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Ⅰ

井
上　

ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
、
関
西
学
院
大
学
の
井
上
で
す
。
今
回
、
こ
の
よ
う
な
場
に
お
呼
び
い
た
だ
き
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。

　

学
生
の
皆
さ
ん
の
中
に
は
、
大
学
史
、
自
校
史
の
受
講
生
の
方
が
お
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
私
た
ち
の
関
西
学
院
大
学
も
で
、

「『
関
学
』
学
」
と
い
う
自
校
史
の
授
業
を
十
数
年
間
開
講
し
て
い
ま
す
。
今
年
の
受
講
生
は
約
一
、五
〇
〇
人
で
、
別
の
教
室
で
テ
レ
ビ

早
稲
田
大
学
創
立
一
三
〇
周
年
記
念
・
二
〇
一
二
年
度
春
季
企
画
展
連
携
講
演
会

建
学
の
礎
を
見
つ
め
直
す
│
│
大
隈
重
信
・
小
野
梓
と
東
京
専
門
学
校

〔
講
演
１

〕
小
野
梓
を
支
え
た
土
佐
の
人
び
と
│
│
伊
賀
陽
太
郎
、
馬
場
辰
猪
、
小
野
義
眞

井　

上　

琢　

智
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を
使
っ
て
授
業
を
し
て
い
ま
す
。
採
点
が
甘
い
こ
と
か
ら
多
く
の
受
講
者
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、
来
年
度
は
、
同
じ
授
業
を
春
学
期

と
秋
学
期
に
開
講
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
私
学
に
と
っ
て
自
分
た
ち
の
学
校
の
建
学
の
精
神
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
極
め

て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
自
校
史
が
「
楽
勝
科
目
」
だ
と
し
て
も
多
く
の
学
生
さ
ん
が
受
講
さ
れ
、
建
学
の
精
神
を
知
っ
て
も
ら
う

必
要
が
あ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
点
で
、
こ
の
講
演
会
で
は
、
早
稲
田
大
学
の
建
学
の
精
神
に
と
っ
て
重
要
な
大
隈
さ
ん
と
小
野
さ

ん
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
自
身
は
、
自
分
の
関
心
か
ら
、
小
野
梓
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
小
野
を
支

え
た
人
び
と
を
具
体
的
に
お
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
時
間
が
三
〇
分
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
多
く
の
レ
ジ
ュ
メ
を
作
り
ま
し
た
の
で
、

具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

関
西
学
院
の
初
期
の
卒
業
生
に
永
井
柳
太
郎
と
い
う
方
が
い
ま
す
。
永
井
柳
太
郎
は
関
西
学
院
普
通
学
部
を
卒
業
後
、
一
九
〇
一
年
に

東
京
専
門
学
校
に
入
学
さ
れ
ま
し
た
。
一
九
〇
四
年
の
早
稲
田
雄
弁
会
で
の
演
説
「
産
業
保
護
政
策
に
就
て
」
が
大
隈
さ
ん
の
高
い
評
価

を
得
て
、
他
方
ユ
ニ
テ
リ
ア
ン
団
体
の
奨
学
金
を
得
て
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
、
帰
国
後
の
一
九
〇
九
年
に
早
稲
田
大
学
教
授
に
な
ら
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
ご
承
知
の
よ
う
に
永
井
さ
ん
は
政
治
家
に
な
ら
れ
ま
し
た
。
こ
の
永
井
さ
ん
は
後
に
し
ば
し
ば
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

は
我
に
世
界
を
紹
介
し
、
早
稲
田
は
日
本
を
、
関
西
学
院
は
我
に
人
世
を
し
ら
し
め
た
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
言
葉
は
、
そ
れ
ぞ

れ
の
学
校
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
示
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
関
西
学
院
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
教
育
を
建
学
の
精
神

と
す
る
学
校
で
す
の
で
、「
全
人
教
育
」
に
非
常
に
力
点
を
置
い
て
い
ま
す
の
で
、
そ
こ
で
人
間
を
学
び
、
早
稲
田
で
日
本
を
知
り
、
オ
ッ

ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
世
界
を
知
り
、
永
井
さ
ん
は
政
治
家
を
志
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
文
脈
の
中
で
、
東
京
専
門
学
校
、
早
稲
田
大
学
を
捉
え
る
と
き
に
、
や
は
り
、
小
野
梓
の
考
え
方
は
極
め
て
重
要
で
あ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
後
に
小
野
梓
や
大
隈
重
信
の
話
が
出
て
き
ま
す
が
、
私
自
身
は
、
む
し
ろ
、
そ
れ
を
支
え
た
人
び
と
の
中
か
ら
、
展
示

会
で
も
紹
介
さ
れ
る
な
ど
早
稲
田
で
は
比
較
的
知
ら
れ
て
い
る
小
野
義
眞
さ
ん
、
さ
ら
に
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
る
こ
と
が
な
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か
っ
た
、
テ
ー
マ
に
掲
げ
て
い
ま
す
伊
賀
陽
太
郎
と
い
う
人
物
を
取
り
上
げ
て
、
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

私
自
身
、
伊
賀
陽
太
郎
と
い
う
人
物
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
三
〇
年
近
く
前
で
す
。
宿
毛
…
…
、
宿
毛
っ
て
、
ど
こ
に
あ
る
か
ご

存
じ
で
す
ね
。
早
稲
田
の
方
で
あ
れ
ば
、
小
野
梓
の
生
地
で
す
の
で
当
然
ご
存
じ
で
す
ね
。
最
初
、
宿
毛
へ
調
査
に
行
っ
た
頃
は
、
鉄
道

が
な
く
て
困
り
ま
し
た
。
で
、
私
は
、
宇
和
島
の
方
か
ら
バ
ス
で
行
き
ま
し
た
。
た
だ
、
印
象
に
残
っ
た
の
は
、
当
時
の
正
式
な
名
称
は

思
い
出
し
ま
せ
ん
が
、
お
そ
ら
く
現
在
の
宿
毛
歴
史
館
の
前
身
だ
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
こ
の
研
究
員
の
方
か
ら
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
ま

し
た
。
今
、
テ
レ
ビ
で
も
話
題
に
な
っ
た
吉
田
茂
の
父
親
が
、
竹
内
綱
で
す
か
、「
そ
う
い
う
有
名
な
人
々
を
出
し
た
に
か
か
わ
ら
ず
、

政
治
的
権
力
に
よ
っ
て
自
分
の
地
元
に
鉄
道
を
引
か
な
か
っ
た
こ
と
が
自
慢
で
あ
る
」
と
。
鉄
道
が
引
か
れ
た
の
は
平
成
に
な
っ
て
か
ら

で
す
か
ら
、
宿
毛
の
人
び
と
が
、
地
元
で
は
な
く
て
、
日
本
を
見
て
、
そ
し
て
世
界
を
見
て
、
自
ら
の
意
志
を
貫
こ
う
と
し
た
。
そ
の
こ

と
を
今
な
お
自
慢
し
て
お
ら
れ
る
の
に
感
動
し
た
こ
と
は
今
も
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。
山
内
家
、
さ
ら
に
は
土
佐
全
体
に
、
そ
の
よ
う
な
気

概
が
育
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
当
然
、
そ
こ
に
は
岩
崎
彌
太
郎
が
い
ま
す
が
、
岩
崎
は
比
較
的
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
人
物
で
す
の
で
、
参
考
に
な
る
限
り
で
お
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

お
手
元
の
レ
ジ
ュ
メ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
に
は
土
佐
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
生
を
挙
げ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
よ
く

知
ら
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
、
馬
場
辰
猪
、
真
辺
戒
作
、
そ
の
以
下
の
方
は
、
ほ
と
ん
ど
ご
存
じ
な
い
と
思
い
ま
す
。
馬
場
辰
猪
だ
け
は
、

自
由
民
権
運
動
に
関
心
の
あ
る
方
は
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
岩
波
書
店
か
ら
『
馬
場
辰
猪
全
集
』
も
出
て
お
り
ま
す
の
で
。
馬
場
は
民

権
運
動
の
中
で
は
重
要
な
人
物
で
あ
り
、
し
ば
し
ば
、
小
野
梓
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
の
最
終
的
な
関
心
は
、
小
野
梓
と

馬
場
辰
猪
を
比
較
す
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
た
だ
、
こ
の
講
演
会
は
学
校
の
授
業
で
も
あ
り
ま
す
の
で
、
あ
ま
り
細
か
な
議
論
を
せ
ず
、

こ
れ
ら
の
人
び
と
生
ん
だ
土
佐
の
人
間
関
係
を
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

重
要
な
の
は
、
馬
場
辰
猪
が
ロ
ン
ド
ン
に
留
学
し
た
際
抱
い
た
日
本
人
留
学
生
に
つ
い
て
の
認
識
な
の
で
す
。「
そ
の
頃
、
ロ
ン
ド
ン
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に
は
、
約
百
人
ほ
ど
の
日
本
人
留
学
生
が
い
た
。
…
出
会
っ
た
二
人
〈
の
日
本
人
〉
は
、
お
互
い
に
ど
こ
の
国
の
者
だ
か
ま
っ
た
く
知
ら

な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
、
通
り
過
ぎ
て
し
ま
う
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
彼
ら
の
頭
の
中
に
は
、
ま
だ
、
封
建
時
代
の
感
情
が
つ
よ

