
（
一
）
（
一
一
）

前
野
蘭
化
良
沢
（
一
七
二
三
’
一
八
○
三
）
の
肖
像
画
は
た
だ
一
つ
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
（
図
１
）
。
そ
れ
は
大
槻
文
彦
に
よ
れ
ば
蘭
化

が
自
画
自
賛
し
た
も
の
で
桂
川
家
に
長
く
保
存
し
て
あ
っ
た
も
の
を
、
明
治
九
年
の
大
槻
玄
沢
五
十
年
祭
に
あ
た
り
、
桂
川
甫
周
の
曽
孫
に
あ

く
に
お
き

た
る
同
じ
く
甫
周
と
い
っ
た
桂
川
国
興
か
ら
大
槻
玄
沢
の
子
孫
の
大
槻
文
彦
に
贈
っ
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
保
存
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
図
の
前
野
蘭
化
像
の
前
に
置
か
れ
た
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
ま
た
そ
こ
に
書
か
れ
た
賛
の
「
経
営
漫
費
人
間

力
。
大
業
全
依
造
化
功
」
（
経
営
は
ゑ
だ
り
に
人
間
の
力
を
費
す
。
大
業
は
全
く
造
化
の
功
に
よ
る
）
、
意
義
を
考
え
て
承
と
も

前
野
藺
化
の
自
画
自
賛
に
つ
い
て

前野良沢自画像。まえに置いてあるも

のは何か不明。本図は舶来の洋紙に画

かれている。（早稲田大学図書館蔵）

。
大
業
は
全
く
造
化
の
功
に
よ
る
）
の
意
義
を
考
え
て
染
た
い
。

か
つ
み
（
一
二
）

岩
崎
克
己
の
『
前
野
藺
化
』
に
よ
れ
ば
「
こ
の
自
賛
は
自
分
は
藺

洋ｒ

学
の
研
究
に
は
随
分
苦
労
し
た
が
、
そ
れ
は
兎
も
角
目
鼻
を
附
け
る

図賛
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
全
く
天
祐
で
あ
る
、
と
云
っ
た
意
味
で
あ
る

自輌
鋤
う
と
思
う
」
と
し
、
「
但
し
之
れ
は
読
む
人
に
依
っ
て
感
想
を
異
に

繩
銅
す
る
」
と
い
い
、
図
に
つ
い
て
は
「
自
画
像
の
前
面
に
、
馬
の
腹
帯

識
筆
承
た
い
な
も
の
と
一
緒
に
、
ビ
ー
ル
壜
二
本
を
そ
の
中
腹
に
於
い
て

切
断
し
、
上
半
を
縄
で
ひ
つ
か
ら
げ
た
や
う
な
奇
態
な
も
の
が
並
ん

図
ひ
い
ず

で
い
る
」
と
記
し
、
三
宅
秀
「
蘭
医
家
と
理
化
工
芸
及
政
治
兵
制
」

日
本
医
史
学
雑
誌
第
三
十
五
巻
第
四
号

平
成
元
年
十
月
三
十
日
発
行

木
村
陽
二

平
成
元
年
五
月
十
日
受
付

郎
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で
の
説
明
で
は
、
こ
れ
は
革
で
作
っ
た
和
蘭
馬
具
で
あ
り
蘭
化
は
馬
匹
改
良
に
も
力
を
尽
し
た
の
で
あ
ろ
う
と
い
う
文
を
引
用
し
た
後
、
岩
崎

び
ん
あ
夢
承

自
身
は
「
成
る
程
さ
う
云
は
れ
て
観
れ
ば
、
先
に
ビ
ー
ル
壜
と
思
っ
た
も
の
は
鐙
の
よ
う
で
も
あ
る
」
と
記
す
が
、
ま
た
蘭
化
が
馬
匹
改
良
に

貢
献
し
た
ら
し
い
証
拠
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
、
ま
た
馬
具
と
し
て
も
、
「
絵
画
の
前
景
と
し
て
は
甚
だ
し
く
調
和
の
妙
を
欠
い
て
い
る
よ
う

私
は
こ
の
図
の
意
味
を
小
川
鼎
三
博
士
に
質
問
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
わ
か
ら
な
い
と
い
わ
れ
、
解
決
の
め
ど
の
た
た
な
い
ま
ま
に
、
昭
和

（
四
）

四
十
九
年
十
月
に
出
版
し
た
『
日
本
自
然
誌
の
成
立
』
の
図
の
説
明
に
は
「
何
か
不
明
」
と
し
て
お
い
た
が
気
に
な
っ
て
い
た
。

（
五
）小

川
博
士
は
こ
の
図
を
東
京
芸
術
大
学
の
中
尾
喜
保
、
三
木
成
夫
の
両
氏
に
見
せ
、
先
入
観
な
し
に
判
断
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
中
尾

氏
は
馬
学
、
馬
術
に
造
詣
が
深
く
、
図
の
下
に
あ
る
の
は
馬
の
腹
帯
で
、
日
本
や
中
国
の
も
の
で
は
な
く
、
胡
（
中
央
ア
ジ
ア
か
）
の
系
統
の
も

