
研

究

柴
田
収
蔵
の
蘭
学
修
業

︱
︱
﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄
に
見
る
伊
東
玄
朴
塾
︱
︱

吉

田

忠

佐
渡
出
身
の
柴
田
収
蔵
(一
八
二
〇
︱
一
八
五
九
)は
︑
蕃
書
調
所
出
役
の
地
図
製
作

者
・
地
理
学
者
と
し
て
知
ら
れ
る
蘭
学
者
で
あ
る
︒
だ
が
彼
は
︑
弘
化
年
間
お
よ
び
嘉

永
初
年
で
は
︑
郷
里
佐
渡
の
宿
根
木
に
お
け
る
開
業
医
で
あ
っ
た
︒
彼
が
医
師
を
志
し

た
の
は
天
保
一
四
年
︵
一
八
四
三
︶
七
月
の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
し
て
あ
ま
り
間
を
置
く

こ
と
な
く
医
学
修
業
に
旅
立
ち
︑
同
年
一
〇
月
九
日
に
江
戸
の
中
根
半
仙
︵
一
七
九
八

︱
一
八
四
九
︶
の
も
と
に
入
門
し
た
︒
実
は
江
戸
は
彼
に
と
っ
て
初
め
て
で
は
な
く
︑

四
年
前
の
天
保
一
〇
年
か
ら
一
二
年
七
月
ま
で
半
仙
か
ら
篆
刻
と
儒
学
を
学
ん
だ
経
験

が
あ
っ
た
︒
半
仙
は
篆
刻
で
名
を
な
し
て
い
た
が
︑
医
療
活
動
を
行
っ
て
い
た
と
は
聞

か
な
い
︒
事
実
︑
収
蔵
の
日
記
に
よ
れ
ば
︑
専
ら
﹃
医
方
大
成
論
﹄
を
受
講
す
る
に
と

ど
ま
っ
て
い
る
︒
お
そ
ら
く
︑
こ
れ
に
飽
き
た
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
︑
ま
た
医

学
の
新
知
識
を
求
め
た
の
で
あ
ろ
う
︑
彼
は
蘭
方
医
伊
東
玄
朴
︵
一
八
〇
〇
︱
一
八
七

一
︶
の
塾
に
翌
弘
化
元
年
︵
一
八
四
四
︶︵
同
二
年
の
可
能
性
の
指
摘
も
あ
る
︶
入
門
す

る
︒
そ
し
て
同
二
年
秋
江
戸
遊
学
を
終
え
︑
帰
郷
し
︑
宿
根
木
で
医
療
活
動
を
始
め
た

の
で
あ
っ
た
︒

四
年
余
医
療
に
従
事
し
た
後
︑
収
蔵
は
嘉
永
三
年
︵
一
八
五
〇
︶
春
再
び
江
戸
で
の

医
学
・
蘭
学
修
業
へ
と
出
発
す
る
︒
お
そ
ら
く
︑
前
回
の
玄
朴
塾
で
の
勉
学
は
長
く
と

も
二
年
弱
程
度
で
あ
り
︑
十
分
に
蘭
学
を
学
習
で
き
な
か
っ
た
ろ
う
こ
と
︑
ま
た
宿
根

木
と
い
う
小
世
界
か
ら
暫
し
離
れ
て
み
た
か
っ
た
の
が
理
由
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
結
局

そ
の
後
佐
渡
へ
戻
る
こ
と
な
く
︑
江
戸
で
没
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
が
︑
今
回
も
再
び

玄
朴
の
も
と
に
同
年
四
月
に
入
塾
し
た
︒
以
上
の
収
蔵
の
足
跡
は
主
に
彼
が
こ
ま
ご
ま

と
書
き
残
し
た
﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄︵
以
下
﹃
日
記
﹄
と
略
記
︶
に
よ
る
︒﹃
日
記
﹄
は

六
年
分
現
存
す
る
が
︑
彼
が
最
初
に
玄
朴
塾
で
学
ん
だ
弘
化
元
年
︑
二
年
の
も
の
は

残
っ
て
い
な
い
の
で
︑
彼
が
何
を
ど
の
よ
う
に
学
ん
だ
か
は
判
ら
な
い
︒
だ
が
嘉
永
三

年
一
年
分
︵
庚
戌
日
記
︶
と
安
政
三
年
︵
一
八
五
六
︶
九
月
か
ら
十
二
月
ま
で
の
四
か

月
分
︵
江
戸
日
記
︶
は
存
在
し
︑
収
蔵
の
江
戸
で
の
勉
学
︑
活
動
を
伝
え
て
く
れ
る
︒

彼
は
塾
に
住
み
込
ん
で
い
た
か
ら
︑
他
の
資
料
で
は
見
ら
れ
な
い
塾
生
の
生
活
や
行
動

が
︑
こ
の
﹃
日
記
﹄
か
ら
見
て
と
れ
る
︒
玄
朴
塾
の
具
体
相
は
金
武
良
哲
﹁
江
戸
日
記
﹂

を
除
い
て
は
︑
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
︒
む
ろ
ん
収
蔵
の
﹃
日
記
﹄
と
て
︑
あ
く
ま

で
も
彼
が
見
た
有
様
︑
彼
の
交
際
範
囲
内
の
記
録
で
あ
り
︑
ま
た
彼
が
書
き
記
さ
な

か
っ
た
事
柄
も
多
々
あ
っ
た
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
︒
こ
う
し
た
日
記
に
つ

き
も
の
の
制
約
は
あ
る
と
は
い
え
︑
以
下
で
は
﹃
日
記
﹄
に
よ
り
嘉
永
三
年
︑
安
政
三

年
末
の
玄
朴
塾
の
様
子
を
紹
介
し
た

(１
)い

︒

一
︑
入
塾

嘉
永
三
年
三
月
二
六
日
最
寄
の
港
小
木
を
出
帆
し
︑
無
事
出
雲
崎
へ
着
岸
︑
二
八
日

か
ら
陸
路
を
江
戸
へ
と
出
立
し
た
︒
そ
し
て
四
月
六
日
蔵
前
大
護
院
に
旅
装
を
解
い

柴田収蔵の蘭学修業
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た
︒
早
速
翌
七
日
︑﹁
伊
東
塾
へ
行
︑
旧
識
を
訪
ふ
︒
五
郎
川
才
八
は
池
田
洞
雲
と
改
名

し
︑
織
田
研
斎
在
塾
︑
然
れ
と
も
両
人
共
に
今
日
他
出
の
由
︑
田
上
⁝
出
て
対
ふ
︒
因

て
空
し
く
帰
る
︒﹂
期
待
し
て
出
か
け
た
で
あ
ろ
う
が
︑
前
回
江
戸
遊
学
で
知
己
と
な
っ

た
洞
雲
︑
研
斎
に
も
会
え
ず
︑
収
穫
な
く
こ
の
日
は
帰
っ
た
︒
因
み
に
そ
の
後
す
ぐ
︑

洞
雲
は
塾
頭
︑
田
上
宇
平
太
は
塾
監
と
定
め
ら
れ
て
い
る
︒
九
日
︑
再
度
訪
れ
た
が
洞

雲
は
今
日
も
不
在
︑
程
な
く
﹁
洞
雲
帰
り
対
面
︑
入
塾
の
事
を
請
ふ
︒
即
刻
諾
す
︒
池

田
洞
雲
取
次
し
て
伊
東
先
生
に
対
面
せ
し
む
︒﹂
そ
し
て
先
生
か
ら
﹁
旦
日
﹇
明
朝
﹈
早

速
に
入
塾
な
す
べ
し
﹂
と
言
わ
れ
た
︒
し
か
し
塾
に
引
っ
越
す
に
は
ま
だ
時
日
を
要
し

て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑
一
一
日
︑﹁
伊
東
へ
行
︑
池
田
洞
雲
に
請
ふ
て
塾
中
一
同
に
対
面

し
︑
入
塾
の
事
を
請
﹂
い
︑
上
村
周
聘
か
ら
﹁
塾
中
の
別
規
﹂
を
聞
き
︑
玄
朴
に
会
い

帰
る
︒
一
四
日
︑
伊
東
塾
へ
行
き
︑
周
聘
︑

庵
[原
栴
南
か
]︑
[井
出
]又
太
郎
等
を

助
け
て
丸
薬
を
作
る
︒
こ
の
日
︑
萩
原
広
斎
[丹
後
田
辺
]︑
手
島
蓼
川
に
会
う
と
と
も

に
︑
織
田
研
斎
[府
中
]︑
玄
圭
︑
水
町
玄
道
[肥
前
小
城
]と
久
闊
を
叙
し
︑
昔
話
に
時

を
費
や
し
て
い
る
︒
一
九
日
︑
入
塾
は
﹁
用
意
不
調
故
止
む
︒
諸
方
に
買
い
物
す
﹂
と

あ
る
か
ら
︑
引
越
し
の
準
備
に
手
間
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

い
よ
い
よ
翌
日
の
二
〇
日
に
引
越
し
と
な
っ
た
︒
そ
し
て
塾
監
田
上
に
よ
り
︑
収
蔵

の
席
を
指
定
さ
れ
︑
他
の
塾
生
と
対
面
︑
彼
ら
の
配
置
も
示
さ
れ
た
︒
当
時
在
塾
の
門

生
は
二
十
数
名
で
あ
っ

(２
)た

︒﹃
日
記
﹄
は
二
〇
日
の
﹁
付
り
﹂
と
し
て
︑﹁
此
節
塾
頭
池

田
洞
雲
︑
塾
監
田
上
宇
平
太
︑
助
教
伊
東
玄
桂
︑
知
事
浅
﹇
砂
﹈
沢
杏
雲
也
﹂
と
伊
東

塾
の
布
陣
を
示
し
︑﹁
此
名
目
は
七
︑
八
日
前
に
定
る
所
な
り
と
云
ふ
﹂
と
附
記
す
る
︒

因
み
に
助
教
伊
東
玄
桂
[圭
]に
つ
い
て
は
︑﹁
肥
前
伊
東
の
家
を
継
く
も
の
也
︒
当
時

奥
に
居
る
﹂
と
二
行
割
の
注
記
が
あ
る
︒

二
︑
受
読
と
会
読

蘭
学
塾
の
眼
目
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
習
得
で
あ
る
︒
そ
の
学
習
法
で
最
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
の
が
︑
福
沢
諭
吉
の
伝
え
る
適
塾
で
の
そ
れ
で
あ
る
︒
初
学
者
に
は
﹁
江
戸
で

翻
刻
に
な
っ
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
文
典
二
冊
﹂
の
う
ち
﹁
ま
ず
そ
の
ガ
ラ
ン
マ
チ
カ
を
教

え
︑
素
読
を
授
け
る
傍
ら
に
講
釈
を
も
し
て
聞
か
せ
る
︒﹂
こ
れ
を
読
了
す
る
と
﹁
セ
イ

ン
タ
キ
ス
﹂
を
教
え
︑﹁
ど
う
や
ら
こ
う
や
ら
二
冊
の
文
典
が
解
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

こ
ろ
で
会
読
を
さ
せ
る
﹂
の
で
あ
っ

(３
)た

︒
こ
の
後
福
沢
の
回
顧
は
有
名
な
ヅ
ー
フ
部
屋

の
記
述
へ
と
続
く
の
で
あ
る
が
︑
江
戸
で
翻
刻
に
な
っ
た
文
典
と
は
︑
箕
作
阮
甫
が
そ

れ
ぞ
れ
天
保
一
三
年
︵
一
八
四
二
︶
と
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶
に
翻
刻
し
た
﹃
和
蘭

文
典
前
篇
﹄
と
﹃
同
後
編
成
句
論
﹄
の
こ
と
で
あ
る
︒
各
原
本
の
表
題
が
G
ram
m
a-

tica,ofN
ederduitche
Spraakkunstと
Syntaxis,ofN
ederduitsche
W
oordvoeg-

ing
で
あ
っ
た
か
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
ガ
ラ
ン
マ
チ
カ
及
び
セ
イ
ン
タ
キ
ス
と
呼
ば
れ
た
の

で
あ
っ
た
︒
福
沢
の
適
塾
入
門
は
安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶
三
月
で
︑
収
蔵
が
玄
朴
に

入
門
し
た
嘉
永
三
年
︵
一
八
五
〇
︶
四
月
よ
り
五
年
ほ
ど
後
で
あ
る
が
︑
こ
の
頃
蘭
学

塾
で
は
こ
の
文
典
が
初
学
者
向
け
の
教
科
書
と
な
っ
て
い
た
︒
象
先
堂
に
学
ん
だ
金
武

良
哲
の
﹁
江
戸
日
記
﹂
に
よ
る
と
︑
天
保
一
一
年
七
月
に
は
︑
大
槻
俊
斎
の
も
と
で
ウ
ェ

イ
ラ
ン
ド
の
会
読
に
参
加
し
て
い
る
︒
一
一
月
に
は
﹁
箕
作
先
生
へ
マ
ー
ト
シ
カ
ッ
ペ

イ
受
取
ニ
行
ク
︒
先
生
留
守
﹂
と
あ
り
︑
一
三
日
か
ら
セ
イ
ン
タ
キ
ス
を
写
し
始
め
︑

一
六
日
に
写
し
終
っ
て
い
る
︒
こ
の
時
点
で
︑
収
蔵
が
受
読
し
た
よ
う
な
文
典
の
句
読

の
シ
ス
テ
ム
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
未
詳
だ
が
︑
文
典
が
教
科
書
と
し
て
重
要
視
さ
れ

て
い
た
こ
と
に
は
変
り
な

(４
)い

︒

と
こ
ろ
で
︑
嘉
永
元
年
の
﹃
日
記
﹄
に
一
度
だ
け
だ
が
﹁
夜
文
典
を
読
む
﹂
(4.27︶
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と
出
る
︒
こ
れ
は
前
回
︵
弘
化
元
年
︱
二
年
頃
︶
に
象
先
堂
で
学
ん
だ
時
に
使
っ
た
箕

