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本
草
学
者
平
賀
源
内
が
創
成
し
た
も
の
は
何
か社

会
学
専
攻
修
士
課
程
二
年

川

崎

瑛

子

は
じ
め
に

一
七
二
八
（
享
保
一
八
）
年
か
ら
、
後
期
へ
と
至
る
時
期
で
あ
る
一
七
七
九
（
安
永
八
）
年
ま
で
生
き
た
平
賀
源
内
は
、
と
て
も
風
変

わ
り
な
男
で
あ
る
。
四
国
の
讃
岐
で
生
ま
れ
た
こ
の
男
は
大
坂
と
江
戸
で
本
草
学
を
修
め
、
江
戸
で
博
覧
会
の
先
駆
け
と
な
る
薬
品
会
を

開
い
た
。
そ
れ
が
終
れ
ば
、
今
度
は
火
浣
布
と
い
う
不
燃
性
の
布
を
石
綿
か
ら
作
り
あ
げ
、
鉱
山
の
開
発
に
も
意
欲
的
に
取
り
組
ん
で
い

く
。
そ
う
か
と
思
え
ば
今
度
は
羊
毛
か
ら
毛
織
物
を
織
ろ
う
と
す
る
突
拍
子
も
無
い
こ
と
を
考
え
付
き
、
次
の
瞬
間
に
は
タ
ル
モ
メ
イ
ト

ル
や
エ
レ
キ
テ
ル
と
い
っ
た
海
外
の
品
物
の
復
元
に
夢
中
に
な
っ
た
。
そ
の
間
に
油
絵
も
描
け
ば
戯
作
や
浄
瑠
璃
と
い
っ
た
娯
楽
作
品
の

執
筆
も
行
い
、
江
戸
で
人
気
を
博
し
た
。
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彼
の
職
業
を
語
る
言
葉
は
「
本
草
学
者
」「
発
明
家
」「
作
家
」「
絵
師
」「
コ
ピ
ー
ラ
イ
タ
ー
」
と
多
種
多
様
で
あ
る
。
行
動
範
囲
も
興

味
も
多
岐
に
渡
る
彼
は
一
体
何
を
し
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
た
だ
気
の
む
く
ま
ま
風
の
む
く
ま
ま
に
生
き
て
い
っ
た
奇
人
変
人
な
の
だ
ろ

う
か
。
そ
の
結
果
何
一
つ
大
成
せ
ず
、
自
分
の
有
り
余
る
才
能
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
世
間
に
対
し
て
不
満
と
愚
痴
を
募
ら
せ
る
一
大
不

平
家
と
な
っ
た
挙
句
に
人
を
殺
し
罪
人
と
な
っ
て
病
死
し
た
「
非
業
の
人
」
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
一
つ
注
目
す
べ
き
論
文
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
源
内
の
書
い
た
談
議
本
の
本
質
を
分
析
し
た
東
喜
望
氏
の
論
で
あ
る
。
一
部
を

引
用
す
る
。

…
…
（
中
略
）
…
…
一
つ
の
話
題
を
継
起
と
し
て
、
む
し
ろ
そ
れ
と
は
不
即
の
話
題
が
次
か
ら
次
へ
と
拡
散
的
に
展
開
し
、
最
後

に
意
表
を
衝
い
て
、
巧
み
に
全
体
を
収
束
す
る
と
い
う
書
き
ぶ
り
で
あ
る
（
１
）

。

「
不
即
」
の
話
題
が
「
拡
散
的
に
展
開
」
す
る
と
は
ま
さ
に
源
内
の
人
生
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
源
内
は
自
分
の
人
生
は
お

ろ
か
、
書
い
た
物
語
の
道
程
と
も
い
え
る
構
成
す
ら
拡
散
的
展
開
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
源
内
の
物
語
は
源
内
ら
し
さ
が
滲
み
出
て
い
る

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

だ
が
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
点
は
、
源
内
は
自
分
の
書
く
物
語
で
幾
つ
も
の
不
即
の
話
題
を
拡
散
的
に
展
開
さ
せ
た
と
し
て
も
、
最
後
に

は
「
意
表
を
衝
い
て
、
巧
み
に
全
体
を
収
束
」
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。

即
ち
次
に
何
を
す
る
か
予
想
が
つ
か
ず
、
数
多
の
分
野
を
駆
け
抜
け
た
源
内
の
活
動
は
、
全
て
た
っ
た
一
つ
の
「
理
由
」
に
収
束
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
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で
は
彼
は
何
を
目
指
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
何
を
思
い
、
何
を
目
標
に
掲
げ
て
人
生
を
駆
け
抜
け
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
全
て
の

活
動
の
結
果
と
意
味
が
収
束
し
終
息
す
る
終
着
点
と
は
一
体
何
処
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
「
平
賀
源
内
」
と
は
何
者
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

様
々
な
肩
書
き
を
持
っ
て
い
た
平
賀
源
内
で
あ
る
が
、
彼
自
身
は
自
分
を
何
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
全
国
の
動

植
鉱
物
を
研
究
す
る
本
草
学
者
で
あ
る
。

彼
は
故
郷
の
讃
岐
で
儒
学
と
本
草
学
を
学
び
、
江
戸
に
出
て
き
て
か
ら
も
田
村
藍
水
と
い
う
本
草
学
者
に
弟
子
入
り
を
し
て
い
る
。
よ

っ
て
彼
が
幼
い
頃
か
ら
学
び
続
け
て
い
る
本
草
学
こ
そ
、
彼
の
人
格
と
人
生
を
形
成
し
構
築
す
る
最
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
こ
で
、
本
論
文
で
は
「
本
草
学
者
で
あ
る
平
賀
源
内
」
を
第
一
の
前
提
と
す
る
。
そ
し
て
彼
の
本
質
に
切
り
込
む
こ
と
で
、
彼
の
多
面

的
な
人
間
性
と
行
動
が
収
束
さ
れ
る
た
っ
た
一
つ
の
「
理
由
」
の
解
明
を
行
い
、
そ
し
て
中
期
か
ら
後
期
へ
と
至
る
日
本
国
に
ど
の
よ
う

な
影
響
を
与
え
た
か
を
考
察
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

一
　
カ
ミ
サ
マ
に
な
り
た
か
っ
た
ヒ
ト

ま
ず
一
七
六
三
（
宝
暦
一
三
）
年
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
彼
の
著
作
で
あ
る
『
風
流
志
道
軒
伝
』
に
注
目
す
る
。
こ
れ
は
本
草
学
と
は

全
く
関
係
の
無
い
談
議
本
で
あ
る
。
何
故
こ
の
物
語
を
取
り
上
げ
る
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
物
語
で
は
主
役
で
あ
る
深
井
浅
之
進
が
江
戸

を
出
発
し
日
本
全
国
を
行
脚
し
た
末
に
海
外
に
飛
び
出
す
と
い
う
非
常
に
グ
ロ
ー
バ
ル
な
展
開
を
見
せ
る
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
源
内
の
文
体
で
は
地
名
や
国
名
な
ど
、
特
定
条
件
に
そ
っ
た
単
語
ら
が
修
飾
語
に
飾
ら
れ
る
こ
と
な
く
勢
い
よ
く
列
挙
さ
れ
て

本草学者平賀源内が創成したものは何か
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い
く
「
尽
く
し
」
の
手
法
が
よ
く
取
ら
れ
て
い
る
。『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
も
こ
の
息
も
吐
く
間
も
な
く
「
も
の
」
の
名
前
が
押
し
寄
せ

て
く
る
手
法
、
言
い
換
え
れ
ば
右
足
が
落
ち
る
前
に
左
足
を
出
し
て
空
を
飛
ぼ
う
と
す
る
よ
う
な
ス
ピ
ー
ド
感
の
あ
る
執
筆
方
法
に
よ
っ

て
日
本
か
ら
外
国
へ
と
浅
之
進
は
飛
び
出
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
空
さ
え
飛
ん
で
し
ま
う
ス
ピ
ー
ド
感
と
後
か
ら
後
へ
と
押
し
寄
せ
て
く

る
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る
物
語
は
、
肉
体
的
な
躍
動
感
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
江
戸
や
讃
岐
の
み
な
ら
ず
長
崎
や
紀
州
、

秋
田
に
ま
で
足
を
伸
ば
し
た
源
内
の
行
動
の
具
現
化
と
も
い
え
る
。よ
っ
て
こ
の
物
語
は
最
も
彼
自
身
の
思
想
が
強
く
反
映
さ
れ
て
お
り
、

ま
た
彼
の
願
望
も
共
に
込
め
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

物
語
の
主
役
で
あ
る
浅
之
進
の
出
生
は
、
金
色
の
松
茸
が
臍
に
入
っ
て
く
る
夢
を
母
親
が
見
た
こ
と
に
端
を
発
す
る
。
こ
れ
が
仏
陀
を

モ
チ
ー
フ
に
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
仏
教
の
祖
の
誕
生
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
、
源
内
は
男
根
の
象
徴
で
あ
る
松
茸
で
笑
い
飛
ば
し
て
い

る
。
そ
し
て
母
親
の
懐
胎
場
所
は
浅
草
観
音
の
御
許
で
あ
り
、
こ
こ
で
も
神
が
顔
を
赤
ら
め
る
事
な
く
母
親
に
男
根
を
賜
っ
て
い
る
。

こ
う
し
て
神
を
俗
化
さ
せ
る
一
方
で
、
源
内
は
人
間
で
あ
る
己
を
神
へ
と
昇
華
さ
せ
て
い
る
の
だ
。
浅
之
進
の
前
に
現
れ
る
風
来
山
人

の
風
体
は
、
百
草
を
嘗
め
て
効
能
を
確
か
め
、
人
々
に
医
療
と
農
耕
の
術
を
教
え
た
医
薬
と
農
業
を
司
る
神
で
あ
る
神
農
と
酷
似
し
て
い

る
。
そ
し
て
そ
の
神
農
に
酷
似
し
た
風
来
山
人
は
平
賀
源
内
自
身
で
あ
る
と
、
作
者
で
あ
る
源
内
は
非
常
に
分
か
り
や
す
く
描
写
し
て
い

る
の
だ
。

つ
ま
り
平
賀
源
内
は
神
農
に
自
ら
を
投
影
し
て
い
る
。
人
間
で
あ
る
己
を
神
で
あ
る
神
農
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。
神
を
俗
世
間
に
引
き

摺
り
下
ろ
し
た
上
で
人
間
で
あ
る
己
を
伸
し
上
が
ら
せ
た
の
は
、
源
内
の
傲
慢
さ
が
現
れ
た
だ
け
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
仏
陀
の
誕
生

エ
ピ
ソ
ー
ド
を
浅
草
観
音
と
い
う
身
近
な
神
格
に
置
き
換
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、恐
ら
く
彼
に
と
っ
て
神
は
カ
ミ
と
い
う
種
族
で
あ
っ
て
、

非
常
に
人
間
と
近
し
い
位
置
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
源
内
に
と
っ
て
神
は
こ
の
世
界
上
に
存
在
す
る
種
の
一
つ
で
あ
っ

国際日本学論叢
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た
。
だ
が
人
間
と
近
し
い
場
所
に
い
る
と
い
っ
て
も
、
神
通
力
を
持
ち
、
人
に
命
令
を
与
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、
人
よ
り
は
高
位
の
存
在
で

あ
る
。

こ
こ
か
ら
私
は
神
を
カ
ミ
と
片
仮
名
表
記
に
す
る
。
そ
れ
は
人
間
の
生
物
和
名
が
「
ヒ
ト
」
で
あ
る
の
と
同
じ
理
由
か
ら
で
あ
る
。
源

内
は
決
し
てG

od
の
よ
う
な
支
配
者
と
し
て
の
神
に
な
り
た
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
だ
。