え
ぴ
ら
さ
か

の
、
こ
の
上
に
画
か
れ
た
も
の
は
矢
を
入
れ
る
箙
を
倒
さ
に
置
い
た
も
の
と
推
測
し
、
ま
た
蘭
化
の
着
て
い
る
の
は
地
位
あ
る
人
が
馬
に
乗
っ

た
と
き
手
綱
を
と
る
駁
者
の
服
装
で
、
ま
た
そ
の
坐
り
方
は
腰
を
起
し
て
い
る
駁
者
の
坐
り
方
と
す
る
。
そ
し
て
賛
に
つ
い
て
は
、
「
良
沢
が

意
味
の
な
い
画
を
か
い
て
い
る
は
ず
は
な
い
。
馬
上
の
玄
白
た
ち
は
矢
を
全
部
射
つ
く
し
て
戦
っ
た
。
自
分
は
そ
の
駁
者
で
あ
る
と
の
意
で
は

あ
る
ま
い
か
と
（
中
尾
、
三
木
）
両
氏
は
い
う
。
な
る
ほ
ど
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
一
つ
の
解
釈
と
し
て
、
こ
こ
に
初
め
て
紹
介
す
る
」
と
小

川
博
士
は
述
べ
ら
れ
た
が
御
自
身
の
意
見
は
な
い
。

・
も
く
の
じ
よ
う

全
ハ
）
も
り
よ
し

シ
ー
ポ
ル
ト
と
も
親
交
が
あ
っ
た
下
関
の
本
陣
の
主
、
伊
藤
杢
之
允
（
一
七
八
二
’
一
八
五
三
）
の
四
代
目
に
あ
た
る
伊
藤
盛
吉
氏
宅
に
長

崎
で
画
か
れ
た
西
洋
の
人
物
、
物
品
な
ど
の
多
数
の
画
稿
が
あ
る
。
そ
れ
を
拝
見
す
る
と
そ
の
な
か
に
前
野
良
沢
の
図
に
あ
る
も
の
と
同
様
の

（
七
、
八
）

も
の
が
画
か
れ
て
い
る
こ
と
に
私
は
気
が
つ
い
た
（
図
２
）
。
そ
れ
に
は
「
馬
上
短
炮
ノ
筒
但
鞍
前
着
敬
具
写
」
と
あ
る
の
で
、
馬
の
鞍

（
九
）

に
と
り
つ
け
ら
れ
て
い
た
ピ
ス
ト
ル
入
れ
と
わ
か
っ
た
。
さ
ら
に
調
べ
て
象
る
と
、
杉
田
成
郷
、
市
川
斎
宮
『
遠
西
武
器
図
略
』
に
ピ
ス
ト
ル

（
一
○
）

の
図
が
あ
り
、
そ
の
説
明
は
「
馬
銃
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
林
柳
圃
『
海
国
兵
談
補
遺
』
に
は
「
鉄
炮
入
」
と
し
て
、
そ
れ
に
は
小
字
で

ヒ
ス
ト
ー
ル
ホ
ル
ス
ト
と
あ
り
、
馬
の
鞍
に
着
け
ら
れ
た
図
（
図
３
）
も
あ
る
の
で
、
蘭
化
の
前
に
あ
る
も
の
は
馬
の
鞍
に
つ
け
る
ピ
ス
ト
ル

に
私
に
は
考
え
ら
れ
た
」
と
い
う
。
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,恩
彫

一ー一

七と西

庸
図2ピストル入れ『伊藤杢之允関係

図録』

図 3 鞍の前のピストル入れを

示す『海国兵談補遺』

入
れ
と
馬
の
腹
帯
と
確
信
し
て
こ
こ
に
発
表
す
る
し
だ
い
で
あ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
馬
具
と
認
定
さ
れ
た
先
人
の
判
断
に
も
感
服
し
た
。

そ
れ
で
は
藺
化
の
賛
の
意
義
は
先
人
も
問
う
た
よ
う
に
こ
の
図
と
何
の

（
二
）
（
一
一
）
あ
き
ら

関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
岩
崎
克
己
は
蘭
化
の
賛
に
つ
い
て
の
藤
浪
鑑
博

士
の
明
治
四
十
三
年
の
『
刀
圭
新
報
』
に
載
っ
た
文
を
引
用
し
た
。
こ
の

文
は
明
治
四
十
三
年
、
蘭
化
を
記
念
し
た
一
蘭
化
講
演
」
が
明
治
四
十
三

年
蘭
化
の
命
日
の
十
月
十
七
日
に
開
か
れ
、
選
ば
れ
た
講
演
者
の
藤
浪
博

士
が
講
演
の
最
後
に
あ
た
り
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
博
士
は
京
都
大

学
で
の
特
別
講
義
、
富
士
川
瀞
博
士
の
『
日
本
医
学
史
』
の
な
か
で
述
べ

ら
れ
た
藺
化
の
賛
の
内
容
の
解
釈
に
感
激
さ
れ
て
こ
れ
を
紹
介
さ
れ
た
。

こ
れ
は
一
一
ユ
ァ
ン
ス
の
差
は
あ
る
け
れ
ど
富
士
川
溝
博
士
自
身
が
は
る
か

後
の
昭
和
十
一
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
岩
崎
の
『
前
野

（
一
一
一
）

蘭
化
』
に
紹
介
が
な
い
の
で
こ
れ
を
次
に
引
用
す
る
。

「
私
は
こ
の
自
賛
を
讃
み
ま
し
て
、
な
る
ほ
ど
人
間
の
智
恵
と
技
能
と

が
進
歩
し
て
追
々
と
色
為
の
発
明
を
し
、
自
然
界
の
一
部
を
支
配
し
た
り

す
る
こ
と
が
出
来
る
と
非
常
に
濡
慢
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
自
分
の
濁
力
で

