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は
じ
め
に

　

元
禄
七
年
（
一
六
九
四
）
刊
行
の
『
唐
錦
』
は
、
大お
お

高た
か

坂さ
か

維い

佐さ

子こ

（
一
六
六
〇
～
九
九
）
が
書
い
た
女
性
向
け
の
教
訓
書
で

あ
る
。
維
佐
子
に
よ
れ
ば
、
中
国
で
は
、
八
歳
か
ら
一
三
歳
ま
で
の
「
お
さ
な
ご
」
は
「
閭
巷
の
小
学
校
」
に
入
っ
て
、

「
洒
掃
応
対
の
礼
」
を
学
び
、「
射
御
書
数
の
芸
」
を
習
う
。
さ
ら
に
一
五
歳
か
ら
二
〇
歳
ま
で
は
「
国
都
の
大
学
校
」
に
入

学
し
て
、「
綱
領
条
目
」
を
学
び
、
修
己
治
人
の
道
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
中
国
情
報
は
朱
子
の
『
大
学
章

句
』
序
に
も
と
づ
く
も
の
で
、
同
時
代
の
知
識
人
が
共
有
し
て
い
た
。
事
実
、『
唐
錦
』
を
書
い
た
維
佐
子
は
、
朱
子
学
者

大
高
坂
芝し

山ざ
ん

の
妻
だ
っ
た
。
面
白
い
の
は
、「
我
朝
も
い
に
し
へ
は
、
み
や
こ
よ
り
国
々
ま
で
学
校
を
ま
う
け
を
き
、
人
を

教
け
る
と
見
え
た
り
」
と
、
古
代
日
本
の
律
令
制
時
代
の
大
学
寮
や
国
学
を
想
起
し
た
後
に
、
維
佐
子
が
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
点
で
あ
る
。

今
は
学
校
こ
そ
な
か
ら
め
、
教
の
の
り
は
け
ざ
や
か
な
れ
ば
、
い
と
き
な
き
よ
り
年
お
ひ
ぬ
る
に
お
よ
ぶ
ま
で
、
つ
と

め
ま
な
び
て
を
こ
た
ら
ず
ば
、
な
ど
や
そ
の
道
を
し
ら
ざ
ら
ん
。
小
学
の
か
な
め
は
敬
に
を
る
に
あ
り
、
大
学
の
か
な

め
は
し
る
こ
と
を
き
は
め
、
意
を
誠
に
す
る
に
あ
り
と
き
ゝ
し
が
、
を
よ
そ
学
と
い
ふ
は
、
先
覚
の
し
り
を
こ
な
ふ
所

に
の
と
り
な
ら
ふ
の
義
な
り
。�

（『
唐
錦
』
巻
九
、
古
教
訓
）

　

一
七
世
紀
末
の
今
現
在
、
眼
前
に
は
「
学
校
」
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、『
小
学
』
の
居
敬
、『
大
学
』
の
格
物
致
知
・

誠
意
正
心
の
「
教
の
の
り
」
は
、
は
っ
き
り
し
て
い
る
の
で
、
幼
い
時
か
ら
年
老
い
る
ま
で
、
学
び
続
け
れ
ば
、
道
を
知
る
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こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
「
な
ど
や
そ
の
道
を
し
ら
ざ
ら
ん
」
と
い
う
「
道
」
を
求
め
る
意
志
を
示
し
た
一
句
は
、

女
性
の
言
葉
だ
け
に
重
い
響
き
が
あ
る
。
一
八
世
紀
に
な
っ
て
、
武
士
の
た
め
の
藩
校
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
女

性
は
入
学
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
と
い
う
よ
り
は
、
女
性
が
「
道
」
を
志
す
こ
と
さ
え
、
想
像
も
で
き
な
い
時
代
で

あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
、「
学
校
」
が
な
く
て
も
、「
つ
と
め
ま
な
び
て
を
こ
ら
た
ず
ば
」、
道
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
だ
、
と
い
う
維
佐
子
の
言
葉
は
、
女
性
の
も
の
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
一
層
、
強
い
学
び
へ
の
意
欲
が
溢
れ
て
い
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
江
戸
時
代
は
、
数
多
く
の
学
校
が
作
ら
れ
た
時
代
で
あ
る
。
維
佐
子
が
生
き
た
一
七
世
紀
に
は
身
近
に
は

存
在
し
な
か
っ
た
学
校
が
、
一
八
世
紀
に
な
る
と
、
続
々
と
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
藩
校
、
私
塾
、
手
習
所
（
寺
子

屋
）
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
学
校
が
創
建
さ
れ
、
武
士
だ
け
で
は
な
く
、
農
民
や
町
人
た
ち
も
含
め
て
、
多
く
の
者
た

ち
が
学
び
始
め
た
。
こ
の
よ
う
に
多
く
の
学
校
が
建
て
ら
れ
、
学
ぶ
者
た
ち
が
い
た
こ
と
は
、
中
国
や
朝
鮮
と
比
較
す
る
時
、

注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
科
挙
制
度
に
よ
っ
て
、
学
校
が
人
材
リ
ク
ル
ー
ト
の
装
置
と
な
っ
て
い
た
中
国
や
朝
鮮
と
異
な
っ
て
、

日
本
に
は
科
挙
は
な
か
っ
た
。
身
分
制
社
会
の
江
戸
時
代
に
は
、
学
問
を
学
ん
だ
と
し
て
も
、
立
身
出
世
の
望
み
が
か
な
っ

た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
が
数
多
く
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
中
国
や
朝
鮮

と
は
異
な
る
、
学
問
へ
の
要
求
や
期
待
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

江
戸
時
代
、
学
校
が
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
学
校
で
の
教
育
が
始
ま
っ
た
時
代
だ
と
い
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、
維
佐
子
が
想
起
し
た
よ
う
に
、
古
代
以
来
、
公
家
や
僧
侶
の
た
め
の
学
校
は
あ
っ
た
が
、
ご
く
限
ら
れ
た
者
た

ち
の
専
有
物
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
江
戸
時
代
に
は
、
一
般
の
武
士
や
農
民
・
町
人
の
た
め
の
学
校
が
で
き
て
、
教
育
を
受

け
る
範
囲
は
大
き
く
拡
大
し
た
。
そ
れ
ま
で
、
多
く
の
人
々
は
地
域
の
共
同
体
や
家
庭
の
な
か
で
自
ず
か
ら
教
育
さ
れ
て
き

た
が
、
学
校
と
い
う
機
関
の
な
か
で
一
定
期
間
、
意
図
的
な
教
育
を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
と
も
な
っ

て
、
何
の
た
め
の
学
問
か
、
何
の
た
め
の
教
育
か
、
ど
の
よ
う
な
方
法
で
学
習
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
が
顕
在
化
す
る
こ
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と
に
な
る
。
一
体
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
た
い
し
て
、
ど
の
よ
う
に
答
え
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

今
、
彼
ら
が
そ
れ
ら
の
問
い
に
た
い
し
て
、
い
か
に
答
え
た
か
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
学
校
が
自
明
の
も
の
と
み
な
さ
れ
、

学
校
教
育
の
目
的
な
ど
真
正
面
か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
近
代
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
江
戸
時
代
は
、

「
道
」
を
求
め
た
大
高
坂
維
佐
子
が
「
今
は
学
校
こ
そ
な
か
ら
め
」
と
嘆
い
て
い
る
よ
う
に
、
学
校
は
当
た
り
前
の
存
在
で

は
な
く
、
む
し
ろ
願
望
の
対
象
だ
っ
た
。
本
書
は
、
そ
う
し
た
学
校
が
願
望
の
対
象
で
あ
っ
た
近
世
か
ら
、
学
校
教
育
が
当

然
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
近
代
を
照
射
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
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第
二
章　

