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た
。

翌
冬、

文
雄
氏
よ

り
寄

託
分
お

よ

び

残
り
の

史
料
群
の

譲
渡
許
可
を

得
た

が
、

翌

年
一

月
に

文
雄
氏
は
逝
去

。

〇
五
年
三

月
に

は

浅
野
よ

ろ

し

く
関
係
寺
院
へ

封

書
・

ハ

ガ

キ

を
用
い

た

史
料
所
蔵

調
査
を

試
み
、

三

か

寺
を
順
次
訪

問
し

得
た
が
、

五

五

％

が
喪
失
・

所
蔵

無
し

の

返
事、

四

割

が

無
回

答
で

あ
っ

た
。

こ

の

結
果
に

は、

不
特
定
多
数
へ

の

ア
ン

ケ

ー

ト

め

い

た

手
法
ゆ

え
で

は

な
い

か
と
の

悔
恨
の

念
が

残
る

。

未
発
掘
の

史
料

へ

の

扉
は

、

個
別
に
丁
寧
に

交
渉
し
て

初
め
て

開
く
と
の

教
訓
を

改
め

て

得
た

。

そ
の

後
〇

六
年
に
浅
野
関
係
史

料
一

五
〇

五

点
を

搬
出、

〇

八

年

に

仮
目

録
を

作
成、

文
雄
氏
の

関
係
者
へ

お
届

け
し

た
。

　
こ

の

調
査
・

整
理
の

途
上

で
、

一

九
四

五

年
に

「

本
土
決
戦
間
近
」

と

危
惧
し

た
上

坂
に

よ
る

史
料
疎
開
の

企
図
や

、

戦
後
研
究
を

止
め

た
は

ず

の

上

坂
、

お

よ

び

日
大
社
会
学
教
室
に

よ
る

整

理
の

形
跡
な
ど
が
見
え
て

き
た

。

い

ず
れ

も
ご

く
短
い

手
紙、

微
細
な
メ

モ

か

ら

判
明
す
る

も
の

で
、

ま
さ
に

「

紙
く
ず
」

が
「

史
料
」

と
な

る

瞬
間
を
体
験
し
た

。

そ
し

て
、

先
学
の

収

集
史
料

群
を
再
発
掘
し

、

そ

の

背
負
っ

て

き
た

来
歴
ご

と

引
継
い

で

生
か

す
作
業
の

重

要
性
・

有
用
性
を

感
じ
た

。

た
だ
そ

れ
が
先

学
の

労
苦
を
掠
め

取
る

行
為
に

な
ら

ぬ

よ

う、

先
学
自

身
を
対

象
に

し
た

研

究
を
も

遂
行
し
て

、

最

終
的
に

そ
の

史
料
に
ふ

さ
わ

し
い

保

存
方
法

や、

今
研

究
す
る

主

体
11

自
分
へ

と

連
な
る

道
程
を

示
す
こ

と
が
、

ひ
と

ま
ず

後
学
の

責
務
と
思

わ
れ

る

（
広
義
の

「

研
究
史
」

）
。

そ

う
し
た
履
歴

は
、

研
究
の

面
白
さ
・

危
う
さ

、

実
証
研
究
と

し
て

の

信
頼
性
も
示
し

得

る
。

そ
れ
を

「

あ
と

が

き
」

や

科

研
報

告
書
に

だ

け
で

な

く
、

論
文
本

体

に

書
き
記

す
作
法
を

模
索
す
る
こ

と
ま
で

含
め

て
、

「

史
料
調
査
論
」

な

の

か
も
し

れ
な
い

。

私
が
資

料
に

つ

い

て

感
じ
る一
一
、

三

の

こ

と

　
　
　

京
大

文
化
史
学
派
研
究
か

ら

　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

菊
地
　
　
暁

　
「

普
通
の

人
々
」

の

「

普
通
の

暮
ら

し
」

を

研
究
す
る

民
俗
学
に

と
っ

て、

「

特
別

な
書
き

手
」

が

「

特

別
な
出
来

事
」

を

書

き
記
し

た

文
字
資

料
だ

け
で

は

「

不
十

分
」

だ
。

そ
こ

で
、

「

普
通
の

人
々
」

の

「

普
通
の

暮
ら
し

」

そ
の

も
の

を

資
料
（
h

「

民
俗

資
料
」

）

と

し
、

そ
の

採
集
と

比

較
を
通

じ
て

歴

史
化
を

試
み

る

こ

と
と

な
る

。

こ

う
し

た
文
字
資
料
批

判

と

そ
れ
に

基
づ

く
「

資
料
」

概
念
の

拡
張
要

請
こ

そ、

「

民

俗
学
」

の

最

大
の

存
在
意
義
で

は

な
い

か

と

思
う。

　
と
は

い

え、

任
意
の

「

民
俗
資
料
」

そ
れ
自
体
は

ど

こ

ま
で

も
「

現

在

的
」

で

あ
り、

い

つ

か
ら

続
く
も
の

か

判
断
で

き
な
い

。

そ
こ

で

民
俗

学

は

し
ば

し
ば

文
字
資
料
を

「

援
用
」

す
る
こ

と

に

な
る

。

文

字
資
料
だ

け

で

は

「

不
十

分
」

な
の

で

あ
っ

て
、

「

不
要
」

で

は

な
い

と

い

う
こ

と

を

確
認
し
て

お
こ

う
。

　

