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書
簡
と
い
う
テ
ク
ス
ト
か
ら
1
は
じ
め
に
 
 

あ
る
人
物
の
「
考
え
方
」
を
探
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
人
が
残
し
た
書
簡
と
い
う
の
は
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
材
料
に
な
り
得
る
の
だ
 
 

ろ
う
か
？
 
時
々
こ
ん
な
こ
と
を
考
え
る
。
 
 

一
概
に
は
い
え
な
い
 
ー
 
い
ま
の
と
こ
ろ
、
私
に
は
、
そ
う
答
え
る
ほ
か
な
い
。
 
 
 

そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同
じ
明
治
と
い
う
時
代
を
扱
う
研
究
者
に
し
て
も
、
政
治
家
に
関
心
が
あ
る
人
と
哲
 
 

学
者
に
関
心
が
あ
る
人
と
で
は
、
明
ら
か
に
異
な
る
。
一
方
は
、
何
某
関
係
文
書
中
の
書
簡
に
書
か
れ
て
い
る
二
言
一
句
に
つ
い
て
、
 
 

目
を
皿
の
よ
う
に
し
て
追
い
か
け
、
他
方
は
、
そ
の
人
物
の
記
し
た
作
品
を
、
詳
細
に
ノ
ー
ト
し
な
が
ら
読
み
進
む
に
違
い
な
い
。
 
 

だ
が
も
し
そ
の
人
物
の
伝
記
を
書
く
と
な
れ
ば
、
政
治
家
の
饅
頭
本
と
い
え
ど
も
疎
か
に
は
で
き
な
い
し
、
哲
学
者
の
残
し
た
一
通
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 
 

兵
役
を
遁
れ
ん
と
し
て
様
々
に
策
略
を
施
す
も
の
は
‥
・
一
片
の
怯
心
は
骨
に
徹
し
て
生
涯
を
除
く
可
ら
ず
。
之
を
 
 

小
に
し
て
は
本
人
の
徳
を
壊
り
、
之
を
大
に
し
て
は
天
下
の
元
気
を
損
す
。
公
私
の
不
幸
こ
れ
よ
り
大
な
る
は
な
し
。
 
 

（
福
沢
諭
吉
、
明
治
一
七
年
七
月
）
 
 

口
 
 
 

臣
 
 

山
 
 



の
恋
文
が
、
そ
の
人
へ
の
イ
メ
ー
ジ
を
塗
り
替
え
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
社
会
に
お
け
る
書
簡
の
重
要
性
と
い
う
ご
く
一
 
 

般
的
な
レ
ベ
ル
の
ほ
か
に
、
対
象
と
す
る
相
手
、
そ
の
相
手
に
対
す
る
研
究
者
側
の
関
心
の
所
在
な
ど
に
よ
っ
て
も
、
ど
う
や
ら
書
 
 

簡
の
重
み
は
大
き
く
異
な
っ
て
き
そ
う
だ
か
ら
で
あ
る
。
 
 
 

こ
こ
し
ば
ら
く
近
代
日
本
研
究
を
覆
っ
て
い
る
テ
ク
ス
ト
へ
の
回
帰
と
で
も
い
う
べ
き
事
態
は
、
こ
の
う
ち
の
関
心
の
変
化
と
も
 
 

い
く
ら
か
は
関
連
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
そ
う
し
た
変
化
に
、
テ
ク
ス
ト
論
や
言
語
論
な
ど
の
動
き
を
見
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
 
 

い
。
た
だ
実
際
に
な
さ
れ
て
い
る
作
業
と
な
る
と
、
テ
ク
ス
ト
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
実
際
に
は
著
書
や
論
文
な
ど
、
も
と
も
と
作
 
 

品
と
し
て
産
出
さ
れ
た
も
の
の
読
解
に
と
ど
ま
る
も
の
が
多
く
、
い
く
つ
か
の
注
意
す
べ
き
論
著
が
出
現
し
て
い
る
影
で
、
「
何
其
の
 
 

0
0
観
」
と
い
っ
た
文
章
が
濫
造
さ
れ
て
い
る
の
が
実
情
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

そ
こ
で
こ
の
小
論
で
は
、
書
簡
の
読
解
か
ら
得
ら
れ
た
知
見
を
も
と
に
、
そ
の
書
簡
の
主
の
著
書
・
論
説
な
ど
を
読
み
返
す
と
い
 
 

う
作
業
を
意
図
的
に
行
っ
て
み
た
い
。
そ
の
人
物
は
福
沢
諭
吉
。
彼
を
対
象
と
す
る
の
は
、
二
言
で
言
え
ば
、
使
わ
な
い
と
も
っ
た
 
 

（
1
）
 
い
な
い
ほ
ど
整
備
さ
れ
た
書
簡
群
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
先
頃
、
刊
行
の
終
わ
っ
た
 
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』
 
で
あ
る
。
 
 
 

こ
の
 
『
書
簡
集
』
は
、
岩
波
版
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
 
（
以
下
、
『
全
集
』
と
略
す
）
 
所
収
の
書
簡
よ
り
、
若
干
の
出
入
り
を
含
め
て
 
 

四
八
〇
通
多
い
計
二
五
六
四
届
の
福
沢
諭
吉
書
簡
を
収
録
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
懇
切
な
注
解
も
付
さ
れ
て
お
り
、
『
全
集
』
の
面
 
 

目
を
一
新
し
て
い
る
。
『
国
史
大
系
』
版
に
対
す
る
『
古
典
文
学
大
系
』
版
の
登
場
と
い
っ
た
と
こ
ろ
だ
ろ
う
ぺ
 
そ
こ
で
ま
ず
は
こ
の
 
 

『
書
簡
集
』
を
読
む
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
め
て
み
た
い
。
な
お
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
け
ば
、
小
論
は
、
人
物
研
究
一
般
に
お
け
る
書
 
 

簡
の
重
要
性
を
示
そ
う
と
い
う
も
の
で
は
必
ず
し
も
な
い
。
ま
し
て
書
簡
か
ら
探
し
出
し
た
片
言
隻
語
に
よ
っ
て
、
従
来
の
福
沢
解
 
 

釈
を
批
判
し
ょ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
材
料
に
恵
ま
れ
た
人
物
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
に
応
じ
た
接
近
法
が
あ
っ
て
し
か
る
 
 

べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
つ
て
そ
の
人
物
の
「
考
え
方
」
に
つ
い
て
よ
り
深
く
入
り
込
ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
る
 
 

の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
た
ア
イ
デ
ア
を
、
福
沢
諭
吉
と
い
う
人
物
を
対
象
に
実
行
に
移
し
て
み
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 



諭
吉
、
捨
次
郎
の
徴
兵
逃
れ
を
企
つ
 
 

さ
て
あ
ら
た
め
て
書
簡
と
い
う
も
の
を
通
じ
て
福
沢
を
眺
め
て
い
く
と
、
著
作
や
社
説
な
ど
か
ち
で
は
窺
い
に
く
い
面
が
浮
か
び
 
 

上
が
っ
て
く
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
父
と
し
て
の
福
沢
と
も
い
う
べ
き
も
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
四
男
五
女
に
恵
ま
れ
た
 
 

福
沢
が
書
き
残
し
た
親
族
宛
の
手
紙
か
ら
は
、
彼
に
お
け
る
家
族
の
重
み
の
よ
う
な
も
の
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
く
る
。
明
治
一
 
 

六
年
（
一
八
八
三
年
）
か
ら
米
国
へ
留
学
し
た
長
男
二
太
郎
と
次
男
・
捨
次
郎
に
宛
て
た
書
簡
群
 
－
 
『
書
簡
集
』
収
録
数
は
一
 
 

一
三
通
。
近
況
や
ら
心
配
事
や
ら
が
細
々
記
さ
れ
て
い
る
長
文
の
も
の
が
大
半
 
－
 
は
そ
の
中
心
で
あ
る
。
 
 
 

二
人
は
明
治
二
一
年
一
一
月
四
日
に
無
事
帰
国
す
る
が
、
そ
の
前
か
ら
父
・
諭
吉
は
二
人
の
結
婚
に
就
職
に
と
奔
走
し
て
い
る
。
 
 

そ
れ
と
と
も
に
父
を
悩
ま
せ
た
の
が
、
徴
兵
で
あ
る
。
 
 
 

＊
 
 
 

福
沢
諭
吉
は
す
で
に
『
兵
論
』
（
明
治
一
五
年
一
一
月
）
と
『
全
国
徴
兵
論
』
（
明
治
一
七
年
一
月
）
の
二
冊
を
世
に
問
う
て
お
り
、
 
 

徴
兵
に
つ
い
て
も
独
自
の
見
解
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
後
も
新
著
こ
そ
な
い
も
の
の
、
『
時
事
新
報
』
の
社
説
「
国
役
は
国
民
平
等
に
 
 

（
2
）
 
 

負
担
す
べ
し
」
（
明
治
一
九
年
二
月
）
な
ど
を
通
じ
て
議
論
を
展
開
し
て
い
た
。
そ
の
核
と
な
る
の
は
、
徴
兵
の
法
は
、
①
兵
を
取
る
 
 

範
囲
・
母
集
団
を
広
く
し
、
②
全
国
の
男
子
を
し
て
一
様
に
「
護
国
の
義
務
」
を
負
担
さ
せ
、
③
国
中
一
般
の
士
気
を
振
起
す
る
も
 
 

の
で
あ
り
、
こ
の
趣
旨
を
徹
底
す
べ
し
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
①
と
②
は
徴
兵
の
具
体
的
な
方
法
と
も
い
う
べ
き
次
元
に
つ
い
て
 
 

の
、
そ
し
て
③
は
目
的
あ
る
い
は
効
果
と
い
っ
た
次
元
で
の
考
え
方
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

徴
兵
に
つ
い
て
の
福
沢
の
思
考
は
、
二
つ
の
軸
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
士
族
1
平
民
と
い
う
軸
で
あ
る
。
右
の
 
 

①
～
③
は
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。
士
族
の
み
か
ら
兵
を
徴
集
し
て
い
た
に
等
し
い
封
建
の
時
代
よ
り
も
、
士
族
・
平
民
に
か
か
わ
 
 

ら
ず
男
子
全
員
か
ら
兵
を
徴
集
で
き
る
点
で
徴
兵
は
す
ぐ
れ
て
お
り
（
①
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
士
族
・
平
民
の
区
別
な
く
公
平
に
義
務
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 
 



う
軸
で
あ
る
。
 
 
 

彼
は
言
う
、
社
会
上
流
の
者
は
代
人
料
と
免
役
・
猶
予
条
項
に
よ
っ
て
大
抵
は
兵
役
を
免
れ
た
結
果
、
現
役
に
服
す
る
者
の
多
く
 
 

は
下
流
で
貧
餞
の
者
と
な
り
、
そ
の
た
め
に
兵
役
そ
の
も
の
が
餞
役
と
み
な
さ
れ
、
上
流
の
子
弟
は
こ
れ
を
忌
み
、
「
父
兄
も
亦
其
親
 
 

愛
す
る
子
弟
を
駆
て
購
役
に
入
る
～
を
好
ま
ず
」
、
と
。
士
族
と
平
民
と
の
差
異
を
解
消
さ
せ
る
機
能
を
持
つ
と
期
待
し
て
い
た
徴
兵
 
 

と
い
う
仕
組
み
が
、
兵
役
に
行
か
な
い
者
と
行
く
者
と
の
あ
い
だ
で
上
流
－
下
流
と
い
う
差
異
を
再
生
産
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
福
 
 
 

の
負
担
が
な
さ
れ
 
（
②
）
、
し
か
も
か
つ
て
は
ほ
と
ん
ど
士
族
に
限
ら
れ
て
い
た
尚
武
の
気
風
を
全
国
へ
普
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
 
 
 

（
③
）
、
と
（
『
全
国
』
三
九
五
～
六
貢
）
。
福
沢
は
も
と
も
と
軍
役
こ
そ
「
国
事
」
 
へ
の
関
心
を
目
覚
め
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
 
 

お
り
、
そ
の
た
め
徴
兵
と
い
う
士
族
・
平
民
の
別
に
捉
わ
れ
な
い
仕
組
み
は
、
士
族
の
み
な
ら
ず
平
民
へ
も
「
国
事
」
 
へ
の
関
心
を
 
 

呼
び
起
こ
し
、
ひ
い
て
は
国
民
の
形
成
に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
と
の
理
解
を
持
っ
て
い
た
（
『
分
権
論
』
、
『
全
集
』
四
・
二
三
 
 

六
頁
な
ど
）
。
こ
う
し
た
理
解
の
延
長
線
上
に
、
先
の
①
～
③
の
説
明
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ま
た
①
～
③
の
簡
潔
な
主
張
 
 

が
、
相
互
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
も
窺
え
る
。
 
 
 

だ
が
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
福
沢
の
ま
さ
に
目
に
し
て
い
た
徴
兵
の
法
．
は
、
彼
が
理
想
と
す
る
男
子
国
民
す
べ
て
を
区
 
 

域
と
す
る
も
の
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
だ
っ
た
。
明
治
一
二
年
の
徴
兵
令
で
は
、
戸
主
・
官
吏
・
官
公
学
校
卒
業
者
な
ど
が
免
役
と
な
っ
 
 

て
い
た
ば
か
り
で
な
く
、
代
人
料
を
支
払
え
ば
合
法
的
に
免
役
と
な
る
こ
と
も
可
能
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
れ
ら
の
特
典
の
大
部
分
 
 

は
明
治
二
ハ
年
一
二
月
の
改
正
で
廃
止
さ
れ
る
。
同
令
で
は
、
徴
兵
猶
予
と
な
る
学
生
と
し
て
官
立
府
県
立
学
校
の
生
徒
の
み
を
掲
 
 

（
3
）
 
 

げ
た
こ
と
か
ら
、
慶
応
義
塾
は
非
常
の
困
難
に
見
舞
わ
れ
る
と
い
っ
た
一
面
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
福
沢
は
、
こ
の
 
 

改
正
に
よ
っ
て
徴
兵
の
が
れ
の
悪
習
も
後
を
絶
つ
だ
ろ
う
と
、
全
体
と
し
て
は
同
令
を
高
く
評
価
し
て
い
る
 
（
『
全
国
』
 
四
一
四
 
 

（
4
）
 
 

