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昔
、
あ
る
男
に
四
人
の
夫
人
が
い
ま
し

た
。
男
は
不
治
の
病
で
伏
せ
り
、
死
を
前

に
し
て
、
一
番
可
愛
が
っ
て
い
た
夫
人
に

一
緒
に
死
ん
で
く
れ
な
い
か
と
頼
み
ま

す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
ん
な
に
可
愛
が
っ
て

い
た
は
ず
の
夫
人
が
「
お
断
り
し
ま
す
」

と
す
げ
な
い
返
事
で
す
。
男
は
二
番
目
に

目
を
か
け
て
い
た
夫
人
に
も
聞
く
と
、
ま

た
同
じ
返
事
で
す
。
そ
こ
で
男
は
三
番
目

の
夫
人
に
声
を
か
け
る
と
「
お
墓
ま
で
な

ら
ご
一
緒
し
ま
す
。
で
も
そ
れ
以
上
は
嫌

で
す
。」
の
返
事
で
す
。
男
は
、
ず
っ
と

粗
末
に
扱
っ
て
い
た
四
番
目
の
夫
人
に
声

を
か
け
る
と
「
い
い
で
す
よ
。
死
出
の
旅

路
ご
一
緒
し
ま
す
。」
と
答
え
ま
し
た
。

　

一
番
目
、
二
番
目
の
夫
人
は
、
財
産
や

地
位
、
そ
し
て
健
康
を
言
う
そ
う
で
す
。

お
墓
ま
で
な
ら
、
と
言
っ
た
三
番
目
の
夫

人
は
家
族
や
友
人
、
同
僚
の
こ
と
、
四
番

目
の
夫
人
と
は
、
自
分
の
魄
・
心
の
喩
え

で
あ
る
と
。
こ
れ
は
昔
、
有
線
放
送
の
仏

教
法
話
で
耳
に
残
っ
た
話
で
す
。

　

現
代
の
経
営
哲
学
者
・
稲
盛
和
夫
氏
は

「
こ
の
世
は
自
分
の
魂
を
磨
く
た
め
に
あ

る
」
と
、
は
ば
か
る
こ
と
無
く
断
言
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

遡
る
こ
と
四
百
数
十
年
前
、
中
江
藤
樹

先
生
は
「
私
達
は
明
徳
と
い
う
美
し
い
鏡

を
持
っ
て
い
る
」
称
え
、
い
つ
も
磨
い
て

い
な
さ
い
、
で
な
い
と
曇
っ
て
み
え
な
く

な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

私
達
は
自
分
を
基
準
に
し
て
物
事
を
見

る
事
が
常
の
よ
う
に
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

そ
の
基
準
は
自
分
の
都
合
に
よ
っ
て
す
ぐ

変
化
す
る
基
準
の
「
私
」
を
持
っ
て
い
ま

す
。

　
「
人
間
千
々
よ
ろ
ず
の
ま
よ
ひ
、
み
な

私
よ
り
起
れ
り
」（『
翁
問
答
』）。「
私
」は
、

執
着
心
や
欲
望
や
い
か
り
の
心
、
俗
に
い

う
三
毒
（
貧と
ん

䐜じ
ん
痴ち

）
と
仲
良
し
で
、
そ
れ

ら
が
ち
り
、
ほ
こ
り
の
よ
う
に
堆
積
す
る

と
、
元
々
の
美
し
い
善
の
心
で
あ
る
明
徳

が
曇
っ
て
し
ま
う
と
言
う
の
で
す
。

　
『
藤
樹
規
』
に
は
、“
忿
い
か
り
を
懲こ

ら
し
欲
を

塞ふ
さ

ぎ
、
善
に
遷か
え

り
、
過
ち
を
改
む
”
を
日

常
の
規
範
に
し
ま
し
ょ
う
と
、
門
人
た
ち

に
掲
げ
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
、
聖
徳
太
子
が
“

忿

こ
こ
ろ
の
い
か
りを
絶

ち

䐜

お
も
え
り
の
い
か
りを
棄
て
て
人
の
違た
が

ふ
を
怒い
か

ら
ざ

れ
”（
十
七
条
憲
法
）
と
同
じ
で
す
。

　

心
の
憤
り
を
絶
ち
、
怒
り
を
現
わ
さ
ぬ

よ
う
に
、
他
の
人
が
自
分
の
っ
ま
ま
に
成

ら
ぬ
か
ら
と
言
っ
て
腹
を
立
て
て
は
い
け

な
い
。
と
太
古
の
昔
か
ら
我
ら
は
先
人
か

ら
の
智
慧
を
授
か
り
ま
し
た
。

　

け
れ
ど
も
「
吾
、
日
に
吾
が
身
を
三
省

す
」（『
論
語
』）
が
続
か
な
い
の
で
す
。

　

一
週
間
、
一
か
月
は
続
き
ま
す
。
で
も

百
日
、
千
日
に
な
る
と
忘
れ
、
自
分
で
理

由
づ
け
す
る
の
で
す
。
あ
あ
強
靱
な
心
が

ほ
し
い
、
と
な
い
も
の
ね
だ
り
も
い
い
と

こ
で
す
。

　

先
生
は
ま
た
「
誠
意
」
―
意
を
誠
に
す

―
の｢

意｣

を
意
念
と
言
わ
れ
、
も
の
が

ほ
し
い
な
ど
の
私
の
欲
と
解
釈
さ
れ
「
誠

に
す
」
に
は
そ
の
意
念
に
打
ち
克
ち
、
意

念
を
と
り
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
、
忖
度

も
こ
の
「
誠
意
」
を
言
わ
れ
ま
し
た
。

　

あ
る
い
は
ま
た｢

敬
し
ん
で
五
事
を
用

い｣

（
書
経
）
を
引
用
さ
れ
、
日
常
の
立

ち
振
る
舞
い
の
中
で
、
貌
言
視
聴
思
を
心

に
留
め
、
習
慣
に
し
て
い
け
ば
明
徳
の
澄

ん
だ
鏡
に
近
づ
く
方
法
も
あ
り
ま
す
よ
、

と
言
わ
れ
ま
す
。

　

そ
れ
が
日
々
で
き
て
い
る
の
か
、
少
し

は
曇
り
が
と
れ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
も
ま

た
自
分
基
準
の
範
疇
で
し
か
わ
か
り
ま
せ

ん
。

　

で
も
、
昔
の
格
言
に
あ
る
で
は
あ
り
ま

せ
ん
か
“
万
里
の
路
は
即
ち
一
歩
の
積
、

万
巻
の
書
は
即
ち
一
字
の
積
”
と
申
し
ま

す
。“
大
事
な
さ
ん
と
欲
す
れ
ば
、
す
べ

か
ら
く
先
ず
小
事
を
務
む
べ
き
な
り
”と
。

　

毎
日
の
微
々
た
る
積
み
重
ね
の
中
で
私

達
は
“
臨
終
定
年
”
ま
で
先
生
の
教
え
を

咀
嚼
し
て
、
恩
送
り
を
し
て
い
き
た
い
も

の
で
す
。

　

孫
か
ら
Ｔ
Ｖ
で
覚
え
た
て
の
台
詞

「
ぼ
ー
っ
と
生
き
て
ん
じ
ゃ
ね
え
よ
」
を

聞
か
さ
れ
ま
し
た
。
一
緒
に
笑
い
な
が
ら

も
、
中あ
た

ら
ず
と
雖
い
え
ど
も
遠
か
ら
ず
哉か
な

で
す
。

生
き
ざ
ま
は
心
次
第
哉
。

高
島
藤
樹
会
　
副
会
長

徳
丸
　
和
枝
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「
中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
」
は
、

広
く
市
内
外
の
皆
様
に
藤
樹
先
生
を
も
っ

と
身
近
に
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
願
っ

て
、
フ
ォ
ー
ラ
ム
委
員
会
の

企
画
・
運
営
に
よ
り
、
例
年

こ
の
時
期
に
開
催
し
て
き
ま

し
た
。

　

平
成
三
十
年
度
は
、
二
月

十
六
日
（
土
）
の
午
後
に
安

曇
川
公
民
館
ふ
じ
の
き
ホ
ー

ル
に
お
い
て
開
催
し
、
市
内

六
十
名
、
市
外
か
ら
も
十
五

名
の
方
が
来
場
さ
れ
ま
し
た
。

　

