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明
治
四
十
五
年
五
月
二
十
七
日
︑漱
石
は
戸
川
秋
骨
に
宛
て
て
︑

﹁
今
日
午
前
に
至
り
︑
不
図
自
画
自
讃
試
み
た
く
相
成
︑
生
れ
て

始
め
て
画
を
か
き
候
﹂
と
書
い
て
い
る
︒

漱
石
は
秋
骨
か
ら
︑
発
句
を
か
い
て
く
れ
と
頼
ま
れ
て
い
た
︒

そ
れ
も
普
通
の
発
句
で
は
な
く
︑
画
讃
の
発
句
で
あ
っ
た
︒
の
み

な
ら
ず
そ
の
画
讃
の
発
句
は
︑
漱
石
の
方
で
予
め
画
の
趣
向
を
考

え
︑
そ
れ
が
下
に
か
い
て
あ
る
も
の
と
想
像
し
て
か
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
︑
画
讃
の
発
句
で
あ
っ
た
︒
画
は
︑
漱
石
の
方
で
そ
う
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言
い
さ
え
す
れ
ば
︑
誰
か
外
の
専
門
の
人
に
頼
ん
で
︑
あ
と
で
そ

の
通
り
書
い
て
も
ら
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒
漱
石
が
ど
う
し
て
そ

ん
な
む
ず
か
し
い
注
文
を
引
き
受
け
た
の
か
は
︑
私
に
は
は
っ
き

り
分
か
ら
な
い
︒
然
し
漱
石
は
そ
の
為
め
︑﹁
是
は
一
所
不
住
の

沙
門
に
て
候
と
い
う
前
書
の
後
へ
︑
雪
の
夜
や
佐
野
に
て
食
い
し

粟
の
飯
と
い
う
句
を
書
き
︑
其
下
へ
自
在
に
鍋
の
釣
る
し
て
あ
る

傍
に
行
脚
僧
の
笠
を
描
﹂
く
と
い
う
趣
向
を
工
夫
し
︑
下
に
画
が

か
い
て
あ
る
積
り
に
な
っ
て
︑
上
の
方
に
そ
の
讃
を
書
き
に
か
か

っ
た
︒
然
し
是
は
︑
も
と
も
と
無
理
な
注
文
で
あ
る
︒
漱
石
が
い

ろ
い
ろ
苦
心
し
て
書
い
て
み
た
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
其
所
に
到
底
自
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分
の
気
に
入
る
も
の
が
出
末
上
が
ら
な
か
っ
た
の
は
︑
寧
ろ
当
然

の
事
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
で
漱
石
は
︑﹁
実
を
い
う
と
ど
う
し
て
も

画
と
賛
は
同
人
が
同
時
に
書
か
な
く
て
は
な
ら
ぬ
も
の
か
と
存
じ

ら
れ
候
︒
然
ら
ず
ば
画
の
上
へ
賛
を
す
る
の
が
順
当
に
候
︒
賛
を

か
い
て
其
下
へ
絵
を
か
か
せ
る
事
は
古
今
に
其
例
あ
る
や
否
や
存

ぜ
ざ
れ
ど
少
く
と
も
小
生
の
場
合
は
画
家
を
雪
隠
詰
に
す
る
と
同

様
の
意
地
の
悪
い
仕
業
に
相
成
候
﹂
と
言
っ
て
︑
到
頭
秋
骨
に
そ

の
事
を
断
っ
て
や
っ
た
︒

そ
れ
が
ど
う
い
う
風
の
吹
き
廻
し
か

︱
或
は
︑
画
と
賛
と
は

同
一
人
が
同
時
に
か
く
べ
き
も
の
だ
と
い
う
考
え
が
︑
漱
石
を
強
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く
刺
激
し
た
も
の
か
も
知
れ
な
い

︱
そ
の
翌
日
の
午
前
に
な
っ

て
︑
漱
石
は
﹁
不
図
自
画
自
讃
﹂
が
試
み
た
く
な
り
︑﹁
生
れ
て

始
め
て
画
を
か
﹂
く
気
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
の
画
は
勿
論
︑
ど
う
贔
屓
目
に
見
て
も
︑
決
し
て
良
い
画
と

