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金
子
春
夢
は
明
治
四
年
十
一
月
の
生
ま
れ
、
本
名
佐
平
（
『
東
京
雑
誌
』
は

表
紙
に
「
主
幹
金
子
春
夢
」
、
奥
付
に
　
「
編
輸
入
　
金
子
佐
乎
」
と
明
記
し

て
い
る
。
）
、
別
号
春
夢
亭
主
人
、
新
馬
剣
禅
（
『
東
京
雑
誌
』
に
掲
載
さ
れ
た

『
東
京
新
繁
昌
記
』
の
広
告
に
「
斬
馬
剣
禅
金
子
春
夢
編
述
」
と
あ
る
。
）
、

大
江
義
塾
の
出
身
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
が
、
出
身
地
、
経
歴
等
に

つ
い
て
は
不
明
の
と
こ
ろ
が
多
い
。
民
友
社
の
給
料
支
給
簿
に
よ
れ
ば
、
春

夢
は
明
治
二
十
三
年
二
月
に
探
訪
員
と
し
て
入
社
し
、
六
月
か
ら
編
集
員
に

な
っ
て
い
る
。

金
子
春
夢
に
対
す
る
研
究
と
し
て
は
、
柳
田
泉
「
古
い
記
憶
か
ら
（
五
）

I
社
会
小
説
家
金
子
春
夢
～
」
（
『
文
学
』
第
二
八
巻
第
五
号
所
収
、
の

ち
に
『
明
治
の
書
物
・
明
治
の
人
』
に
収
録
）
お
よ
び
『
明
治
文
学
全
集
』

第
三
十
六
巻
『
民
友
社
文
学
集
』
　
解
題
（
「
金
子
春
夢
」
の
項
は
榎
本
隆
司

金
子
春
夢
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小
説
　
0
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氏
の
執
筆
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
春
夢
は
社
会
小
説
家
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。

小
論
で
は
春
夢
の
習
作
期
の
諸
作
か
ら
「
草
羽
織
」
に
至
る
展
開
を
考
察

する。春
夢
は
そ
の
短
い
生
涯
に
相
当
幅
広
い
文
筆
活
動
を
し
た
が
、
そ
の
最
も

主
要
な
分
野
は
小
説
で
あ
る
。

ま
ず
明
治
二
十
四
年
九
月
六
日
春
夢
亭
主
人
の
ペ
ン
ネ
ー
ム
で
「
縁
は
異

な
も
の
」
を
『
都
の
花
』
第
六
十
六
号
に
発
表
し
た
。

一
人
の
医
学
生
と
一
人
の
法
律
書
生
が
一
軒
の
家
を
借
り
て
協
同
生
活
を

し
て
い
る
。
向
か
い
の
お
か
み
さ
ん
の
奨
め
で
聾
唖
の
美
し
い
娘
を
女
中
に

雇
う
が
、
娘
は
優
し
い
医
学
生
に
親
し
み
、
法
律
書
生
に
遠
去
か
る
。
そ
れ

が
原
因
で
二
人
の
学
生
の
間
に
不
和
を
生
じ
、
法
律
書
生
は
出
て
行
き
、
医

－



学
生
に
絶
交
状
を
送
っ
て
く
る
。
そ
の
後
医
学
生
と
娘
と
は
睦
じ
く
暮
ら
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
梗
概
の
作
品
で
あ
る
。

題
名
の
示
す
と
お
り
、
テ
ー
マ
は
た
あ
い
の
な
い
作
品
で
あ
る
が
、
登
場

人
物
の
性
格
が
描
き
分
け
ら
れ
て
お
り
、
描
写
も
か
な
り
詳
細
で
あ
る
。
医

学
生
三
村
辰
雄
と
法
律
書
生
田
代
三
郎
の
二
人
の
書
生
の
対
照
的
な
性
格
が

描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
辰
雄
が
温
順
・
擾
柔
・
沈
着
・
円
満
な
の
に
対

し
、
三
郎
は
霹
落
・
短
気
・
感
情
的
で
あ
る
（
こ
の
う
ち
霜
落
と
は
言
葉
の

上
で
書
か
れ
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
具
象
的
描
写
は
な
さ
れ
て
い
な

い。）。

女
中
お
春
は
二
人
姉
妹
の
姉
の
方
で
、
姉
妹
と
も
に
先
天
的
な
聾
唖
で
あ

る
が
、
美
し
い
。
姉
妹
の
父
親
は
酒
問
屋
を
営
み
、
番
頭
と
小
僧
の
二
人
を

使
っ
て
裕
福
な
生
活
を
し
て
い
だ
が
、
母
親
が
仮
初
の
病
で
死
ぬ
と
、
つ
づ

い
て
火
事
で
類
焼
し
、
家
も
家
財
道
具
も
一
切
を
失
く
し
、
次
い
で
父
親
が

寝
た
き
り
の
病
気
に
か
か
り
、
姉
妹
が
内
職
で
か
ろ
う
じ
て
露
命
を
繋
ぐ
よ

ぅ
な
不
幸
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
経
緯
が
設
定
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ

れ
が
か
な
ら
ず
し
も
本
筋
や
テ
ー
マ
に
不
可
欠
の
も
の
と
し
て
結
び
つ
い
て

は
い
な
い
。

姉
妹
を
美
し
い
少
女
に
描
き
、
親
に
孝
養
を
尽
く
す
優
し
き
ゃ
、
姉
妹
の

間
の
睦
じ
き
、
ま
た
そ
の
純
真
な
邪
気
の
な
き
を
描
い
て
、
そ
こ
に
作
者
の

ヒ
ユ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
同
情
が
感
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
結
局
作
者

は
高
い
所
か
ら
見
下
し
て
い
る
。

「
或
る
西
洋
の
神
学
者
の
説
に
、
人
、
禽
獣
と
異
り
詞
を
解
す
る
自
由
を

得
た
る
は
、
神
よ
り
許
さ
れ
た
る
特
権
、
若
し
此
自
由
を
失
ふ
も
の
は
神
に

二

対
し
非
常
の
罪
を
犯
し
た
る
な
り
。
仏
家
に
言
は
し
て
も
、
唖
娘
姉
妹
の
因

縁
に
は
随
分
と
入
り
込
む
だ
所
説
も
あ
ら
う
」
（
四
）
と
、
い
わ
れ
の
な
い
因

果
応
報
説
に
よ
る
解
釈
を
持
ち
出
し
て
い
る
。
お
春
に
対
し
て
辰
雄
は
優
し

く
接
す
る
の
に
比
し
、
三
郎
は
邪
憧
で
あ
る
が
、
内
面
に
は
誠
心
が
あ
る
と

述
べ
、
お
春
が
外
面
の
挙
動
に
よ
っ
て
、
辰
雄
に
親
し
み
、
三
郎
に
遠
去
か

ろ
う
と
す
る
の
は
、
お
春
に
人
の
内
面
を
見
る
力
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る

と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
上
部
か
ら
の
観
察
は
驚
く
ほ
ど
敏

捷
で
、
目
顔
の
色
を
見
て
飽
く
ま
で
人
の
心
を
読
め
ど
、
唖
の
悲
さ
、
お
春

の
才
発
ハ
ど
う
も
皮
憩
の
鑑
定
が
誤
ま
ら
れ
て
、
つ
ひ
馬
爪
の
偽
物
を
籠

甲
、
ア
ル
、
、
、
台
の
鍍
金
を
金
無
垢
と
見
る
ハ
是
非
も
な
き
次
第
で
あ
ツ
た
」

（
五
）
。
「
慈
悲
な
主
人
の
思
惑
の
洗
浴
を
厭
ふ
て
、
悪
人
の
麺
包
に
尾
を
捧

る
犬
、
畜
生
の
比
喩
よ
瞳
か
る
ゝ
お
春
、
怜
側
で
も
唖
ハ
甲
斐
な
き
も
の
な

り
」
（
五
）
。
こ
こ
に
聾
唖
者
は
愚
か
で
あ
る
と
す
る
偏
見
が
見
ら
れ
、
こ
う

し
た
と
こ
ろ
に
す
で
に
春
夢
の
思
想
的
限
界
が
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
辰
雄
が
内
面
性
悪
で
、
お
春
が
そ
の
外
面
に
だ
ま
さ
れ
て
、
不
幸

に
な
る
よ
う
に
は
展
開
し
な
い
。
三
郎
か
ら
絶
交
獣
を
受
け
取
っ
た
辰
雄

は
、
三
郎
の
信
用
を
な
く
し
た
以
上
、
お
春
に
出
て
貰
お
う
と
言
う
の
で
あ

る
が
、
お
春
に
は
辰
雄
の
言
葉
は
聞
こ
え
ず
、
ま
た
漢
字
ま
じ
り
の
三
郎
の

絶
交
状
も
読
め
な
い
た
め
に
、
に
こ
に
こ
と
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
お
だ
や

