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雅
楽
と
い
え
ば
、
貴
族
お
よ
び
専
門
職
と
し
て
の
楽
人
に
よ
る
演
奏
だ
け

が
行
わ
れ
、
そ
れ
以
外
の
人
々
が
こ
れ
を
演
奏
す
る
事
は
な
か
っ
た
と
い
う

誤
解
は
根
強
い
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
江

戸
時
代
、
特
に
江
戸
後
半
に
な
る
と
、
雅
楽
演
奏
を
嗜
む
人
々
が
、
武
家
、

裕
福
な
商
人
、
地
方
在
住
者
も
含
め
た
寺
社
関
係
者
へ
と
、
か
な
り
の
範
囲

に
ま
で
拡
大
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
三
方

楽
所
楽
人
で
、
京
都
に
在
住
し
た
東
儀
文
均
が
遺
し
た
日
記
で
あ
る
『
楽
所

日
記
』
を
も
と
に
、
江
戸
在
留
の
武
家
の
間
で
ど
の
よ
う
に
雅
楽
演
奏
が
行

わ
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
し
、
こ
う
し
た
雅
楽
演
奏
者
の
拡
大
を
支
え
た
背

景
に
、「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
と
で
も
い
う
べ
き
雅
楽
愛
好
家
の
組
織
的
な

動
き
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
事
例
を
挙
げ
て
論
じ
る
も
の
と
す
る
。
考
察
の
対

象
と
す
る
の
は
、『
楽
所
日
記
』
嘉
永
六
年
の
記
事
を
中
心
と
し
た
東
儀
文
均

と
江
戸
に
お
け
る
雅
楽
愛
好
家
と
の
交
流
の
記
録
で
あ
る
。
特
に
、
若
年
寄

遠
藤
但
馬
守
家
中
の
山
田
元
三
郎
を
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
と
し
て
取
り
上
げ
、
ど

の
よ
う
に
「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
が
構
築
さ
れ
て
い
く
の
か
を
考
察
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド：

「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

東と
う

儀ぎ

文
均
ふ
み
な
り

『
楽
所
日
記
』

素
人
社
中
　
江
戸

一
　
『
楽
所
日
記
』
の
記
事
よ
り
伺
え
る
江
戸
時
代
の
雅
楽
演
奏
者
の
拡
が
り

江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
演
奏
が
、
専
門
職
で
あ
る
三
方
楽
所
楽
人
１

に
よ

る
も
の
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
か
な
り
の
範
囲
に
ま
で
こ
れ
を
嗜
む
人
々
が
拡

大
し
て
い
た
事
例
を
示
す
記
録
の
ひ
と
つ
に
、
江
戸
時
代
、
京
都
に
在
住
し
た

天
王
寺
方
の
楽
人
、
東
儀
文
均
（
一
八
一
一
―
一
八
七
三
）
が
、
天
保
十
五
年

（
一
八
四
四
）
正
月
よ
り
、
没
す
る
前
年
の
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
ま
で
書

き
記
し
た
日
記
で
あ
る
『
楽
所
日
記
』（
国
会
図
書
館
蔵
）
が
あ
る
。
こ
の

『
楽
所
日
記
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、
当
時
の
地
方
在
住
お
よ
び
京
都
に
在

住
す
る
雅
楽
愛
好
家
と
プ
ロ
の
雅
楽
演
奏
家
で
あ
る
三
方
楽
所
楽
人
と
の
交
流

の
様
子
に
関
す
る
考
察
や
、
当
時
の
雅
楽
曲
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
つ
い
て
の
調

査
結
果
報
告
な
ど
に
際
し
て
、
こ
れ
を
紹
介
し
て
い
る
２

。
こ
れ
ら
に
お
い
て

す
で
に
論
じ
た
こ
と
で
あ
る
が
、『
楽
所
日
記
』
全
巻
の
記
載
事
項
を
見
る
限

り
で
は
、
天
保
十
五
年
以
降
の
京
都
で
は
、
雅
楽
の
演
奏
は
、
貴
族
や
専
門
職

で
あ
る
楽
人
の
み
が
行
う
も
の
で
な
く
、
す
で
に
雅
楽
演
奏
を
趣
味
と
し
て
嗜

ん
で
い
た
人
々
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
、
庶
民
と
は
い
い
が
た
い
裕
福
な
商
人

お
よ
び
武
家
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
人
々
に
よ
っ
て
も
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が

明
ら
か
で
あ
る
３

。
さ
ら
に
、
儀
式
進
行
上
の
必
要
性
か
ら
か
、
多
く
の
僧
侶

や
神
官
が
雅
楽
を
嗜
ん
だ
様
子
も
伺
わ
れ
る
４

。
加
え
て
、
今
回
は
、『
楽
所
日

二
一
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記
』
第
十
の
嘉
永
六
年
の
巻
に
あ
る
東
儀
文
均
の
江
戸
下
向
に
関
す
る
記
事
を

取
り
上
げ
、
こ
の
時
期
の
江
戸
に
お
け
る
武
家
の
間
で
の
雅
楽
演
奏
の
実
態
お

よ
び
こ
う
し
た
状
況
を
可
能
に
し
た
雅
楽
愛
好
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
存
在
に

つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、
本
稿
に
お
い
て
考
察
の
対
象
と
し
た
嘉
永
六
年
の
東

儀
文
均
の
江
戸
下
向
の
前
提
条
件
と
し
て
、
す
で
に
こ
の
時
代
に
お
い
て
、
か

な
り
多
く
の
非
職
業
的
雅
楽
演
奏
者
、
つ
ま
り
、
本
職
と
し
て
雅
楽
演
奏
に
従

事
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
雅
楽
演
奏
家
の
存
在
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
言

及
し
て
お
き
た
い
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
は
、
雅
楽
が
広
く
一
般
庶
民
に
親
し

ま
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
現
代
に
同
じ
く
、
こ
れ
を
学
ぼ

う
と
希
望
す
る
者
に
は
、
学
ぶ
場
が
提
供
さ
れ
う
る
状
況
に
は
な
っ
て
い
た
の

で
あ
る
。
次
に
、
中
に
は
女
性
も
含
む
非
職
業
的
雅
楽
演
奏
者
あ
る
い
は
愛
好

家
が
、
楽
人
と
い
う
雅
楽
専
門
職
に
入
門
し
、
稽
古
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
か

ら
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
謝
礼
の
授
受
と
い
う
行
為
が
発
生
し
た
と
い
う

こ
と
も
確
認
し
て
お
き
た
い
５

。
入
門
か
ら
初
級
の
手
ほ
ど
き
、
そ
し
て
上
級

者
へ
の
相
伝
に
至
る
ま
で
の
教
習
シ
ス
テ
ム
が
、
そ
の
都
度
支
払
わ
れ
る
謝
礼

の
基
本
的
金
額
と
も
ど
も
定
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
６

こ
と
が
、『
楽
所
日
記
』
の

記
事
か
ら
も
伺
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
江
戸
時
代
の
三
方
楽
所
楽
人

は
、
現
在
の
プ
ロ
の
音
楽
家
に
同
じ
く
、
職
務
と
し
て
、
あ
る
い
は
職
業
と
し

て
の
雅
楽
演
奏
を
行
い
つ
つ
、
後
進
を
指
導
教
育
し
、
か
つ
、
雅
楽
専
門
職
以

外
の
人
々
へ
の
お
稽
古
を
行
う
先
生
と
い
う
忙
し
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で

あ
り
、
同
時
に
、
三
方
楽
所
楽
人
の
間
で
は
、
家
元
組
織
に
準
じ
た
、
地
方
在

住
者
も
含
む
門
弟
へ
の
雅
楽
教
授
シ
ス
テ
ム
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と

が
明
ら
か
な
の
で
あ
る
７

。

二
　
三
方
楽
所
楽
人
と
江
戸
と
の
関
係

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
三
方
楽
所
楽
人
の
地
方
へ
の
い
わ
ゆ
る
「
出
稽
古
」

が
行
わ
れ
る
こ
と
は
珍
し
い
現
象
で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、

こ
う
し
た
地
方
へ
の
雅
楽
指
導
の
た
め
の
出
張
記
録
は
多
く
は
残
さ
れ
て
は
お

ら
ず
、
東
儀
文
均
が
『
楽
所
日
記
』
に
お
い
て
、
複
数
回
に
わ
た
る
地
方
へ
の

出
張
稽
古
に
出
か
け
た
記
録
を
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
き
わ
め
て
貴
重
な
も
の

で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
の
出
張
稽
古
は
、
お
お
む
ね
決
ま
っ
た
地
域
の

定
ま
っ
た
関
係
者
の
元
へ
出
か
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
東
儀
文
均
の
出
張

先
も
、
美
濃
、
名
古
屋
、
三
河
と
い
う
範
囲
を
中
心
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
８

。

江
戸
時
代
の
三
方
楽
所
楽
人
に
関
す
る
資
料
は
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
の
も
の
し

か
現
存
し
て
い
な
い
た
め
に
断
定
は
で
き
な
い
が
、
今
回
の
考
察
の
対
象
と
し

た
三
方
楽
所
楽
人
の
江
戸
へ
の
出
張
稽
古
と
い
う
事
例
は
、
こ
れ
ら
の
地
域
に

お
け
る
ほ
ど
頻
繁
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
三
方
楽
所
に
対
し
て
は
、
江
戸
幕
府
よ
り
楽
所
領
知
行

が
与
え
ら
れ
て
い
た
９

の
で
、
恒
例
の
勅
使
の
「
歳
首
の
賀
」
の
た
め
の
登
城

に
随
っ
て
、
三
方
楽
所
総
代
も
江
戸
城
に
下
向
す
る
こ
と
が
恒
例
で
あ
っ
た
。

少
し
時
代
が
下
る
が
、
こ
の
『
楽
所
日
記
』
第
十
九
の
文
久
二
年
の
巻
に
、
記

録
者
で
あ
る
東
儀
文
均
自
身
が
、
関
東
年
頭
総
代
と
し
て
江
戸
下
向
を
予
定
し

て
い
た
記
事
が
あ
る
。
こ
の
年
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
情
が
あ
り
、
年
頭
の
挨
拶

の
た
め
の
下
向
期
間
を
、
九
月
二
十
三
日
か
ら
十
二
月
三
日
ま
で
と
予
定
し
て

い
た
こ
と
、
そ
の
目
的
と
し
て
は
、「
年
頭
御
礼
」
と
「
奏
楽
御
用
」
と
が
挙

げ
ら
れ
た
口
上
覚
の
控
え
が
残
さ
れ
て
い
る
10

。

こ
こ
で
、「
奏
楽
御
用
」
と
あ
る
の
は
、『
徳
川
実
紀
』、『
続
徳
川
実
紀
』
な

ど
に
も
記
載
さ
れ
る
「
管
絃
」
の
こ
と
で
、
こ
の
三
方
楽
所
楽
人
の
下
向
に
合

わ
せ
て
年
一
回
行
わ
れ
た
「
営
中
管
絃
」
に
、
三
方
楽
所
楽
所
総
代
の
楽
人
が

参
加
し
た
こ
と
は
、『
楽
所
日
記
』
第
十
三
の
安
政
三
年
八
月
十
日
条
に
、「
関

二
二
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東
年
頭
惣
代
且
亦
営
中
奏
楽
御
用
」
と
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
滞
在
期
間
中
、
紅
葉
山
楽
人
の
楽
儀
指
導
に
あ
た
っ
た
可

能
性
も
あ
る
。
こ
の
紅
葉
山
楽
人
と
い
う
の
は
、
寛
永
十
八
年
か
ら
同
十
九
年

に
か
け
て
江
戸
城
内
紅
葉
山
に
お
け
る
祭
祀
や
法
要
の
奏
楽
を
担
当
す
る
た
め

に
、
三
方
楽
所
よ
り
四
名
の
楽
人
が
江
戸
に
下
向
し
て
形
成
さ
れ
た
組
織
で
あ

り
、
こ
の
紅
葉
山
楽
人
は
、
そ
の
後
次
第
に
数
を
増
や
し
、『
楽
所
日
記
』
嘉

永
三
年
三
月
十
七
日
の
記
事
で
は
、
当
時
「
南
都
十
六
家
、
天
王
寺
二
十
一
家
、

京
都
十
八
家
、
紅
葉
山
十
家
」
が
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
11

。

さ
ら
に
、
江
戸
幕
府
は
日
光
で
の
法
要
や
神
事
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
江
戸

で
の
法
要
の
た
め
に
、三
方
楽
所
の
楽
人
を
招
聘
す
る
と
い
う
こ
と
を
行
っ
た
。

し
か
し
、
江
戸
時
代
後
半
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
祭
祀
や
法
要
の
た
め
に
三
方

楽
所
楽
人
を
招
聘
す
る
こ
と
も
中
断
し
、『
楽
所
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
元
治
二

年
（
慶
応
元
年
）
四
月
に
は
、
徳
川
家
康
の
二
百
五
十
回
忌
が
、
五
十
年
の
空

白
期
間
を
経
て
、
三
方
楽
所
楽
人
の
下
向
を
伴
っ
て
執
行
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
12

。
と
は
い
う
も
の
の
、
三
方
楽
人
が
日
光
の
楽
人
を
指
導
す
る
と
い
う
制

度
は
存
続
し
て
い
た
ら
し
く
、
雅
楽
教
習
の
た
め
に
日
光
ま
で
出
向
く
楽
人
は

い
た
13

。
こ
う
し
た
状
況
を
考
え
る
と
、
三
方
楽
所
楽
人
に
と
っ
て
は
、
紅
葉
山
に
は
、

親
戚
筋
の
楽
人
が
い
た
わ
け
で
あ
り
、
毎
年
、
楽
所
総
代
は
江
戸
へ
下
向
し
て

い
た
の
で
あ
る
し
、
か
つ
て
は
、
し
ば
し
ば
江
戸
ま
で
出
張
し
て
の
奏
楽
も
行

わ
れ
た
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
職
務
と
し
て
下
向
し
た
楽
人
仲
間
や
年
長
者
を
通

じ
て
江
戸
と
い
う
土
地
に
関
す
る
情
報
は
伝
わ
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
た
が

っ
て
、
た
と
え
京
都
在
住
の
楽
人
で
あ
っ
て
も
、
江
戸
は
全
く
未
知
の
場
所
と

い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
14

。
し
か
し
、
東
儀
文
均
に
と
っ
て
は
、

わ
ざ
わ
ざ
江
戸
ま
で
雅
楽
の
教
授
に
出
向
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
生
涯
で
、

こ
の
嘉
永
六
年
の
一
度
き
り
の
こ
と
で
あ
っ
た
し
、
そ
の
他
の
楽
人
に
と
っ
て

も
、
職
務
以
外
の
理
由
で
江
戸
に
出
向
く
と
い
う
機
会
は
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な

か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
15

。

三
　
嘉
永
六
年
の
東
儀
文
均
の
江
戸
下
向
の
目
的

さ
て
、
東
儀
文
均
は
、
ど
の
よ
う
な
雅
楽
指
導
を
行
う
べ
く
、
江
戸
に
下
向

し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。『
楽
所
日
記
』
第
十
の
嘉
永
六
年
一
月
二
十
二
日
の
条

に
は
、
以
下
の
願
書
の
写
が
残
さ
れ
て
い
る
。

奉
願
口
上
覚

比
度
関
東
東
儀
阿
波
守
方
江
無
拠
用
向
有
之
候
ニ
付
従
来
ル
二
月

八
日
四
月
廿
八
日
迄
日
数
八
十
日
之
間
御
暇
奉
願
下
向
仕
度
候
二
付
比
段

宜
御
沙
汰
奉
願
候
　
以
上

丑
正
月

東
儀
近
江
守

四
辻
中
納
言
様
御
内

山
路
右
兵
衛
大
尉
殿

渡
邊
掃
部
殿

同
二
十
八
日
条
に
よ
る
と
、
文
均
は
四
辻
殿
よ
り
こ
の
願
い
出
が
聞
き
届
け

ら
れ
た
と
の
通
達
を
受
け
て
、
三
方
楽
所
の
関
係
者
に
も
こ
の
期
間
不
在
の
旨

の
断
り
を
入
れ
て
い
る
。

こ
の
願
書
の
文
面
を
見
る
限
り
で
は
、
東
儀
文
均
は
そ
の
縁
者
で
、
紅
葉
山

楽
人
の
東
儀
阿
波
守
方
を
訪
問
す
る
と
い
う
私
用
を
表
向
き
の
理
由
と
し
て
届

け
出
て
い
る
。
し
か
し
、
以
後
の
『
楽
所
日
記
』
第
十
の
記
録
を
見
れ
ば
明
ら

か
な
よ
う
に
、
江
戸
へ
下
向
す
る
主
た
る
目
的
は
、
江
州
三
上
城
主
遠
藤
但
馬

守
の
近
習
を
始
め
と
す
る
武
家
関
係
者
へ
の
雅
楽
指
導
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
東

儀
文
均
は
、
江
戸
下
向
の
実
際
の
目
的
を
、
統
括
者
で
あ
る
楽
奉
行
四
辻
家
に

二
三
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偽
っ
て
申
告
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
記
事
は
、
こ
の
嘉
永
六
年
の
例
が
初
見
で
は
な
い
。

東
儀
文
均
は
、
嘉
永
元
年
に
も
、
美
濃
か
ら
名
古
屋
方
面
に
か
け
て
出
張
稽
古

に
出
か
け
て
い
る
が
、
そ
の
際
に
も
不
在
の
理
由
を
親
戚
で
あ
る
三
河
西
尾
の

御
劔
八
幡
宮
神
主
新
家
筑
後
守
を
訪
問
す
る
た
め
と
し
て
、
四
辻
家
に
届
け
て

い
る
16

。
当
時
の
三
方
楽
所
楽
人
は
、
禁
裏
御
用
の
楽
人
と
し
て
、
み
だ
り
に

他
行
す
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
お
り
、
留
守
を
す
る
際
に
は
、
必
ず
届
け
出
が