い
う
事
は
出
来
な
か
っ
た
︒
公
平
に
言
え
ば
︑
筆
を
た
だ
の
た
く

ら
せ
た
だ
け
の
も
の
で
︑
も
し
そ
れ
に
﹁
絵
は
最
明
寺
殿
が
後
向

に
な
っ
て
あ
る
い
て
い
る
所
と
御
承
知
被
下
度
候
︒
斜
に
出
て
い

る
も
の
は
杖
に
て
決
し
て
刀
に
は
無
之
︒
山
妻
は
侍
が
帯
剣
の
姿

と
間
違
候
間
念
の
た
め
説
明
を
加
え
置
候
︒﹂
と
い
う
説
明
が
つ

い
て
い
な
か
っ
た
ら
︑
何
を
か
い
た
も
の
か
︑
恐
ら
く
誰
で
も
︑
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見
当
を
つ
け
る
の
に
苦
し
む
よ
う
な
画
で
あ
っ
た
︒
た
だ
其
所
に

は
︑
拙
を
覆
お
う
と
す
る
所
が
︑
少
し
も
な
い
︒
拙
く
て
も
な
ん

で
も
︑
天
真
爛
漫
で
あ
る
︒
も
し
こ
の
画
に
何
等
か
の
取
柄
が
あ

る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
正
に
其
所
に
あ
る
︒
漱
石
も
そ
れ
に
気
が

つ
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
︑﹁
是
は
ほ
ん
の
記
念
と
し
て
差
上
る
も

の
故
﹂
決
し
て
表
装
を
し
て
床
の
間
な
ど
へ
か
け
る
よ
う
な
事
は

し
な
い
で
く
れ
︑﹁
装
飾
品
と
し
て
は
其
う
ち
書
画
と
も
に
上
達

の
見
込
あ
れ
ば
﹂
う
ま
く
な
っ
た
時
に
︑
改
め
て
立
破
な
も
の
を

御
覧
に
入
れ
る
と
︑
書
き
添
え
た
︒

然
し
巌
密
に
い
う
と
︑
実
は
是
は
漱
石
が
﹁
生
れ
て
始
め
て
﹂
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か
い
た
画
で
は
な
か
っ
た
︒
勿
論
絹
や
画
箋
紙
の
上
に
︑
墨
で
︑

筆
を
つ
か
っ
て
か
く
画
は
︑
是
が
﹁
生
れ
て
始
め
て
﹂
の
画
で
あ

っ
た
事
は
︑
確
実
で
あ
る
︒
然
し
︑
画
一
般
と
い
う
事
を
問
題
に

、
、
、

す
れ
ば
︑
そ
の
前
に
漱
石
は
︑
明
治
三
十
六
・
七
年
の
比
に
︑
相

当
熱
心
に
︑
ワ
ッ
ト
マ
ン
の
上
に
水
彩
画
を
か
い
て
い
る
︒
是
は

恐
ら
く
橋
口
貢
︑
そ
の
弟
の
橋
口
五
葉
︑
寺
田
寅
彦
な
ど
の
刺
激

に
よ
る
も
の
に
相
違
な
い
が
︑
漱
石
は
当
時
そ
う
い
う
人
々
と
︑

頻
に
自
作
水
彩
画
の
絵
葉
書
を
交
換
し
た
︒
そ
れ
は
今
日
で
も
ち

ゃ
ん
と
保
存
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
当
時
漱
石
が
︑
そ
の
中
に
水
彩

画
を
か
い
た
︑
ポ
ケ
ッ
ト
用
の
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
も
保
存
さ
れ
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て
い
る
︒

漱
石
は
︑
例
え
ば
子
規
の
よ
う
に
︑
巌
密
な
﹁
写
生
﹂
の
画
を

か
か
な
か
っ
た
︒
後
年
の
漱
石
は
︑
必
ず
し
も
そ
う
だ
と
は
言
い

切
れ
な
い
が
︑
然
し
当
時
の
漱
石
は
︑
そ
の
絵
葉
書
に
於
い
て
も
︑

又
そ
の
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
に
於
い
て
も
︑
物
の
形
を
精
到
に
捉

ま
え
て
︑
そ
れ
を
色
彩
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
よ
り
も
︑
寧
ろ
自

分
の
頭
の
中
に
あ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
に
︑
先
ず
姿
を
与
え
た
い
︑
そ

