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地
域蘭
学
の
展
開
を
考
え
る
に
あ
た
り
、
こ
れ
ま
で
の
在
村
蘭
学
研
究
に
お
い
て
都
市
域
を
扱
っ
　
　
　
　
大
槻
玄
沢
が
兼
葭
堂
に
宛
て
た
書
状
か
ら
は
、
兼
葭
堂
が
玄
沢
に
西
洋
物
産
に
関
す
る
情
報
や
オ

た
研
究
が
少
な
か
っ
た
点
を
ふ
ま
え
、
本
稿
で
は
、
江
戸
時
代
中
・
後
期
に
大
坂
で
活
躍
し
た
町
人
　
　
　
　
ラ
ン
ダ
語
を
始
め
と
す
る
外
国
語
の
訳
述
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
、
一
方
の
玄
沢
は
兼
葭
堂
の
本

知
識
人
で
あ
る
木
村
莱
葭
堂
を
取
り
上
げ
、
蘭
学
者
と
の
交
友
内
容
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
　
　
　
草
・
博
物
学
者
と
し
て
の
知
識
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
ま
た
、
宇
田
川
玄
随
の
書
状
で

て
、
い
わ
ゆ
る
「
蘭
学
者
」
で
は
な
い
兼
葭
堂
の
、
蘭
学
と
の
関
わ
り
方
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
　
　
　
　
は
、
兼
葭
堂
の
卓
論
や
新
説
に
対
す
る
期
待
が
示
さ
れ
、
蘭
学
者
で
あ
る
彼
ら
に
有
益
な
知
識
を
与

　兼
葭
堂
は
、
造
り
酒
屋
を
営
む
商
人
で
あ
っ
た
が
、
文
人
、
蔵
書
家
、
文
物
収
集
家
、
本
草
・
博
　
　
　
　
え
う
る
人
物
と
し
て
兼
葭
堂
を
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

物
学
者
と
し
て
著
名
で
、
き
わ
め
て
広
い
交
友
関
係
を
持
っ
て
お
り
、
交
遊
の
様
子
は
彼
の
残
し
た
　
　
　
　
兼
葭
堂
は
蘭
学
者
と
し
て
で
は
な
く
、
博
物
学
者
と
し
て
の
求
知
心
を
持
っ
て
蘭
学
的
知
識
を
積

日
記
や
取
り
交
わ
さ
れ
た
書
状
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
兼
葭
堂
は
当
時
の
大
坂
を
代
表
す
　
　
　
　
極
的
に
吸
収
し
よ
う
と
し
、
蘭
学
者
の
側
も
、
兼
葭
堂
の
よ
う
な
蘭
学
に
対
す
る
学
問
的
好
奇
心
を

る
知
識
人
で
あ
る
と
と
も
に
、
多
方
面
に
わ
た
る
活
動
の
中
に
蘭
学
知
識
の
影
響
が
見
ら
れ
、
蘭
学
　
　
　
持
つ
人
々
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
と
言
え
る
。
そ
れ
ぞ
れ
が
得
意
と
す
る
分
野
の
知
識
を
交
換
す

者
や
蘭
学
関
係
者
と
も
交
流
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
大
槻
玄
沢
と
宇
田
川
玄
随
が
薬
葭
堂
に
宛
て
　
　
　
る
こ
と
で
、
知
的
刺
激
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る
。

て出
し
た
書
状
を
素
材
に
、
彼
ら
の
間
で
ど
の
よ
う
な
知
識
や
情
報
が
求
め
ら
れ
た
の
か
、
互
い
を
　
　
　
　
兼
葭
堂
と
同
様
に
、
蘭
学
知
識
や
情
報
を
求
め
る
人
々
は
多
く
存
在
し
て
お
り
、
彼
ら
を
含
ん
で

ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蘭
学
の
広
が
り
を
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

1
1
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は

じ
め
に

　
西

洋
起
源
の
新
知
識
・
新
技
術
あ
る
い
は
思
考
態
度
や
文
化
な
ど
が
、
近
世
日
本

に

い

か

な
る
影
響
を
与
え
た
か
に
つ
い
て
は
、
蘭
学
の
展
開
と
関
わ
っ
て
こ
れ
ま
で

多
く
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
て
い
る
。
こ
こ
で
改
め
て
触
れ
る
ま
で
も
な
く
、
医

学
な
ど
自
然
科
学
の
分
野
で
そ
の
意
義
が
検
討
さ
れ
て
き
た
の
を
は
じ
め
、
政
治
・

経
済
・
思
想
・
文
化
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
領
域
に
わ
た
り
、
直
接
・
間
接
に
受
け
た

影
響
と
そ
の
後
の
展
開
の
様
相
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
。

　
な
か
で
も
、
早
く
一
九
三
〇
年
代
に
提
起
さ
れ
た
蘭
学
の
性
格
づ
け
を
め
ぐ
る
議

論

は
、
そ
の
後
の
蘭
学
史
研
究
に
多
か
れ
少
な
か
れ
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
の
議

論

は
、
蘭
学
が
個
別
の
学
問
史
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
的
に
い
か
な
る
役
割
を

持
っ
た
か
に
つ
い
て
、
近
世
封
建
制
と
の
関
わ
り
の
中
で
性
格
づ
け
を
お
こ
な
う
こ

と
を
課
題
と
し
て
い
た
。
そ
こ
で
は
為
政
者
と
の
関
係
に
主
眼
が
置
か
れ
、
と
く
に

幕
末
期
以
降
は
「
庶
民
的
蘭
学
」
が
断
絶
し
、
為
政
者
の
側
に
立
つ
こ
と
を
目
指
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
　

た
武
士
層
に
よ
っ
て
蘭
学
の
軍
事
科
学
化
が
決
定
づ
け
ら
れ
た
と
さ
れ
て
き
た
。

　

こ
の
評
価
に
対
し
、
蘭
学
を
教
え
る
蘭
学
塾
は
多
く
の
場
合
医
学
塾
で
あ
り
、
幕

末
期
蘭
学
の
一
般
像
を
為
政
者
志
向
の
武
士
中
心
に
見
る
の
で
は
な
く
、
在
村
蘭
方

医
の
広
が
り
に
見
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
、
在
村
蘭
学
の
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
そ

の

結
果
、
蘭
学
塾
門
人
帳
か
ら
地
方
出
身
者
を
割
り
出
す
作
業
を
通
じ
て
、
蘭
学
を

学
ん

だ
者
の
う
ち
、
帰
村
し
て
地
域
医
療
を
は
じ
め
と
す
る
在
地
で
の
活
動
に
入
る

者
が
相
当
数
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
門
人
帳
の
分
析
と
い

う
数
量
的
把
握
に
よ
っ
て
幕
末
期
を
見
た
場
合
、
蘭
学
の
動
向
は
、
兵
学
へ
の
質
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

転
換
と
い
う
側
面
の
み
で
は
描
け
な
い
様
相
が
立
ち
現
れ
て
く
る
。

　

こ
う
し
た
在
村
に
お
け
る
多
様
で
活
発
な
活
動
が
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ
、
そ
の

実
態
を
地
域
的
な
広
が
り
と
地
域
特
性
の
中
で
と
ら
え
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
、

地
域
蘭
学
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。
地
域
社
会
と
深
く
結
び
つ
き
な
が
ら

展
開
し
て
い
る
蘭
学
を
、
地
域
蘭
学
と
い
う
視
点
か
ら
見
直
す
こ
と
で
、
そ
の
構
造

を
よ
り
明
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
こ
の
概
念
は
、
豊
富
な
「
在
村
」
蘭
学
の
研
究
に
比
し
て
都
市
域
に
お
け

る
研
究
が
少
な
い
こ
と
も
意
識
し
て
い
る
。
蘭
学
と
関
わ
り
深
い
江
戸
や
長
崎
、
大

坂

な
ど
は
、
い
わ
ゆ
る
在
村
蘭
学
と
は
ま
た
別
の
展
開
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
域
の
特
性
を
含
め
た
様
態
の
検
討
は
充
分
で
あ
る
と
は
い

え
な
い
。
そ
れ
ら
以
外
の
都
市
域
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
は
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
人
と
物
資
、
知
識
・
情
報
が
流
通
す
る
都
市
で
は
、
蘭
学
そ
の
も
の
だ
け
で

な
く
、
そ
の
周
囲
を
取
り
囲
む
背
景
を
見
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
こ
で

は
、
蘭
学
の
発
展
に
つ
い
て
早
く
か
ら
注
目
さ
れ
研
究
が
続
け
ら
れ
て
き
た
大
坂
に

目
を
向
け
て
み
た
い
。

0
地
域
蘭
学
に
お
け
る
大
坂

　
大
坂
の
蘭
学
は
、
橋
本
宗
吉
（
宝
暦
十
三
～
天
保
七
年
二
七
六
三
～
一
八
三

六
〉
）
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
全
盛
期
が
緒
方
洪
庵
（
文
化
七
～
文

久
三
年
二
八
一
〇
～
六
三
〉
）
の
適
塾
の
時
代
に
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
め
る
こ

と
で
あ
る
。
確
か
に
、
オ
ラ
ン
ダ
語
を
理
解
し
、
西
洋
文
献
の
解
読
を
通
じ
て
そ
の

内
容
を
学
習
す
る
こ
と
を
蘭
学
と
す
る
な
ら
ば
、
天
才
的
な
語
学
力
に
よ
っ
て
さ
ま

ざ
ま
な
分
野
の
西
洋
書
を
翻
訳
し
た
宗
吉
を
も
っ
て
大
坂
蘭
学
の
祖
と
す
る
こ
と
に

間
違
い
は
な
い
。
在
村
蘭
学
研
究
の
手
法
を
そ
の
ま
ま
大
坂
で
お
こ
な
う
な
ら
ば
、

十
九
世
紀
の
大
坂
に
展
開
し
た
本
格
的
な
蘭
学
を
、
宗
吉
な
り
、
適
塾
な
り
か
ら
問

う
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
蘭
学
を
狭
義
に
解
釈
す
れ
ば
、
大
坂
の
蘭
学
は
江
戸
な

ど
よ
り
ず
っ
と
遅
れ
て
始
ま
っ
た
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
、
都
市
に
お
け
る
蘭
学
、
な
か
で
も
大
坂
に
お
け
る
蘭
学
の
展
開
を
考
え

る
場
合
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
段
階
を
見
過
ご
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
来
の
研
究

が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
蘭
学
者
に
よ
る
蘭
学
研
究
が
始
ま
る
以
前
の
段
階
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に
、
次
代
に
お
け
る
蘭
学
の
盛
行
に
つ
な
が
る
特
性
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
大
坂
の
学
芸
風
土
や
町
人
学
者
の
業
績
な
ど
は
、
蘭
学
を
受
け
入
れ
る
素
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
　

と
し
て
の
大
坂
の
特
性
を
顕
著
に
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　
た

だ
、
誤
解
の
な
い
よ
う
に
付
け
加
え
る
が
、
例
え
ば
質
屋
の
主
人
で
あ
る
間
重

富
（
宝
暦
六
～
文
化
十
三
年
〈
一
七
五
六
～
一
八
一
六
〉
）
は
、
師
で
あ
る
麻
田
剛

立

お
よ
び
同
門
の
高
橋
至
時
と
と
も
に
、
天
文
暦
学
分
野
に
お
い
て
画
期
的
な
業
績

を
上
げ
、
西
洋
の
天
文
知
識
を
取
り
入
れ
つ
つ
実
証
的
で
合
理
的
な
天
文
学
を
打
ち

立
て

た
人
物
と
し
て
町
人
学
者
の
好
例
に
挙
げ
ら
れ
る
が
、
決
し
て
蘭
学
者
で
は
な

い
。
彼
ら
の
天
文
暦
学
研
究
は
、
当
時
の
蘭
学
者
の
レ
ベ
ル
を
は
る
か
に
抜
い
て
い

た
が
、
日
々
の
観
測
デ
ー
タ
か
ら
導
き
出
し
た
理
論
と
漢
訳
洋
書
の
知
識
に
基
づ
い

た
も
の
で
あ
っ
て
、
剛
立
も
重
富
も
蘭
語
を
読
む
こ
と
は
で
き
ず
、
自
ら
が
蘭
学
者

で

あ
る
と
の
認
識
も
な
か
っ
た
。
だ
が
こ
の
一
例
を
と
っ
て
み
て
も
、
実
証
に
徹
す

る
思
考
態
度
や
天
文
理
論
に
対
す
る
深
い
認
識
理
解
が
、
一
町
人
に
よ
っ
て
な
さ
れ

て

い

る
こ
と
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
と
同
時
に
、
豊
後
国
杵
築
藩
医
の
職
を
捨

て

て

天
文
学
の

考
究
を
選
ん
だ
剛
立
や
、
大
坂
定
番
同
心
の
至
時
ら
と
、
身
分
を
越

え
て
協
働
し
て
い
る
こ
と
も
注
目
す
べ
き
点
で
あ
る
。

　
一
方
で
、
町
人
学
者
を
は
じ
め
と
し
た
個
人
の
活
躍
が
特
徴
的
で
あ
っ
た
た
め
に
、

こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
個
人
の
突
出
し
た
業
績
の
評
価
に
傾
き
が
ち
で
あ
っ
た
と
も

い

え
る
。
蘭
学
を
含
む
大
坂
の
学
芸
が
、
個
々
人
の
業
績
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
進

