
︿
好
古
﹀
の
愉
悦

︱
柳
塘
宛
京
伝
書
簡
五
通
を
踏
ま
え
て

︱

神

谷

勝

広

一

︿
好
古
﹀

セ
ン
チ
ュ
リ
ー
文
化
財
団
寄
託
品
展
覧
会
﹁
描
か
れ
た
古

近
世
日
本
の
好

古
と
書
物
出
版
﹂︵
慶
應
義
塾
大
学
︑
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
四
日
～
十
二

月
十
六
日
︶
が
開
催
さ
れ
た
︒
そ
の
際
の
小
冊
子
に
︑
こ
う
あ
っ
た
︒

い
に
し
え
の
文
物
は
い
つ
の
世
も
ひ
と
の
心
を
惹
き
つ
け
て
や
み
ま
せ

ん
︒
と
り
わ
け
近
世
日
本
で
は
武
家
や
公
家
︑
豪
商
︑
学
者
︑
芸
文
家
た

ち
の
間
に
そ
う
し
た
好
古
の
癖
を
持
つ
ひ
と
び
と
が
多
数
出
現
し
ま
し
た
︒

彼
ら
は
古
典
と
い
え
る
書
物
の
み
な
ら
ず
︑
古
書
画
や
古
器
旧
物
な
ど
︑

今
日
で
い
う
文
化
財
の
類
を
ひ
ろ
く
蒐
め
て
愛
玩
し
︑
所
有
の
叶
わ
な
い

も
の
は
模
写
・
模
造
・
模
刻
を
制
作
し
︑
ま
た
そ
れ
ら
の
情
報
を
た
が
い

に
共
有
す
る
な
ど
し
て
︑
い
に
し
え
を
想
う
よ
す
が
と
し
て
い
ま
し
た
︒

⁝
⁝
歴
史
︑
文
学
︑
美
術
︑
考
古
学
な
ど
現
代
の
諸
学
問
分
野
へ
と
枝
分

か
れ
す
る
以
前
の
︑
近
世
日
本
の
︿
好
古
﹀
に
迫
る
試
み
で
す
︒

学
問
の
細
分
化
が
進
む
中
で
︑
蛸
壺
化
な
ど
の
弊
害
も
指
摘
さ
れ
て
久
し
い
︒

︿
好
古
﹀
へ
の
考
察
は
有
意
義
で
あ
ろ
う
︒

本
稿
で
は
︑
山
東
京
伝
の
︿
好
古
﹀
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
︒

二

反
省
点

︿
好
古
﹀
︱
学
術
用
語
と
し
て
﹁
考
証
﹂
﹁
考
証
随
筆
﹂
も
使
用
さ
れ
て
き
た

︱
に
関
わ
る
従
来
の
研
究
に
は
︑
反
省
す
べ
き
点
も
あ
る
︒

ま
ず
自
戒
を
込
め
て
い
う
︒
近
世
小
説
研
究
者
は
︑
小
説
の
素
材
探
し
と
し

て
︿
好
古
﹀
が
行
わ
れ
て
き
た
か
の
ご
と
く
論
述
し
や
す
い
︒︿
好
古
﹀
の
幅

広
さ
︱
古
典
と
い
え
る
書
物
の
み
な
ら
ず
︑
古
書
画
や
古
器
旧
物
な
ど
︑
今
日

で
い
う
文
化
財
の
類
︱
か
ら
す
れ
ば
︑
適
切
と
は
言
い
難
い
︒

ま
た
︑
揖
斐
高
﹃
江
戸
の
文
人
サ
ロ
ン
﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
九
年
︶

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
〇



は
︑
次
の
よ
う
に
い
う
︒

京
伝
が
文
化
十
三
年
に
五
十
六
歳
で
没
し
た
時
︑﹁
京
伝
は
骨
董
集
と
討

死
を
し
た
り
﹂︵
曲
亭
馬
琴
﹃
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
﹄︶
と
い
う
噂

