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日
本
語
讀
本

巻
七

第
一

國
旗

今
日
一
つ
の
国
家
を
な
し
て
居
る
も
の
で
、國
旗
が
制

定
せ
ら
れ
て
居
な
い
所
は
無
い
。
國
旗
は
實
に
國
家

を
代
表
す
る
し
る
し
で
あ
つ
て
、
其
の
徽
章
（
き
し
よ
う
）
や
色
彩
（
し
き

さ
い
）
に

は
、
そ
れ
ぞ
れ
深
い
意
味
が
あ
る
。



ブ
ラ
ジ
ル
の
國
旗
は
、緑
色
の
地
の
中
央
部
に
黄
色
の

菱
形
が
あ
つ
て
、其
の
眞
中
に
藍
色
の
地
球
を
ゑ
が
き
、

こ
れ
を
巻
く
白
い
帶
にﾞ

Ｏ
ｒ
ｄ
ｅ
ｍ

ｅ

Ｐ
ｒ
ｏ
ｇ
ｒ
ｅ
ｓ
ｓ
ｏﾞ(

秩
序

（
ち
つ
じ
よ
）
と
進

(

新
漢
字

旗

制

定

無

帶)

(

４.

５
ペ
ー
ジ

ぬ
け
て
い
る)

(

０
０
５.

ｊ
ｐ
ｇ)

を
表
は
す
も
の
で
、永
久
に
變
化
す
る
こ
と
は
な
い
が
、

藍
地
の
中
の
星
は
、常
に
州
の
數
と
一
致
せ
し
め
る
こ

と
に
な
つ
て
居
る
。
現
今
は
、
星
の
數
が
四
十
八
箇
で

あ
る
。

藍
・
白
・
赤
の
三
色
で
、
縦
（
た
て
）
に
染
分
け
た
も
の
は
、
フ
ラ
ン
ス

の
国
旗
で
あ
る
。
此
の
三
色
は
、
自
由
・
平
等
（
び
ょ
う
ど
う
）・
博
愛
を
表

は
す
も
の
と
い
は
れ
て
居
る
。

ド
イ
ツ
國
旗
は
、
赤
地
の
中
央
に
白
の
圓
が
あ
り
、
其

の
中
に
黑
の
か
ぎ
十
字
が
ゑ
が
い
て
あ
る
。

か
ぎ
十

字
は
太
陽
を
か
た
ど
つ
た
も
の
だ
と
い
ふ
。



イ
タ
リ
ヤ
の
國
旗
は
、
緑
・
白
・
赤
の
三
色
を
縦
に
染
分
け
、

中
央
の
白
地
の
中
に
、
王
家
の
紋
（
も
ん)

が
表
は
さ
れ
て
居
る
。

こ
れ
は
イ
タ
リ
ヤ
中
興
の
王
エ
ン
マ
ヌ
エ
ル
が
、國
土

統
一
（
と
う
い
つ
）
の
時
、
其
の
・
家
の
紋
章
の
色
で
あ
る
白
と
赤
と
に
、

統
一
の
成
功
を
祈
る
希
望
の
色
と
し
て
緑
を
加
へ
、更

に
王
家
の
紋
章
を
配
し
た
も
の
で
あ
る
。

支
那
の
国
旗
は
、
赤
地
の
上
の
一
隅
を
靑
に
し
、
其
の
中

央
に
十
二
の
後
光
を
つ
け
た
白
い
日
の
形
を
染
抜
い

た
も
の
で
あ
る
。

此
の
赤
・
靑
・
白
の
三
色
も
、
自
由
・
平
等
・

博
愛
の
意
味
を
表
は
し
て
居
る
の
だ
と
い
ふ
。

(

新
漢
字

永

久

致

現

色

由

博

愛

圓

陽

王

家

興

祈

更)

(

０
０
６.

ｊ
ｐ
ｇ)

近
頃
新
し
く
興
っ
た
満
洲
國
の
國
旗
は
、地
を
黄
色
と

し
、
其
の
左
肩
（
か
た
）
の
所
に
、
紅
（
く
れ
な
ゐ
）・
靑
・
白
・
黑
の
四
色

を
配
し
た
も

の
で
あ
る
。

靑
は
東
方
、
紅
は
南
方
、
白
は
西
方
、
黑
は
北



方
、
黄
は
中
央
を
意
味
し
、
中
央
政
府
の
政
治
が
全
國

に
行
き
と
ゞ
い
て
、國
が
よ
く
治
る
こ
と
を
示
し
た
も
の

で
あ
る
。

日
本
の
国
旗
は
、白
地
に
赤
の
日
の
丸
を
ゑ
が
い
た
も

の
で
、
其
の
徽
章
や
色
彩
は
單
純
で
あ
る
が
、
い
か
に
も

け
だ
か
い
所
が
あ
り
、
よ
く
「
日
本
」
と
い
ふ
名
に
も
か
な

ひ
、
國
が
益
榮
（
ま
す
ま
す
さ
か
）
え
て
行
く
こ
と
は
ち
よ
う
ど
朝
日
の
上

る
よ
う
だ
と
い
ふ
こ
と
を
思
は
し
め
る
。

又
白
地
は
、

國
民
の
潔
白
（
け
つ
ぱ
く
）
な
性
質
を
示
し
、
日
の
丸
は
、
も
ゆ
る
が
如

き
愛
國
の
誠
（
ま
こ
と
）
を
表
は
す
も
の
と
も
い
へ
よ
う
。

か
く
の
如
く
、
各
國
の
國
旗
は
、
或
は
其
の
建
國
の
歴
史

を
暗
示
し
、
或
は
其
の
國
民
の
理
想
（
り
そ
う
）・
信
仰
を
表
は
す
も

の
で
あ
る
か
ら
、
國
民
の
こ
れ
に
対
す
る
尊
敬
は
、
す
な

は
ち
其
の
國
家
に
對
す
る
忠
愛
の
情
の
現
れ
で
あ
る
。

だ
か
ら
、我
々
は
自
國
の
國
旗
を
尊
重
す
る
と
同
時
に
、

諸
外
國
の
國
旗
に
對
し
て
も
、常
に
敬
意
を
表
し
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。



(
新
漢
字

興

南

示

建

歴

史

暗

示

仰

忠

情

現

重)

(

０
０
７.

ｊ
ｐ
ｇ)

第
二

雲
の
峯
（
み
ね
）

湧
（
わ
）
い
て
生
ま
れ
た
雲
の
峯
、

林
の
上
の
太
郎
雲
、

畠
（
は
た
け
）
の
上
の
次
郎
雲
、

三
郎
（
さ
ぶ
ろ
う
）
雲
は
ま
だ
低
い
。

低
い
雲
か
ら
雲
が
湧
く
。

眞
夏
、
明
か
る
い
靑
空
に
、

湧
い
て
湧
い
て
重
な
つ
て
、

だ
ん
だ
ん
高
い
雲
の
峯
。

突
立
（
つ
つ
た
）
ち
上
つ
た
太
郎
雲
、

そ
れ
を
見
上
げ
た
次
郎
雲
、



三
郎
雲
も
負
け
な
い
で
、

重
な
り
上
る
雲
の
峯
。

太
郎
の
目
、
次
郎
の
目
、
三
郎
の
目
、

ぴ
か
り
と
光
る
三
つ
の
目
、

ぴ
か
り
、
ご
ろ
ご
ろ
鳴
り
出
し
て
、

(

新
漢
字

低)

(

０
０
８.

ｊ
ｐ
ｇ

)

大
き
な
雨
が
落
ち
て
來
る
。

第
三

萬
壽(

ま
ん
じ
ゆ)

の
姫
（
ひ
め
）

源(

み
な
も
と)

の
頼
朝(

よ
り
と
も)

が
鶴(

つ
る)

が
岡(

お
か)

の
八
幡
宮

(

は
ち
ま
ん
ぐ
う)

へ
舞(

ま
ひ)

を
奉
納
す
る
こ
と
に

な
つ
て
、
舞
姫
を
集
め
ま
し
た
。

十
二
人
の
中
、
十
一
人
ま
で
は

あ
り
ま
し
た
が
、
あ
と
の
一
人

が
あ
り
ま
せ
ん
。
困
つ
て
居

る
所
へ
、
御
殿
に
仕
へ
て
居
る



萬
壽
が
よ
か
ら
う
と
申
し
出

た
者
が
あ
り
ま
し
た
。
頼
朝
は
一
目
見
た
上
で
と
、
萬

壽
を
呼
出
し
ま
し
た
が
、
顔
も
美
し
く
、
姿
も
上
品
に
見

え
ま
し
た
の
で
、
さ
つ
そ
く
舞
姫
に
き
め
ま
し
た
。
萬

壽
は
、
其
の
時
や
う
や
う
十
三
歳
、
舞
姫
の
中
で
は
一
番

年
若
で
し
た
。

奉
納
の
當
日
は
、
頼
朝
を
始
め
、
舞
見
物
の
人
々
が
、
何
千
人

と
も
な
く
集
り
ま
し
た
。

一
番
、
二
番
、
三
番
と
、
十
二

番
の
舞
が
め
で
た
く
す
み
ま
し
た
が
、
其
の
中
で
、
殊
に

人
の
ほ
め
立
て
た
の
は
五
番
目
の
舞
で
し
た
。

比
の

時
に
は
、
頼
朝
も
お
も
し
ろ
く
な
つ
て
、
一
し
よ
に
舞
ひ

(

新
漢
字

品

殊)

(

０
０
９.

ｊ
ｐ
ｇ

)

ま
し
た
。

其
の
五
番
目
の
舞
を

舞
つ
た
の
が
、
か
の
萬
壽
の
姫
で
あ

つ
た
の
で
す
。

翌
日
（
よ
く
じ
つ
）、
頼
朝
は
萬
壽
を
呼
出
し
て
、



「
さ
て
さ
て
、
此
の
度
の
舞
は
日

本
一
の
出
來
で
あ
つ
た
。

お

前
の
生
ま
れ
た
所
は
ど
こ
、
又

親
の
名
は
何
と
い
ふ
か
。

ほ

う
び
は
望
に
ま
か
せ
て
や
る

ぞ
。」

と
言
ひ
ま
し
た
。

萬
寿
は
恐
る
恐
る
、

「
別
に
望
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
が
、
唐
絲
（
か
ら
い
と
）
の
身
代
り
に
立

ち
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
申
し
ま
し
た
。

こ
れ
を
聞
く
と
、
頼
朝
の
顔
の
色
は

さ
つ
と
變
り
ま
し
た
。
變
わ
る
も
道
理
、
こ
れ
に
は
深
い

事
情
が
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
よ
り
一
年
ば
か
り
前
の
事
で
す
。
木
曾
（
き
そ
）
の
義
仲
（
よ
し
な
か
）

の家
來
手
塚
（
て
づ
か
）
の
太
郎
光
盛
（
み
つ
も
り
）
の
む
す
め
ら
が
、
頼
朝

に
仕
へ
て
居

り
ま
し
た
が
、頼
朝
が
義
仲
を
攻
め
よ
う
と
す
る
の
を

さ
と
つ
て
、
義
仲
の
所
へ
知
ら
せ
ま
し
た
。
義
仲
か
ら



(
新
漢
字

理)

(

０
１
０.
ｊ
ｐ
ｇ)

は
、
す
ぐ
返
事
が
あ
つ
て
、
す
き
を
ぬ
ら
つ
て
、
頼
朝
の
命

を
取
れ
と
、木
曾
の
家
に
傳
は
つ
て
居
た
大
切
な
刀
を

送
つ
て
よ
こ
し
ま
し
た
。

光
盛
の
む
す
め
は
、
其
の
後
、
晝
夜
、
頼
朝
を
ね
ら
ひ
ま
し

た
が
、
少
し
も
す
き
が
あ
り
ま
せ
ん
。

か
へ
つ
て
、
肌(

は
だ)

身

離
さ
ず
持
つ
て
居
た
刀
を
見
つ
け
ら
れ
て
し
ま
ひ
ま

し
た
。
其
の
刀
に
見
覚
（
お
ぼ
）
え
が
あ
つ
た
頼
朝
は
、「
さ
あ
、
此

の
女
に
は
ゆ
だ
ん
が
出
來
ぬ
。」
と

い
ふ
の
で
、
石
の
ろ
う

に
入
れ
て
し
ま
ひ
ま
し
た
。

唐
絲
と
い
ふ
の
は
、
此
の

女
の
こ
と
で
し
た
。

唐
絲
に
は
、其
の
時
十
二
に
な
る
む
す
め
が
あ
り
ま
し

た
。
こ
れ
が
萬
壽
の
姫
で
、
木
曾
に
住
ん
で
居
り
ま
し
た

が
、
風
の
た
よ
り
に
此
の
事
を
聞
い
て
、
う
ば
を
連
れ
て
、

鎌
倉
を
さ
し
て
上
り
ま
し
た
。
二
人
は
野
を
過
ぎ
、
山

を
越
え
、
な
れ
な
い
道
を
一
月
餘
り
も
歩
き
続
け
て
、
や



う
や
く
鎌
倉
に
着
き
ま
し
た
。

先
づ
鶴
岡
の
八
幡
宮
へ
参
つ
て
、「
母
の
命
を
お
助
け
下
さ

い
。」
と
祈
り
、
そ
れ
か
ら
頼
朝
の
御
殿
へ
行
つ
て
、
う
ば

と
二
人
で
お
仕
へ
し
た
い
と
願
ひ
出
ま
し
た
。

陰
日

向
を
く
働
く
上
に
、人
の
仕
事
ま
で
引
受
け
る
よ
う
に

(

新
漢
字

晝

続)

(

０
１
１.

ｊ
ｐ
ｇ)

し
ま
し
た
の
で
、
萬
壽
、
々
々
と
人
々
に
か
は
い
が
ら
れ

ま
し
た
。

さ
て
萬
壽
は
、誰
か
母
の
う
は
さ
を
す
る
者
は
無
い
か

と
気
を
つ
け
て
居
ま
し
た
が
、十
日
た
つ
て
も
二
十
日

た
つ
て
も
、
母
の
名
を
言
ふ
者
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
あ
ゝ
、

母
は
も
う
比
の
世
の
人
で
は
な
い
の
か
。」
と
、
力
を
落
し

て
居
り
ま
し
た
。

或
日
の
事
、
萬
壽
が
御
殿
の
裏
へ
出
て
、
何
の
氣
も
な
く

あ
た
り
を
眺
め
て
居
り
ま
す
と
、小
さ
い
門
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
こ
へ
下
任
（
し
も
つ
か
へ
）
の
女
が
來
て
、「
あ
の
門
の
中
へ
、
は



い
り
つ
て
は
な
り
ま
せ
ぬ
。」
と
申
し
ま
し
た
。
わ
け
を
尋

ね
ま
す
と
、

「
あ
の
中
に
は
石
の
ろ
う
が
あ
つ
て
、
唐
絲
様
が
押
（
お
）
し

こ
め
ら
れ
て
居
り
ま
す
。」

と
答
へ
ま
し
た
。

こ
れ
を
聞
い
た
萬
壽
の
驚
と
喜
は
、

ど
ん
な
で
あ
つ
た
で
せ
う
。

三
月
二
十
日
、
今
日
は
お
花
見
と
い
ふ
の
で
、
御
殿
は
人

少
（
ひ
と
す
く
な
）
で
し
た
。
萬
壽
は
其
の
夜
ひ
そ
か
に
う
ば
を
連
れ

て
、
石
の
ろ
う
を
た
づ
ね
ま
し
た
。
八
幡
様
の
お
引
合

は
せ
か
、
門
の
戸
は
細
め
に
あ
い
て
居
り
ま
し
た
。
う

(

新
漢
字

裏)

(

０
１
２.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

ば
を
門
の
わ
き
に
立
た
せ
て
置
い
て
、姫
は
中
に
は
い

り
ま
し
た
。
月
の
光
に
す
か
し
て
、
あ
ち
ら
こ
ち
ら
さ

が
し
ま
す
と
、松
林
の
中
に
石
の
ろ
う
が
あ
り
ま
し
た
。

萬
壽
が
か
け
寄
つ
て
、ろ
う
の
と
び
ら
に
手
を
か
け
ま

す
と
、



「
誰
か
。」

と
、
ろ
う
の
中
か
ら
申

し
ま
し
た
。

萬
壽
は
格
子
（
こ
う
し
）
の
間
か

ら
手
を
入
れ
て
、

「
お
な
つ
か
し
や
、
母
上
様
。

木
曾
の
萬
壽
で
ご
ざ
い

ま
す
。」

「
何
、
萬
壽
。
木
曾
の
萬
壽
か
。」

親
子
は
手
を
取
合
つ
て
泣
き
ま
し
た
。

や
が
て
う
ば

を
も
呼
ん
で
三
人
は
、其
の
夜
を
涙
の
中
に
明
か
し
ま

し
た
。

こ
れ
か
ら
後
、
萬
壽
は
、
う
ば
と
心
を
阿
合
は
せ
て
、
折
々

ろ
う
屋
を
た
づ
ね
て
は
、母
を
な
ぐ
さ
め
て
居
り
ま
し
た
。

さ
う
し
て
其
の
明
く
る
年
の
春
、舞
姫
に
出
る
こ
と
に

な
つ
た
の
で
し
た
。

(

０
１
３.

