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成
島
信
遍
年
譜
稿
（
二
十
三
）

久
保
田
　
啓
　
一

【
キ
ー
ワ
ー
ド
】
成
島
信
遍
、
田
沢
義
章
、
農
事
大
全
、
中
村
蘭
林
、
御
書
物
方
日
記
、
菅
野
兼
山

　

本
稿
は
、
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
二
十
二
）」（『
鯉
城
往
来
』
二
三
号
、

二
〇
二
一
年
一
月
三
〇
日
。
拙
稿
㉒
）
の
続
稿
で
あ
る
。
以
下
、
拙
稿
㉒
の
年

譜
事
項
の
み
を
挙
げ
て
続
稿
へ
の
橋
渡
し
と
す
る
。便
宜
的
な
処
置
で
あ
る
が
、

ご
了
解
い
た
だ
き
た
い
。

　
　
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
二
十
二
）」
の
事
項

延
享
三
年　

丙
寅　

一
七
四
六　
　

五
十
八
歳

　
　
（
承
前
）

○　

四
月
二
十
日
、
小
野
田
長
兵
衛
博
多
の
冷
泉
家
入
門
を
仲
介
す
る
。（「
冷

泉
家
門
人
帳
」）

○　

四
月
二
十
九
日
、
冷
泉
為
村
、
江
戸
を
出
発
し
、
東
海
道
を
辿
っ
て
京
に

向
か
う
。
そ
れ
ま
で
の
間
の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
、
為
村
に
撫
子
を
贈
り
、

和
歌
を
詠
ず
る
。（『
京
進
書
札
留
』一
、『
東
日
記
』、『
宗
匠
家
御
詠
歌　

三
』）

△　

五
月
、
梁
田
蛻
巌
『
蛻
巌
先
生
文
集
』
巻
之
五
〜
八
刊
行
。「
復
鳴
鳳
卿
」

（
巻
之
六
）
を
収
め
る
。

○　

七
月
七
日
、
金
の
画
僧
帰
義
に
つ
い
て
の
「
画
工
伝
」
の
記
事
に
つ
き
、

そ
の
典
拠
調
査
を
小
田
切
治
大
夫
に
依
頼
す
る
。（「
御
書
物
方
日
記
」
第

三
十
一
冊
）

○　

八
月
、「
三
世
の
な
み　

三
代
御
点
詠
草
に
そ
へ
て
奉
し
こ
と
ば
」
を
記

す
。（
九
州
大
学
附
属
図
書
館
萩
野
文
庫
蔵
『
成
島
信
遍
集
』
他
）

○　

九
月
二
十
日
、
小
堀
土
佐
守
よ
り
羽
倉
藤
之
進
が
新
た
に
作
成
し
た
「
北

山
抄
」
第
五
冊
を
預
か
り
、
御
文
庫
の
蔵
書
に
添
え
置
く
よ
う
、
小
田
切
治

大
夫
に
指
示
し
て
渡
す
。ま
た
、誤
っ
て
差
し
出
さ
れ
た
書
物
を
返
却
す
る
。

（「
御
書
物
方
日
記
」
第
三
十
一
冊
）

○　

九
月
、逝
去
し
た
金
輪
寺
の
宥
衛
を
偲
ん
で
金
輪
寺
に
参
詣
し
、「
神
わ
ざ
」
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（『
全
集
』
巻
四
）
を
記
す
。

成
島
信
遍
年
譜
稿
（
二
十
三
）

延
享
三
年
　
丙
寅
　
一
七
四
六
　
　
五
十
八
歳

　
　
（
承
前
）

○　

冬
、
田
沢
義
章
の
『
歌
仙
考
』
に
序
を
寄
せ
る
。（
国
立
公
文
書
館
内
閣

文
庫
蔵
『
歌
仙
考
』、『
全
集
』
巻
五
）

　

向
岡
住
の
処
士
田
沢
源
太
郎
義よ

し

章あ
き
ら

と
信
遍
と
の
交
流
は
、
資
料
の
裏
付
け
が

取
れ
る
事
例
に
限
れ
ば
、
享
保
二
十
年
（
一
七
三
五
）
冬
に
撰
文
さ
れ
た
「
武

蔵
野
地
名
考
並
記
図
引
」
か
ら
始
ま
る
と
見
て
よ
い
。
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜

稿
（
六
）
―
―
享
保
十
四
年
〜
二
十
年
―
―
」（『
広
島
大
学
文
学
部
紀
要
』

五
六
巻
特
輯
号
一
、一
九
九
六
年
一
二
月
二
〇
日
、
拙
稿
⑥
）
に
上
記
の
文
を

載
せ
る
と
と
も
に
、
信
遍
の
著
述
か
ら
義
章
に
関
す
る
記
事
を
抄
出
し
て
考
証

を
加
え
た
の
で
、
ご
参
照
頂
き
た
い
。

　

義
章
の
『
歌
仙
考
』
は
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
に
三
冊
本
の
写
本
と
し
て

伝
存
す
る
（
請
求
番
号　

二
〇
一
―
四
二
一
）。
第
一
冊
に
は
新
六
歌
仙
・
新

三
十
六
歌
仙
・
女
房
歌
僊
、
第
二
冊
に
は
古
六
歌
僊
・
古
卅
六
歌
僊
・
信
実
歌

僊
・
釈
教
三
十
六
謌
仙
・
新
古
今
集
卅
六
歌
僊
の
和
歌
と
出
典
、
そ
し
て
作
者

の
伝
記
資
料
「
譜
」
を
掲
げ
、
第
三
冊
に
は
「
歌
仙
考
附
録
」
と
し
て
歌
仙
に

関
す
る
記
事
を
引
用
す
る
な
ど
、
古
来
の
歌
仙
に
つ
い
て
ひ
と
わ
た
り
の
知
識

を
得
る
に
は
便
利
な
資
料
集
と
な
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
本
文
中
に
は
編
纂
者

に
関
わ
る
手
が
か
り
は
一
切
な
い
。
本
書
が
義
章
の
手
に
な
る
事
実
は
、
第
一

冊
の
巻
頭
に
据
え
ら
れ
た
信
遍
の
「
歌
仙
考
叙
」
に
よ
っ
て
初
め
て
知
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。
例
に
よ
っ
て
、『
全
集
』
巻
五
所
収
本
と
内
閣
文
庫
本
と
で
は

本
文
に
異
同
が
多
く
、
両
者
の
校
異
の
明
示
が
不
可
欠
で
あ
る
。『
全
集
』
巻

五
の
本
文
を
掲
げ
、
内
閣
文
庫
本
と
の
異
同
あ
る
箇
所
に
番
号
を
付
し
て
、
注

記
と
し
て
示
す
。
内
閣
文
庫
本
の
本
文
掲
示
に
は
（
内
）
の
符
号
を
添
え
る
こ

と
と
す
る
。
適
宜
句
読
点
・
濁
点
を
施
し
、
通
行
の
字
体
に
改
め
た
。

　
　

歌
仙
考
叙（
１
）

　
　

�　

む
た
り
の
歌
仙
名
に
あ
ら
は
れ
し
な
む（
２
）、
貫
之
ぬ
し
の（
３
）古
今（
４
）

序
に
権
輿（
５
）し
、
公
任
卿
こ
れ
を
祖
述
し
給
に
や
あ
り
け
ん（
６
）。
六
々

の
か
ず
を
か
さ
ね
ら
れ
し
は
、
後
鳥
羽
の
す
べ
ら
き
あ
め
の
し
た
し
ろ
し

め
す（
７
）こ
ろ
、
時
の
鉅
匠
に
詔
の（
８
）あ
り
て
、
各
そ
の
撰
べ
る
所
を
奉
ら

し
め
給
つ
る（
９
）お
も
む
き
、
明
月
記
に
明
か
な
る
に
や
。
し
か
あ
り
け
る

よ
り
、
古
の
跡
に
よ
り（
10
）、
後
は
た
え
ら
ば
れ
け
る
類
例
お
ほ
か
り（
11
）。

　
　

�　

か
く
て
ぞ
、
く
も
り
な
き
名
は
秋
の
月
今
も（
12
）て
ら
し
、
香
は
し
き

言
の
は
（ゝ
13
）春
の
花
よ（
14
）に
に
ほ
へ
り
。
か
ら
の
や
ま
と
の
み
ち
〳
〵
、

は
ま
の
ま
さ
ご
数
も
か
ぎ
ら
ず
、
大
ぞ
ら
の
星
の
林
し
げ
か
れ
ど
、
此
国

ぶ
り
の
道
の（
15
）み
ぞ
、
わ
き
て
た
か
き
を
い
は
ず
、
賤
を
へ
だ
て
ず
、
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玉
の
台
よ
り
ひ
さ
ご
が
し
た
に
も
も
て
は
や
さ
れ（
16
）侍
る
も
の
か
ら
、

か
た
り
つ
ぎ
、
い
ひ
つ
ぐ
が
う
へ
に
の
み
し
て
、
歌
仙
の
履
歴
、
鳥
の
あ

と
も
と
め
あ
つ
む
る
こ
と
な
か
り
し
か
ば（
17
）、
み
わ
の
山
も
と
た
づ
ね

と
ふ（
18
）人
も
あ
ら
ざ
り
し
を
、
む
ら
さ
き
生
る
の
べ
ち
か
く
家
居
せ
る

田
沢
の
義
章
、
里
を
へ
だ
て
し（
19
）寺
町
の
何
が
し
ら（
20
）と
聞
え
し
す
き

も
の
に（
21
）心
を
あ
は
せ
て（
22
）、
あ
ま
た
の
文
ど
も
の
中（
23
）よ
り
か
い
ま

さ
ぐ
り
み
る
に
し
た
が
ひ
て（
24
）、
こ
れ
を
抄
し（
25
）、
巻
々
の
文
と
は
な

せ
り（
26
）。

　
　

