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宙言
Eヨ

園i

藩

と

俗

文

畢

佐

藤

郎

序

こ
こ
に
掲
げ
た
曾
閤
藩
（
一
八
一
一l
七
一
一
）
と
俗
文
撃
と
い
う
題
は
、
或
は
奇
矯
を
好
む
か
の
如
き
印
象
を
世
人
に
あ
た
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
曾
園
藩

こ
そ
は
桐
城
汲
中
興
の
組
で
あ
り
、
中
園
の
古
文
の
惇
統
の
最
後
を
飾
る
名
手
と
し
て
、
そ
の
令
名
が
あ
ま
り
に
高
い
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
少
し
く
範
園

を
捕
大
し
て
政
治
の
分
野
に
眼
を
縛
ず
れ
ば
、
段
署
褒
毘
相
半
ば
す
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
問
題
整
理
の
都
合
上
、
こ
こ
で
は

彼
の
文
事
的
業
績
の
意
義
に
限
定
し
た
い
と
お
も
う
。
な
お
、
こ
の
虞
範
園
で
の
相
闘
関
係
に
つ
い
て
は
、
「
事
文
研
究
」
第
六
競
に
お
い
て
、
す
で
に
少
し
く -106 ー

鯖
れ
て
お
い
た
つ
も
り
で
あ
る
。

今
、
こ
こ
で
改
め
て
論
じ
た
い
の
は
、
桐
城
汲
古
文
の
再
度
の
隆
盛
を
保
詮
し
た
曾
園
藩
は
、
い
っ
た
い
ど
の
程
度
ま
で
俗
文
撃
を
許
容
し
て
い
た
の
か
と

ヘ
こ
れ
を
前
期
の
桐

い
う
問
題
で
あ
る
。
桐
城
汲
の
始
組
で
あ
る
銚
需
と
か
方
萄
な
ど
の
人
々
が
純
粋
に
古
文
の
み
を
信
じ
て
い
た
態
度
を
お
も
い
お
こ
す
時
（
城
汲
と
呼
べ
ば
、

詩
…
一
柳
川
恥
一
沼
）
、
俗
文
撃
に
射
す
る
抱
擁
力
を
顛
著
に
備
え
て
い
た
こ
と
は
事
費
で
あ
る
。
そ
れ
に
骨
氏
の
影
響
下
に
林
静
－

A駅
構
の
よ
う
な
人
々
が
輩
出

し
て
い
る
の
だ
し
、
近
代
文
皐
前
史
の
運
動
の
性
格
に
も
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
態
度
が
影
響
し
て
い
な
い
と
は
云
い
き
れ
な
い
。
古
文
家
と
規
定
す
る
前
に
、

少
し
く
丁
寧
に
具
檀
例
に
嘗
っ
て
み
た
ら
ど
の
よ
う
な
結
果
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
賓
際
に
は
、
彼
の
俗
文
皐
は
大
き
な
比
重
は
占
め
て
い
な
い



と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
意
義
が
あ
ろ
う
。

い
な
、
都
っ
て
そ
の
古
文
の
性
格
を
考
え
る
上
に
も
、
こ
う
し
た

試
み
は
必
ず
し
も
無
意
味
で
は
な
か
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
自
問
自
答
の
上
に
出
来
あ
が
っ
た
の
が
こ
の
一
文
で
あ
る
。

俗
文
撃
と
は
、
い
っ
た
い
何
を
指
し
て
そ
う
呼
ぶ
の
か
。
甚
だ
漠
然
と
し
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
嘗
時
の
文
撃
の
措
子
だ
っ
た
士
大
夫
の
文
撃
に
封
し
て
、

俗
文
事
な
る
言
葉
を
封
置
し
た
。
士
大
夫
の
文
事
と
い
う
詩
文
中
心
の
惇
統
的
文
撃
に
射
し
て
、
士
大
夫
の
文
撃
に
入
ら
な
い
も
の
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
ま
ず
第
一
に
、
士
大
丈
の
文
撃
に
封
し
て
康
民
の
文
撃
と
し
て
の
、
文
語
種
を
中
心
と
す
る
文
撃
に
封
し
て
口
語
髄
の
文
撃
で
あ
る
と
の
定
義
が
可
能
で

あ
ろ
う
が
、
（
町
山
口
一
戸
弘
知
的
．
日
間
一
時
計
べ
い
わ
小
）
ま
た
正
統
派
で
は
な
い
が
現
在
の
文
撃
的
規
準
に
照
し
た
場
合
、
よ
り
濃
厚
な
血
縁
関
係
の
認
め
ら
れ
る
小
説

歌
謡
の
類
を
想
定
し
て
み
て
も
、
そ
う
遠
く
は
な
い
。
要
す
る
に
教
養
あ
る
支
配
階
級
の
眼
か
ち
す
れ
ば
、
正
面
き
っ
て
論
ず
る
に
値
い
し
な
い
、
そ
の
質
、

．
虚
心
に
讃
め
ば
面
白
く
な
い
こ
と
も
な
い
作
品
を
指
す
。
（
鄭
振
鐸
に
、
「
中
園
俗
文
事
史
」
と
題
す
る
名
著
が
あ
る
。
）

従
っ
て
古
文
の
惇
統
の
上
に
立
つ
正
統
抵
の
士
大
夫
階
級
は
、
普
通
、
俗
文
事
に
反
臨
帽
を
示
す
こ
と
を
好
ま
な
い
。
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特
に
士
官
を
得
て
政
府
の
高
官
の
地
位
に

陸
っ
た
人
々
に
は
こ
の
傾
向
が
目
立
つ
。

そ
し
て
甚
だ
し
い
場
合
に
は
、
全
然
閥
心
が
な
い
か
で
あ
る
。
た
と
え
讃
ん
で
い
る
に
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
事
貫

を
公
表
ば
し
な
い
。
そ
れ
は
士
大
夫
た
る
者
の
教
養
の
範
圏
を
は
み
だ
し
て
お
り
、
そ
の
階
級
の
倫
理
観
に
は
ず
れ
て
い
る
と
見
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

曾
園
藩
も
基
本
的
に
は
同
じ
系
統
を
辿
っ
た
人
で
あ
る
が
、
自
己
の
古
文
の
精
神
を
貫
き
つ
つ
そ
れ
を
俗
文
事
の
賞
作
で
臨
応
用
し
て
い
る
と
い
う
貼
で
は
、

