
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

幕末歌壇の諸相 : 中島広足の目から見た幕末歌壇

吉良, 史明
九州大学大学院博士後期課程

https://doi.org/10.15017/19772

出版情報：語文研究. 107, pp.45-60, 2009-06-02. 九州大学国語国文学会
バージョン：
権利関係：



は
じ
め
に

天
保
か
ら
幕
末
に
至
る
歌
壇
は
、
佐
々
木
信
綱『
近
世
和
歌
史

(

注
１)』

に

縣
門
、
鈴
屋
派
、
江
戸
派
、
桂
園
派
等
の
流
を
汲
ん
で
、
そ
れ

ぞ
れ
特
色
あ
る
歌
風
を
有
し
た
歌
人
、
或
は
そ
れ
ら
の
流
派
以
外

に
た
つ
歌
人
が
、
單
に
江
戸
京
都
等
の
文
壇
に
於
い
て
の
み
な
ら

ず
、
各
地
に
輩
出
し
て
、
さ
な
が
ら
百
花
亂
れ
咲
く
趣
を
呈
し
た

の
が
、
徳
川
末
期
の
歌
界
の
大
勢
で
あ
る
。

と
論
じ
ら
れ
る
ご
と
く
、
和
歌
結
社
が
江
戸
、
大
坂
、
京
都
の
三
都
の

み
な
ら
ず
全
国
に
興
り
、
加
納
諸
平
編『

類
題
鰒
玉
集

(

注
２)』

を
始
め
と
す

る
数
多
の
類
題
和
歌
集
が
出
刊
さ
れ
、
近
世
和
歌
史
上
活
況
を
呈
し
た

時
代
で
あ
る
。

一
方
、
幕
末
歌
壇
に
関
し
た
研
究
は
、
辻
森
秀
英『

近
世
後
期
歌
壇

の
研
究

(

注
３)』

等
に
主
た
る
歌
人
の
歌
論
、
歌
風
の
紹
介
、
な
ら
び
に
実
態

解
明
を
試
み
た
論
考
数
編
が
備
わ
る
も
の
の
、
昭
和
六
十
年
代
以
降
進

捗
し
て
お
ら
ず
、
鈴
門
、
江
戸
派
、
桂
園
派
三
派
の
諸
相
、
ま
た
そ
の

影
響
が
如
何
に
地
方
歌
壇
に
波
及
し
た
も
の
か
、
い
ま
だ
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
と
は
い
い
難
い
。
そ
れ
は
、
盛
ん
な
交
流
が
な
さ
れ
た
が
故

に
歌
壇
の
実
態
が
極
度
に
混
迷
を
極
め
て
い
た
こ
と
に
起
因
す
る
と
い

え
よ
う
。
例
え
ば
、
如
上
の『

近
世
和
歌
史』

に

而
し
て
、
そ
れ
ら
の
歌
人
の
中
に
は
、
單
に
一
派
の
風
を
學
ぶ
の

み
で
な
く
、
或
は
他
派
の
風
を
と
り
入
れ
、
或
は
自
己
の
風
を
發
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揮
し
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
特
色
を
出
し
た
歌
人
が
少
な
く
な
か

つ
た
。

と
記
さ
れ
る
ご
と
く
、
近
世
末
期
の
歌
人
は
、
派
閥
の
垣
根
を
越
え
て

他
派
と
も
親
交
を
深
め
て
お
り
、
特
定
の
一
派
に
終
始
す
る
こ
と
な
く

三
派
各
々
か
ら
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
一
歌
人
の
歌
壇
史
上
の
位
置
を
特
定
す
る
こ
と
さ
え
困
難

な
状
況
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

他
方
、
か
く
の
ご
と
き
研
究
の
閉
塞
状
況
は
、
従
来
の
論
考
が
中
央

か
ら
地
方
を
照
射
す
る
視
点
の
み
に
偏
重
し
て
い
た
こ
と
も
ま
た
一
因

と
し
て
あ
り
、
地
方
か
ら
中
央
を
視
野
に
据
え
た
歌
壇
史
の
構
築
が
俟

た
れ
る

(

注
４)

。
筆
者
は
以
前
、
か
か
る
問
題
意
識
の
も
と
、
幕
末
の
長
崎
を

舞
台
に
活
躍
し
た
歌
人
中
島
広
足(

寛
政
四
年

文
久
四
年)

の
歌

論
を
明
ら
か
に
す
べ
く｢

広
足
と
宣
長

『

後
の
歌
が
た
り』

に
見

ら
れ
る
宣
長
批
判
の
内
実

(

注
５)｣

を
発
表
し
、
ご
く
一
時
期
鈴
屋
社
中

へ
の
傾
倒
を
示
す
も
江
戸
派
の
歌
論
が
広
足
の
生
涯
に
亘
り
堅
持
さ
れ

た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
稿
に
お
い
て
は
鈴
門
へ
の

歩
み
寄
り
を
示
し
た
経
緯
が
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。

そ
こ
で
本
稿
は
、
広
足
が
初
め
て
鈴
門
に
接
近
し
た
文
化
末
年
か
ら

文
政
初
頭
に
か
け
て
の
動
向
、
言
説
に
着
目
し
つ
つ
、
鈴
門
に
傾
倒
し

た
経
緯
、
背
景
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
以
て
、
地
方
歌
人
広
足
の
目

か
ら
見
た
鈴
屋
社
中
、
な
ら
び
に
中
央
歌
壇
の
様
相
の
一
端
を
提
示
す

る
も
の
で
あ
る
。

一

広
足
の
人
と
な
り

先
ず
始
め
に
、
拙
稿｢

刊
本『

さ
ゝ
ぐ
り』

の
成
立

長
崎
橿
園

社
中
の
台
頭

｣
(

注
６)

と
若
干
重
複
す
る
が
、
論
述
の
都
合
上
、
広
足
の

略
歴
、
な
ら
び
に
人
と
な
り
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

中
島
広
足
。
寛
政
四
年(

一
七
九
二)

三
月
五
日
、
中
島
五
郎
平
惟

規
の
長
男
と
し
て
肥
後
熊
本
城
下
に
生
ま
れ
る
。
初
め
嘉
太
郎
・
惟
清
。

後
、
春
臣
・
広
足
・
弘
足
と
称
す
。
号
は
橿
園
・
黄
口
・
田
翁

た
を
さ

。
享
和

二
年(

一
八
〇
二)

七
月
、
父
の
死
没
に
よ
り
齢
十
一
に
し
て
家
督
を

相
続
。
以
後
、
御
番
方
、
御
小
姓
役
を
命
ぜ
ら
れ
、
傍
ら
二
条
派
の
歌

学
を
修
め
る
。
藩
主
細
川
斉
茲
か
ら
寵
愛
さ
れ
、
将
来
を
嘱
望
さ
れ
る

も
、
文
化
十
二
年(

一
八
一
五)

春
、
病
の
た
め
に
致
仕
。
同
年
前
後

よ
り
文
事
に
没
頭
し
た
広
足
は
、
橘
千
蔭
門
人
の
江
戸
の
一
柳
千
古
に

入
門
、
歌
文
を
学
ぶ
。
一
方
、
故
郷
熊
本
に
て
は
本
居
宣
長
の
高
弟
長

瀬
真
幸

ま
さ
き

に
師
事
し
、
主
と
し
て
国
学
の
教
え
を
請
う
た
。
さ
ら
に
、
文

政
五
年(
一
八
二
二)

の
初
度
長
崎
来
訪
よ
り
、
同
地
の
歌
人
青
木
永な

が

章ふ
み

、
近
藤
光
輔
と
親
交
を
深
め
た
広
足
は
、
両
人
を
介
し
て
、
和
歌
山

の
本
居
大
平
、
加
納
諸
平
、
長
澤
伴
雄
、
京
都
の
香
川
景
樹
、
江
戸
の
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橘
守
部
、
伴
信
友
、
平
田
篤
胤
を
始
め
、
諸
国
の
歌
壇
の
主
催
者
た
る

国
学
者
、
歌
人
に
親
炙
し
、
自
ら
も
ま
た
長
崎
の
地
に
橿
園
社
中
な
る

和
歌
結
社
を
興
し
て
一
家
を
成
し
た
。

か
か
る
交
流
の
幅
の
広
さ
か
ら
か
、
天
保
期
以
降
成
立
の
類
題
和
歌

集
に
は
悉
く
と
い
え
る
ほ
ど
広
足
歌
が
入
集
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
柿

園
派
総
帥
の
加
納
諸
平
編『
類
題
鰒
玉
集』

一
篇
か
ら
七
篇
に
計
二
二

三
首
、
篤
胤
門
人
の
鈴
木
重
胤

し
げ
た
ね

編『

近
世
名
家
歌
集

(

注
７)』

に
計
八
九
首
、

鈴
門
の
長
澤
伴
雄
編『

類
題
和
歌
鴨
川
集

(

注
８)』

太
郎
編
か
ら
五
郎
集
に
計

一
七
七
首
、
足
代
弘
訓

あ
じ
ろ
ひ
ろ
の
り

門
人
の
佐
々
木
弘
綱
編『

類
題
千
船
集

(

注
９)』

一
編

か
ら
三
編
に
計
二
八
六
首
が
入
集
す
る
等
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
す
な

