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は
じ
め
に

　

明
治
二
七
年
に
起
っ
た
日
清
戦
争
に
勝
利
し
た
の
ち
、
日
露
戦
争
へ
と

歩
を
進
め
て
ゆ
く
過
程
で
、
日
本
は
近
代
国
家
と
し
て
の
体
裁
を
次
第
に

整
え
て
い
っ
た
。
東
京
や
大
阪
の
新
聞
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
松
山
の
一

地
方
新
聞
で
あ
る
海
南
新
聞
で
も
、
日
清
談
判
の
破
裂
か
ら
、
開
戦
へ
、

そ
の
後
の
三
国
干
渉
や
朝
鮮
半
島
情
勢
な
ど
、
勇
ま
し
い
記
事
が
紙
面
に

躍
っ
た
。
読
者
た
ち
は
、
こ
れ
ま
で
に
は
味
わ
っ
た
こ
と
の
な
い
昂
揚
感

に
ひ
た
り
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
洗

礼
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
。

日
清
戦
争
の
際
、
従
軍
記
者
と
し
て
戦
地
に
赴
く
こ
と
を
熱
望
し
た
正

岡
子
規
も
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
。不
運
に
も
彼
の
地
で
病
を
得
た
子
規
が
、

神
戸
で
の
療
養
の
後
、
故
郷
松
山
に
帰
っ
て
来
た
の
は
明
治
二
八
年
八
月

二
五
日
。
帰
郷
し
た
子
規
は
、
す
で
に
松
山
中
学
校
の
英
語
教
師
と
し
て

松
山
に
暮
ら
し
て
い
た
夏
目
漱
石
の
下
宿
、
愚
陀
仏
庵
で
起
居
を
と
も
に

す
る
こ
と
に
な
る
。

子
規
と
は
竹
馬
の
友
で
あ
っ
た
柳
原
極
堂
（
前
号
は
「
碌
堂
」）
は
、

海
南
新
聞
の
記
者
と
し
て
筆
を
揮
っ
て
い
た
が
、
早
速
に
愚
陀
仏
庵
を
訪

ね
、
子
規
に
松
山
の
俳
句
愛
好
者
た
ち
へ
の
指
導
を
依
頼
し
た
。
海
南
新

聞
の
社
屋
が
愚
陀
仏
庵
の
裏
手
に
あ
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
極
堂
は
子
規
、

漱
石
の
も
と
へ
日
参
す
る
こ
と
に
な
る
。

極
堂
は
、
明
治
三
〇
年
に
松
山
で
創
刊
さ
れ
る
俳
句
雑
誌
『
ほ
と
と
ぎ

す
』
の
編
集
を
一
手
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
が
、
彼
こ
れ
思
い
合
わ

せ
て
見
れ
ば
、
子
規
が
漱
石
、
極
堂
ら
と
松
山
で
過
ご
し
た
明
治
二
八
年

の
五
十
余
日
が
、
そ
の
後
の
近
代
文
学
に
ひ
と
筋
の
道
を
示
し
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
よ
う
。

海
南
新
聞
の
俳
句
記
事
一
斑

『
ほ
と
と
ぎ
す
』
創
刊
前
夜

塩　

崎　

俊　

彦
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本
稿
で
は
、
主
に
こ
の
時
期
の
海
南
新
聞
に
見
え
る
松
山
松
風
会
関

係
の
記
事
を
取
り
あ
げ
、
子
規
、
極
堂
が
『
ほ
と
と
ぎ
す
』
創
刊
に
至
る

ま
で
の
経
緯
を
跡
づ
け
て
み
た
い（

1
（

。

松
風
会
と
海
南
新
聞

　

海
南
新
聞
は
松
山
の
一
地
方
紙
に
す
ぎ
な
い
が
、
明
治
二
七
年
ご
ろ
か

ら
紙
面
に
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
な
る
囲
み
記
事
を
掲
げ
、
そ
こ
に
子
規

や
漱
石
の
句
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

松
風
会
は
は
じ
め
、
俳
句
に
興
味
を
抱
い
た
松
山
高
等
小
学
校
の
教

員
有
志
の
集
ま
り
で
あ
っ
た
が
、
次
第
に
会
員
の
数
を
増
し
、
子
規
が
関

与
す
る
い
わ
ゆ
る
新
派
の
俳
句
結
社
と
し
て
他
に
先
駆
け
る
も
の
と
な
っ

た
。松

風
会
俳
句
が
海
南
新
聞
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
、
明
治

二
七
年
一
〇
月
二
一
日
の
紙
面
か
ら
で
あ
っ
た
。

俳
道
の
衰
ふ
る
に
久
し
。
蕉
風
の
幽
玄
、将
に
跡
を
絶
た
ん
と
す
。

其
の
門
に
在
る
も
の
に
あ
ら
ず
と
雖
ど
も
、
平
民
文
学
の
為
に
斯
道

の
衰
頽
を
憂
ふ
る
者
、
世
間
其
数
に
乏
し
か
ら
ざ
る
べ
し
。
記
者
の

如
き
、
即
ち
其
一
人
な
り
。
聞
く
、
松
山
市
の
青
年
某
々
等
相
会
し

て
松
風
会
と
唱
へ
、
切
磋
琢
磨
斯
道
の
為
に
勤
む
と
。
実
に
記
者
の

意
を
得
た
る
も
の
な
り
。
就
て
数
句
を
得
、
即
ち
左
に
録
す
。
是
亦

記
者
が
斯
道
の
為
に
尽
く
す
の
微
衷
の
み
。
本
社
は
借
す
に
余
白
を

以
て
し
、
時
々
同
会
の
為
に
俳
句
掲
載
の
労
を
取
ら
ん
と
す
。

　

●
松
山
松
風
会
俳
句

　

露
け
し
や
竹
の
葉
末
の
天
の
川 

 

伸
緑

　

明
月
や
内
侍
の
眉
の
濃
か
な
る 

 

梅
屋

　

秋
風
の
将
軍
塚
を
吹
き
め
ぐ
る 

 

松
路

　

山
里
は
芒
と
な
り
て
暮
に
け
り 

 

華
山

　

稲
の
花
二
百
十
日
は
過
に
け
り 

 

三
鼠

　

稲
芒
の
宮
居
に
も
る
ゝ
灯
か
な 

 

半
石

　

葭
の
根
を
洗
出
し
け
り
あ
き
の
水 

 

愛
松

　

荒
海
を
離
れ
て
あ
き
の
月
夜
哉 

 

叟
柳

　

あ
き
の
夕
壁
に
物
か
く
独
り
哉 

 

牛
伴（

2
（

　冒
頭
の
文
章
は
極
堂
筆
と
考
え
て
誤
ら
な
い
。
海
南
新
聞
に
は
す
で
に

「
本
社
募
集
発
句
」（
後
述
）
と
し
て
、
懸
賞
の
か
か
っ
た
投
句
欄
が
あ
っ

た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
さ
さ
か
唐
突
に
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
の
も
と
に
、
も
一
つ
俳
句
記
事
が
加
え
ら
れ
た
の
は
、
記
者
極

堂
の
独
断
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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し
か
し
、
新
聞
社
が
募
集
す
る
不
特
定
多
数
の
読
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た