江
戸
前
期
の
学
校
構
想
─
山
鹿
素
行
と
熊
沢
蕃
山
と
の
対
比

─

一　
「
物
知
り
」
批
判

　

近
世
前
期
、
一
七
世
紀
の
中
ご
ろ
、
林
家
塾
な
ど
の
私
塾
は
存
在
し
た）（
（

が
、
公
営
の
学
校
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
藩
校
設
立
の

早
い
例
と
し
て
、
寛
文
六
年
（
一
六
六
六
）
に
岡
山
藩
の
池
田
光
政
が
創
設
し
た
「
仮
学
館
」
が
あ
る
く
ら
い
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

な
時
代
状
況
の
な
か
で
、
未
だ
見
ぬ
学
校
と
い
う
教
育
機
関
を
構
想
す
る
者
が
現
わ
れ
た
。
林
鵞
峰
と
同
時
代
の
山や

ま

鹿が

素そ

行こ
う

（
一
六

二
二
～
八
五
）
と
熊く
ま

沢ざ
わ

蕃ば
ん

山ざ
ん

（
一
六
一
九
～
九
一
）
は
そ
の
代
表
者
で
あ
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、
素
行
と
蕃
山
は
江
戸
前
期
の
ユ
ニ
ー
ク
な
儒
学
者
と
し
て
知
ら
れ
、
こ
れ
ま
で
も
分
厚
い
研
究
史
が
あ
る）（
（

。
江

戸
儒
学
の
第
二
世
代
と
い
え
る
彼
ら
は
、
武
士
の
日
常
生
活
に
儒
学
を
取
り
入
れ
、
み
ず
か
ら
の
生
き
方
と
政
治
の
あ
り
方
を
考
え

よ
う
と
し
た
。
そ
の
思
想
的
な
模
索
の
な
か
で
、
素
行
は
朱
子
学
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、「
実
は
世
間
と
学
問
と
は
別
の
事
に
成
」）
（
（

（『
配
所
残
筆
』、
延
宝
三
年
、
三
三
五
頁
）
っ
て
し
ま
う
こ
と
を
痛
切
に
自
覚
し
、「
学
問
」
と
「
世
間
」
の
一
致
を
求
め
て
、
政
治
的

な
志
向
性
の
強
い
「
聖
学
」
を
確
立
し
た
。
ま
た
蕃
山
も
、
当
代
の
人
情
事
変
に
ふ
さ
わ
し
い
経
世
済
民
の
「
心
法
」
の
学
を
説
い

た
。

　

忘
れ
て
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
う
し
た
彼
ら
の
試
み
が
、
当
時
の
時
代
状
況
の
な
か
で
孤
立
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
江

戸
前
期
は
、
鵞
峰
が
「
不
文
の
国
」
で
あ
る
と
嘆
い
て
い
た
よ
う
に
、
武
士
た
ち
の
間
で
儒
学
を
学
ぶ
者
が
、
よ
う
や
く
現
わ
れ
る
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よ
う
に
な
っ
た
ば
か
り
の
頃
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
蕃
山
は
当
代
の
儒
学
の
普
及
状
況
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

宋
明
の
書
、
周
子
・
程
子
・
朱
子
・
王
子
な
ど
の
註
解
発
明
の
、
日
本
に
渡
り
、
人
の
見
候
事
は
、
わ
づ
か
に
五
六
十
年
ば
か

り
な
り
。
し
か
れ
ど
も
、
市
井
の
中
に
と
ゞ
ま
り
て
士
の
学
と
な
ら
ず
。
十
年
こ
の
か
た
、
武
士
の
中
に
も
、
志
あ
る
人
は
し

ば
し
見
え
候
間
、
後
世
に
は
好
人
余
多
出
来
候
べ
し）（
（

。�

（『
集
義
和
書
』
巻
一
、
一
三
頁
）

　

ま
し
て
や
、
儒
学
を
ベ
ー
ス
と
し
た
学
校
な
ど
は
、「
古
は
日
本
に
も
盛
な
り
し
学
校
の
教
へ
、
釈
奠
の
祭
な
ど
も
、
中
興
せ
ば