く
の
こ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
」（「
自
伝
」）。
日
本
の
近
代
化
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
馬
場
に
は
、
日
本
人
と
し
て

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
を
い
か
に
確
立
す
る
か
が
大
き
な
関
心
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
「
藩
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
か
ら
脱
皮
す
る
に
は
、
い
か
に
す
れ
ば
よ
い
か
」
と
い
う
視
点
が
馬
場
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
さ
に
、
土
佐
と
い
う
太
平

洋
を
目
に
し
て
育
っ
た
土
佐
の
人
び
と
の
中
か
ら
│
私
は
環
境
決
定
論
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
│
こ
の
よ
う
な
視
点
を
も
つ
人
び
と
が
生

ま
れ
て
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。
そ
の
中
で
も
馬
場
は
、
一
番
若
く
し
て
留
学
し
、
優
れ
た
頭
脳
を
持
ち
、
か
つ
こ
の
よ
う
な
視
点
感
覚

を
持
っ
て
、「
い
か
に
し
て
、
こ
の
藩
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
脱
皮
し
て
、
日
本
と
い
う
国
家
を
い
か
に
作
る
か
」
と
い
う
こ
と
に
腐
心

し
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
馬
場
辰
猪
と
彼
を
支
え
た
伊
賀
陽
太
郎
と
小
野
義
眞
を
軸
に
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

Ⅱ

　

伊
賀
陽
太
郎
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
簡
単
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
山
内
容
堂
の
甥
と
し
て
宿
毛

に
生
ま
れ
ま
し
た
。
一
二
代
目
で
あ
り
ま
す
。
現
在
の
当
主
は
一
五
代
目
で
、
私
も
お
会
い
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
お
父
様
か
ら
、

資
料
の
コ
ピ
ー
を
し
て
い
た
だ
い
た
の
が
二
〇
数
年
前
で
し
た
。
私
の
怠
慢
か
ら
、
長
い
こ
と
そ
の
研
究
を
完
成
で
き
ず
、
や
っ
と
「
イ

ギ
リ
ス
留
学
生
伊
賀
陽
太
郎
宛
書
簡
に
見
る
日
英
交
流（
１

）（
２

）」（
二
〇
〇
八
）
と
し
て
公
表
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
遅
延
に
改
め
て
お

詫
び
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

伊
賀
陽
太
郎
は
、
宿
毛
の
邑
主
と
し
て
、
戊
辰
戦
争
で
は
宿
毛
を
代
表
し
て
機
勢
隊
を
結
成
し
、
そ
の
指
揮
を
し
ま
し
た
。
戦
後
、「
世
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界
を
知
る
た
め
に
は
国
内
で
い
て
は
だ
め
だ
」
と
い
う
こ
と
で
、
学
問
に
非
常
に
熱
心
で
あ
っ
た
父
氏
理
は
陽
太
郎
に
留
学
す
る
よ
う
に

勧
め
ま
し
た
。
当
時
、
宿
毛
は
か
な
り
の
借
金
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
け
れ
ど
も
、
小
野
義
眞
た
ち
が
そ
の
借
金
を
返
済
す
る
た
め
に
大
坂

で
様
々
な
工
夫
を
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
お
金
で
一
万
円
の
お
金
を
宿
毛
に
渡
す
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
お
そ
ら
く
そ
の
一
部
が
留
学
資

金
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
よ
う
か
。
陽
太
郎
さ
ん
は
一
〇
年
間
の
長
き
に
わ
た
っ
て
イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
い
ま
す
。
詳
し
い
内
容

は
資
料
に
あ
る
年
表
に
書
い
て
あ
り
ま
す
の
で
、
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

帰
国
後
、
陽
太
郎
さ
ん
は
岩
崎
の
三
菱
、
そ
し
て
農
商
務
省
、
さ
ら
に
は
東
京
商
業
学
校
│
一
橋
大
学
の
前
身
で
、
当
時
は
農
商
務
省

に
属
し
て
い
ま
し
た
が
│
で
教
員
を
さ
れ
、
退
官
後
、
地
元
に
戻
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

伊
賀
陽
太
郎
に
つ
い
て
は
、
研
究
文
献
が
多
く
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
寺
石
正
路
『
土
佐
偉
人
伝
』（
一
九
一
四
）
や
『
宿
毛
人

物
史
』（「
宿
毛
明
治
百
年
史
（
人
物
史
）」
一
九
六
八
）
が
あ
り
ま
す
の
で
、
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
伊
賀
陽
太
郎
は
、
小
野
梓
よ
り
も
、
生
没
年
を
見
て
い
た
だ
け
れ
ば
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
年
上
で
、
上
司
に
当
た
り
ま

す
が
、
仲
間
と
し
て
と
も
に
勉
強
も
し
て
い
ま
す
。
小
野
梓
の
義
兄
の
小
野
義
眞
も
も
ち
ろ
ん
宿
毛
の
人
で
す
が
、
馬
場
辰
猪
は
宿
毛
の

人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
で
は
上
司
に
当
た
る
伊
賀
陽
太
郎
が
小
野
梓
を
支
援
し
た
内
容
を
具
体
的
に
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
現
在
書
簡

は
未
発
見
で
す
が
、
お
そ
ら
く
一
八
七
二
年
一
一
月
一
二
日
以
前
に
、
小
野
梓
は
伊
賀
陽
太
郎
へ
、H

ow
 w

e are governed

と
い
う
本

を
、
送
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
手
紙
を
出
し
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
当
時
、
伊
賀
陽
太
郎
は
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
し
て
い
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ

カ
に
滞
在
し
て
い
た
小
野
が
わ
ざ
わ
ざ
イ
ギ
リ
ス
に
滞
在
す
る
陽
太
郎
さ
ん
に
「
本
を
買
っ
て
、
送
っ
て
下
さ
い
」
と
お
願
い
し
て
る
ん

で
す
ね
。
そ
れ
に
対
応
し
て
、
一
八
七
二
年
一
二
月
一
〇
日
（
投
函
は
一
一
日
で
す
が
）
付
け
書
簡
で
、
伊
賀
さ
ん
は
「
一
一
月
一
二
日
、

同
書
を
送
付
し
た
」
と
小
野
梓
に
返
事
を
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
遣
り
取
り
も
ま
た
お
預
か
り
し
た
資
料
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
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す
。

　

実
は
、
こ
の
本
は
、de Fonblanque A

lbany

と
い
う
人
の
も
の
で
し
て
、
す
で
に
一
八
六
八
年
に
鈴
木
唯
一
に
よ
っ
て
翻
訳
さ
れ

て
い
ま
す
。
従
っ
て
、
こ
の
翻
訳
を
小
野
が
事
前
に
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
翻
訳
は
、
当
時
イ
ギ
リ

ス
の
議
会
政
治
を
日
本
語
で
学
ぶ
こ
と
の
で
き
る
参
考
書
の
一
つ
で
し
た
。
福
沢
諭
吉
の
書
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
憲
政
史
が
あ
り
ま
す
が
、

こ
の
翻
訳
本
は
、
山
縣
有
朋
読
ん
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
書
名
は
『
英
政
如
何
』
で
、
和
本
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
伊
賀
陽
太
郎
さ
ん
は
、
自
藩
に
属
し
た
人
び
と
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
な
っ
て
い
た
と
い
う

こ
と
で
す
。
そ
の
例
を
さ
ら
に
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
小
野
梓
の
友
人
の
、T

am
ano

│
こ
の
人
物
の
詳
細
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
│

「T
am

ano

が
死
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
た
が
、
非
常
に
残
念
だ
」
と
書
き
送
っ
た
り
、
一
八
七
二
年
に
ア
メ
リ
カ
に
留
学
し
て
い
た

岩
崎
弥
之
助
の
留
学
の
こ
と
や
小
野
梓
の
身
体
を
心
配
し
て
、
伊
賀
陽
太
郎
さ
ん
は
、「
万
事
う
ま
く
い
く
よ
う
に
頑
張
り
な
さ
い
」
と

い
う
手
紙
を
出
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
そ
の
後
の
手
紙
な
の
で
す
が
、「
あ
な
た
と
頻
繁
に
連
絡
が
取
れ
て
う
れ
し
い
」、「
仲
間
と
の

交
流
の
喜
び
は
、
重
要
な
学
習
の
邪
魔
に
な
る
」、
つ
ま
り
「
日
本
人
同
士
や
、
藩
士
同
士
が
ロ
ン
ド
ン
の
中
で
、
い
ろ
い
ろ
と
飲
み
食

い
し
た
り
す
る
の
は
け
し
か
ら
ん
。
そ
ん
な
こ
と
は
、
や
っ
ぱ
り
勉
強
の
た
め
に
よ
く
な
い
」
と
忠
告
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、「
日
本

人
同
士
の
集
ま
り
は
、
日
本
語
ば
っ
か
り
し
ゃ
べ
っ
て
い
て
、
英
語
も
勉
強
で
き
な
く
な
る
」
と
注
意
を
喚
起
し
て
い
る
の
で
す
ね
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
は
や
め
て
、
む
し
ろ
手
紙
で
、
も
ち
ろ
ん
、
英
語
の
手
紙
で
す
よ
。
英
語
の
手
紙
も
資
料
に
載
せ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ

お
読
み
下
さ
い
（「
伊
賀
陽
太
郎
の
滞
英
時
代
の
英
文
ノ
ー
ト
」
二
〇
一
〇
）。
留
学
し
て
数
年
し
か
た
っ
て
い
な
い
当
時
の
日
本
人
の
英
語
が

い
か
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
の
が
分
か
る
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
「
手
紙
の
や
り
と
り
は
素
晴
ら
し
い
だ
ろ

う
」、「
お
互
い
の
友
情
を
強
め
る
こ
と
も
で
き
る
し
」
と
書
い
て
い
ま
す
。

　

今
度
は
、
逆
の
例
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
人
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
（F. W

ayland

）
のT

he E
lem

ents of M
oral Sci-
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ence

と
い
う
、
こ
れ
は
福
沢
諭
吉
等
が
参
考
に
し
た
有
名
な
本
で
す
が
、
伊
賀
陽
太
郎
さ
ん
は
「
こ
れ
を
、
ア
メ
リ
カ
で
買
っ
て
イ
ギ

リ
ス
へ
送
っ
て
ほ
し
い
」
と
小
野
に
書
き
送
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
自
分
が
そ
れ
を
使
う
た
め
で
は
な
く
、
滞
英
中
の
同
郷
の
西
村
猪

三
郎
さ
ん
が
勉
強
の
た
め
に
必
要
と
し
て
い
た
も
の
な
の
で
す
ね
。
こ
の
よ
う
に
伊
賀
陽
太
郎
と
い
う
方
は
、
邑
主
と
し
て
の
立
場
を
自

覚
し
て
お
り
、
そ
の
立
場
か
ら
仲
間
同
士
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
役
割
を
果
た
し
て
お
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
後
の
こ
と
で
す
が
、
馬
場
辰
猪
と
小
野
梓
が
、
非
常
に
不
仲
と
い
い
ま
す
か
、
意
見
が
合
わ
な
く
な
っ
た
後
も
、

伊
賀
陽
太
郎
さ
ん
は
、
そ
の
仲
介
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
お
手
元
の
資
料
年
表
を
使
っ
て
ご
紹
介
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

小
野
梓
と
馬
場
辰
猪
は
と
も
に
ロ
ン
ド
ン
時
代
に
は
、「
脱‒

藩
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
の
実
現
の
た
め
に
ロ
ン
ド
ン
で
の
日
本
学
生
会
の

結
成
と
、
そ
の
日
本
で
の
継
続
版
で
あ
る
共
存
同
衆
の
運
営
に
と
も
に
協
力
し
あ
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
共
存
同
衆
が
解
散
さ
れ
た
後
、

二
人
の
意
見
は
急
速
に
変
化
し
、
対
立
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
小
野
梓
は
、
二
院
制
を
主
張
し
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
会
政
治
を
目

指
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
馬
場
辰
猪
は
一
院
制
を
支
持
し
ま
す
。
幾
つ
か
そ
の
資
料
を
挙
げ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
馬
場
辰
猪
の
一
院
制
の

主
張
は
、「
上
院
議
員
と
い
う
も
の
は
、
ま
さ
に
貴
族
の
議
員
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
民
衆
の
議
会
を
否
定
す
る
形

に
な
る
。
で
、
そ
う
い
う
も
の
は
要
ら
な
い
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
い
き
ま
す
。
し
か
し
、
小
野
梓
は
、
近
代
日
本
で
は
そ
の
二
院
制

を
最
終
的
に
採
用
し
て
い
き
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
院
制
は
「
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
中
に
、
そ
の
政
治
を
求
め
る
べ
き
だ
」
と
い
う
考
え
方
を

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
の
対
立
を
伊
賀
陽
太
郎
さ
ん
は
仲
介
し
ょ
う
と
し
て
、
食
事
を
誘
い
、
思
想
の
対
立
を
超
え
た
人
と

人
と
の
繋
が
り
を
維
持
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

と
こ
ろ
で
、
伊
賀
陽
太
郎
さ
ん
は
、
宿
毛
出
身
で
は
な
い
馬
場
辰
猪
を
も
支
援
し
て
い
ま
す
。
馬
場
は
留
学
中
の
ロ
ン
ド
ン
で
自
分
の

同
僚
の
真
辺
戒
作
と
け
ん
か
の
末
、
傷
付
け
て
、
日
本
人
で
初
め
て
監
獄
に
収
監
を
さ
れ
た
人
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
収
監
さ
れ
た

際
、
馬
場
は
自
分
の
邑
主
で
は
な
い
伊
賀
陽
太
郎
さ
ん
に
手
紙
を
送
っ
て
い
ま
す
。「
警
察
署
に
出
頭
し
て
、
監
獄
に
来
て
く
れ
」
と
。
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そ
の
上
で
「
自
分
の
大
切
な
日
記
等
を
、
ち
ゃ
ん
と
整
理
し
て
ほ
し
い
」
と
頼
む
だ
け
で
な
く
、
金
銭
処
理
ま
で
陽
太
郎
さ
ん
に
頼
ん
で

い
ま
す
。
同
じ
土
佐
藩
と
い
う
山
内
家
の
元
に
あ
り
ま
す
が
、
伊
賀
陽
太
郎
は
、
馬
場
の
そ
の
よ
う
な
苦
難
を
乗
り
切
る
た
め
に
努
力
を

し
て
い
ま
す
。
ま
さ
に
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
、
単
に
宿
毛
だ
け
で
は
な
く
、
土
佐
藩
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
、
ロ
ン
ド
ン
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

Ⅲ

　

次
に
小
野
義
眞
と
小
野
梓
に
つ
い
て
お
話
を
い
た
し
ま
す
。
小
野
義
眞
は
早
稲
田
で
は
知
ら
れ
て
い
る
人
物
で
す
が
、
詳
細
な
伝
記
は

な
い
と
思
い
ま
す
。
伊
賀
家
に
仕
え
る
重
臣
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
宿
毛
に
は
有
名
な
岩
村
三
兄
弟
（
通
俊
、
林
有
造
、

高
俊
）
が
い
ま
す
が
、
そ
の
従
兄
弟
に
当
た
り
ま
す
。
こ
の
小
野
義
眞
は
、
そ
の
才
覚
、
特
に
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
優
れ
た
方
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。
義
眞
さ
ん
は
、
宿
毛
仕
置
役
竹
内
綱
│
吉
田
茂
の
実
父
│
、
物
産
方
小
野
節
吉
│
義
眞
の
実
父
│
と
と
も
に
宿
毛
の
大
坂
蔵
屋
敷

で
活
躍
し
、
宿
毛
の
財
政
の
立
て
直
し
を
い
た
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
能
力
を
発
揮
し
、
淀
川
の
改
修
、
お
雇
い
外

国
人
の
デ
・
レ
ー
ケ
ら
と
と
も
に
大
阪
築
港
に
努
め
ま
す
。
さ
ら
に
、
工
部
省
の
改
革
に
際
し
て
、
山
尾
庸
三
│
イ
ギ
リ
ス
へ
の
留
学
生

で
、
工
部
大
学
校
を
作
っ
た
立
役
者
で
す
が
│
、
井
上
勝
│
「
鉄
道
王
」
と
呼
ば
れ
ま
す
が
│
ら
と
と
も
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
ま
す
。

そ
の
役
割
は
庶
務
専
務
、
す
な
わ
ち
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
と
し
て
役
割
で
す
。
そ
の
能
力
を
井
上
馨
も
高
い
評
価
を
し
て
い
ま
す
。
退
官
後
、

そ
の
能
力
を
三
菱
の
岩
崎
彌
太
郎
が
評
価
し
て
、
彼
は
三
菱
の
顧
問
と
し
て
大
き
な
役
割
を
果
た
し
て
い
き
ま
す
。

　

小
野
梓
と
小
野
義
眞
と
の
関
係
で
す
が
、
義
眞
の
妹
が
小
野
梓
の
妻
で
あ
り
、
小
野
梓
の
妹
と
小
野
義
眞
の
弟
と
が
結
婚
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
二
人
は
姻
戚
関
係
に
も
あ
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
、
土
佐
は
一
八
七
〇
（
明
治
三
）
年
に
馬
場
辰
猪
ら
五
名
を
イ
ギ
リ
ス
に
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留
学
さ
せ
ま
す
が
、
そ
の
中
に
小
野
梓
は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
留
学
へ
の
想
い
を
強
く
し
た
小
野
梓
は
、
義
眞
の
支
援

を
得
て
、
留
学
の
た
め
の
英
語
を
学
ぶ
な
ど
の
準
備
を
し
て
、
一
八
七
二
年
に
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
し
ま
す
。
そ
の
事
情
は
、
現
在
開
催
中

の
「
大
隈
重
信
と
小
野
梓
│
建
学
の
礎
展
│
」
の
展
示
で
も
紹
介
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
留
学
中
彼
自
身
は
、
よ
り
優
れ
た
学
習
成
果
を
得
る
た
め
に
ア
メ
リ
カ
か
ら
ロ
ン
ド
ン
へ
と
留
学
先
を
変
え
る
決
心
を
し
ま

す
。
一
八
七
三
（
明
治
六
）
年
の
夏
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
の
手
助
け
を
し
た
の
も
小
野
義
眞
で
す
（「
小
野
梓
の
修
行
時
代
│
小
野
梓
宛

