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古
文
書
室
前
史

三
三
一　
（
三
三
一
）

　

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
に
付
属
す
る
古
文
書
室
は
、
制
度
と
し

て
こ
そ
新
し
い
が
、
設
立
に
は
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
三
田

の
校
舎
は
ひ
ど
い
空
襲
被
害
に
あ
っ
た
が
、
今
の
第
一
校
舎
と
塾

監
局
、
旧
高
等
部
の
建
物
、
演
説
館
だ
け
は
焼
け
残
り
、
細
々
な

が
ら
講
義
も
行
わ
れ
て
い
た
。
筆
者
は
旧
制
最
後
の
学
年
で
、
そ

う
い
っ
た
状
況
の
な
か
で
学
生
時
代
を
送
っ
た
。
食
べ
物
も
建
物

も
不
足
し
て
い
た
が
、
授
業
に
は
熱
気
が
こ
も
り
、
軍
か
ら
復
員

し
た
学
生
た
ち
は
、
軍
服
姿
で
、
教
壇
の
周
り
に
座
り
込
ん
で
熱

心
に
講
義
を
聴
き
、
ノ
ー
ト
を
と
っ
た
も
の
で
あ
る
。
生
活
は
、

想
像
で
き
な
い
ほ
ど
苦
し
か
っ
た
が
、
一
種
の
解
放
感
の
も
と
、

外
へ
出
れ
ば
青
空
が
ま
ぶ
し
く
、
あ
あ
自
由
を
得
た
の
だ
、
と
い

う
感
慨
が
胸
に
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
。

　

一
九
五
〇
年
九
月
に
旧
制
最
後
の
卒
業
生
が
出
て
、
新
制
大
学

に
移
行
し
た
わ
け
だ
が
、
翌
年
四
月
か
ら
新
制
大
学
院
も
始
ま
っ

た
。
旧
制
の
大
学
院
─
筆
者
自
身
そ
の
一
院
生
だ
っ
た
の
だ
が
─

は
、
講
義
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
単
位
取
得
、
修
士
論
文
も
な
く
、

図
書
館
の
利
用
が
出
来
る
く
ら
い
の
メ
リ
ッ
ト
し
か
な
か
っ
た
。

筆
者
は
学
部
卒
業
後
、
そ
れ
ま
で
ア
ル
バ
イ
ト
し
て
い
た
日
本
常

民
文
化
研
究（
１
）所に
そ
の
ま
ま
就
職
し
、
そ
こ
で
水
産
庁
か
ら
委
託

さ
れ
た
全
国
漁
業
・
漁
村
史
料
の
調
査
・
収
集
に
当
た
っ
て
い
た
。

水
産
庁
を
管
下
に
も
つ
農
林
省
と
い
う
現
業
官
庁
が
、
歴
史
資
料

の
調
査
に
委
託
費
を
出
す
の
は
異
例
の
こ
と
で
、
今
な
ら
直
ち
に

「
仕
切
」
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
時
は
農
地
改
革
が

進
み
、
漁
業
制
度
改
革
も
あ
り
得
る
状
況
だ
っ
た
の
で
、
こ
の
よ

う
な
調
査
が
行
わ
れ
得
る
可
能
性
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。
も
う

一
つ
は
、
戦
前
か
ら
あ
っ
た
こ
の
研
究
所
で
は
、
設
立
者
の
渋
沢

敬
三
氏
の
も
と
、
漁
村
調
査
が
行
わ
れ
、
な
か
で
も
『
豆
州
内
浦

漁
民
史（
２
）料』
は
、
終
戦
前
に
刊
行
さ
れ
た
最
高
の
近
世
史
料
集
で

あ
り
、
現
在
で
も
こ
れ
を
抜
く
も
の
は
な
い
、
と
言
っ
て
い
い
ほ

ど
で
あ
る
。
そ
う
い
う
渋
沢
氏
の
存
在
も
あ
り
、
こ
の
研
究
所
の

古
文
書
室
前
史

速　

水　
　
　

融
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実
績
が
評
価
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
。

　

筆
者
は
、
一
方
で
旧
制
の
大
学
院
生
と
し
て
形
ば
か
り
の
授
業

料
を
払
い
、
他
方
で
毎
日
、
勝
鬨
橋
を
渡
り
、
月
島
の
東
海
区
水

産
研
究
所
内
に
あ
っ
た
そ
の
研
究
所
に
通
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
研

究
員
が
調
査
し
て
収
集
な
い
し
借
用
し
た
文
書
（
主
に
近
世
）
の

目
録
を
つ
く
り
、
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
は
筆
写
す
る
の
が
仕
事

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
筆
者
は
、
学
部
学
生
時
代
は
西
洋
経
済