ｊ
ｐ
ｇ)

親
を
思
ふ
孝
子
の
心
に
は
、頼
朝
も
感
心
し
て
石
の
ろ



う
か
ら
唐
絲
を
出
し
て
や
り
ま
し
た
。

二
人
が
互
に

取
り
す
が
つ
て
、
う
れ
し
泣
き
に
泣
い
た
時
に
は
、
頼
朝

を
始
め
、
居
合
は
せ
た
者
に
、
誰
一
人
も
ら
ひ
泣
き
を
し

な
い
者
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

頼
朝
は
唐
絲
を
ゆ
る
し
た
上
に
、
萬
壽
に
は
澤
山
（
た
く
さ
ん
）
な
ほ

う
び
を
與
へ
ま
し
た
。

親
子
は
、
う
ば
も
ろ
と
も
に
、
喜

び
勇
ん
で
木
曾
へ
歸
り
ま
し
た
。

第
四

乃
木
（
の
ぎ
）
大
將
の
幼
年
時
代

乃
木
大
將
は
、
幼
少
の
時
、
體
が
弱
く
、
其
の
上
臆
（
お
く
）
病
で
あ

つ
た
。

幼
名
を
無
人
と
い
つ
た
が
、
寒
い
と
言
つ
て
は

泣
き
、
暑
い
と
言
つ
て
は
泣
き
、
朝
晩
よ
く
泣
い
た
の
で
、

近
所
の
人
は
、
大
將
の
こ
と
を
「
無
人
で
は
な
い
、
泣
人
だ
。」

と
言
つ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

大
將
の
父
は
長
府
（
ち
よ
う
ふ
）
蒲
主
（
は
ん
し
ゆ
）
に
仕
へ
て
、
江
戸
（
エ

ド
）
で
若
君
の
お

守
役
を
し
て
居
た
が
、「
自
分
の
子
が
か
う
弱
蟲
の
泣
蟲



で
は
、
第
一
藩
主
に
對
し
て
も
申
し
わ
け
が
無
い
。

ど

う
か
し
て
大
將
の
體
を
丈
夫
に
し
、気
を
強
く
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。」
と
思
つ
た
。

(

新
漢
字

幼
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そ
こ
で
、
大
將
が
四
五
歳
の
時
か
ら
、
父
は
薄
（
う
す
）
暗
い
う
ち

に
大
將
を
起
し
て
往
復
四
粁(

メ
ー
ト
ル)

も
あ
る
高
輪(

た
か
な
わ)

の
泉
岳

寺(

せ
ん
が
く
じ)

へ
、
よ
く
連
れ
て
行
つ
た
。

泉
岳
寺
に
は
名
高
い
四
十

七
士
の
墓
が
あ
る
。

父
は
途
々
義
士
の
事
を
大
將
に

話
し
て
聞
か
せ
て
、
其
の
墓
に
参
詣
（
さ
ん
け
い
）
し
た
の
で
あ
る
。

或
年
の
冬
、
大
將
が
思
は
ず
「
寒
い
」
と
言
つ
た
。
父
は
、

「
よ
し
。

寒
い
な
ら
暖
（
あ
た
た
か
）
く
な
る
よ
う
に
し
て
や
る
。」

と
言
つ
て
、
大
將
を
井
戸
端
（
ゐ
ど
は
た
）
へ
連
れ
て
行
つ
て
、
着
物
を

ぬ
が
せ
て
、
頭
か
ら
冷
水
を
浴
び
せ
か
け
た
。

大
將
は
、

こ
れ
か
ら
後
、
一
生
の
間
、「
寒
い
。」
と
も
「
暑
い
。」
も
言
は
な

か
つ
た
と
い
ふ
。



母
も
ま
た
え
ら
い
人
で
あ
つ

た
。
大
將
が
何
か
た
べ
物
の

中
に
き
ら
ひ
な
物
が
あ
る
と

見
れ
ば
、
三
度
々
々
の
食
事
に
、

必
ず
其
の
き
ら
ひ
な
物
ば
か

り
出
し
て
、
大
將
が
な
れ
る
ま

で
、
う
ち
中
の
者
が
そ
れ
ば
か

り
た
べ
る
よ
う
に
し
た
。

其

の
た
め
、
大
將
に
は
、
全
く
た
べ
物
に
好
き
き
ら
ひ
と
い

(

新
漢
字

往

復

途

義

必)
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ふ
も
の
が
無
い
よ
う
に
な
つ
た
。

大
將
が
十
歳
の
年
、一
家
は
郷
里
へ
歸
る
こ
と
に
な
つ

た
。

其
の
時
大
將
は
、
江
戸
か
ら
大
阪
（
お
お
さ
か
）
ま
で
、
馬
や
か
ご

に
乗
ら
ず
、
両
親
と
共
に
歩
い
て
行
つ
た
。

當
時
、
大
將

の
體
は
、も
う
こ
れ
だ
け
丈
夫
に
な
つ
て
居
た
の
で
あ



る
。

郷
里
の
家
は
、
小
さ
い
粗
末
な
家
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど

も
、
刀
・
槍(
や
り)

・
長
刀
（
な
ぎ
な
た
）
な
ど
、
武
士
の
魂
（
た
ま
し
ひ
）

と
呼
ば
れ
る
物
は
い
つ

も
き
ら
き
ら
光
つ
て
居
た
。

此
の
父
母
の
下
に
、
比
の
家
に
育
（
そ
だ
）
つ
た
乃
木
大
將
が
、
一

生
忠
誠
（
ち
ゆ
う
せ
い
）・
質
素
で
押
（
お
し
）
通
し
て
、

武
人
の
手
本
と
仰
が
れ
る

よ
う
に
な
つ
た
の
は
、
ま
こ

と
に
い
は
れ
の
あ
る
こ
と

で
あ
る
。

第
五

水
兵
の
母

明
治
二
十
七
八
年
戰
役
の
時
で
あ
つ
た
。

或
日
、
我
が
軍
艦
高
千

穂
（
か
ん
た
か
ち
ほ
）
の
一
水
兵
が
、
女
の
字
ら
し
い
手
紙
を
讀
み

な
が
ら
泣
い
て
居
た
。

ふ
と
通
り
か
ゝ
つ
た
某
大
（
ぼ
う
だ
い
）

(

新
漢
字

郷

親

粗

末

素
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尉
が
こ
れ
を
見
て
、
餘
り
に
女

女
し
い
ふ
る
ま
か
と
思
つ
て
、

「
こ
ら
、
ど
う
し
た
。
命
が
惜
（
お
）

し
く
な
つ
た
か
、
妻
子
が
懲

ひ
し
く
な
つ
た
か
。

軍
人

と
な
つ

て

い
く
さ
に
出
た

の
を
男
子
の
両
目
（
め
ん
ぼ
く
）
と
も
思

は
ず
、
其
の
有
様
は
何
事
だ
。

兵
士
の
恥
は
艦
の
恥
、艦
の
恥
は
帝
國
の
恥
だ
ぞ
。」

と
言
葉
す
る
ど
く
叱
（
し
か)

つ
た
。

水
兵
は
驚
い
て
立
上
つ
て
、し
ば
ら
く
大
尉
の
顔
を
見

つ
め
て
居
た
が
、
や
が
て
頭
を
下
げ
て
、

「
そ
れ
は
餘
り
な
お
言
葉
で
す
。
私
に
は
妻
も
子
も

あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
日
本
男
子
で
す
。
何
で
命
を

惜
し
み
ま
せ
ぅ
。
ど
う
ぞ
、
こ
れ
を
御
覧
（
ら
ん
）
下
さ
い
。」

と
言
つ
て
、
其
の
手
紙
を
差
出
し
た
。



大
尉
は
そ
れ
を
取
つ
て
見
る
と
、次
の
よ
う
な
事
が
書
い
て
あ
つ
た
。

「
聞
け
ば
、
そ
な
た
は
豊
島
沖
の
海
戰
に
も
出
ず
、
又
八

月
十
日
の
威
海
衛
攻
撃
と
や
ら
に
も
、格
別
の
働
な

(

新
漢
字

女

妻

男)
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か
り
き
と
の
こ
と
、母
は

い
か
に
も
残
念
に
思
う
か
侯
。

何
の
為(

た
め)

に
い
く
さ
に
は
御
出
で
な
さ
れ
候
ぞ
。
一

命
を
捨
て
て
君
の
御
恩
に
報
ゆ
る
爲
に
は
侯
は
ず

や
。

村
の
方
々
は
、
朝
に
夕
に
い
ろ
い
ろ
と
や
さ
し

く
御
世
話
下
さ
れ
、『
一
人
の
子
が
御
國
の
爲
い
く
さ

に
出
で
し
事
な
れ
ば
、定
め
て
不
自
由
な
る
事
も
あ

ら
ん
。

何
に
て
も
え
ん
り
ょ
無
く
言
へ
。』
親
切
に

仰
せ
下
さ
れ
候
。

母
は
其
の
方
々
の
顔
を
見
る
毎

に
、
そ
ま
た
の
ふ
が
ひ
な
き
事
が
思
い
出
さ
れ
て
、
此

の
胸
は
張
り
さ
く
る
ば
か
り
に
て
候
。

八
幡
様
に

日
参
致
し
候
も
、そ
な
た
が
あ
つ
ぱ
れ
な
る
て
が
ら

を
立
て
候
よ
う
と
の
心
願
に
候
。

母
も
人
間
な
れ



ば
、
我
が
子
に
く
し
と
は
つ
ゆ
思
ひ
申
さ
ず
。

い
か

ば
か
り
の
思
ひ
出
に
て
此
の
手
紙
を
し
た
ゝ
め
し
か
、

よ
く
よ
く
御
察
（
さ
つ
）
し
下
さ
れ
た
く
候
。」

大
尉
は
、
こ
れ
を
讃
ん
で
、
思
は
ず
も
涙
を
落
し
、
水
兵
の

手
を
握
つ
て
、

「
わ
た
し
が
悪
か
つ
た
。
お
か
あ
さ
ん
の
精
神
は
感

心
の
外
は
な
い
。

お
前
の
残
念
が
る
の
も
、
も
つ
と

も
だ
。
し
か
し
、
今
の
戦
争
は
昔
と
ち
が
つ
て
、
一
人

(

新
漢
字

殘

念

候

報

毎

致

願
精)

(018.

ｊ
ｐ
ｇ)

で
進
ん
で
功
を
立
て
る
よ
う
を
こ
と
は
出
來
ま
い
。

將
校
も
兵
士
も
、皆
一
つ
に
な
つ
て
働
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

總
べ
て
上
官
の
命
令
を
守
つ
て
、
自
分

の
職
分
に
席
を
出
す
の
が
第
一
だ
。

お
か
あ
さ
ん

は
、『
一
命
を
捨
て
て
君
恩
に
報
い
よ
。』
と
言
つ
て
居
ら

れ
る
が
、
ま
だ
其
の
折
に
出
會
は
な
い
の
だ
。
豊
島



沖
の
海
戰
に
出
な
か
つ
た
こ
と
は
、艦
中
一
同
残
念

に
思
つ
て
居
る
。
し
か
し
、
こ
れ
も
致
し
方
が
な
い
。

其
の
う
ち
に
は
、
花
々
し
い
戦
争
も
あ
る
だ
ら
う
。

其
の
時
に
は
お
互
に
目
ざ
ま
し
い
働
を
し
て
、我
が

高
千
穂
艦
の
名
を
あ
げ
よ
う
。

此
の
わ
け
を
よ
く

お
か
あ
さ
ん
に
言
つ
て
上
げ
て
、安
心
な
さ
る
よ
う

に
す
る
が
よ
い
。」

と
言
聞
か
せ
た
。

水
兵
は
頭
を
下
げ
て
聞
い
て
居
た
が
、や
が
て
手
を
あ

げ
て
敬
禮
し
て
、
に
つ
こ
り
と
笑
つ
て
立
去
つ
た
。

自

修

材

料

（
一)

〇
二
宮
尊
徳
（
に
の
み
や
そ
ん
と
く
）

二
宮
尊
徳
は
、今
か
ら
約
百
五
十
年
前
相
模
の
栢
山
村(

今
神
奈
川
懸
に

属
す)

に
生

ま
れ
た
。

五
歳
の
時
、
大
水
の
た
め
に
、
先
祖
か
ら
傳
は
つ
た
田
地

は

(

新
漢
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す
つ
か
り
洗
ひ
流
さ
れ
て
し
ま
つ
た
。
其
の
上
、
間
も
な
く
父
が
長

い
病(

や
ま
い)

の
床(

と
こ)

に
つ
い
た
の
で
、家
は
貧
乏
の
ど
ん
底
に

落
ち
た
。
尊
徳

は
、
少
年
な
が
ら
農
事
を
習
ひ
、
又
病
氣
の
父
に
代
つ
て
、
村
の
人
た

ち

と
一
し
よ
に
、
大
水
の
跡
始
末
（
あ
と
し
ま
つ
）
に
も
出
た
。

十
四
の
秋
、
彼
が
一
生
懸
命
（
け
ん
め
い
）
で
介
抱
（
か
い
ほ
う
）
し

た
か
ひ
も
な
く
父
は
世
を
去

り
、
十
六
の
夏
に
は
、
長
い
間
の
無
理
（
む
り
）
が
た
ゝ
つ
て
、
母
も

と
う
と
う
な

く
な
つ
て
し
ま
っ
た
。
尊
徳
の
な
げ
き
は
筆
に
も
紙
に
も
盡
（
つ
）
く

せ

な
い
。
親
類
の
人
々
は
、
そ
う
だ
ん
し
て
尊
徳
を
始
め
三
人
の
子
供

を
引
取
り
、
世
話
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

尊
徳
が
引
取
ら
れ
た
の
は
、
伯
父
（
お
じ
）
の
所
で
あ
つ
た
。
伯
父
は

口
や
かま

し
い
人
で
あ
つ
た
。
尊
徳
が
暇
さ
へ
あ
れ
ば
、
本
を
讃
み
た
が
る

の
を
き
ら
つ
て
、「
農
家
に
學
問
は
い
ら
ぬ
事
だ
。暇
が
あ
つ
た
ら
、う

ち
の
仕
事
を
せ
よ
。」と
言
つ
て
叱（
し
か
）つ
た
。し
か
し
尊
徳
は「
一

生
無
學



の
人
と
な
つ
て
は
、
父
の
家
を
興
す
こ
と
は
出
來
な
い
。
ど
う
か
し

て
、
自
分
の
油
で
勉
強
し
た
い
も
の
だ
。」
と
思
つ
た
。

そ
こ
で
川
べ
り
の
洲
（
す
）
に
油
菜
を
ま
き
、
や
が
て
其
の
賓
（
み
）
七

八
升
（
し
よ
う
）
を
得

た
。
こ
れ
を
油
屋
へ
持
つ
て
行
つ
て
、
幾
ら
か
の
油
に
取
り
か
へ
た
。

さ
う
し
て
、
毎
晩
家
人
の
寝
静
（
ね
し
づ
）
ま
る
の
を
待
ち
、
自
分
の

油
を
と
も
し

て
は
、
心
静
か
に
勉
強
し
た
。

第
六

パ

ナ

マ
運
河
（
う
ん
が
）

北
ナ
メ
リ
カ
が
南
ア
メ
リ
カ
に
、
續
く
部
分
は
、
パ

ナ

マ

地
峡
（
ち
き
よ
う
）
と
い
つ
て
、
地
形
が
き
は
め
て
細
長
く
な
つ
て
居

る
。
此
の
地
峡
に
造
つ
た
蓮
河
が
、
世
界
に
名
高
い
パ

ナ

マ
運
河
で
あ
る
。

パ

ナ

マ
地
峡
は
一
滯
に
小
山
が
起
伏
（
き
ふ
く
）
し
て
居
る
上
に
、

地
層
に
は
か
た
い
岩
石
が
多
い
。

其
の
外
に
も
い
ろ

(

新
漢
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い
ろ
の
理
由
が
あ
る
の



で
、
此
の
地
峡
を
切
通
し
、

平
ら
か
な
掘
割
（
ほ
り
わ
り
）
を
造
つ
て
、

太
平
・
大
西
兩
洋
の
水
を

通
は
せ
る
こ
と
は
、
と
う

て
い
出
來
ぬ
事
で
あ
つ

た
。

そ
こ
で
此
の
運
河

は
、
非
常
に
欒
っ
た
仕
組

に
出
來
て
居
る
の
で
あ

る
。

先
づ
地
峡
の
山
地
を
流
れ
て
居
る
川
の
水
を
せ
き
止

め
て
、
湖
を
二
つ
造
つ
た
。

高
い
土
地
の
上
に
水
を
た

た
へ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
湖
の
水
面
は
、
海
面
よ
り
ず
つ

と
高
い
。

此
の
湖
へ
兩
方
の
海
か
ら
掘
割
が
通
じ
て

あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
此
の
高
い
湖
と
低
い
掘
割
を
、
何
の

仕
掛
（
し
か
け
）
も
な
し
に
連
結
す
れ
ば
、
湖
の
水
は
瀧
（
た
き
）
の
よ
う

に掘
割
へ
落
込
ん
で
、と
て
も
船
を
通
す
こ
と
は
出
來
な

い
か
ら
、
掘
割
の
所
々
に
水
門
を
設
け
て
、
た
く
み
に
船



を
上
下
す
る
よ
う
に
し
て
あ
る
。

今
、
太
平
洋
の
方
か
ら
此
の
運
河
を
通
る
と
す
る
。

船

(
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は
先
づ
海
か
ら
廣
い
掘
割
に
は
い
る
。

し
ば
ら
く
進

む
と
、
水
門
が
あ
つ
て
、
行
く
手
を
さ
へ
ぎ
つ
て
居
る
。

近
づ
く
と
、
門
の
と
び
ら
は
左
右
に
開
い
て
、
船
が
中
に

は
い
り
、
と
び
ら
は
し
ま
る
。
上
手
に
も
水
門
が
あ
る

の
で
、船
は
大
き
な
箱
の
中
に
浮
い
て
居
る
形
で
あ
る
。

底
の
水
道
か
ら
水
が
湧
（
わ
き
）
出
て
、
船
は
次
第
に
高
く
浮
上

る
。

と
上
手
の
水
門
が
開
い
て
、
船
は
次
の
、
箱
の
中
に

は
い
る
。

前
と
同
じ
方
法
で
、
船
は
も
う
一
段
（
だ
ん
）
高
く
浮

上
り
、
次
の
水
門
を
越
し
て
、
小
さ
い
人
造
湖
に
出
る
。

比
の
湖
を
横
ぎ
る
と
、
又
水
門
が
あ
つ
て
、
船
は
更
に
一

段
高
く
な
る
。

か
う
し
て
、
前
後
三
段
に
上
つ
た
船
は
、

海
面
よ
り
約
二
十
六
米
（
メ
ー
ト
ル
）
も
高
い
水
面
に
浮
か
ぶ
の
で

あ
る
。



そ
れ
か
ら
、
船
は
ク
レ
ブ
ラ
の
掘
割
を
通
る
。

こ
れ
は

高
い
山
地
を
切
通
し
た
も
の
で
、こ
ゝ
を
切
通
す
の
は

非
常
な
難
工
事
で
あ
つ
た
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
掘
割

を
通
過
し
て
、
船
は
又
湖
に
出
る
。

ガ
ツ
ン
湖
と
い
ふ

大
き
な
人
造
湖
で
、湖
上
に
點
々
と
散
在
し
て
居
る
島

島
は
、
も
と
こ
ゝ
に
そ
び
え
て
居
た
山
々
で
あ
る
。

此

の
湖
を
渡
つ
て
、
又
水
門
を
通
過
す
る
。

今
度
は
前
と

(

新
漢
字

法

湖

難

過

點

散

在)

(022.

