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蓬
左
文
庫
蔵『
銅ど

う

人じ
ん

腧し
ゅ

穴け
つ

鍼し
ん

灸き
ゅ
う

図ず

経け
い

』拓
本
の
研
究
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て

『
銅
人
経
』
拓
本
を
探
る
！？
①

立
命
館
大
学
教
授
　
井
上 

充
幸

　

中
国
の
北
宋
時
代
に
成
立
し
た『
銅
人
腧
穴
鍼
灸

図
経
』（
以
下
、『
銅
人
経
』と
略
称
）は
、
中
国
鍼
灸
医

学
書
の
重
要
な
古
典
の
一
つ
で
あ
る
。
本
書
は
中
国

国
内
の
み
な
ら
ず
朝
鮮
や
日
本
に
も
広
く
普
及
し
、

近
世
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
お
け
る
鍼
灸
医
学
の
発
展
に

大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
。『
銅
人
経
』は
木
版
本
や

手
鈔し

ょ
う

本
な
ど
が
数
多
く
現
存
し
て
い
る
が
、
中
で
も

と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
拓
本
の
形
で
伝
わ
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
北
宋
時
代
に
石
碑
に
刻
ま
れ
た

テ
ク
ス
ト
を
忠
実
に
模
刻
し
た
明
代
の
石
碑
か
ら
採

拓
し
た
も
の
で
あ
り
、
数
あ
る
テ
ク
ス
ト
の
中
で
も

最
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
、
信
頼
に
足
る
内
容
の
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
元
と
な
っ
た
明
代
の
石
碑
は

す
で
に
失
わ
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
史
料
的
価
値
は

極
め
て
高
い
。
こ
の
拓
本
は
、
日
本
国
内
で
は
蓬
左

文
庫
と
宮
内
庁
書
陵
部
に
一
点
ず
つ
所
蔵
さ
れ
て
い

る（
以
下
、前
者
を
蓬
左
本
、後
者
を
書
陵
部
本
と
略

称
）。

　

蓬
左
本
は
、
書
陵
部
本
に
は
無
い
い
く
つ
か
の
特

徴
を
備
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
両
者
の

拓
本
面
を
比
較
し
た
場
合
、
蓬
左
本
の
方
が
刷
り
の

状
態
が
よ
い
と
い
う
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く

採
拓
し
た
時
期
が
よ
り
古
く
、
そ
の
分
石
碑
の
状
態

が
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
推
測
さ

れ
る
。
ま
た
、
巻
頭
の「
銅
人
腧
穴
鍼
灸
図
経
」篆
刻

も
蓬
左
本
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、現
在
、一
般
に
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
の
は
書
陵
部
本
の
方
で
あ
る
。
そ
の
主
な
理

由
は
、
書
陵
部
本
が
奥
医
師
の
多た

紀き

元げ
ん

簡か
ん（
一
七
五

五
―
一
八
一
〇
）旧
蔵
書
で
あ
る
こ
と
、巻
末
に
彼
が

附
し
た「
拓
本
鍼
灸
図
経
考
」に
よ
っ
て
そ
の
来
歴

が
比
較
的
詳
細
に
判
明
す
る
こ
と
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ

ル
ム
写
真
に
基
づ
く
影
印
本
お
よ
び
翻
刻
本
の
出
版
、

さ
ら
に
は
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
写
真
公
開
が
な
さ
れ
、

参
照
が
容
易
と
な
っ
た
こ
と
な
ど
に
よ
る
。
こ
れ
に

対
し
て
蓬
左
本
は
、
そ
の
来
歴
を
示
す
文
献
に
乏
し

く
、同
一
の
石
碑
か
ら
採
拓
さ
れ
た
た
め
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
両
者
の
本
文
テ
ク
ス
ト
に
異
同
が
ほ
ぼ
無

く
、対
校
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
た
め
、注

意
を
払
わ
れ
る
機
会
が
少
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

た
だ
し
そ
の
お
か
げ
で
、
蓬
左
本
は
人
の
手
に
触

れ
ら
れ
る
機
会
が
相
対
的
に
少
な
く
、
法
帖
作
品
と

し
て
の
作
り
込
み
方
が
丁
寧
な
こ
と
と
も
相
ま
っ

て
、
ほ
ぼ
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
近
い
姿
を
保
つ
こ
と
が
で

き
た
の
も
事
実
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
、
本
誌
前
号

（『
蓬
左
』第
一
〇
四
号
）の
表
紙
写
真
な
ら
び
に
星
子

桃
子（
蓬
左
文
庫
）氏
の
解
題
に
見
る
と
お
り
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
蓬
左
文
庫
歴
代
の
管
理
者

に
よ
る
丁
寧
な
維
持
・
管
理
の
賜
物
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
の
熱
意
と
努
力
に
対
し
、
あ
ら
た
め
て
敬
意
を
表

す
る
次
第
で
あ
る
。

　

蓬
左
本
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
特
筆
す
べ
き

こ
と
は
、紙し

背は
い

文も
ん

書じ
ょ

の
存
在
、す
な
わ
ち
中
国
の
明
の

時
代
に
作
成
さ
れ
た
公
文
書
の
反
故
紙
が
、
拓
本
の

裏
打
ち
紙
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

蓬
左
本
の
実
物
を
閲
覧
す
れ
ば
、
そ
の
裏
面
に
楷
書

体
の
漢
字
を
記
し
た
料
紙
が
一
面
に
張
り
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
に
、す
ぐ
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、

文
書
の
文
字
面
を
張
り
合
わ
せ
て
い
て
、
反
転
し
た

状
態
の
文
字
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
こ

れ
を
わ
ざ
わ
ざ
読
解
し
て
み
よ
う
と
す
る
努
力
は
、

こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、裏
打
ち
紙
が
剥
離
し
た
箇
所
か
ら
は
、

年
号
や
官
衙
の
名
称
な
ど
が
容
易
に
判
読
で
き
る
。

そ
の
た
め
、『
名
古
屋
市
蓬
左
文
庫
漢
籍
分
類
目
録
』

七
六
頁
の『
銅
人
経
』の
項
目
に
は「
万
暦
中
官か

ん

牘と
く

紙し

拓
本
」と
の
注
記
が
あ
り
、こ
の
表
記
か
ら
だ
け
で
は

そ
の
実
態
が
イ
メ
ー
ジ
し
に
く
い
も
の
の
、
こ
の
拓

本
の
料
紙
と
し
て
明
の
万
暦
年
間
に
作
成
さ
れ
た
公
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文
書
が
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
そ
の
も
の

