
西
村
天
囚
の

懐

徳

堂

研

究

第

七

号

平

成

蘭
洲
研
究
と

年
二
月
二
十
九
日
抜
刷

=可

竹

徳
堂
記

三
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の

へ
と
展
開
し
て
い
く
、

っ
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

-
ヽ

う
に
し
て

を
中
心
に
検
討
を
加
え
る
。

は
じ
め
に

西
村
天
囚
の

明
治
四
一

九
日
に
開
催
さ
れ
た
大
阪

五
井
間
洲
に
関
す

月
七
日」

井
蘭
洲
研
究
と

『
懐
徳
堂
記
録
』

五
井
蘭
洲
研
究
に
取
り
組
ん
だ
際
に
、
ど
の
よ
う
な
資
料
を
用
い

た
の
か
は
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
注
目
さ
れ
て
い
な
い
。

明
治
末
の
天
囚
の
五
井
蘭
洲
研
究
に
用
い
ら
れ
た
資
料
に
つ
い

て
調
査
し
た
結
果
、
そ
の
―
つ
で
あ
る
『
懐
徳
堂
記
録
』
が
、
大

阪
大
学
附
属
図
書
館
の
懐
徳
堂
文
庫
に
現
存
す
る
こ
と
が
判
明
し

た
。
本
稿
で
は
、
明
治
末
の
懐
徳
堂
顕
彰
連
動
の
実
態
を
解
明
す

る
手
が
か
り
を
得
る
べ
く
、
天
囚
が
五
井
蘭
洲
研
究
に
用
い
た
『
懐

と
は
如
何
な
る
資
料
な
の
か
、
ま
た
天
囚
は
ど
の
よ

の
か
、
と
い
っ

『
懐
徳
堂
考
』

上
巻
と
五
井
蘭
洲
関
係
資
料

、
五
井
蘭
洲
研
究
を
行
う
に
あ
た
り
、
ど
の
よ
う

な
資
料
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て

竹

健
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初
め
予
れ
懐
徳
堂
を
研
究
せ
ん
と
し
て
、
未
だ
端
緒
を
得
ず
、

既
に
し
て
蘭
洲
の
鶏
肋
篇
四
冊
を
會
員
慎
砂
濱
君
（
和
助
）

に
借
り
て
之
を
讀
み
、
驚
喜
禁
ぜ
ず
、
鶏
肋
篇
は
蘭
洲
手
宗

の
文
稿
な
り
、
尋
で
蘭
洲
遣
稿
二
冊
を
會
員
薦
隠
太
田
君
（
源

之
助
）
に
借
る
を
得
た
り
、
此
は
君
の
手
窮
本
に
し
て
、
鵡

肋
篇
と
重
複
す
る
者
十
六
篇
を
除
く
外
、
皆
蘭
洲
晩
年
風
後

の
作
と
覺
し
く
、
特
に
随
筆
龍
の
叙
事
多
く
し
て
、
懐
徳
諸

儒
の
逸
事
を
載
せ
た
る
、
慎
に
得
易
か
ら
ざ
る
好
資
料
に
麗

し
、
大
阪
文
學
界
の
洪
賣
な
り
、
予
れ
遣
稿
を
讀
み
て
蘭
洲

と
懐
徳
堂
と
の
闊
係
を
詳
に
し
、
更
に
鶏
肋
篇
の
持
軒
先
生

行
状
を
讀
み
て
、
蘭
洲
の
父
持
軒
が
大
阪
文
學
に
偉
功
あ
る

の
み
な
ら
ず
、
其
の
祖
父
は
大
阪
に
於
け
る
讀
書
人
の
祖
な

る

を

知

り

、

懐

徳

堂

研

究

の

第

一

し

て

、

の

事
蹟
を
叙
述
す
る
所
以
な
る
が
、

の
苦
心
蒐
集
せ

も
亦

採
訪
に
協
戦
せ
し
よ
り
、
資
料
略
備
れ
り
、
因
て
之
に
加
ふ

る
に
自
己
の
聞
見
を
以
し
て
此
の
編
は
成
れ
り
、
謹
ん
で
此

の
厚
意
を
感
謝
す
る

、

先

ず

大

阪

人

文

会

会

員

で

あ

る

濱

和

助

か

篇
』
を
、
次
い
で
同
じ
く
大
阪
人
文
会
会
員
の
太
田
源

隠
）
か
ら
『
蘭
洲
遺
稿
』
を
、
更
に
太
田
か
ら
『
浪
華

集
』
と
『
懐
徳
堂
記
録
』
と
を
入
手
し
、
蘭
洲
研
究
に

必
要
な
資
料
を
揃
え
た
と
述
べ
て
い
る
。

天
囚
は
ま
た
、
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
に
お
け
る
講
演
の
中

で
も
、
五
井
蘭
洲
関
係
資
料
の
提
供
を
人
文
会
の
濱
や
太
田
か
ら

受
け
た
と
述
べ
て
い
る
。
天
囚
の
講
演
に
は
速
記
録
「
吉
田
鋭
雄

速
記
大
阪
人
文
会
五
井
蘭
洲
西
村
天
囚
君
述
」
が
現
存
し
、

(
3
)
 

そ
の
中
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

私
は
昨
年
の
会
に
大
阪
の
儒
学
を
研
究
す
る
様
に
と
云
ふ
分

担
を
承
知
致
し
ま
し
た
が
、
大
阪
の
儒
学
と
申
し
ま
す
れ
ば
、

懐
徳
堂
を
経
に
致
し
て
混
沌
社
を
緯
と
致
し
、
さ
て
研
究
致

し
ま
し
た
な
れ
ば
、
大
凡
二
百
余
年
間
の
漢
文
学
の
沿
革
が

解
る
事
と
思
ひ
ま
す
、
之
ま
で
私
も
学
者
の
伝
記
な
ど
を
取

調
べ
ま
し
た
が
、
真
先
に
手
を
着
け
る
べ
き
大
阪
の
漢
文
学

の
事
績
は
、
其
の
侭
に
致
し
て
居
り
ま
し
た
、
甚
だ
相
済
ま

ぬ
事
で
、
実
は
研
究
し
や
う
と
思
っ
て
居
り
ま
し
た
が
、
手

を
着
け
る
機
会
が
な
く
つ
て
居
り
ま
し
た
、
所
が
昨
年
濱
和

身
は
、

べ
て
い
る
。

の
序
説
に
お
い
て
以
下
の
よ
う
に
述

42 



西村天囚の五井蘭洲研究と『懐徳堂記録］
璽

—竹田健二

）
の
よ
う
に
天
囚
は
、

し、

の
中
で
、
濱
か
ら

天
囚
が
大
阪

用
い

る。

る

位

、

御

熱

心

へ

略
考
を
つ
け
て
蘭
洲
か
ら
説
出
し
た
い

し
た
次
第
で
ご
ざ
い
ま
す
、

の

ヘ
ま

た

、
略
蘭
洲
と
云
ふ
人
に
就
て

つ
研
究
し
て
見
や
う
か
と
云

ん

を
借
用
し
た
後
、

い
て
間
洲
研
究
に
取
り
組
ん
だ
の
で
は
な
い

測
さ
れ
る
。

、
天
囚
が
濱
と
太
田
と

の

そ
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地

の

中

の

（

以

下

、

小

天

地

閣

本

）

四

冊
が
天
囚
旧
蔵
の
資
料
で
あ
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。

『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
い
う
「
懐
徳
堂
記
録
四
冊
」
と
小
天
地

閣
本
の
四
冊
と
は
、
書
名
と
冊
数
と
は
確
か
に
合
致
し
て
い
る
。

し
か
し
、
天
囚
は
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
、
『
懐
徳
堂
記
録
』

四
冊
が
ど
の
よ
う
な
資
料
で
あ
る
の
か
に
つ
い
て
特
に
説
明
し
て

お
ら
ず
、
こ
の
た
め
両
者
が
果
た
し
て
同
一
の
資
料
な
の
か
ど
う

(
6
)
 

か
は
、
に
わ
か
に
は
判
断
し
難
い
。

そ
こ
で
次
章
で
は
、
小
天
地
閣
本
が

い
て
天
囚
が
い
う
と
こ
ろ
の

か
否
か
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

二
、
小
天
地
閣
本

『
懐
徳
堂
記
録
』

小
天
地
閣
本
四
冊
は
、
表
紙
と
裏
表
紙
と
に
、
す
べ
て

或
い
は
「
七
宝
繋
ぎ
」
と
呼
ば
れ
る
同
一
の
模
様
、
同
色
（
藍
色
）

の
紙
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
四
冊
と
も
、
同
じ
形
式
の
題
篠

