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大学図書館の新たな課題に向けて
附属図書館長　谷口浩司
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大学図書館の新たな課題に向けて

　

加
速
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
を
迎
え
、ま
す
ま
す
厳
し
い
国
際
競
争

に
立
た
さ
れ
る
日
本
は
、他
方
で
先
進
国
が
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
社
会

縮
減
に
向
か
っ
て
い
ま
す
。国
の
内
外
か
ら
押
し
寄
せ
る
こ
の
よ
う
な
現

実
を
前
に
し
て
、高
等
教
育
を
担
う
大
学
へ
の
期
待
は
大
き
く
、そ
の
対

応
が
焦
眉
の
急
と
な
っ
て
い
ま
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
と
と
も
に

電
子
化
さ
れ
た
情
報
の
生
産
と
流
通
が
進
む
な
か
で
、期
待
に
応
え
る
べ

く
こ
れ
ま
で
以
上
に
、学
術
情
報
環
境
の
拡
充
整
備
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

　

佛
教
大
学
で
は
、外
部
か
ら
提
供
さ
れ
る
電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
や
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
だ
け
で
な
く
、学
内
に
収
蔵
さ
れ
た
図
書
・
雑
誌
な
ど
の
文
献
資

料
を
電
子
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
し
、学
外
の
電
子
情
報
と
併
せ
て
、「
的
確

で
、か
つ
素
早
い
ア
ク
セ
ス
」が
一
元
的
に
可
能
と
な
る
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
を

い
ち
早
く
構
築
し
、利
用
に
供
し
て
き
ま
し
た
。大
学
図
書
館
は
、学
術

情
報
基
盤
と
し
て
学
部
の
教
育
と
研
究
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。し

か
し
、も
う
一
方
で
、大
学
図
書
館
は
、文
献
資
料
の
系
統
的
、体
系
的
な

収
集
を
担
っ
て
お
り
、高
度
な
専
門
性
と
独
立
性
を
備
え
た
運
営
が
求

め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。今
や
学
術
情
報
の
電
子
化
の
流
れ
は「
検
索
機

能
」を
超
え
て
、課
題
の「
発
見
機
能
」の
よ
う
な
よ
り
高
度
に
専
門
的
力

量
の
求
め
ら
れ
る
時
代
を
迎
え
て
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
こ
の
5
年
、ア
ク
セ
ス
・
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
目
指
し
て
、計

画
的
に
取
り
組
ん
で
き
ま
し
た
。こ
の
間
2
0
1
2
年
、大
学
は
開
学

1
0
0
周
年
の
記
念
す
べ
き
節
目
を
迎
え
、図
書
館
も
ま
た
決
意
を
新
た

に
次
の
1
0
0
年
に
向
か
っ
て
一
歩
を
踏
み
出
し
ま
し
た
。学
生
諸
君
が

問
題
意
識
を
高
め
て
、主
体
的
な
学
習
を
目
指
す「
図
書
館
の
能
動
化
の

試
み
」が
多
く
の
大
学
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
は
図
書

館
だ
け
の
力
で
実
現
で
き
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。学
部
と
意
志
疎
通

を
図
り
な
が
ら
教
学
を
支
え
る
部
門
と
連
携
し
、充
実
し
た
仕
組
み
の

構
築
を
目
指
し
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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『
京
洛
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十
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京
洛
三
十
六
家 

山
水
花
鳥
人
物
図
貼
交
屏
風
』

　
『
京
洛
三
十
六
家 

山
水
花
鳥
人
物
図
貼
交
屏
風
』は
、京
都
六
角
通
油
小
路

東
入
ル
本
能
寺
町
で
両
替
商
な
ど
を
営
ん
で
い
た
前
川
五
郎
左
衛
門
家
に
伝

わ
っ
た
も
の
で
、平
成
15
年（
２
０
０
３
）に
文
書
や
そ
の
他
の
調
度
品
類
と
共
に

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
所
蔵
と
な
り
ま
し
た
。以
来
、文
書
の
目
録
作
成
に
あ

た
っ
て
の
調
査
整
理
を
重
ね
る
う
ち
に
、多
く
の
史
料
の
中
に
数
点
の
屏
風
が
あ

る
こ
と
が
判
明
し
、平
成
23
年（
２
０
１
１
）に
な
っ
て
存
在
が
確
認
さ
れ
、修
復

に
1
年
以
上
の
歳
月
を
費
や
し
た
後
、平
成
26
年
７
月（
２
０
１
４
）か
ら
図
書

館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
上
で
デ
ジ
タ
ル
画
像
を「
一
般
公
開
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
」と
し
て

公
開
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
屏
風
は
六
曲
一
双
で
、右
隻
、左
隻
と
も
総
寸
は
縦
１
７
１
・
２
cm
、横
３

７
８
・
０
cm
。地
に
銀
箔
を
敷
き
詰
め
、36
枚
の
絹
本
着
色
図
が
貼
り
込
ま
れ
て
い

ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
図
の
寸
法
は
、縦
25
・
８
cm
、横
38
・
０
cm
前
後
。円
山
四
条
派

を
中
心
に
、土
佐
派
や
京
狩
野
派
も
含
む
京
坂
で
活
躍
し
た
絵
師
36
名
の
作
品

で
あ
り
、当
時
の
画
壇
の
縮
図
と
も
い
え
る
歴
史
的
に
も
大
変
貴
重
な
も
の
で
す
。

　

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
で
は
、江
戸
時
代
後
期
に
京
都
六
角
本
能
寺
町
に
居
を
構
え

て
、両
替
商
を
は
じ
め
京
都
御
用
米
会
所
貸
付
方
な
ど
に
携
わ
っ
て
い
た
前
川
五
郎
左

衛
門
家
に
伝
来
し
た
文
書
類
を
、平
成
７
年（
１
９
９
５
）と
平
成
15
年
と
に
入
手
し
、

平
成
10
年（
１
９
９
８
）４
月
か
ら
平
成
17
年（
２
０
０
５
）３
月
ま
で
、当
時
の
文
学

部
史
学
科
教
授
の
竹
下
喜
久
男
先
生
の
指
導
の
も
と
で
文
学
研
究
科
日
本
史
学
専
攻

の
大
学
院
生
の
皆
さ
ん
に
調
査
整
理
し
て
い
た
だ
き
、そ
の
成
果
を『
京
都
本
能
寺
町
前

川
五
郎
左
衛
門
家
文
書
目
録
』第
１
巻
〜
第
３
巻
と
し
て
刊
行
し
ま
し
た
。

　

平
成
15
年
に
入
手
し
た
前
川
五
郎
左
衛
門
家
の
資
料
に
は
、文
書
だ
け
で
な
く
調
度

品
も
含
ま
れ
て
お
り
、一
旦
広
沢
キ
ャ
ン
パ
ス
に
あ
る
ア
ジ
ア
宗
教
文
化
情
報
研
究
所

（
現
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
）に
預
け
て
燻
蒸
処
理
が
施
さ
れ
た
後
に
図
書
館
へ
収
蔵

し
た
の
で
す
が
、そ
の
た
め
一
部
の
調
度
品
に
つ
い
て
は
ま
だ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
保
管
さ

れ
て
い
る
状
況
で
す
。

　

平
成
22
年（
２
０
１
０
）4
月
に
事
務
部
長
と
し
て
着
任
し
た
際
に
、当
時
の
歴
史
学

部
長
の
渡
邊
忠
司
先
生
か
ら
中
断
し
て
い
た
前
川
家
文
書
を
含
む
古
文
書
の
整
理
を

再
開
す
る
よ
う
に
依
頼
を
受
け
、大
学
院
生
の
皆
さ
ん
の
協
力
を
得
て
、平
成
24
年（
２

０
１
２
）３
月
に
は『
京
都
本
能
寺
町
前
川
五
郎
左
衛
門
家
文
書
目
録
』の
第
４
巻
目

が
刊
行
で
き
る
ま
で
古
文
書
類
の
整
理
も
進
ん
で
き
た
の
で
す
が
、整
理
途
中
の
平
成

23
年
３
月
に
、調
度
品
の
中
で
忘
れ
ら
れ
て
い
た
屏
風
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た

の
で
す
。

　

そ
こ
で
貴
重
書
庫
に
保
管
さ
れ
て
い
る
資
料
を
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
り
、渡

邊
先
生
、図
書
館
長
の
谷
口
浩
司
先
生
と
大
学
院
生
の
皆
さ
ん
と
入
っ
て
み
て
み
た
ら
、

ど
う
も
屏
風
の
箱
ら
し
い
も
の
が
あ
り
、開
け
て
み
る
と
江
戸
後
期
の
有
名
な
絵
師
の

名
前
が
記
さ
れ
た
絵
が
貼
ら
れ
た
銀
屏
風
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

　

今
回
は
古
文
書
の
調
査
整
理
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
り
、屏
風
の
調
査
分
析
を
し
て

い
た
だ
い
た
り
し
た
研
究
者
を
お
招
き
し
て
、詳
し
く
お
話
を
伺
う
こ
と
に
し
ま
し
た
。

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
事
務
部
長　

松
島 

吉
和

前
川
家
文
書
の
整
理
と
屏
風
の
発
見

右隻左隻

第１図
岸駒「旭日飛鶴図」

第２図
合川珉和「毬杖図」

第３図
山口素絢「笑い上戸図」

各扇に貼られた作品

第16図
東東洋「雪景茅屋図」

第17図
中島来章「大原女図」

第18図
土佐光孚「王朝美人図」

第16図
橘公順「黄安図」

第17図
吉村蘭洲「渓流図」 

第18図
長沢芦洲「あけび図」

第４図
紀広成「梅に文鳥図」

第５図
西村楠亭「住吉踊図」 

第６図
長山孔寅「韓信股潜図」

第７図
月峰「瀑布図」 

第８図
矢野夜潮「浦島図」 

第９図
別所東渓「嵐山春景図」

第10図
柴田義董「樵夫図」

第11図
松村景文「遊亀図」

第12図
村上松堂「秋海棠に小禽図」

第13図
上田耕夫「柳堤舟遊図」

第14図
中林竹洞「松堤舟遊図」 

第15図
円山応瑞「鮎図」

第１図
原在中「蘭石図」

第２図
森徹山「虎図」

第３図
月橋「松下高士図」

第４図
松川龍椿「朝顔図」

第５図
円山応震「虎渓三笑図」

第６図
田中日華「撫子図」

第７図
森狙山「親子猿図」

第８図
岸岱「松に鵲図」

第９図
八田古秀「亀図」

第10図
河村文鳳「李適之図」

第11図
月潭「武陵桃源図」

第12図
吉村孝敬「鴨図」

第13図
狩野永俊「雪景楼閣山水図」

第14図
大原呑舟「韃靼人狩猟図」

第15図
村上東洲「茅屋山水図」
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松
島　

本
日
は
本
学
附
属
図
書
館
が
所
蔵
し
て
い

る
前
川
五
郎
左
衛
門
家
に
伝
来
し
た
文
書
の
整
理

や『
京
洛
三
十
六
家 

山
水
花
鳥
人
物
図
貼
交
屏
風
』

の
調
査
研
究
に
携
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
方
々
に
お
集

ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。屏
風
そ
の
も
の
が
持
つ
価

値
や
作
品
を
描
い
た
絵
師
た
ち
、ま
た
所
有
者
で
あ

る
前
川
家
の
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
だ
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。

尾
脇　

屏
風
を
見
つ
け
た
時
の
こ
と
で
す
が
、文
書

整
理
の
際
、貴
重
書
庫
の
中
に
程
良
い
高
さ
の
大
き

な
横
長
の
箱
が
あ
り
、ち
ょ
う
ど
記
帳
台
の
よ
う
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。箱
の
横
を
チ
ラ
リ
と
見
た
ら「
前

川
」と
書
か
れ
て
い
て
、こ
れ
が
前
川
家
の
屏
風
じ
ゃ

な
い
か
と
思
っ
た
の
で
、松
島
事
務
部
長
に
お
願
い

し
て
開
け
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
ん
で
す
。

稲
吉　
こ
の
箱
は
他
の
史
料
と
は
明
ら
か
に
何
か
違

う
も
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
し
た
が
、貴
重
書
庫

の
中
で
中
身
を
確
認
し
て
み
た
ら
、銀
屏
風
で
し
た
。

尾
脇　

長
い
こ
と
放
置
さ
れ
て
い
た
わ
り
に
開
け
た

ら
ピ
カ
ピ
カ
で
。

稲
吉　

屏
風
に
貼
っ
て
あ
る
絵
を
見
た
ら
、聞
い
た

こ
と
が
あ
る
絵
師
の
名
も
出
て
き
て
。

尾
脇　

狙
仙
の
猿
と
い
う
の
は
有
名
な
作
品
だ
な

と
。

松
島　
こ
れ
は
大
変
貴
重
な
も
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
し
た
が
、た
だ
、真
贋
が
わ
か
ら
な
い
。や
は
り

美
術
史
を
専
門
と
さ
れ
る
研
究
者
に
見
て
い
た
だ

く
の
が
一
番
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、当
時
京
都
国

立
博
物
館
に
お
ら
れ
た
山
下
善
也
学
芸
部
連
携
協

力
室
長
に
連
絡
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
、確
認
し
て
い

た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。屏
風
を
発
見
し
た
の

が
平
成
23
年
３
月
の
こ
と
で
、三
双
あ
っ
た
屏
風
を

６
月
に
宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
へ
全
部
持
ち
出
し

て
山
下
室
長
に
見
て
い
た
だ
い
た
と
こ
ろ
、三
双
の

な
か
で
こ
の
銀
屏
風
が
最
も
価
値
の
高
い
も
の
だ

が
、こ
の
ま
ま
保
管
し
て
お
け
ば
劣
化
が
進
む
と
い

う
お
話
し
で
し
た
。早
速
、谷
口
先
生
や
渡
邊
先
生

が
山
極
伸
之
学
長
に
修
復
の
必
要
性
を
説
明
さ
れ

て
予
算
措
置
が
な
さ
れ
ま
し
た
。翌
年
の
２
月
、修

復
の
作
業
を
始
め
る
こ
と
に
な
り
、そ
れ
に
先
立
っ

て
屏
風
を
公
開
し
て
記
者
会
見
を
い
た
し
ま
し
た
。

山
下
先
生
の
も
と
で
調
査
し
て
い
た
だ
い
た
水
谷
亜

希
さ
ん
の
調
査
に
よ
る
と
、『
平
安
人
物
志
』の
中
に

記
載
さ
れ
て
い
る
絵
師
た
ち
、そ
れ
も
円
山
派
や
四

条
派
、狩
野
派
、岸
派
の
著
名
な
絵
師
た
ち
が
描
い

た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。本

学
は
屏
風
の
よ
う
な
美
術
資
料
と
し
て
は
他
に『
洛

中
洛
外
図
屏
風
』を
所
蔵
し
て
い
ま
す
が
、近
世
画

壇
に
名
を
残
す
絵
師
た
ち
の
作
品
を
貼
っ
た
屏
風

が
発
見
さ
れ
た
こ
と
で
、図
書
館
と
し
て
は
さ
ら
に

当
該
分
野
の
研
究
に
貢
献
で
き
る
と
考
え
て
い
ま

す
。こ
の
屏
風
の
所
有
者
で
あ
っ
た
前
川
家
に
つ
い
て

お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。前
川
家
は
も
と
も
と
商

人
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
ね
？

『
京
洛
三
十
六
家 

山
水
花
鳥
人
物
図
貼
交
屏
風
』

屏
風
を
作
ら
せ
た
前
川
家
と
は

尾
脇　

京
都
前
川
家
の
初
代
、恵
比
須
屋
荘
兵
衛

義
虎
と
い
う
人
は
、近
江
国
浅
井
郡
川
道
東
村
の
百

姓
五
郎
左
衛
門
の
子
で
す
。義
虎
は
延
享
元
年（
１

７
４
４
）に
京
都
に
出
て
き
た
よ
う
で
す
。奉
公
先

は
、大
宮
通
三
条
上
ル
町
で
両
替
商（
本
銭
屋
）を
営

む
夷
屋（
恵
比
須
屋
）治
兵
衛
。義
虎
は
治
兵
衛
か

ら
暖
簾
分
け
を
許
さ
れ
、恵
比
須
屋
荘
兵
衛
の
名
で

独
立
し
ま
す
。そ
の
後
、商
売
が
軌
道
に
乗
り
、義
虎

は
本
能
寺
町（
六
角
油
小
路
東
入
町
）で
家
持
と

な
っ
た
。こ
れ
が
安
永
５
年（
１
７
７
６
）の
こ
と
で

す
。以
後
、前
川
家
は
代
々
本
能
寺
町
に
根
拠
を
お

き
ま
し
た
。義
虎
に
は
子
ど
も
が
な
か
っ
た
の
で
、奥

さ
ん
の
弟（
石
田
武
惟
）を
養
子
に
し
ま
す
が
、義
虎

が
亡
く
な
っ
た
４
年
後
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
。武

惟
の
次
は
そ
の
甥
に
あ
た
る
義
秀
が
継
ぎ
ま
す
。こ

の
人
が
3
代
目
恵
比
須
屋
荘
兵
衛
で
、ち
ょ
う
ど
こ

の
屏
風
の
時
代
の
人
で
す
。の
ち
に
中
興
の
祖
と
い

わ
れ
る
人
で
、義
秀
の
代
に
は
、旗
本
杉
浦
家
の
掛

屋
を
務
め
た
り
し
て
、事
業
規
模
が
大
き
く
な
り
、

次
の
義
陳
の
代
に
な
る
と
さ
ら
に
大
き
く
な
り
ま

す
。ち
ょ
う
ど
屏
風
の
制
作
時
期
に
近
い
文
化
・
文

政
期
が
ひ
と
つ
の
画
期
で
、こ
の
あ
た
り
を
境
に
し

て
前
川
家
は
両
替
商
か
ら
御
用
町
人
へ
と
発
展
し

て
い
く
と
い
う
感
じ
で
す
。

稲
吉　

義
秀
の
代
は
両
替
商（
本
銭
屋
）を
や
っ
て
い

ま
し
た
。こ
の
屏
風
が
作
ら
れ
た
時
に
は
ち
ょ
う
ど

還
暦
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。四
代
目
の
義
陳
の
と
き
に

御
用
米
会
所
貸
付
方
と
い
う
、公
金
運
用
を
担
う

御
用
町
人
と
な
り
ま
す
。文
政
10
年（
１
８
２
7
）に

御
用
米
会
所
貸
付
方
の
業
務
を
引
き
請
け
る
の
で

す
が
、文
政
12
年（
１
８
2
9
）に
義
陳
は
御
用
米

会
所
貸
付
方
を
御
用
米
会
所
か
ら
独
立
さ
せ
る
ん

で
す
。そ
の
時
に
手
切
れ
金
で
は
な
い
で
す
が
、銀
60

貫
目
と
い
う
金
額
を
御
用
米
会
所
に
支
払
っ
て
い
る

の
で
す
。

尾
脇　

そ
れ
ま
で
は
恵
比
須
屋
荘
兵
衛
と
い
う
名

前
で
し
た
が
、文
政
13
年（
１
８
３
０
）に
御
用
米
会

所
貸
付
方
と
し
て
は
苗
字
御
免
と
な
り
、こ
の
時
か

ら
前
川
荘
兵
衛
と
も
名
乗
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

我
々
が
口
に
し
て
い
る
前
川
五
郎
左
衛
門
と
い
う
名

前
が
出
て
く
る
の
は
、荘
兵
衛（
義
陳
）が
改
名
す
る

天
保
３
年（
１
８
３
２
）か
ら
で
す
。天
保
７
年（
１

８
３
６
）に
は
、も
と
も
と
本
家
で
あ
っ
た
夷
屋（
恵

比
須
屋
）治
兵
衛
に
屋
号
や
暖
簾
を
返
す
手
続
き
を

取
っ
て
い
ま
す
。義
虎
以
降
続
い
て
い
た
治
兵
衛
と

の
本
家
・
別
家
と
い
う
関
係
は
、こ
の
時
に
解
消
さ
れ

ま
し
た
。義
陳
の
代
に
は
京
糸
割
符
年
寄
に
な
っ
た

り
、郷
士
株
や
地
下
官
人
株
を
買
っ
た
り
、そ
の
他

大
名
・
旗
本
・
寺
院
の
用
達
、掛
屋
な
ど
を
務
め
て
い

ま
す
。前
川
家
を
単
に
京
都
の
商
家
と
は
、な
か
な

か
言
い
に
く
い
で
す
ね
。

水
谷　

独
立
す
る
た
め
に
支
払
っ
た
額
が
銀
60
貫

目
と
い
う
こ
と
で
す
が
、金
だ
と
ど
れ
く
ら
い
の
価

値
に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
？

稲
吉　

そ
の
当
時
の
京
都
や
大
坂
、い
わ
ゆ
る
上
方

は
銀
遣
い
で
す
か
ら
、銀
60
貫
目
を
直
す
と
金
千
両

に
値
し
ま
す
。

尾
脇　

そ
れ
を
ポ
ン
と
渡
し
て
い
る
。御
用
米
会
所

貸
付
方
を
一
手
に
引
き
請
け
る
と
い
う
こ
と
は
、自

分
の
裁
量
で
公
金
の
貸
付
運
用
が
で
き
る
わ
け
で

す
。公
金
の
貸
付
運
用
で
自
己
の
利
益
を
生
む
ん
で

水谷 亜希
京都国立博物館
学芸部 教育室 研究員

尾脇 秀和
佛教大学総合研究所
特別研究員

稲吉 昭彦
佛教大学大学院 
文学研究科日本史学専攻
博士後期課程

松島 吉和
佛教大学附属図書館
事務部長

〜 

36
人
の
絵
師
た
ち
と
前
川
家 

〜
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talk

【御用米会所】…享保20年（1735）に京都と大津に設立される二条御蔵からの払米を取り扱う会所。京都の御用米会所には米方と貸付方が存在した。貸付方は文政
10年（1827）に前川義陳が業務を引き請け、文政12年（1829）に前川義陳が御用米会所から独立させる。
【京糸割符】…京都の糸割符仲間。近世後期、糸割符制度は全く形骸化しており、「京糸割符」は苗字帯刀などの諸特権をもつ特権町人身分と化していた。「糸割符株」
として売買され、前川義陳も天保6年（1835）に買得した。仲間の代表を京糸割符年寄という。
【郷士株・地下官人株】…京都の「郷士」は、苗字帯刀を許可された百姓の一代限の身分。地下官人は朝廷に仕える下級官人の総称で苗字帯刀する。いずれの身分
も、実際には「株」として売買されていた。
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す
よ
ね
。そ
れ
も
か
な
り
の
額
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

屏
風
は
富
と
名
声
の
象
徴
!?

