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恒
　

吉
文
様
学
の
権
威

お

ば

あ

ち

ゃ

ん

子

明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
　一
月
二
十
五
日
に
秋
田
市
中
通
（
旧
亀
ノ
丁
堀
反
町
）
で
呱
々
の
声
を
あ
げ
た
小
場
恒

吉
は
、
少
年
時
代
か
ら
野
山
に
出
か
け
て
露
草
な
ど
を
摘
み
、
そ
れ
を
揉
ん
で
は
紙
に
な
す
り
つ
け
色
具
合
な
ど
を
楽



し
ん
で
い
た
と
い
う
。
後
年
の
小
場
の
活
躍
を
予
想
さ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

小
場
家
は
佐
竹
家
の
一
族
を
成
す
名
家
で
、
秋
田
藩
の
家
老
職
で
あ
る
寺
崎
家
、
疋
田
家
な
ど
と
も
血
縁
関
係
に
あ

る
。恒

吉
の
父
親
の
新
吾
は
秋
田
が
誇
る
江
戸
時
代
の
能
書
家
・
石
田
無
得
の
書
を
学
ん
で
お
り
、
芸
術
の
理
解
者
で
も

あ
っ
た
が
、
怛
吉
の
誕
生
後
ま
も
な
く
他
界
し
て
い
る
。

母
親
が
や
が
て
再
婚
し
て
恒
吉
は
義
父
を
迎
え
る
が
、
も
っ
ぱ
ら
祖
母
の
手
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
、
恒
吉
は
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
子
と
し
て
成
長
し
た
。

十
歳
の
こ
ろ
、
秋
田
の
有
名
な
画
人
で
あ
り
親
戚
で
も
あ
っ
た
小
室
怡
々
斎
に
師
事
し
、
早
く
も
狩
野
流
の
絵
の
手

ほ
ど
き
を
受
け
て
い
る
。

学
校
の
方
は
、
明
治
三
十
一
年
に
秋
田
中
学
を
卒
業
す
る
と
同
時
に
官
立
東
京
美
術
学
校
（
東
京
芸
術
大
学
美
術
学

部
の
前
身
）
の
日
本
画
科
に
進
む
。
当
時
、
美
校
で
は
秋
田
の
先
輩
で
あ
り
、
親
類
筋
に
も
あ
た
る
日
本
画
家
の
寺
崎

広
業
が
教
鞭
を
と
っ
て
お
り
、
小
場
と
し
て
も
こ
こ
ろ
強
い
も
の
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
当
時
、
美
校
で
は
既
述
の
よ
う
に
岡
倉
天
心
校
長
に
対
す
る
排
斥
運
動
が
起
こ
っ
て
お
り
、
こ
の
騒
動

に
よ
っ
て
天
心
は
美
校
を
去
る
こ
と
に
な
る
。
頼
り
に
し
て
い
た
広
業
も
校
長
に
殉
じ
て
去
っ
て
行
っ
だ
の
で
、
小
場

の
こ
こ
ろ
に
は
大
き
な
空
虚
感
が
広
か
っ
た
。

一
方
、
小
場
に
は
老
い
た
祖
母
の
面
倒
を
見
な
け
れ
ば
と
い
う
使
命
感
が
あ
り
、
そ
れ
に
は
日
本
画
科
で
学
ぶ
よ
り

も
図
案
科
に
移
っ
た
方
が
、
将
来
の
生
活
と
い
う
点
で
は
不
安
が
少
な
か
っ
た
し
、
直
接
の
恩
師
今
泉
雄
作
の
膝
下
で



薫
陶
を
受
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
っ
た
。

そ
れ
や
こ
れ
や
で
小
場
は
本
科
一
年
の
時
に
図
案
科
に
転
科
す
る
が
、
こ
の
転
科
は
、
結
果
的
に
小
場
の
人
生
に
決

定
的
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

明
治
三
十
六
年
、
小
場
は
図
案
科
建
築
装
飾
部
の
最
初
の
し
か
も
た
っ
た
一
人
の
卒
業
生
と
し
て
美
校
を
卒
業
す

る
。
卒
業
作
品
は
「
美
術
学
校
設
計
図
」
で
、
こ
れ
は
、
中
央
の
巨
大
な
ド
ー
ム
と
四
隅
の
ド
ー
ム
で
構
成
さ
れ
た
、

