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閉
居
す
る
成
島
柳
北

高
　
橋
　
昭
　
男

一　

免
職
屏
居

　

徳
川
幕
府
の
末
期
、
安
政
元
年
一
月
、
十
八
歳
の
成
島
柳
北
は
将
軍
侍
講
見

習
に
任
じ
ら
れ
、
安
政
三
年
十
一
月
に
二
十
一
歳
で
、
代
々
将
軍
侍
講
職
を
世

襲
す
る
成
島
家
七
代
目
と
し
て
将
軍
侍
講
に
就
任
す
る
。
そ
れ
よ
り
七
年
間
に

わ
た
り
侍
講
職
に
あ
る
の
だ
が
、
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
八
月
九
日
、
侍
講

職
を
解
か
れ
閉
門
を
命
じ
ら
れ
た
。
理
由
は
諸
説
あ
る
も
の
の
、
幕
閣
を
批
判

す
る
言
動
に
よ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
柳
北
自
身
は
、「
濹
上
隠
士

（
1
（

伝
」
で

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

十
年
文
字
を
以
て
、
君
恩
の
優ゆ

う

渥あ
く

な
る
に
感
泣
せ
し
が
、
一
朝
擯ひ

ん

斥せ
き

を
う

け
て
、
散さ

ん

班ぱ
ん

に
入
り
ぬ
。
そ
は
風
流
の
罪
過
に
よ
る
と
。
或
は
云
ふ
狷け

ん

直ち
よ
く

に
過
て
衆し

ゆ
う

謗ぼ
う

を
得
る
と
。
或
は
洋
学
を
主
張
す
る
の
故
な
り
と
云
ふ
。

何
れ
に
て
も
よ
し
と
し
て
、
三
年
籠ろ

う

居き
よ

、
西せ

い

学が
く

者し
や

に
就
て
、
専
ら
英
書
を

攻
む
。
大
に
開
悟
せ
し
こ
と
あ
り
。

　

こ
の
文
章
は
末
尾
に
「
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
秋
の
末
」
と
書
か
れ
た
時

期
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
年
の
四
月
（
改
元
前
の
慶
応
四
年
）、
江
戸
城

が
開
城
さ
れ
る
前
日
に
、
柳
北
は
養
子･

信の
ぶ

包か
ね

に
家
督
を
譲
り
、
向
島
の
松
菊

荘
に
隠
棲
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
半
年
後
（
明
治
改
元
は
十
月
）
く
ら
い
の
回

想
で
あ
る
。
大
意
は
「
十
年
間
に
わ
た
り
学
問
を
通
じ
て
ご
奉
公
し
、
慈
愛
あ

ふ
れ
る
恩
義
に
浴
し
た
が
、
突
如
、
不
興
を
蒙
り
、
失
職
の
身
と
な
っ
た
。
理

由
は
、
過
度
の
風
流
三
昧
に
よ
る
と
も
、
正
論
に
こ
だ
わ
っ
て
、
周
囲
の
誹
謗

を
招
い
た
こ
と
に
よ
る
と
も
、
洋
学
の
価
値
を
主
張
し
た
ゆ
え
と
も
い
う
が
、

は
っ
き
り
し
な
い
。
閉
居
し
た
三
年
間
で
、
洋
学
者
に
指
導
を
受
け
、
主
に
英

語
の
書
物
を
読
ん
で
、
大
い
に
悟
る
こ
と
が
あ
っ
た
」
と
あ
り
、
閉
居
に
い
た

る
い
き
さ
つ
と
、
閉
居
が
も
た
ら
し
た
意
義
に
触
れ
て
い
る
。
閉
居
の
間
、
洋

学
の
勉
強
に
大
半
の
時
間
を
費
や
し
た
結
果
、
柳
北
が
「
大
い
に
開
悟
せ
し
こ

と
」
と
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
現
存
す
る
柳
北
の
日
記
『
投
閑
日

（
2
（

録
』

（
文
久
三
年
八
月
よ
り
元
治
元
年
六
月
）
を
手
が
か
り
に
検
討
し
て
み
た
い
。

『
投
閑
日
録
』
は
こ
の
閉
門
の
沙
汰
が
あ
っ
た
日
よ
り
起
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
、

冒
頭
を
読
ん
で
み
る
。

投
閑
日
録�

弘
歳
二
十
七

文
久
三
年
八
月
九
日
癸
未
晴
是
日
在
家
申
牌
前
参
政
田
沼
玄
蕃
頭
投
簡
召

余
於
其
邸
以
病
託
同
僚
小
林
栄
太
請
命
玄
蕃
頭
伝　

命
免
職
屏
居
監
察
高

力
直
三
岩
田
半
太
臨
席
云
余
奉
仕
内
廷
十
年
一
朝
廃
黜
豈
無
眷
々
之
情
哉
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又
念
才
駑
学
腐
投
閑
置
散
乃
分
之
宜　

聖
恩
厚
大
感
々
謝
々

文
久
三
年
八
月
九
日　

癸
未
。
晴
れ
。
是
の
日
、
家
に
在
り
て
、
申し

ん

牌ぱ
い

前
、

参
政
田
沼
玄げ

ん

蕃ば
の

頭か
み

、
簡
を
投
じ
、　

余
を
其
の
邸
に
召
さ
る
。
病
を
以
て

同
僚
小
林
栄
太
に
託
し
、
命
を
請
ふ
。
玄
蕃
頭
、
命
を
伝
へ
て
、
職
を
免

じ
屏
居
せ
よ
と
す
。
監
察
高
力
直
三
、
岩
田
半
太
臨
席
す
と
云
ふ
。
余
、

内
廷
に
奉
仕
す
る
こ
と
十
年
。
一
朝
に
し
て
廃は

い

黜ち
ゅ
つ

せ
ら
る
。
豈
眷け

ん

々け
ん

の

情
無
か
ら
ん
や
。
又
た
、
才
の
駑ど

、
学
の
腐
に
し
て
閑
に
投
ぜ
ら
れ
、
散

に
置
か
る
る
は
、
乃
ち
分
の
宜
し
き
な
る
を
念
ふ
。
聖
恩
の
厚
大
、
感
々

謝
々
。

　

弘
は
柳
北
の
名
・
惟
弘
の
弘
。
大
意
は
、「
文
久
三
年
八
月
九
日
、
参
政

（
若
年
寄
）
田
沼
玄
蕃
頭
の
邸
に
お
い
て
、
同
僚
の
小
林
栄
太
郎
を
通
じ
、
免

職
閉
居
を
命
じ
ら
れ
た
。
私
は
江
戸
城
の
奥
に
勤
め
る
こ
と
（
安
政
元
年
、
侍

講
見
習
に
任
官
し
て
以
来
）
十
年
、
突
然
の
免
職
で
あ
り
、
職
に
対
す
る
未
練

の
情
を
抑
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
は
い
え
、
非
才
に
し
て
時
代
お
く
れ
の

学
者
の
身
で
あ
れ
ば
、
閑
職
に
追
い
や
ら
れ
る
の
も
分
相
応
と
い
う
べ
き
か
。

こ
れ
ま
で
に
将
軍
が
下
さ
れ
た
恩
情
の
数
々
に
対
し
、
ひ
た
す
ら
感
謝
す
る
ば

か
り
だ
」、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、「
投
閑
置
散
乃
分
之
宜
」
に
は

典
拠
が
あ
っ
て
、
中
国
唐
代
の
文
人
・
韓
愈
が
、
当
時
の
学
者
の
生
態
を
活
写

し
た
文
章
で
あ
る
『
進し

ん

学が
く

解か
い

』
中
の
一
句
を
引
用
し
て
い
る
。「
閑
職
に
追
い

や
ら
れ
る
の
も
分
相
応
」
と
い
う
の
が
、「
投
閑
置
散
乃
分
之
宜
」
に
あ
た
り
、

日
記
の
タ
イ
ト
ル
を｢

投
閑
日
録
」
と
し
た
の
も
、
こ
の
一
句
に
由
来
し
て
い

る
。「
投
閑
」
と
は
暇
な
官
職
に
置
か
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
要
職
に
つ
い
て

い
な
い
こ
と
を
い
う
。

　

侍
講
見
習
の
期
間
を
含
め
て
、
侍
講
と
し
て
誠
実
に
勤
め
た
十
年
の
実
績
に
、

柳
北
は
そ
れ
な
り
の
自
負
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
勤
務
し
た
場
所
は
、

江
戸
城
の
「
奥
」
で
あ
る
。
こ
こ
は
将
軍
が
日
常
の
生
活
を
お
く
る
私
的
な
空

間
で
あ
り
、
将
軍
に
儒
学
を
進
講
す
る
こ
と
が
任
務
で
あ
っ
た
。｢

奥
」
は

「
表
」
の
政
治
的
空
間
と
は
無
縁
の
場
で
あ
り
、
現
実
の
政
治
の
世
界
と
は
隔

絶
さ
れ
て
い
た
。
一
方
こ
の
十
年
は
、
安
政
元
年
の
ペ
リ
ー
の
再
度
の
来
航
に

よ
る
日
米
和
親
条
約
の
締
結
、
安
政
二
年
の
江
戸
大
地
震
、
安
政
五
年
に
は
じ

ま
る
安
政
の
大
獄
、
万
延
元
年
の
井
伊
大
老
暗
殺
、
文
久
三
年
の
勅
許
問
題
に

よ
る
将
軍
家い

え

茂も
ち

の
上
洛
、
さ
ら
に
薩
英
戦
争
と
つ
づ
く
激
動
の
時
代
で
あ
っ
た
。

十
代
後
半
か
ら
二
十
代
後
半
の
、
い
く
ら
奥
勤
め
の
身
の
上
と
は
い
え
、
血
気

さ
か
ん
な
青
年
儒
者
柳
北
が
、
時
代
の
推
移
に
無
関
心
で
い
ら
れ
る
は
ず
も
な

く
、
政
治
的
発
言
を
口
走
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
む
し
ろ
当
然

の
成
行
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
免
職
屏
居
」
の
理
由
が
幕
閣
批
判
の
言
動
に

起
因
す
る
と
す
れ
ば
、「
奥
」
勤
め
の
非
政
治
的
立
場
に
あ
る
べ
き
儒
者
の
許

さ
れ
ざ
る
行
為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。

　

柳
北
が
こ
の
激
動
の
時
代
に
、
ど
の
よ
う
に
身
を
処
し
た
の
か
は
、
現
存
す

る
日
記
や
詩
文
か
ら
推
測
す
る
し
か
な
い
。
安
政
元
年
か
ら
万
延
元
年
に
か
け

て
の
柳
北
の
日
記
『
硯
北
日
録
』（
安
政
六
年
の
分
は
欠
本
）
は
、
江
戸
城
内

で
の
進
講
の
内
容
、
自
宅
で
の
講
義
や
日
常
生
活
の
記
録
な
ど
が
簡
潔
に
記
さ

れ
て
い
る
が
、
政
治
的
発
言
は
全
く
な
い
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
、
慎
重
に
避
け

ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
遺
さ
れ
た
詩
文
の
な
か
で
は
、
青
年
儒
者
と
し
て
の
、

世
の
趨
勢
に
対
す
る
思
い
の
た
け
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
一
例
を
見
て
み

よ
（
3
（

う
（
訓
読
の
送
り
仮
名
は
マ
マ
）。
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一
朝
翻
然
倒
筐
簏　
　

一
朝　

翻
然
と
し
て
筐き

よ
う

簏ろ
く

を
倒
し

千
巻
換
得
銭
幾
鍰　
　

千
巻　

換
え
得
た
り　

銭ぜ
に

幾い
く

鍰か
ん

去
向
東
市
購
孤
剣　
　

去ゆ

き
て
東と

う

市し

に
向お

い
て
孤
剣
を
購あ

が
な

う

老
鉄
之
鍔
古
銅
鐶　
　

老
鉄
の
鍔　

古
銅
の
鐶か

ん

此
物
不
知
果
何
用　
　

此
の
物　

知
ら
ず　

果
し
て
何
の
用
ぞ

提
舞
自
欲
振
羸
孱　
　

提て
い

舞ぶ

し
て
自
ら
羸る

い

孱せ
ん

を
振
わ
ん
と
欲
す

霜
鋩
凜
兮
吾
気
奮　
　

霜そ
う

鋩ぼ
う　

凜
た
り　

吾
が
気　

奮
う

心
兵
出
没
天
地
間　
　

心
兵　

出
没
す　

天
地
の
間

有
時
乎
秘
之
匣
底　
　

時
有
つ
て
か
之
を
匣こ

う

底て
い

に
秘
め

有
時
乎
加
之
百
蛮　
　

時
有
つ
て
か
之
を
百
蛮
に
加
え
ん

休
道
一
剣
不
足
学　
　

道い

う
を
休や

め
よ　

一
剣　

学
ぶ
に
足
ら
ず
と

方
今
無
人
力
抜
山　
　

方
今　

人
の　

力　

山
を
抜
く
無
し

　
「
書
を
売
り
剣
を
買
う
歌
」
と
題
さ
れ
た
七
言
古
詩
の
後
半
で
、
柳
北
二
十

五
、
六
歳
、
文
久
元
年
冬
か
二
年
春
の
作
と
さ
れ
る
。
尊
皇
攘
夷
運
動
激
化
の

最
中
で
あ
る
。「
あ
る
朝
、
意
を
決
し
て
書
棚
を
引
き
倒
し
、
沢
山
の
書
物
を

金
に
換
え
て
、
東
の
市
場
に
行
き
、
ひ
と
ふ
り
の
剣
を
買
っ
た
。
古
色
を
帯
び

た
鍔
と
鐶
。
こ
れ
が
何
の
役
に
立
つ
の
か
分
か
ら
ぬ
が
、
手
に
持
っ
て
舞
っ
て
、

臆
病
風
を
吹
き
払
お
う
と
す
る
。
霜
の
よ
う
な
切
っ
先
が
冷
た
く
冴
え
て
、
私

の
気
を
奮
い
立
た
せ
、
そ
の
奮
い
立
っ
た
気
が
天
地
を
駆
け
巡
る
。
あ
る
と
き

は
こ
の
剣
を
箱
に
隠
し
て
志
を
秘
め
、
あ
る
と
き
は
剣
を
も
っ
て
夷
狄
ど
も
を

切
り
つ
け
て
や
り
た
い
。
剣
を
学
ん
で
何
の
役
に
立
つ
か
な
ど
と
は
言
っ
て
欲

し
く
な
い
。
あ
の
項
羽
の
ご
と
き
山
を
引
っ
こ
抜
く
英
雄
な
ど
い
な
い
世
の
中

な
の
だ
か
ら
」。

　

こ
の
詩
に
お
い
て
柳
北
は
、
経
世
済
民
を
標
榜
す
る
儒
学
の
有
効
性
に
対
す

る
不
信
と
、
儒
者
と
し
て
文
官
に
甘
ん
じ
て
い
る
自
ら
に
対
す
る
煩
悶
に
苦
し

ん
で
い
る
。
詩
の
内
容
は
剣
を
ふ
る
っ
て
攘
夷
を
行
な
う
こ
と
へ
の
単
純
な
賛

同
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
日
野
龍
夫
氏
は
「
剣
は
い
う
ま
で
も
な
く
比
喩
で

あ
っ
て
、
儒
者
で
あ
る
こ
と
を
い
さ
ぎ
よ
し
と
し
な
い
柳
北
の
求
め
る
、
真
に

や
り
甲
斐
の
あ
る
何
か
を
指
す
。
こ
の
時
期
に
は
す
で
に
そ
れ
を
洋
学
（
後
年

の
履
歴
か
ら
す
る
と
、
特
に
西
洋
流
の
兵
学
）
と
見
定
め
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

最
後
の
二
句
は
、
洋
学
な
ど
や
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
周
囲
の
批
判
に
対

す
る
、
反
論
の
意
を
表
わ
す
の
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
し
て
お
ら
れ
る
。

　

柳
北
の
こ
う
し
た
儒
学
へ
の
懐
疑
的
な
姿
勢
や
、
幕
閣
に
対
す
る
批
判
的
な

態
度
は
、
お
そ
ら
く
幕
閣
の
知
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
投
閑

日
録
』
の
冒
頭
を
読
む
と
、
柳
北
は
す
で
に
こ
の
日
の
あ
る
こ
と
を
予
測
し
、

肚
を
決
め
て
い
た
よ
う
に
思
え
る
。
事
態
を
淡
々
と
受
け
入
れ
、
冷
静
に
身
を

処
し
た
と
い
え
る
。「
濹
上
隠
士
伝
」
の
回
想
も
柳
北
の
決
意
を
裏
付
け
て
お

り
、
ま
た
、
韓
愈
の｢

進
学
解
」
を
引
用
し
て
い
る
あ
た
り
も
、
ど
こ
か
余
裕

す
ら
感
じ
さ
せ
る
。
と
い
う
の
は
、
八
月
九
日
の
二
日
後
の
十
一
日
の
記
事
に
、

「
余
自
本
日
読
蘭
文
典
（
余
、
本
日
よ
り
蘭
文
典
を
読
む
）」
と
記
載
さ
れ
て
い

る
か
ら
だ
。
免
職
さ
れ
閉
門
に
な
っ
た
ば
か
り
の
儒
者
が
、
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文

法
書
を
読
み
始
め
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
意
外
な
感
を
起
こ
さ
せ
る
が
、

す
で
に
準
備
は
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
柳
北
の
洋
学
へ
の
関
心
は
大
き
な
も

の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
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二　

閑
を
楽
し
む

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
蘭
医
の
桂か

つ
ら

川が
わ

甫ほ

周し
ゆ
う

、
洋
学
者
・
柳や

な

河が
わ

春し
ゆ
ん

三さ
ん

な
ど
と
は

す
で
に
交
流
が
始
ま
っ
て
い
た
。
桂
川
甫
周
の
覚
書
き
「
太た

い

平へ
い

春し
ゆ
ん

詞し

」
（
4
（

に
は

次
の
よ
う
な
記
載
が
あ
る
。

正
月
廿
七
日
成
島
発
会
宿
題

梅
辺
小
飲　
　
　
　

朝
陽

水
光
花
影
一
時
新　
　

水
光　

花
影　

一
時
新
た
な
り

把
酒
登
楼
天
地
春　
　

酒
を
把
っ
て
楼
に
登
れ
ば　

天
地
は
春

主
人
欲
眠
客
亦
酔　
　

主
人
は
眠
ら
ん
と
欲
し　

客
も
ま
た
酔
ふ

喚
指
梅
花
為
主
人　
　

梅
花
を
喚
び
指
さ
す
は　

主
人
た
り

　

正
月
の
二
十
七
日
、
成
島
柳
北
邸
で
こ
の
年
初
め
て
の
詩
会
が
あ
り
、
朝
陽

が
宿
題
の
詩
「
梅
花
小
飲
」
を
示
し
た
、
と
い
う
記
載
だ
が
、
ち
な
み
に
朝
陽

は
柳
河
春
三
の
雅
号
で
あ
る
。『
太
平
春
詞
』
に
は
文
久
三
年
正
月
一
日
か
ら

元
治
元
年
二
月
ま
で
の
、
歌
や
詩
、
俗
謡
の
た
ぐ
い
が
雑
記
さ
れ
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
記
事
は
「
太
平
春
詞
」
冒
頭
に
あ
る
の
で
、
文
久
三
年
の
正
月
で
あ

る
こ
と
が
分
か
る
。
す
な
わ
ち
、
柳
北
は
ま
だ
侍
講
職
に
あ
り
、
在
任
中
の
柳

北
の
洋
学
者
た
ち
と
の
交
流
を
裏
付
け
て
い
る
。「
成
島
発
会
」
と
い
う
の
は
、

始
め
て
会
を
開
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
今
年
始
め
て
の
会
の
意
で
あ
る

か
ら
、
柳
北
邸
で
の
集
り
は
、
お
そ
ら
く
数
年
前
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
も
の
と

思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
集
り
は
、
慶
応
元
年
正
月
か
ら
慶
応
二
年
の
正
月
に

か
け
て
の
、
閉
居
中
の
柳
北
邸
で
開
か
れ
て
い
た
洋
学
者
た
ち
と
の
会
合
に
つ

な
が
る
も
の
で
、
そ
こ
で
作
ら
れ
た
詩
歌
雑
文
俗
謡
の
覚
書
き
が
、
四
巻
の

『
伊い

都つ

満ま

底で

草ぐ
さ

』
で
あ
る
（
前
掲
『
柳
北
全
集
』
に
収
載
）。
春
三
の
詩
は
、
こ

の
邸
の
主
人
に
し
て
梅
を
愛
す
る
柳
北
へ
の
、
正
月
を
寿
ぐ
挨
拶
で
あ
る
が
、

い
か
に
も
春
風
駘
蕩
と
し
て
、
騒
乱
の
世
を
超
越
し
て
お
り
、
心
を
許
し
あ
っ

た
親
友
た
ち
の
寛
い
だ
雰
囲
気
を
髣
髴
さ
せ
て
い
る
。「
登
楼
」
の
楼
は
、
柳

北
邸
の
書
斎
・
春
声
楼
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
漲
る
和
や
か
な
雰
囲
気
は
、

