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出品リスト List of Works

* CEN= 慶應義塾（センチュリー赤尾コレクション）Keio University (Century Akao Collection)

作品名 Title 作者等 Creator 制作年 Date 材質等 Material 所蔵 Collection

1 藤原惺窩筆和歌
Waka Poem by FUJIWARA Seika

藤原惺窩
FUJIWARA Seika

元和 4 年（1618）
1618

紙本墨書
Ink on paper

CEN　ｾ 2444
AW-CEN-002444-0000

2 藤原惺窩筆七言絶句
Seven-Character Quatrain
by FUJIWARA Seika

藤原惺窩
FUJIWARA Seika

文禄 2 年（1593）？
1593?

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

3 林羅山筆元旦試毫
New Year Calligraphy by HAYASHI Razan

林羅山
HAYASHI Razan

慶安元年（1648）
1648

紙本墨書
Ink on paper

CEN　ｾ 134
AW-CEN-000134-0000

4 林羅山筆和歌懐紙
Waka Poem by HAYASHI Razan

林羅山
HAYASHI Razan

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

CEN　ｾ 740
AW-CEN-000740-0000

5 林羅山筆書状
Letter by HAYASHI Razan

林羅山
HAYASHI Razan

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

CEN　ｾ 2453
AW-CEN-002453-0000

6 林鵞峰筆詩懐紙
Poem by HAYASHI Gahō

林鵞峰
HAYASHI Gahō

承応 2 年（1653）
1653

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

7 随筆四十六則
Essay of 46 Chapters
(Zuihitsu Sijūrokusoku)

林羅山
HAYASHI Razan

正保元年（1644）
1644

紙本墨書
Ink on paper

斯道文庫　092/ ﾄ101/1
Keio Institute of Oriental
Classics (Shido Bunko)

8 儒林墨宝第一集
First Volume of Collection of
Calligraphy Works by Confucian Scholars
(Jurin Bokuhō)

榊原月堂編
SAKAKIBARA Getsudō (edit)

天保 12 年（1841）
1841

紙本木版刷
Paper,
woodblock print

個人蔵
Private Collection

9 偃戈園十景詩
Poems on the Ten Views from En’kaen 
Garden (En’kaen Jikkeishi)

林梅洞、林鳳岡他
HAYASHI Baidō, Hōkō et. al.

寛文 3 年（1663）
1663

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

10 古澗慈稽筆詩短冊
Poem Strip by Kokan Jikei

古澗慈稽
Kokan Jikei

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

11 堀杏庵筆詩短冊
Poem Strip by HORI Kyōan

堀杏庵
HORI Kyōan

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

12 松永尺五筆詩短冊
Poem Strip by MATSUNAGA Sekigo

松永尺五
MATSUNAGA Sekigo

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

13 林東舟筆和歌短冊
Waka Poem Strip by HAYASHI Tōshū

林東舟
HAYASHI Tōshū

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

14 那波活所筆七言絶句
Seven-Character Quatrain
by NABA Kassho

那波活所
NABA Kassho

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

CEN　ｾ 764
AW-CEN-000764-0000

15 葡萄図
Grapes

松花堂昭乗筆、
石川丈山賛
SHOKADO Shōjō (drawing),
ISHIKAWA Jōzan (inscription)

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

CEN　ｾ 110
AW-CEN-000110-0000

16 脇坂安元書簡
Letter by WAKISAKA Yasumoto

脇坂安元
WAKISAKA Yasumoto

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection

17 黒川道祐筆詩懐紙
Poem by KUROKAWA Dōyū

黒川道祐
KUROKAWA Dōyū

江戸時代（17 世紀）
Edo period (17th century)

紙本墨書
Ink on paper

個人蔵
Private Collection
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林は
や
し

ら

ざ
ん

羅
山
（
1
5
8
3–

1
6
5
7
。
法
名
、
道ど

う
し
ゅ
ん春。

別
号
、
夕せ

き
が
ん
こ
う

顔
巷

な
ど
）
は
、
京
都
の
町
人
の
家
に
生
ま
れ
、
五
山
の
一

つ
建
仁
寺
で
学
問
修
行
を
行
っ
た
後
、
藤ふ

じ
わ
ら
せ
い
か

原
惺
窩
に

入
門
、
最
新
の
儒
学
を
身
に
つ
け
、
徳
川
家
康
に
仕

え
て
蔵
書
の
管
理
を
し
な
が
ら
さ
ま
ざ
ま
な
啓
蒙
的

な
著
作
を
も
の
し
て
ゆ
き
ま
す
。
家
康
の
没
後
も
二

代
秀
忠
、
三
代
家
光
、
四
代
家
綱
ま
で
現
役
の
学
者
と

し
て
幕
府
の
文
教
政
策
に
深
く
関
わ
り
ま
す
。
子
の

鵞が
ほ
う峰

・
読ど

っ
こ
う
さ
い

耕
斎
も
幕
府
儒
官
と
し
て
活
躍
、
そ
の
ほ
か

多
数
の
学
者
を
育
て
、
ま
た
大
名
や
京
都
在
住
の
学
者

た
ち
と
も
頻
繁
に
詩
文
の
や
り
と
り
な
ど
を
通
じ
て

交
流
し
、
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
新
た
な
知
的
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
を
形
成
し
て
い
き
ま
す
。
今
回
の
展
示
は
、
そ
う

