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１ 

三
耐
梅
園
（
享
保
八
年
ｌ
寛
政
元
年
、
一
七
三
〒
八
九
）
は
巷
き
、
に
画
然
界
に
は
一
定
の
法
則
が
支
配
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
悟
っ
て
、
自
然
研
究
を
痛
感
す
る
に
い
た
り
、
自
然
哲
学
の
書
『
玄
語
』
の
第
一
稲
を
起
こ
し
た
と
一
一
一
一
口
わ
れ
て
い
る
。
梅
園

（
１
）
 

と
ぎ
に
一
二
十
一
歳
、
宝
勝
三
年
（
一
七
汀
一
一
一
）
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
ろ
の
梅
困
の
学
問
的
態
度
に
つ
い
て
は
、
後
年
に
な
っ
て
譜

か
れ
た
梅
園
自
身
の
評
簡
の
な
か
に
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の
う
ち
鮫
も
よ
く
引
か
れ
る
書
簡
に
は
、
こ
う
書
か
れ

て
い
る
。
「
戯
二
十
打
九
、
始
め
て
気
に
観
る
有
り
。
漸
く
天
地
に
条
孤
右
ろ
を
知
る
。
是
に
於
て
世
の
天
地
を
説
き
陰
陽
を
説
く
、

か
…

だ
ん

；
，
（
２
）
 

皆
嫌
を
靴
に
隅
つ
る
を
党
ゆ
。
嘗
っ
て
人
と
之
を
認
じ
普
凹
を
尽
き
ず
。
為
め
に
玄
語
を
箸
は
す
。
草
を
宝
勝
癸
酉
に
起
す
。
」
（
原
漢

、
、
、

文
）
こ
の
消
息
は
、
梅
園
の
思
想
的
転
回
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
梅
園
哲
学
の
出
発
点
を
告
げ
て
い
る
も
の
と
一
一
一
口
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、
い
ま
言
う
「
識
二
十
有
九
」
の
こ
ろ
ま
で
の
梅
園
の
著
作
と
し
て
は
、
わ
ず
か
に
紀
行
文
『
東
遊
草
』
一
巻
、
未
定
稿

『
反
故
』
（
後
の
『
梅
園
叢
書
』
の
草
稿
本
）
お
よ
び
若
干
の
詩
稿
を
数
え
る
の
糸
で
あ
り
、
し
か
も
こ
れ
ら
の
文
章
か
ら
は
、
如
何

せ
ん
、
あ
の
『
玄
語
』
の
著
者
独
自
の
思
索
生
活
を
覗
き
ふ
る
こ
と
も
で
き
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
の
哲
学
的
想
念
の
叶
鱗
を
さ
え
嗅
ぎ

三
浦
梅
園
の
自
然
哲
学

序
ｌ
『
玄
語
』
初
稲
本
の
成
立
と
そ
の
意
義
Ｉ

村

上

恭

一
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２ 

（
３
）
 

と
る
こ
と
Ｊ
も
な
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。

一
一
一
洲
梅
園
は
、
そ
の
年
譜
に
よ
る
と
、
元
文
一
一
一
年
（
一
七
三
八
）
、
十
六
歳
に
し
て
は
じ
め
て
杵
築
の
城
下
に
出
て
瀞
儒
、
綾
部
細

斎
（
一
六
七
六
’
一
七
五
○
）
に
師
事
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
細
斎
は
、
生
涯
寡
作
に
し
て
、
い
ま
そ
の
学
風
を
窺
う
に
十
分
足

（
４
）
 

り
る
だ
け
の
著
述
が
な
い
が
、
わ
ず
か
に
か
れ
の
『
家
庭
指
南
』
一
巻
は
、
多
年
に
わ
た
っ
て
深
ノ
、
程
朱
哲
学
を
信
奉
し
た
者
の
棚
潔

に
し
て
要
を
え
た
実
践
的
道
徳
哲
学
の
書
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
程
朱
の
立
場
に
た
っ
て
著
者
が
説
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
天
地

（
５
）
 

の
万
物
は
「
命
を
天
よ
り
う
け
て
各
々
そ
の
性
と
す
、
こ
れ
を
徳
と
い
ひ
、
川
と
い
ひ
、
道
と
い
ふ
」
と
一
一
筒
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の

点
か
ら
著
者
は
、
親
・
義
・
別
・
序
・
信
の
五
倫
の
道
珊
を
肌
ら
か
に
し
な
が
ら
、
諸
生
に
学
問
の
道
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
か
れ

、
（
６
）
 

は
、
こ
の
誠
同
の
な
か
で
、
「
｜
草
一
木
、
一
物
一
覗
、
皆
そ
の
川
あ
り
て
相
伴
ら
ざ
る
な
り
」
と
Ｊ
も
書
い
て
い
る
。
こ
の
川
と
は
、
規

則
・
法
則
・
す
じ
ゑ
ち
・
自
然
の
条
理
の
調
い
で
あ
る
。
細
斎
は
、
こ
の
よ
う
な
一
一
一
一
口
葉
を
も
ち
い
て
、
天
地
万
物
の
生
を
化
育
の
様
机

を
語
っ
て
お
り
な
が
ら
、
そ
の
ま
ま
「
自
然
哲
学
」
へ
進
む
こ
と
を
せ
ず
、
か
え
っ
て
伝
統
的
な
「
道
徳
街
学
」
へ
の
方
向
を
選
ん
で

い
ろ
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
こ
の
時
代
の
儒
者
の
一
般
的
特
徴
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
そ
れ
は
ま
た
ハ
こ
の
十
七
、
八
世
紀
の
川
本
に

お
い
て
「
自
然
獅
学
」
の
書
が
な
ぜ
多
く
書
か
れ
な
か
っ
た
か
Ｖ
と
い
う
疑
問
に
対
す
る
間
接
的
な
答
と
ｊ
も
な
っ
て
い
よ
う
。
梅
園
は
、

一
力
に
お
い
て
、
こ
の
す
ぐ
れ
た
倫
肌
書
『
家
庭
指
南
』
を
多
年
そ
の
私
熟
に
お
い
て
テ
キ
ス
ト
と
し
て
仙
川
し
へ
熟
生
に
こ
れ
を
識

、
、
、
、

じ
た
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
が
、
し
か
し
前
記
「
歳
一
一
十
有
九
」
に
し
て
洲
眼
し
た
と
み
ら
れ
る
か
れ
の
「
自
然
哲
学
」
へ
の
柵
愁
は
、
い
よ
い

よ
膨
大
に
な
る
に
及
ん
で
、
こ
の
点
に
か
ん
す
る
か
ぎ
り
、
た
と
え
か
れ
を
導
い
た
先
師
の
譜
で
は
あ
れ
、
か
れ
に
と
っ
て
は
「
呰
痒

を
靴
に
隅
つ
る
を
党
」
え
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
た
し
か
に
祢
園
自
身
、
こ
の
と
き
の
自
ら
の
真
意
を
後
年
知
人
へ
の

手
紙
の
な
か
で
こ
う
告
白
し
て
い
る
。
「
先
生
〔
綾
部
綱
斎
〕
に
親
灸
不
久
候
得
ど
も
道
唯
だ
鋒
倫
に
あ
る
の
所
深
く
服
胸
仕
候
。
条

（
７
）
 

理
を
取
り
て
天
地
を
大
観
す
る
に
於
て
は
》
川
に
不
見
古
人
。
」

三
油
梅
園
は
、
真
理
認
識
へ
の
放
浪
の
果
て
、
つ
い
に
「
歳
一
一
十
有
九
」
に
し
て
、
古
人
未
踏
の
地
で
あ
り
か
つ
自
ら
の
新
し
い

「
自
然
打
学
」
の
境
地
、
い
わ
ゆ
る
八
条
理
学
ｖ
へ
の
道
を
発
見
し
た
。
そ
れ
は
、
奇
し
く
Ｊ
も
先
師
綱
斎
の
没
し
た
翌
年
の
こ
と
だ
。

さ
て
、
水
稲
に
お
い
て
は
、
い
ま
言
う
点
か
ら
、
と
り
わ
け
こ
の
「
宝
暦
一
一
一
年
」
の
こ
ろ
に
よ
ら
れ
る
梅
園
の
思
索
過
程
に
注
回
し
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３ 