が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
四
冊
は
同
時
に
装
丁
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。

小
天
地
閣
本
四
冊
の
表
紙
に
貼
付
さ
れ
て
い
る
題
篠
の
下
部
に

は
、
枠
外
に
小
さ
く
、
各
冊
の
配
列
を
示
す
と
見
ら
れ
る
漠
数
字

が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
便
宜
的
に
、
こ
の
漢
数
字
に
従
っ

上
巻
に
お

四
冊
に
該
当
す
る

冊
•
第
四
冊
と
呼
ぶ
こ
と
と

て
各
冊
を
第
一
冊
．

す
る
。四

冊
そ
れ
ぞ
れ
の
題
篠
に
記
さ
れ
て
い
る
外
題
と
収
録
さ
れ
て

い
る
資
料
と
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
一
冊
の
題
袋
に
は
「
学
問
所
建
立
記
録
懐
徳
堂
定
約
／
懐

徳
堂
定
約
附
記
懐
徳
堂
義
金
簿
／
御
同
志
中
相
談
覚
三
宅
幸

蔵
変
宅
二
付
御
同
志
中
へ
懸
合
候
覚
／
逸
史
献
上
記
録
義
金
助

成
金
簿
」
と
あ
り
、
収
録
さ
れ
て
い
る
懐
徳
堂
関
係
の
八
種
の
資

料
の
名
が
す
べ
て
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
八
種
の
資
料
を
統
べ
る

書
名
に
当
た
る
も
の
は
、
題
篠
の
み
な
ら
ず
、
内
題
と
し
て
も
、

第
一
冊
に
は
ま
っ
た
く
記
さ
れ
て
い
な
い
。
第
二
冊
の
題
篠
に
は

「
懐
徳
堂
記
録
拾
遺
」
、
第
三
冊
の
題
策
に
は
「
学
校
公
務
記
録
」

と
あ
り
、
両
冊
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
名

が
そ
の
ま
ま
題
篠
に
記
さ
れ
て
い
る
。
第
四
冊
の
題
篠
に
は
「
懐

徳
堂
内
外
事
記
」
と
あ
り
、
本
冊
に
は
「
懐
徳
堂
内
事
記
」
と
「
懐

徳
堂
外
事
記
」
と
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
小
天
地
閣
本
四
冊
の
中
に
は
、
懐
徳
堂
に
関

す
る
合
計
十
二
種
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
お
り
、
収
録
さ
れ
て
い

る
資
料
の
内
容
か
ら
す
る
と
、
そ
の
書
名
が
「
懐
徳
堂
記
録
」
で

あ
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
第
一
冊
の
表
紙
に
は
、
題
篠
と
は

別
に
、
に
小
さ
な
紙
片
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ

一冊
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い
て

に
お
い
て
小
天
地
閣
本
が

l

れ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
こ

冊
の
表
紙
に
貼
付
さ
れ
た
小
紙
片
に
「
懐
徳
堂
記
録
」
と

て
い
る
こ
と
、
及
び
四
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
の
内
容
か
ら

と
推
測
さ
れ
る
が
、
題
篠
の
外
題
に
も
内
題
に
も
「
懐
徳
堂
記
録
」

の
語
が
ま
っ
た
く
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
小
天
地
閣

本
四
冊
が
そ
も
そ
も
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
称
さ
れ
て
い
た
か
ど
う

(
7
)
 

か
は
、
定
か
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
も
、
詳
し
く
は
後
述

す
る
よ
う
に
、
こ
の
第
一
冊
表
紙
右
上
の
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
記

さ
れ
た
小
紙
片
は
、
そ
も
そ
も
丁
寧
に
切
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
お
そ
ら
く
題
篠
と
は
別
に
、
後
か
ら
貼
付
さ
れ
た
可
能
性

高
い
と
推
測
さ
れ
る
。

天
囚
は

と、

れ
る
か
ら
で
あ
る
。

私
見
で
は
、
一

た
の
は
、
明
治
一

で
あ
る
こ

貼
付
さ
れ
た
小
紙
片
に
記
さ
れ
た

あ
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

と
い

（
一
九
0
二）

0
月、

の

幸

田

成

友

か

ら

、

大

阪

壬

の

た

め

の
提
供
を
求
め
ら
れ
た
際
の
こ
と
で
あ
る
。

て、

で

の
四
冊
が
「
懐

-

)

 

.~{ 

に
用
い
ら
れ

、つ

て

お

く

。

し

四
冊
と
小
天
地
閤
本
と
の
関
係
を
理
解
す
る
上
で
、

い
ら
れ
た
経
緯
は
極
め

の

小

紙

片

に

は

て

い

る

の

だ

が

、

こ

う
し
た
小
紙
片
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
の
は
第
一
冊
の
み
で
あ
り
、

第
二
冊
か
ら
第
四
冊
ま
で
に
は
貼
付
さ
れ
て
い
な
い
。

り
、
四
冊
各
冊
の
題
篠
に
は
ど
こ
に
も
「
懐
徳
土

さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
四
冊
の
内
題
と
し
て
も

の
語
は
認
め
ら
れ
な
い
。
っ
て
、

の

し

て

で

は

な

く

、

に

関

す

る

と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
て
お
り
、
し

か

も

こ

の

内

訳

は

一

定

し

て

い

な

い

。

こ

の

点

に
つ
い
て
は
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
こ
と
と
し
、
こ
こ
で
は

に
用
い

し
て
用
い
て
い
る
が
、

ヽ

こ

・15 
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に
合
冊
し
て
お
り
、
そ
の
一

収
録
す
る

、
小
天
地
閣
本
と

の
中
で
、
木
菟
麻
呂
は
提
供
し
た
十
種
の
資
料
を

と
呼
ん
で
い
紅
。

な
お
、
こ

和
八
年
（

て

、

の

懐

徳

堂
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
大
阪
市
史
編
纂
係
は
、
木

狸
の
資
料
の
写
本
を
作
成
し
て
三
冊

冊

は

を

九
0
八）

こ
と
を
依

の
関
係
で
あ
る
。
小
天
地
閣
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
十
二
の
資

料
は
、
木
菟
麻
呂
が
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
呼
ん
だ
十
種
の
資
料
の

他
に
、
「
懐
徳
堂
定
約
」
（
第
一
冊
）
と

冊
）
と
を
含
ん
で
い
る
わ
け
だ
が
、

と
は
、
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の
名
で
あ
る
e

こ

か
ら
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、

つ
ま
り
、
小
天
地
閤
本
に
収
録
さ
れ
た
十

の

冊
の
合
冊
本
と
し

の
う
ち
、

れ
て
い
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て
太
田
が
作
成
し
た
写
本
を
、
太
田
の
識
語
を
含
め
て
重
ね

(12) 

写
し
た
写
本
で
あ
る
こ
と
は
確
実
と
考
え
ら
れ
る
。

小
天
地
閣
本
第
二
冊
が
明
ら
か
に
太
田
が
幸
田
の
勤
め
る
大
阪

市
史
編
纂
係
所
蔵
の
資
料
を
書
写
し
た
も
の
に
基
づ
く
写
本
で
あ

る
こ
と
、
そ
し
て
前
述
の
通
り
小
天
地
閣
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る

十
二
種
の
資
料
が
す
べ
て
大
阪
市
史
編
纂
係
旧
蔵
の
資
料
で
あ
る

こ
と
か
ら
す
る
と
、
小
天
地
閣
本
は
、
第
二
冊
だ
け
で
は
な
く
四

冊
す
べ
て
が
、
大
阪
市
史
編
纂
係
所
蔵
の
資
料
を
太
田
が
書
写
し

て
作
成
さ
れ
た
も
の
、
も
し
く
は
そ
の
太
田
が
作
成
し
た
も
の
の

写
本
で
あ
り
、
『
懐
徳
堂
考
』
で
天
囚
が
言
う
と
こ
ろ
の
『
懐
徳

堂
記
録
』
四
冊
に
該
当
す
る
蓋
然
性
は
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

但
し
、
小
天
地
閣
本
小
天
地
閣
本
に
お
い
て
は
、
書
写
の
経
緯

を
示
す
識
語
の
類
が
第
二
冊
の
み
に
認
め
ら
れ
、
同
第
一
冊
•
第

三
冊
•
第
四
冊
に
は
認
め
ら
れ
な
い
。
こ
の
た
め
、
第
一
冊
•
第

三
冊
•
第
四
冊
が
何
に
基
づ
い
て
書
写
さ
れ
た
も
の
な
の
か
は
定

か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
書
写
の
経
緯
を
示
す
識
語
の
類
が
、
四

