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︱
そ
の
成
立
の
一
背
景
・
新
出
資
料
久
田
宗
全
書
簡
か
ら

︱

生

形

貴

重

�

は
じ
め
に

周
知
の
通
り
﹃
茶
話
指
月
集
﹄
は
︑
近
世
に
入
り
版
本
と
し
て
出
版
さ
れ
た

最
初
の
利
休
の
逸
話
集
と
し
て
︑
茶
道
史
の
中
で
は
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い

る
︒
し
か
も
︑
利
休
の
死
後
︑
大
名
の
茶
の
湯
が
主
流
で
あ
っ
た
中
で
︑
長
い

闘
病
の
後
︑
利
休
の
侘
び
茶
を
復
活
さ
せ
た
千
宗
旦①
の
語
り
伝
え
た
茶
話
集
と

い
う
点
で
も
︑
千
家
の
茶
の
湯
を
考
え
る
上
で
も
貴
重
な
存
在
で
あ
る
︒
ま
た
︑

そ
の
逸
話
集
の
も
と
と
な
っ
た
書
き
物
が
︑
宗
旦
の
弟
子
で
も
あ
り
︑
か
つ
ま

た
久
田
家
の
出
身
で
あ
る
藤
村
庸
軒
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
︑
そ

こ
に
語
ら
れ
た
侘
び
茶
の
精
神
を
考
察
す
る
た
め
に
も
貴
重
な
資
料
と
な
る
も

の
で
あ
る
︒

﹃
茶
話
指
月
集
﹄
を
出
版
し
た
の
は
︑
藤
村
庸
軒
の
娘
婿
の
久
須
美
疎
安
で

あ
っ
た
︒
そ
の
﹁
自
叙
﹂
に
は
︑
次
の
よ
う
に
そ
の
事
情
が
記
さ
れ
て
い
る
︒

本
朝
︑
茶
礼
の

行
オ
コ
ナ
ハ

る
ゝ
こ
と
尚ヒ
サ

し
︒
贈
相
国
喜
山
公
︑
真
能
が
伝
を
得

た
ま
ひ
し
よ
り
こ
の
か
た
︑
珠
光
・
紹
鴎
に

委
ク
ハ
シ

く
︑
利
休
に
大
成
す
る

も
の
な
ら
し
︒

唐
モ
ロ
コ
シ

に
︑
陸
東
崗
・
廬
玉
川
が
た
ぐ
ひ
︑
茶
を
賞
す
る
人

な
き
に
し
も
あ
ら
ね
ど
︑
い
ま
だ
賓
主
礼
譲
の
茶
会
有
こ
と
を
聞
ず
︒
今
︑

昇
平
の
御
代
︑
比
屋
な
を
盛
ン

に
行
る
︒

頃
コ
ノ
コ
ロ

︑
茶
道
の
正
伝
を
は
か
る

に
︑
そ
の
支
流
い
づ
れ
を
か
是
と
し
︑
い
づ
れ
を
か
非
と
せ
ん
︒
近
く
は

唯タ
ヽ

休
が
孫
ム
マ
コ

︑
千
ノ

宗
旦
号
元
伯

と
い
ふ
人
あ
り
︒
生
涯
︑
利
門
名
路
に
奔
バ
シ
ラ

ず
︒
常
に
窓
簾
を
た
れ
て
︑
清
味
を

甘
ア
マ
ナ
フ

こ
と
︑
已ス
テ

に
七
十
余
年
︒
雪
の

あ
し
た
︑
月
の
夕
︑
興
い
た
る
時
は
︑
茶
友
を
招
き
︑
興
つ
く
る
時
は
︑

独
座
す
︒
偶
︑
此
道
を
問
人
あ
れ
ば
︑
答
へ
て
い
は
く
︑﹁
本
来
︑
禅
に

よ
る
が
ゆ
へ
に
︑
更
に

示
シ
メ
ス

べ
き
道
も
な
し
︒
但タ
ヽ

︑
わ
が
平
生
か
た
り
伝

ふ
古
人
の
茶
話
を

以
モ
ツ
テ

指
月
と
せ
ば
︑
を
の
づ
か
ら
得
る
こ
と
あ
ら
ん
﹂

と
︒
か
の
京
極
ノ

黄
門
︑﹁
和
歌ニ

無シ
㆓

師
匠
㆒

只
以テ
㆓

旧
歌ヲ
㆒

為ス
ト㆑

師ト

﹂
の
た
ま

﹃
茶
話
指
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﹄
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ひ
し
も
︑
道
異コ
ト

に
し
て
︑
理
は
同
じ
か
る
べ
し
︒
こ
ゝ
に
︑
藤
村
庸
軒
号

反
古
庵

︑
年 ト

シ

来 コ
ロ

旦
翁
に
聞
と
こ
ろ
の
清
譚
︑
口
づ
か
ら
余
に
又
つ
た
ふ
︒

余
も
亦
︑
若
か
り
し
時
︑
翁
の
茶
席
に
つ
ら
な
る
︒
因
て
︑
こ
れ
か
れ
聞

ま
ゝ
に
し
る
し
と
め
て
︑
久
し
く
書
笈
に
か
く
す
︒
今
茲

コ

ト

シ

︑
元
禄
丁
丑
の

秋
︑
ひ
と
り
の
小
年
来
て
︑
乞
て
袖
に
し
帰
る
︒
猶
︑
同
参
の
人
あ
り
て
︑

伝
へ
て
話
中
の
を
も
む
き
了
せ
ば
︑
翁
の
指
月
︑
豈
末
と
を
く
て
ら
さ
ざ

ら
ん
や②
︒︵
濁
点
︑
句
読
点
等
を
加
え
た
︒
傍
線
筆
者

以
下
同
じ
︶

右
の
文
章
に
よ
れ
ば
︑
室
町
将
軍
の
書
院
の
茶
の
湯
か
ら
始
ま
り
︑
村
田
珠

光
・
武
野
紹
鴎
・
利
休
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
茶
の
湯
は
︑
中
国
の
伝
統
か
ら

は
独
自
に
発
展
し
た
文
化
で
︑
こ
の
書
の
出
版
当
時
︑
大
変
盛
ん
に
な
っ
て
い

た
︒
し
か
し
︑
そ
の
正
し
い
伝
え
が
何
で
あ
る
か
は
︑﹁
そ
の
支
流
い
づ
れ
を

か
是
と
し
︑
い
づ
れ
を
か
非
と
せ
ん
﹂
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
と
い
う
︒
し
か

