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仏
の
ダ
ゲ
ー
ル
が
発
明
し
、
一
八
三
九
年

に
公
開
さ
れ
た
「
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
」
が
、最

初
の
写
真
方
式
と
言
わ
れ
て
い
る
。
銀
鏡
に

画
像
を
生
成
す
る
技
術
で
驚
く
ほ
ど
高
解
像

度
で
あ
り
な
が
ら
、
絵
画
同
様
、
一
回
の
制

作
で
得
ら
れ
る
画
像
は
一
枚
の
み
で
あ
る
。

「
写
真
」
と
し
て
後
に
一
般
化
す
る
光
学

像
を
定
着
す
る
技
術
開
発
の
試
み
は
ダ
ゲ
ー

ル
が
起
点
で
は
な
く
、
十
八
世
紀
末
、
英
の

ウ
ェ
ッ
ジ
ウ
ッ
ド
が
幼
児
教
育
の
た
め
に
始

め
た
研
究
が
嚆
矢
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、

英
の
タ
ル
ボ
ッ
ト
は
撮
影
で
紙
製
の
ネ
ガ
原

板
を
作
り
、
こ
の
原
板
で
印
画
紙
に
プ
リ
ン

ト
す
る
「
フ
ォ
ト
ジ
ェ
ニ
ッ
ク
・
ド
ロ
ー
イ

ン
グ
」
を
編
み
出
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
を
発

展
さ
せ
た
「
カ
ロ
タ
イ
プ
」
を
一
八
四
一
年

に
発
表
。
こ
の
技
術
に
よ
っ
て
、
世
界
初
の

写
真
集
﹃
T
he
PencilofN
ature（
自
然
の

鉛
筆
）﹄
を
上
梓
し
た
。

そ
し
て
、
英
の
ア
ー
チ
ャ
ー
が
一
八
五
〇

年
に
ガ
ラ
ス
を
用
い
る
「
コ
ロ
デ
ィ
オ
ン
湿

板
方
式
」を
発
表
し
た
。
カ
ロ
タ
イ
プ
の
よ
う

に
印
画
紙
に
プ
リ
ン
ト
す
る
こ
と
、
ダ
ゲ
レ

オ
タ
イ
プ
の
よ
う
に
撮
影
原
板
を
鑑
賞
す
る

こ
と
、
こ
の
両
方
の
使
い
方
が
可
能
な
技
術

と
し
て
活
用
さ
れ
、
一
八
八
〇
年
代
に
ゼ
ラ

チ
ン
乾
板
へ
バ
ト
ン
を
渡
す
ま
で
、
中
心
的

写
真
技
術
と
し
て
世
界
的
に
普
及
し
た
。
そ

し
て
、
こ
れ
は
日
本
も
同
様
で
あ
り
、
坂
本

龍
馬
の
写
真
も
こ
の
技
術
に
よ
っ
て
制
作
さ

れ
て
い
る
。

上
野
彦
馬
の
父
・
俊
之
丞
は
一
八
四
八
年

に
初
め
て
日
本
へ
写
真
機
材
一
式
を
輸
入
し

た
が
、
こ
の
俊
之
丞
は
彦
馬
が
十
三
歳
の
時

に
亡
く
な
っ
て
い
る
。
こ
の
上
野
彦
馬
が
開

業
す
る
「
上
野
彦
馬
撮
影
局
」
こ
そ
、
坂
本

龍
馬
が
撮
影
さ
れ
た
ス
タ
ジ
オ
で
あ
る
。

彦
馬
は
舎
密
試
験
所
へ
入
り
、
こ
こ
で
写

真
と
出
会
う
の
だ
が
、
こ
の
準
備
と
し
て
名

村
八
五
右
衛
門
に
オ
ラ
ン
ダ
語
を
学
ん
だ
。

こ
の
名
村
も
日
本
の
初
期
写
真
文
化
に
関
わ

り
の
あ
る
人
物
で
、
ペ
リ
ー
来
航
時
に
ダ
ゲ

レ
オ
タ
イ
プ
で
撮
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
写
真

は
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
の
特
性
と
し
て
鏡
像
に

な
っ
た
。
そ
の
た
め
、
名
村
は
他
の
通
詞
に

こ
れ
を
伝
え
、
以
後
撮
影
さ
れ
る
人
は
着
替

え
を
し
、
刀
を
逆
に
差
し
て
矛
盾
が
生
じ
な

い
よ
う
に
し
た
。
江
戸
人
に
と
っ
て
、
鏡
像

即
ち
着
物
の
合
わ
せ
が
逆
に
な
っ
た
姿
を
作

る
こ
と
は
、
看
過
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

ろ
う
。

舎
密
試
験
所
に
入
っ
た
彦
馬
は
、
蘭
の
医

師
ポ
ン
ペ
か
ら
写
真
を
知
り
、
津
藩
士
の
堀

江
鍬
次
郎
と
と
も
に
研
究
を
進
め
る
。
出
島

に
滞
在
し
て
い
た
ブ
ル
ー
ク
で
、
後
に
は
写

真
家
ロ
シ
エ
か
ら
技
術
を
学
ん
だ
。
ロ
シ
エ

と
の
出
会
い
で
機
材
の
重
要
性
を
知
っ
た
彦

馬
た
ち
は
、
津
藩
主
・
藤
堂
高
猷
か
ら
約

一
五
〇
両
を
引
き
出
し
、
出
島
商
人
ボ
ー
ド

ワ
ン
か
ら
機
材
を
購
入
し
、
技
術
を
確
立
さ

せ
た
。

そ
の
後
、
彦
馬
は
津
藩
の
有
造
館
洋
学
所

に
講
師
と
し
て
招
か
