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島
田
英
明
著

『
歴
史
と
永
遠
─
江
戸
後
期
の
思
想
水
脈
』

（
岩
波
書
店
・
二
〇
一
八
年
）

中
田
　
喜
万

一

　

近
世
後
期
の
思
想
展
開
お
よ
び
幕
末
政
治
思
想
の
研
究
に
新
た
な
一

石
を
投
じ
る
の
が
、
掲
題
の
書
で
あ
る
。
本
書
に
よ
る
と
、「
名
を
揚
げ
、

後
世
に
ま
で
語
り
継
が
れ
た
い
」「
朽
ち
ゆ
く
有
限
の
我
が
身
を
超
え
て
、

歴
史
の
上
に
永
く
語
り
継
が
れ
る
存
在
に
な
り
た
い
」
と
い
う
の
が
近
世

の
多
く
の
知
識
人
の
夢
で
あ
っ
た
そ
う
で
（
こ
れ
を
著
者
は
「
永
遠
性
獲
得

願
望
」
と
呼
ぶ
。
本
書
一
二
頁
）、
そ
の
視
座
か
ら
徂
徠
学
以
降
、
幕
末
ま

で
の
思
想
史
に
大
胆
か
つ
鋭
利
に
切
り
こ
み
、
さ
ら
に
明
治
期
へ
の
見
通

し
を
示
す
。
大
き
な
波
紋
を
呼
ぶ
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

　

序
章
で
既
存
の
思
想
史
研
究
を
批
判
し
、
次
の
二
点
で
違
い
を
う
ち
出

す
と
い
う
。
ア
、
従
来
の
研
究
で
扱
わ
れ
た
よ
う
な
、
幕
末
の
政
治
構
想

や
時
務
策
の
レ
ベ
ル
ば
か
り
で
な
く
、「
自
己
意
識
の
か
た
ち
、
思
想
と

呼
べ
る
ほ
ど
に
論
理
化
さ
れ
て
い
な
い
気
分
や
情
念
の
機
微
に
ま
で
分
け

入
ら
な
け
れ
ば
、
見
え
て
こ
な
い
も
の
が
あ
る
」。「
激
動
の
時
代
だ
か
ら

こ
そ
激
し
く
浮
沈
す
る
気
分
の
揺
れ
」
を
そ
の
と
お
り
に
受
け
と
め
な
い

と
、
内
在
的
理
解
に
な
ら
な
い
（
一
一
頁
）。
イ
、
幕
末
を
近
代
へ
の
助

走
期
間
と
し
て
単
純
化
し
て
扱
う
の
で
な
く
、
近
世
思
想
の
文
脈
の
様
々

な
可
能
性
の
中
で
（
時
に
は
そ
の
奇
態
と
し
て
）、
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。「
朱
子
学
者
」
と
し
て
一
く
く
り
に
し
た
り
、「
尊
王
論
」
と
し
て

レ
ッ
テ
ル
貼
り
し
た
り
し
な
い
。

　

そ
の
よ
う
な
本
書
の
緒
論
の
前
に
、
冒
頭
で
吉
田
松
陰
の
東
北
遊
歴
の

同
伴
者
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
（
冬
の
夜
に
無
茶
し
て
筑
波
山
に
登
る
）
が
紹
介

さ
れ
る
。
そ
こ
で
の
形
容
語
は
、「
自
意
識
」「
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
」「
奇
」

で
あ
り
、
本
書
全
体
の
印
象
深
い
プ
ロ
ロ
ー
グ
と
な
っ
て
い
る
。
幕
末
知

識
人
は
、
武
士
と
し
て
、
ま
た
は
儒
学
者
と
し
て
、
名
誉
欲
を
た
ぎ
ら
せ

な
が
ら
も
満
足
す
る
処
遇
を
得
ら
れ
ず
、
和
漢
の
歴
史
上
の
人
物
の
活
躍

に
思
い
を
は
せ
（
本
書
で
い
う
「
歴
史
意
識
」
や
「
歴
史
的
想
像
力
」
は
こ
の

意
味
）
つ
つ
、
鬱
屈
し
デ
カ
ダ
ン
ス
に
陥
っ
て
い
た
。
そ
の
彼
ら
の
思
想

と
行
動
が
取
り
扱
わ
れ
る
。

　

本
書
は
二
部
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
第
一
部
「
永
遠
を
求
め
て

