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は
じ
め
に

﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
二
号
お
よ
び
第
二
三
号
に
お

い
て
︑
筆
者
は
井
上
円
了
の
収
集
品
を
書
き
上
げ
た
資
料
﹁
哲
学
堂

収
蔵
品
控
﹂
の
翻
刻
を
行
っ
た(

)︒
あ
わ
せ
て
︑
東
洋
大
学
井
上
円
了

1

記
念
博
物
館
で
の
特
別
展
や
一
般
誌
の
﹃
東
京
人
﹄
に
お
い
て
︑
東

洋
大
学
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
と
山
﨑
記
念
中
野
区
立
歴
史
民
俗

資
料
館
が
所
蔵
す
る
井
上
円
了
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
紹
介
す
る
こ
と

で
︑
円
了
の
知
ら
れ
ざ
る
コ
レ
ク
タ
ー
と
し
て
の
一
面
と
︑
博
物
学

的
な
指
向
性
に
つ
い
て
触
れ
て
き
た(

)︒
2

明
治
三
七
年
︵
一
九
〇
四
︶
に
哲
学
堂
を
創
設
し
た
円
了
が
︑
こ

の
場
所
を
後
半
生
の
教
育
活
動
の
拠
点
と
し
た
こ
と
は
︑
周
知
の
通

り
で
あ
る
︒
同
三
九
年
に
哲
学
館
大
学
学
長
を
退
任
し
︑
哲
学
堂
を

﹁
精
神
修
養
﹂
を
目
的
と
す
る
公
園
と
し
て
施
設
の
拡
張
を
進
め
た

円
了
は
︑
大
正
四
年
︵
一
九
一
五
︶︑
園
内
に
﹁
無
尽
蔵
﹂
と
い
う
名

の
陳
列
所
を
開
設
し
︑
明
治
四
一
年
に
建
立
さ
れ
た
﹁
六
賢
台
﹂
と

あ
わ
せ
て
︑
自
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
公
開
の
場
と
し
て
い
る(

)︒
3

円
了
は
︑﹁
無
尽
蔵
﹂
に
つ
い
て
︑
哲
学
堂
の
案
内
書
﹃
哲
学
堂
案

内
﹄
に
お
い
て
︑
こ
う
説
明
し
て
い
る(

)︒
4

此
一
棟
は
陳
列
所
︵
無
尽
蔵
︶
に
し
て
︑
階
上
を
向
上
楼
︑
階

下
を
万
象
庫
と
名
︹
付
︺
け
た
︒
此
に
は
内
外
周
遊
の
紀
念
物

を
陳
列
す
る
こ
と
に
定
め
︑
其
中
に
磁
器
石
器
︵
六
賢
台
階
上

に
あ
り
︶
を
除
く
外
︑
種
々
雑
多
の
も
の
を
玉
石
同
架
式
に
排

列
し
て
あ
る
︒
又
妖
怪
棚
︑
珍
奇
棚
も
あ
る
︒

す
な
わ
ち
︑
円
了
は
︑
哲
学
堂
の
来
観
者
に
対
し
て
︑﹁
無
尽
蔵
﹂

を
﹁
内
外
周
遊
の
紀
念
品
﹂
の
陳
列
所
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
の
で

あ
る
︒
か
て
て
加
え
て
︑
か
つ
て
無
尽
蔵
の
出
入
口
に
掲
げ
ら
れ
て
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い
た
木
製
の
表
札
に
は
︑﹁
南
船
北
馬
旅
行
紀
念
陳
列
所
﹂
と
刻
字
さ

れ
て
い
る(

)︒
こ
の
よ
う
に
︑
哲
学
堂
で
公
開
さ
れ
て
い
た
円
了
の
収

5

集
品
の
多
く
が
︑
明
治
二
一
年
か
ら
大
正
八
年
に
亡
く
な
る
ま
で
続

け
ら
れ
た
全
国
巡
回
講
演
︵
巡
講
︶
と
生
涯
三
度
の
世
界
一
周
旅
行

︵
海
外
視
察
︶
と
い
う
﹁
南
船
北
馬
旅
行
﹂
の
過
程
で
収
集
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る(

)︒
6

こ
う
し
た
収
集
品
を
メ
モ
的
に
書
き
上
げ
た
も
の
が
︑
冒
頭
で
紹

介
し
た
﹁
哲
学
堂
収
蔵
品
控
﹂
で
︑
円
了
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
具
体

