
 

1 

 

〈
企
画
展
「
小
吉 

勝
海
舟
を
育
ん
だ
父
」 

プ
レ
イ
バ
ッ
ク
⑦
〉 

収
蔵
資
料
に
見
る
勝
小
吉
（
夢
酔
）
の
生
涯 

～
小
吉
の
営
み
と
新
た
な
人
脈
～ 

星
川 

礼
応 

 

１ 

は
じ
め
に 

前
回
は
、
嘉
永
３
（
１
８
５
０
）
年
、
最
晩
年
の
勝
小
吉
（
夢
酔
）
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
つ
い
て

資
料
か
ら
明
ら
か
に
し
た
。
息
子
・
麟
太
郎
（
海
舟
）
が
赤
坂
田
町
の
新
居
に
引
っ
越
し
、
所
帯
を
も
っ

て
か
ら
も
、
小
吉
は
虎
ノ
門
の
鶯
谷
庵
（
謹
慎
先
・
保
科
栄
次
郎
宅
の
近
傍
）
に
留
ま
っ
た
。
こ
の
間
、

小
吉
は
毛
髪
の
手
入
れ
等
を
一
切
断
ち
、
謹
慎
生
活
同
然
の
隠
遁
生
活
を
継
続
す
る
。
そ
れ
は
小
吉
の
身

体
を
次
第
に
む
し
ば
み
、
ス
ト
レ
ス
か
ら
精
神
状
態
の
悪
化
を
招
く
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
。
そ
ん
な
父
を

心
配
し
た
麟
太
郎
は
幕
府
に
申
請
し
、
つ
い
に
父
を
剃
髪
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
時
、
小
吉
の
命
は
、

残
す
と
こ
ろ
わ
ず
か
約
半
年
で
あ
っ
た
。 

こ
の
よ
う
に
、
楽
隠
居
と
は
程
遠
い
余
生
を
自
ら
選
択
し
た
小
吉
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
生
活
の
た
め

に
は
、
何
ら
か
の
収
入
が
必
要
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
当
時
の
小
吉
は
、
既
に
現
役
の
旗
本
を
退
き
、
さ

ら
に
天
保
の
改
革
で
罰
せ
ら
れ
て
本
所
を
離
れ
た
こ
と
で
、
以
前
の
よ
う
に
自
由
に
道
具
市
に
参
加
し
て

刀
や
小
間
物
を
売
り
日
銭
を
稼
ぐ
こ
と
も
難
し
い
状
況
に
追
い
込
ま
れ
て
い
た
。
か
と
い
っ
て
、
若
い
頃

か
ら
「
私
一
個
の
力
を
以
て
渡
世
」
す
る
と
い
う
望
み
を
抱
い
て
い
た
小
吉
が
（
第
３
回
コ
ラ
ム
で
紹
介

し
た
〔
資
料
３
〕
参
照
）、
自
ら
家
族
と
の
別
居
を
選
択
し
た
後
に
そ
の
手
助
け
を
期
待
し
た
と
は
思
え

ず
、
実
際
、
資
料
か
ら
も
そ
の
よ
う
な
様
子
を
見
て
と
る
こ
と
は
出
来
な
い
。 

こ
の
よ
う
な
苦
境
の
中
で
、
小
吉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
日
々
の
生
活
の
糧
を
得
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

今
回
も
小
吉
に
関
す
る
新
た
な
資
料
を
手
が
か
り
に
、
そ
の
晩
年
期
の
生
活
の
一
端
を
紐
解
い
て
み
た

い
。 

 

２ 

死
の
前
年
の
願
文 

こ
こ
に
、
小
吉
が
嘉
永
２
年
、
つ
ま
り
死
の
前
年
に
執
筆
し
た
古
文
書
が
あ
る
。
こ
れ
は
当
時
の
小
吉

の
営
み
と
、
そ
れ
を
支
え
て
い
た
〝
あ
る
人
脈
〟
の
存
在
と
を
明
ら
か
に
し
得
る
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。 

お
う
こ
く
あ
ん 

ほ
し
な 

え
い
じ
ろ
う 

て
い
は
つ 

と
せ
い 
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〔
資
料
11
〕 

嘉
永
２
年
５
月
付 
勝
夢
酔
（
小
吉
）
願
文
控 

①

 

②

 



 

3 

 

 
 

① 

奉
祈
念 

北
辰
妙
見
大
菩
薩
神
前
奉
敬
白
、 

抑
愚
臣
惟
寅
、
従
昔
年
今
己
酉
年 

夏
五
月
迄
、
苦
轉
窮
難
一
身
配
労
、 

或
者
廣
原
山
野
ニ
起
居
奔
走
、
或
者 

父
母
親
族
等
の
心
に
違
ひ
、
又
者
身
を 

一
室
の
内
に
蟄
居
し
、
漸
々
に
し
て
精
心
を 

一
度
極
て
、
粉
骨
細
身
し
て
諸
道
入
て
、 

後
に
退
隠
し
て
世
を
の
か
れ
し
か
、 

家
族
等
を
育
す
る
事
を
へ
す
、
こ
ゝ
に 

お
ゐ
て
萬
病
加
持
を
は
し
め
ぬ
、 

宝
前
に
祈
誓
奉
る
に
、
神
慮
明 

か
に
し
て
、
諸
病
こ
と
ゝ
ゝ
く
平
癒
す
る 

事
、
衆
人
の
智
る
処
な
り
、
爰
に
下
総
の 

生
実
の
主
森
川
紀
伊
守
ゟ
加
持
を
頼
、 

参
會(

ｶ)

