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昔
、
明
治
の
初
期
、
若
松
賤
子
が
訳
し
た
「
小
公
子
」
は
、
今
日
も
多
く

の
人
々
に
愛
読
さ
れ
て
い
る
。
若
松
賤
子
が
こ
の
翻
訳
を
思
い
立
っ
た
の
は
、

愛
す
る
子
供
た
ち
に
、
清
純
で
人
間
の
精
神
を
た
か
め
る
読
み
も
の
を
お
く

り
も
の
と
し
た
い
、
と
い
う
心
持
か
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　
現
代
の
婦
人
作
家
で
は
野
上
彌
生
子
氏
が
幾
冊
か
の
翻
訳
を
小
さ
い
人
々

の
た
め
に
お
く
っ
て
い
る
。

　
ち
ょ
っ
と
考
え
る
と
、
女
性
と
子
供
と
の
習
俗
的
な
近
さ
か
ら
、
婦
人
作

家
な
ら
誰
で
も
、
何
と
な
し
子
供
の
た
め
の
文
学
に
一
応
興
味
を
も
っ
て
よ

か
り
そ
う
な
気
持
が
一
般
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
こ
の
間
或
る
席
で
、
児
童
文
学
を
専
門
に
し
て
い
る
男
の
ひ
と
が
、
佐
多
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稲
子
さ
ん
に
、
子
供
の
本
を
書
き
た
い
と
思
い
ま
せ
ん
か
と
訊
い
た
と
き
、

稲
子
さ
ん
は
、
さ
あ
と
云
っ
て
、
そ
う
思
わ
な
い
と
い
う
意
味
の
答
え
を
し

た
ら
、
訊
ね
た
人
は
大
変
案
外
そ
う
に
、
そ
う
か
な
ア
、
と
小
首
を
か
し
げ

る
表
情
を
し
た
。

　
私
に
も
き
か
れ
て
、
私
の
答
え
も
、
や
は
り
条
件
つ
き
で
さ
れ
た
。
私
は

も
し
何
か
の
折
に
書
け
る
な
ら
、
イ
リ
ー
ン
が
「
書
物
の
歴
史
」
だ
の
「
時

計
の
歴
史
」
だ
の
を
書
い
た
よ
う
な
工
合
に
、
歴
史
の
中
で
、
子
供
と
い
う

も
の
が
太
古
か
ら
今
日
ま
で
、
ど
ん
な
生
活
を
し
て
来
た
か
と
い
う
そ
の
変

遷
の
物
語
か
書
い
て
見
た
い
と
は
思
う
け
れ
ど
、
小
説
風
な
お
は
な
し
は
書

き
た
い
と
感
じ
て
い
な
い
、
と
話
し
た
。

　
稲
子
さ
ん
は
二
人
の
子
供
た
ち
を
も
っ
て
い
る
し
、
生
活
の
全
面
に
、
い
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か
に
も
情
の
ふ
か
い
人
だ
か
ら
、
そ
の
児
童
文
学
を
や
る
人
は
、
そ
う
い
う

稲
子
さ
ん
が
子
供
た
ち
の
た
め
に
書
く
と
い
う
こ
と
を
自
然
に
可
能
と
思
っ

た
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。

　
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
そ
の
と
き
の
話
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
私

に
は
、
婦
人
と
文
学
と
の
問
題
に
ふ
れ
て
、
思
っ
た
よ
り
深
い
も
の
が
あ
り

そ
う
に
思
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
今
日
三
十
代
で
文
学
の
仕
事
を
し
て
い
る
婦
人
作
家
の
多
く
は
、
少
女
小

説
め
い
た
も
の
は
書
く
け
れ
ど
、
児
童
の
た
め
の
も
の
を
本
気
で
書
い
て
い

る
人
は
殆
ん
ど
一
人
も
い
な
い
。
こ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
日
本
の
過
去
か
ら
の
習
俗
が
、
女
を
子
供
に
近
く
結
び
つ
け
て
見
て
来
て

い
る
歴
史
の
、
そ
の
他
の
半
面
が
文
学
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
え
る
。
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日
本
の
婦
人
作
家
は
、
自
身
の
文
学
の
成
長
の
過
程
で
、
旧
来
、
女
子
供
と

一
括
さ
れ
て
来
て
い
た
そ
の
社
会
の
し
き
た
り
を
か
え
て
、
女
と
子
供
と
は

二
つ
の
別
の
も
の
で
あ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
自
立
し
た
生
活
の
内
容
を
も
っ
て
、

社
会
に
か
か
わ
り
あ
っ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
事
実
を
明
瞭
に
し
よ
う
と
す
る

時
期
を
通
っ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
う
。

　
女
性
そ
の
も
の
の
成
長
の
そ
の
よ
う
な
願
い
は
激
し
く
、
し
か
も
実
に
極

々
の
む
ず
か
し
さ
に
遭
遇
し
て
い
て
、
そ
の
表
現
と
し
て
の
文
学
作
品
に
さ

え
、
現
代
の
婦
人
の
生
き
る
姿
に
蒙
ら
さ
れ
て
い
る
何
か
の
傷
痕
が
見
え
て

い
る
有
様
で
あ
る
。

　
子
供
の
た
め
の
本
を
書
く
女
性
と
い
う
も
の
の
出
現
は
、
そ
の
こ
と
が
た

だ
女
で
あ
る
か
ら
と
か
、
物
を
書
く
の
が
好
き
だ
か
ら
、
と
い
う
だ
け
で
期
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待
さ
れ
た
ら
、
間
違
い
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
ひ
と
は
、
や
は
り
人
間
の