～
五
貢
）
。
し
か
し
一
方
で
、
徴
兵
が
、
彼
か
ら
す
れ
ば
不
完
全
極
ま
り
な
い
形
で
す
で
に
一
〇
年
ば
か
り
運
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
に
 
 

よ
り
、
士
族
－
平
民
と
い
う
も
の
と
は
異
な
る
新
た
な
軸
が
見
え
て
き
た
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 

福
沢
は
そ
う
も
考
え
て
い
た
。
上
流
－
下
流
と
い
 
 



沢
は
理
解
し
て
い
た
。
士
族
－
平
民
の
軸
だ
け
で
徴
兵
を
議
論
で
き
る
時
代
は
終
わ
り
、
こ
の
新
た
な
問
題
へ
も
対
処
し
な
く
て
は
 
 

な
ら
な
い
。
そ
の
策
は
実
行
あ
る
の
み
、
と
ば
か
り
に
、
こ
う
述
べ
る
。
 
 
 

社
会
の
上
流
富
貴
有
力
の
人
々
は
、
断
然
心
事
を
改
め
て
随
よ
り
始
む
る
の
例
に
効
ひ
、
苛
も
其
師
弟
の
徴
兵
年
齢
に
当
る
も
 
 
 

の
は
、
仮
令
ひ
父
兄
又
は
知
人
縁
故
の
力
を
以
て
見
事
に
之
を
免
か
れ
て
成
法
に
背
か
ざ
る
の
好
方
便
あ
る
も
、
特
に
其
方
便
 
 
 

を
用
ゐ
ず
し
て
自
然
に
任
し
、
尋
常
一
様
貧
餞
の
子
と
共
に
伍
を
為
し
て
現
役
に
服
せ
し
め
ん
こ
と
、
我
輩
の
糞
望
に
堪
へ
ざ
 
 

る
所
な
り
 
（
『
全
国
』
四
一
七
頁
）
。
 
 

＊
 
 
 

か
よ
う
に
徴
兵
へ
一
家
言
を
有
し
て
い
た
福
沢
が
父
・
諭
吉
と
し
て
子
息
の
徴
兵
を
気
に
し
は
じ
め
る
の
は
、
長
男
・
一
太
郎
と
 
 

次
男
・
捨
次
郎
の
留
学
終
了
が
日
程
の
上
り
は
じ
め
た
明
治
ニ
ー
年
三
月
頃
か
ら
で
あ
ろ
う
。
一
二
日
付
の
捨
次
郎
宛
書
簡
で
こ
う
 
 

述
べ
る
（
『
書
簡
集
』
五
・
三
五
九
貢
）
。
「
一
太
郎
並
に
貴
様
徴
兵
之
義
は
随
分
気
掛
り
な
れ
ど
も
、
何
と
か
工
風
を
致
し
、
或
は
一
 
 

（
5
）
 
時
仮
に
役
人
に
為
る
拝
も
一
策
か
存
候
」
。
た
だ
し
一
太
郎
は
現
役
に
徴
集
さ
れ
る
心
配
は
な
く
、
気
掛
り
の
対
象
は
、
も
っ
ぱ
ら
次
 
 

男
・
捨
次
郎
（
慶
応
元
年
九
月
二
一
日
＝
一
八
六
五
年
一
一
月
一
一
日
生
）
の
徴
兵
へ
と
な
っ
て
い
く
。
二
人
が
留
学
先
の
米
国
か
 
 

ら
欧
州
経
由
で
帰
国
の
途
に
着
い
て
し
ば
ら
く
し
た
明
治
ニ
ー
年
八
月
二
七
日
に
は
、
一
人
あ
と
に
残
っ
て
勉
強
を
続
け
る
養
子
・
 
 

桃
介
へ
の
書
簡
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
（
『
書
簡
集
』
六
・
五
四
頁
）
。
 
 
 

帰
朝
之
後
も
捨
次
郎
に
は
徴
兵
之
事
あ
り
、
如
何
可
致
哉
。
私
に
其
筋
へ
依
頼
し
た
ら
ば
、
白
か
ら
方
法
も
あ
ら
ん
と
存
候
得
 
 
 

共
、
人
に
頼
む
は
面
白
か
ら
ず
。
去
り
と
て
所
謂
勅
任
官
共
之
子
弟
は
、
壱
人
と
し
て
服
役
し
た
る
者
あ
る
を
開
か
ず
。
此
方
 
 
 

が
独
り
ヲ
ネ
ス
ト
に
あ
る
も
馬
鹿
ら
し
く
存
じ
、
目
今
思
案
最
中
な
り
。
 
 
 

こ
の
時
点
で
の
現
行
法
で
あ
る
明
治
一
六
年
の
徴
兵
令
に
は
、
学
術
修
業
の
た
め
外
国
に
寄
留
す
る
者
は
、
そ
の
期
間
の
徴
集
を
 
 

猶
予
す
る
と
の
規
定
が
あ
り
（
第
一
八
条
第
七
項
）
、
捨
次
郎
も
こ
れ
に
該
当
し
た
。
こ
こ
で
は
す
で
に
そ
の
猶
予
期
間
終
了
後
の
対
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策
へ
と
思
案
を
凝
ら
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
兄
弟
が
帰
国
し
て
ニ
ケ
月
あ
ま
り
た
っ
た
明
治
二
二
年
」
月
二
二
日
、
徴
 
 

兵
令
は
改
正
さ
れ
た
。
次
は
そ
の
四
日
後
に
中
上
川
彦
次
郎
へ
宛
て
た
書
簡
で
あ
る
。
な
お
、
中
上
川
は
、
『
兵
論
』
と
『
全
国
徴
兵
 
 

論
』
 
の
「
筆
記
」
を
し
て
い
る
 
（
福
沢
は
「
立
案
」
）
。
 
 
 

徴
兵
令
改
正
に
付
、
捨
次
郎
一
身
又
々
思
案
を
要
す
る
こ
と
と
相
成
候
。
旧
令
に
依
れ
ば
後
備
に
入
る
可
き
由
に
て
、
安
心
致
 
 
 

し
居
候
処
、
新
令
は
或
は
然
ら
ざ
る
様
に
有
之
。
就
て
は
油
断
す
べ
き
に
あ
ら
ず
。
不
取
敢
東
京
府
の
土
木
課
に
て
も
と
存
じ
、
 
 

即
案
山
名
氏
へ
頼
み
、
高
崎
之
方
へ
申
込
む
こ
と
に
致
し
候
。
此
方
不
都
合
な
ら
ば
兵
庫
県
へ
頼
み
、
県
之
土
木
か
又
は
通
弁
 
 
 

翻
訳
杯
に
入
り
、
然
る
後
そ
の
ま
～
山
陽
鉄
道
へ
其
人
間
を
拝
拝
［
借
］
 
杯
の
手
続
致
し
度
、
右
之
次
第
御
含
置
、
御
序
之
節
 
 
 

宜
敷
様
下
請
を
願
ひ
候
。
尤
も
東
京
府
に
て
出
来
候
え
ば
夫
れ
に
て
も
宜
敷
、
唯
今
頼
込
之
口
を
開
き
た
る
ま
で
之
義
に
付
、
 
 
 

兵
庫
之
方
は
確
に
云
々
と
約
束
す
べ
か
ら
ず
。
こ
ち
ら
が
外
れ
ば
直
に
電
信
に
て
可
中
上
、
一
刻
も
速
に
取
極
置
度
奉
存
候
。
 
 
 

新
令
面
を
見
れ
ば
、
三
月
一
日
よ
り
十
五
日
ま
で
之
間
に
届
出
る
と
あ
り
。
捨
は
此
部
に
入
る
や
入
ら
ず
や
、
心
得
ず
候
得
共
、
 
 
 

何
に
致
せ
随
分
や
か
ま
し
き
事
に
付
、
十
分
に
手
廻
七
致
置
度
存
候
（
『
書
簡
集
』
六
・
一
〇
一
i
一
頁
）
。
 
 
 

以
下
こ
の
小
論
で
は
、
福
沢
に
従
っ
て
、
二
二
年
の
改
正
徴
兵
令
を
新
令
、
そ
れ
以
前
の
も
の
を
旧
令
と
略
す
こ
と
に
し
よ
う
。
 
 

そ
の
旧
令
・
新
令
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
の
福
沢
の
条
文
解
釈
に
は
少
な
か
ら
ぬ
問
題
が
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
追
々
 
 

述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず
注
目
し
た
い
の
は
、
福
沢
が
ま
さ
に
企
て
よ
う
と
し
て
い
る
行
為
で
あ
る
。
福
沢
立
案
・
中
上
川
筆
記
 
 

の
著
作
の
な
か
に
、
「
抑
も
此
徴
兵
遁
の
字
面
は
、
国
民
の
苛
も
筆
に
す
可
き
も
の
に
非
ず
、
口
に
す
可
き
も
の
に
非
ざ
る
は
、
法
律
 
 

上
に
於
て
も
徳
義
上
に
於
て
も
明
白
な
り
」
と
あ
る
せ
い
か
、
そ
の
言
葉
こ
そ
出
て
こ
な
い
も
の
の
、
こ
こ
で
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
 
 

な
試
み
を
世
間
で
は
徴
兵
の
が
れ
と
言
っ
て
い
る
。
と
り
あ
え
ず
名
義
上
だ
け
で
も
東
京
府
か
そ
れ
が
だ
め
な
ら
兵
庫
県
の
儲
人
と
 
 

な
り
、
徴
集
を
免
れ
よ
う
と
い
う
の
だ
か
ら
。
も
っ
と
も
福
沢
は
右
の
引
用
に
続
け
て
、
徴
兵
の
が
れ
が
民
間
の
習
慣
と
な
っ
て
い
 
 

る
こ
と
、
そ
の
方
略
に
は
種
々
あ
り
、
「
仮
に
小
吏
た
る
の
策
」
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
こ
う
し
た
悪
弊
を
絶
つ
た
め
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に
も
、
「
結
局
我
輩
の
所
見
に
て
は
、
全
国
の
男
子
を
包
羅
し
て
一
人
も
漏
ら
す
な
き
の
一
法
を
走
る
よ
り
他
に
依
頼
す
可
き
も
の
あ
 
 

ら
ざ
 

思
案
を
重
ね
て
つ
い
に
徴
兵
の
が
れ
を
画
策
し
た
動
機
は
、
「
独
り
ヲ
ネ
ス
ト
に
あ
る
も
馬
鹿
ら
し
」
と
い
う
感
情
に
あ
っ
た
と
み
 
 

て
間
違
い
な
い
。
勅
任
官
ど
も
の
子
弟
が
服
役
し
た
な
ど
と
は
つ
い
ぞ
聞
か
な
い
の
に
、
そ
れ
と
さ
し
て
か
わ
ら
ぬ
は
ず
の
我
が
愛
 
 

息
－
－
M
I
T
で
土
木
工
学
を
専
攻
し
、
そ
の
成
果
を
鉄
道
事
業
の
現
場
で
い
ま
ま
さ
に
試
そ
う
と
し
て
い
る
拾
次
郎
 
－
 
ば
か
 
 

り
が
徴
集
さ
れ
て
よ
い
も
の
か
、
と
い
っ
た
情
で
あ
る
。
た
と
え
徴
兵
か
ら
の
が
れ
る
方
便
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
を
用
い
る
な
、
 
 

社
会
の
上
流
富
貴
有
力
の
人
々
よ
、
■
そ
の
子
弟
を
現
役
に
服
せ
し
め
よ
と
い
う
呼
号
は
、
封
ず
隣
よ
り
裏
切
ら
れ
ん
と
し
て
い
た
。
 
 

＊
 
 
 

こ
こ
か
ら
福
沢
の
言
行
不
一
致
を
糾
弾
す
る
の
は
容
易
い
し
、
ま
た
人
に
よ
っ
て
は
そ
の
方
が
痛
快
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
 
 

れ
で
事
済
ん
だ
と
す
る
わ
け
に
は
い
ぐ
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
例
え
ば
、
福
沢
の
徴
兵
に
つ
い
て
の
言
論
に
触
れ
る
こ
と
は
、
徴
兵
 
 

制
に
つ
い
て
の
研
究
に
お
い
て
定
石
と
な
っ
て
お
り
、
福
沢
を
参
照
枠
に
し
つ
つ
描
か
れ
た
と
も
見
受
け
ら
れ
る
作
品
も
あ
る
。
言
 
 

い
換
え
れ
ば
、
福
沢
の
論
説
は
単
な
る
一
論
説
で
は
す
で
に
ま
っ
た
く
な
い
。
松
下
芳
男
は
『
全
国
徴
兵
論
』
を
長
々
と
引
用
し
た
 
 

（
6
）
 
 

あ
と
で
、
後
年
の
徴
兵
令
の
改
正
は
ほ
と
ん
ど
こ
の
意
見
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
ま
と
め
て
い
る
し
、
加
藤
陽
子
は
も
う
少
し
慎
 
 

重
な
言
い
回
し
な
が
ら
も
、
明
治
二
二
年
の
改
正
を
例
に
「
福
沢
の
ク
レ
ー
ム
と
徴
兵
令
改
正
は
、
か
な
り
の
相
関
関
係
が
あ
る
」
 
 

（
7
）
 
と
し
て
い
る
。
た
と
え
そ
う
し
た
見
解
が
、
部
分
的
に
は
、
福
沢
の
テ
ク
ス
ト
が
他
を
圧
し
て
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
均
衡
 
 

を
失
し
た
拡
大
図
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
し
て
も
、
福
沢
の
論
説
が
政
府
へ
影
響
を
与
え
た
と
ま
で
は
断
言
で
き
な
い
が
、
少
な
 
 

く
と
も
政
策
を
先
取
り
し
て
い
た
と
の
評
価
を
待
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
さ
よ
う
な
論
説
の
著
者
が
そ
れ
と
は
逆
の
行
動
を
 
 

し
よ
う
と
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
言
行
不
一
致
や
ら
家
族
へ
め
愛
情
と
い
っ
た
次
元
だ
け
で
理
解
し
て
い
て
は
不
十
分
 
 

だ
ろ
う
。
国
民
皆
兵
主
義
と
い
っ
た
言
葉
で
ま
と
め
ら
れ
が
ち
な
福
沢
の
論
説
の
な
か
に
、
先
の
行
動
を
正
当
化
し
得
る
よ
う
な
、
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徴
兵
の
方
法
に
つ
い
て
 
