き
ま
な
び
の
窓
の
た
ま
あ
ら
れ

ふ
た
た
び
お

ど
ろ
か
さ
れ
て
ひ
と
こ
と
を
そ
へ
つ
る
は

安
政
の
五
と
せ
と
い
ふ
と
し

の
き
さ
ら
ぎ
の
は
じ
め
の
と
を
か

江
戸
の
旅
の
や
ど
り
に

石
橋
の
近
江
國

あ
ら
た
へ
の
藤
尾
の
景
秀

︵
跋
文
︶

玉
霰
さ
よ
時
雨
の
学
の
窓
う
つ
お
と
に
か
つ
が
つ
冬
の
よ
の
眠
は
さ
め
つ

る
を

い
か
に
せ
む
い
ぎ
た
な
き
春
の
朝
い
す
る
人
な
き
に
し
も
あ
ら
ず

こ
ゝ
に
我
友
弘
綱
ぬ
し
文
の
林
に
ふ
か
く
い
り
た
ち
て

こ
ぞ
の
秋
よ
り

わ
が
江
戸
の
旅
や
ど
り
に
相
す
み
し
て
井
上
翁
が
り
か
よ
ひ
て
も
の
と
ふ

こ
と
一
日
も
お
こ
た
ら
ず

こ
の
こ
ろ
國
に
か
へ
る
と
て
か
ゝ
る
つ
と
得

た
り
と
此
書
を
と
う
出
み
せ
ら
れ
ぬ

こ
は
初
学
の
必
心
う
べ
き
こ
と
な

れ
ば
君
ひ
と
り
ひ
め
も
た
る
べ
き
事
か
ハ
と
て
や
ゝ
咲
い
つ
る
桜
木
に
ゝ

ほ
は
せ
つ
る
は

安
政
五
と
せ
き
さ
ら
ぎ
な
か
ば

竹
川
政
恕

伊
勢
の
家
づ
と

二
編

︵
序
文
︶

梛
園
弘
綱
さ
き
に
井
上
翁
の
み
も
と
に
も
の
ま
な
び
し
つ
る
こ
ろ

ゆ
く

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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り
な
き
こ
と
あ
り
て
ひ
と
た
び
故
郷
に
帰
ら
む
こ
と
を
聞
え
つ
る
に

