
新
島
襄
の
書
簡
に
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え
る
﹁
幸
福
﹂

︱
幕
末
武
士
階
級
の
漢
語

︱

浅

野

敏

彦

一

新
島
襄
は
︑
一
八
六
四
年
七
月
一
七
日
︵
陽
暦
︶
に
幕
府
の
﹁
国
禁
を
犯

し
﹂︵
同
志
社
設
立
の
始
末
︶
て
︑
国
外
に
脱
出
︑
一
年
後
に
ボ
ス
ト
ン
に
到

着
す
る
︒
そ
れ
か
ら
二
年
と
八
ヶ
月
後
の
一
八
六
七
年
三
月
二
九
日
付
け
父
民

治
宛
書
簡
の
な
か
で
︑
新
島
は
次
の
よ
う
な
決
意
と
願
い
を
述
べ
て
い
る
︒
以

下
︑
書
簡
本
文
は
新
島
襄
全
集
編
集
委
員
会
編
﹃
新
島
襄
全
集
�
﹄︵
同
朋
舎
︑

一
九
八
七
年
︶
に
よ
る
︒
ま
た
︑﹁
幸
福
﹂
の
傍
線
は
す
べ
て
引
用
者
に
よ
る
︒

①

小
子
も
昔
の
七
五
三
太
と
は
大
に
違
ひ
深
く
此
聖
人
の
道
を
楽
み
︑
日

夜
怠
ら
す
其
聖
経
を
よ
み
︑
道
を
楽
し
み
善
を
行
ひ
︑
偏
に
他
日
の
成
業

且
国
家
の
繁
栄
︑
君
父
朋
友
の
幸
福
を
の
み
神
祈
仕
候
︒︵
書
簡
番
号
17
︶

②

去
か
ら
此
天
上
独
一
真
神
は
天
に
も
地
に
も
只
独
り
︵
釈
迦
如
来
の
如

き
銕
石
の
仏
と
ハ
相
違
い
た
し
候
︶
の
神
ニ
御
座
候
ハ
ヽ
天
地
︑
星
辰
︑

人
間
︑
鳥
獣
︑
魚
類
等
を
つ
く
り
氷
々
御
存
在
こ
ゝ
に
も
か
し
こ
に
も
被

為
在
︑
世
人
の
善
悪
を
御
覧
被
成
︑
善
を
な
す
者
に
ハ
未
来
の
幸
福
不
朽

の
生
命
を
賜
ひ
︑
悪
を
為
せ
し
者
に
必
ら
す
罪
を
加
へ
︑
永
々
の
困
苦
を

賜
ひ
候
間
︵
同
右
︶

｢幸
福
﹂
は
︑
後
述
す
る
よ
う
に
﹁
幸さ
い

福は
ひ

﹂
と
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る

例
が
あ
り
︑
新
島
の
用
例
を
漢
語
﹁
か
う
ふ
く
﹂
で
あ
る
と
考
え
て
論
を
進
め

る
に
あ
た
っ
て
︑
右
に
掲
げ
た
例
が
﹁
か
う
ふ
く
﹂
で
あ
ろ
う
と
説
明
し
て
お

く
必
要
が
あ
る
︒
こ
の
点
に
つ
い
て
は
︑﹁
君
父
朋
友
﹂
﹁
未
来
﹂
を
連
体
修
飾

語
と
し
て
い
る
こ
と
が
判
断
の
根
拠
で
あ
る
︒
﹁
朋
友
﹂
は
同
義
の
漢
字
が
重

ね
ら
れ
て
い
る
の
で
﹁
と
も
﹂
と
訓
む
こ
と
も
可
能
で
あ
り
︑﹁
幸
福
﹂
は

﹁
さ
い
は
ひ
﹂
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
が
︑
後
掲
の
﹃
椿
説
弓
張
月
﹄

に
﹁
君く
ん

父ふ

の
幸か
う

福ふ
く

﹂︵
⑧
︶
と
も
あ
る
の
で
︑
﹁
く
ん
ぷ
ほ
う
い
う
﹂
と
音
読
み

で
︑﹁
幸
福
﹂
も
音
読
さ
れ
た
も
の
と
考
え
た
︒

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂
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浅
野
︵
一
九
九
六
︶
に
於
い
て
︑﹃
新
島
襄
書
簡
集
﹄︵
岩
波
文
庫
︑
一
九
八

八
年
一
三
刷
改
版
︶
の
書
簡
番
号
�
～
25
に
該
当
す
る
書
簡
の
漢
語
︵﹁
長

ず
・
要
す
﹂
な
ど
の
一
字
漢
語
サ
変
を
も
含
め
て
︶
を
対
象
と
し
て
︑
一
四
八

二
の
漢
語
を
抜
き
出
し
︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
第
一
版
﹄
の
用
例
と
比
較
し
︑

Ａ

同
書
の
用
例
に
近
世
以
前
の
例
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
漢
語

Ｂ

同
書
の
用
例
に
明
治
以
降
の
例
し
か
あ
が
っ
て
い
な
い
漢
語
・
見
出
し

語
に
な
い
漢
語
・
見
出
し
語
が
あ
っ
て
も
用
例
が
示
さ
れ
て
い
な
い
漢
語

に
大
別
し
︑﹁
Ａ
75.7
％
／
Ｂ
24.3
％
﹂
と
い
う
結
果
を
得
た
︒

本
稿
は
︑﹁
Ａ
﹂
に
属
す
る
漢
語
語
彙
の
な
か
の
一
つ
で
あ
る
﹁
幸
福
﹂
が
︑

幕
末
武
士
階
級①
で
あ
る
彼
の
語
彙
に
あ
る
こ
と
を
手
が
か
り
に
し
て
︑
副
題
に

示
し
た
よ
う
に
︑
彼
が
生
き
た
同
時
代
の
知
識
階
級
で
あ
っ
た
武
士
の
語
彙
一

斑
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒

二

後
述
す
る
電
子
化
さ
れ
た
デ
ー
タ
を
用
い
た
調
査
で
得
た
用
例
の
中
で
︑
文

字
列
と
し
て
の
﹁
幸
福
﹂
の
も
っ
と
も
古
い
例
は
︑
本
文
が
確
か
で
は
な
い
が
︑

仙
覚
の
﹃
万
葉
集
注
釈
﹄︵
文
永
六
﹇
一
二
六
九
﹈
年
︶
に
採
ら
れ
て
い
る

﹁
摂
津
の
国
風
土
記
逸
文
﹂
の
例
で
あ
る
︒
引
用
は
日
本
古
典
文
学
大
系
﹃
風

土
記
﹄
に
よ
っ
た
︒

③

則
乘
此
船
而

可
行
幸

當
有
幸
福
︵
美
奴
売
松
原
の
条
︶

日
本
古
典
文
学
大
系
は
﹁
幸さ

ひ

福は
ひ

﹂
と
し
て
引
用
し
て
い
る
︒
し
か
し
︑﹃
日

本
書
紀
﹄﹃
古
事
記
﹄﹃
万
葉
集②
﹄
に
も
﹁
幸
福
﹂
の
文
字
列
は
無
い
︒
ま
た
︑

中
国
の
用
例
を
﹁
漢
籍
電
子
文
献
資
料
庫
﹂︵﹁
中
央
研
究
院
・
歴
史
言
語
研
究

所
﹂
の
サ
イ
ト
︶
で
の
検
索
に
よ
っ
て
︑﹁
幸
福
﹂
は
﹃
旧
唐
書
﹄
の
﹁
幸
福

昌
縣
﹂﹁
幸
福
先
寺
﹂
が
﹁
幸
福
﹂
を
文
字
列
と
し
て
検
索
で
き
る
が
︑
こ
れ

ら
の
例
は
そ
れ
ぞ
れ
︑
﹁
福
昌
縣
﹂︑
﹁
福
先
寺
﹂
に
﹁
幸ゆ

く
﹂
と
訓
む
べ
き
例

で
あ
る
︒
さ
ら
に
﹃
新
唐
書
﹄
の
﹁
帝
怒
︑
竄
愈
瀕
死
︑
憲
亦
弗
獲
天
年
︒
幸

福
而
禍
︑
無
亦
左
乎
﹂
は
︑
﹁
以
生
而
死
﹂
と
同
様
の
構
文
と
す
れ
ば
︑﹃
日
本

国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄
の
補
注
が
説
く
よ
う
に
﹁
福
を
幸
︵
ね
が
︶
ふ
﹂
と
訓

