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新
島
襄
の
「
い
し
か
ね
も
」
歌
雑
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吉
海
直
人 

         
一 

  

新
島
襄
は
生
涯
に
五
十
首
程
の
和
歌
を
遺
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
最
も
有
名
な
も
の
と
し
て
、
亡
く

な
る
直
前
に
大
磯
で
詠
ん
だ
、 

 

い
し
か
ね
も
透
れ
か
し
と
て
ひ
と
筋
に
射
る
矢
に
こ
む
る

大
丈
夫

ま

す

ら

お

の
意
地 

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
（
軸
装
さ
れ
た
複
製
が
収
益
事
業
課
で
販
売
さ
れ
て
い
る
）
（
１
）
。
し
か
も
興

味
深
い
こ
と
に
、
こ
の
歌
に
は
自
作
・
添
削
と
い
う
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
し
て
い
る
。 

  

前
に
あ
げ
た
歌
の
形
が
襄
の
自
作
で
あ
る
。
襄
は
妻
八
重
に
手
紙
を
出
し
、
歌
人
・
池
袋
清
風
に
自
作

の
添
削
を
依
頼
し
て
い
る
。
さ
す
が
に
清
風
は
即
座
に
、 

 
 

岩
か
ね
も
透
れ
と
放
つ
ま
す
ら
雄
の
心
の
矢
さ
き
神
の
ま
に
ま
に 

と
添
削
し
て
返
し
た
。
襄
が
「
射
る
矢
に
こ
む
る
大
丈
夫
の
意
地
」
と
直
情
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
清

風
は
「
心
の
矢
さ
き
神
の
ま
に
ま
に
」
と
穏
や
か
な
表
現
に
改
め
て
い
る
。 

 

こ
の
件
に
つ
い
て
は
、
襄
の
日
記
（
漫
遊
記
事
）
に
、 

 
 

廿
三
年
之
春
を
迎
へ
て 

 
 

 

一
月
五
日 

    

○
石
か
ね
も
透
れ
か
し
と
て
ひ
と
す
じ
に
射
る
矢
に
こ
む
る
ま
す
ら
雄
の
意
地 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
新
島
襄
全
集
５
』408

頁
） 

と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
歌
が
新
年
の
決
意
を
詠
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
明
治
二
十
三
年
と
い
え
ば
、
襄
が
亡
く
な
る
直
前
の
こ
と
で
あ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
日
記
に
は
、
清
風
に
添
削
を
依
頼
し
た
こ
と
な
ど
は
一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
。
添
削
の

経
緯
は
、
依
頼
さ
れ
た
清
風
自
身
が
、
後
に
「
新
島
襄
先
生
の
和
歌
」（
国
民
之
友108

・
明
治
二
四
年
二

月
）
の
中
で
触
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
よ
う
や
く
わ
か
る
の
で
あ
る
。
参
考
ま
で
に
そ
の
部
分
を
引
用

し
て
お
こ
う
。 

    

昨
年
一
月
九
日
、
予
同
志
社
図
書
館
に
在
り
。
偶
新
島
夫
人
来
て
曰
く
、
襄
よ
り
手
紙
来
り
、
貴
位

に
歌
を
直
し
て
戴
き
度
云
々
、
予
に
示
せ
り
。
即
ち
見
る
に
初
め
に
、 

 
      

廿
三
年
の
春
を
迎
へ
我
が
こ
ゝ
ろ
ざ
す
所
を 

 
 

と
あ
り
て
、
歌
一
首
を
書
き
、
其
次
に
左
の
文
あ
り
。 

 
      

右
は
歌
道
を
少
し
も
こ
ゝ
ろ
か
け
ぬ
も
の
ゝ
吐
き
し
歌
な
れ
ば
何
と
か
歌
に
な
り
候
様
池
袋
清

風
大
人
に
御
頼
み
被
下
度
候 

          
 

一
月
五
日                                  

襄 

                

八
重
さ
ま 

 
      

池
袋
様
に
は
御
直
し
被
下
候
は
ゝ
早
々
御
戻
し
被
下
度
候 
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右
即
座
に

斧
正

ふ

せ

い

し
て
渡
す
。
左
の
如
し
。 

        

岩
か
ね
も
透
れ
と
放
つ
ま
す
ら
雄
の
心
の
矢
さ
き
神
の
ま
に
ま
に  

 
 

