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開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
へ

ー
ー
ー
刊
本
『
文
反
古
』

へ
の
変
容

i
|

閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
へ

秋
成
の
『
雨
月
物
語
』
の
草
稿
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
秋
成
自
身
が
吋
雨
月
物
語
』

に
言
及
し
た
記
録
も
な
い
。
入
木
の
痕
跡
は
報
告
さ
れ
て
い
る
(
中
村
幸
彦
「
解
説
」
、
日
本

九
五
九
年
。
高
木
元
「
読
本
の
校
合
|

古
典
文
学
大
系
関

句
上
田
秋
成
集
』
岩
波
書
府

板
本
の
象
厳
跡
i
」
明
江
戸
読
本
の
研
究

l
十
九
世
紀
小
説
様
式
孜
|
』
。
へ
り
か
ん
社
、

九
九

五
年
)
も
の
の
、
本
文
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
を
辿
れ
る
よ
う
な
痕
跡
は
残
さ
れ
て
い

な
い
。
そ
れ
ゆ
え
『
雨
月
物
語
』
本
文
の
生
成
や
変
容
が
具
体
的
に
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
は

か
つ
て

度
も
な
い
し
、
異
文
論
・
諸
本
論
が
提
起
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
。

し
か
し
吋
雨
月
物
語
』
と
並
ぶ
秋
成
の
代
表
作
で
あ
る
『
春
時
物
語
』
の
研
究
史
に
お
い

て
は
、
異
文
論
・
諸
本
論
が
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
と
い
っ
て
も
い
い
ほ
ど
、

つ
ね
に
大
き

な
問
題
と
な
っ
て
き
た
。
『
春
雨
物
語
』
の
現
存
諸
本
の
中
で
も
論
じ
る
べ
き
テ
ク
ス
ト
と
し

て
有
力
な
テ
ク
ス
ト
は
富
関
本
と
文
化
五
年
本
で
あ
る
。
前
者
は
自
筆
本
で
あ
り
、
後
者
は

転
写
本
で
あ
る
。

『
春
雨
物
語
』
の
本
文
研
究
の
歴
史
か
ら
い
え
ば
、
最
初
に
知
ら
れ
て
い
た
の
は
富
岡
鉄

斎
旧
蔵
の
富
詞
本
で
あ
っ
た
。
自
筆
で
は
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
れ
は
完
本
で
は
な
か
っ
た
。

ハh
uつ山

や
が
て
文
化
五
年
本
が
発
見
さ
れ
る
に
及
び
、
『
春
雨
物
語
』
の
全
貌
が
姿
を
あ
ら
わ
し
た
。

し
か
し
そ
れ
は
転
写
本
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
、
富
岡
本
が
文
化
五
年
本
よ
り
後
に
書

か
れ
た
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
(
文
化
六
年
本
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
も
あ

飯

倉

羊、V1

っ
た
)
た
め
に
、
吋
春
雨
物
語
』
は
、
富
岡
本
を
優
先
し
て
本
文
が
作
成
さ
れ
た
。

つ
ま
り
全

編
が
揃
っ
て
い
な
い
富
関
本
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
底
本
と
し
て
、
そ
れ
を
文
化
五
年
本
の

本
文
で
補
う
と
い
う
混
合
本
文
の
形
を
と
っ
て
、
吋
春
雨
物
語
』
は
主
と
し
て
提
供
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
(
木
越
治
『
秋
成
論
』
。
へ
り
か
ん
社
、

一
九
九
五
年
、
第

部
の
諸
論
参
燕
)

し
か
し
、

そ
う
い
う
本
文
提
供
は
、
ト

i
タ
リ
テ
イ
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
い
か
に
も

い
び
つ
で
あ
り
、
秋
成
の
意
図
を
反
映
し
て
い
る
と
も
い
え
な
い
。
そ
こ
で
転
写
本
で
は
あ

る
が
、
一
一
一
本
が
存
在
し
、
完
本
で
あ
る
文
化
五
年
本
の
再
評
価
が
行
わ
れ
れ
る
こ
と
に
な
る

(
木
越
治
の
前
掲
書
参
照
)
。
さ
ら
に
は
、
時
期
的
に
も
文
化
五
年
本
こ
そ
が
最
終
的
な
『
春

(81) 

前
物
語
』
の
形
で
あ
り
、
そ
れ
は
刊
行
さ
え
予
定
さ
れ
た
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
論
(
長

島
弘
明
「
『
春
雨
物
語
』
の
自
筆
本
と
転
写
本
」
吋
秋
成
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二

O
O

O
年
)
が
出
る
に
及
ん
で
、
富
岡
本
の
評
価
は
大
き
く
後
退
し
た
か
に
見
え
た
。

し
か
し
、
は
た
し
て
、
文
化
五
年
本
と
富
岡
本
は
、

そ
の
成
立
の
先
後
を
決
定
し
、
後
に

成
立
し
た
方
が
よ
り
よ
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
る
べ
き
関
係
な
の
で
あ

ろ
う
か
。
私
見
で
は
文
化
五
年
本
と
富
関
本
の
記
述
の
仕
方
、
あ
る
い
は
語
り
方
は
抜
本
的

に
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
少
し
で
も
可
視
的
に
明
ら
か
に
し
よ
う
と
筆
者
は
試

み
た
。

そ
の
結
果
、
富
岡
本
が
語
り
を
露
出
す
る
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
そ
の
語
り
も
二
重
性

を
持
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
思
う
(
飯
倉
洋

明
秋
成
考
』
第
一
二
章
弓
春
雨
物
語
論
』

の
可
能
性
」
、
翰
林
書
房
、
ニ

O
O五
年
)
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
富
関
本
の
特
徴
と

魅
力
と
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

そ
の
よ
う
な
本
文
の
検
討
か
ら
言
え
る
こ
と
は
、
文
化
五
年
本
と
富
岡
本
は
た
し
か
に
、



F
h
u
 

ワ山
噌

E
よ

い
ず
れ
か
が
先
に
書
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
例
え
ば
推

蔽
と
い
う
言
葉
で
説
明
で
き
る
よ
う
な
、
直
線
上
に
置
か
れ
る
テ
ク
ス
ト
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
秋
成
の
発
想
の
中
に
あ
る
物
語
が
ふ
た
つ
に
分
岐
し
て
成
り
立
っ
た

テ
ク
ス
ト
と
で
も
い
え
ば
よ
か
ろ
う
か
。

雅
文
学
の
場
合
、
刊
本
と
写
本
の
関
係
は
、
前
者
が
決
定
版
で
は
な
い
こ
と
が
少
な
く
な

い
。
む
し
ろ
清
書
さ
れ
た
写
本
の
方
が
、
刊
本
よ
り
も
価
値
が
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
支
配

的
だ
ろ
う
。
文
化
五
年
本
が
転
写
本
で
あ
る
以
上
、
ど
の
よ
う
な
形
で
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
が

書
か
れ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
(
お
そ
ら
く
は
巻
子
本
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
測
が
前
掲
長
島

論
文
に
あ
る
)
。
し
か
し
、
当
初
か
ら
お
そ
ら
く
は
巻
子
本
装
丁
を
前
提
と
し
て
書
か
れ
た
富

岡
本
は
、
そ
の
紙
質
、
文
字
の
大
き
さ
、
字
配
り
か
ら
見
て
も
、
清
書
さ
れ
た
秋
成
自
筆
本

で
あ
り
、
そ
れ
が
た
だ
一
人
の
誰
か
の
た
め
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の