展

し
て
き
た
こ
と
は
そ
の
通
り
で
あ
る
が
、
大
坂
に
蘭
学
が
生
み
出
さ
れ
る
背
景
と

し
て
十
八
世
紀
後
半
を
と
ら
え
る
際
に
は
、
そ
う
し
た
個
人
を
と
り
ま
く
学
芸
環
境

を
広
く
見
る
必
要
が
あ
る
。
個
人
を
軸
と
し
つ
つ
も
、
個
人
と
個
人
と
の
つ
な
が
り
、

蘭
学
を
含
む
諸
々
の
知
識
や
情
報
の
や
り
と
り
な
ど
か
ら
、
当
時
の
状
況
を
広
が
り

と
し
て
と
ら
え
る
視
点
を
も
つ
こ
と
が
大
切
と
い
え
よ
う
。

　
つ
ま
り
、
幕
末
期
の
蘭
学
前
史
と
し
て
の
み
彼
ら
を
位
置
づ
け
、
そ
の
時
期
の
大

坂
を
と
ら
え
る
こ
と
に
は
慎
重
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
蘭
学
研
究
を
目
指
し
た
い

わ
ゆ
る
蘭
学
者
で
は
な
い
以
上
、
蘭
学
者
の
範
鴫
で
彼
ら
の
知
識
を
云
々
し
て
も
、

そ
れ
は
た
ん
に
知
識
の
切
り
売
り
以
上
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
知
識

の

や

り
と
り
も
含
め
て
、
当
時
の
知
識
の
あ
り
方
、
人
々
の
志
向
や
意
識
を
実
態
と

し
て
み
る
中
で
、
当
時
の
人
々
が
蘭
学
あ
る
い
は
蘭
学
に
連
な
る
知
識
を
い
か
に
と

ら
え
て
い
た
か
を
示
す
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。
幕
末
以
前
の
大
坂
と
い
う

地
域

で
、
蘭
学
の
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
る
人
々
か
ら
蘭
学
者
が
生
み
出
さ
れ
る
過
程
を

直
線
的
に
跡
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
当
時
の
知
的
環
境
の
中
で
そ
う
し
た
知
識
が
ど

う
扱
わ
れ
た
か
を
ま
ず
意
識
す
べ
き
と
思
わ
れ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
稿
で
は
蘭
学
者
あ
る
い
は
蘭
学
そ
の
も
の
を
正
面
か
ら
検
討
す

る
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
知
識
の
広
が
り
、
情
報
の
流
れ
に
注
目
し
た
考
察
を
、

木
村
兼
葭
堂
を
通
し
て
お
こ
な
い
た
い
。
兼
葭
堂
を
取
り
上
げ
る
理
由
は
、
第
一
に
、

学
芸
活
動
に
お
い
て
当
時
の
大
坂
を
代
表
す
る
人
物
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
多
方

面

に
わ
た
っ
て
い
る
そ
の
活
動
に
蘭
学
知
識
の
影
響
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
そ
れ
と
関

連
し
て
、
知
識
や
情
報
の
や
り
と
り
に
蘭
学
者
を
は
じ
め
と
す
る
蘭
学
関
係
者
と
の

交
流
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
本
格
的
な
蘭
学
が
展
開
す
る
直
前
の
時
期
に
、
蘭

学
知
識
を
含
む
ど
の
よ
う
な
知
識
・
情
報
が
取
り
交
わ
さ
れ
て
い
た
の
か
を
兼
葭
堂

を
通
し
て
見
る
と
い
う
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
本
来
な
ら
ば
兼
葭
堂
そ
の
人
を
全
体
と
し
て
と
ら
え
た
後
に
そ
う
し
た

意
義
づ
け
を
お
こ
な
う
べ
き
で
あ
る
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
兼
葭
堂
が
興
味
を
示
し

た
分
野
は
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
こ
こ
で
は
蘭
学
に
つ
な
が
る
知
識
の
在
り
方
に
関

わ
っ
て
見
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

②
木
村
兼
葭
堂

　
木
村
兼
葭
堂
は
、
元
文
元
年
（
↓
七
三
六
）
大
坂
北
堀
江
の
造
り
酒
屋
、
坪
井
屋

に
生
ま
れ
た
。
通
称
は
吉
右
衛
門
、
の
ち
多
吉
郎
（
太
吉
郎
）
、
名
は
孔
恭
、
字
を

世
粛
、
号
は
巽
斎
・
遜
斎
、
堂
号
を
兼
葭
堂
と
い
っ
た
。
商
家
の
主
で
あ
る
と
と
も

に
、
書
籍
・
文
物
の
収
集
家
で
物
産
に
詳
し
く
、
多
芸
の
人
と
し
て
知
ら
れ
る
。
並
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は
ず
れ
た
人
脈
の
広
さ
を
持
つ
こ
と
で
は
他
に
類
を
見
な
い
。
兼
葭
堂
は
短
い
自
伝

　
　
　
　
　
（
4
）

を
残
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
示
さ
れ
る
経
歴
に
よ
れ
ば
、
兼
葭
堂
が
幼
時
か
ら
興

味
を
持
ち
師
を
持
っ
た
学
芸
は
、
本
草
・
物
産
学
と
画
、
そ
し
て
儒
学
で
あ
っ
た
。

従
学

し
た
師
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
本
草
・
物
産
学
で
は
津
島
恒
之
進
、

小
野
蘭
山
、
画
に
お
い
て
は
大
岡
春
卜
、
柳
沢
洪
園
（
柳
里
恭
）
、
鶴
亭
、
池
大
雅
、

儒
学
で
は
片
山
北
海
で
あ
る
。
従
学
と
い
っ
て
も
家
業
の
あ
る
身
で
あ
り
、
大
坂
を

離
れ
て
弟
子
入
り
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
大
和
郡
山
の
柳
沢
洪
園
に
は
粉
本
で
、
京

の
津
島
恒
之
進
に
は
主
と
し
て
書
状
を
通
じ
て
受
業
し
た
。
た
だ
し
、
小
野
蘭
山
に

は
天
明
四
年
（
一
七
八
四
）
、
兼
葭
堂
四
十
九
歳
の
時
に
誓
盟
状
を
入
れ
て
正
式
な

内
門
の
形
を
取
っ
て
い
る
。
ま
た
、
名
物
多
識
の
学
の
た
め
奇
書
を
嗜
好
し
、
書
画

碑
帖
や
地
図
を
は
じ
め
と
す
る
諸
々
の
文
物
を
収
集
し
て
「
考
索
」
の
用
と
し
た
と

い

う
。
収
集
の
対
象
は
、
日
本
、
中
国
そ
し
て
「
蛮
方
」
に
及
ん
で
い
る
。
自
伝
に

は

続

け
て
、
酒
で
は
な
く
烹
茶
を
好
ん
だ
こ
と
、
馴
染
ま
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
古

楽
管
弦
、
猿
楽
俗
謡
、
碁
棋
、
諸
勝
負
、
妓
館
声
色
を
あ
げ
、
弱
冠
よ
り
壮
歳
の
頃

ま
で
詩
文
を
精
究
し
た
こ
と
な
ど
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
自
伝
に
よ
っ
て
、
兼
葭
堂
の

志
向
や
興
味
が
ど
の
あ
た
り
に
あ
っ
た
の
か
を
お
お
よ
そ
知
る
こ
と
は
で
き
る
。

　
兼
葭
堂
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
幕
末
期
に
、
兼
葭
堂
の
子
孫
の
依
頼
で
暁
鐘
成
が

『兼
葭
堂
雑
録
』
五
冊
（
安
政
三
年
〈
一
八
五
⊥
ハ
〉
序
、
同
六
年
刊
）
を
ま
と
め
、

当
時
子
孫
の
手
元
に
残
さ
れ
て
い
た
兼
葭
堂
の
遺
筆
類
を
公
刊
し
た
。
人
物
研
究
と

し
て
は
早
く
に
高
梨
光
司
が
『
兼
葭
堂
小
伝
』
（
兼
葭
堂
会
、
大
正
十
五
年
〈
一
九

二

六
〉
刊
）
を
著
し
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
は
水
田
紀
久
に
よ
り
一
連
の
研
究
が
続

　
　
　
　
　
（
5
）

け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
以
外
に
も
、
兼
葭
堂
が
関
わ
り
を
持
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
分

野
で
の

活
動
に
つ
い
て
多
く
の
論
考
が
あ
る
。
蘭
学
を
意
識
し
た
も
の
に
限
っ
て
い

え
ば
、
人
的
交
流
の
中
か
ら
医
家
・
蘭
学
者
を
取
り
上
げ
た
中
野
操
や
、
語
学
と
本

草
学
を
中
心
に
兼
葭
堂
の
蘭
学
知
識
と
そ
の
交
流
を
と
り
あ
げ
た
瀧
川
義
一
の
研
究

が

あ
り
、
兼
葭
堂
の
学
問
傾
向
に
意
を
払
っ
た
も
の
と
し
て
は
唯
］
ま
と
ま
っ
た
も

　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
と
な
っ
て
い
る
。

　
兼
葭
堂
研
究
の
基
礎
史
料
と
し
て
は
、
日
記
、
書
状
、
著
述
、
蔵
本
類
が
あ
る
が
、

本
稿
の
課
題
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
日
記
と
書
状
に
つ
い
て
簡
単
に
紹
介
し
て
お
く
。

　
『
兼
葭
堂
日
記
』
（
以
下
『
日
記
』
と
略
）
は
、
そ
の
日
の
出
来
事
を
書
き
付
け
る

一
般

的
な
日
記
と
は
異
な
り
、
そ
の
日
往
来
の
あ
っ
た
人
々
の
人
名
を
書
き
上
げ
た

い

わ
ば
人
名
簿
で
あ
る
。
兼
葭
堂
四
十
四
歳
に
あ
た
る
安
永
八
年
（
一
七
七
九
）
か

ら
、
六
十
七
歳
で
亡
く
な
る
享
和
二
年
（
一
八
〇
二
）
ま
で
の
二
十
四
年
間
の
う
ち
、

天
明
元
年
（
一
七
八
一
）
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
、
同
七
年
、
同
九
年
の
四
年
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

分
を
除
い
た
二
十
年
分
が
現
存
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
兼
葭
堂
は
享
和
二
年
の
一
月

二

十
五
日
に
没
し
て
い
る
た
め
、
最
後
の
年
は
正
月
十
日
ま
で
の
記
載
で
あ
り
、
実

質
的
に
は
十
九
年
と
十
日
分
の
日
記
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
兼
葭
堂
の
生
涯
の
う
ち
、

最
後
の
三
分
の
一
が
人
名
簿
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
人
名
簿
の
体
裁

で

あ
る
か
ら
、
ま
れ
に
そ
の
用
向
き
が
短
く
書
か
れ
る
こ
と
は
あ
る
も
の
の
、
情
報

と
し
て
は
人
物
の
出
身
地
な
い
し
居
所
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
く
ら
い
で
、
具
体

的
な
交
遊
内
容
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
『
日
記
』
以
前
、
つ
ま
り
安
永
七
年
以
前
や
『
日
記
』
が
欠
け
て
い
る
年

に
つ
い
て
は
兼
葭
堂
の
日
常
交
際
が
不
明
で
あ
る
の
で
、
た
ん
に
現
存
す
る
『
日

記
』
に
名
前
の
有
る
無
し
を
見
る
だ
け
で
は
交
遊
の
有
無
を
は
か
る
こ
と
は
で
き
な

い
点
は
注
意
を
要
す
る
。

　
書
状
は
、
ま
だ
公
に
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
概
要
に
と
ど

ま
る
が
、
兼
葭
堂
が
差
し
出
し
た
書
状
と
し
て
は
五
十
通
ほ
ど
が
知
ら
れ
、
宝
暦
初

年
と
推
定
さ
れ
て
い
る
多
胡
玄
岱
宛
書
状
が
も
っ
と
も
早
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

兼
葭
堂
宛
の
書
状
と
し
て
は
百
二
十
通
ほ
ど
が
あ
り
、
宝
暦
十
四
年
（
明
和
元
年

〈
一
七

六

四
〉
）
の
那
波
魯
堂
の
も
の
が
も
っ
と
も
古
い
。
こ
の
年
兼
葭
堂
は
二
十

九
歳
で

あ
る
。
以
後
時
を
追
っ
て
残
存
す
る
書
状
点
数
が
増
え
る
が
、
往
復
書
簡
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

も
に
最
も
多
い
の
は
寛
政
期
の
書
状
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
書
状
の
伝
存
は
偶
然
的

要
素
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
た
め
、
実
際
に
や
り
と
り
さ
れ
た
書
状
の
実
数
が
ど
の

よ
う
に
推
移
し
た
か
は
わ
か
ら
な
い
。
『
日
記
』
や
書
状
だ
け
で
は
史
料
的
限
界
が
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あ
る
も
の
の
、
こ
れ
ら
は
兼
葭
堂
が
自
ら
の
世
界
を
豊
か
に
展
開
さ
せ
て
い
る
時
期

に
あ
た
り
、
そ
こ
か
ら
兼
葭
堂
の
日
常
交
遊
の
一
端
を
見
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