当
日
は
、
東
日
本
国
際
大

学
東
洋
思
想
研
究
所
の
高
橋

恭
寬
先
生
の
『
明
治
百
五
十

年
を
む
か
え
て
、
中
江
藤
樹

の
教
え
を
ど
う
活
か
す
』
と

題
し
た
ご
講
演
を
拝
聴
し
ま

し
た
。「
①
江
戸
中
期
の
藤
樹

学
、
②
幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
の
中
江

藤
樹
の
教
え
が
ど
う
展
開
し
た
か
、
③
明

治
維
新
百
五
十
年
の
今
、
中
江
藤
樹
の
教

え
を
ど
う
活
か
す
の
か
」
と
の
サ
ブ
テ
ー

マ
に
沿
っ
て
、お
話
し
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

　

参
会
者
一
同
、
高
橋
先
生
の
熱
弁
と
饒

舌
に
圧
倒
さ
れ
な
が
ら
、
多
く
の
こ
と
を

学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

ん
で
い
る
自
ら
の
判
断
力
が
問
わ
れ
る
と
い

う
意
見
や
日
常
生
活
の
中
で
中
庸
を
ベ
ー
ス

に
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
意
見
等
が
出

ま
し
た
。

　

二
月
二
日
（
土
）
午
後
、
第
90
回
人
間
学

塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　

冒
頭
、
テ
ニ
ス
の
大
坂
な
お
み
選
手
の
心

の
整
え
方
の
話
を
し
た
後
、『
中
庸
解
』
の

第
十
一
章
を
学
び
ま
し
た
。
聖
人
の
教
え
が

薄
ら
い
だ
世
に
な
る
と
、
中
庸
を
十
分
理
解

で
き
ず
異
常
な
教
え
を
唱
え
る
詭
弁
者
の
よ

う
な
人
物
が
現
れ
る
。
し
か
し
君
子
は
そ
う

い
う
教
え
に
は
く
み
し
な
い
。
徳
の
あ
る
君

子
（
知
識
人
）
は
、
優
越
感
の
よ
う
な
惑
い

が
な
く
、
人
の
目
を
気
に
せ
ず
、
自
分
で
天

真
の
楽
を
楽
し
ん
で
、
休
み
な
く
努
め
て
手

を
止
め
る
こ
と
が
な
い
の
で
、
終
に
聖
人
の

域
に
ま
で
到
る
こ
と
が
で
き
る
。
中
庸
は
心

の
平
和
に
つ
な
が
り
ま
す
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、
大
坂
な
お
み

　
「
藤
樹
人
間
学
塾
」
で
は
、
藤
樹
先
生
の

著
書
を
中
心
に
藤
樹
思
想
を
学
ぶ
と
と
も

に
、
今
日
的
意
義
を
自
分
の
頭
で
考
え
、
仲

間
と
議
論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
、
日
々
の

生
活
の
場
で
実
践
す
る
こ
と
を
目
的
に
毎
月

原
則
第
一
土
曜
日
の
午
後
、
開
催
し
て
い
ま

す
。
本
稿
で
は
そ
の
模
様
を
お
伝
え
い
た
し

ま
す
。

　

一
月
五
日
（
土
）
午
後
、
第
89
回
人
間
学

塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
開
催
し
ま
し
た
。
大

津
か
ら
の
初
参
加
者
を
含
め
て
11
名
の
参
加

で
し
た
。

　

最
初
に
「
人
生
の
壁
、偉
人
は
ど
う
し
た
」

等
の
記
事
の
紹
介
を
し
ま
し
た
。『
中
庸
』

を
素
読
後
、『
中
庸
解
』
の
第
十
章
「
子
路
、

強
を
問
う
」
を
学
び
ま
し
た
。
孔
子
の
弟
子

で
名
高
い
勇
者
の
子
路
が
聖
人
の
道
を
目
指

す
中
で
惑
い
、
孔
子
に
強
と
は
何
か
を
問
い

ま
す
。
孔
子
は
、
強
に
は
南
方
の
強
（
無
道

な
相
手
を
も
許
す
強
さ
）
と
北
方
の
強
（
困

難
で
も
筋
を
立
て
て
実
行
す
る
強
さ
）
が
あ

り
、
物
欲
に
流
さ
れ
ず
、
物
に
偏
ら
ず
、
中

庸
を
保
っ
て
あ
ら
ゆ
る
変
化
に
対
し
て
二
つ

の
強
を
使
い
分
け
る
こ
と
が
「
至
極
の
強
」

だ
と
教
え
ま
す
。
こ
れ
を
実
践
し
た
人
物
は

西
郷
隆
盛
や
ガ
ン
ジ
ー
で
は
な
い
か
と
話
し

ま
し
た
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、
ま
ず
二
つ
の

強
を
身
に
着
け
る
必
要
が
あ
り
そ
れ
を
臨
機

応
変
に
対
応
し
よ
う
と
す
る
と
中
庸
等
を
学

　

過
日
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
に
市
内
の

中
学
校
で
一
か
月
余
の
間
、
英
語
の
授
業

を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
最
終
日
に
一
年

生
の
生
徒
を
前
に
話
を
し
た
。
既
に
、
生

徒
が
学
ん
だ
英
語
の
単
語
は
、「
親
切
な
、

人
に
親
し
み
や
す
い
、
快
活
な
、
穏
や
か

な
、
礼
儀
正
し
い
」
な
ど
で
あ
っ
た
。
こ

れ
ら
の
人
柄
を
表
す
こ
と
ば
は
、
そ
の
よ

う
な
態
度
を
身
に
着
け
た
人
が
、
英
語
を

話
す
人
の
中
に
実
在
し
た
か
ら
こ
そ
、
こ

れ
ら
の
言
葉
が
今
も
伝
え
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。

　

み
な
さ
ん
は
、
言
葉
を
学
ぶ
と
き
、
そ

の
単
語
を
た
だ
、
覚
え
る
の
で
は
な
く
、

自
分
も
そ
の
よ
う
な
人
柄
を
備
え
た
人
間

に
な
ろ
う
と
努
力
す
る
こ
と
が
大
切
で

す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
続
け
て
い
け
ば
、

み
な
さ
ん
は
き
っ
と
、「
美
し
く
、
賢
い

人
に
な
っ
て
、他
の
人
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
」

よ
う
に
な
り
ま
す
。
私
た
ち
は
、
お
化
粧

し
た
り
着
飾
っ
た
り
し
て
自
分
を
美
し
く

見
せ
よ
う
と
し
ま
す
が
、
そ
れ
は
内
面
の

美
し
さ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
他
方
、
人
を

傷
つ
け
る
よ
う
な
悪
い
言
葉
も
存
在
し
ま

す
が
、
こ
れ
ら
を
避
け
て
い
く
こ
と
が
大

事
で
す
。

　

言
葉
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を

使
え
れ
ば
い
い
の
で
は
な
く
て
、
自
分
の

生
活
態
度
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
で
す
。

　

藤
樹
先
生
は
、
中
国
の
書
物
を
独
力
で

学
ん
で
、
人
間
の
生
き
方
に
か
か
わ
る
名

言
を
紹
介
し
て
お
ら
れ
ま
す
。
し
か
も
そ

れ
を
自
ら
実
践
し
よ
う
と
努
力
さ
れ
た
稀

有
な
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

藤
樹
先
生
の
誕
生
日
で
あ
る
三
月
七
日

の
前
後
に
、
九
歳
の
頃
の
藤
樹
先
生
の
思

い
を
知
り
、
今
の
自
分
を
見
つ
め
、
自
分

の
志
を
持
つ
た
め
の
足
が
か
り
と
す
る
た

め
に
市
内
の
全
小
学
校
の
三
年
生
を
対
象

に
、｢

立
志
祭｣

が
実
施
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
高
島
藤
樹
会
で
は
三
年
前
か

ら
そ
の
「
立
志
祭
」
に
お
い
て
、
広
報
・

啓
発
活
動
の
一
環
と
し
て
、｢

五
事
を
正

す
」
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
「
よ
え
も
ん
君
」

を
印
刷
し
た
ク
リ
ア
ー
フ
ァ
イ
ル
を
三
年

生
全
員
に
贈
呈
し
て
き
ま
し
た
。

　

