
時
代
に
対
す
る
感
受
性
を
一
っ
の
尺
度
す
れ
ぱ
、

人
闘
の
生
き
ざ
ま
は
、
二
つ
に
大
別
さ
れ
る
だ
ろ

一
つ
0

花
然
自
失
の
危
機
に
直
面
し
九
と
き
、
前
向
き
に

<
現
在
1
将
来
>
に
新
し
い
人
生
を
切
り
拓
い
て

ゆ
こ
う
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
過
去
に
閉
じ
こ
も
る

こ
と
で
自
分
を
守
ろ
う
と
す
る
か
、
つ
ま
り
ポ
ジ
テ

イ
ブ
か
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
か
で
あ
る
。

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
生
き
た
人
物
の
時
代
に
対
す
る
感

受
性
は
、
な
み
は
ず
れ
て
豊
か
で
あ
る
。
<
前
時
代
>

と
<
現
在
1
将
来
>
の
は
げ
し
い
せ
め
ぎ
あ
い
の

な
か
で
生
き
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
孤
独
さ
に
堪
え
る

重

だ
け
の
骨
太
さ
を
内
に
秘
め
て
い
る
。

新
島
八
重
の
生
涯
は
お
よ
そ
三
時
代
に
分
け
て
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
会
津
若
松
に
生
ま
れ
育
ち
、