必
要
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
の
届
け
出
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
例
の
よ
う

に
、
地
方
へ
と
雅
楽
の
指
導
に
出
向
く
と
い
う
理
由
を
表
に
出
せ
な
か
っ
た
理

由
に
つ
い
て
は
推
測
の
域
を
で
な
い
が
、
あ
え
て
触
れ
る
な
ら
ば
、
一
つ
に
は

楽
人
が
楽
奉
行
四
辻
家
の
支
配
下
に
あ
っ
た
た
め
に
、
正
式
な
派
遣
依
頼
を
行

う
に
は
手
続
き
が
煩
雑
で
あ
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
、
正
式
な
ル
ー
ト
を
通
し
て

の
依
頼
に
な
れ
ば
、
三
方
楽
所
全
体
と
し
て
そ
の
依
頼
を
引
き
受
け
た
こ
と
に

な
り
、
三
方
楽
所
と
し
て
の
協
議
の
上
で
誰
を
派
遣
す
る
の
か
を
決
定
す
る
と

い
う
さ
ま
ざ
ま
な
手
続
き
が
必
要
と
な
る
案
件
へ
と
発
展
し
か
ね
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
17

。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
結
果
と
し

て
、
必
ず
し
も
依
頼
者
が
希
望
し
た
楽
人
が
派
遣
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
と
い

う
事
態
も
起
こ
り
か
ね
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
東
儀
文
均
も
私
的
な
依
頼
を
受

け
た
結
果
と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
下
向
理
由
を
偽
っ
て
の
地
方
へ
の
出
張
稽
古

を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
虚
偽
の
申
告
で
通
し
て
き
た
従
前
ま
で
の
出
張
稽
古
は
、
三
河

地
域
ま
で
の
移
動
で
あ
っ
た
の
で
、
通
行
手
形
な
ど
の
身
分
証
明
は
必
要
で
は

な
か
っ
た
の
に
対
し
、
今
回
の
よ
う
に
江
戸
ま
で
の
下
向
と
な
る
と
そ
う
は
い

か
な
い
。
か
つ
、
楽
奉
行
に
は
虚
偽
の
申
告
を
行
い
、
ま
た
職
務
上
の
下
向
で

も
な
い
と
な
る
と
、
禁
裏
付
三
方
楽
所
楽
人
と
い
う
身
分
で
の
手
形
は
発
行
さ

れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
な
る
と
、
江
戸
ま
で
の
関
所
を
通
過
す
る
た
め
に
必

要
と
な
る
通
行
手
形
を
ど
の
よ
う
に
し
て
入
手
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題

に
な
る
。

『
楽
所
日
記
』
第
十
の
記
事
に
は
、
江
戸
よ
り
京
都
に
戻
る
際
の
手
形
の
控

し
か
残
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
を
見
る
と
、「
白
川
殿
家
士
　
益
田
栄
蔵
」

と
い
う
名
の
も
と
で
、「
当
家
用
向
有
之
尾
州
名
古
屋
迄
罷
越
候
其
御
関
所
無

相
違
御
通
可
被
下
候
」
と
し
て
「
白
川
殿
関
東
執
役
古
川
将
作
」
が
発
行
し
た

と
い
う
手
形
を
持
っ
て
箱
根
の
関
所
を
通
過
し
た
よ
う
で
あ
る
18

。
逆
に
い
え

ば
、
身
分
と
氏
名
を
偽
っ
た
手
形
を
「
白
川
殿
関
東
執
役
古
川
将
作
」
な
る
人

物
に
発
行
さ
せ
て
ま
で
、
江
戸
に
文
均
を
下
向
さ
せ
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
事

情
が
、
江
戸
の
側
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
関
与
が
疑
わ
れ

る
の
が
、
遠
藤
但
馬
守
の
周
辺
に
存
在
し
た
人
々
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後

述
の
よ
う
に
、『
楽
所
日
記
』
第
十
の
記
事
か
ら
は
、
文
均
が
、
江
戸
で
頻
繁

に
接
触
し
た
の
は
、
定
府
大
名
江
州
三
上
藩
主
で
当
時
若
年
寄
で
あ
っ
た
遠
藤

但
馬
守
の
家
来
衆
で
あ
り
、
そ
の
中
で
も
、
殿
様
ご
近
習
の
山
田
兄
弟
へ
の
雅

楽
の
指
導
が
、
こ
の
江
戸
下
向
の
主
た
る
目
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

ど
の
よ
う
な
経
緯
で
、
遠
藤
家
よ
り
東
儀
文
均
に
雅
楽
指
導
の
依
頼
が
あ
っ

た
の
か
に
つ
い
て
は
、『
楽
所
日
記
』
に
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
後
に
再
び
触
れ
る
こ
と
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、『
楽
所
日
記
』
に

残
さ
れ
た
手
が
か
り
の
み
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
、
江
戸
ま
で
東
儀
文
均
に
同
道

し
た
古
川
氏
の
存
在
と
、
嘉
永
六
年
一
月
十
五
日
条
に
、「
紅
葉
山
岡
江
州
」

よ
り
手
紙
が
来
た
と
い
う
記
事
、
お
よ
び
同
年
一
月
二
十
三
日
条
に
「
過
日
紅

葉
山
岡
江
州
よ
り
予
下
向
之
儀
申
来
付
」
と
す
る
記
事
で
あ
る
。
岡
江
州
、
す

な
わ
ち
岡
近
江
守
と
は
、
お
そ
ら
く
岡
昌
輪
（
後
に
昌
信
に
改
名
、
一
八
〇
八

年
生
）
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
昌
輪
は
、
紅
葉
山
楽
人
の
東
儀
勝
成
の
次
男

で
あ
り
、
同
じ
く
紅
葉
山
楽
人
の
岡
家
に
養
子
に
入
っ
た
人
物
で
あ
る
。
東
儀

家
も
岡
家
も
い
ず
れ
も
天
王
寺
方
で
あ
る
。
そ
の
岡
近
江
守
が
、
天
王
寺
方
の

東
儀
文
均
19

に
江
戸
下
向
を
依
頼
し
た
と
記
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
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す
で
に
以
前
か
ら
相
談
が
あ
り
、
概
ね
決
定
し
て
い
た
案
件
で
あ
っ
た
で
あ
ろ

う
。
こ
の
年
一
月
の
時
点
で
の
手
紙
と
は
、
お
そ
ら
く
、
古
川
氏
と
い
う
同
行

者
と
と
も
に
下
向
す
る
よ
う
に
、
と
す
る
最
終
確
認
の
手
紙
で
あ
っ
た
の
で
は

と
思
わ
れ
る
。

一
方
の
古
川
氏
に
つ
い
て
は
、『
楽
所
日
記
』
の
記
録
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
い

く
と
、
嘉
永
三
年
一
月
二
十
二
日
の
条
に
「
昌
好
門
人
関
東
古
川
素
平
上
京
入

来
致
合
奏
事
」
と
い
う
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
天
王

寺
楽
所
楽
人
で
も
、
大
坂
に
居
住
し
た
在
天
楽
人
岡
昌
好
（
同
じ
く
在
天
の
楽

家
林
家
よ
り
養
子
に
入
る
）
の
弟
子
で
あ
っ
た
古
川
素
平
が
京
都
の
東
儀
文
均

を
訪
ね
て
き
て
合
奏
を
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
同
年
三
月
八
日
の

条
に
、「
古
川
今
日
発
足
付
暇
乞
参
」
と
あ
る
ま
で
の
期
間
、
四
回
に
わ
た
り

東
儀
文
均
の
指
導
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
古
川
素
平
と
、
嘉
永
六
年
一
月
八
日
に
上
京
し
、
文
均
と
江
戸
へ
の
下

向
を
共
に
し
た
古
川
氏
は
、
同
二
月
九
日
の
条
に
、「
今
般
古
川
白
河
殿
御
用

ニ
而
下
向
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
東
儀
文
均
が
京
都
に
戻
る
に
際
し
て
発
行
さ

れ
た
手
形
に
あ
っ
た
「
白
川
殿
関
東
執
役
　
古
川
将
作
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
と

判
断
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
、
江
戸
下
向
の
際
に
必
要
な
書
類
も
、『
楽
所
日
記
』

に
は
、「
先
触
人
足
帳
面
等
頼
置
」
と
あ
り
、
こ
の
古
川
氏
が
手
配
し
た
の
で

あ
ろ
う
20

。
手
形
な
ど
の
手
配
に
と
ど
ま
ら
ず
、『
楽
所
日
記
』
に
は
、「
万
事

古
川
へ
願
置
候
事
」
と
あ
り
、
出
立
に
先
立
ち
、
江
戸
滞
在
中
に
必
要
な
着
物

な
ど
を
、
江
戸
ま
で
送
付
す
る
手
続
き
を
さ
せ
る
ほ
か
、
道
中
の
経
費
な
ど
も

す
べ
て
古
川
氏
に
任
せ
て
い
た
も
の
ら
し
く
、
日
記
に
は
旅
行
中
に
関
し
て
は

金
銭
的
な
記
録
の
記
載
が
一
切
残
さ
れ
て
い
な
い
。

四
　
東
儀
文
均
の
江
戸
で
の
行
動

嘉
永
六
年
二
月
九
日
に
京
都
を
出
立
し
た
東
儀
文
均
は
、
途
中
、
美
濃
、
名

古
屋
の
弟
子
た
ち
を
訪
問
し
な
が
ら
、
同
月
二
十
四
日
に
江
戸
に
到
着
し
て
い

る
21

。
ま
ず
、「
浅
草
新
堀
白
川
殿
役
所
」
へ
古
川
氏
と
共
に
寄
り
、
向
島
柳
浦

の
古
川
氏
自
宅
へ
到
着
す
る
と
、
岡
近
江
守
が
そ
こ
へ
尋
ね
て
く
る
。「
岡
江

州
入
来
、
始
而
面
会
」
と
あ
る
が
、
翌
日
よ
り
は
、
滞
在
先
を
岡
江
州
の
自
宅

と
す
る
こ
と
が
決
ま
る
。
し
か
し
、
翌
日
二
十
五
日
に
は
、「
久
恭
子
、
久
々

ニ
而
面
会
」
と
あ
り
、
事
情
が
あ
っ
て
京
都
を
離
れ
て
い
た
22

も
と
三
方
楽
所

楽
人
の
多
久
恭
23

の
居
宅
に
滞
在
す
る
こ
と
に
変
更
と
な
る
。

同
二
月
二
十
五
日
に
は
、
今
回
の
江
戸
下
向
の
招
聘
者
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
若
年
寄
江
州
三
上
藩
主
遠
藤
但
馬
守
の
屋
敷
を
訪
問
し
、
雅
楽
の
合
奏
を
行

っ
て
い
る
が
、
そ
こ
へ
は
、
岡
江
州
こ
と
岡
昌
輪
と
こ
の
久
恭
も
同
道
す
る
。

こ
こ
で
、
文
均
の
も
と
へ
手
紙
を
寄
越
し
た
岡
昌
輪
と
遠
藤
家
と
の
繋
が
り
が

明
ら
か
に
な
る
。
以
後
の
記
録
に
よ
っ
て
も
、
こ
の
岡
昌
輪
が
、
江
戸
に
お
い

て
武
家
た
ち
の
雅
楽
指
導
の
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
ま
た
、
京
都
で
は
楽
人
と
し
て
の
勤
め
が
果
た
せ
な
い
事
情
が
あ
っ
た
久

恭
も
、
遠
藤
家
に
は
雅
楽
指
導
の
た
め
に
出
入
り
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
以

後
の
文
均
の
江
戸
で
の
行
動
は
〔
表
―
一
〕
と
し
て
ま
と
め
る
が
、
こ
の
〔
表

―
一
〕
に
よ
り
、
東
儀
文
均
の
江
戸
下
向
の
主
な
目
的
が
、
遠
藤
但
馬
守
家
中

の
加
藤
正
三
郎
お
よ
び
側
近
習
の
山
田
元
三
郎
お
よ
び
山
田
頁（
こ
の
人
物
は
、

『
楽
所
日
記
』
の
初
出
で
は
頁
、
ワ
タ
リ
と
振
り
仮
名
さ
れ
、
後
に
は
亘
あ
る

い
は
互
と
も
表
記
さ
れ
る
）
兄
弟
へ
の
指
導
で
あ
り
、
こ
れ
が
江
戸
滞
在
中
の

主
な
業
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

〔
表
―
一
〕
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
岡
昌
輪
を
中
心
と
し
た
紅
葉
山

楽
人
が
、
か
な
り
の
多
く
の
武
家
の
雅
楽
の
指
導
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
の
年
頭
総
代
と
し
て
下
向
し
た
窪
近
直
も
、

田
安
御
殿
で
の
楽
会
の
ほ
か
、
武
家
の
自
宅
で
催
さ
れ
た
楽
会
に
参
加
し
て
い

る
。
ま
た
、
東
儀
文
均
は
滞
在
中
の
ほ
と
ん
ど
毎
日
、
遠
藤
但
馬
守
家
中
の
加

藤
氏
お
よ
び
山
田
兄
弟
に
稽
古
を
行
う
ほ
か
に
、
紅
葉
山
楽
人
と
と
も
に
、
武

二
五
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家
の
楽
会
に
参
加
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
〔
表
―
一
〕
に
示
さ
れ
る
よ
う

に
、
ほ
ぼ
連
日
、
武
家
に
お
い
て
雅
楽
の
合
奏
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
、
た
ま

た
ま
京
都
か
ら
文
均
が
下
向
し
た
た
め
に
集
中
的
に
指
導
を
受
け
よ
う
と
し
た

結
果
な
の
か
、
あ
る
い
は
恒
常
的
に
こ
う
し
た
状
態
で
あ
っ
た
の
か
は
、
嘉
永

年
間
の
状
況
を
比
較
で
き
る
記
録
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
に
判
断
で
き
な
い
。

同
じ
く
三
方
楽
所
楽
人
が
残
し
た
史
料
と
し
て
、比
較
の
対
象
と
な
る
の
は
、

少
々
時
代
が
隔
た
っ
て
し
ま
う
が
、『
四
天
王
寺
楽
人
林
家
楽
書
類
』（
京
都
大

学
図
書
館
蔵
）
に
含
ま
れ
る
『
天
王
寺
々
僧
與
争
論
之
留
』
第
四
冊
か
ら
第
六

冊
に
あ
る
宝
暦
十
年
か
ら
十
一
年
（
一
七
六
〇
―
六
一
）
に
か
け
て
の
天
王
寺

方
楽
人
の
江
戸
在
留
記
録
で
あ
る
24

。
嘉
永
六
年
の
文
均
の
江
戸
在
留
記
録
か

ら
は
九
十
年
ほ
ど
時
代
を
遡
っ
た
記
録
と
な
る
。

同
書
に
よ
れ
ば
、
宝
暦
八
年
よ
り
の
天
王
寺
楽
所
楽
人
と
四
天
王
寺
と
の
係

争
に
関
す
る
判
断
を
仰
ぐ
べ
く
寺
社
奉
行
へ
出
頭
す
る
た
め
に
、
天
王
寺
方
楽

人
、
林
廣
基
、
東
儀
兼
員
、
岡
昌
家
、
岡
昌
晴
の
四
名
が
宝
暦
十
年
十
一
月
に

江
戸
に
到
着
し
た
。
こ
の
四
名
は
、
宝
暦
十
一
年
六
月
に
は
江
戸
を
離
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
間
、
宝
暦
十
一
年
二
月
以
降
同
年
六
月
ま
で
の
江
戸
滞
在
中

の
記
録
が
「
天
王
寺
争
論
ニ
付
関
東
下
向
諸
事
控
帳
」（「
天
王
寺
々
僧
與
争
論

之
留
　
第
四
冊
」）
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
同
書
に
は
、
宝
暦
十
一
年
二
月

十
五
日
以
降
の
記
録
が
日
次
記
事
と
し
て
残
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
る
と
、
天
王
寺

方
楽
人
は
、
三
月
十
日
に
稲
垣
因
幡
守
殿
の
も
と
を
始
め
て
訪
れ
、
同
月
二
十

日
に
は
、
稲
垣
殿
と
そ
の
家
中
宅
原
源
左
衛
門
に
舞
楽
お
よ
び
楽
曲
を
指
導
し

て
い
る
。
稲
垣
殿
と
宅
原
の
両
名
は
、
舞
に
関
し
て
は
、
す
で
に
基
礎
的
な
稽

古
を
紅
葉
山
楽
人
が
行
っ
て
い
た
の
か
、「
相
傳
」
と
す
る
記
事
も
見
ら
れ
る
25

。

さ
ら
に
、
稲
垣
殿
御
近
衆
永
見
清
六
も
稽
古
に
加
わ
り
、
宅
原
と
こ
の
永
見
の

二
名
は
、
天
王
寺
楽
人
が
江
戸
を
去
る
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
日
の
よ
う
に
稽
古
を
受

け
て
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
他
に
も
、
松
平
安
芸
守
殿
家
中
森
司
馬
、

松
平
伊
豆
守
殿
緒
家
内
福
島
傳
蔵
、
大
岡
兵
庫
頭
殿
御
家
中
山
縣
洞
斎
の
三
名

が
、
こ
の
期
間
に
集
中
的
に
舞
の
稽
古
を
受
け
て
い
る
こ
と
も
記
さ
れ
る
26

。

こ
の
よ
う
に
、
宝
暦
年
間
の
江
戸
で
も
、
武
家
の
間
で
雅
楽
が
嗜
ま
れ
、
そ
の

指
導
に
紅
葉
山
楽
人
が
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
、
か
つ
、
特
に
舞
楽
に
関
し
て
は
、