今
年
度
は
市
内
九
か
所
（
地
域
合
同
開

催
も
あ
り
）
で
実
施
さ
れ
た
「
立
志
祭
」

に
、
該
当
地
域
の
理
事
、
も
し
く
は
校
長

先
生
か
ら
三
年
生
に
ク
リ
ア
ー
フ
ァ
イ
ル

を
渡
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
な
お
、
当

日
「
立
志
祭
」
に
出
向
い
て
、「
五
事
を

正
す
」
な
ど
に
つ
い
て
の
お
話
を
す
る
時

間
を
い
た
だ
け
た
会
場
も
あ
り
ま
し
た
。

選
手
の
「
調
心
」
が
勉
強
に
な
っ
た
、
自
分

も
身
に
着
け
た
い
と
い
う
意
見
や
小
学
校
の

子
供
た
ち
に
そ
れ
を
教
え
た
い
等
々
、
大
坂

選
手
の
話
で
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

　

三
月
三
日
（
日
）
午
後
、
第
91
回
人
間
学

塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　
『
中
庸
解
』
の
第
十
二
章
を
学
び
ま
し
た
。

中
庸
の
道
は
、
天
地
万
物
に
広
く
行
き
渡
っ

て
い
る
が
目
に
見
え
ず
耳
に
も
聞
こ
え
な
い

の
で
知
り
難
い
。
し
か
し
凡
人
で
も
努
力
す

れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
天
地
は
大
い
な

る
存
在
で
あ
る
が
、
万
人
を
益
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
れ
で
人
は
自
分
の
思
い
通

り
に
な
ら
な
い
時
に
天
を
恨
む
こ
と
が
あ

る
・
・
・
。

　

そ
こ
で
曽
野
綾
子
さ
ん
の
対
処
法
を
紹
介

し
ま
し
た
。
自
分
の
周
り
に
存
在
す
る
も
の

が
す
べ
て
善
き
も
の
と
思
え
ば
呪
わ
な
き
ゃ

な
ら
な
い
こ
と
が
な
く
な
る
し
、
辛
い
こ
と

が
あ
っ
て
も
人
生
が
楽
し
く
な
る
。
幸
福
に

生
き
る
た
め
に
は
、
で
き
た
ら
与
え
る
こ

と
・
・
・
。

　

塾
が
終
わ
っ
て
か
ら
場
所
を
替
え
て
懇
親

会
を
行
い
ま
し
た
。
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
の

い
の
ち
に
感
謝
し
て
、
酒
を
酌
み
交
わ
し
談

笑
し
ま
し
た
。

　

四
月
六
日
（
土
）
午
後
、
第
91
回
人
間
学

塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

　

最
初
に
、
先
日
Ｔ
Ｖ
で
日
本
人
女
性
（
長

谷
川
昌
美
さ
ん
：
冒
険
家
の
故
長
谷
川
恒
夫

さ
ん
の
妻
）
が
自
費
に
加
え
て
寄
付
金
を

募
っ
て
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
山
間
地
の
村
に
男

女
共
学
の
学
校
を
建
設
し
、
沢
山
の
卒
業
生

が
社
会
で
活
躍
す
る
よ
う
に
な
っ
て
現
地
の

お
世
話
い
た
だ
き
ま
し
た
理
事
の
皆
様
、

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

三
年
生
は
一
人
で
し
た
が
、
全
校
児
童

四
人
が
参
加
し
て
立
志
祭
が
行
わ
れ
ま
し

た
。
地
村
校
長
先
生
の
お
話
、頌
徳
歌（
こ

う
と
く
か
）
の
斉
唱
、｢

私
の
志｣

発
表
、

藤
樹
紙
芝
居
、
藤
樹
カ
ル
タ
会
等
の
内
容

で
し
た
。
フ
ァ
イ
ル
贈
呈
で
は
、「
藤
樹

先
生
の
す
ご
い
と
こ
ろ
」
や
「
五
事
を
正

す
」
の
話
を
添
え
ま
し
た
。
児
童
一
人
一

人
の
明
る
い
表
情
と
真
剣
な
ま
な
ざ
し
が

と
て
も
印
象
的
で
し
た
。(

広
報
委
員
会)

人
た
ち
か
ら
大
恩
人
と
し
て
熱
烈
に
感
謝
さ

れ
て
い
る
と
報
道
さ
れ
て
い
た
話
を
し
ま
し

た
。
こ
れ
こ
そ
が
利
他
の
模
範
事
例
だ
と
思

い
ま
す
。

　

次
に
『
中
庸
』
を
素
読
後
、『
中
庸
解
』

の
第
十
三
章
を
学
び
ま
し
た
。
道
は
天
性
に

従
う
も
の
で
人
々
が
日
常
に
行
う
こ
と
で
あ

る
か
ら
人
に
遠
い
も
の
で
は
な
い
。し
か
し
、

人
は
元
来
美
し
い
心
（
良
知
）
を
持
っ
て
い

る
が
、
長
ず
る
と
と
も
に
煩
悩
が
生
じ
汚
れ

て
道
か
ら
離
れ
て
し
ま
う
。
こ
れ
を
解
決
す

る
に
は
良
知
を
覆
う
煩
悩
の
汚
染
を
減
じ
て

い
く
し
か
な
い
・
・
・
。

　

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、「
私
た
ち
は

煩
悩
が
あ
る
中
で
、
利
他
の
心
を
ど
れ
く
ら

い
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
」
等
に
つ
い
て
話

し
合
い
ま
し
た
。「
地
域
と
学
校
の
交
流
活

動
を
し
て
い
る
と
、
利
他
の
精
神
に
満
ち
溢

れ
た
人
が
た
く
さ
ん
お
ら
れ
る
こ
の
高
島
は

す
ご
い
と
思
う
」
と
い
う
意
見
や
、「
本
塾

の
よ
う
に
『
修
身
』
の
場
が
こ
れ
か
ら
の
世

の
中
、さ
ら
に
必
要
性
が
出
て
く
る
と
思
う
」

と
い
う
意
見
が
出
ま
し
た
。

　

本
塾
に
関
心
の
あ
る
方
は
是
非
お
越
し
く

だ
さ
い
。
心
か
ら
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。

上
田
藤
市
郎

ひ
じ
り
の
声

高島藤樹会の活動
「
中
江
藤
樹
・
心
の
セ
ミ
ナ
ー
」
を

開
催
し
ま
し
た

「
立
志
祭
」
で
の

『
よ
え
も
ん
君
ク
リ
ア
ー
フ
ァ
イ
ル
』

の
贈
呈

朽
木
西
小
学
校
で
の
立
志
祭

藤樹カルタ会

「私の志」の発表

藤
樹
人
間
学
塾
…

藤
樹
思
想
を
学
び
考
え
実
践
す
る

塾
　
長

田
中
　
清
行

　
五
月
十
二
日
（
日
）  

◎
六
月
一
日
（
土
）

　
七
月
六
日
（
土
）  

　
八
月
四
日
（
日
）

◎
九
月
一
日
（
日
）      

　
十
月
六
日
（
日
）

◆
時
間
　
十
五
時
～
十
七
時
（
原
則
）

◆
場
所
　
安
曇
川
公
民
館

◎
印
は
塾
終
了
後
、
別
場
所
で
懇
親
会
あ
り

【
藤
樹
人
間
学
塾　
今
後
の
予
定
】
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の
で
す
か
ら
、
高
い
信
頼
を
受
け
た
人
物
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま
す
。
学
問
を
身

に
つ
け
さ
せ
た
い
と
い
う
祖
父
の
思
い
に
よ
っ

て
、
先
生
は
そ
の
風
早
で
『
大
学
』
に
出
会
う

こ
と
が
で
き
た
の
で
す
。

　

儒
教
は
、
応
神
天
皇
（
四
世
紀
）
の
世
に
、

百
済
か
ら
「
論
語
」「
千
字
文
」
が
伝
わ
り
、

朝
廷
で
用
い
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
後
は
公

家
の
家
業
と
な
り
、
鎌
倉
時
代
に
伝
え
ら
れ
た

中
国
宋
代
の
新
儒
教
（
朱
子
学
）
も
主
と
し
て
、

禅
寺
院
に
お
い
て
禅
僧
の
教
養
と
し
て
止
ま
っ

た
ま
ま
で
、世
に
広
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

江
戸
時
代
に
な
っ
て
か
ら
で
し
た
。

　

藤
樹
先
生
が
風
早
で
『
大
学
』
に
触
れ
、
学

ん
だ
経
緯
に
つ
い
て
伝
え
る
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、大
洲
城
下
か
ら
離
れ
た
風
早
に
お
い
て
、

