
●
前
号
の
会
報
誌
に
て
ご

案
内
し
ま
し
た
よ
う
に
桑

原
戒
平
著
「
樋
口
先
生
」

（
国
会
図
書
館
電
子
書
籍

版
）
の
巻
頭
に
樋
口
真
吉

の
署
名
入
り
の
文
書
、
並

び
に
佐
井
寅
次
郎
宛
て
の

文
書
の
二
通
を
発
見
し
た

も
の
の
、
内
容
が
判
読
で

き
な
い
の
で
「
樋
口
真
吉
」

の
著
者
渋
谷
雅
之
先
生
に

そ
の
解
読
を
お
願
い
し
た

と
こ
ろ
、
快
く
協
力
し
て

下
さ
っ
た
。
以
下
に
そ
の

内
容
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

●
こ
の
「
樋
口
先
生
」
は

樋
口
真
吉
の
剣
術
の
愛
弟

子
の
一
人
で
あ
り
、
戊
辰

戦
争
に
は
真
吉
と
共
に
迅

衝
隊
の
一
員
と
し
て
闘
っ

た
桑
原
戒
平
が
、
明
治
三

十
四
年
に
出
版
し
た
真
吉

の
伝
記
で
あ
り
ま
す
。

●
桑
原
家
の
祖
は
前
号
で

も
触
れ
ま
し
た
が
初
代
中

村
藩
主
山
内
康
豊
に
従
っ

て
き
た
医
師
で
、
中
村
藩

改
易
後
は
江
ノ
村
に
移
り

庄
屋
と
な
り
周
辺
に
分
家
。

戒
平
は
蕨
岡
伊
才
原
大
庄

屋
桑
原
義
厚
の
長
男
と
し

て
弘
化
元
年
（1

8
4
4

）

に
生
ま
れ
た
。
学
問
を
安

岡
良
亮
に
、
剣
術
を
真
吉

に
習
っ
た
。
維
新
東
征
で

は
迅
衝
隊
十
二
番
隊
半
隊

長
差
引
役
で
、
会
津
で
は

負
傷
し
て
い
る
。
明
治
期

に
は
安
岡
良
亮
の
部
下
と

し
て
熊
本
県
に
奉
職
、
神

風
連
の
乱
で
安
岡
良
亮
が

倒
れ
た
後
熊
本
県
令
代
理

を
努
め
て
い
る
。
安
岡
良

亮
の
長
女
芳
と
結
婚
し
た
。

●
明
治
三
十
年
に
な
る
と

世
の
中
も
落
ち
着
き
、
幕

末
維
新
を
振
り
返
る
機
運

が
生
ま
れ
て
い
た
。
戒
平

は
真
吉
の
戊
辰
戦
争
時
の

評
価
を
見
直
す
話
も
伝
わ
っ

て
き
た
の
で
、
敬
愛
す
る

樋
口
真
吉
の
実
像
を
伝
え

た
い
と
の
想
い
で
真
吉
の

伝
記
を
ま
と
め
上
げ
て
明

治
三
十
四
年
出
版
に
漕
ぎ

つ
け
た
。
そ
の
影
響
が
あ
っ

た
か
分
か
ら
な
い
が
明
治

三
十
六
年
樋
口
真
吉
に
は

従
四
位
が
追
贈
さ
れ
た
の

で
あ
る
。
そ
の
渾
身
の
想

い
で
書
き
上
げ
た
真
吉
の

伝
記
「
樋
口
先
生
」
の
巻

頭
の
部
分
に
こ
の
二
通
の

文
書
を
付
け
て
い
た
。

●
こ
の
文
書
の
日
付
は
文

久
三
年
五
月
と
あ
る
。
五

月
八
日
に
吉
田
東
洋
が
暗

殺
さ
れ
た
時
、
真
吉
は
間

違
い
な
く
中
村
に
居
た
。

戒
平
は
樋
口
道
場
に
て
真

吉
か
ら
免
許
皆
伝
を
授
け

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
直
後
か
ら
真
吉
の

運
命
は
激
変
す
る
。
高
知

へ
転
勤
と
な
り
、
六
月
二

十
一
日
に
は
藩
主
の
側
近

に
取
り
立
て
ら
れ
て
藩
主

の
上
洛
に
随
伴
し
て
、
大

坂
で
坂
本
龍
馬
に
出
会
う
。

そ
ん
な
あ
わ
た
だ
し
い
時

期
の
直
前
に
あ
た
る
五
月

に
こ
の
文
書
が
書
か
れ
て

戒
平
に
渡
さ
れ
て
い
る
。
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真
吉
が
中
村
に
居
る
の
だ

