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は
し
が
き

　

天
王
寺
長
吏
林
家
に
伝
わ
っ
た
厖
大
な
文
書
群
が
資
料
集
と
し

て
公
刊
さ
れ
る
に
先
立
ち
、
本
誌
に
お
い
て
そ
の
見
ど
こ
ろ
・
読

み
ど
こ
ろ
が
披
露
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
小
稿
の
目
的

は
、や
や
趣
を
変
え
、こ
れ
だ
け
の
文
書
群
が
、ど
の
よ
う
に
我
々

の
眼
前
に
姿
を
現
し
た
の
か
を
述
べ
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど

に
当
文
書
に
は
、
秘
さ
れ
た
歴
史
が
あ
る
。

一　

出
会
い

　

さ
て
、
こ
の
「
長
吏
文
書
」
に
出
会
う
き
っ
か
け
は
、﹃
新
修

神
戸
市
史
﹄
の
編
纂
に
あ
っ
た
の
で
、
し
ば
ら
く
そ
の
経
緯
に
触

れ
る
。﹃
新
修
神
戸
市
史
﹄
は
、
一
九
八
二
年
六
月
二
三
日
に
開

催
さ
れ
た
専
門
委
員
会
︵
委
員
長
高
尾
一
彦
神
戸
大
学
教
授
、
当

時
︶
に
お
い
て
、「
歴
史
編
」
の
編
纂
の
た
め
に
近
世
部
会
を
置

く
こ
と
を
決
め
、
部
会
長
と
し
て
私
が
招
か
れ
た
。
同
年
九
月
二

特
集

「
長
吏
文
書
」
と
の
出
会
い
と
関
心

藪
田　

貫

　
﹃
悲
田
院
文
書
﹄
の
解
説
に
触
れ
ら
れ
て
い
た
「
破
棄
さ
れ
た
」
は
ず
の
「
長
吏
文
書
」
が
神
戸
市
立
博
物
館
所
蔵
藤
木
文
書
の
中
に
あ
る
と
確
信
し
た
の
は
、

一
九
九
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、「
大
阪
の
部
落
史
」編
纂
事
業
と
協
力
す
る
こ
と
で
、
二
〇
〇
二
年
、「
長
吏
文
書
研
究
会
」の
立
ち
上
げ
と
な
っ
た
。「
長

吏
文
書
」の
出
現
は
、
近
世
大
坂
の
研
究
に
新
生
面
を
切
り
開
く
こ
と
は
間
違
い
な
い
が
、
大
坂
町
奉
行
と
天
王
寺
長
吏
と
の
間
に
、
ど
の
よ
う
な
繋
が
り
が
あ
っ

た
の
か
を
解
き
明
か
す
こ
と
に
私
の
最
大
の
関
心
が
あ
る
。

要　
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九
日
の
専
門
委
員
会
が
、
私
の
最
初
に
参
加
し
た
委
員
会
で
あ
っ

た
。
そ
の
後
、
一
九
八
三
年
三
月
二
三
日
に
、
近
世
部
会
を
開
催
、

編
纂
事
業
が
本
格
的
に
始
ま
っ
た
。編
纂
事
業
は
通
常
の
よ
う
に
、

史
料
編
を
先
に
出
し
、
つ
い
で
本
文
編
を
出
す
と
い
う
計
画
で
な

く
、
当
初
か
ら
、
本
文
編
の
み
の
編
纂
・
出
版
と
決
め
ら
れ
て
い

た
。
事
務
局
は
神
戸
市
文
書
館
に
置
か
れ
、
木
南
弘
氏
ら
が
史
料

調
査
の
先
頭
に
た
っ
て
、
史
料
を
収
集
し
た
。

　

手
元
の
史
料
に
よ
る
と
五
年
後
の
一
九
八
七
年
三
月
二
三
日
開

催
の
部
会
で
は
、
執
筆
分
担
の
検
討
が
始
ま
っ
て
い
る
。
神
戸
市

史
料
調
査
会
に
よ
る
史
料
調
査
が
先
行
し
て
い
た
好
事
情
も
手
伝

い
、
本
文
編
の
作
業
が
順
調
に
進
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
の
ち
に