雅
文
学
と
し
て
の
価
値
の
高
さ
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
富
岡
本
と
い
う
原
物
に
触
れ
た

こ
と
の
あ
る
者
に
と
っ
て
、
原
本
で
読
む
こ
と
と
、
秋
成
金
集
に
翻
宇
さ
れ
た
活
字
で
読
む

こ
と
は
、
全
く
の
別
体
験
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
過
一
一
一
日
で
は
な
い
。
富
岡
本
は
、

面
で
は
墨

の
香
り
を
楽
し
み
つ
つ
味
わ
う
書
芸
術
で
あ
り
、

一
面
で
は
紙
を
巻
き
な
が
ら
姿
勢
を
正
し

て
読
む
雅
文
学
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
と
、
も
と
は
巻
子
本
で
あ
っ
た
と
し
て
も

現
状
で
は
冊
子
本
で
し
か
残
っ
て
い
な
い
転
写
本
の
文
化
五
年
本
を
、
間
じ
組
上
で
比
較
す

酉
的
で
あ
る
こ
を
承
知
で
言
え
ば
、
何
か
を
置
き
忘
れ
た
議
論
だ
と
い
う

る
こ
と
自
体
、

こ
と
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
富
岡
本
と
は
、
判
読
す
る
こ
と
す
ら
容
易
で
は
な
い
テ
ク
ス
ト

で
あ
り
、
そ
れ
を
読
む
こ
と
の
で
き
る
人
は
す
で
に
選
ば
れ
た
人
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
閉

ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
ゆ
え
に
価
値
を
持
つ
と
い
う
側
面
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ

は
、
好
き
な
作
者
の
自
筆
色
紙
(
と
り
わ
け
×
×
さ
ん
江
な
ど
と
特
記
さ
れ
た
)
を
宝
物
の

よ
う
に
大
切
に
し
て
い
る
現
代
人
の
感
性
と
少
し
も
変
わ
ら
な
い
。
ま
し
て
や
柑
当
な
長
さ

の
物
語
を
、
た
だ
ひ
と
り
の
た
め
に
提
供
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
閉
ざ
さ
れ
て
い

る
が
ゆ
え
に
無
上
の
喜
び
を
も
た
ら
す
テ
ク
ス
ト
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

議
論
に
こ
れ
以
上
立
ち
入
る
の
は
別
の
紙
面
に
譲
ろ
う
(
拙
稿
「
吋
春
雨
物
語
』
の
前
提
」
司
国

語
と
国
文
学
』
二

O
O八
年
五
月
号
掲
載
予
定
)
。

作
家
か
ら
与
え
ら
れ
る
唯
一
の
テ
ク
ス
ト
。
そ
れ
を
所
有
す
る
喜
び
を
味
わ
う
の
に
最
も

現
実
的
な
の
は
、
当
人
か
ら
自
筆
の
手
紙
を
も
ら
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
自
筆
の
手
紙
1

i
そ

れ
も
ま
た
開
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
手
紙
の
所
有
者
が
、
閉
ざ
さ
れ

た
テ
ク
ス
ト
ゆ
え
に
表
出
さ
れ
る
作
者
の
本
音
や
一
般
に
は
知
ら
れ
ざ
る
事
実
な
ど
を
開
い

て
、
作
者
を
知
る
多
く
の
読
者
に
も
味
あ
わ
せ
た
い
と
思
う
の
も
ま
た
自
然
の
感
情
で
あ
る
。

著
名
人
の
書
簡
の
出
版
と
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
が
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
な
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。

だ
が
、
そ
れ
が
文
学
者
の
場
合
、
と
り
わ
け
秋
成
の
よ
う
な
江
戸
後
期
の
歌
人
・
和
学
者

そ
れ
は
模
範
的
な
雅
文
の
手
本
と
な
り
、
巧
微
な
表
現
を
味
わ
う
べ
き
文
芸
作
品

と
も
な
る
。
開
か
れ
る
の
は
よ
り
豊
鏡
な
世
界
な
の
で
あ
る
。
秋
成
の
手
紙
(
来
簡
)
を
集

成
し
た
『
文
反
古
』
(
文
化
五
年
刊
)
は
、
江
戸
後
期
に
は
い
く
つ
か
公
刊
さ
れ
た
消
息
文
集

の
中
で
も
、
そ
の
内
容
が
秋
成
の
私
的
感
情
が
露
出
す
る
こ
と
も
す
く
な
く
な
い
こ
と
、
秋

の
場
合
、

(82) 

成
周
辺
の
京
坂
の
文
人
の
交
友
を
生
き
生
き
と
描
い
て
い
る
こ
と
、
そ
の
一
方
で
多
く
の
和

歌
を
含
む
雅
文
で
あ
る
こ
と
、
模
範
文
例
と
も
目
さ
れ
る
月
次
消
息
集
を
こ
つ
も
含
ん
で
い

る
こ
と
な
ど
、
際
立
っ
て
読
み
ど
こ
ろ
の
多
い
内
容
で
あ
る
。
い
わ
ば
閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス

ト
と
し
て
の
魅
力
と
、
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
魅
力
の
両
方
を
兼
ね
備
え
た
消
息
文

で
あ
る
。
し
か
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
書
簡
は
残
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
そ
の
姿
を
と
ど
め

て
い
る
と
思
わ
れ
る
刊
行
以
前
の
草
稿
(
天
理
大
学
附
属
天
理
図
書
館
所
蔵
吋
文
反
古
稿
(
仮

題
)
』
が
存
在
し
、
そ
の
推
蔽
の
跡
を
辿
る
こ
と
も
出
来
る
。
本
稿
で
は
、
閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク

ス
ト
が
開
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
へ
と
変
容
す
る
姿
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
報
告
で
あ
る
。



刊
本
『
文
反
富
』
と
そ
の
草
稿

吋
文
反
古
』
は
、
文
化
五
年
五
月
、
京
吉
田
四
郎
右
衛
円
か
ら
刊
行
さ
れ
た
。
大
販
府
立

中
之
島
問
書
館
所
蔵
本
に
従
っ
て
、
そ
の
書
誌
の
概
要
を
述
べ
れ
ば
、
大
本
ニ
巻
二
冊
。
白

茶
色
表
紙
。
雲
母
別
に
大
き
く
蝶
を
配
し
た
図
柄
。
表
紙
左
肩
に
「
文
反
古
上
」
「
婦
美
本

乎
久
下
い
と
い
う
題
築
。
上
巻
は
大
沢
春
作
の
序
一
丁
、
本
文
三
十
七
丁
で
五
十
六
通
の

消
息
を
収
め
る
。
下
巻
き
は
本
文
二
十
八
丁
に
三
十
三
通
の
消
息
を
収
め
、
文
化
五
年
二
月

付
の
松
本
柳
斎
の
駿
お
よ
び
同
年
五
月
付
刊
記
を
併
せ
て
一
了
。
毎
半
葉
十
行
で
、
消
息
に

先
立
ち
題
も
し
く
は
前
書
が
あ
る
。
こ
の
体
裁
は
、
享
和
二
(
一
八

O
二
)
年
刊
の
賀
茂
季

鷹
吋
か
り
の
行
か
ひ
』
に
よ
く
似
て
い
る
(
函
1
、
図
2
)
。
刊
本
化
に
あ
た
っ
て
テ
ク
ス
ト

を
聞
か
れ
た
も
の
に
す
る
た
め
に
は
、
既
存
の
流
通
す
る
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
に
学
ぶ
こ
と
は
有

