
 

 
 

大
隈
言
道
研
究 

Ⅶ 

 村
山
漢
古
の
文
事 

﹃
⾃
覚
談
﹄
と
﹃
詠
草
﹄︵
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
︶
を
め
ぐ
っ
て 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

進
藤 

康
子  

要
約 

江
⼾
時
代
後
期
の
博
多
の
歌
⼈
︑
⼤
隈
⾔
道
研
究
第
七
︒ 

佐
賀
県
⿃
栖
市
教
育
委
員
会
の
﹁
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
﹂
の
中
に
︑
⼤
隈
⾔
道
の
批
点

が
施
さ
れ
た
村
⼭
漢
古
の
和
歌
六
⼗
⾸
を
収
め
る
﹃
詠
草
﹄
が
あ
る
︒
こ
れ
は
︑
漢
古
が
晩

年
六
⼗
歳
代
で
⾔
道
の
⾨
⼈
と
な
り
︑
和
歌
指
導
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る
貴
重
な
⾔
道
添

削
資
料
で
あ
る
︒ 

漢
学
者
と
し
て
﹃
⾃
覚
談
﹄︵
嘉
永
五
年
刊
︶
を
︑
天
保
⼆
年
に
書
き
終
え
た
村
⼭
漢
古

で
あ
る
が
︑
漢
詩
⽂
に
留
ま
ら
ず
︑
和
歌
︑
俳
諧
︑
雅
楽
︑
篆
刻
︑
⼀
弦
琴
な
ど
も
嗜
み
︑

⽂
⼈
と
の
交
流
に
於
い
て
は
︑
本
居
宣
⻑
⾨
の
⻘
柳
種
信
︑
多
久
の
草
場
珮
川
︑
福
岡
⽢
棠

館
の
⻲
井
南
冥
︑
⻲
井
昭
陽
︑
⽇
⽥
咸
宜
園
の
広
瀬
淡
窓
︑
広
瀬
旭
荘
と
多
彩
で
あ
る
︒ 

こ
れ
ら
の
交
流
を
も
と
に
︑
⽥
代
代
官
所
役
⼈
で
あ
っ
た
漢
古
の
︑
⽂
⼈
と
し
て
の
⼈
物

像
と
︑
そ
の
作
品
と
に
光
を
あ
て
︑
⽥
代
⽂
化
圏
の
豊
穣
な
る
学
問
の
⼟
壌
と
そ
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
辿
っ
て
い
く
︒ 

 

キ
ー
ワ
ー
ド
：
⼤
隈
⾔
道
︑
村
⼭
漢
古
︑
⾃
覚
談
︑
東
明
館
︑
緒
⽅
東
海
︑
広
瀬
淡
窓
︑ 

咸
宜
園
︑
⻘
柳
種
信
︑
草
場
珮
川
︑
⻲
井
昭
陽
︑
古
賀
朝
陽 

 

  

⼀ 
 

は
じ
め
に 

 

江
⼾
時
代
後
期
︑対
⾺
藩
⽥
代
領︵
現
在
の
佐
賀
県
⿃
栖
市
︶代
官
所
役
⼈
で

あ
っ
た
村
⼭
漢
古
は
︑﹃
⾃
覚
談
﹄
の
著
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
︒
こ
の
﹃
⾃

覚
談
﹄刊
本
︑お
よ
び
﹃
⾃
覚
談
﹄⾃
筆
草
稿
本
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
佐
賀

県
⿃
栖
市
教
育
委
員
会
の
﹁
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
﹂
の
中
に
︑
⼤
隈
⾔
道
の
批

点
が
施
さ
れ
た
︑
村
⼭
漢
古
の
和
歌
六
⼗
⾸
と
⼤
隈
⾔
道
の
和
歌
⼀
⾸
を
収
め

る
﹃
詠
草
﹄
が
保
存
さ
れ
て
い
る
︒こ
れ
は
︑
漢
古
が
晩
年
六
⼗
歳
代
で
⾔
道
の

⾨
⼈
と
な
り
︑
通
信
教
育
の
よ
う
な
形
で
和
歌
指
導
を
受
け
た
こ
と
が
わ
か
る

貴
重
な
資
料
で
あ
る
︒ 

儒
学
者
と
し
て
﹃
⾃
覚
談
﹄
の
原
稿
を
︑
天
保
⼆
年
に
書
き
終
え
た
漢
古
で

あ
る
が
︑
漢
詩
⽂
に
留
ま
ら
ず
︑
和
歌
︑
篆
刻
︑
⼀
弦
琴
︑
横
笛
な
ど
幅
広
く

嗜
み
︑
⽂
⼈
と
の
交
流
に
於
い
て
は
︑
本
居
宣
⻑
⾨
の
⻘
柳
種
信
︑
多
久
の
草

場
珮
川
︑
福
岡
⽢
棠
館
の
⻲
井
南
冥
︑
⻲
井
昭
陽
︑
⽇
⽥
咸
宜
園
の
広
瀬
淡
窓

広
瀬
旭
荘
︑
久
留
⽶
の
樺
島
⽯
梁
な
ど
多
彩
で
あ
っ
た
︒ 

寛
政
四
年
に
東
明
館
の
前
⾝
﹁
稽
古
所
﹂
が
設
⽴
さ
れ
︑
そ
の
学
頭
緒
⽅
東

海
︵
⼜
右
衛
⾨
︶

⼀
と
共
に
︑
漢
古
は
東
明
館
設
⽴
に
⼤
い
に
貢
献
し
て
お
り

東
明
館
読
書
⼝
授
⽅
︑
訓
導
師
な
ど
を
歴
任
し
て
い
る
︒ 
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そ
し
て
︑
東
明
館
が
低
迷
し
た
時
に
も
陰
な
が
ら
⽀
え
︑
そ
の
後
は
漢
古
の

息
⼦
で
あ
る
村
⼭
東
⼀
郎

⼆ 

と
︑
緒
⽅
東
海
の
孫
で
あ
る
緒
⽅
連
が
中
⼼
と
な

っ
て
︑
東
明
館
に
︑
⽇
⽥
の
広
瀬
淡
窓
を
招
聘
し
︑
⽂
政
⼗
⼆
年
五
⽉
か
ら
淡

窓
に
よ
っ
て
集
中
講
義
が
な
さ
れ
た
︒
東
明
館
に
於
い
て
も
︑
詩
会
が
設
け
ら

れ
た
り
︑
学
⼒
評
価
を
⾏
う
た
め
に
︑
甲
・
⼄
・
丙
・
丁
・
戊
・
⼰
・
庚
・

⾟
・
壬
・
癸
に
よ
る
⽉
旦
評
が
作
成
さ
れ
た
︒
ま
た
︑
淡
窓
に
続
い
て
弟
旭
荘

も
集
中
講
義
を
担
当
し
多
く
の
⽥
代
領
の
⼈
々
が
講
義
に
列
し
た
︒
こ
の
よ
う

に
︑
村
⼭
漢
古
親
⼦
は
︑
⽥
代
の
学
政
の
興
隆
の
た
め
に
︑
淡
窓
︑
旭
荘
ら
を

引
き
⼊
れ
︑
学
問
の
下
⽀
え
と
牽
引
に
⼤
い
に
寄
与
し
て
い
っ
た
︒ 

こ
の
こ
と
に
よ
り
︑
⽥
代
領
の
学
問
熱
は
⾼
ま
り
を
⾒
せ
︑
連
動
す
る
よ
う

に
⽥
代
か
ら
の
咸
宜
園
⼊
⾨
者
が
激
増
し
た
︒
咸
宜
園
﹃
⼊
⾨
簿
﹄
に
よ
る

と
︑
最
初
の
⾨
⼈
は
⽂
化
四
年
⼊
⾨
の
⾨
司
郡
吾
と
梁
井
慶
次
︑
次
い
で
村
⼭

東
⼀
郎
ら
数
⼈
で
あ
っ
た
が
︑
⽂
政
⼗
⼆
年
︑
淡
窓
集
中
講
義
以
後
の
⽥
代
出

⾝
者
数
は
︑
五
⼗
数
名
に
及
ん
で
い
る
︒ 

ま
た
︑
佐
賀
与
賀
町
の
︑
今
泉
蟹
守
は
こ
の
⽥
代
の
歌
壇
に
注
⽬
し
︑﹃
⽩

縫
集
﹄︵﹃
今
泉
蟹
守
歌
集
﹄
所
収
︶
に
︑
漢
古
を
含
む
⽥
代
の
歌
⼈
の
和
歌
を

多
く
収
載
し
て
い
る
︒
加
え
て
︑
鍋
島
治
茂
︑
⻫
正
︑
直
正
の
三
代
に
︑
御
典

医
と
し
て
仕
え
た
轟
⽊
出
⾝
の
古
賀
朝
陽
︵
侍
医
兼
書
物
学
訓
導
︶
と
漢
古
と

の
漢
詩
の
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
も
新
た
な
資
料
に
よ
り
判
明
し
た
︒
こ
の
よ
う

な
当
時
の
⽥
代
⽂
化
圏
の
学
問
熱
の
⾼
さ
と
︑
そ
の
⼟
壌
の
裾
野
の
広
さ
︑
⽂

⼈
た
ち
の
豊
か
な
⽂
化
的
交
流
の
多
彩
さ
な
ど
を
︑
村
⼭
漢
古
の
⽂
事
を
⼀
例

と
し
て
考
察
し
て
い
き
た
い
︒ 

 

⼆ 

﹃
⾃
覚
談
﹄
を
め
ぐ
る
⼈
々 

 
  

村
⼭
漢
古
は
︑
名
は
勘
吾
︒
幼
名
は
︑
理
⼗
︒
後
に
︑
成
章
︒
字
は
孟
倬
︒

号
は
︑
太
⽩
⼭
⼈
︑
南
園
︒
肥
前
⽥
代
養
⽗
郡
蔵
上
村
隅
底
に
︑
明
和
七
︵
⼀
七

七
〇
︶
年
⼗
⼆
⽉
⼗
⽇
⽣
ま
れ
︑
天
保
⼗
⼆
︵
⼀
⼋
四
⼀
︶年
⼗
⼆
⽉
⼗
五
⽇
︑

七
⼗
⼆
歳
で
没
し
た
︒詩
⽂
は
︑福
岡
の
⻲
井
南
冥
︑昭
陽
︑肥
後
の
佐
伯
道
明
︑

秋
⽉
の
原
古
処
︑広
瀬
淡
窓
︑旭
荘
等
を
師
友
と
し
た
︒漢
詩
︑和
歌
︑俳
諧

三 

︑

書
道
︑
篆
刻
︑
武
術
︑
⼀
弦
琴
︑
盆
花
︑
雅
楽
の
横
笛
な
ど
を
嗜
む
⼀
⽅
︑
⼆
⼗

三
歳
で
稽
古
所︵
東
明
館
︶の
読
書
⼝
授
⽅
︑五
⼗
歳
で
東
明
館
訓
導
師
御
領
中

⾵
俗
⽬
付
兼
任
と
な
り
︑
⽥
代
の
教
育
の
牽
引
的
存
在
と
な
っ
て
い
っ
た
︒ 

漢
古
が
︑
肥
前
⽥
代
を
代
表
す
る
著
作
﹃
⾃
覚
談
﹄

四
の
原
稿
を
書
き
終
え
た

の
は
︑
天
保
⼆
年
︵
⼀
⼋
三
⼀
︶
⾟
卯
⼋
⽉
で
あ
っ
た
︒
そ
の
後
︑
漢
古
は
︑
広

瀬
淡
窓
︑広
瀬
旭
荘
︑草
場
珮
川
な
ど
に
寄
稿
を
求
め
︑そ
れ
ら
の
批
評
を
本
⽂

末
に
載
せ
た
︒
ま
た
︑
珮
川
の
跋
⽂
︵
天
保
四
年
︶︑
古
賀
穀
堂
の
題
辞
︵
天
保

五
年
︶︑
⻲
井
昭
陽
の
跋
⽂
︵
天
保
五
年
︶
を
求
め
︑
写
本
の
形
で
完
成
さ
せ
た

（

）
二

）二

）四

）三
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が
︑
実
際
に
出
版
さ
れ
た
の
は
︑
嘉
永
五
年
︵
⼀
⼋
五
⼆
︶
で
あ
っ
た
︒ 

広
瀬
淡
窓
の
題
字
で
︑﹃
⾃
覚
談
﹄
は
満
を
持
し
て
出
版
さ
れ
︑
多
く
の
⼈
の

⽬
に
触
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒こ
れ
は
︑漢
古
没
後
か
ら
数
え
て
︑既
に
⼗
⼀
年

を
経
過
し
て
い
た
︒
淡
窓
は
漢
古
よ
り
⼗
⼆
歳
年
下
で
あ
っ
た
が
︑
⽥
代
と
の

交
流
の
縁
か
ら
︑
淡
窓
の
⼿
配
に
よ
り
︑
出
版
は
広
瀬
家
の
著
述
を
多
く
⼿
掛

け
て
い
る
⼤
阪
⼼
斎
橋
通
博
労
町
の
岡
⽥
群
⽟
堂
か
ら
上
梓
さ
れ
て
の
ち
広
く

世
に
流
布

五 

し
た
︒ 

淡
窓
と
漢
古
と
の
最
初
の
出
会
い
は
︑
寛
政
六
年
︵
⼀
七
九
四
︶︑
同
じ
⽥
代

の
儒
者
で
︑
福
岡
の
⻲
井
南
冥
と
親
し
か
っ
た
緒
⽅
東
海
に
連
れ
ら
れ
て
来
た

こ
と
が
︑
淡
窓
の
﹃
懐
旧
樓
筆
記
﹄
巻
四
に
︑ 

 

此
年
ノ
春
︑
肥
前
⽥
代
ノ
⻑
官
︑
当
県
ニ
⾄
リ
︑
我
家
ニ
⽌
宿
ス
︒
其
属
吏

緒
⽅
⼜
右
衛
⾨
来
ル
︒⽥
代
ノ
元
占
ニ
シ
テ
︑⽂
学
ヲ
兼
ネ
タ
リ
︒東
海
先

⽣
ト
号
ス
︒予
相
⾒
シ
テ
︑之
ニ
詩
ヲ
贈
レ
リ
︒⼜
︑村
⼭
堪
吾
ト
云
フ
⼈
︑

従
ヒ
来
ル
︒之
ハ
彼
ノ
⽅
ヨ
リ
詩
ヲ
贈
レ
リ
︒緒
⽅
ハ
⽼
⼈
ナ
リ
︒南
冥
先

⽣
ト
親
シ
キ
⼈
ナ
リ
︒
村
⼭
ハ
此
時
⼆
⼗
五
歳
ナ
リ
︒ 

 