し
︑
利
休
の
孫
の
宗
旦
一
人
は
︑
名
利
を
求
め
ず
に
清
貧
の
生
活
に
徹
し
︑
利

休
の
侘
び
茶
を
継
承
す
る
人
で
あ
っ
た
︒
こ
の
宗
旦
に
茶
の
湯
の
道
を
尋
ね
る

人
が
あ
る
と
︑
宗
旦
は
︑﹁
本
来
︑
禅
に
よ
る
が
ゆ
へ
に
︑
更
に
示
シ
メ
ス

べ
き
道
も

な
し
︒
但タ
ヽ

︑
わ
が
平
生
か
た
り
伝
ふ
古
人
の
茶
話
を

以
モ
ツ
テ

指
月
と
せ
ば
︑
を
の

づ
か
ら
得
る
こ
と
あ
ら
ん
﹂
と
答
え
た
と
い
う
︒
宗
旦
は
︑
利
休
の
自
刃
の
時

大
徳
寺
の
喝か
っ

食し
き

で
︑
そ
の
後
還
俗
す
る
ま
で
春
屋
和
尚
の
弟
子
と
し
て
禅
の
修

行
三
昧
の
人
で
あ
っ
た
の
で
︑﹁
不
立
文
字
﹂
の
精
神
に
徹
し
て
い
た
の
で
あ

っ
た
︒

そ
こ
で
︑
編
者
疎
安
の
義
父
に
当
た
る
庸
軒
が
︑
﹁
年
来
旦
翁
に
聞
と
こ
ろ

の
清
譚
︑
口
づ
か
ら
余
に
又
つ
た
ふ
﹂
と
い
う
こ
と
で
︑
庸
軒
が
語
っ
た
宗
旦

か
ら
の
聞
書
が
本
文
と
し
て
先
ず
疎
安
に
よ
っ
て
筆
録
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒

﹃
茶
話
指
月
集
﹄
は
︑
本
文
の
逸
話
に
多
く
の
附
言
が
﹁
附
﹂
と
し
て
記
さ

れ
る
が
︑
そ
の
部
分
が
疎
安
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
﹁
附
言
﹂
の
部
分
で
︑
庸
軒

の
宗
旦
か
ら
の
聞
書
と
︑
疎
安
に
よ
る
附
言
部
分
は
き
ち
ん
と
区
別
さ
れ
て
編

集
さ
れ
て
い
る③
︒
こ
の
編
集
態
度
は
︑
庸
軒
の
聞
書
が
忠
実
に
記
さ
れ
て
い
る

こ
と
を
推
測
さ
せ
る
点
で
も
︑
宗
旦
の
語
り
伝
え
た
伝
承
の
古
さ
を
予
想
さ
せ

る
も
の
で
あ
る
︒

つ
ま
り
︑
利
休
自
刃
の
お
り
十
四
才
で
あ
っ
た
宗
旦
の
周
辺
に
は
︑
利
休
の

弟
子
衆
の
諸
大
名
も
︑
ま
た
利
休
の
嫡
男
の
道
安
や
宗
旦
の
父
少
庵
も
在
世
で
︑

利
休
の
逸
話
に
つ
い
て
は
︑
と
り
わ
け
と
も
に
千
家
復
興
に
関
わ
っ
た
少
庵
か

ら
の
伝
承
な
ど
も
宗
旦
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た④
︒
宗
旦
は
︑
こ
の
後

千
家
の
家
督
を
相
続
し
た
江
岑
宗
左
に
利
休
や
そ
の
周
辺
の
茶
話
を
伝
え
た
の

で
︑
江
岑
の
後
の
家
元
も
利
休
と
そ
の
周
辺
の
逸
話
を
茶
話
と
し
て
伝
承
し
て

い
る⑤
︒
い
わ
ば
︑﹁
千
家
内
伝
承
﹂
と
も
い
う
べ
き
逸
話
・
茶
話
が
︑
近
世
の

茶
書
の
一
群
の
中
で
︑
一
つ
の
伝
承
群
を
形
作
っ
て
い
た
の
で
あ
る
︒

こ
れ
ら
の
歴
代
の
家
元
に
よ
る
茶
書
︵
逸
話
・
茶
話
︶
に
つ
い
て
は
︑
今
後
︑

不
審
菴
文
庫
の
研
究
活
動
と
し
て
順
次
公
開
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が⑥
︑
研
究

の
現
状
と
し
て
は
︑
い
ま
だ
基
礎
的
な
本
文
の
公
開
を
準
備
す
る
と
い
う
現
状

﹃
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で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
︒

宗
旦
の
晩
年
に
お
い
て
は
︑
利
休
時
代
の
茶
人
を
直
接
知
る
人
物
は
宗
旦
く

ら
い
に
な
っ
て
い
た
の
で
︑
当
時
利
休
の
茶
の
湯
を
振
り
返
る
に
は
︑
宗
旦
の

言
葉
の
記
録
は
き
わ
め
て
貴
重
で
重
要
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
時
代
と
と
も
に
︑

利
休
の
弟
子
衆
を
源
と
す
る
大
名
茶
と
い
う
べ
き
茶
の
湯
も
一
方
で
は
普
及
・

流
行
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
︑
先
に
引
用
し
た
﹁
自
叙
﹂
の
﹁
そ
の
支
流
い

づ
れ
を
か
是
と
し
︑
い
づ
れ
を
か
非
と
せ
ん
﹂
と
い
う
問
い
か
け
に
対
し
て
︑

千
家
の
伝
承
は
時
間
と
と
も
に
利
休
の
血
脈
の
正
統
と
し
て
の
バ
イ
ア
ス
も
か

か
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
︒

本
稿
は
︑﹃
茶
話
指
月
集
﹄
が
成
立
す
る
に
当
た
っ
て
︑
そ
の
背
景
と
な
っ

た
要
因
に
つ
い
て
考
え
︑
逸
話
・
茶
話
の
説
話
文
学
と
し
て
の
再
評
価
の
必
要

性
を
論
じ
て
み
る
も
の
で
あ
る
︒

!

説
話
文
学
と
し
て
の
茶
人
の
逸
話
・
茶
話

近
世
の
茶
人
の
逸
話
・
茶
話
に
つ
い
て
は
︑
説
話
文
学
と
し
て
も
き
わ
め
て

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
︒
茶
人
の
茶
の
湯
と
い
う
﹁
道
﹂
へ
の
考
え
方
や
行
為

な
ど
が
︑
文
芸
的
に
も
優
れ
た
表
現
を
伴
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
い
︒

と
こ
ろ
が
︑
文
学
史
に
お
い
て
は
︑
説
話
文
学
の
流
れ
の
中
に
︑
い
わ
ゆ
る
茶

書
・
茶
人
の
逸
話
な
ど
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
︒

そ
れ
は
︑
読
者
に
と
っ
て
︑
茶
の
湯
の
実
践
経
験
が
な
い
と
︑
な
か
な
か
内
容

を
深
く
解
釈
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
し
︑
ま

た
︑
い
わ
ゆ
る
茶
書
と
し
て
そ
れ
ら
の
逸
話
・
茶
話
が
分
類
さ
れ
る
た
め
︑
茶

の
湯
の
習
い
の
書
物
と
一
緒
に
さ
れ
︑
文
学
と
し
て
の
読
み
に
そ
れ
ほ
ど
供
さ

れ
な
か
っ
た
こ
と
も
一
因
で
あ
ろ
う
︒
か
つ
ま
た
︑
逸
話
・
茶
話
が
一
般
の
読

書
界
に
整
然
と
し
た
形
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
も
少
な
か
っ
た
こ
と
も
︑
説
話
文

