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卜 西村天囚の懐徳堂研究とその草稿

八゚
年
八
月
一

日
よ
り
一
―

日
ま
で
、

の
関
係
か
ら
、

こ
と
は
的
で
は
な
い
。
）

中
的
に
修
復
を
行
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

現
時
点
に
お
い
て
、
筆
者
が
修
復
[

断
し
て
い
る
も
の
に
、
天
囚
に
よ
る
最
初
期

稿
と
推
測
さ
れ
る
一
冊
の
抄
本
が
あ
る
。
本
は
、
こ
の
資
料

が
果
た
し
て
如
何
な
る
資
料
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

点

で

べ

る

こ

と

と

し

た

い

の

い

も

の

い
こ
と
に
加
え
て
、
圧
力

い

が

張

り

付

い

ー
種
子
島
西
村
家
所
蔵
西
村
天
囚
関
係
資
料
調
査
よ
り
l

゜

i

――
 

゜

卜

そ
の
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先
ず
、
本
資
料
の
表
紙
の
画
像
を
示
す
（
図

本
資
料
の
表
紙
に
は
、
全
面
に
わ
た
っ
て
激
し
い
虫
損
が
認
め

ら
れ
る
。
表
紙
左
上
に
は
、
お
そ
ら
く
外
題
が
打
ち
付
け
書
き
さ

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
文
字
を
判
読
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

本
資
料
の
本
文
部
分
に
お
い
て
も
、
表
紙
と
同
様
に
虫
損
が
広

）。

図一

く

認

め

ら

れ

る

。

特

に

本

資

料

の

、

虫

損

が

激

し

い

上
に
表
紙
と
本
文
の
葉
と
が
張
り
付
き
、
開
い
て
見
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
内
題
は
そ
の
存
否
も
含
め
て
不
明
で
あ

る
。
本
文
の
内
容
を
詳
細
に
調
査
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
先
ず
資

料
全
体
の
修
復
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
今
回
の
調
査
は
、
幸
い
に

開
い
て
み
る
こ
と
の
で
き
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
行
っ
た
、
極
め

て
限
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

本
資
料
の
本
文
に
は
、
「
詞
釧
大
阪
朝
日
新
聞
會
社
」
と
版
心
に

印
刷
さ
れ
て
い
る
、
毎
半
葉
十
二
行
の
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

今
回
調
査
し
た
種
子
島
西
村
家
所
蔵
西
村
天
囚
関
係
資
料
の
中
に

は
、
同
じ
罫
紙
を
使
用
し
た
資
料
が
複
数
認
め
ら
れ
た
。
「
村
山

合
名
大
阪
朝
日
新
間
會
社
」
は
、
大
阪
朝
日
新
聞
を
発
行
し
て
い

た
朝
日
新
聞
社
の
、
明
治
二
十
八
年
(
-
八
九
五
）
か
ら
明
治
四

(
l
)
 

十
一
年
(
-
九

0
八
）
ま
で
の
社
名
で
あ
る
。
周
知
の
通
り
、
西

村
天
囚
は
明
治
二
十
三
年
(
-
八
九

0
)
か
ら
大
正
八
年
(
-
九

一
九
）
ま
で
、
大
阪
朝
日
新
聞
に
勤
め
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
西

村
家
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
、
か
つ
「
村
山
合
名
大
阪
朝
日
新
聞
會

社
」
の
罫
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
本
資
料
が
、
西
村
天
囚
と
密
接

