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論
文
要
旨

　

刀
剣
研
究
家
福
永
酔
剣
に
よ
れ
ば
﹆
将
軍
徳
川
家
斉
は
尊
号
一
件
で
関
係
の
こ

じ
れ
た
朝
廷
の
﹁
機
嫌
取
り
﹂
の
た
め
﹆﹃
享
保
名
物
帳
﹄
記
載
の
名
物
刀
剣
﹆

早
川
正
宗
・
小
池
正
宗
を
献
上
し
た
と
い
う
。
関
連
す
る
朝
廷
・
幕
府
史
料
を
調

査
し
た
結
果
﹆
こ
の
通
説
は
訂
正
を
要
す
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
家
斉
は
寛
政
四

年
︵
一
七
九
二
︶
一
二
月
五
日
﹆
上
使
前
田
長
禧
を
参
内
・
参
院
さ
せ
﹆
光
格
天

皇
に
﹁
正
宗
の
野
太
刀
﹂︵
早
川
正
宗
︶﹆
後
桜
町
上
皇
に
﹁
御
太
刀
﹂︵
小
池
正

宗
︶
な
ど
を
贈
る
こ
と
を
目
録
と
口
上
で
伝
え
﹆
装
飾
︵
拵
え
︶
の
希
望
を
聴
取

し
た
。
そ
の
結
果
﹆
早
川
正
宗
は
螺
鈿
造
に
﹆
小
池
正
宗
は
朱
銘
・
白
鞘
入
り
に

改
め
﹆
同
六
年
一
一
月
一
〇
日
に
京
都
へ
送
付
し
た
。
進
献
物
は
家
斉
の
意
向
を

汲
み
選
択
さ
れ
て
お
り
﹆
光
格
も
ま
た
返
礼
品
に
関
与
し
て
い
た
。
名
目
と
し
て

は
﹆
尊
号
一
件
で
尊
号
宣
下
を
断
念
し
た
光
格
天
皇
へ
の
挨
拶
と
﹆
そ
の
説
得
に

あ
た
っ
た
後
桜
町
上
皇
へ
の
御
礼
で
あ
る
。
一
件
の
中
心
人
物
で
あ
る
武
家
伝
奏

正
親
町
公
明
・
議
奏
中
山
愛
親
の
下
向
を
要
求
す
る
圧
力
と
し
て
の
側
面
も
推
定

さ
れ
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
︻
日
本
刀
﹆
正
宗
﹆
尊
号
一
件
﹆
光
格
天
皇
﹆
徳
川
家
斉
︼

は
じ
め
に

　

近
世
日
本
の
幕
藩
体
制
は
儀
礼
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
て
い
た︶1
︵

。
支
配
者
層
で

あ
る
将
軍
︵
幕
府
︶
と
大
名
︵
藩
︶
は
﹆
贈
答
儀
礼
に
よ
っ
て
そ
の
紐
帯
を
維

持
し
て
い
た
。
武
家
社
会
に
お
い
て
重
視
さ
れ
た
の
は
刀
剣
で
あ
る
。
戦
乱
の

終
焉
に
伴
い
刀
剣
は
武
器
と
し
て
で
は
な
く
贈
答
用
の
美
術
品
と
し
て
の
性
格

を
強
め
て
い
っ
た
。
室
町
時
代
に
は
特
別
な
来
歴
を
有
す
る
モ
ノ
が
特
定
の
号

に
よ
っ
て
呼
ば
れ
る
﹆
い
わ
ゆ
る
﹁
名
物
﹂
が
誕
生
し︶2
︵

﹆
足
利
義
政
が
所
有
し

て
い
た
と
さ
れ
る
茶
道
具
は
﹁
東
山
御ご

物も
つ

﹂
と
し
て
別
格
視
さ
れ
て
い
く
。
江

戸
幕
府
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
は
﹁
御
刀
脇
指
目
利
究
所
﹂
本ほ
ん

阿あ

弥み

家
に
名
物
刀

剣
の
所
在
・
由
緒
な
ど
の
調
査
を
命
じ︶3
︵

﹆
編
纂
さ
れ
た
﹃
享
保
名
物
帳
﹄
に
記

載
さ
れ
た
刀
剣
は
﹁
享
保
名
物
﹂
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
。
深
井
雅
海
は
幕
藩
間

で
贈
答
さ
れ
る
刀
剣
の
ラ
ン
ク
分
析
か
ら
﹆
儀
礼
じ
た
い
の
格
付
け
を
分
析
し
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て
い
る︶4
︵

。
朝
幕
藩
間
の
贈
答
に
お
い
て
も
﹆
同
様
の
分
析
は
可
能
で
は
な
い
か
。

江
戸
時
代
に
は
﹆
天
皇
︵
朝
廷
︶
と
将
軍
︵
幕
府
︶・
大
名
︵
藩
︶
の
間
に
お

い
て
も
刀
剣
が
や
り
と
り
さ
れ
た
。
例
え
ば
毎
年
八
月
一
日
に
は
﹆
将
軍
か
ら

天
皇
へ
馬
と
太
刀
が
進
献
さ
れ
た
︵
八
朔
儀
礼
︶。
た
だ
し
こ
の
と
き
の
太
刀

や
﹆
ふ
だ
ん
公
家
社
会
で
や
り
取
り
さ
れ
る
刀
剣
の
大
半
は
儀
礼
用
の
作
太
刀

︵
装
飾
し
た
木
刀
︶
で
あ
っ
た︶5
︵

。
幕
藩
間
に
お
い
て
も
吉
宗
の
頃
か
ら
実
際
の

刀
剣
を
や
り
取
り
す
る
こ
と
は
殆
ど
な
く
な
っ
て
い
く︶6
︵

。
実
際
の
刀
剣
が
や
り

と
り
さ
れ
る
際
は
﹁
真
御
太
刀
﹂
と
記
載
さ
れ
た
。
な
お
将
軍
か
ら
物
を
贈
る

際
﹆
天
皇
へ
は
﹁
進
献
﹂﹆
上
皇
へ
は
﹁
進
覧
﹂
と
呼
称
し
た
︵
将
軍
世
子
か

ら
は
﹁
献
上
﹂︶。
近
世
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
将
軍
も
天
皇
に
﹁
下
賜
﹂
す
る

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
﹆
天
皇
が
将
軍
の
使
者
︵
上
使
・
高
家
︶
に
下

賜
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
﹆
将
軍
に
刀
剣
を
贈
っ
た
事
例
は
幕
末
ま
で
確
認
で

き
な
い
。
江
戸
時
代
に
幕
府
か
ら
朝
廷
へ
﹆﹃
享
保
名
物
帳
﹄
記
載
の
名
物
刀

剣
が
進
献
さ
れ
た
の
は
管
見
の
限
り
三
度
だ
け
で
あ
る
。

①
寛
永
期
：
寛
永
三
年
︵
一
六
二
六
︶
大
御
所
徳
川
秀
忠
か
ら
第
一
皇
子
︵
高す

け

仁ひ
と

親
王
︶
へ
鬼
丸
国
綱
。

②
寛
政
期
：
将
軍
徳
川
家
斉
か
ら
﹆
光
格
天
皇
へ
早
川
正
宗
﹆
後
桜
町
上
皇
へ

小
池
正
宗
。

③
幕
末
：
万
延
元
年
︵
一
八
六
〇
︶
将
軍
徳
川
家
茂
か
ら
孝
明
天
皇
へ
島
津
正

宗
。

　

①
は
徳
川
将
軍
家
の
血
を
引
く
皇
子
の
誕
生
を
祝
し
て︶7
︵

﹆
③
は
将
軍
へ
の
初

の
皇
女
降
嫁
を
祝
し
て︶8
︵

贈
ら
れ
て
お
り
﹆
い
ず
れ
も
朝
幕
関
係
史
上
重
要
な
タ

イ
ミ
ン
グ
と
い
え
る
。

　

②
に
つ
い
て
﹆
明
治
・
大
正
期
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
高
瀬
真
�
︵
羽う

皐こ
う

︶
は

﹃
享
保
名
物
帳
﹄
を
翻
刻
し
た
際
﹆
早
川
正
宗
と
小
池
正
宗
の
進
献
に
つ
い
て

﹁
此
時
は
光
格
天
皇
の
御
在
位
中
﹆
仙
洞
と
申
は
後
桜
町
上
皇
に
て
ま
し
ま
す
﹆

寛
政
六
年
は
朝
廷
に
も
関
東
に
も
何
の
大
儀
も
な
く
﹆
閑
院
宮
の
尊
号
問
題
で
﹆

中
山
正
親
町
の
二
�
関
東
へ
呼
下
さ
れ
﹆
松
平
定
信
に
詰
問
さ
れ
た
る
は
寛
政

五
年
﹆
定
信
辞
職
も
こ
の
年
﹆
閑
院
宮
薨
去
も
こ
の
翌
六
年
七
月
な
り
﹆
余
り

目
出
た
き
歳
に
あ
ら
ず
﹆
献
上
の
謂
れ
分
ら
ず
﹂
と
解
説
し
て
い
る︶9
︵

。
一
方
﹆

刀
剣
研
究
家
の
福
永
酔
剣
は
こ
れ
を
尊
号
一
件
で
関
係
の
こ
じ
れ
た
朝
廷
へ
の

﹁
機
嫌
取
り
﹂
で
あ
る
と
推
定
し
て
い
る︶10
︵

。
尊
号
一
件
と
は
﹆
寛
政
年
間
に
光

格
天
皇
が
実
父
閑
院
宮
典
仁
親
王
へ
の
尊
号
宣
下
を
強
行
し
よ
う
と
し
て
幕
府

の
反
対
に
遭
い
断
念
﹆
朝
幕
間
の
交
渉
を
担
う
武
家
伝
奏
と
天
皇
を
補
佐
す
る

議
奏
が
江
戸
に
召
喚
さ
れ
尋
問
の
う
え
﹆
責
任
を
問
わ
れ
蟄
居
・
罷
免
さ
せ
ら

れ
た
﹆
朝
幕
関
係
史
上
の
重
大
事
件
と
し
て
著
名
な
一
件
で
あ
る
。
朝
廷
が
何

か
を
行
な
う
前
に
は
天
皇
の
意
向
︵
内
慮
︶
を
将
軍
に
内
々
に
伺
う
と
い
う

﹁
内
慮
伺
﹂
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
し
た
が︶11
︵

﹆
幕
府
の
反
対
に
業
を
煮
や
し
た
天

皇
と
一
部
の
武
家
伝
奏
・
議
奏
が
宣
下
を
押
し
通
そ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た︶12
︵

。

朝
幕
協
調
関
係
が
破
綻
し
そ
の
ま
ま
幕
末
へ
向
か
う
と
し
た
高
埜
利
彦
の
説
に

対
し
﹆
長
坂
良
宏
は
事
件
後
も
﹁
幕
府
に
よ
る
統
制
下
に
お
け
る
﹁
協
調
体

制
﹂﹂
は
維
持
さ
れ
た
と
し
て
い
る︶13
︵

。
近
世
中
後
期
の
幕
府
は
天
皇
・
上
皇
に

﹁
不
自
由
﹂
が
な
い
よ
う
在
京
役
人
た
ち
に
繰
り
返
し
指
示
し
て
い
た︶14
︵

。
名
物

刀
剣
が
二
振
り
も
移
動
し
た
特
異
な
事
例
で
あ
り
﹆﹁
機
嫌
取
り
﹂
で
あ
っ
た

407

人文20_責了.indb   22 2022/02/17   17:05



朝幕関係史上における刀剣贈答

（23）

可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
が
﹆
そ
の
意
義
を
論
じ
た
も
の
は
福
永
以
外
管

見
の
限
り
見
ら
れ
ず
﹆
基
礎
的
事
実
も
未
確
定
な
部
分
を
残
し
て
い
る
。

　

尊
号
一
件
は
幕
府
側
で
主
導
的
立
場
を
担
っ
た
老
中
松
平
定
信
の
失
脚
理
由

の
一
つ
と
も
さ
れ
て
い
る︶15
︵

。
朝
廷
側
の
動
向
は
公
家
日
記
に
よ
っ
て
種
々
明
ら

か
に
さ
れ
て
き
て
い
る
が︶16
︵

﹆
幕
府
側
の
動
向
﹆
特
に
将
軍
徳
川
家
斉
の
意
向
が

ど
の
程
度
影
響
し
た
の
か
﹆
な
ど
は
殆
ど
わ
か
っ
て
い
な
い
。
朝
幕
関
係
を
論

じ
る
う
え
で
の
大
き
な
課
題
で
あ
る
。

　

福
永
は
③
の
事
例
に
つ
い
て
﹆
目
録
と
の
矛
盾
か
ら
事
実
で
は
な
い
と
推
断

し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
③
は
複
数
の
同
時
代
史
料
か
ら
確
認
で
き
る
こ
と

で
あ
る︶17
︵

。
こ
の
よ
う
に
﹆
刀
剣
の
来
歴
に
つ
い
て
は
推
測
に
よ
る
も
の
や
明
確

に
誤
っ
た
説
が
流
布
し
て
い
る
こ
と
が
多
い︶18
︵

。
後
述
す
る
よ
う
に
﹆
こ
の
二
刀

の
う
ち
小
池
正
宗
は
現
存
し
て
い
る
。
史
料
学
的
に
も
作
品
研
究
の
た
め
に
も

来
歴
の
確
定
は
必
須
で
あ
る︶19
︵

。

　

ま
た
近
年
﹆
諸
藩
に
お
け
る
刀
剣
管
理
の
実
態
解
明
も
進
め
ら
れ
て
い
る︶20
︵

。

一
方
で
近
世
朝
廷
の
刀
剣
に
つ
い
て
は
殆
ど
研
究
が
進
ん
で
い
な
い
。
近
世
朝

廷
に
お
け
る
文
書
や
モ
ノ
史
料
の
管
理
実
態
を
追
究
す
る
近
世
公
家
ア
ー
カ
イ

ブ
ズ
研
究︶21
︵

の
一
環
と
し
て
﹆
こ
の
点
に
つ
い
て
も
明
ら
か
に
し
た
い
。

　

本
稿
で
は
二
刀
の
来
歴
を
確
定
し
﹆
近
世
朝
廷
に
お
け
る
刀
剣
管
理
の
実
態

を
概
観
し
た
う
え
で
﹆
同
時
代
史
料
か
ら
二
刀
進
献
を
め
ぐ
る
朝
幕
関
係
を
考

察
す
る
。

一　
二
刀
の
来
歴

一
─一
　
通
説
と
し
て
の
福
永
説

　

医
学
博
士
福
永
勝
美
は
酔
剣
の
号
で
刀
剣
に
関
す
る
著
作
を
多
数
執
筆
し
て

い
る
。
こ
こ
で
は
代
表
作
﹃
日
本
刀
大
百
科
事
典
﹄
に
お
け
る
早
川
正
宗
・
小

池
正
宗
に
つ
い
て
の
解
説
を
引
用
す
る
。
長
く
な
る
が
﹆
本
稿
の
出
発
点
と
な

る
記
述
で
あ
り
﹆
現
在
の
通
説
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
算
用
数
字
で
示
さ
れ
て

い
る
典
拠
は
そ
れ
ぞ
れ
﹆﹁25　

享
保
名
物
帳　

本
阿
弥
光
忠　

享
保4

﹂﹆

﹁30　

図
説
刀
剣
名
物
帳　

辻
本
直
男　

昭
和45

﹂﹆﹁34　

名
物
扣　

本
阿
弥

家　

元
禄
﹂﹆﹁291　

享
保
名
物
帳
︵
享
保
八
年
本
︶　

著
者
不
詳　

享
保8

﹂﹆

﹁366　

豊
臣
家
御
腰
物
帳　

片
桐
且
元　

慶
長5

～18

﹂﹆﹁460　

御
物
東
博
銘

刀
押
形　

佐
藤
寒
山　

昭
和33

﹂﹆﹁1241　

将
軍
家
御
腰
物
出
帳　

著
者
不

詳　

幕
末
﹂
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
﹆
三
五
五
八
点
に
及
ぶ
出
典
に
は
一
部

混
乱
の
あ
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
た
め︶22
︵

﹆
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
傍
線
・

傍
注
は
筆
者
に
よ
る
︵
以
下
同
じ
︶。

︻
史
料
1
︼﹃
日
本
刀
大
百
科
事
典
﹄

︵
第
二
巻
﹆
二
〇
八
～
二
〇
九
頁
︶

こ
い
け
ま
さ
む
ね
︻
小
池
正
宗
︼　
﹃
享
保
名
物
帳
﹄
所
載
の
脇
差
。
播︵

播
磨
︶州

姫
路

城
主
・
本
多
美
濃
守
忠
政
が
﹆
京
都
小
池
通
り
の
旅
館
で
購
入
し
た
た
め
﹆

〝
小
池
正
宗
〟
と
よ
ぶ
。
忠
政
よ
り
三
代
目
の
中
務
大
輔
政
長
が
逝
去
し
た
と
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き
﹆
そ
の
遺
物
と
し
て
延
宝
七
年
︵
一
六
七
九
︶
七
月
十
二
日
﹆
嗣
子
の
平
八

郎
忠
国
は
こ
れ
を
将
軍
家
綱
に
献
上
し
た25 291

。
将
軍
綱
吉
は
天
和
元
年

︵
一
六
八
一
︶
十
一
月
十
六
日
﹆
長
男
・
徳
松
の
髪
置
き
の
祝
い
に
﹆
こ
れ
を

授
け
た366 1241
。
徳
松
が
幼
死
し
た
あ
と
﹆
ま
た
将
軍
綱
吉
の
許
に
返
さ
れ

た
。
将
軍
家
斉
は
尊
号
事
件
で
光
格
天
皇
の
怒
り
を
か
っ
た
の
で
﹆
機
嫌
取
り

に
天
皇
へ
は
早
川
正
宗
﹆
後
桜
町
上
皇
へ
は
こ
れ
を
献
上
す
る
こ
と
に
し
た
。

御
腰
物
方
で
は
動
機
が
動
機
だ
け
に
﹆
御
腰
物
台
帳
に
何
の
た
め
献
上
と
書
く

べ
き
か
迷
っ
た
。
そ
れ
で
上︵

奥
右
筆
組
頭
︶

司
の
近
藤
吉︵

孟

卿

︶

左
衛
門
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
﹆
近
藤
も

困
っ
て
﹆
た
だ
﹁
御
進
献
﹂
と
だ
け
書
く
よ
う
命
じ
た
。

　

進
献
の
両
刀
は
厳
重
に
荷
造
り
し
た
ま
ま
﹆
寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
十
一

月
十
日
﹆
御
目
付
役
・
成
瀬
吉︵

正

定

︶

右
衛
門
へ
渡
さ
れ
た
。
成
瀬
は
そ
れ
を
護
衛
し

て
﹆
東
海
道
を
下
っ
て
い
っ
た1241

。
献
上
が
決
ま
る
と
﹆
幕
府
で
は
本
阿

弥
光
一
に
命
じ
て
﹆
差
し
表
に
﹁
正
宗
﹂﹆
裏
に
﹁
本
阿
︵
花
押
︶﹂
と
朱
銘
を

入
れ
さ
せ
た
。
白
鞘
に
も
た
だ
﹁
正
宗
﹂
と
だ
け
書
か
せ
た
。
し
か
し
三
千
貫

の
折
紙
は
つ
け
て
や
っ
た25 291 1241

。
現
在
も
御
物
と
し
て
伝
来
。

　

刃
長
一
尺
二
分
五
厘
︵
約
三
一
・
〇
セ
ン
チ
︶﹆
表
裏
に
刀
樋
を
か
く
。
板

目
肌
に
沸
え
の
厚
く
つ
い
た
地
鉄
に
﹆
浅
い
彎
れ
乱
れ
で
﹆
二
重
刃
や
ほ
つ
れ

の
多
い
刃
文
を
焼
く
。
中
心
は
目
釘
孔
二
つ
﹆
朱
銘
が
表
裏
に
あ
る30 460

。

︵
第
四
巻
﹆
二
一
〇
頁
︶

は
や
か
わ
ま
さ
む
ね
︻
早
川
正
宗
︼　
﹃
享
保
名
物
帳
﹄
所
載
﹆
相
州
正
宗
作
の

刀
。
も
と
紀
州
和
歌
山
城
主
・
浅
野
幸
長
の
家
来
で
﹆
早
川
伝
右
衛
門
と
い
う

者
が
﹆
江
戸
へ
売
り
に
き
た
。
鞘
も
な
く
て
﹆
反
古
紙
に
包
ん
で
あ
っ
た
。
浅

野
家
の
腰
物
係
が
本
阿
弥
光
甫
に
見
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
﹆
光
甫
が
﹆
こ
れ
は

相
州
正
宗
で
あ
る
﹆
藩
主
に
差
し
上
げ
な
さ
い
﹆
と
言
っ
て
﹆
相
州
正
宗
の
作

と
し
て
﹆
五
千
貫
の
代
付
け
を
し
た
。
し
か
し
﹆
折
紙
は
出
さ
な
か
っ
た
。
そ

れ
を
将
軍
家
で
買
い
上
げ
﹆
紀
州
徳
川
家
へ
与
え
た366

。
紀
州
家
で
は
宝
永

二
年
︵
一
七
〇
五
︶
十
一
月
二
十
八
日
﹆
綱
教
の
遺
物
と
し
て
将
軍
へ
献
上
し

た28 366 1241

。

　

幕
府
で
は
こ
れ
に
毛
貫
形
の
大
刀
拵
え
を
つ
け
﹆
朝
廷
へ
進
献
す
る
た
め
﹆

寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
十
一
月
十
日
﹆
腰
物
係
よ
り
目
付
役
の
成
瀬

吉︵

正

定

︶

右
衛
門
へ
渡
し
た
。
そ
れ
を
宿
次
ぎ
で
京
都
へ
送
っ
た
が
﹆
書
類
に
﹁
早
川

正
宗
﹂
と
い
う
異
名
は
書
か
な
か
っ
た
。
腰︵
腰
物
奉
行
︶

物
帳
係
の
藤︵
臼
井
房
興
︶

右
衛
門
が
上︵
奥
右
筆
組
頭
︶

司
の
近

藤
吉︵

孟

卿

︶

左
衛
門
が︹
に
ヵ
︺﹆

何
の
た
め
の
御
進
献
﹆
と
腰
物
台
帳
に
記
入
し
よ
う
か
﹆
と

訊
い
た
と
こ
ろ
﹆
進
献
の
趣
旨
は
や
や
こ
し
い
よ
う
だ
か
ら
﹆
た
だ
﹁
御
進

献
﹂
と
ば
か
り
﹆
記
入
し
て
お
く
よ
う
指
示
さ
れ
た
。
実
際
に
天
皇
へ
献
上
し

た
の
は
﹆
翌
七
年
︵
一
七
九
五
︶
九
月
五
日
だ
っ
た
。

　

そ
の
こ
と
を
何
と
書
い
た
か
﹆
書︵

奥
右
筆
︶

役
の
田
中
吉︵
正
純
︶蔵
へ
訊
い
た
と
こ
ろ
﹆
た
だ

﹁
御
野
剣
﹂
と
ば
か
り
書
き
﹆
早
川
正
宗
と
は
書
か
な
か
っ
た
﹆
と
の
返
事
だ

っ
た1241

。
天
皇
へ
献
上
し
た
趣
旨
に
つ
い
て
は
﹆
家
斉
が
一
橋
家
か
ら
入

っ
て
﹆
将
軍
家
を
相
続
し
た
時
﹆
と
い
う
説25

が
あ
る
が
﹆
そ
れ
は
天
明
六

年
︵
一
七
八
六
︶
の
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
欣
子
内
親
王
が
光
格
天
皇
の
皇
后

に
な
っ
た
お
祝
﹆
と
い
う
説25

も
あ
る
が
﹆
そ
れ
は
寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶

三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
両
説
と
も
時
期
的
に
妥
当
性
が
な
い
。

　

恐
ら
く
光
格
天
皇
が
実
父
の
閑
院
宮
典
明︵

仁
︶親
王
に
﹆
太
上
天
皇
の
尊
号
を
贈

405
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ろ
う
﹆
と
さ
れ
て
い
た
の
を
﹆
寛
政
五
年
︵
一
七
九
三
︶
幕
府
が
反
対
し
た
た

め
﹆
朝
廷
と
の
間
が
冷
え
切
っ
て
い
た
の
で
﹆
言
わ
ば
朝
廷
の
機
嫌
取
り
に
献

上
す
る
計
画
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
﹆
適
当
な
口
実
が
見
当
た
ら
な
か

っ
た
た
め
﹆
実
際
の
献
上
は
﹆
寛
政
七
年
︵
一
七
九
五
︶
に
延
び
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
と
﹆
幕
府
の
腰
物
係
が
献
上
の
理
由
を
書
け
な
か
っ
た

の
も
納
得
で
き
よ
う
。

　

朝
廷
の
御
物
に
な
っ
た
早
川
正
宗
は
﹆
嘉
永
七
年
︵
一
八
五
四
︶
四
月
六
日
﹆

皇
居
炎
上
の
さ
い
焼
け
身
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
広
橋
基
豊
が
拝
領
し
た25

﹆

と
い
う
の
は
﹆
広
幡
基
豊
の
誤
り
で
あ
る
。
基
豊
は
当
時
﹆
権
大
納
言
で
﹆
仁

孝
天
皇
の
猶
子
・
伏
見
宮
貞
教
親
王
家
の
別
当
だ
っ
た
人
で
﹆
愛
刀
家
だ
っ
た

義
兄
の
孝
明
天
皇
よ
り
拝
領
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

刃
長
二
尺
三
寸
七
分
五
厘
︵
約
七
二
・
〇
セ
ン
チ
︶﹆
表
裏
に
樋
が
あ
り
﹆

正
宗
と
金
象
嵌
が
あ
っ
た34 291

。

　

本
稿
に
関
す
る
部
分
を
要
約
す
る
と
﹆
朝
廷
へ
進
献
す
る
た
め
寛
政
六
年

︵
一
七
九
四
︶
一
一
月
一
〇
日
﹆
腰
物
係
が
二
刀
を
目
付
役
の
成
瀬
吉
右
衛
門

へ
渡
し
﹆
そ
れ
を
宿
継
ぎ
で
︵
あ
る
い
は
成
瀬
が
護
衛
し
て
︶
京
都
へ
送
っ
た
。

実
際
に
天
皇
へ
献
上
し
た
の
は
翌
七
年
︵
一
七
九
五
︶
九
月
五
日
﹆
と
す
る
。

献
上
の
趣
旨
と
さ
れ
る
﹆
家
斉
の
将
軍
家
相
続
︵
天
明
六
年
︵
一
七
八
六
︶︶

時
﹆
欣よ

し

子こ

内
親
王
が
光
格
天
皇
の
皇
后
に
な
っ
た
お
祝
︵
寛
政
六
年
︵
一
七
九

四
︶︶﹆
ど
ち
ら
も
妥
当
性
が
な
い
﹆
尊
号
事
件
で
光
格
天
皇
の
怒
り
を
か
っ
た

家
斉
が
﹆
機
嫌
取
り
に
天
皇
へ
は
早
川
正
宗
﹆
後
桜
町
上
皇
へ
は
小
池
正
宗
を

献
上
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
適
当
な
口
実
が
見
当
た
ら
ず
﹆
実
際
の
献
上

