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秋
風
の
ふ
き
と
吹
き
ぬ
る

む
さ
し
野
は

な
く
て
章
ぱ
の色
か
は
り
け
り

秋
の
の
に
道
も
ま
ど
ひ
幽

松
か
し
り

と
ゑ
す
る
か
北
に

宿
や
あ
ら
ま
し

。
］
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光
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常
論
し
て
い
た
と
い
う
。

世
の
中
の
煙
草
と
人
の
よ
し
悪
は

煙
と
な
り
て
後
に
こ
そ
し
れ

ｏ
影
森
用
水
の
開
さ
く

挟
父
郡
影
森
村
は
そ
の
昔
、
武
中
山
下
の
一
寒
村
で
ｑ

八
十
餘
の
民
家
は
あ
り
な
が
ら
、
井
水
は
僅
か
に
二
箇
所

し
か
な
か
っ
た
。
そ
川
緋
泳
輔
山
燗
の
溪
聯
湖
矧
叺
俶
設

備
不
完
至
の
た
め
、
半
天
洞
水
の
際
に
も
媒
溢
水
の
際
に

も
、
そ
の
不
便
は
お
話
に
な
ら
囚
始
末
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
遂
に
口
の
悪
い
村
童
を
し
て
「
嫁
に
い
く
な
ら

影
森
お
よ
し
米
が
な
い
の
に
水
が
な
い
」
と
う
た
わ
し
め

牝
次
第
で
あ
る
。
村
長
關
田
宗
次
郎
は
村
民
の
困
難
を
救

わ
ん
が
爲
め
給
水
の
改
良
に
志
し
鋭
意
研
究
の
上
、
村
内

け
い

一
二
の
輪
然
よ
り
流
水
の
計
薑
を
な
し
、
私
財
を
な
げ
う
っ

て
之
が
工
事
に
着
手
し
た
。
成
功
の
後
一
戸
毎
に
絡
水
の

そ
せ
い

便
を
得
、
村
民
は
始
め
て
蘇
生
の
恩
ひ
を
な
し
た
・
明
治

一
一
一
十
五
年
士
一
月
本
縣
知
事
は
代
の
令
孫
に
木
杯
一
組
を

授
け
生
前
の
功
勢
を
追
賞
し
た
。

ｏ
小
谷
夏
憲
と
一
一
宮
金
次
郎

文
政
六
年
の
春
三
十
七
才
に
な
鞠
一
一
宮
金
次
郎
は
領
主

小
田
原
侯
大
久
保
加
賀
守
の
命
を
承
け
、
そ
の
分
地
で
あ

る
下
野
國
櫻
町
の
改
革
を
断
行
す
る
爲
、
家
族
を
伴
っ
て

櫻
町
伽
陣
屋
に
着
い
れ
。
非
常
な
意
氣
込
で
豫
て
計
書
し

た
改
良
工
作
を
行
は
う
と
せ
し
が
、
次
か
ら
次
へ
と
難
問

題
が
続
出
し
て
幾
度
か
匙
を
投
げ
よ
う
と
し
た
。
或
年
江

戸
へ
往
復
の
途
中
、
武
州
鳩
ケ
谷
の
近
村
を
過
ぎ
る
と
、

わ
ら
ぢ

一
人
の
老
婆
が
破
れ
た
草
鮭
を
押
戴
い
て
何
事
か
ロ
の
中

に
っ
慰
や
い
て
、
田
の
中
へ
投
げ
棄
て
る
の
を
見
た
。

’
金
次
郎
は
不
思
議
に
思
っ
て
そ
の
識
を
奪
れ
る
と
老
婆

は
、
こ
の
草
継
は
数
日
の
間
私
の
足
を
保
護
し
て
く
れ
に

か
ら
、
そ
の
お
禮
を
述
べ
て
捨
て
た
の
だ
と
答
え
た
。
金

次
郎
は
そ
の
心
掛
け
に
感
じ
入
り
、
そ
れ
は
誰
が
お
ま
え

さ
ん
に
教
え
て
く
れ
た
か
と
聞
く
と
、
そ
れ
は
鳩
ヶ
谷
の

三
志
さ
ま
の
教
え
だ
と
い
う
。
そ
れ
で
は
そ
の
人
に
是
非

お
目
に
か
上
り
北
い
と
、
途
輩
聞
い
て
鳩
ケ
谷
へ
同
つ
れ

こ
と
は
、
二
宮
夜
話
に
、

我
昔
鳩
ヶ
谷
蝉
を
過
ぎ
し
時
、
同
騨
に
て
不
二
講
の
名

高
さ
三
志
と
ゅ
う
者
在
れ
ば
薄
れ
し
に
、
一
一
一
志
と
い
ひ

て
も
誰
も
知
る
者
な
し
、
よ
く
ノ
ー
間
ひ
零
れ
し
か
ぱ

は
横
町
の
夫
手
習
師
匠
の
庫
兵
衞
の
こ
と
な
る
べ
し
と

い
ひ
し
こ
と
あ
り
き
。

￣

●

￣
￣

－￣
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取
力
士
で
人
氣
を
集
中
し
た
が
、
昭
和
四
年
五
月
三
十
一
一