が
出
た
と
い
う
︒
京
伝
の
風
俗
考
証
に
か
け
る
意
気
込
み
に
は
︑
命
を
も

す
り
減
ら
す
よ
う
な
凄
絶
な
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒

京
伝
の
︿
好
古
﹀
を
﹁
凄
絶
﹂
と
評
す
べ
き
な
の
か
︒﹁
討
死
﹂
と
い
う
表
現

に
引
き
ず
ら
れ
て
い
な
い
か
︒

た
と
え
ば
︑
菅
原
洞
斎
︱
谷
文
晁
の
義
弟
︑
狩
野
派
絵
師
で
書
画
鑑
定
者
︱

宛
京
伝
書
簡
︵
国
会
図
書
館
蔵
︶
で
は
︑
京
伝
は
︑
次
々
と
︿
好
古
﹀
な
ら
で

は
の
依
頼
を
す
る
︒

⁝
虫
の
た
れ
衣
の
図
︑
蚊
帳
の
図
︑
御
模
被
下
候
は
ゝ
︑
御
め
ぐ
み
被
下

候
奉
願
候
︒
板
本
に
相
成
候
法
然
上
人
絵
巻
な
ど
に
如
此
笠
あ
り
︑
こ
れ

は
い
に
し
へ
の
編
笠
か
と
存
候
か
︒
も
し
又
に
名
を
御
存
候
は
︑
此
又
御

教
示
奉
願
候
︒
⁝

資
料
の
模
写
を
欲
し
が
り
︑
物
品
の
名
前
を
質
問
し
た
り
す
る
︒
最
後
に
︑

く
れ
〳
〵
も
御
め
ん
ど
う
お
そ
れ
入
奉
存
候
︑
好
古
の
一
癖
と
御
免
可
被

下
候
︑
頓
首
︑
以
上

と
結
ぶ
︒︿
好
古
﹀
に
夢
中
に
な
り
︑﹁
め
ん
ど
う
﹂
を
懸
け
て
申
し
訳
な
い
と

言
い
つ
つ
︑
頼
み
ご
と
を
連
発
し
た
挙
句
︑
自
嘲
し
﹁
好
古
の
一
癖
﹂
だ
か
ら

と
詫
び
る
︒﹁
凄
絶
﹂
さ
よ
り
も
︑
愉
し
げ
な
一
途
さ
を
感
じ
る
︒
京
伝
に
と

っ
て
︿
好
古
﹀
は
︑
好
き
で
好
き
で
ど
う
に
も
止
め
ら
れ
な
い
﹁
癖
﹂
で
︑
悲

壮
感
を
漂
わ
せ
る
類
の
も
の
で
は
な
い
︒

で
は
︑︿
好
古
﹀
の
愉
悦
と
は
︑
ど
こ
か
ら
生
じ
る
の
か
︒
お
そ
ら
く
次
の

要
素
は
外
せ
な
い
だ
ろ
う
︒

�
知
識
や
情
報
を
集
積
す
る
こ
と
自
体
︒

�
知
識
や
情
報
を
同
好
の
士
と
共
有
し
︑
共
感
し
合
う
こ
と
︒

�
新
た
な
同
好
の
士
に
出
会
え
る
こ
と
︒

以
下
︑
竹
垣
柳
塘
︱
馬
琴
・
南
畝
等
と
も
親
し
い
旗
本
︱
宛
京
伝
書
簡
五
通

の
分
析
を
行
う
が
︑
ま
ず
下
準
備
と
し
て
年
次
確
定
を
済
ま
せ
て
お
く
︒

三

天
理
図
書
館
蔵
柳
塘
宛
京
伝
書
簡

大
西
光
幸
﹁
翻
刻
﹃
山
東
京
伝
書
翰
﹄
﹂︵﹁
ビ
ブ
リ
ア
﹂
第
七
十
五
号
︑
昭

和
五
十
五
年
十
月
︶
に
よ
っ
て
︑
天
理
図
書
館
所
蔵
書
簡
群
が
紹
介
さ
れ
た
︒

⁝
従
来
七
通
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
本
来
は
六
通
か
ら
な
る
書
簡
集
で
あ
る
︒

即
ち
︑﹁
五
月
廿
九
日
﹂
の
日
附
を
持
つ
第
三
通
目
の
断
簡
は
︑
別
筆
で
︑

﹁
文
化
戊
辰
仲
夏
二
十
九
日
之
返
簡
﹂
と
朱
書
さ
れ
る
第
一
通
目
の
書
簡

に
続
く
べ
き
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
︒
⁝
こ
の
六
通
の
書
簡
に
は
︑
宛
名
は

全
て
記
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
内
三
通
に
﹁
亀
沢
文
庫
﹂
の
蔵
書
印
が
あ
り
︑

竹
垣
柳
塘
宛
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒
柳
塘
は
本
所
亀
沢
町
に
屋
敷
を

持
ち
︑
幕
領
十
一
万
石
を
預
か
る
代
官
竹
垣
直
温
︵
三
右
衛
門
︶
の
子
直

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
一



清
︵
庄
蔵
︶
で
あ
る
︒
⁝
彼
は
古
書
・
古
画
等
の
蒐
集
に
も
趣
味
の
あ
る

粋
人
で
あ
っ
た
︒
⁝
本
書
簡
も
古
器
或
は
古
画
等
に
関
す
る
諮
問
の
回
答

が
そ
の
多
く
を
占
め
て
お
り
︑
前
述
の
﹁
亀
沢
文
庫
﹂
印
が
無
い
も
の
も
︑

あ
る
い
は
柳
塘
宛
か
と
思
わ
れ
る
︒
⁝

総
数
を
六
通
に
訂
正
し
︑
宛
先
を
竹
垣
柳
塘
と
認
定
し
て
い
る
︒
こ
れ
ら
は
納

得
が
い
く
︒
し
か
し
修
正
は
必
要
だ
っ
た
︒
そ
の
一
部
は
︑
二
又
淳
﹁
京
伝
書

簡
の
年
次
訂
正
と
木
村
太
朝
の
こ
と
﹂︵﹁
近
世
文
芸
研
究
と
評
論
﹂
六
十
号
︑

二
〇
〇
一
年
︶
で
示
さ
れ
た
︒

本
稿
は
︑
大
西
光
幸
﹁
翻
刻
﹃
山
東
京
伝
書
翰
﹄﹂︵﹁
ビ
ブ
リ
ア
﹂
第

七
十
五
号
︑
昭
和
五
十
五
年
十
月
︶
所
収
の
京
伝
書
簡
の
う
ち
︑
二
通
の

年
次
を
訂
正
し
︑
そ
こ
に
登
場
す
る
﹁
芝
安
二
郎
﹂
に
つ
い
て
︑
い
さ
さ

か
の
考
察
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
︒
⁝
第
一
通
目
の
書
簡
の
﹁
文
化
戊
辰

仲
夏
二
十
九
日
之
返
簡
﹂
と
朱
書
さ
れ
た
も
の
や
︑
第
二
通
目
の
閏
六
月

十
九
日
付
の
市
村
座
上
演
の
﹁
彩
入
御
伽
草
﹂
を
見
て
所
感
を
記
し
た
も

の
は
︑
表
題
の
通
り
︑
確
実
に
文
化
五
年
の
も
の
と
み
な
し
て
よ
か
ろ
う
︒

し
か
し
︑
他
の
四
通
を
︑
表
題
を
信
用
し
て
︑
そ
の
ま
ま
文
化
五
年
の

も
の
と
し
て
よ
い
か
は
疑
問
で
あ
る
︒
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
も
の
は
︑
第

四
通
の
六
月
八
日
付
と
第
六
通
の
七
月
二
十
六
日
付
の
書
簡
で
あ
る
︒
⁝

つ
ま
り
こ
の
書
簡
は
︑﹃
近
世
奇
跡
考
﹄
の
考
証
資
料
の
話
題
を
含
む
︒

﹃
近
世
奇
跡
考
﹄
は
文
化
元
年
十
二
月
に
刊
行
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
四

