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私
は
鎖
国
の
得
失
¶こ
い
ふ
題

で
お
話
を
す
る
の
で
あ
の
ま

す
が

、
開
園
文
化
に
關

す
る
講
演
曾

に
お
い
て
、
鎖
国

・こ
い
ふ
の
は
少
し
變

な
や

う

で
あ
の
ま
す
け

れ
、こ
も

、
鎖
国
を
知
ら
な
け
れ
ば
開
園
は

本
當

に
判
ら
ぬ
、
ま
た
開
園

ご
銀
國

、こ
は
離
れ

る
こ
、こ
ω

で
き
な
い
も
の
で
あ

り

ま
す
の
で
、
此

の
題
を
探

っ
た
譯
な
ん
で
あ

り
ま
す
。
鎖
国

、こ
い
ふ
の
は
申
す
ま

で
も
な
く
、
開
園
の
反
對
し
國
を
鎖
ぢ

て
、
其
の
門
戸
を
閉

鎖
し

外
か
ら

入
っ
て
來

る
の
を
拒
む

の
み
な
ら
ず

、
内
か
ら
出
る
も
の
を
も

こ
れ
を
禁
ず
る
の
で
あ
り

ま
す
。

こ
の
鎖
国

、こ
い
ふ
言
葉
は
、
い

　
　
　
　

、　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　
　
　

　
　
"
六
彡
九

舞
馨
蝶
鞍
懈
鞍
擦
繕
のり鴛
熱
い鍵
鱒轂
難
語
鏘
⑩懸
鉾
黙

失
を

論
ぜ
ん

,こ
す

る
に
方
り
ま
し

て
、
先
づ
、こ
う
し

て
鎖
国

,こ
い
ふ
こ
,こ
が
行
は
れ
た

の
で
あ

る
か
、
其
の
鎖
國
の
由
來
を
少
し

く
申
し

て
置

き
た
い
噛こ
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
・

　
抑
も
徳

川
幕
府

¶こ
い
ふ
も

の
は
、
そ
の
初
め
は
極
め

て
自
由

な
開

園
主
義
を
探

っ
て
居

っ
た

の
で
あ
の
ま
し

て
、
イ
ギ
リ
ス
な
ミ

こ
も
非
常

に
自
由
に
交
易
を

や

っ
て
居

っ
た
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ

は
何
故
左
様
な
自
由
な
開

國
主

義
を
探

っ
て
居

っ
た

か
一こ
い
ふ
,こ
、
主

,こ
し

て
国
民

の
生
活
問
題
の
必
要
か
ら
嵩
た

の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
徳

川
時
代
に

始
ま

っ
た

の
で
は

な
く
、
既
に
足
利
時
代

か
ら
矢
張
り
此
の
国
民
の
生
活

問
題
の
必
要
上
、
同
じ
や
う
な
問
題
が
出
て
居

っ
た

の
で

、
こ
れ
は
何
れ
の
時
代
に
も
あ

っ
た
も

の
で
あ
り
ま
し

て
、
足
利
時
代
に
朝
鮮
及
び

支
那

の
沿
岸
を
荒
ら
し

て
、
非
常
に
恐
れ
ら
れ

て
居
り
ま
し
た
・こ
こ
ろ

の
彼
の
倭
寇
發
生
・こ
、
そ

の
理
由

は
同
じ

で
あ
り
ま
す
。

　
倭
選

こ
い
ふ
も

の
は
、こ
う
し

て
發
生
し
た
も
の

で
あ
る

か
、こ
申
せ
ば
、
こ
れ
は

一
は
11
本
内
地
の
土
地

の
問
題
か
ら
出
て
居
る
こ
ご
が

そ
の

一
つ
の
原
因

で
、
今

U
つ
は
國
民
の
生
活
に
必
要
な
品
物

、
帥

ち
生
活
必
需
品
の

要
求

か
ら
出
た
も
の

で
あ

る
。
そ
の
第

一
の
土
地
問
題
,こ
い

ふ
の
は

、
、こ
う

い
ふ
こ
一こ
で
あ

る
か
一こ
い
ふ
こ
・こ
を
説
明
し
ま
す
の
に
は
、

一
寸
舊
く
鎌
倉
時
代
か
ら
申
さ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の

で
あ

る
が
、

そ
の
時
間
が
あ
の
ま
せ
ぬ
か
ら

一
口
に
こ
れ
を
申
ぜ
ば
、
鎌
倉
時
代
の

中
頃

か
ら
、
日
本
内
地
の
土
地
問
題
が
行
き
詰

っ
て
了

っ
て
非
常
に
困

　 　 　 一一



失 得 の 國 鎮

っ
て
居
っ
た

、
ッ

マ
リ
土
地
に
封
ず

る
要
求
が
多
い
が
し
か
も
土
地
の
殘
り
が
な
く
な

っ
て
、
そ
の
要
求
に
應
ず

る
こ
一こ
が
出
來
な
く

な
っ
て

み
た

Q
ソ

コ
へ
彼
の
蒙

古
の
來
襲
が
あ

っ
て
、
そ
の
結
果
日
本
は
紳
佛
の
力
に
よ

っ
て
、
ま
た
そ
の
他
士
民
の
努

力
の
結
果

、
漸
く
勝

つ
に
は

勝

っ
て
こ
れ
を
追

ひ
拂
ふ

こ
,こ
が
出
來
ま
し
た
が

、
そ
の
後
の
論
功
行
賞
に
際
し

て
、
神
紅

佛
聞
及
び
全
図
に
あ

っ
た

一こ
こ
ろ
の
將
±
逹

へ
の

褒
賞

に
つ
い
て
非
常
に
困

っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
後
段

々
こ
の
土
地
問
題
が
難
か
し
く
な

っ
て
來
た
。

一
方
皇
室
に
お
き
ま
し
て
は
彼
の

大
覺

寺
、
持
明
院
兩
統
の
御
壁
ひ
に

こ
の
土
地
の
問
題

が
絡

み
ま
し
て
、
そ
し

て
邃
に
南
北
朝

噛こ
い
ふ
長
い
間

の
混
亂
時
代

が
出
來
ま
し
て
、

約
六
十
年

で
こ
の
南
北
朝
が
合

一
し
ま
し

て
、
皇
宅
内
の
問
題

は
片
付
き
ま
し
た
け

れ
さ
も

、
土
地
の
問
題
は
そ
の
ま

・
に
殘

さ
れ
た

、
節
ち

こ
の
南
北
朝
時
代
か
ら
後
信
長
の
出
ま
す
ま
で
の
問
、
前

後
一
一百

餘
年

・こ
い

ふ
も
の
は
、
土
地
問
題
の
た
め
に
非
常
な
混
亂
の
時
代
を
生
み
出

し

た
の
で
あ

る
。
そ
し

て
こ
の
土
地
問
題
が
、こ
う
し

て
片
づ

い
た

か
¶こ
い
ふ
一こ
、
彼
方
此
方
に
大
き
な
大
名
が
出
來
て
小
さ

な
も
の
を
潰
し
、

ッ
マ
リ
大
き
な
も
の
は
小
さ
い
も
の
を
呑
み
・
強
い
も
の
翁

い
も
の
を
併
せ
ま
し
て
璽

洛
套

が
出
來
た
・
け
れ
、こ
も
そ
れ
に
落

宴

得

両

な
い
も

の
も
澤
山
出
來
ま
し

た
、
そ
の
落
着
き
得

な
い
も

の
即
ち

あ
ふ
れ
者
が
、
進
ん
で
海

外
に
生
活

の
途
を
求
め
や
う
一こ
し
た
の
で
、
そ
れ

が
倭
寇
の
鑾

の
;

の
麕

に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
・
、
着

も
申
せ
髢

々
-こ
説
明
窶

す
る
が
・

一
。
に
申
せ
ば
さ
う
い
ふ
こ
涯

な

一

る
の
で
あ
の
ま
す
。

　

第

二
の
倭
寇
の
發
生
の
原
因

こ
し
て
は
、
国
民
の
生

活
必
需
品
の
要
求
,こ
い
ふ
こ

,こ
で
あ
る
が
、
日
本
は
昔
も
今
も
同
じ

や
う
に
、
園
内
の

生
産

品
の
み

で
は

国
民

の
生
活
を
支

へ
る
に
は

十

分
な
材
料

は
得
ら
れ

な
い
、
必
ず

外
國

か

ら
の
輸

入
を

待
九
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ

っ

て
、
そ
の
輸

入
・こ
い

ふ
こ
,こ
は
、
中
世

即
ち
鎌
倉

か
ら
室
町
時
代

に
か
け

て
は
、
主
-こ
し

て
こ
れ
を
支
那
方
面
に
仰
い
だ

の
で
あ

っ
て
、
支
那

か
ら
公

然
た
る
通
商
貿
易
の
途
を
開
く
こ

・こ
が
十
分
で
な
か

っ
た

の
で
、
爲

に
そ
れ
を
補

ふ
必
要
上
私
貿
易

に
よ
ら
ね

ば
な
ら
ぬ
、
倭
寇
・こ
い

ふ
も
の

・
發
生
は
帥
ち
其

靂
に

一
つ
の
原
因
を
有

っ
て
居

る
の
で
私
貿
易
が
倭
寇
に
な

る
の
で
あ
る
、
通

商
が
晋

逋
に
開
け
た
な
ら
ば
、
倭
寇

の
原
因

-こ
い
ふ
も
の
は
無
く
な
る
の
で
あ

る
。
貿
易
の
制
限
l
I
支
那

の
貿
易
制
限
-こ
い
ふ
こ
噛こ
が
倭

寇
の
原

因
に
な

っ
た

の
で
、
本
来
國
民

生

活
の
必
要
上
か
ら
逍
ら
れ
た
隔こ
こ
ろ
の
問
題

で
あ

る
。

さ
う
い

ふ
譯

で
根
本
問
題
が
、
日
本
國
民

の
経
済
生
活
に
横
は

つ
て
居

る
こ

ミ
で
あ
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の
ま

す
か
ら
・
明

の
政
府
に

お
き
ま
し

て
如
何
に
倭
冦
の
討
伐
に
力
を
用
ひ

て
も

、
根
本
問
題
が
解
決
せ
ら
れ
な

い
以
上
は

、
伺
¶こ
し
て
も

こ

の
倭
寇
を
夲
定
す

る
こ
・こ
は
出
來
な

い
、
即
ち
日
本
國

民
の
生
活
問
題
で
あ

っ
た

の
で
あ

る
か
ら
、
事
實

上
こ
の
問
題
は
い

つ
ま

で
も
納
ま

っ

て
居
り
ま
せ
ぬ
。

　
明
で
は
そ
の
武

將
の
力
に

よ
っ
て
倭
寇
が
鎮

定
し
た

ご
い
っ
て
居
る
に
絢
ら
ず
、
更
に
そ
0
後
に
秀
吉
-こ
い
ふ
大

き

な
倭
寇
を
生

み
出
し

た

の
で
あ

る
・
明
の
書
物
を

見
る
一こ
倭
寇
の
鎮

定
し
た

の
は

、
明
の
大
將
逹
が
武
略
を
以

て
こ
れ
を
抑

へ
た

一こ
い
ふ
風
に
書

い
て
あ

る
が

、
事
實

は
さ
う
で
は
な
く
・
H
本
の
内
地
に

お
い
て
秀
吉
が

こ
れ
を
鎮
定
し
た
結
果
に
因
る
の
で
あ

る
。
さ
う
い
ふ
譯

で
秀

吉
に
よ

っ
て
小
さ
な
群
小

の
倭
寇
は
鎮

定
せ
ら
れ
た

、
即
ち
群
小
の
倭
寇
は
爐
ん

だ
け

れ
、こ
も

、
そ
の
代
り

に
非
常
に
大
き
な

、
し
か
も

大
も
大
も

大
々
倭

寇
た

る
秀
吉

が
現
れ

て
來

て
・
明

に
向

っ
て
貿
易
を
要
求
し
た
の
で
あ
O

ま
す

。
秀
吉
の
朝
鮮
、
支
那
征
伐

-こ
い
ふ
も

の
は
、
即

ち
大
き

な
倭

選

こ
見

て
宜

し

い
も
の

で
・
そ
の
原
因
は
明
に
向

っ
て
貿
易
を
要
求
す

る
こ
、こ
に
あ

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
秀
吉
の
明
を

征
伐
し
た
原
因
に

つ
い
て
は
色

々

説
が
あ
ザ0。が

・
私
が
豫
て
か
ら
有

っ
て
居

る

一
つ
の

持
説

-こ
し

て
、
こ
れ
は
足
利
時
代
に
あ
り

ま
し
た

-丶」
こ
ろ

の
勘
合
貿

易

、
即

ち
公
然
た
る

国
際
貿
易

の
復
活
を
要
求
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
處
が
明

に
お
い
て
こ
れ
を
承
知
し
な
い
の
で
、
大

々
的

な
強
力
を
以

て
こ
れ
を
要
求
し

や
う

・こ
い
ふ
の

で
・
兵
を
動
か
し
た
の

で
あ
り

ま
す
。
即
ち
国
民
の
生

活
に
缺
く

べ
か
ら
ざ

る
綿
、
糸
、
織
物

、
藥

、
紙
な
、ご
-丶」
い
ふ
や
う
な
供
給

を
明
に
向

っ
て
仰
が
う
「こ
し
た
が

、
明
が
是
等
の
物
資
の
供
給
を
快
よ
く
容
れ

な
い
が
た
め
に
、
秀

吉
は

そ
れ
な
ら
ば
力
づ
く
で
取
っ
て
見
や

う
¶こ
い
ふ
の
が
朝
鮮
征

伐
、
支

那
.征
伐

に
な

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。

　

や
が
て
秀
吉
が
歿
し

て
、
こ

の
明
國
征

討
の
計
書
は
+
分

に
出
来
ま
せ

ぬ
で
、
間
も
な
く
關

ヶ
原
の
役

が
起
り
、
や
が
て
徳
川
の
天
下
¶丶㌧
な

っ
た
の
で
あ

る
が
・
政
治
上
に
お
い
て
左
様
な
大
き
な
變

輩
は
あ
り
ま
し
た
け

れ
、こ
も

、
国
民
の
生

活
問
題

、
経
済
上
の
問
題

,こ
い
ふ
も

の
は

少
し
も
變

っ
て
居
ら
ず

・
矢
張
り
倭
寇
時
代

¶こ
同
じ

で
、
海
外
に
封
ず

る
物
資
の
要
求
うこ
い
ふ
も

の
は

、
政
治
の
賞

賜
が
變

っ
て
も
少
し
も
影

響
を
受
け
て
は
屠
ら
ず

・
矢
張
り
支
那
に
向

っ
て
物
資

の
要
求
を
し

な
け

れ
ば

な
ら
ぬ
の
で
、
色

々
な
方
面

か
ら
手
を
變

へ
品
を
更

へ
て
要
求

を
し
牝
が
・
満
足

の
結
果
を
得
ら
れ
な
か
つ
牝
。
こ

・
に
お
い
て
徳

川
家
康

の
開
園
政
策

¶こ
い
ふ
も

の
が
出
て
來
た
の
で
あ
る
。

一78・ 一
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家
康
は
先
づ
明
備こ
国
交
を
復
書
す
る
た
め
に
、
朝
鮮
に
仲
介
を
求
め
て
要
求
し
た
け
れ
さ
も
成
功
し
な
い
・
ソ
コ
デ
更
に
琉
球
を
仲
に
立
て

