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平成11年10月11日�

杞
憂
を
以
て
死
し
た
崋
山
先
生

文
星
芸
術
大
学
学
長

上
　
野
　
憲
　
示

渡
邊
崋
山
先
生
は
、
そ
の
最
晩
年
、
国
元
田
原
蟄
居
と
い
う
立
場
を
案
じ
つ
つ
も
、
達

観
の
境
地
と
い
う
べ
き
、
半
ば
居
直
り
に
似
た
芸
術
至
高
的
信
念
で
絵
画
制
作
に
自
ら
を
没
頭
さ
せ
て
い
る
。
残
さ

れ
た
書
簡
類
に
は
、「
画
キ
候
も
の
ハ
よ
け
れ
と
も
、
求
ニ
応
す
る
事
ハ
其
心
違
ひ
に
て
、
親
類
共
ヤ
カ
マ
シ
ク
申

候
。
・
・
・
そ
れ
故
毎
日
ビ
ク
ビ
ク
致
居
候
。」（
鈴
木
与
兵
衛
宛
天
保
十
二
年
四
月
二
十
六
日
付
書
簡
）
等
と
、
そ

の
複
雑
な
心
中
を
覗
か
せ
て
い
る
。

そ
ん
な
崋
山
先
生
が
絶
え
ず
危
惧
し
て
い
た
の
は
、
ま
さ
に
「
主
人
安
危
に
も
か
ゝ
は
る
」、
武
士
と
し
て
忠
孝
に

そ
む
い
た
あ
る
ま
じ
き
事
態
と
な
る
こ
と
で
あ
っ
た
。「
某
氏
、
隠
居
に
て
画
も
か
か
れ
候
や
、
年
号
を
替
え
し
た
た

め
候
よ
し
」
と
の
風
評
が
洩
れ
伝
わ
る
中
、
老
中
水
野
忠
邦
の
用
人
小
田
切
要
助
の
浜
松
派
遣
を
自
ら
の
身
辺
調
査

と
判
断
し
て
、
こ
と
の
ほ
か
狼
狽
し
（
半
香
宛
「
火
中
書
」
の
文
面
に
顕
著
）、
師
松
崎
慊
堂

こ
う
ど
う

の
「
崋
山
は
杞
憂
を
以

て
罪
に
か
か
り
、
ま
た
杞
憂
を
以
て
死
す
」
と
の
言
葉
通
り
、「
も
の
の
ふ
」
た
る
気
概
と
「
士
大
夫
」
然
と
し
た
誇

り
を
胸
に
、
こ
こ
に
進
退
窮
ま
れ
り
と
自
ら
命
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

友
信
老
公
の
述
懐
の
記
や
、
滝
沢
馬
琴
の
「
猶
其
の
侭
に
て
あ
る
は
、
主
君
の
為
に
あ
し
か
る
べ
し
と
言
い
き
か

せ
し
者
あ
り
」（『
著
作
堂
雑
記
』）
と
の
表
現
に
、
崋
山
先
生
を
よ
く
思
わ
な
い
一
派
の
謀
略
と
取
る
向
き
も
あ
る
。

が
、
三
宅
家
譜
撰
集
拝
命
や
、
海
防
掛
、
老
公
の
嫡
子
iし

ん

太た

郎ろ
う

君
の
傅ふ

役
等
の
就
任
、
そ
し
て
蟄
居
中
の
破
格
の
厚

待
遇
等
々
、
そ
の
晩
年
は
藩
主
康
直
公
の
高
配
を
は
じ
め
、
友
信
公
と
の
交
誼
、
真
木
定
前

さ
だ
ち
か

ら
高
配
藩
士
の
表
敬
な

ど
、
思
い
の
ほ
か
温
か
い
善
意
に
囲
ま
れ
て
の
生
活
で
あ
り
、
こ
こ
は
周
り
の
善
意
の
諫
言
や
忠
告
の
交
錯
し
た
中

で
の
、
情
報
の
誤
認
に
発
し
た
杞
憂
の
為
せ
る
と
こ
ろ
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
、
崋
山
先
生
が
最
も
危
惧
し
た
主
君
へ
累
が
及
ぶ
こ
と
の
中
身
で
あ
る
が
、
私
は
、
単
純
に
「
罪
一
等
減

じ
て
国
元
預
か
り
と
な
っ
た
罪
人
の
監
督
不
行
届
き
」
と
い
う
咎
に
留
ま
る
と
は
見
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
罪
人

に
内
々
公
命
を
発
し
て
、
藩
の
借
財
の
代
価
に
当
て
る
絵
を
描
か
せ
た
」
主
君
自
身
の
罪
科
と
い
う
秘
事
が
あ
っ
て
、

そ
の
発
覚
の
危
惧
が
崋
山
先
生
を
狼
狽
さ
せ
た
と
考
え
た
い
の
で
あ
る
。
田
原
の
方
々
か
ら
は
、
お
叱
り
を
頂
戴
し

か
ね
な
い
が
、
名
作
「
猛
虎
図
」
が
、
債
権
者
三
河
の
前
芝
村
の
豪
農
加
藤
廣
正
（
六
蔵
、
加
藤
清
正
の
子
孫
）
の

希
望
を
受
け
、「
崋
山
君
命
（
康
直
侯
）
を
も
っ
て
・
・
・
」（
石
川
鴻
斎
記
）
描
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
耕
織
図
対

幅
の
こ
と
に
触
れ
た
四
月
二
十
九
日
付
（
天
保
十
二
年
）
の
書
簡
中
、
そ
の
揮
毫
の
遅
滞
を
詫
び
る
言
い
訳
の
「
申

上
兼
候
主
用
二
而
」
こ
そ
が
、
蟄
居
中
の
罪
人
崋
山
に
対
す
る
、
借
財
弁
済
の
た
め
の
絵
画
制
作
（
必
ず
し
も
「
猛

虎
図
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
）
と
い
う
世
に
は
ば
か
れ
る
公
命
と
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
同
書
簡
の

「
死
罪
拝
」
等
の
言
い
回
し
や
、
忠
孝
の
精
神
を
子
に
諭
し
た
も
の
と
し
て
は
、
少
々
焦
点
が
ず
れ
た
感
の
す
る
長
男

立
宛
の
遺
書
の
「
二
君
に
仕
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
の
文
面
等
、
い
く
つ
か
脈
絡
を
繋
い
で
い
く
こ
と
で
こ
の
感
を
強
く

す
る
の
で
あ
る
。
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

な
お
、
崋
山
先
生
自
刃
の
後
、
藩
主
に
咎
は
な
く
、
逆
に
奏
者
番
拝
命
な
ど
崋
山
先
生
の
悲
痛
な
決
意
が
実
り
、

ま
さ
し
く
死
し
て
忠
義
を
果
た
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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田
原
町
商
工
会
が
毎
年
行
っ
て
い
る
、

ま
ち
お
こ
し
運
動
「
崋
山
の
郷
土
・
ふ
れ

あ
い
ま
つ
り
」
で
は
、
恒
例
に
よ
っ
て
、

寺
子
屋
が
開
か
れ
、
町
民
の
関
心
を
呼
ん

で
い
る
。
こ
れ
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、

崋
山
の
傑
作
「
一
掃
百
態
図
」
に
由
来
す

る
も
の
で
あ
り
、
当
時
の
寺
子
屋
の
は
た

し
た
役
割
は
、
わ
が
国
の
教
育
史
上
の
み

な
ら
ず
日
本
の
近
代
国
家
の
発
展
に
大
き

な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

寺
子
屋
は
、
未
成
年
者
に
対
す
る
民
衆

教
育
の
機
関
で
、武
士
と
そ
れ
を
除
く
農
、

工
、
商
と
を
身
分
的
に
差
別
す
る
た
め
の

も
の
で
あ
っ
た
が
、「
一
掃
百
態
図
」
が

描
か
れ
た
文
政
期
に
お
い
て
は
、
全
国
的

に
、
寺
子
屋
が
急
増
し
、
学
習
内
容
も
、

読
み
、
書
き
、
そ
ろ
ば
ん
な
ど
を
学
ば
せ
、

全
国
的
に
習
字
が
そ
の
中
核
を
な
し
て
い

た
。
こ
こ
で
の
習
字
と
は
、
毛
筆
の
み
が

筆
記
用
具
で
あ
っ
た
当
時
の
実
情
に
即
し

て
実
用
を
ね
ら
い
と
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
た
め
書
体
も
日
常
生
活
に
頻
繁
に
使

用
さ
れ
た
行
書
体
、
草
書
体
が
主
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
習
字
は
、「
手
習