江
戸
へ
下
向
し
た
天
王
寺
楽
人
の
も
と
で
集
中
的
に
こ
れ
を
学
ぼ
う
と
し
た

人
々
が
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。

と
は
い
う
も
の
の
、
嘉
永
六
年
の
東
儀
文
均
の
江
戸
下
向
の
例
に
示
さ
れ
る

よ
う
に
、
わ
ざ
わ
ざ
京
都
か
ら
「
師
匠
」
を
招
い
て
ま
で
も
雅
楽
を
学
び
た
い

と
い
う
状
況
が
ど
の
よ
う
な
背
景
の
も
と
に
生
じ
て
き
た
の
か
は
、
全
く
不
明

で
あ
る
。
ま
た
、
嘉
永
六
年
の
記
録
で
特
に
注
目
し
た
い
の
は
、
東
儀
文
均
の

帰
京
に
際
し
て
、
遠
藤
殿
若
殿
式
部
少
輔
殿
が
「
篳
篥
道
御
入
門
」
と
な
り
、

そ
の
「
御
手
次
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
身
分
の
高
い
人
物
な
ど
が
、
直
接
雅
楽

演
奏
の
指
導
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
に
、
そ
の
代
わ
り
に
稽
古
を
う

け
て
演
奏
技
術
を
伝
え
る
存
在
と
し
て
、
山
田
元
三
郎
が
東
儀
文
均
に
隋
身
し

て
京
都
へ
上
り
、
し
ば
ら
く
京
都
で
稽
古
を
受
け
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
と
す
る

記
事
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
遠
藤
但
馬
守
家
で
は
、
主
君
以
下
、
そ
の
若
君
ま
で

が
、
楽
道
に
か
な
り
執
心
し
て
い
た
様
子
が
伺
え
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
一
覧
表
に
示
さ
れ
る
遠
藤
但
馬
守
の
周
辺
に
つ
い
て
、
少
し

述
べ
る
こ
と
と
す
る
。
雅
楽
に
深
く
関
わ
っ
た
武
家
と
し
て
は
、
こ
の
〔
表
―

一
〕
に
あ
る
田
安
家
が
筆
頭
と
な
ろ
う
。
田
安
宗
武
を
祖
と
す
る
田
安
徳
川
家

は
、
多
く
の
雅
楽
資
料
を
所
蔵
し
、
雅
楽
を
研
究
す
る
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い

た
27

。
当
然
の
こ
と
と
し
て
、
こ
の
表
に
あ
る
よ
う
に
、
装
束
や
面
も
所
持
し

て
お
り
、
三
方
楽
所
総
代
下
向
に
伴
う
恒
例
の
「
営
中
管
絃
」
の
前
に
は
、
田

安
御
殿
で
管
絃
お
よ
び
舞
楽
の
演
奏
と
云
う
こ
と
が
、
こ
れ
も
毎
年
行
わ
れ
て

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
影
響
を
受
け
て
、
紀
州
徳
川
家
の
例
を
は

じ
め
と
し
て
、松
平
定
信
ら
の
よ
う
に
雅
楽
を
学
ぶ
武
家
が
存
在
し
た
こ
と
が
、

断
片
的
な
資
料
か
ら
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
。

で
は
、
遠
藤
但
馬
守
と
雅
楽
と
の
接
点
は
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
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〔表－一〕
『楽所日記』巻十の記載事項による東儀文均の江戸滞在中の行動

２月24日 江戸到着
25日

26日
27日

28日

29日
３月１日

２日

３日
４日

５日

６日
７日
８日

９日

10日
11日

12日
13日
14日
15日

16日
17日
18日

向島古川宅より岡江州宅へ移動、加藤正三郎子、遠藤殿藩中山田元三郎子に面会。遠
藤但馬守殿へ参上。昌輪、久恭と共に、夕方まで数曲合奏御相手、酒肴飯、金三百疋
頂戴。この夜より多久恭宅へ移動する（1）
紅葉山楽人東儀元鳳宅、東儀常城宅へ挨拶回り。午後岡江州宅にて稽古
遠藤側近習山田元三郎、頁兄弟稽古に来る。松浦家来丹波楽蔵が金百疋持参し稽古を
依頼する。昼後、昌輪同道して四ツ谷文郁丈方訪問。市ヶ谷尾張屋敷御長屋間宮氏宅
（2）を、岡江州と訪問

昼前より、昌輪、久恭とともに、鍋町御楽器師菊岡内匠宅楽会に参加。14人ばかり出
席、酒飯、金二百疋。留守中、古川が、京都より送った荷物を届ける。紅葉山楽人元
鳳、季達らが訪問
早朝より、久恭と猿若一町目芝居を終日見物する
早朝上野の桜見物。近直子（3）が、総代下向中なので和泉徳に見舞う。朝、山田兄
弟稽古に来る。加藤氏も稽古に来て金二百疋を持参する。昼後遠藤殿楽会に昌輪、久
恭、文均参上、夜帰宅
午後より、本庄二万石三州挙母領主隠居内藤摂津守殿へ楽会に昌輪、久恭、文均参上。
夕飯、酒肴、金二百疋。夜帰宅
加藤氏、山田兄弟氏来る
朝加藤氏、山田氏兄弟来る。昼後、敦賀城主一万石酒井右京亮殿の楽会に昌輪、久恭、
文均、久視父子参上。酒肴飯、金三百疋を受け取り亥刻帰宅
朝、山田氏兄弟、丹波来る、昼後、遠藤殿へ参上。平調七曲を管絃で演奏、その後、
舞楽（4）。子刻比退散
早朝より久恭と両国廻向院境内大相撲見物に出かけ、夕方帰宅
山田氏兄弟来る
朝山田氏兄弟来る。昼後、桑山六左衛門殿方の楽会。太食調七曲合奏、近直、昌輪、
久恭、文均、加藤氏、日光宮権大夫音羽、金二百疋を受け取る。夜帰宅
田安御館立入御免となり巳刻参上。中納言様御対面、楽会（5）。酒肴、銀一枚、羅肩
衣地頂戴
加藤氏、山田氏兄弟、丹波氏来る
山田氏兄弟来る。昼後、元鳳訪問し、岡江州へ稽古に行く。
京都へ書面差し出す
山田氏兄弟来る。今日、営中奏楽之由承る（6）
朝山田氏兄弟来る。昼後、本庄内藤殿楽会に昌輪、文均、久恭参上、御飯頂戴
朝丹波氏来る。昼前より遠藤殿楽会に昌輪、久恭、文均参る。夜、御飯頂戴
朝菊岡に立ち寄る。息子松之助入門、金百疋束脩。昌輪、久恭、文均で愛宕山、増上
寺に参詣。三州挙母領主三田内藤山城守殿へ参上。楽会七曲合奏、昌輪、久恭、文均
参加、酒肴、金二百疋を受け取る。夜帰宅
山田兄弟、丹波来る
山田氏兄弟来る。昼後、桑山楽会に昌輪、久恭、文均参上
山田兄弟来る。昼後、岡江州方へ稽古に参る
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19日
20日

21日
22日

23日
24日
25日

26日

27日

28日

29日
30日

４月１日
２日
３日
４日
５日

６日

７日
８日

９日

10日

11日

12日
13日
14日

山田兄弟、丹波、菊岡来る。午後、遠藤殿へ稽古に文均が参上、夜ニ入帰宅
山田兄弟、昼前より常城丈と共に番町御旗本進藤三左衛門方へ楽会に参る。常城、弘
城、景安、久臣、季直、文均出席、数曲合奏、酒肴飯、金二百疋を受け取る。夜帰宅
山田兄弟、丹波来る。昼後、古川へ参る
山田兄弟、神田承（昌）平橋内御旗本天野弥五衛門へ楽会に参る。昌輪、常城、弘城、
文均出席、金二百疋を受け取る。夕方帰宅
山田兄弟、丹波来る。昼後、岡江州へ稽古に参る
山田兄弟、菊岡来る
菊岡方へ山田が来る。昼前より遠藤殿へ参上し、数曲合奏、昌輪、久恭、文均出席、
夕飯頂戴
山田兄弟、丹波、菊岡来る。申刻比より御祐筆黒澤正助宅楽会で数曲合奏、元鳳、昌
輪、久恭、文均、山田、丹波出席、酒肴飯、金三百疋
昼前より三田内藤殿楽会に参上。昌輪、久恭、文均、数曲合奏、夕飯頂戴、夜ニ入帰
宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、田安藩中岡田多膳方の楽会に、昌輪、久恭、文均
出席、数曲合奏、酒肴飯、金百疋。夜帰宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、菊岡楽会に昌輪、文均参加、夕方帰宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、桑山楽会に参加、昌輪、久臣、文均、加藤出席、
数曲合奏、夕飯、夜帰宅
山田兄弟、菊岡来る。遠藤殿より八丈島袷頂戴、即刻着用して楽会に参上、夕飯頂戴
山田、丹波、菊岡来る。昼後、久恭と共に両国へ噺を聴きに行く
山田兄弟、丹波来る。昼後、菊岡方で昌輪、久恭、文均参加、楽会
丹波、菊岡来る。昼後、遠藤殿で稽古、常城、文均参上、御飯頂戴
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、御旗本松浦金三郎殿の楽会に元鳳、文均、久視父
子、久恭参加、数曲合奏、酒肴飯接待、金二百疋を受け取り夜帰宅
遠藤殿の紹介にて、保昌大夫宅之月次稽古能会日を、山田氏の案内で終日見物する。
能七番、狂言六番、御弁当頂戴、夕方帰宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、岡江州へ稽古に参る
山田兄弟、丹波、菊岡来る。午後、昌輪、久恭とともに、桑山楽会に参る。夕飯接待、
夜帰宅。京都へ書面を出し、「河州方御暇三十日日延之儀頼遣候事」
山田、丹波、菊岡来る。昼後、黒澤楽会に参る。元鳳、昌輪、文均、丹波出席、酒飯
接待、銀一枚、晒一反を受け取り、夜帰宅
多時久、昨日より日光表へ下向につき、上松求馬（7）へ手紙言付ける。昼前より三
田内藤殿へ楽会に参上。昌輪、久恭、文均、数曲合奏、夕飯出、夕方帰宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、昌輪と天野へ稽古に参る。金百疋と夕飯。薄暮よ
り丹波宅楽会に参り、数曲合奏。元鳳、昌輪、久臣、文均、松浦父子出席、金百疋と
酒飯
山田、丹波、菊岡来る。加藤が来て、肴料金三百疋持参、岡江州へ稽古参る
山田、菊岡来る
山田、丹波、菊岡来る。昼後、遠藤殿楽会に参上、夜まで、御飯頂戴
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15日
16日
17日

18日
19日

20日
21日

22日

23日
24日

25日
26日

27日

28日
29日

30日

５月１日

２日
３日
４日

５日
６日

７日

８日

９日

山田、丹波、菊岡来る。昼後、遠藤殿へ楽会に参上、御膳頂戴帰宅
山田、丹波、菊岡来る
山田、菊岡来る、加藤来る。昼後、佐竹家中田代楽会に参る。数曲合奏、常城、文均、
加藤、古川出席する。酒肴飯、金百疋。夜帰宅
山田、菊岡、丹波来る。昼後、遠藤殿へ楽会に参上、夕飯頂戴
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、桑山楽会に昌輪、久臣、文均参加、夕飯出る、夜
帰宅
山田、丹波来る
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、遠藤殿へ高須御隠居攝津守殿御出の楽会があり昌
輪、文均、久恭参上、酒肴飯頂戴
山田、丹波来る。昼後、本庄内藤殿楽会に昌輪、文均参上、数曲合奏、酒肴飯頂戴、
夜帰宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、遠藤殿へ参上し数曲合奏、夕飯頂戴帰宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、岡江州へ稽古に参る、三田内藤殿より金二百疋届
く
山田兄弟、菊岡来る。昼後遠藤殿へ参上し数曲合奏、夕飯頂戴帰宅
山田、菊岡来る、昼後、築地旗本粕（柏）葉左衛門殿方へ楽会に参る、元鳳、昌輪、
文均、久恭出席、酒肴飯金二百疋、他に金二百疋聴聞中より岡、辻、文均へ出る、分
配する（9）、夜帰宅
高須御隠居屋敷へ、昌輪、文均、久恭、山田元三郎参上。中飯頂戴、夕方数曲合奏、
酒肴飯、銀一枚頂戴
山田、丹波、菊岡来る。昼後、遠藤殿へ昌輪、文均、久対参上。数曲合奏、夕飯頂戴
築地諏訪因幡守殿の楽会に昌輪、文均、久恭参上。一万石酒井大学殿御客とのこと、
数曲合奏、酒肴飯、銀壱枚頂戴、夕方退散。菊岡楽会に立寄り、金二百疋、郡山家中
野呂氏より金五十疋、夜帰宅
丹波、菊岡来る。昼後、桑山楽会に出席、数曲合奏。昌輪、時久、久臣、文均、古川、
山田出席、夕飯頂戴、夜帰宅
山田兄弟、丹波、菊岡来る。昼後、遠藤殿へ参上し数曲合奏、夜御飯頂戴、羅肩衣袴
頂戴
山田兄弟、丹波来る。昼後、天野楽会に昌輪、文均参上。夕飯、金百疋。
山田兄弟、菊岡来る。午後、遠藤殿楽会に昌輪、文均参上。夕飯頂戴帰宅
山田、丹波来る。昼後、羽倉内記殿方の楽会に参る。元鳳、昌輪、文均、桑山、加藤、
丹波出席。酒肴飯、金百五十疋、夕方帰宅
山田、菊岡、丹波来る。昼後遠藤殿へ参上、数曲合奏、昌輪、時久、文均、夕飯頂戴
朝古川へ暇乞に参る。道中先触、荷物、飛脚などのことを依頼する。常城丈方、文郁
丈方へも暇乞い、文郁より兼陳書篳篥譜貰い請ける

岡江州へ参る。昼後、遠藤殿へ昌輪、文均参上、数曲合奏。遠藤殿若殿式部少輔殿篳
篥道御入門式、銀三枚下さる。御手次のために、山田元三郎が京都まで隋身する旨が
定まった。酒肴頂戴、江戸滞在中の稽古謝儀として銀五枚、金にして三両三歩を受け
取る。

元鳳、常城、昌輪、季達、勝長ら餞別の品。丹波より金五百疋、山田兄弟より金五百
疋、丹波より篳篥料千疋、尾州細井より金百疋、桑山より金五百疋、加藤より金三百
疋、などの記載あり
卯半刻辻宅発足、山田宅へ誘参、同道出立



こ
の
但
馬
守
と
は
、
遠
藤
備
前
守
胤
富
の
婿
養
子
で
あ
っ
た
胤
統
（
一
七
九
三

―
一
八
七
〇
）
の
こ
と
で
あ
る
。
胤
統
（
後
に
胤
緒
）
は
、
文
化
八
年
、
家
督

を
相
続
し
三
上
藩
五
代
藩
主
と
な
り
、
田
安
門
守
衛
、
祭
礼
奉
行
を
経
て
大
坂

城
青
屋
口
加
番
、
大
坂
城
玉
造
口
定
番
を
経
て
、
天
保
十
二
年
に
若
年
寄
に
就

任
し
て
い
る
。
大
坂
城
勤
番
の
武
家
は
、
し
ば
し
ば
四
天
王
寺
の
聖
霊
会
を
拝

観
し
て
い
た
こ
と
が
当
時
の
四
天
王
寺
の
資
料
に
残
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
遠
藤
但
馬
守
と
天
王
寺
方
楽
人
と
の
接
点
は
、
胤
統
の
大
阪
城
勤
務
時
代

に
あ
っ
た
と
推
測
で
き
る
28

。
ま
た
、
大
坂
勤
務
に
先
立
つ
祭
礼
奉
行
の
職
は
、

日
光
で
の
祭
礼
を
担
当
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
職
務
中
に
雅
楽
演
奏
に

接
し
た
こ
と
も
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。
若
年
寄
に
就
任
し
た
後
は
、
毎
年
の
勅

使
登
城
に
随
行
す
る
楽
人
の
下
向
に
合
わ
せ
て
行
わ
れ
る
「
営
中
管
絃
」
を
聴

聞
す
る
機
会
に
も
恵
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
胤
統
は
そ
の
職
務
を
通
じ
て
、

雅
楽
に
接
す
る
機
会
が
多
く
あ
っ
た
。
こ
こ
に
、
胤
統
と
雅
楽
と
の
接
点
の
ひ

と
つ
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
遠
藤
殿
若
殿
式
部
少
輔
殿
と
あ
る
人
物
に
も
注
目
し
た
い
。
こ
の

若
殿
は
、
遠
藤
胤
昌
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
人
は
、
胤
統
の
婿
養
子
と
し
て

遠
藤
家
に
入
っ
た
が
、
胤
統
が
幕
府
要
職
に
あ
っ
た
た
め
藩
主
を
譲
ら
れ
な
い

ま
ま
に
、
す
で
に
嘉
永
六
年
に
は
三
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
こ
の
遠
藤
胤
昌
の
実

父
は
美
濃
高
須
藩
主
松
平
義
和
で
、
実
父
義
和
も
、
水
戸
徳
川
家
よ
り
養
子
に

入
っ
た
人
物
で
あ
る
。
そ
し
て
〔
表
―
一
〕
中
に
高
須
御
隠
居
攝
津
守
殿
と
あ

る
の
は
、
こ
の
義
和
の
次
男
で
、
高
須
藩
主
を
継
ぎ
、
嘉
永
三
年
に
隠
居
し
た

松
平
義
建
で
あ
る
。
さ
て
、
高
須
藩
と
い
え
ば
、〔
表
―
三
〕
に
も
示
し
た
よ

う
に
、
文
均
が
豪
商
吉
田
家
を
中
心
に
し
ば
し
ば
出
張
稽
古
に
出
か
け
た
土
地

で
あ
る
29

。
そ
し
て
、
遠
藤
家
は
、
こ
の
高
須
藩
よ
り
養
子
を
迎
え
、
そ
の
兄

で
あ
る
元
高
須
藩
主
義
建
の
接
待
の
た
め
に
楽
会
を
開
催
し
て
い
る
。
義
建
が

雅
楽
を
嗜
む
人
で
な
け
れ
ば
、
わ
ざ
わ
ざ
接
待
の
た
め
に
楽
会
を
開
催
す
る
こ

と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
高
須
藩
は
、
雅
楽
を
嗜
ん
だ
藩
主
の
影
響
の
も
と
、
雅