的
に
ど
の
よ
う
な
品
物
で
構
成
さ
れ
て
い
た
の
か
を
知
る
格
好
の
資

料
と
い
え
よ
う
︒
さ
ら
に
︑
平
成
二
八
年
︵
二
〇
一
六
︶
一
一
月
九

日
︑
東
洋
大
学
文
学
部
教
授
・
谷
地
快
一
氏
の
仲
介
に
よ
っ
て
︑
円

了
の
収
集
活
動
の
実
態
が
う
か
が
え
る
新
資
料
が
︑
井
上
円
了
研
究

セ
ン
タ
ー
に
も
た
ら
さ
れ
た
︒
こ
の
資
料
は
︑
井
上
円
了
か
ら
哲
学

堂
の
陳
列
品
の
寄
贈
者
で
あ
る
大
川
長
蔵
と
い
う
人
物
に
送
ら
れ
た

書
簡
で
︑
元
日
本
大
学
工
学
部
教
授
・
三
浦
隆
氏
に
よ
っ
て
収
集
さ

れ
た
も
の
あ
る
︒

本
資
料
は
︑
現
在
︑
三
浦
氏
の
ご
好
意
に
よ
り
井
上
円
了
研
究
セ

ン
タ
ー
に
寄
贈
さ
れ
︑
井
上
円
了
関
係
資
料
の
ひ
と
つ
に
加
え
ら
れ

て
い
る
︒
そ
こ
で
︑
以
下
に
お
い
て
本
資
料
を
紹
介
し
︑
井
上
円
了

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
集
活
動
を
解
明
す
る
手
が
か
り
を
提
供
し
た

い
︒

翻
刻

凡

例

一

原
則
︑
旧
字
・
異
体
字
は
︑
常
用
漢
字
に
あ
ら
た
め
た
︒

一

宛
名
書
き
︑
書
簡
本
文
の
改
行
は
︑
原
文
に
し
た
が
っ
た
︒
名

刺
に
つ
い
て
は
︑
適
宜
改
行
を
施
し
︑
あ
わ
せ
て
原
文
中
の
文

字
空
き
の
調
整
を
行
っ
た
︒

一

書
簡
本
文
に
つ
い
て
︑
原
文
に
句
読
点
が
な
い
こ
と
か
ら
︑
読

み
や
す
さ
を
考
慮
し
︑
句
読
点
の
か
わ
り
に
一
字
空
き
を
施
し

た
︒

一

判
読
不
能
箇
所
に
つ
い
て
は
︑
文
字
数
が
特
定
で
き
る
も
の
は

□
︑
特
定
で
き
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
﹇

﹈
で
表
記
し

た
︒
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①
封
筒
表
面
︵
二
三
六
×
九
五
ミ
リ
︑
一
枚
︶

︹
宛
名
書
き
︺

北
秋
田
郡
七
座
村
小
学
校
長

大
川
長
蔵
殿

︹
差
出
人
朱
印
︺

東
京

本
郷
区
駒
込

富
士
前
町
五
三

井
上
円
了

︹
切
手
︵
田
沢
切
手
・
赤
色
︶︺

参
銭

︹
消
印
︺

秋
田
・
米
内
沢

４
．
７
．
４

前
９
︱
□

︹
消
印
︺

﹇

﹈

４
．
７
．
４

后
□

(カ
)

︱
□
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②
書
簡
本
紙
︵
二
三
七
×
二
九
三
ミ
リ
︑
一
枚
︶

︹
本
文
︺

拝
啓

一
昨
日
ハ
御
地
採
出
ノ
石
器

御
恵
贈
難
有
拝
受
仕
候

右
ハ
哲
学

堂
内
陳
列
所
ヘ
備
付

公
衆
ノ
縦

覧
ニ
供
シ
可
申
候

此
ニ
名
刺
相
添

御
礼
申
述
候
也

井
上
円
了

大
川
長
蔵
殿

③
名
刺
︵
九
一
×
五
四
ミ
リ
︑
一
枚
︶



281 資料紹介・翻刻 井上円了より大川長蔵宛書簡

︹
表
面
印
字
︺井

上
円
了
名
刺

姓
為
井
上
名
円
了
︑
随
候
去
来
身
似
鳥
︑
巣
在
紅
塵
万
丈
中
︑
心
常

超
出
青
雲
表
︒

陋
巷
一
生
簟
食
甘
︑
東
京
何
地
有
吾
庵
︑
本
郷
区
内
駒
籠
里
︑
富
士

前
町
五
十
三
︒

妖
怪
道
人
号
已
陳
︑
旅
行
博
士
是
今
身
︑
漫
揮
訥
弁
無
他
意
︑
願
使

舌
痕
印
四
浜
︒

講
道
終
年
免
素
飱
︑
布
衣
何
敢
伺
権
門
︑
破
窓
薄
褥
吾
生
足
︑
坐
臥

不
知
官
俸
温
︒

哲
学
堂
成
身
未
耄
︑
友
賢
師
聖
守
高
蹈
︑
和
田
山
下
汲
泉
流
︑
永
作

門
番
従
灑
掃
︒

︹
裏
面
印
字
︺

我
所
好

我
す
き
は
豆
腐
味
噌
汁
香
の
も
の
︑
と
は
い
へ
何
で
も
人
の
く
ふ
も

の
︒

我
所
不
好

我
す
か
ぬ
も
の
は
間
食
ば
か
り
な
り
︑お
荼
の
外
に
は
間
飲
も
せ
ぬ
︒

我
飯
︵
一
日
飯
量
凡
一
合
︶

我
飯
は
朝
は
大
も
り
晩
は
中
︑
昼
は
小
盛
で
毎
度
一
碗
︒

我
酒
︵
昼
一
合
晩
二
合
︶

朝
は
い
や
昼
は
少
々
晩
た
つ
ぷ
り
︑
と
は
い
ふ
も
の
ゝ
上
戸
で
は
な

し
︒

我
煙
︵
半
日
限
︶

喫
煙
は
午
の
刻
よ
り
夜
と
こ
に
︑
就
く
時
ま
で
を
限
り
と
ぞ
す
る
︒
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解
説先

