
寛

永

文

化

中

村

直

勝

一

我
が
国

に
お

い
て
は
、
孝
徳

天
皇

の
と
き

"
大
化
"
と

い
う
年

号
が
定
め
ら

れ

て
以
来

、
今

日
も
な

お

年
号

の
制
が

あ
る
。

そ
し

て
そ
れ
は
時

々
に
改
元

さ
る
。

そ
れ

は
天
皇

の
御

宇
が
改
ま

る
と
き

、

天
文
学
上

の
、
あ
る

年
次

に
あ
た

っ
た
時
、

天
変
地

異
が
あ

っ
て
人

心
を
振
興
さ
す

必
要

の
あ

っ
た
時
、

等
が
改

元
さ
れ
る
条
件

で

あ
る
。

そ

の
中

で
廿
年

以
上
続

い
た
年
号

が
あ
る
。
天

平
が
廿

一
年
、

延
暦
が
廿

三
年
、

延
喜

が
廿

三
年
、

正

平
が
廿

五
年

、
応
永

が

三
十

五
年
、

天
文

が

二
十

四
年

、

天
正

が
廿
年

、
寛

永

が
廿
年

、
享

保
が
廿

一
年

。

こ
う

し
た

一
つ
の
年
号

が
長
く
続

い
た
と

い
う

こ
と

は

、
御

代
が
泰
平

で
能
治

さ
れ

た
か
ら

で
、
悦

ぶ

べ
き

現
象

で
あ

る
場

合
、

即
ち

、

天
平

、

延
暦
、

延
喜
、
応

永
、
享
保

が

そ
れ

で
あ
り

、
国
家
が
騒
乱

の
巷
に
な

っ
た

の
で
、
改
元
と

い

っ
た
事

に
力
を

致
せ
な

か

っ
た
場

合
、
即
ち

正
平

、
天
文
、
天
正
が

そ
れ

で
あ

っ
た
。

と
す

れ
ば

、
寛
永

は

そ
の
ど
ち
ら

で
あ
ろ
う
か
。

戦
国
時
代

以
来
、
改
元

の
定

則
は
破
ら
れ

て
し

ま

っ
た

。
正
親

町
天
皇

の
即
位
に
よ

っ
て
弘
治
が
永
禄

に
な

っ
た
時

ま

で
は
、
定
則
通

り
で
あ

っ
た
が
、
正
親

町
天
皇

か
ら
後
陽
成

天
皇
に
御

宇
が
移

っ
た
と
き

の
天
正
十
四
年

は
改

元
さ
れ

て
い
な

い
。
後
陽
成

天
皇
か

ら
後

水
尾
天
皇

に
御

宇
が
移

っ
た
時
も
、
慶

長
十
六
年

は
そ

の
ま
ま

に
持

続
さ
れ

た
。

後
水

尾
天
皇

か
ら
明

正
天
皇
に

移

っ
た

時
も
、
寛
永

六
年

は
改

め
ら
れ
な

い
で
、
明
正

天
皇

の
次

に
後
光

明
天
皇

の
即
位
と

な

っ
て
、
漸
く
寛
永

廿

一

年

が
正
保

元
年
と
改
め

ら
れ

て
、

こ
こ
で
定

則
通
り
に
な

っ
た
。

此

の
聞
、

天
文
学
上

の
改
元
す

べ
き

年
と

さ
れ

る
永
禄

四
年

の
辛
酉
年

、
同
七
年

の
甲

子
年
、
元
和
七

年
の
辛

酉
年
も
無
視

さ
れ
、
元
和
十
年

が
甲
子

の
年

で
あ

っ
た

寛

永

文

化

帰



寛

永

文

化

の
で
、
寛
永
と
改
め
ら
れ
た
。
天
文
学
上
の
原
則
が
守
ら
れ
た
の
で
あ

っ
た
。
事

に
よ
る
と
寛
永

に
改
元
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
前
年
に
徳
川
家
光
が
将
軍
職
に
な

