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徒
然
■
語
の

一聴
天
超
我

敬
天
愛
人
は
西
郷
隆
盛
の
晩
年
の
処
世
座
右
の
銘
で
す
。

則
天
去
私
は
夏
日
漱
石
の
辞
世
時
の
境

地
で
す
。

減
私
本
公
は
戦
時
の
政
府
筋
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
で
す
。
こ
れ
ら
の
四
年
熟
語
の
構
成
は
、

天
・

公
等
と
我

・
己
等
の
対
比
さ
れ
る

一
対
と
、

そ
れ
ら
を
目
的
と
す
る
二
つ
の
対
比
さ
れ
る
動
詞

一
対

の
組
合
せ
で
で
き
て
い
ま
す
。

私
も
、

現
心
れ
ず
そ
の
努
み

（ひ
そ
み
）
に
倣

っ
て
、

一
方
を
天
の
道
理
・天
意
を
聴
く

「聴
天
」
と
し
、

他
方
を
ロ
ー
タ
リ
ー
の
標
語
の

一
部
を
拝
借
し
て
我
執
を
越
え
る

「超
我
」
と
し
、

二
つ
合
わ
せ
て

「聴
天
超
我
」
の
ロ
ー
タ
リ
ー
座
右
の
銘
を
開
発
し
て
み
ま
し
た
。

意
味
が
呑
重
要
な
こ
と
は
当
然
で
す
が
、　

一
年

一
年
の
画
数
の
バ
ラ
ン
ス
と
音
律
に
も
気
配
り
し

た
結
果
で
す
。

自
分
だ
け
の
善
語
を
、

雨
読
の
日
曜
Ｈ
に
で
も
造

っ
て
み
る
。
こ
ん
な
優
雅
な
頭
の
体
操
は
あ
り

ま
せ
ん
。

参
考
ま
で
に
、

試
作
例
と
使
用
漢
牛
候
補
を
次
に
挙
げ
そ

お
き
ま
す
。

楽
天
忘
我
　
本
天
放
我

・
・

己
我
吾
私
身
白

本
応
承
順
拝
参
戴
聴
報
楽
連
崇
祐
従
随
敬
尊
則
服
仰

無
去
減
越
超
空
給
制
棄
脱
節
停
抑
御
止
除
減
抜
削
消
虚
忘
慎
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◆
　
　
　
◇
◆
　
　
　
　
◇
◆
　
　
　
◇
◆

そ
の
前
に
誉
れ
あ
ら
ん
よ
り
は
、

そ
の
後
ろ
に
誹
り
な
き
に
い
ず
れ
ぞ

そ
の
身
に
楽
し
み
あ
ら
ん
よ
り
は

そ
の
心
に
憂
な
き
に
い
ず
れ
ぞ

第

一
句
は

生
き
て
い
る
う
ち
に
称
賛
を
あ
び
て
気
分
が
い
い
と
い
う
よ
り
も
、

称
贅
は
な
く
て
も
死
後
に

陰
口
を
叩
か
れ
る
こ
と
が
な
い
方
が
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、

さ
あ
、

あ
な
た
は
ど
う
考
え
ま
す

か
と
い
う
意
味
で
す
。

次
の
句
は
、

楽
し
み
が
多
く
あ
る
よ
り
も
、

楽
し
み
が
無
く
て
も
心
配
事
が

一
つ
も
な
い
方
が
い
い
と
思
い

ま
す
が
、

さ
あ
、

あ
な
た
は
ど
ち
ら
を
と
り
ま
す
か
。

両
方
と
も

い
い
言
葉
で
す
。

唐
宋
八
大
家
の

一
人
に
数
え
ら
れ
る
中
唐
の
文
学
者
韓
念
の
文
の

一

節
で
す
。

文
の
内
容
ば
か
り
で
は
な
く
、

日
本
の
文
章
に
は
な
い
、

漢
文
独
特
の
読
み
下
し
文
の
格

調
と
、

構
成

・
対
比
の
技
巧
が
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
、

ま
た
倣

っ
て
自
分
白
身
の
座
右
の
羊
語
を
作

っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

後
記
の
様
な
三
つ
の

対
比
語
の
組
合
せ
か
ら
成

っ
て
い
ま
す
。

習
作
を
次
ぎ
に
掲
げ
ま
す
。

― ② ―



五
濁
悪
世
に
生
れ
て
、

座
禅
を
組
ん
で
荒
波
を
立
て
ず
欲
を
減
却
し
ま
た
少
欲
に
し
て

一
生
を
過

ご
す
の
と
、

十
労
を
厭
わ
ず
生
き
甲
斐
を
求
め
て
積
極
的
に
生
き
る
の
と
、

あ
な
た
な
ら
ど
ち
ら
を

採
り
ま
す
か
。

坐
し
て
五
欲
を
減
せ
ん
よ
り
は
、

進
み
て
■
濁
を
救
わ
ん
に
い
ず
れ
ぞ

も
う

一
句
。

若
き
に
財
あ
ら
ん
よ
り
は
　
老

い
て
借
シ
ャ
ク
な
き
に
い
ず
れ
ぞ

反
歌

若
き

に
財
あ
り

て
亦
、

A A A 老
は B B い
百J C  C て
詞 対 よ 付
句 a り な
。  b lよ き
形 C  a の

容 は b
句 反 C い

対 の ず
B  i i 干i い れ
C  ず も
は   オし
i   ぞ
吉千
述
言吾
関
係
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徒
然
十
語
の
二我

仏
隣
宝

も
と
も
と
茶
の
湯
に
興
味
を
持

っ
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、

ク
ラ
ブ
に
茶
の
湯
同
好
会
が
で
き
た
折

に
、

手
習
い
を
始
め
ま
し
た
ら
、

や
ま
聖
骨
青
に
入
り
、

歓
環
荘
元
心
庵
を
建
て
る
こ
と
に
な

っ
て

し
ま
い
ま
し
た
。

現
物
を
見
て
同
り
書
物
も
参
考
に
し
た
問
取
り
も
主
水
流
で
す
。

命
名
の
歓
環
荘

の
方
は
こ
の
建
物
全
体
の
名
称
で
、

歓
環
は
ロ
ー
タ
リ
ー
と
い
う
環

・
輪

・
和
を
楽
し
み
歓
ぶ
と
い

う
意
味
で
、

元

（無
）
心
庵
の
方
は
衣
千
家
の
茶
室
不
審
庵
の
音
に
あ
や
か

っ
て
の
こ
と
で
す
が
、

今
日
の
お
客
様
を
お
送
り
し
た
あ
と

一
人
静
か
に
独
座
観
念
、

無
心
の
境
地
に
遊
ぶ
願
い
を
込
め
て

の
こ
と
で
す
。

環
を
楽
し
み
無
心
で
清
寂
に
遊
ぶ
の
に
、

生
々
し
い
話
題
は
御
法
度
で
す
。

伝
千
利
休
作
と
さ
れ
る
次
の
歌
が
面
白

い
。

我
仏
　
隣
宝
婿
姑
　
天
下
戦
　
人
羊
恵

わ
が
ほ
と
け
　
と
な
り
の
た
か
ら
　
む
こ
し
ゆ
う
と

て
ん
か
の
い
く
さ
　
ひ
と
の
よ
し
あ
し

漢
字
ば
か
り
の
と
こ
ろ
が
ミ
ソ
で
す
。

宗
派
の
論
争
、

隣
家
の
懐
具
合
、我

が
家
の
愚
痴
こ
ぼ
し
、

天
下
の
戦
さ
評
定
、

雨
夜
の
品
定
め
‥
名

こ
れ
ら
の
話
題
は
、

下
世
話
に
過
ぎ
、

ま
た
、

よ
う
や
く
戦
円
乱
世
が
収
束
し
か
け
た
当
時
の
社

会
情
勢
か
ら
い
つ
て
、

余
り
に
も
生
々
し
か

っ
た
の
で
し
ょ
う
。

― ④ ―



ど
こ
に
も
、

時
と
所
に
相
応
し
く
な
い
話
題
や
振
舞
い
は
あ
る
も
の
で
す
。

◇
◆
　
　
　
◇
◆
　
　
　
　
◇
◆
　
　
　
◇
◆

紅
旗
征
戎
吾
事
に
非
ず

こ
れ
は
ま
た
、

新
古
今
集
の
選
者
の

一
人
、

藤
原
定
家
が
同
記
明
月
記
の
な
か
で
、

深
夜
、

表
で

慌
た
だ
し
い
怖
の
音
が
し
て
い
る
さ
中
、

信
念
を
込
め
て
、

こ
う
き
せ
い
じ
ゅ
う
　
わ
が
こ
と
に
あ

ら
ず
、

歌
道
を
守
る
こ
と
こ
そ
吉
が
本
分
、

と
明
記
し
て
い
る
言
葉
で
す
。

三
大
歌
集
の

一
角
を
占
め
る
新
市
今
を
、

今
我
々
が
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、

こ
の
気
概

と
わ
き
ま
え
が
あ

っ
て
の
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
で
、

百
人

一
首
の
な
か
で
絶
品
中
の
絶
品
、

ひ
と
や
ま
高
く
螢
え
る
の
は
、

や
は
り
定
家

の
次
の
歌
だ
と
ひ
そ
か
に
思

っ
て
い
ま
す
。

来
ぬ
人
を
　
松
帆
の
浦
の
　
夕
凪
に
　
焼
く
や
藻
塩
の
　
身
も
焦
が
れ
つ
つ

◇
◆
　
　
　
◇
◆
　
　
　
　
◇
◆
　
　
　
◇
◆

阿
留
辺
幾
夜
宇
和

ち
ょ
う
ど
定
家
と
同
じ
頃
、

場
所
も
遠
か
ら
ぬ
と
こ
ろ
で
、

栄
西
が
宋
か
ら
持
ち
帰

っ
た
お
茶
の

種
を
栄
西
か
ら
貰

つ
て
、

日
本
で
初
め
て
栂
尾
で
栽
培
し
た
と
言
わ
れ
る
、

か
の
明
恵
上
人

（み
ょ

う
え

・
講
高
弁
）
が
京
都
栂
尾
高
山
寺
で

「あ
る
べ
き
様
は
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
ま
す
。

人

そ
れ
ぞ
れ
地
位

・
身
分

・
職
業
等
に
よ
り
、

在
る
べ
き
在
り
方
、

振
る
舞
う
べ
き
振
る
舞

い
方
が
あ

る
、

知
分
知
足
、

そ
の
分
を
知
り
、

役
ど
こ
ろ
を
知
る
べ
き
で
あ
る
と
自
戒
を
込
め
て
遺
訓
の
中
で

―⑤ 一



述
べ
て
い
る
言
葉
で
す
。

「紅
旗
征
戎
吾
事
に
非
ず
」
と
い
い
、

「
あ
る
べ
き
様
は
」
と
い
い

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ロ
ー
タ
リ
ー
の
あ
る
べ
き
様
も
お
の
ず
と
判

