
造1

ノ

丸
(t ヂ

、

マ
の
松
』
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
た

C
夫
人
は
ナ
ポ
リ
の
詩
人
だ
が
、
実
は
私
は
そ

の
面
影
も
さ
だ
か
に
は
覚
え
て
い
な
い
の
で
あ

る
0

と
い
う
の
は
、
私
が
彼
女
に
出
会
0
火
の
は
数

年
前
の
夏
の
初
め
、
ナ
ホ
リ
湾
上
に
う
か
ぶ
小
島

で
あ
っ
九
。

あ
て
も
な
く
歩
く
そ
の
町
の
一
偶
に
小
さ
な
画

廊
が
あ
っ
九
の
で
、
退
屈
し
の
ぎ
に
と
ち
ょ
つ
と

の
ぞ
い
て
み
る
と
、
そ
れ
は
そ
こ
に
い
九
婦
人
の

夫
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
婦
人
も
詩
人
と
V
う
こ

と
で
、
私
に
一
冊
の
詩
集
が
手
渡
さ
れ
た
の
で
あ

ナナ
ポ
リ
の
詩
人
は
そ
の
自
然
を
こ
よ
な
く
美
し

く
飾
る
、
と
ゲ
ー
テ
も
い
う
が
、
私
は
そ
の
島
の

魅
力
を
讃
え
九
そ
の
詩
に
心
を
惹
か
れ
る
ま
ま
に

一
節
を
口
ず
さ
む
と
、
彼
女
は
私
に
そ
の
抑
揚
を

教
え
た
り
し
て
、
 
V
九
く
満
足
の
有
様
だ
っ
九
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
、
ゴ
ー
ル
ド
メ
ダ
ル
を

