
書
物
と
地
本
の
間ー

ー
ー
文
化
期
後
半
の
中
本
型
読
本
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜

は
じ
め
に

中
本
型
読
本
と
は
中
本
書
型
で
板
行
さ
れ
た
読
本
の
謂
い
で
あ
る
。
中

村
幸
彦
氏
「
人
情
本
と
中
本
型
読
本
」
（
注
1
）
は
そ
の
特
徴
と
し
て
、
半
紙

本
読
本
に
比
し
て
読
本
的
規
格
か
ら
自
由
で
文
章
が
平
明
、
世
話
的
で
演

劇
色
が
強
い
点
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
中
本
型
読
本
の
発
生
は
安
、
水
期

に
ま
で
遡
る
が
、
出
板
物
と
し
て
定
着
す
る
の
は
寛
政
期
後
半
か
ら
享
和

期
に
か
け
て
で
あ
り
、
そ
の
史
的
展
開
に
つ
い
て
は
中
村
氏
前
掲
論
文
、

高
木
元
氏
「
中
本
型
読
本
の
展
開
」
（
注
互
に
よ
っ
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
中
本
型
読
本
の
出
板
点
数
（
注
3
）
は
文
化
五
年
（
一
八

O
八
）
に
二
十
点
を
数
え
最
盛
期
を
迎
え
る
が
、
そ
の
後
は
翌
六
年
に
九

点
、
そ
し
て
七
年
以
降
十
年
ま
で
は
各
一
点
と
い
う
急
激
な
減
少
を
見
せ
、

十
二
年
以
降
に
至
つ
て
は
し
ば
ら
く
姿
を
消
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

右
の
事
実
に
つ
い
て
は
、
既
に
馬
琴
が
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』

木

越

介

俊

ホ
ソ
モ
ト
デ

に
お
い
て
「
文
化
年
間
細
本
銭
な
る
書
買
の
作
者
に
乞
ふ
て
よ
み
本
を
中

本
に
し
た
る
も
あ
れ
ど
、
そ
は
小
雲
時
の
程
に
し
て
皆
半
紙
本
に
な
り
た

る
也
」
（
巻
の
二
・
上
（
注
4
）
）
と
記
述
し
て
お
り
、
研
究
史
の
上
で
も
横

山
邦
治
氏
（
注
5
）
、
高
木
元
氏
（
注
互
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
現

象
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
知
ら
れ
て
き
た
も
の
の
、
そ
の
理
由
と
な
る
と

い
ま
だ
明
確
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
何
か
一
つ
の
理
由
に
還
元
で
き
る

ほ
ど
単
純
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
本
稿
で
は
、
な
ぜ
文
化
年
間
後
半
に
中

本
型
読
本
が
衰
え
一
時
的
に
途
絶
え
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い

て
、
そ
の
位
置
づ
け
や
書
型
の
変
化
な
ど
に
注
目
し
て
考
察
し
て
い
く
こ

と
に
し
た
い
。

書物と地本の間

名
主
改
の
創
始
と
中
本
型
読
本

ま
ず
は
江
戸
に
お
け
る
中
本
型
読
本
の
位
置
づ
け
を
確
認
し
て
お
き
た

い
が
、
そ
も
そ
も
中
本
型
読
本
は
「
書
物
」
・
「
地
本
」
の
ど
ち
ら
に
分
類
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さ
れ
て
い
た
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
順
を
追
っ
て
検
討
し
て
い
く

こ
と
に
し
た
い
。

『
割
印
帳
』
に
中
本
型
読
本
と
し
て
初
め
て
記
載
さ
れ
る
の
は
、
文
化

四
年
十
月
十
日
の
『
健
一
神
猿
伝
前
編
』
（
以
下
角
書
略
）
と
い
う
作
品
で

あ
る
が
、
こ
れ
以
前
の
中
本
型
読
本
が
一
つ
と
し
て
割
印
を
受
け
て
い
な

い
の
に
対
し
、
本
作
を
境
に
多
く
の
中
本
型
読
本
が
割
印
を
受
け
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
こ
の
間
を
分
か
つ
も
の
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
時
期
の
読
本
に
関
わ
る
重
要
事
項
と
し
て
文

化
四
年
九
月
よ
り
始
ま
る
名
主
改
の
存
在
に
思
い
至
る
の
で
あ
る
。

名
主
改
に
つ
い
て
は
近
年
の
佐
藤
倍
氏
の
諸
論
考
（
注
7
）
に
よ
り
多
く
の

こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
端
的
に
言
え
ば
、
江
戸
に
お
け
る
読
本
を

中
心
と
し
た
書
の
検
閲
制
度
の
改
正
｜
佐
藤
氏
は
ロ
シ
ア
船
の
接
近
・
侵

攻
に
対
す
る
幕
府
の
警
戒
に
と
も
な
う
情
報
統
制
の
一
環
と
す
る
ー
で
あ

り
、
こ
の
名
主
改
と
深
く
関
わ
る
資
料
が
「
鋼
一
心
外
題
作
者
画
工
書
建
名

目
集
』
（
以
下
、
『
名
目
集
』
（
注
8
）
）
で
あ
る
。
以
下
で
は
論
の
都
合
上
本

題
に
先
立
っ
て
、
名
主
改
の
創
始
に
と
も
な
い
生
じ
た
読
本
板
行
過
程
に

お
け
る
手
続
き
上
の
変
化
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
か
ら
簡
単
に
ま
と
め
て

お
く
こ
と
に
す
る
。

名
主
改
以
前
は
、
地
本
は
樽
与
左
衛
門
、
書
物
は
奈
良
屋
市
右
衛
門
の

両
町
年
寄
が
そ
れ
ぞ
れ
管
轄
し
て
お
り
（
た
だ
し
寛
政
末
頃
に
読
本
は
樽

与
管
轄
と
な
る
）
、
改
は
そ
れ
ぞ
れ
の
問
屋
仲
間
の
行
事
に
よ
る
い
わ
ば

自
己
検
閲
で
あ
っ
た
。
対
し
て
名
主
改
の
開
始
（
丈
化
四
年
九
月
十
八
日
）

以
降
は
、
絵
入
読
本
や
草
双
紙
が
出
板
に
至
る
ま
で
に
、
名
主
に
よ
る
改

が
介
在
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
「
検
閲
が
行
政
の
末
端
を
に
な
っ
た

町
名
主
に
よ
っ
て
直
接
お
こ
な
わ
れ
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
と
は
性
格
を

全
く
異
に
す
る
新
た
な
検
閲
体
制
」
（
佐
藤
氏
「
名
主
改
の
創
始
」
）
で
あ
っ

た
。
各
書
籍
の
売
出
し
に
至
る
ま
で
の
具
体
的
な
流
れ
は
、
そ
の
種
類
・

扱
い
な
ど
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
い
ず
れ

に
し
て
も
従
来
通
り
書
物
・
地
本
そ
れ
ぞ
れ
の
問
屋
仲
間
の
行
事
改
に
出

さ
れ
、
そ
の
上
で
名
主
改
を
受
け
る
仕
組
に
な
っ
て
い
た
。
絵
入
読
本
・

草
双
紙
そ
れ
ぞ
れ
の
名
主
改
は
区
分
さ
れ
て
い
た
よ
う
だ
が
、
改
名
主
は

兼
帯
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
記
録
と
し
て
残
存
し
て
い
る
の
は
絵
入
読
本
に