と
記
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
よ
り
︑
緒
⽅
東
海
と
村
⼭
漢
古
︵
堪
吾
︶
は
︑
淡
窓

の
家
に
宿
泊
︑そ
こ
で
︑漢
詩
の
贈
答
が
⾏
わ
れ
た
こ
と
や
︑漢
古
は
当
時
⼆
⼗

五
歳
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

そ
の
後
︑
⽂
化
九
年
︵
⼀
⼋
⼀
⼆
︶
に
︑
漢
古
の
⻑
⼦
東
⼀
郎
︵
村
⼭
允
仲
︶

が
︑
⽇
⽥
咸
宜
園
に
⼊
塾
す
る
︒﹃
⼊
⾨
簿
﹄
巻
五
﹁
⾃
⽂
化
九
年
⼋
⽉
⾄
⽂
化

⼗
⼀
年
四
⽉
﹂︵
四
丁
裏
︶
に
次
の
様
に
あ
る
︒ 

 

肥
前
国
基
養
郡
⽥
代
町 

 
 

 
 

村
⼭
東
⼀
郎 

 
 

⼊
⾨ 

⽂
化
九
年
壬
申
九
⽉
⼆
⼗
五
⽇ 

 
 

紹
介 

広
瀬
正
蔵

六 

 紹
介
者
は
︑
淡
窓
の
弟
の
広
瀬
正
蔵
︵
久
兵
衛
︶
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
の
縁
で
︑

⽂
政
⼗
⼆
︵
⼀
⼋
⼆
九
︶
年
五
⽉
に
︑
東
⼀
郎
は
︑
東
明
館
創
設
者
の
緒
⽅
東

海
の
孫
で
あ
る
緒
⽅
連
と
と
も
に
︑
淡
窓
を
東
明
館
に
招
聘
︒
集
中
講
義
は
ほ

ぼ
⼀
ヵ
⽉
間
⾏
わ
れ
た
︒﹃
懐
旧
樓
筆
記
﹄
巻
⼆
⼗
⼋
に
よ
る
と
︑
そ
の
時
の

受
講
⽣
は
︑
⾨
下
⽣
の
他
︑
代
官
所
役
⼈
や
村
⻑
な
ど
七
⼗
名
以
上
に
も
達
し

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
︒﹃
陸
詩
﹄﹃
⼩
学
﹄﹃
左
傳
﹄﹃
⾃
監
録
﹄﹃
楚
辞
﹄﹃
孟

⼦
﹄﹃
杜
律
﹄
の
講
義
や
︑
情
操
陶
冶
の
た
め
の
詩
作
を
奨
励
し
﹁
詩
会
﹂
が

⾏
わ
れ
る
な
ど
し
て
東
明
館
の
学
事
不
振
を
改
善
し
︑
そ
の
⼀
ヵ
⽉
後
に
は
︑

（
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大隈言道研究 年譜編第Ⅶ部 （進藤 康子） 
 

旭
荘
が
登
壇
し
︑
集
中
講
義
を
担
当
し
た
こ
と
が
﹃
鉄
斎
⽇
暦
﹄
巻
四
︵﹃
増

補
淡
窓
全
集
中
巻
﹄︶
に
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

集
中
講
義
の
折
︑
淡
窓
ら
は
︑
村
⼭
家
に
も
⽴
ち
寄
り
旧
交
を
温
め
て
い

る
︒
当
時
︑
漢
古
は
︑
東
明
館
の
教
官
を
六
⼗
歳
で
辞
し
︑
東
⼀
郎
が
そ
の
あ

と
を
継
い
で
い
た
︒﹃
懐
旧
樓
筆
記
﹄
巻
⼆
⼗
⼋
に
漢
古
六
⼗
歳
の
折
の
記
述

が
次
の
様
に
あ
る
︒ 

  

⽥
代
ニ
テ
︑饗
応
ニ
招
カ
レ
タ
ル
コ
ト
︑村
⼭
東
⼀
郎
ノ
家
ナ
リ
︒︵
中
略
︶

漢
古
︑
主
ト
ナ
レ
リ
︒
時
ニ
︑漢
古
六
⼗
ナ
リ
︒
之
ガ
為
ニ
寿
詞
ヲ
作
レ
リ 

 と
あ
り
︑
東
⼀
郎
の
家
で
︑
折
し
も
漢
古
六
⼗
歳
の
祝
い
が
あ
り
︑﹁
寿
詞
﹂
が

作
ら
れ
た
こ
と
が
記
録
に
残
さ
れ
て
い
る
︒ 

淡
窓
の
塾
へ
の
⽥
代
か
ら
の
⾨
⼈
は
︑先
に
述
べ
た
︑⽂
化
四
年
⼆
⽉
⼆
⼗
四

⽇
に
⼊
⾨
の
⾨
司
群
吾
と
梁
井
慶
次
︵
両
者
と
も
広
瀬
家
が
親
し
く
し
て
い
た

荒
⽊
次
平
治
の
実
⼦
で
︑そ
れ
ぞ
れ
⾨
司
家
養
⼦
︑梁
井
家
養
⼦
と
な
る
︶や
︑

そ
の
後
す
ぐ
⼊
⾨
し
た
東
⼀
郎
な
ど
の
数
名
で
あ
っ
た
が
︑
⽂
政
⼗
⼆
年
の
淡

窓
の
集
中
講
義
以
降
︑
学
問
へ
の
情
熱
は
⾼
ま
り
︑
東
明
館
は
俄
か
に
盛
況
と

な
っ
た
︒ま
た
︑⽥
代
か
ら
咸
宜
園
へ
の
⼊
⾨
者
も
︑五
⼗
⼋
名
と
増
加
し
た
︒

⽥
代
地
域
の
役
⼈
︑医
師
︑僧
侶
な
ど
も
⼊
⾨
し
︑⽥
代
か
ら
の
⼊
⾨
者
数
は
他

地
域
と
⽐
べ
て
突
出
し
て
多
く
な
っ
た
︒ 

⽥
代
か
ら
の
咸
宜
園
⼊
⾨
者
の
⼀
例
を
詳
し
く
挙
げ
る
と
︑﹃
⼊
⾨
簿
﹄
に
次

の
様
に
あ
る
︒ 

 

﹃
⼊
⾨
簿
﹄
続
編
巻
⼆ 

 

 
 

 
 

 
 

 

〇 

肥
前
国
⽥
代 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

荒
⽊
吉
次 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼊
⾨
⽂
政
⼗
⼆
⺒
丑 

五
⽉ 

 
 

 
 

 
 

 

〇 

肥
前
国
⽥
代 

原
四
郎
右
衛
⾨ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼊
⾨ 

⽂
政
⼗
⼆
⺒
丑 

五
⽉ 

〇 

肥
前
国
⽥
代 

釈
祐
⼭ 

⼊
⾨ 

⽂
政
⼗
⼆
⺒
丑 

五
⽉ 

と
い
っ
た
具
合
に
︑
荒
⽊
次
平
治
の
孫
吉
次
の
名
も
あ
り
︑
同
年
同
⽉
の
⼊
⾨

者
が
︑
⽴
て
続
け
に
⼆
⼗
⼆
名
続
い
た
こ
と
か
ら
も
︑
い
か
に
⽥
代
に
学
問
熱

が
⾼
ま
っ
た
か
が
わ
か
る
︒
吉
次
に
つ
い
て
は
︑
後
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
︒ 

⽂
政
⼗
⼆
年
以
後
も 

 

﹃
⼊
⾨
簿
﹄﹁
亦
楽
編
﹂
巻
五 

 
 

 
 

 
 

 

〇 
肥
前
国
対
⾺
領
⽥
代 

（

）
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緒
⽅
⼀
郎 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⼊
⾨ 

天
保
⼗
⺒
亥
三
⽉
⼗
⼋
⽇ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

紹
介 

松
隈
種
次
郎 

 

﹃
⼊
⾨
簿
﹄
続
編
⼆
⼗
⼆
巻 

 
 

 
 

 
 

 
〇 

肥
前
国
⽥
代
今
町 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
平
川
⼀
圭
伜 

平
川
⾒
⿓ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

紹
介 
村
⼭
東
⼀
郎 

な
ど
と
続
い
た
︒
東
⼀
郎
も
紹
介
者
と
し
て
名
を
連
ね
て
お
り
︑
⽥
代
と
⽇
⽥

と
の
⽂
化
交
流
の
深
さ
を
改
め
て
確
認
出
来
る
︒ 

ま
た
東
明
館
に
お
い
て
は
︑﹁
東
明
館
規
約
⼗
五
則
﹂
を
淡
窓
が
撰
し
た
も
の

を
緒
⽅
蓮
が
浄
書
し
︑
そ
の
教
え
が
伝
え
ら
れ
︑
⽇
常
的
に
四
書
五
経
の
素
読

は
句
読
師
に
よ
り
⾏
わ
れ
た
︒安
政
の
頃
に
な
る
と
︑東
明
館
は
︑御
茶
屋
跡
に

移
転
と
な
り
︑
安
政
⼆
年
︑
新
た
に
開
館
し
た
︒﹃
佐
藤
恒
右
衛
⾨
毎
⽇
記
﹄

七

に
よ
る
と
︑
そ
の
時
の
様
⼦
は
︑
明
館
学
頭
と
な
っ
た
緒
⽅
蓮
が
﹃
中
庸
﹄
の
講

談
を
務
め
︑
⼿
代
役
は
や
は
り
漢
古
の
⼦
東
⼀
郎
で
あ
っ
た
︒
東
明
館
で
の
⽂

道
は
第
⼀
に
修
⾝
の
業
で
あ
り
孝
悌
忠
信
で
あ
り
実
⽤
を
旨
と
し
て
い
た
︒
嘉

永
年
間
の
講
義
題
⽬
と
し
て
は﹃
孝
経
﹄﹃
左
伝
﹄﹃
⼤
学
﹄﹃
易
経
﹄﹃
論
語
﹄﹃
中

庸
﹄﹃
新
論
﹄が
記
録
さ
れ
て
い
る
︒﹃
新
論
﹄
の
よ
う
な
⽔
⼾
藩
の
尊
王
攘
夷
思

想
も
講
義
さ
れ
て
お
り
︑時
世
を
読
む
臨
機
応
変
な
東
明
館
の
気
⾵
が
伺
え
る
︒ 

 

 

①
﹃
⾃
覚
談
﹄
⾃
筆
草
稿
本
︵
⿃
栖
教
育
委
員
会
﹁
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
﹂︶  

 
 

（

）
五

）七
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吉
次
⽈
︑
昌
⾔
︑
敬
服
敬
服
︑
吾
家
⽼
⽗
年
過
⽿
順
︑ 

以
平
⽣
強
健
︑
漫
然
延
志
於
来
年
︑
⽋
些
孝
思
︑ 

今
茲
仲
秋
︑
⼗
五
夜
︑
暴
病
︑
脉
絶
⾆
枯
︑
⽚
刻
之
間
︑ 

殆
乎
不
起
︑
與
家
驚
⾛
︵
中
略
︶ 

 と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒ 

そ
し
て
︑
更
に
﹃
⾃
覚
談
﹄
に
多
く
の
⽂
⾔
を
引
⽤
さ
れ
︑﹃
⾃
覚
談
﹄
下
巻

に
跋
⽂
ま
で
寄
せ
た
︑
佐
賀
藩
多
久
⾢
の
儒
学
者
草
場
珮
川
は
︑﹃
珮
川
詩
鈔
﹄

巻
四

九 

に
於
い
て
︑
漢
古
の
こ
と
を
次
の
様
に
物
語
っ
て
い
る
︒ 

 

村
⼭
孟
倬 

⽥
代
⼈
︑
近
詠
国
雅
⼀
巻
ヲ
寄
セ
ラ
ル
︒ 

蓋
︑
⼰
ニ 

六
⼗
過
ギ
テ
始
メ
テ
之
ヲ
学
ブ
︒
精
魄
畏
ル
ベ
シ
︒ 

此
レ
ヲ
作
リ
回
シ
贈
ル 

 

と
あ
り
︑
漢
古
が
す
で
に
六
⼗
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
和
歌
を
学
び
始
め
た
こ
と
に

驚
嘆
し
︑﹁
精
魄
畏
ル
ベ
シ
︒﹂と
讃
え
て
い
る
︒こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
︑漢
古
は
︑六
⼗
歳
を
過
ぎ
て
︑和
歌
の
道
を
学
ぶ
た
め
福
岡
の
歌
⼈
⼤
隈
⾔

道
に
⼊
⾨
す
る
の
で
あ
る
︒ 

  
 

 
 

 

三 
 

新
資
料
﹃
詠
草
﹄ 

  

﹁
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
﹂
の
中
か
ら
、⼤
隈
⾔
道
の
批
点
を
持
つ
﹃
詠
草
﹄

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
は
︑
⿃
栖
市
誌
編
纂
の
た
め
の
調
査
の
折
で
あ
っ

た
︒こ
の
﹃
詠
草
﹄
は
︑
漢
古
の
和
歌
六
⼗
⾸
か
ら
な
る
墨
付
き
七
丁
の
詠
草
で

あ
る
︒ 

  
 

 

こ
は
天
保
⼆
卯
と
し
の
春
よ
り
齢
六
⼗
⼆
に
て
唯
⼼
お
こ
し
︑
翌
⾠
七

⽉
ま
で
詠
じ
歌
也
︒
夫
よ
り
再
び
任
に
あ
り
て
や
み
ぬ 

 
 

 

こ
は
天
保
申
の
秋
よ
り
再
び
思
ひ
お
こ
し
て
去
る
冬
ま
で
の
歌
也
︒
歌

の
す
が
た
少
し
く
初
に
こ
と
な
れ
ば
ふ
た
つ
に
か
ゐ
つ
け
ぬ
︒
⾔
道
⼤
⼈

よ
み
て
お
く
る 

 

の
詞
書
き
よ
り
︑
漢
古
六
⼗
⼆
歳
の
天
保
⼆
年
か
ら
は
じ
ま
り
︑
翌
年
ま
で
続

い
た
と
こ
ろ
で
⼀
旦
終
わ
り
︑
天
保
七
年
に
再
開
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ

の
こ
ろ
は
︑
野
村
望
東

⼀
〇

夫
妻
な
ど
が
次
々
に
⾔
道
に
⼊
⾨
し
て
お
り
︑
和
歌

の
師
と
し
て
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
く
時
期
で
あ
る
︒
折
し
も
︑
漢
古
が

天
保
⼆
年
⾟
卯
⼋
⽉
に﹃
⾃
覚
談
﹄を
あ
ら
か
た
書
き
終
わ
っ
て
︑和
歌
に
⼒
を

大隈言道研究 年譜編第Ⅶ部 （進藤 康子） 
 

 

﹃
⾃
覚
談
﹄
に
は
︑
淡
窓
︑
旭
荘
︑
珮
川
な
ど
の
⾔
を
夥
し
く
引
⽤
し
︑
⾃
説

を
補
強
す
る
形
を
と
っ
て
い
る
︒
⼀
例
を
⾒
る
と
次
の
如
く
で
あ
る
︒ 

  
 

淡
窓
⽈
︑
余
今
⽇
ヨ
リ
此
語
ヲ
服
膺
ス
ヘ
シ
︑ 

 

茲
ハ
親
ノ
誠
ナ
リ
︑
孝
⼦
ヲ
得
テ
ハ
其
愛
イ
ヨ
々
篤
カ
ル
へ
シ
︑ 

 

國
政
ハ
君
ノ
重
任
ニ
シ
テ
︑
忠
⾂
ヲ
待
モ
ノ
ナ
レ
ハ
︑
ソ
ノ

𠖥𠖥 

 

イ
ヨ
々
深
カ
ル
へ
シ
︑
⾵
邪
ハ
暖
夜
ニ
⼊
易
シ
︑
⾂
⼦
タ
ル
者
ハ
︑ 

 

𠖥𠖥

ト
愛
ト
ヲ
恃
ミ
︑
敬
ノ
⼀
字
ヲ
缺
ク
マ
ジ
キ
コ
ト
ト
ゾ
覚
ユ
ル
︒ 

 

 
 

 
 

 

②
﹃
⾃
覚
談
﹄
同
上 

料
紙
の
柱
﹁
荒
⽊
⽒
蔵
﹂ 

 

猶
︑先
に
述
べ
た
よ
う
に
︑⿃
栖
市
教
育
委
員
会
に
は
︑漢
古
没
後
の
嘉
永
五

年
に
上
板
さ
れ
た﹃
⾃
覚
談
﹄刊
本
上
下
⼆
冊
と
は
別
に
︑天
保
⼆
年
⾟
卯
⼋
⽉

に
書
き
終
え
た
⾃
筆
原
稿
﹃
⾃
覚
談
﹄
が
保
存
さ
れ
て
い
る
︵
写
真
①
︶︒
こ
れ

は
︑
漢
古
の
欄
外
へ
の
膨
⼤
な
細
か
な
書
き
込
み
や
︑
本
⽂
の
張
り
紙
が
多
数

あ
り
︑試
⾏
錯
誤
の
跡
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
︒料
紙
は
︑

柱
刻
に
︑
予
め
﹁
荒
⽊
⽒
蔵
﹂︵
写
真
②
︶
と
あ
る
罫
紙
を
使
⽤
し
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
対
⾺
の
御
⽤
商
⼈
広
瀬
家
と
繫
が
り
の
あ
る
荒
⽊
家
が
料
紙
を
提
供
し

た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
窺
え
る
︒ 

当
時
︑
⽥
代
有
数
の
商
⼈
で
あ
る
荒
⽊
家
か
ら
は
︑
先
に
述
べ
た
荒
⽊
次
平

治
︑
そ
の
孫
荒
⽊
吉
次
な
ど
の
名
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
︑
次
平
治
宅
に
淡

窓
は
旅
宿
と
し
て
数
⽇
過
ご
し
た
記
録

⼋ 

が
残
っ
て
お
り
︑
荒
⽊
家
は
⽥
代
⽂

化
圏
の
⽂
⼈
た
ち
を
⽀
え
続
け
た
こ
と
が
判
る
︒ 

吉
次
は
⽥
代
領
の
札
発
⾏
を
⾏
い
︑
最
盛
期
に
は
広
瀬
家
に
融
資
し
て
い
た

が
︑天
保
⼗
四
年
頃
に
︑吉
次
の
家
の
商
売
は
︑幕
府
の
打
ち
出
し
た
⼀
朱
銀
通

⽤
停
⽌
策
で
破
産
に
追
い
込
ま
れ
る
︒⾨
司
家
⽂
書
﹃
⼝
上
覚
﹄に
よ
る
と
﹁
打

ち
続
き
莫
⼤
の
損
失
﹂﹁
⾝
上
不
如
意
﹂
と
あ
り
︑
吉
次
は
⼤
阪
ま
で
⾏
き
再
起

を
図
っ
た
が
不
振
で
︑
と
う
と
う
後
始
末
は
⾃
分
た
ち
で
は
出
来
ず
︑
広
瀬
久

兵
衛
に
処
理
を
依
頼
す
る
こ
と
と
な
る
︒ 

そ
の
吉
次
は
︑﹃
⾃
覚
談
﹄
に
は
︑
次
の
様
に
︑ 

（

）
六

）八

大隈言道研究　Ⅶ　村山漢古の文事　『自覚談』と『詠草』（曽根崎・古賀家文書）をめぐって　（進藤康子）

－ 67 －



 

 
 

 
 

 

吉
次
⽈
︑
昌
⾔
︑
敬
服
敬
服
︑
吾
家
⽼
⽗
年
過
⽿
順
︑ 

以
平
⽣
強
健
︑
漫
然
延
志
於
来
年
︑
⽋
些
孝
思
︑ 

今
茲
仲
秋
︑
⼗
五
夜
︑
暴
病
︑
脉
絶
⾆
枯
︑
⽚
刻
之
間
︑ 

殆
乎
不
起
︑
與
家
驚
⾛
︵
中
略
︶ 

 と
記
述
さ
れ
て
い
る
︒ 

そ
し
て
︑
更
に
﹃
⾃
覚
談
﹄
に
多
く
の
⽂
⾔
を
引
⽤
さ
れ
︑﹃
⾃
覚
談
﹄
下
巻

に
跋
⽂
ま
で
寄
せ
た
︑
佐
賀
藩
多
久
⾢
の
儒
学
者
草
場
珮
川
は
︑﹃
珮
川
詩
鈔
﹄

巻
四

九 

に
於
い
て
︑
漢
古
の
こ
と
を
次
の
様
に
物
語
っ
て
い
る
︒ 

 

村
⼭
孟
倬 

⽥
代
⼈
︑
近
詠
国
雅
⼀
巻
ヲ
寄
セ
ラ
ル
︒ 

蓋
︑
⼰
ニ 

六
⼗
過
ギ
テ
始
メ
テ
之
ヲ
学
ブ
︒
精
魄
畏
ル
ベ
シ
︒ 

此
レ
ヲ
作
リ
回
シ
贈
ル 

 

と
あ
り
︑
漢
古
が
す
で
に
六
⼗
歳
を
過
ぎ
て
か
ら
和
歌
を
学
び
始
め
た
こ
と
に

驚
嘆
し
︑﹁
精
魄
畏
ル
ベ
シ
︒﹂と
讃
え
て
い
る
︒こ
こ
に
記
述
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
︑漢
古
は
︑六
⼗
歳
を
過
ぎ
て
︑和
歌
の
道
を
学
ぶ
た
め
福
岡
の
歌
⼈
⼤
隈
⾔

道
に
⼊
⾨
す
る
の
で
あ
る
︒ 

  
 

 
 

 

三 
 

新
資
料
﹃
詠
草
﹄ 

  

﹁
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
﹂
の
中
か
ら
、⼤
隈
⾔
道
の
批
点
を
持
つ
﹃
詠
草
﹄

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
の
は
︑
⿃
栖
市
誌
編
纂
の
た
め
の
調
査
の
折
で
あ
っ

た
︒こ
の
﹃
詠
草
﹄
は
︑
漢
古
の
和
歌
六
⼗
⾸
か
ら
な
る
墨
付
き
七
丁
の
詠
草
で

あ
る
︒ 

  
 

 

こ
は
天
保
⼆
卯
と
し
の
春
よ
り
齢
六
⼗
⼆
に
て
唯
⼼
お
こ
し
︑
翌
⾠
七

⽉
ま
で
詠
じ
歌
也
︒
夫
よ
り
再
び
任
に
あ
り
て
や
み
ぬ 

 
 

 

こ
は
天
保
申
の
秋
よ
り
再
び
思
ひ
お
こ
し
て
去
る
冬
ま
で
の
歌
也
︒
歌

の
す
が
た
少
し
く
初
に
こ
と
な
れ
ば
ふ
た
つ
に
か
ゐ
つ
け
ぬ
︒
⾔
道
⼤
⼈

よ
み
て
お
く
る 

 

の
詞
書
き
よ
り
︑
漢
古
六
⼗
⼆
歳
の
天
保
⼆
年
か
ら
は
じ
ま
り
︑
翌
年
ま
で
続

い
た
と
こ
ろ
で
⼀
旦
終
わ
り
︑
天
保
七
年
に
再
開
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
︒
こ

の
こ
ろ
は
︑
野
村
望
東

⼀
〇

夫
妻
な
ど
が
次
々
に
⾔
道
に
⼊
⾨
し
て
お
り
︑
和
歌

の
師
と
し
て
の
活
動
が
活
発
に
な
っ
て
い
く
時
期
で
あ
る
︒
折
し
も
︑
漢
古
が

天
保
⼆
年
⾟
卯
⼋
⽉
に﹃
⾃
覚
談
﹄を
あ
ら
か
た
書
き
終
わ
っ
て
︑和
歌
に
⼒
を

（

）
七

）九

）一
〇
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⼊
れ
始
め
た
時
期
と
重
な
る
の
が
注
⽬
さ
れ
る
︒ 

 
﹃
詠
草
﹄︵
写
真
③
︶
に
は
︑
⾔
道
か
ら
添
削
指
導
を
細
や
か
に
受
け
た
跡
が

⾒
受
け
ら
れ
︑
そ
の
批
語
︑
批
点
は
︑
朱
書
と
墨
書
が
あ
り
︑
終
わ
り
に
は
⾔
道

の
和
歌
⼀
⾸
が
︑ 

 

あ
き
ゝ
ぬ
と
き
く
ぞ
う
れ
し
き
こ
と
し
よ
り 

⽉
⾒
る
と
も
の
そ
ひ
ぬ
と
お
も
へ
ば 

 

と
添
え
ら
れ
︑
続
い
て
批
評
が
⼀
丁
に
渡
っ
て
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

そ
の
最
後
に
は﹁
あ
な
か
し
こ
﹂と
あ
り
︑添
削
と
⼿
紙
を
兼
ね
た
⽂
⾔
が
あ

り
︑
通
信
教
育
が
施
さ
れ
て
い
た
⾨
下
指
導
の
実
態
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴

重
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
︒ 

現
存
す
る
﹃
詠
草
﹄
の
墨
書
は
︑
筆
跡
に
よ
り
︑
す
べ
て
⾔
道
の
⼿
に
な
る
も

の
で
︑
⾔
道
⾃
⾝
が
漢
古
の
提
出
し
た
詠
草
を
清
書
を
し
て
や
り
︑
そ
の
上
か

ら
︑
更
に
ま
た
批
点
を
打
つ
と
い
っ
た
流
れ
で
あ
る
︒
こ
の
指
導
様
式
は
︑
実

は
︑
⾔
道
の
飯
塚
の
弟
⼦
⼩
林
重
治
家
集
﹃
⾃
詠
集
中
抄
﹄

⼀
⼀

な
ど
の
実
作
指

導
す
る
際
に
も
⾏
わ
れ
て
い
た
︒
こ
の
よ
う
に
特
別
な
⾨
下
に
は
︑
⾔
道
が
ま

る
ご
と
浄
書
し
た
も
の
に
そ
の
上
か
ら
更
に
朱
で
批
正
を
認
め
て
い
っ
た
︒ 

 

③ 

村
⼭
漢
古
﹃
詠
草
﹄︵
⿃
栖
市
教
育
委
員
会
﹁
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
﹂︶ 

 

（

）
八

）一
一
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こ
の
﹃
詠
草
﹄
詞
書
に
よ
れ
ば 

  
 

 
⻘
柳
の
翁
が
先
つ
⽐
︑
神
⾵
の
い
せ
な
る
す
ゝ
の
屋
に
あ
り
て
︑ 

同
じ
学
び
の
友
が
き
の
歌
ど
も
書
あ
つ
め
て
︑
霞
関
集

⼀
⼆

と 
名
づ
け
け
る
⽂
の
は
し
に 

 

と
あ
る
よ
う
に
︑
こ
の
頃
︑
本
居
宣
⻑
⾨
で
あ
る
福
岡
藩
の
⻘
柳
種
信
と
何
か

し
ら
の
交
流
が
あ
り
︑
国
学
を
学
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
や
︑﹁
同
じ
学
び
の

友
が
き
﹂よ
り
︑
国
学
を
学
ぶ
⼈
た
ち
の
歌
が
集
め
ら
れ
た﹃
霞
関
集
﹄に
⾔
及

す
る
あ
た
り
︑
名
⽴
た
る
歌
集
な
ど
に
⾃
分
も
⼊
集
し
た
い
と
い
う
志
が
類
推

で
き
よ
う
︒
そ
の
他
の
漢
古
の
詠
草
類
は
︑
古
賀
益
城
著
﹃
村
⼭
漢
古
翁
﹄

⼀
三

に
も
収
載
さ
れ
て
お
り
︑
ま
た
︑
漢
古
に
は
︑﹃
⽼
の
⼭
ぶ
み
﹄
と
い
う
詠
草
が

あ
っ
た
こ
と
が
︑
東
⼀
郎
﹃
温
情
遺
事
﹄

⼀
四

︵﹃
村
⼭
漢
古
翁
﹄
所
収
︶
に
お
い

て
次
の
様
に
知
ら
れ
て
い
る
︒ 

 