神
農
は
中
国
の
皇
帝
の
一
人
で
あ
る
。
ヒ
ト
で
あ
っ
た
生
命
が
カ
ミ
へ
と
昇
華
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
過
去
の
事
実
に
源
内
は
憧
れ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
ヒ
ト
が
カ
ミ
に
な
る
」
と
い
う
発
想
や
憧
憬
は
風
来
山
人
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
設
定
に
し
っ
か
り
と
注
ぎ
込
ま

れ
て
い
る
の
だ
。
風
来
山
人
が
元
々
ヒ
ト
で
あ
る
こ
と
は
浅
之
進
に
自
身
の
身
の
上
を
語
っ
た
台
詞
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

我
は
其
昔
元
暦
年
中
の
生
れ
に
し
て
、
源
平
の
戦
な
ん
ど
は
稚
心
の
耳
に
残
、
…
…
（
中
略
）
…
…
我
も
そ
れ
よ
り
世
を
遁
、
山

林
に
隠
、
木
の
実
を
食
し
て
餓
を
し
の
ぎ
け
る
が
、
い
つ
と
な
く
仙
術
を
得
て
、
飛
行
自
在
の
身
と
な
り
、
風
に
任
せ
る
か
ら
だ
な

れ
ば
、
自
風
来
仙
人
と
号
し
て
五
百
余
年
の
星
霜
を
経
た
り
（
２
）
。

こ
う
し
て
人
と
し
て
生
ま
れ
、
山
林
に
隠
れ
て
木
の
実
を
食
べ
て
飢
え
を
凌
い
で
い
る
う
ち
に
、
い
つ
し
か
風
来
山
人
は
仙
術
を
身
に

つ
け
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
こ
の
記
述
か
ら
風
来
山
人
の
カ
ミ
と
し
て
の
能
力
は
「
風
に
乗
る
こ
と
」
だ
と
明
ら
か
に
な
る
。
よ
っ

て
風
来
山
人
に
自
ら
を
投
影
し
て
い
た
源
内
は
人
で
あ
り
な
が
ら
カ
ミ
と
な
り
空
を
飛
ぶ
力
を
欲
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

で
は
何
故
、
平
賀
源
内
は
自
身
を
神
格
に
見
立
て
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
の
見
立
て
ら
れ
た
相
手
は
神
農
と
い
う
本
草
を
司
る
カ

ミ
で
あ
る
。
東
都
薬
品
会
と
い
う
本
草
を
含
ん
だ
全
国
の
物
産
の
博
覧
会
を
開
催
し
、
既
に
本
草
学
者
と
し
て
広
く
名
を
馳
せ
て
い
た
彼
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が
本
草
の
カ
ミ
に
自
ら
を
な
ぞ
ら
え
た
理
由
を
探
る
た
め
に
は
、
中
国
を
起
源
と
し
、
日
本
に
渡
っ
て
き
た
本
草
学
の
歴
史
と
、
本
草
学

者
と
し
て
活
躍
し
た
平
賀
源
内
の
姿
を
探
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
本
草
学
の
歩
み

本
草
学
に
つ
い
て
書
か
れ
た
最
古
の
書
は
、
後
漢
の
時
代
に
成
立
し
た
『
神
農
本
草
経
』
で
あ
る
。『
神
農
本
草
経
』
で
は
物
産
を
玉

石
、
草
木
、
虫
獣
、
果
、
菜
、
米
食
の
何
れ
か
の
項
目
に
ま
ず
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
は
人
間
を
基
準
と
し
な
い
自
然
分
類
で
あ
る
。
そ

の
自
然
分
類
を
経
た
後
に
、
各
々
の
毒
性
に
応
じ
て
物
産
を
上
薬
、
中
薬
、
下
薬
の
三
類
に
分
類
し
て
い
る
。
こ
れ
を
三
品
分
類
と
呼
ぶ
。

そ
の
後
の
中
国
で
は
、『
神
農
本
草
経
』
の
誤
り
を
正
そ
う
と
す
る
意
識
の
下
で
李
時
珍
に
よ
る
『
本
草
綱
目
』
が
一
五
九
三
年
頃
に

成
る
。
上
薬
、
中
薬
、
下
薬
の
定
義
は
変
化
を
遂
げ
、
物
産
の
毒
性
で
は
な
く
品
質
を
分
類
す
る
指
標
と
な
っ
た
。
こ
こ
で
注
目
す
る
べ

き
は
、
本
草
学
は
伝
統
を
頑
な
に
守
ろ
う
と
は
し
な
い
学
問
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
分
類
の
定
義
す
ら
変
更
し
て
し
ま
う
柔
軟
な
思
考

形
態
が
許
さ
れ
て
享
受
さ
れ
る
学
問
な
の
で
あ
る
。
ま
た
自
然
分
類
に
よ
る
分
類
項
目
も
『
神
農
本
草
経
』
以
来
固
定
さ
れ
て
受
け
継
が

れ
て
い
た
の
で
は
な
く
、
細
分
化
且
つ
複
雑
化
さ
れ
て
発
展
し
て
き
て
い
た
。
本
草
学
は
伝
統
に
固
執
し
な
い
。
そ
し
て
固
定
さ
れ
た
分

類
方
法
や
定
義
の
枠
の
中
で
成
長
を
遂
げ
る
学
問
で
も
な
い
。
即
ち
常
に
均
質
性
と
同
調
が
望
ま
れ
て
い
る
学
問
分
野
で
は
な
い
の
だ
。

そ
し
て
『
本
草
綱
目
』
で
は
物
産
は
、
水
、
火
、
土
、
金
石
、
草
、
穀
、
菜
、
果
、
木
、
服
器
、
虫
、
鱗
、
介
、
禽
、
獣
、
人
の
十
六
種

類
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
細
分
化
さ
れ
尽
し
た
項
目
の
中
に
は
「
人
」
の
項
目
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
神
農
本
草
経
』
に
は

無
か
っ
た
視
点
で
あ
る
。『
本
草
綱
目
』
で
は
本
草
学
的
世
界
観
に
基
づ
い
て
、「
人
間
」
を
他
の
事
物
と
同
等
に
扱
う
だ
け
で
は
な
く
、
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そ
の
存
在
を
客
観
的
に
見
つ
め
、
そ
し
て
冷
徹
に
「
も
の
」
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と
を
決
め
た
。
つ
ま
り
『
本
草
綱
目
』
は
、
人
と
そ
の

他
の
自
然
物
、
生
命
体
を
明
確
に
区
別
し
た
分
類
方
法
を
と
り
な
が
ら
、
人
間
も
本
草
学
書
に
取
り
込
む
べ
き
事
物
の
一
つ
で
あ
る
と
い

う
認
識
を
明
確
に
し
て
い
る
。

そ
し
て
人
間
の
手
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
技
術
品
で
あ
る
服
器
の
項
目
ま
で
取
り
込
ん
で
い
る
こ
と
か
ら
、
本
草
学
は
自
然
物
と
技

術
品
の
両
方
を
区
別
す
る
こ
と
無
く
、
こ
の
世
を
構
築
す
る
要
素
と
認
識
し
始
め
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
世
を
動
植
鉱
物
な
ど
の
生
命
体
や
物
質
と
共
に
人
間
を
包
含
し
た
巨
大
空
間
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
本
草
学
は
、
常
に
世
界
に

存
在
す
る
物
質
の
刺
激
を
受
け
て
い
く
学
問
で
あ
る
為
、
あ
る
時
に
は
基
本
的
土
台
す
ら
破
壊
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
人
と
物

と
の
関
わ
り
方
は
常
に
一
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
多
様
性
に
満
ち
て
い
る
の
だ
。
今
回
の
『
本
草
綱
目
』
で
は
三
品
分
類
法
の
定
義
を

変
更
す
る
こ
と
が
破
壊
行
為
で
あ
り
、
そ
し
て
新
た
な
本
草
学
の
再
構
築
手
段
で
あ
っ
た
。『
神
農
本
草
経
』
を
確
固
た
る
基
盤
と
し
、

旧
き
を
踏
襲
し
保
存
し
た
上
で
の
穏
や
か
な
成
長
発
展
で
は
な
く
、
破
壊
と
再
構
築
を
組
み
込
む
暴
力
的
創
造
性
を
本
草
学
は
認
め
て
い

る
。
こ
の
暴
力
性
と
柔
軟
性
を
孕
み
合
わ
せ
、
世
界
の
変
化
と
刺
激
に
合
わ
せ
て
常
に
再
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
本
草
学
の
創
造
性
が

『
本
草
綱
目
』
に
よ
っ
て
可
視
化
さ
れ
た
。

『
本
草
綱
目
』
は
『
神
農
本
草
経
』
へ
の
批
判
精
神
に
よ
っ
て
成
り
立
ち
、
世
界
的
な
本
草
学
書
と
な
っ
た
。
江
戸
時
代
の
日
本
で
も

『
本
草
綱
目
』
は
重
宝
さ
れ
て
い
た
が
、
一
七
〇
九
（
宝
永
六
）
年
に
儒
学
者
で
あ
り
本
草
学
者
で
も
あ
る
貝
原
益
軒
が
出
版
し
た
『
大

和
本
草
』
に
よ
っ
て
日
本
は
独
自
の
本
草
学
の
道
を
歩
み
だ
す
の
で
あ
る
。

貝
原
益
軒
は
『
大
和
本
草
』
の
中
で
『
本
草
綱
目
』
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
た
。
こ
れ
は
『
本
草
綱
目
』
に
従
属
し
て
い
た
江
戸
本
草

学
に
と
っ
て
画
期
的
な
出
来
事
で
あ
っ
た
。
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貝
原
益
軒
は
『
本
草
綱
目
』
を
盲
信
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
姿
勢
に
よ
り
、
自
ら
各
地
を
廻
り
、
実
際
の
動
植
鉱
物
を
自
身
の
五
感

で
確
か
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的
な
知
識
を
得
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。『
神
農
本
草
経
』
と
い
う
核
を
批
判
し
た
『
本
草
綱
目
』
は
世

界
に
名
だ
た
る
本
草
学
書
と
な
り
、
新
た
な
本
草
学
の
核
と
な
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
の
『
本
草
綱
目
』
は
再
び
進
歩
の
為
に
批
判
さ

れ
る
。
批
判
的
学
問
と
し
て
の
本
草
学
の
歴
史
と
姿
勢
は
源
内
が
生
ま
れ
る
以
前
の
日
本
に
も
伝
わ
り
、
芽
を
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
貝
原
益
軒
は
『
本
草
綱
目
』
を
盲
信
し
、
海
外
の
人
間
を
徒
に
博
学
だ
と
信
じ
て
い
る
日
本
人
や
外
国
崇
拝
の
風
潮
に
も
批
判

の
目
を
向
け
て
い
る
。
ま
た
益
軒
は
こ
う
も
書
い
て
い
る
。

…
…
（
中
略
）
…
…
此
学
を
為
る
人
は
博
学
該
洽
多
聞
多
見
闕
疑
始
…
…
（
以
下
略
（
３
）

）

つ
ま
り
本
草
学
を
学
ぶ
に
は
多
く
の
こ
と
を
聞
き
、
多
く
の
も
の
を
見
た
上
で
「
疑
う
」
こ
と
を
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
益
軒
は

言
っ
て
い
る
の
だ
。
疑
問
か
ら
始
ま
る
批
判
的
見
解
を
益
軒
が
重
要
視
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
こ
の
見
解
に
基
づ
い
て
、
益

軒
は
独
自
の
「
も
の
」
の
分
類
体
系
を
提
出
し
た
。『
本
草
綱
目
』
は
『
神
農
本
草
経
』
を
批
判
し
、
新
し
い
分
類
法
を
構
築
す
る
こ
と