う
」
こ
と
を
通
し
て
「
も
の
読
む
」
こ
と

を
教
え
、「
手
習
い
読
む
」
こ
と
を
媒
介

し
て
、
そ
の
文
字
や
文
章
を
理
解
さ
せ
よ

う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

わ
が
国
の
寺
子
屋
の
総
数
は
、
約
五
万

と
推
定
さ
れ
て
お
り
、
渥
美
郡
内
で
も
、

一
四
二
（
田
原
八
二
、
赤
羽
根
一
二
、
渥

美
四
八
）
を
数
え
て
い
る
。
崋
山
の
「
一

掃
百
態
図
」
は
、
江
戸
の
生
活
の
中
で
眼

に
触
れ
た
か
ぎ
り
の
、
世
態
、
風
俗
を
描

写
し
た
も
の
で
、
こ
の
中
に
は
、
大
名
行

列
や
武
芸
稽
古
の
よ
う
な
武
家
風
俗
か

ら
、
棒
手
振
り
、
人
足
、
露
店
の
小
商
人
、

さ
て
は
最
下
層
に
属
す
る
雪
駄
直
し
に
い

た
る
ま
で
、
あ
ら
ゆ
る
階
層
の
人
び
と
の

生
態
を
、
す
べ
て
お
な
じ
人
間
と
し
て
、

軽
妙
な
筆
致
を
も
っ
て
リ
ア
ル
に
描
い
て

い
る
。

題
字
「
崋
山
会
報
」
崋
山
会
理
事

小
澤
耕
一

Ｐ
①
　
杞
憂
を
以
て
死
し
た
崋
山
先
生

上
野
憲
示

Ｐ
②
　
田
原
町
商
工
会
長
・
目
　
次

Ｐ
③
　
画
家
渡
辺
崋
山
の
心
象

『
遊
　
魚
　
図
』

Ｐ
④
　
華
山
先
生
略
伝
補
　
�

Ｐ
⑦
　
田
原
町
博
物
館
所
蔵
品
か
ら

Ｐ
⑧
　
崋
山
史
跡

城
宝
寺
�
（
田
原
町
）

Ｐ
⑨

厚
木
六
勝

（
神
奈
川
県
厚
木
市
）

Ｐ
⑩
　
紀
行
文
『
游
相
日
記
』
�

Ｐ
⑭
　
各
地
の
美
術
館
を
訪
ね
て

「
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
」

東
京
都
世
田
谷
区

Ｐ
⑮
　
崋
山
の
実
像
に
ふ
れ
て

崋
山
先
生
の
生
き
方

童
浦
小
学
校
児
童

Ｐ
⑯
　
田
原
町
博
物
館
か
ら
ご
案
内

2
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一
掃
百
態
図
　
寺
子
屋
図

崋山の郷土・ふれあいまつり



重
要
文
化
財
　
遊
魚
図

静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
蔵

天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
絹
本
著
色

縦
一
一
三
・
三
㎝
　
横
五
五
・
四
㎝

款
識
は
「
甲
午
秋
月
戯
寫
崋
山
外
史
」、

印
に
白
文
長
方
印
の
「
崋
山
」
と
朱
文
亀

甲
印
の
「
登
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

崋
山
が
蛮
社
の
獄
で
田
原
に
蟄
居
し
て

い
た
天
保
十
一
年
（
一
八
四
〇
）
の
秋
に

椿
椿
山
に
宛
て
た
『
絵
事
御
返
事
』（
重

要
文
化
財
、
田
原
町
蔵
）
の
中
に
「
海か

い

錯さ
く

図
ハ
海
魚
深
海
中
ニ
遊
泳
ス
ル
ノ
體
ヲ

認
、
先
ツ
古
人
モ
不
画
所
ニ
、
浪
ニ
少
々

古
風
ヲ
加
ヘ
、
魚
ハ
赤お

お

oだ
い

、
青さ

魚ば

、
梭か

ま

魚す

ニ
鰮
丁

ひ
し
こ

ヲ
ア
シ
ラ
ヒ
申
候
」
と
あ
り
、

こ
の
遊
魚
図
は
海
錯
図
に
相
当
す
る
作
品

と
思
わ
れ
ま
す
。
海
錯
と
は
海
の
豊
か
な

恵
み
と
い
う
意
味
で
す
。
椿
山
宛
の
書
簡

に
は
日
付
が
記
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
崋

山
幽
居
中
の
日
記
で
あ
る
『
守
困
日
歴
』

中
の
天
保
十
一
年
十
月
の
記
事
と
一
致
し

て
い
る
た
め
、
制
作
時
期
は
こ
の
年
と
推

定
さ
れ
ま
す
。
年
紀
の
「
甲
午

き
の
え
う
ま

」
は
天
保

五
年
に
あ
た
り
ま
す
が
、
蟄
居
中
の
身
で

あ
る
た
め
、
公
儀
を
憚は

ば
か

っ
て
年
代
を
遡

さ
か
の
ぼっ

て
記
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。「
波
に

少
々
古
風
を
加
え
」
と
い
う
の
は
、
崋
山

が
若
い
頃
、
幾
度
と
な
く
臨
模
し
た
江
戸

狩
野
派
風
の
波
を
指
す
の
で
し
ょ
う
か
。

蟄
居
中
の
崋
山
は
觀
海
居
士
の
号
も
使
用

し
て
い
ま
す
。海
が
近
い
田
原
の
地
で
は
、

多
く
の
取
れ
た
て
の
魚
を
見
る
こ
と
も
可

能
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
赤
o
な
ど
の

魚
は
崋
山
晩
年
の
懐
中
写
生
帖
で
あ
る

『
hれ

い

毛も
う

虫ち
ゅ
う

魚ぎ
ょ

冊さ
つ

』（
足
利
市
草
雲
美
術
館

蔵
）
の
ス
ケ
ッ
チ
を
元
に
完
成
さ
せ
た
も

の
で
、
崋
山
の
晩
年
の
写
実
力
を
存
分
に

発
揮
し
た
も
の
と
い
え
ま
す
。
ま
た
、

「
古
人
も
画
か
ざ
る
所
」
と
あ
り
、
実
際

に
見
通
せ
な
い
深
海
を
遊
泳
す
る
魚
群
の

上
下
に
波
を
配
置
す
る
画
面
構
成
は
時
代

の
荒
波
に
も
ま
れ
た
自
分
の
姿
を
投
影
し

た
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

田
原
町
博
物
館
学
芸
員
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先
生
は
、い
つ
も
雁が

ん

皮ぴ

紙し

の
小
冊
子
を
懐
に
し
て
い
て
、

役
所
に
い
る
と
き
で
も
未
だ
か
っ
て
そ
の
冊
子
を
放
し
た

こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。
旅
に
出
る
と
き
で
も
、
公
務
に
出

る
時
の
駕か

籠ご

の
中
で
あ
っ
て
も
、
眼
に
触
れ
る
物
が
あ
れ

ば
、
模
写
し
な
い
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
の
小

冊
子
は
、
幾
度
か
身
の
丈
ほ
ど
に
も
な
り
ま
し
た
。
い
ま

も
こ
れ
ら
が
あ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

先
生
は
、
三
十
歳
の
頃
か
ら
画
風
が
大
い
に
変
わ
り
ま

し
た
。
そ
れ
以
前
に
描
く
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
大
抵
谷
文

晁
・
北
村（
喜
多
）武
清
な
ど
の
写
生
に
よ
く
似
て
い
ま
し

た
。
そ
の
後
一
家
の
画
風
を
成
し
、
且
つ
西
洋
画
の
陰
影

の
あ
る
絵
に
心
酔
し
、
大
い
に
そ
の
方
法
に
倣
い
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
肖
像
を
描
く
絶
妙
の
境
地
に
到
達
し
ま

し
た
。
そ
れ
故
に
、
有
名
な
人
や
大
家
が
先
生
に
そ
の
肖

像
を
お
願
い
す
る
者
が
多
く
、
中
で
も
佐
藤
一
斎
・
市
河

米
庵
の
肖
像
は
最
も
真
に
迫
る
と
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。

あ
る
時
、
市
河
米
庵
が
肖
像
を
先
生
に
頼
み
ま
し
た
。

す
る
と
、
先
生
は
毎
日
下
谷
の
居
宅
に
出
掛
け
、
数
日
に

し
て
肖
像
を
制
作
し
ま
し
た
。
米
庵
は
大
い
に
悦
び
、
謝

金
を
手
厚
く
し
て
お
礼
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。と
こ
ろ
が
、

先
生
は
そ
れ
を
受
け
取
ろ
う
と
は
せ
ず
に
言
い
ま
し
た
。

「
あ
な
た
が
珍
重
し
て
所
蔵
し
て
お
ら
れ
る
某
の
古
画
帖

（
明
代
の
も
の
　
私
は
そ
の
名
を
忘
れ
ま
し
た
。）
を
常
に

渇
望
し
て
い
ま
し
た
。
も
し
こ
れ
を
い
た
だ
け
れ
ば
そ
れ

で
十
分
で
す
。」

米
庵
は
大
変
惜
し
い
と
思
い
ま
し
た
が
、
や
む
を
得
ず

こ
れ
を
先
生
に
与
え
ま
し
た
。
先
生
は
そ
の
帖
を
懐
に
し

て
直
ぐ
に
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
名
利
に
汲
々
と
し

て
い
な
い
様
子
は
す
こ
ぶ
る
昔
の
賢
人
の
風
格
が
あ
り
ま

し
た
。

因
み
に
、
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。

先
生
が
災
難
に
逢
っ
た
後
、
あ
る
楼
上
で
書
画
の
人
の

集
ま
る
席
が
あ
り
ま
し
た
。
有
名
な
方
々
が
多
く
集
ま
り

ま
し
た
。
あ
る
先
生
が
い
て
、
米
庵
に
聞
き
ま
し
た
。

「
あ
な
た
は
崋
山
を
知
っ
て
い
ま
す
か
、
知
っ
て
い
ま
せ

ん
か
。」

米
庵
は
、

「
知
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ど
こ
の
人
で
す
か
。」

又
、
聞
き
ま
し
た
。

「
あ
な
た
の
肖
像
は
、
ど
な
た
が
描
い
た
物
で
す
か
。」

米
庵
は
答
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
恥
じ
て
顔
を
赤
ら
め

て
去
っ
て
い
き
ま
し
た
。

思
う
に
、
蛮
社
の
獄
で
逮
捕
さ
れ
た
と
き
、
世
上
に
は

様
々
な
説
が
あ
り
ま
し
た
。

だ
か
ら
、
米
庵
は
先
生
が
忌
み
嫌
わ
れ
る
こ
と
を
お
そ

れ
て
、
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

一
座
の
人
は
、
米
庵
を
人
情
の
薄
い
人
だ
と
悪
口
を
言

っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

こ
の
聞
い
た
人
は
、
水
戸
の
東
湖
先
生
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
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先
生
は
、
常
に
西
洋
画
に
心
酔
し
、
紙
切
れ
や
断
冊
の

画
で
も
必
ず
お
金
を
惜
し
ま
ず
、
探
し
て
買
い
ま
し
た
。

し
か
し
、当
時
は
江
戸
に
洋
画
は
は
な
は
だ
稀
で
あ
っ
て
、

旗
崎
鼎か

な
え

（
幡
崎
が
正
し
い
）
な
ど
に
つ
い
て
請
い
求
め
た

け
れ
ど
も
、
大
抵
は
昔
の
銅
版
画
の
類
で
あ
り
ま
し
た
。

後
に
石
版
の
画
の
舶
来
の
物
を
手
に
入
れ
、
い
よ
い
よ
西

洋
画
の
技
の
絶
妙
で
あ
る
こ
と
を
賞
嘆
し
、
そ
の
方
法
を

倣
い
ま
し
た
。
又
、
臙
脂

え
ん
じ

に
着
色
し
た
牡
丹
花
の
如
き
は
、

そ
の
花
の
表
面
が
日
光
を
受
け
る
所
に
丹
の
色
で
以
て
着

色
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
西
洋
の
陰
影
の
方
法
を
工
夫
し

た
、
日
本
で
未
だ
か
っ
て
描
い
た
こ
と
の
無
か
っ
た
新
奇

の
方
法
と
い
う
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
又
、
油
絵
を
描
こ
う

と
い
う
志
が
あ
り
、
既
に
富
嶽
な
ど
の
景
色
を
描
い
て
は

い
ま
し
た
が
、
彩
色
の
材
料
や
筆
・
道
具
に
詳
し
く
な
い

た
め
に
、
途
中
で
止
め
て
し
ま
っ
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

こ
れ
は
私
の
見
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

先
生
は
、
三
十
二
、
三
歳
の
頃
か
ら
、
心
を
深
く
洋
学

に
傾
倒
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
自
分
自
身
で
は
原
書

は
詠よ

み
ま
せ
ん
で
し
た
。
但
し
、
当
時
洋
学
と
い
わ
れ
る

も
の
は
、
た
だ
阿
蘭
陀
（
オ
ラ
ン
ダ
）
国
の
書
冊
が
あ
る

だ
け
で
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
書
物
を
読
解
す
る
者
は
、

江
戸
に
は
小
関
三
英
・
高
野
長
英
・
畠
中
善
良
ら
の
数
人

が
い
る
だ
け
で
し
た
。

先
生
は
、
常
に
小
関
・
高
野
の
二
氏
を
招
き
、
地
誌
・

歴
史
の
類
を
読
ま
せ
、
翻
訳
の
こ
と
ば
を
聞
き
な
が
ら
、

そ
れ
を
筆
記
し
て
冊
子
を
編
集
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
二

人
と
も
洋
学
の
文
章
の
意
味
を
理
解
す
る
の
に
大
変
難
渋

し
、
意
味
の
通
じ
に
く
い
と
こ
ろ
も
多
く
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
な
の
に
、
先
生
は
そ
の
翻
訳
を
聞
き
、
筆
記
す
る
所