れ
、
日
本
初
の
科
学
の

教
科
書
﹃
舎
密
局
必
携
﹄
三
巻
を
出
版
す
る
。

巻
三
に
は
「
撮
形
術　

ポ
ト
ガ
ラ
ヒ
ー
」
と

し
て
コ
ロ
デ
ィ
オ
ン
湿
板
方
式
の
詳
細
が
記

さ
れ
て
い
る
。
彦
馬
は
帰
郷
後
、
文
久
二
年

暮
に
自
身
の
ス
タ
ジ
オ
を
長
崎
に
開
業
し
、

こ
こ
で
龍
馬
の
写
真
が
撮
影
さ
れ
た
。な
お
、

日
本
最
初
の
写
真
家
は
、
上
野
彦
馬
と
下
岡

蓮
杖
の
ど
ち
ら
か
と
よ
く
聞
か
れ
る
が
、
実

は
ど
ち
ら
で
も
な
く
、
鵜
飼
玉
川
と
い
う
人

物
で
あ
る
。

コ
ロ
デ
ィ
オ
ン
湿
板
方
式
は
、
後
の
乾
板

や
フ
ィ
ル
ム
と
違
い
、感
度
が
低
い
。
ま
た
、

原
板
を
作
っ
て
撮
影
し
、
暗
室
で
現
像
液
に

浸
け
る
ま
で
の
間
に
乾
い
て
し
ま
う
と
像
が

現
れ
な
い
。
そ
の
た
め
、撮
影
の
際
に
は
、必

ず
傍
ら
に
暗
室
が
必
要
と
な
る
。

龍
馬
が
撮
ら
れ
た
状
況
を
考
え
る
う
え

で
、こ
の
特
性
は
重
要
。
感
度
が
低
い
た
め
、

被
写
体
と
な
る
人
物
も
数
秒
間
静
止
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
被
写
体
に
も
相
応
の
負
担

が
か
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
誰
が
支
出
す

る
か
を
別
に
し
て
も
、
安
価
な
も
の
で
は
な

い
。
何
か
特
別
な
人
生
の
節
目
で
写
し
た
と

も
考
え
ら
れ
う
る
。

龍
馬
の
湿
板
写
真
は
慶
応
二
～
三
年
頃
に

撮
ら
れ
た
と
言
わ
れ
、
材
料
が
少
な
い
こ
と

も
あ
り
深
く
追
究
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

し
か
し
今
回
改
め
て
「
龍
馬
の
脱
藩
が
赦
さ

れ
た
時
期
が
撮
影
時
期
に
関
係
す
る
の
で

は
」
と
い
う
指
摘
が
あ
り
、
立
位
と
同
じ
日

に
撮
ら
れ
た
と
さ
れ
る
座
像
や
溝
渕
広
之
丞

の
写
真
、
台
紙
に
書
か
れ
た
溝
渕
の
従
者
・

吉
村
正
の
覚
書
、
時
系
列
な
ど
を
整
理
し
た

が
、
や
は
り
正
確
な
時
期
の
特
定
に
は
至
ら

な
か
っ
た
。
し
か
し
、後
藤
象
二
郎
に
会
い
、

脱
藩
の
罪
を
許
さ
れ
た
時（
慶
応
三
年
一
月
）

で
あ
れ
ば
辻
褄
は
合
う
。
あ
く
ま
で
可
能
性

と
し
て
提
示
す
る
し
か
な
い
が
、
今
回
の
話

で
、
少
な
く
と
も
検
証
の
新
た
な
糸
口
が
見

つ
か
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
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坂
本
龍
馬
の
歴
史
学
的
な
研
究
評
価
は
今
も
盛

ん
で
あ
り
、「
凄
い
」
と
か
「
大
し
た
事
な
い
」
と

か
「
捏
造
だ
」
と
か
評
価
は
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
で

も
私
も
含
め
て
現
代
人
は
誰
も
龍
馬
に
は
会
っ
た

こ
と
は
無
い
の
で
す
。

現
代
、
坂
本
龍
馬
に
会
う
方
法
は
ひ
と
つ
だ
け

で
す
。
残
さ
れ
た
一
四
〇
通
ほ
ど
の
龍
馬
の
手
紙

を
丹
念
に
読
む
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
簡
単
そ
う
に

聞
こ
え
て
な
か
な
か
難
し
い
こ
と
で
す
。
で
す
か

ら
現
代
語
に
訳
す
る
こ
と
に
意
味
が
あ
り
ま
す
。

現
代
人
が
書
く
多
様
な
評
判
は
さ
て
お
い
て
、
現

存
す
る
手
紙
か
ら
彼
の
人
間
性
を
直
接
読
む
ほ
う

が
よ
っ
ぽ
ど
坂
本
龍
馬
と
い
う
人
に
近
づ
け
ま

す
。
坂
本
龍
馬
記
念
館
で
龍
馬
の
話
を
す
る
の
は

な
か
な
か
難
し
い
の
で
す
が
、
私
が
こ
れ
は
龍
馬

ら
し
い
と
思
う
手
紙
を
い
く
つ
か
紹
介
し
ま
す
。

あ
ま
り
政
治
的
な
手
紙
は
選
ん
で
い
ま
せ
ん
。
家

族
や
知
人
に
あ
て
た
手
紙
の
中
に
こ
そ
坂
本
龍
馬

と
い
う
人
は
「
今
で
も
生

き
て
い
る
」と
思
い
ま
す
。

手
紙
の
中
の

   