い
さ
さ
か
こ
の
範
園
を
超
え
て
い
る
し
、
詳
細
か
つ
老
大
な
日
記
に
（
時
同
一
駐
日
比
引
功
序
ヰ
一
目
立
に
町
一
明
恥
鰍
紛
れ
い

v
J
F斌銑
三
ぶ
・
酔
官
同
一
日

一
建
設
一
一
い
附
一

M
M
J
諮
問
一
川
町
一
室
る
）
、
外
へ
の
議
表
を
意
園
す
る
こ
と
な
く
、
よ
く
そ
の
俗
文
撃
に
関
し
て
の
反
臆
を
も
記
録
し
て
い
る
の
は
注
目
に
値
い

す
る
。
議
表
を
意
圃
し
な
か
っ
た
日
記
が
、
こ
れ
ほ
ど
完
全
に
残
っ
て
い
る
例
は
、
清
代
の
目
星
し
い
人
物
の
な
か
で
は
、
ま
ず
稀
有
の
事
買
で
あ
る
。

そ
こ
で
曾
園
藩
と
俗
文
事
と
い
5

主
題
を
追
求
す
る
上
記
、
費
作
の
外
に
「
日
記
」
と
こ
れ
も
十
二
巻
に
の
ぼ
る
「
家
書
家
訓
」
が
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
書



物
を
ど
う
い
う
動
機
で
讃
ん
だ
か
、
い
ち
い
ち
具
檀
的
に
知
る
こ
と
が
出
来
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
資
料
を
追
い
な
が
ら
、
徐
々
に
問
題
を
解

き
ほ
ぐ
し
て
行
き
た
い
。
曾
園
藩
の
俗
文
撃
に
つ
い
て
の
見
解
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
壷
し
た
・
と
信
ず
る
、
衣
に
奉
げ
る
敷
々
の
例
を
丹
念
に
組
合
せ
て
行
く
な
ら

ば
、
彼
の
文
皐
観
の
い
わ
ば
裏
側
に
あ
た
る
俗
文
皐
の
面
か
ら
、
つ
い
に
は
表
側
の
文
撃
に
お
け
る
未
知
な
る
性
格
の
一
端
を
も
明
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る

か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
い
よ
い
よ
本
論
に
入
る
こ
と
に
し
よ
う
。

曾
園
藩
は
太
平
天
園
戦
争
の
間
に
、
俗
謡
形
式
の
歌
を
七
首
つ
く
っ
て
い
る
。
即
ち
保
守
平
安
歌
三
首
は
、
威
豊
二
年
湖
面
伊
湘
郷
の
本
籍
で
つ
く
っ
た
も
の

だ
が
、
第
一
莫
逃
走
・
第
二
要
費
心
・
第
三
操
武
事
・
か
ら
成
り
、
い
ず
れ
も
一
句
七
宇
で
三
百
三
十
六
宇
の
長
さ
が
あ
る
。
水
師
得
勝
歌
は
威
豊
五
年
江
西

南
康
水
管
で
の
作
、
同
じ
形
で
四
百
六
十
二
宇
。
陸
軍
得
勝
歌
は
威
豊
六
年
江
西
南
昌
省
城
で
の
作
、
千
三
十
六
宇
。
愛
民
歌
は
威
豊
八
年
江
西
建
昌
大
管
で

の
作
・
五
百
六
十
字
。
解
散
歌
は
威
豊
十
一
年
安
徽
祁
門
大
管
で
の
作
、
四
百
七
十
六
字
。
こ
こ
で
は
最
初
の
、
第
一
莫
逃
走
を
例
に
引
こ
う
。

只上若Z 別2 走2 我2 我3 衆f
·t由t 嫌Z 慮2 謹2 走主境E 人f
儒2 此子紛2 ・九？天？僻3 謡Z
fr~：地ぷ紛よ州、I~ 下合慮。言E
太ふ不Z 多号井~ ~~高士雄2
謄f 安3 擾2 四t 大工山E 満T
小で静ば動う海た宇が中。口2

け
れ
ど
に
げ
る
な
は
ら
か
ら
よ

我
境
切
莫
蹴
逃
走

よ
も
白
担
担
じ
は
み
な
と
だ
え

四
方
大
路
皆
不
通

た
だ
こ
己
だ
け
は
う
ず
白
そ
と

惟
有
此
慮
可
避
説

た
だ
こ
こ
巳
だ
け
じ
ゅ
う
あ
。

惟
有
此
慮
最
自
在

そ
れ
と
く
ら
べ
り
や
と
う
げ
ん
き
ょ
う

此
慮
郷
是
桃
源
洞

よ
そ
は
あ

S
な
さ
な
お
の
こ
と

別
慮
更
難
逃
性
命

う
わ
書
こ
み
み
に
相
指
あ
わ
て

一
間
謡
言
便
慌
了

一 108 ー



ひ
と
昔
前
中
富

A？
に
げ
己
申
ぽ

一
人
倉
忙
四
山
逃

指
と
こ
は
た
と
え
に
げ
品
て
も

男
子
縦
然
逃
得
脱

わ
か
も
由
た
と
え
に
げ
品
て
も

壮
丁
縦
然
逃
得
脱

か
き
つ
け
た
と
え
も
ち
だ
す
も

文
契
縦
然
帯
著
走

者
も
申
は
た
と
え
も
ち
だ
す
も

衣
服
縦
然
帯
著
走

ひ
と
た
び
に
げ
品
館
い
え
も
な
く

走
出
門
来
無
屋
住

ね
る
に
ね
ど
こ
は
み
島
た
ら
ず

夜
無
被
鋪
体
板
発

あ
る
申
は
〈
ろ
う
も
ん
な
し
も

受
壷
辛
苦
破
壷
財

か
げ
に
お
ど
ろ

e

指
却
あ
わ
て

紙
因
謡
言
自
驚
慌

酢
ぞ
，
、
き

b
f
も
お
担
い
い
部

茶
陵
道
州
遁
士
匪

よ
そ
自
ち
陪
う
申
に
げ
た
串
と

其
齢
各
豚
逃
走
人

わ
が
品
る
宰
と
は
み
ん
な
し
て

我
境
大
家
要
保
全

’

