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― 1 ― 天明期の春町作黄表紙と南畝

天
明
期
の
春
町
作
黄
表
紙
と
南
畝

　
　

中
村
正
明

　
　
　

は
じ
め
に

　

黄
表
紙
の
創
始
者
と
し
て
文
学
史
に
名
を
刻
む
恋
川
春
町
は
、
作
者
と

し
て
活
躍
し
た
安
永
・
天
明
期
に
は
す
で
に
そ
の
名
が
知
ら
れ
た
戯
作
者

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
決
し
て
順
風
満
帆
に
著
作
活
動
を
続
け
た
わ
け

で
は
な
い
。
安
永
末
か
ら
天
明
初
年
に
及
ぶ
数
年
間
、
お
そ
ら
く
は
板
元

鱗
形
屋
孫
兵
衛
の
出
版
活
動
休
止
に
合
わ
せ
て
、
自
ら
の
署
名
を
附
し
た

黄
表
紙
作
品
を
板
行
し
な
い
期
間
が
あ
っ
た（

1
（

。
そ
の
後
再
び
執
筆
・
刊
行

す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
ら
は
以
前
の
作
品
と
は
異
な
る
傾
向
が
見
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
概
要
は
、
拙
稿
「
恋
川
春
町
の
戯
作
意
識
と

方
法
」
と
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い（

（
（

。

　

本
稿
は
そ
れ
を
享
け
、
春
町
の
作
風
変
化
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
探

る
も
の
で
あ
る
。
先
に
結
論
を
述
べ
て
し
ま
う
と
、
春
町
作
品
の
変
容
に

は
、
大
田
南
畝
の
影
響
が
か
な
り
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
春
町
と
南
畝
の
関
係
を
、
様
々
な
文
献
資
料
を
押
さ
え
つ
つ
検

討
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
ら
は
多
分
に
周
辺
資
料
ば
か
り
に
な

る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
累
積
に
よ
っ
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
を
丹

念
に
掬
い
取
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

　

春
町
の
黄
表
紙
創
作
活
動
は
、
安
永
四
年
の
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
か
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ら
始
ま
り
、
寛
政
元
年
正
月
刊
行
の
『
鸚
鵡
返
文
武
二
道
』
ま
で
の
十
五

年
間
に
行
わ
れ
た
。春
町
は
こ
の
寛
政
元
年
七
月
七
日
に
逝
去
し
て
い
る
。

寛
政
十
年
刊
『
須
臾
之
間
方
』
は
春
町
遺
稿
と
銘
打
っ
た
も
の
だ
が
、
死

後
間
隔
が
開
き
す
ぎ
て
い
る
こ
と
や
内
容
の
稚
拙
さ
に
よ
っ
て
、
名
を
借

り
た
だ
け
の
別
人
作
品
で
は
な
い
か
と
い
う
説
も
出
て
い
る（

（
（

。
そ
れ
で
も

一
応
春
町
作
に
数
え
て
お
く
と
、
外
題
の
み
知
ら
れ
る
が
未
刊
行
で
あ
っ

た
と
思
し
い
一
作
を
除
い
て
、
全
三
十
三
作
品
を
刊
行
し
て
い
る
。

　
　
　

一
、
狂
歌
に
お
け
る
春
町
と
南
畝

　

本
稿
は
黄
表
紙
を
中
心
に
春
町
と
南
畝
の
関
係
を
探
る
も
の
で
あ
る

が
、
二
人
の
交
流
を
考
え
る
に
当
た
っ
て
、
ど
う
し
て
も
狂
歌
活
動
を
省

く
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。
以
前
、
拙
稿
「
酒
上
不
埒
の
狂
歌
」
に

お
い
て
、
不
埒
（
春
町
）
と
赤
良
（
南
畝
）
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
た
の

で
、
こ
こ
で
は
略
説
す
る
の
み
に
し
た
い
。

　

不
埒
の
狂
歌
活
動
は
天
明
元
年
頃
に
始
ま
っ
た
（『
と
し
の
市
の
記（

（
（

』）

よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
時
期
的
に
考
え
て
も
『
菊

寿
草
』
で
縁
の
あ
っ
た
赤
良
の
影
響
で
あ
っ
た
ろ
う
。
不
埒
の
参
加
し
た

狂
歌
会
や
催
事
に
は
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
赤
良
の
名
は
見
え
る
し
、

赤
良
編
『
狂
歌

狂
文 

老
莱
子
』（
天
明
四
年
刊
）
に
も
不
埒
は
狂
文
を
収
め
て

い
る
。
ま
た
、『
游
戯
三
昧
』
や
不
埒
自
筆
詠
草
を
収
め
た
『
栗
花
集
』

も
赤
良
の
編
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
天
明
三
年
以
降
の
赤
良
・
菅
江
ら
の
関

わ
っ
て
い
る
狂
歌
会
や
行
事
に
は
不
埒
の
名
が
散
見
さ
れ
、
ま
た
『
万
載

狂
歌
集
』（
天
明
三
年
刊
）
に
始
ま
り
次
々
蔟
生
さ
れ
て
い
っ
た
狂
歌
集

の
多
く
に
、
不
埒
は
狂
歌
を
入
集
し
て
い
っ
た
。

　

天
明
狂
歌
壇
の
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
で
あ
る
赤
良
な
の
で
、
江
戸
に
お
け

る
多
種
多
様
な
狂
歌
活
動
に
常
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
そ
の
姿
が
見
ら
れ
る

の
は
当
然
で
あ
る
が
、
春
町
か
ら
す
る
と
狂
歌
師
と
し
て
外
様
に
近
い
立

場
で
あ
る
た
め
、
赤
良
に
頼
る
気
持
ち
は
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
狂

歌
界
に
お
い
て
不
埒
と
赤
良
は
非
常
に
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　
　
　

二
、
黄
表
紙
に
お
け
る
春
町
と
南
畝

㈠　

南
畝
の
内
な
る
春
町

　

そ
れ
で
は
、
黄
表
紙
に
お
け
る
二
人
の
関
係
性
を
考
え
て
い
く
こ
と
に

し
た
い
。
黄
表
紙
に
お
け
る
春
町
と
南
畝
の
交
流
を
明
示
す
る
資
料
は
ほ

と
ん
ど
な
き
に
等
し
い
が
、
幾
つ
か
の
作
品
及
び
周
辺
資
料
が
示
唆
す
る

も
の
を
で
き
る
限
り
丹
念
に
拾
い
、
考
察
を
試
み
た
い
。

　

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
元
来
南
畝
は
黄
表
紙
作
者
で
あ
っ
た
わ
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け
で
は
な
い
。
江
戸
中
期
以
降
、
江
戸
地
本
の
勃
興
に
伴
う
文
人
戯
作
の

作
者
の
一
人
と
し
て
注
目
さ
れ
活
躍
し
た
人
物
で
あ
り
、
狂
詩
狂
文
集
や

談
義
本
等
を
刊
行
し
て
い
る
。
安
永
期
に
は
、『
甲
駅
新
話
』（
安
永
四
年

序
）、『
評
判
茶
臼
芸
』（
安
永
五
年
刊
）
や
『
南
客
先
生
文
集
』（
安
永
八

年
刊
か
）
な
ど
洒
落
本
を
手
掛
け
る
な
ど
、
数
多
く
の
様
々
な
戯
作
に
手

を
染
め
た
人
物
で
あ
っ
た
。
彼
は
幕
臣
と
し
て
の
縁
か
ら
か
、
多
く
の
武

家
と
も
交
流
が
あ
り
、
ま
た
板
元
や
戯
作
者
、
狂
歌
師
、
絵
師
、
富
裕
な

町
人
ら
と
文
化
的
な
交
遊
を
深
め
る
こ
と
で
、
実
に
広
範
な
交
友
を
行
っ

た
、
言
わ
ば
文
人
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
心
的
人
物
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

殊
に
、
狂
歌
壇
に
お
い
て
、
狂
号
「
四
方
赤
良
」
の
称
と
と
も
に
天
明
狂

歌
を
先
導
し
、
盛
り
立
て
て
い
っ
た
リ
ー
ダ
ー
的
存
在
と
し
て
大
き
な
影

響
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
前
に
も
記
し
た
通
り
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
春
町
の
本
拠
地
と
も
い
う
べ
き
黄
表
紙
に
お
い
て
、
南
畝

と
春
町
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
、
南

畝
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
い
う
視
点
か
ら
見
て
み
た
い
。

　