『
伊
都
満
底
草
』
全
編
に
も
漂
っ
て
お
り
、
若
い
洋
学
者
た
ち
の
自
由
で
開
放

的
な
精
神
の
発
露
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

将
軍
侍
講
職
を
解
か
れ
、
閉
門
に
な
る
こ
と
は
、
言
い
換
え
れ
ば
何
の
規
制

も
受
け
ず
に
、
自
由
な
時
間
を
享
受
で
き
る
環
境
を
手
に
し
た
こ
と
に
な
る
。

一
脱
朝
衣
臥
草
廬　
　

一
た
び
朝
衣
を
脱
し
て
草そ

う

廬ろ

に
臥
す

俸
多
未
要
学
樵
漁　
　

�

俸
多
く
し
て
未
だ
要
せ
ず　

樵し
よ
う

漁ぎ
よ

を
学
ぶ
こ
と

を

天
公
賜
我
閑
如
許　
　

天
公　

我
に
賜
ふ　

閑　

許か

く
の
如
き
を

読
得
平
生
欲
読
書　
　

読
み
得
た
り　

平へ
い

生ぜ
い　

読
ま
ん
と
欲
す
る
の
書

　

｢

感
（
5
（

懐
」
と
題
さ
れ
た
七
言
絶
句
の
二
首
の
内
の
一
首
で
、
文
久
三
年
秋
、

閉
門
直
後
の
作
と
い
わ
れ
る
。「
天
公
我
に
賜
ふ　

閑　

許
く
の
如
き
を　

読

み
得
た
り　

平
生　

読
ま
ん
と
欲
す
る
の
書
」
と
い
う
一
聨
が
す
べ
て
を
語
っ

て
お
り
、
洋
書
を
繙
く
こ
と
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
『
投
閑
日
録
』

の
文
久
三
年
九
月
二
十
九
日
の
条
に
次
の
記
載
が
あ
る
。

二
十
九
日　

癸
酉
霽　

参
政
平
岡
丹
州
有
簡
令
余
底
其
邸
以
疾
遣
青
山
芳

太
請
命
丹
州
伝
命
免
屏
居
欣
々
幸
々

二
十
九
日　

癸
酉
。
霽
れ
る
。
参
政
平
岡
丹
州
、
簡
有
り
。
余
を
し
て
其

の
邸
に
底い

た

ら
し
む
。
疾
を
以
て
、
青
山
芳
太
を
遣
し
、
命
を
請
ふ
。
丹
州
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命
を
伝
へ
て
、
屏
居
を
免
ず
と
。
欣
々
幸
々
た
り
。

　

大
意
は
、「
若
年
寄
の
平
岡
丹
波
守
殿
よ
り
書
簡
が
有
り
、
私
に
丹
波
守
殿

の
邸
に
来
る
よ
う
に
と
の
こ
と
。
病
の
身
な
の
で
青
山
芳
太
を
遣
わ
し
て
、
命

令
を
請
け
て
も
ら
っ
た
。
閉
居
を
解
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
あ
り

が
た
い
こ
と
だ
」。
ち
ょ
う
ど
五
十
日
間
の
閉
居
で
あ
っ
た
。
こ
れ
で
、
表
向

き
に
は
閉
門
は
解
か
れ
た
の
だ
が
、
復
職
は
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
以
後
、
慶

応
元
年
九
月
、
歩ほ

兵へ
い
の

頭か
み

並な
み

に
任
官
さ
れ
る
ま
で
の
足
か
け
三
年
の
間
、
柳
北

は
す
す
ん
で
閉
居
の
状
態
に
自
ら
を
置
き
、
外
出
は
で
き
る
だ
け
控
え
、
洋
学

の
勉
強
に
打
ち
込
む
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
愛
人
の
お
蝶
を
囲
っ
て
い
る
有ゆ

う

待た
い

荘そ
う

や
、
桂
川
甫
周
宅
な
ど
へ
は
し
ば
し
ば
通
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

三　

洋
学
者
た
ち
と
の
交
流

　
『
投
閑
日
録
』
の
記
載
は
、『
硯
北
日
録
』
と
比
べ
る
と
、
そ
の
多
く
が
天
候

と
、
来
宅
者
の
名
前
が
あ
る
だ
け
の
極
め
て
簡
単
な
記
録
で
あ
る
が
、
来
宅
者

の
多
く
が
洋
学
者
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
柳
北
の
洋
学
へ
の
関
心
の
大
き
さ

が
推
測
で
き
、
ま
た
、
わ
ず
か
で
は
あ
る
が
学
習
し
た
洋
学
関
係
の
書
名
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で
、『
投
閑
日
録
』
か
ら
洋
学
関
係
の
記
事
を
中
心

に
、
当
時
の
事
件
な
ど
も
摘
録
し
て
、
文
久
三
年
八
月
か
ら
元
治
元
年
六
月
に

至
る
、
閉
居
中
の
柳
北
の
状
況
を
検
証
す
る
。

　

五
十
日
間
の
閉
居
中
も
、
来
客
は
許
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
、
柳
北
の
友
人
や

成
島
家
の
親
戚
や
家
塾
の
弟
子
た
ち
な
ど
が
出
入
り
し
て
い
る
が
、

（
八
月
）
二
十
一
日　

乙
未
晴　

松
本
良
順
来
訪

の
記
事
が
見
え
る
。
松
本
良
順
は
、
蘭
医
で
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）、
神

田
お
玉
ヶ
池
に
開
設
さ
れ
た
西
洋
医
学
所
の
西
洋
の
二
字
を
は
ず
し
て
「
医
学

所
」
と
す
る
こ
と
を
進
言
し
、
許
可
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
東
京
大
学
医
学

部
の
前
身
と
な

（
6
（

る
。
文
久
三
年
十
二
月
に
は
奥
医
師
に
進
み
、
医
学
所
の
頭
取

に
就
任
し
て
い
る
。
柳
北
は
す
で
に
奥
医
師
の
桂
川
甫
周
と
は
昵
懇
の
間
柄
で

あ
っ
た
か
ら
、
松
本
良
順
と
の
関
係
も
親
密
な
も
の
が
あ
っ
た
も
の
と
み
え
、

こ
の
後
も
数
回
の
来
訪
が
あ
る
。
な
お
幕
府
直
轄
の
漢
方
の
医
学
校
で
あ
る
医

学
館
は
、
下
谷
御
徒
町
の
柳
北
邸
の
す
ぐ
近
く
の
向む

こ
う

柳や
な
ぎ

原は
ら

に
あ
り
、
医
学
館

を
統
括
す
る
多た

紀き

家
に
隣
接
し
て
い
た
。
も
と
も
と
成
島
家
は
幕
府
奥
医
師
と

の
関
係
が
あ
り
、
柳
北
の
父
稼
堂
の
実
家
は
幕
府
寄
合
医
師
の
杉
本
家
で
あ
っ

た
。
柳
北
は
こ
の
と
き
の
当
主･

杉
本
忠
達
と
は
親
し
く
交
際
し
て
お
り
、
杉

本
家
も
柳
北
邸
の
北
隣
り
五
軒
目
に
あ
っ
た
。
柳
北
邸
の
周
辺
に
は
漢
方
・
蘭

医
の
奥
医
師
の
多
く
が
居
住
し
て
い
た
。

（
八
月
）
二
十
五
日　

乙
亥
霽　

為
助
及
藤
沢
順
三
来
告
大
和
国
凶
徒
之

変
可
嘆
可
嗔
（
為
助
及
び
藤
沢
順
三
来
り
、
大
和
の
国
に
凶
徒
の
変
あ
り

と
告
ぐ
。
嘆
ず
べ
し
。
嗔
る
べ
し
）

と
あ
り
、
文
久
三
年
八
月
十
七
日
に
奈
良
で
起
き
た
「
天
誅
組
の
変
」
を
記
し

て
い
る
。
こ
れ
は
、
尊
皇
攘
夷
運
動
の
最
中
、
幕
府
に
対
す
る
初
め
て
の
公
然

た
る
反
乱
で
あ
っ
た
。「
嘆
ず
べ
し
。
嗔い

か

る
べ
し
」
と
い
う
感
慨
は
、
幕
臣
の

柳
北
に
と
っ
て
、
許
し
が
た
い
も
の
が
あ
っ
た
も
の
と
み
え
る
。

（
九
月
）
一
日　

乙
巳
晴　

伊
東
翁
有
書
贈
茶
（
伊
東
翁
よ
り
書
有
り
、

茶
を
贈
ら
る
）

と
あ
っ
て
、
閉
居
中
の
柳
北
へ
の
見
舞
で
あ
ろ
う
。
伊
東
翁
は
伊
東
玄
朴
。
文

久
二
年
、
蘭
方
医
の
奥
医
師
と
し
て
初
め
て
法
印
と
な
り
、
蘭
医
の
頂
点
に
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立
っ
た
が
、
文
久
三
年
に
松
本
良
順
に
よ
り
、
そ
の
地
位
を
追
わ
れ
た
。
柳
北

と
は
そ
の
後
も
長
く
交
流
が
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
伊
東
邸
は
、
和
泉
橋
通
り
を

挟
ん
で
柳
北
邸
の
筋
向
か
い
に
あ
っ
た
。

（
九
月
）
六
日　

庚
戌
晴
陰
不
定　

與
二
生
読
瀛
還
志
略
起
業
（
二
生
と

瀛
環
志
略
を
読
む
こ
と
を
起
業
す
）

　
『
瀛え

い

還か
ん

志し

略り
や
く

』
は
一
八
四
九
年
（
嘉
永
二
）
に
中
国
で
出
版
さ
れ
た
世
界
地

理
書
。
著
者
は
徐じ

よ

継け
い

畲よ

。
西
洋
人
か
ら
の
聞
き
書
や
宣
教
師
の
文
書
を
も
と
に

書
か
れ
、
地
名
の
表
記
が
正
確
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。「
起
業
」
は
『
硯
北

日
録
』
に
お
い
て
は
、
テ
キ
ス
ト
の
会
読
の
始
ま
り
を
意
味
す
る
の
で
、
名
は

表
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
二
人
の
弟
子
（「
二
生
」）
と
読
書
会
を
始
め
た
の
で

あ
ろ
う
。『
瀛
環
志
略
』
は
も
ち
ろ
ん
漢
文
で
あ
る
が
、
柳
北
邸
で
の
講
義
で

儒
教
関
連
以
外
の
も
の
が
、
テ
キ
ス
ト
に
用
い
ら
れ
た
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で