 
 

 
 

（30

頁
） 

 

「
斧
正
」
と
は
和
歌
な
ど
を
添
削
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
一
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
河
野
仁
昭
氏
が

「
近
代
化
過
程
に
お
け
る
伝
統
文
学―

池
袋
清
風
の
英
学
と
和
歌―

」
（
人
文
科
学10

・
昭
和
五
四
年
十

二
月
）
の
中
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
詳
細
に
検
討
さ
れ
た
の
は
本
井
康
博
氏
の
「
新
島
襄
の
「
白

鳥
の
歌
」―

「
い
し
か
ね
も
」
秘
話―

」
（
新
島
研
究90

・
平
成
十
一
年
二
月
）
で
あ
っ
た
。 

  

本
井
氏
は
「
い
し
か
ね
も
」
の
歌
を
襄
の
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
と
ら
え
、
歌
の
改
作
を
含
め
て
、
そ

の
歌
を
贈
ら
れ
た
人
々
と
襄
と
の
関
係
を
推
理
作
家
の
よ
う
に
探
っ
て
い
く
中
で
、
ま
さ
に
「
い
し
か
ね

も
」
歌
に
込
め
ら
れ
た
襄
の
思
念
（
遺
志
）
を
読
み
取
っ
て
お
ら
れ
る
。
こ
こ
ま
で
深
く
論
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
付
け
加
え
る
こ
と
な
ど
ほ
と
ん
ど
な
い
の
だ
が
、
古
典
和
歌
文
学
専
攻
の
立

場
か
ら
あ
え
て
二
点
だ
け
私
見
を
提
示
し
て
み
た
い
（
２
）
。 

         

二 

   

ま
ず
第
一
点
は
、
歌
の
背
景
（
典
拠
）
に
つ
い
て
で
あ
る
。
本
井
氏
は
御
論
の
中
で
、「
あ
る
い
は
那
須

の
与
一
の
故
事
が
想
定
さ
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
」（235

頁
）
と
述
べ
て
お
ら
れ
る
。
こ
れ
は
余
談
風

に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
取
り
立
て
て
異
義
を
申
し
立
て
る
必
要
も
な
い
の
だ
が
、
一
応
私
見
を

述
べ
て
お
こ
う
。
確
か
に
「
矢
」
か
ら
の
連
想
で
、
弓
の
名
手
た
る
那
須
与
一
が
登
場
し
て
も
お
か
し
く

は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
以
外
の
か
か
わ
り
が
希
薄
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
よ
り
も
「
矢
」
が
あ
っ
て
「
石
」
を
「
射
る
」
と
あ
れ
ば
、
即
座
に
「
石
に
立
つ
矢
」
あ
る
い
は

「
射
石
飲
羽
」
と
い
う
中
国
の
故
事
が
思
い
浮
か
ぶ
。
そ
れ
は
石
を
虎
と
誤
認
し
、
一
心
に
射
た
と
こ
ろ
、

矢
が
羽
の
と
こ
ろ
ま
で
石
に
さ
さ
っ
た
と
い
う
有
名
な
話
で
あ
る
。
そ
の
出
典
は
『
韓
詩
外
伝
』
の

熊
渠
子

ゆ

う

き

ょ

し

、『
呂
氏
春
秋
』
の
養
由
、『
史
記
』
の
李
廣
と
三
つ
の
可
能
性
が
あ
る
の
だ
が
、
そ
の
う
ち
の
ど

れ
で
あ
る
か
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
襄
は
、
こ
の
有
名
な
故
事
を
念
頭

に
置
い
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 

そ
れ
と
は
別
に
、「
い
し
か
ね
」
と
い
う
初
句
の
表
現
・
表
記
も
少
々
気
に
な
る
。
こ
れ
が
日
記
に
あ
る

よ
う
に
「
石
か
ね
」
だ
っ
た
ら
、「
い
わ
か
ね
」
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
（
「
石
」
は
「
い
わ
」
と
も
読
む
）
。

も
し
そ
う
な
ら
、
こ
の
部
分
は
必
ず
し
も
添
削
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
単
に
「
石
」
と
い
う
表
記
を
「
岩
」

と
改
め
た
だ
け
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
点
は
従
来
ほ
と
ん
ど
看
過
さ
れ
て
き
た
よ
う
で
、
そ
の
表
記

