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H

1
1
1
坂
本
龍
馬
書
簡
を
素
材
に

l

l

は

じ

め

坂
本
龍
馬
は
天
保
六
年
〈
一
八
一
一
一
五
)
、

八
平
の
第
四
子
(
次
男
〉
に
生
ま
れ
た
。
嘉
永
六
年
(
一
八
五
三
)

政
一
一
一
年
(
一
八
五
六
)
の
二
度
に
わ
た
っ
て
、
剣
術
修
行
の
た
め
江
戸
に

遊
学
し
た
後
、
文
久
二
年
(
一
八
六
一
一
)
一
二
月
、
間
四
抜
け
を
決
行
し
て
江

戸
に
出
る
と
、
や
が
て
梅
舟
勝
麟
太
郎
に
入
門
し
た
。
こ
れ
を
契
機
に
本

格
的
な
政
治
活
動
に
携
わ
る
よ
う
に
な
り
、
慶
応
元
年
(
一
八
六
五
)
か

ら
三
年
に
か
け
、
薩
摩
島
津
家
の
寵
護
の
も
と
で
、
・
毛
利
両
家
を

土
佐
高
知
城
下
の
郷
土
坂
本

-
安

中
心
と
す
る
大
名
家
間
の
周
旋
活
動
に
従
事
す
る
が
、
慶
芯

月

吾川

中
Jじ4、

正

山

十
五
日
、
京
都
で
暗
殺
さ
れ
た
。

彼
の
生
援
は
、
十
九
由
紀
半
ば
に
お
け
る
政
治
活
動
家
の
経
歴
を
示
し

一
つ
の
典
型
を
な
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
異
体
的
な
行
動
と
そ
の

て、事
績
に
関
し
て
は
、
低
説
化
さ
れ
た
語
が
強
く
、
必
ず
し
も
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

た
だ
坂
本
に
つ
い
て
、
そ
の
一
言
動
を
見
る
場
合
、
特
徴
と
思
え
る
こ
と

の
ひ
と
つ
に
、
書
簡
の
文
体
が
あ
る
。
坂
本
書
簡
は
約
一
一
ニ

O
通
が
知
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
に
お
い
て
、
近
世
に
定
型
的
で

あ
っ
た
書
簡
様
文
体
(
い
わ
ゆ
る
候
文
)
を
正
確
に
用
い
る
こ
と
が
な
く
、

口
語
文
に
近
い
と
見
ら
れ
る
独
特
の
文
体
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
文
体
は
、

同
時
期
に
一
般
的
で
あ
っ
た
書
簡
様
文
体
と
比
較
し
て
、
異
様
と
も
見
え
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る
。
そ
の
要
国
を
一
概
に
、
坂
本
の
言
動
に
お
け
る
独
創
性
に
帰
す
る
こ

と
は
当
を
得
た
理
解
と
は
言
え
ま
い
。
む
し
ろ
彼
の
学
習
経
歴
か
ら
見
て
、

書
簡
様
文
体
を
便
い
こ
な
せ
な
か
っ
た
た
め
と
考
え
る
方
が
適
切
だ
ろ
う
。

文
体
は
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
語
最
と
と
も
に
、
寵
用
者
の
思
想
内
容

を
規
定
す
る
。
日
常
一
言
語
の
み
を
用
い
て
、
抽
象
的
な
概
念
を
正
確
に
論

理
化
す
る
こ
と
は
臨
難
で
あ
る
。
坂
本
が
書
簡
な
ど
に
お
い
て
日
常
言
語

〈
口
語
文
)

し
か
用
い
得
な
か
っ
た
と
す
れ
、
ば
、

わ
る
よ
う
な
抽
象
的
な
概
念
を
、

国
家
の
政
体
構
想
に
関

に
は
理
解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と

を
示
す
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
一
方
で
ま
た
、

8
常
一
言
語
は
、
そ
れ
に
よ

る
こ
と
で
し
か
表
現
し
得
な
い
世
界
を
も
、
文
体
と
い
う
場
に
お
い
て
も

た
ら
す
だ
ろ
う
。
坂
本
は
、
そ
の
よ
う
な
書
簡
で
何
を
表
現
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
関
心
か
ら
、
畿
の
代
表
的
と
思
え

る
書
簡
数
点
を
取
り
上
げ
て
、

た
い
と
思
う
。

そ
の
文
体
と
言
語
に
つ
い
て
考
察
し
て
み

な
お
、
坂
本
書
簡
自
筆
原
本
は
、
京
都
民
立
博
物
館
に
八
通
、
京
都
府

立
総
合
資
料
館
に
五
通
、
京
都
大
学
鮒
属
図
書
館
に
四
通
が
所
蔵
さ
れ
て

お
り
、
私
は
そ
れ
ら
の
調
査
を
経
て
、
彼
の
筆
跡
は
も
と
よ
り
史
料
と
し

て
の
形
態
な
ど
を
確
認
し
得
た
。
そ
の
こ
と
が
、
本
稿
執
筆
の
動
機
の
一

つ
で
あ
る
。

ム
ノ¥

書
簡
の
な
か
の
日
常
一
一
一
一
口
語

現
在
知
り
得
る
最
も
早
い
時
期
の
坂
本
書
簡
は
、
嘉
永
六
年
〈
一
八
五

一
一
一
)
九
月
二
十
三
日
付
父
八
平
宛
て
で
あ
る
。
第
一
呂
の
江
戸
修
行
中
の

も
の
だ
が
、
内
容
的
に
は
、
「
私
儀
無
異
に
栢
暮
申
候
、
御
休
心
可
被
成

下
候
(
中
略
)
御
状
被
下
、
難
有
次
第
に
泰
存
候
、
金
子
御
送
り
被
伸
付
、

何
よ
り
の
品
に
御
座
候
い
と
い
っ
た
近
況
報
告
の
類
い
で
、
と
く
に
指
摘

す
べ
き
特
徴
は
見
あ
た
ら
な
い
。

こ
れ
を
初
見
と
す
る
坂
本
書
籍
は
、
比
率
的
に
見
て
家
族
宛
て
が
最
も

多
い
。
伝
存
状
況
に
も
よ
る
の
で
、
断
定
は
で
き
な
い
が
、
坂
本
に
と
っ

て
家
族
と
の
通
信
が
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
ら
し
い
こ
と
は
想
定
し
て
よ

い
よ
う
に
思
う
。
そ
の
な
か
で
も
多
い
の
が
姉
乙
女
苑
て
で
あ
る
。
そ
れ

ら
は
吋
坂
本
龍
馬
関
保
文
書
』
第
一
(
日
本
史
籍
協
会
一
九
ニ
六
年
)

に
次
の
十
一
通
が
収
め
ら
れ
、
う
ち
六
通
(
会
印
)
は
、
京
都
圏
立
博
物

館
議
「
坂
本
龍
馬
関
係
資
料
』
中
に
あ
っ
て
、
原
本
を
確
認
で
き
る
。

大
文
久

(
一
八
六
一
一
一
)
三
月
二
十
日
付
/
五
月
十
七
日
付
/

六
月
二
十
八
日
付
/
大
六
月
二
十
九
包
付

克
治
元
年
(
一
八
六
閤
)
正
月

日
付

大
樹
皮
応
元
年
(
一
八
六
五
)
九
月
九
臼
付
/
九
月
(
日
付
不
明
)