年
後
の
文
化
五
年
に
︑
い
ま
さ
ら
ら
し
く
話
題
に
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
︒

⁝
︒結

論
か
ら
い
う
と
︑
こ
の
二
通
の
書
簡
は
︑
﹃
近
世
奇
跡
考
﹄
刊
行
の

年
で
あ
る
文
化
元
年
の
も
の
で
連
続
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒
⁝

大
西
氏
の
紹
介
す
る
京
伝
書
簡
の
う
ち
︑
他
の
二
通
は
今
の
と
こ
ろ
︑

年
次
を
考
証
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
な
い
︒

加
え
て
︑
稿
者
は
︑
第
一
通
︵
第
三
通
の
断
簡
を
含
む
︶
と
第
五
通
も
文
化

元
年
の
も
の
と
考
え
て
い
る
︒
こ
こ
で
︑
明
治
四
十
四
年
五
月
の
﹃
集
古
会

誌
﹄
掲
載
の
京
伝
書
簡
を
検
討
す
る
︒
文
化
元
年
の
朱
書
と
﹁
亀
沢
文
庫
﹂
印

が
あ
り
︑
文
化
元
年
五
月
二
十
六
日
付
柳
塘
宛
と
推
定
さ
れ
る
︒
そ
の
中
に
︑

⁝
立
圃
肖
像
︑
大
珍
物
⁝

五
月
廿
六
日

立
圃
⁝
御
手
に
入
候
は
ゞ
拝
借
仕
度
候
⁝

と
出
て
く
る
︒
天
理
図
書
館
蔵
京
伝
書
簡
の
第
一
通
︵
第
三
通
を
含
む
︶
に
も
︑

立
圃
の
件
が
見
え
る
の
で
︑
右
の
二
通
は
連
続
し
て
い
る
︒

⁝
立
圃
ト
申
候
先
日
之
仕
物
巻
物
⁝

五
月
廿
九
日

ま
た
︑
二
又
氏
が
文
化
元
年
と
指
摘
し
た
第
四
通
に
も
︑

⁝
所
蔵
巻
物
落
手
仕
候
⁝

六
月
八
日

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
二



と
あ
り
︑
立
圃
肖
像
の
貸
与
が
確
認
で
き
る
︒
そ
し
て
第
五
通
に
も
︑

⁝
立
圃
も
今
少
し
拝
借
⁝

七
月
五
日

と
出
て
く
る
︒
こ
れ
ら
四
通
は
内
容
的
に
繋
が
っ
て
お
り
︑
二
又
氏
が
文
化
元

年
七
月
二
十
六
日
と
し
た
第
六
通
も
︑
第
五
通
の
二
十
日
ほ
ど
後
の
も
の
だ
っ

た
と
判
断
で
き
る
︒
以
上
か
ら
︑
右
の
五
通
は
︑
文
化
元
年
五
月
二
十
六
日
か

ら
七
月
二
十
六
日
ま
で
に
出
さ
れ
た
も
の
と
確
定
す
る
︒

五
通
の
解
読
に
よ
っ
て
︑
京
伝
と
柳
塘
が
︿
好
古
﹀
を
ど
の
よ
う
に
愉
し
み
︑

そ
し
て
﹃
近
世
奇
跡
考
﹄︵
文
化
元
年
十
二
月
刊
︶・﹃
骨
董
集
﹄︵
文
化
十
一
～

十
二
年
刊
︶
へ
ど
う
繋
げ
て
い
っ
た
か
も
推
測
で
き
る
︒︿
好
古
﹀
の
様
相
を

生
々
し
く
伝
え
る
重
要
な
資
料
群
と
評
し
て
よ
い
︒

四

書
簡
内
容
の
検
討

で
は
︑
重
要
な
部
分
を
適
宜
提
示
し
つ
つ
︑
順
次
検
討
し
て
い
く
︒

�

五
月
二
十
六
日
付
書
簡

一

立
圃
肖
像
︑
大
珍
物
︑
正
筆
マ
キ
レ
ナ
キ
モ
ノ
ト
奉
存
候
︑
こ
れ

は
ど
ふ
ぞ
御
手
に
入
度
候
︑
百
疋
位
歟
⁝

一

曲
三
味
線
︑
全
本
に
而
御
座
候
︑
六
巻
に
て
お
わ
り
申
候
︑
私
方

蔵
本
と
引
合
申
候
⁝

欽
白

五
月
廿
六
日

立
圃
︑
女
郎
評
判
︑
御
手
に
入
候
は
ゞ
拝
借
仕
度
候
︑
も
し
立
圃
像
御

手
に
入
か
ね
候
は
ゞ
︑
書
画
と
も
に
う
つ
し
取
申
度
︑
一
両
日
拝
借
相

な
る
ま
し
く
や

京
伝
は
︑
立
圃
肖
像
に
強
い
関
心
を
示
す
︒
購
入
す
べ
き
金
額
ま
で
柳
塘
に

伝
え
て
入
手
を
勧
め
て
い
る
︒
ま
た
︑
浮
世
草
子
﹃
曲
三
味
線
﹄
が
六
巻
と
い

う
中
途
半
端
な
巻
数
だ
っ
た
の
で
︑
柳
塘
は
不
審
が
っ
た
ら
し
い
︒
京
伝
は
家

蔵
本
で
確
認
し
︑
大
丈
夫
だ
と
答
え
て
い
る
︒
現
在
︑
近
世
文
学
研
究
で
行
わ

れ
て
い
る
諸
本
調
査
に
近
い
︒
そ