儒
教
に
明
る
い
人
物
が
い
た
と
す
れ
ば
、
禅
僧

以
外
に
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。
郡
奉
行
所

が
あ
っ
た
と
さ
れ
る
場
所
近
く
に
、
今
も
「
一

心
庵
」
と
い
う
禅
寺
が
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
こ

で
手
ほ
ど
き
を
受
け
た
の
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。
先
生
の
学
業
は
、
こ
の
風
早
の
地
で
始
ま

り
ま
し
た
。

　

今
日
も
た
く
さ
ん
の
人
々
が
、
先
生
の
学
徳

を
慕
い
、
深
い
感
化
を
受
け
て
い
ま
す
。
拙
い

紙
芝
居
で
す
が
、
風
早
の
地
に
お
け
る
先
生
の

ひ
た
む
き
な
立
志
の
心
が
、
今
の
子
ど
も
達
の

大
き
な
夢
や
希
望
に
繫
が
る
こ
と
を
願
っ
て
作

成
し
ま
し
た
。

（
紙
芝
居
）

①　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
九
歳
の
時
、
お
じ
い

さ
ん
に
連
れ
ら
れ
、
近
江
の
小
川
村
か
ら
米
子

に
移
り
住
み
ま
し
た
。
こ
の
米
子
で
一
年
近
く

暮
ら
し
た
十
歳
の
こ
ろ
、
殿
様
の
お
国
替
え

送
っ
て
か
ら
、
米
子
を
出
発
し
ま
し
た
。
よ
ち

よ
ち
歩
き
の
小
さ
い
子
や
、
生
ま
れ
た
ば
か
り

の
赤
ち
ゃ
ん
を
抱
い
た
お
母
さ
ん
も
い
ま
す
。

年
老
い
た
人
も
い
ま
す
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
と
歩

か
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
与
右
衛
門
さ
ん
は

十
歳
で
し
た
が
、
泣
き
出
す
小
さ
い
子
を
あ
や

し
た
り
、
お
年
寄
り
の
手
を
取
っ
て
い
っ
し
ょ

に
歩
い
て
、
励
ま
し
た
り
し
ま
し
た
。

④　

米
子
を
出
発
し
て
か
ら
数
日
歩
く
と
、
い

よ
い
よ
険
し
い
山
道
の
旅
に
な
り
ま
し
た
。
ど

の
家
族
も
励

ま
し
合
っ
て

し
ん
ぼ
う
強

く
歩
き
ま
し

た
。
米
子
を

出
発
し
て
か

ら
一
か
月
近

く
が
過
ぎ
た

時
の
こ
と
で

す
。
長
い
峠

を
越
え
、
下

り
は
じ
め
る
と
、
目
の
前
に
青
々
と
し
た
広
い

海
が
現
れ
ま
し
た
。
子
ど
も
達
も
大
人
達
も
、

ほ
っ
と
し
て
笑
顔
に
な
り
ま
し
た
。

佐
之
助
「
わ
あ
い
、海
だ
。
与
右
衛
門
ち
ゃ
ん
、

あ
の
海
は
何
と
い
う
海
な
の
？
」

与
右
衛
門
「
瀬
戸
の
海
だ
よ
。
き
れ
い
な
海
だ

な
あ
。」

佐
之
助
「
す
る
と
、
海
の
向
こ
う
に
見
え
る
山

は
大
洲
か
な
？
」

お
花
「
大
洲
だ
と
思
う
。
お
母
さ
ん
が
、『
山

を
越
え
た
ら
、
大
洲
が
見
え
る
』
と
言
っ
て

た
よ
。」

　

峠
の
坂
を
下
り
て
、
尾
道
の
港
に
着
き
ま
し

　

藤
樹
先
生
は
、
数
え
年
十
一
歳
の
時
、
孔
子

の
学
説
を
弟
子
た
ち
が
ま
と
め
た
『
大
学
』
を

始
め
て
知
り
ま
し
た
。
先
生
は
、
独
学
で
学
び

「
立
派
な
武
士
で
あ
る
前
に
、
心
の
立
派
な
成

人
に
な
る
こ
と
を
志
し
た
」
と
伝
え
ら
れ
て
い

ま
す
。

　

先
生
は
、
近
江
の
小
川
で
、
さ
さ
や
か
な
農

業
を
営
む
両
親
の
長
男
と
し
て
成
長
し
ま
し
た

が
、
数
え
年
九
歳
の
時
に
、
武
士
で
あ
っ
た
祖

父
中
江
吉
長
の
養
子
と
な
り
、
両
親
の
元
を
離

れ
米
子
に
行
き
ま
し
た
。
こ
の
地
で
始
め
て
文

字
を
習
っ
た
先
生
は
、
す
ぐ
に
上
達
し
、
文
字

に
拙
い
祖
父
に
代
わ
っ
て
手
紙
を
書
い
た
と
伝

え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
の
後
間
も
な
く
、
一
年
余
り
で
、
藩
主
加

藤
貞
泰
の
移
封
に
伴
っ
て
、
四
国
の
大
洲
に
行

き
ま
し
た
が
、
祖
父
吉
長
が
、
飛
び
領
地
、
風

早
の
郡
宰
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
そ
の
地
に
移

り
住
み
ま
し
た
。
大
洲
藩
六
万
石
の
内
八
千
石

も
占
め
る

風
早
の
地

を
、
わ
ず

か
百
五
十

石
の
知
行

で
あ
り
、

す
で
に

七
十
歳
に

な
っ
て
い

た
吉
長
が

任
さ
れ
た

伝
え
く
だ
さ
い
。」

お
ば
あ
さ
ん「
分
か
り
ま
し
た
。
あ
り
が
と
う
。

皆
さ
ん
も
お
た
っ
し
ゃ
で
ね
。」

③　

い
よ
い
よ
、
大
洲
へ
の
旅
立
ち
の
朝
に
な

り
ま
し
た
。

お
じ
い
さ
ん
「
わ
し
は
殿
の
お
供
を
し
て
、
一

足
先
に
出
立
す
る
ぞ
。
お
前
た
ち
と
い
っ

し
ょ
に
行
く
こ
と
は
で
き
ぬ
。
四
国
に
行
く

に
は
、
険
し
い
山
道
を
歩
き
、
船
に
ゆ
ら
れ

て
海
を
渡
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
与
右
衛
門
よ
、

旅
の
道
中
、
お
ば
あ
さ
ん
を
頼
む
ぞ
。」

与
右
衛
門
「
は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
。
ご
安
心

く
だ
さ
い
。
お
ば
あ
さ
ん
を
し
っ
か
り
と
、

お
守
り
い
た
し
ま
す
。」

お
じ
い
さ
ん
「
与
右
衛
門
の
頼
も
し
い
言
葉
を

聞
い
て
安
心
し
た
。
任
せ
た
ぞ
。」

お
ば
あ
さ
ん
「
お
じ
い
さ
ん
も
、
お
気
を
つ
け

て
行
っ
て
く
だ
さ
い
。」

　

お
じ
い
さ
ん
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
の
頭
を
な

で
、
大
急
ぎ
で
城
に
向
か
い
ま
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
「
大
洲
ま
で
は
、
気
が
遠
く
な
る

よ
う
な
長
旅
だ
け
ど
、
与
右
衛
門
の
足
手
ま

と
い
に
な
ら
な
い
よ
う
に
が
ん
ば
っ
て
歩

き
ま
す
よ
。

大
切
な
薬

や
こ
う
や
く

は
、
私
が
持

ち
ま
し
た
か

ら
、
老
人
の

私
も
大
丈
夫

で
す
よ
。」

　

家
族
の
者

達
は
、
殿
様

の
一
行
を
見

（
治
め
る
領

地
が
替
わ
る

こ
と
）
で
、

四
国
の
大
洲

へ
行
く
こ
と

に
な
り
ま
し

た
。
殿
様
に

仕
え
る
家
来

た
ち
は
、
み

ん
な
お
城
に

集
ま
り
、
家
老
か
ら
く
わ
し
い
話
を
聞
き
ま
し

た
。

家
老
「
皆
の
者
、
こ
の
た
び
お
殿
様
は
、
米
子

か
ら
大
洲
へ
と
お
国
替
え
に
な
ら
れ
た
。
本

日
よ
り
五
日
あ
と
に
、
出
立
い
た
す
。
し
っ

か
り
と
準
備
す
る
よ
う
申
し
伝
え
る
。
皆
の

者
よ
い
な
。」

家
来
達
「
は
は
あ
、
分
か
り
ま
し
た
。」

　