の
為
に
は
形
な
ぞ
ど
う
だ
っ
て
構
わ
な
い
と
︑
考
え
て
い
た
も
の

ら
し
く
見
え
る
︒

︱
柳
の
樹
の
下
に
白
い
家
鴨
が
三
四
羽
遊
ん

で
い
る
︒
然
し
そ
れ
は
柳
だ
か
家
鴨
だ
か
︑
よ
く
分
か
ら
な
い
︒



12

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
緑
の
色
が
竪
に
縞
に
す
う
す
う
と
引
か
れ

て
い
る
下
に
︑
い
く
つ
か
の
白
点
が
あ
る
色
彩
の
世
界
は
︑
何
か

し
ら
是
を
か
い
た
人
が
︑
こ
の
世
界
に
這
入
っ
て
︑
さ
ぞ
愉
快
な

心
持
が
し
た
に
違
い
な
い
と
想
像
さ
せ
る
︑
特
別
な
感
じ
を
持
っ

て
い
る
︒
海
岸
の
︑
海
の
向
う
に
島
の
見
え
る
︑
松
の
樹
の
あ
る

丘
の
上
に
︑
大
き
な
丸
い
石
が
据
え
て
あ
る
︒
そ
の
石
の
上
に
︑

丁
度
雪
達
摩
の
首
の
よ
う
に
︑
も
う
一
つ
小
さ
な
石
が
載
っ
け
て

あ
る
︒
大
き
な
石
の
胴
中
に
は
︑
何
か
梵
字
の
よ
う
な
も
の
が
一

字
︑
黒
く
彫
り
込
ん
で
あ
る
︒
是
に
漱
石
は
﹃
わ
が
墓
﹄
と
題
し

た
︒
そ
う
か
と
思
う
と
︑
書
架
を
四
五
段
か
い
て
︑
そ
れ
に
列
べ
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た
本
の
背
中
を
︑
紅
だ
の
黄
だ
の
茶
だ
の
藍
だ
の
で
︑
無
雑
作
に

表
現
し
︑
そ
れ
に

"
Y
ou

and
I
/
N
obody

by
"

と
題
し
た
画
も

あ
る
︒

然
し
こ
う
い
う
水
彩
画
は
︑
漱
石
が
﹃
猫
﹄
を
か
き
﹃
倫
敦
塔
﹄

を
か
き
︑
段
々
創
作
に
熱
中
す
る
に
従
っ
て
︑
次
第
に
漱
石
の
頭

の
中
か
ら
︑
そ
の
姿
を
消
し
て
行
っ
た
︒
明
治
三
十
八
年
も
三
月

以
後
に
な
る
と
︑
漱
石
が
自
作
水
彩
画
の
絵
葉
書
を
人
に
送
る
事

も
︑
殆
ど
絶
え
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
漱
石

は
︑
創
作
の
方
が
面
白
く
︑
ま
た
創
作
の
方
が
急
が
し
く
︑
到
底

水
彩
画
な
ぞ
か
い
て
い
る
余
裕
を
︑
持
つ
事
が
出
来
な
く
な
る
の
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で
あ
る
︒
漱
石
が
︑
絹
の
上
に
﹁
最
明
寺
殿
﹂
を
か
い
た
の
は
︑

そ
れ
か
ら
七
年
以
上
た
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
っ
た
︒
漱
石
は
︑
自

分
が
過
去
に
水
彩
画
を
か
い
た
事
が
あ
る
な
ど
と
い
う
事
は
︑
或

は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒

然
し
こ
の
﹁
最
明
寺
殿
﹂
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
︑
漱
石
は
︑

そ
の
後
時
々
︑
再
び
画
を
か
き
出
し
た
︒
勿
論
是
は
︑
漱
石
が
本

来
画
を
か
く
事
が
好
き
で
あ
っ
た
か
ら
に
は
相
違
な
い
が
︑
然
し

一
つ
に
は
漱
石
が
︑
明
治
四
十
三
年
の
八
月
に
修
善
寺
で
胃
潰
瘍

に
倒
れ
︑明
治
四
十
四
年
の
八
月
に
大
阪
で
再
び
そ
の
為
に
倒
れ
︑

そ
の
後
は
少
し
烈
し
い
活
動
を
す
る
と
︑
す
ぐ
胃
に
故
障
が
起
る
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よ
う
に
な
っ
た
為
で
あ
る
︒
そ
れ
で
も
漱
石
は
︑
明
治
四
十
五
年

︵
大
正
元
年
︶
に
は
︑
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
画
に
熱
中
し
な
か
っ
た
︒