才
で
引
退
し
た
の
で
あ
る
ｐ
同
氏
は
大
正
十
二
年
九
月
一

日
の
大
慶
災
に
遭
遇
し
て
川
口
へ
移
住
し
れ
の
で
あ
る
が

営
時
川
口
の
好
角
家
は
氏
の
た
め
に
後
援
會
を
組
織
し
て

氏
を
激
勘
し
相
撲
遁
仁
糀
進
せ
し
め
た
の
で
ぁ
つ
れ
ｏ

氏
は
相
撲
界
稀
に
見
る
明
敏
友
頭
脳
の
持
主
で
ｐ
相
撲

四
十
八
手
を
應
尉
し
た
鵠
操
術
を
考
案
し
、
第
十
一
種
の

通
勤
を
創
始
し
て
、
杢
國
小
學
校
に
普
及
し
た
ｐ
昭
和
二

・
年
以
来
川
口
市
に
少
年
洲
撲
を
催
し
大
仁
鶴
育
覇
業
に
貢

献
す
る
所
が
あ
っ
た
。

ぽ
う
し
ゆ
臓
広

Ｏ
寳
珠
》
化
村
の
大
凧

凧
の
笠
珠
花
と
し
て
世
界
的
な
ら
し
め
七
。
そ
の
大
凧

の
起
源
に
つ
い
て
調
べ
て
見
る
と
さ
う
古
く
な
い
。
何
ん

で
簡
明
済
一
一
一
十
年
代
か
ら
の
事
で
あ
る
ｐ
元
来
あ
の
地
方

で
は
子
供
が
出
来
る
ど
凧
を
揚
げ
る
智
慨
が
あ
つ
だ
が
、

ひ
と
生
と
脇

そ
れ
を
一
擁
に
し
て
大
凧
鑛
ご
上
げ
る
よ
う
に
な
つ
れ
と
ゅ

う
。
今
で
は
縦
八
間
、
織
六
間
半
、
西
の
内
二
千
五
百
枚

張
り
、
重
量
二
百
没
と
ゅ
う
素
晴
ら
し
い
大
き
な
も
の
を

造
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
そ
の
大
凧
二
枚
を
鑓
っ
て

た
ん
ピ

端
午
の
節
句
に
飛
揚
す
る
日
本
随
一
の
大
凧
で
あ
り
世
界

的
な
も
の
で
、
れ
し
か
に
埼
玉
名
物
の
一
つ
で
あ
る
。

ｎ
１

ｌ
与
二

ジミグセヘン､へ’■`、ゾーヘィ､ﾉ、～へＪｈＪ員'、ﾉ、ﾉ、F、'、グー、〆竝、'札’h`、へ'、‘、〃､〆、ハグ､ジ､ジ貝ジ

弔い一

祉
界
各
國
の
交
渉
繁
多
と
な
る
に
伴
亟
各

種
の
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
の
不
便
を
、
痛
感

し
て
き
た
ｏ

い
づ
れ
の
國
に
も
鴎
し
な
い
世
界
語
を
、
使

用
せ
ん
と
す
る
傾
向
が
盛
ん
と
な
っ
て
來
北
⑩

ポ
ー
ラ
ン
ド
の
、
ザ
ン
メ
ン
ホ
ッ
フ
博
士
の
創

案
に
な
る
エ
ズ
ペ
ラ
ン
ド
語
は
、
そ
の
一
つ
の

現
は
れ
で
あ
る
Ｃ
ｌ

我
が
園
の
氣
塵
は
『
一
一
月
の
駿
寒
の
時
に

最
も
高
く
、
暖
か
く
て
潔
氣
に
富
む
六
℃
七
月

の
頃
は
最
も
低
い
。

面

艀̄

Ⅲ
■
Ⅲ

世
界
語
の
鰯
要

我
が
國
の
氣
塵

勺

五

～

⑥



騨）

壁
を
望
み
、
荒
川
の
懲
麟
に
面
し
腱
塾
卿
ろ
絶
佳
、
伽
う
甕
花
吹
雪
散
る
花
び
ら
の
お
も
し
ろ
く

う
か
び
流
ろ
上
北
ま
よ
ど
の
は
ら

る
に
象
ヶ
鼻
の
奇
岩
、
宗
像
三
秣
を
所
る
榊
肚
、
蕊
跡
藤
夏
、
山
水
の
流
れ
も
き
よ
き
あ
ら
か
は
に

田
の
聖
天
等
古
來
有
名
な
も
の
が
あ
る
。
ま