ｊ
ｐ
ｇ)

反
對
に
、
順
次
に
三
段
を
下
つ
て
、

海
と
同
じ
水
面
に
浮
か
ぶ
。

こ

こ
か
ら
又
掘
割
を
走
つ
て
、
終
に

洋
々
た
る
大
西
洋
に
出
る
の
で

あ
る
。
運
河
は
延
長
五
十
哩
（
マ
イ
ル
）
餘

り
、
凡
そ
八
時
間
前
後
で
こ
れ
を

航
す
る
こ
と
が
出
來
る
。

パ
ナ
マ
地
峡
に
運
河
を
造
る
事



は
、
数
百
年
來
ヨ
ー
ロ

ッ

パ
人
の

し
ば
し
ば
計
畫
し
た
所
で
、
實
地

に
大
仕
掛
の
工
事
を
行
つ
た
事
も
あ
つ
た
が
成
功
を

見
る
に
至
ら
な
か
つ
た
。

最
後
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
國

は
、
國
家
事
業
と
し
て
此
の
工
事
に
着
手
し
、
十
年
の
歳

月
と
八
億
（
お
く
）
圓
の
費
用
と
を
費
し
て
、
紀
元
千
九
百
十
四

年
、
遂
に
こ
れ
を
造
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

米
國
が
此
の
運
河
を
造
る
に
成
功
し
た
の
は
、主
と
し

て
、
最
新
の
學
理
を
應
用
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
衛
生
（
え
い
せ
い
）

の
設
備
を
よ
く
し
て
危
険
（
き
け
ん
）
な
病
氣
を
根
絶
（
こ
ん
ぜ
つ
）
し
、
幾

萬
の

従
業
員
の
健
康
（
け
ん
こ
う
）
を
は
か
つ
た
事
や
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ

る
文
明
の
利
器
を
運
用
し
て
、
山
を
く
づ
し
、
地
を
う
が

(

新
漢
字

順

終
延

凡

數

威

着

費

米

應

設

備

従

文

利)

(023.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

ち
、
河
水
を
せ
き
止
め
た
事
な
ど
、

一
と
し
て
そ
れ
を
ら
ぬ
も
の
は



無
い
。

昔
、
太
平
・
大
西
南
洋
の
問
を
往
來

す
る
船
は
、
は
る
か
南
ア
メ
リ
カ

の
南
端
を
大
廻
り
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
か
つ
た
。
し
か
し
、
パ
ナ

マ
運
河
の
開
通
以
來
は
、
此
の
不

便
が
無
く
な
り
、
し
た
が
つ
て
、
世
界
の
航
路
に
大
き
を

欒
動
を
生
じ
た
の
で
あ
る
。

第
七

馬
鈴
薯
王

大
正
十
五
年(

一
九
二
六
年
）
三
月

二
十
七
日
、
ア
メ
リ
カ
よ
り
の
通

信
は
、
い
は
ゆ
る
馬
鈴
薯
王
牛
島
（
う
し
じ
ま
）
謹
爾
（
き
ん
じ
）
君
の
死

を
傳
へ
た
。

ア
メ
リ
カ
の
新
天
地
を
開
拓
（
か
い
た
く
）
し

た
日
本
人
中
、
彼
は
最
も
白
人
間
に
重
き
を
な
し
、
馬
鈴

薯
王
ジ
ョ
ー
ジ
、
シ
マ
の
名
は
、
子
供
に
も
知
ら
れ
て
居



る
。
彼
の
事
業
地
ス
タ
ツ
ク
ト
ン
は
、
最
初
彼
が
旗
あ

(

新
漢
字

端

開

便

初)

(024.

ｊ
ｐ
ｇ)

げ
を
し
た
頃
に
は
、人
口
僅
か
五
千
に
も
満
た
な
い
所

で
あ
つ
た
が
、
其
の
後
三
十
年
、
彼
の
力
に
よ
つ
て
次
第

に
開
け
て
行
き
、今
で
は
人
口
八
萬
を
數
へ
る
盛
大
な

土
地
と
な
つ
た
。

自
分
が
彼
を
訪
（
た
づ
）
ね
た
の
は
、
大
正
十
年
八
月
の
事
で
あ

つ
た
。

サ
ク
ラ
メ
ン
ト
川
と
サ
ン
、オ
ー
キ
ン
川
と
が
合
し
て

太
平
洋
に
注
ぎ
人
ら
う
と
す
る
所
に
、
約
四
十
万
哩
（
マ
イ
ル
）
の

三
角
洲
（
デ
ル
ク
）
が
あ
る
。
さ
う
し
て
、
そ
こ
に
は
五
千
ア
ル
ケ

ー
ル
乃
至
二
萬
ア
ル
ケ
ー
ル
ぐ
ら
ゐ
の
島
が
六
十
幾

り
出
來
上
つ
て
居
る
。

彼
の
事
業
地
は
即
ち
こ
ゝ
で
、

こ
れ
ら
の
島
々
の
中
、
其
の
三
分
の
二
は
、
實
に
我
が
馬

鈴
薯
王
の
勢
力
範
圍
（
は
ん
い
）
に
属
し
て
居
る
も
の
で
あ
る
。



自
分
た
ち
の
一
行
を
乗
せ
た
モ
ー
タ
ー
ボ
ー
ト
は
、彼

の
名
譽
（
め
い
よ
）
を
記
念
し
て
名
づ
け
ら
れ
た
と
い
ふ
シ
マ
島
（
ア
イ
ラ

ン
ド
）

や
キ
ン
グ
島
（
ア
イ
ラ
ン
ド
）
な
ど
の
間
を
、
勢
す
る
ど
く
、
水
を
切
つ
て

進
ん
で
行
つ
た
。

た
し
か
、ベ
ー
コ
ン
島(

ア
イ
ラ
ン
ド)

と
い
ふ
島
に
上
つ
た
時
で
あ
つ

た
と
思
ふ
。
馬
鈴
薯
王
は
、
軒
（
の
き
）
を
並
べ
た
倉
庫
（
そ
う
こ
）
に
案

内し
た
が
、
見
る
と
ど
の
倉
庫
も
ど
の
倉
庫
も
、
皆
玉
ね
ぎ

(

新
漢
字

口

數

盛

注

即

属)

(025.

ｊ
ｐ
ｇ)

の
袋
（
ふ
く
ろ
）
と
馬
鈴
薯
の
袋
と
で
一
ぱ
い
に
な
つ
て
居
る
。

「
戰
時
中
は
相
場
が
う
な
ぎ
登
り
に
上
つ
て
も
、
皆
、
羽

が
生
え
て
飛
ん
で
行
つ
た
も
の
で
す
。
今
で
は
、
値

が
下
る
一
方
で
す
が
、
そ
れ
で
此
の
通
り
、
一
向
（
い
つ
こ
う
）
は

け
ま
い
の
で
す
。
御
覧
（
ら
ん
）
な
さ
い
、
馬
鈴
薯
も
ね
ぎ
も

皆
芽
を
出
し
て
居
ま
す
。

や
れ
、
豊
作
だ
、
凶
作
だ
、
そ

れ
戰
爭
だ
、
休
戰
だ
な
ど
と
言
つ
て
も
、
結
局
（
け
っ
き
ょ
く
）
損
も
得



も
運
で
す
ね
。

人
間
は
、
や
つ
ぱ
り
人
間
で
す
。
神

様
ぢ
や
な
い
か
ら
。」

馬
鈴
薯
王
は
、
こ
ん
な
事
を
言
つ
て
笑
つ
た
。

自
分
が
馬
鈴
薯
王
と
曾
見
し
た
の
は
、後
に
も
先
に
も
、

た
ゞ
此
の
ス
タ
ッ
ク
ト
ン
に
お
け
る
一
回
だ
け
で
あ

つ
た
。
し
た
が
つ
て
、
も
う
此
の
外
に
は
、
書
き
つ
け
る

ほ
ど
の
思
出
も
無
い
が
、
戓
人
の
書
い
た
も
の
に
、
此
の

人
に
つ
い
て
お
も
し
ろ
い
逸
話
が
あ
る
。

或
日
、
ジ
ョ
ー
ジ
、
シ
マ
と
、
ス
タ
ッ
ク
ト
ン
か
ら
バ
ー
ク

レ
ー
の
其
の
自
宅
ま
で
、一
し
よ
に
行
つ
た
こ
と
が

あ
る
。

バ
ー
ク
レ
ー
の
停
車
場
（
て
い
し
や
ぢ
よ
う
）
に
着
く
と
、
彼

の
自動

車
が
待
つ
て
居
た
。
私
た
ち
が
そ
れ
に
乗
ら
う

と
す
る
と
二
人
の
み
す
ぼ
ら
し
い
ア
メ
リ
カ
婦
人

(

新
漢
字

相

豊

作

休

損

得

婦)

(026.

ｊ
ｐ
ｇ)

が
、
大
き
な
か
ば
ん
を
も
て
あ
ま
し
て
居
た
。
彼
は
、



其
の
女
に
、
ど
こ
へ
行
く
の
か
と
聞
い
た
。
女
は
、
ど

こ
そ
こ
へ
行
く
と
答
へ
た
。
す
る
と
、
彼
は
「
ぢ
や
、
こ

れ
に
乗
り
た
ま
へ
。」
と
言
つ
て
、
自
ら
其
の
か
ば
ん
を

持
ち
、此
の
み
す
ぼ
ら
し
い
女
を
自
分
の
自
動
車
に

乗
せ
て
や
つ
た
。

女
は
驚
い
て
居
た
が
、
や
が
て
粗

末
な
自
分
の
家
の
前
に
着
く
と
私
に
此
の
日
本
人

は
誰
か
と
聞
い
た
。

私
は
、
あ
の
人
は
ジ
ヨ
ー
ジ
、
シ

マ
だ
と
言
ふ
と
、
女
は
、「
お
ゝ
、
馬
鈴
薯
王
か
と
言
つ
て

飛
立
つ
よ
う
に
喜
び
、「
私
は
一
生
此
の
名
譽
あ
る
同

乗
を
忘
れ
な
い
。
ど
う
か
、
私
の
千
べ
ん
の
あ
り
が

た
う
と
い
ふ
言
葉
を
受
け
て
下
さ
い
と
言
つ
て
、彼

の
手
を
握
つ
た
。

か
う
し
た
日
本
式
の
陰
徳
を
、
彼

は
、
方
々
で
落
し
て
歩
い
た
。

廣
大
な
農
場
を
見
廻

り
に
歩
く
時
で
も
、
暑
い
日
盛
り
に
、
勞
働
者
た
ち
が

一
生
懸
命
（
け
ん
め
い
）
働
い
て
居
る
の
を
見
て
、
其
の
中
で
、
何
か

ち
ょ
つ
と
気
に
入
つ
た
事
で
も
あ
れ
ば
、「
こ
れ
で
靴
（
く
つ
）

で
も
買
へ
。」
と
言
つ
て
、
五
ド
ル
紙
幣
（
し
へ
い
）
を
投
出
す
こ
と

な
ど
も
あ
る
。
又
毎
日
々
々
彼
の
事
務
所
と
自
宅



へ
は
、
い
ろ
い
ろ
の
寄
付
金
（
き
ふ
き
ん
）
取
が
押
（
む
し
）
寄
せ
る
が
、

そ
れ

(

新
漢
字

乗

廣

農

場

勞

働

務)

(027.

ｊ
ｐ
ｇ

)

ら
に
對
し
て
も
、彼
は
毎
年
ど
れ
だ
け
の
金
を
投
出

し
た
こ
と
か
わ
か
ら
ぬ
。

彼
の
頭
の
振
（
ふ
り
）
方
一
つ
で
、
ア
メ
リ
カ
の
馬
鈴
薯
相
場
が

上
下
し
た
の
は
言
ふ
ま
で
も
ま
く
、
彼
は
在
米
日
本
人

曾
長
と
し
て
は
、
我
が
同
胞
（
ど
う
ほ
う
）
の
中
心
人
物
と
な
り
、
太
つ

腹
（
は
ら
）
を
親
分
と
し
て
推
服
（
す
い
ふ
く
）
せ
ら
れ
、
又
事
業
家
・
成

功
家
と

し
て
白
人
間
に
も
重
き
を
な
し
て
居
た
の
で
あ
る
が
、

久
し
ぶ
り
の
歸
朝
間
際
（
ま
ぎ
は
）
に
、
六
十
二
歳
で
世
を
去
つ
た
。

思
へ
ば
惜
し
い
事
で
あ
る
。
日
本
の
爲
に
も
、
世
界
の

為
に
も
。



第
八

廣
瀬
中
佐
（
ひ
ろ
せ
ち
ゆ
う
さ
）

と
ゞ
ろ
く
砲
音
飛
來
る
彈
丸
。

荒
波
洗
ふ
デ
ッ
キ
の
上
に
、

や
み
を
つ
ち
ぬ
く
中
佐
の
叫
。

「
杉
野
（
す
ぎ
の
）
は
い
づ
こ
、
杉
野
は
居
ず
や
。」

(

新
漢
字

久

朝

荒)

(028.

ｊ
ｐ
ｇ)

船
内
く
ま
無
く
尋
ぬ
る
三
度
（
み
た
び
）、

呼
べ
ど
答
へ
ず
、
さ
が
せ
ど
見
え
ず
、

船
は
次
第
に
波
間
に
沈
み
、

敵
彈
い
よ
い
よ
あ
た
り
に
し
げ
し
。

今
は
と
ボ
ー
ト
に
移
れ
る
中
佐
、

飛
來
る
た
ま
に
忽
ち
失
せ
て
、



旅
順
港
外
、
う
ら
み
ぞ
探
き
、

軍
神
廣
瀬
と
其
の
名
殘
れ
ど
。

第
九

神
風

博
多
（
は
か
た
）
の
沖
は
、
見
渡
す
限
り
、
元
（
げ
ん
）
か
ら
押
（
お
し
）
寄

せ
た
船
で
お

ほ
は
れ
た
。
十
何
萬
と
い
ふ
大
軍
で
あ
る
。

四
國
・
九

州
の
武
士
は
、
博
多
の
濱
に
集
つ
た
。
元
の
兵
は
一
人

も
上
陸
さ
せ
ぬ
と
い
ふ
意
氣
ご
み
で
、
濱
邊
に
石
垣
（
い
し
が
き
）
を

き
づ
い
て
守
つ
た
。

我
が
軍
は
、
敵
の
攻
寄
せ
る
の
を
待
ち
き
れ
ず
、
こ
つ
ち

か
ら
押
寄
せ
た
。

敵
は
、
高
い
や
ぐ
ら
の
あ
る
大
船
、
こ

つ
ち
は
、
釣
（
つ
り
）
舟
の
よ
う
を
小
舟
で
あ
つ
た
。
け
れ
ど
も
、

(

新
漢
字

波

失

旅

邊)

(029.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

我
が
武
士
は
、
船
の
大
小

な
ど
は
、
少
し
も
氣
に
し



な
か
つ
た
。
草
野
次
郎

の
如
き
は
、
夜
、
敵
の
船
に

押
寄
せ
て
、
首
を
二
十
一

取
つ
て
、
敵
の
船
に
火
を

か
け
て
引
上
げ
た
。
敵

は
、
此
の
勢
に
恐
れ
て
、
鐵

の
く
さ
り
で
船
を
つ
な

ぎ
合
は
せ
た
。

ま
る
で
、

大
き
な
島
が
出
來
た
よ

う
な
も
の
で
あ
る
。

河
野
通
有(

か
う
の
み
ち
あ
り)

は
、
た
つ
た
小

舟
二
そ
う
で
向
か
つ
た
。

敵
は
、
は
げ
し
く
射
立
て

た
。

味
方
は
、
ば
た
ば
た

と
た
ふ
れ
た
。

通
有
も

左
の
肩
（
か
た
）
を
射
ら
れ
た
が
、

少
し
も
屈
（
く
つ
）
せ
ず
、
刀
を
ふ



る
つ
て
進
ん
だ
。

い
よ

(030.

ｊ
ｐ
ｇ)

い
よ
敵
の
船
に
押
寄
せ
た
が
、
高
く
て
、
上
る
こ
と
が
出

來
な
い
。
通
有
は
、
帆
柱
を
た
ふ
し
て
、
こ
れ
を
は
し
ご

に
し
て
、
敵
の
船
へ
を
ど
り
込
（
こ
）
ん
だ
。
味
方
は
、
後
か
ら

後
か
ら
と
續
い
た
。
さ
ん
ざ
ん
に
切
り
ま
く
つ
て
、
其

の
船
の
大
將
を
生
け
ど
り
に
し
て
引
上
げ
た
。

其
の
後
も
、
攻
寄
せ
る
者
が
絶
（
た
）
え
な
い
の
で
、
敵
は
一
先

つ
沖
の
方
へ
退
い
た
が
、又
押
寄
せ
て
來
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
。

實
に
、
我
が
國
に
と
つ
て
は
、
こ
れ
ま
で
に

無
い
大
難
で
あ
つ
た
。

恐
れ
多
く
も
、
亀
山
上
皇(

か
め
や
ま
じ
ょ
う
こ
う)

は
、
御
身
を
以
て
困
難

に
代
ら

う
と
お
祈
り
に
な
つ
た
。
武
士
と
い
ふ
武
士
は
、
必
死

の
か
く
ご
で
防
い
だ
。

百
姓
も
、
一
生
懸
命
で
、
兵
糧
を

運
ん
だ
。
全
く
、
上
下
の
者
が
心
を
一
に
し
て
、
國
難
に

當
つ
た
の
で
あ
る
。



此
の
眞
心
が
、
神
の
お
ぼ
し
め
に
か
な
つ
た
の
で
あ

ら
う
、
一
夜
、
大
風
が
起
つ
て
、
海
は
湧
返
つ
た
。
敵
の
船

は
、
こ
つ
ぱ
み
ぢ
ん
に
く
だ
け
て
、
敵
兵
は
、
海
の
底
に
沈

ん
で
し
ま
つ
た
。
生
き
て
歸
つ
た
者
は
、
數
へ
る
ほ
ど

し
か
な
か
つ
た
と
い
ふ
。

自

修

材

料

（
二
）

(

新
漢
字

帆

退

明

以

必

防

運

當)

(031.