家
来
た
ち
は
、
急
な
命
令
で
し
た
の
で
驚
き

ま
し
た
。
お
城
か
ら
帰
る
道
々
で
、
小
声
で
話

を
し
ま
し
た
。

家
来
一
「
た
っ
た
五
日
で
、
引
っ
越
し
の
準
備

が
で
き
る
も
の
で
ご
ざ
る
か
。」

家
来
二
「
闘
い
で
明
け
暮
れ
た
頃
は
、
命
令
が

出
れ
ば
そ
の
日
の
う
ち
に
出
発
し
た
も
の

だ
。
五
日
も
あ
れ
ば
心
配
は
な
い
さ
。」

家
来
一
「
そ
う
だ
。
そ
う
思
え
ば
少
し
気
が
楽

に
な
っ
た
。皆
で
が
ん
ば
っ
て
準
備
す
る
ぞ
。」

家
来
二
「
我
々
家
来
は
、
お
城
の
大
切
な
も
の

を
運
び
出
す
準
備
が
あ
る
か
ら
、
家
の
こ
と

は
、
家
族
に
ま
か
せ
よ
う
と
思
う
。
大
変
だ

が
が
ん
ば
ろ
う
。」

②　

こ
の
命
令
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
の
家
に
も

伝
え
ら
れ
ま
し
た
。
お
じ
い
さ
ん
の
吉
長
は
、

た
。
今
度
は
待
ち
に
待
っ
た
船
に
乗
っ
て
、
四

国
に
向
か
っ
て
瀬
戸
の
海
を
渡
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
海
風
は
、
み
ん
な
の
体
や
髪
の
毛
を

な
で
る
よ
う
に
、涼
し
く
流
れ
て
い
き
ま
し
た
。

よ
う
や
く
、
伊
予
長
浜
の
港
（
愛
媛
県
）
に
着

き
ま
し
た
。

お
花
「
与
右
衛
門
ち
ゃ
ん
、知
っ
て
い
る
か
な
。

今
夜
は
、
伊
予
長
浜
の
宿
屋
さ
ん
に
泊
ま
る

ら
し
い
よ
。」

与
右
衛
門
「
布
団
で
寝
る
の
は
、
久
し
ぶ
り
だ

な
。
で
も
、
星
空
を
見
な
が
ら
眠
る
の
も
楽

し
か
っ
た
ね
。」

　

ど
の
よ
う
な
苦
労
も
、
過
ぎ
て
し
ま
え
ば
楽
し

い
思
い
出
に
な
る
も
の
で
す
。
そ
の
夜
は
、
宇
和

島
の
宿
屋
に
泊
ま
り
ま
し
た
。
久
し
ぶ
り
に
、
や

わ
ら
か
い
布
団
で
、
ぐ
っ
す
り
と
眠
り
ま
し
た
。

⑤　

翌
朝
、
大
洲
城
か
ら
宿
屋
ま
で
き
て
く
れ

た
出
迎
え
の
武
士
に
案
内
さ
れ
て
、
肱
川
に
沿

う
よ
う
に
造
ら
れ
て
い
る
山
道
を
登
っ
て
、、

大
洲
に
向
か
い
ま
し
た
。
大
き
な
山
を
越
え
る

と
、
先
に
大

洲
に
着
い
て

い
た
お
じ
い

さ
ん
達
が
、

家
族
み
ん
な

を
迎
え
て
く

れ
ま
し
た
。

与
右
衛
門

「
お
じ
い
さ

ん
、
お
ば
あ

さ
ん
を
し
っ

か
り
と
お
守
り
で
き
ま
し
た
。」

お
じ
い
さ
ん
「
与
右
衛
門
よ
、
あ
り
が
と
う
。

よ
く
が
ん
ば
っ
て
く
れ
た
の
う
。」

お
城
の
国
替
え
の
準
備
で
家
に
帰
れ
な
か
っ
た

の
で
、
お
ば
あ
さ
ん
の
指
図
で
、
与
右
衛
門
さ

ん
は
、
中
江
家
の
家
来
や
近
所
の
お
手
伝
い
の

お
じ
さ
ん
と
力
を
合
わ
せ
、
大
急
ぎ
で
準
備
を

始
め
ま
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
「
与
右
衛
門
、
家
具
や
台
所
の
道

具
は
、
私
が
片
付
け
ま
す
か
ら
、
あ
な
た
た

ち
は
持
っ
て
い
く
大
切
な
物
だ
け
を
ま
と

め
て
、
荷
造
り
を
し
て
お
く
れ
。」

与
右
衛
門
「
は
い
、
お
ば
あ
さ
ん
、
分
か
り
ま

し
た
。
何
で
も
言
い
つ
け
て
く
だ
さ
い
。」

　

準
備
は
思
っ
た
よ
り
早
く
で
き
ま
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
「
お
じ
い
さ
ん
が
お
城
か
ら
帰
れ

な
い
の
で
、
助
か
り
ま
し
た
よ
。」

与
右
衛
門
「
お
ば
あ
さ
ん
や
お
じ
さ
ん
た
ち

が
、
い
ろ
い
ろ
と
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
か
ら

何
と
か
準
備

が
で
き
ま
し

た
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。」

お
じ
さ
ん

「
私
た
ち
も
、

こ
ん
な
に
早

く
で
き
る
と

思
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
奥

様
と
与
右
衛
門
様
が
、
よ
く
働
い
て
く
だ

さ
っ
た
お
か
げ
で
す
。
お
な
ご
り
お
し
い
で

す
が
、
ど
う
ぞ
、
お
体
に
気
を
つ
け
て
、
長

旅
を
し
て
く
だ
さ
い
ね
。」

お
ば
あ
さ
ん
「
お
世
話
に
な
り
あ
り
が
と
う
。

お
別
れ
す
る
の
が
さ
び
し
い
で
す
が
、
ど
う

ぞ
お
元
気
で
ね
。」

お
じ
さ
ん
「
だ
ん
な
さ
ま
に
も
、
よ
ろ
し
く
お

　

そ
う
言
っ
て
、
お
じ
い
さ
ん
は
与
右
衛
門
を

抱
き
し
め
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
お
じ
い
さ
ん
、
あ
れ
が
大
洲
の
城

下
町
で
す
か
。」

お
じ
い
さ
ん
「
お
う
、
そ
う
じ
ゃ
。
す
ば
ら
し

い
眺
め
だ
ろ
う
。
肱
川
は
あ
ゆ
も
泳
い
で
い

る
ぞ
。
与
右
衛
門
、
大
洲
は
良
い
所
じ
ゃ
。」

与
右
衛
門
「
あ
ゆ
が
泳
い
で
い
る
の
で
す
か
。

わ
あ
、
う
れ
し
い
な
。
小
川
村
み
た
い
だ
。」

　

大
洲
の
町
は
、
美
し
い
緑
の
山
々
に
囲
ま
れ

た
盆
地
を
中
心
に
、
米
や
野
菜
が
豊
か
に
育
つ

土
地
で
し
た
。
盆
地
の
真
ん
中
を
、
ゆ
っ
た
り

と
流
れ
る
肱
川
が
見
え
ま
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
「
与
右
衛
門
、
こ
こ
は
と
て
も
暮

ら
し
や
す
い
所
だ
そ
う
で
す
よ
。
冬
で
も
暖

か
い
日
が
多
い
と
聞
い
て
い
ま
す
。
こ
の
大

洲
で
、し
っ
か
り
と
勉
強
に
励
み
な
さ
い
ね
。」

与
右
衛
門
「
は
い
、
文
字
を
覚
え
、
学
問
に
励

み
た
い
で
す
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
の
言
葉
を
聞
い
て
、
お
じ
い

さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
は
、
目
を
細
め
て
う
な
ず

き
ま
し
た
。

⑥　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
大
洲
に
着
い
て
間
も
な

く
、
近
く
の
お
寺
で
文
字
の
手
習
い
を
始
め
ま
し

た
。
ひ
ら
が
な
は
す
ぐ
に
覚
え
、
漢
字
も
覚
え
て

簡
単
な
文
が
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
数
か
月
す
る
と
ま
た
引
っ
越
し
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
お
じ
い
さ
ん
は
大
洲
藩