十
一
月
十
八
日
の
津
田
青
楓
宛
の
手
紙
の
中
で
︑
漱
石
は
﹁
今
日

縁
側
で
水
仙
と
小
さ
な
菊
を
丁
寧
に
か
き
ま
し
た
︒
私
は
出
来
栄

の
如
何
よ
り
書
い
た
事
が
愉
快
で
す
︒
書
い
て
し
ま
え
ば
今
度
は

出
来
栄
に
よ
っ
て
楽
み
が
増
減
し
ま
す
︒
私
は
今
度
の
画
は
破
ら

ず
に
置
き
ま
し
た
︒
此
つ
ぎ
見
て
下
さ
い
﹂
と
言
っ
て
い
る
が
︑

然
し
そ
れ
も
十
一
月
三
十
日
か
ら
﹃
行
人
﹄
が
書
き
出
さ
れ
た
の

で
︑
中
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
︒
漱
石
が
︑
本
気
に
︑

夢
中
に
な
っ
て
画
を
か
き
出
し
た
の
は
︑
そ
の
翌
年
︑
大
正
二
年
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か
ら
の
事
で
あ
る
︒

漱
石
は
﹃
行
人
﹄
を
書
い
て
年
を
越
し
た
︒
然
も
そ
の
﹃
行
人
﹄

が
ま
だ
完
結
し
な
い
う
ち
︑
大
正
二
年
の
三
月
末
に
︑
漱
石
は
三

度
び
胃
潰
瘍
で
倒
れ
た
︒
そ
れ
で
も
漱
石
は
︑
劇
し
い
痛
み
が
通

過
し
た
あ
と
︑﹃
行
人
﹄
の
事
を
気
に
し
て
︑
四
月
二
日
︑﹁
ま

だ
原
稿
を
書
く
と
頭
が
ふ
ら
ふ
ら
し
︒立
つ
と
足
が
ふ
ら
ふ
ら
し
︒

胸
も
時
々
痛
﹂
む
に
も
拘
わ
ら
ず
︑﹁
是
が
あ
と
ず
っ
と
つ
づ
く

と
よ
う
御
座
い
ま
す
が
あ
と
が
危
険
﹂
だ
と
気
遣
い
な
が
ら
︑﹃
行

人
﹄
の
続
き
を
一
回
分
書
い
た
︒
然
し
事
実
は
漱
石
が
心
配
し
た

通
り
︑そ
の
あ
と
す
ぐ
再
び
も
っ
と
ひ
ど
い
潰
瘍
が
や
っ
て
来
て
︑
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漱
石
は
五
月
末
ま
で
床
に
つ
き
︑
従
っ
て
﹃
行
人
﹄
は
︑
一
時
中

断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
っ
た
︒
そ
の
病
後
︑﹁
床
は

と
り
放
し
起
き
た
り
寝
た
り
の
有
様
﹂
で
︑
徐
ろ
に
健
康
の
回
復

す
る
の
を
待
っ
て
い
る
間
に
︑
漱
石
は
︑
再
び
画
を
採
り
上
げ
る

の
で
あ
る
︒
そ
う
し
て
今
度
は
漱
石
は
︑﹁
も
う
画
を
切
り
上
げ

よ
う
切
り
上
げ
よ
う
と
思
い
な
が
ら
ま
︹
だ
︺
書
い
て
い
﹂︵
六

月
十
一
日
︶
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
︑﹁
画
に
凝
っ

て
他
事
を
閑
却
﹂
し
て
し
ま
っ
た
︒
そ
の
熱
度
は
︑
翌
年
︑
大
正

三
年
一
杯
は
続
い
た
︒
大
正
四
年
︑
大
正
五
年
に
は
︑
そ
の
熱
は

多
少
低
下
し
た
と
も
言
え
る
が
︑
然
し
同
じ
よ
う
に
熱
心
に
か
き
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続
け
ら
れ
た
︒

大
正
二
年
十
二
月
十
一
日
︑
寺
田
寅
彦
宛
の
手
紙
の
中
で
漱
石

は
︑﹁
小
生
画
を
か
く
の
と
遊
ぶ
の
と
運
動
す
る
の
と
で
い
そ
が

し
く
候

画
も
明
日
は
や
め
よ
う
や
め
よ
う
と
思
い
な
が
ら
其
明

日
が
く
る
と
急
に
描
き
た
く
な
り
候
ま
あ
酒
呑
が
バ
ー
の
前
を
通

る
よ
う
な
も
の
と
存
候
其
癖
う
ま
い
の
は
か
け
ず
飛
ん
だ
酔
興
に

候
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
大
正
三
年
四
月
十
日
︑
津
田
青
楓
宛
て
の