安
永
四
年
以
降
、
黄
表
紙
の
通
人
性
と
当
世
化
を
牽
引
し
て
い
っ
た
作

者
の
一
人
が
春
町
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
方
で
、
南
畝
と
黄
表
紙
と
の
関
わ

り
は
、
安
永
期
に
限
っ
て
い
う
と
全
く
な
い
。
但
し
、
草
双
紙
に
は
興
味

が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
。『
半
日
閑
話
』
巻
十
三
「
安
永
五
年

丙
申
」
正
月
の
条
に
、
草
双
紙
の
表
紙
の
色
の
変
化
や
絵
題
簽
の
変
容
に

つ
い
て
記
し
て
い
る
の
で
あ
る（

（
（

。
そ
の
後
半
に
は
「
…
今
年
新
板
の
内
高

慢
軒（
斎
（行

脚
日
記
と
い
へ
る
本
行
は
る
。
画
工
恋
川
春
町
作
也
」
と
記
し
、

す
で
に
春
町
作
品
を
読
ん
で
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
そ
の
欄
外
に
も
追

考
と
し
て
「
去
年
夏
か
秋
の
頃
絵
草
紙
で
る
。
金
々
先
生
栄
花
夢
と
云
名

也
。
此
絵
草
紙
よ
り
風
を
変
ず
」
と
書
き
込
ん
で
い
る
。
同
書
「
安
永
六

年
丁
酉
」
正
月
条
に
は
「
当
年
の
絵
草
紙
、
鱗
形
屋
新
板
、
恋
川
春
町
画

并
作
あ
ま
た
、
気マ
マ

三
二
大
に
行
は
る
（
中
略
）
桃
太
郎
後
日
噺
、
花
見
帰

嗚
呼
怪
哉
杯
面
白
し
」
と
あ
り
、
年
ご
と
の
新
作
黄
表
紙
は
読
ん
で
い
た

で
あ
ろ
う
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　

南
畝
と
黄
表
紙
と
の
最
初
の
関
わ
り
は
、
天
明
元
年
正
月
に
板
行
さ
れ

た
四
方
屋
本
太
郎
作『
虚
言
八
百
万
八
伝
』に
序
文
を
寄
せ
た
こ
と
で
あ
っ

た
ろ
う
。

　

そ
の
南
畝
は
、
同
じ
天
明
元
年
正
月
に
黄
表
紙
評
判
記
『
菊
寿
草
』
を

刊
行
す
る
。
本
書
は
当
年
正
月
に
上
梓
さ
れ
た
黄
表
紙
全
四
十
三
作
品
を

俎
上
に
上
げ
て
、
役
者
評
判
記
を
模
し
て
位
付
け
と
評
言
を
附
し
た
、
言

わ
ば
新
刊
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
で
あ
っ
た
。
南
畝
の
『
菊
寿
草
』
執
筆
意
図
に

つ
い
て
、
作
中
に
は
明
記
さ
れ
て
は
い
な
い
が
、
和
田
博
通
氏
は
、
次
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る（

（
（

。

　
　

 

…
黄
表
紙
が
安
永
期
の
大
衆
化
し
た
洒
落
本
と
同
質
化
す
る
こ
と
を
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阻
止
し
、
よ
り
知
的
な
文
学
で
あ
っ
た
初
期
の
戯
作
に
近
づ
け
よ
う

と
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
物
に
も

と
ら
わ
れ
な
い
自
由
を
黄
表
紙
の
う
ち
に
確
保
し
よ
う
と
し
た
の
で

あ
る
。

　

全
三
冊
か
ら
成
る
『
菊
寿
草
』
は
、
上
巻
一
冊
（
全
十
四
丁
）
の
後
半

七
丁
を
使
っ
て
、
南
畝
（
無
署
名
）
に
よ
る
狂
文
「
北ほ
う

条で
う

の
三み
つ

鱗う
ろ
こ

を

一ち
よ
つ寸

と
葛か

西さ
い

の
太た

郎ら
う

月づ
き

」
を
載
せ
る
。
鎌
倉
の
町
人
鱗
屋
が
、
北
条
家
に

伝
わ
る
三
ツ
鱗
を
探
す
う
ち
、
鱗
の
持
ち
主
で
あ
る
龍
に
大
通
の
奥
義
書

一
巻
を
授
か
る
夢
を
見
る
と
い
う
物
語
が
綴
ら
れ
る
が
、
こ
の
鱗
屋
は
言

う
ま
で
も
な
く
地
本
問
屋
鱗
形
屋
孫
兵
衛
で
あ
る
。
狂
文
中
に
も
古
く
か

ら
草
双
紙
を
商
う
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
彼
が
探
し
求
め
た
三
ツ

鱗
は
人
間
に
姿
を
変
え
る
と
鯉
川
春
丁
と
名
乗
る
。
恋
川
春
町
の
こ
と
で

あ
る
。
三
ツ
鱗
（
春
丁
）
は
「
貴
賤
上
下
ひ
つ
く
る
ん
で
皆
大
通
へ
み
ち

び
か
ん
」
と
す
る
存
在
と
説
明
さ
れ
る（

（
（

。

　

南
畝
は
こ
の
狂
文
で
春
町
を
黄
表
紙
に
よ
っ
て
世
の
読
者
た
ち
を
通
の

世
界
へ
と
誘
う
人
物
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
安
永
期
ま
で
通
書
と
し
て

存
し
て
い
た
洒
落
本
で
は
な
く
、
新
た
に
勃
興
し
て
き
た
黄
表
紙
に
そ
の

役
を
当
て
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
右
の
和
田
論
は
そ
の
点
を
捉
え

て
、
変
質
し
て
し
ま
っ
た
洒
落
本
と
は
差
別
化
し
た
黄
表
紙
の
方
向
性
を

指
示
し
た
も
の
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
南
畝
は
、

黄
表
紙
と
い
う
戯
作
に
お
け
る
春
町
の
重
要
性
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

　
「
北
条
の
三
鱗
を
一
寸
と
葛
西
の
太
郎
月
」
の
別
の
部
分
で
は
、
黄
表

紙
の
創
始
に
触
れ
た
有
名
な
一
節
が
見
ら
れ
る
。

　
　

 

…
二
十
余
年
の
栄
花
の
夢
金
〳
〵
先
生
と
い
へ
る
通
人
い
で
ゝ
鎌
倉

中
の
草
双
帋
こ
れ
か
た
め
に
一
遍
し
て
ど
う
や
ら
こ
う
や
ら
草
双
帋

と
い
か
の
ぼ
り
ハ
お
と
な
の
物
と
な
つ
た
る
も
お
か
し
（
十
三
オ
）

　
『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
か
ら
黄
表
紙
が
始
ま
っ
た
と
す
る
文
学
史
的
な

定
説
に
つ
い
て
の
最
初
の
指
摘
で
あ
る
。
洒
落
本
作
者
で
も
あ
っ
た
南
畝

は
、
洒
落
本
の
物
語
と
通
人
性
を
草
双
紙
に
取
り
込
ん
だ
金
々
先
生
の
斬

新
さ
、
可
笑
し
み
に
す
ぐ
気
付
い
た
こ
と
は
先
の
『
半
日
閑
話
』
の
記
事

か
ら
確
認
で
き
る
。
そ
れ
を
契
機
と
し
た
草
双
紙
の
当
世
化
・
戯
画
化
の

動
き
に
は
敏
か
っ
た
。
折
し
も
〝
安
永
期
の
大
衆
化
し
た
洒
落
本
〟
と
密

接
に
繋
が
り
な
が
ら
も
、
絵
画
表
現
と
い
う
全
く
新
奇
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト

を
獲
得
し
た
黄
表
紙
に
、
南
畝
が
惹
か
れ
な
い
わ
け
が
な
い
。
戯
作
の
大

き
な
う
ね
り
の
第
一
波
と
な
っ
た
の
が
春
町
な
の
で
あ
る
と
『
菊
寿
草
』

が
明
記
し
た
意
義
は
大
き
い
。
こ
の
よ
う
に
、
南
畝
か
ら
春
町
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
の
最
初
は
、
春
町
の
戯
作
史
上
の
位
置
付
け
と
評
価
の
定
立
に
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あ
っ
た
。

　