効
な
方
法
で
あ
る
。

-124-

先
述
し
た
よ
う
に
、
こ
の
刊
本
『
文
反
古
』
に
先
立
っ
て
、
『
文
反
古
』
編
集
の
た
め
の
途

中
の
段
階
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
草
稿
的
な
秋
成
文
集
『
文
反
古
稿
』
が
あ
る
。
半
紙

本
に
近
い
大
本
七
冊
で
、
一
部
を
除
き
秋
成
自
筆
で
あ
る
。
こ
の
七
冊
に
は
と
く
に
順
序
を

示
す
数
字
が
付
さ
れ
て
い
な
い
が
、
現
状
の
順
序
を
並
べ
替
え
る
と
、
丁
付
が
ほ
ぼ
連
続
す

る
こ
と
と
な
り
、
手
紙
の
並
べ
方
も
加
除
が
あ
っ
て
も
、
ほ
ぼ
刊
本
通
り
に
な
る
(
拙
稿
「
『
文

反
古
』
の
成
立
|
稿
本
か
ら
刊
本
へ
」
『
秋
成
考
』
所
収
、
以
下
前
稿
と
時
ぶ
)
。
刊
本
『
文

反
古
』
の
生
成
を
考
え
る
と
き
に
も
っ
と
も
重
要
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
か
つ
て
刊
本
と
の

対
応
表
を
作
成
し
た
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の
後
、
本
広
域
文
化
表
現
論
講
座
の
授
業
と

し
て
、
大
学
暁
生
と
『
文
反
古
』
を
読
ん
で
い
っ
た
と
こ
ろ
、
本
報
告
書
に
辻
村
尚
子
が
報

告
し
た
事
例
(
上
お

i
上
部
の
秋
成
と
麓
患
の
消
怠
生
来
が
、
別
の
消
息
中
に
日
記
さ
れ
て

い
る
も
の
を
独
立
さ
せ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
)
が
明
ら
か
に
な
り
(
辻
村
尚
子
「
テ

ク
ス
ト
の
生
成
i

『
文
反
古
』
の
場
合
l
」
本
報
告
書
所
収
)
、
対
応
表
に
つ
い
て
も
訂
正
が

必
要
に
な
っ
た
の
で
、
改
め
て
こ
こ
に
作
表
し
て
掲
げ
て
み
よ
う
(
次
頁
・
次
々
頁
)
。
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『文反古』 『文反古稿』 『文反古稿J以外の

委主号 差出人 受取人 内容 番号 文献

上 1 加藤学万伎 秋成 A1 

上2 鵜殿余野子 加藤字万伎

上3 加藤字万伎 秋成 A2 

上4 加藤宇万伎 秋成 加藤字万伎関係

上5 秋成 加藤字万伎 A4 

上6 秋成 加藤字万伎 A5 

上7 八代子 秋成 A6 

上8 秋成 菊麗兵部
本居室長関係

上9 秋成 菊屋兵部

上 10 CIO 

上 11 C 1 1 

ごと 12 C12 

上 13 C 1 3 

上 14 C14 

上 15 秋成が人の女に書き与えた月次の
月次消息

C15 

上 16 文 C16 

上 17 C17 

上 18 C18 

上 19 C19 

上 20 C20 

上 21 C21 

上 22 小沢麓庵 秋成

上 23 秋成 小沢躍庵
自室長本六粘詠草44

上 24 小沢藍庵 秋成

上 25 小沢麓庵 秋成
F57 

上 26 秋成 小沢麓庵 小沢麓庵関係
自筆本六帖詠草15

上 27 秋成 小沢麗庵 D22 

上 28 小沢麓庵 秋成 D25 
自筆本六帖詠草31

上 29 秋成 小沢麗庵 D26 

上 30 秋成 琴子 D27 

上 31 あるひと 秋成
作陶関係の贈答

上 32 秋成 ある人

上 33 小沢藤庵 秋成 妻を失ひし后河内に

上 34 秋成 小沢蔵庵 ゆける記

上 35 小沢藤庵 秋成

上 36 小沢麓庵 秋成 D 30 U可内

上 37 秋成 小沢藤庵 瑚瑳尼に関わるもの の山里人宛)

上 38 秋成 小沢藤庵

上 39 小沢麓庵 秋成

上40 阿称尼 秋成

上41 秋成 阿称尼

上42 小沢麓庵 秋成 小沢麓庵関係 自筆本六帖詠草9

上43 秋成 御内の人 E35 

上44 秋成 御内の人 E36 

上45 正親町公則 秋成

上46 秋成 正親町公則
正親町三条公則関係 筆のすさび

上47 正親町公民Ij 秋成

上48 正毅町公開 秋成

上49 秋成 正親町公則

上 50 正親町公則 秋成

上 51 秋成 大沢清規 E37 

上 52 秋成 十時梅鹿 E42 秋成消息、文集(家蔵)

上 53 昇道 秋成
友人関係

E45 

上 54 秋成 昇道 E46 

上 55 秋成 実法院院主 E48 

上 56 秋成 木村薬臨堂 F49 

(84) 



-122 

下 1 秋成 雪間禅師 F50 

下z 秋成 谷疫病 F 5 1 

下3 秋成 谷直身号 F52 

下4 秋成 長谷川i長:保委
友人(季節の推移に

F54 長谷川女・森)1/女へ

下5 秋成 森川竹窓妻
従う構成)

F55 (中之島圏書館蔵)

下6 秋成 滝原豊常 F56 

下7 秋成 長谷川長:保 F57 

下8 秋成 長谷川長保妻 F63 

下9 秋成 難波の人

下 10 G67 

下 11 G68 

下 12 G69 

下 13 G70 

下 14 G71 

下 15 G 72 

下 16 G73 

下 17 G74 

下 18 秋成が手習う人に書き与えた月次
月次消息、

G75 

下 19 の文 G 76 

下 20 G 77 

下 21 G 78 

下 22 G79 

下23 G80 

下 24 G81 

下 25 G82 

下 26 G83 

下 27 G84 

下 28 松本柳斎 秋成 松本柳斎 F雪の古

下 29 秋成 松本柳斎 道』

下 30 秋成 某人
友人関係(生存)

下 31 秋成 大田南畝 秋成文稿

下 32 秋成 森)11竹窓 F64 

下 33 秋成 松本柳斎

(85) 



ワム

た
だ
し
今
回
は
、
刊
本
『
文
反
古
』
の
書
簡
が
、
『
文
反
古
稿
』
か
ら
ど
の
よ
う
に
採
ら
れ
た

か
と
い
う
点
に
重
点
を
置
い
て
作
表
す
る
。
ま
た
『
文
反
古
稿
』
以
外
に
見
え
る
、
関
内
容

の
和
文
を
収
め
る
作
品
・
文
献
を
わ
か
る
眼
り
記
す
。
刊
本
円
文
反
古
』
と
明
文
反
古
稿
』

の
番
号
は
、
前
稿
に
拠
る
。
『
文
皮
古
』
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
そ
れ
ぞ
れ
の
冊
子
に
付
し
た

記
号
で
あ
り
、
番
号
は
通
し
番
号
で
あ
る
。
太
字
で
示
し
た
F
貯
は
、
二
筒
所
に
分
断
し
て

用
い
ら
れ
て
い
る
。

草
稿
本
本
文
か
ら
刊
本
の
本
文
へ
の
変
容
が
、
閉
ざ
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
か
ら
開
か
れ
た
テ

