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少
年
の
頃
、﹃
坊
っ
ち
ゃ
ん
﹄
を
読
み
終
わ
り
、
東
京
人
の
漱
石
が
急
に
四
国
松
山
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
っ
た
こ
と

が
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
読
後
に
作
品
の
解
説
を
読
ん
で
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
。
後
年
﹃
漱
石
全
集
﹄
を
読
む
よ
う
に
な
り
、
各
巻
に
付
す
月
報
を

愛
読
し
て
い
る
と
、
国
文
学
者
の
大
野
晋
の
﹃
漱
石
と
お
弟
子
﹄
と
い
う
文
章
の
中
に
、
高
等
学
校
時
代
ド
イ
ツ
語
担
当
の
菅
虎
雄
先
生
の
授
業
中

の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
自
由
質
問
を
許
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
ろ
う
、
大
野
少
年
は
、﹁
漱
石
が
伝
通
院
か
ら
急
に
松
山
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
の

は
ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
﹂
と
質
問
し
た
。
す
る
と
、
ス
ガ
ト
ラ
と
生
徒
か
ら
愛
称
さ
れ
た
老
先
生
は
、﹁
一
瞬
置
い
て
、
ふ
い
と
横
を
向

い
て
﹃
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
か
ね
ぇ
﹄
と
い
わ
れ
た
き
り
だ
っ
た
﹂。
そ
の
時
大
野
少
年
は
老
先
生
の
横
顔
に
何
を
感
じ
た
だ
ろ
う
か
。

　

漱
石
の
松
山
行
き
は
明
治
二
十
八
年
四
月
で
、
満
二
十
八
歳
の
時
で
あ
る
。
大
野
晋
の
質
問
の
中
の
﹁
伝
通
院
﹂
と
は
、
そ
の
前
年
の
明
治

二
十
七
年
に
漱
石
が
短
期
間
下
宿
し
て
い
た
処
で
、
正
し
く
は
小
石
川
︵
現
在
の
東
京
都
文
京
区
小
石
川
三
丁
目
︶
の
無
量
山
伝
通
院
で
あ
る
が
、

実
際
に
彼
が
下
宿
し
て
い
た
の
は
伝
通
院
で
は
な
く
そ
れ
に
隣
接
す
る
宝
蔵
院
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
隣
室
に
尼
僧
が
数
人
い
て
漱
石
は
不
愉
快
な

思
い
を
し
た
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
こ
に
下
宿
し
た
わ
け
は
、
若
夫
婦
の
新
居
に
転
げ
込
ん
で
き
た
お
か
し
な
後
輩
の
姿
を
見
る
に
見
か

ね
て
、
家
主
で
あ
る
菅
虎
雄
が
数
日
間
自
宅
に
寄
寓
さ
せ
た
こ
と
に
因
る
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
突
然
、
漢
詩
を
書
き
置
き
し
て
わ
け
の
わ
か
ら
ぬ
状

態
で
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
ま
た
菅
は
世
話
を
焼
い
て
紹
介
し
て
住
ま
わ
せ
た
の
が
、
大
野
少
年
が
言
っ
て
い
た
﹁
伝
通
院
﹂
の
こ
と

で
あ
る
。

　

こ
の
明
治
二
十
七
年
と
い
う
年
は
、
夏
目
漱
石
に
と
っ
て
本
当
に
辛
い
年
で
あ
っ
た
。
二
月
に
は
、
血
痰
が
出
る
た
め
先
輩
の
菅
虎
雄
に
連
れ
ら

れ
て
北
里
柴
三
郎
の
病
院
に
行
き
、結
核
か
ど
う
か
検
査
を
受
け
た
。
結
果
事
な
き
を
得
た
が
、三
月
九
日
付
け
の
友
人
菊
池
謙
二
郎
宛
の
手
紙
に
は
、

夏
目
漱
石
の
参
禅
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「
前
略　
　

実
は
去
る
二
月
初
め
風
邪
に
か
ゝ
り
候
処
、
其
後
の
経
過
よ
ろ
し
か
ら
ず
、
い
た
く
咽
喉
を
痛
め
、
夫
よ
り
細
き
絹
糸
の
如
き
血
少
々

痰
に
混
じ
て
咯
出
仕
り
候
故
、
従
来
の
遺
伝
と
伝
染
と
両
方
へ
転
ん
で
も
外
れ
そ
う
の
な
き
小
生
故
、
直
ち
に
医
師
の
診
察
を
受
け
候
処
、
只
今
の

処
に
て
は
心
配
す
る
程
の
事
は
な
く
、
矢
張
り
平
生
の
如
く
勉
学
致
し
て
も
よ
ろ
し
く
・
・
・
・
・
」
と
、
現
状
を
詳
し
く
綴
っ
て
い
る
が
、
そ
の

後
に
、「
何
と
な
う
死
に
来
た
世
の
惜
し
ま
る
ゝ
」
と
い
う
句
を
は
さ
み
、

　

小
生
始
め
医
師
よ
り
肺
病
と
聞
き
た
る
時
は
、
兼
て
覚
悟
は
致
居
候
へ
ば
、
今
更
の
様
に
驚
愕
は
不
仕
、
又
死
と
云
ふ
事
に
就
て
も
、
小
生
は
至

極
冷
淡
の
観
念
を
有
し
候
へ
ば
、
咯
血
抔
に
心
経
を
痛
む
る
事
は
無
之
り
し
も
、
只
家
の
後
事
抔
を
考
へ
過
ぎ
て
少
は
心
配
仕
候
、
然
し
一
方
に
て

は
一
度
び
此
病
に
か
ゝ
る
以
上
は
功
名
心
も
情
慾
も
皆
消
え
失
せ
て
、
恬
淡
寡
慾
の
君
子
と
な
ら
ん
か
と
少
し
は
希
望
を
抱
き
居
候
に
も
係
ら
ず
、

身
体
は
其
後
愈
壮
健
に
相
成
医
師
も
左
程
差
当
り
て
の
心
配
は
な
し
抔
申
き
聞
け
候
に
就
て
も
、
性
来
の
俗
気
は
依
然
不
改
、
旧
観
実
に
自
ら
も
あ

き
れ
果
候
。
そ
こ
で
君
の
漫
興
に
次
韵
し
て
蕪
句
一
首
、

　
　

閑
却
花
紅
柳
緑
春　
　
　
　

閑
却
す
花
紅
柳
緑
の
春

　
　

江
楼
何
暇
酔
芳
醇　
　
　
　

江
楼
　
何
ぞ
芳
醇
に
酔
う
に
暇
あ
ら
ん

　
　

猶
憐
病
子
多
情
意　
　
　
　

猶
お
憐
む
　
病
子
の
多
情
の
意

　
　

独
倚
禅
牀
夢
美
人　
　
　
　

独
り
禅
牀
に
倚
り
て
美
人
を
夢
む

御
一
笑
可
被
下
候
・
・
・
・
」
と
。

　

手
紙
は
ま
だ
続
く
が
、結
核
の
恐
れ
か
ら
、死
を
見
つ
め
る
寂
し
い
ま
な
ざ
し
の
一
句
と
友
人
の
書
簡
中
の
贈
答
詩
に
和
し
て
次
韻
し
た
と
言
っ
て
、

