
9　　岩﨑彌之助と静嘉堂文庫初代文庫長・重野成斎

　
　

与
君
素
契
在
斯
文　
　

君
と
の
素
契
は
斯
文
に
あ
り

　
　

君
已
騎
龍
向
帝
閽　
　

君
す
で
に
龍
に
騎
し
て
帝て
い

閽こ
ん

に
向
う

　
　

扶
病
来
供
香
一
瓣　
　

扶
病
来
り
供
す
香
一
瓣

　
　

猶
祈
息
壌
了
前
言　
　

な
ほ
息そ
く

壌じ
ょ
う

を
祈
っ
て
前
言
を
了
せ
ん
（
註
１
）

　
　
　
　
　

一

　

静
嘉
堂
文
庫
を
創
始
し
た
岩
﨑
彌
之
助
の
伝
記
は
『
岩
崎
彌
之
助
伝
』
に
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
（
註
２
）。
本
書
は
三
菱
第
二
代
社
長
彌
之
助
の
正
伝
と
称
す
べ
き
一
書
、
序
文

に
「
既
刊
諸
伝
の
例
に
従
ひ
徒
ら
に
先
人
の
過
褒
に
わ
た
る
こ
と
を
避
け
、
専
ら
根
本
資

料
に
依
拠
し
て
事
実
を
直
書
す
る
こ
と
を
旨
と
し
た
」
と
あ
る
。「
既
刊
の
諸
伝
」
と
は
、

三
菱
初
代
社
長
彌
太
郎
、
三
代
久
彌
、
四
代
小
彌
太
の
伝
記
を
い
う
。『
岩
崎
彌
之
助
伝
』

に
よ
れ
ば
、
彌
之
助
は
学
問
を
好
み
、
古
い
文
芸
に
尊
敬
の
念
を
抱
く
人
間
で
あ
っ
た
。

本
書
に
は
、
師
重
野
成
斎
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

彌
之
助
男
は
米
国
に
遊
学
後
は
家
事
の
繁
き
に
逐
わ
る
る
身
と
な
り
し
も
、
研
学
の

精
神
は
少
し
も
衰
え
ず
、
詩
歌
文
章
は
も
と
よ
り
漢
文
学
の
素
養
を
怠
ら
ず
。
深
く

造
詣
す
る
所
あ
り
し
に
拘
ら
ず
、
少
し
も
衒
学
の
風
な
く
、
そ
の
所
作
の
詩
歌
は
専

門
家
も
及
ば
ぬ
も
の
あ
り
し
が
、
自
ら
謙
り
て
仮
り
に
も
文
芸
に
嗜
み
あ
る
こ
と
す

ら
他
人
に
知
ら
る
る
を
求
め
ざ
り
し
か
ば
、
世
人
は
男
の
権
勢
富
貴
の
一
面
を
知
る

も
、
か
か
る
学
殖
あ
る
を
心
づ
か
ぬ
も
多
か
る
べ
し
。
好
学
か
く
の
如
く
な
れ
ば
、

書
籍
に
対
し
て
は
千
金
を
惜
し
ま
ず
、
蒐
集
に
つ
と
め
ら
れ
た
り
。

　

の
ち
に
述
べ
る
よ
う
な
彌
之
助
と
成
斎
の
関
係
を
考
え
れ
ば
、
こ
こ
に
若
干
の
修
辞
が

あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
た
後
述
の

陸
心
源
旧
蔵
古
典
籍
を
中
心
と
す
る
彌
之
助
蒐
集
古
典
籍
群
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て
形

成
さ
れ
た
静
嘉
堂
文
庫
に
思
い
を
馳
せ
れ
ば
、
彌
之
助
に
「
研
学
の
精
神
」
が
豊
か
に
具

わ
っ
て
い
た
こ
と
は
、
火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
だ
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　

新
た
な
近
代
国
民
国
家
の
創
出
を
目
指
し
た
日
本
は
、
早
急
に
西
洋
文
明
を
採
り
入
れ

る
必
要
が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
廃
仏
毀
釈
に
見
ら
れ
る
ご
と
く
、
伝
統
的
な
東
洋
文
明
の

否
定
や
日
本
文
化
の
軽
視
を
生
ん
だ
。
当
然
、
多
く
の
古
文
化
財
が
海
外
へ
流
出
し
始
め

る
。
こ
れ
を
目
の
当
た
り
に
し
た
彌
之
助
が
、
何
と
し
て
も
こ
れ
を
防
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
う
強
い
信
念
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
、
静
嘉
堂
文
庫
誕
生
の
大
き
な
理

由
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　

最
初
に
彌
之
助
が
魅
入
ら
れ
た
の
は
刀
剣
で
あ
っ
た
。
そ
の
蒐
集
は
明
治
十
年
（
一
八

七
七
）
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
ら
し
い
。
こ
れ
は
古
典
籍
の
蒐
集
に
先
立
っ
て
始
め
ら
れ
た

節
が
強
い
。
も
ち
ろ
ん
刀
剣
の
美
に
彌
之
助
が
深
く
心
を
動
か
さ
れ
た
た
め
で
あ
り
、
土

佐
の
郷
士
の
家
柄
に
生
ま
れ
た
が
ゆ
え
に
刀
剣
に
対
し
て
特
別
の
感
情
と
哀
惜
の
念
を
抱

い
て
い
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
徳
川
幕
藩
体
制
が
崩
壊
し
、
近
代
国
家
の
誕
生
と
と
も
に
廃
刀
令
が
敷
か
れ
、

刀
剣
が
社
会
的
あ
る
い
は
経
済
的
価
値
を
失
っ
て
市
場
に
あ
ふ
れ
て
い
た
こ
と
も
、
与

か
っ
て
力
あ
っ
た
ら
し
い
。
当
時
彌
之
助
は
兄
彌
太
郎
の
も
と
に
あ
っ
て
、
月
給
を
給
付

さ
れ
る
部
屋
住
み
の
よ
う
な
立
場
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
高
価
な
美
術
品
は
初
め

か
ら
あ
き
ら
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
、
刀
剣
か
ら
茶
道
具
な
ど
の
工

芸
、
絵
画
、
書
跡
を
中
心
と
す
る
古
美
術
品
の
蒐
集
へ
展
開
拡
大
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
の
間
の
事
情
を
、『
岩
崎
彌
之
助
伝
』
は
孝
子
夫
人
の
言
葉
を
も
っ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に

伝
え
て
い
る
。

彌
之
助
の
長
男
岩
崎
小
彌
太
の
夫
人
孝
子
は
『
父
は
美
術
品
を
、
一
度
に
長
持
一
杯

岩
﨑
彌
之
助
と
静
嘉
堂
文
庫
初
代
文
庫
長
・
重
野
成
斎

河
野
　

元
昭
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も
こ
の
蔵
書
の
中
に
含
ま
れ
、
翻
訳
の
過
程
を
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
。