か
な
ら
ぬ
辰
雄
の
気
色
に
、
何
か
粗
忽
で
も
し
た
か
と
思
い
、
涙
ぐ
む
。
そ

の
様
子
を
見
て
、
辰
雄
は
お
春
を
憐
れ
に
思
う
の
で
あ
る
。
辰
雄
は
「
近
頃

篤
行
と
勉
強
家
を
以
て
評
判
宜
し
、
中
よ
は
辰
雄
を
偽
善
家
と
譲
る
人
も

あ
」
（
二
）
る
が
、
前
に
引
用
し
た
叙
述
の
よ
う
な
、
そ
の
裏
面
の
人
の
悪
さ

な
ど
は
ま
っ
た
く
具
象
化
さ
れ
て
い
な
い
し
、
三
郎
も
裏
面
の
短
気
・
邪
憧

さ
と
反
対
に
内
面
と
く
に
誠
実
で
あ
る
よ
う
に
は
具
象
化
さ
れ
て
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
抽
象
的
叙
述
と
人
物
形
象
や
作
品
展
開
の
間
に
一
貫
性
を
欠
い

て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
「
縁
は
異
な
も
の
」
は
欠
陥
の
多
い
不
完
全
な
作

品
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
す
で
に
春
夢
の
弱
者
へ
の
同
情
を
示
す
傾
向
・

素
質
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

雅
俗
折
衷
に
処
々
に
言
文
一
致
と
体
言
止
め
を
交
え
た
文
体
で
あ
る
。

つ
づ
い
て
春
夢
は
「
鉄
和
尚
」
と
い
う
作
品
を
『
千
代
見
筆
』
に
発
表
し

③

た
ら
し
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
は
未
見
で
あ
る
。

二

つ
い
で
春
夢
は
明
治
二
十
四
年
十
一
月
三
十
日
に
春
陽
堂
よ
り
『
文
学
世

界
』
第
九
と
し
て
『
今
深
雪
』
を
出
し
て
い
る
。
半
紙
判
木
版
摺
彩
色
表
紙

の
和
装
本
で
あ
る
。

十
七
歳
の
時
突
然
発
病
し
た
娘
が
、
薮
医
者
や
祈
蘭
に
頼
っ
て
い
る
う
ち

に
、
危
篤
に
な
り
、
や
っ
と
眼
科
医
に
よ
っ
て
一
命
を
と
り
と
め
る
が
、
失

明
し
て
し
ま
う
。
絶
望
の
う
ち
に
も
、
母
の
深
い
愛
情
に
よ
っ
て
、
乞
食
へ

の
施
し
や
、
ま
じ
な
い
や
、
目
頭
様
へ
の
参
詣
や
、
ト
い
な
ど
に
惑
い
な
が

ら
、
日
々
を
迷
っ
て
い
る
。
十
九
歳
に
な
り
、
両
親
は
娘
の
将
来
を
思
っ

て
、
財
産
つ
き
で
縁
談
を
考
え
、
人
々
に
頼
ん
で
婿
探
し
を
す
る
。
薮
医
者

の
世
話
で
名
主
の
次
男
が
決
ま
る
。
が
、
娘
は
相
手
が
財
産
目
当
て
と
邪
推

金
子
春
夢
の
小
説
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し
、
自
分
に
優
し
い
音
楽
の
教
師
を
恋
し
、
名
主
の
次
男
と
は
婚
礼
の
式
を

挙
げ
な
が
ら
、
体
を
許
さ
ず
、
つ
い
に
婿
は
立
腹
し
て
家
を
去
る
。
音
楽
教

師
も
他
の
女
と
結
婚
し
、
娘
は
人
の
さ
が
な
い
口
の
端
に
傷
つ
き
、
そ
の
後

は
養
子
に
来
る
も
の
も
な
く
、
い
よ
い
よ
味
気
な
い
境
涯
か
ら
半
狂
乱
状
態

に
な
る
と
い
う
筋
で
あ
る
。
娘
が
発
病
に
よ
り
失
明
す
る
経
過
が
「
上
」
、

急
に
盲
目
に
な
っ
て
絶
望
し
、
不
自
由
な
が
ら
も
両
親
や
下
女
ら
の
慰
め
の

う
ち
に
日
々
を
送
る
様
子
が
「
中
」
、
縁
談
の
経
過
と
不
幸
な
結
末
が
「
下
」

と
三
部
に
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
作
品
の
題
名
は
通
称
『
朝
顔
日
記
』
の
主
人
公
深
雪
（
暫
女
朝
顔
）

の
名
を
取
っ
て
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
『
朝
顔
日
記
』
は
広
澤
柳
渡
の
祖
父

雨
香
園
柳
渡
の
読
本
や
歌
舞
伎
『
け
い
せ
い
筑
紫
辣
≒
浄
瑠
璃
　
『
生

写
朝
顔
話
』
な
ど
、
深
雪
と
宮
城
阿
曽
次
郎
の
ち
に
駒
沢
次
郎
左
衛
門
の
恋

物
語
が
お
家
騒
動
を
背
景
に
展
開
す
る
江
戸
期
の
作
品
で
あ
る
。
『
今
深
雪
』

は
現
代
（
明
治
）
　
の
朝
顔
で
あ
っ
て
、
こ
の
版
本
の
表
紙
は
久
保
田
米
優
の

筆
で
鮮
麗
な
朝
顔
の
花
を
宇
治
柴
舟
を
描
い
た
扇
面
に
配
し
、
見
返
し
は

盲
目
狂
乱
の
女
を
扇
面
に
配
し
て
、
『
朝
顔
日
記
』
を
背
景
と
し
た
作
品
で

あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
作
品
に
対
し
て
は
十
二
月
十
八
日
、
十
九
日
の
『
改
進
新
聞
』
紙
上

に
柵
山
人
が
「
繋
雅
今
深
雪
妄
評
」
と
題
す
る
批
評
を
書
い
て
い
る
。

こ
の
柵
山
人
は
本
名
堀
本
貞
一
と
い
う
硯
友
社
の
新
進
作
家
で
あ
っ
た

が
、
窃
盗
罪
で
逮
捕
さ
れ
、
明
治
二
十
五
年
十
二
月
二
十
四
日
東
京
地
方
裁

判
所
で
重
禁
錮
一
年
の
判
決
を
受
け
た
。
後
に
昭
和
六
年
十
二
月
二
十
六

日
、
宮
武
外
宮
に
よ
っ
て
『
桐
山
人
小
説
全
集
』
が
編
集
発
行
さ
れ
た
。
そ

三



の
「
緒
言
」
や
後
記
等
に
紹
介
が
あ
る
。
勿
論
事
件
後
は
文
壇
・
社
会
か
ら

葬
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
『
桐
山
人
小
説
全
集
』
に
は
逮
捕
さ

れ
る
ま
で
の
作
品
は
ほ
と
ん
ど
洩
れ
な
く
収
録
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

『
都
の
花
』
な
ど
の
一
流
雑
誌
に
作
品
が
掲
載
き
れ
、
か
な
り
才
能
の
見
ら

れ
る
作
品
を
書
い
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
作
品
は
「
橙
の
雪
」
（
誓
4
『
日
本

の
文
筆
』
）
、
「
艶
火
薪
」
（
2
3
・
8
『
都
の
花
』
）
、
「
粋
詩
集
」
（
2
3
・
1
2
『
都

の
花
』
）
、
「
め
つ
き
牧
師
」
（
2
4
・
1
0
『
金
港
堂
小
説
叢
書
』
）
、
「
恋
八
景
」

（
2
5
・
4
『
都
の
花
』
）
、
「
太
郎
丸
の
こ
と
ゞ
も
」
　
（
2
5
・
1
0
『
撹
迷
雑
誌
』
）

で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
柵
山
人
の
『
今
深
雪
』
評
に
よ
る
と
、
日
興
嘱
懇
の
春
夢
か