青
春
を
謳
歌
で
き
ず
自
身
の
病
躯
の
中
で
ひ
っ
そ
り
と
恋
人
を
思
い
描
く
暗
い
姿
を
七
言
絶
句
に
ま
と
め
て
い
る
。

　

ま
た
こ
の
年
の
夏
か
ら
秋
に
か
け
て
自
宅
か
ら
帝
国
大
学
の
寄
宿
舎
に
移
り
、
寮
友
た
ち
と
過
ご
す
が
、
特
に
同
室
に
な
っ
た
り
向
か
い
の
部
屋

に
な
っ
た
り
し
た
二
年
後
輩
の
小
屋
保
治
と
は
よ
く
語
り
よ
く
散
歩
し
た
仲
で
あ
っ
て
、︵
決
し
て
彼
は
大
塚
楠
緒
子
を
め
ぐ
る
恋
敵
で
は
な
い
が
、︶

後
年
小
屋
は
そ
の
寮
生
活
を
振
り
返
っ
て
﹃
学
生
時
代
の
夏
目
君
﹄
と
い
う
文
章
を
書
い
て
い
る
。

　
「
ど
ん
な
場
合
で
あ
っ
た
か
忘
れ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

朱　

褒
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魂
歸
溟
漠
魄
歸
泉　
　
　

魂
は
溟
漠
に
歸
し
魄
は
泉
に
歸
す

　
　
　
　

只
住
人
間
十
五
年　
　
　

只
だ
人
間
に
住
す
る
こ
と
十
五
年

　
　
　
　

昨
日
施
僧
裙
帶
上　
　
　

昨
日　

僧
に
施
す
裙
帶
の
上

　
　
　
　

斷
腸
猶
繋
琵
琶
絃　
　
　

斷
腸
す　

猶
お
琵
琶
の
絃
を
繋
く
る
を

　

と
云
ふ
三
體
詩
に
あ
る
哭
亡
妓
︵
亡
妓
を
悼
む　

朱
褒
の
作
︶
と
い
ふ
詩
を
微
吟
愛
唱
し
て
ゐ
た
の
を
今
で
も
覚
え
て
ゐ
る
が
、・
・
・
・
・
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

漱
石
全
集
月
報
第
四
号
昭
和
三
年
六
月
﹁
學
生
時
代
の
夏
目
君
﹂

　

こ
の
件
に
は
悲
し
い
詩
を
好
ん
で
口
ず
さ
む
夏
目
金
之
助
の
哀
れ
な
姿
が
浮
か
び
上
が
る
。
小
屋
も
同
情
は
す
る
が
簡
単
に
は
触
れ
ら
れ
な
い
友

の
辛
い
姿
を
見
て
い
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
身
体
の
不
調
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
先
の
自
作
の
漢
詩
一
首
と
こ
の
三
體
詩
に
載
る
唐
末
温
州

の
刺
史
朱
褒
の
詩
か
ら
、
や
は
り
漱
石
の
青
春
の
懊
悩
が
垣
間
見
ら
れ
る
。

　

ど
の
く
ら
い
穿
鑿
し
て
良
い
か
わ
か
ら
な
い
が
、
こ
の
当
時
の
夏
目
金
之
助
に
は
確
か
に
恋
愛
問
題
が
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
そ
の
こ
と
に
多
く
の

漱
石
研
究
者
た
ち
が
様
々
な
説
を
述
べ
て
い
る
。
漱
石
の
初
恋
の
人
に
上
が
る
女
性
と
し
て
、
一
、
漱
石
の
兄
嫁
、
登
世
︵
江
藤
淳
氏
説
︶、
二
、
友

人
小
屋
保
治
の
妻
、
大
塚
楠
緒
子
︵
小
坂
晋
氏
説
︶、
三
、
黒
目
が
ち
の
柳
橋
芸
者
︵
宮
井
一
郎
氏
の
説
︶、
四
、
井
上
眼
科
で
会
っ
た
少
女
、
説
︵
荻

原
雄
一
氏
は
陸
奥
宗
光
と
亮
子
の
娘
﹁
陸
奥
清
子
﹂
が
そ
の
女
性
だ
と
し
、
い
く
つ
か
の
著
書
が
あ
る
。︶
な
ど
興
味
深
い
内
容
で
あ
る
が
、
こ
の
年

に
残
存
す
る
漱
石
書
簡
を
順
を
追
っ
て
読
ん
で
い
く
と
、
正
岡
子
規
宛
て
の
内
容
が
い
ち
ば
ん
夏
目
金
之
助
の
心
情
を
正
直
に
吐
露
し
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
。

　

九
月
四
日　

帝
国
大
学
寄
宿
舎
で
綴
ら
れ
る
書
簡
を
ま
と
め
る
と
、﹁
の
そ
の
そ
﹂
と
旅
行
か
ら
帰
っ
て
き
た
自
分
の
漂
泊
は
、﹁
此
三
四
年
来
沸

騰
せ
る
脳
漿
を
冷
却
し
て
尺
寸
の
勉
強
心
を
振
興
せ
ん
為
﹂で
あ
り
、﹁
心
の
穏
や
か
な
ら
ざ
る
﹂を
何
と
か
し
た
い
と
色
々
や
っ
た
が
う
ま
く
い
か
ず
、

﹁
此
頸
頭
の
鉄
鎖
を
断
ず
る
の
斧
な
き
を
如
何
に
せ
ん
﹂
と
愚
痴
を
こ
ぼ
す
が
勇
気
を
も
っ
て
前
進
で
き
な
い
。
そ
の
自
分
を
駆
り
立
て
松
島
の
瑞
巌

寺
に
詣
で
て
禅
僧
南
天
棒
の
指
導
を
受
け
よ
う
と
行
く
が
そ
れ
も
挫
け
、
台
風
の
中
荒
れ
狂
う
逗
子
の
海
岸
に
飛
び
込
み
宿
の
主
人
の
忠
告
も
聞
か

ず
、
逆
巻
く
怒
涛
の
中
で
喚
き
散
ら
す
瞬
時
の
快
感
を
得
る
ば
か
り
。
大
学
院
に
在
籍
し
な
が
ら
勉
強
も
せ
ず
読
書
も
手
に
着
か
ぬ
﹁
不
平
﹂
な
る

﹁
コ
ン
ヂ
シ
ョ
ン
﹂
で
あ
っ
た
が
、た
だ
一
つ
﹁
不
平
﹂
な
状
態
に
あ
っ
て
、シ
ェ
リ
ー
の
詩
集
を
繰
り
返
し
熟
読
す
る
こ
と
が
愉
快
で
あ
り
、﹁
不
平
﹂
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が
頂
点
に
達
し
た
時
、
こ
の
シ
ェ
リ
ー
の
詩
の
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
は
あ
る
根
本
原
理
を
感
得
し
た
と
も
言
っ
て
い
る
。

　