む
べ
き
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
︑﹃
漢
語
大
詞
典
﹄︵
G
D
-
R
O
M
版
︶
に

は
︑﹁
幸
福
﹂
の
例
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
︒

右
に
述
べ
た
中
国
の
例
に
照
ら
す
と
︑
風
土
記
逸
文
の
﹁
幸
福
﹂
は
︑
八
世

紀
の
確
実
な
例
と
は
し
が
た
い
の
で
あ
る
︒
漢
語
で
は
な
く
︑﹁
幸
福
﹂
と
い

う
文
字
列
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
﹁
幸
福
﹂
が
一
般
化
す
る
時
代
を
背
景
と
し

て
︑
生
じ
た
本
文
と
も
考
え
ら
れ
る
︒

確
実
に
古
い
例
は
︑
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
の
サ
イ
ト
の
﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
﹄
の
用
例
全
文
検
索
で
得
ら
れ
た
熊
沢
蕃
山
﹃
集
義
和
書
﹄︵
一
六
七

六
年
︶
に
み
え
る
次
の
二
例
で
あ
る
︒
中
村
︵
一
九
八
三
︶
は
︑
上
田
秋
成

﹃
肝
大
小
心
録
﹄
を
引
き
︑﹁
日
本
で
は
江
戸
時
代
に
使
わ
れ
始
め
た
と
思
わ
れ

る
﹂
と
す
る
︒
引
用
は
酒
田
市
立
光
丘
文
庫
蔵
本
︵
国
文
学
研
究
資
料
館
電
子

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂
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図
書
館
﹁
所
蔵
和
古
書
・
マ
イ
ク
ロ
／
デ
ジ
タ
ル
目
録
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
﹂︶

に
よ
る
︒

④

故
に
攸ユ
ウ

好カ
ウ

徳ト
ク

の
幸カ
ウ

福フ
ク

あ
る
人
は
︑
次
第
を
歴ヘ

て
徳
を
知
も
御
座
候
︵
巻

三
︶

⑤

通ツ
ウ

達タ
ツ

し
て

幸
サ
イ
ワ
イ

福
を
得
る
時
は
人
を
よ
く
し
︑
窮キ
ウ

塞ソ
ク

し
て
禍ク
ワ

難ナ
ン

に
あ
ふ

時
は
其
身
を
よ
く
す
︵
巻
一
六
︶

巻
一
六
の
幸
福
に
は
﹁

幸
サ
イ
ワ
イ

福
﹂
と
﹁
幸
﹂
に
の
み
振
り
仮
名
﹁
サ
イ
ワ

イ
﹂
が
振
ら
れ
て
い
る
が
︑
有
朋
堂
文
庫
が
﹁
幸さ
い

福は
ひ

﹂
と
し
て
い
る
よ
う
に
︑

ま
た
︑
後
述
の
﹃
雨
月
物
語
﹄﹃
椿
説
弓
張
月
﹄
の
版
本
の
よ
う
に
︑﹁
幸
福
﹂

を
熟
字
訓
の
よ
う
に
﹁
サ
イ
ワ
イ
﹂
と
訓
ん
で
い
る
と
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
︒

蕃
山
の
例
に
よ
っ
て
︑
文
字
列
﹁
幸
福
﹂
は
︑
漢
語
﹁
こ
う
ふ
く
﹂
で
も
あ

り
︑
和
語
﹁
さ
い
わ
い
﹂
の
漢
字
表
記
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
︒

﹃
集
議
和
書
﹄
の
次
は
︑
約
九
〇
年
後
の
﹃
雨
月
物
語
﹄︵
一
七
六
八
︶
に
み

え
︑﹃
雨
月
物
語
﹄
か
ら
﹃
椿
説
弓
張
月
﹄︵
一
八
〇
七
︶
ま
で
の
四
〇
年
間
の

例
を
得
て
い
な
い
︒
し
か
し
︑
一
八
六
〇
年
代
に
入
る
と
二
︑
三
年
の
間
を
お

く
だ
け
で
︑
多
く
の
用
例
を
得
る
こ
と
が
出
来
て
い
る
︒
新
島
の
用
例
も
こ
の

間
に
入
る
の
で
あ
る
︒

木
越
治
氏
が
電
子
化
さ
れ
た
上
田
秋
成
の
本
文③
に
よ
っ
て
︑﹃
雨
月
物
語
﹄

以
外
に
も
秋
成
の
作
品
で
は
﹃
肝
大
小
心
録
﹄︑﹃
春
雨
草
紙
﹄
の
例
が
得
ら
れ

る
︒﹃
肝
大
小
心
録
﹄
は
中
村
︵
一
九
八
三
︶︑﹃
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄

に
も
引
か
れ
て
い
る
の
で
︑
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
テ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
版
本

を
閲
覧
で
き
た
﹃
雨
月
物
語
﹄
の
例
を
引
く
︒

⑥

上
じ
や
う

皇
く
は
う

の
幸さ
い

福は
ひ

い
ま
だ
盡つ
き

ず
︒
重
盛
が
忠
信
ち
か
づ
き
が
た
し
︒
今
よ

り
支ゑ

干と

一

周
め
ぐ
り

を
待ま
た

ば
︑
重
盛
が
命
數

よ

は

ひ

既す
で

に
盡つ
き

な
ん
︒
他か
れ

死し

せ
ば
一
族ぞ
く

の

幸さ
い

福は
ひ

此
時
に
亡
ほ
ろ
ぶ

べ
し
︵
巻
一
・
白
峯
︶

⑦

貧
福
を
い
は
ず
︑
ひ
た
す
ら
善
を
積つ
ま

ん
人
は
︑
そ
の
身
に
来
ら
ず
と
も
︑

子し

孫そ
ん

は
か
な
ら
ず
幸さ
い

福は
ひ

を
得う

べ
し
︵
巻
五
・
貧
福
論
︶

﹃
椿
説
弓
張
月
﹄
に
は
﹁
幸さ
ひ

福は
ひ

﹂
︵
前
編
・
第
一
四
回
︶
の
熟
字
訓
の
例
も
見

え
る
が
︑
次
の
よ
う
に
︑
﹁
幸こ
う

福ふ
く

﹂
の
例
も
あ
る
︒

⑧

わ
れ

苟
い
や
し
く

も
君く
ん

父ふ

の
幸こ
う

福ふ
く

に
因よ
り

て
風ふ
う

濤と
う

の
難な
ん

も
な
く
︑
異い

邦ほ
う

に
往わ
う

来ら
い

し

て
︵
前
編
・
第
七
回
︶

秋
成
︑
馬
琴
に
見
え
る
と
︑
そ
れ
も
熟
字
訓
の
例
で
あ
る
と
︑
中
国
通
俗
物

の
影
響
を
予
想
し
て
み
た
く
な
る
の
で
あ
る
が
︑
白
話
小
説
が
多
く
電
子
化
さ

れ
て
い
る
サ
イ
ト
の
﹁
開
放
文
学④
﹂
で
検
索
し
た
が
︑
わ
ず
か
﹃
警
世
通
言
﹄

﹃
剪
灯
餘
話
﹄
の
例⑤
を
得
る
だ
け
で
︑
同
サ
イ
ト
上
に
あ
る
﹃
紅
楼
夢
﹄﹃
西
遊

記
﹄﹃
水
滸
全
伝
﹄
に
﹁
幸
福
﹂
は
見
え
な
い
︒

﹃
椿
説
弓
張
月
﹄
以
降
︑
新
島
ま
で
に
得
ら
れ
た
例
は
︑
儒
学
者
︵
先
哲
叢

談
︶︑
朱
子
学
︵
慊
堂
日
暦
・
象
山
書
簡
︶
に
加
え
て
洋
学
者
︵
諳
厄
利
亜
語

林
大
成
・
玉
石
志
林
・
西
洋
事
情
︶
な
ど
の
手
に
成
る
文
献
で
あ
る
︒
新
島
は
︑

こ
れ
ら
の
学
者
層
と
連
な
る
階
層
に
属
し
て
い
て
︑
こ
れ
ら
階
層
の
人
々
︱
幕

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂
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末
武
士
階
級
が
有
し
て
い
た
語
彙
を
共
有
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
か
と
思
わ
れ