い
っ
た
交
流
の
中
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
漢
詩
や
和
歌
の

作
品
を
、
文
学
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
ま
た
書
道
作
品
と

し
て
味
わ
っ
て
い
た
だ
こ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
登
場

す
る
の
は
、
師
で
あ
る
古こ

か
ん
じ
け
い

澗
慈
稽
（
10
）・
藤
原
惺
窩

（
1
・
2
）、
弟
の
東と

う
し
ゅ
う舟

（
13
）、
子
の
鵞
峰
（
6

・8
）、

孫
の
梅ば

い
ど
う洞

・
鳳ほ

う
こ
う岡

（
8
・
9
）、
門
人
の
人ひ

と
み
ち
く
ど
う

見
竹
洞
・

坂さ
か
い
ぜ
ん
け
ん

井
漸
軒
（
9
）、
兄
弟
弟
子
で
あ
り
友
人
で
も
あ
る

堀ほ
り
き
ょ
う
あ
ん

杏
庵
（
11
）・
松ま

つ
な
が
せ
き
ご

永
尺
五
（
12
）・
那な

ば
か
っ
し
ょ

波
活
所
（
8
・

14
）・
石い

し
か
わ
じ
ょ
う
ざ
ん

川
丈
山
（
8
・
15
）、
友
人
の
脇わ

き
さ
か
や
す
も
と

坂
安
元
（
16
）、

二
代
に
わ
た
る
門
人
か
つ
友
人
の
黒く

ろ
か
わ
ど
う
ゆ
う

川
道
祐
（
17
）

で
す
。

江
戸
時
代
の
漢
詩
人
・
漢
学
者
の
書
は
一
般
に

「
唐か

ら
よ
う様

」
つ
ま
り
中
国
風
と
言
わ
れ
て
い
て
、
こ
れ
は

そ
れ
ま
で
の
「
漢
」
の
担
い
手
だ
っ
た
五
山
僧
た
ち
と

は
異
な
る
、
明
代
の
新
し
い
中
国
の
書
を
学
ん
だ
書
風

で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
す
が
、
普
通
は
17
世
紀
後

半
以
降
、
黄
檗
宗
の
中
国
人
僧
侶
や
、
中
国
か
ら
輸
入

さ
れ
た
書
道
手
本
な
ど
の
影
響
が
顕
著
に
な
る
時
代
以

降
の
も
の
を
指
し
て
お
り
、
羅
山
の
活
躍
し
た
17
世
紀

前
半
は
、
そ
の
前
夜
と
も
い
う
べ
き
状
況
か
と
想
像
さ

れ
ま
す
。
こ
の
時
代
、
学
問
的
に
は
五
山
か
ら
の
脱
却

を
目
指
し
た
学
者
た
ち
が
、
書
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う

に
個
性
を
発
揮
し
て
い
た
の
か
、
そ
う
い
っ
た
視
点
か

ら
も
彼
ら
の
作
品
を
見
て
頂
け
る
と
、
い
っ
そ
う
興
味

が
深
ま
る
か
と
思
い
ま
す
。

凡
例

解
説
に
は
、
作
者
の
略
伝
、
作
品
の
概
要
、
書
風
、
伝

来
な
ど
を
記
し
た
。
翻
刻
は
原
文
の
改
行
を
」で
示
し
、

通
行
字
体
を
用
い
、
句
読
点
・
濁
点
を
補
っ
た
。

唐
様
前
夜
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羅
山
に
と
っ
て
儒
学
へ
の
道
を
開
い
た
恩
師
で
あ
る
藤
原
惺
窩
（
1
5
6
1–

1
6
1
9
、
別
号
、
北ほ

く
に
く
さ
ん
じ
ん

肉
山
人
）
は
、
歌
道
の
家
と
し
て
知
ら
れ
る
下し

も
れ
い
ぜ
い
け

冷
泉
家
の
出
身
で
、

所
領
の
あ
っ
た
播
磨
で
生
ま
れ
、
上
京
し
て
相
国
寺
の
禅
僧
と
な
る
が
、
捕
虜
と
し

て
日
本
に
抑
留
さ
れ
て
い
た
朝
鮮
の
儒
学
者
羌カ

ン
ハ
ン沆

に
朱
子
学
を
学
び
、
学
者
と
し
て

自
立
を
果
た
し
た
。
徳
川
家
康
に
招
か
れ
た
が
辞
退
し
、
代
わ
り
に
羅
山
を
推
薦
し

た
。
漢
詩
・
和
歌
と
も
に
得
意
で
、
没
後
羅
山
ら
の
編
に
な
る
『
惺
窩
文
集
』、
子

孫
の
編
に
な
る
『
惺
窩
先
生
文
集
』
と
も
に
漢
詩
文
と
和
歌
を
収
め
る
。

こ
の
和
歌
は
弟
子
の
武た

け
だ
も
う
あ
ん

田
蒙
庵
（
1
5
9
6–

1
6
5
9
、
字
を
岌き

ゅ
う
え
ん淵と

い
う
）
23
歳
の

元
和
4
年
（
1
6
1
8
）
に
、
そ
の
号
「
蒙
庵
」
を
授
け
た
と
き
に
詠
ん
だ
も
の
で
、

両
書
に
も
収
め
る
。「
蒙
」
は
易え

き

の
卦け

の
ひ
と
つ
で
、
山
の
下
に
水
が
湧
き
出
て
大

河
と
な
っ
て
い
く
の
を
見
て
君
子
は
自
ら
を
励
ま
す
、
と
概
括
さ
れ
る
。
こ
れ
と
、

陶
淵
明
「
桃
花
源
詩
」
の
「
奇
蹤
隠
五
百
、一
朝
敞
神
界
」（
始
皇
帝
の
暴
政
を
逃
れ
桃

花
源
に
隠
れ
住
ん
だ
人
々
の
こ
と
が
、
あ
る
漁
師
が
川
を
遡
っ
た
こ
と
で
、
五
百
年
ぶ
り
に
明

ら
か
に
な
っ
た
）
を
踏
ま
え
、「
五
百
年
に
わ
た
っ
て
桃
の
花
に
隠
さ
れ
た
山
中
の
別

世
界
も
、
そ
こ
へ
通
じ
る
川
を
知
っ
て
さ
か
の
ぼ
れ
ば
た
ど
り
着
く
、
お
前
も
そ
の

よ
う
な
真
実
の
道
を
知
ろ
う
と
学
問
に
励
み
な
さ
い
」
と
励
ま
す
。
後
世
の
説
話
で

1
藤ふ

じ

わ

ら

せ

い

か

原
惺
窩
筆
和
歌
　
　

1
幅

は
こ
の
漁
師
の
名
が
黄こ

う
ど
う
し
ん

道
真
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
第
四
句
「
道
し
真
を
」
に
名
前
の

二
字
を
詠
み
込
む
。

も
と
も
と
和
歌
は
懐
紙
・
短
冊
・
色
紙
な
ど
に
書
く
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
う
い
う

大
き
な
紙
面
に
書
か
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
禅
僧
が
弟
子
に
道
号
を
授
け
る
と
き
に
、

そ
の
い
わ
れ
を
詩
に
詠
む
道
号
頌
や
漢
文
に
記
す
字
説
と
い
っ
た
作
品
を
和
歌
に
置

き
換
え
て
揮
毫
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
出
自
で
あ
る
五
山
文
学
か
ら
の
意
図
的
変
容

と
言
え
よ
う
か
。
し
か
し
書
風
は
伝
統
的
な
仮
名
と
も
、
五
山
僧
の
細
く
癖
の
あ
る

線
質
と
も
異
な
る
も
の
で
、
字
形
よ
り
も
勢
い
や
線
の
変
化
の
面
白
さ
を
重
視
し
た

書
で
あ
る
。
な
お
、
四
十
歳
代
か
ら
中
風
で
右
手
が
思
う
よ
う
に
使
え
な
か
っ
た
ら

し
い
が
、そ
の
不
自
由
さ
が
か
え
っ
て
味
の
あ
る
線
を
生
み
出
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

幕
末
、
酔
墨
斎
な
る
人
物
が
武
田
氏
子
孫
か
ら
譲
り
受
け
、
そ
の
後
富と

み
お
か
て
っ
さ
い

岡
鉄
斎
所

蔵
と
な
っ
た
。

も
ゝ
の
は
な
五
百
と
せ
か
く
す
山
水
も
」
道
し
真
を
し
れ
ば
し
る
」
き
や

戊
子
歳
仲
秋
望
日
」
右
岌
淵
生
索
別
称
書
之
与
焉

北
肉
山
人
（
花
押
）

1
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文
禄
2
年
（
1
5
9
3
）、
徳
川
家
康
の
招
請
に