や
2
こ
し
た
ミ

う
が
・
臻

が
グ
ヅ
多

し
て
居
っ
て
言
ふ
こ
嘉

聽
か
ぬ
の
で
・
麌

蒔

魯

難

氏
が
家
康
の
命
を
承
け
て
こ
れ
を

征
伐
し
た
。
こ
の
琉
球
征
伐
は
恰

度
秀
吉
が
朝
鮮
を
征
伐
し
た
の
,こ
、
同
じ
意

味
を
有

っ
て
居

る
の

で
あ

っ
た
・
ま
九

一
方

に
お
い
て

は
支
那

の
商
人

を
仲
に
立

て

・
、
輻

建
省

の
總
督

に
向

っ
て
勘
合
貿
易

を
開
く
こ

・こ
を
求
め
た
け

れ
さ
も

、
こ
れ
も
成
功
し
な
か
っ
た
・

ソ

コ
デ

家
康

は
更
に
別
の
途
を
求
め
て
、
台
灣
に

お
い
て
支
那
-こ
の
貿
易

を
開
く
こ

・こ
を
考

へ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
台

湾
、こ
い
ふ
所
は
既
に
早
く
か
ら

、

ス

ペ
イ

ン
或
は

オ
ラ

ン
ダ
等

が
注
目
し
て
居

っ
た
所
で
あ

っ
て
、
日
本
も
ま

た
早
く

か
ら
眼
を

つ
け

て
居

っ
た
の
で
あ
る
が

、
秀
吉

の
時

に
既
に

原
田
孫
七
郎
、こ
い

ふ
者
に
命
じ
て
、
こ
れ
を
征
服

し
や
う

一こ
し
て
、
そ
の
計
畫

を
起
し
た
け
れ
、こ
も

、
こ

れ
は
十
分
に
成
功
し
な

か
っ
た
の
で

あ
り
ま
す
。

そ
の
後
有
馬
晴
信
が
家
康

の
許

し
を
受
け
て
、
台

湾
征
伐

の
計
書
を
起
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
征
伐
,こ
は
い
ひ
な
が
ら
大
體

は

貿
易
が
主
要
な
目
的
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
元
和
元
年
に
な
っ
て
更
に
台
湾
征
伐
を

、
長
崎
の
代
官
を
し

て
居

っ
た
村
山
東
安
-こ
い

ふ
も
の
を
し

て
訐
書
せ
し
め
ま
し

た
が
、
こ
れ
も
成
功
し

な
か
っ
た
・

　
斯
様

に
台
湾
征
伐
は
成
功
し
ま

せ
ぬ
で
し
た
け
れ
、こ
も

、
日
本
の
機
敏

な
商
人
は
早
く
こ
の

地
に
參

っ
て
、
貿
易
を

や
っ
て
居

っ
た
も
の

O

あ
り

ま
す
。
開
國
展
覽
會

に
、
長

崎
の

清
水
寺
か
ら

出
陳
さ
れ
た

末
次
船

の
額
や
、
末
次
船

の

旗
な

ご
も

・こ
ち

ら
か
の

會
館
に
あ
り
ま
し
た

が
、
こ

の
末
次
船
-こ
い
ふ
の
は
即
ち
台
湾
貿
易
の
船

e
、
末
次
李
藏

¶こ
い
ふ
長
崎
の
商
人

が
台
湾
に
出
て
盛
ん
に
貿
易
を
や
り
・

オ
ラ

ン
ダ
な

さ
ε
競
争
し
た
も

の
で
、
そ
の
利
畚
問
題
の
爭
ひ
の
た
め
に
、
彼
の
濱
田
彌
兵
衛
の

一
件
を
惹

起
し
た
も
の

σ
あ
り
ま
す
・
濱
田
彌
兵
衛

は
オ

ラ

ン
ダ
の
台
湾
總
督
の

Z
昆
沖、
(
ノ
イ

ッ
)
¶こ
い
ふ
も
の
を
捕

へ
て
、
四
年
間
も

日
本
に
拘
禁
し

て
居

っ
た
、こ
い
ふ
事
實
が
あ

る
の

で
あ
り
ま

す
が

、
こ
の
濱

田
彌

兵
衛
が
台
灣
總
督
の
部
屋
の
中
に
闖

入
し

て
居

る
亀こ
こ

ろ
の
繪
が
、
展
覽
曾
に
出
品
さ
れ

て
居
の
ま

す
・

　

さ
う
い
ふ
風
に
台

湾
に
お
い
て
、
間
接
に
支
那
貿
易
を
營
ん
で
屑

つ
た

、
即
ち
こ
れ
に

よ
っ
て
重
な
る
生

活
の
必
要
物
資
を

、
H
本

へ
輸
入

す

る
こ
-丶}に
し
た

。
そ
れ

¶こ
共
に

一
方
に

お
い
て
は

ボ

ル
ト
ガ

ル
ーこ
か
、

ス
ベ
ィ

ン
ーこ
か
イ
ギ

リ
ス
な
ミ

こ
の
貿
易
に
よ

っ
て
・
こ
れ
も
間
接

の
支
那
貿
易
を

獎
勵
し

て
居

っ
た
。
そ
し

て
是
等
の
商
人
を
保
護
し

て

そ
の
來

航
を

奨
励
し

、
極
め

て

自
由
な

る
貿
易
を
營
ん
だ

の
で
あ

っ

一 一79一 一一一
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た
o
こ
の
貿
易
に

は
輸
出
税
も

な
け

れ
ば
輸
入
税
も

な
い
、
ま

に
治
外
法
雇
で
あ

っ
て
非
常
に
目

田
な
も

ω
で
、
全
國
の
港
灣
を
す
べ
て
開
放

し
て
居

っ
た

の
で
あ

る
。
そ
れ
程
に
し

て
是

等
の
外

国
商
人
を
迎

へ
、
支
那
か
ら
是
等
の
商
人
が
仕

入
れ

て
來
て
は

、
こ
れ
を
日
本
に
輸

入
し

て
居

っ
た
の
で
あ
る
・
此
の
如
く

ス
ペ
イ

ン
、
ポ

ル
ト
ガ

ル
、
オ
ラ

ン
ダ
、
イ
ギ

リ
ス
等
の
商
人
が
輸

入
す

る
品
物
-こ
、
そ
れ

か
ら
台
湾
貿
易

等
で
、
さ
う
に
か
や

っ
て
居
り
ま
し
た
け
れ
、こ
も
、
そ
れ
だ
け

で
は
到
底
國
民
の
経
済
生
活
を
支

へ
る
こ
・こ
は
出
來
な
い
。
況
ん
や
足
利

時
代

以
來
倭
寇
-こ
い
ふ
名

に
お
い
て
、
海

外

に
雄
飛
し

て
居

っ
た

,こ
こ
ろ
の
我
が
国
民
が
、
世
が
泰
李

に
な

っ
て
來
て
ヂ

ッ
・こ
し

て
落

ち

つ
い
て
み

る
こ

¶こ
が
躓
來
な
い
、
腕
が
鳴

っ
て
仕
方
が

な
い
。
そ
こ
で
彼
等

は
卆
和
の
商
業
戰
に
お
い
て
、
海

外
に
そ
の
雄
飛
を
試
み
ん
が
た
め

に
、
盛

ん

に
出
向
い
て
行
っ
た
の
で
あ

る
。
家
康
は
そ
れ
ら
の
人

々
が
海

外
に
出
掛
け
て
行

く
こ
、こ
を
極
力
奬

黝
し
て
、
我

國
の
商
人
の
外
國
行
を
盛

ん

に
獎
勵
し
た
も
の

で
あ

っ
た
。
さ
う

い
ふ
譯

で
安
南
、
東
京

、
呂
宋
、
カ

ム
ボ
ヂ
ヤ
、
暹
羅
、
ボ
ル
ネ
オ
、

マ
ラ

ッ
カ
そ
の
他

ま
だ

幾

つ
も

あ

る
が
、

そ
れ
ら
の
地
方

へ
年
々
数
十
艘
の
船
が
出

掛
け
て
参
り
ま
し

て
、
到

る
處

に
日
本
町
が
出
來
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
本
町
の
出
來
た
こ
ご
に
つ
い
て
は
、

い
つ
れ
後
日
そ
れ
を
主
題

・こ
し
て
の
講
演
が
あ
る
で
あ
り
ま
せ
う
が
、
安

南
に

お

い

て
も

二
.

ケ
所
の
日
本
町
の
あ

っ
た
こ
一こ
が
知
ら
れ
て
居

る
。
即
ち
そ
の

一
つ
は
今

の
　
↓
。霞
"
5
。
(
ツ
ラ

ン
)

¶こ
い
ふ
所
に
あ
り

、
今

一
つ
は

笥
藁
。

(
フ

エ
フ
ホ
)
¶こ
い
ふ
所

に
あ

る
。

胃
、
一3

(
フ

エ
フ

ホ
)
に
は
今
猶
11
本
橋
こ
れ
は

勹
。
昌
二

、8
づ
9
。・

(
ボ

ン
ジ
ャ
ボ
ネ
ー
)
噛こ
い

っ
て
こ
れ

も
矢
張
り
展
覧
曾

に
そ
の

寫
藁
か
出
て

居

る
、
そ
れ

か
ら
呂
宋
の

日

本
町
は

マ
ニ
ラ
の

市
外
に
あ

っ
た
の
で
あ

る
か
、
元
祿
、
寶

永

の
頃

に

お
い
て
も
獪
三
千
人
程
の
日
本
人
が
居

っ
た
,こ
い
ふ
こ
一こ
で
あ

る
。
ま
た
暹
羅
に
は
最
も
多
く
の
日

本
人

が
居

っ
た
ら
し

い
の
で
あ

っ
て
、
寛

永
の
頃

に
日
本
人

の
子
孫
が
八
千
人

に
及

ぶ
・こ
稱
せ
ら
れ
て
居
る
、
有
名
な
山
田
長
政
の
話

も
あ
る
位
で
あ

る
。
そ
れ
か

b
カ

ム
ボ
ヂ
ャ
に
も

澤
山
の
日
本
人
が
居

っ
た
や
う
で
あ

っ
て
、
此
所
に
は
H
本
河

こ
命

名
せ
ら
れ
て
る

る

一
つ
の
川
の
支
流
が
あ

っ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
。
斯

様

な
風
に
諸
所
に
日
本
町

か
出
來
て

、
我
が
商

船
は
絶

え
ず

そ
れ
ら
の
居
留
地
ミ
本
願

¶こ
の
間
を
往
來
し
て
、
物
資

の
交
換
に
力
め
て
居

っ
て
、

我
が
国
民
の
勢
力
は
南
洋
地
方
到

る
處
に
發
麗
し

て
居

っ
た
の

で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
寛

永
年
間
の

銀
國
令
に
よ

っ
て
、
内
國
か
ら
の
後
援
を

央
ひ
ポ
し
て
・
逑

に
そ
の
勢
力

の
跡
を
絶

つ
や
う
に
な

っ
た
の

で
あ

る
。
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此
の

如
く
外
國
人
の
入
園
を
歓
迎
し
、
ま
た

"
本
人

の
海
外
發
展
活
動

を
奬
勵

し
て
居

っ
た
に
も
拘
ら
ず

、
遂

に
鎖
国
の

令
を
出
さ
な
け
れ

ば

な
ら
ぬ
や
う
に
な

っ
た

の
は

、
何
故

か
一こ
い
ふ
一こ
、
こ
れ
は
主
,こ
し

て
耶
蘇

教
禁
制
の
た
め
C
あ

っ
た

の
で
あ

る
。
家
康

は
初
は
耶
蘇
敢
に

對
し
て
は
、
非
常
に
寛
大
な
處
置
を
採

っ
て
居

っ
た
の
で
あ

っ
て
耶
蘇

教
は
禁
ず

る
け
れ

、こ
も

、
貿
易
は
奬
勵
す

る
一こ
い
ふ
主
義
で
あ

っ
た

、

從

っ
て
耶
蘇
教
に
對
し

て
は
餘
程
大

目
に

見
て
居

っ
た
の
で
あ

っ
て
、
ソ

マ
リ
通
商
貿
易

の
た
め
に
寛
大
な
處
置
を
探
ら

2
こ
し

て
居

っ
た
の

で
あ

る
。
然
る
に
耶

蘇
教
の
弊
が
著
し
く

な
っ
た
の
を
見
て
、
逑
に
慶
長
十

七
年
三
月
に
幕
府
の
直
轄
地
の
耶
蘇
教
は
愁
壌
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
何