ル
ネ
サ
ン
ス
式
総
合
様
式
か
ら
な
る
近
代
的
建
築
の
設
計
図
で
あ
っ
た
。

東
洋
の
そ
れ
も
古
い
時
代
の
も
の
を
対
象
に
し
て
数
多
く
の
大
き
な
仕
事
を
し
た
後
年
の
小
場
か
ら
は
ち
ょ
っ
と
想

像
で
き
な
い
が
、
斬
新
さ
と
い
う
点
で
も
人
後
に
落
ち
な
い
と
い
う
こ
と
の
一
つ
の
証
明
で
あ
ろ
う
。

美
校
卒
業
後
、
小
場
は
一
時
、
茨
城
県
の
竜
ヶ
崎
中
学
に
就
職
す
る
が
、
祖
母
の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
帰
郷
し
、
三

十
九
年
四
月
九
日
か
ら
四
十
年
十
二
月
二
十
七
日
ま
で
県
立
秋
田
工
業
学
校
（
現
秋
田
県
立
秋
田
工
業
高
校
）
に
勤
務

す
る
。
現
在
も
用
い
ら
れ
て
い
る
同
校
の
校
章
は
、
在
職
中
に
小
場
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

小
場
と
祖
母
の
恩
愛
の
き
ず
な
は
、
後
年
、
小
場
が
自
分
の
長
女
に
カ
ネ
と
い
う
祖
母
の
名
を
も
ら
っ
て
命
名
す
る

ほ
ど
深
い
も
の
で
あ
っ
た
。

並

々

な

ら

ぬ

筆

力

四
十
一
年
、
小
場
は
母
校
で
あ
る
美
校
の
図
案
科
助
手
と
し
て
迎
え
ら
れ
、
再
度
上
京
す
る
。
美
校
在
学
中
に
、
東



大
寺
三
月
堂
諸
仏
像
装
飾
文
様
（
天
平
様
式
）
と
宇
治
平
等
院
鳳
凰
堂
装
飾
文
様
（
藤
原
様
式
）
の
模
写
で
顕
著
に
な
っ

た
小
場
の
並
々
な
ら
ぬ
才
能
が
改
め
て
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

助
手
と
し
て
美
校
に
戻
っ
た
小
場
は
、
筆
力
に
ま
か
せ
、
あ
ら
ゆ
る
絵
の
模
写
を
手
が
け
る
。
狩
野
派
、
四
条
派
、

さ
ら
に
は
大
和
絵
も
描
く
な
ど
精
力
的
に
仕
事
を
展
開
し
た
。

助
手
時
代
の
四
十
一
年
か
ら
四
十
四
年
に
か
け
て
は
、
文
様
関
係
で
は
以
下
の
模
写
を
次
々
に
手
が
け
、
後
世
に
貴

重
な
資
料
と
し
て
残
し
た
。

・
宝
生
寺
仏
光
背
装
飾
文
様
（
弘
仁
様
式
）
　
　
　
　
・
興
福
寺
三
重
塔
背
堂
装
飾
文
様
（
鎌
倉
様
式
）

・
薬
師
寺
東
塔
装
飾
文
様
（
藤
原
様
式
）
　
　
　
　
　・
醍
醐
寺
五
重
塔
装
飾
文
様
（
藤
原
様
式
）

・
栄
山
寺
八
角
堂
装
飾
文
様
（
天
平
様
式
）
　
　
　
　・
法
隆
寺
百
済
観
音
光
背
装
飾
文
様
（
推
古
様
式
）

・
法
隆
寺
玉
虫
厨
子
装
飾
文
様
（
推
古
様
式
）
　
　
　・
薬
師
寺
四
天
王
装
飾
文
様
（
足
利
様
式
）
等

大
正
元
年
（
一
九
一
二
）
、
小
場
は
東
京
美
術
学
校
の
助
教
授
に
昇
進
し
て
工
芸
史
、
文
様
史
を
担
当
す
る
。

そ
の
年
の
夏
、
朝
鮮
の
江
西
（
平
壌
＝
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
の
近
く
）
に
あ
る
二
大
高
句
麗
古
墳
壁
画
の
模
写
を
委
嘱
さ
れ
、

小
場
は
、
勇
躍
朝
鮮
に
渡
っ
た
。
日
本
の
文
様
を
幅
広
く
模
写
・
研
究
し
て
い
く
う
ち
に
、
ど
う
し
て
も
朝
鮮
、
中
国