─

幕
末
思
想
史
へ
の
視
座
」
は
、
荻
生
徂
徠
か
ら
頼
山
陽
へ
の
思
想
展
開

を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
中
に
種
々
の
「
永
遠
性
獲
得
願
望
」
を
見
出

す
。
頼
山
陽
の
歴
史
叙
述
の
成
功
を
承
け
て
、
第
二
部
「
詩
人
・
歴
史
・

革
命

─
志
士
と
文
士
の
政
治
思
想
」
は
、
幕
末
思
想
の
う
ち
、
吉
田
松

陰
、
真
木
和
泉
、
森
田
節
斎
を
と
り
あ
げ
、〈
歴
史
を
描
く
〉
こ
と
よ
り

も
〈
歴
史
を
作
る
〉
こ
と
に
人
々
が
熱
狂
し
た
時
代
を
描
く
。
以
下
、
大

意
を
た
ど
る
。

　

第
一
章
「
古
文
辞
学
と
ふ
た
つ
の
永
遠
」。
武
家
政
権
の
下
で
不
遇
を
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231　書　評

か
こ
つ
知
識
人
ら
が
、
せ
め
て
自
分
の
著
作
の
「
不
朽
」（
典
故
は
『
春
秋

左
氏
伝
』）
を
願
う
こ
と
は
、
江
戸
時
代
に
し
ば
し
ば
見
ら
れ
た
が
、
そ

こ
に
込
め
ら
れ
た
意
図
は
人
そ
れ
ぞ
れ
で
あ
っ
た
。
徂
徠
学
派
の
中
も

分
か
れ
て
い
た
。
服
部
南
郭
は
、
古
文
辞
の
詩
作
に
賭
け
た
（
た
と
え
陳

腐
な
定
型
表
現
の
多
用
で
あ
っ
て
も
）。
古
文
辞
が
わ
か
る
人
に
は
わ
か
る
、

時
空
を
超
え
た
「
君
子
」
の
共
同
体
に
参
画
す
る
こ
と
で
、
そ
の
著
作
は

永
遠
の
生
命
を
保
つ
と
信
じ
た
か
ら
で
あ
る
（
三
八
頁
）。
他
方
、
古
文

辞
の
詩
文
に
批
判
的
に
な
っ
て
い
っ
た
太
宰
春
台
か
ら
す
れ
ば
、
学
問
は

何
ら
か
の
「
事
業
」
に
施
し
て
こ
そ
「
不
朽
」
と
な
る
。
そ
の
主
体
と
し

て
、
旧
弊
を
打
破
し
て
春
台
の
経
世
論
を
実
行
し
て
く
れ
る
「
英
雄
豪

傑
」
を
待
望
し
た
（
が
、
淡
い
期
待
で
あ
っ
た
）。
春
台
の
「
豪
傑
」
論
は
、

実
質
上
も
は
や
徂
徠
学
批
判
で
あ
っ
た
。

　

第
二
章
「
豪
傑
た
ち
の
春
」
で
は
、
そ
の
次
の
世
代
、
一
八
世
紀
後
半

に
活
躍
し
た
様
々
な
思
想
家
に
共
通
し
た
「
徂
徠
体
験
」
の
内
実
を
明
ら

か
に
す
る
。
折
衷
学
の
井
上
金
峨
ら
は
、
徂
徠
を
含
め
先
賢
た
ち
を
一
家

の
言
に
す
ぎ
な
い
と
相
対
化
し
、
そ
う
い
う
先
行
学
説
へ
の
付
和
雷
同
を

戒
め
、
己
の
自
得
を
重
視
し
た
。
実
際
は
、
自
分
ら
も
「
豪
傑
」
の
仲
間

入
り
を
目
指
す
、
野
心
あ
ふ
れ
る
学
風
で
あ
っ
た
。
詩
文
で
性
霊
説
を
と

な
え
た
山
本
北
山
も
、
井
上
金
峨
と
同
様
、
流
行
（
し
て
い
た
徂
徠
学
派
）

へ
の
追
従
を
嫌
悪
し
た
。
古
文
辞
は
「
奴
隷
」
の
文
学
で
、
性
霊
の
詩
こ

そ
が
「
豪
傑
」
に
ふ
さ
わ
し
い
と
。
こ
れ
で
は
古
典
の
規
範
性
を
な
い
が

し
ろ
に
し
た
自
己
主
張
で
、「
不
朽
」
ど
こ
ろ
か
結
局
は
流
行
り
す
た
り

に
身
を
委
ね
る
こ
と
に
な
る
と
、
徂
徠
学
派
か
ら
反
論
さ
れ
る
。
し
か
し

折
衷
学
者
は
意
に
介
さ
な
い
。
彼
ら
の
傲
慢
と
功
名
心
は
彼
ら
な
り
に
徂

徠
学
の
や
り
方
を
踏
襲
し
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
倨
傲
こ

そ
、
徂
徠
の
開
い
た
パ
ン
ド
ラ
の
箱
の
中
身
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
誰
も
が