伊
賀
陽
太
郎
書
簡
の
下
書
き
か
ら
│
」『
早
稲
田
大
学
史
記
要
』
二
〇
一
〇
）。
小
野
の
渡
英
後
の
ロ
ン
ド
ン
で
馬
場
と
小
野
梓
は
、
共
存
同
衆
の

基
に
な
る
日
本
学
生
会
と
い
う
会
を
作
り
ま
し
た
。
実
は
、
こ
の
会
の
理
解
の
相
違
が
、
小
野
梓
と
馬
場
辰
猪
と
の
そ
の
後
の
見
解
の
違

い
を
生
ん
で
い
く
ん
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
学
生
会
は
、
そ
の
後
共
存
同
衆
に
な
り
ま
す
が
、
そ
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
の

が
イ
ギ
リ
ス
の
産
業
革
命
以
後
の
社
会
の
混
乱
を
市
民
の
手
に
よ
っ
て
改
革
し
よ
う
と
い
う
大
き
な
運
動
を
支
え
て
い
た
社
会
科
学
促
進

協
会
で
し
た
。
政
治
問
題
や
女
性
問
題
や
ア
ヘ
ン
問
題
や
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
扱
う
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
を
改
革
し
よ
う
と
し
て
い
ま
し
た
。

そ
の
イ
ギ
リ
ス
社
会
科
学
促
進
協
会
は
、
単
な
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
団
体
で
は
な
く
、
多
数
の
大
衆
を
も
参
加
者
と
し
て
巻
き
込
み
、
年

に
一
回
開
催
の
全
国
大
会
は
大
都
市
を
順
番
に
巡
回
し
、
そ
の
都
市
の
一
大
イ
ベ
ン
ト
と
な
る
よ
う
な
ま
さ
に
講
演
会
組
織
だ
っ
た
の
で

す
。

　

こ
の
社
会
科
学
促
進
協
会
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
が
問
題
だ
と
思
う
の
で
す
。
馬
場
辰
猪
は
こ
の
大
会
に
何
度
か
参
加
し
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
小
野
梓
に
は
参
加
し
た
形
跡
が
見
当
た
り
ま
せ
ん
。
小
野
梓
は
、
結
論
か
ら
申
し
ま
す
と
、
そ
の
当
時
か
ら
、
む
し
ろ
馬

場
の
よ
う
に
大
衆
と
そ
の
運
動
に
関
心
を
も
っ
た
の
で
は
な
く
「
イ
ギ
リ
ス
の
上
流
社
会
の
人
々
と
交
わ
る
こ
と
が
多
く
あ
っ
た
」
と
思

い
ま
す
。
こ
の
違
い
を
、
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
。
そ
の
上
流
の
人
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
貴
族
で
は
な
く
て
、
市
民
だ
ろ
う
と
思
い

ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
社
会
科
学
促
進
協
会
、
日
本
学
生
会
、
そ
し
て
共
存
同
衆
と
い
う
一
連
の
「
ソ
サ
ヱ
チ
ー
」
を
馬
場
辰
猪
は
、
大
衆
・

庶
民
の
も
の
と
し
た
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
対
し
て
、
小
野
梓
は
む
し
ろ
東
京
大
学
の
学
生
で
あ
っ
た
高
田
早
苗
、
天
野
為
之
、

市
島
謙
吉
、
坪
内
逍
遙
な
ど
、
鷗
渡
会
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
事
実
、
彼
ら
は
大
隈
の
私
学
創
設
の
理
想
に
感
銘
を
受
け
、

東
京
専
門
学
校
の
創
立
に
率
先
し
て
参
画
し
ま
し
た
。
こ
の
小
野
の
姿
勢
は
、
ど
ん
ど
ん
と
庶
民
の
方
に
入
っ
て
い
こ
う
と
馬
場
と
対
照

的
で
す
ら
あ
り
ま
す
。

　

彼
ら
の
組
織
し
た
共
存
同
衆
は
、
知
識
の
普
及
を
意
図
し
て
、
社
会
科
学
促
進
協
会
に
倣
っ
て
「
し
ょ
じ
ゃ
く
か
ん
」
と
読
む
図
書
館

を
立
て
ま
す
。
小
野
義
眞
は
そ
の
た
め
に
寄
付
を
し
、
さ
ら
に
梓
が
東
洋
書
房
を
創
立
す
る
際
に
も
出
資
し
ま
す
し
、
そ
の
冨
山
房
が
小

野
梓
の
死
去
に
よ
っ
て
立
ち
行
か
な
く
な
っ
た
際
に
、
そ
こ
で
働
い
て
い
た
宿
毛
出
身
の
坂
本
嘉
治
馬
に
よ
っ
て
再
建
さ
れ
ま
す
が
、
そ

の
際
に
支
援
し
た
の
も
義
眞
さ
ん
で
し
た
。
こ
の
よ
う
に
宿
毛
の
人
脈
、
と
り
わ
け
財
政
的
支
援
を
し
た
の
が
義
眞
さ
ん
で
し
た
。

　

も
っ
と
も
、
小
野
梓
が
一
方
的
に
義
眞
か
ら
益
を
受
け
わ
け
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
八
八
一
年
四
月
五
日
の
小
野
梓
の
筆
に
よ
る

鉄
道
会
社
発
起
人
の
特
許
の
請
願
書
で
す
け
れ
ど
も
、
小
野
義
眞
ら
が
日
本
鉄
道
会
社
を
ま
さ
に
起
業
す
る
に
際
し
て
、
井
上
勝
と
協
力

し
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
の
中
で
、
小
野
梓
は
、
こ
の
草
稿
を
書
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
義
眞
さ
ん
ら
の
起
業
を
支
援
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

少
な
く
と
も
、
こ
の
請
願
書
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
京
か
ら
青
森
へ
の
鉄
道
敷
設
こ
そ
、
義
眞
ら
が
ま
さ
に
考
え
て
い
た
も
の
と

同
じ
で
し
た
。
小
野
義
眞
は
、
小
野
梓
が
亡
く
な
っ
た
際
に
は
そ
の
葬
儀
の
世
話
ま
で
し
ま
し
た
。

Ⅳ

　

時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
締
め
く
く
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
話
を
し
ま
し
た
よ
う
に
、
小
野
梓
と
馬
場
辰
猪
の
視
点
が
ど
ん
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ど
ん
と
変
わ
っ
て
い
き
ま
し
た
。
す
で
に
小
野
梓
と
鷗
渡
会
と
の
関
係
を
お
話
し
ま
し
た
が
、
他
方
、
馬
場
が
組
織
し
た
も
の
に
国
友
会

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
名
称
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
新
聞
名
か
ら
取
っ
た
も
の
で
あ
り
、
鷗
渡
会
そ
の
も

の
に
比
べ
れ
ば
、
は
る
か
に
庶
民
へ
と
、
そ
の
視
点
を
移
す
も
の
で
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
馬
場
は
、
エ
リ
ー
ト
と

し
て
、
そ
の
庶
民
と
自
分
と
の
間
に
、
萩
原
延
壽
さ
ん
の
言
葉
で
使
わ
せ
て
も
ら
え
ば
「
う
つ
く
し
き
分
裂
」
が
生
ま
れ
て
い
た
の
も
事

実
で
し
た
。
延
壽
さ
ん
は
そ
の
『
馬
場
辰
猪
』
の
中
で
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
が
、
馬
場
の
心
の
中
で
は
民
衆
へ
の
関
心
を
強
く
向
け
な
が

ら
も
、
他
方
、
エ
リ
ー
ト
と
し
て
の
馬
場
は
、
実
際
エ
リ
ー
ト
だ
っ
た
わ
け
で
す
か
ら
、
民
衆
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
悩
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
ま
す
。

　

こ
の
問
題
は
、
ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
に
も
あ
っ
た
か
と
思
い
ま
す
。
ミ
ル
も
、
イ
ギ
リ
ス
の
労
働
者
が
い
か
な
る
改
革
の

主
役
に
な
り
う
る
か
と
い
う
こ
と
に
ず
っ
と
悩
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
ミ
ル
は
、
労
働
者
に
対
す
る
批
判
と
擁
護
と
の
間
で
絶
え
ず

揺
れ
動
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
思
想
家
、
経
済
学
者
、
哲
学
者
で
あ
っ
た
ミ
ル
が
死
ん
だ
一
八
七
三
年
に
馬
場
は
留
学
し
て
い
ま
し
た
。

馬
場
は
、
そ
の
死
を
悼
ん
で
「
ひ
と
の
生
涯
は
ど
れ
ほ
ど
短
く
と
も
、
そ
の
ひ
と
の
為
し
た
仕
事
は
、
後
世
の
人
び
と
の
記
憶
に
長
く
生

き
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
偏
見
に
た
い
し
て
、
率
直
で
仮
借
の
な
い
批
判
を
加
え
て
ミ
ル
に
、
深
い
敬
意
を
お
ぼ
え
ず
に
は
お
ら
れ
な

か
っ
た
」
と
。
自
ら
の
短
命
を
予
想
し
て
い
た
か
の
よ
う
な
こ
と
ば
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
中
、
小
野
梓
は
帰
国
し
、
共
存
同
衆
を
組
織
し
、
そ
し
て
主
役
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
運
営
は
必
ず
し
も
順
調
で

