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古
文
書
と
共
に
〔
は
じ
め
に
〕

古
書
市
へ
通
っ
て
い
る
と
時
折
古
文
書
ら
し
き
物
を
見
つ
け
る
。
私
が

古
文
書
を
学
ぶ
切
掛
け
と
な
っ
た
の
は
そ
こ
で
手
に
入
れ
た
古
文
書
か
ら

で
あ
る
。
古
文
書
を
学
び
始
め
て
か
ら
は
特
別
に
気
に
か
け
て
探
す
よ
う

に
な
っ
た
。
元
々
価
値
あ
る
代
物
で
は
な
い
が
、
古
文
書
を
読
む
勉
強
に

な
る
だ
ろ
う
と
思
い
何
も
分
か
ら
ず
に
手
に
入
れ
る
の
だ
が
、
調
べ
て
み

る
と
教
科
書
に
も
載
っ
て
い
る
歴
史
の
一
コ
マ
で
あ
っ
た
り
す
る
。
そ
こ

か
ら
ま
す
ま
す
興
味
が
広
が
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
例
え
ば
将
軍
家
宣
の

遺
言
書
で
あ
っ
た
り
、
幕
末
長
州
征
伐
の
書
簡
の
記
録
で
あ
っ
た
り
し
て
、

身
近
に
こ
う
い
う
も
の
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。
次
第

に
面
白
く
な
っ
て
集
ま
っ
た
古
文
書
を
解
読
し
解
説
を
つ
け
て
冊
子
に
ま

と
め
て
み
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
が
、
浅
学
菲
才
の
身
に
は｢

言

う
は
易
く
行
う
は
難
し｣

で
あ
る
。

一
方
で
古
文
書
を
個
人
の
所
有
に
し
て
し
ま
う
こ
と
は
学
術
的
に
好
ま

し
く
な
い
と
言
う
こ
と
も
あ
る
。
価
値
の
な
い
も
の
で
あ
れ
ば
管
理
す
る

必
要
も
無
い
だ
ろ
う
が
、
価
値
が
あ
る
か
な
い
か
、
そ
の
評
価
を
す
る
こ

と
自
体
難
し
い
の
で
あ
る
。
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
こ
の
様
な
古
文
書
が
だ

ん
だ
ん
消
滅
し
て
い
く
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
ど
こ
か
に
し
ま
わ
れ
て
い

た
古
文
書
が
市
場
に
出
て
専
門
家
の
目
に
と
ま
り
脚
光
を
あ
び
る
こ
と
も

あ
る
が
極
め
て
少
な
い
。
あ
ち
こ
ち
彷
徨
す
る
の
は
そ
の
古
文
書
の
運
命

で
あ
る
。
私
の
手
元
に
来
た
の
も
何
か
の
縁
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

生
涯
学
習
で
古
文
書
を
学
び
始
め
て
二
年
に
な
る
が
学
べ
ば
学
ぶ
程
古

文
書
の
世
界
が
広
が
っ
て
く
る
。
何
か
を
学
ぶ
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は

な
い
こ
と
が
よ
う
や
く
分
か
っ
て
き
た
。
本
居
宣
長
は
『
う
ひ
山
ぶ
み
』

の
は
じ
め
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

初
学
者
に
教
へ
て
日
く
、

才
不
才
は
生
れ
つ
き
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
力
に
及
び
が
た
し
。
さ
れ