得
た
と
い
う
詩
集
な
ど
が
時
郭
り
夫
人
か
ら
も
九

ら
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
彼
女
に
は
理
解
す
べ
く

も
な
い
が
、
そ
の
幾
つ
か
を
和
訳
し
て
送
る
こ
と

が
、
彼
女
の
好
意
1
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
ふ

゛
、
、

と
し
九
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
共
感
と
も
い
う
べ
き

ナ
ホ
リ
か
ら
の

通
関
料
九
0
円
な
り
を
支
払
っ
て
受
取
っ
た
小

包
に
は
、
二
枚
の
ν
コ
ー
ド
が
入
っ
て
い
九
0

差
出
人
は
ナ
ボ
リ
在
住
の
C
夫
人
で
あ
る
。

一
枚
は
例
の
フ
=
ク
リ
・
フ
ニ
ク
ラ
を
始
め
と

す
る
お
な
じ
み
の
ナ
。
ホ
リ
民
謡
他
の
一
枚
に
は
、

ト
ス
カ
ニ
ー
ニ
が
指
揮
す
る
レ
ス
ビ
ー
ギ
の
『
口

手
紙西

尾

も
の
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
確
認
の
し
る
し
の
よ

う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
っ
九
0

そ
の
後
、
暫
く
彼
女
か
ら
の
便
り
が
と
だ
え
て

い
元
が
、
私
は
別
に
気
に
も
と
め
な
か
っ
九
。

久
し
ぶ
り
に
受
取
っ
九
手
紙
は
、
『
こ
の
私
の

悲
し
み
を
・
・
・
:
・
』
と
い
う
一
言
葉
に
始
ま
り
、
夫
を

最
近
失
っ
た
涙
に
満
ち
九
、
の
で
あ
っ
九
。

私
は
夫
人
へ
の
慰
め
に
、
と
、
彼
女
の
詩
に
つ

い
て
の
思
い
出
な
ど
を
記
し
九
小
冊
子
を
送
っ
北

と
こ
ろ
、
そ
の
返
礼
に
と
贈
ら
れ
九
の
が
こ
の
ν

コ
ー
ド
で
あ
る
0

わ
が
国
で
も
、
ナ
ポ
リ
の
唄
や
ト
ス
カ
ニ
ー
一

の
音
楽
は
い
く
ら
で
も
店
頭
に
並
ん
で
い
る

し
か
し
、
九
ま
た
ま
私
の
小
文
の
タ
イ
ト
ル
の

一
つ
に
『
口
ー
マ
の
松
』
と
い
う
の
が
あ
0
九
九

め
だ
ろ
う
か
、
そ
の
曲
を
ト
ス
カ
ニ
ー
=
の
歴
史

的
録
音
で
送
っ
て
く
れ
九
夫
人
の
豊
か
な
感
情
に

溢
れ
九
、
い
か
に
も
南
欧
人
ら
し
い
心
が
、
そ
の

音
盤
か
ら
沙
み
出
て
く
る
か
の
よ
う
に
思
え
る
の

大
っ
九

い
ろ
い
ろ
な
物
質
が
、
あ
ま
つ
さ
え
騒
音
ま
で

も
伴
っ
て
溢
れ
る
一
方
で
、
人
と
人
と
の
間
の
豊

か
な
感
情
の
交
換
を
惜
し
み
、
見
知
ら
ぬ
者
は
敵

で
あ
る
か
の
よ
う
に
口
を
閉
ざ
し
、
 
0
葉
と
い
う

昭

想

カット・谷川修三
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、
の
を
宣
伝
の
た
め
の
饒
舌
か
喧
嘩
の
手
段
と
し

か
考
え
な
い
こ
の
地
に
あ
っ
て
は
、
一
瞬
の
出
会

い
を
大
切
に
、
豊
か
な
言
葉
に
華
を
開
か
せ
る
こ

と
の
価
値
を
今
さ
ら
の
よ
う
に
感
じ
る
の
で
あ

る
0

縁
あ
れ
ば
千
里
す
な
わ
ち
縁
が
あ
れ
ぱ
千
里

も
離
れ
て
い
る
よ
う
な
思
い
、
か
け
な
い
人
に
も

会
い
、
深
い
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
る
、
と
い
う

が
、
 
C
夫
人
の
面
影
は
失
わ
れ
九
今
で
も
、
そ
の

゛
、
、

快
い
印
殊
と
共
感
は
、
レ
ス
ビ
ー
ギ
の
音
楽
と
い

う
形
を
と
っ
て
、
は
っ
き
り
と
蕪
っ
ぐ
く
る
の
で

あ
る
0

戸
か
ら
船
で
天
津
経
由
北
京
ま
で
四
日
が
か
り

で
行
っ
九
、
の
で
す
。
そ
の
後
の
数
年
間
は
中
国

の
北
部
で
過
ご
し
ま
し
九
。
蒙
古
政
府
の
官
僚
と

し
て
、
最
初
は
経
済
部
で
為
替
管
理
に
携
わ
り
、

後
に
は
外
交
官
と
し
て
北
京
に
駐
在
し
九
の
で

す

(
大
学
法
学
部
教
授
・
行
政
法
需
・
演
習
)

カ
ル
ガ
ン
の

蒙
古
政
府
は
漢
・
回
・
蒙
の
複
合
民
族
国
家
と

称
し
て
い
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
体
は
徳
王
(
ト

ム
ジ
ュ
ク
ド
ン
巳
プ
)
を
主
席
と
す
る
0
 
日
本

の
偲
削
政
権
に
過
ぎ
な
か
っ
九
の
で
、
日
本
の
無

条
件
降
伏
に
伴
0
て
砂
上
の
楼
閣
の
よ
う
に
消
え

去
り
、
私
は
北
京
生
ま
れ
の
娘
と
共
に
着
の
み
着

の
ま
ま
、
引
揚
げ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
0

蒙
古
政
府
の
首
都
張
家
旦
蒙
古
名
カ
ル
ガ
ン
)

