
　
学
問
す
る
道
は
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し

道
に
は
三
つ
の
段
階
が
あ
る
。
初
め
に
古

人
の
文
章
︵
諸
経
︶
を
学
び
、
次
に
古
人

の
行
為
行
動
を
歴
史
に
学
び
、
終
り
に
古

人
の
精
神
を
学
ぶ
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

古
人
の
文
章
を
学
び
修
め
る
思
い
が
あ
る

な
ら
、
そ
れ
は
最
後
に
古
人
の
精
神
を
学

び
活
か
す
こ
と
で
あ
り
自
ら
の
学
び
が
円

熟
し
て
い
る
現
れ
で
も
あ
る
。
学
問
に
は

三
つ
の
段
階
が
あ
る
と
す
る
が
、
実
の
と

こ
ろ
段
階
的
順
番
が
あ
る
の
で
は
な
く
、

一
貫
し
た
も
の
で
あ
る
の
だ
。

　
読
書
し
て
学
び
よ
し
と
せ
ず
、
著
者
や

登
場
人
物
の
行
為
実
践
を
行
間
よ
り
読
み

と
り
、
そ
の
思
い
や
精
神
、
思
想
ま
で
も

感
得
す
る
こ
と
が
大
切
。
故
に
﹁
文
・
行
・

心
﹂
は
一
貫
し
て
修
得
す
る
も
の
。

︵
言
志
耋
録
一
条
︶

釈
　
意
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学
は
一
な
り
。
而
も
等
に
三
有
り
。

初
め
に
は
文
を
学
び
、
次
に
は
行
を

学
び
、
終
り
に
は
心
を
学
ぶ
。
然
る

に
初
め
の
文
を
学
ば
ん
と
欲
す
る
、

既
に
吾
が
心
に
在
れ
ば
、
則
ち
終
り

の
心
を
学
ぶ
は
、
乃
ち
是
れ
学
の
熟

せ
る
な
り
。
三
有
り
て
而
も
三
無
し
。 

こ 

し
か 

と
う 

こ
う 

し
か 

し
ん 

す
な
わ 

す
な
わ 

　
若
い
人
は
﹁
い
か
に
し
て
世
の
中
に

出
る
か
﹂
と
、
常
々
考
え
て
い
る
。
一

流
ブ
ラ
ン
ド
大
学
に
行
き
た
い
と
思
う

の
も
、
率
直
に
言
え
ば
、
世
の
中
に
一

廉
の
人
物
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
い
か
ら

で
あ
る
。

　
世
の
中
の
人
は
そ
の
人
が
ま
だ
海
の

も
の
と
も
山
の
も
の
と
も
わ
か
ら
な
い

か
ら
、
判
断
す
る
根
拠
が
欲
し
く
て
、

た
と
え
ば
学
歴
な
ど
を
参
考
に
す
る
。

　
で
は
、
世
の
中
の
評
価
が
定
ま
る
前

の
宙
ぶ
ら
り
ん
の
と
き
、
自
分
は
ど
う

し
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
私
は
、
自
分
に
対
す
る
世
の
中
の
評