之
日
ゟ
不
思
儀
に
愚
を
憐
ミ
、 

臣
も
又
心
腑
抛
打
て
紀
伊
守
の
開
運 

宝
前
に
奉
祈
祷
に
、
神
徳
明
く 

大
番
頭
ゟ
御
奏
者
番
轉
身
す
、 

② 

先
代
内
膳
正
か
如
く
若
年
寄
衆 

席
へ
轉
役
内
願
成
就
希
奉
ぬ
、 

開
運
眉
毛
を
開
く
ハ
全
く
神
恩
の
徳 

を
奉
仰
の
ミ
、
神
慮
空
か
ら
す
ハ 

紀
伊
守
か
内
願
満
足
な
さ
せ
給
、 

今
年
今
日
従
甲
子
之
日
、
夢
酔
か 

一
百
日
中
心
身
清
浄
に
し
て
、
第
一 

女
奔
を
戒
、
第
二
呑
酒
を
戒
、 

第
三
烟
草
を
戒
、
此
三
ヶ
条
を 

戒
行
し
て
、
妙
経
を
一
心
に
供
養
奉 

為
不
成
日
紀
伊
守
轉
役
、
某
夢
酔
か 

志
願
満
足
な
さ
し
め
た
ま
へ
と 

北
辰
妙
見
大
菩
薩
二
童
子
の 

宝
前
に
敬
白
奉
ぬ
、 

 
 

嘉
永
二
己
酉
年 

 
 
 
 
 

五
月
甲
子 

 

夢
酔
敬
白 
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「
奉
祈
念 

北
辰
妙
見
大
菩
薩
神
前
奉
敬
白
」
と
書
き
出
さ
れ
る
こ
の
資
料
は
、
小
吉
が
神
に
祈
り
を
捧

げ
た
際
の
願
文
で
あ
る
。
願
を
掛
け
た
先
は
、
小
吉
が
以
前
か
ら
信
仰
し
て
い
た
「
北
辰
妙
見
大
菩
薩
」。

「
北
辰
」
、
つ
ま
り
天
の
中
心
に
あ
っ
て
星
々
を
従
え
る
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
た
北
極
星
、
ま
た
は
北
極

星
が
属
す
る
北
斗
七
星
の
化
身
と
さ
れ
た
、
国
土
の
守
護
神
で
あ
る(

１)

。 

 

早
速
、
願
文
の
冒
頭
か
ら
順
に
内
容
を
見
て
い
こ
う
。
神
に
祈
り
を
捧
げ
る
前
に
、
小
吉
は
ま
ず
、
苦

悩
と
挫
折
に
満
ち
た
48
年
間
の
人
生
模
様
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
し
て
い
る
。「
苦
轉
窮
難
一
身
配
労
」（
苦

悩
や
困
難
に
よ
り
自
分
一
身
で
多
く
の
人
々
に
苦
労
を
か
け
た
）
と
懺
悔
す
る
小
吉
の
中
に
去
来
し
た
の

は
、
少
年
期
以
来
の
記
憶
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
も
し
ば
し
ば
引
用
し
て
き
た
『
夢
酔

独
言
』
の
内
容
と
リ
ン
ク
し
て
い
る
。 

「
廣
（
＝
広
）
原
山
野
ニ
起
居
奔
走
」、
そ
し
て
「
父
母
親
族
等
の
心
に
違
ひ
、
又
者
身
を
一
室
の
内
に

蟄
居
し
」
の
く
だ
り
は
、
前
者
が
14
歳
の
時
（
文
化
12
・
１
８
１
５
年
）
の
東
海
道
家
出
旅
、
後
者
が
21

歳
の
時
（
文
政
５
・
１
８
２
２
年
）
の
遠
江
へ
の
家
出
と
帰
宅
後
の
謹
慎
を
表
し
て
い
る
。
次
に
「
漸
々

に
し
て
精
心
を
一
度
極
て
、
粉
骨
細
身
し
て
諸
道
入
て
」
の
く
だ
り
は
、
謹
慎
明
け
に
一
念
発
起
し
、
就

職
活
動
に
邁
進
し
た
日
々
を
追
憶
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
小
吉
が
言
う
「
諸
道
」
と
は
、
『
夢
酔
独

言
』
等
か
ら
知
り
得
る
限
り
だ
と
、
剣
術
や
剛
術
（
柔
術
）、
馬
術
や
鑓
術(

２)

な
ど
の
〝
武
道
〟
、
そ
し

て
就
職
活
動
に
か
か
る
〝
書
道
（
手
習
い
）
〟
な
ど
の
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
「
後
に
退
隠
し
て
世
を
の

か
れ
し
か
、
家
族
等
を
育
す
る
事
を
へ
す
（
＝
得
ず
、
経
ず
）」
の
一
節
は
、
遊
惰
と
放
言
の
あ
ま
り
兄
・

彦
四
郎
の
怒
り
を
買
い
、
天
保
９
（
１
８
３
８
）
年
春
に
隠
居
し
た
こ
と
。
あ
る
い
は
、
天
保
の
改
革
で

老
中
・
水
野
忠
邦
か
ら
蟄
居
謹
慎
を
言
い
渡
さ
れ
、
本
所
を
離
れ
た
天
保
12
年
12
月
以
降
の
苦
況
を
総
括

し
て
い
よ
う
か
（
こ
れ
ら
一
連
の
流
れ
に
つ
い
て
は
、
第
３
～
４
回
コ
ラ
ム
を
参
照
さ
れ
た
い
）。 

こ
う
し
て
人
生
を
振
り
返
っ
た
小
吉
は
、
自
身
が
病
人
の
快
復
を
神
仏
に
祈
る
「
萬
病
加
持
」
の
行
、

つ
ま
り
加
持
祈
祷
を
始
め
た
こ
と
を
語
り
始
め
る
（
本
文
①
網
掛
け
部
分
）。
小
吉
い
わ
く
、「
宝
前
に
祈

誓
奉
る
に
、
神
慮
明
か
に
し
て
、
諸
病
こ
と
ゝ
ゝ
く
平
癒
す
る
事
、
衆
人
の
智
る
処
な
り
」（
自
分
が
神
前

に
て
祈
り
や
誓
い
を
奉
る
と
、
神
の
思
し
召
し
に
か
な
い
、
い
か
な
る
病
で
あ
ろ
う
と
治
癒
す
る
。
こ
の
こ

