
本
稿
は
平
成
二
十
四
年
六
月
七
日
に
国
文
学
研
究
資
料
館
で
開
催
さ
れ
た
調
査
研

究
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
近
世
に
お
け
る
蔵
書
形
成
と
文
芸
享
受
ｌ
文
学
研
究
の
視
点

か
ら
ｌ
」
の
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
宮
廷
周
辺
に
位
置
づ
け

ら
れ
る
蘆
庵
文
庫
の
蔵
書
形
成
の
特
徴
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
所
蔵
さ
れ
る
非

蔵
人
・
院
蔵
人
関
連
資
料
を
通
し
て
、
宮
廷
周
辺
に
い
た
彼
ら
が
、
自
ら
の
立
場
を

活
用
し
て
、
い
か
な
る
活
動
を
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
指
摘
し
、
さ
ら
に
、
妙
法

院
宮
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
触
れ
た
う
え
で
、
身
分
的
境
界
層
に
い
た
非
蔵
人
な

る
人
々
が
果
た
し
た
役
割
に
つ
い
て
言
及
す
る
。
な
お
、
「
身
分
的
境
界
層
」
と
は
、

歴
史
学
に
お
け
る
「
身
分
的
周
縁
」
に
相
当
す
る
言
葉
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
堂

上
・
地
下
間
を
行
き
来
す
る
こ
と
が
で
き
た
人
々
の
意
で
使
用
す
る
。

さ
て
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
狙
い
は
、
近
世
期
に
形
成
さ
れ
た
蔵
書
に
お
け

る
文
芸
資
料
の
概
要
と
享
受
の
実
態
を
報
告
す
る
と
と
も
に
、
文
学
研
究
の
立
場
か

ら
蔵
書
研
究
に
新
た
な
光
を
あ
て
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
蔵
書
研
究
に
関
し
て

｜
、
は
じ
め
に 非

蔵
人
の
文
学
的
営
為

ｌ
蘆
庵
文
庫
蔵
書
を
通
し
て
Ｉ

は
、
昨
年
の
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
パ
ネ
ラ
ー
を
務
め
ら
れ
た
浅
田
徹
氏
が
、
「
近
年
、

内
裏
を
中
心
と
し
た
蔵
書
の
形
成
、
変
遷
に
つ
い
て
多
く
の
研
究
が
発
表
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
こ
の
分
野
は
め
ざ
ま
し
い
進
展
を
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
、
公
家
の
世

界
の
中
で
の
流
通
・
集
積
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
ト
ー
タ
ル
な
日
本
の
学
問
史
を
考
え

る
上
で
は
、
限
定
さ
れ
た
意
義
し
か
持
ち
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
公
家
を

対
象
と
し
た
研
究
と
、
庶
民
レ
ベ
ル
の
蔵
書
形
成
の
研
究
と
は
、
ど
こ
か
で
接
点
を

－
１
）

持
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
凪
う
・
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
今
回
、
蘆
庵
文

庫
の
蔵
書
形
成
の
特
徴
と
そ
の
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
浅
田
氏
が
指
摘

さ
れ
た
、
公
家
以
外
の
学
問
の
歴
史
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
、
僅
か
な
り
と
も
提
示

し
た
い
。

二
、
蘆
庵
文
庫
の
蔵
書
形
成
に
つ
い
て

ま
ず
、
蘆
庵
文
庫
の
蔵
書
形
成
の
過
程
に
つ
い
て
ま
と
め
る
一
』

蘆
庵
文
庫
の
名
称
は
、
近
世
中
後
期
に
京
都
で
活
躍
し
た
歌
人
・
小
沢
蘆
庵
の
名
３

加

藤
弓
枝



前
に
由
来
す
る
。
当
該
文
庫
は
、
京
都
国
立
博
物
館
の
近
く
、
京
都
女
子
大
学
へ
繋

が
る
坂
の
途
中
の
新
日
吉
神
宮
内
に
あ
る
（
昭
和
三
十
四
年
に
神
社
か
ら
神
宮
へ
改

称
さ
れ
た
）
。
た
だ
し
、
蘆
庵
文
庫
と
は
称
し
て
い
る
も
の
の
、
小
沢
蘆
庵
が
所
蔵

し
て
い
た
資
料
の
み
を
収
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
大
半
は
新
日
吉
神
宮
の

歴
代
祠
官
の
旧
蔵
資
料
が
占
め
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
蘆
庵
文
庫
と
い
う
名
称
は
、
藤
島
益
雄
氏
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
指

摘
さ
れ
る
ご
と
く
、
昭
和
二
十
五
年
七
月
に
蘆
庵
の
偉
業
を
た
た
え
る
団
体
名
と
し

（
２
）

て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

去
る
昭
和
二
十
五
年
七
月
十
一
日
と
い
う
日
は
、
恰
も
百
五
十
年
正
忌
に
当
た

る
の
で
先
ず
京
都
の
有
志
相
寄
り
蘆
庵
文
庫
設
立
委
員
会
を
設
け
、
朝
日
新
聞

社
後
援
の
下
に
、
記
念
行
事
と
し
て
、
追
悼
祭
、
遺
墨
展
並
び
に
記
念
講
演
会

を
開
催
し
て
、
翁
の
偉
業
を
追
慕
宣
揚
し
、
更
に
縁
由
も
深
い
洛
東
新
日
吉
神

社
内
に
「
薦
庵
文
庫
」
を
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
蔵
庵
文
庫
と
は
、
資
料
の
所
蔵
先
と
い
う
意
で
は
な
く
、
顕
彰
団
体
と

し
て
の
名
称
な
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
新
日
吉
神
宮
に
蔵
庵
の
顕
彰
団
体
が
作
ら
れ

