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塩

村
　

耕

古
き
〈
ふ
み
〉
を
読
む
と
い
う
こ
と
（
講
演
録
）

　
　
　
国
文
学
と
い
う
仕
事
（
話
の
枕
）

　

国
文
学
の
重
要
な
任
務
の
一
つ
に
、
日
本
の
豊
か
な
古
書
の
海
を

漂
流
探
索
し
、
新
た
な
価
値
を
見
出
だ
し
、
そ
れ
を
記
述
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
再
び
活
性
を
賦
与
す
る
仕
事
が
あ
り
ま
す
。
最
近
入
手

し
た
古
書
を
見
な
が
ら
、
具
体
的
に
話
を
し
ま
し
ょ
う
。

　

先
ず
は
『
瓢
金
今
川
』。
初
め
て
見
る
古
版
本
で
転
写
本
の
存
在

も
知
り
ま
せ
ん
。
刊
年
不
明
で
す
が
、
寛
文
無
刊
記
書
籍
目
録
に
見

え
、
概
ね
明
暦
万
治
（
一
六
五
五
～
六
一
）
頃
の
刊
行
で
す
。
内
容

は
、近
世
期
に
と
て
も
一
般
的
だ
っ
た
武
家
教
訓
書
的
な
往
来
物『
今

川
状
』
を
逐
語
的
に
も
じ
り
な
が
ら
、「
若じ
ゃ
く

女に
ょ

」
つ
ま
り
若
衆
と
遊

女
と
い
う
色
の
二
道
に
遊
ぶ
べ
き
こ
と
を
高
ら
か
に
宣
言
す
る
と
い

う
奇
書
で
す
。
こ
ん
な
早
い
時
期
に
こ
う
い
う
へ
ん
て
こ
り
ん
な
も

の
が
出
版
さ
れ
る
と
は
、日
本
の
古
書
の
世
界
は
ま
こ
と
に
奥
深
い
。

こ
こ
数
年
間
で
い
ち
ば
ん
嬉
し
か
っ
た
買
い
物
で
、
本
書
に
つ
い
て

は
、『
日
本
古
書
通
信
』（
古
通
）
の
本
年
三
月
号
に
速
報
記
事
を
載

せ
た
の
で
、
興
味
の
あ
る
方
は
御
参
照
下
さ
い
。

　

ち
な
み
に
『
古
通
』
は
今
や
唯
一
の
古
書
文
化
専
門
雑
誌
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
十
七
年
間
、
岩
瀬
文
庫
の
全
調
査
に

没
頭
し
て
き
て
、
も
う
す
ぐ
終
わ
る
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
間
、
ま
さ

に
パ
ラ
ダ
イ
ス
の
よ
う
な
日
々
で
し
た
が
、
唯
一
暗
澹
た
る
気
持
に

な
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
岩
瀬
文
庫
に
大
量
に
あ
る
、
明
治
大

正
期
に
刊
行
さ
れ
た
上
質
な
雑
誌
類
に
触
れ
る
時
で
す
。
ご
存
知
で

す
か
、
書
物
文
化
研
究
で
は
『
集
古
』『
好
古
叢
誌
』『
書
誌
』『
典

籍
之
研
究
』『
著
書
及
蔵
書
』
等
々
、
そ
の
ほ
か
掃
苔
趣
味
の
『
墳

墓
』『
見
ぬ
世
の
友
』、
書
簡
研
究
の
『
手
紙
雑
誌
』、
地
方
史
や
民

俗
、
古
書
画
の
分
野
に
ま
で
及
べ
ば
枚
挙
に
遑
が
あ
り
ま
せ
ん
。
勿

論
そ
れ
ら
の
雑
誌
を
支
え
た
素
人
の
読
者
が
、岩
瀬
弥
助
を
は
じ
め
、
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当
時
は
各
地
に
た
く
さ
ん
い
た
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
現
在
そ
ん
な

わ
く
わ
く
す
る
魅
力
的
な
内
容
の
雑
誌
は
す
っ
か
り
影
を
潜
め
て
し

ま
っ
た
。
人
口
に
し
て
も
国
民
総
生
産
に
し
て
も
、
当
時
と
比
較
に

な
ら
な
い
ほ
ど
の
大
国
に
な
っ
た
は
ず
な
の
に
…
。
こ
れ
が
現
代
日

本
の
「
豊
か
さ
」
の
内
実
で
す
。
そ
れ
を
思
い
知
ら
さ
れ
る
時
が
い

ち
ば
ん
悲
し
か
っ
た
。『
古
通
』
は
最
後
の
牙
城
み
た
い
な
良
心
的

な
雑
誌
な
の
で
、余
力
の
あ
る
方
は
購
読
会
員
と
な
っ
て
下
さ
い
ね
。

　

次
に
明
治
四
十
二
年
刊
の
活
字
本
で
す
が
、『
俚
諺
類
纂
』。
こ
れ

は
岩
瀬
文
庫
で
見
た
、昭
和
二
年
刊
の
和
装
活
版
書
『
禁
止
本
書
目
』

の
中
に
載
っ
て
お
り
、
い
わ
ゆ
る
発
禁
本
で
す
。
今
は
便
利
な
世
の

中
で
、ふ
と
ネ
ッ
ト
の
「
日
本
の
古
本
屋
」
を
見
た
ら
あ
っ
た
の
で
、

俄
然
「
学
術
的
」
興
味
を
そ
そ
ら
れ
（
笑
）、
翌
年
刊
の
再
版
を
、

そ
ち
ら
の
方
が
内
容
豊
富
で
は
と
考
え
購
入
し
ま
し
た
。
序
文
を
見

る
と
、
初
版
刊
行
直
後
に
発
禁
処
分
を
食
ら
っ
た
の
で
、
具
合
の
悪

い
部
分
に
改
訂
を
加
え
た
と
あ
る
。
そ
こ
で
別
に
初
版
も
入
手
、
比

べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
確
か
に
異
同
が
あ
り
ま
し
た
。
た
と
え
ば
初
版