い
っ
た
い
日
本
に
お
け
る
自
然
哲
学
の
成
立
は
、
枕
園
が
川
然
哲
学
的
著
述
を
開
始
し
た
こ
ろ
の
宝
臓
三
年
（
一
七
五
一
一
一
）
か
ら
先

行
す
る
こ
と
せ
い
ぜ
い
百
年
を
上
限
と
し
て
考
え
る
べ
き
で
、
と
て
も
そ
れ
以
上
に
遡
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。
そ
の
意
味
で
、
十
七
仙

（
８
）
 

紀
半
に
成
立
し
た
と
ゑ
ら
れ
る
『
乾
坤
弁
説
』
を
ま
ず
最
初
に
挙
げ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
厳
密
な
意
味
で
一
一
一
一
口
え
ば
こ
の
書
は
、
そ
の

当
時
の
日
本
人
の
創
見
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
西
洋
人
の
手
に
助
け
ら
れ
た
訳
述
書
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
る
な
ら
ば
、
右
の

上
限
は
も
っ
と
下
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
日
本
の
自
然
哲
学
の
雁
史
は
、
そ
ん
な
に
も
日
が
浅
く
、
心
許
な
い
の
で
あ
る
。
梅
園
が
、
自

然
の
本
性
あ
る
い
は
自
然
現
象
と
い
う
も
の
を
、
条
皿
を
つ
う
じ
て
（
論
班
的
に
）
考
察
し
よ
う
と
す
る
自
然
哲
学
的
試
承
に
立
つ
と

ぎ
、
「
前
に
古
人
を
見
ず
」
と
半
ば
豪
語
し
た
の
も
、
い
ま
言
う
よ
う
な
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
し
っ
と
し
た
こ
と
で
は
あ
る
。
ざ
は
一
一
一
一
口

え
、
椛
囲
以
前
に
、
旧
態
依
然
た
る
従
来
の
学
問
の
あ
り
力
に
疑
川
を
い
だ
き
、
新
し
い
学
川
的
態
度
を
表
川
し
よ
う
と
試
ゑ
た
学
者

（
９
）
 

が
、
ま
っ
た
く
呪
わ
れ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
、
天
文
学
の
分
卿
で
は
、
西
川
如
見
（
一
六
四
八
’
一
七
二
四
）
を
、
医
学

（
皿
）

（
Ⅱ
）
 

（
肥
）

の
分
野
で
は
、
後
藤
氏
山
（
一
六
五
三
’
一
七
一
一
七
）
、
山
脇
東
洋
（
一
七
○
五
’
六
一
一
）
、
吉
絲
束
洞
（
一
七
○
一
一
’
七
一
一
一
）
な
ど

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
も
っ
と
広
い
意
味
で
、
独
自
の
自
然
哲
学
を
も
っ
て
、
自
然
観
察
を
提
唱
し
か
つ
実
践
し
た
老
と
し

（
昭
）

て
、
ま
ず
第
一
に
貝
原
祐
軒
（
一
六
三
○
’
一
七
一
四
）
を
挙
げ
る
べ
き
か
も
知
れ
な
い
。
そ
の
『
大
和
本
草
』
は
、
動
・
植
物
・
鉱

物
等
に
か
ん
す
る
百
科
全
書
的
大
著
で
あ
る
が
、
こ
の
書
に
付
し
た
序
文
こ
そ
、
実
は
益
粁
の
「
物
理
論
」
で
あ
り
、
十
八
世
紀
初
期

の
日
本
に
お
け
る
数
少
な
い
自
然
哲
学
の
文
献
に
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
の
書
の
本
文
（
全
十
六
巻
）
は
、
実
に

Ⅱ
木
博
物
学
史
に
お
い
て
先
駆
的
業
績
を
な
す
も
の
と
ふ
ら
れ
る
。
や
や
Ｈ
を
転
ず
れ
ば
、
観
念
論
哲
学
と
し
て
の
米
子
学
の
批
判
を

祈
学
の
状
況
は
、
ど
の
よ

》
圓
凹
味
を
も
つ
で
あ
ろ
う
。
）

た
い
と
思
う
。

枕
嗣
が
自
然
哲
学
的
知
祇
の
綜
合
と
統
一
を
問
め
よ
う
と
し
て
い
た
宝
階
は
じ
め
の
こ
ろ
、
つ
ま
り
十
八
世
紀
中
期
の
日
本
の
自
然

学
の
状
況
は
、
ど
の
よ
う
で
あ
っ
た
の
か
。
（
こ
の
問
い
は
、
同
じ
く
安
藤
昌
維
の
自
然
竹
学
に
注
目
す
る
と
き
に
も
、
お
そ
ら
く

十
八
世
紀
前
半
の
日
本
の
自
然
哲
学
の
動
向
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４
つ
う
じ
て
、
自
然
哲
学
的
傾
向
を
示
す
気
一
元
論
へ
の
逆
を
附
い
た
山
鹿
素
行
（
一
六
一
三
’
八
五
）
と
か
、
こ
の
気
一
元
論
の
唯
物

（
ｕ
）
 

論
的
哲
学
を
提
唱
し
た
学
者
と
し
て
伊
藤
仁
斎
（
一
六
二
七
’
一
七
○
五
）
ま
で
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
だ
し
、
仁
斎
の
自

然
哲
学
は
、
純
粋
に
自
然
観
察
に
依
拠
し
た
と
こ
ろ
の
気
一
元
論
の
哲
学
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
は
、
祐
粁
の
立
場
が
最
も
よ

く
自
然
観
察
に
も
と
づ
く
学
問
的
態
度
を
表
Ⅲ
し
て
い
る
が
、
そ
の
袖
粁
で
さ
え
、
自
然
観
察
を
自
ら
の
学
間
全
般
の
特
質
と
す
る
ほ

ど
に
は
徹
底
し
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
絲
卿
の
自
然
哲
学
は
、
そ
の
方
法
論
の
点
に
お
い
て
、
ま
だ
一
貫
性
を
欠
い

て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。

三
洲
梅
園
が
、
若
き
日
に
、
自
然
哲
学
の
方
法
論
的
開
拓
に
没
頭
し
て
い
た
そ
の
当
時
の
日
本
の
斯
界
の
状
況
は
、
い
ま
か
い
つ
ま

ん
で
展
望
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
窓
を
と
お
し
て
垣
Ⅲ
兇
る
大
空
の
一
角
に
す
ぎ
ぬ
ほ
ど
の
情
報
で
し
か
な
い
が
、
そ
れ

で
も
当
時
の
Ⅱ
本
の
自
然
祈
学
の
ゆ
る
や
か
な
動
向
を
探
り
当
て
る
手
掛
り
に
は
な
ろ
う
。

そ
う
し
て
ゑ
る
と
八
十
八
世
紀
日
本
に
お
け
る
、
然
哲
学
の
方
法
論
の
確
立
と
学
間
的
自
覚
が
、
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
の
は
、
実
際
、
三
汕
梅
剛
か
ら
で
あ
る
と
雛
言
し
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
意
味
で
は
、
梅
園
は
わ
が
国
に
お
け

る
自
然
哲
学
の
先
駆
と
み
な
す
に
ふ
さ
わ
し
い
哲
学
者
で
は
あ
る
。

な
お
、
こ
れ
は
後
年
よ
う
や
く
学
な
っ
た
と
き
の
梅
園
の
言
莱
で
あ
る
が
、
同
時
代
の
学
界
の
状
況
に
も
ふ
れ
な
が
ら
、
そ
こ
で
は

す
ま
い

ま
つ
さ
き

こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
ｌ
「
そ
れ
へ
人
は
天
地
〔
尚
然
〕
を
宅
と
し
朏
重
の
に
仮
へ
ぱ
、
天
地
〔
自
然
〕
は
学
者
の
岐
先
識
ず
べ

し
っ
と
も

・
ぎ
こ
と
に
御
座
候
。
尤
、
天
文
地
理
〔
の
学
Ⅲ
〕
、
天
行
の
挑
歩
一
〔
天
体
の
遡
行
を
観
測
し
て
暦
を
作
成
す
る
技
術
、
勝
学
〕
は
、
耐

学
〔
西
洋
の
学
閲
〕
入
候
て
、
段
々
粘
紺
に
い
た
り
候
へ
ど
も
、
そ
れ
は
そ
れ
切
り
に
し
て
、
天
地
の
条
川
〔
自
然
の
論
肌
枇
造
〕
に