た
の
か
。
そ
れ
は
新
日
吉
神
宮
の
藤
島
宗
順
（
一
七
五
六
～
一
八
二
一
）
な
る
祠
官

が
蔵
庵
の
門
人
で
あ
っ
た
た
め
、
臘
庵
蔵
書
の
一
部
が
こ
こ
に
収
め
ら
れ
た
こ
と
に

由
来
す
る
。
そ
れ
で
は
臘
庵
文
庫
の
蔵
書
に
は
、
い
か
な
る
特
徴
が
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。

薦
庵
文
庫
は
顕
彰
団
体
と
し
て
の
名
称
で
あ
る
た
め
、
新
日
吉
神
宮
内
の
ど
こ
ま

で
の
蔵
書
を
文
庫
の
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
る
か
は
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
当
初
の

調
査
方
針
が
、
日
本
文
学
関
連
資
料
を
中
心
に
す
る
と
い
う
趣
旨
で
も
あ
っ
た
こ
と

も
あ
り
、
約
一
○
○
○
点
の
調
査
を
終
え
た
時
点
で
の
蔵
書
は
表
１
の
通
り
、
文
学

資
料
が
四
十
六
％
を
占
め
て
い
た
。
し
か
し
、
蘆
庵
文
庫
研
究
会
編
『
蘆
庵
文
庫
目

録
と
資
料
』
（
青
裳
堂
書
店
、
平
成
二
十
一
年
）
の
原
稿
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
、
調

査
の
終
盤
に
お
い
て
、
さ
ら
に
約
一
○
○
○
点
の
資
料
が
発
見
さ
れ
、
そ
れ
を
目

録
に
収
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
蘆
庵
文
庫
の
蔵
書
は
、
表
２
の
ご
と

く
、
文
学
と
歴
史
と
故
実
に
関
す
る
資
料
が
ほ
ぼ
同
割
合
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
目
録
に
「
蘆
庵
文
庫
」
と
は
あ
る
も
の
の
、
現
在
は
「
新
日
吉
神
宮
所
蔵
資

料
」
と
併
記
し
た
方
が
よ
り
正
し
い
こ
と
に
な
る
。

で
は
な
に
ゆ
え
、
歴
史
や
故
実
に
関
す
る
資
料
の
割
合
が
増
加
し
た
の
か
。
そ
の

理
由
は
追
加
で
発
見
さ
れ
た
資
料
の
ほ
ぼ
す
べ
て
が
、
新
日
吉
神
宮
で
代
々
祠
官
を

蘆庵文庫の蔵書形成(1)

３
％５

口文学

画歴史

口政治・法政・故実

口神道

■芸術

口漢籍

■ そ の 他

13％
46％

表1

蘆庵文庫の蔵書形成(2)

ロ文学

圏歴史

口政治法政・故実

口神通

■芸術

口淡緬

■その他

％

21％

39％

表2
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勤
め
る
藤
島
家
の
職
務
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

藤
島
家
は
新
日
吉
神
宮
の
祠
官
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
神
宮
の
別
当
は
代
々
妙

法
院
門
跡
が
務
め
て
い
た
こ
と
か
ら
、
妙
法
院
に
関
連
す
る
資
料
も
多
く
蓄
積
さ
れ

た
。
ま
た
、
藤
島
家
は
祠
官
に
加
え
て
代
々
「
非
蔵
人
」
も
務
め
、
な
か
に
は
非
蔵

人
も
経
て
「
院
蔵
人
」
へ
昇
進
し
た
者
も
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
職
務
に
関
わ
る

資
料
が
大
量
に
残
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
、
非
蔵
人
と
は
、
良
家
の
子
弟
の

う
ち
、
六
位
に
除
せ
ら
れ
て
い
る
者
の
中
か
ら
選
任
せ
ら
れ
、
昇
殿
を
許
さ
れ
て
殿

上
の
雑
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
職
務
に
し
た
者
た
ち
の
こ
と
で
あ
り
、
院
蔵
人
と
は

院
の
御
所
に
奉
仕
し
た
蔵
人
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
蘆
庵
文
庫
資
料
の
多
く
は
、
近
世
中
期
の
当
主
藤
島
宗
詔
（
寛
政
元
年

没
、
享
年
六
十
一
歳
）
以
降
の
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
そ
の
息
子
で
あ
る
藤
島
宗
順

が
、
和
歌
を
中
心
と
し
た
文
芸
活
動
に
勤
し
ん
で
い
る
様
子
が
文
庫
の
資
料
か
ら
う

か
が
え
る
。
こ
れ
ま
で
筆
者
は
、
と
く
に
こ
の
宗
順
に
注
目
し
研
究
を
進
め
て
き

た
。
そ
の
結
果
、
宗
順
と
そ
の
周
辺
の
非
蔵
人
た
ち
に
よ
る
稽
古
歌
会
の
定
期
的
開

催
や
、
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
へ
の
詠
進
、
さ
ら
に
そ
の
和
歌
の
添
削
を
小
沢
蘆
庵
か

ら
懇
切
丁
寧
に
受
け
て
い
た
こ
と
な
ど
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
ま
た
、
そ
う
い
っ

た
学
芸
活
動
の
際
に
、
宗
順
が
「
非
蔵
人
」
と
い
う
繋
が
り
を
重
視
し
て
い
た
こ
と

（
３
）

も
指
摘
し
て
き
た
。

な
か
で
も
そ
の
特
徴
を
表
し
て
い
る
の
が
、
非
蔵
人
た
ち
だ
け
で
金
銭
を
出
し
合

三
、
蘆
庵
文
庫
蔵
書
か
ら
う
か
が
え
る
非
蔵
人
・
院
蔵
人
た
ち
の
学
芸
活
動

蘆
庵
文
庫
の
意
義
を
考
え
る
う
え
で
重
視
さ
れ
る
資
料
に
、
次
の
四
点
が
あ
げ
ら

れ
る
。
『
院
蔵
人
備
亡
」
（
図
版
１
）
・
『
非
蔵
人
惣
次
第
」
（
図
版
２
）
・
『
参
集
酒
肴

（
４
）

之
事
』
（
図
版
３
）
・
『
藤
島
宗
詔
詠
草
』
紙
背
（
図
版
４
）
で
あ
る
。

い
、
学
問
に
関
す
る
書
物
を
購
入
す
る
、
「
書
籍
識
」
な
る
組
織
を
形
成
し
て
い
た

こ
と
で
あ
る
。
購
入
書
籍
数
は
判
明
し
て
い
る
だ
け
で
二
五
○
点
を
超
え
て
い
る
。

で
は
な
に
ゆ
え
、
非
蔵
人
た
ち
が
仲
間
た
ち
の
み
で
学
芸
活
動
を
行
う
必
要
が
あ
っ

た
の
か
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
た
め
に
、
薦
庵
文
庫
所
蔵
資
料
の
内
容
に
つ
い
て
考