の
「
お
釜
ほ
る
」「
下し
も

す
ぼ
り
」（
色
事
に
耽
る
者
の
こ
と
）「
兎
角

浮
世
は
色
と
酒
」「
成
る
や
う
で
成
ら
ぬ
色
上
戸
」
は
、
改
訂
版
で

そ
れ
ぞ
れ
「
色
欲
は
身
を
倒
す
病
」「
賢
を
賢
と
し
て
色
に
易
へ
よ
」

「
老
人
の
冷
水
」「
婦
人
は
不
仁
な
り
」
と
大
人
し
い
も
の
に
差
し
替

え
ら
れ
て
い
ま
す
（
図
版
１
・
₂
）。
こ
う
い
う
、
書
物
の
異
同
を

喜
ぶ
の
も
国
文
学
者
の
性
分
で
す
。
一
つ
の
本
だ
け
を
見
て
い
た
の

で
は
永
遠
に
わ
か
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
、
書
物
の
異
同
を
調
べ
る
と

い
う
の
は
国
文
学

の
最
も
基
本
的
な

仕
事
で
す
。
た
だ

し
、
辛
気
く
さ
い

作
業
で
、
近
ご
ろ

で
は
そ
う
い
う
こ

と
を
す
る
人
が
少

な
く
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

　

俚
諺
は
、
今
は

「
こ
と
わ
ざ
」
と

い
う
し
か
な
く
な

り
ま
し
た
が
、
そ

れ
だ
と
教
訓
的
と

い
う
語
感
が
あ
り

ま
す
ね
。
そ
う

じ
ゃ
な
い
も
の
も
含
め
、
江
戸
時
代
の
前
期
に
は
「
世
話
」
と
呼
ぶ

の
が
一
般
的
で
し
た
。
誰
が
言
い
始
め
た
の
か
わ
か
ら
な
い
、
慣
用

的
表
現
と
い
う
感
じ
で
す
。
が
、「
人
の
世
話
に
な
る
」
の
「
世
話
」

の
意
味
の
方
が
一
般
的
に
な
り
、
滅
び
て
し
ま
っ
た
の
は
残
念
な
こ

と
で
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
さ
っ
き
の
俚
諺
の
中
に
あ
っ
た
「
色
上
戸
」
は
、
辞

典
に
「
飲
む
と
顔
の
赤
く
な
る
酒
飲
み
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で 図版１
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は
本
書
で
わ
ざ
わ

ざ
差
し
替
え
の
対

象
と
な
っ
た
理
由

が
よ
く
わ
か
ら
な

い
。
恐
ら
く
そ
う

で
は
な
く
、
好
色

漢
に
変
貌
す
る
タ

イ
プ
の
酒
飲
み
の

意
か
と
思
い
ま

す
。
そ
ん
な
意

馬
心
猿
と
裏
腹

に
、
性
的
な
能
力

は
酒
の
せ
い
で
減

退
す
る
と
い
う
の

が
「
成
る
や
う
で

成
ら
ぬ
」
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
し
、
こ
の
俚
諺
の
古
い
用
例
を
知
ら
ず
、
今

の
は
「
僻ひ
が

心こ
こ
ろ

得え

」
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
昔
、
大
学
の
教
養
部
の
英
語

の
授
業
で
読
ん
だ
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
『
マ
ク
ベ
ス
』
に
、
同
じ

よ
う
な
こ
と
を
し
ゃ
べ
る
門
番
の
台
詞
が
あ
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い

ま
す
が
、
あ
れ
で
す
ね
。
そ
の
授
業
で
小
田
島
雄
志
先
生
が
、
そ
う

い
う
卑
猥
で
滑
稽
な
こ
と
を
語
る
軽
い
場
面
は
、
陰
惨
な
場
面
の
直

前
や
直
後
に
置
か
れ
て
効
果
を
も
た
ら
す
も
の
だ
と
教
わ
り
ま
し
た

が
、
後
に
西
鶴
を
熟
読
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
な
る
ほ
ど
東
西
相
同

じ
な
る
か
な
と
、
し
み
じ
み
わ
か
っ
た
こ
と
で
す
（『
好
色
五
人
女
』

な
ど
）。

　
『
俚
諺
類
纂
』
に
は
「
餓
鬼
の
断
食
悪
女
の
賢
者
ぶ
り
」
と
も
あ

り
ま
す
。
こ
の
意
味
は
わ
か
り
ま
す
か
？
「
悪
女
の
賢
者
ぶ
り
」
は

辞
典
に
「
心
の
悪
い
女
が
賢
人
の
ふ
り
を
し
て
外
見
を
装
う
こ
と
」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
明
白
に
間
違
い
で
す
。「
悪
女
」
は
、
中

島
み
ゆ
き
の
名
曲
の
せ
い
で
、
間
違
っ
た
意
味
が
す
っ
か
り
定
着
し

て
し
ま
い
ま
し
た
が
、
ほ
ん
と
う
は
醜
い
女
の
こ
と
で
、「
悪
女
の

賢
者
ぶ
り
」
と
は
、
醜
女
が
、
色
欲
を
超
越
し
た
賢
者
の
よ
う
な
ふ

り
を
し
て
独
身
を
貫
く
こ
と
。
だ
か
ら
、「
餓
鬼
の
断
食
」（
仕
方
な

し
に
や
っ
て
い
る
こ
と
を
、
あ
た
か
も
良
い
こ
と
を
敢
え
て
し
て
い

る
よ
う
な
殊
勝
顔
を
す
る
意
）
と
対
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
相
当

に
強
烈
な
毒
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
う
や
っ
て
大
勢
の
皆
さ
ん
の
前
で

口
に
す
る
の
も
勇
気
が
要
る
（
笑
）。
俚
諺
は
江
戸
時
代
を
ピ
ー
ク

に
し
て
、
近
代
以
降
は
急
速
に
数
を
減
ら
し
ま
す
が
、
そ
う
い
っ
た

反
教
訓
性
が
嫌
わ
れ
た
こ
と
も
、
一
つ
の
理
由
で
し
ょ
う
ね
。

　

