
　
人
が
行
為
と
す
る
道
を
以
て
、
精
神
の

修
養
を
す
る
こ
と
は
、
我
が
身
体
を
養
う

良
薬
で
あ
る
。
精
神
修
養
す
れ
ば
身
体
は

お
の
ず
と
健
全
と
な
る
。
う
ま
い
も
の
を

食
べ
身
体
を
満
足
す
る
こ
と
は
、
精
神
修

養
す
る
上
か
ら
害
毒
と
な
る
。
精
神
修
養

を
お
こ
た
れ
ば
身
体
も
そ
れ
に
し
た
が
い

衰
弱
し
て
病
氣
と
な
る
。

﹁
健
全
な
精
神
が
健
全
な
身
体
を
生
む
﹂

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
精
神
修
養
な
く
身

体
を
健
全
に
保
つ
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

﹁
良
知
﹂
︵
良
心
︶
を
修
養
す
る
努
力
の

必
要
性
を
示
す
。
心
の
中
核
を
な
す
魂
の

存
在
＝
今
一
人
の
わ
た
し
を
意
識
す
る
こ

と
、
鏡
に
う
つ
ら
ぬ
自
分
、
霊
魂
の
あ
り

方
を
意
識
す
る
こ
と
に
つ
と
め
る
べ
き
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
徳
増
省
允

︵
言
志
後
録
二
一
条
︶

釈
　
意
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礼
儀
を
以
て
心
を
養
う
は
、
則
ち

体
躯
を
養
う
の
利
剤
な
り
。
心
、

養
を
得
れ
ば
、
則
ち
身
自
ら
健
な

り
。
旨
甘
を
以
て
口
腹
を
養
う
は
、

則
ち
心
を
養
う
の
毒
薬
な
り
。
心
、

養
を
失
え
ば
、
則
ち
身
を
亦
病
む
。 

し
　
か
ん 

お
の
ず
か 

や 

　
佐
藤
一
斎
翁
の
訓
に
﹁
私
欲
は
有
る

べ
か
ら
ず
。
公
欲
は
無
か
る
べ
か
ら
ず
。

公
欲
な
け
れ
ば
、
則
ち
人
を
恕
す
る
能

ず
。
﹂
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
訓
を
何
度

か
新
年
の
仕
事
始
め
の
行
事
や
、
年
度

初
頭
に
あ
た
り
、
職
員
に
訓
の
趣
旨
を

引
用
し
、
職
員
と
し
て
、
公
務
員
と
し

て
、
市
民
の
目
線
で
、
市
民
の
立
場
に

立
っ
て
施
策
を
考
え
、
計
画
し
、
実
行

し
、
そ
の
結
果
が
市
民
の
幸
せ
に
つ
な

が
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め

に
は
、
自
ら
市
民
の
輪
の
中
に
入
り
、

市
民
と
共
に
歩
み
、
行
動
し
て
い
か
な

け
れ
ば
市
民
の
理
解
、
協
力
は
得
ら
れ

な
い
。
積
極
的
な
取
り
組
み
の
姿
勢
と

熱
意
あ
る
行
動
を
示
し
て
こ
そ
、
市
民

の
評
価
も
得
ら
れ
、
共
に
協
力
し
あ
っ

て
仕
事
が
で
き
る
。
こ
れ
こ
そ
が
協
働

の
ま
ち
づ
く
り
の
原
点
で
あ
る
。
と
、

市
職
員
全
員
に
訓
辞
し
て
き
ま
し
た
。

　
積
極
的
に
仕
事
に
取
り
組
む
と
い
う

公
欲
を
持
ち
、
市
民
の
目
線
で
、
市
民

の
立
場
に
立
っ
て
考
え
る
﹁
恕
の
心
﹂

で
も
っ
て
各
自
の
仕
事
に
精
励
す
る
よ

う
に
と
の
思
い
を
込
め
て
、
職
員
の
奮

起
を
願
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　
言
志
晩
録
二
一
三
条
に
﹁
怨
に
遠
ざ

か
る
の
道
は
、
一
箇
の
恕
の
字
に
し
て

争
を
息
む
る
の
道
は
一
箇
の
譲
の
字
な

り
。
﹂
︵
人
か
ら
怨
ま
れ
な
い
よ
う
に
す

る
道
理
は
恕
︹
お
も
い
や
り
︺
の
一
字
で

あ
る
。
常
に
人
に
対
し
て
﹁
お
も
い
や

り
﹂
と
﹁
ゆ
ず
る
﹂
の
心
を
も
っ
て
接

す
れ
ば
争
い
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
常

に
心
の
修
養
が
大
切
で
あ
る
。
︶
と
の
訓

は
、
現
在
の
索
漠
と
し
た
世
の
中
に
は

最
も
必
要
な
訓
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

個
人
の
考
え
が
優
先
し
、
全
体
や
他
人

の
立
場
を
顧
み
る
こ
と
も
な
い
。
ま
た
、

総
て
金
銭
が
優
先
し
、
金
銭
で
何
事
も

解
決
し
た
り
、
物
事
の
価
値
を
金
銭
で

位
置
付
け
る
。
い
わ
ゆ
る
金
権
万
能
主

義
的
な
考
え
方
が
中
心
と
な
っ
て
世
の

中
が
回
っ
て
い
る
観
が
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
相
手
の
立
場
を
考
え
た
り
、

他
人
の
気
持
ち
を
気
遣
う
こ
と
や
、
お

互
い
に
譲
り
合
う
精
神
は
、
一
体
何
処

へ
い
っ
て
し
ま
っ
た
の
か
。
個
人
の
主

張
や
そ
の
人
権
を
護
る
こ
と
は
重
要
な

こ
と
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
の
た
め
に

他
の
人
の
迷
惑
や
、
個
人
の
主
張
に
よ

り
人
の
人
権
が
侵
害
さ
れ
て
い
い
も
の

か
も
考
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一

斎
翁
の
訓
に
あ
る
よ
う
に
﹁
お
も
い
や

り
の
心
﹂
と
﹁
ゆ
ず
る
心
﹂
が
あ
れ
ば
、

今
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
子
供
の

﹁
い
じ
め
﹂
な
ど
は
、
当
事
者
相
互
の

気
持
ち
で
解
決
し
て
い
く
の
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
社
会
面
に
お
い
て
も