③　

色
川
三み

中な
か

旧
蔵
書
（
和
漢
書
一
四
三
四
部　

六
五
一
七
冊
）〈
明
治
三
十
七
年
〉

色
川
三
中
（
一
八
〇
一
～
五
五
）
は
常
陸
国
土
浦
の
人
。
家
業
の
薬
種
業
・
醤
油
製

造
業
に
従
事
す
る
傍
ら
、
書
籍
の
蒐
集
に
努
め
た
。
歴
史
家
・
中
山
信
名
の
著
述
稿

本
を
全
て
収
め
、
そ
の
蔵
書
は
古
文
書
・
古
記
録
、
軍
記
に
富
む
。
ま
た
多
く
の
友

人
た
ち
と
交
わ
し
た
手
紙
を
纏
め
た
書
簡
集
は
、
幕
末
の
世
相
を
伝
え
る
貴
重
な
資

料
と
な
っ
て
い
る
。

④　

清
国
・
陸
心
源
旧
蔵
書
（
漢
籍
四
一
七
二
部　

四
三
九
九
六
冊
）〈
明
治
四
十
年
〉

陸
心
源
（
一
八
三
四
～
九
四
）
は
、
帰
安
（
浙
江
省
呉
興
県
）
出
身
の
武
人
で
あ
っ

た
が
学
問
を
好
み
、
清
末
四
大
蔵
書
家
の
一
人
に
数
え
ら
れ
る
。
殊
に
、
貴
重
書
中

の
貴
重
書
と
い
わ
れ
る
宋
・
元
版
を
多
く
蒐
集
し
、
そ
の
書
斎
を
「
皕ひ
ょ
く

宋そ
う

楼ろ
う

」
と
名

づ
け
た
。
別
に
、
明
以
後
の
珍
書
と
名
家
の
手
抄
本
を
蔵
し
た
「
十
萬
巻
楼
」、
通

行
本
を
収
め
た
「
守
先
閣
」
が
あ
る
。
陸
心
源
没
後
、
清
末
の
動
乱
の
中
で
そ
の
遺

書
の
保
持
に
苦
し
ん
だ
遺
族
か
ら
売
却
の
希
望
が
寄
せ
ら
れ
、
幾
度
も
の
確
認
、
交

渉
を
経
た
後
、購
入
が
決
定
さ
れ
た
。
蔵
書
中
、重
要
文
化
財
十
八
点
に
の
ぼ
り
、『
周

来
』『
呉
書
』『
歴
代
故
事
』
な
ど
、
天
下
の
孤
本
と
も
い
う
べ
き
極
め
て
貴
重
な
本

も
多
く
、
静
嘉
堂
文
庫
蔵
書
中
、
最
も
主
要
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
の
陸
心
源
旧
蔵
書
が
静
嘉
堂
文
庫
へ
収
め
ら
れ
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
成
斎
自
身
の

言
葉
が
遺
さ
れ
て
い
る
の
で
、
煩
を
厭
わ
ず
引
用
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
成
斎
の

審
定
と
決
断
が
、
ほ
か
の
集
書
の
場
合
に
も
行
な
わ
れ
下
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

計
画
が
滞
り
な
く
進
捗
し
た
と
想
像
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

男
爵
の
珍
蔵
に
帰
し
た
る
陸
心
源
の
皕ひ
ょ
く

楼ろ
う

叢そ
う

書し
ょ

は
、
心
源
の
裔
に
し
て
上
海
に
あ
る

某
が
我
国
宮
内
省
に
お
買
上
げ
を
望
み
居
る
と
聞
き
、
田
中
宮
相
（
光
顕
）
に
会
ひ

て
そ
の
内
意
を
叩
き
た
る
に
、
種
々
事
情
あ
り
て
俄
か
に
決
し
が
た
き
模
様
な
る
に

よ
り
、
改
め
て
彌
之
助
男
に
そ
の
事
を
諮
り
た
る
に
、
男
は
即
座
に
同
書
の
鑑
査
を

余
に
託
さ
れ
た
れ
ば
、
余
は
洋
行
の
途
次
上
海
に
立
寄
り
、
陸
氏
に
会
し
て
示
談
を

試
み
、
十
二
万
円
に
て
買
入
る
る
こ
と
に
決
し
た
り
。
こ
の
叢
書
は
歴
史
、
文
学
、

地
理
、
科
学
等
を
あ
つ
め
た
る
も
の
に
し
て
、
全
く
稀
有
の
珍
本
な
れ
ば
、
男
は
や

が
て
篤
学
の
士
に
随
意
閲
覧
を
得
せ
し
む
べ
き
考
へ
な
り
と
語
れ
る
が
、
余
は
唐
書

買
は
れ
る
こ
と
が
あ
つ
た
。
始
め
は
自
分
の
鑑
賞
よ
り
も
、
国
の
宝
が
外
国
へ
流
出

す
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
集
め
て
お
ら
れ
た
が
、
段
々
本
格
的
に
な
ら
れ
た
と
聞
い
て

ゐ
る
。
沢
山
買
は
れ
た
の
で
、
本
家
の
方
に
も
お
分
け
し
た
』
と
述
べ
て
ゐ
る
。

　

と
こ
ろ
で
「
静
嘉
堂
」
と
は
、
彌
之
助
が
籠
も
っ
た
書
斎
の
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
経

の
一
つ
に
し
て
、
彌
之
助
が
中
国
最
古
の
詩
集
で
あ
る
『
詩
経
』
の
「
大
雅
」
既
酔
篇
に

あ
る
「
籩へ
ん

豆と
う

静せ
い

嘉か

」
と
い
う
言
葉
か
ら
採
ら
れ
て
い
る
。「
籩
豆
静
嘉
」
と
は
祖
先
の
霊

前
に
お
供
え
物
が
立
派
に
整
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
私
は
、
国
民
全
体
の

祖
先
の
霊
前
に
、
立
派
な
古
文
化
財
や
古
典
籍
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
供
え
た
い
と
い
う
願

い
を
込
め
、
彌
之
助
が
成
斎
と
相
計
っ
て
決
め
た
も
の
に
ち
が
い
な
い
と
考
え
て
い
る
。

　

彌
之
助
は
朝
倉
屋
久
兵
衛
や
斎
藤
琳
琅
閣
な
ど
の
古
書
肆
か
ら
購
入
し
た
が
、
で
き
る

だ
け
個
人
の
蔵
書
を
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
遺
す
よ
う
に
、
散
逸
さ
せ
な
い
よ
う
に
心
を