も
寛
政
七
年
に
延
び
て
し
ま
っ
た
﹆
と
し
て
い
る
。
福
永
が
﹃
皇
室
・
将
軍

家
・
大
名
家
刀
剣
目
録
﹄
所
収
﹁
将
軍
家
刀
剣
目
録
﹂
で
二
刀
に
付
し
た
解
説︶23
︵

も
大
同
小
異
で
あ
る
が
﹆
寛
政
七
年
の
献
上
に
触
れ
﹆﹁
何
故
﹆
こ
ん
な
に
献

上
が
遅
延
し
た
の
か
﹆
お
そ
ら
く
﹆
光
格
天
皇
が
﹆
実
父
の
閑
院
宮
典
明︵
仁
︶親
王

に
﹆
太
上
天
皇
の
尊
号
を
贈
ろ
う
﹆
と
さ
れ
た
の
を
﹆
老
中
・
松
平
定
信
が
反

対
﹆
寛
政
五
年
︵
一
七
九
三
︶
三
月
﹆
尊
号
問
題
に
関
与
し
た
公
�
二
名
を
処

分
し
た
。
そ
の
た
め
﹆
朝
廷
と
の
間
が
極
度
に
険
悪
化
し
た
。
そ
れ
を
緩
和
す

る
た
め
﹆
太
刀
献
上
を
企
画
し
た
が
﹆
七
月
に
は
松
平
定
信
が
老
中
を
罷
免
さ

れ
る
な
ど
﹆
幕
閣
も
混
乱
し
た
た
め
﹆
太
刀
献
上
が
つ
い
延
び
延
び
に
な
っ
た

の
で
あ
ろ
う
﹂
と
推
測
し
て
い
る
。

一
─二
　『
御
腰
物
出
帳
』
の
記
載

　

問
題
の
箇
所
の
出
典
﹁1241　

将
軍
家
御
腰
物
出
帳　

著
者
不
詳　

幕
末
﹂

は
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
所
蔵
﹁
御
腰
物
出
帳
﹂
と
み
ら
れ
る︶24
︵

。
印
記
な
ど

が
な
く
伝
来
は
不
明
で
あ
る
が
﹆
将
軍
な
い
し
世
子
が
下
賜
・
譲
渡
し
た
刀
剣

が
お
お
よ
そ
年
代
順
に
列
挙
さ
れ
て
お
り
﹆
江
戸
幕
府
腰
物
掛
で
作
成
さ
れ
た

出
納
帳
簿
と
考
え
ら
れ
る
。
現
存
す
る
の
は
寛
保
元
年
︵
一
七
四
一
︶
か
ら
寛

政
一
〇
年
︵
一
七
九
八
︶
ま
で
の
三
冊
で
あ
る
。

︻
史
料
2
︼﹁
御
腰
物
出
帳
﹂
第
三
冊
︵︿　

﹀
は
小
字
﹆︽　

︾
は
割
書
﹆
／
は

改
行
。
以
下
同
じ
︶

404
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同︵
寛
政
六
年
︶

年
十
一
月
十
日
﹆
御
荷
作
之
侭
檜
之
間
ニ
而
御
目
付
成
瀬
吉︵

正

定

︶

右
衛
門
江
相
渡
﹆

宿
次
ニ
而　

／︵
光
格
天
皇
︶

禁
裏
江
御
進
献
。︵
朱
書
︶﹁
但
﹆
御
進
献
ニ
早
川
与
申
異
名
認

不
レ

申
﹆
并
折
紙
無
レ

之
。﹂

︵
下
段
朱
書
︶﹁
近︵
孟
卿
﹆
奥
右
筆
組
頭
︶

藤
吉
左
衛
門
江
藤
︵
臼
井
房
興
﹆腰
物
奉
行
︶

右
衛
門
問
合
﹆
何
ニ
付
御
進
献
与
申
儀
﹆

元
払
御
帳
江
可
二

認
入
一

哉
与
申
談
候
処
﹆
同
人
申
聞
候
者
﹆
右
御
進
献
之
御
趣
意
﹆

可︵
マ

レ

被
レ

難
レ

認マ
︶

候
間
﹆
只
御
進
献
与
計
認
候
様
﹆
申
聞
候
。
猶
又
﹆
同
年
壬︵
閏
︶十

一
月
十
二
日
之
日
記
ニ
茂
認
置
候
。﹂

　
　

象
眼
銘

一
﹆
早
川
正
宗
毛
貫
形
御
野
剣

　

是
者
﹆
宝
永
二
︿
酉
﹀
年
十
一
月
廿
八
日
﹆
紀︵

徳
川
綱
教
﹆和
歌
山
藩
主
︶

伊
中
納
言
殿
御
遺
物
。

︵
下
段
朱
書
︶﹁
寛
政
七
︿
卯
﹀
年
九
月
五
日
﹆
御
進
献
之
節
﹆
御
野
剣
御
太
刀

与
相
認
候
哉
﹆
御
役
所
御
帳
江
認
候
ニ
付
﹆
認
方
﹆
田︵
正
純
﹆奥
右
筆
︶

中
吉
蔵
江
藤
右
衛
門
問
合

候
処
﹆
御
野
剣
与
計
認
候
段
﹆
申
聞
候
事
。﹂

同︵
寛
政
六
年
一
一
月
一
〇
日
︶

年
同
月
同
日
﹆
同
断
﹆　

／︵
後
桜
町
上
皇
︶

仙
洞
江
御
進
献
。︵
朱
書
︶﹁
但
﹆
御
進
献
ニ
小

池
与
申
異
名
認
不
レ

申
﹆
并
折
紙
無
レ

之
。﹂

　
　

朱
銘

一
﹆
小
池
正
宗
御
短
刀

是
者
﹆
延
宝
七
︿
未
﹀
年
七
月
十
二
日
﹆
本︵

政
長
﹆
大
和
郡
山
藩
主
︶

多
中
務
大
輔
遺
物
。
天
和
元

︿
酉
﹀
年
十
一
月
十
六
日
﹆
御
髪
置
御
祝
儀
之
時　

／︵
綱
吉
嫡
男
徳
松
︶

浄
徳
院
様
江
被
レ

進
。

　

寛
政
六
年
︵
一
七
九
四
︶
一
一
月
一
〇
日
﹆
早
川
正
宗
と
小
池
正
宗
は
江
戸

城
本
丸
檜
間
に
お
い
て
荷
造
り
し
た
状
態
で
目
付
成
瀬
正
定
に
渡
さ
れ
﹆
宿
継

で
京
都
に
送
ら
れ
光
格
・
後
桜
町
に
進
献
さ
れ
た
。
た
だ
し
﹁
早
川
﹂﹁
小
池
﹂

と
い
う
異
名
は
記
さ
ず
﹆
価
値
を
示
す
折
紙
も
つ
け
な
か
っ
た
。
腰
物
奉
行
の

臼
井
房
興
が
奥
右
筆
組
頭
の
近
藤
孟た
か

�あ
き
らに
﹆﹁
元
払
御
帳
﹂
に
何
の
た
め
の
進

献
な
の
か
記
入
す
る
た
め
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
﹆
近
藤
は
﹆
進
献
の
趣
意
は

記
し
が
た
い
の
で
﹆
た
だ
﹁
御
進
献
﹂
と
だ
け
記
す
よ
う
返
答
し
た
。
ま
た
同

年
閏
一
一
月
一
二
日
の
﹁
日
記
﹂
に
も
記
し
て
お
い
た
。
翌
七
年
九
月
五
日
に

は
﹆﹁
御
役
所
御
帳
﹂
に
記
載
す
る
た
め
﹆
進
献
の
際
に
早
川
正
宗
に
つ
い
て

﹁
御
野
剣
御
太
刀
﹂
と
記
し
た
の
か
ど
う
か
臼
井
が
奥
右
筆
の
田
中
正
純
に
問

い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
﹆﹁
御
野
剣
﹂
と
だ
け
記
し
た
と
返
答
が
あ
っ
た
。

　

寛
政
六
年
一
〇
月
二
九
日
﹆
成
瀬
は
翌
年
予
定
さ
れ
て
い
る
小
金
原
鹿し

し

狩が
り

御

用
掛
に
任
じ
ら
れ
﹆
一
一
月
一
〇
日
に
は
登
城
し
て
事
前
準
備
の
心
得
を
伝
え

ら
れ
て
い
る︶25
︵

。
小
金
原
鹿
狩
と
は
﹆
将
軍
自
ら
小
金
原
牧
︵
現
千
葉
県
松
戸

市
︶
へ
赴
き
狩
り
を
行
な
う
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
。
吉
宗
が
享
保
期
に
二
度

行
い
﹆
寛
政
七
年
三
月
五
日
に
将
軍
家
斉
﹆
嘉
永
二
年
︵
一
八
四
九
︶
に
将
軍

家
慶
も
実
施
し
て
い
る
。
将
軍
権
威
の
高
揚
を
目
的
と
す
る
一
大
軍
事
演
習
で

あ
り
﹆
こ
の
よ
う
な
重
大
案
件
を
抱
え
て
い
る
折
に
成
瀬
自
ら
京
都
ま
で
赴
い

た
と
は
考
え
難
い
。
二
刀
を
受
け
取
っ
た
成
瀬
は
宿
継
の
手
配
を
し
た
だ
け
で

あ
ろ
う
。

　

江
戸
城
内
の
各
部
署
は
主
要
な
出
来
事
を
書
付
に
し
て
大
目
付
・
目
付
に
提

出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
﹆
日
記
方
の
表
右
筆
は
大
目
付
の
監
督
の
も
と
そ

れ
ら
の
情
報
を
﹁
日
記
︵
江
戸
幕
府
右
筆
所
日
記
︶﹂
と
し
て
ま
と
め
て
い
た︶26
︵

。
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朝幕関係史上における刀剣贈答
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た
だ
し
現
存
す
る
幕
府
日
記
類
の
寛
政
六
年
閏
一
一
月
一
二
日
条
に
は
関
連
す

る
記
述
は
確
認
で
き
な
い
た
め
﹆
こ
こ
で
い
う
﹁
日
記
﹂
は
腰
物
掛
が
独
自
に

記
録
し
て
い
た
業
務
日
誌︶27
︵

と
考
え
ら
れ
る
。﹁
元
払
御
帳︶28
︵

﹂
や
﹁
御
役
所
御
帳
﹂

も
﹆
こ
の
出
帳
を
含
む
同
掛
の
出
納
・
管
理
台
帳
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
寛

政
七
年
九
月
五
日
と
い
う
日
付
け
は
単
に
臼
井
が
問
い
合
わ
せ
た
タ
イ
ミ
ン
グ

に
す
ぎ
ず
﹆
実
際
は
寛
政
六
年
一
一
月
一
〇
日
に
発
送
さ
れ
た
と
み
て
良
い
だ

ろ
う
。
前
年
七
月
二
三
日
に
定
信
が
老
中
を
辞
任
し
た
こ
と
に
加
え
﹆
こ
の
年

七
月
六
日
に
典
仁
親
王
が
没
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
延
引
し
た
と
考
え
ら
れ
﹆
結

果
的
に
一
件
落
着
後
の
﹁
機
嫌
取
り
﹂
と
な
っ
た
観
は
否
め
な
い
。

　

福
永
の
読
解
に
は
い
く
つ
か
誤
り
を
指
摘
で
き
る
が
﹆
せ
っ
か
く
名
物
刀
剣

を
贈
る
の
に
号
を
記
さ
な
か
っ
た
こ
と
や
﹆
幕
府
役
人
の
間
で
も
進
献
理
由
が

明
瞭
で
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
﹆
異
例
の
進
献
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
た
。

一
─三
　『
享
保
名
物
帳
』
の
記
載

　

通
説
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
﹃
享
保
名
物
帳
﹄﹆
そ
の
写
本
の
一
つ
﹆
東
京

国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
名
物
集
﹂
の
記
述
に
つ
い
て
も
確
認
し
て
お
く
。

︻
史
料
3
︼
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
﹁
名
物
集
﹂
乾

︿
御
物
﹀　

早
川　
︽
長
弐
尺
参
寸
七
分
半
／
代
五
千
貫
︾

浅
野
紀︵

幸
長
︶

伊
守
殿
御
内
早
川
伝
右
衛
門
と
申
者
所
持
ニ
而
﹆
国
元
ゟ
江
戸
へ
払
ニ

来
。
鞘
も
無
レ

之
﹆
反
古
ニ
包
有
レ

之
。
道
具
役
人
﹆
光︵
本
阿
弥
︶甫へ
頼
ム
。
是
ハ
正
宗

ニ
而
御
座
候
﹆
御
家
へ
被
レ

上
候
様
ニ
申
﹆
右
之
作
ニ
究
。
後
上
ル
。
寛
政
六

寅
年
十
一
月
御
進
献
ニ
相
成
。

︿
同
︵
御
物
︶﹀　

小
池　
︽
無
銘
﹆
長
壱
尺
弐
分
半
／
代
参
千
貫
︾

本
多
美︵
忠
政
︶

濃
守
殿
上
京
之
剋
﹆
小
池
通
ト
云
所
へ
旅
舘
ニ
求
。
孫
中︵
本
多
政
長
︶

務
殿
為
二

遺

物
一

延
宝
七　

／︵
将
軍
家
綱
︶

厳
有
院
様
へ
上
ル
。
表
裏
樋
有
レ

之
。

︵
頭
注
︶﹁
右
﹆
寛
政
六
寅
十
一
月
﹆
仙
︵
後
桜
町
院
︶洞江
御
進
献
ニ
相
成
。
正
宗　

本
阿
弥

︵︵
一
七
代
光
一
︶

花
押
︶︽
朱
銘
／
出
来
︾。
御
白
鞘
ニ
正
宗
ト
計
鞘
書
出
来
ス
。
其
節
﹆
禁
︵
光
格
天
皇
︶裡

へ
ハ
早
川
正
宗
ラ︵
螺
鈿
︶

デ
ン
御
太
刀
ニ
相
成
り
御
進
献
ニ
相
成
﹂

　

早
川
正
宗
は
﹆
和
歌
山
城
主
浅
野
幸
長
家
臣
早
川
伝
右
衛
門︶29
︵

が
所
持
し
て
い

た
こ
と
が
号
の
由
来
で
﹆
本
阿
弥
光
甫
︵
一
六
〇
一
～
一
六
八
二
年
︶
が
正
宗

と
見
極
め
﹆
の
ち
将
軍
家
に
献
上
さ
れ
た
と
す
る
。
そ
の
後
紀
伊
徳
川
家
に
下

賜
さ
れ
て
い
た
ら
し
く︶30
︵

﹆
宝
永
二
年
︵
一
七
〇
五
︶
一
一
月
二
八
日
に
綱
教
の

遺
物
と
し
て
弟
の
頼
方
︵
の
ち
の
吉
宗
︶
が
将
軍
綱
吉
に
献
上
し
柳
営
御
物
に

戻
っ
て
い
る︶31
︵

。

　

小
池
正
宗
は
﹆
桑
名
城
主
本
多
忠
政
が
京
都
小
池
通
の
寄
宿
先
で
入
手
し
た

こ
と
に
ち
な
む
と
い
う
。
小
池
通
と
は
京
都
三
条
を
東
西
に
走
る
御お

い
け
ど
お
り

池
通
の
別

名
で
あ
る
。
元
禄
期
の
本
阿
弥
家
﹃
名
物
控
﹄
に
は
﹁
御
池
﹂
正
宗
と
し
て
記

載
さ
れ
て
い
る︶32
︵

。
本
多
忠
政
は
の
ち
姫
路
城
主
と
な
り
﹆
元
和
九
年
・
寛
永
三

年
の
将
軍
上
洛
に
供
奉
す
る
な
ど︶33
︵

﹆
京
都
に
滞
在
し
た
こ
と
が
多
い
た
め
入
手

時
期
は
判
然
と
し
な
い
。
延
宝
七
年
︵
一
六
七
九
︶
孫
政
長
の
遺
物
と
し
て
将

軍
家
綱
に
献
上
さ
れ
た
と
す
る
。
前
掲
の
﹁
御
腰
物
出
帳
﹂
に
よ
れ
ば
天
和
元
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人文 20号（2021）

年
︵
一
六
八
一
︶
一
一
月
一
六
日
に
将
軍
綱
吉
か
ら
長
男
徳
松
へ
の
髪
置
祝
儀

と
し
て
譲
渡
さ
れ
た
と
し
て
お
り
﹆
同
三
年
徳
松
の
夭
折
に
よ
り
将
軍
家
へ
戻

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し
幕
府
日
記︶34
︵

に
よ
れ
ば
﹆
延
宝
七
年
七
月
一
二
日
に

政
長
遺
物
と
し
て
養
子
忠
国
が
献
上
し
た
も
の
は
﹁
正
宗
御
脇
指
／
代
金
七
十

五
枚
﹂
と
し
て
い
る
が
﹆
天
和
元
年
の
髪
置
祝
儀
は
﹁
御
腰
物
︽
粟
田
口
国
安

／
代
金
七
十
枚
︾﹂
と
﹁
御
脇
指
︽
貞
宗
／
代
金
七
十
五
枚
︾﹂
と
し
て
い
る
。

い
ず
れ
も
号
は
付
さ
れ
て
い
な
い
が
﹆
代
付
け
は
一
致
し
て
お
り︶35
︵

﹆
一
時
期
貞

宗
に
鑑
定
し
直
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

　

小
池
正
宗
に
付
さ
れ
た
頭
注
に
よ
れ
ば
﹆
寛
政
六
年
一
一
月
﹆
後
桜
町
上
皇

へ
進
献
と
な
り
﹆﹁
正
宗　

本
阿
弥
︵︵

一
七
代
光
一
︶

花
押
︶﹂
の
朱
銘
を
入
れ
﹆
白
鞘
に
﹁
正

宗
﹂
と
だ
け
鞘
書
し
た
。
そ
の
際
﹆
光
格
天
皇
に
は
早
川
正
宗
を
螺
鈿
造
の
御

太
刀
に
改
装
し
て
進
献
と
な
っ
た
﹆
と
し
て
い
る
。
な
お
高
瀬
真
�
所
蔵
﹃
享

保
名
物
帳
﹄
に
は
﹁
御
物　

早
川
正
宗
﹂
に
﹁
寛
政
六
年
十
一
月
﹆
御
野
剣
に

御
拵
。
其
節
仙
洞
へ
小
池
正
宗
﹆
御
白
鞘
に
て
進
献
に
な
る
﹂
と
注
記
し
て
あ

っ
た
と
い
う︶36
︵

。
早
川
正
宗
は
螺
鈿
で
飾
っ
た
野
太
刀
︵
別
名
衛
府
の
太
刀
︶﹆

つ
ま
り
儀
仗
用
の
拵
え
が
施
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

　
﹁
名
物
集
﹂
は
乾
坤
二
冊
で
﹆﹁
松
平
氏
蔵
書
記
﹂
と
﹁
徳
川
宗
敬
氏
寄
贈
﹂﹆

﹁
国
立
博
物
館
図
書
印
﹂
の
朱
印
が
捺
さ
れ
て
お
り
﹆
刀
剣
鑑
定
家
と
し
て
も

知
ら
れ
た
宮
内
省
御
用
掛
松
平
頼
平
︵
一
八
五
八
～
一
九
二
九
年
︶
旧
蔵
で
﹆

一
九
四
三
年
に
従
甥
に
あ
た
る
一
橋
家
当
主
徳
川
宗
敬
が
寄
贈
し
た
和
書
の
一

つ
で
あ
る
。
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶
暮
秋
に
校
書
﹆
と
の
奥
書
は
あ
る
が
書

写
者
は
不
明
で
あ
る
。﹃
享
保
名
物
帳
﹄
諸
本
の
う
ち
﹆
柳
営
御
物
厚あ

つ
し

藤
四
郎

か
ら
始
ま
る
系
統
︵
献
上
本
︶
は
吉
宗
に
献
上
す
る
た
め
の
簡
易
的
な
も
の
と

さ
れ
る
。
加
賀
前
田
家
所
蔵
平
野
藤
四
郎
か
ら
始
ま
る
系
統
︵
芍
薬
亭
本
︶
は

草
稿
を
本
阿
弥
長
根
ら
に
よ
っ
て
増
補
し
た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
﹆﹁
名
物
集
﹂

や
﹁
刀
剣
名
物
帳
﹂
は
後
者
に
あ
た
る︶37
︵

。
献
上
本
系
統
に
は
朝
廷
へ
の
進
献
を

記
す
頭
注
や
加
筆
自
体
存
在
せ
ず
﹆
芍
薬
亭
本
も
寛
政
六
年
に
遅
配
し
た
理
由

ま
で
は
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

な
お
国
会
図
書
館
所
蔵
﹁
刀
剣
名
物
帳
﹂︵
本
阿
弥
長
根
書
入
本
﹆
請
求
記

号
：
わ
七
五
六
┋
五
︶
に
は
進
献
に
つ
い
て
﹁
文
恭
院
家
斉
公
一
橋
よ
り
将
軍

家
へ
相
続
の
時
也
と
云
。
家
斉
公
将
軍
宣
下
は
天
明
七
年
な
り
﹆
寛
政
六
年
は

新︵
欣
子
内
親
王
︶

清
和
院
立
后
の
年
な
り
﹆
此
恐
悦
に
進
献
な
る
べ
し
。
／
嘉
永
年
間
禁
裡
炎

上
の
節
に
焼
失
す
る
﹆
広
橋︵
幡
︶基

豊
公
拝
領
と
云
ふ
﹂
と
注
記
さ
れ
て
い
る
と
い

う
︶
38
︵

。
高
瀬
の
叙
述
は
こ
れ
を
も
と
に
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二　
近
世
朝
廷
の
刀
剣
管
理

　

江
戸
時
代
の
記
録
を
繙
く
と
﹆
天
皇
所
有
の
刀
剣
は
﹁
御
文
庫
﹂
に
お
い
て

﹁
御ぎ
よ

剣け
ん

奉
行
﹂
と
呼
ば
れ
る
役
人
が
﹁
刀
剣
目
録
﹂
に
基
づ
き
管
理
し
て
い
た

様
子
が
窺
わ
れ
る
。
本
章
で
は
近
世
朝
廷
に
お
け
る
刀
剣
管
理
の
実
態
を
検
討

し
﹆
進
献
さ
れ
た
二
刀
の
収
蔵
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
─一
　
近
世
朝
廷
の
文
庫

　

禁
裏
御
所
に
は
﹆﹁
御
文
庫
﹂
と
呼
ば
れ
る
土
蔵
が
存
在
し
た
。
書
籍
を
中
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心
と
す
る
こ
と
か
ら
禁
裏
文
庫
と
通
称
さ
れ
る︶39
︵

。
後
陽
成
天
皇
の
蔵
書
を
原
型

と
し
﹆
万
治
四
年
︵
一
六
六
一
＝
寛
文
元
年
︶
の
万
治
大
火
に
よ
っ
て
禁
裏
と

と
も
に
殆
ど
焼
失
し
た
が
﹆
後
西
天
皇
が
命
じ
て
い
た
書
写
本
に
よ
っ
て
補
完

さ
れ
た
。
そ
の
後
霊
元
な
ど
歴
代
天
皇
に
よ
っ
て
補
充
や
整
理
が
行
わ
れ
た
。

東
京
奠
都
後
は
二
条
城
や
東
京
な
ど
に
移
転
を
繰
り
返
し
た
が
﹆
京
都
御
文
庫

取
調
が
開
始
さ
れ
﹆
明
治
一
五
年
︵
一
八
八
二
︶
近
衛
忠
熙
が
献
上
し
た
東
山

倉
を
京
都
御
所
内
に
移
築
し
移
管
﹆
東
山
御
文
庫
と
呼
称
さ
れ
現
在
に
至
る
。

　

近
世
禁
裏
御
所
は
公
・
私
に
よ
っ
て
﹁
表
﹂
と
﹁
奥
﹂
の
空
間
に
大
別
さ
れ

た
。﹁
表
﹂
に
は
公
的
な
儀
式
︵
朝
儀
︶
の
場
で
あ
る
紫
宸
殿
・
清
涼
殿
な
ど

の
﹁
表
の
表
方
﹂
と
﹆
朝
議
運
営
・
執
行
の
場
で
あ
る
御
学
問
所
・
議
奏
詰
所

な
ど
の
﹁
表
の
奥
方
﹂
が
あ
り
﹆﹁
奥
﹂︵
御
内
儀
︶
に
は
天
皇
の
日
常
生
活
空

間
︵
常
御
殿
︶
や
奥
向
き
を
取
り
仕
切
り
表
方
と
の
折
衝
を
差
配
す
る
長
橋
局

の
執
務
空
間
な
ど
が
あ
る
﹁
奥
の
表
方
﹂﹆
天
皇
の
妻
妾
や
女
中
の
住
ま
う

﹁
奥
の
奥
方
﹂︵
後
宮
︶﹆
庶
務
を
取
り
扱
う
﹁
口
向
﹂
が
属
し
た
。
禁
裏
は
宝

永
大
火
︵
一
七
〇
八
年
︶
後
の
宝
永
度
再
建
時
に
空
間
配
分
の
画
期
を
見
出
せ

る
。
指
図
な
ど
を
参
照
す
る
と︶40
︵

﹆
文
庫
に
つ
い
て
も
宝
永
度
に
﹁
表
御
文
庫
﹂

と
﹁
奥
御
文
庫
﹂
と
い
う
大
枠
の
括
り
が
確
定
し
た
と
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
﹆

天
皇
所
有
の
刀
剣
も
収
蔵
さ
れ
て
い
た︶41
︵

。

二
─二
　
禁
裏
文
庫
目
録

　

現
在
﹆
い
わ
ゆ
る
﹁
御ぎ

よ

物ぶ
つ

﹂
と
は
皇
室
経
済
法
第
七
条
で
﹁
皇
位
と
と
も
に

伝
わ
る
べ
き
由
緒
あ
る
物
﹂︵
御
由
緒
物
︶
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
含

ま
れ
る
刀
剣
の
多
く
は
幕
末
以
降
﹆
孝
明
天
皇
︵
一
期
一
振
︶
や
明
治
天
皇

︵
会
津
正
宗
・
鶯
丸
友
成
・
鬼
丸
国
綱
・
小
烏
丸
・
鶴
丸
国
永
・
平
野
藤
四
郎

な
ど
︶・
大
正
天
皇
︵
十
万
束
︶・
昭
和
天
皇
︵
道
誉
一
文
字
︶
に
献
上
さ
れ
た

も
の
で
あ
り︶42
︵

﹆
江
戸
時
代
以
前
か
ら
皇
室
に
あ
っ
た
も
の
は
殆
ど
な
い
。
天
皇

の
所
有
刀
剣
は
父
・
先
帝
な
ど
か
ら
の
相
続
﹆
各
方
面
か
ら
の
献
上
﹆
皇
子
女

な
ど
へ
の
譲
渡
﹆
廷
臣
・
武
家
へ
の
下
賜
﹆
火
災
に
よ
る
消
失
な
ど
に
よ
っ
て

増
減
し
た
。
江
戸
時
代
の
朝
廷
の
所
蔵
刀
剣
を
知
る
史
料
と
し
て
は
﹆
現
在
二

つ
が
知
ら
れ
て
い
る
。
①
﹃
昔
ノ
名
剣
御
所
之
剣
﹄
は
﹆﹃
享
保
名
物
帳
﹄
芍

薬
亭
本
に
付
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
﹆
寛
延
元
年
︵
一
七
四
八
︶
一
〇
月
に
本

