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「
梅
干
之
助
」
考

山
口
正
義

筆
者
が
所
属
す
る
古
文
書
研
究
会
で
慶
応
四
年
（
明
治
元
年
）
の
五
日
市
村
（
あ
き
る
野
市
）
の
御
用
留
を
勉
強
し
て
い
ま

す
が
、
昨
年
三
月
の
例
会
の
と
き
、「
関
東
取
締
出
役

矢
澤
梅
干
之
輔
」
な
る
人
物
が
村
役
人
に
出
頭
命
令
を
出
し
て
い
る
文

章
を
学
び
ま
し
た
。
こ
の
時
、「
梅
干
之
輔
」
は
当
然
「
う
め
ぼ
し
の
す
け
」
と
読
ん
で
何
の
疑
問
も
抱
か
ず
、
面
白
い
名
前
、
剽
軽

ひ
ょ
う
き
ん

な
名
前
と
思
い
、
何
か
経
緯
が
あ
る
の
か
調
べ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
し
た
。
そ
し
て
ネ
ッ
ト
で
調
べ
て
み
ま
し
た
が
、「
矢
澤
梅

干
之
輔
」
で
検
索
し
た
為
か
何
の
情
報
も
得
ら
れ
ず
、
そ
の
ま
ま
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
次
の
例
会
の
際
、「
梅
干
之
輔
」
に
注
目
さ
れ
た
の
か
、
会
員
の
方
が
「
米
津
梅
干
之
助
」
に
つ
い
て
調
べ
ら
れ
た

資
料
を
配
ら
れ
ま
し
た
。

「
米
津
伊
勢
守
」
と
い
う
の
は
以
前
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
の
で
、「
米
津
」
を
「
よ
ね
き
つ
」
と
読
む
の
は
う
ろ
覚
え
だ
が
知

っ
て
い
ま
し
た
。
問
題
は
「
梅
干
之
助
」
で
す
。
配
ら
れ
た
資
料
で
「
ほ
や
の
す
け
」
と
読
む
こ
と
を
知
り
、
そ
の
由
来
が
「
熟

梅
の
干
し
て
扁
成
（
平
た
く
）
、
皺
の
よ
り
た
る
が
海
中
の
石
（
ホ
ヤ
）
に
似
た
る
故
、
梅
干
と
書
き
て
、
ほ
や
と
よ
め
り
。
三

河
、
遠
江
あ
た
り
に
も
こ
の
梅
干
を
作
る
故
、
神
君
家
康
あ
る
と
き
、
御
家
士
米
津
氏
の
人
に
『
汝
が
顔
は
梅
干
に
似
た
れ
ば

梅
干
之
助
と
仮
名
（
通
称
の
こ
と
）
を
付
け
よ
』
と
、
君
臣
の
睦
ま
じ
き
御
契
り
よ
り
そ
の
子
孫
に
至
る
ま
で
数
代
梅
干
之
助
と

け
み
ょ
う

言
ふ
な
り
」、
で
あ
る
こ
と
を
知
り
ま
し
た
。

資
料
を
配
付
さ
れ
た
会
員
の
方
に
は
感
謝
あ
る
の
み
で
す
が
、
こ
の
こ
と
が
契
機
と
な
り
、
で
は
『
寛
政
譜
』（
寛
政
重
修
諸

家
譜
）
に
記
載
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
思
い
地
元
の
図
書
館
で
調
べ
て
み
ま
し
た
。

寛
政
譜
で
「
米
津
」
を
探
し
て
み
る
と
「
梅
干
之
助
」
と
あ
る
一
番
古
い
人
が
「
康
勝
」
と
い
う
人
で
、「
康
勝

彦
七
郎

保
屋
助

ほ
や
の
す
け

今
の
呈
譜
、
梅
干
助
に
作
る
。
天
正
元
年
（
一
五
七
三
）
よ
り
東
照
宮
に
つ
か
へ
た
て
ま
つ
る
。
十
二
年
四
月
長
久
手
の
役
に

ほ
や
の
す
け

し
た
が
ひ
た
て
ま
つ
り
鉄
炮
に
中
り
て
臑
に
傷
く
と
い
へ
ど
も
、
な
を
奮
ひ
戦
ひ
て
敵
を
う
ち
と
る
。
慶
長
五
年
（
一
六
〇
〇
）

あ
た

関
原
の
合
戦
に
は
小
栗
忠
正
と
ゝ
も
に
先
陣
に
す
ゝ
み
、
首
級
を
得
た
り
。
十
五
年
め
さ
れ
て
台
徳
院
殿
（
秀
忠
）
に
つ
か
へ