お
け
る
名
主
改
に
つ
い
て
の
み
で
あ
り
、
こ
れ
が
『
名
目
集
』
（
文
化
九

年
九
月
ま
で
）
な
の
で
あ
る
（
注
9
）O

本
資
料
を
繕
く
と
、
半
紙
本
読
本
・
中
本
型
読
本
・
滑
稽
本
な
ど
の

様
々
な
書
名
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
「
絵
入
読
本
」
に
該
当
す

る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
冒
頭
に
、
前
出
「
神
猿
伝
前
編
」
の
改

の
記
録
が
確
認
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
中
本
型
読
本
が
割
印
を

受
け
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
や
は
り
名
主
改
の
創
始
に
連
動
し
て
い
る
こ

と
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

こ
の
現
象
は
、
新
し
い
改
制
度
の
も
と
中
本
型
読
本
の
位
置
づ
け
が
変

わ
っ
た
こ
と
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
以
前
の
中
本

型
読
本
は
、
板
元
が
書
物
問
屋
・
地
本
問
屋
の
い
ず
れ
に
し
ろ
一
貫
し
て

地
本
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
、
当
然
『
割
印
帳
』
に
も
記
載
さ

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
が
当
時
の
商
習
慣
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
文
化
四
年
九
月
以
降
は
検
閲
の
強
化
に
と
も
な
い
読
本
を
取
り
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巻
く
改
制
度
が
変
化
し
、
そ
の
中
で
中
本
型
読
本
も
名
主
改
の
対
象
で
あ

る
「
絵
入
読
本
」
と
し
て
一
元
化
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
延
長
上

に
中
本
型
読
本
も
割
印
を
受
け
る
道
が
開
か
れ
、
書
物
の
格
と
し
て
扱
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
実
状
を
見
る
と
、
名
主
改
を
受
け
た
中
本
型
読
本
全
て

が
必
ず
し
も
割
印
を
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
扱
い
が
完
全
に

「
書
物
」
へ
移
行
し
た
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。
こ
の
い
さ
さ
か
中
途

半
端
な
状
況
は
一
体
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。

『
割
印
帳
』
・
『
名
目
集
』
か
ら
見
る
文
化
期
中
本
型
読
本

ー
文
化
四
・
五
年
を
中
心
に
｜

文
化
四
年
九
月
以
降
の
中
本
型
読
本
に
つ
い
て
、
「
名
目
集
」
と
「
割

印
帳
』
の
二
つ
の
資
料
か
ら
得
ら
れ
る
情
報
を
も
と
に
個
々
の
作
品
を
検

討
す
る
た
め
、
別
掲
の
と
お
り
表
を
作
成
し
て
み
た
。
以
下
、
適
宜
参
照

さ
れ
た
い
。

表
中
ま
ず
注
意
す
べ
き
点
は
、
「
名
目
集
』
の
各
書
名
の
上
に
付
さ
れ

て
い
る
記
号
で
あ
る
。
た
と
え
ば
表
中
①
の
「
神
獲
伝
前
編
』
の
上
に
は

「
和
」
と
い
う
記
号
が
見
え
る
。
既
に
指
摘
さ
れ
る
通
り
こ
れ
は
月
番
の

改
名
主
の
名
の
略
号
で
、
例
え
ば
こ
の
「
和
」
と
い
う
の
は
「
和
田
（
源

七
）
」
の
略
、
⑨
の
「
サ
」
は
「
佐
久
間
（
源
八
）
」
の
略
と
い
っ
た
具
合

に
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
こ
れ
ま
で
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
が
、
こ
の
記
号
群
の
中

に
は
「
地
」
と
い
う
略
字
も
含
ま
れ
て
い
る
（
⑤
、
⑥
な
ど
）
。
し
か
し

｛
表
】
名
主
改
以
降
の
中
本
型
読
本
一
覧
（
「
名
目
集
』
の
記
載
期
間
内
に
限
る
）

凡

例

一、書名の順序は原則、「名目集」の記載順に従った。

一、各項目は順に、書名（原則内題採用）、『名目集』各書名に付された記号、

実際の巻／冊数、作者名と画工名、『名目集』記載板元名、同出板記録、

「割印帳』記載の割印年時・出願板元名である。ただし、『名目集』記

載板元名欄に付してある記号は便宜上私に付したものであり、園芸

物問屋加入、回は地本問屋加入を一不す（西村源六は文化五年六月より

地本問屋にも加入）。

一、「割印帳」の記事は「享保以後江戸出版書目新訂版』（臨川書店、一九

九一二）による。

一、｛イ】は松本隆信氏による「名目集』の翻刻（『西鶴研究と資料」〈至文

堂、一九五七〉所収）に異同として記載される国会図書館蔵『読本類出

版手留」の記事による。

前編警物語官路春
義髪高E刀主H② 主

編前員芸伝
書名

題内

和 和 号記

2 / 2 2 / 2 2 / 2 冊巻

宗理屡広俵・ ／歌豊川 節亭琴撞 斎北蘭嵩小枝繁 盈岱斎北小枝繁
画王作者

軍圃 言助圃外人四 弥兵衛幅ロ 板元名名集目

和泉 角丸 西日 の

議板市附閉十 山ルj化ヒ
廿四改十日 （ 化丈

ルノ改廿同日＇＼ ~ 化丈
（※ 名集目

十年四 後売出日二廿月 ） 年四
）の

月 板7日E） 年四
遍内出に 板録出記

五十月 ス 九月
出ニ 1廿六月L 四渡十日廿 出ル日六廿

よ

日 ｝＼ 補る

和泉屋z文化四i 丸塁化塁 割年印時

十月 月
願板フ名出i: 廿 日

五
日 日

邑商

書物と地本の間17 



品半堂書敵討議童女久事
後編量裏伝 女案語教草仇 の めた 原本喜※の 掌冠d麓I入も－ 

夫池女議津、回 編警i町ぢEト草A英儀前議毛子人（教~必人4 夏王3蓄⑧ 孫康隆 長勿来 七諒言讐 ーか

記録にるよ 主『名B 語"' 七の

弦Z 月言

ム ム 地ム サ サ 地 地

3 / 3 3 / 3 2 / 2 3 / 3 2 / 2 2 / 2 4 / 4 3 / 3 3 / 5 3 / 3 

f盈斎北ii井鳳亭梧与 北岱盈斎小繁枝 蹄北馬斎九十返舎一 装武詰 北馬蹄斎武感和亭鬼 作画蓬神屋洲 喜斎松長栄武亭鬼感和 豊広歌川 井庵市渓一 作耐洲神屋蓬 作困神屋蓬洲