学
と
し
て
の
流
れ
に
︑
茶
話
・
逸
話
の
類
が
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
の
原
因

か
も
し
れ
な
い
︒

そ
こ
で
︑
ま
ず
﹃
茶
話
指
月
集
﹄
で
語
ら
れ
て
い
る
利
休
の
逸
話
の
文
学
的

な
お
も
し
ろ
さ
に
つ
い
て
︑
少
し
例
を
挙
げ
て
み
よ
う
︒

た
と
え
ば
︑
利
休
の
侘
び
茶
に
つ
い
て
︑
う
ま
く
語
ら
れ
た
逸
話
が
あ
る
︒

さ
る
田
舎

イ

ナ

カ

の
侘ワ
ヒ

︑
利
休
へ
金
子
一
両
の
ぼ
せ
て
︑﹁
何
に
て
も
︑
茶
湯
道

具
求
て
給
は
れ
﹂
と
也
︒
休
︑
こ
の
金
に
て
︑
残
ら
ず
白
布
を
買
て
つ
か

は
す
と
て
︑﹁
侘
は
︑
何
な
く
て
も
︑
茶
巾
だ
に
き
れ
い
な
れ
ば
︑
茶
は

の
め
る
﹂
と
ぞ
い
ひ
や
り
け
る
︒

こ
の
逸
話
は
︑
目
利
き
の
利
休
に
お
金
を
託
し
て
茶
道
具
を
買
っ
て
も
ら
え

ば
間
違
い
な
か
ろ
う
と
い
う
﹁
さ
る
田
舎

イ

ナ

カ

の
侘ワ
ヒ

﹂
に
た
い
し
て
︑
そ
の
代
金
で

﹁
残
ら
ず
白
布
を
買
て
つ
か
は
﹂
し
た
利
休
の
逸
話
だ
︒﹁
侘
は
︑
何
な
く
て
も
︑

茶
巾
だ
に
き
れ
い
な
れ
ば
︑
茶
は
の
め
る
﹂
と
い
う
利
休
の
言
葉
は
︑
侘
茶
の

本
質
を
言
い
当
て
た
言
葉
と
し
て
読
む
も
の
の
心
に
響
く
も
の
で
あ
ろ
う
︒

右
の
よ
う
な
利
休
の
言
葉
を
一
つ
の
譬
え
や
教
え
と
し
て
伝
承
す
る
逸
話
は
︑
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﹃
茶
話
指
月
集
﹄
に
散
在
す
る
︒
た
と
え
ば
︑
余
り
手
を
入
れ
た
り
︑
人
為

的
・
作
為
的
な
こ
と
を
嫌
っ
た
利
休
の
逸
話
に
は
︑
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︒

さ
る
方
の
朝
茶
湯
に
︑
利
休
・
そ
の
外
ま
い
ら
れ
た
る
が
︑
朝ア
サ

嵐
に
椋ム
ク

の

落オ
チ

葉ハ

ち
り
つ
も
り
て
︑
露
路チ

の
面オ
モ

︑
さ
な
が
ら
山
林
の
心
ち
す
︒
休
︑
あ

と
を
か
へ
り
み
︑﹁
何
も
お
も
し
ろ
く
候
︒
さ
れ
ど
︑
亭
主
無
功
な
れ
ば
︑

は
き
捨
る
に
て
ぞ
あ
ら
ん
﹂
と
い
ふ
︒
あ
ん
の
ご
と
く
︑
後
の
入
り
に
一

葉
も
な
し
︒
そ
の
時
︑
休
︑﹁
忽
じ
て
︑
露
路
の
掃サ
ウ

除ヂ

は
︑
朝
の
客
な
ら

ば
宵ヨ
ヒ

に
は
か
せ
︑
昼
な
ら
ば
朝
︑
そ
の
後
は
お
ち
葉
の
つ
も
る
も
︑
そ
の

ま
ま
掃
ぬ
が
功
者
也
﹂
と
い
へ
り
︒

右
の
逸
話
は
︑
一
度
手
を
加
え
れ
ば
﹁
そ
の
ま
ま
﹂
に
し
て
お
く
こ
と
を
よ

し
と
し
た
利
休
の
逸
話
だ
︒﹃
茶
話
指
月
集
﹄
に
は
︑﹁
そ
の
ま
ま
﹂
と
い
う
言

葉
が
幾
度
か
利
休
・
宗
旦
の
美
意
識
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
繰
り
返
さ
れ
て

お
り
︑
伝
承
の
核
と
な
る
言
葉
で
あ
ろ
う
と
推
測
で
き
る
こ
と
を
指
摘
し
た
こ

と
が
あ
る⑦
︒
こ
の
よ
う
な
︑﹁
そ
の
ま
ま
の
美
学
﹂
と
も
い
う
べ
き
逸
話
は
︑

た
と
え
ば
︑

休
︑﹁
手
水
鉢
の
前
の
捨
石
は
︑
下
人
が
目
を
閉 フ

サ

が
せ
︑
ご
ろ
た
を
物
に

い
れ
て
︑
く
は
ら
り
と
捨
さ
せ
︑
外
へ
こ
ろ
び
た
る
を
︑
少
し
杖
に
て
な

を
し
︑
そ
の
ま
ゝ
置
が
よ
し
︒
わ
ざ
と
捨
れ
ば
悪
し
﹂
と
い
ふ
︒

と
い
っ
た
利
休
の
言
説
の
段
に
も
語
ら
れ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
︑
簡
潔
で
読
む

も
の
に
は
っ
と
思
わ
せ
る
表
現
を
伴
っ
て
い
て
︑
文
学
・
文
芸
と
し
て
も
優
れ

た
表
現
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
短
い
利
休
の
言
説
は
︑
宗
旦
の
三
男
で
紀
州
徳
川
家
に
仕
官
し
た
江
岑

宗
左
の
﹃
逢
源
斎
書
﹄
︵
﹃
江
岑
夏
書
﹄︶
に
も
︑

手
水
之
す
い
も
ん
の
石
は
め
を
ふ
さ
ぎ
て
置
申
由
︑
易
御
申
候
︑
け
に
石

を
を
き
申
程
あ
し
く
な
り
申
候
︑
か
様
之
事
諸
人
一
切
か
て
ん

（
合
点
）

参
間
敷
候⑧
︑

と
あ
り
︑
宗
旦
か
ら
庸
軒
へ
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
︑
宗
旦
か
ら
江
岑
宗
左
に

も
語
ら
れ
て
お
り
︑
江
岑
が
﹁
か
様
之
事
諸
人
一
切
か
て
ん

（
合
点
）

参
間
敷
候
﹂
と
語

る
よ
う
に
︑
一
般
の
人
は
余
り
知
る
こ
と
が
な
く
︑
千
家
内
で
伝
承
さ
れ
て
い

た
利
休
の
言
葉
︑
す
な
わ
ち
﹁
易
御
申
﹂
さ
れ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹃
茶
話
指
月
集
﹄
の
逸
話
・
茶
話
は
︑
利
休
の
言
葉
を
伝
承