と
は
、
皆
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。 

き
ね
ん
し
た
て
ま
つ
る 

ほ
く
し
ん
み
ょ
う
け
ん
だ
い
ぼ
さ
つ 

よ
う
よ
う 

ふ
ん
こ
つ
さ
い
し
ん 

ご
う
じ
ゅ
つ 

そ
う
じ
ゅ
つ 

ま
ん
び
ょ
う
か
じ 

か
じ
き
と
う 
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第
４
回
コ
ラ
ム
「
市
井
に
分
け
入
る
」
で
も
述
べ
た
と
お
り
、
小
吉
と
加
持
祈
祷
と
の
接
点
は
、
本
所

に
住
ん
で
い
た
頃
に
さ
か
の
ぼ
る
。
猿
江
摩
利
支
天
祠
の
神
主
・
吉
田
兵
庫
や
、
両
部
神
道
の
道
士
・ 

殿
村
南
平
と
い
っ
た
宗
教
者
と
知
り
合
っ
た
小
吉
は
当
初
、
町
人
と
の
交
わ
り
の
中
で
、
な
か
ば
パ
フ
ォ

ー
マ
ン
ス
の
よ
う
な
形
で
彼
ら
の
行
を
真
似
て
い
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
後
半
生
に
及
ぶ
に
つ
れ
て
神

仏
へ
の
傾
倒
は
強
ま
っ
て
い
っ
た
の
だ
っ
た
。 

 
３ 
武
家
社
会
と
の
新
た
な
つ
な
が
り 

小
吉
は
、
自
身
が
施
す
「
萬
病
加
持
」
の
効
果
の
高
さ
を
「
衆
人
の
智
る
処
」（
皆
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ

る
）
と
自
信
満
々
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
単
な
る
自
画
自
賛
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
直
後
に
続
く 

二
重
傍
線
部
の
内
容
か
ら
証
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
爰
に
下
総
の
生
実
の
主
森
川
紀
伊
守
ゟ
（
よ
り
）

加
持
を
頼
」
と
い
う
部
分
か
ら
、
小
吉
が
下
総
生
実
藩
主
・
森
川
俊
民
（
紀
伊
守
）
か
ら
加
持
祈
祷
を
依

頼
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
。 

下
総
生
実
藩
と
は
、
現
在
の
千
葉
県
千
葉
市
に
藩
庁
を
置
い
た
禄
高
１
万
石
の
譜
代
小
藩
で
、
俊
民
は

そ
の
第
９
代
藩
主
で
あ
っ
た
。
小
吉
が
俊
民
の
居
所
に
参
上
し
た
の
か
、
は
た
ま
た
俊
民
（
或
い
は
そ
の

使
者
）
が
小
吉
の
も
と
（
虎
ノ
門
）
を
訪
れ
た
の
か
、
両
者
が
ど
の
よ
う
に
し
て
接
触
を
も
っ
た
の
か
は

分
か
ら
な
い
が
、
前
回
の
コ
ラ
ム
で
述
べ
た
と
お
り
、
お
そ
ら
く
麟
太
郎
が
赦
免
さ
れ
た
後
も
小
吉
が 

鶯
谷
庵
に
引
き
籠
っ
て
謹
慎
に
近
い
生
活
を
送
っ
て
い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
後
者
が
自
然
か
と
思
わ

れ
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
小
吉
の
加
持
祈
祷
師
と
し
て
の
名
声
は
、
公
辺
に
知
ら
れ
る
程
度
に
は
高
か
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。 

俊
民
は
「
参
會(

ｶ)

之
日
ゟ
不
思
儀
に
愚
を
憐
ミ
」（
会
っ
た
日
か
ら
思
い
も
よ
ら
ず
私
の
境
遇
を
深
く

憐
れ
み
）、
小
吉
は
「
心
腑
抛
打
て
紀
伊
守
の
開
運
、
宝
前
に
奉
祈
祷
」（
心
身
を
顧
み
ず
に
俊
民
の
開
運

に
つ
い
て
神
前
に
祈
り
を
捧
げ
て
）、
慈
悲
を
も
っ
て
接
し
て
く
れ
た
俊
民
の
厚
意
に
応
え
よ
う
と
し
た
。

そ
う
し
た
と
こ
ろ
、
俊
民
は
「
大
番
頭
ゟ
御
奏
者
番
」
へ
の
転
身
が
叶
っ
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
を
幕
府

諸
役
人
の
任
免
録
で
あ
る
『
柳
営
補
任
』
で
確
認
す
る
と
、
（
本
当
に
神
慮
か
否
か
は
さ
て
お
き
）
俊
民
は

確
か
に
、
嘉
永
元
（
１
８
４
８
）
年
10
月
18
日
に
大
番
頭
（
江
戸
城
及
び
江
戸
市
街
の
守
衛
責
任
者
）
か

ら
奏
者
番
（
大
名
・
旗
本
が
将
軍
に
謁
見
す
る
際
、
諸
事
を
取
り
次
ぐ
役
職
）
に
昇
進
し
て
い
る(

３)

。
つ

さ
る
え 

ま
り
し
て
ん
し 

よ
し
だ
ひ
ょ
う
ご 

り
ょ
う
ぶ
し
ん
と
う 

と
の
む
ら
な
ん
ぺ
い 

し
も
う
さ
お
ゆ
み
は
ん 

も
り
か
わ
と
し
た
み 

こ
う
へ
ん 

さ
ん
か
い
（
参
会
） 

よ
り 

し
ん
ぷ 

な
げ
う
ち
て 

り
ゅ
う
え
い
ぶ
に
ん 

お
お
ぼ
ん
が
し
ら 

そ
う
じ
ゃ
ば
ん 



 

6 

 