和
歌
は
福
岡
の
⼤
隈
⾔
道
を
益
友
と
し
て
︑
同
じ
家
中
に
も
歌
の
と
り

遣
り
あ
り
て
︑南
園
に
隠
居
し
⽟
ひ
し
よ
り
は
︑わ
け
て
和
歌
に
⼼
よ
せ
楽

し
み
⽟
ひ﹁
⽼
の
⼭
ふ
み
﹂と
云
ふ
⼀
巻
を
得
ら
れ
︑⾃
歌
を
し
る
し
被
置

候
︒
⾔
道
の
選
み
し
笠
⼭
集
の
内
に
も
あ
ま
た
君
の
詠
み
歌
選
に
⼊
た
り 

 

こ
の
﹃
⽼
の
⼭
ぶ
み
﹄
が
﹃
詠
草
﹄
の
続
編
か
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
漢
古
致
仕

の
六
⼗
七
歳
以
降
︑
南
園
に
隠
居
し
た
頃
の
晩
年
の
作
品
で
あ
ろ
う
︒ 

 

漢
古
が
︑
⾔
道
と
初
め
て
会
っ
た
の
は
︑
天
保
⼗
年︵
⼀
⼋
三
九
︶
三
⽉
で
あ

っ
た
︒
最
晩
年
の
七
⼗
歳
の
祝
い
を
し
て
い
る
漢
古
を
訪
問
し
た
こ
と
が
︑
⾔

道
の
詠
草
﹃
春
野
集
﹄︵
⾕
川
本
︶

⼀
五

に
よ
っ
て
わ
か
る
︒ 

  
 

 

や
よ
ひ
は
じ
め
つ
か
た
︑
た
し
ろ
の
さ
と
な
る
む
ら
や
ま
な
に
が
し
を 

は
じ
め
て
と
ぶ
ら
ひ
け
る
に
︑こ
と
し
な
な
そ
ぢ
に
な
り
ぬ
と
て
︑い
は
ひ

ご
と
ゝ
も
せ
ら
れ
け
る
を
︑⼈
々
う
ち
よ
り
て
う
た
な
ど
よ
め
り
け
る
に
︑

い
は
ひ
の
こ
ゝ
ろ
を
よ
め
る 

こ
と
し
よ
り
あ
ひ
み
る
物
を
あ
か
ま
し
や
か
ぎ
り
な
き
世
に
君
が
ま
さ
ず
は 

 
 

た
し
ろ
よ
り
ひ
た
の
か
た
に
ゆ
き
け
る
み
ち
に
て
よ
め
る
う
た
お
ほ
く

あ
り
し
か
ど
も
み
な
わ
す
れ
に
け
り 

し
る
べ
な
み
お
ぼ
つ
か
な
げ
に
の
を
ゆ
け
ば
は
て
は
道
な
し
⼭
ば
か
り
し
て 

⼭
か
げ
に
か
く
る
と
⾒
え
し
く
ま
か
は
の
ま
た
⾒
え
く
な
り
道
の
ゆ
く
て
に 

 

 

こ
れ
に
よ
り
︑
⾔
道
は
︑漢
古
の
七
⼗
の
賀
に
お
い
て
﹁
は
じ
め
て
﹂
ま
み
え

た
こ
と
が
知
ら
れ
︑
⾔
道
と
は
︑
数
年
間
︑通
信
教
育
の
よ
う
な
形
で
︑
添
削
批

）一
二

）一
四

）一
三

）一
五

（

）
九
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あ
か
な
く
に
出
る
は
⾒
え
て
ま
た
⾒
え
ぬ
本
あ
ら
の
松
の
は
が
く
れ
の
⽉ 

 

と
⾔
道
が
記
し
て
い
る
︒﹁
⽥
代
⼩
松
原
の
い
ほ
﹂
は
︑
漢
古
の
草
庵
と
思
わ
れ

る
が
︑そ
こ
を
拠
点
を
し
て
⼀
ヵ
⽉
ほ
ど
滞
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
︑

そ
の
間
︑
⽥
代
周
辺
の
他
の
⾨
⼈
た
ち
と
の
交
流
も
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
︒ 

 

ま
た
︑
⾔
道
の
書
簡
︵
ａ
︶
〜
︵
ｄ
︶
に
は
︑
次
の
様
に
書
か
れ
て
い
る
︒ 

  
 

 

⽥
代
き
や
ぶ
の
⽅
も
︑
四
︑
五
年
前
よ
り
私
ま
ゐ
り
て
候
て
歌
の
体 

 
 

 

⼀
変
仕
候
︒
唯
⼀
両
年
に
よ
く
よ
み
直
し
候
⽼
⼈
等
も
御
座
候
︒︵
ａ
︶ 

  
 

 

お
な
じ
と
こ
ろ
︵
⽥
代
︱
筆
者
注
︶
あ
ら
き
な
に
が
し
が
も
と
に
し
て
︑

さ
け
の
な
ゝ
ど
つ
け
ゝ
る
と
き
︑あ
ふ
ぎ
を
い
だ
し
て
︑う
た
を
こ
ひ
け

る
に
︑
天
保
通
宝
の
ぜ
に
の
か
た
を
か
り
け
れ
ば
よ
め
る
︵
ｂ
︶ 

  
 

 

た
し
ろ
ち
か
き
こ
が
の
さ
と
な
る
原
な
に
が
し
が
も
と
に
︑
し
ば
ら
く

あ
り
け
る
時
︑か
し
こ
に
て
う
た
な
ど
よ
み
け
る
つ
い
で
に
︑み
づ
い
ろ

の
あ
ふ
ぎ
に
︑
あ
め
な
ど
の
ご
と
き
あ
と
あ
り
け
る
を
︵
ｃ
︶ 

 

 
 

明
⽇
よ
り
し
ば
し
御
帰
栖 

⼜
の
御
出
奉
祈
候 

 

御
申
遣
候
短
冊 

書
調
御
使
へ
相
渡
申
候
︵
略
︶ 

 
 

 

⽯
夫
雅
伯 

 
 

 

⾔
道 

 
 

御
う
た
何
卒
す
こ
し
づ
ゝ
御
作
是
⼜
い
の
り
申
候 

わ
た
く
し 

 
 

存
候
だ
け
は
わ
か
り
易
候
様
⼯
夫
い
た
し
可
申
候

⼆
⼆

︵
ｄ
︶ 

 

 

こ
の
⾔
道
書
簡
︵
ａ
︶
の
︑﹁
⽥
代
き
や
ぶ
の
⽼
⼈
﹂
で
︑
⾔
道
の
指
導
で
和

歌
が
⾒
違
え
る
よ
う
に
よ
く
な
っ
た
勤
勉
な
⽼
⼈
や
︑︵
ｂ
︶
の
我
が
扇
に
⾔
道

の
歌
を
所
望
し
た
﹁
荒
⽊
な
に
が
し
﹂︑︵
ｃ
︶
の
古
賀
の
﹁
原
な
に
が
し
﹂
な
ど

か
ら
︑
⽥
代
周
辺
に
は
漢
古
以
外
に
も
多
く
の
⾨
下
⽣
が
お
り
︑︵
ｄ
︶
の
﹁
御

帰
栖
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
⽯
夫
雅
伯
﹂
は
⿃
栖
の
⼈
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か

り
︑
短
冊
を
求
め
ら
れ
︑
ま
た
彼
が
和
歌
の
添
削
も
願
い
出
た
こ
と
︑﹁
わ
か
り

易
候
様
⼯
夫
い
た
し
可
申
候
﹂
と
述
べ
た
こ
と
な
ど
︑
⼤
変
気
遣
い
が
細
や
か

で
あ
る
︒ 

漢
古
は
︑
佐
賀
与
賀
町
の
今
泉
蟹
守

⼆
三

か
ら
も
注
⽬
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑

﹃
今
泉
蟹
守
歌
⽂
集
﹄
所
収
の
﹃
⽩
縫
集
﹄

⼆
四

に
は
︑
漢
古
の
歌
⼆
⾸
が
採
ら

れ
て
い
る
︒ 

  

庭
の
⾯
に
⾶
び
か
ふ
蛍
ね
に
な
れ
ば
い
か
に
か
な
し
き
⼣
べ
な
ら
ま
し 

 

霍
公
鳴
て
⼊
に
し
暁
の
雲
は
い
づ
こ
に
消
え
て
ゆ
く
ら
む 
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点
批
⾔
の
⽂
書
の
往
来
で
指
導
を
受
け
︑
直
接
対
⾯
し
た
の
は
﹁
た
し
ろ
よ
り

ひ
た
の
か
た
に
ゆ
き
け
る
﹂
の
⽂
⾔
か
ら
︑
⽇
⽥
の
淡
窓
の
塾
へ
向
か
う
途
中

に
︑
経
由
し
て
⽥
代
の
漢
古
宅
へ
訪
問
し
た
時
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

天
保
⼋
年
に
淡
窓
の﹃
遠
思
樓
詩
鈔
﹄が
刊
⾏
さ
れ
︑⼤
変
評
判
と
な
っ
て
お

り
︑
⾔
道
も
︑﹃
遠
思
樓
詩
鈔
﹄
や
淡
窓
の
⾔
説
を
か
な
り
詠
み
込
ん
だ
後
の
天

保
⼗
年
四
⽉
︑
四
⼗
⼆
歳
で
の
遅
い
⼊
⾨
で
あ
っ
た

⼀
六

の
だ
が
︑
⾔
道
は
知
遇

を
得
て
来
賓
扱
い
に
な
っ
た
︒
⾔
道
の
淡
窓
⼊
⾨
の
⽬
的
は
︑
漢
詩
の
指
導
を

仰
ぐ
こ
と
で
︑
漢
詩
漢
⽂
の
造
詣
を
更
に
深
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
実

際
の
滞
在
は
︑
⼀
ヶ
⽉
に
も
満
た
な
か
っ
た
が
︑
淡
窓
か
ら
詩
学
に
関
す
る
理

念
の
教
⽰
を
受
け
多
く
を
修
学
し
た

⼀
七

の
で
あ
っ
た
︒
淡
窓
は
詩
の
世
界
で
⾃

⼰
の
天
分
を
尊
重
し
︑
⾔
道
は
和
歌
の
世
界
で
故
⼈
の
模
倣
を
否
定
し
︑
個
性

を
尊
重
し
て
い
る
点
で
共
鳴
し
合
あ
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た

⼀
⼋

と
⾔
え
よ
う
︒ 

そ
し
て
︑⾔
道
は
︑思
案
中
の
歌
論
を
根
本
か
ら
再
確
認
す
る
こ
と
も
⼊
⾨
の

⽬
的
の
⼀
つ
で
︑そ
の
後
︑⾃
分
の
歌
⾵
や
理
念
に
確
信
を
得
た
の
か
︑こ
の
時

期
の
天
保
⼗
年
頃
に
﹃
こ
ぞ
の
ち
り
﹄
が
成
り
︑
そ
の
草
稿
を
も
と
に
︑
歌
論

﹃
ひ
と
り
ご
ち
﹄
執
筆
に
取
り
掛
か
り
︑
完
成
は
そ
の
五
年
後

⼀
九

と
な
る
︒ 

漢
古
は
︑⾔
道
か
ら
︑通
信
教
育
を
受
け
て
い
た
期
間
に
︑⾔
道
の
⾨
下
歌
会

を
ま
と
め
た
歌
集
﹃
笠
⼭
集
﹄

⼆
〇

巻
⼀
か
ら
巻
四
の
う
ち
︑
巻
三
の
歌
集
に
⼊

集
し
て
い
る
︒﹃
笠
⼭
集
﹄
は
︑
天
保
三
年
か
ら
天
保
九
年
の
間
に
編
ま
れ
た
の

だ
が
︑そ
の
中
で
も
巻
三
は
︑天
保
七
年
か
ら
⼋
年
頃
に
編
集
さ
れ
た
歌
巻
で
︑

ま
さ
に
和
歌
修
学
途
中
の
漢
古
の
歌
を
⾒
出
す
︒
⾔
道
が
歌
論
に
お
い
て
も
⾔

葉
を
尽
く
し
て
述
べ
て
い
た
歌
の
基
本
理
念
の
︑
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
⾃
然
体
の

和
歌
を
採
取
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

 
 

 
 

う
⽉
は
じ
め
に
よ
め
る 

 
 

 

 

漢
古 

 

お
い
の
み
は
ま
だ
⾵
さ
む
し
な
つ
ご
ろ
も 

ひ
る
の
ま
し
ば
し
か
へ
ん
と
ぞ
お
も
ふ 

 

 
 

四 
 

﹃
詠
草
﹄
と
⽥
代 

 

こ
こ
で
は
︑
⾔
道
の
⽥
代
滞
在
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
資
料
を
も
う
少

し
詳
し
く
述
べ
て
い
こ
う
と
思
う
︒
漢
古
七
⼗
の
祝
賀
の
前
後
に
︑
⾔
道
は
こ

の
⽥
代
に
滞
在
し
て
い
た
こ
と
は
︑
⾔
道
⾃
筆
家
集
﹃
今
橋
集
﹄

⼆
⼀

に
も
︑
次

の
よ
う
に
︑ 

 

 
 

 
 

⽥
代
⼩
松
原
の
い
ほ
に
⼀
⽉
ば
か
り
あ
り
て 

 
 

い
づ
る
⽉
松
は
ま
ち
え
て
⽴
た
る
を
も
る
か
げ
の
み
や
お
も
が
物
な
る 

）一
六

）一
七

）一
八

）一
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あ
か
な
く
に
出
る
は
⾒
え
て
ま
た
⾒
え
ぬ
本
あ
ら
の
松
の
は
が
く
れ
の
⽉ 

 
と
⾔
道
が
記
し
て
い
る
︒﹁
⽥
代
⼩
松
原
の
い
ほ
﹂
は
︑
漢
古
の
草
庵
と
思
わ
れ

る
が
︑そ
こ
を
拠
点
を
し
て
⼀
ヵ
⽉
ほ
ど
滞
在
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
お
り
︑

そ
の
間
︑
⽥
代
周
辺
の
他
の
⾨
⼈
た
ち
と
の
交
流
も
あ
っ
た
と
推
察
で
き
る
︒ 

 

ま
た
︑
⾔
道
の
書
簡
︵
ａ
︶
〜
︵
ｄ
︶
に
は
︑
次
の
様
に
書
か
れ
て
い
る
︒ 

  
 

 