�　

そ
の
濫
觴（
27
）は
、
こ
と
し
文
月
乞
巧
奠
の
度
、
七
の
御
遊
東
え
い
山

に
て
と
り
お
こ
さ
せ
お
は
し
ま
し
け
る
つ
い
で（
28
）、
は
か
ら
ず
、
六
の

歌
仙
の
う
た
、
い
づ
れ
の
撰
集
に
か
い
づ（
29
）、
か
う
が
へ
て
奉
れ
と
、

お
ほ
せ
給
は
せ
つ
る
よ
り（
30
）、
な
を
か
の
脚
色
だ
つ
こ
と
ゞ
も
を
も
く

は
へ（
31
）、
諸
の
歌
仙
を（
32
）か
う
が
へ
ぬ
べ
き
む
ね
、
こ
と
よ
さ
し
の
給

は
す（
33
）。
み
山
に
は
あ
ら
れ
ふ
る
ほ
ど（
34
）、
そ
の
こ
と
お
は
り
て
奉
り

し
と
な
ん
。

　
　

�　

そ
の
こ
と
の
か
た
は
し
し
る
し
つ
け
て
と
せ
ち
に
聞
え
し
か
ど
、
も
と

よ
り
山
路
に
お
ふ
る
き
の
ふ
の
木
、
そ
の
ざ
え
に
あ
ら
ず
、
春
野
の
草
の

つ
か
み
じ
か
き
筆
に
し
あ
れ
ば
、
な
で
う
こ
と
を
か
か
き
つ
け
ま
し（
35
）、

せ
ん
す
べ
な
み
の
立
わ
づ
ら
へ
る（
36
）中
に
も
、
あ
は
れ
か
の
お
ま
へ
わ

た
り
の
こ
と
を（
37
）伝
へ
う
け
給
は
る
に
、
わ
し
の
山
し
か
の
そ
の
ふ
の

ふ
り
に
し
跡
は
さ
ら
に
も
い
は
ず（
38
）、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
も
す
て
さ
せ

給
は
で
、
さ
ぶ
ら
ふ
人
々
に
も
か
ゝ
る
い
つ
く
し
き
御
こ
と
よ
さ
し
な
ど

う
け
給
は
ら
せ
給
は
る
こ
と
、
ま
こ
と
に
み
ち（
39
）の
ひ
か
り
に
そ
へ
て

も
い
と
や
ん
ご
と
な
き
御
た
め
し（
40
）に
な
ん
。

　
　

�　

む
か
し
魯
の
国
に
ひ
と
り
の
大
臣
あ
り
し
を
、
文
そ
の
名
を
う
し
な
へ

り
。
か
ゝ
る
考
よ
に
と
ゞ
ま
れ
ら
ば
、
し
か
あ
る
こ
と
も
し
か
あ
ら
ざ
ら

ん（
41
）か
し
。

　
　

�　

時
は（
42
）の
ば
へ
う
け
ぬ
る
三
の
と
し（
43
）、
よ
も
ぎ
が
ま
ど
の
さ
む
き

（
44
）と
も
し
火
を
か
ゝ
げ
て
し
る
し
付
ぬ（
45
）。

　
　

注

　
　
　
（
１
）
序
―
―
叙
（
内
）

　
　
　
（
２
）
な
む
―
―
は
（
内
）

　
　
　
（
３
）
の
―
―
ナ
シ
（
内
）

　
　
　
（
４
）
古
今
―
―
古
今
し
ふ
の
（
内
）

　
　
　
（
５
）
権
輿
―
―
濫
觴
（
内
）

　
　
　
（
６
）
し
給
に
や
あ
り
け
ん
―
―
あ
り
け
む
に
や
（
内
）

　
　
　
（
７
）
し
ろ
し
め
す
―
―
し
ろ
し
め
し
け
む
（
内
）

　
　
　
（
８
）
の
―
―
ナ
シ
（
内
）

　
　
　
（
９
）
給
つ
る
―
―
給
へ
る
（
内
）

　
　
　
（
10
）
に
よ
り
―
―
を
つ
ぎ
（
内
）

　
　
　
（
11
）
お
ほ
か
り
―
―
お
ほ
か
り
け
り
（
内
）

　
　
　
（
12
）
も
―
―
に
（
内
）

　
　
　
（
13
）
ゝ
―
―
ナ
シ
（
内
）
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（
14
）
よ
―
―
世
々
（
内
）

（
15
）
道
の
―
―
ナ
シ
（
内
）

（
16
）
さ
れ
―
―
す
こ
と
に
（
内
）

（
17
）�

も
と
め
あ
つ
む
る
こ
と
な
か
り
し
か
ば
―
―
ゝ
め
し
ふ
み
も
み

ず
（
内
）

（
18
）
た
づ
ね
と
ふ
―
―
た
づ
ぬ
る
（
内
）

（
19
）
里
を
へ
だ
て
し
―
―
そ
の
友
（
内
）

（
20
）
何
が
し
ら
―
―
何
が
し
（
内
）

（
21
）
す
き
も
の
に
―
―
す
き
も
の
等
と
（
内
）

（
22
）
て
―
―
ナ
シ
（
内
）

（
23
）
の
中
―
―
う
ち
（
内
）

（
24
）
み
る
に
し
た
が
ひ
て
―
―
い
で
ゝ
（
内
）

（
25
）
こ
れ
を
抄
し
―
―
ナ
シ
（
内
）

（
26
）
巻
々
の
文
と
は
な
せ
り
―
―
か
く
ま
き
〳
〵
と
は
な
し
ぬ
（
内
）

（
27
）
濫
觴
―
―
は
じ
め
（
内
）

（
28
）
お
は
し
ま
し
け
る
つ
い
で
―
―
御
座
し
け
る
比
（
内
）

（
29
）
に
か
い
づ
―
―
よ
り
出
ぬ
る
（
内
）

（
30
）
お
ほ
せ
給
は
せ
つ
る
よ
り
―
―
こ
と
よ
さ
し
給
は
せ
給
ふ
次
（
内
）

（
31
）
こ
と
ゞ
も
を
も
く
は
へ
―
―
か
た
を
も
く
は
へ
て
（
内
）

（
32
）
歌
仙
を
―
―
歌
仙
を
さ
へ
（
内
）

（
33
）
む
ね
、
こ
と
よ
さ
し
の
給
は
す
―
―
仰
ご
と
共
あ
り
（
内
）

（
34
）
あ
ら
れ
ふ
る
ほ
ど
―
―
雹
ふ
る
比
（
内
）

（
35
）�

な
で
う
こ
と
を
か
か
き
つ
け
ま
し
―
―
な
に
の
ふ
し
を
か
と

（
内
）

（
36
）
立
わ
づ
ら
へ
る
―
―
立
わ
づ
ら
ふ
が
（
内
）

（
37
）
お
ま
へ
わ
た
り
の
こ
と
を
―
―
御
わ
た
り
の
事
ど
も
（
内
）

（
38
）
ふ
り
に
し
跡
は
さ
ら
に
も
い
は
ず
―
―
み
ち
は
さ
ら
な
り
（
内
）

（
39
）
み
ち
―
―
こ
の
道
（
内
）

（
40
）
御
た
め
し
―
―
た
め
し
（
内
）

（
41
）
あ
ら
ざ
ら
ん
―
―
な
か
ら
ん
（
内
）

（
42
）
時
は
―
―
時
に
（
内
）

（
43
）
と
し
―
―
冬
（
内
）

（
44
）
さ
む
き
―
―
ナ
シ
（
内
）

（
45
）
し
る
し
付
ぬ
―
―
記
し
ぬ
。
源
信
遍
識
（
内
）

　

ま
ず
撰
文
の
時
期
で
あ
る
が
、
内
閣
文
庫
本
の
末
尾
に
「
の
ば
へ
う
け
ぬ
る

三
の
冬
」
と
あ
り
、
延
享
三
年
の
立
冬
は
九
月
二
十
三
日
な
の
で
、
こ
れ
よ
り

後
の
こ
と
と
し
て
位
置
づ
け
た
。
次
に
『
全
集
』
と
内
閣
文
庫
本
と
の
異
同
を

ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
に
つ
い
て
は
、『
全
集
』
は
成
島
家
に
伝
え
ら
れ
た
草

稿
で
あ
り
、
正
式
に
義
章
に
与
え
る
に
当
っ
て
文
辞
を
整
え
た
も
の
が
内
閣
文

庫
本
と
見
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
。（
５
）の「
権
輿
」を
よ
り
ふ
さ
わ
し
い「
濫

觴
」
に
改
め
、こ
の
処
置
に
連
動
す
る
形
で
（
27
）
の
「
濫
觴
」
を
「
は
じ
め
」

と
す
る
の
は
、重
複
を
避
け
よ
う
と
の
意
図
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
し
、（
７
）

や
（
11
）
の
よ
う
に
、
過
去
に
寄
せ
る
思
い
を
、「
け
む
」「
け
り
」
を
補
っ
て
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表
現
し
よ
う
と
努
め
て
い
る
こ
と
も
推
測
で
き
る
。（
19
）
は
協
力
者
に
関
す

る
「
里
を
へ
だ
て
し
」
と
の
情
報
を
無
用
と
判
断
し
て
、
義
章
と
の
人
間
関
係

に
即
し
た
「
そ
の
友
」
に
修
正
し
た
結
果
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
は
わ
ず
か
な

例
示
に
過
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
、
内
閣
文
庫
本
の
本
文
こ
そ
が
決
定
稿
と
見
な
さ

れ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
推
定
は
動
か
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

以
下
、
記
載
内
容
に
つ
き
若
干
の
考
察
を
施
す
。

　