ま
り
、
右
の
俊
民
と
小
吉
と
の
や
り
と
り
は
〔
資
料
11
〕
が
執
筆
さ
れ
る
前
年
で
あ
る
弘
化
４
（
１
８
４

７
）
年
の
出
来
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
両
者
が
は
じ
め
て
接
触
し
た
の
は
そ
れ
以
前
と
い
う

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
奏
者
番
昇
進
を
機
に
、
俊
民
は
小
吉
を
深
く
信
頼
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ

う
。
早
速
俊
民
は
、
今
度
は
「
先
代
内
膳
正
か
如
く
若
年
寄
衆
席
へ
転
役
内
願
」（
先
代
と
同
じ
く
若
年
寄

に
栄
転
し
た
い
と
い
う
内
々
の
願
い
）
を
小
吉
に
告
げ
、
小
吉
は
そ
れ
を
叶
え
る
べ
く
再
び
神
に
祈
り
を

捧
げ
た
と
い
う
。 

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
「
先
代
内
膳
正
」
と
は
、
下
総
生
実
藩
の
第
８
代
藩
主
で
、
俊
民

の
養
父
で
あ
る
俊
知(

４)

を
指
す
。
森
川
俊
知
は
文
政
５
（
１
８
２
２
）
年
８
月
15
日
、
奏
者
番
か
ら 

西
丸
若
年
寄
に
昇
進
、
天
保
７
（
１
８
３
６
）
年
８
月
か
ら
同
９
年
８
月
に
死
去
す
る
ま
で
の
丸
２
年

は
、
徳
川
家
斉
政
権
下
で
江
戸
城
本
丸
勤
務
を
命
じ
ら
れ
て
い
る(

５)

。 

こ
う
し
た
養
父
の
経
歴
を
見
る
限
り
、
俊
民
自
身
の
昇
進
も
既
定
路
線
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ

る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
俊
知
以
前
の
当
主
の
経
歴
を
見
る
と
、
若
年
寄
に
昇
進
し
て
い
る
の
は
わ

ず
か
に
第
６
代
将
軍
・
徳
川
家
宣
に
仕
え
た
第
４
代
・
俊
胤
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
は
奏
者
番
や
大
番

頭
で
昇
進
が
止
ま
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
俊
知
の
若
年
寄
昇
進
は
家
斉
政
権
下
で
彼
が
厚
遇
さ
れ
た
結
果

で
あ
り
、
森
川
氏
に
と
っ
て
若
年
寄
は
必
ず
し
も
就
任
が
約
束
さ
れ
て
い
た
役
職
と
い
う
わ
け
で
は
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
天
保
の
改
革
を
経
て
幕
政
の
引
き
締
め
が
図
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
以
前
の
よ

う
な
昇
進
を
見
込
む
こ
と
が
比
較
的
難
し
く
な
っ
て
い
た
可
能
性
は
あ
り
得
る
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
、
小
吉
は
「
一
百
日
中
心
身
清
浄
に
し
て
」（
１
０
０
日
間
、
心
身
を
清
め
）、
「
第
一
女

奔
を
戒
、
第
二
呑
酒
を
戒
、
第
三
烟
草
を
戒
」（
女
遊
び
・
飲
酒
・
喫
煙
を
自
戒
し
）、「
妙
経
を
一
心
に
供

養
奉
」（
一
心
に
妙
法
蓮
華
経
＝
法
華
経
を
お
供
え
し
）、
俊
民
の
昇
進
を
祈
願
し
た
の
だ
っ
た
。
結
局
、

小
吉
の
生
前
に
こ
の
願
い
が
か
な
う
こ
と
は
つ
い
に
無
く
、
俊
民
の
若
年
寄
就
任
が
果
た
さ
れ
た
の
は
、

小
吉
の
死
か
ら
約
２
年
後
の
嘉
永
５
（
１
８
５
２
）
年
７
月
８
日
の
こ
と
で
あ
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
こ
の
願
文
は
妙
見
菩
薩
を
祀
る
神
社
に
奉
納
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
、
勝
家
に
残
っ
た

こ
の
資
料
自
体
は
、
小
吉
が
手
控
え
と
し
て
作
成
し
た
写
し
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
、
願
文
の
清
書
が
奉

納
さ
れ
た
先
は
ど
こ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
小
吉
と
の
縁
が
深
い
妙
見
社
と
し
て
、
ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
の

な
い
ぜ
ん
の
か
み 

に
し
の
ま
る
わ
か
ど
し
よ
り 

い
え
な
り と

し
と
も 

い
え
の
ぶ 

と
し
た
ね 
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が
、
能
勢
妙
見
山
別
院
（
現
・
東
京
都
墨
田
区
本
所
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
保
の
改
革
で
本
所
の
地
を

去
っ
た
小
吉
が
、
そ
の
後
も
変
わ
ら
ず
本
所
・
浅
草
界
隈
の
寺
社
と
の
関
係
を
継
続
し
得
た
か
に
つ
い
て

は
疑
問
が
残
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
願
文
が
奉
納
さ
れ
た
の
は
小
吉
の
居
所
が
あ
っ
た
虎
ノ
門
界
隈
の
神

社
で
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。 

こ
こ
で
、
あ
る
資
料
に
注
目
し
た
い
。
そ
れ
が
〔
資
料
11
〕
に
附
属
し
て
い
た
「
封
紙
」
で
あ
る
。
封

紙
と
は
、
手
紙
を
包
ん
で
封
じ
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
た
紙
で
、
現
在
の
封
筒
に
当
た
る
。 

 

 

赤
丸
で
囲
ん
だ
部
分
に
墨
の
痕
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
封
を
し
た
際
の
印
（
墨
引
）
と
思
わ
れ
る
。 

「
烏
杜
様
」
は
宛
名
書
、
そ
の
下
の
「
勝
夢
酔
」
が
差
出
書
で
あ
る
。
宛
名
書
の
左
下
に
記
さ
れ
て
い
る

文
言
は
脇
付
と
い
い
、
本
来
、
差
出
者
が
宛
先
者
へ
の
敬
意
や
意
図
を
表
す
た
め
に
記
す
言
葉
で
あ
る
。 

こ
の
「
烏
杜
様
」
と
は
誰
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
他
の
資
料
と
突
き
合
わ
せ
て
み
る
と
、
小
吉