手
紙
の
中
で
も
︑﹁
私
も
あ
な
た
と
同
じ
よ
う
に
何
か
や
り
か
け

て
油
が
の
る
時
分
に
止
め
る
都
合
に
な
る
の
が
残
念
で
す
︑
画
も

い
や
に
な
る
迄
か
い
て
夫
か
ら
又
文
学
な
り
批
評
な
り
に
移
っ
て



19

行
き
た
い
と
思
い
ま
す
小
説
も
も
う
書
き
始
め
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
︑
夫
で
画
は
や
め
ま
し
た
︑﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
漱
石
の
﹃
心
﹄

は
︑
大
正
三
年
四
月
二
十
日
か
ら
八
月
十
一
日
に
亘
っ
て
新
聞
に

連
載
さ
れ
た
︒
然
も
そ
の
連
載
中
の
七
月
二
十
八
日
︑
森
円
月
宛

の
手
紙
の
中
で
漱
石
は
︑﹁
早
く
小
説
を
書
い
て
し
ま
っ
て
外
の

事
が
し
た
い
と
思
い
ま
す
﹂
と
言
っ
て
い
る
︒
こ
の
﹁
外
の
事
﹂

が
画
を
か
く
事
で
あ
る
事
は
︑
言
う
ま
で
も
な
い
︒
大
正
四
年
七

月
十
四
日
︑
大
谷
繞
石
宛
の
手
紙
の
中
に
も
︑﹁
小
説
も
職
業
に

な
る
と
出
来
る
丈
早
く
書
い
て
あ
と
の
時
問
を
外
の
事
に
費
や
し

た
く
な
り
ま
す
﹂
と
書
い
て
あ
る
︒
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漱
石
は
︑
大
正
二
年
の
七
月
末
︑
油
絵
具
を
買
っ
て
来
て
︑
撫

子
を
か
い
た
り
︑
紫
陽
花
を
か
い
た
り
︑
暫
ら
く
の
間
は
︑
油
画

を
か
い
た
︒
然
し
漱
石
に
は
︑
自
分
が
病
臥
し
た
為
に
中
断
さ
れ

た
︑﹃
行
人
﹄
の
続
き
を
書
く
義
務
が
残
っ
て
い
た
︒
是
は
九
月

十
六
日
か
ら
十
一
月
十
五
日
に
亘
っ
て
新
聞
に
載
せ
ら
れ
た
︒
そ

れ
を
機
会
に
漱
石
は
︑
油
画
を
か
く
事
は
や
め
て
し
ま
っ
た
ら
し

い
︒
油
画
は
︑
い
ろ
ん
な
点
で
︑
漱
石
の
性
に
合
わ
な
か
っ
た
よ

う
で
あ
る
︒
漱
石
の
油
画
の
期
間
は
︑
非
常
に
短
か
か
っ
た
︒
そ

の
前
も
︑
そ
の
後
も
︑
漱
石
が
最
も
興
味
を
持
っ
て
か
い
た
も
の

は
︑
南
画
で
あ
る
︒
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漱
石
は
︑
大
正
二
年
十
一
月
三
十
日
門
間
春
雄
に
宛
て
て
︑﹁
あ

な
た
の
覚
え
て
い
る
画
は
ま
だ
あ
り
ま
す
が
あ
れ
は
上
げ
ら
れ
ま

せ
ん
︒
下
手
な
ひ
ど
い
画
で
す
か
ら
︒
長
塚
が
は
は
は
と
笑
っ
た

意
味
は
ま
ず
い
も
の
を
よ
く
臆
面
も
な
く
懸
け
て
置
く
と
い
う
意

味
か
ら
で
す
︒
私
に
は
た
だ
あ
の
趣
丈
が
好
な
の
で
す
︒
そ
れ
で

記
念
の
た
め
ま
だ
仕
舞
っ
て
あ
り
ま
す
︒
画
が
御
望
み
な
ら
ひ
ま

な
時
に
何
か
か
い
て
上
げ
ま
す
が
私
の
は
画
と
い
う
よ
り
も
寧
ろ

小
供
の
い
た
ず
ら
見
た
よ
う
な
も
の
で
す
︒
そ
の
小
供
の
無
慾
さ

と
天
真
が
出
れ
ば
甚
だ
う
れ
し
い
の
で
す
が
た
だ
小
ぎ
た
な
い
所

丈
が
小
供
で
厭
味
は
大
人
ら
し
い
か
ら
困
り
ま
す
︒
書
で
も
画
で
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も
か
き
な
れ
な
い
と
一
通
り
の
も
の
は
出
来
ず
︒
又
書
き
な
れ
る

