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皆
様
こ
ん
に
ち
は
。
私
、
只
今
ご
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
文

学
部
で
近
代
史
を
教
え
て
お
り
ま
す
佐
々
博
雄
と
申
し
ま
す
。
あ

わ
せ
て
現
在
、
国
士
舘
史
資
料
室
の
室
長
を
し
て
お
り
ま
す
。
今

日
は
、
こ
の
会
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
機
会
を
い
た
だ
き
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
国
士
舘
も
三
年
後
に
は
創
立
百
周
年
を

迎
え
る
と
い
う
こ
と
で
、目
下
国
士
舘
史
の
編
纂
中
で
あ
り
ま
す
。

来
年
の
春
に
は
史
料
集
、
各
一
〇
〇
〇
頁
ほ
ど
の
上
・
下
二
巻
を

出
す
予
定
で
お
り
ま
す
。
ま
た
、
三
年
後
に
は
通
史
編
の
刊
行
を

予
定
し
て
い
ま
す
。
国
士
舘
は
、
創
立
か
ら
吉
田
松
陰
、
あ
る
い

は
吉
田
松
陰
を
祀
っ
た
松
陰
神
社
と
、
色
々
関
わ
り
を
も
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
こ
の
世
田
谷
と
い
う
地
域
と
の
関
わ
り
も
あ
る
と

い
う
こ
と
で
色
々
な
史
料
が
出
て
き
て
お
り
ま
す
。
先
ほ
ど
松
本

剣
志
郎
先
生
が
お
話
さ
れ
た
よ
う
な
松
陰
の
細
か
い
研
究
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
、
私
は
い
っ
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
今
日
は
、
国
士

論
文
と
資
料
紹
介

国
士
舘
創
立
と
吉
田
松
陰

国
士
舘
大
学
文
学
部
教
授
・
国
士
舘
史
資
料
室
長　
　
　
　
　
　

佐
　々

博
雄

講演録

＊
本
稿
は
、
世
田
谷
区
立
世
田
谷
図
書
館
・
若
林
町
会
共
催
、
第

六
回
若
林
歴
史
講
演
会
（
二
〇
一
四
年
一
〇
月
二
六
日
、
於
国
士

舘
大
学
世
田
谷
キ
ャ
ン
パ
ス
多
目
的
ホ
ー
ル
）
の
録
音
を
も
と
に

加
筆
・
修
正
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。

佐々博雄文学部教授
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舘
と
吉
田
松
陰
、
そ
れ
か
ら
松
陰
神
社
と
の
つ
な
が
り
と
い
う
か

た
ち
で
、
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
最
後
に
、
個
人
的
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、
私
の
曽
祖

父
の
叔
父
が
吉
田
松
陰
と
親
し
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に

つ
い
て
も
後
で
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま

す
。ま

ず
、
国
士
舘
の
沿
革
と
松
陰
と
の
関
係
と
い
う
視
点
か
ら
先

に
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

国
士
舘
の
創
設
と
世
田
谷
移
転

国
士
舘
は
、
大
正
六
（
一
九
一
七
）
年
、
一
一
月
四
日
に
、
麻

布
笄
こ
う
が
い町
一
八
二
番
地
、
現
在
の
南
青
山
七
丁
目
、
日
赤
病
院
の
そ

ば
で
産
声
を
上
げ
て
い
ま
す
。
こ
の
国
士
舘
、
小
さ
な
塾
で
あ
っ

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
母
体
と
な
っ
た
の
が
「
青
年
大
民

団
」
と
い
う
団
体
で
す
。
こ
れ
は
主
に
早
稲
田
大
学
の
武
道
の
教

員
、
そ
れ
か
ら
学
生
、
と
く
に
福
岡
出
身
の
人
々
を
中
心
に
、
時

の
天
下
国
家
と
い
い
ま
す
か
、
大
正
初
期
の
非
常
に
混
乱
し
た
思

想
状
況
の
中
で
、
社
会
教
化
を
目
的
と
し
た
、
そ
う
い
う
団
体
か

ら
発
足
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
心
人
物
の
一
人
が
、
柴
田
德
次
郎

で
、
早
稲
田
大
学
の
柔
道
部
に
所
属
し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
福
岡

市
の
南
方
、
別
所
と
い
う
と
こ
ろ
の
出
身
で
す
け
れ
ど
も
、
苦
学

生
と
し
て
上
京
し
、
芝
中
学
か
ら
早
稲
田
大
学
に
進
ん
で
、
青
年

大
民
団
を
つ
く
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
た
だ
、
そ
う
い
う
苦
学
生

が
、
塾
や
組
織
を
つ
く
る
の
は
難
し
い
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
を
サ

ポ
ー
ト
し
た
の
が
、
当
時
福
岡
出
身
で
、
赤
坂
の
霊
南
坂
に
い
た

頭
山
満
と
い
う
福
岡
玄
洋
社
の
中
心
人
物
や
、
代
議
士
で
大
臣
に

な
っ
た
野
田
卯
太
郎
な
ど
で
す
。
そ
う
い
う
人
物
た
ち
が
若
い
彼

ら
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
く
。
後
藤
新
平
な
ど
も
関
わ
っ
て
き
ま
す

