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一
、
養
老
館

鷗
外
森
林
太
郎
は
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
一
月
十
九
日
（
陽
暦
二
月
十
七
日
）
に
石
見
国
津
和
野
城
下
町
田
村
横
堀
（
現
、
島
根
県

鹿
足
郡
津
和
野
町
町
田
）
に
、津
和
野
藩
主
亀
井
家
典
医
の
森
静
男
と
峰
子
の
長
男
と
し
て
生
ま
れ
た
（
１
）
。 

鷗
外
は
明
治
五
年
（
一
九
七
二
）

六
月
に
上
京
す
る
ま
で
約
十
年
間
を
津
和
野
の
地
で
過
ご
し
た
。
鷗
外
研
究
に
お
い
て
は
そ
の
こ
と
が
鷗
外
に
と
っ
て
重
要
な
こ
と
で

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
小
堀
桂
一
郎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
２
）
。 

津
和
野
に
触
れ
て
語
つ
て
ゐ
る
記
録
が
殆
ど
無
い
た
め
に
、
本
人
が
故
郷
の
藩
の
空
気
か
ら
ど
の
様
な
影
響
を
受
け
て
ゐ
た
か
、

そ
の
自
覚
の
内
実
は
後
生
の
人
々
の
推
測
に
よ
つ
て
考
へ
る
し
か
な
か
つ
た
。
そ
の
作
業
は
鷗
外
の
伝
記
作
者
達
に
よ
つ
て
既
に
十

分
に
成
し
遂
げ
ら
れ
て
を
り
、
結
果
と
し
て
津
和
野
と
い
ふ
土
地
の
精
神
的
風
土
と
鷗
外
森
林
太
郎
の
思
想
形
成
と
の
間
に
は
深
い

因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
る
、
と
の
見
解
が
定
着
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
鷗
外
研
究
に
お
い
て
、
鷗
外
の
「
思
想
形
成
」
に
は
津
和
野
の
「
精
神
的
風
土
」
が
深
く
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
が
藩
校
・
養
老
館
で
あ
る
。
山
﨑
國
紀
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
３
）

。 
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森
鷗
外
の
精
神
を
考
え
て
い
く
上
で
、鷗
外
・
林
太
郎
少
年
が
学
ん
だ
津
和
野
藩
校
の
精
神
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。（
略
）

十
一
歳
で
こ
の
狭
隘
な
谷
間
を
出
て
上
京
す
る
ま
で
、
林
太
郎
少
年
の
柔
軟
な
精
神
は
確
実
に
こ
の
津
和
野
藩
学
の
中
に
あ
っ
た
。

こ
の
こ
と
を
討
究
す
る
こ
と
は
鷗
外
研
究
の
中
で
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。（
略
）

津
和
野
藩
は
、
亀
井
家
九
代
藩
主
矩
賢
に
よ
っ
て
天
明
六
年
に
藩
校
養
老
館
を
創
設
し
た
。
一
七
〇
〇
年
代
の
後
半
と
言
え
ば
、

日
本
の
ル
ネ
サ
ン
ス
と
も
言
う
べ
き
時
期
に
き
て
い
た
が
当
時
他
の
相
応
の
小
藩
か
ら
す
れ
ば
こ
の
藩
校
の
創
設
は
き
わ
め
て
画
期

的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
こ
の
養
老
館
を
名
実
と
も
に
充
実
、
発
展
さ
せ
た
の
は
最
後
の
藩
主
と
な
っ
た
十
二
代
茲
監
で

あ
っ
た
。
英
明
な
名
君
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
茲
監
は
、
従
来
の
学
科
の
中
に
、
さ
ら
に
「
蘭
医
科
」
を
置
き
、
そ
の
藩
学
の

精
神
の
中
核
と
し
て
従
来
か
ら
の
儒
学
に
代
え
「
国
学
」
を
据
え
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
の
父
・
静
男
が
仕
え
た
十
二
代
藩
主
・
亀
井
茲こ
れ

監み

（
一
八
二
五
―
八
五
）
は
養
老
館
に
「
蘭
医
学
」
と
「
国
学
」
を

導
入
し
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
山
崎
一
穎
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
４
）

。 

こ
の
国
学
奨
励
と
蘭
医
学
新
設
と
い
う
改
革
方
針
は
、明
治
政
府
が
諸
外
国
に
対
し
て
と
っ
た
欧
化
政
策
の
精
神
、い
わ
ゆ
る
「
和

魂
洋
才
」
の
先
進
的
実
践
例
と
し
て
特
筆
す
べ
き
で
、
藩
主
茲
監
の
時
局
判
断
に
対
す
る
先
見
性
が
窺
え
る
。
こ
こ
に
他
藩
の
藩
校

に
見
ら
れ
な
い
養
老
館
の
特
徴
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
茲
監
の
行
っ
た
養
老
館
の
改
革
は
後
に
明
治
政
府
の
取
っ
た
欧
化
政
策
の
「
先
進
的
実
践
例
」
と
し
て
特
筆
す
べ
き
で
あ

る
と
い
う
。
茲
監
の
津
和
野
藩
に
お
け
る
政
策
が
明
治
政
府
を
先
行
す
る
形
と
な
る
の
は
こ
の
こ
と
ば
か
り
で
は
無
い
の
だ
が
そ
の
こ
と

に
つ
い
て
は
後
で
詳
し
く
述
べ
た
い
。

鷗
外
は
こ
の
よ
う
な
先
進
的
な
藩
校
で
学
ん
だ
の
で
あ
る
が
、
入
学
は
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）、
七
歳
の
時
で
あ
る
。
山
崎
一
穎
氏

は
鷗
外
が
養
老
館
で
学
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
５
）
。 

鷗
外
は
養
老
館
の
漢
学
の
〈
素
読
書
順
〉
に
従
っ
て
、「
孝
経　

大
学　

中
庸　

論
語　

孟
子　

易
経　

詩
経　

書
経　

礼
記　

春
秋　

左
伝　

国
語　

史
記　

漢
書
」
を
白
文
で
学
ん
で
い
く
。
明
治
二
年
（
一
八
六
九
）
七
歳
で
四
書
、
八
歳
で
五
経
の
素
読
を

二
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受
け
た
。
春
秋
の
試
験
で
成
績
優
秀
者
の
褒
賞
に
、
明
治
二
年
四
書
正
文
、
三
年
（
一
八
七
〇
）
に
四
書
集
注
を
与
え
ら
れ
た
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
は
養
老
館
で
ま
ず
四
書
五
経
を
教
わ
り
、
入
学
し
た
年
、
翌
年
と
成
績
優
秀
者
に
選
ば
れ
、
四
書
の
正
本
と
注
釈
書
を

与
え
ら
れ
た
と
い
う
。
こ
の
時
の
様
子
を
明
治
四
年
に
生
ま
れ
た
妹
の
喜
美
子
は
、
伝
え
聞
い
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
き
記
し
て
い
る
（
６
）

。 
ひ
と
日
、
養
老
館
に
試
み
あ
り
て
、
塾
長
を
初
め
、
さ
る
べ
き
人
々
残
り
な
く
集
へ
り
。
そ
の
い
と
晴
れ
が
ま
し
き
席
に
て
、
兄

君
、
年
幼
な
き
に
、
む
つ
か
し
き
事
を
い
み
じ
く
読
み
ぬ
と
て
、
褒
状
に
添
へ
て
唐
本
一
帙
を
賜
り
ぬ
。
け
な
げ
な
る
顔
し
て
帰
り

こ
し
子
を
見
る
に
も
、
祖
父
君
ま
し
ま
さ
ば
と
誰
も
切
に
思
ふ
。
や
が
て
祖
母
君
は
神
棚
に
御
燈
明
を
奉
り
給
ふ
。
嬉
し
き
に
つ
け

て
悲
し
き
に
つ
け
て
深
く
感
じ
給
ふ
時
の
習
は
し
な
り
き
。
昔
は
禅
宗
な
り
し
か
ど
、
藩
の
殿
の
神
祭
に
改
め
給
へ
る
時
よ
り
家
中

み
な
同
じ
く
な
り
ぬ
。

以
上
の
よ
う
に
喜
美
子
は
、
鷗
外
が
成
績
優
秀
者
と
し
て
認
め
ら
れ
た
時
の
森
家
の
様
子
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
森
家
が
元
々
は

禅
宗
で
あ
っ
た
が
藩
主
に
伴
っ
て
神
道
に
改
め
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
ま
た
後
述
し
た
い
。

鷗
外
は
こ
の
よ
う
に
入
学
し
て
す
ぐ
に
養
老
館
で
優
秀
な
成
績
を
収
め
て
い
る
。
し
か
し
鷗
外
は
養
老
館
に
入
学
す
る
以
前
か
ら
『
論

語
』『
孟
子
』
を
学
ん
で
い
た
。
松
島
弘
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
７
）
。 