歌

よ
み
ふ
み
か
く
に
心
う
べ
き
こ
と
ど
も
を

か
つ
が
つ
か
き
出
た
ま
ひ
て

こ
れ
家
づ
と
に
と
て
得
さ
せ
た
ま
ひ
し
を
お
な
じ
を
し
へ
こ
ど
も
の
遠
こ

ち
よ
り

そ
れ
み
ま
ほ
し
と
て
こ
ひ
お
こ
せ
け
る
を

こ
と
ご
と
に
う
つ

し
や
ら
む
も
い
と
ま
い
る
わ
ざ
な
れ
ば
と
て

竹
川
政
恕
お
の
れ
に
は
か

り
て
い
せ
の
家
づ
と
ゝ
題
号
し
て

は
や
う
板
に
ゑ
ら
せ
つ
る
を

そ
れ

に
も
ら
さ
れ
し
を
ぢ
を
ぢ
つ
ぎ
て
書
出
た
ま
ひ
き
と
て

こ
ゝ
に
お
こ
せ

た
ま
へ
り

其
論
い
と
耳
あ
た
ら
し
く
さ
き
ざ
き
の
う
し
た
ち
の
い
ま
だ

い
ひ
出
ら
れ
ぬ
こ
と
ゞ
も
多
く

板
屋
の
あ
ら
れ
ま
た
も
や
う
ち
驚
か
さ

れ
て

お
の
れ
に
ひ
と
し
き
い
ぎ
た
な
き
友
た
ち
に
も

は
や
う
み
せ
ま

ほ
し
く
て

板
に
も
の
す
べ
く
思
へ
れ
ど

翁
に
も
と
ひ
は
か
ら
は
で
は

な
ど
ひ
と
た
び
は
た
ゆ
た
ひ
し
を

と
り
ど
り
國
を
へ
だ
て
し
さ
か
ひ
は

雁
の
た
よ
り
も
こ
と
ご
と
し
け
れ
ば
な
べ
て
は
事
な
し
を
へ
て
後
に
こ
そ

物
せ
め
と

お
の
れ
が
心
ひ
と
つ
に

い
せ
の
家
づ
と
二
編
と
し
て
か
う

板
に
は
ゑ
ら
せ
つ
る
也

と
き
は
文
久
二
と
せ
と
い
ふ
と
し
の
む
つ
き

近
江
國
信
楽
人

藤
尾
景
秀
し
る
す

由
清
書

︵
跋
文
︶

師
翁
の
代
と
し
て
こ
た
び
津
の
殿
に
め
さ
れ
て

し
は
つ
は
つ
か
の
夜
旅

館
の
寒
燈
を
か
ゝ
げ
て

寝
ら
れ
ぬ
ま
ゝ
に
何
く
れ
の
書
ど
も
見
ゐ
た
る

に

や
を
ら
さ
う
し
ひ
き
あ
け
て
入
く
る
は

は
し
た
め
成
け
り

ち
か

う
よ
り
来
て
こ
は
い
ま
あ
ふ
み
よ
り
ま
ゐ
り
た
り
と
て
藤
尾
ぬ
し
の
ふ
ん

じ
物
を
得
さ
せ
つ

や
が
て
ひ
ら
け
ば
う
つ
し
巻
ひ
と
ゝ
ぢ
あ
り

消
そ

こ
に
さ
い
つ
と
し
そ
こ
の
得
ら
れ
つ
る
家
づ
と
の
次
の
巻
を
こ
た
び
は
お

の
れ
に
お
く
ら
れ
ぬ
れ
ば

ひ
と
り
ひ
め
お
か
ん
も
あ
た
ら
し
く
と
み
に

板
に
も
の
せ
ま
ほ
し
け
れ
ば

こ
れ
が
お
く
に
ひ
と
こ
と
そ
へ
よ
と
あ
る

に

い
と
う
れ
敷
よ
み
も
て
行
け
れ
ば
我
心
さ
び
し
さ
も
う
ち
わ
す
れ
て

故
郷
今
夜
千
里
も
お
も
は
ず
い
み
じ
う
め
で
た
き
説
ご
と
ゝ
か
へ
さ
ひ
見

る
ほ
ど
に

長
夜
も
や
ゝ
し
ら
み
ぬ
れ
ば
即
す
ゞ
り
の
氷
を
く
だ
き
て
廿

日
あ
ま
り
ひ
と
日
と
い
ふ
日
の
朝
ま
だ
き
に
か
く
な
む

佐
々
木
弘
綱
識

応
需
定
る
子
書

文
久
二
年

伊
勢
の
家
づ
と

三
編

︵
序
文
︶

玉
あ
ら
れ
さ
よ
し
ぐ
れ
の
ふ
た
つ
の
ふ
み
学
の
窓
に
お
と
な
ひ
て
世
の
人

の
眠
り
を
お
ど
ろ
か
さ
む
と
し
つ
れ
ど

よ
う
せ
ず
ば
中
々
に
眠
り
を
ま

す
べ
く

夜
深
き
と
き
こ
と
ゝ
も
の
お
ほ
か
り
け
る
を

師
翁
伊
勢
の
家

つ
と
を
あ
ら
は
さ
れ
て

い
す
ゞ
河
の
そ
こ
ひ
深
き
こ
と
ゞ
も
を
も
あ
さ

あ
さ
と
ひ
ち
ゝ
か
に
と
き
を
し
へ
ら
れ
し
か
ば

此
家
つ
と
を
得
む
人