ク
ス
ト
へ
の
改
稿
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

お
お
む
ね
、
わ
か
り
に
く
く
個
別
的
な
人

般
的
な
人
間
関
係
へ
と
解
消
す
る
方
向
へ
向
か
う
だ
ろ
う
と
、

ま
た
文
章
的
に
は
、
よ
り
和
文
と
し
て
破
た
ん
の
な
い
練
磨
さ
れ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
と
、

予
想
さ
れ
る
。
だ
が
一
方
で
そ
の
改
稿
は
、
手
紙
本
来
の
持
つ
生
々
し
さ
を
奪
い
、
大
人
し

く
模
範
的
な
も
の
に
落
ち
着
い
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
危
慎
も
さ
れ
よ
う
。
閉
ざ
さ
れ

間
関
係
を
、
わ
か
り
や
す
く

た
テ
ク
ス
ト
が
聞
か
れ
た
テ
ク
ス
ト
に
変
容
す
る
時
に
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
新
た
に
立

ち
現
れ
る
も
の
と
失
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
実
際
を
次
節

以
下
で
追
い
、
刊
本
『
文
反
古
』
の
生
成
の
現
場
に
立
ち
会
い
た
い
。

膿
化
す
る

別
途
報
告
予
定
の
架
蔵
本
句
昇
道
筆
秋
成
消
息
文
集
(
仮
題
)
』
(
内
容
に
つ
い
て
は

O
七
年
十
一
月
十
一
日
、
佐
賀
大
学
に
お
い
て
関
鑓
さ
れ
た
日
本
近
世
文
学
会
秋
季
大
会
に

て
発
表
済
み
で
あ
る
)
は
、
『
藤
筆
冊
子
』
編
者
で
か
つ
版
下
筆
者
で
も
あ
る
昇
道
の
手
に
な

る
秋
成
消
息
文
集
で
所
収
消
息
八
通
、
そ
の
う
ち
刊
本
明
文
反
古
』
お
よ
び
『
文
反
古
稿
』

所
蚊
文
の
異
文
を
通
、
『
文
反
古
稿
』
の
み
に
所
収
文
の
異
文
三
通
を
含
む
。
そ
れ
以
外
の

四
通
は
新
出
秋
成
泊
息
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
い
ま
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。
刊
本
(
上
白
)

と
稿
本

(
E
叫
)

の
両
方
に
異
文
の
存
在
す
る
の
は
、
冒
頭
の
十
時
梅
庄
宛
消
息
で
あ
る
。

十
時
学
士
に
お
く
る

人
こ
ぬ
ほ
ど
を
し
ば
し
ね
む
り
つ
る
に
、
物
の
ね
の
吹
お
く
り
来
て
め
ざ
め
ぬ
。
あ
や

し
さ
に
簾
か
〉
げ
つ
れ
ば
、
み
船
ょ
せ
ら
れ
た
る
。
上
手
の
て
を
つ
く
し
て
ふ
い
た
ま

へ
る
に
は
、
此
ふ
る
や
の
う
つ
は
り
の
塵
の
た
ち
ま
ひ
て
、
空
ゆ
く
〉
も
〉
た
ゾ
よ
ひ

ぬ
ベ
し
。
そ
ら
や
け
ふ
は
、
世
に
ひ
JX
き
〉
こ
え
た
る
赤
壁
の
遊
び
あ
り
し
タ
ベ
な
り
。

昔
お
ぼ
し
出
て
樟
は
と
ら
せ
給
ふ
覧
。
軸
と
も
に
侍
り
て
も
御
供
っ
か
う
ま
つ
る
べ
き

を
、
ぬ
る
き
こ
〉
ち
の
名
残
し
て
、
え
し
た
が
ひ
侍
ら
ぬ
。

て〉

い
と
う
ら
み
つ
べ
く
。

ん
が
し
に
ほ
の
に
な
る
ま
で
賓
の
子
に
打
か
し
こ
ま
り
て
聞
侍
れ
ば
、
「
あ
や
し
昔
の
人

か
も
我
は
」
と
心
な
ぐ
さ
み
つ
る
な
り
。
去
年
の
秋
こ
そ
彼
い
に
し
へ
人
の
七
百
六
十

年
に
な
り
た
ま
へ
る
(
と
脱
カ
)
一
一
一
一
口
こ
と
、
あ
引
ま
な
る
太
田
の
は
か
せ
の
許
よ
り
、
墨

田
川
に
船
う
訓
刈
て
、
を
か
し
き
遊
間
せ
し
事
を
告
こ
さ
れ
し
を
さ
へ
お
ぼ
し
出
ぬ
。

い
め
の
の
こ
り
を
又
次
と
は
な
し
に
打
ね
ぷ
り
つ
れ
ば
、
あ
相

U
韓
の
毛
衣
き
た
る
翁
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の
枕
を
お
ど
ろ
か
し
っ
と
思
び
し
は
、
時
た
が
ひ
た
る
老
が
ひ
が
心
な
り
け
り
。
さ
て

