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私
は
こ
の
二
十
年
余
り
、
今
日
あ
ま
り
読
ま
れ
る
こ
と
の
な
い

江
戸
時
代
の
儒
学
者
、
歴
史
家
、
思
想
家
の
本
を
数
多
く
読
ん
で

き
た
。
別
に
系
統
立
っ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
好
み
に
委
せ
、
成

行
き
に
委
せ
て
読
ん
で
き
た
の
で
あ
る
。
藤
原
惺
窩
、
中
江
藤
樹
、

熊
澤
蕃
山
、
荻
生
徂
徠
、
石
田
梅
岩
、
本
居
宣
長
、
海
保
青
陵
な

ど
の
人
々
の
著
作
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
に
浩
瀚
な
仕
事
を

し
て
い
る
か
ら
、
私
は
誰
一
人
と
し
て
そ
の
全
著
作
を
読
ん
だ
訳

で
は
な
い
。
面
白
そ
う
な
も
の
を
拾
い
読
み
、
つ
ま
み
食
い
し
て

い
る
だ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
彼
ら
に
つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
書

物
を
著
し
て
い
る
訳
で
も
な
い
。

　

時
々
、「
よ
く
そ
ん
な
暇
が
あ
り
ま
す
ね
」
と
か
、「
ど
こ
が
面

白
い
ん
で
す
が
」
と
か
、
半
ば
呆
れ
た
口
吻
で
訊
か
れ
る
こ
と
が

あ
る
。
そ
ん
な
時
に
よ
く
答
え
る
の
は
、「
趣
味
み
た
い
な
も
ん

で
す
か
ら
」
と
い
う
言
い
回
わ
し
で
あ
る
。

　

本
当
は
そ
の
面
白
さ
や
意
味
合
い
を
詳
し
く
説
明
し
た
い
の
だ

け
れ
ど
も
、
仲
々
短
時
間
で
は
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
は
、

い
や
と
い
う
ほ
ど
経
験
し
て
き
た
。
そ
こ
で
、
こ
ん
な
相
手
を
拒

絶
す
る
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　

今
日
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
彼
ら
の
文
章
は
英
語
を
読
む
よ
り

理
解
し
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
本
当
に

良
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
、
私
が
か
ね
て
か
ら
持
っ
て
い
る

疑
問
だ
。

　

ま
ず
は
慣
れ
。
日
頃
読
み
慣
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
決
定
的
な

拒
否
反
応
が
あ
る
。
柔
ら
か
い
食
べ
物
に
慣
れ
切
っ
て
い
る
か
ら
、

固
い
物
を
受
け
つ
け
よ
う
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
本
当
は
嚙
め
ば

嚙
む
ほ
ど
味
わ
い
の
あ
る
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
。

明
治
を
開
い
た
人
々
を
作
り
上
げ
た
も
の

舩

橋

晴

雄

随

想
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少
し
で
も
と
っ
か
か
り
を
作
っ
て
読
み
始
め
れ
ば
、
次
第
に
読

み
易
く
な
る
の
は
何
で
も
同
じ
だ
。
こ
の
点
、
学
校
で
の
古
文
の

教
育
方
法
に
も
問
題
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
古
文
と
い
え
ば
、

『
源
氏
物
語
』
や
『
徒
然
草
』
な
ど
を
小
間
切
れ
に
解
釈
し
て
教

え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
ん
な
大
昔
の
文
章
で
は
な
く
む
し
ろ
時

代
の
下
っ
た
も
の
の
方
が
、
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
生
活
実
感
や
問

題
意
識
に
も
即
し
て
い
る
し
、
親
し
み
易
い
の
で
あ
る
。

　

二
番
目
に
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
は
、
彼
ら
の
有
し
て
い
た
文

化
的
な
基
盤
が
理
解
し
難
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ

る
。
例
え
ば
、
儒
学
者
は
、「
義
と
は
何
ぞ
や
」
と
か
「
誠
と
は

何
ぞ
や
」
と
か
議
論
し
て
い
る
訳
だ
が
、
そ
の
議
論
の
前
提
に

『
論
語
』
と
か
『
孟
子
』
な
ど
中
国
の
古
典
が
踏
ま
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
こ
が
わ
れ
わ
れ
に
稀
薄
と
な
っ

て
い
る
点
な
の
で
あ
る
。

　

私
は
企
業
倫
理
問
題
を
中
心
と
し
た
シ
ン
ク
タ
ン
ク
活
動
を
し

て
い
る
が
、
企
業
倫
理
も
倫
理
の
一
分
野
で
あ
る
以
上
、
こ
こ
は

避
け
て
通
れ
な
い
所
だ
。
倫
理
と
は
、「
義
と
は
何
ぞ
や
」
と
か

「
誠
と
は
何
ぞ
や
」
を
考
え
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
今
日
の
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
は
、
企
業
倫
理
問

題
と
は
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
（
法
令
遵
守
）
や
コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・

ガ
バ
ナ
ン
ス
（
企
業
統
治
）
の
仕
組
み
を
作
る
こ
と
で
し
か
な
い

の
で
あ
る
。
も
し
本
当
に
そ
れ
し
か
考
え
ら
れ
な
い
と
し
た
な
ら

ば
、
そ
れ
は
民
族
と
し
て
の
文
化
的
基
盤
を
喪
失
し
て
い
る
と
も

い
え
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
こ
と
は
他
の
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

例
え
ば
有
名
な
龍
安
寺
の
石
庭
が
あ
る
。
こ
れ
を
一
瞥
し
て
終

る
人
と
、
何
度
見
て
も
見
飽
き
な
い
人
と
が
い
る
。
こ
の
差
は
ど

こ
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
庭
は
自
然
に
石
が
露
出
し
て
い

る
訳
で
は
な
い
。
作
庭
者
の
思
想
に
従
っ
て
然
る
べ
く
配
置
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
庭
を
見
る
者
が
そ
こ
に
何
か
を
感
じ
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
作
庭
者
の
思
想
の
一
部
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
宇
宙