で
誕
生
し
た
。
よ
っ
て
本
草
学
の
発
展
に
必
要
不
可
欠
で
あ
る
批
判
的
探
究
心
が
日
本
に
芽
生
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
独
自
の
本
草

学
が
誕
生
す
る
可
能
性
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
が
『
大
和
本
草
』
は
『
本
草
綱
目
』
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
知
識
を
全
て
破
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
草

学
は
伝
統
の
破
壊
と
批
判
精
神
に
よ
っ
て
成
長
し
て
い
く
が
、
全
面
的
な
否
定
と
排
除
は
行
わ
な
い
学
問
で
も
あ
る
の
だ
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
で
の
本
草
学
と
い
え
ば
、
治
療
効
果
が
期
待
で
き
る
薬
物
と
し
て
の
利
用
価
値
を
多
く
有
し
た
動
植
鉱
物
が
研
究
対
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象
と
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
が
、『
大
和
本
草
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
中
に
は
そ
う
し
た
利
用
価
値
は
少
な
い
で
あ
ろ
う
雑
草
類
も

多
く
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「

飯
（
水
に
浸
さ
れ
た
飯
）」
や
「
味
噌
」
と
い
っ
た
人
間
の
手
に
よ
る
加
工
食
品
ま
で
含
ま
れ

て
お
り
、
医
療
に
縛
ら
れ
な
い
新
た
な
本
草
学
の
姿
が
見
ら
れ
る
。
人
間
に
対
す
る
薬
理
的
作
用
に
拘
る
人
間
主
体
の
学
問
で
は
な
く
、
自

然
の
内
側
に
あ
る
対
象
物
を
あ
る
が
ま
ま
に
見
つ
め
る
対
象
物
主
体
の
博
物
学
的
視
野
が
『
大
和
本
草
』
に
は
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
草
学
は
複
数
の
分
野
を
寄
り
合
わ
せ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
学
問
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
草
学
の
研
究
方
法
や
、
本
草
学
書
の
収
載
品
の

記
述
法
な
ど
に
均
一
性
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
。
基
盤
と
な
る
分
類
方
法
さ
え
、
李
時
珍
や
貝
原
益
軒
に
よ
っ
て
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

そ
し
て
本
草
学
の
発
展
に
は
学
問
分
野
さ
え
超
え
た
多
角
的
な
切
り
口
と
視
点
を
駆
使
し
た
批
判
的
探
究
心
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
即
ち

本
草
学
と
は
二
種
以
上
の
分
野
を
掛
け
合
わ
せ
る
と
い
う
通
分
野
性
が
享
受
さ
れ
、
肉
体
と
好
奇
心
を
総
動
員
さ
せ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ

る
学
問
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

で
は
日
本
の
本
草
学
は
『
大
和
本
草
』
以
降
、
如
何
な
る
進
化
を
遂
げ
た
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
江
戸
本
草
学
の
道
程

『
本
草
綱
目
』
や
海
外
盲
信
思
考
に
真
っ
向
か
ら
異
議
を
唱
え
た
貝
原
益
軒
は
新
た
な
分
類
体
系
を
提
出
し
た
。
そ
の
分
類
法
に
は
新

し
く
薬
類
、
民
用
類
、
園
草
、
薬
木
類
、
園
木
、
小
鳥
、
家
禽
、
異
邦
禽
が
加
わ
っ
て
い
る
。
薬
や
民
用
な
ど
の
視
点
は
人
を
絶
対
的
な

基
準
と
し
て
お
り
、
自
然
分
類
と
は
馴
染
ま
な
い
。
こ
れ
は
極
め
て
実
情
を
反
映
し
た
分
類
法
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
純
粋
な
自
然
界
の
み

に
眼
を
向
け
な
い
益
軒
の
姿
勢
は
非
常
に
ロ
マ
ン
を
欠
い
た
シ
ビ
ア
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
実
情
」
を
見
つ
め
る
現
実
的
な
視
点
の
開
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発
こ
そ
が
日
本
の
本
草
学
を
作
り
上
げ
て
い
く
。

実
情
を
踏
ま
え
る
こ
と
を
重
視
す
る
本
草
学
は
、
直
接
的
有
用
性
が
求
め
ら
れ
る
薬
学
的
思
考
か
ら
離
れ
て
い
く
。
ま
ず
実
情
を
把
握

す
る
為
に
は
現
実
と
実
物
を
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
為
、
現
地
に
足
を
実
際
に
向
け
る
こ
と
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
う

し
て
常
に
移
動
し
な
が
ら
自
ら
の
五
感
を
使
う
と
い
う
活
動
的
な
学
問
へ
と
本
草
学
は
発
展
し
て
い
く
。
薬
理
作
用
や
用
法
な
ど
の
医
療

効
果
の
み
に
限
定
さ
れ
る
関
心
は
薄
れ
、
物
質
の
名
称
や
形
状
に
加
え
て
栽
培
方
法
な
ど
の
「
も
の
」
の
物
産
化
を
目
指
す
研
究
に
重
点

が
置
か
れ
て
い
っ
た
。
益
軒
の
五
感
を
活
用
し
た
方
法
論
は
本
草
学
を
身
体
的
な
活
動
性
の
あ
る
学
問
へ
と
変
え
、
そ
れ
は
「
も
の
」
の

増
産
化
な
ど
商
業
に
結
び
つ
く
可
能
性
を
孕
み
始
め
る
。
こ
の
可
能
性
は
、『
大
和
本
草
』
か
ら
時
を
経
た
八
代
将
軍
吉
宗
に
よ
る
殖
産

事
業
推
進
運
動
に
よ
っ
て
具
体
化
さ
れ
る
。
本
草
学
は
産
業
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
、
ま
た
商
品
流
通
を
思
想
で
は
な
く
物
質
に
よ
っ
て
現

実
的
に
解
決
す
る
手
段
の
中
心
的
な
担
い
手
と
な
っ
て
い
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
産
業
シ
ス
テ
ム
の
歯
車
と
な
っ
た
実
用
商
品
学
的
本
草
学
こ
そ
が
日
本
独
自
の
本
草
学
の
先
駆
け
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
実
用
性
に
重
心
が
お
か
れ
た
本
草
学
は
政
治
的
利
用
に
よ
っ
て
発
達
し
た
形
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
草
学
の
モ
デ
ル
の
一
つ
に

し
か
過
ぎ
な
い
。
本
草
学
は
暴
力
的
創
造
性
を
享
受
す
る
学
問
で
あ
る
為
、
常
に
幾
つ
も
の
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
よ
っ
て

政
治
が
介
入
す
る
こ
と
な
く
、
純
粋
な
学
問
と
し
て
歩
ん
だ
も
う
一
つ
の
江
戸
本
草
学
の
姿
が
あ
る
筈
だ
。
そ
れ
を
次
節
で
考
察
し
て
い
く
。

四
　
宇
宙
の
理
を
求
め
る
学
問

『
大
和
本
草
』
の
出
現
は
日
本
の
本
草
学
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
そ
れ
は
『
本
草
綱
目
』
に
批
判
的
精
神
を
持
っ
て
立
ち
向
か
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っ
た
他
に
も
薬
学
的
視
点
か
ら
逃
れ
た
本
草
学
を
提
示
し
た
か
ら
で
あ
る
。
で
は
ど
の
よ
う
な
思
考
経
路
が
『
大
和
本
草
』
を
立
ち
上
げ
、

そ
し
て
後
世
に
受
け
継
が
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

『
大
和
本
草
』
巻
之
一
の
「
物
理
を
論
す
」
で
は
天
地
開
闢
の
頃
に
は
未
だ
人
類
は
誕
生
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
壮
大
な
視
点
か
ら

始
ま
っ
て
い
る
。
で
は
ど
の
よ
う
に
生
命
が
誕
生
し
た
か
と
い
う
と
、
人
間
も
含
ん
だ
万
物
は
す
べ
て
、
天
地
に
充
満
し
て
い
た
「
気
」

か
ら
発
生
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。天
地
と
い
う
広
大
な
世
界
の
中
に
他
存
在
と
同
じ
方
法
に
よ
っ
て
人
間
が
生
を
受
け
て
い
る
こ
と
か
ら
、

益
軒
は
人
間
を
絶
対
的
な
権
力
者
や
支
配
者
と
し
て
で
は
な
く
他
の
動
植
鉱
物
と
同
様
に
世
界
の
内
部
を
構
成
す
る
ピ
ー
ス
の
一
つ
と
し

て
捉
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
益
軒
の
壮
大
な
発
想
の
源
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
『
大
和
本
草
』
の
自
序
に
見
ら
れ
る
。

古
人
謂
有
「
宇
宙
内
事
皆
吾
カ
儒
分
内
ノ
事
ト
蓋
經
以
道
ヲ
載
セ
史
以
事
ヲ
記
ス
其
ノ
次
物
ヲ
集
ル
之
書
亦
可
不
（
４
）

」

「
古
人
が
言
う
事
に
は
、
宇
宙
の
理
を
知
る
た
め
に
は
「
道
」
の
事
を
記
し
た
経
書
、「
事
」
を
記
し
た
史
記
、
そ
し
て
「
物
」
を
集
め

た
本
草
が
無
い
と
い
け
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
宇
宙
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
た
。
こ
の
宇
宙
の
言
葉
の
前
に
は
「
天
地
の
道
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
人
類
が
誕
生
す
る

以
前
か
ら
存
在
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
全
て
の
無
機
物
有
機
物
を
分
け
隔
て
無
く
包
み
込
ん
で
い
る
無
限
の
世
界
空
間
の
こ
と
を
宇
宙
と

呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
宇
宙
の
理
」
に
相
当
す
る
言
葉
と
し
て
「
造
化
の
妙
」、「
天
地
の
間
の
理
」
と
い
う
言
葉
が
自
序
と
巻

之
一
に
は
複
数
回
登
場
す
る
。
ま
た
序
論
で
い
き
な
り
天
地
開
闢
の
話
題
を
出
す
な
ど
、
貝
原
益
軒
の
視
点
は
非
常
に
壮
大
で
あ
り
、
そ

の
興
味
は
天
地
に
存
在
す
る
万
物
全
て
の
姿
と
、
そ
の
「
理
」
に
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

本草学者平賀源内が創成したものは何か

二
九

Hosei University Repository



で
は
「
理
」
と
は
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
探
る
た
め
に
、「
物
理
を
論
す
」
の
内
容
を
探
っ
て
い
く
。
こ
こ
で
益
軒
の
言
う
「
物

理
」
と
い
う
の
は
現
代
の
物
理
学
の
こ
と
で
は
な
く
、「
物
の
理
」
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
益
軒
は
物
の
理
を
論
じ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
「
物
の
理
」
の
一
つ
と
し
て
、
益
軒
は
自
然
界
に
存
在
す
る
草
木
に
共
通
す
る
一
つ
の
法
則
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
を
現
代
語

訳
し
た
も
の
を
以
下
に
示
す
。

蔓
草
は
全
て
左
旋
で
あ
る
。
こ
れ
は
天
の
定
め
た
左
旋
の
法
則
に
順
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
左
か
ら
昇
っ
て
、
右
に
落
ち
る
こ
と

を
左
旋
と
い
う
。
天
道
は
左
旋
す
る
の
で
あ
る
。
日
や
月
、
星
も
全
て
同
じ
く
左
旋
す
る
。
人
は
北
を
後
ろ
に
し
、
南
に
向
か
え
ば
、

左
は
東
で
右
は
西
で
あ
る
。
天
を
行
く
日
や
月
の
道
程
は
、
全
て
東
か
ら
昇
り
、
西
へ
落
ち
る
。
こ
れ
は
左
旋
の
法
則
に
従
っ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
茶
臼
が
回
転
す
る
方
向
も
蔓
が
物
に
絡
み
つ
く
方
向
も
全
て
左
旋
で
あ
る
。
右
よ
り
昇
り
左
に
落
ち
る
は
右
旋
で
あ
り
、