の
発
生
源
と
し
て
︑
宗
旦
へ
と
伝
え
ら
れ
た
言
葉
が
︑
庸
軒
と
疎
安
に
よ
っ
て

文
字
と
出
会
い
︑
説
話
に
定
着
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
少
々
の
内
容
の
変
化

︵
登
場
人
物
の
変
化
や
状
況
設
定
な
ど
の
変
化
︶
を
伴
っ
て
い
て
も
︑
伝
承
の

経
緯
が
あ
る
程
度
推
測
で
き
る
時
代
に
編
集
さ
れ
た
逸
話
集
と
し
て
も
︑﹃
茶

話
指
月
集
﹄
は
貴
重
な
存
在
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑
そ
の
お
も
し

ろ
さ
は
︑
充
分
に
説
話
文
学
と
し
て
も
評
価
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
︒

+

史
料
・
記
録
と
響
き
合
う
逸
話
・
茶
話

﹃
茶
話
指
月
集
﹄
に
は
︑
茶
道
史
の
史
料
類
と
微
妙
に
響
き
合
う
逸
話
・
茶

話
が
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑
織
田
信
長
に
よ
る
い
わ
ゆ
る
﹁
名
物
狩
り
﹂
に
お
け

﹃
茶
話
指
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集
﹄
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る
逸
話
で
あ
る
︒

一
と
せ
︑
信
長
公
よ
り
宗
易
へ
︑
よ
き
肩
衝
御
所
望
の
よ
し
仰
蒙
る
︒
そ

の
比
︑
利
休
︑
天
王
寺
屋
宗
及
と
不
和
な
れ
ど
も
︑
よ
き
肩
衝
所
持
す
る

に
よ
り
︑
公
へ
御
挨
拶
い
た
し
︑
茶
入
召
し
あ
げ
ら
れ
︑
天
王
寺
屋
︑
過

分
の
黄
金
拝
領
す
︒
こ
れ
に
よ
て
︑
宗
及
一
礼
の
た
め
利
休
へ
樽
・
肴
・

黄
金
・
し
な
〴
〵
贈
る
︒
休
︑
そ
の
使
者
に
あ
ふ
て
︑﹁
こ
の
度
茶
入
に

依エ

怙コ

は
な
ら
ぬ
に
よ
り
御
挨
拶
申
つ
る
也
︒
日
比
の
不
和
に
お
い
て
は
変カ
ハ

る
こ
と
あ
る
べ
か
ら
ず
︒
し
か
る
う
へ
は
こ
の
贈
り
物
受
べ
き
道
理
な

し
﹂
と
て
か
へ
す
︒
時
の
人
そ
の
私
な
き
こ
ゝ
ろ
ざ
し
を
称
し
き
︒

右
の
逸
話
は
︑
道
具
の
価
値
と
そ
の
と
き
の
人
間
関
係
と
を
き
ち
ん
と
区
別

し
て
︑
道
具
の
価
値
を
公
正
に
評
価
す
る
利
休
の
態
度
と
︑
物
事
に
対
し
て
筋

を
通
す
利
休
の
性
格
と
を
賞
賛
し
た
も
の
だ
︒

信
長
に
よ
る
名
物
狩
り
は
︑
永
禄
十
一
年
︵
一
五
六
八
︶︑
足
利
義
昭
を
奉

じ
て
信
長
が
上
洛
を
果
た
し
た
直
後
か
ら
行
わ
れ
た
名
物
︵
元
々
室
町
将
軍
所

持
の
唐
物
名
物
︶
の
強
制
買
収
で
あ
る
︒
右
の
逸
話
の
中
で
話
の
中
心
に
な
る

状
況
設
定
は
︑﹁
そ
の
比
︑
利
休
︑
天
王
寺
屋
宗
及
と
不
和
な
れ
ど
も
﹂
と
い

う
利
休
と
津
田
宗
及
と
の
人
間
関
係
で
あ
る
︒

さ
て
︑
宗
及
の
﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
信
長
上
洛
の
当
時
︑
利
休

は
次
の
よ
う
な
状
況
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ
て
い
る
︒

同
霜
月
十
二
日
昼
︑
不
時
ニ
︑

宗千

易
会

口
切
也
︑

道
巴

宗
及

一

炉
ニ
平
釜

自
在

一

ケ
ン
サ
ン

黒
台
ニ
︑

手
桶

ハ
ウ
ノ
サ
キ

此
冬
ハ
宗
易
ヒ
ツ
ソ
ク
ニ
而
朝
会
ハ
ナ
シ
︑
但
︑
墨
跡
ナ
ト
ヒ

キ
サ
カ
レ
候
時
之
事
也
︑

︵﹃
天
王
寺
屋
会
記
﹄
他
会
記

永
禄
十
一
年
十
一
月
十
二
日
の
条⑨
)

信
長
の
上
洛
が
こ
の
年
の
九
月
の
末
で
あ
る
の
で
︑
こ
の
頃
は
堺
の
町
は
信

長
と
の
抗
戦
論
と
協
調
論
と
が
錯
綜
し
て
い
た
頃
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
が
︑
こ

の
茶
会
は
﹁
昼
︑
不
時
ニ
﹂
と
あ
り
︑
口
切
り
の
茶
会
で
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑

昼
の
不
時
の
茶
会
と
い
う
の
は
︑
口
切
り
茶
事
に
し
て
は
異
例
で
あ
る
︒
つ
ま

り
︑
昼
の
会
で
不
時
と
い
う
の
は
︑
正
式
の
形
で
は
な
く
︑
略
し
た
形
式
の
茶

会
で
あ
っ
た
︒
と
い
う
の
は
︑﹁
此
冬
ハ
宗
易
ヒ
ツ
ソ
ク
ニ
而
朝
会
ハ
ナ
シ
﹂

と
あ
る
よ
う
に
︑
利
休
は
経
済
的
に
逼
塞
状
態
で
あ
り
︑
そ
の
原
因
は
︑﹁
墨

跡
ナ
ト
ヒ
キ
サ
カ
レ
候
時
之
事
也
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
利
休
が
購
入
し
た
墨

跡
を
松
江
隆
仙
が
贋
物
と
し
て
指
摘
し
︑
利
休
が
墨
跡
を
引
き
裂
い
た
た
め
と

も
伝
え
ら
れ
て
い
る
︒
想
像
だ
が
︑
お
そ
ら
く
宗
及
も
こ
の
こ
と
に
関
わ
っ
て

い
て
︑
一
時
﹁
不
和
﹂
で
あ
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
︒

そ
れ
を
推
測
さ
せ
る
宗
及
の
会
記
に
︑
翌
年
の
十
二
月
十
八
日
の
他
会
記
の

記
録
が
あ
る
︒

同
十
二
月
十
八
日
朝

道
叱
会

隆
仙

宗
易

宗
及

炉
ニ
釣
物

﹃
茶
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指
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集
﹄
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床