か
ら
正
規
の
免
許
皆
伝
証

書
が
渡
せ
ら
れ
た
は
ず
と

思
う
が
、
戒
平
が
敢
え
て

真
吉
の
伝
記
の
先
頭
に
こ

の
一
文
を
載
せ
た
の
は
後

日
正
式
の
手
続
き
を
も
っ

て
・
・
と
書
い
た
部
分
が

実
現
し
て
い
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
こ

の
一
文
が
戒
平
に
と
っ
て

の
免
許
皆
伝
証
書
だ
っ
た

可
能
性
が
高
い
と
思
う
。

●
こ
の
文
書
は
佐
井
寅
次

郎
宛
て
に
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
時
期
佐
井
寅
次
郎
は
、

山
内
容
堂
公
の
推
薦
で
三

条
実
美
家
に
奉
職
し
て
い

た
の
で
東
京
に
居
た
。
恐

ら
く
真
吉
の
病
気
の
報
を

聞
き
見
舞
い
に
来
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
真
吉

は
漢
詩
が
得
意
で
あ
っ
た

か
ら
、
佐
久
間
象
山
と
別

れ
る
際
に
は
象
山
か
ら
漢

詩
を
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ

の
文
書
の
前
半
は
そ
の
昔
、

真
吉
が
博
多
の
亀
井
塾
に

て
漢
学
を
学
ん
だ
際
、
亀

井
南
溟
（
な
ん
め
い
）
か

ら
真
吉
が
拝
領
し
た
惜
別

の
漢
詩
に
自
分
は
も
う
先

は
長
く
な
い
よ
う
だ
と
告

げ
る
文
章
を
添
え
て
寅
次

郎
に
託
し
た
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
筆
を
持
つ
手

も
弱
弱
し
い
中
で
、
見
舞

い
に
来
て
く
れ
た
佐
井
寅

次
郎
に
、
か
ろ
う
じ
て
自

分
の
想
い
を
書
き
伝
え
た

様
子
が
感
じ
ら
れ
る
。

特
に
南
溟
の
署
名
の
下
に

印
と
あ
る
の
は
南
溟
の
印

な
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

漢
詩
の
部
分
は
亀
井
南
溟

の
筆
跡
で
あ
り
、
南
溟
か

ら
託
さ
れ
た
漢
詩
の
用
紙

に
自
分
の
想
い
を
付
記
し

て
寅
次
郎
に
贈
っ
た
の
で

は
な
い
か
と
想
像
す
る
。

一
見
す
る
と

後
ま
で
同

じ
筆
跡
の
よ
う
に
見
え
る

が
、

後
の
数
行
は
余
り

に
弱
弱
し
い
か
ら
、
真
吉

の
筆
跡
は
こ
の
部
分
の
み

で
あ
ろ
う
。
南
溟
の
真
吉

と
の
お
別
れ
の
心
境
と
真

吉
の
寅
次
郎
と
の
別
れ
の

心
境
が
重
な
っ
て
い
る
。

真
吉
の
人
生

後
の
一
文

な
の
で
「
樋
口
先
生
」
に

掲
載
さ
れ
る
意
味
が
あ
る

と
判
断
し
た
よ
う
に
思
う
。

こ
の
漢
詩
の
意
味
合
い
を

渋
谷
先
生
の
現
代
語
訳
か

ら
ご
堪
能
く
だ
さ
い
。

た
だ
気
に
な
る
の
は
契
兄

の
二
文
字
で
あ
る
。
佐
井

寅
次
郎
は
真
吉
の
娘
婿
な

の
で
普
通
に
は
使
わ
な
い
。

真
吉
が
「
佐
井
契
兄
」
と

し
た
の
は
恐
ら
く
は
自
分

の
継
嗣
鵬
次
郎
三
歳
の
行

く
末
を
頼
む
よ
と
の
思
い

で

後
に
出
会
っ
た
家
族

寅
次
郎
に
万
感
の
想
い
で

敢
え
て

高
の
敬
意
を
示

し
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
が
こ
の
解
釈
は
間

違
い
だ
ろ
う
か
。

●
佐
井
寅
次
郎
は
天
保
十

三
年(

1
8
4
2
)