ま
ず
、
著
者
の
田
沢
義
章
の
紹
介
に
当
り
、「
む
ら
さ
き
生
る
の
べ
ち
か
く

家
居
せ
る
」
と
の
言
及
が
あ
る
が
、
こ
の
文
言
は
『
全
集
』
巻
七
所
収
「
丹
沢

義
章
向
岡
の
宅
の
記
」
に
「
む
ら
さ
き
お
ふ
る
名
に
聞
え
し
武
蔵
野
の
向
岡
に
、

丹
沢
の
何
が
し
、
く
れ
竹
の
世
を
か
さ
ね
て
家
ゐ
し
け
り
。」、『
全
集
』
巻
三

所
収
「
田
沢
氏
が
蚊
帳
を
贈
れ
る
を
謝
せ
し
詞
」
に
「
武
さ
し
の
ゝ
む
か
ひ
の

岡
な
る
よ
し
あ
き
ら
が
来
り
侍
り
し
ま
ゝ
」
と
そ
れ
ぞ
れ
記
す
の
と
重
な
り

合
っ
て
、
信
遍
が
義
章
を
紹
介
す
る
に
際
し
て
頻
用
す
る
修
辞
で
あ
っ
た
と
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

　

続
い
て
、
協
力
者
と
し
て
「
里
を
へ
だ
て
し
寺
町
の
何
が
し
ら

（
マ
マ
）と

聞
え
し
す

き
も
の
」
の
存
在
が
知
ら
さ
れ
る
が
、
内
閣
文
庫
本
は
「
そ
の
友
寺
ま
ち
の
何

が
し
と
き
こ
え
し
す
き
も
の
等
」
の
本
文
を
有
す
る
。
こ
の
「
寺
町
」
が
地
名

な
の
か
姓
な
の
か
判
然
と
し
な
い
が
、内
閣
文
庫
本
の
本
文
に
依
拠
す
る
な
ら
、

「
寺
ま
ち
の
何
が
し
」
は
「
そ
の
友
」
の
呼
称
と
な
る
は
ず
で
あ
り
、「
寺
ま
ち

（
町
）」
が
姓
に
当
る
の
で
は
な
い
か
と
想
定
で
き
よ
う
。
信
遍
・
義
章
と
同
じ

冷
泉
門
に
属
し
、
義
章
と
交
誼
を
結
ん
だ
可
能
性
の
あ
る
「
寺
町
」
姓
の
人
物

と
し
て
は
、
幕
府
の
坊
主
衆
と
し
て
名
を
馳
せ
た
寺
町
三
知
（
百
菴
）
あ
た
り

を
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
裏
付
け
と
な
る
資

料
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
。
中
野
三
敏
氏
「
百
菴
簡
傲
」（
同
氏
『
江
戸
狂

者
伝
』〈
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
七
年
四
月
一
〇
日
〉
所
収
）
に
も
義
章
と

の
交
渉
に
言
及
は
な
か
っ
た
。

　

中
盤
の
「
そ
の
濫
觴
は
」
以
下
は
、『
歌
仙
考
』
が
編
ま
れ
る
に
至
っ
た
経

緯
の
説
明
と
な
る
。
こ
の
年
七
月
七
日
に
東
叡
山
寛
永
寺
に
お
い
て
行
わ
れ
た

七
遊
の
時
、「
六
の
歌
仙
の
う
た
、
い
づ
れ
の
撰
集
に
か
い
づ
、
か
う
が
へ
て

奉
れ
」
と
の
命
を
受
け
た
の
が
発
端
で
あ
っ
た
と
い
う
。
松
野
陽
一
氏
編
『
霞

関
集
』（
古
典
文
庫
、
一
九
八
二
年
七
月
二
〇
日
）
所
収
「
霞
関
集
作
者
目
録
」

の
「
義
章
」
項
に
は
、

　
　

冷
泉
門
人
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芸
を
楽
し
む
雰
囲
気
が
醸
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
称
し
つ
つ
、
信
遍
の
序
文
は

閉
じ
ら
れ
る
。

○�　

十
一
月
十
日
以
前
、「
農
譚
拾
穂
草
稿
」
の
「
総
論
」
を
著
す
。（
川
崎
市

市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
池
上
家
文
書
蔵
『
農
事
大
全
』）

　

川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
池
上
家
文
書
蔵
『
農
事
大
全
』
は
、
信
遍
の
著

し
た
農
書
を
と
り
ま
と
め
た
一
冊
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、末
尾
に
置
か
れ
た「
東

方
農
準
解
」
は
、
延
享
二
年
閏
十
二
月
朔
日
付
の
奥
書
を
有
す
る
の
で
、
拙
稿

「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
二
十
）」（『
鯉
城
往
来
』
二
二
号
、
二
〇
二
〇
年
一
月

三
〇
日
。
拙
稿
⑳
）
に
立
項
し
た
。
そ
こ
で
も
言
及
し
た
通
り
、『
日
本
経
済

大
典
』
第
一
一
巻
（
史
誌
出
版
社
、
一
九
二
八
年
九
月
一
〇
日
）
に
収
録
さ
れ

た
「
東
方
農
準
・
農
譚
拾
穂
」
が
、
解
題
で
取
り
上
げ
ら
れ
た
『
農
事
大
全
』

と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
明
瞭
で
は
な
か
っ
た
。
延
享
三
年
の
こ
の

時
期
に
『
農
事
大
全
』
所
収
の
諸
編
の
多
く
が
ま
と
め
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
ち

な
み
、
こ
こ
で
『
農
事
大
全
』
の
構
成
・
内
容
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

　

外
題
、
表
紙
左
肩
に
題
簽
「
農
事
大
全
」。
表
見
返
し
が
は
が
れ
て
扉
の
よ

う
に
な
っ
た
丁
の
表
中
央
に
「
東
方
農
準
解
」
と
書
く
の
は
、
も
と
も
と
「
東

方
農
準
解
」
の
書
写
の
た
め
に
準
備
し
た
料
紙
を
転
用
し
た
も
の
か
。
次
の
一

丁
に
目
録
が
あ
る
。
全
体
を
見
渡
す
べ
く
次
に
掲
げ
る
。

　
　

農
書

（
マ
マ
）大

全

　
　
　

農
譚
拾
穂
草
稿

　
　
　
　
初
丁
総
論　
四
丁
拓
土　
十
六
丁
薪
材　
廿
一
丁
播
植

（
マ
マ
）

　
　
　
　
三
十
四
丁
郷
約　
三
十
九
丁
蓄
積　
四
十
二
丁
救
荒

　
　
　

呂
覧
農
事
諺
文

　
　
　
　
四
十
八
丁
上
農　

�

此
編
、
農
事
を
重
ん
じ
こ
れ
を
た
う
と
ぶ
こ
と
を�

い
へ
り
。

　
　
　
　
五
十
二
丁
任
地　

此
篇
、
民
に
地
を
任
じ
て
作
せ
し
む
る
事
を
述
。

　
　
　
　
五
十
四
丁
弁
土　

此
篇
、
土
ニ
よ
り
て
仕
付
耕
方
有
事
を
云
。

　
　
　
　
五
十
七
丁
審
時　

此
篇
、
耕
稼
ハ
時
候
第
一
な
る
事
を
論
ず
。

　
　
　

新
田
十
分
一
細
釈
六
十
丁

　
　
　

東
方
農
準
解
六
十
七
丁

　
「
農
書
」
は
外
題
の
「
農
事
」
が
正
し
く
、「
播
植
」
の
「
植
」
は
本
文
で
見

消
が
施
さ
れ
て
「
殖
」
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
か
ら
「
殖
」
が
正
し
い
と
判
断
し

て
、（
マ
マ
）
を
付
し
た
。

　

次
に
、
各
編
の
奥
書
等
の
署
名
・
年
記
を
池
上
家
文
書
蔵
本
に
従
っ
て
掲
げ

る
。

　

○
「
農
譚
拾
穂
草
稿
」
の
「
総
論
」
末
尾

　
　
　
　

延
享
丙
寅
の
冬
冬
至
前　

寂
然
居
士
記

　

○
「
農
譚
拾
穂
」
奥
書
末
尾

　
　
　
　

丙
寅
冬
十
二
月　

蓑
正
喬
誌

　

○
「
呂
覧
農
事
諺
文
」
末
尾

　
　
　
　

延
享
丙
寅
冬
至
の
夜
、
芙
蓉
寒
灯
火
に
し
る
す　

寂
然
居
士

　

○
「
新
田
十
分
一
細
釈
」
本
文
末
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延
享
丁
卯
年
冬
至
前
一
日

　

○
「
新
田
十
分
一
細
釈
」
跋
末

　
　
　
　

芙
蓉
道
人
（
花
押
）

　

○
「
東
方
農
準
解
」
内
題
下

　
　
　
　

鳴
鳳
卿
撰

　

○
「
東
方
農
準
解
」
末
尾

　
　
　
　

壬
（
マ
マ
）丑

之
冬
閏
十
二
月
朔　

芙
蓉
道
人
鳴
鳳
卿
撰

　
『
農
事
大
全
』
所
収
の
諸
編
の
う
ち
、
最
初
に
成
立
し
た
「
東
方
農
準
解
」

と
『
日
本
経
済
大
典
』
の
「
東
方
農
準
」
は
、
後
者
冒
頭
に
あ
る
「
東
方
農
準

自
序
」（
中
秘
書
少
監
鳴
鳳
卿
子
陽
甫
題
）
が
前
者
に
は
欠
け
、
後
者
末
尾
近

く
の
「
凶
歳
に
数
品
有
」
以
下
の
条
が
前
者
で
は
簡
略
な
文
言
と
な
っ
て
い
る

点
な
ど
の
相
違
が
あ
り
、
底
本
は
不
明
な
が
ら
、『
日
本
経
済
大
典
』
の
本
文

の
方
が
修
訂
を
加
え
た
後
の
形
を
伝
え
る
と
考
え
ら
れ
る
。
特
に
漢
文
の
「
東

方
農
準
自
序
」
の
有
無
の
違
い
は
大
き
い
。

　