史
担
当
の
高
村
象
平
教
授
の
ゼ
ミ
で
、
英
国
経
済
史
の
論
文
を
書

い
て
い
た
の
で
、
近
世
日
本
の
文
書
に
つ
い
て
、
何
の
知
識
も
、

解
読
能
力
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。
今
で
も
思
い
出
す
が
、
さ
あ

こ
の
目
録
を
つ
く
っ
て
下
さ
い
と
渡
さ
れ
た
文
書
を
広
げ
、
一
通

を
と
り
だ
し
た
と
こ
ろ
、
最
初
の
一
行
目
が
読
め
な
い
の
で
あ
る
。

あ
と
で
の
話
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
乍
恐
申
上
奉
候
」
と
書
い
て
あ

る
ど
こ
に
で
も
あ
る
表
題
だ
っ
た
の
に
で
あ
る
。
研
究
所
の
メ
ン

バ
ー
の
多
く
は
、
大
学
の
日
本
史
科
を
卒
業
し
て
い
る
の
で
、
す

い
す
い
と
読
ん
で
い
る
。
い
く
ら
文
書
と
に
ら
め
っ
こ
し
て
い
て

も
読
め
な
い
も
の
は
読
め
な
い
。
や
む
を
得
ず
隣
の
机
に
い
た
網

野
善
彦
君
に
聞
く
こ
と
に
な
る
。
古
文
書
の
自
習
書
は
な
い
か
と

思
っ
た
が
、
当
時
は
全
く
な
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
使
え
こ
な
せ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
結
局
み
ん
な
に
聞
い
て
回
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

こ
の
状
態
で
は
自
分
は
邪
魔
な
存
在
で
し
か
な
い
と
い
う
、
イ

ン
フ
ェ
リ
オ
リ
テ
ィ
・
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
強
く
感
ず
る
よ
う
に

な
っ
た
。
い
さ
さ
か
焦
っ
て
印
刷
文
書
を
読
み
、
近
世
文
書
の
表

現
法
を
自
習
し
た
り
、『
三
体
千
字
文
』
か
ら
、
特
定
の
文
字
の

崩
し
方
を
勉
強
し
た
り
し
た
が
、
や
は
り
文
書
自
身
に
当
た
ら
な

い
と
読
め
る
よ
う
に
は
な
ら
な
い
。
徐
々
に
は
読
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
一
年
は
あ
っ
と
い
う
間
に
過
ぎ
、
二
年
目

に
入
る
頃
に
な
る
と
一
つ
史
料
の
文
字
を
離
れ
て
皆
の
役
に
立
ち

そ
う
な
事
が
あ
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
は
、
各
文
書
の
目
録

を
作
成
す
る
と
き
、
そ
の
年
代
を
記
入
す
る
。
そ
こ
に
和
年
代
と

西
暦
年
代
を
書
き
込
む
の
で
あ
る
。
実
は
、
陰
陽
暦
を
と
る
日
本

と
、
太
陽
暦
（
と
い
っ
て
も
ユ
リ
ウ
ス
暦
と
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
の
二

つ
が
あ
る
が
）
を
と
る
西
洋
と
で
は
、
年
代
は
完
全
に
マ
ッ
チ
し

な
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
に
は
眼
を
つ
ぶ
っ
て
和
暦
の
最
低
八

〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
重
な
る
「
西
暦
」
年
代
を
書
き
込
む
の
で

あ
る
。
こ
れ
を
暗
記
す
れ
ば
、
一
々
年
表
を
開
か
な
く
て
も
記
入

が
出
来
る
。

　

そ
こ
で
、
小
さ
な
和
暦
・
西
暦
対
照
表
を
つ
く
り
、
往
復
の
電

車
・
バ
ス
の
な
か
で
暗
記
し
た
。
こ
れ
を
始
め
て
気
が
つ
い
た
こ

と
は
、
和
暦
年
号
の
元
年
が
西
暦
年
代
の
末
尾
が
一
に
な
る
年
代

が
最
も
覚
え
や
す
い
こ
と
で
、
た
と
え
ば
、
宝
暦
元
年
は
一
七
五

一
年
で
あ
る
。
次
に
、
同
じ
く
西
暦
年
代
が
ゼ
ロ
で
始
ま
る
年
号
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も
覚
え
や
す
い
。
た
と
え
ば
、
天
保
元
年
は
一
八
三
〇
年
で
あ
る
。

江
戸
時
代
に
限
る
な
ら
、
年
号
の
数
は
多
く
は
な
い
の
で
、
一
ト

月
の
内
に
全
部
覚
え
た
。
そ
う
す
る
と
、
他
の
皆
さ
ん
が
聞
き
に

来
る
。
今
ま
で
こ
ち
ら
が
読
み
方
を
聞
い
て
ば
か
り
い
て
厄
介
者

だ
っ
た
の
が
、
少
し
だ
け
肩
の
荷
が
下
り
た
。
人
間
、
何
か
一
つ

得
意
な
も
の
を
持
つ
と
気
が
楽
に
な
る
。

　