キ
ー
ワ
ー
ド

龍
馬
の
手
紙
に
は
大

切
な
キ
ー
ワ
ー
ド
が
い

く
つ
か
見
ら
れ
ま
す
。

「
四
十
歳
」
・
・
坂
本

家
の
後
継
者
候
補
と
し

て
の
龍
馬
。
兄
か
ら

「
四
十
歳
に
な
っ
た
ら

土
佐
へ
帰
っ
て
こ
い
」

と
言
わ
れ
て
い
た
か
ら

こ
そ
の
表
現
。
龍
馬
の
手
紙
に
三
回
で
て
き
ま

す
。

「
こ
の
手
紙
は
決
し
て
人
に
は
見
せ
て
は
い
け
な

い
」
・
・
・
重
要
な
内
容
の
手
紙
だ
と
い
う
意
味

で
す
。

「
ハ
イ
ハ
イ
、
エ
ヘ
ン
」
・
・
「
ハ
イ
ハ
イ
」
と

二
度
言
う
人
間
は
弟
的
で
す
。
話
を
半
分
だ
け
聞

い
て
い
ま
す
。

「
は
か
ら
ず
も
」
・
・
龍
馬
の
手
紙
で
多
く
見
ら

れ
る
表
現
で
す
。
人
生
に
は
予
想
外
の
こ
と
が
起

こ
る
と
い
う
考
え
。

「
露
の
命
は
は
か
ら
れ
ず
」
・
・
人
間
（
私
）
は

い
つ
ま
で
生
き
る
か
な
ど
分
か
ら
な
い
。
人
間
の

命
は
は
か
な
い
。

「
義
理
と
い
う
も
の
」
・
・
現
代
的
な
「
義
理
」

で
は
な
く
、
正
し
い
大
義
の
よ
う
な
意
味
。
対
語

に
「
情
け
」
が
あ
り
ま
す
。

「
人
間
と
い
う
も
の
は
」
・
・
と
て
も
哲
学
的
。

物
事
を
抽
象
化
す
る
心
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。
内

省
的
で
も
あ
り
ま
す
。

「
な
ん
の
浮
世
は
三
文
五
厘
」
・
・
「
こ
の
世
は
そ

ん
な
安
い
値
段
だ
。
乙
女
姉
さ
ん
も
思
い
切
っ
て
家

出
し
た
ら
ど
う
か
」

「
元
亀
天
正
の
頃
」
・
・
こ
の
文
久
三

（
一
八
六
三
）
年
は
戦
国
時
代
で
あ
り
、
実
戦
が

練
習
だ
。
講
談
口
調
で
す
。

以
下
で
は
大
切
な
手
紙
を
三
通
紹
介
し
ま
す
。

１
、
文
久
三
年
三
月
二
十
日

　
　

乙
女
あ
て　

京
都
国
立
博
物
館
蔵

文
久
二
（
一
八
六
二
）
年
の
三
月
末
、
龍
馬
は

土
佐
を
脱
藩
し
、
天
下
に
活
動
の
場
を
も
と
め
ま

し
た
。
こ
の
手
紙
は
そ
の
一
年
後
、
文
久
三
年
の

三
月
に
土
佐
の
姉
乙
女
に
初
め
て
出
し
た
手
紙
で

す
。
実
際
、そ
の
間
の
手
紙
は
現
在
残
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。
江
戸
で
幕
臣
勝
海
舟
の
弟
子
と
な
り
、
海

軍
の
創
設
と
修
行
と
い
う
人
生
の
目
標
を
み
つ
け

た
喜
び
が
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
奔
放
な
表
現

は
龍
馬
な
ら
で
は
で
す
。「
四
十
歳
ま
で
は
家
に
は

帰
ら
ん
つ
も
り
」
と
書
い
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は

坂
本
家
の
後
継
者
問
題
に
関
わ
る
表
現
で
す
。
京

都
で
再
会
し
た
兄
権
平
と
の
話
し
合
い
で
お
そ
ら

く
「
お
前
が
四
十
歳
に
な
っ
た
ら
土
佐
へ
帰
っ
て

坂
本
家
を
継
げ
。
そ
れ
が
海
軍
修
行
を
許
可
す
る

条
件
だ
」
と
兄
か
ら
釘
を
さ
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
や
が
て
次
の
川
原
塚
茂
太
郎
あ

て
の
手
紙
に
龍
馬
の
本
心
が
記
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。
よ
う
や
く
勝
先
生
の
弟
子
と
な
っ
た
ば