鷗
外
は
養
老
館
入
学
以
前
、
六
歳
の
時
に
養
老
館
教
授
、
村
田
美
実
か
ら
論
語
の
素
語
を
受
け
、
七
歳
に
な
る
と
自
宅
か
ら
一
キ

ロ
ば
か
り
は
な
れ
た
町
の
中
心
部
に
あ
る
米
原
綱
善
（
娘
・
思
津
子
は
鷗
外
の
弟
潤
三
郎
の
夫
人
）
の
自
宅
に
通
い
孟
子
を
学
ん
で

い
た
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
は
養
老
館
に
入
る
以
前
か
ら
漢
学
を
学
ん
で
い
た
。
し
か
し
廃
藩
置
県
に
伴
い
津
和
野
は
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）

に
隣
の
浜
田
県
へ
併
合
さ
れ
、
養
老
館
は
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に
廃
校
と
な
っ
た
（
８
）
。
ま
た
廃
校
の
年
に
鷗
外
は
上
京
し
た
。
そ
の
た

め
、　

養
老
館
の
特
色
で
あ
っ
た
「
蘭
医
学
」「
国
学
」
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
入
学
前
に
学
ん
だ
漢
学
の
よ
う
に
、

鷗
外
は
蘭
学
を
養
老
館
で
学
ぶ
以
前
か
ら
教
わ
っ
て
い
た
。
山
崎
一
穎
氏
に
よ
れ
ば
以
下
の
通
り
で
あ
る
（
９
）
。 

養
老
館
で
漢
学
を
学
ぶ
傍
ら
、明
治
三
年
（
一
八
七
〇
）
十
一
月
、八
歳
に
し
て
父
静
男
か
ら
和
蘭
語
を
学
び
、箕
作
阮
甫
翻
刻
（
天

三
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保
十
三
年
壬
寅
九
月
刊
）『
和
蘭
文
典　

前
編
』（GRAN

N
ATICA

）
の
指
導
を
受
け
た
。（
略
）
明
治
四
年
（
一
八
七
一
）
夏
か
ら

津
和
野
蘭
医
学
の
祖
、
室
柳
仙
（
号
は
花
樹
斉
、
侍
医
）
の
孫
で
侍
医
、
養
老
館
教
授
の
室
良
悦
（
の
ち
、
研
）
に
つ
い
て
、
箕
作

阮
甫
蔵
板
（
嘉
永
元
年
戌
申
九
月
刊
）
の
『
和
蘭
文
典
後
編　

成
句
論
』（SYN

TAX
IS

）
の
個
人
授
業
を
受
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
は
養
老
館
で
「
蘭
医
学
」
を
学
ぶ
こ
と
は
な
か
っ
た
が
父
親
や
養
老
館
教
授
か
ら
和
蘭
語
を
学
ん
で
い
た
。

ま
た
「
国
学
」
に
つ
い
て
は
鷗
外
が
何
を
ど
の
よ
う
に
学
ん
だ
と
い
う
こ
と
は
伝
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
鈴
木
満
氏
は
現

在
の
東
京
大
学
医
学
部
時
代
に
お
け
る
同
級
生
の
回
想
で
鷗
外
が
「
国
学
に
達
し
」
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る）

（1
（

。
そ
れ
は
緒
方

収
二
郎
の
以
下
の
も
の
で
あ
る）

（（
（

。 

森
君
は
当
時
国
学
に
達
し
、
和
歌
も
作
り
、
独
逸
語
も
達
者
で
、
こ
れ
が
十
四
歳
の
少
年
と
は
思
わ
れ
ぬ
程
で
し
た
が
、
漢
文
に

か
け
て
は
小
池
君
に
及
ば
な
か
つ
た
。

養
老
館
で「
国
学
」の
授
業
を
学
ぶ
事
は
無
か
っ
た
鷗
外
だ
が
、こ
の
よ
う
な
証
言
か
ら
そ
の
知
識
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
鷗
外
の
妹
・
喜
美
子
に
よ
れ
ば
茲
監
に
従
っ
て
森
家
も
神
道
に
改
め
た
。
そ
の
よ
う
な
茲
監
と
森
家
の
関
係
は

上
京
後
も
続
く
の
で
あ
る
。
喜
美
子
は
上
京
後
の
父
と
茲
監
の
様
子
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る）

（1
（

。 

　

父
君
は
日
毎
に
藩
主
の
御
殿
に
上
が
り
て
ご
機
嫌
を
伺
ひ
、
家
職
の
人
々
の
病
あ
る
を
診
察
し
、
ま
た
病
と
云
ふ
程
な
ら
ず
と
も
、

　
　

病
に
罹
ら
ぬ
や
う
誰
れ
彼
れ
に
注
意
し
、
午
頃
に
帰
り
来
て
、
家
に
待
つ
患
者
を
見
給
ふ
が
常
な
り
。
雪
ふ
か
き
朝
な
ど
、
殿
の
、

　
　

雪
見
に
行
か
ん
い
ざ
な
ど
仰
せ
ら
る
れ
ば
、
や
が
て
共
に
馬
車
き
し
ら
せ
、
隅
田
川
に
臨
め
る
八
百
松
の
静
か
な
る
座
敷
に
て
、
心

　
　

ゆ
く
ま
で
打
眺
め
、
昼
し
た
た
め
て
帰
り
給
ふ
事
あ
り
。
若
き
よ
り
茶
を
嗜
み
給
へ
ば
立
ち
居
正
し
く
、
殿
は
酒
を
用
ひ
給
は
ね
ば
、

　
　

杯
を
手
に
せ
ぬ
父
君
こ
そ
よ
き
相
手
な
り
け
め
。
み
供
す
る
日
は
必
ず
薬
籠
を
携
へ
給
ひ
き
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
の
父
・
静
男
は
毎
日
午
前
中
は
茲
監
の
体
調
を
う
か
が
い
、
午
後
は
自
ら
の
病
院
に
や
っ
て
く
る
患
者
を
診
て
、
茲
監

と
一
緒
に
出
か
け
て
お
茶
を
飲
む
こ
と
も
あ
っ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
山
﨑
國
紀
氏
に
よ
れ
ば
上
京
後
は
「
向
島
須
崎
村
小
梅
の
亀
井
家
下
邸

に
入
っ
た
が
、
し
ば
ら
く
の
後
、
向
島
小
梅
村
八
十
七
番
地
に
落
ち
着
い
た
」
と
い
う）

（1
（

。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
上
京
後
、
父
・
静
男
と
茲
監

四
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五

と
の
関
係
は
近
し
い
も
の
で
あ
り
、
静
男
や
茲
監
本
人
か
ら
「
国
学
」
へ
の
興
味
を
持
ち
、
鷗
外
は
自
ら
学
ん
だ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二
、
津
和
野
本
学

そ
れ
で
は
茲
監
が
養
老
館
に
お
い
て
重
視
し
た
「
国
学
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

加
藤
隆
久
氏
は
「
石
見
国
津
和
野
の
国
学
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
何
と
い
っ
て
も
出
雲
の
国
学
者
達
で
あ
る
」
と
し
、
本
居
宣
長
の

も
と
で
修
行
を
し
た
千
家
俊
信
が
津
和
野
の
岡
熊
臣
（
一
七
八
三
―
一
八
五
一
）
に
「
国
学
を
指
導
し
た
先
達
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い

る）
（1
（

。
さ
ら
に
加
藤
氏
は
岡
熊
臣
が
養
老
館
の
学
則
を
制
定
し
た
の
だ
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。 

養
老
館
の
特
筆
す
べ
き
こ
と
は
、
他
藩
と
異
な
り
、
儒
学
・
医
学
・
数
学
・
兵
学
等
の
外
に
、
後
年
国
学
部
を
新
設
し
、
国
学
を

諸
学
の
首
位
に
置
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
国
学
思
想
の
旺
盛
な
藩
主
亀
井
茲
監
の
英
断
に
基
づ
く
も
の
で
他
藩
に
は
見
ら
れ
ぬ

所
で
あ
っ
た
。
し
か
も
茲
監
が
、
こ
の
国
学
教
師
に
当
時
藩
の
内
外
に
神
道
思
想
を
鼓
吹
し
て
い
た
富
長
山
八
幡
宮
祠
官
、
岡
熊
臣

を
抜
擢
し
、
嘉
永
二
年
に
養
老
館
の
学
則
を
撰
ば
し
め
た
。
爾
来
、
こ
れ
を
養
老
館
の
講
堂
に
掲
げ
、
全
館
塾
生
の
教
育
の
指
針
と

し
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
が
津
和
野
に
お
け
る
教
育
の
一
大
根
本
精
神
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
が
生
ま
れ
る
十
三
年
前
の
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
に
養
老
館
の
学
則
が
岡
熊
臣
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
と
い
う
。

そ
の
学
則
は
第
三
則
ま
で
あ
る
が
加
藤
氏
は
「
全
学
則
を
要
約
す
れ
ば
、
第
一
則
に
尽
き
る
」
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。
学
則
は
松
島
弘
『
藩
校

