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『
俳
譜
歳
時
記
』
の
成
立

神

田

正

行

は
じ
め
に
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寛
政
二
年
こ
七
九

O
）
に
刊
行
さ
れ
た
、
曲
亭
馬
琴
の
戯
作
第
一
作
『
廿
日
徐
四
十
両
／
尽
用
而
二
分
狂
言
』
（
豊
国
画
・
甘
泉
堂
刊
）

は
、
俳
譜
を
志
す
「
て
う
く
わ
ぼ
う
馬
き
ん
」
な
る
人
物
を
主
人
公
と
し
て
い
る
。
こ
の
黄
表
紙
に
お
け
る
馬
琴
の
筆
名
は
「
京
伝
門
人
大

栄
山
人
」
で
あ
っ
た
が
、
自
身
の
俳
号
「
馬
琴
」
を
名
乗
ら
せ
て
い
る
点
か
ら
も
、
こ
の
「
て
う
く
わ
ぽ
う
馬
き
ん
」
が
少
な
か
ら
ず
作
者

自
身
を
投
影
し
た
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

馬
琴
が
九
歳
の
年
（
安
永
四
年
・
一
七
七
五
）
に
没
し
た
彼
の
父
興
義
（
俳
号
可
蝶
）
は
、
折
に
触
れ
て
句
作
を
楽
し
み
と
し
た
と
い

う
。
ま
た
馬
琴
の
二
人
の
兄
・
興
旨
（
俳
号
東
岡
舎
羅
文
）
と
興
春
（
俳
号
己
克
亭
鶏
忠
）
も
、
恐
ら
く
は
父
の
影
響
を
受
け
て
俳
諸
に
遊

ん
だ
。
馬
琴
自
身
も
、

か
な
り
早
い
時
期
か
ら
俳
譜
に
対
す
る
興
味
を
持
っ
て
お
り
、
七
歳
の
時
に
「
鴬
の
初
音
に
眠
る
座
頭
か
な
」
な
る

(2
) 

父
輿
義
に
い
た
く
褒
め
ら
れ
た
と
い
う
。
ま
た
、
長
兄
の
興
旨
（
以
下
で
は
呼
称
を
俳
号
「
羅
文
」
に
統
一
す
る
）
と
共

句
を
詠
じ
て
、



に
、
わ
が
国
最
初
の
方
言
辞
書
『
物
類
称
呼
』
を
編
ん
だ
越
谷
吾
山
に
入
門
し
た
の
は
、
馬
琴
が
十
六
歳
の
頃
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
馬
琴
が
、
早
世
し
た
長
兄
・
羅
文
の
遺
志
を
継
い
で
、
享
和
三
年
（
一
八

O
三
）
に
刊
行
し
た
の
が
『
俳
諸
歳
時
記
』
（
横
本
二

冊

以
下
適
宜
「
歳
時
記
』
と
略
称
す
る
）

で
あ
る
。
近
代
の
季
寄
せ
に
大
き
く
影
響
し
た
、
藍
亭
青
藍
の
『
増
補
／
俳
譜
歳
時
記
某
草
』

（
横
本
四
冊
・
嘉
永
四
年
刊
。
以
下
適
宜
『
莱
草
』
と
略
称
す
る
）
の
も
と
に
な
っ
た
書
で
あ
る
が
、
『
莱
草
』の
刊
行
以
後
も
一
定
の
需
要

が
存
し
た
も
の
ら
し
く
、

そ
の
印
行
は
近
代
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
『
俳
譜
歳
時
記
』
は
、
単
に
『
莱
草
」

の
成
立
を
導
い
た
季
寄
せ
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
後
年
読
本
作
者
と
し
て
名
を
成
す
に
至
っ
た
馬
琴
が
、
初
め
て
本
格
的
な
考
証
を
世
に
示
し
た
書
物
と
し
て
も
、
注
目

に
値
す
る
。
馬
琴
自
身
に
と
っ
て
は
、
俳
譜
活
動
の
ひ
と
区
切
り
と
も
な
っ
た
こ
の

『
俳
譜
歳
時
記
』
の
成
立
過
程
と
記
述
内
容
と
を
、
以

下
本
稿
の
考
察
対
象
と
す
る
。

一
、

雪
碇
・
羅
文
・
馬
琴
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ま
ず
は
先
学
同
様
、
巻
頭
に
置
か
れ
た
馬
琴
の
自
序
を
検
討
し
て
み
る
こ
と
と
し
た
い
。
自
序
は
三
丁
に
及
ぶ
が
、
『
歳
時
記
』
編
纂
の

経
緯
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
後
半
部
分
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
に
該
当
箇
所
を
引
用
す
る
（
ル
ビ
は
取
捨
し
、
改
行
を
施
し
た
）
。

前
略
）
お
の
れ
馬
琴
が
い
ろ
ね

（
割
注
・
東
岡
舎
羅
文
）
。い
と
き
な
き
よ
り
ふ
か
く
こ
れ

引
用
者
注
・
俳
譜
）
を
た
し
め
り
。
そ

と
し
頃
見
け
る
こ
と
聞
け
る
こ
と
の
中
に
。
は
い
か
い
に
も
ち
ふ
べ
き

ふ
み

言
の
葉
あ
れ
ば
。
ま
め
や
か
に
か
い
し
る
し
て
み
そ
か
に
一
巻
の
書
と
な
し
つ
。
い
ろ
ね
こ
れ
を
よ
み
て
頻
に
愛
羨
て
。
そ
の
し
げ
き

お
ぎ
な
ひ

を
か
り
足
ざ
る
を
補
。
俳
譜
四
季
の
詞
を
注
し
も
の
せ
ん
と
と
し
頃
お
も
ひ
お
き
て
た
り
し
も
。
君
に
つ
か
う
ま
つ
る
に
い
と
な
く
て

が
竹
馬
の
友
風
月
庵
も
お
な
じ
す
ぢ
に
こ
冶
ろ
ざ
し
ふ
か
く
。

そ
の
こ
と
を
し
も
果
ず
。
な
か
そ
ら
に
て
ゆ
く
り
な
う
身
ま
か
り
ぬ
。



お
の
れ
い
ち
ぐ
ら
の
世
わ
た
る
い
と
ま
ご
と
に
。
な
き
人
の
こ
、
ろ
ざ
し
を
つ
ぎ
て
風
月
ぬ
し
の
筆
に
も
と
づ
き
。

ふ
る
き
ふ
み

べ
て
古
書
に
し
る
せ
る
こ
と
。
又
み
づ
か
ら
日
こ
ろ
息
ひ
お
け
る
こ
と
を
き
へ
と
り
出
て
書
あ
つ
め
っ
、
見
る
に
。
巻
々
の
数
も
か

か
の

き
な
り
ぬ
。
名
づ
け
て
俳
譜
歳
時
記
と
い
ふ
。
さ
れ
ど
さ
え
短
く
思
ひ
た
ら
ざ
れ
ば
。
管
も
て
大
そ
ら
を
う
か
ゾ
ふ
ご
と
く
。
彼
へ
み

か
ら
や
ま
と
す

に
足
を
そ
ふ
る
た
ぐ
ひ
な
か
ら
ず
や
は
と
お
も
ひ
た
ゆ
た
ひ
て
。
深
く
引
か
く
し
置
け
る
を
。
そ
は
と
ま
れ
か
く
ま
れ
。
う
ひ
学
せ
ん

こ
そ

人
の
為
に
は
よ
ろ
し
き
は
し
だ
て
に
社
な
ど
人
の
こ
ふ
に
ま
か
せ
。
き
は
と
て
そ
の
人
に
投
あ
た
へ
け
る
ぞ
。
な
か
／
＼
か
ゾ
や
か
し

つ

つ
み
え
が
ま
し
き
わ
ざ
な
り
け
る
。

享
和
改
元
弥
生
も
ち
の
日

著
作
堂
［
印
］
（
曲
亭
馬
琴
著
作
堂
之
印
）

右
引
用
中
、
羅
文
の
竹
馬
の
友
と
記
さ
れ
る
「
風
月
庵
」
と
は
、
当
時
の
若
年
寄
・
酒
井
飛
騨
守
の
部
屋
番
で
、
文
筆
・
雪
碇
な
ど
と
号-27 

し
た
吉
岡
定
八
郎
の
こ
と
で
あ
る
。
雪
碇
は
『
五
口
仏
の
記
』
第
一
・
羅
文
譜
の
中
に
列
挙
さ
れ
た
羅
文
の
「
始
終
の
友
」
（
六
十
六
丁
表
）

馬
琴
が
天
明
七
年
（
一
七
八
七
）

の
う
ち
の
一
人
で
、
『
歳
時
記
』
に
も
序
文
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
の
風
月
庵
雪
碇
も
、
馬
琴
兄
弟
同
様
に
越
谷
吾
山
の
門
下
で
あ
っ
た
が
、