い
づ
こ
に
か
樟
は
と
ゾ
め
給
ひ
け
ん
、
月
の
あ
か
〉
り
し
に
は
、
あ
は
れ
す
〉
め
る
な

か
ら
寄
人
々
つ
く
ら
せ
た
ま
ふ
覧
。
か
た
は
し
だ
も
き
か
ま
ほ
し
さ
に
、
筆
か

は
ら
せ
て
と
ひ
ま
い
ら
す
。
酔
ふ
し
た
ま
は
ゾ
あ
す
な
ん
つ
ば
ら
に
臨
え
た
ま
へ
。

O 

稿
本
と
刊
本
は
ほ
ぼ
閉
じ
。
こ
こ
は
稿
本
の
文
章
を
あ
げ
て
お
こ
う
。

故
さ
と
に
、
月
を
わ
た
り
て
在
ほ
ど
、
十
時
梅
庄
に
お
く
る

人
々
こ
ぬ
ほ
ど
、

し
ば
し
ね
む
り
つ
る
に
、
物
の
ね
の
吹
お
く
り
来
て
め
ざ
め
ぬ
。
あ

や
し
さ
に
簾
か
L

げ
つ
れ
ば
、
御
船
ょ
せ
ら
れ
た
る
。
上
手
の
手
を
残
さ
ず
ふ
い
た
ま

へ
る
に
は
、
此
古
屋
の
梁
の
麗
の
た
ち
ま
ひ
っ
〉
、
水
に
影
見
る
雲
も
た
ゾ
よ
ひ
ぬ
と



ぞ
見
る
。
そ
ら
や
け
ふ
は
、
世
に
響
開
え
た
る
、
赤
壁
の
遊
び
有
し
タ
ベ
な
り
。
昔
お

ぼ
し
出
て
梓
は
と
ら
せ
た
ま
ふ
覧
。
軸
と
も
に
侍
り
て
も
御
供
っ
か
う
ま
つ
る
べ
き
を
、

ぬ
る
き
こ
〉
ち
の
名
残
し
て
、
え
し
た
が
ひ
侍
ら
ず
。
ひ
ん
が
し
に
ほ
の
に
な
る
ま
で

賓
の
子
に
打
か
し
こ
ま
り
て
は
、
「
昔
の
人
か
も
我
は
」
と
あ
や
し
う
心
な
ぐ
さ
み
て
侍

る
。
去
年
の
秋
こ
そ
彼
い
に
し
へ
人
の
七
苔
六
十
年
に
成
ぬ
と
か
聞
く
に
は
、
い
よ
〉

身
に
し
み
て
お
ぼ
ゆ
。
さ
て
い
づ
こ
に
か
梓
は
と
ゾ
め
さ
せ
け
ん
。
月
に
あ
か
〉
り
し

に
は
、
あ
は
れ
も
す
〉
め
る
な
め
に
、
人
々
か
ら
寄
作
ら
せ
給
ひ
な
ん
、
か
た
は
し
承

ら
ば
や
と
、
筆
代
ら
せ
て
関
ま
ゐ
ら
す
。
酔
の
な
ご
り
し
て
ふ
い
た
ま
は
ゾ
、
さ
め
て

後
に
か
い
つ
け
て
見
せ
た
ま
へ
か
し
。

享
和
三
年
に
秋
成
が
七
十
歳
の
大
坂
大
江
橋
畔
に
旅
寓
の
折
、
梅
庄
ら
が
赤
壁
の
賦
に
な

ら
っ
て
行
っ
た
船
遊
び
に
秋
成
を
誘
う
。
後
ろ
髪
を
引
か
れ
る
思
い
で
断
る
が
、
前
年
秋
に

や
は
り
「
あ
づ
ま
」
(
江
戸
)
の
大
田
南
畝
が
隅
田
川
で
赤
盤
賦
に
な
ら
っ
た
船
遊
び
を
し
た

こ
と
を
伝
え
て
き
た
手
紙
を
思
い
起
こ
し
な
が
ら
、
梅
庄
に
そ
こ
で
出
来
た
漢
詩
を
教
え
て

ほ
し
い
と
頼
む
。
そ
う
い
う
手
紙
の
内
容
で
あ
る
。

稿
本
お
よ
び
刊
本
と
の
大
き
な
違
い
は
、
傍
線
部
の
部
分
が
稿
本
お
よ
び
刊
本
で
は
な
く

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
い
と
う
ら
み
つ
ベ
く
」
は
「
大
そ
う
恨
ん
で
お
い
で
で
し
ょ
う
」

の
意
。
「
う
ら
み
」
と
い
う
強
め
の
一
吉
葉
を
省
い
た
。
「
あ
づ
ま
な
る
」
以
下
の
南
畝
の
消
息

に
つ
い
て
は
、
『
文
反
古
』
中
に
別
に
南
畝
の
手
紙
が
採
ら
れ
る
こ
と
、
こ
の
消
息
の
な
か
で

は
や
や
逸
脱
的
部
分
で
あ
る
こ
と
か
ら
省
か
れ
た
も
の
。
末
尾
の
「
初
秋
既
望
夜
」
は
七
月

十
六
百
と
い
う
具
体
的
な
月
E
を
省
く
。
雅
人
で
あ
れ
ば
蘇
戦
が
赤
壁
賦
の
詩
を
作
っ
た
月

白
は
知
っ
て
い
て
当
然
、
こ
こ
は
一
一
一
一
口
わ
ず
も
が
な
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
間
じ
『
秋

成
消
息
文
集
』
所
収
の
末
尾
の
大
田
南
畝
宛
書
簡
も
、
「
ふ
ん
月
廿
三
日
」
と
い
う
具
体
的
な

日
付
が
あ
る
が
、
吋
文
反
古
稿
』
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
(
該
書
簡
は
刊
本
に
は
収
載
さ
れ
な

nu 
ワム1
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か
っ
た
)
。
概
し
て
い
え
ば
、
『
秋
成
消
息
文
集
』
所
収
文
は
、

の
手
紙
の
雑
然
と
し
た
、

ま
た
具
体
的
な
固
有
名
詞
や
月
日
の
あ
る
限
定
的
内
容
を
色
濃
く
残
し
て
い
る
が
、
稿
本
の

方
で
は
刊
本
化
を
前
提
と
し
て
、
限
定
的
内
容
が
膳
化
し
て
普
遍
的
な
も
の
に
な
り
、
か
っ

雅
文
的
色
彩
を
強
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
特
定
の
相
手
を
対
象
に
幸
一
一
掛
か
れ
た

個
人
的
な
書
簡
文
を
、
雅
文
消
息
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た。

四

削
除
す
る

刊
本
上
回
は
、
上
巻
の
巻
軸
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
木
村
莱
蔭
堂
宛
の
書
簡
で
あ
る
。
草

稿
に
相
当
す
る
『
文
反
古
稿
』
か
ら
刊
本
へ
の
変
容
の
中
で
、
特
に
顕
著
な
「
省
略
」
と
そ

の
意
味
に
つ
い
て
述
べ
る
。

郷
友
の
兼
寵
堂
が
源
傾
の
吋
和
名
抄
』
ふ
i
巻
を
得
て
、
現
在
流
布
し
て
い
る
一
一
十
巻
本
と

の
異
同
を
考
勘
す
る
こ
と
を
求
め
て
き
た
。
そ
の
頃
病
を
得
て
医
者
を
や
め
田
舎
(
淡
路
症
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村
)
に
退
隠
し
て
い
た
秋
成
は
暇
あ
る
ま
ま
に
安
請
け
合
い
を
し
た
が
、
病
気
療
養
に
待
問

を
と
ら
れ
一
年
あ
ま
り
怠
っ
て
い
た
。
す
る
と
兼
霞
堂
か
ら
「
早
く
返
し
て
く
れ
」
と
催
促

日
夜
集
中
し
て
考
勘
を
終
え
、
返
却
す
る
の
に
添
え
た
手
紙
で
あ
る
と
い

う
内
容
の
前
書
が
あ
る
。
比
較
的
長
い
手
紙
だ
が
、
こ
こ
で
は
書
き
出
し
の
部
分
の
み
を
掲

が
あ
っ
た
の
で
、

出
す
る
。
『
文
反
古
稿
』
の
本
文
で
あ
る
。

此
と
し
も
や
う
/
¥
暮
ぬ
め
り
。
家
こ
ぞ
り
て
つ
〉
み
な
く
、
春
を
迎
へ
給
は
ん
事
、

あ
か
ぬ
た
め
し
の
喜
び
を
こ
と
ほ
ぎ
た
い
ま
つ
る
。
わ
づ
ら
ひ
の
神
は
、
に
ぎ
は
し
き

を
こ
そ
う
か
ゾ
ふ
も
の
に
お
ぼ
え
し
を
、
我
薮
く
さ
深
き
か
く
れ
家
を
し
て
や
ど
り
も

と
め
来
た
る
に
は
、
是
と
あ
ら
そ
ふ
や
う
に
て
な
ん
在
事
よ
。
『
和
名
抄
』
の
事
承
り
ぬ
。

病
の
ひ
ま
ノ
¥
に
よ
み
あ
は
せ
ん
と
す
る
ノ
¥
、
月
を
わ
た
り
ぬ
る
こ
そ
な
め
し
わ
ざ

な
れ
。
此
頃
一
の
御
使
に
せ
め
問
え
ら
る
〉
カ
と
見
れ
ば
、
あ
ら
で
、
た
け
ふ
と
く
返
す
べ
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く
う
け
給
は
る
こ
そ
、
思
ふ
に
た
が
ひ
ぬ
れ
。
此
ふ
み
お
の
れ
か
り
求
し
に
は
あ
ら
ず
。

