
は

じ

め

に

今
般
︑
﹃
新
・
小
堀
遠
州
の
書
状
﹄
を
刊
行
す
る
に
あ
た
り
︑
そ
の
原
点
と
も
い
え
る
︑
父
・
紅
心
宗
慶
に
よ
る
︑
第
一
巻
並
び

に
第
二
巻
に
も
う
一
度
目
を
通
し
た
が
︑
改
め
て
感
ず
る
こ
と
は
︑
小
堀
遠
州
と
い
う
人
物
の
持
つ
︑
万
能
な
魅
力
で
あ
る
︒
伏
見

奉
行
を
代
表
と
す
る
幕
府
行
政
官
と
し
て
の
顔
︑
作
事
奉
行
の
数
々
の
業
績
︑
加
え
て
茶
人
と
し
て
︑
自
ら
の
茶
会
︑
将
軍
を
始
め

と
す
る
貴
人
高
位
の
人
の
茶
会
の
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
︑
さ
ら
に
は
︑
茶
道
具
に
対
し
て
の
指
導
並
び
に
鑑
定
な
ど
︑
よ
く
こ
れ
だ
け
多

く
の
行
事
を
こ
な
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
驚
嘆
す
る
ば
か
り
で
あ
る
︒
と
同
時
に
そ
の
血
統
を
継
ぐ
私
自
身
は
ど
う
で
あ
る
か
と

考
え
る
と
︑
ま
だ
ま
だ
遠
州
に
は
遠
く
及
ば
な
い
現
実
を
知
ら
さ
れ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
第
二
巻
が
発
刊
さ
れ
て
か
ら
︑
す
で
に
二

〇
年
も
の
歳
月
を
要
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
反
省
の
意
味
も
含
ん
で
い
る
︒

昨
今
︑
あ
り
が
た
い
こ
と
に
小
堀
遠
州
の
研
究
を
さ
れ
る
方
が
多
く
な
り
︑
既
刊
の
遠
州
文
献
に
関
し
て
も
新
た
な
視
点
を
加
え

る
必
要
性
も
出
て
き
て
い
る
︒
そ
う
い
う
意
味
で
は
本
書
は
︑
父
・
紅
心
が
最
晩
年
ま
で
取
り
組
ん
だ
消
息
の
読
み
下
し
︑
解
説
を

基
軸
と
し
て
︑
そ
の
後
に
判
明
し
た
事
実
に
よ
る
見
解
も
入
れ
て
い
る
︒
遠
州
の
研
究
に
す
べ
て
を
注
入
し
た
父
の
七
回
忌
の
年
に

出
版
で
き
た
こ
と
は
︑
何
か
の
因
縁
で
あ
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
︒

i



さ
て
︑
遠
州
の
書
状
に
お
け
る
花
押
の
違
い
に
つ
い
て
︑
宛
先
の
人
物
の
立
場
や
︑
遠
州
の
年
齢
な
ど
に
よ
る
も
の
か
ど
う
か
︑

長
年
に
わ
た
り
多
く
の
方
々
の
意
見
が
様
々
あ
り
︑
今
の
所
ま
で
解
明
さ
れ
て
は
い
な
い
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
私
は
︑
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
は
さ
ほ
ど
の
意
味
を
感
じ
て
い
な
い
︒
私
見
で
は
あ
る
が
︑
あ
の
忙
し
い
日
を
過
ご
し
た
遠
州
が
書
く
膨
大
な
手
紙
の
数
を

考
え
る
と
極
め
て
速
筆
で
な
い
と
量
を
こ
な
せ
な
い
の
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
さ
ら
っ
と
花
押
を
書
す
る
こ
と
も
ご
く
自
然
の
流
れ

で
あ
っ
た
と
想
像
し
て
い
る
︒
と
も
あ
れ
︑
手
紙
は
他
人
に
は
み
せ
な
い
部
分
が
多
い
︒
遠
州
の
心
情
を
そ
の
文
章
や
行
間
か
ら
楽

し
み
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
思
う
︒

お
わ
り
に
︑
遠
州
の
年
譜
を
は
じ
め
父
と
私
の
研
究
に
史
料
を
提
供
し
︑
助
言
を
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
々
に
感
謝
申
し
上
げ