句
に
撰
を
施
し
て
掲
載
す
る
の
と
は
ち
が
い
、
松
風
会
と
い
う
私
的
な
集

ま
り
で
あ
る
句
会
の
記
録
を
紙
面
に
載
せ
る
と
い
う
の
は
、
い
さ
さ
か
強

引
と
も
い
え
な
く
も
な
い
。

記
事
の
上
段
に
は
、
葛
屋
を
描
く
挿
画
（
無
署
名
）
が
あ
り
、
お
そ
ら

く
下
村
牛
伴
の
手
に
な
る
も
の
と
思
わ
れ
る（

3
（

。
挿
画
は
こ
の
あ
と
、
一
〇

月
二
三
日
（
松
影
に
三
日
月
、無
署
名
）、一
〇
月
二
六
日
（
紅
葉
に
燈
籠
、

牛
伴
）、一
一
月
二
一
日
（
川
辺
の
柳
と
そ
の
向
こ
う
に
葛
屋
の
影
、牛
伴
）

と
続
き
、「
松
山
松
風
会
俳
句
」
が
紙
面
の
な
か
で
目
を
引
く
た
す
け
と

な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
成
も
、
編
集
に
手
慣
れ
た
極
堂
の
ア
イ
デ
ア

で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。

牛
伴
は
東
京
で
子
規
ら
の
句
会
に
参
加
し
て
お
り
、
明
治
二
七
年
の
こ

の
こ
ろ
に
は
松
山
に
帰
省
、結
成
後
の
松
風
会
の
俳
句
を
指
導
し
て
い
た
。

同
年
九
月
二
九
日
に
は
東
京
の
子
規
に
松
風
会
会
員
の
俳
句
を
送
り
、「
近

頃
俳
句
続
々
日
本
紙
上
へ
御
掲
載
被
成
下
、
仲
間
の
も
の
何
れ
も
楽
み
居

候
」
と
、
松
風
会
の
俳
句
が
新
聞
『
日
本
』
の
俳
句
欄
に
掲
載
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
こ
と
に
謝
意
を
表
し
て
い
る
。 

松
風
会
会
員
の
俳
句
が
新

聞
『
日
本
』
の
俳
句
欄
に
初
出
す
る
の
は
、
明
治
二
七
年
九
月
十
五
日
か

ら
で
あ
っ
た（

4
（

。

牛
伴
は
明
治
二
八
年
八
月
中
旬
に
上
京
す
る
が
、
入
れ
替
わ
る
よ
う
に

子
規
が
松
山
に
帰
っ
て
く
る
。
松
風
会
メ
ン
バ
ー
が
愚
陀
仏
庵
で
も
句
会

を
開
く
よ
う
に
な
っ
た
た
め
に
、
漱
石
も
そ
の
仲
間
に
加
わ
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
海
南
新
聞
の
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
は

に
わ
か
に
活
況
を
呈
す
る
。
し
ば
ら
く
は
句
会
の
た
び
に
牛
伴
が
撰
を
し

た
も
の
が
月
に
二
、三
回
ほ
ど
の
ペ
ー
ス
で
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
九
月

一
日
の
紙
面
よ
り
急
に
そ
の
頻
度
を
増
す
。

九
月
一
日

石
す
ね
て
石
蕗
の
葉
く
ろ
し
秋
の
雨 

碌
堂

　
　

送
牛
伴
之
東
都

旅
は
憂
し
酒
飲
み
な
ら
へ
唐
辛
子 

仝

県
令
の
玄
関
ひ
ろ
し
桐
一
葉 

三
鼠

白
露
や
葎
の
中
の
立
ち
仏 

碧
梧
桐

鳥
と
ん
で
露
お
と
し
け
り
小
牧
山 

森
々

引
き
ほ
ど
く
蕣
の
蓑
か
ら
〳
〵
に　
　

 

鳴
雪

稲
妻
に
見
下
す
敵
の
陣
屋
か
な　

 

五
洲

討
死
の
位
牌
あ
た
ら
し
瓜
の
馬　

 

子
規

九
月
三
日

湖
こ
ゑ
て
山
を
あ
れ
ゆ
く
野
分
か
な 

碌
堂
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山
陰
に
二
百
十
日
の
た
い
こ
か
な 

 

梅
屋 

行
秋
に
鐘
つ
き
堂
の
崩
れ
け
り 

 

華
山 

　
　

弔
古
墳

弔
へ
ば
唯
こ
う
ろ
ぎ
の
一
ツ
哉 

愛
松 

秋
風
や
将
軍
塚
を
吹
て
鳴
る 

松
路 

秋
の
暮
我
眉
淋
し
鼻
淋
し 

一
宿 

将
軍
の
古
塚
あ
れ
て
草
の
花 

漱
石

夜
を
寒
み
我
影
ふ
ん
で
戻
け
り 

三
鼠

味
噌
を
焼
く
秋
の
は
じ
め
の
雨
夜
哉 

伸
緑 

命
な
り
佐
野
の
中
山
秋
の
蝶 

子
規

九
月
六
日

外
国
に
か
ね
聞
く
秋
の
ゆ
ふ
べ
か
な 

甘
露 

武
蔵
野
や
野
分
に
立
ち
し
道
標 

愛
松

痩
村
の
秋
を
祭
り
の
獅
子
太
鼓 

仝

古
御
所
の
む
ぐ
ら
の
中
や
草
の
花 

三
鼠

乾
よ
り
雲
の
い
そ
ぎ
の
野
分
哉 

仝

酒
を
売
る
商
人
も
来
よ
栗
焼
か
ん 

碌
堂

立
膝
に
腮
お
し
つ
け
て
秋
の
暮 

仝

送
り
火
の
き
え
て
何
や
ら
思
ふ
か
な 

仝

稲
妻
の
う
し
ろ
に
走
る
峠
か
な 

碧
梧
桐

鐘
つ
け
ば
銀
杏
ち
る
な
り
建
長
寺 

嗽マ
マ

石

白
露
や
芙
蓉
し
た
た
る
音
す
な
り 

仝

長
き
夜
を
何
に
ふ
か
す
ぞ
岡
の
家 

子
規

　

東
京
の
内
藤
鳴
雪
は
、
こ
れ
以
前
か
ら
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
に
句
を

寄
せ
て
い
た
が
、碧
梧
桐
は
九
月
一
日
が
初
出
と
な
る
。「
嗽
石
」
は
「
漱

石
」
の
誤
植
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
は
後
に
そ
れ
ぞ
れ
一
家
を
な
す
が
、
海
南

新
聞
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
い
ま
だ
無
名
の
存
在
に
等
し
い
。