が
、
そ
う
い
う
中
で
国
士
舘
が
で
き
る
。
レ
ジ
ュ
メ
の
最
初
の
方

に
「
国
士
舘
の
前
身
」
と
し
て
経
緯
を
書
い
て
い
ま
す
が
、
大
正

二
（
一
九
一
三
）
年
に
で
き
た
青
年
大
民
団
は
、
頭
山
満
、
三
浦

梧
楼
、
緒
方
竹
虎
、
中
野
正
剛
、
柴
田
德
次
郎
ら
が
、
参
加
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
大
正
六
年
一
一
月
四
日
に
、
当
時
大
民
団
の
本

部
事
務
所
に
、
夜
学
塾
と
し
て
併
設
さ
れ
た
の
が
国
士
舘
の
始
ま

り
で
あ
り
ま
す
。

で
は
、
な
ぜ
麻
布
笄
町
か
ら
こ
ち
ら
の
世
田
谷
の
地
に
や
っ
て

き
た
の
か
と
い
う
と
、
当
然
夜
学
で
す
け
れ
ど
も
、
一
階
に
八
畳

と
六
畳
、
二
階
に
六
畳
と
、
小
さ
い
塾
で
す
か
ら
、
人
が
だ
ん
だ

ん
増
え
て
、
移
転
の
必
要
が
出
て
来
る
わ
け
で
す
。
英
語
も
教
え

た
り
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、当
時
の
大
学
に
行
っ
た
り
、一
高（
旧

制
の
第
一
高
等
学
校
）
に
行
っ
た
り
と
い
う
東
京
都
下
の
学
生
た

ち
が
集
ま
っ
て
勉
強
し
て
い
て
狭
く
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
当

初
は
、
今
、
吉
祥
寺
に
成
蹊
大
学
が
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
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は
根
津
財
閥
の
根
津
家
の
所
有
地
で
し
て
、
当
初
は
そ
ち
ら
の
方

に
移
転
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
大
正
七

（
一
九
一
八
）
年
、
塾
が
出
来
て
一
年
た
っ
た
秋
に
、
青
年
大
民

団
が
、
今
ま
で
日
本
の
国
の
た
め
に
殉
じ
た
人
た
ち
を
お
祀
り
し

よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
国
士
祭
を
松
陰
神
社
で
催
し
た
。
そ
の
際

に
、
神
官
の
方
か
ら
、
実
は
こ
の
脇
に
学
校
に
適
し
た
土
地
が
あ

る
が
、
ど
う
だ
ろ
う
か
と
い
う
よ
う
な
話
が
あ
っ
て
、
か
た
わ
ら

に
は
吉
田
松
陰
が
祀
ら
れ
て
い
る
松
陰
神
社
が
あ
り
、
そ
し
て
西

に
は
井
伊
直
弼
の
豪
徳
寺
が
あ
り
、
烏
山
川
が
回
っ
て
い
る
高
台

に
勝
国
寺
が
あ
り
ま
す
が
、そ
の
高
台
の
場
所
だ
と
い
う
こ
と
で
、

立
地
的
に
も
教
育
的
に
も
非
常
に
良
い
と
い
う
こ
と
で
、
あ
る
意

味
即
決
的
な
動
き
の
中
で
、
こ
の
世
田
谷
に
移
転
す
る
と
い
う
方

向
に
な
り
、
こ
の
場
所
に
移
転
が
決
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
国
士
舘

は
、
こ
こ
に
移
転
し
て
く
る
と
、
大
正
八
（
一
九
一
九
）
年
の
一

一
月
に
財
団
法
人
に
な
り
ま
す
。
そ
の
前
に
、
現
在
、
国
士
舘
大

学
の
中
央
に
大
講
堂
と
い
う
古
い
建
物
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
を
、

大
正
七
年
の
末
頃
か
ら
建
設
準
備
に
と
り
か
か
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
ん
な
に
お
金
が
あ
る
わ
け
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
福
岡
は
筑
豊
の

石
炭
事
業
者
た
ち
か
ら
お
金
を
寄
付
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
麻

生
、
貝
島
、
安
川
と
い
う
人
た
ち
で
す
。
安
川
の
方
は
、
今
の
九

州
工
業
大
学
の
前
身
に
な
る
専
門
学
校
を
作
っ
て
い
て
、
そ
ち
ら

に
お
金
が
か
か
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
、
あ
ま
り
多
額
の
金
は
出

て
お
り
ま
せ
ん
が
、
麻
生
家
な
ど
を
中
心
に
寄
付
金
を
集
め
る
。

あ
る
い
は
東
京
の
方
で
は
、
大
手
の
三
井
と
か
、
住
友
と
か
か
ら

お
金
を
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
大
講
堂
な
ど
建
物
を

造
っ
て
、
落
成
式
に
は
地
域
の
方
々
に
も
参
加
し
て
い
た
だ
い
て

お
り
ま
す
。
そ
の
一
一
月
に
財
団
法
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け

で
す
。
で
す
か
ら
、
ま
さ
に
松
陰
神
社
で
の
国
士
祭
と
い
う
の
が
、

移
転
の
き
っ
か
け
に
な
っ
て
、
今
年
は
そ
れ
か
ら
九
五
年
、
創
立

か
ら
は
九
七
年
、
三
年
後
が
百
周
年
に
な
り
ま
す
が
、
九
五
年
間
、

こ
こ
世
田
谷
に
居
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
で
こ
の
国
士
舘
創
立
の
関
係
者
に
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
野