し
た
や
う
に
思
ふ
。
そ
の
實
我
を
人
間
は
大
な
る
自
然
、
即
ち
造
化
の
懐

に
抱
か
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
赤
ン
坊
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
居
る
。
人
間

が
一
寸
ば
か
り
の
こ
と
を
し
て
、
そ
れ
を
自
分
だ
け
の
功
名
手
柄
に
し
よ
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う
と
す
る
こ
と
は
、
い
か
に
も
語
慢
の
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る
。
人
間
が
か
や
う
に
矯
慢
の
態
度
を
取
る
こ
と
は
す
べ
て
の
鮎
に
於
て
不
都
合

で
あ
る
が
学
問
の
研
究
は
も
っ
と
謙
譲
の
心
に
て
施
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
分
の
力
が
大
な
る
自
然
の
力
の
一
部
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
を
考
へ
れ

ば
、
人
間
が
何
や
か
や
と
や
る
こ
と
は
、
全
く
造
化
の
力
の
は
た
ら
き
の
一
部
で
あ
る
と
考
へ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
蘭
化
先
生
の
精
神
は
實
に
敬
仰

に
堪
え
な
い
所
で
あ
り
ま
す
。
か
や
う
な
謙
譲
の
心
で
あ
れ
ば
こ
そ
彼
の
蘭
学
と
い
ふ
こ
と
も
成
就
し
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
又
一
方
か
ら
見

れ
ば
我
々
の
力
は
大
な
る
自
然
の
力
の
一
部
で
あ
る
以
上
、
我
盈
の
力
に
て
す
る
こ
と
は
皆
自
然
の
大
な
る
力
の
は
た
ら
き
の
一
部
で
あ
る
か

ら
、
我
々
は
我
食
と
し
て
為
す
べ
き
事
に
一
生
懸
命
と
な
り
、
目
前
の
功
果
な
ど
を
考
ふ
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
」
。

す
け
い
ち

（
一
三
一
）

富
士
川
博
士
は
前
野
蘭
化
の
こ
の
賛
文
を
非
常
に
好
ま
れ
た
こ
と
は
、
田
中
助
一
博
士
の
『
防
長
医
学
史
』
に
序
文
を
書
か
れ
る
際
に
こ
の

文
を
色
紙
に
自
筆
さ
れ
て
田
中
氏
に
与
え
ら
れ
こ
の
本
の
扉
絵
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
も
わ
か
る
。

以
上
に
述
べ
た
よ
う
に
蘭
化
の
賛
の
文
は
岩
崎
氏
の
蘭
学
中
心
の
意
見
、
富
士
川
、
藤
浪
両
博
士
の
学
術
研
究
上
の
教
訓
的
な
意
見
、
中

尾
、
三
木
両
氏
の
『
解
体
新
書
』
中
心
の
意
見
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
私
に
は
人
間
の
努
力
の
む
な
し
さ
を
歎
き
、
し
か
し
時
勢
す
な
わ
ち
自
然

の
勢
で
世
は
開
け
る
の
だ
と
自
分
自
身
ま
た
甫
周
の
よ
う
な
同
志
を
な
ぐ
さ
め
て
い
る
言
葉
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
蘭
化
の

自
画
自
賛
図
が
彼
の
死
の
十
年
前
、
寛
政
五
年
（
一
七
九
三
）
、
少
く
と
も
そ
れ
以
後
で
も
こ
れ
に
近
い
年
に
、
た
ぶ
ん
桂
川
甫
周
宅
で
執
筆

ロ
シ
ア
の
女
皇
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
ニ
世
の
命
を
受
け
、
最
初
の
遣
日
使
節
の
陸
軍
中
尉
ラ
ク
ス
マ
ン
を
乗
せ
た
船
、
エ
ヵ
テ
リ
ー
ナ
ニ
世
号
は

寛
政
四
年
九
月
三
日
根
室
湾
に
到
着
し
た
。
日
本
漂
留
民
大
黒
屋
光
太
夫
ら
三
名
を
日
本
に
返
す
機
会
に
、
日
本
と
の
貿
易
を
望
ん
だ
の
で
あ

た
だ
ふ
さ

よ
し
ひ
ろ

る
が
、
松
前
藩
と
の
交
渉
に
手
間
取
っ
た
。
急
を
き
い
た
幕
府
か
ら
目
付
の
石
川
忠
房
と
西
丸
目
付
の
村
上
義
禮
が
交
渉
の
た
め
松
平
定
信
の

命
を
受
け
て
宣
諭
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
、
松
前
に
着
い
た
の
は
寛
政
五
年
三
月
二
日
の
こ
と
で
、
ロ
シ
ア
使
節
一
行
は
寛
政
五
年
六
月
八
日
回

航
の
地
、
箱
館
に
入
港
、
松
前
へ
陸
路
を
と
り
道
中
は
互
い
の
護
衛
兵
な
ど
総
勢
四
五
○
人
に
の
ぼ
り
、
大
名
行
列
に
劣
ら
な
い
も
の
も
の
し