研
究
所
に
は
、
三
年
半
い
た
が
、
毎
日
古
文
書
と
格
闘
し
、
少

し
は
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
し
、
地
方
へ
史
料
調
査
に
何
回
か
出

か
け
た
。
中
で
も
戦
前
か
ら
の
所
員
で
あ
っ
た
宮
本
常
一
氏
と
の

能
登
半
島
の
史
料
調
査
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。
氏
か
ら
は
、
庶
民
の

目
線
に
立
っ
た
歴
史
研
究
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
、
筆
者
の
そ
の
後

の
研
究
姿
勢
に
決
定
的
な
影
響
を
与
え
ら
れ
た
。
ま
た
、
戦
災
で

焼
け
野
原
の
東
京
も
、
次
第
に
復
興
し
、
よ
う
や
く
落
ち
着
い
て

研
究
も
出
来
る
状
況
が
見
え
て
き
た
。

　

そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
、
慶
應
の
新
制
大
学
院
で
、
野
村
兼
太

郎
教
授
の
指
導
の
も
と
、「
古
文
書
演
習
」
と
い
う
科
目
が
開
講

さ
れ
、
こ
れ
に
は
高
村
教
授
以
下
、
経
済
史
関
係
の
助
教
授
、
講

師
、
助
手
、
大
学
院
生
全
員
が
参
加
し
て
い
る
、
と
い
う
情
報
が

聞
こ
え
て
き
た
。
早
速
聴
講
を
願
い
出
て
毎
週
一
時
間
半
の
そ
の

ク
ラ
ス
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
る
。
野
村
兼
太
郎
教
授
に
つ
い
て

は
、
も
ち
ろ
ん
学
部
の
講
義
は
聴
講
し
た
が
、
な
に
し
ろ
怖
い
先

生
と
い
う
こ
と
で
有
名
で
、
最
近
の
言
葉
で
い
え
ば
、
全
員
「
ひ

れ
伏
し
て
」
い
た
。
こ
の
演
習
に
し
て
も
、
口
の
悪
い
あ
る
人
が
、

野
村
先
生
が
怒
り
を
発
散
さ
せ
る
「
延
命
会
」
と
名
付
け
た
ほ
ど

で
あ
っ
た
し
、
他
の
人
は
「
怒
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
っ
て
怒
ら

れ
た
由
で
あ
る
。
筆
者
も
そ
れ
ま
で
直
接
話
す
機
会
は
な
か
っ
た
。

　

名
乗
り
出
て
そ
の
演
習
に
出
席
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
と
に

か
く
毎
日
古
文
書
と
付
き
合
っ
て
き
た
の
で
、
読
む
こ
と
だ
け
な

ら
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
と
は
思
わ
な
か
っ
た
し
、
野
村
先
生
が
、
こ

れ
何
と
読
む
か
ね
？
と
文
書
の
あ
る
部
分
を
指
さ
れ
て
も
、
ほ
と

ん
ど
は
答
え
ら
れ
た
。
あ
る
時
に
は
筆
者
が
即
答
す
る
と
、
そ
ん

な
に
早
く
答
え
て
は
演
習
に
な
ら
な
い
、
と
叱
ら
れ
た
り
し
た
。

読
ん
だ
文
書
は
、
先
生
自
身
が
戦
前
・
戦
中
に
収
集
さ
れ
た
も
の

を
、
箱
に
入
れ
て
、
藤
沢
の
お
宅
か
ら
三
田
へ
来
ら
れ
る
日
に
少

し
ず
つ
運
ん
で
こ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

三
田
で
は
、
教
授
用
に
二
階
つ
く
り
の
研
究
室
棟
が
二
棟
建
て

ら
れ
、
若
手
に
は
、
現
在
の
研
究
室
棟
あ
た
り
に
あ
っ
た
旧
高
等

部
の
建
物
が
充
て
ら
れ
、
そ
の
一
室
に
経
済
史
関
係
の
者
が
入
り
、

同
時
に
設
置
さ
れ
た
木
製
の
棚
に
野
村
先
生
の
収
集
文
書
（
以
下

野
村
文
書
と
呼
ぶ
）
が
入
っ
て
い
た
。

　

そ
こ
か
ら
抜
き
出
し
て
目
録
を
作
り
、
古
文
書
を
広
げ
て
「
延

命
会
」
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
野
村
先
生
は
、
ご
自
分
で
調
査
に
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出
か
け
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
三
田
の
通
り
に
あ
っ
た
清
水
書