翌
天
明
二
年
正
月
、
南
畝
は
二
冊
目
の
黄
表
紙
評
判
記
『
岡
目
八
目
』

を
上
梓
す
る
。
こ
の
正
月
に
春
町
は
、
蔦
屋
重
三
郎
か
ら
『
跡
を
老
松

東
へ
飛
梅 

我わ
れ
た
の
む
ひ
と
の
ま
こ
と

頼
人
正
直
』
と
『
雛
形
意
気
真
顔
』
の
二
種
の
黄
表
紙
を
刊
行
し
て
い

る
。
こ
の
二
作
品
は
『
岡
目
八
目
』
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ<

敵

役
之
部　

上
上
吉><

若
女
形
之
部　

上
卜>

と
い
う
評
価
を
得
て
い
る
。

『
我
頼
人
正
直
』
の
評
言
を
例
に
引
い
て
お
く（

（
（

。

　
　

 

…
…
近
年
袋
入
斗
お
つ
と
め
ゆ
へ
、
青
本
で
は
久
し
ぶ
り　

頭
取
上

を
学
ぶ
下
と
は
い
へ
ど
も
、
下
を
ま
な
ぶ
か
み
の
ゑ
ん
ぎ
、
左
大
臣

時
平
の
役
、名
に
お
ふ
建
部
源
蔵
と
、名
の
つ
て
通
る
ほ
と
ゝ
ぎ
す
、

き
ゝ
に
北
野
の
開
帳
に
、
湯
島
の
湯
の
時
宜
水
に
な
つ
て
、
色
の
さ

め
た
る
袋
入
を
、そ
め
直
し
た
る
青
本
の
仲
間
入
、そ
さ
う
の
天
神
、

雷
通
の
し
や
れ
、
十
一
人
の
子
ぶ
く
し
や
は
、
七
天
神
に
う
ま
れ
ま

し
て
、
恋
川
に
水
た
へ
ず
、
つ
き
せ
ぬ
春
の
は
る
町
と
、
ホ
ヽ
う
や

ま
つ
て
申
。

　

こ
こ
数
年
袋
入
本
ば
か
り
手
が
け
て
い
た
春
町
が
黄
表
紙
の
新
作
を
公

刊
し
た
と
い
う
指
摘
が
見
え
る
。
本
作
は
、
天
明
元
年
七
～
八
月
に
湯
島

天
神
で
行
わ
れ
た
北
野
天
神
の
出
開
帳
を
話
の
種
と
し
て
、
天
神
の
縁
か

ら
『
菅
原
伝
授
手
習
鑑
』
の
物
語
に
付
会
し
て
描
く
作
品
で
あ
る
。
春
町

得
意
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
や
当
世
社
会
・
風
俗
の
詳
細
な
当
て
込
み
と
、
人
を

喰
っ
た
滑
稽
が
巧
み
な
秀
作
で
あ
り
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
安
永
期
黄

表
紙
か
ら
の
傾
向
を
継
い
だ
作
品
と
い
え
る
。
敵
役
之
部
で
ト
ッ
プ
に
置

か
れ
て
い
る
の
も
、そ
う
し
た
点
を
高
く
評
価
し
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
の
一
方
で
、『
雛
形
意
気
真
顔
』は
若
女
形
之
部
の
末
座
に
据
え
ら
れ
、

<

上
卜>

と
い
う
低
評
価
を
付
け
ら
れ
て
い
る
。
通
笑
『
む
か
し
〳
〵
岡

崎
女
郎
衆
』
他
と
ま
と
め
て
記
さ
れ
た
評
言
に
は
、「
…
ひ
な
が
た
ハ
通

す
ぎ
て
三
味
線
な
し
に
河
東
を
か
た
る
様
な
れ
バ
口
ざ
ミ
せ
ん
に
の
せ
ま

し
た
」
と
あ
り
、
本
作
の
凝
り
す
ぎ
た
趣
向
が
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
ら
し

い
。
し
か
し
春
町
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
自
覚
的
意
図
的
な
趣
向
の
新
奇

性
で
あ
り
、
評
価
は
高
く
な
か
っ
た
も
の
の
南
畝
か
ら
指
摘
さ
れ
た
こ
と

自
体
は
、
春
町
の
先
鋭
的
な
作
品
執
筆
を
裏
付
け
る
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
南
畝
に
よ
る
春
町
の
評
価
や
文
学
史
的
位
置
付
け
が
、
二
人

の
積
極
的
な
交
流
の
契
機
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
春
町
と
南
畝
を
含

む
文
人
仲
間
に
よ
る
新
吉
原
遊
興
（『
と
し
の
市
の
記
』）
が
天
明
元
年

十
二
月
に
行
わ
れ
た
こ
と
と
時
期
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
も
傍
証
と
な
る

で
あ
ろ
う
。

　

こ
こ
で
改
め
て
注
目
し
た
い
の
は
、
南
畝
か
ら
春
町
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

が
天
明
元
年
か
ら
二
年
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
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数
年
ぶ
り
に
な
る
天
明
二
年
の
春
町
の
黄
表
紙
刊
行
と
、
翌
三
年
正
月
の

大
量
の
作
品
刊
行
（
黄
表
紙
五
、
袋
入
本
二
）
と
い
う
、
言
わ
ば
大
々
的

な
春
町
の
黄
表
紙
界
復
帰
を
考
え
合
わ
せ
る
と
、
彼
の
復
帰
に
は
、
評
判

記
に
お
け
る
南
畝
の
評
価
や
何
ら
か
の
直
接
的
な
働
き
か
け
が
あ
っ
た
か

ら
こ
そ
の
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と

を
裏
付
け
る
資
料
は
な
く
、
た
ま
た
ま
鱗
形
屋
の
事
業
再
開
の
タ
イ
ミ
ン

グ
が
天
明
三
年
で
あ
っ
た
か
ら
と
も
考
え
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
外

的
要
因
に
加
え
て
、
内
的
要
因
と
し
て
南
畝
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
が
あ
っ
た

と
す
る
の
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。

　

当
の
南
畝
自
身
も
天
明
三
年
か
ら
黄
表
紙
を
刊
行
し
始
め
て
い
る
。
天

明
三
年
か
ら
六
年
に
か
け
て
、
全
七
作
の
黄
表
紙
を
上
梓
し
て
い
る
。

　

南
畝
の
黄
表
紙
に
つ
い
て
、
馬
琴
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
巻

之
一
「
四
方
山
人
」
の
記
事
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る（

（
（

。

　
　

 

…
く
さ
ざ
う
し
の
作
は
旨
と
な
さ
ゞ
れ
ど
も
、
安
永
天
明
の
間
、
二

冊
物
三
冊
物
の
新
板
折
々
出
た
り
（
中
略
）
し
か
れ
ど
も
戯
作
の
才

は
喜
三
二
春
町
の
二
の
町
に
て
尤
け
き
あ
た
り
作
は
な
か
り
き

　

こ
の
言
を
見
る
に
、決
し
て
黄
表
紙
作
者
と
し
て
の
評
価
は
高
く
な
い
。

こ
れ
は
後
代
に
な
っ
て
か
ら
も
共
通
し
た
南
畝
黄
表
紙
の
評
価
と
言
え
る

だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
こ
の
天
明
三
年
と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
は
、『
菊
寿
草
』『
岡
目
八

目
』刊
行
の
翌
年
に
当
た
り
、南
畝
が
評
判
記
で
主
張
す
る
黄
表
紙
の〝
趣

向
の
新
奇
性
と
通
人
性
〟
を
自
ら
実
践
に
移
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
こ
数
年
の
黄
表
紙
熱
の
結
果
と
し
て
の
実
作
で
あ
る
。
も
っ
と
も
実
際

的
な
黄
表
紙
執
筆
の
理
由
に
つ
い
て
、
宇
田
敏
彦
氏
は
「
文
学
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
は
と
も
か
く
、
南
畝
の
黄
表
紙
へ
の
染
筆
は
、（
中
略
）
二
代
目
西

村
与
八
へ
の
餞
で
あ
り
、
蔦
屋
重
三
郎
の
日
本
橋
通
油
町
へ
の
進
出
を
寿

ぐ
も
の
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る（

（1
（

。
し
か
し
、
折
し
も
春
町
復
帰
と

軌
を
一
に
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
決
し
て
単
な
る
黄
表
紙
実
践
編

と
い
う
だ
け
で
な
く
、
春
町
と
の
親
交
を
積
み
重
ね
た
こ
と
に
よ
る
影
響

と
感
化
と
い
う
側
面
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
作
中
に

春
町
に
つ
い
て
言
及
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
南
畝
作
品
の
傾
向
と
し
て
新