が
、実
は
す
で
に
明
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

上
記
の
二
つ
の
特
徴
の
う
ち
、
と
り
わ
け
後
者
に

つ
い
て
は
、
か
ね
て
よ
り
蓬
左
本
の
調
査
を
行
っ
て

い
た
丸
山
裕
美
子（
愛
知
県
立
大
学
）・
辻
正
博（
京

都
大
学
）の
両
氏
が
つ
と
に
注
目
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ
し
て
昨
年
の
三
月
、
明
清
時
代
史
を
専
門

と
す
る
筆
者
と
、
当
時
大
学
院
生
で
あ
っ
た
猪
俣
貴

幸（
立
命
館
大
学
）氏
を
交
え
て
予
備
調
査
を
開
始

し
、蓬
左
文
庫
の
全
面
的
な
理
解
と
協
力
の
も
と
、料

紙
分
析
の
専
家
で
あ
る
小
島
浩
之（
東
京
大
学
）・
髙

島
晶
彦（
東
京
大
学
）の
両
氏
を
交
え
て
さ
ら
な
る

調
査
を
重
ね
た
。
そ
の
結
果
、
蓬
左
本
が
抱
え
る
い

く
つ
か
の
謎
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
得
た
と
同
時

に
、
解
決
す
べ
き
課
題
に
つ
い
て
も
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
た
。
な
お
、
昨
年
度
の
予
備
調
査
に
つ
い
て

は
、
二
〇
二
二
年
度
立
命
館
大
学
人
文
科
学
研
究
所

助
成
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
る
支
援
を
得
て
実
施
し
た
。

そ
し
て
今
年
度
か
ら
の
三
年
間
は
、
令
和
五
年
度
Ｊ

Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
助
成
事
業（
科
研
費
）基
盤
研
究

Ｂ（
課
題
番
号
：
２
３
Ｈ
０
０
６
６
１
）に
よ
る
支
援

を
受
け
、筆
者
が
研
究
代
表
者
と
な
り
、丸
山
・
辻
両

氏
お
よ
び
明
代
官
僚
制
度
史
の
専
家
で
あ
る
大
野
晃

嗣（
東
北
大
学
）氏
を
研
究
分
担
者
と
し
て
、
小
島
・

髙
島
・
猪
俣
・
星
子
の
四
氏
を
研
究
協
力
者
と
し
て
、

本
格
的
に
研
究
を
展
開
し
て
い
く
。

　

私
た
ち
の
研
究
の
目
的
は
、
こ
れ
ま
で
本
格
的
な

研
究
が
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
蓬
左
本
に

つ
い
て
、
そ
の
表
面（
拓
本
）と
裏
面（
裏
打
ち
紙
）の

全
て
を
、
古
文
書
学
的
手
法
も
用
い
て
徹
底
的
に
分

析
し
、
そ
の
未
だ
知
ら
れ
ざ
る
史
料
的
価
値
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
次
の
三
つ

の
謎
の
解
明
を
柱
と
し
て
進
め
て
い
く
。

　

一
つ
目
は
、
北
京
で
作
ら
れ
た
こ
の
拓
本
が
な
ぜ

蓬
左
文
庫
に
あ
る
の
か
、
と
い
う
謎
で
あ
る
。
蓬
左

本
の
来
歴
を
解
明
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
七
世
紀

前
半
の
中
国
・
朝
鮮
・
日
本
に
お
け
る
鍼
灸
医
学
知

識
の
伝
播
と
受
容
の
具
体
相
の
理
解
を
深
め
て
い
く

こ
と
が
、大
い
に
期
待
さ
れ
る
。

　

二
つ
目
は
、
裏
打
ち
紙
に
使
用
さ
れ
た
明
代
公
文

書
に
は
い
か
な
る
史
料
的
価
値
が
あ
る
の
か
、
と
い

う
謎
で
あ
る
。
明
の
中
央
政
府
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た

公
文
書
の
実
物
を
読
解
し
、
そ
れ
を
通
じ
て
明
代
に

お
け
る
文
書
行
政
の
実
態
を
解
き
明
か
す
こ
と
で
、

明
代
官
僚
制
度
に
対
す
る
理
解
を
一
層
深
め
て
い
き

た
い
。

　

三
つ
目
は
、
蓬
左
本
は
な
ぜ
異
な
る
素
材
の
紙
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、と
い
う
謎
で
あ
る
。

古
文
書
学
的
手
法
に
よ
り
蓬
左
本
の
成
立
過
程
を
解

明
す
る
こ
と
で
、
明
の
中
央
官
庁
に
お
け
る
料
紙
の

使
い
分
け
と
故
紙
再
利
用
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
し
て
も
う
一
つ
の
重
要
な
目
的
は
、
蓬
左
本
の

保
存
と
将
来
の
修
復
の
た
め
に
最
善
の
方
法
を
探
る

こ
と
に
あ
る
。
一
〇
四
号
の
表
紙
写
真
を
ご
覧
い
た

だ
く
と
、
そ
の
状
態
は
一
見
良
好
で
あ
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
物
を
子
細
に
観
察

す
る
と
、
至
る
所
に
細
か
い
破
損
や
虫
食
い
が
広
が

っ
て
お
り
、
も
は
や
表
面
か
ら
の
補
修
に
よ
っ
て
現

在
の
形
状
を
保
ち
続
け
て
い
く
こ
と
は
困
難
な
状
態

で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
今
回
、
蓬
左
文
庫
側
か
ら

調
査
・
研
究
の
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
の
は
、

ま
さ
し
く
そ
の
問
題
の
解
決
策
を
探
る
た
め
で
あ
り
、

そ
の
際
の
条
件
と
し
て
、
非
破
壊
は
言
う
ま
で
も
な

く
、
蓬
左
本
現
物
へ
の
コ
ン
タ
ク
ト
も
極
力
控
え
る

こ
と
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
本
研
究
が
、
お
よ
そ
四

〇
〇
年
に
わ
た
っ
て
大
切
に
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た

貴
重
な
蓬
左
本
を
、
こ
れ
か
ら
先
も
ず
っ
と
継
承
し

て
い
く
た
め
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、そ
し
て
、蓬
左
文

庫
の
全
面
的
な
理
解
と
協
力
の
も
と
慎
重
に
進
め
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
是
非
と