に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
り
、
天
囚
の
手
に
な
る

も
の
と
理
解
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。

本
文
は
基
本
的
に
は
す
べ
て
漢
文
で
、
墨
筆
或
い
は
一
部
朱
筆

に
て
記
さ
れ
て
い
る
。
本
文
に
対
し
て
は
、
後
か
ら
朱
筆
に
よ
る

12 



j研究ノート 西村天囚の懐徳堂研究とその草稿 竹田健二

て
も
、
本
資
料
は
お
そ
ら
く
、

冗
の
資
料
と
推
測
さ
れ
る
。

竹
の
記
述
の
中
に
、
大
阪
人
文

望
ロ
・
大
田
源
之
助
か
ら
、
五

井
蘭
洲
関
係
資
料
の
提
供
を
受
け
た
こ
と
に

あ

っ

一

）

。

以

下

、

そ

の
翻
刻
と
、

る

さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
例
え
ば

段

落

に

は

、

そ

の

中

に

の

そ
れ
ぞ
れ
に
も
ま
た

「
修
学

と
い
っ
た
見
出
し
が
付
け
ら

圏
点

ら
れ
て
い
る
。

片
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
葉
も
あ
る
。

-

の

段

落

が

設

け

ら

れ

、

そ
れ
ぞ
れ
の
段
落
に
は

寺
の
見
出
し
が
附

の
見
出
し
の
あ
る

れ
て
お
り
、

る
修
正
が
多
数
加
え

評
隠
人
物
、

しヽ

れ

蘭

洲

の

文

稿

な

り

。

都

て

約

十

い

は

二

十

字

、

或

い

は

都

て

ニ

処

々

改

剛

塗

抹

あ

り

、

勾

り

て

、

べ

き

を

知

る

。

中

に

り

。

又

の
漫
録
中
よ
り
抄
す
る
者
為
る
を
知
る
。

の
心
血
の
注
が
る
る
所
な
り
。
既
に
し

13 
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に
よ
れ
ば
、
五
井
蘭
洲

す
な
わ
ち
天
囚
は
、
先
ず

入
手
し
、
続
い
て
『
鶏
吐

崎
愛
吉
（
号
は
好
尚
）
が

こ
の

を
濱
和
助
か
ら
借
用
し
、

な
る
人
物
か
ら
借
用
し
た

随
筆
な
る
者
有
り
。
人
物
を
評
隠
し
、

て

、

意

に

任

せ

つ

。

随
感

者
を
除
き
て
、
是
れ
概
ね
皆
風
後
の
作
な
り
。
蘭
洲
風

疾
に
罹
る
は
、
宝
暦
九
年
己
卯
、
年
六
十
三
の
時
に
在

り
、
十
二
年
壬
午
三
月
十
七
日
、
年
六
十
六
の
時
に
没

す
。
半
身
不
随
の
身
を
以
て
、
僅
々
三
四
年
て
此

の
大
著
を
成
す
。
の
精
力
驚
く
可
き
な
り
。
、

て

木

崎

好

尚

君

、

二

冊

を

太

田

君

に

借

り

、

読
了
し
て
予
に
謂
ひ
て
曰
く
、
世
間
獲
易
か
ら
ざ
る
の

洪
宝
な
り
、
と
。
予
乃
ち
転
借
し
て
之
を
読
む
。
上
冊

九
十
八
葉
、
下
冊
八
十
九
葉
、
鶏
肋
篇
よ
り
少
き
こ
と

四
十
三
葉
、
但
し
半
頁
十
一
行
、
行
二
十
二
全
紙

空
処
無
し
、
文
却
て
鶏
肋
篇
よ
り
多
し
。
鶏

る
所
の
文
も
、
亦
た
往
々
之
を
省
く
。
然
し

一
に
中
風
行
・

図三 図二

14 



j研究ノート

い
る
。

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

お
い
て
、
天
囚
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

に
は
、
天
囚
が
「
蘭
洲

の
非
物

西村天囚の懐徳堂研究とその草稿

を
又
借
り
す
る
、
と
の
一
―

を
蒐
集
し
た

C

濱
和
助
か
ら
借
用
し
た
『
鶏
肋
鱈

行
、
毎
行
十
九
＼
二
十
一
字
で
、
全
二

す
な
わ
ち
本
文
の
修
正
が
多
数
認
め
ら
れ
、
の

考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
『
鶏
肋
は
、

を
含
ん
で
お
り
、
そ
し
て
こ
の
『
冽
篭
漫
四
か
ら

『
質
疑
篇
』
が
抄
出
さ
れ
た
こ
と
が
分
か
る
と
さ
れ
て
い
る
。

木
崎
愛
吉
を
介
し
て
入
手
し
た
『
蘭
洲
遣
稿
』
二
冊
は
、
上
冊

九
十
八
葉
、
下
冊
八
十
九
葉
、
毎
半
菓
十
一
行
、
毎
行
二
十
二
字

で
、
濱
和
助
か
ら
借
用
し
た
『
鶏
肋
篇
』
よ
り
も
葉
数
は
少
な
い

が
、
分
量
は
多
い
と
さ
れ
、
ま
た
『
鶏
肋
篇
』
と
重
複
し
て
収
録

さ
れ
て
い
る
文
、
『
鶏
肋
篇
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
が
『
蘭
洲
遣
稿
』

