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何
年
ぶ
り
か
で
珍
し
く
上
野
の
図
書
館
へ
行
っ
た
。
む
か
し
袴
を
は
い
て
通
っ
た
時
分
か
ら
み
る
と
婦

人
閲
覧
室
も
ず
っ
と
広
く
居
心
地
よ
い
と
こ
ろ
に
な
っ
た
し
、
い
ろ
い
ろ
変
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
本
を

借
り
出
す
と
こ
ろ
が
一
段
高
く
な
っ
て
そ
こ
に
係
の
人
が
い
る
役
所
め
い
た
様
子
は
、
や
っ
ぱ
り
も
と
の

ま
ま
の
こ
っ
て
い
る
。

　
係
の
ひ
と
の
顔
の
な
か
に
は
、
遠
い
記
憶
の
な
か
で
見
覚
え
て
い
る
面
ざ
し
も
あ
っ
て
、
頼
ん
だ
本
の

来
る
間
を
、
何
と
は
な
し
立
ち
か
え
っ
て
の
物
珍
し
さ
と
い
う
よ
う
な
心
持
で
あ
た
り
を
眺
め
て
い
た
。

若
い
婦
人
の
本
借
り
出
し
も
な
か
な
か
多
い
。
同
じ
よ
う
に
し
て
待
つ
間
を
、
そ
こ
の
右
手
に
あ
る
新
刊

書
棚
な
ど
眺
め
て
い
る
。
ふ
と
見
る
と
そ
の
棚
に
、
「
新
女
大
学
」
と
い
う
一
冊
の
本
が
あ
る
。
著
者
は

菊
池
寛
。
経
済
年
鑑
の
よ
う
な
も
の
を
借
り
に
来
て
い
る
和
服
の
若
い
女
の
ひ
と
も
、
洋
装
で
、
ド
イ
ツ

語
の
医
学
書
を
借
り
て
い
る
ひ
と
も
、
そ
の
ほ
か
何
人
か
の
若
い
女
の
ひ
と
た
ち
が
、
ひ
と
し
く
そ
の
棚

に
目
を
さ
ら
す
の
だ
が
、
ど
の
女
の
ひ
と
も
、
少
女
と
い
う
年
頃
の
娘
さ
ん
で
さ
え
、
こ
の
「
新
女
大
学
」

と
金
文
字
で
書
か
れ
た
一
冊
の
本
の
表
題
を
眺
め
る
視
線
に
、
そ
れ
を
「
し
ん
、
じ
ょ
」
と
読
み
下
そ
う

と
し
て
、
お
や
と
と
ま
ど
う
よ
う
な
表
情
は
な
く
て
、
い
く
つ
も
の
若
々
し
い
女
の
目
が
ち
ら
り
と
、

「
し
ん
お
ん
な
だ
い
が
く
」
と
読
み
下
し
て
、
格
別
、
自
分
た
ち
が
そ
う
い
う
徳
川
時
代
の
本
の
名
に
そ
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ん
な
に
馴
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
新
し
い
お
ど
ろ
き
の
心
を
動
か
さ
れ
て
い
る
様
子
も
な
い
。

　
私
は
自
分
た
ち
女
の
生
活
の
中
に
あ
る
伝
統
の
力
の
強
さ
を
感
じ
直
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
が
し
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て
、
大
お
祖
母
さ
ん
の
時
代
か
ら
す
ら
り
と
「
お
ん
な
だ
い
が
く
」
と
読
み
な
ら
わ
し
て

き
て
い
る
本
の
内
容
を
、
お
そ
ら
く
今
日
こ
ま
か
に
知
っ
て
い
る
ひ
と
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
女
大

学
」
の
名
は
決
し
て
死
ん
で
い
ま
い
。
何
か
生
き
て
日
本
の
女
の
生
活
の
な
か
に
今
日
も
一
縷
の
つ
な
が

り
を
も
っ
て
つ
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
貝
原
益
軒
が
、
「
女
大
学
」
と
呼
ば
れ
て
徳
川
時
代
ず
っ
と
女
の
道
徳
の
標
準
と
な
っ
た
本
を
か
い
た

