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自
由
に
活
動
し
た
天
才 

大
野
弁
吉
（
一
八
〇
一
─
一
八
七
〇
） 

 

独
自
に
発
達
し
た
江
戸
時
代
の
科
学
技
術 

  

徳
川
幕
府
に
よ
る
鎖
国
政
策
の
た
め
、
西
欧
の
情
報
の
大
半
は
長
崎
の
出
島
を
経
由
す
る
内
容
に

限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
た
め
国
内
で
独
自
の
科
学
や
技
術
が
発
展
し
、
和
算
家 

関
考
和
は

Ｉ
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
Ｇ
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
微
積
分
学
を
発
表
し
た
一
七
世
紀
後
半
の
同
一
の
時
期

に
微
分
積
分
の
概
念
に
到
達
し
て
い
ま
す
し
、
伊
能
忠
敬
も
独
自
の
測
量
技
術
で
精
密
な
日
本
地
図

を
作
成
、
幕
末
に
到
来
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
技
師
が
再
度
測
量
す
る
必
要
が
な
い
と
判
断
し
た
ほ
ど
の

精
度
で
し
た
。 

  

一
般
に
は
有
名
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
坂
で
医
師
を
し
て
い
た
麻
田
剛
立
は
独
自
の
天
体
観
測

の
知
識
で
一
七
六
三
（
宝
暦
一
三
）
年
の
日
蝕
を
予
言
し
て
い
ま
す
し
、
ケ
プ
ラ
ー
の
発
表
か
ら
は

一
六
〇
年
近
く
出
遅
れ
て
い
ま
す
が
、
地
動
説
を
発
表
し
て
い
ま
す
。
技
術
の
分
野
で
は
歩
数
で
距

離
を
測
定
す
る
装
置
や
二
点
の
高
低
の
差
異
を
測
定
す
る
装
置
を
開
発
し
た
平
賀
源
内
の
よ
う
な

人
物
も
出
現
し
て
い
ま
す
。
大
半
は
武
士
階
級
の
出
身
で
す
が
、
庶
民
で
様
々
な
発
明
を
し
た
人
物

が
い
ま
す
。 

 

長
崎
で
先
端
技
術
を
吸
収 

  

一
八
〇
一
（
享
和
元
）
年
に
京
都
五
条
の
羽
根
細
工
を
仕
事
と
す
る
職
人
の
家
庭
に
誕
生
し
た
と

伝
承
さ
れ
て
い
る
中
村
（
大
野
）
弁
吉
が
今
回
の
主
役
で
す
。
当
時
は
ご
く
普
通
で
あ
っ
た
貧
乏
人

子
沢
山
を
象
徴
す
る
よ
う
な
家
庭
で
あ
っ
た
よ
う
で
、
幼
少
の
と
き
に
比
叡
山
延
暦
寺
の
寺
侍
で
あ

っ
た
叔
父
の
佐
々
木
右
門
の
養
子
と
な
り
ま
す
。
こ
の
時
期
の
様
子
は
不
明
で
す
が
、
養
子
と
い
う

の
は
名
目
で
僧
坊
の
下
働
き
と
し
て
雇
用
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
推
測
も
あ
り
ま
す
。 



2 

 
さ
ら
に
弁
吉
は
す
で
に
幼
少
の
時
期
か
ら
絵
画
な
ど
に
も
非
凡
な
才
能
を
発
揮
し
て
い
た
と
い

う
伝
承
も
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
二
〇
歳
に
な
っ
た
と
き
に
、
そ
れ
ま
で
の
下
働
き
の
生
活
か
ら
突

如
脱
出
を
決
意
し
、
下
山
し
て
長
崎
に
出
奔
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
当
時
の
長
崎
に
は
オ
ラ
ン
ダ
か

ら
出
島
に
到
来
し
て
い
た
人
々
が
様
々
な
西
欧
の
最
新
の
知
識
を
伝
達
し
て
お
り
、
弁
吉
の
旺
盛
な

好
奇
の
気
持
ち
が
大
胆
な
行
動
を
後
押
し
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

長
崎
で
は
陶
磁
器
商
の
伊
万
里
屋
に
寄
宿
し
て
い
た
と
さ
れ
、
荷
役
な
ど
の
雑
役
や
、
オ
ラ
ン
ダ

人
宅
で
下
働
き
な
ど
を
し
な
が
ら
、
当
時
の
先
端
の
知
識
を
吸
収
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
の
荷
役