察
す
る
。

四
、
蘆
庵
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
非
蔵
人
・
院
蔵
人
関
連
資
料

図版1『院蔵人備亡I
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ま
ず
、
『
院
蔵
人
備
亡
』
（
図
版
１
）
は
、
仙
洞
の
儀
式
に
お
け
る
院
蔵
人
の
役
割

を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
院
蔵
人
の
視
点
か
ら
、
儀
式
の
際
の
具
体
的
な

所
作
な
ど
が
図
入
り
で
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。

つ
づ
い
て
、
『
非
職
人
惣
次
第
』
（
図
版
２
）
は
、
歴
代
の
非
蔵
人
名
が
年
代
順
に

配
列
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
石
高
・
出
仕
日
・
名
前
の
読
み
や
年

齢
な
ど
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
様
の
資
料
が
蔵
庵
文
庫
に
は
十
三
冊
収
め
ら
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
非
蔵
人
名
簿
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
珍
し

い
。

さ
ら
に
、
『
参
集
酒
肴
之
事
』
（
図
版
３
）
は
、
禁
裏
に
お
い
て
、
い
か
な
る
時
に

酒
宴
の
手
配
が
必
要
か
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
御
色
紙
奉
行

ふ
れ
だ
し

衆
に
関
し
て
は
、
御
色
紙
触
出
の
際
に
酒
宴
が
催
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
図
版
４
は
宗
順
の
父
宗
詔
の
詠
草
（
『
藤
島
宗
詔
詠
草
』
）
の
紙
背
文
書

で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
例
え
ば
色
紙
奉
行
に
任
ぜ
ら
れ
た
公
卿
に
よ
っ
て
実
施
さ
れ

た
『
六
百
番
歌
合
』
の
書
写
活
動
の
際
、
色
紙
奉
行
と
各
公
家
が
非
蔵
人
を
介
し
て

書
物
の
や
り
と
り
を
行
っ
て
い
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

ま
た
、
他
に
も
親
王
・
女
官
・
門
跡
関
係
者
の
出
自
や
年
齢
や
名
前
の
読
み
な
ど

を
記
し
た
名
簿
も
二
十
四
冊
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
臘
庵
文
庫
に
は
非
蔵
人
の
職
務
の
実
態
を
具
体
的
に
示
す
資
料

や
、
近
世
中
後
期
の
禁
蕊
の
様
子
を
う
か
が
わ
せ
る
文
書
が
大
量
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
れ
ら
の
資
料
か
ら
は
、
非
蔵
人
の
雑
務
と
い
わ
れ
る
仕
事
内
容
が
、
い
か
に

多
岐
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
か
、
さ
ら
に
は
彼
ら
が
禁
裏
に
お
い
て
、
あ
り
と
あ

ら
ゆ
る
情
報
を
得
て
い
た
実
態
が
見
え
て
く
る
の
で
あ
る
。

↓ｆ

事

飢
雑

之

Ｆ
１

陣

嘩
撫

鐸
ｌ
ｉ

一
図
一

３版図

図版4「藤島宗紹詠草」（紙背）
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以
上
、
蘆
庵
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
非
蔵
人
を
中
心
と
し
た
資
料
の
特
徴
に
つ

い
て
述
べ
て
き
た
が
、
つ
づ
い
て
、
こ
れ
ら
の
資
料
が
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か

に
つ
い
て
取
り
上
げ
た
い
。
そ
れ
を
考
え
る
う
え
で
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
藤
島

家
が
祠
官
を
務
め
る
新
日
吉
神
宮
の
歴
代
別
当
を
務
め
た
妙
法
院
門
跡
と
の
関
係
で

あ
る
。

妙
法
院
と
い
え
ば
、
文
化
史
の
面
か
ら
は
歴
代
門
跡
に
よ
る
文
芸
活
動
が
注
目
さ

れ
て
き
た
。
な
か
で
も
真
仁
法
親
王
（
文
化
二
年
没
、
享
年
三
十
八
歳
）
に
つ
い
て

（
５
）

は
、
そ
の
文
化
サ
ロ
ン
に
関
す
る
先
行
論
が
複
数
あ
る
。
飯
倉
洋
一
氏
は
、
一
連
の

研
究
に
お
い
て
、
真
仁
法
親
王
と
地
下
の
文
人
た
ち
と
の
交
遊
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

に
、
当
時
堂
上
・
地
下
間
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
た
要
因
と
し
て
、
両
者
を
往
来
す

る
位
置
に
あ
っ
た
非
職
人
た
ち
が
果
た
し
た
役
割
が
大
き
く
、
彼
ら
を
含
め
門
跡
関

係
者
・
堂
上
家
へ
の
出
仕
者
、
神
社
祠
官
た
ち
の
動
向
を
み
る
こ
と
が
、
近
世
後
期

の
文
壇
史
の
構
想
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
、
妙
法
院
と
藤
島
宗
順
の
場
合
を
例
に
、
非
蔵
人
が
な
に
ゆ

え
妙
法
院
宮
と
繋
が
り
、
具
体
的
に
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
た
か
に
つ
い
て
考
察