応
じ
て
江
戸
に
下
向
し
た
と
き
、
そ
の
道
中
で
富

士
山
を
見
て
詠
ん
だ
詩
。
二
種
の
『
文
集
』
と
も

に
収
め
る
。
一
行
目
末
尾
に
料
紙
の
欠
損
が
あ
る

が
、『
文
集
』
に
よ
り
「
遊
」
と
判
明
す
る
。「
遠

く
か
ら
旅
し
て
き
た
の
は
富
士
山
を
見
る
た
め

だ
っ
た
。
見
え
る
場
所
ご
と
に
幾
度
も
振
り
返

る
。
青
空
に
鮮
や
か
に
映
え
る
白
絹
の
笠
の
よ
う

な
姿
、
そ
の
笠
の
中
に
は
十
五
も
の
国
が
す
っ
ぽ

り
収
ま
っ
て
い
る
」。
富
士
山
を
詠
む
詩
は
、
五

山
僧
た
ち
も
大
量
に
作
っ
て
い
る
が
、
笠
に
見
立

て
る
の
は
ユ
ニ
ー
ク
で
、
石
川
丈
山
が
扇
に
見
立

て
た
有
名
な
詩
の
先
駆
け
と
も
言
え
よ
う
。
や
や

ふ
く
ら
み
の
あ
る
穏
や
か
な
書
で
、
線
質
は
1
と

通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

明
治
14
年
宮み

や
は
ら
せ
つ
あ
ん

原
節
庵
・
明
治
15
年
寺て

ら
に
し
え
き
ど
う

西
易
堂
の

題
跋
（
鑑
定
書
兼
鑑
賞
文
）
を
併
せ
て
別
幅
に
仕
立

て
て
添
え
る
。

遠
為
富
峯
成
此[

遊]

、」
吟
眸
処
々

幾
回
頭
、
青
」
天
忽
見
素
羅
笠
、
羅
」

笠
檐
中
十
五
州
」
右
富
士
山
」
北
肉

山
人
稿

2
藤
原
惺
窩
筆
七
言
絶
句
　
　

1
幅

個
人
蔵

「
戊
子
」
す
な
わ
ち
慶
安
元
年
（
1
6
4
8
）
の
元
旦
お
よ
び
閏
正
月
一
日

に
詠
ん
だ
七
言
絶
句
各
一
首
を
一
枚
の
懐
紙
に
し
た
た
め
た
も
の
。
元
旦

詠
は
、
66
歳
と
い
う
年
齢
と
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
と
き
読
ん
で
い
た
経
書
の

『
春し

ゅ
ん
じ
ゅ
う
く
よ
う
で
ん

秋
公
羊
伝
』
の
内
容
を
詠
み
込
む
。『
公
羊
伝
』
は
獲
麟
（
薪
を
取
る
者
が
、

太
平
の
世
に
出
現
す
る
と
さ
れ
る
霊
獣
の
麒
麟
を
捕
ら
え
た
）
と
い
う
記
事
を
末
尾
に

置
き
、漢
代
に
は
こ
れ
が
高
祖
劉
邦
の
出
現
を
予
言
し
た
も
の
と
解
釈
さ
れ
た
。

漢
は
五
行
説
に
よ
り
火
の
徳
を
持
つ
と
さ
れ
、
薪
と
火
徳
と
が
結
び
つ
け
ら
れ

た
の
で
あ
る
。「
孔
子
は
そ
の
よ
う
に
歴
史
を
予
言
し
た
が
、
私
は
せ
い
ぜ
い
囲

炉
裏
で
か
じ
か
ん
だ
手
を
あ
ぶ
っ
て
い
る
だ
け
」
と
い
う
自
嘲
を
述
べ
る
。
閏
正
月

の
ほ
う
も
、
閏
月
の
お
か
げ
で
正
月
に
春
ら
し
い
雰
囲
気
を
味
わ
え
た
喜
び
を
述

べ
、『
公
羊
伝
』
は
名
分
を
正
し
、
余
分
な
も
の
を
厳
し
く
否
定
す
る
が
、
閏
月

と
い
う
余
分
は
そ
こ
に
も
あ
る
で
は
な
い
か
、
と
茶
化
し
て
い
る
。『
羅
山
林
先
生

詩
集
』
所
収
本
文
と
少
し
異
同
が
あ
る
。

横
線
や
右
払
い
の
終
筆
を
明
確
に
止
め
ず
、
や
や
開
き
気
味
に
抜
く
よ
う
な

筆
さ
ば
き
、
ま
た
、
縦
線
が
途
中
で
少
し
細
ま
っ
て
や
や
屈
曲
し
た
り
、
最
終

画
を
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
な
ほ
ど
伸
ば
し
た
り
す
る
、
楷
書
と
し
て
は
不
安
定
さ
を

感
じ
さ
せ
る
構
成
は
独
特
の
も
の
で
、一
見
稚
拙
に
見
え
る
こ
れ
ら
の
特
徴
は
、

隷
書
の
書
法
、
藤
原
定
家
に
発
す
る
定て

い
か
よ
う

家
様
な
ど
の
影
響
が
考
え
ら
れ
る
。

戊
子
元
旦
」
時
読
公
羊
伝
、今
茲
余
歳
六
十
六
」
東
海
煙
霞
梅
柳
春
、

六
旬
」
有
六
歳
華
新
、手
亀
不
試
」
聖
人
筆
、撥
獲
紅
爐
火
徳
」
麟
」

正
月
閏
朔
」啼
鳥
開
花
是
友
于
、況
添
一
」月
慰
微
躯
、余
分
貶
処
道
」

名
分
、
試
問
春
秋
夕
閏
」
無
」
夕
顔
巷
叟
」（
印
「
羅
／
山
」）

3
林
羅
山
筆
元
旦
試
毫
　
　

1
幅

23



6

3
に
対
し
て
、
こ
ち
ら
は
和
歌
を
詠
ん
だ
も
の
。

惺
窩
に
比
べ
れ
ば
少
な
い
も
の
の
、
和
歌
作
品
も

残
さ
れ
て
お
り
、『
羅
山
林
先
生
外
集
』（
国
立
公
文

書
館
蔵
写
本
）
に
収
め
ら
れ
る
が
、
本
作
品
は
な
い
。

早
春
、
川
べ
り
の
柳
が
芽
吹
い
た
様
子
を
詠
ん
だ
題

詠
歌
で
、
柳
を
糸
に
見
立
て
て
、「
よ
う
や
く
暖
か

く
な
っ
て
き
た
川
の
水
に
染
め
ら
れ
た
の
だ
ろ
う

か
、春
の
の
ど
け
さ
を
感
じ
さ
せ
る
緑
色
に
な
っ
た
」

と
詠
む
。
万ま

ん
よ
う
が
き

葉
書
（
仮
名
を
も
と
の
漢
字
の
ま
ま
に
記

す
も
の
）
を
交
え
た
、
三
行
三
字
の
和
歌
懐
紙
の
定

型
を
守
っ
た
書
式
で
あ
る
が
、
全
体
に
か
す
れ
気
味

で
変
化
に
乏
し
く
、
3
に
比
べ
て
見
応
え
に
欠
け
る

と
こ
ろ
が
あ
る
。

詠
水
辺
青
柳
」
和
歌
」
道
春
」
ぬ
る
み

そ
ふ
春
の
川
」
水
染
つ
ら
む
色
も
」
の

ど
け
き
青
や
ぎ
」
の
い
と

4
林
羅
山
筆
和
歌
懐
紙
　
　

1
幅

筆
跡
鑑
定
を
家
業
と
し
た
古こ

ひ
つ
け

筆
家
の
初
代
了り

ょ
う
さ佐

（
1
5
7
2–

1
6
6
2
）
に
宛
て
た
書
状
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
日
常
的
な
筆

跡
に
お
い
て
は
、
3
・
4
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
特
徴
的
な
書
風