は
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
決
定
版
と
も
言
う
べ
き
襄
の
自
筆
で
は
「
い
し
か
ね
」
と
ひ
ら
が
な
表

記
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
残
念
な
が
ら
こ
の
説
は
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

で
は
「
い
し
か
ね
」
は
「
石
金
」
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
な
ら
、
「
石
金
」
は
「
石
」
と
「
金
」
、
つ

ま
り
共
に
硬
い
も
の
の
た
と
え
と
な
る
（
「
木
石
」
や
「
石
部
金
吉
」
も
同
様
）
。
と
こ
ろ
が
「
石
金
」
は
、

古
典
に
お
い
て
は
歌
語
と
し
て
全
く
熟
し
て
い
な
い
言
葉
（
非
歌
語
）
で
あ
っ
た
。
桂
園
派
の
歌
人
だ
っ

た
清
風
は
、
お
そ
ら
く
そ
の
こ
と
が
す
ぐ
に
わ
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
そ
こ
で
直
ち
に
「
石
金
」
を
、
似
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て
非
な
る
「
岩
が
根
」
に
添
削
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
石
金
」
は
「
石
」
と
「
金
」
で
あ
る
が
、「
岩
が
根
」

は
一
語
で
大
岩
の
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
金
」
の
意
味
は
完
全
に
消
失
し

て
し
ま
う
。
し
か
も
「
岩
が
根
」（
「
岩
根
」
に
同
じ
）
の
方
は
歴
と
し
た
歌
語
で
あ
り
、『
万
葉
集
』
に
も
、 

    

岩
が
根
の
こ
ご
し
き
山
を
越
え
か
ね
て
音
に
は
泣
く
と
も
色
に
出
で
め
や
も
（
三
〇
一
番
） 

と
歌
わ
れ
て
い
る
。 

  

と
こ
ろ
が
面
白
い
こ
と
に
、
小
崎
弘
道
は
こ
の
清
風
が
添
削
し
た
歌
に
つ
い
て
、 

    

曾
つ
て
先
生
の
人
に
贈
ら
れ
た
歌
に
「
岩
金
も
と
ほ
れ
と
は
な
つ
武
夫
の
心
の
矢
先
神
の
ま
に
ま
に
」

と
云
ふ
こ
と
を
詠
ま
れ
ま
し
た
。
此
歌
は
先
生
が
友
人
に
贈
ら
れ
た
歌
で
あ
り
ま
す
が
是
は
誠
に
先

生
の
心
事
を
能
く
現
し
た
る
所
の
歌
と
思
ま
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
（
デ
ビ
ス
著
・
山
本
美
越
乃
訳
『
新
島
襄
先
生
伝
』354

頁
） 

と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
本
井
氏
は
、「
池
袋
が
朱
を
入
れ
た
作
品
の
方
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
の

論
評
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
」
（250

頁
）
と
疑
問
を
投
げ
か
け
て
お
ら
れ
る
。 

そ
の
真
偽
は
不
明
で
あ
る
が
、
伝
道
師
と
し
て
の
弘
道
の
立
場
を
重
視
す
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
精
神
の

発
露
さ
れ
て
い
る
添
削
歌
の
方
が
評
価
さ
れ
て
当
然
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
よ
り
も
こ
こ
で
は
、「
岩
金
」
と
表

記
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
方
が
気
に
な
る
。
せ
っ
か
く
添
削
し
た
「
岩
が
根
」
を
「
岩
金
」
と
表
記
し
た
ら
、

ま
た
「
岩
」
と
「
金
」
に
な
っ
て
「
石
金
」
と
同
じ
意
味
に
戻
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し

か
も
「
岩
金
」
と
い
う
表
現
は
、「
石
金
」
以
上
に
和
歌
で
は
熟
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
単
な
る
あ
て
字
で

あ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
弘
道
は
和
歌
的
素
養
に
欠
け
て
い
た
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

  

い
ず
れ
に
せ
よ
清
風
が
「
石
金
」
を
「
岩
が
根
」
に
添
削
し
た
こ
と
に
よ
り
、
漢
語
的
な
無
骨
な
表
現

が
、
和
語
的
な
柔
ら
か
い
表
現
に
改
変
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
（
た
だ
し
用
法
的
に
適
合
し
て
い
る
と
は
言