っ
た
事

の
方
が
、
主
因
で
あ

っ
た
か
も
知
れ
な
い
。

こ
う
し
た
事
を
思
慮

の

一
隅
に
秘
め
て
、
寛
永
年
代
を
考
え
て
見
よ
う
。

二

後
水
尾
天
皇
は
慶
長
十
六
年

(
一
六

一
一
)
に
即
位
、
寛
永
六
年

(
一
六
二
九
)
に
明
正
天
皇
に
御
譲
位
、
上
皇
と
し
て
霊
元
天
皇
の
延
宝
八
年

(
一
六
八
〇
)
ま
で

院

に
あ

っ
て
、
政
権
に
携
わ

っ
て
お
ら
れ
た
。
年
表

の
上
か
ら
言
え
ば
、
寛
永
は
明
正
天
皇

(女
帝
)
の
時
代
で
あ
る
が
、
事
実
は
後
水
尾
上
皇
の
時
代
で
あ
る
。

こ
の

後
水
尾
上
皇
の
時
代

で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
意
義
が
あ
る
。

三

戦
国
時
代
か
ら
皇
室
に

一
種
の
復
古
思
想
が
あ

っ
た
。
正
親
町
天
皇
も
後
陽
成
天
皇
も
、
時

々

「
従
神
武
百
余
代
孫
何
仁
」
と
親
署
を
さ
れ
る
こ
と
が
あ

っ
て
、
何
と

な
く
神
武
建
国
の
太
古
を
理
想
と
さ
れ
る
ら
し

い
趣
が
あ
る
。
足
利
将
軍
家
の
治
世
が
、
国
民
か
ら
飽
き
ら
れ
、
国
民
の
間
に
も
、
皇
室
尊
重

の
思
想
が
灘
然
と
し
て
湧

い
て
お

っ
た
時
で
あ

っ
た
。

そ
れ
故
に
織
田
信
長
も
右
大
臣

で
あ
り
、
豊
臣
秀
吉
も
太
政
大
臣
で
あ

っ
た
が
、
征
夷
大
将
軍
に
は
任
命
さ
れ
て
い
な

い
。
征
夷
大
将
軍
と

い
う
武
権
政
治
に
終
止
符

を
打
と
う
と
す
る
思
召
が
あ

っ
た
。
王
政
復
古
の
念
願
で
あ
る
。

然
る
に
徳
川
家
康
は
内
大
臣
家
康

で
は
満
足
せ
ず
、
江
戸

に
幕
府
を
構
え
、
強

い
て
、
征
夷
大
将
軍
の
栄
職
に
就

い
て
し
ま

っ
た
。

こ
れ
は
、
当
然
、
後
陽
成
天
皇
を
中
心
と
す
る
宮
廷
の
念
願
を
崩
し
た
事
で
あ

っ
た
。

公
武
は
何
と
な
く
対
立
す
る
か
に
見
え
た
。
そ
れ
に
対
す
る
不
平
不
満
は
、
宮
廷
に
影
濟
と
し
て
澱

っ
て
お

っ
た
。

殊
に
幕
臣
奥
平
信
昌
が
関
ケ
原
合
戦
後
直
ち

に
、
京
都
所
司
代
と
し
て
在
駐
し
、
京
都

の
市
政
に
関
与
し
た
こ
と
は
、
そ
の
役
職
名
を

"所
司
代
"
と
し
て
臨
時
官
で

あ
る
こ
と
を
暗
示
せ
ん
と
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
宮
廷
の
気
分
を
乱
す
こ
と
頗
る
大
き

い
も

の
が
あ

っ
た
。
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こ
う
し
た
公
武
間
の
大
き

な
孔
隙
を
埋
め
よ
う
と
し

た
事
が
、
東
福
門
院

の
入
内
で
あ

っ
た
。

四

藤
堂
高

虎
が
藤
堂
と

い
う
名
字
は
、
藤
原
氏
に
関

係

が
あ
る
と
称
し
て
、
巧
み
に
関
白
近
衛
信
ア
に
接

近
し
、
後
陽
成

天
皇

に
要
請
し

て
、
将

軍
徳
川
秀
忠

の
女
和
子

(慶

長
十

二
年
十
月
生
)
を
後
水
尾
天
皇
の
中

宮
と
し

て
、
入
内
さ
す
こ
と
に
成
功
し

た
。
元
和
六

年
六

月
十
八

日
の

こ
と

で
あ
る
。

そ
の
と
き

に
、

一
つ
の
波
乱
が
あ

っ
た
。

和
子
の
入
内
は
、

そ
の
前
年
秀
忠

が
上
洛
し

た
時

に
、
殆
ん
ど

、
き
ま

っ
た

の
で
あ

っ
た

が
、
元
和

五
年
六
月
廿
日
後
水
尾
天
皇
に

}
人
の
皇
女

が
生
れ
た
。
四
辻
公

遠
の
妹

「
お
よ

つ
の
局
」
が
母

で
あ

っ
た
。

幕
府
は
、
そ
れ
を
耳
に
し
た
。
秀
忠

は
和
子
入
内
以

前

に
、
か
か
る
内
寵

の
あ

っ
た
こ
と
は
、
宮
中
風

儀

の
乱
れ
を
示
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、

と

て
、

和
子
入
内
を
辞

退
す
る
と
申
入
れ

た
。
幸

に
し
て
後
水
尾
天
皇

の
御
母

で
あ
る
中
和
門
院

(近
衛
信

弄
の
妹

)
が
、
懇

々
と
し

て
申
披
き
を
さ
れ
、
か
か
る
事
は
絶

無
で
あ

る
、
と

い
う

こ
と
に
し
て
、
漸
く
和
子
の
入
内
が
実

現
し
た

の
で
あ

っ
た
。
言
わ
ば
、
宮
中
は
恥
さ
ら
し

を
さ
れ
た

の
で
あ

っ
た
。

東
福
門
院

の
た
め
に
は
、

宮
中
は
荊
蘇
の
巷

で
あ

っ
た
が
、

東
福
門
院

の
婦
徳
は
、

後
水
尾
天
皇
の
震
襟
を
充
分
に
な
ご
め
奉

っ
て
、

宮
廷
の
平
和
は
、
破
れ
な
か

っ
た
。

こ
の
複
雑
な
る
宮
廷
事
情

が
、
ど
う
し
た
文
化
を
生

み
出
す
も

の
だ
ろ
う
か
。

五

後
水
尾
天
皇
に

つ
い
で
明
正
、
後
光

明
、
後

西
、
霊
元

の
四
帝

が
相
継

い
で
天
位
を
践
ま

れ
た
が
、
四
帝

と
も
東
福
門
院

の
皇
子
皇
女

で
あ

っ
た
。
御
兄
弟
の
間
柄

で

あ
り
、

兄
弟
四
人
が
相
並
び

て
即
位
さ
れ
る
と

い
う
事

は
、
空
前

で
あ
り
絶
後

で
あ
ろ
う
。

そ
の
上

に
、

明
正
天
皇
は
奈
良

時
代
の
称
徳

天
皇
以
来
、
絶

え
て
な
か

っ
た

女
帝

で
あ
る
。

こ
れ

は
東
福
門
院

の
力
で
は
な
く
、

そ
の
背
後
に
立

つ
江
戸
幕

府
の
威

力
が
、

か
か
る
現
象
を
成
立
せ

し
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
宮
廷
内
の
反
幕
府
党
は
、
蟷
螂
の
斧

寛

永

文

化
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寛

永

文

化

を
振
り

上
げ

よ
う

に
も
、

上
げ
よ
う

が
な
か

っ
た
、

の
で

あ
ろ
う
。
も

ど
か
し

さ
に
、
歯
ぎ

し
り
を

し
た

こ
と

で
あ
ろ
う

。

山
!、

 

そ
の
間
、
幕
府
は
慶
長
十
八
年
公
家
法
度
を
出
し

て
、
公
卿
は
学
問
を
第

一
と
す
べ
き
を
命
じ
、
政
権
に
触
れ
る

べ
き

で
な
い
こ
と
と
し
、
寛
永
二
年
に
は
寛
永
寺
を

創
立
し
て
叡
山
三
千
衆
徒
の
活
躍
を
屏
息
せ
し
め
、
十

一
年
に
は
参
観
交
替
制
を
確
立
し
て
、
三
百
諸
侯
を
し
て
完
全
に
将
軍
の
前
に
摺
伏
せ
し
め
る
こ
と
に
成
功
し
、

