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椋

宿

業

岩

音

著

昭
和
十

一
年
十

一
月

一
日
､
大
阪
屋
舞
書
店
薩
行

四
六
倍
版

二

一
六
貢
'
附
銀
主
要
論
文
及
び
著
書

日
銀

一
五
貢
'
問
灰
十
五
葉
'
定
侶
五
阿

我
が
図
滴
鮮
史
研
究
の
大
先
達
で
あ
り
､
濁
臼
の
歴
史
照
系

を
以
て
東
洋
史
畢
界
に
地
歩
を
占
め
て
居
ら
れ
る
君
山
宿
菓
博

士
は
此
度
目
出
度
-
還
暦
を
迎

へ
ら
れ
'
そ
の
記
念
を
自
離
さ

れ
て

｢
鐸
椋
｣

一
巻
を
世
に
頒
た
れ
た
｡
わ
れ
わ
れ
は
博
士
の

僻
か
く
し
ゃ
く
た
る
健
在
を
観
痛
す
る
と
同
時
に
'
早
老
の
慣

し
の
あ
る
拳
鼎
に
よ
く
こ
の
宜
篤
を
も
の
さ
れ
て
後
進
を
啓
蒙

さ
れ
る
博
士
の
単
的
精
進
の
虞
聾
さ
に
探
-
尊
敬
の
意
を
排
ふ

も
の
で
あ
る
｡

｢
鐸
椋
｣
は
次
の
四
つ
の
論
文
か
ら
成
立
っ
て
居
る
｡

即
ち

｢
百
済
の
椋
及
椋
部
｣
｢
校
倉
の
後
を
探
ね
て
｣
｢
長
生
標
及
長

生
庫
｣
｢
長
生
標
及
長
生
庫
補
考
｣
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
あ
る
｡

答
越
は
最
初
の
論
文
に
山
木
し
た
様
に
思
は
れ
る
が
'
著
者
自

ら
企
励
す
る
所
を
解
説
さ
れ
､｢
樺
椋
は
上
代
日
本
の
経
済
機
構

た
-
し
ク
ラ

(域

･
倉
)
の
由
来
を
究
明
せ
ん
と
し
た
試
み
で

あ
っ
て
､
こ
の
機
構
は
'
遠
く
高
勾
淀
の
梓
京
と
稀
す
る
ク
ラ

よ
り
琵
櫨
L
t
や
が
て
石
碑
の
椋
郡
と
な
り
'
遂
に
日
本
の
椋

(
ク
ラ
)
と
し
て
顕
現
し
た
も
の
と
考
へ
る
の
が
こ
の
要
旨
で
あ

る
｣
と
述
べ
ら
れ
て
居
る
o
さ
れ
ば
樺
椋

1
筈
に
は
博
士
の
鳳

熟
さ
れ
た
る
見
識
と
拳
麓
の
豊
か
ざ
が
遺
憾
な
-
示
め
さ
れ
て

居
り
'
支
那
･朝
鮮
･日
本
の
史
料
が
縦
横
に
駆
使
さ
れ
'
そ
の

文
猷
の
上
か
ら
叉
言
語
の
上
か
ら
の
該
博
な
考
詮
振
り
は
諌
者

を
し
て
絢
嘱
目
を
陛
た
1

せ
る
も
の
が
あ
る
｡
.

今
樺
椋
を
簡
軍
に
紹
介
す
る
と
'
通
行
本
北
史
百
済
健
の
内

の
職
官
の
事
を
述
べ
た
所
に

｢
内
掠
部
外
掠
部
｣
の
1
句
が
見

え
て
居
る
｡
こ
の
掠
の
字
は
ち
ょ
っ
と
解
樺
が
つ
か
ぬ
が
､
之

を
我
が
困
俸
乗
の
薯
抄
本
翰
苑
に
ょ
つ
て
亘

る
と
'
同
書
に
は

培
地
志
が
引
か
れ
て
居
て
､
右
の
不
審
の
尉
所
は

｢
椋
部
｣
に

作
ら
れ
て
あ
り
､
叉
三
園
史
記
に
は

｢
内
陣
部
外
廃
部
｣
に
作

ら
れ
て
居
る
｡
今
､
椋
及
陳
の
字
を
考
へ
る
と
､
陳
に
は
倉
の

意
が
あ
る
事
は
時
々
分
る
が
‥
椋
字
の
原
義
に
は
倉
の
意
は
な

い
｡
然
る
に
我
が
新
撰
姓
氏
協
等
に
ょ
る
と
椋
を
ク
ラ
と
訓
ま

し
て
居
る
｡
そ
し
て
椋
が
我
国
の
造
字
と
考
へ
ら
れ
な
い
か
ら

ク
ラ
の
訓
と
陳
及
椋
の
字
と
を
関
係
づ
け
て
考
察
せ
ね
ぼ
な
ら

ぬ
｡
今
我
が
国
上
古
に
於
け
る
日
鮮
交
渉
史
を
想
起
す
る
と
'
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百
済
よ
り
王
仁