稲
吉　

屏
風
が
作
ら
れ
た
文
化
13
年（
1
8
1
6
）

ご
ろ
と
い
う
時
期
は
、ち
ょ
う
ど
家
督
が
義
秀
か
ら

義
陳
に
移
る
と
き
だ
と
思
い
ま
す
。義
秀
の
こ
れ
ま

で
の
成
果
と
義
陳
の
ス
タ
ー
ト
と
い
う
ち
ょ
う
ど
そ

の
節
目
に
あ
た
り
ま
す
。そ
れ
が
象
徴
的
で
す
ね
。

水
谷　

な
ん
だ
か
、イ
メ
ー
ジ
が
わ
い
て
き
ま
す
。そ

う
い
う
時
に
こ
の
屏
風
が
作
ら
れ
た
も
の
な
ん
だ
と
。

松
島　

義
秀
は
前
川
家
の
年
譜
で
は
文
化
12
年（
１

８
1
5
）に
隠
居
し
て
、翌
文
化
13
年
で
還
暦
を
迎

え
て
い
ま
す
し
、義
陳
の
家
督
相
続
の
時
で
も
あ
る

の
な
ら
ば
、そ
の
祝
い
に
作
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
ね
。

尾
脇　

そ
の
時
、義
陳
は
23
歳
か
24
歳
く
ら
い
。義

陳
は
元
治
２
年（
１
８
６
５
）に
73
歳
で
亡
く
な
る

ま
で
、ぜ
ん
ぜ
ん
休
む
こ
と
な
く
活
動
し
続
け
て
い

ま
す
。夷
屋
治
兵
衛
と
の
縁
を
切
る
と
い
う
の
も
、も

と
も
と
の
恵
比
須
屋
本
家
で
あ
る
治
兵
衛
よ
り
も

商
才
に
長
け
て
い
た
か
ら
で
し
ょ
う
。前
川
家
の
方

が
発
展
し
て
い
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
。

松
島　

稲
吉
さ
ん
も
論
文
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

御
用
米
会
所
の
貸
付
方
を
独
立
さ
せ
て
公
金
運
用

を
し
よ
う
と
考
え
た
の
は
、両
替
商
だ
け
で
は
あ
ま

り
利
益
が
上
が
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

稲
吉　

二
条
御
蔵
御
囲
米
代
金
銀
と
京
都
町
奉
行

所
の
金
銀
と
い
う
莫
大
な
額
を
運
用
す
る
の
で
す
か

ら
、利
益
は
非
常
に
大
き
い
と
思
い
ま
す
。

尾
脇　

公
金
を
運
用
し
て
上
納
分
を
払
っ
て
し
ま

え
ば
、残
り
の
利
益
は
全
部
自
分
の
手
に
入
る
。今

で
言
え
ば
、年
金
基
金
を
運
用
し
て
自
分
の
利
益
を

上
げ
る
よ
う
な
感
じ
か
も
し
れ
な
い
。

稲
吉　

安
政
２
年（
１
８
５
５
）に
義
陳
が
５
代
目

の
義
貞
に
譲
渡
し
た
現
銀
だ
け
で
銀
７
７
０
貫
７

４
８
匁
５
分
で
す
か
ら
、恐
ろ
し
い
金
額
で
す
。

松
島　

郷
士
株
を
買
っ
た
り
、尾
脇
さ
ん
が
論
文
に

書
か
れ
た
り
し
て
い
る
よ
う
に
糸
割
符
の
株
も
手
に

入
れ
て
い
ま
す
ね
。

尾
脇　

郷
士
株
は
壬
生
の
八
木
家
か
ら
買
っ
て
い
ま

す
。新
選
組
の
屯
所
が
あ
っ
た
八
木
家
。形
式
的
に
は

義
陳
の
息
子
、義
貞
の
名
前
で
。京
糸
割
符
年
寄
と

し
て
の
御
用
会
符
は
、史
料
の
な
か
に
現
存
し
て
い

ま
す
。江
戸
参
府
の
時
の
も
の
で
す
。義
陳
は
最
初
、

恵
比
須
屋
荘
兵
衛
、父
親
と
同
じ
名
前
か
ら
始
ま
っ

て
、前
川
荘
兵
衛
、前
川
五
郎
左
衛
門
と
名
字
を
名

乗
り
、帯
刀
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
、経
済
的
な
上

昇
と
と
も
に
身
分
も
一
緒
に
上
昇
さ
せ
て
い
っ
た
。

稲
吉　

壬
生
の
郷
士
株
、京
糸
割
符
株
、お
金
に

よ
っ
て
い
く
つ
か
身
分
を
手
に
入
れ
て
い
る
の
で
す

ね
。御
用
米
会
所
貸
付
方
も
義
陳
が
引
き
請
け
た

と
き
は
不
採
算
部
門
で
し
た
。で
も
御
用
米
会
所
貸

付
方
を
引
き
請
け
た
義
陳
は
、体
裁
と
し
て
整
っ
て

い
な
か
っ
た
部
分
を
改
革
し
て
順
調
に
軌
道
に
乗
せ

て
い
き
ま
す
。

松
島　

両
替
商
を
や
っ
て
い
た
か
ら
、そ
の
利
益
を
う

ま
く
運
用
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。

尾
脇　

当
初
は
御
用
米
会
所
貸
付
方
を
引
き
請
け

つ
つ
、両
替
商
も
や
っ
て
い
た
よ
う
で
す
ね
。恵
比
須

屋
荘
兵
衛
の
名
前

で
。運
用
で
失
敗
し

た
様
子
は
あ
り
ま

せ
ん
し
、当
時
は
相

続
税
も
か
か
り
ま

せ
ん
か
ら
、屏
風
を

作
っ
た
義
秀
の
代
ま

で
、か
な
り
の
蓄
え

が
で
き
て
い
た
の
で

し
ょ
う
。銀
60
貫
を

ポ
ン
と
渡
せ
る
な
ん

て
、普
通
の
商
人
に

は
で
き
ま
せ
ん
。

稲
吉　

そ
う
い
っ
た

意
味
で
は
、中
興
の

祖
と
い
う
の
は
す
ご

く
納
得
が
い
き
ま

す
ね
。義
秀
が
基
礎

を
作
り
、そ
の
基
礎

の
上
に
義
陳
が
さ
ら

に
大
き
く
し
た
と
い

え
ま
す
。

36
人
の
絵
師
に
よ
る
夢
の
共
演

松
島　

義
秀
は
自
分
が
60
歳
に
な
る
ま
で
、円
山
応

挙
を
は
じ
め
、い
ろ
ん
な
絵
師
に
絵
を
描
い
て
も

ら
っ
て
い
ま
す
ね
。当
時
の
絵
師
は
一
人
一
人
が
個
々

に
活
動
し
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、こ
れ
だ
け
の
絵

師
の
作
品
を
集
め
ら
れ
た
と
い
う
の
は
、経
済
力
だ

け
で
な
く
水
谷
さ
ん
が
屏
風
の
調
査
を
ま
と
め
ら

れ
た
論
文
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
絵
師
が
住

ん
で
い
た
と
こ
ろ
と
も
関
係
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

水
谷　

36
人
の
絵
師
の
う
ち
多
く
は
、円
山
四
条
派

な
の
で
す
が
、名
前
の
と
お
り
四
条
界
隈
に
住
ん
で

い
た
人
が
多
い
ん
で
す
よ
ね
。

尾
脇　

前
川
が
住
ん
で
い
た
の
が
六
角
油
小
路
だ

か
ら
わ
り
と
近
い
。

水
谷　

歩
い
て
い
け
る
距
離
で
す
し
、生
活
し
て
い

る
中
で
、す
れ
違
っ
た
り
し
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。普
段
か
ら
交
流
が
あ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
と
。前

川
家
の
文
書
の
中
に
も
書
か
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な

い
で
す
よ
ね
。

松
島　

ち
ょ
う
ど
中
京
で
す
ね
。京
都
の
古
く
か
ら

商
人
と
い
う
の
は
、上
京
と
下
京
に
い
て
、中
京
と
い

う
の
は
近
江
国
や
伊
勢
国
と
い
っ
た
他
の
地
域
か
ら

入
っ
て
き
た
新
興
商
人
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を

読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
の
こ
と
が
今
回
の
前

川
家
の
発
展
と
屏
風
の
制
作
の
関
係
か
ら
も
窺
う

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
か
。絵
師
の
住
ま
い
が
そ
こ
に

集
中
し
て
い
ま
す
が
、『
平
安
人
物
志
』を
見
て
み
る

と
、京
都
の
絵
師
が
ほ
ぼ
そ
こ
に
集
ま
っ
て
い
た
と
い

う
の
は
、そ
こ
で
需
要
が
多
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ

ま
せ
ん
か
。

尾
脇　

前
川
家
は
大
坂
に
も
屋
敷
を
持
っ
て
い
ま

す
。

水
谷　

絵
師
を
集
め
る
に
あ
た
っ
て
、プ
ロ
デ
ュ
ー

サ
ー
的
な
人
を
間
に
挟
ん
で
い
た
の
か
な
と
思
っ
て

い
た
の
で
す
が
、こ
の
屏
風
の
絵
師
の
な
か
に
は
大

坂
に
住
ん
で
い
る
人
も
い
ま
す
が
、大
坂
に
屋
敷
が

あ
っ
た
ら
、そ
の
土
地
の
絵
師
に
も
直
接
頼
む
こ
と

も
で
き
ま
す
ね
。

尾
脇　

前
川
自
身
、何
回
か
大
坂
に
行
っ
た
形
跡
が

あ
る
。大
坂
の
商
人
か
ら
の
手
紙
が
あ
っ
て
、こ
の
間

来
た
時
に
云
々
と
い
う
よ
う
な
文
言
も
あ
り
ま
し

た
し
。自
分
で
集
め
た
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
。

稲
吉　

描
い
て
い
る
人
た
ち
の
横
の
つ
な
が
り
は
、

何
か
あ
っ
た
り
す
る
ん
で
す
か
？

水
谷　

か
な
り
あ
る
と
思
い
ま
す
。ま
ず
は
流
派

別
。円
山
四
条
派
の
子
弟
関
係
も
あ
り
ま
す
し
、合

作
を
よ
く
し
て
い
る
ん
で
す
。誰
か
の
何
回
忌
だ
と

か
、追
善
の
た
め
に
み
ん
な
で
集
ま
っ
て
絵
を
描
い

た
り
、長
寿
を
祝
っ
て
集
ま
っ
た
り
と
、い
ろ
い
ろ
な

機
会
に
集
ま
っ
て
い
ま
す
。も
と
も
と
狩
野
派
は
御

用
絵
師
、土
佐
派
は
宮
廷
絵
師
、円
山
派
は
町
絵
師

と
、活
動
の
場
が
違
っ
た
の
で
す
が
、こ
の
時
代
、江

戸
の
後
半
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
く
る
と
流
派
間
の
垣
根

が
な
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。こ
の
屏
風
の
中
で
も
お

も
し
ろ
い
の
は
、円
山
四
条
派
が
多
い
の
で
す
が
、そ

こ
に
土
佐
派
が
入
っ
て
い
た
り
と
か
、狩
野
派
が
入
っ

て
い
た
り
と
か
す
る
と
こ
ろ
で
す
。様
々
な
流
派
が
、

み
な
肩
を
並
べ
て
絵
を
描
い
て
い
る
の
が
こ
の
時
代

な
ら
で
は
の
作
品
で
し
ょ
う
。

松
島　

そ
う
し
た
当
時
一
流
の
絵
師
た
ち
に
描
い
て

も
ら
う
と
な
る
と
、相
当
な
費
用
が
か
か
っ
て
い
る

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

尾
脇　

時
期
的
に
は
、義
秀
の
事
業
の
総
仕
上
げ
み

た
い
な
。自
分
の
人
生
で
こ
こ
ま
で
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
ん
だ
ぞ
と
い
う
。

稲
吉　

こ
れ
だ
け
の
絵
師
を
集
め
て
描
か
せ
た
の
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は
、当
時
の
恵
比
須
屋
の
成
果
を
誇
示
し
て
い
る
、

表
現
さ
せ
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
ま
す
。

水
谷　

事
業
規
模
の
話
を
聞
い
て
、そ
れ
ぐ
ら
い
の

大
き
さ
だ
っ
た
ら
で
き
る
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
し

た
。お
も
し
ろ
い
の
は
、屏
風
の
か
た
ち
を
し
て
い
る

点
で
す
。絵
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
小
さ
い
の
で
、こ
う

し
た
場
合
は
ア
ル
バ
ム
状
の
画
帖
に
す
る
の
が
普
通

で
す
。当
時
、い
ろ
ん
な
人
の
絵
を
集
め
て
画
帖
に
す

る
と
い
う
の
が
流
行
っ
て
い
た
ん
で
す
。画
帖
に
し
て

個
人
的
に
楽
し
む
の
が
普
通
の
見
方
で
す
が
、あ
え

て
そ
れ
を
屏
風
に
し
て
と
い
う
の
は
、み
ん
な
に
見

せ
た
か
っ
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。こ
う
い
う
ス
タ
イ
ル
は

そ
れ
ほ
ど
多
く
は
な
い
で
す
ね
。ま
た
、貼
交
屏
風

と
い
う
と
、縦
長
の
掛
け
軸
く
ら
い
の
大
き
さ
の
絵

を
何
枚
か
貼
る
と
い
う
ス
タ
イ
ル
が
主
流
で
す
の

で
、あ
え
て
小
さ
い
絵
を
た
く
さ
ん
集
め
た
の
は
あ

ま
り
多
く
な
い
。あ
ま
り
見
な
い
形
で
す
。

尾
脇　

何
で
銀
屏
風
に
し
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。金

じ
ゃ
な
く
て
。こ
う
い
う
も
の
で
銀
屏
風
と
い
う
の
は

わ
り
と
あ
る
の
で
す
か
？

水
谷　

背
景
に
金
を
用
い
た
金
屏
風
は
数
多
く
あ

る
の
で
す
が
、そ
れ
に
比
べ
て
銀
屏
風
は
江
戸
時
代

の
最
初
の
方
は
あ
ま
り
な
く
、後
半
に
な
っ
て
く
る

と
増
え
て
く
る
印
象
で
す
。好
み
で
し
ょ
う
か
。金
で

す
と
明
ら
か
に
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
ま
す
が
、銀
は

ち
ょ
っ
と
瀟
洒
な
感
じ
が
し
ま
す
。

松
島　

織
豊
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
は『
洛
中

洛
外
図
屏
風
』の
よ
う
な
金
屏
風
と
い
う
イ
メ
ー
ジ

が
強
い
の
で
す
が
、そ
れ
に
対
し
て
江
戸
時
代
も
下

る
と
、水
谷
さ
ん
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
銀
屏
風
が
普

及
し
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

稲
吉　

屏
風
の
構
成
全
体
を
通
し
て
の
流
れ
は
あ

る
の
で
す
か
？

水
谷　
一
応
、四
季
に
は
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。右

隻
の
右
上
か
ら
、お
正
月
っ
ぽ
い
飾
り
物
、梅
、桜
の

花
見
、そ
れ
で
夏
が
来
て
と
い
う
ふ
う
に
。多
種
多

様
な
も
の
が
描
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、前
川
家
に
来

た
お
客
さ
ん
も
見
た
ら
、何
か
し
ら
気
に
な
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。会
話
の
ネ
タ
に
は
い
い
で
す
よ
ね
。何
か

お
祝
い
の
席
と
か
に
置
く
ん
で
し
ょ
う
か
。

尾
脇　

屏
風
が
仕
舞
わ
れ
て
い
た
も
と
の
箱
の
側

面
に
は〝
寄
会
画
銀
屏
風
・
一
双
・
前
川
〞と
書
い
た

古
い
貼
り
紙
が
あ
り
、ど
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。こ
れ
は
、寄
り
合
っ
て
描
い
た
の

で
し
ょ
う
か
。そ
れ
と
も
、寄
せ
集
め
た
の
で
し
ょ
う

か
。

水
谷　
こ
れ
は
難
し
い
と
こ
ろ
で
、合
作
な
ど
、一
つ

の
画
面
に
皆
で
描
い
て
い
る
場
合
は
、い
か
に
も
寄

り
合
い
描
き
と
い
う
感
じ
が
す
る
の
で
す
が
、こ
の

屏
風
は
一
人
一
枚
ず
つ
で
す
か
ら
ね
。手
の
込
ん
で
い

る
図
も
あ
る
一
方
で
、そ
の
場
で
描
け
そ
う
な
図
も

あ
り
ま
す
。吉
村
孝
敬
の「
鴨
図
」に
文
化
13
年
の
款

記
が
あ
り
ま
す
が
、他
の
作
品
に
は
制
作
時
期
が
記

さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。絵
師
の
み
な
さ
ん
は
そ
の
と
き

は
全
員
ご
存
命
な
の
で
す
が
、森
狙
仙
だ
け
名
前
の

漢
字
が
違
う
。屏
風
の
絵
に
は「
祖
仙
」と
あ
る
の

で
、文
化
13
年
よ
り
９
年
以
上
前
に
制
作
さ
れ
た
こ

と
に
な
り
ま
す
。

尾
脇　

時
代
的
に
は
、狙
仙
を
除
く
と
そ
ん
な
に
離

れ
て
い
な
い
。10
年
も
20
年
も
か
け
て
集
め
た
と
い

う
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

松
島　

義
秀
が
文
化
13
年
は
私
の
還
暦
だ
か
ら
、そ

れ
ま
で
に
描
い
て
ほ
し
い
と
頼
ん
で
お
い
た
も
の
を
、

60
歳
の
時
に
屏
風
に
し
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ

ま
す
ね
。

貴
重
な
史
料
と
し
て

松
島　

図
書
館
で
は
現
在
、デ
ジ
タ
ル
化
し
た
デ
ー

タ
を
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
公
開
し
て
い
ま
す
が
、こ

の
屏
風
を
貴
重
な
文
化
財
と
し
て
登
録
申
請
を
す

る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。こ
の
ま
ま
図
書

館
の
中
に
眠
ら
せ
て
お
く
こ
と
は
、貴
重
な
資
料
の

存
在
が
周
知
さ
れ
な
い
可
能
性
も
あ
る
わ
け
で
す
。

宗
教
文
化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
の
連
携
も
視
野
に
入
れ

て
検
討
す
る
必
要
性
が
あ
り
ま
す
。

尾
脇　

銀
屏
風
な
の
で
展
示
し
て
い
る
う
ち
に
酸
化

し
て
黒
ず
ん
で
き
て
し
ま
わ
な
い
か
心
配
で
す
ね
。

水
谷　

修
復
か
ら
戻
っ
て
、カ
ビ
な
ど
も
だ
い
ぶ
取

れ
た
み
た
い
で
す
ね
。発
見
当
時
も
わ
り
と
キ
レ
イ

で
驚
き
ま
し
た
。多
分
、そ
れ
ま
で
も
必
要
な
と
き

だ
け
開
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
。

尾
脇　

修
復
に
あ
た
っ
た
方
も
、銀
箔
は
か
な
り
質

が
良
い
も
の
で
、現
代
の
も
の
よ
り
厚
み
も
あ
る
と

言
っ
て
い
ま
し
た
し
、純
度
も
か
な
り
高
い
の
で
は
。

水
谷　

変
色
し
な
い
よ
う
な
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
が
施
さ

れ
て
い
る
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、技
術
的
に
優
れ

た
方
法
で
画
面
に
施
さ
れ
た
銀
は
黒
く
な
り
に
く
い

と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

稲
吉　

酸
化
し
な
か
っ
た
の
は
、特
別
な
と
き
に
だ

け
開
い
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。比
較
的
い
い
状
態
で

残
っ
て
い
ま
し
た
。

松
島　

義
秀
が
亡
く
な
っ
て
義
陳
に
な
っ
て
か
ら
、

何
回
開
い
た
か
わ
か
ら
な
い
。還
暦
に
お
披
露
目
し

て
か
ら
、そ
の
後
ず
っ
と
仕
舞
っ
て
お
い
た
可
能
性

も
あ
り
ま
す
ね
。

尾
脇　

義
陳
が
こ
れ
を
後
生
大
事
に
し
て
い
る
よ

う
な
人
だ
っ
た
ら
、あ
ん
な
に
も
成
功
し
て
い
な
い

で
す
よ
ね
。

松
島　

じ
つ
は
前
川
家
伝
来
の
資
料
は
、図
書
館
に

所
蔵
し
て
い
る
文
書
や
屏
風
の
ほ
か
に
も
、宗
教
文

化
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
に
保
管
さ
れ
て
い
る
調
度
品
も
あ

