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平成14年4月11日�

渡辺崋山幽居跡

田
原
か
ら
日
本
を
変
え
よ
う
　
―
渡
辺
崋
山
の
今
日
的
意
義
―

作
　
家
　
童

門

冬

二

日
本
の
各
地
方
で
地
方
分
権
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
考
え

よ
う
に
よ
っ
て
は
地
方
自
治
体
が
江
戸
時
代
の
“
藩
（
大
名
家
）
‘
に
戻
る
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
・
自
前
の
政
策
を
立
案
し
、
実
行
す
る
・
そ
の

た
め
の
財
源
を
み
ず
か
ら
調
達
す
る
・
地
域
の
特
性
（
地
域
文
明
）
を
創
造
し
、

情
報
と
し
て
発
信
す
る
、
な
ど
が
主
要
な
仕
事
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
国

（
政
府
）
が
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ニ
マ
ム
を
実
現
し
、
地
方
は
ロ
ー
カ
ル
・
マ
キ

シ
マ
ム
を
実
現
し
て
、
互
い
に
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
な
が
ら
、
日
本
を
向
上
さ
せ
る
と
い
う
こ

と
で
し
ょ
う
。

そ
う
な
る
と
、
地
域
で
く
ら
し
て
も
地
域
の
こ
と
だ
け
に
関
心
を
持
っ
て
い
て
も
ダ
メ
だ
、
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
国
際
情
報
・
国
内
情
報
・
地
域
情
報
の
す
べ
て
に
目
を
ひ
ら
き
、
耳
を
立
て
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
“
世
界
の
中
で
・
日
本
の
中
で
、
そ
の
地
域
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
‘
を
考
え
る
の
が
、
い

ま
の
よ
う
な
Ｉ
Ｔ
社
会
で
の
地
域
の
生
き
か
た
で
し
ょ
う
。

渡
辺
崋
山
は
、
江
戸
末
期
の
日
本
で
こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
認
識
し
、
行
動
し
ま
し
た
。
わ
ず
か
一
万

二
千
石
の
田
原
藩
三
宅
家
の
藩
士
で
あ
り
な
が
ら
、
極
端
に
い
え
ば
、

「
田
原
か
ら
日
本
を
変
え
る
」

と
い
う
理
想
を
か
か
げ
た
の
で
す
。
江
戸
時
代
の
日
本
は
鎖
国
し
て
い
た
と
い
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
崋

山
は
そ
う
は
考
え
ま
せ
ん
。

「
長
崎
港
は
開
か
れ
て
い
る
。
中
国
と
オ
ラ
ン
ダ
と
は
依
然
と
し
て
交
流
し
て
い
る
。
つ
ま
り
部
分
開
国

し
て
い
る
の
だ
」

と
考
え
ま
す
。
お
な
じ
よ
う
な
考
え
か
た
を
す
る
学
者
た
ち
と
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
り
、
世
界
情
勢
を
分

析
し
、
そ
の
な
か
で
日
本
の
あ
り
か
た
・
幕
府
の
あ
り
か
た
・
藩
の
あ
り
か
た
を
模
索
し
ま
す
。
そ
し
て

「
日
本
人
の
あ
り
か
た
」

を
探
求
し
ま
す
。
こ
の
前
提
に
立
っ
て

「
田
原
藩
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
」

と
考
え
た
の
で
す
。
つ
ま
り
田
原
藩
の
ロ
ー
カ
ル
・
マ
キ
シ
マ
ム
を
設
定
し
た
の
で
す
。
財
政
難
克
服

の
た
め
に
、
当
時
一
流
の
農
政
学
者
大
蔵
永
常
を
招
い
て
産
業
振
興
を
お
こ
な
っ
た
り
、
江
戸
の
一
流
学

者
と
交
流
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え
を
藩
政
に
導
入
し
ま
し
た
。
こ
れ
は
崋
山
が
文
や
絵
に
す
ぐ
れ
た
才

能
を
も
つ
雅
人
だ
っ
た
こ
と
も
影
響
し
て
い
ま
す
。
こ
う
し
て
田
原
藩
を
改
革
し
、
そ
の
成
果
を
幕
（
国
）

政
に
反
映
さ
せ
る
、
と
い
う
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
お
こ
な
い
ま
し
た
。
東
京
の
地
名
に
三
宅
坂
（
田
原
藩

の
江
戸
邸
所
在
地
）
と
い
う
地
名
が
あ
る
の
も
、
そ
ん
な
話
し
の
ひ
と
つ
で
し
ょ
う
か
。



平
成
元
年
、
こ
の
年
私
は
田
原
南
部
小

学
校
で
六
年
を
担
任
し
て
い
た
。
江
戸
前

期
の
学
習
は
野
田
村
と
赤
羽
根
村
が
争
っ

た
「
比
留
輪
山
争
動
」
を
取
り
扱
っ
た
の

で
、
後
期
は
「
渡
辺
崋
山
」
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
し
て
い
た
。「
渡
辺
崋
山
」
の

授
業
で
は
、
二
つ
の
特
色
を
出
す
こ
と
に

し
た
。
一
つ
は
資
料
と
し
て
小
澤
耕
一
先

生
の
書
か
れ
た
「
少
年
物
語
　
渡
辺
崋

山
」
を
用
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
授
業

に
豊
橋
南
高
等
学
校
の
別
所
興
一
先
生
の

登
場
を
願
う
こ
と
で
あ
る
。

平
成
元
年
十
月
二
六
日
、
第
一
回
目
は

私
の
授
業
。

「
渡
辺
崋
山
に
つ
い
て
、
知
っ
て
い
る

こ
と
を
発
表
し
て
く
だ
さ
い
」
の
問
い
掛

け
か
ら
始
め
た
。「
大
名
行
列
が
通
る
の

に
、
ボ
ー
と
し
て
い
て
叱
ら
れ
た
」「
薪

を
拾
い
な
が
ら
本
を
読
ん
で
い
た
」（「
そ

や
あ
二
宮
金
次
郎
だ
ぞ
」の
キ
ツ
イ
反
論
）

「
幕
府
に
睨
ま
れ
た
人
」
な
ど
の
意
見
が

出
た
。
次
に
「
少
年
物
語
　
渡
辺
崋
山
」

を
一
冊
ず
つ
配
り
、
指
名
し
て
大
き
な
声

で
本
文
を
読
ま
せ
た
が
、
途
中
で
チ
ャ
イ

ム
が
鳴
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
日
の
午
後
、
第
二
回
目
は
別
所
先

生
の
授
業
。

授
業
が
始
ま
る
と
、
別
所
先
生
は
「
近

代
日
本
の
夜
明
け
前
の
人
」と
板
書
を
し
、

子
ど
も
た
ち
の
顔
を
見
渡
し
な
が
ら
ゆ
っ

く
り
し
た
口
調
で
説
明
を
始
め
た
。
し
か

し
、
高
等
学
校
の
先
生
ら
し
く
「
ど
う
言

っ
た
ら
い
い
の
か
な
」
と
説
明
に
窮
す
る

場
面
も
見
ら
れ
た
。
次
に
「
①
画
家
②
田

原
の
家
老
様
③
外
国
事
情
を
勉
強
」
の
三

項
目
に
つ
い
て
詳
し
く
解
説
を
し
た
。
私

に
は
あ
れ
や
こ
れ
や
と
質
問
す
る
子
ど
も

た
ち
も
、
こ
こ
に
来
て
別
所
先
生
の
顔
を

食
い
入
る
よ
う
に
見
つ
め
、
説
明
の
こ
と

ば
を
全
部
頭
の
中
へ
入
れ
よ
う
と
集
中
し

た
。
私
の
授
業
に
は
見
ら
れ
な
い
光
景
が

出
現
し
た
。
今
度
は
「
ち
ょ
っ
と
先
生
、

崋
山
先
生
は
江
戸
の
お
屋
敷
に
住
ん
で
い

た
ん
で
す
か
」
の
よ
う
に
、
私
が
話
の
途

中
へ
割
り
込
む
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

別
所
先
生
の
登
場
は
、
こ
の
後
三
回

目
・
四
回
目
と
続
き
、
子
ど
も
た
ち
に
は

得
難
い
経
験
の
授
業
と
な
っ
た
。
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字
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崋
山
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山
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理
事
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渡
辺
崋
山
筆
　
一
路
功
名
図