ム圃
自支衛店副号圏 費衛圃 費衛圃 出ii 空 費 圃 衛門屋本イ右中

喜衛門圃丸屋

※ 

高 前 本書は人 西宮 竹Ill 竹Ill 人 西村

名集目
来八｜来ル日（ 丈化五

し出ル来日（化丈 jレ来日（
売出し合本廻来ル目（ 丈化 ル来日（士化

本来廿出日再改出ル日化）五年十出ル日ー （ 文化
L八月渡日 月廿五七廿月四冊

百1合出王品年 八出ル日校合本出日（ 丈化八廿同ル化文 廿[ji)Jレ

記載末売出日し 九十月 ） 年

十同八ル五年

八十廿七月） 五年
同ールf十廿七同月 ） 五年三

八八五
本出ル日（化丈 四出ル日 改出日（ 文化日 売出日 廿六ル

六日 ノ月'¥ 
先出目 五 売出日し 廿月回） 年三

2品し2川l反2丹廿品ス早十二

廿六ル）年

五日 問ア〈
ヨ日六

九売出日）ノ年、 十二 ル五年） し渡日 渡日一ト未七

売出リ 出来本 廿六月 l 本出日 十二月
月月

本出四月 二日校日九廿 本来日 廿月九
九巳月三十一辰

ス）月
ル十月月四五回（丈六月 十 i

左衛六円士化年五九
弥兵衛 丈化

藤川兵衛丈化五
藤衛川兵化文年ノ五'¥ 

村源六 文化五
屋江新八文化六年ノ1、

× 
先例な改済ニ村源六文化八

西村源六丈化十四年
地本と年ノ五'¥ 年九

十月 十月 ） （耳戸七年十イ月
j廿月¥ 十ノ月、 ノ十月、

l 

十九月
月 て

日 日 A 
流通

地本 日
日 日 日 日

前Ill 商呂
日

村 竹 竹 西 近 ス而西

5ニ軍手 物語選鑑操東 E王訟袖連室塁訴
の記録によ ため 明※所存不 長術d助鋼服－記術" 

説五⑮客恨

替）り仇打表題の 大花街尽舞印品竺（躍脅街始花で⑮2昔唄華言 後繍⑭ 物総語角
孝震話 神長金る 」「集名目 の

地 地斎

5 / 5 5 / 5 3 / 3 3/12 3/12 2 / 2 

斎目文／一峯松文蓄金 堂置国九／狂画十返舎←♂ 斎盈北岱独柳花堂我
歌 式亭

歌川国寅式亭三馬 飾北葛斎柳亭種彦j国貞lI ニ馬

2衛[!] 主衛圃 量助聞 本書は謀 明言門輯
主衛圃

宮西 西呂 丸角 榎本

上本廿一日 廿二出 （ 文化九年
品車十先年支

渡ス晦二出月日 中枚附三l 

名集目
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な
が
ら
当
時
の
改
名
主
の
中
に
「
地
」
と
略
さ
れ
る
べ
き
人
名
は
見
当
た

ら
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
な
が
ら
表
を
検
討
し
て
み
る
と
、

「
地
」
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
板
元
（
⑤
⑤
⑪
⑭
⑮
が
該
当
）
は
、
⑥
の

本
屋
仲
右
衛
門
を
除
き
い
ず
れ
も
地
本
問
屋
仲
間
に
属
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
地
」
記
号
が
「
地
本
問
屋
」
の
略
で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
よ
う
。

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
作
品
の
各
項
目
を
追
っ
て
い
く
と
、
「
割
印
帳
』
に



記
載
さ
れ
る
組
（
⑤
、
⑪
）
と
さ
れ
な
い
組
（
⑭
、
⑮
）
と
に
分
類
さ
れ

る
。
こ
の
差
は
当
然
の
事
な
が
ら
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
す
な
わ
ち
、
「
地
」
記
号
を
付
さ
れ
た
も
の
は
全
て
地
本
問
屋
の
行

事
改
を
経
て
、
絵
入
読
本
と
し
て
名
主
改
を
受
け
た
（
故
に
『
名
目
集
』

に
記
載
さ
れ
て
い
る
）
o

こ
こ
ま
で
は
何
ら
違
い
は
な
い
の
だ
が
、
し
か

し
こ
の
後
、
前
者
は
割
印
を
受
け
る
手
続
き
へ
と
向
か
う
の
に
対
し
、
後

者
は
割
印
を
受
け
な
い
ま
ま
、
地
本
と
し
て
流
通
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
前
者
の
⑤
と
⑪
を
見
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
割
印
年
時
・
出
願

板
元
名
」
の
項
目
に
は
「
地
本
問
屋
に
市
改
済
」
、
「
地
本
掛
り
改
済
」
云
々

と
い
う
相
似
た
注
記
が
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
な
ぜ
こ
う
し
た

文
言
が
加
え
ら
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
た
め
に
、
⑪
を
例
と
し
て
詳
し

く
検
証
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
の
⑪
『
復
仇
女
実
語
教
』
の
板
元
・
村
田
屋
は
、
書
物
問
屋
・
地
本

問
屋
の
両
方
に
加
入
し
て
い
る
。
こ
の
⑪
の
場
合
、
お
そ
ら
く
当
初
は
以

前
の
慣
例
に
従
い
地
本
と
見
な
し
、
地
本
問
屋
の
行
事
改
に
出
し
た
の
だ

が
、
板
元
と
し
て
は
割
印
を
受
け
た
方
が
流
通
上
得
と
算
段
し
た
の
か
、

そ
の
後
改
め
て
書
物
問
屋
と
し
て
割
印
を
受
け
る
手
続
き
を
と
っ
た
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
で
江
戸
に
お
け
る
「
割
印
帳
』
の
性
格
を
改
め
て
整
理
し
て
お
く

と
、
本
来
、
割
印
は
書
物
問
屋
の
行
事
改
と
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
右
の
場
合
の
よ
う
に
、
地
本
問
屋
の
行
事
改
を
根
拠
と
し
て
割
印

を
受
け
る
場
合
は
あ
く
ま
で
例
外
的
な
扱
い
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え

『
割
印
帳
』
に
先
の
よ
う
な
注
記
が
付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
⑥

『
復
讐
奇
談
七
里
浜
』
の
板
元
・
本
屋
仲
右
衛
門
は
書
物
・
地
本
い
ず
れ

の
問
屋
に
も
属
し
て
い
な
い
が
、
「
地
」
記
号
が
付
さ
れ
て
い
る
点
を
踏

ま
え
る
と
地
本
問
屋
の
行
事
改
を
経
て
名
主
改
を
受
け
て
い
る
こ
と
が
分

か
る
。
こ
の
後
、
仮
に
板
元
が
出
願
の
代
理
と
し
て
書
物
問
屋
加
入
書
擦

を
立
て
る
な
ど
然
る
べ
き
手
続
き
を
踏
め
ば
、
割
印
を
受
け
る
こ
と
は
そ

れ
ほ
ど
困
難
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
板
元
が
地
本
問
屋
で
あ
る
⑭

な
ど
も
同
様
）
。
し
か
し
板
元
の
意
識
に
ま
だ
従
来
の
商
習
慣
が
残
存
し

て
い
た
の
か
、
地
本
の
ま
ま
流
通
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
う
し
た
流
通
に
関
す
る
対
応
は
む
し
ろ
貸
本
屋
の
方
が
機
敏
だ
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
前
出
『
神
猿
伝
前
編
』
は
表
紙
見
返
し
に
「
雄
飛
閣
梓
」

（
国
会
図
書
館
蔵
本
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
主
板
元
は
貸
本
屋
の
田
辺
屋

太
兵
衛
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
名
目
集
」
の
板
元
は
「
西
宮
弥
兵
衛
外
四

