
拝
啓
、
其
後
何
日
と

な
く
御
不
沙
汰
ニ
相
過

変
転
激
敷
当
節
、

如
何
被
為
候
哉
と
存

罷
在
候
処
、
先
以
而

御
無
事
御
疎
開

の
趣
拝
承
仕
、
誠
ニ

大
慶
至
極
ニ
奉
存
候

然
る
処
、
御
次
男
様

御
戦
死
之
趣
、
嘸
か
し

御
嘆
き
の
事
と
奉
拝
察
候

又
、
今
回
の
事
、
小
生
と
し
而
ハ

全
く
思
懸
け
も
致
さ
ぬ

事
ニ
て
、
自
ら
量
ら
さ
る

不
届
の
事
と
朝
夕

自
責
焦
心
罷
在
、
唯
々

大
過
な
き
を
祈
念

罷
在
候
、
不
取
敢
御
返

事
迄
、
乍
末
筆
晩
春

折
角
御
身
御
大
切
ニ
と

奉
万
祷
候

草
々

六
月
七
日

茂

谷
口
御
後
室
様

御
許

【
釈
文
】

ウ
ェ
ブ
講
座
「
吉
田
茂
の
手
紙
を
読
む
」
第
1
回

昭
和
21
年
６
月
７
日
付

谷
口
直
枝
子
宛
吉
田
茂
書
簡

す

え

こ



拝
啓
、
其
後
何
日
と

な
く
御
不
沙
汰
に
相
過
ぎ

変
転
激
し
き
当
節
、

如
何
為
さ
れ
候
や
と
存
じ

罷
り
在
り
候
処
、
先
ず
以
て

御
無
事
御
疎
開
の
趣
拝
承

仕
り
、
誠
に

大
慶
至
極
に
存
じ
奉
り
候

然
る
処
、
御
次
男
様
御

戦
死
の
趣
、
嘸
か
し

御
嘆
き
の
事
と
拝
察
奉
り
候

又
、
今
回
の
事
、
小
生
と
し
て
は

全
く
思
懸
け
も
致
さ
ぬ

事
に
て
、
自
ら
量
ら
さ
る

不
届
の
事
と
朝
夕

自
責
焦
心
罷
り
在
り
、
唯
々

大
過
な
き
を
祈
念

罷
り
在
り
、
取
り
敢
え
ず
御
返

事
迄
、
末
筆
な
が
ら
晩
春

折
角
御
身
御
大
切
に
と

万
祷
奉
り
候

草
々

六
月
七
日

茂

谷
口
御
後
室
様御

許

ご

ぶ

さ

た

あ
い

い
か
が

な

そ
う
ろ
う

ま
か

あ

と
こ
ろ

ま

も

は
い
し
ょ
う
つ
か
ま
つ

た
て
ま
つ

し
か

さ
ぞ

お
も
い
がみ

ず
か

は
か

た
だ
た
だ

と

あ

ま
で

ば
ん
と
う

ご
こ
う
し
つ

拝
啓
、
そ
の
後
何
日
も
ご
無
沙
汰
に

過
ぎ
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
こ
の

頃
、
い
か
が
な
さ
れ
て
い
る
か
と

思
っ
て
お
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
何
は

と
も
あ
れ
無
事
に
疎
開
さ
れ
た
と
の

こ
と
を
お
聞
き
し
、
こ
の
上
な
く
喜

ば
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
ご
次
男
様
が
戦
死
さ
れ

た
と
の
こ
と
、
さ
ぞ
お
悲
し
み
の
こ

と
と
拝
察
申
し
上
げ
ま
す
。

ま
た
、
今
回
の
こ
と
は
、
私
と
し
て

は
全
く
思
い
が
け
な
い
こ
と
で
、
自

分
で
は
思
い
量
る
こ
と
も
で
き
ず
、

行
き
届
か
な
い
こ
と
と
い
つ
も
自
分

を
責
め
、
思
い
煩
っ
て
お
り
ま
す
。

た
だ
た
だ
大
過
の
な
い
こ
と
を
祈
念

し
て
お
り
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
お
返

事
ま
で
。
末
筆
な
が
ら
晩
春
十
分
気

を
付
け
て
お
身
体
お
大
切
に
と
祈
り

上
げ
ま
す
。
草
々

六
月
七
日

茂

谷
口
御
後
室
様御

許

【
現
代
語
訳
】

【
書
き
下
し
文
】



【
手
紙
の
形
式
に
つ
い
て
】

①
頭
語

②
時
候
の
挨
拶

③
本
文

④
結
語

⑤
月
日

⑥
差
出

⑦
宛
先⑧

脇
付
け

手
紙
に
は
基
本
的
な
形
式
が
あ
り
、
く
ず
し
字
で
書
か
れ
た
手
紙
で
も
、
形
式
を
手
掛
か
り
に
あ
る
程
度

読
み
解
く
こ
と
が
可
能
で
す
。
現
代
の
私
た
ち
が
手
紙
を
書
く
際
の
ル
ー
ル
と
吉
田
の
時
代
の
そ
れ
と
は
共

