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【
作
者
に
つ
い
て
】 

 

細
野
要
斎
は
江
戸
時
代
後
期
か
ら
明
治
時
代
に
か
け
て
名
古
屋
を
中
心

に
活
躍
し
た
学
者
で
す
。
要
斎
は
馬
術
を
専
門
と
す
る
尾
張
藩
士
、
細
野

家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。
儒
学
を
中
心
に
様
々
な
学
問
を
修
め
、
尾
張
藩
の
藩

校
「
明
林
堂
」
で
教
授
を
務
め
ま
し
た
。 

 

ま
た
学
問
の
合
間
に
各
地
を
巡
り
、
郷
土
の
風
俗
や
民
俗
資
料
の
収
集
に

も
尽
力
し
ま
し
た
。 

 

【
作
品
に
つ
い
て
】 

 

『
感
興
漫
筆
』
は
要
斎
２
６
歳
の
天
保
７
年
（
１
８
３
６
）
か
ら
死
去
し
た
明

治
１
１
年
（
１
８
７
８
）
ま
で
約
４
５
年
に
わ
た
る
随
筆
で
す
。
日
記
形
式
で

表
題
の
通
り
「
感
興
に
赴
く
ま
ま
に
」
日
々
の
出
来
事
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

寺
社
な
ど
を
訪
れ
た
際
に
は
、
見
聞
し
た
仏
像
や
道
中
の
様
子
ま
で
詳
細
に 

書
き
記
し
て
お
り
、
時
に
は
明
け
方
ま
で
執
筆
し
て
い
た
そ
う
で
す 

 

非
常
に
厳
し
い
性
格
だ
っ
た
と
い
う
著
者
は
経
験
し
た
出
来
事
に
つ
い
て
忌

憚
な
く
批
評
し
て
お
り
、
そ
の
詳
細
に
書
き
記
さ
れ
た
記
録
は
当
時
を
知
る

貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

作
品
解
説 

 
 

 

感
興
漫
筆 



音読教室 名古屋市図書館 
 

2 

 

『
感
興
漫
筆
』 

 

細
野 

要
斎 

 

三
月
二
十
七
日 

晴
せ
い

暖
だ
ん

、
辰
中
刻

た
つ
の
な
か
こ
く

頃
こ
ろ

よ
り
独
歩

ど

っ

ぽ

門
を
出
、

八
事
山

や

ご

と

や

ま 

興
こ
う

正
寺

し
ょ
う
じ 

観
音

か
ん
の
ん

の
開
帳

か
い
ち
ょ
う

を
拝
せ
ん

は

い

と
車
道

く
る
ま
み
ち

よ
り
駿
河

す

る

が

町
ま
ち

に
出
、
川
名
村
に
至
る
。
大
平
寺

た

い

へ

い

じ 

安
阿
弥
陀

あ

ん

あ

み

だ

（
※
）

の

薬
師
仏

や

く

し

ぶ

つ

開
帳

か
い
ち
ょ
う

あ
り
、
大
平
寺

た

い

へ

い

じ

は
禅
宗 

曹
そ
う

洞
派

と

う

は 

御
器
所
村 

龍
り
ゅ
う

興
寺

こ

う

じ

の
末
寺

ま

つ

じ

な
り
と
い
ふ
。
寺
中
狭
け
れ
ど
も
、
清
潔
な

り
。
薬
師
堂
は
本
堂
の
西
に
あ
り
、
南
面 
薬
師
仏 

木
像 

 

長
な
が
さ 

壱
尺

い
っ
し
ゃ
く

ニ
三
寸

に

さ

ん

ず

ん

、
塗

ぬ
り

は

新
あ
ら
た

な
れ
ど
も
、
安
阿

あ

ん

あ

弥 み

の
作
信
ず

べ
し
。
坐
像

ざ

ぞ

う

、
左
手

玉
ぎ
ょ
く

を
掌 て

に
し
右
手
垂 た

る
、
農
民
の
剃
髪

て
い
は
つ

し
た
る
が
守
り

ま

も

り

居
て

い

て

鉦
か
ね

を
打
つ
。 

 