し
て
︑
絵
師
で
も
あ
っ
た
京
伝
は
︑
興
味
を

持
っ
た
立
圃
肖
像
の
﹁
う
つ
し
﹂
を
取
り
︑
資
料
画
像
の
集
積
を
図
る
︒
つ
ま

り
︑︿
画
像
デ
ー
タ
バ
ン
ク
﹀
を
作
成
し
て
い
た
︒

�

五
月
二
十
九
日
付
書
簡

一

編
笠
根
付
之
儀
︑
葛
の
紋
ハ
︑
う
す
く
も
の
様
ニ
御
座
候
へ
と
も
︑

お
も
た
か
う
す
く
も
の
か
へ
も
ん
ト
申
事
︑
見
当
り
不
申
候
︑
一
体
古

物
と
ハ
相
見
へ
︑
い
か
さ
ま
編
笠
ヲ
き
た
る
時
分
の
根
付
ト
そ
ん
し
ら

れ
申
候
︑
む
か
し
あ
ミ
笠
の
根
付
は
や
り
し
と
申
事
︑
何
も
見
当
り
不

申
候
⁝
添
書
ハ
の
ち
の
物
と
見
へ
︑
当
テ
ニ
成
申
間
敷
候
⁝

一

珍
説
反
故
文
庫
ト
申
候
ハ
︑
も
し
ハ
江
戸
真
砂
六
十
帖
ト
申
写
本

ヲ
︑
書
名
ヲ
か
へ
た
る
も
の
に
ハ
あ
る
ま
し
く
や
︑
江
戸
真
砂
六
十
帖

と
申
書
ニ
︑
奈
良
茂
の
事
く
ハ
し
く
御
さ
候
⁝

一

江
戸
鹿
子
︑
貞
享
板
ふ
る
く
︑
元
禄
板
モ
あ
ま
り
ち
か
ふ
事
無
御

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
三



座
候
︑
横
切
七
冊
全
部
仕
候
︑
五
匁
ニ
て
高
く
無
御
座
候
⁝

一

立
圃
ト
申
候
先
日
之
仕
物
巻
物
︑
原
本
画
者
︑
土
佐
大
蔵
少
輔
藤

原
行
秀
ト
申
候
︑
世
に
古
法
眼
ト
申
ハ
非
な
る
よ
し
⁝

欽
白

五
月
廿
九
日

編
笠
の
変
化
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
︒
京
伝
は
編
笠
な
ど

の
変
化
が
年
代
推
定
の
目
安
に
な
る
と
考
え
て
い
た
︒
現
在
の
絵
巻
研
究
に
お

け
る
景
観
年
代
推
定
法
に
も
通
じ
る
︒
こ
の
よ
う
な
編
笠
に
関
す
る
︿
好
古
﹀

は
継
続
し
︑﹃
骨
董
集
﹄﹁
女
の
網
笠
塗
笠
﹂
で
結
実
す
る
︒
ま
た
︑﹃
江
戸
真

砂
﹄﹃
江
戸
鹿
子
﹄
の
諸
本
に
精
通
し
て
い
る
こ
と
も
︑
京
伝
の
綿
密
さ
が
う

か
が
え
る
︒
江
戸
の
︿
古
﹀
を
調
べ
る
た
め
の
必
須
文
献
と
い
え
る
両
書
に
関

し
て
は
︑
し
っ
か
り
と
調
査
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

�

六
月
八
日
付
書
簡

⁝
一
蝶
画
り
う
達
の
肖
像
ハ
︑
拝
借
い
た
し
度
奉
存
候
⁝

一

高
尾
衣
服
享
保
二
十
年
板
本
志
家
位
名
見
ト
云
書
ニ
三
浦
代
々
し

き
セ
の
初
小
袖
く
し
や
く
も
や
う
云
々
︑
こ
れ
ハ
ま
か
ひ
も
な
き
三
浦

の
仕
き
セ
小
袖
な
る
へ
し
︑
正
月
二
日
の
道
中
ニ
き
る
小
袖
也
︑
今
松

葉
屋
ニ
こ
れ
を
う
つ
し
て
着
用
仕
候
︑
今
ハ
紅
地
也
︑
し
か
し
︑
高
尾

か
着
用
と
申
ハ
い
か
ゝ
あ
ら
ん
歟
⁝
高
尾
ハ
名
妓
ゆ
へ
ニ
︑
三
浦
の
女

郎
に
も
み
ち
ヲ
付
た
る
も
の
甚
お
ほ
し
︑
ま
つ
も
み
ち
さ
へ
あ
ら
ハ
︑

高
尾
に
し
て
お
く
か
お
も
し
ろ
か
る
へ
し

一

貧
人
太
平
記
珍
書

し
は
し
拝
借

一

御
蔵
本
二
冊
こ
れ
又
珍
書
︑
し
は
し
拝
借

一

所
蔵
巻
物
落
手
仕
候
⁝

欽
白

六
月
八
日

古
代
縫
箔
の
切
二
ツ
奉
御
覧
入
候
︑
い
に
し
へ
の
好
人
の
さ
ま
ヲ
見
へ

き
も
の
也
︑
是
ハ
外
よ
り
か
り
も
の
ゆ
ゑ
︑
此
次
の
御
た
よ
り
て
御
か

へ
し
可
被
下
候
⁝

い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
貸
借
し
あ
っ
て
い
る
︒
同
好
の
士
と
は
こ
う
あ
り
た
い
︒

｢り
う
達
﹂
の
肖
像
も
借
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
︒
こ
れ
も
模
写
し
て
画
像