人
夫
を
し
て
い
た
時
期
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
ま
す
が
、
対
馬
を
経
由
し
て
朝
鮮
に
も
渡
航
し
て

い
ま
す
。
帰
国
し
て
か
ら
は
紀
州
に
移
動
し
、
砲
術
、
算
数
、
暦
学
な
ど
を
勉
強
し
、
誕
生
し
た
京

都
に
帰
還
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
中
村
屋
八
右
衛
門
の
長
女
ウ
タ
と
結
婚
し
て
婿
入
り
し
中
村
屋
弁
吉

と
な
り
ま
す
。 

  

結
婚
し
て
か
ら
三
年
が
経
過
し
た
一
八
三
一
（
天
保
二
）
年
に
な
っ
て
二
人
は
北
陸
の
金
沢
郊
外

の
大
野
に
移
住
し
ま
す
。
弁
吉
は
三
一
歳
、
ウ
タ
は
一
八
歳
で
し
た
。
文
化
の
中
心
で
あ
る
京
都
か

ら
加
賀
百
万
石
と
は
い
え
金
沢
と
い
う
地
方
都
市
の
郊
外
に
移
住
し
た
理
由
は
大
野
が
ウ
タ
の
生

誕
の
場
所
で
あ
る
と
か
、
長
崎
に
滞
在
し
て
い
た
と
き
に
金
沢
の
豪
商
で
あ
る
銭
屋
五
兵
衛
の
外
国

貿
易
の
通
訳
を
し
た
関
係
で
あ
る
な
ど
諸
説
が
あ
り
ま
す
が
、
明
確
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

失
脚
し
た
銭
屋
五
兵
衛 

  

こ
こ
で
弁
吉
の
金
沢
で
の
活
動
に
密
接
な
関
係
の
あ
る
銭
屋
五
兵
衛
（
通
称
は
銭
五
）（
図
１
）
に

つ
い
て
紹
介
し
て
お
き
ま
す
。
銭
屋
は
動
乱
の
戦
国
時
代
が
終
了
し
た
時
期
に
金
沢
に
移
住
し
て
き

た
初
代
が
両
替
商
、
古
着
商
、
醸
造
業
な
ど
手
広
く
商
売
を
展
開
し
ま
す
が
、
こ
こ
に
紹
介
す
る
銭

五
の
先
代
の
時
代
に
経
営
不
振
で
一
旦
廃
業
し
ま
し
た
。
し
か
し
銭
五
が
三
七
歳
に
な
っ
た
一
八
一

一
（
文
化
八
）
年
に
質
流
れ
の
帆
船
を
購
入
し
て
海
運
事
業
を
開
始
し
て
再
興
に
成
功
し
ま
す
。 

 

  
 

図１ 銭屋五兵衛（1774-1852） 
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金
沢
の
外
港
の
宮
腰
（
現
在
の
金
石
）
は
北
前
航
路
を
往
来
す
る
帆
船
が
寄
港
す
る
重
要
な
港
湾

で
あ
っ
た
た
め
、
銭
五
は
コ
メ
の
売
買
で
大
儲
け
し
、
千
石
船
を
二
〇
艘
以
上
、
そ
れ
以
外
の
帆
船

も
約
二
〇
〇
艘
を
所
有
し
、
全
国
各
地
に
三
四
の
支
店
を
設
置
す
る
当
時
の
日
本
で
有
数
の
豪
商
に

成
長
し
ま
す
。
地
元
で
は
加
賀
藩
の
勝
手
方
御
用
掛
の
奥
村
栄
実
と
結
託
し
て
御
用
商
人
と
な
り
、

藩
が
所
有
す
る
商
船
の
交
易
を
一
手
に
引
受
け
て
巨
額
の
利
益
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

  

鎖
国
政
策
の
当
時
は
海
外
と
の
交
易
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
加
賀
藩
に
献
上
金
を
納
入
す

る
こ
と
に
よ
り
黙
認
さ
れ
、
海
外
と
の
密
貿
易
で
も
莫
大
な
利
益
を
獲
得
し
ま
す
。
北
方
で
は
樺
太

に
定
住
し
て
い
る
ア
イ
ヌ
民
族
と
、
国
後
と
択
捉
で
は
ロ
シ
ア
の
商
人
と
密
貿
易
を
し
て
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
南
方
で
は
香
港
や
廈
門
ど
こ
ろ
か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
ま
で
航
海
し
、
タ
ス
マ
ニ
ア
に
は
領
地

ま
で
所
有
し
、
現
在
で
は
紛
失
し
て
い
ま
す
が
、
現
地
に
石
碑
ま
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