配
っ
た
。
ま
た
、
入
手
困
難
な
重
要
古
典
籍
は
写
本
を
作
ら
せ
て
、
そ
の
充
実
を
図
っ

た
。
こ
れ
ら
の
集
書
事
業
に
重
野
成
斎
が
深
く
関
与
し
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
も
し
成
斎
が
い
な
か
っ
た
ら
、ど
の
よ
う
に
彌
之
助
が
孤
軍
奮
闘
し
た
と
し
て
も
、

成
就
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。
詳
細
は
不
明
な
が
ら
、
成
斎
の
果
た
し
た

大
き
な
役
割
を
見
逃
す
こ
と
は
、
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
静
嘉
堂
文
庫
長
を
長

ら
く
つ
と
め
た
漢
学
者
・
米
山
寅
太
郎
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
、
十
四
件
の
集
書
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
（
註
３
）、
つ
ぎ
の
四
件
を
も
っ
て
、
と
く
に
彌
之
助
成
斎
四
大

集
書
と
呼
び
た
い
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

①　

青
木
信
寅
旧
蔵
書
（
国
書
二
四
三
部　

一
一
六
八
冊
）〈
明
治
二
十
七
年
〉

青
木
信
寅
（
一
八
三
五
～
八
六
）
は
名
古
屋
藩
出
身
。
明
治
初
年
、
判
事
と
な
り
、

後
年
、
函
館
控
訴
院
長
と
な
っ
た
。
早
く
か
ら
古
書
の
鑑
識
を
学
び
、
文
学
に
も
造

詣
が
深
か
っ
た
た
め
、蔵
書
に
は
重
要
文
化
財
『
徒
然
草
』、同
『
平
中
物
語
』
な
ど
、

日
本
の
古
典
の
貴
重
書
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

②　

中
村
敬
宇
旧
蔵
書
（
和
漢
書
一
七
三
一
部　

一
四
九
二
〇
冊
）〈
明
治
三
十
一
年
〉

中
村
正
直
（
敬
宇　

一
八
三
二
～
九
一
）
は
、
漢
学
・
蘭
学
・
英
語
を
身
に
つ
け
、

東
京
帝
国
大
学
お
よ
び
静
岡
学
問
所
の
教
授
と
な
っ
た
、
近
代
を
代
表
す
る
啓
蒙
思

想
家
。
英
国
の
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ス
マ
イ
ル
ズ
著
『
自
助
論
』
を
『
西
国
立
志
編
』
と

し
て
翻
訳
し
、
当
時
の
社
会
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
の
自
筆
稿
本
十
一
冊
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今
や
則
ち
已
む
も
、
な
ほ
云
云
す
る
も
の
の
如
し
。
情
や
む
を
得
ざ
る
な
り
。

　

し
か
し
今
回
、
静
嘉
堂
文
庫
に
所
蔵
さ
れ
る
『
成
斎
先
生
遺
稿
』
十
五
巻
八
冊
を
改
め

て
閲
覧
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
巻
十
五
に
詞
書
き
を
含
め
、
原
詩
漢
文
の
ま
ま
で
収
録
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。と
く
に
指
摘
す
べ
き
ほ
ど
の
異
同
は
な
い
が
、『
岩
崎
彌
之
助
伝
』

の
書
き
下
し
で
は
「
香
一
辨
」
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、「
香
一
瓣
」
と
な
っ
て
い
る
。

『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
に
よ
れ
ば
、「
瓣
」
に
は
複
数
の
意
味
が
あ
る
が
、こ
の
場
合
は
「
は

な
び
ら
。
花
片
。
辨
に
通
ず
」
と
あ
る
第
四
義
に
ち
が
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
に

多
く
用
い
ら
れ
る
「
辨
（
弁
）」
に
「
瓣
」
を
変
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
し
『
諸
橋
大
漢
和
辞
典
』
に
は
「
瓣べ
ん

香こ
う

」
と
い
う
項
目
が
あ
っ
て
、「
形
が
花
瓣

に
似
た
香
。
も
と
禅
僧
が
人
を
祝
福
す
る
時
に
焚
い
た
も
の
。
転
じ
て
、
人
を
欽
仰
す
る

に
用
ひ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
成
斎
が
彌
之
助
三
週
忌
に
心
を
こ
め
て
供
え

た
の
は
、
こ
の
瓣
香
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な
く
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
原
詩
の
ま
ま
「
香
一

瓣
」
と
す
る
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
重
野
成
斎
が
述
べ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
文
庫
、
つ
ま
り
図
書
館
だ
が
、
彌
之

助
は
蒐
集
し
た
美
術
品
を
公
開
す
る
べ
く
、
美
術
館
の
建
設
を
夢
見
て
い
た
。
そ
れ
も
一

丁
倫ロ
ン
ド
ン敦
と
た
た
え
ら
れ
た
丸
の
内
に
開
設
す
る
こ
と
を
心
に
誓
っ
て
い
た
。
丸
の
内
は
三

菱
の
主
導
の
も
と
、
い
や
、
ほ
と
ん
ど
彌
之
助
の
主
導
の
も
と
、
近
代
日
本
を
牽
引
す
る

中
心
都
市
東
京
の
中
心
と
し
て
、
と
く
に
経
済
部
門
を
担
う
中
核
と
し
て
発
展
す
る
準
備

を
整
え
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
に
彌
之
助
は
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
た
の
で
あ
る
。

　

か
の
日
本
近
代
建
築
の
父
と
尊
敬
さ
れ
て
い
る
ジ
ョ
サ
イ
ア
・
コ
ン
ド
ル
に
よ
る
「
丸

の
内
美
術
館　

平
面
図
一
・
二
階
」（
三
菱
地
所
株
式
会
社
蔵
）
が
遺
さ
れ
て
い
る
。
そ

れ
は
明
治
二
十
五
年
ご
ろ
と
推
定
さ
れ
る
と
い
う（
註
５
）。
こ
れ
は
設
計
平
面
図
で
あ
る

が
、
こ
れ
自
体
す
ぐ
れ
た
美
術
品
が
有
す
る
気
品
と
端
正
な
バ
ラ
ン
ス
を
そ
な
え
て
い
る

こ
と
に
、
私
は
深
く
心
を
動
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
先
の
成
斎
の
詩
を
思
い
起
こ

せ
ば
、
美
術
館
と
は
別
に
、
彌
之
助
が
図
書
館
の
建
設
も
考
え
て
い
た
可
能
性
も
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
れ
ら
を
根
底
で
支
え
る
思
想
と
し
て
、
米
国
の
鉄
鋼
王
と
呼
ば
れ
た
大
富
豪
ア
ン
ド

リ
ュ
ー
・
カ
ー
ネ
ギ
ー
の
経
済
哲
学
が
あ
っ
た
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
。
弱
冠
二
十
一
歳
に