か
り
で
、ま
だ
何
の
活
躍
も
し
て
い
ま
せ
ん
が
「
国

の
た
め
天
下
の
た
め
力
を
尽
く
し
て
お
り
ま
す
」

と
大
言
壮
語
し
て
い
ま
す
。

２
、
文
久
三
年
八
月
十
九
日

　
　
川
原
塚
茂
太
郎
あ
て　
東
京
・
個
人
蔵

龍
馬
が
実
家
坂
本
家
の
後
継
ぎ
の
問
題
に
つ
い

て
記
し
た
手
紙
。
龍
馬
は
文
久
二
年
に
土
佐
を
脱

藩
し
、
実
家
と
の
縁
が
切
れ
た
か
の
と
思
い
き

や
、
こ
の
手
紙
に
は
そ
の
後
も
続
く
家
庭
の
問
題

が
あ
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
川
原
塚
茂

太
郎
は
兄
権
平
の
妻
千
野
の
弟
で
土
佐
勤
王
党

員
。
龍
馬
の
姪
春
猪
の
母
方
の
叔
父
に
あ
た
り
ま

す
。
龍
馬
に「
広
い
世
界
を
見
よ
」と
ア
ド
バ
イ
ス

す
る
よ
う
な
、
よ
き
相
談
相
手
で
あ
っ
た
こ
と
も

文
面
か
ら
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
手
紙
を
読
む

と
、
兄
権
平
は
弟
の
龍
馬
を
坂
本
家
の
後
継
者
候

補
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
文
久
三
年
二
月
頃
、

京
都
で
再
会
し
た
龍
馬
に
兄
の
権
平
は
「
お
前
が

四
十
歳
に
な
る
ま
で
は
海
軍
の
修
行
を
し
て
も
良

い
が
、
そ
の
あ
と
は
土
佐
へ
帰
っ
て
坂
本
家
を
継

げ
」と
申
し
渡
し
た
ら
し
い
の
で
す
。
兄
の
面
前
で

は
一
度
は
「
ウ
ン
」
と
か
肯
定
的
な
返
事
を
し
た

ら
し
い
龍
馬
で
す
が
、
現
状
を
見
て
、
十
年
後
ま

で
自
分
の
命
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
考
え
、
自
分
で

企
画
展
「
龍
馬
の
真
髄 

― 

龍
馬
は
何
者
？ 

W
h
o 

i
s 

R
y
o
m
a
？ 

―
」

記
念
講
演
会

「
手
紙
に
込
め
ら
れ
た
龍
馬
の
真
意
を
探
る
―
深
読
み
す
る
楽
し
さ
―
」

　

宮
川
　
禎
一
氏
（
京
都
国
立
博
物
館
特
任
研
究
員
）

　

令
和
5
年
11
月
4
日
（
土
）
13
時
30
分
～
15
時　

於 

坂
本
龍
馬
記
念
館
新
館
1
階
ホ
ー
ル

は
な
く
、
然
る
べ
き
人
物
を
坂
本
家
の
養
子
（
春

猪
に
婿
養
子
）
に
迎
え
る
こ
と
を
考
え
て
欲
し
い
、

と
春
猪
の
後
見
人
で
あ
る
茂
太
郎
さ
ん
へ
頼
ん
だ

手
紙
で
す
。
龍
馬
の
本
心
が
記
さ
れ
て
貴
重
で
す
。

私
の
龍
馬
研
究
の
き
っ
か
け
に
も
な
り
ま
し
た
。

３
、
慶
応
二
年
十
二
月
四
日

　
　

坂
本
権
平
・
家
族
一
同
あ
て

　
　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
蔵

私
が
「
大
笑
い
の
手
紙
」
と
呼
ぶ
も
の
。
近
年
、

札
幌
で
原
本
が
見
つ
か
り
、
高
知
県
に
寄
贈
さ
れ

ま
し
た
。
慶
応
二
年
一
月
二
十
四
日
未
明
に
伏
見

寺
田
屋
で
襲
わ
れ
て
怪
我
を
し
、
伏
見
の
薩
摩
屋

敷
に
収
容
さ
れ
、
二
月
一
日
に
は
京
都
二
本
松
の

薩
摩
屋
敷
に
護
送
さ
れ
た
坂
本
龍
馬
で
す
。
そ
こ

で
小
松
帯
刀
と
西
郷
吉
之
助
と
寺
田
屋
で
の
遭
難

事
件
か
ら
の
一
連
の
経
緯
を
総
括
し
て
「
か
え
り

て
幕
府
の
あ
わ
て
も
の
に
で
は
い
て
は
か
ら
ぬ
幸

い
な
り
」
と
三
人
で
大
笑
い
し
て
い
ま
す
。
そ
の

真
意
と
は
何
か
。
そ
こ
に
重
大
な
歴
史
の
機
微
が

あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
龍
馬
が
寺
田
屋
で
襲
わ
れ

て
「
幸
い
」
な
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
こ
の
手
紙
に

書
か
れ
た
小
松
・
西
郷
・
坂
本
の
「
大
笑
い
」
と

は
何
だ
っ
た
の
か
。

私
の
解
釈
は
「
薩
摩
藩
が
龍
馬
の
身
柄
引
き
渡

し
を
拒
絶
し
て
伏
見
奉
行
所（
幕
府
）と
大
モ
メ
し

た
こ
の
事
件
の
お
蔭
で
薩
摩
藩
が
幕
府
の
敵
で
あ

る
こ
と
が
明
白
と
な
り
、
長
州
藩
を
助
け
る
方
針

が
固
ま
っ
た
」と
い
う
こ
と
だ
っ
た
と
。
す
な
わ
ち

龍
馬
が
寺
田
屋
で
襲
わ
れ
た
事
件
の
せ
い
で
同
盟

交
渉
が「
口
約
束
」の
よ
う
な
あ
や
ふ
や
な
も
の
で

は
な
く
な
り
、幕
府
も
諸
藩
も
「
長
州
と
薩
摩
の
深

い
関
係
」
を
明
確
に
知
っ
て
し
ま
い
「
薩
長
同
盟

が
あ
と
も
ど
り
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
良
か
っ

た
」
と
小
松
・
西
郷
が
「
覚
悟
を
決
め
た
大
笑
い
」

で
あ
っ
た
と
解
釈
し
ま
す
。
こ
れ
が「
日
本
史
の
重

大
な
転
換
点
」
で
あ
る
こ
と
を
そ
の
時
そ
の
三
人

は
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
た
と
い
う
意
味
で
す
。

こ
の
よ
う
に
坂
本
龍
馬
の
残
し
た
手
紙
を
通
じ

て
知
る
の
が
龍
馬
の
本
当
の
姿
で
あ
る
と
考
え
ま

す
。
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京
都
所
司
代
と
は
ど
の
よ
う
な
役
職

