
留
魂
録
（
吉
田
松
陰
の
遺
書
） 

　
日
本
の
名
著
３
１
、
吉
田
松
陰
、
中
央
公
論
社

《
解
説
》
松
陰
は
、
安
政
六
年
十
月
二
十
七
日
（
１
８
５
９
年
十
一
月
二
十
一
日
）
の

朝
、
評
定
所
に
お
い
て
罪
状
の
申
し
渡
し
が
あ
り
、
そ
の
日
の
午
前
、
江
戸
伝
馬
町
の

獄
舎
に
お
い
て
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
『
留
魂
録
』
は
、
処
刑
前
日
の
十
月
二
十
六
日

の
夕
方
に
書
き
あ
げ
た
も
の
で
、
い
わ
ば
松
陰
の
門
下
生
等
へ
の
遺
書
と
い
う
べ
き
も

の
で
あ
る
。
す
で
に
死
刑
の
宣
告
を
覚
悟
し
て
お
り
、
幕
府
役
人
の
取
調
べ
の
様
子
や

獄
中
の
志
士
の
消
息
を
記
し
、
松
陰
自
身
の
心
境
と
後
に
続
く
同
志
へ
の
遺
託
が
切
々

と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

自
筆
本
は
、
二
通
作
ら
れ
た
よ
う
で
、
一
通
は
、
江
戸
の
同
志
か
ら
萩
の
高
杉
晋
作
・

久
坂
玄
瑞
・
久
保
清
太
郎
名
宛
に
送
ら
れ
た
（
現
存
し
な
い
）
。
他
の
一
通
は
同
囚
の

者
に
託
し
、
そ
れ
が
明
治
に
な
っ
て
松
陰
の
門
下
生
の
手
に
渡
り
、
萩
の
松
陰
神
社
に

所
蔵
せ
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
。

身
は
た
と
ひ
武
蔵
の
野
辺
に
朽
ち
ぬ
と
も

　
　

留
め
置
か
ま
し
大
和
魂

十
月
二
十
五
日
　

二
十
一
回
猛
士

一
、
私
は
、
昨
年
以
来
、
心
の
動
き
が
幾
度
も
変
わ
っ
て
い
ち
い
ち
数
え
き
れ
な
い
ほ

ど
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
で
、
な
に
よ
り
も
私
が
そ
う
あ
り
た
い
と
強
く
願
い
、

あ
お
ぎ
慕
っ
た
の
は
、
あ
の

ち
ょ
う

趙
の
貫
高
（
中
国
、
戦
国
時
代
の

ち
ょ
う

趙
の
宰
相
。

ち
ょ
う

趙
王

張
放
の
臣
と
し
て
、
漢
の
高
祖
劉
邦
が

ち
ょ
う

趙
王
を
は
ず
か
し
め
た
こ
と
を
憤
り
、
高
祖

を
殺
そ
う
と
し
た
が
失
敗
、
王
と
と
も
に
捕
え
ら
れ
た
。
王
の
た
め
の
計
り
と
し
て
王

は
許
さ
れ
、
み
ず
か
ら
は
獄
中
で
自
殺
し
た
）
で
あ
り
、

そ楚
の
屈
平
（
戦
国
時
代
の

そ楚

の
人
。
憂
国
の
詩
人
。
懐
王
・
襄
王
に
仕
え
た
が
、
讒
言
に
あ
い
江
南
に
移
さ
れ
た
。

「
懐
沙
賦
」
を
作
り
、
石
を
懐
に
し
て
、

べ
き
ら

汨
羅
に
投
身
し
た
。
『
楚
辞
』
に
そ
の
賦
が

収
め
ら
れ
て
い
る
）
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
諸
君
の
よ
く
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

だ
か
ら
入
江
杉
蔵
が
、
送
別
の
句
の
な
か
で
、
「
燕
や
趙
の
国
に
高
潔
の
士
は
多
い
が
、

貫
高
の
ご
と
き
人
物
は
ほ
か
に
い
な
か
っ
た
。

け
い荊

や
そ楚

の
国
に
も
深
く
そ
の
国
を
憂
え

た
人
は
い
た
が
、
屈
平
の
ご
と
き
人
物
は
ほ
か
に
い
な
か
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
の
も
、

彼
が
、
私
の
心
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
そ
う
い
う
句
を
お
く
っ
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
五
月
十
一
日
（
五
月
十
四
日
が
正
し
い
。
松
陰
の
誤
記
で
あ
ろ
う
）

に
江
戸
護
送
の
知
ら
せ
を
う
け
て
か
ら
は
、
い
ま
ひ
と
つ
、
「
誠
」
と
い
う
字
を
念
頭

に
お
き
、
こ
れ
を
私
の
行
動
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
よ
う
と
い
ろ
い
ろ
考
え
て
み
た
。



ち
ょ
う
ど
そ
の
こ
ろ
、
杉
蔵
が
、
「
死
」
の
字
を
私
に
お
く
り
、
死
を
覚
悟
す
る
こ
と

を
説
い
た
。

し
か
し
、
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
考
え
ず
、
一
枚
の
白
の
綿
布
を
求
め
て
、
こ
れ
に

『
孟
子
』
の
「
誠
を
尽
く
し
て
も
感
動
し
な
い
者
は
、
い
ま
だ
一
人
も
い
な
い
」
の
一

句
を
書
き
、
手
拭
い
に
縫
い
つ
け
、
そ
れ
を
持
っ
て
江
戸
に
来
て
、
こ
れ
を
評
定
所
の

な
か
に
留
め
お
い
た
。
こ
れ
も
、
誠
に
つ
い
て
の
私
の
志
を
あ
ら
わ
す
た
め
で
あ
っ
た
。

昨
年
来
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
恐
れ
多
く
も
、
朝
廷
と
幕
府
と
の
あ
い
だ
に
、
た
が
い

に
誠
意
が
通
じ
あ
わ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

天
が
、
私
の
と
る
に
た
ら
な
い
が
、
し
か
し
ひ
と
す
じ
に
思
う
真
心
を
く
み
と
り
、
私

を
助
け
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
幕
府
の
役
人
も
か
な
ら
ず
私
の
説
に
耳
を
傾
け
理
解
し
て