あ
る
時
は
悩
み
悶
え
、
あ
る
時
は
シ
ェ
リ
ー
の
詩
に
よ
っ
て
心
澄
ま
す
と
い
う
、
こ
こ
ろ
の
振
幅
の
大
き
な
揺
れ
の
中
に
金
之
助
は
あ
っ
た
が
、

九
月
の
中
旬
頃
、
先
述
の
よ
う
に
彼
は
帝
国
大
学
寄
宿
舎
を
出
て
実
家
に
は
帰
ら
ず
菅
の
新
居
に
転
が
り
込
む
。
こ
の
時
菅
は
結
婚
二
年
目
、
一
歳

に
な
る
男
の
子
が
い
て
、
日
本
中
学
校
の
教
員
で
あ
り
東
京
美
術
学
校
教
育
学
教
授
の
嘱
託
も
受
け
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
程
な
く
し
て
、
金
之
助
は

漢
詩
を
書
き
置
き
し
て
突
然
出
て
行
っ
て
し
ま
う
と
い
う
不
可
解
な
行
動
を
起
す
。
こ
の
同
居
の
時
、
そ
こ
で
菅
虎
雄
を
﹁
驚
か
す
や
う
な
こ
と
﹂

が
あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
こ
と
と
漢
詩
の
書
き
置
き
に
つ
い
て
は
菅
虎
雄
も
他
の
友
人
た
ち
も
そ
れ
が
ど
う
い
う
内
容
で
あ
っ
た
か

全
く
言
お
う
と
し
な
い
。
菅
の
﹃
夏
目
君
の
書
簡
﹄
と
い
う
文
章
の
中
で
も
、
彼
は
「
夏
目
君
の
書
簡
と
い
つ
て
今
私
は
あ
ま
り
た
く
さ
ん
所
持
し

て
ゐ
な
い
、
之
は
極
く
親
し
か
つ
た
た
め
、
生
前
そ
の
書
簡
も
そ
ん
な
に
大
切
に
せ
ず
保
存
も
し
て
お
か
な
か
つ
た
為
で
あ
る
。・
・
・
・
﹂
と
書
い

て
い
る
が
、
こ
の
あ
と
、
菅
は
以
前
自
分
が
下
宿
し
た
こ
と
の
あ
る
﹁
伝
通
院
﹂
を
金
之
助
に
斡
旋
し
て
一
段
落
さ
せ
る
。

　

十
月
十
六
日
の
日
付
で
幾
人
か
の
友
人
に
転
居
の
通
知
を
出
し
て
い
る
。
い
ま
は
次
の
三
通
が
残
る
。

　

・
正
岡
子
規
宛

塵
界
茫
茫
、
毀
誉
の
耳
朶
を
撲
に
堪
ず
。
此
に
環
堵
の
室
を
賃
し
て
蠕
袋
を
葬
り
了
ん
ぬ
。
猶
尼
僧
の
隣
房
に
語
る
あ
り
。
少
々
興
覚
申
候
。
御

閑
の
節
、
是
非
御
来
遊
を
乞
ふ
。

　

・
狩
野
亨
吉
宛

所
々
流
浪
の
末
、
遂
に
此
所
に
蟄
居
致
候
。
御
閑
暇
の
節
は
御
来
遊
可
被
下
候
。

　

・
小
屋
保
治
宛

遊
子
漂
蕩
の
末
、
遂
に
蠕
袋
を
此
所
に
葬
り
了
り
申
候
。
御
閑
暇
の
節
は
御
来
会
可
被
下
候
。

　

正
岡
子
規
に
は
十
月
三
十
一
日
の
日
付
で
も
う
一
通
出
し
て
お
り
、
伝
通
院
へ
の
道
順
の
案
内
と
手
書
き
の
地
図
ま
で
書
い
て
あ
る
。
さ
ら
に
隣

房
の
尼
僧
の
気
に
障
る
こ
と
が
書
か
れ
、﹁
尼
寺
に
有
髪
の
僧
を
尋
ね
来
よ
﹂
と
い
う
句
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
尼
僧
た
ち
に
つ
い
て
は
、﹃
夏

目
漱
石
外
伝　

菅
虎
雄
先
生
生
誕
百
五
十
年
記
念
文
集
﹄︵
菅
虎
雄
先
生
顕
彰
会　

代
表
原
武　

哲
︶
に
載
る
荻
原
雄
一
氏
の
﹃
漱
石
の
初
恋
と
菅
虎

雄
﹄
に
非
常
に
詳
し
い
調
査
と
考
証
が
載
り
、
大
変
興
味
深
い
。
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そ
し
て
そ
の
後
十
二
月
の
暮
れ
、
金
之
助
は
菅
虎
雄
に
勧
め
ら
れ
て
、
円
覚
寺
参
禅
に
出
か
け
る
の
で
あ
る
。
漱
石
は
禅
に
つ
い
て
無
知
で
あ
っ

た
と
は
い
え
な
い
。
先
の
正
岡
子
規
宛
て
の
手
紙
の
中
に
も
、
見
性
と
か
禅
機
と
か
南
天
棒
と
か
、
更
に
禅
籍
で
あ
る
﹃
従
容
録
﹄
の
四
十
一
則
と

七
十
九
則
に
引
か
れ
る
﹁
不
入
驚
人
浪
。
難
逢
稱
意
魚
。﹂
と
い
う
句
ま
で
知
っ
て
い
る
。
金
之
助
の
周
り
に
は
菅
虎
雄
の
ほ
か
に
も
米
山
保
三
郎
や

松
本
文
三
郎
な
ど
か
な
り
多
く
参
禅
経
験
の
あ
る
学
友
が
い
て
、
禅
に
関
す
る
知
識
は
仲
間
と
と
も
に
す
で
に
か
な
り
共
有
し
て
い
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。
例
え
ば
、
八
月
に
東
北
松
島
の
瑞
巌
寺
へ
行
き
南
天
棒
に
直
接
会
っ
て
教
え
を
請
お
う
と
し
た
こ
と
な
ど
は
そ
の
一
つ
の
表
れ
で
、
今
の
自

分
の
精
神
状
況
を
打
破
し
て
く
れ
る
も
の
を
切
に
望
ん
で
い
た
。
正
岡
子
規
へ
の
手
紙
に
は
自
己
の
懊
悩
の
告
白
に
シ
ェ
リ
ー
の
詩
を
繰
り
返
し
繰

り
返
し
熟
読
し
て
確
か
な
哲
理
を
掴
も
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
読
み
取
れ
る
。
こ
の
シ
ェ
リ
ー
の
詩
は
や
が
て
明
治
三
十
九
年
に
小
説
﹃
草
枕
﹄
の

中
で
取
り
上
げ
ら
れ
﹁
シ
ェ
レ
ー
の
雲
雀
の
詩
﹂
と
し
て
発
表
さ
れ
る
。

　
　
　

W
e look before and after　

　

A
nd pine for w

hat is not:

　
　
　

O
ur sincerest laughter　

　
　

W
ith som

e pain is fraught;

　
　
　

O
ur sw

eetest songs are those that tell of saddest thought.