（
応
）

い
た
り
て
は
、
今
に
徹
底
と
存
ず
る
人
も
承
ら
ず
候
。
」

こ
の
文
章
か
ら
も
察
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
自
然
を
根
拠
と
し
条
理
に
従
っ
て
こ
の
同
然
か
ら
根
木
原
川
を
帰
納
す
べ
き
こ
と
を
説
く

（
脇
）

梅
園
の
思
惟
方
法
が
、
終
始
一
興
し
て
か
れ
の
自
然
哲
学
的
箸
述
を
つ
ら
ぬ
い
て
い
る
と
一
一
一
向
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
常
に
「
天
地

〔
向
然
〕
を
師
と
す
る
」
こ
の
祇
学
者
に
と
っ
て
は
、
ま
ず
は
向
然
に
て
ら
し
て
ゑ
て
合
致
す
る
も
の
だ
け
を
採
川
し
、
自
然
に
て
ら

か
た
わ
ら

し
て
誤
り
と
判
る
も
の
は
す
べ
て
捨
て
去
る
べ
き
だ
と
さ
れ
る
。
だ
か
ら
、
「
傍
聿
曰
繍
に
参
考
し
、
あ
は
ざ
る
処
を
侭
き
、
あ
ふ
処
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５ 
（
Ⅳ
）
 

を
と
る
べ
し
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

梅
園
の
自
然
哲
学
は
、
そ
の
揺
鰭
期
の
Ｊ
も
の
か
ら
し
て
気
一
元
論
の
立
場
に
た
つ
と
と
Ｊ
ｂ
に
、
な
に
よ
り
も
科
学
的
精
神
に
よ
っ
て

（
旧
）

賀
か
れ
て
い
る
と
Ｊ
も
一
一
一
戸
え
る
。
梅
園
の
長
子
黄
慨
の
記
述
に
な
る
「
先
府
君
醗
山
先
生
行
状
」
や
、
そ
の
他
の
書
に
Ｊ
も
記
さ
れ
て
い
る

（
⑱
）
 

よ
う
に
、
梅
園
は
幼
時
の
こ
ろ
か
ら
思
索
に
長
示
し
、
懐
疑
的
精
神
が
旺
盛
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
梅
園
の
う
ち
に

生
来
恵
ま
れ
た
哲
学
的
素
養
が
、
日
常
の
自
然
的
な
』
も
の
の
見
方
と
か
習
慣
を
排
除
す
る
と
と
も
に
、
い
っ
さ
い
を
疑
う
こ
と
を
ｊ
も
っ

て
哲
学
を
は
じ
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
梅
園
哲
学
の
方
法
論
と
し
て
、
結
実
し
た
と
承
る
こ
と
が
で
き
る
。

二
梅
園
の
自
然
哲
学
の
成
立

あ
ま
ね
く
知
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、
梅
園
舩
生
の
自
然
祈
学
の
労
作
『
玄
語
』
は
、
職
初
、
「
宝
暦
癸
酉
」
に
起
草
さ
れ
た
そ
の
第

（
加
）

〔
気
〕
（
Ⅲ
）

（
皿
）

一
稿
で
は
、
『
玄
論
』
と
命
名
さ
れ
、
次
い
で
『
一
兀
懇
論
』
（
こ
の
表
題
の
も
と
で
一
二
度
改
稿
）
、
さ
ら
に
『
垂
紛
子
』
（
こ
の
表
題
の
も

と
で
は
五
度
改
稿
）
と
改
題
さ
れ
、
そ
の
第
十
稿
に
い
た
っ
て
よ
う
や
く
『
玄
語
』
と
定
ま
っ
た
も
の
で
、
当
初
よ
り
二
十
三
年
を
要

（
羽
）

し
て
換
稿
ま
た
一
一
十
三
回
を
へ
て
、
つ
い
に
安
永
四
年
（
一
七
七
五
）
に
完
成
し
た
の
で
あ
る
。

梅
園
は
、
前
述
の
と
お
り
、
天
地
に
条
理
が
あ
る
こ
と
を
悟
っ
て
『
玄
語
』
の
稿
を
起
こ
し
た
の
で
あ
る
が
、
か
れ
の
飽
く
な
ぎ
思

索
過
租
に
お
い
て
、
こ
の
書
は
、
ま
た
前
記
例
旨
に
言
う
よ
う
に
、
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
蝦
し
く
改
訂
、
墹
補
さ
れ
る
こ
と
と
な

っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
の
初
稿
本
は
、
梅
園
自
身
の
言
葉
に
よ
る
と
、
「
〔
一
七
五
一
一
一
’
六
五
年
ま
で
に
〕
換
稿
十
五
。
寛
に
大

、
、
、
、
、
、
、
、

い
に
脳
を
た
る
を
覚
え
、
尺
く
旧
稲
を
棄
て
て
新
に
起
草
す
」
と
あ
る
と
｝
」
ろ
か
ら
、
そ
の
思
索
過
程
の
な
か
で
否
定
ざ
れ
廃
棄
さ
れ

た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
梅
園
が
「
歳
二
十
有
九
」
に
し
て
は
じ
め
て
「
右
側
干
気
」
と
自
覚
し
て
辿
り
つ
き
え
た
．
元

気
」
の
哲
学
的
境
地
そ
の
も
の
が
、
こ
こ
で
否
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
。
否
む
し
ろ
、
こ
の
気
の
祈
学
こ
そ
、
梅
園
の
自
然
哲
学
全
体

を
終
始
つ
ら
ぬ
く
と
こ
ろ
の
根
本
思
想
で
す
ら
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
を
弁
証
法
的
に
言
え
ば
、
『
玄
語
』
初
稿
期
に
お
け
る
梅
園

の
思
想
は
、
安
永
四
年
以
降
の
後
期
の
梅
園
哲
学
の
な
か
に
否
定
的
に
統
一
さ
れ
、
保
存
さ
れ
、
か
つ
高
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
梅
風
向
身
、
『
玄
語
』
起
稲
の
年
か
ら
数
え
て
実
に
十
二
年
Ⅱ
の
明
和
一
一
年
、
つ
ま
り
『
玄
語
』
換
稲
第
二
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６ 
期
の
こ
ろ
に
執
筆
省
帥
た
し
の
と
み
ら
れ
る
稲
本
の
凡
例
に
、
初
稲
期
の
も
の
と
ま
っ
た
く
同
様
に
「
宝
暦
癸
酉
」
と
記
し
て
い
る
と

こ
ろ
か
ら
察
す
る
の
に
、
こ
れ
こ
そ
実
に
、
著
者
が
自
ら
の
哲
学
の
出
発
点
に
対
し
て
思
い
の
ほ
か
深
い
意
義
と
大
い
な
る
感
激
を
後

年
ま
で
抱
い
て
い
た
こ
と
を
例
証
す
る
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
筆
者
が
、
ひ
と
た
び
弁
証
法
的
に
止
揚
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
『
玄
語
』

初
稿
の
思
想
の
う
ち
に
、
む
し
ろ
積
極
的
に
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
の
も
、
実
は
い
ま
言
う
よ
う
な
点
を
考
慮
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
『
玄
語
』
初
稿
の
思
想
を
知
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
第
一
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
『
元
無
論
』
な
い
し
は

『
垂
紛
子
』
で
あ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
っ
て
『
元
無
論
』
を
中
心
に
そ
の
一
、
こ
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

こ
の
書
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
第
一
稿
『
玄
論
』
の
改
訂
本
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
内
容
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
項
目
が
配

列
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
．
元
気
」
、
「
空
」
、
「
天
地
」
、
「
陰
陽
」
、
「
寒
鵜
」
、
「
水
火
」
、
「
物
気
」
、
「
機
」
、
「
数
」
、
「
化
化
」
、

「
例
然
而
然
」
、
「
命
」
１
以
上
の
十
二
章
で
あ
為
．

こ
の
書
は
、
序
言
に
撤
す
る
も
の
も
な
く
、
ま
ず
そ
の
冒
頭
か
ら
一
元
気
を
論
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
は
じ
め
ら
れ
て
お
り
、
し
か
も

こ
の
立
場
が
聾
中
終
姑
つ
ら
ぬ
か
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
し
て
、
八
一
元
気
の
宣
言
の
書
ｖ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
こ
と
を
指
し