こ
の
の
ち
九
月
に
限
っ
て
も
、
一
六
日
、
二
三
日
、
二
九
日
、
三
〇
日

を
除
く
毎
日
、「
松
山
松
風
会
俳
句
」
は
海
南
新
聞
の
紙
面
を
飾
っ
た
。

子
規
が
帰
省
し
会
員
の
指
導
を
は
じ
め
た
こ
と
を
と
ら
え
て
、
極
堂
は
子

規
が
撰
を
し
た
松
風
会
会
員
の
俳
句
の
た
め
に
、
連
日
に
わ
た
っ
て
紙
面

を
割
く
こ
と
に
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　

四
海
波
穏
や
か
な
れ
ば
ま
だ
し
も
、
時
局
は
緊
張
の
色
濃
く
、
た
と
え

ば
、
朝
鮮
半
島
に
お
い
て
は
、
の
ち
の
京
城
事
変
に
つ
な
が
る
閔
妃
と
大

院
君
と
の
対
立
が
報
じ
ら
れ
る
。
同
じ
こ
ろ
、
台
湾
で
は
邦
人
五
十
余
人

が
殺
さ
れ
、
に
わ
か
に
征
台
の
論
が
起
こ
り
派
兵
の
こ
と
と
な
っ
た
。
八

月
に
は
日
清
戦
争
を
戦
っ
た
松
山
の
第
二
二
連
隊
の
凱
旋
が
あ
り
、
海
南

新
聞
の
紙
面
に
は
戦
勝
気
分
が
横
溢
し
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
折
に
、
地
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元
の
無
名
俳
人
た
ち
の
た
め
に
わ
ず
か
な
紙
面
を
割
く
こ
と
は
容
易
で
な

か
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。

極
堂
の
回
想

極
堂
が
か
な
り
無
理
を
し
て
海
南
新
聞
に
松
風
会
の
詠
吟
を
掲
載
し
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
自
身
の
回
想
が
あ
る
（『
友
人
子
規
』）。

当
時
松
山
に
「
海
南
」「
愛
媛
」
の
二
新
聞
あ
り
て
、「
愛
媛
」
は

御
手
洗
不
迷
氏
が
其
編
輯
主
任
で
あ
り
、
予
は
「
海
南
」
の
編
輯
を

擔
当
し
て
ゐ
た
の
で
、
両
人
話
合
っ
て
先
ず
其
新
聞
か
ら
旧
派
俳
句

を
駆
逐
し
、
代
わ
る
に
新
俳
句
を
以
て
せ
ん
こ
と
を
計
っ
た
。
黒
田

青
菱
な
る
宗
匠
が
あ
っ
て
、
其
門
下
が
地
方
に
勢
力
を
有
し
、
新
聞

の
俳
句
欄
は
其
人
々
に
よ
っ
て
握
ら
れ
て
ゐ
た
が
、
初
は
両
派
併
載

と
い
ふ
こ
と
で
新
俳
句
を
割
込
み
、
暫
く
し
て
新
俳
句
の
独
占
と
し

た
。
読
者
か
ら
も
社
内
か
ら
も
反
対
は
あ
っ
た
が
強
行
し
た
。
両
新

聞
に
新
俳
句
を
載
せ
は
じ
め
し
は
明
治
二
十
八
年
の
夏
か
ら
で
あ
っ

た
。
七
月
十
日
の
海
南
紙
上
に
下
村
冬
村
（
為
山
）
氏
の
松
山
十
五

景
と
題
せ
る
夏
季
句
が
載
っ
て
お
り
、
十
三
日
に
は
松
風
会
会
員
の

句
、
二
十
四
日
に
は
古
白
一
週マ

マ

忌
追
悼
句
と
し
て
、
矢
張
松
風
会
会

員
の
句
が
出
て
お
り
、
其
後
引
き
つ
ゞ
い
て
新
俳
句
が
発
表
さ
れ
て

い
る
。

「
愛
媛
」
と
あ
る
の
は
、
明
治
二
一
年
創
刊
の
愛
媛
新
報
（
創
刊
時
は

「
予
讃
新
報
」）
の
こ
と
。
愛
媛
新
報
が
改
進
党
系
の
予
讃
倶
楽
部
の
機
関

誌
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、明
治
九
年
創
業
の
海
南
新
聞
（
創
刊
時
は
「
本

県
御
用　

愛
媛
新
聞
」）
は
自
由
党
系
の
機
関
誌
と
し
て
知
ら
れ
た
。
ラ

イ
バ
ル
紙
の
編
集
者
で
あ
る
極
堂
と
不
迷
が
、
新
俳
句
を
支
援
す
る
こ
と

に
つ
い
て
手
を
握
っ
て
い
た
の
は
意
外
で
あ
る
が
、
不
迷
は
松
風
会
会
員

で
も
あ
っ
た
。

「
両
新
聞
に
新
俳
句
を
載
せ
は
じ
め
し
は
明
治
二
十
八
年
の
夏
」
と
は
、

海
南
新
聞
に
遅
れ
て
愛
媛
新
報
に
も
新
派
の
俳
句
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
時
期
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
極
堂
の
言
う
新
旧
の
「
両
派
併
載
」

と
は
、海
南
新
聞
誌
上
で
の
、「
本
社
募
集
俳
句
」
と
「
松
山
松
風
会
俳
句
」

の
併
存
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

伊
予
派
俳
諧

　

子
規
の
松
山
滞
在
に
よ
っ
て
賑
わ
し
く
な
っ
た
松
風
会
句
会
の
成
果

は
、
連
日
に
わ
た
っ
て
紙
面
の
片
隅
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
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た
。
そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
海
南
新
聞
の
読
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
以
前

か
ら
紙
面
に
あ
る
「
本
社
募
集
発
句
」
と
、
新
し
く
加
わ
っ
た
「
松
山
正

風
会
俳
句
」
と
の
区
別
は
さ
ほ
ど
明
瞭
な
も
の
と
な
っ
て
い
な
い
。
そ
の

こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
の
こ
と
か
、
一
〇
月
一
日
の
第
一
面
に
は
「
伊
予

派
俳
諧
の
勢
力
」
と
題
し
て
、
東
京
日
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
岡
野
知
十

の
「
俳
諧
風
聞
記
」
が
転
載
さ
れ
た（

5
（

。
そ
の
冒
頭
に
は
、
極
堂
の
次
の
よ

う
な
文
章
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

　

東
京
毎
日
新
聞
は
、
頃
日
俳
諧
風
聞
記
と
題
し
て
、
左
の
如
き
評

論
を
な
せ
り
。
文
中
、
明
治
俳
諧
復
興
の
唱
首
は
伊
予
派
と
称
す
る

新
派
に
し
て
、
此
新
派
を
代
表
す
る
も
の
は
正
岡
子
規
な
り
と
論
ず

る
と
こ
ろ
に
至
り
て
は
、
伊
予
の
俳
人
と
し
て
意
を
強
ふ
せ
し
む
る

も
の
あ
ら
ん
。
抄
し
て
読
者
の
閲
覧
に
供
す
。
因
に
記
す
。
正
岡
子

規
は
金
州
の
帰
途
、
船
中
病
を
発
し
、
神
戸
、
須
磨
に
転
養
し
て
、

今
は
松
山
二
番
町
の
仮
寓
に
養
啊
中
な
り
。

　