と
の
接
点
が
確
認
さ
れ(

６)

、
芝
愛
宕
下
烏
森
稲
荷
小
路
に
１
７
０
９
坪
の
屋
敷
を
構
え
て
い
た(

７)

、
禄
高

４
７
０
０
石
の
旗
本
・
大
嶋
義
彬
（
甲
斐
守
）
に
比
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
屋
敷
の
所
在
地
「
烏
森
」

に
ち
な
ん
で
「
烏
杜
様
」
と
称
さ
れ
た
も
の
だ
ろ
う
。 

 

嘉
永
３
年
版
「
江
戸
切
絵
図
」
か
ら
、
小
吉
の
隠
居
所
・
鶯
谷
庵
と
大
嶋
義
彬
の
居
所
・
烏
森
屋
敷
と

 

烏
杜
様 

 
 
 
 

勝
夢
酔 

御
鏡
巳
様
御
披
露 

の
せ
み
ょ
う
け
ん
ざ
ん
べ
つ
い
ん 

ふ
う
し 

す
み
ひ
き 

か
ら
す
も
り 

あ
て
な
が
き 

さ
し
だ
し
が
き 

わ
き
づ
け 

ぎ
さ
ん
／
よ
し
あ
き
ら 

し
ば
あ
た
ご
し
た
か
ら
す
も
り
い
な
り
こ
う
じ 

え
ど
き
り
え
ず 
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の
位
置
関
係
を
確
認
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
。 

〔
参
考
６
〕
芝
愛
宕
下
絵
図
（
抄
出
）(

８) 

→
 

 

小
吉
の
居
所
を
★
印
で
示
す
と
、
そ
こ
か
ら
見
て
南
東
方
向
、
距
離
的
に
そ
れ
ほ
ど
遠
く
な
い
と
こ
ろ
に

★ 
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大
嶋
屋
敷
と
烏
森
稲
荷
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
両
者
が
知
遇
を
得
た
時
期
も
、
小
吉
が
虎
ノ
門
に
移

さ
れ
た
天
保
12
（
１
８
４
１
）
年
以
降
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。 

 

次
に
、
脇
付
の
内
容
に
注
目
す
る
。
小
吉
は
大
嶋
義
彬
（
烏
杜
様
）
に
対
し
「
御
鏡
巳
様
御
披
露
」（
封

入
物
を
御
鏡
巳
様
に
御
披
露
下
さ
い
）
と
頼
ん
で
い
る
。「
御
鏡
巳
様
」
と
は
、
神
社
に
御
神
体
と
し
て
祀

ら
れ
て
い
る
神
鏡
（
御
鏡
）
を
指
す
。
も
し
〔
資
料
11
〕
が
こ
の
封
紙
の
中
に
納
め
ら
れ
て
い
た
と
す
る

な
ら
ば
、
小
吉
は
生
実
藩
主
・
森
川
氏
の
立
身
出
世
を
祈
る
に
当
た
り
、
そ
の
願
文
を
大
嶋
氏
に
托
し
て

神
前
披
露
を
代
行
さ
せ
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
具
体
的
に
ど
こ
の
神
社
だ
っ
た
か
と
い
う
点

に
つ
い
て
、
現
時
点
で
は
特
定
す
る
決
め
手
を
欠
く
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
大
嶋
氏
が
祭
祀
に
関
わ
る
な

ど
何
ら
か
の
所
縁
が
あ
っ
た
神
社 

(

９)

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

４ 

小
吉
に
と
っ
て
加
持
祈
祷
と
は 

 

こ
の
よ
う
に
、
晩
年
期
の
小
吉
は
、
加
持
祈
祷
を
通
じ
て
大
名
や
旗
本
と
の
間
に
私
的
な
繋
が
り
を
築

い
て
い
た
。
隠
居
し
て
食
い
扶
持
を
得
る
の
に
窮
し
て
い
た
小
吉
に
と
っ
て
、
彼
ら
か
ら
の
報
酬
は
何
よ

り
の
糧
と
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
後
に
紹
介
す
る
晩
年
の
日
記
か
ら
も
窺
い
知
る
こ
と
が

出
来
る
（
次
々
回
に
詳
し
く
述
べ
る
）
。 

 

し
か
し
、
小
吉
は
本
職
の
神
主
や
宗
教
家
と
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
小
吉
に
と
っ
て
加
持
祈

祷
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
行
為
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
小
吉
自
身
の
記
述
か
ら
そ
の

本
質
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。 

 

〔
参
考
７
〕『
鶯
谷
庵
独
言
』（
抄
出
） 

（
前
略
）
お
れ
は
此
度
も
頭
よ
り
お
し
こ
め
ら
れ
て
か
ら
、
取
扱
の
も
の
共
を
う
ら
ん
だ
が
、 

よ
く
ゝ
ゝ
考
へ
て
見
た
ら
ば
、
み
ん
な
お
れ
が
身
よ
り
火
事
を
出
し
た
と
気
が
つ
ゐ
た
か
ら
、 

ま
い
ば
ん
ゝ
ゝ
ゝ
ゝ
罪
ほ
ろ
ぼ
し
に
は
法
華
経
を
よ
ん
で
、
陰
な
が
ら
お
れ
に
つ
ら
く
当
っ
た 

と
お
れ
が
心
得
違
し
た
仁
々
は
立
身
す
る
よ
ふ
に
祈
っ
て
や
る
か
ら
、
そ
の
せ
い
か
こ
の
ご
ろ 

は
体
も
丈
夫
に
な
っ
て
、
家
内
の
う
ち
に
な
に
も
さ
い
な
ん
も
な
く
、
親
子
兄
弟
と
も
一
言
の 

い
さ
か
ひ
も
な
く
、
毎
日
毎
日
笑
っ
て
く
ら
す
は
、
誠
に
奇
妙
の
も
の
だ
と
お
も
ふ
（
後
略
） 

お
か
が
み
さ
ま 

お
う
こ
く
あ
ん
ど
く
げ
ん 
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右
は
、
小
吉
が
『
夢
酔
独
言
』
と
同
時
期
に
、
鶯
谷
庵
で
記
し
た
著
述
の
一
節
で
あ
る
。「
頭
よ
り
お
し