筆
者
の

場
合、

広
義
の

「

フ

ィ

ー

ル

ド
デ

ー

タ
」

に

関
心
を

有
し

て

い

る
。

対
象
と

な
る

事
象
と

対

象
化
す
る
ま
な
ざ
し
を
同

時
に

検
証
す
る

こ

と
の

で

き
る、

極
め

て

貴
重
な
資
料
で

あ
る

か
ら
だ
（
菊
地
暁

『

柳
田

国

男
と

民

俗
学
の

近

代
』

二

〇
〇
一
、

瀝
青
会
『

今
和
次
郎
「

日

本
の

民

家
」

再
訪
』

二

〇
一

二

な
ど

参
照）

。

　

近

年
取
り

組
ん

で

い

る

「

京
大
文
化
史

学
派
」

研

究
も
そ
の
一

環
。

京

都
帝

国
大
学
の

国
史
学
教
授
・

西
田

直
二

郎
と

そ
の

門
下
生
を

中
心
と

し

た

「

京
大
文

化
史
学
派
」

は
、

民
俗

学
・

人
類

学
な
ど

隣
接
分
野
を

積
極

的
に

取
り
込
み

な
が

ら
、

日
本
の

民

衆
宗
教
史

研
究
に

ユ

ニ

ー

ク

な
成

果

を

残
し

た
一

派
で

あ
り、

彼
ら

を
追

跡
す
る

こ

と
で
、

日
本
の

民
衆
宗
教
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史
と
近
代
日
本
の

人
文
社
会
科

学
を
同
時
に

再
考
し

よ
う
と
い

う
わ
け
だ

。

　

こ

の

学
派
に

関
連
す
る

資
料
と

し
て

京
都
大
学
人

文
科
学
研
究
所
の

所

蔵
資
料
を

取
り
L
げ
た
い

。

同
研
究
所
（

一

九
四

九

設
立）

は
、

東
方
文

化
学
院
京

都
研
究
所
（
一

九
二

九
設
立
）

、

独
逸
文

化
研
究

所
（
一

九
三

三

設
立
）

、

（

旧）

人

文
科
学
研

究
所
（

一

九

三
九

設
立
）

と

い

う
目
的
も

設

置
者
も
異
な
る

三

つ

の

機
関
が

「

世

界
文
化
の

総
合
的
研
究
」

と
い

う

理

念
の

下

に

統
合
さ
れ

た
も

の

で

あ
る

。

こ

れ

ら

が

そ
れ

ぞ
れ
「

東
方

部
」

「

西

洋
部
」

「

日

本
部
」

に

継
承
さ
れ
、

さ
ら
に
二

〇

〇
〇

年
、

「

西

洋
部
」

「

日

本
部
」

が

「

人

文
部
」

に

統
合
さ

れ、

現

在
に

至
っ

て

い

る
。

　