作
翻
刻
の
文
典
前
編
を
持
ち
か
え
っ
た
も
の
と
見
て
差
し
支
え
な
か
ろ
う
︒
し
か
し
︑

収
蔵
の
オ
ラ
ン
ダ
語
読
解
力
は
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒
そ
こ
で
︑
あ
ら
た

め
て
﹁
ガ
ラ
ン
マ
チ
カ
﹂
の
句
読
を
受
け
た
の
で
あ
る
︒
象
先
堂
へ
引
っ
越
し
た
翌
々

日
に
は
﹁
ガ
ラ
ン
マ
チ
カ
を
玄
桂
に
句
読
を
請
ふ
﹂
(4.23︶
と
あ
る
︒
し
か
し
︑
ほ
ぼ

一
か
月
後
に
﹁
夜
文
典
を
復
す
﹂
(5.24︶
と
あ
る
以
外
は
︑
言
及
が
な
い
︒
句
読
の
師

は
玄
圭
で
あ
っ
た
が
︑
彼
は
玄
朴
の
姉
の
二
男
で
︑
天
保
七
年
八
歳
の
時
玄
朴
の
養
子

に
な
っ
た
と
い
う
︒
そ
し
て
弘
化
三
年
︵
一
八
四
六
︶
適
塾
に
入
門
し
て
い
る
︒
収
蔵

が
学
ん
だ
嘉
永
三
年
時
点
で
は
玄
圭
は
二
二
歳
と
若
い
︒
収
蔵
は
三
一
歳
で
か
な
り
年

上
で
あ
る
︒
玄
圭
は
玄
朴
に
鍛
え
ら
れ
て
い
た
ろ
う
し
︑
適
塾
に
学
ん
だ
か
ら
︑
若
い

と
は
い
え
︑
収
蔵
に
句
読
を
授
け
る
力
は
あ
っ
た
ろ

(５
)う

︒
そ
し
て
本
格
的
に
句
読
を
受

け
た
の
は
七
月
半
ば
か
ら
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
後
述
の
よ
う
に
︑
五
月
︑
六
月
は
医
書

チ
ッ
ト
マ
ン
の
受
講
に
忙
し
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒﹁
ガ
ラ
ン
マ
チ
カ
受
読
始
む
﹂
と

記
す
七
月
一
七
日
以
後
は
連
日
の
よ
う
に
﹁
受
読
﹂
し
て
い
る
︒
因
み
に
こ
の
日
か
ら

﹁
文
典
受
読
し
終
る
﹂
九
月
二
一
日
ま
で
は
六
四
日
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
五
〇
日
︵
約
七

八
％
︶
受
読
す
る
と
い
う
精
勤
ぶ
り
で
あ
る
︒
句
読
は
原
則
個
人
授
業
で
あ
っ
た
︒
だ

が
﹁
文
典
を
受
読
︒
玄
桂
︑
省
吾
よ
り
受
読
に
付
な
る
た
け
朝
早
く
来
る
べ
し
と
云
﹂

(8.18︶
と
注
意
を
受
け
て
い
る
︒
こ
れ
は
収
蔵
と
省
吾
の
二
人
が
い
っ
し
ょ
に
受
読

し
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
ろ
う
か
︒﹁
[島
田
]東
洋
予
に
先
っ
て
受
読
﹂
(8.21︶
と
あ

る
か
ら
︑
受
読
の
順
番
が
あ
っ
て
︑
玄
圭
は
責
任
者
と
し
て
︑
ま
た
省
吾
は
時
間
通
り

収
蔵
が
来
な
い
と
︑
自
分
の
番
が
遅
れ
て
困
る
と
文
句
を
言
っ
た
と
も
読
め
る
︒
ま
た

文
典
を
受
読
後
︑
同
日
に
﹁
文
典
復
す
﹂
と
記
す
日
が
何
日
か
あ
る
︒
復
習
を
し
た
の

で
あ
る
︒
ま
た
受
読
後
︑﹁
訳
す
﹂
と
書
く
日
も
あ
る
︒
こ
れ
は
﹁
文
典
之
例
に
訳
を
付

す
﹂
(8.8︶
と
あ
る
か
ら
︑
例
文
を
訳
し
た
の
で
あ
ろ

(６
)う

︒
受
読
は
九
月
二
一
日
に

終
っ
た
以
後
も
﹁
武
田
斐
三
郎
に
文
典
を
聞
く
﹂
日
が
二
日
(10.13,21︶
あ
る
︒﹃
日

記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
斐
三
郎
は
こ
の
年
の
六
月
一
三
日
に
入
門
︑
一
〇
月
三
日
に
入
塾
し

た
ば
か
り
で
あ
っ
た
︒

当
時
の
通
例
に
従
い
︑
次
の
課
程
﹁
セ
イ
ン
タ
キ
ス
﹂
に
進
ん
だ
︒
ま
だ
﹁
ガ
ラ
ン

マ
チ
カ
﹂
受
読
中
の
七
月
一
二
日
﹁
書
籍
方
[宮
田
]魯
斎
に
請
ふ
て
レ
ッ
レ
[テ
]ル
之

最
達
者
に
書
せ
し
セ
イ
ン
タ
キ
ス
を
借
る
﹂
と
︑
字
体
の
綺
麗
な
謄
写
本
を
借
用
し
て

い
る
︒
自
分
も
写
す
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
一
〇
月
二
九
日
に
は
﹁
岡

村
へ
行
︑
セ
イ
ン
タ
キ
ス
を
買
ふ
﹂
と
購
入
し
た
︒
箕
作
阮
甫
翻
刻
の
﹃
和
蘭
文
典
後

編
成
句
論
﹄
は
嘉
永
元
年
刊
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
こ
れ
を
入
手
し
た
の
で
あ
ろ
う
︒

テ
キ
ス
ト
が
手
に
入
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︑
翌
々
日
の
一
一
月
朔
日
玄
圭
に
受
読
を
請

う
た
︒
今
度
は
城
島
淡
堂
と
一
緒
で
︑﹁
午
後
よ
り
玄
桂
氏
に
請
ふ
て
セ
イ
ン
タ
キ
ス

之
読
を
受
く
︒
城
島
淡
堂
共
に
講
を
聞
く
﹂︵
11.1︶︒
こ
う
し
て
一
一
月
に
は
つ
ご
う

一
二
日
︑
一
二
月
は
六
日
受
読
し
て
い

(７
)る

︒
こ
こ
で
も
﹁
斐
三
郎
文
典
を
聴
く
﹂
(11.

20)︑﹁
武
田
に
文
典
之
講
を
聞
く
﹂
(12.21︶
と
受
講
し
た
︒

会
読
は
︑
福
沢
に
よ
れ
ば
適
塾
で
は
︑
一
〇
人
な
い
し
一
五
人
が
集
り
︑
会
頭
が
一

人
い
て
︑
皆
の
会
読
の
様
子
を
聞
き
︑
評
点
を
つ
け
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
︒
会
読

で
は
一
般
に
︑
参
加
者
は
身
分
︑
先
輩
後
輩
な
ど
の
関
係
に
か
か
わ
ら
ず
対
等
に
議
論

し
て
切
磋
琢
磨
し
︑
会
頭
は
レ
フ
リ
ー
の
立
場
に
立
つ
の
が
原
則
と
さ
れ

(８
)た

︒
収
蔵
が

文
典
の
会
読
を
記
述
し
始
め
る
の
は
八
月
三
日
で
あ
る
︒﹁
文
典
会
読
日
に
よ
っ
て
文

典
玄
桂
子
よ
り
之
受
読
休
み
︑
会
読
之
⁝
を
魯
斎
に
受
読
︒﹂
ま
た
﹁
文
典
会
日
に
付
魯

斎
よ
り
指
示
代
名
詞
及
関
係
代
名
詞
之
章
受
読
﹂
(8.8︶
と
記
す
が
︑
こ
れ
は
ガ
ラ
ン

マ
チ
カ
の
F
-5.
O
ver
de
aanw
ijzende
voornaam
w
oorden
(

111-117︶

é
ê
§
§

と
F
-6.
O
ver
de
betrekkelijke
voornaam
w
oorden
(

118-120︶
に
当
ろ

é
ê
§
§

う
︒
会
読
の
予
習
の
た
め
宮
田
魯
斎
か
ら
教
え
を
受
け
た
の
で
あ
る
︒
約
六
週
間
後
に

柴田収蔵の蘭学修業
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は
︑﹁
午
後
よ
り
会
席
に
出
る
︒
予
動
辞
種
類
之
条
三
[マ
マ

]百
二
十
四
章
よ
り
百
二
十

五
章
□
□
講
す
︒
会
夕
方
に
終
る
﹂
(9.24︶
と
あ
る
︒
こ
れ
は
C
-2.
Soorten
van

é
w
erkw
oorden
(

124-125︶
と
動
詞
の
種
類
を
扱
っ
た
二
章
を
指
す
︒

ê
§
§

会
読
と
い
う
と
黒
丸
︑
白
丸
と
評
点
を
つ
け
︑
成
績
の
順
位
を
つ
け
た
と
い
う
福
沢

の
適
塾
の
描
写
が
す
ぐ
に
思
い
出
さ
れ
る
が
︑﹃
日
記
﹄
で
も
席
次
が
つ
け
ら
れ
て
い

る
︒
す
な
わ
ち
﹁
各
位
之
席
を
定
む
︒
宮
田
魯
斎
[佐
賀
]
知
事
に
て
第
一
次
之
第
一

[高
畠
]五
郎
[徳
島
]︑
第
二
[上
村
]周
聘
[佐
賀
]︑
第
三
[鈴
木
]玄
昌
[相
州
]︑
第
四

[島
田
]東
洋
[西
肥
栄
城
藩
]︑
第
五
[森
村
]助
二
[次
]郎
[佐
倉
]︑
第
六
予
︑
第
七
[永

阪
]順
二
[尾
張
名
古
屋
]︑
第
八
玄
[元
]逸
[肥
前
多
久
]︑
第
九
[竹
越
]玄
通
[英
]︒
西

塾
第
壱
田
上
宇
平
太
塾
監
[萩
]︑
次
之
第
一
[久
池
井
]辰
吉
[武
雄
]︑
第
二
[大
宅
]弥

一
郎
[肥
州
武
陵
]︑
第
三
[鶴
]
蔵
六
[肥
前
多
久
]︑
第
四
[土
屋
]
得
所
[鯖
江
]﹂
(9.

17︶
と
あ
る
︒
順
位
の
決
め
方
の
具
体
的
な
記
述
は
な
い
︒
こ
の
順
次
は
当
然
な
が
ら

変
る
︒﹁
宇
平
太
が
指
図
に
て
席
を
五
番
遷
し
助
二
郎
[森
村
助
次
郎
︑
佐
倉
]七
番
の

席
に
移
り
︑
[青
木
]玄
礼
[多
摩
]六
番
に
居
る
﹂
(9.25)︑﹁
武
田
斐
三
郎
二
番
之
席
に

居
る
︒
依
而
転
席
し
て
六
番
之
席
に
移
る
﹂
(10.4︶
と
あ
る
︒
斐
三
郎
は
六
月
一
三
日

に
入
門
し
た
ば
か
り
で
あ
る
が
︑
す
で
に
適
塾
で
学
ん
で
い
た
の
で
︑
二
番
に
入
っ
た

の
は
語
学
の
力
が
か
な
り
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒
実
際
収
蔵
は
﹁
武
田
に
請
ふ
て
依

卜
加
得
氏
之
伝
を
受
読
﹂
(12.27)と
ヒ
ポ
ク
ラ
テ
ス
伝
の
読
解
を
斐
三
郎
か
ら
受
け

て
い
る
︒
会
読
は
輪
講
会
(9.13)︑
文
典
輪
講
(9.23;10.3,23)︑
文
典
会
(10.13︶

と
﹃
日
記
﹄
で
は
呼
ば
れ
て
い
る
︒
ま
た
﹁
第
二
番
の
䦰
に
当
る
﹂
(10.23︶
と
あ
る

か
ら
︑
輪
講
の
当
番
の
順
番
を
︑
毎
回
か
ど
う
か
は
こ
れ
だ
け
か
ら
は
判
ら
な
い
が
︑

く
じ
引
き
で
決
め
て
い
た
︒

安
政
三
年
末
と
も
な
る
と
︑
収
蔵
の
語
学
力
は
進
ん
だ
ら
し
い
︒﹁
受
読
﹂
は
見
ら
れ

ず
︑﹁
授
読
﹂
が
出
る
︒
教
え
る
側
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒
授
読
の
対
象
は
象
先
堂
の
塾

生
で
は
な
く
︑
赤
井
と
今
井
環
一
郎
で
あ
る
︒
こ
の
二
人
は
﹁
赤
井
主
人
及
今
井
講
武

場
へ
出
る
﹂
(11.1︶
と
か
﹁
赤
井
主
講
武
場
騎
射
の
教
授
官
を
命
せ
ら
る
と
云
ふ
﹂

(12.30︶
と
あ
る
か
ら
︑
講
武
所
勤
務
の
幕
臣
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

(９
)る

︒
そ
の
ほ
か

に
︑
文
典
を
佐
藤
革
蔵
に
講
じ
︵
9.18;10.12,18︶︑
ま
た
高
麗
房
二
郎
か
ら
﹁
文
典

の
受
講
を
請
﹂
わ
れ
て
い
る
︵
10.27)︒

以
上
は
オ
ラ
ン
ダ
語
文
法
の
学
習
で
あ
る
︒
ふ
つ
う
は
文
典
前
後
編
を
し
っ
か
り
収

め
て
か
ら
医
書
な
り
専
門
の
原
書
を
読
む
過
程
に
進
む
の
で
あ
ろ
う
が
︑
収
蔵
は
入
塾

し
て
四
日
後
に
は
も
う
玄
圭
に
﹁
チ
ッ
ト
マ
ン
異
性
焮
衝
の
条
句
読
を
請
ふ
﹂
(4.24︶

て
い
る
︒
入
塾
し
た
翌
日
に
塾
監
の
田
上
が
﹁
可
読
原
書
を
示
す
﹂
(4.21︶
と
あ
る
︒

こ
の
原
書
は
文
典
と
も
取
れ
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
文
典
は
箕
作
の
翻
刻
本
を
利
用