　
兼
葭
堂
に
蘭
学
知
識
を
も
た
ら
し
た
経
路
は
、
ま
ず
蘭
学
者
が
想
定
さ
れ
る
。
そ

こ
で
、
兼
葭
堂
と
関
わ
り
深
い
大
槻
玄
沢
と
宇
田
川
玄
随
を
取
り
上
げ
、
彼
ら
と
の

交
流
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
い
く
。

③
兼
葭
堂
と
大
槻
玄
沢

ω
三

角
纂
考
』
と
『
六
物
新
志
』

　
兼
葭
堂
の
自
伝
で
は
、
書
籍
の
収
集
と
と
も
に
、
「
考
索
」
の
た
め
収
蔵
に
努
め

た
種
々
の
収
集
品
を
挙
げ
、
「
右
ノ
類
ア
リ
ト
イ
ヘ
ト
モ
ミ
ナ
考
索
ノ
用
ト
ス
、
他

ノ
艶
飾
ノ
比
ニ
ア
ラ
ス
」
と
続
け
て
い
る
。
収
集
品
の
う
ち
「
唐
山
器
具
」
に
は

「奇

ヲ
愛
ス
ル
ニ
非
ス
、
専
ラ
考
索
ノ
用
ト
ス
」
の
割
り
注
が
付
さ
れ
る
。
「
考
索
」

と
い
う
言
葉
は
兼
葭
堂
に
よ
る
造
語
で
は
な
く
、
『
和
漢
三
才
図
会
略
』
の
序
に
お

い
て

す
で
に
林
鳳
岡
が
使
用
し
て
い
る
例
が
見
ら
れ
る
が
、
兼
葭
堂
は
自
伝
中
で
三

度
も
繰
り
返
し
用
い
て
自
ら
の
収
集
が
「
艶
飾
ノ
類
」
で
は
な
い
こ
と
を
述
べ
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
自
伝
の
最
後
で
「
世
人
余
力
実
ヲ
知
ラ
ス
、
豪
家
ノ
徒
二
比
ス
、

余
力
本
意
ニ
ア
ラ
ス
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
兼
葭
堂
の
収
集

に
つ
い
て
そ
の
よ
う
な
評
価
が
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
兼
葭
堂
に
と
っ
て
相

当
に
不
本
意
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
兼
葭
堂
が
い
く
ら
「
毎

年
受
用
ス
ル
所
三
十
金
二
過
ス
」
「
百
事
倹
省
ニ
ア
ラ
ス
ン
ハ
豊
二
今
日
ノ
業
ヲ
成

ン

ヤ
」
と
弁
解
し
て
み
て
も
、
万
巻
と
い
わ
れ
た
蔵
書
や
諸
器
物
類
は
、
人
々
の
目

に
そ
う
映
っ
た
の
も
や
む
を
え
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
た
ん
に
言
い
訳
と
し
て
「
考
索
」
と
い
う
言
葉
を
持
ち
出
し
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
兼
葭
堂
な
り
に
「
考
索
」
の
成
果
を
現
そ
う
と
し
た
の
が
、
『
一
角

纂
考
』
の
刊
行
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
三
角
纂
考
』
は
、
兼
葭
堂
が
所
蔵

す
る
ア
ン
ド
ル
ソ
ン
⊂
o
庁
芦
旨
ユ
o
諺
8
）
の
『
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
地
方
地
理
志
』

に
あ
る
図
と
記
述
に
よ
っ
て
、
解
毒
万
能
薬
ウ
ニ
コ
ー
ル
（
一
角
）
の
原
料
を
確
定

し
た
書
で
あ
る
。
一
角
は
一
角
魚
（
イ
ッ
カ
ク
。
鯨
の
仲
間
で
イ
ル
カ
に
似
る
が
、

角
の
よ
う
に
延
び
た
歯
牙
を
持
つ
）
の
歯
牙
か
ら
つ
く
ら
れ
る
が
、
当
時
は
一
角
の

原
料
に
つ
い
て
諸
説
あ
り
、
な
か
で
も
想
像
上
の
動
物
で
あ
る
一
角
獣
す
な
わ
ち
ユ

ニ
コ

ー
ン
の
角
で
あ
る
と
す
る
有
力
な
説
が
あ
っ
た
。
一
角
に
関
す
る
和
漢
書
・
西

洋
書
の
記
載
を
調
べ
、
先
の
西
洋
書
に
至
っ
て
そ
の
真
説
を
知
っ
た
兼
葭
堂
は
、
調

べ

た
成
果
を
ま
と
め
て
三
角
纂
考
』
を
成
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
書
の
成
立
に
は
大
槻
玄
沢
（
宝
暦
七
～
文
政
十
年
〈
一
七
五
七
～
一
八
二

七
〉
）
の
手
助
け
が
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
経
緯
は
三
角
纂

考
』
下
巻
巻
頭
で
兼
葭
堂
が
、
後
序
で
玄
沢
が
、
そ
れ
ぞ
れ
記
し
て
い
る
が
、
玄
沢

に
よ
れ
ば
天
明
五
年
（
一
七
八
五
）
十
月
、
長
崎
遊
学
の
途
次
、
大
坂
で
兼
葭
堂
を

訪
ね
た
折
に
話
題
が
一
角
に
及
び
、
兼
葭
堂
か
ら
『
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
地
方
地
理

志
』
の
一
角
魚
の
図
説
を
示
さ
れ
、
該
当
部
分
を
訳
出
す
る
よ
う
依
頼
を
受
け
た
。

玄
沢
は
該
当
部
分
を
写
し
て
長
崎
に
赴
き
、
修
学
中
に
阿
蘭
陀
通
詞
の
本
木
蘭
皐

（良
永
）
に
も
尋
ね
、
翌
六
年
五
月
江
戸
へ
の
帰
途
に
再
び
兼
葭
堂
を
訪
ね
て
原
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

を
借
り
、
江
戸
に
戻
っ
て
よ
う
や
く
訳
を
完
成
さ
せ
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
兼
葭

堂

に
よ
れ
ば
、
訳
が
成
っ
た
の
は
天
明
六
年
の
十
二
月
で
あ
っ
た
。

　
と
こ
ろ
で
、
玄
沢
が
長
崎
遊
学
に
際
し
て
記
し
た
紀
行
文
『
境
浦
紀
行
』
を
見
る

◎
長

崎
へ
の
往
路
来
坂
し
た
玄
沢
は
・
＋
月
二
＋
四
日
に
は
じ
め
て
護
堂
を
訪

ね
、
以
後
大
坂
を
発
つ
十
一
月
七
日
ま
で
ほ
ぼ
毎
日
兼
葭
堂
と
会
っ
て
い
る
が
、
二

十
六
日
に
「
四
半
頃
ヨ
リ
北
堀
江
兼
葭
堂
へ
行
ク
雅
談
ア
リ
暮
過
迄
物
語
ル
珍

品
ヲ
見
ル
奇
説
モ
多
シ
尾
児
狼
徳
亜
（
ク
ル
ン
ラ
ン
デ
ヤ
‖
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
、

筆
者
註
）
ノ
地
志
ヲ
カ
リ
来
ル
」
と
あ
る
の
に
始
ま
り
、
二
十
七
日
「
尾
児
狼
徳
亜

地

志
一
角
説
写
ス
」
、
二
十
八
日
か
ら
は
コ
角
説
ヲ
訳
ス
」
、
晦
日
「
終
日
一
角
説

ヲ
訳
ス
」
と
あ
っ
て
、
玄
沢
が
該
当
部
分
の
筆
写
と
訳
出
の
た
め
に
連
日
努
力
し
て

い

る
様
子
が
分
か
る
。
そ
し
て
十
一
月
二
日
に
「
一
角
志
訳
文
稿
卒
業
」
と
あ
り
、
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ひ

と
ま
ず
訳
業
を
終
え
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
玄
沢
は
、
大
坂
滞
在
中
に
該
当
個
所

を
写
し
た
だ
け
で
な
く
す
で
に
訳
出
を
試
み
て
い
た
こ
と
は
、
こ
の
記
載
に
よ
り
明

ら
か
で
あ
る
。
そ
の
後
、
長
崎
で
通
詞
の
力
も
借
り
、
ま
た
兼
葭
堂
に
原
書
を
借
り

て

江

戸
へ
戻
っ
て
か
ら
も
訳
出
を
続
け
た
わ
け
で
、
成
稿
ま
で
は
丸
一
年
以
上
か

か

っ

て

い

る
。
玄
沢
自
身
は
、
江
戸
へ
戻
っ
て
ま
も
な
く
仙
台
藩
の
医
官
に
新
任
さ

れ

多
忙
と
な
っ
た
こ
と
を
遅
延
の
理
由
と
し
て
い
る
が
、
一
方
で
玄
沢
の
語
学
力
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

あ
ま
り
高
く
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
し
た
蘭
語
の
読
解
力
の
問
題
も

一
因
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
三

角
纂
考
』
は
、
上
巻
で
兼
葭
堂
が
そ
れ
ま
で
調
べ
て
い
た
一
角
に
関
す
る
和

漢
書
の
記
載
を
挙
げ
、
下
巻
で
玄
沢
に
依
頼
し
た
経
緯
と
そ
の
訳
文
を
載
せ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
三
角
纂
考
』
を
公
に
す
る
に
当
た
っ
て
兼
葭
堂
は
、
玄
沢
が
こ
れ
以

前
に
す
で
に
訳
述
し
て
い
た
他
の
稿
も
一
緒
に
刊
行
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。
結
果
、

三

角
纂
考
』
を
後
に
付
す
か
た
ち
で
、
兼
葭
堂
蔵
版
で
合
刻
さ
れ
た
の
が
「
六
物

新
志
』
（
稿
本
段
階
の
書
名
は
『
西
産
緒
言
』
）
で
あ
る
。
内
輪
向
け
の
刊
行
は
天
明

八
年
（
一
七
八
八
）
と
さ
れ
る
が
、
流
布
本
が
書
騨
か
ら
公
刊
さ
れ
た
の
は
寛
政
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

年
（
一
七
九
五
）
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。

　
『
六
物
新
志
』
の
刊
行
に
つ
い
て
は
、
玄
沢
は
自
分
が
「
和
蘭
学
」
に
微
力
で
あ

る
う
え
、
初
学
の
こ
ろ
に
訳
し
た
も
の
な
の
で
な
お
さ
ら
で
あ
る
と
し
て
、
は
じ
め

は
こ
の
申
し
出
を
辞
退
し
た
。
し
か
し
「
木
君
（
‖
兼
葭
堂
）
懇
求
の
勢
已
ま
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
1
3
）

許
諾
せ
ざ
る
を
得
ず
」
（
原
漢
文
、
以
下
同
）
、
結
局
了
解
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ

れ

に
つ
い
て
は
兼
葭
堂
も
「
大
槻
氏
、
余
ガ
懇
請
ノ
篤
ヲ
以
テ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
ズ
、

而
テ
両
ナ
ガ
ラ
相
許
諾
ス
」
（
原
漢
文
、
以
下
同
）
と
述
べ
、
兼
葭
堂
た
っ
て
の
願

い

に
よ
っ
て
刊
行
を
受
諾
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
玄
沢
は
「
庸
才
曲
学
之
所
為
」

で

あ
る
も
の
を
公
刊
す
る
こ
と
を
か
な
り
躊
躇
し
て
い
た
ら
し
く
、
「
此
実
、
木
君

利
世
の
高
誼
に
感
じ
る
と
、
千
里
の
交
を
全
う
せ
ん
と
欲
す
る
と
に
由
っ
て
、
強
い

て

其
の
需
に
応
ず
る
の
み
」
で
あ
る
と
、
兼
葭
堂
か
ら
の
申
し
か
け
に
応
ぜ
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
点
を
強
調
し
て
い
る
。

『六
物
新
志
』
巻
首
の
題
言
・
凡
例
を
天
明
元
年
に
創
案
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
将

来
的
な
刊
行
意
図
を
持
っ
て
書
き
た
め
た
も
の
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
玄
沢
の
著

訳
述
書
は
起
草
か
ら
成
稿
、
刊
行
ま
で
に
長
い
年
月
を
か
け
て
い
る
も
の
が
多
い
。

ま
た
こ
の
天
明
八
年
に
は
、
蘭
語
学
入
門
書
『
蘭
学
階
梯
』
（
天
明
三
年
〈
一
七
八

三
〉
）
成
稿
）
を
上
梓
し
、
有
馬
文
仲
の
筆
録
に
よ
る
問
答
形
式
の
啓
蒙
書
『
蘭
説

弁
惑
』
を
成
稿
し
て
も
い
る
。
芝
蘭
堂
を
開
き
、
仙
台
藩
医
と
し
て
多
忙
な
時
期
で

も
あ
り
、
稿
を
整
え
る
こ
と
が
十
分
で
は
な
く
公
に
す
る
の
は
尚
早
と
思
っ
た
の
で

あ
ろ
う
。
一
面
、
『
蘭
学
階
梯
』
の
刊
行
が
、
福
知
山
藩
主
で
蘭
学
者
と
し
て
知
ら

れ

る
朽
木
昌
綱
の
出
資
援
助
に
よ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
、
出
版
費
用
は
大
き
な
問
題

で

あ
っ
た
。
兼
葭
堂
は
三
角
纂
考
』
を
刊
行
す
る
に
あ
た
り
、
自
ら
の
蔵
版
で

も
っ
て
玄
沢
の
著
述
も
公
刊
す
る
こ
と
で
、
訳
者
で
あ
る
玄
沢
に
報
い
よ
う
と
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
玄
沢
の
言
か
ら
は
兼
葭
堂
に
押
し
切
ら
れ
た
感
が
強
い
が
、
西

洋
物
産
の
解
説
・
考
証
を
内
容
と
す
る
『
六
物
新
志
』
の
ス
タ
イ
ル
は
、
後
の
『
蘭

碗
摘
芳
』
に
つ
な
が
る
も
の
と
も
な
っ
て
お
り
、
兼
葭
堂
の
蔵
版
で
な
さ
れ
た
出
版

は
玄
沢
に
と
っ
て
大
き
な
利
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
宇
田
川
玄
随
は
兼
葭
堂
に
宛
て