み
な
、
徂
徠
に
倣
っ
て
徂
徠
を
罵
言
し
た
の
だ
」（
八
二
頁
）。
こ
の
よ
う

な
野
心
あ
ふ
れ
る
「
豪
傑
」
志
望
ら
が
新
奇
を
追
い
求
め
る
競
争
空
間
の

中
で
、
国
学
も
洋
学
も
興
っ
た
。

　

同
章
で
は
次
い
で
寛
政
正
学
派
に
よ
る
反
「
豪
傑
」
論
に
言
及
さ
れ
る
。

「
豪
傑
」
気
ど
り
の
新
奇
探
求
は
「
人
倫
」
に
害
を
な
す
か
ら
い
け
な
い
。

で
は
な
ぜ
朱
子
学
に
回
帰
す
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
単
に
東
ア
ジ
ア
で
通

用
し
て
き
た
事
実
の
重
み
に
よ
る
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
柴
野
栗
山
の
場

合
、
道
統
の
伝
を
再
確
認
し
た
上
、
こ
の
学
問
が
一
人
で
勝
手
に
作
っ
た

も
の
で
は
な
く
て
長
い
時
間
を
経
て
何
人
も
の
知
性
が
積
み
上
げ
て
き
た

総
体
だ
か
ら
こ
そ
支
持
す
べ
き
な
の
で
あ
っ
た
。
ま
さ
に
教
義
と
し
て
の

正
統
の
立
場
か
ら
、「
異
端
曲
学
」
を
批
判
し
た
。
正
学
派
の
携
わ
っ
た

寛
政
改
革
以
降
、
全
国
に
学
問
所
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
、
新
し
い

知
識
人
の
存
在
形
態
が
普
及
し
た
。

　

し
か
し
、
藩
校
教
授
の
待
遇
は
低
い
ま
ま
で
、
雑
用
に
忙
殺
さ
れ
て
著

述
に
専
念
で
き
ず
、「
不
朽
」
願
望
を
満
た
す
に
は
程
遠
か
っ
た
。
第
三

章
「
頼
山
陽
と
歴
史
の
時
代
」
で
は
、
そ
の
次
の
世
代
、
頼
山
陽
が
広
島

藩
内
で
我
慢
で
き
ず
、
都
会
に
飛
び
だ
し
〈
思
想
・
文
芸
の
市
場
〉
で
新

奇
を
争
う
、
そ
の
功
名
心
を
描
く
。
彼
の
勝
算
は
漢
文
で
叙
述
す
る
歴
史

に
あ
っ
た
。
い
か
な
る
英
雄
の
事
業
も
、
あ
く
ま
で
「
文
士
」
に
よ
っ

て
歴
史
に
刻
み
込
ま
れ
て
は
じ
め
て
、
永
遠
に
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
だ
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け
「
文
士
」
の
筆
業
に
は
意
義
が
あ
る
。
し
か
も
日
本
史
を
漢
文
の
文
体

で
述
べ
る
こ
と
は
当
時
未
発
達
で
新
奇
さ
が
あ
っ
た
（
も
う
経
学
は
古
く

さ
い
）。
彼
は
、
通
説
に
従
う
「
史
賛
」
と
独
自
説
を
展
開
す
る
「
史
論
」

と
を
区
別
し
て
述
べ
た
。『
日
本
外
史
』『
日
本
政
記
』
は
売
り
上
げ
を
の

ば
し
、
明
治
期
に
至
る
漢
文
脈
の
標
準
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
幕
末
の
政
治
化
し
た
状
況
で
は
、
そ
う
し
た
「
文
士
」
の
生
き