る
︒

遠
州
茶
道
宗
家
十
三
世

不
傳
庵

小

堀

宗

実
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〔

読
み
下
し
文
︺

〈

﹀
10

尊
書
奉
候

大
膳

気
相
い
よ

く
大
験
を
得
候

御
心
易
べ
く

恐
惶
謹
言

小
遠
江
守

十
六
日

正
一
︵
花
押
︶

又
申
し
候

や
が
て
罷
上
り

茶
を
ま
い
ら
す
べ
く
候

お
も
し
ろ
き
も
の

取
出
し
候

か
し
く

岡
田
将
監
様

貴
報

〈

﹀
11

昨
日
は
本
望
に
存
じ
候

甚
三
郎
殿
井
戸
茶
碗

先
年
も
一
覧
申
し
候

井
戸
の
内
に
て
は
和
尚
と
存
じ
奉
り
候

昨
日
今
日
と
暮
れ
行
く
ま
ま
に

早

楽
し
み
の
身
繕
い

殊
勝
存
ず
べ
く
候

い
ま
だ
各

ま
た
ま
た

年
の
寄
ら
ぬ
も

め
で
た
く
存
じ
候

恐
惶
謹
言

小
堀
遠
江
守

閏

二
十
二
日

正
一
︵
花
押
︶

岡
田
将
監
様

貴
報

〈
追
伸
﹀
甚
三
郎
殿
へ
御
茶
碗
の
事

別
し
て
か
ら
物

し
か
る
べ
く
よ
う
に
頼
み
て
候
て

ゆ
る
く
と
な
さ
る
べ
く

相
待
ち
申
し
候

以
上
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〔

解
説
︺

江
戸
時
代
初
頭
︑
小
堀
遠
州
が
活
躍
し
︑
書
状
を
交
わ
し

た
人
々
の
う
ち
で
︑
﹁
岡
田
将
監
﹂
は
可
能
性
と
し
て
二
人

い
る
︒

一
人
は
岡
田
善よ
し

同あ
つ

で
︑
永
禄
元
年
︵
一
五
五
八
︶
生
ま

れ
︑
寛
永
八
年
︵
一
六
三
一
︶
五
月
二
十
九
日
に
七
十
四
歳

で
没
し
た
︒
遠
州
よ
り
二
十
一
歳
上
で
︑
善
同
が
没
し
た
年

は
︑
遠
州
は
五
十
三
歳
で
あ
っ
た
︒

善
同
は
︑
幼
い
時
か
ら
織
田
信
長
に
仕
え
︑
そ
の
後
︑
前

田
利
家
の
も
と
に
寓ぐ
う

居き
ょ

︑
加
藤
主
計
頭
清
正
に
属
し
て
加
藤

を
称
し
︑
豊
臣
秀
吉
に
仕
え
て
姓
を
岡
田
に
戻
し
て
い
る
︒

慶
長
五
年
︵
一
六
〇
〇
︶
四
十
三
歳
の
善
同
は
徳
川
家
康

に
属
し
︑
翌
年
の
六
月
九
日
に
は
美
濃
国
に
て
采
地
五
千
石

を
領
し
︑
後
に
は
美
濃
国
の
奉
行
を
勤
め
︑
近
江
・
伊
勢
・

筑
後
等
の
郡
代
を
も
兼
ね
る
︒
そ
の
後
︑
尾
張
国
名
古
屋
城

普
請
の
と
き
木
曾
山
の
材
木
の
伐
事
を
奉
行
し
︑
大
坂
両
度

の
役
に
は
陣
道
具
の
奉
行
を
勤
め
る
︒
そ
の
後
に
は
伊
勢
・

山
田
奉
行
を
兼
ね
る
︒

寛
永
六
年
七
十
二
歳
で
伊
勢
大
神
宮
造
営
を
申
し
付
け
ら

れ
︑
そ
の
年
の
九
月
十
三
日
に
は
従
五
位
下
伊
勢
守
に
叙
任

す
る
︒
し
た
が
っ
て
こ
れ
ま
で
は
︑
﹁
岡
田
将
監
﹂
と
は
岡

田
善
同
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
遠
州
は
五
十
一
歳
で
あ
っ
た
︒

寛
永
八
年
正
月
二
十
四
日
︑
采
地
を
改
め
て
美
濃
国
大
野

郡
の
う
ち
に
移
さ
れ
て
︑
八
十
石
を
加
増
さ
れ
︑
す
べ
て
で

五
千
八
十
石
を
知
行
す
る
こ
と
に
な
る
︒
同
年
五
月
︑
病
を

治
す
た
め
に
暇
を
と
り
︑
京
都
に
赴
い
て
︑
同
月
二
十
九
日

に
没
す
る
︒

も
う
一
人
の
将
監
は
︑
善
同
の
嫡
男
・
義
政
で
︑
慶
長
十

年
︵
一
六
〇
五
︶
の
生
ま
れ
︒
遠
州
よ
り
二
十
六
歳
下
で
あ

る
︒慶

長
十
四
年
︑
五
歳
の
と
き
に
︑
駿
府
に
お
い
て
初
め
て

家
康
に
拝
謁
す
る
︒
寛
永
八
年
二
十
七
歳
の
正
月
二
十
四

日
︑
父
・
善
同
が
老
年
に
及
ぶ
ま
で
職
事
に
怠
り
な
く
︑
領

地
を
よ
く
治
め
た
こ
と
を
賞
せ
ら
れ
︑
父
を
た
す
け
て
そ
の

職
を
見
習
う
よ
う
に
と
の
仰
せ
を
こ
う
む
り
︑
美
濃
国
の
中

に
お
い
て
︑
采
地
千
石
を
下
賜
さ
れ
る
︒
同
年
五
月
二
十
九

日
︑
父
が
亡
く
な
る
と
︑
八
月
に
遺
跡
を
継
ぎ
︑
五
千
八
十

石
を
知
行
し
︑
さ
き
に
与
え
ら
れ
た
采
地
は
収
公
さ
れ
︑
父
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