ら
献
本
、
批
評
を
乞
わ
れ
て
、
そ
の
責
を
果
た
し
た
と
い
う
。

『
今
深
雪
』
は
　
「
最
尻
目
を
脱
し
て
も
」
、
『
文
学
世
界
』
の
「
稀
物
」
で

あ
り
、
「
巻
中
の
人
物
お
清
母
子
の
性
質
一
々
明
A
i
解
剖
さ
れ
　
（
中

略
）
上
の
巻
よ
医
師
得
庵
の
性
行
穿
ち
得
て
妙
。
お
清
が
盲
目
ュ
ー
な
る
件
。

さ
ら
〈
と
し
で
よ
し
。
中
の
巻
ハ
全
篇
車
の
圧
巻
。
昔
気
質
の
母
親
の
心

中
。
開
明
の
世
よ
様
此
な
人
が
…
：
と
。
頭
か
ら
け
な
し
て
人
／
、
く
れ
バ
そ
れ

迄
な
れ
ど
、
（
中
略
）
其
微
を
摘
発
す
る
が
作
者
の
妙
技
。
（
中
略
）
さ
し
て

面
白
く
も
な
い
も
の
＼
作
者
が
注
意
の
跡
見
え
て
、
前
後
照
応
し
て
方
位

よ
掘
む
女
性
の
心
中
。
さ
て
よ
く
捕
ら
れ
た
り
」
。
お
清
の
婿
の
生
家
に

狐
の
棲
ん
で
い
た
と
い
う
趣
向
も
よ
い
。
「
殊
よ
夢
の
一
節
な
ど
C
、
所
謂

俗
う
げ
の
よ
ろ
し
き
処
」
（
以
上
十
二
月
十
八
日
、
二
六
五
六
号
）
。
こ
の
よ
う

に
相
当
な
評
価
を
し
て
い
る
。
ま
た
「
今
深
雪
C
こ
れ
純
然
た
る
悲
哀
小
説

な
り
」
と
し
、
文
体
に
つ
い
て
は
「
こ
れ
亦
一
種
の
鶴
文
。
嵯
峨
の
や
及

四

が
忍
月
諸
子
と
も
同
じ
ク
ら
ず
し
て
、
宛
然
室
村
流
よ
美
妙
霜
の
言
文
一
致

を
加
味
し
た
る
が
如
し
。
こ
れ
を
言
文
雅
俗
調
と
云
ふ
。
」
と
批
判
し
て
い

る
。
そ
う
し
て
「
差
引
今
深
雪
ハ
八
分
の
出
来
。
思
へ
げ
頻
煩
な
る
文
学
界

工
摘
躯
取
名
の
新
文
士
出
で
た
る
と
、
僕
が
異
人
と
辱
交
の
栄
を
得
た
る
と

④

の
欣
び
。
春
夢
ど
の
万
歳
／
今
深
雪
万
々
歳
用
…
」
　
（
以
上
十
二
月
二
十
九

日
、
二
六
五
七
号
）
と
結
ん
で
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
春
夢
は
十
二
月
二
十
四
日
の
『
国
民
新
聞
』
紙
上
に
「
柵

山
人
に
答
ふ
」
と
い
う
短
文
を
書
い
て
い
る
。
こ
れ
は
柵
山
人
の
批
評
に
対

す
る
挨
拶
で
あ
り
、
柵
山
人
が
「
叫
ぶ
涙
よ
操
る
声
と
〔
僕
未
だ
闘
う
ざ
る

声
音
。
ど
ん
な
も
の
だ
か
お
を
し
へ
を
／
」
　
（
十
二
月
十
八
日
、
二
六
五
六

号
）
と
述
べ
だ
の
に
対
し
て
は
、
「
成
程
こ
れ
に
は
一
本
参
り
た
り
、
さ
れ

ど
我
に
許
す
に
弁
辞
を
以
て
せ
ば
、
其
声
音
は
咽
喉
を
擦
り
破
り
て
発
す
る

声
、
則
ち
輪
軸
に
油
な
き
車
が
行
々
軋
ら
ず
声
と
恩
は
ゞ
大
差
な
か
る
べ

し
」
と
答
え
て
い
る
。

こ
の
作
品
は
柵
山
人
の
言
う
よ
う
に
、
一
編
の
悲
劇
で
あ
る
が
、
そ
の
悲

劇
の
原
因
を
考
え
て
み
る
と
、
ま
ず
発
端
部
に
お
け
る
急
性
の
眼
病
に
よ
る

失
明
が
根
本
原
因
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
発
病
が
か
な
ら
ず
し
も
失
明
に

至
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、
相
当
な
難
病
ら
し
い
容
態
で
は
あ
る

が
、
ま
ず
ま
っ
た
く
医
学
の
わ
か
ら
な
い
、
口
先
だ
け
で
患
者
を
あ
し
ら
っ

て
き
た
近
所
の
漢
方
の
薮
医
者
に
か
か
っ
て
、
正
し
い
治
癒
は
全
然
し
て
貰

え
な
か
っ
た
、
と
い
う
よ
り
も
逆
治
癒
を
し
て
き
た
こ
と
、
新
藤
な
ど
の
迷

信
に
頼
っ
て
き
た
こ
と
で
、
み
す
み
す
治
癒
の
時
期
を
失
し
て
し
ま
っ
た
た

め
に
、
失
明
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
無
知
蒙
昧
さ
が
悲
劇
の
原
因

と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

母
親
は
娘
を
非
常
に
愛
し
て
い
て
、
「
成
ら
ば
己
が
命
を
代
と
し
て
も
、

娘
の
一
方
の
限
な
り
と
も
生
か
し
て
遣
り
た
い
」
（
七
葉
オ
）
と
思
っ
て
い
る

ほ
ど
で
あ
る
が
、
ざ
わ
め
で
迷
信
深
い
。
薮
漢
方
医
と
祈
麗
と
で
娘
が
危
篤

に
陥
っ
た
の
で
、
「
人
の
勧
告
に
任
せ
、
駿
河
台
の
名
医
の
治
癒
を
話
は
ん

と
、
既
に
準
備
ま
で
し
だ
れ
ど
又
も
親
の
頑
固
、
方
角
が
悪
い
と
御
弊
で
沙

汰
止
み
と
な
」
（
一
二
葉
オ
～
ウ
）
る
。
失
明
し
た
後
も
、
迷
信
に
頼
ろ
う
と
す

る
行
為
が
続
く
。
こ
う
い
う
母
に
育
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
娘
の
お
清

自
身
も
ま
た
迷
信
家
で
あ
る
。
「
お
溝
酉
の
性
の
生
れ
な
り
、
前
世
は
大
金
持

の
騙
香
に
任
せ
金
銭
を
湯
水
の
や
う
に
費
ひ
散
し
た
応
報
は
此
世
に
盲
目
、

と
書
て
仏
信
心
す
れ
ば
よ
し
と
三
世
相
に
載
せ
で
あ
る
、
し
て
見
れ
ば
一
向

専
念
仏
様
に
お
経
申
さ
ば
、
枯
木
に
花
の
時
節
も
あ
る
べ
し
と
、
そ
れ
を
力

頼
み
に
味
気
な
き
月
日
を
」
（
五
葉
ウ
）
送
る
。
今
の
不
幸
は
前
世
の
因
果
応

報
で
、
仏
信
心
も
そ
う
い
う
迷
信
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
窓
の
側
に
乞
食

物
貰
ひ
の
類
を
呼
び
、
手
づ
か
ら
銭
三
文
苑
施
す
こ
と
ゝ
、
毎
朝
起
き
て
米

百
粒
を
一
個
づ
つ
、
お
題
目
を
唱
へ
な
が
ら
目
に
押
し
当
て
ゝ
そ
れ
を
庭
に

撒
い
て
軒
の
雀
を
養
ふ
の
が
日
々
の
勤
」
（
六
葉
ウ
）
で
あ
る
。
「
外
出
は
毎
月

廿
五
日
長
坂
の
日
頂
様
へ
参
詣
す
る
と
、
有
隣
堂
の
売
上
申
す
に
は
、
娘
の

盲
目
と
な
っ
た
因
縁
は
、
三
代
前
の
先
祖
の
死
霊
が
来
り
た
る
と
易
の
表
に

顕
ば
れ
た
。
さ
う
聞
い
て
見
れ
ば
此
娘
ま
だ
乳
香
の
頃
、
先
祖
の
墓
の
芝
原

で
乳
母
が
小
月
を
さ
し
た
こ
と
、
か
す
か
に
母
親
は
覚
へ
て
、
其
命
日
に
は

必
ず
芝
三
田
の
檀
那
寺
へ
お
参
り
に
行
く
」
（
六
葉
オ
）
。
母
親
は
卜
い
を
信

じ
、
先
租
の
死
霊
の
崇
り
と
信
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
如
何
な
る
前
世
の
業

金
子
春
夢
の
小
説
　
0

障
～
、
何
の
物
崇
～
、
を
ゝ
そ
れ
よ
、
夫
が
人
の
云
ふ
事
構
は
ず
去
年
十
月

金
神
を
汚
し
て
厨
を
立
て
た
其
障
樽
か
、
日
曜
日
花
見
に
行
っ
た
は
方
角
が

悪
か
つ
た
か
、
無
論
其
後
は
止
み
が
た
き
要
用
の
外
は
上
野
辺
へ
は
足
踏
み

も
せ
ず
、
帰
途
に
松
田
に
寄
っ
て
喰
た
鯛
の
塩
焼
が
、
も
し
や
娘
の
毒
で
は

な
か
つ
た
か
と
、
日
常
は
大
の
好
物
の
こ
の
魚
は
一
切
家
に
入
れ
な
い
や
う

に
な
っ
た
」
（
七
葉
オ
）
。
こ
の
よ
う
に
行
為
を
す
べ
て
迷
信
に
結
び
つ
け
て

考
え
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
「
母
親
は
何
処
か
ら
か
禁
厭
の
御
符
を
戴
い
て
、