く
れ
る
で
あ
ろ
う
と
、
志
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
蚊
や

あ
ぶ虻

の
よ
う
な
小
さ
な

虫
（
『
荘
子
』
秋
水
篇
）
で
も
、
そ
れ
が
群
が
り
集
ま
れ
ば
山
を
も
お
お
い
か
く
し
て

し
ま
う
と
の

た
と喩

え
が
あ
る
よ
う
に
、
私
の
誠
意
も
幕
府
の
小
役
人
の
前
に
は
つ
い
に
通

じ
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
ず
、
な
に
ご
と
も
な
す
こ
と
が
で
き
ず
に
、
今
日
に
至
っ
て
し

ま
っ
た
。
こ
う
な
る
の
も
ま
た
、
私
の
徳
が
薄
い
た
め
天
を
動
か
す
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
思
え
ば
、
い
ま
さ
ら
だ
れ
を
と
が
め
、
だ
れ
を
う
ら
み
に
思
う

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

一
、
七
月
九
日
、
は
じ
め
て
評
定
所
の
呼
び
出
し
が
あ
っ
た
。
三
人
の
奉
行
（
寺
社
奉

行
松
平
伯
耆
守
、
町
奉
行
石
谷
因
幡
守
、
勘
定
奉
行
池
田
播
磨
守
）
が
出
座
し
、
私
に

対
す
る
尋
問
の
か
ど
は
二
ヶ
条
で
あ
っ
た
。

そ
の
第
一
は
、
梅
田
源
次
郎
（
雲
浜
）
が
長
門
国
に
出
む
い
た
と
き
面
会
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
が
、
い
っ
た
い
な
ん
の
密
議
を
こ
ら
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
、
そ
の
第
二

は
、
京
都
の
御
所
の
な
か
に
落
と
し
文
が
あ
っ
た
、
そ
の
筆
跡
が
お
ま
え
に
似
て
い
る

と
、
源
次
郎
や
そ
の
ほ
か
の
者
が
申
し
立
て
て
い
る
が
、
こ
の
落
文
に
つ
い
て
は
た
し

て
覚
え
が
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
ヶ
条
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

第
一
の
件
に
つ
い
て
は
、
梅
田
は
元
来
、
悪
が
し
こ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
と
み
て
い
た
か

ら
、
私
と
し
て
は
、
と
も
に
志
を
う
ち
あ
け
て
語
る
こ
と
を
欲
し
な
か
っ
た
。
そ
う
い

う
梅
田
と
ど
う
し
て
密
議
な
ど
を
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
第
二
の
件
に
つ
い
て

も
、
私
は
本
来
、
公
明
正
大
な
る
こ
と
を
好
む
た
ち
だ
。
そ
の
私
が
、
ど
う
し
て
落
文

な
ど
と
い
う
か
げ
で
こ
そ
こ
そ
す
る
よ
う
な
お
ろ
か
な
こ
と
を
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
私
は
、
六
年
間
の
幽
囚
生
活
の
な
か
で
、
い
ろ
い
ろ
と
苦
心
し
た
と
こ
ろ
を
延

べ
、
つ
い
に
大
原
公
の
西
下
を
請
い
、
間
部
要
撃
策
の
計
画
の
あ
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ



い
て
も
自
供
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
間
部
要
撃
策
の
こ
と
で
、
つ
い
に
私
は
下
獄
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
私
は
生
ま
れ
つ
き
激
し
い
性
質
で
、
怒
り
の
の
し
ら
れ
る
と
、
す
ぐ
腹
を
立
て
て

し
ま
う
。
そ
こ
で
で
き
る
だ
け
時
の
流
れ
に
そ
い
、
人
び
と
の
感
情
に
適
応
す
る
よ
う

に
努
力
し
て
き
た
。
だ
か
ら
幕
府
の
役
人
に
対
し
て
も
、
ま
ず
幕
府
が
朝
廷
の
意
志
に

反
し
た
行
為
を
し
た
の
も
や
む
を
え
な
い
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
い
、
そ
の

後
に
、
現
在
、
幕
府
が
と
る
べ
き
も
っ
と
も
適
当
な
処
置
は
な
ん
で
あ
る
か
と
い
う
こ

と
を
説
き
及
ん
だ
の
で
あ
る
。

こ
の
私
の
主
張
は
、
い
つ
も
私
が
あ
れ
こ
れ
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
く
わ
し

く
は
、
「
対
策
」
（
本
書
所
収
「
対
策
一
道
」
）
と
し
て
別
に
書
き
記
し
た
と
お
り
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
幕
府
の
役
人
も
怒
っ
た
り
の
の
し
っ
た
り
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い

の
で
、
私
の
意
見
に
対
し
て
は
、
た
だ
ち
に
、
「
お
ま
え
が
述
べ
る
と
こ
ろ
は
、
す
べ

て
が
適
当
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
の
う
え
卑
賎
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
国
家

の
大
事
を
議
論
す
る
こ
と
自
体
が
不
届
き
な
の
だ
」
と
非
難
し
た
。

し
か
し
私
は
、
こ
れ
に
対
し
て
抗
弁
す
る
こ
と
は
し
な
い
で
、
「
こ
の
こ
と
の
た
め
に

罪
に
な
る
こ
と
を
私
は
決
し
て
避
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
て

弁
明
を
終
え
た
の
で
あ
る
。

幕
府
の
法
で
は
、
一
般
の
庶
民
が
国
事
を
憂
え
た
り
す
る
こ
と
を
許
し
て
い
な
い
。
そ

の
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
私
は
弁
じ
争
う
よ
う
な
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
薩
摩
の
日
下
部
以
三
次
（
伊
三
次
が
正
し
い
。
薩
摩
藩
士
。