養
老
館
』
に
句
読
点
等
が
付
さ
れ
全
文
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
加
藤
氏
が
重
要
だ
と
言
う
第
一
則
の
み
引
用
す
る）

（1
（

。 

道
は
、
天
皇
の
、
天
下
を
治
め
給
ふ
、
大
道
に
し
て
、
開
闢
以
来
地
に
墜
ち
ず
。
人
物
の
、
因
て
立
つ
と
こ
ろ
に
し
て
、
今
日
万

機
、
即
ち
其
道
な
り
。
古
語
に
曰
。
惟
神
と
は
神
の
道
に
随
う
も
、
ま
た
お
の
づ
か
ら
、
神
の
道
あ
る
を
い
ふ
な
り
、
亦
曰
く
。
天

皇
は
、
古
道
に
順
考
し
て
、
政
を
為
し
給
ふ
と
。
夫
、
学
者
は
、
道
を
知
る
も
の
、
道
を
行
う
こ
と
は
、
其
人
に
あ
り
。
但
し
、
其
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学
に
志
す
や
、
本
を
探
り
て
隠
れ
た
る
を
顕
し
、
紊
れ
た
る
を
釐
め
て
、
こ
れ
を
正
し
き
に
返
し
、
用
い
て
、
以
て
、
鴻
業
を
賛
輔

し
、
然
し
て
、
人
心
、
世
道
の
古
に
復
し
て
、
治
平
の
、
弥
久
し
き
を
希
う
も
の
道
を
学
ぶ
も
の
の
志
の
み
。

こ
の
よ
う
に
学
問
に
よ
っ
て
、
天
皇
が
治
め
る
本
来
の
あ
る
べ
き
日
本
へ
と
正
す
べ
き
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
鷗

外
は
「
国
学
」
の
授
業
を
受
け
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
学
則
の
も
と
、
養
老
館
で
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
学
則
を
制

定
し
た
岡
熊
臣
は
二
年
後
、
六
十
九
歳
で
永
眠
し
た
。
そ
の
後
、
藩
の
「
国
学
」
の
中
心
と
な
っ
た
の
は
大
国
隆
正
（
一
七
九
二
―

一
八
七
一
）
で
あ
る
。

松
島
弘
氏
に
よ
れ
ば
、
大
国
隆
正
は
津
和
野
藩
の
書
家
・
今
井
秀
馨
の
長
男
と
し
て
江
戸
藩
邸
に
生
ま
れ
、「
十
五
歳
で
平
田
篤
胤
の

塾
に
入
門
」
し
「
本
格
的
に
国
学
を
学
ん
だ
」
後
、
津
和
野
に
戻
り
「
日
本
の
神
代
の
古
事
の
考
究
に
力
を
入
れ
た
」
が
、
三
十
七
歳
の

時
に
「
大
納
戸
武
具
役
と
な
り
、
翌
年
、
同
僚
の
不
正
を
忠
告
し
た
と
こ
ろ
、
反
対
に
憎
ま
れ
た
た
め
、
亡
命
脱
藩
し
た
」
と
い
う
。
そ

の
後
は
江
戸
や
京
都
・
大
阪
で
国
学
を
講
じ
、「
隆
正
の
学
問
は
本
教
本
学
と
よ
ば
れ
」「
大
い
に
名
声
が
上
が
り
弟
子
も
増
え
た
」
と
い

う
が
「
本
教
と
は
神
代
の
古
事
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
本
教
の
主
旨
を
学
術
的
に
研
究
す
る
学
問
を
本
学
」
と
呼
ぶ
の
だ
と
い
う
。
そ
の

結
果
、
薩
摩
国
小
野
藩
や
姫
路
藩
等
に
招
か
れ
、
五
十
九
歳
の
時
に
関
白
・
鷹
司
政
道
に
謁
見
し
「
古
典
を
講
じ
皇
国
の
復
興
を
説
い
た
」

と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
隆
正
の
令
名
が
高
ま
り
、
茲
監
は
版
籍
の
復
帰
を
決
定
し
、「
岡
熊
臣
も
自
ら
の
老
衰
と
衰
弱
か
ら
隆
正
の

藩
校
へ
の
着
任
を
強
く
の
ぞ
ん
で
い
た
」
と
い
う
。
そ
の
結
果
、
隆
正
が
六
十
歳
の
時
に
「
津
和
野
と
江
戸
藩
邸
に
各
々
百
日
滞
在
し
て

弟
子
の
教
育
」
を
行
い
、
そ
れ
以
後
、
津
和
野
藩
の
国
学
は
「
津
和
野
本
学
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う）

（1
（

。 

こ
の
よ
う
に
岡
熊
臣
や
大
国
隆
正
に
よ
っ
て
築
か
れ
た
津
和
野
本
学
は
天
皇
を
中
心
と
し
た
明
治
国
家
と
し
て
具
現
化
し
て
い
く
。
松

島
氏
弘
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

（1
（

。 

隆
正
を
養
老
館
国
学
教
師
と
し
て
迎
え
、
国
学
が
津
和
野
本
学
と
称
さ
れ
、
教
科
の
中
心
お
か
れ
た
と
き
、
藩
の
政
策
が
尊
王
論

に
立
ち
、
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
、
日
本
歴
史
の
リ
ー
ダ
ー
と
な
る
運
命
は
定
ま
っ
た
と
い
え
る
。

明
治
に
入
り
茲
監
や
津
和
野
の
国
学
者
は
明
治
政
府
の
中
枢
で
力
を
発
揮
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
後
述
す
る
。

六
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三
、
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧

先
行
研
究
に
お
い
て
、
鷗
外
が
津
和
野
か
ら
受
け
た
も
う
一
つ
の
影
響
と
し
て
、「
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
」
が
挙
げ
ら
れ
る
。
山
﨑
國
紀

氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 
明
治
新
政
府
は
、
そ
の
国
家
観
に
も
と
づ
い
て
、
キ
リ
シ
タ
ン
禁
制
を
徳
川
幕
府
と
同
様
に
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
慶
応
三

年
六
月
十
三
日
に
「
浦
上
四
番
崩
れ
」
と
称
さ
れ
る
キ
リ
シ
タ
ン
総
捕
縛
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
六
十
八
名
は
、
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の

中
心
人
物
た
ち
で
あ
っ
た
。
翌
年
四
月
二
十
五
日
、
大
阪
行
在
所
で
御
前
会
議
が
あ
り
浦
上
キ
リ
シ
タ
ン
の
扱
い
に
つ
い
て
話
し
合

わ
れ
、
木
戸
孝
允
の
意
見
が
採
択
さ
れ
た
。
そ
れ
は
名
古
屋
以
西
の
十
万
石
の
諸
藩
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
を
配
分
監
禁
し
、「
藩
主
に

生
殺
与
奪
の
権
を
与
え
て
懇
々
教
諭
を
加
え
さ
せ
る
」
と
い
う
内
容
で
あ
っ
た
。
亀
井
茲
監
は
、「
見
込
言
上
書
草
案
」
を
作
成
し
、

そ
こ
に
「
耶
蘇
宗
門
」
は
「
神
国
之
大
害
」
と
書
い
た
。
津
和
野
藩
学
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
の
言
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
キ
リ
シ
タ
ン

を
配
分
さ
れ
る
藩
は
、「
十
万
石
」
と
い
う
基
準
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
万
三
千
石
で
し
か
な
い
津
和
野
藩
は
、
こ
の
キ
リ

シ
タ
ン
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

キ
リ
シ
タ
ン
の
預
か
り
は
十
万
石
以
上
の
藩
が
引
き
受
け
る
も
の
で
あ
り
、
四
万
三
千
石
の
津
和
野
藩
は
本
来
で
あ
れ
ば
そ
の
よ
う
な
立

場
に
な
か
っ
た
が
、
神
道
を
強
く
信
奉
す
る
茲
監
は
こ
の
改
宗
を
進
ん
で
引
き
受
け
た
と
い
う
。
沖
本
常
吉
に
よ
れ
ば
、
津
和
野
藩
が
明
治

政
府
か
ら
「
改
宗
教
導
」
を
任
さ
れ
て
預
か
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
は
合
計
「
百
五
十
三
名
」
で
あ
る
と
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

1（
（

。 

祭
政
一
致
の
復
古
神
道
に
基
い
て
国
民
道
徳
を
確
立
し
、
そ
こ
か
ら
説
得
・
教
導
し
て
改
宗
さ
せ
よ
う
と
す
る
津
和
野
藩
は
、
あ

ま
り
に
も
こ
れ
に
自
信
を
持
ち
過
ぎ
て
失
敗
す
る
。
こ
の
自
信
に
焦
れ
ば
焦
る
ほ
ど
不
改
心
者
に
加
え
る
迫
害
の
鞭
と
拷
問
は
強
化