し
か
し
、
七
五
歳
に
な
っ
た
銭
五
に
痛
恨
の
事
件
が
襲
来
し
ま
す
。
現
在
、
金
沢
の
北
側
に
あ
る

河
北
潟
の
周
囲
は
広
大
な
田
畑
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
銭
五
が
一
八
四
九
（
嘉
永
二
）
年
か

ら
私
財
を
投
入
し
て
干
拓
し
た
成
果
で
す
（
図
２
）
。
し
か
し
住
民
の
反
対
な
ど
に
よ
り
遅
延
し
た

工
事
を
挽
回
す
る
た
め
石
灰
を
投
入
し
た
と
こ
ろ
、
毒
物
を
投
入
し
た
と
反
発
が
発
生
し
、
関
係
す

る
一
一
名
が
投
獄
さ
れ
、
銭
五
以
下
七
名
が
獄
死
、
銭
屋
の
財
産
没
収
・
家
名
断
絶
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。 

 

 
 

加
賀
の
平
賀
源
内 

  

こ
の
事
件
で
弁
吉
は
逮
捕
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
し
、
銭
五
が
一
八
二
八
（
文
政
一
一
）
年
か
ら
一
八

五
二
（
嘉
永
五
年
）
ま
で
自
身
の
活
動
に
つ
い
て
詳
細
に
記
載
し
た
『
年
々
留
』
と
い
う
膨
大
な
記

録
に
も
弁
吉
の
こ
と
は
登
場
し
な
い
の
で
、
親
密
な
関
係
は
あ
っ
た
も
の
の
銭
屋
内
部
の
人
間
で
は

な
か
っ
た
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
何
年
に
出
会
っ
た
か
も
上
記
の
記
録
に
は
記
事
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、

一
八
三
六
（
天
保
七
）
年
に
銭
五
が
隠
居
場
所
を
建
設
し
て
お
り
、
そ
の
前
後
で
は
な
か
っ
た
か
と

推
察
さ
れ
ま
す
。 

 

図２ 干拓以前の河北潟（蓮湖）
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弁
吉
は
大
野
へ
移
住
し
て
か
ら
大
野
弁
吉
を
通
称
と
し
、
絵
画
、
蒔
絵
、
木
彫
、
焼
物
、
花
火
、

竹
細
工
、
金
細
工
、
硝
子
細
工
、
象
牙
細
工
な
ど
多
数
の
芸
術
作
品
も
制
作
し
、
象
牙
を
彫
刻
し
た

精
巧
な
獅
子
舞
像
な
ど
が
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
。
科
学
の
分
野
で
は
暦
学
、
数
学
、
医
学
、
鉱
山
冶

金
な
ど
に
つ
い
て
も
精
通
し
て
お
り
、
芸
術
と
技
術
の
両
方
に
能
力
を
発
揮
し
江
戸
で
活
躍
し
た
平

賀
源
内
に
匹
敵
す
る
と
評
価
さ
れ
、
「
加
賀
の
平
賀
源
内
」
と
い
う
名
前
も
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。 

  

そ
の
知
識
の
源
泉
は
二
〇
歳
代
に
長
崎
で
入
手
し
た
情
報
で
す
が
、
そ
れ
ら
を
晩
年
に
記
録
し
た

の
が
自
筆
の
唯
一
の
著
書
『
一
東
視
窮
録
』
で
あ
り
、
当
時
の
様
々
な
分
野
の
先
端
の
情
報
が
記
録

さ
れ
て
い
ま
す
。
一
例
と
し
て
イ
タ
リ
ア
の
物
理
学
者
Ａ
・
Ｇ
・
ボ
ル
タ
が
電
池
を
発
明
し
た
の
は

一
八
世
紀
の
最
後
の
時
期
で
す
が
、
弁
吉
の
著
書
に
は
図
解
が
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
発
明
か
ら
数

十
年
後
の
記
録
で
す
が
、
当
時
の
長
崎
が
西
洋
文
化
の
重
要
な
窓
口
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
で
き
ま

す
。 

 

彫
刻
や
技
術
開
発
に
活
躍 

  