幕
府
の
基
礎
を
し
て
盤
石
の
堅
さ
た
ら
し
め
た
。
寛
永
の
治
世
は
、
永
久
の
平
和
た
る

べ
き
か
の
観
が
あ

っ
た
。

七

ど
う
に
も
手
が
出
せ
な
い
と
は
知
り
な
が
ら
、
江
戸
幕
府

の
巧
妙
な
る
治
策
に
網
を
か
け
ら
れ
た
か
の
宮
廷
人
は
、

そ
れ
で
黙
止
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
か
え

っ
て
悶

々

の
情

に
悶
え
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
き
に
豊
臣
秀
吉
が
他

日
の
万

一
に
備
え
て
、
迎
え
て
猶
子
と
し
た
後
陽
成
天
皇
の
皇
弟
桂
宮
知
仁
親
王
は
、
相
当
な
御
料
地
を
持
た
れ
た
ま
ま
、
豊
臣
氏
滅
亡
と
共

に
、
影
を
淡
め
て
行
く
外
は
な
か

っ
た
。
そ
れ
に
準
じ
て
徳
川
家
康
に
迎
え
ら
れ
た
皇
弟
曼
殊
院
宮
良
尚
親
王
は
、
徳
川
幕
府
の
地
盤
が
固
ま
る
に
つ
れ
て
、
も
う
無
用

の
長
物
と
な
り
、
幕
府
の
関
心
は
刻
々
に
消
え
去

っ
て
行

っ
た
。

後
水
尾
上
皇
の
消
す
に
消

せ
な

い
御
不
満
は
、
修
学
院
離
宮
の
造
営
と
い
う
こ
と
で
、
真
綿
を
か
け
ら
れ
、
勃
発
す

べ
く
も
な

い
状
態

に
押
し
流
さ
れ
て
し
ま

っ
た
。

関
白
近
衛
信
ヂ
と
そ
の
養
子
信
尋

(後
水
尾
天
皇
皇
弟
)
と
の
勢
力
は
莫
大
で
あ

っ
た
け
れ
ど
も
、
幕
府
の
後
援
が
あ
る
だ
け
に
、
宮
廷
人
に
は
、
畏
敬
さ
れ
た
に
し

て
も
、
親
愛
さ
は
持
た
れ
な
か

っ
た
。
人
望
は
そ
れ
よ
り
も
、
同
じ
く
皇
弟
で
あ

っ
て

一
条
家
を
嗣
が
れ
た

一
条
兼
遽
に
集

っ
た
。
深
く
大
き
か

っ
た
。

後
水
尾
天
皇
譲
位
。
明
正
天
皇
の
御
宇
に
な
る
と
兼
遽
は
信
尋
に
代

っ
て
関
白
に
な
り
、
摂
政
に
な
り
、
後
光
明
天
皇
の
御
宇
に
も
再
び
摂
政
に
な
り
、
ま
た
関
白
に

な

っ
て
お
る
。
人
望
の
高
さ
を
示
す
も

の
で
あ
る
。

宮
廷
に
は
、
こ
の
外
に
大
納
言
鳥
丸
光
広
が
範
を
超
え
た
横
着
さ
で
構

え
て
お
る
し
、
孜
々
と
し
て
後
水
尾
天
皇
に
学
問
を
以
て
奉
仕
し
た
中
院
通
村
が
お

っ
た
。
就

中
、
通
村
は
古
今
伝
授
の
把
持
者
と
し
て
有
名

で
あ
り
、
後
水
尾
天
皇
に
そ
の
秘
伝
を
伝
え
て
、
今
後
の
朝
廷
を
し
て
古
今
伝
授
の
家
元
の
よ
う
な
立
場
に
お