私
の
場
合
、
古
俳
諧
を
読
む
の
に
参
考
と
な
る
の
で
、
俚
諺
関
係

の
資
料
が
気
に
な
る
の
で
す
が
、
つ
い
最
近
も
、『
俗
語
考
』
と
い

う
明
治
大
正
頃
の
写
本
を
入
手
し
ま
し
た（
図
版
₃
）。
例
の『
古
通
』

に
載
る
古
書
店
の
目
録
か
ら
で
す
。
日
常
的
に
用
い
る
通
俗
な
慣
用

的
表
現
を
イ
ロ
ハ
順
で
集
め
、
語
源
に
つ
い
て
解
説
を
施
し
た
も
の

で
す
。
も
し
か
し
た
ら
原
写
本
（
転
写
本
で
は
な
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

図版 2
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写
本
）
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
か
な
か
よ
く
出
来
た
本
で
、
た
と
え

ば
「
ペ
テ
ン
」
の
語
源
に
つ
い
て
、
舶
来
織
物
の
商
標
に
あ
る
パ
テ

ン
ト
の
文
字
に
由
来
す
る
と
書
い
て
あ
る
。
パ
テ
ン
ト
を
ペ
テ
ン
と

読
ん
で
、
そ
れ
が
織
物
の
称
と
な
り
、
そ
の
織
物
は
木
綿
に
薬
物
を

施
し
て
絹
物
に
見
せ
か
け
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
を
騙
す

意
味
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
辞
典
に
見
え
る
、中
国
語
の
「

子
（
ペ

ン
ツ
）」
の
転
訛
か
と
す
る
通
説
よ
り
も
、
ず
っ
と
説
得
力
が
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。著
者
は
原
田
種
徳
端
洲
と
い
う
未
知
の
人
で
、

こ
と
ば
に
一
廉
の
見
識
の
あ
る
人
物
と
思
わ
れ
、
今
後
伝
記
を
明
か

に
し
た
い
と
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

　

以
前
は
、
国
語
学
と
国
文
学
は
一
心
同
体
で
し
た
が
、
最
近
は
何

だ
か
家
庭
内
離
婚
み
た
い
に
な
っ
て
き
た
（
笑
）。
が
、
そ
れ
は
望

ま
し
い
事
態
で
は
な
く
、
や
は
り
お
互
い
に
助
け
合
い
補
完
す
べ
き

で
す
。
深
く
読
み
込
ん
だ
文
献
資
料
を
軸
に
、
口
承
、
民
俗
を
も
参

照
し
な
が
ら
言
葉
の
本
義
を
定
め
て
ゆ
く
の
も
国
文
学
の
不
断
に
成

す
べ
き
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。

　
　
　
中
根
東
里
の
遺
文
を
読
む

　

さ
て
、本
日
の
本
題
は
江
戸
中
期
の
漢
学
者
で
隠
逸
孤
高
の
文
人
、

中
根
東
里
（
一
六
九
四
～
一
七
六
五
）
の
遺
文
を
読
む
こ
と
で
す
。

数
年
前
に
岩
瀬
文
庫
で
出
て
き
た
版
本
『
東
里
遺
稿
』『
東
里
外
集
』

の
お
か
げ
で
知
る
人
と
な
り
ま
し
た
。
こ
ん
な
す
ご
い
人
と
出
会
わ

せ
て
く
れ
た
だ
け
で
も
、
岩
瀬
文
庫
へ
の
感
謝
に
堪
え
な
い
こ
と
で

す
。

　

そ
の
生
涯
を
『
遺
稿
』
に
載
る
「
東
里
先
生
行
状
」
に
よ
っ
て
駆

け
足
で
確
認
し
て
お
き
ま
す
と
、
中
根
東
里
は
諱
若
思
。
字
敬
父
。

通
称
孫
平
。
伊
豆
下
田
の
生
ま
れ
。
父
は
三
河
出
身
の
浪
人
で
、
確

か
に
三
河
、特
に
岡
崎
辺
に
は
中
根
と
い
う
家
が
多
い
そ
う
で
す
ね
。

幼
く
し
て
父
を
喪
い
、
母
の
命
に
よ
り
禅
僧
と
な
り
ま
す
。
正
徳
年

間
（
一
七
一
一
～
一
六
）、上
京
し
華
音
（
中
国
語
学
）
を
学
び
（
一

説
に
宇
治
黄
檗
山
で
悦
山
に
師
事
す
る
）、
の
ち
江
戸
に
行
き
荻
生

徂
徠
に
師
事
し
ま
す
。
の
ち
『
孟
子
』
浩
然
気
章
を
読
ん
で
還
俗
し
、

図版 3
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徂
徠
学
を
厭
い
、
作
る
所
の
文
章
を
悉
く
焼
い
た
そ
う
で
す
。
だ
い

た
い
奇
人
は
よ
く
こ
う
い
う
こ
と
を
し
ま
す
。
の
ち
室
鳩
巣
に
師
事

し
、
師
に
従
い
数
年
加
賀
に
行
き
ま
す
が
、
享
保
三
年
（
一
七
一
八
）

江
戸
に
戻
り
八
丁
堀
に
住
み
ま
す
。
さ
ら
に
な
ぜ
か
鎌
倉
に
行
き
、

鶴
岡
八
幡
の
側
で
弟
の
叔
徳
と
一
緒
に
木
履
を
鬻
ぎ
ま
す
。
間
も
な

く
ま
た
江
戸
に
行
き
弁
慶
橋
辺
で
塾
を
開
き
ま
す
が
、
人
と
な
り
は

高
潔
で
、当
然
貧
し
く
、綿
糸
刺
繍
針
を
鬻
ぎ
、ま
た
竹
皮
履
（
雪
駄
）

を
売
っ
た
の
で
、「
皮
履
先
生
」
と
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、

実
際
に
は
「
東
里
先
生
」
を
も
じ
っ
て
「
草
履
先
生
」
と
呼
ば
れ
た

の
で
は
な
い
か
な
と
想
像
し
ま
す
。

　