方
へ
の
魅
力
は
失
せ
て
し
ま
い
、
行
動
す
る
「
志
士
」
と
し
て
歴
史
に
名

を
遺
そ
う
と
す
る
人
々
で
あ
ふ
れ
か
え
る
。
こ
こ
か
ら
第
二
部
に
入
る
。

　

第
四
章
「
テ
ロ
ル
の
倫
理
」
は
吉
田
松
陰
を
扱
う
。
松
陰
は
『
孟
子
』

を
経
学
と
史
学
を
止
揚
し
た
叡
智
の
産
物
と
み
な
し
た
と
い
う
。『
講
孟

余
話
』
等
か
ら
、
歴
史
上
の
英
雄
豪
傑
の
事
実
を
み
て
感
奮
し
、
自
分
も

ま
た
歴
史
の
審
判
で
正
当
に
評
価
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
政
治
的
過
激

主
義
を
望
む
、
松
陰
の
〈
永
遠
性
〉
の
夢
が
析
出
さ
れ
る
。
勿
論
う
ま
く

い
か
な
い
。
そ
の
凡
庸
な
テ
ロ
リ
ス
ト
の
、
陰
惨
で
滑
稽
な
紆
余
曲
折
が

描
か
れ
る
。
要
す
る
に
、
獄
中
の
松
陰
は
「
不
朽
」
に
心
の
拠
り
ど
こ
ろ

を
求
め
、
お
の
れ
の
生
涯
を
ひ
と
つ
の
作
品
と
し
て
書
き
残
そ
う
と
い
う

願
望
に
駆
動
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
際
、
様
々
な
論
点
が
指
摘
さ
れ
る
中
で
、
特
に
、
同
時
代
の
世
俗

の
毀
誉
を
顧
み
ず
後
世
の
歴
史
的
評
価
に
期
待
す
る
と
い
う
の
は
、
現
在

で
あ
れ
未
来
で
あ
れ
ど
ち
ら
も
外
形
的
行
為
に
対
す
る
他
者
か
ら
の
視
線

で
あ
る
か
ら
、
同
時
代
の
毀
誉
が
後
世
の
毀
誉
に
す
り
替
わ
る
だ
け
で
は

な
い
か
、
む
し
ろ
独
立
し
た
お
の
れ
の
内
な
る
道
徳
律
に
従
う
べ
き
で
は

な
い
か
（
そ
う
す
れ
ば
自
ず
と
そ
こ
に
名
誉
が
付
随
す
る
だ
ろ
う
）、
と
い
う

議
論
（
一
八
七
〜
一
八
九
頁
）
は
、
歴
史
思
想
の
一
問
題
と
し
て
興
味
深

い
。

　

第
五
章
「
内
乱
の
政
治
学
」
は
真
木
和
泉
を
扱
う
。
後
期
水
戸
学
の
影

響
下
で
思
想
形
成
し
た
彼
の
、
文
久
・
元
治
の
政
局
の
中
で
の
活
動
と
思

索
を
追
う
。
ア
モ
ル
フ
な
状
況
に
お
い
て
迅
速
な
決
断
と
権
謀
術
数
で
人

の
意
表
を
突
き
、
機
先
を
制
し
て
有
利
な
情
勢
に
持
ち
込
も
う
と
い
う
、

そ
の
兵
学
的
リ
ア
リ
ズ
ム
は
、
真
木
の
歴
史
に
対
す
る
態
度
で
も
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
歴
史
は
作
り
得
る
。
そ
こ
に
、
倒
幕
を
目
指
す
革
命
家
の
大
胆

な
信
念
が
あ
っ
た
。
し
か
し
八
月
十
八
日
の
政
変
で
時
勢
に
裏
切
ら
れ
る

と
、
松
陰
と
同
様
の
、
歴
史
に
期
待
す
る
甘
い
死
と
永
遠
の
論
理
に
身
を

委
ね
て
、
禁
門
の
変
で
敗
死
す
る
。

　

松
陰
の
門
弟
の
う
ち
、
真
木
と
運
命
を
と
も
に
し
た
久
坂
玄
瑞
と
対
極

な
の
が
、
高
杉
晋
作
で
あ
っ
た
。
彼
の
立
場
か
ら
す
る
と
、
で
き
も
し
な

い
正
論
を
わ
め
き
ち
ら
し
て
名
声
を
貪
ろ
う
と
す
る
「
功
名
勤
王
」
は
、

「
漢
学
馬
鹿
男
子
」
で
あ
る
（
二
五
一
頁
）。
無
益
な
権
力
闘
争
な
ど
よ
り

も
、
で
き
る
範
囲
で
富
国
強
兵
を
実
地
に
行
う
方
が
大
事
で
あ
っ
た
。

　