ｊ
ｐ
ｇ)

〇
二
官
尊
徳
（
つ
ゞ
き
）

尊
徳
は
或
時
道
ば
た
に
捨
（
す
）
て
て
あ
つ
た
稲
（
い
ね
）
の
苗
（
な

へ
）
を
拾
つ
て
、「
も
つ
た

い
な
い
事
だ
。」と
思
つ
て
、こ
ゝ
ろ
み
に
そ
れ
を
川
べ
り
の
あ
き
地
に

植
ゑ
つ
け
て
置
い
た
。

さ
う
し
て
、
お
こ
た
ら
ず
手
人
を
し
て
居
た

と
こ
ろ
が
、
秋
に
な
つ
て
、
見
事
に
實
の
つ
た
。
ほ
ん
と
う
の
田
の
稲

に
も
負
け
な
い
豊
な
穂
で
あ
つ
た
。
彼
は
こ
れ
を
刈
取
つ
て
、
始
め

て
自
分
の
米
と
名
の
つ
く
米
を
得
た
。

次
の
年
に
も
叉
次
の
年
に
も
、彼
は
此
の
捨
苗
の
利
用
を
續
け
た
。



さ
う
し
て
、
こ
れ
に
よ
つ
て
得
た
利
益
（
り
え
き
）
を
た
く
は
へ
、
そ

れ
を
持
つ
て
、

二
十
歳
の
時
、
荒
れ
は
て
た
我
が
家
に
歸
つ
た
。
母
の
さ
と
に
あ
づ

け
て
あ
っ
た
弟
二
人
も
迎
へ
取
つ
て
、
貧
し
い
な
が
ら
も
、
こ
ゝ
に
始

め
て
獨
立
の
生
活
を
す
る
こ
と
に
な
つ
た
。

彼
は
後
年
「
小
を
積
ん
で
大
を
成(

な)

す
。」と
い
ふ
の
を
治
産(

ち
さ

ん)

の
？
（
シ
ミ
あ
り
）
と
し
て

敎
へ
た
が
、
そ
れ
は
此
の
捨
苗
の
利
用
の
經
驗
か
ら
得
た
敎
訓
で
あ

つ
た
の
で
あ
る
。

第
十

燈
臺
守
の
む
す
め

イ
ギ
リ
ス
の
東
海
岸
に
、ロ
ン
グ
ス
ト
ー
ン
と
い
ふ
島

が
あ
る
。
其
の
一
角
（
か
く
）
に
そ
び
え
て
居
る
燈
臺
に
、
年
と

つ
た
燈
臺
守
が
、
妻
と
む
す
め
と
三
人
で
、
わ
び
し
く
其

の
日
を
送
つ
て
居
た
。
波
風
の
外
に
は
、
友
と
す
る
も

の
も
無
い
此
の
島
で
、老
夫
婦
の
な
ぐ
さ
め
と
な
る
も

の
は
、氣
だ
て
の
や
さ
し
い
一
人
む
す
め
の
グ
レ
ー
ス
、

ダ
ー
リ
ン
グ
で
あ
つ
た
。



或
秋
の
夜
の
事
で
あ
る
。

一
そ
う
の
船
が
、
に
は
か
の

(

新
漢
字

臺

夫)

(032.

ｊ
ｐ
ｇ)

あ
ら
し
に
お
そ
は
れ
て
、此
の
島
に
近
い
岩
に
乗
り
上

げ
た
。
船
は
二
つ
に
く
だ
け
て
、
船
尾
の
方
は
、
見
る
見

る
大
波
に
さ
ら
は
れ
て
し
ま
つ
た
。
岩
の
上
に
殘
つ

た
般
體
に
は
、十
人
ば
か
り
の
船
員
が
す
が
り
附
い
て
、

聲
を
限
り
に
救
ひ
を
求
め
た
が
、何
の
か
ひ
も
無
か
つ

た
。

夜
が
ほ
の
ぼ
の
と
明
け
た
頃
、
荒
狂
（
く
る
）
ふ
海
上
を
見
渡
し

た
グ
レ
ー
ス
親
子
は
、
ふ
と
、
は
る
か
の
沖
合
に
、
か
の
難

破
船
を
み
と
め
た
。
む
す
め
は
驚
い
て
、

ま
あ
、
か
は
い
さ
う
に
。

お
と
う
さ
ん
、
早
く
助
け
に

行
き
ま
せ
う
。

早
く
早
く
。

「
あ
の
波
を
御
覧
（
ら
ん
）。

か
は
い
さ
う
だ
が
、
と
て
も
、
人
間

わ
ざ
で
は
救
へ
な
い
。」

「
私
は
、
と
て
も
、
人
の
死
ぬ
の
を
じ
つ
と
見
て
は
居
ら



れ
ま
せ
ん
。

さ
あ
、
行
き
ま
せ
う
。
命
を
捨
（
す
）
て
て
か

か
つ
た
ら
、救
へ
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。」

此
の
け
な
げ
な
言
葉
は
、
遂
に
父
を
動
か
し
た
。
二
人

は
早
速
（
さ
つ
そ
く
）
ボ
ー
ト
を
出
す
支
度
（
し
た
く
）
に
取
り
か
ゝ
つ
た
。

ヤ
が
て
ボ
ー
ト
は
岸
を
離
れ
た
。

打
返
す
磯
（
い
そ
）
波
に
ま

き
込
（
こ
）
ま
れ
た
か
と
思
へ
ば
、
忽
（
た
ち
ま
）
ち
大
波
に
ゆ
り
上
げ
、
ゆ

(

新
漢
字

尾

附

求

破)

(033.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

り
下
げ
ら
れ
な
が
ら
、
沖
へ
沖
へ

と
突
進
む
。
親
子
は
死
力
を
盡

く
し
て
潜
（
こ
）
ぎ
に
漕
い
だ
。
岩
の

附
近
は
波
が
い
よ
い
よ
荒
狂
ふ
。

打
寄
せ
る
大
波
、
打
返
す
さ
か
波
、

危
く
岩
に
打
附
け
ら
れ
、
忽
ち
死

の
口
に
呑
（
の
）
ま
れ
よ
う
と
す
る
。

一
進
一
退
、
た
ゞ
運
を
天
に
ま
か

せ
て
二
人
は
ボ
ー
ト
を
あ
や
つ



つ
た
。

か
ら
う
じ
て
、
ボ
ー
ト
は
、
か
の
難
破
船
に
た
ど
り
着
い

た
。
生
殘
つ
た
船
員
は
、
涙
を
流
し
て
喜
ん
だ
。
親
子

は
非
常
な
危
檢
を
を
か
し
て
、
人
々
を
ボ
ー
ト
に
収
容
（
し
ゆ
う
よ
う
）

し
、
又
有
ら
ん
限
り
の
力
を
オ
ー
ル
に
注
い
で
、
我
が
家

へ
と
向
か
つ
た
。
つ
か
れ
果
て
た
人
々
も
、
親
子
の
勇

ま
し
い
働
に
は
げ
ま
さ
れ
て
、我
も
我
も
と
力
を
そ
へ

る
。
か
く
て
ボ
ー
ト
は
再
び
荒
波
を
切
抜
け
て
、
燈
臺

に
歸
り
着
い
た
の
で
あ
る
。

二
日
た
つ
て
、
天
氣
も
晴
れ
、
波
も
を
さ
ま
つ
た
。
グ
レ

ー
ス
の
眞
心
こ
め
た
看
護
（
か
ん
ご
）
に
よ
つ
て
、
全
く
元
氣
を
回

(

新
漢
字

盡

附

危

退

危

檢

有
家)

(034.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

復
し
た
人
々
は
、
親
子
に
厚
（
あ
つ
）
く
再
生
の
恩
を
謝
（
し
や
）
し
、
名

殘
（
な
ご
り
）

を
惜
（
を
）
し
ん
で
此
の
島
を
去
つ
た
。

今
ま
で
人
に
も
知
ら
れ
な
か
つ
た
燈
臺
守
の
む
す
め

グ
レ
ー
ス
、
ダ
ー
リ
ン
グ
の
名
は
、
ほ
ど
な
く
國
の
内
外



に
傳
は
つ
た
。

む
す
め
の
勇
ま
し
い
行
為
（
こ
う
い
）
は
、
歌
に
歌

は
れ
、其
の
肖
像
畫
は
到
る
處
の
店
頭
に
飾
ら
れ
た
。

第
十
一

参
宮
だ
よ
り

昨
日
午
後
、
此
方
へ
着
い
て
、
外
宮
へ
お
参
り

し
、
今
日
は
内
宮(

な
い
ぐ
う)
へ
お
参
り
し
ま
し
た
。

宇
治
（
う
ぢ
）
橋
を
渡
つ
て
、
神
（
し
ん
）

苑
に
入
り
、
し
ば
ら
く

行
く
と
、
千
年
も
た
つ

た
か
と
恩
は
れ
る
大

木
が
立
ち
並
ん
で
居

て
、
何
と
も
言
へ
な
い

あ
り
が
た
い
感
じ
が

し
ま
し
た
。

五
十
鈴(

す
ず)

川
の
き
れ
い
な
水
で
、
手
を
洗
ひ
、
口

(

新
漢
字

再

畫

店

頭)



(035.

ｊ
ｐ
ｇ)

を
す
ヽ
い
で
、

御
門
の
前
に

進
ん
で
拝
み

ま
し
た
。
神

殿
は
外
宮
と

同
じ
よ
う
に
、

お
屋
根
を
か

や
で
ふ
き
、
棟

に
か
つ
を
木

を
並
べ
兩
端
に
千
木
が
附
け
て
あ
り
ま
す
。

一
切
木
造
り
で
、
金
の
金
具
が
き
ら
き
ら

と
し
て
居
ま
す
が
、
其
の
外
に
は
両
の
飾(

か
ざ
り)

も

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
こ
と
に
神
々
（
か
う
が
う
）
し
く
て
、
自

然
（
し
ぜ
ん
）
に
頭
が
下
り
ま
し
た
。

お
参
り
を
す
ま
し
て
か
ら
、
方
々
を
見
物
し

て
、
二
見
に
來
ま
し
た
。



今
夜
は
こ
ヽ
で
と
ま
り
ま
す
。
明
日
は
、
朝

早
く
日
の
出
を
拝
み
、
そ
れ
か
ら
京
都
へ
立

(

新
漢
字

千

切

白)

(036.

ｊ
ｐ
ｇ)

ち
ま
す
。

お
土
産
に
貝
細
工
を
買
つ
た
か

ら
、
樂
し
み
に
し
て
待
つ
て
お
出
で
な
さ
い
。

月

日

父

よ
り

さ
ち
子

殿

第
十
二

ト
マ
ス
、
エ
ヂ
ソ
ン

電
燈
の
發
明
せ
ら
れ
た
の
は
、今
か
ら
凡
そ
百
十
餘
年

前
の
事
で
あ
る
。
當
時
は
單
に
理
化
學
の
實
驗
用
と

し
て
使
用
せ
ら
れ
る
の
に
過
ぎ
な
か
つ
た
が
、次
第
に

改
良
せ
ら
れ
て
、
四
五
十
年
の
後
に
は
、
燈
臺
等
に
す
ゑ

つ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
今

日
の
ア
ー
ク
燈
に
類
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
公
園
・
街
路
（
が
い
ろ
）

等
の
照
明
（
し
よ
う
め
い
）
用
と
し
て
は
適
當
で
あ
つ
た
が
、
室
内
に
用



ひ
る
も
の
と
し
て
は
、
餘
り
に
大
仕
掛
（
じ
か
け
）
で
あ
り
、
光
力
が

つ
よ
今
強
過
ぎ
て
、
實
用
に
適
し
を
な
か
つ
た
。
そ
れ
で
、
こ
れ
ら

の
缺
點
の
無
い
電
燈
が
發
明
さ
れ
る
こ
と
は
、當
時
の

人
の
最
も
希
望
す
る
所
で
あ
つ
た
。

か
ね
て
此
の
希
望
を
満
た
さ
う
と
思
つ
て
居
た
ト
マ

ス
、
エ
ヂ
ソ
ン
は
、
す
で
に
電
話
機
に
關
す
る
發
明
に
成

功
し
た
の
で
、更
に
進
ん
で
新
し
い
電
燈
の
發
明
に
従

(

新
漢
字

單

驗

使

改

良

類

適

用

缺

希

望

關)

(037.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

事
し
た
。

さ
う
し
て
、
こ
れ
も
ほ

と
ん
ど
成
功
に
近
づ
い
た
が
、
た

だ
心
（
し
ん
）
の
事
に
な
る
と
、
な
か
な
か

思
ふ
よ
う
に
行
か
な
い
。

初
め

彼
は
、
紙
に
炭
素
（
た
ん
そ
）
を
ぬ
つ
て
試
み
た
が
、
思
は
し
い
結
果

が
得
ら
れ
を
か
つ
た
。

次
に
は
白
金
其
の
他
の
金
属

の
針
金
で
様
々
の
實
驗
を
し
て
み
た
が
、こ
れ
も
失
敗

に
終
つ
た
。

そ
こ
で
、
再
び
炭
素
線
の
研
究
に
没
頭
（
ぼ
つ
と
う
）
し



た
が
、徒
ら
に
多
く
の
時
と
金
と
を
費
し
た
に
過
ぎ
な

か
つ
た
。

或
目
の
事
で
あ
つ
た
。

エ
ヂ
ソ
ン
は
、
例
の
如
く
實
驗

室
に
閉
ぢ
こ
も
つ
て
、
研
究
に
餘
念
が
無
か
つ
た
。
其

の
時
、
ふ
と
彼
の
目
に
入
つ
た
の
は
、
机
（
つ
く
ゑ
）
の
上
に
置
い
て

あ
つ
た
、
形
の
珍
し
い
一
本
の
団
扇(
う
ち
わ
）
で
あ
つ
た
。

何
心
な
く
手
に
取
つ
て
、
し
ば
ら
く
そ
れ
を
眺
（
な
が
）
め
て
居

た
彼
の
眼
は
、
や
が
て
異
様(

い
よ
う)

に
か
ゞ
ヤ
き
始
ら
た
。
彼

の
眺
め
入
つ
た
の
は
、
繪
で
も
な
い
、
紙
で
も
な
い
、
實
に

其
の
団
扇
に
用
ひ
ら
れ
て
居
た
竹
で
あ
つ
た
の
で
あ

る
。

彼
は
、
す
ぐ
に
竹
で
炭
素
線
を
作
つ
て
、
實
驗
し
て
み
た
。

(

新
漢
字

試

失

敗

研

究

徒

例)

(038.

ｊ
ｐ
ｇ)

と
こ
ろ
が
豫
想
（
よ
そ
う
）
以
上
の
好
結
果
を
得
た
。
そ
こ
で
彼

は
、人
を
世
界
の
各
地
に
つ
か
は
し
て
竹
を
採
集
さ
せ
、

そ
れ
に
つ
い
て
一
々
綿
密
（
め
ん
み
つ
）
な
研
究
を
し
た
。
其
の
結



果
、日
本
の
竹
が
最
も
通
當
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
つ
た

の
で
、
專
（
も
つ
ぱ
）
ら
こ
れ
に
よ
つ
て
心
（
し
ん
）
を
製
出
し
、
其
の
電

球
は

忽
（
た
ち
ま
）
ち
世
界
に
廣
ま
つ
た
。

エ
ヂ
ソ
ン
は
紀
元
千
九
百
三
十
一
年
、八
十
五
歳
を
以

て
歿
し
た
が
、
彼
に
よ
つ
て
發
明
せ
ら
れ
た
も
の
は
、
電

話
・
電
燈
・
電
信
・
電
車
・
活
動
寫
眞
・
蓄
音
機
（
ち
く
お
ん
き
）
に
関
す

る
も
の

な
ど
き
は
め
て
多
く
、ア
メ
リ
カ
で
特
許
を
得
た
も
の

だ
け
で
も
、
其
の
數
は
實
に
千
餘
に
及
ん
で
居
る
。

今

日
文
明
の
利
器
と
い
は
れ
て
居
る
も
の
で
、
直
接
・
間
接

に
、彼
の
天
才
に
よ
ら
ま
い
も
の
は
ほ
と
ん
ど
無
い
と

い
つ
て
も
よ
い
。

第
十
三

鐵
工
場

工
場
の

高
い
天
井(

て
ん
じ
ょ
う)

、

其
の
下
に



動
く
起
重
機
は
、

(

新
漢
字

好

採

集

許

直

接

起)

(039.

ｊ
ｐ
ｇ)

生
き
て
居
る
よ
う
に
、

あ
ら
が
ね
を

櫨
（
ろ
）
に
持
運
ぶ
。

夜
も
、
晝
も
、

櫨
の
火
は
も
え
て
、

火
の
柱
、

ほ
の
ほ
の
柱
。

流
れ
出
る
鐵
は
、

青
白
い

火
花
を
散
ら
す
。

も
の
す
ご
い

機
械
の
ひ
ゞ
き
、

其
の
中
に
、



働
く
人
の

腕
の
太
さ
よ
、

筋
肉
（
き
ん
に
く
）
の

た
く
ま
し
さ
よ
。

自

修

材

料

（
三
）

(040.