し
た
ろ
う
か
ら
︑
こ
こ
は
チ
ッ
ト
マ
ン
の
蘭
文
医
書
と
解
し
た
い
︒
こ
れ
は
ド
イ
ツ
人

医
師
チ
ッ
ト
マ
ン
︵
Johann
A
ugust
T
ittm
an
︶
の
外
科
教
科
書
の
蘭
訳
本
L
eer-

boek
der
H
eelkunde︵
A
m
sterdam
,1816,18192︵
増
補
版
︶,18273
︶
で
︑
箕
作
阮

甫
が
﹁
外
科
必
読
﹂
と
し
て
翻
訳
し
て
い

(
)る

︒
金
武
良
哲
の
頃
は
︑
玄
朴
宅
で
﹁
ブ
エ

10

ル
メ
ン
バ
ッ
フ
心
臓
之
生
力
ノ
勢
之
部
会
﹂︵
天
保
12.4.7︶
が
あ
っ
た
が
︑
ブ
ル
ー
メ

ン
バ
ッ
ハ
の
生
理
学
書
︵
Johan
F
riedrich
B
lum
enbach,G
rondbeginselen
der

natuurkunde
van
den
m
ensch,
A
m
sterdam
,1791︶
が
テ
キ
ス
ト
だ
っ
た
の
だ

ろ
う
︒
実
は
収
蔵
は
弘
化
三
年
佐
渡
に
あ
っ
て
︑
せ
っ
せ
と
阮
甫
訳
﹁
外
科
必
読
﹂
を

読
ん
だ
り
︑
見
た
り
し
︑
同
四
年
も
校
合
し
読
ん
で
い

(
)る

︒
こ
れ
は
収
蔵
が
前
回
の
玄

11

朴
塾
で
学
ん
だ
弘
化
元
︑
二
年
時
に
﹁
外
科
必
読
﹂
を
謄
写
し
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い

る
︒
し
た
が
っ
て
︑
チ
ッ
ト
マ
ン
外
科
書
は
収
蔵
に
と
っ
て
初
め
て
接
す
る
書
で
は
な

く
︑
十
分
そ
の
重
要
性
を
認
識
し
た
上
で
︑
今
回
は
そ
の
原
本
︵
第
何
版
か
は
不
明
︶

の
読
解
を
望
ん
だ
の
で
あ
ろ

(
)う

︒
12

収
蔵
の
チ
ッ
ト
マ
ン
受
講
は
︑
文
典
の
時
と
同
様
勤
勉
で
あ
る
︒﹁
受
読
﹂﹁
受
句
読
﹂
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と
記
す
日
は
︑
四
月
が
二
日
︑
五
月
は
連
日
の
よ
う
に
続
き
二
二
日
︑
六
月
は
一
一
日
︑

七
月
は
一
一
日
あ
り
︑
合
計
四
六
日
に
な
る
︒
こ
れ
は
︑
四
月
二
六
日
に
始
め
︑
七
月

一
二
日
に
終
る
句
読
の
全
期
間
六
八
日
の
六
七
・
六
％
︑
ほ
ぼ
三
分
の
二
に
当
る
︒
さ

ら
に
受
読
は
な
か
っ
た
が
︑
何
ら
か
の
意
味
で
チ
ッ
ト
マ
ン
に
触
れ
た
日
︵﹁
復
す
﹂
四

日
︑﹁
写
す
﹂
四
日
︑﹁
訳
を
つ
け
る
﹂
二
日
︑﹁
読
む
︑
見
る
﹂
三
日
︶
は
一
三
日
に
な

る
か
ら
︑
こ
れ
を
合
わ
せ
る
と
五
九
日
︵
八
六
・
八
％
︶
と
驚
く
べ
き
数
に
の
ぼ
る
︒

例
え
ば
一
週
間
に
日
曜
日
を
休
日
と
す
る
よ
り
も
ハ
イ
・
ペ
ー
ス
で
あ
る
こ
と
か
ら
も

想
像
で
き
よ
う
︒

チ
ッ
ト
マ
ン
の
ど
こ
を
収
蔵
は
読
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
︒
四
月
二
四
日
収
蔵
の
句
読
の

始
ま
り
は
﹁
異
性
焮
衝
の
条
﹂
か
ら
で
あ
っ
た
︒
約
一
か
月
後
の
五
月
二
七
日
に
は

﹁
チ
ッ
ト
マ
ン
ロ
ー
ス
之
条
よ
り
写
し
初
む
﹂
と
あ
り
︑
翌
日
に
は
﹁
写
し
た
る
チ
ッ
ト

マ
ン
ロ
ー
ス
之
条
に
訳
を
付
る
﹂
と
記
す
︒
さ
ら
に
受
読
最
後
の
日
の
七
月
一
二
日
に

は
﹁
羅
斯
焮
衝
之
条
よ
り
凍
瘡
之
条
に
至
り
読
み
畢
る
﹂
と
あ
る
︒
収
蔵
が
用
い
た
の

は
第
何
版
か
判
ら
な
い
が
︑
幸
い
第
三
版
︵
一
八
二
七
︶
が
京
都
大
学
江
馬
家
旧
蔵
本

と
し
て
現
存
す
る
の
で
︑
こ
れ
と
対
照
し
て
み
る
︒
本
書
は
三
冊
か
ら
成
り
︑
第
一
冊

は
序
文
の
後
︑
第
一
部
外
科
総
論
︵
E
erste
A
fdeeling,A
lgem
eene
H
eelkunde︶

四
章
で
始
り
︑
第
二
部
外
科
詳
論
︵
T
w
eede
A
fdeeling,B
ijzondere
H
eelkunde︶

の
途
中
︑
す
な
わ
ち
第
一
章
か
ら
第
八
章
で
終
っ
て
い
る
︒
第
二
冊
は
外
科
詳
論
の
続

き
で
︑
第
九
章
か
ら
第
二
六
章
ま
で
︑
第
三
冊
は
さ
ら
に
第
二
七
章
か
ら
第
四
二
章
ま

で
と
︑
外
科
手
術
一
般
を
附
録
と
し
て
収
め
て
い
る
︒
収
蔵
が
読
ん
だ
問
題
の
箇
所

は
︑
第
二
冊
の
冒
頭
︑
第
九
章
﹁
特
殊
な
炎
症
及
び
化
膿
に
つ
い
て
﹂︵
N
egende

H
oofdstuk,O
ver
de
ontsteking
en
veretteringen
van
eenen
bijzonderen

aard,pp.1-34︶
に
当
た
る
︒
こ
の
章
は
さ
ら
に
六
項
に
分
か
れ
て
お
り
︑
今
﹁
外
科

必
読
﹂
の
訳
語
を
用
い
る
と
︑
順
に
一
︑
羅
斯
様
︑
羅
斯
︵
de
rozige
ontsteking,de

roos︶︑
二
︑
痛
風
焮
衝
︵
jichitige
ontsteking
︶︑
三
︑
血
瘡
︵
bloedzw
eer︶︑
四
︑

哥

児
︵
kool︶︑
五
︑
湯

溌

火

傷
︵
brandingen
︶︑
六
︑
凍

死
︑
附

凍

瘡
︵
be-

vriezingen
︶
で
あ
る
︒
こ
れ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
収
蔵
は
三
か
月
弱
の
間
に
︑

第
九
章
全
体
︑
原
文
に
し
て
三
四
頁
を
読
ん
だ
こ
と
に
な
る
︒
焮
衝
︵
ontsteking
︶
と

は
炎
症
の
こ
と
だ
が
︑
化
膿
の
前
段
階
と
さ
れ
︑﹁
外
科
必
読
﹂
の
冒
頭
︵
第
一
冊
︑
巻

上
一
表
︶
で
は
﹁
夫
焮
衝
ハ
人
身
上
ノ
最
貴
要
ニ
シ
テ
︑
忽
ニ
ス
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ノ
一
病

證
ナ
リ
⁝
又
且
諸
種
ノ
創
傷
ニ
先
タ
チ
発
ス
ル
者
モ
亦
少
カ
ラ
サ
ル
カ
ユ
ヘ
ニ
此
科
ヲ

学
フ
ノ
初
学
先
ツ
其
思
慮
ヲ
精
シ
ク
シ
テ
此
病
ヲ
験
知
ス
ル
コ
ト
ヲ
求
ム
ヘ
シ
﹂
と
重

要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
︒
羅
斯
roos
と
は
炎
症
に
よ
り
患
部
が
赤
く
︑
ま
た
時
に
よ

り
腫
れ
あ
が
る
こ
と
を
指
し
た
︒
因
み
に
収
蔵
の
第
二
回
江
戸
行
直
前
の
嘉
永
三
年
二

月
で
は
︑
親
指
︑
脚
︑
脚
跗
︑
膝
蓋
上
な
ど
に
不
調
を
訴
え
る
患
者
の
診
断
に
九
回
﹁
焮

衝
﹂
を
使
っ
て
い
る
︒

｢外
科
必
読
﹂
は
﹁
咸
宇

箕
作
虔

未
定
訳
稿
﹂
と
記
す
よ
う
に
︑
時
間
を
か
け
て

訳
が
成
っ
た
︒
な
に
し
ろ
蘭
原
本
が
一
冊
三
百
頁
を
超
え
︑
全
三
冊
で
千
頁
に
近
い
︒

し
た
が
っ
て
︑
現
存
す
る
写
本
も
冊
数
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
︒
武
田
薬
品
杏
雨
書
屋
に

は
こ
の
書
が
四
セ
ッ
ト
あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
二
点
︵
六
冊
と
四
冊
︶
は
﹁
伊
東
蔵
書
﹂︑

﹁
象
先
堂
図
書
記
﹂
の
朱
印
が
あ
り
︑
ま
た
も
う
一
点
は
玄
朴
旧
蔵
︵
い
ず
れ
も
乾

4291︶
と
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
を
筆
者
も
確
認
し
た
︒
こ
の
事
実
は
︑﹁
外
科
必
読
﹂
が

象
先
堂
塾
で
い
か
に
重
ん
じ
ら
れ
て
い
た
か
︑
そ
し
て
そ
の
延
長
上
に
チ
ッ
ト
マ
ン
原

書
購
読
も
あ
る
こ
と
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
︒

嘉
永
三
年
の
﹃
日
記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
回
数
は
多
く
な
い
が
︑
収
蔵
は
﹁
越
原
実
箴
付

方
会
﹂
な
る
医
学
の
会
に
参
加
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
夜
越
原
実
箴
付
方
会
︒
林
︑

大
槻
等
の
諸
生
三
拾
人
余
も
会
す
︒
先
生
と
戸
塚
⁝
及
洞
雲
等
と
評
す
﹂
(5.3)︑﹁
今

宵
林
に
て
越
原
実
箴
付
方
会
︒
玄
桂
子
訳
す
流
産
せ
し
治
験
な
り
﹂
(5.18)︑﹁
夕
方
両

柴田収蔵の蘭学修業
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国
林
へ
越
原
実
箴
付
方
会
に
[萩
野
]広
斎
[丹
後
田
辺
]︑
[玉
井
]清
斎
[哉
︑
高
松
]と

行
に
同
行
す
﹂
(6.8︶
と
三
回
出
る
︒
林
洞
海
の
塾
で
開
催
さ
れ
た
よ
う
だ
が
︑
大
槻

俊
斎
の
塾
生
な
ど
合
わ
せ
て
三
〇
人
を
超
す
医
学
生
が
集
会
し
た
と
な
る
と
︑
な
か
な

か
の
盛
会
で
あ
っ
た
︒
こ
の
越
原
実
箴
と
は
越
爾
実
幾
の
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
四

字
目
の
理
由
は
見
当
が
つ
か
な
い
が
︑
二
字
目
の
原
は
爾
の
俗
字
尓
と
似
て
い

(
)る

︒
い

13

ま
そ
う
だ
と
す
る
と
︑
エ
ル
ジ
ッ
キ
︵
C
.van
E
ldik
︶
を
指
す
︒
彼
は
A
.M
ollと
と
も

に
医
学
雑
誌
︵
P
ractisch
T
ijdschriftvoor
de
G
eneeskunde,1822-1856︶
を
編

集
し
て
い
る
︒
そ
の
タ
イ
ト
ル
・
ペ
ー
ジ
の
編
者
肩
書
き
で
は
︑
ネ
イ
メ
ー
ヘ
ン
の
医

学
・
産
科
の
専
門
医
で
︑
ヘ
ル
ダ
ー
ラ
ン
ド
地
方
の
産
科
や
医
学
教
育
の
委
員
会
の
書

記
を
務
め
て
い
る
︒
エ
ル
ジ
ッ
キ
と
言
え
ば
︑
玄
朴
訳
﹃
医
療
正
始
﹄
と
し
て
刊
行
さ

れ
た
ビ
シ
ョ
ッ
フ
の
著
書
︵
I.R
.
B
ischoff,
G
rondbeginsels
der
praktische

geneeskunde,3
dln.,N
ijm
egen,1836-1838︶
の
蘭
訳
者
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

