
小
崎
弘
道
、
海
老
名
禅
正
宮
川
経
輝
の
三
先
輩

は
通
常
旧
組
合
教
会
の
三
元
老
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
。

そ
の
う
ち
宮
川
経
輝
篠
少
の
差
で
あ
る
が
、
三
人

の
中
の
最
年
少
者
で
あ
っ
た
。
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教

会
特
に
旧
組
合
教
会
に
対
す
る
こ
の
三
人
の
貢
献
は

輝

個
の
団
体
で
、
そ
の
間
に
は
何
ら
制
度
上
の
関
係
は

な
く
、
時
に
は
相
反
目
し
て
緊
張
関
係
を
続
け
九
こ

と
も
あ
う
た
。
同
志
社
神
学
校
も
組
合
教
会
立
の
教

派
的
神
学
校
で
は
な
く
、
一
言
わ
黛
可
神
学
校
の
ど

と
き
も
の
で
あ
っ
九
。
し
か
し
世
人
は
組
合
教
会
と

同
志
社
と
を
同
一
の
団
体
の
よ
う
に
松
し
、
ま
た

事
実
両
者
の
危
急
存
亡
の
時
に
は
両
者
が
亙
い
に
牽

制
、
協
力
し
合
っ
て
、
そ
の
歴
史
を
将
し
て
き
た

の
で
あ
る
。
人
物
の
交
流
、
資
金
の
調
達
な
ど
の
こ

と
に
お
い
て
も
、
両
者
の
間
に
チ
ェ
ッ
ク
・
ア
ン
ド

バ
ラ
ン
ス
の
原
則
が
行
な
わ
れ
て
い
た
と
見
ら
れ

.よ
う
。
そ
の
た
め
不
必
要
な
摩
擦
や
誤
解
が
生
じ
た

こ
と
も
事
実
で
あ
る
が
、
伝
道
と
教
育
の
車
の
両
輪

は
相
互
の
欠
陥
を
満
九
し
、
ま
た
同
時
に
そ
の
中
間

に
、
卓
越
し
た
キ
リ
ス
ト
教
社
会
福
祉
事
業
に
従
事

す
る
者
を
多
く
輩
出
し
、
そ
れ
ら
伝
道
、
教
育
、
社

会
福
祉
の
第
一
線
に
挺
身
し
て
い
る
人
々
の
背
後
に

は
多
く
の
黒
社
人
の
後
援
者
が
厳
と
し
て
存
在
し

て
い
六
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
キ
リ
ス
ト
教
主

義
学
校
の
あ
る
べ
き
姿
は
す
で
に
三
元
老
の
時
代
に

考
え
ら
れ
、
ま
た
実
現
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
こ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
必
ず
し
も
一
織

せ
ら
れ
て
い
た
訳
で
は
な
い
が
、
結
果
と
し
て
そ
の

よ
う
な
原
型
を
造
り
あ
げ
た
の
で
あ
る
。
そ
念
味

虔

彼
ら
の
残
後
に
お
い
て
、
い
よ
い
よ
高
く
評
価
さ
れ

て
い
る
。
彼
ら
の
同
志
社
に
対
す
る
貢
献
は
同
様
に

注
目
す
べ
き
も
の
が
あ
り
、
特
に
小
崎
、
海
老
名
の

二
人
は
同
志
社
の
社
長
、
総
長
と
し
て
校
祖
新
島
先

生
の
衣
鉢
を
伝
え
た
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る

(
宮
川
も
か
う
て
同
志
社
総
長
就
任
を
勧
め
ら
れ
た

こ
と
も
あ
る
)
。
同
志
社
と
組
合
教
会
と
は
全
く
別

同

橋高

^
'0、

宮川経

社人物誌(15)
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に
お
い
て
組
合
教
会
も
同
志
社
も
閉
ざ
さ
れ
た
る
団