そ
の
中
か
ら
「
長
吏
文
書
」
が
出
現
す
る
藤
木
文
書
の
収
集
が
始

め
ら
れ
た
の
は
、
そ
の
頃
の
こ
と
で
、
手
元
の
ノ
ー
ト
に
は
、
一

九
八
七
年
一
二
月
五
日
の
部
会
と
あ
る
。
当
時
、
調
査
委
員
︵
の

ち
に
執
筆
委
員
︶
で
あ
っ
た
桑
田
優
氏
が
、
神
戸
市
立
博
物
館
に

通
い
、
そ
の
概
要
を
収
集
し
た
も
の
で
、
席
上
、
目
録
化
の
予
定

を
告
げ
て
い
る
。
な
お
藤
木
文
書
と
は
、
関
西
学
院
大
学
教
授
で

あ
っ
た
藤
木
喜
一
郎
氏
が
生
前
、
収
集
さ
れ
た
文
書
群
で
、
後
述

の
論
文
「
大
阪
町
奉
行
所
管
下
に
於
け
る
司
法
警
察
制
度
に
つ
い

て
」
の
中
で
、
自
ら
が
所
蔵
す
る
「
長
吏
文
書
」
を
利
用
し
た
こ

と
を
告
げ
、
一
躍
、
身
分
制
研
究
者
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な

っ
た
も
の
で
あ
る
。

　

桑
田
氏
の
努
力
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
目
録
は
、
藤
木
文
書

を
神
戸
市
域
に
限
っ
て
収
集
し
た
も
の
で
、
そ
の
目
録
に
し
た
が

っ
て
見
て
い
る
限
り
で
は
、「
長
吏
文
書
」
の
姿
は
全
く
見
え
な

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
市
史
執
筆
の
た
め
に
部
分
的
に
利
用
す
る

ぐ
ら
い
に
し
か
、
当
時
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ

と
つ
に
今
回
、
史
料
と
し
て
﹃
長
吏
文
書
﹄
に
収
め
ら
れ
る
弘
化

年
間
︵
一
八
四
四
～
一
八
四
八
︶
の
「
稲
・
綿
の
作
柄
調
べ
」
が

あ
る
。

　

そ
れ
は
、
西
摂
と
河
内
の
い
く
つ
か
の
地
域
に
つ
い
て
、
稲
と

綿
の
作
柄
を
書
き
上
げ
た
史
料
で
、
か
な
り
ま
と
ま
っ
て
あ
り
、

自
然
と
目
を
留
め
た
。
差
出
人
は
、
い
く
つ
か
の
事
例
か
ら
非
人

小
頭
や
番
非
人
と
判
断
さ
れ
、「
上
」と
書
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、

ど
こ
か
に
対
し
て
の
報
告
で
あ
る
こ
と
も
分
か
っ
た
。
か
つ
て
摂

津
・
河
内
の
「
郡
中
議
定
」
を
分
析
し
て
い
た
関
係
か
ら
、
非
人

が
、
近
世
後
期
の
地
域
社
会
の
変
動
を
考
え
る
上
で
の
鍵
と
な
る

存
在
だ
と
い
う
認
識
も
し
て
い
た
の
で
、な
お
さ
ら
目
を
引
か
れ
、

「
変
わ
っ
た
史
料
」
を
使
っ
て
、
近
世
後
期
の
地
域
社
会
を
記
述

し
よ
う
と
考
え
た
。
そ
し
て
一
度
は
草
稿
を
作
っ
て
み
た
が
、
史

料
の
周
辺
が
十
分
に
確
認
さ
れ
な
い
の
で
、
最
終
的
に
断
念
し
、

﹃
新
修
神
戸
市
史　

歴
史
編
Ⅲ
﹄
に
は
草
稿
を
一
切
利
用
せ
ず
、

一
九
九
〇
年
前
後
に
別
の
原
稿
を
提
出
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
や
は
り
気
に
な
っ
た
。「
ひ
ょ
っ
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と
し
て
」
と
い
う
思
い
が
、
消
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
桑
田
氏