は
、
二
人
の
未
だ
及
ば
な
い
意
味
を
理
解
し
、
速
や
か
に

そ
の
文
意
を
明
ら
か
に
し
て
述
べ
、
よ
く
そ
の
原
書
の
要

旨
を
と
ら
え
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
常
に
二
人
は
机
を
叩
い

て
そ
の
頭
の
働
き
の
素
早
い
こ
と
に
感
服
し
て
い
ま
し
た
。

私
が
阿
蘭
陀
の
書
典
を
持
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
の
も
ま

た
、
先
生
の
お
勧
め
で
あ
っ
て
、
毎
歳
春
に
長
崎
の
翻
訳

官
が
阿
蘭
陀
使
節
の
貢
ぎ
物
を
江
戸
に
献
ず
る
時
に
、
必

ず
阿
蘭
陀
の
書
物
を
持
っ
て
く
る
の
で
、（
当
時
江
戸
市

内
の
店
で
は
西
洋
の
書
物
を
売
る
の
は
許
さ
れ
て
い
ま
せ

ん
で
し
た
。
だ
か
ら
、
た
だ
こ
の
時
だ
け
わ
ず
か
に
西
洋

の
書
物
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
し
た
。）

私
に
そ
の
書
物
を
買
わ
せ
て
、
一
室
に
蘭
書
が
棟
に
つ
か

え
る
ほ
ど
に
な
り
ま
し
た
。

こ
う
い
う
訳
で
、
愚
昧
な
私
が
西
洋
の
書
物
の
端
を
窺

い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
も
、
皆
先
生
の
お
陰
で
あ
り
ま

す
。こ

う
い
う
こ
と
で
以
て
、
先
生
の
没
後
数
年
の
後
に
、

私
が
佐
久
間
象
山
に
識
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
も
蔵
書

に
富
む
を
以
て
で
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
私
は
い
つ
も
言

っ
て
い
ま
す
。
象
山
が
私
と
交
っ
て
い
る
の
は
、
蔵
書
と

交
わ
っ
て
い
る
の
だ
と
。

こ
う
し
て
、
笑
い
話
に
し
て
い
ま
す
。

因
み
に
、
こ
ん
な
話
が
あ
り
ま
す
。

私
が
か
っ
て
、「
軍
用
袖
珍
書
（
ミ
リ
タ
イ
ン
サ
ッ
キ

ブ
ッ
ク
）」
を
翻
訳
官
か
ら
購
入
で
き
ま
し
た
。
江
戸
に

5
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は
ま
だ
無
か
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
書
を
手
に
入
れ

て
、「
p

け
ん

林り
ん

必ひ
っ

携け
い

」
を
編
集
す
る
原
本
に
し
よ
う
と
、
深

く
秘
蔵
し
て
人
に
見
せ
ま
せ
ん
で
し
た
。

あ
る
日
、
象
山
が
問
い
尋
ね
て
、
深
雪
を
冒
し
て
私
の

庵
を
訪
ね
て
来
ま
し
た
。

私
は
、
直
ぐ
さ
ま
出
迎
え
て
書
室
に
案
内
し
、
爐
を
囲

ん
で
酒
を
酌
み
交
わ
し
、
数
刻
に
渡
り
閑
談
し
ま
し
た
。

忽
ち
象
山
が
言
い
ま
し
た
。

「
あ
な
た
は
近
頃
軍
事
の
面
で
ぜ
ひ
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い

こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
珍
し
い
書
物
を
手
に
入
れ
た
と
聞

い
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
一
目
見
せ
て
ほ
し
い
。」

私
は
言
い
ま
し
た
。

「
そ
ん
な
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
恐
ら
く
は
誤
っ
て
伝
わ

っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。」
と
。

そ
し
て
、
又
、
杯
を
傾
け
て
話
を
し
て
時
を
移
し
ま
し

た
。酒

も
回
っ
て
き
て
、
象
山
が
又
言
い
ま
し
た
。

「
軍
事
の
面
で
ぜ
ひ
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
珍
し
い
書
物
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。」

私
は
又
答
え
ま
し
た
。

「
あ
り
ま
せ
ん
。」

再
三
こ
の
事
に
つ
い
て
聞
か
れ
ま
し
た
が
、
私
は
遂
に

無
い
と
答
え
ま
し
た
。
象
山
は
、
空
し
く
深
夜
大
雪
を
冒

し
て
帰
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ど
れ
ほ
ど
も
た
た

な
い
で
、
象
山
は
国
に
帰
り
ま
し
た
。

こ
れ
に
よ
っ
て
思
う
に
、
象
山
の
よ
う
な
立
派
な
人
を

欺
く
罪
は
ど
ん
な
に
後
悔
し
て
も
し
き
れ
ま
せ
ん
。
今
を

去
る
こ
と
四
十
余
年
前
の
事
で
す
が
、
夢
の
よ
う
で
あ
り

ま
す
。
私
は
、
象
山
を
知
る
人
に
遇
う
ご
と
に
、
必
ず
こ

の
事
を
述
べ
て
、
仏
に
な
ら
れ
た
人
へ
の
罪
滅
ぼ
し
の
気

持
ち
を
表
し
て
い
ま
す
。

先
生
は
、
常
に
考
え
て
お
ら
れ
ま
し
た
。

耶や

蘇そ

教
は
海
外
で
は
普
通
の
宗
教
で
あ
っ
て
、
決
し
て

邪
宗
で
は
な
い
と
。

深
く
こ
れ
を
疑
問
に
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
当

時
は
厳
禁
で
、
そ
の
一
端
を
窺
う
自
由
も
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。た
ま
た
ま
吉
利
支
略
伝
の
小
冊
子
を
手
に
入
れ
て
、

密
か
に
小
関
三
英
に
就
い
て
こ
れ
を
読
ま
せ
、
且
つ
自
分

で
そ
の
翻
訳
を
記
録
し
ま
し
た
。
こ
の
一
編
の
翻
訳
を
ま

さ
に
終
わ
ろ
う
と
す
る
時
に
、
三
英
は
忽
ち
先
生
が
逮
捕

さ
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
き
、
大
い
に
驚
き
、
且
つ
疑

い
ま
し
た
。
あ
の
方
に
何
の
罪
が
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
き

っ
と
近
頃
先
生
と
訳
読
し
て
い
る
書
物
が
、
耶
蘇
教
の
国

禁
を
犯
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
華
山
先
生
に
何
の
罪

が
あ
ろ
う
か
。
自
分
が
自
首
し
て
先
生
の
災
難
を
免
れ
さ

せ
よ
う
と
。
す
で
に
奉
行
所
に
赴
こ
う
と
し
て
、
さ
ら
に

熟
思
し
て
み
る
に
、
自
分
は
国
禁
を
犯
し
、
主
家
を
巻
き

添
え
に
し
、
磔
の
刑
で
殺
さ
れ
る
辱
め
を
受
け
る
よ
り
は

自
殺
す
る
に
及し

く
も
の
は
な
い
と
。
直
ぐ
さ
ま
、
そ
の
夜

自
刃
し
ま
し
た
。

三
英
は
、
出
羽
の
人
、
岸
和
田
岡
部
侯
に
洋
学
を
以
て

仕
え
ま
し
た
。
大お

お

槻つ
き

盤ば
ん

渓け
い

に
三
英
を
悼
む
詩
が
あ
り
ま
す

が
、
私
は
そ
の
詩
を
忘
れ
ま
し
た
。

研
究
会
員
　
山
田
　
哲
夫

小
関
三
英
の
書
簡



重
要
文
化
財
　
椿
椿
山
筆
渡
辺
崋
山
像

嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）

絹
本
著
色

縦
一
二
六
・
五
㎝
　
横
八
〇
・
二
㎝

絵
に
向
か
っ
て
右
下
の
印
に
白
文
長
方

印
の
「
椿
弼
寫
照
之
印
」
を
使
用
し
て
い

ま
す
。
こ
の
印
を
使
用
す
る
作
品
は
、
肖

像
画
に
限
ら
れ
、
ま
た
、
印
章
の
み
を
押

し
、
姓
名
で
あ
る
「
椿
椿
山
・
弼
」
等
の

表
記
を
し
な
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
他
に
こ

の
印
を
使
用
し
た
作
品
と
し
て
弘
化
二
年

（
一
八
四
五
）
頃
の
作
品
と
推
定
さ
れ
る

「
高
久
靄
j
像
」、
弘
化
四
年
作
の
「
朝

川
善
庵
像
」、
嘉
永
四
年
十
月
作
の
東
京

国
立
博
物
館
所
蔵
「
佐
藤
一
斎
（
８０
歳
）

夫
妻
像
」
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
作
品
に
付
属
す
る
巻
止
に

「
崋
山
先
生
四
十
五
歳
象
癸
丑
十
月
十
一

日
稿
」
の
椿
山
に
よ
る
自
署
と
朱
文
円
印

の
「
椿
山
」
が
押
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

椿
山
（
一
八
〇
一
〜
五
四
）
没
年
の
一
年

前
に
、
崋
山
没
後
の
十
三
周
忌
の
た
め
に

完
成
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

こ
の
図
を
完
成
さ
せ
る
に
あ
た
り
、
椿

山
は
崋
山
没
後
の
三
周
忌
・
七
周
忌
に
稿

を
描
い
て
い
ま
す
。
天
保
十
三
年
（
一
八

四
二
）
の
一
周
忌
に
制
作
す
る
予
定
で
し

た
が
、
崋
山
先
生
の
こ
と
を
考
え
る
と
悲

し
く
筆
を
と
れ
な
い
と
い
っ
た
内
容
が
、

同
じ
崋
山
の
画
弟
子
福
田
半
香
に
宛
て
た

手
紙
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
今
に
も
動
き

だ
し
、
語
り
か
け
て
く
る
よ
う
な
迫
真
性

は
、
師
で
あ
り
、
友
で
も
あ
っ
た
崋
山
の

肖
像
画
技
法
を
忠
実
に
継
承
し
て
い
ま
す
。

こ
の
作
品
は
渡
辺
家
に
伝
来
す
る
崋
山

の
肖
像
画
で
、
昭
和
十
三
年
九
月
五
日
に

重
要
美
術
品
の
認
定
を
受
け
、
昭
和
三
十

年
二
月
二
日
に
他
の
遺
品
と
と
も
に
、
渡

辺
崋
山
関
係
資
料
の
一
部
と
し
て
重
要
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
昭
和
五
十