知
十
の
「
俳
諧
風
聞
記
」
は
、「
獺
祭
書
屋
主
人
子
規
の
名
の
新
聞
「
日

本
」
に
依
り
て
世
に
喧
伝
す
る
や
、
明
治
の
新
俳
客
は
其
下
風
に
靡
か
ざ

る
は
な
き
の
色
あ
り
。
其
風
潮
の
し
か
く
世
を
風
靡
せ
し
理
由
種
々
な
る

べ
し
と
雖
ど
も
、
風
聞
は
片
々
と
し
て
左
の
如
く
伝
へ
り
」
と
し
て
、
次

の
五
か
条
を
掲
げ
る
。

一
、
子
規
が
咄
嗟
の
間
に
多
く
の
同
調
者
を
得
て
一
団
体
を
な
す
に

至
り
し
は
、
俳
諧
的
関
係
よ
り
は
、
寧
ろ
郷
里
的
の
関
係
に
出

づ
。
所
謂
日
本
派
の
重
な
る
も
の
を
列
挙
せ
よ
。
内
藤
鳴
雪
を

初
め
其
過
半
は
愛
媛
県
人
な
ら
ぬ
は
な
し
。
故
国
を
同
ふ
し
、

旧
藩
を
と
も
に
し
、
師
弟
親
戚
朋
友
の
由
縁
な
ら
ぬ
は
な
し
。

鳴
雪
が
派
内
に
推
さ
れ
、子
規
だ
に
之
を「
翁
」と
尊
称
す
る
は
、

俳
壇
の
う
へ
よ
り
は
寧
ろ
郷
里
間
に
於
て
年
長
者
た
り
、
先
輩

た
る
に
出
る
も
の
な
り
。
故
に
此
派
を
一
に
「
伊
予
派
」
と
称

す
る
も
の
あ
り
と
。

二
、
新
聞
「
日
本
」
が
書
生
間
に
於
け
る
勢
力
は
、
流
伝
を
速
や
か

な
ら
し
め
た
り
と
。

三
、
其
口
調
の
青
年
俳
客
の
口
吻
に
適
せ
し
に
依
る
と
。

四
、
格
調
の
高
雅
に
し
て
斬
新
な
り
し
が
ゆ
へ
な
り
と
。

五
、
風
刺
の
意
を
寓
せ
し
に
依
る
と
。

　

海
南
新
聞
の
読
者
は
、
知
十
が
東
京
日
日
日
新
聞
紙
上
で
読
者
に
伝
え

た
か
っ
た
こ
と
と
は
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
こ
の
記
事
を
読
ん
で
い
た
と

推
測
さ
れ
る
。
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松
山
出
身
の
青
年
が
、
俳
諧
に
お
い
て
東
京
で
高
い
評
価
を
受
け
て
い

る
。
彼
の
周
囲
に
集
っ
て
一
派
を
な
す
者
た
ち
の
な
か
に
も
松
山
出
身
の

者
が
多
い
と
い
う
。
し
か
も
、
俳
諧
と
は
い
っ
て
も
、
自
分
た
ち
が
知
っ

て
い
る
よ
う
な
、
宗
匠
の
も
と
で
句
会
を
催
す
と
い
っ
た
旧
弊
の
も
の
で

は
な
い
ら
し
く
、
新
聞
に
よ
っ
て
広
が
り
、「
書
生
」「
青
年
俳
客
」
の
多

く
か
ら
支
持
を
得
て
い
る
ら
し
い
。

　

海
南
新
聞
の
読
者
は
、
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
充
分
に
同
朋
意
識
を
く
す

ぐ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ん
と
、
当
の
正
岡
子
規
な
る
青
年
は
、
い

ま
松
山
に
滞
在
し
て
お
り
、
会
い
に
行
こ
う
と
思
え
ば
目
と
鼻
の
さ
き
二

番
町
に
い
る
と
記
者
は
伝
え
る
。

　

知
十
の
記
事
を
転
載
す
る
こ
と
で
、
松
山
の
読
者
に
同
郷
人
子
規
の
東

京
で
の
活
躍
ぶ
り
を
知
ら
し
め
る
極
堂
の
如
才
な
さ
が
際
立
つ
。
加
え
て

極
堂
は
、
子
規
た
ち
の
標
榜
す
る
俳
句
が
、
老
爺
の
手
す
さ
び
と
い
っ
た

も
の
で
は
な
く
、次
代
を
担
う
青
年
が
熱
中
で
き
る
文
芸
で
あ
る
こ
と
を
、

知
十
の
文
章
を
通
じ
て
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
。
松
山
松
風
会
は
、
そ
の

子
規
の
指
導
を
い
ま
受
け
て
い
る
。

「
俳
諧
大
要
」
を
転
載
す
る

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
子
規
の
「
俳
諧
大
要
」
は
、
は
じ
め
新

聞
「
日
本
」
に
掲
載
さ
れ
、
そ
の
毎
回
の
掲
載
か
ら
数
日
遅
れ
て
海
南
新

聞
に
も
掲
載
さ
れ
た
。「
俳
諧
大
要
」
の
成
立
事
情
は
、
そ
の
序
文
に
記

さ
れ
て
い
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
松
山
の
花
山
（
服
部
基
徳
、
華
山
と
も
）
と
い
う

盲
目
の
俳
士
が
在
松
中
の
子
規
に
、「
わ
が
た
め
に
心
得
と
な
る
く
だ
り

〳
〵
を
書
き
て
ん
や
」
と
切
望
し
た
た
め
、「
其
綱
目
ば
か
り
を
挙
げ
て

こ
れ
を
松
風
会
諸
氏
」
に
示
し
た
と
い
う
。
新
聞
「
日
本
」
に
第
一
回
が

掲
載
さ
れ
た
の
が
明
治
二
八
年
一
〇
月
二
二
日
、
同
じ
内
容
が
一
〇
月

二
七
日
の
海
南
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
際
に
は
、
そ
の
冒
頭
に
次
の
文
章
が

加
え
ら
れ
て
い
た
。

　

左
俳
諧
大
要
一
篇
は
、
正
岡
子
規
子
が
松
山
滞
在
中
、
松
風
会
員

の
為
に
も
の
せ
し
も
の
な
り
。
明
治
俳
諧
の
首
唱
と
し
て
目
せ
ら
れ

た
る
子
規
子
の
俳
諧
の
上
に
抱
持
す
る
意
見
を
き
く
は
、
其
道
の
人

に
興
あ
ら
ん
か
。即
は
ち
松
風
会
の
承
諾
を
得
て
之
を
茲
に
掲
載
す
。

　

こ
の
文
章
も
極
堂
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
極
堂
は
、
手
元
に
届

い
た
新
聞
「
日
本
」
か
ら
「
俳
諧
大
要
」
を
海
南
新
聞
に
転
載
し
た
と
考

え
ら
れ
る
。
新
聞
「
日
本
」
に
発
表
さ
れ
た
も
の
を
「
松
風
会
の
承
諾
を

得
て
」
と
わ
ざ
わ
ざ
断
る
の
は
、
い
さ
さ
か
大
げ
さ
な
も
の
言
い
で
は
あ
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る
。
し
か
し
そ
れ
は
、「
俳
諧
大
要
」
が
、松
山
で
の
運
坐
な
ど
の
お
り
に
、