こ
と
に
清
遊

好
適
の
一
大
勝
腫
を
成
す
。
、
、

あ
ゅ
の
香
だ
か
し
夏
の
た
ま
よ
ど

り
よ
う
ふ
う

こ
の
新
勝
地
の
命
名
に
就
工
『
鰍
蛎
史
跡
名
勝
需
然
記
念
秋
、
な
く
む
し
の
鑿
は
流
れ
て
涼
風
に

日
て
り
渡
る
強
蛍
よ
ど
の
あ
き

Ⅷ蹴麓鰄鱸灘吋鯏細鰄鮭卿創關艫附冬見渡せば鉢形あたり常盤木の
と
き
わ
き

い
る
塾
さ
り
行
く
冬
の
龍
ま
よ
ど
／

を
玉
淀
と
命
名
さ
れ
た
。
町
民
一
同
大
い
に
喜
び
昭
和
六

年
四
月
二
十
九
日
天
長
の
佳
節
を
卜
し
命
名
披
露
脱
賀
會

◇
◇
１
・

を
催
し
、
左
の
宣
傳
ビ
ラ
を
配
布
し
た
。

◇
「

縣
下
大
里
都
寄
居
町
は
秩
父
鐵
道
と
東
武
鐵
遁
東
上
線

の
接
績
地
で
あ
る
。
抑
参
・
に
最
近
八
高
線
の
通
過
に
よ

っ
て
、
武
蔵
野
の
交
通
要
路
た
る
位
置
を
占
ひ
る
に
至
つ

れ
。
同
町
有
志
は
町
將
來
の
發
展
を
考
慮
し
、
荒
川
沿
岸

の
雑
木
林
を
伐
り
擁
ひ
、
花
喜
橋
を
中
心
に
約
三
十
丁
の

遊
覧
道
路
を
開
さ
く
し
、
之
れ
に
樫
並
木
を
仕
立
て
自
然

の
風
光
に
一
段
の
辮
鞠
を
發
揮
せ
し
め
、
前
面
秩
父
の
翠

馴
州
鰍
淵
鉱
腓
議
艘
艤
識
Ⅷ
灘
Ⅷ
川
端

ｏ
寄
居
新
名
勝
玉
淀 団

ロ

■
画

一
寄
居
藩
・
所
が

ｏ
玉
淀
の
四
季

Ｊ
》
」
》

→
、

ヨ
ノ

Ｉ '
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､

ま
る
き
ぷ
い
．

ｏ
潤
木
舟
の
發
見
、

本
縣
で
積
木
舟
が
發
見
さ
れ
た
の
は
、
私
の
知
っ
て
ゐ

る
の
は
昭
和
五
年
一
月
に
北
足
立
郡
新
田
村
大
字
長
方
衞

門
新
田
で
、
綾
瀬
川
改
修
の
際
一
の
潤
木
舟
が
發
掘
さ
れ

た
。
そ
れ
か
ら
八
年
の
三
月
に
同
郷
伊
奈
村
太
字
小
窒
字

中
島
か
ら
水
田
の
改
修
工
事
中
地
下
六
尺
の
所
か
ら
古
代

の
澗
木
舟
一
隻
を
發
掘
し
た
。

双
方
‐
こ
も
醤
綾
瀬
川
流
域
で
あ
る
屯
又
昭
和
十
一
一
一
年
六

月
に
は
北
足
立
都
戸
田
村
の
ポ
ー
ト
・
コ
ー
ス
施
設
工
事

中
、
同
村
大
字
本
村
の
荒
川
敦
の
地
表
二
米
下
か
ら
一
隻

の
濁
水
舟
が
發
掘
さ
れ
た
ｍ
長
さ
十
五
尺
、
幅
一
尺
九
寸

け
づ

》
尚
一
尺
一
一
寸
、
厚
一
二
寸
、
赫
趙
は
丸
木
を
焼
い
て
副
っ
仁

丈
で
、
ぁ
・
よ
り
手
を
か
け
て
居
な
い
。
こ
の
潤
木
舟
は
綾

瀬
川
で
發
見
さ
れ
だ
も
の
よ
り
辿
繍
古
く
職
め
て
原
始
的
な

も
の
で
、
恐
ら
く
は
古
墳
時
代
の
始
め
頃
の
も
の
と
推
定

さ
れ
た
ＣＯ
二
千
年
間
古
墳
『
内
に
埋
蔵
さ
れ
た
。

太
の
種
子
が
發
芽
．

昭
和
十
四
年
一
月
兒
玉
郡
東
兒
王
村
下
十
朧
、
古
墳
内
併

〆

、

｜
ロ
）

蕊
蕊