本
堂
の
本
尊
は
白
衣

は

く

い

観
音

か
ん
の
ん

坐
像

ざ

ぞ

う

、

長
な
が
さ 

一
尺

い
っ
し
ゃ
く

ニ
三
寸

に

さ

ん

ず

ん

ば
か

り
な
り
。
位
牌
堂
に
永

え
い

平
へ
い

道
元

ど
う
げ
ん

和
尚

お
し
ょ
う

（
※
２
）

と
此
の
寺 

中
興

開
山
の
像
と
を
並
べ
た
り
。 
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薬
師
堂
を
守
る
僧
に
、
本
月
十
二
日
、
此
の
寺
失
火
の
故
を
問

ふ
。

曰
い
わ
く

、
灰
部
屋
よ
り
出
た
り
、
弁
天

べ
ん
て
ん

祠 し

の
む
か
え
十
三
軒

焼
失
す
。
人
い
ふ
、
弁
天
祠
は
池
中
に
在
り
て
橋
な
か
り
し

が
、
今
春
、
橋
を
架
し
て
人
を

祠
ほ
こ
ら

に
近
け
た
り
、
そ
の
祟
り

な
り
と
い
ふ
。
樹
木
多
く
焼

や
け

な
が
ら
立

た
ち

た
り
。
（
中
略
） 

街
道
を
往
事

お

う

じ

数
す
う

町
ち
ょ
う

、
左
折
し
て
香
積
院

こ
う
じ
ゃ
く
い
ん

に
至
る
。
道
元
禅

師
真
筆

し
ん
ぴ
つ

一
葉

い
ち
よ
う

、
観
世
音

か

ん

ぜ

お

ん

菩
薩

ぼ

さ

つ

の
開
帳
あ
り
、
堂
に
登
り
て
見
る

に
帳
内

ち
ょ
う
な
い

に
掛
く
。
そ
の
前
に
正
観
音

せ
い
か
ん
の
ん

の
木
像
を
置
、
又
そ
の

前
に
木
像
の
一
葉

い
ち
よ
う

観
音

か
ん
の
ん

を
置

お
き

た
り
。

初
は
じ
め

は
帳
内
に
掲

か
か

る
開
帳

か
い
ち
ょ
う

の
本
尊

ほ
ん
ぞ
ん

画
幅

が

ふ

く

に
目
及
ば
ず
、
寺 じ

僧
そ
う

に
問
ふ
て
こ
れ
を
知
る
。
往

年
見
し
は
こ
れ
よ
り
は
大

だ
い

な
る
を
覚

お
ぼ

ゆ
。
余
が
誤
認
に
や
。
い

づ
れ
に
も
開
帳
な
ら
ば
、
と
く
と
帳
を
巻
き
蔽
物

へ
い
ぶ
つ

を
去
り
、
画 が

容
よ
う

并
上

へ
い
じ
ょ
う

に
禅
師
の
親
書
も
あ
れ
ば

明
あ
き
ら

か
に
諸
人
に
拝
せ
し
む

べ
き
を
、
わ
づ
か
に
面
の
み
を
だ
し
た
る
は
、
寺
僧
の
心
な
き

を
見
る
べ
し
。 
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此
の
寺
を
出
て
門
前
に
村
家

そ

ん

か

の
少
女
が
茶
を
売
る
。
机
に
坐 ざ

し
て
握
飯
を
喫
し
、
茶
を
買
て
飲
む
、 

 