罪
を
得
て
藩
を
離
れ
水
戸
に
あ
る
と
き
、
斉
昭
が
召
し
か
か
え
よ
う
と
し
た
が
、
も
と

薩
摩
の
臣
で
あ
っ
た
こ
と
を
も
っ
て
固
辞
し
た
。
斉
昭
は
感
心
し
て
薩
摩
藩
に
知
ら
せ
、

復
藩
。
そ
の
後
上
京
、
水
戸
藩
士
ら
と
は
か
り
、
井
伊
大
老
の
排
斥
・
幕
閣
改
造
を
指

示
し
た
水
戸
藩
へ
の
密
勅
伝
達
に
周
旋
、
勅
書
を
も
っ
て
江
戸
の
水
戸
藩
に
入
っ
た
。

幕
府
は
こ
れ
を
探
知
し
、
江
戸
伝
馬
町
の
獄
に
捕
え
た
が
、
獄
中
で
病
死
）
は
、
幕
府

の
役
人
の
尋
問
の
日
に
、
今
の
幕
府
の
政
治
の
欠
陥
を
あ
ま
ね
く
論
じ
、
「
こ
の
よ
う

な
幕
府
の
あ
り
方
で
は
、
今
後
三
年
か
五
年
の
幕
府
の
安
泰
も
お
ぼ
つ
か
な
い
だ
ろ

う
」
と
い
っ
て
、
尋
問
の
役
人
を
激
怒
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
日
下
部
は
、
「
こ
の
こ
と

で
死
罪
に
処
せ
ら
れ
て
も
、
少
し
も
悔
い
る
と
こ
ろ
は
な
い
」
と
述
べ
た
と
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
日
下
部
の
態
度
に
は
、
私
は
と
て
も
及
ば
な
い
。
杉
蔵
が
、
死
を
覚
悟
す

る
こ
と
を
私
に
説
い
た
の
も
、
ま
た
こ
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
。

唐
の
段
秀
実
は
、

か
く
き

郭
唏
に
対
し
て
は
ま
ご
こ
ろ
を
つ
く
し
て
改
心
さ
せ
、
朱
せ
い
（
さ



ん
ず
い
＋
此
）
に
対
し
て
は

し
ゃ
く

笏
を
と
っ
て
打
つ
と
い
う
厳
し
い
態
度
を
と
っ
た
。
と

す
れ
ば
、
英
雄
は
自
ら
時
機
と
場
合
に
適
し
た
態
度
を
と
る
も
の
で
あ
る
。
肝
心
な
こ

と
は
、
内
に
省
み
て
や
ま
し
い
こ
と
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て

ま
た
、
人
を
み
、
時
に
応
ず
る
こ
と
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
私
の
態
度
の
い
い
か
悪
い

か
は
、
私
の
死
後
、
歴
史
の
判
断
に
待
つ
以
外
に
あ
る
ま
い
。

一
、
こ
の
た
び
の
口
上
書
は
、
ま
こ
と
に
簡
単
な
も
の
で
あ
っ
た
。
七
月
九
日
に
、
ひ

と
と
お
り
申
し
立
て
た
あ
と
、
九
月
五
日
、
十
月
五
日
と
、
二
度
の
呼
び
出
し
に
あ

た
っ
て
も
、
た
い
し
た
尋
問
も
な
く
、
十
月
十
六
日
に
い
た
り
、
口
上
書
の
読
み
聞
か

せ
が
あ
っ
て
、
い
ま
す
ぐ
署
名
せ
よ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

こ
の
口
上
書
に
は
、
私
が
苦
心
し
た
ア
メ
リ
カ
使
節
と
の
折
衝
や
私
の
航
海
雄
略
論
の

ご
と
き
は
、
な
に
ひ
と
つ
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
数
個
所
に
、
開
港
の
こ
と
を
適

当
に
書
き
記
し
て
、
国
力
充
実
の
後
に
、
外
国
人
を
御
打
払
い
に
な
る
の
が
よ
ろ
し
い

で
あ
ろ
う
な
ど
と
、
私
の
心
に
も
な
い
愚
に
も
つ
か
な
い
論
を
記
載
し
て
、
口
上
書
と

し
て
い
た
の
で
あ
る
。

私
は
、
抗
弁
し
て
も
無
駄
だ
と
思
い
、
あ
え
て
な
に
も
い
わ
な
か
っ
た
が
、
心
中
き
わ

め
て
不
満
で
あ
っ
た
。
甲
寅
（
安
政
元
年
＝
１
８
５
８
）
の
年
に
、
海
外
密
航
を
企
て

て
失
敗
し
た
と
き
の
口
上
書
と
比
べ
る
な
ら
ば
、
実
に
雲
泥
の
ち
が
い
が
あ
る
と
い
う

べ
き
だ
。

一
、
七
月
九
日
、
ひ
と
と
お
り
、
大
原
西
下
策
の
こ
と
、
間
部
要
撃
策
の
こ
と
な
ど
を

申
し
立
て
た
。
は
じ
め
に
思
っ
た
こ
と
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
幕
府
側
で
も
す
で
に

探
索
し
て
知
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
は
っ
き
り
と
申
し
立
て
た
方
が
か
え
っ
て
よ

か
ろ
う
と
思
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
申
し
述
べ
て
い
っ
た
と

こ
ろ
、
幕
府
側
で
は
い
っ
こ
う
に
知
ら
な
い
様
子
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
考
え
た
こ
と
は
、
幕
府
の
方
で
全
然
知
ら
な
い
こ
と
を
、
こ
ち
ら
か
ら
積
極
的

に
申
し
立
て
て
、
多
く
の
人
び
と
に
連
累
者
を
出
し
て
し
ま
う
な
ら
ば
、
か
え
っ
て
関

係
も
な
い
人
び
と
を
傷
つ
け
る
こ
と
に
も
な
る
し
、
毛
を
吹
き
わ
け
て
小
さ
な
き
ず
を

探
し
出
す
よ
う
な
こ
と
に
な
る
（
『
韓
非
子
』
）
と
考
え
、
慎
重
に
対
処
す
る
こ
と
に

し
た
。
そ
こ
で
間
部
要
撃
策
の
こ
と
も
、
要
諫
と
い
う
よ
う
に
い
い
か
え
た
の
で
あ
る
。

ま
た
京
都
に
往
来
す
る
諸
友
人
の
姓
名
や
、
間
部
要
撃
策
の
た
め
に
連
判
し
た
同
志

（
十
七
人
の
同
志
）
の
姓
名
等
は
、
で
き
る
だ
け
隠
し
て
具
体
的
に
は
話
さ
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
、
後
に

く
つ
き

崛
起
す
る
人
び
と
の
た
め
を
お
も
ん
ば
か
っ
た
、
私
の
さ
さ
や
か
な
老

婆
心
か
ら
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
か
、
幕
府
の
裁
決
で
は
、
は
た
し
て
私
一