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

さ
だ
っ
た
。
使
節
と
船
長
は
二
つ
の
駕
籠
を
連
ね
、
使
節
ら
が
乗
馬
を
希
望
す
る
時
の
た
め
鞍
を
置
い
た
馬
二
頭
が
駁
者
に
曳
か
れ
て
そ
の
駕

自
画
自
賛
図
が
彼
の
死
の
十
年
前
、
寛
垂

さ
れ
た
も
の
と
推
測
す
る
か
ら
で
あ
る
。
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（
一
四
）

以
上
の
こ
と
を
平
岡
雅
英
氏
の
著
書
で
知
る
と
、
使
節
ら
は
乗
馬
の
用
意
の
た
め
に
自
国
産
の
鞍
を
も
っ
て
き
て
そ
れ
に
は
ピ
ス
ト
ル
入
れ

が
つ
い
て
い
た
。
二
挺
の
ピ
ス
ト
ル
は
二
個
の
ピ
ス
ト
ル
入
れ
と
と
も
に
当
然
、
宣
諭
使
に
贈
ら
れ
た
。
こ
の
ピ
ス
ト
ル
入
れ
を
た
ぶ
ん
石
川

忠
房
が
ラ
ク
ス
マ
ン
か
ら
の
甫
周
ら
へ
の
手
紙
と
と
も
に
幕
府
侍
医
の
桂
川
甫
周
の
も
と
に
持
っ
て
き
た
。
そ
の
ピ
ス
ト
ル
入
れ
と
こ
れ
ま
た

ロ
シ
ア
製
の
馬
の
腹
帯
が
蘭
化
の
前
に
あ
る
と
し
て
不
自
然
で
は
な
い
。
な
お
中
尾
氏
の
い
わ
れ
る
よ
う
に
蘭
化
の
着
て
い
る
も
の
が
駁
者
の

装
束
な
ら
ば
、
そ
の
と
ぎ
の
駁
者
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
は
中
尾
氏
の
着
た
礼
服
の
素
抱
か
も
し
れ
な
い
。

文
化
元
年
九
月
露
国
使
節
レ
ザ
ノ
フ
が
仙
台
の
漂
民
を
護
送
し
ラ
ク
ス
マ
ン
に
か
つ
て
与
え
た
信
牌
を
も
っ
て
長
崎
に
来
た
が
、
そ
の
と
き

の
図
を
写
生
し
た
も
の
が
、
伊
藤
家
に
残
る
敬
貞
の
画
い
た
ピ
ス
ト
ル
入
れ
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

ラ
ク
ス
マ
ン
が
松
前
に
現
わ
れ
た
頃
、
ロ
シ
ア
の
内
情
に
つ
い
て
の
専
門
家
は
前
野
藺
化
と
桂
川
甫
周
で
あ
っ
た
。
蘭
化
は
『
束
砂
葛
記
』

を
寛
政
元
年
に
、
『
束
察
加
志
』
を
寛
政
三
年
に
、
『
魯
西
亜
本
紀
略
』
『
魯
西
亜
大
統
略
記
帝
紀
篇
』
を
寛
政
五
年
に
書
い
て
お
り
、
最
後
の

二
書
は
ロ
シ
ア
の
歴
史
に
つ
い
て
書
い
た
も
の
だ
が
、
桂
川
甫
周
は
同
じ
く
寛
政
五
年
に
『
魯
西
亜
志
』
と
し
て
ロ
シ
ア
の
地
誌
を
記
し
た
。

傍
点
に
注
意
さ
れ
た
い
）
。

籠
の
後
を
追
っ
た
。
会
見
は
六
月
二
十
一
日
、
二
十
四
日
、
二
十
七
日
と
行
わ
れ
た
。
宣
諭
使
の
両
人
は
と
く
に
六
位
の
衣
冠
を
つ
け
る
こ
と

か
ち
め
つ
け
、
、

を
許
さ
れ
、
徒
目
付
の
石
川
は
素
抱
、
小
人
目
付
の
村
上
は
大
紋
の
装
束
を
着
た
。

交
渉
の
結
果
は
漂
流
民
二
人
（
一
人
は
死
亡
）
を
引
き
と
り
、
ロ
シ
ア
か
ら
の
書
簡
は
受
け
と
ら
ず
、
聞
き
お
く
に
と
ど
ま
り
、
和
親
と
通

商
の
希
望
は
長
崎
で
し
か
通
じ
な
い
と
し
て
、
長
崎
入
港
の
「
信
牌
」
を
与
え
る
に
と
ど
ま
っ
た
。
船
中
の
手
当
と
し
て
大
麦
、
小
麦
、
蕎

麦
、
鹿
肉
塩
漬
な
ど
を
贈
り
、
幕
府
と
し
て
は
漂
民
送
還
の
謝
礼
に
、
米
百
俵
、
日
本
刀
三
振
り
を
贈
っ
た
。
ロ
シ
ア
側
は
世
話
に
な
っ
た
礼

、
、
、
、
ｂ
、

と
し
て
松
前
藩
主
に
鏡
三
面
、
硝
子
器
、
寒
暖
計
一
個
を
贈
り
、
宣
諭
使
の
二
人
に
大
鏡
二
面
、
ピ
ス
ト
ル
二
挺
、
種
庵
の
硝
子
器
、
寒
暖
計