⽥
代
き
や
ぶ
の
⽅
も
︑
四
︑
五
年
前
よ
り
私
ま
ゐ
り
て
候
て
歌
の
体 

 
 

 

⼀
変
仕
候
︒
唯
⼀
両
年
に
よ
く
よ
み
直
し
候
⽼
⼈
等
も
御
座
候
︒︵
ａ
︶ 

  
 

 

お
な
じ
と
こ
ろ
︵
⽥
代
︱
筆
者
注
︶
あ
ら
き
な
に
が
し
が
も
と
に
し
て
︑

さ
け
の
な
ゝ
ど
つ
け
ゝ
る
と
き
︑あ
ふ
ぎ
を
い
だ
し
て
︑う
た
を
こ
ひ
け

る
に
︑
天
保
通
宝
の
ぜ
に
の
か
た
を
か
り
け
れ
ば
よ
め
る
︵
ｂ
︶ 

  
 

 

た
し
ろ
ち
か
き
こ
が
の
さ
と
な
る
原
な
に
が
し
が
も
と
に
︑
し
ば
ら
く

あ
り
け
る
時
︑か
し
こ
に
て
う
た
な
ど
よ
み
け
る
つ
い
で
に
︑み
づ
い
ろ

の
あ
ふ
ぎ
に
︑
あ
め
な
ど
の
ご
と
き
あ
と
あ
り
け
る
を
︵
ｃ
︶ 

 

 
 

明
⽇
よ
り
し
ば
し
御
帰
栖 

⼜
の
御
出
奉
祈
候 

 

御
申
遣
候
短
冊 

書
調
御
使
へ
相
渡
申
候
︵
略
︶ 

 
 

 

⽯
夫
雅
伯 

 
 

 

⾔
道 

 
 

御
う
た
何
卒
す
こ
し
づ
ゝ
御
作
是
⼜
い
の
り
申
候 

わ
た
く
し 

 
 

存
候
だ
け
は
わ
か
り
易
候
様
⼯
夫
い
た
し
可
申
候

⼆
⼆

︵
ｄ
︶ 

 

 

こ
の
⾔
道
書
簡
︵
ａ
︶
の
︑﹁
⽥
代
き
や
ぶ
の
⽼
⼈
﹂
で
︑
⾔
道
の
指
導
で
和

歌
が
⾒
違
え
る
よ
う
に
よ
く
な
っ
た
勤
勉
な
⽼
⼈
や
︑︵
ｂ
︶
の
我
が
扇
に
⾔
道

の
歌
を
所
望
し
た
﹁
荒
⽊
な
に
が
し
﹂︑︵
ｃ
︶
の
古
賀
の
﹁
原
な
に
が
し
﹂
な
ど

か
ら
︑
⽥
代
周
辺
に
は
漢
古
以
外
に
も
多
く
の
⾨
下
⽣
が
お
り
︑︵
ｄ
︶
の
﹁
御

帰
栖
﹂
と
あ
る
こ
と
か
ら
﹁
⽯
夫
雅
伯
﹂
は
⿃
栖
の
⼈
で
あ
ろ
う
こ
と
が
わ
か

り
︑
短
冊
を
求
め
ら
れ
︑
ま
た
彼
が
和
歌
の
添
削
も
願
い
出
た
こ
と
︑﹁
わ
か
り

易
候
様
⼯
夫
い
た
し
可
申
候
﹂
と
述
べ
た
こ
と
な
ど
︑
⼤
変
気
遣
い
が
細
や
か

で
あ
る
︒ 

漢
古
は
︑
佐
賀
与
賀
町
の
今
泉
蟹
守

⼆
三

か
ら
も
注
⽬
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
︑

﹃
今
泉
蟹
守
歌
⽂
集
﹄
所
収
の
﹃
⽩
縫
集
﹄

⼆
四

に
は
︑
漢
古
の
歌
⼆
⾸
が
採
ら

れ
て
い
る
︒ 

  

庭
の
⾯
に
⾶
び
か
ふ
蛍
ね
に
な
れ
ば
い
か
に
か
な
し
き
⼣
べ
な
ら
ま
し 

 

霍
公
鳴
て
⼊
に
し
暁
の
雲
は
い
づ
こ
に
消
え
て
ゆ
く
ら
む 

）二
二

）二
三

）二
四
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﹃
⽩
縫
集
姓
名
録
﹄に
よ
る
と
︑こ
の
他
に
⽥
代
を
中
⼼
と
し
た
歌
壇
か
ら
︑

三
⼗
⼈
以
上
の
作
者
が
⼊
集
し
て
お
り
︑
こ
れ
ら
の
例
か
ら
⾒
て
も
︑
い
か
に

⽥
代
歌
壇
の
⽂
事
が
盛
ん
で
あ
っ
た
か
が
看
取
で
き
る

⼆
五

︒ 

漢
古
没
後
︑
⾔
道
は
漢
古
へ
︑
七
回
忌
︑
⼗
三
回
忌
と
︑
追
悼
の
和
歌
を
⼿
向

け
て
い
る
が
︑
⾔
道
⾃
筆
家
集
﹃
甲
⾠
集
﹄

⼆
六

の
七
回
忌
の
追
悼
歌
は
︑ 

  
 

た
し
ろ
の
⾥
︑
村
⼭
漢
古
︑
さ
い
つ
と
し
み
ま
か
り
け
る
を
︑
こ
と
し 

は
か
に
詣
で
て
た
む
け
つ
る
う
た 

 

か
す
み
た
つ 

た
し
ろ
の
さ
と
の 

こ
松
ば
ら 
け
ふ
き
て
み
れ
ば 

あ

り
し
世
に 

き
み
が
い
へ
ら
く 

年
を
へ
て 
死
な
ば
こ
こ
に
と 

か
ね

て
よ
り 

お
く
つ
き
ど
こ
ろ 

し
か
も
か
く 

さ
だ
め
た
ま
ひ
て 

終
に

か
く 

し
づ
ま
り
ま
し
ぬ 

う
つ
せ
み
の 

よ
の
こ
と
し
げ
く 
ゆ
く
⽔

の 

早
く
も
と
は
で 

い
た
づ
ら
に 

い
つ
な
な
と
せ
の 

春
秋
か
経
し 

 と
︑漢
古
の
墓
に
わ
ざ
わ
ざ
出
向
き
⻑
歌
を
⼿
向
け
て
い
る
︒⼗
三
回
忌
に
は
︑ 

  
 

 

む
ら
や
ま
ぬ
し
︑
な
く
な
ら
せ
た
ま
ひ
て
︑
と
と
せ
あ
ま
り
み
と
せ
の

忌
に
︑
よ
み
て
つ
か
は
し
け
る 

 
 

と
と
せ
あ
ま
り 

み
と
せ
を
へ
つ
る 

そ
の
ま
に
も 

ま
さ
ば
と
お
も
ふ 

こ
と
ば
か
り
に
て 

 

と
の
歌
を
詠
ん
で
漢
古
を
偲
び
︑
⽥
代
の
地
に
思
い
を
寄
せ
て
い
る
︒ 

ま
た
︑⾔
道
⾨
下
の
野
村
望
東
の
歌
稿
に
も
︑⾔
道
の
⽥
代
歌
壇
へ
の
訪
問
を

次
の
様
に
述
べ
て
い
る
︒ 

 

 
 

 

⾔
道
翁
の
た
し
ろ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
︑
な
が
く
や
ど
り
て
︑
か
へ
ら
ざ

り
け
る
こ
ろ 

 
 

き
み
を
ま
つ 

ひ
か
ず
ば
か
り
に 

く
は
ゝ
り
し 

さ
⽉
も
か
ひ
の
無 

 
 

こ
と
し
か
な 

︵
歌
番
号
１
４
７
︶﹃
み
の
と
し
う
ま
の
と
し
﹄

⼆
七 

 
 

 

翁
の
ま
た
都
に
お
も
ひ
た
ゝ
れ
ぬ
先
つ
か
た
︑⽥
代
の
さ
と
に
ゆ
き
て
︑

う
る
ふ
五
⽉
の
す
ぐ
る
ま
で
か
へ
ら
れ
ざ
り
け
る
⽐
︑
よ
み
て
つ
か
は

し
け
る 

 
 

き
み
を
待 

ひ
か
ず
ば
か
り
に 

く
は
ゝ
り
し 

さ
⽉
は
か
ひ
も 

な
き
こ
と
し
哉 

︵
歌
番
号
１
１
２
８
︶﹃
向
陵
集
﹄ 

 望
東
尼
の
こ
の
歌
は
︑安
政
四
年
前
後
の
歌
な
の
で
︑漢
古
亡
き
後
も
⾔
道
は

た
び
た
び
⽥
代
に
⾏
き
︑
⽥
代
歌
壇
の
地
に
⻑
く
滞
在
し
た
こ
と
が
わ
か
る
資

）二
五
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六
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料
で
あ
る
︒﹃
み
の
と
し
う
ま
の
と
し
﹄
の
﹁
た
し
ろ
と
い
ふ
と
こ
ろ
に
︑
な
が

く
や
ど
り
て
︑
か
へ
ら
ざ
り
け
る
こ
ろ
﹂
の
詞
書
に
お
い
て
も
︑
ま
た
︑﹃
向
陵

集
﹄
と
同
じ
歌
﹁
き
み
を
待 

ひ
か
ず
ば
か
り
に 

く
は
ゝ
り
し 

さ
⽉
は
か

ひ
も
な
き
こ
と
し
哉
﹂
よ
り
︑
⾔
道
の
⽥
代
⾏
の
滞
在
⽇
数
の
⻑
い
こ
と
を
羨

む
歌
が
ど
ち
ら
に
も
採
取
で
き
︑
⽥
代
の
地
に
⾔
道
を
取
ら
れ
た
か
の
よ
う
に

思
う
弟
⼦
望
東
の
歌
が
印
象
的
で
あ
る
︒ 

福
岡
の
⽢
棠
館
を
中
⼼
と
し
た
⻲
井
南
冥
に
お
け
る
⻲
⾨
︑
⽇
⽥
の
広
瀬
家

の
詩
学
等
は
漢
古
の
思
想
に
⼤
き
な
影
響
を
与
え
︑特
に﹃
⾃
覚
談
﹄に
夥
し
く

引
⽤
さ
れ
た
淡
窓
︑
旭
壮
︑
多
久
の
草
場
珮
川
ら
の
⽂
⾔
は
︑
漢
古
に
於
い
て
更

に
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
︒
ま
た
︑
福
岡
の
⻘
柳
種
信
の
国
学
︑
南
冥
︑
昭
陽
か

ら
連
な
る
⼆
川
相
近
⾨
下
の
⾔
道
の
和
歌
と
︑
更
に
は
︑
佐
賀
の
蟹
守
の
和
歌

を
結
ぶ
⽂
化
の
交
渉
を
経
て
の
⽥
代
⽂
化
圏
の
創
造
は
︑
決
し
て
単
独
で
は
成

し
得
な
か
っ
た
こ
と
を
こ
れ
ら
が
如
実
に
⽰
す
︒ 

こ
の
よ
う
に
︑
幕
末
期
の
豊
か
な
⽂
化
の
広
が
り
と
⽂
⼈
た
ち
の
交
流
の
軌

跡
を
︑
漢
古
の
﹃
⾃
覚
談
﹄﹃
詠
草
﹄
を
⼀
例
と
し
て
辿
る
こ
と
が
で
き
︑
そ
し

て
︑
当
時
の
⽥
代
⽂
化
圏
の
中
で
の
学
問
の
⼟
壌
と
そ
の
裾
野
の
広
が
り
が
俯

瞰
で
き
た
と
思
う
︒
更
に
︑
こ
こ
で
︑﹃
詠
草
﹄︵
写
真
④
︶
の
詞
書
や
︑
⾔
道
の

批
⾔
を
詳
し
く
読
み
進
め
︑﹃
詠
草
﹄
の
全
体
像
を
次
に
⾒
て
い
こ
う
と
思
う
︒ 

 

④ 

漢
古
﹃
詠
草
﹄︵
⿃
栖
市
教
育
委
員
会
﹁
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
﹂︶ （

十
三
）
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⑤ 

﹃
詠
草
﹄
同
上 

 

︵
裏
表
紙
に
ま
で
及
ぶ
⾔
道
の
朱
批
︶ 

 

 

四 

﹃
詠
草
﹄
と
⾔
道
の
添
削 

 

﹃
詠
草
﹄
の
書
誌
を
付
す
︒ 

〇
⿃
栖
教
育
委
員
会 

⿃
栖
市
郷
⼟
資
料
室 

曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書 

〇
書
型 

⼤
本
︵
縦
⼆
⼗
六
・
五
セ
ン
チ 

︑
横
⼗
九
・
五
セ
ン
チ
︶ 

〇
巻
冊 

⼀
冊
⼀
巻 

〇
刊
写 

写
本 

〇
外
題 

墨
書
直
書 

﹁
詠
草
﹂﹁
村
⼭
漢
古 

上
﹂ 

〇
内
題
﹁
詠
草
﹂ 

〇
料
紙 

楮
紙 

 

〇
丁
数 

七
丁
︵
墨
付
き
七
丁
︶
す
べ
て
の
丁
に
⾔
道
の
批
⾔
︵
朱
書
・
墨
書
︶ 

〇
歌
数 

漢
古
の
和
歌
六
⼗
⾸
と
⾔
道
の
和
歌
⼀
⾸ 

合
せ
て
六
⼗
⼀
⾸
︒ 

 

漢
古
か
ら
添
削
を
請
わ
れ
た
⾔
道
は
︑先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
︑漢
古
か
ら
提

出
さ
れ
た
詠
草
を
⼀
旦
全
部
書
写
し
直
し
︑そ
の
上
か
ら
︑⾔
道
の
朱
点
と
︑批

⾔
︑批
評
を
書
き
加
え
て
︑漢
古
に
戻
す
形
式
で
︑和
歌
通
信
教
育
を
⾏
っ
て
い

っ
た
も
の
で
︑
こ
の
⿃
栖
市
教
育
委
員
会
に
現
存
す
る
漢
古
の
﹃
詠
草
﹄
は
︑
⾔

道
⾃
筆
添
削
稿
本
で
あ
る
︒ 

 

﹃
詠
草
﹄
を
⾒
て
ゆ
く
と
︑﹃
⾃
覚
談
﹄
だ
け
で
は
判
ら
な
か
っ
た
更
な
る
⽂

⼈
交
流
の
厚
み
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒例
え
ば
︑﹁
三
橋
真
国