は
河
北
省
の
北
、
察
哈
爾
省
に
あ
り
、
北
京
か
ら

八
達
嶺
を
越
え
て
、
北
西
へ
汽
車
で
八
時
間
抵
ど

の
距
離
で
し
九
。
八
達
嶺
を
通
る
万
里
の
長
城
は
、

長
城
の
中
で
最
も
北
京
に
近
い
故
か
、
最
も
荘
大

で
し
九
が
張
家
口
の
北
側
を
通
る
外
長
城
線
は
こ

れ
よ
り
は
小
規
模
の
も
の
で
す
。
長
城
は
北
狄
を

防
ぐ
漢
民
族
の
砦
と
し
て
構
築
さ
れ
九
も
の
で
す

゛
、
、

か
、
次
第
に
漢
人
勢
力
が
北
進
し
て
、
外
長
城
線

の
北
に
ま
で
進
出
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
九
。

張
家
口
を
通
る
外
長
城
線
の
「
大
境
門
」
は
、

国
交
が
回
復
し
て
い
ら
い
、
日
本
と
中
国
の
親

近
感
は
深
ま
り
ま
し
た
が
、
航
空
恊
定
が
締
結
さ

れ
る
と
、
東
京
か
ら
三
時
間
ほ
ど
で
北
京
に
行
け

る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
三
十
数
年
前
に
、
私
は
神

蒙
彊
に
入
る
表
玄
関
で
す
か
ら
、
大
境
門
の
内
外

に
は
旅
蒙
商
(
食
糧
・
衣
類
・
雑
貨
を
蒙
彊
に
輸

出
し
、
奥
地
か
ら
毛
皮
・
羊
毛
な
ど
を
輸
入
す
る

商
人
)
の
店
舗
や
宿
舎
が
密
集
し
、
陸
の
港
を
意

味
す
る
蒙
古
語
の
カ
ル
ガ
ン
は
張
家
口
の
別
名
に

な
っ
て
い
ま
し
九
0

地
味
肥
沃
で
四
季
の
変
化
に
富
む
日
本
と
は
異

な
っ
て
、
朔
北
の
地
カ
ル
ガ
ン
は
、
冬
が
長
く
、

そ
の
間
草
は
枯
れ
、
葉
は
落
も
て
万
目
蕭
條
、
兄

渡
す
限
り
山
、
街
も
黄
塵
に
ま
み
れ
、
キ
ナ
コ
マ

プ
シ
の
有
様
で
す
0
 
と
く
に
蒙
古
風
の
吹
く
二
月

か
ら
四
月
ま
で
は
、
厨
三
つ
な
い
空
の
澄
み
切
っ

九
日
で
も
、
一
九
び
烈
風
が
吹
き
始
め
る
と
、
一

瞬
に
し
て
黄
塵
空
を
覆
い
、
天
日
為
に
暗
く
、
目

に
も
と
ま
ら
ぬ
砂
の
微
粒
子
は
二
重
窓
を
通
し
て

部
屋
に
鐸
い
込
み
、
風
の
通
路
で
は
一
夜
の
う
ち

に
数
尺
の
砂
山
が
現
出
す
る
こ
と
も
た
び
た
び
で

し
こ
0

し
か
し
張
家
口
、
、
地
形
だ
け
は
こ
よ
な
く
京

都
に
似
て
い
ま
し
九
。
東
・
北
・
西
に
は
、
高
く

は
な
い
が
連
峰
が
続
き
、
開
け
て
い
る
南
に
向
っ

て
、
街
の
中
ほ
ど
を
鴨
川
厭
ど
の
川
幅
の
河
が
流

れ
て
い
ま
す
。
九
だ
水
深
が
深
く
、
濁
っ
て
い
る

の
で
、
濁
水
澗
凌
、
「
清
水
河
」
と
い
う
名
に
反

谷

治

思
い
出

岡

49

フC



し
て
い
ま
す
。
冬
期
に
こ
の
河
は
堅
氷
に
覆
わ
れ

て
荷
馬
車
の
通
路
と
な
り
、
わ
れ
わ
れ
の
ス
ケ
ー

ト
リ
ン
ク
に
な
り
ま
し
た
0

長
城
の
外
に
は
日
本
の
よ
う
な
森
や
林
は
な
く

一
面
の
荒
野
で
す
が
、
清
水
河
の
上
流
一
キ
ロ
の

所
に
「
宗
哲
元
の
森
」
が
あ
り
、
張
球
口
司
令
宗

哲
元
の
別
荘
の
後
と
し
て
数
百
株
の
柳
が
繁
0
て

い
ま
し
九
0
 
ま
九
張
北
街
道
の
か
た
わ
ら
、
「
賜

児
山
」
中
腹
の
娘
凌
廟
に
は
泉
が
あ
り
木
立
も
あ

つ
て
、
樹
木
に
恵
ま
れ
な
い
市
民
九
ち
が
こ
こ
に

幌
馬
車
で
集
ま
っ
て
清
遊
す
る
の
で
し
九
。

(
大
学
経
済
学
部
教
授
・
東
洋
経
済
史
)

