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二
十
年
程
前
に
何
気
な
く
買
っ
た
『
大
田
南
畝
全
集
』
全
二
十
一
巻
（
岩
波
書
店
）

を
最
近
に
な
っ
て
読
ん
で
い
る
の
で
す
が
、
こ
れ
が
非
常
に
面
白
い
。
そ
の
中
に
、
南

畝
が
掛
川
城
下
町
の
文
化
を
高
く
評
価
し
て
い
る
く
だ
り
が
あ
る
の
で
こ
こ
に
紹
介
し

ま
す
。
山
崎
家
は
四
代
目
晨
園
の
時
代
で
あ
り
、
晨
園
の
文
化
活
動
の
背
景
を
知
る
上

で
参
考
に
な
る
こ
と
と
思
い
ま
す
。 

  

大
田
南
畝
は
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）
、
江
戸
生
ま
れ
。
狂
歌
師
、
漢
詩
人
と
し
て
有 

名
で
す
が
幕
府
の
官
僚
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

そ
の
南
畝
の
紀
行
文
に
掛
川
が
登
場
す
る
の
は
、
享
和
元
年(

一
八
〇
一)
三
月
三
日
、

大
坂
銅
座
へ
の
赴
任
の
際
の
「
改
元
紀
行
」
、
及
び
文
化
二
年(

一
八
〇
五)

十
一
月
十
二

日
、
赴
任
先
の
長
崎
奉
行
所
よ
り
の
帰
途
の
「
小
春
紀
行
」
の
二
回
で
す
。 

 