に
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
文
、
『
鶏
肋
篇
』
に
収
録
さ
れ
て
お
ら

ず
『
蘭
洲
遣
稿
』
に
の
み
に
収
録
さ
れ
て
い
る
文
が
あ
り
、

肋
篇
』
に
収
め
ら
れ
て
い
な
い
文
は
、
蘭
洲
が
中
風
―

か
ら
後
の
作
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

本
資
料
の
こ
の
に
は
、

述
内
容
と
の
強
い

の

も
亦

し
よ
り
、
資
料
略
備
れ
り
、
因
て
之
に
加
ふ

る
に
自
己
の
聞
見
を
以
し
て
此
の
編
は
成
れ
り
、
で
此

竹田健二

で、

の
資
料

15 
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を
入
手
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
の
だ
が
、
濱
和
助
か
ら
『
鶏
肋
篇
』
を
借
用
し
、
次

い
で
木
崎
愛
吉
が
「
蓋
隠
太
田
君
（
源
之
助
）
」
か
ら
借
用
し
た
『
蘭

洲
遣
稿
』
二
冊
を
又
借
り
し
た
と
い
う
点
は
、
西
村
家
所
蔵
の
本

資
料
の
記
述
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
洪
賓
」
等
、
所
々
で

は
あ
る
が
両
者
に
は
表
現
的
に
も
類
似
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
本

資
料
の
記
述
と
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
の
記
述
と
の
間
に
は
、
他
に

も
こ
う
し
た
内
容
や
表
現
の
類
似
が
見
受
け
ら
れ
る
。

な
お
、
本
資
料
や
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
天
囚
が
「
太

田
君
」
・
「
太
田
源
之
助
」
と
記
し
て
い
る
人
物
の
姓
は
、
戸
籍
上

「
大
田
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
引
用

を

除

い

て

、

そ

の

姓

を

と

表

記

す

る

。

西

村

家

所

蔵

の

本

資

料

と

上

巻

と

に

お

い

て

、

天
囚
が
五
井
蘭
洲
関
係
資
料
を
入
手
す
る
経
緯
や
そ
の
表
現
に
一

致
す
る
と
こ
ろ
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の

直
接
の
関
連
が
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

実
は
、
明
治
末
に
天
囚
が
懐
徳
堂
に
関
す
る
研
究
に
着
手
す
る

に
あ
た
り
、
五
井
蘭
洲
関
係
資
料
を
ど
の
よ
う
に
入
手
し
た
の
か

に
つ
い
て
は
、
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
に
お
け
る
天
囚

に
お
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
吉
田
鋭
雄
に
よ
る
天
囚
の
講
演