に
、
幡
多

郡
中
村
（
現
・
四
万
十
市
）

の
岡
村
家
に
生
ま
れ
、
名

を
正
敏
と
言
い
、
後
に
佐

井
和
之
助
の
養
子
と
な
っ

た
。
学
問
は
安
岡
良
亮
に
、

剣
術
は
樋
口
真
吉
に
学
び
、

砲
術
は
山
崎
慎
太
郎
に
習
っ

で
い
る
。
幡
多
郡
奉
行
下

役
と
し
て
郡
治
に
尽
力
し
、

そ
の
功
に
よ
り
徒
士
目
付

と
し
て
高
知
城
下
に
移
住

し
た
と
あ
り
、
正
に
真
吉

の
経
歴
と
重
な
る
。

土
佐
勤
王
党
に1

5
3

番
目

に
加
盟
署
名
し
て
い
る
。

ま
た
、
慶
応
三
年(1867)

に
山
内
容
堂
の
側
役
と
な
っ

た
。
そ
の
後
、
佐
々
木
高

行
、
中
山
佐
衛
士
と
共
に

四
国
・
九
州
方
面
を
巡
っ

て
諸
藩
の
動
き
を
探
り
、

勤
王
の
同
志
と
倒
幕
の
密

謀
を
計
る
な
ど
で
活
躍
。

明
治
維
新
後
の
明
治
二
年

(
1
8
6
9
)

に
は
、
山
内
容

堂
の
推
薦
で
三
条
実
美
の

側
役
を
務
め
て
い
た
が
、

翌
明
治
三
年(

1
8
7
0
)

に

病
気
を
煩
い
辞
職
し
、
高

知
へ
帰
国
す
る
も
の
の
、

回
復
せ
ず
明
治
四
年(

1
8

7
1
)

に
病
死
し
て
い
る
。

享
年
三
十
歳
で
あ
っ
た
。

●
こ
の
記
述
か
ら
す
る
と
、

佐
井
寅
次
郎
が
病
気
の
真

吉
を
見
舞
っ
た
の
は
三
条

家
を
辞
し
て
高
知
に
帰
京

す
る
際
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
よ
う
に
想

定
し
て
真
吉
の
書
い
た
二

行
を
読
む
と
真
吉
の
寅
次

郎
へ
想
い
が
契
兄
の
二
文

字
に
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ

う
に
見
え
る
。
こ
の
手
紙
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は
真
吉
の
自
筆
の
部
分
は