ｊ
ｐ
ｇ)

〇
二
宮
尊
徳

（
つ
ゞ
き
）

或
時
、
尊
徳
は
近
所
の
家
へ
鍬
（
く
は
）
を
借
（
か
）
り
に
行
つ
た
。

と
こ
ろ
が
、
あ
い

に
く
其
の
家
で
種
ま
き
を
始
め
て
居
て
、「
こ
れ
が
す
ん
だ
ら
貸
し
て

上
げ
ま
す
。」
と
言
ふ
。

そ
こ
で
、
尊
徳
は
、

「
今
日
は
、ど
う
せ
鍬
が
借
り
ら
れ
る
ま
で
は
用
の
無
い
體
で
す
。

鍬
を
お
出
し
な
さ
い
、私
が
や
つ
て
上
げ
ま
せ
う
。」

と
言
つ
て
、
鍬
を
取
上
げ
、
せ
つ
せ
と
種
ま
き
を
手
傳
つ
た
の
で
、
わ

け

な
く
す
ん
で
し
ま
つ
た
。

近
所
の
人
は
喜
ん
で
、

「
や
れ
や
れ
、
御
苦
勞
様
で
し
た
。

鍬
に
限
ら
ず
、何
な
り
と
御
用
の



物
は
い
つ
で
も
使
つ
て
下
さ
い
。」

と
、
快
（
こ
ヽ
ろ
よ
）
く
鍬
を
貸
し
て
く
れ
た
。

尊
徳
は
こ
ヽ
で
も
又
一
つ
の
敎
訓
（
き
よ
う
く
ん)

を
得
た
。「
人
は
自

分
の
爲
（
た
め
）
に
は

か
る
心
が
あ
る
間
は
、
結
局(

け
つ
き
よ
く)

、
自
分
も
利
す
る
こ
と
は

出
來
な
い
。
人

の
爲
を
一
途
（
づ
）
に
は
か
る
と
、
自
分
も
其
の
お
か
げ
を
受
け
る
も

の
だ
。ち

ょ
う
ど
、
た
ら
ひ
の
水
を
手
前
へ
手
前
へ
と
す
く
へ
ば
、
水
は
か
へ

つ
て
向
か
ふ
へ
向
か
ふ
へ
と
逃
げ
る
が
、
向
か
ふ
へ
向
か
ふ
へ
と
押

(

お)

し
や
る
と
、
水
が
か
へ
つ
て
手
前
へ
寄
つ
て
來
る
よ
う
な
も
の
だ
。」

と
。

彼
は
こ
れ
を
其
の
敎
の
一
箇
條
（
か
ぢ
ょ
う
）
と
し
て
常
に
人
に
さ
と

し
た
。

第
十
四

豊
田
佐
吉(

と
よ
だ
さ
き
ち)

明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
年
）

東
京
に
博
覧
會（
は
く
ら
ん
か
い
）が
開

か
れ
た
時
の
事
で
あ
る
。
田
舎
（
ゐ
な
か
）
者
ら
し
い
一
人
の
靑

年
が
、
毎
日
々
々
機
械
館
に
來
て
は
、
そ
こ
に
陳
列
し
て

あ
る
機
械
の
前
に
す
わ
つ
て
、じ
つ
と
そ
れ
に
見
入
つ



て
居
る
の
で
あ
つ
た
。
掛
（
か
ヽ
り
）
の
人
々
は
、
と
う
と
う
彼
を

(
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怪
し
い
者
と
に
ら
ん
で
取
調
べ
た
。

調
べ
て
み
る
と
、

氣
ち
が
ひ
で
も
何
で
も
な
か
つ
た
。

非
常
な
機
械
好

き
で
、
し
か
も
愛
國
心
の
強
い
靑
年
で
あ
つ
た
。

彼
は
そ
こ
に
並
べ
て
あ
る
機
械
を
指
さ
し
て
、

「
こ
れ
は
皆
外
國
品
ば
か
り
で
は
な
い
か
。こ
ん
な

事
で
日
本
の
將
來
を
ど
う
す
る
。

今
に
私
は
立
派

な
國
産
品
を
作
つ
て
、
き
つ
と
外
國
品
を
追
拂
（
は
ら
）
つ
て

見
せ
る
。」

と
、
堅
（
か
た
）
い
決
心
を
語
つ
た
。
此
の
靑
年
こ
そ
、
後
に
自
動

織
機
（
し
よ
く
き
）
を
發
明
し
て
、
世
界
の
工
業
界
に
名
を
と
ゞ
ろ
か

し
た
豊
田
佐
吉
其
の
人
で
あ
つ
た
。

佐
吉
は
静
岡
縣
の
田
舎
に
生
ま
れ

た
。
初
め
大
工
（
だ
い
く
）
と
し
て
働
い
て
居



た
が
、
其
の
う
ち
に
織
機
の
改
良
を

思
い
立
ち
、
暇
さ
へ
、
あ
れ
ば
、
方
々
の

織
場
を
見
て
歩
い
た
。

時
に
は
、
機
械
を
こ
は
し
た
と

言
つ
て
叱
（
し
か
）
ら
れ
、
村
の
靑
年
た
ち
か
ら
は
、
男
の
く
せ
に

女
の
ま
ね
を
す
る
と
あ
ざ
け
ら
れ
た
。

か
う
し
た
苦

心
を
重
ね
て
、佐
吉
は
木
製
の
改
造
織
機
を
作
つ
た
が
、

實
驗
し
て
み
る
と
、
失
敗
で
あ
つ
た
。

そ
れ
見
た
事
か

(
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と
人
々
は
あ
ざ
け
り
笑
つ
た
。

し
か
し
、
佐
吉
は
、
何
と

言
は
れ
て
も
、た
ゞ
だ
ま
つ
て
研
究
を
續
け
て
行
つ
た
。

博
覧
會
を
見
に
行
つ
た
の
も
、此
の
頃
の
事
で
あ
つ
た
。

歸
つ
て
か
ら
の
彼
の
努
力
は
、一
層
目
ざ
ま
し
か
つ
た
。

さ
う
し
て
、
其
の
年
の
秋
、
木
製
機
械
の
改
造
に
見
事
成

功
し
た
。
二
十
四
歳
の
時
で
あ
つ
た
。

其
の
後
、佐
吉
は
更
に
動
力
を
使
用
す
る
機
械
の
發
明

に
成
功
し
て
、そ
れ
が
廣
く
世
間
に
使
用
さ
れ
る
よ
う



に
な
つ
た
。

或
會
社
で
は
、
此
の
織
機
と
外
國
製
の
織

機
と
を
二
年
に
わ
た
つ
て
た
め
し
て
み
た
が
、残
念
に

も
佐
吉
の
機
械
は
、
外
國
製
に
及
ば
な
を
か
つ
た
。
佐
吉

は
涙
を
流
し
て
く
や
し
が
つ
た
。

更
に
三
年
の
後
、
外

國
品
に
ま
さ
る
も
の
を
、ど
う
に
か
作
り
上
げ
る
こ
と

が
出
來
た
。

し
か
し
、此
の
成
功
に
満
足
し
て
し
ま
ふ
佐
吉
で
は
な

か
つ
た
。

彼
は
、
ほ
と
ん
ど
其
の
一
生
を
織
機
の
改
良

に
さ
ゝ
げ
た
。

大
正
十
五
年(

一
九
二
六
年
）、
彼
は
遂

に
世
界
無
比
の
自
動
織
機
を
發
明
し
た
。
そ
れ
は
、
た

て
絲
が
切
れ
ゝ
ば
、
自
動
的
に
運
轉
が
止
り
、
よ
こ
絲
が

無
く
な
れ
ば
、
自
動
的
に
こ
れ
を
お
ぎ
な
ふ
仕
掛
（
し
か
け
）
に
な

(
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つ
て
居
る
機
械
で
、
一
人
で

四
五
十
臺
を
取
扱
（
あ
つ
か
）
ふ
こ
と



が
出
來
る
。
彼
が
織
機
の

研
究
を
始
め
て
か
ら
四
十

餘
年
、
氣
ち
が
い
と
い
は
れ
、

貧
苦
と
戰
か
い
、
あ
ら
ゆ
る
困

難
に
堪
へ
て
、
遂
に
此
の
成

功
を
見
た
の
で
あ
る
。

發
明
に
対
す
る
彼
の
熱
心
（
ね
つ
し
ん
）

は
、
ま
こ
と
に
驚
く
べ
き
も

の
が
あ
つ
た
。

朝
は
誰
よ
り
も
早
く
起
き
て
研
究
室

に
入
り
、夜
も
お
そ
く
ま
で
閉
ぢ
こ
も
つ
て
居
る
の
で
、

家
族
の
人
は
、
彼
が
何
時(

い
つ)

寢
（
ね
）
た
か
も
知
ら
な
い
事
が
多

か
つ
た
。

こ
ん
な
事
も
あ
つ
た
。

い
つ
も
の
如
く
研
究
室
に
は

い
つ
た
佐
吉
は
、
日
が
暮
れ
て
も
出
て
來
な
い
、
夜
な
か

過
ぎ
て
も
出
て
來
な
い
。

遂
に
夜
が
明
け
て
鶏
（
に
は
と
り
）
が
鳴

い
た
。

東
の
空
に
朝
日
が
上
つ
た
。
家
族
の
者
が
心

配
し
て
、
研
究
室
へ
行
つ
て
見
る
と
、
と
た
ん
に
佐
吉
は
、

圖
面
を
片
手
に
、
勢
よ
く
飛
出
し
て
來
た
。

さ
う
し
て
、
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一
さ
ん
に
工
場
へ
走
つ
て
行
つ
た
。

「
お
い
、
誰
も
居
な
い
か
。」

と
、
佐
吉
は
叫
ん
だ
。

工
場
は
が
ら
ん
と
し
て
居
る
。

後
か
ら
つ
い
て
行
つ
た
家
族
の
者
が
、

「
今
日
は
元
日
で
ご
ざ
い
ま
す
。」

と
言
つ
た
の
で
、

「
は
ゝ
ゝ
、
さ
う
だ
つ
た
か
。」

と
大
笑
ひ
し
た
。

佐
吉
は
、夜
通
し
考
へ
た
事
を
實
際
に
作
ら
せ
よ
う
と

思
つ
て
元
日
と
も
知
ら
ず
、飛
込
ん
だ
の
で
あ
つ
た
。

第
十
五

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
人

今
や
ブ
ラ
ジ
ル
に
は
三
十
萬
近
い
日
本
人
及
び
い
は

ゆ
る
日
系
伯
人
が
居
る
。

さ
う
し
て
彼
等
は



、
ブ
ラ
ジ
ル
國
初
展
の
爲
に
も
、
又
故
國
日
本
の
名
譽
の
爲
に
も
、

一
生
懸
命
（
け
ん
め
い
）
に
な
つ
て
働
き
、
其
の
手
に
成
つ
た
も
の
は
、

コ
ー
ヒ
ー
に
せ
よ
、
綿
花
（
め
ん
か)

に
せ
よ
、
米
に
せ
よ
、
と
う
も
ろ

こ
し
に
せ
よ
、馬
鈴
薯(

ば
れ
い
し
ょ)

に
せ
よ
、或
は
蔬(

そ)

・
菜(

さ
い)

・

柑(

か
ん)

・
橘(

き
つ)
に
せ
よ
、

皆
其
の
質
の
す
ぐ
れ
て
居
る
こ
と
は
、
何
人
も
認
（
み
と
）
め
る

所
で
あ
り
、
其
の
量
も
ま
た
決
し
て
少
く
な
い
。

(

新
漢
字

際

系

伯

展

故

成

量)

(045.

ｊ
ｐ
ｇ)

し
か
し
、
此
の
盛
ん
な
有
様
を
見
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け

る
日
本
人
の
活
動
は
、
最
初
か
ら
、
か
う
い
ふ
風
で
あ
つ

た
と
思
ふ
な
ら
ば
、
誤(

あ
や
ま
り)

で
あ
る
。

成
功
は
總
べ
て
努
力

の
結
果
で
あ
る
。

た
ゞ
か
ゞ
や
か
し
い
成
功
の
場
面

ば
か
り
を
見
て
、
こ
ゝ
に
達
し
た
苦
心
・
努
力
の
道
中
を

忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

一
體
、
日
本
の
集
團
移
民
が
、
始
め
て
、
此
の
ブ
ラ
ジ
ル
國

へ
來
た
の
は
、
さ
う
古
い
こ
と
で
は
な
い
。

日
本
の
歴



史
で
い
ふ
な
ら
ぼ
、
い
は
ゆ
る
日
露
（
に
ち
ろ
）
戰
爭
の
後
で
あ
つ

て
、
明
治
四
十
一
年
約
八
百
の
移
民
が
水
野
龍
氏
（
み
づ
の
り
ゆ
う
し
）
に

率
（
ひ
き
）

ゐ
ら
れ
、
笠
戸
（
か
さ
ど)

丸
に
よ
つ
て
渡
來
し
た
の
が
、
其
の
初
で

あ
る
。

其
の
後
は
、た
と
へ
人
數
の
多
少
は
あ
つ
た
に
し
て
も
、

と
に
か
く
毎
年
移
民
の
渡
來
が
あ
り
、そ
れ
が
だ
ん
だ

ん
ふ
え
廣
が
つ
て
、遂
に
今
日
の
多
數
を
な
す
に
至
つ

た
の
で
あ
る
。

コ
ロ
ニ
ヤ
の
生
活
は
、今
日
で
も
決
し
て
樂
な
も
の
で

は
な
い
が
、初
頃
に
來
た
移
民
た
ち
の
苦
勞
を
思
へ
ば
、

今
の
人
た
ち
は
仕
合
で
あ
る
。以
前
は
在
留
邦
人（
ざ
い
り
ゆ
ほ
う
じ
ん
）の

數
が
少
か
つ
た
た
め
に
、何
か
に
つ
け
て
不
便
が
多
く
、

(

新
漢
字

達

團

移

渡

數

多

樂)

互
に
經
驗
が
足
り
な
い
た
め
に
、思
は
ぬ
失
敗
を
し
た

り
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
を
知
ら
な
い
た
め
に
、
思
は
ぬ
損
を

し
た
り
す
る
こ
と
が
少
く
な
か
つ
た
。

新
に
移
住
地



を
作
る
に
し
て
も
、全
く
命
が
け
の
仕
事
で
あ
つ
た
。

例
へ
ば
平
野
（
ひ
ら
の
）
植
民
地
創
設
（
そ
う
せ
つ
）
の
時
の
如
き
、
幾
人

の
人
が

マ
レ
イ
タ
の
犠
牲
（
ぎ
せ
い
）
と
な
つ
て
、
命
を
捨
（
す
）
て
た
こ
と
で
あ

ら
う
。

し
か
し
、い
か
を
る
困
難
に
あ
つ
て
も
く
じ
け
な
い
の

が
、
日
本
人
の
特
色
で
あ
る
。

日
本
に
は
「
艱
難
、
汝
を
玉

に
す
。」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。
又
「
思
ふ
念
力
、
岩
を
も
通

す
。」
と
い
ふ
言
葉
が
あ
る
。
此
の
精
神
で
進
ん
で
來
た

か
ら
こ
そ
、
ブ
ラ
ジ
ル
に
お
け
る
日
本
人
は
、
遂
に
今
日

あ
る
を
得
る
に
至
つ
た
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
彼
等

の
仕
事
は
、
こ
れ
で
完
成
し
た
の
で
は
な
い
。

成
ど
こ
ろ
か
、實
は
今
や
つ
と
山
の
ふ
も
と
へ
着
い
た

ば
か
り
で
あ
る
。

山
へ
は
こ
れ
か
ら
登
ら
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

さ
う
し
て
此
の
山
へ
登
る
者

は
、
こ
れ
か
ら
大
人
と
な
つ
て
、
世
に
出
る
諸
君
で
あ
る

こ
と
を
知
つ
た
な
ら
ば
、諸
君
の
責
任
が
い
か
に
重
い

か
が
わ
か
る
で
あ
ら
う
。
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ブ
ラ
ジ
ル
の
土
地
は
廣
い
。

そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
諸

君
の
前
途
も
廣
大
無
邊
で
あ
る
。

諸
君
が
今
後
此
の

ブ
ラ
ジ
ル
に
お
い
て
な
す
べ
き
仕
事
は
、
實
際
、
無
限
無
数
に
存
す
る
の
で

あ
る
。

第
十
六

害
蟲
と
盆
（
益
）
蟲

我
々
の
同
圍
（
し
ゆ
う
い
）
に
は
、
様
々
の
蟲
が
居
る
が
、
こ
れ
ら
の
蟲

は
、
皆
、
我
々
人
間
と
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
に
お
け
る
交
渉
（
こ
う
し
よ
う
）

を
も
つ
て
居
る
。
例
へ
ば
蠅
は
、
き
た
な
い
物
に
で
も

平
氣
で
と
ま
る
か
ら
、時
に
恐
し
い
病
毒
を
人
に
傳
へ

る
こ
と
が
あ
り
又
蚊
（
か
）
や
蚤
（
の
み
）
も
む
ヤ
み
と
さ
す
か
ら
、
ず

い
ぶ
ん
人
に
苦
痛
を
與
へ
る
。

と
こ
ろ
が
、
蜜
蜂
（
み
つ
は
ち
）
や
蠶
（
か

ひ
こ
）

な
ど
は
、
こ
れ
ら
と
違
（
ち
が
）
つ
て
、
人
間
に
必
要
な
も
の
を
こ

し
ら
へ
て
く
れ
る
か
ら
、
人
間
の
爲
（
た
め
）
に
役
に
立
つ
蟲
で



あ
る
。

前
者
の
よ
う
に
、
人
間
に
害
を
な
す
も
の
を
害

蟲
と
い
ひ
、
後
者
の
よ
う
に
、
人
間
の
役
に
立
つ
も
の
を

盆
蟲
と
い
ふ
。

害
蟲
・
盆
蟲
と
も
、
其
の
種
類
は
甚
だ
多
い
が
、
豊
作
物
に

附
く
害
蟲
は
、
農
家
に
と
つ
て
、
最
も
に
く
む
べ
き
敵
で

あ
る
。

(
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コ
ー
ヒ
ー
の
實
を
を
か
す
ブ
ロ
ー
カ
と
い
ふ
蟲
が
あ

る
。

其
の
形
き
は
め
て
小
さ
く
、
粟
（
あ
は
）
粒
ぐ

ら
ゐ
の
蟲
で
あ
る
が
、
此
の
蟲
は
コ
ー
ヒ

―
の
實
に
穴
を
あ
け
、
お
び
た
ゞ
し
く
繁
殖
（
は
ん
し
よ
く
）
す
る
。

し

か
も
、
こ
れ
を
驅
除
（
く
じ
よ
）
す
る
方
法
が
す
こ
ぶ
る
困
難
で
あ

る
か
ら
、
か
つ
て
、
ブ
ラ
ジ
ル
全
土
の
コ
ー
ヒ
ー
園
は
、
こ

れ
が
た
め
に
非
常
に
困
つ
た
こ
と
が
あ
つ
た
。

と
こ
ろ
が
不
思
議
な
も
の
で
、此
の
ブ
ロ
ー
カ
に
寄
生

し
て
こ
れ
を
食
ふ
蟲
が
あ
る
。

名
を
ウ
ガ
ン



ダ
蜂
と
い
ふ
。

ブ
ラ
ジ
ル
と
し
て
は
甚
だ
貴

重
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
近
來
盛
ん
に
こ
れ
を
飼
養
（
し
よ
う
）
し
、