っ

し
か
し
、

何
事
に
付
け
て
も
、

余
り
杓
子
定
規
で
は
面
白
く
な
い

、
我

々
も
充
分
に
自
戒
し
な
け

て
き
ま
す
。

か
も
知
れ
ま
せ
ん

。
・
・
。

亀勢〕
°°°°°°°D90ロロ
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徒
然
十
語
の
三還

元
祝
と
双
六
祝

私
の
生
年
月
日
は
昭
和

一
四
年

一
一
月

一
七
日
で
す
。

平
成

一
四
年

一
一
月

一
七
日
は
昭
和
の
元
号
が
平
成
に
替
わ

っ
て
年
月
日
が
応
当
す
る
日
で
す
。

こ
の
よ
う
に
珍
し
い
こ
と
は
、　

一
生
に
何
同
も
あ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

運
が
悪
い
か
良

い
か
、

応
当
年
が
無

い
人
も
い
ま
す
。

明
治
維
新
後

一
世

一
元
制
に
な

っ
て
、

初
め
て
こ
の
よ
う
な
応
当
が

多
く
の
人
に
起
こ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

た
だ
、

昭
和
三
〇
年
頃
以
降
の
生
ま
れ
の
人
た
ち
に
迄

こ
の
好
運
が
巡

っ
て
く
る
保
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。

普
通
の
誕
生
日
で
あ
れ
ば
、

家
族
で
お
め
で
と
う
で
終
り
で
す
が
、

こ
の
応
当
日
の
誕
生
日
は
上

記
の
よ
う
に
特
別
の
有
り
難
い
日
で
し
た
か
ら
、

私
も
、

平
成

一
四
年

一
一
月
、

同
年
の
旧
友
の
三

人
を
招

い
て
祝
い
ま
し
た
。

還
元
祝

・
還
元
祭

（か
ん
げ
ん
い
わ
い

。
さ
い
）
と
言
い
ま
す
。

昭
和
二

一
年

一
〇
月
以
降
の
誕
生
日
の
人
は
、

こ
れ
か
ら
到
来
す
る
平
成
の
応
当
日
は
満
六
三
歳

の
特
別
の
日
で
す
か
ら
、

忘
れ
な
い
よ
う
に
自
分
を
祝

っ
て
や
っ
て
下
さ
い
。

ク
ラ
ブ
で
も
特
別
に
祝
う
よ
う
に
す
る
と
面
白

い
。

こ
ん
な
話
を
平
成

一
四
年
の
時
、

例
会
で
し
て
い
ま
し
た
ら
、

大
正

一
四
年
生
ま
れ
と
い
う
そ
の

時
七
七
歳
の
長
老
が
、

大
正

・
昭
和

・
平
成
の
三
つ
に
応
当
す
る
こ
と
に
な
る
が

・
・
と
言
わ
れ
る

の
で
、

こ
ち
ら
も
と

つ
さ
に
、

「
そ
れ
は
非
常
に
貴
重
な
、大

三
元
で
す
。

」
と
応
答
し
た
こ
と
で
し
た
。

― ⑦ ―



◇
◆
　
　
　
◇
◆
　
　
　
　
◇
◆
　
　
　
◇
◆

還
暦
六
〇
歳
、

市
希
七
〇
歳
、

傘
寿
八
〇
歳
、

牟
寿
九
〇
歳

（六
六
）

喜
寿
七
七
歳
、

米
寿
八
人
歳
、

白
寿
九
九
歳

こ
れ
は
、

ご
存
じ
の
通
り
の
還
暦
後
の
長
寿
の
賀
で
す
が
、

六
六
歳
が
無

い
の
が
片
手
落
ち
の
様

な
気
が
し
て
ず
う

つ
と
気
に
掛
か

っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

教
え
の
六
六
歳
に
ま
だ
な

っ
て
い
な
い

人
は
、

今
か
ら
計
画
を
立
て
同
年
の
同
憂
の
■
を
語
ら

つ
て
双
六
祭

・
双
六
祝
を
や
っ
て
み
て
下
さ

い
。数

え
で
六
六
歳
に
な

っ
た
年
の
六
月
六
日
が
双
六
机
の
祭
口
の
当
日
で
す
。

還
暦
の
大
○
歳
上
全

歳
は
な
過
ぎ
て
祝
う
気
分
に
な
れ
な
い
で
し
ょ
う
し
、

そ
う
か
と
言

っ
て
、

跳
び
着
き
か
ら
古
希
で
も
何
で
す
か
ら
、

エハ
四
歳
位
に
予
行
演
習
を
し
て
お
い
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

双
六
の
祝
を
や
つ
て
五
年
位
後
に
古
希
の
祝
な
ら
い
い
順
序
で
す
。

双
六
ネ
ク
タ
イ

・
双
六
バ
ッ
グ

・
双
六
ツ
ア
ー

・
双
六
弁
当

・
・
・
。

こ
ん
な
お
祝
い
の
プ
レ
ゼ
ン
ト
、

頂
け
る
な
ら
草
ん
で
い
た
だ
き
ま
す
が
、

私
は
も
う
過
ぎ
ま
し

た

。

―① ―



徒
然
十
語
の
四

三
俳
人
の
再
評
価

中
学

・
高
校
以
来
、

俳
句
は
、

芭
蕉

・
蕪
村

・
一
茶
の
順
に
等
問
隔
の
頭
差
位
の
評
価
で
叩
き
込

ま
れ
て
い
ま
す
が
、

ど
う
も
違
う
よ
う
で
す
。

芭
蕉
は
、

今
で
は
単
に
芭
蕉
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、

死
ぬ
十
年
程
前
ま
で
芭
蕉
庵
桃
青

（と
う

せ
い
）
ま
た
は
単
に
桃
吉
と
名
告

っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

「奥
の
細
道
」
の
冒
頭
、

「
月
日
は
百
代
の
過
年
に
し
て
、

行
き
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
。

」
は
、

李

白
の
桃
李
園
序
の
冒
頭
の
「
そ
れ
、

天
地
は
万
物
の
逆
旅
に
し
て
、光

陰
は
市
代
の
過
客
な
り
」
に
依

っ

て
い
る
こ
と
は
、
す
」
承
知
の
通
り
で
す
が
、

俳
号

「桃
青
」
も
、本

十白
の

「李
」
（す
も
も
）
に
は

「桃
」

と
な
ら
い

「白
」
な
ら
ば

「青
」
と
な
ら
い
、

古
二
才
な
が
ら
将
来
Ｈ
本
の
俳
譜
を
背
負

っ
て
立
つ

日
東
の
李
白
た
ら
ん
と
す
る
気
迫
が
込
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