走
0
て
い
る
姿
を
見
て
、
あ
ぁ
、
こ
れ
が
現
代
の

日
本
の
象
徴
で
あ
る
と
思
う
と
い
う
趣
旨
の
文
を

み
か
け
た
こ
と
が
あ
る
が
、
廊
下
ぐ
ら
い
は
ゆ
っ

く
り
歩
き
た
い
と
思
う
0
 
そ
れ
に
し
て
も
、
最
近

交
通
の
混
雑
か
ら
、
鳥
丸
線
の
込
み
ょ
う
は
ひ
ど

私
が
学
生
の
頃
、
バ
ス
は
W
分
少
々
で
今
出

゛
、

0

ノ

し川
か
ら
京
都
駅
ま
で
行
け
九
も
の
で
あ
る
そ
れ

が
今
で
は
即
分
か
ら
卯
分
、
か
か
る
よ
う
で
は
、

立
錐
の
余
地
な
き
と
こ
ろ
に
身
を
ま
か
せ
て
い
る

と
、
途
中
の
四
条
あ
九
り
で
眸
易
し
て
し
ま
う

毎
日
通
学
す
る
者
に
と
っ
て
は
大
変
な
仕
事
で
あ

る
0
 
今
年
の
新
入
生
の
チ
ュ
ー
ト
ー
リ
プ
ル
の
時

間
に
、
第
一
週
の
授
業
を
送
っ
た
感
想
を
聞
く
と
、

大
阪
か
ら
通
う
あ
る
学
生
は
、
往
復
四
時
間
近
い

通
学
で
、
ぐ
っ
た
り
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
九
0

一
刻
も
は
や
く
、
地
下
鉄
の
工
事
が
始
ま
る
こ
と

を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。

私
の
住
む
奈
良
市
か
ら
も
、
年
々
次
第
に
同
志

社
に
通
学
す
る
学
生
・
生
徒
が
増
え
て
い
る
。
私

が
同
志
社
に
通
勤
し
始
め
た
頃
は
、
奈
良
電
と
い

つ
て
、
路
線
、
悪
く
、
震
動
も
は
げ
し
く
て
、
フ

ル
ス
ビ
ー
ド
の
車
の
中
で
、
は
ら
は
ら
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
か
っ
た
が
、
近
鉄
に
な
っ
て
か
ら
は

大
型
車
両
に
な
っ
九
こ
と
、
路
線
の
改
良
な
ど
で

獣
う

こ
と

大
分
よ
く
な
っ
九
の
は
、
と
も
か
く
有
難
い

奈
良
を
北
上
し
て
、
左
右
の
展
望
は
美
し
く
、

東
に
連
な
る
山
の
峰
と
、
西
に
広
が
る
広
大
な
平

野
を
眺
め
て
、
す
ば
ら
し
い
と
思
う
。
人
は
な
ぜ

遠
く
の
距
離
に
あ
る
、
の
が
美
し
い
と
感
ず
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
人
間
の
本
性
に
、
脳
内
に
、
あ
る
種

の
美
的
パ
タ
ン
と
で
、
い
う
べ
き
、
の
が
内
在
し

て
い
て
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
、
目
か
ら
送
ら
れ

る
刺
激
が
感
応
す
る
時
に
、
美
し
い
と
思
う
の
か

、
知
れ
な
い
等
凌
、
想
い
を
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
通

勤
し
て
い
た
が
、
近
年
、
お
び
九
だ
し
い
開
発
の

波
が
こ
こ
に
も
押
し
寄
せ
、
新
し
い
駅
が
作
ら
れ

て
、
平
城
団
地
が
生
ま
れ
、
そ
の
他
民
間
の
デ
ベ

口
ど
ハ
ー
の
住
宅
建
設
に
ょ
っ
て
、
住
宅
群
が
こ

.
、ノ

つ
ぜ
ん
と
出
現
し
た
。
こ
の
分
で
は
、
い
ず
れ
奈

良
か
ら
京
都
ま
で
は
京
奈
(
?
)
べ
ル
ト
地
帯
が

形
成
さ
れ
る
の
も
間
近
い
で
あ
ろ
う
0
 
す
る
と
、

電
車
は
人
の
波
を
一
杯
、
一
罧
と
運
搬
す
る
容
器

に
変
わ
る
。

交
通
難
は
、
ど
の
み
ら
、
止
ま
る
と
こ
ろ
が
な

い
運
命
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か

0

せ
め
て
勤
め
先
で
廊
下
ぐ
ら
い
は
、
ゆ
っ
く
り

と
歩
き
た
い
も
の
で
あ
る
0

(
女
子
大
学
教
授
・
英
語
・
篇
学
)