え
そ
う
も
な
い
）
。
そ
の
こ
と
は
添
削
さ
れ
た
歌
を
見
た
襄
自
身
が
、 

    

池
袋
様
よ
り
御
正
し
被
下
候
分
は
逐
而
気
分
の
む
き
た
る
時
に
半
切
に
大
書
す
可
く
候
間
、
若
し
池

袋
様
に
御
逢
ひ
被
成
候
は
ば
、
右
之
趣
も
御
話
し
宜
し
く
厚
く
御
礼
申
上
、
荒
々
し
き
歌
を
も
大
分

優
美
な
る
風
調
に
相
成
申
呉
々
も
難
有
奉
存
候
、
私
の
歌
は
あ
ら
ご
な
し
の
出
来
ぬ
あ
ば
れ
馬
の
如

し
、
此
は
少
し
く
関
東
武
士
の
如
き
風
な
り
と
申
し
て
可
な
ら
ん
。
（
『
新
島
襄
全
集
４
』333

頁
） 

と
八
重
宛
の
一
月
十
日
付
け
書
簡
に
記
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
っ
た
（
「
新
島
襄
先
生

の
和
歌
」
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
）
（
３
）
。 

         

三 

   

と
こ
ろ
で
、「
石
か
ね
」
歌
が
詠
ま
れ
た
の
が
明
治
二
十
三
年
の
正
月
五
日
、
そ
れ
が
八
重
の
元
に
送
ら

れ
、
九
日
に
清
風
が
即
座
に
添
削
し
て
返
し
た
。
そ
こ
ま
で
は
問
題
な
い
。
し
か
し
そ
の
翌
日
の
十
日
の

八
重
宛
の
襄
の
手
紙
に
、
清
風
の
添
削
に
対
す
る
感
謝
の
意
が
し
た
た
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
現

在
の
郵
便
事
情
か
ら
し
て
も
時
間
的
に
早
す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
（
速
達
で
も
無
理
）
。
そ
の
後
す
ぐ
に

誰
か
が
返
事
を
届
け
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
九
日
」
と
い
う
の
は
「
七
日
」
の
誤
り
で
は
な
い
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だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
襄
が
自
ら
の
歌
を
「
関
東
武
士
の
如
き
風
」
と
称
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
も
う
少
し
こ
だ
わ
っ
て
み
た
い
。 

 

た
ま
た
ま
池
袋
清
風
の
書
い
た
「
和
歌
の
略
史
（
続
）
」
（
郵
便
報
知
新
聞
・
明
治
二
十
一
年
八
月
二
十

五
日
）
を
読
ん
で
い
た
と
こ
ろ
、 

 
 

維
新
の
際
、
尊
攘
の
浪
士
未
だ
和
歌
を
知
ら
ざ
る
者
口
か
ら
出
放
題
に
吐
き
た
る
を
集
め
て
興
風
集

と
か
称
け
、
詩
歌
共
に
載
せ
た
る
を
見
し
こ
と
あ
り
。
是
等
は
歌
と
言
ふ
に
は
あ
ら
ず
。 

        

岩
か
ね
も
砕
け
さ
ら
め
や
も
の
ゝ
ふ
の
君
が
為
と
て
お
も
ひ
切
る
太
刀 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
明
治
大
正
短
歌
資
料
大
成
Ⅰ
』213

頁
） 

と
い
う
記
述
が
見
つ
か
っ
た
。
こ
こ
に
引
用
さ
れ
て
い
る
浪
士
の
歌
（
４
）
も
初
句
が
「
岩
か
ね
」
と
あ

り
、
内
容
も
襄
の
歌
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
以
外
の
用
語
は
、
浪
士
の
歌
が

「
砕
け
・
も
の
ゝ
ふ
・
太
刀
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
襄
の
歌
は
「
透
れ
・
ま
す
ら
雄
・
矢
」
と
な
っ
て

お
り
、
両
歌
を
一
律
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
類
似
か
ら
、
襄
の
歌
に
も
武

士
道
的
な
発
想
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。 

 

清
風
は
襄
の
歌
を
添
削
す
る
以
前
に
、
こ
の
浪
士
の
歌
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
八