未
来
の
発
展
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
一
つ
の
靭つよ
い
情
熱
を
感
じ
て
い
な
け
れ

ば
、
何
に
よ
り
ど
こ
ろ
を
お
い
て
次
の
世
代
の
つ
く
り
て
で
あ
る
子
供
た
ち

に
希
望
を
か
け
、
浄
ら
か
な
焔
を
点
し
、
目
ざ
ま
さ
せ
て
や
る
こ
と
が
出
来

る
だ
ろ
う
。
人
間
の
精
神
の
自
然
な
合
理
の
力
を
知
ら
な
い
で
、
ど
う
し
て

子
供
た
ち
に
、
条
理
の
明
ら
か
な
も
の
ご
と
の
美
し
さ
を
語
る
こ
と
が
出
来

る
だ
ろ
う
。

　
子
供
の
読
み
も
の
を
書
く
大
人
の
感
情
の
う
ち
に
あ
る
幾
通
り
か
の
感
傷

を
、
こ
れ
か
ら
の
そ
の
分
野
で
活
動
し
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
真
面
目
に
考

察
し
直
し
、
そ
の
よ
う
な
沈
湎
の
中
か
ら
歩
み
立
っ
て
来
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
と
思
う
。
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大
人
は
子
供
の
世
界
を
心
に
描
く
と
き
、
現
在
大
人
と
し
て
日
々
の
生
活

に
疲
れ
も
し
痛
み
も
し
て
い
る
情
緒
の
未
だ
無
垢
な
り
し
故
郷
と
し
て
、
何

と
な
く
回
顧
風
に
、
優
し
い
思
い
出
の
調
べ
を
添
え
て
感
じ
る
癖
が
あ
る
。

子
供
の
た
め
の
本
を
か
く
人
は
、
同
じ
女
性
で
も
、
小
説
を
書
く
女
性
よ
り
、

 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

や
さ
し
い
人
の
よ
う
に
予
想
さ
れ
た
り
す
る
。
そ
の
先
入
の
感
情
か

ら
脱
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。

　
ほ
ん
と
う
に
立
派
な
子
供
の
た
め
の
本
を
か
け
る
女
性
と
い
う
も
の
の
、

心
の
内
部
は
確
し
っ
かり
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
精
神
の
一
面
で
は
、
今
日

小
説
を
書
い
て
い
る
幾
人
か
の
婦
人
作
家
が
持
っ
て
い
る
文
学
の
世
界
の
意

味
を
も
洞
察
し
、
云
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
婦
人
作
家
が
子
供
の
た
め
の

も
の
を
書
か
な
い
歴
史
の
意
味
を
、
共
に
感
じ
る
だ
け
の
自
身
の
ひ
ろ
が
り
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と
成
長
の
意
志
を
持
っ
て
い
い
の
だ
と
思
う
。

　
一
人
の
女
性
は
そ
れ
を
小
説
に
書
く
、
そ
れ
と
根
本
は
通
じ
た
願
い
に
よ

っ
て
、
自
分
は
子
供
の
た
め
に
書
く
、
そ
れ
が
自
身
の
表
現
で
あ
る
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
の
自
分
へ
の
納
得
が
も
た
れ
た
ら
う
れ
し
い
と
思
う
。
子
供
の

た
め
に
書
く
、
そ
う
い
う
婦
人
が
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
子
供
の
た
め
に
書
か
れ
る
文
学
が
、
文
学
の
全
体
か
ら
み
る
と
そ
の
作
者

の
文
学
的
資
質
の
た
だ
一
般
的
な
低
さ
と
か
弱
さ
と
か
い
う
よ
う
な
関
係
で

あ
ら
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
国
の
文
化
と
し
て
悲
し
い
し
、
愧
は
ず
かし

い
こ
と
だ
と
思
う
。
あ
る
女
性
が
詩
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
作
家
で
あ

る
と
い
う
こ
と
と
の
ち
が
い
を
き
め
る
の
は
、
文
学
の
天
質
の
ち
が
い
で
あ

る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
小
説
を
か
く
婦
人
と
児
童
の
た
め
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に
書
く
婦
人
と
は
、
め
い
め
い
の
文
学
の
天
質
の
ち
が
い
に
立
っ
て
い
る
の

で
あ
っ
て
、
程
度
の
高
低
だ
の
資
質
の
貧
富
に
よ
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と

が
、
は
っ
き
り
さ
れ
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
成
長
も
、
考
え
て
み
れ
ば
、
つ
づ
ま
る
と
こ
ろ
婦

人
の
文
化
資
質
の
よ
り
高
い
、
よ
り
多
面
な
開
花
に
ま
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
、
意
味
ふ
か
く
感
じ
る
。
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