灘
Ⅷ
Ⅷ
噸
Ⅷ
羅
護
灘
峯

育
し
た
ｏ
之
は
西
印
度
マ
ダ
ガ
ス
カ
ル
地
方
に
存
在
す
る

拶
木
の
種
子
で
あ
る
が
、
二
千
年
も
前
に
何
等
か
の
關
係
で

こ
人
に
來
仁
も
の
と
恩
は
れ
る
。
こ
の
例
は
前
年
横
濱
市

日
吉
臺
の
古
墳
を
慶
應
大
學
で
發
掘
し
に
時
、
廓
中
か
ら

出
沈
杉
の
木
の
種
子
が
同
じ
く
發
芽
し
て
居
り
、
木
の
種

子
の
壽
命
が
頗
る
永
い
の
に
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

ｏ
平
賀
源
内
と
秩
父
地
方

蔽
世
文
明
の
鮨
擬
と
し
て
大
天
才
と
鱒
揚
さ
肌
化
平
賀

源
内
の
業
績
中
忘
肛
て
は
な
ら
な
い
こ
と
城
秩
父
地
方
で

あ
る
Ｃ

ｌ

源
内
の
發
明
で
あ
る
石
綿
を
原
料
と
し
に
火
佑
を
始
め

戯
曲
榊
蕊
矢
口
の
渡
の
戯
作
苔
、
叉
晩
年
⑰
大
活
動
で
ぁ

つ
れ
、
秩
父
の
採
鑛
事
業
や
荒
川
邇
船
の
こ
と
や
、
炭
澆

事
業
等
、
い
づ
れ
も
秩
父
地
方
沌
行
は
れ
に
大
事
業
で
あ

っ
た
０

Ｊ

源
内
が
秩
父
に
足
を
運
ん
だ
最
初
は
明
治
一
兀
年
の
初
春

で
あ
っ
た
。

（
を
は
．
り
）
・

七

か
ら
發
見
さ
れ
た
木
の
種
子
を
、
秩
父
郡
の
山
岳
家
清
水

用。

Vｉ
－

’
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菅し周の女王は夢によって太公望といふ軍師を得ました。

又漠の丁公と云ふ人は腸に松生じると夢みて三公といふ位に進み、

唐の李白といふ人は筆頭に花吹〈といふ夢をみて詩人の名人となり

ましたそうです？。日本でも日輪懐中に入ると夢を見て豊臣秀吉を

産みました。之みな夢の印であります？

今古人の老へた夢占ひの中からより出し、解しやすい例を下に記

乙ませう｡

□
＝と

の ￥fB

o天に昇ると見れば大いに立身すべし○雷に打たるとみれば犬v、
’二ｊＬｏ雲降ると見れば慶事有、縁談などによしolIUに登ると
見れば大い{ニよし○海を渡ると見れば大いによし○貴人の前に
出づるとみれば大吉なり○斬られると見れば大吉なり○賊』MEに
過ふと見れば吉凶事を去るの兆な、ｏ魚肉を食ふと見れば寓蕊安
泰な、○霄を見るとみれば吉なり○貧に迷ふと見れば吉、遠方
より便あり○人にのの壜しられるとみれば吉、願望篭すぺしＯ我刑
にあび鞭打たる〉とみれば吉○夜明けると見れば大吉、一家を起
すべし○頭痛すると見れば出世すべし○泣くとみれば吉事あり

○mに入りて迷ふとみれば吉、勉學によし○火難に遇ひて我家焼
くるとみれば金銀財貨を得ぺし

凶の部

○天暗しとみれば大凶百病氣危し．○雲起るぜみるは凶、親族朋友
と不和を生ず○地震ありとみれば訴訟口論あり○人に物を透る

と見ｵしば凶ヮ病氣危し○子生れろと見れば女は病を生ず、男は外
出を禁ず○汗出つると見ればわるし○梨を食すると見れば、夫
婦離別すぺし○鍵の上にわりがはふと見れば悪し○眉を剃ると
みれば病熟悪し．女なれば苦勢を生ず○灸をすへると見れば凶不
時の災難あり○餅を焼くとみるは凶、相談事約束事破るべし○

．金子を拾ふと見れば以[、かへって損失ありあか左洗ひ落すと見
れば凶、諸事注意すぺし○歯抜けると見れば凶愁事あり○日つ
ぶれろと見れば子に離れ、家運傾く○羽織を着するとみるは凶、

