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第
一

私
等
の
學
校

明
治
天
皇
さ
ま
の
有
難
い
御
心
に
よ
つ
て
日
本
中
の
津
々
浦
々
に
學
校
が
出
來
る
樣
に

な
り
ま
し
た
。
私
等
の
學
校
も
其
の
大
御
心
か
ら
明
治
七
年
に
誕
生
し
た
の
で
す
。

(

一

八

七

四

年

)

そ
れ
か
ら
翌
八
年
に
今
迄
年
貢
米
を
入
れ
て
居
た
御
蔵
は
地
租
改
正
で
不
用
に
な
つ
た
の

で
、
其
の
御
藏
と
田
端
彦
作
と
い
ふ
人
の
家
と
を
里
神

の
跡
に
遷
し
て
校
舎
と
し
た
の

社

で
す
。
こ
の
時
分
は
松
山
小
學
校
と
申
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
年
月
が
た
つ
に
つ
れ
て
兒
童
が
ふ
え
て
來
、
校
舎
が
狹
く
な
り
ま
し
た
の
で

明
治
三
十
一
年
に
新
に
學
校
を
建
て
ま
し
た
。
そ
れ
が
今
の
常
磐
商
業
學
校
の
校
舎
で
あ

(

一

八

九

八

年

)

り
ま
す
。

そ
れ
も
亦
時
代
の
進
む
に
つ
れ
て
だ
ん

狹
く
な
つ
て
來
ま
し
た
の
で
昭
和
七
年
に
新

く

(

一

九

三

二

年

)

に
今
の
場
所
に
一
棟
を
新
築
し
昭
和
十
年
増
築
し
て
完
成
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

(

一

九

三

五

年

)

社

第
二

御

崎

神
私
達
の
氏
神
樣
の
御

を
御
崎
神

と
い
つ
て
、
日
高
郡
で
も
最
も
古
い
お
宮
樣
と
し
て

社
社

又
鄕

と
い
ふ
格
の
高
い
、
り
つ
ぱ
な
お
宮
と
し
て
た
つ
と
ば
れ
て
ゐ
ま
す
。

社

此
の
御
崎
神

は
も
と
天
照
大
神
、
猿
田
彦
大
神
、
事
代
主
大
神
、
龍
王
の
四
柱
の
神
様

社

を
お
ま
つ
り
し
て
居
ま
し
た
。
此
の
神
々
が
本
村
へ
お
降
り
に
な
ら
れ
た
時
は
、
御
舟
に

召
さ
れ
て
元
ノ
脇
の
西
の
磯
邊
の
大
谷
口
に
お
着
き
に
な
り
、
今
の

の
裏
手
の
山
ぎ
は

社

に
鎭
座
ま
し
ま
し
た
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

そ
の
御
舟
が
か
た
ま
つ
て
岩
に
な
つ
た
の
が
虎
が
淵
の
東
に
あ
る
御
舟
岩
で
、
此
の
岩
を
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汚
し
た
も
の
は
必
ず
神
罰
を
か
ふ
む
る
と
言
ひ
傳
へ
ら
て
ゐ
ま
す
。

明
治
の
御
代
に
村
内
及
び
小
池
の
神

が
合
祀
さ
れ
て
、
今
で
は
天
照
大
神
、
猿
田
彦
大
神
、
豐
玉
彦
大
神
、
事
代

社
主
大
神
、
雷
大
神
天
忍
穂
耳
尊
、
天
瓊
々
杵
尊
、
速
玉
男
大
神
が
祭
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

そ
れ
か
ら
本
殿
の
左
側
に
あ
る
御

を
里
神

右
側
に
あ
る
御

を
金
比
羅
神

と
申
し
ま
す
。

社
社

社
社

第
三

塚

西
組
に
塚
原
と
言
ふ
名
前
の
所
が
あ
り
ま
す
。

此
は
も
と
塚
の
あ
つ
た
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

塚
と
言
ふ
の
は
大
昔
住
ん
で
居
た
人
の
墓
で
あ
つ
て
、
其
の
時
分
は
人
が
な
く
な
る
と
、
穴
を
掘
つ
て
其
の
ま
は
り

に
石
を
き
づ
い
て
、
上
も
大
き
な
石
を
の
せ
て
造
り
、
其
の
中
へ
入
れ
た
の
だ
さ
う
で
す
。

そ
れ
で
塚
の
中
に
は
其
の
時
分
の
人
が
使
つ
た
器
が
は
い
つ
て
ゐ
ま
す
。
器
は
た
い
て
い
焼
物
ば
か
り
で
、
み
ん
な

す
や
き
の
も
の
ば
か
り
で
す
。

此
所
の
塚
は
掘
起
し
て
畑
に
し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
が
、
此
の
近
く
で
は
荊
木
の
古
墳
や
天
田
の
古
墳
は
、
其
の
名
殘

を
止
め
て
殘
つ
て
居
ま
す
。

又
入
山
の
南
の
方
竹
や
ぶ
の
中
に
あ
る
御
主
人
さ
ま
と
言
つ
て
居
る
の
や
三
寶
寺
の
下
に
あ
る
狐
塚
と
言
ふ
の
は
、