珍
し
か
る
べ
く
候
」（『
集
義
和
書
』
巻
四
、
七
九
頁
）
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
だ
っ
た）（
（

。
こ
の
よ
う
な
時
代
状
況
の
な
か
で
、
素
行
と
蕃
山

は
、
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
は
未
知
の
学
校
と
い
う
教
育
機
関
を
構
想
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る）（
（

。
本
章
で
取
り
あ
げ
る
理
由
は
、
彼

ら
の
構
想
し
た
学
校
が
、
同
世
代
の
鵞
峰
の
林
家
塾
と
は
異
な
る
目
的
と
方
法
を
も
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
、
素
行
と
蕃
山
は
、
林
鵞
峰
と
は
異
な
る
学
問
観
を
抱
い
て
い
た
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
鵞
峰
に
と
っ
て
学
問
は
博
覧

強
記
で
あ
る
こ
と
を
必
須
と
し
た
。
幕
府
・
大
名
家
に
求
め
ら
れ
て
い
た
儒
者
の
役
割
は
、
古
今
東
西
の
書
物
を
読
み
覚
え
た
「
物

知
り
」
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
鵞
峰
が
林
家
塾
の
な
か
で
、
そ
う
し
た
「
物
知
り
」
儒
者
＝
学
者
の
英
才
「
教
育
」
を
目
指
し
た
の

に
た
い
し
て
、
素
行
と
蕃
山
の
二
人
は
「
物
知
り
」
学
者
を
批
判
す
る
こ
と
で
共
通
し
て
い
た）（
（

。
素
行
に
よ
れ
ば
、
当
時
の
武
士
た

ち
は
子
ど
も
に
、「
学
問
を
し
て
心
を
正
す
こ
と
か
と
思
へ
ば
、
学
問
は
気
の
尽
く
る
こ
と
な
り
、
物
読
み
に
は
な
り
給
は
じ
と
云

ひ
て
、
こ
れ
を
学
ば
し
め
」（『
山
鹿
随
筆
』
巻
三
、
万
治
三
年
、
全
一
一
、
三
一
〇
頁
）
な
か
っ
た
と
い
う
。
鵞
峰
が
学
者
に
要
求
し
た

学
問
の
勤
勉
・
努
力
は
、
普
通
の
武
士
に
は
「
気
の
尽
く
る
」
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

素
行
は
、
幼
い
時
、
林
羅
山
に
訓
点
を
学
ん
だ
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
の
ち
に
は
羅
山
を
「
そ
の
志
す
所
大
い
に
異
な
り
。
唯
だ
記

誦
の
為
に
し
て
、
克
己
復
礼
を
志
す
に
あ
ら
ず
」（『
山
鹿
随
筆
』
巻
三
、
寛
文
元
年
、
全
一
一
、
三
四
二
頁
）
と
述
べ
て
、
朱
子
学
か
ら

離
れ
て
い
っ
た）（
（

。
ま
た
、
蕃
山
も
、「
今
の
儒
学
と
い
ふ
は
、
史
と
な
る
の
博
学
を
習
ふ
が
ご
と
し
。（
中
略
）
大
樹
・
諸
侯
・
卿
大

夫
・
士
・
庶
人
の
五
等
の
人
こ
そ
道
者
に
て
候
へ
。
儒
者
は
一
人
の
芸
者
な
り
と
お
も
へ
」（『
集
義
和
書
』
巻
一
、
二
四
頁
）
る
と
い
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う
現
状
を
批
判
し
て
、
経
世
済
民
の
「
心
学
」
を
志
向
し
た
。
素
行
と
蕃
山
は
と
も
に
、「
物
知
り
」
と
い
う
専
門
学
者
の
た
め
の

特
権
的
な
学
問
で
は
な
く
、
広
く
武
士
の
た
め
の
学
問
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鵞
峰
が
無
学
な
武
士
た
ち
を
「
鼻
缺
く
る
猿
」
と
軽
蔑
し
て
、「
一
天
地
を
別
」
に
す
る
林
家
塾
の
孤
塁