わ
ち
広
足
は
、
江
戸
派
の
み
な
ら
ず
各
派
と
交
流
し
、
当
代
歌
壇
に
お

い
て
一
目
置
か
れ
る
歌
人
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

さ
て
、
そ
の
広
足
の
人
と
な
り
と
し
て
注
目
す
べ
き
は
、
無
類
の
論

争
癖
で
あ
ろ
う
。
前
掲｢

広
足
と
宣
長

『

後
の
歌
が
た
り』

に
見

ら
れ
る
宣
長
批
判
の
内
実

｣

に
お
い
て
、
宣
長
歌
論
を
辛
辣
に
批

判
す
る
様
を
示
し
た
が
、
広
足
の
批
判
は
鈴
屋
の
み
に
止
ま
る
こ
と
な

く
、
桂
園
派
、
堂
上
派
、
さ
ら
に
は
江
戸
派
に
ま
で
向
け
ら
れ
た
。
例

え
ば
、
桂
園
一
枝
論
争

(

注
�)

の
際
、
癖
が
高
じ
て
か
、
広
足
は
江
戸
派
、
桂

園
派
双
方
の
説
の
消
長
を
論
じ
た
一
書
の
上
木
を
企
て
、
盟
友
の
光
輔

か
ら
次
の
よ
う
に
厳
し
く
諭
さ
れ
た
ほ
ど
で
あ
る
。

一

扨
又
愚
存
小
将
申
述
候
は
、
彼
桂
一
枝
、
大
幣
あ
る
に
て
、

大
に
景
樹
直
打

ね
う
ち

下
り
申
候
。
夫
に
又
、
門
人
氏
曄
と
か
い
ふ
者

の
弁
出
候
は
ゞ
、
師
光
彪
も
又
直
打
下
り
可
申
候
。
夫
に
又
、

公
の
入
念
候
判
出
候
は
ゞ
、
又
公
を
人
お
と
し
め
可
申
候
。
桂

一
の
あ
し
き
所
は
い
は
い
で
も
人
し
る
所
な
り
。
大
ぬ
さ
の
あ

し
き
所
も
勿
論
に
御
座
候
。
氏
曄
の
弁
い
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
く

れ

ぐ
も
御
と
め
可
然
候

(

注
�)

。

(

彌
富
破
摩
雄
編『

桂
園
遺
稿』

下
巻
所
収
、
広
足
宛
光
輔
書

簡
、
五
車
楼
、
明
治
四
十
年)

新
た
な
争
い
の
火
種
と
な
る
こ
と
を
危
惧
し
た
光
輔
の
忠
告
を
入
れ
、

出
刊
す
る
こ
と
こ
そ
差
し
控
え
た
も
の
の
、
参
戦
を
企
図
し
て
い
た
こ

と
は
、
渦
中
の
書
で
あ
る
中
川
自
休『

大
幣

(

注
�)』

に
無
数
の
広
足
書
入
れ

が
施
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
ご
く
一
部
は
、
天
保
十
四
年(

一
八
四
三)

刊
の
随
筆『

橿
の
く
ち
葉』

三
巻
一
冊
に
収
載
さ
れ
る
こ
と
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
以
て
、
広
足
の
論
争
癖
が
う
か
が
い
知
れ
る
逸
話
と
い

え
よ
う
。

か
く
の
ご
と
く
論
争
を
好
み
、
特
定
の
派
閥
に
与
す
る
こ
と
な
く
批

判
的
に
各
派
の
様
相
を
見
据
え
る
広
足
の
目
に
当
代
歌
壇
の
実
態
は
如

何
に
映
っ
た
か
、
次
節
よ
り
検
討
に
入
る
。
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二

文
化
末
年
の
広
足

堂
上
批
判

広
足
の
学
統
に
関
し
て
は
、
従
来
江
戸
派
の
千
古
、
鈴
門
の
大
平
、

同
じ
く
鈴
門
の
真
幸
、
桂
園
派
総
帥
景
樹
の
何
れ
の
門
人
で
あ
る
と
も

論
じ
ら
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
数
多
の
肥
後
細
川
藩
士
が
藩
祖

幽
斎
よ
り
の
二
条
派
歌
学
を
修
め
て
い
た
ご
と
く
、
同
藩
士
で
あ
る
広

足
も
ま
た
若
年
の
折
に
同
派
の
教
え
を
墨
守
し
て
い
た
こ
と
、
堂
上

歌
学
を
批
判
し
た『

宇
奈
為
乃
須
左
備

う

な

ゐ

の

す

さ

び』
(

文
化
末
年
頃
成
立
写
本
一

冊

(

注
�))

な
る
書
の
序
文
に
記
さ
れ
て
い
る
。

お
の
れ
い
と
わ
か
ゝ
り
し
時
、
近
体
家
の
を
し
へ
を
な
に
が
し
の

翁
に
う
け
て
、
其
伝
へ
を
崇
び
し
ほ
ど
は
、
歌
は
た
ゞ
雲
の
上
人

の
み
し
り
給
へ
る
も
の
と
お
も
ひ
、
万
葉
集
と
い
へ
ば
、
今
の
人

の
と
く
べ
か
ら
ぬ
も
の
と
お
も
ひ
、
其
ふ
り
ま
な
ぶ
人
は
、
聞
も

し
ら
ぬ
こ
と
や
う
な
る
こ
と
を
、
歌
に
も
よ
み
て
、
其
論
は
た
、

み
だ
り
に
人
を
そ
し
る
わ
た
く
し
ご
と
ゝ
の
み
、
お
も
へ
り
き

(

注
�)

。

同
書
の
表
、
裏
見
返
し
に
書
付
け
ら
れ
た
右
の
記
述
は
、
自
ら
の
歌

学
び
を
回
想
し
た
も
の
で
あ
り
、
当
初
広
足
は｢

近
体
家｣

す
な
わ
ち

堂
上
派
の
流
れ
を
汲
む
某
に
初
学
の
教
え
を
受
け
、
真
淵
始
め
万
葉
調

の
国
学
者
の
詠
歌
に
は
批
判
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
国
学

者
と
し
て
後
に
名
を
馳
せ
た
広
足
の
歌
学
修
養
は
、
堂
上
派
の
そ
れ
か

ら
始
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
如
上
の
記
述
に
続
け
て
、
広
足
の
筆
は
、
堂
上
歌
学
か
ら
脱

却
し
国
学
を
志
し
た
経
緯
へ
と
進
め
ら
れ
る
。

か
く
て
、
集
ど
も
見
も
て
ゆ
く
ま
に

く
、
ひ
と
り
お
も
ひ
け
る

や
う
、
人
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
、
わ
れ
は
い
に
し
へ
を
ひ
ろ
く
ま

な
び
て
、
其
よ
し
あ
し
を
い
か
で
み
づ
か
ら
見
わ
き
て
し
が
な
と

お
も
ひ
な
り
て
、
か
の
翁
に
も
い
は
ず
、
こ
ゝ
ろ
み
に
万
葉
ま
な

び
せ
し
人
の
あ
ら
は
せ
る
書
ど
も
を
見
し
に
、
は
じ
め
て
其
論
の

た
け
た
る
こ
と
を
し
り
ぬ
。
か
く
て
、
と
し
月
に
ま
な
び
つ
る
、

や
う

く
い
に
し
へ
を
あ
き
ら
め
し
り
て
な
ん
、
今
は
昔
の
お
ろ

か
な
り
し
こ
と
も
、
い
た
く
は
ぢ
お
も
は
れ
、
か
の
翁
が
つ
た
な

き
を
し
へ
を
た
ふ
と
び
し
こ
と
も
、
い
み
じ
う
く
い
お
も
は
れ
け
る
。

｢

万
葉
ま
な
び
せ
し
人｣

が
如
何
な
る
人
物
で
あ
る
か
、
断
定
こ
そ
で

き
な
い
も
の
の
、
広
足
の
経
歴
か
ら
推
し
て
、
師
筋
に
あ
た
り『

万
葉

集
略
解

(
注
�)』
の
著
者
で
あ
る
千
蔭
、
も
し
く
は『

万
葉
集
佳
調

(

注
�)』

を
著
し

た
同
藩
の
真
幸
等
が
該
当
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
も
か
く
も
、
国
学
者
の

著
述
を
試
み
に
一
読
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
国
学
に
目
覚
め
、
以
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後
堂
上
派
に
批
判
的
な
姿
勢
を
示
し
始
め
た
様
が
見
て
取
れ
よ
う
。