故
耶

蘇

教
を
禁
ず

る
や
う
に
な

っ
た

か
.こ
い
ふ
11し
つ
い

て
の
理
由
を
申

さ
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
の
で
す
が

、
そ
れ
は
時
間
が

な
い
か
ら
、
今
晩
は

略
し

て
置
き
ま
す
。
斯
様
に
慶
長
の
十
七
年
に
幕
府
は
直
轄
地
に
耶

蘇

の
禁
令
を
出
し
、
更
に
そ
の
翌
十
八
年
の
十
二
月

に
は
全
國

に
そ
ω
禁

令
を

發
布
し
た

の
で
あ

っ
て
、
二
代
將
軍
も

同
じ
く
こ
の
主
義
を
繼
承
し
、
三
代
將
軍
の
家
光
の
時
に
な

っ
て
、
そ
の
禁
令
が
更

に
厳
重
に
な

っ
た
の

で
あ

っ
た
。
帥
ち
色

々
な
方
法
を
以
て
そ
の
禁
令
の
属
行
を
促
し
た
も

ω
で
、
寛
永
七
年
に
は
耶

蘇
教
徒

の
根
據
地
を
覆

へ
さ
ん
が
た

め
に
呂
宋
征
伐
を
企
て

た
こ
一こ
が

あ
る
、
更
に
翌
寛

永
八
年
に
な

っ
て
今
後
外
国

へ
出
掛
け

て
行
く

一こ
こ
ろ
の
商
船

は
、
從
來
幕
府
か

ら
出
し

て
居

つ
九
朱
印
免
許
状
の
外
、
更

に
老

中
か
ら

の
奉
書
を
添

へ
て
長
崎
に
餓
す
一こ
い
ふ
こ
・こ
に

な
っ
た
。
所
謂
奉
書
船

-こ
い
ふ
名
前

は
そ
れ

か

ら
出
た

の
で
あ

る
。
そ
し
て
十
年
に
な

っ
て
鎖
國
令
の
第

一
段

,こ
も
見

る
べ
き
布
告
が
出
丸
、
即
ち
奉
書
船
の
外

は

一
切
海
外
渡
航
を
禁
ず
る

-

老
中
の
奉
書
の
添
へ
て
あ
る
も
の
・
外
は

一
切
海
外
へ
の
渡
航
は
な
ら
ぬ
。
こ
れ
を
犯
す
者
は
死
罪
、
ま
た
海
外
の
移
住
民
に
し
て
H
本

へ
踊
り
來
る
者

は
死
罪

、
但
し

止
む
を
得
ざ

る
事
情
に
よ

っ
て
歸
り
来
り

、
そ
の
後
引
纏

い
て
日
本

に
居

住
す

る
者
は
こ

れ

を

許
す

、
併
し

な
が
ら
再
び
海

外

へ
立
ち
踊
る
に
お

い
て
は
死
罪
に
處
す
る
、
「こ
い
ふ
令
を
出
し
ま
し
た
。
こ
れ
か
寛
永
の
十
年
で
あ
る
。
そ
し
て
寛
永
十
三

年

に
な

っ
て
、
鎖
國
令
の
第
二
段

,こ
も
孵
す

べ
き
法
令
が
發
布
せ
ら
れ
た

。
即
ち
從
來
は
H
本
の
船
及
び
H
本
人
の
海

外
渡
航
こ

い
ふ
も

の
は

條
件
附

で
許

さ
れ

て
居

っ
た
か
今
後
は
絶
對
に
相
成
ら
ぬ
。
ソ

マ
リ
總

て
の
船
は
海

外
に
渡
航

し
て
は
な
ら
ぬ
、
日
本
人
は
海
外

へ
出
る
こ
ご

は

一
切
な
ら
ぬ
,こ
い
ふ
の
で
あ

っ
て
、
こ
れ
か
鎖
国
令
の
第

二
段
に
な
る
。

つ
い
で
寛

水
十
六
年
の
七
月
に
な

つ
で
、
愈

よ
最
後
の
鎖
国
令
か

發
あ
さ

れ
九

。
即
ち

ポ
ル
ト
ガ
ル
の
船
及
び
ポ
ル
ト
ガ

ル
人
は
全
く
来
航
を
禁

止
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
斯
様

に
三
段
の
手
数
を
経

て
鎖
国
令
か
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完
全

に
布
か
れ
た
の
で
あ
る
。
斯
く
し
て
ポ

ル
ト
ガ

ル
人
は
來
ず

、
日
木
人
は
外

に
出
る
こ
、こ
を
止

の
ら
れ
、
海
外

に
あ
る
も

の
は
歸

る
こ
一こ

が
出
來
な

い
で
、
唯
支
那
-こ
オ
ラ

ン
ダ
の
船
の
み
か
來
航

を
許

さ
れ

て
、
長
崎
港
に
お

い
て
の
み
貿
易
を
許

さ
れ
た
の
で
あ

っ
た
。

こ
の
時
の

鎖
國

,こ
い
ふ
も
の
は
さ
う

い
ふ
譯

で
、

一
般

の
總
て
の
外
国

に
對
し

て
交
際
を
謝
絶
す

る
ご
い
ふ
の

で
は
な
く

て
、
帥
ち
絶

對
的
の
も

の
で
は

な
く
或

る
特
別
な

一
國
ー

ボ

ル
ト
ガ
ル
に
對
し

て
の
み
の
鎖
國
で
あ

っ
た
。
處
か
段

々
そ
の
後
年
代
を
経

る
に
從
ひ

ま
し
て
、
そ
の
意

味

が

擴

充
さ
れ

て
、

一
般
に
外
國

,ご
交
際
し
な

い
こ
、こ
か
鎖
國
で
あ
る
ご

い
ふ
意
味
に
擴
か

つ
て
來
た
の

で
あ
る
。
こ
れ

で
鎖
國

,こ
い
ふ
も

の
は

さ

う

い
ふ
も

の
で
あ
る
か

、
鎖
国
の
由

っ
て
來

る
・こ
こ
ろ
を

、
極
め

て
大
略
な
か
ら
お
話

し
た

つ
も
り

で
あ
り
ま
す
。

失 得 の 國

鎖
　
　國

の

得
　
　
失

　
こ
れ
か
ら
は
本
題

に
入
り
ま
し

て
、
そ
の
鎖
國
の
得
失
を
述

べ
て
見
た

い
・こ
思
ふ
。
錻
國
は
利
稀

で
あ

っ
た
か

、
ま
た

損
失
で
あ

っ
た
か

さ

う
か

、
從
來

】
般

の
い

ふ
所

で
は

、
鎖
国
は
日
本
に
取

っ
て
損
失

で
あ

っ
た
、こ
曹
逋

に
申
し
ま
す
。
即
ち
鑽
國
の
た
め
西
洋

の
文
明
は
、
唯
オ

ラ

ン
ダ
。こ
い
ふ
狭

い
入

口
か
ら
輸

入
せ
ら
れ
た
ば
か
り

で
あ

っ
た
。
若

し
鎖
国
を
し
な
か

っ
た
な
ら
ば

、
日
本
の
文
化
は

モ
ツ
ト
早
く
發
達
し

て
み
た
で
あ
ら
う
。
ま
た
鎖
國
を
し
た

か
た
め

に
H
本
人
の
海

外
發
展

か
止
ま

っ
て
了

っ
て
、
折
角

南
洋
地
方

に
お
い
て
活
動

し
て
み
た

一こ
こ

ろ

の
國
民
の
膨
脹

の
機
運
ヴ

こ
れ

に
よ

っ
て
頓
挫
し
た
の
は
、
非
常

に
殘
念
で
あ

っ
た

こ

い
ふ
や
う
な
こ
一こ
か

、
普
通

一
般
に
從

來
い
は
れ
て

居

る
、こ
こ
ろ
の
訛

で
あ

っ
て
、
私
共
も
さ
う

い
ふ
意
見
で
あ

っ
た
が
、
併
し
近
頃

は
こ
れ
に
勒
し

て
多
少
異
論
か
あ

る
か
、
そ
の
異
論
を
參
醜

し
て
更

に
私
の
考

へ
を
申
し

て
見
た

い
一こ
思
ふ
。
そ
し
て
そ
の
異
論
は
、こ
う

い
ふ
方

で
、
、こ
う

い
ふ
説
で
あ
る
か

一こ
い
ふ
こ
一こ
を

、

一
々
細
か

く
申
上
げ

る
時
間
か
な

い
か

ら
略
し

て
置
く
か

、
宝
-こ
し
て
亡
く
な
ら
れ
た
京
都
帝
大

の
内

田
銀
藏
博
士
の
説

で
あ
り
ま
す
か

、
そ
れ
を

一
寸

申

上
げ

て
、
そ
れ
に
私
の
卑
見
を
加

へ
て
論
じ

て
見
た

い
ご
思
ふ
。
内
田
博
士
の
申
さ
れ
る
の
に
は
、
従
来
の
見
解

に
よ
る

ご
こ
ろ
の
鎖
国
は

日
本
の
損
失
で
あ

っ
た

こ
い
ふ
論

は
、
必
ず

し
も
否
定

は
し

な

い
け
・れ

、こ
も

、
利
盒
も

あ

っ
た

・こ
い
は
れ
る
の
で
あ

る
。

で
私
は
鑚
國

か
果
し

て
利
益

で
あ

っ
た
か

、
論㌧
う
か
一こ
い
ふ
こ
一こ
の
卑
見
を
申
し
て
見
た

い
の

で
あ
る
・
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經
演
上
の
得
失
i

正
貨
の
問
題
-

産
業
の
問
題

失 得 の 國 饋

　

第

一
に
申
し
た

い
こ
噛こ
は
経
済
上
の
得
失
で
あ
り
ま
す
。
經
濟
上
の
得
失
¶こ
し

て
は
、
鑽
國

の
た
め

に
日
本
の
金
銀
即
ち

日
本
の
正
貨
が

、

外
因

へ
流
出
す
る
こ
・こ
か
幾
分
か
輕
減
せ
ら
れ
た
こ

い
ふ
こ

「こ
で
あ

る
。
こ
れ
が
鑽
國

の
利
益

で
あ

っ
た
・こ
い
ふ
風
に
見

る
こ
,こ
が
出
來
る
¶こ

い
ふ
説
で
す
。

こ
の
正
貨

の
海
外
流
出

に
つ

い
て
は

、

一
體

、こ
の
位
の
も

の
が
出

π
か
ご

い
ふ
一こ
、
こ
れ
に

つ
い
て
は
古
く

新
井
白
石

の
著
し

喪
本
朝
寶
貨

通
用
事
略

,こ
い
ふ
書
物

に
、
そ
の
算
用
が
出

て
居

る
。

そ
れ
に
よ
る
一こ
慶
長
六
年
頃
か
ら
、
元

祿
の
次

の
寶
永
頃
ま
で
の
間
に
お

い
て
、
全
體

で
外
國

へ
流
出

し
た
金
銀

の
總
額
は

、
約
金
七
百
十
九
萬
二
千
八
百
兩
程

で
銀
の
方
は
百
十
二
萬
二
千
六
百
貰

に
な
る
・こ
書

い
て

居
る
。
白
石
は
何
の
根
據

に
よ

っ
て
、
こ
れ
を
調

べ
た
か

一こ
い
ふ
こ
ご
は
よ
く
は

判
ら

ぬ
の
で
あ
る
か

、
無
論
何
か
據
り
所
が
あ

っ
た

こ
一こ

》

思
ふ
。
そ
し
て
こ
れ
か
果

し
て
正
確

な
数
字

で
あ

る
か

、こ
う
か
、こ
い
ふ
こ
,こ
は

、
今
日
我
か
國
に
殘

っ
て
居

る
色

々
の
材
料

及
び

オ
ラ

ン
ダ
に

殘

っ
て
居

る
所
の
外
國
人
の
調
べ
た
材
料
も

あ
り
、
獨

逸
の
ミ

ユ
ン
ス
テ
ル
ベ
ル
ビ
・こ
い
ふ
人

の
書

い
た
書
物
も
あ
る
が

、
夫
れ
等
の
書
物
等

を
參
照
し
て
見
る
ご
、
白
石
の
こ
の
算
用
、こ
い
ふ
も

の
は

、
先
づ
大
體
に

お

い
て
宜
し

い
や
う

に
見
え
る
の
で
あ
り
ま
す
。
斯
様
な
澤
山
の
正

貨

か
流
失
し
て
居
た
の

で
あ

っ
て
、
鎖
題

に
よ
っ
て
幾
分
か
こ
れ
を
軽
減

す
る
こ
.こ
が
出

来
た

一こ
い
ふ
こ
,こ
が

、

一
つ
の
利
益
で
あ
る
¶こ
い
ふ

芝
で
あ
る
。
如
何
に
も

さ
う
で
あ
ら

う
一こ
思
ひ
ま
す
か

、
茲

に
考

ふ
べ
き

こ
・こ
は
、
元
來
是
等

の
正
貨

-こ
い
ふ
も
の
は
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

に
よ

っ
て
輸
入
せ
ら
れ

て
后

つ
た

品
物

に
對
し
て
拂
ふ
,こ
こ
ろ
の
正
貨

で
あ

っ
て
、
そ
の
後

ポ
ル
ト
ガ

ル
船
か
來
な
く

な

っ
た
け
れ

、こ
も

オ
ラ

ン
ダ

船

、
支
那
船
に
よ

っ
て
手
を
變

へ
て
輸

入
せ
ら
れ

て
屠

る
か
ら

、
こ
れ
は
必
ず
し
も
鎖
国
に
よ

っ
て
、
そ
の
正
貨

の
流
出
を
大

い
に
防
止
し
得

た
一こ
も

考

へ
ら
れ
な

い
の

で
あ

っ
て
、
正
貨

の
流
出
を
鑽
國
に
よ

っ
て
、

、こ
れ
だ
け
防
ぎ
得
た
か

¶こ
い
ふ
こ
一こ
は

一
寸
判
ら
ぬ
こ
ぐ
〕
で
、
こ
れ

は
可
な
り
研
究
を
要
す

る
問
題

で
あ
ら
う
ミ
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
私

の
考

へ
で
は
正
貨

の
流
出
防
止

-こ
い
ふ
こ
ご
は
、
内
地
の
産
業
發
逹

¶こ

い
ふ
こ
一こ
に
よ
ら

ぬ
け
れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
,こ
思
ふ
の
で
す
。
向

ふ
か

ら
品
物
を
持

っ
て
入

っ
て
來

る
、
こ
れ

に
謝
し
て
日
本
が
品
,こ
品
¶こ
の

交
侠
で
H
本

の
産
業
を
發
達
せ
し
め

る
、
日
本
の
品
物
を
出
す
こ
・こ
に
よ

っ
て
正
貨

の
流
出
を
防

止
す

み
こ
、こ
か
出
來
る
の
で
あ

る
。

こ
れ
は

　 　 　 一　 　 　 齟9一



失 得 の 國 鎮:

今
H

で
も

背
で
も

同
じ
こ

・こ
で
あ
ら
う
一こ
思
ひ
ま

す
。
で
鑽
國
を
し
た
か
ら

、こ
い
っ
て
も

、
必

要
な
物
資

は
何
-こ
し

て
も

H
本
に
買

入
れ
な
け

れ
ば

な
ら

ぬ
か
ら

、
銀
國
を
し
た
か
ら
¶こ
い
っ
て
、
そ
れ
に
よ

っ
て
大

い
に
正
貨

の
流
出
を
防

止
す

る
こ
一こ
が
出
來
た
,こ
い
ふ
こ
,こ
は

一
理
あ

る
が

如
く
に
し

て
、
ま
た
考

へ
直

し
て
見
る
ぐ
」
理
由
の
な

い
こ
噛こ
で
あ
る
や
う
に
思
は
れ
ま

す
。

　