に
巨
万
の
資
を
投
じ
て
惜
し
ま
ざ
る
は
、
男
に
非
ざ
れ
ば
能
は
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
と

感
ぜ
り
。

　

も
っ
と
も
成
斎
の
弟
子
で
あ
っ
た
館た
て

森も
り

鴻
の
「
重
野
成
斎
先
生
の
逸
事
」
に
は
、
成
斎

の
『
国
史
綜
覧
稿
』
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
ご
と
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
そ
う
で
あ
る（
註
４
）。

こ
こ
に
出
る
小
澤
守
拙
も
成
斎
に
学
ん
だ
漢
学
者
で
、
静
嘉
堂
文
庫
主
事
を
つ
と
め
た
こ

と
が
あ
っ
た
ら
し
い
。
守
拙
が
集
書
に
尽
力
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
が
、
師
成
斎
の

意
を
体
し
て
行
動
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
こ
れ
を
も
っ
て
成
斎
の
貢

献
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
集
書
事
業
の
中
心
に
い
た
の
は
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る

が
ご
と
く
あ
く
ま
で
成
斎
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

経
費
は
岩
崎
男
爵
之
を
補
助
せ
り
。
岩
崎
男
爵
は
参
考
書
は
何
程
に
て
も
購
求
せ
ら

る
べ
し
。
代
金
は
私
一
人
に
て
引
受
く
べ
し
と
の
こ
と
に
て
、
小
澤
守
拙
（
隆
八
）

に
命
じ
て
必
要
の
書
を
蒐
め
て
ゐ
る
内
に
、
歴
史
に
無
関
係
の
も
の
に
て
珍
重
す
べ

き
書
も
多
く
集
れ
る
を
、
岩
崎
男
爵
は
却
つ
て
大
い
に
喜
び
、
遂
に
小
澤
を
上
海
に

遣
は
し
て
購
書
せ
し
め
た
。
こ
れ
が
静
嘉
堂
文
庫
の
権け
ん

輿よ

で
あ
る
。

　
　
　
　
　

二

　
『
岩
崎
彌
之
助
伝
』
に
「
彌
之
助
は
、
明
治
二
十
五
、
六
年
頃
、
恩
師
重
野
安
繹
の
修

史
事
業
に
資
す
る
た
め
に
、図
書
の
蒐
集
を
始
め
た
」
と
あ
る
。
こ
の
明
治
二
十
五
年
（
一

八
九
二
）
を
も
っ
て
、
静
嘉
堂
文
庫
の
開
設
の
年
と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し

彌
之
助
は
こ
れ
を
開
設
し
た
だ
け
で
な
く
、
い
つ
か
公
開
し
た
い
も
の
と
思
っ
て
い
た
。

明
治
四
十
一
年
（
一
九
〇
八
）、
彌
之
助
は
五
十
七
歳
で
幽
明
界
を
異
に
し
た
が
、
そ
の

三
周
忌
の
際
、
成
斎
が
仏
前
に
手
向
け
た
七
言
絶
句
「
樹
徳
院
殿
三
周
忌
辰
に
一
詩
を
奠

す
」
が
遺
っ
て
い
る
。
冒
頭
に
掲
げ
た
の
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
「
樹
徳

院
」
は
彌
之
助
の
法
号
で
あ
る
。
こ
れ
は
読
み
下
し
だ
け
が
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
詞
書
き
と

と
も
に
『
岩
崎
彌
之
助
伝
』
に
載
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
も
っ
ぱ
ら
こ
れ
を
利
用
さ
せ
て

も
ら
っ
て
き
た
。

君
寝
疾
前
、
予
に
言
つ
て
曰
く
、
僕
の
志
は
文
庫
の
公
立
あ
る
こ
と
は
、
先
生
の
知

る
と
こ
ろ
な
り
。
請
ふ
、
先
生
、
さ
ら
に
四
、
五
年
を
待
て
と
。
予
こ
れ
を
頷
く
。
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め
て
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』（
註
７
）
を
編
纂
し
、
成
斎
と
と
も
に
帝
国
大
学

文
科
大
学
の
教
授
も
つ
と
め
た
歴
史
学
者
で
あ
る
。
あ
の
感
動
的
報
告
記
の
著
者
な
の

だ
（
註
８
）。
も
ち
ろ
ん
、
成
斎
と
同
じ
く
実
証
主
義
者
で
あ
り
、
明
治
二
十
四
年
（
一
八

九
一
）、『
史
学
会
雑
誌
』
に
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
を
発
表
し
た
。
神
道
は
天
を
祭
る

古
く
か
ら
あ
る
風
俗
の
一
つ
だ
と
し
て
、
当
時
の
神
道
に
お
け
る
蒙
昧
を
批
判
し
た
の
で

あ
る
。
す
る
と
神
道
家
や
国
学
者
か
ら
激
し
い
攻
撃
が
沸
き
起
こ
っ
て
、
久
米
は
帝
大
教

授
と
史
誌
編
纂
委
員
を
依
願
免
職
と
な
り
、
雑
誌
も
発
禁
処
分
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。

　

私
は
『
明
治
文
学
全
集
』（
註
９
）
に
よ
っ
て
「
神
道
は
祭
天
の
古
俗
」
を
読
ん
で
み
た
。

そ
れ
は
や
や
難
解
で
あ
る
も
の
の
、
神
道
の
誕
生
と
展
開
を
論
じ
、
歴
史
的
性
格
を
考
究

し
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。
と
く
に
仏
教
や
陰
陽
道
と
の
比
較
を
通
し
て
、
つ
ま
り
比
較

歴
史
学
と
い
う
方
法
論
を
用
い
て
神
道
の
特
質
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
が
興
味
深
か
っ

た
。
松
島
栄
一
氏
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
史
実
を
考
え
、
故
実
・
習
俗
を
整
理
・
分
析

し
て
、
神
道
を
科
学
的
・
合
理
的
考
察
の
も
と
に
お
こ
う
と
し
た
意
欲
的
な
論
文
」
な
の

だ
。
し
か
し
現
代
か
ら
み
れ
ば
、
基
本
的
に
日
本
神
国
論
的
ス
タ
ン
ス
で
執
筆
さ
れ
て
い

る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
論
文
が
攻
撃
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
松
沢
裕
作
氏

に
よ
る
と
、
日
本
に
神
道
が
あ
り
な
が
ら
、
儒
教
・
仏
教
の
導
入
が
必
然
で
あ
っ
た
と
す
る

久
米
の
主
張
が
、
神
道
の
不
当
評
価
と
受
け
取
ら
れ
た
た
め
だ
と
い
う
（
註
10
）。
ま
た
現
在

神
道
を
崇
敬
す
る
も
の
を
、「
至
愚
の
所
業
」「
阿
房
の
仕
事
」と
す
る
主
旨
を「
裏
面
に
蓄
蔵
」

し
て
い
る
と
い
う
、言
い
が
か
り
と
も
い
え
る
よ
う
な
非
難
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
さ
ら
に「
公