を
示
す
場
合
と
示
さ
な
い
場
合
と
が
あ
る
が
、
本
書
状
は
か
な

り
特
徴
を
表
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
内
容
は
、
了
佐
が
子

息
た
ち
を
連
れ
て
江
戸
に
下
り
将
軍
あ
る
い
は
幕
府
重
臣
に
拝

謁
し
た
と
き
の
こ
と
を
羅
山
に
報
告
し
た
書
状
へ
の
返
事
で
、

首
尾
良
く
終
わ
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。
了
佐
の
子
の
う
ち

一
人
は
別
家
を
立
て
、
そ
の
二
代
目
か
ら
幕
府
に
仕
え
る
こ
と

に
な
る
。
本
家
は
京
都
で
存
続
し
、明
治
維
新
後
東
京
に
移
住
、

そ
の
家
に
残
さ
れ
た
膨
大
な
鑑
定
関
係
の
資
料
が
、
現
在
セ
ン

チ
ュ
リ
ー
赤
尾
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
伝
わ
る
。

箱
と
表
装
裏
側
に
本
家
十
代
古
筆
了り

ょ
う
は
ん伴

の
極き

わ
め

が
直
書
さ
れ
、

他
に
十
三
代
了り

ょ
う
し
ん信

の
極き

わ
め
ふ
だ札

が
附
属
す
る
。

以
上
」
芳
札
披
閲
忝
候
。
然
者
昨
日
御
」
仕
合
能

御
暇
出
申
候
。
御
息
達
迄
」
種
々
拝
領
、
御
大
慶

之
由
得
其
」意
候
。尤
存
候
。近
日
御
登
候
ハ
ん
由
、」

い
つ
比
ニ
而
候
や
、承
度
候
。
猶
期
面
」
上
之
節
候
。

恐
々
謹
言
」
即
刻

道
春
（
花
押
）」
了
佐
老
御
報

道
春
法
印

5
林
羅
山
筆
書
状
　
　

1
幅

45
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林
鵞
峰
（
1
6
1
8–

1
6
8
0
）
は
羅
山
の
三
男
。
別
号
、
向こ

う
よ
う
し

陽
子
。
兄
二
人
が
早
世
、
家

督
を
継
ぎ
、『
本ほ

う
ち
ょ
う
つ
が
ん

朝
通
鑑
』
を
完
成
さ
せ
る
な
ど
の
事
業
を
成
し
遂
げ
、
そ
の
過
程
で
多
く

の
門
人
を
育
て
た
。
ま
た
王
朝
漢
詩
文
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
『
本
朝
一
人
一
首
』
な
ど
を
執
筆
、

日
本
漢
文
学
史
上
に
も
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。
そ
の
漢
詩
文
を
集
め
た
『
鵞
峰
全
集
』
は