そ
な
た
の
乞
給
て
こ
〉
に
は
も
た
せ
こ
さ
れ
し
に
あ
ら
ず
や
。
し
か
す
が
に
蔵
め
し
ふ

み
の
つ
ら
に
は
お
ぼ
す
べ
が
ら
ね
問
、
常
に
も
近
き
机
の
上
棚
の
端
に
置
て
、
塵
い
さ
〉

か
も
す
ゑ
じ
と
物
せ
し
品
。
此
せ
め
き
こ
え
給
ふ
に
つ
き
て
ぞ
、
万
を
打
や
め
、
病
を

も
い
た
は
ら
ず
、
夜
ひ
る
に
て
、
お
ろ
そ
げ
な
が
ら
事
を
へ
ぬ
。
今
は
こ
〉
に
も
し
る

し
と
ゾ
め
し
か
ば
、
御
も
と
め
つ
ぐ
な
ひ
ぬ
。
猶
一
わ
た
り
な
る
も
の
か
ら
。

次
は
刊
本
『
文
反
古
』
の
対
応
部
分
で
あ
る
。

年
も
や
う
/
¥
暮
ぬ
め
り
。
家
こ
ぞ
り
て
つ
〉
み
な
く
、
春
を
む
か
へ
た
ま
は
ん
こ
と
、

あ
か
ぬ
た
め
し
に
こ
と
ほ
ぎ
申
す
。
わ
づ
ら
ひ
の
神
は
、
賑
は
し
き
あ
た
り
は
窺
は
ぬ

も
の
か
。
句
和
名
抄
』
の
事
打
も
お
か
ね
ど
、
病
の
ひ
ま
ノ
¥
に
て
、
月
を
わ
た
り
ぬ

る
事
、
な
め
し
わ
ざ
に
や
お
ぼ
す
ら
ん
。
今
は
よ
ろ
づ
を
う
ち
や
め
て
つ
と
め
て
ん
。

今
し
ば
し
も
。

の
内
に
」
と
お
ぼ
し
立
ぬ
。

稿
本
の
傍
線
部
が
大
幅
に
削
除
さ
れ
て
い
る
。
削
除
さ
れ
た
傍
線
部
は
次
の
よ
う
な
意
味

だ
ろ
う
。こ

の
頃
の
お
便
り
に
「
ま
だ
で
す
か
」
と
お
責
め
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
と
、

そ
う
で

は
な
く
、
た
だ
早
く
返
す
よ
う
に
と
い
う
こ
と
を
承
っ
た
の
は
、
意
外
な
こ
と
で
し
た
。

こ
の
本
は
私
の
方
か
ら
お
借
り
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
が
私
に
お
願
い
す

る
と
い
う
こ
と
で
、
私
の
処
に
持
た
せ
て
来
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。
私

の
方
で
は
、
私
の
蔵
書
と
同
列
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
も
な
い
で
す
か
ら
、

い
つ
も
近

く
の
机
の
上
の
棚
の
端
に
置
い
て
、
麗
が
積
も
ら
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
た
の
で

す
。
こ
の
よ
う
に
お
責
め
に
な
る
の
で
、
全
て
を
中
止
し
て
、
病
気
療
養
も
せ
ず
、
市
似

も
昼
も
こ
れ
に
か
か
っ
て
、
雑
で
は
あ
り
ま
す
が
よ
う
や
く
終
わ
り
ま
し
た
。

と
、
薬
護
堂
の
態
度
に
む
っ
と
し
た
気
持
ち
を
隠
さ
な
い
で
述
べ
て
い
る
。
刊
本
で
は
こ
こ

が
全
て
削
除
さ
れ
て
穏
便
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
稿
本
の
本
文
は
、
気
の
置
け
な
い
秋
成

と
兼
霞
堂
の
関
係
だ
か
ら
こ
そ
許
さ
れ
る
と
も
い
え
る
文
面
だ
が
、
さ
す
が
に
二
人
の
関
係

を
よ
く
知
ら
な
い
人
々
の
間
(
版
元
は
京
都
)
で
読
ま
れ
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
刊
本
に
、

こ
れ
を
そ
の
ま
ま
載
せ
る
の
は
樺
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
兼
霞
堂
は
故
人
で
あ
る
。

故
人
追
悼
の
意
図
を
濃
厚
に
反
映
す
る
刊
本
『
文
反
古
』
で
は
省
略
さ
れ
る
べ
き
内
容
で
あ

った。

五

推
敵
す
る

秋
成
は
自
分
の
手
紙
、
だ
け
で
は
な
く
、
自
分
宛
て
の
手
紙
に
も
手
を
入
れ
て
い
る
。
驚
く
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べ
き
こ
と
に
、
師
の
加
藤
宇
万
伎
の
手
紙
に
も
大
幅
な
推
敵
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に

比
較
の
形
で
掲
出
し
て
は
い
な
い
の
で
、

つ
い
て
は
既
に
前
稿
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
が
、

あ
ら
た
め
て
論
じ
る
。
刊
本
『
文
反
古
』
上
巻
の
三
つ
め
、
「
師
ま
た
三
年
経
て
後
の
御
役
立

の
時
に
、
問
え
給
へ
る
御
文
」
と
題
す
る
消
息
の
前
半
部
分
(
図
2
の
影
印
参
照
)
。
字
〈
反

古
稿
』
で
は
、
「
師
の
文
ど
も
い
と
多
か
り
し
を
、
乞
に
あ
た
へ
て
今
あ
ら
ず
。
此
二
三
章
も

都
な
に
は
の
人
の
も
と
に
て
こ
た
び
写
と
ら
せ
し
塩
」
と
あ
り
、
大
坂
の
知
人
の
も
と
に
あ

っ
た
宇
万
伎
の
文
を
写
さ
せ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
の
前
半
部
分
を
示
し
て
秋
成
の
推
敵
の

あ
り
方
を
見
て
み
よ
う
。
推
敵
場
所
は
番
号
を
付
し
、
傍
線
を
引
い
て
示
す
。
②
は
削
除
さ

れ
た
だ
け
。

初
春
の
御
た
よ
り
を
、
鴬
も
麹
に
か
け
て
は
や
く
来
た
り
ぬ
。
た
び
藤
と
い
へ
ど
、

ふ
る
郷
の
荒
し
垣
ね
に
は
、
①
川
社
料
削
引
廿
め
づ
ら
か
に
な
ん
。

2



北
ど
い
若
菜
伺
く
れ
は
つ
か
な
が
ら
③
お
ひ
出
た
る
、
後
の
便
に
④
見
せ
た
て
ま
つ
覧
。

千
秋
よ
ろ
づ
代
か
た
み
に
つ
つ
み
な
か
り
し
事
な
ど
、
⑤
計
川
リ
剖
パ
川
は
闘
刻
州
は

し
侍
る
。
御
交
り
⑥
に
は
先
お
き
ぬ
ベ
し
。

(
『
文
反
古
稿
』
)

初
春
の
御
た
よ
り
を
、
幾
も
麹
に
か
け
て
早
く
来
た
り
ぬ
。
旅
寝
と
い
へ
ど
、
ふ
る
さ

と
の
荒
し
詔
一
ね
に
は
、
①
立
か
は
り
て
め
づ
ら
か
に
な
ん
。
②
若
菜
何
く
れ
は
つ
か
な

が
ら
③
生
出
し
を
、
後
の
便
に
④
み
せ
ま
つ
ら
ん
。
千
秋
万
代
か
た
み
に
つ
〉
み
な
か

り
し
こ
と
な
ど
、
⑤
こ
な
た
か
な
た
関
え
か
は
す
ほ
ど
に
、
事
し
げ
く
て
、
御
交
り
⑥

は
ま
づ
怠
り
ぬ
。

(
刊
本
『
文
反
古
』
)

師
の
文
章
を
添
削
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
宇
万
伎
関
係
の
手
紙
は
明
文
反
古
』