常
に
争
い
が
問
題
視
さ
れ
、
世
界
的
に

み
れ
ば
民
族
間
に
お
い
て
、
ま
た
、
宗

教
の
異
な
る
こ
と
に
よ
る
紛
争
が
あ
り
、

大
き
な
戦
争
の
火
種
に
な
り
か
ね
な
い

現
状
に
あ
り
ま
す
。
人
々
の
心
に
恕
の

心
が
あ
れ
ば
、
少
し
で
も
よ
り
明
る
い

社
会
の
実
現
が
図
ら
れ
そ
う
に
思
わ
れ

ま
す
。

　
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
﹁
天
地
人
﹂

の
主
人
公
　
直
江
兼
続
は
、
越
後
の
国

の
こ
と
を
心
か
ら
想
い
、
越
後
の
民
百

姓
を
大
切
に
し
、
自
ら
は
民
を
護
る
護

民
官
と
位
置
付
け
、
民
を
愛
す
る
心
を

持
っ
て
家
老
職
に
当
り
ま
し
た
。
兼
続

は
恕
の
心
を
越
後
の
国
を
護
る
精
神
と

し
た
と
言
わ
れ
、
自
ら
の
兜
に
﹁
愛
﹂

の
文
字
を
前
立
と
し
、
民
百
姓
の
た
め

に
命
を
か
け
て
戦
っ
た
武
将
で
あ
っ
た

と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の

ド
ラ
マ
が
好
評
で
視
聴
率
が
高
い
の
も

恕
の
心
を
持
つ
兼
続
の
人
柄
に
魅
せ
ら

れ
、
そ
し
て
そ
の
生
き
方
に
共
感
を
覚

え
さ
せ
る
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
県
立
明
智
商
業
高
校
︵
現
恵
那
南
高

校
︶
が
今
か
ら
二
十
年
前
の
平
成
二
年

に
、
恕
の
心
を
育
て
る
教
育
の
実
践
を

行
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
の
取
り
組
み
の

成
果
の
記
録
を
見
ま
す
と
、
テ
ー
マ
は

﹁
人
間
性
豊
か
な
生
徒
の
育
成
を
図
る
﹂

〜
地
域
に
根
ざ
し
た
体
験
を
通
し
て
、

恕
の
心
を
育
て
る
〜
と
し
て
、
勤
労
や

恕
の
心 

恵
那
市
長

　
可
　
知
　
義
　
明

特
別
寄
稿 

お
し
え

あ
た
わ

う
ら
み

あ
ら
そ
い

や

じ
ょ
う

佐
藤
一
斎
歿
後
一
五
〇
年
記
念
号

佐
藤
一
斎
歿
後
一
五
〇
年
記
念
号 

佐
藤
一
斎
歿
後
一
五
〇
年
記
念
号 
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奉
仕
に
か
か
る
体
験
学
習
を
積
極
的
に

自
主
的
に
取
り
組
ま
せ
、
自
己
と
地
域

社
会
と
の
か
か
わ
り
を
理
解
さ
せ
、
恕

の
心
を
育
て
る
と
い
う
も
の
で
し
た
。

﹁
奉
仕
と
は
思
い
や
り
の
心
﹂
町
内
の

日
本
大
正
村
の
諸
施
設
の
清
掃
奉
仕
活

動
を
行
い
、
そ
の
奉
仕
体
験
を
学
校
内

の
清
掃
美
化
活
動
に
結
び
つ
け
て
い
く

こ
と
で
、
奉
仕
活
動
を
自
ら
進
ん
で
実

践
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
、
奉
仕

活
動
で
体
験
し
た
こ
と
が
、
日
常
生
活

の
改
善
に
結
び
つ
く
よ
う
な
活
動
と
な
っ

た
。
こ
れ
は
、
生
徒
の
中
に
恕
の
心
が

徐
々
に
で
は
あ
る
が
育
っ
て
き
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
と
報
告
さ
れ
て
い
ま

し
た
。
こ
の
恕
の
心
を
育
て
る
教
育
は

今
も
恵
那
南
高
校
に
、
そ
し
て
地
域
に

深
く
根
差
し
、
広
く
輪
と
な
っ
て
広
が
っ

て
い
る
も
の
と
信
じ
て
い
ま
す
。

　
二
年
ほ
ど
前
、
市
内
の
小
中
学
校
を

訪
問
し
、
教
育
の
現
場
の
状
況
を
見
聞

き
す
る
機
会
が
あ
り
ま
し
た
。
あ
る
小

学
校
の
校
長
室
に
﹁
恕
﹂
の
文
字
の
額

が
掲
げ
て
あ
る
の
を
見
つ
け
、
校
長
先

生
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
﹁
私
は
恕
の
心

が
大
好
き
で
す
。
子
供
達
が
優
し
く
思

い
や
り
の
あ
る
子
に
育
っ
て
ほ
し
い
で

す
ね
。
こ
れ
が
私
の
願
い
で
す
。
﹂
と
の

言
葉
に
大
き
な
感
動
を
覚
え
ま
し
た
。

ど
う
か
、
一
斎
翁
の
訓
と
と
も
に
、
恕

の
心
を
も
つ
人
々
の
輪
が
大
き
く
広
が

り
、
次
世
代
を
担
う
子
供
た
ち
に
恕
の

心
が
大
き
く
大
き
く
育
つ
よ
う
に
、
心

か
ら
願
っ
て
お
り
ま
す
。

　
思
い
返
え
せ
ば
五
年
前
、
特
定
非
営

利
活
動
法
人
い
わ
む
ら
一
斎
塾
設
立
記

念
事
業
と
し
て
隣
接
三
市
︵
豊
田
市
・

東
海
市
・
恵
那
市
︶
の
市
長
様
に
お
集

り
い
た
だ
き
、
鈴
木
正
三
︵
豊
田
市
︶

細
井
平
洲
︵
東
海
市
︶
佐
藤
一
斎
︵
恵

那
市
︶
の
三
先
人
の
教
え
を
生
か
し
た

﹁
人
づ
く
り
・
心
そ
だ
て
は
ま
ち
づ
く

り
﹂
と
銘
打
っ
た
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
、
三

市
市
長
様
・
童
門
冬
二
先
生
の
御
指
導

御
協
力
に
よ
り
、
五
月
の
連
休
の
中
、

岩
村
公
民
館
に
て
七
百
五
十
余
人
の
参

加
を
得
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

　
東
海
市
鈴
木
敦
雄
市
長
は
以
前
よ
り
、

全
国
に
呼
び
掛
け
て
の
事
業
構
想
を
持

た
れ
て
み
え
た
様
子
で
、
当
日
、
可
知

市
長
に
、
お
手
伝
い
の
依
頼
が
あ
り
、

市
長
も
賛
同
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
翌
年
、
Ａ
Ｎ
Ａ
イ
ン
タ
ー
コ
ン
チ
ネ