い
た
こ
と

一4一



は
、
大
き
な
功
績
で
あ
ろ
う
。

朝
廷
に
お
け
る
源
氏
物
語
研
究
も
可
な
り
の
高
度
を
示
し

て
お
る
。
桂
離
宮
の
構
想
が
源
氏
物
語

に
碕
る
も
の
で
あ
る
と
謂
わ
れ
る
こ
と
は
、

れ
る
。

そ
の
中
に
あ

っ
て

一
条
兼
遽
を
中
心
と
す
る
文
化
は
見
落
し
て
は
な
ら
な

い
。

八

一
理
あ

る

こ
と
と
思
わ

二
十

数
年

前

で
あ

る
。
京
都

の
あ
る

古
書
騨

に
、

一
条

兼

遽
の
消

息
が

}
括
約
百

通

ほ
ど

出

た
こ
と

が
あ

っ
た
。

そ
の
中

で

一
二
通

、
他

の
入

の
も

の
も

あ

っ
た
が
、

大
部

分
は
兼

遽

の
署
名

で
あ

っ
た
が
、
宛
名

が

そ
れ
ぞ
れ

違

っ
て
お

っ
た
。

阿
野
殿
、

野
宮
兵

部
殿
、

頭
中
将

殿
、

菅
式
部

殿
、

主

殿
ど

の
、

治

部

殿
、

岩
倉

侍
従

ど

の
、

お
せ

ん
丸

殿

、
児
衆

中
、

御

談
衆
中

、
長
丸

ど

の
、

等

々
で
あ
り

、

そ
の
消
息

の
と

こ
ろ
ど

こ
ろ

、
行

間

に
、
加
点

が
あ

っ
て
、

そ

こ
に
異

筆

の
加
筆

が
あ

る
も

の

で
あ

っ
た
。

消
息

の
差
出

人

が
そ
れ

ぞ
れ
異

っ
て
お

っ
て
、
宛
名

人

が
同

一
人

で
あ

る
な
ら

ば
、

そ
れ

は
宛
名

人

の
許

に
保
存

さ
れ

た
消
息

で
あ

っ
て
、

そ
れ

が
、

い
ま
世
間

に
出

て
来
た

の
な
ら

ば

、
わ

け
が
判

る
が
、

差
出

人
が

一
入

で
宛
名

人

が
数

人

で
あ
る

消
息

が
、
百

通
も
纒

ま

っ
て
世

に
現
わ
れ

る

こ
と
は
、

滅
多

に
あ
る

こ
と

で
は
な

い
。

言

う
ま

で
も

な

い
嚢
な

が
ら
、

消
息
文

は
出

さ
れ
た

以
⊥

、

宛
名

人

の
詐

に
あ

る
も

の
で
あ

る
。

そ
れ

が
差
出

人

の
許

に
回

収

さ
れ

る
と

い
う

こ
と
は
稀
有

の
こ
と
で
あ

る
。

だ

か
ら

そ
の
と
き

は
、
誰
も

、

こ

の
百
通

が
存

在

す

る

こ
と

の
解
釈

に
苦
し

ん
だ

の
で

あ

っ
た

が

、

そ
の
中

に
御

報
、

返
報
、

返
事
、

回
章

、
返
酬

、
回

雁
、
呂

字

と

い
う
文
字

の
か

か
れ

て
お

る
も

の
が
あ
り
、

二

三
通

は

摂

政
ど

の

へ
、

と

の
宛
名

が
、
新

た
に
書

き

加

え

て
あ
る
も

の
も

あ

っ
た

上

に
、
嬉
し

い
こ
と

に
は

二
三
通

、

後

水
尾
天

皇

の
御
花
押

の
あ

る
も

の
が
出

て
来

た

の
で
、

釈
然

と

、
訳
が

分
か

っ
た

こ
と
が

あ

っ
た
。

要
す

る
に

こ
れ

は
す

べ
て

一
条
兼

遽

が
後
水
尾

天
皇

に

宛

て
て
差

出
し

た
消
息

で
あ

る
が

、
聖
土

に

、
ち

か

に
宛

て

て
出

す

こ
と

を
禅

っ
て
、
側

近
者

に
宛

て

て
出

し

た
か

の
形

式
を
採

っ
た

の

で
、

そ
れ

に
対

し

て
、

後
水

尾

天
皇

が
親

し
く
合
点

し

て
返
書
を

認
め
、

摂

政
兼

遽

に
返

さ
れ

た

の
で
あ

る

こ
と

が
明
ら

か

に
さ
れ

た
。

だ

か

ら
兼

遽

の
手

許

に
保
有

さ
れ

て
お

っ
た

の
で
あ

っ
た
。

そ
の
中

の

"
呂
字
"

と

い
う

の
は
、
回

の
文

字

を
分

け

て
呂
と

さ
れ

た
洒

落

で
あ
ろ
う
と

解
し

た
。

寛

永

文

化
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そ
の
お
か
げ
で
後
水
尾
天
皇
を
中
心
と
す
る
宮
廷
文
化
の
片
鱗
が
、
覗
か
れ
る
こ
と
と
な
り
、
関
係
者
を
し
て
欣
喜
せ
し
め
た
の
で
あ

っ
た
。

そ
の
中
で
の
著
し
い
発
見
は
、
池
坊
専
好
が
宮
中
に
出
入
し
て
立
華
の
技
を
見
せ
て
お
る
こ
と
で
あ
る
し
、
俵
屋
宗
達
の
名
が
宮
廷
人
の
間
に
も
知
ら
れ
て
お
る
こ
と

で
あ

っ
た
し
、
案
外
な
こ
と
は
狂
言
師
弥
左
衛
門
の
名
が
見
え
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
殊
に
弥
左
衛
門
の
名
は
珍
ら
し
い
事
で
あ
る
か
ら
、
少
し
詳
し
く
述