と
こ
ろ
が
、
国
学
を
志
向
し
て
以
後
も
、
広
足
の
詠
歌
に
は
以
前
よ

り
の
堂
上
風
の
影
が
色
を
落
と
し
て
い
た
こ
と
、
自
ら
も
次
の
ご
と
く

自
覚
し
て
い
た
。

し
か
は
あ
れ
ど
、
ま
づ
い
る
も
の
む
ね
と
な
る
と
、
か
ら
人
の
い

へ
る
詞
を
お
も
へ
ば
、
な
ほ
む
か
し
の
な
ら
ひ
の
な
ご
り
も
て
あ

る
と
、
つ
ね
に
こ
ゝ
ろ
づ
か
ひ
せ
ら
る
ゝ
に
、
こ
た
び
さ
る
つ
い

で
あ
り
け
れ
ば
、
い
さ
ゝ
か
そ
の
こ
と
わ
り
を
わ
き
ま
へ
ぬ
。

｢

ま
づ
い
る
も
の
む
ね
と
な
る

(

注
�)｣

す
な
わ
ち
堂
上
派
の
教
え
が
自
ら
の

歌
の
奥
底
に
潜
む
こ
と
を
危
惧
し
た
広
足
は
、
堂
上
歌
学
と
国
学
の
相

違
を
明
ら
か
に
す
べ
く
同
書
を
著
し
、
堂
上
風
の
払
拭
を
図
っ
た
と
い

え
よ
う
。

か
く
て
広
足
は
、
同
書
本
文
に
お
い
て
堂
上
歌
学
の
論
駁
を
試
み
た
。

そ
の
批
判
は
、
主
に
堂
上
派
の
権
威
主
義
と
語
学
の
稚
拙
さ
を
的
と
し

て
、
殊
に
真
淵
、
宣
長
等
の
著
述
に
拠
り
つ
つ
な
さ
れ
て
お
り
、
興
味

深
い
。
一
例
を
示
せ
ば
、
一
丁
表
冒
頭
の

当
時
万
葉
風
と
称
し
て
歌
よ
む
輩
は
、
み
だ
り
に
制
度
を
や
ぶ
り
、

近
体
家
の
人
の
歌
と
い
へ
ば
、
貴
人
の
歌
を
も
必
是
を
誹
謗
す
。

其
罪
か
ろ
か
ら
ず
。

と
い
う
堂
上
派
歌
人
の
国
学
批
判
に
対
し
て
は
、
国
学
の
入
門
書
と
も

い
う
べ
き
宣
長『

う
ひ
山
ふ
み

(

注
�)』

を
お
よ
そ
二
丁
に
亘
り
援
用
し
て
、

歌
の
巧
拙
に
貴
賤
の
与
ら
な
い
こ
と
を
論
じ
て
反
駁
し
て
お
り
、
本
居

国
学
へ
の
傾
倒
が
明
ら
か
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
傾
向
は
、
文

化
末
年
頃
の
広
足
に
顕
著
で
あ
り
、
同
十
二
年
十
一
月
に
著
さ
れ
た

『

古
今
集
三
鳥
三
木
弁

(

注
�)』

も
ま
た
、
宣
長『

玉
勝
間

(

注
�)』

等
を
も
と
に
古

今
伝
授
中
の
三
木
三
鳥
伝
授
の
非
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
語
学
に
関
し
て
も
、
堂
上
派
が
国
学
者
の
仮
名
遣
い
を
否
定

し
、
定
家
仮
名
遣
い
を
称
揚
す
る
こ
と
に
対
し
、

す
べ
て
、
い
に
し
へ
の
仮
字

か

な

の
た
ゞ
し
き
事
を
、
は
じ
め
て
見
出

た
る
は
、
難
波
の
契
沖
法
師
也
。
其
後
、
賀
茂
翁
、
本
居
翁
な
ど
、

つ
ぎ

く
に
古
言
の
ま
な
び
を
お
こ
さ
れ
た
る
よ
り
、
今
は
古
言

の
か
な
は
、
た
れ
も
よ
く
し
れ
る
事
也
。
猶
く
は
し
く
は
、
古
事

記
伝
、
古
言
梯
、
呵
苅
葭
な
ど
い
ふ
書
に
、
是
等
の
事
は
見
え
た

れ
ば
、
よ
く
見
て
さ
と
る
べ
き
也
。

と
、
契
沖
、
真
淵
、
宣
長
を
経
て
大
成
さ
れ
た
国
学
が
古
代
の
仮
名
遣

い
を
解
明
し
た
こ
と
、
宣
長『

古
事
記
伝

(

注
�)』

等
の
書
を
目
に
す
べ
き
こ
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と
を
記
し
て
、
批
判
し
た
。
お
そ
ら
く
は
、
記
紀
、
万
葉
等
の
書
に
用

例
を
索
め
、
緻
密
に
考
証
を
加
え
る
国
学
の
姿
勢
に
感
化
さ
れ
て
の
言

で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
ま
た
、
堂
上
派
の
テ
ニ
ヲ
ハ
伝
授
に
関
し
て
は
、
次
の
ご
と

く
反
駁
し
た
。

ま
た
、
テ
ニ
ヲ
ハ
の
と
ゝ
の
へ
な
ど
は
、
近
体
家
に
て
は
、
伝
授

な
ど
い
へ
ど
、
と
ゝ
の
へ
る
は
ま
れ
也
。
其
外
、
く
さ

ぐ
の
テ

ニ
ヲ
ハ
の
変
格
あ
る
事
を
も
し
ら
ず
。
こ
は
先
年
、
本
居
翁
、
詞

玉
緒
て
ふ
書
を
著
し
、
古
今
の
テ
ニ
ヲ
ハ
の
、
と
ゝ
の
へ
の
か
ぎ

り
を
さ
と
さ
れ
し
よ
り
、
テ
ニ
ヲ
ハ
の
事
は
、
は
じ
め
て
明
ら
か

に
な
り
ぬ
。

堂
上
派
の
詠
草
に
は
テ
ニ
ヲ
ハ
の
使
い
様
を
心
得
た
も
の
が
稀
で
あ

る
こ
と
を
論
じ
る
一
方
、
広
足
は
宣
長
が『

詞
の
玉
緒

(

注
�)』

を
著
し
て
か

ら｢

テ
ニ
ヲ
ハ
の
事
は
、
は
じ
め
て
明
ら
か
に
な
り
ぬ｣

と
褒
め
称
え

て
お
り
、
こ
れ
も
ま
た
本
居
国
学
へ
の
傾
倒
ぶ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
。

殊
に
同
書
に
関
し
て
は
、
文
化
十
三
年(

一
八
一
六)

二
月
二
十
四
日

成
立
の『

淡
海
僧
海
量
随
筆
中
抜
書

(

注
�)』

十
三
丁
欄
上
に｢

此
玉
の
緒
は
、

い
と
た
ふ
と
き
文
に
て
、
歌
よ
ま
む
人
は
、
必
是
を
も
て
、
て
に
を
は

を
た
ゞ
す
べ
き
也｣

と
朱
筆
書
入
れ
を
施
し
た
ほ
ど
で
あ
り
、
広
足
の

愛
読
ぶ
り
が
知
れ
よ
う
。

か
く
の
ご
と
く
、
文
化
末
年
の
広
足
は
堂
上
風
の
詠
歌
か
ら
の
脱
却

を
試
み
る
に
あ
た
り
、
宣
長
の
著
述
、
殊
に『

詞
の
玉
緒』

を
自
ら
の

歌
学
の
支
柱
と
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
同
書
の
如

何
な
る
点
が
広
足
を
し
て
か
く
心
酔
せ
し
め
た
も
の
か
、
ま
た
江
戸
派

の
歌
論
を
生
涯
に
亘
り
堅
持
し
た
広
足
が
、
何
故
江
戸
派
の
千
蔭
、
春

海
等
の
著
述
に
拠
ら
ず
、
宣
長
の
そ
れ
に
依
拠
し
た
も
の
か
、
定
か
で

は
な
い
。
そ
こ
で
次
節
以
下
に
お
い
て
は
、
以
上
の
二
点
に
関
し
て
検

討
を
試
み
た
い
。

三

広
足
と『

詞
の
玉
緒』

鈴
門
の
諸
相(

一)

『

詞
の
玉
緒』

は
、
大
野
晋
編『

本
居
宣
長
全
集』

第
五
巻(

筑
摩

書
房
、
昭
和
四
十
五
年)

の
解
題
に

『

詞
の
玉
緒』

は
内
容
が
確
實
で
平
明
で
あ
っ
た
か
ら
理
解
し
や
す

く
、
こ
の
後
を
つ
い
で
古
典
の
テ
ニ
ヲ
ハ
の
研
究
に
入
る
も
の
が

頗
る
多
か
っ
た
。『

玉
緒
繰
分』

(

義
門
著)

、『

玉
緒
延
約』

(

玄

裡
庵
日
善
著)

、『

玉
緒
末
分
櫛』

(

長
野
義
言
著)

、『

詞
の
玉
緒

補
遺』

(
中
嶋
廣
足
著)

、『

玉
の
緒
縒
添』

(

中
村
尚
輔
著)

、『

助

辭
義
一
覽』

(
橘
守
部
著)

な
ど
は
、
或
い
は
宣
長
の
擧
例
を
更
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に
補
い
た
い
と
願
い
、
或
い
は
宣
長
の
研
究
を
平
易
に
解
説
し
よ