る⑥
︒

三

｢幸
福
﹂
の
語
義
に
つ
い
て
の
考
察
は
︑
辞
書
に
み
え
る
﹁
恵
ま
れ
た
状
態

に
あ
っ
て
不
平
を
感
じ
な
い
こ
と
︒
満
足
で
き
て
た
の
し
い
こ
と
︒
め
ぐ
り
あ

わ
せ
の
よ
い
こ
と
︒
ま
た
︑
そ
の
さ
ま
︒
さ
い
わ
い
︒
し
あ
わ
せ
︒﹂︵﹃
日
本

国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄︶
と
い
う
語
義
の
み
で
は
な
く
︑
山
田
洸
︵
一
九
八
九
︶

が
︑
福
沢
諭
吉
︑
西
周
は
﹁
幸
福
﹂
と
訳
し
た
だ
け
で
は
西
洋
近
代
の
幸
福
観

を
捉
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
は
な
い
か
︑
と
し
て
い
る

視
点
が
︑
新
島
の
﹁
幸
福
﹂
の
語
義
の
考
察
に
も
必
要
と
思
わ
れ
る
︒

一
九
六
七
年
一
二
月
二
五
日
の
民
治
宛
書
簡
に
み
え
る
︑﹁
朝
夕
独
一
真
神

に
向
ひ
大
人
及
ひ
全
家
之
幸
福
を
祈
居
候
﹂︵
書
簡
番
号
21
︶
は
︑
山
田
︵
一

九
八
九
︶
の
指
摘
に
も
あ
る
︑
福
沢
諭
吉
が
﹁
ア
メ
リ
カ
独
立
宣
言
文
﹂
を
訳

し
た
と
こ
ろ
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂
と
か
さ
な
る
重
み
を
内
に
含
ん
だ
も
の
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒
帰
国
後
︑
板
垣
退
助
に
宛
て
た
書
簡
に
﹁
人
此
教
を
奉

し
而
弥
進
ま
ハ
人
類
之
造
物
主
宰
よ
り
賦
せ
ら
れ
た
る
幸
福
ハ
弥
益
す
へ
し
﹂

︵
書
簡
番
号
152
︶
と
用
い
た
﹁
幸
福
﹂
は
︑
⑨
に
示
す
福
澤
の
﹁
幸
福
﹂
と
重

な
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

⑨

天
の
人
を
生
ず
る
は
億
兆
皆
同
一
轍
に
て
︑
之
に
附
與
す
る
に
動
か
す

可
か
ら
ざ
る
の
通
義
を
以
て
す
︒
卽
ち
其
通
義
と
は
人
の
自
か
ら
生
命
を

保
し
自
由
を
求
め
幸
福
を
祈
る
の
類
に
て
︑
他
よ
り
之
を
如
何
と
も
す
可

ら
ざ
る
も
の
な
り
︵
﹃
西
洋
事
情
初
編
﹄
巻
二⑦
︶

右
に
該
当
す
る
﹁
独
立
宣
言
文
﹂
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
︒

⑩

W
e
h
o
ld
th
e
se
tru
th
s
to
b
e
se
lf-e
v
id
e
n
t,
th
a
t
a
ll
m
e
n
a
re

cre
a
te
d

e
q
u
a
l,
th
a
t
th
e
y

a
re

e
n
d
o
w
e
d

b
y

th
e
ir
C
re
a
to
r

w
ith
ce
rta
in
u
n
a
lie
n
a
b
le
R
ig
h
ts,
th
a
t
a
m
o
n
g
th
e
se
a
re
L
ife
,

L
ib
e
rty
a
n
d
th
e
p
u
rsu
it
o
f
H
a
p
p
in
e
ss
⑧

.

福
澤
の
﹁
幸
福
﹂
は

“H
a
p
p
in
e
ss”
の
訳
語
で
あ
る
︒
こ
の
点
で
は
︑﹃
日

本
国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄
が
﹁
幸
福
﹂
の
﹁
語
誌
﹂
に
示
す
﹃
諳
厄
利
亜
語
林

大
成⑨
﹄︵
一
八
一
八
四
年
︶
の
﹁
H
a
p
p
in
e
ss

ヘ

ピ

ネ

ス

幸
福
︑
サ
イ
ハ
イ

﹂
ま
た
次
の
見

出
し
語
﹁
H
a
p
p
y

ベ

ツ

ピ

イ

幸
ナ
ル

幸
福
ナ
ル

﹂
が
︑
当
時
の
英
学
の
環
境
と
関
連
づ

け
さ
れ
る
が
︑
直
接
的
な
関
係
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
い
︒
な
お
︑
中
村

︵
一
九
八
三
︶
で
は
﹁
幸サ
イ

福ワ
イ

の
訳
を
施
し
て
あ
る
﹂
と
し
︑
当
時
は
﹁
音
読
よ

り
訓
読
が
一
般
的
で
あ
っ
た
ろ
う
か
﹂
と
推
察
さ
れ
て
い
る⑩
︒

半
世
紀
後
の
﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
初
編
﹄︵
一
八
六
二
年
︶
で
は
︑
“H
a
p
-

p
y
n
e
ss”
に
は
﹁
幸
ヒ
ニ
﹂
“H
a
p
p
y
”
に
は
﹁
幸
ヒ
ナ
ル
﹂
と
あ
り
︑
と
も
に

﹁
幸
福
﹂
の
訳
語
は
な
い
︒
杉
本
つ
と
む
編
﹃
江
戸
時
代
翻
訳
日
本
語
辞
典
﹄

︵
早
稲
田
大
学
出
版
会
︑
一
九
八
一
︶
に
拠
る
と
九
語
に
﹁
幸
福
﹂
の
訳
語
が

見
え
る
︒﹃
研
究
社
新
英
和
大
辞
典
第
E
版
﹄
に
﹁
神
の
恵
み
の
深
い
こ
と
︑

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂

四
一
三



幸
福
の
身
︑
幸
運
︑
多
幸
﹂
の
訳
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る

“B
le
sse
d
n
e
ss”
に

﹁
幸
福
﹂
の
訳
語
が
あ
る
︒
な
お
︑﹃
和
英
語
林
集
成
初
版
﹄︵
一
八
六
七
年
︶

の
﹁
和
英
の
部
﹂
に
﹁
幸
福
﹂
は
な
く
︑
“H
A
P
P
IN
E
S
S
”
に
は
“R
a
k
u
;

ta
n
o
sh
im
i;
sa
iw
a
i;
k
’a
n
ra
k
u
”
が
訳
語
に
み
え
る
︒
“B
L
E
S
S
IN
G
S
”
に
は
︑

“O
n
;
m
e
g
u
m
i”
と
あ
り
︑﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
初
編
﹄
の

“B
le
sse
d
n
e
ss”

に
あ
る
﹁
幸
福
﹂
は
な
い⑪
︒

新
島
が
親
兄
弟
の
た
め
に
神
に
祈
っ
た
﹁
幸
福
﹂
も
︑﹁
さ
い
わ
い
・
し
あ

わ
せ
﹂
で
は
十
分
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
︑﹁
独
立
宣
言
文
﹂
に
見
え
る