気
宇
壮
大
な

「桃
青
」
と
い
う
正
式

な
俳
号
を
忘
れ
て
は
、

芭
蕉
を
理
解
で
き
な
い
よ
う
で
す
。

俗
を
離
れ
な
が
ら
俗
に
帰
り
て
高
悟
に
至
ろ
う
と
す
る
芭
焦
、

俗
を
離
れ
な
が
ら
俗
を
用
い
て
尚

美
に
至
ろ
う
と
す
る
燕
村
。

そ
し
て
、

俗
を
離
れ
ず
俗
に
徹
し
よ
う
と
す
る

一
茶
。

「
西
行
の
和
歌
に
お
け
る
、

″こ≡不
祇
の
連
歌
に
お
け
る
、

雪
舟
の
絵
に
お
け
る
、

利
休
が
茶
に
お
け
る
、

そ
の
貫
道
す
る
物
は

一
な
り
。

」
と
、

桃
青
は

一
を
俳
計
に
お
い
て
景
道
し
ま
し
た
。

蕪
村
は
後
記

の
如
く
、

そ
の

一
を
俳
譜
と
文
人
間
の
融
合
し
た
中
に
貫
道
し
、　

一
茶
は
素
朴
な
自
然
体
で
、　

一
を

名
前
の
中
で
賞
い
た
よ
う
で
す
。

― ③ ―



芭
蕉
は
生
涯
こ
の

一
筋
に
繋
が

っ
た
俳
計
に
お
い
て
は
無
村
に
頭
差
以
上
に
優

っ
て
い
る
と
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、

詩
中
に
両
あ
り
、

画
中
に
詩
あ
り
、

俳
と
画
を

一
に
融
合
し
た
境
地
の
無

村
に
つ
い
て
は
、

革
評
価
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

そ
う
見
ま
す
と
、

芭
蕉
と

蕪
村
は
佳
差
の
二
人
で
す
が
、

こ
の
二
人
と

一
茶
と
の
キ
は
随
分
大
き
い
よ
う
で
す
。

次
に
挙
げ
る
代
表
句
か
ら
も
そ
の
心
の
出
き
所
が
判
り
そ
う
で
す
。

芭
蕉

○
　
閑
か
さ
や
　
口石
に
し
み
入
る
　
蝉
の
声

○
　
旅
に
病
ん
で
　
古グ
は
柚
野
を
　
駆
け
め
ぐ
る

蕪
村

古
埓
の
　
肝

⌒は
ぎ
）
を
打

つ

野
は
ま
本
の
　
薄

⌒す
す
き
）
か
な

一
茶

○
　
め
で
た
さ
も
　
ち
う
位
な
り

○
　
や
れ
打

つ
な
　
蠅
が
手
を
捺
る

○
　
と
も
か
く
も
　
あ
な
た
任
せ
の

○ ○

| [ | タ
は 風
暮 や
オ化
て 水

さ
て
、

そ
の
蕪
村
の
再
評
価
の
事
績
で
す
が
、

明
和

・
天
明
期
の
俳
計
復
興
の
功
績
が
大
き

い
と

燕
村
は
芭
蕉
と
同
じ
く
漢
詩
文
に
造
話
が
深
く
、

下
わ
れ
る
う
え
、

次
の
よ
う
な
功
績
を
有
し
て
い

お
年 足 ら
の を が
ネ す 木
オLる

― ① ―



ま
す
。

一
つ
は
、

日
本
近
代
詩
の
先
駆
け
と
な

っ
た
明
治
期
の
新
体
詩
か
と
見
紛
う
ば
か
り
の
後
記
の
晋

我
追
悼
曲

（北
寿
老
仙
を
悼
む
）
と
い
う
白
山
詩
を
芋
い
て
い
る
こ
と
で
す
。

江
戸
時
代
中
期
後
半

で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、

持
嘆
し
ま
す
。

ま
た
、

春
風
馬
堤
曲
と
い
う
俳
詩
も
ま
た
素
晴
ら
し
く
新
鮮
で
す
。

も
う

一
つ
は
、

以
前
か
ら
俳
譜
師
の
問
で
新
か
れ
て
い
た
俳
画
と
い
う
新
ジ
ャ
ン
ル
を
文
人
画
の

中
の
確
立
し
た
こ
と
で
す
。

池
大
雅
と
競
作
し
た

「
十
便
十
宜
田
」
（じ
ゅ
う
べ
ん
じ
ゅ
う
ぎ
ず
）

は
回
宝
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

水
畢
の
夜
色
楼
台
図
も
捨
て
ら
れ
ま
せ
ん
。

北
寿
老
仙
を
い
た
む

有
あ
し
た
に
去
ぬ
ゆ
ふ
べ
の
こ
こ
ろ
千
々
に

何
ぞ
は
る
か
な
る

君
を
お
も
ふ
て
岡
の
べ
に
行

つ
遊
ぶ

を
か
の
べ
何
ぞ
か
く
か
な
し
き

蒲
公

（た
ん
ぽ
ぽ
）
の
古
小に
な
ず
な
の
し
ろ
う
咲
き
た
る

見
る
人
ぞ
な
き

雑
子

（き
ぎ
す
）
の
あ
る
か
ひ
た
な
き
に
鴫
く
を
聞
け
ば

醤
蘇

れ
ャ

密
輩

畿

議

麓
轡

織
蚤

ふ議

韻

畿

餓
弟
塔
番
齢
義

む
撥

宜春 (十宜帖のうち)与 謝蕪村 筆

― ① ―一



友
あ
り

一
き
河
を

へ
だ
て
ゝ
住
に
き

へ
げ
の
け
ぶ
り
の
は
と
打
ち
ち
れ
ば
西
吹
く
風
の

は
げ
し
く
て
小
竹

（こ
ざ
さ
）
原
　
首
末す
げ
は
ら

の
が
る
べ
き
か
た
ぞ
な
き

友
あ
り
き
河
を

へ
だ
て

ヽ
住
に
き
　
け
ふ
は

ほ
ろ

ゝ
と
も
な
か
ぬ

君
あ
し
た
に
去
ぬ
ゆ
ふ
べ
の
こ
こ
ろ
千
々
に

何
ぞ
は
る
か
な
る

我
庵

（わ
が
い
ほ
）
の
あ
み
だ
仏
と
も
し
火
も
も
の
せ
ず

花
も
ま
い
ら
せ
ず
　
す
ご
す
ご
と
件
め
る
　
今
常
は

こ
と
に
た
ふ
と
き

※
　
芭
蕉
が
名
古
屋
以
西
を
旅
し
た
時
は
、

嶋
海
の
素
封

家
で
蕉
風
門
の
下
里
知
足
邸
に
度
々
宿
泊
し
た
と
の
記

録
が
あ
り
、

ま
た
十
便
十
■
図
を
無
村
に
依
頼
し
た
の

は
、

知
足
の
四
代
後
の
下
郷

（改
名
）
学
海
と
言
わ
れ

て
い
ま
す
。
こ
の
地
区
報

「本
仕
の
理
想
」
の
下
郷
編

集
長
は
そ
の
後
喬
で
す
。

与謝蕪村 筆夜色楼台図
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徒
然
十
語
の
五ロ

ー
タ
リ
ー
は
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
音
楽
の
ご
と

北
宋
の
第

一
の
詩
人

・
書
家

・
政
治
家
蘇
拭

（蘇
束
坂
）
が
任
地
管
轄
内
の
西
湖
に
遊
ん
だ
時
、

次
の
よ
う
な
詩
を
詠
ん
で
い
る
。

水
光
敵
艶
晴
方
好
　
水
光
れ
ん
え
ん
と
し
て
晴
れ
て
ま
さ
に
好
く

山
色
空
濠
雨
亦
奇
　
山
色
く
う
も
う
と
し
て
雨
も
ま
た
奇
な
り

欲
把
西
湖
比
西
子
　
西
湖
を
と

っ
て
問
子
に
比
せ
ん
と
欲
す
れ
ば

淡
粧
濃
抹
組
相
生
　
た
ん
し
ょ
う
の
う
ま

つ
総
て
相
よ
ろ
し

晴
れ
れ
ば
さ
ざ
波
が
光
り
輝
い
て
ま
さ
に
い
い
も
の
だ
が
、

山
の
姿
が
ぼ
う

っ
と
煙

っ
て
い
る
雨

の
景
色
も
ま
た
い
い
も
の
だ
。
こ
の
山
湖
を
か
の
傾
円
の
美
女
西
施
に
な
ぞ
ら
え
る
と
す
る
と
、

厚

化
粧
で
も
薄
化
粧
で
も
典
■
夫
差
に
と

っ
て
は
ど
ち
ら
も
美
し
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、

私
に
と

っ
て

も
晴
れ
て
も
雨
が
降

っ
て
も
ど
ち
ら
も
い
い
も
の
だ
。

こ
の
詩
は
、

発
想
の
新
鮮
さ
と
対
比
の
妙
に
よ
り
、

既
に
江
戸
初
期
に
は
相
当
に
文
化
人
に
胎
久

し
て
い
た
よ
う
で
、

芭
蕉
も
、

奥
の
細
道
の
象
潟
の
条
で

「松
島
は
笑
ふ
が
如
く
、

象
潟
は
恨
む
が

如
し
」
と
叙
し
て
、

象
潟
や
　
雨
に
西
施
が
　
ね
ぶ
の
花

と
、

こ
の

「晴
好
雨
奇
」
の
詩
の
空
濠
の
中
の
西
施
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
詠
ん
で
い
る
。

蘇
東
坂
の
号
に
繋
が
る
と
思
わ
れ
る
、

西
湖
に
出
身
が
架
堤
し
た

「蘇
堤
」
や
そ
こ
に
架
け
ら
れ

― ① ―



広島縮景園

た
石
造
り
の
半
円
程
の

「
仮
月
橋
」
（え
ん
げ

つ
き
ょ
う
）
も
、

水
戸
藩
中
屋
敦
の
後
楽
園
庭

囲
や
広
島

の
縮
景
園
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

ア一
．つ

い
先
頃
、

平
成
１６
年
に
改
修
開
□
さ
れ
た

尾
張
徳
川
家
の
徳
川
園
の
池
泉
回
遊
式
日
本
庭

日
の
中
に
も
、

両
側
に
池
を
問
仕
切
る
よ
う
に

細
長
い
堤
が
設
け
ら
れ
、

そ
の
堤
の
中
程
の
と

こ
ろ
に
形
の
変
わ

っ
た
石
造
り
の
橋
が
架
け
ら

れ
た
。

そ
の
橋
は
随
分
と
日
本
式
に
変
形
さ
れ

て
三
日
月
橋
の
よ
う
な
の
が
残
念
だ
。
こ
れ
も

現
代
版
。

心
は

「候
月
橋
」
で
あ
る
。

随
分
長
い
導
入
で
恐
縮
の
極
み
だ
が
、

こ
と

柱
左
様
に
、

蘇
束
坂
と
こ
の
詩
は
日
本
に
浸
透

し
て
い
た
訳
で
あ
る
。

私
も
こ
の
詩
の
遊
び
心
に
誘
わ
れ
、

戯
れ
に
、

ロ
ー
タ
リ
ー
を
、

付
き
合

い
の
古

い
バ
ッ
ハ
・

―⑭ ―



ハ
イ
ド
ン

。
モ
ー
ツ
ア
ル
ト

・
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
等
の
音
楽
に
な
ぞ
ら
え
る
と
す
る
と
、