冊
の
中
の
第
二
冊
の
み
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
現
象
は
、
四
冊
が

同
時
に
装
丁
・
作
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
す
る

と
、
甚
だ
不
自
然
に
見
受
け
ら
れ
る
。
加
え
て
、
明
治
三
五
年
に

木
菟
麻
呂
が
提
供
し
た
十
種
の
資
料
が
小
天
地
閣
本
に
お
い
て
第

一
冊
•
第
三
冊
•
第
四
冊
に
収
録
さ
れ
、
明
治
四
二
年
に
木
菟
麻

呂

の

提

供

し

た

が

そ

れ

ら

に

挟

ま

る

形

で

第
二
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
現
象
も
、
不
自
然
に
感
じ
ら

れ
る
。こ

う
し
た
不
自
然
さ
は
、
小
天
地
閣
本
各
冊
を
、
そ
の

部
の
枠
外
に
記
さ
れ
た
漢
数
字
に
よ
っ
て
、
便
宜
的
に
各
冊
を
第

一
冊
•
第
二
冊
•
第
三
冊
•
第
四
冊
と
し
た
配
列
が
、
そ
も
そ
も

そ
の
本
来
の
配
列
で
は
な
い
こ
と
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
小
天
地
閣
本
各
冊
の
題
篠
下
部
の
枠
外
に
記
さ
れ
た

漢
数
字
は
、
そ
の
位
置
や
大
き
さ
か
ら
判
断
し
て
、
題
袋
が
作
成

さ
れ
た
時
点
に
は
存
在
せ
ず
、
後
に
何
者
か
に
よ
っ
て
書
き
加
え

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、
木
菟
麻
呂
の
言

う
「
懐
徳
堂
記
録
」
十
種
が
収
録
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
小
天
地

閣
本
の
第
一
冊
•
第
三
冊
•
第
四
冊
の
三
冊
と
、
大
阪
市
史
編
纂

係
旧
蔵
本
の
三
冊
と
の
関
係
で
あ
る
。
両
者
を
比
較
す
る
な
ら
ば
、

小
天
地
閣
本
第
一
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
懐
徳
堂
定
約
」
が
大

阪
市
史
編
纂
係
旧
蔵
本
に
収
録
さ
れ
て
い
な
い
点
を
除
く
と
、
三

冊
に
そ
れ
ぞ
れ
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
と
そ
の
配
列
と
が
、
い
ず

れ
も
同
一
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
両
者
の
三
冊
の
中
の
一
冊
に
は
「
学
校
公
務
記
録
」

の
み
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
別
の
一
冊
に
は
、
「
懐
徳
堂
内

事
記
」
と
「
懐
徳
堂
外
事
記
」
と
が
、
内
事
記
・
外
事
記
の
順
に

収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
残
る
も
う
一
冊
に
は
、
小
天
地
閣
本
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一

冊
が
そ
の
後
に
続
く
形
で
あ
っ
た
と

い
と
考
え
ら
れ
る
。

へ

の

七
つ
の
資
料
が
、
同
じ
配
列
で
収
録
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
現
象
は
、
小
天
地
閣
本
は
第
二
冊
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

第
一
冊
•
第
三
冊
•
第
四
冊
も
、
大
阪
市
史
編
纂
係
旧
蔵
本
か
ら

作
成
さ
れ
た
写
本
で
あ
り
、
そ
し
て
小
天
地
閣
本
の
第
一
冊
•
第

三
冊
•
第
四
冊
の
三
冊
が
本
来
ま
と
ま
り
を
有
し
て
い
た
こ
と
を

強
く
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
小
天
地
閣
本
の
第
一
冊
•
第

三
冊
•
第
四
冊
の
三
冊
は
、
そ
の
本
来
の
配
列
に
お
い
て
連
続
し

て
い
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

残
る
第
二
冊
に
つ
い
て
は
、
小
天
地
閣
本
の
第
一
冊
•
第
三
冊
．

第
四
冊
の
三
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
が
い
ず
れ
も
明
治
三
五

年
の
時
点
で
大
阪
市
史
編
纂
係
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
で
、
ま
た
第

二
冊
の
「
懐
徳
堂
記
録
拾
遣
」
が
明
治
四
二
年
二
月
の
時
点
で
大

史
編
纂
係
に
収
蔵
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
小
天
地

の
四
冊
の
本
来
の
配
列
に
お
い
て
は
、
第
一
冊
•
第
三
冊
．

の一

冊
の

つ

だ
け
で
は
な
く
、
四
冊

の
と
考
え
ら
れ
る
。

と
す
れ
ば
、
小
天
地
閣
本
の
四
冊
は
す
べ
て
、

で
あ
っ
た
も

て
作
成
し
た
も

の
を
、
天
囚
が
借
用
し
て
作
成
し
た
で
あ
る
と
考
え
れ
る
。

従
っ
て
、
小
天
地
閣
本
四
冊
は
、
天
囚
が
蘭
洲
研
究
に
用
い
た
と

こ
ろ
の
、
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
い
う
『
懐
徳
堂
記
録
』
四
冊
に

該
当
す
る
も
の
と
理
解
し
て
良
い
と
考
え
ら
れ
る
。

小
天
地
閣
本
四
冊
の
成
立
の
経
緯
を
ま
と
め
る
と
、
以
下
の

り
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

明
治
四
二
年
テ

す
る
と
こ
ろ
の
、

し
た
。
そ
の

の
提
供
し
た
も
の
に

の
存
在
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

、
大
阪
市
史
編
纂
係
に
は
森
本
専
助

の
写
本
が
既
に
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、

が
収
録
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
こ て

が
収
録
さ
れ
、

が
収
録
さ
れ
て
い
な
い
と

こ
と
は
、
第
一

て
い
る
こ
と

冊
に
つ
い
て

冊
の
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の
前
に
挿
入
し
て

の
資
料
を
収
録
す
る
、
小
天
地
閣

の
原
本
と
な
っ
た
三
冊
の
写
本
が

本
第
一
冊
．

作
成
さ
れ
た
。

太
田
は
ま
た
、
や
は
り
大
阪
市
史
編
纂
係
の
収
蔵
す
る
と
こ
ろ

の
、
木
菟
麻
呂
が
明
治
四
二
年
に
提
供
し
た
『
懐
徳
堂
記
録
拾
遺
』

一
冊
を
書
写
し
た
。
こ
れ
が
、
小
天
地
閣
本
第
二
冊
の
原
本
と
な
っ

た
一
冊
の
写
本
で
あ
る
。

こ
う
し
て
太
田
は
、
大
阪
市
史
編
纂
係
の
所
蔵
す
る
懐
徳
堂
関

係
資
料
を
い
わ
ば
編
集
し
て
、
十
二
種
の
資
料
を
収
録
す
る
四
冊

の
写
本
（
以
下
、
太
田
本
）
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
太
田
は
、
四

冊
の
末
尾
に
位
置
す
る
一
冊
の
巻
末
に
、
書
写
の
経
緯
に
つ
い
て

簡
潔
な
識
語
を
記
し
た
。
天
囚
は
、
こ
の
太
田
本
を
借
用
し
、
巻

末
の
太
田
の
識
語
も
含
め
て
書
写
し
た
写
本
を
作
成
し
た
。
こ
れ

が
小
天
地
閣
本
で
あ
る
。

小
天
地
閣
本
成
立
の
経
緯
に
お
い
て
甚
だ
興
味
深
い
点
は
、
太

田
が
太
田
本
の
作
成
に
当
た
っ
て
、
大
阪
市
史
編
纂
係
の
所
蔵
す

る
懐
徳
堂
関
係
資
料
を
す
べ
て
書
写
し
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う

点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
太
田
は
木
菟
麻
呂
が
明
治
三
五
年
に
提

供
し
た
十
種
の
資
料
と
森
本
専
助
の
提
供
し
た
「
懐
徳
堂
定
約
」

と
を
太
田
本
に
す
べ
て
収
録
し
て
い
る
の
だ
が
、
木
菟
麻
呂
が
明

治

四

二

年

に

提

供

し

た

資

料

は

、

の

み

を

の

冊

の

合

冊

本

と

さ

れ

て

お

り

、

そ
の
合
冊
は
、
大
阪
市
史
編
纂
係
が
原
本
か
ら
写
本
を
作
成
す
る

(13) 