の
速
記
録
の
冒
頭
部
分
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

私
は
昨
年
の
会
に
大
阪
の
儒
学
を
研
究
す
る
様
に
と
云
ふ
分

担
を
承
知
致
し
ま
し
た
が
、
大
阪
の
儒
学
と
申
し
ま
す
れ
ば
、

懐
徳
堂
を
経
に
致
し
て
混
沌
社
を
緯
と
致
し
、
さ
て
研
究
致

し
ま
し
た
な
れ
ば
、
大
凡
二
百
余
年
間
の
漢
文
学
の
沿
革
が

解
る
事
と
思
ひ
ま
す
、
之
ま
で
私
も
学
者
の
伝
記
な
ど
を
取

調
べ
ま
し
た
が
、
真
先
に
手
を
着
け
る
べ
き
大
阪
の
漢
文
学

の
事
績
は
、
其
の
侭
に
致
し
て
居
り
ま
し
た
、
甚
だ
相
済
ま

ぬ
事
で
、
実
は
研
究
し
や
う
と
思
っ
て
居
り
ま
し
た
が
、
手

を
着
け
る
機
会
が
な
く
つ
て
居
り
ま
し
た
、
所
が
昨
年
濱
和

助
さ
ん
か
ら
五
井
蘭
州
の
鶏
肋
篇
を
拝
借
致
し
、
本
年
に
な

り
ま
し
て
木
崎
君
が
太
田
君
か
ら
蘭
洲
遺
稿
を
借
ら
れ
ま
し

た
の
を
又
借
り
で
読
み
ま
し
た
、
略
蘭
洲
と
云
ふ
人
に
就
て

考
が
つ
き
ま
し
た
と
共
に
、
一
っ
研
究
し
て
見
や
う
か
と
云

ふ
考
を
起
し
ま
し
た
、
之
は
濱
さ
ん
と
太
田
さ
ん
の
篤
志
か

ら
し
て
、
先
賢
の
遺
稿
を
写
し
或
は
所
蔵
な
さ
れ
た
お
蔭
さ

ん
で
、
殊
に
太
田
君
に
至
っ
て
は
蘭
洲
遺
稿
に
標
注
を
加
ヘ

て
居
ら
れ
る
位
、
御
熱
心
の
程
が
見
へ
て
居
り
ま
す
る
、
其

の
お
蔭
で
略
考
を
つ
け
て
蘭
洲
か
ら
説
出
し
た
い
と
考
へ
ま

し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
、

16 
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時
間
と
云
ふ
御
制
限
が
ご
ざ
い
ま
し
た
し
、

の
は
御
難
儀
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
が
、
実
は
未
成

品
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
取
調
べ
ま
し
た
草
稿
が
約
五

十
枚
ー
漠
文
で
書
い
た
の
が
五
十
枚
ご
ざ
い
ま
す
、
之
を

一
々
申
上
げ
る
の
は
其
の
煩
に
堪
え
ま
せ
ぬ
か
ら
、
極
＜
略

し
て
申
上
げ
た
い
と
思
ひ
ま
す
。

一
人

次
例
会

で
あ
る
。

で、

で
あ
り
、

が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

残
念
な
が
ら
、
上
述
の
通
り
、
本
資
料
は
開
い
て
み
る
こ
と
の

で
き
な
い
葉
が
あ
り
、
そ
の
分
量
に
つ
い
て
今
の
と
こ
ろ
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
本
資
料
の
十

た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
本
文
[

多
数
の
修
正
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、

の
も
の
か
、
い
は
そ
れ
を
含
む
も
の
で
あ
る
こ

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
資
料
に
加
え
ら
れ
て
い
る
修
正
は
、

て

、

或

い

は

」

の

る

用
し
、
次
い

遣
稿
』
二
冊
を
又
借
り
し
た
と
述
べ
て
い
る
。
の
通
り
、
天

囚
は
こ
の
講
演
の
後
、
同
年
二
月
七
日
か
ら
二
十
七
日
ま
で
大
阪

朝
日
新
聞
紙
に
お
い
て
「
懐
徳
堂
研
究
其
一
」
と
顆

行
い
、
同
年
三
月
六
日
に
は
連
載
を
ま
と
め
た
『
庫

巻
が
発
行
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
蘭
洲
関
係
資
料
の
1

し
て
、
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
に
お
け
る
講
演
と

上
巻
と
が
同
じ
内
容
の
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
は
、

こ
と
で
あ
る
。

非
常
に
興
味
深
い
の
は
、

天
囚
が
以
下
の

そ
の
も
の
か
、

て

べ

」

た

の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の

の
で
、
大
阪
人
文
会
で
の

た
「
草
稿
」
の
内
容
を
「
極
＜
略
し
て
」
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

前
述
の
通
り
、
西
村
家
所
蔵
の
本
資
料
は
、
天
囚
に
よ
―

堂
研
究
の
資
料
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
そ

れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
本
資
料
は
、

一
月
二
十
九
日
ま
で

-

（

九

て
い
た
と
い
う

い
は
そ
れ
を
含
む
も
の

の

の

゜

十
九

っ
た

17 



懐徳歳研究第 10号平成 31年 2月28II 

さ
き

上
巻
に
お
い

い
る
と
こ
ろ
の
、
明
治
末
の
天
囚
に
よ
る
懐
徳
堂
研
究
・

洲
研
究
に
用
い
ら
れ
た
資
料
に
つ
い
て
、
「
西
村
天
囚
の

洲
研
究
と
『
懐
徳
堂
記
録
』
」
（
『
懐
徳
堂
研
，
第
七

一
六
年
二
月
）
に
お
い
て
、
天
囚
が
用
い
た

四

れ
て

と
題
し
て
行
わ
れ
た
大
阪
朝
日
新
聞
紙
紙
上
で

天
囚
目
ら
が
加
え
た
も
の
を
含
ん
で
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。