り
、図
書
館
に
は
こ
の
屏
風
の
他
に
も
狩
野
秀
信
筆

の「
仙
人
図
屏
風
」と
、高
橋
機
外
筆
の「
山
水
図
屏

風
」が
あ
り
ま
す
。狩
野
秀
信
を
調
べ
て
み
た
ら
、幕

府
の
御
用
絵
師
で
あ
る
狩
野
柳
雪
斎
で
は
な
い
か
と

も
考
え
ら
れ
ま
す
。今
後
は
そ
れ
ら
の
屏
風
も
計
画

的
に
修
復
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

水
谷　

屏
風
だ
け
で
な
く
古
文
書
と
一
緒
に
残
っ
て

い
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。ど

う
い
う
来
歴
の
屏
風
か
わ
か
る
と
い
う
の
が
い
い
で

す
ね
。

松
島　

江
戸
時
代
後
期
に
制
作
さ
れ
た
屏
風
が
人

知
れ
ず
後
世
に
伝
わ
っ
て
き
た
。そ
れ
も
２
０
０
年

の
時
を
経
て
、現
代
に
突
然
現
れ
た
と
い
う
こ
と
も

不
思
議
な
縁
で
す
が
、そ
の
屏
風
に
描
か
れ
た
作
品

を
描
い
た
絵
師
だ
け
で
は
な
く
、依
頼
者
で
あ
る
前

川
義
秀
と
は
ど
ん
な
人
物
で
、何
を
し
て
い
た
の
か

と
い
う
こ
と
も
含
め
て
、実
に
歴
史
の
事
実
を
知
る

こ
と
は
重
要
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
し
た
。み
な
さ
ん

の
地
道
な
調
査
と
研
究
が
な
け
れ
ば
、こ
の
屏
風
の

制
作
に
か
か
わ
る
背
景
も
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。前
川
家
文
書
の
整
理
と
今
回
の
屏
風
の
発

見
、さ
ら
に
今
後
も
継
続
し
て
調
査
研
究
を
進
め
て

い
た
だ
く
こ
と
で
、近
世
京
都
に
お
け
る
前
川
家
の

発
展
が
経
済
史
の
面
で
ど
の
よ
う
な
重
要
性
を
持
っ

て
い
る
の
か
、ま
た
近
世
京
都
画
壇
の
絵
師
た
ち
を

支
え
て
い
た
の
が
ど
の
よ
う
な
人
々
で
あ
っ
た
の
か

を
考
え
る
う
え
で
、こ
の
屏
風
は
貴
重
な
史
料
と
い

え
る
で
し
ょ
う
。も
っ
と
一
般
の
方
々
に
も
見
て
い
た

だ
け
る
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、大
学

と
し
て
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
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は
じ
め
に

　

本
学
図
書
館
で
は
単
行
図
書
や
継
続
図
書
と
い
っ
た
通

常
の
図
書
館
資
料
の
ほ
か
に
、特
定
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
た
収

集
を
行
な
っ
て
い
る
。そ
の
テ
ー
マ
と
は
、建
学
の
理
念
に
か

か
る
法
然
浄
土
教
学
を
中
心
と
し
た
仏
教
学
、京
都
学
な

ら
び
に
近
世
の
庶
民
に
関
す
る
も
の
な
ど
で
あ
る
。本
誌
前

号
で
は
浄
土
宗
関
係
資
料
の
中
か
ら
新
収
資
料
と
し
て

『
授
菩
薩
戒
儀
』が
紹
介
さ
れ
た
が
、今
号
で
は
昨
年
度
か

ら
今
年
度
は
じ
め
に
か
け
て
収
集
し
た
京
都
関
連
の
資
料

五
点『
京
童
』『
山
城
四
季
物
語
』『
山
城
名
勝
志
』『
都
商
職

街
風
聞
』『
花
洛
名
所
獨
案
内
記
』を
紹
介
す
る
。

　

こ
こ
に
紹
介
す
る
五
点
の
資
料
は
い
ず
れ
も
版
本（
印
刷

本
）で
あ
る
。天
下
の
孤
本
と
い
う
わ
け
で
も
な
く
、ま
た
本

学
だ
け
が
所
蔵
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。た
だ
近

代
印
刷
の
図
書
と
異
な
り
、印
刷
本
だ
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ

ら
諸
本
が
す
べ
て
同
一
と
は
か
ぎ
ら
な
い
の
が
古
典
籍
で
あ

る
。同
じ
版
木
を
用
い
て
も
、一
冊
一
冊
手
作
り
さ
れ
て
い
た

前
近
代
の
図
書
は
、そ
れ
ぞ
れ
表
情
を
変
え
て
出
来
上
が
っ

て
い
る
。紹
介
に
あ
た
っ
て
は
、本
来
な
ら
ば
そ
れ
ら
諸
本
の

伝
存
お
よ
び
異
版
・
同
版
等
を
含
む
全
般
の
状
況
、諸
本
に

お
け
る
本
学
所
蔵
資
料
の
位
置
に
つ
い
て
も
記
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、紙
幅
と
時
間
に
か
ぎ
り
が
あ
る

た
め
、詳
細
は
次
の
機
会
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。よ
っ
て
、

本
稿
に
お
け
る
前
置
き
の
な
い
説
明
は
諸
本
一
般
に
つ
い
て

で
は
な
く
、本
学
所
蔵
本
に
つ
い
て
の
言
及
で
あ
る
こ
と
を

断
っ
て
お
き
た
い
。

　
『
京
童
』

　

仮
名
草
子
と
も
京
都
地
誌
と
も
い
わ
れ
る
本
書
の
書
名

「
京
童
」に
つ
い
て
は
自
序
に
命
名
の
由
来
を
掲
げ
て
い
る
。

「
せ
め
て
古
郷
の
つ
と
に
。見
ぬ
京
物
語
／
は
ほ
い
あ
ら
じ
。

仁
和
寺
の
法
師
の
ひ
と
り
岩
清
水
に
／
ま
う
で
つ
る
事
の
あ

や
し
く
。今
少
年
の
さ
か
し
き
に
あ
／
な
ひ
さ
せ
て
。九
重

の
外
ま
で
見
め
ぐ
り
。鳳
闕
の
め
で
／
た
き
つ
く
り
。神
社

仏
閣
の
か
た
ち
を
ゑ
か
き
。來
歴
を
／
し
る
し
て
よ
と
い
へ

は
。杜
撰
の
こ
と
な
り
と
い
な
ひ
な
が
ら
／
・・・（
中
略
）・・・

今
黄
吻
／
ね
が
は
く
は
。詞
の
花
を
か
ざ
ら
ず
。そ
の
根
を

求
ん
。／
所

く
ま
い
り
て
と
う
下
か
う
め
さ
れ
。科
を
ば

い
ち
や
／
が
お
は
ん
と
た
は
ふ
れ
て
。筆
を
は
し
ら
し
む

る
。よ
り
て
／
此
草
藁
を
京
童
と
名
づ
く
」と
綴
り
、徒
然

草
の
故
事
を
引
い
て
少
年
を
先
達
に
京
の
各
地
を
巡
っ
た

と
述
べ
て
い
る
。

　

仮
名
草
子
は
一
般
に
、仏
教
的
な
要
素
を
多
分
に
含
む
啓

蒙
教
訓
的
な
も
の
、説
話
集
的
な
要
素
を
含
む
中
世
小
説

的
な
も
の
、名
所
記
、案
内
記
に
文
学
的
記
述
が
加
え
ら
れ

た
実
用
書
的
な
も
の
な
ど
に
大
分
さ
れ
る
が
、本
書
は
最
後

に
あ
げ
た
名
所
記
、案
内
記
に
文
学
的
記
述
が
加
え
ら
れ

た
実
用
書
的
な
も
の
と
い
え
る
。

　

巻
第
一
、二
に
は
洛
中
を
、巻
第
三
以
降
に
は
洛
外
の
寺

社
仏
閣
、名
勝
を
配
し
、内
容
は
縁
起
、由
緒
な
ど
が
主
軸

と
な
っ
て
い
る
。巻
第
一
は「
内
裏
」に
は
じ
ま
り「
泰
産
寺

（
子
安
）」ま
で
、巻
第
二
は「
清
水
寺
」か
ら「
二
條
の
城
」ま

で
、巻
第
三
は「
北
野
の
天
神
」か
ら「
革
堂
」ま
で
、巻
第
四

は「
吉
田
」か
ら「
鳥
羽
の
戀
塚
」ま
で
、巻
第
五
は「
く
ら

ま
」か
ら「
水
う
み
」ま
で
、巻
第
六
は「
あ
た
ご
」か
ら「
太

秦
」ま
で
の
見
出
し
を
立
て
、名
勝
ご
と
に
ほ
ぼ
対
応
す
る

挿
絵
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。近
世
京
都
地
誌
の
嚆
矢
で
あ
る

と
と
も
に
、仮
名
草
子
の
文
体
を
か
り
て
古
歌
を
引
い
た
本

文
に
は
狂
歌
師
で
も
あ
る
著
者
自
作
の
狂
歌
、発
句
、長
歌

な
ど
を
添
え
、そ
の
内
容
は
、単
な
る
名
所
・
地
名
を
連
ね
る

だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。 図

書
館
専
門
員　

古
川 

千
佳

『
京
童
』 『
山
城
四
季
物
語
』 『
山
城
名
勝
志
』

『
都
商
職
街
風
聞
』 『
花
洛
名
所
獨
案
内
記
』

新
収
資
料
紹
介

前
川
家(

義
虎
〜
義
陳)

の
略
年
譜

（
1
7
1
6
）

（
1
7
4
4
）

（
1
7
7
6
）

（
1
7
8
4
）

（
1
7
8
8
）

（
1
7
9
6
）

（
1
8
1
5
）

（
1
8
2
1
）

正
胤　
　
　
　

信
胤　
　
　
　
　

義
秀

良
胤　
　

貞
胤　
　
　
　

直
胤　
　
　
　
　

展
胤　
　
　
　
　

義
陳

義
虎　
　
　
　

武
惟　
　
　
　

義
秀　
　
　
　

義
陳　
　
　
　

義
貞

江
州
醒
ヶ
井 

石
田
家（
石
田
兵
四
郎
家
）

分
銅
屋

（
石
田
）又
兵
衛

前
川
家(

恵
比
須
屋
荘
兵
衛)

①
元

武
惟

百
姓
米
屋
兵
四
郎

（
1
7
4
8
〜
1
7
8
8
） 

（
1
7
5
7
〜
1
8
2
2
）

（
1
7
9
3
〜
1
8
6
5
） 

（
1
8
2
9
〜
1
8
8
6
） 

(

モ
ト
）

（
1
7
1
6
〜
1
7
8
4
） 

②

③

④

⑤

京
都
居
住

前川・石田家略系図

義
虎
、近
江
国
浅
井
郡
川
道
東
村(

現
滋
賀
県
長
浜
市
川
道
町)

の
百

姓
五
郎
左
衛
門(

義
光)

の
子
と
し
て
生
ま
れ
る

義
虎
、京
都
へ
出
る

の
ち
に
奉
公
先
の
大
宮
通
三
条
上
ル
町
夷
屋（
恵
比
須
屋
）治
兵
衛

か
ら
暖
簾
分
け
を
許
さ
れ
て
独
立
、恵
比
須
屋
荘
兵
衛
の
名
で
両
替

商（
本
銭
屋
）を
営
む

義
虎
、六
角
油
小
路
東
入
町(

本
能
寺
町)

の
家
持
と
な
る

義
虎
没

武
惟
没

義
秀
、絶
家
し
て
い
た
川
道
東
村
百
姓
五
郎
左
衛
門
名
跡
を
再
興
さ

せ
る

義
秀
、隠
居
す
る

義
陳
、地
下
官
人
御
香
水
役
人
の
株
を
買
得
す
る

（
1
8
2
2
）

（
1
8
2
7
）

（
1
8
2
9
）

（
1
8
3
0
）

（
1
8
3
2
）

（
1
8
3
4
）

（
1
8
3
5
）

（
1
8
3
6
）

（
1
8
5
3
）

（
1
8
5
5
）

（
1
8
6
5
）

義
秀
没

義
陳
、御
用
米
会
所
貸
付
方
を
引
き
請
る

義
陳
、御
用
米
会
所
貸
付
方
を
御
用
米
会
所
よ
り
独
立
さ
せ
、そ
の

経
営
を
掌
握

義
陳
、御
用
米
会
所
貸
付
方
と
し
て
は
苗
字
御
免
と
な
り
、前
川
荘

兵
衛
と
称
す
る

義
陳
、前
川
五
郎
左
衛
門
と
改
名
す
る

義
陳
、壬
生
村
の
郷
士
株(

八
木
重
次
郎
家)

を
買
得

義
陳
、京
糸
割
符
株
を
買
得

義
陳
、夷
屋
治
兵
衛
へ「
恵
比
須
屋
」の
屋
号
・
暖
簾
を
返
上
、本
家
・

別
家
の
関
係
を
解
消
す
る

義
陳
、京
糸
割
符
年
寄
と
な
る

義
陳
、前
川
五
郎
左
衛
門
の
名
を
義
貞
に
譲
り
、前
川
荘
左
衛
門
と

改
名

義
陳
没

『京洛三十六家 山水花鳥人物図貼交屏風』～ 36人の絵師たちと前川家 ～

参
考
文
献

京
都
市『
京
都
の
歴
史
』6
伝
統
の
定
着（
昭
和
48
年
）

林
屋
辰
三
郎「
化
政
文
化
の
歴
史
的
位
置
」同
編

『
化
政
文
化
の
研
究
』（
昭
和
51
年
）

林
屋
辰
三
郎「
近
世
絵
画
と
京
都
」京
都
国
立
博

物
館『
近
世
日
本
の
絵
画―

京
都
画
派
の
活
躍
』

（
昭
和
59
年
）

京
都
文
化
博
物
館『
京
の
絵
師
は
百
花
繚
乱―

『
平
安
人
物
志
』に
み
る
江
戸
時
代
の
京
都
画
壇
』

（
平
成
10
年
）

水
谷
亜
希「
京
洛
三
十
六
家
山
水
花
鳥
人
物
図
貼

交
屏
風
」（
佛
教
大
学
附
属
図
書
館
蔵
）『
京
都
国

立
博
物
館　

学
叢
』第
36
号（
平
成
26
年
）

尾
脇
秀
和「
幕
末
期
京
糸
割
符
の
動
向
と
そ
の
終

焉―

「
糸
割
符
」の
身
分
格
式
と
特
権―

」『
日
本

史
研
究
』第
5
9
9
号（
平
成
24
年
）

尾
脇
秀
和「
近
世
禁
裏
御
香
水
役
人
の
実
態―

地

下
官
人
の
職
務
・
相
続
・
身
分
格
式―

」『
古
文
書

研
究
』第
75
号（
平
成
25
年
）

稲
吉
昭
彦「
近
世
後
期
京
都
に
お
け
る
御
用
米
会

所
貸
付
方
の
独
立
と
恵
比
須
屋
荘
兵
衛
」佛
教
大

学
総
合
研
究
所
紀
要
別
冊『
洛
中
周
辺
地
域
の
歴

史
的
変
容
に
関
す
る
総
合
的
研
究
』（
平
成
25
年
）

享
保
元
年

延
享
元
年

安
永
5
年

天
明
4
年

天
明
8
年

寛
政
8
年

文
化
12
年

文
政
4
年

文
政
5
年

文
政
10
年

文
政
12
年

文
政
13
年

天
保
3
年

天
保
5
年

天
保
6
年

天
保
7
年

嘉
永
6
年

安
政
2
年

元
治
2
年
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〈
書
誌
〉

　

書
名
は
巻
頭
、目
録
お
よ
び
自
序
文
中
に
も「
京
童
」と

記
し
て
い
る
が
、巻
第
一
の
巻
頭
と
序
文
中
に
の
み
平
仮
名

で「
き
や
う
わ
ら
べ
」と
ル
ビ
が
振
ら
れ
て
い
る
。元
題
簽
は

残
っ
て
お
ら
ず
、後
補
題
簽
は
無
地
の
ま
ま
で
あ
る
。柱
に
は

巻
次
の
み
が
刻
さ
れ
、序
文
、跋
文
お
よ
び
巻
尾
に
も
書
名

は
な
い
。著
者
名
に
つ
い
て
は
本
文
へ
の
署
名
は
な
く
、自
序

末
に「
中
川
喜
雲
撰
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

著
者
の
中
川
喜
雲
は
江
戸
前
期
に
京
都
で
活
動
し
た
人

物
で
あ
る
。医
業
の
傍
ら
貞
門
の
俳
諧
を
学
び
、仮
名
草
子

作
者
と
し
て
も
活
躍
し
た
。日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
お
よ
びN

ACSIS-CAT

総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

な
ど
に
よ
れ
ば『
京
童
』明
暦
四
、『
鎌
倉
物
語
』万
治
二
、

『
私
可
多
咄
』万
治
二
、『
案
内
者
』寛
文
二
、『
京
童
跡
追
』

寛
文
七
、『
女
筆
往
来
』（
寛
文
十
年
書
籍
目
録
等
）、『
都
案

内
者
』寛
文
十
一
、『
道
中
名
所
記
』（
天
和
元
年
書
籍
目

録
）、『
奈
良
刀
』『
赤
手
拭
』『
道
草
』（
上
記
三
点
は
紀
行
群

書
備
考
に
よ
る
）な
ど
地
誌
、年
中
行
事
、咄
本
等
の
分
野

に
著
作
を
遺
し
て
い
る
。生
没
年
は
わ
か
っ
て
い
な
い
が
丹

波
出
身
で
、名
は
重
治
、吉
左
衛
門
と
通
称
し
、山
桜
子
と

別
号
し
た
。

　

刊
記
は
巻
末
の
序
文
に
続
け
て「
明
暦
四
戊
戌
年
／
七

月
吉
日
／
平
野
屋
作
兵
衛
開
板
」と
刻
さ
れ
、平
野
屋
作
兵

衛（
京
都
二
条
通
観
音
町
）か
ら
明
暦
四
年（
一
六
五
八
）の

日
付
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。木
整
版
。

　

体
裁
は
六
巻
六
冊
の
四
つ
目
袋
綴
本
で
あ
る
。寸
法
は
縦

二
五
・
四×

横
一
七
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、表
紙
は
深
縹
色

で
雷
文
地
に
蓮
華
唐
草
文
の
空
押
し
が
さ
れ
て
い
る
。本
文

部
分
の
匡
郭
は
四
周
単
辺
無
界
で
毎
半
葉
に
十
一
行
を
配

し
た
和
文
で
あ
る
。

　

来
歴
を
示
す
情
報
と
し
て
は「
越
□
」ほ
か
、「
飛
州
／
松

木
屋
／
高
山
」（
松
木
屋
は
飛
騨
高
山
の
貸
本
屋
と
思
わ
れ

る
）の
印
記
、「
松
木
」の
墨
書
が
あ
り
、多
く
の
人
々
に
利
用

さ
れ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。な
お
、巻
第
三
に「
十
二　

十

三
」の
飛
び
丁
が
み
ら
れ
る
。

　