阿
弥
光
賀
が
禁
裏
御
所
の
刀
剣
を
研
い
だ
と
き
に
目
録
を
写
し
た
と
さ
れ
る︶43
︵

。

諸
本
に
よ
っ
て
記
載
に
著
し
い
差
異
が
あ
り
﹆
い
つ
の
時
期
の
も
の
か
不
明
瞭

な
点
で
問
題
が
多
い
。
②
﹃
禁
裏
伝
来
御
剣
目
録
﹄
は
﹆﹁
明︵
一
八
六
九
︶

治
二
年
﹆
宮
内

少
丞
・
加︵
世
古
︶古
延
世
が
記
録
し
た
﹂﹃
帝
室
御
伝
来
宝
刀
目
録
﹄
に
福
永
が
本
阿

弥
家
の
手
入
れ
記
録
を
付
し
た
も
の
﹆
と
さ
れ
る︶44
︵

。
刃
長
や
拵
え
な
ど
情
報
は

具
体
的
で
あ
る
が
﹆
一
八
六
九
年
当
時
ま
だ
宮
内
官
僚
で
は
な
か
っ
た
世
古
恪

太
郎
延の

ぶ
つ
ぐ世
が
ど
の
よ
う
に
関
与
し
た
も
の
な
の
か
な
ど
﹆
不
審
な
点
も
多
い
。

①
②
い
ず
れ
も
正
宗
二
刀
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　

東
山
御
文
庫
に
は
﹁
表
御
文
庫
御
目
録
﹂
と
い
う
史
料
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る︶45
︵

。

﹁
表
文
庫
記
禄︵
録
︶新
写
／
側
用
﹂
と
記
さ
れ
て
お
り
﹆
天
皇
座
右
の
台
帳
と
考
え

ら
れ
る
。
冒
頭
が
﹁
御
剣
目
録
﹂
で
﹆
以
下
﹁
御
歌
書
目
録
﹂﹆﹁
御
楽
器
目

録
﹂︵
嘉
永
三
年
・
安
政
四
年
︶﹆﹁
御
屛
風
目
録
﹂︵
嘉
永
三
年
︶﹆﹁
御
小
道
具

目
録
﹂︵
嘉
永
三
年
︶﹆﹁
御
記
雑
々
御
道
具
和
歌
御
会
並
御
歌
書
目
録
﹂﹆﹁
御
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服
目
録
﹂︵
嘉
永
三
年
︶﹆﹁
漢
籍
目
録
﹂︵
嘉
永
三
年
︶﹆﹁
新
御
文
庫
御
道
具
並

御
書
籍
目
録
﹂﹆﹁
修
理
職
奉
行
預
御
道
具
並
御
書
籍
目
録
﹂
と
続
く
。﹁
御
剣

目
録
﹂
の
末
尾
に
は
﹁
安
政
六
年
﹂
と
記
さ
れ
て
い
る
。
①
②
の
記
載
内
容
と

と
も
に
ま
と
め
た
も
の
が
︻
表
1
︼
で
あ
る︶46
︵

。
刀
工
が
朝
廷
か
ら
和
泉
守
な
ど

の
受ず
り
よ
う領
名め
い

を
授
か
る
場
合
﹆
そ
の
御
礼
と
し
て
太
刀
を
納
め
て
い
た
た
め︶47
︵

﹆
新

刀
も
多
数
所
持
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
﹆
こ
の
目
録
に
は
新
刀
は
幕
府
か
ら

進
献
さ
れ
た
肥
前
刀
し
か
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
あ
く
ま
で
も
こ
れ
は
天
皇
個

人
の
所
蔵
目
録
で
あ
っ
て
﹆
朝
廷
と
し
て
の
所
蔵
刀
剣
は
別
に
管
理
さ
れ
て
い

た
か
﹆
焼
失
し
て
し
ま
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。
注
目
す
べ
き
点
と
し
て
﹆

﹁
御
剣
目
録
﹂
冒
頭
の
﹁
在
御
前
御
剣
﹂
の
項
を
挙
げ
る
。

︻
史
料
4
︼﹁
表
御
文
庫
御
目
録
﹂

　
　

御
剣
目
録

　
　

在
二　

御
前
一

御
剣

一
﹆
昼
御
座
御
剣

一
﹆
長
光
︿
平
鞘
﹀

焼
失　

房
︵
信
房
︶︽
明
和
八
年
五
月
一
日
為
二　
︵
後
桃
園
天
皇
の
︶

御
即
位
／
御
祝
儀
一

従
二

家︵
徳
川
︶

基
�
一

献

上
︾

同
上　

宗
︵
正
宗
︶︽

平
鞘
﹆
寛
政
四
年
十
二
月
五
日
従
二

／
大
︵
将
軍
家
斉
︶樹一

進
献
︾

一︵
加
筆
︶﹆
来
国
俊
︽
享
保
二
十
年
十
一
月
七
日
為
二　
︵
桜
町
天
皇
の
︶

御
即
位
／
御
祝
儀
一

従
二

大
︵
将
軍
吉
宗
︶
樹
一

進
献
︾

　
﹁
在
御
前
﹂︵
天
皇
座
右
︶
と
五
常
の
字
を
用
い
た
五
つ
の
﹁
御
長
櫃
﹂
に
納

め
ら
れ
た
刀
剣
が
一
丁
ず
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
お
り
﹆
書
き
替
え
た
も
の
を
適

宜
綴
じ
直
せ
る
よ
う
に
し
て
い
た
と
み
ら
れ
﹆﹁
義
字
﹂
は
お
そ
ら
く
新
旧
の

二
丁
︵
第
五
丁
・
第
六
丁
︶
が
綴
じ
ら
れ
て
い
る
。
注
記
内
容
に
よ
る
と
﹆
天

保
一
二
年
︵
一
八
四
一
︶
四
月
一
六
日
﹆
後
白
河
院
御
剣
・
来
国
俊
・
包
平
・

正
宗
が
﹁
後
院
﹂︵
仙
洞
御
所
︶
か
ら
表
御
文
庫
に
移
さ
れ
た
。
前
年
一
一
月

一
八
日
に
光
格
上
皇
が
没
し
た
こ
と
に
伴
う
措
置
で
あ
ろ
う
。
第
五
丁
の
﹁
義

字
﹂
の
来
国
俊
に
は
﹁
嘉
永
七
年
八
月
被
レ
置
二　

御
前
一
﹂
と
記
し
た
付
箋
が

貼
ら
れ
﹆﹁
在
御
前
﹂︵
第
二
丁
︶
の
末
尾
に
別
筆
で
来
国
俊
が
加
筆
さ
れ
て
い

る
の
で
﹆
来
国
俊
は
後
院
か
ら
﹁
義
字
﹂︵
第
五
丁
︶
に
移
さ
れ
た
あ
と
﹆
嘉

永
七
年
︵
一
八
五
四
︶
四
月
の
嘉
永
大
火
後
﹆
八
月
に
﹁
在
御
前
﹂
と
な
っ
た
。

﹁
仁
字
﹂
末
尾
の
﹁
院
昼
御
座
御
剣
﹂
長
光
も
加
筆
で
﹆
安
政
四
年
︵
一
八
五

三
︶
八
月
に
﹁
御
内
儀
﹂︵
禁
裏
奥
向
︶
か
ら
﹁
義
字
﹂︵
第
五
丁
︶
に
移
さ
れ

た
あ
と
﹆﹁
仁
字
﹂
に
移
さ
れ
た
。
や
が
て
包
平
・
正
宗
・
長
光
も
﹁
仁
字
﹂

に
移
さ
れ
﹆﹁
義
字
﹂
は
真
守
・
来
国
長
・
次
吉
・
則
長
の
四
振
と
な
っ
た

︵
第
六
丁
︶。
こ
の
頃
か
ら
島
津
正
宗
を
始
め
幕
府
・
諸
大
名
に
よ
る
献
上
品
が

急
増
し
た
た
め
﹆
本
目
録
は
そ
の
後
加
筆
さ
れ
る
こ
と
な
く
非
現
用
と
な
っ
た
﹆

と
考
え
ら
れ
る
。

　

続
い
て
﹆﹁
御
前
﹂
に
あ
っ
た
が
﹁
焼
失
﹂
し
た
と
さ
れ
る
﹁
宗
︽
平
鞘
︾﹂

に
つ
い
て
検
討
す
る
。
嘉
永
大
火
当
時
二
五
歳
で
中
詰
で
あ
っ
た
も
と
禁
裏
執

次
勢
多
章の

り
み甫

の
回
顧
録
に
は
﹆﹁
楽
器
其
他
の
御
物
も
多
く
焼
た
り
し
。
此
時

に
正
宗
の
御
剣
も
焼
た
り
し
由
﹂
と
あ
る
。
平
鞘
は
儀
仗
用
の
野
太
刀
・
衛
府
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の
太
刀
を
意
味
し
て
お
り
﹆
注
記
さ
れ
た
来
歴
か
ら
も
﹆
こ
の
﹁
宗
︿
平
鞘
﹀﹂

は
焼
け
身
と
な
っ
た
早
川
正
宗
と
推
定
で
き
る
。
な
お
高
瀬
は
﹁
早
川
正
宗
は

嘉
永
年
間
の
内
裡
炎
上
の
節
焼
て
﹆
広
幡
豊︵
基
豊
︶基
�
へ
拝
領
に
な
り
し
と
云
ふ
﹆

今
も
広
幡
家
に
あ
り
や
否
や
﹂
と
記
す
が︶48
︵

﹆
当
時
議
奏
で
あ
っ
た
広
幡
基
豊
へ

の
下
賜
は
管
見
の
限
り
確
認
で
き
な
い
。

　

次
に
﹆﹁
仁
字
﹂
と
﹁
義
字
﹂
そ
れ
ぞ
れ
に
全
く
同
一
の
情
報
を
有
す
る

﹁
正
宗
﹂
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

︻
史
料
5
︼﹁
表
御
文
庫
御
目
録
﹂

　

天
保
十
二
年
四
月
十
六
日
従
二　

後
院
一

被
レ

渡

一
﹆
正
宗　

小
御
剣

　

朱
正
宗　

本
阿
判

　

本
阿
弥
の
朱
銘
が
入
っ
た
正
宗
の
短
剣
と
は
﹆
脇
差
小
池
正
宗
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
先
述
の
﹁
義
字
﹂
再
編
に
伴
い
﹆﹁
仁
字
﹂
に
移
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
金
工
師
後
藤
一
乗
は
文
政
七
年
︵
一
八
二
四
︶
九
月
二
一
日
の
修
学
院
離

宮
御
幸
で
の
光
格
上
皇
佩
刀
﹁
正
宗
﹂
の
拵
え
を
製
作
し
た
た
め
同
年
一
二
月

一
九
日
法
橋
に
推
叙
さ
れ
た︶49
︵

。
仙
洞
御
所
の
庶
務
を
記
録
し
た
﹁
詰
所
日
記
部

類
目
録︶50
︵

﹂
に
よ
れ
ば
﹆
同
年
九
月
四
日
に
後
藤
八
郎
兵
衛
︵
の
ち
一
乗
︶
が

﹁
御
短
刀
﹂
の
縁
頭
・
目
貫
を
提
出
し
﹆
一
七
日
に
﹁
御
短
刀
︿
正
宗
﹀
一
振

御
拵
出
来
﹆
調
進
﹂﹆
一
〇
月
一
八
日
に
﹁
御
合
口
御
小
道
具
彫
調
進
﹂
の
褒

美
を
頂
戴
し
て
い
る
。
こ
れ
も
小
池
正
宗
で
あ
ろ
う
。
当
時
作
成
さ
れ
た
絵
巻

に
は
上
皇
御
輿
の
傍
で
﹁
御
剣
﹂
を
抱
え
る
院
御
随
身
村
田
武
備
が
描
か
れ
て

い
る︶51
︵

。
拵
え
が
新
規
製
作
で
あ
る
と
す
れ
ば
﹆
白
鞘
で
進
覧
さ
れ
た
の
ち
女
性

で
あ
る
後
桜
町
は
儀
式
な
ど
に
用
い
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
化
一
〇
年

︵
一
八
一
三
︶
の
死
去
前
後
に
光
格
へ
移
譲
さ
れ
﹆
光
格
が
譲
位
の
際
に
仙
洞

御
所
へ
持
っ
て
い
っ
た
か
﹆
あ
る
い
は
仙
洞
御
所
の
文
庫
に
留
め
置
か
れ
た
ま

ま
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
修
学
院
御
幸
は
幕
府
の
多
大
な
財

政
支
出
に
よ
っ
て
こ
れ
以
降
毎
年
の
よ
う
に
実
施
さ
れ
た
が︶52
︵

﹆
光
格
は
そ
の
初

度
に
あ
た
り
か
つ
て
幕
府
か
ら
贈
ら
れ
た
小
池
正
宗
を
あ
え
て
用
い
た
こ
と
に

な
る
。

二
─三
　
御
剣
奉
行

　

堂
上
公
家
衆
は
中
世
以
来
﹆
御
所
に
日
々
交
代
で
詰
め
る
小こ

番ば
ん

と
い
う
役
を

課
さ
れ
て
い
た
。
天
皇
の
い
る
禁
裏
御
所
に
は
内
々
と
外
様
の
各
禁
裏
小
番
が

あ
り
﹆
そ
こ
か
ら
選
抜
さ
れ
た
近
習
小
番
と
い
う
の
も
存
在
し
た︶53
︵

。
彼
ら
小
番

衆
は
施
設
修
繕
担
当
の
修し
ゆ

理り

職し
き

奉
行
﹆
和
歌
会
を
差
配
す
る
御ご

会か
い

奉
行
﹆
酒
肴

を
手
配
す
る
御お

献こ
ん

奉
行
な
ど
﹆
禁
中
諸
奉
行
と
呼
ば
れ
る
係
に
任
命
さ
れ
た︶54
︵

。

こ
の
う
ち
の
一
つ
に
御
剣
奉
行
︵
御
太
刀
奉
行
︶
が
あ
っ
た
。
桜
町
天
皇
が
桃

園
天
皇
に
譲
位
し
た
延
享
四
年
︵
一
七
四
七
︶
か
ら
天
保
一
二
年
︵
一
八
四

一
︶
ま
で
﹆
欠
年
は
あ
る
が
毎
年
の
諸
奉
行
在
職
者
を
列
挙
し
た
﹁
禁
中
諸
奉

行
補
略︶55
︵

﹂
と
い
う
史
料
は
﹆
旧
蔵
者
の
官
務
壬
生
家
が
地
下
官
人
を
指
揮
す
る

三
催
の
一
つ
で
あ
り
﹆
業
務
上
の
理
由
で
編
纂
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

れ
に
﹁
御
太
刀
﹂
奉
行
と
し
て
出
て
く
る
人
物
を
︻
表
2
︼
に
ま
と
め
た
。
三

398

人文20_責了.indb   31 2022/02/17   17:05



（32）

人文 20号（2021）

【
表
1】
天
保
～
安
政
朝
廷
所
蔵
刀
剣
一
覧

表
文
庫
記
禄
安
政
六
年
御
剣
目
録

昔
ノ
名
剣
御
所
之
剣
※

禁
裏
伝
来
御
剣
目
録
※
※

刀
派
・
作
者

備
考

N
o.

分
類

名
称

内
容
注
記

来
歴
注
記

1
在
　
御
前
御
剣

晝
御
座
御
剱

昼
ノ
御
座

豊
後
国
行
平

太
刀
。
御
物
調
書

46

2
在
　
御
前
御
剣

長
光

平
鞘

長
光

長
船
長
光

太
刀
。
御
物
調
書

47?

3
焼
失

房
明
和
八
年
五
月
一
日
為
　
御
即
位
御
祝
儀

従
家
基
卿
献
上

古
備
前
信
房

太
刀
。
世
子
家
基
→
後
桃
園
天
皇

4
焼
失

宗
平
鞘

寛
政
四
年
十
二
月
五
日
従
大
樹
進
献

相
州
正
宗

早
川
正
宗
。
太
刀
。
将
軍
家
斉
→

光
格
天
皇
。

5＊
在
　
御
前
御
剣

来
國
俊

享
保
二
十
年
十
一
月
七
日
為
　
御
即
位
御

祝
儀
従
大
樹
進
献

来
国
俊
《
弐
尺
五
寸
五
分
／

鋳
造
直
刃
》

来
国
俊

将
軍
吉
宗
→
桜
町
天
皇
。

2尺
2

寸
5分
。
泉
涌
寺
所
蔵
ヵ

6
仁
字
御
長
櫃

壺
切

無
銘

壺
切
延
房
《
ト
伝
、
左
様
ニ

而
ハ
無
之
欤
。
／
弐
尺
五
分

切
刃
》

「
東
宮
御
伝
来
」。

2尺
1分
半
。

現
存
。

7
仁
字
御
長
櫃

後
白
河
院
御
剣

後
白
河
院
御
剱
〈
以
下
二
・

三
字
不
分
明
〉

天
保
十
二
年
四
月
十
六
日
従
　
後
院
被
渡

後
白
川
院
御
剣
〈
弐
尺
四
寸

壱
分
、
強
凌
造
り
、
直
刃
〉
「
院
御
料
伝
来
」。

2尺
4寸

5厘
。

御
物
調
書

44

8
仁
字
御
長
櫃

行
平

木
地
螺
鈿
／
銘
消
、
不
分
明

行
平
〈
壱
尺
六
寸
弐
分
半
。

無
銘
〉

「
東
宮
御
料
御
伝
来
」。

1尺
6寸

2
分
余
。

豊
後
国
行
平

御
物
調
書

45

9
仁
字
御
長
櫃

雲
生

雲
生

「
一
ノ
皇
子
御
料
御
伝
来
」。

2尺
5

寸
余
。

鵜
飼
雲
生

10＊
仁
字
御
長
櫃

包
平

天
保
十
二
年
四
月
十
六
日
従
　
後
院
被
渡

／
宝
暦
五
年
十
二
月
四
日
為
　
女
御
入
内

御
祝
儀
、
従
家
治
卿
献
上

「
院
御
料
御
伝
来
」。

2尺
2寸

6分
半
。

古
備
前
包
平

世
子
家
治
→
桃
園
天
皇
。
御
物
調

書
34

11＊
仁
字
御
長
櫃

真
守

宝
暦
十
三
年
四
月
十
五
日
従
大
樹
進
献

大
原
真
守

将
軍
家
治
→
後
桜
町
天
皇
。
慶
応

2年
（

1866）
8月

8日
孝
明
天

皇
→
徳
川
慶
喜

12＊
仁
字
御
長
櫃

正
宗

小
御
剱
／
朱
正
宗
　
本
阿
判

天
保
十
二
年
四
月
十
六
日
従
　
後
院
被
渡

相
州
正
宗

小
池
正
宗
。
脇
差
。
将
軍
家
斉
→

後
桜
町
上
皇
。
御
物
調
書

24

13＊
仁
字
御
長
櫃

来
國
長

享
保
廿
年
三
月
廿
三
日
為
　
尊
号
宣
下
御

祝
儀
従
　
院
御
所
被
進

来
国
長

「
御
料
御
伝
来
」。

2尺
3寸

1分
強

し
。

来
国
長

中
御
門
上
皇
→
桜
町
天
皇
。
天
保

6年
（

1835）
9月

18日
仁
孝
天

皇
→
統
仁
親
王
（
孝
明
天
皇
）

14＊
仁
字
御
長
櫃

長
光

院
晝
御
座
御
剣

安
政
四
年
八
月
従
御
内
儀
被
出

「
院
昼
御
座
御
剣
御
伝
来
」。

2尺
5

寸
4分
。

長
船
長
光

異
筆
。
御
物
調
書

33

15＊
義
字
御
長
櫃

1
来
國
俊

天
保
十
二
年
四
月
十
六
日
従
　
後
院
被
渡

／
享
保
廿
年
十
一
月
七
日
為
　
御
即
位
御

祝
儀
従
大
樹
進
献
／
（
付
箋
）
嘉
永
七
年

八
月
罷
置
　
御
前

既
出
。

16＊
義
字
御
長
櫃

1
次
吉

同
日
、
就
同
上
従
家
重
卿
進
献

青
江
次
吉

「
東
宮
御
料
御
伝
来
」。

2尺
4寸

3
分
。

青
江
次
吉

世
子
家
重
→
桜
町
天
皇

17＊
義
字
御
長
櫃

1
則
長

大
和
則
長
作

安
永
元
年
十
二
月
十
三
日
　
女
御
入
内
御

祝
儀
従
大
樹
献
上

大
和
伝
・
尻
懸

則
長

元
禄
元
年
（

1688）
12月

21日
黒
田
綱
政
→
将
軍
綱
吉
、
将
軍
家

治
→
後
桃
園
天
皇
、
代
金

10枚
。
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朝幕関係史上における刀剣贈答

（33）

18＊
義
字
御
長
櫃

1
包
平

天
保
十
二
年
四
月
十
六
日
従
　
後
院
被
渡

／
宝
暦
五
年
十
二
月
四
日
為
　
女
御
入
　

内
御
祝
儀
従
家
治
卿
献
上

既
出
。

19＊
義
字
御
長
櫃

1
正
宗

小
御
剣
／
朱
正
宗
本
阿
判

天
保
十
二
年
四
月
十
六
日
従
　
後
院
被
渡

小
池
正
宗
。
既
出
。

20＊
義
字
御
長
櫃

1
長
光

院
晝
御
座
御
剣

安
政
四
年
八
月
従
　
御
内
儀
被
出

既
出
。

21＊
義
字
御
長
櫃

2
眞
守

宝
暦
十
三
年
四
月
十
五
日
従
　
大
樹
進
献

既
出
。

22＊
義
字
御
長
櫃

2
来
國
長

享
保
廿
年
三
月
廿
三
日
為
　
尊
号
宣
下
御

祝
儀
従
　
院
御
所
被
進

既
出
。

23＊
義
字
御
長
櫃

2
次
吉

享
保
廿
年
十
一
月
七
日
為
　
御
即
位
御
祝

儀
従
家
重
卿
進
献

既
出
。

24＊
義
字
御
長
櫃

2
則
長

大
和
則
長
作

安
永
元
年
十
二
月
十
三
日
　
女
御
入
内
御

祝
儀
従
大
樹
　
献
上

既
出
。

25
礼
字
御
長
櫃

正
恒

元
文
元
年
十
一
月
廿
三
日
為
　
女
御
入
内

御
祝
儀

正
恒

「
御
料
御
伝
来
」。

2尺
4寸
。

古
備
前
正
恒

世
子
家
重
→
桜
町
天
皇

26
礼
字
御
長
櫃

守
吉

宝
暦
九
年
五
月
十
五
日
　
立
親
王
　
宣
下

為
御
祝
儀
被
進
之

「
御
料
御
伝
来
」。

2尺
4寸

4分
半
。

宝
永

4年
5月

25日
立
親
王
宣
下

祝
儀

古
備
前
守
吉

桃
園
天
皇
→
英
仁
親
王
（
後
桃

園
）

27
礼
字
御
長
櫃

兼
廣

肥
前
国
住
遠
江
守
藤
原
兼

（
欠
画
）
廣

天
保
八
年
十
月
十
三
日
就
大
樹
　
転
任
、

従
前
大
樹
進
献

肥
前
兼
広

新
刀
。
大
御
所
家
斉
→
仁
孝
天
皇
。

代
金

10枚
。

28
礼
字
御
長
櫃

政
光

備
州
長
舩
政
光

文
化
十
四
年
九
月
廿
五
日
為
　
御
即
位
御

祝
儀
従
大
樹
進
献

長
船
政
光

将
軍
家
斉
→
仁
孝
天
皇

29
智
字
御
長
櫃

正
永

肥
前
住
武
蔵
大
掾
藤
原
正
永

安
政
二
年
十
一
月
廿
七
日
就
遷
　
幸
自
大

樹
　
進
献

肥
前
正
永

新
刀
。
将
軍
家
定
→
孝
明
天
皇

30
智
字
御
長
櫃

廣
貞

肥
前
国
住
藤
原
廣
貞

安
政
六
年
正
月
廿
五
日
　
将
軍
宣
下
　
進

献
肥
前
広
貞

新
刀
。
将
軍
家
定
→
孝
明
天
皇

31
信
字
御
長
櫃

小
鍛
冶

宗
近

天
明
七
年
鑑
定
以
後
不
被
出

小
鍛
冶
〈
弐
尺
弐
寸
弐
分
、

帯
表
ニ
宗
近
ト
計
〉

「
御
料
」。

2尺
6寸

2分
。

三
条
宗
近

小
鍛
冶
宗
近

32
信
字
御
長
櫃

君
萬
歳

備
前
國
友
成
君
万
歳

同
上

君
万
歳
友
成
／
表
ニ
君
万
歳

ト
有
、
焼
直
シ

「
御
料
」。

2尺
3寸

7分
。

古
備
前
友
成

33
信
字
御
長
櫃

八
雲
御
剱

大
小
二
振
　
一
箱

水
戸
前
黄
門
作
、
従
鷹
司
太
閤
伝
献

「
番
外
御
剣
」。

2尺
3寸

2分
、

9
寸
。

徳
川
斉
昭

安
政

4年
（

1857）
献
上

34
信
字
御
長
櫃

宿
直
太
刀

六
振
　
一
箱
／
無
銘

「
宿
直
御
料
」。
無
銘
村
正
（

2尺
2

寸
1分
半
）・
無
銘
兼
定
・
無
銘
了

戒
・
無
銘
千
手
院
・
無
銘
兼
則
・
無

銘
法
光
。

35
南
御
文
庫

新
藤
五
國
光
正

真

長
サ
七
寸
九
分
半
　
一
振
／

作
　
紫
藤
木
菊
花
蒔
繪
柄
雲

蒔
繪
月
ト
キ
出
シ
有
赤
銅
金

銀
梅
彫
物
目
抜
金
烏
彫
物
目

釘
金
雲

相
州
・
新
藤
五

国
光

名
称
・
内
容
注
記
は
原
表
記
を
尊
重
し
た
。

＊
は
複
数
記
載
の
あ
る
も
の
。

※
東
京
国
立
博
物
館
所
蔵
「
名
物
集
」
の
「
昔
ノ
名
剣
御
所
之
剣
」
と
重
複
す
る
も
の
。

※
※
『
禁
裏
伝
来
御
剣
目
録
』（
福
永
酔
剣
『
皇
室
・
将
軍
家
・
大
名
家
刀
剣
目
録
』
雄
山
閣
出
版

1997年
）
と
重
複
す
る
も
の
。
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（34）