オ

モ

ン

ド

塚
だ
と
申
さ
れ
て
居
ま
す
。

第
四

逢

母

元
の
脇
か
ら
三
尾
街
道
を
だ
ん

行
き
ま
す
と
逢
母
と
言
ふ
磯
が
あ
り
ま
す
。

く

昔
神
功
皇
后
さ
ま
と
申
し
上
げ
る
大
そ
う
御
強
い
皇
后
さ
ま
が
居
ら
れ
ま
し
た
。
其
の
時
分
今
の
朝
鮮
を
三
韓
と
申
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し
ま
し
た
が
、
其
の
三
韓
の
内
の
新
羅
を
御
伐
ち
に
な
り
ま
し
て
目
出
度
く
日
本
へ
が
い
せ
ん
な

さ
い
ま
し
た
が
、
其
の
御
留
守
中
に
都
に
皇
后
さ
ま
に
そ
む
く
者
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
皇
后

さ
ま
は
お
生
ま
れ
に
な
つ
た
ば
か
り
の
應
神
天
皇
樣
を
武
内
宿
彌
に
御
あ
づ
け
に
な
り
、
御
自
分

は
都
に
お
の
ぼ
り
に
な
つ
て
悪
者
を
平
げ
よ
う
と
な
さ
い
ま
し
た
が
、
悪
者
の
勢
い
が
さ
か
ん
で

あ
り
ま
し
た
の
で
、
紀
伊
國
で
兵
を
集
め
ら
れ
天
皇
さ
ま
を
奉
じ
て
征
伐
さ
れ
よ
う
と
し
て
紀
伊

國
へ
行
啓
な
さ
ま
し
た
。
武
内
宿
彌
は
、
天
皇
樣
を
奉
じ
て
南
海
か
ら
大
引
浦
に
御
上
陸
な
さ
れ

皇
后
さ
ま
と
逢
母
で
御
合
ひ
に
な
つ
た
の
だ
と
傳
へ
ら
れ
て
居
ま
す
。

そ
れ
か
ら
阿
尾
産
湯
を
御
通
り
に
な
つ
て
比
井
の
軍
の
浦
か
ら
都
へ
お
歸
り
な
さ
れ
、
叛
い
た
人

々
を
ほ
ろ
ぼ
さ
れ
た
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
又
一
説
に
は
御
坊
の
小
竹
宮
に
行
幸
な
さ
れ
、
此
處

で
軍
を
と
ゝ
の
へ
ら
れ
た
と
も
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

第
五

三

穂

石

室

日
本
の
一
番
古
い
歌
の
書
物
の
萬
葉
集
に
紀
伊
國
三
穂
石
室
の
歌
が
出
て
居
ま
す
。

一
、
は
た
す
き
の
久
米
の
若
子
が
い
ま
し
け
る

三
穂
の
石
室
は
見
れ
ど
も
飽
か
ぬ
か
も

二
、
と
き
は
な
す
石
室
は
今
も
有
り
け
れ
ど

住
み
け
る
人
ぞ
常
な
か
り
け
る

三
、
石
室
戸
に
立
て
る
松
の
樹
汝
を
見
れ
は

昔
の
人
を
相
み
る
ご
と
し

四
、
風
速
の
美
保
の
浦
廻
の
白
つ
ゝ
じ

見
れ
と
も
さ
ぶ
し
な
き
人
思
へ
ば
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五
、
み
づ

し
久
米
の
若
子
が
い
觸
り
け
む

く磯
の
草
木
の
枯
れ
ま
ほ
し
く
も

、

、

此
の
三
穂
の
石
室
は
萬
葉
集
に
は
た
だ
紀
伊
國
と
出
て
居
ま
す
の
で

今
猶
ど
こ
で
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
の
で
す
が

一
説
に
よ
り
ま
す
と
、
元
ノ
脇
の
北
西
の
山
奥
に
淨
明
寺
跡
と
言
ふ
て
居
り
ま
す
處
が
石
室
の
跡
だ
と
傳
へ
ら
れ
て

居
ま
す
。
此
の
石
室
に
は
久
米
若
子
と
言
ふ
方
が
御
住
ひ
な
さ
れ
て
居
つ
た
の
だ
と
言
は
れ
て
ゐ
ま
す
。
久
米
若
子

と
言
は
れ
る
方
は
ど
ん
な
身
分
の
御
方
か
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
今
か
ら
千
年
餘
り
前
に
居
ら
れ
ま
し
た
貴
い
身

分
の
御
方
で
あ
つ
た
の
で
せ
う
。
そ
れ
が
或
る
事
情
が
あ
つ
て
紀
伊
國
に
來
ら
れ
ま
し
て
、
御
一
生
御
送
り
な
さ
れ

た
の
で
し
せ
う
。

第
六

道

成

寺

昔
九
海
人
に
一
人
の
正
直
な
ま
じ
め
な
人
で
あ
り
ま
し
た
。
其
の
海
人
に
一
人
の
娘
が
あ
り
ま
し
た
が
、
生
ま
れ
つ

(

が)

き
頭
の
髪
は
一
本
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

海
人
夫
婦
は
い
つ
も
い
つ
も
そ
れ
ば
か
り
な
げ
い
て
居
ま
し
た
。
或
日
海
人
は
舟
に
の
つ
て
沖

へ
出
ま
し
た
。
す
る
と
海
上
に
ま
ぶ
し
い
樣
に
光
つ
て
居
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
不
思
議
に
思

つ
て
近
い
て
見
ま
す
と
、
一
寸
八
分
の
觀
音
樣
で
あ
り
ま
し
た
。

(

近

づ

い

て)