の
は
宝
永
七
年
と
い
う
か
ら
、
十
八
世
紀
の
初
頭
の
頃
の
こ
と
で
あ
る
。
八
十
五
歳
と
い
う
長
寿
を
保
っ

た
こ
の
漢
学
者
の
生
涯
の
時
期
は
、
日
本
で
は
、
有
名
な
元
禄
時
代
の
商
人
興
隆
時
代
、
文
化
の
華
や
か

な
開
花
の
時
代
、
文
学
の
方
面
で
は
芭
蕉
、
西
鶴
、
近
松
門
左
衛
門
な
ど
が
さ
か
ん
な
活
動
を
と
げ
た
時

代
と
、
流
れ
を
一
つ
に
し
て
い
る
。
経
済
の
中
心
が
町
人
の
階
級
に
う
つ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
は
武
家
の
掟

で
沈
黙
さ
せ
ら
れ
て
い
た
人
間
の
種
々
さ
ま
ざ
ま
の
人
情
が
、
自
然
な
流
露
を
求
め
て
あ
ら
ゆ
る
方
面
に

動
い
た
。
西
鶴
の
小
説
な
ど
は
、
よ
か
れ
あ
し
か
れ
、
そ
う
い
う
時
代
の
世
相
を
描
い
て
ま
ざ
ま
ざ
と
今

日
に
つ
た
え
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
自
由
奔
放
な
時
代
の
感
情
の
半
面
で
、
女
と
い
う
も
の
は
、

ど
ん
な
風
に
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
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「
女
大
学
」
十
九
ヵ
条
は
、
先
ず
女
を
「
女
は
陰
性
也
、
陰
は
夜
に
て
暗
し
、
故
に
女
は
男
に
比
る
に
愚

に
て
目
前
な
る
然
る
べ
き
こ
と
を
も
知
ら
」
ぬ
も
の
、
と
い
う
立
て
前
に
お
い
て
、
さ
て
そ
こ
か
ら
順
々

に
女
子
の
心
得
を
書
き
連
ね
た
も
の
で
あ
る
。
「
女
子
は
成
長
し
て
他
人
の
家
へ
行
き
姑
に
仕
う
る
も
の
、

夫
に
仕
う
る
も
の
」
で
あ
る
か
ら
と
、
そ
の
心
得
が
さ
と
さ
れ
て
あ
る
の
だ
が
、
「
婦
人
は
別
に
主
君
な

し
夫
を
主
人
と
思
い
敬
い
慎
み
て
事
う
べ
し
。
（
中
略
）
女
は
夫
を
以
て
天
と
す
返
々
も
夫
に
逆
ら
い
て

天
の
罰
を
受
べ
か
ら
ず
」
、
女
に
と
っ
て
夫
は
天
と
ひ
と
し
い
絶
対
の
関
係
に
お
か
れ
て
い
る
。

　
女
が
一
旦
嫁
し
た
家
を
去
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
じ
き
こ
と
と
益
軒
は
い
ま
し
め
な
が
ら
、
天

で
あ
る
夫
の
側
か
ら
は
、
自
由
に
「
七
去
」
を
行
え
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
「
一
に
は
姑
に
順
ざ
る
女

は
去
る
べ
し
。
二
に
は
子
な
き
女
は
去
る
べ
し
。
是
れ
妻
を
娶
る
は
子
孫
存
続
の
た
め
な
れ
ば
也
。
然
れ

ど
も
婦
人
の
心
正
し
く
行
儀
能
し
て
妬
心
な
く
ば
去
ず
と
も
同
姓
の
子
を
養
う
べ
し
。
或
は
妾
に
子
あ
ら

ば
妻
に
子
な
く
と
も
去
に
及
ば
ず
。
三
に
は
淫
乱
な
れ
ば
去
る
。
四
に
は
悋
気
深
け
れ
ば
去
る
。
五
に
癩

病
な
ど
の
悪
き
病
あ
ら
ば
去
る
。
六
に
多
言
に
て
慎
な
く
物
い
い
過
す
は
親
類
と
も
中
悪
く
成
り
家
乱
る

る
物
な
れ
ば
去
る
べ
し
。
七
に
は
物
を
盗
む
心
有
る
は
去
る
。
此
七
去
は
皆
聖
人
の
教
也
。
」

　
聖
人
と
い
う
の
は
支
那
の
儒
教
の
聖
人
の
こ
と
な
の
だ
が
、
女
の
生
涯
は
、
こ
の
七
箇
条
を
見
た
ば
か

り
で
も
、
何
と
息
も
詰
る
ば
か
り
の
有
様
だ
ろ
う
。
嫁
、
妻
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
絶
対
の
従
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順
と
忍
耐
と
で
あ
っ
て
、
最
大
の
恥
辱
と
さ
れ
て
い
る
七
去
の
条
件
に
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
夫
と