田
卯
太
郎
、そ
れ
か
ら
一
番
大
き
な
影
響
が
、渋
沢
栄
一
が
サ
ポ
ー

ト
に
入
る
と
い
う
こ
と
で
金
銭
的
に
も
い
ろ
ん
な
援
助
が
あ
り
、

あ
る
程
度
学
校
の
基
礎
が
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
大
正
一
四
（
一
九

二
五
）
年
、
一
五
年
に
な
り
ま
す
と
、
す
で
に
大
学
令
が
出
て
お

り
ま
す
の
で
、
国
士
舘
も
大
学
を
目
指
し
て
動
き
出
す
。
と
い
う

こ
と
で
徳
富
蘇
峰
も
そ
こ
に
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
ほ
か
小
村
欣

一
、
田
尻
稲
次
郎
。
田
尻
は
専
修
大
学
の
創
立
に
も
関
わ
っ
て
お

り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
長
瀬
鳳
輔
、
栗
野
慎
一
郎
、
上
塚
司
と
い
う

よ
う
な
方
々
が
、
国
士
舘
に
関
わ
っ
て
く
る
。
最
初
は
、
法
令
に

基
づ
か
な
い
学
校
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
大
正
八
年
一
一
月

に
高
等
部
、
そ
れ
か
ら
中
等
部
と
い
う
の
が
つ
く
ら
れ
ま
す
。

大
正
一
二
（
一
九
二
三
）
年
に
は
、
九
月
一
日
に
関
東
大
震
災
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が
起
こ
り
ま
す
。
国
士
舘
の
建
物
は
地
盤
も
良
か
っ
た
の
で
し
ょ

う
。
ほ
と
ん
ど
影
響
が
な
く
、
関
係
者
が
避
難
し
て
き
た
り
、
あ

る
い
は
一
時
こ
の
地
域
の
方
々
が
避
難
し
、
そ
れ
を
援
助
す
る
と

い
う
よ
う
な
こ
と
も
行
っ
て
お
り
ま
す
。
大
正
一
四
年
に
な
り
ま

す
と
国
士
舘
の
中
学
校
、
文
部
省
令
に
基
づ
く
学
校
と
い
う
も
の

が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。
そ
れ
か
ら
関
東
大
震
災
以
降
、

こ
の
世
田
谷
の
地
は
、
高
台
の
方
に
町
が
広
が
っ
て
き
ま
し
て
、

玉
川
電
車
（
現
東
京
急
行
電
鉄
世
田
谷
線
）
あ
た
り
も
通
る
よ
う

に
な
る
。
私
鉄
が
で
き
て
こ
の
近
郊
に
人
が
移
住
し
て
く
る
。
そ

う
い
う
事
情
で
、
荏
原
郡
の
西
部
六
か
町
村
が
、
国
士
舘
の
建
物

を
貸
し
て
く
れ
な
い
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
協
議
が
あ
り
ま
し

て
、
六
か
町
村
合
同
経
営
の
国
士
舘
商
業
学
校
が
創
ら
れ
ま
す
。

こ
れ
は
夜
学
で
す
。
こ
の
校
長
に
は
、
世
田
谷
代
官
大
場
家
の
大お
お

場ば

信の
ぶ

續つ
ぐ

と
い
う
方
が
初
代
の
校
長
に
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
方
は
、

先
ほ
ど
松
本
剣
志
郎
先
生
の
お
話
に
出
ま
し
た
よ
う
に
、
松
陰
神

社
は
、
明
治
一
五
（
一
八
八
二
）
年
に
神
社
に
な
り
ま
す
が
、
新

し
い
神
社
と
い
う
の
は
氏
子
が
い
な
い
。
さ
す
が
に
井
伊
家
の
代

官
で
あ
っ
た
大
場
家
で
す
か
ら
、
神
社
の
サ
ポ
ー
ト
を
、
当
主
が

就
く
と
い
う
こ
と
を
ひ
か
え
て
、
当
家
の
お
孫
さ
ん
信
續
氏
が
氏

子
総
代
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
地
域
の
サ
ポ
ー
ト
が
あ
っ

て
、
松
陰
神
社
が
支
え
ら
れ
る
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
国
士
舘

の
商
業
学
校
の
校
長
も
大
場
家
に
お
願
い
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ

講演風景
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で
基
本
金
三
万
円
く
ら
い
を
各
町
村
分
担
し
て
負
担
す
る
と
い

う
、
そ
う
い
う
学
校
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

大
正
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
は
、
国
士
舘
の
大
学
設
置
構
想

が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
や
は
り
大
学
と
い
う
の
は
創
設
に
数
百

万
円
の
お
金
が
か
か
る
と
。
そ
う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ま
ず
専

門
学
校
が
創
ら
れ
ま
す
。
昭
和
四
（
一
九
二
九
）
年
に
専
門
学
校

が
で
き
る
。
昭
和
五
（
一
九
三
〇
）
年
に
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ア
マ

ゾ
ン
に
移
住
し
、
事
業
を
起
す
人
材
を
出
す
と
い
う
よ
う
な
高
等

拓
植
学
校
と
い
う
の
が
で
き
、
ま
た
大
陸
の
方
に
学
生
を
養
成
し

て
出
す
と
い
う
満
蒙
科
が
昭
和
七
（
一
九
三
二
）
年
に
増
設
さ
れ

ま
す
。
戦
後
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
（
連
合
国
軍
最
高
司
令
官
総
司
令
部
）
等