あ
っ
た
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
馬
場
が
帰
国
す
る
と
一
時
期
そ
の
活
動
は
活
発
化
し
、
渡
英
す
る
と
ま
た
停
滞
し
て
い
き
ま
す
。

し
か
し
、
と
も
か
く
も
共
存
同
衆
が
存
続
し
て
い
る
間
は
と
も
に
協
力
し
合
い
ま
す
が
、
共
存
同
衆
の
雑
誌
が
廃
刊
（
一
八
八
〇
）
さ
れ

て
以
降
、
二
人
の
意
見
の
相
違
が
顕
在
化
し
て
い
き
ま
す
。
最
後
、
こ
の
点
を
お
話
を
し
て
、
締
め
く
く
り
と
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
の
結
論
め
い
た
こ
と
は
、
あ
く
ま
で
も
「
土
佐
を
モ
デ
ル
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に
し
て
」
と
い
う
こ
と
で
し
て
、
こ
れ
を
一
般
化
す
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
現
段
階
で
は
、
そ
れ
を
裏
付
け
る
資
料
を
明
示
す
る

こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。「
結
論
に
代
え
て
」
の
最
初
に
「
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
日
本
の
封
建
時
代
の
再
現
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

馬
場
が
ロ
ン
ド
ン
で
の
日
本
人
の
関
係
を
憂
い
た
文
章
│
私
が
最
初
に
読
み
上
げ
馬
場
の
文
章
で
す
が
│
の
中
に
あ
る
「『
藩
』
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
言
葉
に
関
わ
り
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
あ
ま
り
正
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
江
戸
時
代
の
「
お
ら
が
国
」
と
い
う
言
葉

で
あ
り
、
つ
い
こ
の
間
ま
で
も
日
本
で
使
わ
れ
て
い
た
、
ま
さ
に
故
郷
を
示
す
「
お
ら
が
国
」
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
日
本
を
近
代
化
す

る
た
め
に
は
、
そ
の
「
お
ら
が
国
」
と
い
う
「『
藩
』
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
か
ら
脱
皮
す
る
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
多
く
の
藩
は
、

そ
し
て
幕
府
も
、
欧
米
を
中
心
に
留
学
生
を
送
り
出
し
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
司
会
者
か
ら
冒
頭
紹
介
し
て
い
た
だ
い
た
『
黎
明
期
日
本
の
経
済
思
想
│
イ
ギ
リ
ス
留
学
生
・
お
雇
い
外
国
人
・
経
済
学
の

制
度
化
│
』（
二
〇
〇
六
）
で
示
し
ま
し
た
が
、
留
学
の
成
功
者
は
恐
ら
く
二
割
ぐ
ら
い
し
か
な
い
と
思
い
ま
す
。
大
半
の
留
学
生
は
学
問

に
つ
い
て
い
け
ず
に
打
ち
破
れ
て
行
方
不
明
に
な
っ
た
り
し
て
い
き
ま
す
。
そ
う
い
う
大
き
な
犠
牲
を
払
っ
て
も
、
各
藩
は
近
代
化
を
図

る
た
め
に
国
家
財
政
の
負
担
に
な
る
ほ
ど
多
く
の
留
学
生
を
送
り
出
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
彼
ら
に
は
日
本
人
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
ー
が
確
立
さ
れ
て
い
な
い
た
め
に
、「『
藩
』
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
に
陥
っ
て
お
り
、
そ
れ
か
ら
脱
皮
す
る
た
め
に
馬
場
や
小
野
が
考

え
た
の
が
、
先
ほ
ど
申
し
ま
し
た
日
本
学
生
会
で
あ
り
、
共
存
同
衆
で
の
活
動
な
の
で
す
。

　

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
活
動
だ
け
で
、
日
本
の
近
代
化
を
実
現
で
き
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
活
動
を
通
じ
て
、
近
代
国
家

の
基
礎
と
し
て
の
「
市
民
社
会
」
を
作
ろ
う
と
し
た
の
が
馬
場
辰
猪
で
は
な
か
っ
た
か
と
、
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
国
家
の
形
成
を
、
小

さ
な
「
ボ
ラ
ン
タ
リ
ー
・
ソ
サ
イ
チ
ー
」
の
積
み
重
ね
の
中
で
近
代
国
家
を
作
ろ
う
と
馬
場
は
意
図
し
て
い
た
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。
と

い
う
の
は
、
そ
の
共
存
同
衆
と
い
う
組
織
は
、
会
長
と
い
う
名
前
の
代
表
者
を
置
か
ず
に
、
仲
間
同
士
が
い
つ
で
も
参
加
し
、
退
会
も
で

き
る
、
極
め
て
自
由
な
組
織
で
し
た
。
そ
れ
は
啓
蒙
団
体
で
あ
る
明
六
社
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
た
も
の
だ
と
、
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
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し
か
し
、
実
際
に
は
「
市
民
社
会
」
と
い
う
も
の
は
、
定
義
に
も
よ
り
ま
す
が
、
日
本
で
は
、
戦
前
は
も
ち
ろ
ん
戦
後
で
す
ら
形
成
さ

れ
な
か
っ
た
と
い
う
議
論
も
あ
る
ぐ
ら
い
で
す
か
ら
、「
市
民
社
会
」
を
核
と
す
る
近
代
国
家
日
本
の
形
成
と
い
う
道
に
よ
る
の
で
は
な

く
、「
他
の
人
間
へ
の
憎
悪
」（
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
）
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
奮
い
立
た
せ
る
こ
と
で
、
近
代
国
家
日
本
を
作
り
あ

げ
る
、
い
わ
ゆ
る
「
上
か
ら
の
近
代
化
」
が
現
実
的
な
手
段
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
は
兵
制
、
幣
制
、
法
制
、
学
制

の
近
代
化
で
あ
り
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
「
上
か
ら
の
近
代
化
」
と
し
て
推
し
進
め
ら
れ
た
の
で
す
。
大
隈
さ
ん
が
こ
れ
ら
の
近
代
化
の
推

進
の
中
で
大
き
な
お
働
き
を
さ
れ
た
の
は
、
ご
承
知
の
と
お
り
で
す
。
明
治
、
法
政
な
ど
東
京
に
あ
る
旧
制
大
学
の
ほ
と
ん
ど
は
法
律
学

校
か
ら
生
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

土
佐
を
例
に
と
り
ま
す
と
、
法
制
整
備
の
担
い
手
と
し
て
の
小
野
梓
が
お
り
、
近
代
国
家
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
と
り
わ
け
鉄
道
は
そ
の

代
表
的
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
担
っ
た
の
は
小
野
義
眞
で
あ
り
、
そ
の
鉄
道
敷
設
を
契
機
と
し
て
小
岩
井
農
場
も
生
ま
れ
ま

し
た
。
小
岩
井
の
「
こ
」
は
小
野
義
眞
の
「
小
」
で
、「
い
わ
」
は
岩
崎
彌
太
郎
の
「
岩
」
で
、「
い
」
は
井
上
勝
の
「
井
」
な
の
で
す
。

井
上
勝
の
銅
像
が
改
造
前
の
東
京
駅
の
前
に
あ
り
ま
し
た
。
さ
ら
に
近
代
産
業
の
担
い
手
と
し
て
、
今
日
は
全
く
触
れ
て
お
り
ま
せ
ん
け

れ
ど
も
、
岩
崎
彌
太
郎
等
の
三
菱
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
、
そ
の
岩
崎
彌
太
郎
も
三
菱
商
業
学
校
を
作
り
ま
し
た
。
こ
の
学
校
を
馬
場

辰
猪
は
引
き
受
け
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
外
国
語
教
授
、
英
語
で
法
律
な
ど
を
教
え
る
学
校
と
し
て
生
ま
れ
変
わ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
レ

ジ
ュ
メ
に
も
書
き
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
学
校
と
は
逆
に
、
小
野
梓
は
、「
学
問
の
独
立
」
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
、
外
国
語
で
は
な

く
て
日
本
語
で
の
学
校
教
育
を
主
張
し
、
早
稲
田
を
創
立
し
ま
し
た
。
こ
の
違
い
も
ま
た
、
大
き
な
違
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

私
た
ち
は
、
近
代
国
家
創
成
の
営
み
の
中
で
必
要
さ
れ
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
は
何
か
を
考
え
続
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
馬
場

の
想
い
の
よ
う
に
市
民
社
会
の
成
熟
を
基
礎
と
す
る
近
代
国
家
の
形
成
が
発
展
途
上
国
で
実
現
す
る
の
が
困
難
だ
と
す
る
と
、「
上
か
ら

の
近
代
化
」
を
支
え
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
が
必
要
と
さ
れ
、
そ
れ
が
日
本
の
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
と
な
っ
た
と
理
解
で
き
な
く
は
な
い
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だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
す
で
に
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
「
他
の
人
間
へ
の
憎
悪
」
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
つ
の
定
義
だ
と
す
る
と
、

そ
れ
が
、
日
本
の
近
代
化
、
近
代
国
家
の
形
成
を
さ
ら
に
促
進
さ
せ
る
と
い
う
側
面
も
あ
る
こ
と
に
な
り
、
日
本
の
ア
ジ
ア
へ
の
侵
略
を

可
能
と
し
た
と
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

三
分
ほ
ど
過
ぎ
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
で
終
わ
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
資
料
は
あ
く
ま
で
も
問
題
提
起
の
た
め
の
も
の
で
す
の
で
、