い
ち
ろ
こ
う
み
ょ
う
ず

文
化
十
二
年
（
一
八
一
五
）
紙
本
淡
彩

縦
一
二
八
・
〇
㎝
　
横
三
三
・
〇
㎝

個
人
蔵

款
識
は
、
画
面
左
に
「
乙
亥
春
日
写
于

寓
画
斎
　
華
山
」
と
あ
り
、
落
款
印
に

白
文
円
形
印
の
「
邊
静
」
と
朱
文
方
形
印

の
「
寓
画
斎
」
を
、
右
下
に
白
文
長
方
印

の
「
山
水
清
音
」
を
使
用
し
て
い
ま
す
。

水
面
を
波
立
た
せ
る

ほ
ど
の
強
い
風
の
中

を
、
そ
の
風
に
立
ち
向

か
う
か
の
よ
う
な
白
鷺

が
岩
上
に
孤
立
し
て
い

ま
す
。
白
鷺
の
後
方
に

は
、
伸
び
や
か
な
蘆
が

風
を
受
け
て
い
ま
す
。

先
ほ
ど
ま
で
雨
雲
ま
じ

り
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
日
差
し
が
差
し

込
み
始
め
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。
ま
だ

な
お
暗
い
雨
雲
を
墨
流
し
の
描
法
で
描
い

て
い
ま
す
。

渡
辺
崋
山
は
、
関
東
文
人
画
界
の
大
御

所
で
、
寛
政
の
改
革
を
行
な
っ
た
松
平
定

信
の
寵
愛
を
受
け
た
谷
文
晁
（
一
七
六
三

〜
一
八
四
〇
）
の
画
塾
写
山
楼
に
多
く
通

っ
て
い
ま
す
。
こ
の
写
山
楼
で
、
一
七
三

一
年
に
長
崎
に
来
日
し
た
清
の
画
人
で
、

色
彩
あ
ざ
や
か
な
写
実
的
花
鳥
画
を
多
く

描
き
、
人
気
の
あ
っ
た
沈
南
蘋
の
作
品
を

多
く
模
写
し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
作
品
も

沈
南
蘋
の
画
風
を
学
習
し
た
も
の
で
す
。

ま
た
、崋
山
は
文
化
六
年
の
十
七
歳
の
時
、

父
の
世
話
で
、
南
蘋
派
の
金
子
金
陵
（
？

〜
一
八
一
七
）
に
つ
き
、
文
晁
の
弟
子
で

あ
っ
た
金
陵
の
紹
介
で
写
山
楼
に
出
入
り

す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

図
中
の
年
紀
は
、
文
化
十
二
年
で
、
同

年
の
手
記
で
あ
る
「
寓
画
堂
日
記
」（
元

旦
か
ら
大
晦
日
ま
で
の
日
記
で
す
が
、
九

月
十
三
日
か
ら
十
一
月
七
日
の
記
述
は
欠

落
し
て
い
ま
す
。
個
人
蔵
）
に
こ
の
作
品

に
関
連
す
る
と
思
わ
れ
る
記
述
が
あ
り
ま

す
。
二
月
三
日
の
条
に
は
、「
入
湯
上
寫

山
樓
摸
南
蘋
晩
昏
帰
来
夜
直
公
用
畢
而
摸

…
丑
刻
寝
」、
同
十
二
日
の
条
に
、「
終
日

登
寫
山
樓
摸
南
蘋
夜
課
摸
…
子
刻
寝
」、

同
十
五
日
の
条
に
、「
描
蘆
鷺
図
翠
岳
君

発
会
上
堂
四
ツ
半
時
帰
」
と
あ
り
、
こ
の

二
月
十
五
日
の
条
で
、「
蘆
鷺
図
」
と
記

録
さ
れ
た
作
品
が
こ
の
「
一
路
功
名
図
」

と
考
え
ら
れ
ま
す
。
前
年
に
は
、「
蘆
汀

双
鴨
図
」（
常
葉
美
術
館
蔵
）
や
同
じ
年

の
鹿
図
（
個
人
蔵
）
な
ど
他
に
も
多
く
の

沈
南
蘋
に
強
く
影
響
を
受
け
た
と
思
わ
れ

る
作
品
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
当
時
の
文

人
画
家
達
は
、
日
本
に
渡
来
し
た
中
国
画

家
の
作
家
の
代
表
格
で
あ
る
沈
南
蘋
を
盛

ん
に
摸
写
し
て
い
ま
す
。
中
国
秦
嶺
山
脈

の
東
側
に
そ
び
え
る
名
山
で
、
峡
西
省
華

陰
県
に
あ
る
西
岳
に
あ
た
る
「
崋
山
」
を

画
号
に
使
用
し
た
渡
辺
崋
山
も
そ
の
ひ
と

り
で
し
た
。

田
原
町
博
物
館
学
芸
員

鈴
木
利
昌
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前
回
の
脚
注
⑤
で
予
告
し
た
通
り
、
朱
子
学
と
陽
明
学

に
つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。

朱
子
学
も
陽
明
学
も
、
儒
学
の
中
の
立
場
を
異
に
す
る

学
説
で
す
。
儒
学
と
は
、
中
国
の
春
秋
時
代
（
前
七
七
〇

〜
前
四
〇
三
）
に
孔
子
（
前
五
五
一
〜
前
四
七
九
）
が
始

め
た
儒
教
に
、
実
践
倫
理
・
政
治
哲
学
的
要
素
が
加
え
ら

れ
、
教
学
と
し
て
成
立
し
た
も
の
で
す
。
日
本
へ
も
四
〜

五
世
紀
に
伝
え
ら
れ
、
政
治
や
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与

え
ま
し
た
。

一
つ
の
学
説
が
広
く
浸
透
す
る
と
、
い
ろ
い
ろ
な
考
え

方
が
出
て
く
る
も
の
で
、
儒
学
も
こ
の
例
に
も
れ
ず
、
中

国
の
宋
の
時
代
（
九
六
〇
〜
一
二
七
九
）
に
、
新
し
い
考

え
が
現
れ
ま
し
た
。
そ
の
考
え
を
集
大
成
し
た
の
が
朱
子

（
一
一
三
〇
〜
一
二
〇
〇
）
で
、
そ
の
儒
学
思
想
を
朱
子

学
ま
た
は
宋
学
と
い
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、
同
時
代
の

陸
象
山
（
一
一
三
九
〜
一
一
九
二
）
が
朱
子
学
の
考
え
に

対
抗
す
る
学
説
を
出
し
ま
す
。
こ
れ
を
継
承
し
、
明
の
時

代
（
一
三
六
八
〜
一
六
四
四
）
に
王
陽
明
（
一
四
七
二
〜

一
五
二
八
）
が
朱
子
学
に
対
抗
し
て
唱
え
た
学
説
が
陽
明

学
で
、
王
学
と
も
陸
王
学
と
も
い
い
ま
す
。

朱
子
学
は
、
日
本
へ
は
鎌
倉
時
代
に
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す
が
、
本
格
的
に
受
容
さ
れ
た
の
は
、
明
末
に
あ
た
る
江

戸
初
期
で
あ
る
た
め
、陽
明
学
も
同
時
に
受
容
さ
れ
ま
す
。

江
戸
初
期
の
儒
学
者
藤
原
惺
窩
は
、
朱
子
学
に
拘
泥
せ
ず

に
陽
明
学
も
受
容
し
ま
す
。
し
か
し
、
惺
窩
の
弟
子
で
朱

子
学
を
志
し
た
林
羅
山
が
家
康
に
登
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ

り
、
朱
子
学
は
、
後
に
、
幕
府
学
問
所
で
あ
る
昌
平
黌
で

講
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
後
、
松
平
定
信
の

寛
政
異
学
の
禁
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
朱
子
学
は
、
幕
府

の
正
学
と
な
っ
て
い
き
ま
す
。

そ
れ
に
対
し
、
陽
明
学
は
、
日
本
で
初
め
て
陽
明
学
の

み
を
信
奉
す
る
こ
と
に
な
っ
た
中
江
藤
樹
以
降
、
熊
沢
蕃

山
・
佐
藤
一
斎
・
大
塩
中
斎
等
学
者
は
出
ま
す
が
、
明
確

な
学
派
を
形
成
す
る
こ
と
な
く
幕
末
に
至
り
ま
す
。

二
つ
の
学
派
の
大
き
な
違
い
と
し
て
、
万
物
を
構
成
す

る
「
理
」
と
「
気
」
の
捉
え
方
の
違
い
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

朱
子
は
、
万
物
を
理
と
気
の
結
び
つ
い
た
も
の
と
し
、

理
気
二
元
論
の
立
場
を
と
り
ま
す
。
朱
子
学
で
は
、
実
体

（
理
）
は
気
と
結
び
つ
か
な
い
と
現
象
と
な
ら
な
い
と
考

え
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
、
王
陽
明
は
、
気
を
唯
一
の
実
体

と
し
、
理
を
気
の
状
態
に
即
し
た
法
則
と
す
る
理
気
一
元

（
合
一
）
論
の
立
場
を
と
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
陽
明
学
で

は
、
実
体
（
気
）
即
現
象
と
な
り
ま
す
。
現
象
態
が
実
体

だ
か
ら
「
心
即
理
」
と
考
え
、
陽
明
は
知
行
合
一
＝
認
識

即
実
践
の
方
法
論
を
確
立
し
ま
す
。

孔
子
像
（
渡
辺
崋
山
筆
）

ち
な
み
に
、
陽
明
の
死
後
、
陽
明
学
派
は
、
陽
明
の
四

言
教
の
解
釈
を
め
ぐ
り
右
派
と
左
派
に
対
立
し
ま
す
。
陽

明
学
右
派
は
、実
体
と
現
象
を
対
立
さ
せ
る
立
場
を
と
り
、

陽
明
学
左
派
は
、
実
体
と
現
象
を
一
致
さ
せ
る
立
場
を
と

り
ま
す
。
陽
明
学
右
派
は
、
思
想
的
に
は
、
実
体
と
現
象

を
分
離
す
る
朱
子
学
に
近
づ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
で
す

か
ら
、
陽
明
学
右
派
は
、
朱
子
学
を
否
定
で
き
ず
、
幕
藩

体
制
下
の
日
本
の
陽
明
学
派
は
み
な
朱
王
折
衷
の
態
度
を

と
り
、
崋
山
の
師
・
佐
藤
一
斎
は
、「
陽
朱
陰
王
」
と
言

わ
れ
ま
す
。

鳥
居
耀
蔵
が
蛮
社
の
獄
の
時
に
提
出
し
た
告
発
状
に
、

「
崋
山
が
大
塩
平
八
郎
と
通
信
し
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
」

と
い
う
一
文
が
あ
り
ま
す
が
、
陽
明
学
と
い
う
思
想
的
な

こ
と
が
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
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小
鳥
が
大
鳥
の
こ
と
を
学
ぶ
の
は
、
分
限
を
知
ら
な
い

よ
う
で
す
が
、「
志
は
満
べ
か
ら
ず
」
と
も
い
い
ま
す
。

徒
然
草
に
も
、「
物
思
ひ
立
ん
に
は
、
事
傷
る
ゝ
を
も
顧

る
べ
か
ざ
る
」（
物
を
思
い
立
っ
た
ら
、
事
が
破
れ
て
も

顧
み
る
な
）
と
あ
り
ま
す
。
行
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
て
み

た
か
っ
た
の
で
す
が
、『
孔
子
家
語
』
に
「
子
養
ん
と
欲

れ
ど
も
、
親
と
ゞ
ま
ら
ず
、
木
定
ら
ん
と
欲
れ
ど
も
、
風

止
ま
ず
」（
子
が
親
に
孝
養
を
尽
く
そ
う
と
す
る
頃
に
は

親
が
な
く
な
っ
て
い
る
、
木
が
動
く
の
を
や
め
よ
う
と
思

っ
て
も
風
が
止
ま
な
い
。
ど
ち
ら
も
、
親
孝
行
し
よ
う
と

す
る
時
に
は
親
は
死
ん
で
い
る
、
と
い
う
意
味
。
思
う
よ

う
に
な
ら
な
い
こ
と
の
例
え
。）
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の

で
、
い
っ
た
ん
学
び
終
わ
っ
た
ら
早
々
に
帰
府
し
、
孝
養

を
尽
く
し
た
い
気
持
ち
を
詩
に
表
し
、
今
す
ぐ
に
で
も
家

を
出
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
、
父
が
私
の
様
子
か
ら
事
態
を
悟
り
、
心
痛
し
、