戊
辰
戦
争
で
洋
式
銃
を
執
っ
て
戦
い
ぬ
い
た
娘
時

代
、
の
ち
に
兄
の
覚
馬
を
頼
っ
て
京
都
に
出
て
新
島

襄
と
結
婚
、
洋
装
の
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
レ
デ
ィ
と
し

て
生
き
た
時
代
。
そ
し
て
襄
の
死
後
、
篤
志
看
護
婦

と
し
て
日
清
・
日
綴
争
時
に
救
護
活
動
に
駆
け
つ

け
た
晩
年
で
あ
る
。

時
代
ご
と
に
異
な
る
貌
を
持
つ
女
性
と
し
て
、
立

ち
現
わ
れ
て
く
る
の
は
、
時
代
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
生

き
た
ゆ
え
だ
ろ
う
。

戊
辰
戦
争
と
娘
時
代

八
重
は
弘
化
二
年
(
一
八
四
吾
三
月
三
日
、

会
津
若
松
鶴
ケ
城
郭
内
米
代
四
ノ
丁
で
生
ま
れ
て
い

る
0
 
父
の
権
八
が
三
九
歳
、
母
の
咲
が
三
七
歳
の
と

き
三
女
と
し
て
生
ま
れ
九
の
だ
が
、
山
本
家
に
と
っ

て
は
五
人
目
の
子
で
あ
っ
九
。
一
男
二
女
は
早
逝

し
、
八
重
は
一
七
歳
年
上
四
罵
と
二
歳
下
の
弟
、

三
郎
と
と
も
に
育
っ
九
。

山
本
家
は
砲
需
範
の
家
柄
で
あ
る
。
『
山
本
覚

馬
伝
』
(
田
村
敬
男
編
)
に
よ
る
と
、
<
X
の
権
八
は
黒

紐
席
上
士
、
家
禄
は
一
 
0
人
扶
持
、
兄
の
覚
馬
の
代

五
人
扶
持
、
席
次
は
祐
筆
の
上
と
あ
る
が

、

に
は

疑
問
が
あ
る
。
郭
内
の
屋
敷
割
地
図
を
見
る
と
、
山

本
家
の
屋
敷
の
あ
っ
九
米
代
四
ノ
丁
周
辺
は
百
石
か

ら
二
百
石
ク
ラ
ス
の
藩
士
の
屋
敷
が
連
な
っ
て
い

る
0
 
幕
末
の
山
本
家
は
、
そ
れ
相
応
の
家
柄
だ
っ
九

ろ
う
と
恬
勢
判
断
さ
れ
る
。

八
重
の
物
お
じ
せ
ず
快
活
な
気
質
は
生
ま
れ
つ
い

て
の
も
の
だ
っ
九
。
後
年
、
八
重
自
身
が
『
会
津
戊

辰
戦
争
』
の
著
者
平
石
弁
蔵
宛
の
手
紙
に
、
「
私
は

一
三
威
の
と
き
、
四
斗
俵
を
四
回
も
肩
に
上
げ
下
げ

し
ま
し
た
」
と
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
男
っ
ぽ
く
育

つ
て
い
る
。

同志社人物誌(57)

新島八
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わ
た
し

「
妾
の
兄
覚
馬
は
御
承
知
の
通
り
砲
術
専
門
に
研
究

し
た
い
ま
し
た
の
で
、
妾
も
一
通
り
習
い
ま
し
九
L

(
『
婦
人
世
界
』
明
治
四
二
年
三
月
)

「
・
・
・
・
・
・
白
虎
隊
の
伊
東
悌
次
郎
(
飯
盛
山
で
自
刃
)