の
古
美
術
を
自
分
の
目
で
調
査
す
る
必
要
を
痛
感
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

朝
鮮
の
古
墳
壁
画
は
想
像
し
て
い
た
以
上
に
芸
術
性
の
高
い
も
の
で
、
小
場
は
翌
二
年
、
翌
々
三
年
に
も
渡
鮮
、
江

西
付
近
の
塚
で
壁
画
の
模
写
に
打
ち
込
み
、
つ
い
に
は
、
朝
鮮
で
徹
底
的
に
研
究
す
る
た
め
、
美
校
助
教
授
の
地
位
を

な
げ
う
ち
、
当
分
の
間
朝
鮮
で
暮
ら
す
こ
と
を
決
意
す
る
。



具
体
的
に
は
朝
鮮
総
督
府
の
も
と
で
研
究
に
従
事
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
発
掘
の
現
場
は
清
潔
な
水
も
な
く

て
悪
疫
が
多
く
、
時
に
は
絵
の
具
も
凍
る
ほ
ど
の
寒
さ
に
な
っ
た
り
匪
賊
が
出
没
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
仕
事
は

困
難
を
極
め
た
。

し
か
し
、
小
場
は
、
何
枚
も
の
鏡
を
利
用
し
て
大
陽
光
線
を
暗
い
古
墳
内
に
導
き
入
れ
る
工
夫
を
す
る
な
ど
、
あ
く

ま
で
自
然
光
を
用
い
て
模
写
す
る
こ
と
に
全
力
を
傾
け
た
の
で
あ
っ
た
。

小
場
が
師
と
仰
い
で
い
た
の
は
、
郷
土
の
先
輩
で
東
洋
史
学
の
権
威
で
あ
る
内
藤
湖
南
京
都
帝
国
大
学
教
授
で
あ

る
。
朝
鮮
で
の
調
査
研
究
も
陰
陽
両
面
か
ら
の
内
藤
博
士
の
支
援
が
あ
っ
て
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
師
が

師
だ
け
に
、
小
場
の
学
識
も
他
を
圧
し
て
お
り
、
内
藤
博
士
の
没
後
は
、
中
国
の
古
代
文
字
を
す
ら
す
ら
読
め
る
の
は

小
場
た
だ
一
人
と
評
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

小
場
は
昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
か
ら
、
新
羅
の
旧
都
慶
州
に
お
け
る
仏
跡
調
査
を
行
い
、
十
六
年
に
は
豪
華
な
調

査
報
告
書
『
慶
州
南
山
の
仏
跡
』
を
刊
行
し
た
。
そ
れ
は
、
同
十
年
刊
行
の
調
査
報
告
書
『
楽
浪
王
光
墓
』
と
と
も
に
、

小
場
が
こ
の
世
に
残
し
た
数
少
な
い
格
調
高
い
研
究
書
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
い
る
。

秋

田

市

の

市

章

を

考

案

小
場
は
、
大
正
十
四
年
か
ら
講
師
と
し
て
再
び
美
校
の
教
壇
に
立
つ
。
ボ
ソ
ボ
ソ
し
た
秋
田
弁
な
が
ら
、
そ
の
内
容

は
実
に
名
講
義
で
あ
っ
た
と
い
う
。



る
と
い
っ
た
工
夫
も
し
て
い
た
と
い
う
。

学
生
の
他
、
一
般
の
画
人
が
小
場
の
も
と
を
訪
れ
て
は
、
彼
か
ら
専
門
的
な
示
唆
を
受
け
る
こ
と
も
多
か
っ
た
。
同

郷
の
日
本
画
家
平
福
百
穂
な
ど
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。
百
穂
の
「
丹
鶴
青
瀾
」
「
荒
磯
」
な
ど
の
作
品
は
、
小
場
か
ら

紹
介
さ
れ
た
高
句
麗
の
壁
画
を
ヒ
ン
ト
に
し
て
、
百
穂
独
特
の
波
を
描
き
出
し
た
も
の
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。

故
郷
秋
田
と
の
関
係
で
は
忘
れ
ら
れ
な
い
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。
現
在
用
い
ら
れ
て
い
る
秋
田
市
章
が
小
場
の
考

