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一
　
は
じ
め
に

　

先
般
、
本
学
の
人
間
文
化
学
科
長
、
山
部
和
喜
氏
の
仲
介
に
よ
り
、
一
通

の
新
出
資
料
（
古
文
書
）
を
拝
見
す
る
機
会
を
得
た
。
宛
先
人
は
前
田
玄
以
、

増
田
長
盛
、
石
田
三
成
、
長
束
正
家
の
四
人
で
、
周
知
の
如
く
、
豊
臣
政
権

を
支
え
た
要
人
た
ち
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
の
長
束
正
家
の
家
系
を
継
ぐ
当
主

成
博
氏
と
山
部
学
科
長
と
が
大
学
の
同
期
と
い
う
こ
と
で
、
こ
の
た
び
の
御

縁
を
い
た
だ
い
た
次
第
。
一
方
の
差
出
人
は
木
下
吉
隆
と
い
う
武
将
で
、
こ

ち
ら
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
木
下
姓
を
称
し
て
は
い

る
も
の
の
、
秀
吉
（
木
下
藤
吉
郎
）
や
そ
の
縁
戚
の
木
下
家
と
は
繋
が
ら
な

い
と
見
ら
れ
て
い
る*1

。

　

と
も
あ
れ
、
な
か
な
か
に
お
も
し
ろ
い
内
容
の
書
状
で
、
一
通
の
手
紙
か

ら
ど
の
よ
う
な
「
歴
史
」
が
読
み
解
か
れ
る
か
の
材
料
と
し
て
紹
介
す
る
に

値
す
る
も
の
と
思
わ
れ
た
。
本
誌
の
投
稿
区
分
に
は
「
資
料
紹
介
」
と
い
う

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
単
純
に
紹
介
す
る
だ
け
で
な
く
、「
古
文
書

を
よ
む
」
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
ど
う
い
っ
た
点
に
面
白
味
が
あ

る
か
、
な
ど
を
述
べ
て
、
古
文
書
に
馴
染
み
の
薄
い
諸
兄
姉
や
、
さ
ら
に
は

学
生
諸
君
に
も
目
を
通
し
て
も
ら
え
れ
ば
う
れ
し
い
と
考
え
て
、あ
え
て「
研

究
ノ
ー
ト
」
と
し
た
。

二
　
翻
刻
、
訓
み
下
し
、
現
代
語
訳

　

ま
ず
は
翻
刻
そ
の
他
を
掲
げ
る
。
翻
刻
に
つ
い
て
は
、
改
行
や
用
字
な
ど

努
め
て
原
本
の
体
裁
を
再
現
し
て
い
る
。
所
蔵
者
の
御
厚
意
に
よ
り
稿
末
に

写
真
を
掲
載
し
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
右
傍
の
括
弧
内
は
用
字
や
人
名
な