う
と
志
し
た
著
作
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、『

詞
の
玉
緒』

の
影
響
が

い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

と
論
じ
ら
れ
る
ご
と
く
、
所
謂
玉
緒
学
派
な
る
一
派
が
形
成
さ
れ
る
ほ

ど
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
書
と
い
え
、
広
足
も
ま
た
宣
長
の
後
塵
を

拝
し
て『

詞
玉
緒
補
遺

(

注
�)』
な
る
一
書
を
編
ん
だ
。
同
書
は
広
足
晩
年
の

安
政
七
年(

一
八
六
〇)

に
大
坂
の
秋
田
屋
市
兵
衛
方
よ
り
出
刊
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
が
、
若
年
時
よ
り
の『
詞
の
玉
緒』

研
究
の
集
大
成
で

あ
る
こ
と
、
巻
頭
に
附
さ
れ
た｢

お
ほ
む
ね｣
の
一
節
に
詳
し
い
。

○
詞
玉
緒
と
い
ふ
書
は
、
歌
よ
む
人
の
て
に
を
は
の
学
び
す
る
に
、

か
な
ら
ず
よ
ま
で
は
え
あ
る
ま
じ
き
、
い
み
じ
き
た
か
ら
の
た
ふ
と
き

書
に
し
あ
れ
ば
、
つ
ね
に
文
机
の
か
た
は
ら
を
は
な
つ
べ
か
ら
ず
。

か
れ
、
お
の
れ
も
い
と
わ
か
ゝ
り
し
よ
り
、
何
く
れ
の
歌
、
物
語
の

ふ
み
ど
も
を
見
も
て
行
ま
に
く
、
め
づ
ら
し
き
て
に
を
は
の
活は

た
らき
な

ど
あ
る
を
ば
、
や
が
て
か
の
ふ
み
に
引
あ
は
せ
つ
ゝ
、
さ
な
が
ら
書

入
も
し
、
又
も
れ
た
り
と
お
ぼ
ゆ
る
証
歌
、
ま
た
お
な
じ
す
ぢ
な
る

を
も
、
今
す
こ
し
く
は
へ
ま
ほ
し
き
は
、
か
つ
ぐ
し
る
し
そ
へ
も
し
、

ま
た
こ
と
に
お
も
ひ
よ
れ
る
こ
と
ゞ
も
の
あ
る
は
、
其
と
こ
ろ
ぐ
に

論
ら
ひ
な
ど
し
つ
る
が
、
や
う
く
か
ず
お
ほ
く
成
ぬ
る
に
、
い
か
で

こ
れ
か
き
つ
め
て
、
た
れ
も
よ
む
べ
く
も
の
し
給
へ
。
初
学
の
と
も

の
い
み
じ
き
た
す
け
な
り
と
を
し
へ
子
ど
も
の
、
は
や
く
よ
り
い
ふ
め

る
を
、
さ
の
み
も
聞
す
ぐ
し
が
た
け
れ
ば
、
を
ち
く
書
つ
め
て
、

か
ゝ
る
ふ
み
巻
と
は
な
し
つ
る
な
り
。

右
は『

詞
玉
緒
補
遺』

執
筆
の
過
程
を
物
語
る
記
述
で
あ
る
。
年
少

の
頃
よ
り『

詞
の
玉
緒』

を
歌
人
必
携
の
書
と
珍
重
し
た
広
足
は
、
歌

書
、
物
語
を
読
む
折
に
同
書
を
繙
き
つ
つ
テ
ニ
ヲ
ハ
の
こ
と
を
考
究
し
、

遺
漏
の
証
歌
、
自
説
等
を
書
入
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
事

実
、
広
足
ゆ
か
り
の
鎮
西
大
社
諏
訪
神
社
に
は｢

広
／
足｣

(

白
文
方

印
縦
一
・
七
×
横
一
・
七
糎)

の
印
の
捺
さ
れ
た
手
沢
本

(

注
�)

が
伝
存
し
、

若
年
よ
り
晩
年
に
至
る
様
々
な
筆
跡
の
広
足
書
入
れ
が
施
さ
れ
て
い
る
。

万
葉
、
二
十
一
代
集
、
源
氏
、
伊
勢
等
を
始
め
と
す
る
諸
書
の
用
例
、

さ
ら
に
自
ら
の
考
証
を
記
し
た
書
入
れ
は
、
大
本
七
巻
七
冊
の
至
る
所

に
見
ら
れ
、
ま
さ
し
く
同
書
を
座
右
の
書
と
し
て
歌
学
に
勉
励
す
る
様

子
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
か
か
る
書
入
れ
を
も
と
に『

詞
玉
緒

補
遺』

が
編
ま
れ
た
こ
と
、
如
上
の｢

お
ほ
む
ね｣

に
明
ら
か
で
あ
る
。

か
く
の
ご
と
く
広
足
が『

詞
の
玉
緒』

を
精
読
し
た
所
以
は
、
ひ
と

え
に
同
書
を
以
て
自
他
の
詠
草
の
テ
ニ
ヲ
ハ
を
正
す
こ
と
に
あ
っ
た
と

い
え
る
。
例
え
ば
手
沢
本
三
巻
二
一
丁
裏｢

し
も
ぞ｣

の
項
の
欄
上

に
は
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千
蔭

や
み
も
な
ほ
蛍
と
び
か
ふ
よ
ひ
の
ま
は
い
よ
す
か
ゝ
げ
ぬ
や

ど
し
も
ぞ
な
き

此
し
も
ぞ
は
誤
な
り
。
か
く
つ
か
へ
る
は
、
古
歌
に
あ
る
事
な
し
。

と
い
う
朱
筆
書
入
れ
が
あ
り
、
同
書
所
載
の
例
歌
と
引
き
比
べ
つ
つ
、

千
蔭
歌｢

し
も
ぞ｣

の
誤
用
を
指
摘
し
た
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。

ま
た
、
前
掲
の『

橿
の
く
ち
葉』

一
巻
収
載
の｢

こ
そ
を
し
に
て
受

る
格｣

と
題
し
た
一
条
に
お
い
て
は
、
桂
園
一
枝
論
争
の
的
と
さ
れ
た

景
樹
歌｢

明
て
こ
そ
見
む
と
思
ひ
し
箱
崎
の
波
ま
に
か
す
む
松
の
む
ら

立｣

の
こ
そ、、の
結
び
を
め
ぐ
り
、
新
後
撰
巻
八｢

お
と
に
こ
そ
ふ
く
と

も
き
ゝ
し
秋
風
の
袖
に
な
れ
ぬ
る
し
ら
川
の
関｣

他
二
首
の
証
歌
を
挙

げ
て
次
の
ご
と
く
評
し
た
。

此
ふ
く
と
も
き
ゝ
き
し
と
な
が
め
な
れ
に
し
と
の
二
首
は
、
翁
の
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図
２

『

詞
の
玉
緒』

三
巻
二
一
丁
裏



玉
の
緒
に
も
出
た
る
を
、
難
者
は
わ
す
れ
た
る
な
る
べ
し
。
猶
、

こ
そ
の
結
び
の
さ
ま

ぐ
な
る
こ
と
、
玉
の
緒
に
大
か
た
あ
げ
つ

く
さ
れ
た
る
を
、
と
も
す
れ
ば
わ
す
れ
て
、
か
し
ら
か
た
ぶ
く
る

人
、
光
彪
の
外
に
も
い
と
多
し
。

江
戸
派
の
秋
山
光
彪
が
景
樹
歌
の
こ
そ、、の
結
び
を
難
じ
た
こ
と
に
対

し
、
広
足
は『

詞
の
玉
緒』
に
こ
そ、、の
結
び
が
し、
と
な
る｢

お
と
に
こ

そ｣

云
々
の
証
歌
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
光
彪
説
を
斥

け
て
お
り
、
同
じ
く『

詞
の
玉
緒』
を
以
て
テ
ニ
ヲ
ハ
の
是
非
を
勘
考

し
た
一
例
と
い
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
広
足
は
宣
長
詠
草
の
テ
ニ
ヲ
ハ
を
称
賛
し
て
い
た
こ
と
、

前
掲『

淡
海
僧
海
量
随
筆
中
抜
書』

十
一
丁
表
に
次
の
ご
と
く
記
さ
れ

て
い
る
。

加
茂
翁
と
本
居
翁
と
の
お
と
り
ま
さ
り
を
い
は
ん
に
は
、
い
か
に

と
い
ふ
に
、
猶
歌
の
し
ら
べ
に
お
き
て
は
、
加
茂
翁
の
か
た
、
は

る
か
に
ま
さ
り
て
、
其
流な

が
れな
る
千
蔭
翁
な
ど
も
、
歌
は
い
と
よ
ろ

し
か
り
き
。
し
か
れ
ど
も
、
本
居
翁
の
歌
に
は
、
こ
と
ば
の
た
が

へ
る
、
て
に
を
は
の
と
ゝ
の
は
ぬ
な
ど
、
書
候
一
つ
も
あ
る
こ
と

な
し
。

歌
の
調
べ
は
さ
て
お
き
、
広
足
は
宣
長
の
詠
草
を｢

て
に
を
は
の
と
ゝ

の
は
ぬ
な
ど
、
書
候
一
つ
も
あ
る
こ
と
な
し｣

と
絶
賛
し
て
い
た
こ
と

が
見
て
取
れ
よ
う
。
机
上
の
論
の
み
な
ら
ず
、
実
詠
の
テ
ニ
ヲ
ハ
に

『

詞
の
玉
緒』

の
理
論
を
実
践
し
た
宣
長
に
対
し
、
広
足
は
感
銘
を
覚

え
た
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
同
書
を
歌
人
必
携
の

書
と
し
た
所
以
は
、
広
足
が
よ
り
実
践
的
な
歌
書
と
し
て
の
一
面
に
魅

せ
ら
れ
た
こ
と
に
あ
る
と
い
え
よ
う

(

注
�)