三
年
三
月
二
十
四
日
に
歴
史
資
料
に
指
定

替
さ
れ
ま
し
た
。

田
原
町
博
物
館
学
芸
員
　
鈴
木
利
昌
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城
宝
寺
の
見
ど
こ
ろ
の
一
つ
に
崋
山
霊

牌
堂
が
あ
り
ま
す
。

霊
牌
堂
建
設
に
あ
た
っ
て
は
「
渡
邊
崋

山
顕
彰
会
」
が
発
足
し
、
名
誉
総
裁
に
吉

田
茂
（
内
閣
総
理
大
臣
）、
名
誉
会
長
に
桑

原
幹
根
（
愛
知
県
知
事
）、
会
長
に
石
黒
利

平
（
田
原
町
長
）、
副
会
長
に
伊
奈
森
太
郎

（
教
育
者
、
崋
山
研
究
家
）
が
就
任
し
ま
し

た
。
実
質
の
発
起
人
は
鈴
木
英
治
（
田
原

座
、
映
画
館
、
料
理
旅
館
な
ど
を
経
営
し

て
い
た
吉
村
屋
の
次
男
）、
藤
井
宗
一
（
赤

松
在
住
）、
橋
村
g
雲
（
城
宝
寺
住
職
）
で

し
た
。
英
治
は
池
ノ
原
公
園
幽
居
邸
建
設

の
発
案
も
し
て
い
ま
す
。
英
治
は
建
設
委

員
長
、
藤
井
は
副
委
員
長
に
就
任
し
、
建

設
費
用
の
寄
附
集
め
に
奔
走
し
ま
し
た
。

こ
の
計
画
は
崋
山
の
遺
徳
を
偲
ぶ
多
く

の
人
々
の
心
を
動
か
し
ま
し
た
。
崋
山
直

系
の
南
画
家
松
林
桂け

い

月げ
つ

（
昭
和
３３
年
文
化

勲
章
受
賞
）
も
そ
の
一
人
で
、
霊
牌
堂
の

天
井
を
飾
る
絵
を
、
当
時
の
著
名
画
家
に

呼
び
か
け
寄
附
を
依
頼
し
ま
し
た
。
発
起

人
ら
は
桂
月
の
紹
介
状
を
携
え
画
家
の
も

と
を
訪
れ
揮
毫
を
依
頼
し
ま
し
た
。

昭
和
三
十
年
五
月
十
四
日
、
発
議
か
ら

わ
ず
か
２
年
を
経
て
、
木
造
瓦
葺
き
約
２９

坪
の
霊
牌
堂
が
完
成
し
ま
し
た
。
ま
た
、

記
念
碑
が
建
立
さ
れ
、
関
係
者
を
集
め
除

幕
式
も
行
わ
ま
し
た
。
碑
文
は
中
村
明
人

（
津
具
村
出
身
、
元
下
関
要
塞
司
令
官
）

に
よ
る
も
の
で
し
た
。

こ
の
年
に
は
、
池
ノ
原
公
園
の
幽
居
邸

復
元
、
銅
像
の
建
立
、
ま
た
崋
山
関
係
資

料
が
国
の
重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
る
な

ど
、
戦
後
の
崋
山
顕
彰
の
記
念
す
べ
き
年

と
な
り
ま
し
た
。

霊
牌
堂
は
本
堂
の
北
側
に
接
し
て
建
設

さ
れ
ま
し
た
。
板
の
間
の
前
室
と
３０
畳
の

外
陣
と
位
牌
が
安
置
さ
れ
る
須し

ゅ

弥み

壇だ
ん

の
あ

る
内
陣
の
３
部
分
に
な
り
ま
す
。
外
陣
の

壁
の
展
示
ケ
ー
ス
に
は
崋
山
及
び
城
宝
寺

ゆ
か
り
の
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

寄
附
さ
れ
た
天
井
画
は
９１
㎝
四
方
の
格

子
内
に
、
径
８１
㎝
の
紙
の
円
窓
に
描
か
れ

て
い
ま
す
。
着
色
或
い
は
墨
書
の
花
鳥
画

で
す
。
全
７３
図
あ
り
、
板
の
間
に
１８
図
、

堂
内
に
５５
図
が
配
置
さ
れ
て
い
ま
す
。
桂

月
が
記
し
た
と
お
り
南
画
系
、狩
野
派
系
、

四
条
派
系
な
ど
、
画
系
も
地
区
も
多
方
面

か
ら
の
作
品
が
集
ま
り
ま
し
た
。
松
林
桂

月
・
雪
貞

せ
っ
て
い

夫
妻
、
文
化
勲
章
受
賞
者
の
奥

田
元
宋
、
佐
藤
太
清
な
ど
そ
う
そ
う
た
る

顔
ぶ
れ
で
、
崋
山
の
霊
前
を
飾
る
に
ふ
さ

わ
し
い
作
品
ば
か
り
で
す
。

絵
の
レ
イ
ア
ウ
ト
は
、
桂
月
門
人
の
白

井
烟
g

え
ん
が
ん

（
豊
橋
市
出
身
。
田
原
町
町
政

功
労
者
）
が
寺
に
宿
泊
し
行
い
ま
し
た
。

霊
牌
堂
入
口
に
は
鈴
木
翠
軒

す
い
け
ん

（
渥
美
町

出
身
、
文
化
功
労
者
）
の
「
崋
山
先
生
霊

牌
堂
」
題
字
が
架
け
ら
れ
、
堂
内
の
壁
に

は
文
化
勲
章
受
賞
者
の
西
川
寧
な
ど
の
書

額
が
１３
面
飾
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
も

霊
牌
堂
建
設
の
た
め
に
各
作
家
よ
り
寄
附

さ
れ
た
も
の
で
す
。

桂
月
の
日
記
（
昭
和
３０
年
５
月
１３
日
）

に
は
幽
居
邸
復
元
、
銅
像
、
霊
牌
堂
の
建

設
に
関
わ
れ
た
感
激
が
次
の
よ
う
に
記
さ

れ
て
い
ま
す
。「
城
寶
寺
の
先
生
靈
牌
堂
の

入
佛
式
に
参
列
す
。
格
天
井
七
十
二
の
寄

附
画
は
、
予
の
名
に
於
て
、
東
都
、
京
都
、

大
阪
、
名
古
屋
の
諸
画
家
の
手
に
よ
っ
て

成
る
も
の
。
此
の
超
画
派
の
寄
贈
は
如
何

に
先
生
の
遺
徳
の
多
き
か
を
想
ふ
に
足
る

も
の
で
あ
る
と
思
ふ
。」、「
予
の
一
生
の
光

榮
、
因
縁
を
思
ひ
て
感
激
の
外
な
し
。」、

「
椿
山
、
幽
谷
（
野
口
幽
谷

ゆ
う
こ
く

。
椿
山
門
人
、

桂
月
の
師
）
二
翁
に
も
な
き
眞
に
榮
あ
る

御
縁
に
涙
さ
へ
浮
か
べ
り
。」
と
。

研
究
会
員
　
中
神
昌
秀
、
増
山
禎
之

霊
牌
堂
の
建
設
経
緯
は
小
沢
耕
一
先
生
、
城

宝
寺
住
職
橋
村
賢
龍
氏
に
伺
い
ま
し
た
。

桂
月
先
生
の
日
記
は
松
林
清
風
氏
よ
り
提
供

を
受
け
ま
し
た
。
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崋
山
・
史
学
研
究
会
の
今
年
の
視
察
旅

行
は
、『
游
相
日
記

ゆ
う
そ
う
に
っ
き

』
の
足
跡
を
訪
ね
て
、

厚
木
市
と
綾
瀬
市
小
園
を
訪
れ
ま
し
た
。

日
記
に
出
て
く
る
厚
木
の
万
年
屋
で
、
崋

山
は
身
分
を
明
か
し
、「
此
里
に
わ
れ
に

ひ
と
し
き
人
し
あ
れ
は
、
迎
ひ
て
夜
を
語

り
あ
か
さ
ま
ほ
し
く
思
ふ
な
り
。
物
読
人

か
、
手
な
と
書
人
か
、
歌
は
い
か
い
、
詩

な
と
好
め
る
人
か
、
は
な
し
好
く
人
か
、

い
つ
れ
話
を
き
か
ま
ほ
し
く
思
え
は
、
呼

た
ま
は
れ
」
と
人
集
め
を
依
頼
し
ま
す
。

そ
し
て
、
集
ま
っ
て
き
た
人
の
中
の
斉
藤

鐘
助
と
い
う
手
習
い
の
師
匠
と
唐
沢
蘭
斉

と
い
う
医
者
の
二
人
が
、
崋
山
に
厚
木
六

勝
の
絵
を
描
く
よ
う
頼
み
ま
す
。
今
回
の

視
察
で
厚
木
六
勝
の
お
お
よ
そ
の
位
置
が

わ
か
り
ま
し
た
の
で
ご
紹
介
し
ま
す
。

◎
仮
屋
喚
渡

か
り
や
の
か
ん
と

現
在
、
相
模
川
の
ほ
と
り
に
、「
厚
木

の
渡
し
」
の
碑
と
「
崋
山
来
遊
記
念
碑
」

が
建
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
、

対
岸
に
向
か
っ
て
描
い
た
と
思
わ
れ
ま

す
。
渡
し
は
、
明
治
四
十
一
年
に
相
模
大

橋
が
開
通
す
る
ま
で
使
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
当
時
を
偲
ぶ
も
の
は
見
ら
れ
ず
、
河

原
に
は
乗
用
車
が
乗
り
入
れ
ら
れ
、
水
遊

び
を
楽
し
む
家
族
連
れ
や
釣
り
人
の
姿
が

見
ら
れ
ま
す
。

◎
桐
堤
　
賞
月

ど
う
て
い
の
し
ょ
う
げ
つ

現
在
の
「
き
り
ん
ど
橋
」
付
近
か
ら
、

桐
辺
堤
を
描
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
桐
苗

を
植
え
た
た
め
、
桐
辺
堤
と
い
う
名
前
が

で
き
た
そ
う
で
す
。
こ
の
辺
り
は
、
当
時

矢
倉
沢
往
還
を
流
れ
る
堀
と
、
別
の
堀
の

合
流
地
点
で
、「
聖
代
（
き
り
ん
ど
）
橋
」

が
か
か
っ
て
い
ま
し
た
。
小
高
い
丘
に
な

っ
て
お
り
、
厚
木
の
街
が
一
望
で
き
た
よ

う
で
す
。

◎
雨
降
晴
雪

あ
ぶ
り
の
せ
い
せ
つ

き
り
ん
ど
橋
付
近
か
ら
見
た
大
山
（
雨

降
山
）
を
描
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
で
も

ビ
ル
は
建
っ
て
い
る
も
の
の
、
大
山
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