　
　
　
「
前
を
み
て
は
、
後
え
を
見
て
は
、
物
欲
し
と
、
あ
こ
が
る
る
か
な 

わ
れ
。

　
　
　

腹
か
ら
の
、
笑
と
い
え
ど
、
苦
し
み
の
、
そ
こ
に
あ
る
べ
し
。

　
　
　

う
つ
く
し
き
、
極
み
の
歌
に
、
悲
し
さ
の
、
極
み
の
想
、
籠
る
と
ぞ
知
れ
」

　

明
治
二
十
七
年
の
臘
月
、
菅
虎
雄
と
ど
の
よ
う
な
話
し
合
い
を
し
て
そ
し
て
菅
の
ど
の
よ
う
な
説
得
に
よ
っ
て
夏
目
金
之
助
が
円
覚
寺
参
禅
に
同

意
し
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、円
覚
寺
の
門
を
く
ぐ
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。こ
の
年
六
月
に
は
多
く
の
家
屋
が
倒
壊
す
る
程
ほ
ど
の
大
地
震
が
お
こ
り
、

八
月
に
は
日
清
戦
争
が
勃
発
す
る
。
こ
れ
ら
も
金
之
助
の
情
緒
を
不
安
定
に
さ
せ
る
な
ん
ら
か
の
要
因
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
六
月
の
伊
香
保
へ

の
旅
行
、
八
月
の
松
島
へ
の
旅
行
、
九
月
の
湘
南
へ
の
旅
行
。
そ
し
て
菅
宅
に
転
が
り
込
で
、
家
人
を
驚
か
せ
る
よ
う
な
こ
と
を
起
こ
し
、
挙
句
に

は
飛
び
出
し
て
い
く
夏
目
金
之
助
に
い
っ
た
い
具
体
的
に
何
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
の
大
野
少
年
が
﹁
漱
石
が
伝
通
院
か
ら
急
に
松
山
に
行
っ
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て
し
ま
っ
た
の
は
ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
ん
で
す
か
﹂
と
質
問
し
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
時
期
の
事
で
あ
り
、
老
先
生
で
あ
る
菅
虎
雄
は
と
ぼ
け
た

よ
う
に
し
て
答
え
な
い
で
横
を
向
い
て
し
ま
う
。
し
か
し
彼
は
金
之
助
の
精
神
状
態
を
し
っ
か
り
見
届
て
い
る
友
人
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば

友
を
暗
黒
か
ら
救
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
か
思
慮
を
重
ね
て
い
た
。
菅
は
金
之
助
の
暗
部
を
握
っ
て
い
る
人
物
で
あ
っ
た
が
、
当
時
の
金
之
助
に
ま

つ
わ
る
こ
と
を
、
決
し
て
口
外
し
な
か
っ
た
。
自
分
宛
て
の
漱
石
の
書
簡
で
す
ら
処
分
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
か
ら
、
徹
底
し
て
い
る
。　

　

精
神
的
に
方
向
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
、
ど
ん
底
の
金
之
助
に
寄
り
添
う
よ
う
に
し
て
援
助
し
続
け
た
の
が
菅
虎
雄
で
あ
る
が
、
禅
の
為
人
に
期

待
し
て
、
困
窮
の
底
に
居
る
金
之
助
に
紹
介
状
を
持
た
せ
円
覚
寺
で
の
参
禅
に
導
く
の
で
あ
る
。

　

菅
虎
雄
自
身
の
禅
の
経
歴
は
、
初
め
参
禅
し
た
の
は
明
治
二
十
一
年
帝
国
大
学
文
科
大
学
独
逸
文
学
科
一
年
生
二
十
三
歳
の
時
、
北
鎌
倉
の
円
覚

寺
で
今
北
洪
川
に
師
事
し
、
洪
川
老
師
の
亡
く
な
る
ま
で
参
禅
は
続
く
。︵
た
だ
し
洪
川
老
師
の
遷
化
は
明
治
二
十
五
年
一
月
十
六
日
。︶
菅
は
参
禅

二
年
目
に
し
て
居
士
号
を
洪
川
老
師
か
ら
賜
り
﹁
無
為
﹂
と
安
名
さ
れ
た
。
そ
れ
は
彼
の
修
行
が
行
業
純
一
で
、
そ
の
結
果
一
見
識
を
得
た
こ
と
が

証
明
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
洪
川
老
師
亡
き
後
を
嗣
ぐ
の
が
三
十
二
歳
の
釈
宗
演
で
あ
り
、
若
く
し
て
円
覚
寺
の
管
長
と
な
り
同
時
に
雲
水
を
教
化
す
る
師
家
と
な
る
が
、

菅
虎
雄
と
は
兄
弟
弟
子
で
も
あ
る
。
金
之
助
は
菅
の
紹
介
状
を
頼
り
に
こ
の
新
進
気
鋭
の
老
師
に
相
見
す
る
こ
と
に
な
る
。
十
二
月
二
十
三
日
か
ら

翌
年
の
一
月
七
日
ま
で
の
十
日
間
の
参
禅
で
あ
る
。
こ
の
参
禅
期
間
中
の
修
行
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
参
究
し
た
公
案
が
ど
の
よ

う
に
宗
演
老
師
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
か
わ
か
ら
な
い
が
、
円
覚
寺
の
参
禅
を
終
え
下
山
し
て
間
も
な
い
こ
ろ
書
い
た
友
人
へ
の
手
紙
に
よ
る
と
、

　

新
年
の
御
慶
目
出
度
申
納
候　

今
度
は
篠
原
嬢
と
ご
結
婚
の
よ
し　

謹
ん
で
御
祝
ひ
申
上
候
。
小
子
去
冬
よ
り
鎌
倉
の
楞
伽
窟
に
参
禅
の
為
め
、

帰
源
院
と
申
す
処
に
止
宿
致
し
、
旬
日
の
間
折
脚

裏
の
粥
に
飯
袋
を
養
ひ
、
漸
く
一
昨
日
下
山
の
上
、
帰
亰
仕
候
。　

五
百
生
の
野
狐
禅
、
遂

に
本
来
の
面
目
を
撥
出
し
来
ら
ず
。　

御
憫
笑
可
被
下
候
。　

先
は
右
御
祝
ひ
ま
で
。　

余
は
拝
眉
の
上
万
々
。

　
　

本
郷
駒
込
千
駄
木
町
五
十
七
番
地　
　

斎
藤
阿
具
様　

一
月
九
日

　
　

小
石
川
表
町
七
十
三
番
地
法
蔵
院　

夏
目
金
之
助
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と
あ
っ
て
、﹁
本
来
の
面
目
を
撥
出
し
来
ら
ず
﹂
と
い
う
言
葉
に
金
之
助
の
体
験
が
凝
縮
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
ま
た
、
ず
っ
と

の
ち
の
こ
と
で
あ
る
が
、
漱
石
は
明
治
四
十
年
十
一
月
に
、
高
浜
虚
子
著
﹃
鶏
頭
﹄
の
序
に

　

余
は
禅
と
い
う
も
の
を
知
ら
な
い
。
昔
鎌
倉
の
宗
演
和
尚
に
参
し
て
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
は
な
ん
だ
と
聞
か
れ
て
が
ん
と
参
っ
た
ぎ
り