デ
ー
タ
に
加
え
た
い
の
で
あ
ろ
う
︒
京
伝
は
︑
高
雄
に
関
し
て
強
く
こ
だ
わ
る

が
︑﹁
高
尾
ハ
名
妓
ゆ
へ
ニ
︑
三
浦
の
女
郎
に
も
み
ち
ヲ
付
た
る
も
の
甚
お
ほ

し
︑
ま
つ
も
み
ち
さ
へ
あ
ら
ハ
︑
高
尾
に
し
て
お
く
か
お
も
し
ろ
か
る
へ
し
﹂

と
い
う
発
言
に
は
苦
笑
す
る
︒
確
か
に
︑﹃
近
世
奇
跡
考
﹄﹁
三
浦
高
尾
の
考
﹂

の
挿
絵
︵︻
図
�

︼︑﹃
日
本
随
筆
大
成
第
二
期
�

﹄
︹
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
四

年
︺
よ
り
転
載
︶
で
も
︑
確
か
に
そ
う
な
っ
て
い
る
︒
こ
の
あ
た
り
は
珍
し
く

ア
バ
ウ
ト
で
あ
る
︒
末
尾
に
見
え
る
﹁
古
代
縫
﹂
は
︑
そ
の
言
葉
通
り
︑
他
人

か
ら
の
借
り
も
の
で
あ
っ
た
︒
﹃
近
世
奇
跡
考
﹄
﹁
縫
箔
の
小
袖
﹂
で
は
︑
木
村

蔵
の
縫
箔
︵︻
図
�

︼︑
同
右
︶
と
明
示
し
て
い
る
︒

�

七
月
五
日
付
書
簡

一

細
見
記
︑
右
年
号
無
之
候
得
共
︑
享
保
な
か
ハ
之
細
見
ニ
御
座
候
︑

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
四



︻
図
�

︼

︻
図
�

︼

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
五



し
る
し
付
さ
し
上
候
所
︑
燈
籠
の
は
し
ま
り
︑
名
妓
の
玉
菊
ニ
て
御
座

候
︑
玉
菊
ハ
︑
中
年
ニ
て
よ
し
原
へ
ま
い
り
︑
少
し
間
廓
ニ
つ
と
め
候

間
︑
玉
菊
の
あ
る
細
見
甚
ま
れ
也
⁝
此
細
見
ヲ
名
妓
の
玉
菊
と
考
訂
仕

候
ハ
︑
享
保
十
五
年
板
玉
菊
追
善
集
袖
双
紙
ト
申
候
ニ
出
候
女
郎
の
名

ト
︑
此
細
見
の
名
ト
同
断
ゆ
ゑ
︑
名
妓
の
玉
き
く
な
る
事
あ
き
ら
け
し
︑

ゆ
る
〳
〵
と
考
訂
仕
候
ハ
ヽ
︑
享
保
何
年
ト
申
事
︑
あ
き
ら
か
に
し
れ

可
申
候
︑
高
尾
ハ
榊
原
高
尾
の
ま
へ
ニ
て
︑
十
代
目
の
高
尾
な
る
へ

し
〳
〵
︑
依
之
珍
書
也

一

同
評
判
記
︑
松
は
や
瀬
川
染
之
介
歌
之
介
な
と
あ
れ
は
︑
あ
ま
り

ふ
る
か
ら
す
︑
三
浦
ニ
山
ち
あ
れ
ハ
︑
こ
れ
も
享
保
中
な
る
へ
し
︑
ゆ

る
〳
〵
考
訂
仕
候
ハ
ヽ
︑
こ
れ
も
年
代
し
れ
申
へ
く
候
︑
こ
ち
ら
も
捨

か
た
き
書
也
︑
細
見
ハ
︑
年
号
な
く
て
も
タ
ン
ト
ア
ツ
マ
ル
ト
時
代
ハ

し
れ
や
す
く
御
座
候

一

古
状
揃
︑
か
し
ら
書
絵
︑
近
藤
助
五
郎
清
春
の
筆
ト
被
存
候
︑
正

徳
の
比
の
モ
ノ
カ
︑
こ
れ
ハ
ま
し
め
ニ
て
︑
何
も
き
つ
か
け
も
な
く
候

間
︑
珍
と
も
申
か
た
く
歟
⁝

⁝
立
圃
も
今
少
し
拝
借
︑
例
乱
書
御
免
被
下
候

七
月
五
日

欽
白

(附
箋
貼
付
︶

玉
き
く
追
善
浄
る
り
水
て
う
し
ふ
し
付
初
代
蘭
洲
︑
此
つ
る
つ
た

や
庄
二
郎
事
也
︑
少
し
文
雅
ア
リ
テ
︑
両
巴
巵
言
作
者
也

(﹁
此
つ
る
つ
た
や
﹂
と
記
し
た
上
に
貼
付
︶

十
代
目
高
尾
︑
享
保
十
三
十
四
間
ニ
出
廓

驚
い
た
の
は
︑
吉
原
細
見
に
か
ら
み
︑﹁
ゆ
る
〳
〵
と
考
訂
仕
候
ハ
ヽ
︑
享

保
何
年
ト
申
事
︑
あ
き
ら
か
に
し
れ
可
申
候
﹂﹁
ゆ
る
〳
〵
考
訂
仕
候
ハ
ヽ
︑

こ
れ
も
年
代
し
れ
申
へ
く
候
︑
こ
ち
ら
も
捨
か
た
き
書
也
︑
細
見
ハ
︑
年
号
な

く
て
も
タ
ン
ト
ア
ツ
マ
ル
ト
時
代
ハ
し
れ
や
す
く
御
座
候
﹂
の
箇
所
で
あ
る
︒

吉
原
研
究
に
は
︑
細
見
を
じ
っ
く
り
集
め
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
︑
と
説
い
て

い
る
︒
京
伝
の
指
摘
が
近
世
文
学
研
究
に
お
い
て
実
行
さ
れ
た
の
は
︑
つ
い
最

近
︑﹃
江
戸
吉
原
叢
刊
﹄︵
八
木
書
店
︑
二
〇
一
〇
年
～
一
二
年
︶
に
よ
っ
て
で

あ
る
︒
京
伝
は
︑
近
藤
助
五
郎
清
春
筆
﹁
か
し
ら
書
絵
﹂
に
あ
ま
り
こ
の
段
階

で
は
興
味
を
示
し
て
い
な
い
が
︑
そ
の
後
︑
気
が
変
わ
っ
た
ら
し
い
︒
﹃
近
世

奇
跡
考
﹄﹁
助
六
狂
言
の
考
﹂︵
︻
図
�

︼
︑
同
右
︶
︑

正
徳
三
年
始
て
助
六
の
狂
言
を
せ
し
時
の
絵
本
を
す
き
う
つ
し
に
し
て
左

に
あ
ら
は
す
︑
是
す
な
は
ち
近
藤
助
五
郎
清
春
が
筆
也
︑
案
に
此
か
し
ら

か
き
は
助
六
道
行
と
い
ふ
一
中
ぶ
し
の
文
也

加
え
て
︑
京
伝
は
︑
玉
菊
狂
言
も
調
べ
て
い
る
︒
﹃
近
世
奇
跡
考
﹄﹁
万
字
屋

玉
菊
の
伝
﹂
を
み
れ
ば
︑
右
の
書
簡
と
内
容
の
関
連
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