こ
め
ら
れ
」
と
は
、
天
保
の
改
革
時
の
虎
ノ
門
保
科
家
で
の
謹
慎
を
指
し
て
い
る
。
保
科
家
に
押
し
込
め

ら
れ
た
小
吉
は
、
一
時
は
自
身
を
罰
し
た
上
役
を
怨
ん
だ
ら
し
い
が
、
や
が
て
は
〝
全
て
自
分
の
身
か
ら

出
た
錆
〟
と
自
覚
し
、「
罪
ほ
ろ
ぼ
し
」
と
し
て
〝
毎
晩
、
法
華
経
を
読
誦
し
て
他
人
の
立
身
を
祈
る
よ
う

に
な
っ
た
〟
の
だ
と
い
う
。〔
資
料
11
〕
に
「
妙
経
を
一
心
に
供
養
奉
」
と
記
さ
れ
て
い
る
行
為
も
、
こ

れ
と
同
一
で
あ
る
。 

 

な
お
、
小
吉
は
「
陰
な
が
ら
お
れ
に
つ
ら
く
当
っ
た
、
と
お
れ
が
心
得
違
し
た
仁
々
」、
つ
ま
り
小
吉
と

反
目
し
た
者
に
も
積
極
的
に
加
持
祈
祷
を
施
し
て
や
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
と
似
た
記
述
は
『
夢
酔
独
言
』

の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。 

 

小
吉
は
25
歳
頃
、
大
家
で
あ
る
天
野
左
京
の
家
内
騒
動
に
巻
き
込
ま
れ
た
。
右
は
そ
の
出
来
事
を
述
懐

し
た
文
章
の
一
節
で
あ
る
。
天
野
家
の
面
倒
を
見
る
一
方
、
自
分
の
家
の
事
が
行
き
届
か
ず
に
困
っ
て
い

た
小
吉
は
、
あ
る
時
、
名
も
な
き
老
人
と
出
会
う
。
老
人
か
ら
〝
恩
を
仇
で
返
す
の
で
は
な
く
、
仇
を
恩

で
返
し
て
み
ろ
〟
と
勧
め
ら
れ
た
小
吉
が
そ
の
と
お
り
に
し
た
と
こ
ろ
、
身
の
周
り
の
問
題
が
全
て
解
消

し
、
そ
れ
以
来
自
分
の
事
の
よ
う
に
他
人
の
世
話
を
焼
く
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
。
こ
の
話
の
展
開
は

〝
善
行
が
必
ず
自
身
に
返
っ
て
く
る
〟
と
こ
ろ
ま
で
、『
鶯
谷
庵
独
言
』（
参
考
７
）
と
同
じ
で
あ
る
。 

 

つ
ま
り
、
晩
年
期
の
小
吉
に
と
っ
て
加
持
祈
祷
と
は
、「
因
果
応
報
」
の
考
え
方
に
基
づ
く
、
贖
罪
と
人

助
け
と
を
兼
ね
た
行
為
で
あ
り
、
営
利
行
為
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
む
し
ろ
、
そ
の
姿
は
功
徳
を
積
む

修
行
僧
の
そ
れ
に
近
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
前
回
コ
ラ
ム
を
踏
ま
え
る
と
、〔
資
料
11
〕
が
出
さ
れ
た

〔
参
考
８
〕『
夢
酔
独
言
』（
抄
出
） 

（
前
略
）
ひ
と
の
こ
と
は
お
さ
め
て
も
、
お
れ
が
内
が
お
さ
ま
ら
ぬ
か
ら
こ
ま
っ
て
い
た
ら
、 

或
老
人
が
お
し
へ
て
呉
た
が
、「
世
の
中
は
恩
を
怨
で
返
す
が
世
間
人
の
な
ら
い
だ
が
、 

お
ま
へ
は
是
か
ら
怨
を
恩
で
返
し
て
見
ろ
」
と
い
っ
た
か
ら
、
其
通
り
に
し
た
ら
、
お
ひ
ゝ
ゝ 

内
も
治
っ
て
、
や
か
ま
し
い
ば
ゝ
あ
殿
も
だ
ん
ゝ
ゝ
お
れ
を
能
し
て
く
れ
る
し
、
世
間
の
人
も 

用
ひ
て
く
れ
る
か
ら
、
そ
れ
か
ら
人
の
出
来
ぬ
六
ヶ
敷
ひ
（
＝
む
つ
か
し
い
）
相
談
事
、
か
け

合
、
其
外
何
事
に
か
ぎ
ら
ず
、
手
前
の
事
の
よ
ふ
に
思
っ
て
し
た
が
、（
後
略
） 

ど
く
じ
ゅ 

あ
ま
の
さ
き
ょ
う 

し
ょ
く
ざ
い 
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当
時
、
小
吉
は
毛
髪
が
伸
び
放
題
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
、
そ
の
風
体
は
ま
さ
に
苦
行
す
る
僧
侶
さ
な
が
ら

の
様
子
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
想
像
さ
れ
る
。 

 

５ 

お
わ
り
に 

晩
年
期
の
小
吉
と
武
家
と
の
新
た
な
繋
が
り
を
捉
え
る
際
に
は
、
武
家
社
会
（
支
配
）
側
の
事
情
に
も

注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
。
幕
閣
に
お
け
る
昇
進
を
望
ん
だ
下
総
生
実
藩
主
・
森
川
俊
民
が
、
公
儀
に
掛