ロ
ー
タ
リ
ー

に

一
番
雰
囲
気
的
に
ぴ

っ
た
り
す
る
の
は
、

モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
曲
だ
。
ピ
ア
ノ
協
奏
曲
の
「戴
冠
式
」
、

フ
ル
ー
ト
と

ハ
ー
プ
の
た
め
の
協
奏
曲
等
は
優
雅
で
あ
る
し
、

弦
楽
四
五
奏

「
ア
イ
ネ
ク
ラ
イ
ネ
」

を
聞
け
ば
軽
快
な
気
分
に
も
な
る
。
ど
の
曲
も
無
邪
気
で
天
衣
無
縫
、

屈
託
が
な
い
。

心
が
安
ま
り

気
分
が
落
ち
着
き
、

い
つ
ま
で
も
飽
き
が
来
な
い
。

バ
ツ
ハ
の
よ
う
に
生
真
面
口

一
本
で
な
く
、

ベ
ー

ト
ー
ベ
ン
の
よ
う
に
無
欠
で
、

長
く
付
き
合
う
と
精
神
が
疲
れ
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。

ロ
ー
タ
リ
ー
は
ま
さ
に
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
の
予
楽
の
よ
う
で
あ
り
、

ま
た
そ
の
よ
う
で
あ
り
た
い
。

親
睦
の
楽
し
み
と
奉
仕
の
歓
び
を
、

大
ら
か
に
ゆ
と
り
を
も

つ
て
柱
よ
く
雅
び
に
。　

三
一一向
で
十一専
え

ば
、

悠
裕
雅
に

・
・
。

そ
の
よ
う
な
の
が
ロ
ー
タ
リ
ー
的
な
流
儀

・
作
法
で
あ
る
。

― ⑮ ―



徒
然
十
語
の
六我

亦

在

彼

摂

取

中

ガ
ヤ
ク
ザ
イ
ヒ
セ
ッ
シ
ュ
チ
ュ
ウ
Ｈ
我
も
亦
、

か
の
阿
弥
陀
仏
の
摂
取
の
う
ち
に
在
り
‐‐
我
も
ま
た

阿
弥
陀
仏
の
救
済
の
計
ら
い
の
う
ち
に
あ
り

十
か
ら
朝
あ
し
た
題
口
に
夕
念
仏
と
言
わ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

朝
に
は
南
無
妙
法
蓮
華
経
と
唱

え
、

夕
に
は
南
無
阿
弥
陀
仏
と
称
え
る
。

彼
岸
は
西
方
浄
上
で
す
か
ら
ど
う
し
て
も
夕
念
仏
に
な
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
み
る
と
、

昔
の
人
は
信
心
深
か

っ
た
よ
う
で
す
。
ま
た
、

宗
教
の
寛
大
な
多
様
性

と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
、

多
神
教
の
民
族
性
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
か
。

と
こ
ろ
が
、

現
在
は
ど
う
で
し
ょ
う
、

そ
の
時
―１４‐
的
余
裕
も
精
神
的
余
裕
も
な
く
な

っ
て
き
ま
し

た
。私

も
、

毎
月
の
命
回
や
親
戚
の
法
事
に
、

判
ら
な
い
お
経
を
聞
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
無
駄
な

よ
う
に
思
わ
れ
て
、

ち
ょ
っ
と
気
を
入
れ
て
読
み
出
し
た
お
経
の
中
に
、

心
を
打

つ

一
節
を
見

つ
け

ま
し
た
。

親
鸞
聖
人
の
手
に
な
る

「教
行
宿
証

（キ
ョ
ウ
ギ
ョ
ウ
シ
ン
シ
ョ
ウ
こ

と
い
う
キ
の
中
に
七
言

一
二
①
句
か
ら
な
る
正
信
偶

（シ
ョ
ウ
シ
ン
ゲ
）
と
い
う

一
文
が
あ
り
ま
す
。

「帰
命
無
量
寿
如
来
」
で
始
ま
る
ご
存
じ
の
円
抽
子
の
調
子
の
よ
い
お
経
で
す
。
日
本
で
は

「色

即
是
空

・
空
即
走
色
」
の
般
若
心
維
と
双
弊
の
短
い
お
経
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

冒
頭
の
掲
句
が
、

ｉｌｉ
信
偽
の
後
半
に
出
て
く
る
何
で
も
な
い

一
節
で
す
が
、

殊
に
心
に
響
く

一
行

―① ―



で
す
。

線
香
の
匂

い
の
な
か
、

生
減
を
考
え
る
常
に
な
い

一
瞬
。

「
我
亦
在
彼
摂
取
中
」
の

一
行
を
読
経

の
啓
が
通
り
過
ぎ
る
時
、　

一
生
懸
命
生
き
て
い
る
我
も
亦
、

か
の
阿
弥
陀
様
に
忘
れ
ら
れ
見
捨
て
ら

れ
て
は
い
な
い
の
だ
。

我
も
ま
た
諸
々
の
人
た
ち
と

一
緒
な
の
だ
と
い
う
何
と
も
言
え
な
い

一
体
感
・

安
堵
感
。

不
思
議
な

一
院
で
す
。

「我
亦
在
此
共
生
中
」

家
族
も
こ
の

一
体
感
か
ら
始
ま
り
ま
す
。

企
業
で
も
そ
う
で
す
。
ロ
ー
タ
リ
ー
の
各
ク
ラ
ブ
も
会

貝
も
、

ロ
ー
タ
リ
ー
愛
知
８２
の
か
け
が
え
の
な
い

一
貝
、

皆

一
体
で
す
。
き

っ
と
、

こ
の

一
体
感
が

ロ
ー
タ
リ
ー
の
不
断
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
な
の
で
し
ょ
う
。

―⑫ ―



徒
然
十
語
の
七七

清
華

摂
政

・
関
白
、

太
政
大
臣
ま
で
昇
る
こ
と
の
で
き
る
五
摂
家
と
い
え
ば
、

近
衛

・
九
条

・
二
僚

・

一
条

・
鷹
司
の
五
家
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
直
ぐ
に
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

七
清
華

・
九
清

華
と
な
る
と
中
々
思
い
出
せ
ま
せ
ん
。

久
我

・
三
条

・
西
園
寺

・
徳
大
寺

・
花
山
院

・
大
炊
御
門

。
今
出
川

（菊
亭
）
の
七
家
で
す
。

後

に
江
戸
初
期
に
広
幡

・
醍
醐
の
二
家
が
創
設
さ
れ
ま
し
た
。

太
政
大
臣
ま
で
な
る
こ
と
の
で
き
る
家

柄
で
す
。

幕
末
維
新
の
変
革
時
に
お
い
て
、

公
家
の
中
で
首
魁
と
な

っ
て
最
前
線
で
主
導
し
た
の
は
五
摂
家

よ
り
も
三
条

・
岩
倉

・
中
山

・
正
親
町
三
条
等
の
清
華
家
以
下
の
家
柄
の
人
達
で
し
た
。

西
南
の
役
を
乗
り
越
え
基
礎
の
回
ま

っ
た
新
政
府
が
、

い
よ
い
よ
、

「
広
く
会
議
を
興
し
万
機
公

論
に
決
す
べ

・
・
」
き
民
選
議
員
に
よ
る
国
会
を
開
設
す
る
に
当
た

っ
て
、

そ
の
対
抗
手
段
と
し
て

二
院
制
に
よ
る
上
院
と
し
て
の
貴
族
院
を
構
想
し
、

そ
の
準
備
と
し
て
、

明
治

一
七
年
七
月
、

華
族

令
に
よ
り
華
族
制
度
が
公
侯
伯
子
男
の
爵
位
と
共
に
制
度
化
さ
れ
ま
し
た
。

そ
の
中
で
、

五
摂
家
が
公
爵
に
叙
爵
さ
れ
た
の
に
対
し
、

九
清
幸
家
は
侯
爵
に
叙
爵
さ
れ
ま
し
た
。

五
元
勲
の

一
人
三
条
実
美
は
清
華
家
で
侯
爵
の
と
こ
ろ
、

勲
功
顕
者
な
る
者
と
の
内
規
に
よ
り
、

岩

合
具
視
家
と
共
に
公
爵
に
叙
せ
ら
れ
ま
し
た
。

西
園
寺
家
も
後
に
西
園
寺
公
望
の
勲
功
に
よ
り
、

徳

大
寺
家
も
徳
大
寺
実
則

（公
望
の
実
兄
）
の
多
年
の
功
に
よ
り
公
爵
に
陛
爵
し
ょ
う
し
ゃ
く
し
ま
し
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そ
う 平
で 安