人文 20号（2021）

人
だ
っ
た
も
の
が
徐
々
に
増
加
し
て
い
き
﹆
最
終
的
に
六
人
体
制
と
な
っ
て
い

る
。
官
職
は
少
将
か
ら
大
納
言
ま
で
と
幅
広
い
が
﹆
み
な
近
習
小
番
衆
か
ら
の

任
命
で
あ
る
。
当
初
は
文
官
を
経
歴
す
る
名め

い

家か

か
ら
の
任
命
も
い
た
が
﹆
光
格

天
皇
の
頃
か
ら
武
官
を
経
歴
す
る
羽う

林り
ん

家け

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
る
。
役
付
き
す
る
者
の
ほ
か
は
﹆
概
ね
没
す
る
ま
で
あ
る
い
は
老
年
に
よ

り
小
番
を
免
除
さ
れ
る
ま
で
長
期
間
在
任
し
て
い
た
。
普
段
天
皇
が
移
動
す
る

際
に
﹁
御
剣
﹂
を
捧
持
す
る
御
剣
の
役
は
蔵
人
頭
か
女
官
が
担
っ
て
お
り
﹆
御

剣
奉
行
と
し
て
の
業
務
は
天
皇
座
右
刀
剣
の
管
理
に
限
ら
れ
た
よ
う
で
あ
る
。

た
だ
し
蔵
人
頭
と
兼
帯
し
た
者
が
何
名
か
い
る
の
は
﹆
偶
然
で
は
あ
る
ま
い
。

　

ま
た
﹁
禁
中
諸
奉
行
補
略
﹂
に
類
似
す
る
﹁
洞
中
諸
奉
行
補
略︶56
︵

﹂
と
い
う
史

料
に
よ
れ
ば
﹆
仙
洞
御
所
は
出
仕
者
︵
院
参
衆
︶
が
少
な
い
た
め
か
﹆﹁
御
服

并
御
剣
﹂
奉
行
と
し
て
上
皇
の
衣
服
を
管
理
す
る
役
も
兼
帯
し
て
い
た
。

二
─四
　
拭
い
清
め

　

先
述
の
勢
多
章
甫
に
よ
れ
ば
﹆
幕
府
の
御
用
を
務
め
る
研
師
本
阿
弥
家
が
江

戸
か
ら
派
遣
さ
れ
﹆
禁
裏
御
所
の
﹁
表
の
表
方
﹂
で
あ
る
諸
大
夫
間
に
お
い
て
﹆

御
剣
奉
行
と
在
京
幕
府
役
人
で
あ
る
禁
裏
付
武
家
立
会
い
の
も
と
﹆
研
ぎ
が
行

わ
れ
た
と
い
う︶57
︵

。

︻
史
料
6
︼﹁
建
通
公
記︶58
︵

﹂
安
政
四
年
︵
一
八
五
六
︶
八
月
一
六
日
条

一
﹆
洞
中
昼
御
座
御
剣
︿
長
光
﹀﹆
久
敷
御
拭
無
レ

之
間
﹆
拭
清
申
付
﹆
御
文
庫

へ
可
レ

被
レ

納
﹆
御
前
目
録
ニ
も
可
レ

被
レ

加
申
出
度
示
給
﹆
三︵
正
親
町
三
条
実
愛
︶

条
中
納
言
申
渡
候
。

来
二
十
日
︽
巳
剋
上︵
佐
兵
衛
︶

田
屋
へ
可
レ

被
二

申
付
一

旨
被
レ

届
︾。

︻
史
料
7
︼﹁
議
奏
記
録︶59
︵

﹂
安
政
四
年
八
月
二
五
日
条

一
﹆
御
剣
目
六︵
録
︶書

加
ニ
付
﹆
奉︵
忠
能
﹆御
剣
奉
行
︶

行
中
山
被
二

申
出
一﹆
御
前
目
六︵
録
︶﹆

以
二

楸
︵
豊
岡
健
資
︶

丸
一

申

出
。
御
役
所
目
六︵
録
︶等
渡
候
。
小
時
改
正
﹆
返
上
。
以
二

楸
丸
一

令
二

返
上
一

候
。

　

安
政
四
年
八
月
一
六
日
﹆︻
史
料
6
︼
の
記
主
で
あ
る
議
奏
久
我
建
通
は
﹆

仙
洞
昼ひ

の
お
ま
し

御
座
御
剣
で
あ
る
長
船
長
光
が
長
ら
く
手
入
れ
を
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
﹆
拭
い
清
め
て
︵
禁
裏
の
︶﹁
御
文
庫
﹂
に
納
め
﹁
御
前
目
録
﹂
に
書
き
加

え
る
べ
き
旨
を
孝
明
天
皇
に
提
案
し
﹆
許
可
を
得
た
う
え
で
御
剣
奉
行
の
正
親

町
三
条
実
愛
に
こ
れ
を
命
じ
た
。
こ
の
と
き
は
同
月
二
〇
日
に
京
都
の
御
用
御

太
刀
師
上
田
屋
が
行
っ
た
。
二
五
日
に
は
﹁
御
剣
目
六︵

録
︶﹂

の
書
き
替
え
が
御
剣

奉
行
中
山
忠
能
か
ら
議
奏
に
提
案
さ
れ
﹆
禁
中
児
の
豊
岡
楸
丸
健
資
を
通
し
て

孝
明
の
許
可
を
得
た
う
え
で
﹁
御
前
目
六︵

録
︶﹂

が
﹁
改
正
﹂
さ
れ
た
。
同
時
に

﹁
御
役
所
目
六︵
録
︶﹂
も
中
山
に
渡
さ
れ
て
お
り
﹆
天
皇
座
右
用
と
は
別
に
副
本
と

し
て
議
奏
役
所
用
の
目
録
も
存
在
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
光
格
上
皇
没
後
﹆

仙
洞
昼
御
座
御
剣
は
﹁
御
内
儀
﹂︵
禁
裏
奥
向
︶
の
管
理
下
に
あ
っ
た
が
﹆
こ

の
と
き
の
手
続
き
に
よ
っ
て
禁
裏
表
御
文
庫
に
移
管
さ
れ
た
︵﹁
表
御
文
庫
御

目
録
﹂︶。

　

天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶・
同
一
〇
年
に
も
刀
剣
の
手
入
れ
が
行
わ
れ
て
い

る
が
﹆
こ
の
と
き
は
﹁
昼
御
座
御
剣
﹂
と
と
も
に
﹁
正
宗
﹂
も
拭
い
清
め
が
行

わ
れ
て
い
る︶60
︵

。﹁
被
レ

置
二

于
御
前
一

分
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
﹆
仁
孝
天
皇
の
も
と

に
あ
っ
た
早
川
正
宗
と
考
え
ら
れ
る
。
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朝幕関係史上における刀剣贈答

（35）

三　
同
時
代
史
料
か
ら
の
検
討

三
─一
　
朝
廷
側
の
記
録

　
﹁
御
前
目
録
﹂
に
よ
れ
ば
早
川
正
宗
は
寛
政
四
年
︵
一
七
九
二
︶
一
二
月
五

日
に
進
献
さ
れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
当
時
の
武
家
伝
奏
万ま

で
の里
小こ
う

路じ

政ゆ
き

房ふ
さ

︵
元
名
韶お
と

房ふ
さ

︶
の
日
記
を
確
認
す
る
。

︻
史
料
8
︼﹁
韶
房
�
記︶61
︵

﹂
寛
政
四
年
一
二
月
五
日
条

五
日
﹆︿
己
巳
﹀﹆
晴
。
／
︵
中
略
︶

一
﹆
〽

︵
合
点
︶巳
剋
参　

内
︿
奴
袴
﹀。
〽
︵
合
点
︶今
日
東
使
前
田
信︵
長
禧
︶

濃
守
﹆
堀︵
正
順
﹆京
都
所
司
代
︶

田
相
模
守
同

伴
﹆
参　

内
。︵
虫
損
︶

︽
尊
号　

宣
下
ニ
付
﹆
御
旨
趣
被
二

仰︵
家
斉
が
︶上一﹆
御︵
光
格
が
︶

許
容
﹆
被
二

停
止
一﹆
被
レ

為
二

御︵
家
斉
が
︶

会
釈
一。
／
以
レ

予
︵
前
田
︶被

レ

登
。︾﹆
御
太
刀
一
腰
﹆
和
漢
朗
詠
集
︿
行
成
�
筆
﹀
二

巻
﹆
猩
々
緋
二
十
間
。
御
︵
前
田
が
光
格
に
︶

対
面
﹆
賜
二　

天
盃
一。
次
参
二　
︵
後
桜
町
上
皇
︶

仙
洞
一

御
対
面
﹆
賜
二　

御
盃
一。
御
太
刀
一
腰
﹆
古
今
和
歌
集
︿
為
家
�
筆
﹀﹆
猩
々
緋
十
間
進
覧
。
申

剋
過
退
出
。

︵
後
略
︶

　

同
日
﹆
将
軍
上
使
前
田
長な

が

禧と
み

︵
奥
高
家
︶
が
京
都
所
司
代
堀
田
正ま
さ

順な
り

と
と
も

に
禁
裏
御
所
に
参
内
し
﹆
光
格
天
皇
へ
﹁
御
太
刀
一
腰
﹂・
藤
原
行
成
筆
﹃
和

漢
朗
詠
集
﹄
二
巻
・
猩
々
緋︶62
︵

二
〇
間
を
進
献
﹆
仙
洞
御
所
へ
参
院
し
後
桜
町
上

皇
へ
﹁
御
太
刀
一
腰
﹂・
藤
原
為
家
筆
﹃
古
今
和
歌
集
﹄・
猩
々
緋
一
〇
間
を
進

覧
し
た
と
い
う
。﹁
真
御
太
刀
﹂
と
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
点
に
留
意
し
た
い
。

　

も
う
一
人
の
武
家
伝
奏
正お
お
ぎ親
町ま
ち

公き
ん

明あ
き
らの
公
務
日
記
﹁
公
武
御
用
雑
記︶63
︵

﹂
は
よ

り
詳
細
に
記
録
さ
れ
て
い
る
。
同
月
三
日
﹆
伝
奏
両
名
は
京
都
に
到
着
し
た
前

田
の
宿
所
を
訪
問
し
﹆
老
中
奉
書
一
通
と
進
献
目
録
二
通
︵
天
皇
・
上
皇
各
一

通
︶
を
受
け
取
っ
た
。
伝
奏
は
そ
の
後
参
内
し
議
奏
甘
露
寺
篤か

ず

長な
が

を
通
し
て
対

面
・
天
盃
の
可
否
を
光
格
に
奏
上
し
許
可
を
得
た
。
院い
ん
の
て
ん
そ
う

伝
奏
を
通
し
て
後
桜
町

に
も
対
面
・
御
盃
の
可
否
を
奏
上
し
許
可
を
得
た
。
更
に
頭
中
将
中な
か
の
い
ん
み
ち
は
る

院
通
知
や

六
位
蔵
人
・
非
蔵
人
へ
も
参
内
当
日
の
こ
と
を
指
示
し
た
。
こ
の
と
き
の
将
軍

家
斉
か
ら
光
格
・
後
桜
町
へ
の
﹆
武
家
伝
奏
に
披
露
を
依
頼
す
る
﹁
御
口
上
﹂

の
書
付
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

︻
史
料
9
︼﹁
公
武
御
用
雑
記
﹂
寛
政
四
年
一
二
月
三
日
条
︵
抄
︶

今
度
口
上
之
旨
趣
﹆
自
二

信︵
前
田
長
禧
︶

濃
守
一

書
付
至︵
到
︶来
﹆
如
レ

左
。

　
　

御
口
上

　

禁
︵
光
格
天
皇
︶
裏

尊
号　

宣
下
之
儀
﹆
先
達
而　

御︵
光
格
の
︶

内
慮
有
レ

之
候
ニ
付
﹆　
︵
家
斉
の
︶

思
召
之
品
被
二　

仰︵
光
格
へ
︶進一
候
処
﹆
早
速　

御︵
光
格
が
︶

許
容
﹆　

御
差
止
被
二　

仰
出
一﹆　

御︵
家
斉
が
︶

満
悦
被
二　

思

召
一

候
。
依
レ

之
﹆
御
目
録
之
通
御
進
献
候
。
此
段
宜
二

申
上
一

候
。

　

仙
︵
後
桜
町
上
皇
︶

洞
尊
号　

宣
下
之
儀
﹆
先
達
而　

御︵
光
格
の
︶

内
慮
有
レ

之
候
ニ
付
﹆　

思︵
家
斉
の
︶召
之
品
被
二　

仰︵
光
格
へ
︶進一

候
処
﹆
早
速　

御︵
光
格
が
︶

許
容
﹆　

御
差
止
被
二　

仰
出
一﹆　

御︵
家
斉
が
︶

満
悦
被
二　

思
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（36）

人文 20号（2021）

【
表
2】「

禁
中
諸
奉
行
補
略
」
に
よ
る
御
太
刀
奉
行
一
覧

年
天
皇

御
太
刀
奉
行

備
考

延
享

4年
（

1747）

桃園

白
川
三
位
（
雅
富
王
）、
難
波
中
将
（
宗
城
）、
山
科
少
将
（
頼
言
）

5月
2日
譲
位

寛
延
元
年
（

1748）
寛
延

2年
（

1749）
寛
延

3年
（

1750）
宝
暦
元
年
（

1751）
白
川
三
位
（
雅
富
王
）、
錦
織
三
位
（
従
久
）、
山
科
三
位
（
頼
言
）、
難
波
三
位
（
宗
城
）

寛
政
元
年
条
に
錯
簡

宝
暦

2年
（

1752）
宝
暦

3年
（

1753）
白
川
二
位
（
雅
富
王
）、
山
科
三
位
（
頼
言
）、
難
波
侍
従
三
位
（
宗
城
）

宝
暦

4年
（

1754）
宝
暦

5年
（

1755）
宝
暦

6年
（

1756）
宝
暦

7年
（

1757）
宝
暦

8年
（

1758）
山
科
中
納
言
（
頼
言
）、
白
川
二
位
（
雅
富
王
）、
難
波
侍
従
三
位
（
宗
城
）

宝
暦

9年
（

1759）
山
科
中
納
言
（
頼
言
）、
難
波
侍
従
宰
相
（
宗
城
）、
白
川
中
将
（
資
顕
）

雅
富
没
、
頼
言
任
議
奏

宝
暦

10年
（

1760）
難
波
侍
従
宰
相
（
宗
城
）、
大
原
三
位
（
重
度
）、
白
川
中
将
（
資
顕
）

宝
暦

11年
（

1761）
宝
暦

12年
（

1762）

後桜町

宝
暦

13年
（

1763）
大
原
三
位
（
重
度
）、
白
川
三
位
（
資
顕
王
）、
三
室
戸
中
務
権
大
輔
（
光
村
）

明
和
元
年
（

1764）
大
原
三
位
（
重
度
）、
白
川
三
位
（
資
顕
王
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）

明
和

2年
（

1765）
油
小
路
大
納
言
（
隆
前
）、
白
川
三
位
（
資
顕
王
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）

重
度
任
議
奏
。
寛
政

2年
条
に
錯
簡

明
和

3年
（

1766）
油
小
路
大
納
言
（
隆
前
）、
白
川
三
位
（
資
顕
王
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）

明
和

4年
（

1767）
明
和

5年
（

1768）
明
和

6年
（

1769）
油
小
路
大
納
言
（
隆
前
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）、
五
辻
右
衛
門
佐
（
順
仲
）

明
和

7年
（

1770）
油
小
路
大
納
言
（
隆
前
）、
風
早
前
宰
相
（
公
雄
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）、
芝
山
中
務
権
大
輔
（
持
豊
）、
五
辻
右
衛
門
佐
（
順
仲
）

11月
24日

譲
位

後桃園

油
小
路
民
部
卿
（
隆
前
）、
岡
崎
宮
内
卿
（
国
栄
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）、
千
種
中
将
（
有
政
）

公
雄
・
持
豊
・
順
仲
院
参

明
和

8年
（

1771）
油
小
路
民
部
卿
（
隆
前
）、
岡
崎
宮
内
卿
（
国
栄
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）、
千
種
中
将
（
有
政
）

隆
前
任
議
奏

安
永
元
年
（

1772）
岡
崎
宮
内
卿
（
国
栄
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
三
室
戸
中
務
大
輔
（
光
村
）、
石
山
少
将
（
基
陳
）

安
永

2年
（

1773）
岡
崎
前
宰
相
（
国
栄
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
三
室
戸
宮
内
卿
（
光
村
）、
石
山
少
将
（
基
陳
）

安
永

3年
（

1774）
岡
崎
前
宰
相
（
国
栄
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
三
室
戸
宮
内
卿
（
光
村
）、
石
山
少
将
（
基
陳
）

安
永

4年
（

1775）
岡
崎
前
宰
相
（
国
栄
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
三
室
戸
宮
内
卿
（
光
村
）、
石
山
中
将
（
基
陳
）

安
永

5年
（

1776）
三
室
戸
宰
相
（
光
村
）、
岡
崎
前
宰
相
（
国
栄
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
久
世
三
位
（
通
根
）、
石
山
中
将
（
基
陳
）、
藤
谷
中
将
（
為
敦
）

6人
安
永

6年
（

1777）
三
室
戸
宰
相
（
光
村
）、
岡
崎
前
宰
相
（
国
栄
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
久
世
三
位
（
通
根
）、
石
山
中
将
（
基
陳
）、
藤
谷
中
将
（
為
敦
）

安
永

7年
（

1778）
安
永

8年
（

1779）

光格

安
永

9年
（

1780）
天
明
元
年
（

1781）
三
室
戸
前
宰
相
（
光
村
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
久
世
三
位
（
通
根
）、
石
山
三
位
（
基
陳
）、
藤
谷
右
兵
衛
督
（
為
敦
）

天
明

2年
（

1782）
光
村
没

天
明

3年
（

1783）
天
明

4年
（

1784）
中
山
宰
相
中
将
（
忠
尹
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
久
世
三
位
（
通
根
）、
石
山
三
位
（
基
陳
）、
藤
谷
右
兵
衛
督
（
為
敦
）

以
降
全
員
羽
林
家

天
明

5年
（

1785）
中
山
宰
相
中
将
（
忠
尹
）、
千
種
三
位
（
有
政
）、
久
世
三
位
（
通
根
）、
石
山
三
位
（
基
陳
）、
風
早
少
将
（
実
秋
）

天
明

6年
（

1786）
天
明

7年
（

1787）
有
政
任
議
奏

天
明

8年
（

1788）
寛
政
元
年
（

1789）
※
宝
暦
元
年
条
が
錯
簡

寛
政

2年
（

1790）
※
明
和

2年
条
が
錯
簡

寛
政

3年
（

1791）
中
山
別
当
（
忠
尹
）、
石
山
大
蔵
卿
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
少
将
（
実
兄
）、
八
条
少
将
（
隆
礼
）、
園
池
少
将
（
公
翰
）

寛
政

4年
（

1792）
中
山
大
納
言
（
忠
尹
）、
石
山
大
蔵
卿
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
中
将
（
実
兄
）、
八
条
中
将
（
隆
礼
）、
園
池
少
将
（
公
翰
）
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（37）

寛
政

5年
（

1793）
中
山
大
納
言
（
忠
尹
）、
石
山
大
蔵
卿
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
三
位
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
少
将
（
公
翰
）

寛
政

6年
（

1794）
寛
政

7年
（

1795）
寛
政

8年
（

1796）
中
山
大
納
言
（
忠
尹
）、
石
山
大
蔵
卿
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
三
位
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
少
将
（
公
翰
）

寛
政

9年
（

1797）
中
山
大
納
言
（
忠
尹
）、
石
山
宰
相
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
三
位
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）

寛
政

10年
（

1798）
中
山
大
納
言
（
忠
尹
）、
石
山
前
宰
相
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
三
位
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）

寛
政

11年
（

1799）
中
山
前
新
大
納
言
（
忠
尹
）、
石
山
前
宰
相
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
三
位
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）

寛
政

12年
（

1800）
中
山
前
新
大
納
言
（
忠
尹
）、
石
山
前
宰
相
（
基
陳
）、
風
早
三
位
（
実
秋
）、
梅
園
三
位
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）

実
秋
任
東
宮
三
卿

享
和
元
年
（

1801）
中
山
前
新
大
納
言
（
忠
尹
）、
山
科
中
納
言
（
忠
言
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）、
久
世
少
将
（
通
理
）

享
和

2年
（

1802）
中
山
前
新
大
納
言
（
忠
尹
）、
山
科
中
納
言
（
忠
言
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）、
久
世
少
将
（
通
理
）

享
和

3年
（

1803）
中
山
前
新
大
納
言
（
忠
尹
）、
山
科
右
衛
門
督
（
忠
言
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）、
久
世
少
将
（
通
理
）
忠
言
任
議
奏

文
化
元
年
（

1804）
中
山
前
新
大
納
言
（
忠
尹
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
千
種
三
位
（
有
条
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）、
久
世
少
将
（
通
理
）

文
化

2年
（

1805）
中
山
前
新
大
納
言
（
忠
尹
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
千
種
三
位
（
有
条
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）、
久
世
少
将
（
通
理
）

文
化

3年
（

1806）
忠
尹
任
議
奏

文
化

4年
（

1807）
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
八
条
三
位
（
隆
礼
）、
千
種
三
位
（
有
条
）、
園
池
三
位
（
公
翰
）、
久
世
少
将
（
通
理
）

公
翰
任
東
宮
三
卿

文
化

5年
（

1808）
文
化

6年
（

1809）
文
化

7年
（

1810）
中
山
中
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
千
種
三
位
（
有
条
）、
鷲
尾
頭
中
将
（
隆
純
）、
山
科
少
将
（
言
知
）

通
理
東
宮
近
習
？

文
化

8年
（

1811）
中
山
中
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
千
種
三
位
（
有
条
）、
鷲
尾
頭
中
将
（
隆
純
）、
山
科
少
将
（
言
知
）

文
化

9年
（

1812）
中
山
中
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
千
種
三
位
（
有
条
）、
鷲
尾
頭
中
将
（
隆
純
）、
今
城
中
将
（
定
成
）、
山
科
少
将
（
言
知
）

文
化

10年
（

1813）
中
山
中
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
右
兵
衛
督
（
実
兄
）、
千
種
三
位
（
有
条
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
鷲
尾
頭
中
将
（
隆
純
）、
今
城
中
将
（
定
成
）

有
条
没

文
化

11年
（

1814）
中
山
中
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
宰
相
（
実
兄
）、
鷲
尾
右
兵
衛
督
（
隆
純
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
今
城
頭
中
将
（
定
成
）

文
化

12年
（

1815）
中
山
中
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
宰
相
（
実
兄
）、
鷲
尾
右
兵
衛
督
（
隆
純
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
今
城
頭
中
将
（
定
成
）

文
化

13年
（

1816）
中
山
大
納
言
（
忠
頼
）、
鷲
尾
右
衛
門
督
（
隆
純
）、
梅
園
宰
相
（
実
兄
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
今
城
中
将
（
定
成
）

文
化

14年
（

1817）

仁孝

中
山
大
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
前
宰
相
（
実
兄
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
今
城
中
将
（
定
成
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）

3月
22日

譲
位
、
隆
純
院
参

文
政
元
年
（

1818）
中
山
大
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
前
宰
相
（
実
兄
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
今
城
中
将
（
定
成
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）

文
政

2年
（

1819）
中
山
大
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
前
宰
相
（
実
兄
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
今
城
中
将
（
定
成
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）、
大
宮
少
将
（
良
季
）

文
政

3年
（

1820）
中
山
大
納
言
（
忠
頼
）、
梅
園
前
宰
相
（
実
兄
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
今
城
中
将
（
定
成
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）、
大
宮
少
将
（
良
季
）

文
政

4年
（

1821）
中
山
前
大
納
言
（
忠
頼
）、
今
城
宰
相
中
将
（
定
成
）、
梅
園
前
宰
相
（
実
兄
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）、
大
宮
少
将
（
良
季
）

文
政

5年
（

1822）
中
山
前
大
納
言
（
忠
頼
）、
今
城
宰
相
中
将
（
定
成
）、
梅
園
前
宰
相
（
実
兄
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）、
大
宮
中
将
（
良
季
）

忠
頼
・
実
兄
小
番
御
免

文
政

6年
（

1823）
今
城
宰
相
中
将
（
定
成
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
大
宮
新
三
位
（
良
季
）、
園
頭
中
将
（
基
茂
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）、
園
池
少
将
（
実
達
）

文
政

7年
（

1824）
今
城
宰
相
中
将
（
定
成
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
大
宮
新
三
位
（
良
季
）、
園
頭
中
将
（
基
茂
）、
梅
渓
中
将
（
行
通
）、
園
池
少
将
（
実
達
）

行
通
没

文
政

8年
（

1825）
今
城
中
納
言
（
定
成
）、
園
宰
相
中
将
（
基
茂
）、
山
科
内
蔵
頭
（
言
知
）、
大
宮
新
三
位
（
良
季
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
油
小
路
中
将
（
隆
道
）

文
政

9年
（

1826）
今
城
中
納
言
（
定
成
）、
山
科
宰
相
（
言
知
）、
園
宰
相
中
将
（
基
茂
）、
大
宮
新
三
位
（
良
季
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
油
小
路
中
将
（
隆
道
）

文
政

10年
（

1827）
今
城
中
納
言
（
定
成
）、
山
科
宰
相
（
言
知
）、
園
宰
相
中
将
（
基
茂
）、
大
宮
新
三
位
（
良
季
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
油
小
路
中
将
（
隆
道
）

文
政

11年
（

1828）
今
城
中
納
言
（
定
成
）、
山
科
宰
相
（
言
知
）、
園
宰
相
中
将
（
基
茂
）、
大
宮
三
位
（
良
季
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
油
小
路
中
将
（
隆
道
）

定
成
没

文
政

12年
（

1829）
天
保
元
年
（

1830）
山
科
宰
相
（
言
知
）、
園
宰
相
中
将
（
基
茂
）、
大
宮
三
位
（
良
季
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
油
小
路
中
将
（
隆
道
）

良
季
没

天
保

2年
（

1831）
山
科
宰
相
（
言
知
）、
園
宰
相
中
将
（
基
茂
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
油
小
路
中
将
（
隆
道
）、
姉
小
路
中
将
（
公
遂
）

天
保

3年
（

1832）
山
科
右
衛
門
督
（
言
知
）、
園
中
納
言
（
基
茂
）、
姉
小
路
宰
相
中
将
（
公
遂
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
油
小
路
頭
中
将
（
隆
道
）

天
保

4年
（

1833）
山
科
右
衛
門
督
（
言
知
）、
園
中
納
言
（
基
茂
）、
姉
小
路
宰
相
中
将
（
公
遂
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
油
小
路
頭
中
将
（
隆
道
）

天
保

5年
（

1834）
山
科
右
衛
門
督
（
言
知
）、
園
中
納
言
（
基
茂
）、
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
油
小
路
頭
中
将
（
隆
道
）