て
書
い
た
と
ゑ
ら
れ
る
あ
の
「
右
側
子
気
」
と
い
う
梅
園
の
言
葉
の
う
ち
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
一
元
気
の
哲
学
的
境
地
を
発
見
し
え
て

感
激
し
た
で
あ
ろ
う
務
ぎ
日
の
こ
の
哲
学
者
の
心
中
を
十
分
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
梅
園
は
、
如
何
に
し
て
こ
の
よ
う

な
境
地
を
見
い
出
し
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
前
に
古
人
を
見
ず
」
と
か
れ
は
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
初
稿
の
成
立
当
時
に
か
れ
の
読
ん

だ
書
物
が
、
か
れ
に
と
っ
て
、
い
さ
さ
か
な
り
と
も
考
え
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
十
分
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
『
洲

（
妬
）

（
妬
）

子
手
記
』
に
よ
る
と
、
延
享
三
年
（
一
七
四
六
）
梅
園
一
一
十
四
歳
の
と
き
、
『
天
経
或
問
』
を
読
み
、
さ
ら
に
寛
延
二
年
（
一
七
四
九
）

（
幻
）

一
一
十
七
歳
に
し
て
『
理
学
類
篇
』
を
読
ん
だ
こ
と
が
窺
垈
え
る
が
、
こ
の
こ
と
は
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
梅
園

の
思
索
過
程
の
う
え
に
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
も
た
ら
し
た
と
ゑ
ら
れ
る
文
献
の
ひ
と
つ
に
、
明
末
清
初
の
思
想
家
・
力
以
籾
（
一
六
一

（
躯
）

一
’
七
一
）
の
『
物
理
小
識
』
（
一
六
三
一
）
が
あ
る
が
、
十
七
世
紀
の
中
国
の
自
然
衡
学
史
の
な
か
で
も
ひ
と
つ
の
新
し
い
地
位
を
占

（
”
）
 

め
る
と
承
ら
れ
る
こ
の
文
献
を
、
梅
園
が
い
つ
閲
読
し
た
か
に
つ
い
て
は
確
証
を
鰻
え
な
い
。
こ
こ
で
は
、
た
だ
ひ
と
つ
の
目
安
と
し
て
、

梅
園
が
二
十
四
歳
の
と
ぎ
に
閲
読
し
た
『
天
経
或
問
』
の
巻
頭
の
「
引
用
書
Ⅱ
」
の
う
ち
に
、
力
以
判
の
書
『
通
雅
』
『
物
理
小
識
』
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７ 

Ⅲ
｜
元
気
さ
て
『
元
譲
の
冒
頭
の
言
葉
、
’
一
元
気
と
は
な
に
か
。
椛
剛
は
、
つ
ぎ
の
よ
り
に
書
い
て
い
る
。

「
名
づ
け
や
す
か
ら
ざ
る
者
あ
り
、
卿
く
か
つ
て
一
元
気
と
い
ふ
。
一
元
気
、
宇
悩
に
充
満
し
て
、
秋
毫
の
末
を
も
の
こ
さ
ず
、
よ

た
ん
げ
い

む
よ
…
ん

く
わ
か
ち
よ
く
あ
は
せ
、
生
を
化
々
し
て
、
端
俔
を
ゑ
ず
。
天
外
を
つ
人
永
、
地
内
に
や
す
ん
ず
。
然
し
て
〔
兆
朕
を
み
ざ
る
の
姑
よ

り
、
万
象
森
羅
た
る
に
い
た
ろ
迄
〕
、
必
対
あ
る
も
の
は
自
然
な
り
。
天
は
極
て
火
に
し
て
、
地
は
至
て
小
な
り
。
地
、
天
に
比
す
れ

（
か
た
よ
ら
ず
）

ぱ
、
一
微
座
な
り
と
い
へ
ど
も
、
天
地
机
依
て
た
つ
。
地
は
天
の
正
中
に
在
て
、
〔
符
し
て
〕
肋
か
ず
。
天
は
地
を
つ
よ
ん
で
、
卿
く

（
沌
粧
す
）

（
加
）

も
〔
転
ず
〕
る
事
を
や
め
ず
。
是
誰
か
な
す
処
ぞ
や
。
」

か
つ
て
張
城
は
、
気
一
元
論
の
哲
学
を
提
唱
し
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
あ
ら
ゆ
る
物
質
の
原
質
と
し
て
の
気
が
万
物
を
生
股
出
す

と
い
う
こ
と
Ｉ
す
な
わ
ち
、
気
は
太
虚
に
あ
た
か
も
空
中
の
僕
の
よ
う
に
際
限
な
く
上
昇
・
下
降
し
つ
つ
飛
翔
し
て
、
宇
耐
の
刀

（
訓
）

物
を
生
永
出
す
と
い
う
こ
と
だ
。
ま
た
、
「
太
虚
は
形
な
く
、
気
の
本
体
な
り
」
と
一
一
一
口
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
太
虚
と
気
は
互
い
に
相
即
し

て
一
な
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
気
が
な
け
れ
ば
太
虚
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
言
い
か
え
る
と
、
際
限
な
く
迩
励
し
て
い
る
気

が
衆
っ
て
刀
物
を
形
成
し
、
万
物
は
ま
た
散
じ
て
太
虚
と
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。
張
載
は
、
こ
の
よ
う
な
気
（
太
虚
）
の
一
元
論
的
宇

糊
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

若
き
梅
園
が
、
八
一
元
気
の
宣
一
一
一
口
の
轡
ｖ
と
し
て
の
『
玄
語
』
初
楠
木
を
柵
想
し
て
い
た
と
ぎ
、
果
た
し
て
か
れ
の
脳
裡
に
は
、
い

ま
言
う
よ
う
な
張
子
の
気
一
元
論
の
祈
学
が
去
来
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
っ
た
い
宇
附
に
は
、
規
定
し
よ
う
の
な
い
も
の
．
何
と
も
区
別
し
よ
う
の
な
い
祁
沌
た
る
も
の
が
充
満
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
無

、
、
、

規
定
的
な
も
の
と
し
か
一
一
一
一
口
い
え
な
い
。
だ
が
、
も
っ
と
強
い
て
一
一
一
一
口
わ
ん
と
す
れ
ば
、
名
づ
け
が
た
い
が
暫
く
仮
り
に
一
元
気
と
一
一
一
一
口
っ
て

お
こ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
一
元
気
な
る
も
の
が
宇
耐
に
充
満
し
て
、
し
か
も
い
さ
さ
か
の
間
隙
も
な
く
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
浸
透
し
て

が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
察
す
る
に
、
お
そ
ら
く
梅
園
は
か
な
り
早
期
に
し
て
、
こ
の
書
の
存
在
を
認
識
し
て
い
た
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
憶
測
を
付
記
す
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

三
一
元
気
論
の
哲
学
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８ 
い
て
、
そ
れ
が
絶
え
ず
生
々
化
育
し
て
万
象
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
自
然
的
営
糸
に
は
、
始
め
と
か
終
り
と
い
う
も
の
が
な
く
、

し
た
が
っ
て
こ
の
活
動
は
休
息
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
、
た
だ
果
て
し
な
く
聚
散
離
合
を
繰
り
返
す
だ
け
だ
Ｉ
こ
れ
が
、
一
元

気
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

鉱
（
犯
）

「
天
地
の
間
に
熟
つ
る
は
皆
物
な
り
。
：
．
天
地
を
通
観
す
る
に
、
天
地
も
一
物
な
り
。
」
（
原
漢
文
）
と
、
か
つ
て
力
以
智
は
一
一
一
一
口
っ
た
が
、

い
ま
こ
こ
に
、
を
転
ず
れ
ば
、
こ
の
一
元
気
の
ほ
か
に
天
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
で
、
天
地
の
間
に
は
、
他
な

ら
ぬ
こ
の
椰
沌
と
し
た
一
元
気
の
間
断
な
き
豪
放
生
化
の
活
動
が
あ
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
、
天
地
は
そ
の
一

、
、

力
だ
け
で
存
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
天
は
大
な
り
と
一
一
一
口
わ
れ
る
が
、
一
方
の
小
な
る
地
が
な
け
れ
ば
、
そ
の
大
な
る
天
も
そ
れ

だ
け
で
は
存
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
天
地
は
、
こ
の
よ
う
に
互
い
に
他
力
を
予
想
し
依
拠
し
あ
っ
て
こ
そ
存
立
す
る
も
の
と
ふ
ら
れ