重
を
介
し
て
襄
の
歌
を
見
せ
ら
れ
た
時
、
そ
こ
に
尊
皇
の
志
士
的
な
も
の
を
即
座
に
看
取
し
た
可
能
性
は

十
分
に
存
す
る
。
し
か
も
浪
士
に
対
す
る
「
未
だ
和
歌
を
知
ら
ざ
る
者
口
か
ら
出
放
題
に
吐
き
た
る
」
と

い
う
評
は
、
添
削
を
乞
う
た
襄
の
「
歌
道
を
少
し
も
こ
ゝ
ろ
か
け
ぬ
も
の
ゝ
吐
き
し
歌
」
と
い
う
謙
辞
と

奇
し
く
も
符
号
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
な
ど
襄
が
清
風
の
文
章
を
読
ん
で
い
た
と
も
、
清
風
の
作
為

と
も
考
え
ら
れ
る
。 

 

な
お
清
風
は
、
襄
の
歌
を
添
削
し
た
つ
い
で
に
、 

    

梓
弓
神
に
ま
か
せ
て
放
つ
矢
の
つ
ら
ぬ
か
ぬ
世
は
あ
ら
じ
と
ぞ
思
ふ 

と
い
う
あ
る
人
の
歌
を
返
歌
風
に
添
え
て
い
る
（
「
新
島
襄
先
生
の
和
歌
」
）
。
ま
た
清
風
は
八
重
に
対
し
て
、 

    

先
生
は
時
に
歌
な
ど
半
切
に
大
書
し
給
ひ
し
事
あ
り
や
と
問
ふ
に
曰
く
、
否
一
回
も
あ
ら
ざ
り
し
。

如
何
な
る
都
合
に
て
歌
な
ど
書
く
気
に
な
り
し
や
知
ら
ず
と
。 

と
い
う
質
問
を
し
て
い
る
（
同
）
。
半
切
に
大
書
し
た
こ
と
が
今
ま
で
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
石
か
ね
」

歌
に
込
め
ら
れ
た
襄
の
思
念
・
意
欲
は
相
当
な
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
清
風
が
そ
の
襄
の
思
い
を
ど

れ
ほ
ど
理
解
し
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
ま
さ
か
こ
の
後
す
ぐ
に
亡
く
な
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。 

 

キ
リ
ス
ト
教
精
神
に
感
化
さ
れ
、
日
本
に
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
る
た
め
に
そ
の
身
を
捧
げ
た
襄
で
あ
る

が
、
そ
の
最
後
（
辞
世
に
近
い
）
の
歌
に
は
「
関
東
武
士
の
如
き
風
」
の
直
情
が
吐
露
さ
れ
て
い
た
。
そ

こ
に
キ
リ
ス
ト
教
精
神
が
看
取
さ
れ
る
か
否
か
は
別
と
し
て
、
清
風
は
添
削
に
際
し
て
、
こ
と
さ
ら
「
神
」

と
い
う
言
葉
を
挿
入
し
て
い
る
（
５
）
。
本
来
な
ら
ば
襄
の
方
が
清
風
を
宗
教
的
に
指
導
し
て
当
然
な
の
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
清
風
の
方
が
襄
に
キ
リ
ス
ト
教
精
神
を
喚
起
さ
せ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

  

つ
い
で
な
が
ら
「
ま
す
ら
お
」
の
漢
字
表
記
は
、「
丈
夫
」
あ
る
い
は
「
大
夫
」
で
十
分
で
あ
っ
て
、「
大
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丈
夫
」
と
い
う
の
は
や
や
大
げ
さ
で
あ
る
。
弘
道
の
「
武
夫
」
な
ど
、
下
手
を
す
る
と
「
も
の
の
ふ
」
と

読
ま
れ
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
。
襄
の
意
識
と
し
て
は
、
む
し
ろ
「
武
士
（
も
の
の
ふ
）
」
の
方
が
適
合
し

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
。 

  
 

 
 

四 

  

二
種
類
の
「
い
し
か
ね
」
歌
が
そ
の
後
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
襄
は
添
削
さ
れ
る
前
の
形
が
気
に