太①
　
白
堂
C
石
や
堀
備
後
な
ど
に
頼
ん
で
、
私
の
気
持
ち
を

変
え
さ
せ
よ
う
と
し
ま
し
た
。

①
　
崋
山
の
親
友
の
俳
人
・
五
世
太
白
堂
（
加
藤
C

石
）。
文
政
四
年
（
一
八
二
一
）
没
。

そ
の
こ
ろ
、私
が
夜
遅
く
帰
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

父
は
病
を
抱
え
て
い
た
の
で
す
が
、
途
中
ま
で
迎
え
に
出

て
い
ま
し
た
。
私
は
、
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
す
が
、

父
は
私
に
知
ら
れ
な
い
よ
う
に
帰
っ
た
の
で
、
私
も
気
づ

か
な
い
ふ
り
を
し
ま
し
た
。
私
が
帰
っ
て
か
ら
、
父
が
な

に
く
わ
な
い
顔
で
挨
拶
を
し
て
く
れ
た
時
に
は
、
私
の
胸

が
ふ
さ
が
り
、
ひ
そ
か
に
両
袖
を
涙
で
湿
ら
せ
た
も
の
で

す
。
こ
の
一
事
に
感
じ
入
っ
て
、
ま
た
し
て
も
志
が
く
じ

け
て
し
ま
い
ま
し
た
。

そ
の
後
、
父
は
年②
　
寄
役
を
命
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
ま
も

な
く
大
病
に
な
り
、
隠③
　
居
し
ま
し
た
。
そ
の
後
も
病
は
続

き
、
二
年
ほ
ど
は
昼
夜
看
病
に
あ
た
り
、
ほ
か
の
こ
と
に

は
構
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
父
の
死
後
、
借
財
な
ど
の
た
め

に
、
千
辛
万
苦
し
た
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

家
督
を
継
い
だ
後
は
、
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
こ
と
ば
か

り
で
、
つ
い
に
今
年
四
十
六
歳
の
夢
路
を
た
ど
る
こ
と
と

な
り
ま
し
た
。
世
に
生
ま
れ
て
よ
り
、
こ
れ
ま
で
に
書
い

て
き
た
と
お
り
、
心
労
多
慮
の
艱
難
を
経
て
、
つ
い
に
難

治
の
病
身
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

②
　
文
政
二
年
（
一
八
一
九
）
に
、
父
定
通
が
御
勝
手

御
年
寄
順
席
を
仰
せ
つ
け
ら
れ
る
。

③
　
定
通
が
隠
居
し
た
の
は
、文
政
七
年（
一
八
二
四
）。

同
年
、
定
通
没
す
。
隠
居
後
二
年
ほ
ど
看
病
し
た
と

い
う
の
は
、
崋
山
の
勘
違
い
と
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
母
の
こ
と
で
す
が
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
苦

節
を
し
の
い
で
き
た
の
で
、
他
人
の
母
と
は
比
べ
よ
う
の

な
い
苦
労
を
し
て
き
ま
し
た
。
私
が
あ
っ
て
、
母
の
老
後

を
養
う
こ
と
は
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
る
に
、

私
は
、
一④
　
昨
年
か
ら
ま
す
ま
す
疲
労
し
、
何
分
に
も
不
慮

5
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の
病
が
生
じ
は
し
な
い
か
と
心
配
し
て
い
ま
す
。。

④
　
天
保
七
年
（
一
八
三
六
）「
登
病
を
お
し
て
出
勤

を
続
け
、
遂
に
九
月
よ
り
年
末
に
か
け
て
大
病
と
な

る
。」（
崋
山
会
『
崋
山
年
譜
』
四
十
八
頁
）

昨⑤
　
年
、
弟
が
死
ん
で
か
ら
は
な
お
さ
ら
病
気
に
な
ら
な

い
か
と
思
い
ま
す
。
万
一
母
よ
り
先
に
一
大
事
が
起
こ
れ

ば
、
死
ん
で
も
魂
は
天
に
は
帰
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
せ
め

て
、
勤
め
を
辞
し
、
一
年
で
も
、
保
養
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
万
一
の
こ
と
を
考
え
、
泣
涕
し
て

嘆
願
す
る
次
第
で
す
。
そ
の
う
え
、
右
の
よ
う
な
わ
け
で

す
か
ら
、
な
に
一
つ
政
治
の
役
に
立
つ
よ
う
な
勤
め
る
方

法
を
心
得
て
い
ま
せ
ん
。
年
寄
役
の
職
責
を
果
た
さ
な
い

で
地
位
だ
け
は
年
寄
役
に
つ
い
て
い
る
こ
と
と
な
り
、
た

い
へ
ん
恐
ろ
し
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
で
は
あ

っ
て
も
、
そ
の
こ
と
は
お

許
し
願
え
て
も
、
私
は
、

政
治
の
助
け
と
な
る
よ
う

な
学
問
は
で
き
ず
、
こ
れ

ま
で
し
て
き
た
こ
と
と
い

え
ば
、
絵
を
か
い
て
内
職

を
す
る
こ
と
ば
か
り
で
す
。

た
と
え
発
奮
し
て
も
、
日⑥
　

暮
れ
て
道
遠
く
、
そ
の
う

え
病
身
と
な
っ
て
し
ま
っ

て
は
、
ど
う
し
よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。

⑤
　
天
保
八
年
（
一
八
三
七
）、
末
弟
五
郎
没
。
五
郎

が
亡
く
な
っ
た
の
が
昨
年
と
あ
る
の
で
、
こ
の
『
退

役
願
書
之
稿
』
を
書
い
た
の
が
天
保
九
年
と
思
わ
れ

る
。
な
お
、『
退
役
願
書
』
を
提
出
し
た
の
は
翌
年
。

⑥
　
『
史
記
』
伍
子
胥
伝
の
言
葉
。
年
を
と
っ
た
の
に
、

目
的
は
ま
だ
な
か
な
か
達
せ
ら
れ
な
い
こ
と
。

一
　
退
役
の
理
由
を
、
絵
の
こ
と
か
ら
推
し
量
り
た
い
と

思
い
ま
す
。
絵
の
こ
と
で
も
第
一
の
心
と
言
わ
れ
る
も
の

に
、
志
を
一
途
に
た
て
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
な
く
し
て
は
、
物
の
形
が
整
っ
て
、

落
ち
な
く
見
事
に
絵
が
か
け
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、
心
だ
け
い
よ
い
よ
激
し
く
勇
み
た
っ
て
い
る
と
思

っ
て
も
、
手
も
心
の
通
り
に
動
か
な
く
て
は
絵
は
か
け
ま

せ
ん
。

ま
た
、
心
や
手
が
自
由
に
な
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ

れ
だ
け
で
絵
が
か
け
る
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
胴
体
や
四
肢

を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
な
く
て
は
、
ま
た
は
、
机

に
向
か
っ
た
時
に
、
腹
か
ら
か
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

あ
ふ
れ
出
て
い
る
よ
う
に
感
じ
な
く
て
は
、
絵
を
か
く
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
い
う
こ
と
か
ら
、
体
中
、
髪
の