b
s

に
加
と
っ
て
な
み
担
己

9

任
想
謡
言
風
浪
起

い
つ
か
は
宇
品
’b
か
さ
わ
が
ず
広

一
家
安
穏
不
喫
驚

ひ
と
p

で
S
っ
か
品
担
そ
品
る
な

｝
入
賞
事
不
害
伯

〈
に
じ
ゅ
う
酢
と
つ
に
か
た
ま
っτ

本
郷
本
土
穂
不
離

己
乙
ろ
宮
島

b
せ
b
b
つ
4

り

地
方
公
事
費
心
掛
加

’
ち
じ
ゅ
，
指
そ
る
い
な
き
b
b
4

一
家
大
小
泣
願
販

指
ん
な
申
な
ん

F
L

品
た
こ
と

婦
女
難
兎
受
煎
款

と
し
よ
り
こ
ど
も
は
な
き
わ
め
〈

老
幼
難
菟
央
競
眺

か
ね
や
た
か
ら
は
う
ご
か
せ
白

銭
財
不
能
帯
分
竜

猪
牛
難
帯
一
根
毛

ぞ
ま
に
か
〈
品
り
亭
か
ぜ
据
え
る

探
在
山
中
北
風
競

な
ベ
か
ま
ほ
う
ち
ょ
う
な
に
も
な
い

日
無
鍋
甑
切
茶
刀

巴
つ
を
も
う
せ
ば
ぞ

4

は
い
ず

其
貫
賊
匪
井
未
来

そ
こ
で
品
ぞ
〈
も
か
せ

e
z
e

惹
起
土
匪
砂
一
一
場

あ
わ

τ

晶
た
め
き
に
げ
た
せ
い

皆
因
驚
慌
先
走
徒

陪
と
ん
ど
で
ま
で
た
ま
げ
て
る

多
因
謡
言
嚇
断
魂

お
そ
れ
ず
ま
ど
わ
f
ま
も
p

自
己
う

切
記
不
可
聴
謡
言

お
い
ら
は
お
だ
亭
か
宰
か
な
っ
p

我
例
稽
坐
釣
魚
船

ぷ
b
〈
申
へ
い
わ
に
げ
自
己
と

十
家
太
平
不
探
兵

百
人
心
中
有
柄
閣

は
b
e

め
た
か
b

は
ま
よ
b
ず
に

立
定
主
意
不
改
移

ゆ
た
か
な
も
b
し
み
ん
な
し
τ

大
家
喫
碗
安
柴
飯

-109-
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こ
れ
は
お
よ
そ
蕃
術
の
た
め
の
事
術
と
は
、
正
反
封
の
立
場
に
立
つ
歌
謡
で
あ
る
。
人
生
的
な
観
照
の
深
さ
を
誇
る
文
皐
と
も
異
質
で
あ
る
。
は
じ
め
か
ら

も
の
の
考
え
方
と
技
術
の
上
で
、
一
般
の
文
皐
の
世
界
と
は
絶
縁
し
て
い
る
が
、
賓
際
の
役
に
立
つ
と
い
う
こ
と
を
眼
目
に
し
て
い
る
黙
で
は
、
古
文
に
お
け

る
信
念
と
通
ず
る
も
の
が
あ
る
。
だ
か
ら
古
文
と
逼
ず
る
の
は
特
に
信
候
に
お
い
て
で
、
歌
謡
の
も
つ
文
事
的
意
義
が
も
し
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に
‘
つ
い
て

は
さ
ら
に
後
程
、
改
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
曾
閤
藩
の
表
警
で
あ
る
古
文
を
よ
く
み
る
と
文
集
は
コ
一
巻
、
詩
集
も
同
様
に
三
省
の
極
め
て

u少
な
い

量
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
人
の
依
頼
を
う
け
て
後
に
つ
く
っ
た
、
費
用
に
供
す
る
た
め
の
文
で
あ
り
、
彼
の
著
作
の
最
も
老
大
な
量
を
占

る
部
分
は
経
世
致
用
の
観
念
に
お
お
わ
れ
て
い
る
奏
稿
及
び
編
纂
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
さ
れ
た
い
。

そ
こ
か
ら
こ
の
俗
謡
に
お
け
る
教
育
効
果
の
尊
重
が
導
き
だ
さ
れ
る
。
讃
者
ま
た
は
歌
い
手
あ
る
い
は
聞
き
手
の
共
感
を
得
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
に
な
る
。

そ
し
て
教
育
宣
博
の
封
象
を
一
般
士
大
夫
階
級
か
ら
、
展
民
に
理
解
さ
れ
る
範
闇
に
ま
で
横
大
し
た
時
、
自
然
に
こ
の
よ
う
な
宣
博
的
な
形
式
に
お
も
い
あ
た

っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

間
藩
の
弟
子
で
あ
る
察
照
昌
の
編
集
し
た
「
曾
文
正
公
年
譜
」
の
辛
酉
・
威
豊
十
一
年
一
月
の
項
に
、
衣
の
記
事
が
あ
る
。
「
：
：
：
是
の
月
、
公
解
散
歌
一
首

を
作
る
。
賊
に
陥
る
の
境
に
流
布
し
て
、
難
民
の
賊
中
に
困
む
者
に
其
の
苦
衷
を
曲
達
す
。
士
民
之
を
讃
み
て
、
感
泣
せ
ざ
る
莫
し
。
此
に
因
り
て
自
ら
抜
け

て
来
蹄
す
る
者
頗
る
多
し
。
」

こ
れ
は
解
散
歌
に
つ
い
て
述
べ
て
は
い
る
が
、
保
守
平
安
歌
の
場
合
に
も
事
情
は
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
事
賓
彼
の
意
圃
し
た
よ
う
な
効
果
が
、

こ
こ
で
は
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
。

ま
た
威
豊
七
年
十
二
月
十
四
日
の
況
浦
九
弟
（
園
茎
）
に
あ
て
た
手
紙
で
は
、
「
帯
勇
の
法
は
、
人
才
を
開
察
す
る
を
以
て
、
第
一
と
潟
す
。
管
規
を
整
頓
し
、

い
ち
い
ち

戟
守
を
講
求
す
る
は
之
に
衣
ぐ
。
得
勝
歌
中
の
各
僚
を
得
て
、
一
一
皆
宜
く
詳
求
す
ベ
し
。
」

封
象
は
文
字
に
親
し
ま
な
い
階
層
ば
か
り
で
は
な
い
。
有
識
階
級
で
あ
る
自
分
の
弟
に
こ
う
書
い
て
い
る
の
だ
か
ら
、
非
常
に
こ
こ
に
歌
い
こ
ん
だ
内
容
は

重
覗
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
必
要
な
事
項
は
す
べ
て
盛
り
こ
ん
で
、
規
範
と
し
て
相
手
に
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
内
容
を
正
し
く
惇
達
す
る
こ
と