、
、

ろ
。
天
地
は
、
本
来
、
一
な
る
も
の
と
し
て
区
別
さ
れ
る
べ
き
し
の
で
は
な
い
に
し
か
上
わ
ら
ず
、
一
力
で
は
天
そ
し
て
地
と
し
て
一
一

、
、

つ
の
対
立
す
る
関
係
に
お
か
れ
て
し
い
る
。
本
来
は
一
で
あ
り
な
が
ら
、
一
一
と
し
て
相
対
〔
立
〕
す
る
こ
と
に
な
る
の
も
、
「
胤
然
の

理
」
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
梅
園
は
、
こ
の
箇
所
に
自
ら
注
釈
し
て
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
日
天
地
、
日
男
女
、
Ｈ
生
死
、
日
禍
編
、

（
羽
）

行
と
し
て
此
対
を
の
が
る
人
も
の
な
し
。
」

、
、

一
で
あ
る
も
の
が
、
天
地
（
一
一
）
と
し
て
対
立
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
天
地
の
対
立
関
係
を
承
る
の
に
、
地
（
小
）
は
天
（
大
）

の
中
心
に
あ
っ
て
至
静
で
寂
然
不
動
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
一
力
天
（
大
）
は
こ
の
地
（
小
）
を
つ
つ
ん
で
片
時
も
迦
転
す
る
こ
と
を

止
め
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
天
地
の
動
静
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
原
動
力
と
は
、
い
っ
た
い
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
、
一

元
気
の
作
川
を
柵
い
て
他
に
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
た
っ
て
、
ま
ず
一
元
気
の
概
念
か
ら
は
じ
め
て
、
つ
ぎ
に
一
と
対
立
（
一
一
）

の
問
題
、
そ
れ
か
ら
述
動
（
動
と
静
）
の
概
念
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

②
陰
陽
つ
ぎ
に
、
こ
れ
ま
た
後
期
の
梅
園
哲
学
の
根
幹
と
な
る
陰
陽
の
説
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
は
こ
の
初
稿
木
に
ふ
ら
れ
る
範

川
内
で
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

梅
園
は
こ
う
書
い
て
い
る
。

（
弧
）

「
天
地
の
気
、
即
陰
陽
の
気
な
り
。
象
形
よ
り
し
て
、
天
地
の
気
と
い
ひ
、
往
来
進
退
よ
り
し
て
、
陰
陽
の
気
と
い
ふ
。
」
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９ 

陰
陽
は
、
一
元
気
の
作
川
的
側
而
を
い
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
川
と
は
、
進
退
往
来
と
い
う
か
た
ち
で
お
こ
な
わ
れ
る
。
川
胱
寒

熱
と
い
う
の
も
、
実
は
一
元
気
の
作
用
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
い
ま
陰
陽
一
一
気
に
分
ち
て
言
う
場
合
、
陽
気
は
明
熱
で
あ
り
、
陰

気
は
胱
寒
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
陰
陽
一
一
気
は
、
も
と
よ
り
一
元
気
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
作
用
は
、
「
陽
一
分
を
巡
れ
ば
、

陰
一
分
を
退
く
。
陰
一
分
を
辿
れ
ば
陽
一
分
を
す
Ｌ
な
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
つ
ね
に
進
退
往
来
し
て
止
息
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
明
と
な
り
胱
と
な
る
と
一
一
一
一
口
う
の
も
、
実
は
陰
陽
二
気
の
進
退
往
来
で
あ
る
か
ら
、
陽
が
進
め
ば
川
と
な
り
、
逆
に
陰

が
進
め
ば
脂
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
川
脳
は
、
そ
の
い
ず
れ
が
主
で
あ
り
、
い
ず
れ
が
窓
で
あ
る
か
と
言
う
の
に
、
川
胱

は
も
と
も
と
一
気
で
あ
る
か
ら
、
主
客
の
区
別
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
暗
は
そ
の
一
力
を
去
れ
ば
他
力
も
ま
た
な

く
、
机
対
に
し
て
は
じ
め
て
一
な
る
も
の
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
凹
帖
の
進
退
に
つ
い
て
、
梅
園
は
自
ら
つ
ぎ
の
よ
う
に
沈
釈
し
て
い
る
。

「
陽
気
は
つ
ね
に
す
上
む
が
ご
と
く
、
陰
気
は
つ
ね
に
退
く
が
ご
と
し
。
陪
巾
に
火
を
点
ず
る
や
、
Ⅲ
す
よ
ん
で
四
方
を
て
ら
す
。

胱
退
ひ
て
四
辺
に
さ
ぐ
る
が
ご
と
し
。
階
は
す
人
ん
で
肌
の
分
に
入
珈
能
は
ず
。
明
は
す
上
ん
で
鵬
の
分
に
入
。
し
か
れ
ど
も
、
凹
一

（
鉛
）

分
を
減
ず
れ
ば
、
暗
一
分
を
ま
ず
。
些
旦
よ
く
全
く
す
上
ま
ざ
る
も
の
な
か
ら
ん
や
。
」

〔
冬
夏
〕

こ
の
と
こ
ろ
か
ら
推
察
し
う
る
こ
と
は
、
Ｈ
は
陽
気
の
寓
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
日
の
遠
近
に
よ
っ
て
寒
熱
を
生
ず
る
の
で
あ

（
鋼
）

ず
。
」 前
述
し
た
よ
う
に
、
天
地
と
一
一
一
一
口
っ
て
も
、
一
元
気
の
ほ
か
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
で
、
こ
の
一
元
気
が
対
立

関
係
に
お
い
て
ゑ
ら
れ
る
と
ぎ
、
そ
れ
は
天
地
の
気
と
一
一
一
一
口
わ
れ
、
ま
た
陰
陽
の
気
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
両
者
は
、
と
も
に
一

、

元
気
で
あ
る
か
ぎ
り
、
同
一
的
な
い
し
は
相
即
的
で
あ
る
か
ら
、
「
天
地
の
気
、
川
陰
陽
の
気
な
り
」
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

、
、

，
、
、

そ
し
て
、
こ
の
同
一
の
も
の
が
、
象
形
（
あ
ら
わ
れ
た
形
）
と
い
う
点
か
ら
承
れ
ば
、
「
天
地
の
気
」
と
一
一
一
口
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
往
来

、
、

進
退
（
は
た
ら
き
）
と
い
う
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
陰
陽
の
気
」
と
一
一
一
ｍ
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

陰
陽
の
章
の
冒
頭
に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。

「
陰
陽
は
一
元
気
の
川
を
な
す
処
な
り
。
陽
気
は
熱
し
て
Ⅱ
な
り
。
陰
気
は
寒
し
て
く
ら
し
。
二
気
つ
ね
に
往
来
進
退
し
て
や
ま
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１０ 

梅
剛
の
労
作
『
玄
語
』
の
初
稲
本
は
、
蒋
者
の
若
き
日
に
「
右
側
干
気
」
と
の
自
覚
の
も
と
に
柵
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
、

一
元
気
と
い
う
無
規
定
的
な
も
の
が
宇
宙
に
充
塞
し
て
い
て
、
し
か
し
こ
の
一
元
気
自
身
の
衆
散
離
合
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
刀
物

が
化
々
化
を
す
る
。
や
が
て
、
こ
の
無
規
定
的
な
も
の
が
限
定
さ
れ
て
、
相
対
の
形
式
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
象
形
か
ら
ゑ
て
天
地
、

作
川
か
ら
ゑ
て
陰
陽
の
対
立
が
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
働
き
を
つ
ね
に
撒
い
て
い
る
も
の
こ
そ
、
一
元
気
の
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
若
き
梅
園
の
こ
の
よ
う
な
一
元
気
論
の
独
自
性
を
、
と
く
に
十
八
世
紀
前
半
の
日
本
の
自
然
哲
学
と
の
関
連
の
な
か
で
把

掘
し
よ
う
と
試
孜
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
は
じ
め
木
稲
に
お
い
て
扱
う
は
ず
で
あ
り
な
が
ら
、
果
た
せ
な
か
っ
た
『
元
無
論
』
全
体
の
柵
造

お
よ
び
そ
の
内
容
の
検
討
に
つ
い
て
は
、
他
日
を
期
し
た
い
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
一
元
気
は
気
に
お
け
る
岐
高
の
概
念
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
自
身
対
を
も
た
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で

