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本
誌
で
は
前
号
に
続
い
て
拙
稿
「
喜
田
貞
吉
と
藤
原
京
」
の
後
編
を

載
せ
て
い
る
が
、
書
き
漏
ら
し
た
こ
と
が
、
主
に
三
点
あ
る
。

　
第
１
に
、
明
治
末
年
に
お
け
る
関
野
貞
と
の
「
平
城
京
址
論
争
」。
別

の
機
会
に
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
が
、
ざ
っ
と
要
点
だ
け
を
挙

げ
る
と
、
奈
良
盆
地
の
条
里
制
と
平
城
京
遷
都
と
の
時
期
の
先
後
に
関

す
る
問
題
で
あ
っ
た
。
関
野
は
条
里
が
先
に
あ
り
条
里
に
基
づ
い
て
平

城
京
が
計
画
さ
れ
た
と
主
張
し
た
。
喜
田
は
幕
末
の
北
浦
貞
政
の
説
を

─
修
正
し
つ
つ
─
援
用
し
、
条
里
が
平
城
京
の
南
と
北
で
一
致
し
な
い

こ
と
─
不
連
続
─
を
根
拠
に
関
野
説
を
否
定
し
た
。
関
野
説
は
多
く
の

支
持
を
集
め
、
現
在
も
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
論
争
は
喜
田
の
惨
敗
で

終
わ
っ
た
が
、
憤
懣
や
る
方
な
い
喜
田
は
死
の
直
前
「
見
損
な
っ
て
い

た
故
関
野
博
士
と
法
隆
寺
二
寺
説
」
と
い
う
、
平
城
京
の
敵
を
法
隆
寺

で
討
つ
よ
う
な
論
文
（
遺
稿
）
を
残
し
て
い
る
。

　
第
２
点
は
、
喜
田
が
自
ら
の
信
念
を
学
説
と
し
て
貫
い
て
い
た
か
ど

う
か
。
本
論
で
は
否
定
的
な
事
柄
ば
か
り
を
並
べ
た
く
な
か
っ
た
の
で

割
愛
し
た
。
こ
こ
で
は
喜
田
の
『
六
十
年
之
回
顧
』
か
ら
興
味
深
い
記

事
を
一
つ
だ
け
引
用
し
て
お
く
。「
南
北
朝
正
閏
論
」
が
決
着
し
た
後
、

宮
内
省
の
役
人
か
ら
明
治
天
皇
は
明
治
24
年
す
で
に
南
朝
優
先
の
姿

勢
を
明
示
さ
れ
て
い
た
と
聞
き
、こ
う
嘆
息
す
る
。「
す
で
に
斯
く
の
如

き
ご
決
定
が
あ
ら
せ
ら
れ
た
事
な
ら
ば
、
南
朝
正
統
説
は
既
に
決
定
し

た
も
の
と
申
す
べ
く
、〔
…
〕
今
回
の
南
北
朝
正
閏
問
題
は
、
全
く
無
用

の
事
に
関
し
て
徒
ら
に
紛
争
を
醸
し
た
も
の
で
あ
つ
（
た
）」。
明
治
末

年
の
時
代
性
を
割
り
引
い
て
も
、
信
念
と
学
説
と
が
直
結
し
て
い
れ
ば

出
る
こ
と
の
な
い
感
慨
だ
ろ
う
。

　
第
3
の
書
き
漏
ら
し
は
、
藤
原
京
の
実
地
調
査
で
あ
る
。
喜
田
は
自

ら
の
研
究
ス
タ
イ
ル
を「
書
斎
に
閉
じ
籠
も
つ
て
の
文
献
い
ぢ
り〔
…
〕

よ
り
も
実
地
に
調
査
〔
…
〕」
と
言
い
、
藤
原
京
に
つ
い
て
も
「
嘗
て
大

正
初
年
に
調
査
し
た
所
に
よ
れ
ば
」
と
の
記
述
が
見
ら
れ
る
。
と
こ
ろ

が
喜
田
の
旅
行
記
録
を
調
べ
て
も
、
大
正
元
年
か
ら
『
藤
原
京
考
証
』

（
大
正
2
年
）
を
経
て
『
帝
都
』
が
書
か
れ
る
大
正
4
年
ま
で
、
藤
原
京

近
辺
に
出
た
記
載
が
見
当
た
ら
な
い（
そ
の
後
も
な
い
）。こ
こ
か
ら
は

推
測
で
あ
る
。『
藤
原
京
』
に
見
ら
れ
る
喜
田
の
詳
細
に
及
ぶ
地
名
や

地
誌
等
に
関
す
る
知
識
は
、
今
西
伊
之
吉
（
１
８
７
５

－

１
９
２
２
）

か
ら
齎
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
今
西
は
現
在
の
奈
良
県
桜
井
市
大
福

に
生
ま
れ
、
明
治
34
年
─
短
期
間
な
が
ら
─
喜
田
か
ら
国
史
地
理
を

学
ん
だ
。
先
に
述
べ
た
論
争
と
も
関
わ
る
喜
田
の
平
城
京
研
究
の
際
も

─
条
里
制
の
地
図
作
成
も
含
め
─
資
料
収
集
に
奔
走
し
た
。
今
西
が
編

纂
し
た
『
奈
良
県
高
市
郡
志
料
史
料
』（
大
正
4
年
）
の
藤
原
京
址
の
項

は
、
喜
田
の
所
論
が
そ
の
ま
ま
転
載
さ
れ
て
い
る
。

　
次
号
の
本
欄
で
は
『
三
山
谷
先
生
遺
稿
』
も
─
お
そ
ら
く
独
力
で
─

編
纂
し
た
、
今
西
伊
之
吉
に
ス
ポ
ッ
ト
を
当
て
直
し
て
み
た
い
。�

�

（
中
島
敬
介
）
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