た
書
状
の
中
で
、
寛
政
七
年
の
流
布
本
の
公
刊
に
つ
い
て
「
玄
沢
⊥
ハ
物
新
志
も
御
世

話
に
て
刊
行
御
図
り
下
さ
れ
候
由
、
感
荷
（
受
け
た
恩
を
心
に
深
く
感
じ
る
こ
と
）

同
様
に
存
じ
奉
り
候
」
と
表
現
し
て
い
る
（
四
月
十
日
付
書
状
。
書
状
に
つ
い
て
は

後
述
）
。
結
果
と
し
て
、
蘭
学
の
啓
発
と
い
う
面
で
は
『
六
物
新
志
』
は
玄
沢
の
主

著

の
一
つ
と
な
り
、
兼
葭
堂
は
出
版
費
用
の
拠
出
を
通
じ
て
、
蘭
学
の
普
及
に
対
し

経
済
的
な
援
助
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
よ
う
。

②
兼
葭
堂
宛
て
大
槻
玄
沢
書
状
の
検
討

　
兼
葭
堂
と
玄
沢
の
関
係
を
今
少
し
見
て
お
き
た
い
。
次
に
あ
げ
る
書
状
は
、
兼
葭

堂
宛
の

書
状
を
貼
り
継
い
で
巻
子
仕
立
て
に
し
た
「
先
人
旧
交
書
績
」
と
仮
題
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね
　

る
書
状
集
の
中
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
中
に
玄
沢
が
兼
葭
堂
に
宛

て

た
書
状
が
二
通
含
ま
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
通
は
三
月
二
十
二
日
付
の
も
の
で
、
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書
状
申
に
「
天
野
行
蔵
」
が
急
に
帰
坂
し
た
と
述
べ
る
。
天
野
行
蔵
に
つ
い
て
は
未

詳
で
あ
る
が
、
『
日
記
』
に
よ
れ
ば
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
五
月
九
日
に
暇
乞
い

の

た
め
兼
葭
堂
を
訪
れ
て
か
ら
、
翌
十
一
年
四
月
十
五
日
の
記
事
ま
で
現
れ
な
い
の

で
、
こ
の
間
大
坂
を
離
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
、
書
状
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九

九
）
三
月
二
十
二
日
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
…
…
扱
者
、
ド
・
ネ
ウ
ス
之
内
レ
ー
フ
ル
コ
ロ
イ
ト
之
事
御
尋
被
下
候
、
訳
文

　
　
致
し
候
、
大
二
手
間
取
申
候
、
窓
劇
中
な
か
ら
略
訳
仕
候
ヲ
入
御
覧
候
、
御
分

　
　
り
被
成
候
哉
、
如
何
、
御
不
審
之
事
候
ハ
ハ
又
々
可
被
仰
下
候
、
雪
割
草
之
由
、

　
　
漢
名
ハ
何
に
候
、
此
節
急
二
如
何
様
之
御
用
こ
て
御
尋
被
下
候
や
、
委
曲
之
訳

　
　
為
御
知
被
下
度
近
便
二
奉
頼
候
、
ド
・
ネ
ウ
ス
才
覚
訳
文
等
二
大
二
手
間
取
申

　
　
候
、
多
非
御
高
免
可
被
下
候
、
自
是
も
追
々
申
上
候
事
候
ハ
・
、
御
閑
暇
二
御

　
　
返
答
奉
頼
候
…
…

　
『
日
記
』
の
寛
政
八
年
（
一
七
九
六
）
八
月
十
四
日
の
欄
外
に
「
江
戸
丸
ノ
内
松

平
相
模
守
ヤ
シ
キ
稲
村
三
伯
弟
子
芝
正
作
ト
・
ニ
ー
ス
持
参
也
」
と
あ
っ
て
、
兼

葭
堂
は
寛
政
八
年
に
す
で
に
ド
ド
ネ
ウ
ス
草
木
誌
を
見
て
い
る
。
今
回
は
ド
ド
ネ
ウ

ス

草
木
誌
の
う
ち
「
レ
ー
フ
ル
コ
ロ
イ
ト
」
に
つ
い
て
玄
沢
に
尋
ね
、
訳
文
を
求
め

て

い

た
よ
う
で
あ
る
が
、
玄
沢
は
大
い
に
手
間
取
っ
た
と
繰
り
返
し
述
べ
、
翻
訳
に

相
当
苦
労
し
た
様
子
が
う
か
が
わ
れ
る
。
翻
訳
の
際
に
、
お
そ
ら
く
そ
の
挿
図
な
ど

か

ら
「
レ
ー
フ
ル
コ
ロ
イ
ト
」
が
雪
割
草
で
あ
る
こ
と
は
わ
か
っ
た
が
、
そ
の
漢
名

に
つ
い
て
兼
葭
堂
に
問
う
て
お
り
、
玄
沢
が
兼
葭
堂
の
本
草
知
識
の
教
示
を
願
っ
て

い

た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　

こ
の
「
レ
ー
フ
ル
コ
ロ
イ
ト
」
は
、
「
エ
ー
デ
ル
レ
ー
ヘ
ル
コ
ロ
イ
ト
」
、
つ
ま
り

雪
割
草
の
別
名
を
持
2
二
角
草
（
ミ
ス
ミ
ソ
ウ
、
英
名
穿
旦
①
色
の
こ
と
で
あ
る
。

葉
の
形
に
よ
っ
て
三
角
草
と
も
、
州
浜
草
（
ス
ハ
マ
ソ
ウ
）
と
も
い
わ
れ
る
。
玄
沢

門
下
生
に
よ
る
筆
録
本
『
蘭
碗
摘
芳
』
の
初
編
巻
之
九
に
「
エ
ー
デ
ル
レ
ー
ヘ
ル
コ

ロ

イ
ト
」
の
項
が
あ
り
、
「
独
度
浬
烏
斯
九
百
十
九
号
二
日
ク
」
と
し
て
語
義
と
形

状
、
産
地
、
性
効
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
く
こ
の
時
兼
葭
堂
の
問

い
合

わ
せ
に
よ
っ
て
訳
し
た
訳
稿
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、

ド
ド
ネ
ウ
ス
草
木
誌
の
図
版
を
模
写
し
解
説
を
付
し
た
『
鐸
度
浬
■
斯
絵
入
』
（
著

者
不
明
、
早
稲
田
大
学
蔵
）
上
冊
中
に
「
エ
ー
デ
ル
レ
イ
ヘ
ル
コ
ロ
イ
ド
」
が
あ
り
、

漢
名
を
「
樟
耳
細
辛
」
、
和
名
を
「
サ
ン
カ
ク
サ
ウ
」
と
し
て
い
る
。
筆
録
本
『
蘭

碗
摘
芳
』
に
は
和
名
や
漢
名
に
つ
い
て
の
記
載
は
な
い
が
、
小
野
蘭
山
も
『
本
草
綱

目
啓
蒙
』
で
樟
耳
細
辛
を
ス
ハ
マ
ソ
ウ
に
あ
て
、
三
名
ミ
ス
ミ
グ
サ
又
ユ
キ
ワ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ト
モ
云
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
兼
葭
堂
も
樟
耳
細
辛
を
漢
名
と
し
て
玄
沢
に
伝

え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
「
先
人
旧
交
書
腫
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
も
う
一
通
の
玄
沢
書
状
は
、
次

に
掲
げ
る
十
二
月
十
六
日
付
の
も
の
で
あ
る
。

　

追

々
御
細
簡
相
達
辱
読
、
厳
寒
御
座
候
得
共
愈
御
勝
常
被
成
御
起
居
奉
遙

　

賀
候
、
随
而
拙
家
老
少
依
旧
申
候
、
乍
慮
外
御
披
念
被
下
度
候
、
先
便
者

　

唐
山
戯
画
御
恵
贈
被
下
、
毎
々
千
里
之
御
芳
情
不
知
所
謝
候
、
御
聞
及
之

　

通
寡
君
い
ま
た
幼
稗
、
即
指
出
申
候
処
殊
之
外
大
悦
、
千
万
辱
奉
多
謝
候
、

一
高
充
国
東
下
に
付
縷
々
被
仰
下
承
知
仕
候
、
毎
々
出
会
仕
候
、
小
石
門
人
と

も
こ
一
二
子
、
宇
田
川
玄
真
方
二
寄
宿
仕
り
、
追
々
出
会
仕
候
事
こ
て
御
座
候
、

一
蘭
碗
摘
芳
第
七
巻
目
石
川
汐
参
着
候
事
と
存
候
、
没
食
子
は
や
く
懸
御
目
度
、

十
巻
目
石
川
へ
相
廻
し
置
申
候
、
不
遠
参
り
可
申
存
候
、
御
覧
可
被
成
候
、

洋
画
之
考
も
摘
芳
中
二
御
座
候
、
御
覧
可
被
成
候
、
○
ペ
ル
ピ
ア
皮
の
事
も

承
知
仕
候
、

一
柚
木
先
日
も
文
通
御
座
候
、
追
々
出
来
可
申
と
存
候
、
小
森
生
甚
た
感
心
之

事
二
御
座
候
、
面
談
相
祈
候
事
こ
て
御
座
候
、

一
蘭
山
翁
老
健
折
々
出
会
仕
候
、
本
草
啓
蒙
之
事
ハ
未
承
候
、

一
珊
瑚
之
図
ハ
石
川
∂
参
可
申
と
奉
存
候
、
鼻
姻
盒
訳
文
羅
旬
語
［
（
ラ
テ
ン

語
の
模
写
か
）
］
未
た
と
く
と
解
了
仕
か
ね
延
引
仕
候
、

一
長
州
田
村
雲
沢
御
尋
申
上
候
処
、
暫
時
御
出
会
候
而
已
に
て
便
桐
有
之
、
直
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二
発
帆
之
由
、
同
人
も
遺
恨
と
奉
存
候
、
其
御
地
無
事
着
之
便
候
而
已
に
て

　
　
　
い
ま
た
自
郷
里
ハ
便
無
御
座
候
、

　
　
一
相
願
候
鶴
満
寺
古
鐘
之
義
、
大
略
被
仰
下
辱
奉
謝
候
、
頼
候
人
撫
悦
申
候
義

　
　
　
二
奉
存
候
、
上
木
之
上
早
々
御
恵
投
奉
願
候
、

　
　
一
小
紙
被
遣
、
小
弟
拙
筆
之
義
被
仰
下
恥
入
奉
存
候
、
何
分
春
中
相
考
、
何
成

　
　
　
共
相
認
可
入
貴
覧
候
、

　
　
一
高
氏
へ
御
状
即
伝
達
仕
候
、

　
　
一
柴
田
翁
不
相
替
候
、
近
所
ゆ
へ
度
々
出
会
毎
々
御
噂
共
出
申
候
、
何
卒
今
一

　
　
　
度
ハ
御
面
会
を
相
祈
候
事
に
て
御
座
候
、

　
　
一
貴
家
御
相
続
之
方
も
未
た
無
之
、
御
居
御
世
話
も
有
之
、
御
多
忙
之
由
奉
察

　
　
　
候
、
何
卒
は
や
く
御
相
応
御
座
候
様
仕
度
御
義
奉
存
候
、

　
　
年
内
無
余
日
候
ヘ
ハ
、
躬
陰
御
互
二
多
事
御
座
候
、
折
角
御
保
重
御
加
歳
可
被

　
　
成
候
、
御
家
内
様
か
た
へ
宜
々
奉
頼
候
、
万
々
来
陽
目
出
度
申
賀
候
、
段
々
之

　
　
貴
答
御
挨
拶
芳
如
此
御
座
候
、
恐
々
拝
頓
首

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
槻
玄
沢

　
　
　
　
臓
月
十
六
日

　
　
　
　
木
村
多
吉
郎
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
拝
復

　
ま
ず
書
状
の
年
代
で
あ
る
が
、
本
文
一
条
目
に
高
充
国
の
東
下
の
こ
と
、
四
条
目

に
小
野
蘭
山
と
折
々
に
出
会
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
小
野
蘭
山
が
、
幕
命
に
よ

り
医
学
館
で
本
草
学
を
講
じ
る
た
め
江
戸
に
下
っ
た
の
は
寛
政
十
一
年
（
一
七
九

九
）
三
月
で
あ
る
。
一
方
、
高
充
国
は
『
日
記
』
の
記
載
で
見
る
と
、
寛
政
十
二
年

（
一
八
〇

〇
）
九
月
十
一
日
に
兼
葭
堂
を
暇
乞
い
に
訪
れ
、
翌
十
三
年
（
享
和
元
年
）

六

月
三
日
に
帰
坂
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
書
状
は
寛
政
十
二
年
十
二
月
十

六

日
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
本
文
最
後
の
十
一
条
目
に
兼
葭
堂
の
後
嗣
が
ま
だ
定

ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
記
さ
れ
る
が
、
兼
葭
堂
が
一
度
迎
え
た
養
子
を
離
縁
し
た
の