二
個
を
土
産
物
と
し
た
。
使
節
の
ラ
ク
ス
マ
ン
の
父
は
漂
民
の
光
太
夫
の
面
倒
を
み
た
植
物
学
者
だ
が
、
ツ
ュ
ン
ベ
リ
ー
の
『
日
本
植
物
誌
』

、
、
、
、

を
見
て
い
た
の
で
、
そ
の
序
文
に
で
て
く
る
桂
川
甫
周
と
中
川
淳
庵
の
名
を
知
り
二
人
へ
の
手
紙
で
標
本
数
点
を
宣
諭
使
に
托
し
た
（
文
中
の
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な
お
甫
周
は
漂
民
大
黒
屋
光
太
夫
と
磯
吉
と
が
八
月
十
七
日
江
戸
に
廻
送
さ
れ
九
月
十
八
日
将
軍
の
漂
民
御
覧
が
あ
っ
た
と
き
の
模
様
を
『
漂

娃
く
さ
ぶ
ん
り
や
く

民
御
覧
之
記
』
と
し
て
寛
政
五
年
に
書
き
、
ま
た
幕
命
に
よ
っ
て
、
光
太
夫
に
質
問
し
て
戸
シ
ァ
に
関
す
る
百
科
的
知
識
を
『
北
様
聞
略
』
と

し
て
寛
政
六
年
記
し
て
い
る
。
寛
政
五
年
の
蘭
化
と
甫
周
の
著
述
を
み
れ
ば
二
人
が
共
同
し
て
ロ
シ
ア
の
研
究
を
し
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

蘭
語
研
究
は
蘭
化
の
一
生
を
貫
い
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
蘭
書
を
読
ん
で
西
欧
の
学
問
の
知
識
を
知
る
た
め
で
あ
る
。
長
崎
屋
に
藺
人
を

尋
ね
て
問
答
す
る
必
要
を
そ
れ
ほ
ど
感
じ
ず
、
蘭
会
話
は
甫
周
や
中
川
淳
庵
よ
り
不
得
意
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
蘭
害
を
読
む
こ
と
は

そ
の
死
に
至
る
ま
で
当
代
随
一
で
あ
っ
た
。
藺
化
は
杉
田
玄
白
ら
と
と
も
に
『
解
体
新
書
』
に
没
入
し
た
時
代
が
あ
っ
た
。
し
か
し
玄
白
ほ

ど
、
そ
れ
に
重
点
を
お
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
彼
は
西
欧
の
自
然
科
学
お
よ
び
科
学
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
し
て
多
く
の
言
を
著
わ
し
た
が
出

版
し
な
か
っ
た
。
名
声
を
得
る
気
持
ち
も
な
く
、
誤
解
さ
れ
て
研
究
の
で
き
な
く
な
る
こ
と
を
恐
れ
た
。
晩
年
の
彼
は
西
欧
の
合
理
主
義
、
そ

れ
に
よ
る
生
活
法
、
国
家
の
在
り
方
に
想
い
を
致
し
た
。

尊
皇
擢
夷
と
い
う
言
葉
は
よ
く
使
わ
れ
る
が
、
こ
こ
で
新
し
い
語
彙
と
し
て
尊
皇
開
国
を
つ
く
り
、
藺
化
晩
年
の
考
え
を
要
約
し
た
も
の
と

考
え
た
い
。
開
国
の
思
想
は
当
時
の
杉
田
玄
白
は
じ
め
本
多
利
明
、
司
馬
江
漢
、
朽
木
昌
綱
な
ど
蘭
学
者
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
み
ら
れ
る

が
、
尊
皇
思
想
は
蘭
学
者
の
な
か
で
は
蘭
化
を
最
初
と
す
る
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
当
時
の
こ
と
と
て
蘭
化
に
そ
の
言
や
、
そ
の
害
が
あ
る
わ
け

二
五
）

で
は
な
い
。
中
津
藩
士
で
武
道
指
南
の
簗
次
正
は
前
野
蘭
化
と
同
じ
く
中
津
藩
奥
平
家
の
江
戸
中
屋
敷
内
に
お
り
、
蘭
化
は
尺
八
の
宗
動
流
、

次
正
は
指
田
流
の
名
手
だ
っ
た
。
簗
次
正
と
高
山
彦
九
郎
は
兄
弟
の
よ
う
に
親
し
く
な
り
、
彦
九
郎
を
蘭
化
に
紹
介
し
、
蘭
化
は
妻
子
と
も
ど

も
彦
九
郎
と
親
し
く
な
り
、
彦
九
郎
は
江
戸
で
は
前
野
家
に
家
族
の
よ
う
に
出
入
り
し
て
い
た
。
蘭
化
は
彦
九
郎
に
西
洋
事
情
を
教
え
、
彦
九

ふ
せ
ば
ら
の
夢
え
だ

郎
が
京
都
に
い
る
桃
園
天
皇
の
侍
読
、
伏
原
宣
條
と
親
交
が
あ
っ
た
の
で
、
蘭
化
は
伏
原
を
通
じ
て
天
皇
に
西
洋
事
情
を
説
明
し
た
い
と
考
え