ど
の
翻
刻
注
で
あ
る
。
訓
み
下
し
は
、
原
本
の
各
行
に
対
応
す
る
よ
う
改
行

し
た
が
、
元
が
漢
文
（
い
わ
ゆ
る
日
本
漢
文
・
変
体
漢
文
）
な
の
で
、
返
り

読
み
に
伴
い
、
ど
う
し
て
も
多
少
の
先
後
を
生
ず
る
こ
と
は
致
し
方
な
い
。

な
お
、
い
さ
さ
か
事
々
し
い
が
、
総
ル
ビ
を
付
し
た
。
ル
ビ
の
う
ち
括
弧
に

入
れ
た
漢
字
は
、
返
り
読
み
を
す
る
と
消
え
て
し
ま
う
助
動
詞
・
助
詞
等
の

元
の
漢
字
を
示
す
。
さ
ら
に
、
あ
ら
ず
も
が
な
の
現
代
語
訳
を
添
え
た
の
で

ご
笑
覧
い
た
だ
き
た
い
。
取
意
の
た
め
、
括
弧
を
以
て
文
言
を
少
々
補
っ
て

あ
る
。

長
束
家
伝
来
「
木
下
吉
隆
書
状
」
に
つ
い
て

　
　
　
─ 

汚
名
返
上
へ
の
切
な
る
懇
願 

─

湯
　
浅
　
吉
　
美
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【
翻
刻
】

来
春
高
麗
へ

御
人

数
渡
海　

大（
太
）閤
様

名
護
屋
へ

御
下
向
即

至
于
彼
國
可
有
渡

御
之
由
執
沙
汰
候
然
者

拙
身
事
右
之
御
動
之

處
ニ

當
津
ニ

踞
可

有
之
儀
迷
惑
存
候

兵（
島
津
義
弘
）

庫
頭
被
召
連
候
歟

同
ハ

御
先
衆
加（
清
正
）藤
か

小（
行
長
）西
か
両
人
内
へ

御
付
候
て

可
被
下
候
各
以　

御
心

得
相
済
儀
候
哉
之

条
何
へ
成
共
被
仰
付

候
者
忝
可
存
候
一
分

に
て
ハ
海
上
又
先
々

罷
越
儀
不
罷
成
儀

其
上
當
座
之
陣

屋
借
者
も
御
座
候

間
敷
候
誰
へ

成
と
も

召
連
候
様
ニ

御
折
紙

被
下
候
者
可
為
御

芳
恩
候
御
次
時
分
ニ
ハ

以
連
々
被
達

上
聞
可
被
下
候
乞
食

仕
候
て
金
山
浦
迄
成
共

罷
越
候
ハ
て
ハ
不
相

叶
儀
候
猶
以
被
加
御

下
知
候
者
可
忝
候
恐
惶

謹
言

　
　

木
下
大（
吉
隆
）膳

　

十（
慶
長
元
年
・
一
五
九
六
）

月
廿
八
日　

山
水
剃
（
花
押

）

徳（
前
田
玄
以
）

善
院
殿

増
田
右
衛（
長
盛
）門

尉
殿

石
田
治
部（
三
成
）少
輔
殿

長
束
大
蔵（
正
家
）大
輔
殿

　
　
　
　
　