は
寛
政
十
一
年
二
月
頃
の
こ
と
で
あ
り
、
以
後
亡
く
な
る
ま
で
相
続
人
は
決
ま
ら
な

か
っ

た
。
ま
た
追
而
書
に
「
寡
君
い
ま
た
幼
稗
」
と
あ
る
の
は
、
仙
台
藩
主
で
あ
っ

た
伊
達
斉
村
が
寛
政
八
年
に
急
逝
し
た
た
め
生
後
間
も
な
く
し
て
後
を
継
ぐ
こ
と
に

な
っ
た
政
千
代
を
指
し
て
お
り
、
書
状
を
寛
政
十
二
年
と
し
て
問
題
は
な
い
。
な
お
、

高
充
国
（
明
和
八
～
天
保
五
年
〈
一
七
七
一
～
一
八
三
四
〉
）
は
、
眼
科
医
の
家
系

に
生
ま
れ
、
杉
田
玄
白
に
つ
き
蘭
方
を
修
め
た
後
、
大
坂
心
斎
橋
筋
平
野
町
で
開
業

し
た
眼
科
医
で
、
幕
末
に
活
躍
し
た
蘭
方
医
高
良
斎
は
充
国
の
甥
（
充
国
実
弟
の
養

子
）
に
あ
た
る
。
こ
の
時
の
東
下
は
玄
白
の
も
と
で
修
学
す
る
た
め
と
考
え
ら
れ
、

充
国
三
十
才
の
八
カ
月
半
ほ
ど
を
蘭
医
学
習
得
に
費
や
し
て
い
た
と
分
か
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
文
二
条
目
に
『
蘭
碗
摘
芳
』
に
つ
い
て
書
い
た
部
分
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
『
蘭
碗
摘
芳
』
の
七
巻
目
を
石
川
を
通
じ
て
兼
葭
堂
に
見
せ
て
い
る
こ
と
、

「没
食
子
」
を
早
く
兼
葭
堂
に
見
せ
た
い
と
思
い
十
巻
目
も
ま
わ
し
て
い
る
こ
と
、

「
洋
画
之
考
」
も
『
蘭
碗
摘
芳
』
中
に
あ
る
と
す
る
こ
と
、
で
あ
る
。
石
川
は
、
玄

沢

と
も
兼
葭
堂
と
も
親
し
い
洋
風
画
家
、
石
川
大
浪
（
明
和
二
～
文
化
十
四
年
二

七
六

五
～
一
八
一
七
〉
）
に
違
い
な
い
。

　
『
蘭
碗
摘
芳
』
は
、
大
槻
玄
沢
が
蘭
学
に
関
し
て
語
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
識
や
訳

文
な
ど
を
収
め
た
蘭
学
啓
蒙
書
で
あ
る
。
天
明
か
ら
文
政
に
至
る
四
十
余
年
の
長
き

に
わ
た
っ
て
門
弟
が
筆
録
し
て
い
た
も
の
で
、
そ
の
一
部
が
選
び
出
さ
れ
て
文
化
十

四

年
（
一
八
一
七
）
に
刊
行
さ
れ
た
。
門
人
に
よ
る
筆
録
本
は
、
初
編
・
次
編
二
二

編
・
四
編
の
各
十
巻
と
附
録
二
巻
の
全
四
編
四
十
二
巻
か
ら
成
る
が
、
刊
行
本
は
初

編
三

巻
か

ら
な
る
一
冊
の
み
で
、
続
刊
は
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の
の
実
現
を
見
な

　
　
（
1
6
）

か

っ

た
。
刊
行
本
の
玄
沢
の
凡
例
は
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
三
月
の
日
付
を
持
つ

の

で
、
刊
行
に
向
け
て
早
い
段
階
か
ら
準
備
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

筆
録
本
に
収
載
さ
れ
て
い
る
記
事
の
う
ち
で
年
代
が
示
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
て
い

く
と
、
必
ず
し
も
年
代
順
に
採
録
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
各
編
各
巻
の
成
立
時
期
は
明

ら
か
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
初
編
に
関
し
て
い
え
ば
、
巻
首
に
あ
る
山
村
昌
永
の
識

語
が
寛
政
四

年
（
一
七
九
二
）
で
あ
り
、
記
事
中
で
年
代
の
分
か
る
も
の
で
は
巻
之

三

に
収
録
さ
れ
た
「
風
鳥
」
の
天
明
八
年
（
一
七
八
八
）
が
最
も
早
く
、
巻
之
八
に

ll8
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収
録
さ
れ
た
「
阿
片
訳
説
」
の
寛
政
十
年
（
一
七
九
八
）
が
最
も
遅
い
年
代
記
載
と

　
（
1
7
）

な
り
、
大
概
は
こ
の
時
期
に
記
述
さ
れ
た
記
事
が
、
初
編
に
多
く
採
録
さ
れ
て
い
る

と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　

こ
こ
で
、
玄
沢
の
書
状
に
あ
る
「
没
食
子
」
に
つ
い
て
筆
録
本
の
目
次
と
合
わ
せ

る
と
、
「
没
食
子
」
は
初
編
の
巻
之
十
に
採
録
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
書
状
の

「
十
巻
目
」
は
初
編
の
そ
れ
を
指
し
て
い
る
と
分
か
る
。
早
く
見
せ
た
い
、
と
い
う

玄
沢
の
言
か
ら
も
十
巻
目
は
出
来
上
が
り
直
後
に
送
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、
寛
政
十

二
年
末
に
初
編
の
最
終
巻
が
成
立
し
た
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
初
編
全
巻
の
成
立
も

こ
れ
以
降
と
見
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

先

に
兼
葭
堂
に
渡
っ
た
七
巻
目
、
す
な
わ
ち
初
編
の
巻
之
七
に
は
「
ケ
ル
レ
ル
贈

兼
葭
堂
書
」
が
あ
り
、
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
に
オ
ラ
ン
ダ
商
館
医
の
ケ
ル
レ
ル

（一］O
『
ロ

ゴ
①
「
⇔
】
〈
①
已
O
「
）
が
兼
葭
堂
に
送
っ
た
手
紙
を
玄
沢
が
訳
し
た
文
が
載
せ
ら
れ

て

い

る
ほ
か
、
「
彿
郎
察
鐘
版
貴
婦
人
像
図
下
訳
文
」
が
あ
っ
て
、
こ
れ
が
書
状
に

言
う
「
洋
画
之
考
」
に
当
た
る
と
思
わ
れ
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
で
書
か
れ
た
貴
婦
人
像

図
下
の
文
字
や
マ
ー
ク
を
訳
注
し
た
中
に
、
マ
ー
ク
の
図
案
に
あ
る
「
独
角
獣
」
に

関
す
る
記
述
が
あ
り
、
こ
れ
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ウ
ニ

コ

ー
ル
の
原
料
で
あ
る
一
角
は
、
三
角
纂
考
』
や
『
六
物
新
志
』
が
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
］
角
魚
の
歯
牙
で
あ
る
が
、
既
述
の
如
く
世
間
で
は
一
角
獣
の
角
で
あ
る

と
す
る
有
力
な
説
が
あ
っ
た
た
め
、
こ
う
し
た
知
識
を
知
ら
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
書
状
で

は
『
蘭
碗
摘
芳
』
の
七
巻
目
と
十
巻
目
が
挙
が
っ
て
い
る
が
、
現
在
内
閣

文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
兼
葭
堂
旧
蔵
の
『
蘭
碗
摘
芳
』
は
、
初
編
の
巻
之
一
か
ら

巻
之
六

ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
明
ら
か
な
よ
う
に
、
兼
葭
堂
の
手
元
に
は
巻

之
七
以
降
も
届
け
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

　
書
状
の
内
容
か
ら
は
、
互
い
の
知
人
に
つ
い
て
近
況
を
報
告
し
て
い
る
以
外
に
、

相
互
に
依
頼
ご
と
を
し
て
い
る
様
子
が
読
み
と
れ
る
。
「
ペ
ル
ビ
ア
皮
の
事
も
承
知

仕
候
」
（
二
条
目
）
、
「
珊
瑚
之
図
ハ
石
川
6
参
可
申
」
、
「
鼻
姻
盒
訳
文
羅
旬
語
未
た

と
く
と
解
了
仕
か
ね
延
引
仕
候
」
（
五
条
目
）
と
言
っ
た
文
言
か
ら
、
薬
葭
堂
は
玄

沢

に
西
洋
物
産
に
関
す
る
情
報
や
外
国
語
の
和
訳
を
依
頼
し
て
お
り
、
玄
沢
の
方
か

ら
は
、
あ
る
人
物
の
依
頼
で
「
鶴
満
寺
古
鐘
の
義
」
（
七
条
目
）
を
兼
葭
堂
に
問
い

合

わ
せ
て
い
て
、
好
古
の
人
で
あ
る
兼
葭
堂
の
知
識
、
あ
る
い
は
上
木
の
世
話
を
依

頼
し
て
い
る
。
南
長
柄
（
現
大
阪
市
北
区
長
柄
東
）
の
鶴
満
寺
に
伝
来
す
る
梵
鐘
は
、

も
と
長
門
の
長
済
禅
寺
に
あ
っ
た
も
の
で
、
「
大
平
十
年
二
月
」
の
中
国
年
号
を
含

む
鋳
銘
が
あ
っ
て
、
『
摂
津
名
所
図
会
』
巻
之
三
（
寛
政
十
年
〈
一
七
九
八
〉
刊
）

な
ど
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
書
画
の
贈
答
も
し
ば
し
ば
あ
っ
た
こ

と
が
、
「
小
紙
被
遣
、
小
弟
拙
筆
之
義
被
仰
下
」
（
八
条
目
）
、
「
唐
山
戯
画
御
恵
贈
被

下
、
毎
々
千
里
之
御
芳
情
」
（
追
伸
部
分
）
な
ど
の
表
現
か
ら
う
か
が
わ
れ
る
。

　
兼
葭
堂
は
、
玄
沢
か
ら
得
た
蘭
学
の
成
果
を
実
際
に
取
り
入
れ
、
利
用
し
て
い
る
。

幕
臣
で
漢
詩
人
の
大
田
南
畝
（
寛
延
二
～
文
政
六
年
〈
一
七
四
九
～
一
八
一
一
三
〉
）

は
、
最
晩
年
の
兼
葭
堂
と
親
し
く
、
兼
葭
堂
と
の
問
答
書
『
遡
遊
従
之
』
（
享
和
二

年
〈
一
八
〇
二
〉
）
成
立
）
を
著
し
て
い
る
が
、
南
畝
の
問
い
に
対
し
て
莱
葭
堂
は

「蛮
説
」
「
蛮
訳
」
を
挙
げ
て
回
答
し
て
お
り
、
そ
の
出
典
と
し
て
『
六
物
新
志
』
と

『蘭
碗
摘
芳
』
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
肉
豆
藏
」
「
サ
フ
ラ
ン
」
は
『
六
物
新

志
』
に
、
「
含
生
草
」
「
没
食
子
」
は
『
蘭
碗
摘
芳
』
に
そ
の
説
が
載
る
と
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
兼
葭
堂
と
大
槻
玄
沢
は
そ
れ
ぞ
れ
の
得
意
分
野
に
つ
い
て
互
い
の
知

識
を
交
換
し
合
い
、
兼
葭
堂
は
玄
沢
に
西
洋
文
物
の
知
識
と
語
訳
を
、
玄
沢
は
兼
葭

堂
に
本
草
・
博
物
知
識
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ

情
報
の

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
頼
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
依
頼
を
日
常
的
に
お
こ
な
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

④
兼
葭
堂
と
宇
田
川
玄
随

　
次

に
掲
げ
る
の
は
、
「
先
人
旧
交
書
憤
」
に
収
め
ら
れ
て
い
る
四
月
十
日
付
の
宇

田
川
玄
随
（
宝
暦
五
～
寛
政
九
年
〈
一
七
五
五
～
九
七
〉
）
の
書
状
で
あ
る
。
玄
随

の

目
を
通
し
て
、
蘭
学
と
関
わ
る
兼
葭
堂
の
姿
が
書
き
表
さ
れ
て
い
る
の
で
、
以
下
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に
見
て
い
き
た
い
（
翻
刻
中
の
口
は
虫
損
及
び
破
損
）
。

