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さ
き
に
、
池
田
謙
斎
へ
の
来
簡
を
中
心
と
す
る
池
田
文
書
を
一

つ
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
変
転
め
ま
ぐ
る
し
い
明
治
期
の
侍
医
制

度
の
変
遷
に
つ
い
て
報
告
し
た
が
、
今
回
は
そ
の
続
報
で
あ
る
。

侍
医
制
度
の
転
換
点
の
い
く
つ
か
に
焦
点
を
あ
て
、
こ
の
制
度
が

い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
の
解
明
を
試
み
る
。

明
治
天
皇
を
め
ぐ
る
侍
医
制
度
は
、
も
と
も
と
千
年
の
伝
統
を

持
つ
典
薬
寮
制
度
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
孝
明
天
皇
時
代
き

び
し
く
藺
方
が
排
除
さ
れ
て
い
た
影
響
で
、
江
戸
幕
府
の
医
官
制

度
に
く
ら
べ
て
藺
方
の
導
入
が
著
し
く
立
ち
後
れ
て
い
た
。
高
階

経
由
・
経
徳
の
建
白
書
に
よ
っ
て
洋
方
の
導
入
が
は
か
ら
れ
た
が
、

こ
の
建
白
書
は
漢
洋
の
折
衷
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
明
確
に
洋

方
へ
の
転
換
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
建
白
書

は
、
わ
が
国
の
医
療
制
度
の
近
代
化
を
は
か
る
上
で
重
要
な
意
義

を
も
ち
、
維
新
政
府
が
藺
方
か
ら
イ
ギ
リ
ス
流
そ
し
て
ド
イ
ツ
流
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遠
藤
正
治

へ
と
流
動
し
な
が
ら
も
西
洋
医
学
の
導
入
を
は
か
る
上
で
一
つ
の

根
拠
と
さ
れ
た
。
し
か
し
、
建
白
書
は
そ
の
意
図
に
反
し
て
漢
方

を
排
斥
す
る
方
向
に
利
用
さ
れ
る
。

明
治
天
皇
お
よ
び
中
山
忠
能
ら
宮
中
の
側
近
の
多
く
は
、
西
洋

医
方
に
期
待
を
寄
せ
つ
つ
も
、
伝
統
的
な
和
漢
方
に
信
頼
を
よ
せ
、

経
由
・
経
徳
と
同
様
に
折
衷
的
な
意
味
で
洋
方
の
導
入
を
は
か
ろ

う
と
す
る
意
向
が
あ
り
、
維
新
政
府
官
僚
の
性
急
な
漢
方
排
斥
と

ド
イ
ツ
流
へ
の
転
換
に
必
ず
し
も
賛
同
し
て
い
な
い
。
天
皇
側
と

政
府
側
と
で
は
侍
医
制
度
に
つ
い
て
の
認
識
で
当
初
か
ら
齪
鋸
が

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

侍
医
の
局
は
、
そ
の
陣
容
か
ら
み
て
、
明
治
二
年
七
月
ま
で
の

典
薬
寮
（
頭
・
小
森
頼
愛
）
の
時
代
が
漢
方
、
同
年
七
月
か
ら
九
月

ま
で
の
典
医
寮
（
頭
・
高
階
経
徳
）
と
同
年
九
月
か
ら
明
治
四
年
八

月
ま
で
の
典
医
局
（
頭
・
高
階
経
徳
）
の
時
代
が
漢
洋
折
衷
、
明
治

四
年
八
月
か
ら
十
年
八
月
ま
で
の
侍
医
寮
（
頭
・
佐
藤
尚
中
、
岩
佐

純
、
伊
東
方
成
）
お
よ
び
十
年
八
月
か
ら
四
十
年
ま
で
の
侍
医
局
（
局

長
・
伊
東
方
成
、
池
田
謙
斎
、
岡
玄
卿
）
さ
ら
に
以
後
の
侍
医
寮
（
頭
．

岡
玄
卿
）
の
時
代
が
洋
方
と
色
分
け
で
き
る
。

明
治
二
年
九
月
の
典
医
寮
廃
止
に
よ
っ
て
洋
方
医
の
優
位
が
確
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立
し
、
典
薬
寮
以
来
の
典
医
の
大
半
が
京
都
に
帰
っ
た
の
で
、
こ

の
時
点
を
も
っ
て
典
薬
寮
に
終
止
符
が
打
た
れ
た
と
さ
れ
る
が
、

漢
・
洋
の
関
係
は
こ
れ
で
終
止
符
が
打
た
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
。

侍
医
局
で
の
漢
方
の
排
除
が
ほ
ぼ
完
了
し
た
明
治
十
年
代
に
入

る
と
、
天
皇
を
は
じ
め
軍
隊
や
市
中
に
流
行
し
た
脚
気
の
病
因
と

治
療
法
を
め
ぐ
っ
て
漢
・
洋
が
対
立
す
る
。
天
皇
の
垂
示
を
も
と

に
脚
気
病
院
が
設
立
さ
れ
る
が
、
脚
気
病
院
は
十
分
な
成
果
を
得

な
い
ま
ま
廃
止
さ
れ
る
。
漢
方
や
海
軍
で
の
食
餌
療
法
の
効
果
に

つ
い
て
か
な
り
的
確
な
情
報
を
得
て
い
た
天
皇
に
対
し
て
、
侍
医

局
の
対
応
は
風
土
病
説
を
と
っ
て
ひ
た
す
ら
転
地
療
法
を
勧
め
る

も
の
で
あ
り
、
天
皇
の
侍
医
に
た
い
す
る
不
信
感
を
増
し
、
つ
い

に
拝
診
拒
否
に
ま
で
進
む
。
天
皇
の
侍
医
不
信
は
さ
ら
に
皇
子
・

皇
女
の
あ
い
つ
ぐ
天
折
を
め
ぐ
っ
て
も
増
大
し
、
皇
太
子
（
明
宮
）

を
は
じ
め
皇
子
・
皇
女
の
医
療
で
は
漢
方
医
を
御
匙
と
し
て
託
し
、

以
後
こ
と
あ
る
ご
と
に
侍
医
の
拝
診
拒
否
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な

る
○

天
皇
の
脚
気
は
明
治
十
九
年
ご
ろ
ま
で
毎
年
の
よ
う
に
発
症

し
、
陸
軍
の
軍
医
部
と
同
様
、
今
日
か
ら
み
て
脚
気
の
病
因
を
誤

認
し
た
侍
医
局
は
、
容
易
に
食
餌
療
法
に
転
換
で
き
な
か
っ
た
。

洋
方
の
侍
医
制
度
が
確
立
し
て
か
ら
は
、
天
皇
自
身
は
漢
方
の

治
療
を
選
択
で
き
な
か
っ
た
。
わ
ず
か
に
制
度
の
外
で
皇
子
・
皇

女
の
主
治
医
（
御
匙
）
を
漢
方
と
す
る
の
に
と
ど
ま
っ
た
が
、
皇
子
．

皇
女
の
漢
方
医
に
よ
る
拝
診
は
明
治
二
十
一
年
頃
ま
で
続
く
。