時
点
で
既
に
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
太
田
が

『
懐
徳
堂
纂
録
』
と
『
拝
恩
志
喜
』
と
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た

と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
太
田
が
そ
れ
ら
を
太
田

本
に
収
録
し
な
か
っ
た
理
由
は
不
明
で
あ
る
が
、
両
資
料
が
共
に

漢
文
で
記
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
太
田
は
漢
文

の
資
料
を
意
図
的
に
排
除
し
た
と
の
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
。

は

、

書

館

の

懐

徳

堂

文

庫

の

小

徳
堂
記
録
』
四
冊
は
、
天

聾
呈
記
録
』
四
冊
で
あ
り
、

の
太
田
源
之
助
が
大
阪
市

し
て
作
成
し

る
こ
と
を
述

の

た
太
田
本
を
、

べ
た
。天

囚
が
太
田
か
ら
太
田
本
を
借
用
し
た
時
期
は
不
明
で
あ
る

て
い
る

囚
が
五
井
蘭
洲
研
究
に
利
用
し
た

明
治
四
一

収

録

し

、

と

と

を

収

録

し

て

い

な
い
。
こ
の
た
め
天
囚
は
、
明
治
四
二
年
に
蘭
洲
研
究
に
取
り
組

ん
だ
時
点
で
、
『
懐
徳
堂
纂
録
』
と
『
拝
恩
志
喜
』
と
の
写
本
が

大
阪
市
史
編
纂
係
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
も
そ
も
両
資

料
の
存
在
自
体
も
知
ら
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

の
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を
明
ら
か
に
利
用
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
天
囚
が
人
十

5

徳

堂

考

』

上

巻

に

お

い

て

、

蘭

洲

の

関

し

て

述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
確
認
す
る
こ
と
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、

は
人
文
会
の
講
演
に
お
い
て
「
此
の
太
田
君
の
心

洲
の
家
譜
に
拠
り
ま
す
と
、
始
め
は
屈
司
家
に
11

戸
の
与
力
に
な
り
ま
し
て
二
百
五
十
石
を
頂
戴
ー

と
う
い
ん

桐
陰
と
称
し
、
遂
に
武
人
で
身
を
立
て
ま
し
た
、

蘭
洲
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
述
べ
て
お
り
、

お
い
て
「
男
純
賓
、
桐
陰
と
琥
せ
り
、

へ
、
後
ち
櫂
蔵
と
改
め
、

を

の

と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

て
い
る

と
述
べ
て
い
る
こ

遺
』
に
収
録
さ
れ

(
M
)
 

の
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。

、
天
囚
が
人

三、

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵

『
懐
徳
堂
記
録
』

あ
っ

ろ

う

。

大

阪

人

文

会

の

年

八

月

十

九

日

、

会

則

や

研

究

つ

い

て

協

の
開
催
は
同
年
九
月
四
日
、
の
第
一
次
例

(15) 

―
一
月
一
四
日
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

借

用

し

た

時

期

は

、

明

治

四

で

い
よ
う
に
息
わ
れ
る
。

の
材
料
を
収
集
せ
ん
と
し
た

こ
と
を
き
っ
か
け
と
す
る
も

に
は
、
明

の

は
明
治
四

が
ヽ

つ

る
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治

三

(

-

九

0
二）

0
月
一
六
日
付
の
記
述
の
中
で
、
こ

の
幸
田
の
来
訪
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

文
学
士
成
友
ハ
大
阪
市
史
編
纂
長
ノ
由
ニ
テ
、
頃
者
材
料
蒐

輯
ノ
為
二
上
京
セ
ラ
レ
阪
地
二
在
リ
テ
岡
本
和
氏
ヨ
リ
仄
ニ

余
ノ
事
ヲ
聞
カ
レ
、
亦
其
兄
ナ
ル
露
伴
氏
ヨ
リ
余
ノ
此
地
ニ

在
ル
コ
ト
ヲ
聞
キ
シ
ニ
ヨ
リ
テ
、
本
日
午
前
露
館
二
来
訪
セ

ラ
レ
タ
レ
ド
モ
、
業
務
中
二
在
リ
テ
面
ス
ル
ヲ
得
ズ
、
午
后

ヲ
以
テ
自
宅
二
来
ラ
ン
コ
ト
ヲ
求
メ
シ
ニ
ョ
リ
、
午
后
ヲ
以
）

テ
来
ラ
レ
タ
リ
。
其
来
意
ハ
大
阪
史
編
輯
二
付
懐
徳
堂
井
二

諸
先
哲
ノ
コ
ト
ヲ
聞
キ
、
其
遺
書
ヲ
見
テ
史
料
ヲ
得
ン
ト
欲

ス
ル
ニ
在
リ
。
故
二
略
告
グ
ル
所
ア
リ
、
且
別
二
日
ヲ
択
ビ

テ
履
軒
先
生
ノ
肖
像
井
二
他
ノ
書
類
ヲ
見
ン
コ
ト
ヲ
望
マ

レ
、
数
日
后
再
ビ
来
訪
セ
ン
コ
ト
ヲ
約
シ
テ
帰
ラ
レ
タ
リ
。

懐
徳
堂
の
子
孫
で
あ
る
木
菟
麻
呂
に
関
し
て
、
か
つ
て

懐
徳
堂
で
学
ん
だ
岡
本
和
（
撫
山
）
と
実
兄
で
あ
る
幸
田
露
伴
と

か
ら
情
報
を
得
て
い
た
幸
田
は
、
大
阪
市
史
編
纂
の
た
め
の
資
料

を
得
る
べ
く
、
上
京
し
た
際
に
木
菟
麻
呂
の
自
宅
を
訪
ね
、
「
懐

徳
堂
井
二
諸
先
哲
ノ
コ
ト
ヲ
聞
キ
、
其
遣
書
ヲ
見
」
た
い
と
申
し

出
た
。
木
菟
麻
呂
は
承
諾
し
、
数
日
後
に
幸
田
は
改
め
て
木
菟
麻

る
こ
と
と
な
っ
た
。

幸
田
が
木
菟
麻
呂
所
蔵
の
資
料
を
実
見
し
た
の
は
、

0
月
一
―
日
で
あ
る
。

る
こ
と ヲ

五
日
後
の

前

約

二

依

リ

懐

徳

堂

記

録

及

ビ

ヲ

示
ス
。
氏
ハ
之
ヲ
借
用
シ
テ
謄
写
セ
ン
コ
ト
マ
レ
シ
モ
、

帰
阪
ノ
期
二
迫
レ
ル
ヲ
以
テ
大
学
国
史
編
纂
部
ノ
友
人
二
依

（
マ
マ
）

頼
書
ヲ
托
シ
其
書
ヲ
持
チ
来
リ
シ
者
二
借
用
セ
シ
ラ
レ
ン
コ

ト
ヲ
請
ハ
レ
タ
レ
バ
、
借
用
証
書
ヲ
納
メ
ン
コ
ト
ヲ
告
ゲ
シ

二
、
然
ラ
バ
大
阪
市
役
所
ノ
証
書
ヲ
納
ム
ベ
シ
ト
約
セ
リ
。

（
明
酋
―
―
五
年

0
月
―
一
日
付
）

木
菟
麻
呂
が
幸
田
に

示
」
し
た
と
こ
ろ
、
幸
そ
れ
ら
を
大
阪
市
史
編
纂
の
た
め
借

用
し
て
謄
写
す
る
必
要
が
あ
る
資
料
と
判
断
し
た
が
、
帰
阪
の

定
が
差
し
迫
っ
て
い
た
た
め
、

が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
こ

の
「
国
史

二
ヲ
托
」
す
の
で
、
そ
の
依
頼
書
を
持
参

し
た
人
物
に
対
し
て
借
用
を
認
め
て
ほ
し
い
と
木
菟
麻
呂
に
依
頼

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
木
菟
麻
呂
が
借
用
証
書
の
交
付
を
求
め
た

の
で
、
幸
田
は
「
大
阪
市
役
所
ノ
証
書
」
を
交
付
す
る
と
約
束
し

た
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
資
料
の
提
供
が
実
際
に
行
わ
れ
た
の
は
、
約
ニ
ヶ
月
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ニ
ヨ
リ