1
沢
の
来
朝
と
彼
の
園
の
文
物
制
度
の
将
来
と

い
ふ
史
茸
に
嘉
づ
-
｡
王
仁
の
名
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
百
済

人
は
必
ず
や
そ
の
発
進
閲
の
立
場
か
ら
吾
が
朝
廷
に
入
っ
て
､

行
政
制
度
機
構
の
整
備
に
参
劃
し
た
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
る
｡

特
に
ク
ラ
の
制
度
の
整
備
は
常
時
の
祉
曾
経
済
上
の
要
求
に
基

い
て
な
さ
れ
た
主
な
る
も
の
の
一
で
あ
ら
う
が
'
こ
の
要
望
を

充
た
す
麓
に
百
済
人
は
母
園
の
制
に
摸
し
て
そ
の
鰐
裁
を
整

へ

た
事
が
想
像
さ
れ
る
｡
彼
等
の
子
孫
が
ク
ラ
ビ
ト
と
し
て
そ
の

姓
を
侍

へ
て
居
る
所
に
重
大
な
意
童
が
存
す
る
の
で
あ
り
'
ク

ラ
ビ
ト
の
名
偶
は
貧
に
ク
ラ
の
制
度
と
共
に
百
済
よ
り
斎
さ
れ

た
も
の
と
博
士
は
説
か
れ
る
O

然
し
て
博
士
は
支
那
朝
鮮
の
文
献
か
ら
.
或
は
土
俗
言
語
上

か
ら
北
方
系
民
族
の
問
に
は
､
ク
ラ
の
近
似
音
の
下
に
倉
の
意

の
存
す
る
事
を
､
叉
文
事
を
司
る
職
の
も
の
か
ら
ヒ
ト
の
訓
の

出
る
事
を
許
さ
れ
て
､
ク
ラ
ヒ
ト
が
外
来
語
な
る
事
を
碇
め
ら

れ
､
更
に
ク
ラ
の
沿
革
を
尋
ね
て
魂
志
東
夷
俸
高
勾
麓
の
侯
に

見
え
る
梓
京
の
字
を
得
ら
れ
た
｡
梓
京
は
高
勾
髭
の
造
語
で
あ

っ
て
漢
語
の
京
郎
倉
よ
-
出
た
重
言
畳
語
と
考

へ
ら
れ
る
｡
即

ち
高
勾
琵
は
携
人
と
の
接
鴨
に
よ
っ
て
ク
ラ
の
様
式
を
畢
び
'

そ
れ
が
梓
京
と
呼
ば
れ
同
系
の
言
語
文
化
を
俸

へ
た
百
済
に
入

っ
て
は
内
外
枝
部
と
な
り
'
や
が
て
そ
の
制
は
我
図
に
舶
載
さ

れ
'
ク
ラ
ベ

･
ク
ラ
ヒ
ト
の
名
稲
と
な
つ
ね
の
で
あ
る
｡
同
時

に
こ
の
事
に
は
文
化
東
漸
の
跡
が
見
出
さ
れ
る
と
説
か
れ
る
｡

私
は
今
こ
れ
等
の
考
詮
を
批
判
す
る
除
裕
を
持
た
な
い
け
れ
ど

も
､
ク
ラ
ヒ
ト
の
解
樺
に
於
け
る
言
語
上
の
手
招
き
や
'
魂
志

の
高
勾
麓
に
関
す
る
記
事
の
解
樺
に
は
博
士
の
説
を
肯
定
す
る

に
緯
距
す
る
も
の
が
あ
る
｡
然
し
こ
れ
等
の
事
も
茸
は
博
士
の

意
威
さ
れ
て
居
る
根
本
的
な
考
へ
方
に
は
大
し
た
影
響
も
な
い

の
で
'
即
ち
博
士
は
我
が
困
上
古
の
文
化
の
性
質
を
検
討
さ
れ

る
途
上
'
た
ま
′
＼

ク
ラ
の
機
構
に
就
い
て
分
析
を
進
め
ら
れ

た
結
果
そ
れ
が
我
が
図
滴
白
の
形
式
の
も
の
で
な
く
却
っ
て
そ

の
整
備
し
た
鮎
は
常
時
の
外
囲
で
あ

る
百
済
人
の
事
に
保
つ
所

多
-
'
然
も
盲
番
人
の
そ
れ
も
や
が
て
漠
土
の
文
化
に
淵
源
す

る
所
を
強
調
さ
れ
た
ノの
で
あ
る
｡
博
士
は
平
素

｢
著
者
は
鮮
満

と
日
本
と
の
文
化
交
流
を
探
求
す
る
こ
と
は
､
わ
れ
ら
に
つ
よ

く
的
乗
っ
け
ら
れ
て
ゐ
る
云
々
｣
と
の
信
念
を
抱
持
さ
れ
て
居

る
が
'
こ
の
;
篤
は
如
上
の
見
解
の
具
鰹
化
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
｡
然
し
て
こ
1
に
異
種
の
文
化
の
理
解
の
仕
方
や
享
受
の
過