け
合
う
の
で
は
な
く
、
私
的
に
小
吉
に
接
触
し
て
神
頼
み
に
よ
り
宿
願
の
成
就
を
図
っ
た
こ
と
は
、
支
配

者
た
る
幕
藩
側
に
お
け
る
、
在
野
の
存
在
を
受
容
し
頼
み
に
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
萌
芽
を
示
唆
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
わ
ば
、
〝
公
か
ら
野
へ
の
求
心
力
〟
と
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。 

こ
う
し
た
現
象
は
、
危
機
的
状
況
に
置
か
れ
て
い
た
当
時
の
幕
政
の
状
況
と
も
無
関
係
で
は
あ
る
ま

い
。
天
保
期
は
、
外
圧
（
異
国
船
の
日
本
近
海
へ
の
接
近(

１
０)
や
諸
外
国
か
ら
の
開
国
要
請
）
と
内
圧

（
農
民
層
の
分
解
に
よ
る
関
東
農
村
の
荒
廃
と
百
姓
一
揆
）
と
が
共
に
激
化
し
た
時
期
で
あ
っ
た
。
天
保

の
改
革
は
、
ま
さ
に
こ
の
状
況
を
打
開
す
る
た
め
に
断
行
さ
れ
た
側
面
を
有
す
る
が
、
国
内
外
の
形
勢
が

幕
府
や
朝
廷
の
制
御
の
外
で
激
し
く
揺
れ
動
く
中
、
充
分
な
成
果
を
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
。 

こ
う
し
た
事
態
を
受
け
、
幕
府
側
も
行
き
詰
ま
り
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
陥
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
嘉
永
６
（
１
８
５
３
）
年
６
月
、
ア
メ
リ
カ
海
軍
の
東
イ
ン
ド
艦
隊
を
率
い
る
提
督
・
ペ
リ
ー
が
浦

賀
に
来
航
し
た
際
に
、
老
中
首
座
・
阿
部
正
弘
政
権
が
海
防
に
関
す
る
優
れ
た
見
識
を
広
く
市
井
に
募
っ

て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ま
さ
に
〝
公
か
ら
野
へ
の
求
心
力
〟
が
幕
政
上
に
具
現
化
さ
れ
た
最
た
る
例
と

言
え
な
く
も
あ
る
ま
い
（
そ
し
て
、
こ
の
際
に
海
防
意
見
書
を
提
出
し
、
後
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
一
人
が
、
他
で
も
な
い
小
吉
の
息
子
・
麟
太
郎
。
後
の
勝
海
舟
で
あ
っ
た
）。 

な
お
、
後
日
紹
介
す
る
小
吉
が
自
ら
筆
記
し
た
嘉
永
３
年
５
～
６
月
の
日
記
に
は
、
森
川
以
外
に
も
小

吉
に
加
持
祈
祷
を
依
頼
す
る
大
名
・
旗
本
の
姿
が
見
え
る
。
以
前
、
小
吉
が
神
仏
の
信
仰
に
傾
倒
し
て
い

っ
た
要
因
と
し
て
、
自
身
の
体
験
に
根
差
す
拭
い
去
れ
な
い
無
力
感
や
諦
観
と
の
関
係
を
述
べ
た
が
、
そ

う
し
た
〝
ど
う
し
よ
う
も
な
さ
〟
は
小
吉
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
幕
藩
側
が
抱
え
る
問
題
で
も
あ
っ
た

と
も
言
い
得
る
か
も
し
れ
な
い
。 

（
擱
筆
） 

ふ
う
て
い 

こ
う
ぎ 

あ
べ 

ま
さ
ひ
ろ 
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１ 

小
吉
の
息
子
・
麟
太
郎
（
海
舟
）
の
老
年
期
の
作
で
、
北
斗
七
星
の
下
、
海
上
を
飛
翔
す
る
烏
を
描
い
た
も
の
が
確

認
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
江
藤
淳
編
『
勝
海
舟
全
集
22 

秘
録
と
随
想
』（
講
談
社
、
１
９
８
３
年
）
の
扉
絵
に
掲
載

さ
れ
て
お
り
、
６
０
０
頁
の
資
料
番
号
１
３
１
「
北
の
海
・
１
」
に
そ
の
翻
刻
が
あ
る
。
な
お
、
烏
だ
け
を
書
い
た
作

品
も
あ
る
（
同
口
絵
、
お
よ
び
６
１
２
頁
の
資
料
番
号
１
７
７
「
北
の
海
・
２
」）。 

２ 

次
に
掲
げ
る
の
は
、「
小
吉
」
展
で
初
公
開
し
た
資
料
の
一
つ
で
あ
る
。
本
所
時
代
の
小
吉
が
鎗
術
を
嗜
ん
で
い
た
こ

と
を
示
す
資
料
と
し
て
、
掲
出
し
て
お
く
。 

 

〔
資
料
１
２
〕
文
久
３
年
以
降
〈
勝
海
舟
宛
〉
某
書
状 

 

赤
佐
秀
次
郎
の
伯
父
で
幕
府
の
別
手
鎗
隊
に
所
属
す
る
西
沢
鉦
蔵
は
、「
勝
様
（
＝
海
舟
）
御
先
代
」、
つ
ま
り
小
吉
が

「
本
所
御
住
居
之
節
」
に
小
吉
の
「
鑓
術
之
御
弟
子
」
で
あ
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
、
小
吉
が
本
所
亀
沢
町
を
離
れ
て

以
来
無
沙
汰
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
度
久
々
に
そ
の
息
子
に
当
た
る
海
舟
に
「
御
逢
被
下
度
」
と
、
面
会
を

申
し
出
た
。
本
書
状
は
、
何
者
か
が
西
沢
の
希
望
を
海
舟
に
達
す
る
た
め
出
し
た
書
状
で
あ
る
。 

 