価
が
定
ま
る
前
の
不
安
定
な
と
き
こ
そ
、

自
分
で
自
分
を
高
く
評
価
し
、
百
年
に

一
人
出
る
か
出
な
い
か
の
逸
材
だ
と
太

鼓
判
を
押
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
い

け
な
い
と
強
く
思
う
。
自
分
が
自
分
を

絶
対
的
に
評
価
し
て
、
自
信
を
持
つ
。

い
わ
ば
思
い
込
み
が
激
し
く
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
う
。

　
中
国
の
古
典
は
自
分
を
ど
う
処
し
た

ら
い
い
か
と
い
う
人
間
学
の
宝
庫
だ
が
、

そ
の
中
に
、
趙
の
大
臣
・
平
原
君
が
自

分
の
家
に
居
候
し
て
い
た
食
客
の
毛
遂

に
こ
う
言
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

﹁
士
の
世
に
処
る
は
、
錐
の
嚢
中
に
処

る
が
ご
と
し
﹂
︵
無
名
の
優
れ
た
人
物

と
は
袋
の
中
の
錐
の
よ
う
な
も
の
で
、

い
ず
れ
穂
先
が
袋
か
ら
突
き
出
て
評
価

さ
れ
る
よ
う
に
、
必
ず
評
価
さ
れ
る
時

が
来
る
︶

　
平
原
君
が
爪
楊
枝
を
口
に
く
わ
え
て
、

そ
う
う
そ
ぶ
い
て
い
る
様
子
が
目
に
見

え
る
よ
う
で
、
大
変
な
自
信
家
だ
っ
た

よ
う
だ
。

　
で
も
こ
れ
は
強
が
り
で
も
な
ん
で
も

な
く
、
世
の
中
を
渡
る
た
め
の
秘
訣
だ
。

　
世
の
中
が
ま
だ
評
価
し
て
く
れ
て
い

な
い
か
ら
こ
そ
、
自
分
が
評
価
し
て
自

信
を
持
つ
の
だ
。

　
こ
う
い
う
浩
然
の
気
を
持
つ
こ
と
が

世
渡
り
の
秘
訣
だ
と
い
う
こ
と
は
、
佐

藤
一
斎
の
不
朽
の
名
著
﹃
言
志
四
録
﹄

に
も
散
見
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
次
の
一

条
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

﹁
一
燈
を
提
げ
て
暗
夜
を
行
く
。
暗
夜

を
憂
う
る
な
か
れ
。
た
だ
一
燈
を
頼
め
。﹂

　
　
　
　
︵
﹃
言
志
晩
録
﹄
十
三
条
︶

　
顔
を
撫
で
ら
れ
て
も
わ
か
ら
な
い
よ

う
な
漆
黒
の
闇
夜
を
行
く
と
き
、
あ
あ

で
も
な
い
、
こ
う
で
も
な
い
と
い
ろ
い

ろ
理
屈
を
並
べ
た
て
て
も
意
味
が
な
い
。

　
最
後
の
頼
み
は
自
分
が
提
げ
て
い
る

提
灯
だ
。
自
分
を
信
頼
し
て
、
暗
夜
を

行
こ
う
で
は
な
い
か
と
い
う
の
だ
。

　
こ
こ
に
も
自
分
に
対
す
る
絶
対
的
信

頼
が
あ
る
。
こ
れ
が
あ
れ
ば
必
ず
道
は

開
け
る
。
そ
し
て
こ
う
い
う
自
分
を
得

る
た
め
に
も
、
人
は
独
り
黙
っ
て
座
る

こ
と
が
大
切
だ
。
絶
対
の
世
界
に
対
峙

し
、
悠
久
な
る
世
界
に
遊
ぶ
と
、
次
第

に
肚
が
で
き
て
き
て
、
世
の
荒
波
を
越

え
て
い
け
る
力
が
備
わ
る
。
﹃
言
志
録
﹄

は
そ
う
い
う
自
分
を
つ
く
っ
て
い
く
ガ

イ
ド
ブ
ッ
ク
で
も
あ
る
。

『
言
志
四
録
』
は

『
言
志
四
録
』
は 

　 

世
の
荒
波
を
越
え
て
行
く

世
の
荒
波
を
越
え
て
行
く 

　
　
　
　

　
　
　
　 

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ 

『
言
志
四
録
』
は 

　 

世
の
荒
波
を
越
え
て
行
く 

　
　
　
　 

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ 

作
家
　
神
渡
　
良
平

︵
徳
増
省
允
︶

ひ
と

へ
い
げ
ん
く
ん

か
ど

三学戒の碑（神渡先生の揮毫） 「言志祭」における神渡先生の講演会

ち
ょ
う

も
う
す
い

き
り

の
う
ち
ゅ
う

あ

おつ
ま
よ
う
じ

こ
う
ぜ
ん

さ

た
い
じ
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最
近
の
世
相
に
つ
い
て
、
あ
ま
り
に