は
小
銃
習
い
に
よ
く
き
た
。
物
置
か
ら
ゲ
ー
ベ
ル
銃

を
出
し
て
教
え
ま
し
た
。
(
中
略
)
外
の
白
虎
隊
士

も
数
名
鉄
砲
習
い
に
来
ま
し
た
」
(
平
石
弁
蔵
宛
の

手
紙
)八

重
自
身
が
書
い
て
い
る
よ
う
に
娘
時
代
の
興
味

は
、
女
ら
し
さ
と
は
無
縁
の
鉄
砲
や
砲
術
で
あ
っ

九
。
そ
の
背
後
に
は
兄
の
覚
馬
い
る
。

山
本
覚
馬
は
嘉
永
六
年
(
一
八
五
己
ぺ
リ
ー
が

黒
船
を
ひ
き
い
て
浦
賀
に
や
っ
て
き
た
と
き
、
会
津

藩
江
戸
藩
邸
勤
番
に
な
っ
て
い
る
。
江
戸
で
の
三
年

問
、
蘭
学
に
親
し
み
、
江
川
太
郎
左
衛
門
、
佐
久
間

象
山
、
勝
海
舟
ら
に
西
洋
の
兵
制
と
砲
術
を
学
び
、

帰
藩
す
る
や
い
な
や
蘭
学
所
を
開
設
し
て
い
る
。

八
重
に
と
っ
て
多
感
な
人
間
形
成
期
に
兄
党
馬
の

影
響
は
大
き
か
っ
た
。
兄
か
ら
洋
銃
の
操
作
を
習
う

こ
と
に
よ
り
、
知
ら
ず
知
ら
ず
洋
学
の
思
考
を
身
に

つ
け
て
い
っ
た
の
だ
っ
九
。

北
原
雅
長
『
七
年
史
』
に
よ
る
と
、
「
川
崎
尚
之

助
が
妻
の
八
重
は
山
本
覚
馬
の
妹
也
」
と
あ
り
、
徳

富
蘇
峰
『
近
世
日
本
国
史
』
に
も
同
じ
記
載
が
あ

る
。
川
崎
尚
之
助
は
但
馬
出
石
藩
医
家
の
生
れ
で
、

蘭
学
と
舎
密
術
(
理
化
学
)
を
修
め
た
若
く
て
有
能

な
洋
響
だ
っ
九
。
安
政
四
年
(
一
八
五
七
)
、
覚

馬
の
招
き
延
よ
り
会
津
に
や
っ
て
き
て
、
山
本
家
に

寄
宿
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
九
。
尚
之
助
は
欝
が

開
設
し
九
会
津
藩
蘭
学
所
の
教
授
翫
め
な
が
ら
、

鉄
砲
や
弾
丸
の
製
造
を
指
揮
し
て
い
九
。

八
重
と
尚
之
助
の
結
婚
の
時
期
に
つ
い
て
の
器

は
定
か
で
は
な
い
が
、
元
治
二
年
(
一
八
六
五
ご

ろ
と
推
定
さ
れ
る
。
八
重
一
九
歳
の
と
き
で
あ
る
。

八
重
の
後
生
を
決
定
ず
け
九
と
も
い
え
る
明
治
戊

辰
の
戦
は
、
尚
之
助
と
結
婚
し
て
三
年
後
に
始
ま
っ

て
い
る
。

そ
の
こ
ろ
山
本
赤
に
は
計
報
が
相
次
い
で
い
た
。

明
治
元
年
(
一
九
六
八
)
一
月
五
日
、
弟
の
三
郎
は

鳥
羽
伏
見
の
戦
に
参
戦
、
淀
で
銃
弾
を
あ
び
て
、
紀

州
か
ら
海
路
で
江
戸
に
逃
れ
た
が
、
芝
新
銭
座
の
藩

邸
で
死
亡
。
遺
髪
と
形
見
の
着
衣
が
国
元
に
届
け
ら

れ
る
。大

砲
隊
を
指
揮
し
て
蛤
御
門
の
変
を
戦
っ
九
兄
の

覚
馬
は
、
そ
れ
以
降
眼
疾
に
か
か
り
、
京
都
に
ひ
そ

ん
で
い
九
が
、
混
乱
に
乗
じ
て
蹴
上
か
ら
大
津
に
逃

れ
よ
う
と
し
て
、
躍
藩
兵
に
捕
え
ら
れ
る
。
会
津

の
山
本
家
に
は
、
四
条
河
原
で
処
刑
さ
れ
九
と
伝
え

ら
れ
る
。

新
政
府
軍
は
三
方
の
街
道
筋
か
ら
会
津
を
攻
め

籍城時の八重
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、
、

.

<
か

,

う
決
心
で
、
城
に
入

り
ま
し
た
の
で
ご
ざ

、

い
ま
す
」
(
前
掲
『
婦

、

、

人
世
界
』
)
と
書
い

"

て
い
る
八
重
は
、
髪

ノ

を
断
ち
男
装
、
藩
兵

と
と
も
に
銃
撃
に
参

夜
襲
に
も
加
わ

Ⅱ
、

力

,

つ
て
い
る
。

砲
術
の
心
得
の
あ

る
八
重
は
、
夫
の
尚

之
助
を
助
け
て
大
砲

隊
の
指
揮
も
取
っ

.