そ
れ
で
海
人
は
早
速
觀
音
樣
を
舟
に
遷
し
て
家
に
か
へ
り
ま
し
た
が
、
貧
し
い
家
で
す
か
ら
お

祭
り
す
る
所
も
な
か
つ
た
の
で
、
臼
の
上
に
ま
つ
ゝ
て
一
心
に
觀
音
さ
ま
を
信
仰
し
て
居
ま
し

た
。
す
る
と
不
思
議
な
こ
と
に
娘
の
髪
が
だ
ん

生
え
て
き
れ
い
な
娘
と
な
り
ま
し
た
。
其

く

の
時
都
に
お
ら
れ
ま
し
た
天
皇
さ
ま
を
文
武
天
皇
さ
ま
と
申
上
げ
ま
す
が
、
或
日
御
殿
の
軒
場

で
つ
ば
め
が
巣
を
造
つ
て
居
る
中
に
一
本
の
長
い

髪
が
下
つ
て
居
ま
し
た
。
天
皇
さ
ま
は

く

此
を
御
覧
に
な
つ
て
、
此
は
め
づ
ら
し
い
長
い
髪
だ
。
此
ん
な
人
が
あ
る
の
か
、
一
度
此
の
髪
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の
主
を
さ
が
し
て
見
よ
う
と
思
召
し
て
、
早
速
御
言
ひ
つ
け
に
な
り
ま
し
た
。

人
々
は
方
々
を
さ
が
し
ま
は
つ
て
此
の
海
人
の
娘
を
都
へ
つ
れ
か
へ
り
ま
し
た
。

娘
は
宮
古
姫
と
申
し
て
御
殿
へ
御
仕
へ
す
る
事
と
な
つ
た
の
だ
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

天
皇
さ
ま
は
此
の
觀
音
樣
の
お
話
を
お
聞
き
な
さ
れ
ま
し
て
、
紀
道
成
に
御
言
つ
け
に
な
つ
て
お
寺
を
お
建
て
さ
せ

に
な
り
ま
し
た
。
此
の
お
寺
が
道
成
寺
だ
と
言
は
れ
て
い
ま
す
。

第
七

興

国

寺

今
か
ら
七
百
三
十
年
程
前
、
藤
原
景
倫
と
言
ふ
人
が
時
の
將
軍
源
實
朝
に
仕
へ
て
居
り
ま
し
た
が
、
或
時
實
朝
が
支

那
の
寺
に
眞
似
て
お
寺
を
建
て
よ
う
と
思
つ
て
、
景
倫
に
支
那
に
行
つ
て
寺
の
繪
圖
を
持
ち
歸
る
樣
に
言
ひ
つ
け
ま

し
た
。

景
倫
は
命
を
受
け
て
九
州
に
下
つ
て
便
船
を
待
つ
て
居
ま
し
た
。
其
の
時
實
朝
卿
は
公
曉
の
た
め
殺
さ
れ
た
と
言
ふ

使
が
ま
い
り
ま
し
た
。
景
倫
は
大
へ
ん
歎
い
て
、
鎌
倉
へ
歸
ら
ず
に
高
野
山
に
登
つ
て
坊
さ
ん
と
な
り
、
名
前
を

願
グ
ワ
ン

性
と
改
め
ま
し
た
。

其
の
事
を
實
朝
の
母
の
政
子
が
聞
か
れ
て
大
そ
う
感
心
さ
れ
て
由
良
の
地
を
願
性
に
下
さ
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
願
性
は
由
良
に
來
て
西
方
寺
と
言
ふ
お
寺
を
建
て
ゝ
、
實
朝
卿
の
ぼ
だ
い
を
と
ぶ
ら
つ
て
居
ま
し
た
。
其
の

時
願
性
と
親
し
い
間
柄
で
あ
つ
た
法
燈
國
師
と
言
ふ
坊
さ
ん
が
支
那
へ
留
学
し
て
歸
つ
て
參
り
ま
し
た
の
で
、
願
性

は
此
の
人
を
迎
へ
て
西
方
寺
の
開
山
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

興
国
寺
と
言
ふ
の
は
、
御
村
上
天
皇
さ
ま
の
興
国
と
言
ふ
年
號
の
時
に
此
の
お
寺
の
坊
さ
ん
達
が
忠
義
を
つ
く
し
た

(

後)

の
で
天
皇
さ
ま
か
ら
戴
い
た
名
前
だ
と
傳
へ
ら
れ
て
居
ま
す
。

第
八

村
内
の
古
城
ノ
趾
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入
山
の
高
い
所
に
二
十
五
間
四
方
ば
か
り
の
城
趾
が
あ
り
ま
す
。
此
の
城
に
は
靑
木
勘
兵
衛
由
定
が
居
つ
た
の
だ
と

傳
へ
ら
れ
て
居
ま
す
。

其
の
城
跡
か
ら
少
し
は
な
れ
た
所
に
馬
場
の
趾
が
あ
り
ま
す
。
此
を
馬
場
苗
代
と
申
し
て
居
ま
す
。

又
其
の
少
し
離
れ
た
處
に
一
つ
の
墓
が
あ
り
ま
す
。
此
を
女
郎
の
墓
と
も
靑
木
氏
の
墓
と
も
言
つ
て
居
ま
す
。
靑
木