さ
れ
、
遂
に
三
十
六
名
の
殉
教
者
を
出
し
て
し
ま
う
。

津
和
野
藩
は
預
か
っ
た
キ
リ
シ
タ
ン
百
五
十
三
名
の
う
ち
、
拷
問
等
で
結
果
と
し
て
三
十
一
名
を
殺
し
た
。
そ
し
て
山
﨑
國
紀
氏
に
よ

れ
ば
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
を
改
宗
さ
せ
よ
う
と
し
た
役
人
の
一
人
、
金
森
一
峰
は
鷗
外
の
縁
戚
で
あ
っ
た
。
山
﨑
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

七
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い
る）

11
（

。 

異
宗
徒
御
用
掛
・
金
森
一
峰
は
、実
は
森
鷗
外
に
と
っ
て
深
い
縁
戚
に
繋
が
る
人
で
あ
る
こ
と
が
今
回
の
調
査
で
判
明
し
た
。（
略
）

こ
の
金
森
一
峰
は
、
鷗
外
が
最
晩
年
ま
で
き
わ
め
て
密
接
な
縁
戚
関
係
を
続
け
た
米
原
綱
善
の
実
兄
で
あ
っ
た
。（
略
）

こ
の
綱
善
は
、
鷗
外
の
祖
母
於
清
の
妹
、
於
千
代
が
嫁
し
た
津
和
野
藩
士
米
原
台
道
の
養
子
と
し
て
金
森
家
か
ら
縁
組
を
し
た
も

の
で
あ
る
。

米
原
家
と
森
家
は
本
来
そ
う
し
た
縁
戚
関
係
に
あ
っ
た
だ
け
で
な
く
、後
年
、明
治
四
十
五
年
三
月
に
は
、鷗
外
が
最
も
可
愛
が
っ

た
末
弟
潤
三
郎
の
妻
に
、
米
原
綱
善
の
た
っ
た
一
人
の
娘
静
子
（
思
都
子
）
を
迎
え
て
、
森
家
と
米
原
家
は
一
層
緊
密
な
縁
戚
関
係

に
な
っ
て
い
っ
た
。

そ
し
て
、
も
う
一
つ
重
要
な
こ
と
は
、
林
太
郎
・
鷗
外
が
幼
少
年
期
、
当
時
藩
の
儒
者
で
あ
っ
た
こ
の
綱
善
に
漢
籍
の
素
読
の
指

導
を
受
け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
学
問
上
の
師
弟
関
係
は
当
時
最
も
尊
重
さ
れ
た
こ
と
か
ら
し
て
も
、
こ
の
米
原
綱
善
と
鷗
外
の
関

係
は
特
別
な
も
の
が
あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

こ
の
よ
う
に
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
に
当
た
っ
た
金
森
一
峰
は
、
鷗
外
が
『
孟
子
』
を
教
わ
っ
た
米
原
綱
善
の
兄
で
あ
り
、
綱
善
は
鷗
外
の

祖
母
の
妹
が
嫁
い
だ
米
原
台
道
と
養
子
縁
組
を
し
た
の
だ
と
い
う
。

ま
た
、山
﨑
國
紀
氏
に
よ
れ
ば
、鷗
外
が
『
孟
子
』
を
習
っ
た
際
に
通
っ
た
綱
善
の
家
と
キ
リ
シ
タ
ン
を
問
責
し
た
場
が
近
距
離
で
あ
っ

た
と
い
う）

11
（

。 

一
向
に
棄
教
し
な
い
こ
と
に
業
を
煮
や
し
た
役
人
た
ち
は
藩
の
評
定
所
で
キ
リ
シ
タ
ン
た
ち
を
問
責
す
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
評

定
所
が
米
原
家
と
数
十
メ
ー
ト
ル
も
離
れ
て
い
な
い
至
近
距
離
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
重
要
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
山
﨑
氏
は
津
和
野
藩
内
で
行
わ
れ
て
い
る
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
の
雰
囲
気
を
鷗
外
が
身
近
に
感
じ
て
い
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を

指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
最
終
的
に
三
十
一
名
の
死
者
を
出
し
た
津
和
野
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
問
題
は
、
藩
史
と
共
に
鷗
外
の
心

に
も
深
く
跡
を
残
し
た
の
で
は
な
い
か
と
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 
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こ
れ
は
、
そ
の
ま
ま
鷗
外
の
精
神
史
の
問
題
で
も
あ
っ
た
。
津
和
野
藩
出
身
と
い
う
矜
持
と
と
も
に
、
こ
の
キ
リ
シ
タ
ン
問
題
は
、

鷗
外
の
暗
部
で
生
き
続
け
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
あ
の
膨
大
な
『
鷗
外
全
集
』
の
中
に
、
一
言
も
こ
の
問
題
が
書
か
れ
な
か
っ
た
こ

と
は
、
逆
に
、
鷗
外
の
心
の
創
痍
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
証
し
て
い
る
と
み
て
よ
か
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
が
生
涯
、
津
和
野
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
問
題
に
一
度
も
触
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
む
し
ろ
傷
跡
を
抱
え
て
い
た

こ
と
の
証
拠
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
問
題
は
鷗
外
作
品
に
お
け
る
「
為
政
者
」
へ
の
視
線
へ
と
繋
が
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
。
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
十
月
発
表
の
作
品
「
最
後
の
一
句
」
の
登
場
人
物
・
い
ち
の
言
葉
「
お
上
の
事
に

間
違
い
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い
か
ら
」
に
は
「
幼
少
年
期
に
体
験
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
迫
害
史
が
、
細
く
、
長
く
繋
っ
て
い
た
と
み
る
べ
き
で

は
あ
る
ま
い
か
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

ま
た
山
崎
一
穎
氏
も
森
家
・
米
原
家
の
関
係
に
触
れ
な
が
ら
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
問
題
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

鷗
外
の
沈
黙
の
外
的
状
況
は
、
こ
の
姻
戚
関
係
に
あ
る
に
し
て
も
、
作
家
と
し
て
の
内
的
欲
求
は
、
後
年
の
歴
史
小
説
『
最
後
の

一
句
』
の
い
ち
と
い
う
娘
が
父
親
の
身
替
り
に
な
る
と
い
う
行
為
に
、
キ
リ
シ
タ
ン
の
殉
教
の
精
神
を
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
山
﨑
國
紀
氏
も
山
崎
一
穎
氏
も
鷗
外
が
生
涯
語
る
事
の
な
か
っ
た
津
和
野
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
問
題
は
、
作
品
「
最
後
の

一
句
」
に
そ
の
影
響
が
表
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
鷗
外
が
津
和
野
を
離
れ
た
の
が
明
治
五

年
（
一
八
七
二
）
で
あ
り
作
品
発
表
が
大
正
四
年
（
一
九
一
五
）
で
あ
る
た
め
、
四
十
三
年
と
い
う
長
い
間
、
津
和
野
を
離
れ
て
も
キ
リ

シ
タ
ン
改
宗
問
題
が
鷗
外
の
心
に
は
残
り
続
け
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
、
鷗
外
研
究
に
お
け
る
亀
井
茲
監
と
「
神
仏
分
離
令
」

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
津
和
野
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
問
題
に
つ
い
て
鈴
木
満
氏
は
「
凄
絶
な
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
は
ほ
ん
の
一
時
魔
が
差
し

九
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た
と
し
か
思
え
な
い
」
と
述
べ
て
い
る）

11
（

。
し
か
し
津
和
野
藩
で
は
藩
主
・
亀
井
茲
監
の
も
と
で
も
う
一
つ
大
き
な
宗
教
弾
圧
が
行
わ
れ
た
。

そ
れ
は
仏
教
に
対
し
て
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
鷗
外
研
究
で
は
茲
監
が
明
治
政
府
の
中
で
行
っ
た
宗
教
政
策
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
が
、
そ
れ
以
前
の
津
和
野
藩
で
行
っ

た
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
掘
り
下
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
問
題
が
鷗
外
に
重
要
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
る
な

ら
ば
、
仏
教
弾
圧
も
影
響
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
後
で
詳
し
く
述
べ
る
が
キ
リ
シ
タ
ン
弾
圧
に
つ
い
て
何
も
言
わ
な

か
っ
た
鷗
外
は
仏
教
に
関
し
て
は
作
品
内
で
度
々
描
い
て
い
る
。
そ
の
た
め
、こ
の
問
題
の
方
が
よ
り
重
要
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

先
行
研
究
で
は
明
治
期
に
お
け
る
茲
監
の
宗
教
政
策
が
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
ま
ず
は
そ
れ
を
整
理
し
た
い
。
山
﨑
國
紀
氏
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
一
月
、
戊
辰
戦
争
が
始
ま
っ
た
と
き
、
藩
主
亀
井
茲
監
は
、
神
祇
事
務
局
輔
に
任
命
さ
れ
、
四
月
に
は

事
務
局
副
知
事
に
昇
任
、
明
治
新
政
府
の
宗
教
政
策
の
最
高
責
任
者
の
一
人
に
な
っ
て
い
る
。

明
治
天
皇
即
位
に
際
し
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
は
一
月
一
日
に
遡
っ
て
明
治
と
元
号
を
改
め
た
が
、
茲
監
は
そ
の
年
に
神
祇
局
副
知