三
〇

南　谷　美　保

（1）：久恭宅とあり、最終日に「辻宅発足」とあることから、久恭は、江戸では辻姓を名乗る叔父方
の多家の関係者として行動していたものと思われる。（2）：間宮家は、名古屋でも文均に雅楽の指導
を受けている。（3）：南都方楽人窪近直。以後の記録を見ると、滞在中、紅葉山楽人が出入りしてい
た武家の屋敷での楽会に参加するなどしているので、従前より、楽所総代として下向した三方楽所楽
人と江戸の武家との間では交流があったものと思われる。（4）：この日の記録には、総代下向の近直、
昌輪、常城、時久、文均、久泰、岡嶌雅楽らが参加し、近直が舞楽「陵王」を、文均が舞楽「納曽利」
を舞っている。この両名に対し、御菓子一折と縮緬一反がそれぞれ与えられた。（5）：この日の楽目
録は、一越調調子、賀殿破、急、胡飲酒（残楽三反）、陵王、郢曲松根（ニ反）、武徳楽とあり、管絃
は久泰も含む紅葉山楽人と文均で演奏し、その後ご所望により、ということで、延喜楽と納曽利を文
均が舞った。楽は狩衣を田安家より借用、舞楽に際しても、「装束面拝借」とある。（6）：恒例の三方
楽所総代下向に伴う「管絃」である。（7）：日光楽役（8）：聴聞衆よりの二百疋の祝儀が「岡、辻、
予」に出されたとある。紅葉山楽人には辻家は存在しないので、これは、辻姓を名乗った多家に対し
て出されたものである。（1）でも触れたように、多久恭が辻姓を名乗っていたらしいので、これは、
昌輪、久恭、文均に対する祝儀であろう。



楽
が
熱
心
に
行
わ
れ
た
土
地
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
松
平
義
建
を
通

じ
て
、
東
儀
文
均
と
遠
藤
但
馬
守
家
と
の
関
係
が
で
き
た
可
能
性
も
あ
る
。

ま
た
、
松
平
義
建
は
、
尾
張
藩
の
大
道
寺
家
と
交
流
が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

大
道
寺
家
と
い
え
ば
、
東
儀
文
均
が
、
名
古
屋
で
雅
楽
の
指
導
を
し
て
い
た
浄

信
寺
と
関
係
が
あ
り
30

、
大
道
寺
家
当
主
も
、
文
均
か
ら
も
雅
楽
指
導
を
受
け

て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
人
間
関
係
か
ら
、
尾
張
名
古
屋
の
淨
信
寺
―
尾
張
藩
大

道
寺
家
―
高
須
藩
主
―
三
上
藩
主
の
繋
が
り
に
よ
る
「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

が
存
在
し
、
そ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
関
わ
っ
て
い
た
東
儀
文
均
が
江
戸
へ
下
向

す
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
が
ぼ
ん
や
り
と
な
が
ら
も
見
え
て
く
る
。

加
え
て
、
こ
の
〔
表
―
一
〕
中
で
は
三
州
挙
母
領
主
内
藤
家
に
も
注
目
し
た

い
。
三
州
挙
母
領
主
隠
居
内
藤
摂
津
守
殿
は
、
内
藤
政
優
、
も
と
は
、
近
江
彦

根
藩
主
井
伊
直
中
の
八
男
で
あ
る
。
そ
し
て
、
挙
母
領
主
の
内
藤
山
城
守
、
内

藤
政
文
は
彦
根
藩
分
家
井
伊
中
顕
の
三
男
で
あ
る
が
、
先
の
領
主
の
実
父
井
伊

直
中
の
十
四
男
で
彦
根
藩
主
で
あ
っ
た
井
伊
直
弼
の
「
養
い
方
」
と
な
っ
て
、

挙
母
藩
に
入
っ
て
い
る
。
彦
根
藩
で
は
、
こ
の
直
中
と
直
弼
の
間
の
嘉
永
三
年

ま
で
藩
主
を
勤
め
た
十
二
代
藩
主
直
亮
（
直
中
三
男
）
が
、
雅
楽
を
愛
好
し
、

自
ら
演
奏
を
行
い
、
家
臣
に
も
雅
楽
を
学
ば
せ
、
ま
た
多
く
の
楽
器
を
収
集
し

た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
31

。
こ
の
井
伊
直
亮
と
兄
弟
関
係
に
あ
っ
た
内
藤
政

優
、
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
内
藤
政
文
が
、
そ
の
環
境
か
ら
、
や
は
り
雅
楽
を
愛

好
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
に
不
思
議
は
な
い
。

こ
れ
以
外
の
旗
本
衆
な
ど
に
つ
い
て
は
、い
ま
だ
調
査
が
及
ん
で
い
な
い
が
、

東
儀
文
均
が
、
江
戸
滞
在
中
に
雅
楽
を
指
導
し
た
高
位
の
武
家
は
、
い
ず
れ
も

背
景
に
縁
戚
関
係
も
絡
ん
だ
「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
で
繋
が
る
武
家
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
雅
楽
演
奏
が
武
家
の
間
に
拡

が
っ
て
い
く
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
こ
う
し
た
「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の

存
在
が
あ
っ
た
こ
と
に
注
目
し
て
お
き
た
い
32

。

五
　
京
都
へ
戻
っ
た
東
儀
文
均
の
行
動

嘉
永
六
年
五
月
二
十
六
日
に
京
都
へ
戻
っ
た
東
儀
文
均
は
、
同
月
二
十
八
日

付
で
四
辻
家
に
帰
宅
届
を
提
出
し
て
い
る
。
そ
の
書
面
を
以
下
に
翻
刻
す
る
。

口
上
覚

此
度
関
東
東
儀
阿
波
守
方
江
無
拠
用
向
有
之
候
ニ
付
去
ル
二
月
八
日
よ
り

四
月
廿
八
日
迄
日
数
八
十
日
之
間
御
暇
奉
願
下
向
仕
居
候
処
於
彼
地

所
労
ニ
罷
在
候
故
保
養
仕
上
京
仕
度
候
ニ
付
乍
恐
四
月
廿
九
日
よ
り
五
月

廿
八
日
迄
日
数
三
十
日
之
間
御
暇
日
延
之
儀
奉
願
呉
候
処
所
労

全
快
昨
日
帰
宅
候
ニ
付
此
段
御
届
申
上
候
間
宜
御
沙
汰
奉
願
候
　
以
上

五
月
廿
八
日

東
儀
近
江
守

四
辻
中
納
言
様
御
内

山
路
右
兵
衛
大
尉
殿

渡
邊
掃
部
殿

こ
の
口
上
書
控
え
で
は
、江
戸
下
向
の
目
的
を
再
び
偽
っ
て
申
告
し
た
上
に
、

江
戸
で
病
気
に
な
っ
た
た
め
に
帰
京
が
遅
れ
た
と
届
け
出
て
い
る
こ
と
も
わ
か

る
。『
楽
所
日
記
』
同
月
翌
日
の
二
十
九
日
条
を
見
る
と
、
四
月
二
十
二
日
付

で
、
東
儀
河
内
守
が
本
人
に
代
わ
り
、
東
儀
文
均
が
江
戸
に
て
病
気
に
な
っ
た

の
で
保
養
の
上
で
帰
京
し
た
い
の
で
、
休
暇
を
三
十
日
延
長
し
た
い
と
い
う
旨

の
願
書
を
出
し
た
文
面
の
写
が
残
さ
れ
て
い
る
。〔
表
―
一
〕
に
も
示
し
た
よ

う
に
、
東
儀
文
均
が
四
月
八
日
付
で
、
江
戸
よ
り
東
儀
河
内
守
宛
に
こ
の
旨
を

依
頼
す
る
書
状
を
出
し
た
と
す
る
記
録
が
『
楽
所
日
記
』
に
あ
る
。

さ
ら
に
、
東
儀
文
均
は
、
四
月
二
十
八
日
に
帰
宅
届
け
を
出
す
際
に
、
あ
わ

せ
て
江
戸
の
加
藤
正
三
郎
の
「
筝
御
門
入
之
儀
申
込
候
処
御
許
容
」
と
し
、
ま

三
一

江戸時代の雅楽愛好家のネットワーク



た
、「
其
外
江
戸
表
組
合
、
尾
州
表
組
合
、
御
門
入
申
込
候
処
追
而
御
沙
汰
可

有
之
と
の
事
」
と
あ
っ
た
こ
と
も
記
し
て
い
る
。
筝
、
琵
琶
、
和
琴
な
ど
は
、

こ
れ
を
伝
承
す
る
貴
族
が
独
占
的
に
教
授
権
を
握
っ
て
い
た
の
で
、
三
方
楽
所

楽
人
と
い
え
ど
も
、
自
分
の
門
人
が
こ
れ
等
の
楽
器
を
習
得
し
た
い
と
希
望
し

た
場
合
に
は
、
四
辻
家
な
ど
に
入
門
を
取
り
次
ぎ
、
そ
の
許
可
を
得
る
必
要
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
組
合
」
と
す
る

表
記
で
あ
る
。『
楽
所
日
記
』
で
は
、「
社
中
」
と
い
う
語
は
す
で
に
使
用
さ
れ

て
い
た
が
、
門
人
の
グ
ル
ー
プ
を
し
て
「
組
合
」
と
呼
称
を
使
用
し
た
例
は
こ

れ
が
初
見
で
あ
る
。「
社
中
」
あ
る
い
は
「
組
合
」
と
い
う
名
称
の
存
在
は
、

江
戸
お
よ
び
、
東
儀
文
均
が
出
張
稽
古
に
出
か
け
て
い
た
美
濃
、
尾
張
、
三
河

な
ど
の
地
域
で
は
、
文
均
の
門
人
が
、
個
々
に
活
動
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
う

し
た
呼
称
を
も
っ
た
演
奏
団
体
組
織
を
形
成
し
て
、
雅
楽
演
奏
に
い
そ
し
ん
で

い
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
は
、

さ
ら
に
細
か
く
張
り
巡
ら
さ
れ
つ
つ
、
拡
大
す
る
。

さ
て
、
同
年
六
月
二
日
の
条
に
は
、
四
辻
家
か
ら
、「
加
藤
許
状
被
達
右
ニ

付
金
五
十
疋
被
下
候
事
、
外
ニ
組
合
御
入
門
御
許
容
被
達
候
事
」
と
あ
る
。
こ

こ
で
は
、
文
均
が
取
り
次
い
だ
人
々
の
四
辻
家
へ
の
筝
入
門
が
許
可
さ
れ
た
こ

と
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、「
金
五
十
疋
」
を
四
辻
家
か
ら
受
理
し
た
と
い
う
記

事
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
入
門
希
望
者
が
、
入
門
に
あ
た
っ
て
の
束

脩
金
を
四
辻
家
に
収
め
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
一
部
を
、
お
そ
ら
く

「
仲
介
料
」
と
し
て
、
文
均
が
受
け
取
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
33

。
ま
た
、

六
月
十
日
に
は
、「
関
東
遠
藤
殿
内
古
川
、
山
田
江
書
状
並
譜
面
差
出
」
と
あ

り
、
そ
の
譜
面
の
奥
書
は
、「
右
篳
篥
當
流
之
譜
　
奉
傳
江
州
三
上
公
御
曹
子

公
也
」
と
し
て
い
る
の
で
若
殿
遠
藤
胤
昌
用
の
譜
面
で
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
さ
ら
に
、
加
藤
氏
へ
は
、
四
辻
家
か
ら
の
許
状
を
送
り
、
こ
れ
を
受
け
て

四
辻
家
に
提
出
す
べ
き
誓
約
書
の
案
文
を
同
封
し
て
い
る
。
ま
た
、
元
鳳
、
昌

輪
に
あ
て
て
「
四
辻
殿
筝
組
合
御
許
容
之
趣
」
を
伝
え
て
い
る
。
名
古
屋
の
浄

信
寺
へ
も
「
筝
入
門
之
儀
御
許
容
之
旨
」
を
伝
え
る
ほ
か
、
江
戸
よ
り
の
帰
路

に
名
古
屋
に
立
ち
寄
っ
た
際
に
入
門
し
た
間
宮
、
渡
邊
、
高
木
の
各
氏
へ
譜
を

送
付
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
京
都
へ
戻
っ
て
か
ら
は
、
出
張
先
で
依
頼
さ

れ
た
楽
譜
を
作
成
し
て
送
付
す
る
、
あ
る
い
は
、
入
門
の
取
次
ぎ
を
す
る
な
ど
、

地
方
へ
の
出
張
稽
古
の
後
が
い
つ
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
か
な
り
忙
し
く

し
て
い
た
様
子
が
伺
わ
れ
る
。

江
戸
よ
り
連
れ
帰
っ
た
山
田
元
三
郎
で
あ
る
が
、
東
儀
文
均
の
自
宅
に
下
宿

し
な
が
ら
、
篳
篥
の
稽
古
を
受
け
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
六
月
一
日
の
条
に
、

「
山
田
氏
稽
古
始
」
と
あ
り
、
そ
の
後
は
稽
古
に
関
す
る
記
載
は
な
い
が
、
文

均
が
江
戸
を
離
れ
る
前
日
の
五
月
八
日
条
に
は
「
山
田
氏
月
歩
六
七
八
九
四
ヶ

月
分
金
千
疋
落
手
ス
、
一
ヶ
月
金
弐
分
ニ
朱
ツ
ゝ
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

稽
古
は
続
け
ら
れ
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
九
月
一
日
条
に
は
、

「
昨
夕
遠
藤
殿
御
内
山
田
小
太
郎
よ
り
以
手
紙
金
子
三
両
着
」
と
記
録
さ
れ
、

こ
の
う
ち
の
二
両
二
分
は
、
山
田
元
三
郎
の
「
月
歩
九
月
よ
り
四
ヶ
月
分
受
取
」

と
あ
り
、
追
加
の
指
導
謝
礼
が
送
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
山
田
元
三
郎
の

稽
古
が
ま
だ
続
く
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
年
は
、
七
月
二
十
六
日
よ
り
四
十
八

日
間
は
、
将
軍
逝
去
の
た
め
に
音
楽
停
止
と
な
っ
て
お
り
、
九
月
十
三
日
条
に

「
今
日
よ
り
山
田
氏
稽
古
相
始
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
間
の
稽
古
が
中
断
し
て

い
た
も
の
が
再
開
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
も
、
特
に

山
田
元
三
郎
に
関
す
る
記
事
が
記
載
さ
れ
な
い
ま
ま
、『
楽
所
日
記
』
第
十
は

終
わ
る
。

『
楽
所
日
記
』
第
十
一
の
翌
嘉
永
七
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
二
月
四
日
に

「
午
後
、
宅
ニ
而
山
田
氏
合
奏
稽
古
、
一
越
五
曲
」
と
あ
り
、
そ
の
後
、
し
ば

ら
く
は
、
複
数
の
楽
所
楽
人
の
協
力
を
得
て
、
合
奏
に
よ
る
稽
古
が
続
い
て
い

る
。
文
均
は
、
同
年
二
月
二
十
二
日
の
四
天
王
寺
聖
霊
会
に
は
、
山
田
氏
を
つ

れ
て
下
坂
し
て
い
る
。
そ
の
後
も
、「
山
田
氏
合
奏
稽
古
」
と
す
る
記
載
が
続

き
、
三
月
十
三
日
に
は
「
昼
後
、
勢
州
入
来
、
蘇
合
香
一
具
、
千
秋
楽
、
予
、

三
二
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山
田
合
奏
」
と
あ
る
の
で
、
稽
古
も
仕
上
げ
の
段
階
に
達
し
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
四
月
に
は
京
都
の
大
火
が
あ
り
、
東
儀
文
均
の
自
宅
は
火
災

の
被
害
に
は
あ
わ
な
か
っ
た
も
の
の
、
何
か
と
落
ち
着
か
な
い
日
々
が
続
い
た

た
め
に
、
一
時
稽
古
も
中
断
し
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
後
、
五
月
二
十
七
日
条

に
は
、「
予
宅
ニ
而
山
田
氏
三
十
楽
催
之
」
と
あ
り
、
五
名
の
三
方
楽
所
楽
人

を
招
い
て
合
奏
し
て
い
る
。
同
月
二
十
九
日
に
は
、「
山
田
氏
大
曲
稽
古
」
と

あ
り
、
や
は
り
二
名
の
楽
人
の
協
力
を
得
て
い
る
。
そ
の
後
、
文
均
は
、
妻
の

出
産
の
た
め
、
一
時
期
、
親
戚
の
東
儀
河
内
守
宅
に
山
田
氏
を
預
け
た
が
、
合

奏
に
よ
る
稽
古
は
継
続
さ
れ
た
ら
し
く
、
七
月
二
十
八
日
条
に
は
、「
山
田
氏

稽
古
謝
儀
之
覚
、
廣
就
丈
江
金
二
百
疋
、
景
繁
、
久
嘉
、
如
雄
、
廣
金
、
文
静

江
金
百
疋
ツ
ゝ
」
と
記
さ
れ
、
協
力
を
仰
い
だ
楽
人
た
ち
に
謝
礼
を
支
払
っ
て

い
る
。

閏
七
月
八
日
条
に
は
、
関
東
遠
藤
家
よ
り
「
二
両
一
分
」
の
山
田
氏
の
小
遣

い
を
含
ん
だ
指
導
料
が
送
ら
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
稽
古
は
九
月
中
ま
で
と
連

絡
さ
れ
た
。
以
後
、「
山
田
氏
合
奏
稽
古
」
と
す
る
記
事
が
続
く
が
、
結
局
は
、

八
月
末
で
稽
古
は
打
ち
切
り
と
な
っ
た
ら
し
く
、
八
月
二
十
日
条
に
「
午
後
山

田
氏
合
奏
稽
古
納
会
」
と
記
さ
れ
る
。
翌
二
十
一
日
に
は
、
遠
藤
家
古
川
よ
り

と
し
て
「
山
田
氏
、
路
金
三
両
三
分
」
が
届
い
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
、
八