も
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

　

以
上
、
蓬
左
本
の
研
究
を
本
格
始
動
す
る
に
あ
た

り
、そ
の
発
端
と
こ
れ
か
ら
の
方
針
に
つ
い
て
、研
究

代
表
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
略
述
し
た
。
今
後
は
研

究
の
進
展
に
伴
い
、担
当
者
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
、本
誌
の

記
事
や
蓬
左
文
庫
で
の
講
演
会
な
ど
を
通
じ
て
随
時

そ
の
成
果
を
報
告
し
て
い
く
予
定
で
あ
る
。
今
後
と

も
、
私
た
ち
の
活
動
に
対
す
る
ご
理
解
と
ご
協
力
を

賜
り
ま
す
よ
う
、
伏
し
て
お
願
い
申
し
上
げ
る
次
第

で
あ
る
。
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東
海
地
方
の
名
刹
、京
都
の
有
名
な
寺
院
、明
治
時
代

の
宮
殿
や
洋
館
。様
々
な
建
物
を
建
て
た
大
工
の
仕
事
・

活
動
を
知
る
こ
と
の
で
き
る
資
料
が
名
古
屋
市
蓬
左
文

庫
に
あ
る
。
明
治
時
代
に
名
古
屋
の
名
工
と
し
て
知
ら

れ
た
伊
藤
満
作（
守
房
、
一
八
五
九
―
一
九
一
四
）の
家

に
伝
わ
っ
た
も
の
で
、
子
孫
の
伊
藤
三
千
雄
氏
よ
り
寄

贈
さ
れ
た
経
緯
を
持
つ
。
現
在
、「
伊
藤
満
作
家
資
料
」

と
名
付
け
ら
れ
た
こ
の
資
料
の
全
容
を
把
握
す
べ
く
、

筆
者
と
名
城
大
学
理
工
学
部
建
築
学
科
米
澤
研
究
室
が

蓬
左
文
庫
と
協
力
し
て
、こ
こ
に
含
ま
れ
る
諸
文
書
、図

面
の
調
査
と
整
理
、目
録
作
成
に
取
り
組
ん
で
お
り
、既

調
査
分
か
ら
も
、
本
資
料
が
名
古
屋
の
名
だ
た
る
大
工

の
仕
事
の
様
子
を
今
に
伝
え
る
貴
重
な
も
の
で
あ
る
と

分
か
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
調
査
し

た
資
料
か
ら
彼
ら
の
仕
事
を
の
ぞ
い
て
み
た
い
。
本
号

で
は
、「
伊
藤
満
作
家
資
料
」な
か
に
は
ど
の
よ
う
な
も

の
が
あ
る
の
か
紹
介
す
る
。

　

伊
藤
満
作
は
、
尾
張
藩
に
仕
え
た
大
工
家
・
伊い

藤と
う

平へ
い

左ざ

衛え

門も
ん

家
の
八
代
目（
守
富
、
一
八
一
四
ま
た
は
一
八

一
八
―
一
八
七
七
）の
養
嗣
子
と
な
っ
た
人
物
で
あ
る
。

同
家
の
九
代
目
は
守
道（
一
八
二
九
―
一
九
一
三
）が

継
い
だ
が
、
満
作
も
名
古
屋
工
匠
界
の
重
要
人
物
と
し

て
活
躍
し
た
。
こ
の
経
緯
も
あ
り
、
本
資
料
は
八
代
平

左
衛
門
と
満
作
に
関
わ
る
も
の
が
主
と
な
っ
て
い
る
。

前
者
は
江
戸
時
代
、
後
者
は
明
治
時
代
の
も
の
が
中
心

と
な
る
た
め
、
西
洋
文
化
の
受
容
と
い
う
大
き
な
時
代

の
画
期
を
挟
ん
で
作
成
、
受
け
継
が
れ
た
図
面
・
文
書

群
で
あ
る
こ
と
も
本
資
料
の
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

　

本
資
料
の
中
心
は
図
面
類
で
あ
り
、
伊
藤
平
左
衛
門

家
に
と
っ
て
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
東
本
願
寺
造
営
に

関
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。
基
本
的
な
図
面
に
は

指さ
し

図ず

と
建た

て

地じ

割わ
り

図ず

が
あ
り
、
中
に
は
長
辺
が
二
ｍ
を
越

す
大
き
さ
の
も
の
も
あ
る
。

　

指
図
は
、建
物
の
間
取
り
を
示
し
た
も
の
で
、近
代
の

建
築
図
面
で
は
平
面
図
と
呼
ば
れ
る
。柱
や
壁
の
位
置
、

襖
や
障
子
、戸
な
ど
の
建
具
の
場
所
を
記
し
、各
部
分
の

寸
法
、
部
屋
や
場
所
の
名
前
も
書
く
こ
と
が
多
い
。
中

に
は
、天
井
・
床
材
の
仕
様
を
書
い
た
も
の
や
、建
物
の

仕
上
げ
、構
造
を
示
す
図
面
も
含
ま
れ
て
い
る
。
指
図
・

平
面
図
は
通
常
一
棟
ご
と
に
作
成
す
る
が
、
敷
地
内
の

建
物
の
配
置
と
合
わ
せ
て
各
建
物
の
指
図
を
描
き
広
い

範
囲
の
様
子
を
記
し
た
も
の
、
建
物
の
部
分
を
取
り
出

し
て
詳
し
く
描
い
た
も
の
も
あ
る
。

　