(3
) 

に
編
ん
だ
『
俳
譜
古
文
庫
』
の
中
で
は
、
「
雪
中
庵
に
遊
ん
で
好
し
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
は

雪
門
に
も
出
入
り
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
雪
碇
の
手
に
な
る
書
付
け
を
愛
で
羨
み
、
こ
れ
を
増
補
せ
ん
と
さ
え
し
た
馬
琴
の
兄
羅
文

は
、
多
忙
ゆ
え
に
そ
の
志
を
遂
げ
得
ぬ
ま
ま
、
寛
政
十
年
に
不
帰
の
客
と
な
っ
た
。

か
く
て

『
俳
譜
歳
時
記
」
の
編
集
は

馬
琴
に
引
き
継

が
れ
た
の
で
あ
る
。

羅
文
の
死
没
前
後
の
事
情
に
つ
い
て
は

「
羅
文
居
士
病
中
一
件
留
」
（
以
下
適
宜
『
一
件
留
』
と
略
称
す
る
）

(4
) 

と
題
さ
れ
た
記
録
が
存

し
、
そ
の
大
概
を
知
る
こ
と
が
出
来
る
。
同
書
の
記
載
は
、
寛
政
十
年
七
月
十
九
日
に
お
け
る
羅
文
の
発
病
に
始
ま
り
、
ひ
と
月
間
の
病
苦

と
そ
の
死
、
更
に
は
葬
儀
の
詳
細
や
後
嗣
を
め
ぐ
る
紛
糾
等
を
経
て
、
最
後
は
翌
年
八
月
十
四
日
に
お
け
る
、
羅
文
の
娘
・
っ
た
の
死
を
記



し
て
摘
筆
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
記
述
内
容
に
は
疎
密
が
あ
り
、
寛
政
十
一
年
の
記
事
は
概
し
て
簡
略
で
あ
る
。
『
五
口
仏
の
記
』
巻
一
の
「
羅

文
譜
」
末
尾
に
も
、
「
抑
羅
丈
君
の
病
中
の
事
は
、そ
の
日
記
別
に
あ
り
」
（
六
十
三
丁
裏
）
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
習
作
期
の
馬
琴
が

自
ら
記
し
た
記
録
と
し
て
、
『
五
口
仏
の
記
』
な
ど
と
相
補
う
資
料
で
あ
り
な
が
ら
、
今
日
ま
で
こ
の
記
録
に
対
し
て
、研究
は
お
ろ
か
紹
介

さ
え
十
分
に
行
な
わ
れ
て
は
い
な
い
。
「
五
日
仏
の
記
』
に
も
羅
文
が
病
床
に
あ
っ
た
折
の
記
事
は
見
え
る
の
だ
が
、
当
然
『
一
件
留
』
の
方

が
記
述
が
具
体
的
で
あ
る
。

こ
の

『
羅
文
居
士
病
中
一
件
留
」
の
中
に
、
雪
碇
の
編
ん
だ
季
寄
せ
の
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
羅
文
の
二
七
日
に
当
た
る
八
月
二
十
五
日

の
記
事
の
中
で
、
馬
琴
は
以
下
の
よ
う
に
記
し
て
い
た
。

当
春
、
雪
碇
筆
乗
と
申
俳
譜
季
寄
之
書
を
雪
碇
子
よ
り
御
か
り
請
被
成
、
当
六
月
半
平
殿
、
ぇ
御
た
の
み
御
う
つ
さ
せ
被
成
候
慮
、

い
ま
た
う
つ
し
相
済
不
申
内
に
御
病
死
被
成
候
に
付
、
何
と
ぞ
う
つ
し
置
、
御
存
生
之
御
志
を
遂
可
申
と
半
平
殿
へ
承
候
慮
、
多
用

-28-

に
付
い
ま
た
、
つ
つ
し
か
冶
り
不
申
候
由
に
付
、
則
と
り
一
民
し
、
小
川
町
孤
遊
子
へ
相
た
の
み
、
、
つ
つ
し
貰
申
候
。
細
字
に
て
弐
百
枚

之
紙
員
に
付
、
来
末
春
迄
う
つ
し
と
り
候
様
に
か
け
合
申
候
。

（
六
十
四
丁
裏
）

羅
文
が
生
前
、
風
月
庵
雪
碇
か
ら
『
雪
碇
筆
乗
』
な
る
「
俳
譜
季
寄
の
書
」
を
借
り
受
け
て
、
こ
の
書
の
筆
写
を
同
じ
戸
田
家
の
家
臣
・

伊
藤
半
平
報
故
（
母
方
の
義
理
の
叔
父
）

に
依
頼
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
伊
藤
報
故
は
書
写
に
手
を
つ
け
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
馬

(5
) 

に
筆
写
を
頼
み
、
羅
文
の
遺
志
を
か
な
え
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
で
思
い
返
さ
れ

琴
は
改
め
て
羅
文
の
俳
友
・
遠
山
伝
左
衛
門
（
俳
号
孤
遊
）

る
べ
き
は
、
先
に
引
用
し
た

「
歳
時
記
』
の
馬
琴
自
序
中
の
一
節
で
あ
る
。
俳
請
に
用
い
る
べ
き
言
葉
を
ま
め
や
か
に
書
き
記
し
て
、
雪
碇

が
編
ん
だ
一
巻
の
書
と
は

ま
き
に
こ
の

『
雪
碇
筆
乗
』
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
羅
文
は
こ
の
書
を
し
き
り
に
愛
で
羨
み
、
自
ら
添
削
を
加
え

ょ
う
と
き
え
考
え
て
い
た
。

つ
ま
り
『
病
中
一
件
留
』
に
見
え
る
「
御
存
生
之
御
志
」
と
は
、
単
に
『
雪
碇
筆
乗
」
を
筆
写
す
る
こ
と
に
と



ど
ま
ら
ず
、
こ
れ
を
増
補
改
訂
す
る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
た
と
考
え
得
る
。
羅
文
が
『
雪
碇
筆
乗
』
に
対
す
る
増
補
の
筆
を
執
る
こ
と
な
く

し
て
没
し
た
こ
と
は
、
「
病
中
一
件
留
』
の
記
載
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(6
) 

志
田
義
秀
は
「
馬
琴
の
俳
譜
歳
時
記
の
企
図
者
」
の
中
で
、
雪
碇
・
羅
文
・
馬
琴
の
三
人
を
、
『
俳
譜
歳
時
記
』
の
「
企
図
者
」
と
称
し

た
が
、
『
病
中
一
件
留
』
の
記
載
を
考
慮
す
る
と
き
、
雪
碇
を
原
著
者
、
羅
文
を
増
補
企
画
者
、

馬
琴
を
増
補
遂
行
者
と
位
置
付
け
直
す
こ

と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、
羅
文
の
視
野
に
同
書
の
出
版
が
入
っ
て
い
た
か
否
か
は
、
不
明
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

そ
れ
で
は
羅
文
の
愛
で
羨
ん
だ
『
雪
碇
筆
乗
』
と
は

一
体
い
か
な
る
季
寄
せ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
疑
問
を
解
明
す
る
た
め
に

は
、
や
は
り
『
俳
譜
歳
時
記
』
の
内
容
を
詳
細
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
ね
ば
な
る
ま
い
。

井
本
農
一
・
久
富
哲
雄
両
氏
に
よ
る
「
季
題
解
説
」
は
、
「
削
掛
挿
」
（
『
歳
時
記
』一
月
・
十
五
丁
裏
）
、
「
貝
寄
」
（
二
月
・
三
十
六
丁

29-

『
俳
譜
歳
時
記
』
と
「
華
実
年
浪
草
』

裏
）
、
「
穂
屋
」
（
七
月
・
百
五
十
三
丁
表
）の
三
項
目
に
お
い
て
、

『
俳
譜
歳
時
記
』
が
先
行
す
る
季
寄
せ
『
華
実
年
浪
草
』
か
ら
引
用
を
行

っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
、
他
に
も
所
々
で
両
書
の
聞
に
お
け
る
記
載
の
一
致
を
指
摘
し
て
い
る
。

『
華
実
年
浪
草
』
（
以
下
適
宜
『
年
浪
草
』
と
略
称
す
る
）
は
、
半
紙
本
十
二
巻
十
五
冊
（
各
月
一
巻
、

一
・
四
・
七
月
が
二
冊
に
分
か
れ

る
）
、
季
題
を
四
季
・
月
順
に
配
列
し
て
、
考
証
解
説
を
施
し
た
も
の
で
あ
り
、
天
明
三
年
（
一
七
八
三
）
、
山
本
平
左
衛
門
以
下
五
書
障
に
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よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
。
今
日
で
は
む
し
ろ
、
先
行
す
る
其
諺
の
『
滑
稽
雑
談
』
の
方
が
著
名
で
あ
る
が
、
同
書
は
写
本
に
よ
っ
て
の
み
行
わ