◎
相
河
清
流

そ
う
が
の
せ
い
り
ゅ
う

き
り
ん
ど
橋
付
近
か
ら
見
た
相
模
川
を

描
い
た
よ
う
で
す
。
現
在
、
建
物
が
密
集

し
て
堤
防
す
ら
見
え
ま
せ
ん
。

◎
熊
林
暁
烏

ゆ
う
り
ん
の
ぎ
ょ
う
あ

境
内
は
狭
く
な
つ
て
い
ま
す
が
、
熊
野

神
社
の
社
は
残
っ
て
い
ま
す
。
社
の
後
ろ

に
は
、
樹
齢
四
五
〇
年
ほ
ど
の
銀
杏
の
大

木
が
あ
り
ま
す
。
ま
わ
り
は
民
家
に
囲
ま

れ
、
当
時
の
森
の
面
影
は
あ
り
ま
せ
ん
。

◎
菅
廟
驟
雨

か
ん
ぴ
ょ
う
の
し
ゅ
う
う

当
時
は
、「
青
田
中
に
造
り
出
て
」
と

い
う
場
所
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
現
在
は

厚
木
中
学
校
と
な
つ
て
お
り
、
天
神
さ
ま

の
小
祠
も
あ
り
ま
せ
ん
。

崋
山
の
訪
れ
た
当
時
「
厚
木
の
町
の
長

さ
十
八
丁
、
上
三
四
丁
は
巨
商
居
並
ひ
、

い
と
に
き
は
し
く
、
そ
れ
よ
り
下
つ
か
た

は
、
人
の
行
き
ゝ
も
ま
れ
ら
な
り
」
と
い

う
厚
木
の
町
は
、
今
や
人
口
二
十
万
人
を

超
え
る
大
都
市
に
な
っ
て
い
ま
す
。
当
時

の
面
影
を
偲
ぶ
こ
と
な
ど
は
無
理
な
話
で

す
が
、
崋
山
の
足
跡
が
現
在
も
厚
木
に
し

っ
か
り
と
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
驚
き
を

覚
え
ま
し
た
。

研
究
会
員
　
柴
田
雅
芳
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天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
九
月
二
十
日
、
渡
辺
崋
山
は
、

江
戸
湾
海
防
事
情
の
視
察
を
名
目
に
、
弟
子
の
高
木
梧

庵
一
人
を
伴
っ
て
、
江
戸
を
立
ち
大
山
街
道
（
矢
倉
沢
往

還
と
も
い
う
）
を
厚
木
ま
で
の
旅
に
で
ま
し
た
。
そ
の
時

の
日
記
が
『
游
相
日
記
』
で
す
。「
游
相
」
と
は
、「
相
模

国
へ
遊
ん
だ
時
の
」
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
旅
の
大
き
な
目
的
は
、
主
筋
に
当
た
る
三
宅
友
信

の
生
母
、
お
銀
さ
ま
を
訪
ね
る
こ
と
で
し
た
。
お
銀
さ
ま

は
、
相
模
国
早
川
村
の
百
姓
の
娘
で
、
田
原
藩
主
三
宅
康

友
の
侍
女
と
な
っ
て
友
信
を
生
み
ま
し
た
が
、
暇
を
と
っ

て
故
郷
へ
帰
り
、
大
川
家
に
嫁
い
で
い
ま
し
た
。

『
游
相
日
記
』
は
、
わ
ず
か
五
日
間
の
旅
日
記
に
す
ぎ

ま
せ
ん
が
、
お
銀
さ
ま
一
家
と
の
な
ご
や
か
な
ふ
れ
あ
い

を
詳
し
く
載
せ
て
お
り
、
崋
山
の
人
柄
を
し
の
ば
せ
る
さ

わ
や
か
な
紀
行
文
で
す
。
ま
た
、
大
山
街
道
の
田
園
風
景

や
人
物
往
来
の
様
子
な
ど
に
つ
い
て
も
、
写
生
画
を
交
え

て
、
大
変
興
味
深
く
描
い
て
い
ま
す
。

今
回
か
ら
、
数
回
に
渡
っ
て
『
游
相
日
記
』
を
連
載
し

ま
す
。
こ
の
日
記
は
崋
山
を
代
表
す
る
最
も
優
れ
た
日
記

で
も
あ
り
ま
す
。
わ
か
り
や
す
く
内
容
を
ご
理
解
い
た
だ

け
る
よ
う
に
口
語
訳
を
原
則
と
し
て
連
載
し
ま
す
が
、
崋

山
の
持
ち
味
を
し
っ
か
り
と
受
け
と
め
て
い
た
だ
け
る
よ

う
に
、
主
要
な
部
分
に
つ
い
て
は
書
き
下
し
文
の
ま
ま
を

載
せ
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
ご
期
待
下
さ
い
。

天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
九
月
二
十
日
、
高
木
梧
庵
を

つ
れ
て
相
模
国
厚
木
（
神
奈
川
県
厚
木
市
）
に
で
か
け
た
。

空
は
曇
り
で
雨
が
降
っ
て
き
た
。
簑
笠
を
買
い
、
銀
十
一

銭
三
分
。
ま
た
胡
粉
と
朱
砂
（
絵
の
具
）
を
買
っ
た
が
、

値
は
僅
か
一
銖
で
あ
っ
た
。
太
白
堂
の
主
人
長
谷
川
氏
を

訪
ね
、
青
山
（
東
京
都
港
区
）
の
飲
酒
店
に
つ
い
て
銭
二

百
三
十
文
を
払
っ
て
立
ち
去
っ
た
。

『
幾
ほ
と
も
あ
ら
て
帰
ら
ん
旅
な
れ
と
　
し
は
し
わ
か
れ

に
　
袖
し
ほ
り
ぬ
る
　
　
梧
庵
』

道
元
坂
（
渋
谷
区
道
玄
坂
）
で
煙
管
を
買
っ
た
。
銅
銭

七
十
文
。

渋
谷
。
目
黒
。
用
賀
。
瀬
田
。
土
は
黒
く
、
杉
は
黄
色

く
、
稲
は
よ
く
実
っ
て
い
る
。
城
郭
を
出
る
と
平
坦
な
道

が
四
里
ほ
ど
続
き
、
渡
し
が
あ
っ
た
。
二
子
の
渡
し
（
川

崎
市
高
津
区
で
多
摩
川
を
渡
る
）
と
い
う
。
宿
駅
よ
り
三

十
歩
行
く
と
ま
た
宿
場
が
あ
っ
た
。
こ
れ
を
溝
口
（
溝
ノ

口
）
と
い
う
。
土
は
白
く
、
赤
松
が
多
い
。
岡
も
多
く
、

土
地
の
起
伏
が
激
し
く
う
ね
っ
て
い
た
。笹
原（
笹
ノ
原
）。

有
馬
。
小
さ
く
突
き
出
た
禿
げ
山
が
我
々
の
行
く
の
を
見

送
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
土
地
の
様
子
は
自
ず
か
ら
用
賀
や

瀬
田
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
荏
田
（
武
蔵
国
荏
田

村
＝
横
浜
市
青
葉
区
荏
田
町
）
に
泊
ま
っ
た
。

『
客
と
友
に
ま
た
客
に
行
菊
見
か
な

両
方
へ
鶏
の
別
る
、
一
葉
か
な
　
　
一
池
　
印
』

右
の
一
池
と
は
即
ち
亭
主
の
升
屋
喜
兵
衛
で
あ
る
。

『
秋
の
蝶
入
日
を
あ
と
に
後
の
月

秋
の
暮
色
も
か
は
ら
ぬ
辻
地
蔵
　
半
原
村
　
孫
兵
衛
』

荏
田
村
の
升
屋
喜
兵
衛
と
い
う
方
に
泊
ま
る
。
主
人
は

す
こ
ぶ
る
俳
諧
を
好
む
。
名
を
一
池
、
号
を
旭
陽
と
呼
ぶ
。

こ
の
地
は
有
馬
坂
下
と
い
っ
て
、山
が
多
く
田
が
少
な
い
。

芝
（
東
京
都
港
区
）
の
増
上
寺
領
で
、
代
官
は
奥
隅
忠
左

衛
門
と
よ
ぶ
。
産
物
も
な
く
、
村
は
千
二
百
石
、
戸
数
二

百
で
あ
る
。
こ
の
宿
に
夜
に
な
っ
て
着
い
た
。
座
敷
は
奥

の
方
に
ふ
た
間
あ
っ
て
、
新
し
く
造
っ
た
家
で
あ
る
。

我
々
が
借
り
た
部
屋
は
と
く
に
き
れ
い
で
安
心
し
た
。
隣

に
く
し
ゃ
み
を
す
る
人
が
い
た
。
ど
う
し
た
の
か
と
た
ず

ね
る
と
、
こ
の
人
も
旅
の
お
人
で
、
我
々
よ
り
先
に
借
り

て
い
て
、
灯
り
の
も
と
で
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
翁
で
あ
っ

た
。
相
州
今
泉
（
相
模
国
高
座
郡
下
今
泉
村
＝
神
奈
川
県
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海
老
名
市
）
と
い
う
所
の
人
で
、
領
主
、
大
沢
二
十
郎
殿