と
黒
人
く
さ
く
な
っ
て
厭
な
も
の
で
す
︒
従
っ
て
ど
う
し
て
好
い

か
解
り
ま
せ
ん
︒﹂
と
言
っ
た
︒
同
じ
十
二
月
八
日
に
は
︑
津
田

青
楓
に
宛
て
て
︑﹁
私
は
生
涯
に
一
枚
で
い
い
か
ら
人
が
見
て
難

有
い
心
持
の
す
る
絵
を
か
い
て
見
た
い
山
水
で
も
動
物
で
も
花
鳥

で
も
構
わ
な
い
只
崇
高
で
難
有
い
気
持
の
す
る
奴
を
か
い
て
死
に

た
い
と
思
い
ま
す
﹂
と
書
い
た
︒
今
日
の
日
本
人
に
そ
う
い
う
画

の
か
け
る

器

が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
そ
れ
は
恐
ら
く
水
彩
画
や

う
つ
わ
も
の

油
画
で
は
な
く
て
︑
南
画
で
あ
る
︒
そ
う
考
え
て
漱
石
が
︑
南
画

に
打
ち
込
の
で
は
︑
無
論
な
い
に
は
違
い
な
い
が
︑
然
し
画
は
﹁
下
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手
な
ひ
ど
い
画
で
﹂
も
な
ん
で
も
︑
た
だ
そ
の
﹁
趣
﹂
だ
け
を
愛

し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
︑
さ
し
あ
た
り
人
は
︑
南
画
の
よ
う
な
も

の
を
採
り
上
げ
る
外
に
︑
別
に
仕
様
も
な
い
で
あ
ろ
う
︒
そ
れ
だ

か
ら
漱
石
は
︑
水
彩
画
も
か
き
︑
油
画
も
か
い
て
は
見
た
が
︑
結

局
南
画
に
落
つ
く
事
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
そ

う
し
て
そ
の
南
画
を
か
く
事
が
︑
漱
石
に
と
っ
て
︑
段
々
一
つ
の

ネ
セ
シ
テ
ィ
に
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
︒

漱
石
は
修
善
寺
の
大
患
以
後
︑
次
第
に
そ
の
眼
を
人
間
の
内
奥

に
向
け
て
︑
其
所
に
潜
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
の
私
を
剔
り
出
し
て

、

来
よ
う
と
す
る
︑
傾
向
を
帯
び
て
来
た
︒
然
し
人
間
の
中
の
私
は
︑

、
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追
求
す
れ
ば
追
求
す
る
ほ
ど
︑
深
い
所
に
し
か
と
根
を
下
ろ
し
て

い
て
︑
一
人
の
人
間
の
一
生
で
は
︑
到
底
掘
り
悉
す
事
が
出
来
そ

う
に
も
思
わ
れ
な
い
︒
そ
う
い
う
他
人
の
私
︑
自
分
の
私

︱
一

、

、

口
に
言
え
ば
︑
人
間
の
業
の
深
さ
の
認
識
が
︑
次
第
に
漱
石
の
心

、

を
重
く
し
て
︑
漱
石
の
人
生
を
生
き
苦
し
く
し
た
︒
勿
論
生
き
苦

し
い
か
ら
と
言
っ
て
︑
そ
れ
は
︑
そ
の
ま
ま
に
棄
て
て
置
け
る
事

で
は
な
か
っ
た
︒
又
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
に
︑
棄
て
て
置
く
︑
漱
石

で
も
な
か
っ
た
︒
そ
れ
だ
か
ら
漱
石
は
︑
爾
後
︑
そ
の
人
間
の
業、

の
深
さ
を
剔
出
す
る
事
に
よ
っ
て
︑
人
が
そ
の
業
を
認
識
し
︑
認

、

識
す
る
事
に
よ
っ
て
そ
の
業
か
ら
浄
め
ら
れ
る
事
に
精
進
す
る
よ

、
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う
な
︑
小
説
計
り
を
書
い
て
行
っ
た
︒
漱
石
の
爾
後
の
小
説
は
︑