逆
行
で
あ
る
。
茶
臼
が
回
る
方
向
も
、
蔓
が
纏
い
つ
く
の
も
、
全
て
右
旋
で
あ
る
と
い
う
言
う
人
が
い
る
が
、
そ
れ
は
間
違
い
で
あ

る
。
よ
く
考
え
ろ
。
人
の
力
を
以
っ
て
す
る
現
象
だ
け
で
は
な
く
、
天
の
気
と
茶
臼
と
蔓
草
の
回
転
を
ふ
ま
え
て
よ
く
考
え
て
み
ろ
（
５
）

。

以
上
の
事
か
ら
、
益
軒
は
自
然
界
に
存
在
す
る
左
旋
の
法
則
に
気
が
つ
い
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
分
を
取
り
巻
く

世
界
の
中
に
存
在
す
る
法
則
性
と
し
て
の
「
物
の
理
」
の
解
明
に
本
草
学
者
で
あ
る
益
軒
は
全
力
を
尽
く
し
、
ま
た
そ
れ
を
「
よ
く
考
え

て
み
ろ
」
と
推
奨
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
益
軒
の
目
は
最
早
、
本
草
を
薬
物
の
カ
テ
ゴ
リ
の
範
疇
の
み
で
は
見
て
い
な
い
。
人
体
に
対
し
て
「
効
く
」
か
「
効
か
な
い
」
か

を
益
軒
は
重
要
視
し
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
医
療
性
を
飛
び
越
え
た
先
に
あ
る
、
現
在
の
自
然
界
に
潜
む
動
植
鉱
物
そ
の
も
の
の
本
質
の
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解
明
に
益
軒
の
興
味
と
熱
意
は
向
け
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
こ
の
左
旋
の
法
則
を
益
軒
は
蔓
の
よ
う
な
植
物
の
み
に
限
定
し
て
語
る
の
で
は
な
く
、
茶
臼
の
よ
う
な
人
の
手
に
よ
っ
て
作
ら
れ

た
器
機
、
且
つ
星
や
月
と
い
っ
た
天
道
に
も
当
て
は
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
種
の
差
異
を
超
え
、
宇
宙
空
間
ま
で
含
め
た
天
地
の

万
物
の
相
同
性
と
、
そ
の
内
部
を
一
貫
す
る
存
在
の
法
則
性
に
視
線
を
向
け
、
そ
し
て
そ
れ
を
見
つ
け
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
星
や
月
と

茶
臼
な
ど
全
く
相
容
れ
な
い
も
の
た
ち
を
同
時
に
扱
う
こ
と
を
益
軒
は
全
く
恐
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
そ
の
中
に
同
じ
法
則
性
が
存
在
し
て

い
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
種
を
超
え
て
万
物
は
互
い
に
相
同
か
つ
相
似
関
係
に
あ
る
と
益
軒
は
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
こ
う
し
て
直
接
的
な
有
用
性
の
解
析
か
ら
離
れ
て
、
物
と
物
の
間
に
あ
る
複
雑
な
関
係
性
に
眼
を
向
け
る
博
物
学
的
方
法
論

が
江
戸
本
草
学
の
中
に
確
立
し
て
い
っ
た
。

自
然
の
中
に
あ
る
物
質
の
多
様
性
と
、
そ
の
多
様
性
を
貫
い
て
い
る
同
一
の
法
則
性
こ
そ
が
益
軒
が
追
い
求
め
、
語
っ
た
「
物
の
理
」

で
あ
り
、
そ
し
て
「
宇
宙
の
真
理
」
で
あ
っ
た
。

日
本
に
輸
入
さ
れ
た
本
草
学
は
「
人
間
も
含
め
た
無
限
の
世
界
空
間
の
中
に
一
貫
し
て
潜
み
、
世
界
を
世
界
た
ら
し
め
る
原
理
を
知
ろ

う
と
す
る
学
術
的
探
究
心
」
を
持
つ
学
問
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
草
学
は
批
判
的
探
求
心
に
乗
っ
取
っ
て
発
展
を
遂
げ
、
伝
統
の
破
壊
者
を
望
ん
で
い
る
学
問
分
野
で
あ
る
。
世
界
の
変
化
と
刺
激
に

合
わ
せ
て
常
に
再
構
築
が
求
め
ら
れ
て
い
る
学
問
が
本
草
学
な
の
だ
。
よ
っ
て
『
大
和
本
草
』
が
江
戸
の
新
し
い
本
草
学
の
先
駆
け
と
な

っ
た
の
は
間
違
い
無
い
が
、
さ
ら
に
そ
の
『
大
和
本
草
』
を
批
判
的
に
探
求
し
、
新
た
な
る
本
草
学
を
目
指
す
意
思
や
衝
動
が
「
本
草
学
」

に
は
必
要
と
な
っ
て
く
る
。『
大
和
本
草
』
以
降
の
平
賀
源
内
の
時
代
に
生
ま
れ
た
新
し
い
本
草
学
は
、
幕
府
が
目
指
し
た
殖
産
に
関
わ

っ
て
く
る
実
用
的
本
草
学
や
、「
も
の
」
を
蒐
集
し
、
世
界
の
原
理
を
追
究
す
る
こ
と
を
「
楽
し
む
」
遊
戯
的
本
草
学
で
あ
る
。
だ
が
そ

本草学者平賀源内が創成したものは何か
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れ
は
『
大
和
本
草
』
か
ら
な
だ
ら
か
な
成
長
を
遂
げ
た
末
の
本
草
学
の
姿
で
あ
り
、『
大
和
本
草
』
が
嘗
て
『
本
草
綱
目
』
を
真
っ
向
か

ら
批
判
し
、
斬
新
的
な
分
類
法
や
手
法
を
独
自
に
編
み
出
し
た
よ
う
な
暴
力
的
創
造
性
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
。『
大
和
本
草
』

以
降
の
江
戸
の
本
草
学
に
は
、
本
草
学
の
成
長
に
不
可
欠
な
批
判
的
探
求
心
や
、
そ
の
批
判
精
神
か
ら
更
な
る
本
草
学
を
誕
生
さ
せ
る
ほ

ど
の
衝
動
性
が
希
薄
に
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
『
大
和
本
草
』
が
目
指
し
て
い
た
「
宇
宙
の
理
」
を
知
る
と
い
う
思
想
的
本
質
を
見
失
い

か
け
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
大
和
本
草
』
は
日
本
に
と
っ
て
は
画
期
的
な
本
草
学
書
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
記
載
内
容
は

日
本
国
内
部
の
物
産
に
留
ま
る
も
の
で
あ
り
、『
本
草
綱
目
』
の
よ
う
に
世
界
的
学
問
書
と
な
り
う
る
物
で
は
な
か
っ
た
。

平
賀
源
内
に
と
っ
て
本
草
学
と
は
完
成
さ
れ
た
学
問
で
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
源
内
に
と
っ
て
本
草
学
は
未
分
化

の
状
態
で
あ
っ
た
。
こ
の
複
数
の
分
野
の
特
徴
が
入
り
混
じ
っ
た
混
沌
的
な
学
問
を
更
に
分
化
さ
せ
、
そ
し
て
誕
生
に
至
ら
せ
る
衝
動
を

源
内
は
欲
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

源
内
は
『
大
和
本
草
』
は
勿
論
、
当
時
の
世
界
的
本
草
学
書
で
あ
っ
た
『
本
草
綱
目
』
さ
え
乗
り
越
え
た
、
新
た
な
る
本
草
学
を
作
り

上
げ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
た
だ
の
本
草
学
で
は
な
く
、
世
界
に
名
を
轟
か
せ
る
本
草
学
で
あ
る
。

嘗
て
本
草
学
の
祖
で
あ
っ
た
『
神
農
本
草
経
』
を
批
判
的
に
見
つ
め
る
こ
と
で
生
ま
れ
、
本
草
学
書
第
一
の
座
を
奪
っ
た
新
生
本
草
学

『
本
草
綱
目
』
の
よ
う
に
、『
本
草
綱
目
』
を
過
去
の
も
の
と
す
る
本
草
学
書
を
源
内
は
作
り
あ
げ
た
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
本
草

学
の
創
成
を
彼
は
担
い
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
一
七
六
八
（
明
和
五
）
年
に
、
武
州
川
越
藩
の
儒
臣
に
当
て
て
書
か
れ
た
書
簡
で

知
る
こ
と
が
で
き
る
。
城
福
勇
氏
の
読
み
に
送
り
が
な
等
を
補
っ
て
引
用
す
る
。

然
れ
共
何
ぞ
二
テ
取
付
け
右
の
著
述
成
就
さ
へ
仕
り
候
得
バ
、
唐
、
紅
毛
へ
も
渡
り
、
肝
ヲ
潰
さ
せ
申
す
べ
く
候
存
念
二
御
座
候
（
６
）

。
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「
唐
、
紅
毛
へ
も
渡
り
、
肝
ヲ
潰
さ
せ
申
す
べ
く
」
か
ら
源
内
は
自
分
の
創
り
上
げ
た
本
草
学
が
世
界
に
旋
風
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
を

望
ん
で
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
つ
ま
り
新
た
な
本
草
学
の
祖
に
源
内
は
な
り
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
思
惑
や
夢

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
本
草
の
化
身
で
あ
る
神
農
に
自
ら
を
投
影
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

「
た
だ
の
ヒ
ト
が
カ
ミ
に
な
っ
た
」
と
い
う
事
実
に
憧
れ
、
本
草
学
の
祖
を
目
指
し
た
源
内
は
、
神
農
の
よ
う
な
本
草
学
の
カ
ミ
サ
マ

に
な
り
た
か
っ
た
ヒ
ト
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

で
は
彼
が
創
成
し
た
か
っ
た
の
は
本
草
学
と
い
う
学
問
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。

五
　
平
賀
源
内
の
見
る
夢

本
草
学
者
で
あ
る
平
賀
源
内
が
成
し
遂
げ
た
本
草
学
事
業
と
し
て
第
五
回
東
都
薬
品
会
を
主
催
し
た
こ
と
が
上
げ
ら
れ
る
。
で
は
源
内

は
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
こ
の
薬
品
会
を
主
催
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
開
催
の
半
年
前
に
全
国
に
配
ら
れ
た
引
札
で
あ
る
『
東
都
薬

品
会
趣
意
書
』
の
中
で
明
ら
か
に
な
る
。
そ
れ
を
現
代
語
に
要
約
し
た
も
の
を
記
し
な
が
ら
、
源
内
の
薬
品
会
に
込
め
た
想
い
を
ま
ず
解

明
す
る
。元

禄
中
、
稲
生
先
生
が
始
め
て
本
草
学
を
唱
え
た
。
そ
の
後
、
貝
原
先
生
や
松
岡
先
生
が
京
都
に
出
て
こ
の
学
問
を
海
内
（
日
本

国
内
）
で
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
著
さ
れ
た
書
物
は
と
て
も
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
舶
来
品
を
減
じ
、
国
産
の
も
の
を
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薬
用
と
し
て
使
う
こ
と
と
な
っ
た
。
だ
が
我
が
師
で
あ
る
田
村
藍
水
先
生
が
言
う
事
に
は
、
珍
器
や
異
品
は
神
区
奥
域
と
さ
れ
る
日

本
の
深
山
幽
谷
を
窮
め
な
け
れ
ば
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
本
草
学
が
世
で
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
、
深
く
勉
強
し
よ

う
と
す
る
者
が
い
な
い
為
、
ま
だ
ま
だ
日
本
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
産
物
が
あ
る
の
だ
。
こ
れ
ら
を
知
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
舶
来