に
も
少
し
ふ
れ
た
が
︑
本
資
料
は
︑
大
正
四
年
︵
一
九
一
五
︶︑

秋
田
県
巡
講
の
途
上
に
﹁
石
器
﹂
の
寄
贈
を
受
け
た
井
上
円
了
が
︑

寄
贈
者
で
あ
る
﹁
七
座
村
小
学
校
長
﹂
の
大
川
長
蔵
に
宛
て
て
送
っ

た
礼
状
で
︑
封
筒
︵
①
︶︑
書
簡
本
紙
︵
②
︶︑
名
刺
︵
③
︶
の
三
点

か
ら
な
る
︒
封
筒
と
書
簡
本
紙
に
つ
い
て
は
︑
前
所
有
者
が
入
手
す

る
以
前
に
︑
形
態
に
改
変
が
加
え
ら
れ
て
お
り
︑
封
筒
に
つ
い
て
は
︑

表
面
︵
宛
名
面
︶
を
切
り
取
っ
た
う
え
で
裏
打
ち
を
施
し
︑
現
状
で

は
︑
縦
二
三
六
ミ
リ
︑
横
九
五
ミ
リ
の
一
紙
の
形
態
を
と
っ
て
い
る
︒

書
簡
本
紙
に
つ
い
て
は
︑
裏
打
ち
と
と
も
に
紙
の
左
右
縁
部
を
断
裁

し
た
と
み
え
︑
現
状
で
は
縦
二
三
七
ミ
リ
︑
横
二
九
三
ミ
リ
の
紙
面

と
な
っ
て
い
る
︒

書
簡
の
受
取
人
で
あ
る
大
川
長
蔵
は
︑
明
治
五
年
︵
一
八
七
二
︶

に
秋
田
県
北
秋
田
郡
七な

な

座く
ら

村
︵
現
北
秋
田
市
お
よ
び
能
代
市
︶
で
生

ま
れ
︑
村
内
の
前
山
小
学
校
の
教
員
な
ど
を
務
め
た
後
︑
大
正
三
年

か
ら
同
校
の
校
長
を
務
め
て
い
る
が
︑
そ
の
か
た
わ
ら
で
こ
の
地
域

の
郷
土
史
研
究
に
も
取
り
組
ん
で
い
る(

)︒
7

書
簡
本
文
に
は
日
付
が
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
が
︑
封
筒
に
捺
さ
れ

た
消
印
︵
発
信
局
印
︶
か
ら
︑
大
正
四
年
七
月
四
日
の
午
前
に
︑﹁
秋

田
県
・
米
内
沢
﹂︵
北
秋
田
郡
米
内
沢
町
︑
現
北
秋
田
市
︶
の
郵
便
局

か
ら
発
信
さ
れ
た
も
の
と
分
か
る
︒
円
了
が
秋
田
県
内
で
巡
講
を

行
っ
た
の
は
同
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
が
︑﹃
南

船
北
馬
集
﹄
第
一
一
編
︵
大
正
四
年
︶
で
巡
講
中
の
円
了
の
足
取
り

を
確
認
す
る
と
︑
同
日
の
午
前
は
︑
書
簡
が
発
信
さ
れ
た
米
内
沢
町

で
講
演
会
を
開
催
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る(

)︒
な
お
︑
こ
の
と
き
の

8

秋
田
県
巡
講
で
は
︑
七
座
村
に
お
い
て
講
演
会
は
開
催
さ
れ
て
い
な

い
が
︑
米
内
沢
で
の
講
演
会
か
ら
二
日
前
の
七
月
二
日
︑
北
秋
田
郡

鷹
巣
町
︵
現
北
秋
田
市
︶
に
滞
在
し
た
際
の
記
録
に
︑
こ
う
記
さ
れ

て
い
る(

)︒
9二

日

晴
れ
︒
午
前
︑
公
会
堂
に
て
開
演
す
︒
建
築
壮
大
︑
先

年
御
慶
事
の
紀
念
館
な
る
由
︒
午
後
︑
農
林
学
︹
校
︺
に
て
演

述
す
︒
庭
内
に
小
動
物
園
の
設
備
あ
り
︒
演
説
後
︑
曹
洞
宗
浄

運
寺
を
訪
問
す
︒
同
寺
に
は
七
座
村
大
字
麻
生
上
の
山
よ
り
採

出
せ
る
石
器
時
代
の
古
器
物
数
十
種
を
秘
蔵
し
︑
来
訪
者
の
も

と
め
に
応
じ
て
縦
覧
せ
し
む
︒
開
会
主
催
は
教
育
部
会
に
し
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て
︑
佐
々
木
郡
視
学
お
よ
び
鷹
巣
小
学
校
長
桜
田
恒
久
氏
︑
ほ