そ
の
際
、
当
時
一
流
の
文
化
人
で
あ
る
南
畝
は
掛
川
を
ど
の
よ
う
に
見
て
い
た
の
で

し
ょ
う
か
。 

ま
ず
、
享
和
元
年
の
記
述
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。 

「
掛
川
の
城
に
い
れ
ば
、
家
ご
と
に
葛
布
う
る
も
の
多
し
。
此
城
い
に
し
へ
今
川
氏

真
の
こ
も
れ
る
城
也
と
ぞ
。
今
の
執
政
太
田
備
中
守
殿
の
城
な
り
。
大
手
の
門
を
右
に

み
つ
ゝ
ゆ
く
に
鴟
鳴
（
マ
マ
）
な
ど
も
み
ゆ
。
折
か
ら
巳
の
時
の
鼓
な
る
音
に
、
わ
れ

寛
延
二
年
己
巳
上
巳
の
日
巳
の
時
に
生
ま
れ
し
と
、
母
つ
ね
に
物
語
し
給
ふ
事
思
ひ
出

る
に
、
け
ふ
な
ん
遠
き
処
に
来
に
け
る
と
思
ふ
に
も
、
父
母
の
い
ま
せ
し
時
の
こ
と
ま

づ
し
の
ば
る
。
城
下
の
町
も
つ
き
づ
き
し
。
あ
る
見
世
先
に
三
体
詩
の
古
き
本
あ
る
を

み
る
。
こ
れ
ま
で
小
田
原
・
駿
府
の
城
下
を
も
へ
し
か
ど
、
書
物
ひ
さ
ぐ
い
え
を
み
ず
。



海
道
は
じ
め
て
の
奇
観
な
る
べ
し
。
左
に
小
笠
原
山
道
（
マ
マ
）
あ
り
。
十
九
首
と
い

え
る
立
場
あ
り
と
き
ゝ
し
が
ま
こ
と
に
や
。
・
・
・
」 

現
代
文
に
直
す
と
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

「
掛
川
城
下
に
入
る
と
多
く
の
家
で
葛
布
を
売
っ
て
い
る
。
こ
の
掛
川
城
は
昔
、
今

川
氏
真
が
籠
城
し
た
城
と
い
う
。
今
の
老
中
太
田
備
中
守
資
愛
殿
の
城
で
あ
る
。
大
手

門
を
右
に
見
な
が
ら
行
く
と
シ
ャ
チ
ホ
コ
な
ど
も
見
え
る
。
ち
ょ
う
ど
、
巳
の
刻
（
午

前
九
時
～
十
一
時
）
を
告
げ
る
太
鼓
の
音
が
聞
こ
え
、
私
が
寛
延
二
年
つ
ち
の
と
み
、

桃
の
節
句
の
巳
の
刻
に
生
ま
れ
た
と
母
が
つ
ね
に
語
っ
て
く
れ
た
事
を
思
い
出
し
、
今

日
こ
ん
な
に
遠
い
処
に
来
て
し
ま
っ
た
と
思
い
つ
つ
、
父
母
が
存
命
だ
っ
た
時
の
こ
と

が
し
の
ば
れ
る
。
城
下
の
町
も
落
ち
着
き
が
あ
る
。
あ
る
店
先
に
三
体
詩
の
古
い
本
が

あ
る
の
を
み
た
。
こ
れ
ま
で
小
田
原
や
駿
府
の
城
下
を
通
っ
て
き
た
が
、
書
物
を
売
る

店
は
見
な
か
っ
た
。
東
海
道
で
は
じ
め
て
の
珍
し
い
風
景
で
あ
る
。
左
に
小
笠
山
に
向

か
う
道
が
あ
る
。
十
九
首
と
い
う
所
に
は
旅
人
な
ど
が
休
息
す
る
た
め
の
場
所
が
あ
る

と
聞
い
て
い
た
が
本
当
だ
ろ
う
か
。
・
・
・
」 

こ

こ

で

興

味

深

い

の

は

小

田

原

や

駿

府

の

よ

う

な

大

き

な

城

下

町

で

も

書

物

を

売

る
店
は
見
な
か
っ
た
が
掛
川
に
は
そ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
の
店
先
に
三

体
詩
の
古
い
本
が
売
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ち
な
み
に
広
辞
苑
に
よ
れ
ば
三

体
詩
と
は
、「
唐
代
の
詩
人
一
六
七
人
の
作
を
、
七
言
絶
句
、
七
言
律
、
五
言
律
の
三
体

に
分
け
て
編
纂
し
た
書
」
と
あ
り
ま
す
。
漢
詩
人
で
あ
り
当
時
一
流
の
文
化
人
で
あ
っ

た
南
畝
は
、
江
戸
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
小
さ
な
城
下
町
で
そ
れ
を
見
て
さ
ぞ
驚
い
た
こ

と
で
し
ょ
う
。 

さ
て
、
こ
の
享
和
元
年
と
い
う
年
は
掛
川
そ
し
て
山
崎
家
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
年

だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
年
、
山
崎
家
四
代
目
万
右
衛
門
が
主
人
の
心
掛
け
を
は
じ

め
、
商
売
の
心
得
な
ど
を
細
か
く
定
め
た
「
遺
家
訓
」
を
制
定
し
て
い
ま
す
。 

ま
た
、
江
戸
後
期
の
儒
学
者
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
林
述
斎
の
高
弟
で
あ
る

松
崎
慊
堂
は
、
翌
享
和
二
年
に
掛
川
藩
江
戸
屋
敷
に
開
か
れ
る
藩
校
の
教
授
と
し
て
招

か
れ
ま
す
。
ま
た
同
四
年
に
は
掛
川
に
も
北
門
書
院
と
よ
ば
れ
る
藩
校
が
開
か
れ
ま
す
。

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
享
和
元
年
と
い
う
年
は
掛
川
に
お
い
て
学
問
の
気
運
が
高
ま
り
つ

つ
あ
っ
た
年
だ
っ
た
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 



次
に
南
畝
が
掛
川
を
通
過
す
る
の
は
文
化
二
年
（
一
八
０
五
）
十
一
月
十
二
日
の
こ

と
で
す
が
南
畝
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
ま
す
。 

「
掛
川
の
宿
に
い
れ
ば
十
九
首
町
、
下
俣
町
、
西
町
、
分
中
王
町
（
マ
マ
）
な
ど
い

え
る
札
か
き
て
、
町
々
の
柱
に
お
し
た
り
。
江
戸
の
城
下
の
町
の
名
を
か
け
る
に
な
ら

へ
る
な
る
べ
し
。
城
門
（
木
戸
）
に
入
れ
ば
西
町
、
中
町
、
連
着
町
（
マ
マ
）
二
敷
町

（
マ
マ
）
、
塩
町
、
木
戸
を
出
て
新
町
あ
り
。
」 

こ
こ
で
は
町
名
の
表
示
法
が
江
戸
に
な
ら
っ
て
い
る
よ
う
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。 