れ
た
も
の
で
あ
り
、
近
世
後
期
に
は
『
年
浪
草
』
の
方
が
広
く
流
布
し
て
い
た
。
編
者
の
鵜
川
魚
文
（
名
は
政
明
。
油
幕
苓
木
雁
子
・
三
徐

斎
な
ど
と
も
称
す

の
伝
に
つ
い
て
は

『
年
浪
草
』
の
琴
太
序
文
等
か
ら
、
従
五
位
下
の
官
位
を
も
っ
て
宮
中
に
出
仕
し
て
い
た
こ
と
を



知
り
得
る
の
み
で
あ
る
。
青
藍
の

『
菜
草
』
が
、
負
文
の
『
華
実
年
浪
草
』
に
多
く
を
拠
っ
て
い
る
こ
と
は
、
『
年
浪
草
』
の
名
が
『
莱
草
』

の
所
々
で
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、

「
莱
草
』
の
も
と
と
な
っ
た
『
歳
時
記
」

の
中
に
は
、
『
年
浪
草
』
の
書
名
を

見
出
す
こ
と
は
出
来
な
い
。

一
般
的
に
言
っ
て
、
季
寄
せ
を
新
規
に
編
も
う
と
す
る
場
合
、
先
行
す
る
同
類
の
書
を
参
照
す
る
の
が
、
最
も
手
間
の
か
か
ら
な
い
方
法

で
あ
る
。
吉
岡
文
筆
が
『
雪
碇
筆
乗
』
を
編
ん
だ
時
点
、
も
し
く
は
馬
琴
が
同
書
を
増
補
改
訂
す
る
時
点
に
お
い
て
も
、
や
は
り
何
が
し
か

の
先
行
季
寄
せ
が
利
用
さ
れ
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
『
歳
時
記
』
が
全
面
的
に
依
拠
し
た
可
能
性
の
あ
る
先
行
季
寄
せ
を
確
定
し
よ
う
と

し
た
場
合
、
特
に
人
事
関
連
の
季
題
に
お
け
る
詳
細
な
記
述
か
ら
す
れ
ば
、
『
滑
稽
雑
談
』
も
し
く
は
「
年
浪
草
』
を
措
て
、
他
に
は
考
え

づ
ら
い
。
「
歳
時
記
』の
中
に
は
、
正
月
の
「
星
仏
」
の
項
（
二
丁
裏
1

三
丁
表
）
な
ど
、
『
滑
稽
雑
談
』
か
ら
の
引
用
を
明
記
し
た
項
目
が

七
月
の
「
衝
突
入
」
の
項
（
百
四
十
九
丁
裏
）
の
よ
う
に
、

明
ら
か
に
『
滑
稽
雑
談
』
に
拠
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
と
断
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散
見
さ
れ
る
他
、

っ
て
い
な
い
項
目
も
存
す
る
。
ま
た
、

四
月
の
「
嵯
峨
祭
」
の
項
（
七
十
六
丁
裏
）
な
ど
で
典
拠
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
「
雑
談
抄
」
と
い
う

書
名
も
、
そ
の
記
述
内
容
か
ら
『
滑
稽
雑
談
」
を
指
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

と
こ
ろ
が

こ
れ
ら
の
記
事
は
『
年
浪
草
』
か
ら
も
引
用
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
右
に
触
れ
た
三
項
を
は
じ
め
と
し
て
、
「
歳

時
記
』
に
引
用
さ
れ
た

『
滑
稽
雑
談
』
の
記
事
は
、
全
て
『
年
浪
草
』
に
見
出
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
「
雑
談
抄
」
と
い
う
呼
び
方
も
、

年

浪
草
』
の
中
で
多
用
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た

『
年
浪
草
」
の
独
自
記
事
が
、
『
歳
時
記
」
の
中
に
少
な
か
ら
ず
引
用
さ
れ
て
い

る
事
実
や
、
両
書
の
配
列
が
大
筋
で
一
致
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
雪
碇
、
も
し
く
は
馬
琴
が
依
拠
し
た
先
行
季
寄
せ
が
「
滑
稽
雑
談
』
で
は

な
大E く
服？し

て

華
実
年
浪
草

で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
以
下
に
二
つ
ほ
ど
例
示
し
て
み
る
。

こ
の
題
忌
ぺ
き
に
や
。
む
か
し
松
永
蘭
如
と
い
ふ
者
、
大
ふ
く
と
作
る
と
も
何
の
禍
か
あ
ら
ん
と
て
「
大
福
や
三
口
に
ち
ょ
う
ど



寿
福
禄
」
と
せ
し
に
、
そ
の
年
類
孫
の
愁
に
か
、
り
て
、

服
を
受
る
こ
と
三
度
な
り
と
か
や
。
是
服
と
腹
の
音
お
な
じ
き
が
ゆ
ゑ
の
俗

ふ
く

か
の
仏
へ
供
す
る
茶
を
腹
し
玉
ひ
、
御
脳
平
愈
あ
り
し
あ
り
し
よ
り
、
王

忌
也
。
又
村
上
天
皇
、
六
波
羅
密
寺
の
観
音
の
告
あ
り
て
、

服
と
称
し
、
正
月
元
日
当
寺
の
点
茶
を
百
き
る
、
よ
し
雑
談
抄
に
見
え
た
り
。

（
『
歳
時
記
』一
月
・
五
丁
裏
）

こ
こ
で
も
「
滑
稽
雑
談
（
雑
談
抄
）
』
の
所
説
は
引
か
れ
て
お
り
、
「
又
村
上
天
皇
」
以
下
の
引
用
部
が
「
六
波
羅
密
寺
の
縁
起
」
に
基
づ

い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
同
書
に
よ
っ
て
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
松
永
蘭
如
の
逸
話
や
、
「
こ
の
題
忌
ぺ
き
に
や
」
と
い
っ

た
見
解
は
、
『
滑
稽
雑
談
』
に
は
見
え
て
い
な
い
。
そ
こ
で
『
年
浪
草
』
（
春
之
部
巻
之
一
・
十
七
丁
裏j
十
八
丁
表
）
に
眼
を
転
じ
て
み
る

と
、
『
滑
稽
雑
談
』
か
ら
の
引
用
が
確
認
さ
れ
る
他
、
こ
の
題
を
忌
む
べ
き
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
見
解
や
蘭
如
の
逸
話
も
、
恐
ら
く
は
こ
こ

か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た

所
は
白
山
通
り
五
僚
の
北
に
あ
り
。
今
石
地
蔵
の
存
す
る
所
こ
れ
也
。
祭
の
日
、
し
は
ら
く
経
書
堂
の
前
に
神
輿
を
置
く
。
こ
れ
旅
所
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地
主
祭
（
九
日
）

清
水
地
主
権
現
の
祭
に
て
、
神
輿
午
刻
還
幸
也
。
そ
の
後
獅
舞
田
楽
等
舞
了
る
と
康
冨
記
に
出
た
り
。
地
主
の
古
旅

を
表
す
る
也
。

地
主
の
神
は
弘
仁
三
年
四
月
延
鎮
奏
し
て
田
村
将
軍
の
霊
を
清
水
寺
の
鎮
守
と
す
る
よ
し
、
寺
説
也
。
神

杜
考
に
、
大
己
責
の
垂
跡
也
と
い
へ
り
。

『
歳
時
記
」
四
月
・
六
十
九
丁
表
）

右
の
記
述
の
う
ち
、
『
薙
州
府
志
』
と
『
神
社
考
」
か
ら
の
引
用
、
な
ら
び
に
坂
上
田
村
麻
呂
に
関
す
る
「
寺
説
」
は
、
『
滑
稽
雑
談
』
の

中
に
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
が
、
外
記
中
原
康
冨
の
日
記
「
康
冨
記
』
は
、
同
書
に
は
引
用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
再
び
「
年
浪
草
』

（
夏
之
部
巻
之
一
・
二
十
三
丁
裏
）
を
参
観
し
て
み
る
と
、
『
康
冨
記
』
を
含
め
て
、『
歳
時
記
』
に
引
用
さ
れ
た
文
献
の
全
て
を
、

そ
の
中

に
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

ま
た
『
歳
時
記
』
四
月
の
「
山
王
祭
」
の
項
目
（
七
十
一
丁
表

j

）
は
、
『
年
浪
草
』
夏
之
部
巻
之
一

三
十
一
丁
裏
i

か
ら
「
諸
神
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鎮
座
之
記
』
『
廿
二
社
注
式
』
「
日
吉
鎮
座
記
祭
儀
式
」
『
日
次
紀
事
』
な
ど
の
記
事
を
借
用
し
て
い
る
他
、
魚
文
自
ら
「
坂
本
祭
ニ
詣
テ
＼