か
八
校
長
の
発
起
な
り
︒

記
事
の
な
か
に
︑
大
川
長
蔵
の
名
前
は
見
当
た
ら
な
い
︒
だ
が
︑

鷹
巣
町
で
の
円
了
の
講
演
会
で
は
︑
郡
視
学
と
鷹
巣
小
学
校
長
の
ほ

か
︑﹁
八
校
長
﹂
が
発
起
人
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
鷹
巣
町
と
距

離
的
に
近
い
七
座
村
で
小
学
校
長
を
務
め
る
大
川
が
︑
こ
の
﹁
八
校

長
﹂
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
こ
こ
で
特
筆
す
べ
き
は
︑
七
座
村
で
出
土
し
た
遺
物
に

つ
い
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
記
事
中
の
﹁
七
座
村
大
字
麻

生
上
の
山
﹂
に
関
し
て
は
︑
明
治
三
〇
年
︵
一
八
九
七
︶
一
二
月
に

東
京
帝
国
大
学
か
ら
大
野
延
太
郎
が
現
地
に
赴
い
て
同
所
よ
り
出
土

し
た
遺
物
の
調
査
を
行
う
な
ど
︑
明
治
時
代
に
は
す
で
に
遺
跡
と
し

て
そ
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た(

)︒﹃
東
京
人
類
学
雑
誌
﹄
に
掲
載
さ

10

れ
た
大
野
の
調
査
報
告
﹁
羽
後
国
北
秋
田
郡
七
座
村
大
字
麻
生
上
ノ

山
遺
跡
取
調
報
告
︵
第
一
回
︶﹂
に
よ
る
と
︑
大
野
が
調
査
に
赴
く
よ

り
も
半
年
ほ
ど
前
に
は
じ
め
ら
れ
た
発
掘
作
業
に
よ
り
︑
土
偶
・
土

面
を
は
じ
め
と
す
る
土
器
の
ほ
か
︑
石
器
︑
玉
類
な
ど
が
出
土
し
︑

そ
の
多
く
が
地
域
の
人
た
ち
に
よ
っ
て
﹁
珍
蔵
﹂
さ
れ
て
い
る
と
い

う(

)︒
11

円
了
が
巡
講
の
途
上
に
訪
問
し
た
鷹
巣
町
の
浄
運
寺
が
﹁
秘
蔵
﹂

す
る
﹁
石
器
時
代
の
古
器
物
数
十
種
﹂
も
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
発
掘
・

収
集
さ
れ
た
も
の
に
ち
が
い
あ
る
ま
い(

)︒
か
て
て
加
え
て
︑
郷
土
史

12

家
で
あ
っ
た
大
川
長
蔵
も
︑﹁
七
座
村
大
字
麻
生
上
の
山
﹂
で
発
掘
さ

れ
た
遺
物
の
所
有
者
の
ひ
と
り
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
す
な

わ
ち
︑
書
簡
本
文
に
あ
る
﹁
御
地
採
出
ノ
石
器
﹂
は
︑
こ
の
遺
跡
か

ら
出
土
し
た
石
器
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
お
そ
ら
く
︑
円
了
に

よ
っ
て
こ
の
書
簡
が
作
成
さ
れ
た
の
も
︑
文
中
に
寄
贈
を
受
け
た
の

が
﹁
一
昨
日
﹂
と
あ
る
か
ら
︑
鷹
巣
滞
在
か
ら
二
日
後
の
七
月
四
日
︑

す
な
わ
ち
米
内
沢
で
こ
の
書
簡
が
発
信
さ
れ
た
の
と
同
日
で
あ
ろ

う
︒な

お
︑
書
簡
本
文
︵
礼
状
︶
で
円
了
は
︑﹁
哲
学
堂
内
陳
列
所
へ
備

付
﹂
と
記
し
て
い
る
が
︑
前
掲
の
﹃
哲
学
堂
案
内
﹄
で
は
︑
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る(

)︒
13

︹
六
賢
台
の
︺
二
階
の
壁
間
に
は
余
が
旅
行
の
紀
念
物
中
︑
石
器
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陶
器
を
陳
列
し
︑
又
明
治
廿
三
年
以
来
蒐
集
し
た
る
神
社
仏
閣

の
守
札
数
百
種
と
︑
汽
車
中
の
茶
呑
茶
碗
百
数
十
個
を
陳
列
し

て
置
い
た
︒

こ
の
よ
う
に
︑﹁
石
器
陶
器
﹂
は
六
賢
台
に
陳
列
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
︑
書
簡
中
の
﹁
御
地
採
出
ノ
石
器
﹂
も
︑﹁
無
尽
蔵
﹂
で
は
な
く

﹁
六
賢
台
﹂
に
飾
ら
れ
た
可
能
性
が
考
え
ら
れ
る
︒
も
っ
と
も
︑﹁
哲

学
堂
収
蔵
品
控
﹂
で
は
︑﹁
無
尽
蔵
﹂
の
二
階
に
陳
列
さ
れ
た
品
物
の

な
か
に
い
く
つ
か
﹁
石
器
﹂︑﹁
石
﹂
な
ど
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の