北
海
道
に
つ
い
で
ロ
シ
ア
に
近
い
東
北
、
と
く
に
仙
台
藩
の
蘭
学
者
た
ち
は
当
然
ロ
シ
ア
に
関
心
が
深
く
、
蘭
化
と
縁
が
深
か
っ
た
。
工
藤

平
助
、
そ
の
弟
分
の
林
子
平
、
平
助
の
推
薦
す
る
大
槻
玄
沢
な
ど
で
あ
る
。

て
い
た
・
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寛
政
二
年
に
蘭
化
は
中
津
藩
医
を
辞
し
、
一
子
、
長
男
の
良
庵
に
後
を
継
が
せ
た
が
、
翌
三
年
良
庵
を
亡
く
し
、
次
の
寛
政
四
年
に
は
妻
眠

子
を
失
っ
た
。
蘭
学
を
理
解
し
後
援
し
工
藤
平
助
の
著
す
『
赤
蝦
夷
風
説
考
』
（
一
七
八
三
）
の
意
見
に
同
意
し
、
蝦
夷
地
開
発
の
政
策
を
と

っ
た
田
沼
意
次
は
天
明
六
年
に
追
放
さ
れ
、
天
明
七
年
に
蘭
学
嫌
い
の
松
平
定
信
が
老
中
と
な
り
、
寛
政
の
改
革
が
始
ま
っ
た
。
田
沼
時
代
に

無
事
だ
っ
た
林
子
平
の
『
三
国
通
覧
図
説
』
は
定
信
時
代
と
な
る
と
、
天
明
六
年
五
月
脱
稿
、
八
年
第
一
巻
刊
行
で
寛
政
三
年
全
十
六
巻
が
刊

行
の
運
び
と
な
っ
た
『
海
国
兵
談
』
と
と
も
に
、
刊
本
は
も
と
よ
り
版
本
ま
で
没
収
さ
れ
、
子
平
は
兄
の
家
で
の
蟄
居
を
命
ぜ
ら
れ
た
。
定
信

の
方
針
が
「
憂
国
の
心
は
あ
る
べ
し
、
憂
国
の
語
あ
る
べ
か
ら
ず
」
（
『
花
月
草
紙
』
）
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

寛
政
五
年
は
蘭
化
に
と
っ
て
愁
眉
を
開
く
年
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
年
の
七
月
松
平
定
信
は
老
中
を
辞
職
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、

天
明
六
年
以
来
、
寄
合
と
な
っ
て
い
た
桂
川
甫
周
は
再
び
侍
医
に
復
帰
し
た
。
晩
年
の
蘭
化
を
も
っ
と
も
よ
く
世
話
し
た
大
垣
藩
医
、
江
馬
春

齢
は
、
こ
の
年
良
沢
の
門
に
入
り
、
次
年
に
は
蘭
化
の
弟
子
大
槻
玄
沢
は
オ
ラ
ン
ダ
正
月
と
い
わ
れ
る
新
年
会
を
祝
う
こ
と
が
で
き
た
。
寛
政

五
年
は
蘭
学
に
と
っ
て
め
で
た
い
年
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
し
か
し
蘭
化
に
と
っ
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
寛
政
三
年
の
良
庵
の
死
、
四
年
の

妻
眠
子
の
死
が
後
を
ひ
く
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
高
山
彦
九
郎
は
追
い
つ
め
ら
れ
た
と
知
っ
て
九
州
久
留
米
で
自
刃
、
林
子
平
は
六
月
二
十
一

日
幽
門
の
ま
ま
五
十
六
歳
で
病
没
し
た
。
彦
九
郎
の
死
の
六
日
前
の
こ
と
で
あ
る
。
多
く
の
志
あ
る
人
の
努
力
は
無
駄
だ
っ
た
。
し
か
し
自
然

の
勢
を
み
れ
ば
、
世
は
し
だ
い
に
明
る
く
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
心
境
を
人
に
さ
と
ら
れ
ず
、
彼
の
心
を
理
解
す
る
甫
周
に
伝
え
る
語
が
賛
と
な

っ
た
。
い
ま
ロ
シ
ア
問
題
を
甫
周
と
と
も
に
論
じ
て
い
る
彼
の
前
に
あ
る
の
が
ロ
シ
ア
の
馬
具
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
図
に
「
経
営
漫
費
人
問

え
な
ん
じ

り
よ
く
せ
い

力
、
大
業
全
依
造
化
功
」
と
賛
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
彼
の
頭
に
は
『
准
南
子
」
の
「
力
征
（
武
力
）
を
以
て
天
下
を

経
営
せ
ん
と
欲
す
」
と
か
「
造
化
之
始
ま
る
所
、
陰
陽
の
変
ず
る
所
、
こ
れ
を
生
と
い
い
之
を
死
と
い
う
。
偉
な
る
か
な
造
化
な
る
も
の
」
な

ど
の
言
葉
が
頭
に
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

蘭
学
者
に
対
す
る
松
平
定
信
の
弾
圧
の
影
響
は
、
シ
ー
ポ
ル
ト
事
件
、
蛮
社
の
獄
と
後
を
ひ
く
。
寛
政
五
年
の
蘭
化
の
心
境
は
蛮
社
の
獄