第
六
章
「
文
士
の
幕
末
」
で
扱
う
の
は
、
頼
山
陽
に
師
事
し
、
梅
田
雲

浜
や
頼
三
樹
三
郎
ら
と
親
し
く
交
流
し
た
森
田
節
斎
で
あ
る
。
幕
末
の
政

治
化
の
中
で
、
文
学
に
と
ど
ま
る
者
と
て
政
治
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
か

っ
た
。
節
斎
は
尊
王
攘
夷
の
ア
ジ
テ
ー
タ
ー
と
し
て
活
躍
し
、
多
く
の
勤

王
家
（
大
和
五
条
の
天
誅
組
の
乱
に
加
わ
っ
た
十
津
川
郷
士
ら
を
含
む
）
を
養

成
し
た
。
し
か
し
節
斎
本
人
は
直
接
行
動
に
参
加
せ
ず
、
あ
く
ま
で
「
文

士
」
と
し
て
、
死
ん
だ
「
志
士
」
ら
の
活
躍
を
英
雄
と
し
て
史
伝
に
書
き
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留
め
、
次
の
「
志
士
」
ら
の
士
気
を
振
る
わ
せ
る
こ
と
を
業
と
し
た
。

　

朝
廷
の
公
的
事
業
と
し
て
殉
難
者
を
顕
彰
し
て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
、

節
斎
に
限
ら
ず
、
真
木
和
泉
や
久
坂
玄
瑞
か
ら
も
出
て
い
た
。
そ
れ
は
や

が
て
東
京
招
魂
社
、
靖
国
神
社
へ
と
結
実
す
る
。
亡
き
「
志
士
」
ら
の
夢

を
か
な
え
る
と
と
も
に
、「
永
遠
性
獲
得
願
望
」
と
い
う
操
作
し
や
す
い

情
念
を
か
き
た
て
て
自
発
的
同
意
を
調
達
す
る
統
治
術
で
あ
っ
た
。「
夢

を
食
ら
う
近
代
国
家
は
、
多
く
の
血
を
吸
っ
て
、
い
ま
で
も
九
段
で
「
英

霊
」
た
ち
を
祀
っ
て
い
る
」（
二
八
六
頁
）
と
、
本
章
が
情
感
豊
か
に
閉

じ
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
本
書
の
帰
結
に
つ
い
て
「
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
だ

ろ
う
か
」
と
著
者
自
ら
疑
問
を
付
す
。

　

終
章
で
は
内
村
鑑
三
の
講
演
「
後
世
へ
の
最
大
遺
物
」
を
扱
う
。
こ
こ

に
も
頼
山
陽
ら
の
思
想
的
遺
産
が
息
づ
い
て
い
た
。

二

　

難
解
な
漢
文
を
相
手
に
し
な
が
ら
も
、
本
書
の
論
述
は
流
麗
で
こ
な

れ
た
文
章
で
、
豊
富
な
逸
話
が
要
所
要
所
に
お
さ
ま
り
、
読
み
や
す
く

厭
き
な
い
。
ま
る
で
往
年
の
熟
達
し
た
文
芸
評
論
の
よ
う
で
あ
る
（
本
の

装
丁
も
そ
れ
ら
し
い
。
文
芸
の
芸
の
字
も
「
藝
」
に
こ
だ
わ
る
。
各
章
の
題
も

ど
こ
か
懐
か
し
い
）。
そ
う
い
う
手
の
も
の
か
と
思
い
き
や
、
実
は
社
会
科

学
の
論
文
で
、
二
〇
一
六
年
に
東
京
大
学
大
学
院
法
学
政
治
学
研
究
科
に

提
出
さ
れ
た
博
士
論
文
に
も
と
づ
く
と
い
う
。
と
か
く
方
法
論
の
や
か
ま

し
い
社
会
科
学
の
世
界
で
個
性
あ
る
文
体
は
評
価
が
分
か
れ
る
か
も
し
れ

な
い
が
、
認
め
ら
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
入
手
し
難
い
文
献
史
料
を