の
︑
残
念
な
が
ら
そ
れ
ら
の
な
か
に
︑
大
川
長
蔵
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
﹁
石
器
﹂
と
特
定
︑
あ
る
い
は
推
定
で
き
る
も
の
は
な
く
︑

実
際
に
ど
こ
に
置
か
れ
た
の
か
は
︑
い
ま
の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
︒

最
後
に
︑
名
刺
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
︒
こ
の
名
刺
は
︑
先

に
取
り
上
げ
た
書
簡
本
紙
︑
封
筒
表
面
と
と
も
に
保
管
さ
れ
て
い
た

も
の
で
あ
る
が
︑
書
簡
の
本
文
中
に
﹁
此
ニ
名
刺
相
添
﹂
と
あ
る
か

ら
︑
書
簡
に
添
え
て
大
川
長
蔵
の
も
と
へ
送
ら
れ
た
と
分
か
る
︒

名
刺
の
表
面
に
は
﹁
井
上
円
了
名
刺
﹂
の
表
記
と
と
も
に
五
首
の

漢
詩
を
載
せ
︑
裏
面
に
は
﹁
我
所
好
﹂︑﹁
我
所
不
好
﹂︑﹁
我
飯
﹂︑﹁
我

酒
﹂︑﹁
我
煙
﹂
と
題
し
た
五
首
の
短
歌
を
記
載
す
る
と
い
う
︑
ほ
か

に
は
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
︒

そ
も
そ
も
円
了
が
︑
こ
の
よ
う
な
名
刺
を
用
い
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
︑
い
つ
か
ら
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
︑﹃
南
船
北
馬

集
﹄
第
七
編
︵
大
正
二
年
︶
に
は
︑
大
正
二
年
一
月
の
記
録
と
し
て

﹁
自
ら
名
刺
を
作
り
︑
題
す
る
に
五
首
を
も
っ
て
す
︒﹂
と
記
さ
れ
︑

あ
わ
せ
て
資
料
の
名
刺
表
面
に
刷
り
込
ま
れ
た
漢
詩
五
首
の
全
文
が

掲
載
さ
れ
て
い
る(

)︒
た
だ
し
︑同
書
で
は
︑名
刺
が
両
面
印
刷
で
あ
っ

14

た
と
い
う
説
明
は
な
く
︑
名
刺
裏
面
の
短
歌
に
つ
い
て
も
ま
っ
た
く

触
れ
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
︑
同
書
中
の
名
刺
と
本
資
料
と

が
︑
同
一
種
類
の
も
の
な
の
か
は
分
か
ら
な
い
︒
だ
が
︑
少
な
く
と

も
本
資
料
に
あ
る
よ
う
な
五
首
の
漢
詩
を
刷
り
込
ん
だ
名
刺
は
︑
大

正
二
年
の
こ
ろ
か
ら
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︒

漢
詩
の
内
容
は
︑
現
住
所
の
ほ
か
︑
巡
講
と
書
の
揮
毫
を
行
う
こ

と
の
目
的
︑
自
ら
の
信
条
な
ど
を
詠
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
が(

)︑
15

こ
れ
に
対
し
て
︑
裏
面
の
短
歌
は
趣
向
が
少
々
異
な
る
︒
一
見
す
る

と
︑
単
に
自
ら
の
食
習
慣
な
ど
を
詠
ん
だ
だ
け
に
み
え
る
が
︑
実
は

そ
う
で
は
な
い
︒
円
了
は
︑
晩
年
の
著
作
﹃
奮
闘
哲
学
﹄︵
大
正
六
年
︶
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に
お
い
て
︑
こ
れ
ら
の
歌
を
﹁
道
歌
﹂
で
あ
る
と
し
︑
自
ら
も
﹁
意

志
修
養
﹂
の
た
め
に
︑
歌
で
詠
ん
だ
内
容
の
こ
と
を
﹁
今
日
ま
で
こ

れ
を
実
行
し
て
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
る(

)︒
す
な
わ
ち
︑
こ
の
名
刺
は
︑

16

漢
詩
と
短
歌
を
も
っ
て
自
ら
の
姿
勢
を
明
確
に
示
し
た
も
の
と
い
え

よ
う(

)︒
17以

上
︑
新
資
料
の
井
上
円
了
の
書
簡
に
つ
い
て
︑
翻
刻
と
解
説
を

行
っ
た
︒
前
記
の
通
り
︑
本
資
料
は
円
了
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
集
活

動
の
実
態
を
知
る
手
が
か
り
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
︑
さ
ら
に
は
円

了
の
全
国
巡
講
で
の
行
動
や
︑
哲
学
堂
で
の
社
会
教
育
活
動
︑
円
了

の
人
間
性
を
知
る
格
好
の
資
料
で
も
あ
る
︒
今
後
︑
さ
ま
ざ
ま
な
見

地
か
ら
本
資
料
が
研
究
資
料
と
し
て
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た

い
︒

付
記

資
料
の
調
査
に
あ
た
っ
て
︑寄
贈
者
の
三
浦
隆
氏
を
は
じ
め
︑

出
野
尚
紀︵
井
上
円
了
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
︶︑岩
間
涼
夏︵
東