隆
道
没

天
保

6年
（

1835）
山
科
右
衛
門
督
（
言
知
）、
園
中
納
言
（
基
茂
）、
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
中
園
三
位
（
実
暉
）

言
知
・
基
茂
任
東
宮
三
卿

天
保

7年
（

1836）
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
庭
田
宰
相
中
将
（
重
基
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
中
園
三
位
（
実
暉
）、
四
辻
中
将
（
公
績
）

天
保

8年
（

1837）
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
庭
田
宰
相
中
将
（
重
基
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
中
園
三
位
（
実
暉
）、
四
辻
中
将
（
公
績
）

天
保

9年
（

1838）
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
庭
田
宰
相
中
将
（
重
基
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
中
園
三
位
（
実
暉
）、
四
辻
中
将
（
公
績
）

天
保

10年
（

1839）
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
庭
田
宰
相
中
将
（
重
基
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
中
園
三
位
（
実
暉
）、
四
辻
中
将
（
公
績
）

天
保

11年
（

1840）
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
庭
田
宰
相
中
将
（
重
基
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
中
園
三
位
（
実
暉
）、
四
辻
中
将
（
公
績
）

天
保

12年
（

1841）
姉
小
路
中
納
言
（
公
遂
）、
中
山
宰
相
中
将
（
忠
能
）、
園
池
三
位
（
実
達
）、
八
条
三
位
（
隆
祐
）、
四
辻
中
将
（
公
績
）、
山
科
中
将
（
言
成
）

実
暉
任
東
宮
三
卿
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（38）

人文 20号（2021）

召
一

候
。
依
レ

之
﹆
御
目
録
之
通
御
進
覧
候
。
此
段
宜
二

申
上
一

候
。

　

訳
：︹
典
仁
親
王
へ
の
︺
尊
号
宣
下
に
つ
い
て
は
﹆
先
だ
っ
て
︹
光
格
の
︺

ご
内
慮
︵
ご
意
向
＝
宣
下
希
望
︶
が
あ
っ
た
の
で
﹆︹
家
斉
の
︺
思
召
し
を

︹
光
格
へ
︺
申
し
上
げ
た
と
こ
ろ
﹆
早
速
︹
光
格
が
そ
れ
を
︺
ご
許
容
さ
れ
﹆

︹
尊
号
宣
下
の
︺
お
差
止
め
を
︹
光
格
が
︺
命
じ
ら
れ
︹
た
こ
と
を
︺﹆︹
家
斉

は
︺
ご
満
悦
に
思
召
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
お
目
録
の
通
り
︹
光
格
へ
︺

ご
進
献
い
た
し
ま
す
。
こ
の
︵
以
上
の
︶
こ
と
を
︹
武
家
伝
奏
か
ら
光
格
へ
︺

宜
し
く
申
し
上
げ
て
下
さ
い
。

　

後
桜
町
に
対
す
る
も
の
は
﹁
御
進
献
﹂
が
﹁
御
進
覧
﹂
と
な
っ
て
い
る
他
は

全
く
同
文
で
あ
る
。

︻
史
料
10
︼﹁
公
武
御
用
雑
記
﹂
寛
政
四
年
一
二
月
五
日
条

五
日　

晴
。︵
中
略
︶

一
﹆
両︵

前
田
・
堀
田
︶

武
士
参
上
﹆
両
︵
武
家
伝
奏
︶
人
出
会
。
御
口
上
申
述
。

弥︵
天
皇
が
︶御安
全
﹆
恐
悦
被
レ

存
候
。　

尊
号　

宣
下
之
事
﹆　

御︵
光
格
の
︶

内
慮
有
レ

之
候
処
﹆

被
二

申︵
家
斉
が
︶上一
候
旨
趣
有
レ

之
﹆
早
速　

御︵
光
格
が
︶

許
容
﹆
被
二

畏︵
家
斉
は
︶存一
候
。
仍
御
目
録

之
通
被
二

進
献
一

之
由
。

　

附
二

広︵
伊
光
﹆
議
奏
︶

橋
前
亜
相
一

言︵
光
格
へ
︶上候

︿
此
已
前
﹆
議
奏
・
昵
︵
武
家
昵
近
衆
︶

近
出
会
﹆
如
レ

例
﹀。

先
レ

是　

小
御
所
点
検
了
。
此
序
内
見
之
儀
届
置
。
相
済
同
届
候
。

一
﹆
出︵
光
格
の
︶御﹆

広
橋
被
レ

告
候
。　　

太
刀
・
文
匣
遣
了
。

伺
候
下
段
一﹆　

出
御
了
伺
二　

天
気
一。
至
二

鶴
間
一

告
二

召
由
一。︿
公
明
﹀
取
二

目

録
一

︽
新︵
北
小
路
俊
矩
︶

蔵
人
／
役
レ

之
︾﹆
参
進
置
二

中
段
二
畳
目
︽
南
西
／
端
︾一﹆
右
廻
二

於

庇
一

申
次
候
。
東
方
信︵
前
田
長
禧
︶

濃
守
参
進
﹆
一
拝
了
退
去
︽
殿
上
人
／
撤
二

目
六︵
録
︶一

︾。

公
明
起
座
﹆
復
レ

列
。
次
頭︵
中
院
通
知
︶

中
将
﹆
申
次
信
濃
守
持
参
太
刀
折
紙
一。
於
レ

庇

一
拝
了
退
去
。
次
相︵
堀
田
正
順
︶

模
守
﹆
於
レ

庇
一
拝
了
︿
無
二

献
物
一

﹀。
次
賜
二　

天
盃
一

︿
手
長
資︵
烏
丸
︶董
﹀。
先
信
濃
守
﹆
次
相
模
守
拝
領
了
退
去
。
鶴
間
両
人
出
会
﹆　

御
対
面
・
賜
二　

天
盃
一﹆
申
レ

畏
了
。
両
人
先
参
レ　

院
之
由
申
示
﹆
越
︵
起
ヵ
︶座

。

両
事
御
礼
﹆
以
二

番︵
非
蔵
人
︶頭一
申
達
。
議
奏
衆
退
出
。
参　

洞
候
。︵
後
略
︶

　

五
日
の
参
内
当
日
﹆
事
前
に
伝
奏
の
家
臣
で
あ
る
雑
掌
が
上
使
宿
所

︵
施や

く
い
ん

薬
院
︶
か
ら
﹁
進
献
物
﹂
を
禁
裏
・
仙
洞
両
御
所
へ
運
び
込
ん
だ
︵
中
略

箇
所
︶。
非
蔵
人
番
頭
が
進
献
目
録
と
と
も
に
﹁
役
所
﹂︵
禁
裏
﹁
表
の
奥
方
﹂

に
あ
る
執
務
空
間
﹆
伝
奏
部
屋
︶
に
置
い
た
あ
と
﹆
六
位
蔵
人
北
小
路
俊
矩
が

非
蔵
人
番
頭
中
西
久
福
に
命
じ
小
御
所
東
庇
に
運
ぶ
。
光
格
が
小
御
所
に
出
御

す
る
の
に
合
わ
せ
て
﹁
太
刀
・
文
匣
﹂
を
運
び
込
む
。
前
田
と
堀
田
が
諸
大
夫

間
鶴
間
か
ら
招
か
れ
﹆
公
明
が
目
録
を
光
格
に
披
露
。
目
録
は
参
仕
し
て
い
る

殿
上
人
が
回
収
し
た
。
な
お
上
使
へ
の
返
礼
品
は
﹁
綿
三
拾
把
﹂
が
予
定
さ
れ
﹆

光
格
へ
の
伺
い
も
済
ん
で
い
た
︵
一
日
条
︶。
し
か
し
対
面
前
に
改
め
て
伺
っ

た
と
こ
ろ
﹆
そ
れ
と
は
別
に
﹁
御
絹
﹂
も
贈
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
た
め
﹆
絹
三

疋
︵
＝
六
反
＝
着
物
六
着
分
︶
が
追
加
さ
れ
て
い
る
︵
五
日
条
︶。
光
格
自
身

が
今
回
の
進
献
物
は
通
例
通
り
で
は
な
い
と
判
断
し
た
と
い
え
よ
う
。

︻
史
料
11
︼﹁
実
種
公
記
﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
﹁
史
料
稿
本
﹂
所
収
︶
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朝幕関係史上における刀剣贈答

（39）

実
種
公
記　

十
二
月
六
日
庚
午
。
雨
。
今︵

昨
日
ヵ
︶日関

東
使
前︵
信
濃
守
﹆
長
禧
︶

田
伊
豆
守
﹆
長
袴
参
内
。

帥︵
典
仁
親
王
︶

宮
尊
号
宣
下
被
二

申
︵
家
斉
か
ら
︶

述
一

旨
趣
被
二

聞︵
光
格
が
︶食一

之
事
被
二

畏︵
家
斉
が
︶申一﹆

御
野
太
刀
一
口

︿
正
宗
﹀・
行︵
藤
原
︶成
�
朗︵
和
漢
︶詠
二
巻
・
猩
々
緋
等
進
献
云
々
。

　

近
習
小
番
番
頭
の
今
出
川
実
種
︵
三
九
歳
︶
が
前
田
の
参
内
を
日
記
に
記
し

て
い
る
。
伝
聞
情
報
︵﹁
云
々
﹂︶
で
あ
り
日
付
や
人
名
に
不
審
な
点
も
み
ら
れ

る
が
﹆
翌
日
に
な
っ
て
実
際
に
目
録
を
取
り
次
い
だ
近
習
殿
上
人
か
ら
聞
い
た

の
か
進
献
物
に
つ
い
て
は
細
か
い
記
述
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
﹁
御
野
太
刀
一

口
︿
正
宗
﹀﹂
と
明
記
し
て
い
る
点
は
注
目
さ
れ
る
。

　

江
戸
か
ら
上
使
が
来
た
理
由
は
一
般
の
公
家
衆
に
は
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
よ
う
で
﹆
地
下
官
人
の
官
務
壬
生
敬
義
は
﹁
何
之
故
乎
不
レ

知
二

子
細
一

﹂
と

記
し
て
い
る︶64
︵

。
関
白
一
条
輝
良
も
﹁
前
田
信︵
長
禧
︶

乃
守
﹆
今
日
就
レ

参
二　

内
・
院
一﹆

以
レ

使
賀
レ

之
﹂
と
﹁
入
レ

夜
万︵

政

房

︶

里
小
路
入
来
﹆
見
レ

之
。
関
東
ゟ
申
来
義
也
﹂
と

し
か
日
記
に
書
き
残
し
て
い
な
い︶65
︵

。
一
方
﹆
老
年
に
よ
り
小
番
を
免
じ
ら
れ
て

い
た
慈
光
寺
澄す
み
な
か仲

︵
八
〇
歳
︶
は
﹆
院
参
衆
と
し
て
当
日
手
長
役
を
務
め
た
孫

尚
仲
か
ら
聞
い
た
の
か
﹆
具
体
的
な
記
述
を
残
し
て
い
る
。

︻
史
料
12
︼﹁
慈
光
寺
澄
仲
�
日
次
記︶66
︵

﹂
寛
政
四
年
一
二
月
五
日
条

五
日
。
晴
。

一
﹆
今
度
関
東
使
前
田
信︵

長
禧
︶

濃
守
参　

内
。
真
御
太
刀
﹆
猩
々
︻
緋
︼［
皮
］
二

十
間
﹆［
行
成
�
真
筆
朗
詠
集
﹆］
御
進
献
。　

／︵
後
桜
町
上
皇
︶

仙
洞
へ
同
猩
々
皮
十
間

［︻
■︵
抹
消
︶

■
■
枚
︼］﹆［
為
家
�
筆
古
今
集
﹆］
被
レ

献
候
事
。

一
﹆
右
﹆
不
意
ニ
東
使
上
京
之
子
細
者
﹆
先
達
而
ゟ
閑︵
典
仁
親
王
︶

院
宮
へ
尊
号　

宣
下
被

レ

為
レ

在
度
旨
﹆
関
東
へ
被
二

仰︵
光
格
が
︶出一

候
処
﹆
太
上
天
皇
尊
号
之
事
﹆
先
御
領
地
﹆

且
御
殿
﹆
附
公
家
﹆
御
座
所
諸
役
人
被
レ

附
儀
﹆
御
物
入
多
義
﹆
近
来
大
火

後
万
端
御
物
入
相
続
候
事
﹆
御
請
之
儀
難
レ

被
レ

成
﹆
御︵
家
斉
が
︶断ニ

付
﹆
先
右
御
沙

汰
﹆
弥
延
引
被
二

仰
出
一

候
ニ
付
﹆
御︵
光
格
が
︶

許
容
之
事
由
。
右
之
為
二

御
礼
一﹆
今
日

急
ニ
東
使
上
京
云
々
。
五
日
ニ
到
着
﹆
九
日
道
中
云
々
。

又
今
度
堂
上
之
内
﹆
万
端
不
埒
不
相
応
之
人
躰
﹆
政
務
ニ
掛
り
候
儀
共
﹆
吟

味
之
上
﹆
無
レ

拠
﹆
右
之
輩
名
差
﹆
伝
奏
へ
被
二

仰
達
一﹆
可
レ

然
御
取
計
可
レ

被

レ

成
段
﹆
毎
度
被
二

仰
︵
家
斉
か
ら
︶

越
一

候
処
﹆
及
二

言︵
光
格
へ
︶上一

候
。
右
之
人
数
﹆
堂
上
九
人
計
﹆

急
度
御
糺
可
レ

有
レ

之
御
沙
汰
﹆
仍
右
之
御
挨
拶
旁
﹆
何
用
ヲ
以
﹆
此
度
東
使

御
差
登
シ
ト
云
々
。
此
両
説
如
何
。

　

澄
仲
は
光
格
に
﹁
真
御
太
刀
﹂
が
進
献
さ
れ
た
と
記
録
し
て
い
る
が
﹆
後
桜

町
へ
の
太
刀
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
な
お
幕
府
が
尊
号
宣
下
停
止
を
求

め
た
理
由
を
﹁
御
物
入
多
義
﹂﹆
つ
ま
り
財
政
に
差
し
障
り
が
あ
る
た
め
と
す

る
点
は
興
味
深
い
。
も
う
一
つ
候
補
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
不
良
堂
上
問
題
も
当

時
朝
廷
を
揺
る
が
せ
て
い
た
一
件
で
あ
り
﹆
調
査
が
進
め
ら
れ
て
い
た
が
﹆
尊

号
一
件
に
よ
り
正
式
な
処
分
は
寛
政
八
年
ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
に
な
る︶67
︵

。

　

地
下
官
人
の
土
山
武
辰
も
上
使
の
派
遣
理
由
は
知
ら
さ
れ
な
か
っ
た
が
﹆
口

向
を
統
括
す
る
禁
裏
執
次
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
﹆
進
献
物
に
つ
い
て
詳
し
い
記

述
を
残
し
て
い
る
。
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人文 20号（2021）

︻
史
料
13
︼﹁
禁
裏
御
所
御
用
日
記
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
︶
第
一
〇
四
冊

寛
政
四
年
一
二
月
五
日
条

五
日
︿
己
巳
﹀。
晴
。

一
﹆
関
東
ゟ
臨
時
御
使
﹆
高
家
前
田
信︵

長
禧
︶

濃
守
﹆
一
昨
日
京
着
。
今
日
所︵
堀
田
正
順
︶

司
代
同

道
参　

内
有
レ

之
。
御
使
訳
ハ
向
々
不
レ

知
。
御
進
献
物
﹆

　
　

御
太
刀　

一
腰
︽
御
目
録
ニ
而
被
レ

為
レ

進
﹆
／
御
好
候
通
御
出
来
候
︾

　
　

和
漢
朗
詠
集　
　

行
成
�
筆

　
　

猩
々
緋　
　

二
十
間　

但
﹆
五
間
続

　

仙︵
後
桜
町
上
皇
︶

洞
様
へ

　
　

御
太
刀

　
　

古
今
［
和
歌
］
集　
　

為
家
�
筆

　
　

猩
々
緋　
　

十
間

　

右
之
通
之
旨
也
。

　

光
格
に
は
﹁
御
太
刀　

一
腰
﹂﹆
後
桜
町
に
は
﹁
御
太
刀
﹂
と
し
﹆
銘
な
ど

は
記
し
て
い
な
い
。
た
だ
し
光
格
へ
の
﹁
御
太
刀
﹂
に
は
﹆﹁
御
目
録
﹂
が
進

献
さ
れ
﹆﹁
御
好
﹂
通
り
に
贈
ら
れ
る
と
注
記
し
て
い
る
。

　

戦
前
に
宮
内
省
図
書
寮
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
後
桜
町
天
皇
の
年
譜
史
料
集

﹃
後
桜
町
天
皇
実
録
﹄
の
寛
政
四
年
一
二
月
五
日
条︶68
︵

に
は
﹁
将
軍
徳
川
家
斉
﹆

使
ヲ
遣
シ
テ
閑
院
宮
典
仁
親
王
ニ
尊
号
宣
下
ヲ
停
メ
ラ
レ
シ
御
礼
ヲ
言
上
シ
﹆

物
ヲ
献
ズ
﹆
仍
ツ
テ
関
東
使
前
田
信
濃
守
長
禧
ニ
謁
ヲ
賜
ヒ
﹆
御
盃
ヲ
給
フ
﹂

と
の
綱
文
が
た
て
ら
れ
﹆
諸
史
料
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
﹆
後
桜
町
の

仙
洞
御
所
に
属
し
た
女
中
の
業
務
日
誌
﹃
仙
洞
女
房
日
記
﹄
に
は
﹁
御
太
刀
ハ

御
も︵

目

録

︶

く
ろ
く
に
て
跡
よ
り
し︵
進
︶ん
上
の
趣
に
て
候
﹂
と
あ
る
。
土
山
の
記
述
を
踏

ま
え
る
と
﹆
光
格
・
後
桜
町
に
は
ま
ず
﹁
御
目
録
﹂
で
﹁
御
太
刀
﹂
進
上
が
通

告
さ
れ
﹆
希
望
︵﹁
御
好
﹂︶
を
聴
取
し
た
う
え
で
後
日
実
際
に
送
付
す
る
こ
と

に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

当
時
不
良
堂
上
の
一
人
と
し
て
籠
居
中
だ
っ
た
柳
原
紀も

と

光み
つ

は
随
筆
﹃
閑
窓
自

語
﹄
に
尊
号
宣
下
停
止
に
対
し
﹁
将︵
家
斉
︶

軍
家
か
し
こ
ま
り
申
よ
し
に
て
﹆
御
本

︽
行
成
�
書
朗
詠
︾
と
猩
々
緋
と
を
使
を
も︵
以
︶て
た︵

奉

︶

て
ま
つ
る
。
こ
の
使
﹆
関
東

よ
り
い︵
急
ぎ
︶

そ
き
の
よ
し
に
て
﹆
関
所
を
よ︵
夜
越
︶

る
こ
し
て
上
洛
す
︵
と
脱
ヵ
︶
そ
。

め︵

珍

︶

つ
ら
し
き
事
の
よ
し
き︵
聞
︶ゝ
侍
し
也
﹂
と
記
し
て
い
る︶69
︵

。
情
報
源
は
長
男
均な
お

光み
つ

︵
五
位
蔵
人
︶
と
考
え
ら
れ
る
が
﹆
光
格
へ
の
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
と
猩
々
緋
の

こ
と
の
み
で
後
桜
町
へ
の
進
覧
物
や
刀
剣
の
こ
と
に
は
触
れ
て
い
な
い
。
上
使

の
前
田
が
夜
通
し
で
京
都
へ
や
っ
て
き
た
と
す
る
噂
も
真
偽
不
明
で
あ
る
が
﹆

二
刀
が
後
日
送
付
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
発
生
し
た
噂
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
。

三
─二
　
幕
府
側
の
記
録

　
　
　
　
◆
松
平
定
信
の
記
録

　

一
八
九
四
年
﹆
旧
桑
名
藩
主
家
の
子
爵
松
平
定さ

だ

教の
り

宅
に
お
い
て
﹆
先
祖
に
あ

た
る
松
平
定
信
が
厳
封
し
て
い
た
大
量
の
史
料
が
発
見
さ
れ
た
。
旧
桑
名
藩
士

江
間
政
発
は
そ
の
中
か
ら
尊
号
一
件
に
関
す
る
記
録
を
写
し
﹁﹁
撥
雲
録
﹂
と

名
づ
け
た
﹂
と
い
う︶70
︵

。
一
八
九
六
年
に
は
文
科
大
学
史
料
編
纂
掛
︵
現
東
京
大
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朝幕関係史上における刀剣贈答

（41）

学
史
料
編
纂
所
︶
編
纂
委
員
の
三
上
参
次
が
同
家
の
文
書
調
査
を
行
い︶71
︵

。
翌
年

三
月
﹆
同
掛
が
謄
写
し
た
も
の
が
﹁
松
平
定
教
文
書
﹂
と
し
て
伝
わ
っ
て
い
る︶72
︵

。

同
時
に
発
見
さ
れ
た
定
信
の
回
顧
録
﹃
宇
下
人
言
﹄
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が

あ
る
。

︻
史
料
14
︼﹃
宇
下
人
言︶73
︵

﹄

今︵
光
格
天
皇
︶

上
帝
ハ
閑︵
典
仁
親
王
︶

院
之
宮
之
実
ハ
御
子
な
り
。
こ
れ
ニ
よ
て
閑
院
の
宮
へ
尊
号　

宣

下
あ
る
へ
し
と
之
御︵
光
格
天
皇
の
︶

内
意
あ
り
け
れ
と
も
﹆
予

︵
定
信
︶か︵
難
︶た

く
と
り
て
言
上
セ
し
ニ
﹆　

御︵
将
軍
家
斉
の
︶

旨
に
も
か︵
適
︶な

ひ
け
れ
ハ
﹆
故
関
白
殿
︽
鷹︵
輔
平
︶

司
殿
な
り
︾
い
く
た
ひ
申
上
し
也
。

そ
の
一
件
﹆
こ
の
巻
ニ
そ
へ
て
残
し
侍
る
也
。
そ
の
後
猶
又
往
復
取
計
ひ
し
事

あ
り
。

　
﹁
松
平
定
教
文
書
﹂
は
定
信
に
よ
っ
て
意
図
的
に
残
さ
れ
た
﹆
当
時
の
様
子

を
最
も
正
確
に
伝
え
る
記
録
で
あ
る
。
同
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
江
戸
の
老
中

と
京
都
の
所
司
代
と
の
書
簡
と
﹆
正
親
町
公
明
の
﹁
公
武
御
用
雑
記
﹂
な
ど
を

も
と
に
﹆
寛
政
四
年
一
一
月
の
動
き
を
ま
と
め
た
の
が
︻
表
3
︼
で
あ
る
。
な

お
宝
暦
一
三
年
︵
一
七
六
三
︶
の
規
定
で
は
﹆
江
戸
・
京
都
間
の
最
速
便
は
片

道
三
四
時
︵
約
六
八
時
間
︶
の
継
飛
脚
で
﹆
通
常
は
五
日
間
か
か
っ
た︶74
︵

。

　

幕
府
に
よ
る
武
家
伝
奏
・
議
奏
の
江
戸
召
喚
指
示
︵
一
〇
月
四
日
︶
に
不
安

を
感
じ
た
後
桜
町
上
皇
の
説
得
︵
一
三
日
︶
を
受
け
﹆
一
一
月
一
二
日
に
光
格

天
皇
が
尊
号
宣
下
停
止
を
承
諾
し
﹆
翌
日
武
家
伝
奏
が
所
司
代
に
こ
れ
を
通
知
。

一
七
日
に
江
戸
に
そ
の
情
報
が
届
い
て
お
り
﹆
翌
一
八
日
に
﹁
御
会
釈
﹂︵
挨

【表3】寛政4年 11月における京都・江戸の動向

11月 京都 江戸

1日 『和漢朗詠集』模写御用

5日 老中松平信明が参内・参院

12日 天皇が尊号宣下停止正式決定

13日 尊号宣下停止を所司代に伝える

17日 13日付の宣下停止書状が到着

18日
前田に京都派遣用意を命じる
所司代に高家派遣・進献物の書状を送る

22日
前田が御暇御目見、目録・口上書拝領
所司代へ進献の太刀につき書状

23日 （所司代に 18日付書状到来？） 前田が京都へ出発（目録持参）

24日 所司代が伝奏に高家派遣を伝える 両卿下向を強く要求する所司代宛飛脚

27日 （所司代に 22日付書状到来？）

28日 所司代が伝奏に高家出発を伝える

※「公武御用雑記」「松平定教文書」「年録」「略譜」をもとに作成
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（42）

人文 20号（2021）

拶
︶
と
し
て
高
家
派
遣
が
決
定
さ
れ
た
。
京
都
へ
の
臨
時
使
者
は
ふ
つ
う

溜た
ま
り
の
ま
づ
め

間
詰
大
名
と
高
家
一
名
ず
つ
が
派
遣
さ
れ
る
が
﹆
こ
の
日
奥
高
家
前
田
長

禧
だ
け
に
﹁
御
用
之
品
有
レ

之
﹆
京
都
江
被
レ

遣
候
間
﹆
可
レ

致
二

用
意
一

旨
﹂
が

命
じ
ら
れ︶75
︵

﹆
二
二
日
に
目
録
・
口
上
書
を
受
け
取
り
﹁
御
暇
﹂
が
許
さ
れ
﹆
翌

日
京
都
へ
出
発
し
て
い
る
。
一
八
日
付
の
所
司
代
宛
の
老
中
書
簡
に
は
﹆
注
目

す
べ
き
記
述
が
付
さ
れ
て
い
る
。

︻
史
料
15
︼﹁
松
平
定
教
文
書
﹂
第
二
冊
︵
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
後
文
と
対
応
︶

Ⓐ
尊
号　

宣
下
之
義　

思︵
家
斉
の
︶召之
趣
﹆
あ
ら
ま
し
被
二　

仰︵
光
格
へ
︶進一
候
処
﹆
尊
号　

宣

下
被
二

停
止
一

旨
被
二　

仰︵
光
格
が
︶出一
候
段
﹆
伝
奏
衆
被
二

申
聞
一

候
書
付
被
レ

越
レ

之
。

則
及
二

言︵
家
斉
へ
︶上一

候
処
﹆
早
速
被
二

差
止
一﹆
先
以
御
感
動
之
御
義
ニ
被
二　

思︵
家
斉
が
︶召一

候
。
依
レ

之
﹆
右
為
二　

御
会
釈
一﹆
近
々
高
家
御
使
可
レ

被
二

差
登
一　

御
沙
汰

に
て
﹆
則
今
日
前
田
信︵

長
禧
︶

濃
守
御
使
之
用
意
可
レ

仕
旨
被
二　

仰
付
一

候
。
右
之

趣
﹆
為
二

心
得
一

申
遣
候
間
﹆
両
�
へ
可
レ

被
二

達
置
一

候
。
以
上
。

　
　