詩
・
文
各
1
2
0
巻
に
上
る
膨
大
な
も
の
で
、
大
名
や
学
者
な
ど
同
時
代
の
文
化
人
と
の

交
流
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

本
作
品
は
そ
の
詩
集
『
鵞
峰
先
生
林
学
士
詩
集
』
巻
31
所
収
、
承
応
2
年
（
1
6
5
3
）
の

作
で
あ
る
と
知
ら
れ
る
。「
源げ

ん
り
ほ
う
た
い
け
い

吏
部
大
卿
」
は
武
家
歌
人
と
し
て
、
ま
た
善
本
の
収
集
で
も

知
ら
れ
た
姫
路
藩
主
榊さ

か
き
ば
ら
た
だ
つ
ぐ

原
忠
次
（
1
6
0
5–

1
6
6
5
、
官
職
名
は
式し

き
ぶ
の
た
い
ふ

部
大
輔
）
で
、
そ
の
家
集

『
一い

っ
き
く
し
ゅ
う

掬
集
』（
上
越
市
立
歴
史
博
物
館
寄
託
「
榊
原
家
史
料
」
の
う
ち
）
の
同
年
部
分
に
「
八
月
十
五

夜
の
月
く
ま
な
か
り
し
か
ば
、
来
し
か
た
な
が
め
侍
る
に
は
稀
な
る
光
と
覚
え
て
／
そ
れ
と

な
き
世
々
の
今
宵
の
影
ま
で
も
一
つ
に
見
す
る
月
の
色
か
な
」
と
あ
る
歌
の
末
尾
「
色
」
を

韻
字
と
し
て
詠
ん
だ
も
の
。「
来
し
か
た
」「
世
々
」
と
い
っ
た
表
現
に
第
二
句
「
追
憶
を
成

す
」
が
応
答
し
て
い
る
。
第
四
句
は
『
古
文
真
宝
後
集
』
所
収
、王お

う
ぼ
つ勃

「
滕と

う
お
う
か
く
の
じ
ょ

王
閣
序
」
の
「
秋

水
共
長
天
一
色
」
を
踏
ま
え
る
。『
詩
集
』
に
よ
る
と
、
父
の
羅
山
、
子
の
梅ば

い
ど
う洞

と
一
緒
に

忠
次
邸
で
の
月
見
の
宴
に
参
加
し
た
と
き
の
詠
で
、
こ
の
と
き
11
歳
だ
っ
た
梅
洞
も
初
め
て

詩
を
詠
ん
だ
と
い
う
。

羅
山
周
辺
で
唯
一
、
羅
山
風
の
書
を
継
承
し
て
い
る
の
が
鵞
峰
で
あ
る
が
、
父
と
比
較
す

る
と
や
や
ゆ
っ
た
り
と
し
て
な
め
ら
か
な
線
質
で
、
そ
の
分
変
化
に
は
乏
し
い
。

和
奉
」
源
吏
部
大
卿
君
中
秋
倭
歌
」
尾
字
」
涼
天
佳
月
可
難
得
、
古
来
」
吟
咏

成
追
憶
、
清
光
無
」
辺
乾
坤
中
、
秋
風
秋
水
」
共
一
色
」
向
陽
子

6
林は

や
し
が
ほ
う

鵞
峰
筆
詩
懐
紙
　
　

1
幅

個
人
蔵

羅
山
の
文
集
『
羅
山
林
先
生
文

集
』
巻
73
、
四
男
の
読ど

っ
こ
う
さ
い

耕
斎
に
授

け
た
「
随
筆
」
の
一
部
で
、
46
の

短
い
文
章
か
ら
な
る
た
め
、
後
人

が
こ
の
よ
う
に
名
付
け
た
も
の
。

全
篇
乱
れ
る
こ
と
な
く
、
し
か
し

3
な
ど
に
比
べ
る
と
行
書
・
草
書

体
も
交
え
て
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
記

さ
れ
た
自
筆
本
で
あ
る
。
末
尾
に

「
甲
申
之
冬

羅
浮
老
夫
書
」
と

あ
っ
て
、
正
保
元
年
（
1
6
4
4
）

に
書
か
れ
た
も
の
と
わ
か
る
。
儒

学
の
主
要
経
典
に
始
ま
り
、
老

子
・
荘
子
・
楚
辞
・
史
記
・
漢
書
・

後
漢
書
や
六
朝
か
ら
唐
宋
に
か
け

て
の
詩
文
、
辞
書
類
な
ど
、
読
ん

で
お
く
べ
き
書
物
、
知
っ
て
お
く

べ
き
知
識
を
体
系
的
に
述
べ
て
い

て
、
こ
の
年
20
歳
で
あ
っ
た
読
耕

斎
へ
、
今
後
の
学
問
の
進
展
を
期

待
す
る
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

7
随ず

い
ひ
つ
し
じ
ゅ
う
ろ
く
そ
く

筆
四
十
六
則

1
幅

67



8

鵞
峰
長
男
の
梅
洞
（
1
6
4
3–

1
6
6
6
、
名
、
慤
、
別
号
、
勉
亭
）、
次

男
で
家
督
を
継
い
だ
鳳
岡（
1
6
4
5– 

1
7
3
2
、
名
、
戇
、
別
号
、
優
亭
）、

羅
山
門
人
で
鵞
峰
の
私
塾
を
支
え
た

人ひ
と
み
ち
く
ど
う

見
竹
洞
、
坂さ

か
い
ぜ
ん
け
ん

井
漸
軒
（
別
号
、
蘭

斎
）
の
四
人
が
、
当
時
丹
波
福
知
山

藩
主
だ
っ
た
、
後
の
肥
前
島
原
藩
主

松ま
つ
だ
い
ら
た
だ
ふ
さ

平
忠
房
（
1
6
1
9–

1
7
0
0
）
の

依
頼
で
、
福
知
山
の
自
邸
の
庭
園
偃

戈
園
か
ら
見
え
る
風
景
を
10
選
ん

だ
「
偃
戈
園
十
景
」
を
詩
に
詠
ん
だ

も
の
。
寛
文
3
年
（
1
6
6
3
）
の
成

立
。
こ
の
作
品
に
お
け
る
梅
洞
の
筆

跡
は
、
お
そ
ら
く
細
い
筆
を
用
い
た

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
繊
細
か
つ
鋭

い
も
の
で
、
羅
山
・
鵞
峰
と
著
し
い

対
照
を
成
す
。
鳳
岡
は
や
や
ゆ
っ
た

り
と
し
て
い
る
が
、
祖
父
・
父
と
継

承
さ
れ
た
よ
う
な
特
徴
は
ほ
ぼ
失
わ

れ
て
い
る
。

9
偃え

ん

か

え

ん

じ

っ

け

い

し

戈
園
十
景
詩2

軸

個
人
蔵

幕
臣
榊さ

か
き
ば
ら
げ
つ
ど
う

原
月
堂
（
1
7
9
8–

1
8
5
8
）
の
編
に
な
る
、
近
世
儒
学
者
の
自

筆
資
料
模
刻
本
。
天
保
12
年
（
1
8
4
1
）
刊
。
拓
本
と
同
様
の
正し

ょ
う
め
ん
ず
り

面
摺
と

い
う
方
法
で
白
抜
き
の
文
字
が
印
刷
さ
れ
て
い
る
。
全
四
集
が
順
次
刊
行
さ

れ
、
第
二
集
以
下
に
は
そ
れ
ぞ
れ
木き

の
し
た
じ
ゅ
ん
あ
ん

下
順
庵
門
下
・
水
戸
彰
考
館
関
係
者
・

荻お
ぎ
ゅ
う
そ
ら
い

生
徂
徠
門
下
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
本
書
第
一
集
は
、
藤
原
惺
窩
か
ら
始

ま
っ
て
林
家
の
代
々
や
そ
の
周
辺
の
学
者
の
筆
跡
を
収
め
る
。
冒
頭
は
羅
山

宛
の
藤
原
惺
窩
漢
文
体
書
簡
で
、
二
種
の
『
文
集
』
に
収
め
る
ほ
か
、
自
筆

原
本
が
戦
前
ま
で
存
在
し
、
土ど

ひ肥
慶け

い
ぞ
う蔵

所
蔵
時
に
『
大
日
本
史
料
』
第
12
編

31
に
採
録
さ
れ
て
い
る
。
梅
洞
・
鳳
岡
兄
弟
の
筆
蹟
も
収
め
る
が
、
9
と
は

異
な
り
、
梅
洞
が
や
や
鵞
峰
風
、
鳳
岡
が
9
の
梅
洞
風
の
筆
致
を
見
せ
る
。

8
儒じ

ゅ
り
ん
ぼ
く
ほ
う

林
墨
宝
第
一
集
　
　

1
帖

個
人
蔵

8

9



9

古
澗
慈
稽
（
1
5
4
4–

1
6
3
3
）
は
京
都
建
仁
寺
の
塔
頭
大だ

い
と
う
い
ん

統
院
の
主
で
、
慶
長

10
年
（
1
6
0
5
）
建
仁
寺
住
持
、
13
年
南
禅
寺
住
持
と
な
る
。
少
年
時
の
羅
山
の
学

問
の
師
で
あ
り
、
後
年
、
学
者
と
し
て
多
方
面
で
活
躍
す
る
基
礎
と
な
る
学
識
は
、

優
れ
た
学
僧
で
あ
っ
た
古
澗
か
ら
十
分
に
吸
収
し
た
も
の
と
言
え
る
。

本
作
品
は
和
歌
の
題
で
あ
る
「
寄
河
恋
（
河
に
寄
す
る
恋
）」
を
詠
ん
だ
七
言
絶
句

を
短
冊
に
記
し
た
も
の
。「
尾び

せ
い生

の
信し

ん

」（
女
性
と
橋
の
下
で
逢
う
約
束
を
守
っ
て
そ
の
場

を
動
か
ず
、
増
水
し
た
川
で
溺
死
し
て
し
ま
っ
た
）
と
い
う
故
事
を
踏
ま
え
、「
河
が
濁
っ

て
し
ま
う
ほ
ど
の
雨
で
渡
れ
ず
、（
牽
牛
と
織
女
の
よ
う
に
）
な
か
な
か
逢
え
な
い
恋

人
同
士
は
や
き
も
き
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
も
う
こ
れ
以
上
増
水
し
な
い
で
く
れ
、
私

も
今
夜
尾
生
さ
ん
の
よ
う
な
真
面
目
な
人
と
約
束
し
て
い
る
の
だ
か
ら
」
と
詠
む
。

安
土
桃
山
時
代
あ
る
い
は
江
戸
初
期
に
は
、
公
家
と
五
山
の
交
流
が
日
常
的
に
行
わ

れ
、
両
者
が
参
加
す
る
詩
歌
会
で
は
同
じ
題
で
詩
歌
両
方
が
詠
ま
れ
る
こ
と
も
よ
く

10
古こ

か

ん

じ

け

い

澗
慈
稽
筆
詩
短
冊
　
　

1
枚

個
人
蔵

あ
っ
た
。
そ
う
い
っ
た
場
で
の
詠
作
で
あ
ろ
う
（
上
部
中
央
に
小
さ
な
穴
の
痕
が
あ
る
の

は
、会
で
使
わ
れ
た
短
冊
に
紐
を
通
し
て
保
管
し
た
た
め
で
あ
る
）。
返
り
点
や
送
り
仮
名
は
、

誰
か
か
ら
こ
の
短
冊
を
所
望
さ
れ
、
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
と
古
澗
自
身
が
書
き
加

え
た
も
の
か
。
ま
た
、金
泥
に
よ
る
山
水
画
め
い
た
下
絵
も
当
初
の
も
の
で
は
な
く
、

所
蔵
者
が
装
飾
の
た
め
専
門
家
に
加
え
さ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。語
録『
口こ