を
守
ろ
う
と
し
た
の
に
た
い
し
て
、
素
行
や
蕃
山
は
当
時
の
武
士
に
相
応
し
い
学
問
と
し
て
の
儒
学
を
求
め
て
、
学
校
を
構
想
し
た

と
い
え
る
。
本
章
で
は
彼
ら
の
学
校
構
想
に
つ
い
て
、
武
士
の
日
常
生
活
と
学
校
の
関
連
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し

て
い
き
た
い
。二　

「
い
が
た
」
に
よ
る
庶
民
教
化

　

山
鹿
素
行
は
寛
文
年
間
に
、
幼
い
頃
か
ら
学
ん
で
き
た
朱
子
学
が
日
常
生
活
か
ら
遊
離
し
て
し
ま
う
隠
逸
的
な
学
問
で
あ
る
こ
と

を
批
判
し
、
朱
子
の
書
か
ら
周
公
・
孔
子
の
書
に
回
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
学
問
＝
「
聖
学
」
を
確
立
し
た
。
素
行
は
、

『
配
所
残
筆
』
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、「
世
間
」
＝
日
常
生
活
と
「
学
問
」
と
の
一
致
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
主
著
『
聖
教
要
録
』

（
寛
文
五
年
）
や
『
山
鹿
語
類
』（
寛
文
五
年
）
に
提
示
さ
れ
た
「
聖
学
」
は
、
き
わ
め
て
政
治
的
志
向
性
の
強
い
思
想
で
、
と
く
に
、

そ
の
中
心
と
な
る
政
治
論
は
、「
人
君
之
治
道
、
以
二

教
化
風
俗
一

為
レ

本
也
」（『
山
鹿
語
類
』
巻
一
一
、
全
五
、
三
三
六
頁
）
と
あ
る
よ
う

に
、
武
士
と
農
工
商
の
庶
民
の
風
俗
教
化
を
目
指
す
も
の
だ
っ
た
。
ま
ず
、
素
行
の
学
校
構
想
を
見
る
前
に
、
そ
の
前
提
と
な
る
素

行
の
風
俗
教
化
論
を
見
て
お
こ
う）（
（

。

　

最
初
に
指
摘
せ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
素
行
の
風
俗
教
化
論
が
朱
子
学
の
政
治
論
の
原
理
と
も
い
え
る
『
大
学
』
の
三
綱
領

「
明
明
徳
」「
新
民
」「
止
於
至
善
」
の
一
つ
で
あ
る
「
新
民
」
説
へ
の
批
判
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
た
点
で
あ
る
。
朱
子
学
の

「
新
民
」
説
は
、
民
の
個
々
の
先
天
的
な
道
徳
性
を
信
頼
し
て
、
民
み
ず
か
ら
が
そ
れ
ぞ
れ
の
道
徳
性
を
発
現
す
る
こ
と
を
目
指
し

て
い
た
。
そ
の
た
め
、
現
実
的
に
は
困
難
か
も
し
れ
な
い
が
、
為
政
者
に
「
人
の
家
ご
と
に
喩
し
、
戸
ご
と
に
曉あ

か

さ
ん
と
欲
せ
ざ
る
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本
書
の
題
名
『
江
戸
教
育
思
想
史
研
究
』
は
、
江
戸
時
代
の
教
育
思
想
の
思
想
史
の
方
法
か
ら
の
研
究
と
い
う
意
味
で
あ

る
。
戦
前
の
石
川
謙
以
来
の
汗
牛
充
棟
の
日
本
教
育
思
想
史
の
研
究
史
の
な
か
で
、
本
書
の
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

思
想
史
の
方
法
か
ら
江
戸
初
期
か
ら
明
治
初
期
ま
で
の
教
育
思
想
を
通
観
し
た
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。
思
想
史
の
方
法
と
は
何