子
規
が
松
風
会
の
俳
人
た
ち
に
話
し
た
内
容
を
も
と
に
し
て
成
っ
た
も
の

で
あ
る
と
い
う
極
堂
の
自
負
が
強
く
働
い
た
所
為
で
あ
っ
た
。

子
規
は
身
体
的
な
健
康
を
回
復
さ
せ
つ
つ
、
日
清
戦
争
に
従
軍
し
て
味

わ
っ
た
挫
折
の
淵
か
ら
、
ふ
た
た
び
俳
句
に
よ
っ
て
立
つ
こ
と
を
模
索
し

て
い
た
。
松
風
会
メ
ン
バ
ー
と
の
交
流
は
、
そ
の
契
機
の
ひ
と
つ
と
な
っ

た
の
だ
が
、
そ
の
背
後
に
は
、
海
南
新
聞
と
い
う
舞
台
を
提
供
し
た
極
堂

が
い
た
。

も
う
ひ
と
つ
の
「
発
句
募
集
広
告
」

「
松
山
松
風
会
俳
句
」
が
掲
載
さ
れ
る
以
前
か
ら
海
南
新
聞
に
は
「
本

社
募
集
発
句
」
と
い
う
記
事
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
明
治
二
八
年
九
月

一
日
の
紙
面
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

　
　

発
句
募
集
広
告

例
月
ノ
通
リ
左
ノ
規
定
ニ
依
リ
発
句
ヲ
募
集
ス
。
名
吟
高
句
続
々
投

稿
ア
ラ
ン
コ
ト
ヲ
。

　

○
入
花
無
料
。
但
シ
郵
便
税
自
弁
、
不
足
税
ノ
分
ハ
受
取
ラ
ズ
。

　

○
一
題
二
句
詠
吟
ノ
事

　

○
撰
者
涵
翠
居
青
菱
宗
匠

　

○
天
地
人
ヘ
ハ
景
物
ヲ
呈
ス
。
但
当
撰
者
ハ
本
誌
ニ
広
告
ス
。

　
　

海
南
新
聞
一
ヶ
月
（
郵
便
税
ト
モ
）

　

○
撰
抜
句
ハ
翌
月
初
旬
ヨ
リ
海
南
新
聞
紙
上
ヘ
掲
載
ス
。

　

○
詠
草
紙
ハ
小
半
紙
全
紙
ニ
テ
前
半
面
ヘ
氏
名
及
雅
号
記
入
ノ

事
。
但
成
規
ニ
違
フ
モ
ノ
ハ
景
物
ヲ
呈
セ
ズ
。

　

○
詠
草
封
筒
ヘ
ハ
必
ズ
応
募
発
句
ト
明
記
シ
編
輯
局
宛
ニ
テ
送
付

ノ
事
。

締
切
毎
月
二
十
日

　
　

海
南
新
聞
株
式
会
社

　

○
課
題

九
月
分　
　

月　

雞　

頭

十
月
分　
　

秋
の
夕　

雁

十
一
月
分　

帰
り
花　

神
の
留
守

十
二
月
分　

寒
月　

す
ゝ
掃

　

涵
翠
居
黒
田
青
菱
（
一
八
四
〇
～
一
八
九
六
）
は
、
松
山
の
薬
種
商
の

家
に
生
ま
れ
た
。
栗
田
樗
堂
門
で
あ
っ
た
祖
父
白
年
か
ら
青
菱
の
息
青
紅

ま
で
四
代
、
松
山
で
俳
諧
宗
匠
を
勤
め
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
そ
の
青
菱

が
撰
者
を
勤
め
る
「
本
社
募
集
発
句
」
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
じ
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海
南
新
聞
に
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
を
掲
載
す
る
こ
と
は
、
極
堂
の
回
想

の
と
お
り
旧
派
の
勢
力
圏
内
に
「
割
込
」
む
仕
儀
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
先
掲
の
募
集
広
告
が
出
さ
れ
た
同
じ
月
、
二
一
日
の
紙
面

に
は
、
次
の
よ
う
な
不
可
解
な
「
発
句
募
集
広
告
」
が
掲
載
さ
れ
た
。

　
　

発
句
募
集
広
告

本
社
は
兼
て
よ
り
課
題
を
設
け
て
懸
賞
発
句
を
募
集
し
来
り
し
処
、

今
回
懸
賞
発
句
の
外
、
別
に
江
湖
の
玉
句
を
募
集
し
て
、
海
南
新
聞

毎
号
の
紙
上
に
掲
出
せ
ん
こ
と
を
計
る
。
風
雅
の
士
は
左
の
心
得
書

に
拠
り
て
名
吟
玉
句
続
々
投
寄
あ
ら
ん
こ
と
を
乞
ふ
。

　

一　

 

入
花
無
料
。
当
分
秋
季
雑
題
、
投
句
数
無
制
限
、
某
宗
匠
に

乞
ふ
て
撰
抜
毎
号
続
々
掲
出
。

　

一　

 

懸
賞
応
募
発
句
を
見
易
く
区
別
し
得
る
為
め
に
、
封
筒
表
海

南
新
聞
社
編
輯
局
碌
堂
宛
に
て
発
送
の
こ
と
。

海
南
新
聞
に
は
す
で
に
青
菱
撰
に
か
か
る
「
懸
賞
発
句
」
が
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
別
に
発
句
欄
を
設
け
て
、
読
者
か
ら
「
名
吟
玉
句
」
を
募

り
、
選
抜
句
を
紙
上
に
掲
出
す
る
と
い
う
。
混
乱
を
ま
ね
か
ぬ
よ
う
、
こ

ち
ら
の
投
句
先
は
「
碌
堂
」（
極
堂
）
と
明
記
せ
よ
と
も
。
子
規
在
松
中

の
こ
と
で
あ
れ
ば
、
極
堂
の
念
頭
に
あ
っ
た
「
某
宗
匠
」
は
、
つ
い
先
ご

ろ
東
京
で
の
活
躍
を
報
じ
た
ば
か
り
の
子
規
を
措
い
て
他
に
あ
る
ま
い
。

極
堂
は
子
規
を
直
接
か
き
口
説
き
、
子
規
を
撰
者
と
す
る
俳
句
の
募
集

に
取
り
掛
か
ろ
う
と
し
て
い
た
。
右
と
同
内
容
の
募
集
広
告
が
九
月
二
五

日
、
二
八
日
、
二
九
日
、
十
月
四
日
、
十
月
九
日
と
立
て
続
け
に
紙
面
に

見
え
る
こ
と
か
ら
も
、
極
堂
の
企
て
が
現
実
味
を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
が
う
か
が
え
る（

6
（

。
だ
が
、
こ
の
年
、
海
南
新
聞
の
紙
面
に
は
、
従
来

の
「
本
社
募
集
発
句
」
以
外
に
は
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
が
あ
る
の
み
で
、

新
し
い
発
句
欄
は
見
当
た
ら
な
い
。

撰
者
の
交
替

「
俳
諧
大
要
」
の
海
南
新
聞
へ
の
連
載
は
、
明
治
二
九
年
一
月
五
日
を

も
っ
て
ひ
と
区
切
り
と
な
っ
た（

7
（

。

三
日
後
の
一
月
八
日
に
は
、
例
月
の
「
本
社
募
集
発
句
」
が
掲
載
さ
れ

る
が
、
そ
の
撰
者
が
唐
突
に
も
「
在
東
京　

正
岡
子
規
子
」
と
な
っ
て
い

る
の
に
は
、
い
さ
さ
か
驚
き
を
禁
じ
得
な
い
。

●
本
社
募
集
発
句

　
　