内
容
は
、
天
度
の
相
違
を
日
本
の
諸
国
に
当
て
は
め
て
把
握
し
、
こ
れ
に
加

え
て
気
象
の
特
徴
に
即
し
て
各
地
に
適
し
た
農
業
を
模
索
す
る
よ
う
提
言
す
る

も
の
で
あ
り
、
具
体
的
な
農
作
業
の
伝
授
に
類
す
る
指
導
書
と
し
て
の
性
格
を

有
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
農
業
に
寄
せ
る
理
念
を
提
示
す
る
と
こ
ろ
か
ら
信
遍

の
農
書
執
筆
は
開
始
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

延
享
三
年
の
十
一
月
か
ら
十
二
月
に
か
け
て
、「
農
譚
拾
穂
」
と
「
呂
覧
農

事
諺
文
」
が
成
立
す
る
。
こ
の
年
の
冬
至
は
十
一
月
十
日
。「
農
譚
拾
穂
草
稿
」

の
「
総
論
」
は
こ
の
日
よ
り
も
前
に
書
か
れ
、「
呂
覧
農
事
諺
文
」
末
尾
の
奥

書
は
十
日
当
日
に
書
き
添
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
ほ
と
ん
ど
同
時

期
に
執
筆
が
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。本
稿
で
は
成
立
時
期
の
明
ら
か
な「
総

論
」
の
み
を
立
項
す
る
が
、「
総
論
」
の
末
尾
に
は
次
の
一
節
が
あ
り
、「
農
譚

拾
穂
」
の
本
論
が
す
で
に
仕
上
が
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
　

�

予
、
壮
歳
県
吏
の
諸
老
に
会
談
し
、
或
は
老
農
の
教
を
う
け
た
れ
ど
、
ね

ぶ
れ
る
が
ご
と
く
疑
団
尤
す
く
な
か
ら
ず
。
後
東
西
南
北
に
経
歴
せ
し
こ

と
を
思
ひ
あ
は
せ
て
、
今
已
に
耳
順
に
ち
か
く
、
心
に
と
ゞ
ま
る
こ
と
を

反
古
の
う
ら
に
か
た
は
し
し
る
し
付
ぬ
。
天
文
学
、
史
学
、
古
聖
人
の
制

を
よ
み
て
、
符
合
せ
る
お
も
む
き
を
考
て
、
東
方
農
準
、
山
林
源
、
水
源
、

呂
覧
農
事
諺
文
な
ど
、
開
土
治
水
の
事
を
つ
ゞ
り
な
し
、
そ
の
あ
ま
れ
る

を
拾
ひ
て
農
譚
拾
穂
と
い
ふ
。
吾
家
な
ら
ぬ
こ
と
の
は
無
用
の
こ
と
ゝ
い

へ
ど
、
吏
た
る
人
、
萬
分
が
一
も
と
る
事
あ
ら
ば
、
国
恩
を
報
ず
る
こ
と

も
や
と
、
禿
た
る
筆
を
倩
て
寒
窓
の
灯
下
に
書
付
ぬ
る
も
の
な
り
。

　
「
県
吏
」
は
、
田
中
休
愚
や
蓑
正
喬
（
正
高
）
の
よ
う
な
、
代
官
に
取
り
立

て
ら
れ
た
農
政
の
専
門
家
を
想
定
す
れ
ば
よ
い
。ま
た
川
越
市
立
図
書
館
蔵『
芙

蓉
楼
玉
屑
』
を
書
写
し
て
叙
を
加
え
た
辻
盛
陰
も
、
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

に
は
代
官
に
任
ぜ
ら
れ
る
（
拙
稿
「
川
越
市
立
図
書
館
蔵
『
芙
蓉
楼
玉
屑
』（
続
）

―
―
解
題
―
―
」、『
日
本
文
学
研
究
』
二
九
号
、
一
九
九
三
年
一
一
月
一
日
。

拙
稿
ク
）
か
ら
、
信
遍
の
周
辺
に
は
常
に
農
村
支
配
に
心
を
砕
く
幕
臣
が
存
在

し
て
い
た
。
ま
た
、「
老
農
」
の
意
見
を
参
考
に
経
済
政
策
の
立
案
を
試
み
た

事
例
と
し
て
は
、
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
『
墾
田
之
古
法
』
を
信
遍
に
伝

え
た
藤
巻
教
真
が
挙
げ
ら
れ
る
（
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
十
六
）」、『
広
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島
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
七
六
巻
、
二
〇
一
六
年
一
二
月
二
五
日
。

拙
稿
⑯
）。
そ
の
教
真
と
信
遍
を
結
び
つ
け
た
池
上
幸
政
、
寛
保
二
年

（
一
七
四
二
）
八
月
の
洪
水
に
際
し
て
救
荒
・
救
民
の
策
に
つ
い
て
信
遍
の
意

見
を
仰
い
だ
奥
貫
友
山
（
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
十
七
）」、『
広
島
大
学

大
学
院
文
学
研
究
科
論
集
』
七
七
巻
、二
〇
一
七
年
一
二
月
二
五
日
。
拙
稿
⑰
）

な
ど
と
の
情
報
交
換
や
彼
ら
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
農
村
の
実
情
が
、
恐
ら

く
は
「
農
譚
拾
穂
」
の
行
文
を
支
え
て
い
る
。

　

な
お
、
先
の
引
用
中
、「
東
方
農
準
、
山
林
源
、
水
源
、
呂
覧
農
事
諺
文
な
ど
、

開
土
治
水
の
事
を
つ
ゞ
り
な
し
」
た
余
り
を
「
農
譚
拾
穂
」
と
名
づ
け
た
旨
の

説
明
が
あ
る
が
、「
山
林
源
」
と
「
水
源
」
に
該
当
す
る
部
分
は
『
農
事
大
全
』

中
に
は
見
え
な
い
。
池
上
家
文
書
の『
農
事
大
全
』の
書
写
者
池
上
幸
政
は
、「
農

譚
拾
穂
草
稿
」
か
ら
「
東
方
農
準
解
」
ま
で
通
し
の
丁
数
を
付
し
て
目
録
に
記

し
て
い
る
か
ら
、「
山
林
源
」
と
「
水
源
」
は
池
上
家
の
当
主
の
目
に
は
触
れ

る
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

ち
な
み
に
、『
日
本
経
済
大
典
』
の
「
総
論
」
の
当
該
箇
所
を
見
る
と
、「
東

方
農
準
、
山
林
源
、
水
源
呂
覧
、
農
事
諺
文
」
の
よ
う
に
読
点
が
施
さ
れ
る
。

署
名
を
「
宇
然
居
士
記
」
と
す
る
点
も
合
わ
せ
、
翻
刻
の
利
用
に
は
注
意
が
必

要
で
あ
る
。

○　

十
一
月
十
日
、「
呂
覧
農
事
諺
文
」
の
奥
書
を
記
す
。（『
農
事
大
全
』）

　
「
呂
覧
農
事
諺
文
」
は
、
前
項
で
引
い
た
『
農
事
大
全
』
の
目
録
で
知
ら
れ

る
通
り
、「
呂
氏
春
秋
」
の
「
士
容
」
に
あ
る
「
上
農
」「
任
地
」「
弁
土
」「
審

時
」
各
編
を
和
文
で
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。
冒
頭
、「
鳳
卿
謹
按
に
」
以
下
、

信
遍
自
身
に
よ
る
概
説
が
掲
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
末
尾
に
、

　
　

�

呂
覧
の
ご
と
き
は
、
古
文
奇
渋
、
文
字
魯
魚
を
あ
や
ま
る
、
よ
む
べ
か
ら

ざ
る
が
ご
と
し
。
因
之
玩
索
日
を
つ
み
こ
れ
を
諺
文
に
の
べ
て
、
農
事
に

便
あ
ら
ん
こ
と
を
お
も
ふ
。
其
全
文
の
ご
と
き
は
本
書
に
照
し
て
し
る
べ

し
。

と
あ
り
、
農
書
と
し
て
四
編
を
精
読
す
る
際
の
助
け
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
て

い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。『
日
本
経
済
大
典
』
に
は
収
録
さ
れ
な
い
。
奥
書
本

文
は
前
項
の
引
用
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

△　

十
二
月
、
蓑
正
喬
、「
農
譚
拾
穂
」
の
跋
を
撰
す
る
。（『
農
事
大
全
』）

　

蓑
笠
之
助
正
喬
（
正
高
と
も
）
と
信
遍
の
交
流
は
、元
文
元
年
（
一
七
三
六
）

冬
頃
に
成
立
し
た
正
喬
著
『
農
家
貫
行
』
に
信
遍
が
漢
文
叙
を
寄
せ
た
こ
と
に

始
ま
る
（
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
八
）」、『
広
島
大
学
大
学
院
文
学
研
究

科
論
集
』
六
五
巻
、
二
〇
〇
五
年
一
二
月
二
五
日
。
拙
稿
⑧
）。「
農
譚
拾
穂
」

の
跋
に
は
、
正
喬
の
信
遍
に
寄
せ
る
信
頼
と
尊
敬
の
念
が
滲
む
と
と
も
に
、
本

書
の
読
み
ど
こ
ろ
の
示
唆
と
し
て
も
有
意
義
な
言
が
見
出
せ
る
。『
日
本
経
済

大
典
』
に
翻
字
が
載
る
の
で
全
文
の
引
用
は
避
け
、
議
論
の
中
心
部
分
を
以
下

に
掲
げ
る
。

　
　

�

頃
日
芙
蓉
老
人
著
と
こ
ろ
の
農
譚
拾
穂
を
み
る
に
、
其
詳
こ
と
他
の
及
所
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に
あ
ら
ず
。
附
す
る
に
天
度
の
事
を
以
す
。
夫
農
は
辰
を
専
と
し
て
地
次