十
一
月
十
八
日　
　
　
　
　

連︵
老
中
︶名

Ⓑ
当
月
新
嘗　

御
親
祭
被
二　

仰︵
光
格
が
︶出一
候
旨
書
付
﹆
是
又
及
二

言︵
家
斉
へ
︶上一
候
。
此
点
も

伝　

奏
衆
へ
可
レ

被
レ

達
候
。
以
上
。

　
　

十
一
月
十
八
日　
　
　
　
　

連
名

Ⓒ　

堀
田
相︵

正
順
︶

模
守
へ
奉
書

其
方
事
﹆
御
役
間
も
無
レ

之
義
ニ
候
処
﹆
今
度　

尊
号
之
義
ニ
付
所
置
宜
有

レ

之
段
﹆　

御︵
家
斉
の
︶

沙
汰
候
。
右
為
レ

可
二

相
達
一

如
レ

此
候
。
恐
々
謹
言
。

　
　

十
一
月
十
八
日　
　
　
　
　

連
名

Ⓓ
此
已
前　

尊
号
相
止
候
ハ
ヽ
﹆
如
流
御
寛
納
御
恐
悦
之
旨
を
以
﹆
高
家
御
使

被
レ

遣
﹆
并
ニ
御
進
献
物
伺
申
置
候
処
﹆
伺
之
通
り
被
二　

仰
出
一。

　

行
成
�
朗
詠
集　

定
家
書
入
﹆
基︵
近
衛
︶

熙
公
跋

右
御
数
奇
屋
御
道
具
之
内
也
。
森︵

祥

尹

︶

伝
右
衛
門
へ
写
被
二

仰
付
一。
右︵
写
し
︶ハ
御
数

奇
屋
へ
被
二

残
置
一

候
事
。

　

猩
々
皮　

廿
間

初
メ
か︵
唐
︶ら
梯
硯
を
伺
候
処
﹆
右
ハ　

東
山
院
御
遺
物
ニ
付
﹆
相
止
﹆
猩
々

皮
と
伺
レ

之
。

　

御
太
刀

御
物
数︵
好
︶奇
ニ
て
可
レ

被
二　

仰
付
一

処
﹆
急
之
義
ニ
付
﹆
ま
つ
御
目
ろ︵
録
︶く
に

て
被
レ

進
﹆
御
好
次
第
可
レ

被
二　

仰
付
一

旨
﹆
御
口
上
添
候
積
。

　

右
﹆　

禁
裏
へ
御
進
献
之
事
。

　

為
家
�　

古
今
集

　

猩
々
皮　

十
間

右
﹆　

仙
洞
へ
被
レ　

進
候
義
伺
済
。
古
今
集
﹆
書
入
レ
等
も
有
レ

之
候
間
﹆

尋
常
之
古
今
集
校
合
被
二

残
置
一

候
義
﹆
成︵
和
鼎
﹆書
物
奉
行
格
︶

島
忠
八
郎
へ
伺
之
上
申
達
。

　

Ⓓ
に
よ
れ
ば
﹆
朝
廷
で
尊
号
宣
下
停
止
が
決
定
さ
れ
る
前
か
ら
﹆
高
家
を
遣

わ
す
こ
と
と
進
献
物
に
つ
い
て
︹
将
軍
徳
川
家
斉
に
︺
伺
い
申
し
上
げ
て
お
い

た
と
こ
ろ
﹆
伺
い
の
通
り
に
せ
よ
と
︹
家
斉
が
︺
命
じ
ら
れ
た
﹆
と
い
う
。
藤

原
定
家
書
入
れ
・
近
衛
基
熙
跋
文
の
あ
る
﹃
和
漢
朗
詠
集︶76
︵

﹄
は
幕
府
の
﹁
御
数

寄
屋
道
具
之
内
﹂
に
あ
っ
た
も
の
で
﹆
能
書
家
と
し
て
知
ら
れ
る
旗
本
隠
居
森
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朝幕関係史上における刀剣贈答

（43）

尹ま
さ

祥よ
し

に
写
し
置
か
せ
﹆
現
物
を
贈
る
。
猩
々
緋
は
﹆
当
初
﹁
か︵
唐
︶ら
梯
硯
﹂
を
贈

ろ
う
と
し
た
と
こ
ろ
﹆﹁
東
山
院
御
遺
物︶77
︵

﹂
な
の
で
や
め
た
。﹁
御
太
刀
﹂
は
﹆

︹
家
斉
の
︺
ご
趣
向
で
選
ば
れ
る
予
定
の
と
こ
ろ
﹆
急
ぎ
の
こ
と
だ
っ
た
た
め
﹆

ま
ず
目
録
に
よ
っ
て
進
献
し
﹆︹
光
格
・
後
桜
町
の
︺
お
好
み
次
第
で
選
び
た

い
﹆
と
の
趣
旨
を
﹆︹
高
家
か
ら
の
︺
口
上
に
言
い
添
え
さ
せ
る
つ
も
り
﹆
だ

と
い
う
。

　
　
　
◆
流
布
本

　
﹁
撥
雲
録
﹂
な
ど
の
発
見
に
先
立
つ
一
八
八
七
年
﹆
史
料
編
纂
掛
の
前
身
で

あ
る
内
閣
臨
時
修
史
局
は
桑
名
藩
松
平
家
所
蔵
の
﹁
泰
平
問
答
﹂︵
内
題
﹁
有

明
冊
子
﹂︶
と
い
う
史
料
を
謄
写
し
て
い
た︶78
︵

。
定
信
に
小
姓
と
し
て
仕
え
た
田

内
親
輔
が
弘
化
二
年
︵
一
八
四
五
︶
に
著
し
た
﹁
楽
翁
公
著
述
目
録︶79
︵

﹂
や
識
語

に
よ
れ
ば
﹆
旗
本
﹁
岡
野
孫
十
郎
﹂
が
﹁
泰
平
問
答
﹂
と
名
づ
け
秘
蔵
し
て
い

た
も
の
を
﹆
和
算
家
と
し
て
も
知
ら
れ
る
桑
名
藩
士
不
破
直
温
が
盗
み
写
し
﹆

田
内
が
弘
化
二
年
に
書
写
し
た
も
の
と
い
う
。
岡
野
孫
十
郎
融
明
は
岡
野
融と

お

成な
り

︵
板
部
岡
江
雪
斎
︶
の
子
孫
で
﹆
九
一
二
石
余
の
旗
本
で
あ
る
。
中
奥
番
・
小

十
人
頭
を
つ
と
め
﹆
文
政
四
年
︵
一
八
二
一
︶
病
に
よ
り
職
を
免
ぜ
ら
れ
寄
合

と
な
る
。
寛
永
か
ら
文
政
ま
で
の
番
方
幕
臣
を
列
挙
し
た
﹁
御
番
士
代
々
記
﹂

を
編
纂
・
献
上
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
﹆
一
族
に
老
中
水
野
忠た

だ

成あ
き
らが
お
り
﹆
幕
府

右
筆
所
日
記
を
読
む
こ
と
も
で
き
た︶80
︵

。﹁
泰
平
問
答
﹂
所
収
の
一
一
月
一
八
日

付
所
司
代
宛
老
中
奉
書
案
で
は
﹆
光
格
へ
﹁
真
御
太
刀
﹂
を
贈
る
こ
と
が
明
示

さ
れ
る
一
方
﹆
後
桜
町
へ
の
﹁
御
太
刀
﹂
が
な
い
。
幕
府
に
残
さ
れ
て
い
た
書

類
を
写
し
た
と
考
え
ら
れ
る
﹁
泰
平
問
答
﹂
は
﹁
閑
院
一
品
宮
御
事
﹂
と
し
て

流
布
し
て
お
り
﹆
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
﹁
尊
号
廷
議
并
閑
院
一
品
宮
御
事
﹂

︵
請
求
記
号
：
わ
┋
九
八
︶
や
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
﹁
寛
政
儀
論
﹂︵
請
求

記
号
：C

all N
o.

リ05 04841

︶
も
同
文
の
奉
書
案
を
引
用
す
る
。
た
だ
し
国

立
公
文
書
館
所
蔵
﹁
雑
載
﹂︵
請
求
番
号
：
一
八
一
┋
〇
一
六
三
︶
所
収
﹁
閑

院
一
品
宮
御
事
﹂
で
は
後
桜
町
へ
の
﹁
御
太
刀
一
腰
﹂
な
ど
が
朱
書
き
で
加
筆

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
﹁
尊
号
廷
議
﹂︵
請
求
記
号
：

C
all N

o.

文
庫08 C

0217 0005

︶
は
﹆
前
田
に
目
録
・
口
上
書
を
渡
す
﹁
奥
日

記
﹂
を
引
用
し
て
い
る
。

︻
史
料
16
︼﹁
尊
号
廷
議
﹂

︵
朱
書
︶﹁
奥
日
記
﹂

寛
政
四
子
年

十
一
月
廿
二
日

一
﹆
四
半
時
過
﹆
御
座
間
御
上
段　

御︵
将
軍
家
斉
が
︶

着
座
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
高
家
］
前
田
信︵
長
禧
︶

濃
守

右
出
座　

御
目
見
﹆
丹

︵
鳥
居
忠
意
﹆老
中
︶

波
守
披
露
。　

上︵
家
斉
の
︶意

有
レ

之
而
﹆
於
二

御
上
段
一﹆　

尊
号　

宣
下
被
二

差︵
光
格
が
︶止一
候
儀
ニ
付
﹆
京
都
江
之　

御︵
家
斉
の
︶使被

二　

仰
付
一。　
︵
光
格
天
皇
︶

禁
裏
・　
︵
後
桜
町
上
皇
︶

仙
洞

江

之　

御︵
家
斉
の
︶

口
上
﹆
被
レ　

仰

含
之
。
御
下
段
江

退
﹆
御
礼
申
上
候
節
﹆

堀︵
正
順
﹆京
都
所
司
代
︶

田
相
模
守
申
談
可
二

相
勤
一

旨
﹆　

御︵
家
斉
の
︶諚

有
レ

之
。
老
中
及
二

御
取
合
一﹆
退
去
。　

禁
裏
・　

仙
洞
江
御
進
献
之
御
目
録
・　

御
口
上
書
等
﹆
於
二

羽
目
間
一﹆
信
濃

守
江
丹
波
守
申
渡
之
。
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人文 20号（2021）

　
　
　

御
口
上

　

禁
裏
江

　
　

尊
号　

宣
下
之
儀
﹆︵
以
下
︻
史
料
9
︼
口
上
書
に
同
じ
︶

　

仙
洞
江

　
　

同
文
言　
︿
御
進
覧
候
﹀

一
﹆
御
進
献
物
﹆
左
之
通
。

　

禁
裏
江

　
　

御
太
刀
一
腰

和
漢
朗
詠
集
︿
行
成
�
筆
﹀
一
箱
︽
全
部
／
二
冊
︾︵
朱
書
︶︽
定
家
�
書

入
／
近
衛
春︵
基
熙
︶奥
公
跋
︾

　
　

猩
々
緋
﹆
弐
拾
間

　

仙
洞
江

　
　

御
太
刀
一
腰

　
　

古
今
和
歌
集
︿
為
家
�
筆
﹀
一
箱
︽
全
部
／
二
冊
︾

　
　

猩
々
緋
﹆
拾
間

　

不
審
な
点
は
見
ら
れ
ず
﹆
内
容
は
信
頼
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
家
斉
自
ら
前

田
に
﹁
上
意
﹂
を
述
べ
﹆
所
司
代
と
の
相
談
を
指
示
す
る
形
式
が
取
ら
れ
て
い

る
こ
と
を
確
認
で
き
る
が
﹆
老
中
鳥
居
忠
意
か
ら
前
田
に
渡
さ
れ
た
口
上
書
と

進
献
目
録
が
続
い
て
記
さ
れ
て
い
る
。
光
格
・
後
桜
町
両
者
と
も
に
﹁
御
太
刀

一
腰
﹂
と
あ
る
。

︻
史
料
17
︼﹁
松
平
定
教
文
書
﹂
第
二
冊

今
度　
︵
光
格
天
皇
︶

禁
裏
・　
︵
後
桜
町
上
皇
︶

仙
洞
へ
御
進
献
御
太
刀
之
義
﹆
一
躰
御
拵
等
ハ
御
好
ミ
も
可

レ

被
レ

為
レ

在
候
ヘ
ハ
﹆
其
趣
ニ
出
来
候
様
ニ
と
の
御︵
家
斉
の
︶

沙
汰
ニ
付
﹆
今
度
ハ
御
目

録
の
ミ
被
レ

進
候
間
﹆
其
段
伝　

奏
衆
へ
相
達
﹆　

御
好
之
趣
も
被
二

相
伺
一﹆
追

て
申
越
候
様
ニ
可
レ

被
レ

致
候
。
以
上
。

　
　

十
一
月
廿
二
日　
　
　
　
　

連︵
老
中
︶名

　

堀
田
相︵
正
順
︶

模
守
殿

　

こ
の
日
所
司
代
に
宛
て
た
老
中
書
状
に
は
﹆︹
光
格
や
後
桜
町
に
︺
お
好
み

の
拵
え
な
ど
も
あ
る
だ
ろ
う
か
ら
﹆
進
献
の
太
刀
は
そ
の
意
向
に
従
い
製
作
し

た
も
の
を
お
送
り
す
る
と
の
︹
家
斉
の
︺
沙
汰
で
あ
る
の
で
﹆
今
回
は
目
録
だ

け
を
お
送
り
す
る
。
そ
の
こ
と
を
武
家
伝
奏
に
伝
え
﹆
お
好
み
を
伺
っ
て
も
ら

う
よ
う
に
﹆
と
の
指
示
が
な
さ
れ
て
い
た
。
一
八
日
か
ら
二
二
日
ま
で
の
間
に
﹆

後
桜
町
に
も
真
御
太
刀
を
贈
る
こ
と
が
家
斉
の
裁
可
を
得
て
決
定
さ
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。

　

正
親
町
公
明
は
二
四
日
に
堀
田
の
も
と
へ
赴
い
た
際
﹆
一
八
日
付
の
︻
史
料

15
︼
Ⓐ
Ⓑ
の
内
容
を
伝
え
ら
れ
た
︵﹁
公
武
御
用
雑
記
﹂︶。
こ
の
と
き
﹆
口
頭

で
Ⓓ
に
つ
い
て
も
伝
え
ら
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
二
八
日
に
高
家
の
江

戸
出
発
を
伝
え
ら
れ
た
際
﹆
こ
の
二
二
日
付
書
状
の
内
容
を
伝
え
ら
れ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
書
状
で
は
拵
え
の
み
話
題
と
し
て
お
り
﹆
今
出
川
実
種
の
記

述
︵︻
史
料
11
︼︶
も
踏
ま
え
る
と
﹆
前
田
が
参
内
す
る
ま
で
に
は
﹁
正
宗
﹂
二

刀
を
贈
る
こ
と
が
確
定
し
光
格
に
も
伝
わ
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
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拵
え
の
趣
向
を
伺
っ
た
た
め
﹆
実
際
の
進
献
は
延
引
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
◆
家
斉
と
定
信
の
考
え

　

明
治
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
福
地
源
一
郎
が
﹁
池
畔
釣
夫
﹂
の
筆
名
で
執
筆
し

た
﹃
尊
号
美
談
﹄︵
一
八
八
七
年
東
京
日
日
新
聞
附
録
︶
は
﹆﹁
旗
本
岡
野
孫
十

郎
の
秘
蔵
﹂
の
﹁
有
明
草
子
﹂
を
基
に
﹆
尊
号
一
件
に
対
す
る
世
間
の
誤
解
を

解
こ
う
と
し
た
書
﹆
と
い
う
︵
自
序
︶。﹁
高
家
上
京
之
事
﹂
と
し
て
尊
号
宣
下

停
止
御
礼
に
触
れ
て
い
る
。
松
平
定
信
か
ら
進
献
物
選
定
を
命
じ
ら
れ
た
﹁
御

納
戸
﹂
で
は
﹆
倹
約
中
︵
寛
政
の
改
革
︶
で
あ
る
か
ら
と
﹁
通
例
の
品
々
﹂
を

選
ん
で
差
し
出
し
た
。
と
こ
ろ
が
定
信
は
不
機
嫌
に
な
り
﹆﹁
御
倹
約
仰
出
さ

れ
た
る
ハ
箇
様
の
折
に
御
使
用
あ
る
べ
き
が
為
な
ら
ず
や
。
禁
裏
御
所
ハ
至
孝

の
御
聖
徳
を
以
て
尊
号
宣
下
の
思
召
な
り
し
を
﹆
将
軍
家
ハ
至
忠
の
御
精
神
を

以
て
之
を
止
め
奉
つ
り
玉
ひ
し
に
﹆
禁
裏
こ
れ
を
御
嘉
納
あ
ら
せ
給
ひ
た
り
。

依
て
御
礼
を
申
上
げ
進
献
に
及
バ
せ
ら
る
ゝ
﹂
と
𠮟
っ
た
の
だ
と
い
う
。
そ
の

結
果
﹆﹁
将
軍
家
の
御
宝
蔵
を
押
し
開
き
重
代
の
御
名
品
﹂
が
贈
ら
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
と
い
う
。
た
だ
し
﹆
光
格
へ
進
献
す
る
﹁
真
御
太
刀
﹂
に
﹁
三
条
宗

近
作
﹂
と
注
記
し
進
献
を
一
二
月
六
日
と
す
る
な
ど
﹆
明
ら
か
な
間
違
い
を
含

ん
で
い
る
。
福
地
が
参
照
し
た
﹁
有
明
草
子
﹂
は
巻
末
の
﹁
附
記
﹂
に
は
﹁
一

名
大
平
論
﹂
と
あ
り
﹆
前
述
の
﹁
泰
平
問
答
﹂
の
異
本
を
参
照
し
た
と
み
ら
れ

る
。
た
だ
し
﹆
福
地
が
﹁
若
年
の
頃
よ
り
故
老
に
伝
へ
聞
た
る
事
ど
も
を
加

へ
﹂
た
と
も
あ
り
﹆
ど
こ
ま
で
が
他
史
料
の
﹁
折
衷
﹂
な
の
か
は
明
瞭
で
な
い︶81
︵

。

　

光
格
か
ら
の
尊
号
宣
下
内
慮
に
対
し
﹆
定
信
は
な
り
難
い
と
考
え
将
軍
家
斉

に
言
上
し
た
と
こ
ろ
﹆
家
斉
も
同
調
し
た
の
で
﹆
交
流
の
あ
っ
た
前
関
白
鷹
司

輔
平
に
何
度
も
申
し
上
げ
た
﹆
と
回
顧
し
て
い
る
︵︻
史
料
14
︼﹃
宇
下
人
言
﹄︶。

反
対
の
理
由
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
﹆
①
﹁
名
分
﹂
の
問
題
﹆
②
財
政
問
題

と
い
わ
れ
て
い
る︶82
︵

。
天
明
二
年
︵
一
七
八
二
︶
摂
政
九
条
尚
実
か
ら
光
格
実
父

典
仁
の
扱
い
を
内
談
さ
れ
た
際
﹆
老
中
一
同
は
尊
号
宣
下
を
明
確
に
否
定
し
て

い
る︶83
︵

。
②
に
つ
い
て
も
﹆
朝
廷
を
納
得
さ
せ
る
た
め
に
一
代
限
り
と
は
い
え
典

仁
へ
の
加
増
な
ど
を
決
定
し
て
お
り
﹆
最
大
の
理
由
は
皇
位
に
つ
い
て
い
な
い

も
の
に
天
皇
号
を
贈
る
こ
と
は
﹁
名
分
﹂
を
乱
す
﹆
と
い
う
①
で
あ
っ
た
。
尊

号
宣
下
拒
否
は
定
信
が
同
七
年
に
老
中
と
な
る
以
前
の
﹆
田
沼
時
代
か
ら
の
幕

府
の
基
本
方
針
で
あ
っ
た︶84
︵

。

　

家
斉
は
天
明
元
年
九
歳
の
と
き
一
橋
家
か
ら
養
子
入
り
し
﹆
一
五
歳
で
将
軍

と
な
り
﹆
寛
政
四
年
は
ま
だ
二
〇
歳
で
﹆
七
月
一
三
日
に
長
男
竹
千
代
︵
の
ち

早
世
︶
が
生
ま
れ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
傍
系
の
閑
院
宮
家
か
ら
入
っ
た
光
格
と

類
似
す
る
境
遇
で
あ
り
﹆
田
沼
時
代
の
方
針
が
家
斉
実
父
一
橋
治
済
の
大
御
所

化
を
牽
制
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
﹆
十
分
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

明
治
時
代
の
聞
き
取
り
な
ど
に
よ
れ
ば
﹆
家
斉
は
朝
廷
へ
の
進
献
物
は
全
て

自
ら
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
た
と
い
う︶85
︵

。
森
尹
祥
は
寛
政
四
年
﹁
十
一
月
朔
日
﹆
行

成
�
筆
朗
詠
集
模
写
御
用
﹂
を
命
じ
ら
れ
﹆
二
八
日
に
﹁
褒
銀
七
枚
﹂
を
拝
領

し
て
い
る︶86
︵

。
進
献
物
の
準
備
は
宣
下
停
止
が
濃
厚
と
な
っ
た
一
〇
月
下
旬
か
ら

進
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
朝
廷
と
の
折
衝
状
況
は
定
信
を
通
じ
て
都
度

上
申
さ
れ
て
お
り
﹆
ま
た
家
斉
は
代
始
に
あ
た
っ
て
か
寛
政
二
年
三
～
四
月
﹆

早
川
正
宗
・
小
池
正
宗
を
含
む
柳
営
御
物
の
刀
剣
を
観
覧
し
て
い
る︶87
︵

。
ふ
だ
ん
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は
歴
代
将
軍
の
佩
刀
を
帯
び
て
い
た︶88
︵

家
斉
は
﹆
定
信
ら
老
中
た
ち
の
伺
い
を
受

け
﹆
自
ら
正
宗
二
刀
を
含
む
進
献
物
を
決
定
し
た
と
い
え
る
。

　
　
　
　
◆
幕
府
側
の
意
図

　

尊
号
一
件
後
﹆
事
件
を
題
材
と
し
た
﹁
中
山
大
納
言
物
﹂
と
総
称
さ
れ
る
実

録
物
が
大
量
に
流
布
し
た
が︶89
︵

﹆
例
え
ば
異
本
の
一
つ
﹆
高
知
県
立
高
知
城
歴
史

博
物
館
山
内
文
庫
所
蔵
﹁
反
汗
秘
録
﹂︵
文
政
六
年
写
本
︶
で
は
宣
下
停
止
の

﹁
御
礼
と
し
て
大
判
金
五
十
枚
・
御
太
刀
・
御
馬
・
其
外
種
々
進
献
﹂
と
な
っ

て
お
り
﹆
明
ら
か
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。

　

前
田
が
京
都
へ
出
発
し
た
翌
日
の
一
一
月
二
四
日
﹆
尊
号
宣
下
強
行
派
の
武

家
伝
奏
正
親
町
公
明
・
議
奏
中
山
愛
親
を
江
戸
に
召
喚
す
る
こ
と
を
厳
命
し
た

京
都
所
司
代
宛
老
中
連
署
状
が
発
送
さ
れ
て
い
る
。

︻
史
料
18
︼﹁
松
平
定
教
文
書
﹂
第
二
冊

十
一
月
廿
四
日
﹆
飛
脚
ニ
て
遣
扣︵

控
︶

先
達
而　

尊
号　

宣
下
必
御
見
合
可
レ

被
レ

遊
ニ
付
﹆
三
�
下
向
無
レ

之
様
ニ
被

レ

遊
度︵
光
格
の
︶旨及

二

言︵
家
斉
へ
︶上一
候
段
ハ
﹆
其
比
申
達
候
。
此
度
正︵
公
明
︶

親
町
・
中︵
愛
親
︶山
下
向
之
義

ハ
﹆
可
レ

成
た
け
下
向
無
レ

之
様
ニ
可
レ

被
レ

遊
候
処
﹆
無
二

余
義
一

御
趣
意
有
レ

之

御
用
に
て
﹆
此
度
之　

尊
号
ニ
拘
り
候
義
而
已
ニ
無
レ

之
候
間
﹆
是
非
早
々
下

向
無
レ

之
て
は
不
二

相
済
一

筋
ニ
候
間
﹆
更
ニ
被
二

仰︵
家
斉
が
︶出一
候
義
ニ
付
﹆
此
訳
合
も

程
能
伝　

奏
衆
へ
可
レ

被
レ

達
候
。
以
上
。

　

十
一
月
廿
四
日　
　
　
　
　

連︵
老
中
︶名

　

堀
田
相︵
正
順
︶

模
守
殿

　
　

別
紙

別
紙
ニ
申
達
候
趣
ハ
﹆
両

︵
正
親
町
・
中
山
︶

�
下
向
之
義
申
渡
候
節
﹆
伝
奏
衆
へ
程
能
可
レ

被
二

達

置
一

候
。
先
便
申
進
落
候
間
﹆
別
段
申
達
候
。
且
又
此
度
下
向
当
人
も
定
り
居

候
事
ニ
付
﹆
直
ニ
御
手
当
等
之
御
及
沙
汰
一﹆
た
と
へ
病
気
等
ニ
候
共
﹆
押
て

下
向
之
義
﹆
呉
々
も
手
強
ニ
可
レ

被
二

取
計
一

候
。
差
当
御
用
等
有
レ

之
趣
ニ
相
聞

候
と
も
﹆
何
分
先
早
々
下
向
［
之
］
有
様
﹆
万
里
小
路
前︵

政

房

︶

大
納
言
へ
可
レ

被
二

相

達
一

候
。
以
上
。

　
　

十
一
月
廿
四
日　
　
　
　

連
名

　

堀
田
相
模
守
殿

　

朝
廷
側
は
尊
号
宣
下
を
停
止
し
た
時
点
で
一
件
は
終
息
し
た
と
認
識
し
て
い

た
。
し
か
し
な
が
ら
﹁
手
強
に
取
り
計
ら
う
こ
と
﹂
と
あ
る
よ
う
に
﹆
幕
府
側

は
本
件
の
責
任
者
と
し
て
武
家
伝
奏
・
議
奏
の
江
戸
召
喚
を
断
固
た
る
態
度
で

要
求
す
る
こ
と
を
所
司
代
に
命
じ
て
い
た
。
幕
府
は
両
�
が
年
頭
勅
使
︵
天
皇

の
使
者
︶
と
し
て
下
向
し
て
く
る
こ
と
を
警
戒
し
て
お
り
﹆
あ
く
ま
で
も
臨
時

の
下
向
と
す
る
べ
く
年
内
の
早
急
な
下
向
を
要
求
し
て
い
た︶90
︵

。
幕
府
側
の
強
硬

な
態
度
を
受
け
﹆
光
格
は
一
二
月
一
四
日
に
両
�
下
向
を
受
け
入
れ
た
。
武
家

伝
奏
を
江
戸
に
召
喚
し
て
処
分
す
る
の
は
﹆
後
水
尾
天
皇
が
幕
府
の
了
解
を
得

ず
に
譲
位
を
断
行
し
た
責
任
を
問
い
寛
永
七
年
︵
一
六
三
〇
︶
中
院
通
村
が
寛

永
寺
幽
閉
と
な
っ
て
以
来
の
こ
と
で
あ
る︶91
︵

。
武
家
伝
奏
・
議
奏
は
摂
関
と
と
も

に
朝
廷
に
お
い
て
幕
府
の
意
向
を
貫
徹
さ
せ
る
存
在
と
し
て
定
置
さ
れ
て
お
り︶92
︵

﹆
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内
慮
伺
い
制
度
を
有
名
無
実
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
な
ど
﹆
こ
れ
ら
の
反
抗
を