か
。
京
都
守
護
職
と
の
違
い
は
何
か
。

幕
末
期
に
お
い
て
所
司
代
は
、
新
規
に

台
頭
し
た
勢
力
に
圧
さ
れ
て
目
立
た

ず
、
ゆ
え
に
捨
象
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
所
司
代
は
幕
府
官
僚

制
を
構
成
す
る
パ
ズ
ル
の
ピ
ー
ス
と
し

て
当
然
必
要
と
さ
れ
て
お
り
、
た
と
え

ば
、
天
皇
を
お
守
り
す
る
「
京
都
の
守

護
」
と
い
う
役
割
の
最
高
指
揮
官
を

担
っ
て
い
た
。そ
こ
で
本
講
演
で
は
、こ

の
「
京
都
の
守
護
」
を
媒
介
と
し
て
所

司
代
の
役
割
を
説
明
し
つ
つ
、
文
久
二

（
一
八
六
二
）年
に
設
置
さ
れ
た
京
都
守

護
職
と
の
連
関
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

近
世
に
お
け
る
所
司
代
は
、
関

ケ
原
の
戦
い
が
起
こ
っ
た
慶
長
五

（
一
六
〇
〇
）年
に
成
立
し
た
役
職
で
あ

り
、以
後
明
治
維
新
ま
で
常
置
さ
れ
る
。

定
員
は
一
名
で
あ
り
、
必
ず
譜
代
大
名

が
就
任
し
た
。
幕
府
官
僚
機
構
上
の
所

司
代
の
立
ち
位
置
は
、
朝
廷
と
江
戸
の

役
人
の
中
間
に
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
朝
幕

の
調
整
役
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
所

司
代
は
当
初
か
ら
上
方
の
支
配
に
勤
め

て
い
た
が
、
そ
の
内
情
は
少
し
や
や
こ

し
い
。端
的
に
述
べ
る
と
す
れ
ば
、初
期

は
所
司
代
を
含
む
複
数
の
役
職
が
協
力

し
て
上
方
の
政
治
を
担
っ
て
い
た
が
、

一
時
権
力
が
所
司
代
に
一
局
集
中
し
、

そ
の
後
再
び
分
権
化
さ
れ
て
最
終
的
に

所
司
代
は
上
方
の
一
部
（
大
和
・
山
城
・

近
江
・
丹
波
国
）
を
統
括
し
て
い
く
流

れ
と
な
る
。
と
は
い
え
、
所
司
代
は
依

然
広
域
を
支
配
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
幕
末
期
に
お
い
て
、「
京
都
の

守
護
」
は
京
都
警
衛
と
し
て
具
体
化
さ

れ
る
。
京
都
警
衛
と
は
、
外
国
の
脅
威

か
ら
京
都
、
と
り
わ
け
御
所
を
お
守
り

す
る
軍
事
政
策
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
嘉
永
六
（
一
八
五
三
）
年
六
月
の