こ
れ
に
反
し

て
、

一
方
に

お
い
て
鎧
國
の
た
め

に
損
失

,こ
認
む

べ
き
こ
・こ
か
あ

る
。

そ
れ
は
鑽
國
に
よ

っ
て
外
國
貿
易
が
妨
げ
ら
れ

て
、
間

接
に
内
地
の
産
業

の
發
逹
か
遲
れ
た
こ
,こ
が
認
め
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
外
國
貿
易

が
盛
に
な
れ
ば
、
自
然
の
必

要
に
迫
ら
れ
て
内
地
の
廃
業
が

刺
戟
せ
ら
れ
る
ω
で
あ
る
、
事
實
さ

う
い
ふ
こ
一こ
が
こ
の
後
に
現
れ
て
居
る
、
即
ち

外
国
貿
易
に
よ

っ
て
、
從
來
は

唯
正
貨

を
流
出
せ
し
め

る

の

で
あ

っ
た
の
が
、
そ
れ
が
た
め
に
段

々
幕
府
の
財

政
か
困
難

に
な
っ
た
た
め
に
、
擴
だ
遅
蒔

で
は
あ

っ
た
け

れ
、こ
も
氣
が

つ
い
て
、
新
井
白

石
の
時
に
貿
易
制

限
令
が
出
た

。
そ
し
て

八
代
將
軍
の
時
に
大

い
に
内
地
の

産
業
を
獎
勵
し

、
積
極
的
に

各
種
の
物
品

の
問
屋

な
、ご
を
起
し

て
、
大

い
に
發
逹
の
見

る
べ
き
も

の
が
あ

っ
た
。
即
ち
今

ま
で
輸

入
に
待

っ
て
居

っ
た
一こ
こ
ろ

の
糸

だ
一こ
か

、
織
物
な
一こ
の
類
は

、
日
本
自
國

で
産
出
す

る
や
う
に
な

っ
て
、
絹
糸
の
如
き
も

の
も
今
ま

で
は
專
ら
輸
入
で
あ
っ
た
も

の
が

、
内
地
に
お

い
て
産
出
す

る
こ
一こ
に
な

っ
た
。
八

代
將
軍

の
次
に

田
沼
意
訳
の
時
代
に
な
っ
て
、
筒
ほ
盛
に
積
極
政
策
を
探

っ
て
、
内
地
の
産
物
を
以

て
外
國
貿
易
に
充
て
る
、
外
国
か
ら
の
品

物
護

れ
る
代
り
に
内
地
の
生
産
.m
を
以
っ
て
し
た

1

田
沼
は
多
く
水
産
物
を
蠶

し
た
も
の
で
、
物
¶、鈎

、あ

交
饕

よ
つ
歪

金
の
流

出
を

防
ぐ
噛ミ
こ
も
に

、
極
く
僅

で
は
あ
る
け

れ
、こ
も

外
國
貨
幣
の
輸
入
を

圖
っ
て
居

る
。

そ
れ
は

、こ
う
い
ふ
金

で
入

っ
た
か
一こ
い
ふ
一こ
、
私

の

小
さ
な
本
で
は
あ
る
が

田
沼
時
代
-こ
い
ふ
も

の
に
書

い
て
お
き
ま
し
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
田
沼
意
次
は
爾
ほ
進
ん

で
、
日
本
の
開
園
を

闘
っ

た
。

こ
の
開
國
を
圖
つ
た

こ
,こ
に

つ
い
て
は
、

(
チ
チ
ン
グ
)
ゴ
仲いぢ
讐

隔こ
い
ふ
人
の
書

い
た
書

物

の
巾
に
そ
の
こ
・こ
か

書

い
て
あ

る
。
若

し

鎖
国
を

し
な
か

っ
た
な
ら
ば

、
日
本
人
は

モ
ツ
,こ
早
く

産
業
奬
勵

に
氣
か

つ
い
て
、

モ
之
こ
早
く
發
達
し

て
居

っ
た
か
も
知
れ

な

い
一こ
思
ふ
、

劒

ち
荒
業
の
發
逹
は
鑽
國
¢
六
魔
忙
、
大

い
に
妨
げ
ら
れ
て
み
な
か

っ
た
か
ご

い
ふ
こ
一こ
も

盲

へ
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
第

一
の
經
漢
士
力
ら

見
た
鎖
国
の
得
失
で
あ
り
ま
す
。

一一84一
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人

口

問

題
l

-食

糧

問

題

矢 得 の 國

　
第

二
の
問
題
¶こ
し
て
、
私
は
人

口
問
題
に

つ
い
て
申
し

て
見
た

い
。
日
本
の
人
数
-

江
戸
時
代

に
お
け

る
我
が
國
の
人

口
を

見

る
,こ
、
そ

の
統
計
は
餘
り
良

い
統
計
は
な

い
の
で
、
享
保
六
年
以
後
の
ザ

ツ
扇こ
し
た
統
計
が
殘

っ
て
居
る
が
、
そ
れ
以
前

の
こ
一こ
は

ハ
ツ
キ
リ
判
ら

ぬ
か

そ
れ
を
見
る
,こ
、
大

體
に
お
い
て
當

時
の
状
態
か
判

る
一こ
思
ひ
ま
す
。
近
頃
は
人

口
増
加

で
困

っ
て
居
る
が
、
徳

川
時
代
に
は
餘
り

人

口
が
塘

加

し
な
か

っ
た
、
そ
の
た
め

に
食
糧
問
題
に
は
困
ら
な
か

っ
た

か
も

知
れ
ぬ
が

、
何
故
さ
う
人

口
が
増
加
し

な
か

っ
た

か
,こ
い
ふ
・こ
、
そ
れ
に

は
何
か
理
由
も

あ

っ
た

で
あ
ら
う
が

、
餘
り
殖
え
な
か

っ
た

、
大
體
の
數
を
申
せ
ば
享

保
六
年
の
人

ロ
ー

こ
れ
は
普
通
の

夲

民
・…
-
百
姓
町

人
-こ
そ
れ
か
ら
僧
尼
の
数
等
で
、
こ
れ
以

外
公

卿
武
家
及
び
普
通

の
階
級

に
入
れ
ら
れ
な
か

っ
た
人
間
の
數

は
除

い
て
あ
る
か
ら

、
日
本
國

民

全
體

の
數

で
は
な

い
の
で
す
が

、
そ
の
總
計
が

一
一千
六
百
〇
六
萬
餘
¶こ
な
っ
て
居
る
。
そ
れ
か
ら
五
年
後

の
享
保
十

一
年
に
は
一
一
千
六
百
五

十

四
萬

-こ
な

っ
て
、
こ
の
五
箇

年
間

に
四
十
八
萬
人
程

殖
え
て
居

る
。

そ
れ
か
ら
享

保
十
七
年
に
は
二
千
六
百
九

十
ご
萬
人

で
約
三
十
七
萬
人
程

殖
え
て
居

る
。
盧
が
延
享
元
年

に
は

二
千
六
百

十
五
萬
人
、こ
な

っ
て
、
茲
で
七
十
六
萬

八
千
人

餘
減
じ

て
居
る
。
更

に
寛
延
三
年

に
は

二
千
五

百
九
十

一
萬
人

-こ
な

っ
て
、
そ
の
時
も

二
十
三
萬
人

餘
り
を
減
じ

て
居

る
。
次

に
寶
暦
六
年

に
な

つ
τ

一
一千
六
百
〇
六
萬
人

、こ
な
っ
て
、
こ
の

時
は
十
四
萬
人
程
殖
え

て
屠
る
。
幕
府
の
こ
の
頃

の
統
計

は
、
大

抵
六
年

一
期

で
數

へ
て
居
っ
て
六
年
毎

に
統
計
を

取
っ
た
が

。
今

H
そ
の
統

計
は
悉
く
殘

っ
て
居
な

い
か
、
六
年
算

用
、
十
二
年
算
用

-こ
い
ふ
風

に
、
大
體
六
の
倍
数
の
年
数
を
隔
て
た
統
計

が
殘

っ
て
居
る
。
そ
れ
か
ら

以
後
の
統
計
は
ズ
ー

ッ
¶こ
飛
ん

で
三
十
六
年
後
の
寛
政
四
年

に
は

二
千
四
百

八
十
九
萬

-こ
な

っ
て
、
こ
の
時

に
は
百
十
七
萬

人

程

減

じ
て
居

る
。
更

に
そ
の
次
の
寛
政

十
年
、
文

化
元
年

っこ
ズ

ー

ッ
¶こ
そ
の
後
は
少
し
づ

・
増
し
て
居

っ
て
、
天
保
五
年
の
統
計
を

見
る
¶こ
、
二
千
七
百

○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〆
七
!!
'　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

.

六
萬
人
程
に
な

っ
て
そ
の
前
の
統
計
よ
り
は
十
三
萬

人
程
減

っ
て
居

る
・
即
ち

全
體
を
通
じ

て
見

る
¶こ
、
享
保
六
年
か

ら
天
保

五
年
ま

で
の
百

十
四
年
間
に
増
減
し
た
も
の
を

差
引
計
算
す

る
一こ
、
人

口
増
加
は
こ

の
百
十
四
年
間

に
僅

に
九
十
九
萬
人
程
し
か
殖
え
て
居
ら
ぬ
の
で
、
そ
の

増
加
奉
が
甚
だ
少

い
の
で
あ
る
o
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こ
れ
は
何

に
由

っ
て
然
る
か

,こ
い
へ
ば

、

一
つ
は
衛
生
の
進
歩
し
な
か

っ
た
¶こ
い
ふ
こ
哨こ
も
あ
ら
う
が

、
ま
だ
こ
の
他

に
墮
胎

,こ
い
ふ
こ
噛こ

も
あ
ら
う
し
、
ま
た
東
北
地
方

で
盛

に
行
は
れ
た
噛こ
こ
ろ
の
子
供
か
多
産
で
あ
る
一こ
間
引

¶こ
い
う

て
、
子
供
か
多
く
産
れ
る
¶こ
直

に
殺
し

て
了

ふ
習
慣
か
あ

っ
た

の
で
、
こ
れ
は
幕
府
に
お
い

て
も

、
藩
の
當
局
に
お
い
て
も

、
こ
れ
を
警
め

る
こ

一こ
に
非
常
な
カ
を
蓋
し
た

の
で
あ

る
が

、

こ
の
惡
習
は
止
ま
な
か

っ
た
の

で
あ
る
。
か

や
う

な
事
に
よ

っ
て

人

口
増

加

率

が

少
い
¶こ
い
ふ
こ
,こ
も

あ
る
。
け
れ
さ
も

モ
ッ
¶こ
く

太
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
ヒニ
タ
ぎハ

な
原
因
は
飢
饉

で
あ
っ
た

。
そ
れ
は
今
申
し
た
統
計
の
数
字
を
見

る
¶こ
よ
く
判
る
如
く

、
享
保
十
八
年
に
は
有

名
な
西

園
の
大
飢
饉
が
あ

っ
た

そ
の
彙

が
直
に
現
れ
て
筆

譯

の
統
計
に
お
い
て
圭

ハ萬
人
蠧

箋

年
に
お
い
て
二
+
一ご萬
人
を
警

て
鬢

そ
れ
か
ら
天
明

の
飢
饉
-
享
保
の
釁

ら
約
五
+
年
隔
て
蠡

瀕
ゆ
灘
欝

繋

ハそ
の
謬

離

漿

に
お
い
て
百
+
七
奪

い
ふ
も
の
を

減
じ
て
居
る
。
更
に
天
明
の
飢
饉
か
ら
約
五
十
年
後
に
天
保
の
飢
饉
か
あ
っ
て
、
そ
の
時
に
十
三
萬
人
,こ
い
ふ
も
の
を
減
じ
て
居
る
。
斯
様
な

譯
で
約
五
+
誓

い
ふ
も
の
を
期

、」し
て
、
色
美

候
の
關
係
で
も
あ
ら
う
か
、
周
期
的
に
飢
饉
が
あ
っ
τ
、
そ
の
飢
饉
に
よ
っ
て
人
。
が

一

減

っ
て
居

る
。
即
ち
此
の
如
く
周

期
的
に
起

つ
た
¶こ
こ
ろ
の
飢
饉

で
以
て
、
人

口
の
増
加
が
餘
り
見

え
な

い
。
若
し

こ
の
場
合
外
国

、こ
の
交
通

が
盛
ん
で
あ

っ
た

な
ら
ば

、
こ
の
飢
饉
の
救
濟

-こ
い
ふ
こ
¶こ
も
比
較
的
樂
に
出
來
た
こ
ε

恵

ふ
。
尤
も
江
戸
時
代
の
こ
一こ
で
あ
る
か
ら

、
今

[

日
の
如
く
汽
車
汽
船

に
よ
っ
て
、

一
方
の
米
の
多

く
殘

っ
て
居
る
所
か

ら
、
少
い
所
足
ら
な

い
所
に
分
割
し

て
逡
る
,こ
い
ふ
こ

一こ
も

出
來

な
か

っ
た

で
せ
う
け
れ

さ
も

、
多
少
こ
れ
を
緩
和
す

る
こ
・こ
は
出

來
た
,こ
思
ふ
。
若
し
鎖
国
を
し
な
い
で
外
國

嶋こ
食
料
輸

入
の
途

が
開
か
れ

て
居

っ

た
な
ら
ば

、
支
那
の
米
な
さ
も

多
少
輸

入
す

る
こ
、こ
か

で
き
て
、
幾
分
か
飢
饉

の
災
害
を
救

ふ
こ
¶こ
は
出
來
た
噛こ
思
ふ
。
こ
の
點
に
お
い
て
も

鎖
國
¶こ
い
ふ
も

の
は
不
利
益

で
あ

っ
た

,こ
思
ふ
。

目高

　