建
地
割
図
は
、建
物
の
立
面
、ま
た
は
立
面
と
断
面
を

組
合
せ
て
描
い
た
図
面
で
あ
り
、
立
面
の
意
匠
や
そ
れ

を
支
え
る
構
造
を
示
す
役
割
を
担
う
。
後
者
の
描
き
方

は
江
戸
時
代
以
前
の
大
工
が
用
い
た
も
の
で
、
本
資
料

で
も
明
治
時
代
の
も
の
は
、
現
代
の
建
築
図
面
と
同
じ

く
立
面
図
と
断
面
図
を
分
け
て
描
く
も
の
も
表
れ
て
い

て
興
味
深
い
。
断
面
図
に
は
、
軒
先
な
ど
重
要
部
分
を

詳
し
く
描
い
た
も
の
も
あ
る
。
こ
う
し
た
図
は
建
物
を

正
確
に
造
る
た
め
に
欠
か
せ
ず
、
大
工
の
設
計
の
仕
事

が
見
え
て
面
白
い
。
実
際
の
建
設
現
場
と
の
関
連
性
を

強
く
持
つ
の
が
、実
寸
で
描
か
れ
た
絵え

様よ
う

の
図
で
あ
る
。

絵
様
と
は
部
材
に
施
す
彫
刻
の
文
様
な
ど
の
装
飾
の
こ

と
で
、本
資
料
に
は
、頭か

し
ら

貫ぬ
き（
柱
の
頂
部
に
渡
す
水
平
材
）

や
虹こ

う

梁り
ょ
う（
装
飾
的
な
意
匠
の
梁
）の
木
鼻（
部
材
の
先
端

の
こ
と
）な
ど
の
図
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
実
寸
図

面
の
大
部
分
に
具
体
的
な
寺
社
・
建
物
名
が
記
さ
れ
て

「
伊い

藤と
う

満ま
ん

作さ
く

家
資
料
」と
は

名
城
大
学
准
教
授
　
米
澤
貴
紀

「御本堂壹百分之一平面図」　蓬左文庫蔵

の
ぞ
い
て
み
よ
う
、
名
工
の
お
仕
事　

１
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お
り
実
際
の
施
工
に
使
わ
れ
た
も
の
と
考
え
て
い
る
。

こ
れ
ら
に
は
修
正
が
施
さ
れ
た
図
面
も
多
く
、
大
工
が

最
後
ま
で
良
い
デ
ザ
イ
ン
を
求
め
て
い
た
様
子
が
う
か

が
え
る
。
本
資
料
の
絵
葉
・
彫
刻
の
下
絵
や
図
案
は
、

当
時
の
大
工
に
と
っ
て
重
要
な
技
能
で
あ
っ
た
細
部
装

飾
を
記
録
し
、
伝
え
る
た
め
の
も
の
と
い
え
よ
う
。
一

方
、
明
治
時
代
の
図
面
に
は
洋
風
建
築
の
細
部
や
家
具

を
記
し
た
も
の
も
見
ら
れ
、
時
代
の
変
化
に
大
工
が
対

応
し
て
い
た
こ
と
も
分
か
る
。

　

他
に
も
、
建
具
の
詳
細
図
や
小
屋
組
を
示
す
図
面
な

ど
も
あ
り
、
大
工
が
ど
の
よ
う
な
図
面
を
作
っ
て
建
物

の
造
営
に
臨
ん
だ
か
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
各

種
図
面
に
み
ら
れ
る
特
徴
と
描
き
方
、
ま
た
時
代
に
よ

る
変
化
な
ど
、詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、次
号
に
て
紹

介
す
る
。

　

大
工
棟
梁
の
大
事
な
仕
事
に
は
、工
事
の
見
積
も
り
、

監
督
も
あ
り
、
そ
れ
に
関
す
る
文
書
も
本
資
料
に
含
ま

れ
て
い
る
。
木き

寄よ
せ

、木
寄
帳
は
、造
営
に
必
要
な
木
材
の

寸
法
と
数
量
を
書
き
上
げ
た
も
の
で
、
木
取
帳
と
も
呼

ば
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
材
料
費
を
見
積
も
り
、
施
主
へ

と
請
求
す
る
。
ま
た
、
工
事
の
各
工
程
に
お
い
て
必
要

と
な
る
職
人
の
延
べ
人
数（
人に

ん

工く

）を
算
出
し
、
人
件
費

を
計
上
す
る
文
書
も
作
成
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
の
造

営
は
、元
請
け
の
伊
藤
平
左
衛
門
家
な
ど
木
工
大
工
が
、

下
請
け
と
な
る
諸
分
野
の
専
門
職
人
に
仕
事
を
発
注
す

る
、
近
代
の
工
事
に
通
ず
る
シ
ス
テ
ム
で
行
わ
れ
て
い

た
。
そ
の
た
め
、
工
事
の
全
容
を
把
握
し
て
い
る
責
任

者
で
あ
る
大
工
棟
梁
に
と
っ
て
、
木
取
り
や
人
工
の
計

上
は
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。

　

つ
ま
り
、大
工
棟
梁
は
工
事
の
中
心
で
あ
り
、本
資
料

に
含
ま
れ
る
下
請
け
職
人
と
の
連
絡
や
、
施
主
と
や
り

と
り
し
た
手
紙
類
、見
積
書
、請
求
書
な
ど
か
ら
、事
業

を
取
り
仕
切
る
そ
の
仕
事
振
り
が
見
え
て
く
る
。な
お
、

名
古
屋
城
内
小
納
戸
役
所
の
鑑
札（
明
治
二
年（
一
八

六
九
）三
月
）と
い
う
、
伊
藤
平
左
衛
門
が
尾
張
藩
の
大

工
で
あ
る
こ
と
を
示
す
興
味
深
い
品
も
あ
る
。

　

そ
の
他
に
、
本
資
料
に
は
色
々
な
知
識
の
覚
書
や
和

算
の
問
題
を
記
し
た
帳
面
、
有
名
寺
社
の
写
真
な
ど
も

あ
り
、
大
工
の
興
味
や
勉
強
に
つ
い
て
も
垣
間
見
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

本
資
料
に
見
ら
れ
る
建
物
は
、愛
知
県
内
が
多
い
も
の

の
、東
海
地
方
各
地
か
ら
東
京
、京
都
、そ
し
て
北
海
道
や

大
分
な
ど
遠
方
の
も
の
も
含
ま
れ
、伊
藤
平
左
衛
門
・
満

作
の
活
動
域
の
広
さ
が
分
か
る
。
そ
の
な
か
に
は
、東
本

願
寺
、名
古
屋
別
院
、妙
厳
寺（
豊
川
稲
荷
）、高
野
山
や
、

多
賀
大
社
、真
清
田
神
社
、伊
勢
皇
大
神
宮
、豊
国
廟
な
ど

の
有
名
な
寺
社
、ま
た
御
所
や
明
治
宮
殿
が
含
ま
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
格
式
高
い
施
主
の
仕
事
を
し
て
い
る
こ