且
土
地
ノ
古
老
へ
尋
」
ね
た
内
容
さ
え
も
が
、
負
文
の
名
を
伏
せ
て
引
用
さ
れ
て
い
る
。

『
莱
草
』
の
中
で
、
『
年
浪
草
』
か
ら
の
引
用
を
随
所
で
明
記
し
て
い
る
青
藍
は
、
『
歳
時
記
』
の
記
述
の
多
く
が
『
年
浪
草
』
に
依
拠
し

て
い
る
こ
と
を
見
抜
い
て
い
た
に
違
い
な
く
、
恐
ら
く
は
多
く
の
先
学
も
、

こ
の
点
に
気
付
い
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
『
歳
時

記
』
と
「
年
浪
草
」
と
の
関
係
は
、
こ
れ
ま
で
充
分
に
検
討
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
。
両
者
の
依
拠
関
係
は
、
単
に
部
分
的
な
も
の
に
留
ま

ら
ず
、

四
季
の
部
全
体
に
及
ぶ
も
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
俳
譜
歳
時
記
』
に
立
項
さ
れ
た
季
題
・
全
三
五
一
七
項
目
を
、
逐
一

『
年
浪
草
』
と
対
照
し
て

試
み
に
次
頁
の
ご
と
き
統
計
を
出
し

て
み
た
。
割
注
形
式
で
示
さ
れ
た
異
名
・
関
連
語
の
類
も
一
項
目
に
数
え
た
他
、
解
説
中
で
傍
線
を
施
き
れ
た
語
に
関
し
て
も
、
一
項
目
と

-32-

し
て
数
え
た
も
の
が
あ
る
。
な
お
、
両
書
の
間
で
月
や
季
節
の
所
属
が
異
な
る
も
の
や
、
項
目
名
に
関
し
て
表
記
や
読
み
の
異
な
る
も
の
も

若
干
数
存
す
る
が
、
煩
墳
に
な
る
の
で
こ
こ
で
は
同
一
項
目
と
し
て
扱
っ
た
。

も
と
よ
り
、
区
分
に
お
け
る
不
徹
底
や
誤
謬
等
は
避
け
得
な
い
も
の
と
思
う
が
、
あ
る
程
度
の
傾
向
を
う
か
が
う
に
は
足
る
で
あ
ろ
う
。

A
・

B

の
本
質
的
な
変
化
を
伴
わ
な
い
利
用
が
合
わ
せ
て
二
七
五
四
項
目
、
約
四
分
の
コ
一
に
及
ん
で
い
る
。
剰
窃
と
さ
え
言
わ
れ
か
ね
な
い

ほ
ど
に
、
『
俳
譜
歳
時
記
』
の
解
説
文
は
、
『
年
浪
草
』
か
ら
の
所
謂
「
孫
引
き
」
が
大
半
を
占
め
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
で
は
一
体
、

雪
碇
と
馬
琴
の
い
ず
れ
が
、
『
年
浪
草
』
か
ら
の
解
説
文
の
拝
借
を
行
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
足
掛
か
り
も
ま
た
、
『
俳
譜
歳
時
記
』

の
中
に
見
出
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

「
俳
譜
歳
時
記
』
の
中
に
は
、
解
説
中
に
「
雪
碇
日
く
」
と
記
さ
れ
て
い
る
項
目
が
十
一
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
全
て
、
『
年
浪
草
」
に

見
え
る
説
で
あ
り
、
決
し
て
雪
碇
独
自
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

一
例
を
示
せ
ば



ひ
め
始

ひ
め
は
火
水
な
り
と
ぞ
。
又
内
裡
に
て
米
を
ひ
め
と
も
い
へ
は
、
米
始
と
い
ふ
説
あ
る
よ
し
雪
碇
い
へ
り
。

（
以
下
略
）

（
『
歳
時
記
」一
月
・
七
丁
表
）

こ
こ
で
「
雪
碇
い
へ
り
」
と
し
て
一
不
さ
れ
た
、
ひ
め
始
の
語
源
を
「
米
始
」
と
す
る
説
は
、『
年
浪
草
』
春
之
部
巻
之
一
上
の
「
飛
馬
始
」

（
三
十
丁
裏
）の
項
に
見
え
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
他
の
場
合
も
同
様
で
あ
り
、

問
題
は
こ
の
事
実
を
馬
琴
が
知
っ
て
い
た
の
か
否
か
に
存

〈
『
俳
譜
歳
時
記
』
四
季
の
部

項目分類〉

A 口 弘 秋 夏 春
% 部之 之部 之部 部之計

一 一 五
四 九 九 四

A 
。 。 五 ーノ－＇－、- 一t、-

一 四 一

一 一／－＇－、ー・ 五 t、－・ B 

九 四 九 四 一
。

一 c ーt、」 五 九 五 j」、-

七 ーt、」 。

一 D 
四 四 四 一

四 j」、ー・ ー／＼ 一／－ι、 七 七

一 E 
一 五 一／」L、a、 。 八 九
。 一／－＇－、－・ 九 七 九

一 一 総
五 五 。 八 。

。 九 一 一 七 数。 七 五 五 五
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分
類
規
準

A
：
：
：
『
年
浪
草
』

B

：
：
：
『
年
浪
草
』

c
i

－
－
・
『
年
浪
草
』

D
i

－
－
・
『
年
浪
草
」

E

：
：
：
『
年
浪
草
』 に

も
見
出
し
う
る
が
、
解
説
・
出
典
等
が
示
さ
れ
て
い
な
い
項
目

に
見
出
す
こ
と
が
出
来
、
解
説
・
出
典
等
も
一
致
す
る
項
目

に
見
出
し
得
る
が
、
解
説
・
出
典
等
が
一
部
異
な
る
項
目

に
見
出
し
得
る
が
、
解
説
・
出
典
等
が
相
違
す
る
項
目

に
見
出
し
得
な
い
項
目



す
る
で
あ
ろ
う
。

も
し
万
一
、
雪
碇
説
が
『
年
浪
草
』
の
記
述
を
な
ぞ
っ
た
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
、
馬
琴
が
充
分
承
知
し
て
い
た
の
な
ら
ば
、
右
の
如
き
記

述
は
馬
琴
に
よ
る
意
図
的
な
雪
碇
賞
揚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
専
業
の
俳
譜
師
で
も
な
い
雪
碇
を
、
か
く
も
あ
か
ら
さ
ま

に
持
ち
上
げ
た
と
こ
ろ
で
、
馬
琴
に
と
っ
て
得
る
所
は
少
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
成
立
事
情
を
考
え
れ
ば
、む
し
ろ
長
兄
羅
文
を
こ
そ
賞

揚
す
べ
き
は
ず
な
の
に
、
「
歳
時
記
』
が
羅
丈
の
所
説
を
引
い
て
い
る
の
は
、
九
月
の
「
紅
葉
か
っ
ち
る
」
（
二
百
七
丁
裏
）に
お
け
る
、

「
家
兄
羅
文
云

か
っ
ち
る
は
数
々
散
る
に
や

（
中
略
）
か
ち
か
つ
通
じ
て
掲
散
る
に
や
と
い
へ
り
」
と
い
う
一
箇
所
の
み
で
あ
る
（
こ
の

説
は
『
年
浪
草
』
に
は
見
出
し
得
な
い
）
。

む
し
ろ
馬
琴
は
単
純
に
『
年
浪
草
』
の
所
説
を
、
数
箇
所
に
お
い
て
雪
碇
説
と
読
み
誤
っ
た
だ
け
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

だ
と
す
れ
ば

当
然
、
吉
岡
雪
碇
が
『
年
浪
草
』
を
参
看
し
て
い
た
こ
と
に
な
ろ
う
し
、
「
細
字
に
て
弐
百
枚
之
紙
員
」
と
い
う
「
雪
碇
筆
乗
』

の
分
量
を
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考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
大
部
分
が
『
年
浪
草
』
か
ら
の
引
き
写
し
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
て
来
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
、
馬
琴
が

『
筆
乗
」
を
増
補
す
る
過
程
で
、
『
年
浪
草
』
を
参
観
し
た
可
能
性
を
全
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。むし
ろ
当
時
に
お
け
る
「
年
浪
草
』
の

流
布
状
況
を
推
し
測
る
時
、
馬
琴
が
同
書
を
見
る
こ
と
な
く
し
て
、
『
雪
碇
筆
乗
』
を
増
補
し
た
と
考
え
る
方
が
不
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

で
も
な
お
、
右
の
如
き
記
述
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
、
馬
琴
に
よ
る
『
筆
乗
』
と
「
年
浪
草
」
と
の
対
校
が
不
徹
底
で
あ
っ
た
た
め
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
目
下
の
と
こ
ろ
、
想
像
の
域
に
留
ま
る
こ
と
を
遺
憾
と
す
る
。

以
上
確
認
し
て
来
た
よ
う
に
、
馬
琴
の
『
歳
時
記
』
は
、
羅
文
の
愛
で
羨
ん
だ
『
雪
碇
筆
乗
』
な
る
季
寄
せ
を
も
と
と
し
て
編
ま
れ
た
も

の
で
あ
り
、

そ
の
編
纂
動
機
は
ひ
と
え
に
亡
兄
の
「
遺
志
」
に
存
し
た
。
し
て
み
れ
ば
、

人
事
に
詳
し
く
動
植
物
や
気
候
に
少
な
い
解
説
の

あ
り
方
を
、
安
易
に
馬
琴
の
個
性
と
結
び
つ
け
て
き
た
、
従
来
の
『
俳
譜
歳
時
記
』
に
対
す
る
見
解
は
、
再
検
討
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
と



言
え
る
で
あ
ろ
う
。

一一
一、

『
雪
碇
筆
乗
』
か
ら
『
俳
譜
歳
時
記
』
/"'-.... 