べ
て
み
よ
う
。

九

仲
秋
汁
九

日
附
兼
退
よ
り
阿
野
殿

に
あ
て
た
消
息
文

が
あ

る
。

そ
の
中

に
今
朝
、
弥
左
衛

門
が
来

た

の

で
狂
言

の
役
付

の
事

を
聞

い
た
と

こ
ろ
、
別

紙
の
よ
う
な
番
附

を
届
け

て
来

た

の
で
、

お
目

に
か
け
る

が
、
夜

討
曽
我

の
大
藤
内

や
橋
弁
慶

の

つ
る
め

そ
等

は
、
仰
付

け

ら
れ

ぬ
の
で
す

か
、
も

し
仰

付
け
ら
れ

て
も
、
俄

に
は
そ
の
用

意

が
調
い
難

い
そ
う
で
す
か
ら
、
如

何
致
し
ま
し

ょ
う
か

…
i

と
言

っ
た
も

の
で
あ
る
。

そ
れ

に
対

し
て
後
水

尾
天
皇
は

「
大
藤
内
」

の
と

こ
ろ

に
合
点

さ
れ

、

「
誠

承

及
候
了
」

と
御
添
筆

に
な
り

、
「
橋
弁
慶
」

の
と

こ
ろ

に
も

「
追
付

(
お

っ
つ
け
)
可

申
付

候
」

云

々
と
御

添
筆

が
あ
り
、
最
後

に

「
御
報

(御

花
押

)
」
を
親

署
さ
れ

て

お

る
も

の
で
あ

る
。

狂
言
師
弥
左
衛

門
と

い
う
名
も

、
外

の
資
料

に
は
な
く

、

こ
こ
に
初
め

て
そ
の
名

が
現
わ
れ

た
も

の
で

あ
る
が
、

こ
の
よ
う

な
雑
芸

の
芸
人
が
宮
巾

に
出

入
り
し

て
お

る

こ
と
は
、
予
想

さ
え

さ
れ

な
か

っ
た

こ
と

で
あ

る
。
兼

退
の
山
荘

で
あ

っ
た

「
恵
観
山
荘

」

の
襖
絵

に
は
、
操
人

形
が
描
か
れ

て
お

っ
た
こ
と

は
、
既
に
極

め

て
珍
ら

し

い
こ
と
と
し

て
、
演
劇
史
上
注

目
さ
れ

て
お

っ
た
の
で

あ

っ
た
が
、
そ
れ
以
上

に
、

狂
言
師
と
宮
廷
と

の
接
近

の

こ
と
は
、
今
迄
は
知
ら
れ
な

か

っ
た
事

で
、
建

に
驚

く

べ
き
算
件

で
あ

る
。

そ
れ

よ
り
更
に
畏

い
る
こ
と
は

「
大
藤

内
」

の
と

こ
ろ

で

「
誠

承
及
候
了
」

の
御
加
筆

の
あ
る

こ
と

で
あ

る
。

夜

討
曽
我

の

「
大
藤
内
」

と
い
う

の
は
、
最
も
軽
蔑

さ
れ

る
人
物

で
あ
る
。

曽

我
五
郎
十
郎
が
父

の
仇
を
討
と
う

と
し

て
、
工
藤
祐

経

の
仮
邸

に
侵

入
し
た
と
き

、
た
ま
た
ま
、

そ

の
邸

に
来
合

せ
て
お

っ
た
吉
備
津
宮

の
神
主

に
大
藤

内
と

い
う

の
が
お

っ
た
。
所

領

の
こ
と

で
哀
願
す

べ
く
祐

経

の
邸
に

や

っ
て
来

て
、
何

か
と
胡
麻
を
揺

っ
て
、
訴
訟

を
有

利

に
導

こ
う

と
し

て
お

る
俵
人

で
あ

っ
た
。

そ
れ

が
た
ま
た
ま
曽
我
兄
弟

夜
討

の
時
、

五
郎
に
見
附

け
ら
れ

て
、
将

に
首
を

刎
ね
ら
れ

よ
う
と
し
た

が
、

声
を
枯

ら
し

て
哀
訴

し
、

「
命
ば
か
り

は
」

と

い
う
の
で

あ

っ
た
。

五
郎

と

て
も

、
狙
う

の
は
祐
経

で
あ
る
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
俵

人
を
殺

し

て
も
仕
方

が
な

い
。

何

か
四

つ
足

の
真
似

で
も

し
た
ら
宥
し

て
や
ろ
う
と
言

っ
た
。
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大
藤

内

は
四

つ
這

い
に
な

っ
て
動
物

の
真

似

を
し
た
。

五

郎

は
そ

の
と
き

凹
馬

は
喘
き
、
牛

は
噺

く
、

世

の
中

に
、

四
十

の
男
、

四

つ
に
な
り
け
り
L

と

い
う
蔑
り

の
歌

を
詠
ん
で
許
し

て
や

っ
た
ー

の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
れ

で

「
大
藤
内
」

と
い
う

の
は
、
主
義
節
操
も
な
く
、
胡
麻
を
す
る
者
を
蔑
視
罵
倒
す
る
意
味
に
使
わ
れ
る
劇
界

の
隠
語
に
な

っ
て
お
る
の
で
あ
る
と
、
教
え
て
く
れ
た
人
が
あ

っ
た
。

そ
う
な
る
と
後
水
尾
天
皇
は

「
大
藤
内
」

な
る
者

の
性
格
を
よ
く
よ
く
御
承
知
に
な

っ
て
お

っ
て
、
「
大
藤
内
と

い
う
下
卑
な
男
の
こ
と
は
、
よ
く
承
り

知

っ
て
お
り

ま
す
よ
」
と
言
う
御
意
を

「
誠
承
及
候
了
」

と
加
筆
さ
れ

て
お
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
あ
る

「
誠
」

の
文
字

に
、
千
万
無
量
の
意
味
が
あ
る
で
は
な

い
か
。
1

ー
と
す

れ
ば
、

か
か
る
狂
言
の
こ
と
に
ま
で
御
精
通

の
御
博
識
に
、
謹
み
て
敬
意
を
奉

っ
て
も
よ
い
か
と
も
思
う
し
、
更
に
想
像
を
逞
し
く
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
御
意
中

の

「
大

藤
内
」
は
、
そ
の
時
京
都
に
お

っ
た
或
る
特
定
の
役
人
に
擬
し

て
、
軽
蔑

さ
れ
た
も

の
か
も
知
れ
な

い
。
天
皇
御
意

の
中
に
あ
る
御
不
満
が
、
こ
の
数
字

の
真
意
か
も
知

れ
な

い
の
で
あ
る
。

や
や
後
年
の
こ
と
に
な
る
が
、
大
坂
に
ド

っ
て
浄
瑠
璃

の
作
者
と
な

っ
た
近
松
門
左
衛
門
は
、
若

い
時
か
ら

一
条
兼
遽
に
仕
え
て
文
材
を
磨
き
、
寛
文
十

二
年

(
一
六

七
二
)

二
十
才

の
時
に
兼
遽
の
死
に
遇
う
た
の
で
、

一
条
家
を
去
り
、
近
江
大
津
の
近
松
寺

に
遊
ん
だ
と
言
わ
れ
て
お
る
事
、
と
併
せ
考
え
て
見
る
と
、
近
松
の
劇
作
家

と
し
て
の
素
地
は
、

兼
遽
に
よ
り
て
培
わ
れ
た
も

の
と
も
言
え
よ
う
し
、

こ
こ
に
狂
言
師
弥
左
衛
門
の
存
在
は
、

近
松
門
左
衛
門
と

無
関
係
で
は
な
か

っ
た
ろ
う
こ
と

が
、
提
言
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

寛
永
文
化

の
幅
の
広
さ
と
、

そ
の
花

の
強
さ
と
が
、
想
わ
れ
る
の
で
は
な

い
か
。

一
〇

寛
永

の
文
化
を
概
観
略
述
し
て
み
る
と
、
慶
長
元
和
の
戦
乱
時
代
が
す
ぎ
て
平
和
の
時
代
に
到
達
し
た
事
が
如
実
に
示
さ
れ
、
学
問
文
芸
の
方
面
は
百
華
練
乱
と

い
う

文
字
が
示
す
通
り
の
壮
観
で
あ

っ
た
。

民
間
学
者
に
は
源
氏
物
語
の

『
湖
月
抄
」
を
著
わ
し
て
源
氏
研
究
に
著
し
い
進
境
を
与
え
た
北
村
季
吟
が
お
る
し
、
大
坂
に
は
近
松
門
左
衛
門
の
浄
瑠
璃
や
、
松
永
貞

徳
の
俳

徊
が
、
新
分
野
の
獲
得
と
拡
張
を
見
せ
て
お
る
し
、
堅

い
方
面
で
は
、
伊
藤
仁
斉
の
古
学
派
的
儒
学

が
、
中
国
儒
者
の
悌
を
そ
の
ま
ま
に
伝
え
て
、
漢
学
を
民
間

に
波
及
さ
せ
た
効
果
も
著
し

い
時
で
あ

っ
た
。
狩
野
探
幽
が
、
土
佐
光
興
の
古
典
画
や
狩
野
永
徳
や
山
楽
の
装
飾
画
か
ら
脱
出
し
て
、
写
生
画
に
新
ら
し