会
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
十
二
月
四
呂
付

慶
応

(
一
八
六
七
)
四
月
七
日
付
/
大
田
月
頃
/

大
六
月
二
十
四
日
付

っと
」

」

で
は

ま
ず
文
久

年

十
日
付
書
簡
を
取
り
上
げ
て
み
よ

掠
も
/
¥
世
間
の
一
世
ハ
か
て
ん
の
行
ぬ
ハ
一
冗
よ
り
の
事
う
ん
の
わ

る
い
も
の
ハ
ふ
ろ
よ
り
い
て
ん
と
し
て
き
ん
た
ま
を
つ
め
わ
り
て
死

ぬ
る
も
の
も
あ
り
夫
と
く
ら
べ
て
ハ
私
な
と
ハ
う
ん
か
つ
よ
く
な
に

ほ
と
死
ぬ
る
パ
へ
て
で
も
し
な
れ
ず
し
ぶ
ん
で
し
の
ふ
と
患
ふ
て
も

の
人
物
勝
憐
太

文
い
き
ね
ハ
な
ら
ん
一
事
と
な
り
今
に
て
ハ
日
本
第

郎
殿
と
い
う
人
に
で
し
に
な
り
日
々
兼
て
思
付
所
を
せ
い
と
い
た
し

お
り
申
候
其
故
に
私
年
四
十
裁
に
な
る
こ
ろ
ま
で
ハ
う
ち
に
ハ
か
へ

ら
ん
よ
ふ
に
い
た
し
申
つ
も
り
に
て
あ
に
さ
ん
に
も
そ
ふ
だ
ん
い
た

し
候
処
こ
の
こ
ろ
ハ
お
h

き
に
御
き
け
ん
よ
ろ
し
く
な
り
そ
の
お
ゆ

る
し
か
い
て
申
接
国
の
た
め
天
下
の
た
め
ち
か
ら
お
っ
く
し
お
り
申

候
と
ふ
そ
お
ん
よ
ろ
こ
ひ
ね
か
い
あ
け
か
し
こ

三
月
廿
日

乙
議

御
つ
き
あ
い
の
人
に
も
極
御
心
安
き
人
々
ニ
ハ
内
々
錦
見

文
体
と
一
一
一
国
語

せ
か
し
こ

内
容
は
、
最
近
で
は
勝
海
舟
の
弟
子
に
な
り
、
兼
ね
て
の
志
を
達
成
す

べ
く
出
精
し
て
い
る
こ
と
、
そ
の
た
め
四
十
識
に
な
る
ま
で
は
(
こ
の
年

二
十
九
歳
)
帰
郷
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
述
べ
て
い
る
。

文
体
と
し
て
の
特
徴
は
侍
と
一
立
回
っ
て
も
仮
名
が
多
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

た
め
と
く
に
翻
刻
し
た
場
合
は
、
た
い
へ
ん
読
み
づ
ら
い
も
の
に
な
っ
て

い
る
。
こ
の
読
み
づ
ら
さ
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
も
同
様
の
は
ず
だ
が
、

逆
に
言
え
ば
、
読
み
手
が
仮
名
(
苦
)
か
ら
た
や
す
く
意
味
を
把
握
(
漢

で
き
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
が

字
に
変
換
)

き
わ
め
て
日
常
的
な
一
言
葉
だ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

日
常
一
一
一
一
口
語
に
よ
る
書
簡
文
体
は
、
坂

本
の
独
創
で
は
む
ろ
ん
な
い
。
そ
の
例
誌
と
し
て
、
長
姉
千
鶴
(
高
松
順

蔵
妻
)
か
ら
坂
本
に
宛
て
た
書
簡
〈
安
政
一
一
一
年
と
推
定
)
を
挙
げ
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
仮
名
を
多
用
し
た
、

え
h

と
患
ふ
う
か
の
ふ
わ
し
所
も
え
h

か
け
ん
ふ
し
う
な
け
れ
と
も

め
つ
に
ふ
ふ
し
う
な
と
ふ
か
む
ハ
茂
太
郎
さ
ん
ハ
四
は
ん
ふ
り
か
よ

の
ふ
い
や
な
や
ま
い
か
や
ま
ら
ね
は
と
ふ
も
石
蔵
も
え
h

参
ら
ぬ
お

ま
へ
も
よ
ふ
し
有
て
さ
そ
/
¥
1
御
ま
ち
か
ね
被
成
候
半
ん
と
御
さ
つ

し
申
候
お
ま
へ
も
う
た
の
よ
ん
だ
か
あ
れ
は
街
こ
し
せ
ん
日
調
ま
も

り
あ
け
候
所
と
L

き
候
が
と
ふ
そ
/
¥
御
返
事
被
遣
度
候

ム
ノ¥
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御
ら
ん
の
末
ハ
火
中
/
¥
、

お
ま
へ
も
口
よ
ふ
し
よ
ふ
と
ふ
そ
き
う
御
す
へ
被
成
人
ハ
よ
ん
で

返
々
も
御
す
へ
下
さ
れ
度
候
し
ふ
ん
ニ
き
お
付
け
ん
と
今
ハ
き
お
っ

け
る
人
な
い
ぞ
よ

龍
馬
様

千
鶴

一
見
し
た
だ
け
で
、

坂
本
書
簡
と
の
類
似
性
が
感
じ
取
れ
る
。

「
不
自

由
」
を
「
ふ
し
う
」
と
書
い
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
「
茂
太
郎
さ
ん
ハ

四
は
ん
ふ
り
(
四
晩
振
り
)
か
よ
の
ふ
」
の
部
分
に
見
え
る
会
話
調
の

尾
な
ど
、
坂
本
と
比
較
し
て
、
よ
り
口
語
的
な
性
格
(
音
に
頼
る
傾
向
)

が
強
い
よ
う
で
あ
る
。
地
域
一
言
葉
(
方
一
一
一
一
口
)
と
思
わ
れ
る
笛
所
も
多
く
、

意
味
が
叡
り
に
く
い
。
女
性
の
場
合
、
親
類
謀
者
な
ど
親
し
い
間
柄
の
人

間
以
外
と
書
簡
を
交
わ
す
機
会
は
、

ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
だ
け
に

口
語
的
な
文
体
が
自
然
に
用
い
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
。

乙
女
宛
て
坂
本
書
簡
の
文
体
も
、
幼
い
頃
か
ら
母
親
が
わ
り
だ
っ
た
姉
宛

て
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、

そ
の
限
り
で
は
自
然
と
も
一
言
え
る
。

内
省
と
し
て
の
家
族
苑
て
書
簡

家
族
に
宛
て
た
坂
本
書
簡
の
特
徴
は
、
口
語
的
な
文
体
を
持
つ
と
い
う

だ
け
で
は
な
い
。
内
容
と
し
て
は
、
当
然
か
も
し
れ
な
い
が
、
た
い
へ
ん

六
四

非
政
治
的
で
あ
り
、
坂
本
自
身
の
政
治
活
動
の
意
義
を
、
そ
の
時
点
で
の

政
局
と
の
関
わ
り
で
把
擦
で
き
る
よ
う
な
部
分
を
ほ
と
ん
ど
含
ん
で
い
な

L 、。
た
と
え
ば
乙
女
宛
て
書
簡
で
文
久
三
年
三
月
二
十
日
付
に
続
い
て
残
る

の
は
、
ほ
ぼ
二
カ
月
後
の
五
月
十
七
臼
付
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
勝
海

市
対
の
も
と
で
の
神
戸
海
箪
操
練
所
設
立
計
画
を
語
っ
て
い
る
。

此
頃
ハ
天
下
無
二
の
箪
学
者
競
麟
太
部
と
い
う
大
先
生
に
門
人
と
な

り
(
中
略
)
ち
か
き
う
ち
に
は
大
坂
よ
り
十
盟
あ
ま
り
の
地
ニ
て
兵

康
と
い
う
所
ニ
て
大
き
に
海
軍
を
を
し
へ
侯
処
を
こ
し
ら
へ
又
四
十

間
五
十
間
も
あ
る
船
を
こ
し
ら
へ
で
し
ど
も
ニ
も
四
五
百
人
も
諸
方

よ
り
あ
つ
ま
り
候
事
私
初
栄
太
郎
な
ど
も
其
海
軍
所
に
稽
古
学
問
い

た
し
持
々
船
乗
り
の
け
い
こ
も
致
し
(
後
略
)

こ
の
計
闘
の
現
実
の
具
体
化
が
翌
年
か
ら
で
あ
る
こ
と
は
、
歴
史
事
実

と
し
て
周
知
と
思
わ
れ
る
が
、
坂
本
が
書
い
て
い
る
こ
と
自
体
は
近
況
報

告
の
類
い
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
政
治
的
な
背
景
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

現
実
の
政
局
の
推
移
を
見
る
と
、
こ
の
文
久
三
年
前
半
は
、
一
一
一
月
に
将

軍
家
茂
の
上
洛
参
内
と
接
夷
奉
承
と
い
う
大
事
件
が
あ
っ
た
時
期
に
あ
た

り
、
擦
夷
の
嵐
潮
が
最
高
潮
に
達
し
つ
つ
あ
る
最
中
で
あ
っ
た
。
勝
海
舟



の
海
軍
操
練
所
講
想
も
、

の
だ
が
、
坂
本
に
は
そ
の
辺
り
の
徴
妙
さ
が
完
全
に
は
呑
み
込
め
て
い
な

一
面
で
そ
の
動
き
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
っ
た

か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
同
年
八
月
十
八
日
の
政
変
に
よ
り
、
長
以
川
毛
利
判
家
を
中
心
と