は
な
い
か
。
一
八
六
六
年
に
再
版
。
海
外
の
実
情
を
知
る
に
は
、
ま
ず
世
界
地

理
の
概
念
の
把
握
が
重
要
で
あ
り
、
こ
う
し
た
書
物
を
繙
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

（
九
月
）
十
日　

甲
寅
晴　

晩
神
田
立
石
宮
氏
善
叟
来
西
坡
至
（
晩
、
神

田
、
立
石
、
宮
氏
、
善
叟
来
る
。
西
坡
至
る
）

　

神
田
は
神か

ん

田だ

孝た
か

平ひ
ら

で
洋
学
者
。
文
政
十
三
年
（
一
八
三
〇
）
～
明
治
三
十
一

年
（
一
八
九
八
）。
伊
東
玄
朴
な
ど
に
蘭
学
を
学
ぶ
。
文
久
二
年
（
一
八
六

二
）
開
成
所
数
学
教
授
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
同
頭
取
に
就
任
。
柳
北
邸

で
の
会
合
に
も
し
ば
し
ば
出
入
り
し
た
。

（
九
月
）
十
四
日　

戌
午
陰　

西
坡
来
告
本
日
閣
賊
與
外
国
士
官
議
鎖
横

浜
港
可
嘆
々
々
（
西せ

い

坡は

来
り
て
、
本
日
、
閣
賊
、
外
国
士
官
と
横
浜
港
を

鎖
す
こ
と
を
議
す
と
告
ぐ
。
嘆
ず
べ
し
。
嘆
ず
べ
し
）

　

西
坡
は
竹
内
玄
同
。
蘭
医
で
幕
府
奥
医
師
。
柳
北
邸
に
し
ば
し
ば
出
入
り
す

る
。
文
久
三
年
五
月
、
孝
明
天
皇
は
攘
夷
勅
命
を
発
し
、
ま
た
諸
外
国
と
の
軋

轢
が
高
ま
る
折
、
幕
府
は
攘
夷
派
を
懐
柔
す
る
た
め
に
、
横
浜
鎖
港
を
計
画
し
、

同
年
十
二
月
に
は
横
浜
鎖
港
談
判
使
節
団
を
フ
ラ
ン
ス
に
送
る
。
し
か
し
、
こ

の
計
画
が
実
現
す
る
は
ず
も
な
い
こ
と
を
、
柳
北
は
九
月
の
時
点
で
見
抜
い
て

い
る
。「
閣
賊
」
と
は
一
部
の
幕
閣
を
指
し
て
い
る
。「
賊
」
と
は
随
分
思
い
切
っ

た
形
容
で
あ
り
、
そ
の
無
定
見
さ
を
「
嘆
ず
べ
し
、
嘆
ず
べ
し
」
と
し
て
い
る
。

（
十
一
月
）
四
日　

丁
未
晴　

朝
陽
来
話

　

朝
陽
・
柳
河
春
三
は
、
柳
北
の
親
友
と
い
え
る
ほ
ど
の
交
際
が
あ
っ
た
。
天

保
三
年
（
一
八
三
二
）
～
明
治
三
年
（
一
八
二
〇
）。
蘭･

英･

仏
の
三
ヵ
国

語
に
通
じ
、
語
学
の
天
才
と
い
わ
れ
る
。
元
治
元
年
、
開
成
所
教
授
に
就
任
、

慶
応
四
年
、
同
頭
取
。
文
久
三
年
「
会
訳
社
」
を
起
し
、
当
時
、
横
浜
に
て
発

行
さ
れ
た
『
日
本
商
業
新
聞
』
な
ど
の
英
字
新
聞
か
ら
日
本
関
係
の
記
事
を
抄

訳
し
て
、『
横
浜
新
聞
』
と
題
す
る
新
聞
を
発
行
し
た
。
慶
応
四
年
に
は
わ
が

国
最
初
の
本
格
的
新
聞
『
中
外
新
聞
』
を
発
行
。
和
歌
を
よ
く
詠
み
、
俗
謡
作

り
の
名
手
で
も
あ
っ
た
。
こ
の
日
か
ら
し
ば
し
ば
来
宅
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。

（
十
一
月
）
二
十
九
日　

壬
申
晴　

安
田
福
田
（
中
略
）
来

　

安
田
は
洋
学
者
の
安
田
次
郎
吉
。
文
久
元
年
、
外
国
奉
行
支
配
調
役
。
文
久

二
年
、
奥
右
筆
所
詰
。
元
治
元
年
に
開
設
さ
れ
た
横
浜
英
学
所
に
も
関
係
す
る
。

柳
北
と
は
か
な
り
親
し
い
間
柄
で
、
し
ば
し
ば
酒
席
を
同
じ
く
し
た
。
福
田
は

福
田
作
太
郎
で
は
な
い
か
。
文
久
三
年
、
神
奈
川
奉
行
支
配
組
頭
。
元
治
元
年
、

鉄
砲
製
造
奉
行
。
慶
応
三
年
、
歩
兵
頭
並
。
福
田
の
出
入
り
も
極
め
て
多
い
。

（
十
二
月
）
三
日　

乙
亥
晴　

藤
沢
宇
都
宮
（
中
略
）
来
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藤
沢
は
桂
川
甫
周
の
実
弟
で
あ
る
藤
沢
志
摩
守
次つ

ぎ

謙よ
し

。
文
久
二
年
、
講
武
所

頭
取
か
ら
歩ほ

兵へ
い
の

頭か
み

（
役
高
二
千
石
）。
勝
海
舟
の
腹
心
と
い
わ
れ
、
後
に
軍
艦

奉
行
。
咸
臨
丸
の
米
国
訪
問
に
も
随
行
す
る
。
宇
都
宮
三
郎
は
洋
学
者
。
天
保

五
年
（
一
八
三
四
）
～
明
治
三
十
五
年
（
一
九
〇
二
）。
軍
学
者
と
し
て
西
洋

砲
術
を
学
び
、
化
学
に
志
す
。｢

化
学
」
と
い
う
用
語
を
学
術
語
と
し
て
最
初

に
用
い
た
。
両
人
と
も
、
柳
北
や
甫
周
の
邸
で
の
会
合
の
常
連
。

（
十
二
月
）
四
日　

丙
子
晴　

始
学
英
典
神
田
来
（
始
め
て
英
典
を
学
ぶ
）

　

こ
の
年
、
開
成
所
よ
り
『
英イ

ギ
リ
ス

吉
利
文
典
』
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一

八
五
〇
年
（
嘉
永
三
）
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
さ
れ
た
『T

he�Elem
entary�

Catechism
,�English�Gram

m
ar

』
の
翻
刻
で
あ
る
。
紙
数
も
少
な
い
小
型

本
で
、『
木
の
葉
文
典
』
と
呼
ば
れ
た
が
、
当
時
は
唯
一
の
英
文
典
で
あ
っ
た

の
で
、
大
い
に
利
用
さ
れ

（
7
（

た
。
柳
北
も
こ
の
書
の
刊
行
に
刺
激
さ
れ
た
の
か
も

知
れ
な
い
。
こ
の
頃
よ
り
、
オ
ラ
ン
ダ
語
よ
り
も
英
語
の
方
が
実
用
的
と
さ
れ

る
潮
流
が
出
始
め
て
い
る
。

（
十
二
月
）
二
十
三
日　

乙
未
晴　

田
辺
太
一
来
辞
以
念
七
日
航
欧
発
途

也
（
田
辺
太
一
来
り
て
辞
す
。
念
七
日
を
以
て
、
欧
に
航
す
る
の
発
途
な

り
［
田
辺
太
一
が
暇
乞
い
に
来
る
。
二
十
七
日
が
欧
州
へ
渡
航
の
出
発
と

い
う
こ
と
だ
］）

　

田
辺
太
一
は
外
交
官
。
天
保
二
年
（
一
八
四
一
）
～
大
正
四
年
（
一
九
一

五
）。
幕
府
外
国
方
と
し
て
、
文
久
元
年
外
国
奉
行
支
配
調
並
。
こ
の
出
発
と

は
、
先
に
触
れ
た
「
横
浜
鎖
港
談
判
使
節
団
」
の
フ
ラ
ン
ス
に
向
け
た
出
港
で
、

田
辺
は
使
節
団
の
随
員
で
あ
っ
た
。
な
お
、
友
人
の
水
品
楽
太
郎
（
洋
学
者
・

外
国
奉
行
支
配
調
役
）
も
随
行
し
た
。

（
十
二
月
）
二
十
五
日　

丁
酉
好
霽　

児
七
夜
賀
筵
藤
肥
州
命
筍
之
助
取

凌
雲
之
意
賀
客
酒
井
桂
川
宇
都
宮
福
田
河
野
為
助
立
石
渡
瀬
楠
山
鳴
瀬
小

原
飲
春
小
繁
亮
蔵
善
叟
等
来
大
酌
（
児
の
七
夜
の
賀
筵
な
り
。
藤
肥
州
、

筍
之
助
と
命な

づ
く
。
凌
雲
の
意
を
取
る
な
り
。
賀
客
は
酒
井
、
桂
川
、
宇

都
宮
、
福
田
、
河
野
、
為
助
、
立
石
、
渡
瀬
、
楠
山
、
成
瀬
、
小
原
。
飲

す
。
春
、
小
繁
、
亮
蔵
、
善
叟　

等
来
る
。
大
い
に
酌
む
［
男
の
子
の
お

七
夜
の
祝
宴
が
あ
っ
た
。
藤
肥
州
が
筍
之
助
と
命
づ
け
た
が
、
こ
れ
は

筍た
け
の
こ

が
雲
を
凌
い
で
成
長
す
る
の
意
を
取
っ
た
の
で
あ
る
。（
中
略
）。
大

い
に
飲
ん
だ
］）

　

こ
れ
は
十
九
日
に
「
阿
蝶
産
男
児
（
お
蝶
男
児
を
産
む
）」
と
い
う
記
事
が

あ
り
、
愛
人
の
お
蝶
と
の
間
に
待
望
の
男
児
が
生
れ
た
の
で
、
閉
居
中
で
は
あ

る
が
親
し
い
人
々
を
呼
ん
で
、
お
七
夜
の
祝
い
の
宴
を
催
し
た
わ
け
で
あ
る
。

藤
肥
州
と
あ
る
の
は
、
藤
沢
次
謙
が
こ
の
と
き
は
肥
後
守
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
春
、
小
繁
は
芸
者
で
あ
ろ
う
。
友
人
知
己
親
戚
が
集
ま
っ
た
、
楽
し
い
一

夜
で
あ
り
「
大
酌
」
し
た
と
あ
る
。

（
十
二
月
）
二
十
七
日　

己
亥
晴　

本
日
台
駕
駕
軍
艦
西
征
（
本
日
、
台

駕
、
軍
艦
に
駕
し
て
西
に
征
す
）

　