い
画
筆
を
動
か

寛

永

文

化

雌
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文

化

せ
、
従
来
の
狩
野
派
や
土
佐
派
に
は
見
ら
れ
な
か

っ
た
衆
民
住
宅
に
適
応
し
た
画
境
を
開
い
た
時
で
あ
る
。
本
阿
弥
光
悦
及
び
俵
屋
宗
達
が
、
豪
壮
無
比
な
る
工
芸
的
な

画
風
を
も

っ
て
、
富
裕
者
の
嗜
好
に
投
じ
た
と
共
に
、
絵
画
工
芸
方
面
に
新
希
望
を
燃
え
上
ら
せ
、
新
機
軸
を
見
せ
た
時
代
で
あ

っ
た
。

茶
道
に
あ

っ
て
も
、
古
田
織
部
正
重
然
が
、
南
蟹
陶
器
に
暗
示
を
得
た
の
で
あ
ろ
う

"織
部
焼
"
を
新
た
に
案
出
し
、
形
態
か
ら
粕
に
及
ん
で
、

一
種

の
前
衛
的
な
作

品
を
世
に
問
い
、
極
め
て
破
格
的
な
茶
坑
を
も

っ
て
茶
道
を
新
鮮
に
し
、
茶
道
に
、
な
お
、
未
来
の
あ
る

一
道
を
宏
め
出
し
た
。

江
戸
に
お
い
て
は
田
畠
の
永
代
売
を
禁
止
し
た
り
、
歌
舞
伎
役
者
を
追
捕
し
た
り
す
る
こ
と
が
目
立

っ
て
来
た
。
社
会
層
の
著
し
き
変
化
あ
る
べ
き
を
、
想
わ
す
る
こ

と
に
な

っ
た
。
こ
れ
は
要
す
る
に
、
文
化
の
中
心
が
上
層
位
の
公
武
か
ら
、
中
層
位
の
町
民
に
移

っ
て
来
た
か
ら
で
あ
る
.

一

「

寛
永
文
化
は
資
本
文
化
で
あ
る
。

京
都
に
お

い
て
は
角
倉
素
庵
と
そ
の
子
r
以
の
努
力
に
よ
り
て
、
保
津
川
が
開
難
さ
れ
る
し
、
高
瀬
川
が
構
築
さ
れ
た
。
大
坂
に
お

い
て
は
安
井
道
頓
の
道
頓
堀
が
、

そ
の
子
道
ト
の
手
に
よ
り
て
完
成
さ
れ
た
。
か
く
し
て
物
貨
の
運
般
が
、
都
市
の
中
心
部
ま

で
容
易
に
な

っ
た
と

い
う
こ
と
は
、
社
会
生
活
の
昂
上
発
展
が
生
み
出
し
た

必
要
で
あ
る
。

こ
の
時
代
に
幕
府

の
手
で
新
鋳
さ
れ
た

"
寛
永
通
宝
"
が
極
め
て
良
質
の
銭
貨
で
あ
り
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
三
百
年
問
、
そ
の
威
力
を
示
し
た
こ
と
だ
け
を
摘
出
し

て
も
、
寛
永
が
資
本
家
の
時
代
で
あ

っ
た
こ
と
は
首
肯
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

謂
わ
ば
、
町
民
衆

の
文
化
で
あ
り
、

町
衆

の
資
本
力
が
あ

っ
た
か
ら
、
要
求
さ
れ
、
生
育

さ
れ
た
文
化
で
あ
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま

い
。

一
例
を
挙
ぐ
れ
ば
、
書
籍
の
出
版
が
著
し
く
目
立

つ
こ
と
で
あ
り
、
出
版
業
者
が
籏
出
し
た
。
奈
良
絵
本
に
代

っ
て
絵
入
の
木
板
本
が
出
た
。
読
者
が
町
人
で
あ

っ
た

か
ら
、
挿
絵
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。

町
人
衆
は
社
会
的
な
位
置
塑

口同
め
ら
れ
て
来
た
の
で
、

そ
の
学
識
の
浅
薄
さ
を
補
う

べ
く
、
書
物
に
よ
る
学
識
を
得
よ
う
と
努
め
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
点
に