“H
a
p
p
in
e
ss.”
の
よ
う
に
︑
重
い
語
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

象
山
の
書
簡
に
﹁
貴
家
の
御
幸
福
﹂﹁
天
下
精
霊
の
幸
福
﹂
が
見
え
る
こ
と

を
紹
介
し
て
い
る
山
田
洸
︵
一
九
八
九
︶
に
導
か
れ
て
︑﹃
象
山
全
集⑫
﹄
を
調

査
し
た
と
こ
ろ
︑
⑪
を
見
出
し
た
︒

⑪

当
今
某
な
ら
で
叶
は
ざ
る
大
任
の
御
用
有
之
候
見
込
通
り
に
参
り
候
へ

ば
上
一
人
よ
り
下
億
兆
の
幸
福
と
奉
存
候
︵
四
月
一
六
日
齊
藤
衛
・
岡
野

弥
衛
門
宛
書
簡
︶

﹁
上
一
人
よ
り
下
億
兆
﹂
と
個
人
的
な
﹁
幸
福
﹂
を
言
っ
た
の
で
は
な
い
象
山

の
例
は
︑
独
立
宣
言
の
“H
a
p
p
in
e
ss”
に
つ
な
が
る
例
と
も
言
え
よ
う
︒

四

｢江
戸
時
代
に
使
わ
れ
始
め
た
と
思
わ
れ
る
﹂︵
中
村
一
九
八
三
︶﹁
幸
福
﹂

は
︑
ジ
ャ
パ
ン
ナ
レ
ッ
ジ
の
サ
イ
ト
を
利
用
し
た
﹃
東
洋
文
庫
﹄︑﹁
新
編
日
本

古
典
文
学
全
集
﹂
︑
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄
の
全
文
検
索
︑
及
び
﹃
角
川

古
語
大
辞
典
﹄
の
全
文
検
索
に
よ
っ
て
︑
熊
沢
蕃
山
﹃
集
義
﹄︵
一
六
七
六
︶

ま
で
遡
る
こ
と
が
で
き
︑
一
九
世
紀
中
頃
以
降
に
多
く
の
用
例
が
得
ら
れ
た⑬
︒

そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
の
は
︑
陽
明
学
︑
朱
子
学
で
あ
り
︑﹁
幸
福
﹂
が
︑
現

在
得
て
い
る
例
が
中
国
に
多
く
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
が
︑
や
は
り
︑
中
国

か
ら
の
受
容
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
古
代
漢
語
で
は
な
く
︑
宋
以
降
の
中
世
漢
語

で
あ
る
︒
そ
れ
は
︑
漢
文
世
界
の
語
と
は
異
な
る
漢
語
で
あ
っ
た
︒

新
島
の
﹁
君
父
朋
友
の
幸
福
﹂
は
︑
﹃
椿
説
弓
張
月
﹄
の
﹁
わ
れ

苟
い
や
し
く

も
君く
ん

父ふ

の
幸こ
う

福ふ
く

に
因よ
り

て
﹂
と
似
通
う
︒
日
本
古
典
文
学
大
系
で
の
調
査⑭
で
は
︑
馬
琴

は
﹃
椿
説
弓
張
月
﹄︵
前
編
巻
之
一
～
拾
遺
巻
之
五
︶
で
五
例
の
﹁
幸
福
﹂
を

用
い
て
い
る
が
︑
﹁
幸
福
﹂
に
﹁
こ
う
ふ
く
﹂
と
振
り
仮
名
が
振
ら
れ
て
い
る

の
は
引
用
し
た
箇
所
だ
け
で
あ
り
︑
他
は
﹁
さ
ひ
は
ひ
︵
さ
い
わ
い
︶
﹂
の
振

り
仮
名
で
あ
る
︒

新
島
に
は
︑﹁
幸
福
﹂
を
用
い
た
同
一
書
簡
17
に
﹁
此
神
喜
ん
で
其
の
祈
祷

を
御
聞
き
未
来
の
冥
福
を
被
下
候
事
必
定
ニ
御
座
候
﹂
と
﹁
冥
福
﹂
を
用
い
た

箇
所
が
あ
る
︒
ま
た
︑﹃
椿
説
弓
張
月
﹄
の
版
本⑮
に
は
︑﹁
さ
ひ
は
ひ
﹂
と
振
り

仮
名
が
振
ら
れ
た
漢
字
は
﹁
幸
﹂
﹁
福
﹂﹁
僥
倖
﹂
以
外
に

⑫

身み

を
殺こ
ろ

し
て
仁じ
ん

を
な
し
︑
國く
に

民た
み

を
救
す
く
ひ

な
ば
︑
神か
み

も
憐
あ
は
れ

み
人
も
喜
う
れ
し

み
︑

そ
の
應お
う

報ほ
う

空む
な

し
か
ら
ず
し
て
︑
王わ
ん

子ず

誕た
ん

生ぜ
う

あ
ら
ん
に
は
︑
こ
よ
な
き
國く
に

の

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂

四
一
四



洪さ
ひ

福は
ひ

也
︒︵
続
編
巻
之
二
・
第
三
四
回
︶

と
﹁
洪
福
﹂
が
あ
る⑯
︒
こ
の
﹁
洪
福
﹂
は
︑﹁
開
放
文
学
﹂
で
検
索
す
る
と
︑

﹃
三
国
演
義
﹄
に
﹁
操
笑
曰
：﹁
此
天
子
洪
福
耳
︒﹂﹂︵
第
二
十
回
︶︑﹃
西
遊
記
﹄

に
﹁
小
聖
道
：﹁
此
乃
天
尊
洪
福
︑
眾
神
威
權
︑
我
何
功
之
有
？
﹂﹂︵
第
六
回
︶︑

﹃
水
滸
全
伝
﹄
に
﹁
目
今
深
冬
︑
天
氣
和
煖
︑
此
天
子
洪
福
元
帥
虎
威
也
︒﹂

︵
第
八
〇
回
︶
の
よ
う
に
あ
る
︒
以
上
の
例
か
ら
す
る
と
︑
馬
琴
は
中
国
の
白

話
小
説
か
ら
﹁
洪
福
﹂
を
得
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒
一
方
︑﹁
幸
福
﹂
は
そ
の

よ
う
に
推
測
さ
せ
る
白
話
小
説
の
例
を
十
分
得
る
こ
と
が
出
来
て
い
な
い
︒
し

か
し
︑﹁
幸
福
﹂
が
秋
成
に
も
あ
る
の
で
︑
二
人
が
白
話
小
説
か
ら
得
た
と
い

う
こ
と
は
︑
必
ず
し
も
当
を
失
し
た
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
︒

﹃
角
川
古
語
大
辞
典
﹄
の
全
文
検
索
で
得
ら
れ
た
﹃
道
二
翁
道
話⑰
﹄
の
﹁
あ

な
た
任
ま
か
せ

に
し
て
ゐ
る
と
︑
自し

然ぜ
ん

と
身
に
幸さ
い

福わ
い

を
得う

る
と
い
ふ
事
じ
や
﹂︵
初
編

巻
下
︶
は
︑
聴
衆
に
話
し
か
け
る
こ
と
ば
は
﹁
さ
い
わ
い
﹂
で
あ
っ
た
が
︑
書

き
言
葉
で
は
﹁
幸
福
﹂
で
あ
り
︑
秋
成
︑
馬
琴
の
例
を
合
わ
せ
考
え
る
と
︑
知

識
層
へ
の
漢
語
﹁
幸
福
﹂
の
浸
透
が
推
察
で
き
る
︒

し
か
し
︑﹁
幸
福
﹂
が
﹁
さ
い
は
ひ
﹂
の
表
記
︑
あ
る
い
は
︑
和
語
﹁
さ
い

わ
い
﹂
に
該
当
す
る
漢
語
と
し
て
書
き
言
葉
の
層
に
浸
透
し
て
い
く
の
に
は
︑

時
間
が
か
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
︒﹃
書
言
字
考
節
用
集
﹄︵
享
保
二
︹
一
七

