
紹
　
介

広
島
大
学
寄
託

　
加
計
隅
一
文
庫
属
録

第
二
巻

　
藤
田
五
郎
氏
に
よ
っ
て
後
進
地
帯
に
お
け
る
農

奴
主
マ
ニ
ュ
フ
ア
ク
チ
ュ
ア
と
規
定
さ
れ
た
、
広

島
県
山
県
郡
加
計
町
の
歳
計
家
の
膨
大
な
文
書
・

典
籍
群
が
、
広
島
大
学
附
属
國
害
館
に
寄
託
さ
れ
、

多
く
の
研
究
者
に
よ
る
利
用
の
道
が
ひ
ら
か
れ
た

こ
と
は
す
で
に
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
鉄
山
関
係
史
料
の
目
録
が
「
撫
計
隅
屋
文

豪
麟
録
第
一
巻
」
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭

和
三
八
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
（
本
誌
鰻
七
巻
六
号
紹

介
）
。
　
隅
屋
鉄
山
業
を
中
心
と
し
た
近
世
鉄
山
史

の
研
究
は
、
そ
の
後
も
こ
の
目
録
作
成
に
携
っ
た

武
井
博
氏
ら
を
中
心
に
着
実
に
進
め
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
加
計
家
は
慶
安
以
降
、
加
計
村
庄
屋