体
で
は
な
く
、
開
か
れ
た
団
体
と
な
っ
て
、
両
者
共

自
己
完
結
的
ま
た
閉
鎖
的
共
同
体
と
な
る
こ
と
を
防

い
だ
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
先
人
の
遺
産
は
今
日
の

わ
れ
わ
れ
が
特
に
継
承
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
同

志
社
か
ら
は
教
会
の
難
者
、
協
力
者
を
輩
出
し
、

教
会
側
か
ら
は
信
仰
あ
る
教
育
者
や
そ
の
嘉
者
を

送
り
込
み
、
内
外
の
教
会
は
そ
の
財
的
援
助
を
も
惜

し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
新
島
先
生
の
畢
生
の
倒

的
は
「
自
由
教
育
、
自
治
教
会
、
両
者
併
h
、
国
家

万
歳
」
で
あ
っ
九
と
言
わ
れ
て
い
る
。

三
元
老
は
い
わ
ゆ
る
熊
本
バ
ン
ド
に
属
す
る
人
物

で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
熊
本
バ
ン
ド
特
有
の
共
通
性
を

兼
ね
備
え
て
い
九
。
彼
ら
は
明
治
初
捌
の
社
会
的
変

動
の
時
期
に
際
会
し
、
薩
長
士
肥
の
富
国
強
兵
策
に

対
し
て
、
科
学
的
、
精
神
的
教
養
の
必
要
を
痛
感
し

て
い
た
。
そ
の
具
体
的
模
範
は
ゼ
ー
ン
ス
大
尉
と
新

島
先
生
と
で
あ
っ
た
。
彼
ら
に
は
明
治
維
新
の
指
導

者
と
共
通
す
る
国
象
主
義
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
内

容
は
物
と
心
と
の
相
違
で
あ
っ
た
。
肥
後
藩
は
明
治

耕
に
貢
献
し
た
横
井
小
楠
初
め
多
く
の
先
覚
者
を

誰
出
し
た
が
、
薩
長
土
の
三
藩
に
比
し
て
バ
ス
に
乗

り
遅
れ
九
感
が
あ
っ
六
。
そ
の
た
め
一
部
の
青
年
は

政
治
的
現
実
主
義
に
対
し
て
、
宗
教
的
理
想
主
義
を

隅
え
、
洋
学
校
の
開
設
を
機
と
し
て
こ
の
傾
向
に
拍

車
を
か
け
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し

ゼ
ー
ン
ス
大
尉
と
繋
バ
ン
ド
の
青
年
た
ち
の
出
合

い
は
言
わ
ぱ
叱
嵯
の
間
の
出
来
李
あ
っ
て
、
そ
こ

に
は
深
い
神
の
彊
が
あ
っ
た
も
の
と
認
め
ざ
る
を

得
な
い
。

周
知
の
ど
と
く
、
宮
川
経
輝
の
生
家
は
阿
殊
神
社

の
社
家
の
系
統
に
属
し
、
代
々
神
道
的
伝
承
を
受
け

継
い
で
い
た
。
そ
の
孫
に
お
い
て
は
、
宗
教
的
背

景
を
最
も
多
く
担
っ
て
い
た
。
し
か
し
宮
川
の
思
想

の
中
に
は
神
道
に
根
ざ
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の

は
比
較
的
少
な
い
。
む
し
ろ
青
年
時
代
に
受
け
罷

学
、
儒
教
の
粘
神
が
長
く
続
い
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

次
に
引
用
す
る
部
分
は
明
治
三
十
五
年
の
第
九
回
組

合
教
会
教
役
者
会
に
お
い
て
「
日
本
在
来
宗
教
思
想

と
基
督
教
」
と
題