か
た
つ
き
︑
茶
過
テ
上
候
︑
籠
ヨ
リ
壷
︑
袋
入
︑
盆
な
し
ニ
︑
取
出

し
て
茶
立
候
︑
う
す
︑
茶
わ
ん
に
て
︑

隆
仙
・
宗
易
中
な
を
り
之
振
舞
也 ⑩

︑

会
を
開
い
た
の
は
︑
天
王
寺
屋
の
道
叱
で
︑
宗
及
の
父
の
弟
で
あ
る
︒
い
わ
ば
︑

天
王
寺
屋
グ
ル
ー
プ
の
長
老
が
主
催
し
て
︑﹁
隆
仙
・
宗
易
中
な
を
り
﹂
を
さ

せ
て
い
る
の
だ
︒
こ
れ
が
天
王
寺
屋
一
族
の
主
催
で
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る

か
ら
︑
直
接
の
対
立
が
利
休
と
隆
仙
で
あ
る
と
し
て
も
︑
宗
及
一
族
が
﹁
中
な

を
り
﹂
を
取
り
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
が
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
の
だ
︒

そ
う
す
る
と
︑
こ
の
信
長
上
洛
後
に
行
わ
れ
た
名
物
狩
り
の
逸
話
も
︑
時
期

的
に
こ
の
﹁
中
な
を
り
﹂
茶
会
の
前
と
い
う
こ
と
に
な
り
︑
逸
話
と
茶
会
記
の

記
録
と
が
微
妙
に
響
き
合
い
︑
会
記
と
い
う
史
料
の
向
こ
う
に
生
き
た
人
間
の

息
づ
か
い
ま
で
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
︒

表
千
家
四
代
家
元
の
江
岑
宗
左
の
﹃
逢
源
斎
書
﹄
で
は
︑
右
の
会
記
の
内
容

と
の
関
わ
り
は
不
明
だ
が
︑
利
休
が
墨
跡
を
引
き
破
っ
た
逸
話
が
伝
え
ら
れ
て

い
る
︒一

︑
休
︑
堺
ニ
而
祖
師
之
墨
跡
を
︑
一
休
御
写
候
を
御
直
候
テ
御
掛
候
︑

南
宗
寺
之
和
尚
ヘ
御
見
せ
候
へ
は
︑
一
休
之
写
物
と
被
仰
候
故
︑
其
座
ニ

而
御
引
や
ふ
り
被
成
候⑪

同
じ
江
岑
宗
左
の
﹁
江
岑
咄
之
覚⑫
﹂
で
は
︑
明
ら
か
に
同
話
と
関
連
す
る
文

脈
と
判
断
さ
れ
る
が
︑﹁
虚
堂
之
墨
跡
﹂
を
﹁
南
宗
寺
ノ
住
持
﹂
に
見
せ
た
と

こ
ろ
﹁
に
せ
物
﹂
と
判
断
さ
れ
て
︑
墨
跡
を
﹁
ひ
き
さ
き
被
申
候
﹂
と
記
さ
れ

て
い
る
︒

そ
の
よ
う
な
逸
話
の
異
伝
を
見
て
み
る
と
︑
江
岑
宗
左
の
時
代
に
は
︑
利
休

が
自
ら
表
具
し
直
し
た
墨
跡
を
贋
物
と
判
断
さ
れ
て
引
き
裂
い
た
と
い
う
伝
承

の
型
を
核
と
し
て
︑
墨
跡
お
よ
び
判
断
し
た
和
尚
が
変
化
す
る
伝
承
が
千
家
内

で
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
ら
は
︑
利
休
が
激
高
す
る
一
面
を
持

つ
人
物
で
あ
っ
た
と
か
︑
目
利
き
の
訓
練
を
厳
し
く
し
て
い
た
と
か
︑
様
々
に

解
釈
さ
れ
る
逸
話
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
︑﹃
茶
話
指
月
集
﹄

の
逸
話
の
場
合
は
︑
よ
り
史
料
・
記
録
類
と
響
き
合
う
一
面
が
あ
り
︑
宗
旦
時

代
の
伝
承
が
案
外
事
実
の
世
界
を
背
景
に
し
て
い
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
︒

ま
た
︑
そ
の
響
き
合
い
が
︑
資
料
・
記
録
類
の
読
み
方
を
深
め
る
役
割
も
果
た

し
て
い
る
と
も
思
わ
れ
る
︒

1

茶
書
出
版
の
背
景

述
べ
て
き
た
よ
う
に
﹃
茶
話
指
月
集
﹄
の
逸
話
群
は
︑
た
い
へ
ん
文
芸
的
か

つ
簡
潔
な
表
現
で
︑
し
か
も
読
む
物
に
お
も
し
ろ
さ
を
伴
っ
て
伝
わ
る
と
い
う

意
味
で
︑
文
学
・
文
芸
の
域
に
達
し
て
お
り
︑
一
つ
一
つ
の
話
が
様
々
に
変
容

し
て
伝
承
さ
れ
る
と
い
う
異
伝
の
世
界
に
も
繋
が
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
そ
の
他

の
茶
書
と
も
話
材
を
共
有
し
て
お
り
︑
近
世
の
説
話
文
学
と
し
て
一
つ
の
ジ
ャ

ン
ル
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒
芸
能
・
芸
道
の
書
と
し
て
今
日
ま

﹃
茶
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指
月
集
﹄
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で
眺
め
ら
れ
て
い
る
が
︑
説
話
文
学
と
し
て
の
位
置
づ
け
や
評
価
が
今
後
の
文

学
研
究
の
課
題
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

さ
て
︑﹃
茶
話
指
月
集
﹄
の
成
立
に
つ
い
て
は
︑
久
須
美
疎
安
の
自
叙
が
元

禄
十
年
︵
一
六
九
七
︶︑
田
邉
希
明
に
よ
る
識
語
が
元
禄
十
四
年
︵
一
七
〇
一
︶

で
あ
る
の
で
︑
疎
安
が
上
梓
し
て
か
ら
版
行
に
い
た
る
ま
で
四
年
の
年
月
が
か

か
っ
て
い
る
︒
こ
れ
は
︑
少
し
出
版
ま
で
の
期
間
が
長
い
印
象
を
受
け
る
が
︑

そ
の
背
景
に
は
︑
元
禄
十
二
年
︵
一
六
九
九
︶
九
月
に
藤
村
庸
軒
が
没
し
て
い

る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
疎
安
が
上
梓
し
て
︑
ま
も
な
く
庸

軒
の
健
康
状
態
が
悪
く
な
り
出
版
が
遅
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒
疎
安
の
自
叙
と

と
も
に
︑
宇
遯
庵
に
よ
る
﹁
藤
村
庸
軒
先
生
略
伝
﹂
が
入
れ
ら
れ
た
の
が
庸
軒

の
没
し
た
翌
年
で
あ
る
の
で
︑
こ
の
略
伝
を
挿
入
し
て
︑
そ
の
翌
年
に
版
行
さ

れ
た
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
今
ま
で
指
摘
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
な
の
で
︑
こ
こ
に
記
し
て
お
く
︒

と
こ
ろ
で
︑
い
わ
ゆ
る
茶
書
・
茶
話
な
ど
の
書
物
が
元
禄
の
時
代
に
出
現
す

る
の
に
は
︑
ど
の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
の
か
︒
た
と
え
ば
︑
立
花
実
山
の
編