人
」
、
『
割
印
帳
』
に
は
「
西
宮
弥
兵
衛
」
と
し
て
記
さ
れ
て
お
り
、
「
地
」

記
号
も
な
い
こ
と
か
ら
、
最
初
か
ら
書
物
問
屋
の
行
事
改
に
出
さ
れ
た
よ

う
で
あ
る
（
本
書
奥
付
に
は
西
宮
の
名
も
記
載
さ
れ
る
）
。
『
名
目
集
』
冒

頭
に
は
、
実
際
の
改
の
記
録
に
先
立
っ
て
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
（
ゴ

シ
ッ
ク
と
波
線
部
は
引
用
者
に
よ
る
）
。

書物と地本の間
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一

O
千
代
嚢
媛
七
変
化
物
語

一

得

苦

マ

マ

伝

前

編

一
O
飛
騨
匠
物
語

一

O
国
字
鶴
も
の
か
た
り

一
O
糊
似
括
頭
巾
縮
緬
紙
衣

一
O
忠
孝
潮
来
府
志

一
以
百
世
絵
本
胡
蝶
夢

〆
拾
壱
部

右
之
通
部
対

M
M川
対
郎
回
回
定
樽
与

掛
り
四
人
え
引
渡
に
相
成
候
事

五
冊

中
二
冊

六
冊

五
冊

三
冊

六
冊

五
冊

衛
門
殿
え
国
に
出
候
分

O
印
の
分
九
月
廿
七
日
改
済

右
の
波
線
部
に
注
意
し
て
付
記
を
読
む
と
、
こ
の
一
群
の
作
品
は
名
主
改

の
創
始
直
前
の
一
二
ヶ
月
間
に
樽
与
の
と
こ
ろ
に
出
さ
れ
、
制
度
の
委
譲
に

と
も
な
い
預
か
り
と
な
っ
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
（
右
箇
所
は
引
継
の
記

録
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
中
に
中
本
型
読
本
が
二
作
含
ま
れ
て
い
る
が
、
う

ち
一
作
が
『
神
緩
伝
前
編
』
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
既
に
貸
本
屋
が
名
主
改

以
前
に
中
本
型
読
本
を
書
物
問
屋
の
行
事
改
に
出
し
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
お
り
、
割
印
を
受
け
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
た
の
は
明
ら
か
で
あ
る

（
⑬
『
建
久
女
敵
討
』
も
名
、
玉
改
以
降
で
は
あ
る
が
同
様
の
例
で
、
こ
ち

ら
は
さ
ら
に
興
味
深
い
問
題
を
含
ん
で
い
る
の
で
次
節
で
触
れ
る
）
。
す

な
わ
ち
、
名
主
改
の
創
始
と
ほ
ぼ
時
を
同
じ
く
し
て
、
板
元
の
中
に
中
本

型
読
本
を
書
物
と
し
て
扱
お
う
と
す
る
動
き
が
認
め
ら
れ
、
先
に
触
れ
た

地
本
問
屋
な
ど
の
動
き
に
比
べ
る
と
そ
の
積
極
性
が
よ
り
際
立
つ
。
と
い

う
こ
と
は
、
前
節
で
『
神
猿
伝
前
編
」
が
割
印
を
受
け
た
の
は
名
主
改
の

創
始
に
連
動
し
て
い
る
と
述
べ
た
が
、
そ
れ
は
決
し
て
受
動
的
な
も
の
で

は
な
く
、
本
作
に
関
し
て
は
、
改
制
度
改
正
が
図
ら
ず
も
こ
う
し
た
板
元

の
動
き
を
後
押
し
し
た
と
言
う
の
が
正
確
で
あ
ろ
う
。

以
上
、
移
行
期
に
あ
た
る
文
化
囚
・
五
年
中
の
中
本
型
読
本
を
見
て
い

く
と
、
地
本
問
屋
の
行
事
改
を
経
由
し
た
も
の
の
中
に
は
一
部
地
本
的
な

ま
ま
で
流
通
し
た
も
の
も
あ
る
が
、
大
勢
は
書
物
と
し
て
扱
わ
れ
る
方
向

に
あ
っ
た
と
見
な
し
て
よ
い
。
書
物
と
し
て
割
印
を
受
け
る
と
い
う
こ
と

は
、
上
方
を
は
じ
め
他
地
域
へ
の
流
通
も
見
込
め
る
点
が
大
き
い
。
こ
の

点
に
板
元
が
自
覚
的
で
あ
っ
た
か
否
か
が
、
こ
の
時
期
の
中
本
型
読
本
を

書
物
か
地
本
か
に
隔
て
る
要
因
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
書
物
の
格
と
し
て
扱
わ
れ
つ
つ
あ
っ
た
中
本
型
読
本
は
、
丈
化

五
年
以
降
出
板
点
数
が
減
少
す
る
。
ど
う
や
ら
そ
の
理
由
は
、
中
本
型
読

本
の
書
物
化
が
、
か
え
っ
て
そ
の
本
来
の
特
色
を
失
わ
せ
る
方
向
に
作
用

し
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
だ
。
こ
の
点
を
体
裁
の
変
化
や
上
方
・
貸
本
屋
と

の
関
わ
り
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
考
え
て
み
た
い
。

20 近 世 文 雲

中
本
型
読
本
の
ゆ
く
え
｜
文
化
年
間
後
半
｜

文
化
年
間
後
半
の
中
本
型
読
本
の
諸
相
に
つ
い
て
、
⑤
「
復
讐
隻

し
ゃ
み
せ
ん

三
弦
』
を
例
と
し
て
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。
前
節
に
示
し
た
一
覧

表
は
原
則
『
名
目
集
』
の
記
載
順
に
作
成
し
た
の
で
、
こ
の
⑤
は
文
化
四



年
末
の
位
置
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
実
際
の
板
行
年
時
を

見
る
と
『
名
目
集
』
・
『
割
印
帳
』
と
も
に
丈
化
八
年
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
お
そ
ら
く
丈
化
四
年
中
に
一
度
は
名
主
改
に
出
さ
れ
た
も
の
の
、

板
行
に
至
る
ま
で
に
何
ら
か
の
理
由
で
大
幅
に
遅
れ
た
も
の
と
見
ら
れ

る（注目）
O

ま
た
、
板
元
が
『
名
目
集
』
で
は
丸
屋
丈
右
衛
円
で
あ
る
の
に

対
し
、
『
割
印
帳
』
で
は
西
村
源
六
が
出
願
し
て
い
る
点
も
注
意
を
引
く
。

実
際
の
奥
付
に
は
「
文
化
九
壬
申
年
春
正
月
／
書
房
／
皇
都
伏
見
屋
半

三
郎
／
東
都
丸
屋
文
右
衛
門
／
西
村
、
源
六
／
摂
都
／
播
磨
屋
重
郎
兵
衛

／
平
野
屋
惣
七
／
山
田
屋
嘉
右
衛
門
」
（
国
会
図
書
館
蔵
本
）
と
あ
る
よ

う
に
、
丸
屋
も
西
村
も
と
も
に
名
が
あ
が
る
。
『
名
目
集
』
と
「
割
印
帳
』

で
出
願
人
が
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
割
印
の
手
続
き
は
あ
く
ま
で