渉
猟
し
豊
富
な
先
行
研
究
を
咀
嚼
し
た
論
述
は
、
極
め
て
高
い
学
術
水
準

に
あ
り
、
著
者
の
研
鑚
ぶ
り
を
う
か
が
わ
せ
る
。
特
に
第
二
章
か
ら
第
三

章
に
か
け
て
、
近
世
中
期
の
様
々
な
思
想
家
を
捌
く
手
際
は
見
事
で
あ
り
、

こ
の
時
代
を
課
題
と
す
る
研
究
者
に
と
っ
て
今
後
の
必
読
文
献
と
な
る
だ

ろ
う
。
ま
た
専
門
外
の
読
者
に
と
っ
て
も
本
書
の
論
旨
は
明
瞭
で
、
充
実

し
た
読
後
感
を
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
長
い
旅
路
の
は
て
に
本
書
の
結
論
は
何
か
と
振
り
返

る
と
、
い
さ
さ
か
あ
や
し
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
本
書
全
体
を
貫
く
基

調
は
「
永
遠
性
獲
得
願
望
」
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
概
念
と
し
て
吟
味
す
る

作
業
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
な
さ
れ
な
い
。「
本
書
で
は
、
な
ぜ
知
識
人

た
ち
が
〝
永
遠
〟
を
夢
見
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
理
由
は
問
わ
な
い
」

（
一
三
頁
）、「
本
書
で
は
、「
永
遠
」
と
は
何
か
、「
無
窮
」
な
ど
類
義
語

と
の
相
違
は
何
か
、
そ
れ
は�eternity�

な
の
か�im

m
ortality�

な
の
か
、

と
い
っ
た
哲
学
的
考
察
に
深
入
り
し
、
日
本
思
想
に
お
け
る
歴
史
観
や
時

間
意
識
の
特
質
を
探
る
と
い
っ
た
こ
と
も
企
図
し
な
い
」（
三
〇
一
頁
、
注

（
（0
））
と
こ
と
わ
っ
て
、
初
め
か
ら
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
こ
を
理
論
的
に
詰
め
て
お
か
な
い
と
、
本
書
全
体
の
構
成
は
曖
昧
と
な

り
、
個
別
の
美
味
し
い
話
題
の
詰
め
合
わ
せ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
個
々
人

の
伝
記
を
超
え
た
思
想
史
に
は
、
分
析
す
る
道
具
を
磨
く
哲
学
的
考
察
が

や
は
り
欠
か
せ
な
い
。

　

い
つ
の
時
代
の
ど
こ
の
人
で
あ
れ
、
自
分
が
苦
労
し
て
成
し
遂
げ
た
仕

事
が
永
久
に
遺
れ
ば
う
れ
し
い
だ
ろ
う
。
創
作
表
現
に
携
わ
る
人
な
ら
ば

特
に
そ
う
い
う
思
い
が
強
い
だ
ろ
う
。
そ
の
人
類
普
通
の
感
情
を
超
え
て
、
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本
書
で
扱
わ
れ
た
時
代
に
「
永
遠
性
獲
得
願
望
」
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
い
か
に
こ
の
時
代
特
有
の
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
強
弱
の
問
題

だ
と
す
れ
ば
、
ど
う
し
て
こ
の
時
代
で
特
に
強
く
な
っ
た
の
か
、
そ
の
問

い
に
答
え
な
い
限
り
本
書
の
結
論
に
な
ら
な
い
し
、『
歴
史
と
永
遠
』
と

い
う
本
書
の
題
目
が
浮
い
て
し
ま
う
。

　

永
遠
性
の
追
求
は
往
々
に
し
て
神
仏
へ
の
信
仰
を
通
し
て
説
か
れ
て
き

た
。
本
書
の
登
場
人
物
ら
は
宗
教
に
頼
ら
ず
（
終
章
の
内
村
鑑
三
は
例
外
）、

そ
れ
と
異
な
る
方
途
（
詩
文
や
歴
史
）
を
選
ん
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
な
ぜ

か
。
本
書
の
課
題
に
付
随
す
る
問
い
の
は
ず
で
あ
る
。
出
発
点
に
し
た
徂

徠
学
で
い
え
ば
、
お
そ
ら
く
「
天
」
と
の
関
係
を
突
き
詰
め
る
必
要
が
あ

り
そ
う
で
あ
る
が
、
本
書
で
は
示
唆
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。「
歴
史
意
識
」