現
在
、『
京
童
』の
版
元
は
、本
書
の
平
野
屋
作
兵
衛
の
ほ

か
に
八
文
字
屋
五
郎
兵
衛
、山
森
六
兵
衛
が
知
ら
れ
て
い

る
。山
森
版
に
は
さ
ら
に
二
種
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
。こ
れ
ら
は
す
べ
て
刊
年
表
示
を
同
じ
く
す
る
が
、

八
文
字
屋
版
を
初
版
に
求
版
と
部
分･

全
面
復
刻
を
重
ね
、

最
後
は
平
野
屋
の
手
に
わ
た
り
、書
肆
名
の
み
入
れ
木
で
修

正
印
行
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
て
い
る
。

〈
構
成
〉

各
巻
目
録　

　

各
冊
冒
頭
に
各
一
丁
を
配
す

序
文

　

初
冊
巻
一
目
録
の
後
に
自
序
二
丁
を
配
す

跋
文

　

末
冊
巻
六
の
末
尾
に
一
丁
半
を
配
す

目
録
見
出
し
項
数

　

巻
一：
十
八
、巻
二
：
二
十
、巻
三
：
十
二
、巻
四
：
十
四
、巻

　

五
：
十
、巻
六
：
十
三
、計
八
十
七

各
冊
最
終
丁
付

　

巻
一：
卅
七
、巻
二
：
卅
一
、巻
三
：
廿
一
、巻
四
：
廿
二
、巻

　

五
：
十
九
、巻
六
：
廿
五　

目
録
序
跋
を
分
け
ず
各
冊
と

　

も「
一
」か
ら
通
番
を
振
る

挿
絵
数

　

巻
一：
二
十
、巻
二
：
二
十
一
、巻
三
：
十
三
、巻
四
：
十
四
、

　

巻
五
：
十
、巻
六
：
十
三
、計
九
十
一（
オ
モ
テ･

ウ
ラ
別
計
）

　
『
山
城
四
季
物
語
』

　

京
都
の
年
中
行
事
書
で
、自
序
に「
大
内
に
お
こ
な
は
せ

給
ふ
。公
事
の
お
こ
り
は
。／
公
事
根
源
。年
中
行
事
の
ふ
み

に
く
は
し
け
れ
ば
／
も
ら
し
ぬ
。た
ゞ
地
下
に
と
り
行
。神

仏
の
御
事
な
り
。／
さ
ら
に
僕
が
お
ろ
か
な
る
心
を
も
て
。

し
る
す
に
は
あ
ら
ず
。／
其
所
々
の
。縁
起
并
傳
記
舊
記
を

考
由
来
の
。／
さ
だ
か
な
る
ば
か
り
を
。記
侍
れ
ば
。神
祭
の

事
は
。鎮
／
座
垂
迹
の
た
し
か
な
ら
ぬ
こ
と
。／
又
山
城
の

ほ
か
。い
づ
く
に
も
／
有
事
と
を
ば
も
ら
し
侍
ぬ
」と
執
筆

編
輯
方
針
を
記
し
て
い
る
。宮
廷
行
事
は
他
書
に
ま
か
せ
、

民
間
行
事
の
な
か
で
も
京
都
で
の
み
行
わ
れ
る
も
の
を
と
り

あ
げ
、由
来
や
鎮
座
垂
迹
の
不
明
な
も
の
や
他
所
で
も
行
わ

れ
る
行
事
は
省
略
し
た
と
い
う
。社
寺
の
祭
礼
、法
会
、信
仰

行
事
を
中
心
に
縁
起･

開
祖･

伝
記
等
を
解
説
す
る
が
、単

に
行
事
の
羅
列
で
は
な
く
文
献
を
も
と
に
考
証
し
、学
術
性

を
志
向
す
る
面
が
う
か
が
え
る
。そ
の
一
方
で
七
月
の「
十

五
日
の
夕
如
意
山
に
火
を
大
文
字
に
燈
事
」の
よ
う
な
日
付

の
記
載
間
違
い
も
み
え
る
。京
都
人
の
坂
内
が
大
文
字
送
り

火
の
日
を
知
ら
な
い
は
ず
は
な
か
っ
た
ろ
う
が
、本
書
が
坂

内
初
期
あ
る
い
は
は
じ
め
て
の
著
作
で
あ
っ
た
た
め
の
推

敲
・
校
正
不
足
が
原
因
で
あ
ろ
う
か
。坂
内
後
年
の
著
作

『
山
州
名
跡
志
』巻
四「
如
意
嶽
」で
は「
於
如
意
山
毎
歳
七

月
十
六
日
ノ
暮
ニ
燈
ヲ
大
文
字
ノ
形
ニ
點
ス
」と
記
し
て

い
る
。

　

本
書
の
書
名
等
は
先
行
の『
四
季
物
語
』（
近
世
に
は
伝

鴨
長
明
作
、現
在
で
は
別
人
の
作
と
考
え
ら
れ
て
い
る
）に

倣
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
。ま
た
後
年
、お
そ
ら
く
著
者
没
年

に
前
後
す
る
享
保
六
年（
一
七
二
一
）に
は
、大
坂
の
書
肆･

浅
野
弥
兵
衛
が『
都
歳
時
記
』と
改
題
し
て
刊
行
し
て
い
る
。

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
改
題
本
を
同
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
画
像
で
み
る
と
、題
簽
書
名
に
は「
繪
入
」の
角
書

が
冠
せ
ら
れ
、首
尾
題
は「
都
歳
時
記
」「
宮
古
歳
時
記
」に
、

序
題
は「
都
歳
時
記
序
」と
い
ず
れ
も
入
れ
木
で
改
め
ら
れ

て
い
る
。本
文
部
分
は
柱
題「
四
季
」も
含
め
て
旧
版
の
ま

ま
、序
文
も
旧
版
の
延
宝
二
年
の
も
の
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

知
恩
院　

『
山
城
四
季
物
語
』

『
京
雀
』

真
如
堂
十
夜
念
仏
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〈
書
誌
〉

　

書
名
は
題
簽
、巻
頭
、巻
尾
、目
録
、自
序
題
に
は「
山
城

四
季
物
語
」と
記
さ
れ
、柱
と
跋
題
に
は「
四
季
」「
四
季
物

語
」と
略
記
さ
れ
て
い
る
。著
者
名
に
つ
い
て
は
本
文
へ
の
署

名
は
な
く
、自
序
の
署
名
は「
坂
内
氏
山
雲
子
」、風
鈴
軒
友

松
處
士
の
跋
文
中
に
は「
山
雲
子
直
頼
」と
記
さ
れ
て
い
る
。

　

著
者
の
坂
内
直
頼
は
京
都
の
国
学
者
で
、確
か
な
生
没

年
は
わ
か
ら
な
い
が
、正
保
元
年（
一
六
四
四
）ご
ろ
に
生
ま

れ
、正
徳
元
年（
一
七
一
一
）ご
ろ
没
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。直
頼
の
著
作
に
は
日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー

ス
お
よ
びN

ACSIS-CAT

総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な
ど
に

よ
れ
ば『
伊
勢
物
語
抄
』年
不
明
、『
山
城
四
季
物
語
』延
宝

二
、『
書
札
初
心
抄
』天
和
二
、『
歌
仙
金
玉
抄
』天
和
三
、

『
和
歌
詞
林
抄
』天
和
三
成
立
、『
軽
口
大
わ
ら
ひ
』延
宝
八
、

『
本
朝
諸
社
一
覧
』貞
享
二
、『
説
法
用
歌
集
諺
註
』元
禄
四
、

『
善
光
寺
縁
起
』元
禄
五
、『
九
想
詩
諺
解
』元
禄
七
、『
有
職

袖
中
鈔
』元
禄
一
一
、『
山
州
名
跡
志
』正
徳
元
、『
都
歳
時

記
』享
保
六
、『
唯
信
鈔
註
解
』（
享
保
書
籍
目
録
） 

、『
大
和

詞
秘
注
』元
文
三
、『
日
本
風
土
記
』享
和
三（
年
記
は
成
立

ま
た
は
刊
年
）が
あ
り
、和
漢
文
学
の
注
釈
、仏
教
、地
誌
、

年
中
行
事
、有
職
故
実
と
い
っ
た
広
範
な
分
野
で
の
著
作
活

動
と
活
動
年
代
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。字
は
雪
庭
、号
は

山
雲
子
・
如
是
相
、法
号
は
白
慧
、ま
た
葉
山
之
隠
士
と
も

称
し
た
。

　

刊
記
は
巻
末
尾
題
の
す
ぐ
後
に「
延
寳
甲
寅
九
月
吉
日

／
書
林
／
本
間
長
兵
衛
／
大
角
八
郎
兵
衛
／
開
板
」と
刻

さ
れ
、京
都
二
書
肆
の
合
版
で
延
宝
二
年（
一
六
七
四
）に
刊

行
さ
れ
て
い
る
。冒
頭
の
自
序
年
記
は
同
年
衣
更
着（
二
月
）

の
は
じ
め
、末
尾
の
俳
友･

風
鈴
軒
友
松
處
士
の
跋
文
年
記

は
同
年
弥
生
中
の
十
日（
三
月
二
十
日
）と
な
っ
て
お
り
、刊

行
日
よ
り
半
年
ほ
ど
前
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
本
文

は
お
お
む
ね
そ
れ
ま
で
に
は
成
立
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

体
裁
は
も
と
六
巻
六
冊
で
あ
っ
た
も
の
が
全
巻
一
冊
に
合

本
さ
れ
た
五
つ
目
袋
綴
本
で
あ
る
。寸
法
は
縦
二
六
・
八×

横
一
八
・
二
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、表
紙
の
表
に
く
た
び
れ
が
見

ら
れ
る
。題
簽
の
周
囲
は
摩
耗
が
す
す
ん
で
い
る
も
の
の
四

周
双
辺
の
元
題
簽
が
残
り
、書
名
は
は
っ
き
り
と
確
認
で
き

る
。本
文
部
分
の
匡
郭
は
四
周
単
辺
無
界
で
毎
半
葉
十
一
行

を
配
し
た
和
文
で
あ
る
。

　

巻
第
一
の
目
録
に「
一
二
」、本
文
冒
頭
に「
三
四
」「
五
六
」

の
飛
び
丁
、巻
第
一
に「
又
十
四
」、巻
第
三
に「
又
十
」の
又

丁
が
み
ら
れ
る
。

　

伝
来
を
知
る
情
報
と
し
て
は「
山
田
藏
書
」「
兎
角
菴
」の

二
種
の
印
記
が
み
ら
れ
、後
者
は
文
芸
雑
誌『
武
蔵
野
』（
半

井
桃
水
主
宰
、明
治
二
十
五
年
三
月
創
刊
、樋
口
一
葉
ら
が

参
加
）の
同
人
・
小
田
果
園
の
蔵
書
印
で
あ
り
、旧
蔵
の
来
歴

を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

〈
構
成
〉

序
文

　

冒
頭
に
三
丁
を
配
す（
山
雲
子
）

口
絵

　

春
・
夏
・
秋
・
冬
四
画（
オ
モ
テ･

ウ
ラ
別
）

目
録

　

各
巻
冒
頭
に
各
一
丁
を
配
す

目
録
見
出
し
項
数

　

正
月
：
六
、二
月
：
五
、三
月
：
六
、四
月
：
十
、五
月
：
四
、

　

六
月
：
三
、七
月
：
七
、八
月
：
四
、九
月
：
七
、十
月
：
三
、

　

十
一
月
：
三
、十
二
月
：
追
加
含
む
二
、計
六
十

各
巻
内
容
配
当
お
よ
び
最
終
丁
付

　

巻
一：
正
月･

二
月（
五･

二
十
）、巻
二
：
三
月･

四
月（﹇
十

　

九
﹈）、巻
三
：
五
月･

六
月（
十
四
）、巻
四
：
七
月･

八
月

　
（
十
八
）、巻
五
：
九
月･

十
月（
十
八
）、巻
六
：
十
一
月･

十

　

二
月（
十
三
）

挿
絵
数

　

巻
一：
八
、巻
二
：
九
、巻
三
：
十
、巻
四
：
八
、巻
五
：
六
、巻

　

六
：
三 

丁
オ
モ
テ･

ウ
ラ
別
計
四
十
八

跋
文

　

末
尾
に
一
丁
を
配
す

　
『
山
城
名
勝
志
』  『
山
城
名
勝
志
圖
』　　

　
　
　
　

　
『
山
城
名
勝
志
』（
以
下『
名
勝
志
』と
い
う
）は
山
城
国

（
京
都
府
南
部
）の
地
誌
で
、巻
一
に
は
序
、總
目
録
、引
用
書

目
、「
平
安
城
記
」を
冠
す
る
。本
文
は
宮
城
部
に
は
じ
ま

り
、洛
陽
部
、乙
訓
郡
部
、葛
野
郡
部
、愛
宕
郡
部
、紀
伊
郡

部
、宇
治
郡
部
、久
世
郡
部
、綴
喜
郡
部
、相
樂
郡
部
、郡
未

勘
部
と
中
心
部
か
ら
周
辺
部
に
向
か
っ
て
筆
を
進
め
て
い

る
。凡
例
に
よ
れ
ば「
此
編
は
山
城
國
の
名
所
古
跡
を
舊
記

の
文
に
ま
か
せ
／
て
書
載
」せ
、「
近
代
の
人
の
説
を
引
用
る

に
は
或
云
と
書
す
其
所
／
の
人
の
説
を
用
る
に
は
土
人
言

と
書
す
愚
按
の
詞
は
／
今
案（
按
）と
書
す
且
皆
細
書
し
て

舊
記
御
文
に
混
」ぜ
な
い
よ
う
に
区
別
し
て
い
る
。ま
た
自

跋
に「
弱
年
／
の
む
か
し
よ
り
今
六
十
に
す
く
る
ま
て
古
跡

名
所
／
た
つ
ね
て
あ
か
す
た
つ
ぬ
る
よ
り
し
て
き
ゝ
き
く
／

よ
り
し
て
あ
ゆ
み
を
な
す
あ
ゆ
み
を
な
す
よ
り
／
し
て
さ

か
ひ
を
し
る
し
留
と
こ
ろ
を
あ
ら
は
／
さ
ん
と
す
る
に
筆
み

し
か
く
才
と
も
し
・・・
」と
あ
り
、著
者
は
若
い
こ
ろ
か
ら
六

十
歳
を
過
ぎ
る
ま
で
山
城
国
の
名
所
旧
跡
を
歩
き
ま
わ
り
、

文
献
調
査
を
行
な
っ
て
な
し
え
た
解
説
だ
と
い
う
。取
上
げ

ら
れ
た
寺
社･

名
所
旧
跡
は
二
千
七
百
箇
所
余
、掲
出
さ
れ

た
引
用
書
目
は『
舊
事
本
紀
』を
は
じ
め
と
し
て
七
百
点
以

上
に
お
よ
ぶ
。本
文
に
先
立
ち
ま
だ
益
軒
を
名
乗
る
前
、損

軒
貝
原
篤
信
書
す
る
と
こ
ろ
の「
平
安
城
記
」が
付
さ
れ
て

い
る
。

　

附
図
の『
山
城
名
勝
志
圖
』（
以
下『
志
圖
』と
い
う
）に
は

巻
次
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、本
体
に
対
応
す
る
山
城
國
總

圖
、大
内
之
圖
、八
省
院
・
豐
樂
院
圖
、東
西
兩
京
圖
、乙
訓

郡
圖
、葛
野
郡
圖
、愛
宕
郡
圖
、紀
伊
郡
圖
、宇
治
郡
圖
、久

世
郡
圖
、綴
喜
郡
圖
、相
樂
郡
圖
の
地
図
十
二
鋪
を
収
め

る
。ま
た
こ
れ
ら
附
図
の
あ
る
こ
と
は
本
体
の『
名
勝
志
』総

目
録
に「
○
○
ノ
圖
別
ニ
附
ス
」と
記
し
て
い
る
。八
郡
部
は

同
名
で
対
応
す
る
が
、宮
城
部
お
よ
び
洛
陽
部
に
は
山
城

國
總
圖
、大
内
之
圖
、八
省
院
・
豐
樂
院
圖
、東
西
兩
京
圖

が
対
応
し
て
い
る
。

　

前
掲
の『
山
城
四
季
物
語
』の
著
者
坂
内
直
頼
が
元
禄
十

五
年
に
白
慧
の
法
号
で
著
し
た
地
誌『
山
州
名
跡
志
』が
奇

し
く
も
同
正
徳
元
年
に
公
刊
さ
れ
て
い
る
。こ
ち
ら
の
収
録

範
囲
も『
名
勝
志
』と
ほ
ぼ
同
じ
く
山
城
八
郡
と
洛
陽
部

（
殿
舎
ノ
部
、大
内
裏
之
部
、寺
院
、神
社
）が
二
十
二
巻
に

わ
た
っ
て
解
説
さ
れ
て
い
る
が
、八
郡
部
を
さ
き
に
配
し
て

い
る
。

〈
書
誌
〉

　

書
名
は
題
簽
・
巻
頭
・
巻
尾
・
目
録
・
序
は「
山
城
名
勝

志
」、柱
は「
山
州
名
勝
志
」と
記
さ
れ
て
い
る
。著
者
名
は
巻

一
、十
三
〜
二
十
一
巻
頭
下
部
に「
散
位
正
六
位
上
源
朝
臣

武
好
輯
編
」と
記
さ
れ
、村
田
通
信
の
序
文
中
に
は「
左
馬
少

允
源
武
好
」、貝
原
篤
信
の
序
文
中
に
は「
大
島
武
好
」と
記

さ
れ
て
い
る
。末
冊
末
尾
の
自
跋
に
署
名
は
な
い
が
、文
中
に

「
武
好
」と
小
書
き
し
て
自
著
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

編
者
の
大
島
武
好
は
、『
新
修
京
都
叢
書
』解
題
に
よ
れ

ば
通
称
を
求
馬
と
い
い
、若
年
よ
り
官
家
に
奉
仕
し
宝
永
七

年（
一
七
一
〇
）七
十
歳
で
没
し
て
い
る
。貝
原
篤
信
は
宝
永

二
年
筑
前
か
ら
寄
せ
る
序
文
で
、自
身
の
京
都
遊
学
中
に

武
好
と
親
交
の
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
、「
・・・
武
好
姓
源
往
歳

／
甲
申
季
冬
念
六
日
任
左
馬
少
允
益
因
／
自
古
代
嘗
有

預
于　

公
職
也
観
其
所
／
著
之
山
城
名
勝
志
其
為
書

也
・・・
」と
そ
の
功
績
を
た
た
え
て
い
る
。村
田
通
信
も
ま
た

そ
の
序
で「
左
馬
少
允
源
武
好
博
覧
和
記
廣
知
故
実
」と
記

し
、博
覧
強
記
の
知
識
人
と
評
し
て
い
る
。公
家
に
出
入
り

す
る
こ
と
で
、武
好
は
多
く
の
書
物
に
接
す
る
機
会
を
得
て

い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。日
本
古
典
籍
総
合
目
録
デ
ー
タ

ベ
ー
ス
お
よ
びN

ACSIS-CAT

総
合
目
録
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
な

ど
で
は『
名
勝
志
』以
外
の
著
作
は
確
認
で
き
な
い
が
、そ
の

理
由
は
、本
書
の
編
纂
が
膨
大
な
調
査
を
要
す
る
も
の
で
、

そ
の
考
証
に
も
長
い
時
間
の
か
か
る
一
大
事
業
と
い
っ
て
も

過
言
で
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

　

刊
記
は
末
冊
後
見
返
し
に「
正
徳
元
秊
卯
年
初
秋
日
／

洛
陽 

宣
風
坊
書
林
／
兒
玉
九
郎
右
衞
門
／
井
上
忠
兵
衞

／
梅
村
彌
右
衞
門
／
田
中
庄
兵
衞
／
西
川
丹
五
郎
／
古

川
三
郎
兵
衞
／
北
村
四
郎
兵
衞
／
林
正
五
郎
／
新
井
彌

兵
衞
／
藏
版
」と
刻
さ
れ
、正
徳
元
年（
一
七
一
一
）、九
名
の

書
肆
の
共
板
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
。木
整
版
。洛
陽
と
は
、中

 『
山
城
名
勝
志
圖
』　

『
山
城
名
勝
志
』 

山
城
國
總
圖
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国
の
東
都
の
呼
称
に
倣
っ
て
平
安
京
で
も
使
わ
れ
た
呼
称