も
目
を
覆
う
惨
状
が
日
本
の
あ
ち
ら
こ

ち
ら
で
生
じ
て
い
ま
す
。
近
く
に
目
を

転
ず
れ
ば
、
昨
年
、
中
津
川
市
の
高
校

生
殺
人
事
件
、
瑞
浪
市
の
中
学
校
で
の

い
じ
め
に
よ
る
自
殺
、
今
年
に
は
い
り

一
月
か
ら
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
事
件

が
日
本
全
国
で
お
き
て
い
ま
す
。

　
こ
の
状
況
に
つ
い
て
様
々
な
観
点
か

ら
政
治
家
、
教
育
者
、
評
論
家
、
社
会

学
者
等
々
の
原
因
を
究
明
す
る
発
言
が

あ
い
つ
い
で
い
ま
す
。
専
門
家
の
研
究

に
委
ね
る
事
も
大
切
で
す
が
、
危
急
に

ま
ず
家
族
の
あ
り
方
を
考
え
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
一

連
の
事
件
に
つ
い
て
そ
の
家
族
等
の
周

囲
の
人
達
︵
友
達
、
学
校
の
教
師
等
︶

は
必
ず
何
ら
か
の
サ
イ
ン
を
感
じ
て
い

た
は
ず
で
す
。
こ
の
サ
イ
ン
を
ど
う
し

て
生
か
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
悔

や
ま
れ
ま
す
。
責
任
問
題
の
追
求
も
大

切
で
す
が
。

　
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
問
題
が
生
じ
た

大
き
な
原
因
の
一
つ
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
家
庭
の
在
り
方
に
つ
い
て
﹁
佐
藤