内

國

の

政

治

問

題
-i

渡

人

問

題

第
三
に
政
治
上
に
お
け

る
得
失
で
あ
る
が

、
こ
れ
は
内

田
博
士
の
説
に
よ
る
,こ
、
鎖
囈

こ
い
ふ
も

の
は
外
部

¶こ
の
交
渉
を

少
か
ら
し
め
、
こ

れ
が
た
め

に
幕
府
は
卆
和
を
維
持
す

る
こ
唱こ
か
出
來
た

、
だ

か
ら
利
益
が

あ

っ
た

、
若
し
諸
大
名
が
自
由

に
外
題

噛こ
交
通
し
て
居

っ
た

な
ら
ば

O
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外
観

の
援
け
を
借
り

て
野
心
を
逞
う
す
る
こ
噛こ
が

出
來
た

か
も
知
れ
ぬ
、
そ
れ
か
た
め

に
徳
川
氏

は
權
力
を
確
立
す
る
こ
,こ
が
出
來
な

い
e
、

國
家

の
安
寧
を
保

つ
こ
・こ
が
出
來

な
か

っ
た
か
も

知
れ
な
い
、
彼
の
由
井
正
雪
の
如
き
も
若
し
外
國
の
援
け
か
あ

っ
た
ら
、
、こ
ん
な
こ
・こ
に
な

っ
た

か
も
知
れ
な
い
。

さ
う
い

ふ
風
に
考

へ
る
一こ
鎖
国

-こ
い
ふ
も

の
は
、
H
本
の
利
益

で
あ

っ
た
一こ
い
ふ
や
う

な
説
を
立
て

〉
居
ら
れ
る
が

、

こ
れ
に

つ
い
て
は
私
は
ま
た
反
對
に
も
考

へ
ら
れ
る
一こ
思
ふ
・
即
ち
國
内
の
統

一
¶こ
い
ふ
こ
一こ
は
、
外
國
交
渉

の
少

い
時
よ
り
も

、
頻
繁

に
し

て
刺
戟
の
多
い
方
か
、
国

民
の
團
結
を
固
く
せ
し

め
る
場
合
か
あ

る
。
幕
末
に
お
け

る
H
本

の
形
勢
を
見
る
,こ
、
諸
外
国

か
ら
盛
ん

に
刺
戟
し

た
そ
の
刺
戟
に
よ

っ
て
國
民
の
自
覺
心
を
促

し
て
、
邇
に
H
本
の
王
政
復
古
を

見
、
統

一
が
出
來
た
の
で
あ
っ
た

。
ま
た
事
實
こ
の
鎖
国
以

後

實
際

に
そ
の
當
時
の
諸
外
国

の
形
勢
を
考

へ
て
見
る
、こ
、
そ
れ
程
H
本
に
對
し

て
危
険
な
状

態
で
あ

っ
た
一こ
は
思
は
れ
な
い
。
先

づ
當
時
の
諸

外
囲
の
状
態
、寛

ぎ

、
第

一
に
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
あ
.⇔
が
、
鷂

の
冂
的
は
初
め
は
締

結

'欺

ゆ
壕

,、〕い
含

が
主
な
る
目
的
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　　
イノ

た

、
然

る
に
そ
の
ポ

ル
ト
ガ

ル
は

、こ
う
い
ふ
形
勢
に
あ

っ
た
か
ぐ
」
い
ふ
,こ
、
西
暦

一
六
四
〇
年
頃
か
ら
段

々
そ
の
國
勢
は
衰

へ
て
來

て
、
ポ

ル

ト
ガ

ル
人
は
そ
の
儘
に
し

て
放
逐
し
な

い
で
置

い
て
も

、
東
洋

に
そ
ん

な
に
勢
ひ
を
揮
ふ
カ
は
な
か

っ
た

や
う
で
あ

る
。
然
ら
ば

イ
ギ
リ

ス
は

言

で
あ
っ
た
か
・こ
い
ふ
、三

一
時
日
本
か
ら
手
を
引
い
た
・
そ
の
後
正
保
攤

西
暦
一
六
四
七
年
)
ぐ莚

寶
彎

靂

一
六
七
一ご
年
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
○

に
日

本
に
來
た
け
れ

、こ
も

、
ま
だ
そ
の
時

分
に
は

そ
れ
程
に
勢
力
は
な
か

っ
た
、
そ
し

て
西
暦

一
↓気

○
年
に
東
印
度
腐
食
を
起
し
て
段

々
盛

ん
に
な

っ
た

、
け
れ

、こ
も

フ
ラ

ン
ス
、
オ
ラ
ン
ダ
等

¶こ
の
競
争
で
互
に
相
掣

肘
し
て
居

っ
て
、
西
暦

一
七
六
〇
年
頃

に
な

っ
て
、
有
名
な

ク
ラ

イ

ヴ
が
出
て
、
印
度
に

お
い
て
怪

腕
を
揮

っ
た
の

で
、
フ
ラ

ン
ス
の
勢
力
は
印
度
か

ら
駆
逐
せ
ら
れ
た

、
ま
た
彼
の
有
名

な

へ
ー
ス
チ

ン
グ
が

印
度
に

お
い
て
功
を
樹

て
た
の
も

、
や

?
こ
西
暦

一
七
七
〇
年
乃
至

一
七
八
○
年
の
頃

の
乙
で
あ

っ
て
、
イ

ギ

リ

ス
・こ
雖
も

一
七
七
〇
年
一

一
七
八
○
年
頃
に
な
ら
な
け
れ
ば

、
東
方

に
手
を
伸
ば
す
餘
地
が

な
か

っ
た

の
で
、
そ
の
頃

に
は
ま
だ
默

っ
て
居

っ
た
。
處

が
そ
の
後
段

々
諸

外
國
か
ら

日
本
に
や

っ
て
來
て
、

ロ
シ
ヤ
,こ
か

イ
ギ

リ
ス
等
か
漸
く
日
本
を

つ

ッ
つ
い
て
、
寛
政
頃

に
は
開
國
機
運
か
漲
る
や
う
に

な
っ
て
、

つ
ひ

に
そ
の
後
聞
國
を
し
な
け
れ

ば
な
ら

ぬ
や
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
、
そ
し
て
見
る
ご
鎖
国
を
し
な
か

っ
た

,こ
し

て
も

、
そ
れ
程

日
本

へ
來

て
大

い
に
日
本
の
李
和
を
掻
き

亂
す
や
う
な
も

の
は
な
か

っ
た
の

で
あ

る
、
假
令
や

つ
て
來

て
も
幾

つ
か
の
國
か

一
緒

に
來

る
の
で
あ
る
か
ら

【

'
匕
ム
〈
、
参

厂

ハ
、

　

　

り　
　
　

　　
ノ　
ゆ

2

ブ
ワ
ー
ガ1
ペ
ン
ノ
σ
劣

・
財

〆
《
七
ρ
.粛

粛

彡
、

へ季

ンブ

/蟹
叙
勲
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互
に
掣

肘
し
て
み
て
、
そ
ん
な
に
十
分
に
働
け

な
か

っ
た

こ
・こ
・
思
は
れ
る
。
新
標
に
考

へ
て
見
る
・こ
國
内
の
奉
和
,こ
い
ふ
點
に

お
い
て
は
.

銷
國
の
利
益

は
そ
れ
程

に
認
め

ら
れ
な

い
や
う
に
思
は

れ
る
。

　
¶こ
こ
ろ
で
今

一
つ
園
内
の
政

治
問
題

の
上
に

つ
い
て
考

ふ

べ
き
こ
、こ
は
浪
人

の
問
題

で
あ
る
。
鎖
國
が
園
内
の
政
治

の
上
に
及
ぼ
し
た
損

-丶}

し

て
認
む

べ
き
も

の
は

、
こ
の
浪
人

の
問
題

で
あ

る
。
鎖
国
に
よ

っ
て
國
内
に
閉
ぢ
込
め
ら
れ
、
足
留
め
を
喰

っ
た
國
民
が
、
そ
の
餘
勢
を
何

處

へ
伸
ば
し
て
行

っ
た

か
一こ
い
ふ
一こ
、
足
利
時
代
以
来
盛

に
外
國
を
荒
し
廻

っ
た
倭
寇
、
ま
た
は
江
戸
時
代

の
初
期

に
お
い
て
、
南
方

支
那
か

ら
南
洋
地
方
に
か
け
て
盛
ん
に
活
動

し
て
居

っ
た

、こ
こ
ろ

の
國
民
の
勢
力
は
、
鎖
國
に
よ

っ
て
抑

へ
ら
れ
て
了

っ
て
、
そ
れ
を
伸
す
場
所
が
な

い
や
う
に
な

っ
て
來
た

の
で
あ
る
。
或
は

そ
の

一
部

分
か
H
本
の
國
的

に
大

い
に
活
動
を

し
た

、
即
ち
國
民
の
外

に
向

っ
て
み
た
勢
力
が

内
に

伸
び

る
や
う
に
な

っ
て
、
元

祿
以

後
日
本
の
文

化
が
盛

ん
な
高
潮
に
達
し
た
・こ
い
ふ
や

つ
な
見
方
も

出
來

る
が
、
そ
れ
も

一
理
は
あ

る
が
、
併

し
な
が
ら
こ
れ
は
極
め
て
小
部

分
の
乙
で
あ

っ
て
、
多
く

の
部
分
は
そ
の
勢
力
が

外
國

に
發
す

る
乙
を
得
な
い
が
た
め
に
内
攻
を

し
た
。
即
ち

澤
山
な
浪
人
の
發
生
を
見
た
の
で
あ
る
。
若
し
鎖
国
を
し
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
其
筈
の
浪
人
逹
は
外
國
ヘ
ド
ン
く

出
掛
け
て
行
っ
て
、
足
利

時

代
か

ら

の
倭
寇
の

や

う

に

、
徳

川

初

期

に

お

い

て

南

方

地

方

に

活
動

し
た

の

¶こ
同
じ

や

う

に
、

盛

ん
に
出

掛

け

て
行

っ
た

に

相

違

な

い
。

先

刻

も

話

か

出

ま

し

た

が

、

彼

の

由

井

正

雪

の

時

に

外
國

か

ら

干
渉

が

あ

っ
た

ら

う

,こ
い

ふ
や

う

な

説

が

あ

る
か

、
抑

も

正

雪

の

如

き

は

、
何

故

出

た
か

ぐ
」
い

ふ

一こ
、

外

へ
出

る
も

の

を

押

へ
た

そ

の
内

攻

の

一
例

,こ
も

看

る

こ

¶こ
が

出

來

る
の

で
あ

っ
て

、

外
囲

へ
發

展

せ

し

め

て

居

っ
た

な

ら
ば

、

あ

》
い

ふ

亂
は

起

ら

な

か

っ

た

か
も

知

れ

ぬ
、

浪

人

問

題

-こ
い

ふ
も

の

は

、
江

戸

幕

府

か

始
終

々
通

じ

て
最
も

煩

悶
し

た

問

題

で

、
常

に

こ
れ
が

た

め

に
苦

め

ら

れ

て

、
色

々
な
政

策

で
以

て
浪

人

の

處

置

を
考

へ
て

る
た

か

、
十

分
な

成

結

を
収

め

ら

れ

な

い

で

、

始
終

頭

を

悩

ま

し

て

居

っ
た
が

、

結
局

浪

人

の
た

め

に
滅

ぼ

さ

れ

た

一こ
い

っ
て
も

過
言

で

な

い
。

さ
う

い

ふ

風

に

見

る

一こ
、
銀

國

は

却

て
園

内

の
冷

和

の
煩

ひ

こ
k

つ
ヒ

三
壽

つ
で
も

塗
芝

丶
な

ρ
・

こ

力
點

こ

お

ρ
て

、

瑣

國

ま
不

利

益

で
あ

っ
た

¶こ
言

へ
る

の

で

あ
の

ま

す

。

、̀
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四

夊
化
の
發
逹
一

実
化
の
形
式
化
し
た
と
こ
ろ
の
問
題

　