で
、東
の
京
す
な
わ
ち
左
京
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、右
京
の
衰

退
に
と
も
な
い
京
全
体
を
さ
す
異
称
と
な
っ
た
。宣
風
坊
と

は
こ
れ
ま
た
中
国
の
都
城
制
に
な
ら
っ
た
平
安
京
の
条
坊

区
画
の
ひ
と
つ
の
名
で
、朱
雀
大
路
を
中
心
に
し
た
左
京
の

四
条
大
路
と
五
条
大
路
に
囲
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。右
記
の

書
林
は
い
ず
れ
も
そ
の
区
域
に
店
を
構
え
、そ
の
多
く
が
寺

町
五
条
あ
た
り
に
集
中
し
、合
版
に
は
好
都
合
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。「
洛
陽 

宣
風
坊
」に
は
、都
の
地
誌
と
い
う
内
容

に
相
応
す
る
よ
う
な
出
版
地
の
表
現
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
。村
田
通
信
の
序
文
日
付
は「
寶
永
乙
酉
上
己
日
」（
宝
永

二
年
三
月
三
日
）、貝
原
篤
信
の
序
文
日
付
も「
寶
永
乙
酉

春
分
日
」と
な
っ
て
お
り
、序
文
成
立
か
ら
六
年
余
を
経
て

の
公
刊
と
な
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

体
裁
は
、『
名
勝
志
』は
四
つ
目
袋
綴
本
、『
志
圖
』は
表
紙

付
き
の
畳
物
で
あ
る
。『
名
勝
志
』の
寸
法
は
概
ね
縦
二
六
・

二×

横
一
八
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、地
図
を
折
り
畳
ん
だ

『
志
圖
』の
表
紙
は
概
ね
縦
二
〇
・
〇×

横
一
五
・
九
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル（
以
下
単
位
同
じ
）、各
図
の
寸
法
は
以
下
の
と
お

り
で
あ
る
。山
城
國
總
圖
：
四
五
・
八×

五
八
・
七
、大
内
之

圖
：
三
一・
三×

四
六
・
二
、八
省
院
・
豐
樂
院
圖
：
五
九
・
〇

×

四
六
・
五
、東
西
兩
京
圖
：
五
八
・
五×

七
〇
・
九
、乙
訓

郡
圖
：
三
一・
三×

四
三
・
二
、葛
野
郡
圖
：
三
〇
・
九×

六

九
・
〇
、愛
宕
郡
圖
：
三
〇
・
八×

七
八
・
六
、紀
伊
郡
圖
：
四

六
・
五×

四
七
・
三
、宇
治
郡
圖
：
三
一・
四×

横
六
三
・
〇
、

久
世
郡
圖
：
三
〇
・
五×

四
七
・
〇
、綴
喜
郡
圖
：
四
六
・
二

×

五
九
・
二
、相
樂
郡
圖
：
三
〇
・
九×

七
〇
・
三
。本
志
、附

図
と
も
縹
色
表
紙
に
四
周
双
辺
の
元
題
簽
が
残
り
、書
名

の
下
部
に
収
録
郡
部
名
ま
た
は
図
名
、『
名
勝
志
』で
は
さ

ら
に
冊
次
序
次
が
刻
さ
れ
る
。『
名
勝
志
』の
本
文
部
分
の
匡

郭
は
四
周
単
辺
無
界
で
毎
半
葉
十
一
行（
注
双
行
）を
配
し

て
い
る
。巻
一
に「
一
ノ
四
」の
飛
び
丁
、巻
十
四
に「
又
十
五
」

の
又
丁
が
あ
り
、巻
五
の
目
録
最
終
丁
と
本
文
初
丁
の
丁

付
は
と
も
に「
三
」で
重
複
し
て
い
る
。巻
七
の
第
四
十
一
丁

が
欠
落
し
、巻
十
七
の
第
十
三
丁
は
八
重
落
で
は
な
い
が
、

同
一
丁
が
重
複
し
て
い
る
。巻
十
五
の
第
三
十
六
丁
と
巻
十

七
の
第
七
十
丁
に
は
乱
丁
が
み
ら
れ
、巻
八
〜
十
の
最
終
丁

に
そ
れ
ぞ
れ
次
冊
の
先
頭
に
綴
じ
ら
れ
る
べ
き
各
巻
目
録

の
初
丁
が
、巻
十
一
上
、十
二
上
の
最
終
丁
に
は
そ
れ
ぞ
れ

下
冊
の
先
頭
に
綴
じ
ら
れ
る
べ
き
初
丁
が
綴
じ
ら
れ
て
い

る
。『
志
圖
』は
十
二
図
と
も
無
匡
郭
の
墨
摺
地
図
で
、内
題

題
字
に
も
匡
郭
は
な
い
。

　

来
歴
を
示
す
情
報
と
し
て
は
、『
名
勝
志
』の
初
冊
表
紙

に「
仁
百
卅
九
番
／
全
三
十
册
」と
墨
書
さ
れ
た
蔵
書
票
が

あ
り
、初
冊
冒
頭
に「
書
林
／
丸
米
」、各
冊
初
丁
に「
廣
中

氏
所
／
紅
梅
書
屋
／
藏
之
印
章
」「
神
谷
蔵
書
」、各
冊
最

終
丁
に「
竹　

」の
印
記
が
あ
る
。『
志
圖
』の
各
表
紙
に
は

「
行
」の
墨
書
貼
紙
が
、初
図（
總
圖
）表
紙
に
は
さ
ら
に
墨

書「
總
圖
。大
内
之
圖
。八
省
院 

豊
楽
院
／
東
西
兩
京
圖
。

山
城
八
郡
／
合
計 

拾
弐
枚 

全
部
」の
中
に
朱
書「
行
印
／

合
本
十
五
册
也
」の
交
じ
る
貼
紙
が
あ
る
。

〈
構
成
〉

　

地
誌『
名
勝
志
』二
十
一
巻
三
十
冊
に
地
図『
志
圖
』十
二

　

鋪
を
附
図
と
す
る
。

序
文

　
『
名
勝
志
』巻
一
冒
頭
に
村
田
通
信
、貝
原
篤
信
を
配
す

「
平
安
城
記
」（
貝
原
篤
信
著
）

　

序
文
に
続
い
て
配
す

総
目
録
・
凡
例
・
引
用
書
目

　
「
平
安
城
記
」に
つ
づ
い
て
二
丁
、一
丁
、十
一
丁
を
配
す　

各
冊
内
容
配
当
お
よ
び
丁
付

一：
村
田
序
一
〜
三 

貝
原
序
一
ノ
四
、五
〜
六（
飛
丁
有
） 

平
安
城
記
七
〜
十
二﹇
総
﹈目
録
・
凡
例
・
引
用
書
目
十
三

〜
二
十
六
終　

巻
一（
宮
城
部
）目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜

三
十
六
、二
上（
洛
陽
部
一
）：
巻
二
目
録
一
〜
二 

本
文
三

〜
三
十
三
、二
下（
洛
陽
部
二
）：
巻
二
本
文
三
十
四
〜
六

十
一
、三
上（
洛
陽
部
三
）：
巻
三
目
録
一
〜
三 

本
文
四
〜

四
十
一
、三
下（
洛
陽
部
四
）：
巻
三
本
文
四
十
二
〜
八
十
、

四（
洛
陽
部
五
）：
巻
四
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
六
十
二
、

五
上（
洛
陽
部
六
）：
巻
五
目
録
一
〜
三 

本
文
三
〜
三
十

二
、五
下（
洛
陽
部
七
）：
巻
五
本
文
三
十
三
〜
六
十
八
、六

上（
乙
訓
郡
部
一
）：
巻
六
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
四
十

三
、六
下（
乙
訓
郡
部
二
）：
巻
六
本
文
四
十
四
〜
六
十
二
、

七（
葛
野
郡
部
一
）：
巻
七
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
五
十

（
第
四
十
一
欠
）、八
上（
葛
野
郡
部
二
）：
巻
八
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
三
十
五
、八
下（
葛
野
郡
部
三
）：
巻
八
本
文
三

十
六
〜
六
十
七　

巻
九
目
録
一
、九
上（
葛
野
郡
部
四
）：

巻
九
目
録
二 

本
文
三
〜
三
十
五
、九
下（
葛
野
郡
部
五
）：

巻
九
本
文
三
十
六
〜
八
十
一　

巻
十
目
録
一
、十（
葛
野

郡
部
六
）：
巻
十
目
録
二 

本
文
三
〜
四
十
四　

巻
十
一
目

録
一
、十
一
上（
愛
宕
郡
部
一
）：
巻
十
一
目
録
二 

本
文
三
〜

三
十
六
、十
一
下（
愛
宕
郡
部
二
）：
巻
十
一
本
文
三
十
七
〜

六
十
五
、十
二
上（
愛
宕
郡
部
三
）：
巻
十
二
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
二
十
九
、十
二
下（
愛
宕
郡
部
四
）：
巻
十
二
本

文
三
十
〜
五
十
六
、十
三
上（
愛
宕
郡
部
五
）：
巻
十
三
目

録
一
〜
二 

本
文
三
〜
四
十
、十
三
下（
愛
宕
郡
部
六
）：
巻

十
三
本
文
四
十
一
〜
七
十
九
、十
四（
愛
宕
郡
部
七
）：
巻

十
四
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
六
十
二（
又
丁
有
）、十
五

（
愛
宕
郡
部
八
）：
巻
十
五
目
録
一
〜
三 

本
文
四
〜
八
十

二（
乱
丁
有
）、十
六（
紀
伊
郡
部
）：
巻
十
六
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
八
十
四（
又
丁
有
）、十
七（
宇
治
郡
部
）：
巻
十

七
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜
八
十
四（
乱
丁
お
よ
び
重
複
紙

有
）、十
八（
久
世
郡
部
）：
巻
十
八
目
録
一
〜
二 

本
文
三
〜

六
十
三
、十
九（
綴
喜
郡
部
）：
巻
十
九
目
録
一 

本
文
二
〜

六
十
三
、二
十（
相
樂
郡
部
）：
巻
二
十
目
録
一 

本
文
二
〜

三
十
四
、二
十
一（
郡
未
勘
部
）：
巻
二
十
一
目
録
一
〜
二 

本

文
三
〜
二
十
五 

跋
文
一
〜
二 

見
返
し
刊
記
三
大
尾

　
『
都
商
職
街
風
聞
』

　

江
戸
期
文
久
年
間
に
お
け
る
京
都
市
中
の
職
業
名
鑑
と

い
う
べ
き
も
の
で
、各
種
職
業
の
店
や
職
人
の
住
所
と
名
を

列
挙
し
て
い
る
。排
列
は
い
ろ
は
順
と
そ
の
最
後
に「
京
」を

加
え
た
見
出
し
字
の
も
と
に
行
わ
れ
る
が
、「
お
」の
項
が

「
を
」「
お
」字
位
置
の
二
か
所
に
分
散
し
て
い
る
。序
に「
け
に

や
み
や
こ
繁
昌
に
／
工
商
そ
の
業
を
我
逸
と
／
は
け
む
そ

の
中
に
人
の
／
口
も
て
言
は
や
す
を
／
ひ
ろ
ひ
集
め
て
遠
國

／
よ
り
う
ゐ
登
り
の
君
子
も
の
／
求
め
玉
ふ
便
と
す
れ
は

洩
た
／
こ
と
も
さ
は
な
る
へ
し
と
尓
云
」と
記
さ
れ
て
い
る

と
お
り
、諸
国
か
ら
訪
れ
る
人
々
の
買
い
物
な
ど
の
便
と
し

て
、袂
や
懐
に
入
れ
ら
れ
る
く
ら
い
の
小
さ
な
作
り
に
な
っ

て
い
る
。巻
末
の
板
元「
御
断
書
」に「
一 

次
第
ふ
同
之
義
御

免
可
被
下
候
／
一 

市
中
多
分
之
義
ニ
付
若
相
洩
候
／
御
方

様
且
は
間
違
等
在
之
候
は
ゝ
／
板
元
へ
御
し
ら
せ
可
被
下

候
」と
あ
る
。同
種
の
職
に
多
数
の
店
や
職
人
が
い
る
よ
う
で

あ
れ
ば
、割
愛
し
た
部
分
も
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

本
書
の
見
出
し
を
た
ど
る
と
古
都
な
ら
で
は
の
店
や
め

ず
ら
し
い
職
業
名
で
あ
ふ
れ
て
い
る
。最
後
に
立
項
さ
れ
た

「
京
」に
は
京
都
三
職「
御
冠
師
」「
烏
帽
子
折
」「
御
末
広
師
」

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。内
裏
を
か
か
え
る
京
な
ら
で
は
の
職

業
で
あ
る
。一
方
で「
と
」の
見
出
し
に
は
、「
銅
人
形
師
」と
い

う
も
の
が
あ
る
。「
人
形
」の
つ
く「
人
形
問
屋
」「
生
人
形
糸

細
工
」「
人
形
師
」は「
に
」の
項
に
入
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

「
銅
人
形
師
」は「
に
」で
は
な
く「
と
」の
項
に
入
っ
て
い
る
。

玩
具
や
美
術
品
と
し
て
の
人
形
で
は
な
い
こ
と
が
う
か
が

え
、別
の
範
疇
に
い
れ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。銅
人
形

と
は
銅
製
の
医
学
用
解
剖
人
形
、人
体
型
張
子
の
よ
う
な

も
の
で
、人
体
内
部
の
血
管
や
内
臓
の
様
子
が
見
え
る
よ
う

に
作
ら
れ
て
い
る
。銅
人
形
は
中
国
宋
代
の
医
学
で
、経
絡

や
鍼
灸
を
学
ぶ
た
め
に
作
ら
れ
た
こ
と
に
、そ
の
歴
史
を
遡

る
と
い
う
。日
本
へ
も
輸
入
さ
れ
、我
が
国
で
も
東
洋
医
学

を
学
ぶ
た
め
に
製
作
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、や
が
て
西
洋
医

学
も
学
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
後
期
に
は「
銅
人
形

師
」と
い
う
職
業
が
成
り
立
つ
ま
で
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

レ
イ
ア
ウ
ト
で
は「
薬
」の
項
に
特
徴
が
み
ら
れ
る
。こ
こ
で

は
薬
品
名
が
冒
頭
に
出
さ
れ
て
お
り
、紙
幅
の
割
き
方
も
群

を
ぬ
い
て
お
り
、京
土
産
と
し
て
の
需
要
の
高
さ
を
う
か
が

う
こ
と
が
で
き
る
。

み
や
こ
あ
き
な
い
ち
ま
た
の
ふ
う
ぶ
ん

『
都
商
職
街
風
聞
』
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〈
書
誌
〉

　

書
名
は
表
紙
左
肩
に
題
簽
風
の
双
辺
郭
を
伴
っ
て「
花
洛

商
職
ち
ま
た
の
風
聞
」（「
花
洛
商
職
」は
角
書
）と
直
刷
り

し
、目
録
お
よ
び
巻
頭
に
は「
都
商
職
街
風
聞
」と
記
す
。

柱
、巻
尾
、序
に
は
記
し
て
い
な
い
。編
者
名
に
つ
い
て
は
本

文
へ
の
署
名
は
な
く
、冒
頭
見
返
し
に
配
さ
れ
る
序
文
に

「
練
要
堂
主
人
識
」と
記
す
の
み
で
あ
る
。

　

刊
記
は
最
終
丁
ウ
ラ
に「
文
久
四
年
甲
子
初
春
／
京
都

書
林
／
車
屋
町
夷
川
上
ル
町
／
橋
本
太
右
衞
門
／
二
條

通
高
倉
東
／
林
芳
兵
衞
／
二
條
通
高
倉
西
入
／
田
中
屋

專
助
」と
刻
さ
れ
、田
中
屋
専
助
名
に
は「
皇
都
二
條
通
／

高
倉
西
嶋
林
／　

轉
堂
藏
□
」（
最
終
字
印
影
薄
く
読
取
れ

ず
）の
蔵
版
印
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。冒
頭
の
自
序
に
は
年

記
が
な
く
、文
久
四
年(

一
八
六
四)

に
京
都
の
書
肆
、橋
本

太
右
衞
門･

林
芳
兵
衞･

田
中
屋
專
助
の
三
名
に
よ
っ
て
出

版
さ
れ
て
い
る
。木
整
版
。

　

体
裁
は
三
つ
目
袋
綴
の
横
長
懐
中
本
で
あ
る
。寸
法
は
縦

七
・
三×

横
一
五
・
九
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、表
紙
は
、表
に
三

条
大
橋
を
渡
る
大
名
行
列
、裏
に
は
流
水
上
に
舞
う
千
鳥

の
姿
を
描
い
た
色
刷
り
で
、一
見
縮
緬
本
の
表
紙
を
思
わ
せ

る
。匡
郭
は
四
周
単
辺
、本
文
部
の
丁
付「
二
」「
三
」「
五
十
」

「
五
十
一
」は
同
じ
紙
が
二
枚
ず
つ
あ
り
、重
複
し
て
い
る
。

　

伝
来
を
示
す
情
報
と
し
て
は「
松
井
／
藏
書
」「
碧
雲
齋
」

の
蔵
書
印
記
が
み
ら
れ
る
。

〈
構
成
〉

序
文

　

前
見
返
し
に
配
す（
練
要
堂
主
人
識
）

目
録

　

冒
頭
に
六
丁
を
配
す

刊
記

　

最
終
丁
ウ
ラ「
御
断
書
」の
後
に
配
す

目
録
見
出
し
項
数

　

い
：
十
二
、は
：
十
九
、に
：
十
、ほ
：
五
、へ：
九
、と
：
十
二
、

　

ち
：
十
一
、り
：
五
、ぬ
：
六
、お（
本
来
は「
を
」の
と
こ
ろ
）：

　

二
、わ
：
五
、か
：
二
十
九
、よ
：
二
、た
：
十
、そ
：
四
、つ：
四
、

　

ね
：一
、な
：一
、ら
：
三
、む
：
二
、う
：
四
、の
：
四
、お
：一
、く

　
：
四
、や
：
十
一
、ま
：
五
、け
：
五
、ふ
：
十
九
、こ
：
十
三
、て
：

　

五
、あ
：
十
、さ
：
六
、き
：
十
二
、ゆ
：
六
、め
：
二
、み
：
五
、

　

し
：
十
五
、ゑ
：
四
、ひ
：
七
、も
：
五
、せ
：
五
、す
：
十
二
、京

　
：一
、計
三
百
十
三
と
な
り
、「
ろ
」「
る
」「
れ
」「
ゐ
」「
え
」は

　

項
立
て
せ
ず

丁
付

　

目
録
：一
〜
六
、本
文
：一
〜
六
十
六（
末
尾
の
御
断
書
お

　

よ
び
刊
記
を
含
む
）

　
『
花
洛
名
所
獨
案
内
記
』

　