選
者　

在
東
京　

正
岡
子
規
子

題　

寒
月　

煤
掃
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百
内

寒
月
や
喰
付
そ
ふ
に
吠
る
犬 

伊
予　

ア
イ
ノ

　
（
以
下
九
句
略
）

　
　

九
十
内

寒
月
や
松
を
は
な
れ
て
光
り
鳬 

新
居　

東
畝

　
（
以
下
九
句
略
）

　
　

八
十
内

門
川
や
煤
は
き
の
日
を
濁
る
水 

宇
摩　

広
女

　
（
以
下
九
句
略
）

　

前
年
九
月
一
日
の
「
本
社
募
集
発
句
」（
前
掲
）
の
予
告
で
は
、
た
し

か
に
一
二
月
の
題
は
「
寒
月
」
と
「
煤
掃
」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
記
さ
れ

た
撰
者
は
青
菱
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
事
実
、
一
二
月
の
「
本
社
募
集
発
句
」

（
一
一
月
募
集
分
）
ま
で
は
青
菱
が
選
を
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

こ
ま
で
の
紙
面
に
撰
者
交
替
の
告
知
は
見
出
せ
な
い
が
、
青
菱
は
こ
の
年

四
月
に
亡
く
な
る
の
で
、
そ
の
体
調
な
ど
の
事
情
で
急
遽
、
撰
者
が
青
菱

か
ら
子
規
に
変
更
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
月
一
〇
日
に
は
、
次
の

よ
う
な
記
事
が
見
え
る
。

●
松
風
会　

俳
諧
衰
へ
て
全
く
卑
俗
に
流
れ
た
る
を
慨
し
、
正
風
再

興
の
旗
幟
を
東
部
に
樹
て
た
る
正
岡
子
規
子
の
門
派
に
属
す
る
松
山

松
風
会
は
、
明
治
二
七
年
の
春
、
始
め
て
結
盟
せ
ら
れ
た
る
も
の
に

し
て
、
爾
来
二
ヶ
年
、
第
一
第
三
の
土
曜
日
を
以
て
例
会
と
な
し
、

俳
道
を
研
究
し
つ
ゝ
あ
る
こ
と
な
る
が
、
そ
の
始
め
て
起
り
し
当
時

は
、
松
山
高
等
小
学
校
の
教
員
、
会
員
の
多
部
分
を
占
め
居
り
た
り

し
も
、
今
は
追
々
異
種
の
人
物
集
り
て
、
僧
あ
り
俗
あ
り
老
あ
り
幼

あ
り
、
会
勢
も
日
に
隆
ん
に
赴
く
と
は
聞
え
た
り
。

去
る
に
て
も
、世
人
は
此
の
派
の
隆
々
勃
興
す
る
を
羨
み
且
つ
妬
み
、

ヤ
レ
書
生
発
句
だ
と
か
、
ア
レ
片
言
混
り
の
発
句
だ
と
か
、
何
と
か

蚊
と
か
難
癖
を
つ
け
て
罵
詈
を
試
み
つ
ゝ
あ
り
し
も
、
今
や
其
の
発

句
は
漸
く
調
子
整
ひ
て
、
而
も
卑
俗
な
ら
ず
。

適
に
正
風
の
旨
を
得
た
る
境
ま
で
進
み
た
る
が
故
、
難
癖
効
な
く
罵

詈
益
な
く
、
予
の
斯
道
を
研
究
す
る
者
、
松
風
会
の
旨
と
す
る
と
こ

ろ
を
会
得
し
て
、
志
を
同
ふ
す
る
に
至
る
こ
と
益
々
多
し
。
会
運
既

に
斯
の
如
く
隆
な
り
。
去
れ
ば
同
会
は
、
来
十
一
日
、
新
年
会
を
兼

ね
て
松
山
魚
の
棚
逐
麗
樓
上
に
二
周
年
の
紀
念
会
を
開
き
、
尚
々

追
々
会
運
の
隆
盛
を
期
し
て
企
画
協
定
す
る
処
あ
る
筈
な
り
と
云

ふ
。

因
に
曰
く
、
本
社
碌
堂
募
集
と
し
て
続
々
海
南
新
聞
に
掲
出
せ
ら

る
ゝ
発
句
は
、
正
岡
子
規
子
の
撰
に
し
て
、
松
風
会
員
の
も
の
せ
し
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も
の
其
多
分
を
占
め
居
れ
り
。

　

報
ず
る
と
こ
ろ
は
、
松
風
会
が
二
周
年
を
迎
え
、
盛
大
に
会
合
を
開
か

ん
と
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
発
足
時
よ
り
第
一
第
三
土
曜
日
に
句
会
を
催

し
て
い
た
こ
と
、
周
囲
か
ら
の
非
難
も
た
だ
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

な
ど
、
松
風
会
隆
盛
に
至
る
ま
で
の
経
緯
が
知
ら
れ
て
興
味
深
い
。

　

だ
が
、
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、
末
尾
に
「
本
社
碌
堂
募
集
と
し
て

続
々
海
南
新
聞
に
掲
出
せ
ら
る
ゝ
発
句
」
と
あ
る
こ
と
で
あ
る
。「
本
社

碌
堂
募
集
」
と
い
う
の
は
、
前
年
九
月
に
極
堂
が
掲
げ
た
「
発
句
募
集
広

告
」
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
れ
に
応
じ
た
句
が
「
海
南
新
聞
に

続
々
掲
載
」
さ
れ
た
形
跡
は
な
か
っ
た
。
極
堂
の
言
う
「
続
々
掲
載
」
を

ど
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

　

極
堂
は
九
月
か
ら
一
〇
月
に
か
け
て
「
発
句
募
集
広
告
」
を
続
け
、
さ

ら
に
一
一
月
八
日
と
九
日
に
は
、
紙
面
の
枠
外
右
に
「
本
社
碌
堂
あ
て
募

集
発
句
、
向
後
冬
季
雑
題
に
て
投
稿
あ
り
た
し
」
と
大
字
で
記
し
た
広
告

も
掲
げ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
か
ら
、
次
の
よ
う
な
想
定
が
成
り
立

つ
。

　

極
堂
は
、
送
ら
れ
て
き
た
俳
句
を
、
従
来
の
松
風
会
会
員
の
発
句
と
と

も
に
、
東
京
に
戻
っ
た
子
規
に
選
句
し
て
も
ら
い（

8
（

、
返
送
さ
れ
て
き
た
も

の
を
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
に
押
し
込
ん
で
掲
出
す
る
こ
と
に
し
た
。

そ
の
結
果
、「
松
山
松
風
会
俳
句
」
の
作
者
を
検
す
れ
ば
、
そ
れ
ま
で

は
先
に
見
た
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
に
名
の
見
え
る
固
定
さ
れ
た
松
風
会