店
と
い
う
古
書
を
扱
う
店
に
依
頼
し
て
、
古
紙
と
し
て
売
買
さ
れ

る
市
場
を
通
じ
て
求
め
ら
れ
た
。
戦
前
に
は
、
近
世
文
書
を
価
値

の
あ
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
文
字
ど
う

り
二
束
三
文
で
入
手
出
来
た
由
で
あ
る
。
も
っ
と
も
中
に
は
、
岐

阜
や
京
都
の
古
書
商
か
ら
求
め
ら
れ
た
も
の
も
入
っ
て
い
る
。

　

筆
者
は
、
三
年
半
、
常
民
文
化
研
究
所
に
い
た
が
、
一
九
五
三

年
春
、
そ
こ
を
辞
め
慶
應
義
塾
大
学
の
助
手
に
な
っ
た
。
助
手
と

い
っ
て
も
始
め
の
二
年
間
は
無
給
で
、
そ
れ
ま
で
曲
が
り
な
り
に

も
月
給
は
出
て
い
た
か
ら
苦
し
か
っ
た
が
、
ア
ル
バ
イ
ト
で
何
と

か
し
の
い
だ
。
た
だ
、
お
前
は
日
本
経
済
史
を
担
当
す
る
助
手
だ
、

と
い
う
条
件
付
き
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
入
れ
違

い
に
、
日
本
経
済
史
の
助
教
授
を
さ
れ
て
い
た
服
部
謙
太
郎
氏
が

家
業
を
継
が
れ
る
た
め
退
職
さ
れ
、
日
本
経
済
史
を
担
当
す
る
若

手
が
不
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
服
部
氏
は
、
服
部

精
工
舎
の
御
曹
子
で
あ
り
、
学
問
か
家
業
か
悩
ま
れ
た
末
の
選
択

で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
の
服
部
氏
は
、
復
員
後
京
都
大
学
に

学
び
、
日
本
中
世
史
を
専
攻
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
服
部
氏
か
ら
、

も
う
自
分
は
も
う
要
ら
な
い
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
日
本
語
の
蔵

書
を
す
べ
て
頂
戴
す
る
と
い
う
夢
の
よ
う
な
一
件
も
あ
っ
た
。
そ

の
こ
ろ
筆
者
は
、
麻
布
一
の
橋
に
出
来
た
都
営
の
ア
パ
ー
ト
に
住

ん
で
い
た
が
、
狭
い
部
屋
の
書
棚
に
収
ま
り
き
れ
ず
、
床
積
み
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
思
い
だ
す
。

　

筆
者
は
三
田
に
近
い
住
居
か
ら
研
究
室
に
通
う
身
と
な
っ
た
が
、

当
時
三
田
で
は
、
若
手
一
同
が
、
野
村
文
書
を
使
っ
て
、「
関
東

農
村
の
史
的
研
究
」
と
い
う
一
連
の
研
究
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

筆
者
が
入
る
前
に
、「
三
田
学
会
雑
誌
」
で
特
集
号
が
す
で
に
出

始
じ
め
て
い（
３
）た。
筆
者
は
第
三
集
か
ら
参
加
し
た
。
野
村
文
書
の

特
徴
は
、
村
単
位
の
研
究
を
や
ろ
う
と
思
う
と
、
そ
れ
だ
け
で
は

量
的
に
制
約
が
あ
る
場
合
が
多
く
、
筆
者
が
仲
間
入
り
し
た
時
点

で
は
、
村
単
位
で
研
究
可
能
な
史
料
は
僅
か
し
か
残
さ
れ
て
い
な

い
状
況
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
第
三
集
で
取
り
扱
っ
た
武
蔵
国

豊
島
郡
角
筈
村
文
書
は
か
な
り
の
量
が
あ
り
、
こ
れ
を
使
っ
て
最

初
の
論
文
を
書
こ
う
と
目
録
作
成
か
ら
始
め
た
。
一
点
一
枚
の
カ

ー
ド
方
式
で
、
定
め
ら
れ
た
分
類
番
号
、
表
題
、
史
料
の
年
代
を

書
き
込
み
、
カ
ー
ド
・
ボ
ッ
ク
ス
に
差
し
込
む
作
業
で
あ
る
。
あ

と
で
論
文
を
書
く
の
で
、
気
の
つ
い
た
点
は
ノ
ー
ト
に
と
り
な
が

ら
一
年
か
か
っ
て
目
録
を
作
り
終
え
た
。
こ
の
作
業
を
一
人
で
や

っ
た
の
で
、
終
わ
る
と
同
時
に
、
角
筈
村
文
書
の
全
容
が
掴
め
）
（
（
た
。

ま
た
、
第
四
集
に
は
武
蔵
国
多
摩
郡
下
井
草
村
そ
の
ほ
か
の
史
料

か
ら
、
近
郊
村
の
農
業
経
営
の
特
徴
を
描
い
た
も
の
が
収
録
さ
れ

て
い
る
。
下
井
草
村
の
研
究
は
、
筆
者
の
『
日
本
経
済
史
へ
の
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視（
４
）角』
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。