す
る
講
演
の
一
節
で
あ
る
が
、
そ

の
参
考
書
と
し
て
、
町
元
天
空
著
『
十
二
宗
綱
要
」
、

平
田
篤
胤
著
『
鬼
神
謹
加
藤
鵬
堂
著
『
日
本
宗

教
櫓
志
』
、
ソ
ー
セ
】
著
『
サ
イ
エ
ン
ス
・
オ
ブ

レ
リ
ジ
,
ン
一
長
田
偶
得
著
『
平
田
篤
胤
』
、
そ

.の
他
『
仏
教
史
林
』
『
日
本
宗
教
』
等
を
挙
げ
て
い

る
(
大
阪
謝
壇
、
朋
治
三
十
五
年
十
一
月
二
十
号
)
。

2

「
私
は
神
道
の
琢
に
生
ま
れ
、
元
来
こ
れ
を
研
究

す
る
に
便
利
な
る
地
位
に
お
り
し
に
も
か
か
は
ら

ず
、
当
時
こ
れ
を
馬
鹿
に
し
て
お
り
ま
し
た
が
、

近
頃
少
し
く
慎
埀
の
態
度
を
以
て
研
究
す
る
気
に

な
っ
た
の
で
、
考
へ
れ
ぱ
そ
の
間
に
偉
大
な
る
神

道
の
派
流
が
あ
っ
て
、
本
朝
の
歴
史
を
一
貫
し
て

居
る
の
を
見
る
。
単
に
神
道
は
八
百
万
神
を
祭
り
、

恰
も
血
業
拝
の
よ
う
に
見
え
る
。
元
よ
り
こ
れ

は
多
神
教
に
は
違
ひ
な
き
も
、
追
々
発
達
し
来
り

て
単
一
神
教
、
即
ち
へ
ノ
シ
ー
ズ
ム
の
域
に
達
し

九
る
も
の
で
、
多
く
の
神
の
中
よ
り
一
つ
或
は
数

個
の
超
焚
る
も
の
を
取
っ
て
そ
の
基
礎
を
樹
立

し
た
。
我
日
本
に
於
て
は
或
は
三
皇
霊
の
神
を
立

て
、
或
は
天
御
中
主
尊
を
立
て
、
或
は
国
常
立
神

を
立
て
た
。
即
ち
天
神
地
祇
を
崇
拝
す
る
と
言
う

こ
と
は
、
そ
の
間
の
一
の
思
誉
思
わ
れ
る
。
こ

の
単
一
神
が
造
化
の
神
と
言
う
こ
と
に
眼
が
つ
い

て
来
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、

或
は
神
道
格
別
に
力
な
し
に
済
ん
だ
か
も
知
れ
な

)
0

然
る
に
神
道
は
我
国
体
に
対
し
、
切
っ
て
も

し切
れ
な
い
聯
結
を
つ
け
た
故
に
、
我
歴
史
を
貫

す
る
大
潮
流
と
な
っ
六
の
で
あ
る
さ
れ
ぱ
こ
れ

は
伺
時
頃
よ
り
起
っ
て
来
た
の
一
、
.
あ
る
か
と
.
口
う

に
、
明
か
で
は
な
い
が
、
平
田
篤
胤
氏
の
如
き
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は
、
皇
徳
天
皇
三
年
四
月
の
詔
に
、
「
惟
神
」
(
か

み
な
か
ら
)
と
い
う
語
が
あ
り
、
そ
の
解
に
惟
神
に

は
神
の
道
に
随
ひ
亦
自
ら
神
道
あ
る
な
り
と
い
う

こ
と
を
屡
引
用
し
、
釈
潮
音
は
聖
徳
太
子
旧
事
本

記
を
作
り
給
ふ
、
こ
れ
神
道
の
始
め
な
り
と
言
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
兎
も
角
も
、
こ
の
単
一
神
教
が
我

国
体
に
固
く
結
び
付
い
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。

か
の
仏
教
が
渡
来
し
た
時
に
は
、
神
道
は
こ
れ
に

反
抗
す
る
だ
け
に
進
ん
で
居
っ
九
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
聖
徳
太
子
が
仏
教
に
帰
依
し
て
、
上
よ
り