一
斎
﹂
の
﹁
言
志
四
録
﹂
か
ら
主
な
も

の
を
抽
出
し
て
、
家
庭
、
父
母
、
子
供

の
教
育
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思

い
ま
す
。

ま
ず
第
一
に
、

父
母
の
あ
り
方
に
つ
い
て

　
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
。

　
　
　
　
︵
言
志
晩
録
　
二
二
九
条
︶

　
父
た
る
の
道
は
、
厳
格
の
う
ち
に
慈

愛
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
母
た
る
の

道
は
、
慈
愛
の
う
ち
に
厳
格
さ
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

子
の
教
育
に
つ
い
て

　
子
を
教
う
る
に
は
、
愛
に
溺
れ
て

　
以
て
縦
を
致
す
こ
と
な
か
れ
。

　
善
を
責
め
て
以
て
恩
を
そ
こ
な
う

　
こ
と
な
か
れ
。

　
　
　
　
︵
言
志
後
録
　
一
五
九
条
︶

　
子
ど
も
を
教
え
る
に
は
、
愛
に
溺
れ

て
、
わ
が
ま
ま
気
ま
ま
に
さ
せ
て
は
い

け
な
い
。
ま
た
、
善
行
を
強
い
て
、
子

ど
も
を
責
め
立
て
、
︵
親
子
の
間
の
和

気
を
損
じ
︶
親
の
恩
を
仇
に
さ
せ
て
は

い
け
な
い
。

孫
は
子
よ
り
可
愛
い
︵
家
族
︶

　
親
の
道
は
慈
に
あ
り
。
人
お
お
む

　
ね
子
に
厳
に
し
て
、
孫
に
慈
す
。

　
何
ぞ
や
。
け
だ
し
其
の
子
に
厳
な

　
る
は
、
責
善
の
切
な
る
を
以
て
然

　
り
。
す
な
わ
ち
慈
な
り
。
其
の
孫

　
に
慈
す
る
は
、
其
の
我
れ
に
代
わ

　
り
以
て
善
を
責
む
る
者
あ
る
を
以

　
て
、
故
に
只
だ
其
の
慈
を
見
る
の

　
み
。
祖
先
の
子
孫
に
於
け
る
も
、

　
其
の
情
け
だ
し
亦
相
違
い
に
し
か

　
ら
ん
か
。

　
　
　
　
︵
言
志
耋
録
　
三
三
三
条
︶

　
親
の
子
に
対
す
る
道
は
慈
愛
で
あ
る
。

し
か
る
に
、
人
は
大
抵
子
に
は
厳
し
く
、

孫
に
慈
愛
深
い
の
は
何
故
だ
ろ
う
か
。

思
う
に
そ
の
子
に
厳
し
い
の
は
善
行
を

勧
め
る
心
が
痛
切
な
た
め
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
は
や
は
り
子
に
た
い
す
る
慈
愛

な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
孫
に
慈
愛
深
い
の
は
、
自
分
に

代
わ
っ
て
善
を
責
め
る
者
が
い
る
か
ら

で
、
た
だ
慈
愛
だ
け
を
見
せ
る
こ
と
に

な
る
。

　
祖
先
の
子
孫
に
対
す
る
情
も
、
こ
う

い
う
具
合
に
、
お
互
い
に
子
に
は
厳
、

孫
に
は
慈
と
、
互
い
違
い
に
伝
わ
っ
て

き
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
様
々
な
観
点
か
ら
、
日
本
人
の
道
徳

観
が
薄
れ
て
き
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
は

家
庭
教
育
の
み
に
視
点
を
お
き
ま
し
た

が
、
最
近
の
小
中
学
校
で
の
給
食
費
の

未
納
問
題
に
ふ
れ
、
あ
る
著
名
な
評
論

家
が
﹁
日
本
の
国
は
、
そ
こ
ま
で
崩
れ

て
し
ま
っ
た
の
か
。
﹂
と
嘆
く
発
言
を

し
て
み
え
ま
し
た
。
も
う
一
度
原
点
に

立
ち
返
り
、
人
と
し
て
の
あ
り
方
、
家

庭
の
あ
り
方
等
を
考
え
る
時
期
で
は
な

い
か
と
思
い
ま
す
。

佐
藤
一
斎
の 

　
家
庭
教
育
に
つ
い
て 

い
わ
む
ら
一
斎
塾 

理
事
　
西
尾
　
彰
芳

　
私
の
十
二
歳
の
誕
生
日
プ
レ
ゼ
ン
ト

に
と
、
祖
父
か
ら
絵
本
を
も
ら
い
ま
し

た
。
そ
れ
が
こ
の
本
で
す
。
さ
し
絵
が

か
わ
い
い
と
思
い
な
が
ら
、
パ
ラ
パ
ラ

め
く
っ
て
み
る
と
、
﹁
あ
ん
じ
ゃ
な
い
﹂

と
い
う
言
葉
が
目
に
と
ま
り
ま
し
た
。

　
そ
れ
は
、
祖
父
が
時
々
私
た
ち
に
言

っ
て
く
れ
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
す
。
﹁
大

丈
夫
だ
よ
。
気
に
す
る
な
。
﹂
と
い
う

意
味
だ
と
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
私

は
使
い
ま
せ
ん
が
、
昔
か
ら
あ
る
東
濃

弁
だ
そ
う
で
す
。
私
は
絵
本
に
東
濃
の

方
言
が
出
て
き
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。

そ
し
て
す
ぐ
に
、
最
初
の
ペ
ー
ジ
か
ら

読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　
こ
の
本
は
、
佐
藤
一
斎
と
い
う
人
の