た
て
ま
つ
り
、
御
鑓
奉
行
を
つ
と
め
武
蔵
國
高
麗
郡
の
う
ち
に
を
い
て
采
地
を
た
ま
ふ(

後
略)

』、
と
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
康
勝
が
前
述
の
神
君
か
ら
「
梅
干
之
助
と
仮
名
を
付
け
よ
」
と
言
わ
れ
た
人
物
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
後
、「
正
守

彦
七

郎

梅
干
助
」、「
政
次

勘
次
郎

梅
干
助
」、「
盛
政

三
千
太
郎

梅
干
助
」
な
ど
と
あ
り
、
代
々
「
梅
干
助
」
が
用
い
ら

れ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な
お
、
寛
政
譜
で
「
梅
干
之
助
」
を
引
く
と
既
述
の
米
津
氏
以
外
で
は
「
石
川
政
次
」
と
い
う
人

物
が
唯
一
「
梅
干
之
助
」
を
名
乗
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
が
、
こ
の
石
川
政
次
は
米
津
家
に
養
子
に
行
っ
て
い
て
既

述
の
政
次
と
同
人
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
ま
し
た
。
つ
ま
り
寛
政
譜
と
い
う
膨
大
な
氏
名
の
中
で
「
梅
干
之
助
」
が
用
い
ら

れ
た
の
は
米
津
氏
以
外
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
今
度
は
ネ
ッ
ト
で
「
梅
干
之
助
」
を
検
索
し
て
み
ま
し
た
。
そ
の
結
果
幾
つ
か
の
情
報
が
得
ら
れ
ま
し
た
。

ま
ず
は
、
鉄
炮
の
関
所
通
行
手
形
に
関
す
る
古
文
書
で
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
）
に
川
俣
関
所
番
中
宛
に
館
林
城
中
の
「
馬

場
梅
干
之
助
」
が
差
し
出
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
い
ま
す
〔
群
馬
県
立
文
書
館
〕。
時
代
的
に
は
「
米
津
梅
干
之
助
」
に
つ
い
で

古
い
よ
う
で
す
。

次
は
『
福
井
藩
士
履
歴
』（
平
成

年
）
に
、「
安
西
梅
干
之
助

百
石

外
ニ
銀
十
枚

正
徳
二
辰
（
一
七
一
二
）
八
月
廿

25

一
日
於
江
戸
御
馬
乗
よ
御
取
立
、
新
番
入
被
仰
付
、
同
日
御
切
米
」
と
あ
る
と
い
い
ま
す
。
こ
こ
で
も
、「
安
西
梅
干
之
助

享

保
十
三
申
六
月
廿
一
日
父
梅
干
之
助
跡
目
百
石
被
下
」、「
安
西
源
五
左
衛
門

五
人
扶
持

享
保
廿
卯
（
一
七
一
七
）
二
月
十

六
日
養
父
梅
干
之
助
為
跡
目
願
之
通
養
子
源
七
ヘ
五
人
扶
持
被
下
」、「
安
西
梅
干
之
助

弐
拾
石
三
人

延
享
元
子
（
一
七
四

四
）
九
月
五
日
養
父
源
五
左
衛
門
跡
目
無
相
違
、
五
人
扶
持
被
下
」、
と
い
う
よ
う
に
代
々
「
梅
干
之
助
」
が
嗣
が
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
次
は
歌
川
国
長
（
一
七
九
〇
～
一
八
二
九
）
と
い
う
江
戸
後
期
の
浮
世
絵
師
で
す
。
初
代
歌
川
豊
国
の
門
人
で
、
俗
称

「梅干之助」考
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を
「
梅
干
之
助
」
と
言
っ
た
と
あ
り
ま
す
。
但
し
、
こ
の
場
合
の
読
み
は
「
か
や
の
す
け
」
と
あ
る
か
ら
や
や
こ
し
い
（「
ほ
や

の
す
け
」
と
読
む
の
も
あ
り
ま
す
）。

と
こ
ろ
で
筆
者
は
会
社
定
年
後
、
主
に
和
算
を
勉
強
し
て
い
ま
す
。
古
文
書
の
勉
強
を
始
め
た
の
も
和
算
書
を
少
し
で
も
読

み
た
い
と
思
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
し
て
は
な
か
な
か
和
算
書
も
読
め
な
い
の
が
何
と
も
歯
が
ゆ
い
の
で
す