『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
に
よ
れ
ば
、
馬
琴
が
「
俳
譜
歳
時
記
』
の
編
集
に
と
り
か
か
っ
た
の
は
、
寛
政
十
二
年
の
こ
と
で
あ
っ

た
と
い
う
。
こ
の
年
の
夏
、
馬
琴
は
住
居
を
改
築
、
も
し
く
は
新
規
に
購
入
し
て
、
「
著
作
堂
」
な
る
堂
号
も
定
め
て
お
り
、
そ
の
生
活
が

よ
う
や
く
安
定
し
て
き
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
て
い
る
。
更
に
こ
の
年
の
八
月
は
、
羅
文
の
三
回
忌
に
も
当
た
っ
て
お
り
、

亡
兄
の
遺
志
を

果
た
す
べ
く
、
季
寄
せ
の
編
纂
に
取
り
掛
か
る
に
は
、
格
好
の
時
節
で
あ
っ
た
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

引
き
続
き
、

『
雪
碇
筆
乗
』
に
馬
琴
が
加
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
増
補
・
改
訂
の
実
際
を
、
逐
一
確
認
し
た
い
の
で
は
あ
る
が
、
長
文
の

引
用
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め

紙
幅
の
都
合
上

こ
こ
で
は
そ
の
概
略
を
記
す
に
と
ど
め
た
い
。
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（
一
）
国
学
書
と
歌
語
辞
典

『
歳
時
記
』
の
記
述
か
ら
、
「
年
浪
草
』
と
共
通
す
る
所
説
を
除
外
し
て
み
る
と
、
特
に
目
に
つ
く
の
が
、い
わ
ゆ
る
歌
語
・
雅
語
の
類
で

あ
る
。
当
時
の
庶
民
に
も
、
既
に
「
古
語
」
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
、
こ
れ
ら
の
語
葉
の
採
取
や
解
説
の
執
筆
に
用
い
ら
れ
た
典
拠
と
し

て
は
、

『
円
珠
庵
雑
記
』
や
「
河
社
』
「
和
字
正
濫
要
略
』
な
ど
の
契
沖
の
著
作
と
、
そ
の
門
人
で
あ
る
水
戸
藩
士
・
安
藤
為
章
の
「
年
山
紀

い
ず
れ
も
『
曲
亭
蔵
書
目
録
』
に
見
出
し
得
る
も
の
で
あ
り
、
馬
琴
が
直
接
見
て
い
た
こ
と
は
疑
い
を

聞
』
が
日
に
つ
く
。
右
の
四
点
は

容
れ
な
い
。
典
拠
を
明
示
し
な
い
も
の
を
含
め
て
、
契
沖
説
の
引
用
は
『
歳
時
記
』
四
季
の
部
全
体
で
二
十
五
箇
所
、
『
年
山
紀
開
」
か
ら

の
引
用
は
十
五
箇
所
ほ
ど
を
指
摘
し
得
る
。

そ
の
他
、
契
沖
や
為
章
の
著
述
に
も
見
出
し
難
い
雅
語
類
の
中
に
は
、
草
木
や
鳥
獣
の
異
名
が
少
な
く
な
い
。
事
物
の
異
名
は
、
差
合
が



生
じ
た
折
に
用
い
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、

「
異
名
分
類
抄
』
（
入
江
昌
喜
編
寛
政
五
年
刊
）
な
る
専
著
が
編
ま
れ
る
ほ
ど
に
俳
諸
に
お
い

て
も
無
縁
の
知
識
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
『
異
名
分
類
抄
』
は
網
羅
的
で
あ
る
が
故
に
、
『
歳
時
記
』
と
重
な
る
部
分
も
決
し
て
少
な
く
は

な
い
。
し
か
し
、
典
拠
な
ど
の
細
部
に
相
違
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
『
異
名
分
類
抄
』
を
『
歳
時
記
」の
典
拠
文
献
の
一
つ
に
認
定

す
る
に
は

た
め
ら
い
を
禁
じ
得
な
い
。

俳
書
か
ら
歌
書
に
目
を
転
じ
る
と
、
尾
崎
雅
嘉
の
編
に
な
る
歌
語
辞
書
『
和
歌
呉
竹
集
』
（
寛
政
七
年
刊

十
巻
）
を
、
『
歳
時
記
』
に
お

け
る
参
看
書
の
候
補
に
挙
げ
得
る
だ
ろ
う
。
同
書
は
い
ろ
は
順
に
歌
語
を
配
列
し
て
略
解
を
示
し
た
も
の
で
、
主
だ
っ
た
言
葉
に
は
証
歌
を

掲
げ
つ
つ
説
明
を
施
し
て
い
る
。
『
歳
時
記
』
の
記
載
中
、
こ
の
『
呉
竹
集
』
と
の
間
で
共
通
す
る
項
目
は
六
十
に
近
い
。
も
っ
と
も
、
『
歳

時
記
』
と
『
旦
ハ
竹
集
』
と
の
記
述
が
相
違
す
る
箇
所
も
皆
無
で
は
な
く
、
例
え
ば
若
竹
の
異
名
「
タ
玉
草
」
と
「
河
玉
草
」
と
に
関
し
て

は
、
両
者
で
出
典
が
相
違
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
こ
れ
ら
の
項
に
お
い
て
も
『
歳
時
記
』
と
出
典
を
同
じ
く
し
、
な
お
か
つ
豊
富
に
異
名
を
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収
め
る
歌
語
辞
典
の
類
が
存
す
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
項
目
名
や
解
説
の
み
な
ら
ず
、
「
歳
時
記
」
に
お
け
る
引
き
歌
に
つ
い
て
も
、

細
部
に
わ
た
る
一
致
を
見
出
し
得
る
『
呉
竹
集
』
を
、
典
拠
文
献
の
有
力
候
補
と
目
し
て
い
る
。

な
お
こ
の
類
の
書
に
関
し
て
は
、
雪
碇
・
馬
琴
い
ず
れ
が
参
看
し
た
か
に
つ
い
て
、
確
証
を
欠
い
て
い
る
。
雪
碇
に
よ
る
参
看
の
方
が
蓋

然
性
が
高
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
の
だ
が
、
『
年
浪
草
』
の
場
合
と
同
様
に
、
『
曲
亭
蔵
書
目
録
』
に
見
出
し
得
な
い
か
ら
と
言
っ
て
、
馬
琴

が
『
呉
竹
集
』
、
あ
る
い
は
こ
れ
に
類
す
る
書
に
目
を
通
さ
な
か
っ
た
と
断
じ
て
し
て
し
ま
う
の
は
性
急
で
あ
ろ
う
。
遺
憾
な
が
ら
、
こ
の

点
は
保
留
と
し
て
お
く
。

（
ニ
）
『
五
雑
組
（
組
）
」

近
世
の
文
人
に
も
幅
広
く
読
ま
れ
た
、
謝
肇
湖
の
随
筆
「
五
雑
組
（
姐
）
』
は
、
巻
二
「
天
部
二
」
の
前
半
に
お
い
て
、

ほ
ぼ
日
を
追
っ



て
中
華
の
歳
時
を
列
記
し
て
お
り

こ
の
部
分
を
中
心
と
し
て
、
『
年
浪
草
』
の
中
に
数
多
く
引
用
さ
れ
て
い
る
。
『
俳
譜
歳
時
記
』
に
お
け

る
『
五
雑
組
』
か
ら
の
引
用
は
、
四
季
の
部
全
体
で
五
十
二
項
目
に
及
ぶ
が
、
こ
の
う
ち
『
年
浪
草
』
を
経
由
し
た
と
思
し
き
も
の
は
十
箇