す
る
。

そ
も
そ
も
、
新
日
吉
神
宮
の
別
当
が
妙
法
院
門
跡
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
藤
島
家

の
人
々
が
妙
法
院
へ
出
入
り
す
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
藤
島
家

以
外
の
非
蔵
人
は
江
戸
中
期
ま
で
妙
法
院
へ
出
入
り
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
で

は
、
な
ぜ
他
家
の
非
蔵
人
が
出
入
り
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
問
題

五
、
妙
法
院
宮
と
の
関
係

を
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
は
先
行
研
究
を
参
照
し
つ
つ
、
妙
法
院
の
組
織
に
つ
い
て

（
６
）

確
認
す
る
。

座
六
、
妙
法
院
の
組
織
に
お
け
る
藤
島
宗
順
の
位
置

図
版
５
は
、
妙
法
院
の
組
織
図
で
あ
る
。

妙
法
院
の
運
営
を
統
括
し
て
い
た
の
は

の
実
務
に
あ
た
る
常
勤
の
家
来
が
い
た
。
鈴

」 L
4 家来分.出入輩.御立入 L

4 L
い
ん
げ

は
「
院
家
」
、
そ
し
て
そ
の
下
に
は
、
運
営

彼
ら
は
官
位
に
叙
せ
ら
れ
る
階
層
と
、
叙

せ
ら
れ
な
い
階
層
と
に
分
け
ら
れ

る
。
官
位
に
叙
せ
ら
れ
る
階
層
の

内
、
常
勤
の
家
来
で
あ
っ
た
の
が
、

ぼ
う
が
ん

家
来
筆
頭
の
「
坊
官
」
で
あ
り
、
そ

し
よ
だ
い

れ
に
つ
ぐ
位
置
に
い
た
の
が
「
諸
大

》
知夫

」
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
常
勤
の
家
来
の
周
り
に

け
ら
い
ぷ
ん
で
い
り
の
と
も
が
ら
お

は
、
「
家
来
分
」
「
出
入
輩
」
「
御

た
ち
い
り

立
入
」
と
呼
ば
れ
る
人
々
が
い
た
。

図
藤
島
宗
順
を
始
め
と
す
る
非
蔵
人

織
は
、
こ
の
内
、
「
出
入
輩
」
に
属
す

院轆
る
。
「
出
入
輩
」
は
、
「
家
来
分
」
が

５
組
織
と
し
て
の
門
跡
の
家
来
で
あ
る

版図
の
に
対
し
、
代
々
の
門
主
個
人
と
の
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関
係
に
も
と
づ
く
立
場
の
人
々
で
あ
っ
た
。
「
出
入
輩
」
は
、
家
来
分
と
同
様
に
門

跡
外
部
と
妙
法
院
と
の
取
次
役
的
な
活
動
を
行
っ
て
い
た
が
、
非
蔵
人
が
「
出
入

輩
」
と
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ほ
ど
早
く
は
な
い
。
田
中
潤
氏
に
よ
れ
ば
、
真
仁
法
親

舎
ｒ
）

王
の
前
代
の
門
跡
、
堯
恭
法
親
王
の
時
代
か
ら
で
あ
る
と
い
う
。
こ
の
時
期
か
ら
、

非
蔵
人
は
妙
法
院
に
お
い
て
独
特
の
活
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
具
体
的
に
は
、

妙
法
院
へ
仕
え
て
い
た
非
蔵
人
た
ち
が
、
宝
暦
頃
か
ら
改
元
や
堂
上
公
家
の
叙
任
、

神
事
の
詳
細
や
、
宝
暦
事
件
に
際
し
て
は
処
罰
者
と
そ
の
処
罰
内
容
な
ど
、
朝
廷
内

の
諸
動
向
を
門
跡
に
伝
達
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
朝
廷
と
門
跡

の
間
に
は
、
表
向
き
の
情
報
窓
口
が
あ
っ
た
が
、
歴
代
門
跡
は
そ
の
他
に
内
密
の
情

報
網
を
も
持
っ
て
い
た
。
堯
恭
法
親
王
と
真
仁
法
親
王
の
時
代
は
、
禁
裏
に
つ
い
て

詳
細
な
情
報
を
持
っ
て
い
た
非
蔵
人
が
、
そ
の
情
報
を
伝
え
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ

プ
（
や
Ｏ

で
は
、
藤
島
宗
順
の
場
合
は
、
妙
法
院
へ
出
入
り
し
、
禁
裏
の
情
報
を
伝
え
る
こ

と
以
外
に
、
い
か
な
る
こ
と
を
行
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
宗
順
の
日
記
を
見
る

と
、
た
び
た
び
妙
法
院
へ
出
向
い
て
門
跡
の
家
来
た
ち
と
面
会
し
、
諸
事
に
つ
い
て

互
い
に
相
談
し
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
る
。
そ
の
な
か
か
ら
、
非
蔵
人
ら
し
さ
が

見
受
け
ら
れ
る
事
象
を
取
り
上
げ
る
。

図
版
６
は
安
永
七
年
五
月
二
十
六
日
の
『
藤
島
宗
順
日
記
』
の
一
部
で
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
非
蔵
人
の
仲
間
で
あ
る
、
藤
島
広
章
、
毛
利
公
満
、
松
尾
相
長
、
松
尾
相

尹
、
羽
倉
信
賢
、
松
本
為
房
、
松
室
重
共
、
富
田
延
成
、
藤
島
広
成
の
妙
法
院
へ
の

立
ち
入
り
が
許
可
を
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
宗
順
が
彼
ら
を
伴
っ
て
妙
法
院
へ
出
掛
け

た
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
妙
法
院
側
の
記
録
『
妙
法
院
日
次

記
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
が
、
な
に
ゆ
え
、
上
記
九
名
の
非
蔵
人
た
ち
は
妙
法
院
へ