九
。

だ
が
戦
の
勝
敗
は
籾
め
か
ら
決
し
て
い
た
。
新
政

府
軍
の
洋
式
砲
、
洋
式
銃
の
す
さ
ま
じ
い
威
力
の
前

に
火
力
の
弱
い
城
側
の
劣
勢
は
歴
然
と
し
て
い
た
。

九
月
一
四
日
に
始
ま
る
総
攻
撃
で
は
、
一
日
約
二
千

発
の
砲
弾
を
あ
び
せ
ら
れ
死
傷
者
が
続
出
、
藩
主
松

平
容
保
は
降
伏
を
決
意
す
る
。

八
重
は
降
伏
の
使
者
が
城
門
を
出
て
ゅ
く
さ
ま
を

見
た
と
き
想
い
出
し
、
「
当
日
の
事
を
考
え
る
と
残

念
で
、
今
で
も
腕
を
拒
し
た
く
な
り
ま
す
」
と
語
っ

て
い
る
。

、

、

た
。
敵
兵
が
迫
り
、
入
城
を
促
す
割
場
の
鐘
が
雨
中

を
つ
い
て
聞
え
て
き
た
の
は
、
八
月
二
三
日
の
早
朝

だ
っ
た
。

八
重
は
大
小
を
腰
に
お
び
、
七
連
発
の
ス
ペ
ン
サ

1
銃
を
持
っ
て
、
母
の
咲
、
媛
の
う
ら
、
姪
の
み
ね

と
と
も
に
、
頭
上
を
か
す
め
る
銃
弾
を
避
け
な
が

ら
、
三
の
丸
か
ら
入
城
し
た
の
だ
っ
た
。

か
た
昏

「
私
は
弟
の
敵
を
取
ら
ね
ぱ
な
ら
ぬ
、
私
す
な
わ
ち
三

郎
だ
と
い
う
気
持
で
、
そ
の
形
見
の
装
束
を
着
て
、

一
は
主
君
の
た
め
、
一
は
弟
の
九
め
、
命
の
限
り
戦

J
/

新
島
褒
と
の
出
合
い
と
結
婚

八
重
が
母
の
咲
、
姪
の
み
ね
と
と
も
に
故
郷
の
会

津
を
後
に
す
る
の
は
明
治
四
年
(
一
八
七
一
)
三

月
で
あ
る
。
『
同
志
社
文
学
』
六
二
号
「
山
本
覚
馬

翁
の
逸
事
」
(
山
本
学
人
)
に
よ
れ
ぱ
、
「
越
後
よ
り

゛

あ
す
の
夜
は
い
づ
く
の
誰
か
な
が
む
ら
む
馴
れ
し

み
空
に
残
す
月
影

ー
;

こ
の
一
歌
は
、
城
を
去
る
前
夜
の
三
時
ご
ろ
三

の
丸
雑
物
庫
の
城
壁
に
、
八
重
が
月
明
り
を
頼
り
に

か
ん
ざ
し
で
刻
ん
だ
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
心
情

を
余
す
こ
と
な
く
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。

八
重
は
籠
城
戦
を
火
の
女
と
し
て
戦
い
ぬ
い
た
。

鉄
砲
、
大
砲
と
い
う
近
代
兵
器
に
眼
を
向
け
て
い
た

婦
女
子
は
他
に
類
が
な
い
。
け
れ
ど
も
そ
の
戦
い
で

父
や
夫
と
も
別
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

玄
武
隊
上
士
組
に
編
入
さ
れ
て
い
九
父
の
権
八
は

九
月
一
七
日
、
一
ノ
堰
の
戦
で
討
死
。
夫
の
尚
之
助

は
藩
籍
を
持
た
な
い
た
め
に
、
開
城
に
先
立
っ
て
城

外
に
去
っ
て
い
た
。
藩
家
が
倒
れ
た
だ
け
で
な
く
、

す
が
り
つ
く
べ
き
一
切
の
も
の
を
失
っ
て
、
深
い
虚

脱
釜
に
あ
っ
九
と
い
え
る
。

^^
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攻
め
寄
せ
た
る
醒
兵
の
、
会
津
以
西
三
里
許
の
一
村