⼆
⼋

が
朱
の

墨
を
も
て
わ
が
歌
巻
に
書
き
加
え
﹂と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
は
︑⾔
道
の
外
に
も
︑

四
阿
屋
神
社
神
官
真
国
に
も
添
削
を
請
い
︑朱
批
を
も
ら
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

ま
た
︑﹁
古
賀
穀
堂

⼆
九

︑
世
を
よ
く
せ
し
頃
︑
⻲
井
元
鳳
⾝
ま
か
り
ぬ
﹂
の
詞

書
で
は
︑
古
賀
精
⾥

三
〇

の
⻑
男
で
︑
佐
賀
藩
主
鍋
島
直
正
の
教
育
係
だ
っ
た
儒

）二
八

）二
九

）三
〇

（
十
四
）
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者
古
賀
穀
堂
や
︑
⻲
井
南
冥
の
⻑
男
元
鳳
こ
と
昭
陽
が
没
し
た
こ
と
に
対
す
る

⽂
⾔
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
⻘
柳
の
翁
が
先
つ
⽐
︑
神
⾵
の
い
せ
な
る
す
ゝ
の
屋
に

あ
り
て
︑
同
じ
学
び
の
友
が
き
の
歌
ど
も
書
き
あ
つ
め
て
霞
関
集
と
な
づ
け
る

⽂
の
端
に
﹂︵
写
真
④
︶
の
⽂
⾔
か
ら
︑
⻘
柳
種
信

三
⼀

や
伊
勢
の
鈴
屋
の
⽂
事
の

情
報
が
あ
る
程
度
タ
イ
ム
リ
ー
に
漢
古
に
伝
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒ 

 

さ
て
︑漢
古
の
和
歌
六
⼗
⾸
の
最
後
に
は
︑⾔
道
の
和
歌
⼀
⾸
と
︑朱
批
が
⼀

丁
分
に
亘
っ
て
書
き
加
え
ら
れ
て
い
る
の
で
︵
写
真
⑤
︶︑
こ
の
部
分
の
七
丁
の

表
裏
を
⾒
て
い
き
た
い
︒ 

  
 

 

み
か
へ
し
に
は
︑
に
げ
な
き
も
の
か
ら
︑
け
ふ
あ
き
た
つ
と
き
ゝ
て 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

⾔
道 

あ
き
ゝ
ぬ
と 

き
く
ぞ
う
れ
し
き 

こ
と
し
よ
り 

⽉
⾒
る
と
も
の
そ
ひ
ぬ
と
お
も
へ
ば 

 
 

﹂
七
丁
・
表 

か
く
は
︑
も
の
し
侍
る
も
の
か
ら
︑
お
の
れ
な
に
ご
と
を
か
し
り
侍
ら

む
︒い
と
た
が
へ
る
こ
と
お
ほ
か
ら
め
ど
︑つ
ゝ
み
な
く
き
こ
え
ま
つ
れ
な

ど
︑⼄
平
ぬ
し
よ
り
も
︑し
ひ
て
も
の
し
侍
れ
ば
︑た
ゝ
お
の
れ
が
お
ろ
か

な
る
こ
ゝ
ろ
を
︑
つ
ゝ
み
な
く
き
こ
ゆ
る
ば
か
り
に
な
ん
︒
と
り
と
ら
ぬ

は
︑
も
と
よ
り
︑
み
こ
ゝ
ろ
の
ま
に
〳
〵
な
り
︑
す
べ
て
の
み
う
た
を
︑⾒

侍
る
に
い
と
よ
く
よ
み
い
で
給
ひ
て
︑か
ゝ
る
こ
と
の
さ
ま
に
て
は
︑申
む

ね
す
く
な
く
︑い
と
み
こ
ゝ
ろ
は
た
ら
き
た
る
さ
ま
︑お
も
ひ
や
り
侍
る
な

り
︒お
の
が
こ
ゝ
ろ
の
あ
ら
ま
し
は
︑別
に
き
こ
え
奉
る
︒ひ
ら
こ
と
を
だ

に
み
こ
ゝ
ろ
か
な
は
ゝ
︑い
か
に
う
れ
し
う
侍
ら
ん
︒か
た
み
に
つ
ゝ
み
な

く
も
の
し
給
へ
か
し
︒
あ
な
か
し
こ
︒ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⾔
道 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

村
⼭
の
う
し
に 

 

﹂
七
丁
・
裏 

 

﹁
み
こ
ゝ
ろ
の
ま
に
ま
に
﹂
歌
を
真
⼼
か
ら
⾃
然
に
作
り
︑﹁
ひ
ら
こ
と
﹂
つ
ま

り
気
取
ら
ず
︑平
ら
か
な
⾔
葉
で
︑⼼
を
表
現
で
き
る
歌
が
作
れ
た
ら
い
い
と
︑

丁
寧
に
そ
し
て
平
易
に
教
え
て
い
る
︒ 

そ
れ
を
⾔
い
換
え
る
と
︑
次
の
様
に
⾔
道
の
歌
論
に
も
︑ 

 

狂
歌
俳
諧
な
ど
の
俗
談
平
語
こ
そ 

今
の
世
の
お
の
づ
か
ら
な
る
調
な
る

べ
け
れ
︒
さ
れ
ど
そ
は
い
と
卑
し
げ
な
れ
ば
︑
殊
更
に
撰
み
て
わ
ざ
と
歌
を

も
の
す
る
も
是
⾮
な
き
わ
ざ
と
な
れ
る
か
︵
中
略
︶
歌
詞
を
習
ひ
て
か
ま
へ

て
詠
む
も
︑
こ
こ
ろ
は
真
⼼
な
が
ら
︑
作
は
つ
く
り
物
な
れ
ば
︑
お
の
づ
か

ら
う
め
き
出
で
た
る
磋
嘆
と
は
い
ひ
が
た
し 

 
 

﹃
こ
ぞ
の
ち
り
﹄ 

 

 

と
あ
る
︒﹁
平
語
﹂を
使
⽤
し
な
が
ら
卑
し
く
な
ら
な
い
⾔
葉
を
選
び
︑か
つ﹁
真

）三
一

（
十
五
）

九州情報大学研究論集　第23巻（2021年３月）

－ 58 －



大隈言道研究 年譜編第Ⅶ部 （進藤 康子） 
 

⼼
﹂で
︑⾃
然
と
⼼
か
ら
呻
き
出
た
こ
と
ば
で
歌
を
詠
む
こ
と
を
理
想
と
し
た
︒

そ
の
歌
論
の
実
践
が
﹃
詠
草
﹄
の
評
に
垣
間
⾒
え
る
︒
そ
し
て
︑
ま
た 

  
 

物
に
触
れ
事
に
依
り
て
︑
即
座
に
感
発
す
る
咏
嘆
な
り
︒
詞
の
近
古
な
ど

を
撰
む
暇
あ
ら
ん
や
︒今
⽇
独
⾔
し
て
嘯
き
あ
る
く
が
歌
の
元
な
れ
ば
︑歌

を
以
て
歌
と
す
る
は
天
地
の
た
が
ひ
あ
る 

﹃
ひ
と
り
ご
ち
﹄ 

 

﹁
物
に
触
れ
事
に
依
り
て
︑即
座
に
感
発
す
る
咏
嘆
な
り
﹂︑﹁
独
⾔
し
て
嘯
き
あ

る
く
が
歌
の
元
﹂
と
︑
物
に
即
座
に
感
応
し
て
こ
と
ば
が
出
る
と
い
う
⼼
の
あ

り
様
を
解
き
︑
歌
の
元
︑
根
源
は
︑
⼼
の
感
動
に
あ
る
こ
と
を
︑
平
易
な
⾔
葉
で

根
気
強
く
説
い
た
︑
そ
の
⾨
下
指
導
の
実
態
が
︑
こ
の
﹃
詠
草
﹄に
も
表
出
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
⾒
出
す
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 

２
４
番
歌
で
は
﹁
光
残
憐
⽉
と
い
ふ
こ
と
を
⼈
々
詠
け
る
吾
も
ま
た
﹂
の
詞

書
で
︑﹁
旅
ま
く
ら
蜑
が
み
る
め
も
同
じ
夜
の
⽉
に
か
ゝ
げ
ぬ
⽟
だ
れ
も
な
し
﹂

と
詠
っ
た
の
に
対
し
て
︑
こ
れ
を
⾔
道
は
︑
結
句
を
﹁
⽟
だ
れ
ぞ
な
き
﹂
と
添
削

し
て
⼆
重
の
⻑
点
を
付
け
こ
の
句
を
合
格
と
し
た
︒ 

ま
た
︑
３
８
番
歌
﹁
浦
檮
⾐
﹂
で
は
︑
初
句
の
﹁
浦
お
と
め
﹂
を
︑
表
記
の
誤

り
と
し
て
﹁
裏
を
と
め
﹂
と
訂
正
し
︑﹁
い
と
ま
も
浪
の
よ
る
ふ
け
て
﹂
に
続
く

下
句
﹁
哀
れ
砧
の
⾳
た
ゆ
み
⾏
く
﹂
を
全
て
⾒
せ
消
ち
に
し
て
︑﹁
た
ゆ
む
き
ぬ

た
の
⾳
哀
れ
也
﹂
と
添
削
し
た
の
ち
︑
⻑
点
を
付
け
て
い
る
︒ 

２
１
番
歌﹁
⼋
千
種
の
花
咲
し
よ
り
か
ら
⾐
き
た
の
ゝ
露
に
濡
ぬ
⽇
ぞ
な
き
﹂

や
︑
２
８
番
歌
﹁
⼭
中
尋
花
﹂﹁
若
か
へ
る
春
の
ひ
か
り
に
深
⼭
辺
の
⽼
⽊
も
花

を
わ
す
れ
ざ
り
け
り
﹂
５
０
番
歌
﹁
こ
ぐ
⾈
の
影
も
ほ
の
か
に
明
そ
め
て
し
づ

み
か
ね
た
る
⽔
う
み
の
⽉
﹂な
ど
は
︑添
削
な
し
に
⼆
重
⻑
点
の
歌
で
あ
っ
た
︒ 

 

漢
古
の
和
歌
六
⼗
⾸
の
内
︑⻑
点
が
付
い
た
歌
は
︑六
⼗
⾸
中
︑五
⼗
⼀
⾸
︒

そ
の
中
で
︑
⼆
重
の
⻑
点
は
⼋
⾸
で
あ
っ
た
︒つ
ま
り
︑ほ
と
ん
ど
の
歌
に
︑
合

格
点
が
付
い
た
こ
と
に
な
る
︒ 

や
は
り
︑
儒
学
者
と
し
て
名
を
馳
せ
て
い
る
漢
古
に
対
し
て
︑﹁
す
べ
て
の
み

う
た
を
︑
⾒
侍
る
に
い
と
よ
く
よ
み
い
で
給
ひ
て
︑
か
ゝ
る
こ
と
の
さ
ま
に
て

は
︑
申
む
ね
す
く
な
く
﹂
と
︑書
き
付
け
る
あ
た
り
︑
ど
う
し
て
も
遠
慮
が
感
じ

ら
れ
︑こ
こ
で
は
︑⾨
下
⽣
と
い
う
よ
り
は
︑客
⼈
と
い
っ
た
趣
き
が
感
じ
取
ら

れ
る
︒
実
際
は
︑
歌
が
拙
く
と
も
︑
そ
れ
で
も
︑﹁
良
く
詠
ま
れ
て
い
る
︒
申
し

分
な
い
︒﹂
と
褒
め
︑
六
⼗
歳
を
越
え
て
︑
新
た
に
和
歌
を
学
ぼ
う
と
す
る
漢
古

の
熱
い
思
い
を
受
け
⼊
れ
︑⾔
葉
を
か
み
砕
い
て
導
き
︑ま
た
︑敢
え
て
厳
し
い

批
評
は
抑
え
て
い
た
⾔
道
の
姿
が
あ
っ
た
︒ 

 

  
 

 

五 
 

お
わ
り
に 

（
十
六
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以
上
︑
草
場
珮
川
︑
広
瀬
淡
窓
︑
広
瀬
旭
荘
な
ど
の
⽂
⾔
を
引
⽤
し
て
︑
漢
古

の
儒
学
者
と
し
て
の
⽴
場
か
ら
ま
と
め
ら
れ
た﹃
⾃
覚
談
﹄と
︑⼤
隈
⾔
道
な
ど

か
ら
指
導
さ
れ
た
和
歌
集﹃
詠
草
﹄を
⼿
掛
か
り
と
し
て
︑漢
古
の
多
彩
な
⽂
事

と
そ
の
活
動
を
辿
る
こ
と
に
よ
り
︑
⽥
代
の
豊
か
な
⼟
壌
に
育
ま
れ
た
⽂
化
圏

の
質
の
⾼
さ
を
検
証
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
︒ 

加
え
て
︑
こ
の
度
新
た
に
︑
鍋
島
治
茂
︑
⻫
正
︑
直
正
の
三
代
に
︑
御
典
医
と

し
て
仕
え
た
轟
⽊
出
⾝
の
古
賀
朝
陽

三
⼆

と
︑
漢
古
と
が
漢
詩
の
交
流
が
あ
っ
た

こ
と
が
わ
か
る
資
料
が
⾒
つ
か
っ
た
こ
と
は
︑
漢
古
の
⽂
事
に
於
け
る
幅
広
い

⼈
的
交
流
を
辿
る
の
に
⼤
変
有
効
で
あ
る
︒ 

今
回
⾒
出
さ
れ
た
こ
の
漢
詩
集
の
稿
本
﹃
蕪
稿
﹄

三
三

に
は
︑
侍
医
兼
書
物
学

訓
導
で
あ
っ
た
古
賀
朝
陽
ら
の
詩
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
︑
次
の
様
に
書
き
始
め

ら
れ
て
い
る
︒ 

 

次
韻
朝
陽
⼭
⼈
⾒
寄
還
答
謝 

百
⾥
肥
⼭
⻄
與
東 

相
思
相
望
⽩
雲
中 

⽩
雲
只
以
隣
吾
意 

⽚
々
⾶
来
書
⾃
通 

 
 

 
 

畳
韻
重
答
朝
陽
⼭
⼈
⾒
寄 

河
上
⼭
川
冠
⼤
東 

君
今
蝉
脱
在
茲
中 

請
看
富
貴
浮
雲
似 

説
甚
⼈
間
竆
與
通 

 

