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や
せ
い
え
ん

は
じ
め
に
田
中
彌
性
園
蔵
書
中
、
十
八
世
紀
初
頭
の
オ
ラ
ン
ダ

外
科
翻
訳
害
三
部
に
つ
い
て
そ
の
概
略
を
と
く
に
楢
林
鎮
山
著

『
紅
夷
外
科
宗
伝
」
の
彩
色
絵
図
の
特
徴
や
、
伊
良
子
光
顕
著
「
外

き
ん
も
う
ず
い

科
訓
蒙
圖
彙
』
に
お
け
る
『
臓
志
」
か
ら
の
影
響
な
ど
に
つ
い
て

き
ん
そ
う
て
っ
ぽ
く

触
れ
る
。
西
玄
哲
の
『
金
瘡
跣
撲
療
治
之
書
』
は
紅
夷
外
科
宗
伝

に
包
括
さ
れ
て
い
る
。

つ
ぎ
に
十
七
世
紀
以
降
、
イ
ン
ド
と
東
南
ア
ジ
ア
と
く
に
香
料

群
島
に
お
い
て
香
料
の
利
権
を
め
ぐ
っ
て
西
・
葡
・
蘭
に
よ
り
死

闘
の
歴
史
が
繰
り
広
げ
ら
れ
た
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
標
的
と
な
っ

た
象
徴
的
香
料
の
四
種
類
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
医
書
で
の
扱
い

を
述
べ
る
。

一
六
○
二
年
東
南
ア
ジ
ア
か
ら
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
勢
力
を
駆
逐
し

て
東
イ
ン
ド
会
社
を
設
立
し
た
オ
ラ
ン
ダ
に
と
っ
て
、
こ
の
地
方

こ
し
ょ
も
つ

に
っ
け
い

で
の
最
優
先
課
題
は
、
マ
ラ
ベ
ル
の
胡
椒
（
ペ
ッ
パ
ー
）
・
肉
桂
（
シ

28

田
中
彌
性
園
蔵
・
オ
ラ
ン
ダ
外
科
三
訳
書
の

知
見

田
中
祐
尾

ち
よ
童
っ
沙
し

に
く
ず
く

ナ
モ
ン
）
・
モ
ル
ッ
カ
の
丁
字
（
ク
ロ
ー
ブ
）
・
パ
ン
ダ
の
肉
豆
蒄
（
ナ

ツ
メ
グ
）
な
ど
と
い
っ
た
香
料
の
略
奪
貿
易
で
あ
っ
た
。

こ
れ
よ
り
数
百
年
以
前
、
ア
ラ
ビ
ア
商
人
に
よ
り
こ
れ
ら
の
香

料
は
い
っ
た
ん
主
に
マ
ラ
ッ
カ
に
集
め
ら
れ
た
の
ち
、
一
部
が
シ

ル
ク
ロ
ー
ド
を
経
て
東
方
を
目
指
し
唐
帝
国
経
由
で
日
本
に
着

き
、
現
在
も
正
倉
院
の
目
録
に
収
ま
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
十
七
世
紀
に
直
接
オ
ラ
ン
ダ
人
が
も
た
ら
し
た
こ
れ

ら
の
品
物
は
、
日
本
に
と
っ
て
は
す
で
に
古
く
か
ら
医
書
に
頻
繁

に
記
さ
れ
て
い
た
既
知
の
薬
品
で
あ
っ
た
。

我
が
国
の
本
草
学
者
に
と
っ
て
薬
効
と
し
て
の
こ
れ
ら
の
成
分

に
は
さ
ほ
ど
の
新
味
は
な
く
、
防
腐
剤
と
し
て
で
あ
れ
ば
在
来
の

し
ょ
う
が

生
姜
（
ジ
ン
ゲ
ロ
ン
）
・
唐
辛
子
（
カ
プ
サ
イ
シ
ン
）
と
い
っ
た
も
の

の
方
が
手
っ
取
り
早
い
存
在
で
あ
っ
た
し
、
こ
の
後
渡
来
し
た
キ

ナ
や
サ
フ
ラ
ン
そ
し
て
ベ
ラ
ド
ン
ナ
と
い
っ
た
薬
物
の
神
秘
的
効

力
の
方
が
は
る
か
に
魅
力
的
で
あ
っ
た
。

ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
狩
猟
ま
た
は
牧
畜
民
族
の
肉
食
生
活
で

の
こ
れ
ら
香
辛
料
の
必
要
性
と
そ
の
香
り
と
味
、
さ
ら
に
は
獣
肉

へ
の
相
性
や
風
味
と
い
っ
た
も
の
へ
の
渇
望
に
も
近
い
感
受
性

は
、
到
底
こ
の
時
代
の
日
本
人
の
理
解
の
ほ
か
で
あ
っ
た
。
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彌
性
園
蔵
書
中
、
明
朝
嘉
靖
十
八
年
刊
『
袖
珍
方
大
全
』
に
載

る
こ
れ
ら
四
種
の
香
辛
料
と
、
同
じ
く
文
化
六
年
刊
「
外
科
訓
蒙

圖
彙
」
の
そ
れ
と
を
対
比
す
る
と
、
前
者
は
内
服
薬
、
後
者
は
外

用
薬
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
。

今
一
つ
、
司
馬
遼
太
郎
に
拠
る
と
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
が
長
崎
に
お

い
て
も
た
ら
し
た
ア
ル
メ
イ
ダ
ら
に
よ
る
ミ
ゼ
リ
コ
ル
デ
ィ
ァ

（
慈
恵
院
）
の
南
蛮
医
学
の
う
ち
、
外
科
に
お
け
る
唯
一
の
功
績
が
、

蒸
留
酒
に
よ
る
傷
口
の
消
毒
法
で
あ
る
と
い
う
・
宝
永
三
年
刊
『
紅

夷
外
科
宗
伝
」
を
た
ど
り
焼
酒
に
よ
る
外
傷
の
入
念
な
洗
浄
法
の

記
載
を
追
う
。

薩
摩
と
肥
前
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教
師
が
上
陸
し
医
療
を
行
っ

た
そ
の
時
、
そ
の
地
に
良
質
の
焼
酎
と
い
う
蒸
留
酒
が
存
在
し
た

と
い
う
偶
然
の
一
致
が
、
無
数
の
敗
血
症
を
救
っ
た
と
推
定
が
可

能
で
あ
る
。

（
大
阪
市
立
大
学
医
学
部
）