王
子
と
い
ふ
日
に
隠
急
如
律
令
と
、
娘
に
三
度
唱
へ
さ
し
て
水
に
て
咽
喉
を

下
し
」
（
八
葉
オ
）
と
い
う
よ
う
に
な
お
呪
い
に
一
綾
の
希
望
を
繋
い
で
い
る

の
で
あ
る
。

娘
の
失
明
の
一
因
に
以
上
の
よ
う
な
無
知
か
ら
く
る
迷
信
深
さ
が
あ
っ
た

の
で
あ
る
。

当
時
の
世
間
に
は
こ
の
よ
う
な
迷
妄
・
迷
信
は
到
る
と
こ
ろ
に
見
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
「
甲
子
男
子
の
生
血
を
減
」
げ
ば
「
即
座
の
平
愈
」
が
得
ら
れ
る

（
七
薬
オ
に
よ
る
。
）
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
お
清
の
婿

に
決
ま
っ
た
の
は
駿
州
吉
原
在
の
名
主
の
次
男
で
、
「
男
張
も
醜
か
ら
す
、

教
員
を
勤
め
た
丈
あ
り
て
、
算
筆
も
達
者
で
、
身
躯
の
動
作
も
差
し
て
駿
し

か
ら
ず
」
（
十
葉
オ
～
ウ
）
と
い
う
　
「
寮
生
も
よ
く
、
両
も
繰
致
恥
し
か
ら

ぬ
」
（
十
一
葉
オ
）
青
年
で
、
盲
目
の
お
滝
に
と
っ
て
は
ま
だ
と
な
い
よ
う
な

縁
で
あ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
が
「
此
名
主
の
家
は
少
々
仔
細
あ
り
て
、
嫁
に

遣
り
ま
た
養
子
に
貰
ふ
こ
と
を
所
の
も
の
は
厭
が
る
、
其
理
窟
は
其
家
に
年

ふ
る
狐
棲
み
て
、
英
数
幾
疋
と
知
れ
ず
其
所
の
背
戸
、
此
処
の
樺
の
下
を
往

来
す
る
を
人
の
眼
に
も
触
れ
て
、
此
家
と
縁
を
結
べ
ば
直
と
狐
め
、
人
と
共

五



に
移
転
若
し
く
は
随
従
す
る
と
野
蛮
な
説
が
先
祖
の
代
か
ら
言
ひ
伝
へ
て
あ

る
。
そ
れ
で
次
男
殿
は
ま
だ
も
部
屋
住
、
三
十
に
成
っ
て
も
配
偶
な
い
と
の

こ
と
」
（
十
葉
オ
）
で
あ
る
。
作
者
が
こ
の
作
品
中
に
こ
の
よ
う
な
迷
信
を
多

く
挙
げ
て
い
る
の
は
、
狐
の
話
を
「
野
蛮
な
説
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

こ
の
よ
う
な
世
間
の
無
知
に
対
す
る
批
判
が
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
う
し
て
お
清
と
母
親
は
こ
の
よ
う
に
知
性
を
欠
く
が
故
に
、
お
清
自
身

は
人
を
正
し
く
見
抜
く
こ
と
が
で
き
ず
、
判
断
を
誤
り
、
盲
目
の
身
に
は
得

難
い
ほ
ど
の
結
婚
を
自
ら
壊
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
、
悲
運
の
さ
ら
な
る
原

因
で
あ
る
。

こ
の
辺
の
お
清
の
心
理
は
か
な
り
詳
し
く
書
か
れ
て
い
る
。
母
親
が
お
清

を
慰
め
る
た
め
に
頼
ん
だ
唱
歌
の
教
師
今
井
順
郎
は
、
和
歌
山
県
の
士
族

で
、
東
京
高
等
師
範
学
校
を
卒
業
し
、
小
学
校
教
師
の
職
に
あ
り
、
授
業
が

懇
切
で
、
生
徒
も
よ
く
懐
き
、
評
判
の
よ
い
青
年
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
順

郎
の
経
歴
が
婿
よ
り
も
ま
き
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
お
清
を
慰
み
、

い
つ
も
優
し
く
慰
め
て
く
れ
る
。
始
め
の
う
ち
は
通
り
一
遍
の
お
世
辞
と
聞

き
流
し
て
い
た
が
、
日
を
重
ね
る
に
つ
れ
、
そ
の
親
切
が
身
に
潜
み
、
順
郎
が

真
実
に
自
分
を
憫
ん
で
く
れ
る
の
か
と
思
っ
て
聞
く
と
、
そ
の
三
口
一
句
が

真
面
目
な
よ
う
に
も
、
じ
ら
す
よ
う
に
も
受
け
取
れ
る
。
順
邸
の
同
情
は
心

の
真
底
か
ら
熱
い
思
い
を
こ
め
て
出
た
も
の
で
、
愛
の
要
素
も
あ
る
か
と
思

わ
れ
る
。
あ
る
時
き
し
向
か
い
で
話
が
佳
境
に
進
ん
だ
時
、
お
清
が
「
私
の

ゃ
ぅ
な
不
具
も
の
が
何
で
お
嫁
入
が
き
れ
ま
せ
う
、
大
概
に
お
調
戯
遊
ば

せ
。
」
と
言
う
と
、
男
は
す
か
さ
ず
「
い
え
、
さ
う
落
胆
し
た
も
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
、
貴
女
の
清
ら
か
お
心
を
信
じ
て
、
同
じ
心
を
持
つ
も
の
は
世
に

六

沢
山
あ
り
ま
す
」
と
力
を
添
え
た
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
お
溝
の
自
信
を
強
め

る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
て
お
溝
に
と
っ
て
順
朗
が
一
番
好
き
な
人
に
な
っ

た
。
こ
れ
に
反
し
て
婿
に
対
し
て
は
、
盲
目
の
自
分
を
真
に
愛
す
る
の
で
は

な
く
、
財
産
目
宛
の
養
子
だ
ろ
う
か
ら
、
自
分
に
不
実
を
す
る
に
違
い
な
い

と
い
う
邪
推
の
尺
度
で
測
る
と
、
見
え
な
い
婿
の
顔
も
鬼
か
悪
魔
の
よ
う
に

見
え
、
一
方
順
郎
の
鮮
か
な
眉
目
、
清
ら
か
な
風
姿
が
見
え
な
い
目
先
に
ち

ら
つ
い
て
、
二
人
の
男
に
対
す
る
愛
情
の
差
が
大
き
く
開
い
た
。
「
詰
り
娘

は
己
が
邪
推
と
、
自
惚
と
迷
敦
に
我
か
ら
陥
っ
た
の
で
、
人
の
罪
で
も
な
け

れ
ば
順
朗
の
所
業
で
も
な
し
」
　
（
十
三
葉
オ
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
心
理

描
写
が
詳
細
に
行
な
わ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
作
品
中
に
は
男
尊
女
卑
の
世
の
し
き
た
り
に
あ
る
女
性

の
不
幸
に
つ
い
て
論
じ
た
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

嫁
入
は
女
の
身
に
は
吉
凶
禍
福
の
分
目
、
こ
れ
一
つ
で
ど
ち
ら
に
か

運
命
は
走
る
も
の
な
り
、
男
な
れ
ば
名
教
の
文
字
の
上
に
も
七
去
の
明

文
が
あ
っ
て
畳
替
の
特
権
を
実
行
し
や
う
が
、
社
会
の
制
裁
が
充
分
で

な
い
間
は
、
誰
も
そ
れ
を
嘲
る
も
の
な
く
亦
不
思
議
と
思
ふ
も
の
な

し
。
無
残
、
女
は
生
か
ら
死
ま
で
三
従
の
法
則
に
縛
ら
れ
、
亭
主
顔
の

権
幕
に
怨
を
呑
み
、
不
愉
快
の
生
活
を
送
る
も
の
往
々
あ
る
話
、
好
し

そ
れ
が
厭
ぢ
や
と
家
を
出
れ
ば
、
人
は
様
に
は
言
は
ず
、
嫁
に
行
く
は

棺
を
出
す
も
同
じ
や
う
な
も
の
、
白
無
垢
の
重
衣
も
そ
れ
に
擬
へ
て
あ

る
そ
う
な
、
三
界
無
庵
！
、
去
ら
れ
て
生
家
に
帰
れ
ば
世
は
男
だ
け
に

肩
を
持
た
ず
秋
の
扇
と
同
じ
待
遇
、
栗
は
涼
姪
の
側
に
畢
生
を
過
す

果
敢
な
き
、
女
に
は
な
る
ま
じ
さ
も
の
な
り
（
十
葉
ウ
～
十
一
葉
オ
）
。

麓
花
「
不
如
帰
」
（
3
1
・
Ⅱ
・
2
9
～
3
2
・
5
・
2
4
『
国
民
新
聞
』
）
に
先
立
つ

痛
烈
な
感
慨
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
女
の
身
の
不
幸
を
社
会
の
し
き
た
り
・

制
度
を
原
因
と
し
て
説
い
た
一
節
は
、
春
夢
の
封
建
的
社
会
制
度
へ
の
批
判

を
明
確
に
示
し
て
い
て
、
注
目
す
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
具

体
的
な
作
品
の
構
想
の
上
に
具
象
的
に
主
題
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
お
清
の
悲