本
書
は
明
治
二
十
四
年
の
、川
勝
徳
次
郎
に
よ
る
再
版

本
で
あ
る
が
、そ
の
奥
付
に
よ
れ
ば
初
版
は
明
治
十
三
年

（
一
八
八
〇
）七
月
に
出
版
さ
れ
て
い
る
。京
都
で
道
法
を
記

す
場
合
に
京
都
の
入
口
三
条
大
橋
を
起
点
と
す
る
点
や
名

所
の
大
半
が
寺
社
仏
閣
で
あ
る
こ
と
な
ど
、江
戸
時
代
か
ら

の
名
所
案
内
記
を
踏
襲
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、明
治
の
文

明
開
化
に
よ
っ
て
新
し
く
で
き
た
建
物
や
組
織
が
多
く
含

ま
れ
て
お
り
、新
し
い
価
値
観
に
も
と
づ
い
た
文
章
に
特
徴

を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。本
書
の
見
出
し
の
一
番
に
挙
げ
ら

れ
て
い
る
の
は「
新
京
極
」で
あ
る
。東
京
遷
都
後
の
京
都
振

興
政
策
と
し
て
槇
村
正
直
京
都
府
参
事
等
の
計
画
に
よ
っ

て
再
開
発
さ
れ
た
特
記
す
べ
き
場
所
と
は
い
え
、歓
楽
街
が

内
裏
よ
り
さ
き
に
配
さ
れ
る
と
い
う
の
は
江
戸
時
代
ま
で

な
ら
ば
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。新

し
い
時
代
に
後
押
し
さ
れ
た
京
都
再
興
の
気
運
が
伝
わ
っ

て
く
る
。本
文
で
は
目
録
の
道
法
起
点
と
な
っ
て
い
る
三
条

大
橋
が
半
丁
全
面
ち
か
く
を
し
め
る
挿
絵
と
と
も
に
最
初

に
配
さ
れ
、以
下
新
京
極
、御
所
と
続
く
。見
出
し
を
追
う

中
、次
に
目
に
入
る
の
は
明
治
時
代
に
な
っ
て
は
じ
め
て
登

場
す
る
名
所
、施
設
等
で
あ
る
。見
出
し
項
数
と
し
て
は
依

然
と
し
て
全
体
の
八
割
を
超
え
て
い
る
近
世
以
前
か
ら
の

寺
社
仏
閣
に
、建
勲
神
社
な
ど
明
治
期
に
創
建･

再
興
さ
れ

た
寺
社
が
加
え
ら
れ
、さ
ら
に「
山
嵜
ス
テ
イ
シ
ョ
ン
」「
舎

密
局
」「
織
工
塲
」「
勸
業
塲
」「
中
学
校
」「
ス
テ
ー
シ
ョ
ン（
停

車
塲･

京
都
駅
）」な
ど
近
代
な
ら
で
は
の
目
新
し
い
名
が
登

場
す
る
。舎
密（
セ
イ
ミ
）局
と
は
幕
末
か
ら
維
新
期
に
お

け
るchem

istry

（
↓
セ
イ
ミ
）研
究
教
育
機
関
で
、幕
末
諸

藩
で
は
軍
事
技
術
向
上
が
、明
治
期
に
は
殖
産
振
興
が
研

究
の
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
。京
都
舎
密
局
は
開
化
後
に
近

代
理
化
学
の
府
と
し
て
明
治
二（
一
八
六
九
）年
開
設
さ
れ

た
大
阪
舎
密
局
の
教
頭
を
務
め
た
ハ
ラ
タ
マK.W

.Gratam
a

の
薫
陶
を
受
け
た
明
石
博
高
の
建
議
に
よ
っ
て
翌
三（
一
八

七
〇
）年
に
開
設
さ
れ
、多
く
の
事
業
振
興
が
図
ら
れ
た
。

同
八（
一
八
七
五
）年
に
は
官
立
の
京
都
司
薬
場
が
併
置
さ

れ
、本
書
に「
上
京
區
卅
一
組
夷
川
土
手
甼
ニ
あ
り
諸
藥
品

製
造
及
藥
業
取
締
の
局
な
り 

門
前
に
分
局
左
右
ニ
あ
り 

皆
西
洋
造
ニ
し
て
尤
も
美
觀
な
り
」と
あ
る
よ
う
に
、薬
品

製
造
や
検
査
が
行
わ
れ
た
。文
章
表
現
に
お
い
て
も
近
代
建

築
、建
造
物
が
新
し
い
名
所
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
く
と
こ

ろ
に
近
代
の
美
意
識
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。こ
の
よ
う
な

傾
向
は
新
し
い
建
造
物
に
共
通
し
て
お
り
、と
く
に
最
後
の

挿
絵
と
し
て
選
ば
れ
た
旭
光
に
輝
く
四
条
大
橋
で
は「
都
て

鉄
造
ニ
し
て
橋
上
ニ
八
本
の
紅
白
硝
子
燈
を
立
殊
ニ
壮
麗

な
り
」と
称
賛
し
、袋
の
表
紙
に
も
そ
の
光
景
が
使
わ
れ
て

い
る
。本
書
の
挿
絵
は
豊
臣
秀
吉
の
命
に
よ
っ
て
架
け
ら
れ

現
在
も
擬
宝
珠
や
橋
脚
の
一
部
に
そ
の
跡
を
残
す
伝
統
的

な
建
造
物
で
あ
る
三
条
大
橋
に
は
じ
ま
り
、硝
子
燈
を
立
て

た
鉄
造
り
の
近
代
建
造
物
と
な
っ
た
四
条
大
橋
を
配
し
て

締
め
く
く
り
、近
世
か
ら
近
代
へ
の
移
ろ
い
を
暗
示
し
て
い

る
よ
う
に
も
み
え
る
。

〈
書
誌
〉

書
名
は
表
紙
左
側
の
花
枠
題
簽
と
前
見
返
し
、袋
中
央
に

「
花
洛
名
所
獨
案
内
記
」と
刷
ら
れ
、本
文
の
巻
頭
、柱
、巻

尾
に
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

著
作
者
名
に
つ
い
て
は
後
見
返
し
に「
京
都
市
下
京
区
寺

町
通
綾
小
路
下
ル
中
ノ
町
／
著
作
印
刷
兼
発
行
者 

川
勝

徳
次
郎
」、袋
の
書
名
脇
に
は「
川
勝
徳
次
郎
編
輯
」と
記
す
。

　

刊
記
は
後
見
返
し
に「
明
治
十
三
年
七
月 

出
版
御
届
／

同
年
同
月 

彫
成
發
兌
／
明
治
廿
四
年
十
一
月 

再
版
」と
刻

さ
れ
、袋
に
は「
明
治
十
三
年
七
月 

出
版
」「
明
治
廿
四
年

十
一
月 

再
版
」「
鴻
宝
堂
藏
」と
刻
さ
れ
て
い
る
。川
勝
徳
次

郎
は
本
書
奥
付
刊
記
に
示
さ
れ
る
と
お
り
京
都
の
書
肆
で
、

堂
号
を
鴻
宝
堂
と
い
う
。元
禄
半
ば
過
ぎ
に
は
す
で
に
出
版

活
動
を
行
な
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、明
治
に
な
っ

て
か
ら
は
銅
版
も
多
く
手
掛
け
て
い
る
。本
書
も
銅
版
。

　

体
裁
は
三
つ
目
袋
綴
の
横
長
、寸
法
は
縦
五
・
三×

横
一

二
・
七
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
極
小
懐
中
本
で
あ
る
。紫
色
地

に
小
丸
と
小
四
角
の
文
様
を
空
押
し
艶
出
し
し
た
色
鮮
や

か
な
表
紙
を
使
用
し
、題
簽
の
印
字
に
は
赤
イ
ン
ク
が
使
わ

れ
て
い
る
。本
文
部
の
匡
郭
は
四
周
単
辺
、再
版
本
で
は
第

四
十
一
か
ら
第
四
十
四
丁
が
欠
落
し
て
い
る
が
、初
版
に
は

存
在
し
て
い
た
の
か
不
明
。蔵
版
印
や
藏
書
票
等
来
歴
を

示
す
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。

〈
構
成
〉

目
録

　

冒
頭
に「
三
條
大
橋
ヨ
リ
諸
方
道
法
附
」と
し
て
二
段
組

　

み
の
見
出
し
の
下
に
道
法(

距
離)

を
記
す

目
録
見
出
し
項
数

　

 

「
新
京
極
」よ
り「
ス
テ
ー
シ
ョ
ー
ン
」ま
で
百
六
を
数
え

　

る（
起
点
の
三
条
大
橋
は
含
ま
ず
）

本
文
見
出
し
項
数

　

三
条
大
橋
か
ら
六
波
羅
密
寺
ま
で
百
十
七
を
数
え
る

刊
記

　

後
見
返
し
に
奥
付
を
配
す

丁
付

　

目
録
：一
〜
二
、本
文
：一
〜
四
十
、た
だ
し
第
二
十
八
丁

　

は
表
裏「
自
廿
八
／
至
三
十
」の
頁
付
、四
十
一
〜
四
十

　

四
欠
、時
刻
表
：
四
十
五
〜
四
十
六

お
わ
り
に

　

江
戸
時
代
、明
治
時
代
の
京
都
資
料
と
し
て
は
こ
の
ほ
か

に
も
、お
び
た
だ
し
い
数
の
出
版
物
を
見
る
こ
と
が
で
き

る
。こ
れ
ら
は
郷
土
資
料
で
あ
る
と
同
時
に
、京
都
に
立
脚

す
る
本
学
に
と
っ
て
来
し
方
行
く
末
を
考
え
る
に
重
要
な

資
料
で
も
あ
る
こ
と
を
知
り
、そ
の
な
か
に
多
く
の
こ
と
を

学
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。

ひ
と
り

『
花
洛
名
所
獨
案
内
記
』
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鵜
飼
先
生
は
、学
部
生
時
代
は
ど
の
よ
う
な

生
活
を
送
ら
れ
た
の
で
す
か
？

　

学
部
生
時
代
は
文
学
部
で
中
国
文
学
を
専

攻
し
ま
し
た
。最
初
は
古
典
文
学
に
興
味
が

あ
り
ま
し
た
の
で
、魏
晋
南
北
朝
時
代
を
代

表
す
る
詩
人
で
田
園
詩
人
と
呼
ば
れ
た
陶
淵

明
や
、山
水
詩
の
祖
と
さ
れ
る
謝
霊
運
な
ど
、

多
く
の
有
名
な
詩
文
を
残
し
た
作
家
に
つ
い

て
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。図
書
館
も
よ
く
利

用
し
ま
し
た
ね
。授
業
が
あ
る
日
だ
け
で
な
く

休
み
の
日
も
午
後
か
ら
出
か
け
て
い
っ
て
夜

遅
く
ま
で
い
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
。た
だ
、最
近
の
図
書
館
ほ
ど
館
内
の
照

明
は
明
る
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、長
時

間
書
物
の
細
か
い
字
を
追
い
続
け
て
い
る
と

目
が
痛
く
な
る
こ
と
も
よ
く
あ
り
ま
し
た
。自

転
車
で
通
学
で
き
る
と
こ
ろ
に
ア
パ
ー
ト
を

借
り
て
、漢
籍
を
読
む
た
め
に
無
理
を
し
て

買
っ
た
諸
橋
轍
次
先
生
の『
大
漢
和
辞
典
』だ

け
が
入
口
に
壊
れ
か
け
た
錠
が
か
か
っ
て
い
る

よ
う
な
古
い
部
屋
の
中
で
燦
然
と
輝
い
て
い

る
、そ
ん
な
学
生
時
代
で
し
た
。

現
在
の
研
究
分
野
は
魏
晋
南
北
朝
時
代
の
思

想
史
で
す
が
、そ
の
研
究
を
始
め
ら
れ
た

き
っ
か
け
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。

　

学
部
生
時
代
に
研
究
し
て
い
た
謝
霊
運

と
い
う
人
は
、南
朝
宋
の
有
名
な
詩
人
で
、

貴
族
出
身
で
身
分
も
高
く
、山
水
の
遊
び
を

よ
く
し
た
人
で
す
が
、仏
教
を
信
仰
し
、当

時
の
仏
教
者
を
非
常
に
尊
敬
し
た
り
、サ
ン

ス
ク
リ
ッ
ト
を
理
解
し
て
、涅
槃
経
の
翻
訳

に
も
携
わ
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。聡
明
で

多
方
面
の
才
能
に
恵
ま
れ
た
天
才
で
す
が
、

詩
人
や
文
学
者
と
し
て
だ
け
で
な
く
仏
教
に

も
造
詣
が
深
い
人
物
で
あ
っ
た
の
で
、こ
の
分

野
も
学
び
た
い
と
い
う
思
い
か
ら
、大
学
院

で
は
思
想
史
へ
研
究
領
域
を
広
げ
、ま
た
そ

の
後
、謝
霊
運
と
同
時
代
の
高
僧
で
当
時
の

中
国
仏
教
界
の
中
心
人
物
の
一
人
で
あ
っ
た

慧
遠
の
研
究
も
始
め
、中
国
古
代
の
思
想
を

中
心
に
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

学
部
で
は
中
国
文
学
、そ
し
て
大
学
院
で
は

仏
教
学
を
専
攻
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
の
当
時
の
本
学
の
大
学
院
に
は
、坪
井

俊
映
先
生
、藤
堂
恭
俊
先
生
、水
谷
幸
正
先

生
、髙
橋
弘
次
先
生
、　　
　
　

先
生
を
は
じ

め
、浄
土
学
や
仏
教
学
の
研
究
に
関
す
る
著

名
な
先
生
方
が
教
鞭
を
執
っ
て
お
ら
れ
ま
し

た
の
で
、私
も
先
生
方
か
ら
非
常
に
多
く
の
こ

と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

ま
た
、大
阪
大
学
名
誉
教
授
で
中
国
思
想

史
が
ご
専
門
だ
っ
た
森
三
樹
三
郎
先
生
が
大

阪
大
学
の
退
官
を
機
に
本
学
に
赴
任
さ
れ
、

主
に
大
学
院
に
お
い
て
後
進
の
指
導
を
さ
れ

て
い
た
時
代
で
も
あ
り
、私
も
指
導
を
受
け
る

た
め
先
生
の
演
習
を
受
講
し
、輪
読
会
な
ど

に
も
積
極
的
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。森
先
生
は
宋
の
司
馬
光
の
編
年
体
の
歴

史
書『
資
治
通
鑑
』や
当
時
の
仏
教
に
関
す
る

論
文
を
集
め
た『
弘
明
集
』を
演
習
の
テ
キ
ス

ト
と
し
て
継
続
的
に
使
用
さ
れ
、正
規
の
授

業
以
外
に
も
有
志
の
た
め
に『
論
語
』の
輪
読

会
な
ど
を
開
催
し
て
い
た
だ
い
た
の
で
す
が
、

テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
つ
い
て
は
非
常
に
厳
密
な

先
生
で
し
た
。「
文
献
を
正
確
に
読
む
こ
と
が

研
究
の
出
発
点
」と
い
う
の
が
先
生
の
基
本
的

な
考
え
方
で
、研
究
者
と
し
て
今
の
私
が
あ
る

の
も
、先
生
と
出
会
い
、多
く
の
指
導
を
受
け

る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
こ
そ
で
す
。

森
三
樹
三
郎
先
生
の
著
書
で
思
い
出
深
い
も

の
は
あ
り
ま
す
か
？

　

森
先
生
の『
中
国
思
想
史
』上
・
下（
第
三
文

明
社
、レ
グ
ル
ス
文
庫
）は
中
国
学
科
の
テ
キ

ス
ト
と
し
て
も
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。仏
教

を
中
国
文
化
と
の
連
関
の
も
と
で
と
ら
え
た

名
著
で
す
。ま
た
、魏
晋
南
北
朝
期
の
精
神
史

に
関
す
る『
六
朝
士
大
夫
の
精
神
』も
先
生
の

代
表
作
の
一
つ
で
す
。教
鞭
を
執
ら
れ
て
い
た

大
阪
大
学
の『
文
学
部
紀
要
』に
発
表
さ
れ
た

も
の
で
す
が
、昭
和
61
年
に
同
朋
舎
出
版
よ

り
改
め
て
刊
行
さ
れ
ま
し
た
。講
演
も
非
常

に
巧
み
な
先
生
で
、お
亡
く
な
り
に
な
ら
れ
て

か
ら
も
残
さ
れ
た
講
演
原
稿
に
よ
っ
て
た
く

さ
ん
の
本
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

森
先
生
か
ら
ご
指
導
を
受
け
た
と
い
う「
文

献
を
正
確
に
理
解
す
る
」と
い
う
こ
と
は
、な

か
な
か
大
変
な
こ
と
で
す
ね
。

　

漢
文
の
場
合
は
漢
字
を
日
本
語
と
共
有
し

て
い
ま
す
か
ら
、あ
る
程
度
の
と
こ
ろ
ま
で
理

解
は
で
き
て
も
、す
べ
て
を
正
確
に
理
解
す
る

と
い
う
こ
と
は
確
か
に
大
変
な
こ
と
で
す
。森

先
生
は
と
に
か
く
テ
キ
ス
ト
の
読
み
に
つ
い
て

は
厳
密
で
し
た
が
、た
と
え
ば「
こ
う
考
え
た

ら
ど
う
か
、こ
ん
な
ふ
う
に
考
え
る
べ
き
だ
」

と
い
っ
た
研
究
の
方
向
に
関
す
る
教
え
は
受

け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。若
い
柔
ら
か
い
心

を
鋳
型
に
は
め
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ

た
の
で
し
ょ
う
。今
は
、そ
の
こ
と
を
む
し
ろ

有
難
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

『
論
語
』の
輪
読
会
を
通
し
て
学
ば
れ
た
こ
と

は
あ
り
ま
す
か
？

　

宋
の
朱
子
が
著
し
た『
論
語
』の
注
釈
書
を

輪
読
会
形
式
で
読
ん
で
い
た
だ
い
て
い
た
の

で
す
が
、森
先
生
の
卓
越
し
た
読
解
に
は
た

だ
た
だ
敬
服
す
る
ば
か
り
で
し
た
。ど
こ
の
国

の
古
典
も
そ
う
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
が
、

中
国
古
典
・
思
想
史
の
世
界
を
訪
ね
て
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見
方
、考
え
方
、感
じ
方
と
い
う
も
の
は
年
齢

や
人
生
経
験
と
と
も
に
変
化
し
て
い
き
ま
す
。

若
い
と
き
に
引
き
つ
け
ら
れ
る
も
の
も
あ
れ

ば
、年
齢
を
重
ね
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の

も
あ
り
ま
す
ね
。私
は
学
部
１
年
生
の
と
き

に
六
朝
の
文
学
を
専
門
と
さ
れ
て
い
た
森
野

繁
夫
先
生
の
研
究
室
を
訪
ね
て
、「
ど
う
い
っ

た
本
を
読
ん
だ
ら
い
い
で
す
か
？
」と
お
聞
き

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。そ
の
と
き
ま
ず
最
初

に
読
む
よ
う
に
勧
め
ら
れ
た
の
が
吉
川
幸
次

郎
先
生
の『
論
語
』（
中
国
古
典
選
2
〜
3 

朝

日
新
聞
社
・
昭
和
40
年
）だ
っ
た
の
で
す
が
、18

才
だ
っ
た
そ
の
当
時
は
、た
と
え
ば「
己
の
欲

せ
ざ
る
所
は
人
に
施
す
勿
れ
」と
い
っ
た
よ
う

な
初
め
て
出
会
う
孔
子
の
言
葉
に
新
鮮
な
感

動
を
受
け
る
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、ま
だ
学

部
の
１
年
生
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、『
論
語
』は

難
し
い
と
い
う
印
象
の
方
が
強
く
残
っ
て
し

ま
っ
た
記
憶
が
あ
り
ま
す
ね
。

若
い
時
代
に
は
と
く
に『
論
語
』は
取
っ
つ
き

に
く
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

　

同
じ『
論
語
』で
も
注
釈
や
日
本
語
訳
に

よ
っ
て
印
象
は
だ
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

た
と
え
ば
、私
は
今
年
の
通
信
教
育
課
程
の

ス
ク
ー
リ
ン
グ
授
業
で
、倉
石
武
四
郎
先
生

の『
中
国
古
典
講
話
』（
大
修
館
書
店
・
昭
和
49

年
）を
テ
キ
ス
ト
に
使
用
し
ま
し
た
。漢
文
を

符
号
や
送
り
仮
名
な
ど
を
つ
け
て
日
本
語
の

語
順
で
訓
読
す
る
方
法
と
は
異
な
り
、倉
石

先
生
は
中
国
の
人
た
ち
と
同
じ
よ
う
に
中
国

古
典
を
現
代
音
で
読
ん
で
頭
か
ら
理
解
す
る

と
い
う
こ
と
を
さ
れ
た
研
究
者
で
す
。倉
石
先

生
に
は
中
国
留
学
か
ら
帰
国
さ
れ
る
と
き
に

「
玄
界
灘
に
訓
読
を
捨
て
て
き
た
」と
い
う
有

名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、わ
が
国
初
の
北

京
語
に
基
づ
く
現
代
中
国
語
の
辞
典
を
出
さ

れ
た
方
で
も
あ
り
、旧
来
の
訓
読
法
を
用
い
な

い
革
新
的
な
教
育
を
さ
れ
た
先
生
で
す
。倉

石
先
生
の『
口
語
訳
論
語
』（
筑
摩
叢
書

1
5
2
・
昭
和
45
年
）は
、や
さ
し
い
こ
と
ば
で

語
り
か
け
る
よ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
る
の
で
、

古
代
中
国
の
文
語
体
の
難
し
い
文
章
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
が
取
り
払
わ
れ
ま
す
し
、孔
子
と
そ