通
し
て
い
る
部
分
も
多
い
一
方
で
、
現
代
で
は
使
わ
れ
な
く
な
っ
た
言
葉
も
し
ば
し
ば
登
場
し
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
一
般
的
な
手
紙
の
形
式
を
説
明
し
つ
つ
、
吉
田
が
よ
く
使
用
し
て
い
た
用
語
も
あ
わ
せ
て
ご
紹
介
し

ま
す
。

①
頭
語
（
と
う
ご
）

手
紙
の
冒
頭
に
来
る
の
が
頭
語
で
す
。
今
回
は
「
拝
啓
」
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
返
信
の
場
合
に

は
「
拝
復
（
は
い
ふ
く
）
」
も
用
い
ら
れ
ま
す
。
ほ
か
に
吉
田
の
手
紙
で
は
、
「
粛
啓
」
や
「
前
略
」
も

見
ら
れ
ま
す
。

②
時
候
の
挨
拶

一
般
的
な
手
紙
の
形
式
と
し
て
は
、
頭
語
の
あ
と
に
「
向
暑
の
候
、
益
々
ご
清
栄
の
こ
と
と
お
慶
び
申

し
上
げ
ま
す
」
な
ど
と
時
候
の
挨
拶
が
続
き
ま
す
。
た
だ
し
、
吉
田
の
手
紙
で
は
、
形
式
的
な
時
候
の
挨

拶
は
省
略
さ
れ
る
場
合
が
多
く
、
頭
語
の
あ
と
す
ぐ
に
本
題
に
入
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
今
回
の
場

合
は
、
「
其
後
何
日
と
な
く
御
不
沙
汰
ニ
相
過
」
か
ら
始
ま
り
、
「
誠
ニ
大
慶
至
極
ニ
奉
存
候
」
ま
で
が
、

挨
拶
文
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
ほ
か
、
よ
く
吉
田
の
手
紙
で
散
見
さ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
と
し
て
は
、

「
御
書
難
有
拝
読
」
と
手
紙
へ
の
礼
を
述
べ
て
い
る
も
の
や
、
「
過
日
ハ
御
光
来
被
下
難
有
奉
存
候
」
と

来
訪
の
礼
を
述
べ
て
い
る
も
の
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

③
本
文本

文
の
書
き
だ
し
は
、
現
在
で
は
「
さ
て
」
な
ど
か
ら
始
ま
り
ま
す
が
、
当
時
は
「
扨
而
（
さ
て
）
」

の
ほ
か
、
「
陳
者
（
の
ぶ
れ
ば
）
」
が
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
「
陳
者
」
と
く
る
と
、
こ
こ
か
ら

本
題
が
始
ま
る
と
い
う
目
印
に
な
り
ま
す
。
今
回
の
場
合
は
、
「
然
る
処
（
し
か
る
と
こ
ろ
）
」
と
い
う

接
続
詞
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
「
と
こ
ろ
で
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
、
話
題
の
切
り
替
え
に
使

わ
れ
て
い
ま
す
。



④
結
語
（
け
つ
ご
）

頭
語
で
「
拝
啓
」
と
く
る
と
最
後
に
結
語
で
「
敬
具
」
と
付
く
ル
ー
ル
は
現
在
の
私
た
ち
も
よ
く
用
い

る
も
の
で
す
。
吉
田
は
、
「
敬
具
」
の
ほ
か
、
「
草
々
」
「
頓
首
」
あ
る
い
は
「
匆
々
（
そ
う
そ
う
）
敬

具
」
「
匆
々
不
一
（
そ
う
そ
う
ふ
い
つ
）
」
な
ど
の
言
葉
を
用
い
て
い
ま
す
。

⑤
月
日吉

田
の
手
紙
の
場
合
、
基
本
的
に
年
は
入
ら
ず
、
月
日
だ
け
が
記
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
ほ
と
ん
ど
で
す
。