か
と
い
え
ば
、
学
問
と
し
て
の
日
本
思
想
史
学
の
創
設
者
で
あ
る
村
岡
典
嗣
が
ド
イ
ツ
の
文
献
学
者
ア
ウ
グ
ス
ト
・
ベ
ッ
ク

の
言
葉
と
し
て
引
照
し
た
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の
意
味
で
本
書
は
、
江
戸

時
代
の
人
々
が
教
育
・
教
化
や
学
習
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
教
育
思
想
史
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
し
た
「
認
識
さ
れ
た
も
の
の
認
識
」
を
目
指
す
思
想
史
の
方
法
が
日
本
教
育
史
研
究
に
お
い
て
重
要
な
理
由
は
、
何

よ
り
現
代
と
過
去
と
の
違
い
を
明
確
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
序
章
で
取
り
あ
げ
た
「
教
育
」
と
い
う
概
念
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
普
段
何
気
な
く
、「
教
育
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
て
い
る
。
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
「
教
育
」
と
言
い

換
え
る
こ
と
に
も
、
何
の
抵
抗
も
な
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
の
人
々
は
現
代
人
と
同
じ
よ
う
な
意
味
内
容
で
「
教
育
」
と

い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
な
い
と
す
れ
ば
、
現
代
人
の
目
か
ら
江
戸
時
代
の
教
育
を
論
ず
る
こ

と
の
危
う
さ
が
納
得
で
き
る
だ
ろ
う
。
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
、
現
代
人
の
先
入
見
か
ら
江
戸
時
代
の
人
々
の
「
教
育
」
を
読
み

込
ん
で
い
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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本
書
は
こ
の
「
教
育
」
と
い
う
概
念
の
み
な
ら
ず
、
山
鹿
素
行
や
太
宰
春
台
、
細
井
平
洲
な
ど
の
思
想
家
個
々
人
に
つ
い

て
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
林
鵞
峰
の
林
家
塾
や
広
瀬
淡
窓
の
咸
宜
園
、
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
な
ど
の
私
塾
、
あ
る
い
は
長

州
藩
明
倫
館
・
加
賀
藩
明
倫
堂
の
藩
校
を
取
り
あ
げ
た
場
合
で
も
、
こ
の
思
想
史
の
方
法
か
ら
見
る
と
い
う
点
で
一
貫
し
て

い
る
。

　

さ
ら
に
思
想
史
の
方
法
に
よ
る
分
析
に
加
え
て
、
本
書
の
も
う
一
つ
の
メ
リ
ッ
ト
は
学
習
方
法
に
注
目
し
た
点
に
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
日
本
教
育
史
の
分
厚
い
研
究
蓄
積
の
な
か
で
も
、
江
戸
時
代
の
学
習
方
法
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
て
き
た
。
と
く

に
武
田
勘
治
の
『
近
世
日
本
学
習
方
法
の
研
究
』（
講
談
社
、
一
九
六
九
年
）
は
、
素
読
・
講
釈
・
会
読
の
三
つ
の
学
習
方
法

を
豊
富
な
資
料
か
ら
概
括
し
、「
近
世
日
本
の
学
習
方
法
と
い
え
ば
、
も
っ
ぱ
ら
無
理
な
注
入
法
に
よ
り
、
暗
誦
さ
せ
る
形

の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
」
な
か
で
、「
会
業
（
会
読
・
輪
講
な
ど
）
や
独
看
・
質
問
を
主
た
る
学
習
方
法
と
し
て
、
意

欲
的
に
活
発
な
学
習
が
行
わ
れ
て
い
た
」（
自
序
、
六
頁
）
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
し
か
し
、
武
田
の
先
駆
的
な
研
究
は
、『
日

本
教
育
史
資
料
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
藩
校
の
学
習
方
法
に
留
ま
っ
て
い
て
、
江
戸
時
代
の
教
育
史
全
体
を
見
通
し
て
、
学