こ
の
よ
う
な
才
能
を
実
際
の
作
品
に
結
実
さ
せ
て
い
た
こ
と
が
弁
吉
の
特
徴
で
す
。
以
下
に
実
例

を
紹
介
し
ま
す
。
美
術
作
品
で
は
象
牙
を
素
材
と
し
て
獅
子
舞
を
彫
刻
し
た
小
品
が
残
存
し
て
い
ま

す
が
、
布
地
の
シ
ワ
ま
で
克
明
に
表
現
さ
れ
て
い
る
名
品
で
す
。
能
登
の
豪
商
が
自
宅
の
客
室
に
多

数
の
サ
ル
を
彫
刻
し
た
欄
間
を
弁
吉
と
も
う
一
人
の
彫
師
に
注
文
し
た
と
こ
ろ
、
弁
吉
の
作
品
は
一

見
、
見
栄
え
が
し
な
か
っ
た
が
、
鴨
居
の
上
部
に
設
置
す
る
と
、
見
事
な
迫
力
で
あ
っ
た
と
い
う
伝

説
も
あ
り
ま
す
。 

  

弁
吉
の
科
学
技
術
の
業
績
は
前
述
の
『
一
東
視
窮
録
』
に
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
実
物
が
残
存

し
て
い
る
写
真
機
が
あ
り
ま
す
。
フ
ラ
ン
ス
の
Ｌ
・
Ｊ
・
Ｍ
・
ダ
ゲ
ー
ル
が
一
八
三
九
年
に
発
明
し

た
「
ダ
ゲ
レ
オ
タ
イ
プ
」
が
史
上
最
初
の
写
真
機
と
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
二
年
後
に
は
日
本
に
伝
来

し
て
い
ま
す
。
そ
の
時
期
、
弁
吉
は
す
で
に
金
沢
郊
外
に
移
転
し
て
い
ま
す
か
ら
、
ど
こ
か
で
実
見

し
た
実
物
を
参
考
に
製
作
し
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
そ
の
装
置
で
撮
影
し
た
の
が
本
文
冒
頭
の
肖
像

写
真
で
す
。 

  

独
自
に
発
明
し
た
機
巧
と
し
て
は
「
鼓
笛
舞
美
人
」
が
残
存
し
て
い
ま
す
。
台
座
の
上
部
に
太
鼓

を
打
つ
男
性
と
仕
舞
を
踊
る
女
性
の
人
形
が
設
置
さ
れ
、
機
械
仕
掛
け
で
所
作
を
す
る
装
置
で
す
。

「
茶
運
人
形
」
も
残
存
し
、
殿
様
の
面
前
で
実
演
し
て
い
ま
す
。
人
形
の
両
手
に
茶
碗
を
置
く
と
殿

様
の
手
前
ま
で
移
動
し
、
殿
様
が
茶
碗
を
受
取
る
と
方
向
転
換
し
て
出
発
地
点
に
戻
る
装
置
で
す
。

感
心
し
た
殿
様
が
扇
子
で
人
形
の
頭
を
叩
い
た
と
こ
ろ
、
殿
様
を
睨
み
つ
け
た
と
い
う
噂
話
も
伝
来

し
て
い
ま
す
。 

  

職
人
気
質
と
い
う
言
葉
を
体
現
し
た
よ
う
な
人
物
で
、
様
々
な
逸
話
が
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
。
あ

る
金
持
ち
が
大
黒
天
の
木
造
を
弁
吉
に
依
頼
し
た
の
で
す
が
、
な
か
な
か
完
成
し
た
と
い
う
連
絡
が



5 

な
い
の
で
督
促
に
出
向
い
た
と
こ
ろ
、
何
体
も
の
大
黒
の
彫
像
が
袋
詰
め
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
ど

れ
も
素
晴
ら
し
い
出
来
で
あ
っ
た
た
め
、
す
べ
て
引
取
る
と
申
し
出
た
と
こ
ろ
、
自
分
で
は
気
に
入

っ
た
作
品
が
な
い
の
で
渡
せ
な
い
と
断
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
逸
話
も
あ
り
ま
す
。 

 

独
立
自
尊
の
人
生 

  

こ
の
よ
う
な
性
格
の
た
め
、
先
端
の
知
識
と
頭
抜
け
た
能
力
が
あ
り
な
が
ら
、
愛
妻
と
二
人
で
陋

屋
に
生
活
し
、
銭
五
が
立
派
な
家
屋
の
建
設
を
申
し
出
た
と
き
に
も
、
き
っ
ぱ
り
と
断
っ
て
い
ま
す

し
、
前
田
の
殿
様
か
ら
二
十
人
扶
持
で
召
抱
え
る
と
い
う
意
向
を
伝
達
さ
れ
た
と
き
も
、
仕
事
の
注

文
は
受
領
す
る
け
れ
ど
も
扶
持
は
勘
弁
し
て
ほ
し
い
と
拒
否
し
た
と
伝
承
さ
れ
て
い
ま
す
（
た
だ
し

晩
年
の
一
八
六
三
（
文
久
三
）
年
以
後
し
ば
ら
く
は
加
賀
藩
の
壮
猶
館
舎
密
方
の
助
手
を
し
て
い
ま

し
た
）
。 

  