洋
大
学
文
学
部
史
学
科
卒
業
生
︶︑
平
野
恵
︵
台
東
区
立
中
央
図
書
館

郷
土
・
資
料
調
査
専
門
員
︶
の
各
氏
よ
り
ご
協
力
を
た
ま
わ
り
ま
し

た
︒
こ
こ
に
記
し
て
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

【
註
︼

(１
)

北
田
建
二
﹁
資
料
紹
介
・
翻
刻
﹃
哲
学
堂
収
蔵
品
控
﹄
１
﹂

︵﹃
井
上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄
第
二
二
号
︑
二
〇
一
三
年
︶︑

お
よ
び
﹁
資
料
紹
介
・
翻
刻
﹃
哲
学
堂
収
蔵
品
控
﹄
２
﹂︵﹃
井

上
円
了
セ
ン
タ
ー
年
報
﹄第
二
三
号
︑二
〇
一
四
年
︶︒
な
お
︑

﹁
哲
学
堂
収
蔵
品
控
﹂
の
資
料
名
は
筆
者
が
付
し
た
仮
題
で

あ
る
︒

(２
)

東
洋
大
学
井
上
円
了
記
念
博
物
館
二
〇
一
二
年
度
特
別
展

﹁
特
別
公
開
！

井
上
円
了
旧
蔵
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
︱
東
洋
大

学
創
立
者
が
残
し
た
﹃
宝
物
﹄
︱
﹂︵
二
〇
一
二
年
一
〇
月
一

五
日
︱
一
二
月
一
五
日
︶︑
お
よ
び
北
田
建
二
﹁
収
集
家
と
し

て
の
感
性
﹂︵﹃
東
京
人
﹄
第
三
一
巻
第
三
号
︑
都
市
出
版
︑

二
〇
一
六
年
︶︒

(３
)

無
尽
蔵
が
建
て
ら
れ
た
時
期
に
つ
い
て
︑
井
上
円
了
﹃
南
船

北
馬
集
﹄
第
七
編
︵
大
正
二
年
︶
に
よ
る
と
︑﹁
明
治
四
十
五

年
に
入
り
て
哲
学
堂
庭
園
を
広
げ
︑
各
所
に
命
名
し
た
る
も

の
﹂
と
し
て
︑
園
内
に
設
け
ら
れ
た
施
設
等
の
名
称
の
一
覧

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
な
か
に
建
設
済
み
の
も
の
と

し
て
﹁
無
尽
蔵
︵
書
庫
︶﹂
の
名
称
が
み
え
る
︵﹃
井
上
円
了

選
集
﹄
第
一
三
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
七
年
︑
三
三
八
︱

三
三
九
頁
︶︒
こ
の
記
載
が
正
し
け
れ
ば
︑
明
治
四
五
年
︵
一

九
一
二
︶
に
は
︑
哲
学
堂
の
園
内
に
﹁
無
尽
蔵
﹂
と
名
づ
け

ら
れ
た
建
物
が
す
で
に
存
在
し
た
こ
と
に
な
る
︒



286

た
だ
し
︑﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
一
二
編
︵
大
正
五
年
︶
に
よ

る
と
︑
大
正
四
年
一
〇
月
に
開
催
さ
れ
た
哲
学
堂
の
図
書
館

︵
絶
対
城
︶
披
露
会
の
案
内
状
に
は
︑﹁
御
大
典
紀
念
と
し
て

着
手
せ
る
図
書
館
及
陳
列
所
も
略ほ

ぼ

落
成
候
﹂
と
記
載
さ
れ
て

い
る
︒
さ
ら
に
︑
披
露
会
当
日
︑
円
了
は
来
賓
へ
の
挨
拶
の

な
か
で
︑
万
象
庫
︵
無
尽
蔵
の
一
階
︶
を
﹁
内
地
旅
行
記
念

陳
列
所
﹂
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一

四
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
八
年
︑
三
七
三
︱
三
七
五
頁
︶︒

こ
の
ほ
か
︑
同
書
に
掲
載
さ
れ
た
大
正
四
年
度
の
事
業
報
告

に
は
︑﹁
哲
︹
学
︺
堂
経
営
の
方
は
図
書
館
の
新
築
を
完
成
し
︑

霊
明
閣
を
創
建
し
︑
陳
列
所
を
開
設
し
︑
帰
納
場
お
よ
び
三

祖
壇
を
築
造
せ
り
︒﹂
と
見
え
る
︵
前
掲
書
︑
三
九
三
頁
︶︒

(
４
)

井
上
円
了
口
述
﹁
哲
学
堂
案
内
﹂︵
井
上
玄
一
編
﹃
哲
学
堂
案

内
﹄
財
団
法
人
哲
学
堂
︑
一
九
二
〇
年
増
補
改
訂
第
三
版
︑

二
八
︱
二
九
頁
︑︹

︺
内
は
引
用
者
補
︑
引
用
に
あ
た
っ
て

一
部
読
点
を
句
点
に
改
め
た
︶︒

(
５
)

山
﨑
記
念
中
野
区
立
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
︵
民
６
︱
５
５

２
︶︒

(
６
)