｀
合 古

愛 時 窯
矢日 十t
県 か
は ら
歴 栄
史 え
的 た
に llヨ
禁 内
業 六
の つ

盛 の
ん 陶
な 器
地 産
域 地
で を｀

六
十殉 古
者持 算芸
の ⌒

普 ろ
す壺 つ
名 こ
言司 よ
と う
な

V

伝 養 に に に 後 朝 主 盛 家 将
え 了本五 勲 叙 の と 敵 に は の 軍 明
ら と 尺 功 せ 将 同 の 勲 三 三 家 治

:岳瞥骨岳誉密骨沓」:暑骨

を は の と 家 ま  南 そ 利 州
｀

和 慶 男 し と し  の れ 通 藩 武
ら 喜 と た し た  役 ぞ ・ 主 家
げ の 思

｀
て が  に れ 西 の は

た 子… 維 公
｀

よ の 郷 毛 徳
と を し 新 爵 最  る 当 隆 利 川

た

。

す ・ ◇ れ し に あ ら 年 時 汚 功 人 家 と 一
が 鎌 六 ◆ て て 足 る れ 徳 に 名 諸 と の

｀
七

◇
◆

◇
◆

◇
◆

と
言
う
ん
だ

っ
た
瀬
戸
物

―
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の
瀬
戸
、

そ
し
て
六
古
窯
の
う
ち
で
販
路
が
最
も
広
か

っ
た
常
滑
焼
の
常
滑
と
、

六
古
窯
の
中
に
二

つ
も
入

っ
て
い
ま
す
。

昔
か
ら
陶
器
製
作
の
ツ
ボ
を

「
一
土
二
焼
三
細
Ｉ
」
と
言
う
よ
う
で
す
か
ら
、

愛
知
県
内
に
は
良

質
の
陶
土
を
産
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
し
、

焼
成
に
何
か
秘
法
が
あ
り
、

成
形

・
絵
付
け
の
技

術
に
も
優
れ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

瀬
戸

・
常
滑
の
前
身
で
そ
れ
ら
に
影
響
を
与
え
た
狭
投
古
窯
や

渥
美
古
窯
も
近
く
に
有
り
ま
す
し
、

瀬
戸
と
山

一
つ
隔
て
た
多
治
見
を
中
心
と
す
る
志
野
、

織
部
、

黄
瀬
戸
の
美
濃
焼
の
産
地
も
隣
り
合
わ
せ
で
す
。

六
古
窯
の
他
の
四
つ
は
、

越
前
、

信
楽
　
丹
波
　
備
前
で
す
。

六
十
の
坂
を
越
え
る
と
、

何
事
も
三
つ
ま
で
は
い
い
が
円
つ
以
■
を
何
の
脈
絡
も
な
く
覚
え
て
お

く
と
い
う
こ
と
が
難
し
く
な

っ
て
き
ま
す
。
ま
し
て
双
六

・
古
希
を
過
ぎ
る
と

一
つ
こ
と
を
覚
え
て

お
く
こ
と
さ
え
至
難
で
す
。
・
・
・
・
七

六
古
窯
は
、

東
か
ら
両

へ

「
瀬
戸

へ
下
火
」
と
覚
え
て
お
く
と
便
利
で
す
。

せ
瀬
戸

・
と
常
滑

・

え
越
前

。
し
信
楽

・
た
丹
波

・
び
備
前
。

六
古
窯
が
わ
か
る
と
、

何
で
も
鑑
定
回
の
中
鳥
誠
之
助
先
生
の
解
説
が
聞
き
応
え
が
あ

っ
て
面
白

く
な
り
ま
す
。

◇
◆

◇
◆

◇
◆

◇
◆

京
都
五
山

日
本
の
芸
術
文
化
の
何
割
か
の
部
分
を
仏
教
文
化
が
形
作

っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、

中
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で
も
中
世
鎌
倉

・
空
町
の
禅
宗
が
武
士
に
与
え
た
影
響
が
、

天
台

・
真
言
が
公
家
に
与
え
た
以
上
に

大
き

い
よ
う
に
見
え
ま
す
。

そ
の
禅
宗
諸
山
の
中
で
も
生
町
幕
府
統
制
下
に
あ

っ
た
五
山
十
利
の
臨

済
禅
の
影
響
が
大
き
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

鎌
倉
五
山
に
対
す
る
京
都
五
山
は
、

開
基
足
利
尊
氏
開
山
夢
窓
疎
石
の
霊
亀
山
天
龍
資
聖
禅
寺

・

開
本
足
利
義
満
開
山
春
庄
妙
砲
の
万
年
山
相
田
水
天
禅
寺

・
開
基
源
頼
家
開
山
明
庵
栄
西
の
東
山
建

仁
寺

・
開
氷
九
条
道
家
開
山
円
爾
弁
円
の
悲
Ｈ
山
束
袖
寺

・
京
城
山
万
寿
寺
の
五
か
寺
で
す
が
、

こ

の
五
山
の
上
に

「
五
山
之
上
ご
ざ
ん
し
じ
ょ
う
」
と
い
う
格
式
を
作
り
、

開
基
亀
山
上
阜
開
山
無
関

普
門
の
瑞
龍
山
大
平
興
国
南
禅
禅
寺
を
据
え
て
い
ま
す
。

他
に
幕
府
に
よ
る
格
付
け
を
好
ま
な
か

っ

た
大
徳
寺

・
妙
心
寺
の
二
大
手
が
あ
り
ま
す
。

「
天
竜
寺
の
算
盤
面
」
「
相
同
寺
の
声
明
面
」
「
建
仁

寺
の
学
者
面
」
「束
福
寺
の
伽
藍
面
」
な
ど
と
言
わ
れ
な
が
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
特
色
を
持

っ
て
現
在
に

繋
が

っ
て
い
ま
す
。

五
山
制
度
は
幕
府
が
変
遷
を
経
て
定
着
し
た
格
付
け
で
す
か
ら
、

先
の
順
番
で
挙
げ
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

開
基
を
基
準
に
し
て
、

天
皇
開
米
を
最
■
と
し
、

武
家
の
世
で
し
た
か
ら
武
家
開
基
が
公

家
開
基
の
上
に
き
て
い
ま
す
。

五
摂
家
で
も
御
三
家
で
も
順
番
の
あ
る
も
の
は
そ
の
順
に
挙
げ
な
け
れ
ば
知
識
の
上
滑
り
に
な

っ

て
し
ま
い
ま
す
。

五
摂
家
を

一
条

・
工
条

・
九
条

・
近
衛

・
鷹
司
と
、

無
頓
着
に
挙
げ
て
い
る
本
が

あ
り
ま
す
が
、

画
数
の
順
な
の
で
し
ょ
う
か
。

◇
◆
　
　
　
◇
◆
　
　
　
　
◇
◆
　
　
　
◇
◆
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四
親
王
家

日
本
歴
史
の
時
代
感
覚
を
掴
む
に
は
、

西
暦
年
と
天
皇

一
二
四
代
を
覚
え
る
に
如
か
ず
、

神
武

・

緩
靖

・
安
寧

・
孫
徳

・
孝
昭

・
孝
安

・
孝
霊

・
孝
元

・
開
化

・
・
称
光

・
後
花
園

・
後
土
御
門

・
後

柏
原

・
後
奈
良

・
正
親
町

・
後
陽
成

・
後
水
尾

・
明
正

・
後
光
明

・
後
西

・
霊
元

・
東
山

・
中
御
門

・

桜
町

・
桃
園

・
後
桜
町

・
後
桃
園

・
光
格

・
仁
孝

・
孝
明

・
明
治

・
大
正

・
昭
和
と
苦
労
し
て
覚
え

た
が
、

自
ら
進
ん
で
覚
え
た
も
の
や
、

理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
若

い
時
に
覚
え
た
も
の
は
、

何
年
経

っ

て
も
身
に
着

い
て
現
役
で
あ
る
。

随
分
と
日
本
歴
史
に
接
す
る
の
に
役
立

っ
て
い
て
、

こ
の
記
憶
に
大
い
に
感
謝
し
て
い
る
。

こ
の
男
系
の
男
子
の
万
世

一
系
の
持
続
可
能
な
継
承
を
担
保
す
る
た
め
に
、

古
く
か
ら
、

代
々
、

上
皇

・
天
皇
の
猶
子

（養
子
で
は
な
い
が
な
お
子
の
如
し
）
と
な

っ
て
親
王
宣
下
を
受
け
、

世
襲
の

男
系
男
子
の
親
王
家
が
数
家
創
立
さ
れ
継
承
さ
れ
て
き
て
い
た
。
し
か
し
、

そ
の
親
王
家
自
体
が
男

系
の
男
子
の
養
子
を
含
め
て
男
系
の
男
子
を
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ

っ
て
、

明
治

維
新
時
に
は
、

室
町
時
代
に
成
立
し
た
伏
見
宮
家
、

安
ｉ
桃
山
時
代
の
桂
宮
家
、

江
戸
初
期
の
有
栖

川
富
家

・
中
期
の
閑
院
宮
家
の
四
家
が
存
続
し
て
い
た
に
過
ぎ
な
い
。

四
親
王
家
と

い
う
。
う
ち
、

伏
見
宮
家
と
閑
院
宮
家
は
終
戦
直
後
の
巨
籍
降
下
ま
で
、

明
治
年
間
に
創
始
さ
れ
た
他
の
十

一
家
の

宮
家
と
共
に
継
承
さ
れ
た
。

天
皇
の
万
世

一
系
が
危
殆
に
遭
遇
し
た
こ
と
が
こ
れ
ま
で
に
三
回
あ

っ
た
。

最
初
は
、

歴
史
時
代

以
前
の
二
五
代
武
烈
天
皇
か
ら

一
五
代
応
神
天
皇
五
世
の
孫
の
二
六
代
継
体
天
皇

へ
の
継
承
の
時
、
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か 世 次
ら の は
一

孫
｀

三 〇 三
代 二 九
束 代 二
山 後 年
天 花 南
皇 臓1 北
三 天 i 可
世 卑 朝
の へ 統
孫 の 一
一

継 後
一 本 の
九 の 一

tt時 ○
光 ｀ 一

本各 三 十t
天 度 称
典 口 光
へ が 天
の

｀
皇

継 江: か
水 チf ら

の 時 】ヒ
「時 十t朝
で の 三
あ 一 十t
る 一

崇°
八 光
代 す
後 こ

桃 う
園 天
天 皇
皇 三

こ
の
う
ち
、

二
同
日
の
時
は
伏
見
宮
家
か
ら
、

三
回
Ｈ
は
閑
院
宮
家
か
ら
、

天
皇
が
立

っ
た
。

宮

家
は
役
割
を
充
分
に
呆
た
し
た
の
で
あ
る
。

男
系
の
男
子
の
万
世

一
系
で
な
く
て
も
、

あ
る
家
系
が

一
五
〇
〇
年
以
上
に
互
り
継
承
さ
れ
て
き

た
事
実
自
体
が
大
変
な
希
有
の
事
柄
で
あ
る
の
に
、

記
録
時
代
に
入

っ
て
、

そ
れ
も
男
系
の
男
子
の

家
系
と
し
て
継
水
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
は
ま
さ
に
奇
跡
で
あ
り
、

