
さ
き
ご
ろ
本
学
図
書
館
の
黒
川
文
庫
に
新
し
い
書
物
か
加
わ
っ
た
。
清
水
浜
臣
か
自
ら
の
考
察
・
研
究
を
詳
細
に
書
き
入
れ
た
『
う
つ
ほ
物

語
』
の
写
本
一
部
二
○
冊
、
縦
二
八
・
○
セ
ン
チ
横
一
九
・
七
セ
ン
チ
の
袋
綴
じ
本
で
あ
る
。
表
紙
は
淡
黄
色
の
厚
手
紙
に
花
菱
つ
な
ぎ
の
文

様
を
空
押
し
し
、
料
紙
は
薄
葉
の
斐
紙
で
て
い
ね
い
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。
書
写
年
代
は
ほ
ぼ
浜
臣
の
時
代
と
思
わ
れ
る
が
、
料
紙
や
筆
跡
か

ら
見
る
と
、
古
写
本
を
敷
き
写
し
に
し
た
も
の
か
と
推
測
で
き
る
。
現
在
は
、
表
紙
の
上
か
ら
白
紙
を
覆
い
、
十
冊
ず
つ
二
峡
に
収
め
て
大
切

表
紙
左
肩
に
巻
名
が
直
書
き
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
下
部
に
巻
序
が
記
さ
れ
て
‐
い
る
が
、
そ
の
数
字
は
明
ら
か
に
後
の
も
の
で
あ
る
（
青
イ
ン

ク
か
）
。
白
紙
の
包
み
紙
に
も
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
記
さ
れ
て
整
理
の
便
宜
を
図
っ
て
い
る
。
い
ま
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
表
紙
の
巻
名
を
掲
げ
る
。

と
し
か
け
（
そ
の
右
脇
に
「
空
穂
物
語
濱
臣
本
」
、
右
下
隅
に
「
共
試
拾
」
と
朱
書
、

右
肩
に
「
物
語
」
と
記
し
た
朱
丸
印
、
こ
れ
は
以
下
各
冊
に
も
捺
さ
れ
て
い
る
）

ら
見
る
と
、
古
写
本
１

に
保
護
さ
れ
て
い
る
。

調
査
報
告
六
十
二

黒
川
文
庫
蔵
『
清
水
浜
臣
本
う
つ
ほ
物
語
』
解
題

藤
原
の
君

野
口
元
大

1 勺 勺
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梅
の
花
笠
一
名
春
日
詣

さ
か
の
ゐ
ん
蔵
ひ
ら
き
下
巻
（
元
の
巻
名
を
擦
り
消
し
て
別
筆
で
記
入
。
内
容
は
「
嵯
峨
院
」
）

さ
か
の
院
吹
上
ノ
上
（
内
容
は
「
国
讓
下
」
）

ふ
き
あ
げ
上
（
｜
Ｉ
上
」
を
ミ
セ
ケ
チ
に
し
て
別
筆
で
一
‐
中
」
と
す
る
。
内
容
は
「
吹
上
上
一
）

祭ふふさ
のききか
つああの
かけけ院

ひ下 上 “ ．

菊
の
宴
（

あ
て
象
や

《
Ｌ
Ｌ
）
」
ヴ
て

蔵
ひ
ら
き
中
巻

た
か
と
の
入
上
（
内
容
は
「
楼
の
上
」
下
巻
）

た
か
と
の
上
上
下
終
（
内
容
は
「
楼
の
上
」
上
巻
）

国
ゆ
つ
り
上
（
内
容
は
「
国
讓
中
」
）

国
ゆ
つ
り
中
（
内
容
は
「
国
讓
上
」
）

国
ゆ
つ
り
下
（
内
容
は
「
蔵
ひ
ら
き
下
ｉ
｜
）

は
つ
秋
お
き
２

た
つ
の
む
ら
烏

蔵
ひ
ら
き
上
巻

（
以
上
上
峡
）

お
き
つ
白
波

（
「
お
き
つ
白
波
」
は
本
来
「
た
つ
の
む
ら
烏
」
の
別
名
）
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六十二黒川文庫蔵『清水浜臣本うつほ物語』解題