た
︒
同
書
に
は
﹁
漢
越
而
実
幾
﹂︵
van
E
ldik
︶
と
記
さ
れ
て
い
る
︒﹃
医
療
正
始
﹄
は

天
保
六
年
︵
一
八
三
五
︶
に
初
編
が
出
て
後
︑
三
冊
ず
つ
刊
行
さ
れ
︑
最
後
の
第
八
編

が
出
版
さ
れ
た
の
は
安
政
五
年
︵
一
八
五
八
︶
で
︑
二
三
年
を
要
し
て
完
結
し
て
い
る
︒

嘉
永
三
年
は
︑
そ
の
第
七
編
︵
一
八
四
七
︶
と
最
後
の
第
八
編
の
間
に
あ
た
る
︒
さ
ら

に
﹁
越
而
実
幾
経
験
書
﹂
や
﹁
越
而
実
幾
経
験
集
録
﹂
と
題
さ
れ
た
写
本
も
存
在
す
る
︒

あ
る
い
は
付
方
会
と
あ
る
の
に
注
目
す
る
と
︑
処
方
に
つ
き
議
論
・
検
討
す
る
会
の
よ

う
だ
か
ら
︑
そ
の
テ
キ
ス
ト
は
未
見
だ
が
エ
ル
ジ
ッ
キ
の
﹃
内
科
医
・
外
科
医
の
た
め

の
処
方
書
﹄
(R
ecept-boek
voor
genees-en
heelkundigen,
N
ijm
egen,
1825,

18342
︶
の
可
能
性
も
残
る
︒
先
の
研
究
会
と
こ
れ
ら
の
書
の
関
連
は
今
後
の
検
討
課

題
で
あ

(
)る

︒
14

三
︑
医
療

収
蔵
が
チ
ッ
ト
マ
ン
を
初
め
と
す
る
医
書
の
読
解
に
励
ん
だ
こ
と
は
上
に
見
た
通
り

で
あ
る
︒
伊
東
塾
で
は
玄
朴
が
医
学
講
義
を
行
っ
た
形
跡
は
﹃
日
記
﹄
か
ら
は
ま
っ
た

く
認
め
ら
れ
な
い
︒
こ
れ
は
金
武
良
哲
の
﹁
江
戸
日
記
﹂
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
︒

こ
の
点
は
坪
井
信
道
と
は
対
照
的
で
あ
る
︒
信
道
は
毎
朝
講
釈
を
行
っ
た
ら
し
い
︒

塾
則
︵
弘
化
四
年
発
表
︶
に
﹁
毎
朝
講
釈
之
節
ハ
︑
両
塾
[安
懐
堂
と
日
習
堂
]不
残
出

席
可
申
事
︑
妄
ニ
欠
席
申
間
敷
候
︑
且
ツ
講
席
終
リ
候
迄
ハ
︑
退
席
無
用
ノ
事
﹂
と
あ

(
)る

︒
毎
朝
の
出
席
が
課
せ
ら
れ
︑
中
途
退
席
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
︒
講
釈
の
内
容
に
つ

15い
て
は
判
ら
な
い
が
︑
当
然
医
学
・
医
療
に
関
わ
る
こ
と
が
言
及
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
︒

こ
こ
に
薩
摩
出
身
の
前
田
信
輔
に
よ
る
﹁
日
習
堂
医
按
﹂
な
る
筆
記
︵
東
京
大
学
附
属

図
書
館
蔵
﹁
客
窓
漫
筆
﹂
所
収
︶
が
あ
る
︒
こ
れ
は
嘉
永
元
年
︵
一
八
四
八
︶
五
月
一

三
日
か
ら
六
月
二
八
日
に
か
け
て
の
一
〇
回
の
会
合
の
記
録
で
︑
各
会
患
者
の
症
例
が

示
さ
れ
︑
そ
れ
に
対
し
て
塾
生
が
診
断
︑
治
療
方
針
を
記
し
た
医
按
を
提
出
し
︑
信
道

が
評
点
を
つ
け
た
も
の
で
あ

(
)る

︒
一
回
を
除
い
て
九
回
は
三
と
八
の
日
付
が
あ
る
か

16

ら
︑
ど
う
い
う
形
式
の
会
か
は
不
明
だ
が
︑﹁
朝
講
﹂
と
は
別
に
︑
上
級
の
塾
生
に
対
し

て
の
み
で
あ
ろ
う
が
︑
こ
の
症
例
研
究
の
会
が
定
期
的
に
開
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ

る
︒
象
先
堂
に
お
け
る
医
療
教
育
の
実
態
は
不
明
で
あ
る
が
︑
現
存
資
料
か
ら
判
断
す

る
限
り
︑
実
地
医
療
教
育
に
関
し
て
は
日
習
堂
は
整
備
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ

う
︒医

療
の
実
践
は
ふ
つ
う
代
診
と
い
う
形
で
行
わ
れ
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
収
蔵
自
身
が

代
診
を
行
っ
た
と
い
う
記
録
は
﹃
日
記
﹄
に
は
出
な
い
︒﹃
日
記
﹄
で
は
︑
た
と
え
ば
池

田
洞
雲
が
︑
入
塾
前
の
収
蔵
が
寄
宿
し
て
い
た
大
蔵
院
へ
代
診
に
来
た
こ
と
が
出
る
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︵
4.16,19︶︒
ま
た
﹁
[砂
沢
]杏
雲
今
日
よ
り
下
へ
移
り
て
代
診
を
勤
む
﹂
(5.17︶
と
︑

代
診
の
事
例
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
︑
き
わ
め
て
少
な
い
︒
こ
れ
に
対
し
︑
金
武
良

哲
の
﹁
江
戸
日
記
﹂
は
︑
彼
が
玄
朴
塾
に
天
保
一
〇
年
九
月
二
日
に
到
着
し
︑
約
一
か

月
後
の
翌
月
九
日
に
は
痔
瘻
︑
ま
た
一
三
日
に
は
眼
病
の
患
者
を
診
︑
翌
年
も
小
児
に

浣
腸
を
し
た
り
︑
胸
水
病
の
往
診
を
記
し
て
い
る
︒
ま
た
こ
れ
よ
り
先
天
保
七
年
三
月

に
小
城
の
堤
柳
翆
が
玄
朴
塾
に
入
門
す
る
た
め
許
可
を
求
め
た
暇
願
に
興
味
深
い
記
述

が
あ

(
)る

︒
柳
翆
は
そ
れ
ま
で
佐
賀
の
島
本
良
順
に
つ
い
て
い
た
の
で
あ
る
が
︑
玄
朴
か

17

ら
良
順
宛
に
﹁
当
時
可
然
門
弟
茂

無
之
︑
反
的
手
支
居
候
趣
を
以
︑
誰
差
越
呉
候
様
﹂
要

請
し
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
︒
柳
翆
は
﹁
幸
之
折
柄
﹂
と
師
良
順
の
推
挙
を
得
て
玄

朴
門
に
入
る
の
だ
が
︑
門
弟
が
少
な
く
な
っ
て
︑
か
え
っ
て
さ
し
つ
か
え
︵
手
支
え
︶

が
出
て
き
た
と
い
う
の
が
要
請
の
理
由
で
あ
っ
た
︒

す
る
と
︑
収
蔵
の
代
診
の
記
述
が
な
い
の
は
︑
ど
う
理
解
し
た
ら
よ
い
の
だ
ろ
う
か
︒

収
蔵
は
す
で
に
一
年
以
上
伊
東
塾
の
経
験
が
あ
り
︑
今
回
が
二
度
目
で
あ
る
︒
し
か
も

弘
化
二
年
か
ら
今
回
の
出
府
ま
で
四
年
余
の
佐
渡
で
の
開
業
医
の
実
績
が
あ
る
︒
難
病

は
と
も
か
く
︑
現
今
の
総
合
医
と
し
て
の
豊
富
な
経
験
の
持
ち
主
で
あ
る
︒
た
と
え
ば

江
戸
へ
着
い
て
早
々
︑
宿
舎
に
し
て
い
た
大
護
院
の
役
僧
の
﹁
痔
疾
の
薬
を
処
す
﹂
と

あ
る
︵
4.10︶︒
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
臨
時
の
診
療
は
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
ろ
う
︒
ま

た
後
述
の
よ
う
に
彼
は
古
賀
謹
一
郎
に
師
事
す
る
こ
と
に
な
る
が
︑﹁
古
賀
先
生
冒
寒

術
恙
︑
予
が
先
生
[玄
朴
]来
て
は
診
す
︒
古
賀
先
生
下
剤
を
服
し
︑
悶
煩
す
﹂
(7.23︶

と
あ
る
よ
う
に
︑
古
賀
の
か
か
り
つ
け
の
医
師
は
玄
朴
で
あ
る
︒
し
か
し
収
蔵
は
﹁
古

賀
先
生
昨
夜
よ
り
聊
風
邪
︑
診
察
す
﹂
(8.6︶
と
非
公
式
か
も
知
れ
な
い
が
診
て
い
る
︒

お
そ
ら
く
玄
朴
は
こ
れ
ら
に
つ
き
薄
々
に
は
知
っ
て
い
た
ろ
う
し
︑
既
に
経
験
の
あ
る

収
蔵
に
普
通
の
診
療
行
為
を
さ
せ
る
意
義
を
あ
ま
り
認
め
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い

か
︒
し
か
も
当
時
は
塾
生
が
二
十
数
名
い
た
か
ら
︑
上
級
の
者
も
結
構
い
て
︑
彼
ら
に

代
診
の
機
会
を
割
り
当
て
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
︒
そ
れ
は
彼
ら
に
臨
時
収
入
を
与

え
る
機
会
で
も
あ
っ
た
︒
さ
ら
に
想
像
を
逞
し
く
す
れ
ば
︑
玄
朴
に
と
っ
て
︑
後
述
の

よ
う
に
︑
収
蔵
の
絵
な
ど
の
模
写
の
力
は
何
物
に
も
代
え
が
た
く
︑
収
蔵
の
医
学
修
業

に
と
っ
て
は
有
難
迷
惑
だ
が
︑
彼
が
代
診
に
飛
び
回
ら
ず
︑
塾
に
あ
っ
て
依
頼
を
こ
な

し
て
欲
し
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
︒

四
︑
種
痘

嘉
永
二
年
︵
一
八
四
九
︶
六
月
待
望
の
牛
痘
苗
が
長
崎
に
到
来
し
︑
江
戸
で
の
種
痘

伝
播
及
び
安
政
四
年
︵
一
八
五
七
︶
以
降
の
お
玉
ケ
池
種
痘
所
建
設
準
備
と
設
置
・
開

所
に
あ
た
り
玄
朴
が
大
槻
俊
斎
ら
と
と
も
に
中
心
的
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
は
︑
よ
く

知
ら
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
間
の
玄
朴
の
種
痘
実
施
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
と
こ

ろ
は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
現
存
す
る
﹃
日
記
﹄
の
嘉
永
三
年
と
安
政
三
年
︵
九
月
︱
一
二

月
︶
は
︑
ち
ょ
う
ど
こ
の
間
の
記
録
で
あ
り
︑
十
分
と
は
言
え
な
い
が
︑
こ
の
い
わ
ば

空
白
期
間
を
補
う
資
料
と
し
て
価
値
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
︑
以
下
に
種
痘
関
係
記

事
を
列
挙
し
た
い
︒

嘉
永
三
年

﹁
種
痘
の
小
児
十
余
人
来
る
﹂
(5.6)︑﹁
接
痘
の
席
へ
出
て
加
功
を
な
す
︒
伊
東
玄

晁
︑
水
町
玄
道
等
来
り
て
苗
を
採
る
︒
先
生
接
す
種
児
四
︑
五
人
あ
り
﹂
(5.20)︑

﹁
接
痘
日
⁝
﹂
(6.26)︑﹁
接
痘
に
加
功
に
出
る
︒
他
よ
り
杉
田
成
卿
︑
大
槻
俊
斎
︑

山
本
有
中
︑
水
町
玄
道
︑
外
に
諸
生
弐
人
来
る
︵
名
を
未
詳
︶﹂
(7.24)︑﹁
青
木
玄

礼
へ
⁝
よ
り
□
御
代
官
江
川
太
郎
左
衛
門
殿
よ
り
種
痘
之
御
触
書
を
示
す
﹂
(7.

28)︑﹁
種
痘
に
加
功
す
﹂
(12.17)︒

安
政
三
年

柴田収蔵の蘭学修業
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﹁
種
痘
︒
水
町
玄
道
来
﹂
(10.10)︑﹁
種
痘
︒
水
町
︑
池
田
多
仲
等
席
に
来
る
﹂
(10.

24)︑﹁
水
町
来
る
︒
種
痘
︒
良
悦
種
痘
の
加
功
に
来
る
︒
先
生
よ
り
許
さ
ず
﹂
(11.

8)︑﹁
種
痘
︒
水
町
来
る
︒
⁝
良
悦
来
り
⁝
退
塾
の
後
初
て
種
痘
の
加
功
を
な
す
﹂

(11.15)︑﹁
種
痘
︒
水
町
︑
池
田
︑
良
悦
等
来
り
加
功
す
﹂
(11.22)︑﹁
種
痘
︒
水

町
︑
織
田
︑
池
田
︑
良
悦
等
来
る
﹂
(11.29)︑﹁
良
悦
種
痘
に
来
る
﹂
(12.7)︒

こ
れ
ら
は
ご
く
簡
略
な
記
事
で
︑
種
痘
の
具
体
相
は
判
ら
な
い
︒
こ
れ
は
飽
く
ま
で

収
蔵
が
関
わ
っ
た
日
の
記
録
で
︑
そ
れ
以
外
に
も
種
痘
は
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え

ら
れ
る
︒
そ
れ
で
も
﹁
苗
を
採
る
﹂
(5.20︶
と
い
う
記
事
か
ら
︑
新
規
の
種
痘
の
た
め

に
痘
苗
を
採
っ
て
い
た
こ
と
︑
し
た
が
っ
て
定
期
的
に
既
に
種
痘
を
し
た
小
児
を
呼
び

出
し
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
︒
こ
の
点
は
︑
安
政
三
年
一
一
月
の
日
付
が
七
日
毎

に
な
っ
て
い
る
の
に
示
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
と
︑
嘉
永
三
年
時
に
は
︑
収
蔵
は
﹁
加
功
﹂

と
手
伝
っ
て
い
た
と
記
す
の
に
対
し
︑
安
政
三
年
に
は
こ
の
表
現
が
な
い
︒
収
蔵
は
安

政
三
年
に
は
︑
伊
東
塾
の
ヴ
ェ
テ
ラ
ン
と
し
て
種
痘
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
遇
さ
れ
て
い
た

た
め
な
の
だ
ろ
う
か
︒

な
お
こ
れ
以
外
に
︑﹁
藤
沢
三
省
に
同
人
父
へ
種
痘
の
事
を
申
遣
し
た
る
哉
否
書
状

に
て
問
ひ
遣
す
﹂
(5.18︶
と
あ
る
︒
三
省
は
︑
佐
渡
で
世
話
に
な
っ
た
両
津
の
医
師
藤

沢
明
卿
の
息
子
で
︑
林
洞
海
の
も
と
に
留
学
中
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
収
蔵
が
入
塾
し
て