　

論
文
を
書
く
の
は
、
さ
し
て
困
難
で
は
な
か
っ
た
が
、
村
単
位

の
論
文
を
書
く
と
き
に
は
、
一
人
で
目
録
を
作
る
の
が
有
効
だ
と

い
う
貴
重
な
経
験
を
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
単
に
目
録
作
成
だ
け
だ

っ
た
ら
、
総
が
か
り
の
方
が
早
く
進
む
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
。
角
筈

村
は
内
藤
新
宿
に
隣
接
し
、
江
戸
時
代
の
内
に
、
都
市
化
が
始
ま

り
、
明
治
以
降
一
時
は
浄
水
場
と
な
っ
た
が
、
今
で
は
新
宿
副
都

心
と
大
き
く
変
化
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
筆
者
は
、
慶
應
義
塾
を

辞
め
、
京
都
の
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
移
り
、
そ
こ
を

定
年
退
職
し
、
麗
澤
大
学
を
最
後
の
勤
務
先
と
し
た
が
、
そ
の
大

学
が
西
新
宿
の
高
層
ビ
ル
の
一
角
を
持
っ
て
い
て
、
筆
者
に
研
究

室
と
し
て
そ
の
使
用
を
認
め
て
下
さ
っ
た
。
数
年
間
通
っ
た
が
、

現
在
住
む
杉
並
の
自
宅
か
ら
は
近
い
し
、
自
分
は
何
と
運
よ
く
生

ま
れ
た
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
よ
く
考
え
る
と
、
そ
こ
は
昔
書
い

た
関
東
農
村
の
一
つ
だ
っ
た
わ
け
で
、
不
思
議
な
縁
を
感
じ
た
。

　

村
単
位
の
使
い
方
を
し
よ
う
と
思
う
と
、
野
村
文
書
は
、
す
で

に
誰
か
が
や
っ
て
い
る
か
、
そ
れ
だ
け
で
は
足
り
ず
、
現
地
調
査

を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
村
単
位
で
は
な
い
使
い
方
も
あ
る
。

第
一
、
野
村
先
生
の
『
五
人
組
帳
の
研
究
』、
お
よ
び
『
村
明
細

帳
の
研（
６
）究』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
史
料
の
大
部
分
は
ご
自
身
で
収

集
さ
れ
た
文
書
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
筆
者
自
身

も
、
歴
史
人
口
学
研
究
の
史
料
と
し
て
、
野
村
文
書
の
な
か
の

「
美
濃
国
本
巣
郡
神
海
村
宗
門
改（
７
）帳」
や
「
隅
州
馭
謨
郡
屋
久
嶋

御
検
地
名
寄（
８
）帳」
を
利
用
し
た
が
さ
ら
に
、
こ
れ
は
野
村
文
書
の

正
統
的
な
使
い
方
と
秘
か
に
自
負
す
る
の
は
、
関
東
農
村
の
研
究

が
ら
み
で
農
村
奉
公
人
賃
金
の
研
究
が
あ（
９
）る。
こ
れ
は
、
野
村
文

書
に
含
ま
れ
る
「
奉
公
人
請
状
」
を
集
め
、
賃
金
の
変
動
を
検
討

し
た
も
の
で
あ
る
。
一
見
バ
ラ
バ
ラ
に
見
え
る
野
村
文
書
も
、
こ

と
関
東
地
方
に
関
し
て
は
こ
れ
ほ
ど
多
く
保
有
し
て
い
る
と
こ
ろ

は
な
く
、
あ
る
種
類
の
史
料
を
集
め
、
研
究
す
る
に
は
宝
庫
だ
と

言
え
る
。
最
近
に
お
け
る
検
索
技
術
の
発
達
で
、
そ
う
い
っ
た
使

い
方
も
容
易
に
な
っ
た
。「
奉
公
人
請
状
」
に
し
て
も
、
筆
者
の

利
用
し
た
文
書
の
何
倍
も
の
史
料
が
得
ら
れ
る
は
ず
で
、
地
域

別
・
年
代
別
の
検
討
も
可
能
と
な
る
だ
ろ
う
。
他
の
テ
ー
マ
で
も

同
様
で
あ
り
、
一
層
の
利
用
を
望
み
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
一
九
五
三
年
、
経
済
学
部
助
手
に
な
り
関

東
農
村
の
研
究
も
進
め
た
が
、
個
人
的
な
関
心
は
別
の
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
。
折
か
ら
「
太
閤
検
地
論
争
」
が
中
世
・
近
世
史
家
を
巻