（
一
六
、
一
七
）

で
、
親
し
い
友
、
小
関
三
英
、
渡
辺
華
山
、
高
野
長
英
を
失
っ
た
後
の
桂
川
甫
賢
の
心
境
に
似
て
い
る
。
そ
の
心
を
あ
ら
わ
し
た
の
は
甫
賢
の
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ま
き
り
ょ
う
こ

画
く
雄
鶏
の
図
に
書
家
巻
菱
湖
が
筆
を
と
っ
た
賛
、

文
献
お
よ
び
注

（
二
）
藤
浪
鑑
「
所
謂
片
山
地
方
病
（
広
島
県
に
於
け
る
日
本
住
血
吸
虫
類
）
の
研
究
」
『
刀
圭
新
報
』
二
巻
三
号
、
八
七
’
一
○
八
頁
、
一
九
一
○
（
明

治
四
十
三
年
）
。

へへへへ

己ナt』ノー､‐ビ
ゼーーー

ヘヘヘヘ

ー四＝一

口習嘗酉

（
《
）

（
一
）

筆
者
が
長
崎
大
学
経
済
学
部
の
武
藤
文
庫
の
一
冊
、
山
口
行
斎
旧
蔵
、
高
野
長
英
の
蘭
訳
の
一
草
稿
の
閲
覧
を
希
望
し
た
。
そ
の
最
後
に
記
さ
れ
た
武

藤
長
蔵
博
士
の
説
明
文
中
に
伊
藤
醇
の
名
の
あ
る
こ
と
に
注
目
し
て
武
藤
埼
一
郎
氏
は
、
伊
藤
杢
之
允
以
来
の
蘭
学
関
係
の
図
や
文
を
四
代
目
伊
藤

盛
吉
氏
が
現
在
所
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
つ
き
と
め
、
埼
一
郎
氏
の
案
内
で
緒
方
富
雄
、
小
川
鼎
三
両
博
士
、
写
真
の
開
祖
上
野
彦
馬
の
子
孫
上
野

一
郎
氏
代
理
の
広
田
寿
亮
氏
と
筆
者
が
、
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
六
日
に
伊
藤
盛
吉
氏
を
訪
問
し
て
そ
れ
ら
を
拝
見
し
た
。
緒
方
博
士
は
た
だ
ち
に

「
伊
藤
杢
之
允
関
係
文
書
の
一
部
の
紹
介
」
と
題
し
て
十
二
月
十
八
日
の
蘭
学
資
料
研
究
会
と
日
本
医
史
学
会
と
の
合
同
例
会
で
こ
れ
を
紹
介
し
た
。

緒
方
富
雄
稿
「
伊
藤
杢
之
允
関
係
文
書
目
録
」
『
蘭
学
資
料
研
究
報
告
』
三
三
一
号
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
年
）
。

緒
方
富
雄
編
『
伊
藤
杢
之
允
関
係
文
書
図
録
』
緒
方
医
学
化
学
研
究
所
、
Ｘ
Ｉ
Ｂ
図
、
一
九
七
七
（
昭
和
五
十
二
年
）
。

杉
田
成
郷
参
閲
、
市
川
斎
宮
訳
解
『
遠
西
武
器
図
略
』
天
眞
楼
蔵
版
、
江
戸
、
一
八
五
三
（
嘉
永
六
年
）
。

林
柳
圃
『
海
国
兵
談
補
遺
』
一
八
六
七
（
慶
応
三
年
）
。
山
岸
徳
平
、
佐
野
正
巴
共
編
『
新
編
林
子
平
全
集
Ｉ
兵
学
』
第
一
書
房
、
東
京
、
一
九
七
八

（
昭
和
五
十
三
年
）
再
収
。

年
U

ヱノ

｡

本
文
は
平
成
元
年
四
月
十
五
日
、
日
本
医
史
学
会
・
蘭
学
資
料
研
究
会
四
月
例
会
で
「
前
野
蘭
化
の
自
画
自
賛
図
に
つ
い
て
、
前
野
良
沢
・
山
口
行

斎
・
高
野
長
英
」
と
題
し
て
講
演
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
話
の
成
り
た
ち
か
ら
、
山
口
行
斎
・
高
野
長
英
に
ふ
れ
た
も
の
の
、
時
間
の
都
合
で

話
を
簡
単
に
し
た
。
そ
れ
で
後
の
二
人
に
関
し
て
は
く
わ
し
く
別
の
文
と
し
て
発
表
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

早
稲
田
大
学
図
書
館
編
集
『
洋
学
資
料
圖
録
』
早
稲
田
大
学
図
書
館
、
第
七
図
、
一
九
六
八
（
昭
和
四
十
三
年
）
。

岩
崎
克
己
『
前
野
蘭
化
』
私
家
版
、
東
京
、
一
九
三
八
（
昭
和
十
三
年
）
。

木
村
陽
二
郎
『
日
本
自
然
誌
の
成
立
』
二
○
三
頁
、
中
央
公
論
社
、
東
京
、
一
九
七
四
（
昭
和
四
十
九
年
）
。

小
川
鼎
三
「
前
野
良
沢
』
（
郷
土
の
先
覚
者
シ
リ
ー
ズ
第
五
集
）
大
分
県
先
覚
者
シ
リ
ー
ズ
刊
行
会
、
五
○
’
五
二
頁
、
一
九
七
五
（
昭
和
五
十