井
上
円
了
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
収
集
活
動
は
︑
明
治
二
〇
年
代

か
ら
哲
学
館
の
事
業
と
し
て
行
わ
れ
て
お
り
︑
明
治
二
三
年

︵
一
八
九
〇
︶
二
月
発
行
の
﹃
天
則
﹄
第
一
編
第
一
二
号
で
は
︑

﹁
哲
学
館
ニ
古
像
古
書
ヲ
蒐
集
ス
ル
旨
趣
﹂
と
題
し
た
広
告

が
掲
載
さ
れ
︑
東
洋
学
の
振
興
の
た
め
︑
哲
学
館
に
﹁
古
書

貯
蔵
室
﹂
と
﹁
古
像
陳
列
所
﹂
を
設
置
し
︑
資
料
と
し
て
文

献
や
︑
仏
神
像
・
神
器
・
仏
具
な
ど
︑﹁
古
学
ノ
考
証
﹂
に
欠

か
せ
な
い
品
物
を
収
集
す
る
計
画
が
公
に
さ
れ
て
い
る︵﹃
天

則
﹄
第
一
編
第
一
二
号
︑
哲
学
書
院
︑
一
八
九
〇
年
︑
広
告

三
頁
︶︒
さ
ら
に
︑
明
治
三
〇
年
代
に
な
る
と
円
了
は
︑
自
ら

が
出
版
を
手
が
け
た
﹃
妖
怪
学
雑
誌
﹄
第
一
号
︵
明
治
三
三

年
︶
に
お
い
て
︑﹁
余
は
全
国
の
神
社
仏
閣
の
御
守
り
札
を
彙

集
し
て
︑
他
日
︑
一
大
額
堂
を
建
立
す
る
意
な
れ
ば
︑
諸
国

の
有
志
者
よ
り
続
々
御
守
り
札
を
恵
贈
あ
ら
ん
こ
と
を
懇
望

す
︒﹂
と
︑
護
符
・
守
札
の
寄
贈
を
呼
び
か
け
て
い
る
︵﹃
井

上
円
了
・
妖
怪
学
全
集
﹄
第
六
巻
︑
柏
書
房
︑
二
〇
〇
一
年
︑

一
四
七
頁
︶︒

哲
学
堂
の
﹁
無
尽
蔵
﹂
と
﹁
六
賢
台
﹂
に
は
︑
哲
学
館
の

時
代
︑
こ
の
よ
う
に
し
て
集
め
ら
れ
た
品
物
も
収
蔵
さ
れ
て

い
た
︒

(７
)

二
階
堂
善
三
﹁
大
川
長
蔵
遺
稿

宮
野
尹
賢
事
蹟
及
妙
子
沢

探
勝
断
片
﹂︵﹃
鷹
巣
地
方
史
研
究
﹄
第
一
三
号
︑
一
九
八
三

年
︑
一
二
・
一
七
頁
︶︑
長
崎
久
﹁
ふ
る
さ
と
人
物
伝

六
〇
﹂

︵﹃
広
報
た
か
の
す
﹄
五
二
一
号
︑
鷹
巣
町
︑
一
九
八
四
年
︶︒

(８
)

井
上
円
了
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
一
一
編
︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄

第
一
四
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
八
年
︑
三
二
二
︱
三
二
三

頁
︶︒

(９
)

井
上
円
了
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
一
一
編
︵
前
掲
書
︑
三
二
二

頁
︶︒

(

)

大
野
延
太
郎
﹁
羽
後
国
北
秋
田
郡
七
座
村
大
字
麻
生
上
ノ
山

10

遺
跡
取
調
報
告
︵
第
一
回
︶﹂︵﹃
東
京
人
類
学
雑
誌
﹄
第
一
三

巻
第
一
四
三
号
︑
一
八
九
八
年
︶︑
同
﹁
岩
盤
モ
土
偶
ニ
関
係
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ア
リ
﹂︵﹃
東
京
人
類
学
雑
誌
﹄
第
一
三
巻
第
一
四
四
号
︑
一

八
九
八
年
︶︑
同
﹁
羽
後
麻
生
発
見
ノ
玉
類
﹂︵﹃
東
京
人
類
学

雑
誌
﹄第
一
三
巻
第
一
四
七
号
︑一
八
九
八
年
︶︒
そ
の
ほ
か
︑

坪
井
正
五
郎
が
︑
明
治
三
一
年
︵
一
八
九
八
︶︑﹃
東
洋
学
芸

雑
誌
﹄
第
一
九
七
号
に
発
表
し
た
論
文
﹁
石
器
時
代
の
仮
面
﹂

に
お
い
て
︑
こ
の
遺
跡
の
出
土
品
で
あ
る
土
面
を
︑
大
野
が

描
い
た
図
と
と
も
に
紹
介
し
て
い
る
︒

(

)

大
野
延
太
郎
﹁
羽
後
国
北
秋
田
郡
七
座
村
大
字
麻
生
上
ノ
山

11

遺
跡
取
調
報
告
︵
第
一
回
︶﹂︵
前
掲
書
︑
一
八
一
︱
一
八
二

頁
︶︒

(

)