然
た
る
テ
ロ
の
脅
迫
」
に
ま
で
進
む
よ
う
な
論
説
ま
で
発
表
さ
れ
た
と
い
う
。

　

し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
成
斎
は
そ
の
久
米
論
文
と
ま
っ
た
く
無
関
係
で
あ
っ
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
久
米
は
「
余
の
見
た
る
重
野
博
士
」
と
い
う
一
文
に
お
い
て
、「
無
謀
の

武
断
に
逢
て
悲
境
に
陥
ら
れ
た
」
先
輩
成
斎
へ
同
情
す
る
気
持
ち
を
吐
露
し
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
は
成
斎
の
関
与
が
な
か
っ
た
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
っ
と
も
松
沢
氏
に
よ
れ
ば
、
成
斎
を
は
じ
め
と
す
る
帝
国
大
学
国
史
科
の
同
僚
た
ち

は
沈
黙
を
守
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
久
米
を
擁
護
す
る
側
か
ら
問
題
視
さ
れ
、
た
と
え
ば

『
東
京
朝
日
新
聞
』
は
三
月
九
日
の
社
説
で
、
成
斎
お
よ
び
同
僚
で
あ
っ
た
星
野
恒
は
名

指
し
で
批
判
さ
れ
た
。
し
か
し
少
な
く
と
も
成
斎
の
場
合
、
こ
れ
ま
で
自
分
が
発
表
し
て

し
て
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
米
国
に
留
学
し
た
彌
之
助
は
、
カ
ー
ネ
ギ
ー
の
思
想
哲

学
か
ら
き
わ
め
て
大
き
な
影
響
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。カ
ー
ネ
ギ
ー
の
著
書
に「T

he 
Gospel of W

ealth

」（
一
八
八
九
年
）が
あ
る
。
こ
れ
が
伊
藤
重
治
郎
に
よ
り『
富
の
福
音
』

と
訳
さ
れ
、
ご
く
一
部
が
省
略
さ
れ
た
形
で
実
業
之
日
本
社
か
ら
出
版
さ
れ
た
と
き
、
彌

之
助
は
長
文
の
序
を
寄
せ
て
オ
マ
ー
ジ
ュ
を
捧
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ー
ネ
ギ
ー
の
思
想
哲
学
を
一
言
で
い
え
ば
、「
富
め
る
も
の
は
、
そ
れ
を
広
く
社
会

に
還
元
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
と
し
て
、
裕
福
な

も
の
は
美
術
館
を
開
設
公
開
し
て
、
人
々
の
美
意
識
を
高
め
る
義
務
が
あ
る
と
書
か
れ
て

い
る
。
序
文
を
寄
せ
た
彌
之
助
は
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
知
っ
て
い
て
、
大
い
に
啓
発
さ
れ
、

実
践
に
移
そ
う
と
し
た
に
ち
が
い
な
い
。
こ
れ
こ
そ
彌
之
助
が
、
丸
の
内
美
術
館
を
つ
く

ろ
う
と
し
た
直
接
的
要
因
だ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
過
日
、
よ
う
や
く
『
富
の

福
音
』
を
書
架
に
収
め
得
た
私
は
、
彌
之
助
の
序
文
を
含
め
て
通
読
し
た
結
果
、
こ
れ
を

確
信
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
詩
を
彌
之
助
に
手
向
け
た
重
野
成
斎
は
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
（
の
ち
の
東
京
大

学
文
学
部
）
教
授
と
、
わ
が
国
正
史
の
史
誌
編
纂
掛
委
員
長
を
つ
と
め
る
と
と
も
に
、
真

摯
に
国
史
編
纂
に
打
ち
込
ん
だ
、明
治
時
代
を
代
表
す
る
歴
史
学
者
で
あ
る
。
一
般
的
に
、

名
の
「
安や
す

繹つ
ぐ

」
を
も
っ
て
呼
ば
れ
る
が
、
私
は
尊
敬
を
込
め
て
、
ま
た
漢
学
者
と
し
て
の

仕
事
に
も
惹
か
れ
て
、
号
の
「
成
斎
」
で
呼
ぶ
こ
と
に
し
て
い
る
。
成
斎
は
史
料
に
基
づ

く
実
証
主
義
を
唱
え
て
、
近
代
史
学
の
基
礎
を
確
立
し
た
研
究
者
と
し
て
た
た
え
ら
れ
て

い
る
。

　

十
八
歳
の
と
き
、
兄
彌
太
郎
か
ら
誘
わ
れ
て
大
阪
に
出
た
彌
之
助
は
、
成
斎
の
私
塾
で

あ
る
成
達
書
院
に
通
っ
て
学
問
を
修
め
た
。や
が
て
成
斎
は
学
者
と
し
て
高
い
評
価
を
得
、

社
会
的
に
も
活
躍
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
親
し
か
っ
た
久
米
邦
武
が
起
こ
し
た
筆
禍

事
件
の
あ
と
帝
国
大
学
と
史
誌
編
纂
掛
委
員
長
を
辞
職
す
る
こ
と
に
な
る
。
成
斎
の
伝
記

に
つ
い
て
は
、『
重
野
博
士
史
学
論
文
集
』
上
巻
（
註
６
）
の
最
初
に
載
る
小
牧
昌
業
撰
「
東

京
帝
国
大
学
名
誉
教
授
従
三
位
勲
二
等
文
学
博
士
重
野
先
生
碑
銘
」
に
よ
り
、
大
体
の
輪

郭
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
に
続
く
門
下
生
・
西
村
時
彦
の
「
成
斎
先
生
行
状
資
料
」

は
、
五
十
一
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
き
わ
め
て
詳
細
な
伝
記
で
あ
る
。

　

久
米
邦
武
は
明
治
初
期
、
岩
倉
遣
外
使
節
団
に
加
わ
り
欧
米
を
視
察
、
記
録
係
を
つ
と
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「
成
斎
先
生
行
状
資
料
」
に
は
、「
意
見
を
発
表
す
る
に
当
り
て
は
、
自
己
の
地
位
を
犠
牲