著
に
な
る
﹃
南
方
録
﹄
が
元
禄
三
年
︵
一
六
九
〇
︶
以
降
に
成
立
す
る
し⑬
︑

﹃
茶
話
指
月
集
﹄
に
批
判
的
な
文
章
を
記
載
し
て
い
る
藪
内
竹
心
が
﹃
源
流
茶

話
﹄
を
著
わ
し
た
の
も
︑
お
そ
ら
く
元
禄
十
四
年
以
降
か
ら
享
保
元
︵
一
七
一

六
︶
に
到
る
ま
で
と
い
わ
れ
て
い
る⑭
︒

つ
ま
り
︑
元
禄
三
年
が
利
休
の
百
回
忌
の
年
に
当
た
っ
て
い
る
の
で
︑
利
休

回
帰
へ
の
風
潮
が
起
き
た
こ
と
も
容
易
に
想
起
で
き
る
︒
特
に
︑﹃
南
方
録
﹄

は
そ
の
こ
と
を
強
く
意
識
し
て
編
著
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
︑
も
う
一
つ

の
要
因
と
し
て
よ
く
言
わ
れ
る
の
が
︑
元
禄
期
の
町
人
茶
人
の
増
加
と
い
う
要

因
だ
︒﹃
茶
話
指
月
集
﹄
に
つ
い
て
も
︑
﹁
元
禄
時
代
を
迎
え
て
茶
道
人
口
が
増

大
す
る
と
と
も
に
︑
数
寄
雑
談
の
た
め
の
参
考
書
が
望
ま
れ
︑
そ
れ
が
本
書
の

板
行
に
結
び
付
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る⑮
﹂
と
あ
る
よ
う
に
︑
元
禄
期
に
入
っ

て
町
人
の
茶
人
が
増
え
た
事
に
よ
る
茶
書
板
行
の
要
請
が
茶
書
の
出
版
の
背
景

に
あ
っ
た
と
い
う
の
が
一
般
的
な
説
明
だ
︒
利
休
の
百
回
忌
に
よ
る
利
休
回
帰

の
風
潮
と
︑
町
人
茶
人
の
急
増
に
よ
る
茶
書
の
要
求
が
︑
元
禄
以
降
の
茶
書
の

出
版
の
背
景
に
な
っ
た
こ
と
は
︑
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
︒
し

か
し
︑
た
と
え
ば
﹃
源
流
茶
話
﹄
の
冒
頭
文
で
藪
内
竹
心
が
︑

一

源
ハ
一
流
な
れ
と
︑
枝
流
と
ワ
か
れ
︑
或
は
浅
く
或
は
深
く
︑
或
は

清
く
或
は
濁
れ
る
に
似
た
り
︒
有
ル
人
之
い
へ
ら
く
︑
濁
れ
る
を
避サ
ケ

て

す
め
る
に
く
む

（
汲
）

べ
し
と
︑
余
お
も
へ
ら
く
︑
下
流
の
清
濁
ハ
異
な
り
と

い
へ
と
も
︑
源
は
皆
一
流
な
れ
は
︑
濁
れ
る
を
し
て
す
め
る
に
導
ミ
チ
ビ

き
︑

同
し
き
本
源
の
清
浄
な
ら
ん
と
欲
す
る
も
の
也
︑

と
論
じ
て
い
る
よ
う
に
︑
源
流
に
当
た
る
利
休
へ
の
回
帰
は
述
べ
ら
れ
て
い
る

が
︑
数
寄
雑
談
へ
の
社
会
的
な
要
求
と
い
う
も
の
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
︒
述

べ
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
︑
茶
の
湯
人
口
の
増
大
が
﹁
枝
流
と
ワ
か
れ
︑
或
は
浅

く
或
は
深
く
︑
或
は
清
く
或
は
濁
れ
る
﹂
と
い
う
現
状
へ
の
批
判
精
神
が
執
筆

﹃
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指
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の
動
機
と
読
み
取
ら
れ
る
︒

こ
の
点
は
︑﹃
茶
話
指
月
集
﹄
も
同
様
で
︑
先
に
引
用
し
た
疎
安
の
自
叙
に

お
い
て
も
︑﹁
茶
道
の
正
伝
を
は
か
る
に
︑
そ
の
支
流
い
づ
れ
を
か
是
と
し
︑

い
づ
れ
を
か
非
と
せ
ん
﹂
と
い
う
﹁
支
流
︵
枝
流
︶﹂
の
増
加
と
︑
そ
の
支
流

に
対
す
る
強
い
批
判
精
神
が
執
筆
・
出
版
の
要
因
な
の
で
あ
っ
た
︒
庶
民
の
数

寄
雑
談
の
要
求
に
応
え
る
と
い
う
よ
り
は
︑
支
流
の
有
り
様
︑
つ
ま
り
元
禄
の

町
衆
の
茶
の
湯
状
況
へ
の
強
い
危
機
感
が
茶
書
の
執
筆
・
出
版
の
背
景
と
し
て

あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
︒

5

支
流
の
実
態
を
語
る
久
田
宗
全
の
消
息

こ
こ
に
元
禄
期
の
町
衆
の
茶
の
湯
の
状
況
を
具
体
的
に
記
述
し
た
消
息
が
あ

る
︒
そ
れ
は
︑
千
家
の
親
戚
で
も
あ
り
︑
ま
た
藤
村
庸
軒
の
一
族
で
も
あ
る
久

田
家
の
三
代
宗
全
の
手
紙
で
あ
る
︒︵
次
頁
図
版
参
照
︶

久
田
家
は
︑
利
休
の
妹
の
夫
で
あ
っ
た
久
田
刑
部
を
祖
と
し
︑
そ
の
子
宗
栄

を
初
代
と
す
る
茶
家
で
あ
る
︒
二
代
目
の
宗
利
は
︑
宗
旦
の
娘
く
れ
を
妻
と
し

た
︒
こ
の
宗
利
の
弟
に
当
た
る
の
が
藤
村
庸
軒
で
あ
っ
た
︒
宗
利
の
子
が
宗
全

で
︑
雛
屋
本
間
勘
兵
衞
と
も
名
乗
り
︑
宗
全
の
弟
が
表
千
家
に
養
子
と
し
て
入

り
︑
五
代
家
元
の
随
流
斎
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
随
流
斎
の
後
嗣
と
し
て
︑

宗
全
の
子
が
六
代
家
元
覚
々
斎
と
な
っ
た
︒
手
造
り
茶
碗
や
宗
全
籠
な
ど
の
茶

道
具
制
作
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
が
︑
宗
全
は
︑
子
息
覚
々
斎
と
と
も
に
元
禄