入
っ
て
い
た
よ
う
で
、
そ
の
形
で
三
枚
大
書
し
て
八
重
に
送
っ
て
い
る
。
そ
れ
以
外
に
広
津
友
信
及
び
京

都
府
知
事
・
北
垣
国
道
宛
書
簡
に
も
そ
の
形
で
書
い
て
贈
っ
て
い
る
。 

そ
れ
に
対
し
て
、
先
の
小
崎
弘
道
及
び
青
柳
新
米
と
時
岡
恵
吉
の
二
人
の
書
簡
に
は
、
清
風
が
添
削
し

た
形
の
和
歌
で
書
か
れ
て
い
る
。
微
妙
に
異
な
る
歌
が
二
種
類
伝
わ
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
い
っ
た
裏
の

事
情
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 

な
お
、
八
重
宛
に
三
枚
送
ら
れ
た
書
に
つ
い
て
は
、
十
日
付
け
の
書
簡
に
、 

 
 

十
四
日
に
彼
之
三
四
人
御
招
き
之
義
は
大
出
来
と
存
じ
大
に
喜
び
申
候
。
彼
之
人
々
を
驚
か
さ
ん
為

に
新
年
之
和
歌
を
大
文
字
に
認
め
、
其
々
に
札
を
付
け
さ
し
上
候
間
、
お
前
様
へ
さ
し
上
候
分
は
決

し
て
他
に
御
譲
り
な
く
、
往
々
は
表
具
な
し
を
き
被
下
度
候
。
別
に
一
枚
は
内
々
横
田
に
御
渡
し
被

下
、
又
一
枚
は
か
の
人
々
が
所
望
な
ら
ば

鬮く

じ

に
な
し
、
当
り
し
者
に
御
渡
し
被
下
度
候
。
も
し
横

田
氏
に
当
ら
ば
何
と
か
申
分
を
立
、
他
之
三
人
之
内
に
御
譲
り
之
方
よ
ろ
し
か
る
べ
し
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
『
新
島
襄
全
集
４
』3

3
2

頁
） 

と
あ
っ
て
、
十
四
日
に
襄
の
誕
生
日
を
祝
う
会
が
自
邸
で
催
さ
れ
る
予
定
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ

れ
は
八
重
を
寂
し
が
ら
せ
な
い
た
め
に
、
襄
が
画
策
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
襄
が
横
田

安
止

や

す

た

だ

に
宛
て
た
十
二
月
三
十
日
の
手
紙
に
、「
私
の
留
守
に
し
て
淋
し
き
妻
之
心
を
ば
慰
め
被
下
度
候
」（3

0
6

頁
）

と
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
。 

こ
の
八
重
宛
の
手
紙
に
よ
っ
て
、
三
枚
の
内
一
枚
は
八
重
の
分
、
一
枚
は
横
田
の
分
、
も
う
一
枚
は
鬮

引
き
用
と
、
最
初
か
ら
予
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
襄
は
横
田
を
か
な
り

贔
屓

ひ

い

き

し
て
い
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

果
た
し
て
当
日
の
顛
末
は
と
い
う
と
、
鬮
を
引
き
当
て
て
喜
ん
だ
古
賀

快
象

か
い
し
ょ
う

（
鶴
次
郎
）
が
次
の
よ

う
に
回
想
し
て
い
る
。 

 
 

或
正
月
に
浜
田
君
、
波
多
野
君
、
横
田
君
等
と
私
四
人
雑
煮
客
に
招
か
れ
た
る
時
、
食
後
奥
様
は
一

幅
の
書
を
お
見
せ
な
さ
れ
て
「
之
は
襄
の
述
懐
で
す
が
、
唯
の
一
枚
だ
か
ら
鬮
引
に
し
て
差
上
げ
ま

す
」
と
申
さ
れ
ま
し
た
。「
鬮
な
ら
私
で
す
。
負
け
っ
こ
な
し
で
す
」
と
御
出
し
に
な
っ
た
コ
ヨ
リ
を

ひ
く
と
案
の
定
私
が
ひ
き
あ
て
ま
し
た
。
浜
田
曰
く
、「
古
賀
が
又
吹
き
あ
て
た
な
」
と
、
此
時
私
は

実
に
愉
快
で
し
た
。
飛
び
立
つ
程
で
し
た
。
寄
宿
舎
に
て
来
り
観
る
者
皆
羨
望
相
で
し
た
、「
い
は
か

ね
も
透
ふ
れ
」
云
々
の
も
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
『
追
悼
集
Ⅵ
』3

9
6

頁
） 

 