一
か
月
ほ
ど
後
の
こ
と
で
あ
る
︒
佐
渡
に
も
牛
痘
種
痘
を
伝
え
る
べ
き
こ
と
を
明
卿
に

ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
収
蔵
の
発
言
の
影
響
が
あ
っ
た
か

ど
う
か
は
不
明
だ
が
︑
実
は
佐
渡
相
川
で
初
め
て
種
痘
を
行
っ
た
の
は
こ
の
三
省
だ
と

指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
安
政
三
年
の
こ
と
で
︑
師
の
林
洞
海
か
ら
種
痘
法
を
学
ん
だ
の
で

あ
ろ

(
)う

︒
18

実
地
に
種
痘
を
行
う
と
と
も
に
︑
八
月
に
は
収
蔵
は
書
物
を
通
じ
て
も
学
ん
で
い

る
︒
有
馬
摂
蔵
の
﹁
牛
痘
新
書
﹂
を
池
田
洞
雲
か
ら
借
り
(8.7)︑
ま
た
﹁
五
郎
に
請
ふ

て
有
島
[マ
マ

]摂
蔵
が
訳
す
る
牛
痘
新
書
之
凡
例
を
原
書
に
校
合
す
﹂
(8.24︶
と
︑
高

畠
五
郎
の
助
力
を
得
て
︑
訳
本
と
原
書
の
対
照
を
し
て
い
る
︒
こ
の
原
書
と
は
ゴ
ル
ド

シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
﹃
牛
痘
及
び
牛
痘
接
種
の
歴
史
の
一
般
的
考
察
﹄︵
H
.J.G
oldschm
idt,

A
lgem
eene
beschouw
ing
van
de
geschiedenis
der
koepokken
en
derzelver

inënting,
A
m
sterdam
,1802︶
で
あ
る
︒
摂
蔵
は
長
崎
留
学
か
ら
の
帰
郷
に
あ
た

り
︑
上
野
俊
之
丞
︵
彦
馬
の
父
︶
か
ら
餞
別
に
贈
ら
れ
た
と
い

(
)う

︒
同
じ
原
書
を
玄
朴

19

も
所
蔵
し
て
い
た
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
引
痘
書
ゴ
ル
ド
ス
ミ
ッ
ト
之
仮
痘
之
図
を
写
す
⁝

玄
礼
に
仮
痘
之
図
を
贈
り
恵
む
﹂
(8.16)︑﹁
先
生
に
ゴ
ル
ド
ス
ミ
ッ
ト
仮
痘
之
図
写
を

示
し
︑
⁝
図
も
此
振
合
に
て
筋
に
て
く
ま
取
を
薄
墨
に
な
し
て
よ
か
ら
ん
事
を
窺
ふ
﹂

(8.17︶
と
︑
仮
痘
の
場
合
の
図
の
描
法
に
つ
き
玄
朴
の
助
言
を
仰
い
で
い
る
︒﹁
牛
痘

新
書
﹂
は
そ
の
後
も
校
合
す
る
が
︵
10.8)︑
学
業
を
終
え
佐
賀
に
帰
る
上
村
周
聘
に
贐

と
し
て
贈
っ
て
い
る
︵
11.18)︒
さ
ら
に
﹃
日
記
﹄
に
は
﹁
牛
痘
新
篇
﹂
な
る
書
を
志

田
元
良
が
写
し
て
来
て
お
り
︵
8.4,8)︑
こ
れ
を
中
根
半
仙
の
息
子
松
柏
に
貸
し
た
り

︵
9.12)︑
小
林
準
作
に
貸
し
て
い
る
︵
10.14)︒
と
こ
ろ
が
︑
一
か
月
近
く
経
っ
て
小

林
が
再
び
来
た
記
事
に
︑﹁
清
原
謙
斎
旧
名
小
林
準
策
来
り
て
牛
痘
種
法
篇
を
返
す
﹂

(11.1︶
と
あ
る
︒
無
論
﹁
牛
痘
新
書
﹂
と
﹁
牛
痘
種
法
篇
﹂
は
同
一
書
と
も
考
え
ら
れ

る
が
︑
実
は
﹁
牛
痘
種
法
篇
﹂
と
い
う
表
題
の
書
は
︑
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ド
が
原
著
で
玄

朴
と
洞
雲
が
共
訳
し
て
天
保
九
年
︵
一
八
三
八
︶
に
成
っ
た
も
の
が
あ
る
︒
収
蔵
が
こ

れ
を
所
持
し
て
い
て
も
不
思
議
で
は
な

(
)い

︒
20

五
︑
師

『日
記
﹄
で
先
生
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
二
人
い
る
︒
一
人
は
も
ち
ろ
ん
玄
朴
で
あ
る

が
︑
も
う
一
人
は
古
賀
謹
一
郎
︵
一
八
一
六
︱
一
八
八
四
︶
で
あ
る
︒

吉 田 忠
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玄
朴
へ
の
言
及
は
多
く
な
い
︒
伊
東
塾
へ
引
越
す
前
日
に
︑﹁
池
田
洞
雲
伊
東
よ
り

代
診
に
来
る
︒
池
田
氏
よ
り
︑
先
生
よ
り
申
聞
た
る
と
て
早
く
入
塾
の
故
︑
図
物
の
模

写
を
請
ふ
と
い
ふ
﹂
(4.19︶
と
︑
図
の
模
写
の
依
頼
が
飛
び
込
ん
で
い
る
︒
弘
化
年
間

の
前
回
の
入
門
時
に
︑
収
蔵
の
図
や
書
の
模
写
の
力
を
高
く
評
価
し
て
い
た
か
ら
で
あ

ろ
う
︒
引
越
し
た
翌
日
に
は
︑
待
ち
か
ね
て
い
た
か
の
よ
う
に
︑﹁
先
生
よ
り
⁝
図
を
写

せ
と
請
ふ
︒
此
図
銅
板
に
て
其
密
な
る
事
容
易
写
す
べ
き
に
あ
ら
ず
﹂
(4.21︶
と
困
難

な
仕
事
を
頼
ま
れ
て
い
る
︒
事
実
︑
四
月
二
三
日
か
ら
﹁
砲
術
書
の
図
﹂
を
写
し
始
め
︑

終
了
す
る
五
月
五
日
ま
で
連
日
︵
二
日
の
み
休
む
︶
模
写
し
た
記
事
が
出
る
︒
終
了
日

に
は
﹁
先
生
へ
返
す
﹂
と
あ
り
︑
開
始
日
に
は
﹁
神
田
須
田
町
万
屋
忠
八
へ
ゼ
ー
ア
ル

チ
ル
レ
リ
ー
図
を
写
す
料
の
紙
を
求
に
出
る
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
杉
田
立
卿
ら
訳
﹃
海
上

砲
術
全
書
﹄
の
原
書
で
あ
る
カ
ル
テ
ン
の
﹃
海
上
砲
術
教
導
指
針
﹄︵
J.N
.C
alten,

L
eidraad
bijhetO
nderrigtin
de
Zee-aritillerie,1832︶
に
出
る
図
の
ど
れ
か
を

写
し
た
こ
と
に
な
る
︒
ま
た
何
書
か
不
明
で
あ
る
が
︑﹁
先
生
⁝
の
図
を
頼
ま
る
﹂
(8.

5︶
と
あ
り
︑
さ
ら
に
朽
木
昌
綱
の
﹃
西
洋
銭
譜
﹄︵
一
七
八
七
︶
を
浅
草
須
原
屋
で
購

入
し
た
の
は
よ
い
が
︵
12.26)︑
同
書
の
西
洋
の
貨
幣
の
図
の
写
し
取
り
を
年
末
に
頼

ま
れ
る
破
目
に
陥
っ
て
い
る
︒﹁
先
生
よ
り
西
洋
銭
譜
之
写
を
請
ふ
﹂
(12.28,29)︑

﹁
先
生
の
通
を
持
行
︑
万
屋
忠
八
よ
り
薄
美
濃
紙
を
取
る
︒
西
洋
銭
譜
を
写
す
紙
也
﹂

(12.30)と
い
う
具
合
で
あ
る
︒

も
う
一
つ
の
例
は
フ
ル
シ
カ
ン
シ
ン
グ
な
る
も
の
の
図
の
模
写
で
あ
る
︒
九
月
八
日

か
ら
図
を
写
し
始
め
︑
約
一
か
月
後
の
一
〇
月
五
日
に
﹁
大
概
写
し
終
る
﹂
と
あ
り
︑

そ
の
間
一
六
日
︑
な
か
で
も
九
月
一
七
日
か
ら
は
ほ
ぼ
毎
日
写
し
に
励
ん
で
い

(
)る

︒
翌

21

日
六
日
に
﹁
図
校
合
す
⁝
図
写
し
終
﹂
り
︑
翌
々
七
日
﹁
写
し
た
る
フ
ル
シ
カ
ン
シ
ン

グ
之
図
を
先
生
へ
返
す
﹂︒﹁
図
写
料
﹂
を
城
島
淡
堂
を
通
じ
﹁
先
生
へ
⁝
請
﹂
い
︑﹁
先

生
よ
り
図
料
金
壱
両
壱
分
﹂
を
得
︑﹁
外
に
三
分
借
﹂
り
て
い
る
︵
10.8-10)︒
こ
の
図

は
︑
verschansing
が
塹
壕
︑
堡
塁
な
ど
を
意
味
す
る
か
ら
︑
何
か
兵
書
に
出
る
挿
図

だ
っ
た
と
推
測
さ
れ

(
)る

︒
22

安
政
三
年
も
先
生
の
依
頼
は
続
い
た
よ
う
で
あ
る
が
︑
今
度
は
図
に
代
り
︑
英
語
と

オ
ラ
ン
ダ
語
対
訳
の
会
話
書
の
タ
イ
ト
ル
の
字
体
の
浄
書
で
あ
っ
た
︒
ま
ず
﹁
先
生
よ

り
玄
琳
の
英
荷
会
話
の
浄
書
字
体
の
改
竄
を
請
ふ
﹂
(9.12︶
と
あ
る
︒
そ
し
て
﹁
先
生

よ
り
英
対
訳
の
会
話
を
金
助
に
刻
せ
し
む
る
に
︑
玄
琳
が
浄
書
を
⁝
す
︒
先
生
頻
に
洋

文
の
筆
法
を
金
助
に
示
す
﹂
(9.18)︒
玄
琳
と
金
助
が
何
者
か
は
知
ら
な
い
が
︑
蜂
須

賀
金
助
は
先
生
の
熱
心
な
教
え
に
も
か
か
わ
ら
ず
も
の
に
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
︑
結

局
収
蔵
に
頼
む
こ
と
に
な
っ
た
︒﹁
先
生
よ
り
英
荷
対
訳
会
話
の
表
題
浄
書
を
請
ふ
﹂

(11.12)︑
そ
う
し
て
同
書
の
表
題
を
写
し
︵
11.15-17)︑﹁
写
し
了
る
﹂
(11.18︶
の

後
︑﹁
会
話
の
表
題
浄
書
﹂
(11.21︶
を
終
え
て
い
る
︒

い
ま
一
人
の
先
生
︑
古
賀
謹
一
郎
は
昌
平
黌
儒
者
古
賀
侗
庵
の
長
男
で
︑
嘉
永
三
年

当
時
は
父
の
後
を
襲
っ
て
同
校
儒
者
と
な
り
︑
嘉
永
六
年
の
ロ
シ
ア
交
渉
応
接
掛
を
拝

命
し
長
崎
へ
赴
い
た
以
後
の
繁
忙
を
極
め
た
日
々
と
は
ま
だ
無
縁
の
時
代
で
あ
っ
た
︒

古
賀
と
の
出
会
い
は
入
塾
三
日
後
で
︑﹁
古
賀
謹
一
郎
先
生
へ
[池
田
]洞
雲
に
誘
れ
て

行
﹂
っ
た
こ
と
に
よ
る
︵
4.23)︒
因
み
に
洞
雲
は
古
賀
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
手
ほ
ど
き
を

し
た
人
物
で
あ

(
)る

︒
23

こ
の
時
収
蔵
は
﹁
自
製
す
る
処
の
楕
円
の
地
球
図
を
示
し
て
検
討
を
請
﹂
う
た
の
で

あ
る
︒
そ
れ
は
﹁
古
賀
氏
地
理
に
詳
に
原
書
⁝
の
極
精
密
の
図
を
出
し
て
示
さ
る
﹂
と

い
う
古
賀
の
世
界
地
理
学
の
造
詣
の
深
さ
に
感
銘
を
受
け
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
ほ
ぼ
二

週
間
後
︵
5.7)︑
古
賀
よ
り
﹁
予
[収
蔵
]が
地
球
図
を
一
閲
せ
り
︒
予
に
対
面
し
て
其

可
否
示
す
べ
く
来
る
よ
ふ
に
申
給
へ
と
﹂
書
状
に
て
呼
び
出
し
が
か
か
り
︑
早
速
午
後

古
賀
邸
へ
出
向
き
︑﹁
先
生
よ
り
予
が
地
球
図
に
不
審
な
る
所
に
印
し
紙
を
著
て
示
﹂
さ

れ
て
い
る
︒
収
蔵
の
地
図
・
地
理
の
業
績
に
関
し
て
は
別
稿
を
期
し
て
こ
こ
で
は
立
ち

柴田収蔵の蘭学修業
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入
ら
な
い
が
︑
こ
れ
を
契
機
に
収
蔵
は
古
賀
を
頻
繁
に
訪
問
す
る
こ
と
に
な
る
︒
こ
の