吉
原
の
盆
灯
籠
は
︑
角
町
中
万
字
屋
勘
兵
衛
が
も
と
の
名
妓
玉
菊
よ
り
お

こ
れ
る
事
は
︑
た
れ
も
知
れ
る
事
に
て
︑
め
づ
ら
し
か
ら
ざ
れ
ば
︑
更
に

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
六



︻
図
�

︼

い
ふ
べ
く
も
あ
ら
ず
︑
玉
菊
︑
正
徳
中
︑
身
ま
か
る
よ
し
を
伝
ふ
る
は
妄

説
な
り
︑
享
保
十
三
年
印
本
袖
草
紙
玉
菊
追
善
句
集
と
い
ふ
も
の
を
案
ず

る
に
︑
享
保
十
一
年
三
月
廿
九
日
身
ま
か
り
ぬ
︒
⁝
竹
婦
人
玉
菊
追
善
の

浄
瑠
璃
水
調
子
を
作
り
し
は
︑
享
保
十
三
年
三
回
忌
の
時
な
り
⁝
玉
菊
嘗

て
河
東
曲
の
三
絃
を
よ
く
ひ
き
し
ゆ
ゑ
に
︑
十
寸
見
蘭
洲
︑
江
戸
町
二
丁

目
つ
る
つ
た
や
庄
二
郎
︑
も
よ
ほ
し
に
て
⁝

同
じ
く
吉
原
関
係
の
︑
高
尾
に
関
し
て
も
詳
細
に
調
べ
て
い
る
が
︑
こ
れ
ま
た
︑

﹃
近
世
奇
跡
考
﹄﹁
三
浦
高
尾
の
考
﹂
に
︑

⁝
元
吉
原
の
時
代
︑
高
尾
と
い
ふ
妓
女
四
人
あ
り
︒
⁝
古
書
を
参
考
し
て
︑

年
序
を
さ
だ
め
︑
好
事
家
の
考
訂
を
ま
つ
の
み
︒
⁝
此
高
尾
︑
享
保
十
三
︑

十
四
年
の
間
に
出
廓
な
る
べ
し
⁝

と
出
て
く
る
︒

�

七
月
二
十
六
日
付
書
簡

一

夕
霧
之
図
愚
考
仕
申
上
候
︑
絵
之
風
ハ
寛
文
の
比
と
相
見
へ
申
候

へ
と
も
⁝
其
故
い
か
ん
と
な
れ
は
︑
面
色
の
胡
粉
甚
あ
た
ら
し
く
相
見

へ
申
候
︑
紫
足
袋
ハ
︑
後
に
か
き
入
た
る
も
の
と
は
見
へ
す
︑
こ
れ
ハ

め
つ
ら
し
⁝
絵
も
宝
永
正
徳
の
頃
︑
寛
文
中
の
さ
ま
ヲ
画
し
も
の
な
る

へ
し
︑
無
下
に
捨
へ
き
も
の
に
ハ
あ
ら
ね
ト
︑
高
価
ヲ
出
す
へ
き
も
の

に
ハ
あ
ら
す
︑
二
百
疋
位
の
も
の
ハ
御
座
候
ハ
ん
や
︑
只
紫
足
袋
の
ミ

め
つ
ら
し

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
七



一

つ
い
て
な
か
ら
申
上
置
候
︑
小
人
い
ろ
〳
〵
古
画
ヲ
見
合
て
考
候

所
︑
江
戸
元
吉
原
ノ
時
代
の
寛
永
の
比
ハ
︑
京
六
条
遊
女
町
と
も
に
む

す
ひ
髪
也
︑
た
ぼ
ヲ
い
た
す
と
い
ふ
事
な
し
︑
む
す
ひ
髪
の
︑
つ
い
た

け
の
着
物
き
た
る
古
画
な
ら
ハ
︑
御
見
過
し
被
遊
間
敷
候
︑
浮
世
又
兵

衛
ナ
ト
の
絵
も
た
ほ
ヲ
出
し
た
る
女
な
し
︑
た
ほ
ヲ
出
し
た
る
ハ
︑
万

治
寛
文
の
比
よ
り
な
る
へ
し

一

享
保
十
三
細
見
︑
何
と
そ
御
交
見
申
被
仕
候
⁝

一

芝
安
二
郎
儀
︑
セ
う
ち
仕
候
⁝

欽
白

七
月
廿
六
日

此
間
︑
ア
タ
コ
ノ
下
稲
垣
侯
ヨ
リ
︑
元
祖
団
十
郎
似
顔
面
形
之
盃
拝
借
仕

候
︑
め
つ
ら
し
き
も
の
ニ
て
︑
元
祖
団
十
郎
ヲ
見
る
こ
ゝ
ち
す
る
も
の
ニ

て
御
座
候
︑
写
し
取
御
ら
ん
ニ
入
へ
く
候
⁝

京
伝
は
︑
紫
足
袋
に
も
注
目
し
て
年
代
を
推
測
し
て
い
る
︒﹃
近
世
奇
跡
考
﹄

﹁
名
古
屋
帯
古
図
﹂
に
も
︑﹁
紫
革
の
足
袋
を
は
き
た
り
︑
二
百
年
前
の
古
風
眼

前
に
あ
る
が
如
し
﹂
と
し
︑﹃
骨
董
集
﹄﹁
紫
革
足
袋
﹂
で
も
︑﹁
文
禄
の
比
の

古
画
を
︑
見
る
に
︑
小
桜
の
紋
あ
る
革
足
袋
を
は
き
た
る
男
子
あ
り
︑
紫
革
の

足
袋
は
女
子
に
か
ぎ
れ
り
﹂
と
す
る
︒
そ
し
て
︑
髪
形
﹁
た
ぼ
﹂
も
年
代
考
証

に
使
っ
て
い
る
︒﹃
骨
董
集
﹄﹁
お
乳
母
日
傘
と
い
ふ
諺
の
も
と
﹂
の
中
で
﹁
た

わ
﹂﹁
た
ぶ
﹂
と
し
て
︑
関
連
す
る
部
分
が
あ
る
︒
引
用
は
︑﹃
日
本
随
筆
大
成

第
一
期
�

�

﹄︵
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
七
六
年
︶
に
よ
る
︒

⁝
承
応
明
暦
の
比
ま
で
は
女
の
髪
か
く
の
ご
と
く
む
す
び