先
・
爪
の
端
ま
で
絵
を
か
こ
う
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て

こ
そ
、
絵
を
か
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。

素
人
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
爪
の
先
や
髪
の
毛
は
絵
に

は
関
係
な
い
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
髪
を
結
っ
て

頭
の
上
が
気
持
ち
よ
く
な
り
、
爪
を
切
っ
て
手
を
き
れ
い

に
し
な
く
て
は
、絵
の
具
を
こ
な
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

現
に
、
古
人
も
、「
明
窓
浄
几
は
書
の
合
、
風
雨
擾
雑

は
書
の
乖
」（
明
る
く
清
ら
か
な
書
斎
は
書
に
適
し
て
い

て
、乱
れ
て
落
ち
着
か
な
い
書
斎
は
書
に
適
し
て
い
な
い
）

と
言
っ
て
い
ま
す
。
身
体
の
外
の
も
の
で
さ
え
、
こ
の
と

お
り
で
す
。
ま
し
て
や
体
の
中
の
こ
と
は
、
な
お
さ
ら
申

す
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

（
続
）

研
究
会
員
　
柴
田
雅
芳

渡
辺
巴
洲
像
稿
（
五
図
）（
渡
辺
崋
山
筆
）

十
　
退
役
理
由
を

　
　
　
　
絵
に
例
え
る



重
要
文
化
財
　
渡
辺
崋
山
筆

一
掃
百
態
図

い
っ
そ
う
ひ
ゃ
く
た
い
ず

文
政
元
年
（
一
八
一
八
）
紙
本
墨
画
淡
彩

縦
二
六
・
四
㎝
　
横
一
九
・
五
㎝

後
に
三
河
田
原
藩
の
江
戸
家
老
に
も
な

る
文
人
画
家
渡
辺
崋
山
（
一
七
九
三
〜
一

八
四
一
）
が
、
文
政
元
年
十
一
月
に
二
十

六
歳
で
描
い
た
一
掃
百
態
図
は
、
化
政
期

の
江
戸
の
市
井
の
風
俗
を
一
日
二
夜
に
し

て
完
成
さ
せ
た
も
の
で
、
装
丁
は
三
十
二

葉
の
画
帖
で
す
。

崋
山
は
文
化
六
年
（
一
八
〇
九
）
に
、

谷
文
晁
の
門
に
入
り
、
文
晁
の
画
塾
写
山

楼
に
出
入
り
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ

の
後
、
古
画
や
菱
川
派
の
絵
の
模
写
を
行

な
っ
た
り
、
こ
の
年
ま
で
に
第
八
編
ま
で

刊
行
さ
れ
て
い
た
「
北
斎
漫
画
」
を
目
の

当
た
り
に
し
、
風
俗
画
の
あ
り
方
を
追
求

し
な
が
ら
、
当
時
の
風
俗
画
の
状
況
に
強

く
関
心
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
総
論
か
ら

わ
か
り
ま
す
。

一
掃
百
態
総
論
三
頁
よ
り
始
ま
り
、
鎌

倉
時
代
の
正
応
年
間
か
ら
、
室
町
・
桃
山

時
代
を
経
て
、
江
戸
の
寛
延
・
明
和
に
至

る
ま
で
の
古
画
の
模
写
を
十
一
頁
載
せ
、

漢
文
墨
書
に
よ
る
序
文
一
頁
、
化
政
期
の

風
俗
ス
ケ
ッ
チ
が
四
十
一
頁
、
最
後
の
一

頁
は
跋
文
と
思
わ
れ
る
文
章
と
い
う
構
成

に
な
っ
て
い
ま
す
。
文
章
・
ス
ケ
ッ
チ
部

分
に
は
、
朱
及
び
墨
に
よ
る
訂
正
箇
所
が

数
箇
所
見
ら
れ
、
ま
た
、
最
後
の
五
頁
は

描
線
の
み
で
、着
色
は
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

出
版
を
目
的
に
描
か
れ
た
冊
子
の
よ
う
で

す
が
、
未
定
稿
の
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
点

と
、「
北
斎
漫
画
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う

な
絵
画
手
本
で
は
な
く
、
当
時
の
江
戸
の

庶
民
世
界
風
俗
の
忠
実
な
写
生
本
で
あ
る

点
で
、
若
き
日
の
崋
山
の
鋭
い
観
察
眼
を

知
り
得
る
貴
重
な
作
品
で
す
。晩
年
に
は
、

自
分
の
背
丈
と
同
じ
く
ら
い
高
く
積
め
る

ほ
ど
た
く
さ
ん
の
手
控
画
帖
を
保
有
し
て

い
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
も
わ
か
る

よ
う
に
、
古
画
の
模
写
を
繰
り
返
し
、
見

る
も
の
を
絶
え
ず
、
ス
ケ
ッ
チ
し
、
絵
の

対
象
と
し
た
物
の
内
面
ま
で
を
も
見
る
者

に
感
じ
さ
せ
る
ス
ケ
ッ
チ
に
よ
る
写
実
主

義
が
、
後
の
名
作
と
呼
ば
れ
る
崋
山
の
人

物
描
写
に
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。

当
初
、
昭
和
十
三
年
九
月
五
日
に
重
要

美
術
品
に
認
定
さ
れ
、
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

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
。
こ
の
作
品
は
、

平
成
十
四
年
春
の
企
画
展
「
北

斎
漫
画
展
－
画
狂
人
が
与
え
た

ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
」
と
同
時
開
催

の「
渡
辺
崋
山
風
俗
画
の
世
界
」

（
特
別
展
示
室
）
に
出
品
さ
れ

ま
す
。

田
原
町
博
物
館
学
芸
員

鈴
木
利
昌
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「
耐
　
煩
」

平
成
七
年
度
に
田
原
町
が
入
手
し
た
崋

山
資
料
の
中
に
、
崋
山
の
書
「
耐
煩
」
と

大
書
し
、
次
に
細
か
い
字
で
煩
務
に
耐
え

る
こ
と
を
訓
戒
し
た
白
文
が
記
さ
れ
て
い

る
大
額
面
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
五

月
十
六
日
に
、
江
戸
家
老
の
崋
山
が
小
川

丈
な
る
人
物
に
贈
っ
た
訓
戒
の
書
で
あ

る
。小

川
丈
と
い
う
の
は
、
小
川
岑
右
衛
門

の
こ
と
で
、
江
戸
詰
を
二
ヵ
年
勤
め
、
家

老
佐
藤
半
助
始
め
御
朱
印
守
護
の
面
々
と

共
に
、
五
月
二
十
五
日
に
江
戸
を
立
ち
、

六
月
四
日
に
田
原
城
下
へ
帰
っ
た
記
事
が

あ
る
の
で
、こ
の
江
戸
を
出
立
す
る
前
に
、

岑
右
衛
門
が
五
月
十
六
日
に
崋
山
よ
り
贈

ら
れ
た
の
が
、
こ
の
「
耐
煩
」
の
書
で
あ

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

小
川
岑
右
衛
門
が
江
戸
詰
め
の
蔵
方
元

締
を
勤
め
て
い
た
天
保
七
年（
一
八
三
六
）

六
月
よ
り
同
九
年
（
一
八
三
八
）
五
月
末

の
間
は
、
国
元
田
原
で
は
大
飢
饉
で
あ
っ

た
。
一
万
二
千
石
高
の
藩
が
二
ヵ
年
連
続

し
て
減
収
一
万
石
余
と
な
り
、
蔵
米
は
底

を
割
っ
て
藩
支
出
や
家
臣
給
米
に
事
欠

き
、
国
元
田
原
の
藩
士
は
、
家
老
か
ら
中

間
小
者
ま
で
、
オ
ー
ル
二
人
扶
持
の
給
料

を
三
年
間
続
け
た
。
そ
の
た
め
藩
の
公
務

は
簡
略
化
さ
れ
、
藩
士
た
ち
は
家
付
き
の

門
田
や
前
栽
畑
で
自
作
農
を
し
て
飢
え
を

凌
い
だ
。
岑
右
衛
門
の
家
格
は
、
席
次
は

給
人
格
扱
い
で
あ
る
が
、
文
政
三
年
（
一

八
二
〇
）
の
『
祐
筆
日
記
』
に
中
小
姓
と

あ
る
か
ら
、
給
米
は
四
・
五
人
扶
持
で
あ

り
、
そ
の
生
計
は
大
変
で
あ
る
。
し
か
も

職
務
上
は
蔵
方
元
締
と
し
て
一
藩
の
経
理

収
支
を
苦
面
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
生
計

は
苦
慮
辛
労
の
連
続
で
あ
っ
た
。
豪
商
富

農
へ
の
借
金
に
も
走
り
ま
わ
っ
た
。
天
保

十
一
年
（
一
八
四
○
）
の
暮
れ
に
は
、
田

原
藩
の
借
金
は
四
万
千
百
両
と
記
録
さ
れ

て
い
る
。

岑
右
衛
門
の
八
方
ふ
さ
が
り
の
四
苦
八

苦
を
察
し
て
、
彼
が
国
元
へ
帰
る
時
、
江

戸
藩
邸
の
最
高
責
任
者
崋
山
は
、
彼
に
苦

言
を
送
っ
て
勇
気
付
け
た
の
が
、
こ
の

「
耐
煩
」
の
書
で
あ
る
。

﹇『
田
原
の
文
化
』
第
二
十
三
号
田
原
藩

財
政
の
崩
壊
　
小
澤
耕
一
著
よ
り
﹈

田
原
町
は
こ
れ
を
浜
松
方
面
か
ら
購
入

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
昭
和
三
十
六
年
、

崋
山
没
後
百
二
十
年
・
崋
山
名
作
展
（
東

京
・
日
本
橋
・
三
越
百
貨
店
・
日
本
経
済

新
聞
社
主
催
）
に
出
品
さ
れ
た
こ
と
が
記

録
さ
れ
て
い
る
。

耐た

い

煩は

ん

二
大
字
額
﹇
天
保
九
年
﹈

書
き
下
し
文

陳ふ

榕よ
う

門も
ん

云
う
、
官
に
居
り
、
事
に
莅の

ぞ

み
、
訴
を
牒
す
る
に
、
紛ふ

ん

錯さ
く

は
日
に
出

で
事
を
生
じ
、
毎
事
躬
親

き
ゅ
う
し
ん

料
理
せ
ん
と

欲
し
、
未
だ
以
て
苦
と
為
さ
ざ
る
者
一

も
な
し
。
苦
を
厭
ふ
の
心
有
れ
ば
、
便

す
な
わ

ち
耐
え
ざ
る
の
意
有
り
。
或
い
は
草
卒

に
事
を
了
り
、
或
い
は
他
人
に
手
を
仮

り
、
或
い
は
2

と
う

茸
じ
ょ
う

稽け
い

延え
ん

、
或
い
は
急
遽

序の
べ
る

無
し
。
民
は
亦
其
の
累
を
蒙
る
事
多

け
れ
ば
、
則
ち
其
の
平

た
い
ら

を
得
ず
。
煩
に

耐
ざ
る
の
流
弊
は
良

ま
こ
と
に

に
浅
か
ら
ず
。

天
台
先
生
、
先
生
の
姓
は
耿こ

う

、
名
は

定
向
、
字
は
在
倫
、
耐
煩
の
説
は
、
情

に
入
り
、
理
に
入
り
、
錮
病

こ
び
ょ
う

を
切
中
す
。

并な
ら
び

に
耐
煩
は
更
に
廉
の
上
に
在
る
と
謂

い
、
大
抵
斯こ

の
世
、
斯
の
民
の
心
に
、

己
を
入
れ
ざ
る
有
り
。
則
ち
汲
々
孜
々

き
ゅ
う
き
ゅ
う
し
し

、

津
々
X
々

し

ん

し

ん

び

び

、
委
曲

い
き
ょ
く

を
誠

こ
と
ご
と

く
求
め
、
以
て

済
有
る
を
期ま

つ
。
煩
な
る
と
雖
も
、
其

の
煩
を
厭
わ
ざ
る
は
、
君
子
（
孔
子
）

の
衆
寡
無
く
、
小
大
と
無
く
敢
え
て
慢

あ
な
ど

る
無
し
。

古
聖
の
邇

ち
か
き

に
泄な

れ

ざ
る
は
、
遠
き
を
忘

れ
ざ
る
も
、
こ
の
意
に
非あ

ら

ざ
る
無
し
。

切
母
は
好

は
な
は
だ

煩は
ん

瑣さ

を
作

な
し
て

視し
め

す
。
更
に
徒と

視し

す
べ
か
ら
ず
。
能
く
学
苦
に
耐
ふ
る
為

す
已の

み

な
り
。

小
川
丈
は
、
0

こ
う

々こ
う

と
し
て
能
く
麁
そ

を
守
り
て
足
り
、
自
ら
樹
つ
。
然
る
に
、

紛
を
理
す
る
に
惰だ

慢ま
ん

に
し
て
世
に
酬む

く

ゆ

る
を
恐
る
。
叢そ

う

1ざ

は
免
る
べ
か
ら
ざ
る

な
り
。
故
に
発あ

ば

く
に
あ
ら
ず
、
之
を
書

し
て
贐

は
な
む
け

と
為
す
。

時
に
戊
戌

ぼ
じ
ゅ
つ

4
ず
い

賓ひ
ん

朔さ
く

十
六
日
な
り

渡
辺
　
登
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耐
煩
（
た
い
は
ん
）
二
大
字
額
﹇
天
保

九
年
﹈（
１
８
３
８
年
）

耐
煩
（
た
い
は
ん
）
と
は
、
心
痛
を
耐

え
忍
ぶ
と
い
う
こ
と
。
こ
の
言
葉
に
つ
い

て
、
つ
ぎ
の
各
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
つ
ぎ
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