が
す
べ
て
に
優
先
し
て
お
り
、
形
式
は
樽
達
す
べ
き
封
象
が
ひ
ろ
い
階
層
に
わ
た
る
と
こ
ろ
か
ら
必
要
に
迫
ら
れ
て
選
捧
さ
れ
た
と
し
か
お
も
わ
れ
な
い
。



で
は
、
こ
の
新
し
い
封
象
に
臨
む
に
彼
は
ど
れ
だ
け
の
用
意
が
あ
っ
た
か
。
ま
ず
俗
耳
に
入
り
や
す
き
要
素
と
し
て
極
め
て
、
口
調
が
よ
ろ
し
い
。
再
び
例

を
第
一
の
莫
逃
走
に
と
れ
ば
、
口
・
走
。
中
・
通
。
半
・
乱
。
海
・
在
。
静
・
命
。
小
・
了
。
逃
・
畷
と
い
う
よ
う
に
い
ず
れ
も
韻
を
踏
み
、
水
師
得
勝
歌
の

な
ら
己
い
ね

序
に
「
遂
に
水
師
得
勝
歌
を
製
し
、
士
卒
を
し
て
歌
詞
せ
し
め
、
口
相
習
い
て
以
て
・
熟
し
、
其
の
大
略
に
嫡
わ
し
め
ん
と
翼
が
う
に
と
あ
る
が
ご
と
く
、
歌
わ

せ
る
こ
と
を
目
的
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
作
詩
に
あ
た
っ
て
聾
調
を
尊
ん
だ
こ
と
は
、
ひ
ろ
く
世
に
知
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
家
訓
の
な
か
で
も
、
繰
返
し

繰
返
し
子
弟
に
聾
調
の
重
要
性
を
さ
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
威
豊
八
年
八
月
二
十
日
に
は
、
「
凡
そ
作
詩
は
最
も
聾
調
を
講
究
す
ベ
し
。
余
選
紗
す
る
所
の
五
古

九
家
七
古
六
家
は
、
聾
調
皆
極
め
て
鐸
鏑
に
し
て
、
人
の
百
讃
に
耐
え
て
厭
れ
ず
。
」
ま
た
威
豊
十
一
年
二
月
二
十
四
日
に
は
、
「
余
が
日
記
の
加
中
に
又
八
本

の
説
あ
り
。
目
、
書
を
讃
む
は
訓
話
を
以
て
本
と
潟
す
、
詩
文
を
作
る
は
聾
調
を
以
て
本
と
矯
す
。
：
：
：
」
へ
同
年
三
月
初
回
目
の
手
）

戸
紙
に
も
同
様
の
匂
あ
り
、

し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
も
ご
く
屈
折
し
た
形
で
、
彼
の
文
皐
の
理
想
の
一
端
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
そ
の
詩
論
の
本
質
に
は
歌
う
詩
・
昧
ず
る
詩
へ
の

指
向
を
元
来
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
形
式
の
上
で
数
え
歌
の
形
を
水
師
得
勝
歌
お
よ
び
陸
軍
得
勝
歌
で
と
っ
て
い
る
こ
と
は
、
や
は
り
俗
耳
に
入
り
や
す
い
効
果
を
ね
ら
っ
た
も
の

で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
昧
じ
て
い
る
内
容
を
検
討
し
て
み
る
と
、
下
情
に
は
か
な
り
の
程
度
通
じ
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
務
牛
難
帯
一
根
毛
と
か
、
地
方
公
事
費

心
弊
な
ど
の
句
は
、
地
方
の
農
民
の
生
活
に
相
嘗
遁
じ
て
い
な
け
れ
ば
出
て
く
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
園
藩
の
家
柄
を
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
父
が

わ
ず
か
に
晩
年
秀
才
の
資
格
を
得
た
だ
け
の
中
農
の
出
身
で
あ
る
。

線
大
夫
曾
府
君
墓
志
）
と
い
う
家
に
成
人
し
た
悶
藩
は
、
戟
場
か
ら
で
さ
え
農
耕
の
賓
際
上
の
注
意
を
家
に
あ
る
澄
季
の
雨
弟
に
し
ば
し
ば
興
え
て
い
る
。
例

え
ば
威
豊
八
年
七
月
二
十
一
日
に
は
、
「
家
中
読
を
種
る
の
一
事
は
、
千
高
怠
忽
す
る
可
ら
ず
。
屋
門
首
塘
の
養
魚
も
亦
一
種
の
生
機
有
り
。
猪
を
養
う
も
亦
内

政
の
要
な
る
者
、
下
首
蛋
上
の
新
竹
、
枯
れ
る
者
有
り
や
否
や
」
な
ど
は
そ
れ
で
、
別
に
経
済
的
な
必
要
色
感
じ
な
い
身
分
に
至
っ
て
も
、

「
五
口
曾
氏
、
家
世
と
徴
薄
、
明
よ
り
以
来
、
家
業
を
以
て
名
を
設
す
る
者
な
し
」
（
詰
封
光

一
家
の
気
風
を
作

興
す
る
目
的
で
農
事
三
奨
輸
し
て
い
川
る
の
で
あ
る
。
同
年
八
丹
二
十
二
日
に
は
、
「
家
中
養
魚
・
養
猪
・
種
竹
・
種
競
の
四
事
は
皆
忽
せ
に
す
可
ら
ず
。
一
は
則

ち
上
祖
父
以
来
相
示
）

J

家
風
を
接
ぎ
、
二
は
則
ち
其
の
外
一
種
の
生
気
あ
る
を
望
む0
4

其
の
庭
に
登
り
て
一
種
の
旺
気
有
り
。
幾
個
の
銭
を
多
く
花
い
、
幾
個

の
工
を
多
く
請
う
と
雌
も
、
但
此
の
四
事
の
上
に
在
り
て
用
い
る
は
、
総
て
是
れ
妨
げ
な
し
。

L

（
械
憎
ん
諮
問
一
剛
一
一
一
位
一
一
刊
誌
何
一
語
れ
献
）
限
界
は
あ
る
．

〆



が
園
藩
は
、
と
く
に
太
平
天
園
戦
争
の
時
期
を
遁
し
て
下
情
に
通
ず
る
機
曾
を
多
く
も
っ
た
。

永
い
京
官
時
代
に
は
途
絶
え
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
生
活
環