色情にて錐ふ事あり。

９
⑥

ロ

皆

八
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び

て
少
な
く
、
大
多
数
は
菰
立
で
あ
り
ま
す
。
官
立
・
と
も
見

る
べ
き
は
、
各
藩
に
藩
學
が
あ
り
．
ま
し
て
其
虚
で
は
主
と

し
て
藩
臣
の
子
弟
を
教
育
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

即
ち
川
越
の
藩
學
の
長
善
館
、
忍
藩
學
の
進
修
館
、
岩

槻
藩
學
の
遷
喬
館
等
で
是
等
藩
學
で
は
和
漢
の
學
問
は

も
ち
ろ
ん
、
弓
馬
槍
劒
等
儒
員
や
師
範
が
置
か
れ
て
、
藩

主
は
文
武
雨
遁
を
奨
勵
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
是
等
藩
學

で
幕
末
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
這
い
肋
潔
鞭
長
格
の
儒

瀧訓辮鰈蕊州ⅢⅧ奴川筋Ⅲ瀦即鵡騨

江
戸
時
代
の
學
校
は

今
と
同
様
官
公
立
や
識

立
が
あ
り
ま
し
泥
０
６

．
ち
ろ
ん
官
公
立
は
極
め

｜丘｝

江
戸
蒔
筏
の
地
方
亭
種
と

生
徒
乙
乙
ろ
え

桴
城

生

す
る
も
の
と
し
て
は
ｂ
久
喜
の
遷
善
館
で
享
和
三
年
三
月

幕
府
の
代
官
早
川
八
郎
右
衞
門
公
紀
の
創
設
し
た
も
の
で

今
か
ら
百
四
十
年
前
り
こ
と
で
あ
り
誤
す
。
、
遷
善
館
は
粗

ふ
じ
ま
い

税
を
め
ん
ぜ
ら
れ
、
扶
持
米
二
人
を
受
け
館
費
に
充
て
、か
め
た

蠣
損
姫
は
其
の
頃
江
戸
で
博
學
多
聞
の
名
の
あ
っ
た
鱸
田

く
腰
湯
く
す
い
・

鵬
齋
及
び
そ
の
子
の
綾
瀬
、
太
田
錦
城
、
久
保
筑
水
簿
が

招
か
れ
て
教
鞭
露
取
り
、
藩
學
の
様
に
藩
臣
に
限
ら
す
持

志
者
の
入
墨
を
許
し
て
い
化
。
・

そ
の
他
は
漢
學
塾
や
寺
小
屋
で
、
こ
の
種
の
民
間
教
育

ぱ
各
町
村
に
多
数
散
在
し
て
い
に
。
こ
れ
ら
の
寺
子
屋
は

請
書
、
算
、
筆
等
を
教
え
る
し
ご
く
簡
易
な
も
の
で
、
一

和
尚
や
紳
主
ま
だ
は
浪
人
等
が
先
生
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
，

．
な
ん
か

で
岩
槻
の
兒
玉
南
材
先
生
が
、
岩
槻
城
下
に
設
け
た
村
民

教
諭
所
が
最
も
特
色
あ
る
の
で
、
甫
村
先
生
自
ら
所
長
と

尼．

鶇̄

九



ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

￣

『
師
匠
と
父
母
の
申
付
を
守
る
べ
き
事

で
禮
儀
を
重
ん
じ
行
儀
を
正
し
く
す
る
事

む
つ
ま

一
、
明
輩
同
士
心
互
に
睦
じ
く
す
べ
菖
事

で
喧
嘩
口
論
を
成
す
べ
か
ら
ざ
る
事

一
、
食
物
金
銭
を
所
持
す
べ
か
ら
ざ
る
事

『
途
中
に
て
高
鑿
悪
戯
す
べ
か
ら
ざ
る
事

さ
つ
と
め
い
ま
６
ら
べ
く
孕
む

右
條
は
屹
度
可
相
守
背
く
者
は
七
つ
（
十
一
ハ
時
）

迄
可
一
一
留
置
一
侯
事
、

な
っ
て
．
藩
學
の
傍
ら
親
切
に
村
民
を
教
え
尤
の
で
あ
り

ま
す
か
そ
の
識
諭
所
の
生
徒
心
得
を
抜
繁
し
て
示
せ
ば
、

左
の
通
り
で
あ
り
Ｊ
三
９
．

お

き
て
（
男
子
の
部
〉

⑭
・

す

：

■

．
「
か
お
の
よ
し
あ
し

一
、
家
の
く
ら
し
む
き

「
男
子
の
ち
わ
さ

「
た
ち
ぎ
き

「
中
ぐ
ち

「
つ
げ
く
ち

一
、
着
も
の
の
よ
し
あ
し

一
、
高
わ
ら
い

「
た
ち
ぐ
い

右
の
條
は
決
し
て
な
す
べ
か
ら
ず
背
く
者
は
七

つ
（
十
六
時
）
ま
で
、
と
め
お
か
ぎ
べ
き
事

お
き
“
て
（
女
子
の
部
）

ｐ
－

ｍｒ

一

○



我
が
武
馨
の
犬
千
原
が
開
誰
ら
態
大
小
の
池

や
．
沼
が
、
塊
妙
沁
れ
噂
自
然
の
流
蝕
で
あ
つ
れ
河
川
が

改
修
さ
れ
て
炉
茅
野
や
芦
原
で
め
つ
だ
所
に
、
何
時
し
か

村
落
が
出
來
、
沼
澤
や
、
鰭
地
は
、
美
く
し
き
田
と
化
し

て
、
そ
こ
に
流
派
な
水
郷
が
は
じ
ま
り
も
今
は
古
へ
の
お

も
か
げ
を
し
の
冬
〈
べ
く
も
な
い
。

我
が
武
蔵
野
が
果
し
も
知
ら
れ
ぬ
草
原
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
た
し
か
に
文
献
の
諸
明
す
る
所
で
あ
る
が
も
上
代
の