、
、

一
者
で
あ
る
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
対
あ
る
も
の
は
自
然
な
り
」
と
一
一
一
一
口
わ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
点
で
は
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
も
の

は
、
す
べ
て
相
対
〔
立
〕
す
る
と
み
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
有
無
動
静
川
胱
砲
門
と
い
う
こ
の
相
対
（
一
一
）
は
、
陰
陽
と
言
わ
れ
る
わ

け
だ
。
こ
の
よ
う
な
想
念
を
雅
囎
と
し
て
、
『
乖
紛
子
』
に
お
い
て
は
、
「
一
考
は
一
元
気
な
り
。
二
者
は
陰
陽
な
り
」
と
表
現
さ
れ
る

こ
と
に
な
る
。

り
、
ま
た
日
の
い
た
｝

き
る
と
い
う
こ
と
だ
。

注
き
ゅ
う

（
１
）
『
玄
語
』
（
安
永
四
年
、
一
七
七
五
）
の
例
』
口
に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
「
宝
暦
癸
酉
の
歳
〔
宝
暦
三
年
、
一
七
五
一
一
一
〕
、
晋
年
三
十
一
、

は
じ

鼈
め
て
此
の
編
を
蛾
す
」
云
灸
・
Ｉ
『
梅
園
全
集
』
（
弘
道
館
、
大
正
元
年
）
上
巻
所
収
、
’
六
ペ
ー
ジ
参
照
．

（
２
）
「
高
伯
起
に
複
す
る
書
」
（
『
賛
語
』
附
録
）
、
右
『
梅
園
全
集
』
上
巻
所
収
、
六
六
四
ペ
ー
ジ
。

（
３
）
一
一
一
浦
梅
園
遺
一
一
一
一
口
状
と
言
わ
れ
る
「
覚
」
に
は
、
こ
う
書
か
れ
て
い
る
。
「
東
遊
草
・
童
蒙
塞
な
ど
申
す
類
、
ゑ
な
甚
だ
お
ろ
か
成
る
物
に
て
、

ま
た
日
の
い
た
る
と
こ
ろ
川
、
日
影
の
い
た
ら
ざ
る
と
こ
ろ
略
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
陰
陽
二
気
の
何
た
る
か
を
知
る
こ
と
が
で

結
び
に
か
え
て
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１１ 

（
９
）
と
く
に
如
凡
の
主
箸
『
天
文
義
論
』
（
正
徳
二
年
、
一
七
一
二
）
の
果
た
し
た
役
剖
は
大
き
い
。
だ
が
、
枕
剛
が
こ
の
醤
を
読
ん
だ
か
否
か

に
つ
い
て
は
碓
証
を
え
な
い
。
ち
な
ゑ
に
、
宝
暦
五
年
（
梅
園
三
十
三
歳
）
に
記
さ
れ
た
『
柵
子
手
記
』
に
よ
る
と
、
こ
の
年
、
西
川
如
兇
の

『
和
漢
変
象
怪
異
弁
断
・
天
文
糀
要
』
（
正
徳
五
年
、
一
七
一
五
）
を
統
永
、
抄
録
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
（
な
お
、
こ
の
『
浦
子
手

記
』
に
つ
い
て
は
、
後
の
注
伽
を
兄
よ
Ｊ

（
、
）
い
わ
ゆ
る
巡
気
論
（
五
巡
六
気
の
説
）
を
理
論
的
背
景
と
す
る
当
時
の
思
弁
的
医
学
に
対
し
て
、
突
験
観
衆
の
意
義
を
説
く
「
古
底
力
」
を

興
す
。
こ
の
立
場
は
、
怖
の
古
学
派
と
方
法
論
的
に
緬
似
す
る
と
こ
ろ
あ
り
と
言
わ
れ
る
。
艮
山
は
、
伊
藤
仁
斎
の
．
元
気
論
」
の
影
響
を

受
け
て
、
．
気
冊
柵
論
」
を
隅
え
た
。

（
、
）
実
験
医
学
の
先
駆
者
。
主
著
『
蔵
志
』
（
宝
勝
四
年
、
一
七
五
四
）
は
、
そ
の
著
者
が
死
刑
囚
を
解
剖
し
、
実
地
に
つ
い
て
観
察
す
る
こ
と
に

よ
り
、
旧
説
の
誤
謬
を
折
摘
し
た
も
の
。
な
お
、
同
書
の
宝
暦
九
年
刊
本
二
Ⅱ
が
、
現
在
、
三
湘
家
に
梅
園
手
沢
本
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

（
、
）
「
古
隆
方
」
の
完
成
者
で
、
「
万
病
一
赤
論
」
を
唱
え
、
旧
来
の
観
念
的
医
学
に
対
し
て
実
証
主
義
の
立
場
を
と
っ
た
。

（
田
）
宝
暦
九
年
（
梅
園
三
十
七
歳
）
に
記
さ
れ
た
『
浦
子
手
記
』
に
、
『
大
和
本
草
』
の
抄
録
が
見
え
て
い
る
。
な
お
、
同
書
の
正
徳
五
年
の
刊

木
十
冊
が
、
三
浦
家
に
梅
園
手
沢
木
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

他
出
無
用
に
候
・
」
ｌ
大
分
県
史
料
刊
行
会
編
纂
『
大
分
県
史
料
』
側
「
先
賢
資
料
一
」
（
昭
和
三
十
五
年
）
所
収
、
一
二
八
べ
‐
ジ
参
照
．

（
４
）
正
徳
四
年
Ｃ
七
一
四
）
、
綾
部
綱
斎
三
十
九
歳
の
と
き
の
著
作
。
室
鳩
巣
の
蚊
文
（
享
保
九
年
）
、
伊
藤
東
漉
の
肱
文
（
同
十
年
）
、
お
よ

び
中
井
竹
山
の
肱
文
（
安
永
九
年
）
が
付
せ
ら
れ
て
長
ら
く
催
底
に
秘
め
ら
れ
て
あ
っ
た
こ
の
労
作
に
対
し
て
、
祢
圃
が
さ
ら
に
序
（
天
肌
五

年
）
を
付
し
て
上
梓
し
た
。
漢
文
・
和
文
の
二
本
が
残
存
し
て
い
る
。
（
『
悔
園
全
集
』
下
巻
所
収
、
八
一
一
九
’
四
三
ペ
ー
ジ
参
照
）

（
５
）
『
枕
園
全
染
』
下
巻
、
△
一
一
七
ペ
ー
ジ
。

（
６
）
右
同
脅
、
八
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
７
）
綾
部
綱
斎
の
長
男
常
阪
宛
の
書
簡
。
ｓ
梅
園
全
集
』
下
巻
所
収
、
七
八
七
ペ
ー
ジ
）

（
８
）
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
徹
教
師
で
帰
化
人
、
沢
野
忠
施
（
○
耳
】
⑪
斤
乱
○
句
の
己
日
）
が
翻
訳
を
ま
じ
え
て
起
草
し
た
も
の
を
、
西
吉
丘
〈
術
が
和
文
に
政

〔
松
〕

め
、
さ
ら
に
向
井
元
升
が
批
評
を
加
え
た
共
同
労
作
。
川
勝
二
年
（
一
六
五
六
）
あ
る
い
は
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
に
成
立
し
た
と
承
ら
れ

る
．
ｌ
『
文
明
源
流
叢
書
』
（
国
書
刊
行
会
大
正
三
年
、
同
種
刻
版
、
名
著
刊
行
会
、
昭
和
四
十
四
年
）
第
二
巻
所
収
、
’
’
八
ペ
ー
ジ
参

１Ｋるめ
００、
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1２ 
（
ｕ
）
宝
勝
七
年
の
『
湘
子
手
記
』
に
、
『
中
術
発
抑
』
の
抄
録
が
見
え
て
い
る
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
仁
斎
関
係
書
と
し
て
は
、
梅
園
手
沢
本
の
な

か
に
、
『
論
語
古
義
』
十
巻
（
正
徳
二
年
刊
）
、
『
古
学
先
生
文
集
』
七
巻
（
享
保
二
年
刊
）
、
東
涯
の
注
釈
書
と
し
て
『
大
学
定
本
釈
義
』
（
元