其
の
交
果
（
こ
う
か
）
を
相
當
に
あ
げ
る
こ
と
が
出
來
る
よ
う
に

な
つ
て
居
る
。

こ
れ
も
ご
く
小
さ
い
蟲
で
あ
る
。

油
蟲
（
あ
ぶ
ら
む
し
）
は
廣
く
作
物
に
附
く
害
蟲
で
あ
る
が
こ
れ
を
最

も
よ
く
退
治
す
る
盆
蟲
は
、
て
ん
と
う
蟲
で
あ
る
。

棉
の
害
蟲
に
は
、
根
切
蟲
と
尺
と
り
蟲
が
あ
る
。

根
切

蟲
は
、
棉
の
根
の
太
い
部
分
や
地
際
の

莖
（
く
き
）
に
食
入
り
、
こ
れ
を
枯
（
か
ら
）
し
て
し
ま
ふ

の
で
あ
る
。

尺
と
り
蟲
は
、
棉
の
葉
や
枝
を
ど
を
食
ふ
。
尺
と
り
蟲

(

新
漢
字

實

寄

貴

際)

(049.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

は
特
に
繁
殖
が
速
い
か
ら
、
發
生

し
た
ら
、
初
期
の
う
ち
に
驅
除
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

此
の
蟲
の



驅
除
法
に
は
、
藥
劑
（
や
く
ざ
い
）
を
用
ひ
る
の

で
あ
る
。

蟻
（
あ
り
）
は
大
群
を
な
し
て
、
複
雑
（
ふ
く
ざ
つ
）
な
社

會
生
活
を
し
て
居
る
蟲
で
あ
る

が
、
其
の
或
者
は
、「
蟻
が
ブ
ラ
ジ
ル

を
殺
す
か
、
ブ
ラ
ジ
ル
が
蟻
を
殺

す
か
。」
と
言
は
れ
る
ほ
ど
、
農
作
物
に
は
大
害
を
與
へ
る

恐
し
い
も
の
で
あ
る
。

赤
蟻
の
巣
（
す
）
の
大
き
な
も
の
に

は
、
深
さ
十
米
（
メ
ー
ト
ル
）、
廣
さ
十
米
（
メ
ー
ト
ル
）
平
方
に
も
達
す
る

も
の
が
あ

る
と
い
ふ
。
鏡
の
大
き
い
大
型
（
が
た
）
の
赤
蟻
は
蟻
塚
（
あ
り
づ
か
）
を

作つ
て
す
み
、
雨
の
降
る
時
は
大
て
い
巣
の
中
に
居
り
、
日

中
盛
ん
に
作
物
の
葉
や
芽
を
食
荒
す
。

白
蟻
は
非
常

に
大
き
な
塔
を
作
つ
て
巣
を
營
み
、
甘
蔗(

さ
と
う
き
び)

・
稲(

い
ね)

等
の



禾
本

科
植
物
や
、
馬
鈴
薯
な
ど
の
根
に
附
く
。

時
に
は
家
屋
の
木
材
等
を
も
食
ふ
こ
と
が
あ
る
。

蟻

の
驅
除
に
は
普
通
（
ふ
つ
う
）
藥
劑
を
用
ひ
て
居
る
が
、
又
燒
い
た

り
、
其
の
巣
を
破
壊
（
は
か
い
）
し
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。

(

新
漢
字

速

期

群

營

屋)

(050.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

と
う
も
ろ
こ
し
に
は
、
穀
象
（
こ
く
ぞ
う
）
と
い
ふ
蟲
が
附
く
。

こ
れ

は
米
、
其
の
他
の
穀
類
を
も
を
か
す
害
蟲
で
あ
る
。

ガ
フ
ァ
ニ
ョ
ッ
ト
は
、
日
本
で
い
ふ
「
ば
つ
た
」
で

あ
る
が
、
こ
れ
が
大
群
を
透
し
て
遠
い
所
か

ら
飛
ん
で
來
る
時
は
、
空
も
暗
く
な
る
と
い

ふ
こ
と
で
あ
る
。

右
に
擧
（
あ
）
げ
た
も
の
の
外
に
も
、
い
ろ
い
ろ
の

害
蟲
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
何
れ
も
農
作
物
を
を
か
し

て
人
間
に
害
を
與
へ
る
も
の
で
あ
る
が
、
盆
蟲
は
、
こ
れ

ら
害
蟲
を
退
治
す
る
蟲
で
あ
る
か
ら
、大
切
に
し
な
け



れ
ば
な
ら
ぬ
。

ウ
ガ
ン
ダ
蜂
・
て
ん
と
う
蟲
の
外
、
草
か

げ
ろ
ふ
や
と
ん
ぼ
は
、
や
は
り
盆
蟲
で
あ
る
。

第
十
七

千
早(

ち
は
や)
城

楠
木
正
成
（
く
す
の
き
ま
さ
し
げ
）
が
た
て
こ
も
つ
た
千
早
城
は
、
け
は
し

い
山

に
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
小
さ
い
城
で
、
軍
勢
も
僅
（
わ
づ
）
か
千
人

ば
か
り
。

こ
れ
を
圍
ん
だ
賊
（
ぞ
く
）
は
、
百
萬
と
い
ふ
大
軍
で
、

城
の
附
近
一
帶
は
、す
つ
か
り
人
馬
で
う
づ
ま
つ
た
。

こ
ん
な
山
城
一
つ
、
何
ほ
ど
の
事
が
あ
る
も
の
か
と
、
賊

が
城
の
門
ま
で
攻
上
る
と
、城
の
や
ぐ
ら
か
ら
大
き
な

(

新
漢
字

他

何

馬)

(051.

ｊ
ｐ
ｇ)

石
を
投
落
し
て
、賊
の
さ
わ
ぐ
所
を
さ
ん
ざ
ん
に
射
た
。

賊
は
、
坂
か
ら
こ
ろ
げ
落
ち
て
、
忽
（
た
ち
ま
）
ち
五
六
千
人
も
死
ん



だ
。

こ
れ
に
こ
り
て
、
賊
は
城
の
水
を
絶
（
た
や
）
し
て
苦
し
め
よ
う

と
は
か
つ
た
。
先
づ
、
谷
川
の
ほ
と
り
に
、
三
千
人
の
番

兵
を
置
い
て
、
城
兵
が
汲(

く)

み
に
來
ら
れ
な
い
よ
う
に
し

た
。

城
中
に
は
、
十
分
水
の
用
意
が
し
て
あ
た
。

二

日
た
つ
て
も
三
日
た
つ
て
も
、
汲
み
に
來
な
い
。

番
兵

が
ゆ
だ
ん
を
し
て
居
る
と
、
城
兵
が
切
込
（
こ
）
ん
で
來
て
、
旗

を
う
ば
つ
て
引
上
げ
た
。

正
成
は
、比
の
旗
を
城
門
に
立
て
て
さ
ん
ざ
ん
に
賊
の

惡
口
を
言
は
せ
た
。

賊
が
こ
れ
を
聞
い
て
、
く
や
し
が

つ
て
攻
寄
せ
る
と
、正
成
は
高
い
が
け
の
上
か
ら
大
木

を
落
さ
せ
た
。

さ
う
し
て
、
こ
れ
を
よ
け
よ
う
と
し
て

賊
の
さ
わ
ぐ
所
を
射
さ
せ
て
、又
々
五
千
人
餘
り
も
殺

し
た
。

此
の
上
は
兵
糧
攻(

ひ
ょ
う
ろ
う
ぜ
め)

に
し
よ
う
と
思
つ
て
、賊
は
攻
寄
せ

な
い
こ
と
に
し
た
。

或
朝
、
ま
だ
暗
い
う
ち
に
、
城
中
か
ら
討
（
う
）
つ
て
出
て
、
ど
つ



と
と
き
の
聲
を
あ
げ
た
。

賊
は
「
そ
れ
、
敵
が
出
た
。

一

(

新
漢
字

惡)

(052.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

人
も
の
が
す
な
。」
と
押
（
お
し
）
寄

せ
た
。

城
兵
は
さ
つ
と

引
上
げ
、
た
ゞ
、
二
三
十
人

だ
け
は
ふ
み
と
ゞ

ま
つ

た
。
賊
が
四
方
か
ら
こ

れ
を
目
が
け
て
押
寄
せ

る
と
、
城
か
ら
大
き
な
石

を
四
五
十
、
一
度
に
落
し

た
の
で
、
又
何
百
人
か
殺

さ
れ
た
。

ふ
み
と
ゞ
ま

つ
て
居
た
の
は
み
ん
な
わ
ら
人
形
で
あ
つ
た
。

も
う
此
の
上
は
、何
で
も
か
で
も
攻
落
し
て
し
ま
へ
と

い
ふ
の
で
、
賊
は
大
き
な
は
し
ご
を
作
り
、
こ
れ
を
城
の

前
の
谷
に
渡
し
て
橋
に
し
た
。



幅(

は
ば)

が
五
米(

メ
ー
ト
ル)

、
長
さ
が
五
六
十
米(

メ
ー
ト
ル)

、

其
の
上
を
、
賊
が
我
先
に
と
渡

つ
た
。

今
度
こ
そ
は
、
千
早
城

も
危
く
見
え
た
。
す
る
と
、
正

成
は
い
つ
の
間
に
用
意
し
て

置
い
た
も
の
か
、
澤
山
（
た
く
さ
ん
）
の
た
い

(053.

ｊ
ｐ
ｇ)

ま
つ
を
出
し
て
、
こ
れ
に
火
を
つ
け
て
、
橋
の
上
に
投
げ

さ
せ
た
。

さ
う
し
て
、
其
の
上
へ
油
を
注
が
せ
た
。

橋

は
、
眞
中
か
ら
燃
切
れ
て
、
谷
底
へ
ど
う
と
落
ち
た
。
又

賊
は
何
千
人
か
死
傷
（
し
し
よ
う
）
し
た
。

賊
が
、
千
早
城
一
つ
を
も
て
あ
ま
し
て
居
る
と
、
方
々
で
、

官
軍
が
賊
の
兵
糧
の
道
を
ふ
さ
い
だ
の
で
、賊
は
す
つ

か
り
弱
つ
た
。

百
人
逃
げ
、
二
百
人
逃
げ
し
て
、
初
め
百

萬
と
い
つ
た
賊
も
、し
ま
ひ
に
は
十
萬
ば
か
り
に
な
つ

た
。
そ
れ
が
、
又
前
後
か
ら
官
軍
に
討
た
れ
て
、
散
り
散

り
に
逃
げ
て
し
ま
つ
た
。



第
十
八

和
歌

君
が
代
は
千
代
に
八
千
代
に
さ
ゞ
れ
石
の

い
は
ほ
と
な
り
て
こ
け
の
む
す
ま
で

し
き
し
ま
の
や
ま
と
心
を
人
間
を
ば

朝
日
に
に
ほ
ふ
山
ざ
く
ら
花

急
が
ず
ば
ぬ
れ
ざ
ら
ま
し
を
旅
人
の

後
よ
り
は
る
ゝ
野
路
の
む
ら
さ
め

(

新
漢
字

油

和

歌

代

路)

(
0
5
4
.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

第
十
九

木
下
藤
吉
郎(

き
の
し
た
ど
う
き
ち
ろ
う)

豊
臣
秀
吉(

と
よ
と
み
ひ
で
よ
し)

が
ま
だ
木
下
藤
吉
郎
と
い
つ
て
、織
田
信

長(

お
だ
の
ぶ
な
が)

の
草
履
取
（
ぞ
う
り
ど
り
）
を
し
て
居
た
時
の
事
で
あ
る
。

信
長
は
、
よ





く
、
夜
明
前
か
ら
、
馬
場
へ
出
て
馬
を
乗
り
な
ら
し
た
。

毎
朝
玄
関(

げ
ん
か
ん)

へ
出
て
、

「
誰
か
居
る
か
。」

と
呼
ぶ
と
、
い
つ
も
藤
吉
郎
が
眞
先
に
出
て
來
た
。

或
大
雪
の
朝
、
信
長
は
い
つ
も
よ
り
早
く
起
き
て
、

「
誰
か
居
る
か
。」

と
呼
ぶ
と
、
や
は
り
藤
吉
郎
が
出
て
來
た
。

「
そ
ち
一
人
か
。」

「
は
い
。」

「
い
つ
も
よ
り
早
い
の
に
、
よ
く

参
つ
て
居
つ
た
。」

「
い
つ
も
、
人
よ
り
一
時
（
ど
き
）
前

に
参
つ
て
居
り
ま
す
。」

「
一
時(

ど
き)

も
前
に
。」

と
言
つ
て
、
信
長
は
驚
い

た
。
一
時
（
ど
き
）
は
今
の
二
時

(055.

ｊ
ｐ
ｇ)



間
に
當
る
の
で
あ
る
。

「
寒
か
ら
う
が
。」

「
少
し
も
寒
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。」

「
寒
く
は
な
い
。」

「
は
い
。
こ
れ
が
御
奉
公
（
ほ
う
こ
う
）
だ
と
思
ひ
ま
す
れ
ば
、
少
し

も
寒
く
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

信
長
は
輕
く
う
な
づ
い
た
が
、
其
の
後
間
も
な
く
、
藤
吉

郎
を
草
履
取
か
ら
引
上
げ
て
役
人
の
數
に
入
れ
た
。

こ
れ
が
そ
も
そ
も
、藤
吉
郎
出
世
の
い
と
ぐ
ち
で
あ
る
。

自

修

材

料

（
四
）

〇
二
宮
尊
徳
（
つ
ゞ
き
）

小
田
原
（
を
だ
は
ら
）
の
殿
様
の
家
來
（
け
ら
い
）
に
服
部
（
は
つ
と

り
）
と
い
ふ
士
（
さ
む
ら
ひ
）
が
あ
つ
た
。

借
金
が
山

ほ
ど
あ
つ
て
、
ど
う
に
も
な
ら
な
く
な
つ
た
の
で
、
尊
徳
の
所
へ
、
整

理(

せ
い
り)

に
當
つ
て
く
れ
る
よ
う
に
と
頼
ん
で
來
た
。

尊
徳
は
こ
と
わ
つ
た
が
、
再
三
の
招
き
に
、
よ
ん
ど
こ
ろ
な
く
、
家
業

を



捨
（
す
）
て
て
、
服
部
家
へ
は
い
つ
た
。

尊
徳
は
先
づ
、
主
人
の
決
心
の
ほ
ど
を
た
し
か
め
た
。

主
人
は
、「
自

分

の
力
に
及
ば
な
い
か
ら
こ
そ
お
願
ひ
し
た
の
で
あ
る
。

何
も
か
も

指
圖
（
さ
し
づ
）
通
り
に
す
る
。」
と
約
し
た
。「
で
は
、
こ
れ
か
ら
五

年
の
間
、
食
事
は

飯
（
め
し
）
と
汁
（
し
る
）
だ
け
、
着
物
は
木
綿
物
（
も
め
ん
も
の
）
に

限
り
、
無
用
の
事
は
一
切
し
て
は
な

ら
ぬ
と
、比
の
三
簡
候
を
守
っ

て
下
さ
い
上
と
言

ふ
と
Ｔ
そ
れ
く

ら
ゐ
の事

は
何
で
も
な
い
。」
と
言
っ
て
、
守
る
こ
と
を
約
束
し
た
。

今
度
は
、
夫
人
に
此
の
三
箇
条
を
申
し
渡
し
た
。

夫
人
も
「
主
人
で

さ

へ
守
ら
れ
る
の
で
す
か
ら
、
私
は
勿
論
（
も
ち
ろ
ん
）
の
事
で
す
。」
と

言
つ
た
。

(

新
漢
字

輕)

(056.

ｊ
ｐ
ｇ)

次
に
は
家
來
・
召
使
一
同
を
呼
出
し
た
。「
諸
君
は
、主
人
の
お
家
が
ど

ん
な
難
儀
（
な
ん
ぎ
）
な
こ
と
に
な
つ

て
居
る
か
、
よ
く
承
知
し
て

居
る
は
す
だ
。

ど
う
し
た
ら
、こ
れ
を
元(

も
と)

に
返
す
こ
と
が
出
來
る
か
よ
い
ち
え



が
あ

つ
た
ら
言
つ
て
く
れ
。」
と
言
ふ
と
、一
同「
何
も
よ
い
考
は
あ
り
ま
せ

ん
。

ど
う
か
、
先
生
の
御
教
を
伺(

う
か
が)

ひ
た
い
も
の
で
す
。」
と
言
つ

た
。

そ
こ
で

尊
徳
は
、「
御
主
人
は
、こ
れ
か
ら
五
年
間
、此
の
つ
ま
ら
ぬ
尊
徳
の
申

す

通
り
に
す
る
と
仰
せ
ら
れ
た
。

つ
い
て
は
、
も
し
諸
君
の
中
に
、
私

の

申
す
事
に
反
對
の
人
が
あ
つ
た
ら
、さ
つ
そ
く
暇
を
取
つ
て
も
ら
ひ

た
い
。」
か
う
い
ふ
と
、
一
同
「
主
家
が
こ
ん
な
事
に
な
つ
た
の
は
、
み

ん
な

私
ど
も
の
罪
で
す
。

主
家
再
興
の
爲
に
は
、
ど
ん
な
事
で
も
い
や
と

は
申
し
ま
せ
ん
。」
と
答
へ
た
。

尊
徳
は
、
次
に
一
箇
年
の
間
の
収
入
（
し
ゆ
う
に
ゆ
う
）
を
計
算
（
け

い
さ
ん
）
し
、
主
人
の
身
分
と
し
て
、

見
え
を
飾
（
か
ざ
）
ら
な
い
、
ぎ
り
ぎ
り
の
生
活
限
度
を
定
め
た
。

さ
う
し
て
、

殘
つ
た
金
で
、
五
年
間
に
十
分
借
金
が
返
さ
れ
る
見
込
（
こ
み
）
が
立

つ
た
。豫

算(

よ
さ
ん)

は
立
派(

り
っ
ぱ)

に
出
來
て
も
、豫
算
通
り
に
實
行
す

る
と
い
ふ
こ
と
は



容
易
（
よ
う
い
）
に
出
來
る
こ
と
で
は
な
い
。

其
の
た
め
、
尊
徳
は
、

家
人
に
非
常

な
決
心
を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
尊
徳
の
立
て
た
生
活
限

度
と
い
ふ
の
は
、
決
し
て
無
理
な
も
の
で
は
な
か
つ
た
。

だ
ら
け
た

心
を
引
き
し
め
る
と
、か
へ
つ
て
其
の
方
が
氣
持
が
よ
い
く
ら
ゐ
に

な
つ
た
。

家
人
は
尊
徳
の
え
ら
さ
が
わ
か
つ
て
、
よ
く
其
の
命
に
従

つ
た
。

尊
徳
は
、
一
人
で
、
下
男
と
も
な
り
、
曾
計
掛
（
が
か
り
）
と

も
な
り
、
書
記
と

も
な
り
、
家
庭
教
師
（
か
て
い
き
よ
う
し
）
と
も
な
つ
て
、
夜
晝
心
を

く
だ
い
た
。

其
の
か
ひ
が
あ
つ
て
、五
年
の
後
に
は
、大
き
な
借
金
を
返
し
た
上
に
、

な
ほ
澤
山（
た
く
さ
ん
）の
金
が
餘
つ
た
。

主
人
は
こ
れ
を
お
禮（
れ

い
）
と
し
て
尊
徳
に

贈
（
お
く
）
つ
た
が
、
尊
徳
は
、
よ
く
自
分
の
指
事
圖
を
聞
い
て
く
れ

た
か
ら
こ
そ

殘
つ
た
金
で
あ
る
と
言
つ
て
、家
來
や
召
使
等
に
そ
つ
く
り
分
け
て

や
つ
て
、
自
分
は
體
一
つ
を
土
産
（
み
や
げ
）
に
、
家
へ
歸
つ
た
。



第
二
十

雪
の
夜

(057.