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
下
に
宇
敷
を
示
し
て
お
い
た
が
、
量
的
に
も
か
な
り
大
が
か
り
な
も

境
は
彼
等
と
理
解
を
紹
す
る
ほ
ど
遠
く
離
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

の
が
、
成
豊
二
年
か
ら
威
豊
十
一
年
に
わ
た
っ
て
作
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
い
ず
れ
も
こ
の
よ
う
な
形
式
を
と
る
べ
き
必
然
性
の
あ
っ
た
太
平
天
園
戦
争
の

最
中
の
作
で
あ
る
。

も
r
y
ヤ
ア
オ

で
は
、
こ
の
俗
謡
は
ど
の
よ
う
な
流
れ
を
汲
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
奥
野
信
太
郎
先
生
か
ら
童
謡
と
い
う
俗
謡
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で

あ
る
こ
と
を
御
教
示
い
た
だ
い
た
。

吉
川
幸
衣
郎
先
生
の
指
摘
さ
れ
る
、
太
平
天
園
側
の
同
系
の
歌
謡
に
つ
い
て
は
、
ま
た
そ
れ
と
の
闘
聯
に
つ
い
て
は
、
今

後
さ
ら
に
調
査
の
機
曾
を
得
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

四

前
章
で
曾
園
藩
の
歌
謡
は
、
す
べ
て
太
平
天
園
戦
争
中
に
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
た
が
、
俗
文
庫T全
髄
に
わ
た
る
関
心
の
在
り
方
を
見
て
行
く
と
、
や

は
り
こ
の
戦
争
中
に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
そ
の
日
記
に
あ
ら
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
小
説
を
讃
ん
だ
記
事
は
年
少
気
鋭
の
頃
に
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、

わ
ず
か
に
遁
光
二
十
三
年
二
月
十
八
日
（
三
十
三
歳
）
に
「
険
医
来
舘
し
久
し
く
談
ず
、
夜
家
に
在
り
て
小
説
を
看
る
。
」
と
あ
り
、
同
年
同
月
の
二
十
日
に
「
曇

起
す
、
飯
後
小
説
を
看
る
。
」
の
二
例
が
あ
る
だ
け
で
、
あ
と
は
太
平
天
園
戟
争
も
半
ば
を
過
ぎ
、
彼
が
四
十
九
の
齢
を
重
ね
て
か
ら
、
に
わ
か
に
そ
の
事
例
を

多
く
見
る
に
い
た
る
の
は
興
味
あ
る
現
象
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
ど
の
よ
う
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
曾
園
藩
の
肩
に
か
か
る
政
治
的
責
任
が
重
く
な
り
、

ま
た
あ
の
謙
譲
な
人
が
「
余
古
文
の
一
道
に
於
け
る
、
十
分
の
己
に
六
ノ
七
を
得
た
り
。

市
し
て
智
を
掲
し
力
を
畢
す
能
わ
ず
に
（
求
闘
粛
日
記
類
紗
）
と
い

い
き
れ
る
自
信
を
備
え
て
以
後
、
そ
し
て
健
康
の
衰
え
が
目
立
ち
心
身
の
疲
労
が
き
わ
め
て
激
し
く
な
っ
て
か
ら
以
後
の
こ
と
と
い
っ
て
よ
い
。

が
考
え
ら
れ
よ
う
が
、
ま
ず
第
一
に
消
閑
の
書
を
讃
む
こ
と
も
新
た
に
彼
の
慰
め
に
な
っ
て
き
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

閉
世
界
に
遊
ぶ
の
は
、
ま
ん
ざ
ら
悪
い
も
の
で
も
な
か
っ
た
。

色
々
の
理
由

精
一
肺
の
緊
張
を
ほ
ぐ
し
、
未
知
の
人



積
極
的
な
理
由
と
し
て
は
、
京
官
時
代
に
は
陪
憐
（
鏡
海
）
の
影
響
下
に
悔
味
の
撃
を
専
ら
信
奉
し
て
い
た
が
、
軍
務
に
就
く
に
お
よ
ん
で
坤
憎
に
ま
で
理
解

の
幅
が
ひ
ろ
が
り
、
ま
た
古
文
に
針
す
る
態
度
に
も
最
初
の
頃
の
車
純
な
載
道
設
か
ら
相
嘗
程
度
文
の
債
値
を
も
認
め
よ
う
と
す
る
傾
向
が
中
年
に
至
っ
て
顕

著
に
な
っ
て
き
た
こ
と
と
相
臆
す
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
曾
氏
に
は
道
事
者
の
面
影
は
薄
く
な
り
、
思
想
に
柔
軟
性
が
増
し
、
抱
擁
力
が
大
き
く
な
る
。

ま
ず
新
た
に
慰
め
と
な
っ
た
小
説
の
類
に
つ
い
て
。
（
ま
た
芝
居
も
見
る
よ
う
に
な
る
が
、
こ
の
事
貰
も
同
様
の
傾
向
の
あ
ら
わ
れ
で
も
あ
る
。
し
か
し
芝
居

の
場
合
は
交
際
上
の
必
要
か
ら
も
観
て
い
る
。
）
即
ち
威
豊
九
年
六
月
二
十
四
日
に
は
、
「
日
中
眼
蒙
く
な
れ
る
に
因
り
て
、
一
宇
を
敬
作
せ
ず
、
世
説
を
関
し

民
偲
に
世
設
も
こ
こ
／

以
て
光
日
を
消
せ
り
。
」
（
に
加
紅
む
お
く
。
）
と
か
、
威
豊
十
年
十
一
月
三
十
日
の
「
陣
陸
と
芭
談
最
も
久
し
。
憾
陸
時
事
日
に
非
な
る
に
因
り
て
、
憤
悶
異
常
、

ほ
椋
夢
を
閲
看
し
以
て
排
遺
に
資
せ
り
と
。
余
も
亦
之
を
閲
す
る
こ
と
百
円
宇
目
。
」
と
か
、
同
治
七
年
闇
四
月
二
十
一
日
の
「
噌
航
等
六
家
の
詩
と
凍
府
詩
集
と

を
批
校
し
、
核
封
甚
だ
心
一
紳
を
費
や
す
。
小
説
儒
林
外
凍
を
閲
し
て
以
て
悶
を
散
ぜ
り
。
」
と
か
同
治
九
年
五
月
三
十
日
の
「
紀
公
の
筆
記
を
閲
す
。
：
：
：
文
紀