ま
だ
本
来
の
面
目
に
御
目
に
懸
っ
た
事
の
な
い
門
外
漢
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
こ
に
禅
味
抔
と
い
う
問
題
を
出
す
の
は
自
分
が
禅
を
心
得
て
居
る
か

ら
云
う
の
で
は
な
い
。
智
識
の
か
い
た
も
の
に
悟
と
は
こ
ん
な
も
の
で
あ
る
と
あ
る
か
ら
果
し
て
そ
ん
な
も
の
な
ら
、
こ
う
云
う
人
生
観
が
出
来

る
だ
ろ
う
。
こ
う
云
う
人
生
観
が
出
来
る
な
ら
ば
小
説
も
こ
ん
な
態
度
に
か
け
る
だ
ろ
う
と
論
ず
る
ま
で
で
あ
る
。（
以
下
略
）

と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
ら
﹁
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
﹂
が
宗
演
老
師
か
ら
授
け
ら
れ
た
公
案
と
し
て
授
け
ら
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
三
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
﹃
談
話
﹄﹁
色
気
を
去
れ
よ
﹂
漱
石
全
集
第
二
十
五
巻
に
は
、

「
夏
目
さ
ん
開
静
で
す
よ
」

不
図
眼
を
覚
ま
す
と
宗
活
さ
ん
に
揺
り
起
こ
さ
れ
て
ゐ
た
、
時
計
を
見
る
と
ま
だ
午
前
二
時
の
未
明
、
ゴ
オ
ー
ン
と
大
鐘
が
鳴
る
、
禅
堂
で
は
引

磬
の
八
釜
し
い
音
が
す
る
、
木
板
が
バ
ン
バ
ン
響
く
、
半
鐘
が
鳴
る
、
ワ
イ
ワ
イ
読
経
の
声
が
す
る
、
次
い
で
鳴
り
響
く
喚
鐘
の
相
図
に
私
等
は

隠
寮
に
行
つ
た
、ぜ
ひ
と
も
居
士
禅
子
雲
水
な
ど
が
ウ
ヨ
ウ
ヨ
ゐ
る
、夫
れ
が
代
る
代
る
喚
鐘
を
敲
い
て
は
宗
演
老
師
の
前
に
行
つ
て
見
解
を
呈
し
、

後
ち
老
師
の
垂
戒
が
す
む
と
鈴
が
鳴
る
、
次
か
ら
次
へ
と
入
室
し
て
愈
々
私
の
順
番
と
な
っ
た
、
同
じ
様
に
喚
鐘
を
敲
い
て
老
師
の
前
に
出
る
と

宗
演
さ
ん
は
莞
爾
笑
つ
て
簡
単
な
禅
の
心
得
を
語
り
、
終
つ
て
慥
か
趙
州
の
無
字
を
公
案
と
し
て
授
か
つ
た
、
居
室
に
帰
り
一
向
専
念
、
無
？
無
？

無
？
無
？
無
？

　

其
中
暮
方
に
な
り
禅
堂
へ
行
く
と
ず
ら
り
と
禅
坊
主
が
座
つ
て
ゐ
る
。
見
渡
し
た
所
何
れ
も
こ
れ
も
女
の
惚
れ
さ
う
な
の
は
一
人
も
な
い
、
私

も
其
仲
間
に
入
つ
て
座
わ
る
と
、
何
と
な
く
変
な
気
持
が
し
て
吹
き
出
し
た
く
な
る
か
ら
大
に
閉
口
し
た
、
斯
て
再
び
参
禅
が
始
ま
る
、
私
の
順

番
に
な
つ
て
未
明
に
授
か
つ
た
公
案
に
つ
い
て
見
解
を
述
べ
る
、
言
下
に
退
け
ら
れ
て
了
ふ
、
今
度
は
哲
学
式
の
理
窟
を
い
ふ
と
尚
更
駄
目
だ
と

取
合
は
ぬ
、
禅
坊
主
程
駄
々
ツ
子
は
あ
る
ま
い
と
ほ
と
ほ
と
感
じ
た
、（
以
下
略
）
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と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
宗
演
老
師
か
ら
授
け
ら
れ
た
公
案
が
趙
州
の
﹁
無
字
﹂
と
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
明
治
四
十
一
年
七
月
二
十
五
日
か
ら
八
月
五
日
ま
で
朝
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
﹃
夢
十
夜
﹄
の
第
二
夜
の
話
は
﹁
無
字
﹂
の
公
案
を
必

死
に
取
り
組
む
姿
を
描
い
た
も
の
で
、

　

短
刀
を
鞘
へ
収
め
て
右
脇
へ
引
き
つ
け
て
お
い
て
、
そ
れ
か
ら
全
伽
を
組
ん
だ
。
―
―
趙
州
曰
く
無
と
。
無
と
は
何
だ
。
糞
坊
主
め
と
は
が
み

を
し
た
。

　

奥
歯
を
強
く
咬
み
締
め
た
の
で
、
鼻
か
ら
熱
い
息
が
荒
く
出
る
。
こ
め
か
み
が
釣
っ
て
痛
い
。
眼
は
普
通
の
倍
も
大
き
く
開
け
て
や
っ
た
。

　

懸
物
が
見
え
る
。
行
灯
が
見
え
る
。
畳
が
見
え
る
。
和
尚
の
薬
缶
頭
が
あ
り
あ
り
と
見
え
る
。
鰐
口
を
開
い
て
嘲
笑
っ
た
声
ま
で
聞
え
る
。
怪

し
か
ら
ん
坊
主
だ
。
ど
う
し
て
も
あ
の
薬
缶
を
首
に
し
な
く
て
は
な
ら
ん
。
悟
っ
て
や
る
。
無
だ
、
無
だ
と
舌
の
根
で
念
じ
た
。
無
だ
と
云
う
の

に
や
っ
ぱ
り
線
香
の
香
が
し
た
。
何
だ
線
香
の
く
せ
に
。

　

自
分
は
い
き
な
り
拳
骨
を
固
め
て
自
分
の
頭
を
い
や
と
云
う
ほ
ど
擲
っ
た
。
そ
う
し
て
奥
歯
を
ぎ
り
ぎ
り
と
噛
ん
だ
。
両
腋
か
ら
汗
が
出
る
。

背
中
が
棒
の
よ
う
に
な
っ
た
。
膝
の
接
目
が
急
に
痛
く
な
っ
た
。
膝
が
折
れ
た
っ
て
ど
う
あ
る
も
の
か
と
思
っ
た
。
け
れ
ど
も
痛
い
。
苦
し
い
。

無
は
な
か
な
か
出
て
来
な
い
。
出
て
来
る
と
思
う
と
す
ぐ
痛
く
な
る
。
腹
が
立
つ
。
無
念
に
な
る
。
非
常
に
口
惜
し
く
な
る
。
涙
が
ほ
ろ
ほ
ろ
出
る
。

ひ
と
思
に
身
を
巨
巌
の
上
に
ぶ
つ
け
て
、
骨
も
肉
も
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
に
砕
い
て
し
ま
い
た
く
な
る
。

　