ふ
う
う
せ
い
せ
い
け
い
め
い
や
ま
ず

「
風
雨
凄
を
鶏
鳴
不
己
」
で
あ
る
。
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目
毒
⑦
四
目
毎
毎
○
局
。
○
自
己
屋
Ｑ
’

四
口
Ｑ
澤
］
①
。
門
口
弓
ミ
員
］
ぬ
、
坤
○
汽
目

■

員
国
旨
巳
胃
冒
蔚
旦
旨
閃
匡
協
首
．

胃
昌
画
Ｑ
Ｑ
詳
目
○
目
〕
津
〕
①
四
二
且

ロ
自
言
毒
す
○
｜

ご
自
己

①
ｘ
も
昌
画
』
目
①
口
．

二二二

弓二二

二つ全

ご容吾閃
四
旨
丙
画
】

口
ず
ず
○
○
宍
、

諄
昌
四
○
針
目
烏
①
ｐ
旨
〕
尻
戸
涜
曽
画
．

胃
昌
画
Ｑ
Ｑ
詳
目
○
目
．
垂
〕
①
四
戸
再
壷
○
吋

富
士
川
溝
「
前
野
蘭
化
先
生
」
『
日
本
医
事
新
報
』
第
七
九
三
号
、
四
○
七
九
頁
、
一
九
三
七
（
昭
和
十
二
年
）
。

田
中
助
一
『
防
長
医
学
史
』
上
・
下
巻
、
一
九
五
一
、
一
九
五
三
（
昭
和
二
十
六
、
二
十
八
年
）
。

平
岡
雅
英
『
日
露
交
渉
史
話
』
高
野
明
解
説
、
原
書
房
版
、
一
九
八
二
（
昭
和
五
十
七
年
）
。
初
版
は
ナ
ウ
ヵ
社
一
九
三
四
（
昭
和
九
年
）
、
再
刊
は

筑
摩
書
房
、
一
九
四
四
（
昭
和
十
九
年
）
。

前
野
良
沢
と
簗
次
正
、
高
山
彦
九
郎
と
の
関
係
は
文
献
（
四
）
の
前
野
良
沢
の
文
献
（
三
ハ
四
頁
）
を
参
照
。

木
村
陽
二
郎
「
桂
川
甫
賢
」
、
緒
方
富
雄
編
『
江
戸
時
代
の
洋
学
者
た
ち
』
一
七
二
’
一
七
六
頁
、
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
二
（
昭
和
四
十
七
年
）
。

今
泉
源
吉
『
蘭
学
の
家
、
桂
川
の
人
々
（
続
篇
）
』
篠
崎
書
店
、
口
絵
、
二
九
五
、
五
四
一
頁
、
一
九
五
八
（
昭
和
四
十
三
年
）
。

昌
○
ミ
〕
号
①
○
豆
①
。
尉
巨
胃
①
口
旨
坤
○
貝
旦
．
巨
日
旨
ぽ
い
○
冒
与
①
×
届
ロ
ロ
ぬ
い
①
馬
も
○
時
胃
菖
行
（
国
呼
一
）
葛
ｇ
①
目
旨
‐

、
。

冒
脚
①
旨
。
（
弓
鵠
、
く
届
呂
）
乏
閉
四
砂
冒
○
房
《
閃
騨
旨
岨
四
穴
匡
吾
創
ご
〉
四
ｍ
ｏ
置
○
置
吋
具
国
員
○
℃
８
昌
唾
冒
昌
①
ｍ
詳
言
○
巨
岨
ロ

Ｃ
Ｏ
目
ｏ
信
屋
Ｑ
①
、
（
旦
討
門
ｏ
さ
い
①
樗
口
、
ロ
①
６
口
○
目
○
局
弄
面
①
ｑ
門
騨
二
言
冒
四
で
門
の
、
①
高
く
①
些
芦
目
舜
岸
］
①
岸
○
滝
い
ぼ
○
巨
切
①
い
崗
酔
噸
。
画
》

●

■

色

唖
坤
“
○
汽
目
コ
ミ
○
○
片
底
①
崗
一
Ｕ
Ｃ
Ｃ
嚴
吻
・
田
睡
岨
．
函
）
斤
面
四
奇
計
岸
５
言
四
局
①
亘
之
○
回
、
ざ
』
①
‐
、
四
○
戸
唖
画
旨
Ｑ
画
、
四
口
巳
①
唱
鼻
壷

シ
ロ
の
言
①
ｐ
ご
胆
の
○
日
①
Ｈ
の
白
色
日
日
ｍ
Ｐ
宮
①
解
さ
ご
の

●
●

画
す
○
巨
庁
宛
四
国
丙
四
三
自
画
①
旨
○
㎡
の
①
庫
も
○
門
耳
巴
行
．

■

震
〕
四
ｍ
①
唖
尉
骨
岸
』
①
民
．
⑦
四
］
旨
】
⑦
湧
昌
目
〕
ぬ
○
崗
津
〕
①
い
①
口
弄
①
旨
。
①
ご
く
冒
茸
①
目
○
目
許
医
①
、
①
］
や
も
○
吋
弓
四
員
。

●

■

ご
く
曙
巳
時
○
閑
圏
冨
ご
悶
少
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