案
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
は
、
秋
田
市
に
市
制
が
敷
か
れ
て
四
十
周
年
に
当
た
っ
て
い
た
。
そ
の
記
念
の
一
つ
と
し

て
市
の
紋
章
を
定
め
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
考
案
者
に
小
場
が
擬
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

よ
ろ
こ
ん
で
引
き
受
け
た
小
場
は
、
久
保
田
城
の
あ
っ
た
い
わ
ゆ
る
矢
留
の
森
（
千
秋
公
園
）
の
「
矢
留
」
と
「
秋

時
間
に
な
っ
て
教
室
に
現
れ
る
と
、
自
分
で
実
測
し
た
古
美
術
の
精
巧
な

青
写
真
を
ま
ず
学
生
に
配
り
、
そ
の
後
ボ
ロ
ボ
ロ
の
ノ
ー
ト
を
取
り
出
し
て

講
義
に
入
る
。
克
明
に
書
き
込
ん
だ
ノ
ー
ト
は
研
究
が
進
む
ご
と
に
細
か
く

加
筆
さ
れ
、
学
問
に
没
頭
し
て
い
る
小
場
の
面
目
が
躍
如
と
し
た
美
校
の
名

物
ノ
ー
ト
だ
っ
た
ら
し
い
。

ま
た
、
学
生
に
興
味
を
持
た
せ
る
た
め
、
黒
板
に
漢
時
代
の
馬
を
描
く
場

合
な
ど
に
も
、
頭
の
先
と
か
尻
尾
と
か
と
ん
で
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
始
め
、

何
を
描
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
描
き
終
わ
る
ま
で
学
生
の
首
を
ひ
ね
ら
せ

小場が考案した秋田市の市章



田
」
を
モ
チ
ー
フ
に
し
て
、
的
に
矢
を
配
し
た
簡
潔
な
デ
ザ
イ
ン
に
ま
と
め
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
し
、
配
色
は

今
と
は
逆
で
、
紺
地
に
白
抜
き
で
あ
っ
た
。

こ
の
市
章
が
正
式
に
認
め
ら
れ
た
の
は
六
月
八
日
の
市
議
会
の
場
に
お
い
て
だ
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
五
月
二
十
九

日
、
平
福
百
穂
か
ら
井
上
広
居
市
長
に
あ
て
だ
手
紙
の
中
で
、
「
小
場
君
御
考
案
の
徽
章
拝
見
。
誠
に
申
し
分
な
き
理

想
的
の
も
の
と
存
じ
候
」
と
、
評
価
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
千
秋
公
園
に
あ
る
佐
竹
義
堯
公
の
銅
像
は
、
大
正
四
年
に
東
京
美
術
学
校
の
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
製
作
さ
れ

た
も
の
だ
が
、
銅
像
は
高
村
光
雲
、
像
原
型
を
白
井
雨
山
、
総
合
設
計
を
小
場
が
担
当
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
銅
像
が
戦
時
中
に
供
出
さ
れ
、
台
座
の
み
空
し
く
風
雨
に
さ
ら
さ
れ
て
い
た
の
を
、
戦
後
の
昭
和
二
十
五
年
、

小
場
が
新
た
に
設
計
、
原
型
の
小
さ
い
像
を
新
羅
風
の
厨
子
に
入
れ
る
と
い
う
日
本
の
伝
統
に
則
っ
た
つ
く
り
方
で
、

面
目
を

Ｉ
新
し
た
も
の
で
あ
る
。
旧
藩
主
に
つ
な
が
る
仕
事
の
こ
と
と
て
、
小
場
も
こ
の
事
業
に
は
こ
と
さ
ら
な
思
い

を
も
っ
て
携
わ
っ
た
よ
う
で
あ
っ
た
。

な
お
、
現
在
の
銅
像
は
、
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
、
秋
田
市
が
市
制
百
周
年
を
記
念
し
て
復
元
し
た
も
の
で
あ
る
。

芸

術

院

恩

賜

賞

受

賞

昭
和
ニ
十
四
年
、
小
場
は
東
京
芸
術
大
学
の
教
授
に
昇
進
す
る
と
同
時
に
法
隆
寺
五
重
塔
本
尊
舎
利
容
器
調
査
委
員