⑥
差
出吉

田
の
手
紙
の
場
合
は
こ
こ
に
「
吉
田
茂
」
と
入
り
ま
す
。
「
茂
」
と
名
前
の
み
の
場
合
も
あ
り
、
今

回
は
後
者
の
パ
タ
ー
ン
で
す
。

⑦
宛
先宛

先
の
氏
名
に
加
え
、
既
婚
女
性
に
は
「
御
後
室
（
ご
こ
う
し
つ
）
様
」
「
御
奥
（
お
ん
お
く
）
様
」
、

男
性
に
は
「
老
台
（
ろ
う
だ
い
）
」
「
老
兄
（
ろ
う
け
い
）
」
と
敬
称
が
付
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。
通
常

は
「
老
台
」
「
老
兄
」
は
年
長
の
男
性
の
敬
称
で
す
が
、
吉
田
よ
り
年
少
の
人
物
に
も
し
ば
し
ば
用
い
ら

れ
て
い
ま
す
。

⑧
脇
付
け

脇
付
け
は
手
紙
の
宛
先
に
添
え
て
、
敬
意
を
表
し
ま
す
。
今
回
の
谷
口
夫
人
宛
の
手
紙
の
場
合
は
、
高

位
の
夫
人
を
敬
う
「
御
前
（
お
ん
ま
え
）
」
「
御
許
（
お
ん
も
と
／
お
も
と
）
」
が
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
男
性
に
宛
て
て
書
く
場
合
は
「
侍
史
（
じ
し
）
」
「
侍
曹
（
じ
そ
う
）
」
を
用
い
ま
す
。

今
回
ご
紹
介
す
る
の
は
、
当
館
が
所
蔵
し
て
い
る
谷
口
直
枝
子
宛
の
吉
田
茂
の
手
紙
の
な
か
で
は
、
最
も

古
い
も
の
で
す
。
手
紙
の
日
付
は
、
昭
和
21

年
６
月
７
日
。
吉
田
が
第
一
次
吉
田
茂
内
閣
を
組
閣
し
た
の

が
同
年
の
５
月
22

日
で
、
今
回
の
手
紙
は
、
吉
田
が
総
理
大
臣
に
就
任
し
た
直
後
に
書
か
れ
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す
の
で
、
手
紙
の
な
か
で
「
今
回
の
こ
と
」
（
現
代
語
訳
の
下
線
部
）
と
あ
る
の

は
、
吉
田
の
総
理
大
臣
就
任
を
指
す
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
続
く
文
面
で
、
「
私
と
し
て
は
全
く
思
い
が
け
な

い
こ
と
で
、
自
分
で
は
思
い
量
る
こ
と
も
で
き
ず
、
行
き
届
か
な
い
こ
と
と
い
つ
も
自
分
を
責
め
、
思
い

煩
っ
て
お
り
ま
す
」
と
あ
り
、
突
然
の
重
責
に
戸
惑
う
吉
田
の
気
持
ち
が
率
直
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

谷
口
直
枝
子
は
当
時
、
千
葉
県
の
我
孫
子
に
疎
開
し
て
お
り
、
吉
田
の
手
紙
の
文
面
に
も
「
何
は
と
も
あ

れ
無
事
に
疎
開
さ
れ
た
と
の
こ
と
を
お
聞
き
し
、
こ
の
上
な
く
喜
ば
し
い
こ
と
と
存
じ
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
。

谷
口
夫
人
の
疎
開
先
は
、
大
正
２
年
か
ら
10

年
ま
で
、
夫
人
の
弟
で
あ
る
柳
宗
悦
（
や
な
ぎ
・
む
ね
よ

し
）
も
住
ん
で
い
た
住
居
で
、
邸
内
に
三
本
の
大
木
が
あ
る
こ
と
か
ら
「
三
樹
荘
（
さ
ん
じ
ゅ
そ
う
）
」
と

呼
ば
れ
て
い
ま
し
た
。
柳
宗
悦
が
暮
ら
し
て
い
た
当
時
の
我
孫
子
は
、
志
賀
直
哉
や
武
者
小
路
実
篤
な
ど
、

白
樺
派
の
作
家
た
ち
が
集
ま
り
、
交
流
の
場
と
な
っ
て
い
ま
し
た
。
吉
田
の
ほ
か
の
手
紙
を
読
む
と
、
谷
口

夫
人
を
通
じ
て
、
柳
宗
悦
や
白
樺
派
の
面
々
と
吉
田
が
交
流
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

【
内
容
解
説
】