「
よ
り
広
く
そ
し
て
よ
り
公
平
に
」
と
福
沢
が
主
張
す
る
の
は
、
そ
も
そ
も
兵
役
と
い
う
の
は
、
そ
れ
に
 
 

応
ず
る
者
に
と
っ
て
、
苦
し
く
恐
ろ
し
く
、
そ
し
て
避
け
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
基
づ
い
て
い
た
。
彼
は
そ
の
点
を
大
胆
 
 

か
つ
率
直
に
肯
定
す
る
。
「
凡
そ
人
間
の
職
業
多
く
し
て
何
れ
も
皆
多
少
の
危
険
を
帯
び
ざ
る
も
の
な
七
と
錐
ど
も
、
其
の
危
険
の
最
 
 

も
近
く
し
て
最
も
明
白
な
る
は
唯
兵
士
の
み
な
り
と
云
ふ
も
可
な
ら
ん
。
故
に
蟄
局
者
の
私
に
就
て
考
ふ
れ
ば
、
此
苦
役
を
免
か
れ
 
 

ん
こ
と
を
欲
せ
ざ
る
も
の
は
な
か
る
可
し
」
 
（
『
全
国
』
三
九
七
貢
）
。
「
よ
り
広
く
そ
し
て
よ
り
公
平
に
」
・
「
例
外
な
く
一
様
に
」
と
 
 

い
う
原
則
は
、
兵
役
が
苦
役
で
あ
る
と
い
う
認
識
に
そ
の
根
拠
を
持
っ
て
い
た
。
苦
役
で
あ
る
以
上
、
一
部
分
だ
け
が
そ
れ
に
当
た
 
 

り
ほ
か
は
そ
れ
に
関
与
し
な
い
と
い
う
の
で
は
、
「
人
生
の
徳
義
上
に
於
て
相
済
ざ
る
こ
と
」
だ
 
（
「
国
役
」
五
五
八
頁
）
。
「
国
中
の
 
 

男
子
等
し
く
欲
せ
ざ
る
も
の
な
ら
ば
、
等
し
く
之
を
強
ふ
る
こ
そ
公
平
の
旨
に
適
ふ
も
の
な
ら
ん
」
 
（
『
全
国
』
三
九
七
頁
）
。
「
よ
り
 
 

（
S
）
 
 

広
く
そ
し
て
よ
り
公
平
に
」
と
い
う
要
請
は
、
福
沢
の
思
考
に
お
い
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
る
「
徳
義
」
と
い
う
次
元
か
ら
も
、
 
 

強
く
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
 
 
 

し
か
し
ま
た
そ
う
し
た
要
請
を
社
説
に
記
し
、
著
書
と
し
て
刊
行
す
る
な
ど
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
現
状
に
あ
る
と
、
 
 

福
沢
は
見
て
い
た
こ
と
は
、
先
に
む
触
れ
た
通
り
で
あ
る
。
「
今
日
の
法
に
於
て
は
兵
役
を
免
か
る
～
者
甚
だ
少
な
か
ら
ず
」
 
（
同
）
。
 
 

た
だ
し
兵
役
を
免
れ
る
と
い
う
場
合
に
も
、
そ
れ
に
は
相
異
な
る
二
つ
の
次
元
が
あ
っ
た
。
 
 
 

あ
る
い
は
そ
こ
ま
で
い
か
ず
と
も
、
そ
う
し
た
企
て
を
許
容
す
る
よ
う
な
余
地
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
卜
そ
ケ
い
ら
た
こ
と
へ
注
意
 
 

を
払
い
つ
つ
、
読
み
直
し
て
い
か
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
か
く
て
書
簡
を
通
じ
て
福
沢
の
家
族
へ
と
態
度
を
検
討
す
る
こ
と
か
ら
は
 
 

じ
め
た
こ
の
小
論
は
、
福
沢
の
公
的
発
言
を
緻
密
に
再
考
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
そ
の
価
値
は
十
分
あ
る
だ
ろ
う
、
対
象
が
ほ
か
 
 

な
ら
ぬ
福
沢
諭
吉
な
の
だ
か
ら
。
 
 

諭
吉
、
か
く
徴
兵
を
思
考
せ
り
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ひ
と
つ
は
上
流
－
下
流
と
い
う
軸
で
抽
出
さ
れ
た
も
の
で
、
免
役
・
猶
予
条
項
の
バ
イ
ア
ス
 
一
 
例
え
ば
、
高
学
歴
者
へ
の
優
遇
 
 

－
 
に
起
因
す
る
と
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
し
な
い
。
し
か
し
こ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
多
 
 

い
人
数
が
正
規
の
手
続
き
を
踏
み
な
が
ら
も
現
役
に
い
っ
て
い
な
い
の
が
実
情
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
簡
単
に
言
え
ば
、
現
役
兵
と
し
 
 

て
実
際
に
服
役
す
べ
き
人
数
が
、
そ
の
候
補
者
と
な
る
壮
丁
の
数
と
比
べ
て
著
し
く
少
な
い
こ
と
に
よ
る
。
そ
の
た
め
、
例
え
ば
新
 
 

令
で
は
、
所
要
現
役
兵
員
に
超
過
す
る
壮
丁
は
一
カ
年
予
備
徴
貞
と
し
て
、
戦
時
や
事
変
ま
た
は
欠
眉
の
と
き
徴
集
さ
れ
る
も
の
の
 
 

（
第
二
三
条
）
、
期
限
内
に
徴
集
が
な
け
れ
ば
国
民
兵
役
と
な
る
と
さ
れ
た
（
第
二
四
条
）
。
国
民
兵
役
と
は
、
現
役
お
よ
び
予
備
役
 
 

と
か
ら
な
る
常
備
兵
役
と
後
備
兵
役
に
な
い
満
十
七
歳
よ
り
満
四
十
歳
ま
で
の
者
の
こ
と
で
あ
る
（
第
五
条
）
。
以
上
の
こ
と
は
逆
か
 
 

ら
言
う
と
、
壮
丁
の
ほ
と
ん
ど
は
現
役
に
服
さ
な
い
で
す
む
と
い
う
こ
と
で
あ
 
 

る
。
こ
の
点
を
数
字
で
確
認
し
て
お
こ
う
［
表
Ⅰ
］
。
も
し
仮
に
公
平
を
云
々
す
 
 

る
な
ら
、
量
的
に
最
大
の
問
題
は
こ
こ
に
あ
っ
た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
 
 
 

そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
の
福
沢
だ
っ
た
。
「
我
日
本
の
如
き
は
常
備
の
陸
兵
 
 

僅
に
三
万
余
を
以
て
足
れ
り
と
す
る
も
の
な
る
に
、
全
国
の
丁
壮
は
三
十
余
万
 
 

の
数
あ
り
」
。
三
十
人
の
う
ち
一
人
だ
け
が
、
苦
し
く
恐
ろ
し
く
不
幸
な
目
に
あ
 
 

う
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
他
の
二
十
九
名
は
之
を
傍
観
し
て
平
気
な
る
べ
き
や
」
。
 
 

少
数
者
の
不
幸
へ
の
共
感
は
、
何
ら
か
の
対
策
を
喚
起
す
る
。
そ
れ
が
兵
役
税
 
 

で
あ
る
（
「
同
役
」
五
五
七
～
五
六
〇
貢
）
。
 
 

＊
 
 
 

福
沢
の
い
う
兵
役
税
曙
現
役
に
服
さ
な
い
壮
丁
彗
本
来
な
ら
ば
現
役
に
 
 

服
す
べ
き
三
年
間
、
毎
年
〓
疋
額
を
税
と
し
て
納
め
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 

陸軍現役徴集人員  

年次   現役兵数＝A  壮丁数＝B   A／B   

明治10年   10688   302953   3．5％   

明治12年   8605   321622   2．7％   

明治14年   18391   306686   6．0％   

明治16年   23609   298723   7．9％   

明治18年   27389   388389   7．1％   

明治20年   33808   777972   4．3％   

明治22年   18477   360357   5．1％   

明治24年   20254   361422   5．6％   

明治26年   20166   432340   4．7％   

明治28年   21662   449834   4．8％   

明治30年   45791   477555   9．6％   

（注）加藤陽子『徴兵制と近代日本』グラフ2をもとに作成。   



る
。
．
こ
れ
に
よ
り
、
「
人
を
徴
集
す
る
か
、
金
を
徴
集
す
る
か
」
の
二
者
択
一
と
な
る
と
す
る
。
こ
れ
が
免
役
料
で
な
く
兵
役
税
で
あ
 
 

る
の
は
、
そ
れ
が
十
六
年
ま
で
存
続
し
た
代
人
料
と
異
な
り
、
↓
よ
り
広
く
そ
し
て
よ
り
公
平
に
」
と
い
う
趣
旨
に
適
合
し
て
い
て
ま
 
 

さ
し
く
国
税
と
し
て
の
性
質
を
備
え
て
い
る
か
ら
だ
と
し
て
い
る
 
（
『
全
国
』
三
九
九
頁
）
。
 
 
 

論
説
で
は
い
く
つ
か
の
試
算
が
嵩
み
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
一
九
年
の
も
の
を
紹
介
す
る
と
（
「
国
役
」
五
五
九
貢
）
、
税
額
は
単
 
 

年
度
一
律
十
円
、
こ
れ
を
現
役
の
期
間
で
あ
る
三
年
間
払
う
勘
定
と
な
り
、
一
人
当
た
り
三
十
円
の
負
担
と
な
る
。
一
方
、
税
収
は
、
 
 

現
役
期
間
す
な
わ
ち
三
年
分
の
壮
丁
の
う
ち
現
役
に
服
さ
な
い
者
が
毎
年
払
う
こ
と
に
な
る
の
で
、
仮
に
そ
の
数
を
毎
年
二
九
万
人
 
 

と
す
れ
ば
、
（
二
九
万
人
×
三
年
分
）
×
十
円
で
八
七
〇
万
円
と
な
る
。
こ
の
前
後
の
時
期
の
国
税
収
入
が
概
ね
六
千
万
円
強
で
あ
り
、
 
 

う
ち
七
割
近
く
が
地
租
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
を
考
え
る
ト
、
相
当
に
大
き
な
金
額
と
い
え
よ
う
。
福
沢
も
「
歳
入
の
一
 
 

源
を
開
き
た
る
も
の
」
で
あ
り
、
兵
役
税
は
「
国
役
平
等
の
主
義
」
が
貫
徹
す
る
だ
け
で
な
く
収
入
源
と
も
な
る
一
挙
両
得
の
方
策
 
 

で
あ
る
、
と
自
負
し
て
い
た
。
 
 
 

「
凡
そ
人
間
世
界
に
銭
を
以
て
売
買
す
可
か
ら
ざ
る
も
の
は
殆
ん
ど
稀
な
り
」
と
い
う
の
が
福
沢
の
主
張
で
あ
り
（
「
国
役
」
五
五
 
 

九
貢
）
、
現
役
兵
と
な
る
者
と
な
ら
な
い
者
と
の
あ
い
だ
に
厳
然
と
存
在
す
る
差
を
、
金
銭
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
 
 

こ
と
は
明
瞭
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
措
置
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
福
沢
の
徴
兵
に
関
す
る
構
想
は
完
結
す
る
。
 
 
 

そ
も
そ
も
「
よ
り
広
く
」
と
「
よ
り
公
平
に
」
と
い
う
徴
兵
の
方
法
に
関
す
る
福
沢
の
二
つ
の
主
張
は
、
必
ず
し
も
簡
単
に
両
立
 
 

す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
よ
り
広
く
」
を
追
求
し
て
、
例
え
ば
免
役
・
猶
予
条
項
の
削
減
を
進
め
れ
ば
、
兵
役
に
ま
つ
わ
る
上
流
－
下
 
 

流
の
差
異
の
再
生
産
を
押
し
留
め
、
階
層
差
を
「
よ
り
公
平
に
」
す
る
も
の
で
は
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
の
限
り
で
は
、
「
よ
り
 
 

広
く
」
と
「
よ
り
公
平
に
」
は
並
進
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
措
置
は
、
現
役
に
行
く
者
と
行
か
ぬ
者
と
の
あ
い
だ
で
の
負
担
 
 

の
違
い
 
ー
 
壮
丁
数
が
現
役
数
を
は
る
か
に
上
回
っ
て
い
た
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
不
可
避
的
に
生
ず
る
事
態
で
あ
る
 
－
 
を
不
 
 

公
平
と
み
な
し
た
場
合
、
そ
れ
を
「
よ
り
公
平
に
」
す
る
こ
と
へ
は
何
ら
寄
与
し
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
階
層
に
よ
る
「
不
公
平
」
 
 
 

愛
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徴
兵
に
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か
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福
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と
は
異
な
る
、
現
役
と
な
る
か
否
か
と
い
う
最
後
は
我
が
も
た
ら
す
「
不
公
平
」
に
つ
い
て
の
意
識
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
、
「
よ
り
 
 

広
く
」
を
求
め
る
も
の
と
は
別
個
の
手
立
て
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
兵
役
税
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
階
層
に
よ
る
「
不
 
 

公
平
」
に
対
し
て
は
免
役
条
項
の
撤
廃
が
、
そ
し
て
我
に
よ
る
「
不
公
平
」
に
は
兵
役
税
が
そ
の
対
策
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
の
 
 

で
あ
る
。
兵
役
税
の
徴
収
と
免
役
条
項
の
撤
廃
と
は
、
一
緒
に
な
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
も
の
な
の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

＊
 
 
 

さ
ら
に
福
沢
は
、
兵
役
税
を
実
施
し
た
場
合
に
予
想
さ
れ
る
批
判
へ
の
反
論
も
試
み
て
い
る
。
そ
う
し
た
想
定
問
答
の
う
ち
で
も
 
 

と
り
わ
け
興
味
深
い
の
は
、
次
の
二
つ
の
批
判
へ
の
応
対
で
あ
る
。
 
 
 

第
一
の
批
判
は
、
三
十
円
で
現
役
に
行
か
ず
に
す
む
な
ら
ば
、
免
役
希
望
者
が
殺
到
し
て
現
役
兵
が
不
足
す
る
の
で
は
、
と
い
う
 
 