当
時
一
般
に
流
布
し
て
い
た
版
本
の
テ
キ
ス
ト
は
、
巻
名
を
誤
り
、
巻
序
は
混
乱
し
、
本
文
に
は
錯
簡
や
重
複
桁
文
を
抱
え
込
み
、
細
か
な

誤
謬
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
、
は
な
は
だ
乱
れ
た
も
の
だ
っ
た
。
研
究
の
第
一
歩
は
、
そ
こ
で
各
巻
の
巻
名
と
内
容
と
が
一
致
し
て
い
る
か
ど

う
か
、
そ
し
て
巻
の
順
序
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
っ
た
最
も
低
次
元
の
と
こ
ろ
か
ら
出
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
右
に
掲
げ
た
本

書
の
表
紙
に
記
さ
れ
た
僅
か
な
文
字
に
も
そ
う
し
た
試
行
錯
誤
が
読
み
取
れ
る
。

さ
ら
に
内
容
の
理
解
に
進
も
う
と
す
る
と
、
文
意
が
通
じ
な
い
箇
所
が
続
出
し
、
そ
の
読
解
の
苦
心
の
跡
が
、
本
書
に
は
至
る
と
こ
ろ
に
、

書
き
入
れ
と
い
う
形
で
残
っ
て
い
る
。
行
間
に
も
上
欄
に
も
細
か
い
字
で
、
ま
た
墨
ば
か
り
で
な
く
、
朱
や
青
で
傍
線
が
引
か
れ
た
り
、
傍
点

・
圏
点
が
施
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
幾
度
と
な
く
研
究
が
重
ね
ら
れ
た
ら
し
い
。

そ
れ
ら
を
観
察
す
る
と
、
ま
ず
古
活
字
本
（
「
と
し
か
げ
」
だ
け
は
刊
行
さ
れ
て
い
た
）
・
製
版
本
や
イ
本
、
和
歌
の
場
合
に
は
『
風
葉
集
』
を
参

本
書
に
は
各
冊
の
冒
頭
、
墨
付
き
第
一
丁
表
の
中
央
上
部
に
「
清
水
濱
／
臣
蔵
書
」
と
い
う
大
き
な
朱
の
方
印
が
捺
さ
れ
、
巻
末
に
は
「
泊

栢
舎
蔵
」
の
子
持
ち
枠
の
隅
切
長
方
朱
印
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
浜
臣
の
手
沢
本
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
示
す
る
。
ま
た
多
く
の
書
き
入
れ
は
筆
跡

か
ら
浜
臣
自
身
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
時
を
違
え
て
数
回
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
巻
頭
右
下
部
に
は
各
巻
と
も
一
‐
黒
川
真
頼
蔵
書
」
「
黒
川
真
道
蔵
書
」
、
ま
た
第
二
巻
以
下
に
は
一
黒
川
真
前
蔵
書
」
の
長
方
朱
印
も
あ

り
、
こ
の
本
が
黒
川
家
代
々
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
硴
認
さ
れ
る
。
真
頼
の
養
父
春
村
は
浜
臣
と
親
し
い
交
友
関
係
に
あ
っ
た
の

で
、
本
書
が
黒
川
家
に
伝
わ
っ
た
の
は
自
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
の
本
格
的
な
注

の
足
跡
を
示
す
も
の
と
思
わ
れ
る
。

の
本
格
的
な
注
釈
吉
の
最
初
の
も
の
と
言
え
る
の
が
、
浜
臣
の
『
空
穂
物
語
考
証
』
で
あ
る
が
、
本
書
は
そ
の
準
備
段
階
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照
し
、
さ
ら
に
は
出
た
ば
か
り
の
細
井
貞
雄
の
『
宇
津
保
物
語
玉
松
』
の
校
異
を
取
り
入
れ
て
本
文
を
訂
し
、
文
意
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
努

力
が
あ
り
、
こ
と
に
登
場
人
物
と
互
い
の
関
係
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
こ
と
が
、
行
間
の
傍
注
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
難
語
句
や
典

拠
・
出
典
な
ど
考
証
や
注
釈
を
必
要
と
す
る
語
句
を
摘
出
し
、
簡
単
な
漢
字
注
を
は
じ
め
、
上
欄
に
は
し
ば
し
ば
「
濱
按
…
：
．
」
と
し
て
典
拠

