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え
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と
み
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に

き

き
ん

か  

わ
ら 

べ

そ
う
め
い

せ
ん
べ
ん

き
ん
ろ
く

生
来
の
洞
察
力
と
商
才
で
文
明
開
化
の
風
に
乗
り

多
角
的
に
事
業
を
興
し
、業
績
を
残
し
た
小
野
金
六
。

富
士
身
延
鉄
道
の
開
通
に
尽
力
し

富
士
北
麓
の
開
発
構
想
を
い
ち
早
く
訴
え
て

山
梨
の
観
光
開
発
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
。

金六にゆかりある身延山と富士山を印象的に描いた「富士身延鉄道沿線図会（部分）」（吉田初三郎画　山梨県立博物館蔵）
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韮
崎
の
豪
商
に
生
ま
れ

生
来
の
商
才
で
家
業
に
ま
い
進

20
歳
で
上
京
。数
々
の
事
業
を
興
し

実
業
家
の
仲
間
入
り
を
果
た
す
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小野金六の胸像ブロンズ

　
明
治
の
中
頃
か
ら
構
想
が
始
ま
っ
た
東
海

道
線
と
中
央
線
を
結
ぶ
鉄
道
に
つ
い
て
は
、渋

沢
栄
一、根
津
嘉
一
郎
ら
財
界
の
名
士
の
賛
同

　
小
野
金
六
は
、１
８
５
２（
嘉
永
５
）年
、巨

摩
郡
河
原
部
村（
現・韮
崎
市
）で
造
り
酒
屋

と
呉
服
屋
を
営
む
豪
商「
富
屋
」の
当
主・小

野
弥
左
衛
門
富
郷
の
次
男
と
し
て
生
ま
れ

た
。幼
少
の
頃
よ
り
聡
明
だ
っ
た
金
六
は
、寺

子
屋
に
通
う
傍
ら
漢
学
を
学
び
、甲
府
へ
出

て
儒
学
も
学
ん
だ
。そ
の
後
、実
家
に
戻
り
、

家
業
を
手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。15
歳
に
な
っ

た
金
六
は
、両
親
や
兄
を
説
得
し
、文
化
華

や
か
な
江
戸
へ
行
く
夢
を
実
現
し
た
。想
像

以
上
の
素
晴
ら
し
さ
に
目
を
見
張
る一方
、自

身
が
大
成
す
る
に
は
、江
戸
の
人
々
以
上
に

忙
し
く
立
ち
回
り
、広
い
視
野
で
物
事
を
見

て
い
く
よ
り
ほ
か
な
い
と
決
意
し
た
。

　
実
家
に
戻
っ
た
金
六
は
、一
層
家
業
に
励
む

傍
ら
、国
内
の
情
報
を
集
め
て
商
売
に
活
用

す
る
よ
う
に
な
っ
た
。そ
の
よ
う
な
中
、行
商

先
の
信
州
で
養
蚕
が
成
功
し
て
い
る
と
知
れ

ば
、開
墾
し
た
地
に
取
り
寄
せ
た
桑
の
苗
を

移
植
し
た
り
、周
囲
の
農
家
に
桑
の
苗
や
蚕

種
を
提
供
し
た
り
し
て
養
蚕
業
を
広
め
た
。

　
ま
た
、明
治
の
初
め
に
県
内
一
円
が
塩
飢

饉
に
陥
っ
た
と
き
は
、県
に
直
談
判
し
て
塩
の

確
保
を
要
請
。兵
庫
県
の
赤
穂
へ
塩
の
買
付

け
に
向
か
う
役