台
駕
は
貴
人
の
乗
物
の
意
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
将
軍
を
さ
す
。
将
軍
家
茂

が
、
こ
の
年
三
月
に
上
洛
し
、
義
兄
に
あ
た
る
孝
明
天
皇
に
攘
夷
を
誓
い
、
六

月
に
帰
城
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
二
度
目
の
上
洛
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
年
も

大
晦
日
と
な
る
。

（
十
二
月
）
三
十
日　

壬
寅
晴　

本
年
投
閑
歳
晩
事
件
頗
簡
了
心
恬
身
安

亦
一
得
意
也
（
本
年
投
閑
、
歳
晩
の
事
件
、
頗
る
簡
に
了
る
。
心
恬し

ず
か

に
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身
安
ん
じ
て
亦
た
一
た
び
意
を
得
る
な
り
［
無
役
の
ま
ま
、
年
の
暮
れ
に

な
り
、
大
し
た
出
来
事
も
な
く
了
る
。
日
々
の
暮
ら
し
は
落
着
い
た
も
の

で
、
こ
れ
は
こ
れ
で
快
適
な
の
だ
］）

　

こ
の
年
の
八
月
九
日
に
閉
門
と
な
っ
て
、
大
晦
日
を
迎
え
た
柳
北
の
感
慨
で

あ
る
。
淡
々
と
し
た
生
活
で
あ
る
が
、
満
ち
足
り
た
日
々
で
あ
っ
た
。

　

文
久
四
年
（
元
治
元
年
）

（
正
月
）
十
日　

壬
子
雨　

今
春
英
学
起
業
（
今
春
の
英
学
を
起
業
す
る
）

　

今
年
に
な
っ
て
か
ら
の
英
学
の
学
び
始
め
で
あ
る
。
十
二
月
四
日
に
「
英
文

典
を
学
び
始
め
」
て
よ
り
、
英
学
に
身
を
入
れ
た
柳
北
は
、
洋
学
者
た
ち
と
の

交
流
を
ま
す
ま
す
頻
繁
に
す
る
。

（
正
月
）
二
十
四
日　

丙
寅
晴　

善
兵
来
立
石
月
池
来
酌
招
阿
雪
月
池
宿

（
善
兵
来
る
。
立
石
、
月
池
来
り
て
酌
む
。
阿
雪
を
招
く
。
月
池
宿
す
）

（
正
月
）
二
十
六
日　

戌
辰
霽　

楊
大
昕
安
田
子
来
話
大
昕
宿
（
楊
大
昕
、

安
田
子
来
り
話
す
。
大
昕
宿
す
。）

　

月
池
は
桂
川
甫
周
の
雅
号
で
あ
る
。
楊よ

う

大だ
い

昕き
ん

は
柳
河
春
三
の
唐
名
。
安
田
は

安
田
次
郎
吉
で
あ
り
、
こ
の
三
人
は
柳
北
の
最
も
親
し
い
洋
学
者
た
ち
で
あ
る
。

甫
周
・
春
三
が
あ
い
つ
い
で
泊
り
こ
ん
で
い
る
の
は
、
柳
北
と
こ
の
二
人
で
何

か
期
す
る
も
の
が
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。
安
田
も
英
語
を
よ
く
し
た
か
ら
、

柳
北
が
英
語
に
身
を
入
れ
始
め
た
こ
と
と
、
何
ら
か
の
関
連
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
。
さ
ら
に
二
月
の
半
ば
頃
か
ら
、
神
田
孝
平
、
甫
周
、
安
田
、
柳
河
と

い
っ
た
面
々
が
し
ば
し
ば
来
宅
し
て
い
る
。

（
二
月
）
二
十
九
日　

丙
子
晴　

神
田
来
読
智
還
啓
蒙
（
神
田
来
る
。
智

還
啓
蒙
を
読
む
）

　
『
智ち

還か
ん

啓け
い

蒙も
う

』
は
一
八
五
六
年
（
安
政
三
）、
香
港
の
ジ
ェ
ー
ム
ス･

レ
ッ
グ

が
発
行
し
た
英
漢
対
訳
の
教
科
書
で
、
キ
リ
ス
ト
教
を
含
め
た
西
洋
文
化
を
紹

介
し
た
啓
蒙
書
で
あ
る
。
一
八
六
〇
年
（
万
延
元
）
オ
ラ
ン
ダ
の
宣
教
師
・
フ

ル
ベ
ッ
キ
に
よ
り
長
崎
に
輸
入
さ
れ
、
慶
応
二
年
に
は
江
戸
開
物
社
に
て
訓
点

を
付
し
翻
刻
さ
れ
て
い
る
。
柳
北
が
使
用
し
た
の
は
、
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
あ

ろ
う
。
な
お
翻
刻
版
に
は
翻
刻
者
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
柳
河
春
三

の
手
に
よ
る
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
春
三
か
ら
甫
周
宛
の
手
紙
の
一
節
に
、

柳
北
に
会
っ
た
と
こ
ろ
、
柳
北
が
所
持
し
て
い
る
香
港
再
版
の
方
が
、
誤
り
が

正
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
使
え
ば
よ
い
と
貸
し
て
く
れ
た
、
と
あ

（
8
（

る
。

（
三
月
）
一
日　

丁
丑
陰　

本
日
改
元
元
治
（
本
日
、
元げ

ん

治じ

と
改
元
す
）

　

年
号
が
改
ま
り
、
洋
学
者
た
ち
の
来
宅
は
ま
す
ま
す
頻
繁
と
な
る
。

（
三
月
）
十
二
日　

戌
子
晴　

月
池
唐
通
秋
水
阿
格
小
玉
等
来

　

唐
通
は
神
田
孝
平
の
雅
号
。「
河か

わ
い
け
り
や
こ
そ
か
ん
だ
か
ら
か
よ
ふ

淮
経
略
姑
蘇
監
田
唐
通
」
と
い
う
擬
名
を

略
し
た
も
の
で
あ
る
。
秋
水
は
宇
都
宮
三
郎
の
雅
号
。
こ
の
夜
は
柳
北
と
三
人

の
洋
学
者
に
よ
る
宴
会
で
、
阿
格
、
小
玉
は
芸
者
で
あ
ろ
う
。

（
三
月
）
十
三
日　

己
丑
晴　

月
池
秋
水
来
柳
川
来
楠
山
小
林
来

　

柳
川
は
柳
河
春
三
で
、｢

河
」
で
あ
っ
た
り
「
川
」
で
あ
っ
た
り
、
時
に
よ

り
表
記
が
変
わ
る
。
楠
山
は
楠
山
孝
三
郎
で
、
柳
北
の
実
兄
と
い
わ
れ
て
い
る
。

小
林
は
、
侍
講
で
あ
っ
た
と
き
の
同
僚･

小
林
栄
太
郎
で
は
な
い
か
。
こ
の
後
、

安
田
次
郎
吉
の
来
宅
が
多
く
、
時
に
は
泊
っ
て
も
い
る
。
柳
北
邸
よ
り
も
さ
ら

に
多
く
の
洋
学
者
た
ち
が
集
ま
っ
た
溜
り
場
は
、
桂
川
甫
周
邸
で
あ
っ
た
。
桂

川
家
は
代
々
つ
づ
く
蘭
医
の
御
典
医
で
あ
り
、
福
沢
諭
吉
が
次
の
よ
う
に
証
言

し
て
い

（
9
（

る
。
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其
の
家
は
日
本
国
中
蘭
学
医
の
総
本
山
と
で
も
名
を
命な

づ

け
て
宜
し
い
名
家

で
あ
る
か
ら
、
江
戸
は
扨
置
き
日
本
国
中
蘭
学
社
会
の
人
で
桂
川
と
云
ふ

名
前
を
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
ソ
レ
故
私
な
ど
も
江
戸
に
来
れ
ば
何
は
扨

置
き
桂
川
の
家
に
は
訪
問
す
る
の
で
、
度
々
其
家
に
出
入
し
て
居
る
。

　

生
来
の
客
好
き
の
柳
北
と
、
洋
学
者
の
シ
ン
ボ
ル
的
存
在
の
甫
周
。
柳
北･

甫
周
の
邸
に
出
入
り
す
る
洋
学
者
た
ち
は
、
激
動
す
る
日
本
の
近
代
を
切
り
開

く
先
頭
集
団
で
あ
っ
た
が
、
必
ず
し
も
幕
府
は
そ
の
存
在
の
有
効
性
を
認
め
て

お
ら
ず
、
一
方
過
激
な
攘
夷
派
か
ら
は
国
賊
視
さ
れ
、
時
に
は
生
命
の
危
険
す

ら
あ
っ
た
。

四　

武
人
と
し
て
の
再
出
仕

　

元
治
元
年
も
五
月
に
入
る
と
、
新
し
い
顔
ぶ
れ
の
洋
学
者
た
ち
の
名
が
見
え

る
。
五
月
四
日｢

栗
本
（
栗
本
鋤
雲
）、
矢
田
堀
（
矢
田
堀
景
蔵
）」、
五
月
二

十
二
日
「
箕
作
（
箕み

作つ
く
り

秋し
ゆ
う

坪へ
い

）」、
五
月
二
十
六
日
「
松
浦
竹
四
（
松
浦
武
四

郎
）」
と
あ
る
。
栗
本
、
矢
田
堀
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
箕
作
秋
坪
は
文
化

八
年
（
一
八
二
六
）
～
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）。
開
成
所
教
授
手
伝
い
か

ら
、
文
久
元
年
、
幕
府
遣
欧
使
節
に
随
行
。
松
浦
武
四
郎
は
文
化
十
五
年
（
一

八
一
八
）
～
明
治
二
十
一
年
（
一
八
八
八
）。
本
草
学
者
、
探
検
家
。
蝦
夷
地

の
探
検･

調
査
で
名
を
馳
せ
る
。
北
方
の
防
御
に
つ
い
て
の
情
報
を
、
柳
北
は

受
け
た
に
違
い
な
い
。

　

松
浦
の
記
事
に
続
け
て
「
乙
骨
太
郎
乙
来
授
英
文
典
（
乙お

つ

骨こ
つ

太た

郎ろ
う

乙お
つ

来
る
。

英
文
典
を
授
け
る
）」
と
あ
り
、
柳
北
は
乙
骨
に
英
語
の
文
法
を
教
え
て
い
る
。

｢

英
文
典
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
例
の
開
成
所
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
英
吉
利
文
典
』