立
ち
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
時
、
真
仁
法
親
王
は
十
一
歳
で
あ

り
、
法
親
王
自
身
が
自
主
的
に
そ
れ
を
望
ん
だ
と
は
考
え
に
く
い
。
お
そ
ら
く
は
、

妙
法
院
の
幹
部
家
来
に
よ
る
意
図
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の
背
景
の
一
つ
と
し
て

じ
ゆ
う
ぜ
ん
じ
こ
う

考
え
ら
れ
る
の
が
、
「
十
禅
師
講
」
の
存
在
で
あ
る
。

図
版
７
は
蘆
庵
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
十
禅
師
講
資
料
の
一
部
で
あ
る
。
十
禅
師
譜

と
は
、
妙
法
院
の
上
席
家
来
た
ち
が
新
日
吉
神
社
へ
捧
げ
た
新
嘗
の
祭
儀
の
こ
と
で

あ
る
。
具
体
的
に
は
、
毎
年
十
一
月
二
十
四
日
の
晩
か
ら
翌
朝
ま
で
、
妙
法
院
上
席

家
来
た
ち
が
、
新
日
吉
神
社
で
宴
を
催
す
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
厳
庵
文
庫
に
は

元
和
九
年
（
一
六
二
三
）
か
ら
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
に
至
る
、
約
二
五
○
年
間

の
講
の
記
録
が
二
二
冊
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
講
は
当
番
制
と
な
っ
て
お
り
、
毎

年
一
人
の
上
席
家
来
が
持
ち
回
り
で
主
催
者
と
な
り
、
新
日
吉
神
社
に
お
け
る
宴
の

準
備
を
担
当
し
て
い
た
。
誰
と
い
う
組
織
の
特
質
を
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
背
後
に 図版6 『藤島宗順日記」
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は
少
な
か
ら
ぬ
金
銭
の
や
り
取
り
が
あ
っ
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
こ
の
宴
に
は
新

日
吉
神
社
の
祠
官
た
ち
も
参
加
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
か
ら
、
新
日
吉
神
社
の
祠

官
と
妙
法
院
の
上
席
家
来
た
ち
が
浅
か
ら
ぬ
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な

い
。
実
際
、
宗
順
日
記
に
は
、
た
び
た
び
宗
順
が
妙
法
院
の
院
家
や
坊
官
・
諸
大
夫

た
ち
と
も
し
ば
し
ば
面
会
し
、
情
報
の
や
り
と
り
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
妙
法
院
の
家
来
た
ち
が
、
宗
順
を
始
め
と
す
る
藤
島
家
の
人
々
の
み
な
ら

ず
、
他
家
の
非
蔵
人
の
立
ち
入
り
を
認
め
た
背
景
に
は
、
か
く
の
ご
と
き
妙
法
院
上

席
家
来
に
お
け
る
藤
島
家
の
存
在
の
大
き
さ
に
加
え
、
前
述
の
通
り
、
非
蔵
人
か
ら

よ
り
多
く
の
朝
廷
に
関
す
る
情
報
を
得
た
い
気
持
ち
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
推
察

さ
れ
る
。

七
、
非
蔵
人
た
ち
に
よ
る
学
芸
活
動
の
意
義

蘆
庵
文
庫
の
資
料
か
ら
、
非
蔵
人
た
ち
が
独
自
の
稽
古
歌
会
を
開
催
し
て
い
た
様

子
が
う
か
が
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
前
述
し
た
が
、
な
に
ゆ
え
禁
裏
の
歌
会
へ
詠

進
す
る
こ
と
の
な
い
彼
ら
が
和
歌
の
稽
古
に
励
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。
つ
づ
い
て
非
蔵

人
に
と
っ
て
学
芸
活
動
に
は
い
か
な
る
意
義
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
。

次
の
年
表
は
、
臘
庵
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
詠
草
資
料
等
か
ら
、
宗
順
の
歌
会
に
関

す
る
記
録
を
抽
出
し
た
も
の
で
あ
る
。

某
月
昭
日
〔
妙
法
院
宮
歌
会
〕
当
座
「
名
所
郭
公
」
・
「
名
所
菖
蒲
」

安
永
９
年
（
一
七
八
○
）

３
月
６
日
〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
当
座
「
田
蝶
」

４
月

妙
法
院
宮
月
次
歌
会
兼
題
「
雲
間
郭
公
」

安
永
６
年
（
一
七
七
七
）

２
月
灯
日
蘆
庵
門
へ
入
門

２
月
四
日
蘆
庵
よ
り
初
め
て
の
添
削
指
導
を
受
け
る

某
月
型
日
〔
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
〕
兼
題
「
落
葉
如
雨
」
・
「
初
恋
」

某
月
某
日
稽
古
百
首
題

安
永
７
年
（
一
七
七
八
）

加
月
加
日
〔
妙
法
院
宮
歌
会
〕

冬
兼
題
「
落
葉
随
風
」
・
三
十
首
組
題
・
当
座
「
岸
紅
葉
」

某
月
７
日
〔
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
〕
兼
題
「
菊
花
臨
水
」
・
「
秋
夕
待
恋
」

某
月
７
日
〔
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
〕
当
座
「
忘
恋
」
・
「
早
秋
」
・
「
歳

暮
」
「
炉
火
」
「
山
旅
」
・
「
時
雨
」
・
「
顕
恋
」
「
野
萩
」
・

「
待
月
」
・
「
庭
虫
」
・
「
寒
草
」
・
「
恨
恋
」
・
「
岸
竹
」
・
「
浦
月
」
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５
月
ｎ
日
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
兼
題
「
盧
橘
薫
側
」