陳
榕
門
（
ふ
よ
う
も
ん
＝
清
・
臨
桂
の

人
）
は
、
官
職
に
あ
っ
て
、
仕
事
を
し
て

い
る
時
は
、
訴
訟
を
聞
い
て
い
る
と
、
訴

え
が
入
り
乱
れ
て
毎
日
起
き
て
い
る
。
毎

度
、
自
ら
そ
れ
を
処
理
し
よ
う
と
思
い
、

苦
労
し
な
い
で
い
る
者
は
ひ
と
り
も
い
ま

せ
ん
。
苦
労
を
厭
が
る
心
が
あ
る
と
、
耐

え
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
が

あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
わ
た
だ
し
く
事
を

処
理
し
よ
う
と
し
て
、
他
人
の
力
を
借
り

た
り
、
あ
る
い
は
、
軽
率
で
卑
し
く
、
し

っ
か
り
と
説
明
が
で
き
な
い
も
の
で
あ

る
。
人
民
は
ま
た
そ
の
影
響
を
蒙
る
こ
と

が
多
い
か
ら
、
則
ち
、
公
平
に
扱
わ
れ
る

こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
心
痛
に
耐

え
な
い
世
の
中
の
弊
害
は
、
ま
こ
と
に
浅

か
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
。

天
台
先
生
（
明
・
黄
安
の
人
）、
先
生

の
姓
は
耿
（
こ
う
）、
名
は
定
向
、
字
は

在
倫
。
耐
煩
に
つ
い
て
の
説
は
、
情
に
入

り
、
道
理
に
あ
っ
て
い
れ
ば
、
頑
固
な
困

難
な
問
題
で
も
解
決
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
同
時
に
、
耐
煩
と
は
、
清
廉
潔
白
よ

り
更
に
い
さ
ぎ
よ
さ
を
必
要
と
す
る
も
の

で
、
お
お
か
た
、
世
情
、
人
民
の
心
、
則

ち
政
治
の
上
で
自
分
を
抜
き
に
し
て
考
え

る
も
の
で
あ
る
。
則
ち
、
気
を
ゆ
る
め
ず

に
こ
と
に
あ
た
り
（
汲
々
孜
々
）、
あ
と

か
ら
あ
と
か
ら
問
題
提
起
を
し
て
（
津
々

W
々
）、
詳
し
く
細
か
く
す
み
ず
み
ま
で

行
き
届
い
て
（
委
曲
）
こ
と
ご
く
対
処
し

（
誠
求
）、
仕
事
を
終
え
る
こ
と
で
あ
る
。

忙
し
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
忙
し
さ
を

厭
わ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
君
子
（
孔
子
）

が
、
相
手
の
多
少
に
関
係
な
く
、
ま
た
大

小
に
も
関
係
な
く
、
決
し
て
侮
ら
な
い
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。

古
聖
（
孟
子
）
は
、（
武
王
は
）
近
親

者
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
な
れ
な
れ
し
く
粗

略
に
扱
う
よ
う
な
こ
と
は
な
く
、
ま
た
遠

い
所
の
者
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
忘
れ
て
放

っ
て
お
く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
切
母

（
孟
母
断
機
の
故
事
）
は
、
は
な
は
だ

（
好
）
煩
瑣
（
は
ん
さ
）
の
意
味
を
さ
し

示
し
て
い
る
。
更
に
、
徒
に
指
し
示
す
の

み
で
は
い
け
な
い
。
よ
く
よ
く
学
苦
に
耐

え
る
の
は
、
お
の
れ
（
已
）
の
み
だ
か
ら

で
あ
る
。

小
川
丈
（
田
原
藩
士
小
川
岑
右
衛
門
）

は
、
こ
ち
こ
ち
の
小
人
物
で
、
し
っ
か
り

と
質
素
を
守
り
、出
世
し
た
人
物
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
紛
争
を
処
理
す
る
の
に

怠
慢
を
し
て
世
間
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と

を
恐
れ
た
。
こ
ま
ご
ま
と
ま
と
ま
り
の
な

い
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
故
に
、
非
を
あ

ば
き
、こ
れ
を
文
書
に
し
て
残
し
た（
贐
）。

時
に
天
保
九
年
（
戊
戌
）
五
月
（
3
賓
）

十
六
日

渡
辺
　
登

崋
山
・
史
学
研
究
会
長
　
渡
辺
亘
祥
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こ
の
坊
さ
ん
（
熊
野
堂
の
主
）
も
酔
っ
て
舞
っ
た
。

撫
松
（
斎
藤
鐘
助
）
が
や
っ
て
来
た
。
私
は
、
酔
っ
て

寝
て
い
た
の
で
知
ら
な
か
っ
た
。

洞
寿
（
江
戸
の
画
家
狩
野
洞
寿
）
の
養
子
も
来
て
飲
ん

だ
。
こ
の
人
は
た
い
へ
ん
酔
っ
て
、
自
分
が
借
り
て
い
る

座
敷
へ
も
酒
肴
を
設
け
、
錦
波
（
柘
原
宗
次
郎
）
と
論
争

な
ど
を
し
た
そ
う
だ
。
私
は
、
自
分
の
宿
所
で
仮
眠
し
て

い
た
の
で
知
ら
な
か
っ
た
。
夜
明
け
ま
で
た
い
へ
ん
騒
々

し
い
よ
う
に
覚
え
た
。

相
模
国
丹た

ん

沢ざ
わ

山
（
相
模
国
西
方
の
山
塊
）
は
東
方
（
厚

木
の
西
方
）
に
あ
り
、
厚
木
か
ら
距
た
る
こ
と
四
里
（
約

十
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
で
あ
る
。
そ
の
ま
た
東
方
に
村
が

あ
り
、
田た

代し
ろ

村
（
相
模
国
愛
甲
郡
田
代
村
＝
愛
川
町
田
代
、

厚
木
の
北
西
、
丹
沢
山
の
北
東
。
丹
沢
山
・
厚
木
・
田
代

村
の
位
置
関
係
を
間
違
え
て
い
る
）
と
い
う
。
寺
は
勝
楽

し
ょ
う
ら
く

寺じ

（
満
珠
山
、
曹
洞
宗
）
と
い
う
。
主
の
天
外
和
尚
（
天

外
独
生
、
勝
楽
寺
二
十
四
世
）
は
、
相
模
国
で
第
一
の
人

物
と
い
う
。
佐
藤
一
斎
（
崋
山
の
儒
学
の
師
。
昌
平
黌
教

授
）
の
塾
生
某
は
、
発
意
し
て
僧
に
な
り
、
禅
寺
山
中
に

三
年
こ
も
っ
て
修
行
を
し
た
が
、
成
就
せ
ず
、
今
は
骨
身

を
惜
し
ま
ず
天
外
和
尚
の
た
め
に
働
い
て
い
る
。
名
を
天

童
と
い
う
。
私
は
、
厚
木
に
来
て
こ
れ
を
聞
き
、
会
い
に

行
こ
う
と
思
っ
た
が
、
果
た
せ
ず
、
残
念
で
あ
る
。

金か
ね

田だ

村
（
愛
甲
郡
金
田
村
＝
厚
木
市
金
田
）、
和わ

光こ
う

院い
ん

の
主
（
日
蓮
宗
妙
純
寺
の
僧
侶
か
）
の
日
峰
は
、
説
教
が

う
ま
い
。
演
壇
を
用
意
し
て
机
を
た
た
き
、
雄
弁
は
人
を

動
か
す
。
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
行
く
と
こ
ろ
に
は
、
磁
石
に

針
が
引
か
れ
る
よ
う
に
、
聴
衆
が
並
び
や
っ
て
来
る
。
つ

ま
り
、
日
峰
の
説
教
は
、
天
下
に
二
人
と
い
な
い
、
俗
に

国
内
一
の
仏
さ
ん
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

厚
木
の
八
幡
屋
善
五
郎
（
厚
木
下
宿
中
丸
善
五
郎
）
に

は
特
技
が
あ
る
。
双
六
の
ゲ
ー
ム
を
や
れ
ば
、
一
勝
負
は

お
ろ
か
、
半
勝
負
（
半
局
）
で
も
人
に
負
け
る
こ
と
は
な

か
っ
た
。

厚
木
の
越
知
忠
助
は
、
薫
岱
（
俳
号
）
と
号
し
、
医
療

を
家
業
と
し
て
俳
諧
を
鴬
笠
（
田
川
鳳
朗
）
に
学
び
、
有

名
で
あ
る
。

流
浪
の
人
、
竹
田
十
兵
衛
（
厚
木
上
宿
住
）
は
、
実
庵

と
号
し
、
儒
学
を
教
え
て
い
る
。
今
井
隆
正
（
元
津
和
野

藩
士
、
当
時
亡
命
し
て
い
た
が
、
後
に
臣
籍
に
復
す
。
前

号
参
照
）
は
、
国
学
に
秀
で
て
い
る
。
依
田
竹
谷
（
名
は

瑾
、
字
は
子
長
。
谷
文
晁
の
門
下
）
は
、
絵
画
に
巧
み
で
、

私
と
肩
を
並
べ
る
人
で
あ
る
。

私
は
、
わ
ず
か
二
夜
と
一
日
に
し
て
十
有
余
人
の
友
を

得
た
。
古
い
書
画
二
十
余
軸
（
内
わ
ず
か
に
二
三
軸
を
得

た
）、
古
い
鐘
銘
の
拓
本
を
一
つ
、
三
宮
の
神
宝
、
古
瓦
、

拓
本
一
つ
、
中
国
古
代
の
学
者
の
優
れ
た
詩
歌
十
余
首
を

見
た
。
た
い
へ
ん
楽
し
い
二
夜
を
過
ご
し
た
。
絵
を
十
五

枚
描
き
、
七
言
絶
句
を
二
首
作
っ
た
。
酒
を
飲
む
こ
と
一

斗
、
肴
は
十
皿
買
っ
た
。
地
勢
、
水
利
、
人
物
、
風
俗
、

政
事
、
古
廟
、
鐘
碑
、
物
産
、
生
業
、
方
言
、
そ
の
他
細

か
く
て
重
要
で
な
い
こ
と
を
聞
い
た
。
た
い
へ
ん
多
く
の
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相
模
三
の
宮
・
比
々
多
神
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こ
と
を
聞
い
た
。