一
七
︺
年
の
刊
記
を
も
つ
平
楽
寺
蔵
版
・
前
田
書
店
複
製
︶
で
は
︑﹁
サ
イ
ハ

ヒ
﹂
を
表
記
す
る
漢
字
に
﹁
幸
・
福
・
禧
・
祐
・
慶
・
頼
﹂
と
単
字
を
列
挙
し

て
い
る
︒﹁
幸
福
﹂
は
︑﹁
身
体
・
生
活
・
美
麗
﹂
と
同
じ
く
︑
同
義
の
漢
字
を

重
ね
て
一
つ
の
意
味
を
表
し
て
い
る
語
で
あ
る
の
で
︑﹁
さ
い
は
ひ
﹂
と
訓
じ

る
漢
字
を
重
ね
て
﹁
幸
福
﹂
と
造
語
す
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
っ
た
︒
西
洋
見

聞
記
の
中
に
は
︑
鉄
道
タ
ー
ミ
ナ
ル
を
見
聞
し
て
︑
自
国
の
宿
駅
制
度
に
比
し

て
︑﹁
行
頭
﹂
と
い
う
白
話
語
風
の
語
を
造
語
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
︵
浅
野
二

〇
一
四
︶︒

﹃
書
言
字
考
節
用
集
﹄
で
は
︑
例
え
ば
﹁
あ
り
さ
ま
﹂
に
は
︑
下
学
集
・
魏

都
賦
を
出
典
と
す
る
﹁
分
野
﹂
︑
文
選
を
出
典
と
す
る
﹁
景
迹
﹂︑
続
日
本
紀
を

出
典
と
す
る
﹁
消
息
﹂
や
出
典
無
表
記
の
﹁
行
状
﹂
な
ど
の
漢
字
列
を
掲
げ
て

い
る
が
︑﹁
幸
福
﹂
は
こ
う
し
た
語
と
は
違
っ
た
層
に
属
し
て
い
た
語
で
あ
っ

た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
︒

五

古
典
語
に
お
い
て
︑﹁
幸
福
﹂
の
類
義
語
︑
あ
る
い
は
周
辺
に
あ
っ
た
語
に

は
ど
の
よ
う
な
語
が
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
︑
宮
島
達
夫
他
編
﹃
日
本
古
典
対

照
分
類
語
彙
表
﹄
︵
笠
間
書
院
︑
二
〇
一
四
年
︶
を
用
い
て
一
瞥
し
て
お
く
︒

漢
語
が
出
や
す
い
和
漢
混
淆
文
で
あ
る
こ
と
︑
中
世
の
作
品
で
あ
る
こ
と
で

﹃
平
家
物
語
﹄
を
取
り
上
げ
︑﹁
禍
福
﹂
を
表
し
て
い
る
﹁
1
.3
3
1
0︵
人
生
・
禍

福
︶﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
語
を
抽
出
し
︑
そ
の
中
か
ら
﹁
不
吉
・
わ
ざ
わ
ひ
﹂

な
ど
︑
幸
福
に
比
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
語
義
の
語
を
除
い
た
結
果
は
︑
次
の
通
り
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で
あ
る
︒
漢
語
は
語
構
成
要
素
の
漢
字
で
ま
と
め
た
︒

運
＝
運
／
御
運
︑
宿
運
︑
聖
運
︑
帝
運
︑
天
運

吉
＝
吉
︑
吉
事

天
＝
天
運
︑
天
命

福
＝
／
罪
福

繁
＝
繁
昌
︑
繁
栄

さ
い
は
ひ
︑
さ
い
は
ふ

こ
う
し
た
語
彙
の
な
か
に
︑﹁
幸
福
﹂
が
入
り
込
む
の
は
一
八
世
紀
に
入
っ

て
か
ら
で
あ
っ
た
︒
現
代
語
の
場
合
を
注
⑱
に
示
し
た
︒

近
代
中
国
語
に
お
け
る
﹁
幸
福
﹂
の
動
き
に
つ
い
て
も
調
べ
る
必
要
が
あ
る

が
︑
そ
こ
ま
で
は
及
ん
で
い
な
い
︒
ロ
ブ
シ
ャ
イ
ド
﹃
英
華
字
典
﹄
に
は
︑

“H
a
p
p
in
e
ss”
に

は
﹁
福
・
禧
・
祉
・
祥
・
福

祉
・
福

気
・
吉
・
福

煕
・
福

徳
﹂
が
あ
る
が
︑﹁
幸
福
﹂
は
な
い
︒
“B
le
sse
d
”︑
“B
le
ssin
g
”︑
“B
e
a
tifi
ca
t-

io
n
”︑
“C
o
m
fo
rta
b
le
”
に
も
﹁
幸
福
﹂
は
な
い
︒
現
代
の
﹃
英
管
大
詞
典
修

訂
第
二
版
﹄︵
商
務
印
書
館
︑
一
九
八
五
年
︶
の

“h
a
p
in
e
ss”
に
は
︑﹁
①
幸

福
︑
②
愉
快
︑
③
適
当
﹂
と
あ
り
︑
“fo
r
th
e
～
o
f
th
e
g
re
a
te
st
n
u
m
-

b
e
r”
に
は
﹁
黄
了
最
大
多
数
人
的
幸
福
﹂
と
﹁
幸
福
﹂
が
用
い
ら
れ
て
い
る
︒

ま
た
︑﹁
①
幸
福
﹂
の
後
に
古
語
の
印
を
し
て
﹁
幸
运
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら

す
る
と
︑
中
国
語
に
お
け
る
︿
舒
暢
﹀
と
心
が
感
じ
ら
れ
る
状
態
を
﹁
幸
福
﹂

と
す
る
の
は
︑
古
く
か
ら
で
は
な
い
と
推
測
で
き
る
︒
も
っ
と
も
︑
中
央
計
算

院
﹁
漢
籍
電
子
文
献
資
料
庫
﹂
の
検
索
で
唐
代
の
成
立
と
さ
れ
る
﹃
続
高
僧

伝
﹄
に
﹁
幸
運
﹂
は
一
例
あ
る
が
︑﹃
漢
語
大
詞
典
﹄
は
魯
迅
の
例
を
引
い
て

い
て
︑﹁
幸
運
﹂
も
中
国
に
お
い
て
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
き
た
語
で
は
な
い
︒

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄
の
用
例
の
全
文
検
索
を
し
て
得
ら
れ
る
古
い
例

は
︑
見
出
し
語
﹁
幸
運
﹂
に
引
か
れ
て
い
る
﹁
大
乗
院
寺
社
雑
事
記
・
実
隆
公

記
﹂
で
︑
十
五
世
紀
末
か
ら
十
六
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
例
と
︑
一
六
〇
三
年

刊
行
の
﹃
日
葡
辞
書
﹄
で
あ
る
︒

周
商
夫
﹃
新
名
詞
訓
纂
﹄
︵
上
海
︑
一
九
二
八
年
︶
に
﹁
感
情
・
悪
感
・
真

相
・
達
成
・
自
然
・
周
旋
﹂
と
並
ん
で
﹁
幸
福
﹂
が
あ
る
︒
同
書
は
︑
日
本
か

ら
の
借
用
語
あ
る
い
は
新
語
を
中
国
の
古
い
文
献
に
照
ら
し
て
︑
中
国
に
以
前

か
ら
あ
る
語
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
辞
書
で
あ
る
︵
﹃
明
清
俗
語
辞
書
集
成
�
﹄