ペ
リ
ー
来
航
を
き
っ
か
け
に
朝
廷
と
所

司
代
の
双
方
か
ら
の
要
請
で
開
始
さ
れ

た
。
体
制
化
に
あ
た
り
、
所
司
代
は
初

め
、
江
戸
で
の
評
議
を
求
め
た
が
、
老

中
は
こ
れ
を
受
け
て
所
司
代
に
諮
問
を

す
る
こ
と
で
上
方
の
あ
り
方
を
尊
重
し

た
た
め
、
所
司
代
は
京
都
の
支
配
に
係

る
役
人
に
よ
る
衆
議
を
図
っ
た
。
こ
の

際
、
各
役
人
か
ら
出
さ
れ
た
上
申
書
は

江
戸
へ
届
け
ら
れ
、
こ
れ
を
基
に
江
戸

で
の
評
議
が
行
わ
れ
て
い
く
の
だ
が
、

取
り
急
ぎ
の
対
応
策
と
し
て
譜
代
大
名

の
彦
根
藩
に
よ
る
京
都
警
衛
が
嘉
永
七

（
一
八
五
四
）年
四
月
に
決
定
す
る
。
な

お
、
彦
根
藩
が
京
都
警
衛
の
た
め
に
差

置
く
兵
の
人
数
や
場
所
に
つ
い
て
は
所

司
代
伺
い
と
さ
れ
、
こ
こ
に
所
司
代
の

権
限
の
詳
細
が
垣
間
見
え
た
。

こ
の
後
、
同
年
九
月
に
は
大
坂
の
天

保
山
沖
に
ロ
シ
ア
船
の
デ
ィ
ア
ナ
号
が

来
航
す
る
が
、
こ
の
時
点
で
は
ま
だ
江

戸
で
の
評
議
に
決
着
が
つ
い
て
い
な

か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
即
時
の
対

応
に
迫
ら
れ
た
め
、
結
果
と
し
て
所
司

代
は
役
人
ら
の
上
申
書
を
基
に
独
自
の

判
断
で
指
図
を
行
い
、
老
中
へ
は
事
後

報
告
と
な
っ
た
。

さ
て
、
ロ
シ
ア
船
の
来
航
を
踏
ま
え

て
十
月
に
は
再
度
江
戸
で
評
議
が
行
わ

れ
た
結
果
、
江
戸
と
上
方
の
意
見
を
踏

ま
え
て
十
一
月
に
は
彦
根
藩
を
は
じ
め

と
し
た
京
都
周
辺
の
譜
代
藩
が
任
命
さ

れ
、
警
衛
体
制
が
拡
大
さ
れ
る
。
こ
の

中
に
は
、
近
世
に
お
い
て
御
所
の
軍
事

的
防
衛
を
担
っ
て
い
た
京
都
火
消
役
も

お
り
、警
衛
担
当
者
の
内
訳
は
彦
根
藩
、

小
浜
藩
、
大
和
郡
山
藩
、
京
都
火
消
役

で
あ
っ
た
。
所
司
代
は
こ
れ
を
指
揮
す

る
立
場
に
あ
り
、
彦
根
藩
の
時
と
同
様

に
警
衛
の
詳
細
に
つ
い
て
は
所
司
代
伺

い
と
さ
れ
た
。

京
都
警
衛
は
、安
政
五
（
一
八
五
八
）

年
に
日
米
修
好
通
商
条
約
の
調
印
に

伴
っ
て
再
拡
大
さ
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

譜
代
藩
の
他
に
家
紋
・
連
枝
と
呼
ば
れ

る
徳
川
家
の
親
戚
の
大
名
も
採
用
さ
れ

た
。
京
都
警
衛
を
務
め
た
藩
の
立
場
は

同
等
で
は
な
く
、
譜
代
の
彦
根
藩
を
筆

頭
と
し
て
序
列
が
存
在
し
た
。
彦
根
藩

の
下
に
は
同
じ
く
譜
代
の
小
浜
・
郡
山

藩
が
、
そ
の
下
に
家
門
・
連
枝
の
高
松
・

松
江
・
桑
名
藩
が
、さ
ら
に
下
に
は
京
都

火
消
役
が
控
え
、
こ
れ
は
警
衛
場
所
の

重
要
度
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
た
。
た
と

え
ば
、
彦
根
藩
は
御
所
の
外
門
を
警
衛

し
た
の
に
対
し
、家
門
・
連
枝
の
三
藩
は

洛
中
洛
外
の
境
界
と
さ
れ
た
御
土
居
の

周
辺
を
警
衛
し
て
い
る
。
当
初
か
ら
京

都
警
衛
を
務
め
て
い
た
彦
根
藩
は
、
警

衛
の
拡
大
に
際
し
て
も
依
然
と
し
て
最

重
要
の
立
場
に
位
置
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、
彦
根
藩
と
所
司
代
の

関
係
性
に
注
目
し
た
い
。

ま
ず
、
所
司
代
と
各
藩
の
一
般
的
な

関
係
性
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
既
述
の

と
お
り
、
京
都
警
衛
の
指
揮
権
は
所
司

代
に
委
任
さ
れ
て
い
た
た
め
、
有
事
の

際
に
各
藩
が
ま
ず
伺
い
を
立
て
る
先
は

所
司
代
で
あ
る
。
そ
の
後
、
所
司
代
は

諮
問
機
関
で
あ
る
京
都
町
奉
行
に
意
見

を
尋
ね
、
最
終
的
に
所
司
代
が
統
括
し

た
上
で
各
藩
へ
結
果
が
伝
え
ら
れ
る
決

ま
り
で
あ
っ
た
。
次
に
、
彦
根
藩
の
場

合
で
あ
る
が
、
当
然
同
藩
も
先
述
の
規

定
ル
ー
ト
を
踏
む
必
要
が
あ
っ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
同
藩
が
近
世
初
期
よ
り

担
っ
て
い
た
京
都
守
護
の
家
格
が
藩
内

で
の
混
乱
を
招
き
、
結
果
と
し
て
所
司

代
を
飛
び
越
え
て
老
中
を
介
入
さ
せ
問

題
の
解
決
を
図
ろ
う
と
す
る
。
具
体
的

に
は
、
兵
の
人
数
の
決
定
を
老
中
に
要

求
し
た
り
、
支
配
域
の
問
題
に
つ
い
て

老
中
首
座
に
直
接
嘆
願
し
た
り
し
て
お

り
、
こ
の
よ
う
な
行
動
に
所
司
代
は
手

を
焼
い
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
関
係
性
は
、
彦
根
藩
主
の
井
伊

直
弼
が
大
老
に
就
任
し
た
こ
と
に
よ

り
、
京
都
警
衛
に
お
い
て
は
所
司
代
の

指
揮
下
に
お
か
れ
な
が
ら
も
幕
府
の
役

職
上
は
所
司
代
の
上
に
位
置
す
る
と
い

う
矛
盾
関
係
が
生
じ
た
こ
と
で
悪
化
す

る
。そ
の
中
で
、大
老
就
任
後
に
起
こ
っ

た
問
題
の
一
つ
が
、
御
所
九
門
の
警
衛

配
備
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
よ
り

重
要
な
門
を
守
り
た
い
こ
と
か
ら
警
衛

す
る
門
を
変
更
し
て
ほ
し
い
と
彦
根
藩

が
要
求
し
、
こ
れ
は
私
情
が
絡
ん
で
い

た
こ
と
か
ら
当
然
受
け
入
れ
が
た
い
こ

と
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
が
、
結
果
と
し

て
所
司
代
は
こ
れ
を
承
知
し
た
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
大
老
に
就
任
し
た