な
お
、
濱
和
助
か
ら
『
鶏
肋
篇
』
を
借
用
し
、
次
い
で
木
崎
愛

吉
が
大
田
源
之
助
か
ら
借
用
し
た
『
蘭
洲
遺
稿
』
二
冊
を
又
借
り

す
る
よ
り
も
前
に
、
天
囚
本
人
が
蘭
洲
の
著
書
で
あ
る
『
非
物

篇
』
．
『
質
疑
篇
』
・
『
瑣
語
』
を
先
ず
入
手
し
て
い
た
こ
と
に
つ
い

て
は
、
西
村
家
所
蔵
の
本
資
料
に
お
い
て
の
み
述
べ
ら
れ
て
お
り
、

大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
で
の
講
演
や
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
で
は

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
天
囚
が
、
そ
の
懐
徳
堂
研
究
・
五

井
蘭
洲
研
究
は
、
大
阪
人
文
会
会
員
で
あ
る
濱
和
助
・
木
崎
愛
吉
・

大
田
源
之
助
に
よ
る
資
料
の
提
供
が
あ
っ
て
こ
そ
は
じ
め
て
可
能

で
あ
っ
た
と
、
大
阪
人
文
会
の
貢
献
を
強
調
し
よ
う
と
し
た
た
め

で
は
な
か
っ
た
か
と
推
測
さ
れ
る
。

て、

『
懐
徳

と
同
一
の
装
丁
で
あ
る
こ
と
に
加
え
て
、
朝
日
新
聞
文

庫
収
蔵
の
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、

の
本
資
料
に
お
け
る

そ
の
こ
と
を
傍
証
す
る
と
考
え

と

こ
と
、

の
う
ち
、

収

蔵

さ

れ

て

い

る

と

村
天
囚
旧
蔵
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

と

そ
し
て
こ
の
資
料
は
大
阪
人
文
会
会

員
の
大
田
蓋
隠
が
大
阪
市
史
編
纂
係
の
収
蔵
す
る
資
料
を
編
集
・

書
写
し
た
も
の
の
写
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
「
西

村
天
囚
の
五
井
蘭
州
研
究
と
関
係
資
料
ー
『
蘭
洲
遣
稿
』
・
『
鶏
肋

篇
』
・
『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
に
つ
い
て
ー
」
（
『
懐
徳
』
第
八
十
五
号
、

二
0
一
七
年
一
月
）
に
お
い
て
、
天
囚
が
五
井
蘭
洲
研
究
に
用
い

た
『
蘭
洲
遺
稿
』
・
『
鶏
肋
篇
』
・
『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
が
、
大
阪

府
立
中
之
島
図
書
館
に
現
存
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
明
治

末
に
天
囚
が
懐
徳
堂
研
究
・
五
井
蘭
洲
研
究
に
用
い
た
『
懐
徳
堂

記
録
』
・
『
蘭
洲
遺
稿
』
・
『
鶏
肋
篇
』
・
『
浪
華
名
家
碑
文
集
』
の
四

点
は
、
い
ず
れ
も
表
紙
と
裏
表
紙
と
に
「
七
宝
」
、
或
い
は
「
七

宝
繋
ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
同
一
の
模
様
、
同
色
（
藍
色
）
の
紙
が
用

い
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
同
じ
形
式
の
題
篠
が
付
さ
れ
て
い
る
。

の
朝
日
新
聞
文
庫
に

と
の
二
点
が
西

の
も
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は
、
濱
和
助
・
大
田
源
之
助
の

す
る
も
の
い
て
作
成
さ
れ
た
写
本
で
あ
る
か
ら
、
原
本
と

は
一
部
異
こ
ろ
が
あ
る
可
能
性
も
排
除
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
し
か
し
、
特
に
濱
和
助
所
蔵
の
『
鶏
肋
篇
』
に
つ
い
て
天