所
に
満
た
ず
、
そ
の
大
半
は
馬
琴
が
直
接
原
典
に
当
た
っ
て
、
解
説
の
一
部
と
し
て
引
用
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

『
曲
亭
蔵
書
目
録
』
に
「
五
雑
組
翻
刻
前
板
十
二
冊
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
馬
琴
が
文
化
五
年
の
時
点
で
和
刻
本
の
『
五
雑
組
』
を

所
持
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
出
来
る
が
、
彼
は
早
く
に
『
五
雑
組
』
か
ら
の
抜
き
書
き
本
を
も
作
成
し
て
い
た
。
こ
の
抄
録
の
一
部
が
、
早

（
ロ
）

大
図
書
館
蔵
の
『
曲
亭
閑
記
』
第
三
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
自
説
を
補
い
つ
つ
該
書
を
抄
出
し
た
草
稿
の
存
在
は
、
馬
琴
の
『
五
雑
組
』
に

寄
せ
た
関
心
の
深
さ
を
う
か
が
う
に
足
り
る
。

し
か
し
一
方
で
、
「
西
瓜
」
（
七
月
・
一
五
八
丁
表
）の
項
目
の
よ
う
に
、
『
書
言
字
考
節
用
集
』
（
巻
六
・
三
十
四
丁
裏
）から
孫
引
き
し
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た
と
お
ぼ
し
き
項
目
も
あ
り
、
引
用
の
あ
り
方
は
一
様
で
は
な
い
。

（
三
）
辞
書
類

前
項
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
『
歳
時
記
』
の
中
に
は
『
書
言
字
考
節
用
集
』
（
横
島
昭
武
編

享
保
二
年
刊
）
を
参
照
し
た
痕
跡
が
数
多
く

指
摘
し
得
る
。
特
に
四
十
数
項
目
に
及
ぶ
典
拠
文
献
名
の
一
致
が
顕
著
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
が
、
他
に
も
、
項
目
名
に
お
け
る
『
年
浪
草
』

お
に
あ
ぎ
み

の
表
記
を
「
書
言
字
考
』
に
拠
っ
て
改
め
た
と
思
し
き
箇
所
も
少
な
く
な
い
。
そ
の
主
だ
っ
た
も
の
を
挙
げ
れ
ば
、
「
猪
蔚
」
（
二
月
・
三

ぬ
か
っ
き
む
し
め
り
ろ

十
九
丁
裏
。
『
年
浪
草
』
は
「
大
蔚
」
）
、
「
叩
頭
虫
」
（
七
月
・
百
五
十
七
丁
裏
。
『
年
浪
草
』
「
稲
春
」
）
、
「
繍
眼
児
」
（
八
月
・
百
八
十
七
丁

表
。
『
年
浪
草
』
「
眼
白
鳥
」
）
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
『
年
浪
草
』
に
見
え
な
い
項
目
が
、
『
書
言
字
考
』
か
ら
新
た
に
採
集
さ
れ
て
も
い
る
。

共
に
月
光
の
異
名
で
あ
る
「
瞳
素
」
（
出
拠
『
文
選
註
』
）
・
「
金
波
」
（
出
拠
『
前
漢
書
』
。
共
に
兼
三
秋
物
・
一
五
九
丁
表
）

や
、
鰻
の
腹
を

指
す
「
西
施
乳
」
の
語
（
出
典
は
『
詩
林
庚
記
』
。
兼
三
冬
物
・
二
二
四
丁
裏
）
な
ど
は
、
表
記
・
出
典
と
も
に
『
書
言
字
考
』
と
一
致
す



る

『
曲
亭
蔵
書
目
録
』
の
「
か
部
」
冒
頭
に
「
合
類
節
用
抄
十
冊
」
と
見
え
る
の
で
、
こ
れ
を
『
書
言
字
考
』
（
題
簸
題
「
増
補
／
合
類
大

節
用
集
」
。
十
巻
、
多
く
は
十
三
分
冊
）と
見
な
し
た
い
の
で
は
あ
る
が
、
右
の
記
載
か
ら
だ
け
で
は
、
こ
れ
が
『
書
言
字
考
」
に
先
行
す

る
『
合
類
節
用
集
』

（
延
宝
八
年
初
版
。
八
巻
、
多
く
は
十
分
冊
）で
あ
っ
た
可
能
性
を
否
定
し
得
な
い
。
し
か
し
後
年
の
馬
琴
が
い
か
に

「
書
言
字
考
』
を
活
用
し
て
い
る
か
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、
『
歳
時
記
』
に
お
け
る
同
書
の
利
用
は
、
馬
琴
の
所
為
と
考
え
て
大
過
な
い

で
あ
ろ
、
っ
。

そ
の
他
、
『
年
浪
草
』
に
は
見
え
な
い
『
倭
名
類
取
水
抄
』
か
ら
の
引
用
が
、
『
歳
時
記
』
の
中
に
は
散
見
さ
れ
る
が
、
『
曲
亭
蔵
書
目
録
』

に
も
「
和
名
類
緊
抄

合
巻

五
冊
」
と
見
え
る
の
で
、
同
書
の
場
合
は
馬
琴
が
直
接
該
書
に
あ
た
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

江
戸
座
に
属
し
た
崖
下
庵
・
菊
岡
泊
涼
（
延
宝
八
年
・
一
六
八

O
i
延
享
四
年
・
一
七
四
七
）

の
編
ん
だ
『
江
戸
砂
子
温
故
名
蹟
誌
』
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（
四
）
江
戸
の
歳
時

（
正
編
享
保
十
七
年
刊
）
は
、
東
都
の
代
表
的
な
地
誌
で
あ
り
、
『
曲
亭
蔵
書
目
録
』
に
も
、
「
江
戸
名
所
記
」
（
浅
井
了
意
著
・
寛
文
二
年

刊
）
や
『
江
戸
惣
鹿
子
』
（
不
角
撰
・
元
禄
二
年
初
版
）
な
ど
と
共
に
、
「
江
戸
砂
子
同
続
編
八
冊
／
五
冊
」
（
二
十
五
丁
表
）
と
し
て
、

そ
の
名
が
見
え
て
い
る
。
正
編
が
「
八
冊
」
と
あ
る
所
か
ら
、
馬
琴
所
持
本
は
初
版
で
は
な
く
、
明
和
九
年
ご
七
七
二
）

に
刊
行
さ
れ
た

「
再
校
江
戸
砂
子
』
（
恒
足
軒
再
校
・
冬
渉
訂
正
）で
あ
っ
た
。
『
歳
時
記
』
に
お
い
て
、
江
戸
歳
時
に
関
す
る
解
説
の
大
半
は
、
こ
の
『
再

校
江
戸
砂
子
』
（
特
に
そ
の
正
編
に
拠
っ
て
い
る
。

東
都
の
歳
時
は
『
年
浪
草
』
に
見
え
な
い
も
の
が
過
半
を
占
め
る
が
、
中
に
は
「
梅
若
祭
」
（
『
歳
時
記
』
三
月
・
五
十
二
丁
裏
）や「
浅

草
祭
」
（
三
月
・
五
十
四
丁
表
）
、
「
江
戸
山
王
祭
」
（
六
月
・
百
十
五
丁
裏
）
、
「
神
田
祭
］
（
九
月
・
百
九
十
七
丁
表
）
な
ど
の
よ
う
に
、
両



者
に
共
通
す
る
祭
事
も
存
し
て
お
り

こ
れ
ら
の
解
説
で
は
『
年
浪
草
』
と
『
江
戸
砂
子
」

の
所
説
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
一
方
で
、

「
神
田
祭
」
に
お
け
る
祭
事
の
進
行
の
よ
う
に
、
『
江
戸
砂
子
』
と
も
趣
を
異
に
す
る
記
述
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
馬
琴
自
ら
「
江
戸
歳
時
」

に
取
り
固
ま
れ
て
生
活
し
て
い
た
こ
と
で
も
あ
り
、
他
の
地
誌
に
よ
っ
て
補
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
自
ら
の
見
聞
に
よ
っ
て
独
自
に
記
し
た

と
考
え
て
も
大
過
あ
る
ま
い
。

（
五
）
『
覇
旅
漫
録
」
に
お
け
る
見
聞

ひ
と
ま
ず
「
歳
時
記
』
の
編
纂
を
終
え
、
黄
表
紙
な
ど
に
同
書
の
刊
行
予
告
を
出
し
た
享
和
二
年
、
馬
琴
は
生
涯
唯
一
の
大
旅
行
で
あ