人
々
御
中

【
訓
み
下
し
】

来ら
い
し
ゅ
ん春

、
高こ

ま麗
へ
御ご
に
ん
ず

人
数

渡と
か
い海

、
太た
い
こ
う閤

様さ
ま

も

名な

ご

や
護
屋
へ
御ご
げ
こ
う

下
向
、
即す
な
わ

ち
、

彼か

の
国く
に

に
至い
た

り
、
渡と
ぎ
ょ御
あ（
有
）る
べ（
可
）き

の（
之
）由よ
し

、
執と
り
ざ
た

沙
汰
に
候
そ
う
ろ
う

。
然し
か

れ
ば（
者
）、

拙せ
っ
し
ん身
が
事こ
と

、
右み
ぎ

の（
之
）御ご
ど
う動
の（
之
）

処と
こ
ろ

に
、
当と
う
つ津

に
踞
う
ず
く
ま

り

あ（
有
）る

べ（
可
）き

の（
之
）儀ぎ

、
迷め
い
わ
く惑

と
存ぞ
ん

じ
候
そ
う
ろ
う

。

兵ひ
ょ
う
ご
の
か
み

庫
頭
に
召め

し
連つ

れ
ら（
被
）れ

候
そ
う
ろ
う

か（
歟
）、

同お
な

じ
く
は
、
御お
さ
き
し
ゅ
う

先
衆
、
加か
と
う藤

か
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小こ
に
し西

か
両り
ょ
う
に
ん人

の
内う
ち

へ
御お

付つ

け
候
そ
う
ろ
う

て

下く
だ

さ（
被
）る

べ（
可
）く

候
そ
う
ろ
う

。
各
お
の
お
の

の
御お
こ
こ
ろ
え

心
得
を
以も
っ

て

相あ
い

済す

む
儀ぎ

に
候
そ
う
ろ
う

哉や

の

条じ
ょ
う

、
何い
ず
れ

へ
成な
り
と
も共
、
仰お
お

せ
付つ

け
ら（
被
）れ

候そ
う
ら

わ
ば（
者
）、
忝
か
た
じ
け
な

く
存ぞ
ん

ず
べ（
可
）く
候
そ
う
ろ
う

。
一い
ち
ぶ
ん分

に
て
は
、
海か
い
し
ょ
う上

、
ま（
又
）た

先さ
き
ざ
き々

へ

罷ま
か

り
越こ

す
儀ぎ

、
罷ま
か

り
成な

ら
ざ（
不
）る

儀ぎ

、

其そ

の
上う
え

、
当と
う
ざ座

の（
之
）陣じ
ん
や屋

を

借か

る
者も
の

も
御ご

ざ座
候
そ
う
ろ
う　

間ま

敷じ

く
候
そ
う
ろ
う

。
誰た
れ

へ
成な
り

と
も

召め

し
連つ

れ
候
そ
う
ろ
う

様よ
う

に
、
御お
ん
お
り
が
み

折
紙
を

下く
だ

さ（
被
）れ
候そ
う
ら

わ
ば（
者
）、
御ご
ほ
う
お
ん

芳
恩
た（
為
）る
べ（
可
）く
候
そ
う
ろ
う

。

御お
つ
ぎ次
の
時じ
ぶ
ん分
に
は
、

連れ
ん
れ
ん々

を
以も
っ

て
上じ
ょ
う
ぶ
ん聞

に
達た
っ

せ
ら（
被
）れ

下く
だ

さ（
被
）る

べ（
可
）く

候
そ
う
ろ
う

。
乞こ
つ
じ
き食

仕つ
か
ま
つ

り
候
そ
う
ろ
う

て
、
金き
ん
ざ
ん
ぽ

山
浦
ま（
迄
）で

成な
り
と
も共

罷ま
か

り
越こ

し
候そ
う
ら

わ
で
は
、
相あ
い

叶か
な

わ
ざ（
不
）る

儀ぎ

に
候
そ
う
ろ
う

。
猶な
お

以も
っ

て
御お

げ

ち
下
知
を
加く
わ

え
ら
れ

候そ
う
ら

わ
ば（
者
）、
忝
か
た
じ
け
な

か
る
べ（
可
）く
候
そ
う
ろ
う

。
恐き
ょ
う
こ
う惶

謹き
ん
げ
ん言
。

　
　

木き
の
し
た下
大だ
い
ぜ
ん膳

　

十
月
二
十
八
日　

山さ
ん
す
い水 

剃て
い

徳と
く
ぜ
ん
い
ん
ど
の

善
院
殿

増ま
し
た田

右う
え
も
ん
の
じ
ょ
う

衛
門
尉
殿

石い
し
だ田

治じ
ぶ
の
し
ょ
う

部
少
輔
殿

長な
つ
か束

大お
お
く
ら
の
た
ゆ
う

蔵
大
輔
殿

　
　
　
　
　

人ひ
と
び
と々

御お
ん
ち
ゅ
う中

【
現
代
語
訳
】

　

来
春
、
高
麗
（
朝
鮮
）
へ
軍
勢
を
渡
海
さ
せ
、
太
閤
様
も
名
護
屋
（
唐
津

市
（
旧
鎮
西
町
））
へ
御
下
向
な
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
彼
の
国
ま
で
御
移
動
な
さ

れ
る
予
定
だ
と
い
う
噂
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

つ
き
ま
し
て
、
私
め
の
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
そ
う
い
う
御
出
陣
に
際

し
て
（
同
行
を
命
ぜ
ら
れ
ず
）
当
地
（
薩
摩
国
坊
津
）
に
お
と
な
し
く
し
て

お
れ
と
仰
せ
ら
れ
て
は
、
途
方
に
く
れ
て
し
ま
い
ま
す
。（
私
は
、
お
預
け

先
の
）
兵
庫
頭
（
島
津
義
弘
）
に
召
し
連
れ
ら
れ
る
か
、
同
じ
こ
と
な
ら
、

御
先
衆
の
加
藤
（
清
正
）
か
小
西
（
行
長
）
か
、
両
人
ど
ち
ら
か
の
麾
下
に

配
属
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
貴
殿
が
た
が
ご
承
知
く
だ
さ
れ
ば
済
む
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
の
で
、
い
ず
れ
へ
な
り
と
も
配
属
し
て
い
た
だ

け
れ
ば
幸
い
と
存
じ
ま
す
。

　

私
の
一
存
で
船
出
し
た
り
、
ま
た
そ
の
先
々
ま
で
侵
攻
し
た
り
す
る
こ
と

は
許
さ
れ
ま
せ
ん
し
、そ
の
う
え
（
正
式
に
命
ぜ
ら
れ
て
の
参
戦
で
な
い
と
）

さ
し
あ
た
り
陣
屋
を
借
り
る
相
手
も
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
。（
で
す
か
ら
）
誰

宛
て
に
で
も
（
私
を
）
召
し
連
れ
る
よ
う
に
と
の
御
折
紙
（
命
令
書
）
を
出

し
て
く
だ
さ
い
ま
す
れ
ば
、
御
芳
恩
で
ご
ざ
い
ま
す
。
貴
殿
が
た
が
（
太
閤

様
の
も
と
に
）
伺
候
な
さ
れ
る
折
に
で
も
、
御
連
名
に
て
お
耳
に
入
れ
て
く

だ
さ
い
ま
す
よ
う
…
。

　