の
作
成
し
た
「
藤
木
文
庫
仮
目
録
」
を
繰
っ
て
い
る
と
、
こ
の
中

に
は
、
摂
津
の
非
人
関
係
史
料
が
ま
と
ま
っ
て
入
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
か
と
の
疑
念
が
、
湧
い
て
消
え
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
疑
念
を
煽
る
よ
う
に
、
内
田
九
州
男
氏
が
、﹃
悲
田
院
文
書
﹄

︵
一
九
八
九
年
︶
の
「
あ
と
が
き
」
で
、
藤
木
氏
と
非
人
関
係
文

書
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
。

こ
れ
は
全
く
の
推
測
で
あ
る
が
、
こ
の
悲
田
院
文
書
は
、
あ
の
大

学
紛
争
で
氏
の
研
究
室
が
占
拠
さ
れ
て
い
る
渦
中
に
流
出
し
、
氏

自
身
そ
の
こ
と
に
お
気
付
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

藤
木
氏
に
は
一
九
七
八
年
五
月
長
吏
文
書
の
閲
覧
を
お
願
い
し
て

同
文
書
を
廃
棄
さ
れ
た
経
緯
を
お
聞
き
し
て
以
来
、
何
度
か
垣
外

番
史
料
を
初
め
貴
重
な
史
料
を
ご
教
示
い
た
だ
い
た
が
、
初
回
以

外
は
全
く
長
吏
文
書
の
こ
と
は
話
題
に
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。

　

内
田
氏
は
﹃
悲
田
院
文
書
﹄
を
編
纂
す
る
過
程
で
、
藤
木
氏
が

論
文「
大
阪
町
奉
行
所
管
下
に
於
け
る
司
法
警
察
制
度
に
つ
い
て
」

︵
一
九
五
九
年
︶
に
お
い
て
、
藤
木
氏
所
蔵
の
「
長
吏
文
書
」
と

し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
史
料
の
う
ち
一
点
が
、
悲
田
院
文
書
に
含

ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
悲
田
院
文
書
は
「
長
吏
文
書
」
の
一

部
で
は
な
い
か
と
推
測
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
が
強
烈
に
私

の
記
憶
に
残
っ
て
い
た
の
は
、
内
田
氏
も
述
べ
る
よ
う
に
、
藤
木

氏
の
同
論
文
の
所
在
を
教
え
た
の
が
、
私
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
は
と
い
え
ば
、「「
摂
河
支
配
国
」
論
」︵
一
九
八
〇
年
︶
を
準

備
す
る
な
か
で
、
藤
木
論
文
の
存
在
を
知
り
、
そ
の
な
か
に
「
長

吏
文
書
」
と
し
て
非
人
関
係
の
史
料
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
記
憶

し
て
お
り
、
な
に
か
の
機
会
に
そ
れ
を
内
田
氏
に
告
げ
た
の
だ
と

思
う
。
そ
こ
か
ら
先
の
直
感
は
内
田
氏
独
自
の
も
の
だ
が
、
今
更

な
が
ら
鋭
い
推
測
で
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
よ
う
な
疑
惑
を
抱
え
な
が
ら
、
私
は
た
だ
ち
に
、
現
場
に

足
を
運
ん
で
「
長
吏
文
書
」
の
確
認
を
す
る
と
い
う
行
動
に
出
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。﹃
新
修
神
戸
市
史　

歴
史
編
Ⅲ
﹄
の
出
版

を
終
え
る
と
い
う
仕
事
が
残
っ
て
い
た
か
ら
で
、
そ
れ
が
済
ん
だ

の
は
一
九
九
二
年
三
月
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
実
際
に
神
戸
市