も
書
物
問
屋
が
出
願
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
が
こ
こ
に

も
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

「
復
讐
叫
時
五
三
弦
』
の
板
行
遅
延
の
本
当
の
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。
た

だ
、
神
屋
蓬
洲
作
品
に
は
板
元
や
書
名
の
変
更
（
④
の
原
本
に
つ
け
ば
内

題
は
明
ら
か
な
入
木
）
、
さ
ら
に
造
本
に
不
自
然
な
点
が
目
立
っ
て
多
い

の
で
、
本
作
も
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。
そ
れ
は
と

も
か
く
、
少
な
く
と
も
本
書
に
は
こ
の
遅
延
に
と
も
な
う
と
見
ら
れ
る
変

則
的
な
箇
所
が
い
く
つ
か
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
、
国
会

図
書
館
蔵
『
復
讐
繁
三
弦
』
の
ご
く
簡
略
な
書
誌
を
掲
げ
て
お
く
。

O
書
型

O
匡
郭

半
紙
本
（
山
×
川
糎
）
。

双
枠
（
山
×
山
糎
）
。

O
内
題

。
巻
数

「
復
讐
繁
三
弦
」
o

三
巻
（
「
上
」
「
中
」
「
下
」
、
内
題
・
柱
と
も
）
。

な
お
、
国
会
本
は
後
の
手
に
よ
る
合
綴
（
一
冊
）
で
あ
る
が
、
管
見
に
入
っ

た
関
西
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、
同
・
中
村
幸
彦
文
庫
蔵
本
に
よ
る
と
本

作
は
全
五
冊
で
あ
る
。
た
だ
し
五
冊
と
は
い
う
も
の
の
、
元
来
三
冊
で
あ
っ

た
も
の
を
板
行
時
に
無
理
に
五
冊
に
仕
立
て
な
お
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ

る。
［図】

図
に
掲
げ
た

の
は
国
会
本
下

巻
の
全
丁
数
の

ほ
ぼ
半
分
に
あ

た
る
部
分
（
は

ウ
・
日
オ
）
で

あ
る
が
、
こ
の

見
開
き
の
中
央

部
分
に
「
復
讐

繁
三
弦
下
之
終

冊
よ
み
は
じ
め

文
章
前
の
つ
ず

き
」
と
い
う
注

意
書
き
が
記
載

さ
れ
て
い
る

書物と地本の間21 



（
中
巻
に
も
上
・
下
冊
に
分
か
つ
ほ
ぼ
同
様
な
注
記
が
入
っ
て
い
る
）

0

関
大
の
二
本
は
図
の
左
了
が
五
冊
目
第
一
丁
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
図
の
前
後
の
本
文
を
読
む
と
、
内
容
的
に
は
こ
の
箇
所

で
分
断
さ
れ
る
理
由
は
全
く
な
い
。
柱
の
丁
付
け
も
連
続
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
こ
の
注
記
は
後
か
ら
入
木
に
よ
っ
て
加
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。
改
の
時
点
で
は
、
本
作
が
「
一
二
冊
」
と
し
て
「
名
目
集
』
に
記
載

さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
初
印
時
の
表
紙
見
返
し
に
は
「
全
部
五

冊
」
と
あ
る
こ
と
も
こ
れ
を
証
し
て
い
る
（
た
だ
し
『
割
印
帳
』
に
は

「
四
冊
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
未
詳
）
。
右
の
処
理
に
は
、
か

な
り
物
理
的
に
中
巻
と
下
巻
を
そ
れ
ぞ
れ
二
冊
に
分
断
し
、
そ
の
結
果
全

五
冊
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
も
う
一
点
留
意
し

た
い
の
は
、
本
書
の
匡
郭
は
中
本
相
当
で
あ
り
な
が
ら
、
外
形
は
半
紙
本

と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
管
見
に
入
っ
た
前
述
の
二
本
と
も
に
同
様
で
、

高
木
元
氏
は
「
中
本
仕
立
て
の
本
未
見
」
（
注
目
）
と
す
る
。

お
そ
ら
く
『
復
讐
繁
三
弦
』
は
当
初
、
文
化
四
年
末
の
時
点
で
は
全
三

巻
一
二
冊
の
中
本
型
読
本
と
し
て
企
画
さ
れ
、
実
際
に
板
木
も
そ
の
よ
う
に

準
備
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
丈
化
九
年
の
板
行
に
こ
ぎ
つ
け
る
ま
で

の
聞
に
、
何
ら
か
の
理
由
で
先
の
よ
う
な
形
態
に
か
な
り
強
引
な
方
法
で

変
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
初
印
特
に
既
に
改
変
が
施
さ
れ
て
い
る

点
で
、
幕
末
期
の
貸
本
屋
等
が
求
板
し
た
読
本
に
ま
ま
認
め
ら
れ
る
、
冊

数
の
水
増
し
と
い
っ
た
改
変
と
は
区
別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
改
め
て
先
の
中
本
型
読
本
一
覧
の
末
尾
に
あ
た
る
⑮
「
連
理
隻

そ
で袖

』
・
⑮
「
東
鑑
操
物
語
』
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
⑮
と
⑮
は
そ
れ
ぞ
れ

文
化
八
年
・
十
年
の
奥
付
を
持
つ
作
品
だ
が
、
や
は
り
現
存
の
諸
本
い
ず

れ
も
匡
郭
の
み
が
中
本
並
で
外
形
は
半
紙
本
で
あ
る
。
そ
し
て
全
五
冊
と

い
う
点
で
も
「
復
讐
繁
三
弦
』
と
共
通
の
様
式
を
有
し
て
い
る
。
『
復
讐

繁
一
二
弦
』
の
板
行
時
期
は
こ
の
⑬
と
⑮
の
聞
に
位
置
す
る
が
、
『
復
讐
叫
盟
主

主
弦
』
は
そ
の
板
行
の
遅
れ
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
従
来
の
中
本
型
読
本

か
ら
⑮
・
⑮
の
よ
う
な
様
式
へ
と
変
化
を
遂
げ
る
ま
で
の
過
程
を
示
唆
す

る
象
徴
的
な
作
品
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
半
紙
本
書
型
・
全

五
冊
と
い
う
様
式
は
、
文
化
期
後
半
の
中
本
型
読
本
が
有
す
る
い
わ
ば
一

つ
の
指
向
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
例
え
ば
こ
の
「
全
五
冊
」
と
い
う
点
は

『
復
讐
隻
一
二
弦
』
の
冊
数
改
変
を
踏
ま
え
る
と
、
内
容
の
長
編
化
と
い
っ

た
自
然
発
生
的
な
も
の
で
も
な
さ
そ
う
で
、
書
型
の
問
題
と
重
ね
、
何
ら

か
の
外
在
的
な
要
因
を
想
定
す
る
必
要
が
あ
る
よ
う
だ
。

こ
の
点
に
深
く
関
与
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
三
作
品
に
は
も
う

一
つ
の
共
通
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
ず
れ
の
奥
付
に
も
江
戸
に
加
え
上

方
の
書
障
が
名
を
連
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
以
下
に
「
復
讐
繁
三
弦
』