一
度
お
読
み
い
た
だ
い
て
、
ご
自
身
で
お
考
え
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
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【
井
上
琢
智
氏
配
付
資
料
】（
部
分
）

Ⅰ　

土
佐
の
イ
ギ
リ
ス
留
学
生
と
小
野
梓

（
１

）
幕
末
・
明
治
初
期
の
留
学
生
等
派
遣
（
イ
ギ
リ
ス
を
中
心
に
）

①
万
延
元
（
一
八
六
〇
）
年　
「
大
君
の
使
節
」
条
約
批
准
の
た
め　

正
使
：
新シ
ン

見ミ

豊
前
守
正マ
サ

興オ
キ

②
万
延
二
（
一
九
六
一
）
年　

長
州
：
伊
藤
博
文
、
井
上
勝
、
山
尾
庸
三
ら
５

名

③
文
久
二
（
一
八
六
二
）
年　

幕
府
：
咸
臨
丸
：
西
周
、
津
田
真
道
ら
16
名

④
元
治
二
（
一
八
六
五
）
年　

薩
摩
：
五
代
友
厚
、
寺
島
宗
則
、
森
有
礼
、
吉
田
清
成
ら
19
名

⑤
慶
応
二
（
一
八
六
六
）
年　

幕
府
：
中
村
正
直
、
外
山
正
一
、
菊
池
大
麓
、
林
董
ら
12
名

⑥
明
治
三
（
一
八
七
〇
）
年　

土
佐
：
馬
場
辰
猪
、
真
辺
戒
作
、
国
沢
新
九
郎
、
深
尾
貝
作
、
松
井
正
水
の
５

名

⑦
明
治
四
（
一
八
七
一
）
年　

土
佐
：
片
岡
健
吉
：
岩
倉
具
視
の
欧
米
使
節
団
（
一
〇
月
）

【
注 

】
片
岡
健
吉
の
ロ
ン
ド
ン
到
着
は
明
治
四
年
七
月
で
五
年
一
二
月
ま
で
の
約
１

年
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
、
馬
場
か
ら
英
語
の
指
導

を
受
け
た
〈
萩
原
52
頁
〉。

（
２

）
明
治
三
〜
四
年
頃
の
ロ
ン
ド
ン

　
「
此
の
時
分
、
倫
敦
に
は
、
日
本
の
学
生
が
百
人
程
い
た
の
で
、
辰
猪
は
街
に
出
る
度
毎
、
誰
か
知
ら
ん
同
国
人
に
行
き
あ
は
な
い
こ

と
は
な
か
つ
た
。
二
人
の
日
本
人
が
倫
敦
の
街
で
出
会
つ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
互
い
に
情
熱
を
以
て
手
を
握
り
合
ひ
、
互
の
身
上
そ
の
他
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を
尋
ね
合
ふ
で
あ
ろ
う
と
、
誰
で
も
想
像
す
る
で
あ
ろ
う
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
が
、
実
際
の
事
実
は
吾
々
の
予
期
と
は
全
く
反
対
の
も
の
で

あ
つ
た
。
彼
等
は
互
に
何
処
の
国
の
物
だ
か
知
ら
な
か
つ
た
や
う
に
通
り
過
ぎ
て
し
ま
ふ
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
そ
れ
等
の
者
ど
も
の

脳
裡
に
は
大
抵
封
建
時
代
の
強
い
感
情
が
ま
だ
十
分
に
有
る
が
た
め
で
あ
つ
た
。
…
彼
等
は
…
大
名
に
支
配
さ
れ
て
い
る
…
国
の
侍
で
あ

つ
た
…
。
彼
等
の
狭
い
偏
見
で
は
…
同
じ
藩
に
属
し
て
い
る
者
で
な
い
限
り
は
、
…
敵
と
し
て
取
り
扱
は
な
け
れ
ば
な
ら
ん
も
の
だ
と
思

つ
て
い
る
…
。
五
百
年
程
以
前
に
廃
滅
し
ま
つ
た
の
に
、
日
本
人
が
そ
の
英
国
で
封
建
制
度
を
立
て
よ
う
と
い
ふ
の
だ
か
ら
、
唯
驚
く
よ

り
他
は
な
か
つ
た
の
だ
。
或
る
土
佐
藩
の
学
生
な
ど
は
、
薩
摩
の
学
生
を
見
る
と
腹
が
立
つ
て
仕
方
な
い
と
…
。
辰
猪
が
倫
敦
へ
勉
学
の

為
出
て
き
た
時
の
…
有
様
」
で
あ
っ
た
（『
自
伝
』『
馬
場
辰
猪
全
集
』
第
３

巻
、
73
│
74
頁
）。

Ⅱ　

伊
賀
陽
太
郎
（
一
八
五
一
│
一
八
九
七
）

（
１

）
伊
賀
陽
太
郎
の
略
歴

①
山
内
容
堂
の
甥
と
し
て
宿
毛
に
、
邑
主
の
第
12
代
生
ま
れ
る
（
山
内
家
の
家
老
）。

②
戊
辰
戦
争
に
際
し
て
宿
毛
の
機
勢
隊
を
指
揮
し
、
土
佐
の
東
征
軍
に
参
加
。

③
自
費
で
イ
ギ
リ
ス
留
学
（
一
八
七
一
│
八
一
）。

④
帰
国
後
、
三
菱
郵
船
、
農
商
務
省
入
省
、
東
京
商
業
学
校
教
員
、
九
一
年
退
官
。

⑤
死
去
後
、
養
子
の
氏
広
に
男
爵
。

（
２

）
小
野
梓
へ
の
支
援

①
一
八
七
二
年
一
一
月
一
二
日
：
伊
賀
陽
太
郎
か
ら
小
野
梓
へ“H

ow
 w

e are governed ”

を
送
付
。
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②
一
八
七
二
年
一
一
月
二
八
日
：
小
野
梓
の
伊
賀
陽
太
郎
宛
書
簡
（
未
発
見
：
依
頼
し
た
図
書
入
手
出
来
て
い
な
い
旨
の
書
簡
か
）

③
一
八
七
二
年
一
二
月
一
〇
日
（
投
函
：
一
一
日
）（
下
書
き
）【
伊
賀
新
資
料
】

（
ア 
）「
小
野
が
法
学
の
学
習
の
た
め
に
入
手
を
長
ら
く
望
ん
で
い
た“H

ow
 w

e are governed ”

を
イ
ギ
リ
ス
で
購
入
し
、
一
一
月
一

二
日
に
送
付
し
た
」。

　
　

cf.　

de Fonblanque A
lbany

（1829‒1924

）
の
著
書

（
イ
）「
小
野
梓
の
友
人T

am
ano

の
死
を
悼
み
、
ア
メ
リ
カ
留
学
中
の
岩
崎
弥
之
助
（
一
八
七
二
年
留
学
）
と
の
交
流
を
喜
ぶ
」

（
ウ
）「
い
つ
も
十
分
に
身
体
に
気
を
つ
け
、
万
事
順
調
に
い
く
よ
う
に
願
っ
て
い
る
」。

④
一
八
七
二
年
一
二
月
一
三
日
：（
下
書
き
）【
伊
賀
新
資
料
】

（
ア
）「
あ
な
た
と
頻
繁
に
連
絡
と
れ
て
嬉
し
い
」。

（
イ
）「
仲
間
と
の
交
流
の
喜
び
は
重
要
な
学
習
の
邪
魔
に
な
る
と
い
う
の
が
私
の
強
い
信
念
で
あ
る
」。

（
ウ
）「
手
紙
の
や
り
取
り
は
す
ば
ら
し
い
考
え
で
、
…
互
い
の
友
情
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
」。

（
エ 

）「
同
郷
の
西
村
猪
三
郎
の
た
め
に
、
彼
が
望
ん
で
い
る
ウ
ェ
ー
ラ
ン
ド
のT

he E
lem

ents of M
oral Science

（1835

）
を
ア
メ

リ
カ
で
購
入
し
て
送
っ
て
ほ
し
い
と
依
頼
し
、
そ
の
値
段
を
知
ら
せ
て
ほ
し
い
」
と
私
費
留
学
生

4

4

4

4

4

小
野
を
気
遣
っ
て
い
る
。

（
オ 

）
岩
倉
使
節
団
の
目
的
で
あ
る
「
留
学
生
の
整
理
」
に
言
及
し
、
伊
賀
は
そ
の
た
め
の
試
験
を
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
、
す
で
に

行
わ
れ
た
ア
メ
リ
カ
で
の
「
留
学
生
整
理
」
の
実
情
を
聞
い
て
い
る
。

（
カ
）
厳
し
い
ア
メ
リ
カ
の
寒
さ
を
思
い
、
小
野
の
健
康
を
気
遣
っ
て
い
る
。
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（
３

）
馬
場
辰
猪
へ
の
支
援

①
馬
場
の
伊
賀
宛
書
簡
（
一
八
七
八
年
一
月
九
日
）【
伊
賀
新
資
料
】

　

真
辺
戒
作
と
喧
嘩
し
、
警
察
署
に
出
頭
し
、
未
決
収
監
所
に
収
監
さ
れ
た
馬
場
か
ら
伊
賀
に
訪
ね
て
く
れ
る
よ
う
に
要
請
し
た
書
簡
で
、