月
二
十
八
日
に
、
山
田
氏
は
帰
国
の
途
に
つ
く
。
東
儀
文
均
は
、
天
王
寺
方
楽

人
の
林
筑
後
守
に
依
頼
し
て
、
筑
後
守
の
門
人
愛
宕
山
坊
家
来
足
助
大
蔵
と
い

う
人
物
の
関
東
下
向
に
、
山
田
氏
を
同
道
さ
せ
て
く
れ
る
よ
う
に
手
配
し
て
い

る
。
山
田
氏
は
、
帰
国
の
二
日
前
の
夕
刻
に
は
、
文
均
と
共
に
、
京
都
滞
在
中
、

何
か
と
世
話
に
な
っ
た
東
儀
河
内
守
文
静
宅
を
訪
ね
、
三
名
で
雅
楽
を
合
奏
し

た
後
、
両
名
を
料
理
屋
に
招
い
て
、
芸
子
、
舞
子
も
同
席
さ
せ
る
と
い
う
贅
沢

な
接
待
を
し
て
い
る
。
前
年
六
月
よ
り
閏
月
を
は
さ
ん
で
、
十
四
ヶ
月
、
一
年

以
上
に
わ
た
る
在
京
期
間
で
あ
っ
た
。

六
　
お
わ
り
に

こ
の
一
年
に
以
上
に
も
わ
た
る
長
い
「
雅
楽
留
学
」
を
終
え
た
山
田
元
三
郎

は
、
そ
の
後
、
ど
の
よ
う
に
雅
楽
演
奏
に
関
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
楽
所
日
記
』
に
記
さ
れ
た
範
囲
で
、
山
田
元
三
郎
の
そ
の
後
を
追
っ
て
み
よ

う
。『

楽
所
日
記
』
第
十
一
の
嘉
永
七
年
が
安
政
に
改
ま
ろ
う
と
す
る
十
一
月
九

日
条
に
は
、
遠
藤
家
粥
川
鞆
矢
と
い
う
人
物
が
、「
大
坂
異
国
船
ニ
付
関
東
主

家
用
ニ
而
大
坂
表
下
坂
」
し
、
そ
の
帰
路
に
京
都
に
立
ち
寄
っ
た
と
し
て
、
山

田
元
三
郎
か
ら
の
書
状
や
贈
り
物
を
届
け
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
第
十
二

の
安
政
二
年
一
月
十
七
日
条
に
は
、
古
川
、
山
田
、
菊
岡
へ
文
均
が
手
紙
を
出

し
た
こ
と
、
二
月
九
日
条
に
は
、
関
東
加
藤
氏
よ
り
手
紙
と
、「
箏
爪
」
の
代

金
が
届
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
四
辻
家
に
入
門
し
た
加
藤
氏
が
筝
の
稽
古
を
継

続
し
て
い
た
こ
と
が
伺
わ
れ
る
。
同
年
七
月
二
十
九
日
条
に
は
、
関
東
岡
江
州

と
山
田
氏
へ
文
均
が
手
紙
を
出
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
る
。
そ
の
内
容
は
、「
松

平
佐
渡
守
殿
家
中
小
川
平
左
衛
門
見
賢
、
槇
嶋
廉
蔵
源
正
家
両
人
許
状
、
八
十

八
曲
譜
面
等
」
と
あ
る
の
で
、
江
戸
に
お
い
て
、
紅
葉
山
楽
人
と
山
田
氏
に
よ

る
「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
拡
大
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か

し
、
同
年
十
月
六
日
の
条
に
「
嶌
田
店
表
に
江
戸
地
震
の
連
絡
あ
り
」
と
記
さ

れ
る
よ
う
に
、
十
月
二
日
に
は
安
政
大
地
震
が
発
生
し
、
三
上
藩
邸
も
地
震
に

よ
る
火
災
で
類
焼
す
る
。
さ
ら
に
、
翌
安
政
三
年
に
は
、
遠
藤
家
若
殿
胤
昌
が

家
督
を
譲
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
四
十
八
歳
で
亡
く
な
る
。

こ
れ
ら
の
影
響
が
あ
っ
た
の
か
、『
楽
所
日
記
』
の
安
政
三
年
の
巻
に
は
、

江
戸
に
関
す
る
記
載
が
一
切
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
翌
年
、
安
政
四
年
に
は
、

四
月
六
日
条
に
、
林
石
見
守
の
関
東
年
頭
総
代
よ
り
の
帰
京
に
と
も
な
い
、
山

田
よ
り
品
物
が
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
記
さ
れ
、
こ
の
年
五
月
八
日
の
条
に
は
、

東
儀
河
内
守
が
、
関
東
下
向
の
た
め
出
立
し
た
と
あ
る
。
こ
の
安
政
四
年
に
は
、

三
三
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林
石
見
守
が
す
で
に
年
頭
総
代
と
し
て
下
向
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
河
内
守
の

江
戸
下
向
は
、
お
そ
ら
く
嘉
永
六
年
の
東
儀
文
均
に
同
じ
く
、
雅
楽
指
導
の
た

め
の
下
向
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
の
は
、
東
儀

河
内
守
が
、
東
儀
文
均
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
山
田
元
三
郎

の
在
京
期
間
に
お
い
て
も
、
河
内
守
が
、
元
三
郎
を
一
時
的
に
自
宅
で
預
か
り
、

ま
た
元
三
郎
の
雅
楽
指
導
に
も
、
元
三
郎
の
在
京
期
間
を
通
じ
て
継
続
的
に
関

わ
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
、
こ
の
東
儀
河
内
守
に
は
、
笛
の
家
で
あ
る
山
井

伊
予
守
が
同
道
し
て
、
二
人
で
江
戸
下
向
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
篳
篥
お
よ
び

笛
の
指
導
の
た
め
に
下
向
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
34

。

翌
安
政
五
年
四
月
十
日
の
条
に
は
、「
関
東
紅
葉
山
各
方
、
古
川
、
山
田
江

芦
並
書
面
等
」
を
江
戸
へ
下
向
す
る
人
に
事
付
け
る
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
篳

篥
の
舌
の
作
成
に
必
要
な
葦
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。『
楽
所
日
記
』
第
十
七
の

安
政
七
年
（
万
延
元
年
）
三
月
二
十
六
日
条
に
は
、「
関
東
山
田
元
三
郎
よ
り

手
紙
、
芦
代
金
」
と
あ
る
ほ
か
、
八
月
四
日
条
に
、「
関
東
古
川
将
作
上
京
入

来
」
と
し
て
、
し
ば
ら
く
京
都
に
滞
在
し
た
古
川
氏
と
雅
楽
の
合
奏
を
数
回
行

っ
て
い
る
様
子
が
記
録
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
楽
所
日
記
』
第
十
八
の
五
月
二

十
日
条
に
「
関
東
山
田
へ
芦
金
百
疋
分
、
手
紙
等
差
下
ス
事
」
と
あ
る
の
で
、

前
年
の
記
事
と
あ
わ
せ
て
、
山
田
元
三
郎
が
、
篳
篥
の
演
奏
を
続
け
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

注
目
し
た
い
の
は
、
こ
の
年
の
八
月
十
七
日
条
の
遠
藤
但
馬
守
家
餌
取
傳
次

郎
が
上
京
、
山
田
元
三
郎
よ
り
の
手
紙
を
も
た
ら
す
と
あ
る
記
事
で
あ
る
。
そ

こ
に
は
、「
雲
州
松
平
佐
渡
守
殿
藩
中
二
人
入
門
、
束
脩
金
二
百
疋
達
之
事
」

と
あ
り
、
山
田
元
三
郎
が
、
雅
楽
を
学
ぶ
こ
と
を
希
望
す
る
武
家
と
、
三
方
楽

所
楽
人
と
の
間
の
入
門
取
次
ぎ
役
を
担
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ

う
し
て
、
山
田
元
三
郎
も
、「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
重
要
な
要
と
し
て
、

江
戸
で
の
活
動
を
継
続
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
江
戸
時
代
も
末
期
に
な
る
と
、
雅
楽
演
奏
を
楽
し
む
人
々
の

層
が
、
か
な
り
の
拡
が
り
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
が
、
そ
の
背
景
に

は
、
三
方
楽
所
楽
人
と
楽
所
関
係
者
以
外
の
さ
ま
ざ
ま
な
人
々
が
関
わ
っ
た

「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
の
存
在
が
あ
っ
た
こ
と
が
、『
楽
所
日
記
』
の
記
事
に

は
示
さ
れ
て
い
る
。
三
方
楽
所
楽
人
の
側
で
は
、
弟
子
を
よ
り
多
く
取
る
こ
と

で
、
生
活
を
安
定
さ
せ
た
い
と
す
る
希
望
が
あ
り
、
財
政
的
に
ゆ
と
り
の
あ
る

人
々
の
間
で
は
、
趣
味
と
教
養
と
し
て
の
雅
楽
演
奏
を
学
び
た
い
と
い
う
欲
求

が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
必
要
性
に
せ
ま
ら
れ
て
の
寺
社
関
係
者
の
存
在
も
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
が
、「
教
え
た
い
」
側
と
、「
教
え
ら
れ
た
い
」
側
の
ニ
ー
ズ
を

う
ま
く
か
み
交
わ
せ
な
が
ら
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
要
と
し
て
機
能
す
る
、
い
わ

ば
「
中
間
師
匠
」
の
よ
う
な
人
々
が
各
地
に
存
在
し
、
ま
た
、
江
戸
に
お
い
て

も
活
躍
し
て
い
た
こ
と
が
、
東
儀
文
均
の
『
楽
所
日
記
』
よ
り
、
明
ら
か
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。

三
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注１

三
方
楽
所
と
は
、
天
正
年
間
に
、
応
仁
の
乱
に
よ
り
衰
微
し
た
京
都
方
楽
人
を
補
う

も
の
と
し
て
、
新
た
に
四
天
王
寺
よ
り
天
王
寺
方
楽
人
を
登
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

成
立
し
た
禁
裏
付
の
雅
楽
演
奏
組
織
で
あ
る
。
楽
人
の
本
拠
地
が
、
京
都
、
奈
良
、

大
坂
（
天
王
寺
）
の
三
方
に
渡
っ
て
い
た
た
め
、
三
方
楽
所
と
称
さ
れ
た
。
そ
の
成

立
時
期
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
、「
安
土
桃
山
時
代
の
雅
楽
楽
人
に
つ
い
て
―
三
方
楽

所
の
成
立
を
め
ぐ
る
一
考
察
―
」（『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』

第
三
十
号
　
平
成
二
年
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。
た
だ
し
、
天
王
寺
方
楽
人
は
、

四
天
王
寺
で
の
法
要
な
ど
、
大
坂
に
お
け
る
楽
儀
へ
も
参
加
す
る
必
要
が
あ
っ
た
た

め
に
、
京
都
に
在
住
す
る
「
在
京
」
楽
人
と
、
大
坂
に
と
ど
ま
っ
た
「
在
天
」
楽
人

と
に
分
か
れ
て
、
京
都
と
大
坂
方
面
で
の
活
動
を
行
っ
た
。
同
様
の
こ
と
が
、
奈
良

を
本
拠
地
と
す
る
南
都
方
楽
人
に
お
い
て
も
行
わ
れ
て
い
た
。

２

『
楽
所
日
記
』
は
、
全
三
十
七
巻
よ
り
な
り
、
巻
一
よ
り
巻
三
十
ま
で
が
天
保
十
五

年
か
ら
明
治
五
年
ま
で
の
東
儀
文
均
の
日
記
、
巻
三
十
一
か
ら
巻
三
十
七
ま
で
は
、

文
均
が
三
方
楽
所
の
老
分
職
を
勤
め
て
い
た
期
間
の
記
録
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の

日
記
を
史
料
と
し
て
以
下
の
論
考
を
す
で
に
発
表
し
て
い
る
。

１
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
の
伝
播
―
三
方
楽
所
楽
人
と
雅
楽
愛
好
家
と
の
交

流
を
例
と
し
て
―
」『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
三
十
四
号

（
平
成
六
年
）

２
「
江
戸
時
代
末
期
の
雅
楽
曲
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
―
『
明
治
撰
定
譜
』
に
収
録
さ

れ
た
曲
目
と
の
関
連
に
つ
い
て
の
一
考
察
―
」『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
短
期
大

学
部
紀
要
』
第
三
十
五
号
（
平
成
七
年
）

３
「
江
戸
時
代
の
三
方
楽
所
楽
人
と
三
方
及
第
―
『
楽
所
日
記
』
に
基
づ
く
一
考

察
―
」『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要
短
期
大
学
部
』
第
三
十
七
号
（
平
成
九

年
）

３

『
楽
所
日
記
』
よ
り
、
こ
の
日
記
の
記
録
さ
れ
た
期
間
に
、
楽
所
楽
人
以
外
の
間
で

も
雅
楽
演
奏
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
記
事
の
例
を
挙
げ
る
と
、「
下
立
売
日
暮

西
入
近
江
屋
市
兵
衛
宅
楽
会
」（
弘
化
二
年
）、「
川
越
留
主
居
鎌
田
三
郎
大
夫
追
善
楽

会
」（
弘
化
四
年
）、「
福
田
氏
六
十
年
賀
楽
会
木
屋
町
三
条
上
ル
仮
宅
に
て
」（
嘉
永

元
年
）、「
素
人
社
中
楽
会
稽
古
」（
嘉
永
元
年
）、「
河
州
宅
素
人
楽
会
付
参
」（
嘉
永

三
年
）、「
鳩
居
堂
楽
会
」（
嘉
永
三
年
）、「
高
畠
式
部
宅
楽
会
」（
嘉
永
四
年
）、「
大

宮
奥
村
氏
楽
会
」（
嘉
永
四
年
）、「
高
倉
府
内
宅
に
て
合
奏
」（
嘉
永
四
年
）、「
鳩
居

堂
合
奏
始
参
」（
嘉
永
五
年
）、「
福
田
へ
合
奏
会
、
社
中
出
席
」（
嘉
永
五
年
）、「
二

条
小
田
善
ニ
而
藤
村
庸
平
催
ニ
而
楽
会
」（
嘉
永
六
年
）、「
有
馬
催
楽
会
参
、
奥
村
如

一
追
善
付
」（
嘉
永
七
年
）、「
門
人
稽
古
始
」（
安
政
五
年
）、「
有
信
堂
へ
森
嶌
楽
会

参
」（
安
政
六
年
）、「
蛸
薬
師
通
大
宮
西
へ
入
成
圓
寺
楽
会
」（
安
政
六
年
）、「
下
寺

町
長
講
堂
楽
会
」（
安
政
七
年
）
な
ど
が
あ
り
、
雅
楽
演
奏
を
嗜
ん
で
い
た
人
々
が
、

個
人
的
な
雅
楽
演
奏
技
能
の
習
得
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
同
好
の
者
が
集
ま
っ
て
の

合
奏
を
行
う
楽
会
を
開
催
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
人
々
を

文
均
の
側
で
は
、「
素
人
」
と
称
し
、
そ
の
集
ま
り
を
「
素
人
社
中
」
と
し
て
い
る
。

安
政
三
年
一
月
十
五
日
条
に
も
、「
社
中
稽
古
始
」
と
す
る
記
事
あ
り
、
門
人
の
集
ま

り
を
「
社
中
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

４

た
と
え
ば
、
東
儀
文
均
が
雅
楽
を
指
導
し
た
人
々
の
中
に
、「
安
土
浄
言
（
厳
）
院
末

寺
衆
」（
弘
化
二
年
）
と
す
る
記
事
が
あ
る
ほ
か
、
名
古
屋
方
面
の
弟
子
に
関
し
て
も
、

尾
張
熱
田
社
楽
役
衆
と
す
る
記
事
が
あ
り
、
こ
の
時
代
、
寺
社
の
多
く
に
、
雅
楽
演

奏
を
担
当
す
る
人
々
が
存
在
し
、
彼
ら
が
三
方
楽
所
楽
人
の
指
導
を
受
け
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
こ
れ
を
裏
付
け
る
記
事
と
し
て
、『
楽
所
日
記
』
第
十
三
の
安
政
三
年

二
月
五
日
の
条
に
、
四
辻
家
よ
り
の
指
示
に
よ
り
、「
諸
社
諸
寺
院
奏
楽
出
席
恒
例
臨

時
且
社
頭
ニ
而
社
人
奏
楽
寺
院
同
断
吟
味
之
上
」
書
面
を
作
成
し
た
控
え
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
三
方
楽
所
楽
人
の
「
文
均
、
頼
玄
、
廣
胖
」
が
指
導
を
担
当
し
、

日
常
的
な
儀
式
で
の
奏
楽
は
弟
子
が
行
う
と
さ
れ
る
地
方
の
寺
社
は
、
三
河
西
尾
城

内
の
御
劔
八
幡
宮
社
と
同
西
尾
牛
頭
天
王
社
と
さ
れ
、「
文
均
、
廣
篤
、
頼
玄
」
が
指

導
し
、
日
常
の
奏
楽
は
門
人
が
行
う
京
都
の
寺
社
は
日
蓮
宗
本
法
寺
、
そ
の
末
寺
の

一
乗
寺
、
本
住
寺
、
本
教
寺
、
正
法
寺
と
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の

寺
社
に
は
、
通
常
の
法
要
や
儀
式
に
必
要
な
雅
楽
の
演
奏
を
行
う
人
々
が
い
た
と
い

う
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
安
政
二
年
三
月
十
六
日
の
条
に
は
、「
明
十
七

日
本
法
寺
法
要
附
楽
僧
無
人
ニ
付
壱
管
通
太
鼓
四
人
頼
付
」
と
す
る
記
録
が
あ
る
こ

と
か
ら
も
、
通
常
の
奏
楽
を
行
う
人
々
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
れ
ら
寺
社
楽

人
を
指
導
す
る
側
の
三
方
楽
所
楽
人
は
、「
師
家
」
と
称
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
日
記
の