以
外
の
奥
付
を
掲
げ
て
お
こ
う
（
注
ロ
）

O

⑬
連
理
隻
袖
「
文
化
八
辛
未
年
九
月
／
東
都
書
林
西
宮
弥
兵
衛
／
大

坂
書
林
平
野
屋
宗
七
／
秋
田
屋
太
右
衛
門
／
河
内
屋
嘉
七
／
敦
賀

屋
久
四
郎
」

⑮
東
鑑
操
物
語
「
文
化
拾
歳
発
西
正
月
発
免
／
京
都
蛸
薬
師
寺
町
西

へ
入
伏
見
屋
半
一
二
郎
／
摂
津
心
斎
橋
通
伝
馬
町
河
内
屋
嘉
七

／
北
久
太
郎
町
五
町
目
播
磨
屋
十
郎
兵
衛
／
東
都
日
本
橋
通
広

小
路
町
西
宮
弥
兵
衛
」
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さ
ら
に
つ
け
加
え
れ
ば
、
右
二
作
は
と
も
に
画
工
が
上
方
の
絵
師
で
あ
り
、

西
宮
弥
兵
衛
が
上
方
を
強
く
意
識
し
て
企
画
し
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

ち
な
み
に
前
掲
一
覧
表
の
う
ち
、
他
に
奥
付
に
他
地
域
の
書
癖
名
が
認

め
ら
れ
る
の
は
⑬
『
建
久
女
敵
討
』
（
注
目
）
の
み
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
や
は

り
半
紙
本
書
型
な
の
で
あ
る
（
た
だ
し
全
三
冊
）
o

こ
の
⑬
は
貸
本
屋
が

主
板
元
と
見
ら
れ
る
が
在
日
、
特
に
石
渡
利
助
は
こ
の
直
前
に
上
方
と
の

問
屋
外
の
取
引
に
よ
り
江
戸
の
書
物
問
屋
か
ら
一
札
を
と
ら
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
重
要
な
取
引
先
・
販
路
と
し
て
常
に
上
方
が

視
野
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』
に
よ
れ
ば
、
当
然
の

こ
と
な
が
ら
四
作
い
ず
れ
も
江
戸
で
割
印
を
受
け
た
後
に
大
坂
で
の
添
章

を
受
け
て
い
る
（
後
三
作
は
、
奥
付
に
見
え
る
大
坂
書
揮
が
取
次
い
で
い

る
在
日
）
）
。

参
考
ま
で
に
、
曲
亭
馬
琴
作
の
中
本
型
読
本
「
高
尾
松
字
文
』
（
五
巻

五
冊
、
寛
政
八
年
、
蔦
屋
重
三
郎
板
）
は
割
印
を
受
け
て
い
な
い
が
上
方

へ
流
通
し
て
い
た
よ
う
だ
。
馬
琴
自
身
が
、
江
戸
で
は
二
一
百
部
売
れ
た
の

に
対
し
、
「
大
坂
の
書
買
へ
遣
し
た
る
百
五
十
部
は
過
半
返
さ
れ
た
り
と

い
ふ
。
そ
は
か
冶
る
中
本
物
は
彼
地
の
時
好
に
称
は
ず
、
且
債
も
貴
け
れ

ば
な
ど
い
ひ
お
こ
し
た
り
と
ぞ
」
（
注
4
前
掲
書
）
と
記
し
て
い
る
。
内

容
的
傾
向
や
完
成
度
の
問
題
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
こ
か
ら
は
少
な
く
と

も
寛
政
期
に
は
大
坂
に
お
い
て
中
本
型
読
本
が
商
品
と
し
て
定
着
し
て
い

な
か
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
上
方
で
も
文
化
年
間
前
半
の
一
時
期
に
中
本

型
読
本
が
板
行
さ
れ
て
い
る
が
、
書
型
が
や
や
大
き
め
の
も
の
が
多
い
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
全
般
的
に
半
紙
本
書
型
と
い
う
の
は
上
方
を
は
じ
め

と
す
る
他
地
域
と
の
取
引
に
適
し
て
い
た
と
見
ら
れ
る
（
も
し
く
は
上
方

書
建
か
ら
そ
う
し
た
要
請
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

お
そ
ら
く
、
あ
ら
か
じ
め
半
紙
本
書
型
と
し
て
板
行
す
る
こ
と
に
よ
り

上
方
の
問
屋
仲
間
の
添
章
が
確
保
し
や
す
く
な
り
、
そ
の
結
果
、
よ
り
確

実
に
広
地
域
へ
流
通
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の

こ
と
は
同
時
に
江
戸
・
上
方
そ
れ
ぞ
れ
の
流
通
の
末
端
に
位
置
す
る
貸
本

屋
を
視
野
に
入
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
文
化
八
年
以
降
の
三
作
品

が
全
五
冊
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
少
な
く
と
も
体
裁
の
上
で
半
紙
本
読
本

の
典
型
に
よ
り
近
づ
け
る
こ
と
で
商
品
と
し
て
捌
き
や
す
く
す
る
た
め
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
馬
琴
の
中
本
型
読
本
の
う
ち
、
丈
化
期
に
後
印
さ
れ

た
も
の
に
半
紙
本
書
型
が
多
い
こ
と
も
右
の
事
情
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ

る。
と
こ
ろ
で
、
板
元
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
体
裁
と
し
て
板
行
す
る
こ
と

は
、
（
卸
）
価
格
の
上
で
い
か
な
る
利
益
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う

か（注目）
O

作
品
全
て
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る
が
、
近
年
池
田
真
由
美
氏

に
よ
っ
て
紹
介
さ
れ
た
「
書
籍
有
物
帳
』
（
注
立
に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も

『
復
讐
繁
三
弦
』
が
十
匁
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
す
る
。
一
冊
あ
た
り
の

単
価
が
二
匁
、
こ
れ
は
一
般
の
中
本
型
読
本
と
同
一
価
格
な
の
で
あ
る

（
ま
た
『
阿
波
之
鳴
門
』
『
那
智
の
白
糸
」
な
ど
、
半
紙
本
読
本
な
が
ら

や
や
小
さ
め
の
匡
郭
を
有
す
る
作
品
群
と
も
同
一
で
あ
る
）

0

つ
ま
り
、

書
型
を
半
紙
本
と
し
た
と
こ
ろ
で
価
格
自
体
に
変
化
は
な
い
の
だ
。

体
裁
は
半
紙
本
・
五
冊
で
あ
り
な
が
ら
、
価
格
的
に
は
従
来
の
中
本
型

読
本
と
同
じ
。
そ
し
て
出
板
の
手
続
き
は
半
紙
本
読
本
と
変
わ
ら
な
い
。
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も
は
や
こ
こ
に
至
っ
て
は
、
強
い
て
匡
郭
を
中
本
並
み
と
し
て
作
り
続
け

る
に
明
確
な
理
由
が
希
薄
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
中
本
型
読
本
の
新

板
は
文
化
十
二
年
以
降
、
約
四
年
も
の
問
中
断
し
て
し
ま
う
。
一
方
、
半

紙
本
読
本
の
出
版
点
数
は
丈
化
五
年
を
頂
点
と
し
て
以
後
減
少
傾
向
に

あ
っ
た
も
の
の
、
そ
の
後
二
疋
数
を
維
持
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
点
か
ら
、
丈
化
年
間
後
半
の
中
本
型
読
本
が
一
時
的
に
途
絶