の
飛
び
地
（
藩
か
ら
離
れ
た
土
地
）
で
あ
る
風
早

郡
を
治
め
る
お
奉
行
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。
お
じ

い
さ
ん
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
を
呼
び
ま
し
た
。
風

早
に
着
い
て
間
も
な
く
の
こ
と
で
す
。

お
じ
い
さ
ん
「
与
右
衛
門
や
来
な
さ
れ
。
こ
れ

を
見
て
ご
ら
ん
。」

「
藤
樹
紙
芝
居
」の
紹
介
⑬

『
志
を
立
て
る
』

（
解
説
）
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に
与
右
衛
門
さ
ん
を
連
れ
て
行
き
、
和
尚
さ
ん

に
本
の
読
み
方
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
に
頼
み

ま
し
た
。
和
尚
さ
ん
は
、
快
く
引
き
受
け
て
く

れ
ま
し
た
。

和
尚
さ
ん
「
そ
な
た
が
与
右
衛
門
ど
の
か
。
何

歳
じ
ゃ
。」

与
右
衛
門
「
は
い
。
私
は
中
江
与
右
衛
門
と
申

し
、
十
歳
で
す
。」

和
尚
さ
ん
「
し
っ
か
り
と
あ
い
さ
つ
が
で
き
る

の
う
。
明
日
の
朝
か
ら
始
め
よ
う
。」

与
右
衛
門「
は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。」

　

次
の
日
、
手
紙
の
書
き
方
が
わ
か
る
『
庭
訓

往
来
』
と
、
武
士
の
き
ま
り
に
つ
い
て
書
い
て

あ
る
『
貞
永
式
目
』
を
、
和
尚
さ
ん
に
習
い
ま

し
た
。
家
に
帰
っ
て
五
、六
回
読
ん
だ
ら
覚
え

て
し
ま
い
ま

し
た
。
次
の

日
の
こ
と
で

す
。

和
尚
さ
ん

「
与
右
衛
門

ど
の
、
そ
な

た
が
早
く
わ

か
り
、
感
心

し
た
ぞ
。
実

は
お
奉
行
か

ら
、
そ
な
た
が
立
派
な
武
士
に
な
る
よ
う
、

学
問
を
教
え
て
く
れ
と
頼
ま
れ
た
。
わ
し
は

寺
の
和
尚
だ
か
ら
、
何
が
立
派
な
武
士
な
の

か
わ
か
ら
ぬ
。
だ
が
、
立
派
な
人
間
に
な
る

道
な
ら
ば
わ
か
る
。
次
は
、
こ
の
『
大
学
』

と
い
う
本
を
読
ん
で
み
た
ら
ど
う
じ
ゃ
な
。

中
国
の
孔
子
と
い
う
学
者
の
教
え
が
書
い

て
あ
る
。」

⑩　

翌
朝
を
待
て
ず
、
与
右
衛
門
さ
ん
は
和
尚

さ
ん
の
お
寺
に
行
き
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
和
尚
さ
ん
、
よ
く
解
り
ま
し
た
。

私
が
読
み
取
っ
た
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う

か
、
聞
い
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
。」

和
尚
さ
ん
「
そ
な
た
は
、明
日
が
待
て
な
く
て
、

今
日
の
内
に
き
っ
と
来
る
と
思
っ
て
い
た
。

実
は
、
心
待
ち
に
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
。
ま

ず
は
、
部
屋
に
入
り
な
さ
れ
。」

与
右
衛
門
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
よ
ろ

し
く
お
願
い
し
ま
す
。
私
は
、『
人
と
し
て

生
ま
れ
た
者
は
、
だ
れ
で
も
自
分
の
行
い
を

正
し
く
す
る
こ
と
が
根
本
で
あ
り
、
身
分
と

か
、
大
人
と
か
、
子
ど
も
と
か
の
区
別
な
く
、

人
間
と
し
て
大
切
な
こ
と
で
あ
る
。』
と
解

り
ま
し
た
。
和
尚
さ
ん
、
こ
う
い
う
意
味
で

し
ょ
う
か
。」

和
尚
さ
ん
「
よ
く
読
み
取
れ
た
な
。
そ
の
通
り

じ
ゃ
。
人
は
だ
れ
で
も
自
分
の
行
い
を
正
し

く
す
る
こ
と
が
根
本
だ
と
書
い
て
あ
る
の

だ
。
身
分
が
高
い
と
か
低
い
、
ま
た
、
大

人
で
あ
ろ
う

と
、
そ
な
た

の
よ
う
な
子

ど
も
で
あ
ろ

う
と
、
正
し

く
生
き
る
こ

と
で
は
、
み

ん
な
平
等
な

ん
だ
よ
。」

与
右
衛
門

「
や
は
り
そ
う
で
し
た
か
。
と
て
も
大
切
な

こ
と
が
解
り
ま
し
た
。
実
は
私
は
、
立
派
な

身
分
の
武
士
に
な
る
た
め
に
、
学
問
を
し
よ

う
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、そ
の
前
に
、

与
右
衛
門

「
わ
あ
、
本

で
す
ね
。

何
の
本
で

す
か
。」

　

お
じ
い

さ
ん
は
、

に
こ
に
こ

と
笑
顔
で

話
を
し
ま

し
た
。

お
じ
い
さ
ん
「
武
士
に
と
っ
て
、
大
変
役
に
立

つ
本
じ
ゃ
。『
庭
訓
往
来
（
て
い
き
ん
お
う

ら
い
）』
と
『
貞
永
式
目
』
と
い
う
本
だ
。

こ
れ
を
し
っ
か
り
学
ん
で
お
く
と
武
士
と

し
て
の
き
ま
り
や
生
活
に
役
立
つ
こ
と
が
、

よ
く
判
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
そ
う
だ
。
ま

ず
は
、
こ
の
本
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
と
良

い
。
近
く
に
お
寺
が
あ
る
の
で
『
教
え
て
い

た
だ
き
た
い
』
と
、
頼
ん
で
こ
よ
う
と
思

う
。」

与
右
衛
門
「
私
の
た
め
に
買
っ
て
く
だ
さ
っ
た

の
で
す
か
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
ぜ

ひ
、
勉
強
し
た
い
の
で
お
願
い
し
ま
す
。」

お
じ
い
さ
ん
「
こ
れ
か
ら
の
武
士
は
、
学
問
を

し
、
い
ろ
い
ろ
な
知
識
を
身
に
つ
け
る
こ
と

が
大
切
だ
。
わ
し
は
、
字
の
読
み
書
き
を
習

わ
ぬ
ま
ま
大
人
に
な
っ
た
の
で
、
ず
い
ぶ
ん

苦
労
を
し
て
き
た
。
与
右
衛
門
は
、
こ
れ
か

ら
し
っ
か
り
と
勉
強
す
る
と
良
い
。
ま
ず
は

こ
の
二
冊
の
本
が
手
始
め
じ
ゃ
。」

与
右
衛
門「
お
じ
い
さ
ん
、判
り
ま
し
た
。
し
っ

か
り
勉
強
し
ま
す
。」

⑦　

お
じ
い
さ
ん
は
、
早
速
近
く
に
あ
る
お
寺

心
で
き
ら
っ

と
ひ
ら
め
き

を
感
じ
ま
し

た
。

与
右
衛
門

「
和
尚
さ
ん
、

こ
れ
は
ど
う

い
う
意
味
で

す
か
。」

和
尚
さ
ん

「
読
み
方
が

分
か
っ
た
ら
、
意
味
が
解
り
や
す
く
な
る
も

の
だ
。
ま
ず
は
、
漢
字
の
意
味
を
考
え
な
が

ら
、
何
回
も
読
ん
で
ご
ら
ん
。
次
第
に
意
味

が
解
っ
て
く
る
も
の
だ
。
自
分
で
考
え
て
み

る
が
良
い
。
自
分
で
考
え
れ
ば
力
が
つ
く
。

し
っ
か
り
が
ん
ば
り
な
さ
れ
。」

与
右
衛
門
「
和
尚
さ
ん
、
分
か
り
ま
し
た
。
家

に
戻
っ
て
何
度
で
も
、
解
る
ま
で
読
ん
で
み

ま
す
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
和
尚
さ
ん
の
励
ま
し
を
受

け
て
、
自
分
の
力
で
や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
気
持

に
な
り
ま
し
た
。
家
に
帰
っ
た
与
右
衛
門
さ
ん
は
、

さ
っ
そ
く
文
字
の
意
味
を
考
え
な
が
ら
、
く
り
返

し
、
く
り
返
し
声
を
出
し
て
読
み
ま
し
た
。
そ
の

う
ち
に
、
心
に
光
が
差
し
込
む
よ
う
に
、
書
い
て

あ
る
意
味
が
解
っ
て
き
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
こ
う
い
う
意
味
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。『
人
と
生
ま
れ
た
者
は
、
だ
れ
で
も
自