武
蔵
野
が
夢
の
如
く
消
え
去
っ
て
、
そ
こ
に
現
代
文
化
が

迩
憾
な
く
築
か
れ
つ
上
あ
る
。
か
く
て
武
蔵
野
固
有
の
野

章
も
、
次
第
に
枯
飢
失
せ
て
遂
に
は
其
の
種
類
が
絶
滅
し

て
し
Ｊ
》
？
〈
も
の
も
す
ぐ
な
く
な
い
Ｏ

今
は
貴
重
な
天
然
紀
念
物
と
し
て
保
護
保
存
に
つ
と
め

過
ぎ
し
日
の
ふ
る
さ
と
は
美
く
し
か
り
し
か

一博’一魔一関一一山一一胸一一問一蹴一一個一厨一一職一一野一

画
一
ロ
二

◆

ね
ば
な
ら
皿
も
の
す
ら
あ
る
ｏ

自
然
と
文
明
と
が
著
し
く
遠
ざ
か
り
行
く
現
代
に
於
て
、

む
ら
ざ
含

か
っ
て
は
紫
の
里
と
推
賞
雲
ご
れ
仁
．
武
藏
野
の
自
然
美
も

今
は
次
第
に
失
せ
て
す
べ
て
は
人
工
的
に
鍵
化
し
っ
上
あ

る
欣
態
で
あ
る
。

如
斯
し
て
奈
良
、
平
安
の
歌
人
等
が
、
の
こ
し
た
武
職

野
の
和
歌
も
最
早
一
種
の
傅
説
化
し
た
と
云
ふ
も
過
言
で

は
あ
る
ま
い
。

さ
て
古
へ
の
武
藏
野
を
味
ふ
一
文
献
と
し
て
．
も
っ
と

た
い
ち
の
う
ぢ
や
す

も
有
力
な
も
の
旧
平
氏
康
の
武
蔵
野
記
行
が
全
の
る
。

そ
の
一
節
を
記
せ
ば
左
の
通
り
で
あ
る
。

天
文
十
五
年
仲
秋
の
頃
武
藏
野
を
見
ん
と
て
此
歳
月
恩

あ
ま
た

ひ
れ
坐
ｂ
ぬ
る
事
な
れ
ば
人
々
数
多
打
蓮
伽
、
小
騰
狩
り

一
一

一
闇
二
閥
二
閏
一

Ｗ̄



し
て
遊
ば
ん
と
て
皆
々
狩
の
装
束
し
て
馬
に
打
乘
り
り

（甑略）武臓野を狩り行くに維欝紡萱はてし
の
ぁ
ら
ぱ
こ
そ
、
萩
、
す
上
き
、
女
郎
花
の
露
に
や
ど

れ
る
聾
々
あ
わ
れ
を
催
す
ば
か
り
な
り
。

、
武
蔵
野
と
、
い
づ
こ
を
グ
さ
し
て
分
け
入
ら
ん

行
く
６
か
へ
る
も
、
は
て
し
な
け
れ
ぱ

古
へ
の
草
の
ゆ
か
り
の
色
も
、
な
つ
か
し
け
れ
ば
な
り

こ
瑠
紫
の
ひ
と
も
と
ゆ
ゑ
な
る
べ
し
。

隅
っ
な
ょ
、
わ
が
世
の
中
の
、
人
な
れ
ば

知
る
も
知
ら
ぬ
も
、
草
の
ひ
と
も
と

以
上
氏
康
の
記
行
は
天
文
十
五
年
と
あ
る
か
ら
、
今
よ
り

約
四
百
年
ば
か
り
前
の
こ
と
で
、
比
較
的
近
世
の
こ
と
で

あ
る
。
併
し
こ
の
記
行
で
現
代
よ
り
も
武
蔵
野
ら
し
い
情

趣
を
味
ふ
こ
と
が
出
来
よ
う
。

そ
れ
よ
り
数
百
年
昔
の
武
藏
野
は
一
層
草
し
げ
き
、
は

て
し
も
な
い
大
平
原
で
あ
っ
た
こ
と
は
勿
論
の
事
と
恩
は

れ
る
ｏ

我
が
武
藏
野
を
詠
ん
だ
古
歌
と
し
て
は
萬
葉
集
に
載
せ

筵
短
歌
の
内
武
蔵
國
歌
と
し
て
武
蔵
野
の
「
う
け
ら
か
花
」

を
詠
ん
だ
も
の
が
一
一
一
首
あ
る
。
勿
論
讃
人
不
知
と
あ
る
・

糠
し
く
ぱ
袖
も
ふ
ら
ん
を
武
藏
野
の
．

Ｂ
Ｌ
ロ

一一一

・
う
け
ら
が
花
の
色
に
い
づ
な
ゆ
め

如
何
に
し
て
こ
い
は
か
い
§
に
武
藏
野
の
、

う
け