を
挙
げ
て
の
考
証
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
時
に
は
、
「
山
岡
本
云
…
…
」
「
春
海
云
…
．
：
」
「
保
孝
云
…
…
」
「
或
人
云
…
…
此
説
非
也
」

な
ど
先
輩
の
考
証
を
引
用
し
た
り
、
批
判
し
た
り
す
る
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

そ
う
し
た
中
で
、
こ
と
に
大
き
な
努
力
を
傾
け
た
の
は
、
各
所
に
見
ら
れ
る
錯
簡
の
処
理
で
あ
る
。
ま
ず
「
藤
原
の
君
」
で
は
、

た
い
め
ん
し
た
り
つ
る
と
な
聞
え
給
そ
か
し
△
平
中
納
言
殿
よ
り

指
定
に
成
功
し
て
い
る
。

と
あ
る
箇
所
に
頭
注
を
付
し
、

次
い
で
、
「
は
つ
秋
」
で
は
、
冒
頭
に
頭
注
し
て
、

此
巻
い
と
ゑ
だ
り
た
り
と
見
ゆ
／
十
六
丁
七
月
朔
日
と
い
ふ
を
此
巻
の
／
は
し
め
と
し
て
さ
て
十
七
丁
よ
桑
て
／
こ
と
し
は
わ
せ
の
よ

れ
い
と
お
そ
き
／
年
也
と
い
ふ
と
あ
る
よ
り
こ
Ｌ
に
か
へ
／
り
て
よ
む
べ
し

と
す
る
。
そ
し
て
、
十
六
丁
の
当
該
箇
所
に
は
、

七
月
朔
日
頃
云
々
こ
れ
よ
り
を
此
巻
／
の
肱
し
め
と
す
へ
し
以
下
十
七
丁
／
か
そ
全
」
｝
一
と
し
は
わ
せ
の
よ
れ
い
と
／
お
そ
き
と
し

な
り
と
い
ふ
つ
Ｌ
き
／
よ
り
初
丁
か
Ｌ
る
ほ
と
に
左
大
臣
殿
／
の
と
い
ふ
へ
か
へ
り
て
よ
む
へ
し

一
」
上
に
七
月
つ
い
た
ち
｝
一
ろ
と
有
／
同
日
に
て
下
文
に
は
七
月
十
日
は
か
／
り
と
あ
り

△
》
」
Ｌ
に
脱
文
あ
り
異
本
に
て
補
く
し
巻
末
に
別
記
せ
り

と
、
異
本
に
よ
っ
て
底
本
の
脱
落
を
補
っ
て
い
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
「
桂
の
巻
」
に
つ
い
て
も
重
複
し
た
本
文
の
指
摘
と
、
あ
る
べ
き
位
置
の
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六十二黒川文庫蔵『清水浜臣本うつほ物語』解題

次
の
課
題
は
「
国
讓
中
」
（
本
書
で
は
上
巻
と
す
る
）
に
お
け
る
大
き
な
錯
簡
の
復
原
で
あ
る
。
こ
の
巻
で
は
上
欄
の
注
記
の
ほ
と
ん
ど
が
錯
簡

の
復
原
に
関
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
が
、
あ
ま
り
に
問
題
を
複
雑
に
考
え
過
ぎ
て
か
え
っ
て
混
乱
に
陥
っ
て
い
る
嫌
い
が
あ
り
、
『
空
穂
物

語
考
証
』
に
も
「
他
日
可
考
」
と
記
し
て
い
る
よ
う
に
挫
折
し
た
ら
し
い
。
そ
の
せ
い
か
以
下
の
巻
々
に
は
、
「
国
ゆ
つ
り
下
」
（
実
は
「
蔵
開

下
」
）
の
初
め
十
三
丁
ま
で
の
部
分
を
除
く
と
ほ
と
ん
ど
注
記
が
見
ら
れ
な
い
。
『
空
穂
物
語
考
証
』
も
相
当
部
分
は
空
白
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
級
密
な
研
究
が
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
こ
の
浜
臣
の
テ
キ
ス
ト
は
、
研
究
者
仲
間
の
標
準
的
な
地
位