と
い
う
時
も
、
彼
ら
の
歴
史
観
や
時
間
意
識
の
問
題
を
抜
き
に
し
て
、
歴

史
に
自
分
の
名
を
遺
す
願
望
と
い
う
だ
け
で
済
む
の
か
、
疑
問
が
ぬ
ぐ

え
な
い
。
か
ろ
う
じ
て
、
世
の
〈
開
け
〉
の
感
覚
の
こ
と
（
六
二
頁
、
八

六
頁
、
九
四
頁
）、「
勢
」
を
め
ぐ
っ
て
今
が
変
動
期
で
あ
る
と
い
う
歴
史

認
識
（
二
二
〇
〜
二
二
五
頁
）、
お
よ
び
古
代
王
政
観
と
「
封
建
・
郡
県
」

（
二
二
八
〜
二
三
一
頁
）
が
考
慮
に
入
る
。

　

功
名
心
に
つ
い
て
い
え
ば
、
戦
国
の
世
で
あ
っ
た
ら
武
功
を
追
い
求
め

た
。
近
代
国
家
の
制
度
が
確
立
し
て
く
る
と
学
歴
を
通
し
た
立
身
出
世
主

義
が
幅
を
き
か
す
。
こ
の
前
後
に
挟
ま
れ
た
時
代
は
、
前
後
と
い
か
に
異

な
る
社
会
な
の
か
。
あ
る
い
は
「
家
」
を
単
位
と
す
る
社
会
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
本
書
の
登
場
人
物
ら
は
、
概
し
て
家
名
の
維
持
向
上
よ
り
も
自
分

一
個
人
の
名
声
を
欲
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
（
頼
山
陽
の

事
例
は
一
一
四
頁
で
言
及
さ
れ
る
）。
こ
の
辺
り
の
背
景
の
説
明
も
、
本
書

の
時
代
を
画
定
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
。
商
業
出
版
の
競
争

空
間
の
弊
害
は
理
解
し
や
す
い
。
そ
れ
は
、
市
井
は
と
も
あ
れ
、
武
士
を

ど
れ
だ
け
巻
き
込
む
の
だ
ろ
う
。
ま
た
「
文
士
」
の
功
名
と
し
て
、
明
治

期
の
徳
富
蘇
峰
な
ど
も
容
易
に
連
想
さ
れ
る
が
、
ど
こ
ま
で
関
わ
る
の
だ

ろ
う
。

　

実
は
そ
ん
な
議
論
の
枠
組
を
設
定
し
な
く
て
も
、
第
一
部
、
徂
徠
か
ら

頼
山
陽
ま
で
を
主
と
し
て
み
れ
ば
、
徂
徠
学
派
の
定
冠
詞
付
き
の
「
不

朽
」
願
望
と
そ
の
後
の
思
想
史
的
展
開
と
し
て
論
じ
る
こ
と
に
成
功
し
て

い
る
。
傍
目
に
み
る
と
、
そ
こ
に
ふ
み
と
ど
ま
っ
て
議
論
を
深
め
る
余
地

も
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
第
一
部
の
副
題
に
「
幕
末
思
想
史
へ
の
視

座
」
と
付
け
て
第
二
部
へ
行
論
を
急
い
で
し
ま
う
。
第
二
部
各
章
は
叙
述

の
様
相
が
一
変
し
、
吉
田
松
陰
ら
主
人
公
の
個
性
が
際
立
っ
て
、「
永
遠

性
」
の
ど
こ
ま
で
が
思
想
的
影
響
で
、
ど
こ
か
ら
が
思
想
家
の
人
柄
、
気

質
の
属
人
的
問
題
か
、
段
々
と
不
明
に
な
っ
て
い
く
。
文
人
の
「
不
朽
」

願
望
と
靖
国
合
祀
の
永
遠
性
と
は
連
続
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
水
戸
学
を
交

え
て
、
も
う
少
し
補
助
線
を
引
き
た
い
。

　

も
し
幕
末
思
想
史
を
主
と
す
れ
ば
、
今
日
に
お
い
て
勤
王
史
観
や
薩
長

中
心
史
観
を
な
ぞ
っ
て
は
、
い
た
く
懐
古
趣
味
に
な
っ
て
し
ま
う
。
第
二

部
で
過
激
な
勤
王
論
者
ば
か
り
が
選
び
出
さ
れ
て
、
政
治
的
に
偏
っ
て
い

る
の
が
気
に
か
か
る
。
自
己
顕
示
欲
が
強
い
と
過
激
に
な
り
や
す
い
の
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
頼
山
陽
の
影
響
力
を
示
す
と
い
う
意
味
で
も
誤
解
を
招