ら
が
花
の
色
に
て
す
あ
ら
ん

我
背
子
を
あ
・
と
か
も
い
は
ん
武
藏
野
の

う
け
ら
が
花
の
時
な
き
も
の
を

ふ
ぽ
く
し
う
き
よ
▼
け

ま
た
夫
木
集
に
清
輔
の
詠
み
し
歌
と
し
て

紫
の
色
に
は
嘆
く
な
武
蔵
野
の

草
の
ゆ
か
り
と
人
望
ｂ
こ
そ
知
れ

武
蔵
野
の
野
中
を
分
け
て
摘
み
初
め
り

若
む
ら
き
き
の
色
は
か
き
り
か

武
蔵
野
に
生
ふ
と
し
聞
け
ば
お
ち
さ
き
の

・
・
其
の
色
な
ら
ぬ
草
も
む
つ
ま
じ

春
も
塾
長
色
に
は
い
で
か
む
さ
し
の
や
．

若
紫
の
ゆ
き
の
し
た
く
き

武
蔵
野
の
若
紫
の
す
り
ご
ろ
も

忍
ぶ
の
み
だ
れ
か
ぎ
り
し
ら
れ
ず

か
こ
つ
べ
き
人
も
な
き
世
に
武
蔵
野
の

，
若
紫
を
何
に
め
づ
ら
む

武
蔵
野
を
分
け
來
し
駒
の
い
く
か
へ
り

・
今
は
む
ら
き
き
の
庭
に
出
づ
ら
む

武
蔵
野
に
生
ふ
數
め
る
草
の
中
に
古
來
人
に
詠
ま
れ
龍
る

ら
－

Ｗ



野
草
彩
か
ぞ
う
れ
ば
、
尾
花
、
ざ
は
ち
び
、
お
み
な
へ
し

萩
す
み
、
、
野
菊
。
ふ
じ
ば
か
ま
等
い
ろ
，
ｒ
～
で
あ
る
。

中
で
も
す
み
れ
衝
野
菊
、
ふ
じ
ば
か
ま
は
我
が
武
蔵
野

孝
紫
化
し
た
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
ら
う
。

す
み
れ
に
つ
い
て
は
左
の
四
首
が
あ
る
ｐ

紫
の
ゆ
か
り
と
見
え
て
武
蔵
野
の

す
み
れ
は
色
に
あ
ら
は
れ
に
け
り

そ
の
色
は
匂
は
い
草
も
む
つ
ま
じ
き

武
藏
野
に
畷
く
つ
ぽ
す
み
れ
か
な

武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
を
の
づ
か
ら

ひ
ら
く
る
と
き
も
無
き
心
か
な

武
蔵
野
の
う
け
ら
が
花
の
い
つ
と
な
く

嘆
き
み
だ
れ
に
る
こ
ひ
も
す
る
か
な

と
め
る
。
萬
葉
集
は
総
べ
て
二
十
巻
で
．
之
に
載
せ
た
歌

は
長
歌
二
百
六
十
首
。
短
歌
四
千
百
七
十
一
一
一
首
よ
旋
頭
歌

六
十
一
首
。
合
計
四
千
四
百
九
十
六
首
で
、
年
代
は
第
十

六
代
仁
徳
天
皇
か
ら
第
四
十
七
代
淳
仁
天
皇
の
天
平
。
寶

○
三
年
迄
約
四
百
五
十
年
間
の
歌
集
で
、
我
武
藏
國
歌
は

少
く
と
も
今
よ
り
一
千
百
八
十
年
以
前
に
よ
＆
尻
に
§
の

で
、
う
け
ら
の
花
は
武
識
野
の
野
草
と
し
て
早
く
か
ら
世

に
知
ら
れ
北
も
の
で
あ
る
。

己

ロ
］

北
足
立
郡
、
大
和
町
大
字
上
新
倉
字
原
新
田
に
本
年
の

三
月
縣
史
跡
に
指
定
さ
れ
た
。
武
蔵
野
う
け
ら
庵
阯
が
あ

る
・
庵
阯
の
附
近
は
う
け
ら
野
と
瀞
し
、
武
蔵
野
の
一
部

で
、
お
び
北
堕
し
く
う
け
ち
が
自
生
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
川
越
街
道
に
沼
ふ
所
と
て
江
戸
の
文
人
墨
客
が
こ
の
う