奇
性
と
通
人
性
が
確
か
に
存
し
て
い
る
と
宇
田
氏
も
記
し
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
、
評
判
記
に
お
い
て
南
畝
が
指
摘
し
て
い
る
黄
表
紙
の
本
質
に
通
じ

る
。
ま
た
、
宇
田
氏
が
南
畝
の
黄
表
紙
に
つ
い
て
、「
…
黄
表
紙
の
あ
る

べ
き
姿
を
指
唆
し
た
彼
の
面
目
が
躍
如
と
し
て
お
り
、
表
現
が
第
一
義
の

文
学
と
し
て
の
黄
表
紙
の
も
つ
可
能
性
の
追
求
が
種
々
試
み
ら
れ
て
い
る

点
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る（

（（
（

が
、
こ
の
黄
表

紙
と
し
て
の
表
現
の
可
能
性
を
追
求
す
る
考
え
方
は
、
ま
さ
に
天
明
期
の
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春
町
諸
作
に
見
ら
れ
る
新
趣
向
と
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。『
岡
目
八
目
』

に
お
け
る
『
雛
形
意
気
真
顔
』
評
に
あ
る
「
通
す
ぎ
」
と
い
う
言
は
趣
向

の
先
鋭
性
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
評
者
南
畝
は
作
品
の
面
白
さ

と
し
て
は
否
定
し
な
が
ら
も
、
そ
の
表
現
の
可
能
性
の
追
求
と
い
う
姿
勢

自
体
は
、
作
者
南
畝
と
し
て
継
承
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
黄

表
紙
界
の
先
頭
に
立
つ
春
町
と
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
知
悉
す
る
南
畝

が
、
図
ら
ず
も
同
期
し
た
か
の
よ
う
な
通
す
ぎ
る
趣
向
の
黄
表
紙
を
生
み

出
す
の
は
、
蓋
し
当
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
、
南
畝
の
黄
表
紙
創
作
に
お
け
る
春
町
の
影
響
、
感

化
は
あ
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
直
裁
的
な
言
及
や
似
て
い
る
か
似

て
い
な
い
か
の
問
題
で
は
な
く
、
黄
表
紙
を
黄
表
紙
と
し
て
成
り
立
た
せ

る
本
質
の
部
分
を
継
承
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

㈡　

春
町
の
内
な
る
南
畝

　

続
い
て
、
春
町
の
黄
表
紙
に
お
け
る
南
畝
か
ら
の
影
響
を
確
認
し
て
い

く
。

　

黄
表
紙
作
品
の
考
察
に
入
る
前
に
、
一
点
春
町
の
狂
文
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。
南
畝
の
母
の
六
十
賀
を
祝
し
て
ま
と
め
ら
れ
た
狂
歌
狂
文
集

『
狂
歌

狂
文 

老
莱
子
』（
天
明
四
年
刊
）
に
収
め
ら
れ
た
「
耳ミ
ヽ
を

取と
つ
て

鼻は
な

先さ
き

婆ば
ゝ
あ

序じ
よ

」

で
あ
る
。
数
十
名
の
狂
歌
師
ら
が
寄
せ
た
狂
歌
狂
文
の
中
で
も
、
ひ
と
き

わ
異
彩
を
放
つ
の
が
春
町
の
こ
の
狂
文
で
あ
る
。
架
空
の
昔
話
も
の
黄
表

紙
の
冒
頭
部
を
模
し
て
お
り
、
最
初
の
半
丁
に
は
序
文
が
あ
り
、
次
の
半

丁
に
は
桃
太
郎
風
の
挿
絵
と
文
章
が
描
か
れ
て
い
る
。
春
町
な
ら
で
は
の

黄
表
紙
風
狂
文
と
い
う
こ
と
で
あ
る（

（1
（

。
こ
れ
は
、
黄
表
紙
作
者
春
町
と
い

う
社
会
的
な
認
識
を
利
用
し
て
、
南
畝
の
母
に
喜
ん
で
も
ら
う
工
夫
と
い

う
こ
と
に
な
ろ
う
。
更
に
穿
っ
て
い
う
と
、
黄
表
紙
作
者
春
町
に
よ
る
黄

表
紙
風
狂
文
を
も
っ
と
も
面
白
が
る
の
は
、
編
者
南
畝
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
春
町
が
黄
表
紙
界
に
お
い
て
特
別
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
公

に
し
た
張
本
人
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
春
町
自
身
が
意
図
的
に
南
畝
を
楽
し

ま
せ
る
た
め
に
描
い
た
、
遊
び
と
も
い
う
べ
き
狂
文
を
欣
喜
し
て
読
ん
だ

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、
春
町
は
南
畝
に
よ
る
黄
表
紙
の
創
始
者
と
い
う
位
置
付
け
を

自
ら
甘
受
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
新
し
さ
こ
そ
が
要
で

あ
る
と
自
覚
し
た
天
明
期
の
春
町
は
、
自
分
の
作
り
出
し
た
黄
表
紙
ら
し

さ
を
打
破
す
る
た
め
に
意
識
的
に
新
奇
な
趣
向
を
志
向
し
た
の
で
あ
る
。

天
明
期
に
刊
行
さ
れ
た
春
町
の
黄
表
紙
は
、
未
刊
行
と
さ
れ
る
『
大
通
箱

入
之
疳
癪
』
を
除
い
て
、
全
十
六
作
を
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
（
袋
入
本

を
含
む
）。
実
質
的
な
遺
作
で
あ
る
、
寛
政
元
年
刊
『
鸚
鵡
返
文
武
二
道
』

ま
で
を
併
せ
る
と
全
十
七
作
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
に
つ
い
て
、
安
永

期
と
比
べ
て
内
容
に
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
は
、拙
稿「
恋
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川
春
町
の
戯
作
意
識
と
方
法
」
で
指
摘
し
た
こ
と
で
あ
る（

（1
（

が
、
こ
こ
に
簡

単
に
紹
介
し
て
お
く
。

　

安
永
期
の
作
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
①
当
世
流
行
や
ト
ピ
ッ
ク
ス
の
取

り
込
み
（『
金
々
先
生
栄
花
夢
』『
高
慢
斎
行
脚
日
記
』
な
ど
）、
②
作
者

登
場
・
実
生
活
の
う
が
ち
（『
其
返
報
怪
談
』『
三
升
増
鱗
祖
』
な
ど
）、

③
黒
本
・
青
本
的
作
品
（『
唐
倭
画
伝
鑑
』『
甚
三
紅
絹
由
来
』
な
ど
）
の

三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。『
金
々
先
生
栄
花
夢
』
以
降
の
黄
表
紙
は
黒
本
・

青
本
の
題
材
や
方
法
を
継
承
し
つ
つ
展
開
し
て
い
っ
た
た
め
、
基
本
的
に

は
読
み
物
と
し
て
の
性
格
を
保
持
し
て
創
作
さ
れ
た
。
作
品
の
ベ
ー
ス
と

な
る
世
界
と
し
て
、
和
漢
の
古
典
文
学
や
歌
舞
伎
を
中
心
と
し
た
古
典
芸

能
類
の
物
語
を
借
り
て
作
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
黄
表
紙
に
は
、
既
存
の
物

語
を
利
用
し
な
が
ら
そ
こ
に
当
世
の
話
題
を
取
り
込
み
、
新
奇
な
趣
向
を

盛
り
込
ん
で
新
し
い
物
語
を
作
り
出
す
文
学
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
い
う
、

通
念
と
も
い
う
べ
き
認
識
が
あ
っ
た
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
は
れ
っ

き
と
し
た
物
語
性
の
存
在
を
指
摘
し
得
る
の
で
あ
る
。

　