ン
タ
ル
ホ
テ
ル
東
京
に
て
、
東
海
市
主

催
︵
現
在
は
協
議
会
︶
第
一
回
嚶
鳴
フ
ォ
ー

ラ
ム
の
開
催
と
な
り
ま
し
た
。
鈴
木
市

長
、
童
門
先
生
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
の
呼
び
掛
け

で
、
全
国
十
三
市
の
市
長
さ
ん
の
参
加

と
な
り
ま
し
た
。

　
鈴
木
市
長
よ
り
、
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム

の
命
名
に
つ
い
て
、
江
戸
で
細
井
平
洲

先
生
開
設
の
嚶
鳴
館
に
ち
な
み
決
め
ら

れ
た
と
の
説
明
に
、
誠
に
当
を
え
て
い

る
と
感
銘
し
ま
し
た
。

　
形
ば
か
り
の
セ
レ
モ
ニ
ー
に
な
ら
ぬ
、

実
の
あ
る
実
行
性
の
あ
る
フ
ォ
ー
ラ
ム

と
し
て
続
け
ら
れ
た
ら
と
の
思
い
に
か

ら
れ
ま
し
た
。

　
鳥
が
さ
え
ず
り
合
う
様
に
、
各
人
、

各
市
が
意
見
を
研
鑽
し
、
実
行
し
て
行

か
な
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
昨
年
、
第
二
回
が
﹁
子
供
の
学
び
﹂

を
テ
ー
マ
に
、
高
島
市
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
が
、
少
し
不
安
な
事
は
、
市
長
サ

ミ
ッ
ト
の
中
で
、
各
市
が
子
供
の
交
流
・

学
校
の
先
生
・
市
民
文
化
活
動
の
交
流

等
を
採
決
さ
れ
た
と
存
じ
て
い
ま
し
た

が
、
ど
れ
だ
け
交
流
が
あ
っ
た
の
か
、

不
安
で
あ
り
、
疑
問
で
も
あ
り
ま
す
。

　
第
三
回
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
ｉ
ｎ
恵
那

の
テ
ー
マ
は
﹁
親
学
﹂
で
す
。
昨
年
の

﹁
子
供
の
学
び
﹂
と
セ
ッ
ト
で
実
行
し

て
ゆ
く
事
に
意
義
深
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。

　
現
代
社
会
は
、
腐
敗
し
た
状
況
に
な
っ

て
い
ま
す
。
心
の
腐
っ
た
の
は
ど
う
し

よ
う
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
な
み
に
醗
酵

学
的
に
は
腐
敗
と
云
う
状
態
は
決
し
て

悪
い
事
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鮒

す
し
、
鯖
の
へ
し
こ
、
中
国
の
搾
菜
、

魚
醤
、
く
さ
や
等
々
非
常
に
く
さ
い
。

腐
敗
菌
の
臭
い
で
す
。
し
か
し
味
は
こ

の
う
え
も
な
く
珍
味
で
美
味
で
す
。
柿

渋
も
腐
敗
菌
か
ら
出
来
ま
す
。
ま
だ
多
々

あ
り
ま
す
が
、
生
活
に
不
可
欠
な
貴
重

品
で
す
。

　
長
々
と
腐
る
に
つ
い
て
書
き
ま
し
た

が
、
人
間
の
心
の
腐
敗
と
、
自
然
界
の

物
の
腐
る
と
は
、
天
上
・
天
下
ほ
ど
の

違
い
の
あ
る
事
を
認
識
し
て
い
た
だ
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
落
葉
が
腐
れ
ば
肥

料
に
な
り
ま
す
。
腐
敗
菌
も
種
々
条
件

が
変
わ
れ
ば
美
味
食
品
に
な
り
世
間
の

役
に
立
ち
ま
す
。

　
人
間
様
も
、
親
︵
大
人
︶
の
行
動
が
子

供
の
教
育
・
躾
に
結
び
つ
き
ま
す
。
親

が
に
ぎ
り
箸
で
椀
を
持
ち
、
肘
突
き
で

食
事
を
す
る
。
家
族
団
欒
の
時
に
人
様

の
悪
口
を
云
う
。
こ
の
様
な
風
景
を
思

い
う
か
べ
て
み
ま
し
ょ
う
。
子
供
達
が
、

こ
れ
が
普
通
だ
と
思
う
事
が
こ
わ
い
。

　
江
戸
時
代
、
商
人
江
戸
し
ぐ
さ
の
教

え
に
、
傘
か
し
げ
・
肩
引
き
・
こ
ぶ
し

腰
浮
せ
等
々
、
思
い
や
り
・
気
配
り
の

心
や
子
育
て
に
、﹁
三
ツ
心
・
六
ツ
躾
・

九
ツ
言
葉
・
十
二
文
・
十
五
理
で
末
決

ま
る
﹂
と
云
う
諺
が
あ
り
、
稚
児
の
段

階
的
教
育
法
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。

　
こ
こ
に
江
戸
末
期
最
高
学
府
の
教
育

者
佐
藤
一
斎
の
書
、
言
志
四
録
の
晩
録

二
二
八
条
に
﹁
家
庭
の
道
徳
﹂
そ
の
一

よ
り
そ
の
四
迄
が
、
親
学
の
際
た
る
言

葉
と
思
い
記
し
て
み
ま
す
。

　
　
家
庭
の
道
徳
　
そ
の
一

親
に
事
う
る
道
は
、
己
れ
を
忘
る
る
に

在
り
。
子
を
教
う
る
の
道
は
、
己
れ
を

守
る
に
在
り
。

嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
に 

　
　
　
　
期
待
す
る
も
の 

理
事
長
　

堀
井
　
将
成
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幕
末
の
大
儒
学
者
・
佐
藤
一
斎
の
肖

像
画
は
何
幅
か
残
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
の
う
ち
渡
辺
崋
山
筆
の
肖
像
画
は
国

重
要
文
化
財
に
指
定
さ
れ
東
京
国
立
博

物
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。

︵
写
真
参
照
︶
一
斎
は
と
き
に
五
十
歳

眼
光
炯
炯
　
眼
が
鋭
く
光
り
、
物
言
の

す
べ
て
を
見
抜
い
て
い
る
よ
う
に
思
え

精
悍
と
い
う
印
象
を
う
け
ま
す
。
こ
の

肖
像
画
の
一
斎
の
左
側
の
首
筋
つ
け
根

を
見
る
と
、
瘰
癧
︵
る
い
れ
き
︶
の
手

術
の
痕
が
点
々
と
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
斎
が
瘰
癧
を
患
っ
た
の
は
五
十
歳