小
川
恭
一
編
著
『
寛
政
譜
以
降 

旗
本
家
百
科
事
典
』
第
４
巻
（
東
洋
書
林
、
１
９
９
８
年
）
２
０
７
２
頁
に
「
西
沢

鉦
兵
衛
」
と
い
う
人
物
が
見
え
る
。
天
保
12
（
１
８
４
１
）
年
８
月
20
日
に
家
督
を
継
ぎ
小
普
請
入
し
た
後
、
文
久
２

（
１
８
６
２
）
年
７
月
12
日
に
は
「
小
十
人
格
外
国
御
用
出
役
」
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
の
翌
年
９
月
14
日
に
は

                                        

          

 

 

赤
佐
秀
次
郎
伯
父
、 

別
手
鎗
隊
、 西

沢
鉦
蔵 

右
者
勝
様
御
先
代
本
所
御
住
居 

之
節
、
鑓
術
之
御
弟
子
ニ
有
之
候
処
、 

其
後
打
絶
御
無
沙
汰
仕
候
、
此
程
何
卒 

御
逢
被
下
度
与
申
出
候
、
当
節
柄
御
用
多 

御
逢
之
義
、
如
何
可
有
御
坐
候
哉
、
可
然
御
取
な
し 

願
奉
り
度
と
の
義
ニ
御
座
候
、 
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「
別
手
組
」
に
属
し
た
と
あ
り
、
右
の
資
料
に
見
え
る
西
沢
鉦
蔵
の
「
別
手
鎗
隊
」
文
言
と
一
致
す
る
こ
と
か
ら
、
鉦

兵
衛
と
鉦
蔵
と
は
同
一
人
物
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
す
る
と
、
右
資
料
も
文
久
３
年
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
海
舟

は
幕
府
海
軍
の
整
備
に
尽
力
し
て
い
た
時
期
に
当
た
る
。
な
お
、
鉦
兵
衛
に
つ
い
て
は
「
卯
」
年
（
慶
応
３
年
）
に
４

５
歳
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
生
ま
れ
は
文
政
５
（
１
８
２
２
）
～
６
年
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
海
舟
と
ほ
ぼ

同
世
代
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
小
吉
が
天
保
の
改
革
で
本
所
を
去
っ
た
時
、
西
沢
は
20
歳
前
後
で
あ
っ
た
こ
と
に
な

り
、
彼
が
小
吉
か
ら
鎗
を
学
ん
だ
の
は
10
代
の
頃
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
。 

一
方
、
西
沢
の
甥
に
当
た
る
赤
佐
秀
次
郎
に
つ
い
て
は
、『
諸
向
地
面
取
調
書
』
の
う
ち
「
西
沢
証
兵
衛
」（
鉦
兵
衛
、

鉦
蔵
と
同
一
人
物
か
）
の
項
目
に
「
当
分
本
所
緑
町
三
丁
目
西
丸
御
徒
目
付
赤
佐
弥
三
郎
地
面
借
地
住
宅
」
と
あ
る
。

秀
次
郎
と
弥
三
郎
と
の
間
柄
は
不
明
だ
が
、
何
ら
か
の
関
係
性
が
想
定
さ
れ
る
。 

３ 

東
京
大
學
史
料
編
纂
所
編
『
大
日
本
近
世
史
料 

柳
営
補
任
一
』（
財
団
法
人
東
京
大
學
出
版
会
、
１
９
６
３
年
） 

89
頁
、
１
４
６
頁
。 

４ 

俊
民
は
、
肥
前
島
原
藩
主
・
松
平
忠
馮
（
た
だ
よ
り
）
の
実
子
。 

５ 

註
10
前
掲
書
31
頁
。 

６ 

年
未
詳
２
月
２
日
付
〈
勝
夢
酔
（
小
吉
）
宛
〉
大
島
甲
斐
守
書
簡
（
江
藤
淳
編
『
勝
海
舟
全
集
別
巻 

来
簡
と
資

料
』
講
談
社
、
１
９
９
４
年
、
４
６
７
頁
） 

７ 

小
川
恭
一
編
著
『
寛
政
譜
以
降 

旗
本
家
百
科
事
典
』
第
１
巻
（
東
洋
書
林
、
１
９
９
７
年
）
５
３
５
頁
。 

８ 

「
増
補
改
正 

芝
口
南
・
西
久
保 

愛
宕
下
之
圖
」（
景
山
致
恭
・
戸
松
昌
訓
・
井
山
能
知
編
「
江
戸
切
絵
図 

深
川

絵
図
」、
尾
張
屋
清
七
版
、
嘉
永
２(

１
８
４
９)

～
文
久
２(

１
８
６
２)

年
刊
、
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
よ
り
） 

９ 

烏
森
稲
荷
と
妙
見
信
仰
と
の
関
係
は
今
の
と
こ
ろ
確
認
さ
れ
な
い
。
比
較
的
近
い
場
所
の
妙
見
社
と
し
て
は
、
増
上

寺
塔
頭
の
一
つ
で
あ
る
宝
珠
院
の
妙
見
堂
（
現
・
港
区
芝
公
園
４
丁
目
）
が
あ
る
が
、
関
係
は
不
明
で
あ
る
。
な
お
、

今
回
は
諸
井
政
昭
『
関
東
の
妙
見
菩
薩 

妙
見
シ
リ
ー
ズ
１ 

埼
玉
・
東
京
・
群
馬
』（
私
家
版
、
２
０
１
０
年
）
を

参
照
し
た
。 

１
０ 

〔
資
料
11
〕
の
成
立
年
で
あ
る
嘉
永
２
（
１
８
４
９
）
年
は
、
イ
ギ
リ
ス
船
・
マ
リ
ナ
ー
号
の
下
田
来
航
が
あ
っ

た
。
そ
の
様
子
は
、
伊
勢
商
人
・
竹
口
信
義
（
麟
太
郎
が
箱
館
商
人
・
渋
田
利
右
衛
門
か
ら
紹
介
さ
れ
た
竹
川
竹
斎
の

弟
）
に
よ
っ
て
麟
太
郎
に
知
ら
さ
れ
て
い
る
。 