逆
落
し
に
伝
道
せ
ん
と
試
み
た
が
、
こ
の
太
子
も

神
道
に
反
抗
す
る
は
伝
道
上
損
で
あ
る
こ
と
を
思

大
臣
と
共
に
百
僚
を
引
率
し
て
神
祇
を
祭
っ

)
、

した
と
言
う
事
が
あ
る
。
又
奈
良
朝
以
前
に
渡
来

し
た
仏
教
は
、
倶
舎
、
成
実
、
律
、
法
相
、
三

輪
、
華
厳
の
諸
宗
で
あ
っ
九
が
、
堂
宇
伽
藍
は
輪

奥
の
美
を
極
め
、
中
々
壮
観
で
あ
っ
た
が
、
当
時

未
だ
民
間
に
は
広
ま
ら
な
か
っ
た
。
行
基
、
良
弁

の
徒
出
で
て
神
道
仏
教
の
調
和
に
苦
心
し
、
そ
の

結
果
終
に
彼
の
大
仏
の
建
立
と
な
っ
九
。
こ
の
大

仏
は
盧
遮
邪
仏
と
言
ふ
の
で
、
天
照
大
神
の
変
身

な
り
と
喝
道
さ
れ
た
。
又
平
安
朝
時
代
に
は
伝
教

六
師
が
天
台
宗
を
創
始
し
、
比
叡
山
を
開
い
た
が
、

こ
れ
は
本
地
乗
迹
を
唱
へ
、
叡
山
に
大
山
咋
神
と

大
物
主
神
を
祭
っ
た
。
・
・
・
・
・
・
又
そ
の
頃
山
中
に
二

十
一
社
を
も
祭
っ
た
。
叉
か
の
弘
法
大
師
は
真
言

宗
を
創
始
し
、
高
野
の
霊
地
を
開
い
た
が
、
こ
れ

も
丹
生
津
姫
神
を
祭
り
、
両
部
習
合
神
道
を
唱
へ

九
。
・
・
:
・
・
か
の
一
遍
上
人
が
、
熊
野
権
現
の
神
勅

を
振
り
蒔
き
、
そ
れ
に
ょ
っ
て
念
仏
宗
を
広
め
た

と
言
ふ
話
も
あ
る
」
。

以
上
簡
単
で
は
あ
る
が
宮
川
の
神
道
観
を
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
、
ま
九
仏
教
の
土
着
化
の
過
程
に
お

け
る
神
道
の
役
割
に
つ
い
て
の
考
え
方
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
さ
ら
に
神
道
の
積
極
的
価
値
お
よ
び
そ