の
お
弟
子
さ
ん
た
ち
の
関
係
が
ど
う
だ
っ
た

の
か
と
い
っ
た
こ
と
も
非
常
に
わ
か
り
や
す
く

書
か
れ
て
い
ま
す
か
ら
、『
論
語
』を
初
め
て
学

ぶ
人
に
も
興
味
を
も
っ
て
読
ん
で
も
ら
え
る
一

冊
に
な
っ
て
い
ま
す
ね
。

『
論
語
』に
関
し
て
は
い
ろ
い
ろ
な
日
本
語
訳

が
出
て
い
ま
す
ね
。

　
『
論
語
』と
い
う
の
は
孔
子
が
書
い
た
も
の

で
は
な
く
、孔
子
の
言
行
録
で
す
か
ら
会
話
の

文
章
で
す
し
、い
ろ
い
ろ
な
観
点
か
ら
い
ろ
い

ろ
な
解
釈
が
で
き
る
わ
け
で
す
。『
論
語
』の
言

葉
が
い
か
に
異
論
を
生
む
か
と
い
う
例
と
し

て
、た
と
え
ば「
孟
武
伯
、孝
を
問
う
。子
曰
わ

く
、父
母
は
唯
だ
其
の
疾
ま
い
を
之
れ
憂
う
」

（
為
政
）と
い
う
言
葉
に
は
お
よ
そ
三
通
り
の

解
釈
が
あ
る
と
、吉
川
幸
次
郎
先
生
の『
論

語
』に
は
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
ま
す
。ま
た
、桑

原
武
夫
先
生
の『
論
語
』（
中
国
詩
文
選
4　
筑

摩
書
房
・
昭
和
49
年
）に
も
、「
其
」と
い
う
指

示
代
名
詞
の
と
り
方
に
よ
っ
て
三
つ
の
解
が
あ

る
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。古
注（
1
〜
2
世
紀

の
後
漢
の
頃
に
始
ま
っ
た
注
釈
作
業
）で
は
、

「
父
母
を
し
て
唯
だ
其
の（
子
供
の
）疾
い
を
の

み
之
れ
憂
え
し
む
」と
読
み
、病
気
は
避
け
ら

れ
ぬ
場
合
も
あ
る
が
、そ
れ
以
外
の
こ
と
で
は

お
父
さ
ん
お
母
さ
ん
に
心
配
を
か
け
る
な
と

い
う
解
釈
。朱
注（
12
世
紀
の
宋
の
時
代
の
朱

子
の
注
釈
）で
は
、「
父
母
は
唯
だ
其
の（
子
供

の
）疾
い
を
こ
そ
之
れ
憂
う
」と
読
み
、父
母
は

常
に
子
供
の
健
康
を
の
み
心
に
か
け
て
い
る
、

そ
れ
に
報
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
解
釈
し
、さ

ら
に
江
戸
時
代
の
伊
藤
仁
斎
の
説
で
は「
父

母
に
つ
い
て
は
唯
だ
其
の（
父
母
の
）疾
い
を

之
れ
憂
え
よ
」と
読
み
、子
は
父
母
に
対
し
、

何
よ
り
も
父
母
の
健
康
を
こ
そ
憂
慮
す
べ
き

で
あ
る
と
い
う
解
釈
で
す
。吉
川
幸
次
郎
先
生

は「
若
い
頃
か
ら
読
み
な
れ
て
い
る
せ
い
か
、

第
一
の
、古
注
の
説
に
よ
っ
て
、こ
の
章
を
読
ん

で
い
る
」と
語
り
、ま
た
桑
原
武
夫
先
生
は

「
文
法
的
に
三
大
家
の
解
釈
の
い
ず
れ
も
が
可

能
だ
と
す
れ
ば
、選
択
は
読
者
の
自
由
と
い

う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」が
、「
私
は
仁

斎
に
従
う
。そ
れ
が
も
っ
と
も
自
然
だ
か
ら
で

あ
る
」と
述
べ
て
い
ま
す
。桑
原
先
生
は
フ
ラ

ン
ス
の
文
学
や
思
想
を
専
攻
し
て
お
ら
れ
た

先
生
で
す
か
ら
、西
洋
の
古
典
と
中
国
の
古

典
、ギ
リ
シ
ャ
哲
学
や
キ
リ
ス
ト
教
と
儒
教

と
の
比
較
の
中
で
、中
国
語
の
特
異
性
に
つ
い

て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
も
興
味
深
い
点
で

す
。

　
「
孟
武
伯
、孝
を
問
う
。子

曰
わ
く
、父
母
は
唯
だ
其
の

疾
ま
い
を
之
れ
憂
う
」は
、孔

子
が
魯
の
高
官
、孟
武
伯
の

問
い
に
答
え
た
言
葉
で
、こ

の
前
の
章
と
次
の
二
つ
の
章

も〝
孝
〞に
つ
い
て
の
問
答
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、「
こ
れ
は

今
日
私
た
ち
の
用
語
に
お
け

る
定
義
を
求
め
た
も
の
で
は

な
く
、孔
子
も
ま
た
定
義
し

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な

い
。定
義
と
い
う
考
え
方
が

生
れ
る
の
は
科
学
技
術
を
前

提
と
す
る
」と
桑
原
先
生
は

鵜飼光昌
文学部中国学科　教授

1957年京都市生まれ。広島大学文学部卒
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ふ

ぼ
　
　

た　
　
　

そ　
　
　

や　
　
　
　
　
　

こ　
　
　
う
れ

お
の
れ　
　
ほ
っ

と
こ
ろ　

ひ
と　

ほ
ど
こ　
　
な
か

も
う　
ぶ
は
く　

こ
う　
　

と　
　
　
　

し

い

述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。孔
子
が
始
祖
と
言
わ
れ

る
儒
教
の
思
想
の
根
幹
を
な
す
概
念
の
一
つ
に

〝
仁
〞と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、こ
の
言
葉

も
定
義
し
よ
う
と
し
て
も
で
き
な
い
ほ
ど
非

常
に
多
く
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。「
抽
象

的
な
単
一
原
理
の
追
究
よ
り
も
経
験
的
な
多

数
の
範
例
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、世
界
を
と

ら
え
よ
う
と
す
る
の
が
中
国
思
想
の
特
色
な

の
で
あ
る
」と
桑
原
先
生
は
そ
の
書
の
中
で
さ

ら
っ
と
書
か
れ
て
お
り
ま
す
が
、卓
見
だ
と
思

い
ま
す
。

図
書
館
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の『
論
語
』に

関
す
る
図
書
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、

ぜ
ひ
読
み
比
べ
を
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。

　

一
つ
の
観
点
だ
け
で
物
事
を
と
ら
え
る
と
一

面
的
に
な
り
ま
す
が
、い
ろ
ん
な
文
献
を
読

み
比
べ
す
る
と
、こ
う
い
う
見
方
も
で
き
る
、

こ
う
い
う
批
評
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

り
、思
考
に
広
が
り
や
柔
軟
性
が
出
て
き
ま

す
。読
み
た
い
も
の
を
個
人
で
す
べ
て
揃
え
よ

う
と
思
っ
て
も
限
度
が
あ
り
ま
す
か
ら
、や
は

り
図
書
館
を
積
極
的
に
利
用
し
て
ほ
し
い
で

す
ね
。

　

図
書
館
の
蔵
書
は
人
類
の
思
索
の
集
積
で

す
。ど
う
い
う
本
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
の
か
も

端
末
で
検
索
す
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
か

ら
、学
習
や
研
究
に
大
い
に
役
立
て
て
い
っ
て

ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

『論語註疏解經』
十三種の儒教経書の注疏集成である
『十三経注疏』に収録されるものの一つ。
孔子の『論語』に魏の何晏が集解し、宋
の邢 が疏（注釈）を加えたもので、「孟
武伯問孝 子曰 父母唯其疾之憂」「子游
問孝 子曰 今之孝者 是謂能養 至於犬
馬 皆能有養 不敬何以別乎」など孝につ
いての孟武伯や子游の問いに答えた孔
子の説への注釈が展開されている。本
書は崇禎10年（1637）、古虞毛氏刊。
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藤
井 

透

は
じ
め
に

　

資
本
主
義
社
会
と
は
、ど
ん
な
社
会
な
の

だ
ろ
う
か
。経
済
学
を
研
究
す
る
者
に
と
っ
て

永
遠
の
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、わ
た
し
は
、資
本

主
義
社
会
と
は
、失
業
と
貧
困
を
生
み
出
さ

ざ
る
を
得
な
い
と
同
時
に
、そ
の
こ
と
が
資
本

主
義
社
会
の
存
在
条
件
で
も
あ
る
と
理
解
し

て
き
た
。そ
こ
で
、こ
れ
ら
の
問
題
に
、か
な
り

早
期
に
対
応
し
よ
う
と
し
た
国
が
イ
ギ
リ
ス

で
あ
り
、イ
ギ
リ
ス
に
こ
そ
、今
日
の
社
会
保

障
に
つ
な
が
る
思
想
や
制
度
が
見
出
せ
る
の

で
は
な
い
か
と
思
い
、大
学
院
生
の
こ
ろ
か

ら
、研
究
を
始
め
た
。今
か
ら
お
よ
そ
30
年
あ

ま
り
前
の
話
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、一
世
紀
前
の

イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
思
想
や
制
度
が
き
わ

め
て
重
要
で
あ
る
と
み
な
し
、と
り
わ
け
、「
ナ

シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
」概
念
を
創
造
し
た
フ
ェ

ビ
ア
ン
協
会
の
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
思
想
と
理
論

に
関
心
を
持
ち
続
け
て
き
た
。

　

一
貫
し
て
同
じ
テ
ー
マ
を
追
究
し
て
き
た

と
い
え
ば
、聞
こ
え
は
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

こ
れ
は
、現
在
に
至
る
ま
で
、若
い
頃
か
ら
の

テ
ー
マ
を
ま
と
め
切
れ
て
い
な
い
と
い
う
自

分
の
怠
惰
を
ご
ま
か
す
よ
う
な
表
現
で
も
あ

る
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、こ
れ
ま
で
、研
究
を
続

け
て
こ
ら
れ
た
の
は
、在
職
20
年
余
り
の
間

に
、わ
た
し
の
研
究
に
直
接
、間
接
に
役
に
立

つ
資
料
や
文
献
が
、数
多
く
本
学
図
書
館
に

収
蔵
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
お
か
げ
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
の
条
件
を
十
分
に
は
活
か
し
き
れ

て
い
な
い
と
い
う
反
省
も
含
め
て
、わ
た
し
の

研
究
が
本
学
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
英

語
文
献
、雑
誌
、マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
・
フ
イ
ッ

シ
ュ
に
ど
れ
ほ
ど
依
拠
し
て
き
た
か
を
以
下
、

書
い
て
み
た
い
。

Ⅰ

　

ど
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
で
あ
っ
て
も
、必

ず
、先
行
研
究
は
存
在
し
、こ
れ
を
無
視
し

て
、自
分
の
研
究
に
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
あ
る

と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。日
本
人
に
よ

る
研
究
も
参
照
す
る
が
、わ
た
し
は
、自
分
の

図
書
館
と
わ
た
し
の
研
究

研
究
テ
ー
マ
の
特
質
か
ら
、や
は
り
、欧
米
の

研
究
者
に
よ
る
先
行
研
究
を
重
視
し
て
き

た
。英
語
の
二
次
文
献
の
書
誌
的
情
報
は
細

か
く
な
り
す
ぎ
る
の
で
、こ
こ
で
は
割
愛
し
、

19
世
紀
末
か
ら
20
世
紀
初
頭
の
世
紀
転
換
期

イ
ギ
リ
ス
の
社
会
保
障
と
い
う
テ
ー
マ
を
研

究
す
る
に
あ
た
っ
て
、こ
れ
ま
で
、ど
の
よ
う
な

雑
誌
論
文
や
書
誌
的
な
文
献
を
利
用
し
て
き

た
か
に
ま
ず
言
及
し
て
み
よ
う
。

　

こ
れ
ま
で
、わ
た
し
は
先
行
研
究
を
把
握

す
る
た
め
に
、Victorian Studies,H

istory 

of E
ducation

 

、を
参
照
し
て
き
た
が
、

Journal of M
odern H

istory

が
、近
年
、図

書
館
に
入
り
、個
人
的
に
は
、大
変
、喜
ん
で

い
る
。こ
れ
ら
の
雑
誌
が
、そ
れ
ぞ
れ
対
象
や

特
徴
は
違
う
が
、欧
米
の
研
究
動
向
を
把
握

す
る
の
に
非
常
に
重
要
な
雑
誌
だ
か
ら
で
あ

る
。ま
た
、や
や
扱
っ
て
い
る
対
象
が
広
が
る

が
、Journal of Sociology,The Am

erican 

Journal of Econom
ics and Sociology

も
、

歴
史
研
究
を
包
含
す
る
雑
誌
で
あ
る
の
で
、

定
期
的
に
チ
ェ
ッ
ク
す
る
よ
う
に
し
て
き
た
。

　

最
新
の
研
究
動
向
や
論
点
は
、実
は
、同
時

代
の
評
論
の
な
か
に
す
で
に
現
れ
て
い
た
こ
と

が
少
な
く
な
い
。1
9
0
8
年
か
ら
公
刊
さ
れ

たThe Sociological review

が
所
蔵
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
研
究
者
か
ら
み
て
、あ
り
が
た
い

が
、こ
こ
で
は
、当
時
の
代
表
的
な
総
合
雑
誌

で
あ
る
、The Edinburgh review

の
存
在
を

強
調
し
て
お
こ
う（
写
真
参
照
）。

　

本
学
に
は
、同
誌
の
第
三
期
と
い
わ
れ
る
、

1
8
0
2
年
か
ら
1
9
2
9
年
ま
で
の
全
巻
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
。同
誌
に
は
、当
時
の
主
に

保
守
系
の
論
客
が
、あ
る
共
通
の
テ
ー
マ
に
関

連
す
る
文
献
を
2
、3
冊
か
ら
5
冊
程
度
紹

介
し
、そ
れ
に
評
者
の
コ
メ
ン
ト
を
加
え
る
と

い
う
、い
わ
ば「
書
評
論
文
」の
形
式
を
採
っ
た

文
章
が
数
多
く
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
を
読
め
ば
、た
と
え
ば
、当
時
の
救
貧

法
や
社
会
調
査
、種
々
の
社
会
立
法
の
動
き

に
対
す
る
保
守
系
の
論
者
の
観
点
が
よ
く
理

解
で
き
る
。た
だ
、当
時
の
他
の
総
合
雑
誌
に

も
み
ら
れ
た
こ
と
だ
が
、The E

dinburgh 

review

に
も
、多
く
の
文
章
が
無
著
名
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
難
点
が
あ
る
。筆
者
が
分
か
ら

な
け
れ
ば
、そ
の
文
章
を
自
分
の
論
文
の
中

で
、引
用
す
る
こ
と
に
は
だ
れ
も
が
躊
躇
を
お

ぼ
え
る
だ
ろ
う
。た
だ
し
、筆
者
名
は
次
の
書

誌
的
文
献
で
明
確
に
で
き
る
。

　

残
念
な
が
ら
、本
学
に
は
所
蔵
さ
れ
て
い
な

い
が
、W.E

.H
oughton,ed.The W

ellesley 

index to Victorian P
eriodicals.5vol.

1966-1989.

が
そ
れ
で
あ
る（
こ
れ
は
、オ
ン
ラ

イ
ン
版
も
あ
る
）。と
も
あ
れ
、本
学
に
赴
任
し

た
の
ち
に
、The Edinburgh review

が
入
っ
た

こ
と
は
、わ
た
し
に
と
っ
て
、大
変
、幸
運
で

あ
っ
た
。

　

J
・
S
・
ミ
ル
の
よ
う
に
筆
者
が
き
わ
め
て

著
名
な
人
物
で
あ
れ
ば
、か
れ
ら
の
経
歴
を

知
る
こ
と
は
比
較
的
、簡
単
で
あ
る
。し
か
し
、

同
時
代
の
論
者
の
中
に
は
、名
前
を
知
っ
た
だ

け
で
は
、当
人
の
経
歴
や
業
績
を
即
座
に
思
い

浮
か
べ
る
こ
と
が
困
難
な
人
物
も
少
な
か
ら

ず
い
る
。こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、次
の
新
旧

のN
ational B

iography

が
役
に
立
つ
。The 

D
ictionary of N

ational Biography,33v.

1917-1990.

とO
xford dictionary of 

N
ational Biography,61v.2004.

が
そ
れ
で
あ

る
。コ
ン
パ
ク
ト
に
書
か
れ
た
個
人
の
評
伝

は
、な
じ
み
の
な
か
っ
た
人
物
を
短
時
間
で
知

る
の
に
き
わ
め
て
有
効
で
あ
る
。わ
た
し
の
研

究
テ
ー
マ
に
即
し
て
い
え
ば
、ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻

や
W
・
H
・
ベ
ヴ
ァ
リ
ッ
ジ
の
よ
う
な
著
名
な

人
物
で
も
、新
旧
のN

ational B
iography

の

評
伝
を
読
み
比
べ
る
こ
と
で
勉
強
に
な
る
。両

者
を
比
較
す
る
こ
と
で
、研
究
史
の
動
向
や

評
価
の
変
遷
が
読
み
と
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

研
究
を
始
め
た
頃
に
は
、指
導
教
員
か
ら

先
行
研
究
を
学
ぶ
よ
う
、う
る
さ
く
指
導
さ

れ
た
。こ
れ
は
教
員
と
し
て
は
、た
だ
し
い
指

導
で
あ
っ
た
。し
か
し
、わ
た
し
は
、先
行
研
究

ば
か
り
読
ん
で
い
て
も
、研
究
が
前
進
す
る
の

か
と
い
う
不
安
が
あ
っ
た
。そ
し
て
、素
材
、す

な
わ
ち
文
献
や
資
料
を
直
接
、扱
う
よ
う
に

な
っ
て
研
究
の「
視
界
」が
広
が
っ
て
い
っ
た
記

憶
が
あ
る
。次
節
で
は
、わ
た
し
の
研
究
に

と
っ
て
、本
学
に
ど
ん
な
貴
重
な
素
材
が
所
蔵

さ
れ
て
い
る
の
か
を
み
て
み
た
い
。

Ⅱ

　

ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
を
研
究
し
よ
う
と
思
え
ば
、

か
れ
ら
の
手
書
き
文
書
を
含
め
た
膨
大
な
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
研
究
者

と
し
て
は
求
め
ら
れ
て
い
よ
う
。そ
の
コ
レ
ク

シ
ョ
ン
は
、か
れ
ら
が
創
設
し
た
ロ
ン
ド
ン
政

治
経
済
学
院（
L
S
E
）図
書
館
に
所
蔵
さ
れ

て
い
る
。

　

理
想
は
L
S
E
図
書
館
を
日
常
的
に
利
用

す
る
こ
と
で
あ
る
が
、ほ
と
ん
ど
の
日
本
人
研

究
者
と
同
様
、わ
た
し
に
も
そ
の
よ
う
な
条

件
は
な
い
。と
こ
ろ
が
、本
学
に
は
、意
外
な
ほ

ど
フ
ェ
ビ
ア
ン
、ウ
ェ
ッ
ブ
研
究
の
条
件
が
そ

ろ
っ
て
い
る
。

　

1
8
8
4
年
に
創
設
さ
れ
た
フ
ェ
ビ
ア
ン
協

会
は
、イ
ギ
リ
ス
社
会
主
義
者
の
知
識
人
集

団
と
し
て
、し
ら
れ
て
い
る
。ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
は

同
協
会
の
創
設
者
で
は
な
か
っ
た
も
の
の
、

も
っ
と
も
古
く
か
ら
の
会
員
で
あ
り
、長
き
に

わ
た
っ
て
、同
協
会
の
理
論
的
な
指
導
者
と
目

さ
れ
て
き
た
。と
り
わ
け
、社
会
保
障
の
分
野

で
、ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
お
よ
び
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会

が
注
目
さ
れ
た
の
は
、戦
後
イ
ギ
リ
ス
福
祉

国
家
の
創
設
に
か
れ
ら
が
理
論
的
、思
想
的

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
み
な
さ
れ
て
き

た
か
ら
で
あ
る
。

2425



藤井 透
社会学部公共政策学科　教授

京都大学大学院経済学研究科博
士課程満期退学、ロンドン大学
ユニバーシティ・カレッジ・ロンド
ン客員研究員（2005年～2006
年）。主な著書・論文に『エドウィ
ン・チャドウィック─福祉国家の
開拓者─』（ナカニシヤ出版、 
2002年、共訳）、『「1907年原則」
とは何か─1909年王立救貧法委
員会少数派報告の原点（1）（2）
─』（佛教大学『社会学部論集』第
46、47号、2008年）などがある。

　

そ
の
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
の
長
い
歴
史
を
知
る

た
め
に
は
、同
協
会
が
発
行
し
て
き
た
年
報

や
報
告
書
を
読
む
こ
と
が
基
本
の
作
業
と
な

ろ
う
。本
学
に
は
、Annual report on the 

w
ork of the Fabian Society

が
、1
8
9
0
年

か
ら
1
9
6
9
年
ま
で
備
え
ら
れ
て
い
る
。さ

ら
に
、New

 F
abian R

esearch B
ureau 

Q
uarterly

が
1
9
3
6
年
か
ら
1
9
4
8
年

ま
で
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
文
献
を
利

用
す
れ
ば
、改
良
主
義
的
な
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会

の
特
徴
を
長
期
に
わ
た
っ
て
把
握
す
る
こ
と

が
可
能
と
な
ろ
う
。

　