一
行
と
宛
名
の
み
で
、
真

吉
に
は
既
に
多
く
の
文
字

を
書
く
余
力
す
ら
無
か
っ

た
こ
と
が
伺
え
る
。

●
坂
本
龍
馬
と
も
接
点
が

あ
っ
た
ら
し
く
龍
馬
か
ら

佐
井
寅
次
郎
宛
て
の
手
紙

が
残
さ
れ
て
い
る
。

「
佐
井
虎
次
郎

宛

（
原
文
）

此
度
の
お
咄
お
、
ク
ハ
敷

成
可
被
遣
候
。
愚
兄
の
内

此
佐
井
ハ
北
奉
行
人
町
杉

山
佐
井
虎
次
郎
幸
助
方
ニ

て
御
尋
可
被
遣
、
此
杉
山

に
も
私
の
咄
御
な
し
可
被

遣
候
。
佐
井
よ
り
ハ
曽
而

手
紙
参
り
た
り
、
い
ま
だ

返
書
不
出
候
得
バ
、
此
度

の
事
く
ハ
し
く
御
咄
し
被

遣
、
其
上
彼
手
紙
の
礼
も

御
申
可
被
遣
候
。
竜
馬
が

乳
母
此
う
バ
わ
私
し
お
、

き
づ
か
い
お
り
候
も
の
ゆ

へ
、
何
卒
此
ぶ
じ
な
る
事

を
御
直
ニ
御
申
、
愚
兄
が

家
御
出
被
下
候
時
に
御
ま

ね
き
被
成
候
得
バ
、
早
々

参
上
仕
候
。
」

（
現
代
語
訳
）

「

こ
の
度
の
お
手
紙
は
、

詳
し
く
書
き
ま
す
ね
。
兄

の
家
へ
こ
の
佐
井
虎
次
郎

（
土
佐
藩
士
）
が
北
奉
公

人
町
の
杉
山
幸
助
の
家
に

訪
ね
て
き
ま
す
の
で
、
そ

の
旨
、
杉
山
に
も
私
の
話

を
し
て
あ
げ
て
下
さ
い
。

※
佐
井
虎
次
郎
（
の
ち
に

捕
縛
さ
れ
た
近
藤
勇
を
板

橋
で
斬
首
し
た
人
「
佐
井

虎
次
郎
よ
り
か
つ
て
手
紙

を
頂
い
た
が
、
い
ま
だ
に

返
事
は
だ
し
て
い
な
い
の

で
、
こ
れ
も
詳
し
く
話
し

て
あ
げ
て
下
さ
い
。
こ
れ

は
佐
井
へ
の
お
礼
も
兼
ね

た
手
紙
で
す
。
龍
馬
の
乳

母
。
こ
の
乳
母
は
私
を
、

心
配
し
て
く
れ
て
い
る
人

で
す
の
で
、
何
と
ぞ
御
無

事
で
い
る
と
い
い
と
思
っ

て
ま
す
。
兄
の
家
へ
来
て

下
さ
る
時
に
、
呼
ん
で
頂

け
れ
ば
、
急
い
で
行
か
せ

て
頂
き
ま
す
。
」

こ
の
手
紙
で
「
※
佐
井
虎

次
郎
（
の
ち
に
捕
縛
さ
れ

た
近
藤
勇
を
板
橋
で
斬
首

し
た
人
）
」
の
部
分
は
龍

馬
の
原
文
に
は
な
い
こ
と

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

こ
の
説
は
未
確
認
で
す
。

佐
井
寅
次
郎
が
迅
衝
隊
の

メ
ン
バ
ー
に
載
っ
て
い
な

い
の
で
、
少
し
調
査
が
必

要
に
な
り
ま
す
。

●
武
市
瑞
山
は
文
久
元
年

(

１
８
６
１)

に
は
再
度
江

戸
に
出
て
、
長
州
の
久
坂

玄
瑞
、
高
杉
晋
作
、
桂
小

五
郎
た
ち
と
交
わ
り
ま
す

ま
す
勤
王
の
志
を
固
め
、

つ
い
に
そ
の
年
９
月
に
は

高
知
に
帰
り
、
土
佐
勤
王

党
を
組
織
し
、
彼
は
そ
の

盟
主
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
土
佐
勤
王
党
に
加
盟

し
た
者
は
、
坂
本
龍
馬
、

中
岡
慎
太
郎
、
間
崎
滄
浪

な
ど
１
９
２
名
で
あ
る
が
、

幡
多
で
は
、
佐
井
松
次
郎

(

中
村)

、
矢
野
川
龍
右
衛

門(

三
崎)

、
田
辺
豪
次
郎

(
十
川)

、
佐
井
寅
次
郎

(
中
村)

の
４
名
だ
け
で
あ

る
。
瑞
山
と
交
り
の
あ
っ

た
樋
口
真
吉
も
岩
村
通
俊

も
、
こ
れ
に
加
盟
し
て
い

な
い
が
、
そ
れ
ら
に
つ
い

て
『
維
新
土
佐
勤
王
史
』

に
は
「
血
盟
簿
以
外
の
勤

王
党
同
志
人
名
録
」
と
題

し
て
次
の
記
事
と
幡
多
人

士
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。

「
血
盟
者
の
名
簿
に
列
せ

ざ
る
勤
王
党
同
志
は
、
或

は
遠
隔
の
地
に
住
し
、
或

は
其
の
地
位
の
利
害
よ
り
、

或
は
血
盟
を
な
す
暇
な
く
、

或
は
そ
の
血
盟
中
止
後
に

蹶
起
せ
る
人
々
に
し
て
、

要
す
る
に
、
其
の
精
神
の

血
盟
者
と
異
な
る
所
な
き

は
、
現
に
左
に
列
記
す
る

人
の
中
に
て
数
十
名
の
殉

職
者
を
出
し
た
る
事
実
、

之
を
証
し
得
て
余
り
あ
り

と
い
ふ
べ
し
、
故
に
そ
の

血
盟
書
の
名
簿
に
列
す
る

と
否
と
は
、
も
と
よ
り
敢

て
そ
の
間
に
軽
重
す
る
所

な
き
な
り
。
」
と
非
加
盟

者
の
立
場
を
説
明
し
て
、

血
盟
外
の
同
志
と
し
て
人

名
を
あ
げ
て
い
る
が
、
そ

の
中
で
、
幡
多
の
人
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

安
岡
亮
太
郎

岩
村
有
助(

礫
水)