。

さ
ら
に
、
同
書
の
み
な
ら
ず
、
本
居
学
派
の
語
学
全
般
に
傾
倒
し
て

い
た
こ
と
、
数
々
の
広
足
手
沢
本
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
、
国

会
図
書
館
蔵
の
本
居
春
庭

は
る
に
わ『

詞
八
衢

(

注
�)』

は
、
一
丁
表
右
下
に｢

広
／
足｣

(

白
文
方
印
縦
二
・
四
×
横
二
・
四
糎)

の
印
が
捺
さ
れ
、
ま
た
無
数

の
書
入
れ
が
施
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
広
足
の
精
読
の
ほ
ど
が
知
れ
る

書
。
同
書
も
ま
た
詠
草
の
語
法
を
勘
案
す
る
に
あ
た
り
座
右
の
書
と
し

て
珍
重
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
、
諏
訪
神
社
蔵
の
広
足
自
筆
本『

桂
園
一

枝
抜
書

(

注
�)』

に
次
の
ご
と
く
示
さ
れ
て
い
る
。

��
��
��
��
��
��

河
上
落
葉

��
		
��



��
��


��
(

注
�)

��
��
��
��
��
��

山
河
の
岸
を
ひ
た
り○ ��

て
行
水
に
ぬ
る
て
の

��
��
��
��
��
��

も
み
ぢ
ち
ら
ぬ
日
ぞ
な
き
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景
樹
歌
二
句
目
の｢

ひ
た
り｣

を
め
ぐ
り
、
広
足
は『

詞
の
八
衢』

に
拠
り
つ
つ｢

ひ
た
し｣

と
す
べ
き
こ
と
を
示
し
て
お
り
、
詠
草
の
添

削
に
本
居
学
派
の
書
を
用
い
た
例
と
い
え
よ
う
。
な
お
、
手
沢
本
の
書

入
れ
を
も
と
に『

詞
八
衢
補
遺

(

注
�)』

が
編
ま
れ
た
こ
と
も
、
如
上
の『

詞

玉
緒
補
遺』

と
事
情
を
同
じ
く
す
る
。

ま
た
、
諏
訪
神
社
蔵
の
宣
長『

玉
あ
ら
れ

(

注
�)』
は
、
一
丁
表
に｢

広
足

／
印
章｣

(

白
文
方
印
縦
二
・
〇
×
横
二
・
〇
糎)
の
印
が
あ
り
、
同

じ
く
諸
書
の
用
例
、
補
説
が
至
る
所
に
書
き
入
れ
ら
れ
た
も
の
。
江
戸

派
の
村
田
春
海
と
千
蔭
が
同
書
の
論
駁
を
試
み
た『

玉
あ
ら
れ
論

(
注
�)』
も

同
社
に
蔵
さ
れ
る
も
の
の
、
書
入
れ
は
一
箇
所
の
み
に
止
ま
り
、
好
対

照
を
な
す
。
な
お
、
文
久
元
年(

一
八
六
一)

六
月
刊
の
広
足『

玉
霰

窓
の
小
篠

(

注
�)』

は
宣
長
説
を
祖
述
し
発
展
さ
せ
た
も
の
と
い
え
、
語
学
に

関
し
て
鈴
門
に
重
き
を
置
く
広
足
の
姿
勢
が
う
か
が
え
よ
う
。

四

鈴
屋
歌
論
へ
の
批
判

鈴
門
の
諸
相(

二)

他
方
、
鈴
門
の
歌
論
、
歌
風
に
関
し
て
広
足
が
批
判
的
な
見
解
を
示

し
て
い
た
こ
と
、
拙
稿｢

広
足
と
宣
長

『

後
の
歌
が
た
り』

に
見

ら
れ
る
宣
長
批
判
の
内
実

｣

に
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
論
述
の

都
合
上
、
広
足『

海
人
の
く
ゞ
つ

(

注
�)』

所
載
の｢

歌
よ
む
こ
ゝ
ろ
ば
へ｣

を
再
度
掲
出
し
て
概
観
し
て
お
き
た
い
。

千
蔭
翁
の
詠
歌
論
の
し
り
へ
に
、
鈴
屋
翁
評
詞
を
そ
へ
ら
れ
て

云
々
。
上
古
の
人
の
歌
は
、
つ
く
ら
ず
、
か
ざ
ら
ず
、
た
ゞ
こ
ゝ

ろ
に
お
も
ふ
ま
ゝ
を
よ
め
り
と
て
、
今
の
世
に
心
の
ま
ゝ
に
よ

む
べ
き
に
あ
ら
ず
。
今
の
人
の
よ
む
は
、
み
な
古
人
の
ま
ね
を

す
る
な
れ
ば
、
こ
れ
ま
た
み
な
つ
く
り
ご
と
也
。
さ
れ
ば
、
た

と
ひ
万
葉
風
を
よ
み
て
も
、
つ
く
り
ご
と
な
れ
ば
、
其
つ
く
り

ご
と
の
中
に
、
い
ろ

く
の
た
が
ひ
あ
る
な
れ
ば
、
人
々
心
の

む
か
は
む
に
し
た
が
ひ
て
、
古
の
つ
く
り
ご
と
を
ま
ね
ぶ
べ
き

也
。
云
々
。

と
あ
る
。
此
翁
の
歌
の
こ
と
い
は
れ
し
は
、
い
つ
も
此
こ
ゝ
ろ
ば

へ
に
て
、
こ
と
に
玉
小
櫛
の
う
ち
、
又
石
上
私
淑
言

い
そ
の
か
み
さ
さ
め
ご
と

な
ど
に
も
、

か
へ
す

ぐ
い
は
れ
た
る
を
、
た
れ
も
う
べ
な
は
ぬ
事
に
て
、
は
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や
く
春
海
が
歌
論
消
息
に
も
、
も
は
ら
此
事
を
あ
げ
つ
ら
ひ
、
木

下
幸
文
が
櫛
の
あ
か
に
も
、
つ
ば
ら
に
こ
れ
を
わ
き
ま
へ
た
れ
ば
、

今
さ
ら
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。

右
は
宣
長
歌
論
へ
の
当
世
評
を
綴
り
、
以
て
そ
れ
へ
の
批
判
を
試
み

た
も
の
で
あ
る
。
広
足
が
当
代
の
反
響
と
し
て
掲
げ
た｢

春
海
が
歌
論

消
息｣

な
ら
び
に｢

木
下
幸
文
が
櫛
の
あ
か｣

の
二
書
は
、
各
々
成
立

の
事
情
、
そ
し
て
論
駁
の
焦
点
を
異
に
す
る
も
の
の
、
同
じ
く
宣
長
歌

論
を
駁
し
た
書
で
あ
る
。
前
書
は
、
真
淵
追
悼
の
古
風
歌
集『

八
十
浦

之
玉

(

注
�)』

の
編
纂
を
め
ぐ
り
江
戸
派
と
鈴
屋
社
中
が
期
せ
ず
し
て
書
信
上

の
論
争
を
展
開
し
た
折
の
大
平
宛
春
海
書
簡『
稲
掛
大
平
に
贈
る
書

(

注
�)』

と
同『

稲
掛
の
君
の
御
返
事
に
更
に
答
へ
ま
ゐ
ら
す
る
書

(

注
�)』

を
示
し
、

庶
幾
す
る
歌
風
の
相
違

(

注
�)

か
ら
鈴
屋
の
新
古
今
主
義
を
批
判
し
た
も
の
と

い
え
る
。

一
方
、
後
書『

櫛
の
垢

(

注
�)』

は
桂
門
四
天
王
の
一
人
木
下
幸
文
の
著
述

で
あ
る
。
宣
長『

源
氏
物
語
玉
の
小
櫛

(

注
�)』

巻
二｢

く
さ

ぐ
の
こ
ゝ
ろ

ば
へ｣

に
示
さ
れ
た
歌
論
を
駁
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
批
判
は
宣
長

が
古
歌
の
模
倣
、
表
現
の
優
美
を
説
く
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
師

景
樹
が
小
沢
廬
庵
の｢

た
ゞ
ご
と
歌｣

を
も
と
に
平
明
な
歌
風
を
提
唱

し
て
い
た
こ
と
か
ら
推
し
て
、
桂
園
派
得
意
の
戦
略
的
な
意
図
が
執
筆

の
背
後
に
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
広
足
も
ま
た
、
か
く
の
ご
と
く
当
世
評