え
て
し
ま
っ
た
理
由
は
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
中
本
型
読
本
は
名
主
改
を
境
に
書
物
と
し
て
扱
わ
れ
上
方
へ
と
流
通

し
て
い
く
。
そ
れ
に
と
も
な
い
、
流
通
面
で
の
要
請
か
ら
体
裁
が
半
紙
本

読
本
に
近
づ
く
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
本
来
の
存

在
意
義
を
見
失
わ
せ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
文
化
年
間
後
半
の
中
本
型
読
本
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
制
度

や
様
式
面
の
変
化
と
い
っ
た
外
部
事
情
に
注
目
し
な
が
ら
史
的
展
開
を
た

ど
っ
て
み
た
。
で
は
、
こ
の
時
期
の
中
本
型
読
本
は
内
容
的
に
も
半
紙
本

読
本
に
近
づ
い
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
を
考
え
る
に
は
、

何
を
も
っ
て
半
紙
本
読
本
の
基
、
準
と
す
る
の
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
が
、

少
な
く
と
も
中
本
型
読
本
の
内
容
的
な
傾
向
そ
の
も
の
に
急
激
な
変
化
は

認
め
ら
れ
な
い
。
む
し
ろ
筆
者
に
は
、
半
紙
本
読
本
の
側
が
本
来
中
本
型

読
本
が
備
え
て
い
た
特
色
を
取
り
込
ん
で
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え

ば
、
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
が
を
凶
）
馬
琴
は
専
ら
中
本
型
読
本
に
取
り

入
れ
て
い
た
実
録
・
巷
談
そ
し
て
演
劇
種
を
、
少
し
時
期
を
ず
ら
し
て

徐
々
に
半
紙
本
読
本
に
も
導
入
し
て
お
り
、
特
に
文
化
五
年
板
行
作
品
に

見
ら
れ
る
世
話
浄
瑠
璃
・
歌
舞
伎
の
摂
取
は
大
き
な
分
水
嶺
で
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
こ
れ
を
他
作
者
が
受
け
る
形
で
、
半
紙
本
読
本
に
お
け
る
演

劇
種
な
ど
の
摂
取
が
積
極
的
に
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
分
、
半
紙

本
読
本
は
全
体
と
し
て
よ
り
大
衆
的
な
読
み
物
へ
と
傾
斜
し
て
い
く
の
だ

が
、
こ
う
し
た
事
情
も
中
本
型
読
本
の
存
在
意
義
を
内
容
面
で
揺
る
が
し

た
一
因
で
あ
っ
た
ろ
う
。

一
方
、
同
時
期
の
草
双
紙
と
の
位
置
関
係
は
ど
う
だ
つ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
は
高
木
元
氏
に
「
丈
化
期
の
半
ば
に
は
草
双
紙
に
近
い
様

式
の
中
本
型
読
本
が
見
ら
れ
、
同
時
に
中
本
型
読
本
並
み
の
格
調
を
備
え

た
草
双
紙
も
出
現
す
る
」
（
注
川
崎
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
あ
る

一
面
で
は
読
本
と
草
双
紙
は
性
格
が
近
い
も
の
で
あ
り
（
注
初
）
、
特
に
中
本

型
読
本
と
合
巻
は
、
井
浦
芳
信
氏
が
「
合
巻
の
本
文
は
絵
に
惑
わ
さ
れ
て

少
量
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
実
測
に
よ
れ
ば
右
の
ご

と
く
小
型
読
本
に
優
に
匹
敵
す
る
」
（
注
忍
と
具
体
例
を
あ
げ
て
示
し
た
よ

う
に
、
か
な
り
隣
接
し
て
い
た
。
本
稿
で
見
た
よ
う
に
、
名
主
改
以
前
は

中
本
型
読
本
が
地
本
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
こ
と
も
そ
の
証
左
と
な
ろ

、ベノ。
文
化
年
間
は
半
紙
本
・
中
本
型
読
本
、
滑
稽
本
、
草
双
紙
と
い
っ
た
諸

ジ
ャ
ン
ル
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
が
外
形
に
も
内
容
的
に
も
如

実
に
反
映
さ
れ
て
い
る
時
期
で
あ
る
。
本
稿
は
中
本
型
読
本
を
中
心
に
見

て
き
た
が
、
草
双
紙
も
様
々
な
造
本
が
試
み
ら
れ
た
し
を
明
記
、
滑
稽
本
・

合
巻
の
一
部
も
中
本
型
読
本
と
同
時
期
に
割
印
を
受
け
て
い
る
。
つ
ま
り
、
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以
前
は
原
則
と
し
て
江
戸
内
に
留
ま
っ
て
い
た
商
品
が
急
速
に
上
方
を
は

じ
め
と
し
た
他
地
域
へ
と
流
通
し
販
路
が
拡
大
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ

の
中
で
中
本
型
読
本
も
一
時
的
に
そ
う
し
た
動
き
を
と
る
の
だ
が
、
ち
ょ

う
ど
半
紙
本
読
本
と
草
双
紙
の
狭
間
で
外
形
・
内
容
両
面
か
ら
存
在
意
義

を
見
出
し
に
く
く
な
り
、
淘
汰
さ
れ
る
形
で
下
火
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
あ
る
。

以
上
本
稿
で
は
そ
の
過
程
を
追
い
な
が
ら
考
察
し
て
き
た
が
、
丈
政
期

に
再
び
現
れ
る
中
本
型
読
本
に
つ
い
て
は
人
情
本
の
濫
悔
の
問
題
な
ど
も

視
野
に
入
れ
て
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

一
九
八
二
・
初
出
一
九

注
l

『
中
村
幸
彦
著
述
集
』

5
（
中
央
公
論
社
、

五
六
）
所
収

0

2

「
江
戸
読
本
の
研
究
』
（
ぺ
り
か
ん
社
、
一
九
九
五
）

型
の
江
戸
読
本
第
一
節
。

3

以
下
の
数
値
は
高
木
元
氏
「
中
本
型
読
本
書
目
年
表
稿
」
（
『
江
戸
読

本
の
研
究
』
所
収
）
を
も
と
に
目
安
と
し
て
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
。

4
引
用
は
、
木
村
コ
一
四
五
口
編
『
近
世
物
之
本
江
戸
作
者
部
類
』
（
八
木

書
店
、
一
九
八
八
）
に
よ
り
、
適
宜
濁
点
・
句
読
点
を
補
っ
た
。

5

『
読
本
の
研
究
』
（
風
間
書
房
、
一
九
七
四
）
第
一
章
展
回
期
の
読

本
第
二
節
中
本
も
の
の
諸
相
な
ら
び
に
第
二
章
全
盛
期
の
読
本
第

六
街
中
本
も
の
・
絵
本
も
の
・
図
会
も
の
の
諸
柑
な
ど
。

6

注
2
前
掲
論
文
。

7

「
読
本
の
検
問
名
主
改
と
『
名
目
集
』

1
」
（
『
読
本
研
究
』
第
六

輯
上
套
、
一
九
九
二
・
九
）
、
「
合
巻
の
検
閲
」
（
「
江
戸
文
学
』
目
、
一

第
二
章
中
本

九
九
六
・
十
）
な
ら
び
に
「
名
主
改
の
創
始
ロ
シ
ア
船
侵
攻
の
文
学

に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
」
（
『
読
本
研
究
新
集
』

3
、
二

O
O
一

十）
0

8

以
下
、
引
用
は
慶
応
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
に
よ
る
。

9

た
だ
し
、
佐
藤
悟
氏
が
注
7
前
掲
論
文
で
証
し
た
通
り
本
資
料
は
改

名
主
の
手
控
え
で
あ
り
、
改
の
全
記
録
を
網
羅
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