落
に
宿
す
。
其
農
夫
は
即
ち
翁
が
家
の
兇
の
も
の

な
り
き
。
薩
兵
夫
れ
と
も
知
ら
ず
、
翁
の
事
を
語

る
。
日
く
翁
は
謙
に
在
り
厚
遇
を
受
け
、
祭
な

き
故
、
若
翁
の
親
族
に
遇
は
ぱ
之
を
伝
え
よ
・
・
・
・
・
・
」

と
あ
り
、
八
重
た
ち
は
開
城
後
三
年
経
っ
て
か
ら
党

馬
の
無
事
を
知
る
。

一
家
は
こ
う
し
た
籍
で
京
窕
ち
を
決
意
す
る
の

だ
が
、
〕
縛
の
妻
う
ら
は
会
津
を
去
る
こ
と
を
拒

み
、
事
実
上
の
籬
縁
と
な
る
。

覚
極
、
す
で
に
明
治
二
年
(
一
八
六
九
)
許
さ

れ
て
、
洋
学
者
と
し
て
京
都
府
の
顧
問
に
迎
え
ら
れ

て
い
九
。
府
政
の
強
力
な
ブ
レ
ー
ン
の
一
人
と
し
て

教
育
行
政
や
殖
産
興
業
の
指
高
な
役
割
を
担
っ
て

い
た
の
で
あ
る
。

京
都
に
や
っ
て
き
た
八
埀
は
J
篤
の
影
粋
で
英

聖
学
ぷ
よ
う
に
な
り
洋
髪
洋
装
の
婦
人
と
し
て
生

れ
変
わ
る
。
翌
明
治
五
年
(
一
八
七
二
)
四
月
に

は
、
日
本
最
初
の
女
学
校
「
嘉
場
」
の
舎
監
兼
教

師
に
な
っ
て
い
る
。

兄
覚
傍
あ
り
よ
う
は
、
賊
軍
と
い
わ
れ
た
会
津

人
の
生
き
か
た
の
一
端
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。
疏

長
k
敗
れ
九
彼
ら
の
生
き
る
道
は
、
将
来
に
そ
な
え

て
文
化
的
主
導
権
を
握
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
に
英
聖
学
び
、
西
洋
文
化
を
摂
取
し
よ
う
と
し

た
。
兄
を
頼
っ
て
京
都
に
や
っ
て
き
た
八
埀
も
そ
の

延
長
線
上
に
あ
り
、
器
を
学
び
、
そ
れ
を
媒
介
と

し
て
キ
リ
ス
ト
教
に
接
近
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

八
亟
と
新
島
襄
の
出
会
い
は
明
治
八
年
(
一
八
七

五
)
ご
ろ
で
あ
る
。

「
・
・
:
・
・
或
る
日
の
こ
と
、
何
時
も
の
通
り
.
コ
ル
ド

ン
さ
ん
の
お
宅
へ
、
馬
太
伝
驫
み
に
参
り
ま
す

と
、
ち
ょ
う
ど
、
そ
こ
へ
襄
が
参
っ
て
お
り
ま
し

て
、
玄
関
で
靴
を
磨
い
て
居
り
ま
し
九
。
私
は
ゴ
ル

ド
ン
さ
ん
の
ボ
ー
イ
が
、
ゴ
ル
ド
ン
さ
ん
の
靴
を
磨

い
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
か
ら
、
別
に
挨
拶
も

し
な
い
で
中
に
通
り
ま
し
た
」
(
永
沢
嘉
巳
男
編
『
新

島
八
埀
子
思
録
』
)

明
治
七
年
蓉
に
帰
国
し
薪
島
襄
は
、
そ
の
こ
ろ

大
阪
に
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
を
開
設
し
ょ
う
と

し
九
が
果
九
せ
ず
、
森
に
倒
祭
定
め
て
い
九
。

そ
の
襄
は
『
張
隈
』
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
に

川
解
を
一
尓
す
よ
う
に
な
っ
て
い
た
山
'
ル
馬
に
接

近
、
八
埀
も
三
条
大
橋
曹
旅
館
、
同
貫
屋
に
逗
留

し
て
い
金
に
聖
苫
を
習
い
に
ゆ
く
よ
う
に
な
る
。

新
裂
は
奥
と
し
て
迎
え
る
女
性
に
つ
い
て
、

)し

「
口
本
の
女
性
の
如
く
な
き
女
十
」
と
父
宛
の
手
紙

に
書
い
て
い
る
が
、
壽
と
し
て
珍
し
く
自
我
に
目

党
め
た
八
亟
は
、
あ
る
意
味
で
仰
想
の
女
性
だ
っ
九

ろ
、
つ
0

明
治
八
年
一
 
0
打
一
五
日
、
金
は
新
最
と
婚

約
、
理
明
治
九
年
一
月
二
日
、
系
で
洗
礼
を
受
け

た
最
初
の
人
と
な
り
、
翌
日
、
宣
教
師
デ
ビ
ス
の
司

式
希
婚
式
を
挙
げ
る
。
襄
三
二
歳
、
八
重
三
0
歳
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だ
っ
九
。