立
博
物
館
に
足
を
運
び
、
藤
木
文
書
の
現
物
を
見
た
最
初
は
、
手

元
の
記
録
に
よ
る
と
一
九
九
三
年
七
月
一
七
日
で
あ
る
。
当
時
、

博
物
館
で
古
文
書
の
担
当
で
あ
っ
た
問
屋
氏
に
お
願
い
し
て
、
非

人
関
係
の
史
料
を
次
々
と
出
し
て
も
ら
っ
て
、
そ
の
内
容
の
素
晴

ら
し
さ
に
驚
か
ず
に
お
れ
な
か
っ
た
。「
内
田
氏
の
勘
は
当
た
っ

て
い
る
」
と
、
そ
の
日
の
う
ち
に
確
信
し
た
。
引
き
つ
づ
き
炎
暑

の
な
か
、
八
月
三
一
日
に
も
出
向
い
て
い
る
の
で
、
自
分
で
も
は

や
る
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

し
か
も
驚
い
た
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
史
料
の
中
か
ら
非
人
関
係

を
探
し
て
、
問
屋
氏
が
持
ち
出
し
て
く
れ
た
の
で
は
な
く
、
一
箱
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丸
ご
と
が
持
ち
出
さ
れ
、
そ
の
中
味
が
す
べ
て
「
非
人
関
係
」
な

の
で
あ
る
。
桑
田
氏
の
目
録
で
は
断
片
の
継
ぎ
接
ぎ
と
思
わ
れ
て

い
た
が
、
実
際
は
、
一
塊
の
史
料
で
あ
っ
た
。「
こ
れ
こ
そ
な
く

な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
た
長
吏
文
書
に
違
い
な
い
」と
の
確
信
は
、

日
を
重
ね
出
か
け
る
た
び
に
、
増
す
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
と
く
に

そ
う
確
信
さ
せ
た
の
は
、「
転
び
キ
リ
シ
タ
ン
の
類
族
改
」が
次
々

と
出
て
く
る
ば
か
り
か
、
そ
の
点
数
も
、﹃
悲
田
院
文
書
﹄
よ
り

も
は
る
か
に
多
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
至
り
、
一
点
ご
と
に
あ
ら
た
め
て
文
書
目
録
を
取
り
直

す
こ
と
を
決
意
し
、問
屋
氏
に
そ
の
了
解
を
得
た
。許
可
を
得
て
、

時
間
を
見
つ
け
て
は
、
三
宮
の
博
物
館
に
足
を
運
ん
だ
。
学
芸
員

室
の
近
く
に
特
別
の
場
所
を
確
保
し
て
も
ら
い
、
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱

に
入
っ
た
文
書
を
一
点
ず
つ
取
り
出
し
て
は
、
ザ
ラ
紙
を
切
っ
て

作
っ
た
縦
長
の
付
箋
に
、
分
類
番
号
と
年
次
・
表
題
を
書
き
込
ん

で
い
っ
た
。準
拠
と
し
た
の
は
も
ち
ろ
ん
内
田
・
岡
本
両
氏
の﹃
悲

田
院
文
書
﹄
の
分
類
、
た
と
え
ば
一
由
緒
、
七
公
役
と
い
う
分
類

に
従
っ
た
。
作
業
途
中
の
一
九
九
五
年
一
月
一
四
日
の
﹃
日
記
﹄

に
は
、「
日
に
五
〇
点
ほ
ど
」
と
書
き
残
し
て
い
る
。
ひ
と
り
で

頑
張
っ
て
も
、
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
こ
と
へ
の
愚
痴
が
籠
も
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
作
業
は
、
ど
う
に
か
順
調
に
進
ん
で
い
た

と
い
え
る
。
と
こ
ろ
が
三
日
後
、
目
録
取
り
を
中
断
さ
せ
る
大
事

件
が
起
き
た
。
一
月
一
七
日
早
朝
に
起
き
た
阪
神
・
淡
路
大
震
災

で
あ
る
。二　

共
同
研
究
へ

　