青
葉
も
目
に
し
み
る
頃
に
な
る
と
、
学
校
中
が

あ
わ
九
だ
し
い
新
学
期
の
行
事
を
終
え
て
一
息
入

れ
る
頃
で
あ
る
。

最
近
、
会
社
で
女
子
社
員
が
小
走
り
に
廊
下
を

本

言
田;



野
村
仁
作
学
長
の

墓
参
を
し
て

昭
和
十
三
年
一
月
中
頃
、
東
京
Y
M
C
A
で
初

め
て
同
志
社
中
学
学
長
野
村
仁
作
先
生
に
御
面
接

し
、
即
刻
同
志
社
中
学
に
捧
職
す
る
こ
と
が
泱
定

し
ま
し
九
。
三
十
五
年
、
昔
の
こ
と
で
、
私
と
同

志
社
の
関
係
は
野
村
学
長
に
ょ
り
封
切
ら
れ
九
、

い
わ
ば
大
恩
人
で
ビ
ざ
い
ま
す
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
私
は
五
年
目
ご
と
に
瀬
戸
内

の
小
島
の
先
生
宅
を
御
訪
問
し
御
挨
拶
申
し
あ
げ

る
の
が
楽
し
み
の
一
つ
で
ご
ざ
い
ま
す
0
 
第
一

回
の
と
き
は
、
先
生
御
病
床
で
ビ
ざ
い
ま
し
九
が

御
健
在
で
し
九
。
こ
の
と
き
は
中
堀
先
生
と
御
一

緒
、
密
柑
の
花
の
美
し
い
小
島
の
海
を
ポ
ン
ボ
ン

船
に
ゅ
ら
れ
て
書
り
ま
し
九
。
二
十
数
年
も
昔
の

こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
0
 
そ
の
次
か
ら
は
墓
参
と
な

り
ま
し
九
が
、
奥
様
と
い
ろ
い
ろ
な
昔
話
を
し
て

「
喝
」
を
い
れ
ら
れ
、
そ
の
あ
と
で
郭
墓
参
り
を

し
ま
し
た
0
 
も
ち
ろ
ん
太
留
守
の
時
も
二
度
あ
り

ま
し
光
。
そ
ん
な
時
一
人
ぼ
っ
ら
で
、
「
野
村
家

高
橋

祖
先
之
奥
津
城
」
と
あ
る
、
五
十
糎
角
、
二
米
五

十
糎
の
大
石
碑
に
肩
を
も
九
せ
て
、
美
し
い
裏
山

に
か
か
る
上
弦
の
月
を
仰
い
で
、
お
祈
り
を
し
九

こ
と
も
あ
り
ま
す
0

さ
て
、
一
月
十
三
日
、
五
度
目
の
御
挨
拶
に
参

上
し
ま
し
九
。
奥
様
は
元
旦
に
は
急
を
告
げ
る
ほ

ど
の
御
病
気
だ
っ
光
そ
う
で
、
病
床
に
お
ら
れ
ま

し
た
が
、
元
気
に
起
き
て
こ
ら
れ
正
装
し
て
写
真

に
入
っ
て
下
さ
い
ま
し
た
0
 
学
長
と
い
ぇ
ば
今
は

大
学
長
の
こ
と
で
ビ
ざ
い
ま
す
が
、
戦
前
は
中
学

校
長
の
こ
と
で
、
あ
の
頃
は
野
村
先
生
の
固
有
名

詞
に
な
っ
て
い
ま
し
九
。
海
軍
大
佐
で
御
退
官
に

な
っ
九
方
で
、
生
徒
か
ら
は
「
ハ
イ
カ
ン
先
生
」

と
親
し
ま
れ
九
方
で
す
。
奥
様
は
、
当
時
の
伺
志

社
の
こ
と
を
手
に
と
る
よ
う
に
御
記
憶
に
な
り
、

中
学
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
大
塚
、
片
桐
、
湯
浅

の
諸
先
生
村
田
校
友
会
長
、
千
宗
室
氏
等
凌
に

勘

つ
い
て
三
時
間
ば
か
り
語
ら
い
ま
し
九
。
そ
の
あ

と
先
生
の
墓
参
を
し
て
、
す
が
す
が
し
い
気
持
に

満
九
さ
れ
、
フ
ェ
リ
ボ
ー
ト
に
ゆ
ら
り
ゆ
ら
り
ゆ

ら
れ
て
糸
崎
に
つ
き
ま
し
九
。
糸
崎
よ
り