（
中
略
） 

八
事
山
の
背
よ
り
入
り
て
、
西
山

せ
い
ざ
ん

の
東
、
五
輪
塔

ご

り

ん

と

う

あ
る
辺
り

に
出 い

づ
。
山
内
の
詣
人
遊
客

け
い
に
ん
ゆ
き
ゃ
く

袖
を
連
ぬ
。
西
山
開
帳
の
本
尊
聖

観
音
大
士
を
拝
し
終
っ
て
下
る
に
、
玄
関
の
前
に
て
小
銭
を
引

き
替
ふ
。
こ
の
所
に
て
百
銭
を
引
き
換
へ
賽
銭
と
す
。 

旅
僧
寮

り
ょ
そ
う
り
ょ
う

の
西
の
間
よ
り
東
へ
次
第
に
懸
幅

か
け
ふ
く

を
拝
し
、
本
堂
に

至
る
。
本
堂
の
東
の
間
に
当
山
第
一
の
宝
物
を
懸 か

く
。 

本
堂
よ
り
廊
下
を
経
て
方
丈
に
至
る
。
こ
の
一
間
、
邦

ほ
う

君
く
ん

御
歴
代

ご

れ

き

だ

い

の
ご
寄
付
の
品
を
開
陳

か
い
ち
ん

す
。
瑞
龍
公
の
御
物

ぎ
ょ
ぶ
つ

最
も 

多
し
。
欄
内

ら
ん
な
い

に
入
り
て
熟
拝
し
、

略
り
ゃ
く

目
録

も
く
ろ
く

を
作
る
。 

拝
し
終
わ
っ
て
小
憩
し
、
東
門
を
出
、
川
名
の
街
道
に
て
残

れ
る
団

だ
ん

飯
ぱ
ん

を
喫
し
、
晡 ほ

時 じ

（
午
後
四
時
）

過
ぎ
て
家
に
帰
る
。 
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（
現
代
語
訳
） 

３
月
２
７
日
、
晴
れ
て
暖
か
い
。
午
前
８
時
頃
、
八
事
山
興
正
寺

観
音
の
開
帳
を
見
る
た
め
１
人
で
出
か
け
た
。 

車
道
か
ら
駿
河
町
に
出
て
川
名
村
に
つ
い
た
。
太
平
寺
で
快
慶
作

の
薬
師
仏
が
開
帳
さ
れ
て
い
た
。
太
平
寺
は
禅
宗
、
曹
洞
宗
の
寺
で

御
器
所
村
に
あ
る
龍
興
寺
の
末
寺
だ
と
い
う
。
寺
の
中
は
狭
い
が
清

潔
だ
っ
た
。 

薬
師
堂
は
本
堂
の
西
に
あ
る
。
南
面
す
る
薬
師
仏
は
木
像
で
大
き

さ
は
１
尺
２
～
３
寸
（
３
３
㎝
～
３
６
㎝
）
表
面
の
塗
装
は
新
し
い

が
、
快
慶
の
作
だ
と
思
う
。
座
像
で
、
左
手
に
玉
を
持
ち
、
右
手
は

垂
れ
て
い
た
。
元
々
は
農
民
だ
と
い
う
僧
侶
が
薬
師
仏
を
お
守
り
し

て
い
て
、
鉦
を
打
っ
て
い
た
。 

本
堂
の
本
尊
は
白
衣
観
音
座
像
。
大
き
さ
は
１
尺
２
～
３
寸
。
位

牌
堂
に
は
永
平
道
元
和
尚
と
永
平
寺
を
中
興
し
た
僧
の
像
が
並
べ
て

置
か
れ
て
い
た
。 

 

※
安
阿
弥
陀
：
鎌
倉
時
代
の
仏
師
快
慶
。
快
慶
の
法
号
「
安
阿
弥
陀
仏
」
か
ら 

※
永
平
道
元
：
太
平
寺
が
属
す
る
曹
洞
宗
の
開
祖 
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薬
師
堂
を
守
っ
て
い
る
僧
侶
に
、
今
月
１
２
日
に
太
平
寺
で
起
き

た
火
事
に
つ
い
て
聞
い
た
。 

 
僧
に
よ
る
と
灰
部
屋
か
ら
出
火
し
、
弁
財
天
の
祠
の
向
い
に
あ
っ

た
１
３
軒
が
焼
失
し
た
と
い
う
。 

こ
の
弁
財
天
の
祠
は
池
の
中
に
あ
り
、
元
々
橋
が
無
か
っ
た
が
、

今
年
の
春
、
橋
を
架
け
て
人
が
祠
に
近
づ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
火
事