彦
根
藩
は
京
都
警
衛
に
つ
い
て
も
自
ら

の
意
見
を
通
す
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、

所
司
代
の
指
揮
権
限
は
か
な
り
脅
か
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
桜
田
門
外
の
変
で

大
老
の
井
伊
直
弼
が
暗
殺
さ
れ
た
こ
と

に
よ
り
、
幕
府
の
権
威
が
失
墜
す
る
と

と
も
に
京
都
警
衛
の
筆
頭
も
消
失
し
て

し
ま
う
。
こ
れ
に
よ
り
京
都
警
衛
に
お

い
て
彦
根
藩
の
代
わ
り
が
必
要
と
な
っ

た
が
、
当
時
所
司
代
で
も
あ
り
京
都
警

衛
も
担
っ
て
い
た
小
浜
藩
が
こ
の
代
わ

り
を
務
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
っ

た
。理
由
と
し
て
は
、小
浜
藩
は
彦
根
藩

程
の
石
高
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
か
っ

た
た
め
財
政
負
担
能
力
が
低
く
、か
つ
、

既
述
の
と
お
り
所
司
代
の
指
揮
権
は
す

で
に
弱
体
化
し
て
い
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
こ
う
し
た
中
で
薩
摩
藩
を
は
じ

め
と
す
る
外
様
大
名
が
強
烈
な
割
り
込

み
を
み
せ
た
の
だ
が
、
幕
府
側
は
何
と

か
権
威
を
保
と
う
と
し
、
結
果
と
し
て

出
た
案
が
会
津
藩
の
松
平
容
保
を
所
司

代
に
据
え
か
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
会

津
藩
は
彦
根
藩
に
匹
敵
す
る
大
藩
で
あ

り
、
家
門
大
名
で
は
あ
っ
た
も
の
の
す

で
に
安
政
五
年
の
時
点
で
京
都
警
衛
に

家
門
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
、
大
し

た
問
題
に
は
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
会
津
藩
が
所
司
代
は
自

分
の
役
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
し
た
た

め
、
こ
こ
に
京
都
守
護
職
が
誕
生
し
た

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
京
都
守
護
職
の
設
置

は
幕
府
の
組
織
的
な
問
題
か
ら
も
検
討

す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド

は
所
司
代
が
指
揮
権
を
委
任
さ
れ
て
い

た
「
京
都
の
守
護
」
で
あ
っ
た
の
で
あ

る
。

令
和
五
年
度 

連
続
講
演
会 

第
三
回

「
幕
府
高
官 「
京
都
所
司
代
」 

再
考
」

　
　
　

上
村
　
香
乃
（
当
館
学
芸
員
）

　
　
　
　

令
和
5
年
10
月
28
日
（
土
）
13
時
30
分
～
15
時

　
　
　
　

於 

坂
本
龍
馬
記
念
館
新
館
1
階
ホ
ー
ル
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「
イ
ギ
リ
ス
の
お
と
ぎ
話
に
、
ロ
ビ
ン