第
四
番
に
お
き
ま
し

て
は

、
文
化
の
發
逹

の
上
か
ら
見
た
得
失
で
、
こ
れ
は

や
は
り
内

田
博
士
の
言
は
れ
た
や
う

に
・
日
本
の
文
明
が
圓
熟

し
て
東
洋
文
明

の
精
華
を
發
挿
せ
る
こ
一こ
は

、
銀
國
の
た
め

で
あ
る
。
も
し

こ
の
間
に
鎖
國
を
し
な
か

っ
た

な
ら
ば

・
東
洋
文
化
の
色
彩
を
保

持
す

る
こ
一こ
か

で
き
な

い
で
、
あ
ま
り
強

い
西
洋
文
化
の
色
彩

を
早
く
受
け
す
ぎ
た

の
で
は
な

い
か
ご
言
は
れ
て
る
る
。
之
も

一
理

あ
る
こ

一こ

で
あ
り
ま
せ
う

、
し
か
し

な
が
ら
叉
飜

っ
て
考

へ
て
見
ま
す

る
、こ
、
日
本

の
文
化
-こ
い
ふ
も

の
は

、
そ
の
發
逹

の
跡
を
考

へ
て
見
ま
す

る
一こ
い

ふ
¶、}
、
何

時
で
も

外
囲

,丶あ

交
渉
が
最
も
激
し

か

っ
た
時
に
お

い
て
、
多
く

刺
戟
を

受
け

て
發
達
し

て
を

る
の
で
あ
り
ま
す
・
少
し
脇

道
に
入

る
が
例
を

あ
げ

て
見
る
一こ
、
メ9
つ
、こ
古

い
時
か
ら
の
H

本
の
文
化

の
發
逹
の
跡
を

考

へ
て
見
る
ご
、
幾
ら
も
例
が
あ
る

こ
、こ
で
あ

っ
て
・
そ

の

一
つ
の
例
は

、
印
刷
術
で
あ
り
ま
す
。
日

本
の
印
刷
術
、こ
い
.勘
も

の
は
頗

る
早
く
發
達
し

て
を

つ
た

、
即
ち
奈
良
朝
の
末
期
に
お
き
ま
し

て

・

御
承
知

の
通
り

、
大

和
法
隆
寺

に
現
存
し

て
を
り

ま
す
百
萬
塔

陀
羅
尼

ご
い
ふ
も
の
が
あ

る
、
こ
れ
は
法
隆
寺

の
み

で
は
あ
り
ま
せ
ん
・
そ
の

他
の
寺

々
奈

良
の
近
傍

の
十
ケ
大
寺
に
は
十
萬
基
づ

・
納
め
ら
れ
て
み

る
、
そ
の
内
法
隆
寺

の
分
が
六
萬
ほ

、ご
殘

っ
て
み

る
・
あ

一こ
の
も
の
は

、}」う
し
た
の
か
失
く
な
っ
て
を
る
。
百
薙

の
陀
難

こ
い
ふ
も
の
に
は
色
々
説
が
あ
り
ま
す
け
れ
、こ
も
・
ま
爺

鰻

秘

貘

廃
掣
印
刷
し

た

-丶」
い
ふ
説
が

最
も
有
力

で
あ

る
が

、
こ
れ
は
西
洋

の
印
刷
よ
り
約

七
百
年
も

古
い
も

の

で
、
支

那
-こ
比

べ
て
見

て
も
今

H
現
存
し

て
み
る
も

の
で
は

、
支
那
に
あ

る
も
の
よ
り
も

古

い
一こ
い
ふ
こ
、こ
に
な
っ
て
を
り
ま
す
。
尤
も

近
馬、〕
う
そ
れ
よ
り
も

古
い
も

の
か
出
た

ミ
い
ふ
こ

ご
か
あ

り
ま
す
か

、
私
は
ま
だ
實
物
を
見
ま
せ
ん
か
ら
何

-こ
も
言

へ
ま

せ
ん

、
い
つ
れ
は
こ
の
百

萬
塔

陀
羅
尼

・こ
い
ぶ
も

の
は
・
支

那
か
ら
習

っ
た
も

の
に
相
違
な
い
が

、
兎
に
角
現
存
し

て
み

る
も
の

で
は
最
古
の
も

の
で
あ

っ
て
、
イ
ギ

リ
ス
の
博
物
館

ブ
丿

チ
ツ
シ

ユ
ミ

ユ
ー
ジ
ア

ム
な
、ご
で

も

世
界
に

お
け

る
最
古
の
印
刷
物

だ
ご
書

い
て
あ
り
ま
す
か

、
そ
れ
ほ
さ
早

く
開
け

て
居

っ
た

「こ
こ
ろ

・
そ
の
後

一
度
そ
の
發
逹
か
絶

え
ま
し

て
さ
っ
し
て
婁

朝
の
末
ご
ろ
に
な
っ
て
、
再
び
又
印
刷
術
か
開
け
た
、
そ
し
て
鎌
倉
時
代
に
續
い
て
や
は
り
印
刷
砺
か
窪

し
て
を

り
ま
し

た
,、こ

ろ
か
婁

期
末
か
驫

馥

代
に
至
る
閼
の
發
逹
-こ
、
前
の
奈
良
朝
、こ
の
間
α
發
讐

0
糊
に
連
絡
奮

る
か
ご
い
ふ
ミ

食

し
た

一 一89一
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逋
り
連
絡

が
斷
絶
し

て
を
り

ま
す
、
さ
う
い
ふ
事
實
か
あ
り
ま
す
℃

　
そ
れ
か
ら
叉
活
版

に
つ
い
て
考

へ
て
見
る
,こ
、
活
版
術
は
今
H
御
覽

の
通
り
非
常

に
盛

ん
な
も
の
で
あ
り
ま
す
か

、
H
本
の
活
版
は
随
分
¥

く
か
ら
開
け

て
を

る
の
で
あ
り
ま
す
、
す

で
に
天
正
十
九
年
西
暦

一
五
九

一
年

そ
ω
こ

ろ
に
西
洋
の
宣
教

師
が
輸
入
し
ま
し
た
ミ
こ
ろ
の
活
版

術
が
あ
り

ま
す

。
そ
れ

か
ら
も

一
つ
ほ

.こ
ん

、こ
そ
れ
¶こ
同
じ
こ
ろ
に
朝
鮮

か
ら
傳
は

つ
た

、こ
こ
ろ
の

活
版
術
が
あ
.り
ま
し

て
、
そ
の
後
し

ば
ら

く
徳
川
時
代
の
は
じ
め

に
か
け

て
、
n
本
に
活
版
術
か
開
け

て
を

つ
た

か
、
こ

れ
か
途

中
に
お
い
て
蓑

へ
て
、
幕
末
に
薩
摩

の
島
津
齊
彬
が

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

西
洋

の
法
に
よ

っ
て
活
字
を

作
っ
て
印
刷
を
は
じ
め
た
、
こ
れ
は
現

に
島
津
家

に
そ
の
字
母
な

さ
も
殘

っ
て
居
り

ま
し

て
、
こ
の
展
覧
會
に
も

出

て
を

る
か
,こ
思

っ
て
を
り

ま
し
た

か
、
そ
れ
一こ
は
別

の
活
字
が

こ
の
展
覽
會
に
出
て
を
り

ま
す
。
さ
う
い
ふ
風
に
幕
末
か

ら
開
け
ば
じ
め
て

そ
し

て
嘉
永
の
こ
ろ
に

な
っ
て
長
崎
の
本
木
昌
造

・こ
い
ふ
人
か
、
別
の
術

で
活
版
を
は
じ
め
た
か

、
そ
れ
か
廣
く
行
は
れ
て
、
邃

に
今
日
に
お

け

る
や
う
に
盛
ん

な
發
逹
を
示
し

た
の
で
あ
り
ま
す
。

然
る

に
こ
の
最
近
世
に

お
け

る
發
逹

-こ
、
前

の
十
六
世
紀
の
末
か

ら
十
七
世
紀
の
は
じ

め
に
か
け

て
の
發
逹

、こ
の
間
に
は

、
や
は
り
断
絶
が

あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
今

一
例
を
あ
げ
ま
す

一こ
、
油
繪

で
あ
り
ま
す
。
西
洋
の
油
綿
こ

い
ふ
も

の
は
、
十
四
世
紀

の
こ
ろ

か
ら
進
歩
し
た

一こ
い
ふ
こ
,こ
で

あ
り

ま
す
か

、
"
本

に
お
い
て
は
そ
れ
よ
り

七
、
八
世
紀
も

古
く

、
す

で
に
推
古
天
皇
の
こ
ろ
か
ら
油
繪
が

あ
6
、ま
す
。
そ
し

て
奈
良
朝

へ
か

け
ま
し

て
、
盛
ん

に
描
か
れ

て
を
り
ま
す
、
そ
れ
は

ミ
ッ
ダ

サ
ゥ
ε
い
ふ
繪
具

で
あ

っ
て
、
こ
れ
は
も

,こ
は

ペ

ル
シ
ヤ
語

か
ら
出
た
も

の
で
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
繪

の
書
方
は
、
今

H
の
西
洋

の
油
糟

の
書
方

"こ
同
じ
方
法

で
あ

っ
て
、
法
隆
寺
や
正

倉
院
に
そ
の
實
物
が
多
く
殘

っ
て
を
り

ま
す
、
そ
れ
が
途
中

に
お
い
て
絶
え

て
、
足
利

時
代

●の
末

十
六
世
紀
の
末
か
ら
西
洋
人
が
日
本
に
來
る
や
う
に
な

っ
て
か
ら
、
叉
油
繪
が
流
行

っ
て
み

る
、
こ
れ

に
は
多
く
の
實
例
が
遺
っ
て
居
り
ま
す
が

、
こ
れ
が
徳
川
氏
の
初
め
ご
ろ

に
至
る
ま

で
の
闖
に
、
可
な
り
立
派

な
油
繪
、こ
な

っ
て
殘

っ
て
を
り
ま
す

、
そ
れ
が
叉

一
時
絶

え
て
十
八
世
紀

の
末
田
沼
意
次
の
時
代
か
ら
開
園

の
気
運
が
兆
し

て
、
叉
油
繪
が
出

て
來
ま
し
た

即
ち
奉
賀
源

内
や
司
馬
江
漢

ぐ
一
い
ふ
も

の
が
出
た
。

甲
賀
源
内
の
描

い
た
娘
の
謁

で
、
大
阪

の
鹿
田
靜

七
氏
所
藏

の
も

の
が

こ
の
展
覽
會
に
出

て
を

る
、
双
司
馬
江
漢

の
繪
も
出

て
を

る
。
あ

・
い
ふ
風
な
も

の
が
出
ま
し
て
、
徐

々
に
發
達
し

て
今
H
に
及
ん
で
を
り
ま

す
。

90一 一
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か
う

い
ふ
例
を

あ
げ

る
,こ
幾

つ
も
あ
り
ま
す
が

、
硝
子

な
、こ
も

さ
う
で
、
こ
れ
も
非
常

に
多
く
仁
徳
天
皇
や
安
閑
天
皇

の
時
代
か
ら
硝
子
が

造
ら
れ
た

、
正
倉
院
の
中

に
そ
の
材
料

さ

へ
も
殘

っ
て
を

る
、
非
常
に
精
巧

な
る
硝
子
が
造
ら
れ

て
を

つ
た
や
う
で
あ
り
ま
す
℃

そ
の
後
絶

え

て
し

ま
っ
て
足
利
幕
府
の
杢

、〕
う
か
ら
、
南
蠻
流
に
よ

っ
て
硝
子
の
製
法
を
習

っ
て
、
そ
し

て
慶
長

の
こ
ろ

へ
か
け
ま
し
て
、
諸
大
名
の
問
に

は
所
謂
ビ
ー
ド

ロ
¶こ
い

ふ
進

物

が
盛

ん
に
行
は
れ

て
を
り

ま
し
た

。
幕
末
に
な
り
ま
し

て
薩
摩

に
お
い
て
硝
子
製
造
場
が
開
か
れ
た

、
建
染
に

つ
い
て
見
ま
し
て
も

、
同
様
の
趣

き
が
あ
り
ま
し

て
、
は
じ
め

は
支
那
大
陸
の
建
築
の
影
響
を
受
け
て
、
急
激
な
變

化
を
示
し
た
が
、
更
に
維

新
以
後
に
な
り
ま
し

て
か
ら
、
西
洋

の
建
築
法
を
採
用
し

て
御
覽
の
通
り

激
烈

な
る
變
化
を

來
た
し
た

の
で
あ

る
。
造
船

の
こ
、こ
き
も

、
上
古

は
極
め

て
幼
稚
な
船
舶

を
有

し
た

に
す
ぎ
な

か
っ
た
か

、
支
那

-こ
の
交
際
か
は
じ
ま

る
や
う
に
な

っ
て
か
ら

、
そ
の
影

響
で
外
洋
航
路
に
堪

へ

得

る
や
う
な
も

の
を
造
り

、
李
安
朝
に

な
り
ま
し

て
、
支
那

、こ
の
交
通
か
絶

え
て
か
ら

、
外
国
沿
岸

の
航

運
に
用
ひ

る
に
足
る
や
う
な
小

さ
な

船
を
造

る
く
ら
み
で
あ

っ
た
o

そ
の
後
桃
山
時
代
か
ら
江
戸
時
代

の
は
じ
め
に
か
け
ま
し

て
は

、
西
洋
風
の
影
響
を
受
け
て
、
西
洋
風

の
大
き

な
船
を
造

る
や
う

に
な
り

ま
し
た
。
あ
の
展
覧
會
に
も

出
て
を
り

ま
す
一こ
こ
ろ

の
角
倉
船

・こ
か
、
末
次
船
-こ
い
ふ
や
う
な
大

き
な
船
か

で
き
ま

し
た
。
三
百

ト

ン
か
ら
五
百

ト

ン
位
の
船

で
あ
り
ま
す
か
、
問
も

な
く

鎖
国
の
た
め
に
そ
の
發
逹
が

一こ
ま
り
、
幕
末

か
ら
明

治

に
か
け

て
、
西

洋
型
の
船
舶

を
大
い
に
奬
勵
し

ま
し
た
。

　

か
う

い
ふ
風
に
日
本
の
文
化
ぐ
」
い
ふ
も

の
は

、
始
終
飛
ん

で
行
く

の
で
あ
り
ま
し
て
、
間
が
續

か
な
い
、
絶

え
た
り
續
い
た
り

、
断
絶

か
多

い
の

で
あ
り
ま
す
、
ジ
ャ

ン
プ
し

て
踊

っ
て
行
く
の
で
あ
り
ま
す
、
恰
度
籠

に
乘

っ
て
み
た
も

の
が
、
す
ぐ

に
汽
車

に
乘
り
移

る
一こ
い
ふ
風

で

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、こ
う

い
ふ
わ
け

で
あ
る
か

一こ
い
ふ
一こ
、
色

々
な
關
係
も
あ
り
ま

ぜ

つ
、
他

の
理
由
も

考

へ
る
と
、か
で
き

ま
す

る
.か
、
そ
れ

は
階
間
が
あ
り
ま
せ
ん

か
ら
略
し
て
お
き
ま
す
が

、
結
論
,こ
致
し
ま
し

て
、
主

、こ
し

て
外
囲
關

係
に
よ
る
も

の
で
あ

る
ご
申
し
た

い
の
で
あ
り

ま
す
・
前

に
申
上
げ
た
例

に
よ
っ
て
見

て
も

、
外
国
,こ
の
交
通

の
盛
ん

な
時
は
、
そ
の
文
化
が
發
達

し
て
を
り

、
交

通
が
中
絶
す
る
ご
、
文
化

の
發
逹
が
中
絶
す

る
。
印
刷
術

が
奈
良
朝
時
代

に
お
い
て
早
く
開
け

て
を

つ
た

の
は
、
こ
れ
は
唐
、こ
の
交
通
の
影
響

に
よ
り
ま
す
。
奉
安

朝
時

代
の
末
か
ら
鎌

倉
時
代

の
は
じ
め
に

か
け

て
、
印
刷
衛
が
盛
ん
に
開
け
た
、こ
い
ふ
の
は
、
宋

の
交
逋

の
影
響

に
よ

る
の
で
あ
り
ま
す

。
油

繪
も

宀
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古
く
推
古
時
代
か
ら
開
け
て
居
り
ま
し
た

、
こ
の
油
繪
も
唐
の
支
那
文
化
を
職
人
し

π
の

で
あ
り
ま
す

、
そ
の
後

の
盛
衰
も

外
因
交
通

の
影
響

に
よ

る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
か
ら
足
利
幕
府
の
末
か
ら
徳
川
時
代

の
は
じ
め
に

か
け

て
、
油
繪
が

出
て
來
た

の
は
、
西
洋

交
辿

の
影
響

で
あ

り
ま
す
。
硝
子
な

、こ
も

同
様

で
あ
り
ま
し

て
、
そ
の
他
の
例
も
す

べ
て
さ
う

で
あ
り
ま
し
た
。
外
国
交
通
の
盛
ん

な
時
に
は
、
B
本
の
文
化

-こ

い
ふ
も

の
か
最
も

發
達
し

て
を

る
、
外
國
の
刺
戟
を
受
け

な
い
時
に
は

、
何
時

で
も

こ
ま

っ
て
み
る
。

か
や
う
な
事
例

か
ら
考

へ
て
見

る
,こ
、

も
し

鎖
国
を
し

て
み
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
日
本

の
文
化

は
外
國
の
刺
戟
を
受
け

て
、
も

?