の
資
料
は
、
当
初
明
治
三

だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
新
見
か
ら
、

限
を
数
日
延
期
し
て
ほ
し
い
と
の

日
に
返
却
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し

供

与

十

六

日

／

約
附
記
／

後
の

ヘ

テ

返

納

セ

ラ

レ

ノ
画
像
ノ
粉
本
ヲ
モ
借
与

二
因
リ
小
川
一
箕
二

焼
増
ヲ
為
シ

す
な
わ
ち
十

で
に
返
却
さ
れ
る
約

ら
な
い
た
め
期

三
月
一
〇

“
な
い
が
、

の
提
供
し

以
下
の

月

六
日
で
あ
る
。
同
日
付
の

こ
と
が
記
さ
れ
、
に
そ
の

て
い
る
。

こ
よ
、

,i',

1'~: 

の
形
で

ヽ
こ
。

し

t

月

1
0
日、

て
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の
写
本
が
作
成
さ
れ
、

と
推
測
さ
れ
る
。

注
目
さ
れ
る
点
は
、

付

『

砂

の

因
リ
」

の
焼
き
増
し
は
、

し
た
可
能
性
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
、

の
史
料
編
纂
掛
は
、
木
菟
麻
呂
の
提
供
し
た
懐
徳
堂
関
係

の
資
料
に
つ
い
て
も
、
大
阪
市
史
編
纂
係
に
送
付
し
た
も
の
と
は

別
に
、
自
ら
が
所
蔵
す
る
た
め
の
複
本
も
作
成
し
、
そ
れ
を
収
蔵

し
た
可
能
性
が
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

冊
な
る
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ

「
懐
徳
堂
記
録
」
の
十
種
の
資
料
が
収
録
さ
れ
て
い
た
。

史
料
編
纂
所
に
は
、
「
中
井
年

枚
も
収
蔵
さ
れ
て
い

ま
た
同

」
な
る

の

所

蔵

す

る

冊

（

以

は
、
そ
れ
ぞ
れ
題
策
に
外
題
と
し
て
「
懐
徳

-
」
・
堂
記
録
二
」
・
「
懐
徳
土
墜
―
-
」
と
記
さ
れ

て
い
る
。
各
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
は
、
一
冊
が

・
「
御
同
志

.

「

-

―

二

付

御

同

志

中

へ

[

候

覚

」

で

あ
り
、
各
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
資
料
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
各
冊
の

表
紙
右
上
に
打
ち
付
け
書
き
で
記
さ
れ
て
い
る
。
各
冊
の
印
記
は
、

第
一
冊
に
は

「
3
1
2
7
6」
.

と
あ
る
。
ま
た
、

て
い
る
資
料
の
末
尾
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
書
[

て
お
り
、
そ
の
識
語
は
す
べ
て

と
あ
る
。

冊
．
―
-
冊
に

」・「
3
1
2
7
6
」
.

各
冊
に
収
録
さ
れ

の
経
緯
を
記
し
た

も
う

原

の
こ
と
と
し

ノ

を

作

成

し

、

い
う
こ
と
は
、
残
る

一月

0
日

，
ノ
委
托
二

に
関
し
て
、
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n
、

c
 

.
5
 rn

と、
c
 

.lo 

し
か
し
、

m
、

c
 

8
 

一
冊
に
収

で
冊
に
収
録
さ
れ

の
冊
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ

い
て
写
本
が
作
成
さ
れ
た
際
は
、

、

の

資

料

の

々

の
に
分
か
れ
て
お
り
、
合
冊
と
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ

誰
測
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
合
冊
は
後
に
東
京
帝
国

が
そ
れ
ぞ
れ
に
行
っ
た
た
め
、
両
者

～

じ

た

と

拙

測

さ

れ

る

の

こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
こ
の
た
め
後
に
冊
[

外
題
を
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
し
た
の
で
は
な
い

一
方
、
大
阪
市
史
編
纂
係
旧
蔵
本
の
三
冊
に
つ
い
て
は
、
少
な

く
と
も
現
存
す
る
三
冊
を
見
る
限
り
、
そ
れ
ら
が
「
懐
徳
堂
記
録
」

と
ま
と
め
て
称
さ
れ
て
い
た
痕
跡
は
確
認
で
き
な
い
。
ま
た
、
前

小
天
地
閣
本
の
四
冊
も
、
各
冊
の
題
綺
に
は
ど
こ
に

て
お
ら
ず
、
ま
た
四
冊
の
内
題

て
い
な
い
。

に

も

の

小

天

地

閤

本

の

四

冊

に

も

そ

れ

が

で

あ

る

こ

と

を
示
し
て
い
る
の
は
、
第
一
冊
の
表
紙
に
貼
付
さ
れ
た
小
紙
片
に

記
さ
れ
た
「
懐
徳
堂
記
録
」
の
語
だ
け
で
あ
っ
た
。

注
目
さ
れ
る
点
は
、
こ
の
第
一
冊
表
紙
上
の
二
懐
徳
堂
記
録
」

と
記
さ
れ
た
小
紙
片
は
、
そ
も
そ
も
丁
寧
に
切
り
出
さ
れ
た
も
の

の

冊
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一
年
に
提
供
し

で
は
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
、
お
そ
ら
く
題
篠
と
同
時
に
貼
付

さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
点
で
あ
る
。
私
見
で
は
、

こ
の
小
紙
片
は
、
小
天
地
閣
本
の
題
箔
下
部
の
枠
外
に
記
さ
れ
た

漢
数
字
と
同
じ
く
、
小
天
地
閣
本
が
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
の

所
蔵
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
後
に
貼
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
可
能

性
が
高
い
。
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
関
係
者
が
小
天
地
閣
叢
書

の
資
料
を
整
理
し
た
際
、
そ
の
整
理
者
が
小
天
地
閣
本
四
冊
を
『
懐

徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
天
囚
が
「
懐
徳
堂
記
録
四
冊
」
と
述
べ

た
資
料
に
該
当
す
る
も
の
と
判
断
し
、
そ
の
こ
と
を
示
す
た
め
に

貼
付
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
こ
の
小
紙
片
の
貼
付
は
、
題
篠
に
漠
数
字
を
記
入
す
る

こ
と
よ
り
も
先
に
行
わ
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
漢
数
字
を
記

入
し
た
人
物
は
、
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
の
記
述
や
小
天
地
閣
本
の

成
立
の
事
情
に
関
す
る
知
識
を
持
た
ず
、
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
書

き
記
さ
れ
た
小
紙
片
が
貼
付
さ
れ
て
い
る
一
冊
を
基
準
と
し
て
第

一
冊
と
し
、
そ
し
て
「
懐
徳
堂
記
録
拾
遣
」
と
題
篠
に
記
さ
れ
た

一
冊
を
そ
れ
に
続
く
も
の
と
し
て
第
二
冊
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
東
京
大
学
本
が
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
の
外
題
を
有

す
る
こ
と
、
そ
し
て
天
囚
が
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
の
中
で
小
天
地

閣
本
を
指
し
て
「
懐
徳
堂
記
録
四
冊
」
と
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す

る
と
、
大
阪
市
史
編
纂
係
に
お
い
て
も
、

本
の
三
冊
、
或
い
は
そ
れ

を
改
め
て
提
供
す
る
こ
と
と
し
た
の
だ
が
、

-

）

 
,
1
 

四、

「
懐
徳
堂
記
録
」

前
述
の
通
り
、
明
治
―
-
（
一
九

0
二
）
の
時
点
で
木
菟
麻

呂
は
、
幸
田
に
提
供
し
た
十
種
の
懐
徳
堂
関
係
資
料
を
日
記
『
秋

の
中
で
自
ら
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
呼
ん
で
い
た
。
し
か
し
、

か
そ
の
後
も
常
に
こ
の
十
種
の
資
料
を
指
し
て

と
称
し
た
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
明
治
四

-

)

 
,
1
 を

掲
載
す
る
に

当

た

っ

て

「

先

二

本

ア

レ

ド

モ

、

更

二

脱

誤

ナ

カ

ラ
シ
メ
ン
為
二
固
ヲ
シ
タ
シ
」
（
明
治
四
三
年
一
月
三
十

）
と
の
依
頼
を
受
け
た
。
そ
こ
で
木
菟
麻
呂
は

匝
ト
ナ
ス
ベ
キ
モ
ノ

の
変
遷

の
資
料
を
収
録
し
た
冊
を
含
め
て
、
そ
れ
ら
を
「
懐
徳

」
と
称
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
を
完
全
に
排

除
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
仮
に
そ
う
で
あ
っ
た

と
し
た
場
合
、
何
故
大
阪
市
史
編
纂
係
旧
蔵
本
の
外
題
や
内
題
、

或
い
は
小
天
地
閣
本
の
内
題
や
外
題
に
「
懐
徳
堂
記
録
」
の
語
が

記
さ
れ
て
い
な
い
の
か
に
つ
い
て
は
、
現
時
点
で
は
不
明
で
あ
る
。
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そ
の