こ
の
故
の
み
を
以
て
し
て
も
後

世
に
伝
え
て
い
き
た
い
天
阜
家
の
み
な
ら
ず
日
本
人
共
有
の
世
界
的
文
化
的
制
度
で
あ
る
。

◇
◆
　
　
　
◇
◆
　
　
　
　
◇
◆
　
　
　
◇
◆

御
三
家

徳
川
御
三
家
の
こ
と
で
す
。

家
康
九
男
の
尾
張
家

・
十
明
の
紀
伊
家

・
十

一
男
の
水
戸
家
で
す
。

石
高
は
尾
張
家
六

一
万
九
五
〇
〇
石
、

紀
伊
家
五
五
万
五
〇
〇
〇
石
、

水
戸
家
は
三
五
万
石
。

極
位

極
官
は
尾
張

・
紀
伊
両
家
と
も
従
工
位
権
大
納
言
、

水
戸
家
は
従
三
位
中
納
言
。

江
戸
城
詰
所
は
大

廊
下
で
す
。

御
三
家
筆
頭
尾
張
徳
川
家
は
、

加
賀
前
田
家
の

一
〇
二
万
石
、

薩
摩
鳥
津
家
の
七
三
万
石
、

仙
台

伊
達
氏
の
六
二
万
石
に
次

い
で
六

一
万
九
五
〇
〇
石
、

こ
の
外
に
美
林
の
木
曽
領
を
有
し
、

諸
大
名

か
ら
羨
ま
れ
た
程
の
名
古
屋
城
を
構
え
、

江
戸
尾
張
藩
下
屋
敦
に
は
戸
山
荘
と
呼
ば
れ
当
時
江
戸

一
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と
言
わ
れ
た

一
三
万
坪
を
越
え
る
広
大
な
大
名
庭
園
を
有
し
、

「
尾
張
名
古
屋
は
城
で
持

つ
」
と
人

材
無
き
が
如
く
言
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、

幕
末
に
は
、

島
津
成
彬

・
伊
達
宗
城

・
山
内
容
堂

・
松
平

春
嶽
の
四
賢
侯
に
亜
ぐ
と
言
わ
れ
た
徳
川
慶
勝
は
第

一
次
長
州
征
伐
の
征
長
総
督
と
し
て
そ
の
任
を

呆
た
し
、

次
弟
京
都
守
護
職
会
津
藩
〓
松
平
容
保

・
三
弟
京
都
所
司
代
柔
名
藩
主
松
平
定
敬
ら
と
共

に
公
武
合
体
派
と
し
て
活
躍
し
、

倒
幕
の
勅
令
が
出
た
後
は
弟
ら
と
枚
を
分
か
ち
勤
皇
派
と
し
て
活

躍
し
ま
し
た
。

爵
位
は
尾
紀
水
と
も
侯
爵
で
す
。

水
戸
家
は
後
年
昭
和
に
入

っ
て
、

光
阿

・
斉
昭
の
功
に
よ
り
公

爵
に
陛
爵
し
ま
し
た
。

◇
◆
　
　
　
◇
◆
　
　
　
　
◇
◆
　
　
　
◇
◆

両
家
付
家
老

尾
張
徳
川
藩
に
は
、

万
石
家
老
が
五
家
あ
り
、

そ
の
う
ち
、

二
家
は
幕
府
か
ら
付
け
ら
れ
た
い
わ

ゆ
る
付
家
老
の
成
瀬
家
三
万
五
千
石

（在
所
尾
張
犬
山
）
と
竹
腰
家
三
万
石

（た
け
の
こ
し
在
所
美

濃
今
尾
）
で
あ
る
。

他
の
三
家
は
渡
辺
家

一
方
〇

一
人
○
石
、

石
河
家

い
し
こ

一
万
○
〇

一
〇
石
、

志
水
家

一
万
石
で
あ
る
。

併
せ
て
両
家
〓
氏
と
い
う
。

志
水
家
は
初
代
藩
主
義
直
の
実
母
相
応
院
の

実
家

（名
古
屋
市
緑
区
大
高
）
で
あ
る
。

こ
の
他
、

高
藤

の
家
Ｈ
は
五
七
〇
〇
石

の
山
村
氏
、

四
四
〇
〇
石

の
千
村
氏
ち
む
ら
、

各

四
〇
〇
〇
石
の
成
瀬
氏

・
横
井
氏

・
生
駒
氏

・
織
田
氏

・
山
澄
氏
以
下

一
〇
〇
〇
石
ま
で
六
五
家
あ

っ

た
。

（江
戸
中
期
）
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こ
の
う
ち
、

山
村
氏
と
千
村
氏
は
、

木
曽
領
が
尾
張
藩
に
幕
府
か
ら
編
入
さ
れ
た
時
に
木
曽
代
官

の
役
持
ち
の
ま

ゝ
尾
張
藩
に
配
属
さ
れ
た
木
曽
衆
で
、

直
参
旗
本
の
身
分
と
尾
張
藩
家
臣
の
陪
臣
の

身
分
の
両
方
を
有
し
、

将
軍
代
替
り
に
お
日
見
え
と
朱
印
状
下
賜
の
特
権
を
有
し
、

江
戸
に
も
幕
府

か
ら
屋
敷
を
拝
領
し
て
い
る
特
別
の
家
臣
で
あ

っ
た
。

成
瀬

・
竹
腰
両
家
は
、

紀
州
藩
付
家
老
の
安
藤
家
三
万
八
八
〇
〇
石

・
水
野
家
三
万
五
〇
〇
〇
石
、

水
戸
藩
の
中
山
家
二
万
五
①
Ｏ
Ｏ
石
と
共
に
五
家
団
結
し
て
請
願
し
た
結
果
、

明
治
維
新
後
晴
れ
て

付
家
老
で
あ
る
と
と
も
に
独
立
し
た
大
山
藩

・
今
尾
藩
藩
主
た
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
、

明
治

一
七
年

の
叙
爵
時
に
間
に
合

っ
て
元
藩
主
と
し
て
男
爵

（江
戸
時
代
か
ら
の
元
大
名
は

一
万
石
で
も
子
爵
）

に
各
叙
せ
ら
れ
た
。

成
瀬
氏
は
後
に
維
新
の
勲
功
に
よ
り
子
爵
に
陛
爵
し
て
い
る
。

三
氏
の
う
ち
渡

辺
家
と
石
河
家
は
更
に
後
れ
て
元
尾
張
藩
家
老
と
し
て
男
爵
に
叙
せ
ら
れ
た
。
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徒
然
十
語
の
八詩

歌
の
リ
ズ
ム

お
正
月
の
焼
餅
の
芳
し
い
溜
ま
り
の
匂

い
に
、

つ
い
百
人

一
首
の
断
片
が
ひ
ゃ
く
に
ん
し
ゆ
の
調

子
で
自
然
と
口
を
衝
い
て
出
ま
す
。

所
に
よ
り
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、

僅
か
六
度
の
音
程

（ド
か
ら

ラ
の
ま
で
の
音
程
）
内
の
抑
揚
の
少
な
い
緩
や
か
な
リ
ズ
ム
で
す
。

五
と
七
と
の
組
合
せ
で
出
来
た

日
本
の
詩
歌
の
伝
統
形
式
で
す
。

不
思
議
な
こ
と
に
、短

歌
は
三
十

一
文
字

釜
母

俳
句
は
十
七
年

盆
じ
、
し
か
も
い
ず
れ
も
五
年
句
・

七
年
句
で
、

短
歌
は
そ
れ
ら
を
五
旬
、

俳
句
は
三
句
の
組
立
で
で
き
て
お
り
、

数
学
で
い
う
素
数
ば

か
り
で
出
来
上
が

っ
て
い
ま
す
。

不
思
議
と
い
え
ば
本
当
に
不
思
議
で
す
。

絶
句

・
律
詩
の
漢
詩
も
五
言

・
七
言
で
す
。

こ
れ
ら
短
歌

・
俳
句
等
の
調
子
の
良
さ
は
、

ま
さ
か
そ
の
素
数
性
か
ら
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
。
も
し
、

割
り
切
れ
な
い
素
数
が
、

区
切
れ
を
本
質
と
す
る
リ
ズ
ム
の
よ

っ
て
き
た
る
素
因
だ
と

す
る
な
ら
ば
、

心
理
学
者
の
見
解
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

短
歌

・
俳
句
の
韻
文
性
は
、

五
年
七
年
の
字
数
音
数
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
く
て
、

五
字

・
七
字

が
創
る
音
節
拍
と
休
止
拍
に
よ
る
調
子
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