断
固
と
し
て
認
め
な
い
姿
勢
を
幕
府
は
示
し
た
。
異
例
の
正
宗
二
刀
進
献
は
﹆

そ
の
重
大
性
を
表
し
て
い
る
と
い
え
る
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
明
ら
か
に
し
え
た
こ
と
を
ま
と
め
る
。

　

将
軍
徳
川
家
斉
は
寛
政
四
年
︵
一
七
九
二
︶
一
二
月
五
日
﹆
上
使
前
田
長
禧

を
参
内
・
参
院
さ
せ
﹆
光
格
天
皇
に
﹁
正
宗
の
野
太
刀
﹂︵
早
川
正
宗
︶﹆
後
桜

町
上
皇
に
﹁
御
太
刀
﹂︵
小
池
正
宗
︶
な
ど
を
贈
る
こ
と
を
目
録
と
口
上
で
伝

え
﹆
装
飾
︵
拵
え
︶
の
希
望
を
聴
取
し
た
。
そ
の
結
果
﹆
早
川
正
宗
を
螺
鈿
造

に
﹆
小
池
正
宗
を
朱
銘
・
白
鞘
入
り
に
改
め
﹆
同
六
年
一
一
月
一
〇
日
に
京
都

へ
送
付
し
た
︵
七
年
で
は
な
い︶93
︵

︶。
進
献
物
は
家
斉
の
意
向
を
汲
み
選
択
さ
れ

て
お
り
﹆
光
格
も
ま
た
返
礼
品
に
関
与
し
て
い
た
。
今
回
の
豪
華
す
ぎ
る
進
献

は
﹆
名
目
と
し
て
は
﹆
尊
号
一
件
で
尊
号
宣
下
を
断
念
し
た
光
格
天
皇
へ
の
挨

拶
と
﹆
そ
の
説
得
に
あ
た
っ
た
後
桜
町
上
皇
へ
の
御
礼
で
あ
り
﹆﹁
機
嫌
取
り
﹂

の
面
は
否
め
な
い
。
但
し
朝
廷
が
一
件
の
中
心
人
物
で
あ
る
武
家
伝
奏
正
親
町

公
明
と
議
奏
中
山
愛
親
の
江
戸
下
向
を
了
承
す
る
前
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
﹆

現
物
の
送
付
を
遅
ら
せ
て
ま
で
幕
府
が
急
い
だ
の
は
﹆
両
�
下
向
を
強
要
す
る

圧
力
の
た
め
で
も
あ
っ
た
か
ら
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

進
献
さ
れ
た
二
刀
の
来
歴
を
整
理
す
る
と
﹆
次
の
よ
う
に
な
る
。︵
│
は
相

続
﹆
↓
は
譲
渡
・
献
上
︶

早
川
正
宗
：
早
川
伝
右
衛
門
↓
浅
野
幸
長
↓
徳
川
将
軍
家
↓
紀
伊
徳
川
家
│
綱

教
│
頼
方
︵
吉
宗
︶
↓
将
軍
綱
吉
│
徳
川
将
軍
家
│
家
斉
↓
光
格
天
皇
↓
仁
孝

天
皇
│
孝
明
天
皇
↓
焼
失

小
池
正
宗
：
御
池
通
旅
宿
↓
本
多
忠
政
│
本
多
平
八
郎
家
│
政
長
│
忠
国
↓
将

軍
家
綱
│
綱
吉
↓
徳
松
↓
徳
川
将
軍
家
│
家
斉
↓
後
桜
町
上
皇
│
光
格
天
皇

︵
上
皇
︶
│
仁
孝
天
皇
│
歴
代
天
皇

　

早
川
正
宗
は
天
皇
座
右
刀
と
な
る
も
焼
失
し
た
が
﹆
小
池
正
宗
は
光
格
上
皇

佩
刀
を
経
て
現
存
し
た
。﹁
は
じ
め
に
﹂
で
紹
介
し
た
よ
う
に
﹆
尊
号
一
件
後

の
光
格
は
幕
府
と
の
﹁
協
調
体
制
﹂
維
持
に
つ
と
め
て
い
る︶94
︵

。
複
雑
な
因
縁
の

あ
る
刀
剣
を
座
右
に
置
い
て
い
た
光
格
の
心
性
を
史
料
的
に
明
ら
か
に
す
る
こ

と
は
難
し
い
が
﹆
説
得
材
料
と
し
て
選
ば
れ
な
が
ら
号
は
伏
せ
ら
れ
た
点
を
含

め
﹆
名
物
刀
剣
の
有
す
る
﹁
力
﹂
を
論
じ
る
材
料
を
提
供
で
き
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

注︵
1
︶　

大
友
一
雄
﹃
日
本
近
世
国
家
の
権
威
と
儀
礼
﹄︵
吉
川
弘
文
館
﹆
一
九
九
九

年
︶﹆
岡
崎
寛
徳
﹃
近
世
武
家
社
会
の
儀
礼
と
交
際
﹄︵
歴
史
科
学
叢
書
﹆
校
倉

書
房
﹆
二
〇
〇
六
年
︶。

︵
2
︶　

徳
川
義
宣
﹁
茶
器
の
銘
と
名
物
の
成
立
に
つ
い
て
﹂︵
大
石
慎
三
郎
・
徳
川

義
宣
編
﹃
金
鯱
叢
書
│
史
学
美
術
史
論
文
集
│
﹄
第
九
輯
﹆
徳
川
黎
明
会
・
思

文
閣
出
版
﹆
一
九
八
二
年
︶﹆
佐
藤
豊
三
﹁
名
物
刀
剣
の
銘
に
つ
い
て
﹂︵
竹
内

誠
・
徳
川
義
宣
編
﹃
金
鯱
叢
書
│
史
学
美
術
史
論
文
集
│
﹄
第
三
一
輯
﹆
徳
川

黎
明
会
・
思
文
閣
出
版
﹆
二
〇
〇
四
年
︶。
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︵
3
︶　

川
見
典
久
﹁﹁
享
保
名
物
帳
﹂
の
意
義
と
八
代
将
軍
徳
川
吉
宗
に
よ
る
刀
剣

調
査
﹂︵﹃
古
文
化
研
究
│
黒
川
古
文
化
研
究
所
紀
要
│
﹄
第
一
五
号
﹆
二
〇
一

六
年
︶。

︵
4
︶　

深
井
雅
海
﹁
尾
張
藩
祖
徳
川
義
直
の
刀
剣
献
上
・
贈
与
﹂︵
幕
藩
研
究
会
編

﹃
論
集　

近
世
国
家
と
幕
府
・
藩
﹄
岩
田
書
院
﹆
二
〇
一
九
年
︶。

︵
5
︶　

下
橋
敬
長
著
述
﹆
羽
倉
敬
尚
注
・
解
説
﹆
大
久
保
利
謙
補
﹃
幕
末
の
宮
廷
﹄

︵
東
洋
文
庫
三
五
三
﹆
平
凡
社
﹆
一
九
七
九
年
︶
四
〇
頁
。
藤
田
覚
﹁
献
残
屋

│
江
戸
の
贈
答
事
情
│
﹂︵﹃
本
郷
﹄
第
二
二
号
﹆
一
九
九
九
年
。
改
題
﹁
江
戸

の
贈
答
事
情
﹂﹃﹁
名
奉
行
﹂
の
力
量
│
江
戸
世
相
史
話
│
﹄
講
談
社
学
術
文
庫

二
六
四
三
﹆
講
談
社
﹆
二
〇
二
一
年
所
収
︶。

︵
6
︶　

髙
橋
聖
子
﹁
大
名
家
の
献
上
品
に
み
る
幕
藩
関
係
│
家
督
御
礼
を
中
心
に

│
﹂︵﹃
聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集
﹄
第
三
六
巻
第
一
号
﹆
二
〇
一
四
年
︶。

︵
7
︶　
﹃
享
保
名
物
帳
﹄
に
よ
る
。
武
家
昵
近
衆
日
野
資
勝
は
﹁
鬼
切
ト
申
御
太
刀
﹂

︵﹁
日
野
大
納
言
資
勝
�
記
﹂
国
立
公
文
書
館
所
蔵
﹆
請
求
番
号
：
二
六
三
┋
〇

〇
八
〇
︶
と
だ
け
記
し
﹆
武
家
伝
奏
中
院
通
村
は
﹁
大
原
実
︵
真
︶
守
﹆
平
鞘

也
。
此
御
太
刀
名
誉
之
物
云
々
﹆
人
之
筒
︵
胴
︶
二
ツ
重
テ
切
レ

之
無
レ

障

云
々
﹂
と
記
す
︵﹁
中
院
日
記
﹂
京
都
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
︶。
こ
の
と
き
進

献
さ
れ
た
の
は
﹆
吉
宗
が
上
覧
し
現
在
は
皇
室
御
物
と
な
っ
て
い
る
粟
田
口
国

綱
作
の
鬼
丸
国
綱
と
は
別
の
﹆﹁
鬼
切
﹂
と
い
う
号
の
大
原
真
守
作
刀
だ
っ
た

可
能
性
は
あ
る
。

︵
8
︶　

末
兼
俊
彦
﹁
名
物
﹁
島
津
正
宗
﹂
に
つ
い
て
﹂︵﹃
京
都
国
立
博
物
館
学
叢
﹄

第
三
七
号
﹆
二
〇
一
五
年
︶。
島
津
正
宗
は
所
在
不
明
と
な
っ
て
い
た
が
近
年

再
発
見
さ
れ
て
い
る
。
七
代
将
軍
家
継
と
霊
元
法
皇
皇
女
八
十
宮
の
婚
約
は
家

継
の
早
世
に
よ
っ
て
江
戸
下
向
に
至
ら
な
か
っ
た
が
﹆
こ
の
時
の
進
献
品
例
に

加
え
て
贈
ら
れ
た
。

︵
9
︶　

羽
皐
隠
史
︵
高
瀬
真
�
︶﹃
詳
註
刀
剣
名
物
帳
│
附
名
物
刀
剣
押
形
│
﹄

︵
金
港
堂
書
籍
﹆
一
九
一
三
年
。
増
補
版
﹆
嵩
山
房
﹆
一
九
一
九
年
︶。

︵
10
︶　

福
永
酔
剣
﹃
日
本
刀
大
百
科
事
典
﹄
第
一
～
五
巻
︵
雄
山
閣
出
版
﹆
一
九
九

三
年
︶。

︵
11
︶　

田
高
彰
子
﹁
幕
末
朝
廷
の
政
治
行
動
に
つ
い
て
│
御
内
慮
と
御
直
達
の
あ
い

だ
│
﹂︵﹃
法
政
史
論
﹄
第
四
六
号
﹆
二
〇
一
九
年
︶﹆
岩
野
公
太
朗
﹁
近
世
中

期
朝
幕
間
交
渉
に
お
け
る
内
慮
伺
い
制
度
の
構
造
に
つ
い
て
│
﹃
広
橋
兼
胤
公

武
御
用
日
記
﹄
の
分
析
か
ら
│
﹂︵﹃
史
観
﹄
第
一
八
一
冊
﹆
二
〇
一
九
年
︶。

︵
12
︶　

高
埜
利
彦
﹁
後
期
幕
藩
制
と
天
皇
﹂︵
永
原
慶
二
編
﹃
講
座
・
前
近
代
の
天

皇
﹄
二　

天
皇
権
力
の
構
造
と
展
開
そ
の
二
﹆
青
木
書
店
﹆
一
九
九
三
年
。
同

﹃
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
﹄
吉
川
弘
文
館
﹆
二
〇
一
四
年
再
録
︶。
長
澤
慎
二
﹁
近

世
後
期
に
お
け
る
朝
廷
の
意
思
決
定
過
程
│
尊
号
一
件
を
事
例
と
し
て
│
﹂

︵﹃
地
方
史
研
究
﹄
第
三
三
七
号
﹆
二
〇
〇
九
年
︶
は
朝
廷
内
で
宣
下
強
行
が
決

定
さ
れ
る
過
程
を
分
析
し
て
い
る
。

︵
13
︶　

長
坂
良
宏
﹁
文
化
期
の
朝
廷
と
幕
府
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
第
五
九
〇
号
﹆
二

〇
一
一
年
。
同
﹃
近
世
の
摂
家
と
朝
幕
関
係
﹄
吉
川
弘
文
館
﹆
二
〇
一
八
年
再

録
︶。

︵
14
︶　

佐
藤
雄
介
﹃
近
世
の
朝
廷
財
政
と
江
戸
幕
府
﹄︵
東
京
大
学
出
版
会
﹆
二
〇

一
六
年
︶。

︵
15
︶　

三
田
村
玄
龍
︵
鳶
魚
︶﹃
御
家
騒
動
﹄︵
江
戸
叢
書
第
三
﹆
早
稲
田
大
学
出

版
部
﹆
一
九
三
三
年
。
朝
倉
治
彦
編
﹃
御
家
騒
動
﹄
中
公
文
庫
七
八
〇　

鳶
魚

江
戸
文
庫
七
﹆
中
央
公
論
社
﹆
一
九
九
七
年
所
収
︶﹆
竹
内
誠
﹁
老
中
松
平
定

信
の
解
任
事
情
﹂︵﹃
東
京
学
芸
大
学
紀
要
﹄
第
三
部
門　

社
会
科
学
三
五
﹆
一

九
八
三
年
︶。

︵
16
︶　

前
掲
の
高
埜
・
長
澤
論
文
の
ほ
か
で
主
な
も
の
は
﹆
松
浦
辰
男
﹁
尊
号
紀
略

︵
第
一
～
六
回
︶﹂︵﹃
史
学
会
雑
誌
﹄
第
一
編
第
二
・
四
・
五
・
七
・
八
・
九
号
﹆

一
八
九
〇
年
。
史
学
会
編
﹃
史
学
会
論
叢
﹄
第
一
輯
﹆
冨
山
房
﹆
一
九
〇
四
年

再
録
︶﹆
徳
富
猪
一
郎
﹃
近
世
日
本
国
民
史
﹄︵
第
二
四
巻　

松
平
定
信
時
代
﹆

民
友
社
﹆
一
九
二
七
年
。
平
泉
澄
校
訂
﹃
近
世
日
本
国
民
史
﹄
松
平
定
信
時
代　
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講
談
社
学
術
文
庫
六
〇
九
﹆
講
談
社
﹆
一
九
八
三
年
︶﹆
三
上
参
次
﹃
尊
皇
論

発
達
史
﹄︵
冨
山
房
﹆
一
九
四
一
年
︶﹆
藤
田
覚
﹁
国
政
に
対
す
る
朝
廷
の
存

在
﹂︵
辻
達
也
編
﹃
日
本
の
近
世
﹄
第
二
巻　

天
皇
と
将
軍
﹆
中
央
公
論
社
﹆

一
九
九
一
年
。
同
﹃
近
世
天
皇
論
│
近
世
天
皇
研
究
の
意
義
と
課
題
│
﹄
清
文

堂
出
版
﹆
二
〇
一
一
年
再
録
︶
な
ど
。

︵
17
︶　

例
え
ば
﹁
大
日
本
維
新
史
料
稿
本
﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
︶
万
延

元
年
一
二
月
二
五
日
条
に
は
進
献
に
つ
い
て
朝
幕
双
方
の
記
録
が
多
数
引
用
さ

れ
て
い
る
。
福
永
説
を
批
判
し
た
前
掲
末
兼
論
考
も
こ
れ
に
は
触
れ
て
い
な
い
。

︵
18
︶　

馬
部
隆
弘
﹁
名
物
刀
剣
﹁
義
元
︵
宗
三
︶
左
文
字
﹂
の
虚
実
﹂﹃
大
阪
大
谷

大
学
紀
要
﹄
第
五
三
号
﹆
二
〇
一
九
年
︶
な
ど
参
照
。

︵
19
︶　

前
掲
徳
川
義
宣
論
考
。
な
お
辻
本
直
男
補
注
﹃
図
説　

刀
剣
名
物
帳
﹄︵
雄

山
閣
出
版
﹆
一
九
七
〇
年
︶
に
小
池
正
宗
の
押
形
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

︵
20
︶　

溝
辺
い
ず
み
﹁
松
代
藩　

御
金
奉
行
と
諸
役
所
間
と
の
御
腰
物
管
理
の
移
動

に
つ
い
て
│
真
田
家
の
刀
剣
の
管
理
体
制
︵
二
︶﹂︵﹃
信
濃
﹄
第
六
九
巻
第
四

号
﹆
二
〇
一
七
年
︶﹆
原
史
彦
﹁﹁
刀
銘
本
作
長
義
︵
以
下
﹆
五
十
八
字
略
︶﹂

と
山
姥
切
伝
承
の
再
検
討
﹂︵
竹
内
誠
・
徳
川
義
崇
編
﹃
金
鯱
叢
書
│
史
学
美

術
史
論
文
集
│
﹄
第
四
七
輯
﹆
徳
川
黎
明
会
・
徳
川
林
政
史
研
究
所
・
徳
川
美

術
館
﹆
二
〇
二
〇
年
︶﹆
西
口
正
隆
﹁
近
世
大
名
家
に
お
け
る
刀
剣
管
理
と
記

録
作
成
│
常
陸
国
土
浦
藩
土
屋
家
を
事
例
に
│
﹂︵﹃
国
文
学
研
究
資
料
館
紀

要
﹄
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇
第
一
七
号
﹆
二
〇
二
一
年
︶
な
ど
。

︵
21
︶　

拙
稿
﹁
失
わ
れ
た
近
世
一
条
家
文
庫
に
つ
い
て
│
近
世
公
家
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ

研
究
序
説
│
﹂︵
田
島
公
編
﹃
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
﹄
第
七
輯
﹆
思
文
閣
出

版
﹆
二
〇
二
〇
年
︶。

︵
22
︶　

前
掲
末
兼
論
考
。
例
え
ば
﹁460

﹂
の
佐
藤
貫
一
・
沼
田
鎌
次
編
﹃
御
物
東

博　

銘
刀
押
形
﹄︵
日
本
美
術
刀
剣
保
存
協
会
﹆
一
九
五
八
年
︶
に
小
池
正
宗

は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

︵
23
︶　

福
永
酔
剣
﹃
皇
室
・
将
軍
家
・
大
名
家
刀
剣
目
録
﹄︵
雄
山
閣
出
版
﹆
一
九

九
七
年
︶
六
〇
～
六
一
︵
早
川
正
宗
︶﹆
六
二
～
六
三
頁
︵
小
池
正
宗
︶。

︵
24
︶　

史
料
の
閲
覧
に
あ
た
っ
て
﹆
同
会
の
井
本
悠
紀
氏
は
じ
め
職
員
の
方
々
に
は

格
別
の
ご
高
配
を
賜
っ
た
。

︵
25
︶　
﹁
年
録
﹂︵
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
﹆
請
求
記
号
：
八
三
三
┋
一
︶。

︵
26
︶　

小
宮
木
代
良
﹃
江
戸
幕
府
の
日
記
と
儀
礼
史
料
﹄︵
吉
川
弘
文
館
﹆
二
〇
〇

六
年
︶。

︵
27
︶　

幕
末
の
﹁
腰
物
掛
言
贈
状
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
﹆
請
求
番
号
：
二
二
〇

┋
〇
一
一
八
︶
が
現
存
し
て
い
る
。

︵
28
︶　

元
方
は
献
上
品
﹆
払
方
は
賜
与
品
を
掌
る
。
こ
の
出
帳
は
腰
物
掛
払
方
の
台

帳
で
あ
ろ
う
。

︵
29
︶　

浅
野
家
の
﹁
元
和
五
年
の
侍
帳
﹂︵
三
井
大
作
﹃
浅
野
長
晟
公
略
伝
﹄
浅
野

長
晟
公
広
島
入
城
三
百
年
記
念
祭
事
務
所
﹆
一
九
二
〇
年
付
録
︶
は
﹁
寺
西
左

源
太
組
﹂
に
﹁
参
百
五
拾
石　

早
川
八
郎
左
衛
門
﹂
と
﹁
同
︵
弐
百
五
拾
石
︶　

早
川
弥
三
兵
衛
尉
﹂
を
載
せ
る
が
﹆﹁
早
川
伝
右
衛
門
﹂
に
つ
い
て
は
不
詳
。

︵
30
︶　

元
禄
一
〇
年
︵
一
六
九
七
︶
四
月
一
一
日
﹆
将
軍
綱
吉
が
紀
伊
徳
川
邸
に
御

成
し
た
際
﹆
綱
教
に
﹁
真
御
太
刀
︽
備
前
則
光
／
代
金
十
枚
︾﹂
と
﹁
御
腰
物

︽
正
宗
／
代
金
二
百
枚
︾﹂
を
下
賜
し
て
い
る
︵
前
掲
﹁
年
録
﹂
同
日
条
︶。
左

記
の
代
付
け
と
一
致
し
て
お
り
﹆
こ
れ
の
可
能
性
が
あ
る
。

︵
31
︶　

前
掲
﹁
年
録
﹂
同
日
条
に
は
﹁
御
刀
︽
正
宗
／
代
金
弐
百
枚
︾﹂
と
あ
る
。

︵
32
︶　

酒
井
元
樹
﹁
い
わ
ゆ
る
﹃
享
保
名
物
帳
﹄
に
関
す
る
一
考
察
│
島
根
・
和
鋼

博
物
館
保
管
﹃
名
物
扣
﹄
影
印
・
翻
刻
│
﹂︵﹃
東
京
国
立
博
物
館
紀
要
﹄
第
五

六
号
﹆
二
〇
二
一
年
︶
二
三
七
頁
に
早
川
正
宗
﹆
二
三
八
頁
に
﹁
御
池
﹂
正
宗

が
出
て
く
る
。
同
論
文
は
福
永
が
参
照
し
た
﹁34　

名
物
扣
﹂
を
翻
刻
・
紹
介

し
た
も
の
で
﹆﹃
享
保
名
物
帳
﹄
成
立
に
つ
い
て
も
示
唆
に
富
む
内
容
で
あ
り
﹆

併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
福
永
酔
剣
は
御
池
正
宗
を
小
池
正
宗
と
は
別
の

刀
と
し
て
立
項
し
て
い
る
︵﹁
お
い
け
ま
さ
む
ね
︻
御
池
正
宗
︼﹂
前
掲
﹃
日
本

刀
大
百
科
事
典
﹄
第
一
巻
﹆
一
七
七
頁
︶。
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（50）

人文 20号（2021）

︵
33
︶　
﹁
本
多
家
譜
︵
三
河
岡
崎
︶﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
﹆
請
求
記
号
：

四
一
七
五
┋
七
一
〇
︶。

︵
34
︶　

前
掲
﹁
年
録
﹂。

︵
35
︶　

金
一
両
＝
銀
四
貫
な
の
で
﹆﹁
金
七
十
五
枚
﹂
＝
七
五
〇
両
は
﹁
参
千
貫
﹂

と
一
致
す
る
。

︵
36
︶　

前
掲
高
瀬
真
�
﹃
詳
註
刀
剣
名
物
帳
│
附
名
物
刀
剣
押
形
│
﹄
増
補
版
﹆

四
七
頁
。

︵
37
︶　

前
掲
川
見
論
考
。
室
津
鯨
太
郎
︵
川
口
陟
︶﹃
刀
剣
雑
話
﹄︵
南
人
社
﹆
一
九

二
五
年
︶
一
〇
二
頁
で
は
献
上
本
を
﹃
諸
家
刀
剣
集
﹄﹆
芍
薬
亭
本
を
﹃
名
物

剣
集
﹄
と
呼
ん
だ
﹆
と
す
る
﹁
松
平
子
爵
︵
頼
平
︶
の
お
説
﹂
を
紹
介
し
て
い

る
。

︵
38
︶　

前
掲
﹃
図
説　

刀
剣
名
物
帳
﹄
一
七
七
頁
。

︵
39
︶　

田
島
公
﹁
禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
東
山
御
文
庫
の
蔵
書
│
古
代
・
中
世
の
古
典