会
員
の
句
が
お
お
か
た
を
占
め
て
い
た
の
が
、
一
〇
月
以
降
に
な
る
と
、

こ
れ
ま
で
名
の
見
え
な
か
っ
た
作
者
が
目
に
つ
く
よ
う
に
な
る
。
わ
か
り

や
す
い
と
こ
ろ
で
、
明
治
二
八
年
九
月
二
七
日
と
一
〇
月
一
日
の
「
松
山

松
風
会
俳
句
」
を
掲
げ
て
み
る
。

九
月
二
七
日

杉
谷
や
あ
た
ま
の
上
の
秋
の
山 

愛
松

語
れ
聞
か
ん
い
ざ
よ
ふ
月
の
須
磨
明
石 

花
叟

秋
の
ゆ
う
べ
大
寺
一
つ
見
出
し
け
る 

梅
屋

秋
風
に
虫
の
い
り
た
る
仁
王
か
な 

碌
堂

町
中
や
何
に
人
寄
る
秋
の
く
れ 

牛
伴

便
船
や
夜
を
行
く
雁
の
あ
と
や
先 

漱
石

朝
寒
や
坂
を
の
ぼ
れ
ば
大
鳥
居 

三
鼠

稲
妻
や
十
萬
の
軍
馬
い
な
な
き
ぬ 

陽
松

十
六
夜
を
い
ざ
石
山
の
月
見
か
な 

一
宿

と
ん
ぼ
う
の
海
を
か
ゝ
え
る
西
日
哉 

子
規

十
月
一
日

栗
落
る
音
た
し
か
な
る
夜
の
山 

南
洲
＊



250

泥
川
の
小
橋
わ
た
れ
ば
草
の
花 

愛
松

か
や
芒
つ
い
〳
〵
高
し
古
仏 

袖
浦
＊

酒
店
の
垣
に
は
さ
ま
る
芭
蕉
か
な 

梅
屋

朝
寒
や
小
魚
う
ご
め
く
籠
の
底 

糊
生
＊

あ
か
つ
き
や
萬
墻
露
に
ぬ
れ
て
立
つ 

霽
月

秋
の
雲
越
の
高
根
に
か
ゝ
り
け
り 

燕
子
＊

萩
二
本
た
れ
て
野
川
の
な
が
れ
け
り 

三
鼠

鶏
頭
を
堤
て
は
い
り
ぬ
寺
の
門 

梅
暁
＊

寄
す
る
波
ひ
く
波
さ
て
は
芒
散
る 

牛
伴

明
月
や
露
芋
の
露
は
は
ら
り
〳
〵 

摣
南
＊

野
径
曲
れ
り
十
歩
の
う
ち
に
秋
の
山 
子
規

　

病
臥
す
る
人
の
も
と
に
つ
か
は
す

薬
の
ん
で
望
月
ま
で
に
起
き
給
へ 

一
宿

＊
が
以
前
の
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
に
は
そ
の
名
を
見
出
せ
な
い
作
者

た
ち
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
者
た
ち
が
、
極
堂
の
発
句
募
集
に
応
じ
た
者

た
ち
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
ら
の
う
ち
に
は
、「
俳
諧
風
聞
記
」

な
ど
に
刺
激
さ
れ
て
投
句
し
て
き
た
、
青
菱
撰
の
「
本
社
募
集
俳
句
」
の

作
者
層
よ
り
若
い
世
代
も
あ
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。

「
碌
堂
宛
」
に
投
じ
ら
れ
た
句
を
「
松
山
松
風
会
俳
句
」
に
混
在
さ
せ

る
こ
と
は
過
渡
的
な
措
置
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
二
九
年
一
月
に
至
っ

て
、「
本
社
募
集
発
句
」
の
撰
者
を
子
規
が
勤
め
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、

読
者
か
ら
の
投
句
は
こ
ち
ら
に
ま
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
、「
松
山
松
風
会
俳
句
」
は
、
句
会
の
記
録
と
し
て
の
本
来
の
姿

に
戻
る
こ
と
に
な
っ
た
。

な
お
、
海
南
新
聞
に
は
、「
本
社
募
集
発
句
」
の
他
に
「
本
社
募
集
付

勝
俳
諧
」
と
し
て
、
付
勝
に
歌
仙
を
万
尾
す
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
れ
も

青
陵
が
撰
者
を
勤
め
て
い
た
が
、
明
治
二
九
年
一
月
か
ら
は
紙
面
に
見
え

な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
と
は
別
に
「
東
雲
神
社
奉
納
発
句
」
が
あ

り
、
こ
ち
ら
も
青
菱
撰
が
続
い
て
い
た
が
、
こ
の
年
一
月
か
ら
は
東
京
に

あ
っ
た
鳴
雪
が
撰
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た（

9
（

。

明
治
二
九
年
が
明
け
た
一
月
の
「
本
社
募
集
発
句
」
の
撰
者
の
交
替
は

偶
発
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
形

の
う
え
で
は
、
極
堂
が
目
論
ん
で
い
た
よ
う
に
、
海
南
新
聞
紙
上
か
ら
旧

派
の
勢
力
は
一
掃
さ
れ
、「
新
俳
句
の
独
占
」
が
成
っ
た
こ
と
に
な
る
。

『
ほ
と
と
ぎ
ず
』
創
刊
に
向
け
て

と
こ
ろ
が
、
こ
こ
で
紙
面
に
混
乱
が
生
じ
る
。
一
月
一
二
日
、
二
回
目

の
「
一
二
月
分
本
社
募
集
発
句
4

4

」
が
掲
載
さ
れ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
選
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者　

在
東
京　

正
岡
子
規
宗
匠
撰
」と
麗
々
し
く
も
記
さ
れ
て
い
た
。「
発

句
」
と
い
い
、「
宗
匠
」
と
い
い
、
こ
れ
で
は
従
前
の
古
ぼ
け
た
新
聞
俳

壇
と
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
早
速
、二
月
に
は
「
一
月
分
本
社
募
集
俳
句

4

4

」

と
改
め
ら
れ
た
が
、「
正
岡
子
規
宗
匠
撰
」
に
は
手
が
加
え
ら
れ
ず
、
以

後
し
ば
ら
く
こ
の
呼
称
が
続
く
。
さ
ら
に
、
三
月
の
紙
面
で
は
「
二
月
分

本
社
募
集
俳
句
4

4

」（
三
月
三
日
）
で
あ
っ
た
も
の
が
、「
二
月
分
本
社
募
集

発
句
4

4

」（
三
月
四
日
～
一
二
日
）
に
戻
っ
た
り
、
四
月
に
は
ま
た
「
三
月

分
本
社
募
集
俳
句
4

4

」
と
修
正
さ
れ
る
な
ど
錯
綜
が
続
く
。

「
発
句
」
と
「
俳
句
」
の
さ
さ
や
か
な
混
乱
は
、
活
字
を
組
む
段
階
で

の
錯
誤
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
、
海
南
新
聞
の
印
刷
部
に
い
た

田
中
七
三
郎
（
俳
号
一
声
、
河
図
、
蛙
堂
な
ど
）
と
松
川
金
次
郎
（
同
金

波
）
は
、極
堂
と
と
も
に
『
ほ
と
と
ぎ
す
』
の
刊
行
に
尽
力
す
る
が
、子
規
、

極
堂
の
影
響
で
俳
句
を
詠
み
、
松
風
会
の
会
員
で
も
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く

こ
の
こ
ろ
、「
松
山
松
風
会
俳
句
」
や
「
本
社
募
集
発
（
俳
）
句
」
も
彼

ら
の
目
を
経
て
い
た
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
こ
う
し
た
混
乱
が
生
じ
た
も