と
思
わ
れ
る
。
文
久
三
年
十
二
月
四
日
に
「
始
め
て
英
語
の
文
法
書
を
学
ぶ
」

か
ら
、
文
久
四
年
正
月
十
日
の
「
英
学
起
業
」
の
記
事
を
経
て
、
あ
し
か
け

五
ヶ
月
あ
ま
り
で
、
英
語
の
基
礎
的
文
法
を
習
得
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
乙

骨
太
郎
乙
は
後
に
開
成
所
教
授
に
就
任
し
て
い
る
。
ほ
か
に
い
つ
も
の
常
連
が

出
入
り
し
て
い
る
の
だ
が
、
注
目
す
べ
き
は
五
月
四
日
か
ら
六
日
に
か
け
て
の

記
事
で
あ
る
。

（
五
月
）
四
日　

己
卯
晴　

栗
本
矢
田
堀
等
廿
輩
来
繁
至
（［
栗
本
、
矢
田

堀
等
と
二
十
人
の
連
中
が
来
る
。
芸
者
の
お
繁
も
や
っ
て
き
た
］）

（
五
月
）
五
日　

庚
辰
晴　

客
半
留
飲
盡
歓
衆
皆
舞
論
（
客
の
半
ば
留
り

飲
す
。
歓
を
尽
し
て
衆
皆
舞
ひ
論
ず
［
前
夜
の
客
の
半
ば
は
泊
り
、
飲
ん

で
歓
を
尽
く
し
た
。
皆
、
舞
い
踊
り
、
か
つ
論
じ
あ
っ
た
］）

（
五
月
）
六
日　

辛
巳
晴　

倦
卧
（
倦
て
卧
す
［
疲
れ
て
、
横
に
な
っ
て

い
た
］）

　

二
十
人
以
上
の
男
た
ち
が
や
っ
て
来
て
、
大
い
に
飲
み
、
か
つ
踊
り
、
談
論

風
発
し
、
大
半
が
泊
り
、
客
が
帰
っ
た
後
の
翌
日
は
ど
っ
と
疲
労
が
出
て
、
寝

込
ん
で
し
ま
っ
た
と
い
う
。
閉
居
中
の
柳
北
に
と
っ
て
は
異
例
で
、
慶
事
の
ほ

か
に
、
こ
う
し
た
記
事
は
『
投
閑
日
録
』
に
は
な
い
。
一
体
ど
う
い
う
い
き
さ

つ
で
こ
う
な
っ
た
の
か
。「
二
十
人
の
輩
」
と
は
ど
の
よ
う
な
連
中
な
の
か
。

ま
ず
、
栗
本
・
矢
田
堀
の
人
物
像
か
ら
解
き
ほ
ぐ
し
て
み
た
い
。

　

栗
本
は
栗
本
鋤じ

ょ

雲う
ん

。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
～
明
治
三
十
年
（
一
八
九

七
）。
奥
医
師
に
し
て
医
学
館
で
講
ず
。
文
久
二
年
箱
館
奉
行
。
文
久
三
年
、

江
戸
に
戻
り
、
昌
平
坂
学
問
所
頭
取
、
元
治
元
年
、
目
付
、
慶
応
元
年
、
幕
府

軍
艦
奉
行
並
、
同
年
、
外
国
奉
行
と
な
る
。
フ
ラ
ン
ス
軍
事
顧
問
団
に
よ
る
幕
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府
陸
軍
の
強
化
の
一
環
と
し
て
、
仏
語
を
解
す
る
士
官
候
補
生
の
育
成
の
た
め
、

慶
応
元
年
、
横
浜
仏
語
伝
習
所
が
設
立
さ
れ
る
が
、
小
栗
上
野
介
忠た

だ

順ま
さ

と
と
も

に
こ
れ
に
か
か
わ
っ
た
。
さ
ら
に
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
教
官
団
招
聘
に
も
関
与
。

後
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
援
助
に
よ
る
横
須
賀
製
鉄
所
設
立
に
も
尽
力
。
矢
田
堀
は

矢
田
堀
景
蔵
。
文
政
十
二
年
（
一
八
二
四
）
～
明
治
二
十
年
（
一
八
八
七
）。

矢
田
堀
は
安
政
二
年
（
一
八
六
五
）
に
出
来
た
、
長
崎
海
軍
伝
習
所
の
第
一
期

生
で
あ
り
、
海
軍
畑
ひ
と
筋
で
あ
る
。
幕
府
軍
艦
操
練
所
頭
取
を
経
て
、
文
久

三
年
、
幕
府
軍
艦
奉
行
並
。
幕
府
最
後
の
海
軍
総
裁
。

　

こ
の
時
、
元
治
元
年
五
月
の
時
点
で
、
栗
本
は
昌
平
坂
学
問
所
頭
取
、
矢
田

堀
は
幕
府
軍
艦
奉
行
並
の
職
に
あ
っ
た
。
栗
本･

矢
田
堀
は
、
柳
北･

甫
周
周

辺
の
洋
学
者
グ
ル
ー
プ
と
は
、
い
さ
さ
か
距
離
感
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
の
は
、

両
名
と
も
幕
府
の
中
枢
に
近
い
地
位
に
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
二
十
人
の
連
中

は｢

輩
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
身
分
の
高
い
者
た
ち
で
は
な
く
、
栗

本
・
矢
田
堀
の
履
歴
を
勘
案
す
る
と
、
あ
く
ま
で
推
測
で
あ
る
が
、
矢
田
堀
が

頭
取
で
あ
っ
た
軍
艦
操
練
所
で
訓
練
さ
れ
て
い
る
、
血
気
盛
ん
な
青
年
武
士
た

ち
あ
た
り
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
軍
艦
操
練
所
は
築
地
小
田
原
町
の
講
武
所
内

に
あ
り
、
柳
北
邸
ま
で
は
舟
を
使
え
ば
、
邸
に
近
い
和
泉
橋
ま
で
さ
ほ
ど
の
距

離
で
は
な
い
。
栗
本
は
前
年
ま
で
函
館
奉
行
を
勤
め
て
お
り
、
幕
府
海
軍
と
の

関
係
が
深
か
っ
た
。

　

栗
本
が
蝦
夷
地
へ
赴
任
し
た
の
は
、
奥
医
師
で
あ
っ
た
安
政
五
年
（
一
八
五

八
）
に
禁
忌
に
触
れ
、
左
遷
さ
れ
た
た
め
な
の
だ
が
、
そ
の
出
発
前
の
安
政
五

年
四
月
一
日
に
柳
北
邸
に
暇
乞
い
に
来
て
い
る
。『
硯
北
日
録
』
に
は
「
栗
本

瑞
見
来
豪
談
劇
飲
蓋
蝦
夷
発
程
前
筵
也
（
栗
本
瑞
見
［
鋤
雲
の
名
］
が
来
て
、

大
い
に
語
り
、
大
い
に
飲
ん
だ
。
こ
れ
は
蝦
夷
へ
旅
立
つ
前
の
別
れ
の
宴
で
あ

る
）」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
よ
ほ
ど
親
し
い
関
係
で
あ
っ
た
と
見
え
る
。
従
っ

て
、
柳
北
と
栗
本
は
五
年
ぶ
り
の
再
会
で
あ
っ
た
。
何
が
き
っ
か
け
で
大
勢
が

押
し
か
け
た
の
か
は
見
当
も
つ
か
ぬ
が
、
二
日
間
に
わ
た
り
談
論
風
発
し
た

テ
ー
マ
は
、
諸
外
国
に
対
す
る
国
防
に
つ
い
て
の
論
議
で
あ
っ
た
に
ち
が
い
な

い
。
こ
の
熱
い
論
議
に
参
加
し
た
柳
北
は
、
二
十
名
の
男
た
ち
に
心
の
底
か
ら

共
感
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
日
間
の
出
来
事
は
、
柳
北
に
と
っ
て
一
つ

の
転
換
点
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
に
推
測
す
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
翌
年
の
慶
応
元
年
九
月
に
、

柳
北
は
歩ほ

兵へ
い
の

頭か
み

並な
み

に
任
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
足
か
け
三
年
に
わ
た
り
閉
居

し
て
い
た
儒
者･

柳
北
が
、
文
人
か
ら
突
如
武
人
と
し
て
復
職
す
る
と
い
う
こ

と
に
は
、
い
さ
さ
か
唐
突
感
が
あ
る
も
の
の
、
柳
北
は
幕
府
直
属
の
旗
本
で
あ

る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。「
幕
府
」
の
本
来
の
意
味
は
、
出
征
中
の
将

軍
の
陣
営
の
こ
と
で
あ
る
。
開
府
以
来
、
二
百
六
十
年
の
平
和
を
維
持
し
て
来

た
と
は
い
え
、
幕
府
で
あ
る
以
上
は
、
つ
ね
に
臨
戦
態
勢
に
あ
る
の
が
原
則
な

の
だ
。
旗
本
は
一
朝
事
あ
る
と
き
に
は
、
将
軍
護
衛
の
た
め
に
馳
せ
参
じ
る
こ

と
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
硯
北
日
録
』
に
よ
る
と
、
柳
北
は

時
に
武
術
の
稽
古
に
通
っ
て
お
り
、
ど
の
程
度
の
レ
ベ
ル
な
の
か
は
不
明
で
あ

る
が
、
武
術
の
鍛
錬
に
対
す
る
意
識
が
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
ま
た
、

「
書
を
売
り
剣
を
買
ふ
歌
」
と
い
う
詩
を
す
で
に
見
た
が
、
そ
こ
に
は
西
洋
の

兵
学
に
関
心
を
も
つ
柳
北
の
姿
が
あ
っ
た
。
閉
居
し
て
洋
学
に
打
ち
込
み
、
数

多
の
洋
学
者
た
ち
と
の
交
流
を
通
じ
て
、
西
洋
の
学
術･

文
化
の
価
値
に
目
覚

め
た
柳
北
は
、
諸
外
国
と
の
対
等
な
関
係
を
構
築
す
る
に
は
、
国
防
の
充
実
が
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喫
緊
の
課
題
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
た
に
違
い
な
い
。
栗

本
・
矢
田
堀
た
ち
と
の
出
会
い
が
、
閉
居
三
年
の
柳
北
の
意
識
に
、
将
来
へ
の

大
き
な
弾
み
を
つ
け
た
こ
と
は
、
十
分
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
柳
北
を
歩
兵
頭
並
に
推
薦
し
た
の
は
誰
か
と
い
う
疑
問
が
残
る
。

栗
本
・
矢
田
堀
が
後
押
し
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
間
違
い
あ
る
ま
い
。
前
田

愛
氏
は
「
栗
本
鋤
雲
の
推
挙
に
よ
り
、
歩
兵
頭
並
に
登
用
さ
れ
る
の
は
、
九
月

二
十
八
日
で
あ

（
（（
（

る
」
と
、
明
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
栗
本
鋤
雲
が
フ
ラ
ン
ス