き
込
ん
で
吹
き
荒
れ
、
筆
者
も
遅
ま
き
な
が
ら
参
加
し
て
一
九
五

〇
年
代
後
半
に
は
い
く
つ
か
論
文
を
発
表
し
）
（（
（
た
。
筆
者
の
主
張
は
、

紀
伊
国
牟
婁
郡
の
慶
長
六
年
検
地
帳
約
百
冊
を
材
料
と
し
て
、
検

地
帳
に
書
か
れ
て
い
る
登
録
人
は
、｢

小
農
自
立
政
策｣

に
よ
っ
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て
、
土
地
保
有
権
を
認
め
ら
れ
た
「
封
建
的
小
農
民
」
で
は
な
く
、

特
定
の
農
民
を
指
す
わ
け
で
も
な
い
、
と
い
う
も
の
で
、
当
時
の

論
者
の
主
張
を
全
部
否
定
す
る
結
果
と
な
り
、
あ
ま
り
の
事
に
誰

も
賛
成
す
る
者
は
い
な
か
っ
た
。
今
で
は
事
情
が
変
わ
っ
て
い
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
野
村
文
書
と
は
し
ば
ら
く
疎
遠
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。

　

一
九
五
九
年
、
筆
者
は
助
教
授
と
な
り
、
自
分
の
ゼ
ミ
も
持
つ

よ
う
に
な
っ
た
が
、
三
田
で
の
講
義
は
「
漁
業
史
」、
日
吉
で
は

「
一
般
経
済
史
」
だ
っ
た
。「
漁
業
史
」
は
、
学
年
前
半
は
何
と
か

し
の
げ
た
が
、
後
半
は
タ
ネ
が
尽
き
て
し
ま
い
、
陸
に
上
が
り
、

江
戸
時
代
に
農
民
が
肥
料
と
し
て
用
い
た
干
鰯
、
干
鰊
を
中
心
と

し
た
講
義
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
一
年
目
は
、
講
義
準
備
で
過
ぎ

て
し
ま
っ
た
が
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
翌
一
九
六
〇
年
六
月
二
二

日
、
野
村
先
生
の
急
逝
と
い
う
思
い
も
し
な
か
っ
た
事
件
が
生
じ

た
。
先
生
は
お
元
気
で
、
近
く
海
外
の
学
会
で
発
表
さ
れ
る
報
告

の
た
め
、
準
備
を
進
め
ら
れ
て
お
り
、
筆
者
も
お
手
伝
い
を
し
て

二
月
末
に
、
江
戸
時
代
の
あ
る
村
の
宗
門
改
帳
を
整
理
し
た
結
果

を
お
宅
ま
で
届
け
た
ほ
ど
で
あ
る
。
指
定
さ
れ
た
期
日
に
間
に
合

っ
た
の
で
、
先
生
か
ら
唯
一
お
褒
め
の
言
葉
を
戴
い
た
。
し
か
し
、

四
月
の
学
期
が
始
ま
る
頃
か
ら
体
調
を
崩
さ
れ
、
珍
し
く
休
講
さ

れ
る
時
も
あ
っ
た
の
で
、
先
生
ゆ
っ
く
り
休
ん
で
下
さ
い
、
と
申

し
上
げ
、
し
ば
ら
く
休
ま
れ
て
い
た
が
、
ま
さ
か
こ
の
よ
う
な
事

態
に
な
る
と
は
誰
一
人
考
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
先

生
は
学
者
ら
し
く
、
書
斎
で
ペ
ン
を
持
っ
た
ま
ま
の
姿
勢
で
亡
く

な
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

残
さ
れ
た
文
書
は
、
先
生
が
慶
應
義
塾
に
遺
贈
さ
れ
る
事
に
な

っ
た
が
、
ご
自
身
の
研
究
室
に
も
、
図
書
館
に
も
あ
り
、
そ
れ
ら

を
ま
と
め
る
だ
け
で
一
仕
事
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
書
の
出
所

に
つ
い
て
、
全
く
う
か
が
い
損
な
っ
て
い
た
の
も
失
敗
で
あ
る
。

し
か
し
今
さ
ら
そ
ん
な
事
を
言
っ
て
も
仕
方
な
く
、
旧
研
究
室
の

古
文
書
の
部
屋
に
出
来
る
だ
け
集
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
う
こ

う
す
る
内
に
、
筆
者
自
身
、
福
澤
基
金
に
よ
る
海
外
留
学
の
機
会

が
与
え
ら
れ
た
。
こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
こ
の
論
文
と
は
関
係
な

い
の
で
す
べ
て
省
略
す
る
。
要
す
る
に
、
一
九
六
三
年
二
月
─
六

四
年
七
月
の
間
は
、
日
本
を
離
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

帰
国
し
て
研
究
室
に
入
ろ
う
と
し
た
ら
、
受
付
で
「
ど
な
た
で

す
か
？
」
と
尋
ね
ら
れ
、
浦
島
太
郎
も
こ
う
だ
っ
た
の
か
、
と
思

っ
た
も
の
だ
が
、
部
屋
は
何
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
留
学
で
得
た
歴
史
人
口
学
に
夢
中
に
な
り
、
宗
門
改
帳
や
人