汲
古
書
院
︑
二
〇
〇
五
年
︑
中
澤
規
矩
也
解
題
︶
︒
﹁
幸
福
﹂
に
は
﹁
竜
宮
寺

碑
﹂
の
﹁
幸
承
景
福
︒
翹
首
配
天
﹂
を
掲
げ
て
い
る
が
︑
漢
文
で
は
﹁
幸
い
に

景
福
を
承
く
﹂
と
訓
む
べ
き
と
こ
ろ
で
あ
る
︒
周
商
夫
の
意
識
で
は
︑
﹁
幸
福
﹂

は
日
本
語
か
新
語
で
あ
る
と
い
う
理
解
が
あ
っ
た
も
の
の
よ
う
で
あ
る
︒

右
に
見
て
き
た
こ
と
を
ま
と
め
る
と
︑﹁
幸
福
﹂
は
︑
日
本
語
で
は
﹁
さ
い

は
ひ
﹂﹁
運
﹂︑
さ
ら
に
は
﹁
仕
合
せ
﹂
︑
中
国
語
で
は
﹁
幸
・
福
﹂
で
充
足
さ

れ
て
い
た
意
味
領
域
に
入
り
込
む
こ
と
が
な
く
︑
十
九
世
紀
末
︑
二
十
世
紀
を

迎
え
て
︑
勢
力
を
広
げ
て
き
た
語
で
あ
っ
た
と
い
え
る
︒

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂

四
一
六



六

新
島
の
用
例
を
考
え
る
と
き
に
︑
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
文
献
と
の
か
か
わ
り

を
考
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
︒
浅
野
︵
一
九
六
九
︶
で
﹁
聖
経
﹂
を
﹃
聯
邦
志

略
﹄
に
見
え
る
と
し
た
︒
新
島
の
﹁
航
海
日
記
﹂
に
メ
モ
し
た
記
事⑲
は
︑﹁﹃
聯

邦
志
略
﹄
な
ど
か
ら
の
筆
写
で
あ
る
﹂︵﹃
新
島
襄
全
集
Q
﹄
注
解
︶
と
さ
れ
る

が
︑
正
確
に
は
箕
作
阮
甫
が
訓
点
︑
振
り
仮
名
を
施
し
た
和
刻
本
で
あ
っ
て
︑

杉
井
︵
一
九
九
〇
︶
に
指
摘
が
あ
る
削
除
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
関
係
の
記
事
に

出
て
く
る
語
で
あ
る
の
で
︑
二
本
を
対
照
せ
ず
に
結
論
づ
け
た
浅
野
︵
一
九
九

六
︶
で
の
指
摘
は
誤
り
で
あ
っ
た
︒

宣
教
師
マ
ル
テ
ィ
ン
が
﹁
古
典
的
中
国
語
に
よ
り
キ
リ
ス
ト
教
証
拠
論
を
中

国
的
に
ま
と
め
た
﹂︵
吉
田
︵
一
九
九
三
︶︶﹃
天
道
遡
原
﹄
に
は
﹁
以
聖
経
發

明
之
﹂︵
序
︶︑﹁
吾
教
譒
聖
経
﹂︵
引
︶﹁
聖
経
所
云
天
地
以
神
之
命
而
造
﹂︵
上

巻
第
二
章
︶
と
﹁
聖
経
﹂
が
見
え
る⑳
︒
も
っ
と
も
︑
吉
田
︵
一
九
九
三
︶
に
よ

る
と
︑﹃
天
道
遡
原
﹄
は
版
に
よ
っ
て
本
文
の
異
同
が
あ
り
︑
同
一
語
が
あ
っ

た
と
し
て
も
︑
新
島
が
同
書
に
拠
っ
た
と
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
加
え
て
︑﹃
天
道
遡
原
﹄
は
︑
新
島
が
帰
国
後
の
布
教
に
用
い
た
こ

と
︑
山
本
覚
馬
が
読
ん
で
︑
信
者
に
な
っ
た
こ
と
で
注
意
さ
れ
て
い
る
が
︑
渡

米
前
︑
渡
米
中
に
︑
新
島
が
﹃
天
道
遡
原
﹄
を
読
ん
だ
と
い
う
指
摘
は
さ
れ
て

い
な
い
の
で
︑
右
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
誤
っ
た
推
測
で
あ
る
可
能
性
も
あ
る
︒

ま
た
︑﹃
新
島
襄
書
簡
集
﹄
の
年
表
で
指
摘
さ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
小
冊
子
︑
漢

訳
聖
書
抜
粋
が
何
で
あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
は
な
っ
て
い
な
い
︒

﹃
新
島
旧
邸
蔵
書
分
類
目
録
﹄︵
同
志
社
大
学
図
書
館
︑
一
九
五
八
年
︶
に
は
︑

一
八
六
〇
年
版
を
も
と
に
し
て
訓
点
が
施
さ
れ
た
︑
明
治
八
年
に
刊
行
さ
れ
た

中
村
正
直
訓
点
本
は
あ
る
が
︑
帰
国
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
版
は
所
蔵
さ
れ
て
い

な
い
︒
そ
の
こ
と
も
あ
り
︑
彼
が
同
書
を
読
ん
だ
と
い
う
こ
と
の
指
摘
が
無
い

も
の
と
思
わ
れ
る
︒
し
か
し
︑
右
に
指
摘
し
た
﹁
聖
経
﹂
の
他
に
︑
用
例
②
に

見
え
る
﹁
独
一
真
神
﹂
︑
父
に
進
言
し
て
い
る
偶
像
崇
拝
の
誡
め
︵﹁
何
卒
大
人

御
目
を
ひ
ら
き
如
此
手
に
製
し
た
る
像
偶
に
御
迷
ひ
被
成
ぬ
様
﹂
書
簡
番
号

17
︶
が
︑
同
書
に
見
え
る
︒
加
え
て
新
島
が
心
引
か
れ
た
﹁
天
父
﹂
も
見
え
る
︒

⑬

世
人
莫
不
有
生
身
之
父
︒
故
又
別
之
曰
天
父
︵
引
︶

⑭

非
主
宰
天
地
之
獨
一
眞
神
︑
即
不
可
崇
拝
矣
︵
下
巻
・
第
九
章
︶

其
二
誡
曰
︑
勿
雕
偶
像
︑
勿
拝
跪
之
︑
勿
崇
奉
之
︒
可
見
人
不
可
供

奉
偶
像
矣
︒︵
同
右
︶

﹃
天
道
遡
原
﹄
の
こ
と
は
︑
佐
久
間
象
山
の
書
簡
に
も

⑮

兵
馬
よ
り
差
上
置
候
天
道
遡
原
聖
教
鑑
略
等
は
既
に
御
還
し
に
相
成
候

義
や
︒
も
し
只
今
に
御
手
許
に
御
座
候
は
ゞ
遡
源
に
て
も
鑑
略
に
て
も
一

寸
此
者
へ
御
轉
附
被
成
下
度
奉
冀
候
﹂
︵
書
簡
番
号
507
︶

と
見
え
︑
ま
た
︑
平
田
篤
胤
も
同
書
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
が
村
岡
典
嗣
に
よ

っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
て
︵
前
田
二
〇
〇
八
︶︑
本
書
は
日
本
国
内
で
も
閲
覧
可
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能
で
あ
っ
た
︒
新
島
は
︑
ア
メ
リ
カ
へ
の
船
上
で
乗
組
員
か
ら
借
り
た
﹁
耶
蘇

経
典
﹂
を
読
ん
で
︑﹁
実
に
帰
郷
之
上
再
ひ
父
母
に
逢
た
る
心
地
恰
も
如
此
か

と
思
ハ
れ
︑
心
の
喜
斜
な
ら
ず
﹂︵﹃
航
海
日
記
﹄
元
治
元
年
六
月
二
五
日
︶
覚

え
る
の
で
あ
る
︒
用
例
⑯
に
引
い
た
﹃
天
道
遡
原
﹄
下
巻
末
尾
に
近
い
箇
所
は
︑

こ
の
と
き
読
ん
だ
で
あ
ろ
う
内
容
と
重
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
︒

冒
頭
に
引
用
し
た
書
簡
に
滲
み
出
る
父
や
家
族
を
懐
か
し
み
︑
自
分
の
よ
う
な

息
子
を
持
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
思
っ
て
ほ
し
い
︑
ま
た
︑
心
配
し
な
い
で
ほ
し