記
録
が
示
す
よ
う
に
、
通
常
奏
楽
を
担
当
し
て
い
た
寺
院
関
係
者
が
不
在
の
場
合
に

三
五
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は
、
そ
の
代
わ
り
を
勤
め
た
よ
う
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
こ
に
は
、
後
の

注
８
に
示
し
た
よ
う
に
、
東
儀
文
均
が
し
ば
し
ば
指
導
に
赴
い
た
名
古
屋
の
寺
院
や

熱
田
神
宮
、
美
濃
の
諸
寺
院
な
ど
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。
実
は
、
同
じ
時
に
、
南
都

方
楽
人
辻
則
察
が
四
辻
家
に
提
出
し
た
書
面
に
は
、
熱
田
社
は
辻
家
の
指
導
下
に
あ

る
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
文
均
も
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
こ
と
が
、
明
ら
か
に
出
来

な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
注
３
に
挙
げ
た
個
人
愛
好
家
や
、
こ
こ
に
記
載
さ

れ
な
い
京
都
の
寺
社
関
係
者
の
存
在
も
『
楽
所
日
記
』
に
は
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、

こ
の
時
代
、
雅
楽
演
奏
を
行
う
人
々
の
存
在
は
か
な
り
の
範
囲
に
ま
で
拡
が
っ
て
い

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

５

『
楽
所
日
記
』
第
十
二
の
安
政
二
年
四
月
十
六
日
条
に
、
文
均
が
弟
子
の
嶌
田
家
に

稽
古
に
出
向
い
た
と
こ
ろ
、「
今
日
よ
り
松
嶌
庄
造
妹
お
栄
、
林
石
州
門
人
雅
楽
稽
古

之
儀
頼
二
付
出
席
之
事
」
と
あ
り
、
す
で
に
楽
人
林
石
見
守
の
門
人
で
あ
っ
た
女
性

が
、
新
た
に
文
均
の
稽
古
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
例
が

あ
る
。
ま
た
、
第
十
三
の
安
政
三
年
の
巻
に
は
、
十
二
月
二
十
四
日
条
に
、「
嶌
田
夫

婦
」
に
「
蘇
合
香
相
傳
之
事
」
と
あ
り
、
謝
儀
と
し
て
銀
三
枚
を
受
け
取
っ
た
記
録

が
あ
る
。
こ
の
「
蘇
合
香
」
の
伝
授
と
い
う
の
は
、
稽
古
の
最
終
段
階
に
お
い
て
行

わ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
夫
婦
が
か
な
り
の
年
数
に
わ
た
っ
て
雅
楽
演
奏
を
嗜
ん
で
い

た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
夫
妻
か
ら
、
歳
末
祝
儀
と
し
て
、
金
千
疋

が
文
均
に
差
し
出
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
嶌
田
夫
妻
に
つ
い
て
は
、
こ
の
年
の

大
晦
日
に
、「
明
巳
年
よ
り
三
ヵ
年
之
間
倹
約
之
所
、
楽
道
執
心
付
難
相
止
被
存
候
ニ

付
、
右
三
ヵ
年
間
謝
儀
、
予
へ
金
三
千
疋
、
河
州
〔
東
儀
文
静
・
南
谷
補
〕、
勢
州
へ

金
三
両
ヅ
ツ
被
差
出
候
ニ
付
両
家
此
段
申
通
相
達
候
事
」
と
し
た
と
す
る
記
事
が
あ

る
。
こ
の
記
事
に
は
、
三
年
分
の
謝
礼
と
し
て
の
金
額
が
提
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
の

こ
と
は
、
定
期
的
に
稽
古
を
受
け
る
門
人
が
支
払
う
べ
き
謝
礼
の
相
場
が
、
そ
れ
な

り
に
定
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

６

以
下
『
楽
所
日
記
』
の
記
事
の
引
用
な
ど
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
門
人
は
入
門
に

際
し
、
束
脩
金
と
し
て
金
百
疋
か
ら
三
百
疋
、
臨
時
の
稽
古
の
謝
礼
と
し
て
金
百
疋

か
ら
二
百
疋
を
相
場
と
す
る
謝
礼
を
支
払
っ
て
い
る
。
楽
人
へ
の
入
門
は
、
三
方
楽

所
楽
人
の
中
で
も
、
こ
れ
を
受
け
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
楽
人
と
、
実
際
に
は
、
指

導
を
し
な
が
ら
も
取
次
ぎ
を
行
う
権
利
し
か
持
た
な
い
楽
人
と
に
分
か
れ
て
い
た
。

雅
楽
の
演
奏
に
は
、
笙
、
篳
篥
、
笛
の
三
種
類
の
管
楽
器
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
ぞ

れ
の
楽
器
ご
と
に
入
門
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
家
お
よ
び
楽
人
が
定
ま
っ
て
い
た

よ
う
で
あ
る
。
後
述
の
よ
う
に
、
筝
、
和
琴
と
い
っ
た
絃
楽
器
に
つ
い
て
は
、
楽
人

で
は
な
く
、
四
辻
家
な
ど
の
貴
族
が
、
そ
の
入
門
を
受
け
付
け
る
権
利
を
持
っ
て
い

た
。

７

す
で
に
、
西
山
松
之
助
が
『
家
元
の
研
究
』〔
西
山
松
之
助
著
作
集
　
第
一
巻
〕（
吉

川
弘
文
館
　
一
九
八
二
）
に
お
い
て
、
雅
楽
の
楽
人
以
外
の
社
会
へ
の
拡
大
の
様
子

（
西
山
は
、
こ
れ
を
「
一
般
社
会
人
す
な
わ
ち
素
人
同
好
者
」
と
称
し
て
い
る
）
や
、

雅
楽
に
お
い
て
も
、
江
戸
時
代
中
期
以
降
に
は
家
元
制
度
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
、

お
よ
び
謝
礼
の
金
額
や
そ
の
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
な
ど
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
に
基

づ
き
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
同
書
に
お
い
て
は
、
江
戸
に
お
け
る
雅
楽
普

及
の
動
向
に
つ
い
て
は
、
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。
も
っ
と
も
、
本
稿
に
お
い
て
も
、

同
書
の
第
四
章
、
第
一
節
「
雅
楽
の
家
元
制
度
」
を
多
く
の
点
で
参
考
に
し
て
い
る
。

８

『
楽
所
日
記
』
に
残
さ
れ
た
東
儀
文
均
の
地
方
へ
の
出
張
稽
古
の
記
録
は
文
末
の

〔
表
―
三
〕
の
通
り
で
あ
る
。

９

「
楽
所
領
知
行
」
と
は
、
寛
文
五
年
（
一
六
六
五
）
に
、
江
戸
幕
府
よ
り
三
方
楽
所

一
統
に
下
さ
れ
た
大
和
国
平
群
郡
の
八
村
に
わ
た
る
朱
印
地
の
こ
と
で
あ
る
。
知
行

は
「
二
千
石
、
但
五
ツ
物
成
」
と
あ
る
の
で
、
実
質
は
千
石
で
あ
っ
た
。
こ
の
知
行

は
、
三
方
楽
所
合
わ
せ
て
五
十
一
人
、
京
都
方
、
奈
良
方
、
天
王
寺
方
の
そ
れ
ぞ
れ

に
十
七
名
と
定
め
ら
れ
た
楽
人
に
支
給
さ
れ
る
「
家
領
米
」
と
し
て
五
一
〇
石
、「
師

匠
料
米
」
が
三
方
三
名
ず
つ
に
九
十
石
、
注
11
で
述
べ
る
「
三
方
及
第
』
に
よ
り
上

芸
、
中
芸
に
及
第
し
た
楽
人
の
上
位
よ
り
決
め
ら
れ
た
人
数
に
支
給
さ
れ
る
「
上
中

芸
料
米
」
が
二
百
石
と
さ
れ
、
そ
の
他
の
楽
人
に
、「
稽
古
料
米
」
二
百
石
が
、
適
宜
、

人
数
割
し
て
支
給
さ
れ
た
。
こ
の
外
に
、
三
方
楽
所
楽
人
は
、
禁
裏
よ
り
も
、
四
十

三
名
を
定
員
と
す
る
「
御
扶
持
人
」
に
対
し
、「
御
扶
持
料
米
」
が
支
給
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
微
々
た
る
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
安
政
五
年
に
は
、
知
行
地
か

ら
の
収
入
も
「
三
ツ
物
成
配
当
」
と
な
る
状
況
で
あ
っ
た
の
で
、
以
下
に
述
べ
る
よ

う
に
、
い
わ
ゆ
る
弟
子
を
取
る
こ
と
で
、
雅
楽
指
導
に
よ
る
謝
礼
と
い
う
現
金
収
入

を
得
る
こ
と
が
、
楽
人
に
と
っ
て
は
、
生
活
を
支
え
る
上
で
の
重
要
な
活
動
に
な
っ

て
い
く
。

三
六
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10

『
楽
所
日
記
』
巻
十
九
の
一
月
二
十
日
条
に
、「
四
辻
殿
よ
り
関
東
年
頭
惣
代
名
前
差

出
可
申
旨
被
仰
下
候
ニ
付
可
差
出
様
老
分
よ
り
達
付
今
朝
四
辻
殿
へ
持
参
」
と
あ
り
、

「
関
東
年
頭
御
禮
　
楽
所
惣
代
東
儀
近
江
守
」
と
し
て
提
出
し
た
と
あ
る
。
同
年
八
月

十
八
日
条
に
、「
四
辻
殿
御
招
ニ
付
参
上
、
関
東
年
頭
　
勅
使
参
向
来
閏
八
月
十
六
日

傳
奏
発
足
被
仰
出
候
旨
」
と
あ
り
、
同
二
十
一
日
に
は
、
多
作
州
の
も
と
を
「
年
頭

下
向
心
得
聞
合
」
の
た
め
に
訪
問
し
、「
参
要
記
」
を
拝
借
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

の
後
、
関
係
者
が
京
都
を
出
立
し
た
様
子
は
な
く
、
再
び
九
月
十
六
日
の
条
に
、「
関

東
年
頭
傳
奏
御
発
足
来
廿
五
日
ト
被
仰
出
候
旨
御
達
之
事
」
と
あ
り
、
翌
十
七
日
条

に
は
、
四
辻
家
に
江
戸
下
向
の
た
め
の
「
御
暇
願
書
」
の
口
上
覚
の
控
え
が
記
載
さ

れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
九
月
二
十
三
日
よ
り
十
二
月
三
日
ま
で
の
予
定
で
関
東
年

頭
御
礼
と
し
て
下
向
す
る
事
が
記
さ
れ
、
こ
れ
が
同
十
九
日
に
認
め
ら
れ
た
際
に
は
、

「
関
東
年
頭
御
礼
惣
代
并
奏
楽
御
用
」
と
い
う
目
的
で
の
東
海
道
通
行
の
た
め
の
書
類

を
申
請
し
て
い
る
。
し
か
し
、
結
局
、
こ
の
年
の
総
代
下
向
は
、
同
年
九
月
二
十
一

日
付
け
で
「
差
し
止
め
」
と
云
う
通
達
が
あ
り
、
文
均
は
江
戸
へ
下
向
し
な
い
ま
ま

と
な
っ
た
。
な
お
、『
楽
所
日
記
』
第
九
の
嘉
永
五
年
の
記
事
に
よ
れ
ば
、
同
年
二
月

十
八
日
条
に
、「
三
方
惣
代
関
東
参
向
去
ル
十
四
日
、
多
作
州
発
足
」
と
あ
り
、
東
儀

文
均
が
「
参
要
記
」
を
拝
借
し
た
多
作
州
が
こ
の
年
の
総
代
と
し
て
下
向
し
、
閏
二

月
を
は
さ
ん
で
、
同
年
三
月
八
日
条
に
、「
年
頭
惣
代
多
作
州
、
去
月
廿
七
日
帰
宅
之

由
承
ル
」
と
記
載
さ
れ
る
。『
続
徳
川
実
紀
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
年
二
月
二
十
九
日
に
、

公
卿
参
着
、
閏
二
月
一
日
に
勅
使
対
面
と
あ
り
、
こ
こ
に
「
伶
人
」
も
記
載
さ
れ
る
。

同
月
十
四
日
に
は
恒
例
の
「
管
絃
」
が
行
わ
れ
た
の
で
、
多
作
州
は
こ
れ
を
済
ま
せ

て
帰
京
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

11

三
方
楽
所
楽
人
に
つ
い
て
は
、「
三
方
及
第
」
と
い
う
試
験
制
度
が
あ
り
、
三
年
に
一

度
開
催
さ
れ
た
こ
の
実
技
試
験
の
結
果
に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
楽
人
は
「
上
芸
」
と

「
中
芸
」
と
に
及
第
あ
る
い
は
落
第
と
ふ
り
わ
け
ら
れ
た
。
こ
の
試
験
制
度
の
詳
細
に

つ
い
て
は
、
注
２
の
３
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
こ
れ
を
受
験
し
な
い
、
あ
る
い

は
、
複
数
回
の
受
験
を
経
て
も
、
上
位
の
段
階
に
及
第
し
な
い
場
合
に
は
、
楽
人
を

統
括
す
る
楽
奉
行
の
叱
責
を
受
け
、
楽
家
と
し
て
の
権
利
を
剥
奪
さ
れ
る
な
ど
の
制

度
が
あ
り
、
三
方
楽
所
楽
人
の
間
で
は
、
一
定
水
準
以
上
の
演
奏
技
能
が
保
持
さ
れ

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
紅
葉
山
楽
人
に
関
し
て
は
、
こ
の
よ
う

な
制
度
も
な
く
、
ま
た
、
舞
楽
を
演
奏
す
る
場
も
、
公
式
の
場
と
し
て
は
な
か
っ
た

よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
の
も
と
、
京
都
よ
り
の
楽
所
総
代
の
下
向
の
機
会
は
、

紅
葉
山
楽
人
に
と
っ
て
も
、
雅
楽
指
導
を
受
け
る
貴
重
な
機
会
で
あ
っ
た
と
推
測
さ

れ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
紅
葉
山
楽
人
の
間
で
、
舞
楽
の
伝
承
が
な
さ
れ
て
い
な

か
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
後
で
触
れ
る
天
王
寺
楽
人
林
家
の
廣
基
が
残
し
た
宝
暦
十

一
年
の
記
録
に
は
、
同
年
四
月
二
十
二
日
に
「
田
安
右
衛
門
督
様
ニ
而
御
遊
、
舞
楽

有
之
候
」
と
し
て
江
戸
紅
葉
山
楽
人
が
舞
を
舞
っ
た
記
事
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ

も
「
表
立
舞
楽
ト
申
儀
御
遠
慮
」
と
あ
り
、
非
公
開
の
も
の
で
あ
っ
た
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、
同
年
六
月
四
日
に
も
「
松
平
讃
岐
守
殿
舞
楽
御
所
所
望
、
併
御

内
々
ニ
而
御
催
被
成
度
旨
」
と
し
て
、
家
老
宅
に
て
舞
楽
を
披
露
し
た
記
事
が
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
紅
葉
山
楽
人
に
舞
を
習
う
武
家
が
い
た
こ
と
も
記
さ
れ
て
お
り
、
舞

楽
の
習
得
や
演
奏
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
分
か
る
。
こ
の
時
に

江
戸
滞
在
中
の
天
王
寺
楽
人
た
ち
も
、
複
数
名
の
武
士
の
舞
楽
入
門
を
受
け
付
け
、

稽
古
を
行
っ
て
い
る
。
注
24
か
ら
注
26
も
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、『
四
天
王
寺
楽
人

林
家
楽
書
類
　
第
七
十
三
冊
　
天
王
寺
々
僧
與
争
論
之
留
　
第
四
冊
』
を
は
じ
め
と

す
る
関
係
文
書
の
筆
者
に
よ
る
翻
刻
が
、『
天
王
寺
楽
所
史
料
』〔
清
文
堂
史
料
叢
書

第
七
十
一
刊
〕（
清
文
堂
　
一
九
九
五
）
に
あ
る
。

12

京
都
大
学
図
書
館
が
所
蔵
す
る
四
天
王
寺
楽
人
林
家
楽
書
類
に
含
ま
れ
る
「
禁
裏
東

武
並
寺
社
舞
楽
之
記
」〔
全
十
九
冊
〕
の
寛
永
年
間
よ
り
万
延
二
年
ま
で
の
記
載
事
項

の
中
で
、
三
方
楽
所
楽
人
の
奏
楽
を
目
的
と
す
る
日
光
お
よ
び
江
戸
下
向
が
確
認
で

き
る
記
事
は
、
文
末
の
〔
表
―
四
〕
の
通
り
で
あ
る
。

13

『
楽
所
日
記
』
に
は
、
天
保
十
五
年
五
月
九
日
の
条
に
、「
則
是
子
〔
南
都
楽
人
辻
則

是
・
南
谷
補
〕、
日
光
指
南
下
向
中
付
」
と
あ
り
、
同
年
六
月
七
日
条
に
「
日
光
下
向

衆
今
日
帰
京
之
事
」
と
記
さ
れ
る
。
ま
た
翌
弘
化
二
年
一
月
七
日
に
も
、「
日
光
下
向

衆
、
昨
六
日
帰
京
之
由
」
と
す
る
記
事
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
嘉
永
五
年
三
月
八
日
に

も
「
日
光
指
南
去
月
十
九
日
京
都
発
足
五
家
之
衆
下
向
之
由
承
ル
事
」、
同
年
七
月
二

十
六
日
に
「
日
光
指
南
下
向
之
衆
昨
廿
五
日
帰
京
」
と
す
る
記
事
が
あ
る
な
ど
、『
林

家
楽
所
類
』
に
残
さ
れ
る
江
戸
、
日
光
関
係
の
記
事
が
途
絶
え
た
後
も
、
三
方
楽
所

楽
人
の
日
光
楽
人
へ
の
指
導
が
続
い
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