す
る
撞
夷
勢
力
が
、
京
都
か
ら
追
放
さ
れ
た
こ
と
に
と
も
な
っ
て
、
海
軍

操
練
所
計
画
も
や
が
て
頓
挫
す
る
こ
と
に
な
る
。
操
練
所
は
元
治
元
年

(
一
八
六
四
)
半
ば
か
ら
活
動
を
開
始
し
た
が
、
そ
れ
か
ら
聞
も
な
い
七

月
十
九
百
、
率
兵
上
京
を
決
行
し
た
長
州
系
撞
夷
勢
力
が
、
京
都
守
護
職

会
津
藩
な
ど
の
反
撃
に
よ
り
敗
退
し
〈
禁
門
の
変
)
、
最
終
的
に
力
を

失
っ
た
こ
と
に
連
動
し
て
、
十
月
に
は
勝
海
舟
が
失
脚
、
箪
鑑
奉
行
を
罷

免
さ
れ
て
江
戸
で
護
慎
に
追
い
込
ま
れ
、
操
錬
所
も
閉
鎖
さ
れ
る
結
果
に

な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
「
門
人
」
と
し
て
、
海
舟
の
局
間
に
あ
っ
た
浪

士
ら
も
行
き
場
を
失
っ
た
。
そ
の
浪
士
集
団
を
薩
摩
島
津
家
(
小
松
帯
刀

以
下
、
京
都
邸
指
導
部
)
が
庇
護
下
に
置
く
よ
う
に
な
っ
た
。
坂
本
も
そ

の
一
人
で
あ
る
。

そ
の
後
、
元
治
元
年
十

関
連
史
料
が
見
当
た
ら
な
い
た
め
明
ら
か
で
な
い
。
彼
の
動
き
を
史
料
上

月
か
ら
翌
年
四
月
ま
で
、
坂
本
の
措
息
は
、

で
再
び
確
認
で
き
る
の
は
、
慶
応
元
年
(
一
八
六
五
〉
四
月
二
十
五
日
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
島
津
家
臣
西
郷
吉
之
助
ら
が
大
坂
を
発
っ
て
、
船

で
鹿
児
島
へ
'
向
か
う
の
だ
が
、
こ
れ
に
抜
本
も
開
行
し
て
い
た
。
西
郷
の

鹿
児
島
行
き
は
、
四
月
十
九
日
、
将
軍
家
茂
が
毛
利
家
再
征
の
た
め
、
五

文体と一一一一日口語

月
に
江
戸
を
進
発
す
る
予
定
を
触
れ
出
し
た
た
め
、
そ
の
対
応
策
を
圏
元

で
検
討
す
る
こ
と
が
目
的
だ
っ
た
。

ち
な
み
に
坂
本
が
海
舟
の
指
示
に
よ
り
、
西
郷
と
初
め
て
会
っ
た
の
は
、

一
克
治
元
年
八
月
こ
ろ
大
坂
か
、
あ
る
い
は
京
都
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ま

た
大
久
保
一
蔵
に
会
う
の
は
、
こ
の
五
月
、
鹿
児
島
に
お
い
て
で
あ
る
。

家
老
小
松
帯
刀
と
酋
榔
・
大
久
保
が
、
こ
の
前
後
か
ら
、
京
坂
政
局
に
お

け
る
島
津
家
政
治
活
動
の
実
権
を
握
っ
て
い
た
が
、
坂
本
が
そ
れ
ら
の
メ

ン
バ
ー
と
面
識
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
つ
ま
り
元
治
元
年
八
月
か

ら
翌
慶
応
元
年
五
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

そ
の
後
、
援
本
は
お
そ
ら
く
西
郷
の
指
示
を
得
て
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ

る
が
、
島
津
・
毛
利
両
家
の
閣
の
潤
旋
活
動
に
携
わ
る
。
鹿
児
島
か
ら
睦

路
で
下
関
に
向
か
っ
た
坂
本
は
中
間
慎
太
郎
ら
と
と
も
に
、
間
五
月
下
却
、

毛
利
家
指
導
部
の
木
戸
孝
允
(
桂
小
五
郎
)
と
譲
触
し
、
木
一
戸
と
西
郷
と

の
下
関
会
談
を
計
画
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
計
画
は
西
郷
が
海
路
上
京
の

途
中
、
下
関
に
寄
る
こ
と
を
承
諾
し
な
か
っ
た
た
め
、
失
敢
に
終
わ
っ
た
。

つ
い
で
坂
本
は
六
月
に
上
京
、
島
津
家
京
都
邸
を
足
場
に
、
毛
利
家
の

箪
鑑
・
小
銃
購
入
斡
旋
を
糸
口
と
し
た
馬
旋
活
動
を
継
続
す
る
。
推
測
だ

が
、
木
戸
か
ら
の
依
頼
も
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
坂
本
の
京
都
滞
在
は
、

長
州
再
征
勅
許
問
題
を
め
ぐ
っ
て
徳
川
将
軍
家
と
島
津
家
京
都
邸
と
の
関

係
が
緊
迫
す
る
九
丹
ま
で
続
い
た
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
時
期
の
九
月
九
日
付
で
、
坂
本
が
姉
乙
女
・
乳
母
お
や

六
五



係
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
委

第
八
号

ベ
に
宛
て
た
書
簡
が
残
る
。
乙
女
宛
て
で
、

そ
れ
以
前
の
も
の
と
し
て
伝

存
す
る
書
簡
は
、
元
治
元
年
正
月

日
付
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
か
ら
、

一
年
八
カ
月
間
の
空
白
期
間
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
発
信
し
な
か
っ
た
の
か
、

伝
存
し
て
い
な
い
だ
け
な
の
か
確
定
で
き
な
い
。
こ
の
慶
応
元
年
九
月
九

日
付
坂
本
書
簡
は
、
彼
の
書
い
た
文
章
と
し
て
も
最
大
の
長
文
で
あ
り
、

あ
る
い
は
通
信
の
空
白
期
間
を
埋
め
る
た
め
に
長
く
な
っ
た
と
も
考
え
ら

れ
る
。
内
容
詣
で
も
、
彼
な
り
の
特
徴
が
現
れ
て
い
る
の
で
、
部
分
的
に

引
用
し
て
ゆ
こ
う
。

私
共
と
と
も
ニ
致
し
候
て
盛
な
る
ハ
二
丁
目
赤
づ
ら
馬
之
助
水
道
通

横
町
の
長
次
郎
高
松
太
郎
望
月
ハ
死
タ
リ
此
者
ら
廿
人
計
の
同
志
引

つ
れ
今
長
轄
の
方
ニ
出
稽
古
方
仕
り
候
御
国
よ
り
出
し
も
の
h

内
一

人
酉
洋
イ
ギ
リ
ス
学
問
所
ニ
い
り
お
り
候
日
本
よ
り
ハ
一
一
一
十
計
も
渡

り
候
て
共
ニ
稽
古
致
し
候
よ
し
実
ニ
盛
な
る
事
な
り
私
し
ハ
一
人
天

下
を
へ
め
く
り
よ
ろ
し
き
時
ハ
諸
国
人
数
を
引
き
つ
れ
一
時
ニ
は
た

あ
け
す
へ
し
と
て
今
京
ニ
あ
り
け
れ
と
も
五
六
日
の
内
又
商
に
行
つ

も
り
な
り
然
共
下
さ
る
〉
も
の
あ
れ
ハ
ふ
し
み
宝
来
橋
寺
田
や
伊
助

ま
て
下
さ
れ
よ
ふ
御
ね
ん
し
な
り
し
つ
に
お
く
に
の
よ
ふ
な
所
に
て

何
の
志
さ
し
も
な
き
所
ニ
く
す
/
¥
し
て
日
を
送
ハ
実
ニ
大
馬
鹿
者

な
り
(
中
略
)

ムハムハ

こ
こ
に
見
え
る
よ
う
に
、
高
知
出
身
の
郷
党
の
活
躍
撮
り
が
真
っ
先
に

書
か
れ
て
い
る
。
郷
盟
高
知
域
下
の
人
々
に
と
っ
て
も
、
彼
ら
の
消
息
は

自
然
な
関
心
の
的
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
書
簡
に
見
え
る
近
況
報
告