以
前
と
い
う
こ
と
は
わ
か
り
ま
す
が
、

正
確
な
年
齢
は
不
明
で
す
。
百
科
事
典

に
瘰
癧
は
﹁
頸
部
淋
巴
腺
結
核
﹂
の
別

名
︵
ま
た
は
古
名
︶
と
あ
り
ま
す
。
結

核
に
よ
り
頸
部
の
淋
巴
腺
が
化
膿
し
て

連
鎖
状
に
は
れ
、
の
ち
に
破
れ
る
の
で

手
術
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
現

在
で
は
化
学
療
法
に
よ
り
治
癒
す
る
の

で
手
術
は
し
な
い
そ
う
で
す
。

　
二
幅
目
は
渡
辺
崋
山
の
弟
子
で
あ
る

椿
椿
山
筆
に
よ
る
肖
像
画
で
、
安
政
二

年
︵
一
八
五
五
︶
一
斎
は
八
十
四
歳
の

と
き
の
も
の
で
す
。
﹁
佐
藤
一
斎
自
讃

画
像
軸
﹂
と
稱
さ
れ
、
岐
阜
県
指
定
文

化
財
で
、
岩
村
町
歴
史
資
料
館
所
蔵
で

す
。
こ
の
肖
像
画
に
も
前
記
し
た
瘰
癧

の
手
術
の
あ
と
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

　
太
刀
を
左
脇
に
立
て
か
け
、
侍
鳥
帽

子
を
冠
り
、
素
襖
を
着
て
皮
の
敷
物
に

座
っ
て
い
ま
す
。
腰
に
小
刀
、
右
手
に

扇
子
と
い
う
極
め
て
武
士
ら
し
い
様
子

で
す
。
椿
山
の
肖
像
画
の
上
部
に
一
斎

自
ら
筆
を
と
っ
て
自
讃
し
ま
し
た
、
こ

の
一
幅
に
も
一
斎
の
人
間
ら
し
さ
が
あ

り
ま
す
。
一
斎
の
自
讃
は

﹁
顔
容
易
変
画
真
難

　
今
日
人
非
昔
日
人

　
抵
老
不
衰
祇
一
志

　
須
従
影
外
認
吾
神
﹂

︵
顔
容
は
変
じ
や
す
く
画
は
真
た
り
難

し
。
今
日
の
人
は
昔
日
の
人
に
あ
ら
ず
。

老
い
に
い
た
り
て
も
衰
え
ざ
る
は
た
だ

一
志
。
す
べ
か
ら
く
影
外
よ
り
わ
が
神

を
認
む
べ
し
︶

　
実
は
こ
の
自
讃
の
七
言
絶
句
を
一
斎

の
よ
う
な
大
学
者
で
も
ミ
ス
を
し
ま
し

た
。
起
句
の
六
・
七
字
目
の
﹁
真
難
﹂

は
人
・
神
と
押
韻
の
関
係
か
ら
﹁
難
真
﹂

と
あ
る
べ
き
で
、
一
斎
も
あ
と
か
ら
気

が
つ
き
書
き
直
し
が
で
き
な
い
の
で
、

二
文
字
の
右
側
に
冫
の
記
号
を
い
れ
て

上
下
の
入
れ
替
え
を
示
し
ま
し
た
。
一

斎
も
人
間
な
る
か
な
と
思
わ
せ
ま
す
。

　
一
幅
目
は
五
十
歳
、
こ
の
自
讃
画
像

で
は
老
い
は
隠
せ
ず
、
表
情
は
い
か
に

も
好
好
爺
と
い
う
印
象
を
う
け
ま
す
。

　
三
幅
目
の
紹
介
は
一
斎
が
自
ら
自
身

を
描
い
た
自
画
像
で
東
京
国
立
博
物
館

に
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
自
画
像

は
河
田
家
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
す
が
、

河
田
家
と
は
、
一
歳
が
天
保
四
年
︵
一

八
三
三
︶
六
十
二
歳
の
と
き
門
人
の
河

田
迪
斎
に
八
女
の
紳
︵
　
︶
を
嫁
が
せ
、

学
問
上
の
後
継
者
と
し
ま
し
た
。
表
装

の
裏
に
﹁
一
斎
翁
戯
墨
画
像
﹂
と
い
う

河
田
烈
の
識
語
が
あ
り
ま
す
。

　
年
令
を
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ

ん
が
、
そ
の
容
貌
か
ら
見
て
、
晩
年
に

近
い
頃
の
も
の
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

墨
を
主
体
に
淡
彩
を
加
え
た
描
法
は
俳

画
に
通
ず
る
趣
が
あ
り
、
ど
こ
と
な
く

ユ
ー
モ
ラ
ス
な
表
情
は
他
の
肖
像
画
に

な
い
人
間
味
に
親
し
み
を
感
じ
さ
せ
ま

す
。
紹
介
し
た
三
幅
の
他
に
も
東
京
国

立
博
物
館
に
は
、
椿
山
の
一
斎
八
十
歳
、

夫
人
七
十
三
歳
の
夫
妻
像
各
一
幅
、
水

戸
藩
内
藤
右
膳
筆
は
一
斎
六
十
二
歳
の

と
き
の
も
の
、
そ
し
て
八
十
八
歳
最
晩

年
の
も
の
と
し
て
石
丸
師
曽
筆
の
も
の

も
あ
り
ま
す
が
非
公
開
で
す
。

　
紹
介
し
た
崋
山
筆
と
椿
山
筆
の
一
斎

像
は
岩
村
町
歴
史
資
料
館
で
常
時
展
示

し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
崋
山
筆
の
も
の

は
複
製
画
で
す
が
精
巧
な
も
の
で
、
本

物
と
寸
分
の
差
も
あ
り
ま
せ
ん
。
同
館

に
な
ぜ
こ
の
複
製
画
が
あ
る
か
に
つ
い

て
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
問
題
が
あ
る
の

で
本
文
で
は
触
れ
ま
せ
ん
。

　
昭
和
六
十
二
年
に
岩
村
町
歴
史
資
料

館
で
﹁
佐
藤
一
斎
特
別
展
﹂
を
開
催
し

た
と
き
、
東
京
国
立
博
物
館
の
ご
好
意

肖
像
画
が
語
る 

　
人
間
・
佐
藤
一
斎 

　
　
　
三
幅
を
紹
介
し
ま
す 

樹  

神 

　
弘 

　
　
家
庭
の
道
徳
　
そ
の
二

父
の
道
は
当
に
厳
中
に
慈
を
存
す
べ
し
。

母
の
道
は
当
に
慈
中
に
厳
を
存
す
べ
し
。

　
　
家
庭
の
道
徳
　
そ
の
三

父
の
道
は
厳
を
貴
ぶ
。
但
だ
幼
を
育
つ

る
の
方
は
、
則
ち
宜
し
く
其
の
自
然
に

従
っ
て
之
を
利
道
す
べ
し
。
助
長
し
て

以
て
生
気
を
そ
こ
な
う
こ
と
勿
く
ば
可

な
り
。

　
　
家
庭
の
道
徳
　
そ
の
四

兄
弟
の
友
愛
な
る
者
は
之
れ
有
り
。
姉

妹
に
於
て
は
則
ち
或
は
否
ら
ず
。
傲
侮

し
て
以
て
不
順
な
る
こ
と
勿
れ
。
李
英

公
、
姉
の
為
に
粥
を
煮
た
り
。
学
ぶ
可

し
。

　
親
が
親
学
な
ど
と
肩
肘
張
ら
ず
、
地

域
や
家
庭
で
、
良
好
な
土
壌
と
環
境
さ

え
あ
れ
ば
、
自
然
醗
酵
的
に
良
い
子
は

育
つ
も
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　
佐
藤
一
斎
歿
後
百
五
十
年
の
年
忌
の