期
の
茶
の
湯
改
革
に
立
ち
向
か
っ
た
人
物
で
あ
っ
た⑯
︒

覚
々
斎
が
随
流
斎
の
跡
を
継
ぎ
︑
宗
員
を
襲
名
し
て
︑
そ
の
後
表
千
家
の
家

督
を
継
い
だ
の
が
元
禄
四
年
︵
一
六
九
一
︶
で
︑
そ
の
後
︑
覚
々
斎
は
家
元
と

し
て
元
禄
期
の
茶
の
湯
改
革
に
邁
進
し
た
︒
叔
父
に
当
た
る
藤
村
庸
軒
も
︑

覚
々
斎
が
家
元
に
な
っ
て
そ
の
茶
会
に
招
か
れ
て
い
る⑰
︒

こ
の
時
期
の
茶
の
湯
の
具
体
的
な
有
様
を
厳
し
く
批
判
し
た
久
田
宗
全
の
書

簡
︵
個
人
蔵
︶
を
発
見
し
た
の
で
︑
次
に
紹
介
し
よ
う
︒
便
宜
上
︑
内
容
の
ま

と
ま
り
に
(Ａ
)～
(
Ｉ
)の
記
号
を
入
れ
た
︒

一
(Ａ
)其
許
口
切
時
分
ニ
而
︑
方
々
口
切
御
座
候
哉
︒

当
地
口
切
時
分
ニ
而
︑
に
き
や
か
ニ
御
座
候
︒

さ
れ
共
︑
拙
子
︑
不
先
召
連
申
人
も
御
座

な
く
候
故
︑
大
形
断
申
︑
不
参
候
︒
近
キ
所

な
と
へ
参
候
︒
一
日
も
隙
無
之
︑
方
々
仕
候
︒

自
来
春
御
登
り
被
成
候
て
︒
爰
許
茶
湯

懸
御
目
ニ
申
度
存
候
︒
色
々
茶
湯
共
御
座
候
︒

(Ｂ
)此
中
も
︑
さ
つ
ま
や
道
甫
と
申
仁
方
へ
参

申
候
︒
色
々
道
具
出
申
候
︒

宗
旦
文

古
瀬
戸
片
つ
き

丸
か
ま

﹃
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花
入

よ
な
か

茶
わ
ん

け
ん
き
や
う

か
や
う
成
道
具
に
て
候
︒汁

大
こ
ん
ワ
キ
リ

か
き
な
ま
す

か
つ
を
入
テ

こ
も
か
へ
の
見
事
成
茶
わ
ん
ニ

引
而し

き
の
せ
ん
に
て
候

し
を
さ
け

ひ
た
ら

す
い
物

た
い
の
う
し
を
に

(Ｃ
)か
や
う
成
事
に
て
候
︑
ミ
し
ま
て
の
見
事

成し
を
け
の
茶
わ
ん
︑
同
様
成
を
二
ツ

た
は
こ
の
火
入
ニ
し
て
出
し
申
候
︒
二
ツ

六
十
両
ニ
か
い
申
由
候
︒
な
ま
す
さ
ら
も

三
ツ
三
十
五
両
ニ
か
い
申
由
候
︒
其
外
︑
に
し

き

て
の
は
ち
︑
十
二
両
ニ
か
い
申
由
候
︒
あ
ま
り

い
ま
〳
〵
敷
存
候
︒
(Ｄ
)
又
ワ
ひ
に
て
致
茶

湯
も
御
座
候
︒
ワ
ひ
申
此
比
茶
湯
へ
参
候
ハ

お
も
し
ろ
く
御
座
候
︒
(
Ｅ
)当
地
茶
湯

は
い
か
い
の
様
成
申
候
︒
す
た
り
可
申
事
と

存
候
︒
(Ｆ
)宗
室
︑
色
々
の
珍
敷
事
共
致

申
ニ
付
︑
弥
物
す
き
を
致
候
て
︑
き
の
と
く

成
事
ニ
存
候
︒
宗
安
も
︑
色
々
と
物
す
き
致

事
ニ
候
︒
前
々
の
茶
湯
さ
た
わ
な
く
候
︒

(Ｇ
)上京自
仙
と
申
者
所
ニ
︑
か
き
の
木
御
座
候

所
︑
座
敷
ヲ
立
申
候
︒
か
き
の
木
︑
床
ノ
内
ニ

は
へ
候
て
︑
天
井
へ
通
り
テ
御
座
候
︒
床
た
ゝ
ミ
所

ほ
そ
き
竹
ニ
而
ゑ
ん
の
こ
と
く
打
申
候
︒
此
柿

木
ニ
こ
う
ら
い
ツ
ヽ
の
花
入
ヲ
か
け
申
候
︒

さ
て
〳
〵
に
か
〳
〵
敷
事
ニ
御
座
候
︒
(Ｈ
)
当
地
外
の

り
う
の
茶
湯
︑
す
き
と
す
た
り
︑
何
も

宗
旦
り
う
と
申
事
ニ
候
︒
さ
れ
共
︑
宗
旦
り
う

い
た
し
申
仁
ハ
な
く
候
︒
何
や
か
や
ま
せ
候
て
︑

物
す
き
共
い
た
し
︑
宗
旦
り
う
と
申
候
︒

(Ｉ
)宗
室
︑
江
岑
な
と
様
ニ
い
た
し
候
ハ
ん
︑
是
ほ
と
ミ
レ
ハ

﹃
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な
り
申
間
敷
と
存
候
︒
き
の
と
く
成
事
ニ
候
︒

恐
惶
謹
言

久
田
勘
兵
衛
︵
花
押
︶

十
一
月
十
五
日

川
合
宗
勺
様

宗
全
の
没
年
が
宝
永
四
年
︵
一
七
〇
七
︶
で
あ
る
の
で
︑
こ
の
書
簡
は
︑
ち

ょ
う
ど
﹃
南
方
録
﹄﹃
茶
話
指
月
集
﹄﹃
源
流
茶
話
﹄
が
出
版
さ
れ
る
時
期
と
重

な
っ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
︒
消
息
の
相
手
は
︑
紀
州
徳
川
家
家
臣
の
茶
人
で

あ
る
︒
先
ず
(Ｂ
)で
門
下
の
町
人
茶
人
の
﹁
さ
つ
ま
や
道
甫
﹂
の
茶
事
に
行
っ

た
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
が
︑
(Ｃ
)に
お
い
て
亭
主
が
道
具
の
高
価
な
こ
と
を

語
り
出
し
て
︑
宗
全
は
︑﹁
あ
ま
り
い
ま
〳
〵
敷
存
候
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
素

晴
ら
し
い
取
り
合
わ
せ
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
が
っ
か
り
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
︒
そ
し
て
︑
(Ｅ
)で
﹁
当
地
茶
湯
は
い
か
い
の
様
成
申
候
︒
す
た
り
可
申