の
用
事
で
江
戸
へ
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
ひ

と
り
入
っ
て
来
た
人
は
、
相
模
の
山
奥
に
住
む
孫
兵
衛
と

い
う
無
骨
な
男
で
あ
る
。
こ
の
人
は
秋
の
半
ば
か
ら
猪
と

鹿
と
を
打
っ
て
、
都
へ
出
す
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
る
も

の
で
あ
る
。
所
は
半
原
（
相
模
国
愛
甲
郡
半
原
村
＝
神
奈

川
県
愛
甲
郡
愛
川
町
半
原
）
と
い
っ
て
、
烏
山
侯
（
下
野

国
＝
栃
木
県
烏
山
藩
大
久
保
佐
渡
守
三
万
石
）
の
支
封

（
飛
び
領
地
）
で
あ
る
と
い
う
。

主
人
は
酒
を
買
っ
て
き
て
肴
を
用
意
し
、
書
画
を
乞
う

て
き
た
。
酔
い
に
乗
じ
て
、
灯
り
の
も
と
に
数
十
枚
を
揮

毫
。
ま
た
、
半
原
の
孫
兵
衛
、
今
泉
の
佐
右
衛
門
が
酒
と

肴
を
買
っ
て
き
て
書
画
を
求
め
て
き
た
。
ま
た
揮
毫
。
梧

庵
も
ま
た
画
を
作
っ
た
。
こ
う
す
る
う
ち
に
、
酔
い
は
ま

す
ま
す
甚
だ
し
く
、
俳
諧
の
発
句
を
作
っ
て
謝
っ
た
。

今
泉
の
佐
右
衛
門
へ
お
く
る
。

『
荏
田
の
や
と
り
に
て
此
人
に
逢
ふ
。

百
姓
と
寝
も
の
語
や
稲
の
秋
』

半
原
の
孫
兵
衛
に
お
く
る
。

『
い
さ
と
は
ん
紅
葉
の
し
く
れ
も
る
家
か
』

梧
庵
も
ま
た
、

『
中
ゝ
に
逢
に
け
る
か
な
あ
は
さ
ら
は
か
く
も
別
れ
の
お

し
か
ら
ま
し
を
』

こ
の
あ
た
り
の
人
物
は
ど
う
か
と
た
ず
ね
た
が
、
取
り

立
て
て
い
う
ほ
ど
の
者
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。最

近
ま
で
、
京
都
よ
り
や
っ
て
き
た
歌
詠
み
が
い
た
。

飯
山
（
愛
甲
郡
飯
山
村
＝
厚
木
市
飯
山
）
と
い
う
所
に
泊

ま
っ
て
い
て
、
訪
ね
て
く
る
人
も
多
か
っ
た
と
い
う
。
名

は
道
雄
、
藤
原
権
介
と
呼
ん
だ
。
ま
た
、
高
坐
郡
当
麻

（
相
模
原
市
当
麻
）
と
い
う
所
に
時
宗
の
寺
が
あ
り
、
こ

れ
を
当
麻
山
無
量
光
寺
と
い
う
。
寺
主
他
阿
（
陀
阿
＝
俳

号
南
謨
）
は
俳
諧
を
好
み
名
が
と
お
っ
て
い
た
。

荻
野
（
愛
甲
郡
上
荻
野
村
＝
厚
木
市
上
荻
野
）
と
い
う

所
に
、
洞
々
（
高
橋
伊
兵
衛
）
と
い
う
俳
諧
師
が
い
た
。

半
原
の
孫
兵
衛
が
い
う
こ
と
に
は
、
厚
木
と
半
原
は
烏

山
侯
の
領
地
で
あ
る
。
苛
政
（
悪
政
）
が
行
わ
れ
、
度
々

用
金
を
申
し
つ
け
、
一
度
に
厚
木
ば
か
り
に
二
千
両
取
り

上
げ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
苛
政
が
行
わ
れ
て

い
た
の
で
、
棚
村
（
高
座
郡
田
名
村
＝
相
模
原
市
田
名
）

と
い
う
所
に
土
平
治
と
い
う
人
が
お
り
、
つ
い
に
徒
党
を
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く
ん
で
江
戸
に
出
て
門
訴
（
藩
主
に
訴
え
る
）
に
及
び
、

そ
の
土
地
の
責
任
者
で
あ
っ
た
谷
土
地
兵
衛
と
い
う
者

は
、
腹
を
切
っ
て
怨
み
に
こ
た
え
、
土
平
治
も
獄
に
繋
が

れ
て
死
ん
だ
。

※
こ
れ
は
、
聞
き
書
き
に
よ
る
間
違
い
。
土
平
治
は
、

津
久
井
郡
牧
野
村
（
藤
野
町
牧
野
）
の
人
で
、
土
平

治
騒
動
と
田
名
村
八
郎
左
衛
門
の
門
訴
と
混
同
し
て

い
る
。

宿
賃
四
百
六
十
文
。

一
池
（
荏
田
の
升
屋
喜
兵
衛
）
が
い
う
こ
と
に
は
、
最

近
、
狼
が
近
く
の
山
中
に
来
て
住
む
よ
う
に
な
り
、
た
く

さ
ん
の
犬
を
と
っ
て
喰
う
。
夜
な
夜
な
往
来
へ
出
て
人
を

狙
う
の
で
、
通
る
人
も
絶
え
て
な
い
。
人
家
も
ま
た
、
戸

を
固
く
閉
ざ
し
て
外
に
出
な
い
。

ま
た
い
う
。
観
音
講
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
馬
の
売

り
買
い
を
す
る
。
近
く
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
遠
い
国
々

か
ら
も
、
馬
を
持
っ
て
来
ら
れ
る
限
り
は
牽
い
て
き
て
、

売
っ
た
り
、
買
っ
た
り
す
る
。
自
分
が
持
っ
て
い
る
馬
に

あ
き
た
り
、
ま
た
は
、
飼
う
こ
と
が
で
き
な
い
悪
い
馬
な

ど
は
、
良
い
馬
の
よ
う
に
こ
し
ら
え
な
お
し
て
、
互
い
に

見
極
め
て
買
う
。
初
め
て
く
る
人
な
ど
は
、
ひ
ど
い
目
に

あ
っ
て
帰
る
が
、
ま
た
よ
い
目
を
養
う
た
め
に
、
失
敗
も

恐
れ
ず
に
出
て
き
て
、
売
り
買
い
す
る
と
い
う
。
観
音
の

像
を
中
に
置
い
て
す
る
の
で
、
こ
の
名
が
あ
る
。
多
く
は

馬
頭
観
音
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

九
月
二
十
一
日

『
箍
掛
か
し
は
り
あ
け
け
り
萩
の
花

武
長
ツ
タ
（
武
州
長
津
田
）
琴
松
』

長
津
田
の
農
夫
、
松
五
郎
、
名
を
琴
松
と
呼
ぶ
。
私
に

こ
の
句
を
送
っ
て
く
れ
た
。

澤
月
堂
主
人
、
袁
氏
（
袁
宏
道
）
の
瓶
史
（
生
花
の
持

論
書
）
に
興
味
を
深
め
て
、
心
お
ど
り
、
世
間
に
ひ
ろ
め

た
の
で
、
ま
た
号
を
兎
来
と
呼
ん
だ
。

『
米
は
な
に
菊
の
こ
し
を
は
君
折
む
』

琴
松
は
農
夫
で
あ
る
。
私
は
初
め
て
逢
っ
た
が
、
西
畴

（
秋
の
畑
）
に
仕
事
が
残
っ
て
い
る
と
い
っ
て
出
か
け
て

行
っ
た
。

『
は
な
し
か
け
て
麦
蒔
に
行
そ
世
は
豊
か
』

兎
来
、
旭
陽
堂
と
号
し
て
い
る
。
萬
屋
藤
七
と
い
い
、

経
師
（
表
具
師
）
・
行
燈
、
た
ば
こ
を
商
売
と
し
て
い
る
。

『
大
海
や
何
処
ま
て
秋
の
と
ゝ
く
音
　
兎
来
草
』

九
月
二
十
一
日

祖
母
君
、
母
君
の
そ
ば
に
い
る
と
思
い
な
が
ら
、
耳
慣

れ
な
い
鳥
達
が
囀
っ
て
い
る
。
障
子
を
隔
て
て
手
を
た
た

く
の
で
、
こ
れ
は
ど
う
し
た
こ
と
か
と
目
を
さ
ま
す
と
、

宵
に
書
き
散
ら
し
た
反
故
の
中
で
枕
を
高
く
し
て
寝
て
い

た
。
召
使
い
の
女
が
雨
戸
を
開
け
る
と
、
日
は
高
く
、
気

持
ち
よ
く
晴
れ
渡
っ
て
い
て
、
昨
日
越
え
て
来
た
山
々
が

見
え
た
。
よ
う
や
く
出
発
を
す
る
と
、
や
が
て
矢
元
（
武

蔵
国
都
築
郡
谷
本
村
＝
横
浜
市
青
葉
区
谷
本
）
と
い
う
所

に
出
た
。
橋
が
あ
り
、
銭
を
取
っ
て
渡
す
。
武
士
は
銭
は

不
要
で
あ
っ
た
。
恩
田
（
武
蔵
国
都
築
郡
恩
田
村
＝
横
浜

市
青
葉
区
恩
田
）
の
茶
店
で
休
む
。
柿
と
栗
を
買
っ
た
。

銭
は
四
十
文
。

上
下
蛇
行
し
た
道
を
行
く
と
、
漸
く
長
津
田
（
武
蔵
国

都
築
郡
長
津
田
村
＝
横
浜
市
緑
区
長
津
田
）
と
い
う
所
に

着
い
た
。
た
ば
こ
屋
で
休
む
。
主
人
は
、
菊
の
花
を
生
け
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て
い
て
、
客
の
来
た
の
も
知
ら
ず
、
言
葉
も
交
わ
さ
な
い
。

梧
庵
が
い
っ
た
。
あ
な
た
は
、
太
白
堂
主
人
の
い
っ
て
よ

こ
し
た
俳
諧
を
た
し
な
む
方
か
と
問
え
ば
、
い
か
に
も
そ

う
で
あ
る
と
答
え
た
。
そ
れ
な
ら
ば
、
私
達
は
、
江
戸
か

ら
来
た
者
で
あ
る
。
い
さ
さ
か
俳
諧
に
は
た
し
な
み
が
あ

る
が
、
あ
ら
い
ざ
ら
い
ぶ
ち
ま
け
て
も
、
い
う
ほ
ど
に
は

な
っ
て
い
な
い
。
主
人
は
な
お
も
も
の
も
言
わ
ず
、
壁
に

面
し
て
、
こ
の
枝
、
あ
の
枝
を
打
ち
、
動
か
し
て
し
ば
ら

く
し
て
か
ら
、
花
を
生
け
終
わ
っ
た
。
出
迎
え
て
問
う
。

名
を
な
ん
と
申
す
か
と
言
っ
た
。
即
、
渡
邊
登
と
申
す
者

で
あ
る
と
答
え
た
。
俳
諧
に
は
、
ど
の
よ
う
に
呼
ん
で
い

る
の
か
と
い
う
。
や
は
り
登
と
答
え
た
。
い
ま
だ
そ
の
名

前
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
け
れ
ど
も
、
太
白
堂
の
門
下
生

で
あ
ろ
う
か
と
言
っ
た
。
あ
え
て
取
り
立
て
て
い
う
ほ
ど

で
も
な
い
が
、
一
年
に
一
・
二
度
ば
か
り
は
訪
問
す
る
。

誰
に
学
ば
れ
た
か
と
言
う
。誰
に
も
学
び
ま
せ
ん
で
し
た
。

自
分
で
昔
か
ら
し
て
い
る
と
言
っ
た
。
主
人
は
胆
を
つ
ぶ

し
て
、
普
通
の
人
で
は
な
い
と
思
い
、
私
の
い
な
い
所
で

梧
庵
に
た
ず
ね
、
は
て
さ
て
先
生
は
人
を
ば
か
に
す
る
人

か
と
言
っ
た
。
ま
ず
は
奥
に
お
入
り
下
さ
い
と
い
っ
た
。

簡
単
な
住
ま
い
な
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
お
迎
え
で
き
る
所
も