舅
姑
の
側
の
権
利
と
し
て
だ
け
存
在
し
て
い
る
。
舅
姑
に
し
た
が
わ
ざ
る
と
い
っ
て
も
、
六
の
多
言
と
同

様
、
そ
の
標
準
は
い
わ
ば
相
手
の
気
ま
か
せ
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
を
し
た
が
う
と
す
る
か
、
ど
こ
か
ら
を

し
た
が
わ
ざ
る
と
す
る
か
が
ま
る
で
あ
い
て
の
心
次
第
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
嫁
た
る
も
の
妻
た
る
も
の
の

し
た
が
う
範
囲
は
無
際
限
と
い
え
る
。
子
な
き
女
は
去
る
べ
し
と
い
う
の
も
、
益
軒
と
し
て
、
実
に
奇
妙

と
思
え
る
。
人
も
知
る
と
お
り
貝
原
益
軒
に
は
有
名
な
養
生
訓
と
い
う
本
が
あ
る
。
い
ろ
い
ろ
科
学
的
に

は
変
な
と
こ
ろ
が
あ
る
に
し
ろ
、
養
生
と
い
う
以
上
生
理
に
ふ
れ
て
い
る
わ
け
だ
の
に
、
益
軒
は
女
が
子

供
を
持
た
な
い
理
由
に
夫
の
責
任
が
過
半
で
あ
る
こ
と
を
全
く
見
よ
う
と
し
て
い
な
い
。
女
一
人
の
責
任

と
し
て
、
妾
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
。
時
代
の
道
徳
と
い
う
も
の
の
矛
盾
が
、
益
軒
の
彼
と
し
て
は
ま

じ
め
な
態
度
を
も
、
大
局
に
は
こ
の
よ
う
な
矛
盾
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
女
は
常
に
心
遣
い
し
て
そ
の
身
を
堅
く
謹
慎
す
べ
し
朝
早
く
起
き
夜
は
遅
く
寝
ね
昼
は
寝
ず
し
て
家
の

内
の
こ
と
に
心
を
用
い
云
々
」
当
時
の
男
と
し
て
の
こ
う
い
う
要
求
に
お
い
て
も
益
軒
は
女
の
た
め
の
養

生
訓
の
必
要
と
い
う
こ
と
に
思
い
及
ぼ
う
と
も
し
て
い
な
い
。
女
が
子
を
持
て
な
け
れ
ば
去
る
べ
し
、
と

い
い
な
が
ら
、
女
の
妊
娠
期
間
へ
の
注
意
、
分
娩
や
育
児
へ
の
忠
言
は
与
え
ず
、
「
古
の
法
に
も
女
子
を

産
ば
三
日
床
の
下
に
臥
さ
し
む
と
云
え
り
」
と
い
う
風
で
あ
る
。
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益
軒
の
時
代
は
、
さ
っ
き
触
れ
た
よ
う
な
商
人
擡
頭
の
時
代
で
あ
っ
て
、
歌
舞
、
音
曲
、
芝
居
な
ど
も

流
行
を
き
わ
め
、
上
方
あ
た
り
の
成
金
の
妻
女
は
、
あ
ら
ゆ
る
贅
沢
と
放
埒
に
ふ
け
っ
た
例
も
あ
っ
た
。

西
鶴
の
小
説
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
有
様
で
あ
っ
た
か
ら
、
近
松
の
浄
瑠
璃
が
描
き
出
し
て
い
る
よ
う
な

情
の
世
界
が
あ
ふ
れ
て
い
た
か
ら
、
そ
れ
へ
の
警
告
と
し
て
、
警
世
家
の
言
葉
と
し
て
益
軒
の
「
女
大
学
」

を
ふ
く
む
十
訓
が
あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
の
も
一
つ
の
見
か
た
で
は
あ
ろ
う
。
だ
が
、
近
松
の
浄
瑠
璃
に
う