之
。
地
を
撰
み
辰
を
計
て
植
る
に
、
苗
の
美
悪
有
物
は
何
ぞ
。
是
天
度
に

よ
れ
り
。
自
序
云
、
農
事
は
関
る
所
に
あ
ら
ざ
れ
ば
知
ら
ず
と
。
知
者
は

誰
也
。
今
天
度
を
い
ふ
者
、
暦
象
に
し
た
が
つ
て
、
高
低
里
の
数
を
い
つ

て
、
農
事
の
為
に
周
天
之
度
を
分
つ
こ
と
を
い
は
ず
。
耕
也
穫
也
、
天
度

に
よ
る
事
を
知
者
は
、羲
和
氏
の
後
、独
先
生
の
発
明
す
る
所
に
出
た
り
。

農
家
此
書
に
よ
る
時
は
、
取
物
は
取
、
捨
る
物
は
捨
、
取
捨
己
に
有
て
聞

こ
と
を
ま
た
ず
。
官
吏
一
度
是
を
需
ば
、農
師
と
成
て
勧
農
の
道
を
聞
キ
、

訴
の
路
を
塞
が
ん
と
尓
云
。

　
「
附
す
る
に
天
度
の
事
を
以
す
」
以
下
の
天
度
に
関
す
る
記
述
が
「
東
方
農

準
解
」
に
依
拠
す
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
正
喬
が
目
に
し
た
の
は

「
東
方
農
準
解
」
を
添
え
た
「
農
譚
拾
穂
」
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
前
年
に

成
立
し
て
い
る
（
拙
稿
⑳
）「
東
方
農
準
解
」
を
も
ま
と
め
て
信
遍
が
正
喬
に

提
示
す
る
の
は
き
わ
め
て
自
然
で
あ
り
、
池
上
幸
政
も
学
問
と
実
践
の
融
合
す

る
本
書
を『
農
事
大
全
』の
一
部
と
し
て
写
し
取
っ
た
。
翌
年
に
成
立
す
る「
新

田
十
分
一
細
釈
」
も
含
め
た
『
農
事
大
全
』
が
信
遍
自
身
の
編
纂
意
図
を
反
映

さ
せ
た
一
書
な
の
か
、
そ
れ
と
も
幸
政
の
判
断
で
配
列
さ
れ
て
一
冊
に
ま
と
め

上
げ
ら
れ
た
も
の
な
の
か
、
そ
の
点
の
解
明
に
資
す
る
情
報
は
持
ち
合
わ
せ
な

い
の
を
遺
憾
と
す
る
が
、
少
な
く
と
も
「
東
方
農
準
」・「
農
譚
拾
穂
」
の
二
編

の
み
を
収
録
す
る
『
日
本
経
済
大
典
』
の
形
で
は
、
信
遍
の
意
図
を
十
全
に
伝

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

○�
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儒
官
序
」
を
撰
す
る
。（『
先
哲
叢
談
』
巻
七
）

　

中
村
深
蔵
明
遠
（
号
蘭
林
）
が
幕
府
の
奥
医
師
か
ら
奥
儒
者
に
転
じ
た
の
は

延
享
四
年
正
月
十
九
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。「
寛
政
重
修
諸
家
譜
」
巻
第

一
三
九
四
の
中
村
明
遠
の
項
に
、

　
　

�

延
享
二
年
八
月
十
八
日
西
城
の
奥
医
に
列
し
、
九
月
朔
日
よ
り
本
城
に
勤

仕
す
。
四
年
正
月
十
九
日
奥
儒
者
と
な
り
、束
髪
し
て
深
蔵
と
あ
ら
た
め
、

二
月
十
三
日
奥
医
の
上
首
た
る
べ
き
む
ね
仰
を
か
う
ぶ
り
（『
新
訂
寛
政

重
修
諸
家
譜
』
第
二
十
一
〈
続
群
書
類
従
完
成
会
、
一
九
八
五
年
八
月

二
五
日
第
五
刷
〉
七
二
頁
）

と
あ
り
、「
惇
信
院
殿
御
実
紀
」
巻
五
、
延
享
四
年
正
月
十
九
日
条
に
も
、

　
　

�

十
九
日
、
奥
医
中
村
玄
春
明
遠
奥
儒
と
な
り
、
深
蔵
と
あ
ら
た
む
。
こ
の

明
遠
は
、
享
保
十
三
年
父
の
業
を
つ
ぎ
番
医
た
り
し
が
、
お
な
じ
十
五
年

三
月
五
日
瑞
春
院
御
方
に
附
ら
れ
、
元
文
三
年
八
月
四
日
寄
合
医
を
命
ぜ

ら
れ
、
延
享
二
年
八
月
十
八
日
西
丸
奥
医
と
な
り
、
常
に
文
学
の
事
を
も

か
ね
て
、
博
聞
強
記
の
名
あ
り
し
ゆ
へ
、
九
月
朔
日
本
城
へ
移
ら
せ
ら
れ

し
と
き
し
た
が
ひ
奉
り
、
け
ふ
か
く
命
ぜ
ら
れ
し
と
ぞ
。（『
新
訂
増
補
国

史
大
系　

徳
川
実
紀
』
第
九
篇
〈
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
一
年
六
月
一
日

第
五
刷
〉
四
一
四
頁
）

と
記
さ
れ
て
、
奥
医
師
か
ら
奥
儒
者
へ
と
転
じ
た
年
月
日
を
公
的
に
お
さ
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
転
身
を
信
遍
が
賀
し
て
撰
し
た
「
賀
蘭
林
為
儒
官
序
」

の
一
部
が
、
原
念
斎
『
先
哲
叢
談
』
巻
七
の
「
藤
原
明
遠
」
項
に
引
用
さ
れ
て

お
り
、
典
拠
と
さ
れ
る
「
芙
蓉
楼
集
」
が
天
保
元
年
（
一
八
三
〇
）
の
成
島
家

の
罹
災
に
よ
っ
て
焼
失
し
て
い
る
（
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
一
）」、『
江

戸
時
代
文
学
誌
』
第
六
号
、
一
九
八
九
年
三
月
一
五
日
。
拙
稿
①
）
の
で
、
湮

滅
し
た
文
章
の
面
影
を
辛
う
じ
て
知
り
得
る
貴
重
な
情
報
と
な
っ
て
い
る
。
蘭

林
は
延
享
二
年
九
月
一
日
に
新
将
軍
家
重
に
従
っ
て
本
丸
勤
務
に
転
じ
た
の

で
、
同
日
に
吉
宗
と
と
も
に
西
丸
に
移
っ
た
信
遍
と
は
、
公
務
に
お
い
て
密
接

な
交
渉
を
有
し
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、
信
遍
の
賀
文
が
残
る
以
上
、
二
人
の

間
に
同
好
の
誼
が
結
ば
れ
た
と
見
て
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
拙
稿
「
幕
臣
成
島
信

遍
と
江
戸
文
壇
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
七
四
巻
三
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月

一
日
。
拙
稿
シ
）
で
は
交
流
の
存
在
に
の
み
言
及
し
て
、
根
拠
と
な
る
資
料
の

引
用
は
行
わ
な
か
っ
た
。『
先
哲
叢
談
』
そ
の
も
の
が
十
分
に
普
及
し
、
源
了

圓
氏
・
前
田
勉
氏
訳
注
本
（
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
一
九
九
四
年
二
月
一
〇
日
）

も
備
わ
る
の
で
、
信
遍
撰
文
の
部
分
の
み
、
同
書
の
書
き
下
し
文
に
従
っ
て
掲

げ
る
に
留
め
る
。
振
り
仮
名
は
省
略
し
た
。

　
　

�

鳴
帰
徳
が
『
芙
蓉
楼
集
』
に
、
蘭
林
が
儒
官
為
る
を
賀
す
る
序
有
り
。
曰

く
、「
滕
先
生
、
疇
官
方
技
、
死
を
起
こ
し
骨
に
肉
し
、
声
東
方
に
振
ふ
。

最
も
経
術
文
学
を
喜
び
、
一
旦
匙
を
釈
て
て
歎
じ
て
曰
く
、『
士
君
子
の

世
を
済
ふ
、
奚
ぞ
翅
艸
根
樹
皮
の
み
な
ら
ん
や
。
嗚
呼
軒
岐
邈
た
り
。
扁

倉
古
し
。
肘
後
の
載
籍
、
叔
世
滋
博
し
。
汎
乎
と
し
て
要
寡
し
。
若
し
乃

ち
天
人
を
合
同
し
、
及
び
物
を
知
る
の
明
、
安
く
に
適
く
と
し
て
今
の
世

に
施
さ
ん
や
。
生
命
も
亦
大
な
り
。
一
た
び
肱
を
折
る
を
失
は
ば
、
則
ち

駟
も
亦
及
ば
ず
。
已
ん
ぬ
る
か
な
。
已
ん
ぬ
る
か
な
』と
。
是
に
於
て
か
、



十
一

広島大学文学部論集　第81巻11

復
た
医
薬
に
従
事
せ
ず
。
䵹
鼄
、
薬
籠
に
網
す
。
乃
ち
上
言
し
て
儒
官
為

ら
ん
と
請
ふ
。
報
ぜ
ら
れ
ず
。
居
る
こ
と
数
年
。
入
り
て
侍
医
を
以
て
経

筵
の
事
を
行
ふ
。
則
ち
特
恩
と
雖
も
、
其
の
志
に
非
ざ
る
な
り
。
丁
卯
春

正
月
、
定
め
て
侍
講
に
降
爵
し
、
束
髪
衣
冠
、
礼
に
従
事
す
る
な
り
。
是

に
於
て
か
、
先
生
の
喜
び
知
る
べ
き
な
り
」
と
。（
前
掲
書
三
七
七
頁
）

　

医
学
の
限
界
を
痛
感
し
、
儒
学
を
も
っ
て
尽
そ
う
と
願
う
蘭
林
の
真
情
が
具

体
的
に
熱
く
語
ら
れ
る
の
を
見
る
と
、
信
遍
は
蘭
林
か
ら
直
接
思
い
を
聞
か
さ

れ
て
い
た
可
能
性
が
高
い
。

　