事
と
な
り
「
宗
教
政
策
の
責
任
者
の
一
人
」
と
な
っ
た
と
い
う
。
具
体
的
に
茲
監
が
ど
の
よ
う
に
明
治
政
府
に
入
っ
て
い
っ
た
の
か
と
い

う
と
、
松
島
弘
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

新
た
に
発
足
し
た
神
祇
事
務
局
に
お
い
て
、
茲
監
は
、
神
祇
事
務
局
（
督
、
輔
、
判
事
）
の
判
事
（
三
職
の
参
与
兼
任
）
に
就
任
、

三
月
に
は
昇
任
し
て
神
祇
事
務
局
輔（
議
定
兼
任
、議
定
は
親
王
、公
卿
、諸
大
名
よ
り
選
ば
れ
た
各
局
の
長
官
、参
与
は
次
官
）と
な
っ

た
。
議
定
十
三
名
の
う
ち
、
伊
達
宗
城
、
宇
和
島
藩
十
万
石
以
外
、
二
十
万
石
～
七
十
二
万
石
の
中
六
藩
の
中
で
四
万
三
千
石
の
津

和
野
藩
主
、
亀
井
茲
監
の
議
定
の
任
命
は
大
抜
擢
で
あ
り
、
し
か
も
新
政
府
に
お
け
る
担
当
す
る
任
務
の
重
要
性
を
う
か
が
う
こ
と

が
で
き
る
。

ま
た
、
岩
谷
健
三
氏
は
「
議
定
」
に
就
い
た
茲
監
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

当
時
の
政
府
で
は
最
高
が
総
裁
で
そ
の
下
が
議
定
な
の
で
、
今
日
で
言
え
ば
大
臣
格
で
僅
か
四
万
三
千
石
の
小
藩
が
之
に
任
ぜ
ら

一
〇
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れ
た
の
は
破
格
の
恩
典
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
松
島
氏
と
同
様
に
茲
監
の
待
遇
は
破
格
で
あ
る
と
い
う
。
翌
月
に
は
ま
た
組
織
が
再
編
さ
れ
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
松

島
弘
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

1（
（

。 
明
治
元
年
（
一
八
六
八
）
閏
四
月
二
十
一
日
、
明
治
新
政
府
は
、
新
し
い
政
治
組
織
法
で
あ
る
「
政
体
書
」
を
定
め
た
。
新
し
い

職
制
は
太
政
官
を
分
け
て
七
官
と
し
、
そ
の
筆
頭
に
神
祇
官
が
再
興
さ
れ
た
。
こ
の
日
、
茲
監
は
知
官
事
（
一
等
官
）
に
次
ぐ
神
祇

副
知
官
事
（
一
等
官
の
皇
族
に
次
ぐ
二
等
官
）
に
勅
任
さ
れ
、
福
羽
美
静
も
副
知
官
事
に
次
ぐ
、
神
祇
官
判
官
事
（
勅
任
三
等
官
）

と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
茲
監
は
神
祇
副
知
官
事
と
な
っ
た
が
、
そ
の
下
の
判
官
事
に
は
茲
監
の
も
と
で
津
和
野
本
学
を
学
ん
だ
福
羽
美
静
が

就
い
た
。
ま
た
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
編
『
維
新
史
』
に
よ
れ
ば
当
時
の
神
祇
知
事
官
は
鷹
司
輔
煕
で
あ
っ
た）

11
（

。
大
国
隆
正
が
当
時
の
関

白
・
鷹
司
政
道
に
「
皇
国
の
復
興
を
説
い
た
」
こ
と
は
先
に
触
れ
た
が
、
政
道
は
輔
煕
の
父
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
中
で
明
治
元
年
三
月
、
明
治
新
政
府
の
基
本
政
策
で
あ
る
所
謂
「
五
箇
条
の
誓
文
」
が
公
布
さ
れ
る
が
、
松
島
弘

氏
に
よ
れ
ば
こ
れ
を
「
神
祇
事
務
局
の
所
管
事
項
と
し
て
、
茲
監
ら
が
中
心
と
な
っ
て
執
行
」
し
た
と
い
う）

11
（

。
ま
た
、
山
﨑
國
紀
氏
は
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

「
御
誓
文
」
の
発
布
に
際
し
、
茲
監
は
、
こ
の
と
き
神
祇
局
判
事
に
な
っ
て
い
た
福
羽
美
静
と
と
も
に
、
従
来
に
な
い
朝
廷
の
祭

祀
の
改
革
を
考
え
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
従
来
は
神
に
対
し
て
、
公
家
な
ど
代
理
人
が
か
か
わ
っ
て
い
た
祭
祀
を
今
回
は
、
天
皇
が

直
接
行
う
形
に
し
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、天
皇
が
、天
神
地
祇
を
祭
り
、天
地
神
明
に
誓
う
と
い
う
形
式
で
あ
る
。
こ
の
儀
礼
は『
日

本
書
紀
』
に
あ
る
神
武
天
皇
の
故
事
に
対
応
さ
せ
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
天
皇
が
祭
事
の
実
行
者
で
あ
る
こ

と
と
、
政
治
的
君
主
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
「
神
事
」
と
「
政
治
」
の
一
体
化
で
あ
り
、
こ
れ
が
「
祭
政
一
致
」
で
あ
る
。
政
府
側

で
、
こ
れ
を
決
め
る
の
は
総
裁
職
顧
問
た
る
長
州
の
木
戸
孝
允
で
あ
っ
た
。（
略
）
木
戸
孝
允
は
亀
井
茲
監
の
意
見
を
問
題
な
く
受

け
入
れ
た
。

一
一
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さ
ら
に
茲
監
は
明
治
天
皇
「
即
位
の
大
礼
」
の
形
式
も
改
革
し
た
と
い
う
。
山
﨑
國
紀
氏
に
よ
れ
ば
こ
の
祭
祀
の
最
高
責
任
者
で
あ
っ

た
岩
倉
具
視
は
、
こ
れ
ま
で
「
唐
制
」
に
準
拠
し
て
い
た
大
礼
儀
式
を
改
め
る
た
め
茲
監
に
「
調
査
及
び
新
儀
式
の
創
定
を
依
頼
し
た
」

と
い
う
。
そ
の
結
果
「
唐
制
」
の
も
の
は
廃
さ
れ
、「
す
べ
て
純
粋
な
日
本
国
家
の
文
化
に
添
う
も
の
に
改
革
さ
れ
」
た
と
い
う）

11
（

。 
以
上
の
よ
う
に
茲
監
は
明
治
政
府
の
中
で
力
を
発
揮
す
る
が
、
山
﨑
國
紀
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 
津
和
野
藩
主
亀
井
茲
監
が
、
新
政
府
の
宗
教
政
策
を
担
う
神
祇
局
副
知
事
に
抜
擢
さ
れ
た
こ
と
は
、
名
誉
と
と
も
に
「
負
」
を
負

わ
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

「
王
政
復
古
」
の
「
大
号
令
」
で
「
神
武
創
業
ノ
始
二
原
ヅ
キ
」
と
嘔
〔
マ
マ
〕い
、新
政
府
の
基
本
が
決
定
さ
れ
た
以
上
、「
儒
仏
」
と
「
神

道
」
を
集
合
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。
神
祇
局
が
原
案
を
粘
り
、
新
政
府
は
「
神
仏
分
離
令
」
を
出
し
た
。
慶
応
四
年
三
月
、「
五
箇

条
の
御
誓
文
」
が
発
布
さ
れ
、
ま
も
な
く
廃
仏
毀
釈
運
動
が
全
国
的
に
波
及
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
、

し
か
し
、
こ
の
廃
仏
毀
釈
問
題
は
、
新
国
家
の
基
本
方
針
で
あ
り
、
亀
井
茲
監
個
人
だ
け
の
責
任
の
問
題
で
は
あ
る
ま
い
。

以
上
の
よ
う
に
山
﨑
國
紀
氏
は
、神
祇
局
が
原
案
を
粘
り
発
布
さ
れ
た
「
神
仏
分
離
令
」
に
伴
う
「
廃
仏
毀
釈
運
動
」
を
茲
監
が
関
わ
っ

た
政
策
の
「
負
」
で
あ
る
と
考
え
、「
廃
仏
毀
釈
問
題
は
、新
国
家
の
基
本
方
針
」
で
「
亀
井
茲
監
個
人
だ
け
の
責
任
の
問
題
で
は
あ
る
ま
い
」

と
茲
監
を
擁
護
し
て
い
る
。

五
、
津
和
野
藩
に
お
け
る
政
策

鷗
外
研
究
に
お
い
て
は
「
神
仏
分
離
令
」
に
伴
う
「
廃
仏
毀
釈
運
動
」
は
茲
監
だ
け
の
責
任
で
は
無
い
と
論
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
西
田