文
山
年
刊
）
、
『
中
胴
発
揮
標
釈
』
二
巻
（
元
文
五
年
刊
）
な
ど
を
数
え
る
が
、
梅
園
が
こ
れ
ら
の
書
を
い
つ
閲
読
し
た
か
に
つ
い
て
は
確
証
を

え
な
い
。

（
妬
）
「
多
賀
墨
郷
君
に
こ
た
ふ
る
書
」
（
三
枝
博
音
細
『
一
一
一
浦
梅
園
災
』
所
収
、
岩
波
文
庫
、
昭
和
二
十
八
年
）
一
○
ペ
ー
ジ
９

（
脇
）
「
天
地
を
し
る
は
、
我
私
の
恋
を
入
れ
ず
、
あ
る
求
人
に
天
地
に
従
ひ
て
、
天
地
を
川
と
す
る
に
し
く
は
な
く
候
。
」
（
三
枝
博
音
編
、
前
掲

書
、
二
九
ペ
ー
ジ
参
照
）

（
Ⅳ
）
右
前
掲
書
、
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
肥
）
『
梅
凧
全
災
』
上
巻
、
二
七
’
一
一
一
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

す
い
も
よ
う

（
、
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
年
に
な
っ
て
書
か
れ
た
も
の
の
な
か
に
し
ば
し
ば
見
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
「
、
口
、
飛
髪
未
だ
書
を
読
む
こ
と

を
知
ら
ざ
り
し
前
よ
り
、
疑
を
天
地
造
化
に
懐
き
、
時
あ
り
て
は
濃
食
を
廃
す
。
既
に
し
て
書
を
読
む
こ
と
を
知
り
、
之
を
書
に
求
め
、
人
に

蟹
か
い

接
す
る
を
得
て
は
之
を
人
に
採
れ
ど
も
、
疑
塊
融
け
ず
。
」
（
「
一
両
伯
起
に
複
す
る
書
」
、
『
梅
園
全
集
』
上
巻
、
六
六
四
ペ
ー
ジ
参
照
）
あ
る
い

』
」

は
、
「
晋
は
童
稚
よ
り
疑
ふ
》
」
と
多
し
。
事
に
物
に
触
る
る
と
ぎ
疑
は
ざ
る
な
し
。
殆
ん
ど
寝
食
を
廃
せ
ん
と
す
。
歳
三
十
を
蹄
え
て
、
始
め

て
天
地
に
条
理
あ
る
を
悟
る
。
」
弓
浄
円
律
師
に
ひ
ふ
る
書
」
、
『
梅
園
全
集
』
下
巻
、
七
四
六
ペ
ー
ジ
参
照
、
な
お
こ
の
両
書
と
も
原
漢
文
）

（
卯
）
内
容
は
、
和
文
で
「
一
元
気
」
か
ら
説
き
起
こ
し
て
、
全
十
二
項
側
に
わ
た
っ
て
自
然
哲
学
的
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
（
阿
部
隆
一
編
『
三

浦
梅
剛
自
筆
稿
本
並
旧
蔵
香
解
題
』
安
岐
川
教
育
委
員
会
、
昭
和
五
十
四
年
、
三
ペ
ー
ジ
参
照
）
ち
な
鋲
に
、
こ
の
書
が
起
草
さ
れ
た
同
年

（
宝
階
三
年
）
に
、
安
滕
昌
柿
は
同
じ
く
自
然
哲
学
の
書
『
自
然
典
悩
逝
』
（
三
巻
）
を
刊
行
し
た
。

ａ
）
右
前
掲
本
の
改
稲
に
し
て
、
書
名
も
改
題
さ
れ
て
い
る
。
同
じ
く
和
文
で
あ
り
、
ま
た
同
じ
「
宝
暦
癸
酉
」
に
な
る
も
の
。
（
阿
部
隆
一
編
、

前
掲
書
、
三
’
四
ペ
ー
ジ
参
川
。
『
梅
園
全
染
』
上
巻
所
収
、
七
四
一
’
六
四
ペ
ー
ジ
参
照
。
な
お
、
こ
の
全
集
所
収
木
は
、
本
稲
の
鉱
三
次

な
い
し
雛
四
次
の
改
柵
本
と
承
ら
れ
る
Ｊ

（
、
）
再
び
書
名
が
改
め
ら
れ
、
内
容
も
改
訂
さ
れ
、
ま
た
こ
こ
に
お
い
て
和
文
が
漢
文
に
改
め
ら
れ
る
。
『
遜
給
子
』
と
改
題
さ
れ
て
か
ら
の
三

稿
目
、
す
な
わ
ち
通
算
館
七
次
政
稲
本
か
ら
天
地
二
冊
と
な
る
。
こ
の
地
冊
の
設
全
築
上
巻
に
所
収
、
七
二
一
’
一
一
一
九
ペ
ー
ジ
。
こ
の
欠
を
補

一
訂
し
て
、
天
冊
は
前
掲
書
『
大
分
県
史
料
』
倒
先
贋
資
料
一
所
収
、
’
’
三
○
ペ
ー
ジ
。
こ
の
両
所
収
本
は
、
宝
暦
四
年
執
筆
に
な
る
も
の
。
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1３ 

（
”
）
梅
園
は
、
『
玄
語
』
の
例
旨
に
お
い
て
（
注
仙
に
引
川
し
た
文
章
に
す
ぐ
続
け
て
）
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
…
…
此
の
語
〔
玄
語
〕
は
英
商

い
つ
ら
ゅ
う

つ
い
か
い
か
い

よ
り
、
明
和
乙
酉
〔
明
和
二
年
、
一
七
六
五
〕
に
至
り
、
換
稿
十
五
。
》
兄
に
大
い
に
憤
女
た
る
を
覚
え
、
尺
く
旧
稿
を
棄
て
て
新
に
起
草
す
。

凶
年
を
越
え
て
、
戊
子
〔
凹
和
五
年
〕
に
至
り
、
三
た
び
草
を
換
へ
、
和
を
安
き
が
若
し
。
休
む
こ
と
－
年
。
再
び
之
を
忠
ふ
に
、
天
地
に
於

こ
う
い
ん

い
つ
ぴ

て
大
い
に
〈
口
せ
ず
。
庚
寅
〔
同
七
年
〕
の
冬
、
又
旧
稿
を
棄
て
て
此
の
稲
を
起
す
。
又
六
年
を
経
て
、
今
蚊
乙
未
〔
安
永
四
年
〕
、
五
た
び
換
へ

わ
ず

て
紬
か
に
此
の
柚
を
得
た
り
。
四
冊
七
本
。
例
旨
を
併
せ
て
凡
そ
八
本
、
十
余
万
一
一
一
一
回
。
一
百
六
十
打
企
図
。
脳
年
二
十
一
一
一
、
換
稲
も
亦
二
十
一
二
。

お
お

よ
わ
い

ぴ
ん
Ⅸ
つ
ば
は

物
大
に
事
衆
し
。
犬
臘
の
歯
、
既
に
半
百
を
過
ぎ
、
擬
髪
附
を
、
川
ふ
る
に
心
胸
の
病
を
以
っ
て
す
。
知
ら
ず
、
天
之
に
年
を
仮
し
、
将
に
其

上
じ
つ
よ

の
業
を
率
へ
し
め
ん
と
す
る
か
、
将
に
其
の
士
心
を
燕
は
ん
と
す
る
か
。
是
に
於
て
感
な
き
｝
」
と
能
は
ず
。
書
し
て
以
っ
て
佗
日
を
竣
つ
。
安
永

凶
年
端
午
識
す
。
」
（
『
梅
園
全
集
』
上
巻
、
一
六
ペ
ー
ジ
参
照
）

（
皿
）
田
口
正
治
「
玄
語
稿
本
之
研
究
」
（
同
著
『
三
棚
梅
園
の
研
究
』
所
収
、
創
文
社
、
昭
和
五
十
三
年
）
一
五
一
一
一
ペ
ー
ジ
参
照
。

（
妬
）
現
在
、
三
浦
家
に
、
『
洲
子
手
記
』
と
命
名
さ
れ
た
総
計
六
十
七
冊
に
及
ぶ
梅
園
自
筆
の
手
控
え
が
残
さ
れ
て
い
る
。
延
享
元
年
（
一
七
四

四
）
梅
園
二
十
二
歳
の
と
ぎ
か
ら
、
天
明
五
年
Ｃ
七
八
五
）
六
十
三
歳
に
い
た
る
ま
で
の
梅
園
の
生
涯
を
つ
う
じ
て
の
読
書
抄
録
で
あ
る
。