の
要
点
の
一
つ
は
こ
れ
で
あ
り
、
逆
に
言
え
ば
、
政
屑
動
向
と
の
関
わ
り

な
ど
は
一
切
述
べ
て
い
な
い
。
必
ず
し
も
書
く
の
を
避
け
た
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。
も
と
も
と
、
「
私
し
ハ
人
天
下
を
へ
め
く
り
(
経
巡
り
)
、

よ
ろ
し
き
時
ハ
諮
悶
人
数
を
引
き
つ
れ
一
時
ニ
は
た
あ
け
(
旗
揚
げ
)
す

へ
し
」
と
い
っ
た
文
体
に
よ
る
眼
り
、
長
側
川
再
征
勅
許
問
題
を
め
ぐ
る
政

局
動
向
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
は
、
た
と
え
書
き
た
く
て
も
不
可
能
に
近

い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
自
分
宛
て
の
送
付
物
の
送
り
先
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
記
し

て
い
る
が
、
こ
の
記
事
は
そ
れ
以
前
か
ら
島
津
家
と
の
関
採
が
深
ま
っ
て

い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

(
中
略
)
伏
見
ニ
て
お
や
し
き
の
そ
パ
ニ
宝
来
橋
と
申
へ
ん
に
船
や

と
ニ
て
寺
田
や
伊
助
又
其
へ
ん
ニ
京
橋
有
田
野
屋
孫
兵
衛
と
申
も
の

あ
り
こ
れ
ハ
は
た
ご
や
ニ
て
候
此
両
家
な
れ
ハ
ち
ょ
ふ
ど
私
か
お
国

ニ
て
安
田
順
識
さ
ん
の
う
ち
ニ
お
る
よ
ふ
な
こ
L

ろ
も
ち
ニ
て
お
り

候
事
ニ
候
て
又
あ
ち
ら
よ
り
も
お
h

い
に
か
わ
い
か
り
く
れ
挟
間
此

方
へ
薩
州
様
西
郷
伊
三
郎
と
御
あ
て
に
で
品
も
の
ニ
て
も
手
か
み
ニ

て
も
お
ん
こ
し
被
選
候
時
ハ
私
ニ
と
h

き
候
(
後
略
)



「
安
田
順
蔵
さ
ん
の
う
ち
」

(
安
芸
郡
安
田
村
)

と
は
、

前
節
で
触
れ
た
長
姉
千
鶴
の
婚
家

坂
本
と
伏
見
寺
田
監
・
日
野
躍
と
の
関
係

で
あ
り
、

を
理
解
す
る
に
は
、
乙
女
に
と
っ
て
分
か
り
ゃ
す
い
比
喰
で
あ
っ
た
ろ
う

し
、
ま
た
そ
れ
は
後
世
の
私
た
ち
に
と
っ
て
も
お
お
む
ね
共
通
す
る
。

近
況
報
告
と
し
て
の
要
点
の
も
う
一
つ
は
、
妻
お
龍
と
の
関
係
で
あ
る
。

こ
れ
が
お
龍
に
つ
い
て
坂
本
が
記
し
た
最
初
の
書
簡
な
の
だ
が
、
実
際
に

ニ
人
が
知
り
合
っ
た
の
は
一
年
以
上
前
の
元
治
元
年
(
一
八
六
回
)
半
ば
、

坂
本
が
神
戸
海
軍
諜
諌
所
で
訴
績
に
従
事
し
て
い
た
当
時
だ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
そ
の
頃
、
京
都
方
広
寺
辺
り
に
土
佐
出
身
浪
士
た
ち
の
集
ま
る
宿

舎
が
あ
り
、
そ
こ
で
お
龍
は
実
母
と
と
も
に
賄
い
な
ど
を
し
て
い
た
と
い

，
円
ノ
。

お
龍
は
京
都
の
町
医
者
楢
崎
将
作
の
長
女
だ
が
、
将
作
は
妻
と
娘
三

人
・
息
子
二
人
を
残
し
て
病
死
し
て
い
た
。
坂
本
は
、
将
作
の
遺
族
が
一

家
離
散
に
近
い
状
況
に
あ
る
の
を
見
か
ね
た
ら
し
い
。
明
治
三

一年

(
一
八
九
九
)
十
一
月
に
な
っ
て
お
龍
は
、
「
此
時
分
に
大
仏
(
方
広
寺
)

の
和
尚
の
媒
介
で
、
阪
本
と
私
と
縁
組
し
た
の
で
す
が
、
大
仏
で
一
処
に

居
る
訳
に
は
行
き
ま
せ
む
か
ら
、
私
は
七
条
の
扇
岩
と
一
五
ふ
宿
麗
へ
手
伝

と
語
っ
て
い
る
。
こ
の
「
譲
組
」
が
行

方
々
預
け
ら
れ
て
居
り
ま
し

わ
れ
た
時
期
は
、
元
治
元
年
(
一
八
六
回
)
前
半
と
見
ら
れ
る
か
ら
、

そ

の
後

る
。
彼
は
お
龍
の
生
い
立
ち
ゃ
行
状
を
紹
介
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
次
の
よ

年
以
上
経
っ
て
坂
本
は
、
乙
女
ら
に
お
龍
の
事
を
告
げ
た
の
で
あ

文
体
と
言
器
開

う
に
記
す
。

京
の
は
な
し
然
ニ
内
々
ナ
リ
(
中
略
)
右
女
ハ
ま
こ
と
に
お
も
し
ろ

き
女
ニ
て
月
琴
お
ひ
き
申
候
今
ハ
さ
ま
で
ふ
じ
ゅ
う
も
せ
す
く
ら
し

候
此
女
私
し
故
あ
り
て
十
三
の
い
も
ふ
と
五
識
に
な
る
男
子
引
き
と

り
て
人
に
あ
っ
け
お
き
す
く
い
候
又
私
の
あ
よ
ふ
き
時
よ
く
す
く
い

候
事
と
も
あ
り
万

命
あ
れ
ハ
と
ふ
か
シ
テ
っ
か
ハ
し
侯
と
存
侯
此

女
乙
大
姉
を
し
て
し
ん
の
あ
ね
の
よ
ふ
に
あ
い
た
が
り
侯
乙
大
姉
の

名
諸
国
一
一
あ
ら
ハ
れ
お
り
候
龍
馬
よ
り
つ
よ
い
と
い
う
ひ
ょ
ふ
は
ん

な

り
。
な
に
と
ぞ
お
び
か
き
も
の
か
ひ
と
つ
此
者
ニ
留
っ
か
ハ
し
被
下
度

此
者
内
々
ね
か
い
い
て
候
(
後
略
)

こ
の
部
分
は
自
分
と
お
龍
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
乙
女
を
通
じ
て
兄
権

平
(
父
八
平
は
、
す
で
に
安
政
二
年
末
死
去
)
を
は
じ
め
と
す
る
家
族
の

認
知
を
求
め
た
も
の
だ
ろ
う
。
と
く
に
帯
か
着
物
か
を
お
龍
に
や
っ
て
欲

し
い
と
い
う
の
は
、
乙
女
に
対
す
る
坂
本
な
り
の
気
の
遣
い
方
で
あ
り
、

問
時
に
認
知
の
証
し
を
求
め
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
郷
党
の
活
擢
振
り
と
い
い
、
お
龍
の
事
と
一
ず
一
口
い
、
家

族
に
宛
て
た
坂
本
の
書
簡
が
語
る
内
容
は
、
政
治
活
動
に
必
要
な
情
報
の

連
絡
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
甚
だ
具
体
的
で
個
人
的
な
生
活
者
感
覚
に

六
七
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第
八
回
す

満
ち
て
い
る
。
政
治
的
な
配
癒
の
必
要
が
な
く
、
思
う
こ
と
を
患
う
ま
ま

に
書
け
る
家
族
宛
て
の
書
簡
は
、
援
本
に
と
っ
て
、
他
者
に
対
す
る
よ
り
、

む
し
ろ
自
ら
の
内
部
に
語
り
か
け
、
自
己
の
あ
り
方
を
確
認
し
て
ゆ
く
意

味
を
持
つ
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
形
式
的
に
は
書
簡
の
形
を
と
り
な
が
ら
、
実