ど
大
抵
は
、
不
才
な
る
人
と
い
へ
ど
も
お
こ
た
ら
ず
つ
と
め
だ
に
す

れ
ば
、
そ
れ
だ
け
の
功
は
有
る
物
也
。
又
晩
学
の
人
も
つ
と
め
は
げ

め
ば
、
思
ひ
の
外
功
を
な
す
こ
と
あ
り
。
又
暇
の
な
き
人
も
、
思
ひ

の
外
い
と
ま
多
き
人
よ
り
も
、
功
を
な
す
も
の
也
。
さ
れ
ば
才
の
と

も
し
き
や
、
学
ぶ
こ
と
の
晩
き
や
、
暇
の
な
き
や
に
よ
り
て
、
思
ひ

く
づ
を
れ
て
、
止
む
る
こ
と
な
か
れ
。
と
て
も
か
く
て
も
つ
と
め
だ

に
す
れ
ば
、
出
来
る
も
の
と
心
得
べ
し
。
す
べ
て
思
ひ
く
づ
を
る
る

は
、
学
問
に
大
に
き
ら
ふ
事
ぞ
か
し
。

こ
の
「
塵
も
積
れ
ば
山
」
式
の
勤
勉
努
力
主
義
は
、
平
凡
に
し
て
し
か

も
永
遠
の
真
理
を
持
っ
て
い
る
。
宣
長
は
実
に
こ
の
方
針
で
そ
の
生
涯
を

貫
い
た
の
で
あ
る
。
簡
単
に
真
似
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
が
、
「
晩
学
の

人
も
つ
と
め
は
げ
め
ば
、
思
ひ
の
外
功
を
な
す
こ
と
あ
り
」
こ
の
言
葉
は

私
へ
の
励
ま
し
に
な
っ
て
い
る
。

こ
こ
に
塵
の
よ
う
に
積
も
っ
た
も
の
を
い
く
つ
か
紹
介
し
て
み
た
い
。

始
め
の
う
ち
は
暗
中
模
索
で
あ
っ
た
が
、
時
が
経
つ
に
つ
れ
て
得
た
知
識

で
、
次
第
に
霧
が
晴
れ
た
よ
う
に
視
界
が
広
が
っ
て
く
る
。
こ
の
感
覚
が

古
文
書
の
魅
力
と
い
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
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古
文
書
と
共
に
〔
一
〕

古
文
書
を
学
習
す
る
者
は
誰
で
も
江
戸
時
代
の
寺
子
屋
で
の
教
育
は
ど

の
様
で
あ
っ
た
か
知
り
た
い
と
思
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
の

教
科
書
の
ひ
と
つ
で
あ
る
庭
訓
往
来
は
そ
の
代
表
で
、
古
書
市
の
和
本
コ

ー
ナ
ー
で
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程
よ
く
見
か
け
る
も
の
で
あ
る
。
私
も
興

味
を
持
っ
て
手
に
す
る
が
簡
単
に
読
め
る
代
物
で
は
な
い
。
本
当
に
当
時

の
子
供
の
教
材
で
あ
っ
た
の
か
疑
っ
て
し
ま
う
程
で
あ
る
。

あ
る
日
近
所
の
古
書
店
の
棚
に
解
説
付
き
の
庭
訓
往
来
が
置
か
れ
て
い

た
。
挿
絵
も
あ
り
値
段
も
手
頃
な
の
で
購
入
し
た
。
弘
化
二
年
刊
で
表
題

は
庭
訓
往
来
講
釈
と
い
う
上
下
二
冊
、
著
者
は
渓
斎
善
次
郎
こ
と
、
浮
世

絵
美
人
画
で
有
名
な
渓
斎
英
泉
で
、
挿
絵
も
著
者
本
人
で
あ
る
。
調
べ
て

み
る
と
英
泉
は
下
級
武
士
と
し
て
生
ま
れ
狩
野
派
の
絵
師
に
つ
い
て
学
ん

だ
が
、
そ
の
後
狂
言
作
者
に
な
ろ
う
と
し
た
様
で
あ
る
。
画
才
文
才
双
方

に
長
け
た
人
物
で
あ
る
。

私
の
住
む
近
く
の
高
円
寺
南
に
福
寿
院
と
い
う
寺
が
あ
る
。
こ
こ
が
英

泉
の
墓
所
で
あ
る
。
大
き
な
石
碑
が
い
く
つ
か
並
ん
で
い
る
が
何
の
案
内

も
な
い
。
何
か
の
縁
な
の
で
今
度
寄
っ
た
ら
古
文
書
学
習
の
リ
ポ
ー
ト
で

い
い
点
が
取
れ
る
よ
う
に
願
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
本
が
積
読
し
た
ま
ま
で

あ
る
の
を
見
つ
け
て
、
拙
者
の
本
を
読
め
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
が
。

庭
訓
往
来
講
釈

庭
訓
往
来

庭
訓
往
来
は
当
初
は
貴
族
武
士
僧
侶
の
子
弟
の
教
育
た
め
の
教
科
書
で

あ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
に
な
る
と
寺
子
屋
が
発
達
し
て
庶
民
の
た
め
の
教