天
明
期
の
春
町
作
品
の
特
徴
と
し
て
は
、
①
政
治
状
況
の
う
が
ち
（『
吉

備
能
日
本
智
恵
』『
悦
贔
屓
蝦
夷
押
領
』『
鸚
鵡
返
文
武
二
道
』
な
ど
）、

②
狂
歌
活
動
の
取
り
込
み
（『
吉
原
大
通
会
』『
万
載
集
著
微
来
歴
』『
鎌

倉
太
平
序
』
な
ど
）、
③
物
語
性
の
解
体
（『
無
題
記
』『
雛
形
意
気
真
顔
』

『
節
季
夜
行
』
な
ど
）
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
①
②
は

安
永
期
の
特
徴
①
②
と
対
応
し
て
い
る
。
①
は
天
明
期
の
ト
ピ
ッ
ク
ス
と

し
て
幕
府
を
揺
り
動
か
し
た
事
件
や
天
災
、
そ
し
て
寛
政
の
改
革
を
う
が

ち
、
②
は
作
者
春
町
の
実
生
活
の
一
側
面
と
し
て
狂
歌
活
動
を
取
り
込
ん

で
い
る
と
考
え
れ
ば
、
春
町
の
当
世
的
傾
向
が
よ
り
焦
点
化
し
た
も
の
と

言
っ
て
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
③
は
黄
表
紙
の
根
幹
に

あ
る
べ
き
草
双
紙
と
し
て
の
本
質
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

絵
画
表
現
と
文
章
の
交
響
と
い
う
草
双
紙
の
形
式
的
な
部
分
だ
け
を
残
し

て
、当
世
性
と
新
奇
な
趣
向
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
描
く
方
法
で
あ
り
、

そ
こ
に
は
発
想
の
契
機
と
し
て
の
古
典
や
芸
能
は
あ
っ
て
も
、
物
語
性
は

遠
景
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
方
法
は
春
町
の
発
明
で
は
な
い
が
、

黄
表
紙
の
新
た
な
方
向
性
と
し
て
春
町
に
よ
る
彫
琢
が
行
わ
れ
て
い
っ
た

も
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
本
題
に
戻
る
。
こ
う
し
た
天
明
期
の
春
町
の
新
傾
向
が
、
ど
の

よ
う
な
契
機
で
こ
の
タ
イ
ミ
ン
グ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
考
え
て

み
た
い
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
や
は
り
南
畝
の
影
が
見
え
隠
れ
し
て
い
る

こ
と
に
気
付
く
。

　

そ
れ
が
も
っ
と
も
明
白
に
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
右
記
の
特
徴
「
②

狂
歌
活
動
の
取
り
込
み
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
春
町
が
天
明
狂
歌
壇
を
題

材
と
し
て
扱
っ
た
作
品
に
は
、『
吉
原
大
通
会
』、『
万
載
集
著
微
来
歴
』、

『
鎌
倉
太
平
序
』
が
あ
る
。
前
二
作
が
刊
行
さ
れ
た
天
明
四
年
は
、
そ
の
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前
年
に
南
畝
・
菅
江
編
の
狂
歌
集
『
万
載
狂
歌
集
』
が
刊
行
さ
れ
、
江
戸

に
お
け
る
狂
歌
人
気
が
最
盛
期
に
達
し
た
時
期
で
あ
り
、
そ
う
し
た
当
世

流
行
を
う
が
つ
作
品
群
で
も
あ
る
。

　
『
吉
原
大
通
会
』
は
、
謡
曲
『
大
会
』
の
世
界
を
下
敷
き
に
し
て
天
明

期
の
大
通
た
ち
の
遊
興
や
文
人
趣
味
を
描
い
た
作
品
で
あ
る
。
作
中
に
は

天
明
狂
歌
壇
の
代
表
的
な
面
々
が
勢
揃
い
す
る
場
面
が
あ
る
（
十
一
ウ
・

十
二
オ
）。
描
か
れ
て
い
る
人
物
は
、
す
き
成
（
喜
三
二
）・
赤
良
（
南
畝
）・

木
網
・
菅
江
・
定
丸
・
常
閑
・
東
作
・
裏
住
・
秋
人
・
元
成
・
唐
丸
（
蔦

重
）
ら
で
、
不
埒
（
春
町
）
自
身
は
不
在
で
あ
る
。
そ
の
書
き
込
み
に
、

次
の
よ
う
な
唐
丸
と
赤
良
の
会
話
が
あ
る
。

　
　
（
唐
丸
）「
直
さ
ん
へ
、
も
し
は
る
さ
ん
か
ち
よ
つ
と
」

　
　
（
赤
良
）「
は
る
と
ハ
だ
れ
だ
、
は
る
丁
か
」

　
〝
直
さ
ん
〟
と
は
南
畝
の
本
名
直
次
郎
の
こ
と
な
の
で
、
蔦
重
が
南
畝

に
春
町
の
所
在
を
尋
ね
て
い
る
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
か
元
ネ
タ
が

あ
っ
て
の
当
て
込
み
か
も
し
れ
な
い
が
、
ご
く
一
般
的
な
会
話
に
見
え
る

の
で
、
単
に
春
町
の
動
向
を
知
る
南
畝
に
そ
の
所
在
を
尋
ね
て
い
る
だ
け

の
よ
う
に
思
え
る
。
ど
の
よ
う
に
も
解
釈
で
き
る
短
文
で
あ
る
た
め
、
本

意
は
不
明
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
春
町
に
つ
い
て
南
畝
は
よ
く
知
っ

て
い
る
と
い
う
前
提
が
そ
こ
に
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
『
万
載
集
著
微
来
歴
』は
、天
明
狂
歌
の
火
付
け
役
と
な
っ
た
狂
歌
集『
万

載
狂
歌
集
』
の
刊
行
の
裏
事
情
を
『
平
家
物
語
』
の
世
界
に
仮
託
し
て
描

い
た
作
品
で
あ
る
。
南
畝
と
菅
江
に
よ
る
『
万
載
集
』
編
纂
に
は
、
古
く

か
ら
の
狂
歌
仲
間
で
あ
る
唐
衣
橘
州
が
南
畝
一
派
を
排
除
し
て
『
狂
歌
若

葉
集
』
を
編
も
う
と
し
た
こ
と
が
契
機
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
よ
う（

（1
（

。
そ
れ
に
対
抗
し
て
編
ま
れ
た
の
が
『
万
載
集
』
で
あ
り
、

結
果
と
し
て
こ
ち
ら
の
方
が
圧
倒
的
な
人
気
を
獲
得
し
た
。
こ
う
し
た
南

畝
対
橘
州
と
い
う
軋
轢
の
構
図
を
、
源
氏
対
平
氏
の
合
戦
に
置
換
し
た
わ

け
で
あ
る
。
作
中
に
は
、
藤
原
俊
成
の
雑
掌
と
し
て
四
方
赤
良
が
、
そ
の

草
履
取
と
し
て
酒
上
不
埒
が
登
場
す
る
。
狂
歌
壇
に
お
け
る
位
置
を
反
映

さ
せ
た
人
物
設
定
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず
二
人
の
親

交
を
も
反
映
さ
せ
て
い
る
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
作
品
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
で
あ
る
源
平
の
武
将
ら
が
相
集
う
宴
の
場
面
は
、
天
明
三
年
正
月
十
三

日
に
京
橋
伊
勢
屋
勝
助
に
て
催
さ
れ
た
、
約
三
十
余
名
の
参
加
者
を
集
め

た
元
木
網
狂
歌
会
の
様
子
を
写
し
て
い
る
と
さ
れ
る（

（1
（

（
九
ウ
・
十
オ
）。

そ
の
図
に
は
左
上
部
で
狂
歌
を
詠
み
上
げ
る
人
物
（
袖
に
巴
紋
ら
し
き
も

の
が
あ
る
の
で
赤
良
）
が
居
り
、
そ
の
左
隣
に
座
る
の
が
不
埒
だ
と
考
え

ら
れ
る
。『
万
載
集
』
に
ま
つ
わ
る
対
立
の
中
で
も
、
春
町
は
常
に
南
畝

の
側
に
居
り
、
そ
の
問
題
を
左
右
で
き
る
立
場
に
は
な
か
っ
た
こ
と
を
暗
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に
示
し
て
い
る
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
『
鎌
倉
太
平
序
』
も
ま
た
、
南
畝
と
橘
州
の
対
立
を
素
材
と
し
て
、
こ

れ
も
『
平
家
物
語
』
の
世
界
に
仮
託
し
た
作
品
。
先
賢
の
研
究
で
は
、『
万

載
集
著
微
来
歴
』
と
同
様
天
明
四
年
頃
に
書
か
れ
た
作
品
で
あ
る
が
、
そ

の
世
界
と
趣
向
が
あ
ま
り
に
も
近
似
し
て
い
る
た
め
、
刊
行
を
ず
ら
し
た

も
の
と
推
定
し
て
い
る（

（1
（

。
鎌
倉
山
に
住
む
大
通
儒
菅
荘
兵
衛
と
梶
原
景
時

と
の
対
立
・
謀
略
の
物
語
に
、
赤
良
と
橘
州
の
軋
轢
を
重
ね
て
い
る
。
主

人
公
菅
荘
兵
衛
に
つ
い
て
、「
…
号
と
字
ハ
な
ん
ほ
と
や
ら
か
と
や
ら
ぞ

く
名
ハ
か
ん
庄
兵
衛
と
言
ひ
け
る
」（
一
オ
）
と
紹
介
し
て
お
り
、
南
畝

が
作
品
の
中
心
人
物
で
あ
る
と
明
示
す
る
。
本
作
に
は
春
町
は
登
場
し
な

い
が
、
南
畝
の
身
近
に
持
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
知
ら
れ
る
狂
歌
壇
の
情
報