の
芳
し
く
な
い
様
を
明
記
し
て
、
宣
長
歌
論
を｢

た
れ
も
う
べ
な
は
ぬ

事｣

と
酷
評
し
て
お
り
、
如
上
の『

詞
の
玉
緒』

を
称
誉
す
る
姿
と
対

照
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

ま
た
、
長
崎
市
立
歴
史
博
物
館
所
蔵
の[

広
足
歌
稿

(

注
�)]

は
、
広
足
が

大
平
に
詠
草
の
添
削
を
請
う
た
書
で
あ
り
、
両
者
の
交
流
の
模
様
が
う

か
が
い
知
れ
る
も
の
。
例
え
ば
、
七
丁
裏
の｢

風
わ
た
る｣

云
々
の
詠

歌
を
め
ぐ
り
次
の
ご
と
き
応
酬
が
な
さ
れ
て
い
る
。

峰
上
月

風
わ
た
る
を
のか

へ
の
す
ゝ
き
ほ
の

ぐ
と
月
に
は
れ
ゆ
く
う
き
ゞ

ふ

け

ゆ

く

月

に

は

る

ゝ

り
の
そ
ら

う

す

ぎ

り

��
��
��

��
��
��
�� (

注
	)

焦
点
は
下
の
句
に
あ
る
。
広
足
が｢

月
に
は
れ
ゆ
く
う
き
ゞ
り
の
そ

ら｣

も
し
く
は｢

ふ
け
ゆ
く
月
に
は
る
ゝ
う
す
ぎ
り｣

と
詠
ん
だ
こ
と

に
対
し
、
大
平
は
四
句
目
を｢

う
す
ぎ
り
は
る
ゝ｣

と
改
め
、
さ
ら
に

こ
れ
に
対
し
て
広
足
は｢

此
な
ほ
し
も
、
に
ほ
ひ
な
く
な
り
ぬ
。
伊
勢

風
不
好｣

と
批
判
を
加
え
た
。
す
な
わ
ち
、
両
者
の
庶
幾
す
る
歌
風
が

異
な
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
広
足
は｢

伊
勢
風｣

謂
わ
ば
鈴
門

の
歌
風

(
注

)

を
不
服
と
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

つ
ま
り
、
広
足
は
宣
長
、
そ
し
て
鈴
門
の
語
学
は
重
ん
じ
る
も
の
の
、

歌
論
、
詠
歌
は
拒
む
と
い
う
一
種
奇
異
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ
と
が
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明
ら
か
で
あ
り
、
従
来
か
か
る
姿
が｢

党
派
性
の
克
服

(

注
�)｣

と
評
さ
れ
る

所
以
と
も
な
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
広
足
自
ら
は
歌
学
と
詠
歌
を
峻
別
し
た
こ
と
、
若
年
の

折
の
著
述『
橿
園
随
筆

(

注
�)』

草
稿
所
載
の｢

近
き
世
の
歌
人
と
学
者｣

に

明
ら
か
で
あ
る
。

賀
茂
翁
の
歌
は
、
青
出
於
藍
而
青
於
藍
が
ご
と
く
、
鈴
屋
翁
の
学

は
、
氷
生
於
水
寒
於
水
が
ご
と
く
也
。
さ
て
歌
は
、
賀
茂
翁
の
こ
ゝ

ろ
を
え
て
よ
む
人
は
、
千
蔭
翁
よ
り
今
の
大
人
に
い
た
れ
り
。
春

海
又
、
こ
れ
に
つ
ぐ
。
京
の
蘆
庵
、
お
の
づ
か
ら
歌
に
ひ
で
た
り
。

契
沖
は
其
世
に
て
は
す
ぐ
れ
た
れ
ど
、
賀
茂
翁
出
で
ら
れ
て
後
は
、

さ
し
も
お
ぼ
え
ず
。
此
外
に
も
こ
れ
か
れ
聞
え
た
れ
ど
、
ま
こ
と

に
歌
の
心
を
え
た
り
と
は
見
え
ず
。
今
の
世
は
、
ま
し
て
歌
と
の

み
お
も
ひ
て
、
其
さ
ま
し
ら
ぬ
の
み
也
け
り
。
さ
て
学
問
は
、
鈴

屋
翁
に
て
そ
な
は
り
ぬ
。
今
の
世
に
も
こ
れ
か
れ
聞
ゆ
れ
ど
、
す

ぐ
れ
た
る
は
な
し
。
歌
に
は
其
な
が
れ
の
人
は
、
こ
ゝ
ろ
こ
と
に

こ
そ
と
ほ
か
り
け
れ
。

右
の
章
段
は
、
当
世
歌
人
、
学
者
評
と
も
い
う
べ
き
も
の
。
歌
人
と

し
て
は
、
真
淵
、
千
蔭
、
春
海
、
そ
し
て｢

今
の
大
人｣

と
称
さ
れ
た

千
古
、
さ
ら
に
蘆
庵
が
一
流
と
さ
れ
、
一
方
学
者
は
宣
長
に
如
く
も
の

は
な
し
と
評
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
足
は
詠
歌
と
学
問
、
謂
わ
ば
狭

義
の
歌
学
を
別
個
の
も
の
と
し
て
各
派
の
消
長
を
把
捉
し
て
い
た
と
い

え
、
自
ら
は
江
戸
派
の
詠
歌
、
そ
し
て
鈴
屋
の
歌
学
を
継
承
す
る
こ
と
、

上
述
の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。

五

江
戸
派
か
ら
鈴
屋
へ

江
戸
派
の
諸
相

か
く
鈴
門
の
歌
論
は
否
定
し
つ
つ
も
歌
学
を
祖
述
、
発
展
さ
せ
た
広

足
が
、
江
戸
派
の
諸
相
を
如
何
に
把
捉
し
て
い
た
も
の
か
、
以
下
に
お

い
て
そ
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

諏
訪
神
社
所
蔵
の『

琴
後
集
抜
書』

半
紙
本
一
冊
は
、
二
丁
表
に

｢

橿
／
園｣

(

白
文
方
印
縦
一
・
二
×
横
一
・
二
糎)

の
印
が
捺
さ
れ
、

巻
末
に｢

源
春
臣｣

と
若
年
の
名
が
記
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
文
化
末
年

頃
か
ら
文
政
初
頭
に
か
け
て
の
広
足
自
筆
写
本
と
目
さ
れ
る
も
の
。
同

書
は
、
春
海
の
歌
文
集『

琴
後
集』

の
抄
本
で
あ
り
、
末
尾
に｢

琴
後

集
の
う
ち
の
歌
の
誤
を
あ
げ
つ
ら
ふ｣

と
題
し
た
春
海
歌
文
へ
の
広
足

評
が
附
載
さ
れ
る
。
そ
の
概
ね
は
語
法
の
誤
り
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、

例
え
ば
二
一
丁
表
に

○
す
ず
み
す
と
山
井
の
水
を
い
く
む
す
び
む
す
べ
ど
も
猶
あ
か
ぬ

け
ふ
か
な

― 56 ―



む
す
べ
ど
も
の
む
す
べ
に
て
き
れ
た
る
を
、
上
に
い
く
の
む
す

び
な
き
ゆ
ゑ
と
ゝ
の
は
ず
。
こ
は
い
く
む
す
び
も
と
い
ふ
意
な

れ
ば
、
か
な
ら
ず
も。と
う
け
た
る
詞
あ
る
べ
き
也
。
初
句
の
す
ゞ

み
す
と
い
へ
る
も
わ
ろ
し
。
こ
は
玉
あ
ら
れ
に
弁
あ
れ
ば
、
こ
ゝ

に
は
い
は
ず
。
山
井
の
水
も
い
と
つ
ま
れ
り
。

の
ご
と
き
批
評
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
春
海
歌｢

す
ゞ
み
す
と｣

云
々

の
一
首
の
意
は
、
涼
を
求
め
て
幾
度
も
わ
き
水
を
手
に
掬
い
と
り
掬
い

と
り
す
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
や
は
り
満
ち
足
り
る
こ
と
の
な
い
今

日
の
日
で
あ
る
よ
と
い
う
も
の
。
同
歌
に
対
し
、
広
足
は
い
く、、に
照
応

す
る
も、
が
欠
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
批
判
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『

玉
あ
ら
れ』

の｢

い
く
千
世
も
な
ど
い
へ
ば
、
も、
に
て
数
の
多
き
意

に
な
る
を
、
も、と
い
は
で
は
、
其
意
に
は
な
り
が
た
し｣
と
い
う
言
に

拠
り
つ
つ
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
宣
長
の
語
学
を
援
用
し

て
春
海
の
語
法
の
拙
さ
を
批
判
し
た
例
と
い
え
よ
う
。

そ
も
そ
も
、
春
海
は
広
足
の
詠
歌
の
師
で
あ
る
千
古
の
師
筋
に
あ
た

り
、
広
足
が
歌
人
と
し
て
の
春
海
を
称
誉
す
る
こ
と
、
先
に
示
し
た
ご

と
く
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
春
海
が
語
法
に
不
案
内
で
あ
る
こ
と