宿
毛

岩
村
精
一
郎(

高
俊)

宿
毛

小
松
勇
道

桑
原
助
馬

桑
原
戒
平

樋
口
真
吉

岩
村
左
内(

通
俊)

宿
毛

樋
口
甚
内

桑
原
平
八

斎
原
治
一
郎(

大
江
卓)

－

宿
毛

こ
の
よ
う
に
宿
毛
の
人
物

四
人
も
含
め
て
幡
多
か
ら

十
一
名
が
記
さ
れ
て
い
る
。

●
土
佐
勤
皇
党
に
敢
え
て

真
吉
は
署
名
し
な
か
っ
た

が
、
幡
多
か
ら
四
名
が
加

入
、
佐
井
寅
次
郎
は
そ
の

一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て

佐
井
寅
次
郎
は
武
市
瑞
山

ら
の
助
命
嘆
願
書
に
も
署

名
し
て
い
る
か
ら
若
さ
故

で
も
あ
っ
た
ろ
う
か
、
な

か
な
か
活
発
に
活
動
し
て

い
る
。
徒
党
を
組
ん
で
行

動
す
る
こ
と
を
好
ま
な
か
っ

た
真
吉
と
は
ち
が
っ
て
い

た
。
こ
の
佐
井
寅
次
郎
が

後
に
容
堂
公
の
側
近
に
ま

で
出
世
し
て
い
る
か
ら
有

能
な
青
年
で
あ
っ
た
思
わ

れ
る
。
容
堂
公
の
側
近
に

な
っ
た
こ
と
も
樋
口
真
吉

と
重
な
っ
て
見
え
て
く
る
。

惜
し
い
か
な
わ
ず
か
三
十

歳
で
生
涯
を
終
え
て
い
る

の
は
何
と
も
惜
し
ま
れ
る
。

●
佐
井
寅
次
郎
の
墓
は
高

知
の
坂
本
家
の
傍
に
あ
る

ら
し
い
。
坂
本
家
と
の
ご

縁
な
の
だ
ろ
う
か
？

●
上
記
に
渋
谷
先
生
の
補

注
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
佐

井
寅
次
郎
に
対
す
る
こ
の

一
文
の
意
味
が
し
み
じ
み

と
よ
く
分
か
り
ま
す
。

「
契
兄
」
と
あ
る
以
上
義

兄
と
解
釈
さ
れ
る
の
が
常

識
だ
と
想
い
ま
す
。

●
二
通
目
の
佐
井
寅
次
郎

へ
の
手
紙
に
就
い
て
、
南

溟
の
印
が
ど
う
し
て
も
気

に
な
っ
て
い
る
。
南
溟
か

ら
貰
っ
た
漢
詩
の
書
状
に
、

直
に
追
記
し
て
寅
次
郎
に

託
し
た
の
で
は
な
い
か
と

勝
手
な
説
を
述
べ
た
が
、

筆
跡
を
よ
く
よ
く
吟
味
し

て
み
る
と

初
か
ら

後

ま
で
真
吉
の
筆
跡
の
よ
う

に
も
見
え
る
。
で
は
そ
の

場
合
全
体
が
真
吉
の
手
紙

で
あ
る
な
ら
南
溟
の
後
ろ

に
何
故
に
「
印
」
が
あ
る

の
か
疑
問
に
な
る
。
い
ろ

ん
な
解
釈
が
あ
っ
て
も
良

い
と
も
思
う
が
、
こ
の
一

文
が
真
吉
の
絶
筆
と
な
っ

た
。
そ
し
て
こ
の
一
文
は

新
発
見
で
は
な
く
既
に
そ

の
存
在
は
知
ら
れ
て
い
た
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こ
と
も
判
明
し
た
。
佐
井