人
に
同
行
し
、大
量
の
塩
を

仕
入
れ
て
塩
不
足
を
解
消
し
た
。こ
う
し
た

功
績
が
認
め
ら
れ
、ほ
ど
な
く
甲
府
県
酒
造

組
合
取
締
役
に
就
任
。後
に
甲
州
財
閥
の
総

帥
と
な
る
実
業
家・若
尾
逸
平
か
ら
婿
養
子

に
迎
え
た
い
と
の
申
し
出
も
あ
っ
た
が
、上
京

の
夢
が
あ
っ
た
た
め
断
っ
た
。

　
１
８
７
３（
明
治
６
）年
、大
志
を
抱
い
て

上
京
し
た
金
六
は
、為
替
方
で
貿
易
商
の

小
野
組
に
職
を
得
て
、商
才
を
発
揮
し
た
。

１
８
７
７（
明
治
10
）年
、東
京・深
川
の
廻
米

問
屋
で
米
倉
庫
の
主
任
を
務
め
て
い
た
金
六

は
、西
南
戦
争
で
米
の
価
格
が
高
騰
す
る
と

予
測
し
数
千
石
の
米
を
買
い
占
め
た
。金
六

の
読
み
は
見
事
に
当
た
り
、米
相
場
は
暴
騰
。

巨
額
の
利
益
を
得
た
。金
六
の
商
才
は
瞬
く

間
に
広
が
り
、実
業
家
の
仲
間
入
り
を
し
た
。

　
１
８
８
２（
明
治
15
）年
に
は
、東
京
機
械

製
造
を
創
立
し
取
締
役
に
就
任
。そ
の
後
、

製
油
業
に
先
鞭
を
つ
け
数
々
の
鉄
道
事
業

を
立
ち
上
げ
た
ほ
か
、東
京
割
引
銀
行
、富

士
製
紙
な
ど
を
創
立
し
て
いっ
た
。さ
ら
に
、

１
８
９
６（
明
治
29
）年
に
は
、若
尾
逸
平
や

根
津
嘉
一
郎
ら
と
東
京
電
灯
の
株
式
を
買

占
め
、水
力
発
電
に
よ
る
電
力
供
給
の
安
定

を
図
る
な
ど
、時
代
が
要
請
す
る
事
業
を

次
々
と
多
角
的
に
興
し
て
は
、要
職
に
就
い

て
経
営
し
た
。

を
募
り
、自
ら
敷
設
委
員
長
に
就
任
し
て
計

画
を
推
進
。１
９
１
２（
明
治
45
）年
に
富
士

身
延
鉄
道（
現
在
の
J
R
身
延
線
）を
創
立

し
て
社
長
に
就
く
と
、難
工
事
や
第
１
次
世

界
大
戦
に
よ
る
物
価
高
騰
な
ど
の
苦
難
を
乗

り
越
え
、つ
い
に
１
９
２
０（
大
正
９
）年
、富

士
か
ら
身
延
間
の
開
通
に
成
功
し
た
。ま

た
、金
六
は
、県
の
政
財
界
で
活
躍
す
る
名

士
を
一
堂
に
集
め
、富
士
北
麓
を
世
界
的
大

公
園
に
す
る
構
想
に
つ
い
て
演
説
し
た
。そ
の

中
で
は
、外
国
人
観
光
客
が
富
士
山
麓
に
興

味
と
憧
れ
を
抱
い
て
い
る
こ
と
、こ
う
し
た

人
た
ち
の
受
け
入
れ
体
制
が
整
え
ば
年
間

２
万
５
千
人
の
観
光
客
が
見
込
め
る
こ
と
な

ど
を
主
張
し
、県
の
協
力
援
助
を
要
請
し
た
。

残
念
な
が
ら
金
六
は
、身
延
線
全
線
開
通

や
富
士
北
麓
の
開
発
を
待
た
ず
、１
９
２
３

（
大
正
12
）年
に
71
歳
の
生
涯
を
終
え
た
が
、

そ
の
遺
志
は
富
士
急
行
創
設
者
の
堀
内
良

平
に
受
け
継
が
れ
た
。

富
士
身
延
鉄
道
の
敷
設
と

富
士
北
麓
開
発
に
情
熱
を
注
ぐ
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