た
わ
れ
る
女
主
人
公
た
ち
の
悲
し
い
運
命
に
涙
を
お
と
し
て
当
時
の
女
が
き
き
ほ
れ
た
の
は
、
た
だ
当
時

が
華
美
で
音
曲
一
般
が
流
行
し
た
か
ら
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
や
は
り
、
「
女
大
学
」
が
天
下
の

至
言
と
し
て
流
布
さ
れ
た
、
そ
の
よ
う
な
社
会
の
と
ざ
し
の
な
か
に
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
女
の

切
な
い
境
遇
、
そ
の
悲
劇
が
芸
術
化
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
人
々
の
袖
を
し
ぼ
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

　
日
本
で
こ
の
よ
う
な
「
女
大
学
」
が
現
れ
た
十
八
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
で
は
、
女
の
お
か
れ
て
い
る
事
情

を
自
分
た
ち
の
努
力
で
ま
し
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
モ
ン
タ
ギ
ュ
ー
夫
人
が
率
先
し
て
、
二
世
紀
も
後

に
日
本
へ
そ
の
名
が
つ
た
わ
っ
た
「     

青          
鞜     

ブ
ル
ー
・
ス
ト
ッ
キ
ン
グ

」
が
す
で
に
組
織
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
も
、
何

か
私
た
ち
に
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
益
軒
の
「
女
大
学
」
を
、
明
治
の
偉
大
な
啓
蒙
学
者
で
あ
っ
た
福
沢
諭
吉
が
読
ん
で
、

「
女
大
学
は
古
来
女
子
社
会
の
宝
書
と
崇
め
ら
れ
一
般
の
教
育
に
用
い
て
女
子
を
警
し
む
る
の
み
な
ら
ず
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女
子
が
此
教
に
従
っ
て
萎
縮
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
男
子
の
為
め
に
便
利
な
る
ゆ
え
男
子
の
方
が
却
て
女
大
学

の
趣
意
を
唱
え
以
て
自
身
の
我
儘
を
恣
に
せ
ん
と
す
る
も
の
多
し
。
（
中
略
）
女
子
た
る
も
の
は
決
し
て

油
断
す
可
か
ら
ず
」
と
、
熱
烈
周
密
な
そ
の
「
女
大
学
評
論
」
を
著
し
て
い
る
の
は
、
今
日
顧
み
て
ま
こ

と
に
つ
き
な
い
感
想
を
誘
わ
れ
る
。
日
本
の
社
会
の
習
慣
や
男
の
生
活
を
具
体
的
に
観
察
す
れ
ば
、
「
我

輩
は
女
大
学
よ
り
も
寧
ろ
男
大
学
の
必
要
を
感
ず
る
者
な
り
」
と
い
う
立
場
に
立
っ
て
、
福
沢
諭
吉
は
、

十
九
ヵ
条
の
一
つ
一
つ
に
つ
い
て
、
反
駁
し
て
い
る
。
「
女
子
の
身
に
恥
ず
可
き
こ
と
は
男
子
に
於
て
も

亦
恥
ず
可
き
所
の
も
の
な
り
」
「
男
女
を
区
別
し
た
る
は
女
性
の
為
に
謀
り
て
千
載
の
憾
う
ら
みと
云
う
も
可
な

り
」
そ
し
て
、
例
え
ば
「
七
去
」
に
つ
い
て
も
、
民
法
の
条
文
を
引
用
し
て
、
離
婚
が
「
女
大
学
」
に
い

わ
れ
て
い
る
よ
う
な
条
件
で
成
り
立
つ
べ
き
で
な
い
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
益
軒
の
「
女
大
学
」
は
、

あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
で
、
女
は
夫
に
仕
え
て
云
々
と
い
う
表
現
を
し
て
い
る
の
だ
が
、
福
沢
諭
吉
の
開
化
の