質
的
に
は
内
省
手
段
と
し
て
の
日
記
に
近
い
よ
う
に
す
ら
思
わ
れ
る
。

木
戸
孝
允
と
の
往
復
書
簡

家
族
と
は
対
照
的
に
、
当
時
の
有
力
な
政
治
活
動
家
の
中
で
、
坂
本
が

最
も
密
接
な
関
係
を
保
っ
た
の
は
、
郷
党
を
別
に
す
れ
ば
毛
利
家
の
木
一
戸

孝
允
(
慶
応
元
年
九
月
、
桂
小
五
郎
を
改
名
)
で
あ
る
。
最
初
に
会
っ
た

の
は
、
下
関
で
西
郷
と
の
会
談
を
計
闘
し
た
慶
部
元
年
(
一
八
六
五
)
閤

五
月
だ
っ
た
。

語
家
か
ら
の
坂
本
宛
て
書
一
簡
は
伝
存
数
が
ご
く
少
な
く
、
十
数
通
し
か

知
ら
れ
て
い
な
い
し
、
内
容
的
に
も
イ
ン
パ
ク
ト
に
乏
し
い
も
の
が
多
い
。

そ
の
な
か
で
異
彩
を
放
つ
の
が
木
戸
書
簡
で
、

吋
木
一
戸
孝
允
文
書
』
第
一

(
日
本
史
籍
協
会

九一二

O
年
)
に
収
め
ら
れ
る
も
の
だ
け
で
七
通
が

あ
る
。う

ち
一
通
は
、
あ
と
で
取
り
上
げ
る
慶
応
二
年
二
月
一
日
付
書
簡

で
、
坂
本
家
に
伝
来
し
、
現
在
は
京
都
国
立
博
物
館
所
蔵
で
あ
る
。
地
は

宮
内
庁
書
一
陵
部
所
譲
木
一
戸
孝
允
文
書
一
所
収
だ
が
、
そ
れ
ら
は
明
治
期
以
捧

L

、ー、
一，，，，ノ

に
木
戸
家
側
が
回
収
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ち
な
み
に
援
本
宛
て
諸
家
書

簡
が
少
な
い
の
は
、
坂
本
の
実
費
的
な
活
動
期
間
が
短
く
(
文
久
三
年
か

ら
慶
応
一
一
一
年
ま
で
四
年
間
に
満
た
な
い
)
、
ま
た
そ
の
関

カ
所
に
定
住

し
な
か
っ
た
た
め
、
伝
存
し
に
く
か
っ
た
こ
と
も
要
国
に
数
え
ら
れ
よ
う
。

以
下
で
は
、
坂
本
と
木
戸
と
の
関
保
を
軸
に
し
て
、
持
者
の
書
籍
に
触
れ

て
み
よ
う
。

(
1
)
島
津
家
製
約
と
坂
本

明
治
二
十
年
代
か
ら
、
「
王
政
復
古
」
期
の
状
況
が

て
ゆ
く
過
稜
で
、
坂
本
の
役
割
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
と

な
っ
た
の
は
、
慶
応
二
年
(
一
八
六
六
)
正
月
、
島
津
家
盟
約
(
い
わ
ゆ

る
薩
長
同
盟
〉
が
な
さ
れ
た
と
き
、
そ
れ
に
坂
本
が
貢
献
し
た
と
さ
れ
た

〈
匿
史
化
〉

さ
れ

こ
と
で
あ
る
。

こ
の
と
き
正
月
八
日
に
毛
利
家
主
戸
が
入
京
し
、
島
津
家
小
松
帯
刀
・

西
郷
ら
と
会
見
、
双
方
の
政
策
方
針
を
確
認
し
あ
っ
た
事
は
事
実
だ
が
、

歴
史
的
評
髄
と
し
て
、
そ
の
事
態
を
「
武
力
討
幕
軍
事
同
盟
」
の
成
立
と

と
ら
え
る
の
は
誤
り
で
あ
る
。
そ
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
拙
著
に

ゆ
ず
る
が
、
の
ち
に
坂
本
の
生
涯
が
伝
説
化
さ
れ
る
際
、
史
料
根
拠
の
面

で
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
た
の
は
、
慶
応
ニ
年
正
月
二
十
三
日
付
坂
本

で
あ
る
。
そ
の
書
簡
で
木
戸
は
、

宛
て
木
一
戸
書
簡
(
宮
内
庁
書
陵
部
議
)

西
郷
と
の
合
意
内
容
を
六
カ
条
に
文
章
化
し
、
会
談
に
同
席
し
た
坂
本
に



確
認
を
求
め
、
坂
本
は
そ
の
裏
に
ニ
月
五
白
付
で
木
一
戸
の
理
解
に
誤
り
が

な
い
こ
と
を
保
証
す
る
文
言
を
朱
常
一
目
し
て
返
送
し
た
。
域
本
の
働
き
を
顕

賞
し
よ
う
と
す
る
時
、
こ
の
書
簡
が
果
た
し
た
役
割
は
絶
大
で
あ
っ
た
。

以
下
し
ば
ら
く
、
そ
の
木
一
戸
書
簡
の
意
味
付
け
と
も
関
わ
っ
て
、
論
述

に
必
要
な
限
り
で
、
盟
約
の
性
格
お
よ
び
内
容
、
さ
ら
に
坂
本
と
盟
約
の

関
わ
り
を
簡
単
に
躍
認
し
て
お
き
た
い
。
盟
約
の
性
格
は
島
津
家
が
今
後

取
る
べ
き
政
治
行
動
方
針
を
確
定
し
、
そ
れ
を
毛
利
家
に
向
か
っ
て
約
束

し
た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
近
代
的
な
意
味
で
の
向
盟

(
双
務
契
約
)

の
政
治
的
復
権
の
た
め
、
に
対
し
て
周
旋
尽
力
を
行
う
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
毛
利
家
当
主
父
子
は
元
治
元
年
(
一
八
六
回
)
七
月
禁
門
の
変

以
降
、
官
位
停
止
を
受
け
て
い
た
(
当
主
敬
親
は
従
四
位
上
参
議
中
将
・

世
子
広
封
は
従
四
位
下
少
将
を
停
止
)
。
毛
利
家
は
、
こ
れ
を
菟
罪
と
し

て
い
た
が
、
高
津
家
は
、
そ
の
復
権
の
た
め
、
天
皇
に
向
け
た
局
旋
尽
力

で
は
な
い
。

ま
た
、
盟
約
の
内
容
は
、
島
津
家
が
毛
利
家

を
行
動
方
針
と
し
て
確
定
し
た
。

た
だ
し
、
天
皇
は

「
橋
会
桑
い
(
禁
裏

守
衛
総
督
一
橋
慶
喜
・
京
都
守
護
議
会
津
容
保
・
京
都
所
司
代
桑
名
定

敬
)
が
取
り
聞
ん
だ
体
制
下
に
あ
り
、
従
っ
て
状
況
次
第
で
は
、
こ
の

「
構
会
桑
」
に
対
す
る
武
力
持
出
世
も
有
り
得
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

正
月
一
一
十

1
二
十
二
日
、
島
津
家
西
郷
は
木
戸
に
向
か
っ
て
、
以
上
の

行
動
方
針
を
公
開
し
、
実
行
を
確
約
し
た
の
だ
が
、
西
郷
に
そ
の
公
開
を

決
断
さ
せ
る
契
機
と
し
て
、
二
十
日
に
京
都
島
津
邸
に
入
っ
た
坂
本
の
仲

文
体
と
言
語

介
説
得
の
果
た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
木

戸
は
正
月
二
十
三
日
付
書
簡
で
、
坂
本
に
一
墨
書
き
を
求
め
た
の
だ
ろ
う
。

木
戸
は
こ
の
点
で
坂
本
に
大
変
態
義
を
感
じ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

右
の
諸
点
を
確
認
し
た
う
え
で
、
慶
応
ニ
年
二
月
二
十
二
日
付
抜
本
宛

て
木
戸
書
簡
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
京
都
国
立
博
物
館
歳
吋
坂

本
龍
馬
関
係
資
料
』
中
で
唯
一
の
木
戸
書
簡
原
本
で
あ
り
、
筆
蹟
・
文
体

と
も
に
坂
本
自
身
の
書
簡
と
は
実
に
好
対
照
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
背
景

を
振
り
返
っ
て
お
け
ば
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
日
夜
か
ら
二
十
三
日
に
か
け
、
坂
本
・