長
男
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る）

11
（

。 

維
新
の
神
祇
行
政
は
、
専
ら
津
和
野
藩
に
於
け
る
そ
れ
を
模
範
と
し
た
も
の
と
も
い
は
れ
、
同
藩
に
行
わ
れ
た
社
寺
改
正
は
中
央

一
二
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政
府
の
方
針
と
な
つ
て
全
国
に
行
わ
れ
る
に
至
り
、
此
に
於
い
て
神
職
の
多
年
の
希
望
は
全
面
的
に
達
せ
ら
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
明
治
政
府
の
神
祇
行
政
は
そ
も
そ
も
「
津
和
野
藩
に
於
け
る
そ
れ
を
模
範
と
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
津
和
野
藩
に
お
け

る
「
社
寺
改
正
」
が
「
中
央
政
府
の
方
針
」
と
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

亀
井
茲
監
の
伝
記
に
よ
れ
ば
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
六
月
十
日
に
「
社
寺
卸
改
正
御
趣
意
書
」
を
諭
達
し
、
そ
こ
で
「
神
仏
の
混
同

を
禁
じ
」
た
と
い
う
。
ま
た
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
『
日
原
町
史
』
下
巻
で
は
「
こ
の
趣
旨
を
領
内
の
百
姓
末
端
ま
で
徹
底
さ
せ
る
た
め
に
、

仮
名
文
に
近
い
「
さ
と
し
書
」
の
布
達
を
み
た
。
こ
れ
が
廃
仏
毀
釈
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
分
幣
・
勧
請
な
ど
に
よ
っ
て
増
加
し
た
淫
詞

を
廃
止
し
、
神
仏
混
淆
を
禁
じ
」
た
と
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
「
さ
と
し
書
」
は
「
社
寺
卸
改
正
御
趣
意
書
」
と
共
に
茲
監
の
伝
記
に
収

め
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
「
神
の
道
と
、
ほ
と
け
の
み
ち
と
に
、
わ
か
ち
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
〳
〵
わ
き
ま
へ
」
る
よ
う
に
と
い
う

こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。 

そ
し
て
こ
の
翌
年
、
加
藤
隆
久
氏
に
よ
れ
ば
茲
監
は
「
明
治
元
年
閏
四
月
十
七
日
、
津
和
野
藩
の
寺
院
僧
侶
の
規
定
及
葬
祭
式
に
関
す

る
次
の
ご
と
き
五
ヶ
条
を
稟
申
し
允
許
を
得
た
」
と
し
て
、
茲
監
の
伝
記
か
ら
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る）

1（
（

。
そ
の
「
五
ヶ
条
」
と
は
次
の
通

り
で
あ
る）

11
（

。 

一
、
微
禄
、
或
は
無
檀
に
て
、
難
立
行
寺
院
は
、
本
寺
へ
取
結
度
事

一
、
無
住
の
寺
院
は
、
堂
舎
取
除
、
地
所
引
払
度
事

一
、
帰
俗
の
僧
侶
は
、
随
意
に
還
俗
為
致
度
事

一
、
僧
侶
還
俗
の
上
は
、
人
材
に
よ
り
し
、
仕
官
を
も
為
致
度
事

一
、
自
国
庶
民
に
至
る
迄
、
志
次
第
、
葬
祭
式
、
仏
法
を
相
転
じ
、
古
典
に
基
き
、
神
道
に
為
致
、
邪
宗
調
之
儀
は
、
役
方
に
て

厳
重
に
為
取
糺
度
事

こ
の
よ
う
に
津
和
野
藩
内
に
お
い
て
茲
監
は
寺
院
・
僧
侶
へ
圧
力
を
か
け
て
い
る
の
だ
が
、
特
に
注
目
し
た
い
の
が
最
後
の
仏
葬
を
禁

じ
た
項
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
仏
教
を
明
確
に
「
邪
宗
」
と
表
現
し
て
い
る
。
前
述
し
た
養
老
館
学
則
で
は
、
天
皇
の
治
め
る
本
来
の
日
本

一
三
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に
正
す
べ
き
だ
と
説
か
れ
て
い
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
海
外
か
ら
入
っ
て
き
た
仏
教
は
そ
れ
を
妨
げ
て
い
る
「
邪
宗
」
で
あ
っ
た
の
だ
と

考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
茲
監
が
津
和
野
で
「
神
仏
の
混
同
を
禁
じ
」
た
翌
年
、
明
治
政
府
は
神
祇
事
務
局
の
原
案
を
も
と
に
し
た
「
神
仏
分
離
令
」
を

発
布
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
、
各
地
で
廃
仏
毀
釈
運
動
が
起
こ
っ
た
。『
津
和
野
町
史
』
で
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る）

11
（

。 
幕
末
か
ら
明
治
始
め
に
か
け
て
行
っ
た
、
津
和
野
藩
の
廃
仏
毀
釈
は
、
徹
底
的
に
こ
の
神
仏
習
合
文
化
の
遺
物
を
、
特
に
路
傍
信

仰
遺
物
を
破
戒
し
た
。
そ
の
中
か
ら
辛
ろ
う
じ
て
辿
れ
る
も
の
は
、
地
名
以
外
に
は
も
う
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
は
明
治
以
前
か
ら
、
津
和
野
で
は
廃
仏
毀
釈
が
起
こ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
そ
れ
は
「
さ
と
し
書
」
を
通
じ
て

「
領
内
の
百
姓
末
端
ま
で
徹
底
」
し
て
神
仏
混
交
の
禁
止
が
行
き
届
い
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
津
和
野
藩
内
で
禁
止
さ
れ
た
仏
葬
は
明
治
政
府
の
政
策
と
し
て
行
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
明
治
五
年
（
一
八
七
二
）
に

神
葬
が
許
可
さ
れ
、
神
葬
用
墓
地
と
し
て
現
在
の
雑
司
ヶ
谷
霊
園
や
青
山
霊
園
等
が
造
ら
れ
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
津
和
野
の
神
仏
分
離
や
神

葬
祭
に
よ
っ
て
、「
明
治
政
府
の
神
祇
行
政
」
が
津
和
野
藩
を
「
模
範
」
と
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
鷗
外
作
品
と
の
関
連

前
述
し
た
よ
う
に
、
津
和
野
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
改
宗
問
題
に
つ
い
て
鷗
外
は
何
も
語
ら
な
か
っ
た
が
、
鷗
外
研
究
に
お
い
て
は
そ

の
影
響
が
作
品
「
最
後
の
一
句
」
に
表
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
で
は
茲
監
の
仏
教
政
策
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

鷗
外
は
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
○
）
一
月
、『
ス
バ
ル
』
第
二
年
第
一
号
に
作
品
「
独
身
」
を
発
表
し
た
の
だ
が
、
そ
こ
で
主
人
公
を

科
学
者
で
僧
侶
の
友
人
が
お
り
仏
教
書
を
読
む
人
物
で
あ
る
と
、
実
際
の
鷗
外
と
も
重
な
る
設
定
を
用
い
て
い
る
。
鷗
外
は
そ
の
主
人
公

に
、
仏
教
を
嫌
う
医
者
の
友
人
に
対
し
「
一
体
仏
法
な
ん
ぞ
を
攻
撃
し
は
じ
め
た
の
は
誰
だ
ら
う
」
と
言
わ
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
何
気
な

一
四
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い
会
話
の
中
で
発
せ
ら
れ
た
言
葉
で
は
あ
る
が
、
こ
の
台
詞
の
前
に
は
次
の
よ
う
な
会
話
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
。
科
学
者
の
主
人
公

に
対
し
仏
教
書
を
読
む
の
は
お
か
し
い
と
友
人
が
話
し
、
そ
れ
を
僧
侶
の
「
寧
国
寺
さ
ん
」
が
聞
い
て
い
る
場
面
で
あ
る
。

「
一
体
御
主
人
の
博
聞
強
記
は
好
い
が
、
科
学
を
遣
つ
て
ゐ
る
癖
に
仏
法
の
本
な
ん
か
を
読
む
の
は
分
か
ら
な
い
て
。
仏
法
の
本

は
坊
様
が
読
め
ば
好
い
で
は
な
い
か
。」

寧
国
寺
さ
ん
は
饂
飩
を
ゆ
つ
く
り
食
べ
な
が
ら
、
顔
に
は
相
変
わ
ら
ず
微
笑
を
湛
へ
て
ゐ
る
。

主
人
が
か
う
云
つ
た
。「
君
が
さ
う
思
ふ
の
も
無
理
は
な
い
。
医
書
な
ん
ぞ
は
、
医
者
で
な
い
も
の
が
読
む
と
、
役
に
は
立
た
な

い
で
害
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
併
し
仏
法
の
本
は
違
ふ
よ
。」

「
ど
う
か
知
ら
ん
。
独
身
で
ゐ
る
の
さ
へ
変
な
の
に
、
お
負
け
に
三
宝
に
帰
依
し
て
ゐ
る
と
来
る
か
ら
、
溜
ま
ら
な
い
。」