程
の
問
鰻
が
存
す
る
｡
そ
の
事
に
関
し
て
博
士
は
こ
の
籍
の
結

言
に

｢
ク
ラ
は
連
座
性
(常
時
の
社
食

へ
の
)
を
も
つ
と
こ
ろ
の
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輸
入
機
構
で
あ
ゎ
'
そ
こ
に
箆
達
の
可
能
性
を
示
し
た
も
の
で

あ
る
.
か
つ
て
わ
た
-
L
は
楽
浪
文
化
は
あ
ま
り
に
高
級
品
で

あ
っ
て
'
四
周
民
族
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
と
こ
ろ
少
な
か
つ
た

と
述
べ
､
叉
そ
の
受
け
入
れ
ら
れ
た
も
の
は
､
俊
敏
な
政
治
機

構
即
ち
按
菅
が
最
も
強
力
で
あ
ら
う
と
述
べ
た
･･････日
本
の
ク

ラ
は
支
那
の
座
職
機
構
が
牛
島
を
経
由
L
t
地
方
色
の
附
加
せ

ら
れ
た
る
に
よ
-
て
'
完
全
蓉
達
し
た
も
の
で
あ
-
'
必
L
も

わ
が
社
倉
的
捧
取
力
に
興
っ
た
も
の
で
は
な
い
｣
と
述
べ
ら
れ

て
居
る
｡
蓋
し
こ
の
7
籍
の
歴
巻
と
も
い
ふ
べ
き
所
で
あ
る
｡

㌧
か
-
て
読
者
は
東
方
諸
国
の
文
化
の
系
統
を
探
る
事
に
よ
っ

て
､
文
化
の
享
受
の
仕
方
や
理
解
の
能
力
は
結
局
其
の
図
の
性

格
教
養
の
高
低
に
鷹
じ
る
も
の
で
'
そ
の
間
に
鎗
計
な
も
の
が

入
る
除
地
の
な
い
;U
い
ふ
平
凡
な
事
賓
に
束
が
つ
-
で
あ
ら
う

L
t
史
に
文
化
の
意
味
と
か
慣
値
の
問
趣
が
考
慮
さ
れ
ね
ぽ
な

ら
ぬ
と
い
ふ
事
も
考

へ
る
様
に
な
る
｡

然
し
て
文
化
交
流
を
説
か
れ
る
博
士
の
態
度
に
就
い
て
は

7

言
す
れ
ば
そ
こ
に

一
貫
し
て
博
士
の
年
代
の
人
々
に
共
通
な
経

世
家
的
な
立
場
が
窺
は
れ
る
｡
博
士
は
此
立
場
か
ら
歴
史
に
債

値
を
認
め
ら
れ
､
そ
の
効
用
性
を
理
解
さ
れ
た
｡
而
し
て
こ
の

立
場
の
不
動
性
と
時
代
に
封
す
る
秀
れ
た
る
洞
察
力
の
故
に
博

士
の
歴
史
鰻
系
に
は
虞
資
性
が
見
ら
れ
又
優
れ
た
る
歴
史
家
と

し
て
の
見
識
が
存
す
る
と
考
へ
ら
れ
る
｡

攻
に

｢
校
倉
を
探
ね
て
｣
は
上
述
の
ク
ラ
の
形
態
は
校
倉
ア

ゼ
ク
ラ
式
建
造
で
あ
ら
う
と
推
定
さ
れ
'
現
在
牛
島
及
び
そ
の

附
近
の
地
方
に
殆
存
し
て
居
る
こ
の
種
の
遺
物
を
凍
ね
ら
れ
て

I

樺
椋
の
見
解
を
嘗
詮
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
｡

｢
長
生
梗
及
長
生
庫
｣
の
二
第
は
高
麗
時
代
の
寺
院
経
済
機
構

た
り
し
長
生
庫
(無
壷
域
)
の
由
乗
と
轡
超
を
考
察
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
が
'
こ
の
二
篇
は
骨
っ
て
乗
車
経
済
研
究
に
載
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
､
叉
紙
数
の
都
合
上
詳
細
な
る
紹
介
を
割
愛
し

や
う
と
思
ふ
｡

妄
言
を
連
ね
た
事
を
搾
-
博
士
に
お
詫
び
し
､
併
せ
て
博
士

の
御
加
餐
を
所
っ
て
止
ま
ぬ
も
の
で
あ
る
｡

(
三
円
柑
)
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