の
政
策
、
文
部
省
か
ら
の
指
導
も
あ
り
、
国
士
舘
と
い
う
学
校
名

は
至
徳
学
園
に
変
更
さ
れ
ま
す
。
そ
の
後
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
以
降
、
昭
和
二
八
（
一
九
五
三
）
年
に
は
国
士
舘
短
期

大
学
が
創
ら
れ
、
理
事
長
に
は
柴
田
德
次
郎
。
そ
し
て
、
昭
和
三

三
（
一
九
五
八
）
年
に
、
国
士
舘
大
学
が
創
ら
れ
て
い
く
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

国
士
舘
松
下
村
塾
（
景
松
塾
）
の
建
築
と 

　

松
陰
神
社
へ
の
寄
進

国
士
舘
創
立
以
前
、青
年
大
民
団
が
発
行
し
て
い
た
機
関
誌
は
、

『
大
民
』
と
い
う
雑
誌
な
の
で
す
が
、
大
民
同
人
が
、
そ
の
雑
誌

に
「
宣
言　

活
学
を
講
ず
」
と
い
う
も
の
を
載
せ
ま
す
。
こ
れ
が

実
は
、
国
士
舘
の
設
立
趣
意
書
の
も
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ

の
中
に
、
国
士
舘
は
、
吉
田
松
陰
の
松
下
村
塾
を
目
標
と
し
て
創

立
す
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
世
田
谷
に
で
き
た
最
初

の
こ
ろ
の
国
士
舘
の
教
育
は
自
給
自
足
。
先
生
も
生
徒
も
皆
一
緒

に
村
長
を
選
ん
で
、
国
士
村
と
い
う
共
同
生
活
の
な
か
で
自
給
自

足
を
や
っ
て
い
ま
す
。
松
下
村
塾
の
教
育
が
理
想
と
し
て
語
ら
れ

て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
の
よ
う
な
中
で
、
非
常
に
松
陰
神
社
と
関
わ
っ
て
い
る
も
の

と
し
て
は
、
模
造
松
下
村
塾
が
あ
り
ま
す
。
今
、
世
田
谷
の
松
陰

神
社
の
拝
殿
の
横
に
松
下
村
塾
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
実
は
国
士

舘
か
ら
寄
贈
さ
れ
た
も
の
な
の
で
す
。
模
造
松
下
村
塾
。
本
物
は

も
ち
ろ
ん
萩
の
方
に
あ
る
わ
け
で
す
が
、
当
初
は
、
国
士
舘
か
ら

移
さ
れ
て
、
鳥
居
の
す
ぐ
左
側
の
方
に
あ
っ
た
の
で
す
が
、
神
社

の
改
装
な
ど
で
、
現
在
の
場
所
に
移
っ
て
い
る
。
実
は
こ
れ
が
国

士
舘
に
あ
っ
た
と
き
に
は
、
景
け
い
し
ょ
う
じ
ゅ
く

松
塾
と
い
う
ふ
う
に
呼
ん
で
い
ま

し
た
。

吉
田
松
陰
没
後
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
、
昭
和
二
（
一
九
二
七
）

年
か
ら
三
年
、
松
陰
神
社
が
改
装
さ
れ
ま
す
。
そ
の
時
に
国
士
舘

の
方
で
は
、そ
の
古
い
拝
殿
、こ
れ
ま
で
の
神
社
の
拝
殿
を
も
ら
っ

て
い
ま
す
。
そ
れ
を
、
学
内
に
移
し
て
、
国
士
神
社
と
い
う
ふ
う

に
命
名
し
た
わ
け
で
す
。
そ
の
国
士
神
社
の
横
に
こ
の
景
松
塾
、
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模
造
松
下
村
塾
と
い
う
も
の
を
造
っ
た
。
レ
ジ
ュ
メ
に
も
あ
る
よ

う
に
、
当
時
、
国
士
舘
専
門
学
校
の
校
長
・
事
務
取
扱
の
尾
高
武

治
ら
が
修
養
道
場
と
し
て
造
っ
た
の
が
、
そ
の
模
造
松
下
村
塾
、

い
わ
ゆ
る
景
松
塾
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
す
。
史
料
を
読
ん
で