軍
事
教
官
団
招
聘
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
が
、
歩
兵
頭
並
と
し
て
横

浜
に
赴
任
す
る
柳
北
の
最
初
の
任
務
に
関
連
し
て
く
る
の
だ
が
、
後
に
触
れ
る
。

も
う
一
人
、
重
要
な
人
物
が
い
る
。
そ
れ
は
桂
川
甫
周
の
実
弟
で
あ
る
藤
沢
志

摩
守
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
藤
沢
の
履
歴
を
み
る
と
、
文
久
三
年
十
二
月
、
歩

兵
頭
。
元
治
元
年
十
月
講
武
所
頭
取
、
慶
応
元
年
七
月
、
歩
兵
奉
行
並
と
、
文

久
二
年
に
新
設
さ
れ
た
三
兵
式
陸
軍
の
中
枢
に
役
付
い
て
い
る
。
と
く
に
柳
北

が
任
官
し
た
九
月
に
歩
兵
頭
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
推
薦
者
と
し
て
の
資
格
を
十

分
に
備
え
て
い
る
。
藤
沢
は
柳
北
と
は
旧
知
の
間
柄
で
あ
り
、
文
久
三
年
十
二

月
、
柳
北
に
男
児
が
授
か
っ
た
と
き
の
名
付
け
親
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
は
す

で
に
見
た
。
元
治
元
年
に
は
軍
艦
操
練
所
の
あ
る
講
武
所
の
頭
取
で
も
あ
っ
た
。

ま
た
柳
北
・
甫
周
周
辺
の
洋
学
者
グ
ル
ー
プ
に
極
め
て
近
く
、
藤
沢
邸
で
も
し

ば
し
ば
洋
学
者
た
ち
の
会
合
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
は
、
福
沢
諭
吉
が
『
福
翁

自
伝
』
で
証
言
し
て
い
る
。

　

柳
北
の
歩
兵
頭
並
任
官
は
、
周
辺
の
洋
学
者
た
ち
に
と
っ
て
も
嬉
し
い
慶
事

で
あ
っ
た
。
甫
周
は
そ
の
覚
書
き
『
随ず

い

身し
ん

巻か
ん

子ず

』
の
慶
応
元
年
九
月
二
十
八
日

か
ら
十
月
二
日
の
条
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い

（
（（
（

る
。

二
十
八
日　

成
島
歩
兵
頭
並
被
仰
付
候
に
付
参
り
其
夜
奇
事
あ
り
云
々

二
日　
　
　

誰
園
箕
作
福
沢
柳
河
楠
山
来
梅
鳥
倍
従
（
誰
園
、
箕
作
、
福

沢
、
柳
河
、
楠
山
、
来
る
。
梅
、
鳥
、
倍
従
す
）

　

二
十
八
日
、
甫
周
は
柳
北
の
復
職
を
祝
い
に
成
島
邸
に
駆
け
つ
け
た
の
で
あ

ろ
う
。
十
月
二
日
、
愛
篁
亭
（
愛
篁
は
甫
周
の
雅
号
）
で
、
柳
北
の
任
官
の
祝

賀
会
が
あ
り
、
出
席
者
は
誰た

が

園そ
の

（
柳
北
の
雅
号
）、
箕
作
秋
坪
、
福
沢
諭
吉
、

柳
河
春
三
、
楠
山
孝
三
郎
で
、
芸
者
の
お
梅
と
お
鳥
が
陪
席
し
た
。
そ
の
席
で

柳
北
は
興
に
ま
か
せ
て
漢
詩
を
二
首
詠
ん
だ
。
詩
の
内
容
は
、
と
も
に
復
職
に

よ
っ
て
三
年
に
わ
た
る
幽
居
か
ら
解
放
さ
れ
、
親
し
い
友
人
た
ち
に
祝
い
の
宴

を
開
い
て
も
ら
っ
た
喜
び
に
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

五　

洋
学
と
柳
北

　

三
年
に
わ
た
る
閉
居
が
柳
北
に
も
た
ら
し
た
も
の
は
、
何
か
。「
西
学
者
に

就
て
、
専
ら
英
書
を
攻
む
、
大
い
に
開
悟
せ
し
こ
と
あ
り
」
と
、
柳
北
は
語
っ

て
い
る
。『
投
閑
日
録
』
は
文
久
三
年
八
月
か
ら
元
治
元
年
六
月
ま
で
の
、
一

年
足
ら
ず
の
記
録
で
あ
り
、
以
後
の
日
記
は
現
存
し
な
い
。
大
島
隆
一
氏
の

『
柳
北
談
叢
』
に
よ
れ
ば
、
か
つ
て
大
島
氏
が
所
有
さ
れ
て
い
た
柳
北
の
『
春

声
楼
日
乗
』
に
は
、
翌
年
の
慶
応
元
年
三
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
柳
北
邸
で

英
文
典
の
会
読
が
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
お

（
（（
（

り
、
柳
北
が
「
専
ら
英

書
を
攻
」
め
た
こ
と
が
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。
語
学
の
勉
強
だ
け
で
な
く
、
多

岐
に
わ
た
る
洋
学
者
と
の
交
流
に
よ
っ
て
、
柳
北
の
世
界
観
は
大
幅
に
変
更
を

迫
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
交
流
し
た
洋
学
者
の
専
門
を
み
る
と
、
医
師
・
語
学

者
・
科
学
者
・
外
交
官
・
軍
人
と
、
幕
末
の
日
本
に
要
請
さ
れ
た
近
代
化
の
、
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最
先
端
に
位
置
す
る
西
洋
文
化
の
紹
介
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の

洋
学
者
た
ち
か
ら
、
最
新
の
海
外
情
報
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
柳

北
は
儒
学
者
で
あ
り
、
洋
学
者
に
鞍
替
え
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
語
学
を
例
に

と
れ
ば
、
英
語
を
始
め
た
の
が
文
久
三
年
の
十
二
月
で
あ
る
か
ら
、
任
官
し
横

浜
に
赴
任
す
る
慶
応
元
年
の
十
二
月
ま
で
、
二
年
ほ
ど
で
し
か
な
い
。
英
語
の

語
学
力
も
そ
こ
そ
こ
の
程
度
で
あ
っ
た
ろ
う
。
い
わ
ん
や
、
専
門
と
す
る
西
洋

の
学
問
を
学
ん
だ
わ
け
で
も
な
い
か
ら
、
洋
学
者
と
は
言
え
な
か
っ
た
が
、
福

沢
諭
吉
が
次
の
よ
う
に
好
意
的
な
証
言
を
し
て
い

（
（（
（

る
。

殊
に
此
人
は
読
書
の
才
に
富
む
こ
と
な
れ
ば
、
翻
訳
書
な
ど
読
む
に
苦
も

な
く
し
て
、
追
ひ
〳
〵
に
西
洋
の
事
情
を
明
に
し
、
遂
に
儒
学
の
旧
を
脱

し
て
文
明
の
主
義
に
移
り
、
当
時
西
洋
流
の
率
先
者
と
し
て
世
に
名
を
知

ら
れ
た
り
。
漢
字
訳
の
万
国
公
法
一
部
を
始
め
て
日
本
国
に
輸
入
し
た
る

者
は
此
成
島
氏
な
り
。

　

歩
兵
頭
並
に
任
官
し
て
閉
居
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
は
、
ま
だ
二
十
八
歳
の

旗
本･

柳
北
に
と
っ
て
は
、
唐
突
な
行
動
で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自

然
の
流
れ
と
い
っ
た
方
が
良
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
幕
府
は
軍
制
の
改
革
を
急

い
で
お
り
、
す
で
に
歩
兵･

砲
兵･

騎
兵
の
三
兵
式
陸
軍
を
創
設
し
て
い
た
が
、

そ
の
成
果
は
は
か
ば
か
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

抑
々
旧
来
の
軍
制
を
廃
し
、
洋
式
に
倣
ひ
、
始
め
て
歩･

騎･

砲
の
三
兵

を
編
成
し
た
の
は
文
久
二
年
の
事
で
あ
っ
た
。
夫
れ
よ
り
既
に
四
五
を
経

た
け
れ
ど
其
事
固
よ
り
一
時
の
仮
定
に
出
で
、
且
つ
中
間
種
々
の
障
碍
あ

り
て
、
夫
れ
に
連
れ
事
功
が
挙
ら
ず
、
慶
応
元
年
に
成
っ
て
も
、
尚
一
定

の
規
律
が
立
た
な
か
っ
た
。（
中
略
）
そ
こ
で
慶
応
元
年
十
二
月
の
頃
、

陸
軍
奉
行
並
小
栗
上
野
介
忠
順
・
陸
軍
御
用
取
扱
浅
野
美
作
守
氏
祐
の
二

人
が
、
栗
本
瀬
兵
衛
鋤
雲
を
訪
う
て
、
仏
国
公
使
に
就
き
教
師
雇
入
の
件

を
託
し
た
。（
中
略
）
慶
応
元
年
十
二
月
、
陸
軍
三
兵
伝
習
を
開
く
に
就

い
て
、
横
浜
近
傍
に
屯
所
其
他
を
設
く
る
事
に
関
し
、
合
原
左
衛
門
尉
義

直
・
成
島
甲
子
太
郎
（
柳
北
）・
岡
田
左
一
郎
・
万
年
真
太
郎
等
に
取
扱

を
命
じ
、
明
年
二
月
ま
で
に
、
普
請
落
成
す
る
様
申
付
け
た
。
而
し
て
正

月
、
歩
兵
頭
並
川
勝
近
江
守
広
運
を
、
二
月
、
歩
兵
指
図
役
頭
取
福
田
作

太
郎
を
御
用
掛
と
し
た
。
蓋
し
や
が
て
雇
入
る
べ
く
仏
国
教
師
の
来
着
に

備
ふ
る
為
め
で
あ

（
（（
（

る
。

　

幕
府
は
、
軍
制
改
革
を
強
固
な
も
の
に
す
る
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
事
教
官