劇
の
原
因
が
、
上
述
し
た
よ
う
に
、
突
然
原
因
不
明
の
眼
病
で
失
明
す
る
と

い
う
、
き
わ
め
て
偶
然
性
の
強
い
で
き
ご
と
に
支
配
さ
れ
て
い
て
、
封
建
的

男
女
関
係
へ
の
批
判
は
単
な
る
抽
象
的
論
理
に
終
わ
っ
て
い
る
点
が
、
作
品

と
し
て
の
弱
点
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
無
知
か
ら
く
る
治
療
法
の
誤
り
や
、

迷
信
深
さ
や
、
人
を
見
る
目
の
欠
除
が
、
不
幸
の
原
因
で
あ
る
点
は
、
構
想

上
に
具
象
化
さ
れ
て
い
て
、
春
夢
の
批
判
精
神
は
充
分
に
示
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

こ
の
作
品
は
社
会
小
説
と
い
う
よ
り
は
、
失
明
か
ら
発
狂
と
い
う
展
開
・

結
構
か
ら
見
て
も
、
む
し
ろ
悲
惨
小
説
に
先
立
つ
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ

え
ノ
O

「
縁
は
異
な
も
の
」
と
は
身
体
的
障
害
を
も
っ
た
女
性
を
描
い
て
い
る
点

で
共
通
し
て
お
り
、
柵
山
人
が
「
藷
碓
今
深
雪
妄
評
（
続
）
」
に
評
し
て
い

る
よ
う
に
、
「
縁
は
異
な
る
の
」
が
滑
稽
小
説
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
れ
は

悲
哀
小
説
で
あ
る
。
コ
メ
デ
ィ
ー
か
ら
ト
ラ
ヂ
三
フ
ィ
ー
へ
の
作
風
の
転
換

を
示
し
て
お
り
、
こ
れ
よ
り
の
ち
春
夢
の
文
学
は
主
と
し
て
悲
劇
的
展
開
を

示
す
作
品
が
中
心
と
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
作
品
の
具
象
性
に
お
い
で
も

数
段
の
進
歩
を
見
せ
て
い
る
。

文
体
は
こ
れ
も
柵
山
人
が
橋
文
体
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
雅
俗
折
衷
と
言

金
子
春
夢
の
小
説
　
0

文
一
致
体
の
交
っ
た
文
体
で
、
地
の
文
末
は
「
た
」
止
め
が
多
い
。
表
現
は

達
者
で
は
あ
る
が
、
類
型
的
で
斬
新
さ
に
欠
け
る
。

三

つ
い
で
二
十
五
年
四
月
三
日
の
『
国
民
新
聞
』
に
「
紡
績
婦
」
と
題
す
る

小
品
を
載
せ
て
い
る
。
肺
病
を
遺
伝
的
に
身
に
承
け
た
若
い
紡
績
婦
の
不
幸

な
半
生
と
地
震
に
よ
る
工
場
倒
壊
の
た
め
の
悲
惨
な
死
を
述
べ
て
い
る
が
、

社
会
性
は
見
ら
れ
ず
、
薄
命
の
女
の
生
涯
を
述
べ
た
小
品
で
あ
る
。
が
、
弱

者
へ
の
同
情
と
い
う
点
で
春
夢
の
傾
向
を
示
し
て
い
る
。

主
人
公
利
女
の
死
は
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
、
午
前
六
時
三
十
八

分
十
五
秒
に
起
こ
っ
た
大
地
震
に
よ
る
浪
花
紡
績
会
社
の
倒
壊
に
よ
る
も
の

と
設
定
さ
れ
て
お
り
、
「
浪
花
紡
績
会
社
の
機
械
場
は
、
古
層
の
煉
瓦
天
辺

よ
り
陥
落
し
て
万
物
を
轟
粉
す
。
凡
そ
十
時
間
を
経
て
、
壊
れ
落
ち
た
る
瓦

石
の
間
よ
り
、
工
夫
が
鶴
曙
の
尖
端
に
掘
り
当
て
た
る
は
、
未
だ
人
生
の

半
に
も
至
ら
ざ
る
年
若
き
一
人
の
紡
績
婦
、
五
鉱
砕
け
て
目
も
当
て
ら
れ

ず
、
骨
ま
で
透
き
て
青
白
さ
手
と
足
の
片
々
は
、
こ
ゝ
／
そ
こ
に
／
」
と
叙

述
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
明
治
二
十
四
年
十
月
二
十
八
日
の
こ
の
大
地
震
は
事
実
で
あ

る
。
翌
二
十
九
日
の
『
国
民
新
聞
』
に
は
「
◎
近
年
稀
な
る
大
震
」
と
い
う

見
出
し
で
報
ぜ
ら
れ
て
い
て
、
中
央
気
豊
台
の
観
測
に
よ
れ
ば
、
発
麓
は

二
十
八
日
午
前
六
時
三
十
九
分
十
一
秒
、
発
動
の
時
間
七
分
間
と
し
て
、
震

動
の
デ
ー
タ
ー
を
詳
細
に
記
し
、
主
な
被
害
が
報
道
さ
れ
て
い
る
。
以
後
も

七



岐
阜
や
名
古
屋
を
中
心
と
し
て
連
日
余
震
の
記
録
や
震
災
地
の
惨
状
が
掲
載

き
れ
、
各
地
で
数
千
人
の
死
者
が
出
て
い
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
紙

上
震
災
義
掃
金
の
募
集
も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
三
十
日
の
附
録
に
は
「
大
坂

発
（
廿
九
日
午
前
五
時
四
十
分
）
」
と
し
て
、
「
廿
八
日
午
前
六
時
四
十
五
分

に
強
大
な
る
地
震
あ
り
震
動
時
間
四
十
六
分
間
、
西
成
郡
に
在
る
難
波
紡
績

会
社
工
場
倒
れ
て
死
亡
三
十
五
人
重
傷
二
十
五
人
軽
傷
四
人
あ
り
」
と
報
ぜ

ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
十
一
月
一
日
に
は
「
e
大
阪
の
大
地
震
（
惨
又
惨
）
」

と
題
し
て
、
次
の
よ
う
な
記
事
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。

大
地
震
の
揺
り
出
し
た
る
は
同
（
二
十
八
日
午
後
六
時
　
－
　
筆
者
注
）

三
十
八
分
十
五
秒
な
り
き
（
中
略
）
此
震
災
に
て
尤
も
惨
状
を
極
め
た

る
は
西
成
郡
伝
法
村
の
浪
花
紡
績
会
社
な
り
男
女
の
職
工
は
先
を
争
ふ

て
逃
出
ん
と
す
る
も
足
元
ヒ
ヨ
ロ
つ
き
殊
に
大
勢
の
事
な
れ
ば
容
易
に

逃
ら
れ
ず
又
は
無
残
な
る
即
死
を
遂
げ
重
傷
者
少
か
ら
ず
或
は
手
足
を

異
に
し
て
死
し
た
る
、
或
は
繍
帯
よ
り
漏
る
出
血
淋
満
た
る
又
眼
球
飛

出
し
て
三
四
寸
も
垂
れ
苦
し
気
に
歯
を
噛
し
め
て
死
し
た
る
、
陳
野
と

し
と
云
る
が
肛
門
よ
り
臓
腑
出
て
死
し
た
る
な
ど
其
惨
状
目
も
当
て
ら

れ
ぬ
有
様
な
り
し
其
他
の
工
場
に
も
破
損
負
傷
あ
り
し
と
艶
も
浪
華
紡

績
会
社
の
悲
惨
に
は
比
ぶ
べ
く
も
あ
ら
す
（
傍
点
筆
者
）

「
紡
績
婦
」
の
利
女
の
死
は
こ
の
報
道
を
踏
ま
え
て
、
設
定
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

次
に
六
月
十
日
の
『
国
民
新
聞
』
紙
上
に
は
「
日
光
山
紀
行
（
三
十
分
間

の
見
物
）
」
と
い
う
紀
行
文
を
載
せ
て
い
る
。
短
い
も
の
で
あ
り
、
往
路
の

車
中
に
二
分
の
一
、
日
光
見
物
の
部
分
は
約
六
分
の
一
、
帰
途
の
車
中
が
三

八

分
の
一
と
い
う
叙
述
の
配
分
は
題
名
に
そ
ぐ
わ
ぬ
紀
行
文
で
、
往
復
の
車
中

乃
至
車
中
か
ら
見
た
情
景
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
。

農
夫
の
苦
心
を
思
い
、
　
「
粒
々
是
れ
辛
苦
」
と
小
見
出
し
を
掲
げ
て
、

「
農
大
牛
馬
と
共
に
泥
土
に
潰
し
長
日
を
錦
尽
す
、
其
辛
苦
懐
ふ
べ
し
、
世

の
所
謂
暖
衣
肉
食
着
流
宜
し
く
一
観
す
べ
き
も
の
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
ぐ