教
え
が
書
か
れ
た
﹃
言
志
四
録
﹄
の
内

容
を
分
か
り
や
す
く
し
た
絵
本
で
す
。

﹁
あ
ん
じ
ゃ
な
い
﹂
の
言
葉
の
下
に
は
、

﹁
青
天
白
日
は
常
に
我
に
あ
り
﹂
と
あ

り
ま
し
た
。
一
斎
さ
ん
の
教
え
で
す
。

難
し
い
文
だ
な
、
と
思
い
ま
し
た
が
、

一
斎
さ
ん
が
江
戸
時
代
の
人
だ
と
わ
か

り
納
得
し
ま
し
た
。
そ
こ
に
は
﹁
気
分

が
そ
う
快
で
い
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、

自
分
の
心
の
あ
り
よ
う
、
気
持
ち
の
も

ち
方
、
自
分
の
努
力
と
修
養
の
中
か
ら

生
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
外
か
ら
与
え

ら
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
﹂
と

　
「
佐
藤
一
斎
さ
ん
か
ら
の
伝
言
」 

駄
知
小
六
年
　
塚
本
　
怜
子

県
読
書
感
想
文
小
学
校
高
学
年
の
部 

優
秀
賞
授
賞 
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い
う
説
明
が
そ
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
時
、
苦
手
な
こ
と
か
ら

逃
げ
て
い
た
自
分
が
あ
っ
て
、
少
し
落

ち
込
ん
で
い
た
私
の
心
に
、
そ
の
言
葉

が
す
っ
と
入
り
込
ん
で
き
ま
し
た
。
そ

し
て
、
周
り
の
せ
い
に
し
て
い
た
自
分

に
も
気
付
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
一
ペ
ー
ジ
に
一
つ
ず
つ
の
一
斎
さ
ん

の
教
え
を
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
背
す

じ
が
の
び
て
き
て
、
勇
気
や
自
信
が
わ

い
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
ま
し
た
。

　
父
も
こ
の
本
を
読
ん
だ
の
で
す
が
、

﹁
こ
の
教
え
が
一
番
好
き
だ
な
。﹂
と
、

本
も
見
ず
に
選
ん
だ
も
の
が
あ
り
ま
し

た
。
そ
れ
は
﹁
少
に
し
て
学
べ
ば
、
則

ち
壮
に
し
て
な
す
こ
と
有
り
。
壮
に
し

て
学
べ
ば
、
則
ち
老
い
て
衰
え
ず
。
老

い
て
学
べ
ば
、
則
ち
死
し
て
朽
ち
ず
。﹂

と
い
う
も
の
で
す
。
私
は
意
味
を
知
り

た
く
て
、
も
う
一
度
説
明
を
読
ん
で
み

ま
し
た
。
そ
し
て
、
今
学
校
で
勉
強
し

て
い
る
こ
と
は
、
大
人
に
な
っ
た
時
に

役
立
つ
。
失
敗
も
す
べ
て
無
駄
に
は
な

ら
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
し

た
。
父
の
好
き
な
こ
の
言
葉
は
私
も
好

き
に
な
り
ま
し
た
。

　
東
濃
弁
が
で
て
き
た
の
は
、
一
斎
さ

ん
が
と
な
り
の
市
の
恵
那
市
岩
村
町
の

人
だ
っ
た
か
ら
だ
と
分
か
り
ま
し
た
。

私
は
こ
ん
な
近
く
に
偉
大
な
人
が
い
た

こ
と
に
驚
き
ま
し
た
。

　
そ
こ
で
夏
休
み
の
あ
る
日
、
家
族
で

一
斎
さ
ん
の
岩
村
町
を
訪
ね
て
み
ま
し

た
。
古
い
美
し
い
町
並
み
の
、
ほ
と
ん

ど
の
家
の
玄
関
に
、
厚
い
木
の
板
に
筆

で
文
が
か
か
れ
て
い
る
も
の
が
か
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。

そ
の
す
べ
て
が
本
に
あ
っ
た
一
斎
さ
ん

の
教
え
だ
っ
た
の
で
す
。
岩
村
の
人
々

が
、
ど
ん
な
に
ほ
こ
り
に
思
い
敬
っ
て

い
る
か
わ
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、﹁
わ

が
家
だ
っ
た
ら
、
何
と
い
う
教
え
を
飾

ろ
う
か
な
。
﹂
と
考
え
た
ら
楽
し
く
な

っ
て
き
ま
し
た
。

　
私
は
こ
れ
か
ら
中
学
、
高
校
へ
と
進

み
ま
す
が
、
学
ぶ
こ
と
を
わ
す
れ
ず
、

迷
っ
た
り
落
ち
込
ん
だ
り
し
た
ら
、
こ

の
本
に
力
を
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
平
成
十
九
年
三
月
七
日
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法