小
野
村
（
愛
甲
郡
小
野
村
＝
厚
木
市
小
野
）
に
、
小
野

神
社
が
あ
る
。
俗
に
閑
香
大
神
と
呼
ん
で
い
る
。
け
だ
し
、

式
内
社
（
延
長
五
年
〈
九
二
七
〉
に
編
纂
完
成
し
た
『
延

喜
式
』
神
名
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
神
社
）
相
模
国
十
三

座
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

伊
勢
原
（
相
模
国
大
住
郡
伊
勢
原
村
＝
伊
勢
原
市
。
厚

木
か
ら
約
七
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
西
）
を
去
る
こ
と
僅
か
に

一
里
余
り
で
、
日ひ

比び

田た

神
社
（
式
内
社
比
々
多
神
社
。
伊

勢
原
市
三
之
宮
に
あ
る
）
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
模
の
中

の
第
三
の
宮
で
あ
る
。
神
官
は
大
貫
左
近
大
（
太
）
郎
と

い
う
。
廟
は
お
よ
そ
六
社
あ
る
。
中
に
諸
神
の
像
を
安
置

し
て
い
る
。
そ
の
中
に
大
穴
牟
知
命
（
大
国
主
命
）
が
あ

る
。
皆
、
銅
で
造
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
神
宝
と
さ
れ
る

古
瓶
（
須
恵
器
）
ひ
と
つ
が
あ
る
。
Z

さ
ん

猊げ
い

（
獅
子
の
古
名
、

狛
犬
か
）
が
ふ
た
つ
あ
る
。
あ
る
い
は
、
武
内
宿
禰
（
孝

元
天
皇
の
曾
孫
で
、
景
行
・
成
務
・
仲
哀
・
応
神
・
仁
徳

の
五
朝
に
仕
え
た
と
い
わ
れ
る
伝
説
上
の
人
物
）
が
造
っ

た
も
の
と
い
う
（
狛
犬
は
関
東
最
古
の
も
の
と
い
わ
れ
、

木
像
で
あ
る
。
瓶
と
と
も
に
平
安
時
代
初
期
の
も
の
と
推

定
さ
れ
て
い
る
）。
自
分
の
得
た
の
は
、
瓦
文
撒
扇
図
の

拓
本
で
あ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
廟
の
宝
で
あ
る
。

祭
り
は
辰
の
某
月
（
五
月
五
日
、
端
午
の
祭
り
）、
神

輿
が
里
を
出
る
。
村
人
の
子
ど
も
た
ち
が
来
て
神
輿
を
担

ぐ
。
神
は
横
行
を
嫌
う
。
輿
の
出
る
所
を
も
っ
て
定
め
ら

れ
た
方
向
に
向
か
う
。
真
っ
す
ぐ
に
定
め
る
。
行
く
所
に

家
屋
が
あ
れ
ば
渡
る
。
山
が
あ
れ
ば
登
る
。
田
圃
が
入
り

乱
れ
、
そ
の
行
は
は
な
は
だ
苦
し
く
、
異
祭
（
異
彩
）
を

な
し
て
い
る
。

川か

原わ
ら

口ぐ
ち

（
相
模
国
高
座
郡
河
原
口
村
＝
海
老
名
市
河
原

口
）
に
、
有あ

る

鹿か

神
社
が
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
式
内
社
の
中

の
廟
で
あ
る
。

国こ
く

分ぶ

村
（
高
座
郡
国
分
村
＝
海
老
名
市
国
分
）
に
、
古

い
国
分
寺
が
あ
る
。
け
だ
し
、
尼
寺
で
あ
る
。
自
分
は
鐘

名
を
得
た
。
寺
は
聖
武
皇
帝
の
御
願
に
よ
る
と
い
う
（
天

平
十
三
年
〈
七
四
一
〉
聖
武
天
皇
が
国
分
寺
建
立
の
詔
を

出
し
た
）。
医
王
善
逝
の
聖
跡
で
あ
る
。
略
す
。
大
檀
那

は
源
季す

え

頼よ
り

（
村
上
源
氏
海
老
名
氏
一
族
の
国
分
季
頼
）。

平
氏
の
娘
。
原
氏
（
源
氏
の
誤
り
か
）
の
娘
。
源
季
久

（
不
詳
）。
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）
歳
次
己
辰
（
一
二
九

二
年
は
壬
辰
）、
十
月
六
日
と
い
う
。

※
梵
鐘
は
物
部
国
光
の
鋳
造
で
、国
指
定
重
要
文
化
財
。

国
分
季
頼
が
寄
進
し
た
頃
に
は
、
相
模
国
分
寺
・
国

分
尼
寺
は
薬
師
堂
に
移
さ
れ
て
い
た
。
薬
師
堂
は
丘

陵
の
上
に
あ
っ
た
が
、
室
町
時
代
に
現
在
地
に
移
転

し
、
梵
鐘
も
こ
こ
に
移
っ
た
と
い
う
。
鋳
造
者
物
部

国
光
は
、
鎌
倉
の
円
覚
寺
の
鐘
（
国
宝
）
を
も
鋳
造

し
た
名
工
で
あ
る
。

星ほ
し

屋の
や

（
高
座
郡
座
間
入
谷
村
星
谷
＝
座
間
市
入
谷
）
の

星
谷
寺

し
ょ
う
こ
く
じ

に
鐘
が
あ
る
。
嘉
禄
弐
年
（
一
二
二
六
）
の
も
の

で
あ
る
。
こ
の
寺
は
八
幡
の
祠
を
安
置
し
て
い
る
。
坂
東

（
一
字
空
）
の
ひ
と
つ
（
坂
東
三
十
三
カ
所
観
音
霊
場
の

第
八
番
）
で
あ
る
。

※
梵
鐘
は
源
信
綱
（
宇
多
源
氏
の
佐
々
木
信
綱
。
鎌
倉

幕
府
創
業
の
功
臣
佐
々
木
定
綱
の
四
男
。
承
久
三
年

〈
一
二
二
一
〉
に
起
こ
っ
た
承
久
の
乱
に
際
し
て
幕

府
側
で
戦
う
。
乱
後
、
上
皇
側
に
つ
い
た
兄
広
綱
に
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代
わ
っ
て
近
江
守
護
と
な
っ
た
）
が
寄
進
し
た
も
の

で
、
国
指
定
重
要
文
化
財
。
な
お
、「
嘉
禄
弐
年
」

は
、「
三
年
（
一
二
二
七
）」
の
誤
り
。

林
村
（
愛
甲
郡
林
村
＝
厚
木
市
林
）
に
、
相
模
入
道
時

頼
（
鎌
倉
幕
府
執
権
北
条
時
頼
）
の
碑
（
福
伝
寺
に
あ
る

板
碑
）
が
あ
る
。

糟
谷
綿
打
村（
大
住
郡
上
糟
谷
村
＝
伊
勢
原
市
上
糟
谷
）

に
、
綿
打
明
神
（
熊
野
社
）
の
祠
が
あ
る
。
祠
の
下
に
寺

が
あ
る
。
極
楽
寺
（
曹
洞
宗
渡
打
山
、
廃
寺
）
と
い
う
。

鐘
が
あ
る
。
建
久
七
年
（
一
一
九
六
）
の
も
の
で
あ
る
。

津つ

久く

井い

県
（
相
模
国
津
久
井
郡
）、
今
は
県
は
な
い
。

石せ
き

老ろ
う

山さ
ん

（
津
久
井
郡
藤
野
町
牧
野
・
相
模
湖
町
寸
沢
嵐

す

わ

ら

し

の

間
に
そ
び
え
る
山
）
が
あ
る
。
清
く
秀
で
て
奇
抜
で
あ
る
。

神
が
あ
る
。
飯
縄
大
権
現
と
い
う
。

※
戦
国
期
頃
か
ら
単
に
津
久
井
、
あ
る
い
は
津
久
井
領

と
称
さ
れ
た
が
、
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
代
官
山

川
貞
清
が
「
津
久
井
県
」
と
称
す
る
よ
う
命
じ
た
。

以
後
、
明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
ま
で
続
き
、
同
年

「
津
久
井
郡
」
と
改
称
し
た
。
近
世
に
お
い
て
「
県
」

が
単
位
と
な
っ
た
の
は
、
全
国
で
こ
の
一
カ
所
の
み

と
い
う
。「
今
は
県
は
な
い
」
の
意
味
は
不
明
。
崋

山
が
旅
し
た
天
保
二
年
（
一
八
三
一
）
こ
ろ
に
は
あ

ま
り
「
県
」
と
称
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

小
谷

こ

や

と

（
高
座
郡
小
谷
村
＝
寒さ

む

川か
わ

町
小
谷
）
・
田た

端ば
た

（
高

座
郡
田
端
村
＝
寒
川
町
田
端
）
高
座
郡
の
間
に
一
の
宮

（
高
座
郡
宮
山
村
＝
寒
川
町
宮
山
、
寒
川
神
社
）
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
相
模
国
の
一
の
宮
で
あ
る
。
安
置
し
て
い
る

神
を
知
ら
な
い
。
そ
の
神
、
神
官
は
兼
古
伊
予
守
（
不
詳
）

と
い
う
。
こ
の
地
は
、
梶
原
景
時
（
鎌
倉
幕
府
創
業
の
功

臣
だ
が
、
源
頼
朝
の
死
後
、
政
争
に
敗
れ
て
、
正
治
二
年

〈
一
二
〇
〇
〉、
上
洛
を
企
て
た
が
、
駿
河
国
〈
静
岡
県
〉

で
敗
死
し
た
）
の
城
跡
（
高
座
郡
一
之
宮
村
＝
寒
川
町
一

之
宮
）
で
あ
る
。

※
相
模
国
丹
沢
山
の
項
か
ら
こ
こ
ま
で
、
原
漢
文

廿
四
日
、
晴
、

卯
の
刻
と
も
思
う
頃
、
起
き
出
た
。
日
記
を
記
す
。
夜

が
明
け
る
。
宿
を
借
り
る
人
の
た
ば
こ
を
は
た
く
音
、
咳

を
す
る
声
、
く
る
ま
井
戸
、
膳
を
す
え
る
音
、
や
が
て
き

た
な
き
女
が
梅
干
し
を
そ
え
た
土
瓶
を
持
っ
て
出
て
、
茶

を
入
れ
る
な
ど
、
旅
の
景
色
で
あ
る
。
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撫
松
が
来
て
、
六
勝
図
（
厚
木
六
勝
）
を
求
め
た
。
一