心
は
、
主
従
関
係
、
身
分
の
高
下
を
あ
ら
わ
し
た
そ
う
い
う
表
現
が
夫
婦
の
間
に
あ
る
こ
と
に
耐
え
得
な

い
。
「
我
輩
の
断
じ
て
許
さ
ざ
る
と
こ
ろ
な
り
」
「
婦
人
を
し
て
柔
和
忍
辱
の
此
頂
上
に
ま
で
至
ら
し
め

た
る
は
上
古
蛮
勇
時
代
の
遺
風
、
殊
に
女
大
学
の
教
訓
そ
の
頂
上
に
達
し
た
る
の
結
果
に
外
な
ら
ず
」
夫

婦
の
生
活
で
夫
が
妻
を
扶
養
す
る
の
は
当
然
の
義
務
だ
の
に
、
妻
た
る
も
の
が
わ
ず
か
の
美
衣
美
食
に
飼

い
馴
ら
さ
れ
て
人
と
し
て
の
権
利
さ
え
自
分
か
ら
捨
て
て
い
る
愚
を
、
福
沢
諭
吉
は
社
会
全
体
の
進
歩
と
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い
う
と
こ
ろ
か
ら
痛
歎
し
て
い
る
。
「
夫
婦
苦
楽
を
共
に
す
る
と
い
う
こ
と
は 

努  

々 

ゆ
め
ゆ
め 

等  

閑 

な
お
ざ
り

に
さ
る
べ

き
こ
と
で
は
な
い
」
の
だ
か
ら
、
こ
と
こ
れ
に
関
し
て
は
、
議
論
し
て
争
う
こ
と
も
避
け
が
た
く
「
是
れ

が
為
に
凡
俗
の
耳
目
を
驚
か
す
こ
と
あ
る
も
憚
る
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
」
明
治
の
精
神
が
持
っ
て
い
た
壮

健
な
常
識
の
響
は
福
沢
諭
吉
の
言
葉
を
と
お
し
て
、
こ
れ
ら
の
文
章
の
う
ち
に
も
高
く
鳴
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
そ
も
そ
も
福
沢
諭
吉
が
、
「
女
大
学
」
を
読
ん
で
、
そ
れ
に
疑
問
を
抱
き
、
手
控
え
を
は
じ
め
た
の
は
、

彼
が
二
十
五
歳
で
大
阪
か
ら
江
戸
へ
出
て
来
た
と
き
か
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
明
治
五
年
に
「
学
問
の
す

す
め
」
を
発
表
し
て
、
近
代
日
本
の
誕
生
に
、
大
き
い
光
を
投
じ
た
福
沢
諭
吉
が
、
こ
の
「
女
大
学
評
論
」

と
「
新
女
大
学
」
と
を
時
事
新
報
に
の
せ
た
の
は
、
漸
よ
う
やく
明
治
三
十
二
年
、
彼
が
六
十
八
歳
で
歿
す
る
僅

か
二
年
前
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
の
社
会
の
歴
史
の
ど
う
い
う
特
徴
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
世
間
一
般
の
気
風
と
か
く
落
着
か
ず
ま
じ
め
に
女
学
論
な
ど
唱
え
て
も
ま
じ
め
に
耳
を
傾
け
る
人

な
ど
は
な
か
っ
た
た
め
に
、
「
幾
十
年
の
昔
に
な
り
た
る
」
そ
の
腹
稿
は
や
っ
と
、
福
沢
諭
吉
が
最
後
の

病
臥
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
公
衆
の
前
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
次
第
で
あ
っ
た
。

「
夫
れ
女
子
は
男
子
に
等
し
く
生
れ
て
」
と
い
う
冒
頭
を
も
っ
た
全
篇
二
十
三
ヵ
条
の
そ
の
「
新
女
大
学
」

で
福
沢
諭
吉
が
最
も
力
を
こ
め
て
い
る
点
は
、
婦
人
の
独
自
な
条
件
に
立
っ
て
の
体
育
、
知
育
、
徳
育
の
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均
斉
と
、
結
婚
生
活
に
お
け
る
夫
婦
の
「
自
ら
屈
す
可
か
ら
ず
、
又
他
を
し
て
屈
伏
せ
し
む
べ
か
ら
」
ざ

る
人
生
の
天
然
に
従
っ
た
両
性
関
係
の
確
立
、
再
婚
の
自
由
、
娘
の
結
婚
に
あ
た
っ
て
財
産
贈
与
な
ど
に

よ
る
婦
人
の
経
済
的
な
あ
る
程
度
の
自
立
性
な
ど
で
あ
る
。
詠
歌
に
は
巧
み
な
れ
ど
も
自
身
独
立
の
一
義

に
つ
い
て
は
夢
想
し
た
こ
と
も
な
く
、
数
十
百
部
の
小
説
を
よ
み
な
が
ら
一
冊
の
生
理
書
を
よ
ん
だ
こ
と

も
な
い
婦
人
の
多
い
の
を
な
げ
き
、
「
学
問
の
教
育
に
至
り
て
は
女
子
も
男
子
も
相
違
あ
る
こ
と
な
し
。
」