し
か
し
八
重
は
襄
の
意
を
汲
ん
で
か
、
横
田
安
止
に
最
初
か
ら
渡
す
分
が
あ
っ
た
と
い
う
カ
ラ
ク
リ
を
、

最
後
ま
で
誰
に
も
明
か
さ
な
か
っ
た
。
今
ま
で
こ
の
一
件
は
襄
の
伝
記
で
の
み
紹
介
さ
れ
る
だ
け
だ
っ
た
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が
、
実
は
八
重
も
深
く
関
わ
っ
て
い
た
の
だ
（
共
犯
者
）
。 

 
余
談
だ
が
、
八
重
の
手
元
に
残
っ
た
書
は
、
襄
の
二
十
年
忌
の
記
念
に
石
版
で
複
製
さ
れ
、
関
係
者
に

寄
贈
さ
れ
た
ら
し
い
。
お
そ
ら
く
そ
の
一
つ
が
、
風
間
久
彦
（
京
都
会
津
会
学
生
会
員
）
に
も
贈
ら
れ
た

よ
う
だ
。
と
い
う
の
も
久
彦
宛
八
重
書
簡
に
、 

此
す
り
物
は
亡
夫
に
く
（
肉
）
筆
ヲ
先
年
石
ば
ん
す
り
に
い
た
し
ま
し
も
の
を
一
葉
し
ん
上
致
ま
す
。

御
笑
納
被
下
度
ふ
る
物
に
候
ら
へ
ど
も
同
志
社
時
報
差
上
候
。
御
覧
被
下
度
。
引
つ
ゞ
き
後
も
さ
し

あ
げ
ま
す
。
先
は
御
伺
ひ
ま
で
。
あ
ら
／
＼
か
し
こ 

 

十
二
月
四
日 

 
 

 
八
重
子 

 
 

風
間
先
生 

と
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
久
彦
宛
八
重
書
簡
は
、
現
在
風
間
健
氏
が
大
切
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。 

         

結 

   

以
上
、「
い
し
か
ね
」
歌
を
め
ぐ
っ
て
、
二
章
で
は
そ
の
出
典
が
中
国
の
故
事
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
こ
と
、
及
び
「
石
金
」
と
「
岩
が
根
」
の
表
記
や
意
味
の
違
い
に
つ
い
て
論
じ
た
。
続
く
三
章
で
は

襄
の
武
士
道
精
神
発
露
と
、
清
風
の
添
削
の
ポ
イ
ン
ト
が
和
歌
ら
し
さ
の
み
な
ら
ず
、
キ
リ
ス
ト
教
の
「
神
」

の
重
視
に
あ
る
と
い
う
私
見
を
述
べ
て
み
た
。 

  

襄
の
精
神
は
、
歌
の
世
界
も
し
く
は
死
の
直
前
に
お
い
て
、
必
ず
し
も
キ
リ
ス
ト
教
で
は
な
く
、
ア
メ

リ
カ
出
国
以
前
の
武
士
の
魂
が
発
露
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が
病
に
よ
る
も
の
な
の
か
、
そ

れ
と
も
襄
の
本
音
が
吐
露
し
た
も
の
な
の
か
は
わ
か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
同
志
社
大
学
設
立
へ
の
情
念
の

発
露
で
あ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
襄
の
生
涯
を
考
え
る
上
で
、
歌
と
い
う
も
の
が
非
常
に
重
要
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
な
さ
そ
う
で
あ
る
。 

  

こ
の
歌
の
評
価
に
関
し
て
は
、
あ
ま
り
に
も
直
情
的
で
必
ず
し
も
す
ぐ
れ
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。

し
か
し
そ
の
後
に
襄
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
で
、
こ
の
歌
に
は
特
別
な
付
加
価
値
が
与
え
ら
れ
た
。
つ
ま
り

そ
の
直
情
は
、
自
ら
の
命
を
賭
し
て
ま
で
同
志
社
大
学
設
立
に
奔
走
し
た
襄
の
情
熱
、
同
志
社
大
学
の
原

点
と
し
て
再
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
清
風
の
添
削
な
ど
問
題
に
も
さ
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
う
。 

  

余
談
で
あ
る
が
、
大
正
四
年
に
末
吉
勘
四
郎
に
よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
『
明
治
百
人
一
首
』
の
中
に
、
清

風
の
弟
子
の
一
人
で
あ
る
大
西
祝
の
歌
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、 