14

後
述
の
よ
う
に
、
な
ん
ら
か
の
理
由
で
楽
人
と
し
て
の
出
仕
を
止
め
ら
れ
た
三
方
楽

三
七
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所
の
楽
人
が
、
そ
の
後
、
江
戸
で
生
活
し
て
い
た
例
も
『
楽
所
日
記
』
に
は
記
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
う
し
た
例
も
、
京
都
、
奈
良
、
天
王
寺
の
楽
人
た
ち
と
、
江
戸
楽
人

た
ち
と
の
間
で
交
流
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

15

『
楽
所
日
記
』
第
十
四
の
安
政
四
年
の
記
事
を
見
る
と
、
こ
の
年
に
は
、
す
で
に
年

頭
総
代
と
し
て
林
石
見
守
が
江
戸
に
下
向
し
、
四
月
六
日
に
帰
宅
し
た
と
い
う
記
事

が
あ
る
。『
続
徳
川
実
紀
』
に
よ
っ
て
も
、
二
月
二
十
九
日
に
勅
使
対
顔
、
三
月
九
日

に
「
管
絃
之
御
達
」
が
あ
り
、
同
十
四
日
に
「
管
絃
」
が
江
戸
城
内
に
て
行
わ
れ
て

い
る
の
で
、
林
石
見
守
は
、
こ
の
管
絃
御
聴
聞
を
終
え
て
帰
京
し
た
も
の
で
あ
ろ
う

と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
年
に
関
し
て
は
、
三
方
楽
所
と
し
て
江
戸
に

下
向
す
る
所
用
は
無
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
同
年
五
月
五
日
に
、
文
均
に
同
じ
く

東
儀
家
の
楽
人
、
東
儀
河
内
守
〔
東
儀
文
静
・
南
谷
補
〕
が
、「
来
八
日
よ
り
関
東
下

向
」
と
あ
り
、
閏
五
月
を
は
さ
ん
で
、
同
年
七
月
六
日
条
に
、「
昨
昼
、
関
東
よ
り
河

州
無
滞
帰
宅
之
由
」
と
あ
る
。
こ
の
東
儀
河
内
守
の
下
向
の
目
的
な
ど
は
一
切
記
さ

れ
て
い
な
い
が
、
本
文
中
で
後
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
も
、
嘉
永
六
年
の
文
均
に
同
じ

く
、
雅
楽
指
導
の
た
め
に
江
戸
下
向
を
行
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。

16
〔
表
―
三
〕
の
注
記
事
項
参
照
。

17

嘉
永
六
年
に
近
い
例
を
あ
げ
れ
ば
、
嘉
永
二
年
三
月
五
日
に
箕
面
山
神
変
大
菩
薩
御

遠
忌
が
、
勅
会
の
扱
い
で
執
り
行
わ
れ
た
。
同
年
二
月
十
六
日
の
『
楽
所
日
記
』
の

記
事
に
は
、
こ
の
法
要
の
導
師
を
勤
め
た
長
吏
宮
の
関
係
で
、
法
要
に
出
仕
す
る
楽

人
も
、
普
段
か
ら
御
室
仁
和
寺
に
出
入
り
し
て
い
る
楽
人
が
出
仕
す
る
べ
く
話
を
進

め
て
い
た
が
、
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
三
方
楽
所
と
し
て
引
き
受
け
る
べ
き

も
の
で
あ
る
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
、「
三
方
楽
所
の
上
位
者
よ
り
参
勤
さ
せ
て
ほ
し

い
」
と
の
願
書
が
四
辻
家
に
提
出
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
な
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
楽
人
と
依
頼
主
と
の
間
の
個
人
的
な
関
係
に
よ
る
楽
儀
へ
の
出
仕
は
、
原
則

と
し
て
認
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
公
的
な
業
務
は
あ
く
ま
で
三
方
楽
所
と
し
て
引
き
受

け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
認
識
は
、
江
戸
時
代
を
通
じ
て
強
く
主
張
さ
れ
て
い
た
。

と
は
い
う
も
の
の
、
事
実
と
し
て
、
個
人
的
な
依
頼
に
よ
る
奏
楽
も
多
く
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
、『
楽
所
日
記
』
の
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
各
地
の
寺
社
な
ど
へ
の

出
仕
が
公
式
の
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
場
合
は
、
た
と
え
ば
安
政
四
年
の
興
正
寺
の

大
会
で
は
、
三
方
よ
り
十
二
名
、
つ
ま
り
、
京
都
、
奈
良
、
天
王
寺
で
四
名
ず
つ
の

楽
人
を
出
し
、
か
つ
常
日
頃
よ
り
同
寺
に
関
係
し
て
い
る
楽
人
が
こ
れ
に
加
わ
る
と

い
う
形
で
出
仕
メ
ン
バ
ー
が
決
定
さ
れ
て
い
る
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
雅
楽
、
舞

楽
の
演
奏
は
、
ま
ず
は
三
方
楽
所
と
し
て
引
き
受
け
、
三
方
か
ら
均
等
に
出
仕
す
べ

き
楽
人
を
出
し
た
上
で
、
日
常
的
に
そ
の
寺
社
に
関
係
し
て
い
た
楽
人
が
こ
れ
に
加

わ
る
と
い
う
形
が
、
妥
協
案
と
し
て
通
用
し
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
う
な
る
と
、
依
頼
し
た
側
に
は
か
な
り
の
金
銭
的
負
担
が
か
か
る
。
そ
の
こ
と
が
、

結
局
は
、
個
人
的
繋
が
り
に
よ
る
、「
内
々
」
の
依
頼
が
多
く
行
わ
れ
た
理
由
で
あ
ろ

う
。

18

こ
の
「
白
川
殿
」
と
は
、
神
祇
伯
白
川
家
の
こ
と
で
あ
る
。
東
儀
文
均
と
こ
の
白
川

家
と
の
接
点
を
示
す
記
事
は
『
楽
所
日
記
』
に
は
記
載
さ
れ
ず
、
古
川
と
の
雅
楽
を

通
じ
た
接
点
し
か
明
ら
か
で
は
な
い
。
な
お
、
文
均
は
、「
白
河
殿
」
と
記
載
す
る
場

合
も
あ
る
。

19

東
儀
文
均
も
、
も
と
は
南
都
方
楽
人
芝
家
の
芝
葛
起
の
三
男
で
、
葛
具
と
名
乗
っ
て

い
た
。
そ
の
後
、
在
京
の
天
王
寺
方
楽
人
東
儀
文
暉
の
養
子
と
な
り
、
さ
ら
に
分
家

の
東
儀
文
信
の
跡
を
継
ぐ
こ
と
に
な
る
。
東
儀
文
暉
に
は
、
実
子
の
文
静
が
い
る
が
、

こ
れ
が
『
楽
所
日
記
』
に
頻
繁
に
記
載
さ
れ
る
東
儀
河
内
守
で
あ
る
。
東
儀
近
江
守

文
均
と
、
こ
の
河
州
こ
と
東
儀
河
内
守
文
静
は
、
一
時
期
、
文
均
の
養
家
に
お
い
て

兄
弟
の
間
柄
に
あ
っ
た
た
め
に
、
親
し
く
し
て
い
た
も
の
で
あ
ろ
う

20

参
考
資
料
〔
表
―
二
〕
の
旅
程
表
に
も
あ
る
よ
う
に
、
古
川
氏
は
名
古
屋
で
の
楽
会

に
参
加
す
る
ほ
か
、
江
戸
ま
で
の
道
中
の
記
録
中
の
二
月
十
八
日
に
は
、
見
附
の
宿

で
「
古
川
ト
合
奏
」
と
文
均
が
記
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
古
川
氏
も
雅
楽
の
演
奏
を

嗜
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
文
均
江
戸
滞
在
中
の
記
録
に
お
い
て
も
、
古
川
氏

が
楽
会
に
参
加
し
て
い
る
記
録
が
あ
る
。
な
お
、
遠
藤
潤
氏
（
國
学
院
大
學
日
本
文

化
研
究
所
助
手
）
の
ご
教
示
に
よ
り
、
古
川
将
作
が
、
古
川
素
平
と
同
一
人
物
で
あ

り
、
古
川
躬
行
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
と
い
う
事
を
知
っ
た
。
こ
の
古

川
躬
行
は
、
白
川
家
を
拠
点
と
し
た
神
祇
復
古
を
構
想
し
た
人
物
で
あ
り
、
嘉
永
六

年
一
月
に
白
川
家
の
家
来
と
な
り
、
同
年
四
月
に
白
川
家
関
東
執
役
の
前
任
者
戸
倉

一
学
に
代
わ
り
、
関
東
執
役
に
任
ぜ
ら
れ
た
事
も
お
教
え
い
た
だ
い
た
。
こ
の
場
を

お
借
り
し
て
、
遠
藤
氏
に
御
礼
申
し
上
げ
た
い
。
そ
う
な
る
と
、
東
儀
文
均
の
江
戸

下
向
に
同
道
し
た
古
川
氏
が
、
江
戸
で
の
御
用
の
た
め
に
下
向
す
る
と
あ
る
『
楽
所

三
八

南　谷　美　保



日
記
』
の
記
事
か
ら
し
て
も
、
こ
の
「
古
川
氏
」
は
、
古
川
将
作
で
あ
っ
た
と
判
断

で
き
る
。
そ
し
て
、
四
月
に
白
川
家
関
東
執
役
に
着
任
し
た
後
、
東
儀
文
均
の
帰
国

に
必
要
な
書
類
を
発
行
し
た
の
で
あ
る
。
文
均
の
江
戸
下
向
に
際
し
て
も
、
こ
の
古

川
氏
が
関
わ
っ
て
い
た
の
で
、
こ
れ
と
同
様
に
白
川
家
家
来
と
す
る
書
類
が
発
行
さ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、『
楽
所
日
記
』
に
よ
れ
ば
、
こ
の
古
川
躬
行
こ
と
古
川
将

作
は
、
文
均
が
江
戸
を
離
れ
る
日
に
も
、
品
川
ま
で
見
送
り
に
来
て
い
る
。
た
だ
し
、

こ
の
見
送
り
メ
ン
バ
ー
の
中
に
、
古
川
要
之
助
と
さ
れ
る
人
物
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
文
均
帰
京
後
の
『
楽
所
日
記
』
嘉
永
六
年
五
月
十
日
条
に
は
、「
遠
藤
殿
内

古
川
」
と
い
う
記
事
が
あ
り
、『
楽
所
日
記
』
に
記
載
さ
れ
る
古
川
に
関
す
る
人
物
特

定
は
困
難
で
あ
る
。
古
川
将
作
に
関
す
る
記
事
は
『
楽
所
日
記
』
第
一
七
の
安
政
七

年
八
月
に
も
あ
る
。

21

こ
の
江
戸
へ
の
往
復
の
旅
程
に
つ
い
て
は
、
文
末
の
〔
表
―
二
〕
に
参
考
資
料
と
し

て
ま
と
め
る
。
な
お
、
東
儀
文
均
の
江
戸
滞
在
中
の
記
録
を
翻
刻
し
た
も
の
が
、
拙

稿
「
江
戸
時
代
の
武
家
と
雅
楽
―
江
戸
時
代
の
雅
楽
を
支
え
た
一
要
素
と
し
て
―
」

『
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
紀
要
短
期
大
学
部
第
三
十
六
号
』（
平
成
八
年
）
に
あ
る
。

22

詳
し
い
事
情
は
不
明
な
が
ら
、
芝
祐
泰
編
に
よ
る
『
雅
楽
通
解
』（
国
立
音
楽
大
学
出

版
部
　
一
九
六
七
）
に
掲
載
の
楽
家
系
譜
に
は
、
こ
の
久
恭
に
つ
い
て
「
辞
官
」
と

あ
る
。
ま
た
、
南
都
方
楽
人
の
芝
葛
房
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
久
恭
に
つ
い
て
「
先
年

退
去
」
と
あ
る
。

23

久
恭
の
次
男
時
久
は
、
紅
葉
山
楽
人
と
し
て
下
向
し
て
い
た
。
な
お
、
こ
の
時
久
と

は
別
に
、
久
恭
の
叔
父
も
紅
葉
山
に
下
向
し
た
が
、
こ
の
多
成
久
は
、
江
戸
下
向
の

後
、
辻
姓
を
名
乗
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
成
久
の
弟
は
、
京
都
方
豊
原
家
に
養
子
に
入

り
、
豊
原
文
秋
と
し
て
、
遠
藤
但
馬
守
に
笙
を
指
南
し
て
い
る
。
久
恭
の
息
子
時
久

は
、
こ
の
文
秋
よ
り
笙
を
学
び
、
江
戸
に
下
っ
た
。
注
21
の
拙
稿
に
お
い
て
も
、
こ

の
点
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
久
恭
に
す
れ
ば
、
縁
者
が
在
住

し
て
い
た
江
戸
で
生
活
す
る
こ
と
に
関
し
て
は
不
便
が
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
そ
の
縁
戚
関
係
か
ら
、
遠
藤
家
へ
の
出
入
り
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
東
儀
文
均
の
江
戸
滞
在
中
の
記
録
に
、「
辻
」
と
あ
る
の
は
、
こ
の
多

成
久
家
の
こ
と
で
、
文
均
が
、
江
戸
滞
在
中
久
恭
宅
に
滞
在
す
る
と
記
録
し
、
江
戸

出
立
の
日
に
、「
辻
宅
」
を
出
立
と
記
録
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
久
恭
も
こ
の
辻
を
称

し
た
多
家
の
関
係
者
と
し
て
江
戸
に
滞
在
し
て
い
た
様
子
が
伺
わ
れ
る
。

24

こ
の
「
天
王
寺
々
僧
與
争
論
」
と
あ
る
の
は
、
宝
暦
八
年
（
一
七
五
八
）
三
月
を
発

端
と
す
る
天
王
寺
方
楽
人
の
宗
門
改
帳
の
提
出
を
巡
る
ト
ラ
ブ
ル
か
ら
、
楽
人
の
身

分
支
配
を
め
ぐ
る
係
争
に
発
展
し
、
宝
暦
十
二
年
三
月
に
「
内
済
」、
つ
ま
り
和
解
に

達
し
た
争
論
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
間
、
四
天
王
寺
に
お
い
て
は
、
通
常
で
あ
れ
ば

雅
楽
、
舞
楽
を
伴
う
法
要
に
お
い
て
、
楽
所
側
の
ス
ト
ラ
イ
キ
に
よ
り
音
楽
の
演
奏

が
一
切
行
わ
れ
ず
、
宝
暦
十
年
十
月
よ
り
は
、
寺
社
奉
行
の
元
で
裁
定
を
受
け
る
べ

く
、
天
王
寺
方
楽
人
を
代
表
し
て
、
林
廣
基
、
東
儀
兼
員
、
岡
昌
家
、
岡
昌
晴
の
四

名
が
江
戸
へ
下
っ
た
。
翌
宝
暦
十
一
年
六
月
の
徳
川
家
重
死
去
に
伴
っ
て
、
取
り
扱

い
が
中
断
さ
れ
た
後
、
和
解
に
至
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
宝
暦
十
年
十
月
よ
り
宝
暦

十
一
年
六
月
ま
で
の
江
戸
滞
在
中
の
記
録
が
、「
天
王
寺
々
僧
與
争
論
之
留
」
第
四
冊

か
ら
第
六
冊
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
記
録
は
、
後
の
時
代
に
書
写
し
た
も
の

も
含
ま
れ
て
お
り
、
第
六
冊
の
冒
頭
に
、「
宝
暦
十
年
」
と
あ
る
べ
き
箇
所
を
「
宝
暦

十
一
年
」
と
書
写
し
た
が
故
の
錯
簡
が
あ
り
、
正
し
い
時
系
列
で
み
る
と
第
六
冊
、

第
四
冊
、
第
五
冊
と
い
う
順
に
記
録
が
記
載
さ
れ
る
。

25

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
同
年
三
月
二
十
日
に
は
、「
稲
垣
殿
へ
昌
晴
丈
同
道
ニ
而
行
、
舞

曲
稽
古
始
り
稲
垣
殿
、
五
常
楽
急
、
宅
原
源
左
衛
門
、
延
喜
楽
相
傳
ス
、
楽
ア
リ
、

平
調
ニ
而
三
臺
急
、
林
歌
、
壱
越
ニ
而
賀
殿
急
、
颯
踏
、
合
歓
塩
残
楽
、
稲
垣
殿
筝
、

昌
晴
、
鶏
徳
」
と
あ
る
。
五
常
楽
は
現
行
で
は
舞
は
な
い
が
、
天
王
寺
方
で
は
、
江

戸
時
代
に
は
、
五
常
楽
の
舞
を
伝
承
し
て
い
た
。
そ
の
舞
と
延
喜
楽
の
舞
を
相
伝
し

た
と
あ
り
、
以
後
、
陵
王
、
登
天
楽
、
林
歌
の
舞
を
相
伝
と
す
る
記
事
が
続
く
。

26

こ
の
三
名
は
、
同
年
五
月
五
日
に
入
門
し
、
同
八
日
、
十
五
日
、
十
六
日
と
稽
古
に

通
い
、
延
喜
楽
一
曲
を
済
ま
せ
て
い
る
。
そ
の
後
も
稽
古
が
継
続
さ
れ
て
い
る
が
具

体
的
な
曲
目
な
ど
は
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
六
月
二
十
七
日
に
は
、
福
嶋
傳
蔵
が
、

「
狛
ノ
太
鼓
、
三
ノ
鼓
、
鉦
鼓
等
ノ
譜
所
望
」
と
あ
り
、
廣
基
が
認
め
て
渡
し
た
こ
と
、

さ
ら
に
、
福
嶋
が
古
い
笛
を
持
参
し
た
の
で
見
た
と
こ
ろ
、
二
百
年
ほ
ど
前
の
も
の

で
あ
っ
た
と
記
し
て
い
る
。

27

平
野
健
次
は
、「
共
同
調
査
報
告
　
田
安
徳
川
家
蔵
楽
書
目
録
―
そ
の
資
料
的
意
義
―
」

『
東
洋
音
楽
研
究
』
第
四
一
・
四
二
合
併
号
　
一
九
七
七
年
八
月
）
に
お
い
て
、「
こ

の
田
安
家
楽
書
全
体
は
、
宗
武
生
前
に
収
集
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
遺
存
し
て
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い
る
の
で
は
な
い
。
宗
武
の
楽
書
収
集
の
遺
志
は
、
嗣
子
冶
察
や
、
遺
臣
長
埜
清
良