も
の
。
こ
の
危
倶
へ
の
福
沢
の
対
処
法
は
明
快
で
、
現
役
兵
と
な
ろ
う
と
い
う
人
を
増
や
せ
ば
よ
い
、
具
体
的
に
は
そ
の
手
段
と
し
 
 

て
、
年
間
八
七
〇
万
円
が
見
込
ま
れ
る
兵
役
税
を
財
源
に
、
満
期
除
隊
し
た
者
へ
満
期
金
（
百
円
内
外
。
各
年
一
万
人
と
す
れ
ば
年
 
 

間
支
出
は
百
万
円
程
度
）
を
支
給
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
対
処
法
が
仮
に
機
能
し
た
と
す
る
と
、
た
ち
計
ち
 
 

逆
の
危
倶
が
生
じ
て
く
る
。
こ
れ
で
は
今
度
は
現
役
兵
に
殺
到
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。
こ
れ
に
福
沢
は
こ
う
答
え
る
。
現
役
兵
 
 

の
過
多
に
対
し
て
は
「
兵
卒
の
身
の
丈
の
標
準
を
高
く
」
す
る
な
ど
そ
の
基
準
を
厳
し
く
す
れ
ば
よ
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
殺
到
と
い
 
 

う
事
態
は
避
け
ら
れ
、
兵
の
実
力
も
向
上
す
る
、
と
（
「
国
役
」
五
六
〇
う
一
貫
）
。
 
 
 

こ
の
双
方
か
ら
批
判
が
出
て
し
ま
う
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
点
に
こ
そ
、
福
沢
は
自
ら
の
構
想
に
よ
っ
て
修
正
が
施
さ
れ
た
徴
兵
制
 
 

の
妙
味
を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
兵
役
税
額
と
除
隊
満
期
金
と
そ
し
て
身
の
丈
す
な
わ
ち
身
幹
と
い
う
三
つ
の
数
字
を
操
作
す
る
こ
と
 
 

に
よ
っ
て
、
現
役
と
そ
れ
以
外
と
の
調
整
が
可
能
と
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
当
事
者
に
と
っ
て
「
不
公
平
」
と
い
う
意
識
の
か
な
 
 

り
の
部
分
は
、
自
ら
の
意
思
に
反
す
る
形
で
割
り
振
ら
れ
る
点
に
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
福
沢
の
ア
イ
デ
ア
は
、
数
字
を
変
動
さ
せ
 
 

る
こ
と
で
当
事
者
の
意
思
形
成
そ
の
も
の
へ
と
影
響
を
及
ぼ
し
、
「
不
公
平
」
と
い
う
意
識
の
発
生
を
最
小
限
度
に
抑
え
よ
う
と
い
う
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 
 



も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
兵
役
税
導
入
に
と
も
な
う
公
平
論
に
関
す
る
お
そ
ら
く
も
っ
と
も
根
本
的
な
懐
疑
、
す
な
わ
ち
現
役
に
行
 
 

く
と
い
う
行
為
と
兵
役
税
を
納
め
る
と
い
う
行
為
と
で
公
平
と
い
え
る
の
か
と
の
問
い
に
む
か
っ
て
、
壮
丁
の
意
思
を
変
動
さ
せ
る
 
 

こ
と
で
対
応
し
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
徴
兵
の
方
法
と
し
て
追
及
さ
れ
た
「
よ
り
広
く
よ
り
公
平
に
」
と
い
う
方
向
は
、
個
人
の
意
 
 

思
と
い
う
次
元
に
ま
で
作
用
す
る
方
策
を
編
み
出
し
た
こ
と
で
、
い
わ
ば
行
き
着
く
と
こ
ろ
ま
で
行
き
着
い
た
と
見
え
な
ぐ
も
な
い
。
 
 
 

し
か
し
こ
こ
で
意
思
に
つ
い
て
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
新
た
な
疑
念
を
生
ぜ
し
め
る
。
壮
丁
の
意
思
と
は
、
こ
の
場
合
、
現
役
 
 

兵
を
選
ぶ
か
、
そ
れ
と
も
兵
役
税
を
納
め
る
こ
と
を
選
ぶ
の
か
と
い
う
二
者
択
一
の
意
思
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
右
の
操
作
が
 
 

ぅ
ま
く
機
能
し
た
と
き
、
全
体
と
し
て
現
役
兵
と
な
る
者
の
集
団
は
、
そ
れ
に
志
願
を
し
た
者
の
集
団
と
ほ
ぼ
近
い
も
の
と
な
る
。
 
 

そ
れ
で
は
も
は
や
「
日
本
の
陸
軍
は
志
願
兵
の
姿
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
第
二
の
批
判
に
は
福
沢
自
身
も
こ
れ
に
気
付
き
、
 
 

以
下
の
よ
う
な
手
を
う
っ
た
（
「
国
役
」
五
六
一
ト
ニ
頁
）
。
 
 
 

「
志
願
兵
の
姿
」
と
な
っ
て
し
ま
う
問
題
点
は
、
そ
れ
が
士
族
へ
偏
し
て
し
ま
い
、
先
の
①
～
③
で
い
え
ば
そ
の
③
に
あ
た
る
「
武
 
 

勇
の
気
風
」
・
「
士
気
」
を
、
士
族
を
超
え
て
男
子
一
般
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
現
役
兵
に
 
 

な
ら
な
い
物
に
も
練
兵
教
育
を
施
せ
ば
よ
い
。
全
国
の
学
校
に
は
必
ず
練
兵
課
を
設
け
、
そ
れ
に
も
れ
た
も
の
は
二
十
歳
よ
り
三
十
 
 

歳
ま
で
の
十
年
間
に
一
～
ニ
ケ
月
間
、
兵
器
の
操
作
法
を
演
習
せ
し
め
れ
ば
よ
い
。
こ
う
し
て
「
日
本
国
中
の
男
子
に
し
て
鉄
砲
を
 
 

（
9
）
 
手
に
せ
ざ
る
者
」
が
い
な
く
な
れ
ば
、
「
武
勇
の
気
風
」
を
養
う
の
に
十
分
で
あ
る
。
財
源
に
は
兵
役
税
を
充
て
れ
ば
よ
い
、
云
々
。
 
 
 

し
か
し
「
志
願
兵
の
姿
」
と
な
る
こ
と
で
生
じ
る
か
ね
な
い
結
果
に
つ
い
て
対
応
策
を
考
案
す
る
よ
り
以
前
に
、
福
沢
白
眉
も
気
 
 

付
い
て
い
た
「
志
願
兵
の
姿
」
と
な
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
に
と
に
か
く
も
う
一
度
と
ど
ま
っ
て
み
る
べ
き
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
 
 

る
と
、
徴
兵
制
を
「
よ
り
広
く
よ
り
公
平
に
」
と
福
沢
が
徹
底
し
て
い
っ
て
行
き
着
い
た
先
が
、
志
願
兵
制
と
見
紛
う
姿
に
な
る
と
 
 

い
う
い
さ
さ
か
皮
肉
な
帰
結
そ
の
も
の
に
つ
い
て
で
あ
る
。
 
 

＊
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（
1
0
）
 
 
 

こ
の
点
で
興
味
深
い
の
が
、
法
制
局
参
事
官
・
真
申
直
通
の
記
し
た
「
兵
役
令
に
関
す
る
意
見
書
」
で
あ
る
。
明
治
二
一
年
五
月
 
 

八
日
の
日
付
を
持
つ
こ
の
意
見
書
は
、
二
二
年
一
月
に
公
布
さ
れ
た
徴
兵
令
の
改
正
過
程
に
お
い
て
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
秘
 
 

（
‖
）
 
 

書
類
纂
』
に
収
録
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
研
究
者
の
あ
い
だ
で
も
よ
く
引
か
れ
る
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

真
申
の
立
論
は
、
壮
丁
数
が
現
役
兵
数
よ
り
多
い
と
い
う
点
か
ら
は
じ
ま
る
。
そ
し
て
兵
役
に
就
く
こ
と
が
普
通
人
情
に
忍
び
な
 
 

い
こ
と
も
認
め
、
そ
れ
を
忌
避
し
ょ
う
と
い
う
情
に
も
幾
許
か
理
解
を
示
す
。
そ
し
て
兵
役
を
税
と
捉
え
、
そ
の
負
担
の
方
法
と
し
 
 

て
、
現
物
す
な
わ
ち
実
際
の
徴
集
に
よ
る
も
の
と
、
貨
幣
に
よ
る
も
の
と
に
区
分
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
「
現
物
・
貨
幣
の
両
税
を
併
 
 

用
し
、
人
民
の
好
に
応
じ
て
其
一
を
納
め
し
め
、
政
府
は
、
一
方
に
於
て
所
要
の
兵
員
二
万
は
現
物
を
以
て
之
を
徴
集
し
、
又
一
方
 
 

に
於
て
巨
額
の
金
納
兵
役
税
を
得
て
以
て
大
い
に
兵
事
の
改
良
を
為
す
」
こ
と
が
で
き
る
、
と
。
用
語
こ
そ
微
妙
に
異
な
る
牒
の
の
、
 
 

問
題
の
設
定
か
ら
そ
れ
へ
の
対
策
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
福
沢
諭
吉
の
そ
れ
と
変
わ
ら
な
い
。
真
申
直
道
は
、
明
治
二
年
に
慶
応
義
塾
 
 

を
卒
業
し
た
後
も
、
二
〇
年
に
は
「
社
会
論
」
を
福
沢
へ
送
り
、
ま
た
二
二
年
に
は
慶
応
義
塾
の
大
学
部
設
置
に
あ
た
っ
て
は
基
本
 
 

（
1
2
）
 
 

金
募
集
の
常
務
委
員
な
ど
を
務
め
る
な
ど
、
福
沢
や
慶
応
義
塾
と
関
係
を
持
ち
続
け
た
人
物
で
あ
る
。
福
沢
の
影
響
を
想
定
し
た
と
 
 

し
て
も
誤
り
で
は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

し
か
し
こ
こ
で
同
時
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
真
申
が
明
確
な
反
徴
兵
論
者
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
言
う
、
 
 

こ
の
意
見
書
は
「
強
迫
兵
役
法
を
以
て
我
国
に
適
さ
ぎ
る
も
の
」
と
信
じ
て
、
そ
れ
を
論
証
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
。
 
 
 

す
な
わ
ち
真
申
は
、
福
沢
と
同
じ
設
計
図
を
、
徴
兵
を
前
提
と
す
る
こ
と
な
く
描
い
た
こ
と
に
な
る
。
兵
役
税
を
ビ
ル
ト
・
イ
ン
 
 

し
た
仕
組
み
は
、
徴
兵
制
と
志
願
兵
制
と
い
っ
た
二
分
法
そ
の
も
の
を
壊
し
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
そ
う
し
た
制
度
設
計
を
考
案
す
 
 

る
と
き
、
徴
兵
制
は
も
は
や
志
願
兵
制
で
あ
り
、
ま
た
志
願
兵
制
は
徴
兵
制
で
あ
る
、
と
い
っ
て
も
良
い
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

こ
れ
は
常
に
成
り
立
つ
事
態
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
長
々
と
見
て
き
た
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
前
提
の
も
と
、
壮
丁
数
が
 
 

現
役
兵
数
よ
り
多
い
と
い
う
条
件
が
重
な
る
こ
と
で
、
は
じ
め
て
明
瞭
に
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
以
上
の
考
察
か
ら
次
の
こ
と
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 

三
七
 
 
 



こ
こ
ま
で
執
拗
に
福
沢
の
論
旨
を
追
っ
て
く
れ
ば
、
次
男
・
捨
次
郎
の
徴
兵
が
持
ち
上
が
っ
た
際
の
先
の
行
動
を
認
め
る
よ
う
な
 
 

余
地
が
、
幾
許
か
存
在
す
る
こ
と
が
見
え
て
こ
よ
う
。
捨
次
郎
は
現
役
を
志
願
す
る
の
で
は
な
く
兵
役
税
納
入
を
希
望
す
る
者
な
の
 
 

で
あ
る
。
父
・
諭
吉
の
構
想
に
お
い
て
、
そ
の
こ
と
は
な
ん
ら
恥
ず
べ
き
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
構
想
に
お
い
て
捨
次
 
 

郎
の
よ
う
な
人
物
は
当
人
の
希
望
通
り
、
か
つ
 
「
公
平
に
」
、
兵
役
税
納
入
で
現
役
兵
と
な
ら
ず
に
す
む
は
ず
だ
っ
た
。
 
 
 

だ
が
福
沢
父
子
に
と
っ
て
は
不
幸
な
こ
と
に
、
兵
役
税
は
直
前
の
明
治
二
二
年
の
徴
兵
令
改
正
で
も
 
－
 
そ
れ
ど
こ
ろ
か
た
び
た
 
 

（
1
3
）
 
 

び
論
議
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
の
と
こ
ろ
徴
兵
制
の
終
焉
ま
で
 
ー
 
導
入
さ
れ
な
か
っ
た
。
現
行
の
制
度
は
、
現
役
兵
と
 
 

そ
れ
以
外
と
い
う
福
沢
が
最
大
の
「
不
公
平
」
と
し
、
そ
の
た
め
に
様
々
な
ユ
夫
を
施
し
た
そ
の
部
分
に
つ
い
て
、
何
ら
の
措
置
も
 
 

な
い
設
計
と
な
っ
て
い
た
。
実
質
的
に
福
沢
諭
吉
が
主
宰
し
て
い
た
『
時
事
新
報
』
が
、
新
令
の
公
布
と
と
も
に
社
説
を
掲
げ
、
「
全
 
 

国
兵
の
主
義
」
に
照
ら
し
、
「
今
回
徴
兵
令
の
改
正
を
賛
成
す
る
と
同
時
に
、
兵
役
税
一
項
の
追
加
を
糞
望
す
る
者
な
り
」
と
結
ん
で
 
 

い
る
の
は
（
明
治
二
二
年
一
月
二
三
日
）
、
福
沢
年
来
の
主
張
か
ら
新
令
を
読
め
ば
、
当
然
の
反
応
で
あ
る
。
兵
役
税
の
不
在
と
い
う
 
 

制
度
設
計
上
の
不
鳳
に
よ
り
、
捨
次
郎
の
志
望
は
 

ら
す
る
と
、
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
志
願
が
貫
徹
し
な
い
と
い
う
福
沢
諭
吉
に
よ
る
徴
兵
制
の
設
計
で
は
ほ
と
ん
ど
起
こ
る
は
 