一
つ
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

百
人

一
首
の
紀
友
則
の

久
方
の
ひ
か
り
の
ど
け
き
春
の
日
に
　
し
づ
こ
こ
ろ
な
く
花
の
散
る
ら
む
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の
歌
が
調
子
の
い
い
こ
と
は
毎
歌
で
す
か
ら
と
う
ぜ
ん
で
す
が
、

憂
い
つ
つ
　
丘
に
登
れ
ば
　
花
い
ば
ら

故
郷
の
道
に
　
似
た
る
か
な

こ
の
歌
の
調
子
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

五
七
五
・七
七
と
違

っ
て
、

五
七
五
・七
五
と
短
歌
と
は
違
う

五
と
七
の
組
合
せ
の
形
で
す
が
、

通
和
感
は
全
然
あ
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
。

（実
は
こ
の
歌
は
、

蕪

村
の
俳
旬
二
句
を
、　

一
旬
の
下
五
と
他
の
句
の
　
一
‐‐
五
の
同
じ
言
葉
の

「花
い
ば
ら
」
を
重
ね
併
せ
て

縮
め
た
も
の
で
す
。

）

試
み
に
、

句
頭
の

「夏

い
つ
つ
」
を
外
し
て
、

七
五
・七
五
の
形

丘
に
登
れ
ば
　
十化
い
ば
ら

故
郷
の
道
に
　
似
た
る
か
な

と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
な
ど
も
、

な
か
な
か
行
け
ま
す
。

俳
句
よ
り
い
ろ
い
ろ
な
面
で
利

点
が
あ

っ
て
、

俳
歌
と
い
う
新
種
ジ
ャ
ン
ル
が
で
き
そ
う
で
す
。

焦
点
は
、

こ
れ
ら
の
歌
の
調
子
の
良
さ
の
原
閃
で
す
。

何
な
の
で
し
ょ
う
？

そ
の
理
由
は
、

紙
数
の
余
裕
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
結
論
を
先
に
言
い
ま
す
と
、

通
常
日
本
語
は
二

年
二
音

（時
に
は
三
年
三
音
の
こ
と
が
あ
る
）
で

一
柏
を
形
成
し
、

単
然
、　

一
年

一
音
は
半
拍
で
す

が
、

そ
の

一
音
が
他
の

一
音
を
伴
な
わ
な
い
時
は
自
身
の
半
拍
と
そ
れ
に
半
拍
の
休
止
を
伴
な

っ
て

併
せ
て

一
拍
を
形
成
し
ま
す

（あ
る
い
は
瑞
数
の

一
音
は
長
音
と
な

っ
て

一
拍
と
な
る
と
い
っ
た
方

が
良
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
）。
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七  ま  字   え   llLlす で 拍   に   年
五 そ す で そ て 以 拍

°
そ で 一 の 七 必 し 句 詩

七 し
°

も う い 上 ・ 短 し す 拍 休 年 ず か は 歌
五 て  八 し ま の 円 歌 て か の 止 句 入 し 四 の
の ま  字 ま す ょ 柏 は

｀
ら 休 な の り

｀
拍 五

四 た  で す
°

う 子 l l L l 四
｀

止 く 方 ま こ あ 午
拍

｀
 も と す に の 掬 すド十五 は i r ェは す こ り 句

了̂ 短  よ
｀べ ｀三 ・ ・ 宇 あ ぐ 一 °

が ま ・

l ■l 歌  く F i て五 小 四 l j L l 句り 次 拍 都 微 す 七
十F i もま に の 合 妙

°
午

子 七 せ 続 休 P q な 句
で 宇 ん き Jll拍  と   は
言売 イリ ° ま は で こ    ｀
ま も  す な す ろ  常
ォし ど   の  く 0で   に
る れ   次  ｀  す   技
訳 も  に 次  が  後

ダ
寧 ど 鉄 手 神 ど ダ 事 料 練 垢 ギ 好・

と  ず が  午  拍
十 な  句 あ  句  休
楽 つ  が る  は  J I ュ
で て  終 時  三  を
十il‐ヽ     」

′
 は    す向    ↑ト

高 者  堕 竣 l i 年
1 2 患

手  宏 千f  あ  乞
小  ｀  た で 再次 べ   と  ｀

 °
  時 才山  後   て

節 試  ら あ の て  い l l L l   は1 1  に ｀
で

絶  後 ぞ 寮 | ‖ 己
チ
'   ィ ! ♀  酒  準

楽 挙  と
｀

で で  と P H   の 拍  一  句
節 げ  い 〃町あ 読  で 拍    半 の  柏   は
を た  う 拍 る ん  す 子   拍 休  の  三
構 仮  こ で 核 で  し で   の J l l  休 拍
成 称  と あ フ亡、調  ｀ 一   休 の  止  あ
す 俳    が  オ化 で  F^    伊卜 /1 ヽ      上1と み    が     り
る 歌  判 ば す を  句 節   だ で  自  ｀
こ が    り  六  ° [整   は  で      け  ―一   タミ   ーし
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と
か
ら
考
え
ま
す
と
、

短
歌
の
五
小
節
よ
り
も
俳
歌
の
四
小
節
の
方
が
音
楽
理
論
に
近
い
感
じ
が
し

ま
す
が
、

音
楽
と
韻
文
と
の
超
え
難
い
違
い
が
あ
り
ま
す
か
ら
、

そ
う
と
は
言
い
切
れ
ま
せ
ん
。

短

歌
の
場
合
の
最
後
の
句
の
七
年
は
四
拍
日
に
半
抽
の
休
止
が
あ
る
だ
け
で
全
体
の

一
首
が
終
わ
り
ま

す
が
、

余
韻
に
乏
し
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。

俳
句

・
俳
歌
の
下
五
の
五
年
に
は
充
分
な

一
拍
の
休
止

が
あ

っ
て
、

そ
れ
だ
け
余
韻
が
深
い
感
じ
が
し
ま
す
が
、

ど
う
で
し
ょ
う
か
。

さ
あ
、

お
正
月
を
キ
リ
ッ
と
締
め
ま
し
ょ
う
か
。

一〓
二
七
拍
子
で
ｉ
。

い
や
四
四
・四
四
拍
子
で
‥
。
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に 和  ば り 二 姫  名 犬 楽 三  た 観   徒
永 二 昭 か 切 の 路 全 古 山 の 州 ご 趣 光 公  然
久 ○ 和 り つ 九 城 国 屋 城 茶 吉 存 味 検 式  十
に 年 五

｀
て 御

｀
の 城 は 室 良 じ の 定 訪  語

雄 五 年 七 今 殿 彦 城 本 桃 如 町 の 城 の 問  の
姿 月 城 城 次 が 根 郭 九 山 庵 の 様 で 一 と 名 九

期 じ 背 に す つ 地 古
前 よ ,同 ｀ ・ ｀ 区 屋
の あ 宗 現 ・ 名 大 城
城 ん 金 在

°
古 会 検

郭 ⌒ 蓮
｀

 屋 が 定
建 戦 寺 愛  城 終
架 後 弥 矢H  検 わ｀

愛 陀 県  定 つ

如1 知 生 内  と て
庵 県 ｀ に  い フ亡ヽ
1よ内 あ 建  う  の
だ| : にと 造  の 王
) f 杉二 物  を し
初 架 つ の  受 の
期 ヽ 1よ卜1  け 取
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惜
し
い
限
り
で
す
。

そ
の
名
古
屋
城
を
簡
易
鑑
定
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

１
江
戸
城

（三
度
建
替
え
）
・
大
坂
城

（豊
臣
期
と
徳
川
期
）
二
条
城
等
が
徳
川
期
の
早
く
に
焼
失

し
た
中
で
、

唯

一
名
古
屋
城
は
大
城
郭
と
し
て
、

築
城
以
来
今
次
大
戦
終
結
時
ま
で
三
〇
〇
年
以

上
に
互
り
天
守
・本
丸
御
殿
揃
い
で
作
続
し
て
き
た
城
で
あ
る
こ
と
。

（天
守
は
昭
和
三
四
年
再
建
、

本
九
御
殿
は
現
在
再
建
中
）

２
名
古
屋
城
は
城
郭
建
築
史
ｉ
普
請

・

よ
る
城
で
あ
る
こ
と
。

○
現
在
、

名
古
屋
開
府
四
①
Ｏ
年
を
期
し
て
再
建
中
の
名
古
座
城
本
九
御
殿
は
床

・
棚

・付
書
院

・

帳
台
構
の
座
敷
飾
り
を
備
え
、

壁

・
襖

・
杉
戸
に
は
金
碧
障
壁
両
等
が
描
か
れ
、

天
丼
は
二
重

折
上
格
天
丼
で
、

一
一条
城
二
の
九
御
殿
と
共
に
武
家
書
院
造
建
築
の
双
堅
で
あ
り
、

そ
の
建
築
・

絵
画

・
工
芸
等
美
術
的
価
値
に
お
い
て

（よ
戸
城

・
両
大
坂
城

・
安
土
城
を
除
き
）
他
に
追
随

す
る
も
の
が
な
か

っ
た
こ
と
。

○
内
堀
に
囲
ま
れ
た
本
九
の
円
隅
の

一
角
に
小
天
守
を
従
え
た
大
天
守
を
置
き
、

他
の
隅
に
は

一

つ
の
三
五
隅
榊
と
二
つ
の
二
重
隅
格
を
置
き
、

そ
れ
ぞ
れ
を
長
大
な
多
聞
格

（妻
側
三
間
の
長

屋
様
の
建
物
）
と
で
繋
ぎ
、

広
大
な
約

一
万
坪
の
本
九
を
構
成
し
て
い
る
大
連
立
様
式
で
あ
る

こ
と
。

他
に
二
條
城

・
大
阪
城
等
の
例
が
あ
る
の
み
。

○
各
郭

へ
の
出
入
り
日
の
枡
形
虎
日
は
多
聞
槽
で
〓
方
を
田
み
、

櫓
門
と
高
一肥
門
で
回
め
、

更
に
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○○
尾
張
藩
木
曽
領
の
良
材
に
恵
ま
れ
天
守