「
ま
た
独
身
攻
撃
を
遣
り
出
す
ね
。
僕
な
ん
ぞ
の
考
で
は
、
さ
う
云
ふ
君
だ
つ
て
や
つ
ぱ
り
三
宝
に
帰
依
し
て
ゐ
る
よ
。」

「
か
う
見
え
て
も
、
僕
な
ん
か
は
三
宝
と
は
何
と
何
だ
か
知
ら
な
い
の
だ
。」

「
知
ら
な
い
で
も
帰
依
し
て
ゐ
る
。」

「
そ
ん
な
堅
白
異
同
の
弁
を
試
み
た
つ
て
行
け
な
い
。」

「
さ
う
で
は
な
い
よ
。
君
は
科
学
科
学
と
云
つ
て
ゐ
る
だ
ら
う
。
あ
れ
も
法
な
の
だ
君
達
の
仲
間
で
崇
拝
し
て
ゐ
る
大
先
生
が
あ

る
だ
ら
う
。Authoritaeten

だ
ね
。
あ
れ
は
皆
仏
な
の
だ
。
そ
し
て
君
達
は
皆
僧
な
の
だ
。
そ
れ
か
ら
ど
う
か
す
る
と
先
生
を
退

治
し
や
う
と
す
る
ね
え
。Authoritaeten-Stuerm

erei
と
い
ふ
の
だ
ね
。
あ
れ
は
仏
を
呵
し
祖
を
罵
る
だ
ね
。」

以
上
の
よ
う
に
、
鷗
外
は
科
学
と
仏
教
を
同
じ
も
の
だ
と
い
う
描
き
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
医
書
は
医
者
以
外
が
読
め
ば
害
に
な
る
こ

と
も
あ
る
が
「
仏
法
の
本
は
違
ふ
」
と
い
う
。
こ
れ
は
茲
監
が
津
和
野
藩
校
・
養
老
館
に
「
蘭
医
学
」
を
取
り
入
れ
た
こ
と
、
ま
た
茲
監

が
仏
教
を
津
和
野
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
こ
と
と
も
重
な
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
一
体
仏
法
な
ん
ぞ
を

攻
撃
し
は
じ
め
た
の
は
誰
だ
ら
う
」
と
主
人
公
に
言
わ
せ
て
い
る
。
明
治
期
に
お
い
て
こ
の
言
葉
は
突
き
詰
め
れ
ば
「
神
仏
分
離
令
」
に

行
き
着
く
と
考
え
ら
れ
る
が
、
前
述
の
よ
う
に
「
神
仏
分
離
」
は
鷗
外
が
ま
だ
津
和
野
に
居
た
頃
に
行
わ
れ
た
津
和
野
藩
で
の
政
策
を
も

一
五
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と
に
し
て
い
る
。
鷗
外
が
主
人
公
に
言
わ
せ
た
言
葉
の
先
に
は
茲
監
が
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
独
身
」
か
ら
二
年
後
の
明
治
四
十
五
年
（
一
九
一
二
）
一
月
に
『
中
央
公
論
』
第
二
七
年
第
一
号
に
発
表
さ
れ
た
作
品
「
か
の
や
う
に
」

で
鷗
外
は
主
人
公
に
「
自
分
は
神
道
の
書
物
な
ぞ
を
覗
い
て
見
た
こ
と
は
な
い
。」
と
明
確
に
言
わ
せ
て
い
る
。
鷗
外
は
こ
の
よ
う
に
「
独

身
」
で
仏
教
書
を
読
む
主
人
公
を
描
き
、「
か
の
や
う
に
」
で
神
道
の
書
物
を
読
ま
な
い
と
い
う
主
人
公
を
描
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

茲
監
の
教
え
に
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
。

鷗
外
は
作
品
「
独
身
」
で
科
学
者
で
あ
り
「
三
宝
に
帰
依
し
て
ゐ
る
」
主
人
公
を
描
き
、
西
洋
の
科
学
と
東
洋
の
仏
教
と
を
重
ね
て
描

い
た
。
こ
の
作
品
か
ら
一
年
後
の
明
治
四
十
四
年
（
一
九
一
一
）
四
月
に
『
東
京
經
濟
雑
誌
』
第
六
三
巻
第
一
五
九
一
号
に
発
表
し
た
随

筆
「
鼎
軒
先
生
」
で
鷗
外
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

私
は
日
本
の
近
世
の
学
者
を
一
本
足
の
学
者
と
二
本
足
の
学
者
と
に
分
け
る
、

新
し
い
日
本
は
東
洋
の
文
化
と
西
洋
の
文
化
と
が
落
ち
合
つ
て
渦
を
巻
い
て
ゐ
る
国
で
あ
る
、
そ
こ
で
東
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て

ゐ
る
学
者
も
あ
る
、
西
洋
の
文
化
に
立
脚
し
て
ゐ
る
学
者
も
あ
る
、
ど
ち
ら
も
一
本
足
で
立
つ
て
ゐ
る
、

一
本
足
で
立
つ
て
ゐ
て
も
、
深
く
根
を
卸
し
た
大
木
の
や
う
に
そ
の
足
に
十
分
力
が
入
つ
て
ゐ
て
、
推
さ
れ
て
も
倒
れ
な
い
や
う

な
人
も
あ
る
、
さ
う
云
ふ
人
も
、
国
学
者
や
漢
学
者
の
や
う
な
東
洋
学
者
で
あ
ら
う
が
西
洋
学
者
で
あ
ら
う
が
、
有
用
の
材
で
あ
る

に
は
相
違
な
い
、

併
し
さ
う
云
ふ
一
本
足
の
学
者
の
意
見
は
偏
頗
で
あ
る
、
偏
頗
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
実
際
に
施
す
と
な
る
と
差
支
を
生
ず
る
、

東
洋
学
者
に
従
へ
ば
、
保
守
に
な
り
過
ぎ
る
、
西
洋
学
者
に
従
へ
ば
、
急
激
に
な
る
、
現
に
あ
る
許
多
の
学
問
上
の
葛
藤
や
衝
突
は

此
二
要
素
が
争
つ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
、

そ
こ
で
時
代
は
別
に
二
本
足
の
学
者
を
要
求
す
る
、
東
西
両
洋
の
文
化
を
、
一
本
づ
ゝ
の
足
で
踏
ま
へ
て
立
つ
て
ゐ
る
学
者
を
要

求
す
る
、

真
に
穏
健
な
議
論
は
さ
う
云
ふ
人
を
待
つ
て
始
て
立
て
ら
れ
る
、
さ
う
云
ふ
人
は
現
代
に
必
要
な
る
調
和
的
要
素
で
あ
る
、

一
六
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こ
の
よ
う
に
鷗
外
は
明
治
に
お
い
て
西
洋
と
東
洋
の
知
識
を
バ
ラ
ン
ス
良
く
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
と
述
べ
て
い
る
。そ
う
考
え
る
と「
独

身
」
で
主
人
公
が
西
洋
の
科
学
と
東
洋
の
仏
教
を
重
ね
て
い
る
意
味
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
鷗
外
は

明
治
に
お
い
て
東
洋
の
知
識
と
し
て
仏
教
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

鷗
外
は
小
倉
に
赴
任
し
た
際
の
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
十
一
月
に
母
に
宛
て
た
手
紙
で
「
こ
の
頃
は
梵
語
と
露
西
亜
語
と
仏
蘭

西
語
と
を
研
究
す
る
こ
と
ゝ
い
た
し
候
」
と
ロ
シ
ア
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
と
共
に
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
語
を
学
ん
で
い
る
こ
と
を
書
き
記
し
て

い
る
。
ま
た
そ
の
時
に
友
人
と
な
っ
た
曹
洞
宗
の
僧
侶
・
玉
水
俊
虠
か
ら
唯
識
論
を
学
ん
だ
こ
と
が
日
記
に
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
帰

京
後
の
明
治
四
十
三
年
（
一
九
一
〇
）
に
『
唯
識
三
十
頌
』
を
引
用
し
た
戯
曲
「
生
田
川
」
を
発
表
し
た
。
そ
の
他
に
も
明
治
三
十
七
年

（
一
九
〇
四
）
に
日
蓮
を
描
い
た
戯
曲
「
日
蓮
聖
人
辻
説
法
」
を
発
表
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
鷗
外
作
品
か
ら
は
鷗
外
が
仏
教
を
重
視
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、重
要
な
こ
と
は
津
和
野
藩
に
お
い
て
、

ま
た
明
治
期
に
お
い
て
茲
監
が
仏
教
を
排
除
し
、
茲
監
に
仕
え
た
森
家
も
そ
れ
に
従
い
、
仏
教
が
排
除
さ
れ
た
中
で
鷗
外
が
幼
少
年
期
を

過
ご
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
鷗
外
は
仏
教
を
自
ら
の
手
で
掴
み
に
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
が