分
の
行
い
を
正
し
く
す
る
こ
と
が
根
本
で

あ
る
』

　

そ
う
だ
。本
当
に
そ
の
通
り
だ
。解
っ
た
。『
自

分
で
考
え
て
み
る
が
良
い
』
と
言
わ
れ
た
和

尚
さ
ん
に
、
間
違
い
な
い
か
お
尋
ね
し
て
み

よ
う
。」

与
右
衛
門
「
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る

の
で
す
か
。」

和
尚
さ
ん
「
立
派
な
人
間
に
な
る
た
め
の
教
え

が
書
い
て
あ
る
。」

　
『
大
学
』
を
手
に
取
っ
た
与
右
衛
門
さ
ん
は
、

本
を
開
い
て
み
ま
し
た
。
難
し
い
漢
字
ば
か
り

が
、
び
っ
し
り
と
並
ん
で
い
た
の
で
驚
き
ま
し

た
。

与
右
衛
門
「
難
し
い
知
ら
な
い
字
ば
か
り
で
す

ね
。
早
く
読
め
る
よ
う
に
な
り
た
い
で
す
。」

和
尚
さ
ん
「
そ
の
思
い
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
。

分
か
ら
な
い
時
は
、
遠
慮
せ
ず
に
た
ず
ね
に

来
な
さ
れ
。」

与
右
衛
門
「
一
生
懸
命
勉
強
し
た
い
の
で
、
よ

ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。」

⑧　

屋
敷
に
戻
っ
た
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
わ
く

わ
く
し
な
が
ら
、
和
尚
さ
ん
か
ら
授
か
っ
た
本

を
開
き
ま
し
た
。
知
っ
て
い
る
漢
字
の
意
味
を

考
え
、
分
か
ら
な
い
難
し
い
漢
字
の
意
味
を
読

み
取
ろ
う
と
、
く
り
返
し
、
く
り
返
し
考
え
ま

し
た
。
し
か
し
、
少
し
手
紙
が
書
け
る
く
ら
い

の
力
で
は
何
と
も
な
り
ま
せ
ん
。
与
右
衛
門
さ

ん
は
、
夜
明
け
を
待
っ
て
和
尚
さ
ん
の
所
に
尋

ね
に
行
き
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
和
尚
さ
ん
、
ま
ず
文
字
の
読
み
方

か
ら
教
え
て
く
だ
さ
い
。
知
っ
て
い
る
漢
字

が
少
な
く
て
、
意
味
の
読
み
取
り
が
で
き
ま

せ
ん
で
し
た
。」

和
尚
さ
ん「
そ
な
た
に
そ
の
本
を
渡
し
た
の
は
、

自
分
の
力
が
ど
れ
ほ
ど
か
を
分
か
ら
せ
よ

う
と
し
た
か
ら
だ
よ
。
で
は
、
素
読
と
い
っ

て
、
意
味
を
考
え
る
こ
と
は
後
に
し
て
、
漢

字
を
そ
の
ま
ま
読
む
こ
と
か
ら
始
め
る
と

し
よ
う
。」

人
間
と
し
て
正
し
い
心
を
持
つ
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
ね
。」

和
尚
さ
ん
「
そ
の
通
り
だ
。
そ
な
た
は
米
子
か

ら
険
し
い
山
道
を
越
え
、
海
を
わ
た
っ
て
大

洲
に
来
る
旅
の
途
中
で
、
幼
い
子
や
お
年
寄

り
に
優
し
く
力
づ
け
た
り
、
手
を
貸
し
て
あ

げ
た
り
し
た
そ
う
じ
ゃ
な
。
そ
の
人
を
愛

し
、
人
を
救
う
心
を
も
つ
こ
と
が
、
本
当
の

正
し
さ
な
ん
だ
よ
。」

与
右
衛
門
「
和
尚
さ
ん
、
よ
く
解
り
ま
し
た
。

こ
の
教
え
の
通
り
、
学
問
に
励
ん
で
、
心
正

し
く
、
や
さ
し
い
人
間
に
な
り
ま
す
。
こ
れ

か
ら
も
し
っ
か
り
学
び
ま
す
。」

和
尚
さ
ん
「
そ
う
じ
ゃ
。
学
問
を
す
る
大
切
さ

に
、
よ
く
気
づ
け
た
。
が
ん
ば
り
な
さ
れ
。」

与
右
衛
門
「
は
い
、
よ
く
分
か
り
ま
し
た
。
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。」

⑪　

家
に
戻
っ
た
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
も
う
一

度
、
和
尚
さ
ん
に
教
え
て
も
ら
っ
た
意
味
を
考

え
な
が
ら
大
き
な
声
で
、何
度
も
読
み
ま
し
た
。

与
右
衛
門「
天
子
よ
り
以
て
庶
人
に
至
る
ま
で
、

壱
是
に
皆
身
を
修
む
る
を
以
て
本
と
為
す
」

　
　
　
　
　
　
　
（
何
度
か
、
く
り
返
し
読
む
）

与
右
衛
門
「
こ
れ
は
、
何
と
尊
く
大
切
な
教
え

だ
ろ
う
。『
大
学
』
と
い
う
大
切
な
教
え
を

書
い
た
本
が
、
昔
か
ら
伝
わ
っ
て
い
て
、
こ

の
私
が
そ
の
意
味
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
何
と
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
ろ
う
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
こ
う
思
う
と
、
感
激
の

た
め
涙
が
あ
ふ
れ
て
止
ま
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

与
右
衛
門
「
和
尚
さ
ん
は
、
こ
う
い
う
話
も
私

に
さ
れ
た
な
。

　
『
聖
人
、
学
ん
で
至
る
べ
し
。
そ
な
た
は
、

身
を
も
っ
て
、
そ
れ
を
世
の
中
に
示
す
の
だ

　

和
尚
さ
ん

は
、『
大
学
』

の
は
じ
め
の

文
か
ら
読
ん

で
く
れ
ま
し

た
。

和
尚
さ
ん

「『
大
学
の
道

は
、
明
徳
を

明
ら
か
に
す

る
に
あ
り
。
民
を
親
し
む
に
あ
り
。
至
善（
し

い
ぜ
ん
）
に
止
ま
る
に
あ
り
。』
同
じ
所
を

読
み
な
さ
れ
。」

　

与
右
衛
門
さ
ん
も
、
和
尚
さ
ん
の
後
に
大
き

な
声
で
読
み
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
だ
い
が
く
の
み
ち
は
、
め
い
と
く

を
あ
き
ら
か
に
す
る
に
あ
り
。
た
み
を
し
た

し
む
に
あ
り
。
し
い
ぜ
ん
に
と
ど
ま
る
に
あ

り
。」（
く
り
返
す
）

和
尚
さ
ん
「
よ
く
言
え
た
の
う
。
言
え
た
ら
覚

え
な
さ
れ
。
覚
え
ら
れ
た
ら
、
家
で
も
読
み

な
さ
れ
。
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る
と

よ
い
な
。」

　

こ
う
し
て
『
大
学
』
の
勉
強
は
、
読
む
こ

と
か
ら
始
ま
り
ま
し
た
。

⑨　

あ
る
日
の
こ
と
で
す
。

和
尚
さ
ん
「
さ
あ
、
始
め
よ
う
。
そ
な
た
は
後

に
続
き
な
さ
れ
。『
天
子
よ
り
以
て
庶
人
に

至
る
ま
で
、
壱
是
に
皆
身
を
修
む
る
を
以
て

本
と
な
す
』」

与
右
衛
門
「
て
ん
し
よ
り
も
っ
て　

し
ょ
に
ん

に
い
た
る
ま
で
、
い
っ
し
に　

み
を
お
さ
む

る
を
も
っ
て　

も
と
と
な
す
」

　

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
こ
の
文
を
読
ん
だ
時
、

よ
。』
私
は
、一
生
学
問
に
は
げ
み
、こ
の
『
大

学
』
の
教
え
の
と
お
り
、
身
を
お
さ
め
て
立

派
な
人
に
な

ろ
う
。
そ
れ

で
こ
そ
、
人

間
に
生
ま
れ

た
か
い
が
あ

る
の
だ
。」

　

こ
の
時
、

与
右
衛
門
さ

ん
は
、
数
え

年
十
一
歳

（
満
十
歳
）

で
し
た
。
こ
の
志
を
一
生
忘
れ
ず
、
自
分
の
勉

強
に
生
か
し
て
、
学
問
に
励
み
ま
し
た
。

　