く
取
り
合
わ
せ
で
は
な
い
か
。
ま
た
例
え
ば
横
井
小
楠
に
は
僅
か
な
言
及
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に
と
ど
ま
る
が
、
彼
の
自
意
識
は
視
野
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も

そ
も
功
名
に
は
や
る
人
ば
か
り
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
西
郷
隆
盛
ば
り
に
、

「
名
も
い
ら
ず
、
官
位
も
金
も
い
ら
ぬ
人
」
は
、
本
書
の
観
点
か
ら
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

　

本
書
が
、
文
字
面
の
理
屈
に
と
ら
わ
れ
ず
、
思
想
家
ら
の
気
分
や
情
念

の
次
元
か
ら
深
く
思
想
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
尤
も
で
あ
る
。
た

だ
、
動
機
づ
け
か
ら
の
解
明
に
力
点
が
置
か
れ
、
し
ば
し
ば
青
年
期
の
著

述
や
逸
話
に
注
目
す
る
。
青
雲
の
志
に
着
目
す
る
の
も
一
法
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
で
は
思
想
家
が
生
涯
で
い
か
な
る
知
的
達
成
を
遂
げ
た
の
か
、
い
か

な
る
将
来
構
想
を
う
ち
立
て
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
目
が
届
き
に
く
く
な

る
。
小
楠
も
埒
外
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
点
、
本
書
と
は
異
な
る
思
想

史
の
方
法
も
必
要
で
あ
ろ
う
。

　

以
上
、
縷
々
注
文
を
つ
け
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
の
研
究
の
密
度
の
濃

さ
は
圧
倒
的
で
、
非
常
に
参
考
に
な
る
。
一
読
者
と
し
て
公
刊
を
喜
び
た

い
。

�

（
学
習
院
大
学
教
授
）

川
村
邦
光
著

『
出
口
な
お
・
王
仁
三
郎

─
世
界
を
水
晶
の
世
に
致
す
ぞ
よ
』

（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
・
二
〇
一
七
年
）

福
家
　
崇
洋

　

本
書
は
、
宗
教
法
人
大
本
の
開
祖
出
口
な
お
と
聖
師
出
口
王
仁
三
郎
の

評
伝
で
あ
る
。

　

先
行
研
究
と
し
て
思
い
あ
た
る
の
は
、
安
丸
良
夫
の
『
出
口
な
お
』

（
一
九
七
七
年
）
で
あ
り
、
村
上
重
良
の
『
評
伝�

出
口
王
仁
三
郎
』（
一
九

七
八
年
）
な
ど
で
あ
る
。
大
本
の
研
究
に
触
れ
た
人
間
な
ら
誰
で
も
わ
か

る
が
、
な
お
の
お
筆
先
や
王
仁
三
郎
の
『
霊
界
物
語
』
な
ど
読
む
べ
き
一

次
資
料
は
膨
大
に
あ
り
、
ど
ち
ら
か
一
方
を
論
じ
る
だ
け
で
も
容
易
で
は

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
大
本
本
部
か
ら
提
供
さ
れ
た
写
真
等
の
貴
重

資
料
を
駆
使
し
て
、
基
礎
資
料
の
水
準
を
大
幅
に
引
き
上
げ
な
が
ら
、
し

か
も
二
人
ま
と
め
て
論
じ
る
と
い
う
偉
業
が
達
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
意

味
で
、
私
の
読
後
感
は
、
新
刊
に
し
て
古
典
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
こ
と
が
本
書
で
可
能
に
な
っ
た
の
は
、
著
者
が
宗
教
学
や
民

俗
学
の
分
野
で
大
本
を
論
じ
て
き
た
こ
と
が
大
き
い
。
一
九
八
〇
年
か
ら

近
年
ま
で
、
出
口
な
お
や
王
仁
三
郎
、
昭
和
神
聖
会
な
ど
が
分
析
さ
れ
て

き
た
（「
参
考
文
献
」）。
し
た
が
っ
て
、
本
書
は
書
き
下
ろ
し
の
体
裁
を
と

り
な
が
ら
、
重
厚
な
研
究
成
果
に
裏
打
ち
さ
れ
た
叙
述
と
な
っ
て
お
り
、
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