科
書
と
し
て
も
っ
と
も
普
及
し
て
使
わ
れ
た
教
科
書
と
い
わ
れ
て
い
る
。

成
立
は
室
町
時
代
頃
、
著
者
は
鎌
倉
後
期
・
南
北
朝
時
代
の
僧
玄
恵
（
生

年
不
詳
～
一
三
五
〇
年
）
と
も
伝
え
る
が
詳
細
は
不
明
で
あ
る
。
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庭
訓
往
来
講
釈
の
序
文
（
渓
斎
英
泉
の
画
と
文
）

北
の
小
路
玄
恵
法
印
は
初
め
儒
家
に
し
て
北
畠
姓
也
。

中
頃
天
台
宗
に
帰
し
て
僧
と
な
る
。

平
貞
時
、
其
の
識
量
を
知
て
乾
元
元
年
鎌
倉
に
最
勝
寺

を
建
立
の
時
、
玄
恵
を
し
て
導
師
と
な
さ
し
む
故
に

暫
し
爰
に
住
す
。
玄
恵
は
素
よ
り
僧
律
を
以
て
専
と

せ
ざ
れ
ば
辞
し
て
復
還
俗
す
。
身
の
終
わ
る
迄
無
髪
に
し
て

自
ら
洗
心
子
と
号
し
、
亦
、
健
軒
と
称
す
。

著
所
太
平
記
四
十
一
巻
世
に
行
る
。
亦
、
童
蒙
の
便
な
ら

し
め
ん
為
に
庭
訓
往
来
を
作
れ
り
。

叡
覧
を
得
て
都
鄙(

と
ひ)

に
博
く
渉
れ
り
。

書
名
は
論
語
の
文
に
よ
れ
り
。

庭
訓
往
来
講
釈

▲
庭
訓
の
義
の
起
こ
り
は
論
語
季
氏
編
に
出
た
り
。

孔
子
、
庭
に
立
ち
給
へ
る
前
を
御
子
伯
魚
が
通
ら
れ
し
時
、

汝
詩
礼
を
学
び
た
り
や
。
詩
礼
を
学
ば
ず
ん
ば
、

い
ふ
こ
と
な
く
立
つ
こ
と
な
か
れ
、
と
示
し
給
ひ
し
故
事
に

原(

も
と
づ)

き
て
童
蒙
に
も
の
を
教
ふ
る
を
庭
訓
と
は
い
ふ
な
り
。

歌
に
も
た
ら
ち
ね
の
庭
の
教
へ
と
読
め
た
り
。

た
ら
ち
ね
は
父
母
の
事
な
り
。

▲
往
来
は
贈
答
の
義
に
し
て
進
状
返
状
を
指
せ
る
な
り
。
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こ
の
版
本
は
漢
字
に
は
全
て
仮
名
が
ふ
っ
て
あ
る
の
で
読
み
や
す
い
。

古
文
書
を
学
ぶ
者
に
と
っ
て
文
章
に
慣
れ
る
意
味
で
は
参
考
に
な
る
と
思

う
。
寺
子
屋
で
は
何
度
も
繰
り
返
し
読
み
、
門
前
の
小
僧
式
に
自
然
と
覚

え
て
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
現
代
人
に
と
っ
て
は
そ
ん
な
悠
長
な
こ
と

は
で
き
な
い
。
版
本
は
古
文
書
で
は
な
い
が
古
文
書
を
学
ぶ
ひ
と
つ
の
方

法
で
は
あ
る
。

ほ
か
に
実
語
教
、
童
子
教
が
あ
る
が
と
も
に
平
安
時
代
末
期
か
ら
明
治

初
期
に
か
け
て
普
及
し
て
い
た
庶
民
の
た
め
の
教
訓
を
中
心
と
し
た
初
等

教
科
書
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
著
者
は
不
明
で
あ
る
が
、
そ
の
内
容
か
ら
仏

教
関
係
者
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
、
江
戸
時
代
、
寺
子
屋
で
習
字
本
兼
修
身

書
と
し
て
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
も
原
本
で
は
難
し
い
の
で
仮
名
や
解
説

の
つ
い
た
版
本
で
学
ぶ
の
が
よ
い
と
思
う
。

手
習
い
風
景
（
庭
訓
往
来
講
釈

渓
斎
英
泉
画
）
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幕
府
が
指
定
し
た
教
科
書
『
孝
行
和
讃
』