人
い
わ
む
ら
一
斎
塾
は
、
堀
井
理
事
長
、

鈴
木
副
理
事
長
が
恵
那
市
役
所
に
可
知

市
長
を
訪
ね
、
同
市
岩
村
町
出
身
で
明

治
、
大
正
、
昭
和
初
期
に
か
け
て
日
本

の
女
子
教
育
の
先
駆
者
と
し
て
活
躍
、

実
践
女
子
学
園
の
創
設
者
で
あ
り
優
れ

た
歌
人
で
も
あ
っ
た
下
田
歌
子
氏
の
著

書
﹁
女
子
の
修
養
﹂
の
現
代
語
訳
本
、

八
千
部
を
贈
り
、
子
ど
も
の
い
る
市
内

の
家
庭
、
公
共
施
設
等
に
配
布
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
又
、
他
に
七
千
部
を
広

く
東
濃
、
県
内
及
び
全
国
の
希
望
者
に

有
料
で
販
売
。

　
今
、
女
性
の
使
命
︵
天
命
︶
と
し
て

の
女
子
の
教
養
が
求
め
ら
れ
、
子
育
て

中
の
母
親
、
こ
れ
か
ら
成
人
し
て
や
が

て
子
育
て
体
験
す
る
若
い
女
性
の
基
本

的
な
心
の
あ
り
様
、
精
神
を
教
え
る
誠

に
良
き
指
導
書
で
あ
り
、
修
養
書
で
あ

る
。
そ
の
基
本
の
真
理
は
、
時
代
が
か

わ
れ
ど
も
か
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

　
戦
後
、
衣
食
住
が
大
変
に
不
足
し
た

状
況
下
で
、
今
か
ら
六
十
年
前
、
全
国

民
は
新
し
き
日
本
の
興
国
の
た
め
本
格

的
に
第
一
歩
を
ふ
み
だ
し
た
。

　
昭
和
二
十
二
年
︵
一
九
四
七
︶
三
月

に
民
主
主
義
の
新
憲
法
下
で
、
教
育
基

本
法
、
学
校
教
育
法
が
公
布
さ
れ
、
六

十
年
後
を
前
に
、
昨
年
十
一
月
か
ら
十

二
月
に
か
け
論
議
と
な
り
改
定
さ
れ
た

が
、
そ
の
改
定
内
容
に
は
未
だ
賛
否
両

論
が
あ
る
。
し
か
し
法
が
か
わ
っ
て
も

人
の
心
が
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
、
何
も

か
わ
り
改
め
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。

　
今
の
世
を
構
成
す
る
大
人
、
子
育
て

に
あ
る
親
、
学
校
に
か
か
わ
る
先
生
及

び
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
教
育
関
係
の
行
政
に
か
か

わ
る
人
た
ち
、
全
て
が
素
直
な
心
で
懺

悔
反
省
し
、
国
の
将
来
の
為
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
分
野
と
分
限
に
応
じ
て
真
に
目

覚
め
る
と
き
で
、
ま
さ
に
待
っ
た
な
し

の
現
状
に
あ
る
。

　
著
名
な
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
大
正

十
一
年
来
日
、
長
期
滞
在
し
、
日
本
に

残
し
た
言
葉
が
あ
る
。

﹁
⋯
最
後
の
戦
い
に
疲
れ
た
時
、
人
類

は
真
の
平
和
を
求
め
、
そ
の
盟
主
な
る

も
の
は
、
武
力
や
金
力
で
は
な
く
、
あ

ら
ゆ
る
国
の
歴
史
を
越
え
た
、
最
も
古

く
、
最
も
尊
い
家
柄
で
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
世
界
の
文
化
は
ア
ジ
ア
に
始
ま
っ