続
い
て
「
俗
物
」
と
し
て
二
人
の
芸
者
を
連
れ
た
車
中
の
七
人
の
紳
士
を
叙

し
て
い
る
。
ま
た
利
根
川
の
氾
濫
の
名
残
を
目
に
し
て
、
「
当
年
の
水
害
の

惨
獣
を
想
起
し
、
い
か
に
窮
民
の
天
に
さ
け
び
し
や
に
至
れ
ば
、
そ
ぞ
ろ
酸

鼻
に
た
へ
ず
」
と
し
て
い
る
。
「
西
洋
人
の
贅
沢
」
で
は
ア
メ
リ
カ
の
豪
商

夫
妻
の
豪
遊
を
述
べ
て
い
る
。
「
帰
途
」
に
は
中
禅
寺
湖
畔
よ
り
帰
京
の
遅

塚
麗
水
と
奇
遇
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
こ
う
い
う
紀
行
文
に
も
春
夢
の
窮
民
・
弱
者
へ
の
同
情
と
富

者
へ
の
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

つ
い
で
十
月
三
十
日
の
『
国
民
新
聞
』
に
小
品
「
ま
ゝ
子
」
を
掲
載
し
て

い
る
。
こ
れ
は
幼
く
し
て
両
親
を
失
っ
た
、
性
格
も
才
覚
も
す
ぐ
れ
た
可
憐

な
小
児
が
、
毎
日
商
い
を
し
て
、
ま
ま
母
の
た
め
に
尽
く
し
な
が
ら
、
酷
薄

非
道
、
鬼
の
よ
う
な
ま
ま
母
に
虐
待
さ
れ
、
つ
い
に
死
に
追
い
や
ら
れ
る
こ

と
を
叙
し
、
同
情
を
注
い
で
い
る
。
「
紡
績
婦
」
と
同
じ
く
、
弱
者
へ
の
同

情
が
見
ら
れ
、
春
夢
の
傾
向
を
示
し
て
い
脅

以
上
の
明
治
二
十
四
、
五
年
を
春
夢
の
習
作
期
と
見
て
よ
か
ろ
う
。
小
説

と
し
て
は
な
お
試
作
の
域
を
出
て
い
な
い
が
、
す
で
に
春
夢
の
弱
者
に
対
す

る
同
情
の
傾
向
は
明
確
に
表
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

四

明
治
二
十
六
年
に
な
る
と
、
『
家
庭
雑
誌
』
の
「
社
交
一
斑
」
　
「
流
行
の

粟
」
等
の
欄
に
一
月
十
五
日
発
行
の
第
五
号
よ
り
春
夢
の
署
名
が
見
ら
れ
、

以
後
こ
の
欄
に
は
二
十
八
年
十
一
月
二
十
五
日
の
第
六
十
六
号
ま
で
春
夢
の

署
名
が
続
き
、
以
後
は
「
流
行
子
」
と
い
う
署
名
に
変
わ
る
。
こ
の
「
流
行

子
」
が
春
夢
と
別
人
で
あ
る
か
ど
う
か
は
検
討
す
べ
き
点
で
あ
る
が
、
内
容

に
変
化
が
見
ら
れ
な
い
の
で
、
「
流
行
子
」
は
「
流
行
の
栗
」
蘭
で
の
春
夢

の
改
号
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
欄
は
流
行
の
服
装
・
持
物
・
道

具
・
風
俗
等
に
つ
い
て
絵
入
り
で
詳
細
に
説
明
し
た
も
の
で
、
彼
が
こ
う
い

う
点
で
始
終
熱
心
に
研
究
し
、
物
識
り
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し

て
そ
の
調
査
に
い
ろ
い
ろ
な
場
所
へ
出
向
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
、
彼
の
小

説
に
種
々
な
場
所
・
職
業
の
人
た
ち
を
登
場
さ
せ
る
材
料
を
提
供
し
た
で
あ

ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
間
に
春
夢
は
明
治
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
よ
り
十
二
月
二
十
九
日

ま
で
二
十
三
回
に
わ
た
っ
て
『
国
民
新
聞
』
に
小
説
「
草
羽
織
」
を
連
載
し

た
。
こ
の
作
品
は
の
ち
に
二
十
八
年
十
一
月
五
日
民
友
社
よ
り
出
版
さ
れ
た

『
第
五
国
民
小
説
』
　
に
収
録
さ
れ
た
。

弟
子
を
骨
董
屋
相
模
屋
幸
平
（
相
幸
）
に
助
け
ら
れ
た
大
工
の
棟
梁
革
羽

織
の
辰
五
郎
（
革
辰
）
は
、
悪
党
堀
田
に
騙
さ
れ
て
、
千
二
百
円
ほ
ど
の
大

金
を
詐
取
き
れ
た
植
字
の
た
め
に
、
堀
田
を
探
し
出
し
、
殴
り
殺
す
が
、
金

を
取
り
返
す
こ
と
は
で
き
ず
、
革
辰
は
入
獄
す
る
と
い
う
悲
劇
に
終
わ
る
。

金
子
春
夢
の
小
説
　
0

義
侠
心
が
強
く
、
度
量
の
大
き
い
棟
梁
草
辰
、
悪
党
堀
田
、
律
義
な
人
の
良

い
相
幸
の
人
間
像
が
鮮
明
に
描
き
分
け
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
堀
田
の
、
柏

手
の
心
理
に
つ
け
込
ん
で
、
相
幸
を
手
玉
に
と
り
、
手
段
を
弄
し
て
、
大
金
を

詐
取
し
て
ゆ
く
手
口
は
、
溝
細
で
、
こ
う
い
う
種
類
の
男
の
や
り
口
が
か
な

り
リ
ア
ル
に
描
け
て
い
る
。
堀
田
は
、
さ
る
屋
敷
が
都
合
で
千
円
近
い
古
道

具
を
売
り
払
う
の
で
、
相
幸
に
も
一
口
乗
れ
と
、
商
談
を
持
ち
か
け
、
五
百

円
を
用
意
さ
せ
、
か
ね
で
示
し
合
わ
せ
た
待
合
兼
小
料
理
屋
に
呼
び
出
す
。

酒
を
飲
ま
せ
、
帳
場
か
ら
立
花
と
い
う
男
を
連
れ
て
来
て
、
丁
度
今
数
千
円

を
持
っ
た
花
札
の
好
き
な
田
舎
者
が
来
て
い
る
か
ら
、
商
売
相
手
を
待
つ
間

の
退
屈
し
の
ぎ
に
一
儲
け
し
よ
う
と
、
花
の
勝
負
に
誘
う
。
相
幸
が
断
わ
る

と
、
堀
田
は
田
舎
大
尽
と
勝
負
を
し
、
ま
た
た
く
間
に
五
百
円
を
攫
っ
て
し

ま
う
。
相
幸
は
勝
負
の
面
白
さ
に
見
と
れ
、
一
段
落
終
わ
っ
て
、
手
洗
い
に

立
っ
た
折
、
相
手
は
組
し
易
い
か
ら
、
骨
董
商
売
よ
り
楽
に
儲
か
る
と
、
堀

田
に
巧
み
に
誘
わ
れ
、
つ
い
に
仲
間
に
加
わ
る
。
最
初
は
互
角
か
ら
少
し
有

利
に
進
む
が
、
急
に
風
向
き
が
変
わ
り
、
田
舎
大
尽
が
め
ざ
ま
し
く
勝
ち
、

堀
田
は
先
ほ
ど
勝
っ
た
五
百
円
は
お
ろ
か
、
持
参
の
三
百
円
も
ま
た
た
く
間

に
取
り
上
げ
ら
れ
、
相
幸
も
五
百
円
を
残
り
少
な
に
打
ち
負
か
さ
れ
る
。
商

売
柏
手
は
最
後
ま
で
姿
を
見
せ
な
か
っ
た
。
大
切
な
金
を
失
く
し
て
後
悔
す

る
植
字
に
、
堀
田
は
今
度
は
協
力
し
て
負
け
た
金
を
取
り
返
そ
う
と
勧
め
、

相
幸
も
そ
の
気
に
な
っ
て
、
客
か
ら
の
預
り
品
を
無
断
で
入
質
し
て
三
百
円

を
つ
く
り
、
そ
の
夜
ふ
た
た
び
待
合
に
行
く
。
堀
田
と
柏
幸
は
協
力
し
て
田

舎
大
尽
に
当
た
り
、
一
進
一
退
、
そ
の
う
ち
ま
た
田
舎
大
尽
に
運
が
着
き
、

二
人
が
負
け
る
。
堀
田
は
一
時
勝
負
を
下
り
て
、
相
幸
と
田
舎
大
尽
の
勝
負

九



に
な
り
、
柏
幸
は
熱
く
な
る
ほ
ど
、
負
け
が
込
む
。
そ
の
う
ち
二
十
札
に
し

ろ
し
が
つ
け
て
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
相
手
を
責
め
て
、
堀
田
を
証
人
に
求