私
は
、
た
と
え
物
乞
い
を
致
し
て
で
も
、
せ
め
て
金
山
浦
ま
で
で
も
侵
攻

し
な
け
れ
ば
気
持
ち
が
治
ま
り
ま
せ
ん
。
や
は
り
何
と
申
し
て
も
、
正
式
の

御
命
令
を
下
さ
れ
ま
す
れ
ば
あ
り
が
た
い
の
で
す
。
恐
惶
謹
言
（
心
か
ら
恐
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る
恐
る
謹
ん
で
申
し
あ
げ
ま
す
）。

三
　
若
干
の
考
察

　

こ
の
書
状
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
思
い
付

く
ま
ま
に
列
記
し
て
み
よ
う
。
も
し
「
古
文
書
学
」
の
講
義
で
採
り
あ
げ
る

と
す
る
と
、
お
お
よ
そ
こ
の
よ
う
な
順
序
で
説
明
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
そ
ん
な
つ
も
り
で
御
覧
い
た
だ
き
た
い
。

＊
原
本
調
査
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
形
態
書
誌
的
な
所
見
は
以
下
の
と
お
り
。

本
文
料
紙
二
紙
継
ぎ
、横
長
い
ず
れ
も
四
〇
・
五
糎
（
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
）、
縦
二
三
・
七
糎
、
切
紙
と
判
断
さ
れ
る
。
す
で
に
近
時
の

軸
装
が
な
さ
れ
て
お
り
、
縦
二
四
・
〇
糎
×
横
一
三
・
九
糎
の
表
紙

が
付
く
。
表
紙
見
返
し
は
金
切
箔
散
し
。

＊
「
高
麗
」
は
朝
鮮
半
島
の
国
の
一
般
呼
称
と
し
て
用
い
て
い
る
の
で
コ

マ
と
訓
ん
だ*2

。
国
と
し
て
の
高
麗
（
コ
ウ
ラ
イ
）
は
一
三
九
二
年
に
滅

亡
、
本
文
書
の
と
き
半
島
は
李
氏
朝
鮮
（
朝
鮮
王
朝
）
で
あ
る
。

＊
近
代
以
前
の
「
迷
惑
」
は
、
文
字
ど
お
り
、
迷
い
惑
う
と
い
う
意
味
。

ゆ
え
に
「
途
方
に
く
れ
る
」
と
訳
し
た
。
近
代
以
降
の
用
法
の
よ
う
な
、

相
手
に
対
す
る
苦
言
で
は
な
い
。

＊
「
折
紙
」
は
料
紙
の
使
い
方
を
表
す
用
語
。
料
紙
を
横
長
に
置
い
て
縦

辺
の
中
央
で
二
つ
に
折
っ
て
使
う
。
そ
の
際
、
必
ず
折
り
目
が
下
（
手

前
側
）
に
な
る
よ
う
に
用
い
、
左
端
ま
で
書
き
進
め
た
な
ら
ば
、
左
端

を
持
っ
て
右
に
翻
し
、
そ
の
ま
ま
折
り
目
が
下
に
あ
る
状
態
で
ま
た
書

き
続
け
る
。
し
た
が
っ
て
、
折
り
を
開
く
と
下
半
分
は
逆
さ
ま
に
見
え

る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
折
紙
形
式
の
料
紙
を
用
い
て
記
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
命
令
書
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　
　

ち
な
み
に
、
近
世
前
期
に
骨
董
熱
が
高
ま
っ
た
と
き
、
そ
の
鑑
定
を

業
と
す
る
家
が
成
立
し
、鑑
定
書
に
折
紙
を
用
い
た
の
で
、「
折
紙
つ
き
」

と
い
う
語
が
で
き
た
。
ま
た
、
現
品
に
添
え
る
小
短
冊
型
の
鑑
定
書
を

「
極
札
（
キ
ワ
メ
フ
ダ
）」、
略
し
て
「
極
（
キ
ワ
メ
）」
と
い
い
、
そ
こ

か
ら
「
極
め
つ
き
」
な
る
語
も
生
ま
れ
た
。
ゆ
え
に
「
極
め
つ
け4

」
は

誤
り
。

　
　