習
方
法
の
も
つ
意
義
を
考
察
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
本
書
で
は
藩
校
や
私
塾
と
い
う
学
校
は
も
と
よ

り
の
こ
と
、
学
習
方
法
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
太
宰
春
台
や
平
田
篤
胤
の
よ
う
な
個
人
の
思
想
理
解
に
つ
い
て
も
新

た
な
視
角
か
ら
の
考
察
を
行
っ
た
。
ま
た
思
想
家
の
み
な
ら
ず
、
学
習
方
法
を
焦
点
に
し
て
、
長
州
藩
の
明
倫
館
と
加
賀
藩

の
明
倫
堂
の
二
つ
の
藩
校
の
歴
史
的
変
遷
を
追
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
藩
校
教
育
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

た
だ
、
素
読
・
講
釈
・
会
読
の
学
習
方
法
の
う
ち
、
会
読
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
拙
著
『
江
戸
の
読
書
会
』（
平
凡
社
選
書
、

二
〇
一
二
年
）
で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
本
書
は
筆
者
の
会
読
研
究
の
増
補
版
だ
と
い
え
る
。
さ
ら
に
本
書
で
は
、
会

読
だ
け
で
は
な
く
、
講
釈
に
も
大
き
な
ウ
ェ
ー
ト
を
置
い
た
。
序
章
で
指
摘
し
た
よ
う
に
会
読
は
、
江
戸
時
代
、
英
才
「
教

育
」
に
か
か
わ
る
学
習
方
法
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、
講
釈
は
「
教
育
」
の
み
な
ら
ず
、
庶
民
「
教
化
」
の
方
法
で
も
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あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
は
会
読
と
と
も
に
、
細
井
平
洲
や
平
田
篤
胤
の
教
化
の
た
め
の
講
釈
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
学
校
教
育
の
み
な
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
の
教
育
史
研
究
で
は
社
会
教
育
と
と
ら
え
ら
れ
て
き
た
分
野
に
ま
で
考
察
を
広
げ

る
こ
と
が
で
き
た
と
思
う
。

　

と
こ
ろ
で
、
筆
者
の
教
育
思
想
研
究
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、
あ
る
テ
キ
ス
ト
の
一
文
で
あ
っ
た
。
二
〇
〇
五
年
六

月
、
秋
の
学
会
報
告
の
準
備
の
た
め
、
日
本
思
想
大
系
の
『
本
居
宣
長
』
所
収
の
『
玉
勝
間
』
を
読
ん
で
い
る
と
き
、「
会

読
」
の
語
に
行
き
当
た
っ
た
（『
玉
勝
間
』
巻
八
、「
こ
う
さ
く
、
く
わ
い
ど
く
、
聞
書
」）。
頭
注
に
は
、
徂
徠
の
『
訳
文
筌
蹄
』

の
講
釈
批
判
と
湯
浅
常
山
の
『
文
会
雑
記
』
の
「
書
ヲ
会
読
ス
ル
ト
云
事
、
中
華
ニ
テ
ハ
決
テ
ナ
シ
」
と
い
う
一
節
が
引
用

さ
れ
て
い
た
。
徂
徠
の
講
釈
批
判
に
つ
い
て
は
周
知
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
恥
ず
か
し
い
こ
と
に
、
会
読
に
つ
い
て
は
何
も

知
ら
な
か
っ
た
。
一
体
、
ど
こ
で
徂
徠
は
「
会
読
」
を
説
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
会
読
」
と
い
う
言
葉
を
見
つ
け
る
こ

と
は
、
案
外
、
簡
単
で
あ
っ
た
。『
弁
道
』『
弁
名
』
な
ど
の
思
想
的
な
著
作
に
は
な
か
っ
た
が
、
灯
台
も
と
暗
し
と
で
も
い

う
べ
き
で
あ
ろ
う
か
、
こ
れ
ま
で
何
度
も
読
ん
で
き
た
徂
徠
学
の
入
門
書
と
も
い
え
る
『
徂
徠
先
生
答
問
書
』
の
な
か
に
、