こ
早
く
急
激
な

る
發
逑
を
遂

げ
て
み
た

の
で
は
あ
る

ま
い
か
、
か
や
う
に
考

へ
ま

す
れ
ば
、
鎖
国
は
我
国

の
損

失
で
あ

っ
た
こ
い
っ
て
よ
か
ら

2
こ
思

ふ
の
で
あ
り

ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
な
ほ
文
化
に

つ
き
ま
し

て
は
、
な
ほ
も
う

一
つ
考

ふ
べ
き

こ
・こ
か
あ

る
の
で
あ

り
ま
す
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
文
化
が

一
般
に
非

常
に
形
式
的
の
も

の
に

な
り
ま
し
た
。
形
式
文
化
に
固
定

し
て
し
ま
ひ
ま
し
た
、
文
化
が
凝

結
し
た
の
で
あ
り

ま
す
o
そ
の
原
因
は
主

、こ
し

て

鎖
国
に
あ
る
・こ
私
は
思

ふ
の

で
あ
り

ま
す

。
文
化
が
形
式
化
し
ま
す
ーミ
こ
も

に
、
色

々
な
方
面
に
お
い
て
彈

ヵ
を
失
ひ

、
圓
滑

な
る
活
動
の
カ

を
失
ひ

、
そ
し
て
中
で
蒸
れ

て
そ
し

て
醗
酵
し

て
、
腐

敗
し

て
、
文
化
が
沈
滞
し
凝

結
し
た
Q

そ
の
理

申

こ
し

て
は

、
外
國
の
刺
戟
を
受
け

る

こ
¶こ
が
少
か

っ
た
た
め

で
あ
ら
う

ざ
思
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
今
少
し
く
江

戸
時
代

の
文
化
が
形
式
的
に
な

っ
て
固

ま
っ
て
し
ま

っ
た
こ

ざ
に
つ
い
て
、
例
を
あ
げ

て
説
明
し

て
見
た

い
一こ
思
ふ
の
で
あ
り

ま
す
。

　

そ
の

一
つ
は
世
襲
的
階
級
制
度
で
あ
り

ま
す
。
當
時
の
瓧
曾
組

織
-こ
し
ま
し
て
、
侍
は
上

は
大
名
か
ら
は
じ
め

ま
し

て
、
知
行
俸
祿
家
格

が

大
體
固
定
し

て
動
か

な
い
も
の
に
な

っ
て
を
り
ま
す
。
大
名
の
家
々
の
位
も
、
そ
れ
ぐ

家

格

こ
い
ふ
の
が
定
め
て
あ
っ
て
、
個

性
の
尊
重

こ

い
ふ
も

の
が
乏
し
い
、
そ
れ
が
侍

で
あ
り
ま
す
。
叉
農
工
商
も
皆
同
じ

で
あ
り
ま
す

、
そ
れ
を

生
れ
な
が
ら
に
し

て
、
そ
の
職
業

そ
の
格
式
が

定
ま

っ
て
を
り
ま
し
た

、
そ
れ
が
た
め
に
門
閥
系
統
が
非
常

に
喧
し
い
も

の
に
な
り
、
同
じ

商
人

の
中
で
も

、
菓
子
屋
は
菓
子
屋

で
歴
代
菓
チ

屋

で
あ

る
、
呉
服
屋
は
歴
代
呉
服
屋
で
あ
る
、
又

そ
の
呉

服
屋
・こ
い
ふ
も

の
に
は

、
色

々
の
由

緒
が
あ

っ
て
、
幕
府
の
御
用
を

?

こ
め

て
を

る

京
都
に

お
き
ま

し
て
は

、
御
所
の
御
用
を

?
こ
め

て
を

る
.こ
い
ふ
風
で
、
ず

一
?

こ
そ
の
家
の

格

に
な

っ
て
を
り
ま
す
o
總

て
の
祗
會
に
門
閥

が
暗
ま
し
く
言
は
れ

、
上
級
の
も
の
は
生
れ

な
が

ら
に
し
て
非
常
に
重

任
を
貨
ひ
、
下
層
の
も

の
は
い
か
に
才
智
が
勝
れ
て
を

つ
て
も

、
生
涯

一92一
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下
層
に
沈
淪
を
し

な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
こ
い
ふ
こ

・こ
に
な

っ
て
み

る
。
こ
れ
が
た
め
に

文
化
が
沈
滞
す

る
の
で
あ
り
ま
す
。
徳
川

時
代
に

お
家
騒

動

が
し

ば
く

起
っ
て
を
の
ま

す
、
今

日
C
も
芝
居

で
よ
く
見
る
煽こ
こ
ろ
の

お
家
騒
動

で
あ
り
ま
す
か
、
こ
の
お
家

騒
動
に

は
色

々
な
原
因
が

あ
り
ま
せ
う
か
、
多
く
は
階
級
制
度

、
世
襲
制
度

の
警

こ
も

見
る
べ
き
も
の

で
あ
り
ま
す

・

　

そ
れ

か
ら
江
戸
時
代
に

お
き
ま
し

て
は
、
今

H
多
少
の
名
殘
り
を

こ
.・
め
て
み
る
禮
法
儀
式

・こ
い
ふ
も

の
が
非

常
に
暗
ま
し
く
、
大
名
に
は

国
持

,こ
か
叉
園
主
-こ
も
言
ひ

、
或
は
准
國
主
、
城
主

-こ
い
ふ
や
う
な
風
の
格

式
が

あ
り
ま
し

て
、
そ
れ
に

は
官

位
が
す
べ
て
決

っ
て
を
り
ま
す

さ
の
家
は
大
納
言
の
位
に
な

る
、
中
納
言

に
な
る
、
参
議
に
な
る
、
中
將

少
將
侍
從

-こ
い
ふ
風

に
、
そ
の
家
に
よ

っ
て
決

っ
て
居
り
ま
し
た
。

叉
位
は
四
位
及
び
五
位
に
き
ま

っ
て
を

り
ま
す

、
幕
府

で
も

、
家
の
格
式
に

よ
っ
て
席
順
が
き
ま

っ
て
を

る
、
大
廊

下
溜

ノ
間
、
雁
ノ
間

、
帝

鑑

ノ
間

な
ミ

こ
い
ろ
く

の
名
の

問

に
よ

っ
て
分
れ

て
を
り

ま
す
。
叉
將
軍

か
ら
拜
領
す

る
品
物

で
も

、
大
名
か
ら
獻

上
す
る
品
物
で
も

、
そ

の
他
元
服

で
も
婚
禮

で
も

叉
葬

式
や
法
事
を
す

る
こ
一こ
も

、
す

べ
て
格
式
に
よ

っ
て
定
ま
り
が
あ

る
。
大
名
が
江

戸

へ
参
覲
し
、
ま
た
國

へ
歸

る
時

で
も

、
將
軍

に
謁
見
し
、
ま
た
將
軍
か
ら
は
使
を
遣
は
し

て
こ
れ
を
勞

ふ
の
で
あ
り
ま
す
が

、
そ
れ
も
そ

れ
ぐ

家

の
格
式

で
定
ま
り

ま
　
　
93

し

て

譜

代

大

名
外
様
大

名
が
參
観
す

る
時
も
叉
歸
國
す

・⇔
時
も

・
共

に
將
軍

か
ら
使
を
受
け

る
・
譜
代

の
大
名
は
壽

ω
時
受
け
る
・
そ
の

一

使
に
出

る
も
の
も

、
將

軍

の
上
使

に
な
っ
て
参
り

ま
す
る
も

の
も

、
そ
の
家
の
格

式

に
よ

っ
て
そ
れ
ぐ

差
が
あ
る
。
献
上
物
も
す
べ
て
皆
さ

ま
り
が
あ
り
ま
し

て
、
チ
ャ

ン
、こ
格
式
に
よ

っ
て
動
か
し
か
た

い
も

の
,こ
な
っ
て
を
り
ま
す

。
大
名
の
屋
敷
を
造
り
ま
す
に
も
、
そ

れ

ム
丶

制

度
が
あ

る
十
萬
石
以
上

は
、こ
う
す

る
、
十
萬
石
以
ト
は
、こ
う
で
あ

る
、
門
脇
の
長
屋
の
大
き

さ
も
格
式
に
よ

っ
て
定
ま
り
が
あ
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
か
ら
行

列
に
つ
い
て
は

、
挾
箱

-こ
か
槍
薙

刀
・こ
い
ふ
も
の
ま

で
も
、
總

て
皆
細

か
い
慣
例
規
定
が
あ
る
の
で
あ
り
ま
す
。

　