孝
行
和
讃
は
、
孝
行
の
徳
や
重
要
性
を
説
き
、
そ
の
実
践
を
励
ま
し
、

さ
ら
に
こ
れ
を
も
と
と
し
て
親
子
・
夫
婦
・
親
類
な
ど
一
家
和
合
を
は
か

る
べ
き
こ
と
を
、
七
五
調
・
美
文
体
で
綴
っ
た
教
訓
で
あ
る
。
刊
年
の
明

ら
か
な
も
の
と
し
て
は
文
化
九
年
の
覚
蓮
社
板
が
最
初
だ
が
、
同
書
跋
文

に
よ
れ
ば
そ
れ
以
前
か
ら
施
本
と
し
て
か
な
り
普
及
し
て
い
た
よ
う
で
あ

る
。
類
本
が
明
治
期
ま
で
数
多
く
作
ら
れ
て
い
る
。

作
者
は
九
州
の
幕
府
領
の
支
配
に
す
ぐ
れ
た
功
績
を
残
し
、
な
か
で
も

異
彩
を
は
な
ち
領
内
の
敬
慕
の
ま
と
に
な
っ
た
塩
谷
大
四
郎
正
義
で
あ
る
。

文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
西
国
郡
代
に
任
じ
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
、

九
州
の
豊
前
・
豊
後
・
日
向
・
筑
前
・
筑
後
の
幕
府
領
を
支
配
し
て
、
す

ぐ
れ
た
手
腕
を
い
か
ん
な
く
発
揮
し
た
。
塩
谷
大
四
郎
は
、
清
廉
潔
白
な

人
で
あ
っ
て
、
よ
く
忠
孝
・
仁
義
を
説
い
て
支
配
地
の
農
民
を
教
え
導
い

た
。
み
ず
か
ら
「
孝
行
和
讃
」
と
い
う
書
物
を
出
版
し
、
こ
れ
を
村
の
子

供
の
手
習
い
に
用
い
さ
せ
、
意
味
を
広
く
わ
か
ら
せ
よ
う
と
も
し
た
。
そ

れ
だ
け
に
彼
は
人
情
に
厚
い
人
で
あ
っ
た
。

表
紙
に｢

小
川
半
蔵
様
御
廻
状
之
写｣

と
書
か
れ
た
古
文
書
は
天
保
の
改

革
と
時
を
同
じ
く
し
て
山
中
権
十
郎
（
人
物
不
明
）
と
い
う
者
が
書
き
写

し
た
も
の
で
あ
る
。
表
紙
は
天
保
十
三
年
で
は
あ
る
が
文
末
の
子
十
二
月

と
い
う
記
述
か
ら
天
保
十
一
年
十
二
月
に
関
東
取
締
出
役
の
小
川
半
蔵
が

各
村
役
人
宛
に
触
れ
た
も
の
で
あ
る
。
孝
行
和
讃
を
各
村
へ
一
冊
宛
配
布

す
る
の
で
手
習
い
師
匠
な
ど
へ
こ
れ
を
使
っ
て
教
え
る
よ
う
に
せ
よ
、
と

い
う
触
れ
で
あ
る
。
教
育
の
普
及
で
も
あ
り
農
民
の
統
制
で
も
あ
る
。

｢

関
東
取
締
出
役
（
し
ゅ
つ
や
く
）｣

と
は
、
関
東
（
関
八
州
）
は
幕
府

直
轄
地
、
大
名
領
、
旗
本
領
、
寺
社
領
が
複
雑
に
入
組
ん
で
い
る
た
め
、

幕
府
は
領
主
支
配
の
上
に
地
域
全
体
の
治
安
権
限
を
も
っ
た
関
東
取
締
出

役
を
文
化
二
年
に
設
置
し
た
。
八
州
廻
り
と
も
呼
ば
れ
た
。
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小
川
半
蔵
様
御
廻
状
之
写

天
保
十
三
年
寅
八
月
吉
日

小
川
半
蔵
様
御
廻
状
之
写

山
中
権
十
郎

小
川
半
蔵
様
御
廻
状
之
写(

一)