地
震
の
後
は
、
そ
の
惨
状
の
余
り
の
す
さ
ま
じ
さ
に
、
神
戸
市

内
に
足
を
踏
み
入
れ
、調
査
を
続
行
す
る
こ
と
は
た
め
ら
わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
博
物
館
に
行
く
気
力
も
失
せ
、
目
録
取
り
は
中
断
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
再
開
を
決
め
た
の
が
、
そ
れ
が
い

つ
の
こ
と
だ
っ
た
の
か
は
、
手
元
の
日
記
類
を
見
て
も
思
い
出
せ

な
い
。
お
そ
ら
く
一
九
九
七
年
前
後
と
思
う
。
し
か
し
再
開
を
検

討
し
て
も
、
と
て
も
ひ
と
り
で
は
手
に
負
え
な
い
と
い
う
実
感
が

大
き
く
、
再
開
す
る
と
す
れ
ば
、
誰
か
と
共
同
で
や
る
べ
き
だ
、

と
の
思
い
が
強
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

誰
と
や
る
べ
き
か
？　

ま
ず
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
も
ち
ろ
ん
、

内
田
九
州
男
氏
で
あ
る
。﹃
悲
田
院
文
書
﹄
と
「
長
吏
文
書
」
が

同
一
の
も
の
だ
と
分
か
っ
た
以
上
、
内
田
氏
の
協
力
を
得
る
の
が

ベ
ス
ト
で
あ
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
内
田
氏
に
連
絡

を
取
り
、
事
情
を
説
明
し
た
結
果
、
同
氏
も
お
お
い
に
関
心
を
も

た
れ
、
博
物
館
へ
の
調
査
の
段
取
り
を
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
記
憶

す
る
。
し
か
し
な
が
ら
諸
般
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
進
捗

は
は
か
ば
か
し
く
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
ど
う
す
る
か

と
思
案
を
し
て
い
た
一
九
九
七
年
三
月
に
、
奈
良
人
権
・
部
落
解
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放
研
究
所
主
催
の
講
演
会
へ
の
参
加
を
求
め
ら
れ
、
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
の
臼
井
壽
光
氏
に
会
う
機
会
が
あ
っ
た
。
網
野
善
彦
・
朝

尾
直
弘
・
宮
田
登
・
秋
定
嘉
定
の
各
氏
ら
に
混
じ
っ
て
講
演
す
る

と
い
う
企
画
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
を
機
に
、
臼
井
氏
と
の
接
点
が

で
き
、
同
氏
を
通
じ
て
、「
大
阪
の
部
落
史
」
編
纂
の
大
企
画
を

聞
く
こ
と
と
な
っ
た
。

　

そ
の
後
、
一
九
九
九
年
三
月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
ア
メ
リ
カ
で

暮
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
が
、
臼
井
氏
に
よ
れ
ば
そ
の
間
、
二
〇
〇

〇
年
に
入
っ
て
「
大
阪
の
部
落
史
委
員
会
」
と
し
て
調
査
を
許
さ

れ
、
委
員
会
で
は
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
に
取
り
掛
か
っ
て

い
る
。
帰
国
後
の
二
〇
〇
二
年
七
月
に
は
、
同
氏
か
ら
「
神
戸
市

立
博
物
館
「
旧
非
田
院
文
書
」
発
見
に
つ
い
て
は
貴
方
の
示
唆
を

得
て
、
現
在
、
研
究
会
を
立
ち
上
げ
る
と
こ
ろ
ま
で
来
て
い
ま
す
。

撮
影
の
た
め
に
作
成
し
た
仮
目
録
で
一
一
〇
〇
点
、刊
本
の
五
倍
、

内
容
的
に
は
そ
れ
以
上
の
価
値
の
あ
る
も
の
で
す
」
と
の
連
絡
を

い
た
だ
い
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
二
〇
〇
二
年
の
「
長
吏
文
書
研