う
す
い
し
ゅ
う

水
集
』（
建

仁
寺
両
足
院
蔵
）
に
は
収
め
な
い
。

筆
跡
は
繊
細
で
、
や
や
力
強
さ
に
は
欠
け
る
が
、
当
時
の
五
山
僧
の
書
風
を
示
す

も
の
で
あ
ろ
う
。

寄
河
恋
」
滴
尽
渡
河
猶
未
清
、
佳
人
逢
罕
悩
愁
情
、」
橋
辺
更
莫
漲
波
浪
、

賤
妾
今
宵
約
尾
生
」
慈
稽

10



10

堀
杏
庵
（
1
5
8
5–

1
6
4
3
）
は
近
江
出
身
の
医
師
、
藤
原
惺
窩
に
儒
学
を
学
び
、

広
島
浅
野
家
（
移
封
前
は
和
歌
山
）
に
仕
え
た
後
、
尾
張
藩
に
も
仕
え
た
。
京
都
に
本

拠
地
が
あ
り
、
代
々
儒
医
と
し
て
学
問
を
伝
え
て
い
る
。

本
作
品
は
掛
け
軸
に
表
装
さ
れ
た
短
冊
で
、
金
泥
に
て
霞
や
草
花
の
下
絵
が
施
さ

れ
て
い
る
。「
春
寒
く
し
て
花
較や

や
遅
し
」
と
い
う
題
を
詠
む
題
詠
詩
で
、
詩
文
集

『
杏き

ょ
う
い
ん
し
ゅ
う

陰
集
』（
陽
明
文
庫
蔵
写
本
）
巻
5
に
収
め
る
。
制
作
年
代
は
不
明
だ
が
、
お
そ
ら

く
晩
年
10
年
ほ
ど
の
作
で
あ
ろ
う
。
楊
貴
妃
の
姉
の
虢か

く
こ
く
ふ
じ
ん

国
夫
人
が
わ
が
ま
ま
で
、
ま

た
美
貌
を
恃
ん
で
化
粧
も
し
な
か
っ
た
、
と
い
っ
た
逸
話
を
踏
ま
え
、「
ま
だ
ま
だ

寒
い
早
春
、
綿
布
団
を
重
ね
て
ぐ
っ
す
り
眠
っ
て
い
る
。
玄
宗
と
楊
貴
妃
が
宮
殿
の
沈

香
亭
で
宴
会
を
開
く
ま
で
待
っ
て
い
よ
う
と
い
う
の
か
、
す
っ
ぴ
ん
の
ま
ま
、
ま
だ
拝
謁

に
も
来
な
い
」
と
詠
む
。
題
を
直
接
表
現
せ
ず
、
す
べ
て
夫
人
の
行
動
を
描
い
て
、

開
花
が
遅
い
こ
と
の
比
喩
と
し
た
も
の
。
沈
香
亭
は
牡
丹
を
愛
で
る
場
所
だ
っ
た
よ

う
な
の
で
、「
朱
唇
」「
素
面
」
は
牡
丹
の
紅
白
を
意
味
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

書
風
は
穏
や
か
で
整
っ
て
お
り
（
言
い
か
え
れ
ば
特
に
個
性
的
で
は
な
く
）、
温
厚
な

人
柄
を
よ
く
反
映
し
て
い
る
。
初
代
朝あ

さ
く
ら
も
に
ゅ
う

倉
茂
入
と
前ま

え
だ
こ
う
せ
つ

田
香
雪
の
極
札
が
附
属
す
る
。

春
寒
花
較
遅
」
春
来
寒
甚
擁
重
綿
、
虢
国
夫
人
足
熟
眠
、」
似
待
沈
香
亭

畔
宴
、
朱
唇
素
面
未
朝
天
」
杏
庵

11
堀ほ

り
き
ょ
う
あ
ん

杏
庵
詩
短
冊
　
　

1
幅

個
人
蔵

松
永
尺
五
（
1
5
9
2–

1
6
5
7
、
名
、
昌
三
）
は
貞
門
俳
諧
の
祖
と
し
て
知
ら
れ

る
松ま

つ
な
が
て
い
と
く

永
貞
徳
の
子
で
、
貞
徳
の
祖
母
が
惺
窩
の
祖
父
の
姉
と
い
う
遠
縁
に
当
た
る
。

羅
山
の
紹
介
で
惺
窩
に
入
門
、
そ
の
後
私
塾
を
開
き
、
公
家
・
武
家
の
多
数
の
招
聘

に
応
じ
て
講
義
も
行
う
な
ど
、
京
都
に
お
け
る
儒
学
の
第
一
人
者
で
あ
っ
た
。

本
作
品
は
写
本
で
伝
わ
る
詩
文
集
『
尺
五
先
生
全
書
』（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
巻