そ
れ
が
原
則
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
日
本
の
よ
う
に
女
の
学
問
を
等
閑
に
し
て
来
た
国
で
は
そ
の
段
階
に
至

る
迄
に
相
当
の
年
月
が
入
用
で
あ
ろ
う
と
見
て
い
る
。
「
文
明
普
通
の
常
識
」
の
程
度
と
し
て
、
「
殊
に

我
輩
が
日
本
女
子
に
限
り
て
是
非
と
も
其
知
識
を
開
発
せ
ん
と
欲
す
る
所
は
社
会
上
の
経
済
思
想
と
法
律

思
想
と
此
二
者
に
あ
り
」
婦
人
に
経
済
法
律
と
は
異
様
に
き
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
思
想
が
皆

無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
社
会
生
活
で
女
の
無
力
で
あ
る
原
因
中
の
一
大
原
因
で
あ
る
。
女
に
は
是
非

こ
の
知
識
が
い
る
。
「
形
容
す
れ
ば
文
明
女
子
の
懐
剣
と
云
う
も
可
な
り
」
と
い
っ
て
い
る
福
沢
諭
吉
の

言
葉
は
、
爾
来
四
十
余
年
を
経
た
今
日
私
た
ち
の
現
実
の
な
か
で
、
は
た
し
て
ど
の
よ
う
に
形
を
と
っ
て

来
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
新
日
本
国
に
は
自
か
ら
新
人
の
在
る
あ
り
、
我
輩
は
此
新
人
を
友
に
し
て
新

友
と
共
に
事
を
与
に
せ
ん
と
欲
す
る
者
な
れ
ば
」
と
、
敢
て
保
守
の
人
々
の
反
対
を
も
予
想
し
つ
つ
、
福

沢
諭
吉
の
こ
の
「
新
女
大
学
」
が
出
た
明
治
三
十
二
年
と
い
え
ば
、
西
暦
一
八
九
九
年
、
ま
さ
に
キ
ュ
リ

10三つの「女大学」



ー
夫
妻
が
彼
ら
の
記
念
す
べ
き
物
理
学
校
の
粗
末
な
実
験
室
で
辛
苦
協
力
の
成
果
と
し
て
ラ
ジ
ウ
ム
を
発

見
し
た
翌
年
で
あ
る
。
イ
プ
セ
ン
の
「
人
形
の
家
」
が
書
か
れ
た
の
は
日
本
の
明
治
十
一
年
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
モ
ウ
パ
ッ
サ
ン
の
「
女
の
一
生
」
の
書
か
れ
た
一
八
八
三
年
は
明
治
十
六
年
。
ト
ル
ス
ト
イ
の

「
ク
ロ
イ
ツ
ェ
ル
・
ソ
ナ
タ
」
の
書
か
れ
た
の
が
明
治
二
十
年
と
い
う
と
き
、
私
た
ち
の
心
に
あ
る
お
ど

ろ
き
に
似
た
も
の
が
感
じ
ら
れ
る
よ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
世
界
に
卓
越
し
て
い
た
婦
人
数
学
者
ソ
ー

ニ
ャ
・
コ
　ヷ
レ
フ
ス
カ
ヤ
の
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
大
学
教
授
と
し
て
の
生
涯
は
、
こ
の
年
代
に
す
で
に
そ
の

早
く
終
っ
た
生
涯
の
晩
年
に
近
づ
き
つ
つ
あ
っ
た
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
、
紫
色
の
表
紙
を
も
っ
た
第
三
の
「
女
大
学
」
が
私
た
ち
の
目
前
に
登
場
し
て
来
る
。

福
沢
諭
吉
の
「
新
女
大
学
」
が
出
て
か
ら
の
日
本
の
社
会
は
今
日
ま
で
実
に
大
股
に
歩
い
て
来
た
。
四
十

余
年
の
歴
史
の
襞
の
間
に
は
お
び
た
だ
し
い
波
瀾
が
く
る
ま
れ
て
い
る
の
だ
が
、
第
三
の
「
女
大
学
」
は
、

ど
の
よ
う
な
女
の
歴
史
を
そ
の
内
容
に
て
り
か
え
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