人
だ
け
を
罰
し
て
、
他
に
一
人
も
連
累
者
が
出
な
か
っ
た
こ
と
は
、
実
に
大
き
な
喜
び

だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同
志
の
諸
君
よ
、
こ
の
こ
と
を
深
く
考
え
て
ほ
し
い
。

一
、
右
の
要
諫
の
一
件
に
つ
い
て
、
事
が
成
功
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
老
中
間
部
詮
勝

と
刺
し
違
え
て
死
に
、
警
衛
の
者
が
こ
れ
を
防
い
で
邪
魔
す
る
と
き
は
、
切
り
払
う
つ

も
り
だ
っ
た
な
ど
と
口
上
書
に
は
記
載
し
て
あ
る
が
、
こ
ん
な
こ
と
は
実
は
私
は
い
っ

て
い
な
い
の
だ
。
し
か
る
に
三
奉
行
は
、
強
い
て
記
載
し
て
、
私
を
無
実
の
罪
に
問
お

う
と
し
て
い
る
。
こ
ん
な
無
実
の
罪
を
ど
う
し
て
私
が
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。

そ
こ
で
、
十
六
日
の
署
名
の
場
に
の
ぞ
ん
で
、
石
谷
・
池
田
の
両
奉
行
と
お
お
い
に
論

争
し
た
。
私
は
、
決
し
て
死
を
惜
し
む
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
両
奉
行
の
強
権
に
よ
る

事
実
の
歪
曲
に
は
承
服
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
さ
き
、
九
月
五
日
、
十
月
五
日
の
両
度
の
吟
味
の
と
き
、
吟
味
の
役
人
に
く

わ
し
く
申
し
立
て
た
こ
と
は
、
死
を
覚
悟
し
て
老
中
間
部
を
要
諫
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
て
、
か
な
ら
ず
し
も
刺
し
違
え
た
り
、
警
衛
の
者
を
切
り
払
っ
た
り
す
る
な
ど
と

い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
吟
味
の
役
人
が
こ
れ
を
充
分
に
了
承
し
て
お
き
な
が
ら
、

し
か
も
な
お
口
上
書
に
こ
ん
な
こ
と
を
記
載
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
強
権
に
よ
る

詐
術
で
は
な
い
か
。
し
か
し
な
が
ら
、
事
が
す
で
に
こ
こ
ま
で
き
て
し
ま
っ
た
か
ら
に

は
、
刺
違
え
・
切
払
い
の
両
事
を
承
認
し
な
い
の
は
、
か
え
っ
て
激
烈
さ
を
欠
く
こ
と

に
な
り
、
同
志
の
諸
君
も
ま
た
惜
し
む
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
私
自
身
と
し
て
も
、

ま
た
惜
し
ま
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。

し
か
し
、
繰
り
返
し
こ
れ
を
考
え
る
と
、
志
士
た
る
者
が
仁
を
な
す
た
め
の
死
（
『
論

語
』
）
は
、
こ
ん
な
小
さ
な
言
葉
の
あ
れ
こ
れ
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
い
ま
、
こ
の
私

は
、
邪
悪
な
権
力
の
た
め
に
殺
さ
れ
る
の
だ
。
天
地
の
神
々
は
あ
き
ら
か
に
こ
の
こ
と

を
御
覧
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
な
ん
の
惜
し
む
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
か
。

一
、
私
は
、
こ
の
た
び
の
こ
と
で
は
、
初
め
は
、
も
と
よ
り
生
き
る
た
め
の
策
も
は
か

ら
ず
、
ま
た
か
な
ら
ず
死
ぬ
と
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
。
た
だ
、
自
分
の
誠
が
通
じ
る

か
通
じ
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
も
っ
て
、
天
の
命
ず
る
自
然
の
な
り
ゆ
き
に
身
を
ま
か

せ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
七
月
九
日
に
い
た
っ
て
は
、
ほ
ぼ
死
を
覚
悟
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
だ
か
ら

そ
の
と
き
つ
く
っ
た
詩
の
な
か
で
「
継
盛
唯
だ

ま
さ当

に
し
り
く

市
戮
を
甘
ん
ず
べ
し
、
倉
公

い
ず
く

寧

ん
ぞ

ま復
た
生
還
を
望
ま
ん
や
」
と
詠
ん
だ
の
で
あ
る
。
そ
の
後
九
月
五
日
、
十
月
五
日

の
両
度
の
吟
味
が
寛
容
で
あ
る
こ
と
に
あ
ざ
む
か
れ
、
き
っ
と
生
き
ら
れ
そ
う
だ
と
期

待
し
、
ま
た
、
そ
れ
を
喜
ぶ
心
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
心
は
、
私
が
、
自
分
の
身



を
惜
し
ん
だ
が
た
め
だ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
わ
け
が
あ
っ
た

の
だ
。

昨
年
の
暮

お
お
み
そ
か

大
晦
日
の
朝
廷
の
決
定
（
朝
廷
は
幕
府
に
条
約
の
調
印
を
許
し
、
一
時
攘
夷

を
猶
予
し
、
公
武
合
体
の
の
ち
攘
夷
を
決
行
す
べ
し
と
の
勅
書
を
幕
府
に
与
え
た
）
は
、

す
で
に
幕
府
の
措
置
を
認
め
て
し
ま
っ
た
。
今
年
の
春
三
月
五
日
に
は
、
わ
が
主
君
の

駕
は
、
す
で
に
萩
城
を
出
発
し
た
の
で
あ
る
。
私
の
策
は
、
こ
こ
で
全
部
失
敗
に
終

わ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
死
を
求
め
る
気
持
ち
は
き
わ
め
て
急
で
あ
っ
た
。
し
か
し
六

月
の
末
、
江
戸
に
来
る
に
及
ん
で
、
外
国
人
の
状
態
を
見
聞
し
、
七
月
九
日
、
獄
に

入
っ
て
、
天
下
の
形
勢
を
考
察
し
て
み
る
と
、
神
国
の
こ
と
に
つ
い
て
、
な
お
自
分
の

な
す
べ
き
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
悟
り
、
こ
こ
に
は
じ
め
て
生
き
て
い
る
ほ
う
が
よ
い
と

す
る
気
持
ち
が
さ
か
ん
に
わ
い
て
き
た
の
で
あ
る
。

私
が
も
し
死
罪
と
な
る
な
ら
ば
、
こ
の
心
に
わ
き
立
つ
気
持
ち
は
、
決
し
て
沈
ん
で
し

ま
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
十
六
日
の
口
上
書
の
内
容
と
い
い
、
三