事
と
存
候
﹂
と
現
状
を
嘆
い
て
い
る
︒
ま
た
︑
(Ｇ
)
で
は
︑﹁
自
仙
と
申
者
﹂

の
茶
室
が
︑
か
つ
て
あ
っ
た
柿
の
木
を
そ
の
ま
ま
床
か
ら
屋
根
を
貫
か
せ
て
︑

床
柱
に
し
て
い
る
事
を
告
げ
︑
余
り
に
自
由
勝
手
な
茶
室
の
意
匠
を
批
判
し
て

い
る
︒

さ
ら
に
重
要
な
の
は
︑
(Ｈ
)
の
部
分
で
︑﹁
当
地
外
の
り
う
の
茶
湯
︑
す
き

と
す
た
り
︑
何
も
宗
旦
り
う
と
申
事
ニ
候
︒
さ
れ
共
︑
宗
旦
り
う
い
た
し
申
仁

ハ
な
く
候
︒
何
や
か
や
ま
せ
候
て
︑
物
す
き
共
い
た
し
︑
宗
旦
り
う
と
申
候
﹂

と
い
う
︑
元
禄
期
の
町
衆
の
状
況
で
あ
る
︒
宗
全
が
最
も
批
判
し
て
い
る
の
が
︑

彼
ら
が
﹁
何
も
宗
旦
り
う
と
申
事
﹂
で
あ
っ
た
︒

元
禄
期
に
は
︑
す
で
に
利
休
は
記
憶
の
彼
方
の
存
在
で
あ
っ
た
︒
利
休
の
侘

び
茶
を
伝
え
︑
復
興
さ
せ
た
の
が
宗
旦
で
あ
っ
た
︒
宗
旦
の
侘
び
茶
を
継
承
す

る
の
は
︑
千
家
の
一
族
で
あ
る
覚
々
斎
︑
そ
の
実
父
で
あ
る
宗
全
︑
そ
し
て
︑

宗
旦
か
ら
直
伝
を
受
け
た
久
田
一
族
の
藤
村
庸
軒
で
あ
り
︑
ま
た
そ
の
娘
婿
の

久
須
美
疎
安
た
ち
で
あ
っ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
元
禄
の
茶
の
湯
状
況
は
︑
道
具
の

価
格
を
比
べ
合
っ
た
り
︑
奇
異
な
茶
室
を
好
ん
だ
り
す
る
自
由
勝
手
で
あ
っ
て
︑

そ
れ
を
彼
ら
が
﹁
宗
旦
流
﹂
と
い
う
こ
と
が
︑
利
休
の
血
脈
を
守
る
千
家
や
久

田
家
の
人
か
ら
見
る
と
見
過
ご
せ
な
い
状
況
で
あ
っ
た
の
だ
︒

﹃
茶
話
指
月
集
﹄
は
︑
そ
の
よ
う
な
時
代
状
況
へ
の
危
機
感
に
よ
っ
て
編
著

さ
れ
た
茶
書
で
あ
り
︑
か
つ
利
休
の
逸
話
を
伝
え
る
﹁
説
話
文
学
﹂
で
も
あ
っ

た
︒
そ
こ
に
は
千
家
流
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
が
あ
り
︑﹃
南
方
録
﹄
や

﹃
源
流
茶
話
﹄
な
ど
の
茶
書
と
の
立
場
の
違
い
が
あ
っ
た
︒
こ
の
書
の
文
学
と

し
て
の
評
価
に
は
︑
近
世
茶
道
史
へ
の
視
点
も
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ
る
︒

注①

拙
稿
﹁
宗
旦
の
逸
話
を
め
ぐ
っ
て

そ
の
背
景
と
意
義
﹂
千
宗
左
監
修
・
千
宗
員

編
﹃
新
編

元
伯
宗
旦
文
書
﹄
不
審
菴
文
庫
刊
所
収
︵
平
成
十
九
年
二
月
︶

②

本
文
は
︑
筆
者
家
蔵
本
﹁
大
坂
書
林

崇
高
堂
蔵
板
﹂
に
よ
る
︒

拙
著
﹃
利
休
の
逸
話
と
徒
然
草
﹄
河
原
書
店
刊
︵
平
成
十
三
年
十
一
月
︶
所
収

﹃
茶
話
指
月
集
﹄
覚
書

一
五
〇



︿
付
録
一
﹀﹁
生
形
朝
宗
庵
蔵
﹃
茶
話
指
月
集
﹄
影
印
と
翻
刻

解
説
﹂
参
照

ま
た
︑
注
釈
・
解
釈
が
施
さ
れ
た
本
文
と
し
て
は
︑
谷
端
昭
夫
氏
﹃
茶
話
指
月
集

を
読
む
﹄
淡
交
社
刊
が
あ
る
︒

本
文
と
詳
細
な
脚
注
が
施
さ
れ
た
も
の
に
は
︑
熊
倉
功
夫
氏
岩
波
文
庫
﹃
山
上
宗

二
記
﹄
に
付
録
と
し
て
﹃
茶
話
指
月
集
﹄
が
収
載
さ
れ
て
い
る
︒

③

同
②
拙
著

④

拙
稿
﹁
少
庵
の
逸
話
と
伝
承
﹂﹃
茶
道
雑
誌
﹄
平
成
二
十
五
年
十
一
月

⑤

熊
倉
功
夫
氏
﹁
茶
の
湯
の
伝
承
﹂
不
審
菴
文
庫
紀
要
﹃
茶
の
湯
研
究

和
比
﹄
第

八
号

平
成
二
十
六
年
二
月

⑥

千
宗
左
監
修
・
千
宗
員
編
﹃
江
岑
宗
左
茶
書
﹄
主
婦
の
友
刊

(平
成
十
年
十
月
︶

⑦

拙
稿
﹁﹃
茶
話
指
月
集
﹄
と
﹃
徒
然
草
﹄
の
影

三
宅
亡
羊
・
藤
村
庸
軒
・
烏
丸

光
廣
・
細
川
三
斎
た
ち
の
﹁
場
﹂﹂
不
審
菴
文
庫
紀
要
﹃
茶
の
湯
研
究

和
比
﹄
第

一
号
所
収
︵
平
成
十
五
年
四
月
︶

⑧

同
注
⑥

⑨

本
文
は
︑﹃
茶
道
古
典
全
集

第
七
巻
﹄
淡
交
社
刊
︵
昭
和
三
十
四
年
︶
に
よ
っ

た
︒

⑩

同
⑨

⑪

同
⑥

⑫

同
⑥
所
収

⑬

﹃
角
川

茶
道
大
事
典
﹄﹁
南
方
録
﹂
の
項
︒︵
熊
倉
功
夫
氏
執
筆
︶

⑭

﹃
茶
道
古
典
全
集

第
三
巻
﹄
淡
交
社
刊
︵
昭
和
三
十
五
年
︶
所
収
の
﹃
源
流
茶

話
﹄
解
説
︒

⑮

同
⑬
﹁
茶
話
指
月
集
﹂
の
項
︒︵
筒
井
紘
一
氏
執
筆
︶

⑯

同
⑬
﹁
久
田
家
﹂﹁
久
田
宗
全
﹂
の
項
︒︵
久
田
尋
牛
斎
宗
也
氏
執
筆
︶

拙
稿
﹁
覚
々
斎
の
茶
風
｣

不
審
菴
文
庫
編
集
﹃
覚
々
﹄
不
審
菴
発
行
︵
平
成
二

十
五
年
四
月
︶
所
収
︒

⑰

｢覚
々
斎
年
譜
﹂
不
審
菴
文
庫
編
集
﹃
覚
々
﹄
不
審
菴
発
行
所
収
︒

﹃
茶
話
指
月
集
﹄
覚
書

一
五
一