無
字
の
公
案
と
格
闘
す
る
参
究
の
す
さ
ま
じ
さ
を
描
写
す
る
が
、
こ
の
作
品
の
中
に
は
老
師
も
登
場
せ
ず
、
場
所
も
特
定
さ
れ
て
い
な
い
、
夢
の

世
界
で
の
出
来
事
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
い
か
に
創
作
の
世
界
だ
と
い
っ
て
も
、
や
は
り
作
者
の
体
験
が
な
け
れ
ば
我
々
を

感
動
さ
せ
る
描
写
は
で
き
な
い
。
果
た
し
て
漱
石
に
無
字
の
公
案
の
体
験
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
﹃
門
﹄
は
明
治
四
十
三
年
三
月
か
ら
六
月
ま
で
朝
日
新
聞
に
連
載
さ
れ
た
作
品
で
、
先
に
挙
げ
た
﹃
談
話
﹄﹁
色
気
を
去
れ
よ
﹂
と
ほ
ぼ
同
じ
こ
ろ

の
も
の
で
あ
る
。
十
五
年
前
の
円
覚
寺
の
参
禅
体
験
が
作
品
の
後
半
部
に
か
な
り
詳
し
く
描
か
れ
て
い
る
。

　

老
師
と
い
ふ
の
は
五
十
格
好
に
見
え
た
。
赭
黒
い
光
澤
の
あ
る
顏
し
て
ゐ
た
。
其
の
皮
膚
も
筋
肉
も
悉
と
く
緊
つ
て
、何
所
に
も
怠
の
な
い
所
が
、
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銅
像
の
も
た
ら
す
印
象
を
、宗
助
の
胸
に
彫
り
付
け
た
。
た
ゞ
唇
が
あ
ま
り
厚
過
る
の
で
、其
所
に
幾
分
の
弛
み
が
見
え
た
。
其
代
り
彼
の
眼
に
は
、

普
通
の
人
間
に
到
底
見
る
べ
か
ら
ざ
る
一
種
の
精
彩
が
閃
め
い
た
。
宗
助
が
始
め
て
其
視
線
に
接
し
た
時
は
、
暗
中
に
卒
然
と
し
て
白
刄
を
見
る

思
が
あ
つ
た
。

「
ま
あ
何
か
ら
入
つ
て
も
同
じ
で
あ
る
が
」
と
老
師
は
宗
助
に
向
つ
て
云
つ
た
。「
父
母
未
生
以
前
本
來
の
面
目
は
何
だ
か
、
そ
れ
を
一
つ
考
へ
て

見
た
ら
善
か
ろ
う
」

　

宗
助
に
は
父
母
未
生
以
前
と
い
ふ
意
味
が
よ
く
分
ら
な
か
つ
た
が
、
何
し
ろ
自
分
と
云
ふ
も
の
は
必
竟
何
物
だ
か
、
其
本
體
を
捕
ま
へ
て
見
ろ

と
云
ふ
意
味
だ
ら
う
と
判
斷
し
た
。
そ
れ
よ
り
以
上
口
を
利
く
に
は
、
餘
り
禪
と
い
ふ
も
の
ゝ
知
識
に
乏
し
か
つ
た
の
で
、
默
つ
て
又
宜
道
に
伴

れ
ら
れ
て
一
窓
庵
へ
歸
つ
て
來
た
。

　

小
説
﹃
門
﹄
の
後
半
部
は
一
つ
の
参
禅
記
と
し
て
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
﹃
門
﹄
と
い
う
作
品
で
﹁
禅
の
修
行
﹂
と
は
こ
う

い
う
も
の
か
と
知
る
よ
う
に
な
る
。
釈
宗
演
老
師
の
表
情
・
親
切
な
宜
道
と
い
う
僧
の
人
柄
、そ
し
て
何
よ
り
も
﹁
も
つ
と
、ぎ
ろ
り
と
し
た
所
を
持
っ

て
来
な
け
れ
ば
駄
目
だ
﹂
と
い
う
老
師
の
ず
し
り
と
来
る
言
葉
が
作
品
の
こ
と
ば
と
し
て
忘
れ
ら
れ
な
い
。
夏
目
漱
石
と
禅
が
太
く
結
び
つ
く
の
は

こ
の
作
品
で
、﹁
父
母
未
生
以
前
と
云
ふ
稀
有
な
問
題
﹂
を
凝
と
眺
め
る
主
人
公
宗
助
に
自
分
を
投
影
す
る
読
者
は
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

　

一
体
当
時
の
円
覚
寺
の
参
禅
で
は
ど
の
よ
う
な
公
案
が
使
わ
れ
て
い
た
の
か
調
べ
て
み
る
と
興
味
深
い
こ
と
が
み
え
て
く
る
。
夏
目
金
之
助
と
同

時
期
の
人
々
に
は
ど
う
い
う
人
が
参
集
し
た
か
。
入
門
者
名
簿
﹁
楞
伽
窟
会
上
居
士
禅
子
名
簿
﹂
を
閲
覧
す
る
と
、

夏
目
金
之
助
の
右
隣
り
に
は
熊
本
縣
阿
蘇
郡
草
ケ
部
村
千
九
百
六
十
一
番
地　
　

甲
斐
方
策
︵
明
治
二
十
七
年
に
﹃
日
本
仏
教
之
新
紀
元
﹄
を
出
版
︶、

そ
の
右
に
は
、後
に
ラ
イ
オ
ン
宰
相
と
呼
ば
れ
た
濱
口
雄
幸︵
当
時
二
十
五
歳
︶の
名
が
見
え
る
。逆
に
左
隣
は
若
き
日
の
井
上
円
了
の
紹
介
に
よ
る︵
東

京
赤
坂
区
榎
坂
町
︶
元
良
勇
次
郎
。
彼
は
こ
の
時
、
三
十
六
歳
、
帝
国
大
学
文
科
大
学
教
授
で
か
つ
高
等
師
範
学
校
で
心
理
学
を
講
じ
る
教
授
で
あ
っ

た
が
、
禅
の
心
理
学
的
研
究
の
た
め
円
覚
寺
に
参
禅
を
申
し
出
た
。
公
案
は
﹁
隻
手
音
声
﹂
で
あ
っ
た
。
こ
の
参
禅
体
験
を
ま
と
め
た
の
が
﹃
参
禅

日
誌
﹄
と
し
て
発
表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
参
禅
以
前
に
米
国
の
大
学
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ
や
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ

な
ど
の
影
響
を
受
け
、
の
ち
に
日
本
に
著
書
を
紹
介
し
て
い
る
。
漱
石
は
修
善
寺
の
大
患
の
後
の
養
生
中
に
ウ
イ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
著
書
﹃
多

元
的
宇
宙
﹄
を
読
破
し
て
い
る
。
ま
た
し
ば
ら
く
し
て
ジ
ェ
イ
ム
ス
の
死
を
雑
誌
で
知
る
。　

元
良
勇
次
郎
に
つ
い
て
は　
﹃
駒
澤
大
学
仏
教
学
部
論
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集
第
四
九
号
﹄
に
載
る
石
井
公
成
氏
の
﹁
近
代
に
お
け
るZ

en

の
登
場
と
心
の
探
求
⑴
﹂
が
参
考
に
な
る
。　

　