奉
行
の
強
権
に
よ
る
事
実
の
歪
曲
と
い
い
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
私
を
死
地
に
お
い
や

ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
だ
と
分
か
っ
て
か
ら
は
、
も
う
こ
れ
以
上
、
生
き
る
こ
と
を
願

う
心
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
、
私
が
つ
ね
日
ご
ろ
の
学
問

か
ら
得
た
力
が
、
そ
う
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

一
、
今
日
死
を
覚
悟
し
て
の
心
の
平
安
は
、
春
・
夏
・
秋
・
冬
の
四
季
の
循
環
に
お
い

て
考
え
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

思
う
に
、
か
の
農
事
の
こ
と
を
み
る
に
、
春
に
種
を
ま
き
、
夏
に
苗
を
植
え
、
秋
に
刈

り
、
冬
は
そ
の
果
実
を
貯
蔵
す
る
。
秋
・
冬
に
な
る
と
、
百
姓
は
み
な
そ
の
年
の
労
働

の
成
果
を
喜
び
、
酒
を
造
り
、
甘
酒
を
つ
く
り
、
村
中
に
歓
声
が
み
ち
み
ち
る
の
で
あ

る
。
い
ま
だ
か
つ
て
、
秋
の
収
穫
期
の
ぞ
ん
で
、
そ
の
年
の
労
働
が
終
わ
る
こ
と
を
悲

し
む
も
の
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。

私
は
今
年
で
三
十
歳
に
な
っ
た
。
ま
だ
一
つ
の
こ
と
を
も
な
す
こ
と
が
な
く
死
ぬ
の
は
、

穀
物
の
ま
だ
花
を
咲
か
せ
ず
実
を
結
ば
な
い
の
に
似
て
い
る
か
ら
、
惜
し
い
よ
う
な
気

持
ち
も
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
私
の
身
に
つ
い
て
い
え
ば
、
花
咲
き
実
結
ぶ
の

と
き
で
あ
る
。
か
な
ら
ず
し
も
悲
し
む
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
人
間

の
寿
命
に
定
め
が
な
い
、
穀
物
の
成
育
の
よ
う
に
か
な
ら
ず
四
季
を
経
過
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
と
は
ち
が
う
の
で
あ
る
。

十
歳
で
死
ぬ
者
は
、
そ
の
十
歳
の
間
に
お
の
ず
か
ら
四
季
が
あ
り
、
二
十
歳
に
は
お
の

ず
か
ら
二
十
歳
の
四
季
が
あ
り
、
三
十
歳
に
は
お
の
ず
か
ら
三
十
歳
の
四
季
が
あ
る
。



五
十
歳
、
百
歳
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
お
の
ず
か
ら
、
五
十
歳
、
百
歳
の
四
季
が
あ
る
も
の

だ
。
十
歳
を
も
っ
て
短
す
ぎ
る
と
い
う
の
は
、
数
日
し
か
生
命
の
な
い
夏
蝉
を
、
何
千

年
も
生
き
て
い
る
と
い
う

め
い
れ
い

冥
霊
と
か

た
い
ち
ん

大
椿
と
よ
ば
れ
る
長
生
の
霊
木
の
よ
う
に
し
よ
う

と
欲
す
る
よ
う
な
も
の
（
『
荘
子
』
）
で
あ
る
。
百
歳
を
も
っ
て
長
す
ぎ
る
と
い
う
の

は
、
こ
の
冥
霊
や
大
椿
の
寿
命
を
夏
蝉
の
ご
と
き
短
命
に
し
よ
う
と
欲
す
る
よ
う
な
も

の
だ
。
そ
の
ど
ち
ら
も
、
天
命
に
達
し
な
い
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

私
は
三
十
歳
、
四
季
は
す
で
に
備
わ
っ
て
お
り
、
ま
た
花
咲
き
実
は
結
ん
で
い
る
。
そ

れ
が
実
の
よ
く
熟
し
て
い
な
い
も
み
が
ら
な
の
か
成
熟
し
た
米
粒
な
の
か
は
、
私
の
知

る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
も
し
同
志
の
な
か
で
こ
の
私
の
心
あ
る
と
こ
ろ
を
憐
れ
ん
で
、

私
の
志
を
受
け
継
い
で
く
れ
る
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
か
れ
た
種
子
が
絶
え
な
い
で
、

穀
物
が
年
か
ら
年
へ
と
実
っ
て
い
く
の
と
変
わ
り
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
同
志
の
人

び
と
よ
、
ど
う
か
こ
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て
ほ
し
い
。

一
、
東
口
の

あ
が
り
や

揚
屋
に
い
る
水
戸
の
郷
士
（
江
戸
時
代
、
郷
村
在
住
の
武
士
の
こ
と
）
堀

江
よ
し
の

克
之

す
け助

（
水
戸
藩
の
郷
士
。
ハ
リ
ス
を
要
撃
し
よ
う
と
し
て
捕
え
ら
れ
た
）
は
、
私

は
ま
だ
一
度
も
会
っ
て
話
し
た
こ
と
は
な
い
が
、
真
の
知
己
で
あ
り
、
真
の
益
友
で
あ

る
。
私
に
伝
言
し
て
い
う
に
は
、
「
昔
、
矢
部
駿
州
（
江
戸
町
奉
行
の
と
き
、
罪
に
お

と
さ
れ
、
職
を
奪
わ
れ
て
桑
名
藩
に
預
け
ら
れ
た
）
は
、
桑
名
候
へ
お
預
け
に
な
っ
た

そ
の
日
か
ら
絶
食
し
て
仇
敵
を
の
ろ
っ
て
死
に
、
そ
の
た
め
つ
い
に
仇
敵
を
退
け
る
こ

と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
今
、
あ
な
た
も
み
ず
か
ら
死
を
覚
悟
し
て
お
ら
れ
る

か
ら
に
は
、
祈
念
を
こ
め
て
内
外
の
敵
を
払
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
し
て
そ
の
心
を
こ
の

世
に
残
し
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。
」
と
、
て
い
ね
い
に
戒
め
て
く
れ
た
。
私
は
、
こ
の