た
る
の
み
に
て
︑

た
わ
も
び
ん
も
い
た
さ
ず
⁝
た
わ
と
い
ふ
は
︑
今
の
た
ぶ
の
こ
と
ぞ

京
伝
は
︑
元
祖
団
十
郎
に
関
し
て
も
強
い
執
着
を
示
す
︒
こ
の
こ
だ
わ
り
が
︑

﹃
近
世
奇
跡
考
﹄﹁
元
祖
団
十
郎
並
び
肖
像
﹂
で
右
の
書
簡
で
取
り
上
げ
ら
れ
た

肖
像
を
収
録
す
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
そ
の
説
明
と
し
て
︑

こ
れ
は
や
ん
こ
と
な
き
方
の
を
さ
め
る
も
の
に
て
︑
友
人
蕙
斎
主
人
た
づ

さ
へ
来
て
見
せ
し
む
︑
面
打
の
つ
く
り
た
る
も
の
と
み
え
て
殊
勝
の
古
物

也

と
す
る
︒
書
簡
の
﹁
ア
タ
コ
ノ
下
稲
垣
侯
﹂︵
稲
垣
は
稲
葉
の
誤
り
︑
当
時
︑

愛
宕
下
に
は
稲
葉
伊
予
守
の
上
屋
敷
が
あ
っ
た
︶
の
こ
と
は
﹁
や
ん
ご
と
な
き

方
﹂
と
ぼ
か
し
た
が
︑
慧
斎
︵
北
尾
政
美
︶
の
仲
介
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
示
し

て
い
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
な
ぜ
京
伝
は
︑
柳
塘
へ
元
祖
団
十
郎
に
絡
む
話
題
を
振
っ
た
の

か
︒
実
は
︑
京
伝
と
柳
塘
の
間
で
︑
元
祖
団
十
郎
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
と
思

わ
れ
る
︒﹃
近
世
奇
跡
考
﹄﹁
元
祖
団
十
郎
並
肖
像
﹂
に
︑
こ
う
あ
る
︒

柳
塘
館
蔵
本
に
︑
宝
永
二
年
印
本
︑
宝
永
忠
信
物
語
と
云
ふ
草
紙
五
冊
あ

り
︒
こ
れ
団
十
郎
一
周
忌
追
善
の
書
な
り
︒

様
々
な
経
緯
が
推
測
で
き
︑
書
簡
解
読
は
い
つ
も
な
が
ら
興
味
が
尽
き
な
い
︒

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
︑
京
伝
は
︑
知
識
や
情
報
を
次
々
と
集
め
︑
同
好
の

士
で
あ
る
柳
塘
と
愉
し
み
を
共
有
し
て
い
る
︒

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
八



五

同
好
の
士
の
発
見

︱
芝
安
二
郎
こ
と
木
村
園
夫

︱

と
こ
ろ
で
︑︿
好
古
﹀
に
は
厄
介
な
面
が
あ
る
︒
な
か
な
か
新
た
な
同
好
の

士
に
出
会
え
な
い
︒

二
又
論
考
に
興
味
深
い
指
摘
が
あ
っ
た
︒

⁝
第
四
通
の
書
簡
︑
即
ち
文
化
元
年
六
月
八
日
に
︑
京
伝
は
木
村
太
朝
か

ら
借
り
た
縫
箔
二
点
を
︑
同
好
の
士
で
あ
る
柳
塘
に
送
り
︑
こ
れ
は
借
り

物
だ
か
ら
次
の
便
り
で
お
返
し
く
だ
さ
い
と
記
し
た
︒
対
し
て
柳
塘
は
︑

﹁
こ
の
縫
箔
は
ど
な
た
の
持
ち
物
で
す
か
︒
よ
ろ
し
け
れ
ば
そ
の
方
を
紹

介
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
﹂
と
い
っ
た
や
り
と
り
を
何
回
か
に
わ
た
っ
て
し

た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
そ
れ
で
七
月
二
十
六
日
の
書
簡
で
︑
京
伝
は
芝
安

二
郎
︵
木
村
太
朝
︶
の
こ
と
は
承
知
し
ま
し
た
と
返
事
を
書
い
た
の
で
あ

る
︒
⁝

そ
の
通
り
と
思
う
︒
柳
塘
に
し
て
み
れ
ば
︑
気
の
合
い
そ
う
な
同
好
の
士
を
見

つ
け
た
と
︑
心
弾
ん
だ
で
あ
ろ
う
︒

さ
て
︑
二
又
論
考
は
︑
木
村
太
朝
の
特
徴
を
︑
三
点
︱
名
が
安
二
郎
︑
文
化

四
月
九
月
没
︑
芝
住
︱
あ
げ
て
い
る
︒
そ
れ
に
二
点
追
加
し
た
い
︒

﹃
近
世
奇
跡
考
﹄﹁
辰
之
助
鑓
踊
猫
狂
言
幷
肖
像
﹂
で
︑
太
朝
は
﹃
淫
男
評

林
﹄
と
い
う
歌
舞
伎
関
係
の
書
も
提
供
し
て
い
る
︒
よ
っ
て
︑
歌
舞
伎
に
関
わ

っ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
︒
ま
た
﹃
近
世
奇
跡
考
﹄﹁
縫
箔
小
袖
﹂
で
﹁
古
代