生
口
島

の
瀬
戸
田
へ
、
瀬
戸
田
は
西
日
光
と
い
わ
れ
る
観

光
地
で
す
。
瀬
戸
田
か
ら
約
五
粁
、
バ
ス
で
約
十
五

分
で
名
荷
村
に
着
き
ま
す
。
村
で
野
村
先
生
宅
と

申
せ
ば
誰
れ
知
ら
ぬ
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。
今
度
は

京
都
か
ら
車
を
運
転
し
て
参
り
ま
し
た
。
昔
と
大

へ
ん
ぽ
う
を
し
、
道
は
太
く
舗
装
さ
れ
、
海
岸
は

工
場
が
連
立
し
ま
し
九
0
 
で
も
山
側
は
美
し
い
密

柑
山
で
、
海
も
ま
だ
ま
だ
青
く
澄
ん
で
い
ま
し
九
。

同
志
社
の
す
べ
て
の
方
凌
に
ょ
ろ
し
く
、
と
の
奥

様
の
心
か
ら
な
る
船
言
葉
を
邪
伝
え
し
ま
す
。
先

生
に
関
係
の
あ
る
方
、
何
卒
小
島
の
お
墓
へ
船
参

り
に
な
り
、
奥
様
を
御
訪
問
な
さ
れ
ぱ
ど
ん
な
に

か
船
喜
び
の
こ
と
で
ビ
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
八
十
才

に
な
ら
れ
た
奥
様
は
、
今
も
言
葉
の
不
自
由
な
お

手
伝
い
の
野
上
あ
い
さ
ん
と
た
だ
二
人
の
お
暮
し

で
す
が
、
心
か
ら
迎
え
て
下
さ
る
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
自
作
の
密
柑
と
新
鮮
な
瀬
戸
内
の
刺
身
と
を

御
馳
走
し
て
下
さ
い
ま
し
ょ
う
0

(
高
等
学
校
教
諭
・
数
学
)

野
村
和
様
(
〒
七
三
マ
広
島
県
豊
田
郡
瀬
戸

田
町
名
荷
(
電
0
八
四
五
二
七
1
二
五
0
九
)

野村和様と



新
島
襄
と

「
皇
張
」
と
い
う
こ
と
ぱ

こ
の
春
、
私
の
学
校
(
香
里
)
で
は
「
教
育
研

究
誌
が
創
刊
の
は
こ
び
を
み
北
。
は
ず
か
し
い

こ
と
で
あ
る
が
、
私
は
例
に
ょ
っ
て
「
自
由
民
権

運
動
と
新
島
襄
」
と
い
う
小
論
を
発
表
し
た
0
 
そ

の
た
め
の
勉
強
の
な
か
で
、
新
島
襄
の
こ
と
ぱ
づ

か
い
と
い
っ
九
も
の
に
つ
い
て
な
に
か
と
考
え
さ

せ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
っ
十
そ
の
ひ
と
つ
に
「
皇

張
」
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
0

「
皇
張
」
と
い
う
こ
と
ぱ
は
ま
ず
使
わ
れ
る
こ

と
ば
で
は
な
い
私
は
学
校
の
図
書
館
で
、
あ
る

か
ぎ
り
の
辞
典
・
字
典
類
を
し
ら
べ
た
が
全
然
で

て
こ
な
か
0
九
。
た
だ
、
字
典
類
で
「
皇
」
の
意

味
に
、
「
ひ
ろ
し
(
弘
)
」
・
「
兆
蜘
い
な
り
(
大
)
」

「
さ
か
ん
な
り
(
盛
)
」
と
い
う
意
味
が
書
V

.て
あ
る
の
で
、
「
皇
張
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
お

お
い
に
ひ
ろ
ま
る
」
と
い
う
意
味
と
考
え
て
ま
ち

が
い
で
は
な
い
と
わ
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
珍
ら
し
い
こ
と
ぱ
を
新
島
襄