木
一
戸
と
も
に
京
都
を
出
立
、
坂
本
は
伏
見
寺
田
屋
に
投
宿
し
、
木
一
戸
は
薩

摩
船
で
山
口
へ
戻
る
た
め
、
大
坂
に
下
っ
た
。
木
戸
が
大
坂
に
い
た
二
十

三
日
夜
、
坂
本
は
寺
田
屋
で
伏
見
奉
行
所
の
捕
り
手
の
捜
査
を
受
け
、
負

寝
し
な
が
ら
も
脱
出
し
、
長
時
毛
利
家
一
ニ
吉
慎
裁
と
と
も
に
伏
見
島
津
邸

に
逃
げ
込
み
、
つ
い
で
京
都
邸
へ
移
動
し
た
。
木
戸
は
山
口
に
帰
っ
た
の

ち
、
坂
本
遭
難
の
情
報
を
得
て
、
二
月
二
十
ニ
臼
付
書
簡
で
坂
本
に
安
否

を
尋
ね
、
ま
た
島
津
家
盟
約
後
の
政
治
清
勢
を
知
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

京
都
で
の
会
談
後
正
月
一

小
笠
原
閣
老
肥
前
と
旦
尊
藩
之
大
夫
を
呼
出
し
候
由
如
何
之
事

か
不
相
分
候

乃
木
雲
御
投
与
奉
拝
見
候
弥
以
御
社
栄
に
鶴
起
賠
大
賀
比
一
事
奉
存
侯
さ

て
先
般
上
京
中
は
大
兄
之
御
深
意
に
而
徴
意
も
徹
底
惑
喜
難
忘
奉
存

九



係
数
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
八
号

候
自
浪
葉
景
候
六
条
之
宮
一
閏
御
返
与
御
裏
書
拝
見
安
堵
仕
居
申
候
此
度

は
村
田
川
村
木
藤
諸
氏
遠
路
態
々
来
訪
欣
喜
此
事
に
御
産
候
誠
に
暫

之
滞
留
に
付
何
事
も
残
念
而
巳
御
察
可
被
下
候
小
笠
原
閣
老
も
下
芸

今
以
病
気
に
市
更
に
何
事
も
無
之
紀
彦
小
倉
尤
悪
敷
由
榊
原
雲
州
な

と
が
是
へ
雷
向
い
た
し
候
而
騒
き
候
様
子
外
藩
諸
侯
に
市
は
独
り
肥

後
が
尤
姦
邪
と
申
事
に
御
鹿
候
近
況
は
村
田
諸
託
よ
り
直
に
御
承
知

司
被
遺
候
何
よ
り
も
目
出
度
事
は
大
兄
伏
見
之
御
災
難
ち
ょ
っ
と
最

阜
承
候
と
き
は
骨
も
冷
く
相
成
驚
入
候
処
弥
御
無
難
之
様
子
思
結
承

知
仕
不
堪
雀
躍
技
大
兄
は
御
心
之
公
明
と
御
霊
之
寛
大
と
に
御
任
せ

被
成
候
而
兎
角
御
用
捨
無
之
方
に
錦
座
候
得
共
担
狸
之
世
界
か
封
狼

之
世
間
か
更
に
栢
分
ら
ぬ
世
の
中
に
付
少
敷
天
臼
之
光
り
椙
見
へ
挟

迄
は
必
々
何
事
も
御
用
心
神
州
之
為
御
尽
力
肝
要
之
御
事
に
奉
存
接

不
遠
戦
場
に
も
至
り
可
申
侯
何
分
に
も
天
下
一
事
は
只
々
機
会
を
失
と

不
失
に
有
之
申
候
い
か
な
る
良
策
ニ
て
も
機
に
後
れ
候
而
は
万
端
無

覚
束
侯
縮
川
兄
は
御
無
事
に
御
座
候
哉
諸
兄
呉
々
も
御
疎
な
く
御
注

意
賊
手
に
御
陥
り
無
之
様
偏
に
奉
祈
念
候
乍
此
上
精
々
御
自
愛
肝
要

に
奉
存
候
先
は
取
急
如
此
錦
鹿
候
勿
々
頓
首
九
拝

冒
頭
に
い
う
「
乃
木
雲
御
投
与
奉
拝
見
按
」
と
は
、
先
に
触
れ
た
一

臼
付
坂
本
の
裏
書
き
を
指
す
の
か
、
そ
れ
と
も
別
の
書
簡
か
は
っ
き
り
し

「
自
浪
華
呈
候
六
条
之
書
御
返
与
鶴
裏
書
拝
見
安
堵
」
以
下
の

、lh

、，、ミ
A

、

ナ
h
h
-
V
ふ
H
N

七
O 

一
言
葉
か
ら
、
こ
の
木
戸
書
簡
が
坂
本
裏
書
き
受
領
の
確
認
と
、
そ
れ
ら
に

関
わ
る
援
本
へ
の
礼
を
述
べ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
誤
解
の
余
地
が
な
い
。

内
容
的
に
は
、
「
さ
て
先
般
上
京
中
は
大
兄
之
翻
深
意
に
高
徴
意
も
徹

底
感
喜
難
忘
奉
存
繰
」
と
あ
っ
て
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
、
西
郷
が
政
策

方
針
の
木
一
戸
へ
の
公
開
に
擦
し
、
坂
本
仲
介
が
契
機
と
し
て
大
き
く
働
い

た
こ
と
を
確
認
で
き
よ
う
。
さ
ら
に
、
島
津
家
臣
の
長
州
来
訪
を
伝
え
、

「
此
度
は
村
田
〈
新
八
)
・
川
村
(
輿
十
郎
)
・
木
藤
(
市
助
)
、
諸
氏
遠

路
態
々
来
訪
欣
喜
此
事
に
御
座
候
」
と
島
津
家
と
の
関
係
が
人
的
交
流
の

場
に
お
い
て
密
接
化
し
て
き
た
こ
と
を
報
ず
る
。
つ
い
で
、
「
大
兄
伏
見

之
御
災
難
ち
ょ
っ
と
最
早
承
候
と
き
は
、
骨
も
冷
く
相
成
、
驚
入
候
処
、

弥
御
無
難
之
様
子
、
巨
細
承
知
仕
、
不
堪
雀
躍
候
」
と
坂
本
の
安
苔
を
気

遣
い
な
が
ら
、
自
重
を
望
む
旨
を
書
き
添
え
て
い
る
。
木
一
戸
に
と
っ
て
、

こ
の
文
一
一
一
一
口
は
、
決
し
て
外
交
辞
令
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

こ
の
書
簡
に
見
え
る
よ
う
に
、
木
戸
の
文
体
は
、
豊
富
な
漢
語
の
語
繋

を
的
確
に
痩
い
こ
な
し
、
正
確
か
っ
論
理
的
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
文
康

に
も
渋
滞
が
な
い
。
木
戸
書
簡
は
、
こ
こ
で
は
再
現
で
き
な
い
が
、
い
か

に
も
流
麓
な
筆
蹟
と
あ
い
ま
っ
て
、
十
九
世
紀
半
ば
の
書
簡
文
の
モ
デ
ル

と
も
い
え
る
。



(
2
)
「
政
権
奉
還
」
建
白
を
め
ぐ
る
政
局

坂
本
と
木
戸
と
の
関
係
は
、
慶
応
一
一
一
年
に
入
っ
て
も
変
化
は
な
か
っ
た
。

そ
の
な
か
で
両
者
が
、
政
局
動
向
に
直
接
関
わ
る
書
簡
を
往
復
す
る
の
は
、

慶
応
三
年
八

i
九
月
で
あ
る
。
坂
本
は
慶
応
三
年
に
入
る
と
長
時
で
山
内

家
「
出
崎
官
い
後
藤
象
二
部
と
接
触
を
持
ち
、
島
津
家
の
庇
護
下
を
離
れ

て
土
佐
山
内
家
と
の
関
係
を
復
活
さ
せ
る
よ
う
に
な
り
、
四
月
に
は
土
佐

の
資
金
援
助
を
背
景
に
「
海
援
掠
長
」
に
任
ぜ
ら
れ
た
。

ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
、
京
都
で
は
島
津
家
京
都
邸
を
中
心
に
四
侯
会
議
が