事
実
、
伊
賀
は
翌
10
日
訪
問
し
て
い
る
（『
全
集
』
第
３

巻
、
340
、
156
）。

②
馬
場
の
伊
賀
宛
書
簡
（
一
八
七
八
年
一
月
一
二
日
）【
伊
賀
新
資
料
】

　

伊
賀
に
「
火
曜
日
に
…
ハ
ン
マ
ー
ス
ミ
ス
警
察
法
廷
に
来
る
」
こ
と
、
ノ
ー
ト
と
草
稿
な
ど
を
大
切
に
し
て
お
い
て
ほ
し
い
と
依
頼
し

た
書
簡
（『
全
集
』
第
３

巻
、
341
│
42
、
156
）。

Ⅲ　

小
野
義
眞
（
一
八
三
九
│
一
九
〇
五
）

（
１

）
小
野
義
眞
の
略
伝

①
宿
毛
の
大
庄
屋
の
家
に
生
ま
れ
、
岩
村
通
俊
（
長
男
）、
高
俊
（
三
男
）、
林
有
造
（
次
男
）
の
従
兄
弟

② 

宿
毛
仕
置
役
竹
内
綱
（
吉
田
茂
の
実
父
）、
物
産
方
下
役
小
野
節
吉
（
義
眞
の
実
父
）
と
と
も
に
大
坂
の
蔵
屋
敷
で
活
躍
（
宿
毛
財
政
の
建
て

直
し
）。

③
淀
川
改
修
・
大
阪
築
港
に
参
加
。

④ 

竹
内
綱
・
岩
崎
彌
太
郎
・
岡
本
健
三
郎
（
由
利
公
正
の
も
と
で
会
計
官
と
し
て
出
世
）
ら
に
実
力
を
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
推
挙
で
、
工
部
省

（
Ｍ
４

）
任
官
（
山
尾
庸
三
に
よ
る
工
部
省
改
革
で
井
上
勝
ら
に
加
え
て
小
野
が
庶
務
専
務
）
に
参
加
。
井
上
馨
の
評
価
あ
り
。
明
治
七
年
退
官
。

⑤
小
野
梓
の
妹
「
安
」
と
小
野
義
眞
の
弟
立
田
義
敬
と
が
結
婚
し
て
い
る
（
義
兄
）。
義
眞
の
妹
（
利
遠
）
は
梓
の
妻
。
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（
２

）
小
野
梓
の
学
習
・
留
学
支
援
。

（
３

）
共
存
同
衆
書
籍
館
建
設
寄
付

　

①
岩
崎
弥
太
〈
郎
〉：
200
円
、
②
毛
利
：
200
円
（
朱
抹
）、
③
岩
崎
弥
之
〈
助
〉：
100
円
（
朱
抹
で
50
円
へ
変
更
）、
④
本
願
寺
：
100
円
、
⑤

万
里
・
広
橋
な
ど
５

名
：
100
円
（
朱
抹
で
50
円
へ
変
更
）、
⑥
小
野
〈
梓
〉：
50
円
、
⑦
小
野
義
眞
：
50
円
、
⑧
熊
谷
〈
辰
太
郎
？
〉：
50
円
、

⑨
岩
崎
小
〈
二
郎
〉
15
円
（
朱
抹
で
30
円
へ
変
更
）
な
ど
（
一
八
七
九
『
小
野
梓
全
集
』
５

│
72
）。

cf.　

一
八
七
九
年
当
時
、
小
野
義
眞
は
岩
崎
弥
太
郎
の
代
理
人
と
し
て
岩
崎
に
保
険
事
業
や
東
北
・
奥
羽
・
北
海
道
の
道
路
・
鉄
道

整
備
の
委
員
会
委
員
と
し
て
活
躍
し
て
い
た
（
こ
の
鉄
道
敷
設
へ
の
関
与
が
後
日
本
鉄
道
株
式
会
社
や
小
岩
井
農
場
の
仕
事
と
な
っ
た
）。

（
４

）「
代
鉄
道
会
社
発
起
人
請
特
許
書
」（
一
八
八
一
年
四
月
五
日
：
小
野
梓
筆
）

　
「
…
近
頃
に
及
ん
で
漸
く
一
会
社
を
創
立
し
、
漸
次
そ
の
路
線
を
築
造
し
て
之
を
全
国
に
普
及
し
、
大
に
本
邦
の
実
利
を
企
図
し
…
第

一
に
東
京
・
青
森
間
の
築
路
に
従
事
仕
り
、
…
東
京
・
高
崎
間
の
線
路
を
敷
き
、
此
の
路
線
の
中
道
よ
り
し
て
右
折
し
之
を
青
森
に
達
し
、

又
高
崎
の
線
路
を
拡
張
し
漸
次
延
て
之
を
大
津
の
鉄
路
に
接
続
し
、
以
て
東
西
両
京
の
連
絡
を
通
じ
…
独
り
起
業
有
志
者
の
企
望
を
全
ふ

す
る
の
み
な
ら
ず
…
本
邦
衆
庶
の
福
祉
を
増
加
す
る
あ
ら
ん
と
す
。
伏
し
て
請
ふ
…
」（『
全
集
』
４

巻
、
120
頁
）。

（
５

）
東
洋
書
店
開
設
支
援
（
一
八
八
二
：
銀
行
交
渉
や
金
銭
的
支
援
：
総
額
２

万
円
）
と
閉
鎖

　

冨
山
房
設
立
の
坂
本
嘉
治
馬
（
宿
毛
出
身
・
父
は
伊
賀
の
機
勢
隊
に
参
加
）
を
支
援
（
200
円
）。

（
６

）
小
野
梓
（
一
八
八
六
）
葬
儀
の
世
話
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Ⅳ　

馬
場
辰
猪

（
１

）
馬
場
の
留
学
の
目
的

①
「
真
辺
と
国
沢
は
法
律
の
修
業
…
深
尾
、
松
井
、
馬
場
の
場
合
に
は
、
海
軍
機
関
学
の
修
業
」（
萩
原
、
４

頁
）。

② 

「
同
〈
明
治
〉
四
年
、
土
佐
旧
家
老
伊
賀
陽
太
郎
、
新
た
に
自
費
を
以
て
英
国
に
留
学
す
あ
り
。
辰
猪
勧
む
る
に
建
築
学
を
学
ぶ
こ
と

を
以
て
す
。
…
健
吉
又
曰
く
、
君
は
官
費
を
以
て
留
学
し
、
将
来
官
吏
と
な
ら
ず
民
間
に
下
ら
ん
と
す
る
如
き
は
、
官
金
を
私
す
る
者

に
あ
ら
ず
や
。
辰
猪
曰
く
、
否
、
然
ら
ず
、
官
金
と
い
ふ
も
、
実
は
人
民
の
財
嚢
よ
り
絞
り
た
る
税
金
に
す
ぎ
ず
、
余
は
人
民
の
金
に

よ
り
、
人
民
の
為
め
遊
学
す
、
何
ぞ
政
府
を
顧
慮
せ
ん
や
」（
萩
原
、
34
頁
〈
寺
石
正
路
『
土
佐
偉
人
伝
』〉）。
↓
馬
場
の
自
由
主
義
者
・

急
進
主
義
者
と
し
て
の
原
点
。

（
２

）
小
野
梓
と
馬
場
辰
猪
と
の
出
会
い
と
交
流

① 

「
明
治
五
年
か
ら
七
年
の
初
頭
に
か
け
て
大
蔵
省
留
学
生
と
し
て
、
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
し
て
い
た
…
小
野
の
積
極
的
な
同
意
と
協
力
を

得
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
う
し
て
、
明
治
六
年
九
月
、
日
本
学
生
会
が
発
足
し
た
の
で
あ
る
」（
萩
原
、
35
│
36
頁
）。

②
往
復
書
簡
（
馬
場
↓
小
野
）

（
ア
）1875/6/17 

Sent letters to Japan, Iw
asaki <弥

之
助

 or 小
二

郎
>, M

ade <万
里

小
路

道
房

> &
c.

（
イ 

）1875/7/12 
 Sent through M

oridera <森
寺

常
徳

> letters to 万
里
、

小
野
、

岩
崎
、

大
内

 <?>
、

T
oda <?>, etc., 

to hom
e also.