田
閉
鎖
に
七
つ
連
続
し
て
置
か
れ
て
い
て
、
宇
万
伎
が
秋
成
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
人
で
あ
っ

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
添
削
は
字
万
伎
を
顕
彰
す
る
た
め
で
こ
そ
あ
れ
、

そ
れ
以
外
で
は

な
い
だ
ろ
う
(
本
報
告
書
所
載
、
特
別
研
究
会
「
秋
成
|
テ
ク
ス
ト
の
生
成
と
変
容
|
」
に

お
け
る
辻
村
尚
子
コ
ア
ク
ス
ト
の
生
成
l

『
文
皮
古
』
と
そ
の
周
辺
」
発
表
後
の
討
論
に
お

い
て
同
趣
旨
の
発
言
が
あ
っ
た
)
。
②
の
「
古
革
ま
じ
り
た
れ
ど
」
の
削
除
は
、
「
若
菜
」
を

後
便
で
送
る
の
に
、
よ
り
き
れ
い
に
見
せ
る
細
工
で
あ
り
、
①
「
い
と
か
は
り
て
」
↓
「
立

か
は
り
て
」
、
③
「
お
ひ
出
た
る
」
↓
「
生
出
し
を
」
、
④
「
見
せ
た
て
ま
つ
覧
」
↓
「
み
せ

ま
つ
ら
ん
」
は
、
わ
ず
か
な
語
感
の
違
い
で
は
あ
る
が
、
こ
な
れ
て
い
る
感
じ
で
あ
る
。
⑤

「
か
う
し
き
ノ
¥
に
関
え
か
は
し
侍
る
」
↓
「
こ
な
た
こ
な
た
間
こ
え
か
は
す
ほ
ど
に
、
事

し
げ
く
て
」
は
わ
か
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
し
、
⑥
「
に
は
お
き
ぬ
ベ
し
」
↓
「
は
ま
づ
怠

り
ぬ
」
は
、
謝
意
が
現
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
い
ず
れ
も
微
妙
な
改
変
で
あ
る
。
秋
成
の
繊

細
な
態
度
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
そ
の
推
蔽
内
容
は
、
す
べ
て
表
現
に
関
わ
る
レ
ベ
ル

で
あ
り
、
個
人
的
事
情
を
省
略
し
た
り
、
公
刊
を
憧
る
部
分
を
削
徐
す
る
と
い
う
類
で
は
な

-118-

し、

も
う
ひ
と
つ
の
例
は
松
本
柳
斎
の
手
紙
で
あ
る
。
『
文
反
古
』
下
に
柳
斎
と
秋
成
と
の
往
復

書
簡
が
収
ま
っ
て
い
る
。
内
容
は
概
要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

小
津
麓
庵
の
下
で
友
詑
を
交
わ
し
た
の
ち
無
沙
汰
し
て
い
た
柳
斎
だ
が
、
最
近
は
秋
成
の

一
日
も
怠
り
な
く
と
思
っ
て
い
た
が
、
急
に
故

万
葉
集
論
談
を
有
り
が
た
く
聴
い
て
い
た
。

郷
か
ら
使
い
が
来
て
婦
郷
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
(
飯
倉
注
。
後
述
す
る
よ
う
に
梯

斎
の
母
の
病
気
と
い
う
事
情
で
あ
る
)
。
秋
成
に
忘
れ
員
の
片
方
を
贈
っ
て
別
れ
を
告
げ
、
す

ぐ
に
帰
っ
て
き
ま
す
と
い
う
。
そ
れ
に
対
し
て
秋
成
は
、
珍
し
い
も
の
を
賜
り
感
謝
す
る
。

齢
の
殻
り
弄
び
、
昔
の
人
の
下
紐
に
忘
れ
草
を
結
っ
て
い
た
例
に
倣
っ
て
、
常
に
腰
に
挟
ん

で
お
き
ま
し
ょ
う
。
早
く
都
へ
お
帰
り
下
さ
い
、
と
答
え
る
。

こ
の
往
復
消
息
は
明
文
反
吉
稿
』
に
は
収
め
ら
れ
て
い
な
い
が
、
松
本
柳
斎
自
筆
紀
行
の

『
雪
之
不
流
道
・
心
能
友
』
に
こ
の
盆
復
書
簡
が
書
き
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
同
書
は
長
島

弘
明
「
秋
成
と
松
本
柳
斎
」
(
明
日
本
文
学
』
二

O
O六
年
十
月
号
)
に
お
い
て
は
じ
め
て
紹

介
さ
れ
た
が
、
長
島
は
「
こ
の
こ
通
の
手
紙
を
」
「
『
文
反
古
』
所
収
の
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
に

比
較
し
て
み
る
と
、
秋
成
の
返
書
は
漢
字
ひ
ら
が
な
の
具
冊
以
外
は
ご
く
わ
ず
か
な
相
違
し

(89) 

か
な
い
の
に
対
し
、
柳
斎
の
手
紙
は
か
な
り
推
敵
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
両
論
文
に
よ
っ

て
、
『
雪
之
不
流
道
・
心
能
友
』
所
収
の
柳
斎
の
手
紙
を
掲
げ
る
。
な
お
問
論
文
引
用
の
注
記

に
し
た
が
い
、
誤
記
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
正
し
、
ま
た
柳
斎
の
訂
正
が
あ
れ
ば
訂
正
後
の
本

文
を
示
し
、
誤
記
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
正
し
て
引
用
す
る
。

田
秋
成
翁
に
忘
良
を
ま
い
ら
す
と
て

①
身
ま
料
引
は
川
湖
引
リ
叫
M
H叫
寸
叫
η
ー
が
つ
ま
み
え
し
を
ぢ
の
み
も
と
ち
か
く
と

ひ
ま
つ
り
に
、
わ
き
で
さ
い
っ
こ
ろ
よ
り
よ
ろ
づ
は
の
寄
の
あ
げ
つ
ら
ひ
な
ど
を
も
う

け
た
ま
は
れ
ば
、

ひ
と
ひ
も
さ
り
が
た
く
忠
ひ
給
ふ
め
る
に
、
②
玉
藻
よ
き
さ
ぬ
き
に

は
は
べ
る
老
た
る
母
の
品
川
ま
ひ
、
せ
ち
に
苦
し
、
げ
な
り
と
て
、
と
み
に
む
か
ふ
る
人
い

れ
た
り
。
こ
れ
も
ま
た
、
さ
り
え
ぬ
こ
と
な
め
れ
ば
、

ひ
な
の
長
ぢ
に
た
ち
出
る
に
な
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わ
か
れ
で
も
忘
ぬ
き
み
に
わ
す
れ
員
③
カ
た
つ
も
た
る
を
奉
る
な
り