公
の
筆
記
を
関
す
。
：
：
：
市
し
て
目
下
灰
牌
の
洋
務
十
分
に
聴
手
、
焦
灼
に
勝
え
ず
。
故
に
僅
か
に
筆
記
小
説
を
閉
す
の
み
。
而
し
て
此
の
心
、
買
に
未
だ
片
刻

も
倍
愉
せ
ざ
る
也
。
傍
タ
随
陣
と
一
談
す
、
夜
紀
公
の
筆
記
を
関
せ
り
。
」
こ
と
に
二
番
目
と
最
後
の
例
と
で
は
、
戦
局
や
政
治
情
勢
が
お
も
う
よ
う
に
動
か
な

いa

た
め
に
、
そ
の
欝
屈
し
た
お
も
い
を
慰
め
る
試
み
と
し
て
小
説
の
類
を
手
に
と
っ
て
い
る
こ
と
が
、
つ
ぶ
さ
に
語
ら
れ
て
い
る
1

こ
の
お
も
い
が
昂
じ
た
の

や
串
・

で
あ
ろ
う
。
同
治
十
年
正
月
初
一
日
に
は
永
年
の
元
日
の
讃
書
初
め
の
習
慣
を
破
り
、
「
中
飯
後
、
閲
徴
草
堂
筆
記
を
閲
す
る
こ
と
良
久
し
く
し
て
、
眼
蒙
し
。
」

' . 

の
よ
う
な
場
合
す
ら
生
ず
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
ど
ん
な
種
類
の
小
説
を
讃
ん
で
い
る
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
本
格
的
な
小
説
で
は
、
「
紅
棲
夢
」
あ
た
り
か
ら
は
じ
ま
り
、
「
水
論
博
」
「
儒
林
外
史
」
と
い

う
よ
う
に
長
編
の
、
そ
れ
も
リ
ア
リ
ズ
ム
文
皐
系
統
の
代
表
作
を
一
通
り
護
ん
で
い
る
よ
う
だ
。
そ
し
て
同
治
四
年
十
二
月
初
一
日
の
「
棋
二
局
を
園
み
、
水
潜
．

二
容
を
閲
せ
り
に
同
じ
月
の
初
七
日
の
「
夜
古
文
三
首
を
混
ね
倦
む
こ
と
甚
し
、
ば
泊
二
容
を
閲
せ
り
。
」
（
外

M

水
滞
。
関
係
三
例
）
と
い
う
よ
う
な
単
な
る

気
分
轄
換
や
慰
み
ご
と
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
或
る
時
期
に
は
同
治
五
年
五
月
二
十
五
日
の
「
早
飯
後
、
文
件
を
清
理
し
、
於
に
紅
棲
夢
三
容
を
看
る
。
：
：
：
中

－O
み
a～e
e

飯
後
又
小
説
十
飴
葉
を
関
せ
り
。
」
外
十
一
例
の
紅
鴻
夢
に
つ
い
て
の
記
事
が
績
き
、
同
じ
年
の
八
月
二
十
日
に
な
っ
て
「
小
説
は
眼
を
遮
る
己
。
」
と
の
反
省

を
行
な
っ
て
い
る
が
、
三
カ
月
を
へ
だ
て
た
十
一
月
二
十
四
日
に
は
「
於
に
叉
小
説
十
葉
を
閲
せ
り
に
と
、
ま
た
も
小
説
に
親
し
む
に
い
た
っ
た
意
志
力
の
不

.. 
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足
を
嘆
く
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
さ
ら
に
一
年
半
ば
か
り
の
後
、
同
治
七
年
間
四
月
二
十
一
日
（
前
出
）
か
ら
は
じ
ま
る
、
儒
林
外
史
に
熱
中
す
る
時
期
が
あ
る
。
翌
日
の
二
十
二

日
に
は
、
「
早
飯
後
文
件
を
清
理
し
、
一
紙
を
習
字
し
、
棋
二
局
を
園
み
、
小
説
書
を
看
る
こ
と
、
一
ユ
刻
許
り
。
：
：
：
文
小
説
を
関
し
て
倦
む
こ
と
甚
し
。
」
ま

た
そ
の
翌
日
の
二
十
三
日
の
「
小
睡
片
刻
、
小
説
十
飴
葉
を
看
る
。
：
：
：
小
睡
片
刻
、
又
小
説
十
鈴
葉
を
閲
す
。
：
：
：
夜
小
説
敷
葉
を
関
せ
り
。
」
外
五
例
を
数

え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
晩
年
に
至
っ
て
紀
均
（
文
蓮
）
の
閲
微
草
堂
筆
記
を
愛
す
る
こ
と
こ
と
に
著
し
さ
を
加
え
て
い
る
。

即
ち
同
治
七
年
六
月
二
十
二
日
の
「
欄
撤
去
一
筆
記
」
を
観
る
に
は
じ
ま
る
そ
の
例
は
、
た
だ
ま
る
等
間
の
書
（
認
住
吉
一
一
）
に
止
ま
ら
な
い
こ

と
を
語
っ
て
い
る
。
ま
ず
質
例
を
あ
げ
て
行
け
ば
、
同
じ
く
同
治
七
年
六
月
二
十
七
日
の
「
紀
文
達
の
筆
記
を
閲
し
倦
む
こ
と
甚
し
。
：
：
：
又
紀
文
達
の
筆
記

を
閲
せ
り
。
」
外
こ
の
前
後
の
五
例
。
同
治
九
年
五
月
二
十
二
日
の
「
紀
公
の
筆
記
を
閲
す
。
」
及
び
五
月
三
十
日
の
記
事
（
帥
）
外
こ
の
前
後
の
五
例
。
同
年
十

二
月
十
八
日
の
「
文
閲
微
草
堂
筆
記
を
閲
す
。
」
外
こ
の
前
後
の
六
例
。
同
治
十
年
正
月
初
一
日
（
帥
）
及
び
三
月
二
十
六
日
の
「
余
が
目
蒙
殊
に
茜
し
く
、
寝

軍
首
位
司
凋
等
聞
の
書
も
亦
看
る
能
わ
ず
、
因
っ
て
洋
床
の
上
に
在
り
て
閉
目
小
坐
す
。
傍
タ
少
し
く
睡
る
。
」
と
云
う
よ
う
に
眼
病
に
苦
し
み
な
が
ら
讃
績
け
て