な
お
、
料
紙
を
折
ら
ず
に
そ
の
ま
ま
用
い
る
も
の
を
「
竪
紙
（
タ
テ

ガ
ミ
）」
と
い
い
、
所
要
の
大
き
さ
に
裁
断
し
て
用
い
る
も
の
を
「
切

紙
（
キ
リ
ガ
ミ
）」
と
呼
ぶ
。

＊
「
御
次
」
は
オ
ツ
イ
デ
と
訓
む
こ
と
も
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
、（
わ

ざ
わ
ざ
で
な
く
）
つ
い
で
の
折
で
よ
い
か
ら
…
と
い
う
意
味
に
な
る
。

迷
う
と
こ
ろ
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
オ
ツ
ギ
と
し
た
。

＊
命
令
や
要
請
が
な
い
の
に
出
陣
・
参
戦
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て
許
さ

れ
な
い
。
仮
に
そ
の
よ
う
な
行
動
を
と
れ
ば
軍
紀
違
反
と
な
り
、
も
し

討
死
し
て
も
「
犬
死
」
と
し
て
扱
わ
れ
、
拭
い
が
た
い
不
名
誉
と
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
主
君
の
死
に
際
し
て
殉
死
す
る
場
合
や
、
江
戸
時
代
の

参
覲
交
代
（
建
前
上
は
軍
旅
、
行
軍
）
の
お
供
で
も
同
様
。
こ
う
し
た

事
情
は
、
森
鷗
外
『
阿
部
一
族
』
を
読
む
と
よ
く
理
解
で
き
る
。

＊
ま
た
、
合
戦
な
ど
の
際
に
特
段
の
理
由
な
く
留
守
居
を
命
ぜ
ら
れ
る
こ

と
も
、
不
名
誉
、
あ
る
い
は
侮
辱
で
あ
っ
た
︱
︱
役
に
立
た
な
い
足
手

ま
と
い
だ
か
ら
付
い
て
来
る
な
、
と
言
わ
れ
る
に
等
し
い
。

＊
こ
の
と
き
木
下
吉
隆
は
「
お
預
け
」
の
身
＝
実
質
的
に
罪
人
扱
い*3

。
ゆ

え
に
人
一
倍
、
雪
辱
の
た
め
参
戦
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
強
か
っ
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
も
し
も
勝
手
に
出
陣
し
た
り
す
れ
ば
、「
お
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預
け
」
か
ら
脱
走
し
た
と
受
け
取
ら
れ
る
虞
も
あ
る
。

＊
そ
の
わ
り
に
は
、
加
藤
・
小
西
を
呼
び
捨
て
に
し
て
い
る
こ
と
、
宛
名

に
「
殿
」
を
付
け
て
い
る
こ
と
な
ど
、
い
さ
さ
か
高
飛
車
な
点
が
見
ら

れ
る*4

。
も
と
も
と
島
津
へ
の
お
預
け
の
理
由
と
さ
れ
た
秀
次
と
の
共
謀

は
、
実
は
根
も
葉
も
な
い
冤
罪
で
、
政
権
内
部
で
の
権
力
争
い
の
中
で

讒
言
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
俺
は
罪
人
で
は
な
い

（
太
閤
様
の
側
近
だ
）
ぞ
」
と
い
う
意
識
の
表
れ
と
い
え
よ
う
。

＊
「
せ
め
て
金
山
浦
ま
で
で
も
」
と
い
う
が
、
金
山
浦
は
実
際
に
は
、
文

禄
の
役
に
お
け
る
最
遠
進
出
地
点
に
近
い*5

。
内
陸
で
は
な
く
黄
海
沿
岸

だ
か
ら
入
り
口
に
過
ぎ
な
い
と
の
心
持
ち
と
、
前
回
よ
り
ず
っ
と
奥
ま

で
攻
め
込
ん
で
汚
名
を
晴
ら
し
た
い
鬱
憤
と
が
交
じ
っ
て
い
る
。

＊
四
人
の
連
名
で
秀
吉
の
耳
に
入
れ
て
…
と
い
う
の
は
、
誰
か
一
人
に
責

め
が
帰
す
る
こ
と
を
危
惧
し
た
物
言
い
で
、
癇
癪
持
ち
の
ボ
ス
の
下
で

は
あ
り
が
ち
な
こ
と
と
い
え
る
。
無
論
、
こ
の
四
人
が
連
名
で
切
り
出

せ
ば
、
秀
吉
と
て
無
下
に
却
下
は
で
き
ま
い
、
そ
う
い
う
思
惑
も
あ
る
。

＊
差
出
署
名
「
山
水
」
が
未
詳
だ
が
、
お
そ
ら
く
法
名
で
、
吉
隆
は
「
お

預
け
」
と
な
っ
た
後
に
法
体
し
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か*6

。
そ
の
こ
と

が
彼
ら
に
知
ら
れ
て
い
な
い
事
情
を
考
え
て
、
わ
ざ
わ
ざ
「
剃
（
髪
）」

と
入
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
ち
な
み
に
、
山
水
に
は
貧
窮
と
い
う
意