は
人
が
祠
に
近
づ
い
た
祟
り
だ
と
い
う
噂
が
あ
る
そ
う
だ
。
火
事
で

焼
け
た
樹
木
が
た
く
さ
ん
そ
の
ま
ま
立
っ
て
い
た
。 

（
中
略
） 

街
道
を
数
町
（
約
数
百
メ
ー
ト
ル
）
進
み
、
左
折
し
て
香
積
院
に

着
く
。
道
元
禅
師
が
描
い
た
観
世
音
菩
薩
像
の
開
帳
が
あ
っ
た
。 

お
堂
に
入
る
と
、
開
帳
さ
れ
る
本
尊
は
垂
れ
幕
の
内
側
に
掛
け
ら

れ
、
そ
の
前
に
観
音
菩
薩
の
木
像
が
置
か
れ
て
い
た
。 

最
初
は
幕
の
内
に
か
け
て
開
帳
し
て
い
る
本
尊
が
分
か
ら
ず
、
寺

の
僧
に
聞
い
て
、
ど
こ
に
あ
る
か
分
か
っ
た
。
以
前
見
た
と
き
は
も

っ
と
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
勘
違
い
だ
ろ
う
か
？ 

い
ず
れ
に
し
て
も
、
開
帳
な
ら
ば
し
っ
か
り
幕
を
巻
き
上
げ
、
本

尊
の
前
に
は
何
も
置
か
ず
、
道
元
禅
師
の
書
で
も
置
い
て
あ
れ
ば
見

に
来
た
人
が
分
か
り
や
す
い
だ
ろ
う
に
。 

幕
の
隙
間
か
ら
わ
ず
か
に
し
か
見
え
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
の

は
、
こ
の
寺
に
い
る
僧
侶
の
心
配
り
の
無
さ
が
垣
間
見
え
る
。 

 

※
灰
部
屋
：
肥
料
に
す
る
た
め
、
か
ま
ど
か
ら
出
る
灰
を
た
め
て
お
く
部
屋 
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寺
の
門
前
で
村
の
少
女
が
お
茶
を
売
っ
て
い
た
。
机
に
座
っ
て 

握
り
飯
を
食
べ
お
茶
を
飲
ん
だ
。
（
中
略
） 

八
事
山
の
裏
か
ら
入
り
、
西
山
の
東
側
五
輪
塔
の
辺
り
に
出
た
。

境
内
は
参
拝
に
来
た
人
々
で
混
雑
し
て
い
た
。
西
山
で
開
帳
さ
れ
て

い
る
本
尊
聖
観
音
菩
薩
を
参
拝
し
て
か
ら
玄
関
の
前
で
小
銭
を
両
替

し
た
。
こ
こ
で
百
銭
を
両
替
し
て
お
賽
銭
に
使
っ
た
。 

旅
僧
寮
の
西
の
間
か
ら
掛
け
ら
れ
て
い
る
物
を
見
学
し
な
が
ら
東

へ
向
か
い
本
堂
に
つ
い
た
。
本
堂
の
東
の
間
で
興
正
寺
第
一
の
宝
物

が
開
帳
さ
れ
て
い
た
。 

本
堂
か
ら
廊
下
を
通
っ
て
方
丈
に
至
る
一
間
で
は
歴
代
尾
張
藩
主

が
寄
付
し
た
品
物
を
展
示
し
て
い
た
。
徳
川
光
友
公
ゆ
か
り
の
品
が

最
も
多
か
っ
た
。
欄
の
中
に
入
っ
て
よ
く
拝
観
し
、
目
録
を
作
っ

た
。 拝

観
が
終
わ
っ
て
休
憩
し
た
後
、
東
門
か
ら
出
た
。
川
名
村
の
街

道
で
残
っ
た
握
り
飯
を
食
べ
、
午
後
４
時
過
ぎ
に
帰
宅
し
た
。 

 

※
瑞
龍
公
：
尾
張
藩
の
第
２
代
藩
主 

徳
川
光
友 

 

テ
キ
ス
ト
は
、
『
名
古
屋
叢
書 

第
２
２
巻 

感
興
漫
筆
下-

２
』 

を
も
と
に
し
て
加
工
し
ま
し
た
。 