い
る
。
こ
の
三
カ
月
足
ら
ず
の
聞
に
外
に
十
二
例
。

同
年
四
月
十
五
日
の
「
閣
徴
牢
堂
筆
記
を
関
す
。
」
十
六
日
の
「
ー
閲
微
岸
壁
筆
記
を
閲
す
：
：
：
夜
文
凋
激
淳
遺
嘩
記
を
閲
す
。
」
十
七
日
の
「
凋
激
帰
還
澄
況

を
関
す
に
は
、
け
だ
し
曾
園
藩
の
こ
の
筆
記
小
説
に
つ
い
て
の
日
記
に
お
け
る
最
後
の
記
述
で
あ
り
、
ま
た
翌
年
の
二
月
四
日
に
世
を
去
っ
た
彼
の
最
後
の
小

説
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
年
の
五
月
初
十
日
、
澄
況
の
雨
弟
に
あ
て
て
衣
の
手
紙
を
だ
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
な
か
に
は
、
閲
微
草
堂
筆
記
に
つ
い

て
の
評
語
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
「
閲
微
草
堂
筆
記
は
陶
伏
陸
公
の
著
す
所
に
係
わ
り
、
多
く
狐
鬼
及
び
因
果
報
謄
の
事
を
言
え
り
。
医
砂
炉
し
買
う
可

き
有
ら
ば
、
弟
も
亦
常
常
之
を
閲
す
可
し
。
」
そ
し
て
弟
に
讃
む
こ
と
を
薦
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
年
六
月
二
十
七
日
に
は
、
「
長
沙
に
閲
徴
草
堂
筆
記

た
だ
わ
る
や
‘

無
く
ん
ば
、
嘗
即
ち
に
此
の
間
の
一
部
を
以
て
弟
に
寄
す
ベ
し
。
紙
板
亦
壊
け
れ
ど
も
、
之
を
金
陵
市
店
の
板
に
較
れ
ば
、
猶
略
勝
れ
る
耳
。
」
と
、
わ
ざ
わ
ざ

買
っ
て
迭
ろ
う
と
さ
え
し
て
い
る
。
そ
の
熱
心
の
程
も
知
れ
よ
う
が
、
「
多
く
狐
鬼
及
び
因
果
報
醸
の
事
を
言
え
り
。
」
の
匂
は
、
官
決
ぽ
ほ
決
爆
の
巻
一
に
あ

る
知
ほ
爆
湾
同
で
は
、
次
の
よ
う
に
詳
細
に
論
じ
ら
れ
、
且
許
債
を
加
え
ら
れ
て
い
る
。
知
ほ
濃
活
滞
は
ま
ず
人
の
牲
を
賢
愚
に
分
ち
、
愚
者
を
救
う
這
を
説
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い
て
・
次
第
に
儒
悌
の
異
同
を
及
ぶ
守
も
と
も
と
「
愚
者
は
罰
を
催
れ
て
罪
寡
し
、
故
に
徐
慶
飴
換
を
稿
え
易
き
」
と
こ
ろ
な
の
に
秦
が
力
で
天
下
を
征
服
し
て

以
来
、
．
「
聖
哲
と
好
完
と
、
同
じ
く
気
歎
の
中
を
流
轄
」
す
る
と
い
う
有
様
。
そ
れ
に
つ
け
こ
ん
で
悌
者
が
輪
廻
因
果
の
設
を
な
し
た
た
め
に
、
「
憧
九
て
行
を

改
む
る
十
に
四
ノ
五
己
に
至
っ
た
。
し
か
し
道
は
常
あ
る
者
で
、
常
者
は
す
で
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
儒
の
言
は
倣
わ
れ
は
し
な
い
。
「
市
し

て
浮
屠
の
妄
を
鶏
す
、
後
世
の
事
費
人
心
こ
れ
を
言
う
に
従
え
る
も
の
な
れ
ば
、
則
ち
浮
屠
警
世
の
功
は
、
吾
が
儒
之
略
と
同
じ
か
ら
ん
よ
と
い
う
よ
う
に
、

梯
教
に
射
し
で
も
抱
擁
力
を
示
し
た
後
、
い
よ
い
よ
本
論
に
入
り
、
「
河
聞
の
紀
文
達
公
、
博
賢
彊
識
、
百
家
の
書
、
其
の
原
を
排
ま
え
、
其
の
蹄
を
寛
さ
ざ
る

は
廃
し
。
著
す
所
の
関
微
草
堂
筆
記
五
種
、
考
献
徴
文
、
捜
一
紳
志
怪
、
衆
態
畢
ご
と
く
具
わ
る
。
其
の
大
旨
は
勧
善
懲
悪
に
蹄
し
、
中
園
聖
人
流
停
の
至
論
を

崇
む
。
亦
悌
氏
の
設
を
腰
さ
ず
、
愚
民
の
入
り
易
き
者
を
取
る
。
委
曲
剖
断
し
以
て
其
の
聴
を
墾
だ
た
し
め
、
海
以
内
、
幾
家
に
一
一
編
を
置
け
り
。
」
即
ち
世
の

文
事
史
家
は
勧
善
懲
悪
の
弊
を
そ
の
歓
陥
と
し
て
説
き
、
「
考
献
徴
文
、
捜
紳
志
怪
、
衆
態
畢
ご
と
く
具
わ
」
る
典
雅
滴
達
な
文
章
を
愛
す
る
の
だ
が
、
曾
氏
は

そ
の
境
地
に
か
な
り
同
情
を
示
し
な
が
ら
も
、
捜
紳
志
怪
も
勧
善
懲
悪
‘
俗
耳
に
入
り
易
き
も
の
と
し
て
統
一
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
ま
た
そ
う
し
た
態
一

や
や

度
は
こ
の
書
序
を
求
め
た
宛
平
の
徐
春
泉
の
態
度
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
「
其
の
繍
精
に
し
て
以
て
世
を
警
す
る
に
足
る
者
を
捧
び
、
別
録
す
る
こ
と
一
朕
、
名
．
日

噌
E
E

－

’
ず
け
て
紀
頃
喜
昔
日
と
庁
う
」
の
で
あ
る
。
曾
園
藩
は
こ
の
時
期
に
は
、
す
で
に
純
乎
た
る
宋
皐
者
で
は
な
く
漢
撃
に
理
解
を
持
ち
、
ま
た
暁
清
の
事
者
の
先
駆
一

と
し
て
か
、
悌
教
を
い
ち
が
い
に
退
け
な
い
。
彼
の
思
想
と
表
裏
一
躍
を
な
し
て
い
る
古
文
の
範
圏
か
ら
、
，
次
第
に
俗
文
皐
に
ま
で
理
解
の
幅
が
ひ
ろ
げ
ら
れ