 

ず
の
な
か
っ
た
事
態
が
、
い
卦
ま
さ
に
目
前
で
起
こ
ろ
う
と
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
志
願
を
聞
き
遂
げ
る
方
向
へ
と
傾
い
て
い
っ
た
。
 
 
 

父
・
諭
吉
が
「
仮
に
小
吏
た
る
の
策
」
で
い
こ
う
と
徴
兵
の
が
れ
を
企
て
た
こ
と
は
、
確
か
に
彼
の
か
つ
て
の
論
説
中
の
言
と
は
 
 

明
ら
か
に
反
す
る
部
分
が
あ
る
。
そ
の
点
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
も
と
も
と
志
願
と
い
う
次
元
を
介
在
さ
せ
て
い
る
福
沢
の
徴
兵
 
 
 

は
確
か
と
な
る
。
つ
ま
り
徴
兵
の
法
を
「
よ
り
広
く
よ
り
公
平
に
」
と
い
う
方
向
で
厳
格
化
し
て
い
こ
う
と
し
た
福
沢
諭
吉
は
、
そ
 
 

れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
そ
れ
故
に
、
志
願
兵
論
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 

捨
次
郎
、
か
く
徴
兵
を
免
れ
た
り
 
 

愛
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の
徴
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に
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か
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福
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制
へ
の
デ
ザ
イ
ン
は
、
ま
さ
に
そ
れ
故
に
、
こ
う
し
た
策
を
許
容
し
て
し
ま
う
よ
う
な
要
素
を
含
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
 
 

う
し
た
も
の
が
、
お
そ
ら
く
は
自
ら
の
構
想
と
十
全
に
は
一
致
し
な
い
新
令
へ
の
尊
重
の
度
合
い
の
低
下
と
、
一
方
で
「
仮
に
小
吏
 
 

た
る
の
策
」
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
法
令
に
背
く
も
の
で
は
な
い
と
の
安
心
感
、
そ
れ
に
「
独
り
ヲ
ネ
ス
ト
に
あ
る
も
馬
鹿
ら
し
く
」
 
 

と
い
っ
た
感
情
や
、
も
ち
ろ
ん
子
供
へ
の
愛
情
な
ど
に
後
押
し
さ
れ
る
こ
と
で
、
徴
兵
の
が
れ
が
試
み
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
随
よ
 
 

り
は
じ
め
よ
と
い
う
過
去
の
呼
号
へ
の
背
理
は
、
こ
う
し
て
な
さ
れ
た
。
 
 

＊
 
 
 

た
だ
幸
い
な
こ
と
に
、
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
、
福
沢
父
子
の
こ
の
企
み
は
未
遂
に
終
わ
っ
た
。
「
仮
に
小
吏
た
る
の
策
」
で
は
徴
 
 

兵
猶
予
と
な
ら
な
い
こ
と
に
、
お
そ
ら
く
中
上
川
彦
次
郎
か
ら
の
電
報
に
よ
っ
て
気
付
か
さ
れ
た
福
沢
が
、
方
針
を
変
更
し
た
か
ら
 
 

で
あ
る
。
捨
次
郎
を
東
京
府
の
役
人
に
と
書
き
送
っ
て
か
ら
四
日
後
、
明
治
二
二
年
一
月
三
〇
日
の
中
上
川
宛
の
福
沢
書
簡
で
あ
る
。
 
 
 

電
報
到
来
。
捨
次
郎
義
県
庁
之
方
は
出
来
候
得
共
、
官
吏
た
る
も
無
益
た
る
へ
し
と
の
次
第
。
成
る
ほ
ど
新
令
を
解
釈
す
れ
ば
、
 
 
 

其
意
味
あ
る
が
如
し
。
就
而
案
ず
る
に
、
公
然
徴
に
応
し
て
出
る
も
亦
一
説
と
申
其
次
第
は
、
本
年
は
非
常
の
徴
集
人
に
し
て
、
 
 
 

平
均
し
て
も
四
十
と
一
と
之
割
合
と
為
り
、
英
人
之
中
に
柾
て
些
少
の
申
分
あ
れ
は
、
直
に
は
ね
出
す
よ
し
。
本
人
は
他
に
欠
 
 
 

典
な
け
れ
と
も
虫
歯
五
、
六
本
あ
り
。
虫
歯
は
最
も
忌
ま
る
ゝ
よ
し
に
付
、
唯
今
よ
り
其
筋
之
医
師
へ
内
診
を
試
み
候
得
は
、
 
 
 

棺
や
安
心
も
出
来
候
義
に
付
、
先
つ
是
れ
を
試
度
存
候
。
い
よ
い
よ
此
歯
な
れ
ば
大
丈
夫
と
あ
れ
ば
、
其
上
は
身
を
処
す
る
に
 
 

も
白
か
ら
法
あ
り
。
此
法
を
案
ず
る
に
…
（
『
書
簡
集
』
六
・
一
〇
三
頁
）
 
 
 

新
た
な
方
針
は
言
う
な
れ
ば
正
面
突
破
で
あ
る
。
作
戦
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。
壮
丁
数
と
現
役
兵
数
 
 

と
の
比
率
が
三
十
対
一
－
 
こ
こ
で
は
四
十
対
一
。
先
の
表
と
照
合
せ
よ
 
－
 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
逆
に
言
え
ば
現
役
と
な
 
 

ら
な
い
可
能
性
の
方
が
は
る
か
に
高
い
。
福
沢
は
こ
の
点
に
着
目
し
た
。
事
々
し
く
徴
兵
の
が
れ
な
ど
企
て
ず
と
も
現
役
兵
と
な
る
 
 

こ
と
は
あ
る
ま
い
と
い
う
い
わ
ば
確
率
論
へ
賭
け
た
作
戦
で
あ
る
。
し
か
し
確
率
に
依
拠
す
る
か
ら
に
は
、
四
十
分
の
一
へ
の
不
安
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は
ど
う
し
て
も
残
る
。
同
じ
頃
、
父
・
諭
吉
は
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
捨
次
郎
は
徴
兵
之
一
件
に
て
、
実
に
つ
ま
ら
ぬ
心
配
致
し
、
今
 
 

に
何
も
手
に
付
き
不
申
」
 
（
二
月
二
日
付
日
原
昌
造
宛
書
簡
、
『
書
簡
集
』
 
六
・
一
〇
五
貢
）
。
 
 
 

そ
ん
な
不
安
を
減
ら
す
の
が
、
「
虫
歯
五
、
六
本
」
で
あ
る
。
壮
丁
数
が
現
役
兵
数
よ
り
は
る
か
に
多
い
と
い
う
事
態
は
、
」
方
で
 
 

は
、
現
役
と
な
る
に
は
厳
し
い
選
抜
を
経
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
精
選
に
耐
え
か
ね
る
よ
う
な
何
か
が
あ
 
 

れ
ば
、
選
抜
さ
れ
る
確
率
を
限
り
な
く
ゼ
ロ
へ
と
近
づ
け
る
こ
と
も
▼
可
能
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
選
抜
は
身
体
を
基
準
に
な
さ
れ
る
。
 
 

新
令
に
対
応
し
た
徴
兵
検
査
規
則
（
明
治
二
二
年
陸
軍
省
令
第
二
号
）
は
、
兵
役
に
堪
え
ら
れ
な
い
も
の
を
列
挙
す
る
な
か
で
、
「
唇
 
 

又
は
歯
牙
の
疾
病
欠
損
に
し
て
岨
囁
に
妨
あ
る
も
の
」
を
掲
げ
て
い
る
（
第
四
条
）
。
そ
の
筋
の
医
師
の
内
診
に
よ
り
、
こ
の
歯
な
ら
 
 

●
 
「
大
丈
夫
」
、
す
な
わ
ち
徴
兵
検
査
で
確
実
に
不
合
格
と
さ
れ
る
と
診
断
さ
れ
れ
ば
、
四
十
分
の
一
だ
っ
た
確
率
も
も
っ
と
小
さ
い
も
 
 

の
と
感
じ
ら
れ
よ
う
。
か
つ
て
福
沢
を
し
て
兵
役
税
以
下
を
構
想
せ
し
め
た
壮
丁
数
と
現
役
兵
数
と
の
差
と
い
う
事
態
は
、
捨
次
郎
 
 

の
徴
兵
に
対
す
る
作
戦
を
変
更
せ
し
め
た
。
そ
し
て
よ
り
す
ぐ
れ
た
 

し
克
く
て
も
徴
兵
か
ら
の
が
れ
ら
れ
る
の
だ
と
の
安
心
感
を
、
福
沢
父
子
へ
と
提
供
す
る
。
 
 
 

内
診
を
行
っ
た
医
師
が
 
「
大
丈
夫
」
と
断
言
し
た
の
だ
ろ
う
、
心
配
で
何
も
手
に
付
か
な
い
と
記
し
て
か
ら
一
月
ほ
ど
を
経
た
三
 
 

月
一
八
日
、
父
・
福
沢
は
養
子
・
桃
介
へ
帰
国
を
促
し
っ
つ
、
「
唯
今
帰
国
す
れ
ば
徴
兵
の
故
障
あ
れ
ど
も
、
此
故
障
は
到
底
免
か
る
 
 

可
ら
ざ
る
も
の
に
し
て
、
百
中
一
の
危
さ
あ
る
の
み
。
是
れ
は
心
に
関
せ
ざ
る
方
可
然
。
仮
令
関
心
す
る
も
無
益
な
り
」
と
説
得
し
 
 

て
い
る
 
（
『
書
簡
集
』
六
・
一
一
九
頁
）
。
確
率
も
百
分
の
一
に
ま
で
減
少
し
て
お
り
、
ど
こ
か
余
裕
す
ら
感
じ
さ
せ
る
態
度
へ
ヒ
変
 
 

わ
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
約
一
月
、
大
日
本
帝
国
憲
法
の
発
布
あ
り
、
友
人
・
森
有
礼
の
暗
殺
あ
り
と
頗
る
多
事
で
あ
っ
た
せ
い
か
、
 
 

こ
の
件
の
動
向
を
明
確
に
記
し
た
書
簡
は
見
当
た
ら
な
い
。
だ
が
、
お
お
よ
そ
の
復
元
は
可
能
で
あ
る
ひ
 
 
 

慶
応
元
年
 
（
一
八
六
五
年
）
 
生
ま
れ
の
捨
次
郎
は
、
明
治
一
八
年
 
（
一
八
八
五
年
）
 
に
満
二
十
歳
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
点
で
す
 
 

で
に
ア
メ
リ
カ
へ
留
学
し
て
お
り
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
徴
集
が
猶
予
き
れ
て
い
た
。
た
だ
し
こ
の
猶
予
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は
そ
の
事
態
の
継
続
し
て
．
い
る
期
間
に
限
定
さ
れ
て
い
る
（
旧
令
第
一
八
条
第
七
項
）
。
も
っ
と
も
留
学
期
間
が
七
年
間
と
な
る
と
、
 
 

第
二
予
備
徴
貞
と
な
り
（
同
第
三
二
条
）
、
戦
時
と
事
変
の
際
の
ほ
か
徴
集
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
（
同
三
三
条
）
。
し
か
し
満
二
三
歳
 
 

で
帰
国
し
た
捨
次
郎
は
、
こ
の
「
特
典
」
に
は
当
た
ら
な
い
。
す
る
と
猶
予
は
終
わ
り
、
徴
集
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
二
一
年
一
一
 
 

月
五
日
に
帰
国
し
た
捨
次
郎
は
、
三
日
以
内
に
戸
主
か
ら
、
そ
の
旨
を
届
け
出
ね
ば
な
ら
な
い
（
同
第
三
六
条
。
明
治
一
九
年
勅
令
 
 

（
ほ
）
 
 

（
1
4
）
 
第
七
三
号
に
て
改
正
あ
り
）
。
た
だ
二
一
年
中
の
新
兵
徴
集
事
務
は
終
わ
っ
て
い
た
た
め
、
徴
集
は
翌
年
の
二
二
年
と
い
う
こ
と
に
な
 
 

る
（
明
治
一
七
年
太
政
官
布
達
第
一
八
号
「
徴
兵
事
務
条
例
」
第
一
四
七
条
。
な
お
、
明
治
二
二
年
陸
軍
省
訓
令
甲
第
三
号
も
参
照
 
 

の
こ
与
。
そ
し
て
こ
う
し
た
状
態
で
新
令
が
発
布
・
施
行
さ
れ
た
（
新
令
第
三
二
条
）
。
 
 
 

こ
の
新
令
は
、
免
役
・
猶
予
の
条
項
を
さ
ら
に
制
限
し
た
ほ
か
、
師
範
学
校
を
卒
業
し
た
教
員
の
六
ケ
月
現
役
兵
制
の
導
入
な
ど
 
 

が
特
徴
と
さ
れ
る
。
父
・
福
沢
は
こ
の
新
令
へ
対
処
し
ょ
＞
㌢
と
「
仮
に
小
吏
た
る
の
策
」
を
案
出
し
た
が
、
こ
れ
は
新
令
で
は
全
く
 
 

（
1
6
）
 
無
益
の
策
だ
っ
た
。
そ
こ
で
公
然
と
徴
募
に
応
ず
る
策
で
行
く
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
際
に
た
だ
一
般
の
徴
集
を
待
つ
の
 
 

で
は
な
く
、
新
令
第
十
一
条
に
よ
り
、
一
年
志
願
兵
を
志
願
し
た
こ
と
が
、
い
く
つ
か
の
史
料
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
一
年
志
願
兵
 
 

（
1
7
）
 
制
は
、
予
備
将
校
下
士
を
つ
く
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
仕
組
み
で
あ
り
、
新
令
に
よ
っ
て
確
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
役
に
行
か
ず
 
 

に
済
む
よ
う
算
段
を
凝
ら
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
ざ
わ
ざ
一
年
間
陸
軍
軍
役
に
服
す
る
こ
と
を
志
願
す
る
と
は
、
一
体
ど
 
 

う
し
た
こ
と
な
の
か
～
 
 
 

＊
 
 
 

新
令
に
お
け
る
」
年
志
願
兵
は
、
日
給
は
な
く
（
明
治
二
二
年
勅
令
第
一
四
号
「
陸
軍
一
年
志
願
兵
条
例
」
第
四
条
）
、
服
役
中
の
 
 