ら
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
、
む
し
ろ
田
藩
代
々
に
わ
た
っ
て
続
け
ら
れ
た
収
集
作
業

の
結
果
が
、
こ
ん
に
ち
遺
存
す
る
田
藩
文
庫
な
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

西
山
松
之
助
は
、『
家
元
の
研
究
』
に
お
い
て
、「
武
家
社
会
に
お
け
る
舞
楽
演
奏
の

趣
味
化
が
ど
の
よ
う
に
成
立
展
開
し
た
か
は
、
明
ら
か
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
お
そ

ら
く
田
安
宗
武
の
頃
か
ら
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。」（
二
二
六
頁
）
と
し
、
さ
ら

に
、
こ
れ
を
松
平
定
信
が
引
き
継
ぎ
、
定
信
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
林
大
学
頭
も

熱
心
に
雅
楽
を
学
ん
だ
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

28

遠
藤
胤
統
は
、
豊
原
文
秋
の
撰
し
た
『
衆
清
録
』（
羽
塚
啓
明
編
『
日
本
楽
道
叢
書
』

〔
下
巻
〕
に
所
収
）
に
よ
れ
ば
、
笙
を
文
秋
に
入
門
し
学
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
京
都

に
在
住
し
て
い
た
文
秋
よ
り
直
接
に
指
導
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
、

文
秋
の
指
導
を
受
け
た
後
に
、
紅
葉
山
楽
人
と
し
て
江
戸
に
下
っ
た
多
時
久
（
久
恭

子
息
）
の
指
導
を
受
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

29

注
27
で
触
れ
た
よ
う
に
、
西
山
松
之
助
は
、
林
大
学
頭
が
雅
楽
を
熱
心
に
学
ん
だ
こ

と
に
触
れ
、
そ
の
こ
と
が
彼
の
出
身
地
で
あ
る
美
濃
岩
村
藩
の
雅
楽
熱
高
揚
を
招
い

た
原
因
で
あ
る
と
推
察
す
る
（『
家
元
の
研
究
』
二
二
七
頁
）。
さ
ら
に
、
西
山
は
、

美
濃
高
須
の
吉
田
茂
三
郎
に
も
触
れ
、
こ
の
人
が
も
と
も
と
は
大
坂
町
人
で
あ
っ
た

こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
（
同
書
、
二
四
二
頁
）。
と
な
る
と
、
吉
田
家
と
天
王
寺
方
楽

人
の
接
点
の
一
つ
が
、
吉
田
家
の
出
身
地
の
大
坂
に
あ
っ
た
の
で
は
と
推
測
さ
れ
る
。

30

『
明
治
の
名
古
屋
人
』（
名
古
屋
市
教
育
委
員
会
　
一
九
六
九
）
に
よ
れ
ば
、
浄
信
寺

第
九
世
住
職
秋
楽
は
、
幼
児
か
ら
音
楽
を
た
し
な
み
、
文
化
十
二
年
大
神
基
孚
、
天

保
九
年
に
安
倍
季
良
、
弘
化
三
年
に
豊
原
陽
秋
に
入
門
し
て
い
る
ほ
か
、「
東
儀
文
均

に
多
年
師
事
し
、
神
楽
催
馬
楽
朗
詠
な
ど
の
う
た
い
も
の
か
ら
、
詩
歌
管
絃
の
秘
曲

の
伝
授
を
受
け
そ
の
演
奏
も
す
ぐ
れ
た
も
の
と
し
て
諸
国
に
そ
の
名
声
を
と
ど
ろ
か

せ
た
。
そ
の
門
下
数
百
人
と
称
せ
ら
れ
尾
張
藩
士
に
大
道
寺
主
水
忠
平
、
間
宮
六
郎
、

生
駒
周
行
等
、
東
照
宮
楽
人
に
岡
本
鍵
太
郎
、
恒
川
弥
太
郎
、
佐
藤
弥
平
次
等
」（
三

八
二
頁
）
と
あ
る
。
な
お
、『
楽
所
日
記
』
に
記
載
さ
れ
る
名
古
屋
安
浄
寺
住
職
は
、

秋
楽
の
次
弟
で
あ
る
。
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彦
根
藩
第
十
二
代
藩
主
井
伊
直
亮
（
一
七
九
四
―
一
八
五
〇
）
は
、
洋
学
を
取
り
入

れ
よ
う
と
す
る
一
方
で
、
雅
楽
に
つ
い
て
も
生
涯
興
味
を
持
ち
続
け
、
家
臣
に
も
雅

楽
を
学
ば
せ
、
多
く
の
楽
器
を
収
集
し
た
。
そ
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
彦
根
城
博
物

館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
父
直
中
の
笙
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
直

中
も
雅
楽
を
嗜
ん
だ
可
能
性
も
あ
る
。
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す
で
に
、
注
２
の
１
に
挙
げ
た
「
江
戸
時
代
に
お
け
る
雅
楽
の
伝
播
」
お
よ
び
、「
調

査
報
告
　
島
根
県
宍
道
町
木
幡
家
旧
蔵
の
雅
楽
史
料
に
つ
い
て
」（『
四
天
王
寺
国
際

仏
教
大
学
　
短
期
大
学
部
紀
要
』
第
三
十
一
号
　
平
成
三
年
）
に
お
い
て
筆
者
が
言

及
し
た
「
備
前
岡
山
城
主
松
平
内
蔵
頭
楽
役
」
岸
本
芳
秀
も
備
前
か
ら
出
雲
地
域
に

か
け
て
の
雅
楽
愛
好
家
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
に
関
わ
っ
た
一
人
で
あ
る
。
そ
し
て
、

東
儀
文
均
と
師
弟
関
係
に
あ
っ
た
岸
本
が
出
雲
地
域
の
寺
社
関
係
者
お
よ
び
富
裕
層

に
雅
楽
を
広
め
る
一
方
で
、
後
述
の
よ
う
に
、
同
じ
く
文
均
と
師
弟
関
係
に
あ
っ
た

山
田
元
三
郎
が
、
江
戸
に
お
い
て
も
、
出
雲
藩
中
の
武
士
に
雅
楽
を
広
め
て
い
る
こ

と
で
、
図
ら
ず
も
、
こ
の
出
雲
地
域
出
身
の
雅
楽
学
習
者
が
東
儀
文
均
の
も
と
で
繋

が
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
、
非
常
に
興
味
深
い
。
ま
さ
に
、「
雅
楽
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」

の
構
築
過
程
を
示
す
一
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
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『
楽
所
日
記
』
第
十
八
、
文
久
元
年
五
月
三
十
日
条
に
は
、
文
均
の
息
子
、
文
言
と

直
温
（
南
都
芝
家
相
続
）
と
が
、
四
辻
家
で
「
筝
御
入
門
、
侍
従
殿
御
面
会
、
御
譜

面
御
渡
」
と
記
載
さ
れ
、「
御
祝
酒
被
下
候
事
」
と
あ
る
の
で
、
三
方
楽
所
楽
人
で
あ

っ
て
も
、
筝
の
習
得
の
た
め
に
四
辻
家
に
入
門
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が

確
認
で
き
る
。
し
か
し
、「
御
肴
料
金
百
疋
　
両
人
よ
り
献
上
ス
」
と
あ
る
の
で
、
そ

の
入
門
に
か
か
る
費
用
は
、
一
般
人
の
場
合
よ
り
も
割
安
で
あ
っ
た
こ
と
も
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
う
し
た
点
に
つ
い
て
は
、
西
山
松
之
助
も
、『
家
元
の
研
究
』
二
〇
〇
頁

な
ど
で
触
れ
て
い
る
。
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こ
れ
も
す
で
に
、
西
山
松
之
助
が
、『
家
元
の
研
究
』
で
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
こ

の
時
期
の
雅
楽
愛
好
者
は
、
一
人
で
複
数
の
楽
器
を
学
ぶ
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
三
方
楽
所
楽
人
の
側
で
も
、
合
奏
の
指
導
が
可
能
な
よ
う
に
、
一
つ
の

「
社
中
」
に
対
し
、
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
三
管
（
笛
、
篳
篥
、
笙
）
の
指
導
に
あ
た

っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。〔
表
―
三
〕
の
注
記
８
に
記
し
た
例
に
あ
る
よ
う
に
、
複
数

名
の
楽
人
が
下
向
し
て
い
る
場
合
は
、
こ
う
し
た
「
社
中
」
へ
の
雅
楽
指
導
を
目
的

と
す
る
下
向
で
あ
る
場
合
が
多
く
、
こ
の
東
儀
河
内
守
の
江
戸
下
向
も
、
遠
藤
家
を

始
め
と
す
る
武
家
へ
の
指
導
の
た
め
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。

四
〇

南　谷　美　保
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江戸時代の雅楽愛好家のネットワーク

〔表－二〕 参考資料　東儀文均の江戸への往復の旅程一覧
往路（嘉永６年２月９日京都出発、同24日江戸着）

２月　９日
10日
11日

12日
13日

14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日
21日
22日
23日
24日

卯半刻、古川同道発足、美濃路廻、申半刻守山着、守山泊
寅半刻発足、申半刻醒井着、泊
寅半刻発足、関が原より文均、高須道へ、未刻高須吉田に着、夕飯の地合奏稽古、古
川は垂井本道へ
終日稽古
一統より金百疋謝儀、辰半刻吉田発足、未半刻比尾州浄信寺へ着、古川本町駒庄ニ而
滞留、文均も同宿する
昼後、浄信寺へ参、父子稽古、夜楽会、古川も出席
大道寺主人稽古、夕方管絃、古川も出席
寅刻発足、申半刻三州藤川驛泊
卯半刻藤川発足、申刻比新居関所通、薄暮遠州舞坂着、泊
卯半刻舞坂発足、天龍川舟渡、見付驛申刻着、泊、古川ト合奏
卯半刻見付発足、申刻金谷駅着、泊
寅刻金谷駅発足、酉刻興津駅着、泊
寅半刻発足、薄暮、三嶌驛着、泊
卯刻発足、箱根関所越、申半刻小田原着、泊
寅刻発足、申半刻程ヶ谷驛着、泊
寅刻発足、品川高縄にて昼食

復路（嘉永６年５月９日江戸出発、５月26日京都帰着）

５月９日
10日
11日
12日
13日
14日
15日
16日
17日
18日
19日
20日

21日
22日
23日
24日
25日
26日

卯半刻辻宅発足、品川にて昼食、申刻金川驛着、泊
卯半刻発足、申刻大磯驛着、泊
卯刻発足、申上刻箱根峠関所通行、申半刻、箱根にて泊
卯半刻発足、申刻吉原驛着、泊
卯半刻発足、申刻丸子驛着、泊
寅刻発足、大井川川越、申刻掛川驛着、泊
卯刻発足、申刻新居船渡、関所通行、筑後屋着、泊
卯刻発足、申刻藤川驛着、泊
卯刻発足、申半刻尾州名古屋浄信寺着、山田隋身止宿
高麗氏宅、終日合奏
間宮外記殿篳篥入門、銀二枚
浄信寺親子稽古、高木二男入門金二百疋、渡邊二男入門銀一枚、浄信寺、高麗、森本
より金百疋ツゝ、安浄寺、覚正寺より銀三匁ツゝ
辰刻浄信寺発足、濃州高須へ申刻、山田同道着、休息後合奏
終日稽古、又入門一人金二百疋
終日稽古
各より金ニ百疋、辰半刻、山田同道発足、申半刻今次驛着泊
卯半刻発足、米原船宿へ未刻着、休息、酉刻黒船乗船
午刻、西江州事崎へ着、山中越申刻、山田氏同道帰宅

この往復の道中のすべてを徒歩で移動したのか、部分的に籠などを用いたのかは、『楽所日記』には船を利用した時以外
に移動手段の記載がないので不明である。
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四
二

〔表－三〕 『楽所日記』に残された東儀文均の地方への出張稽古の記録

冊　数
第一冊

第二冊

第五冊

第八冊

第九冊

第十冊

第十三冊

第十五冊

天保15
弘化２
1845

嘉永元
1848
嘉永４
1851
嘉永５
1852

嘉永６
1853
安政３
1856
安政５
1858

11月3日－10日
２月6日－14日
５月14日－7月11日

10月24日－12月２日
5月25日－6月29日

5月8日－６月5日

２月 2 9 日－閏２
月－3月6日

８月３日－10月25
日
２月8日－5月26日

5月21日－6月29日

５月21日－6月25日

近江八幡井狩氏
近江八幡井狩氏
近江八幡井狩氏、安土浄厳院、美濃高須吉田家、三河西尾御劍
八幡宮神主新家筑後守方、尾張熱田社楽役衆、名古屋大道寺楽
役、同浄心寺（1）
美濃高須吉田、名古屋（2）
美濃高須吉田家、同竹ヶ鼻、名古屋浄心寺、大道寺家、熱田宮、
東照宮楽役（3）
近江八幡井狩氏、美濃高須吉田家、尾張津島堀田家、名古屋浄
信寺、同大道寺家、安浄寺他、熱田楽役衆（4）
美濃高須吉田家、名古屋浄信寺、同大道寺家他、三河西尾新家
家、招待者は西尾伏見屋新田成瑞寺とある、帰路、津島堀田家
（5）
美濃高須吉田家、津島堀田家、名古屋浄信寺、三河東浦本間氏、
名古屋覚正寺、大道寺家他（6）
関東下向

美濃竹ヶ鼻、同高須吉田家、名古屋浄信寺、東照宮楽役他、美
濃了応寺他、大垣桐山家（7）
美濃竹ヶ鼻、同高須吉田家、名古屋浄信寺、安浄寺他への指導、
熱田社での神楽奉納（8）

年 月　日 出張稽古先

(１)：届け出せず。
(２)：同上
(３)：楽奉行四辻家への届け出は、三河西尾の御劔八幡宮神主新家筑後守を訪問するとしている。
(４)：同上
(５)：「内々下向」として、届け出せず。この間、文均出立後に、急遽通達があり閏2月23日に禁中御楽始が執り行われ

ることが決まったと名古屋へ連絡が入るが、「臨期所労不参」として取り計らうよう天王寺方楽人に依頼し、京都
へ戻ることはしなかった。しかし、3月3日、津島滞在中の文均のもとに、8日に御用会があるのでと、京都より書
面を携えた迎えが来る。四辻家への露見を恐れたのか、即日津島を出立、美濃の吉田家に立ち寄り、急ぎ帰宅す
る。

(６)：(３)に同じ。
(７)：(３)に同じ。京都方楽人豊時鄰とともに下向した。6月7日の記事に、「高須社中」、「大垣社中」とする記事あり。
(８)：尾州名古屋安浄寺へ下向と届け出る。薗土佐守（廣篤）も同行。ただし、下向の目的には、裏辻家より依頼の熱田

社での神楽奉納も含まれていたので、このように届け出たものであろう。裏辻侍従公愛朝臣は、この年4月18日に
も「異国一件御祈念仔細有之」として、交流のあった楽人戸ともに、雅楽の奉納を自宅にて行っている。

以後は、文均の三方楽所内での地位も上がり、また年齢的な問題もあったものか、地方への出張稽古は行っていない。
しかし、地方在住の弟子たちとの間には、頻繁な文書のやり取りがあり、入門を受け付けるほか、所用で上京した弟子
たちに、京都で稽古を行うということは行っている。
なお、西山松之助も『家元の研究』〔西山松之助著作集　第一巻〕（吉川弘文館　1982年）第四章第一節において、京

都方楽人豊原家および南都方楽人辻家の門人を分析し、その地域分布について論じている。そこでは、「その大部分が京
都・江戸・伊勢・尾張・美濃に集中していることが、著しい現象であり」（224頁）とされており、同様の傾向が、天王
寺方楽人の東儀文均の日記でも明らかである。
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四
三

〔表－四〕 「禁裏東武並寺社舞楽之記」にある日光および江戸下向の記録
京都大学図書館が所蔵する『四天王寺楽人林家楽書類』に含まれる「禁裏東武並寺社舞楽之記」〔全19冊〕
の寛永年間より万延２年までの記載事項の中で、三方楽人の奏楽を目的とする日光および江戸下向が確認
できる記事は、下記の通りである。

冊　数
第二冊 貞享３（1686）

宝永６（1709）

宝永７
正徳元
正徳２
正徳３（1713）

正徳４

正徳５
享保２（1717）

享保３

延享２（1745）

明和２（1765）

文化12（1815）

第四冊

第五冊

第六冊

第十冊

第十一冊

第十五冊

年 月　日
閏3.13
閏3.25
11.27
12．9
12.10
9月
11. 3
5. 7- 8
9.26
10.13-14
10.13-14
11. 9-10
4月
4月
4.14
4.28-29
4.29-30
5.13
10.13-14
3.13-
3.24
4.17-
5. 9
5.15
4.18
4.19
5.14

二之丸舞楽御上覧
舞楽御上覧
常憲院様御一周忌供養舞楽
御一周忌法事舞楽
舞楽
清揚院様三十三回忌法事舞楽
白書院舞楽
厳有院殿三十三回忌御忌舞楽
増上寺御堂供養舞楽
文昭院様御一周忌舞楽
文昭院様御三回忌舞楽
東叡山常憲院殿御七回忌舞楽
東照宮百回御忌御法事
増上寺有章院様御一回忌
御堂供養
舞楽
有章院様三回御忌法事舞楽
白書院舞楽御上覧
文昭院様緒七回忌御法事
紅葉山法華八講権現様百三十回忌舞楽
舞楽御上覧
日光山東照権現様百五十回御神会
御城管絃
舞楽御上覧於白書院
日光山御神前御経供養
日光山御神忌曼荼羅供養舞楽
関東御本丸御上覧

事　　　　項