る
。
こ
の
こ
と
は
、
木
菟

料
は
基
本
的
に
そ
れ
ぞ
れ
別
個
の
資
料
で
あ
り
、

は
あ
く
ま
で
も
そ
れ
ら
の
便
宜
の
呼
称
に
過
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
四
四
年
（

日
ま
で
、

九

日
か
ら
五

つ

と
呼
ぶ
資
料
の

る
資
料
が
次
第
に
増
加
す

て
い
る
。

と

つ
ま
り

の
資
料
の

種
」
に
加
え
て
、

す
な
わ
ち
附
随
す
る
資
料
と
し
て
追
加
さ
れ
て
い

と
称
す
る
資
料
の
内
訳
は
、

に
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
「
竹
山

(19) 

て
い
る
の
で
あ
る
。

三）

の

[
I
 

L
3
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わ

ば

総

称

と

し

て

、

い

て

き

た

と

い

う

の

あ
り
、
「
懐
徳
堂
配
に
含
ま
れ
る
資
料
が
次
第
に
増
加
し
て

い

っ

た

と

い

う

こ

と

は

、

中

で

、

す
現
象
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
明
治
三
五
年
(
-
九

0
二）

が

、

に

提

供

し

た

十

種

（
一
九
一

0
)

に
お
け
る
天
囚
の
講
演
以
後
、

の
首
唱
者
と
し
て
運
動
を
強
力
に
推
進
し
た
が
、
そ
も
そ
も
懐
徳

堂
顕
彰
運
動
の
発
端
と
な
っ
た
天
囚
の
懐
徳
堂
研
究
は
、
大
阪
人

文
会
会
員
で
あ
る
濱
和
助
・
太
田
源
之
助
・
士
に
よ
る

資
料
提
供
に
支
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
、

の
始
動
段
階
に
お
け
る
大
阪
人
文
会
の

大
き
い
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

ま
た
、
天
囚
が
利
用
し
た

地

閣

本

の

、

し
た
役
割
は
非
常
に

以
上
の
よ
う
に

合
わ
せ
て
整
理
し
解
説
を
加
え
て
、

お
わ
り
に

J

ん
ど
進
ん
で

い
な
い
状
況
を
い
わ
ば
象
徴
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

一
月
の
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会

（
一
九
一

0
)
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注

は
一
懐
徳
堂
研
究
の

し
た
い
。

、
人
文
会

し
ま
な
い

て
い
な
い
゜
こ
こ
か
ら
、

五
会
の
会
員
で
は
な
か
っ

て
限
定
的
で
あ
っ
た
こ
と
が

1
)
拙
著
『
市
民
大
学
の
誕
生
ー
大
坂
学
間
所
懐
徳
輩
の
再
興
』
（
大
阪
大

学
出
版
会
、
二

0
1
0
年
）
参
照
。
な
お
、
天
囚
の
講
演
の
題
日
に
つ

い
て
、
明
治
四
三
年
(
-
九
一
〇
）
一
月
三

0
日
付
大
阪
朝
日
新
間
に

、
五
井
蘭
洲
」
、
懐
徳
堂
記
念
会
の
所
蔵
す
る

と
記
さ
れ
て
い
る
。

徳
堂
記
念
会
記
録
’
一
に
は
「
懐
徳
堂
ノ
研
究
其

拙
稿
「
資
料
紹
介
懐
徳
輩
記
念
会
所
蔵
「
懐
徳
堂
記
念
会
記
録
」
」
（
『
国

語
敦
育
論
最
』
第
十
七
号
、
二

0
0
八
年
二
月
）
参
照
ヘ
ジ
ま
た
、
後
述

す
る
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
に
お
け
る
天
囚
の
講
演
の
速
記
録
は
、

外
題
が
「
大
阪
人
文
会
講
演
五
井
間
洲
西
村
天
囚
述
」
、
扉
の
内
題

?l 

上
巻
巻
末
の
識
語
に
「
此
の
稿
を
草
す
る
に
常
り
て
、

濱
真
砂
、
太
田
斑
隠
の

君
、
及
び
社
友
木
崎
好
尚
甘
は
、
其
の
所
載

の
資
料
を
提
示
」
し
た
と
あ
る
こ
と
も
、
天
囚
の
用
い
た
五
井
蘭
洲
関

係
資
料
が
濱
や
太
田
の
提
供
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
と
考

え
ら
れ
る
。

(
3
)
こ
の
賢
料
は
、
井
上
了
「
懐
徳
堂
文
庫
等
所
蔵
祈
収
資
料
・
器
物
等
目

録
」
（
湯
浅
邦
弘
編
『
懐
徳
輩
文
庫
の
研
究
共
同
報
告
苫
』
（
二

0
0

三
年
二
月
）
所
収
）
に
お
い
て
「

(20)
璽
建
懐
徳
堂
閃
係
賢
糾
（
じ
口
藉
．

抜
き
副
り
・
原
稿
・
筆
記
類
な
ど
）
」
に
分
類
さ
れ
、
「
2
0
9
,
0
0
1
,
0
0
1
:・ 

大
阪
人
文
会
講
濱
筆
記
（
大
阪
人
文
会
講
演
筆
記
（
西
村
天
囚
述
「
五

井
間
洲
」
・
木
崎
愛
吉
述
「
篠
崎
小
竹
」
）
（
明
治

44
年
、
吉
田
鋭
雄
筆
記
、

3
冊
）
」
と
あ
る
。
な
お
筆
者
は
「
賓
料
紹
介
西
村
天
囚
述
「
五
井

間
洲
」
（
大
阪
人
文
会
第
二
次
例
会
講
演
連
記
録
）
」
（

一
八
号
、
二

0
0
九
年
二
月
）
に
お
い
て
こ
の
賓
料
を
詞
刻
し
て
解

説
を
付
し
た
が
、
『
懐
徳
』
第
三
七
号
(
-
九
六
六
年
）
に
お
い
て

演
餘
粋
」
中
の
「
五
井
間
洲
西
村
天
囚
述
」
と
し
て
同
賢
料
は
既
に

闘
刻
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
た
。3

但
し
、
『
懐
徳
』
所
収

の
闘
刻
に
は
、
旬
読
点
等
の
表
記
に
一
部
変
更
が
加
え
ら
れ
る
な
ど
、

正
確
な
詞
刻
と
は
言
い
難
い
点
が
あ
る
e

こ
の
た
め
以
下
の
引
用
は
拙

稿
に
基
づ
く
。

に
関
し
て
は
ま
っ

の
時
点
で
、

の
接
触
は
、

）
も
っ
と
も
、

の
収
集
に
尽
力
し
た
こ
と
が
、
後

っ
た
こ

井
蘭
洲
」
と
あ
る
。

っ
て

が
「
五
井
蘭
洲
西
付
天
囚
君
述
」
で
あ
り
、
更
に
第
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(
4
)
天
囚
が
蘭
洲
研
究
に
用
い
た
『
鶏
肋
篇
』
．
『
蘭
洲
遺
稿
』
・
『
浪
華
名
家

碑
文
集
』
は
、
懐
徳
堂
文
庫
に
は
収
蔵
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
の
調
査

に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
大
阪
府
立
中
之
島
図
書
館
の
朝
日
新

聞
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
『
蘭
洲
遣
稿
』

家
碑
文
集
』
三
冊
（
朝
日
三
五
四
・
八
ー
五
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ

い
て
は
、
稿
を
改
め
て
論
ず
る
予
定
で
あ
る
。

(
5
)
竹
腰
礼
子
「
大
阪
大
学
懐
徳
堂
文
庫
の
な
り
た
ち
と
蒐
集
の
経
緯
」
（
『
懐

徳
』
第
七

0
号
、
二

0
0
二
年
）
参
照
。
竹
腰
氏
は
「
小
天
地
閣
叢
書
」

に
つ
い
て
、
「
主
に
未
刊
行
の
和
書
稀
隈
本
を
選
ん
で
転
写
し
た
」
も

の
と
す
る
。

四
冊
（
朝
日
ニ

一
冊
（
朝
日
一

一
五
•
四
ー
ニ
ニ
）
．
『
浪
華
名

(
6
)
『
懐
徳
堂
考
』
上
巻
に
お
い
て
「
懐
徳
堂
記
録
」
の
語
が
登
場
す
る
の
は
、

序
文
の
中
だ
け
で
あ
る
。
但
し
、
「
五
同
志
附
富
永
仲
基
」
の
項
に
お

い
て
、
備
前
屋
吉
兵
衛
（
吉
田
盈
枝
）
に
関
す
る
記
述
に
「
其
の
歿
年

詳
な
ら
ず
、
子
孫
退
轄
せ
し
に
や
、
天
明
二
年
の
記
録
に
は
備
前
屋
の

名
な
し
」
と
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
記
録
」
と
は
、
懐
徳
堂
二
代
目
学