お

い
て
元
禄
文
化
の
根
幹
が
、
寛
永
時
代
に
あ
る
と
言

っ
て
も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。

そ
こ
で
寛
永
文
化
の
様
子
を
反
省
し

て
み
よ
う
。
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剛
二

寛
永
時
代
に
な
る
と
、
政
治

の
中
心
は
、
す

っ
か
り
江
戸
に
移

っ
た
。
京
都
は
単
な
る
古
典
的
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
も

の
で
あ

る
。

将
軍
の
柳
営

は
、
老
巾
以
下
の
役
職
員
と
、
登
城
す
る
三
百
諸
侯
と
の
、
外
交
場

で
も
あ

っ
た
。

柳
営

に
お
け
る
諸
侯
以
下
の
服
装
は
、
朝
廷
の
そ
れ
に
似

て
、
衣
冠
束
帯
を
初
め
と
し
て
、
素
襖
、
浄
衣
、
狩
衣
と
言

っ
た
有
職
も
の
が
、
長
袴
、
榛
の
外
に
必
要
と

な

っ
た
。
そ
れ
ら
は
す

べ
て
京
都
に
お
け
る
装
束
屋
の
手
に
な
る
も

の
で
あ

っ
た
の
で
、
京
都

の
織
物
界
は
、
極
め
て
盛
大
さ
を
見
せ
た
。

殊
に
将
軍
家
の
大
奥

を
初
め
と
し
て
諸
侯
奥
方

の
衣
服
は
、

年
と
共
に
立
派
に
な
り
派
手

に
な
り
、

尽
き
る
所
を
知
ら
な
か

っ
た
。

そ
の
多
く
は
京
都
西
陣
製
で
あ

,り
、
京
染
で
あ

っ
た
。

江
戸
の
繁
栄
は
、
そ
の
反
射
的
効
果
を
京
都
に
及
ぼ
し
、
京
都
の
町
衆
は
、
従
来
に
見
ら
れ
な
か

っ
た
懐
中

の
温
か
さ
に
悦
ん
だ
。

町
衆

の
裕
福
は
、
宮
廷
に
は
、
反
比
例
的
に
作
用
し
て
、
摂
関
家
以
下
三
公
九
卿
殿
⊥
人
地
下
人

の
生
活
を
苦
境
に
追

い
や

っ
た
。
当
然

の
結
果
と
し
て
、
宮
廷
文
化

は
小
規
模

の
も

の
に
な

っ
た
。

寧
ろ
貧
窮
者

の
生
み
出
す
文
化

に
縮
ま

っ
て
し
ま

っ
た
。

例
え
ば
曼
殊
院

の
奥
寝
殿
床
間

の
脇
戸
柵
に
し

て
も
、
黒
柿
と
か
南
洋
材
と
か
の
僅
か
な
残
り
材

(多
分
桂
離
宮

の
)
を
使

っ
た
も

の
で
あ
る
。
襖

の
引
手
と
か
柱

の

釘
隠
と
か
言

っ
た
部
分
的
な
も

の
に
、
さ
さ
や
か
な
工
夫
が
凝
ら
さ
れ

て
お
る
の
を
見
る
と
、
萎
縮
し
た
文
化

で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

い
。

一
条
兼
退
の
恵
観
山
荘
に
も
そ
の
趣
き
は
あ
る
。
床
柱
は
前
栽

の
椎

の
木
を
切

っ
て
そ
れ

に
宛
て
て
お
り
、
天
井

の
桟
木
ま
た
庭
の
杉

の
枝

で
あ
る
。

後
水
尾
天
皇
の
御
寄
贈
で
あ
る
と
伝
う

る
水
無
瀬
神
宮

の
茶
席

"
灯
心
亭
"
の
天
井
は
、
萩
と
か
木
賊
草
と
か
で
葺

い
て
あ

っ
て
、
風
流
心
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、

そ
れ
は
傾

い
た
風
流

で
あ

っ
て
、
堂

々
さ
は
見
ら
れ
な

い
。
僅
か
に
障
子
の
腰
板
に
竹

で
網
代
を
編
ん
で
嵌
め

て
あ
る
と
か
、
籐
を
使

っ
て
模
様
を
組
み
上
げ
る
と
か
の

苦
心
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

足
ら
ざ
る
世
界
が
生
み
出
す
工
夫
苦
心

の
文
化
で
あ
る
と

で
も
言

っ
て
、
褒
め
て
お
く
べ
き

で
あ
ろ
う
が
、

一
種
の
哀
憐
さ
が
伴
う
。

家
蔵
す
る
次

の
文
書
は
、
宮
廷
文
化
の

一
面
を
物
語
る
に
足
る
資
料

で
あ
る
。

寛

永

文

化
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寛

永

文

化

一
わ

れ
・り
、

い

つ
か
た

へ
も
、
出

候

み
ち

に

て
、

し

せ
ん
、
お
ち

こ
ち

(遠

近
)
の
ぎ
は
も

と
よ
り

、

ま
た

ハ
、

か
き

つ
け
を

も
あ

け
候

ハ
ん
な
と

と
・

申
候
事
候

と

も
、
よ

せ

つ
け
候

事
、

か
た
く
、
む

よ
・つ
に

て
候

ま
ま

、

こ
せ
う

(小

姓
)

さ
む
ら

ひ
共

に
も

、
よ

く

申

つ
け
候

ハ
ん
事
、
か

ん
用

に

て
候
。

わ
れ
ら
ま

つ

(
ち
)

へ

出
候
事

、
か
か
様

(母
様

)
御

み
み
に

た
ち
申
候

へ
ば

、

ぶ
し

つ
け
に
な
り

、
め

い
わ
く
に
候

ま
ま

、

か
か
様

の
仰
候

事

ハ
、

わ
れ
ら

た
め

に
、

あ
し

き

事
に

て
は
あ

る
ま
し

く
候
ま
ま

、

た
れ

と

て
も
、
御

き

に
ち

か

い
た

る
物

ハ
、

わ
れ

ら
も

お
な
し
事

に

て
候
、

さ
よ

う
に

心

へ
く
候

。

こ
れ

を
や

ぶ
り

候

ハ
ハ
、
く

せ
事

た
る

べ
く

候

。

以
上

寛
永

七
年

四
月

⊥ハ
日

智

忠

生

嶋

宮

内

少

中

島

主

殿

生

嶋

玄

蕃

ま

こ
と
に
覚
束

な
き
幼
稚

な
筆
・跡

で
あ

る
。

↓
見
し

た
と
き

は
、

幼

童
が
何

か

の
必
要

で
筆
写

し

た
も

の
か

、

と
も
思

う
た

ほ
ど

で
あ

る

が
、

本

文

の
方

は
書

き
初

め

の
と

こ
ろ
か

ら

「
以
上
」

の
と

こ
ろ
ま

で

は
、

ど

こ
か
に

三
貌
院

風
が
残

っ
て
あ

っ
て
、
年

月

日
以

下

の
数

行
と

は
、
趣
を
異

に
す

る
も

の

で
あ

る
。

ま

こ
と

に
解

釈
に
苦
し

ん
だ

一
通

で
あ

る
。

桂

宮
知
仁
親

王
は
寛
永

六
年

四
月

七

日
五
十

一
才
を

以

っ
て
帰
幽

さ
れ

た
。

遺
産

が
あ

る

の
で
、
誰

か

を

後
継
者

と
定
め

ね
ば

な
ら

ぬ
。

そ

こ
で
そ

の
王
子
智
忠

親
王

が
選
ば
れ

た

の
で
あ

る
が

、
知
仁
親

王

の
御

一
周
忌

に
当

っ
て

二
代

目
桂

宮
を
相

続

せ
ん
と

さ
れ

た

と
き

、
生
嶋

宮
内

少
輔

以
下
三
名

の

宮

侍

に
対

し

て
出
さ
れ

た

一
種

の
誓
約
書

が

こ
れ

で
あ
ろ

う
。
智

忠
親

王

こ
の
時

、
僅

か
に
十

三
才
。
前

の
方

は
誰
か

が
書

い
た
按

文
が

あ

っ
て
、

そ
れ
を
手
本

と
し

て

写

さ
れ

た

の
で
、
相

当

の
文
字

に
な

っ
て
あ

る
け
れ

ど
も

、
年
月

日
以

下
は
、
手
本

な
し

に
書

か
れ

た
文

字

で
あ

っ
た

の

で
、
稚
拙

さ
を
見

せ
た

の
で
あ
ろ
う
。

こ
の

一
通
に
よ

っ
て
教

え
ら

れ
る

こ
と
が
あ

る
。

桂
宮

の
後
継

者

た
ろ
う
と
す

る
智

忠
親

王

は
、

勝
手

に

京
都

の
街

々
に
出
歩
く

こ
と
も
、

人

の
噂

を
耳

に
す

る

こ
と
も
、

人
か
ら

の
忠

告
、

申
出
、
請

托

の
よ
う

な

こ

と
を

一
切
採

り
上
げ
ざ

る

こ
と

を
も

、
宮

侍

に
誓

言
し

て

、
初

め

て

二
代

目
に
迎
え
ら

れ

る
の

で
あ

る
。

と
す

れ
ば
宮

家

の
実
権

は
、
生

嶋
以

下

の
宮
侍

の
掌

握
す

る
と

こ
ろ

で
、
智

忠
親

王

は
、

た
だ

"
宮
"