な
お
、
蘭
林
に
関
し
て
は
、
近
年
山
本
嘉
孝
氏
に
よ
っ
て
本
格
的
な
研
究
が

施
さ
れ
始
め
た
。
同
氏
の
「
中
村
蘭
林
の
文
章
学
―
―
十
八
世
紀
日
本
に
お
け

る
朱
子
学
の
展
開
―
―
」（『
日
本
思
想
史
学
』
四
七
号
、
二
〇
一
五
年
九
月

三
〇
日
）や「
中
村
蘭
林
と
和
歌
―
―
学
問
吟
味
の
提
言
と
平
安
朝
の
讃
仰
」（
飯

倉
洋
一
氏
・
盛
田
帝
子
氏
編
『
文
化
史
の
な
か
の
光
格
天
皇　

朝
儀
復
興
を
支

え
た
文
芸
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』、
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
八
年
六
月
一
五
日
）
は
そ

の
成
果
で
あ
る
。

○�　

二
月
十
六
日
、「
編
年
集
成
」
と
「
東
遷
基
業
」
を
御
書
物
奉
行
深
見
新

兵
衛
よ
り
受
け
取
る
。（「
御
書
物
方
日
記
」
第
三
十
二
冊
）

　

内
閣
文
庫
蔵
「
御
書
物
方
日
記
」
第
三
十
二
冊
に
は
、
延
享
四
年
正
月
よ
り

六
月
ま
で
の
記
事
が
収
録
さ
れ
る
。
信
遍
の
名
が
見
え
る
日
は
少
な
く
、
七
月

か
ら
十
二
月
ま
で
の
第
三
十
三
冊
に
は
一
切
登
場
し
な
い
な
ど
、
信
遍
と
御
書

物
方
の
関
係
が
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
の
を
感
じ
る
。
そ
の
二
月
十
六
日
の
条
に
次

の
よ
う
な
記
事
が
あ
っ
た
。国
立
公
文
書
館
公
開
の
画
像
に
依
拠
し
て
掲
げ
る
。

　

一�

林
大
学
頭
え
先
達
而
御
小
納
戸
よ
り
被
致
拝
借
候
編
年
集
成
九
拾
三
冊
一
箱
、

東
遷
基
業
三
十
冊
一
箱
、
致
返
上
度
、
小
堀
土
佐
守
殿
え
御
申
達
候
処
、
三

郎
左
衛
門
申
談
、
御
書
物
方
へ
相
渡
候
様
に
と
の
事
に
而
、
請
取
、
御
蔵

へ
納
置
候
様
に
、
三
郎
左
衛
門
よ
り
一
昨
日
被
申
越
候
得
共
、
無
心
元
存
、

小
堀
殿
へ
養
泉
ヲ
以
今
朝
承
合
候
へ
ば
、
御
蔵
へ
納
置
候
義
に
て
は
無
御

座
、
受
取
候
而
西
丸
へ
持
出
、
道
筑
え
相
渡
候
様
に
と
の
事
に
候
。
依
之

林
氏
へ
清
大
夫
に
黒
鍬
之
者
相
添
遣
し
、
右
之
二
部
受
取
、
西
丸
へ
持
出
、

道
筑
え
相
渡
申
候
。
尤
右
之
趣
、
三
郎
左
衛
門
へ
書
抜
に
而
申
遣
候
。
但

林
氏
手
紙
、
三
郎
左
衛
門
手
紙
等
、
一
包
に
致
し
、
右
号
え
入
置
候
。

　

前
日
十
五
日
（
詰
番
川
口
頼
母
）
の
条
に
、「
明
十
六
日
、
林
大
学
頭
よ
り

御
書
物
返
上
に
付
」
と
の
一
節
が
あ
る
の
で
、
林
大
学
頭
信
充
（
号
榴
岡
）
か

ら
御
文
庫
に
書
物
が
返
却
さ
れ
る
と
い
う
認
識
が
奉
行
達
に
共
有
さ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
一
右
大
学
頭
御
書
物
返
納
に
付
、於
御
殿
、林
内
記
、

新
兵
衛
と
委
細
申
合
候
。」
と
の
一
つ
書
も
見
え
、
信
充
の
子
内
記
と
川
口
・

深
見
の
両
奉
行
が
綿
密
に
打
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
が
窺
え
る
。
御
小
性
組
番

頭
格
の
小
堀
土
佐
守
政
方
と
奉
行
の
桂
山
三
郎
左
衛
門
が
協
議
し
て
、
林
家
か

ら
の
返
却
分
二
点
を
御
書
物
方
へ
渡
す
こ
と
と
な
り
、
そ
の
指
示
が
一
昨
日
に

も
た
ら
さ
れ
た
が
、
詰
番
の
深
見
は
「
無
心
元
存
」
じ
て
、
小
堀
に
再
度
確
認

を
取
る
と
、
そ
の
指
示
は
誤
り
で
、
林
家
か
ら
受
け
取
り
次
第
西
丸
へ
運
び
、

信
遍
に
渡
す
よ
う
に
改
め
て
命
ぜ
ら
れ
た
、
と
い
う
経
緯
が
語
ら
れ
る
。
深
見
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が
「
無
心
元
存
」
じ
た
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
高
齢
の
桂
山
に
は
、
時
と

し
て
具
体
的
な
指
示
の
理
解
が
覚
束
な
い
こ
と
が
あ
り
、
同
僚
達
が
不
確
か
な

情
報
に
振
り
回
さ
れ
る
場
合
が
生
じ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
林
家
か
ら
の

指
示
と
桂
山
か
ら
の
連
絡
を
証
拠
と
し
て
残
し
、
深
見
は
正
規
の
指
示
通
り
に

信
遍
へ
「
編
年
集
成
」「
東
遷
基
業
」
二
点
を
渡
す
。
林
家
へ
黒
鍬
之
者
を
連

れ
て
行
っ
た
「
清
大
夫
」
は
、『
幕
府
書
物
方
日
記
』
七
所
収
「
御
書
物
方
年

譜
覚
書
」
に
よ
れ
ば
、
寛
保
元
年
五
月
二
十
九
日
に
御
書
物
方
同
心
と
な
っ
た

川
出
清
大
夫
（
清
太
夫
と
も
記
す
）
で
あ
る
。
小
堀
土
佐
守
と
の
連
絡
役
を
勤

め
た
「
養
泉
」
は
、
恐
ら
く
坊
主
衆
の
一
人
で
あ
ろ
う
。

○�　

四
月
十
一
日
、私
亭
会
を
開
催
し
、「
籬
卯
花
」
題
で
和
歌
を
詠
む
。（『
三

世
の
浪
』）

　

信
遍
の
家
集
『
三
世
の
浪
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）
に
次
の
和
歌

が
あ
る
。

　
　
　
　

私
亭
会　

籬
卯
花　

四
月
十
一
日　

去
年
候
御
旅
館

　
　

一
と
せ
も
へ
だ
ゝ
り
ゆ
く
か
う
つ
ぎ
咲
宿
の
こ
と
ば
の
は
な
の
笆
に

　
　
　
　
　

思
ひ
出
る
け
ふ
の
言
葉
も
花
に
な
る
ま
が
き
の
う
つ
ぎ
こ
ぞ

　
　
　
　
　

を
へ
だ
て
　ゝ
　

為
村

　
「
去
年
」
は
為
村
が
江
戸
下
向
を
果
し
た
延
享
三
年
を
指
す
。
こ
の
年
四
月

十
五
日
か
ら
十
九
日
ま
で
の
間
に
為
村
と
の
面
会
の
機
会
を
得
、
十
九
日
の
当

座
歌
会
に
出
席
し
た
こ
と
（
拙
稿
「
成
島
信
遍
年
譜
稿
（
二
十
一
）」、『
広
島

大
学
文
学
部
論
集
』
八
〇
巻
、
二
〇
二
〇
年
一
二
月
二
五
日
。
拙
稿
㉑
）
を
信

遍
が
想
起
し
つ
つ
私
亭
会
に
臨
ん
だ
の
は
間
違
い
な
い
。
他
の
出
詠
者
が
誰
で

あ
っ
た
か
は
不
明
だ
が
、
信
遍
の
詠
草
は
為
村
の
元
に
送
ら
れ
、
一
年
と
い
う

時
の
経
過
を
共
有
す
る
為
村
の
返
歌
が
や
が
て
届
け
ら
れ
た
。『
三
世
の
浪
』

所
収
歌
で
詠
作
年
時
の
明
ら
か
と
な
る
も
の
は
少
な
い
だ
け
に
、
こ
の
立
項
は

貴
重
な
例
と
な
る
。

○�　

四
月
十
四
日
、
御
書
物
方
へ
、
大
坂
の
座
麻
社
に
関
す
る
書
物
に
つ
き
、

書
面
で
問
い
合
わ
せ
る
。（「
御
書
物
方
日
記
」
第
三
十
二
冊
）

　

一�

道
筑
方
よ
り
、
大
坂
座
麻
社
書
物
之
儀
申
越
候
。
則
状
さ
し
に
差
置
候
。

御
順
覧
可
被
成
候
。
御
目
録
相
改
見
候
処
、
相
知
レ
不
申
候
。
依
之
同
役

中
え
も
申
達
、
追
而
返
答
可
致
候
旨
、
申
遣
候
。

　

大
坂
の
座
麻
社
と
は
、
坐
摩
神
社
を
指
す
か
と
思
わ
れ
る
。
信
遍
が
ど
の
よ

う
な
理
由
で
当
該
資
料
の
調
査
を
依
頼
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
右
の
記

事
に
続
い
て
「
座
麻
社
書
物
三
軸
」
の
概
略
を
但
し
書
に
記
す
と
こ
ろ
を
見
る

と
、
信
遍
か
ら
は
具
体
的
な
情
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
、
確
か

な
見
当
を
も
と
に
問
い
合
わ
せ
た
ら
し
い
。
詰
番
の
小
田
切
治
大
夫
は
同
役
へ

こ
の
依
頼
の
趣
旨
を
伝
え
、
協
力
し
て
調
査
に
当
る
こ
と
と
し
た
。

　