究
会
」
の
発
足
と
な
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

さ
て
「
長
吏
文
書
」
に
出
会
い
、
整
理
し
、
目
録
を
取
る
過
程

で
自
分
に
も
っ
と
も
関
心
の
あ
っ
た
の
は
、
目
録
番
号
で
い
う
な

ら
11
公
役
、
と
く
に
「
遠
国
御
用
」
で
あ
る
。
関
連
す
る
文
書
の

中
に
、
天
保
八
年
︵
一
八
三
七
︶
二
月
、
盗
賊
方
与
力
内
山
彦
次

郎
が
、
四
国
・
西
国
に
悪
党
逮
捕
に
出
か
け
た
こ
と
を
記
す
も
の

が
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
二
月
一
九
日
、
大
塩
平
八
郎
が
蜂
起
し
た

そ
の
日
に
、
内
山
が
大
坂
に
い
な
か
っ
た
こ
と
を
教
え
た
。
こ
の

事
実
は
、
内
山
の
「
勤
功
書
」︵
慶
応
大
学
図
書
館
幸
田
成
友
文
庫
︶

に
も
書
か
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
同
心
四
名
を
伴
っ
た
こ
と
は

記
し
て
も
、
四
ケ
所
の
長
吏
小
頭
・
若
キ
者
が
随
行
し
た
こ
と
に

は
触
れ
て
い
な
い
。
ま
た
船
で
兵
庫
ま
で
行
っ
た
と
の
記
事
も
な

い
。
拙
稿
「
内
山
彦
次
郎―

大
坂
町
奉
行
所
与
力
の
生
涯
」︵
初

出
一
九
九
九
年
、
の
ち
﹃
近
世
大
阪
地
域
の
史
的
研
究
﹄
二
〇
〇
五
所

収
︶
で
は
、
そ
の
事
実
を
記
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
出
典
こ
そ
明

示
し
な
い
も
の
の
、「
長
吏
文
書
」
中
の
一
史
料
に
よ
っ
た
も
の

で
あ
る
。「
遠
国
御
用
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
含
め
、
重
要
な

事
実
が
た
く
さ
ん
記
さ
れ
て
お
り
、
史
料
集
﹃
長
吏
文
書
﹄
の
発

刊
が
心
待
ち
に
さ
れ
る
。

　

そ
の
一
方
、「
長
吏
文
書
」
と
内
山
の
「
勤
功
書
」
を
並
べ
て

見
た
と
き
に
、
大
き
な
断
層
が
あ
る
の
も
気
に
な
っ
た
。
内
山
は

同
行
し
た
同
心
の
名
前
を
記
す
が
、
長
吏
・
小
頭
に
は
一
切
触
れ

な
い
。
反
対
に
「
長
吏
文
書
」
中
の
史
料
は
、
同
心
の
名
前
は
記

す
が
、
与
力
の
名
が
見
え
な
い
。
言
い
換
え
る
と
、
同
心
を
媒
介

に
し
な
い
限
り
、
盗
賊
方
与
力
と
長
吏
仲
間
は
接
点
を
示
さ
な
い

の
で
あ
る
。
与
力
と
比
べ
て
発
掘
の
極
め
て
少
な
い
同
心
の
史
料

が
、
切
望
さ
れ
る
所
以
で
も
あ
る
。

　
「
支
配
国
」
と
し
て
、
大
坂
町
奉
行
所
を
中
心
と
す
る
地
域
支
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配
像
を
構
想
し
て
い
る
身
に
と
っ
て
、「
長
吏
文
書
」
の
意
義
は

た
し
か
に
大
き
い
。
と
こ
ろ
が
長
吏
・
小
頭
の
仲
間
文
書
で
あ
る

本
文
書
か
ら
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
奉
行
に
い
た
る
支
配
の
系
統
を
解

明
す
る
に
は
、
大
き
な
断
絶
が
あ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
断
絶
は
、