に
供
す
る
も
顧
み
ざ
る
の
気
概
あ
り
」
と
い
う
『
読
売
新
聞
』
記
事
の
一
節
が
引
用
さ
れ

て
い
る
。
学
者
と
し
て
の
真
摯
な
生
き
方
に
、深
く
心
を
動
か
さ
れ
る
。
そ
の
一
生
を
知
っ

た
と
き
、
成
斎
に
対
す
る
尊
敬
の
念
が
、
い
や
増
す
の
を
覚
え
な
い
で
は
な
か
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
、
日
本
近
代
史
学
研
究
者
の
松
沢
氏
は
、
や
は
り
成
斎
を
客
観
的
に
観
察

し
て
い
る
。
氏
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
歴
史
学
は
、
そ
の
黎
明
期
か
ら
過
去
の
事
実
を
明
ら

か
に
す
る
と
い
う
営
み
は
ど
の
よ
う
に
し
て
社
会
的
に
有
用
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
緊
張

関
係
の
な
か
に
置
か
れ
て
い
た
。
し
か
し
成
斎
と
久
米
は
、
い
さ
さ
か
無
頓
着
に
そ
の
緊

張
関
係
の
な
か
に
飛
び
込
ん
で
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
私
に
は
、
成
斎
を
こ

の
よ
う
に
突
き
放
し
て
み
る
こ
と
が
ど
う
し
て
も
で
き
な
い
。
そ
れ
を
率
直
に
告
白
せ
ざ

る
を
得
な
い
。

　

久
米
邦
武
筆
禍
事
件
が
起
こ
っ
た
の
は
明
治
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）、
成
斎
が
辞
職

し
た
の
は
そ
の
翌
年
の
こ
と
で
あ
る
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彌
之
助
が
恩
師
成
斎
の

修
史
事
業
に
資
す
る
た
め
に
、
図
書
の
蒐
集
を
始
め
た
の
も
、
明
治
二
十
五
、
六
年
の
こ

ろ
と
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、成
斎
の
辞
職
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
、あ
る
い
は
若
干
先
立
っ

て
図
書
収
集
が
開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
さ
に
久
米
事
件
の
は
じ
ま
り
と
と

も
に
、
彌
之
助
は
典
籍
の
収
集
に
着
手
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　

近
代
産
業
の
進
む
べ
き
道
を
的
確
に
予
見
し
、
三
菱
を
発
展
繁
栄
さ
せ
る
こ
と
に
成
功

し
た
彌
之
助
に
は
、
久
米
事
件
の
帰
着
す
る
と
こ
ろ
も
予
見
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
よ
り
一
層
は
っ
き
り
と
い
え
ば
、や
が
て
成
斎
が
辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
こ
と
、

少
な
く
と
も
大
き
な
困
難
に
直
面
す
る
こ
と
が
、
彌
之
助
の
慧
眼
に
は
映
っ
て
い
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
『
岩
崎
彌
之
助
伝
』
に
は
、
地
方
改
良
運
動
に
尽
力
し
た

と
い
う
政
治
家
・
土
田
右う

馬ま

太た

郎ろ
う

の
「
恩
師
重
野
先
生
の
内
面
観
」（『
南
国
史
叢
』
三
）

か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
節
が
引
か
れ
て
い
る
。

先
生
も
吏
官
を
罷
め
て
家
居
す
る
に
至
つ
た
が
、
修
史
は
先
生
生
涯
の
大
事
業
で
あ

つ
た
の
で
、
こ
れ
が
為
に
中
廃
す
る
こ
と
を
邦
家
の
恨
事
と
な
し
、
自
邸
に
野
史
亭

を
開
き
、
学
者
を
聘
し
て
引
続
き
修
史
に
従
事
し
た
。
さ
り
な
が
ら
費
用
多
端
に
苦

し
み
、
遂
に
筆
を
載
せ
て
諸
国
を
遊
歴
し
、
潤
例
（
潤
筆
料
）
を
設
け
て
文
を
売
り
、

字
を
鬻ひ
さ

い
で
私
選
の
費
に
供
し
た
。
男
爵
岩
崎
彌
之
助
翁
、
こ
れ
を
聴
き
、
先
生
を

き
た
論
文
や
主
張
を
振
り
返
り
、
社
会
の
趨
勢
を
思
い
浮
か
べ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
久
米

を
擁
護
す
る
こ
と
が
、
か
え
っ
て
久
米
を
苦
し
ま
せ
、
窮
地
に
追
い
込
ん
で
し
ま
う
可
能

性
を
考
え
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
保
身
が
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な

い
と
し
て
も
、
他
人
が
と
や
か
く
言
う
べ
き
こ
と
で
な
い
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
公
器
で
あ

る
新
聞
は
と
も
か
く
、
行
な
っ
た
行
為
で
は
な
く
、
何
も
し
な
い
と
い
う
行
為
を
批
判
す

る
こ
と
は
無
責
任
で
あ
り
、
慎
重
で
あ
る
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
だ
け

を
取
り
上
げ
て
、
成
斎
を
非
難
し
よ
う
と
は
思
わ
な
い
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
批
判
が
浴
び
せ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
や
が
て
成
斎
が
攻
撃
の

対
象
と
な
っ
て
い
っ
た
。
す
で
に
成
斎
は
史
料
な
ど
に
よ
り
実
証
で
き
な
い
歴
史
的
事
件

や
人
物
を
、少
な
か
ら
ず
否
定
し
て
い
た
た
め
に
、「
抹
殺
博
士
」
の
異
名
を
と
っ
て
い
た
。

こ
れ
を
快
く
思
わ
な
い
歴
史
家
が
多
か
っ
た
の
だ
が
、
児
島
高
徳
の
実
在
を
歴
史
か
ら
抹

殺
し
て
い
た
こ
と
な
ど
が
蒸
し
返
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
高
徳
は
隠
岐
に
流

さ
れ
る
後
醍
醐
天
皇
を
救
出
し
よ
う
と
し
た
南
朝
の
忠
臣
で
、
神
社
の
祭
神
と
も
な
っ
て

い
た
。
こ
れ
を
大
き
な
視
点
か
ら
み
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
帝
国
大
学
系
歴
史
家
た
ち
全
体

が
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
新
し
い
「
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ

ム
」
が
興
ろ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
社
会
背
景
も
あ
っ
た
と
い
う
。

　

そ
の
中
心
に
位
置
し
た
の
は
、
の
ち
に
歴
史
学
界
を
主
導
す
る
こ
と
に
な
る
三
上
参
次

で
、
こ
れ
に
続
く
黒
板
勝
美
や
辻
善
之
助
ら
に
よ
り
、
史
料
編
纂
掛
（
の
ち
の
東
京
大
学

史
料
編
纂
所
）
と
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
国
史
科
を
中
心
に
、「
官
学
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
」

が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
松
沢
氏
の
『
重
野
安
繹
と
久
米
邦
武
』
か

ら
は
、
こ
の
よ
う
な
我
が
国
歴
史
学
の
大
き
な
潮
流
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
て
、
大
変
興
味