言
葉
に
ま
こ
と
に
感
心
し
た
。

ま
た
、
鮎
沢
伊
太
夫
（
安
政
五
年
、
水
戸
藩
に
密
勅
が
伝
達
さ
れ
た
と
き
、
上
書
し
、

諸
藩
に
も
伝
達
す
べ
き
と
主
張
し
た
が
、
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
密
勅
問
題
に
関

連
し
て
幕
府
に
捕
え
ら
れ
た
）
は
、
水
戸
藩
の
士
で
、
堀
江
と
同
居
し
て
い
る
。
私
に

告
げ
て
い
う
に
は
、
「
今
、
あ
な
た
の
判
決
が
ど
う
な
る
か
予
測
で
き
ま
せ
ん
。
私
は

遠
島
が
き
ま
っ
て
お
り
ま
す
が
、
海
の
向
こ
う
へ
行
け
ば
、
天
下
の
こ
と
は
す
べ
て
天

命
に
ま
か
せ
る
だ
け
で
す
。
た
だ
し
天
下
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
こ
と
は
、
同
志
に
託

し
、
後
輩
の
者
に
残
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
わ

が
意
を
得
た
言
葉
で
あ
る
。

私
が
ひ
た
す
ら
祈
念
す
る
と
こ
ろ
は
、
同
志
の
士
が
、
次
か
ら
次
へ
と
こ
の
私
の
志
を

継
い
で
、
尊
皇
攘
夷
の
大
功
を
建
て
て
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
死
ん
だ
あ



と
も
、
堀
江
・
鮎
沢
の
よ
う
な
人
物
と
は
、
た
と
え
彼
ら
が
遠
い
島
や
獄
中
に
あ
ろ
う

と
も
、
わ
が
同
志
た
ら
ん
と
す
る
者
は
、
ど
う
か
交
わ
り
を
結
ん
で
ほ
し
い
も
の
だ
。

ま
た
本
所
亀
沢
町
に
山
口
三
ゆ
う
（
車
へ
ん
に
酋
）
と
い
う
医
者
が
い
る
。
義
を
好
む

人
と
見
え
て
、
堀
江
・
鮎
沢
両
人
の
こ
と
な
ど
、
獄
外
に
あ
っ
て
非
常
に
よ
く
世
話
を

し
た
の
で
あ
る
。
と
て
も
私
た
ち
に
ま
ね
が
で
き
な
い
と
思
う
の
は
、
こ
の
山
口
が
ま

だ
一
面
識
も
な
い
小
林
民
部
（
京
都
の
人
。
鷹
司
家
に
仕
え
る
。
日
下
部
伊
三
次
ら
と

は
か
り
水
戸
藩
へ
の
密
勅
伝
達
に
周
旋
。
幕
府
に
捕
え
ら
れ
た
）
の
こ
と
を
、
こ
の
両

人
か
ら
頼
ま
れ
る
と
、
小
林
の
た
め
に
も
、
同
じ
く
ま
た
尽
力
し
た
こ
と
だ
。
こ
の
人

は
、
思
う
に
き
っ
と
非
凡
な
人
で
あ
ろ
う
。
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
堀
江
・
鮎

沢
・
小
林
の
三
人
へ
の
連
絡
は
、
こ
の
三
ゆ
う
（
車
へ
ん
に
酋
）
老
に
頼
ん
だ
ら
よ
い

で
あ
ろ
う
。

一
、
堀
江
は
つ
ね
に
神
道
を
崇
拝
し
、
天
皇
を
尊
び
、
大
道
を
天
下
に
明
白
に
し
、
異

端
・
邪
説
を
排
除
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
。
堀
江
が
い
う
に
は
、
朝
廷
が
大
道
を
明
ら

か
に
し
た
教
書
を
出
版
し
て
、
天
下
の
人
び
と
に
わ
か
ち
示
す
の
が
も
っ
と
も
よ
ろ
し

い
、
と
。

し
か
し
、
私
が
思
う
に
は
、
教
書
を
出
版
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
一
つ
の
方
法
を
考
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
ま
ず
京
都
に
お
い
て
大
学
校
を
興
し
、
朝
廷
の
御
学

風
を
天
下
に
示
し
、
さ
ら
に
天
下
の
優
秀
な
才
能
を
も
っ
て
い
る
人
び
と
を
京
都
に
集

め
、
か
れ
ら
の
協
力
に
よ
り
、
天
下
古
今
の
正
論
や
確
固
と
し
た
議
論
を
編
集
し
て
書

物
を
つ
く
り
、
朝
廷
で
御
教
育
の
の
ち
、
天
下
に
分
け
与
え
る
と
き
は
、
天
下
の
人
心

は
お
の
ず
か
ら
一
定
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
こ
で
平
生
か
ら
杉
蔵
と
ひ
そ
か
に
話
し
て
い
た
尊
攘
堂
の
議
と
合
わ
せ
て
堀
江
と
相

談
し
、
こ
れ
の
実
行
を
杉
蔵
に
委
嘱
す
る
こ
と
に
決
め
た
（
杉
蔵
は
禁
門
の
変
で
死
に
、

維
新
後
は
品
川
弥
二
郎
が
ひ
き
つ
ぎ
、
明
治
二
十
年
、
京
都
に
尊
攘
堂
を
建
設
し
た
）
。

も
し
杉
蔵
が
よ
く
同
志
の
人
た
ち
と
相
談
し
、
内
外
で
志
を
協
力
さ
せ
、
こ
の
こ
と
を

少
し
で
も
実
現
す
る
手
が
か
り
を
つ
く
っ
て
く
れ
る
な
ら
ば
、
私
の
志
と
し
た
と
こ
ろ

も
ま
た
無
駄
に
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

昨
年
、

ち
ょ
く
じ
ょ
う

勅
諚

や
り
ん
じ

綸
旨
等
を
求
め
て
実
行
し
よ
う
と
し
た
こ
と
は
挫
折
し
て
し
ま
っ
た

が
、
尊
皇
攘
夷
の
こ
と
は
か
り
そ
め
に
も
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
。
そ
こ
で
い
ろ
い
ろ

工
夫
し
、
前
人
の
あ
と
を
受
け
つ
い
で
発
展
さ
せ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
京
都
に
学
校
を
興
す
と
い
う
論
は
、
ひ
と
き
わ
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