氏
の
女
子
を
葬
つ
た
の
で
あ
り
ま
せ
う
。
靑
木
氏
は
今
か
ら
三
百
七
十
年
程
前
、
衣
奈
浦
で
三
好
氏
と
戰
つ
て
功
を

立
て
た
の
で
織
田
氏
よ
り
日
高
郡
高
家
の
莊
を
た
ま
は
つ
て
此
の
城
に
居
た
の
だ
と
言
は
れ
て
居
ま
す
。

。

。

、

又
本
脇
の
端
の
山
す
そ
に
城
趾
が
殘
つ
て
居
ま
す

其
の
石
垣
堀
割
り
は
今
も
昔
の
名
殘
を
止
め
て
ゐ
ま
す

約
一

五
ア
ー
ル
餘
り
の
大
き
さ
で
あ
り
ま
す
。
美
濃
左
兵
衛
と
言
ふ
人
の
城
だ
と
傳
へ
ら
れ
て
ゐ
ま
す
。

第
九

龜
山
の
古
城
ノ
趾

龜
山
城
は
今
か
ら
六
百
年
程
前
、
湯
川
彌
太
郎
光
春
の
築
か
れ
た
も
の
で
、
光
春
は
此
處
に
城

を
か
ま
へ
て
日
高
有
田
二
郡
の
殿
さ
ま
に
な
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
か
ら
代
々
湯
川
氏
は
此
の
城

を
本
城
と
し
て
、
附
近
で
は
竝
ぶ
者
も
な
い
程
勢
が
強
か
つ
た
の
で
す
。
が
今
か
ら
三
百
五
十

年
程
前
、
湯
川
直
春
と
い
う
人
の
時
、
豐
臣
秀
吉
の
軍
が
紀
州
へ
攻
め
て
來
ま
し
た
の
で
、
湯

川
の
軍
勢
も
津
木
に
之
を
迎
へ
て
戰
ひ
ま
し
た
が
、
戰
ひ
遂
に
破
れ
て
龜
山
城
へ
ひ
き
返
し
ま

し
た
。
が
と
う

豐
臣
勢
が
此
の
城
に
攻
入
り
ま
し
た
の
で
、
直
春
は
城
を
焼
い
て
熊
野
へ

く

遁
れ
ま
し
た
。

ま
た
一
説
に
よ
り
ま
す
と
龜
山
城
は
容
易
に
陷
ち
な
い
の
で
和
睦
を
し
、
直
春
は
そ
の
後
だ
ま

さ
れ
て
毒
を
飲
ま
さ
れ
て
殺
さ
れ
た
と
言
は
れ
て
居
ま
す
。
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第
十

村

内

の

寺

院

私
達
の
村
に
は
お
寺
が
三
つ
あ
り
ま
す
。

濟
廣
寺
、
常
徳
寺
、
三
寶
寺
と
申
し
ま
す
。

濟
廣
寺
は
淨
土
宗
鎭
西
派
の
お
寺
で
今
か
ら
四
百
年
餘
り
前
に
初
め
て
小
池
村
に
建
て
ら

た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
三
百
五
十
年
程
前
今
の
地
に
移
し
た
の
だ
と
言
は
れ
居
ま
す
。

本
堂
は
今
か
ら
百
年
餘
り
前
天
火
に
か
ゝ
つ
て
焼
け
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。
其
の
時
賢
孝
と

言
ふ
小
僧
さ
ん
が
火
の
中
に
飛
び
こ
ん
で
、
佛
さ
ま
と
過
去
帳
を
取
出
し
た
と
言
は
れ
て

ゐ
ま
す
。

今
の
本
堂
や
庫
裏
は
九
十
年
餘
り
前
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
側
に
あ
る
忠
魂

堂
は
明
治
四
十
三
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
つ
て
、
御
國
の
た
め
身
命
を
な
げ
う
つ
て

(

一

九

一

〇

年

)

戰
つ
た
本
村
の
戰
病
死
者
の
英
靈
を
お
祭
り
し
て
ゐ
ま
す
。

常
徳
寺
は
眞
宗
西
本
願
寺
派
の
お
寺
で
、
二
百
七
十
年
前
程
に
初
め
て
出
來
た
の
だ
そ
う
で
す
が
、
本
堂
は
い
つ
ご

。

。

ろ
建
て
ら
れ
た
か
は
詳
ら
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん

前
々
住
職
の
淨
圓
と
言
ふ
人
が
庫
裏
を
建
て
た
と
聞
い
て
ゐ
ま
す

又
前
住
職
湯
川
淨
鴨
師
は
多
忙
の
身
で
あ
り
な
が
ら
常
盤
義
塾
を
創
立
さ
れ
て
本
郡
の
中
等
教
育
の
た
め
御
つ
く
さ

れ
に
な
り
ま
し
た
。

お
し
い
事
に
淨
鴨
師
は
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
の
で
森
彦
太
郎
氏
が
引
繼
が
れ
、
次
で
常
盤
商
業
學
校
と
組
織
を
改
め

ら
れ
ま
し
た
。

、

、

、

三
寶
寺
も
常
徳
寺
と
同
じ
樣
に
眞
宗
西
本
願
寺
派
の
お
寺
で

今
か
ら
三
百
五
十
年
程
前

三
郎
次
郎
と
言
ふ
人
が

入
山
村
北
裏
に
お
寺
を
建
て
た
の
が
始
ま
り
だ
そ
う
で
す
。

そ
れ
か
ら
後
今
の
地
に
移
つ
た
の
だ
と
言
は
れ
て
居
ま
す
。

本
堂
は
明
治
十
七
年
に
建
て
ら
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
住
職
の
湯
川
氏
は
龜
山
城
主
で
あ
つ
た
湯
川
直
春
の
子
孫
だ
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と
言
は
れ
て
居
ま
す
。