小
川
半
蔵
様
ゟ
御
廻
状
之
写

其
組
合
寄
場
宿
村
江

別
紙
孝
行
和
讃
壱
冊
宛
差
出
し
候
条

大
小
惣
代
寄
場
役
人
中
ゟ
組
合
村
江
廻
状
之
節
右
和
讃
相
廻
し

村
々
ニ

お
い
て
ハ
手
習
師
匠
其
外
子
供
江

孝
道
弁
へ
さ
せ
度
物
江

為
写
取
候
様
取
計
尤
一
ト
通
り
者

相
廻
し
候
得
共
村
々
等
閑
ニ

見
流
し

手
帳
等
ニ

写
取
候
尤
又
者

世
話
不
致
も
の
万
一
有
之
候
而
不
写
取

も
同
様
而
巳

な
ら
す
却
而
□
費
候
条
不
届
候
間
右
写
之
心
得
違

無
之
様
大
小
惣
代
寄
場
役
人
ゟ
廻
文
相
添
相
廻
し
何
事
も
法

徳
と
心
得
呉
厚
世
話
可
被
致
事

忠
孝
貞
其
外
農
業
家
業
出
情
寄
持
も
の
等
有
之
候
ハ
ゝ
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小
川
半
蔵
様
御
廻
状
之
写(

二)

我
等
廻
り
村
先
江

早
々
書
面
を
以
可
被
申
聞
候
従
上
孝
行
御
褒
美
之

儀
申
上
候
も
の
も
両
三
人
有
之
尚
此
節
可
申
上
積
取
調
中
ニ

有
之
候

間
、
其
組
合
内
ニ

も
右
体
之
者
有
之
候
得
ハ
村
役
人
□
□
ニ

も
相
成
是

又
厚
差
は
ま
り
寄
持
之
者
取
調
申
立
候
様
右
廻
状
□
村
之
趣

可
□
を
候
た
と
へ
悪
事
は
人
真
似
い
た
し
候
而
も
其
所
寄
難
見

逃
返
シ
古
障
ニ

相
成
候
者

一
同
承
知
之
儀
且
孝
行
寄
持
等
之
儀
者

尚

又
真
似
致
し
候
而
も
右
ニ

友
と
し
候
筈
事
ニ

付
答
不
□
候
而
者

不
持

当
筋
ニ

候
条
呉
々
極
上
ニ

無
之
共
不
苦
聊
た
り
と
も
孝
行
寄
持
之
志
し

背
之
も
の
者

不
洩
様
取
調
可
申
聞
且
又
農
業
不
情
無
商
売
体
ニ
而

風
俗
不
宜
も
の
も
有
之
候
得
者

内
々
是
又
申
聞
可
被
呉
候
村
方
難

小
川
半
蔵
様
御
廻
状
之
写(

三)

儀
ニ

不
相
成
様
廻
村
□
厚
教
諭
致
し
改
心
帰
農
及
ひ
候
様
取
計

可
被
遣
候
通
旨
候
得
共
右
之
趣
等
閑
ニ

不
捨
置
村
役
人
中
深
切

実
意
を
尽
し
勤
若
懲
悪
御
取
締
之
難
有
御
趣
意
行
届
候
様

取
計
候
得
者

た
ゝ
人
の
為
而
巳

な
ら
す
銘
々
宿
村
役
人
相
勤

居
候
冥
理
も
可
宜
旨
格
別
心
を
用
ひ
可
致
取
計
事
右
之
趣

得
其
意
組
合
村
下
令
受
印
早
々
順
達
当
村
ゟ
我
等
廻
村
先
江

可
相
返
候
委
細
之
儀
廻
村
之
砌
可
相
演
舌
候
以
上

関
東
御
取
締

子
十
二
月

小
川
半
蔵

印

大
小
惣
代

中

寄
場
役
人
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小
川
半
蔵
様
御
廻
状
之
写
（
孝
行
和
讃
一
）