一
、
小
林
民
部
が
い
う
に
は
、
京
都
の
学
習
院
（
天
保
十
三
年
、
仁
孝
天
皇
が
設
立
し
、



そ
の
後
、
学
習
院
と
名
づ
け
た
）
は
、
き
ま
っ
た
日
に
、
百
姓
・
町
人
ま
で
出
席
し
て

講
釈
を
き
く
こ
と
を
許
さ
れ
て
い
る
。
講
義
の
日
に
は
、
公
卿
の
人
た
ち
が
出
席
し
て

講
師
に
は
菅
原
家
・
清
原
家
（
菅
原
氏
は
、
平
安
時
代
に
菅
原
を
称
し
、
学
者
が
出
た
。

道
真
は
と
く
に
文
章
を
も
っ
て
聞
こ
え
、
そ
の
子
孫
も
文
学
の
家
と
し
て
重
き
を
な
し

た
。
清
原
氏
は
、
天
武
天
皇
の
皇
子
舎
人
親
王
よ
り
出
た
と
さ
れ
、
平
安
時
代
に
歌
や

文
章
を
も
っ
て
栄
え
た
）
と
地
元
の
儒
者
が
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
基
礎
に
し
て
、
い
く
ら
で
も
妙
策
が
見
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
懐
徳
堂
（
大
阪
に
設
立
さ
れ
た
学
校
。
学
生
に
庶
民
が
多
く
い
た
。
明
治
二
年
廃

校
）
に
は
、
霊
元
上
皇

し
ん
ぴ
つ

宸
筆
の
勅
額
が
あ
る
。
こ
れ
を
基
に
し
て
さ
ら
に
一
堂
を
興
す

の
も
妙
案
で
は
な
い
か
、
と
小
林
は
話
し
て
い
た
。

小
林
は
鷹
司
家
の
諸
大
夫
（
朝
廷
か
ら
親
王
・
摂
関
・
大
臣
家
な
ど
の

け
い
し

家
司
に
補
せ
ら

れ
た
四
位
・
五
位
の
官
人
）
で
あ
る
が
、
こ
の
た
び
遠
島
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
。
京
都

関
係
の
人
物
の
な
か
で
は
、
そ
の
罪
が
も
っ
と
も
重
い
方
で
あ
る
。
こ
の
人
は
多
才
多

芸
で
あ
る
が
、
た
だ
文
学
に
は
あ
ま
り
深
く
は
な
い
。
事
務
を
的
確
に
処
理
す
る
才
能

を
も
っ
て
い
る
人
だ
と
み
え
る
。
は
じ
め
は
西
奥
の
揚
屋
で
私
と
同
居
し
て
い
た
が
、

の
ち
東
口
の
方
に
移
さ
れ
た
。
京
都
で
は
、
吉
田
神
社
の
神
官
で
あ
る
鈴
鹿
石
州
・
同

筑
州
と
は
特
別
に
親
し
い
間
柄
だ
と
の
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
山
口
三
ゆ
う
（
車
へ
ん
に
酋
）
も
小
林
の
た
め
に
お
お
い
に
奔
走
し
た
の
で
あ
る

か
ら
、
こ
の
鈴
鹿
か
山
口
か
の
手
を
か
り
て
、
流
刑
地
の
離
れ
島
に
い
る
小
林
と
、
わ

が
同
志
の
士
は
連
絡
を
と
っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。
京
都
で
の
こ
と
に
つ
い
て
、
あ
と

で
き
っ
と
協
力
を
得
る
と
こ
ろ
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

一
、
讃
岐
の
高
松
の
藩
士
長
谷
川
宗
右
衛
門
、
か
ね
て
か
ら
、
主
君
を
よ
く
諫
め
て
藩

内
の
和
合
に
つ
と
め
、
本
家
筋
に
あ
た
る
水
戸
藩
と
親
睦
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
苦
心

し
た
人
で
あ
る
。
こ
の
人
が
、
い
ま
東
奥
の
揚
屋
に
い
る
。
そ
の
子
の
速
水
、
私
と
西

奥
の
揚
屋
で
同
居
し
て
い
る
。
こ
の
父
子
の
罪
が
ど
う
な
る
か
、
ま
だ
分
か
ら
な
い
。

同
志
の
諸
君
よ
、
次
の
こ
と
を
し
っ
か
り
と

き
も肝

に
銘
じ
て
お
い
て
ほ
し
い
。
私
が
は
じ

め
て
長
谷
川
翁
と
出
会
っ
た
と
き
の
こ
と
だ
が
、
そ
の
と
き
、
獄
の
役
人
が
わ
れ
わ
れ

の
左
右
に
立
ち
並
ん
で
お
り
、
き
ま
り
で
は
、
囚
人
同
士
の
会
話
は
許
さ
れ
て
い
な
い

の
で
、
ひ
と
こ
と
も
話
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
の
と
き
、
翁
は
、
独
語

す
る
よ
う
に
、
「
む
し
ろ
、
玉
と
な
っ
て
砕
け
よ
う
と
も
、
瓦
と
な
っ
て
命
を
長
ら
え

る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
」
と
私
に
告
げ
た
の
で
あ
る
。
私
は
、
翁
の
心
に
い
た
く
感
激

し
た
。
同
志
諸
君
よ
、
ど
う
か
こ
の
言
葉
の
意
味
と
翁
や
私
の
気
持
ち
を
察
し
て
ほ
し



い
。

一
、
右
の
数
条
を
、
私
は
む
だ
に
書
き
と
め
た
の
で
は
な
い
。
天
下
の
大
事
を
成
就
す

る
に
は
、
天
下
の
有
志
の
士
が
志
を
通
じ
合
っ
て
い
な
け
れ
ば
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
右
に
記
し
た
数
人
は
、
私
が
、
こ
の
た
び
獄
中
で
新
し
く
知
り
え
た
と
こ
ろ