・
御
殿
と
も
松

・
杉
を
控
え
て
良
質
の
無
節
の
槍
が
大

量
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

（大
守

一
階
の
隅
柱
は
四

一
セ
ン
チ
角
、

管
柱
も
三
七
セ
ン
チ
角

（他
城
は
三
〇
セ
ン
チ
以
下
、

現
在
の

一
般
住
宅
は

一
〇
・五
セ
ン
チ
）
と
特
大
の
柱
）
。

○
天
守
閣
の
全
体
の
美
し
さ
は
白
旨
城
姫
路
城
に

一
歩
を
譲
る
に
し
て
も
、

彦
根
城

・
松
本
城
に

劣
ら
ず
、

早
く
焼
失
し
た
江
戸
城

・
大
坂
城
に
も
優
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３
　
総
合
的
に
、

名
古
屋
城
天
守
関
の
全
体
の
美
し
さ
は
、　

下

二
階
と
も
南
北

一
七
問

（
一
間
は

七
尺
）
束
西

一
五
問
、

三
階

一
三
問

一
一
問
、

四
階

一
〇
問
八
問
、

五
階
人
間
六
問
と
い
う
近
減

率

（四
問

・
三
問

・
三
問
）
、　

下

二
附
は
却

っ
て
逓
減
な
し
と
な

っ
て
い
る
均
斉
、

白
亜
の
漆
喰

壁
に
緑
青
の
噴
い
た
鋼
板
瓦
の
■
品
な
対
比
、

そ
の
■
に
ニ
メ
ー
ト
ル
四
〇
セ
ン
チ
も
　
あ
る
金

の
航
鉾
の
燦
然
た
る
☆
金
の
輝
き

（金
蹴
は
江
戸
城

・
大
坂
城
の
み
）、
四
面
に
取
り
付
け
ら
れ

た
最
多

の
人
母
圧
破
風

・
千
鳥
破
風

・
席
彼
風
、

四
附
の
庄
枚
の
適
度
の
反
り
上
が
り
、

最
上
階

の
窓
の
ｉ
下
の
長
押

（な
げ
し
）
風
の
装
飾
、

石
”

・
建
物
の
高
さ

・
横
巾
の
釣
合
い
等
々
の
総

体
的

な
も
の
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

４
　
さ
て
、

少
々
勇
み
足
に
わ
た
る
け
れ
ど
も
、

す
べ
て
の
城
の
総
合
順
位
の
十
傑
を
選
定
す
る
と

す
れ
ば
、

議
論
の
余
地
な
く
、　

一
位
江
戸
城
、

三
位
大
坂
城
、

三
位
名
古
庄
城
の
順
位
。
こ
の
順

い  __ __

こ の つ
と 丸 あ
⌒ 御 る
外 殿 本
堀 内 丸
北 に 枡
側 は 形
一 池 は
帝 泉 日
に 回 本
も 遊 最
数 式 大
万 の の
坪 広 馬
の 大 出
庭 な し
園 庭 で
が 園 防
あ を 禦
つ 備 さ
た え れ
ヽ  ｀ て

い
る
こ
と
。

城
郭
内
庭
園
と
し
て
他
に
例
が
な
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位
は
動
か
し
難
い
。

四
位
以
下
が
難
題
で
す
が
、

四
位
は
単
臣
大
坂
城
、

五
位
は
安
土
城
、

六
位
は
二
条
城
、

七
位

は
姫
路
城
、

人
位
は
熊
本
城
、

九
位
は
駿
府
城
、

十
位
は
彦
根
城
。

松
本
城

・
広
島
城

・
岡
山
城

・

福
山
城

・
・
・
は
次
点
で
我
慢
を
乞
う
。

今
は
無
い
と
い
う
理
由
で
除
外
し
て
現
存
の
中
だ
け
で
評
価
す
る
の
は
、

本
当
の
意
味
に
お
い
て

検
討
し
た
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
ず
、

真
実
か
ど
う
か
の
保
証
は
な
く
、

何
よ
り
も
、

心
な
ら
ず
も

姿
を
消
し
た
そ
れ
ら
の
城
に
公
平
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

当
時
の
関
係
者
を
含
め
て
好
意
と
友
情
を
深

め
る
由
縁
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

み
ん
な
の
勉
強
の
た
め
に
も
な
り
ま
せ
ん
。

陽
気
が
良
く
な
り
ま
し
た
ら
、　

一
度
、

ご
案
内
致
し
ま
し
ょ
う
。
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徒
然
十
語
の
十防

　
毛
　
録

ボ
ケ
ロ
ク
で
は
な
く
ボ
ウ
モ
ウ
ロ
ク
と
読
む
。

周
防
の
毛
利
氏
の
記
録
で
は
な
い
。

毛
禄
を
防
ぐ

ボ
ケ
の
備
忘
録
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

一
行

一
セ
ン
チ
余

の
縦
罫
の
厚
さ
ニ
セ
ン
チ
ば
か
り
で
教
科
書
大
の
和
綴
じ
の
厚
表
紙
の
も
の

で
、

主
と
し
て
仕
事
用
の
も
の
で
あ
る
が
、

毎
Ｈ
の
繰
り
越
し
仕
事
や
予
定
、

思
い
つ
い
た
こ
と
は

何
で
も
書
き
込
ま
れ
て
い
る
。

昭
和
四
九
年
が
始
ま
り
、

今
で
は
全
部
で
二
〇
冊
ば
か
り
で
あ
る
。

今
見
る
と
、

そ
の
表
題
に
は
色
々
苦
心
し
た
跡
が
見
て
取
れ
る
。

無
題
の
も
の
や
単
に
備
忘
録
と

記
載
さ
れ
た
も
の
に
混
じ

っ
て
、

「忘
れ
誌
」
（誌
に
濁
点
が
振

っ
て
あ
る
）
ご
心
れ
が
た
記
」
「聴
月
」

「御
稚
音
簿
」
（お
ち
ょ
ん
ぼ
）
な
ど
と
面
白

い
の
が
あ
る
。

お
終
り
の
方
の
も
の
は
歳
相
応
に
全
部

「防
毛
録
」
に
定
着
し
現
在
に
■

っ
て
い
る
。

買
い
だ
め
の
和
綴
じ
本
は
あ
と

一
冊
だ
け
。

そ
れ
が
満
杯
に
な

っ
た
ら
、

本
当
に
我
が

一
巻
の
終

り
の
時
で
あ
る
。

別
に
も
う

一
冊
、

訟
廷
日
誌
と
い
う

田
ｏ
版
ほ
ど
の
厚
さ

一
セ
ン
チ
位
の
大
振
り
の
手
帳
を
肌
身

離
さ
ず
重
用
し
て
い
る
。
こ
れ
も
弁
護
士
登
録
を
し
た
昭
和
四
三
年
版
か
ら

一
年
も
欠
か
ず
書
棚
の

奥
の
方
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。

五
九
年
版
以
後
の
手
帳
の
、

最
初
と
最
後
の
各
数
東
は
、

自
分
で
作

っ
た
も
の
や
ら
有
り
合
わ
せ

の
も
の
や
ら
、

参
照
す
べ
き
事
項
を
び

っ
し
り
と
印
字
し
た
用
紙
が
糊
で
張
り
付
け
て
あ
る
。

年
々
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張
り
付
け
る
用
紙
が
多
く
な

っ
て
、

今
年
度
版
に
は
愛
知
県
弁
護
■
会
歴
代
役
典
衣
　
歴
代
ガ
バ

ナ
ー

・
地
区
幹
事

・
ガ
バ
ナ
ー
補
佐

（分
区
代
理
）

一
覧
　
当
年
度
地
区
役
貝
及
び
委
員
会
構
成

名
古
屋
束
南
歴
代
ク
ラ
ブ
会
長

・
幹
事
等

一
比
衣
　
かた
款
　
同
細
則
　
理
事
会

・
委
員
会
等
構
成
表

年
度
例
会
プ
ロ
グ
ラ
ム
な
ど
の
弁
護
■
会
、

ロ
ー
タ
リ
ー
の
も
の
は
使
宜
の
た
め
、

大
阜
系
図

名
古
屋
城
図
　
尾
張
藩
家
臣
衣
大
名
衣
　
般
本
心
維
　
＝
信
偽
　
漢
詩
集
　
世
界
指
拝
者
名
集

オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
集
な
ど
は
人
間
向
上
の
た
め
の
涙
ぐ
ま
し
い
時
祀
用
。

珍
五
す
べ
き
は
細
宇
の
よ
ろ

ず
集
。

参
考
ま
で
に

一
覧
に
供
す
ぃ
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奉
仕
の

理
想

―

□
―
タ
リ
ー
の
心
と
形

―

Ｒ
Ｉ
第
２
７
６
０
地
区
□
―
タ
リ
ー
愛
知
８
２

２
０
０
８
年
度
ガ
バ
ナ
ー

片
山

主
水