観
、
自
然
観
、
山
水
観
、
人
間
観
と
い
っ
た
も
の
の
ど
こ
か
に
反

響
す
る
も
の
が
あ
る
の
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
場
に
よ
く
、
作
庭
者
は
誰
で
そ
の
思
想
は
ど
う
い

う
も
の
で
、
従
っ
て
こ
の
場
所
は
何
を
表
わ
し
た
も
の
だ
と
い
う

類
い
の
「
解
説
」
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
無
用
の
こ
と
だ

と
思
う
。

　

人
の
眼
を
借
り
る
よ
り
も
、
自
ら
の
全
身
で
作
庭
者
の
思
想
に

ぶ
つ
か
っ
て
い
く
べ
き
だ
。
そ
の
こ
と
の
方
が
実
り
あ
る
対
決
に

な
る
に
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
何
も
の
か
を
把
ん
だ
後
な
ら
ば
、

「
解
説
」
な
る
も
の
を
聞
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

　

私
に
と
っ
て
古
人
の
著
作
は
、
こ
の
龍
安
寺
の
石
庭
の
よ
う
な

も
の
な
の
で
あ
る
。
著
者
と
直
か
に
ぶ
つ
か
っ
て
そ
こ
か
ら
何
か

を
得
よ
う
と
す
る
の
だ
。
相
手
は
自
分
よ
り
何
百
倍
、
何
万
倍
と
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力
が
あ
る
か
ら
、
何
度
ぶ
つ
か
っ
て
も
飽
き
る
こ
と
が
な
い
。
時

に
天
龍
寺
に
行
く
、
あ
る
い
は
醍
醐
寺
に
行
く
。
す
る
と
そ
れ
ぞ

れ
の
持
ち
味
の
差
も
わ
か
る
し
、
自
分
に
何
が
足
り
な
い
か
も
わ

か
っ
て
く
る
。
こ
ん
な
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
る
と
、
次
第
に
思

想
家
の
姿
が
朧
ろ
げ
な
が
ら
浮
か
び
上
っ
て
く
る
の
だ
。

　

現
代
の
日
本
人
が
中
毒
に
な
っ
て
い
る
ネ
ッ
ト
や
検
索
の
世
界

で
は
、
こ
の
よ
う
な
思
想
の
対
決
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

で
あ
ろ
う
。
便
利
な
も
の
は
所
詮
便
利
な
も
の
で
し
か
な
く
、
そ

こ
で
自
ら
を
鍛
え
上
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

　

明
治
維
新
を
切
り
開
い
た
人
々
、
坂
本
龍
馬
、
西
郷
隆
盛
、
伊

藤
博
文
、
福
澤
諭
吉
、
渋
澤
栄
一
と
い
っ
た
人
々
が
、
何
故
あ
れ

だ
け
の
仕
事
を
成
し
得
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
時
に
考
え
る
こ

と
が
あ
る
。

　

彼
ら
が
持
っ
て
い
た
見
事
な
ば
か
り
の
、
世
界
観
・
国
家
観
・

人
間
観
が
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
か
、
何
故
彼
ら

が
強
大
な
西
欧
文
明
に
対
し
て
冷
静
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
か
。

　

彼
ら
の
人
間
を
作
り
上
げ
て
き
た
も
の
の
多
く
は
、
幼
少
時
の

教
育
、
特
に
四
書
五
経
や
近
思
録
な
ど
の
書
物
を
中
心
と
し
た
素

読
と
読
解
の
作
業
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
こ
の
中
で
、
何
千
年
と
い

う
時
間
の
試
練
に
耐
え
て
生
き
残
っ
て
き
た
賢
者
達
に
、
彼
ら
は

い
つ
も
裸
で
ぶ
つ
か
り
、
思
想
の
対
決
を
行
っ
て
自
ら
を
磨
い
て

い
た
の
で
あ
る
。
も
と
よ
り
そ
の
対
決
は
一
人
の
孤
独
な
作
業
で

は
な
か
っ
た
。
時
に
寺
小
屋
で
学
び
、
時
に
父
兄
の
教
え
を
受
け
、

時
に
同
志
の
輪
の
中
で
研
鑽
す
る
。
こ
う
い
う
広
い
意
味
で
の
教

育
が
行
き
届
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
自
ら
を
磨
き
上
げ
、
鍛
え
抜

く
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

　

そ
れ
を
ひ
と
言
で
い
う
な
ら
ば
、
伝
統
の
力
で
あ
る
。
維
新
を

生
ん
だ
も
の
こ
そ
、
こ
の
伝
統
の
力
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

飜
え
っ
て
今
日
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
伝
統
の
力
は
生
き
生

き
と
脈
打
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　

明
治
の
赫
赫
た
る
成
功
の
裏
に
失
わ
れ
た
も
の
も
大
き
か
っ
た
。

そ
の
ひ
と
つ
が
漢
籍
を
学
ぶ
伝
統
だ
ろ
う
。
か
と
い
っ
て
今
更
、

四
書
五
経
や
近
思
録
な
ど
を
子
ど
も
の
頃
か
ら
学
ば
せ
よ
う
と
い

う
の
も
無
理
な
話
だ
ろ
う
。
せ
め
て
日
本
語
を
大
切
に
す
る
こ
と

が
、
わ
れ
わ
れ
が
後
世
に
残
し
う
る
最
大
の
遺
産
と
な
る
だ
ろ
う
。
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