（
1
8
）
 
費
用
も
自
弁
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
兵
種
と
衛
成
地
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
（
同
第
一
条
）
、
ま
た
営
外
に
居
住
し
て
通
 
 

勤
し
て
も
よ
く
（
同
第
五
条
）
、
昇
進
も
早
い
（
同
第
二
三
条
）
。
そ
も
そ
も
現
役
期
間
が
一
般
と
比
べ
て
三
分
の
一
、
予
備
役
も
二
 
 

年
間
と
半
分
の
長
さ
で
あ
っ
た
（
新
令
第
一
一
条
）
。
相
当
に
優
遇
さ
れ
た
制
度
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
も
っ
と
も
そ
の
分
だ
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け
志
願
者
に
は
制
限
が
あ
っ
た
。
 
 
 

旧
令
に
お
い
て
志
願
が
可
能
で
あ
っ
た
の
は
官
立
府
県
立
学
校
卒
業
者
の
み
で
あ
っ
た
（
旧
令
第
一
一
条
）
。
こ
れ
が
明
治
一
九
年
 
 

の
改
正
に
よ
っ
て
「
文
部
大
臣
に
於
て
認
め
た
る
之
と
同
等
の
学
校
」
も
加
え
ら
れ
（
同
年
勅
令
第
七
三
号
）
、
ま
た
新
令
で
も
類
似
 
 

（
1
9
）
 
 

の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
（
新
令
一
一
条
）
。
た
だ
し
捨
次
郎
が
卒
業
し
て
い
た
慶
応
義
塾
は
、
い
ま
だ
こ
の
認
定
を
受
け
て
い
な
か
 
 

（
2
0
）
 
 

っ
た
。
だ
が
新
令
で
は
こ
の
ほ
か
に
「
陸
軍
試
験
委
員
の
試
験
に
及
第
」
す
る
と
い
う
道
が
開
か
れ
た
（
新
令
第
一
一
条
）
。
捨
次
郎
 
 

は
こ
の
新
令
で
新
規
に
開
拓
さ
れ
た
道
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
志
願
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

ま
た
志
願
兵
の
身
体
検
査
に
つ
い
て
は
特
別
の
規
則
が
設
け
ら
れ
た
（
明
治
二
二
年
陸
達
第
三
九
号
「
陸
軍
志
願
兵
身
体
検
査
規
 
 

則
」
）
。
だ
が
兵
役
に
堪
え
な
い
疾
病
等
の
一
覧
は
、
一
般
の
徴
兵
検
査
規
則
（
明
治
二
二
年
陸
軍
省
令
第
二
号
）
が
そ
の
ま
ま
適
用
 
 

さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
る
な
ど
（
「
陸
軍
志
願
兵
身
体
検
査
規
則
」
第
四
条
）
、
こ
の
点
で
、
一
般
の
徴
兵
と
検
査
と
大
き
な
違
い
 
 

は
な
い
。
す
な
わ
ち
身
体
検
査
が
「
大
丈
夫
」
な
ら
ば
、
志
願
し
ょ
う
と
一
般
の
徴
兵
へ
行
こ
う
と
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
 
 
 

も
は
や
明
ら
か
だ
ろ
う
。
福
沢
父
子
が
最
終
的
に
選
択
し
た
策
は
、
あ
え
て
一
年
現
役
兵
を
志
願
し
、
身
体
検
査
に
て
不
合
格
に
 
 

な
る
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
身
体
検
査
の
基
準
は
一
般
の
場
合
と
変
わ
ら
ず
、
し
か
も
万
一
の
際
に
は
優
遇
さ
れ
る
。
実
に
「
合
理
 
 

的
」
な
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
 
 
 

＊
 
 
 

戸
主
の
承
認
書
の
提
出
な
ど
も
必
要
な
捨
次
郎
の
志
願
兵
手
続
き
は
、
三
月
一
五
日
ま
で
に
な
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
（
「
陸
軍
一
年
 
 

志
願
兵
条
例
」
第
九
条
・
第
三
二
条
）
。
父
・
諭
吉
が
養
子
・
桃
介
へ
徴
兵
な
ど
気
に
せ
ず
と
も
良
い
と
書
き
送
っ
た
の
は
、
手
続
き
 
 

期
限
よ
り
三
日
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
頃
か
ら
、
『
時
事
新
報
』
は
、
や
や
不
釣
合
い
な
ほ
ど
、
一
年
志
願
兵
に
つ
い
て
 
 

の
記
者
を
多
く
載
せ
る
よ
う
に
な
る
。
三
月
二
八
日
に
「
陸
軍
志
願
兵
身
体
検
査
規
則
」
の
要
目
を
伝
え
（
「
陸
軍
志
願
兵
身
体
検
査
 
 

規
則
」
）
、
四
月
九
日
に
は
一
年
志
願
兵
な
ど
の
試
験
委
員
名
を
掲
げ
た
（
「
臨
時
試
験
委
員
」
）
。
さ
ら
に
四
月
一
九
日
に
は
次
の
よ
う
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に
記
し
て
い
る
 
（
「
志
願
兵
の
身
体
検
査
」
）
。
 
 
 

第
一
師
団
司
令
部
に
て
は
来
る
五
月
八
日
午
前
八
時
よ
り
学
術
試
験
を
受
く
べ
き
一
年
志
願
兵
の
身
体
検
査
を
執
行
す
る
筈
に
 
 

て
、
今
度
管
下
各
府
県
へ
同
志
願
兵
の
出
頭
取
計
方
を
照
会
し
た
る
よ
し
。
 
 
 

こ
の
記
事
の
翌
日
、
福
沢
諭
吉
は
中
上
川
彦
次
郎
に
宛
て
、
「
志
願
兵
之
検
査
は
五
月
八
日
。
是
れ
は
歯
の
一
件
に
て
必
す
免
か
る
ゝ
 
 

積
り
な
り
」
と
書
き
送
る
（
『
書
簡
集
』
六
・
一
二
九
頁
）
。
新
聞
の
記
事
は
い
う
な
れ
ば
捨
次
郎
の
動
静
を
報
道
し
た
も
の
だ
っ
た
。
 
 

こ
れ
は
必
ず
不
合
格
と
な
る
は
ず
。
あ
と
は
当
日
を
待
つ
の
み
。
し
ば
ら
く
す
る
と
府
下
の
志
願
兵
数
が
二
一
名
で
あ
る
こ
と
も
報
 
 

じ
ら
れ
る
（
「
一
年
志
願
兵
」
、
四
月
二
六
日
）
。
捨
次
郎
は
そ
の
う
ち
の
一
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
 
 

（
2
1
）
 
 
最
終
的
に
は
五
月
八
日
に
身
体
検
査
が
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
二
七
日
に
な
っ
て
、
父
・
諭
吉
が
桃
介
へ
こ
う
伝
 
 

え
て
い
る
。
 
 
 

捨
次
郎
之
徴
兵
も
、
歯
が
わ
る
ひ
と
て
終
身
免
役
に
相
成
候
（
『
書
簡
集
』
六
・
一
四
四
頁
）
。
 
 
 

終
身
免
役
と
は
、
身
体
検
査
に
よ
っ
て
不
合
格
、
す
な
わ
ち
新
令
第
一
七
条
に
い
う
廃
疾
・
不
具
等
に
該
当
す
る
と
さ
れ
た
と
い
 
 

う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
い
う
と
、
兵
役
に
堪
え
な
い
「
丙
種
」
と
認
定
さ
れ
、
し
か
も
そ
の
う
ち
で
も
「
永
久
服
役
に
堪
え
 
 

（
2
2
）
 
難
き
者
」
と
区
分
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
丙
種
」
に
し
て
「
永
久
服
役
に
堪
え
難
き
者
」
と
さ
れ
る
と
、
そ
の
旨
が
居
住
地
 
 

の
旅
管
徴
兵
官
へ
と
送
付
さ
れ
（
「
陸
軍
一
年
志
願
兵
条
例
施
行
細
則
」
第
九
条
）
、
免
役
の
処
分
が
な
さ
れ
る
（
同
第
一
〇
条
）
。
福
 
 

沢
父
子
の
作
戦
は
、
見
事
に
成
功
を
収
め
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

翌
月
の
六
月
、
捨
次
郎
は
晴
れ
て
山
陽
鉄
道
会
社
へ
と
入
社
す
る
。
な
お
、
同
社
社
長
は
中
上
川
彦
次
郎
で
あ
っ
た
。
 
 

福
沢
諭
吉
の
徴
兵
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
1
お
わ
り
に
 
 
 

福
沢
捨
次
郎
は
現
役
に
は
行
か
ず
に
済
ん
だ
。
同
年
代
の
九
割
以
上
が
そ
う
だ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
極
々
普
通
の
結
果
で
は
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あ
る
。
し
か
し
そ
こ
へ
と
至
る
道
筋
は
か
な
り
変
わ
っ
て
い
た
。
 
 
 

満
二
〇
歳
と
な
っ
た
時
点
で
は
、
ア
メ
リ
カ
へ
海
外
留
学
し
で
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
徴
兵
猶
予
と
さ
れ
た
。
し
か
し
帰
国
に
と
も
 
 

な
っ
て
猶
予
が
終
わ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
は
徴
兵
の
が
れ
を
試
み
た
。
仮
に
役
人
と
な
る
と
い
う
手
段
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
で
は
免
れ
 
 

な
い
こ
と
が
分
か
る
と
、
虫
歯
で
身
体
検
査
に
撥
ね
ら
れ
る
こ
と
を
た
よ
り
に
、
つ
い
に
は
一
年
志
願
兵
を
志
す
。
そ
し
て
見
事
作
 
 

戦
通
り
に
不
合
格
を
勝
ち
取
り
、
現
役
行
き
を
免
れ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

さ
て
も
と
も
と
こ
の
小
論
は
、
徴
兵
に
つ
い
て
の
福
沢
諭
吉
の
理
解
の
仕
方
を
、
右
に
要
約
し
た
よ
う
な
実
際
の
行
動
を
も
視
野
 
 

（
2
3
）
 
 

に
納
め
る
こ
と
で
、
よ
り
深
く
理
解
し
よ
う
と
い
う
試
み
と
し
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
福
沢
は
、
自
ら
隠
微
兵
 
 

の
原
則
と
す
る
「
よ
り
広
く
そ
し
て
よ
り
公
平
に
」
を
追
求
し
、
そ
の
実
現
の
方
法
と
し
て
兵
役
税
を
自
ら
の
構
想
の
核
へ
と
据
え
 
 

た
こ
と
か
ら
、
か
え
っ
て
兵
役
に
当
た
る
世
代
の
意
思
あ
る
い
は
志
願
を
重
視
す
る
制
度
設
計
と
な
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
を
福
沢
 
 

自
身
も
理
解
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
忠
良
な
る
国
民
皆
兵
論
者
た
る
福
沢
諭
吉
の
措
い
た
徴
兵
制
は
、
個
々
人
の
意
 
 

思
を
基
礎
に
、
そ
こ
へ
介
入
す
る
こ
と
ま
で
考
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
当
人
の
意
思
を
起
点
と
す
る
構
造
的
な
特
徴
が
、
 
 

捨
次
郎
の
徴
兵
の
際
に
と
っ
た
行
動
を
可
能
に
し
た
の
で
は
な
い
か
、
と
の
仮
説
を
提
示
し
て
み
た
。
捨
次
郎
の
希
望
を
貫
徹
す
る
 
 

た
め
に
、
あ
え
て
一
年
志
願
兵
へ
応
募
さ
せ
た
の
も
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
あ
る
程
度
は
理
解
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
 
 
 

そ
れ
で
は
逆
に
、
今
回
の
実
践
が
、
福
沢
の
徴
兵
へ
の
見
方
に
何
ら
か
の
変
化
を
及
ぼ
し
た
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
か
フ
・
 
 
 

そ
も
そ
も
こ
の
時
期
以
降
、
徴
兵
に
つ
い
て
正
面
か
ら
扱
っ
た
論
説
を
福
沢
は
ほ
と
ん
ど
書
か
な
く
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
は
お
そ
 
 

ら
く
福
沢
年
来
の
主
張
－
－
－
よ
り
広
く
よ
り
公
平
に
、
そ
し
て
尚
武
の
気
風
を
全
国
へ
普
く
 
ー
 
が
、
兵
役
税
こ
そ
な
い
も
の
の
、
 
 

概
ね
実
現
し
た
と
い
う
認
識
碇
よ
る
も
の
だ
ろ
う
。
「
よ
り
広
く
」
と
い
う
原
則
か
ら
は
外
れ
る
か
も
し
れ
な
い
僧
侶
の
兵
役
免
除
を
 
 

「
経
世
」
の
観
点
か
ら
求
め
る
論
説
を
記
し
、
僅
々
五
・
六
万
の
僧
侶
か
ら
兵
士
を
取
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
一
国
の
兵
力
に
何
ほ
 
 

ど
の
影
響
が
あ
ろ
う
か
、
と
述
べ
て
い
る
あ
た
り
か
ら
も
、
そ
う
し
た
点
が
窺
え
る
 
（
「
僧
侶
の
兵
役
免
除
」
、
『
全
集
』
一
四
・
三
五
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三
～
五
頁
）
。
そ
し
て
徴
兵
の
仕
組
み
が
確
立
し
た
の
な
ら
、
あ
と
は
そ
れ
が
役
に
立
つ
か
ど
う
か
と
な
る
。
そ
れ
が
試
さ
れ
た
の
が
 
 

日
清
戦
争
で
あ
る
。
 
 
 

日
清
戦
争
期
の
福
沢
は
、
「
日
清
の
戦
争
は
文
野
の
戦
争
な
り
」
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
対
清
強
硬
論
を
立
て
続
け
に
執
筆
す
る
一
方
 
 

（
2
4
）
 
 

で
、
軍
費
醸
出
の
呼
び
か
け
を
繰
り
返
し
、
自
ら
一
万
円
も
の
義
金
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
従
軍
者
の
家
族
に
対
す
る
扶
助
策
に
 
 

つ
い
て
の
提
案
な
ど
も
し
て
い
る
（
「
従
軍
者
の
家
族
扶
助
法
」
、
『
全
集
』
一
四
・
六
三
〇
～
一
頁
）
。
寄
付
金
な
ど
こ
れ
ま
で
は
一
 
 