て
ア
ジ
ア
に
帰
る
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
の

高
峰
、
日
本
に
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。
わ
れ
わ
れ
は
神
に
感
謝
す
る
。
わ

れ
わ
れ
に
日
本
と
い
う
尊
い
国
を
つ
く

っ
て
お
い
て
く
れ
た
こ
と
を
﹂
と
。

　
母
な
る
大
地
、
母
な
る
海
、
人
は
男

女
と
も
に
母
︱
女
子
の
も
と
に
生
を
受

け
、
そ
の
慈
愛
の
も
と
に
育
つ
。
﹁
三

ツ
子
の
魂
百
ま
で
﹂
。
女
子
の
教
養
教

育
は
、
そ
の
根
幹
を
な
す
。

　
﹁
尊
い
国
﹂
、﹁
美
し
い
心
の
人
が
す
む

国
﹂
た
る
こ
と
を
誇
り
と
し
て
、
自
信

を
も
っ
て
一
人
び
と
り
が
使
命
に
生
き

る
た
め
に
真
に
学
び
自
ら
に
問
う
こ
と

だ
。

恵那市への贈呈式

今
・
求
め
ら
れ
る 

　
　
　
女
子
の
教
養
教
育 

徳
　
増
　
省
　
允

た
ま
し
い



　
塾
報
第
二
号
を
お
届
け
し
ま
す
。

　
ご
多
忙
の
な
か
玉
稿
を
お
寄
せ
い
た

だ
い
た
神
渡
先
生
を
始
め
、
紙
面
を
飾

っ
て
い
た
だ
い
た
会
員
の
方
々
の
ご
協

力
に
感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

　
ま
た
、
読
書
感
想
文
で
見
事
優
秀
賞

に
輝
い
た
塚
本
さ
ん
。
子
ど
も
ら
し
い

素
直
な
気
持
ち
で
表
現
さ
れ
て
い
て
、

皆
様
に
も
ぜ
ひ
ご
一
読
願
え
た
ら
と
思

い
、
ご
本
人
の
許
可
を
得
て
掲
載
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　
第
三
号
は
十
月
発
行
の
予
定
で
す
。

　
︵
木
村
・
杉
浦
・
鈴
木
・
成
瀬
・
山

口
・
徳
増
︶

・
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

・
女
子
の
修
養

一
斎
塾
が
取
扱
っ
て
い
る
本
の
ご
紹
介 
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「
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