に
関
し
て
は
、
同
じ
く『

琴
後
集
抜
書』

二
三
丁
表
に
お
い
て
次
の
ご

と
く
評
し
て
い
る
。

春
海
が
文
体
は
、
縣
居
翁
の
ふ
り
を
ま
な
び
て
書
つ
と
見
え
て
、

す
が
た
、
い
き
ほ
ひ
の
よ
ろ
し
き
も
あ
れ
ど
、
詞
の
意
を
お
も
ひ

た
が
へ
た
る
な
ど
、
い
と
多
し
。
そ
は
、
縣
居
翁
ま
で
は
い
ま
だ

お
も
ひ
え
ら
れ
ざ
り
し
こ
と
ゞ
も
に
て
、
本
居
翁
の
は
じ
め
て
考

へ
え
ら
れ
た
る
よ
り
、
い
と
あ
き
ら
か
に
な
り
ぬ
る
を
、
猶
し
ひ

て
師
説
を
た
て
む
と
し
て
、
書
た
る
も
の
な
る
べ
し
。

右
は
春
海
の
和
文
に
関
し
て
の
言
。
文
の
趣
、
力
強
い
筆
致
は
真
淵

の
そ
れ
を
彷
彿
と
さ
せ
る
と
称
美
さ
れ
る
も
の
の
、
語
法
は｢

お
も
ひ

た
が
へ
た
る
な
ど
、
い
と
多
し｣

と
酷
評
さ
れ
て
お
り
、
詠
歌
と
文
章

の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
叙
上
の
春
海
歌
へ
の
批
判
と
姿
勢
を
同
じ
く
す
る

と
い
え
よ
う
。
ま
た
、
か
く
春
海
が
語
法
に
稚
拙
で
あ
る
こ
と
は
、
真

淵
の
学
説
に
固
執
し
、
宣
長
の
そ
れ
に
拠
ら
な
い
が
故
で
あ
る
と
さ
れ

る
点
、
興
味
深
い
。
お
そ
ら
く
は『

玉
勝
間』

二
の
巻｢

師
の
説
に
な

づ
ま
ざ
る
事

(

注
�)｣

を
も
と
に
し
て
の
発
言
か
と
推
定
さ
れ
る
が
、
殊
に
学

問
に
関
し
て
本
居
学
派
を
尊
崇
す
る
一
方
、
江
戸
派
を
軽
視
し
て
い
た

こ
と
が
う
か
が
え
よ
う
。
事
実
、
先
述
の『

宇
奈
為
乃
須
左
備』

に
お

い
て
、
広
足
は『

う
ひ
山
ふ
み』

を
始
め
と
す
る
数
多
の
宣
長
著
述
を

援
用
す
る
も
、
江
戸
派
の
そ
れ
は
、
わ
ず
か
に
春
海『

仮
名
大
意
抄

(

注
�)』

を
示
す
の
み
で
あ
り
、
学
問
に
関
し
て
の
両
派
の
消
長
は
か
く
の
ご
と

く
把
捉
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
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さ
て
、
文
化
の
終
わ
り
、
す
な
わ
ち
広
足
若
年
頃
の
江
戸
歌
壇
の
情

勢
を
物
語
る
書
簡
が
、
彌
富
破
摩
雄
編『

名
家
書
翰
集
抄

(

注
�)』

に
掲
載
さ

れ
て
い
る
。

江
戸
は
歌
よ
み
斗ば
か
りに

て
、
学
問
は
絶
え
て
無
之
、
漸
塙
検
校

は
な
わ
け
ん
げ
う斗

、

考
索
弥
以
繁
昌
仕
候
。
格
別
珍
敷
新
刻
物
未
見
及
不
申
候
。

文
化
十
三
年
九
月
二
日
付
で
江
戸
詰
め
の
真
幸
か
ら
肥
後
の
広
足
へ

届
け
ら
れ
た
本
書
簡
は
、
江
戸
の
文
人
の
模
様
を
書
き
綴
っ
た
も
の
で

あ
り
、
殊
に
春
海
、
千
蔭
亡
き
後
の
江
戸
派
の
状
況
を
端
的
に
示
し
て

い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
広
足
は
江
戸
派
か
ら
学
び
得
な
い
学

問
を
修
め
る
べ
く
鈴
屋
の
門
を
叩
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
か
ら
明
ら
か
な
ご
と
く
、
文
化
末
年
か
ら
文
政
初
頭
に
か
け
て

広
足
が
鈴
屋
に
歩
み
寄
り
を
示
し
た
所
以
は
、
殊
に『

詞
の
玉
緒』

を

始
め
と
す
る
鈴
門
の
歌
学
書
に
魅
せ
ら
れ
た
こ
と
、
な
ら
び
に
江
戸
派

の
学
問
の
凋
落
に
あ
っ
た
。

江
戸
派
、
鈴
屋
、
桂
園
派
の
三
派
と
派
閥
の
垣
根
を
越
え
て
親
交
を

深
め
て
き
た
広
足
の
動
向
は
、
従
来｢

党
派
性
の
克
服｣

と
評
さ
れ
る

所
以
と
も
な
り
、
一
見
奇
異
な
も
の
と
も
評
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
江
戸
派
の
歌
論
と
鈴
屋
の
歌
学
を
継
承
す
る
広
足
の
姿
勢
は
、

翻
れ
ば
長
崎
の
地
か
ら
中
央
歌
壇
の
情
勢
、
消
長
を
広
足
な
り
に
把
捉

し
た
結
果
で
あ
り
、
当
代
歌
壇
の
実
態
が
反
映
さ
れ
た
も
の
と
も
い
え

よ
う
。

か
つ
て
、
島
崎
藤
村
は『

夜
明
け
前』

に
お
い
て
、
青
山
半
蔵
に
仮

託
し
て
本
居
国
学
を
評
す
こ
と
、

国
学
者
と
し
て
の
大
き
な
先
輩
、
本
居
宣
長
の
遺
し
た
仕
事
は
こ

の
半
蔵
等
に
一
層
光
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
来
た
。
何
と
言
っ

て
も
言
葉
の
鍵
を
握
っ
た
こ
と
は
あ
の
大
人
の
強
み
で
、
そ
れ
が

三
十
五
年
に
わ
た
る
古
事
記
の
研
究
と
も
な
り
、
健
全
な
国
民
性

を
古
代
に
発
見
す
る
端
緒
と
も
な
っ
た

(

注
�)

。

の
ご
と
く
で
あ
っ
た
。
国
学
の
大
成
者
と
称
さ
れ
る
宣
長
の
学
問
は

｢

言
葉
の
鍵｣

す
な
わ
ち
語
学
に
長
じ
た
も
の
と
し
て
享
受
さ
れ
て
い

た
こ
と
、
文
化
年
間
の
広
足
の
姿
に
象
徴
的
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
本

居
国
学
受
容
の
一
端
を
提
示
し
て
筆
を
擱
く
こ
と
と
す
る
。
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注

注
１

博
文
館
、
大
正
十
二
年
。
二
四
一
頁
。

注
２

文
政
十
一

嘉
永
七
年
刊
、
七
編
十
四
冊
。

注
３

桜
楓
社
、
昭
和
五
十
三
年
。

注
４

揖
斐
高｢

『
寄
居
歌
談』

論

地
方
か
ら
の
幕
末
和
歌
批
評

｣
(『

江
戸
詩
歌
論』
所
収
、
汲
古
書
院
、
平
成
十
年)

が
わ
か
ず
か
に
備

わ
る
の
み
で
あ
る
。

注
５

｢

近
世
文
藝｣

(

第
八
一
号
、
平
成
十
七
年
一
月)

所
収
。

注
６

棚
町
知
彌
・
橋
本
政
宣
編『
社
家
文
事
の
地
域
史』

(

思
文
閣
出
版
、
平

成
十
七
年)

所
収
。

注
７

天
保
十
四
年
刊
、
七
巻
七
冊
。

注
８

嘉
永
元

同
七
年
刊
、
五
編
十
冊
。

注
９

初
編
安
政
五
年
・
二
編
文
久
元
年
・
三
編
元
治
二
年
序
刊
、
三
編
六
冊
。

注
10

景
樹『

桂
園
一
枝』

所
載
の
九
十
七
首
の
詠
歌
に
対
し
て
、
江
戸
派
の

秋
山
光
彪
が『

桂
園
一
枝
評』

を
著
し
批
評
を
加
え
た
こ
と
に
端
を
発

す
る
論
争
。
以
後
、
桂
園
派
の
中
川
自
休『

大
幣』
を
始
め
と
し
て
、

両
派
か
ら
数
多
の
論
難
書
が
出
刊
さ
れ
た
。

注
11

以
下
の
引
用
文
に
関
し
て
は
、
私
に
句
読
点
、
濁
点
、
読
み
仮
名
を
施

し
た
。
な
お
、
漢
字
は
適
宜
通
行
の
字
体
に
改
め
、
推
敲
の
甚
だ
し
い

も
の
は
校
訂
後
引
用
し
た
。

注
12

国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
。
広
足
手
沢
本
。
天
保
五
年
刊
、
一
冊
。
整
理