当
時
の
円
覚
寺
で
は
参
禅
者
へ
の
初
関
は
幾
つ
か
あ
っ
た
も
の
な
の
か
。
夏
目
金
之
助
と
同
じ
日
に
参
禅
に
訪
れ
た
元
良
勇
次
郎
は
白
隠
禅
師
の

﹁
隻
手
音
声
﹂
を
授
か
り
、
夏
目
金
之
助
は
﹁
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
﹂
を
参
究
す
る
。
こ
れ
は
師
家
の
修
行
者
を
見
抜
く
力
に
よ
る
も
の
か
、

参
禅
者
の
性
格
に
合
わ
せ
て
老
師
が
適
宜
授
け
て
い
っ
た
の
か
。
十
日
間
の
短
い
参
禅
で
複
数
の
公
案
を
授
け
ら
れ
る
の
は
や
は
り
お
か
し
い
。

　
﹃
禅
海
一
瀾
講
話
﹄
は
今
北
洪
川
の
著
作
を
釈
宗
演
が
詳
し
く
解
説
し
た
も
の
で
、
第
四
十
五
講　

致
知　

第
十
八
則
に
よ
る
と
、

　

禅
宗
の
如
き
は
「
根
本
の
真
智
」
と
い
う
も
の
を
最
初
に
知
ら
せ
て
、
そ
れ
か
ら
実
際
問
題
に
入
る
の
で
、
そ
の
「
真
智
」
を
説
か
ん
が
為
に
、

六
祖
大
師
は
「
父
母
未
生
已
前
、
本
来
の
面
目
」
と
言
い
、
白
隠
禅
師
は
「
隻
手
に
何
の
声
あ
る
」
と
言
う
も
、「
根
本
の
真
智
」
を
実
際
的
に
徹

底
さ
せ
様
と
い
う
手
段
に
過
ぎ
な
い
。或
い
は
趙
州
は「
無
」の
一
字
を
唱
え
出
し
た
の
も
、根
本
の
真
智
を
親
し
く
味
わ
わ
せ
様
と
い
う
の
で
あ
る
。

或
い
は
「
庭
前
の
柏
樹
子
」
と
と
な
え
た
の
も
矢
張
り
根
本
の
真
智
を
手
に
入
れ
さ
せ
様
と
い
う
の
で
あ
る
。

　

と
言
っ
て
、
修
行
者
の
性
格
に
合
わ
せ
て
与
え
た
よ
う
だ
。
こ
の
こ
と
は
﹃
図
書
﹄
二
〇
一
九
二
月
号
の
小
川
隆
氏
の
﹁
漱
石
の
公
案

︱
釈

宗
演
﹃
禅
海
一
瀾
講
話
﹄
と
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
﹂
に
詳
し
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
で
は
な
ぜ
、
漱
石
は
﹁
無
字
﹂
の
公
案
を
経
験
し
た
よ
う
に
書
け
た
の
か
。
い
っ
た
い
﹁
無
字
の
公
案
﹂
を
ど
こ
で
夏
目
金
之
助
は
体
験
し

た
の
だ
ろ
う
か
。

　

菅
虎
雄
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
原
武　

哲
氏
の
調
査
に
よ
る
と
、
東
京
か
ら
松
山
に
都
落
ち
し
た
金
之
助
は
一
年
後
さ
ら
に
九
州
の
熊
本
に
移

り
、
五
高
︵
後
の
熊
本
大
学
︶
に
赴
任
し
て
い
る
。
こ
れ
も
菅
虎
雄
の
後
ろ
盾
が
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
こ
で
菅
に
よ
っ
て
当

地
の
五
高
の
英
語
嘱
託
講
師
浅
井
永
凞
が
紹
介
さ
れ
る
。
こ
の
人
は
若
い
頃
、
胸
を
患
い
生
死
の
境
を
彷
徨
っ
て
い
る
と
き
に
熊
本
雲
祥
山
見
性
寺

の
住
職
宗
般
玄
芳
と
邂
逅
し
、
白
隠
の
﹃
夜
船
閑
話
﹄
を
与
え
ら
れ
、
こ
れ
を
自
習
す
る
こ
と
に
よ
り
身
体
を
恢
復
さ
せ
た
と
い
う
。
さ
ら
に
禅
修

行
に
打
ち
込
み
﹁
自
哲
﹂
と
い
う
居
士
号
を
安
名
さ
れ
る
ま
で
禅
に
参
究
し
た
経
験
を
持
つ
。
菅
虎
雄
の
友
人
浅
井
永
凞
は
金
之
助
の
心
身
養
成
に

大
き
な
影
響
を
与
え
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
金
之
助
も
こ
の
仲
間
と
と
も
に
あ
れ
ば
見
性
寺
で
参
禅
し
た
可
能
性
が
大
い
に
あ
り
う
る
し
、
公
案
を

授
け
ら
れ
入
室
し
て
和
尚
の
鉄
槌
を
受
け
た
こ
と
も
想
像
さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
趙
州
の
﹁
無
字
﹂
の
公
案
は
こ
の
地
で
体
験
さ
れ
た
可
能
性
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が
あ
る
。

　

夏
目
金
之
助
の
は
じ
め
て
の
正
式
な
参
禅
は
鎌
倉
円
覚
寺
の
釈
宗
演
の
も
と
で
行
わ
れ
た
。
す
べ
て
友
人
の
菅
虎
雄
の
は
か
ら
い
に
よ
る
も
の
で
、

金
之
助
自
ら
積
極
に
道
を
求
め
て
の
己
事
究
明
で
は
な
か
っ
た
。﹁
此
三
四
年
来
沸
騰
せ
る
脳
漿
を
冷
却
﹂
さ
せ
る
も
の
、﹁
此
頸
頭
の
鉄
鎖
を
断
ず

る
斧
﹂、
こ
れ
が
欲
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
十
日
間
の
参
禅
で
参
究
し
た
﹁
本
来
の
面
目
﹂
と
い
う
公
案
も
通
過
で
き
な
か
っ
た
し
、﹁
斧
﹂
も
手
に

入
ら
な
か
っ
た
。
後
年
の
漱
石
の
禅
の
理
解
を
た
ず
ね
る
に
は
ど
う
し
て
も
熊
本
時
代
の
参
禅
を
調
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

︿
キ
ー
ワ
ー
ド
﹀
菅
虎
雄
、
円
覚
寺
、
見
性
寺
、
参
禅
、
公
案
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漱石

菅

宗活

鈴・西

宗演

月

夏
目
漱
石
の
出
来
事

菅
虎
雄
・
鈴
木
大
拙
・
西
田
幾
多
郎

明治 24    1891

24

28

20

21

31

6

菅
虎
雄
、
帝
国
大
学
文
化
大
学
独
逸
文
学
科
卒
業
。　

　
　