め
る
が
、
い
つ
の
間
に
か
堀
田
は
座
を
外
し
て
い
る
。
相
幸
と
田
舎
大
尽
が

争
う
騒
ぎ
に
紛
れ
て
、
立
花
が
三
人
の
金
を
持
ち
逃
げ
す
る
。
興
奮
す
る
相

幸
に
、
堀
田
は
、
警
察
に
も
届
け
ら
れ
な
い
し
、
立
花
の
住
所
は
知
っ
て
い

る
か
ら
、
取
り
戻
し
て
あ
げ
る
と
言
う
。
し
か
し
そ
の
後
、
約
束
の
期
限
に

も
連
絡
が
な
く
、
相
幸
は
再
三
堀
田
を
訪
ね
る
が
、
堀
田
は
帰
宅
し
て
い
な

い
。
三
度
目
に
訪
れ
た
と
き
、
や
っ
と
帰
っ
て
い
た
が
、
立
花
は
行
方
を
く

ら
ま
し
て
し
ま
っ
た
と
言
う
。
相
幸
の
困
り
果
て
た
様
子
を
見
、
堀
田
は
自

分
も
困
っ
て
い
る
と
言
い
、
こ
の
損
失
を
取
り
返
す
た
め
に
紙
幣
贋
造
を
企

て
て
い
る
と
打
ち
明
け
、
そ
の
機
械
を
見
せ
、
仲
間
に
な
る
よ
う
に
誘
い
か

け
る
。
堀
田
は
柏
幸
に
本
物
の
五
円
紙
幣
を
見
せ
、
こ
れ
は
贋
造
だ
と
言
っ

て
、
そ
の
精
度
を
信
じ
さ
せ
、
ま
た
原
料
の
荒
仕
上
げ
紙
幣
を
見
せ
、
こ
れ

を
本
物
と
寸
分
違
わ
ぬ
贋
造
紙
幣
に
仕
上
げ
る
薬
品
を
見
せ
る
。
さ
ら
に
躊

躍
す
る
相
幸
に
、
も
し
も
発
覚
し
た
と
き
に
は
、
身
替
わ
り
に
な
る
男
も
そ

の
家
族
へ
の
救
助
の
手
筈
も
調
え
て
い
る
と
言
っ
て
、
安
心
さ
せ
、
客
の
品

物
ま
で
入
質
し
て
つ
く
っ
た
金
を
失
っ
て
困
惑
し
て
い
る
相
幸
を
誘
い
込

む
。
そ
う
し
て
多
額
の
資
金
が
必
要
だ
か
ら
、
荒
仕
上
げ
原
料
紙
幣
を
買
う

半
額
の
五
百
円
だ
け
で
も
負
担
し
て
欲
し
い
と
一
一
香
う
。
こ
の
時
も
堀
田
の
女

房
は
酒
を
用
意
し
て
出
す
。
柏
幸
は
養
子
の
身
で
あ
る
た
め
、
養
母
と
妻
に

頼
ん
で
、
大
き
い
儲
け
の
資
金
が
必
要
だ
と
し
て
、
家
を
抵
当
に
五
百
円
を

っ
く
り
、
堀
田
の
家
へ
持
っ
て
行
く
。
堀
田
は
仕
事
は
相
幸
の
奥
の
間
が
か

ぇ
っ
て
安
全
だ
か
ら
と
、
相
幸
に
機
械
を
託
し
、
自
分
は
千
円
で
原
料
紙
幣

一
〇

を
取
り
寄
せ
て
、
明
朝
ま
で
に
参
上
す
る
と
言
う
。
と
こ
ろ
が
、
翌
日
待
っ

て
も
堀
田
が
来
な
い
の
で
、
訪
ね
る
と
、
堀
田
は
昨
夜
の
間
に
夜
逃
げ
を
し

て
し
ま
っ
て
い
る
。
勿
論
田
舎
大
尽
も
立
花
も
共
謀
者
な
の
で
あ
る
。
堀
田

は
淘
操
で
、
律
義
な
世
間
知
ら
ず
の
人
の
良
い
相
幸
を
巧
み
に
罠
に
は
め
、

千
二
三
百
円
の
大
会
を
詐
取
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
巧
み
な
手
口

と
、
そ
れ
に
乗
せ
ら
れ
て
ゆ
く
柏
幸
の
心
理
が
詳
細
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
。

春
夢
は
こ
う
い
う
詐
欺
師
や
、
義
侠
心
の
酸
い
、
一
本
気
な
、
竹
を
割
っ
た

よ
う
な
草
辰
の
人
物
像
を
巧
み
に
描
い
て
い
る
。

そ
う
し
て
正
義
が
か
な
ら
ず
し
も
結
果
と
し
て
報
わ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、

春
夢
の
社
会
認
識
が
甘
く
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
柳
田
泉
氏
は
「
法
が

こ
う
し
た
社
会
悪
を
未
然
に
防
い
で
く
れ
な
け
れ
ば
、
結
局
相
手
を
殺
す
よ

り
外
社
会
を
正
し
く
す
る
道
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
」
　
と
述
べ
て
お
ら
れ

る
。
観
念
小
説
・
深
刻
小
説
の
先
駆
的
作
品
で
あ
る
。

田
舎
大
尽
が
花
札
で
ロ
ほ
ど
も
な
く
た
ち
ま
ち
堀
田
に
五
百
円
を
負
け
る

と
こ
ろ
を
「
、
デ
ク
〈
の
田
舎
漢
が
連
戦
連
敗
の
見
苦
し
き
有
様
は
萱
へ

は
支
那
兵
が
日
本
軍
に
大
敗
す
る
も
斯
く
や
と
思
ふ
ば
か
り
な
り
」
　
（
第
十

回
）
と
、
民
友
社
の
日
清
戦
争
へ
の
姿
勢
を
反
映
し
た
よ
う
な
叙
述
を
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
は
、
春
夢
の
正
義
感
、
義
侠
心
、
弱
者
へ
の
同
情
も
国
境
を

越
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

五

こ
こ
で
小
説
家
金
子
春
夢
の
習
作
期
か
ら
成
熟
期
へ
の
展
開
・
発
展
の
様

子
を
『
今
深
雪
』
と
「
単
羽
織
」
と
の
比
較
に
よ
っ
て
考
察
す
る
こ
と
と
す

る。

『
今
深
雪
』
は
世
話
物
的
な
作
品
で
あ
る
。
だ
が
、
無
知
が
原
因
の
迷
信

深
さ
や
判
断
力
の
欠
如
が
主
人
公
を
不
幸
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
こ
の
悲

劇
的
作
品
に
表
わ
れ
た
作
者
の
批
判
力
が
示
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
具
象
化
が

不
充
分
で
、
観
念
的
な
が
ら
、
女
の
不
幸
の
原
因
を
社
会
制
度
に
見
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
春
夢
の
社
会
批
判
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
が
「
革
羽
織
」

に
な
る
と
、
社
会
認
識
が
深
刻
に
な
り
、
悪
党
が
登
場
し
て
、
正
義
が
悲
劇
を

回
避
で
き
な
い
現
実
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
場
合
に
も
、
堀
田
に

乗
せ
ら
れ
る
形
で
、
段
々
深
み
に
は
め
込
ま
れ
て
い
く
相
幸
や
、
正
義
感
は

人
一
倍
強
い
が
、
直
情
径
行
的
に
行
動
し
た
た
め
、
結
局
は
相
幸
を
救
え

ず
、
み
ず
か
ら
も
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
う
単
辰
の
対
処
の
仕
方
に
、
知
性
の

欠
如
の
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
の
作
品
で
は
そ
れ
が
作
者
の
意

図
に
は
な
っ
て
い
ず
、
む
し
ろ
人
の
良
い
律
義
な
人
物
や
、
正
義
感
の
強
い
、

寛
容
な
人
物
が
陥
っ
て
い
く
悲
劇
を
、
同
情
的
に
描
い
て
お
り
、
悪
党
が
の

さ
ば
る
社
会
を
深
刻
に
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
今
深
雪
』
で
は
、
当
時
の
庶
民
の
間
で
な
お
多
く
見
ら
れ
た
で
あ
ろ
う

迷
信
深
い
母
娘
の
人
物
形
象
が
、
相
当
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
「
草
羽
織
」
で
は
、
『
家
庭
雑
誌
』
の
「
流
行
の
栗
」
欄
の
調
査
・
執

筆
で
深
め
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
詐
欺
師
や
侠
客
的
人
物
な
ど
特
異
な
人
間
像
を

鮮
明
に
描
き
分
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

『
今
深
雪
』
に
も
一
途
に
娘
お
清
を
愛
す
る
母
親
の
心
理
や
、
お
清
が
婿

養
子
を
疎
み
、
唱
歌
の
教
師
今
井
順
郎
に
引
か
れ
て
ゆ
く
心
理
が
、
相
当
に

金
子
春
夢
の
小
説
　
0

描
け
て
い
て
、
心
理
的
要
素
を
具
え
て
い
る
が
、
「
草
羽
織
」
で
も
詐
欺
師

堀
田
の
手
口
に
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
相
幸
の
心
理
が
、
無
理
な
く
描
か
れ