年
に
は
そ
の
後
計
一
四
回
訪
れ
て
い
る
︒
な
か
で
も
七
月
二
二
日
か
ら
二
五
日
ま
で
は

毎
日
古
賀
宅
へ
出
向
き
︑﹁
毎
日
至
る
も
外
見
如
何
し
き
故
︑
暫
く
古
賀
に
至
る
事
を
休

む
﹂
(7.25︶
と
記
す
ほ
ど
入
り
浸
っ
て
い
る
︒
両
者
の
関
係
は
収
蔵
だ
け
に
益
が
あ
っ

た
わ
け
で
は
な
い
︒
古
賀
と
の
間
で
は
書
物
の
貸
借
が
あ
り
︑﹁
先
生
よ
り
地
図
を
借

り
て
草
稿
す
︒
先
生
地
名
を
読
み
て
予
を
助
く
﹂
(7.25︶
と
古
賀
の
ほ
う
で
も
か
な
り

の
入
れ
込
み
よ
う
で
あ
る
︒

安
政
三
年
当
時
古
賀
は
蕃
書
調
所
頭
取
で
あ
っ
た
︒
前
年
八
月
洋
学
所
頭
取
に
任
命

さ
れ
︑
三
年
二
月
に
蕃
書
調
所
に
改
名
さ
れ
て
︑
同
じ
役
職
に
留
ま
っ
た
︒
安
政
三
年

の
﹃
日
記
﹄
は
玄
朴
よ
り
も
古
賀
関
係
の
記
事
の
ほ
う
が
多
く
見
受
け
ら
れ
る
︒
こ
の

年
の
一
二
月
二
三
日
収
蔵
は
蕃
書
調
所
絵
図
調
書
出
役
を
拝
命
す
る
が
︑
す
で
に
九
月

に
は
調
所
勤
務
の
話
が
あ
っ
た
ら
し
い
︒
す
な
わ
ち
︑﹁
晩
に
古
賀
に
至
る
︒
⁝
調
所

出
役
の
事
︑
山
岡
の
言
を
以
て
時
日
を
問
ふ
︒
帰
省
を
許
さ
ず
﹂
(9.8)︑
ま
た
佐
渡
へ

帰
郷
す
る
ら
し
い
天
野
な
る
人
物
に
︑﹁
調
所
出
役
の
事
別
家
同
姓
へ
伝
語
等
を
頼
む
﹂

と
伝
言
を
依
頼
し
︑
さ
ら
に
同
日
夜
古
賀
宅
を
訪
れ
︑﹁
先
生
に
面
す
︒
今
日
山
岡
へ
調

所
出
役
の
為
出
て
も
故
障
な
き
哉
速
に
答
を
請
ふ
の
問
合
を
遣
す
と
い
ふ
﹂
(9.21︶
と

い
っ
た
記
事
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
︒
こ
の
人
事
の
背
後
に
は
古
賀
の
推
挙
が
あ
っ

た
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
な
お
山
岡
と
は
安
政
元
年
か
ら
六
年
ま
で
佐
渡
奉

行
を
務
め
た
山
岡
八
郎
左
衛
門
景
恭
で
あ
る
︒
安
政
三
年
末
の
三
か
月
で
収
蔵
は
一
二

回
古
賀
に
面
会
し
て
い
る
が
︑
出
役
関
係
の
記
事
が
多
数
で
あ
る
︒
な
か
な
か
山
岡
か

ら
の
返
答
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
ら
し
く
︑﹁
古
賀
に
至
り
先
生
を
見
る
︒
曰
く
︑
促
し
に

来
る
か
﹂
(11.12︶
と
あ
る
が
︑
進
展
打
開
の
督
促
と
み
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
ま

た
一
一
月
二
七
日
に
﹁
謹
堂
先
生
に
面
し
て
⁝
を
問
ふ
︒
未
た
山
岡
の
答
え
を
待
た
ず

し
て
閣
老
に
出
す
︒
急
に
組
頭
を
山
岡
に
遣
し
て
其
答
を
取
る
と
云
﹂
と
あ
る
︒
一
二

月
二
三
日
山
岡
か
ら
﹁
蕃
書
調
所
掌
図
﹂
を
命
ぜ
ら
れ
︑﹁
古
来
例
な
き
﹂
と
褒
め
ら
れ

た
︒
早
速
そ
の
後
玄
朴
及
び
塾
監
等
に
出
役
任
命
を
報
じ
て
い
る
︒
な
お
﹃
日
記
﹄
は
︑

大
久
保
忠
寛
の
調
所
総
裁
任
命
に
つ
き
い
ち
早
く
伝
え
る
︒
夜
古
賀
を
訪
問
し
︑
こ
う

告
げ
ら
れ
て
い
る
︒﹁
[先
生
]語
て
曰
︑
調
所
総
裁
大
久
保
氏
命
を
奉
く
︑
と
︒﹂
(10.

23)︒
古
賀
は
面
白
く
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
︑﹁
調
所
退
職
は
⁝
せ
ず
と
云
﹂
(11.4︶

と
語
っ
て
い
る
︒
結
局
大
久
保
は
翌
年
四
月
駿
府
町
奉
行
に
転
じ
た
か
ら
︑
古
賀
は
頭

取
と
し
て
ト
ッ
プ
の
位
置
に
再
び
立
っ
た
︒﹃
日
記
﹄
は
失
わ
れ
て
お
り
詳
細
は
不
明

だ
が
︑
安
政
四
年
か
ら
亡
く
な
る
ま
で
の
約
二
年
半
の
そ
の
後
の
収
蔵
の
経
歴
に
と
っ

て
は
︑
古
賀
が
退
職
し
な
か
っ
た
こ
と
は
誠
に
幸
運
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
︒

六
︑
交
友

嘉
永
三
年
四
月
収
蔵
が
玄
朴
塾
に
入
っ
た
の
は
三
一
歳
︑
満
年
齢
で
言
う
と
あ
と
一

か
月
半
ほ
ど
で
三
〇
歳
に
な
る
︑
二
十
代
も
終
ら
ん
と
す
る
時
で
あ
っ
た
︒
塾
生
は
二

十
数
名
い
た
ら
し
い
が
︑
同
年
だ
け
で
も
一
三
人
が
入
門
し
て
い
る
︒
盛
況
と
言
っ
て

よ
か
ろ
う
︒
入
る
者
も
い
れ
ば
出
る
者
も
無
論
あ
っ
た
︒
お
そ
ら
く
新
参
者
は
二
十
代

で
︑
彼
よ
り
年
下
の
者
が
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
︒
塾
生
同
士
の
個
人
的
交
際
の
記
事
は

﹃
日
記
﹄
に
は
ほ
と
ん
ど
出
な
い
︒
例
外
は
夜
の
酒
席
で
あ
っ
た
︒

収
蔵
は
無
類
の
酒
好
き
で
あ
っ
た
︒
こ
れ
は
天
保
一
四
年
の
日
記
か
ら
変
ら
な
い
︒

嘉
永
三
年
の
日
記
に
付
せ
ら
れ
た
出
納
簿
﹁
諸
雑
費
﹂
に
よ
れ
ば
︑
一
〇
月
︑
一
一
月

と
も
に
一
六
日
飲
ん
で
い
る
︒
独
酌
︵
た
と
え
ば
7.12;11.4︶・
セ
ル
フ
ヂ
リ
ン
ケ
ン

︵
zelfdrinken,11.2︶
も
あ
る
が
︑
も
っ
ぱ
ら
塾
生
と
と
も
に
飲
み
歩
い
た
︒
繁
々
と

通
っ
た
の
は
伊
勢
屋
︵
伊
亭
︑
勢
亭
︑
勢
州
楼
と
も
記
す
︶
で
あ

(
)る

︒
24

収
蔵
が
も
っ
と
も
親
し
く
飲
み
歩
い
た
の
は
上
村
周
聘
で
あ
る
︒
入
塾
を
請
う
た
四
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月
一
一
日
に
会
っ
て
い
る
︒﹁
門
人
姓
名
録
﹂
に
よ
れ
ば
周
聘
の
入
門
は
弘
化
二
年
九

月
一
五
日
と
あ
り
︑
収
蔵
が
前
回
象
先
堂
で
学
び
帰
郷
し
た
の
が
同
年
秋
と
さ
れ
る
か

ら
︑
こ
の
時
既
に
出
会
っ
て
い
て
旧
知
の
仲
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
︒
収
蔵
の
帰
郷
は

同
年
一
一
月
と
い
う
説
も
あ
る
か
ら
︑
こ
の
場
合
な
ら
知
り
あ
っ
て
い
た
こ
と
に
な

る
︒
酒
席
を
共
に
し
た
の
は
周
聘
が
郷
里
佐
賀
に
戻
る
一
一
月
末
ま
で
に
一
四
回
を
数

え
る
が
︑
あ
る
時
は
周
聘
が
﹁
大
酔
﹂
し
て
背
負
っ
て
帰
っ
て
い
る
(5.4)︒
周
聘
が
学

業
を
終
え
て
帰
国
の
準
備
を
し
た
時
は
︑
前
述
の
如
く
﹃
牛
痘
新
書
﹄
を
贈
り
︑
帰
国

前
日
に
は
塾
生
が
集
ま
り
送
別
の
宴
を
設
け
︑
同
夜
収
蔵
は
﹁
外
科
要
伝
方
﹂
を
贈
る

︵
11.20)︒
そ
し
て
帰
郷
当
日
は
︑
宮
田
魯
斎
︑
島
田
東
洋
︑
高
畠
五
郎
︑
青
木
玄
礼
︑

竹
越
玄
通
︹
英
︺
と
と
も
に
品
川
宿
で
別
れ
を
惜
し
ん
で
い
る
︵
11.21)︒
こ
の
年
一

緒
に
飲
ん
だ
回
数
が
最
も
多
い
の
は
鈴
木
玄
昌
で
一
七
回
︑
次
は
鶴
蔵
六
の
一
三
回
で

あ
る
が
︑
鶴
は
六
月
一
九
日
入
塾
で
︑
一
か
月
後
に
は
久
池
井
辰
吉
と
一
緒
で
は
あ
る

が
︑
収
蔵
と
酒
席
を
共
に
し
て
い
る
︵
7.18)︒

安
政
三
年
の
日
記
に
な
る
と
︑
高
畠
五
郎
や
鈴
木
玄
昌
と
は
相
変
わ
ら
ず
往
来
が
あ

る
が
︑
顔
ぶ
れ
も
変
る
︒
五
郎
は
︑
古
賀
が
ロ
シ
ア
使
節
プ
チ
ャ
ー
チ
ン
と
交
渉
す
る

た
め
に
長
崎
に
出
向
い
た
際
の
﹁
従
史
﹂
九
人
の
う
ち
の
一
人
で
あ

(
)り

︑
蕃
書
調
所
に

25

先
に
任
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
ら
︑
先
例
を
種
々
問
う
た
り
︑
互
い
に
泊
ま
り
あ
う
仲
が
続

い
た
︒
玄
昌
は
玄
圭
が
万
延
元
年
に
亡
く
な
る
と
︑
玄
朴
の
二
女
と
結
婚
︑
玄
朴
の
養

子
と
な
り
︑
伊
東
方
成
を
名
乗
る
︒
彼
は
ポ
ン
ペ
に
学
び
︑
林
洞
海
の
子
研
海
と
と
も

に
帰
国
す
る
ポ
ン
ペ
に
伴
わ
れ
︑
オ
ラ
ン
ダ
に
留
学
し
た
人
物
で
あ
る
︒
そ
し
て
神
田

孝
平
︑
杉
田
玄
端
︑
津
田
真
一
郎
︵
真
道
︶︑
箕
作
秋
秤
ら
︑
後
年
名
を
な
す
人
々
と
知

り
合
い
に
な
る
︒

七
︑
結
語

伊
東
玄
朴
︑
古
賀
謹
一
郎
と
い
う
そ
の
道
の
先
導
者
を
師
と
す
る
と
い
う
恵
ま
れ
た

環
境
の
も
と
︑
収
蔵
は
才
能
あ
る
人
物
と
交
わ
り
︑
ま
た
啓
発
さ
れ
る
書
物
と
出
会
う

こ
と
が
で
き
た
︒
蕃
書
調
所
出
役
に
任
命
さ
れ
た
以
後
は
伊
東
塾
か
ら
も
出
︑
医
学
の

道
か
ら
︑
地
図
製
作
及
び
そ
の
準
備
の
た
め
の
世
界
地
理
研
究
に
専
心
し
た
と
思
わ
れ

る
が
︑
そ
れ
を
伝
え
る
資
料
は
な
い
︒
安
政
四
年
四
月
父
の
墓
参
の
た
め
一
時
郷
里
に

戻
る
が
︑
二
年
後
の
同
六
年
四
月
四
日
飯
田
町
の
役
宅
で
病
死
し
た
と
言
わ
れ
る
︒

ち
ょ
う
ど
四
〇
歳
︑
も
う
一
〇
年
永
ら
え
た
な
ら
ば
他
の
調
所
勤
務
の
面
々
同
様
︑
蘭

学
者
と
し
て
よ
り
輝
か
し
い
業
績
を
遺
し
た
と
推
量
さ
れ
る
︒

注
︵
１
︶﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄
の
テ
キ
ス
ト
は
二
種
類
あ
る
︒
田
中
圭
一
編
﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄
上
下
︵
小

木
町
・
町
史
刊
行
委
員
会
︑
一
九
七
一
︶
お
よ
び
田
中
圭
一
編
注
﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄
１
・
２

︵
平
凡
社
︑
東
洋
文
庫
︑
一
九
九
六
︶
で
あ
る
︒
現
存
日
記
は
︑
天
保
一
四
年
︵
癸
卯
年
中
日

記
︶︑
弘
化
三
年
︵
丙
午
日
記
︶︑
弘
化
四
︵
丁
未
日
記
︶︑
弘
化
五
年
改
め
嘉
永
元
年
︵
戊
申
日

記
︶︑
嘉
永
三
年
︵
庚
戌
日
記
︶︑
安
政
三
年
︵
江
戸
日
記
︑
た
だ
し
九
︱
一
二
月
の
み
︶
の
六

種
に
︑
天
保
一
三
年
︵
年
中
出
府
雑
録
︶
が
加
わ
る
の
み
で
あ
る
︒
な
お
東
洋
文
庫
本
は
紙
幅

の
関
係
で
あ
ろ
う
が
︑
弘
化
三
年
︑
四
年
の
日
記
は
収
録
さ
れ
て
い
な
い
︒
本
稿
で
は
頁
数
で

は
な
く
︑
年
月
日
︵
旧
暦
︶
に
よ
り
当
該
記
事
の
箇
所
を
算
用
数
字
で
引
い
た
︒

ま
た
柴
田
収
蔵
の
生
涯
に
つ
い
て
は
︑
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
︒
山
本
修
之
助
﹁
柴