味
が
あ
る
。

＊
文
書
の
年
代
比
定
に
つ
い
て
。
宛
先
の
一
人
、
前
田
玄
以
が
朝
廷
か
ら

徳
善
院
の
号
を
賜
っ
た
の
が
文
禄
五
年
五
月
（
十
月
に
改
元
し
て
慶
長

元
年
と
な
る
）。
一
方
、
同
年
九
月
に
は
明
と
の
間
で
和
平
交
渉
が
決

裂
し
、
秀
吉
は
翌
年
の
再
出
兵
を
決
意
す
る
。
冒
頭
の
「
来
春
〜
」
と

日
付
と
か
ら
し
て
、
慶
長
元
年
（
一
五
九
六
）
の
も
の
と
考
え
る
の
が

妥
当
。
派
兵
は
数
次
に
わ
た
っ
て
分
遣
さ
れ
た
か
ら
、
慶
長
二
年
と
い

う
可
能
性
も
ゼ
ロ
で
は
な
い
が
、
本
文
全
体
か
ら
し
て
最
初
の
再
派
兵

以
前
と
見
る
の
が
穏
便
。
し
た
が
っ
て
慶
長
元
年
と
断
定
し
て
よ
い
。

＊
全
体
的
な
評
価
と
し
て
は
、

◆　

 

料
紙
、
用
語
、
筆
跡
な
ど
が
当
該
時
代
の
武
将
の
私
信
と
し
て

典
型
的
な
外
観
を
有
す
る
こ
と*7

◆　

 

宛
先
人
の
う
ち
の
一
人
の
家
（
子
孫
）
に
伝
来
し
た
も
の
で
あ

る
こ
と

◆　

 

伝
襲
者
を
何
ら
益
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
内
容
で
あ
る
（
＝
作
為

す
る
理
由
が
な
い
）
こ
と

　

な
ど
か
ら
、
き
わ
め
て
信
頼
度
の
高
い
史
料
と
い
え
る
。

＊
本
文
書
が
（
宛
先
四
人
の
う
ち
）
長
束
家
に
伝
来
し
た
事
情
と
し
て
は
、

四
人
回
覧
の
最
後
に
受
け
取
っ
た
（
四
人
の
う
ち
正
家
が
最
も
弱
輩
）

た
め
と
考
え
る
の
が
常
識
的
だ
が
、
次
の
よ
う
に
穿
っ
た
見
方
も
で
き

る
。
す
な
わ
ち
、
下
か
ら
上
へ
の
「
お
願
い
の
筋
」
の
場
合
に
あ
り
が

ち
な
こ
と
だ
が
、
弱
輩
の
者
か
ら
順
に
回
覧
し
た
と
す
る
と
、
正
家
が

最
初
に
見
て
「
こ
れ
は
ダ
メ
で
し
ょ
」
と
握
り
潰
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

つ
ま
り
、
他
の
三
人
の
目
に
は
触
れ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う

見
る
ほ
う
が
お
も
し
ろ
い
し
、
実
際
あ
り
そ
う
な
気
が
す
る
。

四
　
む
す
び
に

　

例
に
よ
っ
て
埋
め
種
の
よ
う
な
一
文
に
終
わ
っ
た
け
れ
ど
も
、「
古
文
書
を

よ
む
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
多
少
な
り
と
も
伝
え
ら
れ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
少
し
く
過
激
な
こ
と
を
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
く

ず
し
字
は
字
と
し
て
読
め
て
当
た
り
前
。
そ
の
先
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
文
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言
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
ど
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
時
に
は
微
妙
な
筆
遣
い
か
ら

心
理
的
葛
藤
を
感
じ
取
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
あ
る
い
は
、
そ
の
文
書
が
な

ぜ
そ
こ
に
あ
る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
か
ら
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
模
様
を
看