ｊ
ｐ
ｇ)

お
と
う
さ
ん
は
、
火
鉢
（
ひ
ば
ち
）
に
あ
た
り
な
が
ら
、
新
聞
を
讀
ん

で
居
ら
れ
る
。

お
か
あ
さ
ん
は
、
寢
（
ね
）
て
居
る
赤
ん
ぼ
ぅ

の
そ
ば
で
、
着
物
を
縫
（
ぬ
）
つ
て
居
ら
れ
る
。

誰
も
だ
ま
つ
て
居
る
の
で
、
聞
え
る
も
の
は
、
か
ち
か
ち

と
い
ふ
時
計
の
音
と
、
鐵
瓶
（
び
ん
）
の
し
ゆ
ん
し
ゅ
ん
と
い
ふ

音
だ
け
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
す
る
と
、
お
と
う
さ
ん
が
、
新
聞
を
置
い
て
、

「
静
か
な
晩
だ
な
あ
。」

と
言
は
れ
る
。

お
か
あ
さ
ん
が
、

「
さ
う
で
す
ね
え
。」

と
言
は
れ
る
。

ほ
ん
と
う
に
靜
か
な
晩
で
あ
る
。

外
は
、
も
う
、
人
通
り

が
無
い
と
見
え
て
、
ひ
つ
そ
り
と
し
て
居
る
。

「
今
夜
は
、
大
分
積
る
か
も
知
れ
な
い
ぞ
。」

と
お
と
う
さ
ん
が
言
は
れ
た
。

夕
方
か
ら
雪
が
降
出



し
て
居
る
の
で
あ
る
。

「
あ
し
た
は
、雪
合
戰
が
出
來
る
で
せ
う
か
。」

と
、
私
が
言
ふ
と
、
お
と
う
さ
ん
が
、

「
大
丈
夫
出
來
る
。

さ
つ
き
の
よ
う
な
調
子
で
降
續

く
と
、
朝
ま
で
に
は
、
ず
い
ぶ
ん
積
る
よ
。
け
れ
ど
も
、

(

新
漢
字

聞

靜

積

調)

(058.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

春
雄
、
あ
ん
ま
り
積
つ
た
ら
困
る
だ
ら
う
、
學
校
へ
行
く
の
に
。」

「
い
ゝ
え
、
大
丈
夫
で
す
。
ど
ん
な
に
積
つ
て
も
、
僕
は

平
氣
で
す
。」

「
春
雄
は
元
気
だ
か
ら
ね
。」

と
、
お
か
あ
さ
ん
が
笑
は
れ
た
。

「
お
と
う
さ
ん
、も
う
ど
の
く
ら
ゐ
積
つ
た
で
せ
う
。」

「
さ
あ
、
二
階
へ
上
つ
て
、
見
て
來
る
か
な
。

ど
う
だ
、
春

雄
。」

と
言
ひ
な
が
ら
、
お
と
う
さ
ん
が
立
上
ら
れ
た
。

私
も



立
上
つ
た
。

部
屋
（
へ
や
）
を
出
る
と
、
急
に
寒
い
。

二
階
へ
上
つ
て
、
ガ
ラ
ス
戸
か
ち
外
を
見
る
と
、
全
體
が

何
だ
か
、
ぼ
ん
や
り
と
明
か
る
い
氣
が
す
る
。

さ
う
し

て
、
屋
根
も
、
木
も
、
道
も
、

皆
眞
白
に
な
つ
て
居

る
。

窓
（
ま
ど
）
の
前
の
電
燈

線
が
、
白
い
、
太
い
ひ
も

の
よ
う
に
な
つ
て
居

る
。

(059.

ｊ
ｐ
ｇ)

も
う
十
糎(

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

も
積
つ
た
ら
う
か
。

雪
は
、
ま
だ
ひ
つ
き

りな
し
に
降
續
い
て
居
る
。

向
か
ふ
の
門
燈
の
光
の
前
だ
け
、
降
る
雪
が
、
黑
く
流
れ

る
よ
う
に
見
え
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。



第
二
十
一

心
と
心

軒
（
の
き
）
下
に
腹
（
は
ら
）
ば
へ
る
黑
き
犬
、

に
く
ら
し
き
黑
と
思
へ
ば
、

黑
も
ま
た
、
意
地
惡
き
人
と
見
る
ら
ん
、

歯
を
む
き
て
、「
う
ゝ
」
と
う
な
り
て
、

垣(
か
き)
を
出
て
行
く
。

え
ん
が
は
に
う
づ
く
ま
る
三
毛
の
猫
（
ね
こ
）、

愛
ら
し
き
三
毛
と
思
へ
ば
、

三
毛
も
ま
た
、
し
た
は
し
き
人
と
見
る
ら
ん
、

尾
を
立
て
て
、
の
ど
を
鳴
ら
し
て
、

我
に
す
り
寄
る
。

第
二
十
二

人
を
招
く
手
紙

（
一
）

(060.

ｊ
ｐ
ｇ)

來
る
十
六
日
は
私
の
誕
生
日
（
た
ん
じ
よ
う
び
）
で
、
ち
よ
う
ど

日
曜
日
で
す
か
ら
、
母
が
私
に
、「
お
誕
生
日
を
お



呼
び
な
さ
い
、
何
か
御
ち
そ
う
を
し
て
上
げ

よ
う
。」
と
申
し
ま
す
。

お
呼
び
す
る
の
は
、
大

て
い
近
所
の
人
で
、
あ
な
た
の
知
つ
て
い
ら

つ
し
や
る
方
ば
か
り
で
す
。

も
し
天
氣
が

よ
か
つ
た
ら
三
郎
（
さ
ぶ
ろ
う
）
さ
ん
を
連
れ
て
、
お
晝
前

に
い
ら
つ
し
や
い
。

お
も
し
ろ
い
事
を
し

て
遊
び
ま
せ
う
。

月

日

春
子

松
子
様

（
二
）

來
る
二
十
五
日
に
、
亡
母
の
三
回
忌(

き)

の
法
事

を
致
し
ま
す
。

ま
こ
と
に
御
苦
労
様
で
す

が
、
ど
う
か
同
日
午
前
十
時
頃
ま
で
に
、
お
出

で
を
願
ひ
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。

月

日

廣
川
連
太
郎

小
山
陽
吉
様

(

新
漢
字

達

亡)



(061.

ｊ
ｐ
ｇ)

父
が
今
年
八
十
八
に
な
り
ま
し
た
の
で
來

る
二
十
五
日
に
、
お
心
や
す
い
方
に
お
出
で

を
願
つ
て
ほ
ん
の
心
ば
か
り
の
祝
を
致
し

た
い
と
存
じ
ま
す
。
同
日
午
前
十
時
ま
で

に
ど
う
ぞ
御
來
車
を
願
ひ
ま
す
。

又
ま
こ

と
に
申
し
か
ね
ま
す
が
、
當
日
、
祝
の
歌
を
一

首
い
た
ゞ
き
た
う
ご
ざ
い
ま
す
。

こ
れ
は

年
よ
り
か
ら
の
お
願
い
で
ご
ざ
い
ま
す
。

月

日

野
田

國
雄

原
勝
五
郎
様

第
二
十
三

修
學
旅
行
日
記

六
月
二
十
日

今
日
か
ら
修
學
旅
行
だ
と
思
ふ
と
、
何
だ
か
嬉
（
う
れ
）
し
く
て
、

早
く
か
ら
目
が
さ
め
て
し
ま
つ
た
。

で
、
四
時
に
起
き

て
、
支
度
を
し
て
學
校
へ
行
く
。

み
ん
な
が
揃
つ
て
學



校
を
出
た
の
は
五
時
二
十
分
、
そ
れ
か
ら
驛
（
え
き
）
へ
行
く
と
、

間
も
な
く
汽
車
が
來
た
。

川
野
先
生
始
め
、
一
同
同
じ

(

新
漢
字

首

修)

(062.

ｊ
ｐ
ｇ)

所
に
乗
る
こ
と
が
出
來
た
。
六
時
發
車
。

廣
い
野
原
、
コ
ー
ヒ
ー
園
、
い
ろ
い
ろ
の
景
色
が
次
か
ら

次
と
、
現
れ
て
は
又
消
え
て
行
く
。

始
め
て
の
長
い
汽

車
旅
行
な
の
で
、
何
も
か
も
皆
珍
し
い
。

夕
方
、
サ
ン
、
パ
ウ
ロ
に
着
、
日
本
人
の
ホ
テ
ル
に
と
ま
る
。

六
月
二
十
一
日

朝
の
カ
フ
ェ
ー
が
す
む
と
、
一
同
、
ホ
テ
ル
の
前
に
整
列
（
せ
い
れ
つ
）

し
、
徒
歩
で
州
攻
廳
（
せ
い
ち
よ
う
）
の
前
に
行
く
。
こ
ゝ
で
、
先
生
か
ら

次
の
よ
う
を
お
話
が
あ
つ
た
。

「
皆
さ
ん
は
、
ジ
ョ
ゼ
、
デ
、
ア
ン
シ
ェ
ー
タ
と
い
ふ
坊
（
ぼ
う
）
さ
ん

を
知
つ
て
居
ま
す
か
。

此
の
人
の
事
に
つ
い
て
は
、

後
に
又
く
は
し
く
お
話
す
る
つ
も
り
で
す
が
、此
の



人
は
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
土
人
の
爲
（
た
め
）
に
、
始
め
て
學
校
を
建

て
た
人
で
す
。

其
の
學
校
が
出
來
上
つ
た
の
は
、
紀

元
千
五
百
五
十
四
年
の
一
月
二
十
五
日
の
事
で
し

た
が
、
此
の
政
廳
は
、
其
の
學
校
の
跡
（
あ
と
）
な
の
で
す
。
勿

論(

も
ち
ろ
ん)

建
物
は
、
昔
の
ま
ゝ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
此
の
學

校
の
創
立
（
そ
う
り
つ
）
記
念
日
は
一
月
二
十
五
日
で
し
た
が
、
そ

れ
が
今
日
で
は
、サ
ン
パ
ウ
ロ
市
の
創
設
記
念
日
に

な
つ
て
居
ま
す
。

(063.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

そ
れ
か
ら
、
キ
ン
ゼ
、
デ
、
ノ
ヴ
ェ

ン
ブ
ロ
と
い
ふ
通
や
、
ヂ
レ
イ

タ
と
い
ふ
通
な
ど
、
非
常
に
に

ぎ
や
か
な
処
を
通
つ
て
、
ア
ニ
ャ

ン
ガ
バ
ウ
ー
と
い
ふ
公
園
へ

出
た
。

此
の
公
園
は
、
少
し
低

く
な
つ
て
居
て
、
其
の
上
に
は

ヴ
ィ
ア
ヅ
ッ
ト
、
デ
、
シ
ャ
ー
と



い
ふ
長
い
陸
橋
が
か
ゝ
つ
て

居
る
。

其
の
上
を
電
車
や
人

が
通
つ
て
居
る
。

サ
ン
パ
ウ
ロ
に
居
る
日
本
人
た
ち

は
、
ｃ
ｈ
ａ
と
い
ふ
言
葉
か
ら
、
こ
れ
を
日
本
風
に
「
お
茶
の
水

橋
」
と
呼
ん
で
居
る
さ
う
で
あ
る
。

ホ
テ
ル
へ
歸
つ
て
晝
食
し
、午
後
は
新
聞
社
へ
見
學
に

行
く
。

活
字
を
拾
つ
て
組
ん
で
居
る
所
、
其
の
組
ん
だ

活
字
を
大
き
な
機
械
に
か
け
て
紙
に
刷
（
す
）
つ
て
居
る
所
、

又
其
の
刷
つ
た
も
の
を
取
揃
へ
て
荷
造
し
て
居
る
所

な
ど
、
い
ろ
い
ろ
の
所
を
見
せ
て
も
ら
つ
た
。
毎
日
た

だ
何
と
を
く
見
て
居
た
新
聞
も
、か
う
し
て
其
の
出
來

る
所
を
見
る
と
、
一
枚
（
ま
い
）
の
新
聞
紙
も
、
な
か
な
か
粗
末
に

(

新
漢
字

橋

食

紙)

(064.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

は
出
來
な
い
も
の
だ
と
思
つ

た
。



夕
方
ホ
テ
ル
へ
歸
つ
て
、
先
生

か
ら
分
け
て
い
た
ゞ
い
た
繪

葉
書
に
今
日
の
事
を
書
い
て
、

お
と
う
さ
ん
に
出
す
。

六
月
二
十
二
日

今
日
は
、
電
車
で
、
先
づ
イ
ビ
ラ

ン
ガ
の
博
物
館
へ
行
つ
た
。

博
物
館
は
小
高
い
を
か
の
上

に
あ
り
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
地
理
・
歴
史
に
關
す
る
繪
畫
や
模

型
（
も
け
い
）、
又
動
鑛
（
こ
う
）
物
の
標
（
ひ
よ
う
）
本
な
ど
、
い
ろ
い
ろ

な
物
が
陳
列

し
て
あ
る
。

博
物
館
を
出
て
、

獨
立
記
念
像
の

前
で
、
先
生
に
記

念
の
寫
眞
を
と

つ
て
い
た
ゞ
い

た
。

前
に
學
校
で
習
つ
た
ド
ン
、
ペ
ド
ロ
の
「
独
立
か
、
死



か
。」
は
、
こ
ゝ
で
叫
ば
れ
た
も
の
だ
と
い
ふ
が
、
其
の
時
代

(

新
漢
字

繪)

(065.

ｊ
ｐ
ｇ)

に
あ
つ
た
建
物
が
、
今
も
一
軒
（
け
ん
）、
當
時
の
ま
ゝ
で
殘
つ
て

居
る
。

午
後
は
、
醫
科
（
い
か
）
大
學
と
ブ
タ
ン
タ
ン
の
毒
蛇
（
ど
く
じ
や
）
研
究

所
へ

行
く
。
大
學
は
ず
い
ぶ
ん
大
き
な
も
の
で
、
本
や
模
型

が
澤
山
あ
つ
た
。
日
本
人
の
學
生
も
居
た
。

毒
蛇
研

究
所
で
は
、
先
生
が
毒
蛇
に
つ
い
て
、
い
ろ
い
ろ
く
は
し

い
説
明
（
せ
つ
め
い
）
を
し
て
下
さ
つ
た
。

若
し
毒
蛇
に
か
ま
れ
た

ら
、
す
ぐ
注
射
を
す
れ
ば
、
よ
い
さ
う
で
あ
る
。

其
の
注

射
の
藥
も
、
こ
ゝ
で
作
つ
て
居
る
と
い
ふ
。

六
月
二
十
三
日

早
朝
ホ
テ
ル
を
立
つ
て
、サ
ン
ト
ス
行
の
汽
車
に
乗
る
。

空
は
明
方
か
ら
曇
（
く
も
）
つ
て
居
た
が
、
や
が
て
山
に
か
ゝ
る

と
、
に
は
か
に
霧
（
き
り
）
が
起
つ
て
來
て
、
あ
た
り
が
薄
（
う
す
）
暗
く

な



つ
て
し
ま
つ
た
。

し
か
し
、
汽
車
が
幾
つ
か
の
ト
ン
ネ

ル
を
く
ゞ
り
抜
け
て
、
山
を
下
り
、
バ
ナ
ヽ
畠
（
は
た
け
）
の
多
い
サ

ン
ト
ス
の
平
原
へ
出
る
と
、そ
こ
は
も
う
き
れ
い
に
晴

れ
て
居
た
。

ふ
り
か
へ
る
と
、
今
下
り
て
來
た
汽
車
の

道
が
は
つ
き
り
と
見
え
る
。

此
の
山
は
非
常
に
け
は

し
く
、
普
通
（
ふ
つ
う
）
で
は
、
と
て
も
汽
車
が
登
れ
ま
い
か
ら
、
鐵
の

鋼
（
つ
な
）
で
引
張
り
上
げ
る
よ
う
に
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。

(

新
漢
字

若

射

藥

朝

原)

(066.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

サ
ン
ト
ス
驛
か
ら
港
へ
出
る

と
、
日
の
丸
の
旗
を
か
ゝ
げ
た

日
本
の
汽
船
が
居
た
。

さ
う

し
て
、
白
い
服
を
着
た
船
員
が
、

僕
た
ち
を
迎
へ
て
く
れ
、
此
の

人
の
案
内
で
、
船
内
を
見
せ
て

も
ら
つ
た
。

船
室
も
、
食
堂
も
、



一
等
は
實
に
立
派
な
も
の
で

あ
る
。

船
を
下
り
、
又
町
へ
出
て
、
電
車

に
乗
る
。

し
ば
ら
く
行
く
と
、
海
が
見
え
て
、
大
勢
の
人

が
海
水
浴
（
よ
く
）
を
し
て
居
た
。

電
車
は
海
岸
に
沿
う
て
走
つ
て
行
つ
た
が
、
や
が
て
、
サ

ン
・
ヴ
ィ
セ
ン
テ
と
い
ふ
所
に
來
た
。
こ
ゝ
は
四
百
年

餘
り
前
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
、
始
め
て
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
へ

は
い
つ
て
來
た
時
の
上
陸
地
で
あ
る
。
其
の
時
彼
等

が
汲
（
く
）
ん
で
飲
ん
だ
と
い
ふ
泉
（
い
づ
み
）
の
清
水
（
し
み
づ
）
は
、
今

も
な
ほ
昔

の
ま
ゝ
に
湧(

わ
き)

出
し
て
居
る
。

夕
方
近
く
、
サ
ン
ト
ス
の

ホ
テ
ル
に
着
い
た
。

六
月
二
十
四
日

(067.