縫
箔
﹂
二
点
を
︑﹁
地
黄
坊
樽
次
酒
戦
﹂
で
﹁
蜂
龍
取
盃
図
﹂
を
提
供
し
て
い

る
︒
さ
ら
に
曳
尾
庵
﹃
我
衣
﹄
巻
三
︵
文
化
四
年
六
月
七
日
︶
の
条
で
は
︑
了

然
尼
の
横
物
と
曳
尾
庵
蔵
の
探
幽
三
幅
対
を
交
換
し
て
い
る
し
︑﹁
大
石
良
雄

書
く
所
の
大
杯
を
小
盃
に
摸
せ
し
物
﹂
も
所
蔵
し
て
い
た
︒
こ
れ
ら
か
ら
し
て
︑

道
具
類
︱
軸
・
盃
︱
に
詳
し
い
︒

京
伝
の
周
辺
人
物
で
︑﹁
太
朝
﹂
号
・
﹁
安
二
郎
﹂
名
は
見
当
た
ら
な
い
が
︑

﹁
木
村
﹂
姓
は
い
る
︒
木
村
園
夫
︵
え
ん
ぶ
︶
で
あ
る
︒
園
夫
は
︑
岩
波
書
店

﹃
日
本
古
典
文
学
大
辞
典
﹄
で
︑
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
︒

歌
舞
伎
作
者
︒
⁝
元
文
三
年
︵
一
七
三
八
︶
生
れ
︒
没
年
未
詳
︒
︻
事
蹟
︼

初
世
桜
田
治
助
の
門
下
︒
寛
政
三
年
︵
一
七
九
一
︶
頃
よ
り
番
付
に
名
が

見
え
る
︒
⁝
享
和
元
年
︵
一
八
〇
一
︶
ゑ
ん
ぶ
︑
同
三
年
園
夫
と
な
り
︑

文
化
三
年
︵
一
八
〇
六
︶
河
原
崎
座
で
立
作
者
の
位
置
に
あ
っ
た
が
︑
以

後
番
付
面
か
ら
そ
の
名
が
消
え
る
︒
⁝

二
又
論
考
で
指
摘
さ
れ
た
﹁
文
化
四
年
九
月
﹂
没
と
﹁
文
化
三
年
以
降
﹂﹁
番

付
面
﹂
か
ら
名
が
消
え
る
こ
と
は
︑
矛
盾
し
な
い
︒

園
夫
の
師
桜
田
治
助
は
︑
京
伝
と
旧
知
の
間
柄
で
あ
る
︒
さ
ら
に
四
代
目
鶴

屋
南
北
作
﹁
四
天
王
楓
江
化
粧
﹂
︵
文
化
元
年
十
一
月
月
︑
河
原
崎
座
初
演
︶

で
︑
園
夫
は
烏
亭
焉
馬
と
と
も
に
ス
ケ
と
し
て
参
加
し
て
い
た
︵
光
延
真
哉

﹃
江
戸
歌
舞
伎
作
者
の
研
究
﹄︹
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
二
年
︺︶
︒
焉
馬
は
︑
京
伝

﹃
近
世
奇
跡
考
﹄
に
協
力
し
て
い
る
︒
﹁
坊
主
小
平
衛
﹂﹁
元
祖
団
十
郎
﹂
に
掲

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

四
九



載
さ
れ
た
元
禄
六
年
印
本
﹃
四
場
居
百
人
一
首
﹄
は
︑
焉
馬
所
蔵
で
あ
る
︒
園

夫
が
京
伝
の
︿
好
古
﹀
に
関
与
し
て
い
て
も
不
思
議
は
な
い
︒

残
す
は
︑
二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
︵﹁
芝
住
﹂﹁
道
具
類
﹂︶
で
あ
る
︒
こ
こ
で
︑

三
升
屋
二
三
治
﹃
作
者
店
お
ろ
し
﹄﹁
木
村
園
治
﹂
に
注
目
し
た
い
︒
引
用
は
︑

﹃
庶
民
文
化
史
料
集
成
第
�

巻
﹄︵
三
一
書
房
︑
一
九
七
三
年
︶
に
よ
っ
た
︒

⁝
園
夫
女
房
︑
お
八
重
と
い
ふ
て
︑
高
輪
路
考
と
い
わ
れ
た
も
の
⁝
お
八

重
か
ら
思
ひ
つ
き
て
︑
芝
口
へ
道
具
屋
を
い
だ
す
︒
此
や
し
き
近
く
︑
御

国
持
侍
多
く
︑
女
房
を
み
せ
へ
出
し
て
道
具
を
商
ふ
⁝

芝
で
道
具
屋
を
し
て
い
た
︒

以
上
か
ら
︑
木
村
太
朝
は
︑
歌
舞
伎
作
者
木
村
園
夫
と
考
え
る
︒

六

最
後
に

学
問
が
専
門
化
し
さ
ら
に
進
化
す
る
こ
と
は
素
晴
ら
し
い
︒
し
か
し
︑
硬
直

化
に
は
気
を
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
近
世
に
お
け
る
︿
好
古
﹀
の
様
相
が
明

ら
か
に
な
る
こ
と
で
︑
必
要
に
応
じ
て
分
野
に
拘
泥
せ
ず
柔
軟
な
ア
プ
ロ
ー
チ

が
行
わ
れ
る
こ
と
を
望
み
た
い
︒

︿
好
古
﹀
の
愉
悦

五
〇