深
く
ま
た
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

　
　
　
　
　
三

　

か
く
し
て
帝
国
大
学
の
修
史
事
業
は
抜
本
的
に
見
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
史
誌
編

纂
掛
は
廃
止
さ
れ
、
成
斎
は
委
員
長
と
帝
大
教
授
の
職
を
解
か
れ
た
の
で
あ
る
。
荒
唐
無

稽
な
興
味
本
位
の
歴
史
書
を
否
定
し
、
客
観
的
事
実
を
な
に
よ
り
も
重
視
し
、
最
後
ま
で

そ
れ
を
曲
げ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
成
斎
の
心
中
や
、
い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
。
先
の
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飯
島
虚
心
の
名
著
『
葛
飾
北
斎
伝
』
の
巻
頭
に
は
、
漢
文
の
序
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

最
近
私
は
、
そ
の
序
文
を
成
斎
が
認
め
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
驚
く
と
と
も
に
さ
ら
に
成

斎
に
親
し
み
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く
『
葛
飾
北
斎
伝
』
は
、
北
斎
を

研
究
す
る
際
も
っ
と
も
重
要
な
一
書
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
幾
度
と
な
く
『
葛
飾
北
斎
伝
』
を

ひ
も
と
い
た
は
ず
だ
が
、
成
斎
の
筆
で
あ
る
こ
と
は
も
と
よ
り
、
序
文
の
存
在
さ
え
認
識
す

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
に
つ
と
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
は
じ
め
て

目
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
は
無
関
心
な
ら
見
て
も
見
え
ず
、
自
分
に
関
係
す
る
こ
と
し

か
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
真
理
が
、
は
じ
め
て
腑
に
落
ち
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
れ
は
序
文
と
し
て
力
の
こ
も
っ
た
名
文
で
あ
る
と
思
う
。
加
え
て
成
斎
の
書
が
実
に

す
ば
ら
し
い
。
四
半
世
紀
近
く
前
、
鈴
木
重
三
氏
は
『
葛
飾
北
斎
伝
』
に
脚
注
と
解
説
を

付
し
て
一
書
を
著
わ
し
た
（
註
11
）。
鈴
木
氏
は
成
斎
の
序
文
を
読
み
下
し
に
し
た
が
、
そ

の
あ
と
続
け
て
原
文
を
影
印
に
し
て
掲
げ
て
い
る
。
そ
の
書
の
美
し
さ
に
惹
か
れ
、
書
き

下
し
だ
け
で
は
満
足
で
き
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

最
後
に
『
成
斎
先
生
遺
稿
』
巻
十
三
か
ら
成
斎
の
面
影
を
髣
髴
と
さ
せ
る
七
言
絶
句
「
野

航
亭
晩
酌
」
と
、
同
じ
く
巻
十
五
か
ら
、
明
治
四
十
二
年
（
一
九
〇
九
）
初
夏
、
前
年
に

亡
く
な
っ
た
彌
之
助
を
し
の
ん
で
詠
ん
だ
七
言
絶
句
を
掲
げ
て
筆
を
擱
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　

野
航
亭
晩
酌

　
　

欲
論
世
事
已
忘
言　
　

世
事
を
論
ぜ
ん
と
欲
し
て
已す
で

に
言
を
忘
る

　
　

嫩
竹
房
櫳
対
緑
樽　
　

嫩ど
ん

竹ち
く　

房ぼ
う

櫳ろ
う　

緑
樽
に
対
す

　
　

小
泛
明
朝
卜
新
霽　
　

小
泛　

明
朝　

新
霽
を
卜う
ら
な

う

　
　

鳥
烏
声
喜
夕
陽
邨　
　

鳥
烏
の
声　

喜
々
と
す
る
夕
陽
邨
（
註
12
）

　
　
　

己
酉
四
月
三
十
日
、高
輪
岩
崎
氏
第
に
て
牡
丹
を
観
る
。
樹
徳
君
を
懐
故
す
る
有
り
。

　
　
　

愴
然
と
し
て
一
絶
を
成
す
。

　
　

輪
台
高
閣
水
連
天　
　

輪
台
の
高
閣　

水　

天
に
連
な
る

　
　

万
巻
図
書
手
沢
新　
　

万
巻
の
図
書　

手し
ゅ

沢た
く

新
た
な
り

　
　

更
有
傷
心
遺
愛
在　
　

更
に
傷
心
遺
愛　

有
ら
ば
在
れ

　
　

牡
丹
満
塢
殿
残
春　
　

牡
丹　

塢ど
て

に
満
ち
て
殿

た
か
ど
の　

春
を
残
す
（
註
13
）

し
て
専
心
そ
の
事
業
に
当
た
ら
し
め
ん
と
欲
し
、
巨
資
を
投
じ
、
次
い
で
野
史
亭
を

翁
の
静
嘉
堂
に
移
し
た
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
成
斎
の
野
史
亭
を
静
嘉
堂
に
移
し
て
成
斎
を
文
庫
長
に

招
聘
し
た
の
は
、
明
治
二
十
五
、
六
年
よ
り
遅
れ
る
こ
と
に
な
り
、
彌
之
助
に
よ
る
典
籍

蒐
集
の
始
ま
り
も
同
様
の
可
能
性
が
あ
る
。
根
本
史
料
を
欠
い
て
い
る
た
め
、
詳
細
は
知

り
得
な
い
。
し
か
し
私
は
『
岩
崎
彌
之
助
伝
』
の
記
載
を
採
用
し
た
い
と
思
う
。
彌
之
助

に
は
久
米
事
件
の
帰
趨
が
予
測
で
き
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
あ

る
い
は
も
っ
と
早
く
、彌
之
助
が
不
安
を
感
じ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

だ
か
ら
こ
そ
た
だ
ち
に
図
書
収
集
を
開
始
し
た
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は

ひ
と
え
に
恩
師
成
斎
に
対
す
る
尊
敬
の
念
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
と
え
土
田

右
馬
太
郎
の
説
を
採
っ
て
、
実
際
に
成
斎
が
困
窮
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
だ
と

し
て
も
、
成
斎
に
対
す
る
衷
心
か
ら
の
謝
恩
と
い
う
結
論
は
い
さ
さ
か
も
変
わ
ら
な
い
の

で
あ
る
。

　

彌
之
助
が
駿
河
台
東
紅
梅
町
に
あ
っ
た
自
邸
に
文
庫
を
造
り
、
文
庫
長
と
し
て
成
斎
を

招
い
た
の
は
、
先
生
に
対
す
る
謝
恩
の
気
持
ち
を
形
に
し
た
も
の
な
の
だ
。
彌
之
助
が
古

典
籍
を
精
力
的
に
収
集
し
た
の
も
、
先
生
の
学
恩
に
報
い
る
た
め
だ
っ
た
の
だ
。
私
は
そ

こ
に
、
彌
之
助
の
師
成
斎
に
対
す
る
純
粋
な
る
尊
崇
、
無
私
の
尊
敬
を
読
み
取
り
た
い
。

　