大
名
家
に
仕
え
て
禄
を
食
ん
だ
り
し
た
ら
、
嫌
な
仕
事
も
多
い
。

あ
る
い
は
塾
を
開
い
て
も
、
そ
の
束
脩
に
依
存
し
た
ら
、
塾
生
に
べ

ん
ち
ゃ
ら
の
一
つ
も
言
わ
な
い
と
い
け
な
く
な
る
。
今
も
昔
も
職
業

と
し
て
の
学
問
や
教
育
は
難
し
い
こ
と
が
多
い
。
私
も
履
物
屋
を
開

い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
（
笑
）。

　

東
里
の
思
想
的
遍
歴
は
さ
ら
に
続
き
、
王
陽
明
全
書
を
読
み
陽
明

学
に
志
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
机
上
の
学
問
を
嫌
い
、
実
践
を
重
ん

ず
る
学
派
で
す
。
享
保
（
一
七
一
六
～
三
六
）
の
末
年
に
、
門
人
に

招
か
れ
て
下
野
植
野
（
現
・
栃
木
県
佐
野
市
）
に
移
り
、
そ
こ
に
腰

を
落
ち
着
け
て
私
塾
を
開
い
て
子
弟
に
教
え
ま
す
。
良
い
パ
ト
ロ
ン

が
い
た
の
で
す
ね
。
そ
ん
な
中
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）、
弟
叔

徳
の
娘
の
芳
子
三
歳
を
引
き
取
り
養
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
東
里
は

も
ち
ろ
ん
生
涯
独
身
で
す
か
ら
、
五
十
三
歳
で
初
め
て
出
来
た
家
族

で
す
。
隠
逸
の
老
先
生
が
童
女
と
暮
ら
す
姿
と
い
う
の
は
、
絵
に
な

る
風
景
だ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
老
い
て
病
気
が
ち
と
な
っ
た
六
十

歳
の
宝
暦
三
年
（
一
七
五
三
）、
姉
の
招
き
に
応
じ
、
相
模
の
浦
賀

に
移
り
ま
す
。
佐
野
を
去
る
際
に
は
、
門
人
よ
り
贈
ら
れ
る
金
品
を

受
け
ず
、
た
だ
紙
扇
の
み
を
貰
っ
た
そ
う
で
す
。
浦
賀
で
は
海
浜
を

観
、
酒
を
飲
み
、
和
歌
を
詠
じ
て
楽
し
む
日
々
で
し
た
。
明
和
二
年

（
一
七
六
五
）
二
月
七
日
、
七
十
二
歳
で
病
死
し
ま
す
。
お
墓
は
浦

賀
の
顕
正
寺
に
あ
り
ま
す
。
な
お
、
東
里
に
つ
い
て
は
、
最
近
出
た

歴
史
家
の
磯
田
道
史
さ
ん
の
『
無
私
の
日
本
人
』
の
中
に
、
簡
に
し

て
要
を
得
た
人
物
素
描
が
あ
る
の
で
、
一
読
を
勧
め
て
お
き
ま
す
。

　

東
里
と
い
う
の
は
不
思
議
な
人
で
、
こ
ん
な
風
に
徹
底
的
な
隠
者

気
質
で
自
分
を
表
に
出
さ
な
か
っ
た
の
に
、
何
十
年
か
毎
に
注
目
す

る
人
が
出
て
き
て
、
事
績
に
光
が
当
て
ら
れ
ま
す
。
こ
う
い
う
の
も

「
嚢
中
の
錐
」
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）

に
東
里
が
七
十
二
歳
で
亡
く
な
る
と
、
翌
年
に
下
野
佐
野
の
門
人
須

藤
柳
圃
が
遺
稿
を
編
纂
し
、
自
家
の
蔵
版
で
刊
行
し
ま
す
が
、
部
数

は
少
な
く
流
布
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
の
後
三
十
数
年
を
経
た
享
和

元
年
（
一
八
〇
一
）、
須
藤
の
一
族
の
仲
友
が
数
十
本
を
刷
り
、
更

に
跋
を
大
田
錦
城
に
書
い
て
も
ら
い
ま
す
が
、
本
格
的
な
再
版
に
至

ら
な
か
っ
た
。
更
に
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）、
柳
圃
の
孫
子
寛
は

板
木
が
痛
み
読
め
な
く
な
っ
て
い
た
の
を
憂
え
て
重
刊
し
よ
う
と

し
、
古
賀
侗
庵
に
跋
を
書
い
て
も
ら
い
ま
す
が
、
ま
た
再
版
に
至

ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
佐
野
の
医
者
、
服
部
政
世
が
数
十
年
を
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か
け
て
東
里
の
雑
文
和
歌
及
び
書
簡
数
十
篇
を
集
め
、
文
久
三
年

（
一
八
六
三
）
に
遺
稿
の
重
刊
と
と
も
に
『
東
里
外
集
』
と
し
て
公

刊
し
ま
す
。
岩
瀬
文
庫
で
見
た
の
は
、
こ
の
文
久
年
間
に
出
た
再
版

の
『
東
里
遺
稿
』
と
『
東
里
外
集
』
で
す
。

　
『
東
里
遺
稿
』中
の「
新
瓦
」は
唯
一
の
ま
と
ま
っ
た
著
述
で
す（
図

版
₄
）。こ
れ
は
延
享
四
年
、五
十
四
歳
の
東
里
が
、前
年
に
引
き
取
っ

た
姪
の
芳
子
が
ま
だ
四
歳
と
幼
い
た
め
、
将
来
こ
れ
を
読
む
よ
う
に

と
、
姪
に
伝
え
る
べ
き
思
い
を
記
し
た
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
書
物

の
持
つ
最
重
要
の
機
能
は
、
時
を
超
え
て
何
か
を
伝
え
る
こ
と
に
あ

る
の
で
す
が
、こ
ん
な
風
に
遺
言
そ
の
も
の
と
い
う
書
物
も
珍
し
い
。

そ
こ
に
は
、
姪
に
対
す
る
愛
情
に
溢
れ
る
思
い
が
細
や
か
に
綴
ら
れ

て
お
り
、
こ
れ
ほ
ど
涙
な
し
に
読
む
こ
と
が
難
し
い
書
物
を
、
私
は

ほ
か
に
知
り
ま
せ
ん
。

　