が
幾
つ
も
垣
間
見
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。

　

狂
歌
壇
に
居
た
か
ら
こ
そ
書
く
こ
と
の
で
き
る
作
品
で
あ
り
、
春
町
は

そ
こ
で
の
南
畝
と
の
関
係
性
を
明
示
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。

　

続
い
て
、「
①
政
治
状
況
の
う
が
ち
」
に
お
け
る
春
町
と
南
畝
に
つ
い

て
考
え
て
い
き
た
い
。

　

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
安
永
期
か
ら
顕
著
だ
っ
た
当
世
の
ト
ピ
ッ
ク

ス
の
取
り
込
み
で
あ
る
が
、
天
明
期
は
そ
の
対
象
に
な
る
幕
政
に
関
わ
る

大
き
な
出
来
事
が
非
常
に
増
加
し
た
時
期
で
あ
っ
た
た
め
、
直
接
で
は
な

く
間
接
に
作
中
に
描
き
こ
ま
れ
る
こ
と
が
漸
増
し
て
い
っ
た
。
天
明
期
は

政
治
的
時
期
だ
っ
た
の
で
あ
る
。『
武
江
年
表
』『
翁
草
』『
き
ゝ
の
ま
に

〳
〵
』
等（

（1
（

か
ら
、
そ
れ
ら
幕
政
を
揺
る
が
し
た
天
災
や
事
件
、
そ
し
て
幕

府
の
動
き
を
抜
き
出
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
　

天
明
二
年
七
月
十
日　
　
　

関
東
に
大
地
震
（『
き
ゝ
』）

　
　

七
月
三
年
七
月
六
日　
　
　

 

浅
間
山
代
噴
火
（『
武
江
年
表
』）（『
翁

草
』）

　
　
　
　
　
　

夏
～　
　
　
　
　

関
東
・
奥
州
飢
饉
（『
武
江
年
表
』）

　
　

天
明
四
年
三
月
二
十
四
日　

 

佐
野
善
左
衛
門
、
江
戸
城
中
で
田
沼
意

知
を
斬
殺
（『
き
ゝ
』）

　
　
　
　
　
　

夏　
　
　
　
　
　

諸
国
飢
饉
（『
武
江
年
表
』）

　
　

天
明
五
年
夏　
　
　
　
　
　

旱
に
て
凶
作
（『
き
ゝ
』）

　
　

天
明
六
年
七
月
十
四
～
十
八
日　

江
戸
大
洪
水
（『
翁
草
』）

　
　
　
　
　
　

夏　
　
　
　
　
　

諸
国
飢
饉
（『
翁
草
』）

　
　
　
　
　
　

八
月　
　
　
　
　

十
代
将
軍
家
治
死
去
（『
き
ゝ
』）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

田
沼
意
次
老
中
職
を
罷
免
（『
き
ゝ
』）

　
　

天
明
七
年
四
月
十
五
日　
　

十
一
代
将
軍
家
斉
宣
下
（『
き
ゝ
』）

　
　
　
　
　
　

五
月　
　
　
　
　

打
ち
壊
し
運
動
多
発
（『
武
江
年
表
』）

　
　
　
　
　
　

六
月　
　
　
　
　

 

松
平
定
信
、
老
中
職
に
就
任
。
改
革
政

治
を
始
め
る
。

　
　
　
　
　
　

十
二
月　
　
　
　

土
山
宗
次
郎
死
罪
（『
き
ゝ
』）
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天
明
八
年
七
月　
　
　
　
　

田
沼
意
次
死
去

　

目
立
つ
出
来
事
を
拾
っ
た
だ
け
だ
が
、以
上
の
よ
う
に
き
わ
め
て
多
い
。

春
町
は
小
藩
と
は
い
え
駿
河
国
小
島
藩
の
江
戸
詰
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
こ
れ
ら
の
大
事
に
奔
走
す
る
武
士
や
幕
臣
を
身
近
で
見
聞
し
た
で

あ
ろ
う
し
、
南
畝
に
至
っ
て
は
御
徒
暮
ら
し
と
は
い
え
幕
臣
で
あ
っ
た
。

天
明
文
化
興
隆
の
立
役
者
で
も
あ
る
二
人
だ
が
、
そ
の
一
方
で
、
武
士
で

あ
る
か
ら
こ
そ
こ
う
し
た
大
き
な
政
の
う
ね
り
を
肌
で
感
じ
て
い
た
こ
と

は
間
違
い
な
い
。

　

春
町
の
天
明
四
年
の
黄
表
紙
に
『
吉
備
能
日
本
智
恵
』
が
あ
る
。
吉
備

真
備
入
唐
説
話
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
真
備
に
よ
っ
て
唐
で
日
本
趣
味
が
流

行
し
て
い
く
様
子
を
滑
稽
に
描
く
作
品
だ
が
、
こ
れ
は
当
時
の
日
本
に
お

け
る
中
国
趣
味
を
反
転
さ
せ
る
趣
向
で
あ
る（

（1
（

。
本
作
に
お
け
る
聖
武
天
皇

は
唐
物
好
き
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
当
時
の
老
中
首
座
田
沼

意
次
の
唐
物
好
き
の
う
が
ち
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る（

（1
（

。
ま
た
、
聖
武

天
皇
と
真
備
の
関
係
は
、
田
沼
と
勘
定
奉
行
松
本
伊
豆
守
の
関
係
を
反
映

さ
せ
て
い
る
と
も
さ
れ
る
。
重
商
主
義
に
伴
う
賄
賂
政
治
も
取
沙
汰
さ
れ

た
田
沼
ゆ
え
に
、
そ
の
贅
沢
な
中
国
趣
味
を
取
り
込
み
、
ち
ゃ
か
し
た
作

品
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
の
ち
ゃ
か
し
が
日
中
逆
転
趣
向
の
滑
稽
と

う
が
ち
に
隠
れ
て
、
揶
揄
や
嘲
笑
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
こ
な
い
き
ら

い
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
春
町
は
念
に
は
念
を
入
れ
て
政
治
的
要
素
を
隠

し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
『
吉
備
能
日
本
智
恵
』
に
比
べ
れ
ば
、
実
質
的
な
遺
作
で
あ
る
『
鸚
鵡

返
文
武
二
道
』
は
、
あ
ま
り
に
も
直
接
的
に
改
革
政
治
を
取
り
上
げ
て
お

り
、
現
在
読
ん
で
も
ひ
や
ひ
や
す
る
ほ
ど
だ
。
外
題
の
〝
鸚
鵡
返
〟
が
松

平
定
信
の
教
訓
書
『
鸚
鵡
言
』
を
写
し
て
い
る
こ
と
か
ら
始
ま
り
、
平
安

時
代
の
延
喜
帝
の
善
政
に
仮
託
し
て
、
寛
政
改
革
が
世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る

面
を
改
善
し
て
い
く
様
を
春
町
得
意
の
『
無
題
記
』
的
逆
転
趣
向
で
う
が

ち
、
笑
い
に
転
化
さ
せ
て
い
く
作
品
で
あ
る
。
勿
論
、
本
作
は
喜
三
二
の

『
文
武
二
道
万
石
通
』（
天
明
八
年
刊
）
を
承
け
て
作
ら
れ
た
作
品
で
あ
る

が
、
こ
れ
ら
の
政
治
的
要
素
の
色
濃
い
黄
表
紙
に
お
い
て
は
特
に
南
畝
か

ら
の
影
響
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
天
明
八
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
悦