の
実
勢
力
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
ぺ
て
い
る
。

「
私
共
は
こ
の
偉
大
な
る
神
道
の
潮
流
に
対
し
、

如
何
な
る
方
針
を
取
る
べ
き
か
既
に
諸
君
に
於
て

は
御
覚
悟
の
あ
る
こ
と
と
存
じ
ま
す
が
、
今
や
こ

れ
に
対
す
る
道
を
講
ぜ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ

り
ま
す
。
神
道
は
偶
像
教
の
様
で
あ
り
又
見
識
あ

る
も
の
、
信
奉
す
べ
き
も
の
で
な
い
か
の
挙
あ

る
が
、
現
今
科
学
だ
の
哲
学
だ
の
研
究
し
て
い
る

先
生
達
に
付
い
て
そ
の
晶
を
叩
け
ぱ
、
こ
の
天

神
地
祇
を
崇
拝
す
る
こ
と
は
碓
か
に
一
種
の
勢
力

と
な
っ
て
い
る
。
曽
て
籍
博
士
が
祖
先
崇
拝
論

な
る
も
の
を
鴛
た
が
、
こ
れ
は
我
国
幾
多
の
人

々
の
思
趨
情
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
。
又
近

時
省
年
に
こ
の
篇
の
あ
る
や
否
や
大
に
研
究
す

べ
き
で
お
る
。
兎
、
も
角
私
共
常
驫
體
堪
へ
ざ

る
こ
と
は
、
耕
前
否
寧
ろ
継
嬰
に
於
て
、
彼

の
輪
道
と
も
言
ふ
べ
き
、
黒
住
、
丸
山
、
碑

御
嶽
、
天
理
教
等
の
如
き
も
の
が
起
っ
て
来
九
が
、

そ
の
教
会
数
八
千
五
百
六
十
八
、
教
師
数
九
万
三

千
四
百
六
十
六
へ
信
徒
総
数
は
二
千
八
十
万
人

以
上
に
達
し
て
い
る
。
仏
教
各
派
の
総
数
は
統
計

に
現
わ
れ
て
い
る
処
は
こ
れ
よ
り
少
い
。
実
に
こ

の
神
道
各
派
は
仏
教
徒
の
領
分
を
冒
し
九
の
で
、

そ
の
神
道
的
崇
拝
の
根
底
の
あ
る
こ
と
を
認
め
な

く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
」
。

こ
の
よ
う
に
宮
川
は
神
道
に
深
い
根
底
の
あ
る
こ

と
を
認
め
、
そ
れ
は
仏
教
の
力
を
上
廻
る
も
の
と
観

察
し
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
神
道
と
仏
教
ま
た
儒
教

と
の
間
に
伍
し
て
キ
リ
ス
ト
教
が
如
何
な
る
態
度
を

保
つ
べ
き
か
に
付
い
て
は
明
白
な
る
発
言
は
な
い
。

清
水
安
三
、
魚
木
墨
両
氏
も
指
摘
し
て
お
ら
れ
る

よ
う
に
、
宮
川
は
近
江
聖
人
中
江
藤
樹
の
思
祭
キ

リ
ス
ト
教
僧
仰
に
近
い
こ
と
を
籍
し
て
い
る
。
明

治
三
十
五
年
の
「
元
始
論
」
と
題
す
る
説
教
の
中
に

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
日
本
綴
響
の
中
に
も
暢
主
の
あ
る
こ
と

を
考
へ
た
人
が
あ
る
。
主
宰
の
あ
る
こ
と
を
考
へ
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九
人
が
あ
る
。
伊
藤
仁
斎
で
も
、
物
部
徂
徠
で
も