（
ウ
）1875/8/27 

W
rote to Japan O

no and m
y hom

e

（
エ
）1875/10/16 

Send a letter to O
no in Japan

（『
全
集
』
第
３

巻
、
179
│
94
頁
）
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③
小
野
梓
と
馬
場
辰
猪
│
業
績
の
比
較（
１

）

（
ア
）‘H

istory of Japan ’

（D
raft, 1883

）
とA

n E
lem

entary G
ram

m
ar of the Japanese Language

（1873

）

（
イ
）『
羅
瑪
律
要
』（
一
八
七
六
）
と
『
羅
瑪
律
』（
一
八
七
八
│
七
九
：
共
存
同
衆
講
演
17
回
連
続1878/10/23‒79/7/23

）

【
参
考 
】
大
久
保
「
惟
ふ
に
泰
西
各
土
の
律
令
…
其
源
を
羅
瑪
の
古
律
」、「
水
に
源
流
あ
り
苟
も
其
源
泉
の
遠
近
を
知
ら
ざ
れ
ば
未
だ

淵
流
の
深
浅
長
短
を
知
る
べ
か
ら
ざ
る
成
り
」、「
問
題
関
心
は
…
小
野
…
と
き
わ
め
て
類
似
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
馬
場
は

小
野
の
ロ
ー
マ
法
研
究
か
ら
強
く
影
響
を
受
け
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
…
共
存
同
衆
に
集
ま
る
知
識
人
が
、
小
野
を
中
心

に
、
ロ
ー
マ
法
に
つ
い
て
同
様
の
問
題
意
識
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
」（
279
頁
）。

（
ウ
）
交
詢
社
（
一
八
八
〇
）
発
会
式
：

会　

員
：
旧
幕
臣
・
慶
応
・
三
菱
・
自
由
党
（
馬
場
）・
立
憲
改
進
党
（
大
隈
・
小
野
）。

常
議
員 

：
獲
得
票
：
福
沢
（
964
）、
西
周
（
704
）、
菊
池
（
392
）、
馬
場
（
369
）、
林
正
明
（
202
）、
小
野
（
193
）〈
林
と
馬
場
の
み
が
自
由
党
〉。

【
注 

】
林
正
明
訳
述
『
経
済
入
門
』〈1873
〉
フ
ォ
ー
セ
ッ
ト
夫
人
のPolitical E

conom
y for Beginners

〈1870

〉、
訳
述
・
中
村

正
直
序
『
経
済
弁
妄
』〈1878

〉
バ
ス
テ
ィ
ア
〈1845‒48

〉
の
英
訳
版
か
ら
の
重
訳
。

（
エ
）
東
京
専
門
学
校
（1882/10/21

：「
学
問
の
独
立
」）
と
明
治
義
塾
（1881/10/15

）。

（
オ
）
立
憲
改
進
党
（
一
八
八
二
）
と
自
由
党
（
一
八
八
〇
）。

④
小
野
梓
と
馬
場
辰
猪
│
業
績
の
比
較（
２

）

　
「
共
存
同
衆
を
共
に
担
っ
た
こ
の
二
人
の
人
物
の
行
動
の
軌
跡
が
、
も
は
や
ま
っ
た
く
交
錯
し
な
く
な
っ
て
い
た
」（
萩
原
、
151
）の
経
緯
。

（
ア
）
一
八
六
二
年

【
小
野
】「
士
族
か
ら
平
民
へ
」
と
。
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【
馬
場
】
藩
派
遣
留
学
（
官
吏
へ
の
道
で
な
く
人
民
の
た
め
の
留
学
）。

（
イ
）
留
学
中

【
小
野
】「
上
流
社
会
と
の
交
流
」（
西
村
、
35
頁
）。

【
馬
場
】「
社
会
科
学
振
興
協
会
」
へ
の
参
加
と
市
民
と
の
接
点
。

（
ウ
）
一
八
七
六
年

【
小
野
】
司
法
省
出
仕
（
辞
任
）。

【
馬
場
】
生
涯
民
間
で
の
活
躍
。

（
エ
）
一
八
八
一
年
四
月

【
小
野
】
日
本
鉄
道
会
社
促
進
（「
鉄
道
、
電
信
を
備
え
た
日
本
」
西
村
、
37
頁
）。

　
　

一
八
八
一
年
五
月

【
馬
場
】
鉄
道
反
対
（
内
容
不
明
、
時
期
か
ら
し
て
可
能
性
あ
り
）。

cf.　

論
点
：
当
時
イ
ギ
リ
ス
で
問
題
に
な
っ
て
い
た
鉄
の
国
有
化
・
私
鉄
化
？
。

（
オ
）
一
八
八
一
年
六
月

【
小
野
】
鴎
渡
会
（
東
京
大
学
学
生
の
高
田
早
苗
、
天
野
為
之
等
）。

　
　

一
八
八
一
年
四
月

【
馬
場
】
国
友
会
（
フ
ラ
ン
ス
革
命
期
の
新
聞
名
か
ら
）

　
　
　
　

馬
場
の
葛
藤
：
学
術
講
演
会
か
ら
政
談
演
説
（
大
衆
へ
）。

cf.　

馬
場
の
講
演
会
テ
ー
マ
に
つ
い
て
（
一
八
八
一
年
前
後
：『
全
集
』
４

巻
）。
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（
カ
）
往
復
書
簡
（
小
野
↓
馬
場
）
疎
遠
に
な
っ
た
二
人
を
取
り
な
す
伊
賀
陽
太
郎

　
「
伊
賀
の
御
都
合
と
と
も
に
ハ
無
之
哉
、
今
日
御
宅
へ
御
尋
可
仕
心
得
ニ
御
座
候
処
少
々
風
邪
之
心
地
ニ
御
座
候
得
ば
罷
出
が
た
く

幸
に
御
近
辺
へ
使
者
指
出
候
へ
ば
一
寸
御
尋
ね
申
上
候
…
」『
全
集
』（
六
月
一
八
日
：
第
４

巻
452
頁
：【
注
】
こ
の
年
代
に
つ
い
て
解
説
は
一

八
七
八
年
か
ら
一
八
八
〇
年
の
間
と
し
て
い
る
が
、
伊
賀
の
帰
国
は
一
八
八
一
年
四
月
で
あ
る
の
で
、
帰
国
後
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
年
の
六
月
二
三

日
に
こ
の
三
者
が
食
事
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
、
こ
の
一
八
八
一
年
で
あ
ろ
う
か
）。

（
キ
）
一
八
八
一
年
一
〇
月
「
明
治
二
三
年
国
会
開
設
を
旨
と
す
る
詔
書
」（
二
院
制
）

【
小
野 

】「
過
激
の
変
革
を
施
し
、
以
て
社
会
の
秩
序
を
紊
乱
し
、
政
治
の
進
行
を
妨
碍
し
た
」
フ
ラ
ン
ス
（
自
由
党
）
で
な
く
「
順
正

の
手
段
と
着
実
の
方
便
を
以
て
、
其
の
政
治
を
改
良
前
進
し
た
」
イ
ギ
リ
ス
（「
立
憲
改
進
党
」
萩
原
、
157
頁
）。

　
　

一
八
八
一
年
一
二
月

【
馬
場 

】「
議
院
は
必
ず
し
も
二
局
を
要
せ
ず
」「
上
院
は
人
民
と
利
害
を
異
に
す
る
者
」
で
あ
り
「
人
民
に
と
っ
て
有
害
」『
国
友
会

雑
誌
』36/37

号
。

cf.　

前
提　
ａ
）
馬
場
の
現
状
認
識
：「
官
吏
若
く
は
貴
族
」
と
「
人
民
」
と
の
利
害
対
立

　
　
　
　
　
　

ｂ
）「
人
民
の
立
場
の
擁
護
」
と
「
無
知
な
人
々
」
と
の
間
の
葛
藤
：
馬
場
の
「
う
つ
く
し
い
分
裂
」（
萩
原
、
160
）

cf.　
Ｊ
・
Ｓ
・
ミ
ル
（
一
八
〇
六
│
七
三
）
の
労
働
者
観
と
類
似

　
『
自
伝
』
に
お
け
る
ミ
ル
観
：「
ミ
ル
が
社
会
の
偏
見
に
対
し
て
直
截
な
る
忌
憚
な
き
攻
撃
を
加
へ
た
そ
の
態
度
に
大
に
敬
服
し

た
」（『
全
集
』
第
３

巻
、
75
│
76
頁
）。
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Ⅴ　

結
論
に
代
え
て
│
「
お
ら
が
国
」
か
ら
「
近
代
国
家
」
日
本
の
形
成
│
土
佐
藩
を
モ
デ
ル
に
し
て

（
１

）
ロ
ン
ド
ン
に
お
け
る
日
本
の
封
建
時
代
再
現
：「
国
」
と
し
て
の
「
藩
」

　

↓
「
藩
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

（
２

）「
藩
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
か
ら
の
「
脱
皮
」

①
留
学
生
の
派
遣
：
馬
場
辰
猪
、
真
辺
戒
作
、
国
沢
新
九
郎
、
深
尾
貝
作
、
松
井
正
水

②
日
本
学
生
会
（
↓
「
共
存
同
衆
」）
設
立

（
３

）
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
諸
相
（
本
報
告
に
限
定
し
て
）

①
「
近
代
国
家
」
の
基
礎
と
し
て
の
「
市
民
社
会
」
の
形
成

　

↓
馬
場
辰
猪
（
自
由
主
義
者　

か　

急
進
主
義
者
〈
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ト
〉）

②
近
代
国
家
形
成
の
た
め
の
幣
制
・
法
制
・
学
制
の
確
立
と
近
代
産
業
の
育
成

　

↓
法
制
整
備
の
担
い
手
と
し
て
の
小
野
梓

　

↓
イ
ン
フ
ラ
整
備
の
担
い
手
と
し
て
の
小
野
義
眞

　

↓
産
業
育
成
の
担
い
手
と
し
て
の
岩
崎
彌
太
郎

③
「
他
の
人
間
へ
の
憎
悪
」（
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
）
と
し
て
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

　

↓
ア
ジ
ア
侵
略
・
戦
争
の
主
因
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史
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５
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猪
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萩
原
延
壽
『
馬
場
辰
猪
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│
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史
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史
│
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７
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猪
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梓
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│
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人
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│
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年