と
な
っ
た
ほ
か
、
鉄
山
業
の
隆
盛
に
と
も
な
い
山

県
古
年
寄
々
・
芸
北
三
十
二
か
村
割
庄
屋
・
山
県

郡
の
社
倉
区
政
・
紙
楮
支
配
役
・
川
舟
支
配
役
な

ど
広
島
藩
地
方
の
要
職
に
任
じ
ら
れ
、
維
新
後
は

戸
長
そ
の
他
を
も
勤
め
た
の
で
あ
り
、
同
文
摩
に

は
地
方
関
係
の
史
料
が
き
わ
め
て
多
数
お
さ
め
ら

れ
て
い
る
。

　
第
二
巻
は
全
体
を
二
部
に
分
け
、
ま
ず
こ
の
地

方
関
係
文
譲
の
う
ち
、
支
配
・
村
・
土
地
・
貢
種

⊥
戸
口
・
治
安
・
災
害
救
魏
・
土
木
・
産
業
・
金

融
・
商
業
↑
交
通
・
経
営
・
宗
教
の
一
四
項
嗣
を

整
理
し
、
侵
録
と
し
て
掲
げ
て
い
る
。
治
安
の
中

に
は
訴
訟
出
入
に
か
か
わ
る
も
の
が
多
く
、
災
害

救
命
で
は
社
倉
・
囲
籾
関
係
が
か
な
り
の
量
を
占

め
、
魔
業
に
は
紙
。
材
木
の
ほ
か
銅
山
に
関
す
る

も
の
、
扱
苧
座
・
櫨
漆
・
茶
・
蚕
種
な
ど
の
殖
産

関
係
、
簗
鮎
な
ど
の
史
料
を
ふ
く
ん
で
い
る
。
各

項
傷
い
ず
れ
も
輿
味
あ
る
文
書
が
あ
る
が
、
圧
巻

は
経
営
の
諸
帳
簿
で
あ
ろ
う
。
享
保
か
ら
明
治
ま

で
累
年
の
万
覚
日
記
、
元
禄
以
降
の
出
座
覚
臼
記

・
万
貸
覚
日
記
を
は
じ
め
、
銭
小
面
日
記
・
銀
請

払
日
記
・
賀
意
払
臼
記
・
米
買
覚
日
記
・
船
算
用

日
記
・
御
年
貢
方
覚
日
記
・
日
面
覚
日
記
な
ど
が

あ
り
、
貞
享
以
降
の
万
覚
帳
も
二
十
数
心
あ
る
。

　
近
世
の
地
方
史
料
を
整
理
し
た
こ
と
の
あ
る
も

の
な
ら
誰
で
も
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
こ
の

よ
う
な
仕
事
は
ま
っ
た
く
気
の
遠
く
な
る
ほ
ど
単

純
な
し
か
も
気
の
抜
け
な
い
作
業
の
連
続
で
、
そ

の
わ
り
に
は
　
向
に
人
的
・
物
的
条
件
に
恵
ま
れ

な
い
の
で
あ
る
。
御
多
分
に
も
れ
ず
、
こ
の
目
録

の
作
成
も
、
地
方
文
書
に
入
っ
て
か
ら
は
難
航
し

て
い
る
様
子
が
小
倉
豊
文
氏
の
序
文
に
も
読
み
と

れ
る
が
、
な
ん
と
か
が
ん
ば
っ
て
頂
い
て
、
第
三
巻

以
降
の
刊
行
の
皐
く
完
了
す
る
こ
と
を
祈
り
た
い
。

　
目
録
第
二
巻
の
他
の
一
部
は
典
籍
で
あ
る
。
広

島
県
重
要
文
化
財
と
な
っ
て
い
る
「
芸
州
加
計
隅

屋
鉄
山
絵
巻
一
の
ほ
か
、
代
々
の
当
主
二
族
の

編
著
霞
・
写
本
、
蔵
書
類
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。

な
か
に
は
、
芸
州
通
志
編
纂
に
さ
い
し
て
提
出
し

た
国
郡
志
村
感
冒
調
帳
が
あ
る
。
加
計
村
組
合
八

力
村
・
大
利
原
組
合
二
十
四
か
村
の
割
庄
屋
と
し

て
作
成
し
た
全
二
冊
六
百
枚
を
こ
え
る
写
本
と
い

う
。
ま
た
、
二
十
二
代
当
主
が
東
京
帝
大
英
文
学

科
を
中
退
す
る
に
さ
い
し
て
、
師
で
あ
っ
た
夏
目

漱
石
に
乞
う
て
俘
っ
て
も
ら
っ
た
目
録
に
よ
り
、

一
括
し
て
丸
善
か
ら
購
入
し
た
と
い
う
英
文
学
古

典
類
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
事
実
と
す
れ
ば
、
漱

石
の
研
究
資
料
と
し
て
有
益
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
な
お
、
部
外
者
に
よ
る
同
文
庫
の
利
用
に
は
、

加
計
家
の
紹
介
を
必
要
と
す
る
由
を
つ
け
加
え
て

お
く
。
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五
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広
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（
朝
羅
直
弘
）