キ
リ
ス
ト
教
に
対
す
る
反
発
が
根
強
い
な
か
で
洗

礼
を
受
け
る
こ
と
も
、
キ
リ
ス
ト
者
と
結
婚
す
る
こ

と
も
勇
気
の
い
る
こ
と
だ
っ
九
ろ
う
。
自
ら
正
し
い

と
思
う
こ
と
は
、
こ
だ
わ
り
な
く
実
行
す
る
八
重
の

気
質
を
物
語
る
象
徴
的
な
出
来
李
あ
る
。

仏
教
各
宗
派
の
激
し
い
反
対
運
動
が
あ
っ
九
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
同
志
社
英
学
校
は
明
治
九
年
二
月

に
開
設
さ
れ
、
明
治
三
年
に
は
同
志
社
女
学
校
が

正
式
に
開
校
さ
れ
六
。
八
重
は
そ
こ
で
礼
法
の
教
師

を
勤
め
る
こ
と
に
な
る
。
母
の
咲
も
洗
礼
を
受
け
、

明
治
三
年
か
ら
一
六
年
ま
で
女
学
校
の
舎
監
を
勤

め
、
山
本
家
の
人
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
新
島
襄
を
助
け

て
同
志
社
の
基
礎
を
定
か
な
も
の
に
し
九
の
だ
っ

九
。

英
語
を
学
び
西
洋
文
化
に
触
れ
、
キ
リ
ス
ト
教
に

入
信
し
た
八
重
。
そ
れ
は
か
っ
て
洋
式
兵
器
を
操
っ

た
八
重
の
維
新
だ
っ
た
が
、
転
生
し
九
新
島
八
重
の

世
評
は
か
ん
ぱ
し
く
な
い
。

京
都
は
因
習
姑
息
の
地
で
あ
る
。
す
べ
て
外
国
式

の
生
活
を
指
向
す
る
襄
の
思
想
と
行
動
を
、
こ
だ
わ

り
な
く
受
け
入
れ
る
八
重
に
周
囲
の
眼
は
冷
酷
な
も

の
が
あ
っ
九
。
洋
装
で
夫
と
人
力
車
に
相
乗
り
し
た

り
、
夫
と
対
等
に
振
錘
う
な
ど
京
雀
に
は
想
像
も
で

き
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
生
徒
た
ち
で
さ
え
、
徳
富
蘇

峰
な
ど
の
よ
う
に
、
花
飾
の
あ
る
帽
子
を
か
ぷ
り
、

ぬ
丸

和
服
に
靴
を
履
く
八
重
を
<
鵺
>
と
あ
げ
つ
ら
っ

た
。

周
囲
の
冷
や
か
な
眼
を
あ
び
て
も
怯
ま
な
か
っ
た

の
は
、
自
立
心
に
富
ん
だ
本
来
の
性
格
に
よ
る
も
の

だ
ろ
う
が
、
新
島
襄
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
引
き
出
さ

れ
活
か
さ
れ
た
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
。

襄
は
八
重
を
た
え
ず
細
や
か
に
気
遣
っ
て
い
る
。

明
治
一
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
の
欧
米
旅
行
中
、

ア
ル
プ
ス
登
山
で
心
臓
発
作
を
起
し
た
と
き
の
こ
と

を
振
り
返
っ
て
、
「
自
分
は
そ
の
と
き
非
常
に
苦
し

ん
だ
。
諸
君
の
こ
と
を
思
い
妻
の
こ
と
を
思
い

1
」
と
、
の
ち
生
徒
た
ち
に
語
っ
て
い
る
。
(
徳
富

盧
花
『