み
ま
す
。

我
等
同
人
先
生
の
忠
孝
を
景
慕
し
、
其
の
節
操
に
感
激
し
、

一
死
能
く
維
新
中
興
の
天
業
を
翼よ
く
さ
ん賛
せ
る
其
の
大
義
の
凛り
ん
れ
つ烈

な
る
に
発
憤
し
、
相
談
し
て
地
を
松
陰
祠
畔
に
相
し
、
塾
舎

を
起
し
て
国
士
舘
を
称
し
、
日
夕
先
生
の
霊
に
親し
ん
し
ゃ炙
し
て
、

先
生
の
如
き
殉
国
の
烈
士
を
養
成
す
べ
く
、
努
力
す
る
こ
と

茲こ
こ

に
年
あ
り
。
嚮さ
き

に
松
陰
神
社
の
改
築
な
る
や
、
旧
本
殿
を

乞
う
て
校
舎
幽ゆ
う
す
い邃
の
境
に
移
し
、
松
陰
先
生
を
始
め
殉
国
の

烈
士
を
祀
り
て
国
士
神
社
と
称
し
、
毎
朝
授
業
開
始
に
先

立
っ
て
教
職
員
学
生
一
同
之
を
礼
拝
し
、
其
の
遺
徳
を
景
仰

し
て
、
日
毎
に
殉
国
の
精
神
を
新
た
に
す
る
を
常
と
す
。（
中

略
）
是
に
於
て
か
遂
に
松
下
村
塾
と
全
く
同
一
な
る
塾
舎
を

模
造
し
、
先
生
の
教
育
に
お
け
る
根
本
精
神
を
継
承
せ
ん
と

決
意
す
る
に
至
れ
り
。（「
国
士
舘
景
松
塾
建
設
趣
意
書
」『
国

士
舘
中
学
校
校
友
会
報
』
二
号
、
昭
和
一
三
年
三
月
）

こ
れ
は
中
学
校
の
校
友
会
会
報
に
尾
高
が
書
い
て
い
る
部
分
で

昭和 13年 11月　新築の景松塾（右から 2人目が尾高武治）（松林明氏所蔵）
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す
。こ

の
建
築
経
過
は
、
模
造
と
い
う
く
ら
い
で
す
か
ら
、
ま
さ
に

現
地
の
萩
の
松
下
村
塾
と
ほ
と
ん
ど
一
致
し
て
、
変
わ
ら
な
い
も

の
を
造
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
昭
和
一
三
（
一
九
三
八
）
年

の
三
月
に
、
建
設
計
画
が
出
ま
し
て
、
萩
市
松
本
村
の
、
そ
こ
は

松
陰
が
出
た
所
で
す
が
、厚
東
常
吉
に
建
築
の
一
切
を
依
頼
す
る
。

実
際
に
、
尾
高
が
萩
に
行
き
ま
し
て
、
材
料
か
ら
何
か
ら
打
ち
合

わ
せ
を
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
で
建
築
材
料
は
、
す
べ
て
そ
の
萩
に
お
い
て
、
吉
田
松
陰

に
ゆ
か
り
の
あ
る
材
料
を
集
め
、
松
下
村
塾
の
寸
法
に
合
わ
せ
、

一
度
現
地
で
組
み
立
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
移
築
す
る
と
い
う
。
念

に
は
念
を
入
れ
た
建
築
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

ま
た
使
っ
た
木
材
。
こ
れ
は
毛
利
藩
の
代
官
屋
敷
の
古
材
を

使
っ
て
い
る
。
そ
れ
で
偶
然
に
も
そ
の
古
材
と
い
う
の
は
、
松
陰

の
養
母
の
生
家
の
所
有
し
た
山
林
、
そ
こ
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
古

材
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
れ
か
ら
屋
根
瓦
。
こ
れ
は
毛
利
藩
代
官
屋
敷
の
古
瓦
。
元
々

そ
の
代
官
屋
敷
に
使
わ
れ
た
古
瓦
を
使
用
し
て
い
て
、
そ
れ
で
毛

利
藩
の
お
抱
え
で
あ
っ
た
瓦
職
人
の
阿
川
と
い
う
方
が
焼
い
た
瓦

を
使
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
松
陰
神
社
に
行
か
れ
て
、
今
の
松

下
村
塾
を
見
ま
す
と
、
瓦
に
「
阿
」
の
文
字
が
入
っ
て
い
る
。
そ

の
阿
川
い
う
人
の
焼
い
た
瓦
を
そ
の
ま
ま
持
っ
て
き
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
、
周
囲
の
玉
石
は
、
松
陰
生
家
の
杉
家
の
下
の
水
無

川
の
河
原
か
ら
集
め
て
、
持
っ
て
き
た
。
そ
の
石
を
松
下
村
塾
の

石
と
並
べ
て
、
同
じ
大
き
さ
の
も
の
を
選
ん
で
、
そ
し
て
、
そ
の

石
に
番
号
を
付
っ
て
、
東
京
に
送
っ
て
き
た
。
数
は
四
〇
〇
個
ほ

ど
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
上
塗
用
の
壁
土
は
松
下
村
塾
で
使
っ
て
い
る
も
の

と
同
じ
質
の
も
の
、
木
舞
・
雨
樋
の
竹
も
同
様
に
萩
か
ら
持
っ
て

き
て
い
る
。

ま
た
、
松
下
村
塾
の
一
〇
畳
間
の
柱
に
刀
傷
が
あ
る
。
こ
れ
は

松
陰
が
幕
府
か
ら
処
置
を
受
け
、
こ
れ
に
門
下
生
が
怒
っ
て
傷
を

付
け
た
と
い
う
謂
れ
の
あ
る
部
分
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
傷

跡
も
付
け
て
い
る
。
障
子
・
襖
の
引
き
手
の
形
、
そ
の
付
け
方
、

付
け
具
合
、
畳
の
敷
き
方
、
松
陰
が
休
憩
し
た
と
さ
れ
る
踏
み
天

井
の
二
階
、
松
陰
の
使
っ
た
机
、
こ
れ
は
萩
で
作
っ
た
も
の
で
す
。

す
べ
て
、
萩
の
松
下
村
塾
に
模
し
て
作
っ
た
、
と
こ
う
い
う
わ
け

で
す
。

そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
昭
和
一
三
年
の
一
二
月
七
日
に
竣
工