孝
行
和
讃

夫
人
間
と
生
れ
て
ハ

ま
つ
孝
行
の
道
を
し
れ

お
や
に
不
孝
の
輩
は

鳥
獣
に
も
お
と
れ
り
と

古
人
ハ
恥
し
め
お
か
れ
た
り

そ
の
孝
行
の
お
も
む
き
ハ

親
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
ろ
こ
バ
せ

く
ら
う
を
か
け
じ
と
慎
ミ
て

遊
所
徘
徊
申
さ
ん
ご
と

大
酒
口
論
人
あ
や
め

は
く
え
き
徒
党
強
訴
せ
す

す
べ
て
公
儀
の
御
法
度
を

背
か
ぬ
よ
ふ
ニ

相
ま
も
り

朝
は
や
く
起
お
そ
く
ね
て

夫
々
家
業
怠
ら
す

所
の
役
人
年
う
へ
の

人
を
あ
□
め
て
□
□
め
な

兄
を
う
や
ま
へ
弟
を

（
全
文
は
資
料
編
を
参
照
）

村
の
組
織
と
触
書

幕
府
直
轄
の
地
域
は
御
領
ま
た
は
天
領
と
呼
ば
れ
、
幕
府
の
出
先
機
関

で
あ
る
代
官
所
が
置
か
れ
そ
こ
の
代
官
が
領
地
を
統
括
し
た
。
村
人
と
代

官
と
の
交
渉
は
五
人
組
の
長
で
あ
る
組
頭
が
間
に
入
り
、
さ
ら
に
庄
屋
が

全
体
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
。
ま
た
庄
屋
の
補
佐
役
と
し
て
年
寄
が
置

か
れ
、
こ
の
庄
屋
、
年
寄
、
組
頭
を
村
方
（
又
は
地
方
）
三
役
と
呼
び
村

の
運
営
を
担
っ
た
。
地
域
に
よ
っ
て
は
庄
屋
の
上
に
大
庄
屋
を
置
く
所
も

あ
り
、
庄
屋
を
名
主
、
年
寄
を
肝
煎
と
呼
ぶ
所
も
あ
る
。
藩
の
場
合
は
私

領
と
呼
び
領
主
家
来
の
下
に
基
本
的
に
は
同
様
の
組
織
が
あ
っ
た
。

触
書
は
代
官
所
や
藩
の
役
所
か
ら
始
め
の
留
村
と
呼
ば
れ
る
村
の
庄
屋

（
又
は
大
庄
屋
）
へ
届
け
ら
れ
、
そ
れ
か
ら
決
め
ら
れ
た
順
に
各
村
の
庄

屋
へ
順
達
さ
れ
る
。
各
村
の
庄
屋
は
触
れ
の
内
容
を
書
写
し
、
日
時
を
記

録
し
て
次
の
村
へ
廻
さ
れ
る
。
最
後
に
留
村
へ
戻
さ
れ
る
。
各
村
の
庄
屋

は
そ
れ
ぞ
れ
の
村
人
を
呼
び
集
め
て
伝
達
す
る
の
で
あ
る
。

関
東
取
締
出
役

文
化
二
年(

一
八
〇
五
〉
六
月
、
関
東
八
州
の
村
々
に
無
宿
や
悪
党
が

多
く
、
村
民
が
難
儀
に
お
よ
ぶ
と
い
う
の
で
、
勘
定
奉
行
石
川
左
近
将
監

は
、
評
定
所
組
頭
・
羽
田
藤
右
衛
門
の
立
会
い
で
、
関
東
代
官
早
川
八
郎

左
衛

円
・
榊
原
小
兵
衛
・
山
口
鉄
五
郎
・
吉
川
栄
左
衛
門
を
よ
び
出
し
、
所
属

の
手
附
・
手
代
を
各
一
名
ず
つ
え
ら
び
、
二
人
一
組
と
し
て
関
東
取
締
出

役
と
い
う
も
の
を
構
成
し
た
。
そ
し
て
こ
の
者
た
ち
に
村
々
を
見
廻
ら
せ
、

幕
府
領
・
私
領
・
寺
桂
領
の
差
別
な
く
踏
込
ん
で
無
宿
・
悪
党
を
召
捕
り
、

勘
定
奉
行
の
も
と
に
差
出
す
よ
う
に
命
じ
て
い
る
。
こ
の
関
東
取
締
出
役

と
い
う
の
は
、
『
旧
事
諮
問
録
』(

旧
東
大
史
談
会)

に
よ
る
と
、
あ
る
と

き
山
口
高
品(

鉄
五
郎)
が
、
「
ど
う
も
悪
事
を
し
た
者
が
、
ほ
か
の
領
分
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へ
逃
げ
こ
み
、
ほ
か
で
悪
事
を
は
た
ら
い
た
も
の
が
此
方
へ
来
た
り
す
る
。