と
は
、彼
ら
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、そ
の
家
柄
か
ら
、東
海
地
方
に
お
け
る

地
位
は
容
易
に
分
か
る
が
、全
国
の
、特
に
天
皇
家
に
関

わ
る
仕
事
や
、各
宗
派
の
本
山
級
寺
院
、各
地
の
名
社
か

ら
仕
事
を
依
頼
さ
れ
る
名
工
で
あ
っ
た
こ
と
は
改
め
て

知
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
資
料
は
そ
れ
を
確
か
め

ら
れ
る
点
で
も
価
値
が
あ
る
。

　
「
伊
藤
満
作
家
資
料
」に
は
、寺
社
建
築
も
あ
れ
ば
、洋

風
建
築
も
あ
り
、
江
戸
か
ら
明
治
へ
と
い
う
大
き
な
時

代
の
変
化
が
大
工
の
仕
事
に
も
新
た
な
潮
流
を
も
た
ら

し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
、
建
物
を
建
て
る

仕
事
に
は
時
代
が
変
わ
っ
て
も
同
じ
点
の
多
い
こ
と
も

確
か
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、大
工
た
ち
が
こ
の
西
洋
化
・

近
代
化
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
、
乗
り
越
え
て
い
け
た
の

は
、江
戸
時
代
の
仕
事
を
通
し
て
高
い
技
術
力
を
養
い
、

合
理
的
な
建
設
体
制
を
作
り
、
そ
う
し
た
知
識
や
知
恵

を
確
実
に
継
承
し
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、

同
じ
系
譜
の
大
工
の
仕
事
を
二
代
に
わ
た
っ
て
追
え
、

か
つ
そ
れ
が
大
き
な
時
代
の
画
期
を
跨
い
で
い
る
本
資

料
で
あ
る
か
ら
こ
そ
よ
く
理
解
で
き
る
。
こ
れ
が「
伊

藤
満
作
家
資
料
」の
特
徴
で
あ
り
、価
値
あ
る
点
と
い
え

よ
う
。
次
号
で
は
、先
に
記
し
た
と
お
り
、大
工
の
描
い

た
図
面
に
つ
い
て
、種
類
や
描
き
方
、特
徴
を
詳
し
く
見

て
、そ
の
仕
事
を
観
察
し
て
み
た
い
。

謝
辞　

本
研
究
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
学
研
究
費
助
成
事
業（
科

研
費
）基
盤
研
究
Ｃ（
課
題
番
号
：
２
２
Ｋ
０
４
５
２
６
）

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
小お

山や
ま

興ふ
さ

誓ち
か

氏

に
多
大
な
ご
協
力
を
頂
い
て
お
り
、
改
め
て
謝
意
を
申

し
上
げ
た
い
。
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当
文
庫
は『
歌
仙
之
俳
諧
』と
題
す
る
俳
諧
懐
紙
を
蔵

し
て
い
る（
堀
田
文
庫-

六
七
二
）。

　

こ
れ
は
貞
享
四
年（
一
六
八
七
）十
一
月
七
日
、
鳴
海
を

訪
れ
て
い
た
松
尾
芭
蕉
を
迎
え
、
本
陣
北
向
い
の
嘉
右
衛

門
宅
で
行
わ
れ
た
俳
諧
で
詠
ま
れ
た
句
を
記
録
し
た
も
の

で
、
そ
れ
を
百
年
以
上
後
の
寛
政
八
年（
一
七
九
六
）に
木

版
刷
り
で
板
行
し
た
も
の
で
あ
る（
百
年
以
上
後
に
板
行

さ
れ
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、別
途
改
め
て
記
す
）。

　

こ
の
懐
紙
は
、
和
紙
を
横
長
に
二
つ
折
し
、
そ
れ
を
二

枚
重
ね
て
綴
じ
、そ
れ
ぞ
れ
の
面
に
詠
ま
れ
た
句
を
記
す
。

一
枚
目（
一
ノ
折
ま
た
は
初
折
と
い
う
）の
表
に
は
六
句
、

裏
に
は
十
二
句
、
二
枚
目（
二
ノ
折
ま
た
は
名
残
と
い
う
）

の
表
に
は
十
二
句
、
同
裏
に
は
六
句
が
記
さ
れ
、
合
計
で
三

十
六
句
と
な
る
。
そ
し
て
末
尾
に
当
日
の
連
衆（
参
加
者
）

で
、誰
が
何
句
詠
ん
だ
か
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後

に
寛
政
八
年
板
行
の
こ
と
を
記
す
。
こ
の
板
行
に
か
か
わ

っ
た
の
は
、鳴
海
の
旧
家
、下
郷
家
の
七
代
目
当
主
、知
足
斎

伝
芳
で
あ
り
、刊
行
さ
れ
た
の
は
寛
政
八
年
花
朝
。
花
朝
と

は
陰
暦
二
月
の
こ
と
で
あ
る
。（
中
段
写
真
上
、名
残
裏
）

　

題
に「
歌
仙
」と
あ
る
の
は
、
こ
の
興
行（
句
会
を
開
催

す
る
こ
と
）で
詠
ま
れ
た
句
が
三
十
六
だ
っ
た
た
め
で
、こ

れ
は
古
来
の
有
名
な
歌
人
、
三
十
六
歌
仙
に
ち
な
む
名
前

で
あ
る
。
な
お
、詠
ま
れ
る
句
の
数
に
よ
っ
て
は
、こ
の
半

分
の「
半
歌
仙
」や
二
倍
の「
七
十
二
韻
」も
あ
り
、
ま
た
切

の
良
い
句
数
で
、「
五
十
韻
」「
百
韻
」な
ど
の
会
も
催
さ
れ

て
い
る
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
こ
の
板
行
の
元
と
な
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
、原
本
ら
し
き
懐
紙
も
現
存
し
て
お
り
、そ
の
各
丁
両

面
を
比
較
対
照
す
る
と
、
和
紙
の
大
き
さ
は
若
干
異
な
る

が
、
文
字
の
書
き
方
や
表
記
は
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
こ
と
が