人
間
の
業
に
悩
む
者
の
道
連
れ
と
な
っ
た
︒
然
し
そ
の
仕
事
は
︑

、

仕
事
そ
の
も
の
の
性
質
上
︑
多
く
の
場
合
︑
漱
石
を
苦
悩
と
悲
哀

の
︑
重
い
密
雲
の
中
に
閉
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
︒
そ
の
重
い
密

雲
の
中
か
ら
︑
漱
石
を
引
き
出
し
て
く
れ
る
も
の
が
︑
漱
石
の
画

だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
少
く
と
も
漱
石
は
︑
自
分
の
画
を
︑
そ
う
い

う
も
の
と
し
て
︑
自
分
に
と
っ
て
︑
一
つ
の
ネ
セ
シ
テ
ィ
と
し
た

の
で
あ
る
︒

画
に
は
︑
理
窟
が
な
か
っ
た
︒
そ
の
上
漱
石
の
画
に
は
︑
黒
人

の
厭
味
が
出
て
来
る
隙
間
が
な
い
ほ
ど
︑
稚
拙
で
︑
無
分
別
で
︑
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天
真
で
︑
然
も
そ
れ
だ
け
に
︑
そ
の
間
か
ら
漱
石
の
魂
だ
け
が
出

て
来
て
物
を
言
う
と
い
う
所
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
だ
か
ら
漱
石
は
︑

自
分
の
画
に
信
頼
し
て
︑
不
愉
快
な
自
分
を
任
せ
切
る
事
が
出
来

た
︒
漱
石
は
︑
大
正
三
年
十
一
月
二
十
五
日
︑
学
習
院
の
講
演
﹃
私

の
個
人
主
義
﹄
の
中
で
︑﹁
私
は
愉
快
だ
か
ら
描
い
た
の
で
は
な

い
︑
不
愉
快
だ
か
ら
描
い
た
の
だ
と
云
っ
て
私
の
心
の
状
態
を
其

男
に
説
明
し
て
遺
り
ま
し
た
︒
世
の
中
に
は
愉
快
で
凝
と
し
て
い

ら
れ
な
い
結
果
を
画
に
し
た
り
︑
書
に
し
た
り
︑
又
は
文
に
し
た

り
す
る
人
が
あ
る
通
り
︑
不
愉
快
だ
か
ら
︑
ど
う
か
し
て
好
い
心

持
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
︑
筆
を
執
っ
て
画
な
り
文
章
な
り
を
作
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る
人
も
あ
り
ま
す
︒
そ
う
し
て
不
思
議
に
も
此
二
つ
の
心
的
状
態

が
結
果
に
現
わ
れ
た
所
を
見
る
と
能
く
一
致
し
て
い
る
場
合
が
起

る
の
で
す
︒﹂
と
言
っ
て
い
る
が
︑
漱
石
の
画
の
美
し
さ
は
︑

︱
漱
石
の
画
が
︑
黒
人
か
ら
見
れ
ば
︑
恐
ら
く
﹁
下
手
な
ひ
ど

い
画
で
﹂
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
︑
そ
の
﹁
下
手
な
ひ
ど
い
﹂
も
の

の
中
か
ら
︑
ど
の
黒
人
に
も
見
る
事
の
出
来
な
い
︑
高
い
気
品
が

立
ち
昇
っ
て
い
る
の
は
︑
漱
石
が
︑
そ
う
い
う
止
む
に
止
ま
れ
な

い
心
持
か
ら
︑
捨
て
身
に
な
っ
て
︑
画
の
中
に
打
ち
込
ん
で
行
っ

た
所
か
ら
︑
自
然
に
醸
し
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
相
違
な
い
︒

漱
石
に
と
っ
て
︑
画
を
か
く
事
は
︑
か
く
事
そ
の
事
が
楽
し
い
の
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で
あ
る
︒
従
っ
て
画
を
か
い
て
い
れ
ば
︑
不
愉
快
な
自
分
の
世
界

に
︑
明
る
い
光
明
が
さ
し
て
来
る
の
で
あ
る
︒
そ
れ
ほ
ど
純
粋
に

画
を
か
く
事
を
楽
し
み
得
る
と
い
う
事
が
︑
漱
石
の
画
の
世
界
の

美
し
さ
を
純
粋
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
︒
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