贔
屓
蝦
夷
押
領
』
で
あ
る
。
改
革
政
治
が
本
格
的
に
始
動
し
た
時
期
の
刊

行
で
あ
り
、
源
義
経
の
蝦
夷
渡
り
伝
説
（『
御
曹
子
島
わ
た
り
』『
義
経
勲

功
記
』
ほ
か
）
を
下
敷
き
に
し
て
、
蝦
夷
を
治
め
た
義
経
一
行
と
、
日
本

化
し
て
い
く
蝦
夷
の
様
子
、
密
貿
易
を
企
む
蝦
夷
人
団
観
の
暗
躍
な
ど
が

描
か
れ
て
い
る
。
作
品
の
詳
細
は
『
江
戸
の
戯
作
絵
本
（
三
）』
の
小
池

正
胤
解
説（

11
（

に
譲
る
。

　

天
明
当
時
、
蝦
夷
を
治
め
て
い
た
松
前
藩
は
、
藩
主
志
摩
守
道
広
の
も

と
ア
イ
ヌ
と
の
交
易
を
独
占
し
、
既
得
権
益
を
保
持
す
る
た
め
、
蝦
夷
に
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関
す
る
情
報
の
広
範
な
伝
播
を
阻
害
し
て
い
た
と
い
う
。
そ
の
状
況
を
憂

慮
し
た
仙
台
藩
医
工
藤
平
助
は
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』（
天
明
元
年
頃
刊
）

を
著
し
た
。
こ
の
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』
の
影
響
に
つ
い
て
小
池
氏
は
次
の

よ
う
に
述
べ
る（

1（
（

。

　
　

 

田
沼
意
次
の
膨
張
政
策
を
刺
激
し
、
勘
定
奉
行
松
本
伊
豆
守
秀
持
は

戯
作
者
平
秩
東
作
を
ひ
そ
か
に
蝦
夷
地
視
察
に
派
遣
し
た
。
東
作
は

翌
四
年
江
戸
に
帰
っ
て
『
東
遊
記
』
を
ま
と
め
、
五
年
大
々
的
に
調

査
が
組
ま
れ
た
。

　

天
明
七
年
、田
沼
の
失
権
に
よ
り
こ
の
蝦
夷
調
査
は
無
為
に
終
わ
る
が
、

寧
ろ
そ
の
た
め
に
春
町
は
こ
う
し
た
政
治
色
の
強
い
題
材
を
作
品
に
取
り

上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
定
信
の
新
政
に
お
も
ね
る
態
度

は
『
鸚
鵡
返
文
武
二
道
』
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
も
の
の
、
事
情
通
が
読
め

ば
一
目
瞭
然
だ
っ
た
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
蝦
夷
調
査
は
実
質
的
に
勘
定
組
頭
で
あ
る
土
山
宗
次

郎
に
よ
っ
て
進
め
ら
れ
た
よ
う
だ
。
文
人
や
狂
歌
師
と
の
交
遊
が
盛
ん

だ
っ
た
土
山
の
縁
で
、
町
人
（
煙
草
屋
）
か
つ
狂
歌
師
・
戯
作
者
の
平
秩

東
作
は
蝦
夷
視
察
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る（

11
（

。
こ
の
土
山
と
も
っ

と
も
親
交
の
厚
い
文
人
が
南
畝
で
あ
っ
た
。
特
に
、
天
明
初
期
の
数
年
、

非
常
に
密
な
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
南
畝
の
幾
つ
か
の
記
録
か
ら
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
天
明
二
年
正
月
か
ら
四
月
一
日
ま
で
の

日
記
『
三
春
行
楽
記（

11
（

』
を
み
る
と
、
一
緒
に
人
形
浄
瑠
璃
を
観
劇
し
た
り
、

吉
原
で
遊
興
に
耽
っ
た
り
、
初
鰹
を
食
べ
て
い
る
。
そ
の
交
遊
の
回
数
は

三
ヶ
月
で
十
三
回
に
の
ぼ
り
、
そ
の
う
ち
六
回
は
平
秩
東
作
も
同
行
し
て

い
た
。

　

そ
し
て
、
こ
の
天
明
初
期
と
い
う
の
は
、
南
畝
と
春
町
が
文
芸
的
な
接

近
を
し
た
時
期
で
も
あ
る
。
二
人
の
交
遊
は
も
っ
ぱ
ら
狂
歌
を
通
じ
て
続

い
た
。
と
す
る
と
、
春
町
が
土
山
と
直
接
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
黄
表
紙
作
者
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
た

春
町
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
土
山
も
知
っ
て
い
た
ろ
う
し
、
狂
歌
師
不
埒
の

こ
と
も
ご
存
知
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
と
え
顔
見
知
り
で
は
な
か
っ
た

と
し
て
も
、
南
畝
を
通
じ
て
お
互
い
の
存
在
を
知
り
、
情
報
を
有
し
て
い

た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
と
す
れ
ば
、
蝦
夷
視
察
・
調
査
の
件
も
、
春
町

は
直
接
と
は
い
わ
な
く
て
も
耳
近
く
接
し
、情
報
を
得
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
松
前
志
摩
守
道
広
の
派
手
な
言
動
は
世
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
で

あ
っ
た
の
で
、
一
通
り
の
噂
は
春
町
の
聞
き
知
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
蝦
夷
地
視
察
の
実
権
を
掌
握
す
る
幕
臣
と

の
邂
逅
は
、
い
や
が
上
に
も
そ
の
ト
ピ
ッ
ク
を
意
識
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
。
本
作
に
は
、『
万
載
集
著
微
来
歴
』
の
よ
う
な
楽
屋
落
ち
は
見
当
た
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ら
な
い
が
、
団
観
の
暗
躍
（
松
前
藩
の
密
貿
易
）
な
ど
、
か
な
り
踏
み
込

ん
だ
政
情
が
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
作
中
の
人
物
も
実
在
の
人
物
が

当
て
ら
れ
る
と
考
え
て
お
か
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
井
上
隆
明
氏
は
、

『
悦
贔
屓
蝦
夷
押
領
』
の
登
場
人
物
に
つ
い
て
、「
…
義
経
主
従
に
は
田
沼

老
中
、
松
本
勘
定
奉
行
、
土
山
勘
定
組
頭
、
戯
作
者
平
秩
東
作
が
当
て
ら

れ
よ
う
」
と
の
説
を
提
示
し
て
い
る（

11
（

。
こ
の
批
定
が
正
し
い
と
し
て
も
、

後
の
改
革
政
治
も
の
黄
表
紙
と
比
べ
る
と
、
こ
こ
に
は
全
く
と
言
っ
て
い

い
ほ
ど
ち
ゃ
か
し
や
批
判
は
感
じ
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
で
は
、
変
革
期
の

作
品
と
は
い
え
、
新
政
に
よ
る
時
代
の
変
化
を
ま
だ
さ
ほ
ど
意
識
し
て
は

い
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

　

さ
て
、
天
明
後
半
期
の
春
町
作
品
に
は
政
治
色
の
強
い
も
の
が
多
い
こ

と
を
述
べ
て
き
た
。
春
町
自
身
が
武
家
で
あ
り
、
政
情
に
は
通
じ
て
い
た

こ
と
と
思
う
が
、
そ
れ
を
後
押
し
す
る
よ
う
に
幕
臣
南
畝
や
土
山
宗
次
郎

ら
と
の
交
友
が
更
に
春
町
の
眼
を
政
治
の
動
き
へ
と
向
け
さ
せ
た
こ
と
は

指
摘
し
た
。
折
し
も
、
天
明
期
の
騒
然
と
し
た
世
情
や
幕
府
の
内
情
の
揺

動
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
作
中
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
こ
と
が
見
え
て
く
る

の
で
あ
っ
た
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

春
町
と
南
畝
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
黄
表
紙
を
中
心
に
し
て
、
種
々
残

さ
れ
て
い
る
文
献
資
料
を
博
捜
し
て
確
認
し
、
検
討
し
て
き
た
。
南
畝
か

ら
み
た
春
町
、
春
町
か
ら
み
た
南
畝
、
そ
れ
ぞ
れ
の
側
面
か
ら
考
え
て
み

た
が
、
ど
う
し
て
も
状
況
証
拠
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ず
、
直
接
的
な
言
質

は
ほ
と
ん
ど
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

　

彼
ら
の
私
生
活
に
お
け
る
交
流
を
垣
間
見
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
と
し

て
は
書
簡
が
二
点
確
認
で
き
る
程
度
で
あ
ろ
う
か
。『
彗
星　

江
戸
生
活

研
究
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
一
点
は
、
春
町
が
南
畝
の
湿
瘡
（
皮
膚
感
染