い
と
い
う
思
い
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
る
︒
吉
田
︵
一
九
九
三
︶
所
載
の
訓
読

文
を
引
用
す
る
︒

⑯

夫
れ
我
を
生
み
我
を
育
な
ふ
者
は
父
母
︑
能
く
生
じ
能
く
育
す
る
所
以

の
者
は
天
父
の
命
也
︒
我
を
長
じ
我
を
鞠や
し

な
ふ
者
は
父
母
に
し
て
︑
能
く

長
じ
能
く
鞠
な
ふ
所
以
の
者
は
天
父
の
恩
也
︵
下
巻
・
第
九
章
︶

﹃
天
道
遡
原
﹄
は
直
接
聖
書
を
読
む
よ
り
は
︑
キ
リ
ス
ト
教
の
内
容
を
把
握

す
る
の
に
適
し
た
伝
道
上
の
書
籍
で
あ
っ
た
の
で
︑
広
く
流
布
す
る
に
い
た
っ

た
︵
吉
田
一
九
九
三
︶︒
新
島
も
布
教
に
用
い
︑
覚
馬
も
信
仰
心
を
持
つ
よ
う

に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
同
書
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
歴
史
や
教
義
を
喩
え
て
説
い
て

い
る
他
に
︑
世
界
史
︑
科
学
︑
人
体
に
関
し
て
︑
西
洋
の
学
問
に
接
す
る
入
門

的
な
要
素
も
含
ま
れ
て
い
て
︑
ア
メ
リ
カ
で
新
し
い
学
問
︑
思
想
に
接
す
る
こ

と
に
な
る
彼
に
と
っ
て
は
あ
り
が
た
い
書
籍
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
︒

ま
た
︑
漢
訳
は
︑
幕
末
の
武
士
階
級
に
と
っ
て
は
︑
日
本
語
で
も
あ
っ
た
の
で

あ
り
︑
こ
と
ば
の
問
題
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

｢幸
福
﹂
は
︑
﹃
天
道
遡
原
﹄
に
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
の
で
︑
新
島
の
﹁
幸

福
﹂
が
︑﹃
天
道
遡
原
﹄
と
つ
な
が
っ
て
く
る
と
い
う
の
で
は
な
い
︒﹃
天
道
遡

原
﹄
に
は
﹁
寺
満
百
城
︑
家
殷
景
福
︵
寺
百
城
に
満
ち
︑
家
景
福
殷

ゆ
た
か

な
り
︶﹂

︵
中
巻
・
景
教
碑
文
︶
と
﹁
景
福
﹂
が
見
え
る
が
︑
例
え
ば
︑
こ
う
し
た
文
脈

の
中
で
︑
新
島
は
自
己
の
語
彙
に
あ
る
﹁
幸
福
﹂
を
用
い
た
と
い
う
こ
と
に
な

る
︒｢幸

福
﹂
が
︑
新
島
を
は
じ
め
と
す
る
幕
末
の
武
士
階
級
を
含
む
知
識
階
級

の
語
彙
に
あ
っ
た
こ
と
は
︑
佐
久
間
象
山
︑
福
澤
諭
吉
︑
津
田
真
道
︑
加
藤
弘

之
︑
中
村
正
直
ら
の
著
作
に
見
え
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
の
で
あ
る
が
︑
熊
沢

蕃
山
以
前
の
用
例
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
か
た
た
め
に
︑
そ
の
源
を
ど
こ
に
求

め
る
か
は
明
ら
か
に
で
き
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
六
も
思
い
つ
き
の
の
域
を
出
な

い
も
の
で
あ
っ
て
︑
明
ら
か
に
す
べ
き
多
く
の
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
︒

注①

新
島
は
天
保
一
四
﹇
一
八
四
三
﹈
︶
年
の
生
ま
れ
で
あ
り
︑
﹃
国
史
辞
典
﹄︵
吉
川

弘
文
館
︶
の
よ
う
に
︑
幕
末
を
天
保
期
以
降
と
捉
え
る
と
︑
彼
は
ま
さ
に
幕
末
維
新

の
武
士
で
あ
っ
て
︑
こ
の
時
代
の
一
つ
の
生
き
方
を
と
っ
た
人
で
も
あ
る
︒

②

日
本
書
紀
︑
古
事
記
に
つ
い
て
は
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
を
電
子
化
し
た
サ
イ
ト

﹁
全
文
索
引
﹂
︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.se
isa
k
u
.b
z
/
︶︑
万
葉
集
に
つ
い
て
は
木
下
正
俊
・

校
訂
﹃
万
葉
集

Ｃ
Ｄ
-
Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
﹄
︵
塙
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︶
に
よ
っ
て
検
索
し

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂

四
一
八



た
︒

③

﹁
木
越
研
究
室
・
上
田
秋
成
の
作
品
﹂
h
ttp
:/
/
k
ig
o
sh
i.so
p
h
ia
.la
b
o
s.a
c/
ja
/

p
a
g
e
/
p
4
.h
tm
l

④

﹁
開
放
文
学
﹂
h
ttp
:/
/
o
p
e
n
-lit.co
m
/
in
d
e
x
.p
h
p

⑤

老
夫
受
公
祖
活
命
之
恩
︑
大
子
昔
日
難
中
︑
又
蒙
昭
雪
︑
此
恩
直
如
覆
載
︒
今
天

幸
福
墾
又
照
吾
省
︒
老
夫
衰
病
︑
不
久
於
世
︵
警
世
通
言
第
十
八
卷
︑
老
門
生
三
世

報
恩
︶

為
兩
人
薦
求
冥
間
的
幸
福
吉
復
卿
高
潔
的
品
格
︑
對
朋
友
的
深
情
厚
誼
︑
在
江
湖

之
間
廣
泛
傳
播
︒︵
剪
灯
餘
話

巻
一
兩
川
都
轄
院
志
︶

⑥

浅
野
︵
一
九
九
六
︶
に
﹇
資
料
E
﹈
と
し
て
新
島
と
松
蔭
の
共
通
語
一
二
〇
語
を

掲
げ
た
︒
新
島
一
四
八
二
語
︑
松
蔭
一
一
二
九
語
で
の
比
較
で
あ
る
︒

⑦

慶
應
義
塾
編
纂
﹃
福
澤
諭
吉
全
集
第
R
巻
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
五
八
年
︶
に
よ

る
︒

⑧

﹁
th
e

C
h
a
rte
rs
o
f
F
re
e
d
o
m
｣

h
ttp
:/
/
w
w
w
.a
rch
iv
e
s.g
o
v
/
e
x
h
ib
its/

ch
a
rte
rs/
d
e
cla
ra
tio
n
_
tra
n
scrip
t.h
tm
l

⑨

﹁
外
国
語
教
育
史
料
デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
作
成
委
員
会
﹂︵
委
員
長
江
利

川
春
雄
︶﹁﹁
明
治
以
降
外
国
語
教
育
史
料
デ
ジ
タ
ル
画
像
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス

h
ttp
:

/
/
e
rik
a
w
a
.s2
7
.x
re
a
.co
m
/
d
a
ta
b
a
se
2
/﹂﹂
に
拠
っ
た
︒
画
像
は
大
修
館
書
店
発

行
の
長
崎
市
立
博
物
館
蔵
本
の
複
製
に
よ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

⑩

鹿
児
島
大
学
図
書
館
玉
里
文
庫
本
︵
国
文
学
研
究
資
料
館
サ
イ
ト
上
の
画
像
に
よ

る
︶
で
は
﹁
幸
福
﹂
に
振
り
仮
名
は
な
く
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
の
記
載
も
な
い
︒