　
ま
ず
昭
和
十
三
年
に
出
版
さ
れ
て
い
る
こ
の
「
新
女
大
学
」
に
は
、
良
人
読
本
と
い
う
一
部
が
加
え
ら

れ
て
い
る
。
菊
池
寛
氏
は
、
日
本
の
男
子
が
も
っ
と
一
般
に
婦
人
尊
重
の
習
慣
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
、
妻
に
貞
操
を
求
め
る
な
ら
ば
そ
れ
と
同
様
に
自
身
も
妻
に
対
す
る
貞
潔
を
保
つ
べ
き
こ
と
、
一

旦
結
婚
し
た
ら
決
し
て
離
婚
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
、
そ
れ
ら
を
、
こ
ま
か
く
具
体
的
に
、
例
え
ば
月
給
は
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全
部
妻
に
わ
た
す
こ
と
が
、
良
人
の
貞
潔
を
保
つ
一
つ
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ま
で
ふ
れ
て
い
る
。

男
は
、
自
分
よ
り
生
活
力
も
弱
い
婦
人
を
、
婦
人
一
般
と
し
て
、
そ
の
人
へ
の
自
分
の
好
悪
に
か
か
わ
ら

ず
て
い
ね
い
に
扱
う
と
こ
ろ
ま
で
高
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
男
の
社
会
的
な
習
慣
を
そ
こ
ま
で
高
め
て
ゆ
く
た
め
に
、
で
は
ど
の
よ
う
な
婦
人
の
積
極
性
が
承
認
さ

れ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
非
常
に
興
味
あ
る
こ
と
に
は
、
そ
の
点
に
向
う
こ
の
「
新
女
大
学
」
の
著
者
の

態
度
は
、
一
貫
し
て
女
の
側
と
し
て
の
妥
協
性
の
要
求
に
終
始
し
て
い
る
。
男
は
男
と
し
て
、
も
っ
と
良

人
教
育
を
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
女
と
し
て
は
、
と
女
に
向
け
ら
れ
た
面
で
の
言
葉
は
、
決

し
て
四
十
何
年
か
前
、
福
沢
諭
吉
が
気
魄
を
こ
め
て
女
子
を
励
ま
し
た
、
そ
の
よ
う
な
人
間
独
立
自
尊
の

精
神
の
力
は
こ
め
ら
れ
て
い
な
い
。
貝
原
益
軒
の
「
女
大
学
」
を
評
し
て
、
常
に
女
に
与
え
ら
れ
て
い
る

「
仕
え
る
」
と
い
う
言
葉
を
断
じ
て
許
さ
ず
と
い
っ
た
の
は
諭
吉
で
あ
っ
た
が
、
菊
池
寛
氏
の
「
新
女
大

学
」
に
は
、
良
人
に
「
よ
く
仕
え
」
と
無
意
識
の
う
ち
に
さ
も
何
気
な
く
同
じ
つ
か
い
か
た
が
よ
み
が
え

ら
さ
れ
て
来
て
い
る
。
歴
史
を
く
ぐ
る
こ
の
微
妙
な
一
筋
の
糸
は
そ
も
そ
も
女
の
生
活
の
ど
こ
に
ど
こ
ま

で
縫
い
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　
婦
人
に
性
的
知
識
が
欠
け
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
不
幸
に
つ
い
て
。
恋
愛
に
処
す
る
道
に
つ
い
て
。

職
業
婦
人
と
し
て
の
社
会
的
進
退
に
つ
い
て
。
四
十
年
の
社
会
の
推
移
は
、
第
二
の
「
新
女
大
学
」
に
、
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お
の
ず
か
ら
こ
れ
ら
の
項
目
を
ふ
や
さ
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
良
人
の
貞
潔
の
問
題
に
し
ろ
、

女
の
側
か
ら
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
本
質
的
に
何
と
男
の
古
い
持
も
の
を
肯
定
し
た
形
で
、

良
人
の
気
持
を
理
解
す
る
妻
の
か
し
こ
さ
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
正
面
か
ら
議
論
す