を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
し
い
。
現
在
各
所
に
残
さ
れ
て
い
る
写
本
の
中
に
、
《
清
水
浜
臣
本
系
統
》
と
呼
ば
れ
る
一
群
が
形
成
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
れ
ら
の
本
に
共
通
の
特
徴
と
し
て
、
中
世
を
通
り
抜
け
て
き
た
写
本
で
は
大
き
く
変
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
通
例
の
歴
史
的
仮

名
遣
い
が
、
ほ
ぼ
正
し
く
保
た
れ
て
い
る
こ
と
が
か
ね
て
注
目
さ
れ
て
き
た
。
改
め
て
本
書
を
よ
く
見
る
と
、
問
題
の
仮
名
遣
い
の
箇
所
は
、

も
と
の
字
が
て
い
ね
い
に
擦
り
消
さ
れ
、
そ
の
上
か
ら
正
し
い
仮
名
遣
い
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
浜
臣
の
手
で
修
正
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か

で
、
年
来
の
疑
問
が
晴
れ
る
と
と
も
に
、
本
書
が
そ
れ
ら
の
写
本
群
の
原
型
の
位
置
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

と
注
し
て
い
る
。
こ
の
処
室
唱

復
原
案
だ
っ
た
と
し
て
よ
い
。

く
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

『
う
つ
ほ
物
語
』
は
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
の
活
字
本
の
底
本
と
し
て
前
田
本
が
用
い
ら
れ
、
一
部
に
浜
田
本
が
採
択
さ
れ
て
い
る
。
ま
た

そ
の
ほ
か
に
も
、
幾
つ
か
の
由
緒
正
し
い
伝
本
が
知
ら
れ
、
研
究
者
に
も
利
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
物
語
の
研
究
が
本
格
的
に
始
ま

っ
た
こ
ろ
、
江
戸
時
代
も
後
半
に
入
っ
た
こ
ろ
は
、
こ
れ
ら
の
本
は
公
家
や
大
名
家
の
秘
庫
に
深
く
蔵
さ
れ
て
い
て
、
市
井
の
学
者
の
た
や
す

そ
の
た
め
に
当
時
の
学
者
た
ち
は
善
本
を
求
め
て
さ
ま
ざ
ま
に
苦
心
し
た
の
で
あ
る
が
、
よ
う
や
く
に
し
て
求
め
得
て
彼
ら
の
間
で
「
古
本
」

こ
の
処
置
に
よ
っ
て
こ
の
巻
は
筋
道
の
立
つ
読
象
方
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
、
今
日
か
ら
見
て
も
ほ
ぼ
成
功
し
た

1句マ

ー 上 ･ ノ ー



と
呼
ん
で
珍
重
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
あ
る
。
江
戸
時
代
の
研
究
は
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ

し
現
在
で
は
そ
の
「
古
本
」
そ
の
も
の
は
失
わ
れ
、
当
時
作
成
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
校
本
や
注
釈
害
な
ど
に
よ
っ
て
間
接
に
う
か
が
い
知
る
ほ

か
は
な
か
っ
た
。
こ
の
浜
臣
本
が
古
写
本
（
と
い
っ
て
も
筆
跡
か
ら
判
断
す
る
と
さ
ほ
ど
古
い
も
の
で
は
な
い
ら
し
い
が
）
を
敷
き
写
し
に
し
た
も
の

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
浜
臣
の
学
識
や
交
友
関
係
か
ら
見
て
、
こ
の
書
本
が
「
古
本
」
そ
の
も
の
か
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
非
常
に
近
い
と
判
断

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
う
と
す
れ
ば
、
江
戸
時
代
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
研
究
の
基
礎
と
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
を
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の

本
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
、
研
究
史
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
貴
重
な
資
料
で
あ
る
。

戦
後
の
混
乱
の
中
で
黒
川
家
の
蔵
書
群
か
ら
離
れ
た
本
書
か
こ
こ
黒
川
文
庫
に
再
び
戻
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
め
で
た
く
う
れ
し
い
こ
と
で

あ
る
。
岡
山
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
清
心
女
子
大
学
所
蔵
の
黒
川
文
庫
に
も
、
『
う
つ
ほ
物
語
』
の
校
訂
本
が
あ
り
、
当
時
の
国
学
者
た
ち
の
業
績

を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
書
の
出
現
に
よ
っ
て
、
こ
の
物
語
の
研
究
史
に
新
し
い
貢
献
が
加
わ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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