な
い
が
と
い
っ
て
、
酒
を
買
い
、
肴
を
作
っ
て
蕎
麦
を
出

し
た
。
こ
の
蕎
麦
は
、
き
た
な
ら
し
く
て
味
も
悪
い
。
麦

飯
を
頼
ん
だ
。
た
い
へ
ん
良
い
。
松
五
郎
と
い
う
農
夫
も

や
っ
て
来
た
。
家
の
は
し
の
方
に
い
て
、
お
じ
ぎ
を
し
た
。

こ
の
人
は
琴
松
と
い
っ
て
、
こ
の
兎
来
よ
り
は
大
き
な
家

を
持
っ
て
い
て
、
こ
の
夜
、
私
を
泊
め
よ
う
と
し
た
が
、

先
を
急
い
で
い
た
の
で
承
諾
し
な
か
っ
た
。書
画
を
求
む
。

梧
庵
と
と
も
に
数
枚
を
書
い
て
与
え
た
。
な
お
引
き
留
め

て
帰
さ
な
い
の
を
、
振
り
切
っ
て
行
く
。
琴
松
は
や
が
て
、

二
管
の
竹
を
切
っ
た
よ
う
に
、
紙
に
包
ん
で
、
別
れ
の
し

る
し
に
送
ろ
う
と
言
っ
た
。
こ
れ
は
め
ず
ら
し
い
竹
だ
か

ら
と
手
に
と
っ
て
み
れ
ば
、
銭
で
あ
っ
た
。
ま
こ
と
に
興

ざ
め
で
、
断
ろ
う
と

し
た
が
、
た
い
そ
う

素
朴
で
敬
っ
て
い
る

よ
う
な
の
で
、
さ
す

が
に
返
し
に
く
く
、

こ
の
銭
を
持
っ
て
、
酒
と
肴
を
買
い
出
て
行
っ
た
。

平
地
が
小
さ
く
、
山
が
多
い
。
土
も
ま
た
黒
い
。
養
蚕

を
専
ら
に
し
て
い
る
。

蚕
の
本
と
い
う
も
の
は
、
奥
州
か
ら
も
っ
て
き
た
も
の

が
佳
い
も
の
で
あ
る
。
田
と
田
の
間
に
は
、
桑
の
木
が
植

え
て
あ
る
。
木
の
高
さ
は
、
ど
れ
も
五
・
六
尺
位
で
、
梢

を
切
っ
て
、
田
畑
が
蔭
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
あ
る
。

も
し
、
木
陰
が
あ
れ
ば
、
風
を
と
お
さ
ず
、
日
を
さ
え

ぎ
り
、
田
畑
が
痩
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
蚕
の
本
は

こ
の
よ
う
な
図
に
な
っ
て
い
る
。

【
こ
の
と
こ
ろ
へ
蚕
種
の
略
図
を
描
き
下
に
「
立
一
尺

許
」「
横
五
六
寸
許
」
と
書
い
て
あ
る
。
ま
た
、
上
部
へ
、

「
卵
の
数
は
幾
万
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
。
重
な
り
合
っ
て
、

赤
黒
い
色
を
し
て
い
る
。
鮫
の
皮
の
よ
う
だ
。
上
の
方
に

つ
い
て
い
る
も
の
に
は
、あ
る
い
は
白
色
の
も
の
も
あ
る
。

み
ん
な
用
を
な
す
の
に
さ
ま
た
げ
に
は
な
ら
な
い
。」
と

註
釈
し
て
い
る
。】

（
続
）

研
究
会
員
　
加
藤
克
己
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東
京
都
世
田
谷
区
岡
本
２
｜
２３
｜
１

℡
（
〇
三
）
三
七
〇
〇
｜
〇
〇
〇
七

交
通
　
東
急
新
玉
川
線
・
田
園
都
市
線

大
井
町
線
二
子
玉
川
園
駅
下
車

用
賀
行
バ
ス
静
嘉
堂
文
庫
下
車

徒
歩
５
分

三
菱
財
閥
の
基
礎
を
固
め
た
岩
崎
弥
之

助
と
そ
の
長
男
で
、
三
菱
財
閥
を
発
展
さ

せ
た
小
弥
太
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
元
に
し

た
財
団
法
人
の
美
術
館
で
す
。

明
治
時
代
の
実
業
家
で
、
郵
便
汽
船
三

菱
会
社
社
長
就
任
後
、
日
本
郵
船
会
社
を

創
立
し
た
岩
崎
弥
之
助
（
一
八
五
一
｜
一

九
〇
八
）は
造
船
・
銀
行
業
等
に
進
出
し
、

三
菱
財
閥
の
形
成
の
基
礎
を
な
し
ま
す
。

そ
の
後
、
日
本
銀
行
総
裁
に
就
任
し
、
日

本
の
金
本
位
制
確
立
に
も
貢
献
し
ま
し

た
。
ま
た
、
弥
之
助
は
清
末
の
四
大
蔵
書

家
で
、
学
者
陸
心
源
の
蔵
書
約
四
万
冊
を

入
手
し
静
嘉
堂
文
庫
を
創
設
し
ま
す
。

弥
之
助
の
長
男
小
弥
太
（
一
八
七
九
｜

一
九
四
五
）
は
英
国
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学

を
卒
業
し
、
三
菱
合
資
会
社
の
社
長
に
就

任
し
ま
す
。
三
菱
の
造
船
・
銀
行
・
商
事

な
ど
の
各
事
業
を
分
離
し
、
独
立
の
株
式

会
社
に
改
組
し
ま
す
。
ま
た
、
航
空
機
・

電
機
・
保
険
な
ど
新
規
企
業
の
設
立
も
し

ま
し
た
。
文
化
面
で
は
、
西
洋
音
楽
の
振

興
普
及
や
成
蹊
学
園
の
創
立
に
も
尽
力
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
父
弥
之
助
の
創
設
し

た
静
嘉
堂
文
庫
の
蔵
書
を
増
や
し
、
昭
和

１５
年（
一
九
四
〇
）に
東
洋
学
研
究
の
世
界

的
図
書
館
と
し
て
財
団
法
人
静
嘉
堂
を
設

立
し
て
一
般
に
公
開
し
ま
し
た
。
約
二
十

万
冊
の
蔵
書
と
東
洋
古
美
術
を
収
蔵
し
て

い
ま
す
。
博
物
館
登
録
さ
れ
た
昭
和
５２
年

か
ら
は
美
術
品
の
公
開
を
開
始
し
、
平
成

４
年
に
新
美
術
館
が
開
館
し
て
い
ま
す
。

横
浜
以
西
か
ら
美
術
館
へ
行
く
た
め
に

は
、
新
幹
線
新
横
浜
駅
か
ら
横
浜
線
に
乗

り
換
え
て
１
駅
目
の
菊
名
駅
で
東
急
東
横

線
に
乗
り
換
え
ま
す
。
１６
分
ほ
ど
で
自
由

が
丘
駅
に
出
て
、
東
急
大
井
町
線
に
乗
り

換
え
、
８
分
ほ
ど
で
二
子
玉
川
園
駅
に
着

き
ま
す
。
ま
た
、
東
京
方
面
か
ら
は
渋
谷

駅
か
ら
東
急
新
玉
川
線
・
田
園
都
市
線
で

１３
分
で
二
子
玉
川
園
駅
に
着
き
ま
す
。
駅

前
か
ら
用
賀
行
の
バ
ス
ま
た
は
タ
ク
シ
ー

が
便
利
で
す
。
東
京
都
世
田
谷
区
岡
本
の

緑
豊
か
な
小
高
い
丘
陵
地
に
静
嘉
堂
文
庫

美
術
館
が
あ
り
ま
す
。
バ
ス
停
か
ら
は
ゆ

る
や
か
な
登
り
坂
が
続
き
、
開
け
る
と
目

の
前
に
レ
ン
ガ
作
り
の
文
庫
の
建
物
が
見

え
ま
す
。
そ
の
左
手
に
美
術
館
が
あ
り
ま

す
。
絵
画
、
陶
磁
器
、
茶
道
具
等
の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
・
時
期
に
あ
わ
せ
て

展
示
公
開
し
て
い
ま
す
。

静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
に
は
早
く
か
ら
美

術
フ
ァ
ン
に
周
知
の
渡
辺
崋
山
作
品
が
多

数
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
巧
み
な
陰
影
法

を
駆
使
し
て
、
描
か
れ
た
人
物
の
人
格
を

も
表
現
し
た
と
い
わ
れ
る
日
本
の
近
世
を

代
表
す
る
肖
像
画
家
と
し
て
の
評
価
を
与

え
ら
れ
る
崋
山
に
し
て
は
数
少
な
い
実
在

の
女
性
を
描
い
た
重
要
文
化
財「
芸げ

い

妓ぎ

図ず

」

今
回
の
『
崋
山
会
報
第
３
号
　
画
家
・

渡
辺
崋
山
の
心
象
』
に
も
紹
介
し
て
い
る

田
原
蟄
居
中
に
描
い
た
重
要
文
化
財
「
遊

魚
図
」、
雨
あ
が
り
の
山
村
の
柔
ら
か
な

雰
囲
気
を
醸
し
出
す
重
要
美
術
品
「
溪け

い

山ざ
ん

細さ
い

雨う

図ず

」、
晩
秋
の
情
緒
豊
か
な
風
景
を

描
い
た
重
要
美
術
品
「
月げ

っ

下か

鳴め
い

機き

図ず

」
な

ど
が
代
表
的
な
作
品
で
し
ょ
う
。
ま
た
、

文
庫
に
は
、
崋
山
の
学
問
の
師
で
、
昌
平

黌
で
学
ん
だ
松
崎
慊
堂

ま
つ
ざ
き
こ
う
ど
う

の
著
作
で
、
崋
山

の
訪
問
や
蛮
社
の
獄
に
関
連
し
た
事
項
を

記
録
し
た
「
慊
堂
日
暦
」（
４９
冊
、
文
政

６
年
〜
天
保
１５
年
）
や
、
崋
山
の
画
弟
子

椿
椿
山
の
旧
蔵
書
籍
等
も
所
蔵
さ
れ
て
い

ま
す
。田

原
町
博
物
館
学
芸
員
　
鈴
木
利
昌
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広
報
た
は
ら
の
「
崋
山
の
絵
の
特
徴
と