品
を
待
つ
必
要
も
な
く
な
る
（
７
）
。

こ
こ
か
ら
は
本
草
学
に
よ
っ
て
自
国
の
物
質
の
有
益
性
を
高
め
、
舶
来
品
に
頼
る
こ
と
の
無
い
生
産
力
と
自
給
力
を
持
と
う
と
す
る
享

保
期
以
降
の
実
用
商
品
学
的
本
草
学
の
思
想
が
見
ら
れ
る
。

既
に
四
回
に
渡
り
薬
品
会
を
開
催
し
て
き
た
が
、
こ
れ
ま
で
知
ら
れ
ず
に
お
り
、
明
ら
か
に
出
来
た
物
品
は
僅
か
十
種
類
程
度
で

あ
る
。
ま
だ
ま
だ
宿
願
は
果
た
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
そ
の
為
、
来
年
の
夏
に
開
催
す
る
会
に
は
、
是
非
と
も
同
好
の
士

で
あ
る
諸
君
ら
の
在
所
の
産
物
及
び
所
蔵
す
る
も
の
を
無
名
の
も
の
で
あ
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
た
め
、送
っ
て
く
れ
る
こ
と
を
望
む
（
８
）

。

日
本
国
に
あ
る
が
未
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
珍
品
奇
物
の
類
を
知
り
た
い
と
す
る
源
内
の
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
で
は
外
国
に
頼
る
こ
と

の
無
い
暮
ら
し
を
目
指
し
た
国
産
力
の
増
強
だ
け
を
目
的
と
し
て
源
内
は
物
品
を
集
め
よ
う
と
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
は
、
中
国
や
阿
蘭

陀
の
本
草
学
書
に
出
て
く
る
も
の
の
多
く
は
、
日
本
の
各
地
に
眠
っ
て
い
る
物
産
で
事
足
り
る
と
述
べ
、
ど
ん
な
無
名
の
異
物
で
あ
っ
て

も
思
う
ま
ま
に
出
し
て
欲
し
い
と
何
度
も
遠
国
の
士
た
ち
に
出
品
を
募
る
。
こ
こ
か
ら
は
異
国
独
自
と
さ
れ
る
物
産
を
日
本
国
内
に
て
同

定
し
た
い
と
い
う
新
た
な
物
産
の
発
見
に
対
す
る
彼
の
熱
意
が
読
み
取
れ
る
。
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で
は
異
国
の
舶
来
品
を
待
つ
こ
と
な
く
、
日
本
国
の
物
産
の
み
で
国
力
の
増
強
を
図
る
方
法
を
追
求
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
異
国
の
物
産

を
知
る
方
法
は
ド
ド
ネ
ウ
ス
（R

em
b
ertu
s
D
od
on
aeu

）
の
『
本
草
書
』（
原
題：

C
ruydt-B

oec

）
な
ど
の
書
物
の
み
に
留
め
、
薬
品

会
の
出
展
品
は
国
内
の
種
の
み
に
限
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
こ
の
薬
品
会
に
出
品
さ
れ
た
物
産
を
解
説
し
た

『
物
類
品
隲
』
に
は
日
本
国
の
物
品
だ
け
で
は
な
く
、
中
国
や
西
洋
の
も
の
も
区
別
無
く
収
載
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
薬
品
会
と
は
、
日
本

国
の
生
産
力
や
利
潤
を
向
上
さ
せ
る
為
の
手
段
を
考
察
し
追
求
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
的
と
す
る
会
合
で
は
な
い
。
海
を
隔
て
た
異
国
と

日
本
の
深
山
幽
谷
を
窮
め
た
先
に
あ
る
未
知
な
る
「
も
の
」
へ
の
憧
憬
と
、
知
ら
れ
ざ
る
知
識
を
常
に
貪
欲
に
追
い
求
め
る
学
者
達
の
交

流
に
よ
っ
て
、「
も
の
」
が
持
つ
本
質
の
解
明
を
図
る
場
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
源
内
は
引
札
に
「
こ
れ
ま
で
日
本
国
内
で
知
ら
れ
ず
に
お
り
、
今
ま
で
に
明
ら
か
に
出
来
た
物
品
は
僅
か
十
種
類
程
度
で
あ
る
。

ま
だ
ま
だ
宿
願
は
果
た
し
き
れ
て
い
な
い
」
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
源
内
は
未
だ
ヒ
ト
に
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
山
海
に
埋
も
れ
て
眠
っ

て
い
る
「
も
の
」
の
姿
と
、
そ
の
「
も
の
」
が
持
つ
噂
話
や
伝
説
で
は
な
い
本
質
を
、
真
実
の
知
識
と
し
て
得
た
い
の
だ
。

源
内
は
未
知
な
る
も
の
の
「
発
見
」
と
「
解
明
」
を
楽
し
も
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
国
内
部
の
秘
境
だ
け
で
は
な
く
、
海
の

向
こ
う
の
国
の
中
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
誰
も
知
ら
な
い
「
も
の
」
達
の
姿
と
知
識
を
源
内
は
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
。

本
当
に
存
在
す
る
の
か
ど
う
か
も
分
か
ら
ず
、
確
認
す
ら
と
れ
て
い
な
い
、
何
で
出
来
て
い
る
の
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
深
山
幽
谷
の

「
も
の
」
た
ち
は
暗
黒
性
に
満
ち
た
仮
説
的
な
物
質
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
仮
説
性
を
打
ち
払
う
こ
と
を
源
内
は
誰
よ
り
も
望
ん
で
い
た
。
こ
の
情
熱
と
未
開
の
も
の
に
対
す
る
好
奇
心
の
強
さ
は
、

そ
れ
ま
で
の
本
草
学
者
達
の
追
随
を
許
さ
な
い
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
自
身
が
主
催
と
な
っ
た
第
五
回
薬
品
会
こ
と
「
東
都
薬
品
会
」
で
は
前

も
っ
て
全
国
に
引
札
を
配
布
し
、
会
に
出
席
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
遠
国
在
住
の
研
究
者
の
為
に
「
諸
国
産
物
取
次
所
」
ま
で
用
意
す
る
な

本草学者平賀源内が創成したものは何か
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ど
、「
東
都
薬
品
会
」
に
よ
り
多
く
の
物
産
を
集
め
る
た
め
の
宣
伝
と
工
夫
に
源
内
は
心
血
を
注
い
で
い
る
。
そ
の
甲
斐
あ
っ
て
そ
れ
ま

で
の
薬
品
会
で
の
出
品
数
が
二
百
前
後
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
東
都
薬
品
会
で
は
千
三
百
余
り
の
品
が
集
ま
っ
た
。
源
内
の
本
草
学
に

か
け
る
情
熱
は
、
本
草
学
に
興
味
の
あ
る
限
ら
れ
た
人
種
だ
け
だ
と
い
っ
て
も
全
国
の
民
衆
を
連
結
さ
せ
、
そ
れ
ま
で
の
薬
品
会
に
は
出

品
し
な
か
っ
た
人
間
た
ち
の
気
持
ち
さ
え
揺
り
動
か
し
、
行
動
さ
せ
る
ほ
ど
強
い
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
。

そ
し
て
源
内
の
熱
意
は
、「
出
品
す
る
物
産
は
無
名
の
も
の
で
も
か
ま
わ
な
い
」
と
言
い
切
る
ほ
ど
、
質
に
拘
る
事
無
く
兎
に
角
多
く

の
「
も
の
」
を
江
戸
に
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
注
が
れ
た
。
も
し
薬
品
会
が
日
本
国
の
益
の
向
上
の
み
を
考
え
る
集
会
で
あ
る
な
ら
ば
、
量

と
共
に
質
を
重
要
視
す
る
筈
で
あ
る
。
大
勢
の
人
間
の
興
味
を
引
き
、
大
多
数
の
人
間
と
「
も
の
」
を
一
堂
に
会
さ
せ
よ
う
と
い
う
源
内

の
意
欲
が
向
か
う
先
は
未
知
な
る
も
の
へ
の
探
究
心
で
あ
り
、
未
知
を
既
知
と
す
る
発
見
と
解
明
へ
の
希
望
で
あ
っ
た
。

全
五
回
の
薬
品
会
の
開
催
で
二
千
種
を
超
え
る
「
も
の
」
を
蒐
集
し
、
同
好
の
士
と
の
交
流
を
図
る
こ
と
で
未
知
な
る
も
の
の
発
見
と

解
明
を
行
お
う
と
す
る
源
内
が
望
ん
で
い
た
こ
と
は
、
仮
説
的
物
質
の
暗
黒
性
を
打
ち
払
い
、「
宇
宙
の
理
」
の
核
心
に
近
づ
く
こ
と
で
、

仮
説
が
存
在
し
な
い
「
世
界
」
の
「
世
界
」
た
る
本
来
の
姿
を
白
日
の
下
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
源
内
の
、
産
物
か
ら
「
世
界
」
を
探
ろ
う
と
す
る
情
熱
は
薬
品
会
か
ら
十
五
年
後
の
『
放
屁
論
後
編
』
の
追
記
に
書
か
れ

た
一
文
か
ら
伺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

又
造
化
の
理
を
知
ら
ん
が
為
産
物
に
心
を
尽
く
せ
ば
、
人
我
を
本
草
者
と
号
け
…
…
（
以
下
略
）
…
…
（
９
）

こ
こ
に
出
て
く
る
造
化
と
は
天
地
と
そ
の
間
に
存
在
す
る
万
物
、
す
な
わ
ち
森
羅
万
象
で
あ
り
「
宇
宙
」
を
さ
し
て
い
る
。
薬
品
会
か
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ら
十
五
年
経
っ
た
時
期
で
あ
っ
て
も
、
源
内
は
天
地
に
溢
れ
る
全
て
の
物
体
、
生
命
、
事
象
の
中
に
潜
む
原
理
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
無
限

の
空
間
と
し
て
の
世
界
を
飛
び
回
り
、
そ
れ
ら
を
形
作
る
原
理
と
真
理
の
本
髄
を
知
る
こ
と
に
情
熱
を
か
け
て
い
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に

「
宇
宙
の
理
」
を
探
ろ
う
と
す
る
本
草
学
の
真
髄
で
あ
り
、
本
草
学
者
の
宿
命
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。

源
内
は
そ
の
「
宇
宙
の
理
」
を
知
る
第
一
歩
と
し
て
未
開
の
地
か
ら
未
知
な
る
物
産
を
集
め
る
薬
品
会
を
開
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

れ
ま
で
の
薬
品
会
と
は
比
べ
物
に
な
ら
な
い
ほ
ど
多
数
の
物
産
が
集
う
空
間
を
見
て
、
源
内
は
ま
る
で
こ
の
世
の
全
て
が
集
ま
っ
た
よ
う

な
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

源
内
は
物
産
の
現
実
的
な
利
用
価
値
を
目
指
す
本
草
学
を
追
求
し
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
人
間
と
の
交
流
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
「
も
の
」

の
新
発
見
に
励
み
、
且
つ
「
世
界
」
を
「
世
界
」
た
ら
し
め
る
法
則
の
解
明
と
、
未
知
の
要
素
が
一
欠
け
ら
も
な
い
本
来
の
「
世
界
」
が

目
の
前
に
現
れ
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
一
五
年
後
の
著
作
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
そ
れ
は
源
内
の
生
涯
の
目
標
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
未
知
の
要
素
が
一
欠
け
ら
も
な
い
あ
る
が
ま
ま
の
「
世
界
」
の
姿
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
視
認
さ
れ
て
い
る
「
世

界
」
の
姿
を
変
革
す
る
こ
と
で
も
あ
り
、
そ
れ
は
新
た
な
常
識
を
持
っ
た
「
世
界
」
が
誕
生
す
る
と
い
う
事
で
あ
る
。
源
内
は
自
ら
の
手