寅
次
郎
を
含
む
佐
井
家
に

つ
い
て
今
後
調
べ
て
み
た

い
。
こ
の
項
に
就
い
て
は

『
高
知
県
人
名
事
典
』

高
知
新
聞
社

、
『
土
佐

の
墓
』

山
本
泰
三
・
著

土
佐
史
談
会
、
ネ
ッ
ト

の
情
報
な
ど
を
参
照
し
ま

し
た
。

●
日
記
を
追
っ
て
い
く
と

真
吉
に
様
々
な
辞
令
が
で

て
い
る
。
職
務
が
替
わ
る

こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。

そ
の
中
で
か
な
り
違
和
感

を
感
じ
る
職
務
が
あ
っ
た
。

真
吉
の
専
門
分
野
で
な
い

職
務
な
の
で
あ
る
。

【
慶
応
二
年
八
月
】

鋳
造
局
よ
り
御
厩
方
へ

【
慶
応
三
年
十
一
月
六
日
】

貨
殖
掛
兼
帯
被
命

七
日
大
坂
へ
、
八
日
大
坂

藩
邸
に
入
り
真
辺
氏
遭
う

九
日
森
善
右
衛
門
よ
り

約
定
書
受
け
取
り

十
一
日
帰
京

岩
崎
弥
太
郎
が
大
坂
に
来

て
い
る
時
期
と
重
な
る
。

●
鋳
造
局
と
貨
殖
掛
兼
帯

被
命
の
職
務
名
に
は
い
さ

さ
か
驚
い
た
。
真
吉
に
は

全
く
似
合
わ
な
い
。

先
ず
慶
応
二
年
の
記
述
は

土
佐
勤
皇
党
弾
圧
の
余
波

で
真
吉
は
二
年
半
に
及
ぶ

冷
や
飯
を
食
う
期
間
を
経

て
初
め
て
の
記
事
で
あ
る
。

高
知
に
て
勤
務
す
る
真
吉

は
こ
の
間
の
日
記
類
の
記

録
は
一
切
な
い
。
こ
の
慶

応
四
年
八
月
に
鋳
造
局
よ

り
御
厩
方
に
職
務
が
替
わ
っ

た
と
あ
る
の
で
何
時
か
ら

こ
の
職
務
に
就
い
た
か
は

不
明
で
あ
る
。

●
「
土
佐
の
藩
札
」
と
い

う
資
料
が
手
に
入
っ
た
。

こ
れ
を
見
る
と
土
佐
藩
が

藩
札
を
発
行
し
て
い
た
歴

史
の
研
究
で
あ
る
。
こ
れ

を
見
る
と
土
佐
藩
の
み
な

ら
ず
各
藩
は
財
政
の
運
営

上
独
自
に
貨
幣
を
発
行
し

て
経
済
を
運
営
し
て
い
た

ら
し
い
。
特
に
幕
末
に
は

戦
費
の
調
達
を
目
的
に
藩

札
を
発
行
し
て
い
た
こ
と

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。
真

吉
の
記
録
と
土
佐
の
藩
札

の
記
録
を
照
合
す
る
と
、

慶
応
二
年
十
月
に
土
佐
藩

は
「
御
銀
方
収
券
」
五
種

類
を
発
行
し
た
。
当
時
と

し
て
は
土
佐
和
紙
を
使
い
、

「
土
佐
」
の
文
字
の
透
か

し
を
入
れ
て
ニ
セ
札
防
止

を
し
た
紙
幣
だ
っ
た
と
い

う
。
こ
の
貨
幣
発
行
に
か

か
わ
る
職
務
に
真
吉
も
就

い
て
い
た
こ
と
が
判
る
。

真
吉
の
几
帳
面
で
実
直
な

人
柄
か
ら
こ
の
職
務
に
任

命
さ
れ
た
の
で
は
と
思
わ

れ
る
が
必
ず
し
も
本
人
が

喜
ん
で
こ
の
業
務
に
従
事

し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。

恐
ら
く
真
吉
の
内
心
は
心

な
ら
ず
も
の
心
境
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
。
当
時
土

佐
に
藩
札
を
印
刷
す
る
技

術
が
あ
っ
た
の
か
不
明
で

慶
応
三
年
の
京
都
在
任
時

に
貨
殖
掛
兼
帯
被
命
を
受

け
て
大
坂
に
出
張
し
て
い

る