る
妻
の
真
情
は
買
わ
れ
て
い
な
い
。
お
だ
や
か
に
ま
と
め
る
、
そ
れ
が
女
の
機
智
と
手
腕
と
さ
れ
て
い
る

の
だ
。
け
れ
ど
も
、
放
蕩
な
良
人
を
も
つ
妻
が
、
敏
捷
に
良
人
の
気
分
を
察
し
て
、
今
夜
は
芸
者
と
遊
び

た
い
と
思
っ
て
い
る
と
見
て
と
れ
ば
丸
髷
に
結
っ
て
純
日
本
風
の
化
粧
を
す
る
。
き
ょ
う
は
バ
ア
を
恋
し

が
っ
て
い
る
と
思
え
ば
い
ち
早
く
洋
装
に
な
っ
て
酒
を
す
す
め
る
た
め
に
、
遂
に
そ
の
良
人
は
、
酒
場
へ

行
っ
て
も
「
バ
ア
の
酒
は
馬
鹿
ら
し
く
て
高
く
て
、
し
か
も
話
相
手
の
女
は
教
養
が
な
い
。
チ
ッ
プ
を
お

く
の
が
も
っ
た
い
な
い
」
と
述
懐
し
て
早
々
家
へ
戻
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
実
例
に
、
「
一
家
の
幸
福

を
作
っ
た
い
い
例
で
あ
る
。
も
し
そ
の
変
装
夫
人
に
し
て
も
、
放
蕩
ず
き
の
亭
主
に
自
分
の
勝
手
気
ま
ま

な
意
志
で
対
し
て
い
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は
既
に
結
婚
上
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
」

と
い
わ
れ
て
い
る
の
を
読
む
と
き
、
若
い
世
代
の
心
に
は
、
男
女
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
家
庭
と
い
え

る
も
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
当
然
お
こ
る
と
思
う
。
女
は
そ
ん
な
に
ま
で
し
て
結
婚
を
守
ら
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
女
の
一
生
と
は
何
で
あ
ろ
う
。

　
菊
池
寛
氏
の
「
新
女
大
学
」
は
日
本
の
婦
人
の
た
め
の
高
等
教
育
の
中
途
半
端
さ
を
、
文
化
全
般
の
低
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さ
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
一
つ
の
不
幸
と
し
て
見
る
よ
り
も
、
多
く
の
良
人
が
「
完
成
品
を
自
分
の
妻
と
す

る
よ
り
も
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
ま
だ
未
完
成
品
を
妻
と
し
て
、
そ
れ
を
自
分
の
好
み
に
よ
っ
て
、
自
分
の

好
き
な
よ
う
な
女
性
に
作
り
上
げ
て
ゆ
く
方
が
は
る
か
に
楽
し
み
で
」
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
婦
人
に
高

い
教
育
を
必
要
と
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
注
目
さ
れ
る
。
女
性
尊
重
を
男
に
向
っ
て
説
き
つ
つ
も
、

男
が
好
き
な
よ
う
に
作
っ
て
よ
い
も
の
と
し
て
女
が
基
本
的
に
提
出
さ
れ
て
い
る
と
き
、
そ
こ
に
ど
の
よ

う
な
人
格
の
五
分
五
分
が
な
り
立
と
う
。

　
今
日
の
複
雑
な
現
実
の
な
か
で
、
男
の
生
活
感
情
も
女
の
生
活
の
実
情
も
あ
る
面
で
は
遙
に
こ
の
「
新

女
大
学
」
を
溢
れ
て
い
る
の
が
実
際
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
福
沢
諭
吉
が
新
人
の
友
と
し

て
高
ら
か
に
う
ち
鳴
ら
し
た
新
し
い
生
活
へ
の
鐘
の
余
韻
が
、
今
日
の
日
本
に
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

現
れ
得
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
私
た
ち
の
痛
切
な
関
心
を
ひ
く
何
も
の
か
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
思
う
。

　
私
た
ち
や
よ
り
若
い
世
代
が
、
「
女
大
学
」
で
も
な
く
「
男
大
学
」
で
も
な
い
生
活
の
本
を
、
自
身
の

生
活
で
書
こ
う
と
念
願
し
て
生
き
て
い
る
刻
々
の
う
ち
に
、
せ
め
て
は
だ﹅
れ﹅
切
っ
て
し
ま
わ
な
い
歴
史
の

響
き
の
幾
分
か
を
す
こ
や
か
に
息
づ
か
せ
た
い
も
の
だ
と
思
う
。
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
四
〇
年
三
月
〕
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