に
よ
っ
て
「
世
界
の
変
革
の
末
の
誕
生
」
を
起
こ
す
こ
と
を
求
め
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
こ
と
を
源
内
自
身
は
『
放
屁
論
後
編
』
で
自
分
を
モ
デ
ル
に
と
っ
た
貧
家
銭
内
に
語
ら
せ
て
い
る
。

物
語
で
は
源
内
こ
と
銭
内
の
元
に
エ
レ
キ
テ
ル
の
構
造
に
つ
い
て
聞
き
に
き
た
儒
者
に
む
か
っ
て
銭
内
は
こ
う
言
う
。

さ
ら
ば
火
の
出
づ
る
根
元
を
お
目
に
か
け
ん
（
10
）
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そ
う
言
っ
て
彼
が
取
り
出
し
た
の
は
「
昔
語
花
咲
男
放
屁
論
」
と
い
う
小
冊
子
で
あ
る
。

で
は
「
昔
語
花
咲
男
放
屁
論
」
と
は
ど
の
よ
う
な
内
容
な
の
か
。
そ
れ
は
『
放
屁
論
後
編
』
の
タ
イ
ト
ル
に
も
な
り
、
江
戸
で
放
屁
芸

を
見
せ
て
い
た
放
屁
男
の
過
去
に
ま
つ
わ
る
物
語
で
あ
る
。

四
年
前
に
江
戸
で
名
を
馳
せ
た
放
屁
男
は
、
今
年
は
三
国
福
平
の
名
で
采
女
原
に
現
れ
た
。
放
屁
男
の
父
親
は
佐
次
兵
衛
と
い
う
名
の

猟
師
で
あ
っ
た
が
、
近
所
の
人
間
と
四
国
巡
礼
に
出
か
け
た
折
に
猪
や
猿
を
殺
し
た
報
い
を
受
け
て
生
き
な
が
ら
猿
と
な
っ
て
し
ま
っ
た

ら
し
い
。
共
に
出
か
け
た
近
所
の
人
間
は
、
猿
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
な
ら
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
見
捨
て
て
帰
っ
て
く
る
。
放
屁
男
は

悲
し
ん
だ
末
に
一
つ
の
結
論
を
出
し
た
。

…
…
（
中
略
）
…
…
せ
め
て
は
父
が
現
世
未
来
畜
生
道
の
苦
患
を
冤
る
為
に
と
て
、
一
切
経
を
供
養
せ
ん
と
て
思
ひ
立
ち
、
鳥
が

鳴
東
路
を
銭
が
な
く
な
く
た
ど
り
着
、
本
銭
の
入
ら
ぬ
金
も
う
け
を
工
夫
し
て
、
い
つ
と
な
く
屁
を
比
類
な
き
、
親
孝
行
の
奇
特
に

や
、
両
国
橋
の
屁
撒
と
江
戸
中
の
大
評
判
（
11
）
。

放
屁
男
が
江
戸
で
大
評
判
を
得
る
芸
を
身
に
付
け
た
の
に
は
こ
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
孝
行
息
子
の
放
屁
男
は

有
名
に
な
っ
た
。
放
屁
芸
の
創
始
者
と
な
っ
た
。「
銭
が
な
く
な
く
」
と
い
う
状
況
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
も
解
消
さ
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

め
で
た
し
め
で
た
し
で
あ
る
。
だ
が
物
語
は
終
ら
な
い
。
親
孝
行
な
放
屁
男
に
心
を
打
た
れ
た
人
々
が
現
れ
た
の
だ
。
そ
れ
は
猿
に
な
っ

た
佐
次
兵
衛
を
見
捨
て
た
近
所
の
人
間
で
あ
る
。
彼
ら
は
自
分
た
ち
も
佐
次
兵
衛
の
供
養
を
す
る
こ
と
に
し
た
。
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…
…
佐
二マ

マ

兵
衛
が
追
善
供
養
、
共
に
力
を
合
せ
ん
為
、
空
也
上
人
の
鉢
扣
、
茶
筅
賣
よ
り
思
ひ
付
、
哥
念
佛
を
趣
向
し
て
…
…

（
中
略
）
…
…
若
い
陀
佛
若
陀
と
賣
歩
行
、
大
評
判
に
預
り
し
も
、
皆
福
平
が
孝
行
の
な
す
所
、
古
今
に
ま
れ
な
る
屁
柄
者
（
12
）
。

一
人
の
工
夫
が
他
の
人
間
の
意
識
を
刺
激
し
、
新
た
な
る
芸
を
誕
生
さ
せ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
江
戸
と
い
う
世
界
を
湧
か
す
の
で
あ
る
。

放
屁
男
に
刺
激
を
受
け
た
近
所
の
人
間
は
放
屁
芸
を
真
似
す
る
の
で
は
な
く
、
空
也
上
人
の
鉢
扣
、
茶
筅
賣
と
い
っ
た
別
の
芸
能
か
ら
哥

念
佛
を
趣
向
し
て
い
る
。
放
屁
芸
と
い
う
一
つ
の
芸
が
創
成
さ
れ
た
こ
と
で
、
放
屁
芸
以
外
の
芸
能
分
野
で
も
変
革
と
創
成
が
行
わ
れ
て

い
く
。
そ
し
て
そ
れ
は
創
成
が
担
わ
れ
た
一
分
野
の
み
の
喜
び
で
終
る
の
で
は
な
く
、
世
界
全
体
の
意
識
ま
で
変
革
し
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
銭
内
が
語
っ
た
の
は
た
だ
の
放
屁
男
の
孝
行
話
で
は
な
い
。
こ
れ
は
一
つ
の
工
夫
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
発
明
の
結
果
が
他
分
野
の
活

性
化
ま
で
引
き
起
こ
す
と
い
う
刺
激
の
伝
導
の
物
語
で
あ
る
。
そ
し
て
「
も
の
」
の
本
質
を
追
求
す
る
好
奇
心
と
意
欲
、
且
つ
「
も
の
」

が
持
つ
有
益
性
の
更
な
る
向
上
を
模
索
す
る
思
考
も
伝
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
技
術
開
発
が
促
進
さ
れ
て
い
き
、
そ
の
末
に
起
こ
る
人
間

と
都
市
の
「
変
革
」
と
「
誕
生
」
を
源
内
は
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
源
内
は
、
自
分
の
「
工
夫
」
の
才
覚
が
引
き
金
と
な
り
、
世
界
が
新
生
さ
れ
る
未
来
を
夢
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
源
内
の

夢
が
、
放
屁
男
の
形
を
と
り
、
江
戸
と
い
う
読
み
手
に
と
っ
て
親
し
み
や
す
い
場
所
を
舞
台
に
し
て
語
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
更
に
銭

内
こ
と
源
内
は
「
さ
ら
ば
火
の
出
づ
る
根
元
を
お
目
に
か
け
ん
」
と
言
い
、
こ
の
放
屁
男
に
よ
る
世
界
の
変
革
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
た
の

だ
。
そ
し
て
後
の
エ
レ
テ
キ
ル
に
つ
い
て
語
る
部
分
で
、
彼
は
こ
う
も
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

天
地
の
間
に
火
程
尊
き
物
な
く
、
そ
の
火
の
道
理
を
目
前
に
喩
す
故
、
ゑ
れ
き
て
る
ほ
ど
尊
き
器
な
し
（
13
）
。
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天
地
の
間
に
火
以
上
に
尊
い
物
は
な
い
と
源
内
は
言
う
。
そ
の
火
の
更
に
「
根
元
」
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
『
放
屁
論
後
編
』

の
中
で
突
如
登
場
し
た
「
昔
語
花
咲
男
放
屁
論
」
は
源
内
の
最
も
深
い
部
分
が
語
ら
れ
た
物
語
で
あ
っ
た
。

自
ら
を
本
草
の
カ
ミ
に
見
立
て
た
源
内
の
思
惑
は
本
草
学
の
新
生
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
全
体
の
変
革
と
創
成
で
あ
っ
た
。
世
界
を
新

生
さ
せ
る
ほ
ど
の
変
革
を
行
う
と
い
う
こ
と
は
、
源
内
は
本
草
学
を
使
い
な
が
ら
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
切
り
込
ん
で
い
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
彼
の
多
面
性
の
本
質
を
解
き
明
か
す
鍵
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

火
浣
布
の
製
作
を
行
っ
た
の
は
、
伝
説
上
の
品
と
さ
れ
て
き
た
も
の
を
石
綿
か
ら
織
り
上
げ
る
こ
と
で
そ
の
実
在
性
を
明
ら
か
と
し
、

世
界
の
常
識
の
変
革
を
担
い
、
尚
且
つ
日
本
国
の
貿
易
商
品
と
す
る
為
で
あ
る
。
焼
物
や
毛
織
物
を
創
成
し
た
の
も
土
や
動
物
と
い
っ
た

本
草
学
分
野
の
探
究
と
共
に
、
従
来
の
産
業
技
術
の
向
上
方
法
を
追
求
し
独
自
の
品
の
開
発
を
行
う
こ
と
で
本
草
学
以
外
の
分
野
の
成
長

を
担
い
、
そ
し
て
貿
易
品
と
な
っ
て
世
界
中
に
流
通
し
た
末
に
は
世
界
を
わ
か
す
程
の
変
革
と
新
生
が
起
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
た
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
。
で
は
本
草
学
と
は
全
く
関
係
の
な
さ
そ
う
な
文
筆
業
は
何
故
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

彼
は
『
物
類
品
隲
』
や
『
火
浣
布
略
説
』
と
い
っ
た
学
問
書
で
あ
っ
て
も
登
場
人
物
を
揃
え
、
自
身
の
感
情
や
状
況
を
ふ
ん
だ
ん
に
取

り
入
れ
た
も
の
を
書
き
上
げ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
は
源
内
自
身
に
よ
る
源
内
の
伝
記
と
し
て
も
成
り
立
つ
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
即
ち
フ

ィ
ク
シ
ョ
ン
性
は
な
い
が
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
高
い
。
恐
ら
く
源
内
は
堅
苦
し
い
事
典
の
よ
う
な
学
問
書
で
は
な
く
、
有
識
人
で
な
い
人
間

た
ち
で
も
受
け
入
れ
や
す
く
親
し
み
や
す
い
「
読
み
物
」
と
し
て
の
本
草
学
書
を
目
指
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
初
め
て
の
物
語
で
あ
る

『
風
流
志
道
軒
伝
』
で
は
異
国
に
飛
び
立
ち
異
国
の
人
々
と
交
流
す
る
勇
気
を
描
き
、『
放
屁
論
後
編
』
で
は
自
分
の
夢
と
エ
レ
キ
テ
ル
や

羊
の
有
益
性
に
つ
い
て
訴
え
る
な
ど
、
源
内
は
「
物
語
」
を
媒
介
に
し
て
世
界
の
創
成
を
担
う
「
本
草
学
」
を
民
衆
に
伝
え
よ
う
と
し
て

い
る
。
戯
作
や
浄
瑠
璃
な
ど
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
の
高
い
作
品
を
書
い
た
の
は
、
資
金
繰
り
と
共
に
、
民
衆
に
伝
わ
り
や
す
い
遊
戯
性
の
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高
い
文
体
に
慣
れ
る
為
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
『
火
浣
布
説
』
や
『
日
本
創
製
寒
熱
昇
降
記
』
な
ど
自
分
が
作
り
上
げ
た
物
産
の
宣

伝
用
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
作
成
に
も
源
内
は
力
を
注
ぐ
。
自
分
の
「
本
草
学
」
を
他
者
に
売
り
込
む
為
の
努
力
も
怠
ら
な
い
。
よ
っ
て
源
内

に
と
っ
て
「
文
筆
業
」
と
は
、「
世
界
を
創
成
さ
せ
る
本
草
学
」
と
い
う
自
分
の
夢
を
民
衆
に
広
め
る
為
の
広
報
活
動
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。