日
『
割
印
帳
』
の
『
復
讐
隻
一
一
一
弦
』
の
項
に
「
地
本
問
屋
ニ
而
改
済
ニ

付
京
大
坂
添
章
出
ス
先
例
な
り
」
と
付
記
が
あ
る
が
、
確
か
に
本
書
は

地
本
問
屋
の
行
事
改
を
経
由
し
て
名
主
改
を
受
け
た
最
初
の
書
に
は
違

い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
と
割
印
を
受
け
る
こ
と
は
別
で
あ
り
、

『
割
印
帳
』
に
こ
と
さ
ら
に
「
先
例
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
出
願

し
た
も
の
の
保
留
扱
い
と
さ
れ
て
い
た
か
ら
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
未

詳
で
あ
り
後
考
を
期
し
た
い
。

日

注

3
前
掲
論
文
。

ロ
『
連
理
隻
袖
』
は
京
都
大
学
附
属
図
書
館
蔵
本
、
「
東
鑑
操
物
語
』

は
原
本
未
見
の
た
め
、
高
木
氏
注
3
前
掲
論
文
に
よ
る
。

日
奥
付
（
国
会
図
書
館
蔵
本
）
は
「
皇
文
化
六
年
己
巳
正
月
発
行
／
皇

都
三
肱
開
通
舛
屋
町
出
雲
寺
文
治
郎
／
浪
花
新
町
西
口
砂
場
前

海
部
屋
勘
兵
衛
／
尾
陽
本
町
一
丁
目
風
月
孫
助
／
玉
屋
町
、
氷
山
楽

屋
東
四
郎
／
本
町
九
丁
目
菱
屋
久
兵
衛
／
江
都
書
臨
時
江
戸
橋
四

日
市
石
渡
利
助
・
上
総
屋
士
口
左
エ
門
／
中
橋
塗
師
町
前
川
六
左
衛

門」
o

日
本
書
の
表
紙
見
返
し
に
は
「
南
総
舎
」
と
記
載
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は

本
来
上
総
屋
利
兵
衛
の
堂
号
で
あ
り
、
上
総
屋
は
こ
の
時
期
石
渡
利
助

（
桂
林
堂
）
名
義
で
活
動
し
て
い
た
。
こ
の
「
南
総
会
口
」
は
一
応
奥
付

書物と地本の問25 



に
見
え
る
上
総
屋
吉
左
エ
門
に
該
当
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
の
名
は

本
書
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
。
文
化
五
年
前
後
に
書
物
問
屋
と
も
め
て

い
た
石
渡
利
助
が
書
物
問
屋
仲
間
の
目
を
意
識
し
て
何
ら
か
の
小
細
工

を
施
し
た
可
能
性
も
想
定
さ
れ
、
お
そ
ら
く
実
質
的
な
主
板
元
は
石
渡

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

日
参
考
ま
で
に
各
当
該
記
録
を
年
時
の
順
に
掲
げ
て
お
く
（
引
用
は

『
大
坂
本
屋
仲
間
記
録
』

2
〈
清
文
堂
出
版
、
一
九
七
六
〉
に
よ
る
）
。

文
化
五
年
十
月
二
十
日
「
建
久
女
か
た
き
打
、
添
章
、
但
し
出
本
壱

部
取
候
事
」

文
化
入
年
八
月
二
十
日
「
復
縦
双
一
二
弦
、
江
戸
添
章
壱
通
出
ス
、
取

次
山
嘉
」

文
化
八
年
十
月
八
日
「
連
理
隻
袖
、
江
戸
西
弥
添
章
取
次
敦
九
へ
渡

し
置
、
金
百
疋
井
二
本
受
取
、
帳
合
い
た
し
置
候
事
」

文
化
九
年
七
月
五
日
「
河
内
屡
嘉
七
よ
り
、
江
戸
板
操
物
語
ト
申
読

本
添
章
被
願
出
候
ニ
付
、
相
認
置
ク
」

価
格
に
つ
い
て
は
口
頭
発
表
時
に
佐
藤
悟
氏
に
ご
指
摘
い
た
だ
い
た
。

以
下
当
時
の
書
型
と
価
格
の
関
係
な
ど
、
佐
藤
氏
「
「
書
籍
有
物
帳
』

の
意
義
に
つ
い
て
」
（
『
読
本
研
究
新
集
』

4
、
二

O
O三
・
六
）
を

参
照
し
た
。

「
【
史
料
紹
介
｝
下
総
周
葛
飾
郡
鬼
越
村
松
津
五
兵
衛
の
文
化
五
1

一
O
年
「
書
籍
有
物
帳
」
」
（
『
読
本
研
究
新
集
』

4
、
二

O
O二一・

ム
ハ
）

0

く
く
り
ず
き
ん
ち
り
め
ん
か
み
こ

拙
稿
「
馬
琴
巷
談
も
の
の
成
立
を
め
ぐ
っ
て

I
『
括
頭
巾
縮
緬
辱
衣
』

の
位
置
」
（
『
日
本
文
学
』

m
・
6
、
二

O
O
一
・
六
）

0

注
2
前
掲
論
文
。

佐
藤
悟
氏
「
地
本
論

l
江
戸
読
本
は
な
ぜ
書
物
な
の
か
｜
」
（
「
読
本

16 17 18 20 19 

21 

研
究
新
集
』

l
、
一
九
九
八
・
十
ご
。

「
大
合
巻
の
創
始
｜
式
亭
三
馬
作
「
お
と
ぎ
も
の
が
た
り
」
老
「
」

（
『
国
語
と
国
文
学
』
必
－

m、
一
九
七
0
・一

O
）0

佐
藤
悟
氏
「
草
双
紙
の
造
本
形
態
と
価
格
｜
半
紙
本
型
草
双
紙
の
意

義
」
（
『
近
世
文
豪
」
日
、
一
九
九
二
・
七
）

0

近世文書基 26 

22 
〔
付
記
〕
本
稿
は
、
国
文
学
研
究
資
料
館
内
共
同
研
究
会
（
「
近
世
後
期

小
説
の
様
式
的
把
握
の
た
め
の
基
礎
研
究
」
、
二

O
O四
年
八
月
三

日
）
・
平
成
凶
年
度
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
（
於
同
志
社
大

学
今
出
川
校
地
、
二

O
O四
年
十
一
月
二
十
日
）
に
お
け
る
口
頭

発
表
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

ご
教
一
示
を
賜
っ
た
諸
先
生
方
、
学
会
の
席
上
で
ご
質
問
・
ご
指

摘
を
い
た
だ
い
た
大
高
洋
司
氏
、
佐
藤
倍
氏
に
心
よ
り
感
謝
申
し

上
げ
ま
す
。

な
お
、
本
稿
は
平
成
十
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

究
－

B
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

（
若
手
研

（
き
ご
し

し
ゅ
ん
す
け
／
山
口
県
立
大
学
）


