
松
坂
の
古
典
研
究
家

　

享
保
15
年
（
１
７
３
０
）、
伊
勢
国
松

坂
の
木
綿
商
の
家
に
生
ま
れ
、
の
ち
に
医

者
と
な
っ
た
人
物
が
い
ま
し
た
。
彼
の
名

は
、
本
居
宣
長
（
も
と
お
り 

の
り
な
が
）。

国
学
者
・
文
献
学
者
と
し
て
も
活
躍
し
ま

し
た
。

　

医
業
の
傍
ら
、『
古
事
記
』、『
日
本
書

紀
』、『
万
葉
集
』、
平
安
文
学
な
ど
の
研

究
を
行
い
ま
し
た
。
当
時
、
十
分
に
解
読

で
き
て
い
な
か
っ
た
『
古
事
記
』
の
解
読

に
成
功
し
、『
古
事
記
伝
』
と
い
う
書
物

を
明
和
元
年
（
１
７
６
４
）
か
ら
寛
政
10

年
（
１
７
９
８
）
に
か
け
て
執
筆
し
ま
し

た
。
そ
し
て
、
版
本
と
し
て
の
刊
行
は
、

寛
政
２
年
（
１
７
９
０
）
か
ら
文
政
５
年

（
１
８
２
２
）
に
か
け
て
行
わ
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
長
い
年
月
を
か
け
て
完
成

し
た
『
古
事
記
伝
』
は
、『
古
事
記
』
の

註
釈
書
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
の
ち
の

古
代
文
学
や
古
代
史
の
研
究
に
も
大
き
な

影
響
を
与
え
て
い
ま
す
。
現
在
の
『
古
事

記
』
の
註
釈
書
は
、
基
本
的
に
は
宣
長
の

採
用
し
た
読
み
・
解
釈
に
そ
の
後
の
研
究

に
よ
る
訂
正
を
加
え
た
も
の
が
主
流
と

な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。

　

宣
長
は
、
古
典
の
調
査
・
研
究
な
ど
の

た
め
、
各
地
を
旅
し
ま
し
た
。
明
和
９
年

（
１
７
７
２
）
の
３
月
５
日
か
ら
14
日
（
旧

暦
）
に
は
、
宣
長
ら
一
行
６
名
が
松
坂

（
松
阪
）
か
ら
吉
野
や
飛
鳥
を
巡
り
ま
し

た
。
宣
長
は
、
こ
の
旅
の
様
子
を
寛
政
7

年
（
１
７
９
５
）
刊
の
『
菅
笠
日
記
（
す

が
が
さ
の
に
っ
き
）』
と
い
う
書
物
に
ま

と
め
て
い
ま
す
。

文
・
柳
澤
一
宏
（
文
化
財
課
）
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皆
さ
ん
は「
江
戸
し
ぐ
さ
」

と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
か
？

　

徳
川
家
康
が
江
戸
に
幕
府

を
開
い
て
か
ら
、
そ
れ
ま
で

寒か
ん
そ
ん村
だ
っ
た
江
戸
は
、
全
国
か
ら
文

化
や
習
慣
の
違
う
人
々
が
集
ま
っ
て

き
て
、
世
界
最
大
級
の
都
市
に
発
展

し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
人
た
ち
が

仲
良
く
平
和
に
暮
ら
す
た
め
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
と
い
う
こ
と
で
生

ま
れ
た
の
が「
江
戸
し
ぐ
さ
」で
あ
り
、

み
ん
な
が
快
適
に
過
ご
す
た
め
の
知

恵
で
も
あ
り
ま
し
た
。

　
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
は
今
風
に
言
う
と

江
戸
庶
民
の「
公
衆
マ
ナ
ー
」「
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
」
と
も
言
え

る
の
で
、
江
戸
っ
子
た
ち
が
使
っ
て

い
た
世
間
と
の
つ
き
合
い
方
や
他
人

と
の
関
わ
り
方
な
ど
の
所
作
全
般
を

言
い
ま
す
。
こ
れ
は
日
本
特
有
の「
相

手
を
思
い
や
る
心
」
を
形
に
し
た
も

の
と
言
え
ま
す
。

　
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
の
ひ
と
つ
に
「
う

か
つ
あ
や
ま
り
」
と
い
う
も
の
が
あ

り
ま
す
。
例
え
ば
、
足
を
踏
ま
れ
た

と
き
、
踏
ん
だ
人
は
謝
り
ま
す
が
、

踏
ま
れ
た
人
も
「
私
も
う
っ
か
り
し

て
ま
し
た
」
と
言
っ
て
、
相
手
の
過

失
を
責
め
な
い
こ
と
で
、
そ
の
場
の

雰
囲
気
が
和
み
ま
す
。

　

こ
こ
で
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
を
い
く

つ
か
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
傘
か
し
げ
」

　

雨
の
日
に
道
で
す
れ
違
う
際
、
お

互
い
の
傘
を
外
側
に
傾
け
、
相
手
が

濡
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

「
横
切
り
し
ぐ
さ
」

　

人
の
前
を
通
る
と
き
に
、
手
刀
を

振
っ
て
通
る
こ
と
。

「
時
泥
棒
」

　

ア
ポ
イ
ン
ト
な
く
相
手
を
訪
ね
て

い
っ
た
り
、
約
束
の
時
間
に
遅
れ
る

な
ど
相
手
の
時
間
を
奪
う
の
は
重
い

罪
で
あ
る
こ
と
。

　

昨
今
、「
自
分
さ
え
よ
け
れ
ば
」「
他

人
な
ん
て
ど
う
で
も
い
い
」
と
い
う

自
己
中
心
的
な
人
が
増
え
て
き
た
よ

う
に
感
じ
ま
す
。「
自
分
だ
け
」
で

は
な
く
「
自
分
も
他
人
も
」
そ
れ
ぞ

れ
が
気
持
ち
よ
く
過
ご
す
た
め
に
は

ど
う
す
れ
ば
良
い
か
。
自
分
の
言
動

が
相
手
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ

す
の
か
も
う
一
度
考
え
て
み
ま
せ
ん

か
？
相
手
の
気
持
ち
や
立
場
を
思
い

や
る
こ
と
が
「
特
別
」
な
こ
と
で
は

な
く
「
当
た
り

前
」
と
い
え

る
よ
う
な
世

の
中
に
な
っ

て
ほ
し
い
で

す
ね
。
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「
江
戸
し
ぐ
さ
」で
心
豊
か
に
！
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篇
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4
月
よ
り
連
載
し
て
き
た
「
宇
陀
を
駆
け
た
人
々
」。
古
代
か
ら
現
代
ま
で
多
く
の
人
々

が
宇
陀
を
駆
け
ぬ
け
て
行
き
ま
し
た
。
宇
陀
の
歴
史
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
人
々
。

　

今
回
は
掲
載
3
人
目
と
な
る
、
本
居
宣
長
を
3
回
に
分
け
て
紹
介
し
て
い
き
ま
す
。