第
十
一

徳

本

上

人

徳
本
上
人
は
今
か
ら
百
八
十
年
程
前
志
賀
村
久
志
の
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
ま
し
た
。

小
さ
い
時
の
名
を
三
之
亟
と
申
し
ま
し
た
。

四
歳
の
時
隣
家
の
兒
の
死
を
見
て
無
常
を
感
じ
て
念
佛
を
唱
へ
た
と
申
し
ま
す
。

そ
れ
か
ら
は
何
時
も
念
佛
を
唱
へ
て
居
ま
し
た
が
、
九
歳
の
時
父
母
に
坊
さ
ん
に
な
る
事
を
御
願
し
ま
し
た
。
け
れ

ど
も
父
母
は
此
を
許
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
上
人
が
十
九
歳
の
時
お
父
さ
ん
は
病
に
か
ゝ
り
ま
し
た
。
上
人
は

色
々
と
看
護
し
ま
し
た
が
、
遂
に
な
く
な
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
は
一
層
坊
さ
ん
に
な
り
た
い
と
思
つ
て
居
ま
し

た
が
、
お
母
さ
ん
が
許
し
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

其
の
後
方
々
で
奉
公
し
て
居
ま
し
た
が
、
ど
う
し
て
も
坊
さ
ん
に
な
り
た
い
と
思
つ
て
、
お
母
さ
ん
に
度
々
御
願
し

た
の
で
、
お
母
さ
ん
も
お
許
し
に
な
つ
た
の
で
す
。
上
人
は
大
喜
び
で
早
速
財
部
の
往
生
寺
へ
行
つ
て
髪
を
剃
つ
て

坊
さ
ん
に
な
り
ま
し
た
。
此
れ
が
上
人
が
二
十
五
歳
の
時
で
あ
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
は
千
津
川
や
萩
原
や
遠
く
は
有
田
の
天
神
山
や
海
草
郡
の
塩
津
で
行
を
行
つ
た
り
、
全
國
を
め
ぐ
つ
た
り

し
て
え
ら
い
坊
さ
ん
達
と
交
り
智
を
み
が
か
れ
ま
し
た
。
其
の
後
江
戸
へ
行
き
ま
し
た
が
、
其
の
時
江
戸
の
増
上
寺

と
い
ふ
お
寺
の
坊
さ
ん
の
典
海
と
い
ふ
人
が
大
變
よ
ろ
こ
ん
で
、
上
人
を
迎
へ
て
一
寺
を
建
て
ま
し
た
。
此
れ
が
今

の
東
京
の
小
石
川
に
あ
る
一
行
院
と
言
ふ
お
寺
で
あ
り
ま
す
。

そ
う
し
て
此
處
に
止
ま
つ
て
人
々
を
教
へ
導
び
き
ま
し
た
が
、
上
人
が
六
十
一
歳
の
時
痰
痎
で
な
く
な
ら
れ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

其
の
時
徳
川
治
寶
と
い
ふ
紀
州
の
殿
樣
が
大
そ
う
上
人
樣
を
御
慕
ひ
に
な
り
、
其
の
誕
生
さ
れ
た
地
に
た
く
さ
ん
の

お
金
を
下
さ
れ
、
一
寺
を
た
ゝ
し
め
ま
し
た
。
此
が
誕
生
院
と
言
ふ
お
寺
で
あ
り
ま
す
。
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又
近
年
此
の
上
人
の
御
生
れ
に
な
つ
た
地
に
記
念
碑
を
建
て
ゝ
永
久
に
上
人
の
徳
を
た
ゝ
へ
て
居
ま
す
。

第
十
二

烽

火

台

の

趾

西
山
の
頂
上
に
近
い
髙
粒
山
に
烽
火
台
の
趾
と
い
ふ
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

今
か
ら
三
百
年
程
前
、
日
本
が
外
國
と
交
際
し
て
居
ま
し
た
が
、
或
事
情
の
た
め
外
國
と
交
際
を
止
め
て
し
ま
ひ
ま

し
た
。

其
の
間
外
國
で
は
色
々
文
明
が
進
歩
し
て
盛
ん
に
外
國
へ

と
行
く
樣
に
な
り
ま
し
た
。
さ
う
し
て
今
か
ら
八
十

く

年
程
前
、
日
本
の
國
へ
も
や
つ
て
來
ま
し
た
。

。

、

そ
れ
で
日
本
の
國
で
は
其
れ
を
見
て
大
さ
わ
ぎ
を
し
ま
し
た

特
に
此
の
海
岸
は
大
事
な
都
へ
の
道
す
が
ら
で
す
故

所
々
に
見
張
り
所
を
置
い
て
、
も
し
船
が
見
え
た
時
は
烽
火
を
あ
げ
る
樣
に
處
々
に
烽
火
場
を
置
い
た
の
で
す
。
さ

う
し
て
次
々
と
其
の
火
に
よ
つ
て
知
ら
す
や
う
に
し
て
居
ま
し
た
。

第
十
三

附

近

の

交

通

大
昔
此
の
附
近
へ
神
樣
が
來
ら
れ
ま
し
た
事
か
ら
考
へ
て
見
ま
す
と
、
其
の
時
分
か
ら
通
ら
れ
る
道
が
あ
つ
た
事
が