が
…
…
。

そ
の
和
算
の
勉
強
中
に
、
た
ま
た
ま
「
中
曽
根
梅
干
之
助
」
な
る
人

物
に
突
き
当
た
り
ま
し
た
。
そ
れ
も
二
ヶ
所
。
一
つ
は
『
数
理
神
篇
』

と
い
う
和
算
で
は
難
問
の
部
類
の
算
額
が
書
い
て
あ
る
書
物
で
、
問
題

の
最
後
に
「
上
毛
碓
氷
郡
里
見
村

中
曽
根
梅
干
之
助
邡
規
（
読
み
は

「
よ
し
の
り
」
か
？
）

安
政
五
戊
午
歳
正
月
」
と
あ
る
で
は
な
い
か
。

も
う
一
つ
は
高
崎
の
八
幡
八
幡
宮
に
安
政
七
年
に
掲
額
さ
れ
た
算
額
。
こ
れ
を
解
説
し
た
書
物
に
「
中
曽
根
梅
干
之
助
邡
規
」

や
わ
た
は
ち
ま
ん
ぐ
う

の
名
前
が
あ
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
算
額
は
群
馬
県
指
定
重
要
文
化
財
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
す
が
、
問
題
は
や
は
り
難
し
く

簡
単
に
は
解
け
そ
う
に
な
い
代
物
で
す
。
こ
こ
ま
で
わ
か
れ
ば
、
何
と
し
て
も
現
物
を
見
な
け
れ
ば
気
が
済
み
ま
せ
ん
。
と
い

う
訳
で
無
謀
に
も
事
前
連
絡
も
せ
ず
に
、
信
越
本
線
の
群
馬
八
幡
駅
近
く
の
八
幡
八
幡
宮
に
行
っ
て
み
ま
し
た
。
八
幡
八
幡
宮

は
上
野
國
一
社
八
幡
宮
で
あ
り
、
大
き
な
八
幡
様
で
し
た
。
算
額
は
昔
は
寺
社
の
軒
下
に
見
え
る
よ
う
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の

が
一
般
的
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
最
近
は
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
そ
の
よ
う
な

例
は
少
な
い
よ
う
で
す
。
一
応
見
え
る
所
に
算
額
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
、

社
務
所
に
行
き
、
算
額
を
見
せ
て
頂
け
な
い
か
と
お
願
い
し
て
み
ま
し
た
。
最
初
は

「
事
前
連
絡
が
必
要
」
と
や
ん
わ
り
と
断
ら
れ
ま
し
た
が
、
算
額
の
話
を
色
々
こ
ち

ら
か
ら
し
て
い
る
う
ち
に
、
そ
れ
で
は
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
広
間
に
案
内
さ
れ

て
見
せ
て
頂
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
重
要
文
化
財
の
算
額
は
き
ち
ん
と
保
存
さ
れ

て
い
ま
し
た
。1.6×

1.1

ｍ
の
大
き
な
算
額
は
迫
力
が
あ
り
ま
し
た
が
、
既
に
劣
化

（
風
化
）
し
て
い
て
読
め
な
い
個
所
も
多
い
。
私
は
近
眼
に
老
眼
が
入
っ
た
の
で
、

眼
鏡
を
外
し
、
左
下
面
当
た
り
を
目
を
凝
ら
し
て
み
る
と
わ
ず
か
に
、
そ
し
て
確
か

に
「
中
曽
根
梅
干
之
助?

規
」
が
読
め
ま
し
た
。
感
激
も
の
で
し
た
。
と
同
時
に
こ

の
「
梅
干
之
助
」
は
何
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
し
た
。「
う
め
ぼ

し
の
す
け
」「
ほ
や
の
す
け
」、
そ
れ
と
も
「
か
や
の
す
け
」
…
…
？
。

「
梅
干
之
助
」
の
例
を
で
き
る
だ
け
調
べ
て
み
ま
し
た
が

も
と
よ
り
完
璧
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
推
測
す
る
に
「
梅

干
之
助
」
な
る
名
前
は
「
仮
名
」
に
し
て
も
使
わ
れ
た
例
は

少
な
か
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
し
て
も
「
矢
澤
梅
干
之
輔
」
が
わ
か
ら
ず
じ
ま
い

で
あ
っ
た
の
は
残
念
な
こ
と
で
し
た
。
そ
し
て
、
米
津
梅
干
之
助
に
し
て
も
、
中
曽
根
梅
干
之
助
に
し
て
も
、
田
舎
の
お
年
寄

り
に
時
々
見
か
け
る
皺
く
ち
ゃ
だ
ら
け
の
、
何
と
も
味
の
あ
る
顔
を
想
像
し
て
み
た
ら
、
愉
快
に
、
そ
し
て
幸
せ
な
気
分
に
な

っ
て
き
ま
し
た
。
私
も
歳
と
と
も
に
味
の
あ
る
顔
に
な
り
た
い
も
の
で
す
が
…
…
…
。

（
「
古
文
書
は
む
ら
」
第

号
、
平
成

年

月
）
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