4
に
「
題
友
人
之
比
叡
仮
山
」
と
い
う
題
で
収
め
ら
れ
て
い
る
。
仮か

ざ
ん山

は
い
わ
ゆ
る

箱
庭
の
よ
う
に
、
石
や
砂
、
苔
や
草
な
ど
を
用
い
て
立
体
の
山
水
画
を
描
く
も
の
で
、

現
在
は
盆
景
あ
る
い
は
盆
山
と
呼
ぶ
の
が
普
通
の
よ
う
で
あ
る
。
中
世
の
五
山
で
も

賞
翫
さ
れ
て
お
り
、
近
世
も
引
き
続
き
盛
ん
だ
っ
た
。
こ
の
詩
の
場
合
は
比
叡
山
と

い
う
実
景
を
写
し
た
も
の
の
よ
う
で
、「
誰
が
深
山
幽
谷
を
引
き
ち
ぎ
っ
て
机
の
上

に
持
っ
て
き
た
の
か
、
ま
る
で
部
屋
全
体
が
山
中
の
よ
う
に
雲
や
霧
に
覆
わ
れ
風
が

吹
い
て
き
た
か
の
よ
う
だ
」
と
述
べ
る
。

11
に
比
べ
る
と
鋭
く
細
い
線
で
、
や
や
縦
長
の
字
形
、
左
右
の
払
い
を
長
く
伸
ば

す
な
ど
、
大
胆
な
筆
遣
い
が
見
ら
れ
る
が
、
五
山
風
に
屈
曲
す
る
こ
と
は
な
く
、
素

直
な
線
質
。
嘉か

え

も

ん

右
衛
門
の
極
札
が
裏
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
。

叡
峰
仮
山
」四
明
僊
窟
一
床
中
、青
鉢
白
沙
涵
海
東
、」誰
為
主
人
擘
山
去
、

窓
生
雲
霧
坐
生
風
」
昌
三

12
松ま

つ

な

が

せ

き

ご

永
尺
五
詩
短
冊
　
　

1
枚

個
人
蔵

11

12



11

林
東
舟
（
1
5
8
5–

1
6
3
8
）
は
羅
山
の
実
弟
。

名
、
信の

ぶ
ず
み澄

。
法
名
、
永え

い
き喜

。
羅
山
が
父
の
兄
の
家

の
養
子
と
な
っ
た
た
め
、
実
家
を
継
い
で
儒
官
と

し
て
幕
府
に
仕
え
た
。
和
歌
も
得
意
と
し
、
林
家

一
門
の
文
雅
の
会
で
は
和
歌
・
連
歌
等
の
作
者
と

し
て
参
加
し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
本
作
品
は

内う
ち
ぐ
も
り
り
ょ
う
し

曇
料
紙
に
金
泥
霞
下
絵
を
施
し
た
短
冊
に
、
和

様
の
流
麗
な
筆
跡
で
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
。「
吹

い
て
い
る
の
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
く
ら
い
の
か

す
か
な
風
も
、
尾
花
が
な
び
く
こ
と
で
そ
れ
と
わ

か
る
、
秋
の
夕
暮
れ
」
と
い
う
内
容
。
ス
ス
キ
の

は
か
な
げ
な
様
が
よ
く
出
て
い
る
。

薄
」
吹
と
だ
に
よ
そ
に
は
し
ら
ぬ
ゆ

ふ
ぐ
れ
も
」
を
ば
な
が
う
へ
に
な
び

く
秋
風

信
澄

13
林は

や
し
と
う
し
ゅ
う

東
舟
和
歌
短
冊
　
　

1
枚

個
人
蔵

那
波
活
所
（
1
5
9
5–

1
6
4
8
）
は
、
羅
山
・
堀
杏
庵
・
松
永
尺
五
と
も
に
惺
窩
門
の
四
天
王
と
さ
れ
る
学

者
で
、
古
活
字
版
『
白
氏
文
集
』『
和わ

み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
う
し
ょ
う

名
類
聚
抄
』
の
刊
行
で
も
知
ら
れ
る
。
紀
州
徳
川
家
に
仕
え
た
。

本
作
品
は
そ
の
紀
州
に
お
い
て
、
和
歌
山
郊
外
の
弁べ

ん
ざ
い
て
ん
や
ま

財
天
山
に
登
っ
て
詠
ん
だ
詩
。
詩
文
集
『
活
所
遺
藁
』

巻
６
に
「
登
弁
才
山
」
の
題
で
収
め
る
。「
豊
か
な
田
畑
や
藩
士
た
ち
の
邸
宅
を
見
晴
ら
し
て
、
か
つ
て
中
国

で
は
峴け

ん
し
ゅ
ざ
ん

首
山
や
牛ぎ

ゅ
う
ざ
ん山

に
登
っ
て
人
生
の
無
常
を
悲
し
ん
だ
人
た
ち
が
い
た
が
、
私
は
そ
う
い
う
こ
と
も
な
く
、

日
々
好
き
な
詩
を
作
る
た
め
こ
こ
に
来
る
の
だ
」
と
述
べ
る
。
書
は
、や
や
横
長
の
フ
ォ
ル
ム
で
、縦
横
に
す
っ

き
り
と
通
っ
た
線
質
が
す
が
す
が
し
い
。
ど
こ
と
な
く
惺
窩
に
似
て
い
る
が
、
そ
れ
を
さ
ら
に
力
強
く
し
た
雰

囲
気
が
あ
る
。
第
四
句
「
為
」
を
書
き
落
と
し
て
後
か
ら
補
入
し
て
い
る
が
、
揮
毫
作
品
に
は
と
き
ど
き
見
ら

れ
、
こ
れ
が
あ
る
か
ら
と
いっ
て
必
ず
し
も
未
完
成
あ
る
い
は
下
書
き
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

南
紀
登
弁
才
山
」
城
外
登
高
是
弁
才
、腴
田
傑
宅
四
方
開
、」
幸
無
峴
首
牛
山
涙
、応
為
催
詩
日
々
来
」

活
所
稿

14
那な

ば波
活か

っ
し
ょ所

筆
七
言
絶
句
　
　

1
幅

13

14



12

石
川
丈
山
（
1
5
8
3–

1
6
7
2
、
別
号
六ろ

く
ろ
く
さ
ん
じ
ん

々
山
人
）
は
こ
の
時
期
を
代
表
す
る
漢
詩

人
の
一
人
で
、
書
家
と
し
て
も
特
に
隷
書
体
を
得
意
と
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
も

と
も
と
徳
川
家
康
に
仕
え
た
武
将
で
あ
る
が
、
大
坂
夏
の
陣
の
後
、
牢
人
と
な
り
京

都
で
藤
原
惺
窩
に
学
ぶ
。
そ
の
後
広
島
浅
野
家
に
仕
え
る
が
、
母
の
死
後
京
都
に
戻

り
、
現
在
詩
仙
堂
と
し
て
知
ら
れ
る
洛
北
一
乗
寺
に
隠
棲
、
当
時
の
京
都
文
化
人
と

広
く
交
流
し
た
。
特
に
絵
の
作
者
で
あ
る
松
花
堂
昭
乗
（
1
5
8
2–

1
6
3
9
、
石
清

水
八
幡
宮
に
所
属
す
る
僧
侶
で
、
書
は
本ほ

ん
あ
み
こ
う
え
つ

阿
弥
光
悦
・
近こ

の
え
の
ぶ
た
だ

衞
信
尹
と
と
も
に
寛
永
の
三
筆
と
称

さ
れ
る
）
と
は
親
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

葡
萄
は
縁
起
の
良
い
画
題
（
多
産
の
象
徴
）
と
し
て
中
国
・
朝
鮮
で
親
し
ま
れ
て

き
た
も
の
で
、
日
本
で
も
伊
藤
若
冲
が
好
ん
で
描
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
多
く
は