と

い
う
座
席

に
腰

を
か
け

た
だ
け

の
、
存

在

に
す
ぎ
な

い
こ
と

に

な

る
の

で
は
な

い
か
。
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そ

こ
ま

で
朝

廷

の
威
力

は
落

ち

た
の
で
は
な

い
か
。

そ
れ

は
単
な

る

一
宮

家
だ
け

の

こ
と

で
は

な

い
。
畏

い
こ
と
な
が

ら
、
宮
廷

の
す

べ
て
が
京

都
所
司

代

の
設

け

た

将

の
中

に
お

い
て

の
み
動
け

る

の
で
あ

っ
て
、

全
く
自

由
に
し

て
不

自
由

の
世
界

で
あ

っ
た

の
で
は
な

い
か
。

初

め

か
ら

〃
不
自
由
"

と
極

め
附

け
ら
れ

て
お

る
の

な
ら
ば

、
却

っ
て
諦

め
も

出
来
よ

う
が
、
表

画

的

に
は
堂

々
と

"
自
由
〃

の
看

板
が
出

さ
れ

て
お

っ
て
、

そ

の
実

は
、
「
そ
れ

も

な
り
ま

せ

ぬ
」
「
あ
れ
も

な
り
ま

せ

ぬ
」

と
言

わ
れ

て
は
、

二
重

三
重

の
不
自
由

さ
を

感

ず

る
の

で
は

な
か
ろ
う

か
。

徳
川
幕
府

の
巧
妙

な
政
策

に
は
感

心
す

る
が
、
感

心

し

て
お
ら
れ

な

い
同
情

と
反
抗
と

を
、
今

日

か
ら

で
も
、
持

た
ざ
る
を
得

な

い
の

で
あ

る
。

=
二

寛
永
三
年

(
一
六
二
六
)
九
月
六
日
後
水
尾
天
皇
は
前
将
軍
秀
忠

の
請
招
を
容
れ
て
二
条
城
に
行
幸
に
な

っ
た
。
供
奉
す
る
も

の
関
白
近
衛
信
尋
以
下
三
公
九
卿
殿
上

人
等
殆
ん
ど
の
廷
臣
で
、
そ
の
行
列
の
華
麗
さ
は
、
塞
に
古
今
未
曽
有

で
あ

っ
た
。
恐
ら
く
大
皇
以
下
殿
上
人
に
到
る
ま
で
の
服
装

は
、
京
都
所
司
代
板
倉
重
宗

の
手
で

用
意
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
朝
廷
に
、
そ
れ
だ
け
の
余
裕
は
あ
ろ
う
は
ず
が
な

い
。

御
滞
在
五
日
。
幕
府
か
ら
関
白

以
下
に
贈

っ
た
黄
金

の
数
は
、
目
を
瞠
る
ほ
ど
の
巨
額

で
あ

っ
た
。

こ
の
事
件
は
、
寛
永
文
化
な
る
も

の
を
端
的
に
表
明
し
た
も

の
で
、
文
化

の
中
心
は
、
江
戸
に
移
行
す

べ
き

で
あ
る
こ
と
を
、
暗
黙
の
う
ち
に
、
啓
示
し

て
お
る
の
で

あ
ろ
う
。

表
向
は
と
も
か
く
、
内
実
に
お

い
て
は
、
朝
廷
は
も
う
幕
府

の
願
使
に
甘
ん
ず
る
よ
り
外
に
、
道
は
な

い
こ
と
を
、
こ
れ

で
明
確

に
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
す
る
英
主
後
水
尾
天
皇

の
辰
慮
は
、
起
伏
さ
ま
ざ
ま
の
中
に
、
あ
き
ら
め
切
れ
ぬ
我
が
身

の
騎
甲
斐
な
さ
に
、
寂
蓼
た
る
も

の
が
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

故
に
、
寛
永

の
朝
廷
文
化
は
、
限
ら
れ
た
る
枠

の
中
に
咲
く
よ
り
外

は
な
か

っ
た
。

も

の
が
小

さ
い
。
窮
屈
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
空
威
張
り
が
見
え
る
。
何
と
な
く
傾
斜

が
あ
る
。
不
健
康
さ
が
見
え
る
。
病
的
な
ほ
ど
で
あ
る
。

そ
の
鰯

々
と
し
た
宮
廷
文
化
を
支
え
た
も
の
は
京
都

の
町
衆
で
あ

る
。
織
物
呉
服
の
商
質
が
擁
し
た
経
済
力

で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
{謂口
っ
た
通
り
、
江
戸
文
化

の
反

射
作
用
の
富
力
で
あ
る
。

京
都
富
豪
は
ま
だ
文
化
を
咲
か
す
ま
で
の
力
は
な
い
が
、
咲
か
す
素
地
は
あ
り
、
そ
れ
が
や

っ
と
宮
廷
文
化
を
萎
縮
さ
さ
な

い
だ
け
の
支
持
力

で
あ

っ
た
。

寛

永

文

化
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そ
れ
が
江
戸
と
京
都
と
に
相
作
用
し
、
相
呼
応
し
て
、

"
元
禄
"
と
い
う
江
戸
町
人
文
化
に
な
る
地
下
水
で
あ

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

寛
年
年
間
廿
年
。

そ
の
文
化
は
、
や
は
り
日
本
文
化
史
上
の

一
つ
の
雄
峰

で
あ
ろ
う
。
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