河
内
屋
太
助
は
、
共
に
『
俳
譜
歳
時
記
』

る
、
上
方
遊
歴
の
旅
へ
出
掛
け
た
。
こ
の
旅
行
の
途
次
、
馬
琴
が
名
古
屋
で
最
初
に
訪
れ
た
永
楽
屋
東
四
郎
と
、
大
坂
に
お
い
て
訪
問
し
た

の
出
版
に
関
与
し
た
本
屋
で
あ
っ
た
。
当
時
は
既
に
、
「
歳
時
記
』
出
版
準
備
の
最
中
で
あ
っ
た

時
の
旅
行
記
を
『
輯
旅
漫
録
』
（
三
巻
。
以
下
適
宜
『
漫
録
』
と
略
称
す
る
）
，
．
、
．
、

a旬
、

1
<

hvL

そ
こ
か
ら
二
十
条
を
抜
粋
し
た
の
が
享
和
四
年
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に
違
い
な
く
、
馬
琴
が
両
書
障
に
立
ち
寄
っ
た
の
も
、
『
歳
時
記
』
刊
行
の
挨
拶
を
兼
ね
た
も
の
と
見
て
、
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の

（
文
化
一
万
年
）
刊
行
の
『
蓑
笠
雨
談
』
（
耕
書
堂
刊
。
以
下
適
宜
「
雨
談
』
と
略
称
す
る
）
で
あ
っ
た
。
『
蓑
笠
雨
談
』
は
、
後
摺
本
の
『
著

作
堂
一
タ
話
』
（
弘
化
五
年
）
と
い
う
題
名
で
広
く
知
ら
れ
て
い
る
。

東
京
大
学
総
合
図
書
館
に
蔵
さ
れ
る
、
自
筆
本
と
思
し
き
『
轄
旅
漫
録
』
の
記
載
を
、
『
蓑
笠
雨
談
』
と
比
較
す
る
に
、
か
な
り
の
差
異

を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
中
で
も
、
「
津
嶋
祭
」
「
三
上
山
」
等
に
関
す
る
両
者
の
記
述
は
、
『
歳
時
記
』
と
も
関
連
を
見
出
し
得
て
興

味
深
い
。

『
雨
談
』
巻
一

支
」
義
。

「
津
嶋
祭
井
唐
崎
の
古
松
」
に
お
い
て
、
馬
琴
は
「
予
往
に
俳
譜
歳
時
記
を
え
ら
み
し
こ
ろ
は
、い
ま
だ
こ
の
祭
を
見
ず
。

ゆ
ゑ
に
そ
の
文
粗
略
な
り
。
よ
り
て
ふ
た
、
び
こ
、
に
記
す
」
と
記
し
て
い
る
。
『
歳
時
記
』
六
月
の
「
津
嶋
祭
」
の
項
（
一
一
四
丁
表
）



の
記
述
は
、
『
年
浪
草
』
巻
六
（
十
一
丁
裏l
）
の
解
説
に
ほ
ぽ
倣
っ
た
も
の
で
あ
り
、
『
雨
談
』
の
記
事
は
、
こ
の
『
歳
時
記
』
の
記
載
と

『
漫
録
』
に
記
さ
れ
た
実
地
見
聞
と
を
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
同
じ
く
「
雨
談
』
巻
一
の
「
三
上
鏡
の
両
轡
井
百
足
山
の
評
」
は
、
『
雨

談
』
に
記
さ
れ
た
馬
琴
の
見
聞
を
記
し
た
後
に
、
『
歳
時
記
』
の
「
本
妙
寺
詣
」
の
項
（
二
月
・
二
十
八
丁
表
）

と
ほ
ぼ
同
文
で
、
近
江
三

上
山
に
ま
つ
わ
る
秀
郷
伝
説
を
紹
介
し
て
い
る
。

実
地
を
見
聞
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
『
歳
時
記
」
の
記
述
が
粗
略
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
新
た
に
一
文
を
草
し
た
と
い
う
、
『
雨
談
』
中

の
記
述
か
ら
す
る
と
、
上
方
旅
行
の
後
で
は
『
歳
時
記
』
に
改
正
の
筆
を
加
え
ら
れ
な
か
っ
た
か
の
如
き
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
実
際
に

は
、
「
漫
録
』
の
旅
で
得
た
知
見
が
反
映
さ
れ
て
い
る
記
事
を
、
『
歳
時
記
』
に
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
。
「
歳
時
記
』
四
月
の
「
龍
頭
太
」

（
六
十
二
丁
表
）
は
、
「
羽
倉
家
譜
』
な
る
典
拠
文
献
と
解
説
と
を
掲
げ
た
上
で
、
末
尾
に
「
先
板
の
諸
抄
正
字
注
訳
な
し
。
是
予
が
秘
蔵
の
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説
也
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
記
事
が
、
入
木
に
よ
っ
て
改
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
目
瞭
然
だ
が
、
『
漫
録
』
や
『
雨
談
』

(M
) 

を
見
る
と
、
こ
れ
が
京
都
で
交
流
し
た
橋
本
経
亮
か
ら
教
示
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
『
雨
談
』
で
は
「
こ
れ
京
に
遊
ぴ
し

一
つ
の
得
な
り
」
と
ま
で
記
し
て
お
り
、
早
速
『
歳
時
記
』
に
取
り
入
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
年
浪
草
』
（
夏
之
部
巻
之
一
上
・
八
丁
表
）

を
見
る
に

こ
の
詞
に
は
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
よ
る
説
明
が
記
さ
れ
て
お
り
、
表
記
は
平
仮
名
で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
改
正
前
は
、
『
歳
時

記
』
も
『
年
浪
草
』
と
同
様
の
記
述
で
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
大
規
模
な
改
正
を
、
「
熱
田
祭
」
（
六
月
）に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

一
一
五
丁
の
表
は
、
全
面
彫
り
直
さ
れ
た
も
の
と
覚
し
く

他
と
は
明
ら
か
に
字
様
が
異
な
る
。
同
じ
丁
の
裏
は
、
前
半
は
表
と
同
じ
字
様
だ
が
、
後
半
（
「
江
戸
山
王
祭
」
の
項
）は
も
と
の
版
木
を

用
い
て
い
る
。
こ
こ
に
も
『
年
浪
草
」
（
巻
六
・
十
二
丁
裏
l

）
と
同
様
の
記
述
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
地
を
見
聞
し
て
早
急
に
改

め
た
も
の
と
想
像
さ
れ
る
。
入
木
部
分
の
末
尾
は
、
か
な
り
文
字
が
詰
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
「
此
香
の
物
の
事
、
予
か
著
し
た
る
蓑
笠



雨
談
に
委
く
し
る
し
た
れ
は
、
国
一Aに
略
す
。
熱
田
祭
の
事
、
前
版
諸
抄
誤
り
多
し
。
能
撰
て
季
を
定
む
べ
し
」
と
あ
る
。

ま
た
、
『
歳
時
記
』
夏
之
部
巻
末
の
「
冨
士
の
農
男
」
・
冬
之
部
巻
末
の
『
長
崎
の
柱
餅
』
の
二
項
も
、
旅
行
後
に
補
わ
れ
た
記
事
で
あ
る

こ
と
が
、

入
れ
木
の
跡
か
ら
も
確
認
で
き
る
が
、
特
に
「
富
士
の
農
男
」
に
つ
い
て
は
、
『
漫
録
』
や
『
雨
談
』
に
も
記
載
が
あ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、
曲
亭
馬
琴
の
編
著
『
俳
譜
歳
時
記
』
に
つ
い
て
、
特
に
そ
の
成
立
事
情
を
中
心
に
概
観
し
て
き
た
。
馬
琴
は
こ
の
『
俳
譜
歳
時

記
』
を
編
ん
だ
が
故
に
、
辛
う
じ
て
俳
譜
史
に
名
を
残
し
得
た
わ
け
で
あ
る
が
、

（
日
）

分
の
興
味
あ
る
事
象
を
補
う
と
い
っ
た
様
相
を
呈
し
て
い
た
。

そ
の
記
述
は
『
華
実
年
浪
草
』
を
基
と
し
て
、
そ
こ
に
白

馬
琴
に
は
『
俳
譜
歳
時
記
』
刊
行
以
後
も
、
数
点
の
俳
書
を
公
に
す
る
心
積
り
が
存
し
た
よ
う
で
あ
る
。
『
歳
時
記
」の
刊
記
に
お
い
て
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「
近
刻
」
と
記
さ
れ
て
い
る
「
俳
譜
い
ろ
は
韻
」
は
、
「
菜
草
」
に
類
似
し
た
配
列
の
季
寄
せ
で
あ
り
、
考
証
随
筆
『
燕
石
雑
志
』
（
文
化
七