銭
屋
と
は
親
密
な
関
係
で
し
た
が
所
属
す
る
こ
と
は
な
く
、
銭
五
か
ら
の
恩
義
に
は
感
謝
し
、
前

述
の
不
幸
が
襲
来
し
た
以
後
も
遺
族
た
ち
の
世
話
を
し
、
一
八
五
八
（
安
政
五
）
に
飛
越
地
震
が
発

生
し
た
と
き
に
は
見
舞
い
に
来
訪
し
、
銭
五
の
長
男
の
銭
屋
喜
太
郎
の
日
誌
に
「
大
野
弁
吉
地
震
見

舞
に
来
訪
」
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
弁
吉
は
事
件
以
後
も
大
野
に
生
活
し
、
一
八
七
〇
（
明
治
三
）

年
五
月
に
逝
去
、
ウ
タ
も
一
八
八
六
（
明
治
一
九
）
年
六
月
に
夫
婦
で
生
活
し
て
い
た
自
宅
で
逝
去

し
ま
し
た
。 

 

 

 

つ
き
お 

よ
し
お 

１
９
４
２
年
名
古
屋
生
ま
れ
。
１
９
６
５
年
東
京
大
学
部
工
学
部
卒
業
。
工
学

博
士
。
名
古
屋
大
学
教
授
、
東
京
大
学
教
授
な
ど
を
経
て
東
京
大
学
名
誉
教
授
。
２
０
０
２
─
０
３

年
総
務
省
総
務
審
議
官
。
こ
れ
ま
で
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
、
人
工
知
能
、
仮
想
現
実
、

メ
デ
ィ
ア
政
策
な
ど
を
研
究
。
全
国
各
地
で
カ
ヌ
ー
と
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
を
し
な
が
ら
、
知
床
半

島
塾
、
羊
蹄
山
麓
塾
、
釧
路
湿
原
塾
、
白
馬
仰
山
塾
、
宮
川
清
流
塾
、
瀬
戸
内
海
塾
な
ど
を
主
催
し
、

地
域
の
有
志
と
と
も
に
環
境
保
護
や
地
域
計
画
に
取
り
組
む
。
主
要
著
書
に
『
日
本 

百
年
の
転
換

戦
略
』
（
講
談
社
）
、
『
縮
小
文
明
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
、
『
地
球
共
生
』
（
講
談
社
）
、

『
地
球
の
救
い
方
』
、
『
水
の
話
』
（
遊
行
社
）
、
『
１
０
０
年
先
を
読
む
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究

所
）
、
『
先
住
民
族
の
叡
智
』
（
遊
行
社
）
、
『
誰
も
言
わ
な
か
っ
た
！
本
当
は
怖
い
ビ
ッ
グ
デ
ー

タ
と
サ
イ
バ
ー
戦
争
の
カ
ラ
ク
リ
』
（
ア
ス
コ
ム
）
、
『
日
本
が
世
界
地
図
か
ら
消
滅
し
な
い
た
め
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の
戦
略
』
（
致
知
出
版
社
）
、
『
幸
福
実
感
社
会
へ
の
転
進
』
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
研
究
所
）
、
『
転
換

日
本 
地
域
創
成
の
展
望
』
（
東
京
大
学
出
版
会
）
、
最
新
刊
「
Ａ
Ｉ
に
使
わ
れ
る
人 

Ａ
Ｉ
を
使
い

こ
な
す
人
」
（
モ
ラ
ロ
ジ
ー
道
徳
教
育
財
団
）
な
ど
。
モ
ル
ゲ
ン
Ｗ
Ｅ
Ｂ
の
連
載
「
清
々
し
き
人
々
」

と
パ
ー
セ
ー
誌
の
連
載
「
凜
々
た
る
人
生 

─ 

志
を
貫
い
た
先
人
の
姿 

─
」
か
ら
の
再
編
集
版
と

し
て
、
『
清
々
し
き
人
々
』
、
『
凛
凛
た
る
人
生
』
、
『
爽
快
な
る
人
生
』
（
遊
行
社
）
な
ど
。 