番
号
〈911
�158
��
321
�

〉。
な
お
、
本
書
は
前
掲『

桂
園
遺
稿』

下
巻

に『

大
ぬ
さ
書
入』

と
題
し
て
翻
刻
さ
れ
て
お
り
、
先
の
広
足
宛
光
輔

書
簡
も
ま
た
同
翻
刻
末
尾
に
附
載
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

注
13

国
会
図
書
館
所
蔵
。
広
足
自
筆
稿
本
。
一
冊
。
墨
付
十
一
丁
。
整
理
番

号
〈911

�104
��
568
�

〉。

注
14

以
下
、
本
節
の
引
用
は『

宇
奈
為
乃
須
左
備』

国
会
図
書
館
本
。

注
15

寛
政
十
二
年
成
立
、
文
化
九
年
刊
、
二
十
巻
三
十
冊
。

注
16

寛
政
六
年
刊
、
二
巻
一
冊
。

注
17

『

漢
書』

息
夫
躬
伝｢

観
覧
古
戒
、
反
覆
参
考
、
無
以
先
入
之
語
為
主｣

を
典
拠
と
す
る
か
。

注
18

寛
政
十
年
成
立
、
同
十
一
年
刊
、
一
冊
。

注
19

国
会
図
書
館
所
蔵
。
広
足
自
筆
稿
本
。
一
冊
。
墨
付
三
十
丁
。
整
理
番

号
〈911�1351��

568�

〉。

注
20

寛
政
六

文
化
九
年
跋
刊
、
十
四
巻
目
録
一
巻
十
五
冊
。

注
21

寛
政
十
年
成
立
、
四
十
四
巻
四
十
四
冊
。

注
22

安
永
八
年
序
刊
、
七
巻
七
冊
。

注
23

文
化
十
三
年
奥
書
、
一
冊
。
墨
付
十
四
丁
。
整
理
番
号
〈911�104��

	1
87�
��

〉。

注
24

安
政
七
年
刊
、
五
巻
附
録
一
巻
六
冊
。

注
25

寛
政
四
年
の
補
刻
本
、
大
本
七
巻
七
冊
。

注
26

宣
長
の
論
敵
春
海
も
ま
た
、
同
書
に
関
し
て
は

あ
る
や
む
ご
と
な
き
御
前
に
、
歌
の
事
な
ど
ま
う
し
け
る
に
、
て

に
を
は
の
と
ゝ
の
へ
は
い
か
ゞ
心
得
べ
き
と
宣
ふ
め
れ
ば
、
そ
は

伊
勢
の
国
人
が
も
の
せ
る
、
こ
と
葉
の
玉
の
緒
こ
そ
よ
け
れ
。
是

に
そ
の
ゆ
ゑ
よ
し
は
つ
く
せ
り
と
て
…(

春
海『

琴
後
集』

巻
十

一｢

か
た
糸
の
序｣)

と
称
賛
し
て
お
り
、
評
判
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
る
。

注
27

文
化
五
年
刊
、
二
巻
二
冊
。
整
理
番
号
〈815�4�


893�
��

〉。

注
28

写
本
一
冊
。
広
足
晩
年
の
号｢

田
翁｣

が
署
名
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

同
時
期
の
成
立
と
目
さ
れ
る
。
墨
付
九
丁
。

注
29

広
足
朱
筆
書
入
れ
は
、
行
書
体
を
用
い
て
表
記
し
た
。

注
30

嘉
永
六
年
成
立
、
安
政
四
年
刊
、
二
巻
二
冊
。

注
31

寛
政
十
一
年
再
版
、
一
冊
。
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注
32

文
化
十
二
年
刊
、
一
冊
。

注
33

嘉
永
七
年
成
立
、
前
編
三
巻
後
編
二
巻
五
冊
。
な
お
、
文
久
元
年
に
前

編
の
み
、
明
治
二
十
一
年
に
前
後
編
が
活
版
本
と
し
て
出
刊
。

注
34

嘉
永
二
年
跋
、
同
三
年
序
刊
、
一
冊
。

注
35

文
政
五
年
成
立
、
文
政
十
二
―
天
保
七
年
刊
、
三
巻
六
冊
。

注
36

一
巻
。
天
理
図
書
館
に
自
筆
本
が
蔵
さ
れ
る
。
本
書
の
成
立
に
関
し
て

は
、
諸
氏
に
よ
り
寛
政
十
一
年
説
と
翌
十
二
年
説
に
見
解
が
分
か
れ
る
。

注
37

一
冊
。
前
掲『

稲
掛
大
平
に
贈
る
書』

と
同
じ
く
自
筆
本
が
天
理
図
書

館
に
収
蔵
さ
れ
、
寛
政
十
一
年
、
も
し
く
は
翌
十
二
年
の
成
立
と
目
さ

れ
る
。
ま
た
、
同
二
書
を
合
写
し
た
広
足
手
沢
本『

平
春
海
歌
論
消
息』

が
、
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
寄
託
永
青
文
庫
に
蔵
さ
れ
る
。

注
38

周
知
の
ご
と
く
、
江
戸
派
は
古
今
風
の
詠
歌
を
庶
幾
す
る
一
方
、
鈴
屋

社
中
、
殊
に
宣
長
は
新
古
今
風
を
理
想
と
し
た
。

注
39

幸
文『

亮
々
草
紙』

(

文
政
四
年
刊
三
巻
三
冊)
所
載
。

注
40

寛
政
八
年
成
立
、
同
十
一
年
刊
、
九
巻
九
冊
。

注
41

文
政
末
年
頃
成
立
、
一
冊
。
墨
付
十
五
丁
。

注
42

大
平
書
入
れ
は
、
行
書
体
を
用
い
て
表
記
し
た
。

注
43

な
お
、
広
足
の
学
統
の
養
子
中
島
広
行
が
著
し
た『

さ
ゝ
ぐ
り』

刊
本

一
冊
は
、
鈴
門
の
沖
安
海
が
師
広
足
の
詠
歌
を
批
判
し
た
こ
と
に
対
し
、

反
駁
を
試
み
た
書
で
あ
り
、
鈴
門
と
橿
園
社
中
の
庶
幾
す
る
歌
風
の
異

な
る
こ
と
が
知
れ
る
も
の
。
広
行
が
安
海
の
批
言
に
対
し
て｢

詞
を
算

盤
に
置
た
ら
む
や
う
に
い
ふ
人
は
、
歌
の
風
致
は
さ
ら
に
し
る
事
な
し｣

と
論
難
し
て
い
る
点
、
興
味
深
い
。
鈴
門
の
歌
風
を
道
理
に
過
ぎ
た
も

の
、
い
う
な
れ
ば
語
法
の
み
に
執
着
し
た
も
の
と
評
し
て
い
た
こ
と
が

推
察
さ
れ
よ
う
。

注
44

座
談
会｢

近
世
和
歌
の
伝
統
と
革
新｣

(｢

国
文
学
解
釈
と
鑑
賞｣

六
十

一
巻
三
号
、
平
成
八
年
三
月)

に
お
い
て
の
白
石
良
夫
氏
の
発
言
。

注
45

国
会
図
書
館
所
蔵
。
文
政
年
間
成
立
、
写
本
二
巻
二
冊
。
整
理
番
号

〈�
119�10

〉。

注
46

春
海『

琴
後
集』

巻
十
三｢

一
柳
千
古
に
こ
た
ふ
る
書｣

に
は｢

あ
が

た
ゐ
の
歌
の
を
し
へ
も
此
人
に
よ
り
て
つ
ひ
に
か
く
れ
ぬ
べ
け
れ
ば｣

と
の
言
が
あ
り
、
宣
長
が
真
淵
の
万
葉
風
の
歌
論
を
斥
け
て
新
古
今
風

を
提
唱
し
た
こ
と
に
対
し
、
春
海
は
批
判
的
な
姿
勢
を
示
し
て
い
た
こ

と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
な
お
、
日
本
思
想
大
系
四
十『

本
居
宣
長』

頭

注
に
指
摘
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

注
47

享
和
元
年
成
立
、
文
化
四
年
刊
、
一
冊
。

注
48

歌
文
珍
書
保
存
會
、
大
正
七
年
。

注
49

引
用
は
新
潮
文
庫
本
に
拠
っ
た
。

附
記

資
料
の
閲
覧
、
及
び
写
真
掲
載
に
際
し
て
、
多
大
な
御
尽
力
、
御
理
解

を
戴
い
た
鎮
西
大
社
諏
訪
神
社
に
記
し
て
厚
く
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
二
十
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
特
別
研
究
員
奨

励
費｢

近
世
末
期
国
学
者
の
研
究
―
幕
末
長
崎
お
け
る
文
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
を
中
心
に
―｣

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(

き
ら

ふ
み
あ
き
・
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程)

― 60 ―