一
層
、
鷗
外
が
仏
教
を
重
視
し
た
と
い
う
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。

一
七

註
（1）
『
鷗
外
全
集
』
三
八
巻
所
収
の
「
年
譜
」
と
苦
木
虎
雄
『
鷗
外
研
究
年
表
』（
平
成
一
八
年
〈
二
〇
〇
六
〉
六
月
、鷗
出
版
）
を
参
照
し
た
。

（2）
小
堀
桂
一
郎
『
森
鷗
外
―
―
日
本
は
ま
だ
普
請
中
だ
―
―
』（
平
成
二
五
年
〈
二
〇
一
三
〉
一
月
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
）
三
頁
。

（3）
山
﨑
國
紀
『
森
鷗
外
―
―
基
層
的
論
究
』（
平
成
元
年
〈
一
九
八
九
〉
三
月
、
八
木
書
店
）
一
～
二
頁
。

（4）
山
崎
一
穎
『
森
鷗
外
論
攷
』（
平
成
一
八
年
〈
二
〇
〇
六
〉
一
二
月
、
お
う
ふ
う
）
八
七
頁
。
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一
八

（5）
註

（4）
同
書
、
九
六
頁
。

（6）
小
金
井
喜
美
子
『
森
鷗
外
の
系
族
』（
昭
和
一
八
年
〈
一
九
四
三
〉
一
二
月
、
大
岡
山
書
店
）
引
用
は
『
森
鷗
外
の
系
族
』（
平
成

一
三
年
〈
二
〇
〇
一
〉
四
月
、
岩
波
書
店
）
三
七
頁
に
よ
る
。

（7）
松
島
弘
『
藩
校
養
老
館
』〈
津
和
野
も
の
が
た
り
八
巻
〉（
平
成
六
年
〈
一
九
九
四
〉
六
月
、
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
）

一
二
三
～
一
二
四
頁
。

（8）
註

（7）
同
書
、
一
三
七
頁
。

（9）
註

（4）
同
書
、
九
六
頁
。

（（1）
鈴
木
満
「
鷗
外
の
受
け
た
教
育
」（
講
座
森
鷗
外
『
鷗
外
の
人
と
周
辺
』〈
平
成
九
年
〔
一
九
九
七
〕
五
月
、新
曜
社
〉
所
収
）
一
〇
五
頁
。

（（（）
緒
方
収
二
郎
「
東
京
医
学
校
寄
宿
寮
時
代
」（
青
木
袈
裟
美
編
『
男
爵
小
池
正
直
伝
』〈
昭
和
一
五
年
〔
一
九
四
〇
〕
八
月
、
陸
軍
軍

医
団
〉
所
収
。
一
〇
五
六
頁
。）

（（1）
註

（6）
に
同
じ
、
四
〇
頁
。

（（1）
山
﨑
國
紀
『
評
伝
森
鷗
外
』（
平
成
一
九
年
〈
二
〇
〇
七
〉
七
月
、
大
修
館
書
店
）
三
五
～
三
六
頁
。

（（1）
加
藤
隆
久
『
神
道
津
和
野
教
学
の
研
究
』（
昭
和
六
〇
年
〈
一
九
八
五
〉
七
月
、
国
書
刊
行
会
）
二
七
頁
。

（（1）
註

（（1）
同
書
、
三
八
頁
。

（（1）
註

（（1）
同
書
、
五
〇
頁
。

（（1）
松
島
弘
『
藩
校
養
老
館
』〈
津
和
野
も
の
が
た
り
八
巻
〉（
平
成
六
年
〈
一
九
九
四
〉
六
月
、
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
）
三
〇

～
三
一
頁
。

（（1）
註

（7）
同
書
、
四
三
～
四
六
頁
。

（（1）
註

（7）
同
書
、
五
五
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
三
一
頁
。
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一
九

（1（）
沖
本
常
吉
『
乙
女
峠
と
キ
リ
シ
タ
ン
』〈
津
和
野
も
の
が
た
り
７
巻
〉（
昭
和
四
六
年
〈
一
九
七
一
〉
七
月
、
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ

刊
行
会
）
四
～
五
頁
。

（11）
註

（3）
同
書
、
二
五
頁
。

（11）
註

（3）
同
書
、
三
〇
～
三
一
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
三
二
～
三
三
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
三
三
頁
。

（11）
註

（4）
同
書
、
九
七
～
九
八
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
九
八
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
一
九
頁
。

（11）
松
島
弘『
亀
井
茲
監
』〈
津
和
野
も
の
が
た
り
10
巻
〉（
平
成
一
二
年〈
二
〇
〇
〇
〉六
月
、津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
）一
三
七
頁
。

（11）
岩
谷
健
三
『
津
和
野
の
誇
る
人
々
』〈
津
和
野
も
の
が
た
り
２
巻
〉（
昭
和
四
四
年
〈
一
九
六
九
〉
八
月
、
津
和
野
歴
史
シ
リ
ー
ズ
刊

行
会
）
九
頁
。

（1（）
註

（11）
同
書
、
一
三
八
～
一
三
九
頁
。

（11）
維
新
史
料
編
纂
事
務
局
編
『
維
新
史
』
五
巻
（
昭
和
一
六
年
〈
一
八
八
三
〉
一
二
月
、
明
治
書
院
）
四
七
三
頁
。

（11）
註

（11）
同
書
、
一
四
一
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
三
〇
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
三
〇
頁
。

（11）
註

（（1）
同
書
、
三
一
頁
。

（11）
西
田
長
男
『
日
本
宗
教
思
想
史
の
研
究
』（
昭
和
三
一
年
〈
一
九
五
六
〉
九
月
、
理
想
社
）
六
一
五
頁
。
こ
の
資
料
以
下
、
津
和
野

藩
の
宗
教
政
策
に
関
す
る
資
料
は
加
藤
隆
久
『
神
道
津
和
野
教
学
の
研
究
』（
昭
和
六
〇
年
〈
一
九
八
五
〉
七
月
、
国
書
刊
行
会
）
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二
〇

を
参
考
に
し
た
と
こ
ろ
が
大
き
い
。

（11）
加
部
厳
夫
編
『
於
杼
呂
我
中　

亀
井
勤
斎
伝
』（
明
治
三
八
年
〈
一
九
〇
五
〉
三
月
、
中
山
和
助
）
四
六
二
頁
。

（11）
沖
本
常
吉
編
『
日
原
町
史
』
下
巻
（
昭
和
三
九
年
〈
一
九
六
四
〉
四
月
、
日
原
町
教
育
委
員
会
）
一
〇
七
一
頁
。

（11）
註

（11）
同
書
、
四
七
五
頁
。

（1（）
註

（（1）
同
書
、
一
八
七
頁
。

（11）
加
部
厳
夫
編
『
於
杼
呂
我
中　

亀
井
勤
斎
伝
』（
明
治
三
八
年
〈
一
九
〇
五
〉
三
月
、中
山
和
助
）
で
は
明
ら
か
な
誤
字
が
あ
る
た
め
、

引
用
は
『
新
編
明
治
維
新
神
仏
分
離
史
料
』
第
九
巻
（
昭
和
五
九
年
〈
一
九
八
四
〉
一
月
、
名
著
出
版
）
二
六
二
頁
に
よ
っ
た
。

（11）
『
津
和
野
町
史
』
一
巻
（
昭
和
四
五
年
〈
一
九
七
〇
〉
八
月
、
津
和
野
町
史
刊
行
会
）
六
二
八
頁
。

（11）
明
治
の
葬
式
と
鷗
外
の
作
品
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
森
鷗
外
と
明
治
の
葬
式
―
―
「
ル
・
パ
ル
ナ
ス
・
ア
ン
ビ
ユ
ラ
ン
」
を

中
心
に
―
―
」（『
解
釈
』
六
三
巻
一
・
二
月
号
、
平
成
二
九
年
〈
二
〇
一
七
〉
二
月
）
で
論
じ
た
。

※
鷗
外
の
著
作
の
引
用
に
関
し
て
は
、
小
説
作
品
は
『
鷗
外
近
代
小
説
集
』
全
六
巻
（
平
成
二
四
年
〈
二
〇
一
二
〉
一
〇
月
か
ら
平

成
二
五
年
〈
二
〇
一
三
〉
三
月
、
岩
波
書
店
）、
そ
れ
以
外
は
『
鷗
外
全
集
』〈
第
二
版
〉
全
三
八
巻
（
昭
和
六
一
年
〈
一
九
八
六
〉

一
二
月
か
ら
平
成
二
年
〈
一
九
九
〇
〉
一
月
、
岩
波
書
店
）
を
使
用
し
た
。

※
引
用
部
分
に
お
け
る
傍
点
お
よ
び
振
り
仮
名
は
省
略
し
、
旧
字
体
は
新
字
体
に
直
し
た
も
の
も
あ
る
。
ま
た
傍
線
は
全
て
引
用
者
に

よ
る
。
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