式
が
行
わ
れ
る
。
そ
れ
で
昭
和
一
四
（
一
九
三
九
）
年
一
月
に
、

国
士
舘
の
大
講
堂
で
竣
工
報
告
式
と
、
そ
の
後
、
九
段
の
軍
人
会

館
で
「
景
松
塾
竣
工
記
念
吉
田
松
陰
先
生
を
偲
ぶ
会
」
と
い
う
の

を
開
い
て
お
り
ま
す
。

昭
和
一
六
（
一
九
四
一
）
年
の
一
一
月
に
、
松
陰
神
社
に
寄
付
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を
す
る
と
い
う
こ
と
が
決
ま
り
ま
し
て
、「
寄
付
並
移
築
許
可
申

請
書
」
を
提
出
し
、
昭
和
一
六
年
の
一
一
月
一
四
日
、
松
陰
神
社

の
社
司
で
あ
る
斎
藤
氏
ほ
か
五
名
か
ら
東
京
府
知
事
に
申
請
し
、

許
可
書
が
出
て
い
ま
す
。
そ
の
移
転
費
用
一
切
は
、
国
士
舘
の
尾

高
氏
が
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
こ
れ

は
ど
う
い
う
目
的
に
す
る
か
と
い
う
の
が
、
次
の
よ
う
に
出
て
き

ま
す
。「

・
・
・
隣
接
地
国
士
舘
校
庭
ニ
建
設
シ
ア
リ
シ
模
造
松
下

村
塾
ヲ
、
建
設
者
代
表
尾
高
氏
ニ
依
リ
今
般
寄
附
申
出
有
之

候
ニ
就
テ
ハ
、
神
社
境
内
ニ
移
築
シ
記
念
物
ト
シ
、
或
ハ
修

養
道
場
タ
ラ
シ
メ
ン
ト
念
願
致
ス
次
第
ニ
御
座
候
・
・
・
」

「
・
・
・
神
社
ヲ
通
シ
テ
社
会
教
化
ノ
資
ト
可
致
候
・
・
・
」

神
社
で
社
会
教
育
等
に
使
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。
レ
ジ
ュ
メ
の
な
か
の
写
真
が
景
松
塾
。
国
士
舘
時
代
の
模

造
松
下
村
塾
で
す
。

　

吉
田
松
陰
と
関
わ
り
を
も
っ
た
人
び
と

そ
れ
か
ら
次
は
、
徳
富
蘇
峰
。
先
ほ
ど
松
本
剣
志
郎
先
生
の
方

で
、
蘇
峰
の
弟
徳
冨
蘆
花
の
著
し
た
書
、
最
初
の
松
陰
神
社
に
つ

昭和 15年 3月　景松塾全景
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い
て
の
紹
介
等
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
吉
田
松
陰
が
か
な
り
有

名
に
な
る
き
っ
か
け
が
あ
っ
た
わ
け
で
す
。最
近
で
い
い
ま
す
と
、

坂
本
龍
馬
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
で
福
山
雅
治
が
演
じ
て
ブ
ー
ム

に
な
る
。
坂
本
龍
馬
に
し
て
も
、
基
本
的
に
は
日
露
戦
争
の
際
に
、

夢
の
中
で
皇
后
の
枕
元
に
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
海
軍
の
創
始

者
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
非
常
に
メ
ジ
ャ
ー
に
な
っ
て
い
く
わ

け
で
す
が
、
ま
さ
に
メ
ジ
ャ
ー
に
し
た
の
が
、
先
ほ
ど
い
っ
た
徳

富
蘇
峰
。
蘇
峰
は
、
国
士
舘
の
維
持
委
員
の
一
人
で
も
あ
り
ま
す

し
、
戦
後
の
至
徳
学
園
の
名
称
で
あ
る
「
至
徳
」
と
い
う
名
前
を

付
け
た
と
い
う
ふ
う
に
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
の
徳
富
蘇
峰

が
明
治
二
六
（
一
八
九
三
）
年
に
著
し
た
『
吉
田
松
陰
』（
民
友
社
、

一
八
九
三
年
）
が
き
っ
か
け
に
な
る
の
で
す
。
蘇
峰
は
吉
田
松
陰

を
革
命
児
と
い
う
ふ
う
な
位
置
づ
け
を
し
て
い
ま
す
。
最
後
に
は

第
二
維
新
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
す
。
要
す
る
に
明
治
維
新
を

や
り
、
議
会
制
も
発
展
し
て
き
た
が
、
蘇
峰
の
目
か
ら
見
る
と
、

結
局
そ
の
後
、
松
陰
先
生
の
そ
の
革
命
を
ま
た
や
ら
な
い
と
い
け

な
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
再
版
を
重
ね
て
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
り
ま
す
。
そ
う
い
う
な
か
で
後
年
、
い
わ
ゆ
る
大
正
維
新
な

ど
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と
想
像
さ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
ち
ょ
う
ど

こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
明
治
二
六
年
と
い
う
の
は
、
日
本
の
帝
国

議
会
が
始
ま
っ
て
、
第
五
議
会
、
第
六
議
会
と
い
う
の
は
非
常
に

議
会
が
混
乱
し
た
時
期
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、
も
う
こ
れ
で
は

久保田米僊画「松陰神社之図」
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ち
ょ
っ
と
日
本
の
議
会
制
度
が
危
う
い
と
い
う
時
に
、蘇
峰
の『
吉