年
に
﹁
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
ｉ
ｎ
恵
那
﹂

が
行
わ
れ
る
意
義
は
大
き
い
。
市
長
サ

ミ
ッ
ト
の
決
議
文
が
楽
し
み
で
す
。
永

続
実
施
さ
れ
る
事
を
切
望
す
る
恵
那
市

民
の
一
人
で
す
。

　
皆
様
、
い
わ
む
ら
一
斎
塾
で
言
志
四

録
を
読
み
ま
せ
ん
か
。
毎
月
第
二
土
曜

日
午
后
七
時
三
十
分
よ
り
公
民
館
で
素

読
の
会
を
行
っ
て
い
ま
す
。
一
斎
さ
ん

は
何
か
を
示
し
て
下
さ
い
ま
す
よ
。

け
　
い
　
ぶ
　
り
　
ん
　
ぱ
　
せ
　
ん

す
お
う

い
さ
お

て
き
さ
い
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に
よ
り
、
本
文
で
紹
介
し
た
肖
像
画
の

全
部
を
借
用
し
て
展
示
で
き
ま
し
た
。

そ
の
折
に
資
料
と
し
て
﹁
美
濃
岩
村
藩

が
生
ん
だ
、
大
儒
学
者
佐
藤
一
斎
、
言

志
四
録
と
書
画
を
通
し
て
﹂
Ｂ
５
版
二

十
四
頁
を
発
行
し
一
斎
七
歳
の
と
き
の

書
な
ど
数
点
も
併
せ
て
掲
載
し
ま
し
た
。

﹁
い
わ
む
ら
一
斎
塾
報
﹂
の
﹁
一
斎
塾

が
紹
介
す
る
書
籍
の
う
ち
︵
佐
藤
一
斎

　
三
百
円
︶
と
あ
る
の
が
そ
れ
で
五
版

ま
で
発
行
し
て
お
り
、
岩
村
町
歴
史
資

料
館
で
お
求
め
頂
け
ま
す
。
絵
画
を
文

章
で
表
現
す
る
の
は
難
し
い
の
で
、
資

料
を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

　
元
総
理
大
臣
吉
田
茂
の
養
母
士
子
は

一
斎
の
孫
で
あ
り
、
元
農
林
大
臣
、
大

蔵
大
臣
を
歴
任
し
た
河
田
烈
は
迪
斎
の

孫
で
す
の
で
、
二
人
と
も
一
斎
の
曽
孫

と
い
う
系
譜
に
な
り
ま
す
。
前
総
理
大

臣
麻
生
太
郎
は
吉
田
茂
の
孫
と
い
う
こ

と
を
付
記
し
ま
す
。

　
佐
藤
一
斎
歿
後
一
五
〇
年
祭
、
お
め

で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
恵
那
市
発
行
の

カ
レ
ン
ダ
ー
を
み
な
が
ら
、
昨
年
の
藤

樹
先
生
四
〇
〇
年
祭
の
諸
行
事
の
感
動

を
思
い
起
こ
し
ま
す
。

　
文
化
四
年
八
月
十
五
日
、
一
斎
先
生

は
五
十
歳
の
時
に
高
島
市
の
藤
樹
書
院

に
参
拝
さ
れ
、
敬
慕
の
詩
を
残
さ
れ
て

お
ら
れ
ま
す
。

﹁
碩
人
已
み
ぬ
　
幾
星
箱

　
景
慕
し
今
顔
せ
す
　
徳
本
堂
に

　
遺
愛
の
藤
棚
　
荒
れ
て
益
々
古
く

　
弧
標
の
松
幹
　
老
い
て
愈
々
蒼
し

　
氣
常
に
和
す
る
処

　
春
長
之
に
燠
か
く

　
月
正
に
霽
れ
る
時
　
風
又
光
る

　
尚
見
士
民
　
礼
譲
に
敦
く

　
彊
に
入
れ
ば
　
問
わ
ず
し
て
君
の

　
郷
た
る
を
識
る
﹂

　
現
在
も
こ
の
か
け
軸
は
藤
樹
書
院
に

掲
げ
ら
れ
て
お
り
ま
す
が
、
四
〇
〇
年

祭
で
は
開
催
行
事
ご
と
に
元
海
東
市
長

は
後
句
二
行
を
と
り
あ
げ
、
高
島
市
と

藤
樹
先
生
の
遺
徳
を
市
民
に
啓
蒙
さ
れ

ま
し
た
。

　
本
年
六
月
七
日
、
藤
樹
書
院
・
良
知

館
で
は
一
斎
先
生
の
ふ
る
さ
と
、
恵
那

市
岩
村
町
の
岩
村
歴
史
資
料
館
の
研
修

を
行
い
ま
し
た
。

　
資
料
館
で
は
、
椿
椿
山
描
く
佐
藤
一

斎
自
讃
画
像
軸
や
渡
邊
崋
山
の
描
い
た

若
き
一
斎
先
生
も
拝
謁
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
な
か
で
も
、
七
十
二
歳
老

人
坦
と
書
か
れ
た
﹁
自
戒
の
詩
﹂
は
﹁
言

志
晩
録
﹂
を
書
か
れ
た
時
期
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
旡
妄
の
毀
り
、
矜
侈
、
憤
幾
、

尤
警
な
ど
先
生
の
言
葉
が
目
の
前
に
迫

っ
て
き
て
釘
づ
け
に
な
っ
て
し
ま
い
ま

し
た
。

　
﹁
我
ら
勝
縁
に
よ
っ
て
相
学
ぶ
、
一

斎
先
生
曰
く
、
少
く
し
て
学
べ
ば
壮
に

し
て
為
す
あ
り
、
壮
に
し
て
学
べ
ば
老

い
て
衰
へ
ず
、
老
い
て
学
べ
ば
死
し
て

朽
ち
ず
﹂。

　
こ
れ
は
関
西
師
友
協
会
が
講
座
受
講

前
に
起
立
し
て
朗
誦
す
る
﹁
聞
学
起
請

文
﹂
の
第
二
項
の
文
で
す
が
、
こ
の
有

名
な
三
学
戒
は
、
高
島
市
で
も
公
民
館

ホ
ー
ル
入
口
に
地
元
の
書
家
に
よ
る
扁

額
と
し
て
掲
げ
ら
れ
、
市
民
が
目
を
留

め
る
と
こ
ろ
で
す
。

　
九
月
六
日
、
一
斎
塾
大
阪
講
座
が
開

催
さ
れ
、
こ
こ
で
も
神
渡
先
生
揮
毫
に

よ
る
三
学
戒
の
石
碑
が
紹
介
さ
れ
ま
し

た
。

　
当
日
講
演
さ
れ
た
神
渡
先
生
は
、
先

に
上
梓
さ
れ
た
﹁
言
志
四
録
佐
藤
一
斎
﹂、

﹁
西
郷
隆
盛
人
間
学
﹂
の
二
冊
を
中
心

に
、
森
信
三
、
星
野
富
弘
、
坂
村
真
民
、

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
立
大
学
病
院
の
壁
の

詩
な
ど
多
義
に
渡
っ
て
話
さ
れ
ま
し
た

が
、
各
々
の
方
が
共
通
し
て
持
つ
﹁
志
﹂

が
い
か
に
人
を
大
き
く
し
て
い
く
か
、

熱
い
思
い
が
伝
わ
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
言
志
四
録
か
ら
一
〇
一
条
を
筆
保
さ