こ
の
手
記
は
、
梅
園
の
思
想
の
変
遷
な
い
し
そ
の
出
処
を
知
る
う
え
に
貴
重
で
あ
る
。
（
川
口
服
治
、
前
掲
書
所
収
、
四
四
七
’
四
五
九
．
ヘ
ー

ジ
、
あ
る
い
は
阿
部
隆
一
編
、
前
掲
書
、
八
六
’
九
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

（
妬
）
二
巻
図
一
巻
、
沈
子
六
箸
西
川
服
休
訓
点
（
享
保
十
五
年
刊
）
の
版
木
が
、
三
加
家
に
梅
園
手
沢
本
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ

こ
う
て
ん
こ
ん
り
ん

の
謀
は
、
ま
ず
そ
の
冒
頭
に
「
災
天
一
気
池
流
変
化
図
」
が
掲
げ
ら
れ
、
「
天
は
椰
流
た
る
一
気
な
り
…
…
刀
化
呰
一
気
に
由
る
」
云
之
の
一
言
口

葉
で
は
じ
ま
る
。
さ
ら
に
巻
頭
に
収
め
ら
れ
た
「
天
経
或
Ⅲ
引
川
書
目
」
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
譜
を
手
に
し
た
当
時
の
蒜
き
哲
学
者
に
と
っ
て

は
、
新
た
に
附
け
つ
つ
あ
る
世
界
を
展
望
す
る
う
え
に
き
わ
め
て
打
綿
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

（
〃
）
八
巻
、
明
張
九
冊
編
、
万
治
二
年
の
和
刻
木
八
川
が
、
三
湘
家
に
同
じ
く
梅
嗣
手
沢
本
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
書
に
は
、

狼
横
渠
（
一
○
二
○
’
七
七
）
の
言
説
が
多
数
収
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
判
断
す
る
の
に
、
若
き
梅
園
が
、
こ
の
書
を
つ
う
じ
て
、
張
載

の
宇
宙
論
ｌ
す
な
わ
ち
、
気
（
太
虚
）
の
一
元
論
哲
学
ｌ
を
知
り
え
た
こ
と
は
確
実
と
ふ
ら
れ
る
．

（
犯
）
全
十
二
巻
か
ら
な
る
が
、
ち
な
ゑ
に
そ
の
内
訳
を
承
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る
。
自
序
・
総
論
、
巻
一
天
類
（
気
・
光
・
声
・
律
・
五

行
論
）
暦
類
、
巻
二
風
雷
雨
陽
類
・
地
類
・
占
候
類
、
巻
一
一
一
人
身
類
、
巻
四
医
薬
類
（
上
）
、
巻
五
医
薬
類
（
下
）
、
巻
六
飲
食
類

・
衣
服
類
、
巻
七
金
石
類
、
巻
八
器
用
類
、
巻
九
草
木
瓶
（
上
）
、
巻
十
草
木
類
（
下
）
・
鳥
獣
類
（
上
）
、
巻
十
一
鳥
獣
類
（
下
）
、
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1４ 
巻
十
二
鬼
神
力
術
緬
、
異
珊
緬
。
こ
の
書
は
、
当
時
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
が
浮
木
で
読
ま
れ
、
つ
い
に
和
刻
木
と
し
て
流
布
す
る
と
こ
ろ

ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
当
時
評
判
の
高
か
っ
た
明
呉
廷
翰
の
『
吉
斎
漫
録
』
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。

（
別
）
な
お
、
安
永
八
年
（
梅
園
五
十
七
歳
）
に
記
さ
れ
た
『
祁
子
手
記
』
に
、
『
物
理
小
識
』
を
読
永
抄
録
し
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
い
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
梅
園
が
『
賛
語
』
の
な
か
で
こ
の
文
献
を
き
わ
め
て
頻
繁
に
引
川
し
て
い
る
こ
と
か
ら
察
す
る
の
に
、
梅
園
は
、
お
そ
ら
く
相

当
早
い
時
期
に
こ
の
文
献
に
注
目
し
、
か
つ
閲
読
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

（
帥
）
『
梅
園
全
集
』
上
巻
、
七
四
一
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
三
枝
博
晋
細
『
日
本
科
学
古
典
全
書
』
鋪
一
巻
所
収
（
朝
日
新
聞
社
、
昭
和
十
九
年
、
同

覆
刻
版
、
昭
和
五
十
三
年
）
七
九
ペ
ー
ジ
参
照
。
〔
…
〕
の
部
分
は
、
稿
本
の
損
傷
は
な
は
だ
し
く
判
読
し
が
た
い
と
こ
ろ
。

（
皿
）
鵬
救
は
『
正
蒙
』
の
な
か
で
、
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
気
は
太
虚
に
帆
然
と
し
て
升
降
飛
揚
し
、
未
だ
嘗
て
止
息
せ
ず
。
…
此
れ
虚
実
動
静

の
機
、
陰
陽
剛
柔
の
始
に
し
て
、
（
そ
の
）
浮
ん
で
上
る
者
は
陽
の
情
ぎ
も
の
、
降
っ
て
下
る
者
は
陰
の
濁
れ
る
も
の
な
り
。
其
の
感
遇
楽
散

し
て
風
雨
と
為
り
雪
覇
と
為
り
、
…
」
（
『
太
極
図
説
・
通
書
・
西
銘
・
硴
蒙
』
西
晋
一
郎
他
訳
註
、
岩
波
文
脈
、
昭
和
十
三
年
、
八
六
ペ
ー
ジ

（
肋
）
力
以
制
『
物
理
小
識
』
自
序
。
（
同
書
、
人
人
文
庫
、
台
湾
商
務
印
書
館
、
民
国
六
十
七
年
）

（
粥
）
『
桃
剛
全
災
』
上
巻
、
七
四
一
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
こ
の
点
に
関
述
す
る
も
の
と
し
て
、
つ
ぎ
の
安
藤
筒
拙
（
一
七
○
三
’
六
一
一
）
の
言
漿
は
、

て
ん
ら

注
日
に
値
し
よ
う
。
「
転
定
〔
天
地
〕
に
し
て
一
体
、
男
女
に
し
て
一
人
、
是
れ
自
然
の
進
退
す
る
一
気
な
り
。
男
を
去
れ
ば
女
な
く
、
女
を

と
き

去
れ
ば
男
な
く
、
男
女
合
し
て
一
人
な
る
川
は
人
倫
常
な
り
。
」
（
『
統
道
真
伝
』
奈
良
本
辰
也
訳
注
、
山
行
波
文
脈
、
昭
和
四
二
年
、
下
巻
、
一

、
、

ひ
と

五
九
ペ
ー
ジ
）
こ
こ
で
と
く
に
注
Ⅱ
す
べ
き
一
」
と
は
、
安
藤
昌
抽
が
、
ひ
と
の
概
念
を
表
現
す
る
の
に
八
男
・
女
ｖ
と
い
う
造
語
を
川
い
て
い

、
、
ひ
と

る
こ
と
だ
。
と
い
う
の
も
、
安
藤
の
考
瞬
え
に
よ
れ
ば
、
男
女
は
一
対
に
し
て
人
間
で
あ
る
と
ふ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
、
へ
松

、
、

定
ｖ
（
天
地
）
も
天
地
に
し
て
同
一
実
体
で
あ
る
と
承
ら
れ
る
』
」
と
に
な
る
。

（
狐
）
『
梅
園
全
集
』
上
巻
、
七
四
三
ペ
ー
ジ
。

（
冊
）
右
同
書
、
七
四
五
ペ
ー
ジ
。
ち
な
段
に
、
安
藤
昌
袖
は
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
陰
陽
と
云
ふ
は
、
一
気
の
進
退
す
る
災
号
に
し
て
、
二
気
・

二
物
・
二
別
に
非
ず
。
」
（
尾
藤
正
英
校
注
「
稿
本
・
自
然
真
営
道
（
抄
）
」
、
日
本
思
想
大
系
組
『
安
藤
昌
益
他
』
所
収
、
岩
波
書
店
、
昭
和
五

十
二
年
、
一
八
一
ペ
ー
ジ
参
照
）

（
洲
）
『
梅
園
全
集
』
上
巻
、
七
四
七
ペ
ー
ジ
。

参
照
）
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