５
月
別
日
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
兼
題
「
渡
舟
」

天
明
元
年
（
一
七
八
二

６
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
兼
題
「
夏
月
」

春
花
五
十
首

秋
月
五
十
首

某
月
某
日
梅
宮
奉
納
百
首

某
月
某
日
新
日
吉
社
奉
納
百
首

某
月
某
日
〔
某
歌
会
〕
当
座
「
秋
烏
」
・
「
秋
獣
」
・
「
萩
上
露
」

某
月
某
日
新
日
吉
社
奉
納
百
首

天
明
２
年
（
一
七
八
二
）

１
月
釦
日
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
兼
題
「
鶯
有
慶
音
」

２
月
喝
日
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
兼
題
「
橋
辺
柳
」

３
月
ｎ
日
宗
順
亭
歌
会
当
座
「
雲
中
花
」
・
「
岡
花
」
・
「
閑
居
花
」

３
月
喝
日
妙
法
院
宮
月
次
歌
会

春
春
五
十
首
組
題

春
蘆
庵
六
十
賀
組
題

春
蘆
庵
月
次
歌
会
探
題
「
紅
葉
染
水
」

春
蘆
庵
月
次
歌
会
花
五
十
首

４
月
４
日
竜
安
寺
参
詣
紀
行
文
・
和
歌

４
月
唱
日
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
兼
題
「
尋
餘
花
」

夏
七
夕
七
首

８
月
羽
Ⅱ
蔚
庵
月
次
歌
会
月
五
十
首
組
題

天
明
４
年
（
一
七
八
川
）

春
春
五
十
首
組
題

秋
清
水
寺
参
詣
紀
行
文
・
和
歌

秋
秋
五
十
首
和
歌

某
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕

某
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕

天
明
５
年
（
一
七
八
五
）

春
花
五
十
首
組
題

某
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
「
名
所
五
月
雨
」
・
「
名
所
氷
室
」
・
「
名

所
納
涼
」
・
「
遙
聞
郭
公
」
・
「
樹
陰
卯
花
」

安
永
８
年
（
一
七
七
九
）

３
月
”
日
〔
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
〕
当
座
「
餘
寒
霜
」
・
「
緑
草
」
・
「
岡

紅
葉
」
・
「
寄
笛
恋
」

４
月
Ⅱ
日
法
巌
寺
参
詣
紀
行
文
・
和
歌

６
月
某
日
非
蔵
人
稽
古
歌
会
兼
題
「
夕
立
過
」

７
月
５
Ｈ
〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
探
題
「
帰
雁
」

７
月
６
日
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
兼
題
「
新
秋
露
」

８
月
十
五
夜
十
首

秋
月
五
十
首

某
月
某
日
〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕

某
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
兼
題
「
山
霞
」
・
「
帰
雁
」
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某
月
物
外
禅
尼
古
稀
齢
賀

某
月
梅
宮
社
奉
納
和
歌

某
月
新
日
吉
社
奉
納
和
歌

寛
政
５
年
（
一
七
九
三
）

秋
月
五
十
首
組
題

寛
政
６
年
（
一
七
九
川
）

某
月
梅
宮
奉
納
百
首

某
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕

某
月
新
Ｈ
吉
社
奉
納
百
首

秋
月
五
十
首
組
題

寛
政
９
年
（
一
七
九
七
）

寛
政
４
年
（
一
七
九
二
）

秋
月
五
十
首
組
題

秋
月
五
十
首
組
題

某
月
御
霊
社
奉
納
二
十
首
組
題

某
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
兼
題
「
初
春
柳
」

某
月

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
兼
題
「
山
花
」

ｎ
月
肥
日
～
皿
月
８
日

毎
日
一
つ
の
歌
題
で
和
歌
を
詠
む
（
歌
題
「
関
」
「
橋
」

「
虫
」
「
川
」
「
山
」
「
七
夕
」
「
田
家
」
「
時
雨
」
「
帰
雁
」

「
梅
」
「
菖
蒲
」
「
祝
」
「
蚊
遣
火
」
「
千
鳥
」
「
別
」
「
照
射
」

「
疑
冬
」
「
鴬
」
「
春
駒
」
「
苔
」
「
桜
」
）

左
表
に
よ
れ
ば
、
宗
順
は
妙
法
院
で
開
催
さ
れ
る
月
次
歌
会
へ
た
び
た
び
詠
進
し

て
い
た
。
宗
順
が
小
沢
蘆
庵
の
も
と
へ
入
門
し
た
の
は
、
安
永
六
年
二
月
の
こ
と
で

あ
る
が
、
宗
順
日
記
や
詠
草
の
記
述
、
妙
法
院
日
次
記
の
記
載
な
ど
か
ら
、
管
見
の

限
り
で
は
こ
の
安
永
六
年
某
月
二
十
四
日
が
、
も
っ
と
も
早
い
妙
法
院
宮
月
次
歌
会

へ
の
詠
進
記
録
と
な
る
。
つ
ま
り
、
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
へ
の
詠
進
と
、
小
沢
蘆
庵

へ
の
入
門
の
時
期
が
重
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
偶
然
の
一
致
で
は
あ

る
ま
い
。
お
そ
ら
く
、
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
へ
の
詠
進
が
決
ま
り
、
指
導
を
受
け
ら

れ
る
歌
人
を
探
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
蔵
庵
を
紹
介
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
。
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
は
宗
順
に
と
っ
て
、
失
敗
で
き
な
い
特
別
な
歌
会
で
あ
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
歌
会
の
詠
進
を
重
視
し
た
即
川
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

井
上
智
勝
氏
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
非
蔵
人
と
は
、
社
家
集
団

某
月
”
日

某
月

閏
７
月

某
月

４
月

４
月
皿
日

４
月
妬
日

〔
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
〕
兼
題
「
閏
月
七
夕
」
；
「
浦
松
」

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
探
題
「
朝
霞
」
・
「
深
雪
」
・
「
久
恋
」
・

「
萩
露
」
・
「
暁
鹿
」

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
当
座
「
渡
霧
」
・
「
逢
恋
」
・
「
春
駒
」
・