の
と
思
わ
れ
る
。「
俳
句
」
と
い
う
語
は
、
彼
ら
に
も
、
海
南
新
聞
の
読

者
に
も
、
い
ま
だ
な
じ
み
の
薄
い
も
の
で
あ
っ
た
。

「
正
岡
子
規
宗
匠
撰
」
に
つ
い
て
は
、
極
堂
の
原
稿
に
そ
う
あ
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
明
治
三
〇
年
に
創
刊
さ
れ
た
『
ほ
と
と
ぎ
す
』
第
一
号
に

は
、「
募
集
俳
句
」
の
撰
者
と
し
て
「
在
東
京　

正
岡
子
規
宗
匠
」、「
内

藤
鳴
雪
宗
匠
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
極
堂
は
、
旧
弊
な
称
号
に
ど
こ
か
し

ら
意
義
を
見
出
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
選
者
か
ら
題
を
示
さ
れ
て
句

を
詠
む
と
い
う
旧
派
の
風
に
泥
ん
だ
作
者
た
ち
に
と
っ
て
、「
冬
季
雑
題
」

で
俳
句
を
詠
ん
で
投
句
す
る
と
い
っ
た
方
法
に
も
戸
惑
い
が
あ
る
。
な
に

よ
り
、
撰
を
す
る
の
は
「
宗
匠
」
と
呼
ば
れ
る
者
で
あ
る
ほ
う
が
一
般
的

に
は
違
和
感
が
な
か
っ
た
。

極
堂
は
、
海
南
新
聞
紙
上
で
句
を
募
り
、
集
ま
っ
た
句
を
東
京
の
子
規

ら
に
送
っ
て
撰
を
し
て
も
ら
う
。
そ
れ
を
松
山
に
返
送
し
て
も
ら
い
、
原

稿
に
ま
と
め
て
「
本
社
募
集
俳
句
」
と
し
て
紙
面
に
掲
載
す
る
と
い
う
こ

と
を
明
治
三
〇
年
九
月
ご
ろ
ま
で
、
ほ
ぼ
毎
月
繰
り
返
し
た
。
協
力
者
は

河
図
と
金
波
し
か
い
な
い
な
か
で
の
こ
と
で
あ
る
。
煩
瑣
な
工
程
の
う
ち

に
は
、さ
ま
ざ
ま
な
混
乱
を
生
じ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、

取
材
に
基
づ
い
て
記
事
を
書
く
と
い
う
新
聞
記
者
の
仕
事
ぶ
り
と
は
大
き

く
異
な
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
気
の
遠
く
な
る
よ
う
な
作
業
は
、
の
ち
に

『
ほ
と
と
ぎ
す
』
で
彼
ら
が
体
験
す
る
で
あ
ろ
う
こ
と
と
同
じ
で
あ
っ
た
。

東
京
か
ら
遠
く
離
れ
た
松
山
の
地
で
俳
句
雑
誌
『
ほ
と
と
ぎ
す
』
を
刊
行

す
る
と
い
う
、
極
堂
の
無
謀
と
も
思
わ
れ
る
企
て
は
、
海
南
新
聞
を
舞
台

と
し
た
彼
ら
の
経
験
を
通
じ
て
、
あ
な
が
ち
絵
空
事
と
は
思
わ
れ
な
い
も

の
と
な
っ
て
い
っ
た
。　
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注
〕

（
1
）　

海
南
新
聞
の
「
松
風
会
俳
句
」
に
つ
い
て
は
、
和
田
克
司
「
正
岡

子
規
と
海
南
新
聞
の
松
風
会
俳
句
」（『
大
阪
成
蹊
女
子
短
期
大
学
紀
要
』

二
七
号
、
一
九
九
〇
年
）
に
詳
し
い
。
ま
た
、
俳
文
学
会
第
六
九
回
全

国
大
会（
二
〇
一
七
年
一
一
月
）の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
愚
陀
仏
庵
か
ら『
ほ

と
と
ぎ
す
』
創
刊
へ
」
に
お
い
て
、
竹
田
美
喜
が
松
山
松
風
会
俳
句
の

海
南
新
聞
へ
の
掲
載
の
概
要
に
つ
い
て
報
告
し
て
い
る
。

（
2
）　

海
南
新
聞
の
引
用
に
あ
た
っ
て
は
、
新
字
体
を
用
い
、
適
宜
、
濁

点
と
改
行
を
施
し
た
。

（
3
）　

牛
伴
（
一
八
六
五
～
一
九
四
九
）
は
松
山
の
生
ま
れ
。
中
村
不
折

と
同
門
で
、
は
じ
め
洋
画
家
を
め
ざ
し
た
が
、
為
山
と
号
し
て
俳
画
を

よ
く
し
た
。

（
4
）　

注
１
の
竹
田
の
報
告
に
よ
る
。

（
5
）　
「
俳
諧
風
聞
記
」
は
、
東
京
日
日
新
聞
に
明
治
二
八
年
九
月
一
八

日
か
ら
一
〇
月
一
日
ま
で
の
間
、
七
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。

一
〇
月
一
日
の
海
南
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
の
は
こ
の
う
ち
の
「
其
四
」、

つ
づ
い
て
、
一
〇
月
三
日
に
「
其
五
」
が
掲
載
さ
れ
た
。

（
6
）　

こ
の
う
ち
、一
〇
月
四
日
に
は
、「
碌
堂
宛
」
の
「
発
句
募
集
広
告
」

と
、従
来
の
青
菱
撰
の「
発
句
募
集
広
告
」が
並
ん
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

（
7
）　

新
聞
「
日
本
」
掲
載
の
最
終
回
（
二
十
七
）「
第
八　

俳
諧
連
歌
」

は
海
南
新
聞
に
は
転
載
さ
れ
な
か
っ
た
。

（
8
）　

明
治
二
八
年
一
二
月
二
日
付
、伴
政
孝（
狸
伴
）宛
子
規
書
簡
に「
別

封
松
風
会
稿
御
返
璧
致
候
。
右
会
稿
の
内
二
点
の
分
は
、
乍
憚
至
急
作

者
御
報
道
被
成
下
ま
じ
く
や
。
こ
れ
は
「
日
本
」
へ
掲
載
致
度
候
に
よ

り
至
急
を
要
し
候
」
と
あ
り
、
こ
の
こ
ろ
、
松
風
会
の
句
稿
は
狸
伴
が

子
規
に
送
っ
て
い
た
ら
し
い
。

（
9
）　

明
治
二
九
年
三
月
の
「
二
月
分
東
雲
神
社
奉
納
十
内
」
に
は
、「
追

加　

在
東
京　

鳴
雪
」
と
し
て
、「
盲
評
の
恥
か
く
し
て
／
す
き
立
の

ど
れ
か
ど
れ
や
ら
夕
霞
」
の
吟
が
あ
る
。

　

海
南
新
聞
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
を
利
用
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
愛
媛

県
立
図
書
館
の
御
高
配
を
賜
り
ま
し
た
。
記
し
て
鳴
謝
申
し
上
げ
ま
す
。

 

（
し
お
ざ
き　

と
し
ひ
こ
／
高
知
大
学
教
授
）