わ
か
る（
中
段
写
真
下
、
名
残
裏
）。
元
の
懐
紙
は
、
お
そ

ら
く
、貞
享
四
年
の
俳
諧
興
行
か
ら
、余
り
間
を
お
く
こ
と

な
く
清
書
さ
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
俳
諧
当
日
は
、

「
執し

ゅ

筆ひ
つ

」役
と
な
っ
た
人
物
が
司
会
進
行
を
勤
め
、
あ
わ
せ

て
読
ま
れ
た
句
を
書
き
取
る
記
録
係
も
担
当
す
る
。
そ
の

時
の
記
録
を
後
日
清
書
す
る
こ
と
は
普
通
の
こ
と
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、
元
禄
十
五
年（
一
七
〇
二
）八
月
十
九
日
、
当

時
の
下
郷
家
当
主
、
知
足
は
、
伊
右
衛
門
、
加
右
衛
門
、
自

笑
、
如
風
等
と
と
も
に
大
高
の
鷲
津
観
音
で
俳
諧
を
行
っ

た
が
、そ
の
翌
日
の
日
記
に
、

・
八
月
廿
日
　
昨
日
歌
仙
清
書
致
シ
、
観
音
堂
へ
溜
壱
　

　
升
添
遣
。

と
記
す
。
芭
蕉
を
迎
え
て
行
わ
れ
た
歌
仙
俳
諧
の
懐
紙
も

こ
の
よ
う
に
、開
催
か
ら
日
を
置
か
ず
し
て
、内
曇
り
と
よ

ば
れ
る
料
紙
に
清
書
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

芭
蕉
が「
星
崎
の
闇
を
見
よ
と
や
啼
千
鳥
」の
発
句
を

詠
ん
だ
こ
の
俳
諧
に
参
列
し
た
人
物
を
、
最
初
に
句
を
詠

ん
だ
順
に
記
す
と
、安
宣
、自
笑
、寂
照
、菐ぼ

く

言げ
ん

、如
風
、重

辰
、
以
上
の
六
名
で
あ
る
。
安
宣
は
寺
嶋
嘉
右
衛
門（
加

右
衛
門
の
表
記
も
多
い
）で
本
陣
職
伊
右
衛
門
の
弟
、自
笑

は
刀
工
の
出
羽
守
氏
雲（
本
名
左
助
）、
寂
照
は
下
郷
家
の

二
代
目
当
主
で
、鳴
海
村
の
惣
年
寄
、俳
号
は
知
足
で
、こ

の「
寂
照
」は
天
和
三
年（
一
六
八
三
）十
二
月
七
日
夜
、
思

い
あ
ま
っ
て
剃
髪
し
た（
同
月
二
日
に
妻
の
お
か
め
が
産

後
ま
も
な
く
死
去
）後
の
名
乗
り
で
あ
る
。
菐
言
は
鳴
海
宿

の
本
陣
職
を
務
め
る
寺
嶋
伊
右
衛
門
、
如
風
は
鳴
海
作
町

に
あ
る
如
意
寺
の
和
尚
、
重
辰
は
鳴
海
の
問と

い

屋や

職
を
務
め

る
児
玉
源
右
衛
門
で
あ
る
。
こ
の
六
名
は
鳴
海
の
代
表
的

な
連
衆
で
、鳴
海
六
俳
仙
と
も
称
さ
れ
た
人
々
で
あ
っ
た
。

　

幸
い
な
こ
と
に
、
こ
の
俳
諧
興
行
で
詠
ま
れ
た
三
十
六

句
は
す
べ
て
、後
年
、知
足
の
後
を
継
い
だ
三
代
目
当
主
蝶

羽（
知
足
の
長
男
）が
正
徳
年
間（
序
文
は
正
徳
二
年
と
な

っ
て
い
る
が
、
実
際
に
刊
行
さ
れ
た
の
は
正
徳
五
年
九
月

～
十
月
で
あ
る
）に
刊
行
し
た『
千
鳥
掛
』に
収
録
さ
れ
た

た
め
、
そ
の
ま
ま
後
年
編
纂
さ
れ
た「
芭
蕉
連
句
集
」に
も

貞享4年11月7日歌仙之俳諧　名残裏
（上）蓬左文庫蔵　（下） 個人蔵

俳
諧
懐
紙
と
千
鳥
塚（
前
）
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収
載
さ
れ
て
世
に
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
改
め
て
俳
諧
懐
紙
と
千
鳥
掛
及
び
芭
蕉
連
句

集
記
載
の
字
句
を
比
較
す
る
と
、
句
を
詠
ん
だ
人
物
の
名

前
に
少
し
違
い
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
ま
ず
、
懐
紙
で

「
寂
照
」と
記
さ
れ
た
句
は
、
い
ず
れ
も
俳
号
で
あ
る「
知

足
」に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
生
前
知
足
は
、芭
蕉
に
対
し
て

は「
寂
照
」の
名
で
対
応
し
て
い
た
よ
う
で
、
こ
の
点
か
ら

懐
紙
に
は
こ
の
名
が
残
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
よ
う
。ま
た
、

最
後
の
句
は
、
千
鳥
掛
・
芭
蕉
連
句
集
で
は「
執
筆
」と
な

っ
て
い
る
が
、
懐
紙
で
は「
寂
照
」と
な
っ
て
い
る
。
こ
の

点
か
ら
、
こ
の
俳
諧
興
行
で
寂
照（
知
足
）が
執
筆
役
で
あ

っ
た
こ
と
が
、判
明
す
る
。ま
た
、さ
ら
に
大
き
な
違
い
は
、

懐
紙
で
は「
安
宣
」と
な
っ
て
い
る
寺
嶋
嘉
右
衛
門
の
俳

号
が
、
千
鳥
掛
・
芭
蕉
連
句
集
で
は「
安
信
」に
変
更
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点

は
、
二
日
前
の
十
一
月
五
日
に

本
陣
の
寺
嶋
伊
右
衛
門
方
で

催
さ
れ
た
俳
諧
も
同
じ
で
、
千

鳥
掛
・
芭
蕉
連
句
集
に
収
録
さ

れ
る
が
、
こ
れ
も
元
の
懐
紙
が

伝
存
し
て
お
り（
写
真
下
・
個

人
蔵
）、先
と
同
様
の
他
に
、末

句
の
執
筆
は
、
懐
紙
で
は「
自

笑
」と
記
さ
れ
る
。
な
お
か
つ
、

こ
の
日
、
芭
蕉
は「
桃
青
」の
名

で
句
を
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
の

俳
号
も
、
千
鳥
掛
で
は「
芭
蕉
」

に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

　