れ
た
西
郷
隆
盛
の
﹁
南
洲
手
抄
言
志
録
﹂

の
序
文
に
﹁
天
下
は
人
心
益
々
軽
佻
に

走
り
、
道
念
の
光
明
漸
や
く
徴
薄
と
な

り
、
人
心
の
闇
は
益
々
暗
黒
と
な
ら
む
。

こ
の
暗
黒
の
中
を
行
く
一
張
の
提
灯
を

授
く
﹂
と
あ
り
ま
す
が
、
ま
さ
に
現
代

で
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
す
。

﹁
暗
黒
を
嘆
く
よ
り
一
燈
を
点
け
よ
う
。

周
囲
の
暗
を
照
ら
す
一
燈
に
﹂
と
提
唱

さ
れ
た
安
岡
正
篤
師
の
教
え
は
、
私
達

の
確
固
た
る
道
標
で
す
。

　
十
月
か
ら
の
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、

ふ
る
さ
と
の
先
人
の
教
え
を
学
び
一
隅

を
照
ら
す
一
助
と
な
る
で
し
ょ
う
。
藤

樹
会
の
皆
さ
ん
と
楽
し
み
に
出
か
け
た

い
と
思
い
ま
す
。

一
斎
翁
歿
後 

　 

一
五
〇
年
祭
に
よ
せ
て 

徳
　
丸
　
和
　
枝

︵
藤
樹
書
院
評
議
委
員
︶

こ
と
こ

は
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安
政
六
︵
一
八
五
九
︶
年
九
月
二
十

四
日
、
佐
藤
一
斎
は
幕
府
の
学
問
所
昌

平
黌
の
官
舎
で
八
十
八
歳
の
天
寿
を
全

う
さ
れ
ま
し
た
。

　
歿
後
一
五
〇
年
記
念
を
冠
し
た
﹁
嚶

鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
ｉ
ｎ
恵
那
﹂
も
昨
年
発

足
し
た
実
行
委
員
会
で
進
捗
状
況
を
確

認
し
な
が
ら
、
い
よ
い
よ
本
番
を
迎
え

ま
し
た
。

　
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
は
、
そ
の
趣
旨
に

賛
同
し
た
全
国
十
二
市
が
協
議
会
を
組

織
し
、
本
来
は
担
当
者
の
協
議
会
と
一

回
の
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
開
催
す
る
こ
と
に

な
っ
て
い
ま
す
が
、
今
回
は
佐
藤
一
斎

顕
彰
会
と
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
わ
む
ら
一
斎

塾
も
相
乗
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
、
協
力

し
な
が
ら
年
間
を
通
じ
て
歿
後
記
念
事

業
の
ひ
と
つ
﹁
一
斎
塾
﹂
を
進
め
て
い

ま
す
。

　
こ
の
﹁
一
斎
塾
﹂
は
、
過
去
五
年
に

わ
た
り
、
﹁
い
わ
む
ら
一
斎
塾
﹂
が
主

催
し
、
地
元
岩
村
で
年
六
回
ほ
ど
づ
つ

﹁
郷
土
の
先
人
か
ら
学
ぶ
﹂
を
主
テ
ー

マ
と
し
、
大
学
教
授
や
研
究
者
な
ど
に

ご
講
演
を
い
た
だ
い
た
全
国
版
に
あ
た

る
も
の
で
す
。

　
因
み
に
、
本
年
四
月
の
恵
那
会
場
を

皮
切
り
に
九
月
の
大
阪
会
場
ま
で
九
回

の
一
斎
塾
を
開
催
し
て
き
ま
し
た
。

　
五
月
四
日
︵
月
︶
は
、
佐
藤
一
斎
ゆ
か

り
の
東
京
湯
島
聖
堂
で
、
窪
田
哲
夫
氏

︵
佐
藤
一
斎
言
志
四
録
普
及
特
命
大
使
︶

に
、
﹁
佐
藤
一
斎
﹃
言
志
四
録
﹄
今
　

求
め
ら
れ
る
こ
と
﹂
と
題
し
て
、
ご
講

演
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
東
京
在
住
の

恵
那
市
出
身
の
方
や
佐
藤
一
斎
の
フ
ァ

ン
の
方
な
ど
、
講
堂
一
杯
の
約
百
名
が
、

講
師
の
ほ
と
ば
し
る
よ
う
な
熱
弁
に
耳

を
傾
け
、
明
日
へ
の
力
を
も
ら
っ
て
帰

途
に
つ
か
れ
ま
し
た
。

　
ま
た
、
九
月
六
日
︵
日
︶
は
、
佐
藤
一

斎
が
二
十
一
歳
の
と
き
、
大
坂
の
懐
徳

堂
中
井
竹
山
に
一
時
師
事
し
た
こ
と
に

因
み
、
大
阪
大
学
中
之
島
セ
ン
タ
ー
で
、

作
家
の
神
渡
良
平
氏
の
﹁
西
郷
隆
盛
と

佐
藤
一
斎
﹂
と
題
し
て
ご
講
演
を
い
た

だ
き
ま
し
た
。
西
郷
さ
ん
は
、
言
志
四

録
か
ら
一
〇
一
条
抜
き
書
き
し
、
自
己

の
修
養
に
資
し
、
あ
の
有
名
な
﹁
敬
天

愛
人
﹂
の
言
葉
の
源
に
も
な
っ
た
ほ
ど

愛
読
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
さ
て
、
記
念
事
業
に
対
し
、
恵
那
市