藤
井
　
駿
著

　
吉
備
地
方
史
の
研
究

　
い
に
し
え
の
苦
備
地
方
、
す
な
わ
ち
今
の
岡
山

県
全
域
と
広
島
県
東
部
旧
備
後
国
に
か
け
て
の
一

帯
は
、
そ
の
位
殿
あ
た
か
も
畿
内
と
北
九
州
と
の

食
間
に
あ
り
、
前
に
瀬
戸
内
を
ひ
か
え
て
、
と
く

に
交
通
に
も
め
ぐ
ま
れ
て
い
た
だ
け
に
、
古
来
右

の
二
地
域
に
つ
い
で
も
っ
と
も
畢
く
開
け
、
爾
来

山
陽
道
の
中
心
と
し
て
、
北
方
山
陰
の
出
雲
地
方

と
と
も
に
、
わ
が
蟹
史
の
上
に
独
自
の
地
歩
を
占

め
て
き
た
。
こ
の
地
方
の
歴
史
の
研
究
に
は
、
古

く
永
山
卯
三
郎
の
ご
と
き
好
学
の
士
が
あ
っ
て

「
吉
備
榔
史
」
を
は
じ
め
、
岡
山
県
金
石
誌
等
の

好
著
を
遺
さ
れ
て
い
る
が
、
今
回
そ
の
あ
と
を
承

け
て
、
さ
ら
に
精
緻
な
考
証
と
幡
広
い
視
野
の
下

に
立
っ
た
新
し
い
研
究
が
、
岡
山
大
学
の
藤
井
駿

教
授
に
よ
っ
て
も
の
に
さ
れ
た
。

　
教
授
は
こ
の
地
方
の
祖
神
大
青
女
津
彦
を
ま
つ

る
備
中
一
宮
吉
備
津
神
社
（
旧
官
幣
中
鮭
）
「
瞬
社
家

の
出
身
と
し
て
、
六
高
、
嵐
大
に
学
び
、
昭
和
五

年
卒
業
と
と
も
に
郷
里
に
帰
っ
て
登
校
の
教
授
と

な
り
、
そ
の
後
身
現
岡
山
大
学
に
あ
っ
て
も
引
き

つ
づ
き
教
授
と
し
て
、
通
算
実
に
四
十
年
の
長
き

、
に
わ
た
り
終
始
一
貫
、
地
方
史
の
研
究
に
没
頭
せ

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
学
風
は
極
め
て
着
実
で
、
文

献
の
中
に
確
証
を
求
め
て
史
実
を
直
叙
し
疑
わ
し

き
は
こ
れ
を
欠
く
と
い
う
史
学
の
正
道
を
行
く
も

の
、
そ
の
対
象
と
す
る
と
こ
ろ
は
古
代
中
世
に
わ

た
る
社
寺
、
諸
豪
族
な
ら
び
に
そ
の
荘
園
を
主
と

し
、
か
た
わ
ら
中
世
の
宗
教
、
芸
能
な
ら
び
に
近

世
学
事
文
人
等
の
伝
記
に
及
ん
で
い
る
。
教
授
は

そ
の
た
め
に
県
下
を
露
な
く
歩
き
、
そ
の
社
寺
旧

家
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
訪
ね
て
、
新
史
料
の
発
見

に
つ
と
め
ら
れ
、
今
日
ま
で
に
岡
山
県
古
文
書
集

三
巻
を
水
野
恭
一
郎
氏
と
と
も
に
編
纂
、
区
別
せ

ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
別
に
有
名
な
東
寺

領
「
備
中
國
新
見
荘
史
料
」
を
も
編
集
し
て
学
界

の
た
め
に
大
い
に
貢
献
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
こ
の
度
の
新
著
は
そ
れ
ら
博
捜
せ
ら
れ
た
史
料

を
も
と
に
、
そ
の
得
意
と
せ
ら
れ
る
領
域
に
関
し
、

折
に
ふ
れ
て
、
考
証
を
重
ね
ら
れ
て
き
た
大
作
の

論
文
都
含
四
十
九
篇
を
ば
、
補
訂
の
上
、
主
題
別

に
編
次
せ
ら
れ
た
も
の
、
明
年
停
年
退
官
を
予
定

せ
ら
れ
て
い
る
教
授
の
た
め
に
は
A
ま
こ
と
好
箇

の
記
念
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
今
そ
の
中

か
ら
と
く
に
目
ぼ
し
い
長
篇
の
若
干
を
拾
う
て
そ

の
内
容
を
紹
介
し
よ
う
。

　
本
実
は
全
巻
を
吉
備
史
と
吉
備
津
神
社
、
荘
園

と
中
世
豪
族
、
中
世
の
宗
教
と
芸
能
、
近
世
の
人

物
像
と
歴
史
の
四
部
に
類
別
、
編
次
せ
ら
れ
て
い

る
が
、
ま
ず
そ
の
第
一
部
に
あ
っ
て
は
崇
神
朝
に

四
道
将
軍
の
一
人
と
し
て
吉
備
国
に
派
遣
せ
ら
れ

た
大
吉
傭
津
彦
命
の
後
驚
と
伝
え
る
吉
備
氏
一
族

の
う
ち
、
加
夜
国
造
家
、
す
な
わ
ち
後
の
賀
陽
氏

を
も
っ
て
そ
の
本
宗
と
考
え
、
そ
の
系
譜
を
考
証

し
つ
つ
一
門
消
長
の
跡
を
考
察
せ
ら
れ
た
「
煽
夜

繭
造
の
系
譜
と
賀
陽
氏
」
が
協
つ
と
も
力
篇
と
認

め
ら
れ
る
。
教
授
は
吉
備
氏
を
も
っ
て
こ
の
地
方

土
着
の
豪
族
で
あ
ろ
う
と
す
る
一
部
の
人
々
の
説

を
排
し
て
、
こ
れ
を
皇
別
（
孝
盤
天
皇
の
皇
子
）
大
吉

傭
津
彦
の
後
置
と
す
る
所
伝
を
す
な
お
に
受
け
い

れ
、
國
造
本
紀
や
新
撰
始
目
録
に
よ
れ
ば
、
駿
河

・
越
前
・
豊
後
・
肥
後
等
に
も
そ
の
子
孫
が
い
る

中
で
、
と
く
に
吉
備
地
方
に
勢
力
を
有
し
た
上
道

・
望
野
・
下
道
（
以
上
傭
前
）
加
夜
・
笠
（
以
上
傭
中
）
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