 
 

こ
れ
ら
は
︑
河
上
渓
⾕
流
域
の
景
観
を
詠
み
︑
現
在
の
古
湯
温
泉
に
続
く
河
上

渓
⾕
⼀
帯
の
⾃
然
の
豊
か
さ
を
桃
源
と
呼
び
︑
静
か
に
広
が
り
ゆ
く
幽
⽞
の
世

界
を
描
い
て
い
く
︒ 

他
に
も
詩
題
︑﹁
答
朝
陽
⼭
⼈
﹂﹁
次
韻
⽉
澗
禅
師
⾒
寄
却
答
謝
﹂﹁
弥
冨
某
⽣
﹂

﹁
磯
君
公
煥
秀
才
﹂
や
︑
そ
の
他
﹁
肥
⽔
読
書
亭
﹂
や
﹁
應
徳
永
某
⽣
﹂
な
ど
の

⽂
⾔
が
登
場
す
る
︒ 

そ
し
て
次
の
様
な
記
載
が
あ
り
︑ 

 

緒
君
國
⾰
執
事 

邨
君
太
⽩
⼭
⼈ 

磯
君
公
煥
秀
才 

 
 

 
 

 

樹
下
⽼
樵
章
熊
拝 

 

 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
⼈
物
は
ま
だ
全
て
は
確
定
さ
れ
て
い
な
い
が
︑﹁
樹
下
⽼
樵
﹂
が
︑

﹁
邨
君
太
⽩
⼭
⼈
﹂︵
漢
古
︶
ら
三
⼈
に
批
正
を
乞
う
て
い
る
︒
そ
し
て
︑
そ
れ

に
対
し
て
︑
最
終
丁
に
︑ 
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１ 

緒
⽅
東
海
︒
名
は
︑
道
︒
通
称
は
︑
⼜
右
衛
⾨
︒
字
は
︑
世
祥
︑
国
宝
︒
号
は
︑
東
海
︒

東
明
館︵
対
⾺
宋
家
の
⽥
代
藩
校
東
明
館
の
前
進
稽
古
所
︶の
設
⽴
に
寄
与
し
た
︒稽
古

所
及
び
東
明
館
学
頭
を
務
め
た
︒享
和
⼆︵
⼀
⼋
〇
⼆
︶年
三
⽉
七
⽇
没
︒墓
は
光
徳
寺
︒

没
後
︑息
⼦
緒
⽅
⿓
蔵
が
学
頭
を
継
い
だ
︒東
海
孫
の
緒
⽅
蓮
も
︑⼜
そ
の
跡
を
継
ぎ
学

頭
と
な
り
︑
東
明
館
の
隆
盛
の
た
め
に
村
⼭
漢
古
の
⼦
東
⼀
郎
と
と
も
に
奔
⾛
し
た
︒ 

１ 

村
⼭
東
⼀
郎
︒
字
は
允
仲
︑
号
は
梧
井
︑
諱
は
舒
陽
︒
寛
政
⼋
年
正
⽉
九
⽇
⽣
ま
れ
︒
元

治
元
年
⼗
⼆
⽉
九
⽇
︑六
⼗
九
歳
没
︒⼗
七
歳
で
⽇
⽥
咸
宜
園
⼊
⾨
︒⽥
代
領
府
に
仕
え
︑

⼿
代
役
元
締
め
と
な
る
︒東
明
館
の
学
政
が
不
振
と
な
る
も
︑恩
師
淡
窓
を
東
明
館
に
呼

び
興
隆
に
尽
⼒
し
た
。 

１ 

⽥
中
道
夫
著
︒﹃
⿃
栖
市
誌
﹄
第
三
巻
﹁
中
世
・
近
世
編
﹂︵
第
五
編
近
世
編
第
四
章
﹁
地

域
社
会
の
胎
動
と
繫
が
り
﹂第
三
節﹁
地
域
⽂
化
の
形
成
と
教
育 

俳
諧
の
普
及
と
俳
⼈

た
ち
﹂
⼆
〇
〇
⼋
年
参
照
︒ 

１ 

﹃
⾃
覚
談
﹄
に
関
し
て
は
︑﹃
続
⽇
本
随
筆
⼤
成
﹄
５
吉
川
弘
⽂
館 

⼀
九
⼋
〇
年
︒ 

 
 

村
⼭
威
⼀
郎
著
﹃
⾃
覚
談
と
南
園
耄
語
﹄
九
州
謄
写
堂
油
印 

⼀
九
四
四
年
参
照
︒ 

１ 

井
上
敏
幸
著
﹃
⿃
栖
市
誌
﹄
第
三
巻
﹁
中
世
・
近
世
編
﹂︵
第
五
編
近
世
編
第
四
章 

地

﹁
域
社
会
の
胎
動
と
繫
が
り
﹂第
三
節﹁
地
域
⽂
化
の
形
成
と
教
育 

紀
⾏・記
の
世
界
﹂

⼆
〇
〇
⼋
年
参
照
︒ 

１ 

淡
窓
の
弟
︑
広
瀬
久
兵
衛
︒
正
蔵
と
も
︒
号
は
南
陔
︒
寛
政
⼆
︵
⼀
七
九
〇
︶
年
⼋
⽉
⼆

⽇
〜
明
治
四︵
⼀
⼋
七
⼀
︶年
九
⽉
⼆
⼗
九
⽇
⼋
⼗
⼆
歳
没
︒兄
淡
窓
に
代
わ
り
豊
後
⽇

⽥
の
諸
藩
御
⽤
達
博
多
屋
を
継
ぐ
︒ 

１ 

⽣
⾺
寛
信
著
︒﹁
⽥
代
領
の
教
育
﹂﹃
⿃
栖
市
誌
﹄
第
三
巻
﹁
中
世
・
近
世
編
﹂︵
第
五
編 

近
世
編
第
四
章﹁
地
域
社
会
の
胎
動
と
繫
が
り
﹂第
三
節﹁
地
域
⽂
化
の
形
成
と
教
育
﹂ 

⼆
〇
〇
⼋
年 

参
照
︒ 

１ 

﹃
懐
旧
摟
筆
記
﹄
巻
四
︵﹃
増
補
淡
窓
全
集
﹄
上
巻 

思
⽂
閣
・
⼀
九
七
⼀
︶
参
照
︒ 

１ 

草
場
珮
川
漢
詩
集﹃
珮
川
詩
鈔
﹄︵
多
久
市
郷
⼟
資
料
館
蔵
︒嘉
永
六
年
刊
︶草
場
珮
川
は
︑

天
明
七
︵
⼀
七
⼋
七
︶
年
⼀
⽉
七
⽇
〜
慶
応
三
︵
⼀
⼋
六
七
︶
年
⼗
⽉
⼆
⼗
九
⽇
︑
⼋
⼗

⼀
歳
没
︒
多
久
の
儒
学
者
︒
⼆
⼗
五
歳
で
朝
鮮
通
信
使
の
応
接
︒
詩
⽂
や
書
画
は
通
信
使

か
ら
奇
才
と
呼
ば
れ
た
︒
藩
校
弘
道
館
教
授
︒ 

１ 

野
村
も
と
︵
望
東
尼
︶
は
︑
幕
末
の
⼥
流
勤
皇
歌
⼈
︒︵
⽂
化
三
年
〜
慶
応
三
年
︶
夫
貞

貫
と
共
に
︑⼤
隈
⾔
道
に
⼊
⾨
︒著
作
に﹃
向
陵
集
﹄︵
⼤
隈
⾔
道
序
︶﹃
ひ
め
し
ま
⽇
記
﹄

等
︒ 

 
 

 

拙
稿
﹁
野
村
貞
則
﹃
こ
こ
ろ
や
り
﹄
翻
刻
・
解
題 

︱ 

福
岡
市
博
物
館
蔵
野
村
望
東

尼
資
料
か
ら
﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄
第
九
巻 

⼆
〇
〇
七
年 

参
照
︒ 

 
 

 
拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
研
究 

年
譜
編
第 

Ⅰ
部
﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄
第
⼗
六
巻 

⼆
〇
⼀
四
年
︑﹃
⼤
隈
⾔
道
研
究 

年
譜
編
第 

Ⅱ
部
﹄﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄
第

⼗
七
巻 
⼆
〇
⼀
五
年 

参
照
︒ 

１ 

⼩
林
重
治
は
︑
飯
塚
の
商
⼈
︒
⾔
道
の
歌
集
﹃
草
径
集
﹄
の
出
版
の
折
に
は
︑
最
⼤
の
出

資
を
し
︑
援
助
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
⼈
物
で
あ
る
︒
重
治
の
詠
草
﹃
⾃
詠
集
中
抄
﹄
を
︑

（
十
八
）

二）

三）四）五）六）七）八）九）

一
〇）

一）

一
一）
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大隈言道研究　Ⅶ　村山漢古の文事　『自覚談』と『詠草』（曽根崎・古賀家文書）をめぐって　（進藤康子）

大隈言道研究 年譜編第Ⅶ部 （進藤 康子） 
 

千
秋
翁
之
諸
作 

⽟
⾳
玲
瓏 

間
⾒
微
瑕 

想
⽼
廃
倦
理
他 

曷
汗 

翁
矣 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

邨
⼭
漢
潜
評 

 と
︑
漢
古
が
答
え
て
お
り
︑
漢
古
⾃
筆
の
評
が
記
さ
れ
て
い
る
︒ 

先
に
⽰
し
た
よ
う
に
古
賀
穀
堂
は
︑佐
賀
藩
主
鍋
島
直
正
の
教
育
係
で
あ
り
︑

朝
陽
は
︑
奇
し
く
も
穀
堂
の
⽗
古
賀
精
⾥
に
師
事
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
鑑
み

る
と
︑こ
の﹃
蕪
稿
﹄に
於
け
る
朝
陽
と
も
か
な
り
強
い
繫
が
り
が
あ
る
と
考
え 

ら
れ
︑
佐
賀
詩
壇
グ
ル
ー
プ
と
の
密
接
な
⽂
化
交
流
が
考
え
ら
れ
︑
漢
古
の
⽂

事
は
ま
す
ま
す
広
が
り
を
⾒
せ
て
く
れ
る
の
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
つ
い
て
は
︑
紙

幅
の
都
合
上
︑
次
の
テ
ー
マ
と
し
て
︑
⽥
代
⽂
化
圏
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
⽂
化

圏
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
広
が
り
と
厚
み
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
更
に
調
査
を
進

め
て
い
き
た
い
︒ 

 

一 

緒
⽅
東
海
︒
名
は
︑
道
︒
通
称
は
︑
⼜
右
衛
⾨
︒
字
は
︑
世
祥
︑
国
宝
︒
号
は
︑
東
海
︒

東
明
館
︵
対
⾺
宋
家
の
⽥
代
藩
校
東
明
館
の
前
進
稽
古
所
︶
の
設
⽴
に
寄
与
し
た
︒
稽
古
所

及
び
東
明
館
学
頭
を
務
め
た
︒
享
和
⼆
︵
⼀
⼋
〇
⼆
︶
年
三
⽉
七
⽇
没
︒
墓
は
光
徳
寺
︒
没

後
︑
息
⼦
緒
⽅
⿓
蔵
が
学
頭
を
継
い
だ
︒
東
海
孫
の
緒
⽅
蓮
も
︑
⼜
そ
の
跡
を
継
ぎ
学
頭
と

な
り
︑
東
明
館
の
隆
盛
の
た
め
に
村
⼭
漢
古
の
⼦
東
⼀
郎
と
と
も
に
奔
⾛
し
た
︒ 

二 

村
⼭
東
⼀
郎
︒
字
は
允
仲
︑
号
は
梧
井
︑
諱
は
舒
陽
︒
寛
政
⼋
年
正
⽉
九
⽇
⽣
ま
れ
︒
元

治
元
年
⼗
⼆
⽉
九
⽇
︑
六
⼗
九
歳
没
︒
⼗
七
歳
で
⽇
⽥
咸
宜
園
⼊
⾨
︒
⽥
代
領
府
に
仕
え
︑

             

⼿
代
役
元
締
め
と
な
る
︒
東
明
館
の
学
政
が
不
振
と
な
る
も
︑
恩
師
淡
窓
を
東
明
館
に
呼
び

興
隆
に
尽
⼒
し
た
。 

三 

⽥
中
道
夫
著
︒﹃
⿃
栖
市
誌
﹄
第
三
巻
﹁
中
世
・
近
世
編
﹂︵
第
五
編
近
世
編
第
四
章
﹁
地

域
社
会
の
胎
動
と
繫
が
り
﹂
第
三
節
﹁
地
域
⽂
化
の
形
成
と
教
育 

俳
諧
の
普
及
と
俳
⼈
た

ち
﹂
⼆
〇
〇
⼋
年
参
照
︒ 

四 

﹃
⾃
覚
談
﹄
に
関
し
て
は
︑﹃
続
⽇
本
随
筆
⼤
成
﹄
５
吉
川
弘
⽂
館 

⼀
九
⼋
〇
年
︒ 

村
⼭
威
⼀
郎
著
﹃
⾃
覚
談
と
南
園
耄
語
﹄
九
州
謄
写
堂
油
印 

⼀
九
四
四
年
参
照
︒ 
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⾔
道
が
ま
る
ご
と
浄
書
し
て
や
り
︑そ
の
上
か
ら
更
に
朱
で
添
削
を
⾏
っ
て
い
る
︒⾔
道

の
実
作
指
導
と
添
削
の
跡
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
︒ 

 
 

 

拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
⾃
筆
資
料
﹃
⾃
詠
集
中
抄
﹄
︱
⼩
林
重
治
家
集
﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学