や
は
り
天
地
万
有
の
主
宰
が
な
け
れ
ぱ
な
ら
ぬ
と

言
市
だ
け
は
考
へ
た
の
で
あ
る
。
独
り
近
江
聖

人
中
江
藤
樹
に
至
っ
て
は
、
私
条
易
神
学
の

中
に
学
ぷ
よ
う
な
事
を
申
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

実
に
ど
う
で
も
近
江
聖
人
の
気
高
く
し
て
す
べ
て

の
学
者
に
優
っ
た
所
以
で
あ
ら
、
つ
か
と
思
ふ
。
太

乙
神
経
の
序
文
に
、
太
乙
尊
神
者
、
霄
所
調
皇
上

帝
也
。
夫
れ
皇
上
皇
帝
は
太
乙
の
神
霊
、
天
地
万

物
の
君
親
に
し
て
、
六
合
微
塵
、
千
古
瞬
息
、
無

所
不
器
。
ど
う
で
す
基
督
教
を
知
ら
な
い
藤
樹

先
生
が
、
ど
う
し
て
も
天
地
万
物
の
君
と
な
り
親

と
な
る
方
が
い
ら
せ
ら
れ
る
。
そ
の
お
方
は
瞬
く

問
も
こ
の
広
き
天
地
を
お
照
し
な
さ
ら
ぬ
こ
と
は

な
い
と
言
ふ
の
で
あ
る
。
尚
進
ん
で
、
そ
の
妙
用

大
虚
に
流
行
し
て
系
神
蚕
、
・
・
・
・
・
・
そ
の
尊
賀
独

に
し
て
対
な
し
、
そ
の
徳
妙
に
し
て
測
ら
れ
ず
、

そ
の
本
無
名
号
、
聖
人
強
い
て
之
に
写
し
て
大
上

天
尊
太
乙
神
と
言
ふ
。
而
し
て
人
を
し
て
生
養
の

本
を
知
り
て
敬
し
て
以
て
之
に
突
し
む
、
と
あ

る
が
、
実
に
藤
樹
先
生
は
天
地
の
神
の
在
し
ま
す

こ
と
を
知
っ
た
無
限
絶
体
の
神
は
た
姦
り
で

あ
て
、
も
・
つ
決
し
て
相
対
す
る
も
の
が
な
い
。

こ
の
神
は
見
ざ
る
所
な
く
、
知
ら
ざ
る
所
な
く
、

至
ら
ざ
る
所
な
き
徳
を
備
へ
給
う
の
で
、
伺
と
も

お
名
前
の
付
け
よ
う
が
な
い
。
聖
人
は
強
い
て
大

上
天
尊
太
一
神
と
鵬
へ
る
。
た
だ
我
々
は
そ
れ
が

生
命
の
本
で
あ
る
と
知
っ
て
敬
ひ
お
妥
印
す
、

と
言
っ
て
い
る
が
、
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
が
藤
樹

先
生
に
お
現
は
れ
に
な
っ
た
な
ら
ぱ
、
先
生
は
ア

ア
そ
れ
が
天
の
父
だ
、
そ
れ
が
我
が
慕
て
い
る

父
だ
、
我
は
全
心
全
J
を
以
て
こ
れ
を
愛
し
ま
せ

う
と
言
ふ
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
。

以
上
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
在
来
の
宗

教
と
し
て
は
、
儒
教
特
に
中
江
際
樹
の
愚
と
深
く

北
四
9
る
所
が
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
れ
は
問
接

に
横
井
小
楠
の
感
化
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ

の
意
味
に
お
い
て
宮
川
の
キ
リ
ス
ト
教
嶺
は
、
「
祭

天
の
古
俗
」
で
あ
る
神
道
や
、
哲
理
に
深
い
仏
教
を

籬
れ
て
、
需
的
な
儒
教
と
近
づ
い
て
い
た
。
そ
れ

と
共
に
宮
川
は
日
本
民
族
の
国
家
的
使
命
に
つ
い
て

硫
偏
を
持
ち
、
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
日
本
民
族
に

も
独
特
の
使
命
が
あ
る
こ
と
を
深
く
臂
て
い
た
。

晩
年
に
は
日
本
の
伝
道
者
に
和
漢
の
素
養
絵
ら
い

で
行
く
こ
と
を
咲
き
、
会
う
人
毎
に
そ
の
こ
と
を
訴

え
て
い
六
。
明
治
三
十
二
年
十
二
月
四
日
、
ベ
ル
リ

ン
よ
り
六
阪
教
会
信
徒
に
宛
て
た
手
紙
に
お
い
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
(
大
阪
教
会
沿
凱
略
史
六
七
頁
)
。

「
拝
啓
仕
り
候
。
キ
リ
ス
ト
降
誕
飾
も
め
で
た
く

済
ま
せ
ら
れ
、
新
年
も
幾
多
の
希
望
と
決
心
を
以

て
迎
へ
さ
せ
ら
れ
候
御
雲
と
煮
し
、
万
々
奉
祝

賀
候
。
船
は
兄
姉
方
と
は
凡
そ
十
闇
遅
れ
て

辺
界
の
大
都
府
た
る
ロ
ン
ド
ン
に
て
新
年
を
迎
へ

可
申
予
定
に
御
覆
。
所
謂
基
督
教
国
中
に
て
屈

指
の
強
国
英
米
独
の
大
都
会
を
視
察
致
し
候
に
、

主
の
聖
旨
に
適
は
ざ
る
晋
み
多
く
有
之
、
殊
に

歎
か
は
し
き
糎
主
の
現
在
し
給
は
ぎ
る
教
会
を

見
受
く
る
一
点
に
御
座
候
。
我
等
日
本
信
者
は
教

会
の
祖
先
と
な
り
、
我
国
の
光
塩
た
る
大
責
任
を

双
肩
に
負
担
仕
り
候
も
の
な
れ
ば
、
現
時
の
欧
米

估
者
輩
に
做
ふ
事
な
く
、
二
百
余
年
前
に
於
け
る

英
の
ピ
ュ
リ
タ
ン
、
仏
の
ヒ
ュ
ー
ゲ
ノ
ー
の
跡
、

独
に
て
は
{
璽
牢
命
時
代
の
傑
士
を
慕
ひ
、
勇
往

製
の
王
国
を
建
設
し
、
末
日
の
審
判
に
は
、
主

と
共
に
需
基
督
教
国
の
估
者
を
判
す
る
の
位
置

に
立
ち
度
き
も
の
に
御
座
候
。
小
弟
耕
の
日
に

は
愈
愛
兄
姉
と
共
に
天
父
の
台
前
に
一
聖
命
を
以

て
御
而
会
致
し
度
く
、
何
卒
弟
が
烈
火
の
粘
神
を

得
て
帰
"
す
る
様
御
祈
鳥
切
望
士
り
侯
」
。

右
)
よ
う
に
「
拶
門
の
欧
米
信
寿
穩
做
ふ
事
な

く
」
と
大
気
始
を
吐
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ

の
よ
う
な
熊
度
は
組
△
最
会
の
先
肇
に
見
ら
れ
る
共
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通
点
で
あ
っ
て
、
一
面
国
家
的
民
族
的
に
走
っ
た
嫌