そ
の
た
び
に
領
へ
一
応
照
会
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
し

て
い
る
う
ち
に
悪
人
が
何
処
か
へ
逐
電
し
て
し
ま
う
。
こ
の
ま
ま
で
は
人

気
も
悪
く
な
り
、
長
脇
差
を
ど
う
し
て
も
防
ぐ
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
言

っ
た
の
を
、
羽
田
藤
右
衛
門
が
間
い
て
、
「
こ
れ
は
捨
て
て
お
か
れ
ぬ
こ

と
だ
」
と
評
議
し
て
関
東
取
締
出
役
と
い
う
も
の
が
で
き
た
と
書
い
て
あ

る
。

出
典
『
江
戸
幕
府
の
代
官
』
村
上

直
著

天
保
の
改
革

天
保
十
二
年
に
将
軍
家
斉
が
亡
く
な
る
と
、
そ
の
機
会
を
待
っ
て
い
た

よ
う
に
老
中
水
野
忠
邦
は
さ
っ
そ
く
改
革
を
お
こ
な
う
こ
と
を
宣
言
し
た
。

水
野
忠
邦
は
松
平
定
信
を
崇
拝
し
、
彼
は
寛
政
の
改
革
と
、
定
信
が
理
想

と
し
た
享
保
の
改
草
の
両
方
を
自
分
の
理
想
と
し
て
改
革
政
治
を
は
じ
め

た
。
ま
ず
文
武
奨
励
、
綱
紀
粛
正
、
風
俗
取
締
り
、
賛
沢
品
や
お
ご
っ
た

飲
食
物
な
ど
の
製
造
販
売
禁
止
、
遊
芸
の
取
締
り
、
出
版
物
の
統
制
、
物

価
引
下
げ
と
棄
損
令
、
ま
っ
た
く
享
保
寛
政
両
改
革
を
合
わ
せ
た
も
の
で

あ
っ
た
。
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古
文
書
の
知
識(

一)

筆
道
の
流
派

江
戸
時
代
は｢

書
道｣

と
言
わ
ず｢

筆
道｣

と
呼
ん
だ
。
筆
道
の
流
派
は
い

ろ
い
ろ
あ
り
、
江
戸
時
代
に
出
版
さ
れ
た
『
筆
道
稽
古
早
学
問
』
と
い
う

書
物
に
は
次
の
よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。

筆
道
稽
古
早
学
問

(

著
者
・
版
元
・
刊
期
と
も
不
明)

二
巻

最
初
の
頁

執
筆
之
流

執

筆
之
流
者

弘
法

道
風
佐
理
行
成

定
家
尊
円
親
王

近
衛
瀧
本
光
悦

近
代
甲
斐
志
須
磨
雲

竹
養
拙
正
水
等
也

御
家
流

こ
れ
ら
の
中
で
御
家
流
と
い
わ
れ
る｢

尊
円
流｣

の
筆
法
が
江
戸
時
代
に

普
及
し
た
。
鎌
倉
時
代
に
伏
見
天
皇
の
皇
子
・
青
蓮
院
（
し
ょ
う
れ
ん
い

ん
）
尊
円
入
道
親
王
が
創
始
し
た
も
の
で
あ
る
。｢

青
蓮
院
流｣

、｢

粟
田

流｣

と
も
言
わ
れ
、
上
代
様
に
基
づ
く
力
強
い
筆
力
で
豊
満
な
書
体
で
あ

る
。
そ
の
名
手
松
花
堂
昭
乗
が
江
戸
幕
府
に
招
か
れ
て
右
筆
に
伝
え
た
の

が
始
ま
り
で
、
諸
藩
に
広
ま
り
幕
府
の
公
式
文
書
の
文
体
に
採
用
さ
れ
た
。

ま
た
寺
子
屋
・
私
塾
の
教
本
も
こ
れ
を
採
用
し
た
の
で
庶
民
に
も
広
ま
っ

た
。
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諸
流
筆
跡

大
師
流

道
風
流

定
家
流

尊
円
流
（
御
家
流
）

近
衛
流

瀧
本
流

光
悦
流


