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緊~

鐵

齋

讃

明
治
・
大
正
時
代
の

は
異
彩
を
放
つ
て
い
る
。

狐

は

、

先

づ

「

不

盈

山

に

る

。

も

し

、

こ

の

鳳
に
先
の
よ
う
な
題
名
が
附
し
て
な
か
っ
た
ら
、
一
儒
何
だ
ろ
う

と
擬
い
た
く
な
る
°
鐵
齋
は
、
そ
の
閻
の
左
上
に
、
又
組
の
一
部

と
見
て
も
い
4

よ
う
な
、
大
き
な
（
ま
る
で
見
出
し
の
よ
う
な
）
叢

題
を
書
い
て
い
る
0

だ
か
ら
、
な
る
ほ
ど
冨
士
山
の
頂
な
の
だ
な

と
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
私
起
は
、
富
士
山
の
閏
と
い
え
ば
、

す
ぐ
大
雅
堂
や
北
齋
な
ど
、
又
、
和
田
英
作
や
、
相
原
此
三
郎
な

ど
の
追
娯
に
望
む
露
士
山
の
代
表
作
を
頭
に
汗
べ
て
し
ま
う
。
そ

れ
は
私
が
東
悔
道
線
の
汽
車
の
窓
や
、
東
京
の
何
か
ら
遥
か
眺
め

た
冨
士
の
説
姿
と
何
ら
矛
盾
し
な
い
か
ら
で
あ
る
°
然
し
、
鐵
齋

の
冨
士
は
ま
さ
に
不
逃
の
お
も
し
ろ
さ
を
持
つ
て
い
る
。
第
一
に

私
の
常
識
的
な
冨
士
の
イ
メ
ー
ジ
，
乞
完
全
に
裏
切
る
。
そ
の
異
粽

な
迫
力
は
、
冨
士
山
の
全
蚊
で
な
く
粛
題
ど
お
り
、
頂
の
部
分
が

モ
テ
ー
フ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
眺
め
た
冨
士
で

蓋

た
j‘

大
反1-

三

t"

の
作
品

金

杉

光

子

な
く
、

六
五

と
に
角
、
踏
み
し
め
て
登
り
つ
め
た
質
感
の
冨
士

で
あ
り
、
叉
、
そ
れ
を
客
観
的
に
叫
現
し
た
富
士
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
彼
特
有
の
リ
ア
リ
ズ
ム
が
あ
る
°
奇
怪
な
山
頂
の
沿
（
ら

し
い
）
の
不
規
則
な
突
出
、
そ
れ
が
宜
に
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
あ
り
、

個
及
の
岩
に
ム
ー
プ
メ
ン
ト
が
あ
っ
て
、
そ
の
不
協
和
音
的
な
構

成
が
、
い
や
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
を
廊
じ
さ
せ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

翌
り
追
が
岩
の
間
に
見
え
応
れ
し
、
小
さ
な
小
舎
の
屋
根
も
あ
り

又
、
あ
る
と
こ
ろ
に
は
草
の
一
本
一
本
も
細
か
に
描
か
れ
て
い
る

の
が
わ
か
る
°
叉
、
三
人
租
の
登
山
者
も
見
え
る
。
（
そ
の
中
の

一
人
が
鐵
齋
で
あ
る
と
い
う
人
も
あ
る
。
）
頂
の
下
の
方
は
濁
茫

た
る
雲
の
悔
で
あ
る
。
左
右
の
下
の
方
に
そ
の
流
れ
が
見
え
る
。

こ
の
実
の
筋
を
羹
に
し
て
叢
面
に
な
い
裾
野
を
感
じ
さ
せ
る
の
も

怖
る
べ
き
手
腕
で
あ
る
。
エ
一
筋
の
流
れ
で
、
頂
と
裾
野
を
訓
し

た
よ
う
に
見
せ
か
け
逆
に
山
頂
と
麓
と
逍
結
し
た
矛
府
を
抱
か
せ

る
と
同
時
に
、
頂
の
遥
か
下
に
裾
野
の
凱
が
り
を
想
わ
せ
る
よ
う

た
効
果
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
こ
れ
は
私
逹
の
観
念
の
冨
士
で
は

な

い

。

あ

く

ま

で

の

の

創

造

し

た

不

蓋

山

頂

で

あ

る。
こ
の
作
品
は
の
中
期
、
六
十
六
歳
の
時
の
制
作
で
あ
る
。

（
一
九
0
一
年
）
文
人
益
の
類
型
の
も
の
が
、
「
つ
く
芋
山
水
」
と
い

う
あ
だ
名
で
統
粛
藝
術
か
ら
す
で
に
は
じ
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た