    

ひ
と
す
じ
に
お
も
ひ
い
る
や
の
や
さ
き
に
は
か
た
し
と
見
ゆ
る
も
の
な
か
り
け
り 

と
い
う
歌
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
二
十
二
年
ま
で
に
詠
ま
れ
た
歌
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
あ
る
い
は
新
島

襄
の
歌
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。「
い
し
か
ね
」
歌
に
関
し
て
は
、
こ
う
い
っ
た
類
型
を
含

め
て
、
も
う
少
し
考
察
を
深
め
た
方
が
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。 

  
 

〔 

注 

〕 
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（
１
）
こ
の
歌
と
対
に
さ
れ
て
い
る
の
が
「
庭
上
之
一
寒
梅
」
詩
で
あ
る
。
こ
れ
も
死
の
直
前
に
作
ら
れ

た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
明
確
な
日
付
は
不
明
の
よ
う
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
の
詩
は
「
真
理
似
寒
梅 

敢

侵
風
雪
開
」
を
踏
ま
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
「
敢
」
が
「
笑
」
に
推
敲
さ
れ
て

い
る
点
、
直
情
的
な
「
い
し
か
ね
」
歌
が
読
ま
れ
た
五
日
よ
り
も
ず
っ
と
後
、
清
風
の
添
削
よ
り
も
「
関

東
武
士
の
如
き
風
」
を
良
し
と
し
た
十
日
よ
り
も
後
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
庭
上
之
一
寒
梅
」
に
は
、
既

に
死
を
覚
悟
し
た
襄
の
境
地
が
表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

（
２
）
襄
は
こ
れ
以
前
に
も
清
風
に
添
削
を
乞
う
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
こ
れ
が
唯
一
の

例
で
あ
れ
ば
、
襄
自
身
こ
の
歌
の
で
き
ば
え
に
多
少
自
信
を
持
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
方
の
清

風
に
し
て
も
、
襄
か
ら
添
削
を
乞
わ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
決
し
て
悪
い
気
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
八
重
に
質
問
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
に
、
自
分
が
添
削
し
た
歌
を
襄
が
揮
毫
す
る
こ

と
を
密
か
に
期
待
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
し
て
そ
の
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
書
き
残
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
こ
の
添
削
は
清
風
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

（
３
）
文
面
で
は
清
風
の
添
削
に
慇
懃
に
礼
を
述
べ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
半
切
に
揮
毫
す
る

つ
も
り
は
な
か
っ
た
ら
し
い
。
深
読
み
す
れ
ば
、
襄
は
清
風
の
添
削
に
納
得
し
て
い
な
か
っ
た
と
も
読
め

る
。 

（
４
）
清
風
は
こ
の
歌
の
作
者
を
明
示
し
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、『
愛
国
百
人
一
首
』
に
青
村
次
左
衛
門
の

歌
と
し
て
「
岩
が
根
も
砕
け
ざ
ら
め
や
武
士
の
国
の
為
に
と
思
ひ
切
る
太
刀
」
と
出
て
い
た
。「
君
が
為
と

て
」
と
「
国
の
為
に
と
」
の
異
同
が
あ
る
が
、
同
じ
歌
と
見
て
ま
ず
間
違
い
あ
る
ま
い
。
こ
の
青
村
次
左

衛
門
は
薩
摩
藩
士
で
、
桜
田
門
外
の
変
で
井
伊
大
老
を
暗
殺
し
た
一
味
の
一
人
で
あ
る
。
桂
園
派
の
清
風

が
腰
折
れ
と
批
判
し
た
歌
が
、
後
に
『
愛
国
百
人
一
首
』
に
撰
入
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
皮
肉
な
も
の
で

あ
る
。 

（
５
）
「
神
の
ま
に
ま
に
」
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
『
百
人
一
首
』
の
菅
家
（
菅
原
道
真
）
の
「
こ
の
た
び

は
」
歌
が
想
起
さ
れ
る
。
た
だ
し
「
神
の
ま
に
ま
に
」
は
既
に
『
万
葉
集
』
に
見
ら
れ
る
表
現
で
あ
っ
て
、

決
し
て
道
真
の
独
自
表
現
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
そ
の
後
も
流
行
し
た
事
実
は
認
め
ら
れ
な
い
。 
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