東
京
帝
国
大
学
教
授
も
史
誌
編
纂
掛
委
員
長
も
辞
職
し
た
、
あ
る
い
は
辞
職
す
る
こ
と

が
予
想
さ
れ
た
成
斎
を
援
助
し
た
と
こ
ろ
で
、
彌
之
助
に
と
っ
て
社
会
的
名
誉
や
実
利
は

何
も
期
待
で
き
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
彌
之
助
自
身
成
斎
一
派
と
見
な

さ
れ
、久
米
事
件
に
巻
き
込
ま
れ
て
し
ま
う
危
険
性
さ
え
あ
っ
た
。
む
し
ろ
成
斎
の
あ
と
、

新
し
く
帝
国
大
学
文
科
大
学
に
設
置
さ
れ
た
史
料
編
纂
掛
や
、
そ
の
主
任
と
な
っ
た
三
上

参
次
を
援
助
す
れ
ば
、
彌
之
助
は
名
誉
や
実
利
を
い
と
も
簡
単
に
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で

き
た
に
ち
が
い
な
い
。

　

し
か
し
彌
之
助
は
、
そ
ん
な
こ
と
を
す
る
よ
う
な
人
間
で
は
な
か
っ
た
。
身
の
危
険
を

冒
し
て
、
山
口
昌
男
に
な
ら
っ
て
い
え
ば
「
敗
者
」
で
あ
る
恩
師
成
斎
を
救
っ
た
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
『
童
子
教
』
に
出
る
教
え
「
七
尺
を
去
り
て
師
の
影
は
踏
む
べ
か
ら
ず
」
を

守
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
単
純
な
道
徳
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。
恩
師
に
対
す
る
、
純
粋

無
垢
な
る
尊
崇
の
念
に
発
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。



15　　岩﨑彌之助と静嘉堂文庫初代文庫長・重野成斎

（
註
１
）　

学
問
の
道
平
素
よ
り
君
と
一
緒
に
歩
ん
だ
が　

は
や
龍
に
乗
り
天
帝
の
御
殿
の
門
ま
で
飛
ん
で
っ
た

病や
ま
い

を
お
し
て
一い

っ

炷し
ゅ

の
香
三
回
忌
に
て
手
向
け
つ
つ　

祈
っ
て
や
ま
ず
約
束
の
文
庫
が
公
開
さ
れ
る
日
を

（
戯
訳
）

（
註
２
）　

岩
崎
彌
太
郎
・
岩
崎
彌
之
助
伝
記
編
纂
会
編
『
岩
崎
彌
之
助
伝
』
上
下
（
同
編
纂
会
発
行
、
一
九
七
一
年
）

（
註
３
）　

米
山
寅
太
郎
「
静
嘉
堂
文
庫
の
沿
革
」（『
静
嘉
堂
文
庫
宋
元
版
図
録　
解
題
篇
』
汲
古
書
院
、一
九
九
二
年
）

米
山
寅
太
郎
・
増
田
晴
美
・
成
澤
麻
子
『
静
嘉
堂
文
庫
の
古
典
籍
〈
第
三
回　

日
本
の
貴
重
書
〉』（
静

嘉
堂
文
庫
、
一
九
九
八
年
）

（
註
４
）　
『
南
国
史
叢
』第
三
輯（
一
九
三
八
年
五
月
発
行
）に
載
る
そ
う
だ
が
、未
だ
確
認
す
る
に
至
っ
て
い
な
い
。

（
註
５
）　

阿
佐
美
淑
子
「
美
術
館
と
劇
場　

三
菱
が
丸
の
内
に
見
た
夢
」（『
三
菱
が
夢
見
た
美
術
館　

岩
崎
家
と

三
菱
ゆ
か
り
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
』
カ
タ
ロ
グ
、
三
菱
一
号
館
美
術
館
、
二
〇
一
〇
年
）

（
註
６
）　

薩
藩
史
研
究
会
編
『
重
野
博
士
史
学
論
文
集
』
上
巻
（〈
版
権
所
有
者　

重
野
紹
一
郎
〉　

雄
山
閣
、

一
九
三
八
年
）

（
註
７
）　

久
米
邦
武
『
特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』
一
～
五
〈
岩
波
文
庫
〉（
岩
波
書
店
、
一
九
七
七
年
～

一
九
八
二
年
）

大
久
保
喬
樹
『
現
代
語
縮
訳　

特
命
全
権
大
使
米
欧
回
覧
実
記
』〈
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
〉（
角
川
書
店
、

二
〇
一
八
年
）

（
註
８
）　

高
田
誠
二
『
久
米
邦
武　

史
学
の
眼
鏡
で
浮
世
の
景
を
』〈
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
〉（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ

書
房
、
二
〇
〇
七
年
）

（
註
９
）　

松
島
栄
一
編
『
明
治
文
学
全
集
78　

明
治
史
論
集
２
』（
筑
摩
書
房
、
一
九
七
六
年
）

（
註
10
）　

松
沢
裕
作
『
重
野
安
繹
と
久
米
邦
武　
「
正
史
」
を
夢
見
た
歴
史
家
』〈
日
本
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
人
082
〉（
山

川
出
版
社
、
二
〇
一
二
年
）

（
註
11
）　

飯
島
虚
心
著
・
鈴
木
重
三
校
注
『
葛
飾
北
斎
伝
』〈
岩
波
文
庫
〉（
岩
波
書
店
、
一
九
九
九
年
）

（
註
12
）　

世
を
論
ぜ
ん
と
思
っ
た
が
特
に
言
う
べ
き
こ
と
も
な
く　

格
子
窓
か
ら
若
竹
を
見
つ
つ
酒
樽
抱
い
て
い
る　

一
杯
や
り
つ
つ
明
日
の
朝
雨
が
あ
が
る
か
占
っ
た　
「
鳥
や
カ
ラ
ス
の
声
響
く
夕
日
の
村
」
と
卦
が
告
げ

た　
（
戯
訳
）

（
註
13
）　

高
輪
台
の
岩
崎
邸
天
に
連
な
る
池
の
水　

万
巻
の
図
書
部
屋
に
満
ち
君
の
手
沢
も
新
た
な
り　

我
が
傷

心
と
君
の
愛
か
く
も
深
き
を
知
ら
ぬ
気
に　

堤
に
牡
丹
咲
き
乱
れ
高
殿
春
を
残
し
て
る　
（
戯
訳
）