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

　
岩
村
町
の
街
並
み
が
﹁
美
し
い
日
本

の
歴
史
的
風
土
百
選
﹂
に
選
ば
れ
ま
し

た
。
毎
日
こ
の
町
で
生
活
し
て
い
て
も

内
か
ら
は
な
か
な
か
良
さ
に
気
づ
く
事

が
少
な
く
、
他
か
ら
認
め
て
頂
き
改
め

て
見
つ
め
直
す
き
っ
か
け
を
頂
い
た
様

な
思
い
が
し
ま
す
。

﹁
日
本
有
数
の
山
城
と
商
家
町
の
歴
史

的
な
街
並
み
が
調
和
し
て
い
る
点
な
ど

が
評
価
さ
れ
た
﹂
と
い
う
事
で
す
。

　
街
並
み
を
通
る
時
も
車
で
﹁
あ
っ
﹂
と

い
う
間
に
走
り
過
ぎ
て
し
ま
う
事
の
方

が
多
い
日
々
で
す
が
、
改
め
て
﹁
我
が

町
﹂
を
見
つ
め
直
す
と
い
う
思
い
で
新

町
か
ら
上
町
ま
で
を
ゆ
っ
く
り
と
歩
い

て
各
家
庭
の
ウ
イ
ン
ド
ー
に
飾
ら
れ
た

お
雛
様
を
観
賞
し
た
り
、
本
通
り
か
ら

正
面
に
見
え
る
城
山
に
目
を
向
け
て
心

を
落
ち
つ
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
ら
と

思
い
ま
す
。
今
の
人
々
が
超
多
忙
な
生

活
で
振
り
回
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

こ
の
岩
村
の
街
並
み
が
多
く
の
皆
様
に

癒
し
を
与
え
て
き
た
の
で
は
と
思
う
の

で
す
。
他
市
町
の
方
達
か
ら
﹁
良
い
所

に
お
住
ま
い
で
す
ね
。
﹂
と
言
わ
れ
た
時

﹁
と
っ
て
も
良
い
所
で
す
。
心
温
か
い

人
達
が
大
勢
住
む
町
で
す
。
ぜ
ひ
ま
た

お
出
掛
け
下
さ
い
。
﹂
と
声
を
大
に
し
て

言
葉
に
で
き
る
町
民
の
ひ
と
り
と
な
る

こ
と
が
で
き
た
ら
と
思
う
も
の
で
す
。

　
﹁
郷
土
の
先
人
﹃
佐
藤
一
斎
、
下
田

歌
子
、
三
好
学
な
ど
﹄
の
業
績
や
教
え

を
学
び
、
思
い
や
り
と
譲
り
合
い
の
心

で
ま
ち
づ
く
り
に
貢
献
で
き
る
人
が
一

人
で
も
多
く
輩
出
し
て
欲
し
い
﹂
と
の

願
い
か
ら
、
本
年
も
次
の
よ
う
な
事
業

を
実
施
し
ま
す
。

・
平
成
十
九
年
度
総
会

　
　
四
月
十
四
日︵
土
︶午
後

・
第
十
一
回
言
志
祭

　
　
十
月
二
十
七
日︵
土
︶午
前
〜

　
　
　
　
　
︵
顕
彰
会
主
催
に
協
力
︶

な
お
、

﹁
先
人
に
学
ぶ
﹂︵
仮
称
︶フ
ォ
ー
ラ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
︵
東
海
市
主
催
︶

　
　
七
月
二
十
八
日︵
土
︶東
京

﹁
全
国
藩
校
サ
ミ
ッ
ト
﹂

　
　
六
月
二
十
三
日︵
土
︶鶴
岡
市

以
上
は
有
志
で
参
加
予
定
。

・
﹁
言
志
四
録
﹂
講
読
会

　
　
毎
月
第
二
土
曜
日
夜

・
特
別
講
座
﹁
い
わ
む
ら
一
斎
塾
﹂

　
　
五
月
か
ら
一
月
に
か
け
て
七
回
ほ

　
　
ど
実
施
予
定
。
詳
細
は
決
定
次
第

　
　
ご
連
絡
し
ま
す
。

・
佐
藤
一
斎
ゆ
か
り
の
地
を
訪
ね
て

　
　
十
一
月
頃
実
施
予
定
。

　
　
希
望
地
が
あ
れ
ば
ご
連
絡
く
だ
さ

　
　
い
。

・
佐
藤
一
斎
、
言
志
四
録
等
に
つ
い
て

講
演
、
資
料
収
集
、
他
団
体
と
の
交
流

会
な
ど
、
随
時
行
い
ま
す
。

　
会
員
を
増
や
し
、
お
互
い
の
志
を
高

め
て
行
き
た
い
も
の
で
す
。

事
　
業
　
計
　
画 

「
歴
史
的
風
土
百
選
」

「
歴
史
的
風
土
百
選
」に 

　
　
城
下
町
岩
村

　
　
城
下
町
岩
村
の
街
並
街
並
み 
「
歴
史
的
風
土
百
選
」

「
歴
史
的
風
土
百
選
」に 

　
　
城
下
町
岩
村

　
　
城
下
町
岩
村
の
街
並
街
並
み 
「
歴
史
的
風
土
百
選
」に 

　
　
城
下
町
岩
村
の
街
並
み 

山
　
口
　
通
　
子
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