田
松
陰
』
が
出
版
さ
れ
、
第
二
維
新
と
い
う
文
言
の
背
景
に
な
っ

て
い
る
わ
け
で
す
。

そ
れ
か
ら
こ
の
蘇
峰
の
『
吉
田
松
陰
』
に
は
、
最
初
の
方
に
挿

絵
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
レ
ジ
ュ
メ
の
一
番
最
後
を
見
て
い
た
だ

き
ま
す
と
わ
か
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
図
は
石
版
刷
り
の
折

込
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
絵
は
、
日
本
画
家
の
久
保
田
米べ
い
せ
ん僊
と

い
う
人
が
描
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
蘇
峰
の
『
国
民
新
聞
』
の
社

員
と
し
て
、
日
露
戦
争
に
も
従
軍
し
て
い
た
彼
が
描
い
た
も
の
で

す
。
そ
れ
か
ら
、
こ
れ
も
石
版
刷
り
で
、
折
込
に
入
っ
て
い
ま
す

が
、横
に
ち
ょ
っ
と
小
さ
く「
遊
」と
書
入
れ
が
あ
り
ま
す
が
、「
東

北
遊
日
記
」、
こ
れ
は
、
最
初
に
吉
田
松
陰
が
、
江
戸
か
ら
水
戸

を
経
て
東
北
に
行
っ
た
時
の
日
記
で
す
。
こ
の
日
記
の
所
蔵
に
つ

い
て
、
解
説
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
後
に
、
養
子
に
行
っ
て

高
原
と
い
う
名
前
に
な
っ
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
佐
々
淳
次
郎

と
い
う
人
物
が
所
蔵
し
て
い
た
も
の
を
掲
載
し
た
と
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
、
佐
々
（
高
原
）
淳
次
郎
と
は
ど
う
い
う
人
物
か
と
い
う

と
、
吉
田
松
陰
は
、
有
名
な
『
留
り
ゅ
う

魂こ
ん

録ろ
く

』
か
ら
『
講こ
う

孟も
う

余よ

話わ

』
と

か
色
々
書
い
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
に
『
回
顧
録
』
と
い
う
も
の

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
『
回
顧
録
』
は
、
松
陰
が
下
田
か
ら
の
海
外

渡
海
に
失
敗
し
、
捕
ま
っ
て
牢
獄
に
入
っ
た
こ
と
を
日
記
風
に
回

顧
し
た
も
の
で
す
が
、
渡
海
の
前
に
惜
別
の
宴
を
開
い
て
い
る
こ

と
を
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
レ
ジ
ュ
メ
の
中
に
、「
安
政
元
年

三
月
、
宮み
や

部べ

鼎て
い

蔵ぞ
う

、
永な
が

鳥と
り

三さ
ん

平ぺ
い

、
佐さ
っ
さ
じ
ゅ
ん
じ
ろ
う

々
淳
次
郎
な
ど
と
惜
別
の
宴

を
開
く
」
と
あ
り
ま
す
。
松
陰
は
、
結
局
、
海
外
渡
航
を
企
て
る

が
失
敗
し
て
、
伝
馬
町
の
牢
に
投
獄
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
野
山
獄

に
送
ら
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が
、
松
陰
か
ら
渡
海
を
す
る
と
い
う

こ
と
を
打
ち
明
け
ら
れ
る
の
が
、
宮
部
鼎
蔵
、
永
鳥
三
平
、
佐
々

淳
次
郎
ら
数
名
で
あ
っ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
も
実
は
熊
本
の
出
身
で
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
佐
々
淳
次
郎
と

い
う
の
は
、
私
の
曽
祖
父
の
叔
父
に
あ
た
る
。
そ
れ
で
彼
ら
は
何

を
し
た
の
か
と
い
い
ま
す
と
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
肥
後
勤
王
党
と

し
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
こ
の
後
宮
部
鼎
蔵
は
、
池
田
屋
事
件
で

新
選
組
に
暗
殺
さ
れ
て
い
ま
す
。
佐
々
淳
次
郎
は
、
宮
部
の
門
下

で
、
維
新
後
に
『
肥
後
藩
国
事
史
料
』
と
い
う
、
こ
れ
は
維
新
史

研
究
で
は
か
な
り
重
要
な
史
料
と
な
っ
て
お
り
ま
す
が
、
肥
後
細

川
藩
の
色
々
な
維
新
期
の
動
き
を
最
初
に
編
纂
し
た
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で
も
あ
り
ま
す
。

そ
れ
で
彼
ら
は
、
こ
の
松
陰
と
別
れ
る
時
、
宮
部
鼎
蔵
は
、
松

陰
の
持
っ
て
い
る
刀
と
自
分
の
刀
を
強
制
的
に
交
換
す
る
。
そ
れ

か
ら
永
鳥
三
平
は
、
世
界
地
図
を
渡
す
。
佐
々
淳
次
郎
は
、
松
陰

が
渡
海
す
る
た
め
に
色
々
身
辺
整
理
し
て
非
常
に
み
す
ぼ
ら
し
い

恰
好
を
し
て
い
た
の
で
、
路
費
と
し
て
金
五
両
と
自
分
が
着
て
い

た
着
物
を
渡
す
。
松
陰
は
、
そ
ん
な
わ
け
で
非
常
に
感
極
ま
っ
た
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と
い
う
記
述
が
『
回
顧
録
』
に
出
て
く
る
。
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
関