田
収
蔵
﹂︑
同
﹃
放
送

郷
土
に
輝
く
人
々
﹄︵
佐
渡
郷
土
文
化
研
究
所
︑
一
九
五
七
︶︑
成
田
美

紀
子
﹁
柴
田
収
蔵
に
つ
い
て
﹂︑
前
掲
小
木
町
本
﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄
下
巻
︑
三
三
三
︱
三
七
六

頁
︑
田
中
圭
一
﹁
解
説

柴
田
収
蔵
の
生
き
た
時
代
﹂︑
前
掲
東
洋
文
庫
本
﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄

１
︑
一
三
︱
三
三
頁
︒
医
師
収
蔵
に
つ
い
て
は
︑
次
の
文
献
が
あ
る
︒
蒲
原
宏
﹁
医
師
と
し
て

の
柴
田
拗
斎
の
生
涯
﹂︑﹃
日
本
医
事
新
報
﹄
一
八
二
四
号
︵
一
九
五
九
年
四
月
二
一
日
︶︑
五
一

柴田収蔵の蘭学修業
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︱
五
九
頁
︑
長
谷
川
一
夫
﹁
越
佐
に
お
け
る
西
洋
医
学
普
及
の
基
盤
︱
森
田
千
庵
・
柴
田
収
蔵

を
中
心
と
し
て
﹂︑﹃
新
潟
史
研
究
﹄
二
三
・
二
四
合
併
号
︵
一
九
六
三
︶︑
一
︱
一
七
頁
︑
田
中

圭
一
﹃
病
い
の
世
相
史
︱
江
戸
の
医
療
事
情
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
〇
三
︶︑
速

水
健
児
﹁
近
世
佐
渡
に
お
け
る
書
籍
を
巡
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
医
師
・
海
運
業
者
︱
柴
田
収
蔵

日
記
を
中
心
と
し
て
﹂︑﹃
国
史
談
話
会
雑
誌
﹄
四
七
号
︵
二
〇
〇
六
︶︑
二
九
︱
五
五
頁
︒

︵
２
︶
今
﹃
日
記
﹄
の
順
に
列
挙
す
る
と
︑
塾
監
田
上
宇
平
太
︑
讃
州
来
島
謙
助
︑
肥
前
佐
賀
宮
田
魯

斎
︑
阿
波
高
畠
五
郎
︑
佐
倉
藩
森
村
助
二
[次
]郎
︑
伊
予
谷
口
泰
之
﹇
元
﹈︑
武
州
相
原
村
青
木

玄
礼
︑
上
村
周
聘
︑
伊
予
浅
﹇
砂
﹈
沢
杏
雲
︑
相
模
上
溝
村
鈴
木
玄
昌
︑
藤
田
弘
庵
︑
金
吹
町

竹
ノ
越
玄
通
﹇
英
﹈︑
肥
前
武
雄
久
池
井
辰
吉
︑
肥
前
武
陵
大
宅
弥
一
郎
︑
肥
前
長
崎
古
賀
央
助
︑

肥
前
島
田
東
洋
︑
武
州
府
中
鈴
木
玄
岱
︑
同
所
織
田
研
斎
︑
讃
岐
高
松
藩
玉
井
清
斎
﹇
哉
﹈︑
池

田
洞
雲
︑
肥
前
佐
賀
厚

庵
﹇
原
栴
南
か
﹈︑
⁝
泰
﹇
大
竹
俊
泰
か
﹈︑
阿
波
美
馬
郡
貞
光
村
井

手
又
太
郎
︑
丹
後
田
辺
萩
原
﹇
野
﹈
広
斎
︑
村
上
正
省
︑
城
島
禎
庵
で
あ
る
︒

な
お
本
稿
で
は
︑
伊
東
栄
﹃
伊
東
玄
朴
伝
﹄︵
八
潮
書
店
︑
一
九
七
八
[一
九
一
六
]再
刻
︶
所

載
の
姓
名
録
と
の
違
い
や
比
定
を
適
宜
[
]の
中
に
行
っ
た
︒
玄
朴
に
関
し
て
は
︑
本
書
の
ほ

か
に
青
木
歳
幸
﹃
伊
東
玄
朴
﹄︵
佐
賀
城
本
丸
歴
史
館
︑
二
〇
一
四
︶︑
緒
方
富
雄
﹁
伊
東
玄
朴

の
人
と
交
友
﹂︑﹃
日
本
医
史
学
雑
誌
﹄
一
七
巻
三
号
︵
一
九
七
一
︶︑
五
二
︱
六
六
頁
参
照
︒

︵
３
︶
福
沢
諭
吉
﹃
福
翁
自
伝
﹄︵
岩
波
文
庫
︑
一
九
九
二
[一
九
七
八
]︶︑
八
一
︱
八
二
頁
︒
や
や
後

に
入
塾
し
た
長
与
專
斎
も
同
様
の
事
を
伝
え
て
い
る
︒﹃
松
香
私
志
﹄︵
東
京
大
学
医
学
部
衛
生

学
教
室
︑
一
九
八
五
覆
刻
[一
九
〇
二
]︶︑
九
︱
一
二
頁
︒

︵
４
︶
金
武
良
哲
の
﹁
江
戸
日
記
﹂
は
︑
池
田
正
亮
﹃
金
武
良
哲
﹄︵
私
家
版
︑
一
九
八
四
︶︑
一
七
四

︱
二
〇
九
頁
に
写
真
版
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
の
同
日
記
へ
の
言
及
は
こ
れ
に
よ
る
︒

﹁
山
村
﹂
と
良
哲
の
旧
姓
の
署
名
が
あ
る
Syntaxis
の
写
本
が
良
哲
旧
蔵
書
の
中
に
現
存
す
る

と
の
報
告
が
あ
る
︒
松
田
清
編
﹃
佐
賀
藩
旧
蔵
蘭
書
目
録
﹄︵
科
学
研
究
費
報
告
書
︑
二
〇
〇

四
︶︑
八
六
頁
︒
な
お
﹃
日
記
﹄
に
玄
朴
塾
生
と
出
る
原
栴
南
旧
蔵
の
﹁
設
卯
多
幾
斯
・
和
蘭
陀

語
法
﹂
は
天
理
図
書
館
に
現
存
す
る
︒
こ
れ
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
が
あ
る
︒
拙
稿
﹁
江
戸

時
代
の
西
洋
学
﹂︑﹃
ビ
ブ
リ
ア
﹄
第
一
二
八
号
︵
二
〇
〇
七
︶︑
一
五
五
︱
一
五
一
頁
参
照
︒

ま
た
大
槻
如
電
﹃
新
撰
洋
学
年
表
﹄︵
柏
林
社
︑
一
九
六
三
再
版
[一
九
二
七
]︶
は
天
保
四
年

の
条
︵
同
書
︑
一
一
八
頁
︶
で
︑
こ
の
年
玄
朴
が
象
先
堂
を
開
き
︑﹁
マ
ー
ト
シ
カ
ッ
ペ
イ
文
法

書
を
塾
課
と
す
﹂
と
記
し
た
う
え
で
︑﹁
此
書
は
玄
朴
が
長
崎
よ
り
持
来
り
し
も
の
⁝
天
保
に
至

り
坪
井
伊
藤
[マ
マ
]両
塾
に
於
て
和
蘭
原
書
の
文
法
書
を
学
課
に
用
ゐ
し
よ
り
蘭
書
の
読
法
更

に
大
進
歩
を
致
せ
り
﹂
と
注
記
し
て
い
る
︒
典
拠
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
直
に
は
信
じ
難

い
︒
た
だ
良
哲
が
阮
甫
に
﹁
受
ケ
取
ニ
﹂
行
っ
た
と
い
う
表
現
は
︑
翻
刻
の
た
め
か
︑
あ
る
い

は
研
究
の
た
め
か
は
判
ら
な
い
が
︑
玄
朴
所
持
の
蘭
書
を
阮
甫
が
借
り
出
し
︑
こ
れ
を
受
け
取

り
に
行
っ
た
と
も
読
め
る
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
お
そ
ら
く
如
電
の
影
響
だ
ろ
う
が
︑
玄
朴
が

長
崎
か
ら
﹁
ガ
ラ
マ
ン
チ
カ
﹂
と
﹁
セ
ン
タ
キ
ス
﹂
の
二
冊
を
持
ち
か
え
っ
た
と
説
く
記
述
も

あ
る
︒
小
澤
清
躬
﹃
蘭
学
者

川
本
幸
民
﹄︵
川
本
幸
民
顕
彰
会
︑
一
九
四
八
︶︑
一
六
頁
︒

︵
５
︶
適
塾
に
入
塾
は
弘
化
三
年
九
月
一
二
日
で
伊
東
玄
敬
と
記
し
て
い
る
︒
ま
た
入
門
に
あ
た
っ
て

坪
井
信
道
が
玄
朴
に
代
っ
て
玄
圭
へ
の
厳
正
な
教
育
を
洪
庵
に
依
頼
し
た
書
状
︵
八
月
二
四
日

付
︑
玄
朴
宅
に
て
書
す
︶
が
残
っ
て
い
る
︒
前
掲
﹃
伊
東
玄
朴
伝
﹄
二
四
〇
頁
︑
及
び
青
木
一

郎
﹃
坪
井
信
道
詩
文
及
書
翰
集
﹄︵
岐
阜
県
医
師
会
︑
一
九
七
五
︶︑
二
五
六
︱
二
五
八
頁
︒
な

お
﹃
日
記
﹄
は
玄
桂
と
記
す
が
︑
引
用
以
外
に
は
玄
圭
と
通
用
に
従
っ
た
︒
赤
松
則
良
︵
大
三

郎
︶
は
︑
安
政
二
年
坪
井
信
良
塾
で
学
ん
だ
頃
の
回
想
に
︑﹁
塾
で
は
前
に
も
云
っ
た
や
う
に
塾

主
た
る
信
良
先
生
が
自
ら
教
へ
た
こ
と
は
な
い
︒
皆
塾
頭
並
に
其
下
に
居
る
五
︑
六
人
の
先
輩

の
塾
生
が
他
の
者
の
手
引
き
を
す
る
﹂
と
記
す
︒
玄
圭
か
ら
収
蔵
が
受
読
し
た
所
以
で
あ
る
︒

赤
松
範
一
編
注
﹃
赤
松
則
良
半
生
談
﹄︵
平
凡
社
︑
東
洋
文
庫
︑
一
九
七
七
︶︑
一
五
頁
︒

︵
６
︶﹁
受
読
﹂
と
﹁
復
す
﹂
が
同
日
に
出
る
日
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒
7.18-21,24-25,27;8.2,

4-5,10-11,13-15,21,23.
ま
た
﹁
訳
す
﹂
が
出
る
日
は
8.8,24;9.5,9,15,17,19-20
で
︑

二
二
日
に
﹁
訳
し
終
る
﹂
と
あ
る
︒
こ
れ
よ
り
九
月
に
な
っ
て
﹁
復
す
﹂
か
ら
﹁
訳
す
﹂
に
変
っ

て
い
る
こ
と
が
判
る
︒
そ
の
外
に
も
文
典
を
﹁
見
る
﹂
(10.11)︑﹁
訳
す
﹂︵
10.16,18︶︑﹁
読

む
﹂
(10.17,23)と
出
る
︒

︵
７
︶
受
読
の
日
を
列
挙
す
る
と
︑
11.1-2,4,8,10,12,14-15,18,22-24;12.4,6,9-11,15で
あ

る
︒
ま
た
同
日
に
﹁
訳
す
﹂
と
あ
る
の
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
11.5,8,12,15,24;12.9で
あ
る
︒

︵
８
︶
儒
学
に
始
る
こ
の
教
育
方
法
に
つ
い
て
は
︑
前
田
勉
﹃
江
戸
の
読
書
会
︱
︱
会
読
の
思
想
史
﹄

︵
平
凡
社
︑
二
〇
一
二
︶
が
詳
細
に
論
じ
︑
た
い
へ
ん
参
考
に
な
る
︒
参
照
さ
れ
た
い
︒

︵
９
︶
赤
井
︑
今
井
両
者
に
授
読
し
た
の
は
七
回
(9.2,9,12,14,24;10.3,16)︑
今
井
が
病
気
や
当

直
な
ど
で
欠
席
し
︑
赤
井
の
み
が
授
読
は
五
回
(9.6,19,22;10.1,13)︑
今
井
の
み
が
受
講
は

二
回
(9.28;12.9)︑
そ
の
ほ
か
﹁
授
読
﹂
と
の
み
あ
る
の
が
一
回
︵
11.21︶
で
あ
る
︒

︵

︶
チ
ッ
ト
マ
ン
の
外
科
書
及
び
﹁
外
科
必
読
﹂
に
つ
い
て
は
︑
阿
知
波
五
郎
﹁
わ
が
国
外
科
に
及

10

ぼ
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
医
学
の
影
響
︵
３
)﹂﹃
日
本
医
史
学
雑
誌
﹄
第
一
二
巻
第
二
号
︵
一
九
六

六
︶︑
五
六
︱
六
二
頁
︑
及
び
関
場
不
二
彦
﹃
西
医
学
東
漸
史
話
﹄
下
巻
︵
吐
鳳
堂
書
店
︑一
九

三
三
︶︑
四
一
九
︱
四
二
六
頁
参
照
︒

︵

︶
弘
化
三
年
で
は
一
月
八
日
に
ま
ず
﹁
読
む
﹂
が
出
る
︒
閏
五
月
二
四
日
か
ら
七
月
九
日
に
か
け

11

吉 田 忠
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て
計
二
六
日
︑
特
に
六
月
は
連
日
読
ん
だ
り
︑
見
た
り
し
て
い
る
︒
弘
化
四
年
の
校
合
は
︑
六