た
だ
し
、
漢
文
、
し
か
も
白
文
で
、
相
当
歯
ご
た
え
が
あ
る
。
四

書
五
経
を
は
じ
め
と
す
る
典
拠
を
縦
横
に
駆
使
す
る
か
ら
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
最
近
は
ネ
ッ
ト
で
、
中
国
や
台
湾
で
作
ら
れ
た
漢
籍

古
書
の
全
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
整
備
さ
れ
て
い
ま
す
。
パ
ソ
コ
ン
さ

え
あ
れ
ば
、
ま
る
で
林
羅
山
先
生
を
傍
ら
に
侍
ら
せ
て
い
る
か
の
よ

う
に
、
典
拠
や
字
義
を
教
え
て
も
ら
い
な
が
ら
、
レ
ベ
ル
の
高
い
読

書
を
進
め
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
こ
れ
は
先
人
の
嘗
て
知
ら
ざ

る
快
楽
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
新
た
な
読
書
法
を
是
非
体
験
し
て
み
て

下
さ
い
。

　

そ
も
そ
も
国
文
学
と
い
う
の
は
、
明
治
時
代
に
漢
文
学
に
対
す
る

学
問
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
、
本
来
、
国
文
学
は
国

の
文
学
で
は
な
く
、
国
文
の
学
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
和
文

な
い
し
和
漢
混
淆
文
で
書
か
れ
た
書
物
を
扱
う
学
問
な
の
で
す
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
の
国
文
学
は
そ
れ
だ
け
で
は
だ
め

で
す
。
岩
瀬
文
庫
の
全
調
査
を
や
っ
て
み
て
、
過
去
の
日
本
人
が
書

き
残
し
た
書
物
の
半
ば
は
漢
文
で
あ
る
こ
と
を
つ
く
づ
く
思
い
知
り

ま
し
た
。
明
治
大
正
ご
ろ
ま
で
は
漢
文
の
素
養
が
あ
っ
た
か
ら
、
そ

ん
な
も
の
も
普
通
に
読
み
こ
な
せ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
は
、
新
ら
し

い
道
具
を
使
っ
て
素
養
不
足
を
補
い
な
が
ら
、
ど
ん
ど
ん
漢
文
を
読

ん
で
、
広
く
日
本
の
書
物
全
般
を
扱
う
こ
と
こ
そ
が
、
国
文
学
の
仕

図版 4
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事
だ
と
思
い
ま
す
。

　

話
を
東
里
の
「
新
瓦
」
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
ま
ず
初
め

に
、幼
い
芳
子
が
父
親
の
手
を
離
れ
て
、伯
父
に
預
け
ら
れ
る
に
至
っ

た
経
緯
が
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。
芳
子
は
生
ま
れ
る
と
同
時

に
母
が
亡
く
な
り
、
相
模
で
父
親
の
男
手
一
つ
で
育
て
ら
れ
て
き
ま

し
た
。
特
に
強
調
さ
れ
る
の
は
、
父
親
が
芳
子
を
い
か
に
深
く
愛
し

て
い
た
か
と
い
う
一
点
で
す
。
た
と
え
ば
、
芳
子
が
父
親
と
寝
て
い

る
と
、
夜
中
に
少
し
も
目
を
覚
ま
さ
な
い
。
な
ぜ
だ
ろ
う
と
思
っ
て

見
て
い
る
と
、
父
親
は
寝
返
り
を
打
た
な
い
こ
と
に
気
付
く
。
芳
子

が
寝
返
り
を
打
っ
て
か
ら
、
父
親
も
そ
っ
と
体
を
動
か
す
と
い
う
の

で
す
。
と
こ
ろ
が
、
自
分
に
は
そ
の
真
似
が
出
来
ず
、
つ
い
寝
返
り

を
し
て
芳
子
を
起
こ
し
て
し
ま
う
の
だ
と
反
省
し
て
い
る
。
ど
う
で

す
、
こ
ん
な
話
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？

　

芳
子
が
伯
父
に
預
け
ら
れ
る
に
至
っ
た
最
大
の
理
由
は
、
父
親
が

貧
し
か
っ
た
か
ら
で
す
。
何
せ
兄
さ
ん
と
一
緒
に
木
履
を
作
っ
て

売
っ
て
い
る
よ
う
な
方
で
す
か
ら
（
笑
）、
生
き
方
が
下
手
だ
っ
た

の
で
し
ょ
う
ね
。
ど
う
し
て
も
昼
間
、
稼
ぎ
に
出
掛
け
る
必
要
が
あ

り
、そ
の
間
は
近
所
の
お
ば
さ
ん
、「
嫗
」
に
預
け
な
い
と
い
け
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
の
託
児
所
的
な
と
こ
ろ
は
ひ
ど
い
人
が
多
か
っ
た

そ
う
で
す
。

　

と
い
っ
て
、
今
朝
も
新
聞
に
、
兵
庫
の
方
の
保
育
園
が
、
子
ど
も

ら
に
給
食
も
ろ
く
に
食
べ
さ
せ
な
か
っ
た
な
ど
と
報
道
さ
れ
て
い

た
。
む
ご
い
話
で
す
が
、
幼
児
は
虐
待
さ
れ
て
も
、
そ
れ
を
親
に
話

し
ま
せ
ん
か
ら
、
昔
も
今
も
あ
り
が
ち
な
こ
と
な
の
で
す
。
周
り
の

大
人
が
気
を
付
け
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

東
里
は
嘗
て
江
戸
で
弟
と
二
人
で
住
ん
で
い
た
こ
ろ
に
、
近
所
に

そ
う
い
う
ひ
ど
い
託
児
お
ば
さ
ん
が
い
て
、「
狼
」
と
呼
ば
れ
て
い

た
そ
う
で
、
そ
の
実
態
を
観
察
し
、
心
を
痛
め
た
経
験
が
あ
っ
た
。

そ
の
た
め
、芳
子
が
虐
待
に
あ
う
こ
と
を
恐
れ
た
の
で
す
ね
。「
新
瓦
」

の
中
に
、
相
模
に
い
た
こ
ろ
の
芳
子
が
、
預
け
ら
れ
て
い
た
近
所
の

嫗
の
家
で
虐
待
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
推
理
す
る
一
段
が
あ
る
。
そ
の