な
お
、四
月
十
六
日
条
に
も
「
治
大
夫
よ
り
被
申
達
候
成
島
道
筑
来
書
之
趣
、

今
日
も
遂
吟
味
候
処
、
座
麻
社
之
三
軸
無
之
候
間
、
其
段
相
届
可
申
所
」、
二

丸
の
出
火
に
よ
っ
て
城
中
大
騒
ぎ
と
な
り
、
回
答
を
遣
さ
な
か
っ
た
旨
の
記
述
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が
あ
る
。
詰
番
は
川
口
頼
母
で
あ
っ
た
。

○�　

四
月
十
七
日
、
御
書
物
奉
行
深
見
新
兵
衛
か
ら
、
座
麻
社
の
三
軸
が
見
当

ら
な
い
と
の
回
答
を
受
け
取
る
。（「
御
書
物
方
日
記
」
第
三
十
二
冊
）

　

一�

昨
日
頼
母
申
送
り
之
座
麻
社
之
三
軸
、
此
方
に
は
無
之
段
、
書
付
、
西
丸

へ
罷
出
、
成
島
道
筑
え
相
渡
之
。

�　

川
口
か
ら
深
見
へ
と
申
し
送
ら
れ
た
調
査
結
果
を
深
見
が
信
遍
に
渡
し
て
、

調
査
希
望
の
理
由
は
結
局
わ
か
ら
な
い
ま
ま
、
こ
の
一
件
は
落
着
を
迎
え
た
。

○�　

四
月
晦
日
、
御
書
物
奉
行
近
藤
源
次
郎
と
対
談
、
雨
天
で
も
書
物
の
御
文

庫
へ
の
下
げ
渡
し
は
可
能
か
否
か
を
問
い
合
わ
せ
る
。
あ
わ
せ
て
「
寛
永
系

図
」
の
冊
数
の
齟
齬
に
つ
い
て
意
見
交
換
す
る
。（「
御
書
物
方
日
記
」
第

三
十
二
冊
）

　

一�

例
月
之
通
、
伺
書
壱
通
、
肥
前
守
殿
え
文
知
を
以
差
出
之
申
候
。
御
請
取

被
成
由
被
仰
聞
。
道
筑
対
談
可
致
由
、
相
待
候
所
、
道
筑
罷
出
申
聞
候
は
、

御
下
ゲ
被
成
候
御
書
物
有
之
候
、雨
天
に
て
も
請
取
可
申
哉
と
申
聞
候
間
、

小
雨
之
分
不
苦
候
旨
申
、
請
取
可
申
と
挨
拶
い
た
し
候
得
ば
、
寛
永
系
図

全
部
二
長
持
、
公
卿
補
任
一
箱
、
肥
前
守
殿
御
下
ゲ
被
成
候
。
改
、
元
番

へ
納
之
候
。
道
筑
申
聞
候
は
、
寛
永
系
図
、
随
分
相
改
申
候
得
共
、
若
冊

数
相
違
之
儀
も
候
は
ゞ
、
内
々
に
而
道
筑
え
申
達
候
様
に
と
申
聞
候
。
将

又
御
下
ゲ
被
成
候
御
書
物
、
御
伺
相
済
居
申
候
間
、
同
役
中
詰
番
之
節
、

西
丸
え
罷
出
、
相
伺
候
様
に
と
、
是
又
道
筑
申
聞
候
。
勿
論
、
右
御
書
物

は
肥
前
守
殿
御
渡
被
成
候
。

　

西
丸
に
勤
め
る
御
側
衆
松
平
肥
前
守
忠
根
か
ら
、御
文
庫
へ「
寛
永
系
図
」「
公

卿
補
任
」
が
返
却
さ
れ
る
に
当
り
、
雨
が
降
っ
て
い
て
も
返
却
が
可
能
か
否
か

を
信
遍
が
前
も
っ
て
確
認
す
る
役
目
を
負
っ
た
。
当
日
の
記
録
の
冒
頭
に
「
晦

日
雨　

差
替
詰
番　

近
藤
源
次
郎
」
と
あ
る
。
こ
の
雨
天
で
も
運
搬
作
業
に
支

障
が
な
い
か
、
あ
ら
か
じ
め
奉
行
の
了
解
を
得
よ
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
書

物
の
保
存
を
思
え
ば
雨
天
の
作
業
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
が
、
近
藤
は
松
平
忠

根
の
顔
を
立
て
て
承
諾
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
か
。
さ
ら
に
、
信
遍
は
「
寛
永
系

図
」
の
冊
数
に
不
安
が
あ
る
こ
と
を
告
げ
、
も
し
相
違
が
あ
っ
た
ら
内
々
に
自

分
に
知
ら
せ
て
ほ
し
い
と
頼
む
。
西
丸
で
の
書
物
管
理
に
不
備
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

こ
の
日
以
降
、
西
丸
か
ら
の
大
量
の
書
物
返
却
に
信
遍
は
従
事
す
る
こ
と
と

な
る
。
他
の
奉
行
と
の
情
報
共
有
を
近
藤
に
指
示
す
る
の
も
、
随
時
返
却
が
繰

り
返
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
見
通
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

○�　

五
月
六
日
、
西
丸
よ
り
御
文
庫
へ
書
物
返
却
が
あ
る
か
否
か
に
つ
き
、
川

口
頼
母
の
訪
問
が
あ
っ
た
が
、
不
在
の
た
め
会
わ
ず
。（「
御
書
物
方
日
記
」

第
三
十
二
冊
）

　

一�

此
間
、
道
筑
、
源
次
郎
え
申
聞
候
通
、
今
日
も
西
丸
え
罷
出
、
御
書
物
下
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り
候
哉
と
道
甫
え
対
談
候
所
、
今
日
は
道
甫
も
不
罷
出
、
道
甫
義
は
明
ケ

に
而
罷
帰
候
由
、
明
日
は
道
筑
・
道
甫
も
罷
出
候
間
、
明
日
下
ゲ
可
申
段

申
聞
候
間
、
依
之
其
趣
、
新
兵
衛
へ
申
談
候
。

　

西
丸
か
ら
御
文
庫
へ
の
書
物
返
却
の
日
時
は
、
当
事
者
同
士
の
都
合
に
依
っ

て
い
た
も
の
か
、
定
ま
っ
て
は
い
な
か
っ
た
ら
し
い
。
奉
行
が
い
ち
い
ち
西
丸

に
出
向
い
て
本
日
の
返
却
の
有
無
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、

御
文
庫
側
の
不
平
不
満
が
募
る
こ
と
も
予
想
さ
れ
る
。
信
遍
の
ほ
か
、
坊
主
衆

高
田
道
甫
も
西
丸
側
の
窓
口
と
な
っ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
の
日
は
信
遍
と
も

ど
も
不
在
で
、
詰
番
川
口
頼
母
の
西
丸
訪
問
は
無
駄
足
と
な
っ
た
。

　

ち
な
み
に
、
翌
七
日
の
条
を
見
る
と
、「
西
丸
よ
り
下
り
候
御
書
物
之
儀
、

今
日
も
雨
天
故
断
申
候
而
、
受
取
不
申
候
」
と
記
さ
れ
る
。
四
月
晦
日
の
や
り

と
り
で
は
、御
文
庫
側
は
小
雨
な
ら
受
け
取
り
可
能
と
返
答
し
た
の
だ
っ
た
が
、

さ
す
が
に
五
月
雨
の
最
中
の
搬
入
は
見
送
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。

○�　

五
月
九
日
、
不
在
中
に
近
藤
源
次
郎
の
訪
問
あ
り
。「
事
文
類
聚
」
返
却

さ
れ
る
。（「
御
書
物
方
日
記
」
第
三
十
二
冊
）

　

一�

今
日
西
丸
え
罷
出
、下
り
候
御
書
物
之
儀
可
致
対
談
と
道
筑
え
申
入
候
処
、

今
日
は
不
罷
出
候
旨
、
道
甫
罷
出
申
聞
候
間
、
左
候
は
ゞ
今
日
は
御
書
物

下
り
申
間
鋪
哉
と
尋
候
得
ば
、
道
筑
伺
置
候
御
書
物
五
品
下
り
候
積
に
而

御
座
候
間
、
右
之
内
下
ゲ
可
申
と
申
候
。
拙
者
申
候
は
、
雨
天
に
而
も
有

之
、
持
人
も
無
之
候
間
、
先
一
品
下
り
候
様
に
致
し
度
と
申
、
事
文
類
聚

全
部
一
箱
請
取
、
改
メ
、
元
番
え
納
申
候
。
右
御
書
物
請
取
候
段
、
御
側

衆
え
可
申
上
哉
と
申
候
得
ば
、
其
段
は
五
品
不
残
下
り
候
節
、
道
筑
申
上

候
筈
に
御
座
候
由
、
道
甫
申
。
左
候
は
ゞ
其
節
此
方
よ
り
も
可
申
上
と
致

挨
拶
、
今
日
は
不
申
上
候
。

　
　
　
　

丑
十
二
月
十
二
日
上

　
　
　
　

△
事
文
類
聚　
　
　

百
冊　

一
筥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鑰
共
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元
番
え
相
納
之
。

　
　
　
　

寅
八
月
十
六
日
上

　
　
　
　
　

△
十
三
経
註
疏　
　
　

爾
雅
不
足　

百
廿
六
冊

　
　
　
　
　
　
　
　

新
写
目
録　
　
　
　
　
　
　

一
冊
附

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
箱
鑰
共

　
　
　
　
　

△
爾
雅
註
疏　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
冊

　
　
　
　
　

巳
十
一
月
廿
七
日
上

　
　
　
　
　

△
明
史
稿　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

六
十
冊
一
筥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

鑰
共

　