鈴
木
、
美
川
小
学
校
退
職
、
上
京
、
本
郷
駒
込
に

下
宿
。
専
門
学
校
で
、
坪
内
逍
遥
に
英
語
を
学
ぶ
。

7

特
待
生
と
な
る
。
眼
医
者
で
美
し
い
娘
に
逢
う　
　
　
　

兄
嫁
登
世
没
︵
二
四
︶　

菅
虎
雄
と
会
う

8

友
人
ら
と
富
士
登
山
︵
二
回
め
︶

9

西
田
、
東
京
帝
国
大
学
分
科
大
学
哲
学
科
選
科
に
入
学

10

相
模　

大
山

鈴
木
・
西
田
、
鎌
倉
円
覚
寺
今
北
洪
川
に
参
禅

1112

Ｊ
．
Ｍ
．
デ
ィ
ク
ソ
ン
教
授
に
頼
ま
れ
て
﹁
方
丈
記
﹂
を
英
訳

明治 25    1892

25

29

21

22

32

1

今
北
洪
川
遷
化

23

釈
宗
演
、
円
覚
寺
管
長
、
正
続
院
僧
堂
師
家

4

徴
兵
を
避
け
る
為
、
分
家
届
、
北
海
道
平
民

鈴
木
、
釈
宗
演
に
参
禅

5

東
京
専
門
学
校
の
講
師
と
な
る
。

鈴
木
、
東
京
帝
国
大
学
分
科
大
学
哲
学
科
選
科
に
入
学

6
﹁
老
子
の
哲
学
﹂
脱
稿

7

夏
、
子
規
と
京
都
、
堺
、
岡
山
、
松
山
を
旅
行
す
る
。
岡
山
で
は
大
洪
水
を
経
験
を
経
験
。
高

浜
清
︵
虚
子
︶
を
知
る
。

8

菅
虎
雄
、
南
静
代
と
結
婚

9

菅
虎
雄
、
日
本
中
学
校
教
員

101112
﹁
中
学
改
良
策
﹂
を
執
筆
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明治 26    1893

26

30

22

23

33

1

帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
談
話
会
で
、﹁
英
国
詩
人
の
天
地
山
川
に
対
す
る
観
念
﹂
を
講
演

2

菅
虎
雄
、
東
京
美
術
学
校
教
育
学
教
授
嘱
託

3

講
演
の
原
稿
が
﹁
哲
学
雑
誌
﹂
に
載
る

456

講
師
ケ
ー
ベ
ル
の
影
響
を
受
け
る

7

英
文
科
を
卒
業
．
立
花
政
樹
︵
二
四
年
卒
︶
に
次
い
で
二
人
目
の
卒
業
生
。
帝
国
大
学
大
学
院

に
進
学
す
る
。
指
導
教
官
は
，
ウ
ッ
ド

8

学
習
院
大
学
英
語
教
師
の
就
職
話
が
あ
っ
た
が
重
見
周
吉
に
決
ま
り
不
調
に
終
る

釈
宗
演
、
万
国
宗
教
会
議
参
加
の
た
め
渡
米

9

八
月
小
屋
保
治
興
津
清
見
寺
で
大
塚
楠
緒
子
に
会
う

釈
宗
演
、
講
演
﹁
仏
教
の
要
旨
並
に
因
果
法
﹂﹁
戦
ふ

に
代
ふ
る
に
和
を
以
て
す
﹂

10

東
京
高
等
師
範
学
校
の
英
語
嘱
託
と
な
る
．
年
俸
四
五
〇
円
︵
月
額
三
十
七
円
五
〇
銭
︶

11

釈
宗
演
、﹃
万
国
宗
教
大
会
一
覧
﹄
刊
行

12

明治 27    1894

27

31

23

24

34

1

※
こ
の
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
、
神
経
衰
弱
の
病
状
著
し
い

鈴
木
、
こ
の
年
に
居
士
号
﹁
大
拙
﹂

2

血
痰
の
た
め
菅
虎
雄
と
北
里
柴
三
郎
の
と
こ
ろ
に
行
く
。
結
核
で
は
な
か
っ
た
。

345

結
核
と
思
わ
れ
た
症
状
が
消
え
る
。

6

大
地
震

7

上
野
か
ら
伊
香
保
に
行
く
。
小
屋
保
治
を
誘
お
う
と
す
る

西
田
、
東
京
帝
国
大
学
分
科
大
学
哲
学
科
選
科
を
卒
業

8

松
島
に
行
く
。
瑞
巌
寺
に
詣
で
南
天
棒
の
下
で
坐
禅
し
よ
う
と
し
た
が
止
め
る
。
日
清
戦
争
始

ま
る

釈
宗
演
、﹁
五
百
羅
漢
図
﹂
売
却
の
認
可
が
下
り
ず
管

長
職
の
辞
表
を
提
出

9

逗
子
へ
海
水
浴　

正
岡
子
規
に
手
紙
で
心
の
悩
み
を
訴
え
る

釈
宗
演
、﹃
坐
禅
論
和
解
﹄
出
版

10

菅
虎
雄
宅
に
寄
宿　

突
然
漢
詩
を
書
置
き
し
飛
出
す　

菅
の
世
話
で
伝
通
院
脇
の
法
蔵
院
に
下

宿
11

こ
の
頃
頻
繁
に
狩
野
亨
吉
を
訪
う

12

菅
虎
雄
の
紹
介
で
鎌
倉
円
覚
寺
の
帰
源
院
に
入
り
、
二
十
三
日
夜
︵
あ
る
い
は
翌
朝
︶
か
ら
翌

浜
口
雄
幸
・
元
良
勇
次
郎
ら
が
参
禅



一
二
六

夏
目
漱
石
の
参
禅
（
須
山
）

明治 28   1895

28

32

24

25

35

1

正
月
七
日
ま
で
参
禅
。
一
月
中
旬
ご
ろ
﹁
ジ
ャ
パ
ン
・
メ
ー
ル
﹂
の
記
者
を
志
望
、
禅
に
つ
い

て
の
英
語
論
文
を
書
く
が
不
採
用

23

正
岡
子
規
病
身
で
従
軍
記
者　
　

漱
石
、
小
屋
の
結
婚
式
に
出
席

小
屋
保
治
、
大
塚
楠
緒
子
と
結
婚　

4

法
蔵
院
を
出
る　

愛
媛
県
尋
常
中
学
校
︵
松
山
中
学
校
︶
に
英
語
科
教
師
と
し
て
赴
任

西
田
、
石
川
県
能
登
尋
常
中
学
校
七
尾
分
校
教
諭

5

道
後
温
泉
へ
出
か
け
る　

正
岡
帰
国
喀
血
・
危
篤

西
田
、
得
田
寿
美
と
結
婚

6

転
居
先
を
愚
陀
仏
庵
と
名
付
け
正
岡
子
規
と
同
宿

鈴
木
、
五
月
に
東
京
帝
国
大
学
分
科
大
学
を
中
退

78

子
規
、
松
山
の
漱
石
の
下
宿
に
住
む
。 

俳
句
に
熱
中

菅
虎
雄
、
熊
本
赴
任
決
定
。
熊
本
に
向
か
う
。
第
五
高

等
学
校
嘱
託

9101112

上
京
し
中
根
鏡
と
縁
談
見
合
い
。
婚
約
成
立

釈
宗
演
、
福
沢
諭
吉
の
還
暦
祝
い
に
漢
詩