別
改
帳
の
収
集
に
駆
け
回
り
、
野
村
文
書
の
整
理
は
し
ば
ら
く
お

預
け
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
野
村
先
生
は
、
第
三
の
近

世
文
書
の
研
究
と
し
て
、『
宗
門
改
帳
の
研
究
』
を
考
え
て
お
ら
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れ
た
事
は
知
っ
て
い
た
し
、
歴
史
に
お
け
る
「
人
口
」
の
持
つ
意

味
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
語
ら
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
筆
者
は
歴

史
人
口
学
に
の
め
り
込
む
事
が
で
き
た
の
だ
ろ
う
。
数
年
間
は
、

車
に
マ
イ
ク
ロ
・
フ
ィ
ル
ム
撮
影
の
機
材
を
積
ん
で
、
あ
ち
こ
ち

回
り
フ
ィ
ル
ム
の
形
で
史
料
収
集
に
精
を
出
し
た
。

　

一
九
六
八
年
か
ら
研
究
室
の
建
て
替
え
が
始
ま
っ
た
。
あ
ま
り

に
古
く
、
耐
震
構
造
も
も
た
な
い
旧
研
究
室
を
壊
し
、
そ
の
後
へ

新
研
究
室
棟
を
半
分
ず
つ
建
て
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
古
文
書

室
は
、
最
初
に
建
て
ら
れ
る
半
分
（
旧
図
書
館
寄
り
の
部
分
）
の

地
下
一
階
の
現
在
「
研
究
支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
入
っ
て
い
る
部
屋

に
移
る
事
に
な
っ
た
。
そ
れ
を
機
に
、
文
学
部
中
井
信
彦
教
授
と

相
談
し
、
同
学
部
に
寄
贈
さ
れ
て
い
た
商
家
文
書
も
ま
と
め
て
保

存
す
る
こ
と
に
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
数
年
し
な
い
内
に
、
そ
こ
が
外
国
人
研
究
者
の
た
め

の
研
究
室
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
、
キ
ャ
ン
パ
ス
外
の
日
産
自
動

車
の
ビ
ル
二
階
を
臨
時
に
借
用
す
る
事
に
な
り
、
さ
ら
に
間
を
置

か
ず
、
一
九
六
九
年
、
新
し
く
完
成
し
た
研
究
室
棟
の
地
下
一
階
、

西
校
舎
寄
り
の
現
在
の
位
置
に
落
ち
着
い
た
。
大
量
の
古
文
書
を

か
か
え
て
の
引
越
し
の
連
続
で
、
神
経
も
使
っ
た
が
、
無
事
終
了

し
て
ホ
ッ
と
し
た
。
畏
友
の
松
原
秀
一
氏
に
よ
る
と
、
フ
ラ
ン
ス

で
は
、
古
文
書
は
引
っ
越
す
と
必
ず
何
か
行
方
不
明
に
な
る
の
で
、

動
か
さ
な
い
由
で
あ
る
。
従
っ
て
、
パ
リ
の
有
名
な
新
図
書
館
に

古
文
書
は
移
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
こ
の
古
文
書
室
を
研
究

室
と
し
て
利
用
し
、
六
階
の
研
究
室
は
一
九
七
〇
年
以
降
、
相
部

屋
に
な
っ
た
斎
藤
修
君
が
専
用
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
状
態

は
、
同
君
が
一
九
八
二
年
に
一
橋
大
学
に
移
る
ま
で
続
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
筆
者
は
自
然
と
野
村
文
書
を
中
心
と
す

る
近
世
文
書
を
管
理
す
る
事
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
理
事
と
交
渉

し
て
、
塾
の
古
文
書
室
と
し
て
認
知
し
て
ほ
し
い
と
い
う
歎
願
書

を
出
し
た
が
、
握
り
つ
ぶ
さ
れ
て
し
ま
い
、
古
文
書
室
は
最
近
ま

で
塾
の
職
制
に
は
載
ら
な
い
、
い
わ
ば
ヤ
ミ
の
存
在
で
あ
っ
た
。

そ
れ
を
ね
ば
り
強
く
塾
の
公
式
機
関
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
、

実
現
に
漕
ぎ
付
け
ら
れ
た
田
代
和
生
教
授
の
努
力
に
は
頭
が
上
が

ら
な
い
。

　

塾
に
多
く
の
近
世
文
書
が
存
在
す
る
と
い
う
情
報
が
流
れ
、
折

か
ら
の
県
史
・
市
町
村
史
編
纂
の
ブ
ー
ム
に
乗
っ
て
、
い
く
つ
か

の
地
方
自
治
体
か
ら
調
査
員
が
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
筆
者
も
、