ら

は
い
ま
だ
な
き
も

目
を
つ
ゞ
ら
か
に
夜
の
明
た
ら
む
心
地
な
ん
せ
ら
れ

ぬ
べ
き

さ
れ
ば
こ
た
び
は
弘
綱
景
秀
に
か
は
り
て
わ
れ
か
く
板
に
物
し

つ
る
也
け
り

元
治
元
年
し
は
す

伊
勢
人

川
喜
田
政
明

江
門
や
す
ら
け
い
子
書
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︵
跋
文
︶

伊
勢
家
つ
と
三
篇
跋

藤
原
廣
道
ぬ
し
は
去
年
の
ふ
ゆ
身
ま
か
ら
れ

中

嶌
廣
足
翁
は
此
春
世
に
な
き
人
と
な
ら
れ
き
な
ど
お
も
ひ
出
ら
れ
て

い

と
物
あ
は
れ
な
る
秋
の
夕
ぐ
れ

は
し
ち
か
う
見
出
た
る
を
り
し
も

川

喜
田
政
明
ぬ
し
の
初
雁
の
玉
づ
さ
し
て
い
ひ
お
こ
せ
ら
れ
し
は

い
せ
の

家
づ
と
の
三
編
を
井
上
翁
の
こ
た
び
は
お
の
れ
に
得
さ
せ
給
へ
れ
ば

例

の
一
こ
と
を
と
て
そ
の
草
稿
を
お
く
ら
れ
た
り

見
も
て
行
に
か
の
二
大

人
も
い
ま
だ
い
ひ
お
か
れ
ざ
る
説
ど
も
の
い
と
め
で
た
さ
に

悲
し
か
り

し
心
も
け
せ
て

や
が
て
か
く
か
き
そ
へ
て
か
へ
し
つ

元
治
元
年
八
月

佐
々
木
弘
綱

や
す
ら
け
い
こ
書

調
鶴
集

︵
序
文
︶

調
鶴
集
の
は
し
が
き

歌
に
た
く
み
な
る
あ
り
つ
た
な
き
あ
り
︑
た
く
み
な

る
は
い
よ
い
よ
道
に
す
す
み
て

天
地
を
う
ご
か
し

人
を
も
感
動
せ
し

む
る
き
は
に
い
た
ら
む
と
し

つ
た
な
き
は
歳
ふ
る
ま
ま
に
ま
す
ま
す
拙

く

こ
と
や
う
な
る
言
葉
て
に
を
は
な
ど
も
て

初
心
を
お
ど
ろ
か
す
の

み
に
て

は
ふ
虫
も
う
ご
か
す
事
か
た
し

さ
れ
ど
ま
け
じ
た
ま
し
ひ
に

語
詠
語
格
な
ど
の
説
を
た
て
て

人
に
ほ
こ
る
め
り

爰
に
我
師
は
彼
た

く
み
な
る
き
は
に
て

う
た
は
天
地
の
な
し
の
ま
ま
な
る
人
々
の
気
象
よ

り
い
で
て

賢
し
愚
か
な
り
と
し
る
べ
き
吾
国
有
用
の
大
道
な
る
事
を
見

ひ
ら
き
て

あ
ま
た
年
よ
み
出
ら
れ
た
る
言
の
葉
の
こ
こ
か
し
こ
に
散
ぼ

ひ
た
る
を

い
と
あ
た
ら
し
き
こ
と
に
お
も
ほ
し
た
ま
ひ
て

こ
た
び
伊

賀
中
将
の
君
翁
の
家
の
集
あ
ら
ば
た
て
ま
つ
れ

桜
木
に
に
ほ
は
せ
て
世

に
あ
ま
ね
く
し
て
む
と
お
の
れ
に
仰
言
有
け
る
を

か
し
こ
み
て
い
ひ
や

り
け
る
に

師
の
い
み
じ
う
よ
ろ
こ
ば
れ
て
墨
田
川
の
す
に
た
だ
よ
ふ
底

の
藻
屑
も

い
せ
の
海
き
よ
き
渚
に
か
り
あ
げ
ら
れ
な
ば

い
か
に
か
ひ

あ
る
さ
ち
な
ら
む
と
こ
の
集
は
か
き
つ
め
ら
れ
し
也
け
り

あ
は
れ
も
く

づ
に
は
あ
ら
で
う
る
は
し
の
玉
の
光
や

か
く
い
ふ
は
慶
應
の
ふ
た
年
二

月
の
は
じ
め
つ
か
た

伊
勢
人
佐
々
木
弘
綱

︵
な
か
ざ
は

の
ぶ
ひ
ろ
・
東
京
都
立
科
学
技
術
高
等
学
校
主
幹
教
諭
・

國
學
院
大
学
兼
任
講
師
・
博
士
︵
神
道
学
︶
︶

川
喜
田
政
明
と
井
上
文
雄
︵
中
澤
︶
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