奉
行
を
起
点
に
、長
吏
レ
ベ
ル
に
下
降
し
て
み
て
も
納
得
さ
れ
る
。

そ
の
例
と
し
て
、
注
目
し
て
い
る
の
は
「
風
聞
書
」
で
あ
る
。

　
「
風
聞
書
」
と
は
い
わ
ゆ
る
探
索
書
で
、
市
中
の
動
静
を
知
る

上
で
、
市
政
支
配
に
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。
文
政
期
の
西
町
奉
行

︵
在
任
一
八
二
九
～
一
八
三
一
︶新
見
正
路
の
日
記
に
は
、「
風
聞
書
」

を
命
じ
る
記
事
が
多
く
見
え
る
。
風
聞
探
索
は
奉
行
か
ら
与
力
に

命
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
問
題
は
、
そ
の
先
が
ど
う
な
っ

て
い
る
か
で
あ
る
。
一
方
、「
風
聞
書
」
の
実
際
に
つ
い
て
は
、

安
政
期
の
東
町
奉
行
︵
在
任
一
八
五
八
～
一
八
六
一
︶
一
色
直
温
の

残
し
た
文
書
中
に
多
数
、
収
め
ら
れ
て
い
る
︵
一
橋
大
学
図
書
館

幸
田
成
友
文
庫
︶。
宛
名
は
な
い
が
、
奉
行
の
も
と
に
届
い
て
い
た

証
拠
で
あ
る
。
な
ら
ば
誰
が
、
そ
れ
を
作
成
し
、
ど
う
い
う
ル
ー

ト
で
奉
行
の
も
と
に
届
い
た
の
か
？

　

一
方
、「
長
吏
文
書
」中
に
、「
風
聞
書
」が
多
数
あ
る
こ
と
は
、

彼
ら
が
作
成
の
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
。
長
吏
・
小
頭
か

ら
各
地
の
非
人
番
に
命
じ
ら
れ
、
彼
ら
非
人
番
か
ら
「
風
聞
書
」

が
上
申
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。問
題
は
そ
れ
か
ら
先
、

奉
行
に
至
る
ル
ー
ト
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
長
吏
か
ら
惣
代
に
上
げ

ら
れ
、
惣
代
か
ら
盗
賊
方
同
心
を
経
て
、
盗
賊
方
与
力
に
上
げ
ら

れ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
解
明
が
、「
長
吏
文
書
」

に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
九
〇
年
前
後
か
ら
大
坂
町
奉
行
に
関
心
を
寄
せ
、
そ
の
史

料
を
集
中
的
に
収
集
し
、
解
読
し
て
い
る
が
、
分
か
っ
た
の
は
、

奉
行
そ
の
人
か
ら
の
手
の
届
く
の
は
与
力
ま
で
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
つ
ぎ
に
与
力
史
料
に
視
点
を
移
す
と
、
八
田

家
文
書
が
そ
の
材
料
を
提
供
し
た
。
与
力
か
ら
先
に
は
同
心
が
お

り
、
長
吏
に
至
る
の
は
、
も
う
一
段
階
も
二
段
階
も
先
の
こ
と
で

あ
る
。
奉
行
や
与
力
か
ら
長
吏
を
繋
ぐ
の
は
、「
二
階
か
ら
目
薬
」

の
た
と
え
の
よ
う
に
、
正
確
さ
と
い
う
面
で
は
き
わ
め
て
覚
束
な

い
。「
長
吏
文
書
」
の
出
現
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ど
の
程
度
可
能

に
な
る
の
か
、
あ
ら
た
め
て
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
た
い
と
思
う
。

付
記 　

小
稿
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
近
世
大
坂
地
域
の
捉
え
方
に
つ
い

て
は
、﹃
国
訴
と
百
姓
一
揆
の
研
究
﹄︵
校
倉
書
房
、
一
九
九
二
︶

お
よ
び
﹃
近
世
大
阪
地
域
の
史
的
研
究
﹄︵
清
文
堂
、
二
〇
〇
五
︶

を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。