て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
う
い
う
こ
と
は
、
如
何
に

原
本
の
体
裁
の
ま
ま
翻
刻
し
た
と
し
て
も
、
情
報
と
し
て
欠
落
し
て
し
ま
う
。

史
料
の
原
本
調
査
が
歴
史
学
の
基
本
作
業
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

　

た
だ
し
深
読
み
は
常
に
禁
物
で
、
あ
ま
り
に
想
像
を
逞
し
く
す
る
こ
と
は
、

噺
と
し
て
は
お
も
し
ろ
く
と
も
、
歴
史
学4

と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
い
。
報
告

者
は
し
ば
し
ば
講
義
や
ゼ
ミ
で
「
崖
っ
ぷ
ち
の
譬
え
」
と
い
う
話
を
す
る
。

人
の
知
ら
ぬ
未
知
の
世
界
を
覗
き
見
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
勇
気
を
出
し
て

よ
り
先
端
に
近
付
く
必
要
が
あ
る
と
は
い
え
、
踏
み
外
し
て
墜
落
し
て
は
元

も
子
も
な
い
。
し
っ
か
り
し
た
足
場
を
保
ち
、
重
心
を
残
し
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
。
そ
の
足
場
と
重
心
と
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
こ
そ
、
方
法
論
で
あ

り
、
先
行
研
究
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
ヒ
ト
と
し
て
の
常
識
で
あ
ろ
う
。

　

と
も
あ
れ
今
回
の
新
出
資
料
は
、
前
置
き
し
た
よ
う
に
、
い
ろ
い
ろ
お
も

し
ろ
い
背
景
を
窺
わ
せ
て
く
れ
る
。
朝
鮮
の
陣
に
是
非
と
も
出
陣
し
た
い
と

懇
願
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
行
け
ば
死
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
、
ま
さ
に
命
懸
け
の

訴
え
。
そ
れ
ほ
ど
に
冤
罪
に
よ
る「
お
預
け
」は
我
慢
の
な
ら
な
い
屈
辱
だ
っ

た
。
報
告
者
な
ど
、
そ
こ
に
大
い
に
同
情
す
る
。
ま
た
、
受
け
取
っ
た
長
束

正
家
が
「
ハ
テ
サ
テ
、
厄
介
な
こ
と
を
言
い
だ
し
お
っ
て
」
と
苦
々
し
げ
な

顔
で
沈
思
黙
考
、
挙
げ
句
に
握
り
潰
し
た
の
で
は
？
と
想
像
す
る
と
、
微
苦

笑
を
禁
じ
え
な
い
。
当
時
の
歴
史
を
深
く
知
る
向
き
の
目
に
触
れ
れ
ば
、
さ

ら
に
多
く
の
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
門
外
漢
が
あ
ま
り
深
入
り
せ

ず
、
こ
の
あ
た
り
で
筆
を
納
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

末
筆
な
が
ら
、
こ
た
び
の
調
査
な
ら
び
に
小
稿
発
表
に
つ
い
て
御
厚
意
を

忝
う
し
た
長
束
成
博
氏
に
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
あ
げ
る
。
氏
の
許
に
は
実
は

さ
ら
に
複
数
の
家
譜
等
が
伝
存
し
て
お
り
、
今
夏
そ
れ
ら
も
併
せ
て
拝
見
さ

せ
て
い
た
だ
い
た
が
、
か
な
り
大
部
の
冊
子
で
も
あ
る
の
で
、
紙
幅
の
限
ら

れ
た
大
学
紀
要
で
は
な
く
、
別
の
形
で
報
告
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
長
束

家
は
豊
臣
の
重
臣
で
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
近
世
以
降
、
必
ず
し
も
順
風
の
中

に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
百
年
以
上
の
永
き
に
わ

た
っ
て
こ
れ
ら
を
伝
襲
し
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に
対
し
、
満
腔
の
敬
意
を
表
す