月
一
日
に
始
ま
り
︑
七
月
二
九
日
の
﹁
校
合
相
済
﹂
ま
で
一
八
日
間
行
っ
て
い
る
︒
も
ち
ろ
ん

読
む
︑
見
る
日
も
あ
っ
た
︵
6.15,17;7.17;8.15;10.3,17;11.4︶︒

︵

︶
玄
朴
塾
で
学
ぶ
か
た
わ
ら
︑
収
蔵
が
借
り
た
り
︑
写
し
た
り
︑
読
ん
だ
書
物
に
つ
い
て
は
︑
別

12

に
論
じ
た
の
で
参
照
さ
れ
た
い
︒
拙
稿
﹁
柴
田
収
蔵
の
集
書
活
動
︱
︱
﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄
に

出
る
蘭
学
関
係
書
﹂︑﹃
一
滴
﹄
二
四
号
︵
二
〇
一
七
︶︑
一
一
三
︱
一
四
二
頁
︒
な
お
天
保
一
一

年
︵
一
八
四
〇
︶
九
月
長
州
藩
医
学
館
が
開
設
さ
れ
た
際
の
会
読
日
程
に
︑
七
の
日
は
﹃
医
療

正
始
﹄
に
︑
九
の
日
は
﹁
外
科
必
読
﹂
が
テ
キ
ス
ト
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
︒
岡
原
義
二
﹃
青

木
周
弼
﹄︵
大
空
社
︑
一
九
九
四
[一
九
四
一
]︶︑
一
三
七
頁
︒
こ
の
二
書
は
天
保
か
ら
弘
化
当

時
の
標
準
的
な
教
科
書
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒
収
蔵
は
弘
化
初
年
の
江
戸
遊
学
時
に
こ
れ
ら
の

書
に
触
れ
た
と
思
わ
れ
る
︒

︵

︶
傍
証
は
︑﹁
悉
乙
保
原
経
験
録
﹂︵
弘
化
4.4.21︶︑﹁
弗
原
綿
払
弗
﹂︵
嘉
永
元
2.12︶
と
あ
る
が
︑

13

前
者
四
字
目
︑
後
者
二
字
目
の
﹁
原
﹂
を
﹁
尓
﹂
と
置
き
換
え
る
と
︑
そ
れ
ぞ
れ
シ
ー
ボ
ル
ト
︑

ブ
リ
ュ
メ
ン
バ
フ
の
読
み
に
よ
り
よ
く
合
う
こ
と
で
あ
る
︒

︵

︶﹃
医
療
正
始
﹄
は
︑
呉
秀
三
﹃
箕
作
阮
甫
﹄︵
大
日
本
図
書
︑
一
九
一
四
︑
一
七
七
︱
一
七
八
頁
︶

14

に
よ
れ
ば
︑
阮
甫
の
訳
だ
と
あ
る
が
︑
今
は
玄
朴
訳
に
従
っ
て
お
く
︒
な
お
未
見
だ
が
︑
伊
東

玄
朴
・
林
洞
海
・
青
木
謙
造
訳
﹁
越
爾
実
幾
経
験
書
﹂︵
年
代
不
詳
︑
京
大
富
士
川
文
庫
︑
杏
雨

書
屋
︶
が
存
在
し
︑
こ
れ
は
﹁
同
経
験
集
﹂
や
﹁
同
経
験
方
﹂
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
︒
こ
の
玄

朴
︑
洞
海
と
い
う
訳
者
の
顔
ぶ
れ
は
な
か
な
か
示
唆
的
で
あ
る
︒
実
は
東
京
大
学
図
書
館
に
は

よ
く
似
た
写
本
三
冊
が
存
在
す
る
︒
二
冊
は
洪
庵
文
庫
の
﹁
越
爾
実
幾
経
験
集
録
﹂
及
び
﹁
越

爾
実
幾
経
験
﹂
と
題
さ
れ
た
書
で
︑
残
り
の
一
冊
は
鶚
軒
文
庫
の
﹁
越
爾
実
幾
経
験
書
﹂
で
あ

る
︒﹁
越
爾
実
幾
経
験
書
﹂
は
﹁
越
爾
実
幾
経
験
﹂
と
記
載
の
順
番
が
違
う
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

り
︑﹁
越
爾
実
幾
経
験
集
録
﹂
と
は
一
部
同
じ
病
症
が
扱
わ
れ
る
が
︑
訳
文
は
か
な
り
異
な
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
れ
ま
た
未
見
だ
が
︑
研
医
会
蔵
の
二
冊
本
は
﹁
林
洞
海
席
上
訳
授
︑
諸
学
生
席

上
筆
記
﹂
と
の
記
述
が
あ
る
由
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑﹁
間
歇
頭
痛
﹂
が
主
題
の
よ
う
で
あ
る
か

ら
︑
玄
圭
の
報
告
と
は
関
係
な
い
︒
と
は
言
え
︑
洞
海
塾
で
︑
エ
ル
ジ
ッ
キ
の
講
読
が
行
わ
れ

て
い
た
こ
と
を
証
す
る
に
は
足
る
︒
因
み
に
︑﹃
日
記
﹄
に
は
﹁
此
節
島
田
東
洋
も
玄
桂
氏
之
楼

に
毘
私
骨
夫
を
受
読
﹂
(7.2)と
あ
る
か
ら
︑﹃
医
療
正
始
﹄
の
原
書
︑
エ
ル
ジ
ッ
キ
蘭
訳
の
句

読
を
玄
圭
が
行
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
︒

︵

︶﹁
塾
則
﹂︑
青
木
一
郎
﹃
坪
井
信
道
詩
文
及
書
簡
集
﹄︵
岐
阜
県
医
師
会
︑
一
九
七
五
︶︑
第
一
部
︑

15

三
一
三
︱
三
一
四
頁
︑
及
び
第
二
部
︑
一
五
四
︱
一
五
六
頁
︒

︵

︶
緒
方
富
雄
﹁
坪
井
信
道
塾
の
研
修
記
録
と
し
て
の
前
田
信
輔
筆
﹁
日
習
堂
医
按
﹂﹂︑﹃
日
本
医
史

16

学
雑
誌
﹄
一
六
巻
三
号
︵
一
九
七
〇
︶︑
一
︱
二
〇
頁
︒
な
お
緒
方
は
︑
信
道
が
﹁
朝
講
﹂
で
︑

あ
る
時
期
フ
ー
フ
ェ
ラ
ン
ド
の
原
書
の
一
部
を
講
じ
た
と
︑
典
拠
を
示
し
て
い
な
い
が
︑
指
摘

し
て
い
る
︒
同
論
文
︑
一
六
頁
︒

︵

︶
青
木
歳
幸
・
野
口
朋
隆
編
﹃﹁
小
城
藩
日
記
﹂
に
み
る
近
世
佐
賀
医
学
・
洋
学
史
料
︵
後
編
︶﹄

17

︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
︑
二
〇
一
〇
︶︑
七
一
頁
︒
青
木
︑
前
掲
﹃
伊
東

玄
朴
﹄︑
三
二
頁
参
照
︒

︵

︶
田
中
圭
一
﹃
病
い
の
世
相
史
︱
︱
江
戸
の
医
療
事
情
﹄︵
筑
摩
書
房
︑
ち
く
ま
新
書
︑
二
〇
〇

18

三
︶︑
一
五
一
頁
︒
こ
こ
で
出
る
種
痘
に
参
加
し
た
人
名
に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
く
︒
杉
田

成
卿
︑
大
槻
俊
斎
の
両
名
は
有
名
な
蘭
学
者
で
い
わ
ば
別
格
で
あ
り
︑
殊
に
俊
斎
は
玄
朴
と
と

も
に
種
痘
所
開
設
の
中
心
人
物
で
あ
っ
た
︒
伊
東
玄
晁
︵
青
地
林
宗
の
女
婿
︶︒
あ
と
は
玄
朴

門
下
で
あ
る
︒
山
本
有
中
︵
伊
予
大
洲
藩
︶
は
門
人
録
で
は
青
木
玄
礼
の
前
三
人
目
で
あ
る
か

ら
︑
弘
化
四
年
か
場
合
に
よ
っ
て
は
三
年
入
門
で
あ
ろ
う
︒
水
町
玄
道
︵
小
城
︶
は
金
武
良
哲

の
二
人
前
に
姓
名
録
に
記
さ
れ
る
か
ら
︑
少
な
く
と
も
天
保
一
〇
年
九
月
よ
り
以
前
に
入
門
し

た
と
推
量
さ
れ
る
︒
青
木
玄
礼
は
武
州
多
摩
郡
相
原
村
出
身
で
弘
化
四
年
八
月
二
八
日
︑
松
岡

良
悦
︵
越
後
松
岡
︶
は
嘉
永
七
年
八
月
一
八
日
に
そ
れ
ぞ
れ
入
門
し
て
い
る
︒

︵

︶
億
川
摂
三
﹁
緒
方
洪
庵
門
下
の
三
蔵
︵
緒
方
郁
蔵
︑
有
馬
摂
蔵
︑
伊
藤
慎
蔵
︶
に
就
て
﹂︑﹃
医

19

譚
﹄
二
号
︵
一
九
三
八
︶︑
四
五
頁
︒

︵

︶﹁
牛
痘
新
書
﹂
は
年
末
に
玄
圭
に
返
却
︵
12.29︶
と
あ
る
が
︑
周
聘
に
贈
っ
た
の
で
ま
た
借
り

20

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒﹁
牛
痘
種
法
篇
﹂
の
成
立
年
は
︑
前
掲
﹃
伊
東
玄
朴
伝
﹄︵
七

九
頁
︶
に
よ
っ
た
︒
研
医
会
に
存
す
る
﹁
牛
痘
種
法
篇
﹂
一
本
に
は
︑
玄
朴
︑
洞
雲
訳
に
加
え

て
︑
嶋
田
南
嶺
︑
城
島
禎
庵
校
と
あ
る
と
い
う
︒
ま
さ
に
玄
朴
塾
の
成
果
と
言
え
よ
う
︒

︵

︶
無
論
塾
生
か
ら
の
依
頼
に
も
応
じ
て
い
る
︒
例
え
ば
︑﹁
青
木
玄
礼
頼
之
解
剖
刀
式
之
耳
眼
之
図

21

設
色
を
な
す
﹂
(7.15)︑﹁
青
木
が
写
し
た
る
解
剖
眼
球
之
図
之
設
色
を
な
し
遣
す
﹂
(7.21)と

図
の
彩
色
を
行
っ
て
い
る
︒

︵

︶﹃
伊
東
玄
朴
伝
﹄︵
一
四
三
頁
︶
が
﹁
兵
書
の
翻
訳
頗
る
多
く
﹂
と
い
う
よ
う
に
︑
玄
朴
の
関
心

22

は
多
岐
に
わ
た
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒
な
お
フ
ル
シ
カ
ン
シ
ン
グ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
と
の
比
定
は
︑

イ
サ
ベ
ル
・
フ
ァ
ン
・
ダ
ー
レ
ン
＝
田
中
氏
の
助
力
を
仰
い
だ
︒
感
謝
し
た
い
︒

︵

︶
小
野
寺
龍
太
﹃
古
賀
謹
一
郎
﹄︵
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
日
本
評
伝
選
︑
二
〇
〇
六
︶︑
三
一
頁
︒

23

な
お
小
野
寺
は
︑
古
賀
が
嘉
永
五
年
閏
二
月
に
宇
和
島
邸
か
ら
天
球
儀
と
地
球
儀
を
借
り
出
し

柴
田
生
と
と
も
に
見
た
︑
と
記
し
て
い
る
と
い
う
︵
同
書
︑
二
九
頁
︶︒
こ
れ
は
収
蔵
を
指
そ
う

柴田収蔵の蘭学修業

吉 田 忠
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が
︑
断
片
な
が
ら
︑﹃
日
記
﹄
の
空
白
部
分
を
占
め
る
貴
重
な
情
報
で
あ
る
︒

︵

︶﹁
諸
雑
費
﹂
に
出
る
嘉
永
三
年
の
出
費
を
分
析
し
た
成
田
は
︑
飲
代
が
全
出
費
の
五
割
近
く
を
占

24

め
︑
書
籍
費
を
含
め
る
と
七
割
を
超
え
る
と
指
摘
し
て
い
る
︒
成
田
美
紀
子
︑
前
掲
﹁
柴
田
収

蔵
に
つ
い
て
﹂︑
三
六
四
頁
︒
な
お
こ
こ
で
言
及
し
た
酒
席
の
記
録
は
便
宜
上
﹁
諸
雑
費
﹂
に

よ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
れ
は
金
銭
の
遣
り
取
り
の
記
録
で
あ
る
か
ら
︑
支
払
っ
た
場
合
の
み
記

さ
れ
︑
た
と
え
ば
︑
つ
け
で
飲
ん
だ
場
合
は
そ
の
日
に
は
出
ず
︑
後
に
支
払
っ
た
日
に
出
る
か

ら
注
意
が
必
要
で
あ
る
︒
支
払
い
は
﹁
割
合
﹂︵
当
前
︑
当
り
前
︑
割
当
り
前
︶
と
割
り
勘
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
︒

︵

︶
古
賀
謹
一
郎
﹁
西
使
日
記
﹂︑﹃
大
日
本
古
文
書
・
幕
末
外
国
関
係
文
書

附
録
之
一
﹄︵
東
京
帝

25

国
大
学
︑
一
九
一
三
︶︑
所
収
︑
一
九
九
頁
︒

︵
附
記
︶

本
稿
は
︑
二
〇
一
六
年
七
月
一
〇
日
︑
台
東
区
立
中
央
図
書
館
主
催
の
ト
ー
ク
・
イ

ベ
ン
ト
﹁﹃
柴
田
収
蔵
日
記
﹄
の
世
界
﹂
に
お
け
る
講
演
﹁
柴
田
収
蔵
と
蘭
学
﹂
の
一
部

に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
︒
報
告
の
機
会
を
与
え
ら
れ
た
平
野
恵
氏
と
台
東
区
立
中
央

図
書
館
に
感
謝
し
た
い
︒﹇

二
〇
一
六
年
一
二
月
一
〇
日
提
出
﹈︵
東
北
大
学
名
誉
教
授
︶

吉 田 忠

30