寂
照
→
知
足
、
桃
青
→
芭
蕉
の
変
更
は
ま
だ
し
も
、「
安

宣
」が「
安
信
」に
変
更
さ
れ
た
理
由
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

「
知
足
日
記
」「
蝶
羽
日
記
」を
丹
念
に
た
ど
っ
て
い
く
と
、

以
下
の
こ
と
が
判
明
す
る
。

　

知
足
日
記
で
は
延
宝
五
年
か
ら「
安
宣
」の
名
が
登
場

し
、句
を
詠
む
。
し
か
し
、元
禄
十
二
年
十
月
五
日
記
載
の

大
高
海
岸
寺
で
の
歌
仙
俳
諧
で
は
、「
安
信
」の
名
で
句
を

詠
ん
で
お
り
、
同
年
の
書
状
で
も「
安
信
丈
」（
宝
永
四
年

蝶
羽
日
記
紙
背
文
書
中
の
元
禄
十
二
年
秋
冬
頃
知
足
宛
書

翰
）と
あ
り
、
こ
の
年
か
ら
俳
号
と
し
て「
安
信
」を
用
い

始
め
て
い
る
。
旧
名
の「
安
宣
」は
元
禄
十
四
年
二
月
廿

八
日
の
句
会
ま
で
用
い
て
い
る
が
、そ
の
後
は
す
べ
て「
安

信
」を
用
い
て
い
る
。

　

正
徳
年
間
に『
千
鳥
掛
』が
編
纂
、
刊
行
さ
れ
る
頃
、
嘉

右
衛
門
は
ま
だ
存
命
中
で
あ
り
、「
安
信
」の
名
で
句
を
詠

ん
で
い
た
。
こ
の
こ
と
が
、同
書
編
纂
時
、す
で
に
用
い
な

く
な
っ
た「
安
宣
」で
は
な
く
、
当
時
現
用
の「
安
信
」に
書

き
換
え
た
理
由
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

同
じ
よ
う
な
書
き
換
え
は
、「
千
鳥
塚
」で
も
起
き
て
い

る
。
現
在
、名
古
屋
市
緑
区
三
王
山
の
千
句
塚
公
園
内
に
あ

る
千
鳥
塚
は
、冒
頭
紹
介
し
た
、貞
享
四
年（
一
六
八
七
）十

一
月
七
日
の
俳
諧
で
芭
蕉
が
千
鳥
の
句
を
詠
ん
だ
こ
と
に

端
を
発
し
て
設
置
さ
れ
た
句
碑
で
あ
る
。
こ
の
句
碑
の
設

置
時
期
は
記
録
で
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、
宝
暦
十
四
年

（
一
七
六
四
）十
二
月
十
一
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
当
時
の

下
郷
家
五
代
目
当
主
和
菊
は
日
記
に
次
の
よ
う
に
記
す
。

・
十
二
月
十
一
日	

（
千
鳥
塚
千
句
之
清
書
・
略
）
ホ
ソ
ネ

ニ
有
之
千
鳥
塚
石
碑
、
寂
照
庵
和
尚
塚
移
り
の
御
経

有
。
済
、ホ
ソ
ネ
男
に
釣
ら
せ
、此
方
御
供
し
て
移
る
。

・
十
二
月
十
二
日	

今
日
芭
蕉
翁
忌
日
ニ
付
、
千
鳥
塚
供
養
。

（
出
席
者
略
）
九
つ
過
ニ
御
斎
相
済
。
夫
よ
り
三
王
山

上
千
鳥
塚
へ
不
残
行
く
。（
不
参
者
略
）
今
日
霊
供
膳
。

芭
蕉
翁
、
知
足
翁
、菐
言
翁
、
重
辰
翁
、
如
風
翁
、
安
信

翁
、自
笑
翁
、〆
七
人
千
鳥
掛
社
中
。（
傍
線
筆
者
）

　

芭
蕉
が
没
し
て
七
十
年
以
上
経
っ
た
こ
の
年
、
細
根
山

か
ら
石
碑
を
三
王
山
へ
移
し
、『
千
鳥
掛
』刊
行
の
端
緒
と

な
っ
た
社
中
七
名
を
供
養
し
た
。
石
碑
表
面
に
は
千
鳥
塚

の
名
と
と
も
に
、「
武
城
江
東
散
人
／
芭
蕉
桃
青
」、
背
面

（
右
写
真
）に
は「
千
句
塚
」の
下
に
右
か
ら
順
に
、「
知
足

軒
寂
照
／
寺
嶋
菐
言
／
同
安
信
／
出
羽
守
自
笑
／
児
玉
重

辰
／
沙
門
如
風
」の
名
が
刻
ま
れ
る
。
千
鳥
掛
以
降
、寺
嶋

嘉
右
衛
門
の
俳
号
は「
安
信
」が
伝
え
ら
れ
る
の
み
で
あ

っ
た
と
理
解
す
る
他
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の「
千
鳥
塚
」な
る
名
称
は
、
宝
暦
十
四

年
の
石
碑
建
立
以
前
に
も
、
日
記
類
や
紀
行
文
等
に
散
見

さ
れ
る
。「
千
鳥
塚
」の
石
碑
が
登
場
し
な
い
以
前
の《
原
・

千
鳥
塚
》と
は
、い
か
な
る
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

（
蓬
左
文
庫　

井
上
善
博
）

貞享4年11月5日俳諧懐紙　名残裏　個人蔵

千鳥塚（背面）

文政5年3月条　堀川の桜

▼

大
熊
喜
邦
著『
東
海
道
宿
駅
と
其
の
本
陣
の
研
究
』（
一
九
四
二
）

　
鳴
海
宿
本
陣
屋
敷
図（
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
）
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近
年
、
所
蔵
資
料
の
調
査
研
究
を
外