切
取
り
合
っ
て
こ
な
か
っ
た
と
称
す
る
福
沢
諭
吉
が
（
「
私
金
義
損
に
就
て
」
、
『
全
集
』
一
四
・
五
一
四
～
七
貢
）
、
あ
え
て
巨
額
の
 
 

寄
付
を
行
っ
た
こ
と
に
、
「
人
を
出
す
か
金
を
出
す
か
」
と
い
う
兵
役
税
と
同
じ
発
想
を
見
出
し
た
り
、
あ
る
い
は
従
軍
者
の
家
族
へ
 
 

の
扶
助
を
唱
え
る
姿
に
、
捨
次
郎
と
桃
介
が
も
し
現
役
へ
と
い
っ
て
い
た
ら
と
い
う
切
実
な
思
い
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
 
 

か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
も
は
や
そ
こ
に
は
、
徴
兵
そ
の
も
の
に
何
か
を
言
お
う
と
い
う
態
度
は
な
い
。
制
度
と
し
て
確
立
し
、
そ
し
 
 

て
実
践
に
お
い
て
勝
利
を
収
め
た
の
だ
か
ら
、
も
は
や
徴
兵
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
福
沢
の
言
う
べ
き
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
 
 

と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
 
 
 

＊
 
 
 

と
こ
ろ
で
捨
次
郎
に
と
っ
て
は
、
現
役
へ
行
か
ず
に
す
む
た
め
の
経
路
と
し
て
機
能
し
た
一
年
志
願
兵
制
で
あ
る
が
、
当
然
の
こ
 
 

と
な
が
ら
こ
れ
は
創
始
者
た
ち
の
意
図
と
は
大
き
く
異
な
る
。
も
と
も
と
こ
の
仕
組
み
は
、
「
富
者
」
「
貴
者
」
「
知
者
」
を
率
先
し
て
 
 

（
2
5
）
 
 

軍
務
に
当
た
ら
せ
、
戦
時
将
校
下
士
を
養
成
し
ょ
う
と
し
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
意
図
は
、
「
上
流
富
貴
有
力
」
 
 

の
人
々
こ
そ
ま
ず
現
役
に
当
た
れ
と
し
た
福
沢
諭
吉
の
主
張
と
も
響
き
あ
う
し
、
福
沢
と
よ
く
似
た
制
度
設
計
を
試
み
た
真
申
直
道
 
 

（
2
6
）
 
 

も
、
新
令
の
草
案
に
つ
い
て
、
た
だ
「
大
い
に
一
年
志
願
兵
を
奨
励
す
る
の
一
点
」
の
み
は
現
行
法
に
優
る
と
高
く
評
価
し
て
い
た
。
 
 

た
だ
し
そ
う
し
た
期
待
の
一
方
で
、
こ
の
仕
組
み
が
徴
兵
忌
避
の
隠
れ
蓑
と
な
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
も
、
志
願
と
い
っ
て
も
後
 
 

方
勤
務
の
兵
種
を
希
望
す
る
者
の
多
い
こ
と
、
あ
る
い
は
入
隊
後
も
終
末
試
験
に
落
第
す
る
こ
と
で
予
備
役
将
校
と
な
る
の
を
拒
否
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（
2
7
）
 
す
る
者
の
い
た
こ
と
な
ど
と
の
関
連
で
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
。
し
か
t
捨
次
郎
の
事
例
は
、
も
っ
と
徹
底
し
た
も
の
で
あ
る
。
 
 

志
願
兵
の
仕
組
み
を
正
面
か
ら
用
い
て
現
役
兵
へ
の
編
入
を
免
れ
た
の
だ
か
ら
。
 
 
 

た
だ
し
こ
の
場
合
、
一
年
志
願
兵
の
廿
組
み
だ
か
ら
機
能
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
の
徴
兵
検
査
と
同
様
の
身
体
険
査
が
課
さ
 
 

れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
よ
う
に
機
能
し
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
捨
次
郎
の
場
合
、
一
年
志
願
兵
で
な
く
と
も
構
わ
な
か
っ
た
。
 
 

だ
が
万
一
の
際
の
保
険
ま
で
を
含
め
る
と
、
そ
れ
を
志
願
す
る
の
が
、
最
も
「
合
理
的
」
な
戦
略
と
言
え
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

そ
し
て
旧
令
下
で
海
外
留
学
に
よ
る
猶
予
を
得
、
新
令
下
に
帰
っ
て
く
る
者
も
、
適
用
さ
れ
る
条
文
こ
そ
異
な
る
も
の
の
、
徴
兵
 
 

（
2
8
）
 
 

を
め
ぐ
る
環
境
は
捨
次
郎
と
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
。
と
す
る
な
ら
ば
、
新
令
に
よ
っ
て
新
設
さ
れ
た
「
陸
軍
試
験
委
員
の
試
験
に
 
 

及
第
」
す
る
と
い
う
規
定
を
根
拠
に
一
年
志
願
兵
を
志
し
、
身
体
検
査
に
て
不
合
格
を
勝
ち
取
る
と
い
う
捨
次
郎
の
戦
略
は
、
虫
歯
 
 

の
と
こ
ろ
を
各
人
に
相
応
し
い
も
の
へ
と
手
直
し
を
す
れ
ば
、
捨
次
郎
個
人
を
超
え
、
以
後
の
「
先
例
」
と
な
り
得
る
も
の
だ
っ
た
 
 

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

そ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、
捨
次
郎
の
徴
兵
が
首
尾
よ
く
い
っ
た
こ
と
を
父
・
諭
吉
が
養
子
・
桃
介
へ
と
伝
え
た
の
に
続
け
て
、
 
 

「
貴
様
も
帰
れ
ば
徴
兵
之
事
あ
れ
ど
も
、
咽
喉
と
か
何
と
か
申
し
た
ら
ば
、
随
分
好
き
都
合
も
可
有
之
存
候
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
 
 

で
あ
る
（
『
書
簡
集
』
六
・
一
四
四
頁
）
。
こ
れ
は
虫
歯
を
咽
喉
へ
と
補
正
す
る
こ
と
で
、
桃
介
の
と
き
に
も
「
先
例
」
と
臥
じ
戦
略
 
 

で
徴
兵
へ
立
ち
向
か
お
う
と
い
う
思
い
付
き
を
述
べ
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
養
子
・
桃
介
も
ま
さ
に
旧
令
下
で
海
外
留
学
 
 

に
よ
る
猶
予
を
得
、
新
令
下
に
帰
っ
て
く
る
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
実
際
に
は
桃
介
の
際
は
別
の
戦
略
が
採
ら
れ
た
公
 
 

（
2
9
）
 
 

算
が
高
い
。
 
 
 

た
だ
し
捨
次
郎
の
よ
う
な
事
例
が
ど
れ
ほ
ど
の
数
あ
る
の
か
、
正
確
に
数
え
上
げ
る
こ
と
は
難
し
い
。
［
表
H
］
を
見
る
と
、
「
陸
 
 

軍
試
験
委
員
の
試
験
に
及
第
」
す
る
こ
と
を
志
し
た
者
は
、
一
年
当
た
り
、
当
初
の
二
〇
名
余
か
ら
一
〇
年
ほ
ど
で
五
百
人
以
上
へ
 
 

と
増
え
て
い
く
。
た
だ
そ
の
う
ち
捨
次
郎
と
同
じ
く
身
体
検
査
に
て
不
合
格
と
な
っ
た
者
は
、
多
い
と
き
で
も
五
〇
人
に
は
届
か
な
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い
。
な
お
、
身
体
検
査
不
合
格
者
の
割
合
を
取
っ
て
み
る
と
、
明
治
二
四
年
こ
そ
 
 

「
陸
軍
試
験
委
員
の
試
験
に
及
第
」
を
志
し
た
者
が
高
い
も
の
の
、
ほ
か
の
年
次
 
 

は
一
年
志
願
兵
全
体
の
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
低
い
数
値
と
な
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
 
 

に
し
ろ
捨
次
郎
の
よ
う
な
事
例
は
、
全
壮
丁
数
か
ら
す
れ
ば
、
極
め
て
少
数
で
あ
っ
 
 

た
こ
と
が
確
認
で
き
よ
う
。
 
 
 

し
か
し
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
捨
次
郎
の
企
図
は
、
一
年
志
願
兵
の
仕
組
み
 
 

だ
か
ら
機
能
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
身
体
検
査
が
一
般
の
徴
兵
検
査
と
同
様
 
 

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
す
る
な
ら
ば
、
同
様
の
試
み
の
一
般
徴
兵
版
の
存
在
 
 

を
類
推
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 
 
 

免
役
条
項
の
削
減
に
よ
っ
て
徐
々
に
合
法
的
な
徴
兵
忌
避
の
途
が
閉
じ
ら
れ
、
 
 

（
3
0
）
 
 

非
合
法
化
し
て
い
く
と
い
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
だ
が
こ
の
表
現
は
正
確
で
は
あ
 
 

る
ま
い
。
そ
れ
は
捨
次
郎
の
行
為
が
文
句
な
く
合
法
的
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
 
 

か
だ
ろ
う
。
免
役
条
項
の
縮
小
と
は
、
文
字
通
り
徴
兵
か
ら
の
が
れ
る
手
段
を
減
 
 

ら
し
、
徴
兵
の
基
準
を
身
体
と
い
う
も
の
へ
と
集
約
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
 
 

あ
る
。
そ
し
て
そ
の
基
準
に
よ
る
選
抜
、
す
な
わ
ち
身
体
検
査
が
な
さ
れ
た
結
果
 
 

の
な
か
に
は
、
捨
次
郎
の
ご
と
く
意
図
し
た
通
り
不
合
格
に
な
る
者
も
あ
れ
ば
、
 
 

意
に
反
し
て
合
格
な
い
し
不
合
格
と
な
る
者
も
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。
た
だ
壮
丁
 
 

数
が
現
役
兵
数
よ
り
多
い
と
い
う
状
態
の
た
め
何
ら
か
の
選
抜
は
避
け
ら
れ
な
い
 
 

以
上
、
そ
の
選
抜
基
準
に
身
体
と
い
う
組
織
の
目
的
に
か
な
っ
た
も
の
が
主
軸
と
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一年志願兵志願者検査人員  

一年志願兵全体  陸軍試験委員の試験を志願した者  

年次  志願者数  採用者数  志願者数  身体検査不合格者数  学術試験不合格者数  採用者数   

明治24年   132   85   25   10   14   1   

明治25年   280   183   49   8   34   5   

明治26年   399   237   84   66   0   

明治29年   878   599   233   10   99   82   

明治30年   1158   687   378   24   225   86   

明治31年   1612   728   484   47   264   49   

明治32年   2044   834   574   43   354   31   

明治33年   2345   1038   533   49   290   43   

（注）『陸軍省統計年報』より作成。志願取消・検査欠席・死亡等により、志願者数とその他の  

数値とは合わない。   



注
 
 

（
1
）
 
慶
応
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
書
簡
集
』
全
九
巻
、
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
一
年
～
二
〇
〇
三
年
。
以
下
、
こ
の
書
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
『
書
簡
集
』
 
 

巻
数
・
貢
数
の
順
で
記
す
。
 
 

（
2
）
 
い
ず
れ
も
慶
応
義
塾
編
『
福
沢
諭
吉
全
集
』
岩
波
書
店
、
一
九
五
八
年
～
一
九
六
四
年
所
収
。
『
兵
論
』
と
『
全
国
徴
兵
論
』
は
第
五
巻
、
「
国
役
は
国
 
 

民
平
等
に
負
担
す
べ
し
」
は
第
一
〇
巻
。
こ
れ
ら
は
頻
出
す
る
の
で
、
本
文
に
て
、
そ
れ
ぞ
れ
『
兵
論
』
・
『
全
国
』
・
「
国
役
」
と
し
て
、
頁
数
の
み
を
 
 

注
記
す
る
。
ま
た
こ
れ
以
外
の
論
説
は
、
本
文
中
に
論
説
名
、
『
全
集
』
巻
数
・
貢
数
の
順
で
記
す
。
 
 

（
3
）
 
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
。
慶
応
義
塾
編
・
刊
『
慶
応
義
塾
百
年
史
』
上
（
一
九
五
八
年
）
八
〇
五
～
八
一
六
頁
。
中
野
目
徹
『
近
代
 
 

史
料
学
の
射
程
－
明
治
太
政
官
文
書
研
究
序
説
』
弘
文
堂
、
二
〇
〇
〇
年
、
第
七
章
。
寺
崎
修
「
徴
兵
令
と
慶
応
義
塾
」
、
笠
原
英
彦
・
玉
井
清
編
『
日
 
 

本
政
治
の
構
造
と
展
開
』
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会
、
一
九
九
八
年
。
た
だ
し
そ
の
最
中
に
認
め
ら
れ
た
福
沢
の
い
く
つ
か
の
論
説
は
、
何
ら
か
の
形
で
 
 

官
立
と
私
立
と
の
公
平
を
求
め
る
こ
と
を
基
本
と
し
て
お
り
、
最
後
は
、
「
眼
中
既
に
私
立
校
な
し
、
唯
国
民
全
体
の
気
を
養
ふ
が
為
に
、
全
国
兵
の
法
 
 

を
真
に
全
国
な
ら
し
め
、
丁
年
の
男
子
は
一
命
を
免
ず
る
こ
と
な
き
を
巽
望
す
る
も
の
な
り
」
と
、
自
説
を
再
確
認
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
「
兵
役
 
 

遁
れ
し
む
可
ら
ず
」
、
『
全
集
』
九
・
五
七
〇
～
三
貢
。
こ
の
件
に
お
け
る
福
沢
の
行
動
は
、
彼
の
論
説
か
ら
容
易
に
理
解
で
き
る
範
囲
の
も
の
と
言
え
 
 

る
だ
ろ
う
。
 
 

（
4
）
 
『
全
国
徴
兵
論
』
は
、
も
と
は
「
時
事
新
報
」
の
社
説
で
あ
っ
た
が
、
著
書
と
し
て
公
刊
す
る
に
あ
た
り
改
正
徴
兵
令
を
全
文
掲
載
す
る
な
ど
の
増
補
 
 

を
施
し
て
お
り
、
同
令
の
注
釈
書
と
し
て
の
役
割
も
兼
ね
て
い
た
。
 
 
 