の
人
々
だ
か
ら
、
こ
れ
を
同
志
の
諸
君
に
告
げ
知
ら
せ
て
お
く
の
で
あ
る
。
ま
た
勝
野

保
三
郎
（
江
戸
の
人
。
父
に
従
い
京
都
に
あ
っ
て
志
士
と
交
わ
り
、
安
政
五
年
の
水
戸

藩
へ
の
密
勅
問
題
で
活
躍
、
た
め
に
幕
府
に
捕
え
ら
れ
、
父
の
所
在
を
追
求
さ
れ
た
が

黙
秘
し
た
）
が
い
る
が
、
か
れ
は
す
で
に
出
獄
し
た
の
で
、
か
れ
を
通
じ
て
、
く
わ
し

い
こ
と
を
聞
く
の
が
よ
い
。

勝
野
の
父
豊
作
は
、
現
在
潜
伏
中
で
あ
る
と
い
う
が
、
有
志
の
士
と
聞
い
て
い
る
。
他

日
事
件
が
終
結
す
る
の
を
待
っ
て
、
探
し
出
し
た
ら
よ
か
ろ
う
。
今
日
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
味
方
の
諸
士
よ
、
戦
さ
に
敗
れ
た
あ
と
、
傷
つ
い
て
残
っ
た
味
方
に
、
そ
の
敗

北
の
様
子
を
問
い
た
だ
す
よ
う
に
、
き
び
し
く
そ
の
い
き
さ
つ
を
追
求
し
、
後
事
に
備

え
て
ほ
し
い
。
一
度
失
敗
し
た
か
ら
と
い
っ
て
た
ち
ま
ち
挫
折
し
て
し
ま
う
の
で
は
、

決
し
て
勇
士
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
諸
君
よ
、
頼
む
、
本
当
に
頼
む
ぞ
。

一
、
越
前
の
橋
本
左
内
（
福
井
藩
士
）
は
、
二
十
六
歳
で
斬
首
に
処
せ
ら
れ
た
。
実
に

十
月
七
日
の
こ
と
で
あ
る
。
左
内
が
東
奥
に
座
っ
て
い
た
の
は
、
わ
ず
か
に
五
、
六
日

で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
勝
野
保
三
郎
が
同
居
し
て
い
た
。
そ
の
後
、
勝
野
は
西
奥
に
移

さ
れ
て
私
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
た
。
私
は
、
勝
野
か
ら
左
内
の
こ
と
を
聞
い
て
、
ま
す

ま
す
左
内
と
一
面
識
も
な
か
っ
た
こ
と
を
な
げ
い
た
も
の
だ
。
左
内
が
、
邸
の
中
に
幽

囚
さ
れ
て
い
た
と
き
、
『

し
じ
　
つ
が
ん

資
治
通
鑑
』
を
読
み
、
注
を
作
り
、
「
漢
紀
」
を
読
み
終
え

た
と
い
う
。
ま
た
、
獄
中
で
は
、
教
学
や
技
術
な
ど
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
と
も
い

う
。
勝
野
は
、
私
の
た
め
に
、
こ
の
こ
と
を
話
し
て
く
れ
た
の
だ
。

獄
中
で
の
論
議
の
こ
と
は
、
お
お
い
に
私
も
同
感
す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
、
ま
す
ま

す
左
内
を
よ
み
が
え
ら
せ
て
、
議
論
を
し
て
み
た
い
と
思
う
。
し
か
し
左
内
は
殺
さ
れ

て
し
ま
い
、
い
ま
や
こ
の
世
に
い
な
い
の
だ
。
あ
あ
！

一
、
清
狂
の
「
護
国
論
」
と
吟
稿
、
ロ
羽
の
詩
稿
、
い
ず
れ
も
天
下
の
同
志
の
士
に

送
っ
て
見
せ
た
い
も
の
だ
。
そ
こ
で
私
は
、
こ
れ
を
水
戸
藩
の
鮎
沢
伊
太
夫
に
贈
る
こ

と
を
約
束
し
た
。
同
志
よ
、
ど
う
か
私
に
か
わ
っ
て
、
こ
の
約
束
を
実
行
し
て
く
れ
れ

ば
あ
り
が
た
い
。

一
、
同
志
諸
君
の
う
ち
、
小
田
村
（
伊
之
助
）
、
中
谷
（
正
亮
）
、
久
保
（
長
州
藩
士
。

幼
く
し
て
玉
木
文
之
進
の
塾
に
入
り
、
松
陰
と
知
る
。
松
陰
の
松
下
村
塾
の
発
展
に
尽



力
）
、
久
坂
（
玄
瑞
）
、
入
江
杉
蔵
・
野
村
和
作
の
兄
弟
等
の
こ
と
は
、
鮎
沢
、
堀
江
、

長
谷
川
、
小
林
、
勝
野
等
へ
よ
く
話
し
て
お
い
た
。
村
塾
の
こ
と
、
須
佐
（
長
門
国
須

佐
）
、
阿
月
（
周
防
国
阿
月
）
の
同
志
の
こ
と
等
も
話
し
て
お
い
た
。
飯
田
（
長
州
藩

医
、
松
陰
の
刑
死
後
、
遺
骸
の
受
理
や
埋
葬
に
尽
力
）
、
尾
寺
（
長
州
藩
士
、
刑
死
後
、

飯
田
ら
と
遺
骸
受
理
や
埋
葬
に
尽
力
）
、
高
杉
（
晋
作
）
、
お
よ
び
伊
藤
利
輔
の
こ
と

も
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
み
な
話
し
て
お
い
た
。
こ
れ
ら
同
志
諸
君
の
話
を
諸
氏
に
し

た
の
は
、
私
が
か
り
そ
め
に
な
し
た
こ
と
で
は
な
い
こ
と
を
ど
う
か
承
知
し
て
い
た
だ

き
た
い
。

以
上
を
書
き
と
め
た
後
に
、

心
な
る
こ
と
の

く
さ
ぐ
さ

種
々
か
き
置
き
ぬ 

　

思
ひ
残
せ
る
こ
と
な
か
り
け
り

呼
び
だ
し
の
声
ま
つ

ほ
か外

に
今
の
世
に  

　

待
つ
べ
き
事
の
な
か
り
け
る
か
な

討
た
れ
た
る
吾
れ
を
あ
は
れ
と
見
ん
人
は

　

君
を
崇
め
て

え
び
す

夷
払
へ
よ

愚
か
な
る
吾
れ
を
も
友
と
め
づ
人
は

　

わ
が
と
も
友
と
め
で
よ
人
々

七
た
び
も
生
き
か
へ
り
つ
つ

え
び
す

夷
を
ぞ

は
ら攘

は
ん
こ
こ
ろ
吾
れ
忘
れ
め
や
。

十
月
二
十
六
日
夕
暮
に
書
す

二
十
一
回
猛
士