や
東
濃
一
円
の
多
く
の
方
に
関
わ
っ
て

い
た
だ
き
順
調
に
進
ん
で
い
ま
す
が
、

予
測
だ
に
し
な
か
っ
た
思
わ
ぬ
援
軍
が

現
れ
感
動
し
て
お
り
ま
す
。

　
﹁
佐
藤
一
斎
の
教
え
に
よ
る
三
つ
の

歌
﹂
を
、
﹁
日
本
の
歌
を
歌
う
会
﹂
や

高
齢
者
大
学
な
ど
で
、
指
導
さ
れ
て
い

る
田
中
吉
徳
先
生
と
、
現
代
舞
踊
グ
ル

ー
プ
﹁
心
花
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
﹂
代
表
で

若
さ
あ
ふ
れ
る
市
川
雅
子
さ
ん
で
す
。

　
田
中
先
生
は
、
﹁
い
わ
む
ら
一
斎
塾
﹂

の
地
道
な
活
動
へ
想
い
を
強
く
さ
れ
、

そ
の
応
援
歌
を
作
成
し
よ
う
と
、
作
曲

家
へ
の
依
頼
や
個
別
に
練
習
用
の
Ｃ
Ｄ

や
テ
ー
プ
を
配
付
さ
れ
る
な
ど
、
一
斎

の
教
え
を
気
軽
に
歌
い
、
親
し
ん
で
ほ

し
い
と
の
篤
い
気
持
ち
を
お
寄
せ
い
た

だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
親
し
み
や
す
い
﹁
順
境
は
春
の
如
し
﹂、

格
調
高
い
﹁
清
き
も
の
は
﹂
、
重
厚
な

﹁
三
学
﹂。

　
ど
れ
も
す
ば
ら
し
く
、
永
く
歌
い
継

ぎ
た
い
も
の
で
す
。

　
市
川
さ
ん
の
﹁
心
花
﹂
に
は
、
魂
を

揺
さ
ぶ
ら
れ
ま
し
た
。

　
﹁
人
生
に
は
何
ひ
と
つ
無
駄
な
も
の

は
な
い
﹂
。
こ
の
想
い
を
抱
き
、
﹁
自

分
の
信
じ
た
道
を
ま
っ
す
ぐ
に
﹂
を
テ

ー
マ
に
、
短
い
時
間
の
な
か
で
構
成
さ

れ
た
七
つ
の
場
面
を
転
換
し
な
が
ら
、

凛
と
し
て
踊
る
姿
に
は
感
動
さ
せ
ら
れ

ま
す
。

　
﹁
言
志
四
録
﹂
の
言
葉
が
、
こ
の
よ

う
な
形
に
な
ろ
う
と
誰
が
予
想
し
た
で

し
ょ
う
か
。
も
し
、
一
斎
先
生
が
こ
れ

を
観
ら
れ
た
ら
、
﹁
我
が
意
を
得
た
り
﹂

と
膝
を
た
た
い
て
喜
ば
れ
る
に
ち
が
い

あ
り
ま
せ
ん
。

　
こ
の
よ
う
に
歿
後
一
五
〇
年
記
念
が

嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
と
相
俟
っ
て
、
多
く

の
方
た
ち
の
お
力
添
え
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
感
謝
感
謝
。

佐
藤
一
斎
歿
後

佐
藤
一
斎
歿
後 

　
　
一
五
〇
年
祭
を
迎
え
て

　
　
一
五
〇
年
祭
を
迎
え
て 
佐
藤
一
斎
歿
後 

　
　
一
五
〇
年
祭
を
迎
え
て 

　
門
弟
三
千
人
と
云
わ
れ
た
佐
藤
一
斎
。

そ
ん
な
事
も
あ
っ
て
か
、
各
地
に
は
一

斎
に
係
わ
る
書
幅
・
書
翰
・
石
碑
等
が

存
在
す
る
。
事
を
認
め
て
間
も
な
い
も

の
か
ら
卒
後
に
及
ぶ
も
の
ま
で
、
或
い

は
忘
れ
去
ら
れ
た
書
幅
の
反
面
、
見
上

げ
る
よ
う
な
巨
大
石
碑
ま
で
諸
々
で
あ

る
。
そ
れ
ら
を
幾
つ
か
眼
に
す
る
内
に

少
し
気
に
な
る
事
が
湧
い
て
き
た
。
と

云
う
の
も
、
こ
れ
ら
に
書
か
れ
た
文
字

と
一
斎
生
前
に
唯
一
出
版
さ
れ
た
﹃
愛

日
楼
文
詩
﹄
掲
載
の
本
文
と
を
照
合
す

る
と
、
文
字
の
異
同
・
追
加
・
脱
落
等
が

随
所
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
思
う
に
、

こ
れ
は
﹃
愛
日
楼
文
詩
﹄
が
一
斎
の
下

書
き
で
あ
る
﹃
愛
日
楼
稿
本
﹄
を
原
稿

と
し
た
事
に
起
因
し
て
い
る
よ
う
で
あ

る
。
則
ち
因
幡
若
桜
侯
池
田
冠
山
と
大

和
小
泉
侯
片
桐
遜
斎
が
﹃
愛
日
楼
稿
本
﹄

を
借
読
し
て
抄
写
し
編
集
し
た
も
の
が

﹃
愛
日
楼
文
詩
﹄
と
し
て
出
版
の
際
に

は
、
一
斎
自
ら
が
文
字
の
手
直
し
を
行

っ
た
事
が
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
そ

れ
以
前
に
乞
わ
れ
た
撰
文
が
石
碑
に
鐫

刻
さ
れ
、
序
文
・
跋
文
の
載
っ
た
出
版

物
も
上
梓
さ
れ
て
い
た
訳
で
あ
る
。
ま

た
、
一
斎
卒
後
に
嗣
子
佐
藤
立
軒
が
編

集
し
た
﹃
愛
日
楼
文
詩
﹄
が
あ
る
が
、

こ
れ
も
﹃
愛
日
楼
稿
本
﹄
と
は
文
字
の

佐
藤
一
斎
の 

　
　
　
詩
文
推
敲 

会
員
　

若
森
　
慶
隆

副
理
事
長
　

鈴
　
木
　
　
　
一 



　
市
内
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
佐
藤
一
斎

歿
後
百
五
十
年
祭
嚶
鳴
フ
ォ
ー
ラ
ム
の

旗
が
開
催
を
待
ち
わ
び
て
い
る
か
の
様

に
私
達
を
迎
え
て
く
れ
ま
す
。
七
号
は

記
念
特
集
と
し
て
、
二
頁
増
で
お
届
け

し
ま
す
。
お
忙
し
い
な
か
、
玉
稿
を
お

寄
せ
く
だ
さ
い
ま
し
た
、
可
知
市
長
様
、

樹
神
様
、
徳
丸
様
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。
一
斎
塾
の
皆
様
の
御
協
力