観
賞
の
し
か
た
」
と
い
う
見
出
し
が
目
に

と
ま
り
、
好
き
な
絵
を
観
る
こ
と
が
で
き

る
な
ら
と
、
軽
い
気
持
ち
で
応
募
し
た
の

が
研
究
会
と
の
出
合
い
で
し
た
。
会
員
の

方
々
は
立
派
な
方
の
集
ま
り
で
場
違
い
な

と
こ
ろ
に
き
て
し
ま
っ
た
か
な
と
気
お
く

れ
し
ま
し
た
。
し
か
し
持
ち
前
の
の
ん
き

さ
で
の
仲
間
入
り
で
し
た
。

月
例
会
で
は
、
古
文
書
の
輪
読
な
ど
、

読
め
な
い
時
は
パ
ス
し
、
楽
し
く
参
加
し

て
き
ま
し
た
。
崋
山
と
い
え
ば
今
ま
で
は

「
幼
少
よ
り
絵
を
描
き
、
蘭
学
に
す
ぐ
れ
、

報
民
倉
を
建
て
」
と
、
立
派
な
イ
メ
ー
ジ

ば
か
り
も
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
旅

日
記
等
を
読
む
と
、
来
客
と
よ
く
酒
を
く

み
か
わ
し
、
肴
は
タ
イ
の
厚
切
と
具
体
的

に
記
さ
れ
て
お
り
、
今
の
人
達
と
あ
ま
り

変
ら
な
い
人
間
味
あ
ふ
れ
る
崋
山
像
に
も

ふ
れ
、
主
婦
と
し
て
も
興
味
深
い
も
の
が

あ
り
ま
す
。
挿
入
の
ス
ケ
ッ
チ
画
に
は
風

景
だ
け
で
な
く
、
当
時
の
参
勤
交
代
の
侍

の
姿
、
お
寺
の
僧
な
ど
の
姿
も
描
か
れ
て

お
り
楽
し
い
も
の
で
す
。

「
崋
山
先
生
略
伝
補
」
の
な
か
で
は
、

年
長
者
を
敬
い
、
他
人
に
寛
大
な
様
、
例

え
ば
、
あ
る
時
九
十
才
の
祖
母
が
崋
山
の

大
切
に
し
て
い
た
古
墨
を
「
な
ぜ
木
炭
を

机
の
上
に
飾
る
の
か
。」
と
目
の
前
で
庭

石
に
打
ち
当
て
こ
わ
し
、
火
鉢
の
中
に
入

れ
ま
し
た
が
、
笑
っ
て
と
が
め
ま
せ
ん
で

し
た
。
又
無
気
力
な
人
と
笑
い
話
や
世
間

話
を
し
な
が
ら
、
そ
の
人
に
や
る
気
を
出

さ
せ
る
の
も
た
び
た
び
あ
り
ま
し
た
。
と

書
か
れ
て
お
り
、
ま
す
ま
す
興
味
が
わ
い

て
き
ま
し
た
。

年
一
回
の
研
修
旅
行
で
は
、
崋
山
の
足

跡
を
た
ど
り
、現
地
の
方
の
説
明
を
聞
き
、

今
と
昔
の
風
景
の
違
い
な
ど
往
時
を
し
の

び
楽
し
ん
で
い
ま
す
。
崋
山
先
生
に
興
味

が
あ
り
、
旅
好
き
な
方
、
話
し
好
き
な
方
、

是
非
入
会
さ
れ
、
ご
一
緒
に
郷
土
の
ほ
こ

る
偉
人
に
つ
い
て
楽
し
く
お
し
ゃ
べ
り
が

で
き
た
ら
な
と
思
い
ま
す
。

私
は
、
渡
辺
崋
山
先
生
に
つ
い
て
は
、

有
名
な
画
家
で
あ
る
と
い
う
く
ら
い
の
こ

と
し
か
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

で
も
、
学
校
で
ビ
デ
オ
を
見
せ
て
も
ら

っ
て
か
ら
、
イ
メ
ー
ジ
が
ガ
ラ
リ
と
変
り

ま
し
た
。
崋
山
先
生
は
、
有
名
な
画
家
で

あ
る
と
同
時
に
、
誇
り
高
い
り
っ
ぱ
な
武

士
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
政
治
家
で
あ
る
こ

と
が
分
か
っ
た
か
ら
で
す
。

だ
か
ら
私
は
、
崋
山
先
生
が
自
決
さ
れ

た
こ
と
を
、
と
て
も
残
念
に
思
い
ま
す
。

生
き
て
さ
え
い
れ
ば
、
新
し
い
日
本
の
夜

明
け
が
み
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ

の
後
の
社
会
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か

も
し
れ
な
い
か
ら
で
す
。
日
本
の
歴
史
が

変
っ
て
い
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
、
当
時
の
日
本
人
の
多
く
が
思
っ
て
も

み
な
か
っ
た
「
世
界
の
中
の
日
本
の
あ
り

か
た
」
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
人
だ

っ
た
か
ら
で
す
。

崋
山
先
生
の
「
自
決
す
る
」
と
い
う
決

断
は
本
当
に
残
念
だ
し
、
び
っ
く
り
も
し

ま
し
た
。
や
り
た
い
こ
と
も
、
ま
だ
ま
だ

た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
で
も

崋
山
先
生
は
、「
こ
れ
以
上
、
周
囲
に
迷

惑
は
か
け
ら
れ
な
い
」
と
、
自
決
の
道
を

選
び
ま
し
た
。

「
最
後
ま
で
自
分
の
意
志
を
貫
き
通
し

た
と
い
う
点
で
り
っ
ぱ
だ
」
と
い
う
考
え

方
も
で
き
ま
す
が
、
私
が
同
じ
立
場
に
立

っ
た
と
し
て
も
、
と
て
も
自
殺
は
で
き
ま

せ
ん
。
た
ぶ
ん
そ
れ
は
、
私
の
中
に
「
自

殺
は
い
け
な
い
こ
と
だ
」
と
い
う
考
え
が

あ
る
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
、
そ
の

当
時
は
、
崋
山
先
生
の
よ
う
に
罰
を
受
け

た
人
は
、
自
殺
す
る
の
が
あ
た
り
ま
え
の

時
代
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

私
は
、
も
と
も
と
田
原
に
住
ん
で
い
た

わ
け
で
は
な
い
の
で
、
田
原
町
の
歴
史
に

つ
い
て
は
、
あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
。
で
も

崋
山
先
生
の
ビ
デ
オ
を
見
せ
て
も
ら
っ
て

田
原
の
歴
史
に
も
興
味
が
湧
い
て
き
ま
し

た
。
私
は
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
田
原

の
歴
史
に
つ
い
て
、
少
し
ず
つ
調
べ
て
い

き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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九
月
二
十
九
日
〜
十
月
三
十
一
日

毎
週
月
曜
日
は
休
館
。
た
だ
し
十
月
十

一
日
は
開
館
し
、
翌
日
休
館

企
画
展
　
渡
辺
崋
山
の
書

（
企
画
展
示
室
１
・
２
）

記
念
講
演
会
「
渡
辺
崋
山
と
そ
の
時
代
」

十
月
十
一
日
（
月
）
午
後
１
時
３０
分
〜

崋
山
会
館
鶴
の
間

講
師
　
東
京
大
学
文
学
部
教
授

河
野
元
昭
氏

九
月
二
十
九
日
〜
十
一
月
十
四
日

渡
辺
崋
山
・
椿
椿
山
・
渡
辺
如
山

（
特
別
展
示
室
）

十
一
月
十
六
日
〜
十
二
月
二
十
六
日

渡
辺
崋
山
・
渡
辺
小
華
と
閨
秀
画
家

斎
藤
香
玉
（
特
別
展
示
室
）

十
一
月
三
日
〜
十
二
月
二
十
六
日

渡
辺
崋
山
と
そ
の
時
代
（
企
画
展
示

室
１
）

田
原
の
教
育
Ⅰ
〜
教
科
書
の
歴
史

（
企
画
展
示
室
２
）

一
月
一
日
〜
二
月
二
十
日

谷
文
晁
・
渡
辺
崋
山
と
そ
の
弟
子

（
特
別
展
示
室
）

一
月
一
日
〜
一
月
三
十
日

渡
辺
崋
山
・
小
華
と
そ
の
周
辺
（
企

画
展
示
室
１
）

田
原
の
教
育
Ⅱ
〜
田
原
藩
校
成
章
館

（
企
画
展
示
室
２
）

二
月
一
日
〜
三
月
五
日

郷
土
の
画
人
〜
白
井
烟
z

え
ん
が
ん

（
企
画
展

示
室
２
）

二
月
二
日
〜
二
月
二
十
七
日

郷
土
の
画
人
〜
三
宅
誠の

ぶ

之の

助す
け

（
企
画

展
示
室
１
）

二
月
五
日
〜
三
月
五
日

四
代
の
ひ
な
人
形
・
天
神
（
企
画
展

示
室
２
）

二
月
二
十
二
日
〜
四
月
十
六
日

渡
辺
崋
山
・
椿
椿
山
と
そ
の
周
辺

（
特
別
展
示
室
）

三
月
一
日
〜
四
月
二
十
三
日

花
鳥
画
〜
崋
椿
系
を
中
心
に
（
企
画

展
示
室
１
）

三
月
八
日
〜
四
月
二
十
三
日

人
物
画
〜
椿
椿
山
か
ら
鏑
木
華
国
ま

で
（
企
画
展
示
室
２
）

企
画
展
時
　
　
　
９
月
２９
日
〜
１０
月
３１
日

観
覧
料
　
一
般
三
〇
〇
円
（
二
四
〇
円
）

小
中
生
一
〇
〇
円
（
八
〇
円
）

平
常
展
時
　
　
　
１１
月
３
日
〜
３
月
３１
日

毎
週
月
曜
日
は
休
館

１１
月
２
日
は
臨
時
休
館

観
覧
料

一
般
二
一
〇
円
（
一
六
〇
円
）

小
中
生
一
〇
〇
円
（
八
〇
円
）

（

）内
は
二
十
名
以
上
の
団
体
の
料
金

崋
山
会
報
第
三
号

平
成
一
一
年
一
〇
月
一
一
日

編
集
発
行
財
団
法
人
崋
山
会

事
務
局
長
　
中
神
洋
一

〒
四
四
一
｜
三
四
二
一

愛
知
県
渥
美
郡
田
原
町
田
原
巴
江
一
二
の
一

ＴＥＬ
○
五
三
一
二
・
二
・
一
七
○
○

ＦＡＸ
○
五
三
一
二
・
二
・
一
七
○
一

編
集
・
協
力

田
原
町
博
物
館

館
　
長
　
鈴
木
啓
之

副
館
長
　
加
藤
　
均

係
　
長
　
寺
田
博
隆

学
芸
員
　
鈴
木
利
昌

崋
山
・
史
学
研
究
会

会
長
　
渡
辺
亘
祥

林
　
和
彦
　
尾
川
新
一

山
田
哲
夫
　
我
部
山
正

林
　
哲
志
　
小
川
金
一

柴
田
雅
芳
　
増
山
禎
之

加
藤
克
己
　
中
神
昌
秀

崋
山
会
・
理
事

福
井
半
治
　
小
澤
耕
一

大
羽
　
敏
　
加
藤
寛
二

※
崋
山
会
報
ご
希
望
の
方
は
崋
山
会
館
・

田
原
町
博
物
館
に
お
申
し
出
下
さ
い
。

次
回
発
行
予
定
一
二
年
三
月
一
一
日

16

��
��
��

重
要
文
化
財

渡
辺
崋
山
筆
自
筆
墓
表

田
原
町
蔵