る
次
第
で
あ
る
。

注*1　

木
下
吉
隆
に
つ
い
て
略
記
し
て
お
く
。
豊
臣
秀
吉
の
側
近
で
、
右
筆
や
奏
者
と
し

て
活
躍
し
た
。
字
（
あ
ざ
な
）
を
半
介
と
称
し
、
こ
の
名
で
発
給
さ
れ
た
秀
吉
文
書

は
多
い
。
文
禄
の
役
で
は
馬
廻
り
衆
組
頭
と
し
て
千
五
百
名
を
率
い
、
名
護
屋
城
に

詰
め
た
。
改
易
さ
れ
た
大
友
吉
統
の
旧
領
の
一
部
を
与
え
ら
れ
、
最
終
的
に
は

三
万
五
千
石
余
り
。
従
五
位
下
・
大
膳
大
夫
。
吉
俊
、
吉
種
と
も
名
乗
っ
た
。
さ
す

が
と
い
う
べ
き
か
、
ウ
ィ
キ
に
は
項
目
が
立
っ
て
い
る
。

*2　

こ
の
こ
と
は
中
国
に
対
し
て
も
同
様
で
、
文
字
ど
お
り
の
漢
や
唐
の
時
代
で
な
く

と
も
、
漢
・
唐
な
る
国
号
を
以
て
中
国
王
朝
を
指
し
示
す
こ
と
が
ふ
つ
う
に
行
な
わ

れ
た
。
そ
の
場
合
、
カ
ラ
と
訓
む
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

*3　

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
な
か
な
か
嫡
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
秀
吉
は
、
は

じ
め
甥
の
秀
次
を
後
継
者
と
し
て
考
え
て
い
た
が
、
の
ち
に
両
者
の
関
係
は
悪
化
し
、

謀
反
の
疑
い
で
秀
次
一
派
は
苛
烈
な
処
罰
を
受
け
た
（
秀
次
事
件
）。
そ
の
際
、
木
下

吉
隆
は
秀
次
の
監
視
・
護
送
役
と
し
て
高
野
山
に
向
か
っ
た
が
、
そ
の
間
に
吉
隆
も

ま
た
一
味
と
の
讒
言
を
受
け
て
改
易
、
薩
摩
の
島
津
義
弘
に
お
預
け
と
な
っ
た
。
お

預
け
は
容
疑
者
・
未
決
囚
の
拘
留
に
相
当
し
、
事
実
上
、
罪
人
（
流
刑
）
で
あ
る
。

*4　

宛
名
に
「
殿
」
を
付
け
る
か
「
様
」
を
付
け
る
か
に
つ
い
て
は
、「
様
」
の
ほ
う
が
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相
手
に
対
す
る
敬
意
が
厚
い
。「
殿
」
の
ほ
う
が
印
象
と
し
て
堅
苦
し
い
た
め
、
相
手

を
よ
り
敬
っ
て
い
る
と
思
う
人
が
少
な
く
な
い
が
、
実
は
逆
で
、「
殿
」
は
同
輩
・
同

列
以
下
の
者
に
対
し
て
付
け
る
礼
で
あ
っ
た
。

*5　

金
山
浦
は
大
同
江
河
口
南
岸
の
地
名
（
現
、
北
朝
鮮
）。
文
禄
の
役
で
黒
田
長
政
軍

が
こ
こ
ま
で
進
出
し
た
。

*6　

中
世
以
降
、
引
退
表
明
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
出
家
す
る
こ
と
が
一
般
化
し
た
。

こ
れ
を
「
法
体
（
ホ
ッ
タ
イ
）
す
る
」
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
剃
髪
も
し
、
衣
も
改
め

る
が
、
信
心
の
ほ
ど
は
覚
束
な
い
者
が
多
い
。
も
っ
ぱ
ら
俗
世
と
の
関
係
を
絶
つ
と

い
う
意
思
表
示
で
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
嫌
疑
を
受
け
て
二
心
の
な
い
こ
と
を
示
し

た
り
、
責
任
追
及
を
逃
れ
た
り
す
る
た
め
に
法
体
し
た
例
も
少
な
か
ら
ず
見
ら
れ
る
。

し
か
し
中
に
は
、法
体
し
て
か
ら
一
層
権
力
を
揮
っ
た
人
物
も
あ
る（
足
利
義
満
な
ど
）。

*7　

当
該
時
代
の
実
に
典
型
的
な
、
右
筆
書
き
と
俗
称
さ
れ
る
筆
跡
だ
が
、
吉
隆
自
身

が
秀
吉
の
右
筆
な
の
だ
か
ら
当
然
で
あ
る
。
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Notes on ‘Kinoshita Yoshitaka Shojo’ (a Letter of Kinoshita Yoshitaka) 

Preserved in the House of Natsuka

An Earnest Petition to Clear His Disgrace

YUASA, Yoshimi

キーワード ： 長束正家、木下吉隆、豊臣秀吉、文禄・慶長の役、武家書状
Key words ： Natsuka Masaie, Kinoshita Yoshitaka, Toyotomi Hideyoshi, the battle of Bunroku and Keicho, letter 

of samurai