「
帰
雁
」
・
「
浦
月
」
・
「
夜
鹿
」

〔
妙
法
院
宮
月
次
歌
会
〕
兼
題
「
閏
月
七
夕
」
・
「
浦
松
」

「
藤
花
掛
松
」
・
「
契
行
末
恋
」

〔
非
蔵
人
稽
古
歌
会
〕
兼
題
「
卯
花
如
月
」
・
「
披
書
知
昔
」

妙
法
院
宮
月
次
歌
会

花
五
十
首
組
題
削
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が
増
加
し
た
結
果
、
神
社
の
社
職
に
就
任
で
き
な
い
家
が
出
て
き
て
し
ま
っ
た
た
め

に
創
設
さ
れ
、
一
度
中
絶
し
た
も
の
の
慶
長
十
一
年
に
京
都
畿
内
の
神
社
の
衰
微
を

（
８
）

救
済
す
る
た
め
に
再
興
さ
れ
た
官
職
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
受
け
皿
的
に
創
設
・
再

興
さ
れ
た
身
分
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
禁
裏
に
お
い
て
は
六
位
以
上
に
昇
進
す
る
こ

と
は
む
ろ
ん
で
き
ず
、
さ
ら
に
は
社
家
の
中
で
の
出
世
も
望
む
こ
と
の
で
き
な
い
立

場
に
い
た
人
々
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
厳
し
い
身
分
序
列
に
さ
ら
さ

れ
て
い
た
非
蔵
人
た
ち
が
、
ｎ
ら
の
価
仙
を
向
上
さ
せ
る
も
の
の
一
つ
に
、
和
歌
が

あ
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

さ
ら
に
、
宗
順
を
は
じ
め
と
す
る
同
時
代
の
非
蔵
人
た
ち
の
多
く
が
、
堂
上
歌

人
の
門
人
で
は
な
く
、
地
下
の
小
沢
蘆
庵
へ
入
門
し
た
の
は
、
彼
の
添
削
が
丁
寧
で

あ
っ
た
こ
と
も
そ
の
大
き
な
理
由
の
一
つ
で
あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
当
時
京
都
歌
壇

に
新
風
を
送
り
込
み
つ
つ
あ
っ
た
蘆
庵
の
門
人
と
な
る
こ
と
自
体
に
大
き
な
意
味
が

あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
堂
上
の
身
分
で
は
、
た
と
え
蘆
庵
の
歌
に
興
味
を

持
っ
た
と
し
て
も
、
そ
う
容
易
に
は
門
人
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
身
分
的

障
壁
が
存
在
し
た
。
一
方
、
非
蔵
人
た
ち
は
自
ら
の
昇
進
は
望
め
な
い
も
の
の
、
堂

上
と
地
下
と
を
行
き
来
で
き
る
自
在
な
立
場
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
薦
庵
へ
抵
抗

な
く
入
門
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
し
て
、
彼
ら
は
蘆
庵
を
は
じ
め
と
す
る
地
下
の

人
々
と
、
妙
法
院
を
は
じ
め
と
す
る
堂
上
の
人
々
と
の
文
化
的
橋
渡
し
役
を
担
っ
た

人
々
と
、
“

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
蘆
庵
文
庫
の
蔵
書
は
、
近
世
中
後
期
の
京
都
に
お
い
て
、
堂
上
と
地

下
に
お
け
る
文
化
の
伝
播
の
基
礎
に
非
蔵
人
が
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
安
永
期

は
、
京
都
歌
壇
に
お
い
て
、
堂
上
と
地
下
の
力
関
係
に
変
化
が
お
き
る
過
渡
期
に
位

樅
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
後
、
妙
法
院
宮
サ
ロ
ン
の
成
立
、
光
格
天
皇
に
よ
る
古
事
記

伝
天
魔
な
ど
、
堂
上
と
地
下
と
の
交
流
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
く
が
、
そ
の
土
台
を
築

い
た
一
派
に
非
蔵
人
た
ち
か
お
り
、
彼
ら
の
動
向
は
歌
萌
の
み
な
ら
ず
文
壇
全
体
に

少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
与
え
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
朝
廷
周
辺
に
い
た
人
々
の
蔵
書
を
研
究
す
る
際
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ

た
い
。
西
村
慎
太
郎
氏
は
「
近
世
公
家
家
職
研
究
の
展
望
」
の
な
か
で
、
歴
史
研
究

者
の
立
場
と
し
て
、
近
世
史
研
究
に
お
け
る
公
家
家
職
の
様
相
に
考
え
る
際
に
、
必

要
な
視
角
の
一
つ
と
し
て
、
国
文
学
や
そ
の
他
の
学
問
に
お
け
る
「
文
化
論
」
的
な

（
９
）

研
究
蓄
積
を
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
文
学
研
究
者
の
立
場
か
ら
も
同
様
の
こ

と
が
言
え
る
。
と
く
に
、
非
蔵
人
や
門
跡
出
入
り
の
人
々
を
は
じ
め
と
す
る
、
朝
廷

周
辺
に
い
た
人
々
に
関
す
る
研
究
は
、
歴
史
学
に
お
い
て
研
究
の
蓄
積
が
あ
る
。
そ

れ
ら
の
成
果
を
い
か
に
取
り
込
む
か
が
、
今
後
の
宮
廷
周
辺
の
蔵
書
研
究
に
お
け
る

課
題
の
一
つ
で
あ
る
、
１

《
汪（

１
）
浅
田
徹
一
堂
上
か
ら
地
下
へ
ｌ
典
籍
の
流
出
・
提
供
・
活
用
ｌ
」
二
調
査
研
究
報
告
」

三
十
二
、
平
成
二
十
四
年
三
月
）
。

八
、
お
わ
り
に
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（
７
）
注
６
参
照
。

（
８
）
井
上
智
勝

望
」
吉
川
訓

（
６
）
川
中
潤
「
門
跡
に
出
入
り
の
人
び
と
」
（
高
埜
利
彦
編
「
身
分
的
周
縁
と
近
世
社
会
８

廷
を
と
り
ま
く
人
び
と
」
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
九
年
）
。