お
わ
り
に

源
内
の
こ
う
し
た
活
動
は
結
局
実
を
結
ば
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
本
当
に
そ
う
だ
ろ
う
か
。

も
う
一
度
、
彼
が
主
催
し
た
東
都
薬
品
会
の
様
子
を
見
て
み
る
。
こ
の
海
や
山
を
越
え
て
出
品
者
を
募
っ
た
薬
品
会
は
た
だ
「
本
草
学

者
」
の
み
の
会
合
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。『
東
都
薬
品
会
趣
意
書
』
か
ら
見
る
に
世
話
人
と
し
て
名
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
人
間
は
植
木

屋
で
あ
る
。
ま
た
遠
国
在
住
の
人
間
の
為
に
指
定
さ
れ
た
産
物
取
次
所
は
薬
種
商
の
宅
で
あ
る
。
植
木
屋
や
薬
種
商
な
ど
一
般
民
衆
よ
り

は
物
産
に
対
す
る
心
得
は
あ
る
だ
ろ
う
が
名
の
知
れ
た
「
本
草
学
者
」
で
は
な
く
、
ま
た
学
者
を
生
業
と
し
て
い
る
人
間
で
も
な
い
。
即

ち
薬
品
会
は
学
者
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
市
井
で
実
生
活
の
一
部
と
し
て
物
産
を
使
用
す
る
人
々
に
ま
で
及
ぶ

も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
学
術
世
界
を
市
井
か
ら
隔
離
せ
ず
実
生
活
と
結
び
つ
か
せ
よ
う
と
す
る
本
草
学
の
オ
ー
プ
ン
な
姿
勢
が
見
ら
れ

る
。平

賀
源
内
が
提
案
し
、
主
催
す
る
に
ま
で
至
っ
た
薬
品
会
は
ま
さ
に
そ
れ
ま
で
の
「
国
家
の
益
を
模
索
」
し
、「
宇
宙
の
理
を
知
る
た

め
に
物
産
を
集
め
」、「
貴
賎
の
区
別
無
く
ヒ
ト
の
交
流
を
図
る
」
と
い
う
江
戸
本
草
学
の
特
殊
性
の
全
て
が
具
現
化
さ
れ
、
一
堂
に
会
す

本草学者平賀源内が創成したものは何か
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る
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
源
内
は
日
本
全
土
に
渡
る
本
草
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。

そ
し
て
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
源
内
を
中
心
と
し
、
本
草
学
の
分
野
の
み
に
留
ま
る
こ
と
の
な
い
発
展
を
遂
げ
る
の
で
あ
る
。
源
内
は

本
草
学
を
根
幹
と
し
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
学
問
分
野
の
変
革
の
末
に
世
界
の
新
生
を
担
い
た
い
人
間
で
あ
る
。
そ
の
為
に
医
者
、
画
家
、
作

家
と
い
っ
た
人
間
達
と
多
く
の
交
流
を
重
ね
た
。
そ
し
て
源
内
を
媒
介
に
し
て
学
問
を
超
え
た
交
流
を
知
識
人
た
ち
は
担
う
よ
う
に
な
っ

て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

で
は
本
草
学
を
中
心
と
し
な
が
ら
異
分
野
同
士
を
繋
ぎ
合
せ
て
増
築
を
繰
り
返
し
て
い
っ
た
で
あ
ろ
う
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
ど
の
よ
う
な

成
長
を
遂
げ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
サ
ロ
ン
」
の
出
現
で
あ
る
。
日
ご
と
明
ら
か
に
な
る
「
も
の
」
だ
け
で
は
な
く
、
未
知
な
る
も

の
へ
の
探
求
心
が
蓄
積
し
、
謎
の
解
明
を
図
る
意
欲
と
不
思
議
に
対
す
る
興
味
が
集
積
し
、
そ
の
募
り
募
っ
た
好
奇
心
を
使
役
し
て
「
も

の
」
自
体
の
本
質
に
迫
る
こ
と
を
楽
し
む
人
間
た
ち
が
一
人
の
家
に
集
ま
る
こ
と
で
知
を
ぶ
つ
け
あ
う
空
間
が
現
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

集
ま
る
「
家
」
に
は
全
国
津
々
浦
々
の
珍
し
い
物
産
が
所
狭
し
と
置
か
れ
て
い
た
。「
サ
ロ
ン
」
と
は
常
時
開
催
さ
れ
て
い
る
コ
ン
パ
ク

ト
な
薬
品
会
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
ん
な
小
さ
な
薬
品
会
が
日
本
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
出
来
て
お
り
、
そ
し
て
大
家
の
家
に
は
毎
日
違
う
人
間
が
全
国
か
ら
や
っ
て
き
た

よ
う
で
あ
る
。
本
草
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
は
縦
横
無
尽
に
日
本
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
連
結
は
非
常
に
強
固
で
あ
り
、
ス

ム
ー
ズ
且
つ
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
な
伝
達
が
行
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

源
内
の
死
か
ら
二
〇
年
ほ
ど
経
っ
た
あ
る
日
、
大
坂
の
サ
ロ
ン
の
中
心
に
い
た
木
村
蒹
葭
堂
の
元
に
江
戸
の
幕
臣
大
田
南
畝
が
尋
ね
て

き
た
。
源
内
と
も
親
交
の
あ
っ
た
南
畝
だ
が
、
本
草
学
者
で
は
な
い
。
幕
臣
且
つ
江
戸
で
名
を
馳
せ
る
戯
作
者
で
あ
り
狂
歌
師
で
あ
る
。
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文
芸
者
達
に
と
っ
て
も
本
草
学
は
身
近
な
存
在
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
蒹
葭
堂
へ
の
南
畝
の
質
問
内
容
は
、
本
草
に
関
す
る
知
識

の
み
な
ら
ず
、
外
交
や
貿
易
な
ど
の
対
外
国
政
策
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
た
だ
の
市
井
の
本
草
学
者
に
送
る
よ
う
な
質
問
で
は
な
い
と
思

わ
れ
る
が
、
蒹
葭
堂
は
適
切
な
返
事
を
南
畝
に
送
っ
た
。
当
時
の
本
草
学
者
は
た
と
え
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
っ
て
も
日
本
を
含
ん
だ
海
外
事

情
に
ま
で
興
味
を
示
し
、
精
通
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

蒹
葭
堂
と
南
畝
の
対
話
が
行
わ
れ
た
時
代
に
は
既
に
実
用
商
品
学
と
し
て
の
本
草
学
は
影
を
潜
め
て
い
た
。
本
草
学
は
「
も
の
」
の
知

識
に
純
粋
に
そ
し
て
デ
ィ
ー
プ
に
切
り
込
み
、
人
と
人
を
結
び
つ
け
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
要
と
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
本
草
に
特
化
さ
れ

た
専
門
的
な
閉
鎖
空
間
を
作
り
上
げ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
本
草
学
は
南
畝
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
狂
歌
や
文
学
は
勿
論
、
絵
画
や
茶

の
湯
と
い
う
日
本
芸
術
、
そ
し
て
異
国
文
化
や
日
本
と
の
交
易
と
い
っ
た
商
業
ル
ー
ト
に
関
わ
る
知
識
ま
で
包
含
し
た
ワ
ー
ル
ド
ワ
イ
ド

な
視
野
と
探
究
心
を
持
っ
た
学
者
達
を
根
幹
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
学
者
ら
を
中
心
と
し
て
十
八
世
紀
か
ら
十

九
世
紀
に
至
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
日
本
の
文
化
は
結
び
つ
き
、
相
互
補
完
と
刺
激
の
伝
導
を
繰
り
広
げ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
南
畝

と
蒹
葭
堂
の
対
話
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。
ま
た
幕
臣
で
あ
る
南
畝
が
対
外
政
策
に
つ
い
て
ま
で
蒹
葭
堂
に
尋
ね
て
い
る
こ
と
か
ら
為
政
者

ら
も
こ
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
利
用
し
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

源
内
死
後
の
本
草
学
は
ま
さ
し
く
源
内
の
望
ん
だ
多
角
的
視
野
と
異
分
野
を
包
含
し
統
括
す
る
学
問
と
な
り
、
そ
の
新
生
本
草
学
を
中

心
に
し
た
連
続
反
応
が
日
本
で
は
起
こ
っ
て
い
た
。

そ
し
て
日
本
の
中
心
と
な
る
学
問
を
究
め
る
本
草
学
者
の
元
に
は
、
江
戸
で
名
を
馳
せ
、
日
本
ど
こ
ろ
か
中
国
の
文
献
的
知
識
に
精
通

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
南
畝
ほ
ど
の
文
化
人
が
知
恵
を
借
り
に
や
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
本
草
学
者
の
そ
れ
も
大
家
と
な
れ
ば
連
続
の
要
と

な
る
人
間
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
複
雑
化
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
全
貌
を
知
り
尽
く
し
て
い
る
存
在
に
等
し
い
。
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こ
れ
は
今
で
い
うW

orld
W
id
e
W
eb

と
検
索
ツ
ー
ル
に
似
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。W

orld
W
id
e
W
eb

を
国
語
辞
典
で
調
べ
る
と

「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
複
数
の
独
立
し
た
情
報
を
変
更
す
る
こ
と
な
く
統
合
し
、
ハ
イ
パ
ー
テ
キ
ス
ト
と
し
て
提
供
す
る
シ
ス
テ
ム
」
と

い
っ
た
定
義
が
出
て
く
る
。
ま
さ
し
く
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
複
数
の
独
立
し
た
分
野
（
医
学
、
語
学
、
芸
術
な
ど
）
を
統
括
し
、

そ
れ
ら
の
知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
、
結
び
付
け
る
仕
組
み
を
持
っ
た
新
生
本
草
学
の
姿
に
合
致
す
る
。
ま
た
本
草
学
者
と
は
地
球
規
模

で
相
互
接
続
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
に
氾
濫
す
る
情
報
を
統
括
し
、
検
索
者
（
質
問
者
）
に
合
わ
せ
て
答
え
を
提
供
す
る
検
索
シ
ス
テ

ム
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
一
八
世
紀
か
ら
一
九
世
紀
の
日
本
で
は
機
能
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
し
て
生
身
の
人
間
で
あ
る
本
草
学
者
で
あ
る
以
上
、
検
索
者
と
の
相
互
作
用
が
発
生
す
る
。
機
械
の
よ
う
に
一
方
通
行
に
は
な
ら
な

い
為
、
本
草
学
者
も
検
索
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
更
に
知
識
を
つ
け
、
見
聞
を
深
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
海
外
事

情
ま
で
包
含
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
内
部
の
情
報
は
深
遠
性
を
増
し
、
正
確
性
を
高
め
、
膨
張
を
繰
り
返
し
て
い
く
。
よ
っ
て
「
成
長
す
る

生
体
的W

orld
W
ide
W
eb

」
こ
そ
が
江
戸
本
草
学
の
姿
で
あ
り
、
江
戸
を
中
心
と
し
た
文
化
が
花
開
い
た
十
八
世
紀
後
半
以
降
の
日
本

を
国
家
と
し
て
構
築
す
る
為
の
基
盤
だ
っ
た
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
木
村
蒹
葭
堂
の
よ
う
な
市
井
に
通
じ
た
本
草
学
の
大
家
の
内
側
に
は

世
界
に
通
じ
る
「
近
世
日
本
」
の
全
て
が
詰
ま
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
の
樹
木
図
の
よ
う
な
地
球
規
模
で
相
互
接
続
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
統
括
す
るW

orld
W
id
e
W
eb

の
シ
ス
テ
ム
を
誕
生
さ
せ
、

本
草
学
者
達
に
植
え
つ
け
た
の
は
源
内
で
あ
る
。
薬
品
会
に
よ
っ
て
本
草
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
作
り
上
げ
た
源
内
は
、
他
分
野
の
変
革
と