こ
の
日
の
詰
番
は
深
見
新
兵
衛
。西
丸
か
ら
の
返
却
は
一
段
落
つ
い
た
の
か
、

こ
れ
以
後
、
延
享
四
年
中
の
「
御
書
物
方
日
記
」
に
信
遍
が
登
場
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
。

○�　

五
月
二
十
五
日
、
菅
野
兼
山
没
。
墓
碣
を
撰
文
す
る
。（『
史
氏
備
考
』
巻

之
九
、『
事
実
文
編
』
巻
三
十
三
）

　
「
有
徳
院
殿
御
実
紀
」
巻
十
七
、
享
保
八
年
（
一
七
二
三
）
十
一
月
十
五
日

条
に
、

　
　

�

処
士
菅
野
彦
兵
衛
年
頃
学
に
志
し
、
生
徒
を
あ
つ
め
教
授
せ
る
が
、
私
に

義
学
を
興
さ
ん
事
を
こ
ひ
出
し
か
ば
、
町
奉
行
諏
訪
美
濃
守
賴
篤
し
て

た
ゞ
さ
れ
し
に
、
か
れ
等
実
に
よ
く
、
生
徒
を
み
ち
び
く
を
褒
せ
ら
れ
、

金
三
十
両
下
さ
れ
、
本
所
に
て
そ
の
地
を
た
ま
ふ
。（『
新
訂
増
補
国
史
大

系　

徳
川
実
紀
』
第
八
篇
三
一
八
頁
）

と
記
さ
れ
、「
有
徳
院
殿
御
実
紀
附
録
」
巻
十
一
に
は
、
信
遍
の
最
初
の
師
山

本
作
左
衛
門
の
記
述
に
続
い
て
、

　
　

�

ま
た
菅
野
彦
兵
衛
と
い
へ
る
処
士
も
匭
函
に
投
じ
て
、
私
に
学
舎
を
い
と

な
み
、
教
を
施
ん
こ
と
を
請
し
に
、
享
保
八
年
深
川
の
ほ
と
り
に
て
其
地

を
か
さ
れ
、
年
ご
と
に
費
用
を
も
た
ま
は
り
、
永
く
閭
里
の
人
を
教
導
せ

し
め
ら
る
。（『
新
訂
増
補
国
史
大
系　

徳
川
実
紀
』
第
九
篇
二
五
八
頁
）

と
業
績
が
紹
介
さ
れ
る
な
ど
、
将
軍
吉
宗
の
恩
顧
を
蒙
っ
た
市
井
の
儒
者
と
し

て
菅
野
兼
山
は
そ
の
名
を
留
め
る
。
信
遍
達
吉
宗
周
辺
の
幕
臣
に
も
存
在
は
知

ら
れ
て
い
た
よ
う
で
、
磯
野
政
武
『
仰
高
録
』（
国
立
公
文
書
館
内
閣
文
庫
蔵
）

に
は
、
や
は
り
山
本
作
左
衛
門
へ
の
言
及
を
受
け
て
、

　
　

�

又
是
も
享
保
中
、
菅
野
彦
兵
衛
と
申
浪
人
儒
者
、
箱
訴
仕
、
諸
人
の
た
め
、

私
の
学
校
に
准
申
、
道
を
説
申
度
よ
し
申
上
、
段
々
御
尋
之
上
、
如
願
被

仰
付
、
新
大
橋
に
於
て
拝
借
地
被
仰
付
、
そ
の
節
御
金
三
拾
両
歟
被
下
、

町
屋
敷
被
為
附
候
由
。
其
後
忰
勘
平
、
父
の
跡
を
守
り
、
不
絶
講
釈
仕
候

由
、
及
承
候
。

と
、
よ
り
具
体
的
な
記
載
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
信
遍
と
直
接
の
交
渉
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
子
息
の
勘
平
（
名
要
中
、
号
綸
斎
）
か

ら
の
墓
碣
撰
文
の
依
頼
に
応
じ
る
に
足
る
、
文
化
圏
を
共
有
す
る
意
識
を
信
遍

が
持
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　

墓
碣
は
二
点
伝
わ
る
。
原
念
斎
の
『
史
氏
備
考
』（
静
嘉
堂
文
庫
蔵
）
巻
之

九
所
収
「
故
兼
山
先
生
墓
碣
」（
鳴
鳳
卿
）
と
、五
弓
雪
窓
の
『
事
実
文
編
』（
関
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西
大
学
図
書
館
蔵
）巻
三
十
三
所
収「
菅
埜
兼
山
墓
碣
」（
鳴
島
鳳
卿
）で
あ
る
。

『
史
氏
備
考
』
の
本
文
を
句
点
と
と
も
に
掲
げ
る
。
通
行
の
字
体
で
統
一
す
る

の
を
原
則
と
す
る
が
、「
埜
」「
㠯
」「
弃
」「
毓
」
な
ど
を
「
野
」「
以
」「
棄
」「
育
」

に
改
め
る
こ
と
は
し
な
い
。
本
文
中
の
、『
事
実
文
編
』
と
異
な
る
箇
所
に
は

注
記
を
施
し
、
異
同
を
示
す
。『
事
実
文
編
』
の
本
文
を
示
す
際
は
（
事
）
の

略
号
を
用
い
る
。
な
お
、『
事
実
文
編
』
は
『
関
西
大
学
東
西
学
術
研
究
所
資

料
集
刊
十
ー
二　

事
実
文
編　

二
』（
関
西
大
学
出
版
・
広
報
部
、
一
九
七
九

年
三
月
三
〇
日
）
の
影
印
を
参
照
し
た
（
同
書
四
四
二
〜
四
四
三
頁
）。

　
　
　
　

故
兼
山
先
生
墓
碣　
　
　
　

鳴
鳳
卿

　
　

�

故
兼
山
先
生
。
諱
直
養
。
呼
曰
彦
兵
衛
。
姓
菅
埜
氏
。
蓋
為
菅
原
族
。
先

世
関
西
人
。
迨
祖
宗
真
君
。
家
武
之
畸
玉
郡
小
懇
邑
。
服
聖
人
訓
。
誦
彜

倫
文
。
㠯
導
同
人
為
衆
矜
式
。
考
曰
近
義
。
妣
大
川
氏
。
先
生
幼
而
好
学
。

受
業
平
安
仁
斎
先
生
。
年
甫
十
四
。
慨
然
有
興
学
造
士
之
志
。
見
尚
斎
先

生
。
聞
晦
菴
朱
夫
子
之
学
大
説
。
悉
弃
旧
聞
而
郷
之
。
年
四
十
余
。
愈
益

精
研
矢
心
為
世
。
会
享
保
之
始
。
官
方
興
治
教
。
置
缿
下
達
。
因
請
置
塾

汎
道
士
民
礼
也
。
官
准
其
請
。
命
下
府
尹
。
賜
黄
金
数
鎰
。
恩
貸
地
㠯
相

攸（
１
）。
乃
請
艦
庫
側
。
割
私
田
庇
材（
２
）塾
成
。
堂
曰
会
輔
。
取
諸
語
。

中
霤
設
朱
夫
子
位
。
二
仲
釈
奠
。
開
六
芸
之
舎
。
㠯
毓
才
且
布
列
士
君
子

之
席
。
庶
人
綿
蕞
。
日
講
聖
人
之
道
。
四
方
来
観
者
。
麕
至
。
居
数
閲
月
。

其
支
不
給
。
事
聞
。
乃
在
松
阪
坊
賜
圃
。
㠯
其
入
資
塾
費
。
士
庶
多
従
游

者
。
延
享
丁
卯
。
夏
五
月
二
十
有
五
日
。
病
風
卒
。
年
六
十
有
八
。
塋
深

川
玉
林
精
舎
。
先
生
為
人
素
椎（
３
）。
履
義
殉
道
。
事
親
孝
睦
家
倫
。
娵

加
藤
氏
。
有
男
女
。
皆
夭
。
一
子
要
中
。
継
塾
師
云
。
如
其
行
実
履
歴
。

有
門
生
口
碑
存
焉
。
銘
曰
。

　
　

道
之
東
也
。
先
吁
後
喁
。
誨
人
不
倦
。
聖
世
有
補
。

　
　
　

注

　
　
　
　
（
１
）
攸
―
―
救
（
事
）

　
　
　
　
（
２
）
材
―
―
村
（
事
）

　
　
　
　
（
３
）
椎
―
―
推
（
事
）

　

兼
山
の
経
歴
や
人
柄
、
教
育
方
針
な
ど
、「
一
子
要
中
」（
勘
平
）
や
「
門
生

口
碑
」
に
取
材
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
享
保
改
革
の
「
治
教
」
政

策
に
応
じ
て
門
弟
教
育
に
打
ち
込
ん
だ
兼
山
に
対
す
る
尊
崇
の
念
に
裏
打
ち
さ

れ
た
墓
碣
と
な
っ
た
。（
未
完
）

　
　
〔
補
記
〕�　

本
稿
は
、令
和
三
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
基
盤
研
究（
Ｃ
）「
成

島
信
遍
研
究
―
幕
臣
文
人
の
事
績
を
通
し
て
見
る
近
世
中
期
江
戸

文
壇
の
特
徴
―
」
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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A Chronological Record of 
Narushima Nobuyuki’s Career (23)

Keiichi KUBOTA

In my previous paper, I serially recorded Narushima Nobuyuki’s career from 1689 to 1746. 

This paper presents a detailed account of the literature attributed to him between late 1746 and 

early 1747.

In the winter of 1746, Nobuyuki provided a foreword to Tazawa Yasuakira’s Kasen-Kou and 

wrote Noji-Taizen, an agricultural guide book. 

In January 1747, Nobuyuki congratulated Nakamura Ranrin on his promotion from a doctor 

to a Confucian of the shogunate.

In May, he mourned for Sugano Kenzan, a private Confucian of Edo.

As was customary, he also served as a mediator between the inner circle of retired shogun 

Tokugawa Yoshimune and the librarians of Momijiyama Library.