ｊ
ｐ
ｇ

挿
絵
あ
り)

朝
、
ケ
ー
ブ
ル
カ
ー
で
セ
ラ
ッ
ト
山
に
登
る
。

こ
ゝ
か

ら
見
る
と
、サ
ン
ト
ス
の
全
景
は
手
に
取
る
よ
う
だ
。



「
此
の
サ
ン
ト
ス
は
貿
易

港
で
、
サ
ン
パ
ウ
ロ
州
の

産
物
は
、
大
部
分
こ
ゝ
か

ら
外
國
へ
出
さ
れ
る
の

で
す
。

そ
れ
か
ら
、
あ
な

た
方
の
お
と
う
さ
ん
や

お
か
あ
さ
ん
も
、
日
本
か

ら
來
ら
れ
た
時
に
は
、
大

て
い
こ
ゝ
か
ら
上
陸
さ
れ
た
の
で
す
。」

先
生
が
か
う
お
つ
し
や
る
と
、
野
田
君
が
突
然
、

「
先
生
、
僕
だ
つ
て
、
こ
ゝ
か
ら
上
陸
し
た
の
で
す
よ
。」

と
言
つ
た
の
で
、
み
ん
な
が
ど
つ
と
笑
つ
た
。

自

修

材

料

（
五
）

〇
二
宮
奪
徳
（
つ
ゞ
き
）

今
度
は
殿
様
か
ら
、
其
の
領
内
（
り
よ
う
な
い
）
の
荒
れ
は
て
た
農
村

（
の
う
そ
ん
）
開
發
に
骨
を
折

つ
て
く
れ
と
の
頼
（
た
の
）
み
を
受
け
た
。

尊
徳
は
又
こ
と
わ
り
き



れ
ず
に
、

こ
れ
を
引
受
け
た
。

或
時
、
其
の
村
の
山
野
を
開
い
て
田
に
す
る
た
め
に
、
多
く
の
人
夫
を

集
め
た
。

さ
う
し
て
、
日
々
工
事
を
見
廻
り
、
よ
く
精
を
出
す
者
に

は

(

新
漢
字

貿

易

突

然)
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ほ
う
び
を
與
へ
て
一
同
を
は
げ
ま
し
た
。

或
日
、一
人
の
若
者
が
殊
に
人
々
に
立
ち
ま
さ
つ
て
働
い
て
居
る
の

が
見
受
け
ら
れ
た
。

下
役
ど
も
は
、
此
の
者
が
お
ほ
め
を
受
け
る
に

違
（
ち
が
）
ひ
な
い
と
思
つ
た
が
、
尊
徳
は
だ
ま
つ
て
歸
つ
て
し
ま
つ

た
。

次
の
日
、
此
の
若
者
が
、
又
尊
徳
の
目
を
ひ
い
た
。

若
者
は
「
え
い
、

え
い
。」と

聲
を
出
し
て
、
一
生
懸
命
で
鍬
を
ふ
る
つ
て
居
た
。

其
の
足
下
に

は
、見
る
見
る
新
し
い
土
が
廣
が
つ
て
行
つ
た
。

と
こ
ろ
が
、
尊
徳
は
一
語
も
發
せ
ず
、
又
そ
こ
を
立
去
り
も
し
な
か
つ

た
。
や
が
て
若
者
の
ひ
た
ひ
か
ら
は
汗
（
あ
せ
）
が
瀧
（
た
き
）
の
よ

う
に
流
れ
、
息
づ



か
ひ
は
荒
く
な
つ
て
、
今
に
も
た
ふ
れ
さ
う
に
な
つ
た
。

尊
徳
は
そ

れ
を
見
て
、「
此
の
横
着
（
お
う
ち
ゃ
く
）
者
。」
と
叱
（
し
か
）
つ
た
。

若
者
は
其
の
威(

い)

に
恐
れ
て
、
ぺ

た
り
と
地
に
す
わ
つ
て
し
ま
つ
た
。

其
の
日
ほ
う
び
を
い
た
ゞ
い
た
の
は
、
意
外
に
も
、
年
と
つ
た
人
夫
で

あ
つ
た
。

此
の
老
人
は
、
い
つ
も
木
の
根
ば
か
り
掘
（
ほ
）
つ
て
居

た
。

木
の
根
掘
は
、
骨
が
折
れ
る
割
（
わ
り
）
に
、
仕
事
の
あ
と
が
目
だ
た
な

い
。

そ
れ

で
、
誰
も
か
う
い
ふ
仕
事
は
好
（
こ
の
）
ま
な
い
が
、
根
堀
が
進
む
な
い
と
、

開
拓
（
か
い
た
く
）

は
進
行
し
な
い
の
で
あ
る
。

老
人
は
、
其
の
根
堀
を
引
受
け
、
人
が

煙

草
（
た
ば
こ
）
を
の
み
、
む
だ
話
を
し
て
居
る
間
も
、
こ
つ
こ
と
仕
事

の
手
を
休

め
な
か
つ
た
。

其
の
お
か
げ
で
開
拓
も
進
行
す
る
の
で
あ
つ
た
。

尊
徳
は
こ
れ
こ
そ
勤
勞(

き
ん
ろ
う)

第
一
だ
と
言
つ
て
、澤
山
の
ほ
う

び
を
與
へ

た
。

尊
徳
は
、幼
い
時
か
ら
、自
分
で
鍬
を
と
つ
て
働
い
た
だ
け
あ
つ
て
、一

見
し
て
、人
の
働
の
裏
と
表
が
わ
か
つ
た
の
で
あ
る
。



か
う
し
て
、農
村
開
發
も
十
數
年
で
目
的
を
達
す
る
こ
と
が
出
來
た
。

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

日
本
の
子
供
は
、
小
學
校
に
行
始
め
る
と
、
き
つ
と
先
生
か
ら
「
二
宮

金

次
郎
さ
ん
を
お
手
本
に
な
さ
い
。」
と
言
つ
て
敎
へ
ら
れ
る
。
金
次
郎
、

大
き
く
な
つ
て
尊
徳
と
名
の
り
、今
は
報
徳(

ほ
う
と
く)

二
宮
神
社
に
、

神
と
し
て

ま
つ
ら
れ
て
居
る
。
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新
出)

制

帶

數

式

備

加

遂

至

衆

當

永

久

致

現

由

博

愛

陽

王

興

祈

更

示

歴

史

忠

低

殊

理

續

裏

往

復

義

必

郷

粗

素

妻

念

侯

報

精

功

官

職

禮(

礼)

層

湖

設

法

難

點

在

順

延

凡

成

應

利

瑞

便

郎

属

豊

損

婦

農

勞

務

失

過

臺

附

求

盡

危

檢

有

單

驗

良

類

適

缺

希

關

試

敗

研

究



例

採

接

館

調

産

語

努

轉

貧

族

圖

際

系

伯

展

量

達

團

經

完

責

害

盆

要

種

貴

速

期

群

營

他

由

和

輕

靜

積

修

藥

貿

易

然
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讀
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旗
定
無
記
表
山
野
黄
金
形
元
合
合
赤
白
得
色
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家
興

南
建
暗
示
仰
情
現
重
品
晝
幼
守
途
親
末
役
女
男
殘
毎

致
願
曾
帶
岩
石
連
湖
過
散
終
數
畫
着
費
米
設
備
従
文

開
初
口
數
盛
注
相
作
休
得
乗
廣
場
働
久
朝
荒
波
族
邊

帆
明
以
必
防
運
當
夫
尾
破
附
退
危
家
再
畫
店
頭
千
切

白
使
改
用
望
失
徒
好
集
許
直
起
比
的
困
故
成
移
渡
數

多
樂
足
語
新
住
例
力
限
存
蟲
痛
實
寄
際
屋
何
馬
惡
歌

(
0
7
0
.

ｊ
ｐ
ｇ)

代
路
聞
調
達
亡
首
橋
食
紙
繪
若
射
早
原
突



(
假
名
附)

徽(

キ)

章(

シ
ョ
ウ)

彩(

サ
イ)

菱(

ヒ
シ)

形(

か
た)

藍(

あ

る)
秩(

チ
ツ)

序(

ジ
ョ)

箇(

カ)

星(

ほ
し)

染(

そ
め)

繁

(

ハ
ン)
茂(

モ)

聯(

レ
ン)
邦(

ホ
ウ)

斜(

な
ヽ
め)

筋(

す
ぢ)

縦(

た
て)

平

(

ひ
ょ
う)
紋(
モ
ン)

統(

ト
ウ)

支(

シ)

那(

ナ)

隅(

グ
ウ)

肩(

か
た)

紅(
く
れ
な
ゐ)

純(

ジ
ュ
ン)

益(

ま
す
ま
す)

榮(

さ
か
え)

潔(

ケ
ツ)

誠(

ま
こ
と)

想(

ソ
ウ)

峯(

み
ね)
湧(

わ
く)

畠(

は
た
け)

壽(

ジ
ュ)

姫

(

ひ
め)

源(

み
な
も
と)
賴(
よ
り)

朝(

と
も)

鶴(

つ
る)

岡(

を

か)

幡(

マ
ン)

舞(

ま
ひ)
奉(
ホ
ウ)

納(

ノ
ウ)

翌(

ヨ
ク)

唐

(

か
ら)

曾(

ソ)

義(

よ
し)

塚(
つ
か)

光(

み
つ)

盛(

も
り)

肌

(

は
だ)

覺(

お
ぼ
え)

鎌(

か
ま)
倉(
く
ら)

陰(

か
げ)

日
向(

ひ

な
た)

眺(

な
が
め)

下(

し
も)

押(
お
す)

格
子(

コ
ウ
シ)

澤(

タ
ク)

乃(

ノ)

臆(

オ
ク)

藩(

ハ
ン)
江(

エ)

薄(

う
す)

秤(

キ
ロ
メ
ー
ト
ル)

輪(

わ)

泉(

セ
ン)

岳(
ガ
ク)

寺(

ジ)

墓

(

は
か)

詣(

ケ
イ)

暖(

あ
た
ヽ
か)

井(

ゐ)

端(

は
た)

冷(

レ
イ)

浴(
あ
び
る)

阪

(

さ
か)

槍(

や
り)

長
刀(

な
ぎ
な
た)

魂(

た
ま
し
ひ)
育(
そ
だ
つ)

誠(

セ
イ)

艦(

カ
ン)

穂(

ほ)

某(

ボ
ウ)

尉(

イ)

惜(

を
し
む)

戀(

こ
ひ)

目(

ボ
ク)

恥(

は
ぢ)

叱(

し
か
る)

覧(

ラ
ン)

島(

ト
ウ)

威(

イ)

衛(

エ

イ)

攻(

コ
ウ)

撃(

ゲ
キ)

格(

カ
ク)

爲(

た
め)

捨(

す
て)

察

(

サ
ツ)

握(

に
ぎ
る)

總(

す
べ
て)

河(

カ)

峡(

キ
ョ
ウ)

伏(

フ

ク)

掘(

ほ
る)

割(

わ
る)

掛(

か
け
る)

瀧(

た
き)

込(

こ
む)

段(

ダ
ン)

米(

メ
ー
ト
ル)

哩(

マ
イ
ル)

億

(

オ
ク)

絶(

ゼ
ツ)

健(

ケ
ン)

康(

コ
ウ)

鈴(

レ
イ)

薯(

シ
ョ)

謹(

キ
ン)

爾(

ジ)

拓(

タ
ク)

僅(

わ
づ
か)

訪(

た
づ
ね
る)

角(

カ
ク)

洲(

ス)

乃

(

ナ
イ)

至(

シ)

範(

ハ
ン)

圍(

イ)

譽(

ヨ)

軒(

の
き)

倉(

ソ



ウ)

庫(

コ)
袋(
ふ
く
ろ)

値(

ね)

凶(

キ
ョ
ウ)

逸(

イ
ツ)

停(

テ
イ)

陰(

イ

ン)
徳(
ト
ク)

懸(

ケ
ン)

靴(

く
つ)

幣(

ヘ
イ)

振(

ふ
る)

胞

(

ホ
ウ)

腹(

は
ら)

推(
ス
イ)

瀬(

セ)

佐(

サ)

砲(

つ
つ)

彈(

ダ
ン)

丸(

ガ
ン)

杉(

す
ぎ)
忽(

た
ち
ま
ち)

博
多(

は
か
た)

垣(

か
き)

釣(

つ
り)

河
野(

こ
う
の)

通(

み
ち)
屈(
ク
ツ)

絶(

た
え
る)

忽

龜(

か
め)

姓(

シ
ョ
ウ)

兵(

ヒ
ョ
ウ)
糧(
ロ
ウ)

救(

す
く
ひ)

狂(

く
る
ひ)

早
速(

サ
ツ
ソ
ク)

度(

タ
ク)

磯(

い
そ)

漕(

こ
ぐ)

呑(
の
む)

収(

シ
ュ
ウ)

容(

ヨ

ウ)

看(

カ
ン)

護(

ゴ)

厚(

あ
つ
い)
謝(
シ
ャ)

名
殘(

な
ご
り)

爲(

イ)

肖(

シ
ョ
ウ)

到(

い
た
る)

處(

と
こ
ろ)

飾(

か
ざ
る)

外(

ゲ)

宇(

ウ)

苑(

エ
ン)

鈴(

す
ず)

棟(

む
ね)

金(

か
な)
具(

グ)

神
々(

か
う
が
う
し)

土
産(

み
や
げ)

細(

サ
イ)

工(

ク)

街(

ガ
イ)

照(

シ
ョ
ウ)
炭

(

タ
ン)

没(

ボ
ツ)

机(

つ
く
ゑ)

團
扇(

う
ち
わ)

異(

イ)
豫

(

ヨ)

綿(

メ
ン)

密(

ミ
ツ)

専(

も
っ
ぱ
ら)

歿(

ボ
ツ)

畜(

チ
ク)

才

(

サ
イ)

井(

ジ
ョ
ウ)

爐(

ロ)

腕(

う
で)

筋(

キ
ン)

豊(

ト
ヨ)

田
舎(

い
な
か)

掛(

か
か
り)

怪(

あ
や
し)

派(

ハ)

拂(

は
ら
ふ)

堅(

か
た
い)

織

(

シ
ョ
ク)

懸(

ケ
ン)

暇(

ひ
ま)

織(

お
る)

扱(

あ
つ
か
ふ)

堪

(

た
へ
る)

熱(

ネ
ツ)

何
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時(
い
つ)

寢(

ね
る)

鶏(

に
は
と
り)

棉(

メ
ン)

花(

カ)

蔬

(

ソ)
菜(

サ
イ)

柑(

カ
ン)

橘(

キ
ツ)

認(

み
と
め
る)

誤(

あ
や

ま
り)
露(

ロ)

龍(

リ
ュ
ウ)

氏(

シ)

率(

ひ
き
ゐ)

笠(

か
さ)

留

(

リ
ュ
ウ)
平(

ひ
ら)

創(

ソ
ウ)

犠(

ギ)

牲(

セ
イ)

艱(

カ
ン)

大
人(

お
と
な)

周(

シ
ュ
ウ)

交(

コ
ウ)

渉(

シ
ョ
ウ)

蠅(

は
へ)

蚊(

か)

蚤(

の
み)

蜜(

ミ
ツ)

蜂(

は
ち)

蠶(

か
ひ
こ)

違(

ち
が

ふ)

甚(

は
な
は
だ)
栗(

あ
は)

殖(

シ
ョ
ク)

驅(

ク)

除(

ヂ
ヨ)

思(

シ)

議(

ギ)

飼(
シ)
效(

コ
ウ)

綿(

わ
た)

尺(

シ
ャ
ク)

莖(

く
き)

枯(

か
ら
す)
藥(
ヤ
ク)

劑(

ザ
イ)

蟻(

あ
り)

複(

フ

ク)

雑(

ザ
ツ)

巣(

す)

型(

か
た)

塔(

と
う)

甘
蔗(
さ
と
う
き
び)

稲(

い
ね)

禾

(

カ)

科(

カ)

普(

フ)

壊(

カ
イ)
穀(
コ
ク)

擧(

あ
げ
る)

楠

(

く
す)

成(

し
げ)

賊(

ゾ
ク)

絶(

た
や
す)
汲(

く
む)

討(

う
つ)

幅(

は
ば)

燃(

も
え
る)

傷(

シ
ョ
ウ)

藤(
ト
ウ)

豊
臣(

と
よ
と

み)

秀(

ひ
で)

吉(

よ
し)

織
田(

お
だ)

信(

の
ぶ)

草(

ソ
ウ)

履(

リ)

玄(
ゲ
ン)

鉢(

は

ち)

縫(

ぬ
ふ)

瓶(

ビ
ン)

階(

カ
イ)

部
屋(

へ
や)
窓(
ま
ど)

糎(

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル)

歯(

は)

誕(

タ
ン)

忌(

キ)

嬉(

う
れ
し)

揃(

そ
ろ
ふ)

驛(

エ
キ)

整(

セ
イ)

廳(

チ
ョ
ウ)

坊(

ボ
ウ)
跡

(

あ
と)

勿(

モ
チ)

論(

ロ
ン)

刷(

す
る)

枚(

マ
イ)

模(

モ)

型

(

ケ
イ)

鑛(

コ
ウ)

標(

ヒ
ョ
ウ)

軒(

ケ
ン)

醫(

イ)

蛇(

ジ
ャ)

説(

セ
ツ)

曇(

く
も
る)

霧(

き
り)

綱(

つ
な)

浴(

ヨ
ク)

沿(

そ
ふ)

泉(

い
づ
み)

清
水(

し
み
ず)

終



昭
和
十
二
年
五
月
二
十
六
日
印
刷

昭
和
十
二
年
五
月
三
十
一
日
發
行

著
作
楯
所
有

著
作
権

發
行
者

ブ
ラ
ジ
ル
日
本
人
敎
育
普
及
曾

東
京
市
谷
區
二
長
町
一
番
地

凸
版
印
刷
株
式
曾
社

印
刷
者

井

上

源

之

丞

東
京
市
下
谷
區
二
長
町
一
番

地

印
刷
所

凸
版
印
刷
株
式
曾
社
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