て
行
く
の
も
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。

五

結

古
文
の
範
圏
か
ら
’
次
第
に
俗
文
撃
に
ま
で
理
解
の
幅
が
ひ
ろ
が
っ
た
と
い
う
だ
け
で
は
、
ま
だ
正
確
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

は
勿
論
古
文
（
牝

M院
は
柏
市
川
、
観
刈
れ
む
…
い
れ
一
統
一
ゆ
）
を
書
く
が
、
日
常
の
用
を
便
ず
る
に
は
か
な
り
口
語
化
し
た
文
章
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
官
時

の
風
潮
で
は
あ
っ
た
が
、
曾
園
藩
は
世
に
尺
慣
檀
と
呼
ば
れ
る
こ
の
形
の
文
一
章
の
名
手
で
も
あ
っ
た
。

あ
ら
た
ま
っ
て
筆
を
執
る
場
合
に

家
書
、
家
訓
お
よ
び
日
記
の
一
部
は
そ
れ
で
あ
る
。
先

、



に
引
用
し
た
文
に
も
そ
の
た
め
、
漢
文
の
書
下
し
瞳
と
し
て
は
や
や
安
定
の
悪
い
俗
語
が
雑
っ
て
い
る
。

と
し
て
お
り
、
細
述
す
る
に
よ
く
、
内
容
本
位
で
あ
る
。
や
た
ら
に
難
か
し
い
故
事
や
熟
語
が
で
て
く
る
こ
と
な
く
、
と
い
っ
て
俗
に
流
れ
も
せ
ず
に
、
適
度

に
抑
制
の
効
い
た
賓
用
文
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
ひ
そ
か
な
る
自
負
を
、
こ
の
種
の
文
章
に
抱
い
て
い
た
。
「
領
府
鴻
選
す
る
所
の
書
慣
、
壷
く
は
吾
が
心
を
厭
さ

ざ
る
者
あ
り
、
未
だ
古
文
の
書
贋
何
者
を
か
最
善
と
す
る
や
を
知
ら
ず
」
と
も
「
古
文
の
中
、
惟
書
債
の
一
門
の
み
寛
に
佳
な
る
者
鮮
な
し
。
八
家
中
韓
公
差

や
勝
る
。
然
れ
ど
も
亦
書
簡
の
正
宗
に
非
ず
。
此
の
外
は
則
ち
寛
に
采
る
可
き
な
し
。
」
（
求
闘
粛
日
記
類
紗
）
と
も
云
っ
て
い
る
。
書
簡
と
い
う
よ
う
な
日
常
の

生
活
に
閥
係
の
深
い
部
分
は
、
す
で
に
清
代
に
は
韓
退
之
の
書
鹿
の
形
式
は
守
れ
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
徐
々
に
濁
自
の
議

展
を
遂
げ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
o
w冶
仙
湯
沢
膚
に
険
協
憾
と
い
う
人
が
序
を
書
い
て
云
っ
て
い
る
。
「
随
困
先
生
嘗
て
謂
え
ら
く
、
尺
憤
者
古
文

き
ま
ま
き
ま
ま

の
唾
齢
、
今
の
人
或
は
尺
債
を
以
て
古
文
の
慎
と
潟
す
也
。
」
（
俣
は
誤
。
）
し
か
し
曾
園
藩
は
蓑
枚
の
よ
う
に
、
「
随
に
作
り
、
随
に
棄
る
。
」
（
同
序
）
の
態
度

と
は
、
さ
す
が
に
違
っ
て
い
た
。
彼
は
何
一
つ
す
る
の
に
も
、
た
と
え
人
が
唾
飴
と
呼
ぶ
よ
う
な
小
技
に
従
う
の
に
も
や
は
り
民
剣
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

別
に
そ
れ
だ
か
ら
い
い
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
た
め
に
彼
は
幸
で
あ
る
か
不
幸
で
あ
る
か
は
知
ら
な
い
。
道
光
ニ
十
二
年
九
月
十
八
日
附
の
四
人

の
弟
に
あ
て
た
長
文
の
手
紙
（
同
叩
肝
足
一
江

此
の
格
紙
を
用
う
。
弟
宜
く
存
留
し
、
毎
年
装
訂
し
て
朋
を
成
す
ベ
し
。
其
の
中
の
好
慮
は
寓
と
忽
略
に
看
過
す
可
ら
ず
。
諸
弟
が
信
を
寓
し
て
我
に
寄
す
る

も
、
亦
須
く
一
色
の
格
紙
を
用
い
、
以
て
装
訂
に
便
な
ら
し
む
べ
し
。
」
と
、
云
っ
て
い
る
程
で
あ
る
。
一
貫
し
た
精
進
の
態
度
が
、
よ
く
伺
わ
れ
よ
う
。

」
の
種
の
文
の
特
徴
は
、
総
瞳
に
平
易
で
の
び
の
び

以
上
具
瞳
例
を
追
っ
て
曾
園
藩
の
俗
文
撃
に
お
け
る
賞
作
、
讃
書
範
園
を
説
き
、
さ
ら
に
や
や
古
文
の
側
の
朕
況
を
も
そ
の
思
想
的
背
景
に
鯛
れ
な
が
ら
略

述
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
結
論
的
に
い
え
ば
、
古
文
家
と
し
て
す
で
に
か
な
り
新
し
い
事
態
に
即
臆
す
る
瞳
制
を
確
立
し
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
。
か
な
り

の
程
度
口
語
を
採
り
入
れ
た
尺
憤
躍
の
名
手
で
あ
っ
た
こ
と
。
そ
こ
に
折
衷
性
と
抱
擁
力
が
生
れ
、
俗
文
撃
を
必
要
に
臆
じ
て
認
め
る
だ
け
の
弾
力
性
が
出
来

て
き
た
こ
と
。
同
時
に
ま
た
太
平
天
園
戦
争
に
よ
る
貫
地
の
偉
大
な
る
教
育
が
あ
り
、
曾
園
藩
の
文
撃
は
濃
厚
に
、
過
渡
期
の
性
格
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

た
だ
車
な
る
桐
城
汲
古
文
の
中
興
の
租
と
い
う
位
置
づ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
（
こ
の
一
文
は
、
「
日
本
中
園
事
曾
」
第
九
同
全
園
大
）

戸
曾
の
議
表
草
稿
に
、
手
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
、