想
像
出
來
ま
す
が
、
初
め
て
熊
野
街
道
が
造
ら
れ
た
の
は
齊
明
天
皇
樣
の
時
分
だ
と
言
は
れ
て
居
ま
す
。
そ
れ
か
ら

は
天
皇
樣
や
上
皇
樣
が
度
々
熊
野
へ
御
參
り
あ
そ
ば
さ
れ
た
事
が
歴
史
に
見
え
て
居
ま
す
。
其
の
時
分
は
熊
野
街
道

と
い
つ
て
も
名
だ
け
の
細
い
道
で
あ
つ
た
の
で
す
。
そ
れ
で
其
の
他
の
道
は
想
像
出
來
る
と
思
ひ
ま
す
。

明
治
の
大
御
代
に
な
り
ま
し
て
、
だ
ん

、
車
人
力
車
自
轉
車
自
動
車
が
出
來
て
來
ま
し
た
の
で
、
道
も
昔
の
道

く

で
は
い
け
な
い
か
ら
、
だ
ん

と
道
幅
が
廣
く
な
り
今
の
樣
な
立
派
な
道
が
つ
け
ら
れ
た
の
で
す
。

く

海
上
も
大
昔
は
丸
木
船
で
ゆ
き
き
し
て
居
ま
し
た
が
、
だ
ん

舟
の
造
り
方
も
進
ん
で
來
ま
し
て
、
御
坊
比
井
由

く
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良
の
樣
な
舟
着
場
も
出
來
た
の
で
す
。

其
の
上
、
陸
の
上
は
物
を
遠
く
へ
運
ぶ
の
が
非
常
に
不
便
で
あ
つ
た
の
で
、
年
貢
米
や
色
々
の

産
物
を
運
ぶ
の
は
皆
舟
に
よ
つ
た
の
で
す
。

近
年
汽
船
が
御
坊
比
井
由
良
に
着
く
樣
に
な
り
ま
し
て
非
常
に
交
通
を
助
け
て
く
れ
た
の
で

す
。
そ
れ
で
此
等
の
港
も
矢
張
さ
か
え
て
居
つ
た
の
で
す
が
、
紀
勢
鐵
道
が
着
い
て
か
ら
は
汽

船
は
だ
ん

さ
び
し
く
な
つ
て
來
ま
し
た
。

く

そ
れ
に
つ
れ
て
港
も
さ
み
し
く
な
つ
て
來
ま
し
た
が
猶
貨
物
を
運
ぶ
發
動
機
船
が
勇
ま
し
く
出

入
し
て
居
ま
す
。

第
十
四

本
村
の
出
征
軍
人

。

明
治
の
御
代
に
な
り
ま
し
て
日
本
の
國
が
度
々
戰
爭
を
し
ま
し
た

其
の
戰
爭
の
た
び
に
私
達
の
村
の
兵
隊
さ
ん
達
に
も
召
集
令
が
下

り
ま
し
て
、
赤
だ
す
き
姿
い
さ
ま
し
く
戰
場
へ
向
か
ひ
ま
し
た
。
さ
う
し
て
砲
煙
彈
雨
の

中
を
舊
戰
さ
れ
ま
し
て
、
護
國
の
鬼
と
な
ら
れ
た
方
も
あ
り
ま
す
し
、
功
成
り
名
遂
げ
て

名
譽
の
凱
旋
を
な
さ
い
ま
し
た
方
も
あ
り
ま
す
。

今
其
の
出
征
軍
人
の
數
を
あ
げ
て
見
ま
す
と
、

西
南
の
役

二
名

日
清
戰
爭

十
一
名

北
清
事
變

一
名

日
露
戰
爭

五
十
九
名

清
國
革
命
事
變

二
名
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日
獨
戰
爭

七
名

満
洲
上
海
事
變

三
名

で
あ
り
ま
す
。

第
十
五

本
村
出
身
者
の
活
動

「
男
子
志
を
立
て
て
郷
か
ん
を
出
づ
、
學
若
し
な
ら
ず
ん
ば
死
す
と
も
歸
ら
ず
、
骨
を
埋
む
る
豈
故
郷
の
地
の
み
な

ら
ん
や
人
間
至
る
所
に
靑
山
あ
り
」
と
古
人
が
歌
つ
て
居
ま
す
樣
に
、
燃
え
上
が
る
希
望
を
抱
い
て
、
故
郷
を
後
に

遠
く
海
外
へ
、
又
は
内
地
の
各
地
に
飛
出
し
て
、
和
田
村
の
名
譽
の
た
め
奮
闘
さ
れ
て
居
る
方
が
澤
山
あ
り
ま
す
。

今
其
の
海
外
や
内
地
に
活
動
さ
れ
て
居
る
人
々
を
數
へ
て
見
ま
す
と
外
國
へ
行
つ
て
居
る
人
は
百
三
十
九
人
、
植
民

地
へ
行
つ
て
居
る
人
は
二
十
六
人
、
内
地
の
各
地
で
活
動
し
て
居
る
人
は
三
百
六
十
人
、
本
縣
の
各
地
で
働
い
て
居

る
人
は
百
二
人
で
あ
り
ま
す
。
さ
う
し
て
官
廳
へ
つ
と
め
た
り
、
會
社
へ
つ
と
め
た
り
、
農
業
に
從
事
し
た
り
、
商