　
　
　
　
再
陳
、
嚥
々
爾
来
御
発
明
御
卓
論
等
可
有
御
座
候
、
御
執
筆
之
御
紳
余
も

　
　
　
　
御
座
候
ハ
・
御
教
示
被
下
候
様
奉
待
望
候
、
其
御
地
蔵
屋
敷
二
罷
在
候
役

　
　
　
　
人
、
村
尾
杢
右
衛
門
・
竹
内
要
左
衛
門
・
長
沢
清
左
衛
門
右
三
人
之
内
へ

　
　
　
　
御
出
し
被
下
候
ヘ
ハ
兼
而
申
達
し
置
候
間
、
随
分
月
二
両
度
宿
之
飛
脚
便

　
　
　
　
御
座
候
ハ
・
、
い
つ
に
て
も
御
教
示
被
下
候
ハ
・
右
へ
御
出
し
可
被
下
候

　
　
　
　
奉
頼
上
候
、
将
又
今
度
厳
邑
津
山
之
町
医
高
畠
道
友
と
申
者
東
都
へ
修
行

　
　
　
　
二
罷
出
候
而
♂
帰
郷
仕
候
、
便
道
貴
地
へ
暫
滞
留
仕
候
而
乍
修
行
治
療
仕

　
　
　
　
候
者
、
則
拙
書
相
附
上
仕
候
、
渠
ハ
外
科
二
御
座
候
、
若
御
懇
意
之
御
方

　
　
　
　
様
御
用
筋
も
御
座
候
ハ
・
、
御
都
合
次
第
御
治
療
御
命
可
被
下
候
様
御
先

　
　
　
　
容
奉
頼
上
候
、
同
人
小
子
弟
子
分
二
御
座
候
間
、
何
分
奉
頼
上
候
、
呉
々

　
　
　
　
も
御
新
説
等
も
御
座
候
ハ
・
、
里
耳
を
驚
し
度
御
教
示
奉
仰
止
候
、
春
来

　
　
　
　
病
用
公
私
紛
冗
且
同
人
出
立
急
与
相
成
口
口
口
勿
々
奉
呈
梧
右
候
、
御
推

　
　
　
　
覧
可
被
下
候
、
以
上

　
　
一
翰
致
啓
上
候
、
爾
来
者
久
々
不
奉
玉
音
、
先
以
向
暑
之
際
愈
御
平
康
可
被
成

　
　
起
居
大
賀
之
至
奉
存
候
、
誠
二
其
後
ハ
風
塵
紛
架
乍
存
御
契
闊
罷
過
背
本
意
候
、

　
　
乍
去
毎
度
二
三
同
社
中
二
而
御
平
安
之
御
様
子
斗
拝
聴
、
益
御
風
流
之
御
宿
好

　
　
不
相
楡
、
近
来
ハ
蘭
学
等
こ
も
御
波
及
被
成
候
趣
、
吾
党
之
同
臭
ハ
奉
遙
敬
候

　
　
事
二
御
座
候
、
玄
沢
六
物
新
志
も
御
世
話
二
て
刊
行
御
図
被
下
候
由
、
感
荷
同

　
　
様
二
奉
存
候
、
小
子
も
年
来
家
業
之
本
科
少
々
取
懸
居
候
所
、
一
小
部
翻
訳
出

　
　
来
、
内
両
三
巻
書
騨
刊
行
仕
候
て
ハ
、
御
同
好
之
故
二
先
達
而
玄
沢
♂
幸
便
有

　
　
之
候
節
一
部
奉
呈
左
右
候
、
定
而
相
達
御
垂
覧
も
被
下
候
半
、
自
余
ハ
書
騨
之

　
　
都
合
次
第
上
木
致
候
由
申
し
候
間
、
其
節
陸
続
供
覧
可
仕
候
、
為
差
儀
も
無
御

　
　
座
候
得
と
も
、
任
幸
便
御
即
答
も
伺
度
、
労
勿
卒
如
此
御
座
候
、
恐
惇
謹
言

　
　
　
　
孟

夏
十
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宇
田
川
玄
随

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晋
（
花
押
）

　
　
　
木
村
吉
右
衛
門
様

　
　
　
　
　
　
　
　
（
御
中
力
）

　
　
　
　
　
　
　
人
々
口
口

　
書
状
の
年
代
は
、
追
伸
記
事
に
よ
り
寛
政
六
年
（
一
七
九
四
）
四
月
十
日
と
判
明

す
る
。
こ
の
時
玄
随
は
津
山
藩
医
と
し
て
江
戸
に
い
た
。
追
伸
中
に
、
津
山
の
町
医

高
畠
道
友
が
江
戸
で
の
修
行
を
終
え
、
帰
郷
の
途
次
に
大
坂
に
立
ち
寄
る
こ
と
に

な
っ
た
た
め
、
手
紙
を
持
た
せ
る
の
で
便
宜
を
願
う
、
と
の
旨
が
記
さ
れ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
マ
マ
　

『
日
記
』
の
寛
政
六
年
四
月
二
十
三
日
に
「
江
戸
高
畠
道
友
宇
陀
川
状
持
参
」
、
同
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
マ
マ
ザ

の

欄
外
に
「
津
山
高
畠
道
及
始
来
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
本
書

状
が

『
日
記
』
に
記
さ
れ
る
「
宇
陀
（
田
）
川
状
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
分
か

る
。　

玄
随
が
書
状
で
紹
介
す
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
高
畠
道
友
は
外
科
を
専
門
と
す
る

玄
随
の

弟
子
分
で
あ
り
、
し
ば
ら
く
大
坂
に
留
ま
り
修
行
を
兼
ね
て
治
療
を
す
る
と

い

う
。
そ
の
た
め
、
大
坂
で
の
治
療
先
の
斡
旋
を
兼
葭
堂
に
依
頼
し
て
い
る
。
道
友

は
津
山
元
魚
町
の
町
医
師
で
、
寛
政
四
年
（
一
七
九
二
）
十
月
に
津
山
で
玄
随
が
お

こ
な
っ
た
「
開
臓
」
に
立
ち
会
い
、
翌
五
年
二
月
に
玄
随
の
推
挙
に
よ
り
藩
医
に
挙

げ
ら
れ
た
。
翌
六
年
二
月
に
江
戸
へ
出
て
、
玄
随
の
も
と
に
身
を
寄
せ
つ
つ
修
行
を

し
て
い
る
が
、
書
状
に
あ
る
ご
と
く
ニ
カ
月
足
ら
ず
で
の
帰
郷
と
な
っ
た
。
『
日
記
』

で

は
初
対
面
か
ら
四
日
後
の
四
月
二
十
七
日
に
訪
問
記
事
が
あ
る
の
み
で
、
道
友
が

い

つ
大
坂
を
発
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
の
後
津
山
に
戻
っ
た
道
友
は
、
翌
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

年
二
月
か
ら
行
方
不
明
と
な
り
捜
索
願
が
出
さ
れ
て
い
る
。

　

玄
随
が
道
友
に
兼
葭
堂
を
訪
ね
さ
せ
、
患
者
の
紹
介
を
依
頼
し
て
い
る
の
は
、
兼

葭
堂
へ
の
信
頼
と
大
坂
の
地
で
兼
葭
堂
が
も
つ
人
脈
を
考
え
て
の
こ
と
に
他
な
ら
な

い
。
そ
の
意
味
で
は
、
兼
葭
堂
は
医
者
仲
間
よ
り
は
る
か
に
頼
り
に
な
る
人
物
で

あ
っ
た
。
道
友
に
限
ら
ず
、
大
坂
を
訪
ね
る
人
物
が
兼
葭
堂
の
知
人
の
手
紙
を
携
え

て
、
大
坂
滞
在
中
の
便
宜
・
世
話
を
依
頼
す
る
例
が
ま
ま
見
ら
れ
る
。
手
紙
を
持
た

な
い
ま
で
も
、
誰
の
知
人
で
あ
る
か
を
告
げ
て
兼
葭
堂
に
面
会
を
求
め
る
人
も
多
い
。

い
ず
れ
も
見
知
ら
ぬ
地
で
ま
ず
頼
る
べ
き
人
物
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、

大
坂
に

知
人
が
住
ん
で
い
る
と
き
に
は
そ
の
人
物
が
紹
介
者
と
し
て
同
伴
す
る
こ
と
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も
あ
る
。
享
和
元
年
（
一
八
〇
一
）
三
月
一
日
に
兼
葭
堂
を
訪
ね
た
大
槻
玄
沢
門
下

の

中
井
厚
沢
（
安
永
四
～
天
保
三
年
〈
一
七
七
五
～
一
八
三
二
〉
）
は
、
『
日
記
』
の

欄
外
に
「
芸
州
広
嶋
塚
本
町
中
井
厚
沢
宇
田
川
塾
生
漢
学
ノ
為
二
上
京
宿
無
之

ヨ
シ
下
江
森
川
へ
行
同
伴
来
天
野
二
行
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
兼
葭
堂
は
厚
沢

を
宇
田
川
門
人
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
で
あ
れ
ば
寛
政
九
年
二
七
九
七
）
に
没
し

た
玄
随
の
後
を
継
い
だ
玄
真
で
あ
る
だ
ろ
う
。
厚
沢
は
後
に
、
蘭
医
学
を
は
じ
め
て

広
島
に
伝
え
る
こ
と
に
な
る
人
物
で
あ
る
が
、
兼
葭
堂
と
ご
く
親
し
い
書
家
で
蒙
刻

家
の
森
川
竹
窓
（
宝
暦
十
三
～
天
保
元
年
〈
一
七
六
三
～
一
八
三
〇
〉
）
を
ま
ず
訪

ね

て
、
竹
窓
に
伴
わ
れ
て
兼
葭
堂
、
そ
し
て
天
野
行
蔵
を
訪
ね
て
お
り
、
こ
れ
も
そ

う
し
た
例
と
思
わ
れ
る
。

　

さ
て
本
文
初
め
で
、
江
戸
の
蘭
学
社
中
に
お
い
て
兼
葭
堂
の
様
子
が
噂
に
な
っ
て

お

り
、
兼
葭
堂
が
か
ね
て
か
ら
の
風
流
相
変
わ
ら
ず
近
来
は
蘭
学
な
ど
に
も
波
及
し

て
、
玄
随
周
辺
の
蘭
学
仲
間
た
ち
は
遙
敬
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
兼
葭
堂
が
近

来
徐
々
に
そ
の
興
味
の
範
囲
を
広
げ
て
、
蘭
学
に
も
及
ん
で
き
た
と
い
う
の
は
、

三

角
纂
考
』
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
西
洋
書
を
活
用
し
て
の
考
証
、
蘭
学
者
と
の
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で
の

蘭
語
・
蘭
説
の
検
討
、
あ
る
い
は
そ
の
前
提
と
し
て
西
洋
書
の
収
集
、
阿
蘭
陀

通

詞
や
オ
ラ
ン
ダ
商
館
長
・
商
館
医
ら
と
の
交
流
な
ど
、
兼
葭
堂
が
積
極
的
に
蘭
学

的
な
諸
知
識
と
接
し
て
い
る
さ
ま
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
書
状
は
続
け
て

兼
葭
堂
が
玄
沢
の
『
六
物
新
志
』
の
刊
行
を
図
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
、
わ
が
こ
と
の

よ
う
に
感
謝
の
意
を
表
し
て
い
る
。
『
六
物
新
志
』
は
、
こ
の
後
寛
政
七
年
（
一
七

九

五
）
正
月
に
書
騨
か
ら
公
刊
さ
れ
、
江
戸
に
お
い
て
は
翌
八
年
三
月
二
十
七
日
に

売
弘
許
可
が
下
り
た
。
前
述
の
如
く
、
兼
葭
堂
の
計
ら
い
に
よ
る
出
版
は
玄
随
を
含

め

た
蘭
学
社
中
か
ら
も
喜
ば
し
い
こ
と
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
書
状
全
体

を
通
じ
て
、
蘭
学
社
中
の
中
で
も
優
れ
た
蘭
学
者
と
し
て
信
頼
の
厚

か

っ

た
玄
随
が
、
兼
葭
堂
に
対
し
て
非
常
に
丁
重
で
あ
る
こ
と
は
興
味
深
い
。
兼
葭

堂
宛
の
書
状
で
あ
る
と
い
う
点
を
差
し
引
い
て
も
、
玄
随
が
兼
葭
堂
の
知
と
い
う
も

の

を
期
待
し
て
い
た
こ
と
は
追
伸
部
分
で
も
う
か
が
え
る
。
兼
葭
堂
の
発
明
・
卓
論

等
の
教
示
を
待
っ
て
い
る
と
し
て
、
手
紙
の
取
次
に
津
山
藩
大
坂
蔵
屋
敷
の
役
人
三

人

の

名
を
挙
げ
、
彼
ら
に
は
か
ね
て
申
し
達
し
て
あ
り
、
月
に
二
度
の
飛
脚
便
が
あ

る
の
で
い
つ
で
も
教
示
さ
れ
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
た
ん
に
文
飾
と
し
て
な
ら
ば
、

こ
こ
ま
で
具
体
的
な
手
順
を
示
す
こ
と
も
な
か
ろ
う
。
追
伸
の
最
後
で
も
「
呉
々
も

御
新
説
等
も
御
座
候
ハ
・
、
里
耳
を
驚
し
度
御
教
示
奉
仰
止
候
」
と
念
を
押
し
て
い

る
。
「
発
明
」
「
卓
論
」
「
新
説
」
な
ど
の
言
葉
は
、
玄
随
が
兼
葭
堂
に
求
め
た
知
の

内
容
を
示
し
て
お
り
、
玄
随
ら
蘭
学
者
が
学
説
を
立
て
て
い
く
上
で
、
有
益
か
つ
刺

激
的
な
知
識
を
与
え
て
く
れ
る
人
物
と
し
て
兼
葭
堂
を
評
価
し
て
い
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　
本
文
最
後
で
、
一
小
部
の
翻
訳
が
刊
行
さ
れ
た
と
い
う
の
は
、
わ
が
国
初
め
て
の

翻
訳
西
洋
内
科
医
書
と
し
て
名
高
い
『
西
説
内
科
撰
要
』
で
あ
る
。
寛
政
五
年
二

七

九

三
）
か
ら
文
化
七
年
（
一
八
一
〇
）
に
か
け
て
刊
行
さ
れ
、
外
科
が
主
流
で

あ
っ
た
蘭
医
学
界
に
一
つ
の
画
期
を
与
え
た
。
玄
随
は
、
「
御
同
好
の
故
に
」
玄
沢

を
通
じ
て
内
科
専
門
書
で
あ
る
こ
の
書
を
兼
葭
堂
に
奉
呈
し
、
続
刊
も
上
木
次
第
に

供
覧
す
る
こ
と
を
約
束
し
て
い
る
。
同
好
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
蘭
学
そ

の

も
の
に
対
す
る
共
通
の
理
解
の
上
に
両
者
が
立
っ
て
い
る
こ
と
を
玄
随
が
認
め
て

い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
玄
随
も
、
西
洋
医
学
の
専
門
書
で
あ
る
本
書

を
兼
葭
堂
に
献
呈
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　

た
だ
、
そ
の
こ
と
と
分
け
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
兼
葭
堂
に
対
し
て
玄
随

が
蘭
学
者
的
な
知
識
を
求
め
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
玄

随

の
書
状
の

よ
う
に
、
兼
葭
堂
と
蘭
学
と
の
関
係
を
直
接
に
と
ら
え
る
表
現
は
、
実

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
事
実
と
し
て
、
蘭
学
者
や
そ
の
周
辺
の