の
を
見
る
と
藩
札
の
印

刷
所
は
大
坂
に
あ
っ
た
可

能
性
が
高
い
。
幕
府
の
発

行
し
た
天
保
通
宝
を
真
似

た
貨
幣
で
「
土
佐
官
券
」

も
土
佐
藩
の
発
行
し
た
貨

幣
で
現
存
し
て
い
る
が
、

実
態
は
不
明
で
あ
る
。
貨

幣
発
行
は
藩
の
極
秘
事
項

の
一
つ
で
誰
で
も
其
の
任

に
就
く
こ
と
は
無
か
っ
た
。

●
「
こ
の
「
勧
業
局
手
形
」

と
「
土
州
銀
券
所
札
」
は

非
常
時
の
戦
費
調
達
が
目

的
の
た
め
領
内
で
は
正
貨

と
同
じ
に
通
用
さ
せ
て
強

制
的
に
金
銀
貨
と
交
換
さ

せ
る
こ
と
は
無
か
っ
た
の

が
特
徴
だ
」
と
書
か
れ
て

い
る
。
そ
し
て
明
治
維
新

と
な
り
次
の
記
述
が
あ
る
。

「
明
治
三
年
七
月
新
政
府

に
よ
り
銀
目
を
廃
止
し
、

金
本
位
制
に
な
る
こ
と
が

決
り
藩
も
こ
れ
に
対
応
し

旧
銀
札
を
回
収
す
る
目
的

で
新
し
く
札
を
発
行
し
ま

し
た
。
・
・
こ
れ
ら
は
銅

版
印
刷
で
券
面
は
鯨
と
鰹

の
躍
動
的
図
柄
を
配
し
、

裏
面
も
土
佐
か
ら
高
知
藩

と
代
わ
っ
て
い
る
」
と
あ

る
。
ま
だ
明
治
三
年
に
な
っ

て
も
藩
が
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
廃
藩
置
県
は

確
か
に
明
治
四
年
な
の
で

そ
れ
ま
で
は
藩
が
存
在
し

て
経
済
を
仕
切
っ
て
い
た

こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し

て
も
戊
辰
戦
争
時
の
巨
額

な
戦
費
を
藩
札
で
賄
っ
て

い
る
の
で
、
商
家
に
溜
ま
っ

て
い
た
藩
札
は
平
和
裏
に

無
事
換
金
で
き
た
の
で
あ

ろ
う
か
？
そ
の
混
乱
の
話

は
大
き
く
は
伝
わ
っ
て
い

な
い
が
、
藩
札
を
大
量
に

引
き
受
け
て
い
た
商
家
の

中
に
は
明
治
政
府
発
行
の

貨
幣
に
交
換
で
き
無
か
っ

た
ケ
ー
ス
は
あ
っ
た
よ
う

で
、
泣
き
寝
入
り
し
た
と

思
わ
れ
る
。

●
龍
馬
ワ
ー
ル
ド
四
万
十

が
い
よ
い
よ
今
月
二
十
八

日
に
四
万
十
市
で
開
催
さ

れ
る
。
前
夜
祭
・
大
会
・

エ
ク
ス
カ
ー
シ
ョ
ン
と
三

日
間
で
約
三
百
人
余
が
参

集
し
、
龍
馬
一
色
の
イ
ベ

ン
ト
と
な
り
ま
す
。
そ
の

中
に
ど
こ
ま
で
樋
口
真
吉

を
ア
ピ
ー
ル
出
来
る
か
が

課
題
で
し
た
が
、
意
気
込

ん
で
企
画
か
ら
参
加
し
た

我
が
顕
彰
会
提
案
の
樋
口

真
吉
コ
ー
ス
の
エ
ク
ス
カ
ー

シ
ョ
ン
の
参
加
者
は
八
名

で
あ
っ
た
。
し
か
し
顕
彰

会
で
八
名
を
予
定
通
り
ご

案
内
す
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
濱
田
県
知
事
、
尾
崎

衆
議
院
議
員
も
参
加
予
定

で
、
果
た
し
て
こ
の
イ
ベ

ン
ト
の
四
万
十
市
開
催
の

意
義
に
つ
い
て
検
証
し
た

い
と
考
え
て
い
ま
す
。

●
樋
口
真
吉
の
生
誕
日
十

一
月
十
四
日
が
も
う
近
い

で
す
。
１
年
の
早
い
こ
と

光
陰
矢
の
ご
と
し
で
す
。

第024号 樋口真吉顕彰会・会報誌 令和5年10月20日

編
集
後
記

■
真
吉
の
別
の
顔