主
の
三
宅
春
楼
が
天
明
二
年
に
没
し
た
後
、
学
主
に
就
任
し
た
中
井
竹

山
が
同
志
と
の
協
議
を
記
し
た
「
御
同
志
中
相
談
覚
」
を
指
す
と
見
ら

れ
、
天
囚
の
言
う
『
懐
徳
堂
記
録
』
四
冊
の
中
に
は
「
御
同
志
中
相
談

覚
」
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
推
測
さ
れ
る
。
詳
し
く
は
後
述

す
る
よ
う
に
、
小
天
地
閣
本
に
は
確
か
に
「
御
同
志
中
相
談
覚
」
が
含

ま
れ
て
い
る
。

五
•
四

(
7
)
小
天
地
閣
本
の
峡
に
も
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

峡
は
近
年
作
成
さ
れ
た
も
の
で
、
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
が
所
蔵
し

た
時
点
の
も
の
で
は
な
い
。

(
8
)
木
菟
麻
呂
の
日
記
『
秋
霧
記
』
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
懐
徳
堂
文

庫
・
新
田
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
。
池
田
光
子
「
第

次
新
田
文
庫

0
0
四
年
二
月
）
、

暫
定
目
録
」
（
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー
報
二

0
0
四』、

及
び
同
「
第
一
次
新
田
文
庫
暫
定
目
録
（
続
）
」
（
『
懐
徳
堂
セ
ン
タ
ー

報
二

0
0
五
』
、
二

0
0
五
年
二
月
）
参
照
。
明
治
四
一
年
(
-
九

0
八）

四
月
二

0
日
付
の
『
秋
霧
記
』
に
は
、
明
治
三
五
年
に
幸
田
に
提
供
し

た
資
料
と
し
て
「
学
校
公
務
記
録
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
の
理

由
は
不
明
だ
が
、
木
菟
麻
呂
の
単
な
る
間
違
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、

木
菟
麻
呂
は
明
治
二
五
年
(
-
八
九
二
）
に
中
井
履
軒
の
『
百
首
贅
贅
』

を
博
文
館
よ
り
出
版
し
、
そ
の
巻
末
に
「
懐
徳
堂
遣
編
目
録
」
と
「
水

哉
館
遣
編
目
録
」
と
を
付
し
て
い
る
。
両
目
録
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の

は
、
懐
徳
堂
で
活
躍
し
た
諸
儒
と
履
軒
と
の
遣
著
の
み
で
、
木
菟
麻
呂

が
後
に
幸
田
に
提
供
し
た
十
種
の
懐
徳
堂
関
係
資
料
は
収
録
さ
れ
て
い

な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
幸
田
か
ら
資
料
提
供
の
依
頼
を

受
け
る
ま
で
、
木
菟
麻
呂
は
そ
の
所
蔵
す
る
懐
徳
堂
関
係
の
記
録
類
に

対
し
て
、
竹
山
•
履
軒
等
の
遺
著
ほ
ど
に
は
重
視
し
て
い
な
か
っ
た
可

能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
。

(
9
)
森
本
の
提
供
し
た
『
懐
徳
堂
記
』
に
は
も
と
も
と
題
名
が
な
く
、
『
懐

徳
堂
記
』
は
大
阪
市
史
編
纂
係
に
よ
っ
て
付
け
ら
れ
た
仮
名
で
あ
る
。
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件
」
と
な
っ
て
い

『
大
阪
市
史
』
第
五
巻
（
大
阪
市
役
所
、
明
治
四
四
年
〔

及
び
幸
田
成
友
『
懐
徳
堂
旧
記
』
（
秀
英
社
、
同
年
九
月
）
に
収
録
さ

れ
て
い
る
「
懐
徳
堂
定
約
」
は
、
い
ず
れ
も
森
本
専
助
が
大
阪
市
史
編

纂
係
に
提
供
し
た
『
懐
徳
堂
記
』
か
ら
抄
出
さ
れ
た
も
の
で
、
管
見
の

限
り
で
は
、
森
本
が
大
阪
市
史
編
蘇
係
に
提
供
し
た
も
の
以
外
に
、
「
懐

徳
堂
定
約
」
は
確
認
で
き
な
い
。
な
お
、
幸
田
成
友
の
『
懐
徳
堂
旧
記
』

の
序
文
に
よ
れ
ば
、
幸
田
が
明
治
三
十
四
年
(
-
九

0
1

)

に
大
阪
市

史
編
簗
担
当
と
し
て
懐
徳
堂
関
係
資
料
の
収
集
を
始
め
た
時
、
大
阪
市

史
編
鱗
係
に
は
森
本
の
提
供
し
た
『
懐
徳
堂
記
』
一
冊
し
か
な
か
っ
た

と
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
大
阪
市
史
編
纂
所
の
所
蔵
す
る
『
懐
徳
堂
記
』

の
巻
末
の
識
語
に
は
「
明
治
三
十
五
年
五
月
探
訪
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、

幸
田
が
大
阪
市
史
編
悩
係
に
着
任
し
た
時
点
で
は
ま
だ
収
蔵
さ
れ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
の
記
述
が
正
確
な
の
か
は
不
明
で
あ

る。

(10)
拙
稿
「
『
懐
徳
堂
鱗
録
』
と
そ
の
成
立
過
程
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第

五
八
号
、
四
年
六
月
）
、
「
『
懐
徳
堂
記
録
拾
遺
』
と
「
懐
徳
輩

記
録
」
」
（
『
国
立
高
雄
餐
旅
大
学
応
用
日
語
系
「
観
光
・
・
文
学
」

国
際
学
術
研
討
会
論
文
集
』
、
台
湾
・
国
立
高
雄
餐
旅
大
学
応
用
日
語
系
、

二
0
一
四
年
―
一
月
）
参
照
。

(11)
大
阪
市
史
編
藝
係
旧
蔵
の
『
懐
徳
堂
蘇
録
』
・
『
懐
徳
堂
記
録
拾
遣
』
．

恩
志
喜
』
の
合
冊
本
の
外
題
は
「
懐
徳
堂
纂
録
他

る
が
、
「
他
一
件
」
は
誤
り
で
あ
り
、
同
冊
は
三
つ
の
資
料
の
合
冊
本

九

月

で
あ
る
。
誤
り
が
生
じ
た
理
由
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る

C

(12)
大
阪
人
文
会
会
員
に
つ
い
て
は
、
明
治
四
三
年
―
一
月
印
別
の
『
大
阪

人
文
會
員
名
縛
』
に
よ
り
、
そ
の
時
点
で
の
会
員
の
情
報
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
名
簿
に
収
録
さ
れ
て
い
る
会
員
は
五
十
名
で
、
そ
れ

ぞ
れ
の
氏
名
・
号
・
職
業
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
大
阪
大
学

附
属
図
書
館
の
懐
徳
堂
文
庫
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
を
実
見
し
た
{
]

『
懐
徳
堂
文
庫
図
書
目
録
』
（
大
阪
大
学
文
学
部
、
一
九
七
六
年
三
月
）

参
照
。
な
お
、
木
菟
麻
呂
の
日
記
『
秋
霧
記
一
に
よ
れ
ば
、
木
菟
麻
呂

が
幸
田
に
『
懐
徳
堂
記
録
拾
追
』
．
『
懐
徳
棠
鱗
録
』
・
『
拝
恩
志
喜
』
を

三
日
の
こ
と
で
あ
り
、
幸
田
か
ら

木
菟
麻
呂
の
も
と
へ
そ
れ
ら
が
返
送
さ
れ
た
の
は
同
年
四
月
一
八
日
で

あ
る
。
こ
の
た
め
、
太
田
が
明
治
四
二
年
五
月
に
「
懐
徳
堂
記
録
拾
追
」

を
書
写
す
る
こ
と
は
十
分
可
能
で
あ
っ
た
。
)