新
生
を
促
す
た
め
に
自
ら
異
分
野
に
切
り
込
ん
だ
。
源
内
の
試
み
は
本
草
学
を
幹
と
し
、
他
の
分
野
に
幹
か
ら
吸
い
上
げ
た
栄
養
を
与
え
、

成
長
さ
せ
、
樹
木
全
体
を
育
て
上
げ
る
こ
と
だ
。
そ
の
為
に
彼
は
日
本
国
内
で
本
草
学
を
中
心
に
医
学
、
語
学
、
絵
画
、
陶
芸
、
文
学
な

ど
の
異
分
野
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
外
国
と
日
本
の
差
異
と
相
同
性
に
眼
を
向
け
、
積
極
的
に
カ
ピ
タ
ン
と
の
交
流
を
図
り
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異
文
化
の
学
術
的
知
識
や
芸
術
技
法
を
研
究
し
習
得
し
た
。
つ
ま
り
源
内
自
身
が
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
す
る
複
数
の
独
立
し
た
分
野

を
統
括
し
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
相
互
に
関
連
付
け
、
結
び
付
け
る
仕
組
み
を
持
っ
た
」W

orld
W
ide
W
eb

そ
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

W
orld

W
ide
W
eb

で
あ
っ
た
源
内
の
目
指
し
た
新
生
本
草
学
と
は
、
自
分
の
活
動
即
ちW

orld
W
ide
W
eb

の
具
現
化
で
あ
っ
た
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
決
し
て
源
内
の
夢
想
で
潰
え
て
は
い
な
か
っ
た
。『
本
草
綱
目
』
や
『
本
草
綱
目
』
の
よ
う
な
画
期
的

な
本
草
学
書
は
出
な
か
っ
た
も
の
の
、
木
村
蒹
葭
堂
の
よ
う
な
本
草
学
者
達
に
よ
っ
て
培
わ
れ
、
受
け
継
が
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

W
orld

W
ide
W
eb

と
し
て
の
平
賀
源
内
は
、
地
球
規
模
で
相
互
接
続
さ
れ
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
即
ち
今
で
言
う
と
こ
ろ
の
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト
上
に
存
在
す
る
情
報
を
統
合
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
彼
の
死
後
は
彼
の
活
動
の
意
図
を
汲
み
取
り
、
海
外
の
事
情
に
ま
で
精
通

す
るW

orld
W
ide
W
eb

本
草
学
が
出
来
上
が
り
、
そ
れ
を
究
め
る
本
草
学
者
達
が
現
れ
た
。
そ
し
て
他
分
野
や
異
文
化
の
情
報
を
包
含

し
た
本
草
学
と
そ
の
知
識
を
引
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
本
草
学
者
達
は
近
世
日
本
国
を
構
築
す
る
重
要
な
土
台
と
な
っ
た
。

即
ち
平
賀
源
内
の
存
在
が
無
け
れ
ば
十
八
世
紀
後
半
以
降
の
日
本
国
の
発
展
と
構
築
は
無
か
っ
た
と
い
え
る
。

平
賀
源
内
と
はW

orld
W
ide
W
eb

と
し
て
新
た
な
価
値
体
系
を
持
っ
た
十
八
世
紀
日
本
国
の
基
盤
を
作
り
、
誕
生
さ
せ
た
人
間
で
あ

っ
た
。

彼
は
現
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
ツ
ー
ル
に
も
匹
敵
し
う
る
情
報
量
を
持
っ
た
本
草
学
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
生
み
出
し
、
江
戸
後
期
へ
と
至

る
日
本
と
世
界
を
繋
ぐW

orld
W
ide
W
eb

の
創
始
者
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本草学者平賀源内が創成したものは何か

四
五
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（
１
）

東
喜
望
　
一
九
八
〇
年
　
「
平
賀
源
内
の
戯
作
　
本
草
・
物
産
と
の
関
連
」『
白
梅
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
六
号
。

（
２
）

風
来
山
人
　
中
村
幸
彦
校
注
　
一
九
六
一
年
　
「
風
流
志
道
軒
伝
」『
風
来
山
人
集
』
岩
波
書
店
、
一
六
九
頁

（
３
）

貝
原
益
軒
　
『
大
和
本
草
』（
中
村
学
園
大
学
蔵
）http://w

w
w
.lib.nakam

ura-u.ac.jp/kaibara/yam
a/index.htm

（
二
〇
一
〇
年
二
月
一
三
日

閲
覧
）

三
十
五
頁
。

（
４
）

同
、
六
頁
。

（
５
）

同
、
四
十
四
頁
。

（
６
）

城
福
勇
　
一
九
七
六
年
　
『
平
賀
源
内
の
研
究
』

創
元
社
　
三
六
〇
頁
。

（
７
）

入
田
整
三
　
一
九
三
五
年
　
『
平
賀
源
内
全
集
』
下
巻
　
荻
原
星
文
館
　
一
五
〇
一
〜
一
五
〇
五
頁
。

（
８
）

同
上
。

（
９
）

風
来
山
人
（
中
村
幸
彦
校
注
）

一
九
六
一
年
「
放
屁
論
後
編
」『
風
来
山
人
集
』
岩
波
書
店
　
二
五
二
頁
。

（
10
）

同
、
二
四
四
頁
。

（
11
）

同
、
二
四
五
頁
。

（
12
）

同
、
二
四
六
頁
。

（
13
）

同
、
二
四
九
頁

参
考
文
献

東
喜
望
　
一
九
八
〇
年

「
平
賀
源
内
の
戯
作
　
本
草
・
物
産
と
の
関
連
」『
白
梅
学
園
短
期
大
学
紀
要
』
第
十
六
号

小
川
顕
道
・
宮
川
政
運
（
神
郡
周
校
註
）

一
九
八
一
年

『
塵
塚
談
俗
事
百
工
起
源
』

現
代
新
潮
社

石
田
秀
実
　
一
九
九
四
年

「
博
物
の
眼
と
臨
床
の
眼
」
『
物
の
イ
メ
ー
ジ
・
本
草
と
博
物
学
へ
の
招
待
』

朝
日
新
聞

入
田
整
三
　
一
九
三
五
年

『
平
賀
源
内
全
集
』

荻
原
星
文
館

上
野
益
三
　
一
九
八
八
年

「
博
物
学
者
平
賀
源
内
（
鳩
渓
）」
『
ユ
リ
イ
カ
』
第
二
十
巻
第
四
号
　
青
土
社

小
沢
弘
・
小
林
忠
　
二
〇
〇
六
年

『
活
気
に
あ
ふ
れ
た
江
戸
の
町

「
熈
代
勝
覧
」
の
世
界
』
小
学
館

大
石
学
　
一
九
九
五
年

『
吉
宗
と
享
保
の
改
革
』

東
京
堂
出
版

奥
村
正
二
　
二
〇
〇
三
年

『
平
賀
源
内
を
歩
く
』

岩
波
書
店
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貝
原
益
軒

『
大
和
本
草
』（
中
村
学
園
大
学
蔵
）http://w

w
w
.lib.nakam

ura-u.ac.jp/kaibara/yam
a/index.htm

（
二
〇
一
〇
年
二
月
一
三
日
閲
覧
）

笠
谷
和
比
古
　
一
九
九
四
年

「
新
井
白
石
と
徳
川
吉
宗
」
『
物
の
イ
メ
ー
ジ
・
本
草
と
博
物
学
へ
の
招
待
』

朝
日
新
聞

菊
池
勇
夫
　
二
〇
〇
三
年

『
飢
饉
か
ら
読
む
近
世
社
会
』

校
倉
書
房

城
福
勇
　
一
九
七
六
年

『
平
賀
源
内
の
研
究
』

創
元
社

杉
田
玄
白
（
片
桐
一
男
訳
註
）

二
〇
〇
〇
年

『
蘭
学
事
始
』

講
談
社

高
田
衛
　
一
九
八
八
年

「
遊
民
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
」
『
ユ
リ
イ
カ
』

第
二
十
巻
第
四
号
　
青
土
社

宋
應
星
撰
（
藪
内
清
訳
註
）
一
九
七
二
年

『
天
工
開
物
』

平
凡
社

竹
内
誠
　
二
〇
〇
五
年
『
江
戸
の
盛
り
場
・
考
―
浅
草
・
両
国
の
聖
と
俗
』

教
育
出
版

田
中
優
子
　
一
九
八
八
年

「
江
戸
・
情
報
セ
ン
タ
ー
の
「
工
夫
」
者
」
『
ユ
リ
イ
カ
』
第
二
十
巻
第
四
号
　
青
土
社

田
中
優
子
　
一
九
九
二
年

『
江
戸
の
想
像
力
』

筑
摩
書
房

田
中
優
子
　
二
〇
〇
五
年

『
江
戸
を
歩
く
』

集
英
社

寺
島
良
安
（
島
田
勇
雄
ほ
か
訳
注
）

一
九
八
六
年

『
和
漢
三
才
図
会
』

平
凡
社

土
井
康
弘
　
二
〇
〇
八
年

『
本
草
学
者
平
賀
源
内
』

講
談
社

西
山
松
之
助
　
一
九
八
七
年

『
江
戸
文
化
誌
』

岩
波
書
店

風
来
山
人
（
中
村
幸
彦
校
注
）

一
九
六
一
年

『
風
来
山
人
集
』

岩
波
書
店

日
野
龍
夫
　
二
〇
〇
二
年

「
平
賀
源
内
と
『
国
益
』」
『
江
戸
文
学
』
第
二
四
号
　
ぺ
り
か
ん
社

掘
切
直
人
　
二
〇
〇
五
年

『
浅
草
　
江
戸
明
治
篇
』

右
文
書
院

マ
エ
ス
、
ユ
ベ
ー
ル
　
山
下
真
由
美
訳
　
一
九
八
八
年

「『
風
流
志
道
軒
伝
』
と
江
戸
空
想
旅
行
譚
」
『
ユ
リ
イ
カ
』
第
二
十
巻
第
四
号
　
青
土
社

山
田
慶
兒
　
一
九
九
四
年

「
効
分
け
・
食
分
け
・
見
分
け
―
本
草
か
ら
博
物
学
へ
」
『
物
の
イ
メ
ー
ジ
・
本
草
と
博
物
学
へ
の
招
待
』

朝
日
新
聞

李
時
珍
（
鈴
木
眞
海
訳
、
白
井
光
太
郎
監
修
・
校
注
）

一
九
二
九
〜
一
九
三
四
年

『
重
訂
本
草
綱
目
』

春
陽
堂
書
店

本草学者平賀源内が創成したものは何か
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Hiraga Genai and his contribution to Japanese society and culture

KAWASAKI Eiko

Master’s Course, Major in Sociology at Graduate School of Institute of

International Japan-Studies, Hosei University

Abstract

In this paper we examined Hiraga Genai and his contribution to Japanese

society and culture. To this objective firstly identified Hiraga as the herbalist.

The herbalist was a kind of natural scientist originated China and they

exceeded a tradition. In Japan, Yamatohonzou was written by Kaibara Ekiken.

He made some highly critical remarks of “Hozoukoumoku”. At this point, we

could say that Hiraga wanted to publish his scientific book like that of Kaibara,

because Hiraga wanted to do the revolution and newborn of “World” including

the nation.

Since the herbalism is a kind of natural history and the essence of this study

contains a lot of fields, it was necessary for Hiraga to act widely. He made an

important base of Japanese society and culture in the 18th century, although

he could not achieve his plans. In other words, Hiraga created a kind of World

Wide Web of 18th century which was able to compete for the internet tools in

21st century and combine Japan with World.
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