は
九
び
九
び
使
っ
て
い
る
の
で
あ
る
0

気
が
つ
い
九
も
の
を
年
代
順
に
列
挙
す
る
と
、

①
昭
和
玲
年
5
月
、
第
3
回
日
本
基
督
教
信
徒

大
会
に
お
い
て
の
説
教
穰
「
基
督
教
皇
張

論
」
(
新
島
研
究
肱
5
)
中
に
2
ケ
所
。

②
昭
和
巧
年
7
月
H
e
、
安
中
養
蚕
所
で
の
演

説
稿
、
「
文
明
の
元
素
」
(
新
島
研
究
怜
6
)

の
中
で
、
文
明
の
4
元
素
の
一
つ
と
し
て

「
自
由
の
皇
張
」
を
あ
げ
て
い
る
0

③
明
治
玲
年
口
月
釘
日
付
、
有
名
な
板
垣
退
助

宛
書
簡
(
新
島
先
生
書
簡
集
)
中
の
「
:
・
・
:
小

生
は
多
年
耶
蘇
教
を
信
じ
、
且
つ
該
教
皇
張

を
以
て
一
生
の
志
願
と
・
・
・
・
・
・
」
と
い
う
と
こ

ろ
0

④
明
治
Π
年
8
月
M
日
付
、
新
島
八
重
宛
書
簡

(
新
島
先
生
書
簡
集
)
の
欄
外
に
ス
ィ
ス
が

小
国
な
が
ら
自
由
を
維
持
し
て
い
る
の
は

「
:
:
:
教
育
を
盛
ん
に
皇
張
す
る
に
由
る
」

と
し
て
い
る
0

⑤
明
治
円
年
W
月
釘
日
、
同
志
社
に
太
け
る
説

教
稿
、
「
御
国
を
臨
ら
せ
九
ま
え
」
(
新
島

研
究
怜
帰
)
中
の
「
:
・
:
・
神
は
福
音
の
伝
播

鏑
木
路
易

御
国
の
皇
張
を
・
・
・
・
・
・
」
と
い
う
と
こ
ろ
。

⑥
明
治
幻
年
1
月
稔
日
に
船
け
る
勝
海
舟
と
の

談
話
(
新
島
研
究
器
)
中
の
「
耶
蘇
教
皇

張
、
、
陽
に
敵
を
つ
く
る
勿
れ
0
 
:
:
:
」
と

以
上

い
う
日
記
文
0

実
は
私
は
新
島
襄
研
究
を
志
し
て
以
来
早
く
か

ら
こ
の
こ
と
ば
が
気
に
な
っ
て
船
り
、
ず
っ
と
こ

れ
は
新
島
襄
独
創
の
こ
と
ば
だ
ろ
う
と
考
え
て
い

た
0
 
と
こ
ろ
が
、
冒
頭
の
よ
う
に
今
回
い
ろ
い
ろ

と
勉
強
す
る
う
ち
に
私
の
不
明
を
し
ら
さ
れ
た
。

九
と
え
ぱ
、
小
崎
弘
道
が
「
:
・
・
・
・
堂
々
基
督
教
の

真
理
を
皇
張
せ
し
か
ば
・
・
・
・
・
・
」
(
六
合
雑
誌
.
明

治
巧
年
1
月
号
)
と
使
っ
て
い
る
。
小
崎
の
場
合

は
新
島
襄
の
影
響
を
承
け
て
「
皇
張
」
と
い
う
こ

と
ば
を
拝
借
し
九
と
も
推
測
で
き
る
。
し
か
し
、

板
垣
退
助
編
「
自
由
黨
史
」
(
岩
波
文
庫
)
中
の

「
:
・
・
・
・
自
由
、
王
義
を
皇
張
す
る
に
方
て
や
:
:
:
」

(
中
巻
Ⅲ
頁
)
と
い
う
文
を
見
て
は
も
は
や
新
島

襄
独
創
語
と
は
い
ぇ
な
い
。

た
だ
、
ま
す
ま
す
恥
の
上
塗
り
に
な
る
か
、
し

れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
こ
れ
は
新
島
襄
を
特
徴

づ
け
る
こ
と
ば
の
一
つ
だ
と
考
え
て
い
い
の
で
は

な
い
か
、
と
思
う
が
ど
ぅ
て
あ
ろ
う
か
:
:
:
0

(
香
里
中
・
高
教
諭
・
政
経
)
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