人
々

と
交
流
が
あ
り
、
兼
葭
堂
自
ら
蘭
学
知
識
を
控
え
た
『
蘭
音
類
聚
』
と
い
う
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

が

あ
っ
た
（
関
東
大
震
災
で
焼
失
）
こ
と
な
ど
か
ら
、
従
来
よ
り
兼
葭
堂
と
蘭
学
と

の

つ

な
が
り
は
指
摘
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
蘭
学
者
の
側
が
兼
葭

堂

を
ど
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
認
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
手

が
か
り
は
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
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そ
の
中
で
も
「
蘭
学
者
相
撲
番
付
」
（
早
稲
田
大
学
蔵
）
は
よ
く
知
ら
れ
た
も
の

で

あ
り
、
兼
葭
堂
は
西
前
頭
二
十
六
枚
目
に
そ
の
名
が
挙
が
っ
て
い
て
、
当
時
の
蘭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

学
界
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
。
こ
の
番
付
が
芝
蘭

堂
の
新
元
会
の
席
で
作
ら
れ
た
の
は
、
玄
随
が
亡
く
な
っ
た
翌
年
の
寛
政
十
年
二

七
九

八
）
十
］
月
の
こ
と
で
、
当
然
兼
葭
堂
の
活
動
が
十
分
認
識
さ
れ
て
い
た
時
期

で

あ
る
。
大
坂
の
人
物
で
は
他
に
、
玄
沢
門
の
四
天
王
に
数
え
ら
れ
、
翻
訳
に
秀
で

た
橋
本
宗
吉
（
西
小
結
）
と
、
仙
台
藩
へ
の
大
名
貸
で
名
高
く
、
玄
沢
と
と
く
に
呪

懇
で

あ
っ
た
蘭
品
収
集
家
の
山
片
重
芳
（
東
前
頭
十
枚
目
）
の
都
合
三
名
の
み
が
選

ば
れ
て

い

る
。
他
の
二
人
と
比
べ
て
兼
葭
堂
の
番
付
は
高
く
な
い
が
、
こ
れ
は
い
わ

ば

当
然
の
こ
と
で
、
兼
葭
堂
は
蘭
学
者
た
ら
ん
と
し
て
蘭
学
を
志
向
し
て
い
た
わ
け

で

な
く
、
あ
く
ま
で
も
自
ら
の
意
を
傾
注
す
る
本
草
・
物
産
学
、
事
物
考
証
と
関

わ
っ
て
蘭
学
知
識
を
吸
収
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
『
遡
遊
従
之
』
の
中

で

は
、
兼
葭
堂
は
「
唐
山
紅
毛
齎
来
ノ
品
物
二
必
用
ト
云
ヘ
キ
モ
ノ
薬
品
ノ
他
コ
レ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

無

シ
、
或
ハ
其
余
皮
革
・
碗
青
・
風
繭
・
亜
鉛
ナ
ラ
ン
カ
…
…
」
と
言
っ
て
お
り
、

モ

ノ
を
想
定
し
て
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
兼
葭
堂
の
評
価
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

そ
の
意
味
で
は
貧
欲
な
知
識
欲
1
1
求
知
心
の
結
果
で
あ
り
、
蘭
学
は
あ
く
ま
で
も
手

段
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
玄
随
の
書
状
か
ら
は
、
兼
葭
堂
の
蘭
学
へ
の
関
心
あ

る
い
は
蘭
学
知
識
と
の
関
わ
り
方
を
肯
定
的
に
評
価
す
る
見
方
が
、
江
戸
の
蘭
学
社

中
に
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
番
付
に
名
前
が
載
る
の
も
そ
の
現

れ

の

一
つ
で

あ
る
。
む
し
ろ
蘭
学
者
の
側
も
そ
う
し
た
知
識
を
得
て
、
蘭
学
そ
の
も

の

の

研
究
に
活
か
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
蘭
学
と
い
う
も
の
が

ど
こ
ま
で
の
広
が
り
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
も
関
わ
っ
て
く
る
。
時
代

が
進

む
に
つ
れ
て
蘭
学
の
内
容
や
そ
れ
が
含
む
範
囲
は
変
化
し
、
ま
た
人
々
が
蘭
学

を
い
か
に
認
識
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
よ
る
違
い
や
個
人

差
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
点
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
玄
沢
や
玄

随
の

よ
う
な
藩
医
レ
ベ
ル
の
蘭
学
者
が
、
兼
葭
堂
に
対
し
て
持
っ
て
い
る
の
は
、
同

類
、
仲
間
内
の
感
覚
で
あ
る
。
彼
ら
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
蘭
学
に
対
す
る
知
的
好

奇
心
を
持
つ
人
々
も
ま
た
、
蘭
学
界
を
支
え
る
要
素
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

結
び
に

　
大
槻
玄
沢
が

『六
物
新
志
』
や
『
蘭
碗
摘
芳
』
な
ど
、
啓
蒙
書
と
し
て
の
性
格
を

持
つ
著
訳
述
を
多
く
残
し
て
い
る
こ
と
は
、
世
に
蘭
学
を
正
し
く
認
知
さ
せ
る
こ
と

を
自
ら
の
役
割
の
一
つ
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
兼
葭
堂
も
そ
こ
に
共

感
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
三
角
纂
考
』
下
巻
の
は
じ
め
で
「
大
槻
氏
ノ
世
ノ
為

二

利
ヲ
興
ス
ノ
志
ヲ
佐
ケ
テ
、
内
外
医
術
万
一
ノ
資
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
欲
ス
ル
ノ
ミ
」

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
こ
の
時
の
両
者
は
、
い
わ
ば
啓
蒙
と
い

う
水
準
で
同
じ
面
に
立
っ
て
い
る
。
蘭
学
に
関
す
る
知
識
で
は
絶
対
的
に
優
位
で
あ

る
玄
沢
も
玄
随
も
、
和
漢
の
本
草
・
物
産
に
詳
し
い
兼
葭
堂
の
意
見
を
採
り
入
れ
て

自
ら
の
学
業
に
活
か
そ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
蘭
学
者
と
し
て
で
は
な
く
、
蘭
学

に
一
定
の
理
解
を
も
ち
つ
っ
和
漢
洋
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
に
有
益
な
知
識
や
情
報
を

も
た
ら
し
う
る
人
物
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
こ
の
時
期
の
蘭
学
者
が
蘭
学

知
識
を
深
め
て
い
く
過
程
で
、
蘭
学
者
同
士
の
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
専
門
知
識
を
交

換

し
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
兼
葭
堂
の
よ
う
な
知
識
人
、
つ
ま
り
蘭
学
に
対
す
る

学
問
的
好
奇
心
を
持
つ
人
々
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
両
者

の

目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
異
な
る
に
せ
よ
、
相
互
補
完
的
に
知
識
を
交
換
す
る
こ

と
で
互
い
の
学
問
的
欲
求
を
満
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
新
し
い
学
問
領

域
を
形
成
し
つ
つ
進
展
し
た
蘭
学
の
、
十
八
世
紀
後
半
段
階
の
あ
り
方
を
現
し
て
い

る
と
も
言
え
よ
う
。

　

本
稿
で

は
、
兼
葭
堂
と
二
人
の
蘭
学
者
と
の
知
識
交
流
に
つ
い
て
し
か
考
察
で
き

な
か
っ
た
が
、
兼
葭
堂
は
蘭
学
者
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
方
面
か
ら
蘭
学
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

る
知
識
を
得
て
い
る
。
例
え
ば
テ
ィ
チ
ン
グ
（
■
壁
o
田
匿
昌
瞥
）
や
フ
ァ
ン
・
レ
ー

デ

G
°
ロ
く
芦
零
o
ユ
6
8
↑
ユ
o
勺
曽
村
6
一
〇
「
）
ら
オ
ラ
ン
ダ
商
館
関
係
者
、
吉
雄
幸
左
衛
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門
・
楢
林
重
兵
衛
を
は
じ
め
と
す
る
阿
蘭
陀
通
詞
、
桂
川
甫
斎
（
森
島
中
良
）
や
司

馬
江
漢
ら
蘭
学
者
周
辺
の
人
々
、
そ
し
て
朽
木
昌
綱
や
松
浦
静
山
と
い
っ
た
い
わ
ゆ

　
　
　
　
（
2
5
＞

る
蘭
癖
大
名
な
ど
、
そ
の
交
遊
関
係
は
そ
の
ま
ま
当
時
の
蘭
学
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に

あ
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
個
々
の
つ
な
が
り
を
検
討
し
、
彼
ら
が
蘭
学
と
い
う
も

の

を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
で
あ

る
。
そ
し
て
、
兼
葭
堂
の
周
辺
に
は
、
兼
葭
堂
と
同
じ
く
、
求
知
心
を
も
っ
て
蘭
学

あ
る
い
は
蘭
学
に
連
な
る
知
識
や
情
報
を
求
め
る
人
々
が
お
り
、
こ
の
課
題
は
こ
れ

ま
で
た
ん
な
る
「
好
事
家
」
と
し
て
低
い
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
彼
ら

を
も
含
ん
で
考
え
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

註（
1
）
　
蘭
学
の
性
格
評
価
に
関
わ
る
も
の
の
う
ち
、
主
な
も
の
の
み
を
あ
げ
る
。
武
士
中
心
の
蘭

　
　
学
観
を
提
示
し
た
も
の
と
し
て
、
原
平
三
「
蘭
学
発
達
史
序
説
」
（
『
歴
史
教
育
』
＝
ー
三
、

　
　
一
九
三
六
年
）
、
い
わ
ゆ
る
「
封
建
制
補
強
説
」
を
採
る
も
の
と
し
て
、
伊
東
多
三
郎
「
洋
学

　
　
の
一
考
察
」
（
『
社
会
経
済
史
学
』
七
ー
三
、
一
九
三
七
年
）
、
沼
田
次
郎
『
幕
末
洋
学
史
』

　
　
（
刀
江
書
院
、
一
九
五
一
年
）
、
同
『
洋
学
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
九
年
）
、
「
封
建
制
批
判

　
　
説
」
を
採
る
も
の
と
し
て
、
高
橋
碩
一
『
洋
学
論
」
（
三
笠
書
房
、
一
九
三
九
年
）
、
同
「
洋

　
　
学
の

興

隆
と
反
封
建
的
世
界
観
」
（
『
岩
波
講
座
日
本
歴
史
』
一
三
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
四

　
　
年
）
、
同
『
洋
学
思
想
史
論
』
（
新
日
本
出
版
社
、
一
九
七
二
年
）
、
幕
末
期
蘭
学
の
軍
事
科
学

　
　
化
を
指
摘
す
る
も
の
に
、
佐
藤
昌
介
『
洋
学
史
研
究
序
説
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
四
年
）
、

　
　
同
『
洋
学
史
の
研
究
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
〇
年
）
な
ど
。

（
2
）
　
田
崎
哲
郎
『
在
村
の
蘭
学
』
（
名
著
出
版
、
一
九
八
五
年
）
、
同
編
『
在
村
蘭
学
の
展
開
』

　
　
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
九
二
年
）
、
青
木
歳
幸
『
在
村
蘭
学
の
研
究
』
（
思
文
閣
出
版
、
↓
九
九

　
　
八
年
）
な
ど
。

（
3
）
　
中
野
操
『
大
坂
蘭
学
史
話
』
（
思
文
閣
出
版
、
一
九
七
九
年
）
、
有
坂
隆
道
編
『
日
本
洋
学

　
　
史
の
研
究
』
1
～
X
（
創
元
社
、
一
九
六
八
～
九
一
年
）
な
ど
。

（
4
）
　
原
本
は
現
在
所
在
不
明
で
あ
る
が
、
模
刻
さ
れ
た
「
兼
葭
堂
先
生
遺
書
」
が
残
っ
て
お
り
、

　
　
『
花
月
庵
蔵
義
葭
堂
日
記
』
註
（
7
）
付
録
と
し
て
複
製
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
本
稿
で
の
引

　
　
用
は
こ
の
複
製
に
よ
る
。

（
5
）
　
水
田
紀
久
『
近
世
浪
華
学
芸
叢
談
』
（
中
尾
松
泉
堂
書
店
、
一
九
八
六
年
）
、
同
『
浪
華
郷

　

友
録
』
（
近
代
文
芸
社
、
一
九
九
六
年
）
、
同
『
水
の
中
央
に
あ
り
　
木
村
兼
葭
堂
研
究
』
（
岩

　

波
書
店
、
二
〇
〇
二
年
）
、
そ
の
他
兼
葭
堂
を
扱
っ
た
も
の
に
、
古
く
は
鹿
田
静
七
編
『
兼
葭

　
　
堂
誌
』
（
私
家
版
、
一
九
〇
一
年
）
、
新
し
く
は
中
村
真
一
郎
『
木
村
兼
葭
堂
の
サ
ロ
ン
』
（
新

　
　
潮
社
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

（
6
）
　
中
野
操
「
木
村
兼
葭
堂
を
め
ぐ
る
医
家
た
ち
」
…
～
七
（
『
医
潭
』
復
刊
二
〇
～
三
〇
、
日

　
　