係
が
で
き
た
の
か
と
い
う
と
、
吉
田
松
陰
が
最
初
、
嘉
永
三
（
一

八
五
〇
）
年
に
熊
本
に
や
っ
て
来
る
と
、
そ
こ
で
、
横
井
小
楠
や

宮
部
鼎
蔵
な
ど
と
親
交
を
持
つ
。宮
部
鼎
蔵
は
一
〇
歳
ほ
ど
上
で
、

松
陰
と
同
じ
山
鹿
流
の
兵
学
者
で
す
。
そ
の
宮
部
の
弟
子
の
佐
々

淳
次
郎
は
、
吉
田
松
陰
の
一
つ
年
上
で
、
同
世
代
な
の
で
す
。
だ

か
ら
松
陰
と
は
気
が
合
う
。
そ
れ
で
淳
次
郎
と
も
色
々
話
が
あ
っ

た
よ
う
で
す
。「
東
北
遊
日
記
」
と
い
う
の
は
、
松
陰
が
最
初
に

脱
藩
し
、
宮
部
鼎
蔵
と
同
行
し
た
記
録
で
す
。
そ
う
い
う
関
係
が

あ
っ
て
、
こ
の
日
記
が
佐
々
淳
次
郎
の
手
元
に
残
っ
て
い
た
。
実

は
、
そ
の
後
の
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
に
も
松
陰
は
熊
本
に

来
ま
す
。
そ
の
時
、
松
陰
に
淳
次
郎
が
渡
し
た
の
が
、
前
田
利
家

の
桶
狭
間
の
戦
い
の
絵
で
す
。
利
家
は
織
田
信
長
の
家
臣
に
な
る

わ
け
で
す
が
、
当
時
信
長
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
、
桶
狭
間
の
戦
い

で
活
躍
し
て
、そ
の
絵
を
描
か
せ
る
わ
け
で
す
。そ
れ
は
馬
に
乗
っ

て
、
敵
将
の
首
を
鑓
の
先
や
鞍
に
付
け
て
い
る
絵
な
の
で
す
。
前

田
家
に
も
そ
の
絵
は
残
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
佐
々
家
に
も
模

写
し
た
も
の
が
伝
わ
っ
て
い
て
、
熊
本
に
来
た
松
陰
に
淳
次
郎
が

渡
し
た
。
そ
れ
で
松
陰
は
非
常
に
感
激
し
て
、
自
分
も
現
在
、
世

間
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
絵
を
励
み
に
反
省

し
て
い
た
よ
う
で
す
。
そ
の
後
、
松
陰
は
、
絵
の
上
に
画
賛
を
載

せ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
下
関
市
立
長
府
博
物
館
に
残
っ
て
お
り

ま
し
て
、
今
は
文
書
館
の
方
に
移
っ
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
画
賛
に
は
、
こ
の
絵
を
淳
次
郎
に
貰
っ
た
の
だ
と
、
そ

「東北遊日記」

「前田利家桶狭間凱旋図」
（下関市立長府博物館所蔵）
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れ
で
自
分
は
こ
れ
を
見
て
反
省
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
の
で
す
。「
気
義
人
な
り
」
と
「
義
の
人
」
だ
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
、
賛
に
書
い
て
あ
る
。
そ
う
い
う
関
係
が
あ
っ

た
の
で
す
。
そ
れ
で
松
陰
の
『
回
顧
録
』
等
で
も
彼
ら
が
出
て
く

る
と
い
う
わ
け
で
す
。そ
う
い
う
活
躍
が
あ
る
の
で
、『
吉
田
松
陰
』

の
「
東
北
遊
日
記
」
最
初
の
石
版
は
、
こ
れ
が
最
初
に
世
に
出
た

も
の
だ
ろ
う
と
い
う
ふ
う
に
想
像
が
つ
く
わ
け
で
す
。

な
お
、
国
士
舘
顧
問
で
あ
っ
た
頭
山
満
の
親
友
、
佐
々
友
房
は
、

佐
々
淳
次
郎
の
甥
に
あ
た
り
ま
す
。

私
の
話
は
、
国
士
舘
と
松
陰
神
社
、
そ
れ
か
ら
吉
田
松
陰
の
関

わ
り
と
い
う
こ
と
で
お
話
い
た
し
ま
し
た
。そ
れ
に
、松
陰
と
佐
々

淳
次
郎
あ
た
り
を
か
ら
め
て
徳
富
蘇
峰
の
明
治
・
大
正
期
の
第
二

維
新
と
い
う
話
も
い
た
し
ま
し
た
。
時
間
が
参
り
ま
し
た
の
で
、

話
を
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
士
舘
も
三
年
後
に
は
、
創
立
百
周
年
を
迎
え
ま
す
。
ま
た
、

世
田
谷
に
移
転
し
て
九
八
年
に
な
り
ま
す
。
本
日
は
、
世
田
谷
地

域
と
共
に
成
長
し
て
き
た
国
士
舘
に
つ
い
て
、
講
演
の
機
会
を
与

え
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
地
域
と
共
に
国
士

舘
が
成
長
し
て
き
た
一
端
を
ご
理
解
い
た
だ
い
た
こ
と
と
存
じ
ま

す
。今
後
と
も
、地
域
と
の
関
係
を
大
切
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
お
り
ま
す
の
で
、
何
卒
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。