こ
れ
は
い
に
し
こ
ろ
、
仰
ご
と
あ
り
し
忘
員
な
り
。
か
〉
る
物
こ
の
め
る
網
浦
の
漁
翁

の
め
ぐ
ま
れ
し
は
、
さ
き
に
き
こ
え
ま
つ
り
ぬ
。
こ
た
び
も
よ
ろ
し
き
を
ひ
ろ
げ
な
ば
、

ふ
と
こ
ろ
に
し
て
か
へ
り
ま
う
で
ん
。
あ
な
か
し
こ
。

柳
斎
が
、
忘
異
に
そ
へ
て
。

①
過
剖
出
叫
リ
剛
叫
叫
日
叫
寸
寸

1

カ
つ
ハ
¥
御
ま
の
あ
た
り
せ
し
の
ち
は
、
お
も
ひ
な

が
ら
う
と
き
も
の
に
侍
り
し
を
、
ち
か
き
こ
ろ
御
い
ほ
り
に
時
々
間
ま
つ
り
て
、
何
く

れ
の
こ
と
ど
も
承
る
な
へ
に
、
よ
ろ
っ
葉
の
う
た
の
あ
げ
つ
ら
ひ
こ
そ
、
こ
と
に
あ
り

一
日
も
を
こ
た
ら
じ
と
お
も
ふ
た
ま
へ
り
し
に
、
②
と
み
に
ふ
る
さ
と
の
使

来
り
て
、
あ
す
な
む
出
た
つ
。
い
と
も
ほ
い
な
き
も
の
か
ら
、

が
た
く
、わ

か
れ
で
も
わ
す
れ
ぬ
君
に
わ
す
れ
が
ひ
、
③
も
た
る
か
た
し
を
先
奉
る
。

さ
き
に
う
け
給
は
り
て
は
べ
れ
ば
、
こ
れ
は
あ
る
網
の
浦
の
む
ら
君
の
た
び
つ
る
な
れ

ば
、
こ
た
び
は
か
な
ら
ず
と
り
よ
ろ
ひ
て
、
奉
ら
む
と
お
も
ふ
た
ま
へ
る
な
り
。
や
が

て
か
へ
り
て
な
む
。

ほ
ぼ
全
面
的
に
書
き
換
え
て
い
る
。
秋
成
、
だ
け
で
は
な
く

柳
斎
の
手
も
入
っ
て
い
る
だ
ろ
う
が
、
本
稿
は
、
草
稿
か
ら
刊
本
へ
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
変

趣
旨
は
変
わ
ら
な
い
の
だ
が
、

容
を
論
じ
る
場
で
あ
る
の
で
、
誰
が
推
敵
し
た
か
と
い
う
よ
り
も
、

い
か
に
推
戴
し
た
か
を

問
題
に
し
た
い
。
と
く
に
番
号
を
付
し
た
と
こ
ろ
に
つ
い
て
述
べ
る
。
①
②
は
、
具
体
的
な

人
名
(
麓
庵
)
や
国
名
(
讃
岐
)
、
そ
し
て
帰
国
の
理
由
(
母
の
病
気
)
を
瀧
化
し
て
、
情
報

中
心
の
文
か
ら
、
雅
趣
を
重
ん
じ
る
文
へ
と
推
敵
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
①
の
推
蔽
の
結

果
「
過
ぎ
た
ま
ひ
し
」
と
「
御
ま
の
あ
た
り
せ
し
」
が
対
照
的
に
な
る
よ
う
な
工
夫
が
な
さ

れ
て
い
る
。
②
に
つ
い
て
い
え
ば
、
急
な
帰
省
の
理
由
を
省
略
し
て
表
現
を
切
り
詰
め
、
む

し
ろ
「
と
み
に
」
「
来
た
り
て
」
「
あ
す
な
む
出
た
つ
」
と
い
う
簡
潔
な
言
い
方
で
切
迫
し
た

状
況
を
暗
示
す
る
。
③
は
、
和
歌
の
添
削
で
あ
る
。
「
か
た
つ
も
た
る
」
の
こ
な
れ
な
い
表
現

か
ら
「
も
た
る
か
た
し
」

へ
の
改
変
。
そ
し
て
「
奉
る
な
り
」
か
ら
「
先
(
ま
づ
)
奉
る
」

と
改
変
、
「
先
ず
」
を
入
れ
る
こ
と
で
、
「
今
回
は
片
方
の
貝
殻
だ
が
、
次
は
両
方
の
貝
を
差

し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
い
う
本
文
の
趣
意
に
合
致
す
る
歌
に
推
敵
し
て
い
る
。
推
敵
前
で
あ

れ
ば
、
こ
の
わ
す
れ
貝
が
永
遠
の
別
れ
の
か
た
み
に
な
る
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
し
ま
う
と

こ
ろ
で
あ
ろ
う
。お

わ
り
に

以
上
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
た
が
、
稿
本
所
収
本
文
か
ら
刊
本
所
収
本
文
へ
の
変
容
に
お

い
て
は
、
「
テ
ク
ス
ト
が
聞
か
れ
る
」
と
い
う
点
に
お
い
て
開
じ
方
向
性
を
も
っ
と
い
う
こ
と

が
確
認
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
本
書
の
駿
文
に
お
い
て
松
本
柳
斎
が
、
ウ
フ
ひ
ま
な
び
の
た
め

に
、
木
に
ゑ
ら
せ
ん
と
」
し
た
と
い
う
よ
う
に
、
初
学
者
に
模
範
的
な
和
文
を
提
供
す
る
と

い
う
側
面
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
刊
本
本
文
が
、
初

(90) 

学
者
の
消
息
文
入
門
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
否
で
あ
る
。

秋
成
の
古
稀
記
念
歌
文
集
『
藤
饗
冊
子
』
の
姉
妹
編
で
あ
る
本
書
の
意
義
は
、
第
一
義
的
に

は
秋
成
の
日
常
を
引
き
出
し
、
私
的
な
俗
事
を
い
か
に
和
文
で
示
す
か
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
秋
成
の
私
的
生
活
が
覗
け
る
と
い
う
点
に
こ
そ
本
書
の
魅
力
が
あ
る
は
ず
な
の
で

あ
る
。
そ
う
い
う
魅
力
を
残
す
に
は
、
消
息
に
「
秋
成
ら
し
さ
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
、
コ
ア
ク
ス
ト
を
開
く
」
こ
と
は
、
秋
成
の
「
私
」
性
を
隠
蔽
す
る

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
逆
効
果
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
出
版
す
る
こ
と
自
体
に
倫
理
性
・

公
共
性
・
実
用
性
が
帯
び
る
と
さ
れ
る
近
世
に
あ
っ
て
は
、
私
的
交
友
の
具
体
的
内
容
の
全

面
的
な
公
開
は
、
や
は
り
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
伴
う
。
『
文
反
古
』
に
お
け
る
稿
本
か
ら
刊
本

へ
の
変
容
を
追
っ
て
ゆ
く
と
、
そ
う
い
う
問
題
を
回
避
し
つ
つ
テ
ク
ス
ト
が
開
か
れ
て
い
く



ケ
ー
ス
が
多
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
果
と
し
て
本
書
が
秋
成
の
伝
記
資
料
に
よ
く
用
い
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
消
息
の
出
版
は
「
私
」
性
を
大
き
な
セ
ー
ル
ス

ポ
イ
ン
ト
に
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
聞
か
れ
方

も
、
あ
る
時
は
微
妙
で
あ
る
。
「
私
」
と
「
公
」
の
綿
引
き
の
よ
う
な
緊
張
感
を
こ
そ
、
読
者

は
楽
し
む
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

{
補
記
1
}
本
論
に
関
連
す
る
も
の
と
し
て
本
文
中
に
あ
げ
た
旧
稿
の
ほ
か
、
拙
稿
「
秋
成

和
文
の
生
成
|
『
文
反
古
』
を
中
心
に
l
」
(
飯
倉
洋
一
・
木
越
治
編
『
秋
成
文
学
の
生

成
』
森
話
社
、
二

O
O八
年
)
が
あ
る
。
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

{
補
記
2
}
影
印
の
掲
載
を
ご
許
可
い
た
だ
い
た
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
に
深
謝
申
し
上

げ
る
。
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