こ
の
こ
と
は
掛
川
の
町
が
他
の
城
下
町
、
宿
場
町
に
先
駆
け
て
江
戸
の
文
化
を
取
り
入

れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

そ
れ
で
は
、
こ
の
文
化
二
年
（
一
八
０
五
）
は
掛
川
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
年
だ
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
年
二
月
、
藩
主
太
田
資
愛
が
死
去
し
、
資
順
が
藩
主
と
な
り

ま
す
。
ま
た
こ
の
年
、
江
戸
藩
校
の
教
授
で
あ
る
松
崎
慊
堂
が
初
め
て
掛
川
を
訪
れ
ま

す
。
そ
し
て
慊
堂
は
山
崎
家
四
代
目
万
右
衛
門
と
接
点
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
翌
文
化

三
年
に
は
「
晨
園
記
」
を
著
し
、
四
代
目
万
右
衛
門
は
号
を
晨
園
と
名
の
る
事
に
な
り

ま
す
。 

以
上
の
よ
う
に
大
田
南
畝
が
見
た
享
和
、
文
化
時
代
の
掛
川
は
、
私
た
ち
が
考
え
て

い
る
よ
り
か
な
り
文
化
的
な
町
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

さ
て
、
大
田
南
畝
で
す
が
幕
臣
と
し
て
順
調
に
出
世
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
一
時
は

田
沼
意
次
の
腹
心
で
、
横
領
の
罪
で
斬
首
さ
れ
た
勘
定
組
頭
土
山
宗
次
郞
か
ら
経
済
的

援
助
を
受
け
て
い
た
こ
と
か
ら
、
か
な
り
危
な
い
立
場
に
陥
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
私
見
で
す
が
、
そ
う
し
た
危
機
を
回
避
で
き
た
の
は
南
畝
の
文
化
人
と
し
て

の
交
友
関
係
の
広
さ
が
一
因
に
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
の
範
囲
は
作
家
、
画
家
に
と

ど
ま
ら
ず
大
名
ま
で
広
が
っ
て
い
ま
し
た
。
一
例
を
挙
げ
ま
す
と
、
南
畝
が
文
化
八
年

二
月
か
ら
九
年
十
月
に
か
け
て
詠
ん
だ
歌
を
集
め
た
「
放
歌
集
」
に
よ
る
と
、
横
須
賀

城
主
の
も
と
で
山
寿
と
い
う
額
を
見
て
「
い
く
千
代
も
動
か
ぬ
山
の
寿
や
遠
つ
あ
ふ
み

に
つ
づ
く
櫛
松
」
と
詠
ん
で
い
ま
す
。
い
う
歌
が
載
っ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
「
櫛
松
」

は
藩
主
西
尾
家
の
家
紋
で
す
。 

 

こ
の
よ
う
に
江
戸
の
文
化
人
の
み
な
ら
ず
大
名
に
ま
で
そ
の
才
能
を
愛
さ
れ
た
南
畝

で
す
が
、
息
子
の
定
吉
が
支
配
勘
定
見
習
い
と
し
て
召
し
出
さ
れ
る
も
の
の
、
病
で
失



職
し
た
た
め
、
隠
居
を
諦
め
て
働
き
つ
づ
け
ま
し
た
。
そ
し
て
文
政
六
年
（
一
八
二
三
）

登
城
の
際
の
転
倒
が
元
と
な
り
七
十
五
歳
で
死
去
し
ま
し
た
。 

 

辞
世
の
歌
は
「
今
ま
で
は
人
の
こ
と
だ
と
思
ふ
た
に
俺
が
死
ぬ
と
は
こ
い
つ
は
た
ま

ら
ん
」
と
も
「
生
き
す
ぎ
て
七
十
五
年
食
ひ
つ
ぶ
し
か
ぎ
り
知
ら
れ
ぬ
天
地
の
恩
」
と

も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

 