1
8
8
0
年
代
は
、イ
ギ
リ
ス
に
お
い
て

「
社
会
主
義
の
復
活
」と
言
わ
れ
た
時
期
で
あ

り
、フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
は
も
と
よ
り
、マ
ル
ク
ス

主
義
、ア
ナ
ー
キ
ズ
ム
、社
会
民
主
主
義
を
標

榜
す
る
多
様
な
社
会
主
義
組
織
が
誕
生
し
た

時
期
で
あ
っ
た
。そ
し
て
、わ
た
し
た
ち
の
一
般

的
な
イ
メ
ー
ジ
と
は
異
な
り
、当
時
の
社
会
主

義
者
が
、ひ
と
り
で
複
数
の
組
織
に
同
時
に
所

属
す
る
こ
と
は
決
し
て
珍
し
い
こ
と
で
は
な

か
っ
た
。

　

こ
れ
は
、ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
思
想
や
理
論
を

研
究
し
よ
う
と
思
え
ば
、狭
義
の
フ
ェ
ビ
ア
ン

協
会
に
関
連
す
る
雑
誌
だ
け
を
参
照
す
れ
ば

済
む
、と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
こ
と
を
意

味
す
る
。か
れ
ら
は
同
協
会
と
の
関
連
が
あ

ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
雑
誌
に
も
、執
筆
し
た

こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の

完
璧
な
文
献
目
録
が
い
ま
だ
作
成
さ
れ
て
い

な
い（
も
ち
ろ
ん
、L
S
E
に
お
い
て
も
、で
あ

る
！
）現
状
で
は
、ひ
ろ
く
当
時
の
雑
誌
を
渉

猟
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
が
、こ
の
よ
う
な
困
難
な
作
業
が
、

本
学
に
い
な
が
ら
に
し
て
相
当
部
分
、行
え
る

こ
と
を
御
存
知
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、

1
8
8
0
年
代
か
ら
第
一
次
大
戦
あ
た
り
ま

で
の
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
主
義
、社
会
民
主
主

義
、労
働
関
係
の
多
様
な
雑
誌
が
、マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ム
に
な
っ
て
お
り
、そ
れ
が
本
学
に
収

蔵
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。わ
た
し
が
数
え

た
限
り
、雑
誌
の
数
は
17
に
も
及
ぶ
が
、そ
の

な
か
か
ら
フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
お
よ
び
シ
ド

ニ
ー
・
ウ
ェ
ッ
ブ
に
関
連
す
る
興
味
深
い
雑
誌

を
一
例
だ
け
、取
り
上
げ
て
み
よ
う（
写
真
参

照
）。

Ⅲ　

　

本
学
に
は
、社
会
主
義
者
に
よ
っ
て
当
時
、

編
集
さ
れ
て
い
たTo-day

と
い
う
雑
誌
が
、

1
8
8
3
年
か
ら
1
8
8
9
年
ま
で
収
蔵
さ
れ

て
い
る
。同
誌
の
誌
面
上
で
は
、1
8
8
4
年

か
ら
89
年
に
か
け
て
、フ
ェ
ビ
ア
ン
協
会
に
お

け
る
ウ
ェ
ッ
ブ
の
盟
友
で
あ
っ
た
劇
作
家
の

G
・
バ
ー
ナ
ー
ド
・
シ
ョ
ー
が
、ジ
ェ
ボ
ン
ズ
派

の
経
済
学
者
で
あ
る

Rev
・
P
・
H
・
ウ
イ
ッ
ク
ス

テ
ィ
ー
ド
と
の
間
で
、マ
ル
ク
ス
の『
資
本
論
』

の
主
に
価
値
論
に
関
す
る
激
し
い
論
争
を
展

開
し
て
い
た
。

　

こ
の
論
争
は
、当
初
、マ
ル
ク
ス
を
擁
護
し

て
い
た
シ
ョ
ー
が
、ウ
イ
ッ
ク
ス
テ
ィ
ー
ド
の
影

響
を
受
け
、ジ
ェ
ボ
ン
ズ
理
論
に
宗
旨
替
え
を

し
た
と
、の
ち
に
シ
ョ
ー
自
身
が
告
白
し
た
論

争
で
あ
っ
た
。〝
フ
ェ
ビ
ア
ン
経
済
学
と
は
何

か
〞と
い
う
非
常
に
重
要
な
テ
ー
マ
を
解
き
明

か
す
ヒ
ン
ト
に
な
る
論
争
が
、幸
い
に
も
、本

学
に
い
な
が
ら
に
し
て
、原
資
料
で
た
し
か
め

ら
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
の
な

か
に
は
、作
家
で
芸
術
家
で
も
あ
っ
た
W
・
モ

リ
ス
が
資
金
面
で
も
思
想
面
で
も
支
え
た

C
om

m
onw

eal

、当
時
き
わ
め
て
著
名
で
あ
っ

た
女
性
活
動
家
で
あ
る
A
・
ベ
サ
ン
ト
が
編

集
を
行
っ
て
い
たO

ur corner

な
ど
、重
要
な

雑
誌
が
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。こ
れ
ら
の
マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ル
ム
は
わ
た
し
の
赴
任
以
前
に
、収
蔵

さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、と
も
あ
れ
、世

紀
転
換
期
イ
ギ
リ
ス
の
時
代
思
潮
を
知
る
う

え
で
も
、き
わ
め
て
価
値
の
あ
る
雑
誌
群
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

　

ウ
ェ
ッ
ブ
研
究
の
必
読
書
と
し
て
、夫
人
で

あ
る
ビ
ア
ト
リ
ス
の
ふ
た
つ
の
自
伝
、M

y 

Apprenticeship,1926.O
ur Partnership,

1948.
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。そ
し
て
、自

伝
の
記
述
の
基
に
な
っ
た
の
が
、彼
女
の
日
記

で
あ
っ
た
。こ
の
日
記
も
4
巻
本
と
し
て
公
刊

さ
れ
て
い
る
が
、も
と
も
と
の
日
記
が
、忠
実

に
、書
物
と
し
て
再
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
え

ば
、必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、そ
の
も
と
も
と
の
日
記
が

D
iary of Beatrice W

ebb

の
名
称
で
、マ
イ
ク

ロ
フ
ィ
ッ
シ
ュ
と
し
て
図
書
館
に
収
め
ら
れ
て

い
る
。こ
の
資
料
に
つ
い
て
は
、わ
た
し
自
身
は

ま
だ
十
分
に
利
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

が
、関
連
し
て
、収
蔵
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
、

A
rchive A

rrangem
ent R

outledge 

A
ssociates ,Index to the diary of Beatrice 

W
ebb, 1873-1943. 

と
併
せ
て
利
用
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、今
後
、思
想
史
的
な
ウ
ェ
ッ
ブ
研

究
を
さ
ら
に
深
め
る
こ
と
を
、期
し
た
い
。

　

世
紀
転
換
期
の
ウ
ェ
ッ
ブ
夫
妻
の
社
会
保

障
構
想
と
い
え
ば
、か
れ
ら
に
よ
っ
て
執
筆
さ

れ
た
、1
9
0
9
年
王
立
救
貧
法
委
員
会
少

数
派
報
告
を
落
と
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
で

あ
ろ
う
。同
報
告
書
は
、同
時
代
で
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、イ
ギ
リ
ス
福
祉
国
家
の
節
目
で
あ

る
1
9
4
0
年
代
、そ
し
て
1
9
8
0
年
代
に

い
た
っ
て
も
、繰
り
返
し
議
論
の
的
に
な
っ
た
、

イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
史
研
究
に
お
け
る
最
重

要
文
献
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
、一
方
の
多
数
派
報
告
書
と
併
せ

る
と
、1
、2
0
0
頁
を
超
え
る
長
大
な
報
告

書
で
あ
る
た
め
に
、有
名
な
割
に
は
き
ち
ん
と

読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
文
書
で
は
な
か
っ
た
か

と
思
わ
れ
る
。こ
の
よ
う
な
最
重
要
文
献
で
あ

る
両
報
告
書
の
み
な
ら
ず
、王
立
救
貧
法
委

員
会
の
議
会
資
料1909 Royal C

om
m

ission 

on the Poor Law
s and relief of D

istress 

が

全
54
冊
、20
巻
に
ま
と
め
ら
れ
て
本
学
に
収

蔵
さ
れ
て
い
る
事
実
を
知
る
人
は
決
し
て
多

く
は
な
い
だ
ろ
う（
写
真
参
照
）。

　

そ
こ
に
は
、同
委
員
会
に
お
け
る
膨
大
な

証
言
、独
自
に
行
わ
れ
た
各
種
調
査
結
果
も

す
べ
て
網
羅
さ
れ
て
い
る
。よ
っ
て
、こ
れ
ら
を

読
め
ば
、同
時
に
進
行
し
て
い
た「
自
由
党
の

諸
改
革
」（
1
9
0
6
〜
1
9
1
4
年
）を
含

め
た
世
紀
転
換
期
イ
ギ
リ
ス
社
会
保
障
の
動

向
を
、す
べ
て
把
握
で
き
る
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
あ
る
ま
い
。

　

も
ち
ろ
ん
、こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
文
献
や

資
料
の
み
で
、わ
た
し
の
研
究
の
た
め
の
素
材

が
す
べ
て
カ
バ
ー
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。し

か
し
あ
ら
た
め
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
、個
人

研
究
と
言
い
な
が
ら
、い
か
に
多
く
の
サ
ポ
ー

ト
を
得
て
、わ
た
し
が
研
究
を
や
っ
て
き
た
か

が
わ
か
る
。そ
の
サ
ポ
ー
ト
に
応
え
ら
れ
る
だ

け
の
研
究
成
果
を
出
し
て
き
た
と
は
い
え
な

い
が
、今
後
は
、依
拠
で
き
る
基
本
資
料
が
学

内
に
数
多
く
所
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
強
み

を
フ
ル
に
利
用
し
て
、研
究
に
活
か
し
て
い
け

れ
ば
と
思
う
。

む
す
び
に
代
え
て

　

小
論
の
依
頼
が
あ
っ
た
時
に
、自
分
の
研
究

と
本
学
図
書
館
と
の
関
係
が
す
ぐ
に
頭
に
浮

か
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。こ
れ
は
、大
学

院
生
以
降
、と
り
わ
け
、は
じ
め
て
イ
ギ
リ
ス

を
訪
れ
た
1
9
8
7
年
以
降
、L
S
E
図
書
館

な
ど
で
、資
料
を
探
し
て
き
た
経
験
か
ら
、自

分
の
資
料
は
自
分
で
み
つ
け
て
き
た
と
い
う

自
負
が
あ
っ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。し
か

し
、し
ば
ら
く
考
え
て
い
く
う
ち
に
、う
え
で

挙
げ
た
文
献
以
外
で
も
、電
子
ジ
ャ
ー
ナ
ル
や

他
大
学
図
書
館
へ
の
紹
介
・
利
用
な
ど
で
、本

学
の
図
書
館
を
活
用
し
て
、研
究
を
進
め
て

き
た
事
実
に
気
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。つ
ま

り
、大
学
の
図
書
館
が
自
分
に
と
っ
て「
空
気
」

の
よ
う
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
に
、当
初
、

思
い
至
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

今
回
、図
書
館
と
自
分
の
研
究
の
関
係
を

考
え
る
機
会
を
与
え
ら
れ
、自
分
の
研
究
が

驚
く
ほ
ど
多
く
の
も
の
を
図
書
館
に
負
っ
て

い
た
こ
と
を
発
見
し
た
。す
べ
て
の
研
究
者
は

自
分
が
日
々
、利
用
す
る
文
献
や
資
料
が
所

属
す
る
大
学
図
書
館
に
数
多
く
存
在
し
、か

つ
、充
実
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。わ
た
し

も
、本
学
の
図
書
館
が
社
会
科
学
、社
会
保
障

の
文
献
や
資
料
を
系
統
的
に
収
集
し
、当
該

分
野
の
教
育
、研
究
の
核
に
な
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
。そ
う
な
れ
ば
、わ
た
し
の
研
究
の

完
結
に
大
き
な
弾
み
に
な
る
と
思
う
か
ら
で

あ
る
が
、そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。こ
れ
か
ら
の

本
学
の
発
展
は
、社
会
科
学
の
分
野
の
充
実

に
よ
っ
て
た
し
か
な
も
の
と
さ
れ
る
し
、そ
れ

を
強
力
に
支
え
る
大
学
図
書
館
の
存
在
こ

そ
、つ
よ
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
、確
信
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
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佛
教
大
学
附
属
図
書
館
は
、佛
教
大
学
の
前
身
佛
教
専
門

学
校
が
あ
っ
た
京
都
市
左
京
区
鹿
ヶ
谷
の
地
か
ら
、現
在
の

京
都
市
北
区
紫
野
に
移
転
し
た
1
9
3
4（
昭
和
9
）年
11
月

23
日
に
木
造
2
階
建
の
閲
覧
室
と
、鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
3

階
建
の
書
庫
を
竣
工
落
成
し
ま
し
た
。こ
の
図
書
館
建
設
に

あ
た
っ
て
は
、佛
教
専
門
学
校
初
代
校
長
で
あ
る
土
川
善
澂

師（
浄
土
宗
大
本
山
知
恩
寺
68
世
住
職
）に
深
く
帰
依
さ
れ

た
篤
志
家
上
村
常
治
郎
氏
の
ご
遺
族
か
ら
多
額
の
寄
付
を
い

た
だ
き
、完
成
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。そ
の
後
、1
9
6
3

（
昭
和
38
）年
9
月
に
開
学
50
周
年
を
記
念
し
て
閲
覧
室
、書

庫
な
ど
が
増
築
さ
れ
、1
9
7
2（
昭
和
47
）年
4
月
に
は
、開

学
60
周
年
記
念
事
業
と
し
て
地
上
5
階
地
下
1
階
建
で
、研

究
室
を
配
置
し
た
複
合
図
書
館
棟
が
完
成
し
ま
し
た
。現
在

の
図
書
館
は
、開
学
80
周
年
の
記
念
事
業
と
し
て
、同
窓
会
、

鷹
陵
同
窓
会
な
ど
の
卒
業
生
、在
学
生
な
ら
び
保
護
者
、浄

土
宗
寺
院
を
は
じ
め
と
し
た
、本
学
有
縁
の
方
々
か
ら
の
多

大
な
寄
付
に
よ
っ
て
、1
9
9
5（
平
成
7
）年
1
月
に
着
工
し

1
9
9
7（
平
成
9
）年
4
月
に
竣
工
し
た
も
の
で
す
。地
上
5

階
地
下
2
階
建
で
1
0
0
万
冊
を
収
蔵
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
建
物
は
、「
佛
教
專
門
學
校
附

属
圖
書
館
成
徳
常
照
館
之
記
」に
あ
る「
今
コ
コ
ニ
冠
ス
ル
所

ノ
成
徳
常
照
館
ノ
名　

ハ（
中
略
）繙
書
ノ
士
專
ラ
徳
器
ノ
成

就
ニ
努
メ
テ
智
光
ヲ
常
照
ス
ル
」か
ら「
成
徳
常
照
館
」と
名

づ
け
ら
れ
、書
物
を
ひ
も
と
く
者
が
努
力
し
て
、立
派
な
人
格

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
沿
革
と「
成
徳
常
照
館
」の
由
来

者
と
な
り
、智
慧
の
光
を
い
つ
も
照
ら
す
よ
う
に
と
い
う
願
い

が
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。こ
の
木
額
は
佛
教
専
門
学
校
第
7
代

校
長
江
藤
澂
英
師（
浄
土
宗
大
本
山
善
導
寺
61
世
住
職
）に
よ
っ

て
撰
述
さ
れ
た
も
の
で
、現
在
は
図
書
館
1
階
に
掲
げ
ら
れ
て
い

ま
す
。ま
た
、同
じ
く
1
階
に
設
置
さ
れ
て
い
る
浄
土
宗
総
本
山

知
恩
院
に
あ
る
八
角
形
の
経
蔵「
転
輪
蔵
」（
略
し
て
輪
蔵
）の

縮
小
複
製
は
、1
9
9
8（
平
成
10
）年
5
月
、図
書
館
開
館
1

周
年
を
記
念
し
て
、佛
教
大
学
同
窓
会
、鷹
陵
同
窓
会
、通
信

教
育
部
学
友
会
、教
育
振
興
会
か
ら
寄
附
さ
れ
ま
し
た
。転
輪

蔵
は
、1
回
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、一
切
経
を
読
誦
し
た
こ

と
と
同
じ
功
徳
を
得
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

5
月　
　

図
書
館
1
階
カ
ウ
ン
タ
ー
内
に
高
速
カ
ラ
ー
ブ
ッ
ク
ス
キ
ャ
ナ
ー（Bookshot3600

）を
設
置
。

6
月　
　

図
書
館
3
階
、4
階
に
書
架
増
設
。

　
　
　
　

図
書
館
利
用
説
明
会
開
催
。（
〜
2
0
1
4
年
1
月
）

8
月　
　

図
書
館
3
階
に
講
談
社
文
芸
文
庫
コ
ー
ナ
ー
を
、

　
　
　
　

同
じ
く
4
階
に
軽
読
書
コ
ー
ナ
ーLynzo

倶
楽
部
を
設
置
。

　
　
　
　

佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
り
、講
談
社
文
芸
文
庫
を
整
備
。

10
月　
　

図
書
館
報『
常
照
』第
60
号
を
発
行
。

3
月　
　

図
書
館
2
階
、3
階
、4
階
に
書
架
増
設
。

　
　
　
　

平
成
25
年
度
私
立
大
学
等
研
究
設
備
整
備
費
等
補
助
金
に
よ
り
、

　
　
　
　
『
京
童
』、『
山
城
四
季
物
語
』、『
山
城
名
勝
志
』、『
山
城
名
勝
志
図
』を

　
　
　
　

購
入（
補
助
金
交
付
決
定
）。

特
集
コ
ー
ナ
ー
・
テ
ー
マ（
2
0
1
3
年
4
月
〜
2
0
1
4
年
3
月
）

4
月　
　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
歴
史
と
文
化

5
月　
　

日
本
中
世
の
文
学

6
月　
　

李
白
と
杜
甫―

中
国
唐
代
の
詩
人
た
ち―

7
月　
　

ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
イ
、フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
と
そ
の
時
代―

失
わ
れ
た
世
代
の
作
家
た
ち―

8
月　
　

幻
想
と
怪
奇
な
世
界

9
月　
　

史
伝
文
学
の
醍
醐
味

10
月　
　

ス
ペ
イ
ン―

そ
の
光
と
影―

11
月　
　

落
語
を
愉
し
む

12
月　
　

秘
す
れ
ば
花
な
り―

観
阿
弥
6
8
0
年
・
世
阿
弥
6
5
0
年
の
時
空―

1
月　
　

法
然
上
人
と
そ
の
時
代

2
月　
　

戦
国
乱
世
の
英
雄
た
ち―

そ
の
実
像
と
虚
像
を
探
る―

3
月　
　

世
界
の
ミ
ス
テ
リ
と
Ｓ
Ｆ
の
名
作

佛
教
大
学
附
属
図
書
館
の
事
業
活
動
報
告　
2
0
1
3
〜
2
0
1
4
年
度
前
半
期

2013年度

5
月　
　

図
書
館
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
説
明
会
開
催
。（
〜
2
0
1
5
年
1
月
）

7
月　
　

古
典
籍
利
用
講
座
開
催
。

9
月　
　

図
書
館
2
階
に
職
員
研
修
用
図
書
コ
ー
ナ
ー
お
よ
び
朝
日
選
書

　
　
　
　

コ
ー
ナ
ー
を
設
置
。

　
　
　
　

佛
教
大
学
教
育
後
援
会
の
援
助
金
に
よ
り
、朝
日
選
書
を
整
備
。

特
集
コ
ー
ナ
ー
・
テ
ー
マ（
2
0
1
4
年
4
月
〜
9
月
）

4
月
〜
5
月　
　

イ
タ
リ
ア―

そ
の
歴
史
と
文
化―

5
月
〜
6
月　
　

江
戸
時
代
の
思
想
家
た
ち

7
月　
　
　
　
　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア―

作
品
と
そ
の
時
代―

8
月　
　
　
　
　

西
行
と
定
家―

乱
世
を
生
き
た
歌
人―

9
月　
　
　
　
　

古
代
日
本
の
宗
教
事
情　

特
集
コ
ー
ナ
ー
の
展
示
図
書
に
つ
い
て
は
、佛
教
大
学
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
図
書
館

の
イ
ベ
ン
ト
欄
か
ら
ア
ク
セ
ス
し
て
一
覧
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

2014年度

2階 朝日選書コーナー

2階 職員研修用図書コーナー
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