一
節
で
す（
私
に
訓
読
し
、※
印
以
下
に
語
注
を
添
え
て
お
き
ま
す
）。

　
　

夫
れ
嬰
児
を
愛
す
る
者
、
大た
い

氐て
い

其
の
物
を
名
ざ
さ
ず
。
或
い
は

之
れ
が
貌
を
為
し
、
或
い
は
之
れ
が
声
を
為
し
、
以
て
之
れ
を

開
喩
す
。
然
ら
ざ
れ
ば
則
ち
之
れ
を
重
言
す
。
手
を
「
手て
つ
て々

」

と
曰
ひ
、
乳
を
「
乳ち
つ
ち々

」
と
曰
ひ
、
寝
を
「
寝ね
ん
ね々

」
と
曰
ひ
、

起
を
「
起お
つ
き
お
き々

」
と
曰
ふ
の
類
、
是
の
み
。
若
し
夫
れ
、
鼓
を

「
填て
ん

々て
ん

」
と
謂
ふ
は
其
の
声
を
重
言
す
。
食
を
「
甘う
ま
う
ま々

」
と
謂

ふ
は
其
の
味
を
重
言
す
。
溺い
ば
り

を
「
津し
い
し
い々

」
と
謂
ふ
は
其
の
貌
を

重
言
す
。
凡
そ
此
く
の
如
き
類
は
、
皆
将
に
其
の
実
を
審
ら
か

に
し
以
て
之
れ
を
誨を
し

へ
ん
と
す
。豈
に
苟
も
す
る
所
な
ら
ん
や
。

是
れ
を
「
幼
幼
」
と
謂
ふ
。
若
し
之
れ
を
賤せ
ん

悪を

せ
ば
、
則
ち
然

ら
ざ
る
な
り
。
嬰
児
は
之
れ
に
化
す
る
が
故
に
、
其
の
言
ふ
所

は
乃
ち
其
の
聞
く
所
な
り
。
今
汝
、
溺
を
「
津
津
」
と
謂
は
ず

し
て
之
れ
を
「
小
便
」
と
謂
ふ
こ
と
、
成
人
の
如
し
。
然
れ
ば

則
ち
、
嫗
の
汝
に
言
を
与
ふ
る
や
、
以
て
見
る
べ
し
。
其
の
験し
る
し
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の
三
な
り
。

※
○
開
喩　

説
き
教
え
る
。
○
重
言　

こ
こ
は
畳
語
の
意
。
○
手
々

　

以
下
、幼
児
語
の
「
重
言
」
の
例
。
○
苟
も
す
る
所
…　

こ
こ
は
、

ち
ゃ
ん
と
考
え
て
言
葉
を
発
す
る
意
。『
論
語
』
子
路
に
「
君
子
於

其
言
、
無
所
苟
而
已
矣
（
君
子
は
其
の
言
に
於
て
、
苟
も
す
る
所
無

き
の
み
）」。○
幼
幼　

幼
い
者
を
幼
い
者
と
し
て
適
切
に
扱
う
こ
と
。

『
孟
子
』
梁
恵
王
上
に
「
幼
吾
幼
、
以
及
人
之
幼
（
吾
が
幼
を
幼
と

し
て
、
以
て
人
の
幼
に
及
ぼ
す
）」。
○
賤
悪　

に
く
む
。

　

幼
い
芳
子
は
「
シ
イ
シ
イ
」
な
ど
の
幼
児
語
を
使
わ
ず
、「
小
便
」

な
ど
と
言
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
嫗
が
愛
情
を
も
っ
て
適
切
に
育
て
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
推
理
し
て
い
ま
す
。
ま
る
で
刑
事
コ
ロ
ン
ボ
み

た
い
で
す
ね（
笑
）。こ
ん
な
風
に
傍
証
と
な
る「
験
」を
、丁
寧
に
次
々

と
挙
げ
て
ゆ
く
。
さ
ら
に
、
そ
の
行
き
着
く
先
が
最
後
の
第
五
の
験

で
す
。氓た

み

の
蚩し

蚩し

た
る
、
嫗
に
非
ざ
る
莫な

し
。
此
れ
を
以
て
彼
を
知
ら

ば
、
何
ぞ
難
き
こ
と
の
有
ら
ん
。
詩
に
云
は
ず
や
、「
他
人
、

心
有
り
、
予
、
之
れ
を
忖そ
ん
た
く度
す
」
と
。
況
ん
や
、
嫗
の
心
、
我
、

固
よ
り
之
れ
有
る
を
や
。
因
て
之
れ
を
忖
度
す
。
是
れ
柯
を
執

り
、
以
て
柯
を
伐
る
な
り
。
夫
れ
豈
に
遠
か
ら
ん
や
。
其
の
験

の
五
な
り
。
此
の
五
験
を
推
し
て
以
て
其
の
実
を
考
え
て
、
諸

れ
を
狼
に
比
す
る
も
、
亦
宜む
べ

な
ら
ず
や
。

※
○
氓
の
蚩
蚩
た
る　

氓
は
民
。
蚩
蚩
は
無
知
。『
詩
経
』
国
風
・

衛
風
に
「
氓
之
蚩
蚩
、
抱
布
貿
糸
（
氓
の
蚩
蚩
た
る
、
布た
か
ら

を
抱
い
て

糸
を
貿か

ふ
）」。
○
他
人
、
心
有
り
…　
『
詩
経
』
小
雅
「
巧
言
」
に

「
他
人
有
心
、予
忖
度
之
（
他
人
、心
有
り
、予わ

れ
之
れ
を
忖
度
す
）」。

○
柯　

木
の
枝
で
、
斧
の
柄
の
意
で
も
あ
る
。『
詩
経
』
国
風
・
豳

風
「
伐
柯
」
に
「
伐
柯
伐
柯
、
其
則
不
遠
（
柯
を
伐
り
柯
を
伐
る
、

其
の
則
、
遠
か
ら
ず
）」。
手
本
は
身
近
に
あ
る
意
。

　