て
い
て
、
春
夢
の
小
説
家
と
し
て
の
観
察
力
や
技
価
的
素
質
が
示
さ
れ
て
い

る。

『
今
深
雪
』
で
は
無
知
の
た
め
に
そ
の
治
療
・
対
処
を
誤
っ
た
一
面
も
あ

る
と
は
い
え
、
主
人
公
お
清
の
突
然
の
発
病
に
よ
る
失
明
と
い
う
偶
然
性

が
、
悲
劇
の
最
大
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
の
欠
陥
が
存
す
る

の
で
あ
る
が
、
「
草
羽
織
」
で
は
プ
ロ
ッ
ト
の
展
開
の
上
に
そ
う
い
う
偶
然

性
が
な
く
、
リ
ア
ル
な
展
開
を
見
せ
、
そ
の
進
歩
発
展
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
『
今
深
雪
』
で
は
娘
が
盲
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
作
品
の

展
開
上
で
は
関
連
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
朝
顔
日
記
』
を
背
景
に
置

い
て
、
「
緊
埋
今
深
雪
妄
評
（
続
）
」
で
柵
山
人
に
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
、

通
ぶ
っ
た
態
度
を
見
せ
て
い
る
が
、
「
草
羽
織
」
で
は
そ
う
し
た
と
こ
ろ
も

見
ら
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。

『
今
深
雪
』
で
は
か
な
り
裕
福
な
家
庭
を
扱
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
「
革

羽
織
」
で
は
小
商
人
・
職
人
・
詐
欺
師
・
掬
摸
と
い
う
よ
う
な
庶
民
・
貧
民

の
世
界
を
描
き
、
こ
こ
に
も
春
夢
の
社
会
観
・
社
会
観
察
の
深
化
が
示
さ
れ

て
い
る
。

最
後
に
こ
の
間
の
春
夢
の
文
壇
的
、
文
学
史
的
位
置
を
一
瞥
し
て
お
き
た

い
。
春
夢
の
文
学
的
出
発
と
「
草
羽
織
」
執
筆
の
間
に
は
三
年
間
の
隔
た
り

が
あ
る
。
こ
の
明
治
二
十
四
年
か
ら
七
年
の
間
に
は
幸
田
露
伴
・
尾
崎
紅
葉
・

広
澤
柳
浪
・
斎
藤
緑
雨
・
樋
口
一
葉
な
ど
が
最
も
充
実
し
た
作
品
を
書
い
て

い
る
。
こ
の
よ
う
な
文
壇
の
状
況
の
中
で
、
金
子
春
夢
の
小
説
は
紅
葉
や
緑

一

一



雨
と
は
異
質
で
あ
り
、
特
異
な
世
界
を
世
話
物
風
に
描
い
て
い
る
点
で
は
、

露
伴
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
り
、
民
友
社
の
平
民
主
義
を
反
映
し
て
、
弱
者

へ
の
同
情
を
示
し
て
い
る
点
で
は
、
一
葉
に
も
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、

深
刻
小
説
の
先
駆
的
な
悲
劇
的
結
構
を
も
っ
て
出
発
し
て
お
り
、
広
津
柳
渡

に
最
も
近
い
作
風
の
作
家
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
し
て
こ
の
傾
向

は
そ
の
後
も
一
貫
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

注
①
　
柳
田
泉
「
古
い
記
憶
か
ら
（
五
）
　
－
社
会
小
説
家
金
子
春
夢
I

I
L
（
『
文
学
』
第
二
八
巻
第
五
号
所
収
）
に
よ
る
。

二
一

④
　
花
立
三
郎
著
『
大
洋
義
塾
I
I
一
民
権
私
塾
の
教
育
と
思
想
』
に

出
身
地
不
明
六
十
六
名
の
中
に
金
子
佐
平
の
名
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

（
P
二
五
四
に
よ
る
。
）
。

③
柵
山
人
「
藷
碓
今
深
雪
妄
評
（
続
）
」
（
『
改
進
新
聞
』
明
視
∴
P

・
1
2
二
六
五
七
号
所
載
）
、
春
夢
「
柵
山
人
に
答
ふ
」
　
（
『
国
民
新

聞
』
明
2
4
・
1
2
・
2
4
、
六
一
二
号
所
載
）
に
よ
る
。

④
　
こ
れ
は
『
今
深
雪
』
の
本
文
中
に
「
お
清
殿
万
歳
！
万
々
歳
用
…
」

（
十
一
葉
オ
～
ウ
）
と
あ
る
の
を
、
か
ら
か
っ
た
の
で
あ
る
。

⑤
　
本
文
は
木
版
摺
で
草
仮
名
を
使
用
し
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
普
通

の
平
仮
名
に
直
し
て
引
用
す
る
。

（
あ
し
や
・
の
ぶ
か
ず
　
本
学
教
授
）

『
夢
　
　
幻
』
　
　
考

－
　
『
九
雲
夢
』
　
と
の
比
較
I
I
－

ー

「
署
名
な
し
」
な
が
ら
、
『
夢
幻
』
の
作
者
と
推
定
さ
れ
る
小
宮
山
桂
介
、

雅
号
天
香
の
家
系
は
、
中
世
信
濃
国
郷
士
出
自
、
武
田
家
に
仕
え
た
小
宮
山

丹
後
守
昌
友
あ
た
り
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
水
戸
藩
士
と
な
っ
た
曽
祖

父
、
祖
父
共
に
、
昌
の
字
を
冠
し
、
父
昌
堅
の
末
子
（
五
女
六
男
）
、
幼
名
磯

五
郎
、
成
人
名
昌
孫
が
、
の
ち
の
天
香
、
即
眞
居
士
で
あ
る
。

徳
川
御
親
藩
に
、
「
武
」
よ
り
「
文
」
を
も
っ
て
仕
え
た
家
柄
と
し
て
、

「
韓
使
（
李
朝
通
信
使
）
と
唱
和
応
酬
」
の
記
録
も
み
ら
れ
る
が
、
半
井
家

の
よ
う
に
『
三
国
史
記
』
「
高
麗
・
李
朝
漢
籍
」
『
東
聾
宝
鑑
』
等
を
、
少
く

と
も
三
代
に
わ
た
っ
て
教
養
書
と
し
た
歴
史
は
な
い
。
ま
し
て
「
春
香
伝
」

『
九
雲
夢
』
等
の
「
謙
語
（
う
た
が
た
り
）
」
「
（
花
郎
）
史
記
列
伝
」
に
親
し

ん
だ
少
年
期
を
想
像
す
る
こ
と
も
、
筆
者
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
青
年
期
す

で
に
（
「
仮
名
読
新
聞
」
を
経
て
）
地
方
小
新
聞
（
甲
府
「
観
風
新
聞
」
）
記
者

『
夢
　
幻
』
考

塚
　
　
田
　
　
満
　
　
注

と
な
り
、
「
雑
報
」
や
「
（
政
治
）
小
説
」
「
（
艶
種
）
読
物
」
等
々
に
筆
を
と

っ
た
経
験
が
、
三
十
代
、
東
京
朝
日
主
筆
の
地
位
に
つ
く
の
に
役
立
っ
た
こ

と
は
疑
え
な
い
が
。
眞
偽
は
と
も
か
く
、
明
治
二
十
三
年
二
月
頃
か
ら
「
う

つ
病
状
態
」
を
知
友
に
訴
え
、
二
十
四
年
二
月
の
一
葉
日
記
に
も
「
脳
の
病

で
頼
義
中
」
の
事
実
が
記
さ
れ
て
い
る
。
今
日
の
主
筆
（
通
称
、
デ
ス
ク
）

と
当
時
の
そ
れ
は
、
比
較
に
な
ら
な
い
激
務
で
あ
っ
た
と
推
さ
れ
る
が
。
た

と
え
自
宅
に
引
籠
っ
て
の
仕
事
と
み
て
も
、
物
理
的
に
は
と
も
か
く
、
心
理

的
に
過
重
負
担
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
後
述
の
よ
う
に
、
『
九
雲
夢
』
の
翻

案
に
相
違
な
い
「
構
想
」
　
「
構
成
」
か
ら
は
、
信
じ
が
た
い
「
奇
蹟
」
の
連

載
期
間
と
い
え
よ
う
。
か
り
に
醒
々
居
士
稿
（
「
椿
姫
」
の
翻
案
『
新
編
黄

昏
日
記
』
の
署
名
）
、
或
い
は
素
園
こ
と
小
宮
山
天
香
作
と
明
記
さ
れ
て
い

た
と
し
て
も
、
桃
水
の
人
と
文
学
に
親
し
ん
だ
筆
者
に
と
っ
て
は
、
容
易
に

首
肯
し
が
た
い
構
想
で
あ
り
、
「
文
体
」
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
頼
義
中
と
い

え
ど
も
表
向
き
は
主
筆
の
職
に
あ
る
立
場
と
し
て
、
『
夢
幻
』
連
載
前
後
の

趣
向
の
相
談
、
或
い
は
「
校
閲
」
等
に
「
骨
を
折
っ
た
」
の
は
当
然
で
あ
ろ

一
三