い
は
あ
る
が
、
早
く
か
ら
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
の
独

自
性
独
立
性
を
強
調
し
、
現
時
の
い
わ
ゆ
る
土
着

化
の
考
え
の
基
礎
を
与
え
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
宮
川
が
米
国
を
経
て
欧
州
大
陸
に
渡
っ
六
時

は
、
一
言
語
の
不
通
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
居
心

地
が
よ
か
っ
九
と
述
べ
て
、
ベ
ル
リ
ン
よ
り
の
来
信

の
一
節
に
は
次
の
よ
う
な
感
想
を
洩
し
て
い
る
。
(
大

阪
教
会
沿
革
略
史
六
六
頁
)

初
日
本
出
発
前
よ
り
、
大
陸
に
て
は
喜
不
通

に
付
き
、
何
の
研
究
も
出
来
不
申
見
込
に
て
、
勾

々
通
過
可
致
き
冴
へ
の
処
、
実
際
は
全
く
煮
に

異
な
り
、
嘉
を
解
せ
し
英
米
よ
り
も
頗
る
居
心

地
よ
ろ
し
く
、
旦
研
究
す
べ
き
材
料
も
甚
だ
豊
富

に
御
座
候
間
、
先
づ
一
ケ
月
位
当
地
に
滞
在
致
す

事
に
決
定
仕
り
候
」
。

こ
こ
に
英
米
的
キ
リ
ス
ト
教
と
共
に
、
大
陸
的
キ

リ
ス
ト
教
を
玩
味
す
べ
き
必
要
を
感
じ
六
の
で
あ
る

そ
れ
は
宮
川
の
時
代
に
は
実
現
せ
ず
、
、
そ
の

が
、

後
継
者
ら
に
委
ね
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
在
来
の

諸
宗
教
と
共
に
欧
米
の
キ
リ
ス
ト
教
諸
派
、
ユ
ダ
ヤ

教
、
回
教
等
に
対
す
る
態
度
決
定
は
今
日
の
キ
リ
ス

ト
者
に
と
っ
て
も
重
大
な
問
學
あ
る
が
、
そ
れ
ら

の
問
題
の
処
理
に
ょ
っ
て
今
後
わ
が
国
に
お
け
る
キ

リ
ス
ト
教
の
展
開
も
方
向
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ

(
神
学
部
長
・
旧
約
学
概
論
)

、
つ

一
、
記
念
週
問
行
躯

創
立
記
念
週
問

全
交
会

同
窓
会
デ

記
念
礼
拝

リ
ユ
ニ
オ
ン

イ
ヴ
音
楽
会

早
天
祈
繭
会

創
立
記
念
式
典

午
餐
会

同
志
社
創
立
九
+
周
年
果
行
事

N
月
末
刊
行

Ⅱ
月
上
旬

5
打
3
日

国
際
ホ
テ
ル

栄
光
館
・
唐
崎
ハ
ウ
ス

栄
光
館

学
内

ニ
、
展
覧
会
お
よ
び
講
演
会

展
覧
会
「
新
島
襄
と
同
志
社
」

A

名
古
屋
オ
リ
エ
ン
タ
ル
中
村

大
阪
高
島
屋
デ
,
ー
ト

束
京
会
場
未
定

誹
演
会

B

札
幌
・
仙
台
・
広
島
.
熊
本

若
王
子
墓
地

同
志
社
グ
ラ
ウ
ン
ド

大
字
記
念
公
館

1
月
6
 
日

月
2
日

1
月
7
 
日

1
月
2
日

1
月
8
日

未
定

1
月
日

1
月
9
 
日

1
月
9
 
日

三
、
そ
の
他

「
同
志
社
九
十
年
小
史
刊
打
 
A
5
判
約
六
0
0
頁

熊
本
バ
ン
ド
記
念
碑
建
立
熊
本
市
花
岡
山
頂

「
同
志
社
の
歌
」
幕
集
歌
詞
締
切
り

玲
月
下
旬
Ⅱ
月
上
旬

Ⅱ
月
玲
日

幻
日

「
徳
富
昧
修
」
遺
墓
展
と
共
依

午
前
N
時

正
午

午
前
6
時
即

午
前
W
時

正
午

9
月
1
Ⅱ
月

創
立
九
十
周
年
記
念
行
事
委
員
会