に
も
感
謝
致
し
ま
す
。

　
歿
後
百
五
十
年
、
今
に
活
き
つ
づ
け

る
一
斎
先
生
の
教
え
が
親
か
ら
子
へ
、

子
か
ら
孫
へ
大
切
に
伝
え
つ
づ
け
ら
れ

て
い
く
こ
と
が
私
の
願
い
で
す
。

・
名
言
録
集

・
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
ぼ
く

・
言
志
四
録
抄
日
捲
り

・
大
人
の
寺
子
屋

・
重
職
心
得
箇
条

・
生
き
方
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス



︱
佐
藤
一
斎
の
思
想

・
佐
藤
一
斎

・
下
田
歌
子
著

　
女
子
の
修
養︵
現
代
語
訳
︶

一
斎
塾
が
紹
介
す
る
書
籍 
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あ
と
が
き 

五
百
円

千
五
十
円

七
百
円

六
百
円

八
百
円

二
千
六
十
円

三
百
円

七
百
円

「
い
わ
む
ら
一
斎
塾
」が
め
ざ
す
も
の 

　
二
十
一
世
紀
を
生
き
抜
く
教
養
豊
か

な
人
材
と
指
導
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、

郷
土
が
生
ん
だ
幕
末
の
偉
大
な
碩
学
佐

藤
一
斎
翁
の
教
え
を
基
本
理
念
と
し
て
、

広
く
高
い
見
地
か
ら
多
様
な
学
習
と
修

養
の
場
作
り
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、

子
ど
も
か
ら
大
人
ま
で
幅
広
い
層
に
至

る
ま
で
の
﹁
人
づ
く
り
﹂
﹁
心
そ
だ
て
﹂

及
び
そ
れ
を
活
か
し
た
ま
ち
づ
く
り
の

推
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

目
的
達
成
の
取
り
組
み 

⑴
　
佐
藤
一
斎
の
教
え
︵﹁
言
志
四
録
﹂︶

　
を
学
ぶ
定
例
学
習
会
の
開
催

⑵
　
郷
土
の
先
人
や
歴
史
に
関
す
る
公

　
開
講
座
及
び
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
開
催

⑶
　
各
種
団
体
等
か
ら
の
要
請
に
よ
る

　
郷
土
の
先
人
に
関
す
る
講
師
の
派
遣

⑷
　
郷
土
の
先
人
に
関
す
る
情
報
誌
・

　
書
籍
の
発
行

⑸
　
郷
土
の
歴
史
や
先
人
に
関
す
る
書

　
籍
・
論
文
・
資
料
の
収
集

⑹
　
郷
土
の
先
人
の
知
恵
を
今
に
活
か

　
す
イ
ベ
ン
ト
・
フ
ォ
ー
ラ
ム
等
の
開

　
催
及
び
協
力

⑺
　
郷
土
の
先
人
か
ら
学
ぶ
関
係
団
体

　
と
の
研
修
会
及
び
交
流
会
の
開
催

異
同
・
追
加
・
脱
落
等
が
見
受
け
ら
れ

る
よ
う
な
の
で
、
一
斎
は
仮
令
す
で
に

自
身
の
撰
文
が
鐫
刻
さ
れ
、
序
文
・
跋

文
が
載
せ
ら
れ
た
出
版
物
が
上
梓
の
後

も
、
意
に
そ
ぐ
わ
な
い
と
感
じ
た
文
字

を
推
敲
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　
そ
の
代
表
例
と
し
て
、
滋
賀
県
の
藤

樹
書
院
所
蔵
の
書
幅
二
本
と
、
東
京
都

の
上
野
源
空
寺
の
伊
能
忠
敬
墓
碑
を
挙

げ
た
い
。

　
藤
樹
書
院
の
書
幅
は
、
﹃
藤
樹
書
院

に
詣
る
﹄
と
、
﹃
旧
制
に
題
す
﹄
の
共

に
七
言
律
詩
で
あ
る
。
第
一
句
、
第
二

句
、
第
七
句
に
異
同
が
見
ら
れ
、
特
に

第
二
句
は
全
面
改
作
さ
れ
て
い
る
。

　
伊
能
忠
敬
墓
碑
は
、
﹃
東
河
伊
能
君

墓
銘
并
叙
﹄
と
あ
り
本
文
は
九
〇
八
文

字
。
﹃
愛
日
楼
文
詩
﹄
所
収
の
﹃
伊
能

東
河
墓
碣
銘
﹄
は
本
文
一
〇
五
一
文
字

か
ら
成
っ
て
い
る
。
特
に
、
文
末
で
忠

敬
の
嫡
孫
が
叙
を
請
う
文
章
は
、
﹃
墓

銘
并
叙
﹄
に
比
し
て
﹃
墓
碣
銘
﹄
は
四

章
に
成
っ
て
い
る
。

　
現
在
Ｎ
Ｈ
Ｋ
BS
３
で
午
前
七
時
二
十

五
か
ら
三
十
分
ま
で
︵
月
〜
金
曜
日
︶

の
五
分
間
﹁
新
漢
詩
紀
行
﹂
と
い
う
番

組
が
放
送
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
平
成
十
九
年
十
一
月
に
恵
那
市
中
央

図
書
館
で
﹁
詩
人
と
し
て
の
佐
藤
一
斎
﹂

と
題
し
て
講
演
さ
れ
た
石
川
忠
久
先
生

が
監
修
さ
れ
て
い
て
、
毎
週
金
曜
日
に

は
、
あ
の
に
こ
や
か
な
顔
を
私
達
に
見

せ
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
唐
の
時
代
八

〜
九
世
紀
頃
の
詩
人
、
杜
甫
、
李
白
、

王
維
等
名
前
を
耳
に
し
た
事
が
あ
る
詩

人
も
多
く
古
の
人
々
の
生
活
を
窺
い
知

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
石
川
先
生
は
、
詩
の
説
明
、
作
者
の

心
情
、
時
代
背
景
な
ど
、
細
か
く
感
情

を
込
め
て
説
明
し
て
下
さ
り
、
毎
日
の

朝
の
五
分
間
が
私
の
楽
し
み
の
一
つ
と

な
っ
て
い
ま
す
。
当
時
の
詩
が
今
尚
私

達
の
生
活
の
中
で
生
き
続
け
て
い
る
部

分
が
あ
り
ま
す
。
孟
浩
然
の
一
節
﹁
春

眠
暁
を
覚
え
ず
⋯
﹂
と
か
、
杜
甫
の
一

節
﹁
人
生
七
十
古
来
稀
な
り
﹂
︵
こ
こ

か
ら
古
稀
の
言
葉
が
で
き
た
︶
等
。

　
俳
優
加
藤
剛
の
朗
々
と
謳
う
声
に
又

感
銘
を
受
け
ま
す
。
理
解
で
き
な
い
処

も
多
々
あ
り
ま
す
が
、
わ
か
ら
ず
と
も

魅
力
一
杯
の
番
組
で
す
。
皆
さ
ん
も
是

非
ご
覧
に
な
っ
て
み
て
下
さ
い
。

石
川
忠
久
先
生
監
修 

「
新
漢
詩
紀
行
」
を
見
て 

会
員
　

山
口
　
通
子
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