工
業
を
行
つ
た
り
し
て
、
色
々
の
方
面
に
活
動
さ
れ
て
居
ま
す
。

第
十
六

陸
海
軍
演
習
御
統
監
所
跡

昭
和
七
年
十
月
廿
九
日
本
村
を
中
心
と
し
て
、
日
高
有
田
の
海
岸
へ
か
け
て
、
當
地
方
で
は

(

一

九

三

二

年

)

未
曾
有
の
大
演
習
が
あ
り
ま
し
た
。

先
づ
廣
島
の
第
五
師
團
の
兵
士
達
は
、
其
の
一
箇
月
程
前
に
乘
船
し
て
、
遠
く
太
平
洋
の
荒

波
の
間
を
も
ま
れ
な
が
ら
、
御
用
船
の
中
で
暮
ら
し
ま
し
た
。

其
の
間
に
海
軍
は
演
習
を
つ
ゞ
け
た
の
で
す
。

さ
う
し
て
二
十
九
日
未
明
此
の
海
岸
へ
上
陸
し
ま
し
た
。
其
の
備
と
し
て
は
第
四
師
團
の
一
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部
が
守
つ
て
居
ま
し
た
。
丁
度
本
村
が
演
習
の
中
心
と
な
つ
た
の
で
す
。
空
に
は
數
十
台
の
飛
行
機
が
爆
音
も
高
々

と
飛
ひ
ま
は
り
、
陸
上
に
は
機
關
銃
大
砲
タ
ン
ク
等
の
兵
器
を
使
つ
て
演
習
い
た
し
ま
し
た
。
中
で
も
人
々
を
お
ど

ろ
か
し
た
の
は
、
も
う

と
立
つ
て
い
る
煙
幕
で
し
た
。
其
の
中
に
は
毒
ガ
ス
も
使
は
れ
て
居
ま
し
た
。

く

此
の
戰
場
其
の
ま
ゝ
の
中
を
、
か
し
こ
く
も
演
習
御
統
監
の
た
め
、
閑
院
宮
殿
下
を
初
め
奉
り
三
宮
殿
下
に
は
松
原

海
岸
に
御
上
陸
の
上
、
自
動
車
に
御
乘
り
に
な
り
ま
し
て
本
村
に
御
成
り
あ
そ
ば
さ
れ
、
今
池
の
北
の
高
い
所
で
御

統
監
な
さ
れ
ま
し
た
。

此
の
所
を
永
久
に
記
念
す
る
た
め
に
此
處
に
記
念
碑
を
建
て
た
の
で
す
。

第
十
七

西

川

大
昔
日
高
川
は
元
脇
へ
流
れ
て
居
た
と
申
し
ま
す
。
そ
れ
で
西
川
も
想
像
し
ま
す
と
、
此
の
時
分
は
入
山
附
近
で
日

高
川
に
流
れ
こ
ん
で
居
た
の
で
せ
う
。

又
廣
々
と
し
た
あ
の
深
毛
も
其
の
時
分
は
大
き
な
沼
で
あ
つ
た
と
も
想
像
出
來
ま
す
。

そ
れ
か
ら
幾
千
年
か
幾
萬
年
か
、
日
高
川
や
西
川
の
運
ん
で
來
た
土
が
積
み
重
な
つ
て
、
今
の
深
毛
が
生
れ
た
の
で

せ
う
。
其
の
後
日
高
川
は
だ
ん

と
川
口
が
東
へ
遷
つ
て
和
田
村
か
ら
離
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

く

け
れ
ど
も
西
川
は
今
も
入
山
に
そ
つ
て
流
れ
て
居
ま
す
。
さ
う
し
て
私
達
の
村
の
爲
色
々
役
に
立
つ
て
居
ま
す
が
、

時
々
大
水
の
た
め
西
川
に
水
が
溢
れ
て
、
深
毛
が
泥
海
の
樣
に
な
り
、
折
角
の
稲
が
出
來
な
く
な
つ
て
困
つ
た
の
で

す
。
そ
れ
で
昭
和
七
年
に
此
の
西
川
に
大
き
な
堤
を
築
く
こ
と
ゝ
な
つ
て
、
た
く
さ
ん
の
費
用
と
た
く
さ
ん
の
人
夫

(

一

九

三

二

年

)

を
使
つ
て
改
修
し
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
此
の
工
事
が
完
成
す
れ
ば
深
毛
も
水
害
か
ら
の
が
れ
る
事
が
出
來
る
樣

に
な
り
ま
せ
う
。
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第
十
八

日

ノ

御

崎
私
達
が
濱
へ
出
て
見
ま
す
と
、
西
の
方
長
く

突
出
て
居
る
岬
が
あ
り
ま
す
。

く

此
を
日
の
御
崎
と
申
し
ま
す
。
日
の
御
崎
と
言
ふ
名
前
は
遠
い

昔
か
ら
つ
け

く

ら
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
日
が
よ
く
か
ゞ
や
く
御
崎
と
い
ふ
わ
け
だ
さ
う
で
す
。