団
を
雇
う
し
か
な
い
と
決
断
し
、
栗
本
鋤
雲
が
斡
旋
し
て
フ
ラ
ン
ス
公
使
ロ
ッ

シ
ュ
の
快
諾
を
得
、
教
官
団
が
到
着
す
る
前
に
軍
事
訓
練
に
ふ
さ
わ
し
い
屯
所

の
設
営
を
は
か
っ
た
。
歩
兵
頭
並
・
成
島
甲
子
太
郎
の
最
初
の
任
務
が
こ
れ
で

あ
り
、
次
の
よ
う
な
任
命
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

慶
応
元
年
乙
丑
十
二
月
十
九
日

�

成
島
甲
子
太
郎

仏
蘭
西
国
へ
陸
軍
三
兵
伝
習
御
頼
み
相
成
り
、
今
度
御
開
き
に
つ
き
て
は
、

横
浜
近
傍
へ
屯
所
そ
の
ほ
か
御
取
設
け
相
成
り
候
間
、
御
普
請
中
ま
づ
詰

切
り
の
心
得
を
以
て
罷
り
越
し
、
御
入
用
等
ま
で
万
事
引
請
け
取
扱
ひ
、

来
る
二
月
下
旬
ま
で
に
御
普
請
落
成
相
成
り
候
様
取
扱
ふ
べ
き
旨
、
合
原

左
衛
門
尉
へ
達
し
候
間
、
其
の
方
義
も
同
様
申
し
合
せ
、
取
扱
ひ
候
様
い

た
さ
る
べ
く
候
こ

（
（（
（

と

　

慶
応
二
年
一
月
、
柳
北
は
横
浜
に
赴
任
し
、
慶
応
三
年
十
二
月
ま
で
軍
務
に
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就
く
。
大
島
氏
の
『
柳
北
談
叢
』
に
よ
れ
ば
、『
春
声
楼
日
乗
』
慶
応
二
年
正

月
九
日
の
条
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
み
え
る
。

正
月
九
日
己
巳　

Friday�

晴　

騎
而
観
練
兵
地
形　

経
蒔
田
井
戸
谷
程

谷
帰　

仏
人
比
蘭
為
導　

河
栄
来
訪
客
舎　

夜
赴
浅
作
州

（
（（
（

宿
（
騎
し
て
練

兵
の
地
形
を
観
る　

蒔
田
、
井
土
谷
、
保
土
谷
を
経
て
帰
る　

仏
人
比
蘭
、

導
き
を
な
す　

夜
、
浅
作
州
の
宿
に
赴
く
）

　

こ
れ
は
柳
北
が
横
浜
の
任
地
に
赴
任
し
た
直
後
の
、
屯
所
の
設
営
工
事
に
あ

た
っ
て
下
見
を
し
た
記
録
で
あ
る
。
比
蘭
は
教
官
団
の
騎
兵
曹
長
ビ
ュ
ラ
ン
で

あ
り
、
浅
作
州
は
前
述
の
浅
野
美
作
守
で
あ
る
。
謝
農
安
（
シ
ャ
ノ
ワ
ー
ヌ
）

を
団
長
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
軍
事
教
官
団
が
、
横
浜
太
田
屯
所
に
着
任
し
た
の
は
、

慶
応
三
年
の
一
月
で
あ
っ
た
。
軍
事
訓
練
は
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
語
で
行
な
わ
れ

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
柳
北
の
フ
ラ
ン
ス
語
が
ど
の
程
度
通
用
し
た
か
は
不
明

だ
が
、
二
年
に
わ
た
る
英
語
の
学
習
の
実
績
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
習
得
に
も
大
い

に
役
立
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
何
よ
り
も
、
西
洋
事
情
に
通
じ
て
い
た
こ
と
が
、

外
国
人
と
の
交
流
を
円
滑
に
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
年
の
十

二
月
に
は
軍
務
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
柳
北
の
「
濹
上
隠
士
伝
」
は

こ
の
前
後
の
事
情
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

二
十
九
の
秋
、
突
然
歩
兵
頭
並
に
擢ぬ

き
ん

で
ら
れ
、
家
に
な
か
り
し
千
石
の

禄
を
賜
ふ
。
其
冬
騎
兵
頭
並
に
転
じ
、
仏
蘭
西
騎
兵
伝
習
の
事
を
建
言
し
、

其
命
を
う
け
て
、
翌
年
よ
り
横
浜
に
陣
営
を
造
り
、
大
に
操
練
の
事
を
督

せ
り
。
営
築
の
事
、
三
兵
の
管
轄
、
み
な
隠
士
の
手
に
あ
り
。
仏
国
の
教

師
謝シ

ヤ

農ノ

安ア
ン

は
至
て
親
し
か
り
し
。
三
十
一
の
夏
に
、
騎
兵
頭
に
登
り
、
二

千
石
に
加
俸
す
。
そ
の
秋
、
騎
兵
奉
行
の
事
を
つ
と
む
べ
き
よ
し
命
あ
り
。

隠
士
筆
硯
に
成
立
し
た
れ
ど
も
、
時
運
に
深
意
あ
り
て
、
陸
軍
一
局
に
非

常
の
精
神
を
費
せ
し
か
ど
、
竟
に
其
志
の
如
く
な
ら
ざ
る
を
憤
り
、
病
に

臥
し
て
職
を
辞
し
ぬ
。
家
に
卧
す
僅
三
十
日
に
て
、
慶
応
戊
申
（
四
年
）

の
早
春
に
、
外
国
奉
行
に
栄
転
し
、
従
五
位
下
大
隅
守
に
叙
任
す
。
其
月

の
末
に
会
計
の
副
総
裁
に
進
み
、
参
政
の
班
に
加
は
れ
り
。
此
時
は
大
阪

敗
走
の
後
な
り
。
隠
士
会
計
局
の
空
乏
な
る
折
に
逢
ひ
、
奮
て
な
せ
し
事

も
あ
る
べ
し
、
其
詳
は
し
ら
ず
。
大
君
の
東
台
に
蟄
し
給
ふ
後
、
隠
士
三

千
円
の
俸
金
と
総
裁
の
職
を
返
し
奉
り
て
隠
る
、
時
に
年
三
十
二
。

　

慶
応
四
年
の
一
月
、
幕
府
の
余
命
が
あ
と
四
ヶ
月
の
時
期
に
、
柳
北
は
突
如

と
し
て
外
国
奉
行
、
続
い
て
会
計
副
総
裁
に
栄
転
す
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
次

の
よ
う
な
背
景
が
あ
っ
た
。

帰
府
後
の
慶
喜
に
関
し
て
い
ま
一
つ
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、

彼
が
徳
川
家
の
職
制
（
組
織
）
を
、
幕
府
の
そ
れ
で
は
な
く
、
一
大
名
の

そ
れ
（
家
政
）
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
改
め
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

譜
代
大
名
か
ら
な
る
老
中
職
を
廃
止
し
、
主
と
し
て
旗
本
ク
ラ
ス
を
総

裁
・
副
総
裁
に
任
命
し
た
。
こ
こ
に
職
制
の
う
え
で
も
幕
府
は
消
滅
（
解

散
）
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
板
倉
（
勝か

つ

静き
よ

）
や
小
笠
原
長な

が

行み
ち

は

罷
免
さ
れ
、
新
た
に
勝
海
舟
（
陸
軍
総
裁
に
就
任
）
や
大
久
保
一
翁
（
会

計
総
裁
に
就
任
）
ら
が
、
徳
川
家
の
運
営
に
当
た
る
こ
と
に
な
っ

（
（（
（

た
。

　

こ
う
し
た
対
応
を
整
え
た
う
え
で
、
十
五
代
将
軍
徳
川
慶
喜
は
上
野
の
東
叡

山
寛
永
寺
に
蟄
居
し
て
し
ま
う
。
柳
北
は
幕
臣
と
し
て
の
任
務
を
遂
行
し
た
上

で
、
こ
の
年
の
四
月
、
江
戸
城
開
城
の
前
日
に
、
養
子
信の

ぶ

包か
ね

に
家
督
を
譲
り
、

向
島
須
崎
村
の
松
菊
荘
に
隠
棲
す
る
の
で
あ
る
。
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明
治
五
年
（
一
八
七
二
）、
東
本
願
寺
法
主
の
欧
米
視
察
に
随
行
し
た
柳
北

は
、「
仏
国
の
教
師
謝
農
安
は
至
て
親
し
か
り
し
」
そ
の
シ
ャ
ノ
ワ
ー
ヌ
と
パ

リ
で
再
会
し
て
い
る
こ
と
が
、
視
察
旅
行
の
紀
行
文
『
航
西
日
乗
』
に
記
さ
れ

て
い
る
。

注
1　

成
島
柳
北
『
柳
北
全
集
』
一
頁　

文
芸
倶
楽
部
第
三
巻
第
九
編
臨
時
増
刊　

博
文

館　

一
八
九
七
年

2　

成
島
柳
北
『
硯
北
日
録
』（『
投
閑
日
録
』
収
載
）
太
平
書
屋　

一
九
九
七
年

3　

日
野
龍
夫
注
『
江
戸
詩
人
選
集
第
十
五
巻　

成
島
柳
北　

大
沼
枕
山
』　

岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年

4　

今
泉
源
吉
『
蘭
学
の
家　

桂
川
の
人
々
［
最
終
篇
］』
二
三
六
～
七
頁　

篠
崎
書
林　

一
九
六
九
年

5　

日
野
氏
注
前
掲
書

6　

大
槻
如
電
『
日
本
洋
学
編
年
史
』
六
五
二
頁　

錦
正
社　

一
九
六
五
年

7　

乾　

照
夫
『
成
島
柳
北
研
究
』
七
〇
頁　

ぺ
り
か
ん
社　

二
〇
〇
三
年

8　

尾
佐
竹
猛
『
新
聞
雑
誌
の
創
始
者　

柳
河
春
三
』
六
五
頁　

近
代
日
本
学
芸
資
料

叢
書
第
九
輯　

湖
北
社　

一
九
九
八
年

9　

慶
應
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
七
巻　

福
翁
自
伝
』
八
六
頁　

岩
波
書
店　

一

九
五
九
年

10　

前
田
愛
『
成
島
柳
北
』
一
四
九
頁　

朝
日
選
書　

朝
日
新
聞
社　

一
九
九
〇
年

11　

早
稲
田
大
学
古
典
藉
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス

12　

大
島
隆
一
『
柳
北
談
叢
』
一
〇
八
頁　

昭
和
刊
行
会　

一
九
四
三
年

13　

前
掲
『
福
沢
諭
吉
全
集
第
六
巻　

福
翁
百
話
』
三
一
八
頁

14　
『
横
浜
市
史
稿
』
政
治
篇
2　

三
六
五
～
七
頁　

横
浜
市
役
所　

一
九
三
一
年

15　
『
勝
海
舟
全
集
第
十
四
巻　

陸
軍
歴
史
Ⅳ
』
一
三
五
頁　

講
談
社　

一
九
七
五
年

16　

大
島･

前
掲
書
六
二
頁

17　

家
近
良
樹
『
徳
川
慶
喜
』
二
四
二
頁　

吉
川
弘
文
館　

二
〇
一
四
年

（
た
か
は
し
・
あ
き
お　

大
学
院
博
士
後
期
課
程
在
学
）
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