囚
は
、
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻

9

い
て
は
「
蘭
洲
手
定
の
文
稿
な
り
」

と
、
ま
た
西
村
家
所
蔵
の
に
お
い
て
は
蘭
洲
の

の

第

一

一

四

八
葉
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
概
数
と
見
て
よ

の

天

囚

は

大

田

源

之

助

所

蔵

の

に
つ
い
て
、
冊
九
十
八
葉
、
下
冊
八
十
九
葉
、

一
行
、
行
一
ー
ニ
字
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
大
阪
府

の
朝
日
新
聞
文
庫
中
の
『
蘭
洲
遺
稿
』
の
本
文

が
九
十
八
葉
、
下
冊
（
「
坤
」
）
が
八
十
九
葉
、

(
6
)
 

二
字
で
あ
る
。
ま
た
天
囚
は
濱
和
助

に
つ
い
て
、

五
の
通
り
、

の

ら
れ
る
。

で
あ
っ
て
「

ら
判
断
す
る
に
、

和
助
所
蔵
の
原
本
の
様
相
を
よ
く
伝
え
て
い
る
よ
う
に
息
わ
れ

る
。
従
っ
て
、

さ

れ

て

い

る

濱

和

助

所

蔵

の

こ

が

ほ

ぼ

致

す

る

こ

と

は

、

朝

日

が

、

の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
傍
証
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

、-)

l
>
ー

し

開
い
て
み
る
こ
と
の
で
き
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
行
っ
た
、
極
め

て
的
な
調
査
に
過
ぎ
な
い
。
今
後
本
資
料
を
全
面
的
に
修
復

で
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
詳
細
な
調
査
を
行
い
、
か
つ
『
懐

の
比
較
を
行
う
な
ら
ば
、
明
治
末
の

に
つ
い
て
、

る
。
そ
う

天
囚
に
よ

新
た
な
知
見
が
得
ら
れ

し
た
点
に
つ
い
て
は
、

き
も
の
と
述
べ
て
お
り
、
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注(
l
)
『
朝
日
新
聞
社
史
明
治
編
』
（
朝
日
新
聞
社
、

(
2
)
「
九
十
」
は
「
十
九
」
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
。

(
3
)
「
六
」
は
「
九
」
の
誤
り
と
見
ら
れ
る
。

(
4
)
『
懐
徳
堂
研
究
第
二
集
』
（
汲
古
書
院
、
二

0
一
八
年
）
第
四
部
第
一
章

の
拙
稿
「
中
井
木
菟
麻
呂
が
受
け
継
い
だ
懐
徳
堂
の
遺
書
遺
物
」

注

(
8
)
参
照
。

(
5
)
拙
稿
「
資
料
紹
介

西
村
天
囚
「
五
井
蘭
洲
」
（
大
阪
人
文
会
第
二
次

例
会
講
演
速
記
録
）
」
（
『
国
語
教
育
論
叢
』
第
十
八
号
〔

二
月
〕
所
収
）
参
照
。

(
6
)
朝
日
新
聞
文
庫
の
『
蘭
洲
遺
稿
』
の
上
冊
（
「
乾
」
）
・
下
冊
（
「
坤
」
）

の
扇
の
右
下
の
部
分
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「

98
」.「

89
」
と
葉
数
が
記
さ

れ
、
ま
た
数
字
の
下
に
は
二
重
下
線
が
引
か
れ
て
い
る
。
誰
が
記
し
た

も
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

(
7
)
注

(
2
)
参
照
。

本

稿

は

、

平

成

一

「

萌

芽

研

究

部

門

」

研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
「
西
村
天
囚
関
係
新
資
料
の
研
究
」
の
成
果

の
一
部
で
あ
る
。

な
お
、
前
号
の
『
懐
徳
堂
研
究
』
第
九
号
（
二

0
一
八
年
二
月
）

に
掲
載
さ
れ
た
拙
稿
「
西
村
家
所
蔵
資
料
中
の
一
枚
の
集
合
写
真

に

つ

い

て

」

の

中

に

、

以

下

っ

た

。

深

く

お

詫

び

し

0
0
九
年

九
九

0
年
）
参
照

て
訂
正
す
る
。

「
東
北
帝
国
大
学
中
国
哲
学
研
究
室
に
赴
任
し
た
。
」

正
「
東
北
帝
国
大
学
法
文
学
部
に
赴
任
し
た
（
支
那
学
講
座
担

当）。」
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