年
・
河
内
屋
太
助
他
刊
）
の
巻
末
広
告
に
見
え
る
「
俳
諸
人
物
志
」
は
、
馬
琴
と
同
じ
吾
山
門
下
の
竹
内
玄
々
一
の
遺
稿
『
俳
家
奇
人
談
』

（
正
編
は
文
化
十
三
年
刊
）
と
の
間
で
、
何
ら
か
の
関
連
が
見
出
さ
れ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
両
書
は
い
ず
れ
も
刊
行
に
は
至
ら
ず
、

馬
琴
が
俳
諸
に
対
す
る
見
識
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
公
に
す
る
機
会
は
、
以
後
二
度
と
訪
れ
な
か
っ
た
。

「
俳
譜
歳
時
記
』
の
編
纂
を
終
え
る
と
、
馬
琴
の
心
は
急
速
に
俳
譜
か
ら
離
れ
て
行
く
。
以
後
の
馬
琴
は
折
に
触
れ
て
句
を
詠
む
よ
う
な

こ
と
は
あ
っ
て
も
、

兄
の
友
人
た
ち
と
俳
席
を
囲
む
よ
う
な
機
会
は
、

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
特
に
吾
山
没
後
は
長
兄
羅
文
ゆ

え
に
続
け
ら
れ
て
い
た
観
の
あ
る
馬
琴
の
俳
譜
は
、

兄
の
遺
志
を
果
た
し
た
所
で
大
き
く
そ
の
意
味
合
い
を
変
え
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。



、
迂
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註
釈
及
び
解
題
」
（
『
江
戸
文
学
年
誌
』
平
成
元
年
五
月
・
ぺ
り
か
ん
杜
）
に
、
詳
細

高
木
元
氏
「
『
廿
日
飴
四
十
両
／
尽
用
而
二
分
狂
言
』

な
解
説
が
備
わ
る
。

馬
琴
は
こ
の
句
に
つ
い
て
、
文
政
元
年
十
二
月
十
八
日
付
鈴
木
牧
之
宛
書
簡
（
「
鈴
木
牧
之
全
集
』
下
巻
所
収
昭
和
五
十
八
年
七
月
・
中

央
公
論
社
）
の
中
で
、
「
此
時
は
父
在
世
の
日
に
て
、
殊
に
ほ
め
ら
れ
候
を
覚
居
候
」
と
記
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
句
に
つ
い
て
、
寛

政
元
年
に
編
ま
れ
た
馬
琴
の
俳
文
集
『
岡
両
談
』
（
「
曲
亭
遺
稿
」
所
収
明
治
四
十
四
年
六
月
・
国
書
刊
行
会
）
で
は
、
「
傍
な
る
も
の
、
、

い
し
く
も
申
け
る
か
な
、
座
頭
の
ね
む
る
俳
譜
也
な
ど
ひ
た
す
ら
ほ
め
ら
れ
て
、
お
き
な
心
に
只
う
れ
し
と
の
み
思
ひ
侍
り
し
」
と
記
さ
れ

て
お
り
、
褒
め
た
主
体
が
「
傍
な
る
も
の
」
と
な
っ
て
い
る
。

馬
琴
自
筆
本
は
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
、
翻
刻
は
新
版
『
続
燕
石
十
種
』
第
二
巻
（
昭
和
五
十
五
年
七
月
・
中
央
公
論
社
）
に
収
め
ら
れ

て
い
る
。

天
理
図
書
館
の
滝
沢
家
寄
託
書
。
全
九
十
七
丁
（
最
終
丁
は
後
表
紙
見
返
し
）
。
雑
誌
「
三
回
国
文
」
第
二
十
四
・
二
十
五
号
に
翻
刻
を
掲

載
予
定
。

ち
な
み
に
、
『
雪
碇
筆
乗
』
の
写
本
が
馬
琴
の
手
一
五
に
届
け
ら
れ
た
の
は
、
馬
琴
の
心
積
り
よ
り
も
幾
分
早
ま
っ
て
、
暮
れ
も
押
し
詰
ま
っ

た
十
二
月
二
十
七
日
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
『
一
件
留
』
中
の
記
事
（
九
十
四
丁
裏
i

九
十
五
丁
表
）
に
見
え
て
い
る
。

『
俳
文
学
の
考
察
』
（
昭
和
七
年
三
月
・
明
治
書
院
）
所
収
。

『
俳
句
講
座
』
第
九
巻
「
研
究
」
（
昭
和
三
十
四
年
五
月
・
明
治
書
院
）
所
収
。

大
正
六
年
、
国
書
刊
行
会
（
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
、
ゆ
ま
に
書
房
か
ら
復
刊
）
。

『
歳
時
記
』
は
、
『
年
浪
草
』
経
由
で
『
日
次
紀
事
』
を
多
数
引
用
す
る
が
、
典
拠
を
明
示
し
た
箇
所
は
見
出
し
難
く
、
こ
の
「
山
王
祭
」
の

項
の
中
で
『
年
浪
草
』
を
引
用
し
て
、
「
紀
事
に
七
社
唐
さ
き
よ
り
神
馬
に
て
陸
地
還
幸
と
い
ふ
は
誤
れ
り
」
（
七
十
四
丁
表
）
と
記
さ
れ
て

い
る
の
が
、
「
（
日
次
）
紀
事
』
の
名
が
明
記
さ
れ
た
唯
一
の
例
で
あ
る
。

以
下
木
村
三
四
吾
氏
の
編
に
な
る
影
印
本
（
昭
和
六
十
三
年
五
月
・
八
木
書
店
）
に
拠
り
、
該
当
箇
所
を
示
す
。

「
（
引
用
者
注
・
寛
政
）
十
二
年
（
割
注
・
庚
申
）
俳
譜
歳
時
記
（
割
注
・
横
本
）
二
巻
を
編
輯
す
。

尾
州
名
護
屋
の
書
買
永
楽
屋
東
四
郎
、
大
坂
の
書
買
河
内
屋
太
助
と
合
刻
也
（
割
注
・
後
に
河
太
一
簡
の
板
と
な
れ
り
）
」
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（
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
巻
二
・
四
十
三
丁
裏
i

四
十
四
丁
表
）

（
平
成
元
年
十
月
・
日
本
古
典
文
学
会
）
に
影
印
が
収
ま
る
。
文
化
五
年
時
点
で
の
馬
琴
の
蔵
書
状

13 12 

原
本
は
東
洋
文
庫
蔵
。
「
近
世
書
目
集
』

況
を
反
映
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。

早
大
図
書
館
曲
亭
叢
書
六
O
番
。
こ
の
書
の
性
格
に
関
し
て
は
、
徳
田
武
氏
の
教
示
を
受
け
た
。

注
叩
参
照
。
な
お
諸
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
両
書
障
が
刊
記
に
名
を
連
ね
た
「
俳
譜
歳
時
記
』
は
見
出
し
得
な
い
。
ち
な
み
に
、
青
森
県

立
図
書
館
（
工
藤
文
庫
）
に
蔵
き
れ
た
一
本
（
国
文
学
研
究
資
料
館
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
拠
る
）
の
刊
記
は
、
永
楽
屋
以
下
三
都
書
睦

連
名
の
も
の
で
あ
る
が
、
河
内
屋
太
助
の
名
前
が
印
鑑
に
よ
っ
て
後
補
さ
れ
て
い
る
。

享
和
二
年
七
月
十
一
日
付
馬
琴
宛
経
亮
書
簡
（
国
会
図
書
館
蔵
）
の
中
に
、
『
歳
時
記
』
等
と
同
様
の
記
述
が
見
え
、
馬
琴
が
直
接
に
拠
っ

た
の
は
こ
の
書
簡
で
あ
る
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。
同
書
簡
は
、
「
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
貴
重
書
解
題
」
第
十
二
巻
（
昭
和
五
十
七
年
三
月
）

六
十
九
頁
に
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。

本
稿
で
考
察
を
及
ぼ
し
得
な
か
っ
た
、
『
俳
譜
歳
時
記
』
巻
末
「
雑
之
部
」
や
、
同
書
の
出
版
に
お
け
る
問
題
、
あ
る
い
は
文
化
以
降
の
馬

琴
と
俳
譜
と
の
関
わ
り
ゃ
『
歳
時
記
』
と
『
某
草
』
と
の
相
違
等
に
関
し
て
は
、
別
稿
を
期
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
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付
記
〉
本
稿
は
平
成
七
年
度
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
（
於
ノ
l

ト
ル
ダ
ム
聖
心
女
子
大
学
）
に
お
け
る
同
題
の
発
表
を
も
と
に
し
て
い
る
。

末
筆
な
が
ら
、
資
料
の
閲
覧
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
諸
機
関
、
な
ら
び
に
御
教
示
を
賜
っ
た
方
々
に
厚
く
御
礼
申
し
あ
げ
る
。