此
の
岬
の
海
は
よ
く
荒
れ
る
の
で
昔
か
ら
非
常
に
難
儀
し
た
所
で
あ
り
ま
す
。
そ

れ
で
だ
ん

文
明
が
進
ん
で
來
ま
す
に
つ
れ
て
此
の
難
儀
を
救
ふ
た
め
に
此
處

く

に
燈
台
を
造
つ
た
の
で
す
。
其
の
燈
台
の
初
め
は
三
萬
六
千
燭
光
の
明
る
さ
で
あ

り
ま
し
た
が
、
後
電
氣
を
使
ふ
樣
に
な
り
ま
し
て
、
今
で
は
三
十
五
萬
燭
光
の
光

で
海
上
二
十
三
海
里
の
外
ま
で
も
照
ら
し
て
荒
海
を
守
つ
て
い
ま
す
。

第
十
九

煙

樹

濱

廣
い

濱
邊
に
そ
つ
て
長
く

續
い
て
居
る
松
原
。
私
達
に
は
一
層
の
な
つ
か
し

く

く

さ
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
け
れ
ど
も
此
の
松
原
は
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
て
大
事
な

松

く

原
で
す
。

そ
れ
は
作
物
に
は
お
そ
ろ
し
い
潮
風
を
防
ぐ
こ
と
が
出
來
ま
す
。
又
木
の
影
う
つ
る
海

を
好
む
魚
の
心
を
と
ら
へ
て
近
づ
け
る
事
も
出
來
ま
す
。

そ
れ
で
昔
は
御
留
山
と
言
う
て
木
を
自
由
に
き
ら
れ
ぬ
御
ふ
れ
が
度
々
出
て
居
ま
す
。

明
治
の
御
代
に
な
り
ま
し
て
も
保
安
林
と
定
め
ら
れ
た
の
で
す
。

又
昭
和
十
年
か
ら
は
此
の
雄
大
な
松
原
、
豪
莊
な
海
の
景
色
を
め
で
て
、
此
處
を
ハ
イ

(

一

九

三

五

年

)

キ
ン
グ
コ
ー
ス
と
定
め
ら
れ
ま
し
た
の
で
、
近
頃
は
さ
つ
そ
う
と
し
た
ハ
イ
キ
ン
グ
の



- 14 -

姿
を
見
受
け
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。

第
二
十

私

の

村

靑
々
と
續
い
て
居
る
松
原
、
廣
々
と
し
た
深
毛
、
高
く
そ
び
え
て
居
る
西
山
、
何
を
見
て
も
私
等
に
と
つ
て
は
な
つ

か
し
い
思
い
出
で
あ
り
ま
す
。

此
の
和
田
村
は
古
い
昔
か
ら
開
け
て
、
此
處
に
人
々
が
集
つ
て
住
ん
で
居
つ
た
の
で
す
。

そ
れ
は
塚
や
神

逢
母
の
事
な
ど
を
考
へ
る
と
分
か
り
ま
せ
う
。

社

そ
れ
か
ら
だ
ん

長
い
年
月
の
間
に
發
展
し
て
現
在
で
は
人
口
一
八
五
〇
名
も
あ
る
村
と
な
り
、
ま
た
其
の
他
遠

く

い
所
近
い
所
い
た
る
所
へ
行
つ
て
活
動
し
て
居
る
人
も
合
せ
ま
す
と
二
四
四
〇
名
に
も
な
る
の
で
す
。

私
等
は
此
の
古
い
名
の
あ
る
村
に
生
れ
、
よ
い
村
に
住
ん
で
居
る
の
で
す
か
ら
、
互
に
は
げ
ん
で
立
派
な
人
に
な
り

ま
せ
う
。
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あ

と

が

き

こ
の
和
田
尋
常
高
等
小
学
校
発
行
の
「
郷
土
史
讀
本
」
も
「
三
尾
郷
土
讀
本
」
と
同
じ
く
昭
和

十
一
年
に
発
行
さ
れ
て
い
る
。

昭
和
十
一
年
と
言
え
ば
日
本
は
軍
国
主
義
の
ま
っ
た
だ
中
だ
っ
た
。
内
容
も
そ
れ
に
沿
っ
て
生

徒
の
士
気
高
揚
の
た
め
に
編
集
さ
れ
て
い
る
様
な
気
が
す
る
。

父
が
所
蔵
し
て
い
た
「
郷
土
史
讀
本
」
は
書
写
し
た
も
の
で
な
く
コ
ピ
ー
版
で

「
三
尾
郷
土

、

讀
本
」
は
原
本
で
あ
る
。
コ
ピ
ー
版
は
今
ひ
と
つ
鮮
明
さ
に
欠
け
る
の
で
、
も
う
一
度
コ
ピ
ー
を

撮
ろ
う
と
県
内
の
図
書
館
の
蔵
書
を
オ
ン
ラ
イ
ン
検
索
す
る
と
和
歌
山
大
学
図
書
館
に
一
冊
あ
る

の
み
と
判
っ
た
。
そ
れ
に
比
べ
「
三
尾
郷
土
讀
本
」
は
三
つ
の
図
書
館
に
四
冊
が
残
っ
て
い
た
。

「
郷
土
史
讀
本
」
が
和
田
小
学
校
に
も
残
っ
て
い
な
い
の
は
、
内
容
が
戦
後
の
教
育
に
そ
ぐ
わ

な
い
か
ら
処
分
し
た
か
、
校
舎
の
建
て
替
え
の
際
処
分
し
た
の
だ
ろ
う
。

平
成
二
十
三(

二
〇
一
一)

年
五
月
三
十
一
日(

火)

清
水

章
博