（
２
）
中
野
稽
雪
「
小
澤
蘆
庵
」
（
私
家
版
、
昭
和
二
十
六
年
十
月
）
↓
〕

（
３
）
拙
稿
「
小
沢
蘆
庵
を
め
ぐ
る
人
々
ｌ
非
蔵
人
中
心
に
ｌ
」
二
鈴
屋
学
会
報
」
十
七
、
平

成
十
二
年
十
二
月
）
。
拙
稿
「
添
削
の
達
人
ｌ
小
沢
蘆
庵
と
あ
る
非
蔵
人
の
和
歌
」
（
「
文

学
」
六
’
三
、
平
成
十
七
年
五
月
※
「
蘆
庵
文
庫
目
録
と
資
料
」
に
再
録
）
。
拙
稲
「
非
蔵

人
と
「
書
籍
講
」
ｌ
蘆
庵
門
藤
島
宗
順
の
営
為
を
中
心
に
ｌ
」
言
鈴
屋
学
会
報
」
二
十

五
、
平
成
二
十
年
十
二
月
※
「
蘆
庵
文
庫
Ⅱ
録
と
資
料
」
に
再
録
）
。
拙
稿
「
「
普
緋
洲
」
の

成
立
と
そ
の
背
景
１
１
蔵
庵
文
脈
所
蔵
関
連
涜
料
の
翻
刻
と
解
題
」
（
『
金
城
Ⅱ
本
舗
Ⅱ
本
文

化
」
八
十
五
、
平
成
二
十
一
年
三
川
）
。

（
４
）
こ
れ
ら
の
資
料
に
つ
い
て
は
、
平
成
二
十
四
年
度
の
同
文
研
基
幹
研
究
「
近
枇
に
お
け
る
職

神
形
成
と
文
芸
享
受
」
の
研
究
会
に
お
い
て
、
大
谷
俊
太
氏
か
ら
す
で
に
報
杵
が
あ
っ
た
も

の
で
あ
る
が
、
本
稿
に
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
改
め
て
紹
介
す
る
。

（
５
）
宗
政
五
十
緒
「
真
仁
法
親
王
を
め
ぐ
る
芸
文
家
た
ち
」
（
「
日
本
近
世
文
苑
の
研
究
」
昭
和
（

十
二
年
十
一
月
未
来
社
）
・
今
中
寛
司
弓
妙
法
院
真
仁
親
王
御
血
Ｈ
記
」
に
現
れ
た
写
生

派
絵
師
た
ち
」
（
「
同
志
社
大
学
文
学
年
報
」
羽
・
型
合
併
号
昭
和
五
十
年
三
月
）
・
飯
倉

洋
一
「
本
居
宣
長
と
妙
法
院
宮
」
（
「
江
戸
文
学
」
吃
平
成
六
年
七
月
ぺ
り
か
ん
社
）
・

飯
倉
洋
一
「
妙
法
院
宮
サ
ロ
ン
」
（
「
論
集
近
世
文
学
５
共
同
研
究
秋
成
と
そ
の
時
代
」
平

成
六
年
十
一
月
勉
誠
出
版
）
・
拙
稿
「
小
沢
蘆
庵
を
め
ぐ
る
人
々
ｌ
非
蔵
人
を
中
心
に

ｌ
」
（
「
鈴
屋
学
会
報
」
第
十
七
号
平
成
十
二
年
十
二
月
※
「
麓
庵
文
庫
Ⅱ
録
と
撹
料
」
）

所
収
）
・
拙
稿
「
添
削
の
達
人
Ｉ
小
沢
蘆
庵
と
あ
る
非
蔵
人
の
和
歌
ｌ
」
（
岩
波
件
店

所
収
）
・
拙
稿
「
添
削
の
達
人
Ｉ
小
沢
蘆
庵
と
あ
る
非
蔵
人
の
和
歌
ｌ
」
重

「
文
学
」
五
・
六
〃
号
平
成
十
七
年
五
月
※
「
蔵
庵
文
庫
Ⅱ
録
と
資
料
ご
所
収
）
。

智
勝
「
社
家
（
神
社
世
界
）
の
白

吉
川
弘
文
館
、
平
成
二
十
二
年
）
。 の

身
分
」
こ
く
江
戸
〉
の
人
と
身
分
３
権
威
と
上
昇
願 'lijl

（
９
）
西
村
慎
太
郎
「
近
世
公
家
家
職
研
究
の
展
望
」
二
調
査
研
究
報
告
」
三
十
二
、
平
成
二
十
四

年
三
月
）
《
〕

【
付
記
｝
現
在
、
蘆
庵
文
庫
の
調
査
は
、
飯
倉
洋
一
氏
、
大
谷
俊
太
氏
、
山
本
和
明
氏
、
神
作
研

一
氏
、
盛
田
帝
子
氏
と
筆
者
の
六
名
で
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
国
文
学
研
究
資
料
館
に
よ
る

調
査
自
体
は
開
始
さ
れ
て
約
四
半
世
紀
が
経
過
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
成
果
と
し
て
二

年
前
に
は
「
蔵
庵
文
庫
Ｈ
録
と
資
料
」
が
青
裳
堂
沸
店
よ
り
上
梓
さ
れ
た
。
本
稿
は
、
現
在

の
み
な
ら
ず
歴
代
調
査
貝
の
皆
様
の
お
力
が
あ
っ
た
ゆ
え
に
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
。
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
会
場
に
お
い
て
は
、
鈴
木
淳
氏
よ
り
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
御
礼
を
申
し

上
げ
る
。
な
お
、
本
稿
は
科
学
研
究
猟
補
助
金
（
芳
手
研
究
⑧
２
４
７
２
０
１
１
５
）
の
研

究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

13