フ
ッ
ド
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
ね
。
ロ
ビ

ン
フ
ッ
ド
と
い
う
の
は
森
の
英
雄
で
木
樵

の
大
将
で
す
。
時
の
王
様
を
助
け
て
、
王

権
の
復
興
に
尽
く
す
山
賊
の
親
方
み
た
い

な
も
の
で
す
ね
。
楠
木
正
成
っ
て
い
う
の

は
、
そ
の
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
に
相
当
す
る
ん

じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」

面
白
い
比
較
だ
。
司
馬
先
生
は
ロ
ビ
ン

フ
ッ
ド
の
こ
と
を
書
物
か
ら
知
っ
た
の
で

は
な
く
、や
は
り
「
あ
の
映
画
」
を
観
て
い

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
を
小
説
に
転

用
し
た
よ
う
だ
。
ま
た
千
葉
佐
那
子
の
ツ

ン
デ
レ
設
定
も
そ
の
映
画
の
お
姫
様
（
マ

リ
ア
ン
妃
）
の
影
響
か
も
知
れ
な
い
。

﹃
竜
馬
が
ゆ
く
﹄
の
前
半
部
は
こ
の
よ

う
な
「
時
代
小
説
」
で
あ
り
、
研
究
者
の

出
番
は
少
な
い
。
し
か
し
や
が
て
史
実
を

ベ
ー
ス
と
し
た
「
歴
史
小
説
」
に
な
っ
て

ゆ
く
の
で
あ
る
。

高知県立坂本龍馬記念館・現代龍馬学会
〒 781-0262 高知市浦戸城山 830

TEL（088）841- 0001　FAX（088）841- 0015
mail:gendai-ryoma@kochi-bunkazaidan.or.jp

こ
ぼ
れ
話
ー
　
犬
歩
棒
当
記
（
五
十
二
）
ー

手
荒
い
歓
迎
会

『高知県立坂本龍馬記念館・

現代龍馬学会 論集 2022・2023 合併号』
を発行します

宮
川
　
禎
一

司
馬
遼
太
郎
の
小
説
﹃
竜
馬
が
ゆ
く
﹄

一
巻
目
。
修
業
の
た
め
に
江
戸
に
到
着

し
た
坂
本
竜
馬
は
土
佐
藩
下
屋
敷
で
起

居
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
新
人
歓
迎
会

で
先
に
江
戸
に
来
て
い
た
土
佐
藩
士
ら

に
よ
っ
て
布
団
蒸
し
に
さ
れ
か
け
た
。

し
か
し
そ
れ
を
竜
馬
は
す
る
り
と
抜
け

出
し
て
、
布
団
に
巻
か
れ
た
の
は
大
先

輩
の
武
市
半
平
太
の
方
で
あ
っ
た
、
と

い
う
ギ
ャ
グ
漫
画
の
よ
う
な
場
面
が
あ

る
。も

ち
ろ
ん
史
実
で
は
な
く
て
司
馬
の

創
作
な
の
だ
が
、
古
い
ア
メ
リ
カ
映
画

を
観
て
い
た
ら
よ
く
似
た
シ
ー
ン
が
目

に
と
ま
っ
た
。
一
九
三
八
年
の
﹃
ロ
ビ

ン
フ
ッ
ド
の
冒
険
﹄
と
い
う
古
典
的
名

画
だ
（
昨
年
こ
こ
に
﹃
恋
と
剣
戟
﹄
と

い
う
コ
ラ
ム
を
書
き
ま
し
た
）。
映
画
前

半
の
宴
会
場
で
の
乱
闘
シ
ー
ン
で
主
人

公
の
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
は
大
勢
の
敵
方
に

取
り
囲
ま
れ
て
危
う
く
捕
ら
え
ら
れ
そ

う
に
な
っ
た
の
か
と
思
え
ば
、
混
乱
の

中
で
敵
の
親
玉
の
方
が
自
分
の
手
下
ど

も
に
絞
め
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
ロ
ビ
ン

フ
ッ
ド
は
と
っ
と
と
囲
み
を
抜
け
出
し

て
い
た
と
い
う
面
白
い
場
面
だ
。

司
馬
先
生
が
こ
の
映
画
を
観
て
い
た

可
能
性
を
考
え
て
い
た
が
、﹃
司
馬
遼
太

郎
の
日
本
史
探
訪
﹄（
角
川
文
庫
、
平
成

十
一
年
）
と
い
う
本
に
そ
の
気
配
が
書

い
て
あ
っ
た
。
司
馬
遼
太
郎
が
楠
木
正

成
と
ロ
ビ
ン
フ
ッ
ド
の
類
似
性
を
語
る

部
分
だ
。

坂本龍馬も参拝した神戸湊川の楠木正成墓碑
（1692年に水戸黄門が建立）

【
目
　
次
】

（
2
0
2
2
　
講
演
・
研
究
発
表
要
旨
）

「
龍
馬
脱
藩
へ
の
道
」

　

龍
谷
大
学
特
任
講
師
・
現
代
龍
馬
学
会
理
事　

髙
山
嘉
明

「
坂
本
龍
馬
・
中
岡
慎
太
郎
両
氏
の
四
十
年
忌
祭
か
ら
分
か
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
-
龍
馬
の
北
辰
一刀
流
兵
法
皆
伝
等
は
追
贈
さ
れ
た
も
の
か
？
」

　

現
代
龍
馬
学
会
理
事　

今
井
章
博

「
龍
馬
の
時
代
の
高
知
城
下
町
〜
城
下
の
風
流
「
花
台
」
を
中
心
に
〜
」

　

高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
副
館
長
兼
教
育
普
及
課
長　

横
山
和
弘

「
龍
馬
と
天
皇
と
長
州
」

　

萩
博
物
館
特
別
学
芸
員　
一
坂
太
郎

「
海
舟
・
龍
馬
の
海
防
論
の
礎
-
伊
勢
国
松
阪
の
竹
川
竹
斎
と
松
浦
武
四
郎
」

　

松
阪
市
松
浦
武
四
郎
記
念
館
館
長　

山
本
命

（
特
別
寄
稿
）

「
薩
長
同
盟
に
お
け
る
坂
本
龍
馬
の
役
割
」

　

高
知
県
立
坂
本
龍
馬
記
念
館
チ
ー
フ
（
学
芸
担
当
）  

三
浦
夏
樹

（
2
0
2
3
　
講
演
要
旨
）

「
浦
戸
湾
の
歴
史
を
た
ど
る
-
浦
戸
湾
風
景
絵
巻
を
中
心
に
-
」

　

高
知
県
立
高
知
城
歴
史
博
物
館
学
芸
課
長　

藤
田
雅
子

（
2
0
2
3
　
研
究
発
表
論
文
）

「
海
南
政
典
の
、
ほ
ぼ
50
年
ウ
ェ
ー
バ
ー
に
先
行
し
た
「
官
僚
制
」

　
　
　
　
　
　
-
そ
の
源
流
と
吉
田
東
洋
の
「
思
索
」
出
発
点
-
」

鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
名
誉
教
授　

吉
田
本
家
末
裔　

網
屋
喜
行

「
い
ろ
は
丸
の
急
用
」

　
　
　
　
　
　

現
代
龍
馬
学
会
副
会
長　

徳
島
大
学
名
誉
教
授　

渋
谷
雅
之

A
4
版　

65
頁　

令
和
6
年
5
月
末
発
行
予
定

販
売
予
定
金
額
5
0
0
円

2
0
2
2
年
度
・
2
0
2
3
年
度
開
催
大
会
の
講
演
要
旨
・
研
究
発
表
論
文
、
お
よ

び
坂
本
龍
馬
記
念
館
共
催
の
企
画
展
記
念
講
演
会
の
要
旨
（「
飛
騰
」
学
会
中
刷
よ
り
転

載
）、
特
別
寄
稿
を
収
録
し
て
い
ま
す