時
代
で
あ
る
。
と
か
く
文
人
の
び
に
な
る
も
の



術
か
ら
閉
め
出
さ
れ
る
袋
き
目
っ
た
に
も
か
A

わ
ら
ず
、
他

人
が
鐵
齋
に
、
彼
の
統
に
つ
い
て
何
か
評
批
め
い
た
こ
と
を
い
う

と
彼
は
二
白
の
心
と
に
「
俺
は
學
者
だ
ぞ
。
」
と
豪
語
し
て
受
け

附
け
な
か
っ
た
と
い
う
。
靴
間
が
ど
う
評
債
し
よ
う
と
、
祉
合
の

風
が
ど
う
吹
こ
う
と
彼
は
儒
學
者
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
、
し
か
も

彼
の
強
烈
な
自
我
を
納
驚
に
よ
っ
て
表
躙
す
る
こ
を
止
め
な
か
つ

た
°
晩
年
、
殊
に
八
十
歳
以
上
に
な
っ
て
か
ら
の
納
は
ま
す
ま
す

生
命
力
の
充
溢
し
た
新
鮮
な
感
党
を
思
う
ま
ま
に
表
現
し
て
い

る
°
墨
納
や
南
聾
風
の
淡
彩
の
手
法
で
あ
り
な
が
ら
、
賞
時
の
四

欧
の
キ
ュ
ー
ビ
ズ
ム
を
息
わ
せ
る
よ
う
な
作
風
は
絶
飢
に
な
っ
て

い
る
。

彼
八
十
五
歳
の
時
の
作
品
「
白
悶
訪
白
幽
子
」
の
闊
は
岱
川
籾

期
の
詞
傑
白
応
が
修
業
時
代
に
健
康
を
宮
し
た
の
で
白
閑
と
い
う

応
士
を
白
川
村
の
桐
府
に
訪
れ
て
、
内
観
法
な
投
け
て
も
ら
っ
て

い
る
と
い
う
光
娯
を
抽
い
た
も
の
で
あ
る
。
素
村
と
し
て
は
、
も

ち
ろ
ん
想
像
饗
で
あ
る
が
、
鐸
齋
は
東
山
に
あ
る
白
限
の
蔭
に
幾

度
も
訪
れ
、
又
洛
北
白
川
村
の
山
中
の
桐
府
も
探
宗
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
°
描
く
た
め
の
み
の
目
的
で
質
地
に
踏
ん
で
み
た
の

で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
も
わ
か
る
よ
う
に
彼
は
喧
に

感
じ
見
た
も
の
に
質
に
迅
し
い
創
造
力
を
疲
抑
し
て
い
る
。
こ
の

脳
の
ジ
グ
ザ
ク
の
山
追
の
附
端
の
征
や
樹
は
榔
め
て
黒
々
と
リ
ア

ル
に
描
か
れ
て
い
る
の
に
、
山
追
の
上
に
あ
た
か
も
乗
っ
た
よ
う

鐵

^
e
,
 

9
9
 

9
X
i
し

ぶ

fti

蔽

に
見
え
る
洞
の
中
で
、
い
わ
ゆ
る
白
悶
と
白
幽
雨
人
と
も
が
舞
痰

の
上
の
役
者
の
よ
う
に
こ
ち
ら
を
向
い
て
談
話
し
て
い
る
様
は
質

に
そ
の
場
の
は
つ
き
り
し
た
淑
閉
氣
す
ら
見
る
者
に
感
じ
さ
せ
る

の
で
あ
る
。
こ
4

に
も
「
不
虚
山
頂
全
闘
」
に
見
る
よ
う
な
リ
ア

ル
な
喩
法
と
奇
想
な
構
閻
が
融
和
し
て
骰
在
感
を
如
四
に
感
じ
さ

せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
彼
の
獨
自
の
作
風
こ
そ
、
鐵
齋
が
生
韮
一
買
し
て
揺

が
な
か
っ
た
厨
象
を
究
感
と
し
て
把
掠
し
な
け
れ
ば
止
ま
な
か
つ

た
執
拗
な
ま
で
の
リ
ア
リ
テ
ィ
の
追
求
の
凝
集
な
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
東
洋
的
な
非
現
究
性
や
織
細
さ
を
超
越
し
て
、
近
代
四
欧

の
藝
術
精
脚
に
ま
で
相
通
ず
る
よ
う
な
卓
絶
し
た
も
の
を
茄
み
出

さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。

私
が
こ
ん
な
鑑
買
め
い
た
も
の
を
書
い
て
い
る
と
「
不
盛
山
頭

全
胤
」
の
中
の
登
山
の
一
人
、
八
十
九
歳
の
長
謁
を
全
う
し
た

鐵
齋
先
生
、
「
価
は
ぞ
。
」
と
例
の
奇
妙
な
岩
の
間
か
ら
一

咽
し
そ
う
で
あ
る
。

六
六