⑪

﹁
幸
福
﹂
は
︑﹃
和
英
語
林
集
成
﹄
で
は
︑
第
三
版
︵
一
八
八
六
年
︶
に
な
っ
て
︑

“H
A
P
P
IN
E
S
S
”
の
訳
語
に

“k
ō
fu
k
u
;
fu
k
u
sh
i”
が
加
え
ら
れ
た
︒﹁
和
英
の
部
﹂

に
も

“K
Ō
F
U
K
U
”
が
立
項
さ
れ
﹁
カ
ウ
フ
ク
幸
福
︵
sa
iw
a
i︶
n
﹂
と
あ
り
︑

“H
a
p
p
in
e
ss
;
g
o
o
d
fo
rtu
n
s”
の
英
語
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
︒﹃
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版
﹄
の
﹁
語
誌
﹂
は
﹁
明
治
期
に
入
っ
て
か
ら
︵
中
略
︶
h
a
p
p
y
,
h
a
p
p
in
e
ss

の
訳
語
と
し
て
﹁
附
音
挿
図
英
和
字
彙
﹂︵
一
八
七
三
︶
に
受
け
継
が
れ
て
︑
一
般

化
し
た
﹂
と
し
て
い
る
︒

⑫

信
濃
教
育
会
編
纂
﹃
象
山
全
集
上
︒
下
﹄
︵
尚
文
館
︑
一
九
一
三
年
︶

⑬

詳
細
な
調
査
を
し
て
い
な
い
の
で
︑
遇
然
得
ら
れ
た
用
例
は
︑
辞
書
の
項
目
執
筆

者
が
調
査
す
る
文
献
︑
あ
る
い
は
︑
索
引
な
ど
が
存
在
す
る
文
献
な
ど
の
偏
り
か
ら

く
る
と
も
言
え
な
く
は
な
い
が
︑
一
九
世
紀
中
頃
以
降
に
得
ら
れ
る
用
例
と
同
じ
量

の
用
例
が
︑
秋
成
︑
馬
琴
以
前
に
得
ら
れ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
︒

⑭

国
文
学
研
究
資
料
館
電
子
資
料
館
﹁
大
系
本
文
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
﹂
に
よ
る
調
査
︒

⑮

﹃
椿
説
弓
張
月
﹄
の
引
用
は
︑
日
本
古
典
文
学
大
系
に
よ
っ
た
が
︑
前
編
巻
一
～

六
ま
で
は
︑
板
坂
則
子
編
﹃
椿
説
弓
張
月
前
編
﹄
︵
笠
間
書
院
︑
一
九
九
八
年
︶
に

よ
り
︑
そ
の
他
は
早
稲
田
大
学
図
書
館
蔵
本
︵
早
稲
田
大
学
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ

ー
ス
︶
に
よ
っ
て
︑
版
本
の
振
り
仮
名
を
確
認
し
た
︒

⑯

﹃
日
本
国
語
大
辞
典
第
二
版
﹄
の
﹁
さ
い
わ
い
﹂
の
見
出
し
語
の
例
に
引
か
れ
て

い
る
﹃
南
総
里
見
八
犬
伝
﹄
の
例
は
︑﹁
素
懐
を
遂
さ
し
給
は
ら
ば
︑
一
家
の
洪
福

︵
サ
イ
ハ
ヒ
︶
こ
の
上
な
し
﹂︵
巻
五
・
四
八
回
︶
と
あ
る
︒

⑰

盛
岡
市
中
央
公
民
館
蔵
本
︵
国
文
学
研
究
資
料
館
電
子
資
料
館
﹁
所
蔵
和
古
書
・

マ
イ
ク
ロ
／
デ
ジ
タ
ル
目
録
デ
ー
タ
ー
ベ
ー
ス
﹂
に
よ
る
︒
︶

⑱

旧
版
の
﹃
分
類
語
彙
表
﹄
﹁
1
.3
3
1
・
2
.3
3
1・
3
.3
3
1﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
語
で
︑

平
家
の
場
合
と
同
様
︑﹁
幸
福
﹂
に
比
し
て
マ
イ
ナ
ス
の
語
義
を
持
つ
語
を
除
い
て

示
す
︒
た
だ
し
︑
﹃
日
本
古
典
対
照
分
類
語
彙
表
﹄
で
は
﹁
1
.3
3
1﹂
に
分
類
さ
れ
て

い
る
﹁
繁
栄
・
繁
昌
﹂
は
﹁
1
.3
7
9
﹂
と
な
っ
て
い
る
が
︑
平
家
と
合
わ
せ
る
た
め

に
︑
含
め
て
示
し
た
︒

運
＝
運
︑
運
勢
︑
運
命
／
開
運
︑
家
運
︑
国
運
︑
武
運
︑
盛
運

吉
＝
吉
︑
吉
事
︑
吉
凶

幸
＝
幸
︑
幸
運
︑
幸
運
︑
幸
甚
︑
幸
福
／
多
幸

福
＝
福
︑
福
利
︑
禍
福
／
幸
福

新
島
襄
の
書
簡
に
見
え
る
﹁
幸
福
﹂
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僥
倖
︑
慶
事
︑
天
佑

さ
い
さ
き
︑
さ
い
わ
い
︑
さ
い
わ
い
す
る
︑
さ
ち
︑
し
あ
わ
せ
︑
め
ぐ
ま
れ
る
︑

も
っ
け
の
さ
い
わ
い
︑︵
繁
＝
繁
栄
︑
繁
昌
︶

⑲

新
島
の
メ
モ
に
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
︵﹁
航
海
日
記
﹂﹃
新
島
襄
全
集
Q
﹄︶︒

︿

﹀
内
は
和
刻
本
﹃
聯
邦
志
略
﹄︵
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
︶
で
あ
る
︒
な
お
︑

割
り
注
は
ポ
イ
ン
ト
を
落
と
す
だ
け
に
し
て
︑
訓
点
は
省
略
し
て
引
用
し
た
︒

緬
邦

メ

イ

ン

地
ノ
大
中
華
浙
江

五
分
ノ
四

︿
與
華
地
較
︑
約
比

浙

江

省

セ
キ
ヤ
ン
ブ
ロ
フ
イ
ン
シ
ー

五
分
之
四
〉

泌

河

ベ
ノ
ブ
ス
コ
ツ
ク

東
方

︿
曰
泌
河
︑
卽
泌
諾
卜
斯
格

ベ

ノ

ブ

ス

コ

ツ

ク

在
邦
中
之
東
曰
基
河
︑﹀

基

河

ケ
ン
ネ
ベ
ツ
キ

西
方

︿
卽
基
泥
伯

ケ
ン
ネ
ベ
ツ
キ

在
邦
中
之
西
﹀

首
郡

基
泥
伯

ケ
ン
エ
ベ
ツ
キ

︿
首
郡
名
基
泥
伯

ケ
ン
エ
ベ
ツ
キ

﹀

邦
都

基
於
梱
額
士
大

ア

ウ

キ

ユ

ス

タ

︿
邦
都
基
於
梱
額
士
大

ア

ウ

ギ

ユ

ス

タ

﹀

⑳

﹁
聖
書
﹂
の
語
も
﹁
瑣
氏
亦
未
見
有
聖
書
﹂︵
上
巻
以
人
身
為
証
︶
と
見
え
る
︒
布

施
田
哲
也
氏
は
﹁
新
島
が
初
め
て
読
ん
だ
漢
訳
聖
書
抜
粋

︱
﹃
真
理
易
知
﹄
に
つ

い
て
﹂︵﹁
新
島
研
究
103
号
﹂
二
〇
一
二
年
︶
で
︑
新
島
の
伝
記
か
ら
該
当
す
る
聖
書

を
マ
カ
ル
テ
ィ
ー
の
﹃
真
理
易
知
﹄
で
あ
る
と
す
る
︒
布
施
田
氏
の
示
さ
れ
た
Ｕ
Ｒ

Ｌ
に
よ
っ
て
︑
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
図
書
館
蔵
の
﹃
真
理
易
知
﹄
の
画
像
を
見
る

に
︑﹁
聖
経
﹂
は
な
く
︑
す
べ
て
﹁
聖
書
﹂
で
あ
る
︒
ま
た
︑﹁
真
神
﹂﹁
天
父
﹂
も

見
え
る
︒
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︵
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