大
野
の
前
掲
論
文
で
は
︑
出
土
遺
物
の
所
有
者
と
し
て
﹁
籠

12

谷
玉
乗
﹂
と
い
う
人
物
の
名
を
あ
げ
て
い
る
が
︑
こ
れ
は
明

治
期
に
浄
運
寺
住
職
に
就
任
し
た
籠
谷
国
乗
の
誤
記
か
︵
長

崎
久
﹁
ふ
る
さ
と
人
物
伝

六
七
﹂︹﹃
広
報
た
か
の
す
﹄
五

二
九
号
︑
鷹
巣
町
︑
一
九
八
四
年
︺
参
照
︶︒

(

)

井
上
円
了
口
述
﹁
哲
学
堂
案
内
﹂︵
前
掲
書
︑
一
四
頁
︑︹

︺

13

内
は
引
用
者
補
︶︒

(

)

井
上
円
了
﹃
南
船
北
馬
集
﹄
第
七
編
︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第

14

一
三
巻
︑
東
洋
大
学
︑
一
九
九
七
年
︑
四
一
八
︱
四
一
九
頁
︶︒

(

)

参
考
ま
で
に
︑﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
一
三
巻
の
編
者
が
付
し

15

た
漢
詩
の
口
語
訳
を
掲
げ
て
お
く
︵
四
一
八
︱
四
一
九
頁
︶︒

姓
は
井
上
︑
名
は
円
了
た
り
︒
季
節
に
し
た
が
っ
て

去
来
す
る
身
は
渡
り
鳥
に
似
て
い
る
︒
巣
は
あ
か
い
ち

り
の
つ
み
か
さ
な
る
中
に
あ
る
が
︑
心
は
常
に
青
雲
の

か
な
た
を
こ
え
て
行
く
の
で
あ
る
︒

せ
ま
い
路
地
裏
の
生
活
は
飯
を
竹
の
う
つ
わ
に
盛
っ

て
お
い
し
い
と
満
足
す
︒
東
京
の
い
ず
れ
の
地
に
わ
が

い
お
り
が
あ
る
の
か
︒
そ
れ
は
本
郷
区
内
の
駒
込
の

里
︑
富
士
前
町
五
十
三
で
あ
る
︒

妖
怪
道
人
と
号
し
て
す
で
に
開
陳
︑
旅
行
博
士
と
い

う
の
が
現
在
で
あ
る
︒
み
だ
り
に
口
べ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
話
す
の
は
︑
ほ
か
に
意
味
す
る
も
の
が
あ
る
わ
け

で
は
な
い
︒
願
わ
く
ば
舌
を
も
っ
て
天
下
に
そ
の
跡
を

し
る
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
︒

道
徳
を
説
い
て
年
を
終
え
る
ま
で
︑
才
能
も
な
い
の

に
禄
を
は
む
と
い
っ
た
こ
と
を
の
が
れ
︑
無
位
無
官
に

し
て
ど
う
し
て
権
力
者
の
ご
き
げ
ん
を
う
か
が
お
う

か
︒
破
れ
窓
に
う
す
い
布
団
で
わ
が
生
活
は
十
分
で
あ

り
︑
立
ち
居
振
る
ま
い
に
︑
官
位
俸
禄
の
温
か
さ
を
知

ら
な
い
の
で
あ
る
︒

哲
学
堂
は
成
り
︑
身
は
ま
だ
年
老
い
て
は
い
な
い
︒

賢
人
を
友
と
し
聖
人
を
師
と
し
て
世
俗
を
超
越
し
て
隠

居
の
生
活
を
守
る
︒
和
田
山
の
も
と
に
泉
流
を
く
み
︑

長
く
門
番
と
な
っ
て
掃
除
を
仕
事
と
し
よ
う
︒

(

)

井
上
円
了
﹃
奮
闘
哲
学
﹄︵﹃
井
上
円
了
選
集
﹄
第
二
巻
︑
東

16

洋
大
学
︑
一
九
八
七
年
︑
三
二
三
︱
三
二
四
︶︒
同
書
で
は
︑

名
刺
裏
の
五
首
の
ほ
か
︑﹁
我
話
﹂
と
題
し
た
﹁
四
方
山
の
話

は
飯
の
時
と
き
め
︑
食
し
終
わ
ら
ば
す
ぐ
仕
事
す
る
﹂
と
い

う
歌
が
加
え
ら
れ
て
い
る
︒

(

)

全
国
巡
講
で
は
︑
村
長
や
小
学
校
長
な
ど
︑
地
域
の
重
職
者

17
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が
講
演
会
の
主
催
者
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
︑
円
了
は

講
演
先
で
そ
う
し
た
人
た
ち
か
ら
歓
待
さ
れ
る
こ
と
も
多
く

あ
っ
た
に
違
い
な
い
︒
そ
う
し
た
状
況
に
対
し
て
︑
裏
面
の

短
歌
は
︑
で
き
れ
ば
贅
を
尽
く
し
た
食
事
な
ど
の
接
待
は
遠

慮
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
を
︑
暗
に
あ
ら
わ
し
た
と
想
像
も

で
き
る
︒