ど
う
で
す
、
こ
ん
な
話
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
か
？
東
里
は
、

幼
児
を
虐
待
す
る
、
血
も
涙
も
な
い
嫗
の
よ
う
な
心
が
自
分
に
も
あ

る
か
ら
、
嫗
が
何
を
し
た
の
か
が
わ
か
る
と
ま
で
言
う
の
で
す
。
自

己
省
察
の
極
み
と
で
も
言
え
ば
よ
ろ
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ

の
「
新
瓦
」
は
、
日
本
人
必
読
の
書
だ
と
さ
え
思
い
ま
す
。

　

た
だ
し
、
漢
文
な
ん
で
す
ね
。
で
も
ね
、「
新
瓦
」
の
別
の
段
で

東
里
は
芳
子
に
言
っ
て
ま
す
。「
吾
は
汝
の
読
書
せ
ん
こ
と
を
欲
す

る
な
り
。苟
も
読
書
せ
ざ
れ
ば
、以
て
娯
し
み
を
為
す
こ
と
無
し
」と
。

し
か
も
、
読
書
と
い
っ
て
も
仮
名
書
き
の
も
の
だ
け
で
は
だ
め
で
、

女
子
で
あ
っ
て
も
漢
籍
を
読
ま
な
い
と
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
『
東
里
外
集
』
に
和
文
の
書
簡
が
集
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
が
ま
た
頗
る
面
白
い
（
図
版
₅
）。
手
紙
の
有
り
難
い
と
こ
ろ
は
、

東
里
の
肉
声
に
触
れ
る
感
じ
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
す
。
東
里
の
書
簡

は
、
晩
年
に
佐
野
か
ら
相
州
浦
賀
に
移
り
住
ん
で
か
ら
の
十
年
余
り

の
間
に
書
か
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。
ち
ょ
っ
と
だ
け
読
ん
で

み
ま
し
ょ
う
。
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名
を
好
む
心
は
学
問
の
大
魔
な
り
。
早
く
名
を
棄
て
実
を
勤
む

べ
し
。
老
拙
、
幼
年
よ
り
名
を
好
む
の
病
深
く
、
近
年
以
来
殊

の
外
う
る
さ
く
覚
候
へ
共
、
療
治
の
力
弱
く
御
座
候
哉
、
い
ま

だ
い
え
き
り
不
申
候
。
名
を
惜
む
と
申
候
へ
ば
、
よ
き
事
に
聞

え
候
へ
ど
も
、
聖
人
の
学
者
は
義
を
惜
み
候
間
、
名
に
は
貪
着

不
致
候
。
名
を
お
し
む
心
有
之
候
へ
ば
、
事
ご
と
に
外
聞
を
か

ざ
り
て
真
実
の
心
な
く
、
世
上
の
う
は
さ
を
恐
れ
て
気
遣
ひ
多

し
。
果
に
は
只
名
の
た
め
に
義
を
す
つ
〔
る
〕
か
た
に
成
り
ゆ

き
申
候
。
た
と
へ
大
高
名
あ
り
と
も
、
義
を
失
ひ
て
は
恥
し
く

口
惜
し
く
、日
夜
に
心
の
は
ら
し
や
う
も
あ
る
ま
じ
く
候
へ
ば
、

羨
し
か
ら
ぬ
事
に
御
座
候
。
只
義
に
於
て
か
け
た
る
所
な
け
れ

ば
、
心
は
ひ
ろ
く
気
は
の
び
て
、
少
も
不
足
も
無
之
候
へ
ば
、

世
上
に
而
い
か
ほ
ど
そ
し
り
笑
と
も
、
毛
頭
心
に
か
ゝ
る
こ
と

な
く
、
各
別
の
楽
み
お
も
ひ
や
ら
れ
候
。
義
と
名
と
は
、
玉
と

石
な
り
。
取
違
ひ
な
き
様
に
択
び
わ
か
つ
べ
き
事
に
候
。

弟
と
二
人
、
木
履
を
作
っ
て
売
っ
て
い
た
よ
う
な
東
里
に
し
て
、「
老

拙
、
幼
年
よ
り
名
を
好
む
の
病
深
く
」
と
言
う
の
で
す
か
ら
、
よ
ー

く
お
聞
き
下
さ
い
。こ
こ
に
は
と
て
も
重
要
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。

名
誉
よ
り
も
義
が
大
事
な
ん
だ
と
い
う
。
義
と
は
何
か
と
い
う
と
、

道
理
で
す
。
そ
し
て
、
義
を
重
ん
ず
る
た
め
に
は
、
名
を
意
識
的
に

避
け
な
い
と
い
け
な
い
と
言
っ
て
い
る
。

　

今
日
は
そ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
語
る
余
裕
が
な
い
の
で
、
一
端
の

み
述
べ
て
お
き
ま
す
が
、
日
本
の
最
も
重
要
な
美
意
識
、
ほ
か
に
適

当
な
言
葉
が
な
い
の
で
、
そ
れ
を
武
士
道
と
読
ん
で
お
き
ま
す
が
、

武
士
道
の
要
諦
の
一
つ
は
、「
自
分
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
他
者
、

殊
に
敗
者
や
弱
者
の
名
誉
を
重
ん
ず
る
こ
と
」
で
す
。
で
も
そ
れ
よ

り
も
も
っ
と
大
事
な
の
は
、
も
う
一
つ
の
武
士
道
の
要
諦
、「
道
理

を
重
ん
じ
、
感
情
や
自
己
保
身
を
そ
れ
に
優
先
さ
せ
な
い
こ
と
」
な

の
で
す
。
真
の
武
士
道
に
つ
い
て
、
私
は
西
鶴
の
武
家
物
か
ら
学
び

ま
し
た
。
東
里
は
そ
の
最
重
要
の
理
念
を
明
確
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

明
治
維
新
以
降
の
日
本
は
、
大
き
な
達
成
も
し
ま
し
た
が
、
残
念

な
が
ら
こ
の
義
を
重
ん
ず
る
精
神
に
欠
け
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
し