籍
・
古
記
録
研
究
の
た
め
に
│
﹂︵
大
山
喬
平
教
授
退
官
記
念
会
編
﹃
日
本
社

会
の
史
的
構
造
﹄
古
代
・
中
世
﹆
思
文
閣
出
版
﹆
一
九
九
七
年
︶﹆
同
﹁
近
世

禁
裏
文
庫
の
変
遷
と
蔵
書
目
録
│
東
山
御
文
庫
本
の
史
料
学
的
・
目
録
学
的
研

究
の
た
め
に
│
﹂・
北
啓
太
﹁
明
治
以
後
に
お
け
る
東
山
御
文
庫
御
物
の
来
歴
﹂

︵
と
も
に
宮
内
庁
協
力
・
毎
日
新
聞
社
﹁
至
宝
﹂
委
員
会
事
務
局
編
﹃
皇
室
の

至
宝
﹄
第
Ⅱ
期
五　

東
山
御
文
庫
御
物
五
﹆
毎
日
新
聞
社
﹆
二
〇
〇
〇
年
所
収
。

田
島
公
編
﹃
禁
裏
・
公
家
文
庫
研
究
﹄
第
一
輯
﹆
思
文
閣
出
版
﹆
二
〇
〇
三
年

に
再
録
︶
な
ど
参
照
。

︵
40
︶　

平
井
聖
責
任
編
集
﹃
中
井
家
文
書
の
研
究
﹄
第
一
～
一
〇
巻　

内
匠
寮
本
図

面
篇
一
～
一
〇
︵
中
央
公
論
美
術
出
版
﹆
一
九
七
六
～
一
九
八
五
年
︶﹆
藤
岡

通
夫
﹃
京
都
御
所
﹄
新
訂
︵
中
央
公
論
美
術
出
版
﹆
一
九
八
七
年
︶﹆
拙
著

﹃
天
皇
近
臣
と
近
世
の
朝
廷
﹄︵
吉
川
弘
文
館
﹆
二
〇
二
一
年
︶
序
章
な
ど
参
照
。

︵
41
︶　

な
お
皇
子
女
は
誕
生
後
天
皇
か
ら
守
刀
を
与
え
ら
れ
た
が
﹆
幕
末
の
摂
家
一

条
家
に
仕
え
た
下
橋
敬
長
に
よ
れ
ば
﹆
寝
る
と
き
は
枕
元
の
﹁
凡
そ
一
尺
余
り

の
お
文
庫
﹂
に
載
せ
て
い
た
と
い
う
︵
平
井
誠
二
﹁
下
橋
敬
長
の
各
種
談
話
記

録
│
翻
刻
と
解
題
│
﹂︵﹃
大
倉
山
論
集
﹄
第
五
一
輯
﹆
二
〇
〇
五
年
︶
四
三
九

頁
︶。
こ
こ
で
い
う
﹁
文
庫
﹂
と
は
﹆
書
冊
・
雑
品
な
ど
を
入
れ
て
お
く
文
庫

箱
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

︵
42
︶　

前
掲
福
永
﹃
皇
室
・
将
軍
家
・
大
名
家
刀
剣
目
録
﹄﹆
一
～
一
四
頁
。
小
笠

原
信
夫
監
修
・
毎
日
新
聞
社
編
﹃
御
剣
﹄︵
毎
日
新
聞
社
﹆
一
九
九
八
年
︶。

︵
43
︶　

福
永
酔
剣
﹁
き
ん
り
の
け
ん
︻﹃
禁
裏
之
剣
﹄︼﹂﹃
日
本
刀
大
百
科
事
典
﹄
第

二
巻
﹆
一
三
七
頁
。

︵
44
︶　

前
掲
福
永
酔
剣
﹃
皇
室
・
将
軍
家
・
大
名
家
刀
剣
目
録
﹄
所
収
。

︵
45
︶　

東
山
御
文
庫
勅
封
一
七
九
函
﹁
表
御
文
庫
御
目
録
﹂
全
七
冊
。
東
京
大
学
史

料
編
纂
所
閲
覧
室
で
公
開
中
のH

i-C
AT

 Plus

に
て
閲
覧
。

︵
46
︶　

な
お
﹁
新
御
文
庫
御
道
具
並
御
書
籍
目
録
﹂
に
も
﹁
御
剣
目
録
﹂
の
項
目
が

あ
り
﹆﹁
一
﹆
新
藤
五
国
光
正
真
︿
長
サ
七
寸
九
分
半
﹀　

一
振
／
作
︽
紫
藤
木

菊
花
蒔
絵
柄
雲
蒔
絵
月
ト
キ
出
シ
有
赤
銅
金
銀
／
梅
彫
物
目
抜
金
烏
彫
物
目
釘

金
雲
︾﹂
が
記
さ
れ
て
い
る
。
高
野
山
金
剛
峯
寺
に
寄
進
さ
れ
た
孝
明
天
皇
遺

物
の
国
光
︵
重
要
文
化
財
。
松
下
隆
章
監
修
﹃
高
野
山
の
文
化
財
﹄︵
金
剛
峯

寺
﹆
一
九
六
四
年
︶
二
八
頁
︶
で
あ
ろ
う
か
。

︵
47
︶　

羽
皐
隠
史
︵
高
瀬
真
�
︶﹁
鍛
冶
受
領
の
事
﹂︵﹃
刀
剣
一
夕
話
﹄
嵩
山
房
﹆

一
九
一
五
年
︶。

︵
48
︶　

前
掲
高
瀬
真
�
﹃
詳
註
刀
剣
名
物
帳
│
附
名
物
刀
剣
押
形
│
﹄
増
補
版
﹆

四
八
頁
。

︵
49
︶　

光
村
利
藻
﹁
後
藤
一
乗
小
伝
﹂︵﹃
鏨
迺
花
﹄
龍
獅
堂
﹆
一
九
〇
三
年
︶。

︵
50
︶　
﹁
詰
所
日
記
部
類
目
録
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
御
所
本
﹆
函
号
：
四
五
六
┋

三
八
︶。
同
史
料
に
つ
い
て
は
﹆
細
谷
篤
志
﹁
近
世
朝
廷
の
記
録
管
理
と
実
務

組
織
﹁
口
向
﹂
│
﹁
禁
裏
執
次
所
日
記
﹂
を
素
材
に
│
﹂︵﹃
国
文
学
研
究
資
料

館
紀
要
﹄
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
篇　

第
一
七
号
﹆
二
〇
二
一
年
︶
参
照
。
仙
洞

御
服
并
御
剣
奉
行
で
あ
っ
た
橋
本
実
久
も
こ
の
頃
﹁
御
剣
御
用
﹂
の
た
め
仙
洞
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朝幕関係史上における刀剣贈答

（51）

御
所
に
参
上
し
て
い
る
︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
﹁
実
久
�
記
﹂

文
政
七
年
九
月
一
九
日
条
︶。

︵
51
︶　

所
功
﹁
文
政
七
年
の
﹃
光
格
上
皇
修
学
院
御
幸
儀
伏
図
絵
巻
﹄﹂︵﹃
モ
ラ
ロ

ジ
ー
研
究
﹄
第
八
〇
号
﹆
二
〇
一
七
年
。
同
編
著
﹃
光
格
天
皇
関
係
絵
図
集

成
﹄
国
書
刊
行
会
﹆
二
〇
二
〇
年
再
録
︶﹆
二
四
〇
頁
。

︵
52
︶　

藤
田
覚
﹁
天
保
期
の
朝
廷
と
幕
府
│
朝
覲
行
幸
再
興
を
中
心
に
│
﹂︵﹃
近
世

政
治
史
と
天
皇
﹄
吉
川
弘
文
館
﹆
一
九
九
九
年
︶。

︵
53
︶　

拙
稿
﹁
近
世
の
近
習
小
番
に
つ
い
て
﹂︵﹃
論
集
き
ん
せ
い
﹄
第
四
〇
号
﹆
二

〇
一
八
年
。
前
掲
﹃
天
皇
近
臣
と
近
世
の
朝
廷
﹄
再
録
︶。

︵
54
︶　

勢
多
章
甫
﹃
思
ひ
の
儘
の
記
﹄
巻
二
︵
日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
﹃
日
本
随

筆
大
成
﹄
第
一
期　

第
一
三
巻　

新
装
版
﹆
吉
川
弘
文
館
﹆
一
九
九
三
年
﹆
三

五
頁
︶。
平
井
誠
二
﹁
近
世
の
大
中
臣
祭
主
家
﹂︵
藤
波
家
文
書
研
究
会
編
﹃
大

中
臣
祭
主
藤
波
家
の
歴
史
﹄
続
群
書
類
従
完
成
会
﹆
一
九
九
三
年
︶
一
九
四
～

一
九
六
頁
﹆
村
和
明
﹁
近
世
院
政
の
組
織
と
制
度
│
光
格
上
皇
の
﹁
院
政
﹂
を

事
例
に
│
﹂︵﹃
論
集
き
ん
せ
い
﹄
第
二
四
号
﹆
二
〇
〇
二
年
。
改
稿
﹁
光
格
上

皇
御
所
に
お
け
る
堂
上
公
家
の
機
構
﹂﹃
近
世
の
朝
廷
制
度
と
朝
幕
関
係
﹄
東

京
大
学
出
版
会
﹆
二
〇
一
三
年
︶﹆
登
谷
伸
宏
﹁
近
世
に
お
け
る
修
理
職
奉
行

の
成
立
に
つ
い
て
﹂︵﹃
学
術
講
演
梗
概
集
﹄F

┋2

建
築
歴
史
・
意
匠　

二
〇
一

〇
年
度
﹆
二
〇
一
〇
年
︶
な
ど
参
照
。

︵
55
︶　
﹁
禁
中
諸
奉
行
補
略
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
壬
生
本
﹆
函
号
：
壬
┋
一
八

五
︶。
な
お
寛
政
元
年
︵
一
七
八
九
︶
条
と
同
二
年
条
は
﹆
記
載
人
名
か
ら
﹆

そ
れ
ぞ
れ
宝
暦
元
年
︵
一
七
五
一
︶
条
と
明
和
二
年
︵
一
七
六
五
︶
条
の
誤
り

と
考
え
ら
れ
る
。
も
と
の
記
録
が
綴
じ
誤
っ
て
い
た
か
﹆
写
す
際
に
間
違
え
た

か
﹆
い
ず
れ
か
で
あ
ろ
う
。

︵
56
︶　
﹁
洞
中
諸
奉
行
補
略
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
壬
生
本
﹆
函
号
：
壬
┋
一
八

四
︶。
天
明
元
年
︵
一
七
八
一
︶
～
天
保
一
〇
年
︵
一
八
三
九
︶。

︵
57
︶　
﹃
思
ひ
の
儘
の
記
﹄
巻
一
。﹁
禁
裏
詰
所
日
記
部
類
目
録
﹂
第
一
〇
冊
に
は

﹁
御
道
具
類
并
御
拵
料
等
之
事
﹂
と
し
て
研
ぎ
な
ど
の
事
例
が
列
挙
さ
れ
て
い

る
。

︵
58
︶　
﹁
建
通
公
記
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
久
我
本
﹆
函
号
：
四
一
四
┋
二
九
︶。

︵
59
︶　
﹁
議
奏
記
録
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
﹆
請
求
番
号
：
特
〇
九
九
┋
〇
〇
〇

二
︶。

︵
60
︶　
﹁
議
奏
加
勢
部
類
記
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
柳
原
本
﹆
函
号
：
柳
┋
八
八
︶。

同
史
料
の
前
半
は
﹆
識
語
に
よ
れ
ば
安
政
六
年
︵
一
八
五
八
︶
八
月
一
八
日
﹆

議
奏
加
勢
柳
原
光
愛
︵
七
月
一
〇
日
任
命
︶
が
議
奏
久
我
建
通
か
ら
備
忘
記
を

借
り
﹆
議
奏
の
詰
所
で
あ
る
﹁
宮
中
林
和
靖
絵
間
﹂
で
書
写
し
た
も
の
と
い
う
。

︵
61
︶　
﹁
韶
房
�
記
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
万
里
小
路
家
旧
蔵
本
﹆
請
求
番
号
：
古

〇
四
五
┋
〇
七
六
一
︶。

︵
62
︶　

あ
ざ
や
か
な
深
紅
色
に
染
め
た
舶
来
の
毛
織
物
。
陣
羽
織
な
ど
に
用
い
ら
れ

た
︵
小
学
館
国
語
辞
典
編
集
部
編
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
第
二
版　

七
﹆
小
学

館
﹆
二
〇
〇
一
年
︶。

︵
63
︶　

寛
政
四
年
の
自
筆
私
日
記
﹁
公
明
記
﹂
は
二
～
三
月
分
し
か
現
存
し
て
い
な

い
。
公
務
日
記
﹁
公
武
御
用
雑
記
﹂
は
謄
写
本
︵
正
親
町
家
本
写
︶
と
写
本

︵
万
里
小
路
家
本
写
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
史
料
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
は
著

者
名
を
万
里
小
路
政
房
と
誤
る
︶
が
あ
る
が
自
筆
原
本
は
な
い
。
い
ず
れ
も
東

京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
で
あ
る
。﹁
公
武
御
用
雑
記
﹂
は
い
ず
れ
も
寛
政
五

年
正
月
二
二
日
条
の
途
中
︵
同
じ
個
所
︶
で
途
切
れ
る
。
公
明
は
同
年
正
月
二

六
日
に
江
戸
へ
出
発
し
﹆
三
月
一
一
日
蟄
居
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
の
間
﹆
京
都
に

残
留
し
た
政
房
が
書
写
し
た
も
の
か
。
但
し
写
本
の
ほ
う
に
は
﹁
正
親
町
蔵
﹂

印
が
捺
し
て
あ
る
。
こ
の
写
本
に
は
見
せ
消
ち
も
み
ら
れ
﹆
原
本
そ
の
も
の
か
﹆

あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
原
本
の
形
態
を
伝
え
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
﹆

本
稿
で
は
こ
ち
ら
を
利
用
し
た
。

︵
64
︶　
﹁
敬
義
�
記
﹂︵
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所H

i-C
AT

 

Plus
で
閲
覧
︶
寛
政
四
年
一
二
月
五
日
条
。
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人文 20号（2021）

︵
65
︶　
﹁
輝
良
公
記
﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
﹆
請
求
記
号
：
二
〇
七

三
┋
一
三
九
︶
寛
政
四
年
一
二
月
五
日
条
。
政
房
の
相
談
内
容
は
恐
ら
く
両
�

下
向
要
求
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
詳
細
は
別
記
に
書
い
た
可
能
性
が
あ
る
が
現
存

し
な
い
。
近
世
一
条
家
の
日
記
に
つ
い
て
は
前
掲
拙
稿
﹁
失
わ
れ
た
近
世
一
条

家
文
庫
に
つ
い
て
﹂
参
照
。

︵
66
︶　
﹁
慈
光
寺
澄
仲
�
日
次
記
﹂︵
京
都
府
立
京
都
学
・
歴
彩
館
デ
ジ
タ
ル
ア
ー

カ
イ
ブ
で
閲
覧
︶。

︵
67
︶　

藤
田
覚
﹃
光
格
天
皇
│
自
身
を
後
に
し
天
下
万
民
を
先
と
し
│
﹄︵
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
﹆
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
﹆
二
〇
一
八
年
︶
一
六
六
～
一
八
〇
頁
。

︵
68
︶　
﹃
後
桜
町
天
皇
実
録
﹄
巻
四
﹆
一
三
二
五
～
一
三
二
七
頁
︵
藤
井
讓
治
・
吉

岡
眞
之
監
修
﹃
天
皇
皇
族
実
録
﹄
一
二
三
﹆
ゆ
ま
に
書
房
﹆
二
〇
〇
六
年
︶。

な
お
﹃
光
格
天
皇
実
録
﹄
に
は
尊
号
一
件
に
関
す
る
綱
文
は
存
在
し
な
い
。

︵
69
︶　

日
本
随
筆
大
成
編
輯
部
編
﹃
日
本
随
筆
大
成
﹄
新
装
版
第
二
期
第
八
巻
﹆
吉

川
弘
文
館
﹆
一
九
九
四
年
。
柳
原
紀
光
自
筆
の
﹁
閑
窓
自
語
﹂︵
宮
内
庁
書
陵

部
所
蔵
柳
原
本
﹆
函
号
：
柳
┋
八
三
六
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所H

i-C
AT

 

Plus

で
閲
覧
︶
に
て
校
訂
し
た
。

︵
70
︶　

渋
沢
栄
一
﹃
楽
翁
公
伝
﹄︵
岩
波
書
店
﹆
一
九
三
七
年
︶
の
﹁
自
序
﹂。
な
お

同
﹁
楽
翁
公
の
人
格
﹂︵﹃
九
恵
│
東
京
市
養
育
院
月
報
│
﹄
第
一
七
七
号
﹆
一

九
一
五
年
︶
に
よ
れ
ば
﹁
撥
雲
秘
録
と
云
ふ
標
題
﹂
で
あ
っ
た
と
も
い
う
。

︵
71
︶　

三
上
参
次
﹃
明
治
時
代
の
歴
史
学
界
│
三
上
参
次
懐
旧
談
│
﹄︵
吉
川
弘
文

館
﹆
一
九
九
一
年
︶。

︵
72
︶　
﹁
松
平
定
教
文
書
﹂
全
三
冊
︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
﹆
請
求
記
号
：

二
〇
七
一
．
五
六
┋
四
︶。

︵
73
︶　

松
平
定
光
校
訂
﹃
宇
下
人
言
・
修
行
録
﹄︵
岩
波
文
庫
﹆
岩
波
書
店
﹆
一
九

四
二
年
︶。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
﹁
宇
下
の
人
言
﹂︵
請
求
記

号
：
二
〇
四
四
┋
二
九
六
︶
で
校
訂
。

︵
74
︶　

大
蔵
省
編
﹃
日
本
財
政
経
済
史
料
﹄
巻
九
巻　

上
︵
小
宮
山
書
店
﹆
一
九
七

二
年
複
製
版
︶
三
一
九
～
三
二
〇
頁
。

︵
75
︶　
﹁
年
録
﹂
同
日
条
。﹃
文
恭
院
殿
御
実
紀
﹄
で
は
寛
政
五
年
一
一
月
一
八
日
に

誤
記
さ
れ
て
お
り
﹆
横
山
恵
子
﹁
尊
号
事
件
に
つ
い
て
の
一
考
察
﹂︵﹃
史
艸
﹄

第
一
九
号
﹆
一
九
七
八
年
︶
は
そ
れ
を
も
と
に
﹁
御
機
嫌
取
り
に
似
た
応
対
﹂

と
評
価
し
て
い
る
。

︵
76
︶　

三
の
丸
尚
蔵
館
所
蔵
﹁
伝
藤
原
行
成
筆　

粘
葉
本
和
漢
朗
詠
集
﹂︵
通
称
権

跡
朗
詠
︶
は
一
八
七
八
年
に
近
衛
忠
熙
が
皇
室
へ
献
上
し
た
も
の
で
あ
り
﹆

﹁
現
存
最
高
の
善
本
﹂
と
さ
れ
て
い
る
︵
菅
野
禮
行
﹁
解
説
﹂
同
校
注
・
訳

﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
﹄
一
九　

和
漢
朗
詠
集
﹆
小
学
館
﹆
一
九
九
一
年
﹆

四
三
三
頁
︶。
今
回
贈
ら
れ
た
﹃
和
漢
朗
詠
集
﹄
の
所
在
は
不
明
で
あ
る
が
﹆

こ
ち
ら
も
相
当
な
名
物
で
あ
っ
た
。

︵
77
︶　
﹃
文
昭
院
殿
御
実
紀
﹄
宝
永
七
年
︵
一
七
一
〇
︶
四
月
二
〇
日
条
に
﹁
京
よ

り　

／
東
山
院
御
遺
物
を
ま
い
ら
せ
ら
る
。　

／
後
陽
成
院
宸
翰
の
鶴
画
一

幅
・
雲
梯
硯
一
面
な
り
﹂
と
あ
る
。
こ
の
硯
と
み
ら
れ
る
。

︵
78
︶　
﹁
泰
平
問
答
﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
﹆
請
求
記
号
：
二
〇
五

七
┋
一
〇
七
︶。

︵
79
︶　
﹁
楽
翁
公
著
述
目
録
﹂︵
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
謄
写
本
﹆
請
求
記
号
：

二
〇
四
四
┋
二
〇
三
︶。

︵
80
︶　

前
掲
小
宮
﹃
江
戸
幕
府
の
日
記
と
儀
礼
史
料
﹄
三
三
～
三
四
頁
﹆
竹
内
誠
ほ

か
編
﹃
徳
川
幕
臣
人
名
辞
典
﹄︵
東
京
堂
出
版
﹆
二
〇
一
〇
年
︶
な
ど
参
照
。

︵
81
︶　

三
上
参
次
は
﹁
彼
論
文
は
悉
く
信
ず
べ
か
ら
ず
。
何
と
な
れ
ば
氏
自
身
の
偽

作
に
成
れ
る
文
書
あ
れ
ば
な
り
﹂
と
批
判
し
て
い
る
︵
前
掲
﹃
尊
皇
論
発
達

史
﹄
九
八
頁
︶。
河
野
有
理
﹁
福
地
桜
痴
と
﹁
尊
号
一
件
﹂
の
百
年
﹂︵
御
厨
貴

編
﹃
天
皇
の
近
代
│
明
治
一
五
〇
年
・
平
成
三
〇
年
│
﹄
千
倉
書
房
﹆
二
〇
一

八
年
︶
も
参
照
。

︵
82
︶　

前
掲
注
一
六
諸
論
考
参
照
。

︵
83
︶　
﹁
閑
院
宮
典
仁
親
王
尊
号
一
件
書
留
書
﹂︵
東
山
御
文
庫
勅
封
一
八
三
┋
一
┋
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朝幕関係史上における刀剣贈答

（53）

一
一
。
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
閲
覧
室
で
公
開
中
のH

i-C
AT

 Plus

に
て
閲

覧
︶。

︵
84
︶　

た
だ
し
﹆
老
中
就
任
以
降
朝
廷
へ
送
っ
た
趣
意
書
に
は
定
信
の
意
見
が
反
映

さ
れ
て
い
た
︵
藤
田
覚
﹁
近
世
朝
幕
関
係
の
転
換
│
大
政
委
任
論
・
王
臣
論
の

成
立
│
﹂﹃
歴
史
評
論
﹄
第
五
〇
〇
号
﹆
一
九
九
一
年
。
改
題
﹁
朝
幕
関
係
の

転
換
│
大
政
委
任
論
・
王
臣
論
の
成
立
│
﹂
前
掲
﹃
近
世
政
治
史
と
天
皇
﹄
再

録
︶。

︵
85
︶　

鈴
木
重
嶺
﹁
第
二
回　

財
政
の
事
︵
勘
定
所
︶﹂︵
旧
事
諮
問
会
編
﹃
旧
事
諮

問
録
﹄
第
一
編
﹆
一
八
九
一
年
。
進
士
慶
幹
校
注
﹃
旧
事
諮
問
録
│
江
戸
幕
府

役
人
の
証
言
│
﹄
上　

岩
波
文
庫
青
四
三
八
┋
一
﹆
岩
波
書
店
﹆
一
九
八
六

年
︶。
坂
本
柳
佐
﹁
坂
本
君
伏
見
戦
役
に
従
事
せ
ら
れ
た
る
事
実
︵
二
次
︶﹂

︵﹃
史
談
速
記
録
﹄
第
二
四
輯
﹆
一
八
九
四
年
。
合
本
五
﹆
原
書
房
﹆
一
九
七
一

年
所
収
︶。
前
掲
三
田
村
玄
龍
﹃
御
家
騒
動
﹄﹆
な
ど
。

︵
86
︶　
﹁
略
譜
﹂︵
国
立
公
文
書
館
所
蔵
﹆
請
求
番
号
：
一
五
六
┋
〇
〇
一
七
︶
第
一

九
七
冊　

森
家
。
幕
臣
か
ら
提
出
さ
れ
た
家
譜
を
﹃
寛
政
重
修
諸
家
譜
﹄
編
纂

の
た
め
簡
略
化
し
た
も
の
。

︵
87
︶　
﹃
上
覧
御
名
物
御
道
具
書
留
﹄︵
深
井
雅
海
﹃
刀
剣
と
格
付
け
│
徳
川
将
軍
家

と
名
工
た
ち
│
﹄︵
吉
川
弘
文
館
﹆
二
〇
一
八
年
︶
所
収
︶。

︵
88
︶　

前
掲
深
井
雅
海
﹃
刀
剣
と
格
付
け
﹄
一
三
九
～
一
四
〇
頁
。

︵
89
︶　

本
橋
ヒ
ロ
子
﹁
実
録
・
講
談
﹃
中
山
大
納
言
﹄
│
﹃
中
山
記
﹄
の
転
化
│
﹂

︵﹃
歴
史
公
論
﹄
第
一
一
巻
第
四
号
﹆
一
九
八
五
年
︶﹆
田
中
暁
龍
﹁﹁
尊
号
一

件
﹂
風
説
書
の
成
立
事
情
﹂︵﹃
東
京
学
芸
大
学
近
世
史
研
究
﹄
第
四
号
﹆
一
九

九
〇
年
。
改
稿
﹁
寛
政
期
の
尊
号
一
件
風
説
書
の
展
開
﹂﹃
近
世
の
公
家
社
会

と
幕
府
﹄
吉
川
弘
文
館
﹆
二
〇
二
〇
年
再
録
︶﹆
菊
池
庸
介
﹁
実
録
﹁
中
山
大

納
言
物
﹂
の
諸
特
徴
│
諸
本
系
統
・
人
物
造
型
を
中
心
に
│
﹂︵
飯
倉
洋
一
・

盛
田
帝
子
編
﹃
文
化
史
の
な
か
の
光
格
天
皇
│
朝
儀
復
興
を
支
え
た
文
芸
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
│
﹄
勉
誠
出
版
﹆
二
〇
一
八
年
︶。

︵
90
︶　

前
掲
徳
富
﹃
近
世
日
本
国
民
史
﹄﹆
三
上
﹃
尊
皇
論
発
達
史
﹄
一
二
〇
～
一

二
一
頁
﹆
栗
原
佳
﹁
近
世
中
期
に
お
け
る
高
家
の
職
務
│
勅
使
江
戸
下
向
時
の

火
事
か
ら
尊
号
一
件
ま
で
│
﹂︵
朝
幕
研
究
会
編
﹃
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究

│
大
会
成
果
報
告
集
│
﹄
第
六
号
﹆
二
〇
一
五
年
︶。

︵
91
︶　

前
掲
三
上
﹃
尊
皇
論
発
達
史
﹄
七
一
～
七
二
頁
。

︵
92
︶　

高
埜
利
彦
﹁
江
戸
幕
府
の
朝
廷
支
配
﹂︵﹃
日
本
史
研
究
﹄
第
三
一
九
号
﹆
一

九
八
九
年
。
前
掲
﹃
近
世
の
朝
廷
と
宗
教
﹄
再
録
︶。

︵
93
︶　

た
だ
し
朝
廷
側
の
記
録
か
ら
は
受
領
の
裏
付
け
が
取
れ
な
か
っ
た
。
今
後
の

課
題
と
し
た
い
。

︵
94
︶　

前
掲
長
坂
良
宏
﹁
文
化
期
の
朝
廷
と
幕
府
﹂。

︹
付
記
︺
本
稿
は
学
習
院
大
学
人
文
科
学
研
究
所
若
手
研
究
者
研
究
助
成
の
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

EN
G

LISH
 SU

M
M

A
R

Y
Sword G

ifting in the H
istory of R

elations between the Im
perial C

ourt and 
the Tokugawa Shogunate: Focusing on the donation of two swords in the 

Songo incident
H

A
YA

SH
I D

aiki

　

A
ccording to sword researcher Fukunaga Suiken, shogun Tokugawa Ienari 

presented the fam
ous sw

ords H
ayakaw

a M
asam

une and K
oike M

asam
une, 

described in “ K
yoho M

eibutsu C
ho” , to the Im

perial C
ourt in order to 

appease the it after relations had been strained by the Songo incident. 
D

espite this, an investigation of relevant historical docum
ents from

 the 
Im

perial C
ourt and the Shogunate has revealed that this com

m
on belief 

should be corrected.

　

O
n D

ecem
ber 5, 1792, Ienari dispatched M

aeda N
agatom

i as an envoy to 
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inform
 E

m
peror K

okaku that he was presenting the “ nodachi of M
asam

une”  
to him

 and the “ otachi”  to E
m

press G
osakuram

achi, and to inquire about his 
and her wishes regarding its decoration.

　

A
s a result, he sent H

ayakaw
a M

asam
une, decorated w

ith a m
other-of-

pearl inlay, and K
oike M

asam
une, engraved w

ith verm
ilion inscriptions and 

sheathed in a plain-w
ood scabbard, to K

yoto on N
ovem

ber 10, 1794. T
he 

gifts were chosen based on Ienari’ s intentions, and K
okaku w

as also involved 
in the decision of w

hat to return. T
he reason for sending the two swords w

as 
to greet K

okaku, w
ho had given up on honoring his ow

n father w
ith a noble 

title, and to thank G
osakuram

ichi w
ho had persuaded him

 to do so. It m
ay 

have been the resulted from
 pressure to sum

m
on O

gim
achi K

in-akira and 
N

akayam
a N

aruchika, who are the central figures in the incident, to E
do.

　

Key W
ords :   Japanese sword, M

asam
une, Songo incident, E

m
peror K

okaku, 
Tokugawa Ienari
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