揮
し
た
（
前
号
に
掲
載
）。

清
田
半
兵
衛
（
厚
木
の
資
産
家
）
が
画
幅
を
携
え
、
鑑

定
を
求
め
て
き
た
。
皆
、
平
凡
な
絵
で
あ
る
。

中
野
新
兵
衛
（
米
新
と
い
う
）
が
来
た
。
こ
れ
は
厚
木

の
名
主
で
あ
る
。
新
兵
衛
が
い
う
。
引つ

け

火ぎ

（
付
け
木
。
薄

い
木
切
れ
の
端
に
硫
黄
を
塗
っ
た
も
の
。
火
を
移
す
の
に

用
い
る
）
を
男
は
左
、
女
は
右
へ
入
れ
れ
ば
、
足
を
痛
め

な
い
。
飛
脚
す
る
者
は
、
皆
こ
れ
を
し
て
い
る
。

浅
田
文
治
郎
（
崋
山
の
知
人
、
不
詳
）、
こ
れ
は
江
戸

本
所
に
住
ん
で
い
る
人
で
あ
る
が
、
障
る
こ
と
が
あ
っ
て

厚
木
の
伯
母
の
所
へ
来
て
宿
っ
て
い
る
と
い
う
。
自
分
が

来
た
の
を
聞
い
て
訪
れ
た
。

駿
河
屋
彦
八
（
厚
木
の
侠
客
）
が
来
た
。

錦
波
は
宵
よ
り
酔
っ
て
伏
せ
て
い
る
。
起
き
出
て
話
し

た
。蘭

斎
（
厚
木
の
医
者
唐
沢
蘭
斎
）
が
来
た
。
Y
装
師

（
表
具
師
）
が
来
た
。
撫
松
が
、
酒
と
肴
を
買
っ
て
、
も

て
な
す
。

狩
野
洞
寿
、
江
都
（
戸
）
へ
帰
る
。
5
斎
（
不
詳
）、

秀
水
（
不
詳
）
等
と
、
自
分
の
住
ま
い
を
訪
れ
る
と
約
束

し
た
。
先
に
立
ち
去
る
。

昼
飯
を
差
し
上
げ
て
、
み
ん
な
に
別
れ
を
つ
げ
て
、
去

ろ
う
と
す
る
。
皆
、
袖
を
引
い
て
帰
さ
な
い
の
を
、
振
り

切
っ
て
、
出
て
行
く
。
宿
の
主
人
も
、
又
、
別
れ
を
惜
し

ん
で
、
お
と
と
い
か
ら
の
雑
費
を
与
え
よ
う
と
す
る
が
、

受
け
取
ら
な
い
。
酒
と
肴
と
の
代
金
、
ま
た
、
何
く
れ
と

世
話
し
て
く
れ
た
お
礼
、
打
ち
合
わ
せ
て
、
小
金
（
黄

金
＝
金
貨
か
）
二
両
と
、
白
か
ね
（
銀
貨
）
一
両
を
投
げ

与
え
て
立
ち
去
る
。
蘭
斎
は
、
金
田
の
渡
し
（
厚
木
の
渡

し
よ
り
約
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
上
流
に
あ
る
、
中
津
川
の
渡

し
。
厚
木
か
ら
金
田
へ
行
く
時
に
通
る
）
ま
で
見
送
っ
た
。

こ
の
川
は
、
厚
木
の
川
と
同
じ
川
で
、
渡
る
人
も
た
い

へ
ん
ま
れ
で
あ
る
。

柘
原
宗
次
郎
、
金
波
（
錦
波
の
誤
り
）、
詩
人
で
あ
る
。

書
、
南
宮
を
学
□
□
。

用よ
う

田だ

村
（
高
座
郡
用
田
村
＝
藤
沢
市
用
田
）、
伊
東
彦

右
衛
門
（
孫
右
衛
門
の
誤
り
）、
豪
農
で
、
東
照
宮
（
徳

川
家
康
）
の
御
立
ち
寄
り
の
家
で
あ
る
。

一
（
之
）
宮
、
日
野
屋
新
太
郎
、
豪
農
。

栗く
り

原は
ら

村
（
高
座
郡
栗
原
村
＝
座
間
市
栗
原
）、
大
屋
弥

市
、
十
八
万
両
の
豪
で
あ
る
。

八
幡
屋
善
五
郎
、
双
六
関
東
一
、
厚
木
の
人
で
あ
る
。

金
田
、
和
光
院
日
峰
、
説
法
は
海
道
一
で
あ
る
。

す
る
か
や
彦
八
、
厚
木
、
酒さ

か

井い

村
（
大
住
郡
酒
井
村
＝

厚
木
市
酒
井
）、
き
つ
い
男
で
あ
る
。

唐
沢
蘭
斎
、
名
は
孝
順
、
字
…
…
。

熊
ノ
堂
。

○
治
助
（
不
詳
）。

（
終
）

研
究
会
員
　
加
藤
克
己
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梶
原
景
時
館
跡



東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
三
｜
一
｜
一

1
（
〇
三
）
五
七
七
七
―
八
六
〇
〇

交
通
　
Ｊ
Ｒ
有
楽
町
駅

地
下
鉄
日
比
谷
駅

地
下
鉄
有
楽
町
駅

下
車
徒
歩
５
分

開
館
時
間

午
前
十
時
〜
午
後
五
時

休
館
日

月
曜
日
（
祝
日
・
振
替
休

日
時
は
翌
日
）、
年
末
年
始
、

展
示
替
期
間

出
光
美
術
館
は
、
出
光
興
産
株
式
会
社

の
創
立
者
で
あ
る
出
光
佐
三
氏
が
七
十
有

余
年
に
わ
た
っ
て
蒐
集
し
、
愛
蔵
し
た
美

術
品
を
公
開
す
る
た
め
に
昭
和
４１
年
秋
に

開
館
し
ま
し
た
。「
美
術
館
は
独
創
と
美

と
努
力
が
結
集
し
た
一
つ
の
美
術
品
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
の
信
条
の
も
と
、

館
蔵
品
に
よ
る
展
覧
会
を
開
催
し
て
い
ま

す
。
昭
和
４７
年
９
月
に
は
財
団
法
人
と
な

り
、
昭
和
５４
年
１０
月
に
は
、
三
鷹
市
大
沢

に
中
近
東
文
化
セ
ン
タ
ー
を
、
古
代
中
近

東
及
び
イ
ス
ラ
ー
ム
期
の
考
古
・
美
術
工

芸
品
を
展
示
し
、
専
門
的
に
研
究
す
る
分

館
と
し
て
創
設
し
ま
し
た
。
平
成
元
年
に

は
、
出
光
美
術
館
（
大
阪
）
を
開
館
し
、

昭
和
３９
年
開
館
の
福
岡
出
光
美
術
館
と
併

せ
て
、
３
館
で
館
臓
品
に
よ
る
企
画
展
を

開
催
し
て
い
ま
す
。

美
術
館
は
、
帝
国
劇
場
ビ
ル
の
９
階
に

あ
り
、
日
比
谷
通
り
に
面
し
、
江
戸
城

（
現
皇
居
）
跡
の
お
堀
や
緑
を
ロ
ビ
ー
か

ら
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
展
示
室
は
３

室
に
分
か
れ
、
年
７
・
８
回
の
企
画
展
を

開
催
し
、
常
設
展
示
と
し
て
、
日
本
や
朝

鮮
・
中
国
の
窯
跡
か
ら
出
土
し
た
陶
片
を

見
ら
れ
る
資
料
室
も
付
属
し
て
い
ま
す
。

収
蔵
品
の
柱
は
、
仙
j
禅
師
の
書
画

の
ほ
か
、
風
俗
画
・
肉
筆
浮
世
絵
・
や
ま

と
絵
・
文
人
画
・
琳
派
等
の
日
本
の
絵
画

及
び
書
跡
、
唐
津
・
伊
万
里
に
代
表
さ
れ

る
日
本
陶
磁
、
青
花
・
青
磁
に
代
表
さ
れ

る
中
国
陶
磁
、
茶
道
具
等
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ル
オ
ー
、
サ
ム
・

フ
ラ
ン
シ
ス
ら
の
近
現
代
画
家
の
作
品
も

あ
り
ま
す
。
ロ
ビ
ー
に
面
し
て
、
朝
夕
庵

（
ち
ょ
う
せ
き
あ
ん
）
と
い
う
茶
室
が
あ

り
、
日
本
文
化
と
し
て
の
静
寂
な
空
間
を

鑑
賞
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

代
表
的
な
所
蔵
品
と
し
て
、
国
宝
「
伴

大
納
言
絵
巻
」
・
同
「
古
筆
手
鑑
見
努
世

友
（
み
ぬ
よ
の
と
も
）」
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
所
蔵
品
の
中
に
は
、
渡
辺
崋
山
と

関
連
す
る
関
東
文
人
画
家
谷
文
晁
や
立
原

杏
所
の
作
品
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
崋
山
作
品
と
し
て
は
、「
g
f
捉

魚
図
」「
黄
雀
窺
蜘
蛛
図
」「
猫
図
」
と
い

う
渡
辺
崋
山
の
展
覧
会
で
も
お
な
じ
み
の

作
品
が
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
企
画
展
期
間
中
に
は
、
水
曜
講