計
画
さ
れ
、
五
月
二
十
四
日
、
そ
の
失
敗
が
確
認
さ
れ
る
と
共
に
島
津
家

は
毛
利
家
と
共
に
武
力
行
使
に
基
づ
く
状
況
打
開
策
を
具
体
化
さ
せ
た
。

こ
の
薩
長
側
の
動
き
に
対
抗
す
る
意
味
を
込
め
て
、
後
藤
象
二
郎
が
長
崎

か
ら
坂
本
と
と
も
に
上
京
す
る
の
が
六
月
十
一
一
一
臼
で
あ
っ
た
。

こ
の
時
後
藤
が
携
え
て
い
た
対
案
が
、
い
わ
ゆ
る
「
政
権
奉
還
い
建
白

構
想
で
あ
り
、
十
七
日
か
ら
二
十
二
日
以
降
に
か
け
、
後
藤
は
土
佐
京
都

邸
内
部
の
議
論
を
閤
め
る
と
と
も
に
、
薩
摩
側
と
折
衝
し
、
七
月
二
臼
に

は
、
そ
の
最
終
的
同
意
を
取
り
付
け
た

日
、
後
藤
は
山
内
容
堂
の
承
認
を
得
て
京
都
に
戻
る
予
定
で
、
帰
国
の
途

に
就
い
た
。

(
譲
土
盟
約
)
。

こ
の
翌
日
の
三

な
お
、
こ
の
過
程
に
見
ら
れ
る
冨
家
体
制
の
構
想
立
案
と
坂
本
と
の
関

わ
り
に
つ
い
て
は
、
伝
説
化
さ
れ
た
部
分
が
多
く
、
史
料
の
う
え
か
ら
は

明
ら
か
で
な
い
。
坂
本
が
後
藤
に
「
政
権
奉
還
」
建
白
構
想
の
原
案
を
示

文
体
と
言
語

し
た
(
「
船
中
八
策
」
)
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
の
事
実
が
史
料
に
基
づ
い
て

論
証
さ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。
天
皇
か
ら
将
軍
へ
の
「
政
権
」
委
任
、

さ
ら
に
そ
の
逆
と
し
て
の
「
政
権
」
返
上
(
お
よ
び
将
軍
職
辞
任
)
と
い

う
考
え
方
は
、
遅
く
と
も
文
久
二
年
(
一
八
六
ニ
)
後
半
に
は
、
政
局
表

面
に
浮
上
し
つ
つ
あ
り
、
慶
応
三
年
時
点
の
政
治
社
会
で
は
す
で
に
共
通

了
解
事
項
に
な
っ
て
い
た
と
見
る
方
が
自
然
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
う
し
た
政
局
の
流
れ
の
な
か
で
坂
本
と
木
戸
が
会
談
し
、
ま

た
書
簡
を
往
復
す
る
の
は
、
八
月
下
旬
か
ら
九
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ

り
、
ち
ょ
う
ど
後
藤
の
帰
国
お
よ
び
再
上
京
の
時
期
に
当
た
る
。
八
月
二

日
、
坂
本
は
イ
カ
ル
ス
号
事
件
(
長
婿
で
の
イ
ギ
リ
ス
船
水
夫
殺
害
事
件

で
、
海
援
球
士
に
容
疑
が
か
け
ら
れ
た
)
対
策
の
た
め
、
佐
佐
木
一
一
一
四
郎

(
高
行
〉
と
と
も
に
帰
国
し
、
つ
い
で
佐
佐
木
と
一
緒
に
長
崎
へ
赴
い
た

(
八
月
十
五
日
着
)
。
一
方
、
木
戸
は
伊
藤
後
輔
(
博
文
)
と
と
も
に
、
八

月
十
日
現
か
ら
情
報
収
集
の
た
め
長
崎
に
滞
在
し
て
い
た
。
長
崎
で
木
戸

と
顔
を
合
わ
せ
た
坂
本
は
、
二
十
日
に
彼
を
佐
佐
木
に
引
き
合
わ
せ
た
。

佐
住
木
日
記
に
よ
れ
ば
、
こ
の
時
一
一
一
人
の
間
で
、
「
太
政
返
上
ノ
古
学
モ
六

ツ
敷
ヵ
、
七
八
歩
迄
運
ど
候
ハ

Y
其
時
ノ
模
様
ニ
テ
十
段
目
ハ
砲
撃
芝
居

ヨ
リ
致
方
ナ
シ
」
と
の
議
論
が
交
わ
さ
れ
た
と
い
う
。

こ
の
翌
日
、
八
月
二
十
一
日
付
で
木
戸
は
坂
本
宛
て
に
書
簡
を
発
し

(
両
者
と
も
在
長
崎
)
、
「
後
藤
君
翻
上
京
相
成
侯
は
』
不
日
大
御
公
論
天

下
に
相
立
可
申
」
と
、
後
藤
が
国
元
の
議
論
を
ま
と
め
て
上
京
す
る
こ
と

七



偽
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
姿
第
八
号

に
期
待
す
る
旨
を
述
べ
た
。

つ
い
で
山
口
に
帰
る
木
一
戸
は
、
途
中
の
下
関

か
ら
発
し
た
九
月
四
日
付
坂
本
(
在
長
崎
)
宛
て
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に

記
す
。

(
前
略
)
何
分
に
も
此
度
之
狂
言
は
大
舞
台
之
基
を
相
立
挟
次
第
に

付
、
是
非
と
も
甘
く
出
か
し
不
申
而
は
不
相
済
、
世
間
豆
々
役
に
立

候
頭
取
株
は
不
申
及
、
立
々
舞
台
の
勤
り
候
も
の
ど
も
は
仲
間
に
引

込
候
工
嵐
も
ま
た
肝
要
と
奉
存
候
、
何
分
に
も
御
工
嵐
侮
尽
、
力
奉
析

候
(
中
略
)
且
又
乾
頭
取
之
役
前
此
末
は
最
も
肝
要
と
泰
存
ら
れ
申

接
、
何
卒
万
端
之
趣
向
於
子
此
は
乾
頭
取
と
西
吉
鹿
元
と
得
と
打
合

に
相
成
居
、
手
筈
き
ま
り
居
候
事
尤
急
務
歎
と
査
本
存
候
(
後
略
)

「
此
度
之
狂
言
」
と
は
、
後
藤
の
再
上
京
お
よ
び
「
政
権
奉
還
」
建
白

を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
木
戸
は
建
白
を
現
実
に
は
無
効
と
見
て
(
坂
本

も
詞
様
だ
が
)
、
土
佐
を
も
武
力
行
使
蕗
線
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
、
土

佐
の
奮
起
を
促
す
べ
く
、
乾
退
勤
に
「
此
末
は
最
も
肝
要
」
な
役
割
を
割

り
振
っ
た
「
大
芝
居
」
の
筋
書
き
を
、
坂
本
と
打
ち
合
わ
せ
の
う
え
で
書

い
て
見
せ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
現
実
に
は
、
す
で
に
八
月
二
十
日
時
点

で
土
佐
は
、
京
都
へ
の
出
兵
見
合
わ
せ
と
と
も
に
、
建
白
か
ら
の
将
軍
辞

職
条
項
の
削
除
を
「
御
国
論
」
と
し
て
決
定
し
、
そ
の
結
果
薩
摩
と
の
合

意
事
項
に
離
離
を
来
す
こ
と
に
な
る
の
だ
が
(
後
藤
の
大
坂
着
は
九
月
一
一

七

九
月
四
日
時
点
の
木
戸
・
坂
本
は
、
そ
の
情
報
を
ま
だ
得
て
い
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
坂
本
(
下
関
寄
港
中
)
は
九
月
二