黒
い
眼
と
茶
色
の
目
』
)
死
を
直
前
に
し
た

明
治
三
年
五
月
に
は
吉
野
の
士
倉
庄
三
郎
に
手
紙

を
書
き
、
三
百
円
を
預
け
る
か
ら
、
「
マ
ッ
チ
樹
木

植
付
の
コ
ン
。
ハ
ネ
ー
と
な
し
下
さ
れ
」
と
依
頼
す
る

ほ
ど
に
死
後
の
八
重
の
行
く
末
を
案
じ
て
い
る
。
新

島
襄
に
と
っ
て
妻
八
重
は
、
人
生
の
友
で
あ
り
、
同

志
で
あ
っ
九
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
と
思
う
。

八
重
は
一
四
年
の
結
婚
生
活
の
う
ち
、
約
三
分
の

一
を
襄
の
身
体
を
気
づ
か
う
こ
と
に
明
け
蓉
れ
九
。

激
務
の
谷
間
を
縫
う
よ
う
に
し
て
療
養
す
る
夫
に
付

社
会
福
祉
活
動
と
晩
年

八
重
は
襄
の
死
後
は
社
会
福
祉
活
動
に
つ
く
し
て

添
っ
て
、
北
海
道
、
鎌
倉
、
伊
香
保
、
神
戸
に
ゆ

き
、
献
身
的
に
看
病
し
て
い
る
。

明
治
三
年
夏
、
襄
が
不
治
病
に
冒
さ
れ
て
い
る

と
医
師
か
ら
告
げ
ら
れ
た
と
き
の
こ
と
を
、
八
重
は

『
亡
愛
夫
襄
の
発
病
覚
』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
記

し
て
い
る
。

「
妾
は
日
夜
の
看
病
に
疲
労
し
、
或
時
は
亡
夫
の
目

覚
め
居
れ
る
を
知
ら
ず
し
て
、
寝
息
を
伺
は
ん
と
手

を
出
せ
ぱ
、
其
手
を
捕
へ
、
八
重
さ
ん
未
だ
死
な
ぬ

よ
、
安
心
し
て
寝
よ
。
余
り
に
心
配
を
な
し
て
寝
な

い
と
、
我
よ
り
先
に
汝
が
死
す
か
も
し
れ
ず
、
左
様

な
れ
ぱ
我
が
大
困
り
だ
か
ら
安
眠
せ
よ
と
、
度
々
申

し
九
り
」

新
島
襄
は
明
治
二
三
年
一
月
二
三
日
、
枕
と
し
て

左
手
を
差
し
出
し
た
八
重
に
、
「
狼
狽
す
る
な
か
れ
、

グ
ッ
ド
バ
イ
、
ま
た
あ
わ
ん
」
と
最
後
の
こ
と
ば
を

残
し
て
四
七
歳
の
生
涯
を
終
え
る
。
九
え
ず
新
島
襄

に
寄
り
添
い
、
夫
の
思
想
と
行
動
を
こ
だ
わ
り
な
く

受
け
入
れ
て
い
っ
た
八
重
を
見
る
と
き
、
新
島
襄
に

と
っ
て
、
ま
さ
に
ふ
さ
わ
し
い
妻
で
あ
っ
九
と
い
え

る
0
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い
る
。明

治
二
四
年
、
日
本
赤
十
字
社
の
正
社
員
と
な

り
、
日
赤
篤
志
婦
人
会
に
も
名
を
連
ね
て
い
る
0

明
治
二
七
年
、
日
清
戦
争
が
始
ま
る
と
、
二
0
数

名
の
篤
志
婦
人
会
の
会
員
を
率
い
て
、
広
向
に
駆
け

つ
け
、
四
力
月
に
わ
た
っ
て
救
鷲
勤
め
九
。
日
露

戦
争
当
時
は
五
八
歳
に
な
っ
て
い
た
が
、
再
び
大
阪

で
救
襲
活
動
を
指
揮
し
た
。

看
護
学
校
の
助
教
師
と
し
て
後
進
の
指
U
に