た
。
近
隣
諸
国
に
対
す
る
傲
慢
な
態
度
、
国
内
に
あ
っ
て
は
、
義
な

図版 5
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ら
ざ
る
こ
と
に
異
を
唱
え
る
者
を
徹
底
的
に
い
じ
め
た
こ
と
な
ど
が

そ
れ
で
す
。
そ
の
行
き
着
く
先
が
一
九
四
五
で
あ
り
、
三
・
一
一
の

原
発
事
故
な
の
で
す
。
こ
の
日
本
史
上
、
最
悪
の
二
大
災
厄
は
明
ら

か
に
人
災
で
す
。
当
然
、
何
で
そ
ん
な
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
き
ち

ん
と
総
括
し
な
い
と
い
け
な
い
の
に
、
ぜ
ん
ぜ
ん
や
っ
て
い
な
い
。

そ
し
て
、
そ
ん
な
風
に
日
本
の
近
代
化
を
見
直
す
際
に
は
、
昔
の
人

の
残
し
た
〈
ふ
み
〉、
書
物
と
書
簡
を
き
ち
ん
と
読
ん
だ
者
こ
そ
が

真
に
貢
献
で
き
る
の
で
す
。

　

繰
り
返
し
同
じ
こ
と
を
述
べ
ま
す
が
、
文
学
部
の
仕
事
は
死
者
と

の
対
話
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
得
た
知
見
を
現
世
に
還
元
す
る
こ

と
で
す
。
い
か
に
文
科
省
か
ら
い
じ
め
ら
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
は
社

会
が
健
全
性
を
保
つ
た
め
に
必
要
な
最
も
人
間
ら
し
い
仕
事
で
、
そ

れ
な
し
に
明
る
い
未
来
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
皆
さ
ん
と
と
も
に
再

確
認
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

最
後
に
東
里
の
自
筆
の
手
紙
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
（
図
版
₆
）。

こ
れ
は
昭
和
九
年
に
出
た
『
佐
野
史
蹟
写
真
帖
』
と
い
う
郷
土
資
料

の
写
真
集
か
ら
複
写
し
た
も
の
で
す
。
予
想
を
遙
か
に
上
回
る
、
闊

達
で
素
晴
ら
し
い
筆
蹟
で
す
よ
ね
。
全
文
を
翻
字
し
て
お
き
ま
す
。

一
、
被
思
召
付
金
弐
分
被
恵
下
、
忝
致
拝
納
候
。

一
、
大
川
十
郎
右
衛
門
殿
、
弥
御
堅
勝
ニ
御
座
候
由
、
珍
重
奉

存
候
。
尚
又
宜
御
心
得
可
被
下
候
。
御
学
問
、
定
而
御
長
達
と

奉
察
候
。

一
、
芳
子
も
宜
申
上
候

様
ニ
と
申
候
。
是
も
最

早
今
年
十
六
ニ
罷
成

候
。
何
と
ぞ
相
応
之
家

有
レ
か
し
と
願
申
候
。

旧
冬
以
来
少
内
談
い
た

し
申
候
。
十
が
七
八
ハ

成
就
可
致
と
被
存
候
。

女
児
壱
人
ニ
付
、
心
を

労
シ
候
事
数
多
ニ
御
座

候
へ
バ
、大
家
之
多
事
、

誠
ニ
存
や
ら
れ
候
。
老

拙
事
、
年
々
老
朽
勿
論

ニ
候
へ
ど
も
、
前
ニ
申

入
候
一
箇
ノ
妄
見
を
楽

ニ
い
た
し
、
他
念
ハ
軽

く
日
を
送
り
申
候
。
以

上
　
　

正
月
五
日　

孫
平

　
　

茂
助
様

文
中
、
芳
子
十
六
歳
の
文
言

に
よ
り
、
宝
暦
九
年
、
東
里

六
十
六
歳
の
書
簡
と
わ
か
り

図版 6



− 11 −

ま
す
。
東
里
先
生
、
お
年
ご
ろ
と
な
っ
た
芳
子
の
縁
談
を
気
に
し
て

お
ら
れ
ま
す
。
さ
て
、
芳
子
ち
ゃ
ん
は
ど
ん
な
魅
力
的
な
女
性
に
成

長
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

［
付
記
］

一
、
本
稿
は
平
成
二
十
九
年
三
月
二
十
二
日
、
あ
い
ち
国
文
の
会
（
於
・
愛
知

県
立
大
学
）
で
の
講
演
内
容
か
ら
、
つ
ま
ら
ぬ
冗
談
を
削
り
、
言
い
忘
れ
た

こ
と
を
加
筆
し
た
も
の
で
す
。

一
、『
東
里
遺
稿
』
に
つ
い
て
は
、
粂
川
信
也
さ
ん
（
故
人
）
の
編
ん
だ
昭
和

四
十
九
年
刊
『
東
里
遺
稿
解
』
と
い
う
全
三
百
二
十
七
頁
の
労
作
の
注
釈
書

が
あ
り
ま
す
。『
遺
稿
』
読
解
の
際
に
は
大
い
に
参
考
と
し
ま
し
た
。
た
だ
、

発
行
部
数
が
少
な
か
っ
た
ら
し
く
、
か
の
「
日
本
の
古
本
屋
」
で
数
年
見
張
っ

て
も
入
手
で
き
ず
、
宇
都
宮
大
学
図
書
館
か
ら
の
相
互
貸
出
で
よ
う
や
く
読

む
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ど
う
も
東
里
関
係
の
書
物
は
流
布
部
数
が
少
な
い

運
命
の
よ
う
で
す
。

一
、
昭
和
九
年
刊
『
佐
野
史
蹟
写
真
帖
』
の
存
在
は
、
名
大
の
美
学
美
術
史
の

出
身
で
、
佐
野
市
立
吉
澤
記
念
美
術
館
の
学
芸
員
、
末
武
さ
と
み
さ
ん
に
教

え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
深
く
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。（

し
お
む
ら　

こ
う
）