論
集
﹄
第
⼗
巻 

⼆
〇
〇
⼋
年 

参
照
︒ 

１ 
⽯
野
廣
通
編
﹃
霞
関
集
﹄
寛
政
⼗
⼀
︵
⼀
七
九
九
︶
年
刊
︒
江
⼾
中
⼼
の
武
家
歌
⼈
達
の

歌
集
︒
巻
五
︑
六
の
巻
末
に
﹁
霞
関
集 

全
部
⼋
⼗
⼀
歳
翁
書/

墨
附
百
六
⼗
⼆
枚/

外
序
三

枚
萬
彦
書/
蹄
渓
蔵
版 

寛
政
⼗
⼀
年
⺒
未
秋
﹂
﹁
霞
関
集
余
親
⽣
⼤
⼈
︒
⽯
野/

廣
通/

⾃

撰
併
⼿
書
︵
中
略
︶
寛
政
⺒
未
孟
秋 

葛
齋
佐
々
⽊
萬
彦
﹂
作
者
⽬
録
の
巻
末
に
﹁
辻
知
篤

清
書
﹂
と
あ
る
︒ 

１ 

古
賀
益
城
︵
古
賀
益
吉
︶
著
﹃
村
⼭
漢
古
翁
﹄
⾮
売
品
︵
⼀
九
六
⼋
年
︶︒ 

１ 

村
⼭
東
⼀
郎
著
︒
原
本
散
逸
︑
そ
の
写
し
は
前
注
の
古
賀
益
城
﹃
村
⼭
漢
古
翁
﹄
収
載
に

よ
る
︒ 

１ 

⽳
⼭
健
翻
字
﹁
春
野
集
﹂﹃
福
岡
⼥
⼦
短
期
⼤
学
紀
要
﹄
四
⼗
⼀
巻 

⼀
九
九
⼀
年
︒ 

１ 

⾔
道
の
在
塾
の
様
⼦
は
︑⾔
道
の
⾨
下
の
野
村
も
と︵
望
東
尼
︶の﹃
講
歌
集
﹄や
︑﹃
扶

桑
会
雑
記
﹄
に
詳
し
い
︒ 

１ 

⾔
道
が
咸
宜
園
を
去
っ
た
後
も
︑淡
窓
と
の
交
流
は
続
き
︑天
保
⼗
三
年
三
⽉
︑淡
窓
は
︑

福
岡
今
泉
の
⾔
道
の
⾃
宅
池
萍
堂
を
来
訪
︑そ
れ
を
淡
窓
は
詩
に
残
す
︒⼜
︑弟
の
旭
荘

と
は
︑
⾔
道
が
﹃
草
径
集
﹄
出
版
の
た
め
に
⼤
阪
に
滞
在
中
︑
奈
良
⽉
瀬
の
旅
の
宿
﹁
騎

鶴
楼
﹂
で
︑
奇
し
く
も
同
じ
宿
帳
に
︑
旭
荘
は
漢
詩
と
絵
を
︑
そ
の
後
の
⾴
に
︑
⾔
道
は

和
歌
を
認
め
る
こ
と
と
な
る
︒ 

１ 

拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
研
究 

Ⅵ
歌
論
﹃
ひ
と
り
ご
ち
﹄﹃
こ
ぞ
の
ち
り
﹄
⾔
道
の
修
学
過
程
﹂

﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄
第
⼆
⼗
⼀
巻 

⼆
〇
⼀
九
年
︒ 

１ 

拙
稿
﹁
草
径
集
﹂﹃
和
歌
⽂
学
⼤
系
七
四
﹄ 

明
治
書
院 

⼆
〇
〇
七
年 

参
照
︒ 

１ 

⽳
⼭
健
翻
字
﹁
翻
刻
﹃
笠
⼭
集
﹄﹂﹃
福
岡
⼥
⼦
短
期
⼤
学
紀
要
四
四
号
⼀
九
九
⼆
年
︒ 

１ 

﹃
今
橋
集
﹄
は
︑
⾔
道
⾃
筆
稿
本
︒
九
州
⼤
学
中
央
図
書
館
蔵
︒ 

１ 

拙
稿
﹁
⼤
隈
⾔
道
研
究 

年
譜
編
第 

Ⅳ
部
﹂﹃
九
州
情
報
⼤
学
研
究
論
集
﹄
第
⼗
九
巻
⼆

〇
⼀
七
年 

参
照
︒ 

１ 

今
泉
蟹
守
は
佐
賀
の
歌
⼈
︒
名
を
則
才
︑
通
称
を
隼
太
︑
御
蒼
⽣
︒
号
は
鞆
の
屋
︑
黎
樹

園
︑朏
隣
居
︒⽂
政
元︵
⼀
⼋
⼀
⼋
︶年
に
佐
賀
市
与
賀
町
に
⽣
ま
れ
︑明
治
三
⼗
⼀︵
⼀

⼋
九
⼋
︶年
⼆
⽉
七
⽇
に
⼤
願
寺
で
没
す
︒⼋
⼗
⼀
歳
︒勤
王
の
志
が
厚
く﹁
勤
王
百
⾸
﹂

を
詠
む
︒そ
の
他﹃
樟
葉
⼗
家
歌
集
﹄︑﹃
⽩
縫
集
﹄︑﹃
鳳
鳴
和
歌
集
﹄︑﹃
明
倫
百
⼈
⼀
⾸
﹄︑

﹃
樟
葉
百
家
選
﹄
等
が
あ
る
︒ 

１ 

中
原
勇
編
﹃
今
泉
蟹
守
歌
⽂
集
﹄︵
⼀
九
七
⼀
年
︶
所
収
︑
歌
集
﹃
類
題
⽩
縫
集
﹄
万
延

元
︵
⼀
⼋
六
〇
︶
年
序
︒ 

１ 

井
上
敏
幸
⽒
も
前
出
の
﹃
⿃
栖
市
誌
近
世
編
﹄
に
お
い
て
﹁
⾔
道
と
漢
古
︑
あ
る
い
は
︑

⽥
代
歌
壇
と
の
交
渉
は
︑
き
わ
め
て
密
接
な
も
の
で
あ
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
︑
こ
の
⽥
代
歌
壇
は
同
時
に
佐
賀
歌
壇
か
ら
も
注
⽬
さ
れ
て
い
た
﹂︵
五
百
九
⼗
三

⾴
︶
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
︒
ま
た
︑
漢
古
が
⾔
道
に
⼊
⾨
し
た
の
は
︑﹁
⾔
道
の
評
点
を

持
つ
漢
古
の
六
⼗
⾸
﹃
詠
草
﹄︵
曽
根
崎
・
古
賀
家
⽂
書
⼗
五
︶
の
中
に
﹁
天
保
⼆
卯
ど

し
の
春
﹂よ
り
和
歌
を
始
め
た
と
の
詞
書
が
あ
り
︑漢
古
の
歌
道
⼊
⾨
が
六
⼗
⼆
歳
の
折

で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒﹂︵
五
百
九
⼗
⼆
⾴
︶と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
︑こ

れ
は
︑原
⽂
か
ら
読
み
解
く
と
︑漢
古
が
⾃
分
な
り
に
和
歌
創
作
を
始
め
た
時
期
で
あ
ろ

う
︒
⾔
道
は
天
保
三
年
か
ら
弟
⼦
を
取
り
始
め
︑
こ
の
天
保
三
年
ご
ろ
に
︑
野
村
も
と

︵
望
東
尼
︶夫
婦
が
⼊
⾨
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
お
り
︑漢
古
の
⼊
⾨
の
記
載
が
⾔
道
側

に
も
な
い
こ
と
か
ら
こ
れ
は
保
留
と
し
て
お
く
︒ど
ち
ら
か
と
い
う
と
︑や
は
り
︑漢
古

の
⼊
⾨
時
期
は
︑
漢
古
の
歌
が
⼊
集
す
る
﹁
笠
⼭
集
﹂
第
三
巻
︵
天
保
六
〜
七
年
︶
あ
た

り
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︑
今
後
の
課
題
と
し
た
い
︒ 

１ 

﹃
甲
⾠
集
﹄
は
︑
⾔
道
⾃
筆
稿
本
︒
九
州
⼤
学
中
央
図
書
館
蔵
︒ 

１ 

拙
稿
﹁
望
東
尼
﹃
み
の
と
し
う
ま
の
と
し
﹄
翻
刻
と
解
題
︱
﹃
向
陵
集
﹄
と
の
関
連
に
お

い
て
﹂︵﹃
⽂
献
探
求
﹄
四
四
巻
︑
⼆
〇
〇
六
年
︶
参
照
︒ 

１ 

三
橋
真
国
は
⿃
栖
市
⽜
原
町
の
四
阿
屋
︵
あ
ず
ま
や
︶
神
社
祠
官
︒ 

１ 

古
賀 

穀
堂 

安
永
六
︵
⼀
七
七
⼋
︶
年
⼗
⼆
⽉
五
⽇
⽣
ま
れ
︑
天
保
七
︵
⼀
⼋
三
六
︶

年
九
⽉
⼗
九
⽇
没
︑
五
九
才
︒
朱
⼦
学
者
・
佐
賀
藩
藩
⼠
︒
年
寄
︒
古
賀
精
⾥
の
⻑
男
︒

諱
は
燾
︒
字
は
溥
卿
・
号
穀
堂
︒
佐
賀
弘
道
館
教
授
︒
⼗
代
藩
主
鍋
島
直
正(

閑
叟)

の
教

育
係
︑
直
正
に
終
⽣
仕
え
た
︒ 

１ 

寛
延
三
︵
⼀
七
五
〇
︶
年
⼗
⽉
⼆
⼗
⽇
⽣
︑
⽂
化
⼗
四
年
︵
⼀
⼋
⼀
七
︶
五
⽉
三
⽇
没
︑

六
⼋
歳
︒
肥
前
の
儒
学
者
︒
名
は
樸
︒
字
は
渟
⾵
︒
通
称
は
弥
助
︒
号
は
精
⾥
︒
代
々
佐

賀
鍋
島
家
⾂
︒⻄
依
成
斎
よ
り
陽
明
学
を
学
び
︐の
ち
尾
藤
⼆
洲
︐頼
春
⽔
と
交
わ
り
朱

⼦
学
に
転
じ
る
︒昌
平
黌
に
講
じ
後
︑江
⼾
幕
府
儒
員
︑昌
平
黌
教
官
と
な
る
︒林
述
斎
︑

柴
野
栗
⼭
尾
︑藤
⼆
洲
ら
と
と
も
に
朱
⼦
学
の
振
興
に
寄
与
す
る
︒著
作﹃
四
書
集
釈
﹄

﹃
⼤
学
章
句
纂
釈
﹄﹃
中
庸
章
句
纂
釈
﹄
等
︒ 

１ 

明
和
三
︵
⼀
七
六
六
︶
年
⼆
⽉
⼗
⽇
⽣
︑
天
保
六
年
︵
⼀
⼋
三
五
︶
年
⼗
⼆
⽉
六
⽇
没
七

⼗
歳
︒
福
岡
⽣
︒
名
は
︑
種
麿
・
種
満 

︒
通
称
は
勝
次
︒
号
は
柳
園
︒
福
岡
藩
⾜
軽
⻘

柳
勝
種
の
次
男
︒
⽂
化
九
年
︑
伊
能
忠
敬
の
筑
前
の
測
量
に
同
⾏
︒
⽂
政
⼗
⼆
年
﹃
筑
前

（
十
九
）

二
三）

二
四）

二
五）

二
六）

二
七）

二
八）

二
九）

三
〇）

一
二）

一
三）

一
四）

一
五）

一
六）

一
七）

一
八）

一
九）

二
〇）

二
一）

二
二）

三
一）

Ⅵ

Ⅳ
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国
続
⾵
⼟
記
拾
遺
﹄編
纂
︒江
⼾
在
勤
中
に
加
藤
千
陰
や
村
⽥
春
⾨
の
知
遇
を
得
る
︒寛

政
元
年
︑
本
居
宣
⻑
に
⼊
⾨
︒
⽂
化
三
年
︑
⾹
椎
宮
⼤
宮
司
武
内
出
雲
と
上
京
時
︑
左
⼤

⾂
⼆
条
治
孝
か
ら
の
⾹
椎
宮
の
故
事
の
質
問
に
応
答
︒伊
能
忠
敬
の
委
嘱
を
受
け
て﹃
宗

像
三
社
略
記
﹄﹃
後
漢
⾦
印
略
考
﹄
を
執
筆
︒
松
平
定
信
の
命
で
﹃
和
歌
紀
聞
﹄﹃
⾳
楽
紀

聞
﹄を
筆
写
︒⾨
下
に
伊
藤
常
⾜
︑⼆
川
相
近
な
ど
︑筑
前
に
お
け
る
国
学
に
寄
与
し
た
︒ 

１ 

安
永
⼆
︵
⼀
七
七
三
︶
年
〜
天
保
⼋
︵
⼀
⼋
三
七
︶
年
︑
六
⼗
五
歳
没
︒
轟
⽊
に
⽣
ま
れ

る
︒
名
は
︑
能
遷
︑
字
は
仲
安
︑
通
称
健
道
︒
号
は
︑
郷
⼟
の
朝
⽇
⼭
か
ら
朝
陽
︒
医
学

を
修
め
︑古
賀
精
⾥
に
師
事
し
た
の
ち
︑京
都
に
遊
学
︒の
ち
︑鍋
島
藩
典
薬
︒そ
の
後
︑

侍
医
兼
書
学
訓
導
︒
治
茂
︑
⻫
正
︑
直
正
に
仕
え
る
︒﹃
朝
暘
詩
集
﹄︑﹃
復
古
傷
寒
論
﹄

な
ど
の
著
書
が
あ
る
。 

１ 

個
⼈
蔵
︒
古
賀
朝
暘
な
ど
の
詩
⽂
集
︒
最
後
の
丁
に
︑
村
⼭
漢
古
の
評
が
あ
る
︒ 

 

︿
付
記
﹀本
論
を
成
す
に
あ
た
り
︑資
料
の
掲
載
許
可
を
戴
い
た
⿃
栖
市
教
育
委
員
会
と
︑貴

重
な
御
教
⽰
を
賜
わ
っ
た
井
上
敏
幸
⽒
︑⾼
橋
昌
彦
⽒
︑川
平
敏
⽂
⽒
に
記
し
て
謝
意
を

申
し
上
げ
る
︒
そ
し
て
︑
⼤
隈
⾔
道
研
究
者 
⽳
⼭
健
⽒
の
御
冥
福
を
⼼
よ
り
お
祈
り
申

し
上
げ
る
︒ 

（
二
十
）

三
二）

三
三）

大隈言道研究　Ⅶ　村山漢古の文事　『自覚談』と『詠草』（曽根崎・古賀家文書）をめぐって　（進藤康子）

大隈言道研究　Ⅶ　村山漢古の文事　『自覚談』と『詠草』（曽根崎・古賀家文書）をめぐって　（進藤康子）

★国語の柱変数はここからスタート！！
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