十
日
付
で
木
戸
(
在
山
口
)
宛
て
に
、
次
の
よ
う
な
返
書
を
書
い
た
。

日)、

一
筆
啓
上
仕
候
然
ニ
先
日
の
衛
書
中
大
芝
居
の
一
件
兼
テ
存
居
候
所

と
や
実
に
お
も
し
ろ
く
能
相
わ
か
り
申
候
間
弥
噴
発
可
仕
泰
存
侯
其

後
於
長
鰭
も
上
国
の
事
種
々
心
に
か
h

り
候
内
少
々
存
付
設
旨
モ
荘

之
候
よ
り
私
し
一
身
の
存
付
ニ
市
手
銃
一
千
挺
買
求
芸
州
蒸
気
船
を

か
り
入
本
臨
ニ
つ
み
廻
さ
ん
ト
今
日
下
の
関
ま
て
参
候
所
不
計
も
伊

藤
兄
上
関
よ
り
御
か
へ
り
披
成
御
告
か
h

り
候
て
薩
土
及
云
々
豆
大

久
保
か
使
者
ニ
来
り
し
事
迄
承
り
申
侯
よ
り
急
に
本
留
を
す
く
わ
ん

事
を
欲
し
此
所
ニ
止
り
拝
顔
を
希
ふ
に
ひ
ま
な
く
残
念
出
帆
仕
侯
」

小
弟
思
ふ
に
是
よ
り
か
へ
り
乾
退
助
ニ
引
合
麓
キ
夫
よ
り
上
国
に
出

候
て
後
藤
庄
次
郎
を
盟
に
か
へ
す
か
又
者
長
騎
へ
出
す
か
に
可
仕
候

と
存
申
繰
」
先
生
の
方
ニ
ハ
御
ゃ
く
し
申
上
侯
時
勢
云
一
五
の
認
も
の

御
出
来
に
相
成
扇
申
候
ハ
ん
と
泰
存
侯
其
上
此
墳
の
よ
閣
の
論
は
先

生
に
御
誼
で
っ
か
L

い
候
得
ハ
は
た
し
て
小
弟
の
愚
論
と
同
一
か
と

も
奉
存
挟
得
と
も
何
共
筆
に
は
尽
か
ね
申
候
彼
是
の
所
を
以
心
中
御

察
可
被
選
候
猶
後
日
之
時
を
期
し
侯
誠
恐
謹
一
言

九
丹
廿
日

龍
馬



坂
本
は
下
関
で
伊
藤
に
遭
遇
し
、
彼
か
ら
最
新
清
報
を
得
た
。
そ
の
内

「
露
土
及
一
五
々
立
大
久
保
か
使
者
ニ
来
り
し
事
迄
承
り
申
候
」

容
は
、

と

あ
る
よ
う
に
、
薩
土
問
の
合
意
が
破
棄
さ
れ

(
九
月
九
日
)
、
薩
長
協
関

に
よ
る
武
力
行
使
方
針
を
最
終
的
に
決
定
す
る
た
め
、
大
久
保
が
山
口
を

訪
問
し
た
こ
と
(
九
月
十
八
日
)
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
動
き
に
関
連

し
て
、
坂
本
ら
は
土
佐
を
も
乾
退
助
が
代
表
す
る
武
力
行
使
路
線
に
一
本

化
さ
せ
る
た
め
、
「
手
銃
一
千
挺
(
長
崎
で
)
翼
求
、
芸
州
蒸
気
船
を
か

り
入
、
本
国
ニ
つ
み
越
さ
ん
」
と
し
、
航
行
中
に
下
関
に
立
ち
寄
っ
て
い

た
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
「
此
頃
の
上
国
の
論
は
、
先
生
に
御
直
ニ
う

か
〉
い
繰
得
ハ
は
た
し
て
小
弟
の
愚
論
と
民
一
か
と
も
奉
存
候
得
と
も
、

何
共
筆
に
は
尽
か
ね
申
候
」
と
、
薩
土
盟
約
破
棄
後
の
京
都
情
勢
の
判
断

に
つ
い
て
、
木
一
戸
も
同
意
見
で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
る
の
だ
が
、
坂
本
は

こ
の
書
簡
で
も
、
そ
の
内
容
を
具
体
的
に
は
表
現
し
得
な
か
っ
た
。
い
み

じ
く
も
文
章
に
よ
る
彼
の
表
現
力
の
融
界
を
示
し
て
、
象
徴
的
と
言
え
る

だ
ろ
う
。
そ
し
て
政
治
的
に
実
質
的
内
容
を
持
つ
抜
本
書
需
と
し
て
確
認

で
き
る
も
の
は
、
事
実
上
こ
れ
が
最
後
で
あ
る
。

お

わ

り

lこ

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
坂
本
は
、
そ
の
文
体
と
言
語
に
お
い
て
、

抽
象
的
な
概
念
を
駆
使
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
意
図
的
に
そ
う
し
た
訳

文
体
と
言
語

で
は
な
く
、
必
要
で
あ
る
べ
き
と
き
で
も
、
で
き
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き

で
あ
る
。
こ
の
意
味
か

3

り
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
新
政
府
綱
領
八
策
」
な

ど
も
坂
本
の
発
案
と
は
考
え
に
く
い
と
雷
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
反
面
、
彼
の
一
一
一
一
口
語
は
た
い
へ
ん
口
語
的
で
麗
接
的
な
比
喰
に
富
み
、

非
知
識
人
に
も
感
覚
的
に
理
解
し
や
す
か
っ
た
。
彼
は
海
援
隊
を
は
じ
め

と
す
る
浪
士
.
グ
ル
ー
プ
を
取
り
ま
と
め
、
ま
た
十
津
川
川
郷
土
と
も
強
い
つ

な
が
り
を
持
っ
た
が
、
そ
れ
に
必
要
な
要
素
を
言
語
の
面
で
持
っ
て
い
た

こ
と
は
確
実
だ
ろ
う
。
ま
た
坂
本
を
暗
殺
す
る
側
に
し
て
も
、
彼
が
謹
長

土
に
結
び
付
け
よ
う
と
し
た
武
力
集
由
の
力
を
警
戒
し
、
そ
の
媒
介
者
と

し
て
彼
を
危
険
視
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
確
実
な
組
織
基
盤
を
持
た

な
い
浪
士
は
〈
自
由
〉
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
死
に
至
る
ま
で
周
旋
家

で
あ
っ
た
。

註(
l
〉
生
ま
れ
た
月
臼
に
つ
い
て
は
十

が
、
史
料
約
に
は
不
明
。

(
2
)

京
都
圏
立
博
物
館
所
蔵
分
に
つ
い
て
は
、
『
坂
本
龍
馬
関
係
資
料
』
(
同

舘
一
九
九
九
年
)
一
八
i
四
八
一
良
所
収
写
真
版
、
参
照
。
京
都
府
立
総

合
資
料
館
所
歳
分
は
寺
問
屋
宛
て
、
京
都
大
学
附
属
国
書
館
所
蔵
分
は
印

藤
肇
宛
て
で
、
と
も
に
宮
地
佐
一
郎
編
『
坂
本
龍
馬
会
集
』
〈
光
風
社
出

版
一
九
八
八
年
)
所
収
。

(
3
)

『
坂
本
龍
馬
関
係
文
書
』
第
一

月
十
五
日
と
一
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る

(
東
京
大
学
出
版
会

九
八
八
年
後

七



係
教
大
学
総
合
研
究
所
紀
要

第
八
号

七
回

制
約
一
得
刊
)
一
七

i
一一一八真。

〈4
)

『
坂
本
龍
馬
関
係
資
料
』
一
九
一
員
一
助
収
、
写
真
版
。

(
5
)

同
右
五
三
質
所
収
、
写
真
板
。

(
6
)

「
坂
本
龍
馬
関
係
文
書
』
第
一
七
一
一
一

i
七
回
真
。
「
坂
本
龍
馬
会
集
』

一八

i
一
九
頁
所
双
、
写
真
版
。

(
7
)

『
坂
本
龍
馬
関
係
資
料
』
一
一
八
i
一
一
一
三
一
員
所
収
、
写
真
版
。

(
8
)

「
坂
本
龍
馬
会
集
』
五
三
八
頁
。

(
9
)

『
明
治
維
新
と
国
家
形
成
』
(
吉
川
弘
文
館
一
一

0
0
0年
)
一
九
一

i

ニ一

O
真
、
参
照
。

(ω)
当
木
戸
孝
允
文
書
』
第
二
〈
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
五
年
復
刻
再

刊
)
一
二
一
六

i
一
四
二
真
。

(
孔
)
「
坂
本
龍
湾
関
係
資
料
』
五
回
頁
所
収
、
写
真
版
。

(
ロ
)
荷
揚
拙
著
二
五
七
i
ニ
六
九
頁
、
お
よ
び
拙
稿
「
土
佐
山
内
家
章
一
臣
・

寺
村
左
膳

i
薩
土
盟
約
と
政
権
奉
還
建
白

i
」
〈
佐
々
木
克
綴
「
そ
れ
ぞ

れ
の
明
治
維
新
』
古
川
弘
文
館
二

0
0
0年
、
所
収
)
参
照
。

(
日
)
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
編
吋
保
古
飛
呂
比
佐
佐
木
官
同
行
日
記
』
一
一

(
東
京
大
学
出
版
会
一
九
七
二
年
)
百
五
二
一
員
。

(
H
H
)

『
木
戸
孝
允
文
書
』
第
一
一
(
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
五
年
復
刻
再

刊)一一一

O
七
1
一一一

O
八
頁
。

(
凶
)
間
右
三
一
悶
i
一
一
二
六
真
。

(
凶
)
司
坂
本
龍
馬
全
集
』
一
一
一

O
コ一

i
三
O
七
頁
所
収
、
写
真
版
。