演
会
（
会
員
制
で
す
が
、
先
着
順
定
員
限

定
で
聴
講
可
能
の
申
込
制
度
あ
り
）
が
開

催
さ
れ
、
作
品
・
美
術
に
つ
い
て
の
講
演

を
聴
講
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

田
原
町
博
物
館
学
芸
員
　
鈴
木
利
昌

14

��
��
��

�
出
光
美
術
館
�

各
地
の
美
術
館
を
訪
ね
て

各
地
の
美
術
館
を
訪
ね
て

�
出
光
美
術
館
�

各
地
の
美
術
館
を
訪
ね
て



――
「
渡
辺
崋
山
」
を
知
っ
て
ま
す
か
。

児

は
い
、
聞
い
た
こ
と
は
あ
り
ま
す
。

た
し
か
、
田
原
藩
の
家
老
だ
っ
た
人

で
す
。

児

ぼ
く
は
、
名
前
は
よ
く
聞
く
け
ど
、

あ
ま
り
知
り
ま
せ
ん
。

児

開
国
を
唱
え
た
人
で
、
蛮
社
の
獄

で
逮
捕
さ
れ
た
。

――
先
生
は
ど
う
で
す
か
。

教

私
は
赤
羽
根
の
生
ま
れ
な
ん
で
、

歴
史
の
勉
強
の
中
で
、「
渡
辺
崋
山
」

と
い
う
人
が
、
地
元
に
い
る
と
い
う

こ
と
を
知
っ
た
程
度
で
す
。

――
も
っ
と
、
崋
山
に
つ
い
て
知
っ
て
い

る
こ
と
が
あ
っ
た
ら
…
…
。

児

最
後
、
親
に
迷
惑
を
か
け
る
と
か

言
っ
て
、
自
刃
し
た
よ
う
な
こ
と
を

聞
い
て
ま
す
。

――
「
自
刃
」
な
ん
て
難
し
い
言
葉
を
知

っ
て
る
ん
だ
ね
。

児

ぼ
く
は
、
崋
山
会
館
は
知
っ
て
る
。

――
六
年
生
の
社
会
科
で
、
渡
辺
崋
山
を

勉
強
し
な
か
っ
た
？

児

は
い
、
勉
強
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

教

教
科
書
に
も
出
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。

――
先
生
は
五
年
生
の
担
任
で
す
ね
。
六
年

生
を
担
任
し
た
ら
、
郷
土
の
人
だ
か

ら
、
崋
山
に
位
置
づ
け
を
持
た
せ
て
、

学
習
さ
せ
よ
う
と
お
考
え
で
す
か
。

教

前
に
い
た
学
校
で
は
、
江
戸
時
代

の
学
習
の
時
、
崋
山
と
報
民
倉
の
こ

と
な
ど
を
勉
強
さ
せ
ま
し
た
。
や
は

り
、
地
元
で
す
か
ら
、
崋
山
の
こ
と

を
で
き
る
だ
け
入
れ
て
学
習
さ
せ
て

い
く
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

――
私
は
、
田
原
で
生
ま
れ
育
っ
て
い
ま

す
し
、
今
は
「
池
の
原
」
の
近
く
に

住
ん
で
も
い
る
の
で
、
崋
山
を
身
近

に
感
じ
て
い
ま
す
が
、
君
た
ち
の
場

合
、
ち
ょ
っ
と
崋
山
と
の
距
離
が
あ

る
ん
だ
ね
。

児

「
池
の
原
」
へ
行
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
す
。

児

銅
像
が
あ
り
ま
し
た
。

――
銅
像
を
見
て
、何
を
思
い
ま
し
た
か
。

児

そ
こ
で
説
明
を
受
け
た
ん
で
す
。
そ

れ
で
自
刃
の
こ
と
も
分
か
り
ま
し
た
。

――
「
田
原
町
博
物
館
」
を
知
っ
て
る
？

児

今
年
、
そ
こ
へ
行
き
ま
し
た
。

児

絵
の
展
覧
会
を
見
に
行
き
ま
し
た
。

――
崋
山
に
つ
い
て
の
展
示
物
が
あ
っ
た

で
し
ょ
う
。

児

パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
貰
っ
て
、
そ
れ

に
「
崋
山
」
と
か
書
い
て
あ
っ
た
け

ど
、
む
ず
か
し
か
っ
た
。

――
学
校
に
は
、
今
、
総
合
学
習
の
時
間

が
あ
る
で
し
ょ
う
。
そ
ん
な
中
で
、

郷
土
調
べ
な
ど
や
っ
た
こ
と
な
い
？

児

う
ー
ん
、
な
い
で
す
ね
。

――
神
戸
地
区
の
郷
土
の
偉
人
を
勉
強
し

た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
か
。

児

今
の
と
こ
ろ
あ
り
ま
せ
ん
。

――
総
合
学
習
は
、
ま
す
ま
す
充
実
が
図

ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
中

で
、
崋
山
や
郷
土
の
偉
人
を
調
べ
る

と
い
う
計
画
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

教

直
接
的
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
・

六
年
生
は
植
物
を
育
て
る
こ
と
が
中

心
で
す
。
五
年
は
コ
メ
、
六
年
は
ケ

ナ
フ
…
…
。
歴
史
的
な
学
習
は
、
計

画
と
し
て
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。

――
学
校
図
書
館
に
、「
渡
辺
崋
山
」
に

関
す
る
本
が
あ
り
ま
す
か
。

児

学
校
の
図
書
館
で
は
な
い
で
す
け

ど
、
文
化
会
館
の
図
書
館
で
見
た
こ

と
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
ち
ょ
っ

と
読
ん
だ
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

児

移
動
図
書
館
で
も
見
た
こ
と
あ
り

ま
せ
ん
。

――
学
校
図
書
館
に
も
、
崋
山
の
伝
記
を

入
れ
て
も
ら
っ
て
、
ま
ず
本
を
読
ん

で
勉
強
し
て
ほ
し
い
で
す
ね
。先
生
、

お
願
い
し
ま
す
。

教

は
い
、
努
力
し
ま
す
。

――
こ
れ
か
ら
、
崋
山
に
つ
い
て
い
ろ
い

ろ
勉
強
し
て
下
さ
い
。
今
日
は
、
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
聞
き
手
・
文
責
　
林
和
彦
）
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崋
山
を
知
�
て
ま
す
か
？

崋
山
を
知
�
て
ま
す
か
？

神
戸
小
学
校
で

神
戸
小
学
校
で

　
　
聞
き
ま
し
た

　
　
聞
き
ま
し
た

崋
山
を
知
�
て
ま
す
か
？

神
戸
小
学
校
で

　
　
聞
き
ま
し
た

１
と
き

平
成
十
四
年
二
月
八
日
（
金
）
の
授

業
後

２
　
参
加
し
て
く
れ
た
人

太
田
悠
介
君
、
上
村
聡
宏
君
（
と
も

に
６
年
）、
玉
越
先
生



四
月
二
十
四
日
〜
六
月
二
日

春
の
企
画
展
「
北
斎
漫
画
展
」

―
画
狂
人
が
与
え
た
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム

（
企
画
展
示
室
１
・
２
）

渡
辺
崋
山
風
俗
画
の
世
界

（
特
別
展
示
室
）

観
覧
料

一
　
般
　
五
〇
〇
円
（
四
〇
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

三
月
二
十
六
日
〜
四
月
二
十
一
日

谷
文
晁
か
ら
渡
辺
小
華
ま
で

（
特
別
展
示
室
）

目
で
見
る
田
原
―
明
治
時
代
を
中
心
に

（
企
画
展
示
室
１
・
２
）

六
月
五
日
〜
七
月
十
四
日

渡
辺
崋
山
・
椿
椿
山
と
そ
の
周
辺

（
特
別
展
示
室
）

椿
椿
山
の
弟
子
た
ち（
企
画
展
示
室
１
）

田
原
の
歴
史
―
渥
美
古
窯
の
時
代
Ⅰ

（
企
画
展
示
室
２
）

七
月
十
六
日
〜
九
月
一
日

渡
辺
崋
山
が
活
躍
し
た
時
代

（
特
別
展
示
室
）

芝
村
義
邦
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

―
陶
磁
器
を
中
心
に（
企
画
展
示
室
１
）

田
原
の
歴
史
―
渥
美
古
窯
の
時
代
Ⅱ

（
企
画
展
示
室
２
）

九
月
四
日
〜
十
月
六
日

田
原
城
の
歴
史
Ⅲ

（
企
画
展
示
室
１
）

九
月
四
日
〜
十
月
十
四
日

渡
辺
崋
山
と
師
谷
文
晁（
特
別
展
示
室
）

観
覧
料

平
常
展

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

毎
週
月
曜
日
は
休
館
、
月
曜
日
が
祝
日

の
場
合
は
翌
日

五
月
五
日

鎧
を
着
て
城
跡
で
写
真
を
撮
ろ
う

四
月
一
日
か
ら
電
話
に
て
先
着
順
受
付

五
月
十
二
日
　
午
後
一
時
三
十
分

春
の
企
画
展
記
念
講
演
会

「
北
斎
漫
画
の
魅
力
」

講
師
　
浦
上
満
氏

（
北
斎
漫
画
蒐
集
家
・
浦
上
蒼
穹
堂
店
主
）

会
場
　
崋
山
会
館
鶴
の
間

入
場
無
料

六
月
十
六
日
　
午
前
十
時

博
物
館
講
座

「
掛
物
（
軸
物
）
の
扱
い
方
」（
申
込
制
）

講
師
　
小
嶋
義
雄
氏

（
田
原
町
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）

七
月
十
四
日
　
午
前
十
時

博
物
館
講
座
「
和
本
の
綴
じ
方
」（
申
込
制
）

講
師
　
小
嶋
義
雄
氏

（
田
原
町
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
）

九
月
二
十
一
日

田
原
城
跡
月
見
会

田
原
町
博
物
館
友
の
会
会
員
募
集
中

入
会
申
込
書
に
十
四
年
度
分
会
費
千
円

を
添
え
て
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

特
典展

覧
会
・
催
し
物
の
お
知
ら
せ

視
察
研
修
に
参
加
で
き
ま
す
。

博
物
館
だ
よ
り
を
郵
送
し
ま
す
。

崋
山
会
報
第
八
号

平
成
一
四
年
四
月
一
一
日
発
行

編
集
発
行

財
団
法
人
崋
山
会

理
事
長
　
白
井
孝
市

事
務
局
長
　
光
浦
貞
佳

〒
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

（
財
）
崋
山
会
か
ら

崋
山
・
史
学
研
究
会
会
員
募
集
中

申
込
場
所
　
崋
山
会
館

毎
月
第
四
土
曜
日
研
究
会

視
察
研
修
に
参
加
で
き
ま
す
。

編
集
・
協
力

田
原
町
博
物
館

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
　
加
藤
克
己

中
神
昌
秀
　
仲
井
千
恵

※
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
く
だ
さ
い
。

次
回
発
行
予
定
平
成
一
四
年
一
〇
月
一
一
日
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田
原
町
博
物
館
か
ら

田
原
町
博
物
館
か
ら

ご

案

内

ご

案

内

田
原
町
博
物
館
か
ら

ご

案

内

催
し
も
の
の
ご
案
内

企
画
展
の
ご
案
内

平
常
展
の
ご
案
内

重
要
文
化
財

椿
椿
山
筆
冉
雍
像