(13)
注
且
前
掲
の
拙
稿
「
『
懐
徳
堂
藝
録
』
と
そ
の
成
立
過
程
」
参
照
。

(14)
「
蘭
洲
五
井
先
生
家
譜
」
に
は
「
純
賓
始
内
記
卜
云
鷹
司
家
二
仕
後

権
蔵
卜
改
桐
陰
卜
号
／
吉
宗
公
二
仕
御
先
手
組
鉄
砲
組
与
力
知
行
二
百

(15)
注
1
前
掲
の
拙
著
『
市
民
大
学
の
誕
生
ー
大
坂
学
間
所
懐
徳
堂
の
再

興
』
、
及
び
拙
稿
「
大
阪
人
文
会
と
懐
徳
堂
記
念
会
ー
懐
徳
堂
記
念
会

蔵
「
経
過
報
告
第
一
」
を
中
心
に
ー
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
第
四
六
号
、

0
0
八
年
）
参
照
。

五
十
石
賓
暦
十
一
年
／
巳
九
月
十
九
日
卒
年
六
十
九
鐵
山
道
機
卜
号
」

と
あ
る

C

送
付
し
た
の
は
明
治
四
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も
考
え
ら
れ
る
。

（
大
阪
市
参
事
会
編
、
明

治
四
四
年
〔
一
九
―
-
〕
）
の
「
編
集
の
顛
末
」
に
「
新
見
吉
次
」
と

あ
る
が
、
こ
れ
は
「
吉
治
」
の
誤
植
と
思
わ
れ
る
。

(17)
『
懐
徳
堂
記
録
』
三
冊
に
つ
い
て
は
、
画
像
デ
ー
タ
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。

東
京
大
学
史
料
編
纂
所
H
P
(
h
t
t
p
ミ
w
w
w
a
p
.
h
i
.
u
,
 
tokyo.ac.jp ¥
 

s
h
i
p
s
 ¥
 d
b
.
h
t
m
l
)
~
\

照
。

(18)
或
い
は
、
前
引
の
明
治
三
五
年
一

0
月
ニ
―
日
付
『
秋
霧
記
』
に
あ
る

と
こ
ろ
の
、
幸
田
が
木
菟
麻
呂
に
交
付
を
約
束
し
た
「
大
阪
市
役
所
ノ

証
書
」
に
お
い
て
、
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
の
語
が
用
い
ら
れ
た
可
能
性

(19)
「
竹
山
先
生
遺
状
」
は
、
明
治
四
二
年
(
-
九

0
九
）
に
木
菟
麻
呂
が

幸
田
に
送
付
し
た
『
懐
徳
堂
記
録
拾
遺
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
資
料
の

つ
で
あ
る
。

に
収
録
さ
れ
て
い
た
、
漢

文
で
記
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
ち
な
み
に
「
懐
徳
堂
書
院
掲
示
」
は
、
『
懐

徳
堂
展
覧
会
目
録
』
に
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。

(21)
「
学
問
所
来
歴
」
は
、
明
治
四
二
年
に
木
菟
麻
呂
が
幸
田
に
送
っ
た
『
懐

徳
堂
記
録
拾
遺
』
に
「
学
間
所
来
歴
覚
書
」
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る

も
の
で
、
『
懐
徳
堂
展
覧
会
目
録
』
に
お
い
て
は
、
「
懐
徳
堂
記
録
」
で

は
な
く
、
「
懐
徳
堂
遺
蔵
品
目
録
」
の
「
横
巻
類
」
の
中
に
収
録
さ
れ

て
い
る
。
「
学
問
所
来
歴
」
は
ま
た
「
懐
徳
堂
遺
物
寄
進
の
記
」
に
お

時
に
並
行
し
て
編
集
し
た

20)
「
懐
徳
堂
書
院
掲
示
」
は
、
木
菟
麻
呂
が

16)
新
見
氏
に
つ
い
て
は
、
『
大
阪
市
史
』
巻

と
同

い
て
は
、
「
懐
徳
棠
記
録
」
と
後
述
す
る
「
懐
徳
堂
文
書
」
と
、
並
列

の
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
。
「
懐
徳
堂
文
書
」
は
、
「
懐
徳
堂
建

立
文
書
」
・
「
学
校
再
建
文
書
」
・
「
大
阪
学
校
書
類
」
・
「
学
校
校
務
書
類
」
．

「
術
手
御
入
請
書
」
の
五
種
の
資
料
を
指
す
。
『
懐
徳
堂
展
覧
会
目
録
』

に
お
い
て
こ
の
「
懐
徳
堂
文
書
」
と
は
、
「
懐
徳
堂
記
録
」
と
並
列
の

関
係
に
置
か
れ
た
「
懐
徳
堂
遣
蔵
品
目
録
」
の
「
横
巻
類
」
の
中
に
、
「
学

問
所
来
歴
」
等
と
共
に
「
懐
徳
堂
文
書
六
巻
蔵
子
黒
漆
函
」
と
し
て

記
載
さ
れ
て
い
た
が
、
「
懐
徳
堂
遺
物
寄
進
の
記
」
に
お
い
て
は
、
「
懐

徳
堂
記
録
」
・
「
懐
徳
堂
文
書
」
・
「
学
問
所
来
歴
」
の
三
者
が
並
列
の
関

係
に
置
か
れ
て
い
た
。
「
嘆
願
書
案
」
は
、
慶
応
三
年
に
並
河
寒
泉
と

中
井
桐
園
と
が
奉
行
所
に
対
し
て
保
護
を
求
め
た
瞳
願
書
の
案
文
で
、

「
懐
徳
堂
水
哉
館
遺
書
遺
物
目
録
」
に
お
い
て
「
懐
徳
堂
記
録
」
に
新

た
に
加
え
ら
れ
た
。

(22)
例
え
ば
『
懐
徳
堂
記
録
拾
遣
』
に
収
録
さ
れ
て
い
た
「
竹
山
先
生
遺
状
」

は
、
「
竹
山
先
生
遣
言
状
」
と
さ
れ
、
「
懐
徳
堂
義
金
簿
」
は
「
天
明
元

年
義
金
簿
」
に
、
「
義
金
助
成
金
簿
」
は
「
万
延
二
年
義
金
助
成
金
簿
」
、

「
膜
願
書
案
」
は
「
慶
応
三
年
嘆
願
書
案
」
に
変
更
さ
れ
て
い
る
。

(23)
中
井
木
菟
麻
呂
の
「
追
懐
遺
事
三
篇
」
（
『
懐
徳
』
第
二
号
、
大
正
一
四

年
〔
一
九
二
五
〕
）
に
よ
れ
ば
、
明
治
四
一
年
(
-
九

0
八
）
八
月
十

三
日
、
木
菟
麻
呂
と
天
囚
と
が
大
阪
に
お
い
て
最
初
の
面
談
を
行
っ
た

際
、
幸
田
は
同
席
し
て
い
る
。
こ
の
時
、
木
菟
麻
呂
が
梵
庵
・
竹
山
・

蕉
園
の
年
回
を
大
阪
に
お
い
て
公
開
で
行
い
た
い
と
の
意
向
を
天
囚
に
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堂
の

部
で
あ
る
。

竹
田
健

(
B
)
 

）
の
成
果
の

伝
え
る
と
、
天
囚
は
賛
成
し
、
幸
田
に
向
か
っ
て
「
幸
田
君
、
や
ら
う

で
は
な
い
か
」
な
ど
と
発
言
し
、
協
力
を
約
束
し
た
と
い
う
。
こ
の
木

菟
麻
呂
と
の
最
初
の
面
談
の
際
、
天
囚
は
幸
田
か
ら
、
明
治
三
五
年
に

木
菟
麻
呂
が
幸
田
に
提
供
し
た
「
懐
徳
堂
記
録
」
に
つ
い
て
間
き
及
ん

だ
と
の
可
能
性
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
｝
し
か
し
、
小
天
地
閤
本
の
内

容
か
ら
す
る
と
、
明
治
四
二
年
に
木
菟
麻
呂
か
ら
大
阪
市
史
編
認
係
に

『
懐
徳
堂
悩
録
』
等
が
提
供
さ
れ
た
際
、
そ
の
情
報
が
幸
田
か
ら
天
囚

に
伝
え
ら
れ
た
と
は
考
え
難
い
。
と
す
れ
ば
、
幸
田
と
天
囚
と
は
さ
ほ

ど
親
密
な
関
係
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
息
わ
れ
る
。
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