「
会
読
」
と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
時
、
思
い
浮
か
ん
だ
の
は
、
恩
師
源
了
圓
先
生
の
横
井
小
楠
研
究
で
あ
っ
た
。

源
先
生
に
よ
れ
ば
、
幕
末
の
開
明
的
な
思
想
家
小
楠
は
、
熊
本
実
学
党
の
『
近
思
録
』
の
読
書
会
に
お
い
て
、
徹
底
的
に
討

論
を
重
ね
る
な
か
で
公
論
思
想
を
成
熟
さ
せ
て
い
っ
た
と
い
う
。
と
す
れ
ば
、
会
読
を
媒
介
に
し
て
、
小
楠
の
公
論
思
想
は

徂
徠
と
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
の
よ
う
な
思
い
つ
き
が
ひ
ら
め
い
た
。
そ
れ
か
ら
筆
者
の
会
読
研
究
、
ひ
い
て
は
江

戸
教
育
思
想
の
研
究
が
始
ま
っ
た
。

　

ま
ず
、
武
田
勘
治
が
使
っ
た
『
日
本
教
育
史
資
料
』
を
読
み
始
め
た
。
こ
の
時
ほ
ど
、
勤
務
校
が
師
範
学
校
以
来
の
伝
統

が
あ
る
教
員
養
成
大
学
で
あ
る
幸
せ
を
感
じ
た
こ
と
は
な
い
。
附
属
図
書
館
に
は
、
教
育
史
関
係
の
資
料
や
研
究
書
が
備

わ
っ
て
い
た
の
だ
。
資
料
探
索
の
手
間
を
か
け
る
こ
と
な
く
、
す
ぐ
に
テ
キ
ス
ト
を
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
そ
う
し
て
、
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『
玉
勝
間
』
の
「
会
読
」
遭
遇
後
、
二
か
月
間
で
仕
上
げ
た
の
が
、
会
読
に
関
す
る
最
初
の
拙
稿
「
近
世
日
本
の
公
共
空
間

─
「
会
読
」
の
場
に
注
目
し
て

─
」（『
江
戸
後
期
の
思
想
空
間
』
所
収
）
で
あ
る
。
そ
れ
以
後
、
こ
れ
ま
で
の
私
の
研
究

ス
タ
イ
ル
に
従
っ
て
、
九
月
締
切
の
大
学
の
紀
要
と
一
月
締
切
の
研
究
室
の
紀
要
の
二
つ
を
中
心
に
論
文
を
積
み
重
ね
て
き

た
。
遅
々
と
し
た
歩
み
で
あ
っ
た
が
、
よ
う
や
く
一
書
に
す
る
だ
け
の
分
量
が
た
ま
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
本
書
所
収
の
二
つ
の
拙
稿
「
一
八
世
紀
日
本
の
新
思
潮

─
国
学
と
蘭
学
の
成
立

─
」「
長
州
藩
明
倫
館
の

藩
校
教
育
の
展
開
」
と
の
御
縁
、
ま
た
何
よ
り
、
多
く
の
日
本
教
育
思
想
史
の
優
れ
た
書
籍
を
刊
行
し
て
い
る
思
文
閣
出
版

に
、
図
々
し
く
も
話
を
持
ち
込
ん
だ
。
幸
い
、
昨
今
の
困
難
な
出
版
事
情
の
な
か
、
快
く
出
版
を
承
諾
し
て
い
た
だ
い
た
。

　

こ
の
間
、
本
書
を
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た
田
中
峰
人
さ
ん
か
ら
は
、
適
切
な
ア
ド
バ
イ
ス
を
い
く
つ
も
頂
戴
し
た
。
と
く

に
校
正
段
階
で
は
、
段
落
に
分
け
て
小
見
出
し
を
付
け
る
な
ど
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
心
よ
り
感
謝

い
た
し
ま
す
。

　
　
　

二
〇
一
六
年
九
月�

前
田　

勉　
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