当
り

ね
力
ら
、
積
極
的
に
戦
時
救
護
に
尽
く
し
六
の
は
、

戊
辰
の
籠
城
戦
を
叢
し
た
八
重
な
ら
ぱ
こ
そ
で
あ

る
0

同
志
社
に
あ
っ
て
は
、
「
新
島
の
あ
ば
あ
ち
ゃ
ん
」

と
生
徒
か
ら
は
親
し
ま
れ
て
い
た
。
「
社
員
た
る
も

の
生
徒
九
ち
を
丁
重
に
扱
う
可
き
事
」
と
い
う
新
島

襄
の
遺
苫
を
忠
実
に
守
っ
た
の

で
あ
る
。

『
在
学
中
、
何
よ
り
も
楽
し

か
っ
た
こ
と
は
、
新
島
未
亡
人

の
御
邸
に
催
さ
れ
る
正
月
の
力

ル
タ
会
に
招
か
れ
る
こ
と
で
あ

つ
た
。
(
中
略
)
八
重
子
刀
自

が
お
か
ら
だ
に
似
合
は
ぬ
優
し

い
声
で
、
「
声
聞
く
と
き
ぞ
秋

は
悲
し
き
し
な
ん
て
、
高
ら
か
に
読
み
給
い
た
る
歌

に
応
じ
、
嬉
嬉
と
、
時
に
は
わ
ざ
と
女
生
徒
九
ち

の
手
を
引
き
掻
き
つ
っ
、
遊
ぱ
せ
て
頂
い
た
・
・
・
・
・
・
』

(
東
郷
昌
武
『
黒
社
校
友
会
報
』
六
盲
ぢ
)

と
、
あ
る
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
も
八
重
を
慕
っ
て

し
ぱ
し
ぱ
訪
れ
て
い
る
。

同
志
社
を
家
と
し
、
生
徒
た
ち
を
わ
が
子
と
み
て

い
た
新
島
襄
の
遺
志
を
引
き
継
い
で
、
八
重
は
遺
産

の
す
べ
て
を
同
志
社
に
寄
付
し
、
昭
和
七
年
七
月
一

五
日
、
急
性
胆
褒
炎
が
も
と
で
八
七
歳
の
生
涯
を
終

え
九晩

年
の
穏
や
か
で
物
静
か
な
容
貌
を
み
る
と
、
か

つ
て
の
女
丈
夫
の
面
影
や
洋
装
の
ハ
イ
カ
ラ
な
イ
メ

＼ノ

ー
ジ
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
が
あ
る
0

華
道
や
茶
道
に
も
造
詣
が
深
く
、
晩
年
は
建
仁
寺

和
尚
黙
雷
と
釜
を
楽
し
む
毎
日
だ
っ
九
0
 
和
尚
か

ら
袈
裟
を
受
け
た
た
め
、
世
間
で
は
仏
教
に
帰
依
し

た
と
い
う
噂
が
ま
こ
と
し
や
か
に
さ
さ
や
か
れ
た

が
、
終
生
敬
虔
な
ク
リ
ス
チ
十
ン
と
し
て
神
と
人
に

対
す
る
奉
仕
に
つ
く
し
九
。

八
重
の
生
涯
を
現
代
の
視
点
か
ら
振
り
返
る
と
、

つ
ね
に
人
生
を
自
ら
の
手
で
拓
い
て
い
っ
た
自
立
心

に
富
ん
だ
女
性
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
0
 
今

日
に
伝
わ
る
惡
愛
明
治
と
い
う
時
代
性
ゆ
え
だ
ろ

う
。
近
代
的
な
女
性
の
先
駆
者
と
し
て
も
っ
と
注
目

さ
れ
て
も
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
。

(
昭
和
四
十
年
大
学
法
学
部
卒
業
・
作
家
)

従軍看護婦時代の八重
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