本
医
史
学
会
関
西
支
部
、
一
九
五
九
～
六
四
年
）
、
同
「
木
村
兼
葭
堂
と
蘭
学
者
た
ち
」
一
～

　
　
六

（
『大

阪
春
秋
』
四
～
七
、
大
阪
春
秋
社
、
一
九
七
四
～
七
六
年
）
。
瀧
川
義
一
『
木
村
兼

　
　
葭
堂
の
蘭
学
志
向
（
一
）
　
語
学
・
本
草
学
を
中
心
に
』
（
科
学
書
院
、
一
九
八
五
年
）
な
ど
。

（
7
）
　
原
本
の
う
ち
、
大
阪
歴
史
博
物
館
所
蔵
の
羽
間
文
庫
本
五
冊
十
八
年
分
に
つ
い
て
は
、
『
複

　
　
製
兼
葭
堂
日
記
』
お
よ
び
『
兼
葭
堂
日
記
翻
刻
編
』
（
葉
葭
堂
日
記
刊
行
会
、
一
九
七
二
年
）

　
　

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
新
た
に
見
つ
か
っ
た
花
月
庵
本
二
冊
二
年
分
は
、
原
本

　
　
複
製
『
花
月
庵
蔵
兼
葭
堂
日
記
』
（
兼
葭
堂
日
記
刊
行
会
、
一
九
八
四
年
）
と
し
て
刊
行
さ
れ

　
　
て

い

る
。
い
ず
れ
も
水
田
紀
久
氏
に
よ
る
解
説
と
索
引
が
付
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
　
兼
葭
堂
に
関
係
す
る
書
状
は
各
地
に
散
在
す
る
が
、
瀧
川
義
一
・
佐
藤
卓
弥
編
『
木
村
兼
葭

　
　
堂

資
料
集
　
校
訂
と
解
説
（
一
）
』
（
蒼
土
舎
、
一
九
八
八
年
）
に
七
十
五
通
ほ
ど
の
往
復
書

　
　
簡
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
註
（
1
4
）
参
照
。

（
9
）
　
経
緯
に
つ
い
て
は
、
両
者
の
説
明
に
若
干
表
現
の
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
。
兼
葭
堂
に
よ

　
　
れ

ば
、
『
グ
リ
ー
ン
ラ
ン
ド
地
方
地
理
志
』
の
訳
出
を
玄
沢
に
依
頼
し
た
と
き
、
玄
沢
は
旅
中

　
　
で
参
考
す
べ
き
書
が
な
い
た
め
こ
れ
を
辞
し
、
三
、
四
度
調
読
し
て
そ
の
大
意
を
示
す
の
み
で

　
　
あ
っ
た
が
、
翌
年
長
崎
か
ら
の
帰
路
に
再
び
兼
葭
堂
を
訪
ね
た
際
に
再
度
兼
葭
堂
が
懇
請
し

　
　
て

和
訳
を
引
き
受
け
て
も
ら
っ
た
と
い
う
。

（
1
0
）
　
津
本
信
博
編
『
近
世
紀
行
日
記
文
学
集
成
』
二
（
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
九
四
年
）

　
　
所
収
。
以
下
、
引
用
は
こ
の
書
に
よ
る
。
関
連
す
る
論
文
に
、
村
田
忠
一
「
大
槻
玄
澤
・
司
馬

　
　
江
漢

の

西
遊

と
木
村
兼
葭
堂
i
日
記
に
み
る
大
坂
で
の
交
流
ー
」
（
『
適
塾
』
三
一
、
一
九
九

　
　
八
年
）
。

（
1
1
）
　
鳥
井
裕
美
子
「
大
槻
玄
沢
の
語
学
力
」
（
『
大
槻
玄
沢
の
研
究
』
洋
学
史
研
究
会
編
、
思
文

　
　
閣
出
版
、
一
九
九
↓
年
）
。

（
1
2
）
　
影
印
復
刻
『
六
物
新
志
・
一
角
纂
考
』
宗
田
一
解
説
（
『
江
戸
科
学
古
典
叢
書
』
三
二
、
恒

　
　
和
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
。
な
お
、
宗
田
解
説
で
は
、
流
布
本
の
初
版
が
二
書
騨
版
、
後
版
が

　
　
三
書
犀
版
と
さ
れ
る
が
、
多
治
比
郁
夫
氏
は
流
布
状
況
と
刊
記
の
変
化
か
ら
初
版
が
三
書
騨
、

　
　
後
版
が
二
書
騨
と
さ
れ
て
い
る
（
多
治
比
郁
夫
「
兼
葭
堂
版
」
、
『
杏
雨
』
創
刊
号
所
収
、
一

　
　
九
九
八
年
）
。

（
1
3
）
　
以
下
、
引
用
は
『
六
物
新
志
・
一
角
参
考
』
註
（
1
2
）
に
よ
る
。

（
1
4
）
　
中
尾
堅
一
郎
氏
蔵
。
影
印
復
刻
『
木
村
兼
葭
堂
来
翰
集
　
先
人
旧
交
書
順
』
（
混
沌
会
・
木

　

村
兼
葭
堂
顕
彰
会
編
、
中
尾
松
泉
堂
書
店
）
が
近
刊
予
定
。

（
1
5
）
　
重
訂
版
『
本
草
綱
目
啓
蒙
』
（
弘
化
四
年
〈
一
八
四
七
年
〉
）
。

（
1
6
）
　
影
印
復
刻
『
紅
毛
雑
話
・
蘭
碗
摘
芳
』
菊
池
俊
彦
解
説
（
『
江
戸
科
学
古
典
叢
書
』
三
一
、

　

恒
和
出
版
、
一
九
八
〇
年
）
。
宗
田
一
「
大
槻
玄
沢
『
蘭
碗
摘
芳
』
に
つ
い
て
」
（
『
日
本
医
史
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学
雑
誌
』
一
．
三
，
ー
一
、
一
九
八
七
年
）
。

　
　
　
『
蘭
碗
摘
芳
』
は
、
大
部
の
筆
録
本
が
あ
り
な
が
ら
、
結
局
刊
行
は
一
冊
で
終
わ
っ
て
し

　

ま
っ
た
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
蘭
学
知
識
を
考
証
的
・
啓
蒙
的
に
紹
介
す
る
本
書
に
対
し
、

　

実

用
書
と
し
て
の
利
用
に
堪
え
う
る
蘭
学
書
が
現
れ
は
じ
め
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

　
　
（
矢
部
一
郎
「
大
槻
玄
沢
の
西
洋
薬
物
学
・
博
物
学
へ
の
関
心
と
受
容
紹
介
」
、
前
掲
『
大
槻
玄

　

沢
の

研
究
』
所
収
）
。

（
1
7
）
　
宗
田
一
「
大
槻
玄
沢
と
西
洋
物
産
学
」
（
前
掲
『
大
槻
玄
沢
の
研
究
』
所
収
）
。

（
1
8
）
　
杉
本
つ
と
む
「
翻
刻
磐
水
先
生
著
述
書
目
」
（
『
早
稲
田
大
学
図
書
館
紀
要
』
一
六
、
一
九

　
　
七
五
年
）
。

（
1
9
）
　
『
岡
山
県
史
』
八
、
六
三
〇
頁
。
下
山
純
正
「
美
作
在
村
蘭
学
概
論
」
（
前
掲
『
在
村
蘭
学

　
　
の
展
開
』
所
収
）
。
幸
田
正
孝
「
宇
田
川
玄
随
（
椀
園
）
の
履
歴
ー
津
山
藩
の
『
江
戸
日
記
』

　
　
『
勤
書
』
な
ど
か
ら
ー
」
（
『
豊
田
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
』
三
四
、
二
〇
〇
一
年
）
。

　
　
な
お
、
幸
田
氏
の
論
稿
に
つ
い
て
は
下
山
氏
に
ご
教
示
い
た
だ
い
た
。

（
2
0
）
　
た
と
え
ば
、
『
大
阪
木
邑
兼
葭
堂
老
人
雑
⑨
』
（
筆
者
・
成
立
年
未
詳
、
大
阪
府
立
中
之
島
図

　
　
書
館
蔵
）
に
は
、
「
杜
松
」
の
項
に
瓦
烈
尼
斯
（
ガ
レ
ニ
ス
、
○
巴
o
ロ
⊂
°
・
）
の
説
を
宇
田
川
玄
随

　
　
訳
と
し
て
載
せ
て
お
り
、
兼
葭
堂
は
玄
随
に
も
蘭
語
訳
を
依
頼
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

（
2
1
）
　
焼
失
以
前
に
『
蘭
音
類
聚
』
を
見
た
新
村
出
が
メ
モ
を
取
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
蘭

　
　
学
知
識
に
関
す
る
百
科
全
書
風
の
メ
モ
や
舶
来
書
名
三
、
四
十
種
が
記
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
　
新
村
出
「
兼
葭
堂
の
一
遺
著
に
就
て
」
（
『
新
村
出
選
集
』
二
、
養
徳
社
、
一
九
四
五
年
）
。

（
2
2
）
　
こ
の
他
、
寛
政
八
年
二
七
九
六
）
の
「
洋
学
者
芝
居
見
立
番
付
」
（
早
稲
田
大
学
蔵
）
で

　
　
は
、
番
外
の
作
者
に
そ
の
名
が
見
ら
れ
る
。

（
2
3
）
　
引
用
は
『
遡
遊
従
之
』
（
『
大
阪
資
料
叢
刊
』
一
、
大
阪
府
立
図
書
館
、
一
九
七
一
年
）
に

　
　
よ
る
。

（
2
4
）
　
拙
稿
「
市
井
の
蘭
学
ー
木
村
兼
葭
堂
に
み
る
　
」
（
『
日
本
史
研
究
』
四
〇
五
、
一
九
九
六

　
　
年
）
。
同
「
西
欧
文
物
の
受
容
と
大
坂
の
知
識
人
－
履
軒
・
永
錫
・
兼
葭
堂
を
め
ぐ
っ
て
ー
」

　
　
（
『
ヒ
ス
ト
リ
ア
』
一
五
一
、
一
九
九
六
年
）
。

（
2
5
）
　
松
浦
静
山
と
兼
葭
堂
に
関
し
て
は
、
近
年
で
は
松
田
清
『
洋
学
の
書
誌
的
研
究
』
（
臨
川
書

　
　
店
、
一
九
九
八
年
）
が
具
体
的
な
交
流
の
一
端
を
紹
介
し
て
い
る
。

〔付
記
〕
　
な
お
本
稿
は
、
二
〇
〇
〇
・
〇
一
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
奨
励
研
究
A
）
に
よ
る
成

果
の

一
部
で
あ
る
。

（京
都
橘
女
子
大
学
文
学
部
、
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
共
同
研
究
員
）

（二
〇
〇
三
年
三
月
二
七
日
受
理
、
二
〇
〇
三
年
七
月
一
八
日
審
査
終
了
）
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T血eNetwork　of　Acqllaintances　and　Intellect皿al　Infbrmation　of　Kimura　Kenkado

ARIs船Michiko

With　regard　to　the　study　of　the　development　of　regional　Rangaku，　among　the　research　that　has　been　conducted

on　Rangaku　in　villages　there　has　been　little　that　has　dealt　with　urban　regions．　Thus，　the　topic　of　this　paper　is

Kimura　Kenkado（1736－1802），an　intellectual　who　was　active　in　the　latter　part　of　the　Edo　Era，　and　makes　a　study

of　Kenkado’s　association　with　Rangaku，　though　he　himself　was　not　a“Rangaku　scholar”，　through　bringing　to　light

his　relations　with　his廿iends　and　acquaintances　who　were　Rangaku　scholars．

　　　Though　Kenkado　was　a　merchant　who　operated　a　sake　brewing　business，　he　is　famous　for　being　a　literatus，

collector　of　books，　a　collector　of　cultural　art血cts，　and　a　scholar　of　natural　history　He　had　an　extremely　extensive

netwo水of　acquaintances　and　friends　and　it　is　possible　to　learn　about　his　friendships　through　the　diaries　he　left

behind　and　the　exchange　of　letters　between　himseHl　and　friends．　As　well　as　being　a　good　example　of　an　Osaka

intellectual　of　his　day」there　is　evidence　of　the　innuence　of　Rangaku　on　his　ac6vities　covering　a　wide　range　of

丘elds　and　his　interaction　with　Ranga㎞scholars　and　persons　associated　with　Rangaku．　Using　the　letters　sent　to

Kenkado　by　Otsuki　Gentaku　and　Udagawa　Genzui，　I　also　make　an　examination　of　the　nature　of　the　knowledge

and　infbrmation　that　these　men　were　seeking　and　how　they　regarded　each　other

　　　We　learn　f士om　the　letters　sent　by　Otsuld　Gentaku　to　Kenkado　that　Kenkado　sought　from　Gentaku　infOrmation

on　Western　commodities　and　relied　on　him　to　translate　Dutch　and　other　languages，　while　Gentaku　sought　from

Kenkado　knowledge　he　had　as　a　scholar　of　natural　history　The　letters　of　Udagawa　GenzUi　reveal　a　great　interest

in　Kenkado’s　clever　arguments　and　new　theories，　from　which　we　may　conclude　that　these　Rangaku　scholars

regarded　Kenkado　as　a　person　who　was　able　to　give　them　llseful　infbrmation．

　　　Kenkado　sought　to　actively　absorb　inf6rmation　on　Western　subjects　through　his　thirst　fOr　knowledge　as　a

scholar　of　natural　history　and　not　as　a　scholar　of　Rangaku，　and　it　is　also　fair　to　say　that　the　Rangaku　scholars　too

were　in且uenced　by　people　like　Kenkado　who　had　a　scholarly　curiosity　in　Rangaku．　This　exchange　of　infbrmation

relating　to　the　various　fields　in　which　they　had　their　own　expertise　served　as　an　intellectual　stimulus．

　　　There　were　many　people　like　Kenkado　who　where　interested　in　obtaining　infbrmation　on　Western　subjects，

and　these　people　need　to　be　included　in　studies　on　the　spread　of　RaΩgaku．
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