に
も
任
命
さ
れ
、
翌
二
十
五
年
に
は
記
念
す
べ
き
第
一
回
目
の
日
本
芸
術
院
恩
賜
賞
を
授
与
さ
れ
る
。



芸
術
院
に
よ
る
授
賞
理
由
書
に
は
、
「
小
場
恒
吉
氏
の
研
究
は
、
日
本
文
様
の
時
代
的
特
徴
と
変
遷
を
解
明
し
た
も

の
で
、
こ
の
道
は
学
者
と
同
時
に
技
術
家
で
な
け
れ
ば
よ
く
実
態
を
把
握
し
得
な
い
分
野
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
一
般
の
美
術
史
家
と
異
な
り
、
小
場
は
絵
画
の
手
腕
と
製
図
技
術
に
卓
越
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
古
壁
画
の
現
状
模
写
に
お
い
て
も
復
元
模
写
に
お
い
て
も
、
見
る
者
の
目
を
見
張
ら
せ
る
よ
う
な
華

麗
な
美
の
世
界
を
再
現
さ
せ
、
貴
重
な
資
料
と
し
て
後
世
に
残
す
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

小
場
の
芸
術
院
賞
は
第
一
回
目
で
あ
っ
た
た
め
前
例
が
な
く
、
し
か
も
受
賞
者
が
文
様
学
の
大
家
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
賞

牌
の
製
作
に
は
大
変
な
神
経
と
五
年
の
歳
月
が
費
や
さ
れ
た
こ
と
が
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
し
て
語
り
継
が
れ

て
い
る
。

な
お
、
小
場
は
昭
和
三
十
年
に
紫
綬
褒
章
を
授
与
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
長
男
を
代
理
出
席
さ
せ
た
。
芸
術
院

恩
賜
賞
を
受
け
た
後
な
の
で
、
な
に
を
今
さ
ら
と
い
う
気
持
ち
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

昭
和
ニ
十
七
年
、
小
場
は
七
十
四
歳
で
東
京
芸
術
大
学
を
退
官
す
る
。
退
官
後
は
思
い
出
の
地
で
あ
る
関
西
を
し
ば

し
ば
訪
れ
、
二
十
九
年
か
ら
三
十
一
年
に
か
け
て
、
宇
治
平
等
院
鳳
凰
堂
装
飾
文
様
の
現
状
模
写
と
復
元
模
写
に
従
事

し
て
い
る
。

こ
の
仕
事
の
た
め
に
出
張
し
て
く
る
小
場
を
出
迎
え
る
べ
く
京
都
府
の
関
係
者
が
宇
治
駅
に
出
向
い
た
が
、
い
く
ら

待
っ
て
も
小
場
が
下
り
て
こ
な
い
。
実
は
、
普
段
か
ら
蓬
髪
、
着
流
し
で
服
装
な
ど
に
は
一
向
に
こ
だ
わ
ら
な
い
小
男

の
小
場
が
、
こ
の
日
も
浴
衣
に
下
駄
履
き
と
い
う
姿
で
さ
っ
さ
と
通
り
過
ぎ
た
後
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

仕
事
と
な
る
と
鬼
と
化
す
る
小
場
だ
が
、
日
常
は
無
為
自
然
を
旨
と
す
る
荘
子
の
思
想
を
よ
し
と
し
て
世
俗
的
栄
誉



に
こ
だ
わ
ら
ず
、
い
つ
も
恬
淡
と
し
て
わ
が
道
を
行
く
趣
き
が
あ
っ
た
。

小
場
が
脳
軟
化
症
を
患
い
、
八
十
歳
で
逝
っ
た
の
は
昭
和
三
十
三
年
五
月
二
十
九
日
だ
が
、
遺
言
に
よ
り
僧
侶
は
招

か
ず
、
自
筆
の
平
等
院
鳳
凰
堂
南
画
扉
絵
（
下
品
上
生
来
迎
図
）
　一
幅
を
掛
け
た
だ
け
の
、
い
か
に
も
小
場
ら
し
い
簡

素
で
清
々
し
い
葬
儀
が
営
ま
れ
、
遺
骨
は
、
代
々
の
先
祖
が
眠
る
秋
田
市
の
禅
光
明
寺
の
墓
地
に
納
め
ら
れ
た
。

戒
名
の
「
文
昭
院
常
恒
顕
彰
大
居
士
」
は
、
法
隆
寺
の
佐
伯
良
謙
管
長
か
ら
贈
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
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