な
っ
て
さ
え
い
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
前
記
の
ご
と
き
者
が
少
々
混
じ
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
、
軍
と
し
て
は
何
ら
意
に
介
す
る
必
要
は
 
 

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
軍
の
設
け
た
基
準
に
従
っ
て
、
い
ず
れ
に
し
ろ
現
役
に
は
不
適
当
と
さ
れ
る
者
な
の
だ
か
ら
。
こ
こ
に
 
 

お
い
て
捨
次
郎
の
よ
う
な
事
例
は
事
実
上
、
容
認
さ
れ
る
。
「
よ
り
広
く
」
を
追
求
し
た
免
役
条
項
の
削
減
は
、
徴
兵
に
お
け
る
身
体
 
 

の
主
軸
化
を
意
味
す
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
一
方
で
黙
認
さ
れ
る
徴
兵
の
が
れ
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
ひ
と
ま
ず
は
生
み
出
し
 
 

た
と
理
解
す
べ
き
だ
ろ
う
。
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（
1
0
）
 
 

■
〓
り
 
 

（
1
2
）
 
 

（
1
3
）
 
 

（
1
4
）
 
 

（
5
）
 
 

1
日
－
 
 

（
7
）
 
 

（
8
）
 
 

（
9
）
 
 

文
久
三
年
＝
一
八
六
三
年
生
ま
れ
の
長
男
・
一
太
郎
は
、
明
治
一
二
年
の
徴
兵
令
に
よ
り
、
年
齢
五
〇
歳
未
満
の
者
の
嗣
子
と
し
て
平
時
免
役
と
な
っ
 
 

て
い
る
（
第
二
九
条
第
一
項
）
。
こ
の
待
遇
は
一
六
年
の
改
正
へ
も
受
け
継
が
れ
、
二
二
年
の
改
正
に
よ
っ
て
国
民
兵
役
と
な
っ
た
。
明
治
一
七
年
太
政
 
 

官
布
達
第
一
八
号
「
徴
兵
事
務
条
例
」
第
一
五
四
条
、
お
よ
び
明
治
二
二
年
徴
兵
令
第
四
四
条
。
な
お
、
明
治
十
七
年
四
月
二
四
日
付
 
福
沢
一
太
郎
 
 

宛
書
簡
、
『
書
簡
集
』
四
・
一
三
二
貢
を
参
照
。
 
 

松
下
芳
男
『
徴
兵
令
制
定
史
・
増
補
版
』
五
月
書
房
、
一
九
七
一
年
、
五
五
二
～
七
頁
。
 
 

加
藤
陽
子
『
徴
兵
制
と
近
代
日
本
一
一
八
六
八
～
一
九
四
五
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
六
年
、
一
三
一
～
二
頁
。
 
 
 

『
文
明
論
之
概
略
』
第
六
章
・
第
七
章
な
ど
を
見
よ
。
 
 

な
お
、
念
の
た
め
言
っ
て
お
け
ば
、
こ
れ
は
一
年
志
願
兵
制
の
よ
う
な
も
の
を
望
ん
だ
り
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
学
校
の
練
兵
課
に
出
席
す
る
者
 
 

も
、
ま
た
短
期
の
演
習
を
受
け
る
者
も
、
ど
ち
ら
も
兵
役
税
を
払
っ
た
者
で
あ
っ
て
、
福
沢
の
議
論
で
は
、
納
税
の
時
点
で
現
役
兵
へ
と
赴
い
た
者
と
 
 

の
公
平
は
保
た
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
③
の
目
的
の
た
め
に
な
さ
れ
る
追
加
措
置
で
あ
る
。
 
 

伊
藤
博
文
編
『
秘
書
類
纂
・
兵
政
関
係
資
料
』
原
書
房
復
刻
版
、
一
九
七
〇
年
、
五
七
～
六
六
頁
。
 
 

一
例
と
し
て
、
松
下
芳
男
『
徴
兵
令
制
定
史
・
増
補
版
』
五
六
二
～
五
七
〇
貢
な
ど
。
 
 

主
と
し
て
 
『
書
簡
集
』
所
収
の
真
申
直
道
宛
書
簡
、
お
よ
び
補
注
に
よ
っ
た
。
 
 

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
一
ノ
瀬
俊
也
「
第
一
次
大
戦
後
の
陸
軍
と
兵
役
税
導
入
論
」
、
『
日
本
歴
史
』
六
一
四
、
一
九
九
九
年
な
ど
を
参
照
。
 
 

こ
の
手
続
き
を
怠
っ
た
ま
ま
新
令
発
布
に
至
っ
た
と
し
て
も
、
適
用
さ
れ
る
条
項
が
異
な
る
だ
け
で
、
抽
筑
の
法
に
よ
り
徴
集
さ
れ
る
が
、
一
年
志
願
 
 

兵
を
志
願
す
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
点
に
違
い
は
な
い
（
第
四
〇
条
）
。
た
だ
し
手
続
き
を
怠
っ
た
こ
と
で
、
罰
金
の
処
分
を
科
さ
れ
る
（
第
四
六
条
 
 

第
二
項
・
第
三
〇
条
）
。
福
沢
父
子
は
捨
次
郎
の
留
学
中
に
徴
兵
猶
予
の
手
続
き
を
行
っ
て
お
り
（
明
治
二
一
年
三
月
二
三
日
付
福
沢
捨
次
郎
宛
書
簡
、
 
 

『
書
簡
集
』
五
・
三
六
七
頁
）
、
し
か
も
帰
国
以
前
か
ら
徴
兵
猶
予
終
了
後
の
対
処
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
と
こ
と
な
ど
か
ら
、
本
文
の
よ
う
な
順
序
を
 
 

推
測
し
た
。
 
 

東
京
の
徴
兵
署
は
九
月
二
五
日
に
閉
じ
ら
れ
て
い
た
。
『
官
報
』
第
一
五
七
五
号
、
明
治
二
一
年
九
月
七
日
。
 
 

旧
令
で
は
「
余
人
を
以
て
代
ふ
可
か
ら
ざ
る
技
術
の
職
を
奉
ず
る
」
官
吏
は
太
政
官
の
決
裁
を
経
て
徴
集
が
猶
予
さ
れ
た
（
第
二
一
条
）
。
し
か
し
新
 
 

令
で
は
、
同
様
の
官
吏
も
予
備
・
後
備
に
お
い
て
勤
務
演
習
簡
閲
点
呼
の
た
め
召
集
さ
れ
な
い
と
い
う
旧
令
第
二
〇
条
と
同
じ
規
定
の
み
と
な
っ
た
（
第
 
 

二
二
条
）
。
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
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菅
村
武
救
『
廿
二
年
改
正
徴
兵
令
釈
義
』
一
八
八
九
年
、
三
二
頁
な
ど
。
 
 

た
だ
し
身
元
貧
困
の
者
に
は
官
費
が
支
給
さ
れ
る
制
度
が
あ
っ
た
（
陸
軍
一
年
志
願
兵
条
例
第
六
条
）
。
も
っ
と
も
捨
次
郎
は
こ
れ
に
は
該
当
し
な
い
。
 
 

「
文
部
大
臣
に
於
て
中
学
校
の
学
科
程
度
と
同
等
以
上
と
認
め
た
る
学
校
若
く
は
文
部
大
臣
の
認
可
を
経
た
る
学
則
に
依
り
法
律
学
政
治
学
理
財
学
 
 

を
教
授
す
る
私
立
学
校
の
卒
業
証
書
を
所
持
」
す
る
者
に
対
し
て
。
 
 

認
定
は
、
明
治
二
九
年
九
月
一
七
日
文
部
省
告
示
第
一
八
号
に
よ
る
。
 
 

明
治
二
二
年
東
京
府
告
示
第
二
六
号
に
「
学
術
試
験
を
受
く
べ
き
陸
軍
一
年
志
願
兵
身
体
検
査
」
は
来
る
五
月
八
日
に
施
行
す
る
と
あ
る
。
た
だ
し
『
時
 
 

事
新
報
』
の
報
道
で
は
、
八
日
か
ら
学
術
試
験
、
一
〇
日
よ
り
体
格
検
査
と
な
っ
て
い
る
（
五
月
四
日
の
「
一
年
志
願
兵
の
学
術
試
験
」
、
お
よ
び
五
月
 
 

一
〇
す
の
「
体
格
検
査
」
）
。
だ
が
こ
れ
で
は
「
陸
軍
一
年
志
願
兵
条
例
」
第
一
二
条
の
規
定
と
順
序
が
入
れ
替
わ
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
学
術
試
験
は
五
 
 

月
一
〇
日
よ
り
開
始
す
る
と
い
う
明
治
二
二
年
三
月
一
九
日
陸
軍
省
告
示
第
六
号
と
も
組
語
す
る
。
仮
に
規
定
通
り
に
行
わ
れ
た
と
し
て
本
文
の
よ
う
 
 

に
推
定
し
て
お
く
が
、
後
考
を
待
ち
た
い
。
な
お
、
東
京
府
告
示
は
東
京
都
公
文
書
館
蔵
『
警
視
庁
東
京
府
公
報
』
 
に
よ
っ
た
。
 
 

志
願
兵
に
関
し
て
は
一
般
の
身
体
検
査
と
は
異
な
っ
て
丁
種
は
な
く
、
志
願
兵
に
お
け
る
丙
種
は
一
般
の
丁
種
に
当
た
る
。
一
方
、
志
願
兵
の
身
体
検
 
 

査
で
は
、
丙
種
を
、
永
久
服
役
に
堪
え
難
き
者
と
、
一
時
服
役
に
堪
え
難
き
者
と
に
区
別
す
る
。
「
陸
軍
志
願
兵
身
体
検
査
規
則
」
第
六
条
・
第
七
条
、
 
 

お
よ
び
明
治
二
二
年
陸
達
第
三
七
号
「
徴
兵
検
査
手
続
」
第
五
条
。
 
 

小
論
で
捨
次
郎
ば
か
り
を
扱
い
、
三
男
・
三
八
と
四
男
・
大
四
郎
に
言
及
し
な
い
の
は
、
史
料
的
制
約
を
除
け
ば
こ
の
た
め
で
あ
る
。
父
・
諭
吉
は
、
 
 

三
八
が
満
二
〇
歳
、
大
四
郎
が
満
一
八
歳
と
な
っ
た
明
治
三
四
年
に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
 
 

石
河
幹
明
『
福
沢
諭
吉
伝
』
三
（
岩
波
書
店
、
一
九
三
二
年
）
七
一
三
頁
以
下
。
一
万
円
と
い
う
金
額
の
巨
大
さ
は
、
福
沢
が
寄
付
を
し
た
表
誠
義
金
 
 

の
ほ
と
ん
ど
が
数
十
銭
か
ら
数
円
の
寄
付
か
ら
な
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
、
明
ら
か
だ
ろ
う
。
 
 

詳
し
く
は
、
遠
藤
芳
信
『
近
代
日
本
軍
隊
教
育
史
研
究
』
青
木
書
店
、
一
九
九
四
年
、
第
二
部
第
三
章
な
ど
を
見
よ
。
 
 
 

『
秘
書
類
纂
・
兵
政
関
係
資
料
』
六
三
頁
。
 
 

菊
池
邦
作
『
徴
兵
忌
避
の
研
究
』
立
風
書
房
、
一
九
七
七
年
、
第
三
章
。
 
 

在
留
七
カ
年
を
過
ぎ
て
も
な
お
止
許
な
け
と
き
は
国
民
兵
役
に
服
す
（
新
令
第
三
八
条
）
、
ま
た
そ
れ
以
前
に
止
ん
だ
と
き
は
、
抽
奄
の
法
に
よ
り
徴
 
 

集
す
る
が
、
一
年
志
願
兵
を
志
願
す
る
こ
と
も
で
き
る
 
（
同
第
四
〇
条
）
。
 
 

桃
介
は
一
太
郎
・
捨
次
郎
が
帰
国
し
て
ほ
ぼ
一
年
後
、
捨
次
郎
が
免
役
と
な
っ
た
ほ
ぼ
半
年
後
の
明
治
二
二
年
一
一
月
五
日
に
帰
国
し
た
。
そ
し
て
す
 
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
 
 



ぐ
に
福
沢
諭
吉
の
次
女
・
房
と
結
婚
式
を
挙
げ
る
と
と
も
に
、
翌
月
に
は
福
沢
家
よ
り
分
か
れ
て
一
家
を
創
立
し
、
北
海
道
へ
と
転
籍
し
て
い
る
。
こ
 
 
 

れ
は
桃
介
が
北
海
道
炭
鉱
鉄
道
株
式
会
社
へ
勤
務
す
る
こ
と
に
関
係
が
あ
る
が
（
二
三
年
五
月
北
海
道
赴
任
）
、
新
令
は
函
館
・
江
差
・
福
山
を
除
く
北
 
 
 

海
道
に
は
施
行
さ
れ
て
い
な
い
た
め
（
第
三
三
条
）
、
結
果
的
に
徴
兵
の
対
象
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
な
お
、
夏
目
漱
石
の
本
籍
が
北
海
道
岩
 
 
 

内
町
に
置
か
れ
た
の
は
明
治
二
五
年
の
こ
と
で
あ
る
。
大
西
埋
平
『
福
沢
桃
介
翁
伝
』
福
沢
桃
介
翁
伝
記
編
纂
所
、
一
九
三
九
年
、
「
年
譜
」
。
あ
わ
せ
 
 

て
明
治
二
二
年
一
二
月
三
十
一
日
付
藤
野
近
昌
宛
福
沢
諭
吉
書
簡
も
参
照
。
ま
た
桃
介
が
留
学
中
に
徴
兵
猶
予
の
手
続
き
を
行
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
 
 

て
は
、
明
治
ニ
ー
年
五
月
二
八
日
付
村
井
保
固
宛
福
沢
諭
吉
書
簡
、
『
書
簡
集
』
六
・
二
〇
貢
。
 
 

（
空
 
例
え
ば
、
菊
池
邦
作
『
徴
兵
忌
避
の
研
究
』
二
七
七
貢
。
菊
池
は
主
と
し
て
新
令
以
降
を
、
合
法
的
手
段
を
閉
ざ
さ
れ
た
「
非
合
法
の
徴
兵
忌
避
」
の
 
 

時
代
と
し
て
い
る
。
 
 

愛
息
の
徴
兵
に
立
ち
向
か
う
福
沢
諭
吉
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