藤
樹
先
生
は
、
大
人
に
な
っ
て
か
ら
、
自
分

の
立
て
た
志
を
振
り
返
っ
て
、『
学
問
の
初
め
、

志
を
立
て
る
よ
り
先
は
な
し
』
と
、
言
っ
て
お

ら
れ
ま
す
。
何
事
も
、
志
を
立
て
る
こ
と
か
ら

始
ま
る
の
で
す
ね
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
お
し
ま
い
）

▼
脚
本
・
挿
絵

　

高
島
藤
樹
会
教
材
委
員
会

▼
制
作
委
員

　

足
立
清
勝
・
飯
田
典
子
・
石
黒
紀
代
子

　

北
川
暢
子
・
清
川
貞
治
・
高
谷
美
智
子

　

山
本
義
雄　
（
五
十
音
順
）

▼
参
考
文
献

　
『
藤
樹
先
生
』（
高
島
市
教
育
委
員
会
発
行
）

　
『
物
語　

中
江
藤
樹
』（
松
下
亀
太
郎　

著
）

　
『
藤
樹
先
生
年
譜
』（
藤
樹
書
院
発
行
）

　
『
中
江
藤
樹
』（
滋
賀
県
安
曇
川
町
発
行
）
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ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

○
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
可
以
登
楼

○
株
式
会
社 

大
山
建
設

○
川
島
酒
造 

株
式
会
社

○
株
式
会
社 

桑
原
組

○
有
限
会
社 

宏
和
商
事

○
税
理
士
法
人 

小
畑
会
計
事
務
所

○
有
限
会
社 

白
浜
荘

○
社
会
福
祉
法
人 

新
旭
み
の
り
会

○
ソ
エ
ダ 

株
式
会
社

◯
田
中
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
事
務
所

○
株
式
会
社 

Ｔ
Ａ
Ｄ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

○
鉄
屋
商
事 

株
式
会
社

◯
寺
子
屋
ま
な
ざ
し
童
心
塾

○
株
式
会
社 

土
井
薬
局

○
と
も
栄 

藤
樹
街
道
本
店

○
中
村
印
刷 

株
式
会
社

○
株
式
会
社 

中
村
測
量
設
計

○
ニ
ッ
ケ
イ
工
業 

株
式
会
社

○
有
限
会
社 

馬
場
塗
装

○
有
限
会
社 

綿
庄
食
品
店

◆
賛
助
会
員
加
入
の
お
願
い

　

ご
協
力
い
た
だ
け
る
場
合
は
、
お
近
く
の

理
事
、
ま
た
は
１
面
「
発
行
所
先
」
に
お
知

ら
せ
く
だ
さ
い
。

　
「
平
成
」
か
ら
「
令
和
」
に
元
号
が
替
わ
り

ま
し
た
。
騒
ぎ
立
て
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い

と
思
い
ま
す
が
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
を
振
り
返

り
、
こ
れ
か
ら
の
生
き
方
を
静
か
に
想
う
「
一

つ
の
節
目
」
に
し
た
い
も
の
で
す
。　

Ｈ
・
Ｍ

あ
と
が
き

藤
樹
記
念
館
通
信
⑧

賛
助
会
員
一
覧

　

現
在
、
記
念
館
で
は
、「
熊
沢
蕃
山
生
誕

四
〇
〇
年
」
～
中
江
藤
樹
の
代
表
的
門
人
～

を
テ
ー
マ
に
小
企
画
展
を
開
催
し
て
い
ま

す
。

　

中
江
藤
樹
の
代
表
的
門
人
で
あ
る
熊
沢
蕃

山
は
、
元
和
五
年
（
一
六
一
九
年
）
に
、
京

都
稲
荷
（
京
都
市
下
京
区
）
の
野
尻
和
利
の

長
男
と
し
て
生
ま
れ
、
八
歳
の
時
、
水
戸
の

母
方
祖
父
の
熊
沢
守
久
の
養
子
と
な
っ
て
熊

沢
の
姓
を
名
乗
り
、
十
六
歳
の
時
に
、
宮
津

藩
主
京
極
高
通
の
紹
介
で
備
前
岡
山
藩
主
池

田
光
政
の
小
姓
役
と
し
て
仕
え
ま
し
た
。

　

二
十
歳
の
時
、
岡
山
藩
を
や
め
て
、
近
江
・

桐
原
村
（
近
江
八
幡
市
）
の
父
方
祖
母
の
実

家
に
移
り
、
二
十
三
歳
の
時
に
師
を
求
め
て

京
都
に
出
て
、そ
の
年
に
近
江
国
小
川
村（
滋

賀
県
高
島
市
）
の
中
江
藤
樹
に
教
え
を
受
け

ま
し
た
。
藤
樹
に
師
事
し
て
い
た
の
は
約
八

か
月
程
で
す
が
、
藤
樹
心
学
の
神
髄
を
体
認

し
ま
し
た
。

　

そ
の
後
、
ふ

た
た
び
備
前
岡

山
藩
で
池
田
光

政
に
仕
え
て
、

そ
れ
を
藩
士
に

教
示
し
、
大
胆

な
藩
政
改
革
を

行
い
ま
し
た
。

　

蕃
山
は
名
君

と
う
た
わ
れ
た

光
政
の
信
任
も
厚
く
、
藩
政
に
手
腕
を
発
揮

し
、
そ
の
名
声
は
全
国
に
響
き
ま
し
た
。
特

に
藩
学
に
藤
樹
の
学
を
取
り
入
れ
て
、
政
治

の
よ
り
所
と
し
て
い
か
し
ま
し
た
。
藤
樹
の

三
子
や
有
力
門
人
を
池
田
光
政
に
推
挙
す
る

な
ど
そ
の
功
績
は
大
き
い
と
言
え
ま
す
。

　

右
の
四
行
書
は
、
中
江
藤
樹
と
熊
沢
蕃
山

の
合
作
の
遺
墨
で
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。
一
・
三
行
目
は
中
江
藤
樹
の
、
二
・
四
行

目
が
熊
沢
蕃
山
の
手
に
よ
る
と
さ
れ
て
い
ま

す
。「
全
て
の
出
来
事
は
出
来
事
そ
の
も
の

と
し
て
素
直
な
態
度
で
見
る
べ
き
で
あ
り
、

自
己
の
勝
手
な
考
え
で
解
釈
す
る
べ
き
で
な

い
」
と
い
う
意
味
で
す
。

　

蕃
山
は
、
後
に
陽
明
学
者
と
し
て
名
を
馳

せ
、
師
で
あ
る
藤
樹
と
藤
樹
の
教
え
が
広
く

知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
状
況
に
応

じ
て
事
を
行
う
と
い
う
蕃
山
の
考
え
は
、
特

に
治
山
・
治
水
・
飢
饉
対
策
な
ど
に
成
果
を

あ
げ
た
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

晩
年
は
、
三
十
九
歳
の
時
に
和
気
郡
寺
口

村
（
備
前
市
蕃
山
）
に
隠
居
し
、
そ
の
後
は

京
都
や
奈
良
等
住
ま
い
を
転
々
と
移
し
て
、

以
後
約
三
十
年
間
は
講
学
や
著
述
に
専
念
し

ま
し
た
。
六
十
九
歳
の
時
、
古
河
城
下
（
茨

城
県
古
河
市
）に
移
り
、幕
府
の
命
令
に
よ
っ

て
禁
固
の
身
と
な
り
、
七
十
三
歳
で
亡
く
な

り
ま
し
た
。

　

主
な
著
書
は
、「
集
義
和
書
」、「
集
義
外

書
」、「
大
学
惑
問
」、「
大
学
小
解
」
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。こ
の
度
の
小
企
画
展
で
は
、

岡
山
市
、
備
前
市
を
中
心
に
、
熊
沢
蕃
山
が

活
躍
し
た
当
時
を
偲
ぶ
遺
墨
や
肖
像
画
、
写

真
な
ど
を
展
示
し
て
い
ま
す
。

三
十
二
回
記
念
館
小
企
画
展
開
催
中

館
　
長

富
永
　
雄
教熊沢蕃山像

（藤樹書院所蔵）

四行書（藤樹書院所蔵）
※藤樹と蕃山の共同作品

熊沢蕃山関連の
史跡等のマップ

旧閑谷学校　講堂
（岡山県備前市）