か
う
い
ふ
風

で
、

一
般
瓧
會
の
禮

驍
作
法
の
上
に

お
き
ま
し

て
も

、
細
か
い
形
式
か
定
ま

っ
て
を
り
ま
し

て
、
手
紙
を
書
く
書
式

の
、
)
・こ
き

も

、
非
常

に
煩
雜

な
も

の
で
あ

っ
て
、
相
手
の
身

分
の
上
下
に

よ
っ
て
書
方
が
違
ふ
・

令
啓
上
候
ま
た
は
令
啓

候
・こ
か
無
暗
に
書
い
て
は

い
け

な

い
、
結

び
言
葉

に
恐
憧

謹
言
-こ
か
、
恐

々
謹
百
或

は
恐

々
な

ご
色

々
あ
り
ま
す
が

、
こ
れ
も
無
暗
に
書
い

て
は
失
禮

に
な
る
の
で
あ
り
ま
す

相
手
次
第

で
あ
の
ま
す
。
こ
ち
ら

ミ
の
格

式
の
違
ひ
に
よ

っ
て
、
そ
の
書
方
が
違

ふ
、
御

こ
い
ふ
字
を
書
く
に
も

、
字
の
畫
の
崩
し
方
に
よ
つ

、
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で
幾
通
り
に
も
差
別
が
あ

る
、
樣
¶こ
い
ふ
に
も

色
々
の
か
き
方
が
あ
り

、
殿

こ
い
ふ
に
も

い
く

つ
も

書
法
が

分
れ
て

を
り
ま
す
。

こ
の
ほ

か
人

を
訪
問
す
る
に
も
正
門
の
大
門

か
ら
入

っ
て
も

よ
い
場
合
ご
、
潜

り
門

か
ら

入
る
べ
き
場
合
,こ
、
叉
敷

石
の
稟

申
を
歩

く
場
合

-こ
、
敷
石
の
測

を
歩
い

て
行
く

場
合

こ
、
そ
れ
ム
N
格

に
よ

っ
て
違

ふ
の
で
あ

り
ま
す
。
迎

へ
る
方

で
も

取
次
の
も

の
が

式
台
の
下

で
迎

へ
る
.こ
か
、
或
は
降

り
な
い
で
、
上

か
ら
迎

へ
る
・こ
か
、
そ
れ
ん
N

皆

格
式

に
よ
っ
て
逹

ふ
の

で
あ
の
ま
す
。
か
う
い
ふ
風
に
何
事
も

非
冪
に
暗
ま
し

い
も

の
に

な

っ
て
を
る
・
こ
れ
は
た

f
肚
會

の
禮
儀
作
法
の
方
面
で
あ
り
ま
す
か

、
學
問

の
方

に
お
き
ま

し
て
も

さ
う
で
あ
り
ま
す
。
學
問

に
お
き
ま

し
て

は
、
無
論
朱
子
學
を
以

て
正
學

、こ
し
、
そ
の
他

に
陽
明
學
な

ご
も

あ
り
ま
す
が

、
幕

府
で
は
朱
子
學
以
外
の
も
の
は
や
っ
て

い
け

な

い
こ

い
ふ

こ

一こ
に
な

っ
て
を

る
。

こ
の
ほ

か
總
て
の
藝
道

に
お
き

ま
し
て
も

、
色

々
の
暗
ま
し

い
も

の
か

で
き
ま

し
て
、
文
學
、
藝
術

、
弓

、
馬

、
書
道

歌
、
或

は
音
楽
、
繪
蕩
、
建
築
或

は
茶

で
も

花
で
も
鑑
定

で
も
料
理

の
庖
丁
の
術

、
衣
紋
、
有
職
故
實
は
勿
論

の
事

、
凡
ゆ
る
も

の
が
す

べ
て

本
家
-こ
い
ふ
も

の
が
あ
り
ま
し
て

、
そ
れ
λ
＼
暗
ま
し

い
極
め
が

で
き

て
み
た

の
で
あ
り
ま
す
・

　
か

う

い
ふ
風

に
瓧
曾

の
事
物
は

、
す

べ
て
先
例
典
故
に
拘
泥
す
る
こ
・こ
に
な

っ
た
。
そ
の
先
例
格
式

に
服
従
せ
な
け
れ
ば

、
立
っ
て
行
く

こ

噛こ
が

で
き

な
か

っ
た

の
で
あ
り
ま
す
か
、
そ
の
先
例
格

式
を
墨

守
し

て
、
こ
れ
に

剃
泥
し
た
結
果

、
そ
の
弊
の
極
ま
る

こ
こ
ろ
、
遂
に
幕
府
自

か
ら
衰
亡
の
端
を

開

い
た
の
で
あ
り
ま
す
。
幕

末
に
稍
葉
小
僧
,こ
い
ふ
泥
棒
が

あ
り
ま
す

・
こ
れ
は
近
ハ、〕
ろ
東
京
邊
を
荒
し
ま
し
た
説
教

強
盜

ミ
同
様

な
も
の

で
あ
り
ま

せ
う
が

、
彼
は

好
ん

で
江
戸
の
大
名
屋
敷

へ
入
っ
た
・こ
い
ふ
か

、
そ
れ
が
到
頭
捕

へ
ら
れ

て
調

べ
ら
れ
た
時
に

、
罪

状
を
自
白
し
た
、
そ
の
中
に
か
う
い
ふ
事
を
言

っ
て
を
り
ま

す
。
泥
棒

に
入
る
に
は
大
名

の
屋
敷

に
入
る
に
限
る
、
な
ぜ
で
あ
る
か
ご
い
ふ
一こ

大

名
の
藩
邸
に
は

、
そ
の
主
君
の
居
間
の
唱こ
こ
ろ
に
は
締
り
が

し
て
な
い
、
番
士
が
を
り
ま

し
て
、
そ
れ
を
護

っ
て
を
り
ま
す
け
れ

、ご
、
そ
れ

ぞ
れ

受
持
が
あ
り
ま

し

て
、
他

の
部
屋
の
方
に
は
干
渉

を
し
な
い
、
自
分
の
預
り

で
な
い
こ
ご
は

一
切
構
は
な

い
、
た

ゴ
自
分
の
受
持
の
場
所

を
守

っ
て
み

る
、
こ
れ
が
武
士

の
風
儀

で
あ

る
か
ら
し

て
、
夜
更
け

て
か
ら

大
名
の
屋
敷

に
忍
び
入

る
.こ
、
そ
の
大

名
の
部
屋

の
惹

」」
が
眠

っ

て
み

て
も

、
他

の
も

の
は

一
向
構
は
な

い
か
ら

、
そ
こ

へ
入
る
こ
一こ
は
極
く
易

い
、
泥
棒

に
入
る
に
は
、
大
名
屋
敷

に

入
る
に
限

る
.こ
い
ふ
話

か
あ

る
・
こ
の

一
つ
の
話

で
も

、
い
か
に
武
家
の
文
化
か
形
式
に
墮
し

た
か
一こ
い
ふ
こ
ご
か

判
り
ま
す
。

94
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今

一
つ
文
化
の
形
式
化
し
た
例
を
あ
げ

ま
す

一こ
、
幕
府
の
役
人
に
火

付
盗
賊
改

め
役
,こ
い
ふ
も
の
が
あ

る
。
こ
れ
は
今

で
い
ふ
・こ
警
視
廳
の

役
人
で
せ
う
が

、
こ
れ
が
密
行

し
て
自
ら
泥
棒
を
捕

へ
る
、
こ
れ
を
そ
の
部

下
の
も

の
が

お
馬
先

-こ
唱

へ
ま
し
て
、
非
常
な
名
譽
に
な
る
,こ
い

ふ
、
そ
れ
で
何
日
に
は
密
行
を
す
る
一こ
、
組

頭
か
ら
紺

へ
傳

へ
る
。
す
る
、こ
組

の
も

の
が
二

、
三
U
前
よ
り

五
、
六
里
先

か
ら
泥
棒
を
捕

へ
て

來
て
お
き
、
そ
の
大
將
が
馬
上

で
參
り

ま
す

・こ
、
そ
こ

へ
泥
棒
を
放
し
て
捕

へ
さ
す
。
そ
れ
を

お
馬

先

こ
い
っ
て
非
常
に
名
譽

に
し
て
を

つ
た

¶こ
い
ふ
。
恰
度
鳥
撃
ち

に
行

っ
た
も
の
が

、
鳥
が
取
れ
な
い
,こ
途

中
で
鳥
を
買

っ
て
歸

る
の
一こ
同
じ
事

,こ
で
も

い

へ
ま
せ
う
。
こ
れ

な
、こ
も
つ

ま
り
今
H

で
い
ふ
¶こ
こ
ろ
の
警
視
廳
の
仕
事
が
、
そ
の
こ
ろ
非

常
に
形
式
浄
尊

ぶ
や
う
に
な

っ
て
を
つ
た

一こ
も

い
ふ

一
つ
の
例

に
な
る
の

で
あ

り
ま
す
。

　

ま
た
嘉

永
六
年
か
ら
安
政
元
年

に
か
け
ま
し

て
、
幕
府
が
古
賀
謹

一
郎
・こ
い
ふ
人
を
長
崎

へ
遣

は
し
ま
し

て
、

ロ
シ
ヤ
か
ら
來
ま
し
た

一こ
こ

ろ
の
使
節

プ
チ
ャ
ー

チ

ン
に
應
接
せ
し
め
た
こ

噸こ
が
あ
る
。
そ

の
時
に

こ
の
古
賀
が

書
き
ま

し
た
西
彼

日
記

-こ
い
ふ
の
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
中

に
長
崎
か
ら
歸

る
途

中
に

お
い
て
、
福
岡

-こ
小
倉
-こ
の
間
を
通

る
時
に
、
岩
鼻

-こ
い
ふ
一こ
こ
ろ

で
休
ん
だ
。
そ
の
道
が
非
常

に
迂
回
し

て
み

る

が

、
見
ま
す

る
一こ
、
そ
の
前

に
す
ぐ
近
道
が
あ

る
け
れ
、こ
も

、
こ
れ
は
先
例
が
必
ず

廻
り
逍
を
す

る
こ
・こ
に
な

っ
て
み

ろ
の
で
、
そ
れ
を
迂

回

し

て
行

っ
た
,こ
い
ふ
。
さ
う
す

る
・こ
誰
も
彼
も
が
皆

そ
の
あ

こ
に

つ
い
て
行

っ
て
廻
り
道
を
し

て
行
く

、
こ
れ
を

古
賀
謹

】
郎
が
見
ま
し

て
、

慨
嘆

し
た

こ
一こ
を
書

い
て
を

る
。
方
今
萬
事
皆
此
弊
に
坐
す

一
例
の
字
天
下
を
破

っ
て
餘
あ
り
ミ
い
ふ
こ
一こ
を
書

い
て
を
り
ま
す
。

か
う

い
ふ

風
で
あ
り
ま
す
。
叉

同
古
賀
謹

一
郎
が
安
政
元
年
十
月

か
ら
翌

二
年
三
月
に
か
け

て
、
伊
豆
の
下
田

へ
出
張

し
ま
し

て
、

ロ
シ
ヤ
の
使
箚

,こ
交

渉

し
ま
し
た

時
の
日
記
が

あ
り
ま
す
。

そ
の
中
に
曾
て
阿
片
職
事
の
時

、
イ
ギ
リ

ス
の
艦
隊
が
支
那
を
攻

め
た
時

の
記
事
を
讀
ん

で
、
す

べ
て

の
も

の
が
簡
捷
に

で
き

て
み
る
の
を
見
て
、
嘆
じ
て
曰
く

、
蕃
の
強
盛

夫
簡
の

一
字
に
あ

る
か
、
簡
以

て
繁
を
制

す
る
こ
,こ
を
得
¶こ
書

い
て
を

り
ま
才
o

　
か
う

い
ふ
風

に
幕
末

に
な
り
ま
す

¶こ
い
ふ
,こ
、
だ
ん
く

外

囲
の
風
を

見
て
、
先
例
格
式
の
暗
ま
し

い
當
時
の
弊
風

に
對
し

て
、
非
常

に
慨

嘆
を
漏
し
て
み

る
有
識

者
も

出
て
を
り

ま
す
。
か
く

の
こ
一こ
く
繁
文
縟
禮

に
流
れ
、
す
べ
で
か
形
式
化
し
た
こ
.こ
に
よ

っ
て
、
紫
時
の
文
化
が

一
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沈
滯
し

・
凝
結
し

て
固
定
し
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
り
ま
オ
。

こ
の
文
化
の
形
式
化
し
た
こ
・こ
の
原

因

は
、
外
囲
の
刺
戟
を
受
け
な
か

っ
た
た
め

で
あ

っ
た
か
ら
だ

こ
思

ふ
。
外
国

の
刺
戟
を
受
け
て
を

つ
た
な
ら
ば

、
今
話
し
た
古
賀
謹

一
郎
か
言

っ
た
や
う
に
、
幕
の
強

盛
簡
の

一
字
に
あ

る
か

¶こ
い
ふ
刺
戟
を
受
け

て
、
覺
醒
し
た
こ

一こ
で
あ
り
ま
せ
う
。
國

民
全
體
が
外
國

の
刺
戟
を

受
け
た

な
ら
ば
、
文
化
の
沈

滯

は
免
れ
得
た
一こ

思

ふ
の

で
あ
り
ま
す

・
こ

の
文
化

の
沈
滯

に
よ

る
弊
の
極
ま
る
¶こ
こ
ろ
、
遽

に
幕
府
は
潰
れ
て
し
ま

っ
た

の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
當
畔

の
文

化

か

一
旦
亡
び

て
・
更

に
明
治
の
文
化
を
薦
む

た
め
に
、
非
常
な
混
亂
の
時
を
生
じ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
も
し
銀
國
を
し
な
か

っ
た
な
ら
ば
、

外
国

の
刺
戟
を
受
け

て
、
文
化
の
沈
滞
は

免
れ
得
九
の
で
は
な
か

ら
う
か
¶こ
思
ふ
の
で
あ
の
ま
す
。
そ
れ
が
第
四

で
あ
り
ま
す

。

失 得 の 國 鎖

五

　
　海

外

發

展

の
問

題
-

土
地
の
問

題

　
最
後

に
第
五

に

お
き

ま
し
て
、
申

さ
ん
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
¶こ
は

、
國
民
の
海
外
發
展
上
の
得
失
で
あ
り
ま
す
。
先
刻
申
し
た

や
う
に
、
安
土

桃
山
の
時
代
か

ら
徳
川
の
初
期
に

お
い
て
は
、
安

南
、
呂
宋

、

シ
ャ

ム
そ
の
他

に
お

い
て
、
日
木
町
を
造

っ
て
盛
ん
に
活
動
し

て
居

つ
九
が
、

鎖
國

の
た
め

に
次
第

に
衰
微
し
て
し
ま

っ
て
、
折
角

發
達

し
て
を

つ
九
ミ
こ
ろ
の
日
本
人
の
勢
力
が
挫
折

し
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
後
約
二
百

年

間

・
日
本
人
は
外
国

へ
出

る
こ

¶こ
が

で
膏

な
い
で
居

る
内

に
、
世
界
の
す

べ
て
の
土
地
は
他
の
國
々
に
分
割

せ
ら
れ

て
し

ま

っ
た

の
で
あ
り
ま

す
・
そ
れ
ム
＼
持

主
が
決

っ
た

、
い
よ
く

日

本

か
外

に
出

か
け
や
う
一こ
す
る
時
に
は

、
も
う
何

處
に
も

空
地
か
な
く
な
っ
て
、
日
本
か
土
地

を

求

め

や

う

¶こ
す

る

ε

、
他

か

ら
邪

魔

を

す

る

、
力

づ
く

で
な

け

れ
ば

取
れ

な

い
や

う
に

な

っ
た

。
今

で
は

11

本

は
外

國

に

お

い
て

、

土
地

を

得

る
こ

,こ
は

で
膏

な
く

な

っ

て
し

ま

っ
た

の

で
あ

り

ま

す

。

現

在

の

所
有

者

の
權

利

を

侵

害
す

る

で

な
け

れ

ば

、

H

本

は
外

国

の

土
地

を

得

る

二

三

ゲ

'じ
聾

繁
く

な

つ
ヒ

カ

σ
あ

り

圭

ず

・

こ

こ

』
お

ρ
て

今

日

な
ぽ

H

本

が

颯
家

¶こ
し

て

、
非

常

に
煩

制

し

て
み

る

一こ
こ
ろ

の
移

民

問
題

か

コ
し
しち
うの
ヒ　
く
こくノ
な　
セノ
プ　
しノ
ぐ
ロ
ロ　

ご
　
　
　
　ロ　
　
　
　
　
　く

二
更
　
　
　ノ　
　
へ　
　
　
　
　
　　　　

る　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ　
　
さ
　

起

っ
て

を

る

の

で
あ

り

ま

+

。

も

し

こ

の
銷

國

が

な

か

っ
た

な

ら
ば

、
日

本

は

早
く

海

外

に

お

い

で
、

多
く

の
十
、地
を

得
た

こ
.、)
、
思

は

れ
..ま

す

。

さ
う

な
れ

ば

、
今

日

の

や

う

な

移

民
問

題

に
遭

遇

し

な

い
で

、
す

ん

だ

の

で
は

な
か

ら

う
か

・こ
思
ひ

ま

す

。

か

う

い
ふ
風

に
考

へ
ら
九

る

の

で
あ

り

ま

す

。

こ
れ

が

海

外

發

展

の

上

の

得

失

で
あ
り

ま
す

。
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生 得 の 國 鎮

　

以
上
私
は
第

一
に
郷
湾
上

の
得
失
、
正
貨
の
問
題
、
窟
業
の
闇
題

、
第
一
一
に
人

口
問
題

、
こ
れ

に
つ
れ

て
食
糧
問
題

、
第
三

に
内
國

の
政
治

問
題
、
浪
人
問
題

に
及
び

、
第
四
に
文
化
の
發
逹
、
及
び
文
化
の
形
式

化
し
た

ぐ
)
こ
ろ
の
問
題

、
箟
五
に
海

外
發
展
の
問
題

、
土
地
の
問
題
に

つ
い

て
極
く
大
體
を

申
上
げ
た
の

で
あ
の
ま
す
。
畦
間
の
都

合
上
た

f
骨
ば

か
の
を
申
し
ま
し
た
の
で

、
説
明
の
足
の
な
か
っ
た
¶こ
こ
ろ
が
あ

っ
た
や
う
で
あ
の
ま
す
が

、
こ
の
五

つ
の
問
題
に

つ
い
て
、
總
沖
算

を
し
て
見
ま
す

ミ
い
ふ
,こ
、
多
ひ
の
差
引
が

で
膏

る
や
う

で
あ
の
ま
す

る

け
れ

さ
も

、
大
體
先
刻
來
申
し
た
¶こ
こ
ろ
に
よ

つ
て
、

お
判
り
に

な
っ
た

で
あ
ら
う
¶こ
思

ひ
ま
す
。

一
得

一
失
は
あ
の
ま
せ
う
が

、
總
決
算
し

て
見
ま
す
れ
ば

、
い
つ
れ

か
噸こ
い
ふ
噸こ
損
失
の
方
が

多
か
っ
た
ミ
申

さ
浅
け
れ
ば

な
の
ま
せ
ん
。
結
論
¶こ
し
て
、
私
は
や
は
り
從
來
申
し
ま
し

た
逋
り

に
、
錙
嗣
ぐ
}い
ふ
も
の
は
、
R
太

の
損
失

で
あ

っ
た

,こ
い
ふ
こ
ミ
の
結
論
に
達
し

た
い
ε
思
ふ
の

で
あ
り

ま
す

。
利
益
¶こ
い
ふ
點
も
多

少

は
あ

っ
た
か
広
知

れ
ぬ
が

、
そ
れ

は
そ
れ
ほ

心
大

唐
な
も

の
で
は

な
か
っ
た
、
や
は
り

銷
國
に
よ

っ
て
日
本
の
失

っ
た
方
が
大
き
か
っ

た
や

う
に
思
ふ
の

で
あ
り
ま
す
。

六
ほ
申
上
げ
た
い
こ

¶こ
広
澤

山
あ
の
巣
守
が
、
眸
問
の
都
合
上
こ
の
位
に
致
し

て
置
膏
ま
す
。
　

(
完
)

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

"
昭
廂
四
年
三
月
二
十
一
目
講
演
髄
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昭
和
四
年
十

一
月
十
五
日
印
刷

昭
和
四
年
十

一
月
二
十
日
護
行

開

園

文

化

(定

價

二

圓
)

ずさ許を製複

著
作
兼
發
行

集

印
別
人

印

刷

所

大
阪
市
北
區
中
之
島
三
丁
目
三
番

地
株
式
會
瓧
朝
日
新
聞
瓧

　
大
　

道
　

　
弘
　

雄

大

阪
市

北

區

中
之

島

三

丁
目

三
番

地
株

式

會

瓧
朝

日

新

聞
瓧

　
大
阪
朝
日
新
聞
發
行
所

發

行

所

大
阪
市
北
風
中
之

　
　
　
　
　
　

繧

朝

日

新

聞

耻

島
三
丁
目
三
番
地