自
分
の
研
究
に
必
要
な
近
世
人
口
史
料
の
調
査
を
続
け
て
い
た
と

こ
ろ
だ
っ
た
の
で
、
な
る
べ
く
訪
問
者
の
便
を
図
っ
て
応
対
し
た
。

　

一
九
七
九
年
、
経
済
学
部
は
教
養
課
程
で
「
歴
史
」
を
担
当
す

る
田
代
和
生
助
教
授
を
採
用
し
た
。
同
教
授
は
文
学
部
史
学
科
出

身
だ
し
、
筆
者
よ
り
文
書
の
読
解
・
整
理
力
は
高
い
の
で
は
な
い



史　
　
　

学　

第
八
一
巻　

第
一
・
二
号

三
三
八　
（
三
三
八
）

か
、
と
考
え
、
古
文
書
室
の
一
隅
に
机
を
置
き
、
日
吉
で
の
講
義

の
な
い
日
に
は
来
て
戴
い
て
、
野
村
文
書
等
の
整
理
を
お
願
い
し

た
。
慶
應
義
塾
大
学
に
は
、
田
代
助
教
授
の
専
門
と
す
る
対
馬
宗

家
文
書
も
所
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
事
は
相
互
に
意
味
の
あ

る
結
果
を
産
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

正
直
言
っ
て
、
野
村
先
生
亡
き
あ
と
、
筆
者
は
野
村
文
書
を
決

し
て
粗
雑
に
扱
っ
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
い
っ
て
十
分
時
間
を

か
け
て
保
守
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
ど
の
大
学
で
も
そ
う
だ

が
、
経
済
史
研
究
も
維
新
以
降
を
テ
ー
マ
と
す
る
者
が
増
え
、

「
古
文
書
演
習
」
の
時
間
も
、
聴
講
希
望
者
が
い
な
く
な
り
、
い

つ
の
間
に
か
消
え
て
し
ま
っ
た
。
今
さ
ら
ど
こ
の
学
部
の
と
言
っ

て
い
る
よ
う
な
時
代
で
は
な
い
が
、
野
村
文
書
が
、
経
済
学
部
の

古
文
書
室
か
ら
、
文
学
部
の
古
文
書
室
に
移
る
筋
道
が
、
気
が
付

か
な
い
内
に
引
か
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

註（１
）　

現
在
で
は
、
神
奈
川
大
学
に
附
置
さ
れ
て
い
る
。

（
２
）　

全
四
冊
、
昭
和
一
二
─
一
四
年
。

（
３
）　

第
一
集
、
四
四
巻
二
号
、
一
九
五
一
年
、
第
二　
　

集
、
四
六

巻
二
号
、
一
九
五
三
年
、
第
三
集
、
四
七
巻
三
号
、
一
九
五
四
年
、

第
四
集
、
四
八
巻
二
号
、
一
九
五
五
年
。

（
４
）　

東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
六
八
年
、
一
一
五
─
一
三
九
ペ
ー
ジ
。

（
５
）　

最
近
、
新
村
康
敏
氏
に
よ
り
角
筈
村
の
拙
稿
が
『
杉
並
郷
土
史

会
会
報
』
に
解
説
付
き
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。（
同
誌
二
三
一
号
以

降
、
二
〇
一
二
年
）

（
６
）　

有
斐
閣
、
一
九
四
三
お
よ
び
一
九
四
九
年
。

（
７
）　

寛
文
・
延
宝
（
一
六
六
〇
─
八
〇
年
）
期
を
含
む
貴
重
な
宗
門

改
帳
を
含
ん
で
い
る
。
野
村
ゼ
ミ
で
は
、
こ
の
史
料
を
使
っ
て
共

同
研
究
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
結
果
は
「
三
田
学
会
雑
誌
」
の

野
村
教
授
追
悼
号
に
、
安
澤
秀
一
氏
に
よ
り
、「
野
村
研
究
会
『
大

垣
藩
領
美
濃
国
本
巣
郡
神
海
村
の
戸
口
統
計
』
と
し
て
掲
載
さ
れ

て
い
る
。

（
８
）　

薩
摩
藩
下
、
屋
久
島
の
貴
重
な
記
録
で
あ
る
。」

（
９
）　
「
近
世
関
東
に
お
け
る
農
村
奉
公
人
賃
金
」、
東
洋
経
済
新
報
社
、

前
掲
書
、
一
四
一
─
一
六
二
ペ
ー
ジ
。
一
四
一
─
一
六
二
ぺ
ー
ジ

に
再
録
。

（
10
）　
『
近
世
初
頭
の
検
地
と
農
民
』
知
泉
書
館
、
二
〇
〇
九
。