近
年、

所
蔵
さ

れ

て

い

た

非
現
用
文

書
の

残
存
状
況
を

確
認
す
る

と
、

そ
の

顕
著
な

不
均

衡
が

明
ら

か
と

な
っ

た
。

東
方
部、

西
洋
部、

日
本
部

の

関
連
文
書

残
存
旦

里

が

単
純
な
三

等
分
と
は

な
ら
ず、

お

よ

そ
八

対
一

対

一

と
い

う
割
合
と
な
っ

た

の

だ
。

要
因
は

い

く
つ

か

考
え
ら
れ
る

が
、

後

継
団
体
の

「

歴
史
意
識
」

が

大
き
く
作
用
し

て

い

る

と
推
測
さ
れ
る

。

す

な
わ
ち、

研
究
所
の

伝

統
を
こ

と
さ
ら
に

尊
重

す
る

「

冷
た
い

社
会
」

東

方
部
と
、

そ
れ
を
か
た

く
な
に

捨
て

去
ろ

う
と

す
る

「

熱
い

社
会
」

人

文

部
と
い

う
対
比
が
叮
能
と

な
る

。

そ
し
て

皮
肉
な
の

は
、

「

冷
た

い

社
会
」

東
方
部
の

ほ

う
が、

資
料
の

蓄
積
に

基
づ

い

た
「

発
展
史

」

を
有
す
る
の

に

対
し、

「

熱
い

社
会
」

人

文
部
の

ほ

う
が、

資
料
の

欠
如
の

た

め
「

発

展
史
」

を
持
ち
得
な
い

と
い

う
逆
説
的
状
況
に

帰
結
し
て

い

る
こ

と
だ

。

　
こ

の

こ

と
は

「

資
料
」

を

考
え
る

に
際
し
て、

］

つ

の

糸
口
を
与
え
る

だ
ろ

う。

一

般
に

過
去
の

情
報
は
、

記
号
に

書
き
記
さ

れ

る

か、

モ

ノ

の

形
を

保
つ

か
、

カ
ラ

ダ
に

刻
み

込
ま
れ
る

か、

そ
の

い

ず
れ

か
で

し
か

伝

わ
ら

な
い

が、

こ

の

三

者
は

思
い

の

ほ

か

補
完
的
だ

。

と
い

う
の

も、

記

号

情
報
は

何
ら
か
の

物
理
的

媒
体
を

要
求
し

、

か

つ

そ
れ

は

「

保
持
者
」

を

要
求
す
る

か
ら

だ
。

そ
し

て

そ
の

保
持

者
の

「

歴
史
意
識
」

が
存
在
状

況
を

規
定
す
る

と
い

う
こ

と
は、

逆
に

い

え
ば
、

資
料
の

存
在
状
況
そ

れ

自
体
が
、

対

象
と

な
る

「

出

来
事
の

一

端
」

だ
と
い

う
こ

と

に

も
な
る
。

付
け
加
え
れ
ば

、

そ
の

よ

う
な
存
在
状
況
に

介
入
し

そ
れ
を

「

資
料
」

化

す
る
の

は
、

結
局
の

と
こ

ろ、

研
究
主
体
の

問

題
意
識
と

探
索
能
力
で

あ

る
。

ま
と
め
る

と
、

ヒ

ト
と
モ

ノ

と

記
号
の

相
互

補
完
的
状
況
に

研
究
主

体
が

介
入

す
る

場

所
に
「

資
料
」

は

発
生

す
る

。

こ

う
し
た

認
識
の

下

に、

近
代
宗
教
研
究
の

新
た
な
領
野
が

切
り
開
か
れ
る

は

ず
だ

。

正

徳
寺
資
料
か

ら
見
え
る

戦
前
の

仏
教
国
際
化

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　

吉
永

　
進
一

　
近
代
仏
教
史
研
究
に

新
し
い

波
が

あ
る

と

す
れ
ば
、

ひ
と

つ

は

理
論
的

な

方
向
で

の

変
化
で

あ
る

。

他
の

宗
教

研
究
の

諸
領
域
で

の

成
果
を
踏
ま

え
て

、

従
来、

研
究
の

規

範
と
な
っ

て

き
た

吉
田
久
」
、

柏
原
祐
泉、

池

田

英
俊
ら
の

枠
組
み

を
、

ど

う
拡
張
し

、

ど

う
継
承
し

て

い

く
か

と
い

う

問
題
が

あ
る

。

も

う
一

方
に、

こ

れ
と

通

底
し
て

、

一

次
資
料
の

見
直
し

が
あ
る

。

こ

れ

は
さ

ら
に

二

つ

の

方
向
が
あ

り
、

最
近

発
表
さ
れ

た

精
神

主

義
の

著
者
を
め

ぐ
る

研
究
が
端
的
に

示

す
よ

う
に

、

近
代
仏
教
史
の

有

名
人
物
に
つ

い

て

も
実
は
ま
だ

研
究
は

十
分
で

は
な
い

。

も

う
一

方
は

、

今
ま
で

埋
も
れ
て

き
た
事
件
に
光
が
当
た
り、

文
脈
づ

け
ら
れ
、

歴
史
的

な
意
味
が
与
え
ら
れ
る
場
合
で

あ
る

。

た

と

え
ば
、

明

治
二

二

年
の

オ
ル

コ

ッ

ト

の

来
日

が
、

ア

ジ

ア

全

体
の

仏
教

復
興
に

お

け
る

神
智

学
の

意

義、

あ
る
い

は

欧
米
に
お
け
る

仏
教
受
容
で

の

神
智
学
の

役

割
と
い

っ

た

パ

ー

ス

ペ

ク

テ

ィ

ブ

か
ら、

よ

う
や
く
歴
史
的
事
件
と

し
て

記
述
さ
れ
る

よ

う
に

な
っ

た
の

は

比
較
的
最
近
の

こ

と
で

あ
り、

な
い

も
の

と

さ
れ
て
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