部
の
研
究
者
や
Ｏ
Ｂ
職
員
と
共
に
進
め

て
い
ま
す
。
今
号
か
ら
は
、「
銅
人
腧
穴

鍼
灸
図
経
」・「
伊
藤
満
作
家
資
料
」に

つ
い
て
そ
の
成
果
の
一
端
を
紹
介
し
て

い
き
ま
す
。
玉
稿
を
寄
せ
て
い
た
だ
い

た
井
上
先
生
と
米
澤
先
生
は
、
そ
れ
ぞ

れ
下
半
期
に
講
演
会
を
予
定
し
て
い
ま

す
。
お
気
軽
に
ご
参
加
く
だ
さ
い
。
ど

ち
ら
も
詳
細
が
決
ま
り
次
第
当
文
庫
の

Ｈ
Ｐ
や
Ｔ
ｗ
ｉ
ｔ
ｔ
ｅ
ｒ
で
お
知
ら
せ

し
ま
す
。

　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ「
ど
う
す
る
家

康
」も
折
り
返
し
。
今
夏
の
特
別
展
で

は
、
ド
ラ
マ
だ
け
で
は
わ
か
ら
な
い
徳

川
家
康
の
生
涯
や
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
を

紹
介
し
ま
す
。
当
文
庫
か
ら
は
、
家
康

が
息
子
義
直
に
与
え
た
駿
河
御
譲
本
の

中
で
も
金
沢
文
庫
ゆ
か
り
の
重
要
文
化

財
が
五
件
登
場
し
ま
す
。閲
覧
室
に
は
、

家
康
の
関
連
書
籍
が
読
め
る
特
設
コ
ー

ナ
ー
を
設
け
て
い
ま
す
。
ド
ラ
マ
の
展

開
に
よ
っ
て
随
時
変
え
て
い
ま
す
の
で
、

展
示
室
の
み
な
ら
ず
、
閲
覧
室
に
も
ぜ

ひ
足
を
お
運
び
く
だ
さ
い
。

（
蓬
左
文
庫　

星
子
桃
子
）

　

天
正
一
二
年（
一
五
八
四
）に
行
わ
れ
た
、
織

田
信
雄
・
徳
川
家
康
連
合
軍
と
羽
柴
秀
吉
軍
に

よ
る
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
う
ち
、
四
月
九

日
の
長
久
手
の
戦
い
に
特
化
し
た
合
戦
図
で

あ
る
。
と
は
い
い
つ
つ
も
、
北
は
家
康
の
陣
城

で
あ
っ
た
小
牧
山（
現
小
牧
市
）、
西
は
名
古
屋

城
下
に
ほ
ど
近
い
牧
野（
現
名
古
屋
市
中
村

区
）、
南
は
同
日
朝
に
攻
城
戦
が
繰
り
広
げ
ら

れ
た
岩
崎（
現
日
進
市
）、
そ
し
て
東
は
メ
イ
ン

で
あ
る
長
久
手（
現
長
久
手
市
）が
描
か
れ
て

お
り
、
小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
の
主
要
地
が
収

ま
っ
て
い
る
。

　

絵
図
中
央
の
矢
田
川
よ
り
香か

な
れ流

川
が
分
流
す

る
辺
り
か
ら
南
東
に
か
け
て
の
主
要
地
帯
は
、

集
落
や
地
形
、寺
社
な
ど
が
詳
細
に
描
か
れ
、織

田
・
徳
川
方
の
布
陣
状
況
を
朱
字
と
朱
線
で
表

し
、
秀
吉
方
は
反
対
に
黒
字
・
黒
線
で
表
す
。

主
要
地
帯
の
外
に
お
い
て
は
、
名
古
屋
城
下
が

黄
色
の
長
方
形
、
村
々
が
黄
色
の
楕
円
で
表
現

さ
れ
、一
見
簡
略
的
に
思
え
る
が
、名
古
屋
城
下

か
ら
延
び
る
各
街
道（
朱
線
）が
通
り
、
川
の
流

れ
も
相
ま
っ
て
、位
置
関
係
が
分
か
り
や
す
い
。

ま
た
、現
代
の
地
図
と
見
比
べ
る
と
、村
の
位
置

や
川
の
流
れ
は（
瀬
違
え
な
ど
で
流
路
が
変
更

さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
が
）か
な
り
正
確
に

描
か
れ
て
い
る
。
当
文
庫
で
は
、
尾
張
藩
か
ら

伝
わ
る
合
戦
図
や
古
城
図
な
ど
を
多
く
所
蔵
し

て
お
り
、
長
久
手
の
絵
図
も
他
に
十
数
点
伝
来

し
て
い
る
が
、
描
き
込
み
や
精
度
は
こ
の『
長

久
手
之
図
』が
一
番
優
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
絵
図
の
特
徴
を
も
う
一
つ
挙
げ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
家
康
が
陣
を
敷
い
た「
冨

士
ヶ
根
山
」（
御み

旗は
た

山
）に
、
合
戦
図
屏
風
で
も

お
な
じ
み
の
金
扇
の

馬う
ま

印じ
る
し

が
描
か
れ
て
い

る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

他
の
武
将
の
馬
印
は

見
ら
れ
ず
、
家
康
の

も
の
だ
け
を
描
い
た
こ
と
に
、
作
者
や
依
頼
者

の
意
図
に
対
す
る
想
像
が
ふ
く
ら
む
。

　

小
牧
・
長
久
手
の
戦
い
は
、
家
康
が
秀
吉
方

に
勝
利
し
た
こ
と
か
ら
、
尾
張
藩
は
古
戦
場
の

保
護
や
調
査
に
力
を
入
れ
て
い
た
。
藩
士
た
ち

も
合
戦
の
考
察
を
し
た
り
、
物
見
遊
山
で
訪
れ

て
現
地
の
住
人
に
案
内
を
さ
せ
た
り
し
て
お

り
、
中
に
は
一
〇
〇
回
以
上
も
古
戦
場
を
訪
れ

た
猛
者
も
い
た
よ
う
だ
。
本
図
も
こ
う
し
た
背

景
を
も
っ
て
作
成
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
古

戦
場
を
保
護
し
、
観
光
を
楽
し
ん
だ
尾
張
藩
士

た
ち
に
も
思
い
を
馳
せ
な
が
ら
現
地
を
巡
る
の

も
面
白
い
だ
ろ
う
。

（
蓬
左
文
庫　

加
藤
千
沙
）
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