症
）
を
心
配
す
る
も
の（

11
（

。
早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
の
も
う
一
点
は
、
春

町
が
南
畝
か
ら
借
り
て
い
た
『
徳
和
歌
後
万
載
集
』『
狂
歌
才
蔵
集
』
な

ど
の
書
物
を
返
却
す
る
こ
と
と
、
計
画
し
て
い
た
催
し
を
延
期
す
る
旨
を

綴
っ
た
も
の（

11
（

で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
か
な
り
親
し
い
交
流
が
あ
っ
た
も
の
と

推
察
で
き
る
資
料
で
あ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
南
畝
に
よ
っ
て
春
町
は
黄
表
紙
界
に
お
け
る
位
置

付
け
が
確
固
と
し
た
も
の
に
な
っ
た
し
、
南
畝
の
影
響
で
狂
歌
界
に
足
を

踏
み
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
春
町
の
戯
作
者
と

し
て
の
活
動
に
か
な
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
南
畝
と
い
う
こ
と
に
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な
る
だ
ろ
う
。
春
町
か
ら
み
た
南
畝
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
春
町
が
見
聞

し
た
狂
歌
壇
の
内
実
を
如
実
に
反
映
し
た
黄
表
紙
三
作
品
（『
吉
原
大
通

会
』『
万
載
集
著
微
来
歴
』『
鎌
倉
太
平
序
』）
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ

の
い
ず
れ
に
も
南
畝
が
登
場
し
、
う
ち
一
作
に
は
南
畝
の
傍
ら
に
春
町
自

身
が
近
侍
し
、別
の
一
作
に
も
春
町
の
影
が
見
え
隠
れ
す
る
。春
町
に
と
っ

て
の
南
畝
像 

―
狂
歌
壇
に
お
け
る
南
畝
の
位
置
― 

が
分
か
り
や
す
く
示

さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
二
人
の
関
係
性
も
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

ま
た
、
南
畝
は
黄
表
紙
を
創
作
し
た
折
に
、
春
町
の
黄
表
紙
に
表
現
さ

れ
て
い
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
感
化
さ
れ
て
、
表
現
第
一
義
の
作
品
を
作
り

出
し
て
い
た
。
そ
の
点
に
お
い
て
は
、
南
畝
も
ま
た
春
町
の
影
響
を
受
け

て
い
た
の
で
あ
る
。

注（1
） 『
菊
寿
草
』
中
の
『
見
徳
一
炊
夢
』
評
言
に
「
…
作
者
恋
川
氏
休
ま
れ
て
後
は
…
」

と
い
う
一
節
が
あ
る
。

（
（
） 『
日
本
文
学
論
究
』
第
七
十
六
冊
（
二
〇
一
七
年
三
月
・
國
學
院
大
學
国
文
学
会
）

所
収
。

（
（
） 

森
銑
三
「
春
町
作
黄
表
紙
の
鑑
賞
」（『
森
銑
三
著
作
集
』
第
一
巻
所
収
・

一
九
八
八
年
・
中
央
公
論
社
）

（
（
） 

拙
稿「
酒
上
不
埒
の
狂
歌 

―
附
・
全
狂
歌
な
ら
び
に
索
引
」（『
國
學
院
大
學
紀
要
』

第
五
十
一
巻
・
二
〇
一
三
年
・
國
學
院
大
學
）

（
（
）『
大
田
南
畝
全
集
』
第
十
一
巻
（
一
九
八
八
年
・
岩
波
書
店
）

（
（
） 

和
田
博
通
「『
菊
寿
草
』
前
後
」（
浜
田
義
一
郎
編
『
天
明
文
学　

資
料
と
研
究
』

所
収
・
一
九
八
九
年
・
東
京
堂
出
版
）

（
（
）『
大
田
南
畝
全
集
』
第
七
巻
（
一
九
八
六
年
・
岩
波
書
店
）

（
（
）（
（
）
と
同
書
。

（
（
）
木
村
三
四
吾
編
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』（
一
九
八
八
年
・
八
木
書
店
）

（
10
） 

宇
田
敏
彦
「
南
畝
と
黄
表
紙
」（『
近
世
文
芸 

研
究
と
評
論
』
第
二
十
号
・

一
九
八
一
年
・
早
稲
田
大
学
文
学
部
神
保
研
究
室
）

（
11
）（
10
）
と
同
論
文
。

（
1（
） 

拙
稿
「
恋
川
春
町
の
狂
文
」（『
國
學
院
雜
誌
』
第
一
一
三
巻
第
一
二
号
・

二
〇
一
二
年
一
二
月
・
國
學
院
大
學
）・
同
「
恋
川
春
町
の
狂
文
全
翻
刻
」（『
澁

谷
近
世 

國
學
院
大
學
近
世
文
学
会
会
報
』
第
十
九
号
・
二
〇
一
三
年
・
國
學
院

大
學
近
世
文
学
会
）

（
1（
）（
３
）
と
同
論
文
。

（
1（
） 『
江
戸
の
戯
作
絵
本
（
二
）』『
万
載
集
著
微
来
歴
』
解
説
（
宇
田
敏
彦
執
筆
・

一
九
八
一
年
・
社
会
思
想
社
）

（
1（
）（
1（
）
と
同
書
。

（
1（
） 

宇
田
敏
彦
「
春
町
の
『
鎌
倉
太
平
序
』
を
め
ぐ
っ
て
」（『
近
世
文
芸 

研
究
と
評
論
』

第
十
三
号
・
一
九
七
七
年
・
早
稲
田
大
学
文
学
部
神
保
研
究
室
）

（
1（
） 『
武
江
年
表
』
は
東
洋
文
庫
１
１
６
『
増
訂
武
江
年
表　

一
』（
金
子
光
晴
校
訂
・

一
九
六
八
年
・
平
凡
社
）。『
翁
草
』は『
日
本
随
筆
大
成
』第
三
期
一
九
巻（
一
九
七
八

年
・
吉
川
弘
文
館
）。『
き
ゝ
の
ま
に
く
』は『
未
刊
随
筆
百
種
』第
六
巻（
一
九
七
七

年
・
中
央
公
論
社
）。

（
1（
） 
小
林
ふ
み
子
「
江
戸
戯
作
の
「
ニ
ッ
ポ
ン
」
自
慢
」（
法
政
大
学
国
際
日
本
研
究

所
研
究
成
果
報
告
書
『
国
際
日
本
学
』
第
八
号
・
二
〇
一
〇
年
・
法
政
大
学
国
際



― 1（ ― 天明期の春町作黄表紙と南畝

日
本
研
究
セ
ン
タ
ー
）・
拙
稿「
黄
表
紙『
吉
備
能
日
本
智
恵
』翻
刻
と
注
釈
」（『
澁

谷
近
世 
國
學
院
大
學
近
世
文
学
会
会
報
』
第
二
十
三
号
・
二
〇
一
七
年
・
國
學

院
大
學
近
世
文
学
会
）

（
1（
） 

佐
々
木
享
・
香
西
由
利
恵
「『
吉
備
能
日
本
智
恵
』
に
つ
い
て 

―
天
明
中
期
に
お

け
る
春
町
作
品
の
再
評
価
」（『
徳
島
文
理
大
学
文
学
論
叢
』
第
十
八
号
・

二
〇
〇
一
年
・
徳
島
文
理
大
学
）

（
（0
） 『
江
戸
の
戯
作
絵
本
（
三
）』「
悦
贔
屓
蝦
夷
押
領
」
解
説
（
小
池
正
胤
執
筆
・

一
九
八
二
年
・
社
会
思
想
社
）

（
（1
）（
（0
）
と
同
解
説
よ
り
。

（
（（
）（
（0
）
と
同
解
説
よ
り
。

（
（（
）『
大
田
南
畝
全
集
』
第
八
巻
（
一
九
八
六
年
・
岩
波
書
店
）

（
（（
） 

井
上
隆
明
「
赤
蝦
夷
風
説
考
の
世
界
」（『
北
海
道
開
拓
秘
史　

赤
蝦
夷
風
説
考
』

一
九
七
九
年
・
教
育
社
）

（
（（
） 『
彗
星　

江
戸
生
活
研
究
』
一
九
二
九
年
五
月
号
（
春
陽
堂
）
掲
載
「
恋
川
春
町

の
手
紙
」
に
市
島
春
城
所
蔵
の
書
簡
と
し
て
翻
刻
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
（（
） 

早
稲
田
大
学
図
書
館
所
蔵
「
恋
川
春
町
書
簡
：
大
田
南
畝
宛
」（
チ
０
６
―

０
３
８
９
０
―
２
４
８
）