15
松し

ょ
う
か
ど
う

花
堂
昭し

ょ
う
じ
ょ
う乗

筆
葡
萄
図
・
石い

し
か
わ
じ
ょ
う
ざ
ん

川
丈
山
賛

1
幅

力
強
い
枝
や
伸
び
た
蔓
に
生
命
力
を
託
す
描
き
方
だ
が
、
本
作
品
は
む
し
ろ
丈
山
の

書
を
主
役
と
し
て
い
る
の
か
、
薄
墨
で
下
方
に
ま
と
め
て
小
さ
く
描
か
れ
て
い
る
。

丈
山
の
記
し
た
七
言
二
句
は
、
明
の
詩
人
、
馮ひ

ょ
う
き琦

（
1
5
5
8–

1
6
0
3
）
の
七
言
律

詩
「
葡
萄
」
の
第
五
・
六
句
を
摘
句
し
た
も
の
。
紫
色
の
房
の
よ
う
な
実
が
雨
に
潤
っ

て
い
っ
そ
う
粒
立
ち
、
緑
色
の
幕
の
よ
う
な
葉
が
風
に
揺
ら
れ
て
ま
ば
ら
に
な
っ
て

い
る
、
と
い
う
も
の
で
、
的
確
な
描
写
で
あ
る
。

（
印
「
三
陽
泉
郷
人
石
川
重
之
」）」
的
々
紫
房
含
」
雨
潤
疎
々
翠
」
幄
向

風
開
」
六
々
山
人
書
（
印
「
六
六
山
洞
／
凹
凸
窠
夫
」）

15



13

脇
坂
安
元
（
1
5
8
4–

1
6
5
4
）
は
賤
ヶ
岳
七
本
槍
の
一
人
と
し
て
知
ら
れ
る
脇わ

き
さ
か
や
す
は
る

坂
安
治
の
子
で
、

家
督
を
継
い
で
淡
路
洲
本
藩
主
、
転
封
し
て
信
濃
飯
田
藩
主
と
な
っ
た
。
官
職
は
淡
路
守
。
羅
山
と

親
密
で
、
和
歌
・
漢
詩
の
や
り
と
り
、
歌
書
な
ど
典
籍
の
貸
し
借
り
、
と
い
っ
た
文
雅
の
交
流
が
あ
っ

た
。
鵞
峰
と
榊
原
忠
次
（
6
）・
松
平
忠
房
（
7
）
と
の
関
係
に
よ
く
似
て
い
る
。

本
書
簡
は
、幕
府
重
臣
堀ほ

っ
た
ま
さ
も
り

田
正
盛
の
子
で
安
元
の
養
子
で
あ
っ
た
安や

す
ま
さ政

（
1
6
3
3–

1
6
9
4
、通
称
、

甚じ
ん
た
ろ
う

太
郎
）
に
宛
て
た
も
の
で
、
鷹
狩
り
の
様
子
を
伝
え
た
安
政
書
簡
へ
の
返
事
。
文
中
の
「
加
州
公
」

は
加
賀
守
だ
っ
た
実
父
正
盛
の
こ
と
。
安
元
は
江
戸
に
い
た
か
。「
箕
輪
」「
飯
嶋
」「
片
切
」
は
い

ず
れ
も
飯
田
の
北
方
に
位
置
す
る
伊
那
谷
の
地
名
で
、
そ
の
あ
た
り
が
鷹
狩
の
場
所
だ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
安
政
は
ま
だ
若
年
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
、
筆
遣
い
も
文
言
も
ゆ
っ
た
り
と
丁
寧
に
記
さ
れ

て
い
る
。

（
追
伸
部
分
）
猶
々
貴
所
息
災
之
事
」
大
悦
ニ
候
。
我
等
堅
固
ニ
候
。」
可
御
心
安
候
。

ひ
し
く
ひ
ハ
」其
方
ニ
て
賞
味
候
ハ
で
此
方
へ
」御
越
満
足
申
候
。
か
さ
ね
て
雁
ニ
て
も
」

と
れ
候
ハ
ヾ
、
其
元
ニ
て
り
や
う
り
」
可
有
之
候
。
か
な
ら
ず
此
方
へ
こ
し
被
申
間
敷

候
。
以
上
」（
本
文
部
分
）
去
ル
五
日
之
書
状
披
見
」
殊
ニ
て
が
ら
の
雉
子
十
」
菱
喰
壱

つ
給
、
大
慶
ニ
候
。
則
賞
翫
申
候
。
其
元
無
事
ニ
、
貴
所
様
息
災
ニ
」
候
由
、
大
悦
ニ
候
。

爰
元
無
相
」
替
儀
無
之
、
加
州
公
御
一
」
家
一
段
と
御
息
災
ニ
候
。」
我
等
二
人
達
者
ニ

候
間
、
可
御
」
心
安
候
。
去
ル
六
日
ニ
箕
輪
立
」
被
申
、
飯
嶋
片
切
ニ
二
三
日
」
と
う

り
う
候
て
、
飯
田
へ
帰
郷
可
」
申
候
旨
、
尤
ニ
候
。
猶
追
々
」
可
申
承
候
。
恐
惶
謹
言
」

十
一
月
十
六
日
〈
同
淡
路
〉
安
（
花
押
）」
脇
坂
甚
太
郎
殿
御
報

16
脇わ

き
さ
か
や
す
も
と

坂
安
元
書
簡
　
　

1
幅

個
人
蔵

16



14

黒
川
道
祐
（
1
6
2
3–

1
6
9
1
）
は
京
都
の
医
師

黒く
ろ
か
わ
じ
ゅ
か
ん

川
寿
閑
を
父
に
、堀
杏
庵
（
11
）
の
娘
を
母
に
持
つ
。

京
都
に
住
み
な
が
ら
広
島
藩
に
仕
え
、
本
業
の
医
学
の

か
た
わ
ら
、『
雍よ

う
し
ゅ
う
ふ
し

州
府
志
』『
日ひ

な

み

き

じ

次
紀
事
』
と
い
う
京
都

の
地
理
歴
史
・
年
中
行
事
を
記
し
た
大
著
を
残
し
た
。

羅
山
・
鵞
峰
二
代
に
わ
た
っ
て
親
交
が
あ
り
、
斯
道
文

庫
に
は
、
道
祐
の
依
頼
に
よ
り
鵞
峰
・
梅
洞
・
鳳
岡
お

よ
び
門
人
た
ち
が
合
作
し
た
詩
巻
『〔
静
庵
佳
勝
景
境

詩
并
序
〕』（
0
9
2／

ﾄ
1
0
5／

1
）
も
あ
る
（
7
と
と

も
に
『
文
人
の
書
と
書
物
』
に
収
め
る
）。

本
作
品
は
道
祐
自
身
の
漢
詩
作
品
と
い
う
珍
し
い
も

の
で
、
1
と
同
様
元
旦
試
筆
詩
で
あ
る
。
昨
年
は
廃
人

に
な
り
か
け
た
、
と
い
う
悲
痛
な
第
一
句
か
ら
は
、
延

宝
元
年
（
1
6
7
3
）
の
火
災
で
自
宅
を
焼
失
し
て
し

ま
っ
た
と
い
う
事
件
が
連
想
さ
れ
る
が
、
そ
の
翌
年
の

作
か
ど
う
か
明
証
は
な
い
。
あ
る
い
は
大
病
を
し
た
翌

年
だ
っ
た
か
。
第
四
句
は
、『
聯れ

ん
じ
ゅ
し
か
く

珠
詩
格
』
と
い
う
唐

宋
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
載
る
吉き

っ
し
ろ
う

師
老
「
放
猿
」
詩
の

「
放
爾
千
山
万
水
身
」
を
踏
ま
え
、
野
生
の
猿
が
自
由

17
黒く

ろ
か
わ
ど
う
ゆ
う

川
道
祐
詩
懐
紙
　
　

1
幅

個
人
蔵

に
野
山
を
駆
け
ま
わ
る
よ
う
に
は
で
き
な
い
が
、
せ

め
て
自
分
の
目
で
野
山
の
花
を
見
て
自
由
な
心
を
取

り
戻
し
た
い
、
と
述
べ
る
。
漢
詩
や
和
歌
の
懐
紙
と

し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
、
ご
わ
ご
わ
し
た
厚
手
の
楮

紙
を
料
紙
と
し
て
い
る
た
め
、
運
筆
が
ス
ム
ー
ズ
で

は
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
非
常
に
素
朴
な
書
き
ぶ

り
の
な
か
に
「
人
」「
春
」「
眼
」
の
右
払
い
な
ど
、

か
す
か
に
羅
山
風
の
筆
遣
い
を
見
せ
て
い
る
。

箱
書
き
は
日
本
書
道
史
研
究
者
、
陽
明
文
庫
主
事

の
小お

ざ
さ
き
ぞ
う

笹
喜
三
。
箱
内
に
、
昭
和
33
年
以
文
会
（
京
都

大
学
文
学
部
同
窓
会
）
例
会
に
て
小
笹
が
行
っ
た
「
江

戸
初
期
儒
学
家
手
蹟
」
展
の
一
枚
刷
目
録
が
あ
り
、

本
作
品
も
出
品
さ
れ
て
い
る
。

元
日

道
祐
粛
拝
」
去
歳
将
成
一
廃
人
、」

寸
心
空
負
洛
陽
春
、」
如
今
幸
帯
看
花

眼
、」
須
作
千
山
万
水
身

17
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