け
ら
庵
を
訪
れ
た
の
で
ｂ
江
戸
文
學
の
遺
跡
と
し
て
有
名

で
あ
る
。

営
時
の
、
う
け
ら
庵
松
蔭
は
新
倉
村
の
村
長
で
同
所
の

薔
家
現
鈴
木
家
の
數
代
前
の
営
主
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に

武
蔵
野
は
奈
良
平
安
の
歌
人
に
よ
り
美
化
さ
れ
て
、
武
藏

野
の
む
ら
き
ぎ
の
里
と
か
、
武
蔵
野
の
若
む
ら
き
き
と
か

よ
ま
れ
て
ゐ
る
が
そ
れ
は
、
た
し
か
に
平
安
以
後
の
こ
と

で
武
藏
野
の
ゆ
か
り
の
色
と
し
て
営
代
の
歌
人
が
我
が
武

蔵
野
を
紫
色
の
美
し
い
も
の
に
化
し
た
。
そ
の
歌
は
次
の

通
り
で
あ
る
。
、

武
蔵
野
や
草
の
ゆ
か
り
の
色
な
が
ら

人
に
知
ら
れ
ず
嘆
く
す
み
れ
か
な

ま
に
野
菊
に
付
て
は
紫
の
一
も
と
上
し
て
ょ
ま
れ
北
も
の

継
左
の
通
り

紫
の
一
も
と
故
に
む
き
し
野
の

草
も
見
な
が
ら
あ
は
れ
と
ぞ
見
る

Ｗ̄

＝－－

￣
￣
-￣



鍵 蝋
騨
騒
識
醗
鴎
慰
の iiliiDiiiiiiililiii鑿iijii
絢
（
の
は
左
の
漉

笑
き
ぬ
る
汁
と
き

額
む
ら
き
き
の
通
に
冨

子
の
ゆ
か
り
艇
藤
ば
か

閲
・
魁
曽
脅
に
染
め
下

逼
滕
俶
勘
…
違

い
閉
囎
菱
糺
藤
蝋
か
＃

ふ
む
で
〃
野
菊
ｐ
捗
瞭
ぱ
弥

鱗

己
、
⑥

ｶﾘﾘくぃ
９球
生か
膳1虜

Ｕ
７
・
ロ
】

ロ
。
．
→
卍
四

ロ鰹
濁
の
ゆ
擶

じ
》
お
ツ
マ
Ｄ
Ｏ
Ｉ
，

騨
滅
野
の
阯

霞 侭
Ｚ
壜
鎧

蓉
ぃ
壇
・
豊
永

秤
生
潜
釘
、
鍵

鬘
違
勢

。

ｆ
臆
．
已
少
斗

捌
窺
厚
の
墨

炸
偉
〃
割

高州砕壗轌
圏
塞
幽
、
、

の
』
制
魁
』
の

〃

罰

鑿 趨
成氾
笈
口

和
と
寺

几
。
ｚ

固
い
、
沙

吟丹
季
罰

,

刑
・
ロ

．
’
．
７

ワ

嬉
藷

…

鶴曇；
蕪ＬＣＤ

堂>糖



瀞｝

嚢

は
じ
し
ん
広
州
郷
士
か
Ｑ
》
・
」
ｎ
発
１
町

『
震
瞳
こ
ん
な
史
蹟
名
勝
や
、
〉
一
嵐
寳
重

鋼
要
美
術
品
等
の
記
念
曰
物
鯨
遣
っ
て

蕊
：
居
る
か
。
こ
れ
れ
ら
憾
史
の
時
代

》ｒ■辨峨撰郷》鰯馳爵教
崎
滝
育
會
で
昭
和
十
六
年
六
月
に
發
行

ｊ
く
し
に
青
年
農
儀
用
埼
霞
玉
郷
土
讃
本

；
〆
を
一
議
し
て
頂
き
れ
い
。
す
な
わ

ち
之
が
ら
述
べ
る
の
は
そ
の
内
容

の
第
一
弓
郷
士
０
艤
史
仁
當
６
部

ｂ
少
）

↓
へ
分
で
あ
る
。
ｃ
ｆ
ｒ

Ｊ
Ｌ
五
｝
鞍
嚴
坐
に
人
類
が
生
息
し
初
衲

蕊匿辱曉睦這震塵鴎震憲迩験藻睡竃寺装置製宇研く子も紅計防角》窃堆印可彰刹朗創

蕊
￣

●

且
、

▲

一一一■の

「丁でマベ
Lｂ



角
．
骨
、
魚
類
の
骨
と
共
に
色
々
の
器
物
が
出
て
居
り
、

南
埼
玉
郡
柏
崎
村
眞
幅
寺
貝
塚
か
ら
は
土
人
形
や
、
極
め

て
精
巧
に
出
來
允
土
器
や
装
身
具
も
出
て
居
る
。

こ
の
當
時
の
人
々
は
未
だ
金
属
類
を
知
ら
す
、
あ
ら
ゆ

る
日
常
用
品
は
石
や
獣
骨
，
角
で
造
っ
て
居
た
の
で
こ
の

時
代
を
石
器
時
代
と
呼
ん
で
居
り
・
食
物
を
調
理
す
る
石きそ
う

皿
に
（
ロ
石
‐
物
を
切
る
石
斧
．
鳥
獣
を
捕
る
石
籏
、
石
鎗

倉
ど
く
と

杵
や
槌
の
用
途
を
し
た
石
棒
・
綱
鈷
石
等
が
あ
る
・
鍋
釜

類
は
全
部
土
器
で
之
に
表
面
に
色
々
の
模
様
を
付
け
て
居

る
が
繩
や
莚
カ
ゴ
の
紋
様
を
つ
け
た
の
を
繩
文
式
土
器
と

い
ひ
、
主
に
ア
イ
ヌ
人
の
用
ひ
れ
も
の
で
あ
り
、
直
線
模

様
や
刷
毛
目
、
鋸
歯
の
紋
様
を
つ
け
た
も
の
を
彌
生
式
土

器
と
い
ひ
、
大
和
民
族
の
姐
先
の
作
っ
た
も
の
と
老
へ
ら

れ
て
居
る
。
従
っ
て
石
器
の
造
り
方
に
も
ア
イ
ヌ
人
と
大

和
民
族
と
は
そ
の
形
欣
を
異
に
し
て
居
る
が
、
關
東
地
方

の
石
器
時
代
に
は
ア
イ
ヌ
の
遺
品
が
極
め
て
多
く
、
大
和

民
族
の
生
彌
式
は
比
較
的
少
な
い
・

住
居
を
し
て
居
た
住
居
趾
も
士
の
上
に
平
た
い
石
を
敷

き
並
べ
て
其
の
眞
中
に
艫
を
作
り
火
を
焚
い
て
居
た
こ
と

が
分
り
其
の
平
面
形
は
ア
イ
ヌ
人
は
多
く
図
形
に
。
大
和

民
族
は
大
概
方
形
の
住
居
を
造
り
、
周
園
に
柱
を
掘
立
て

且

に
住
居
を
新
造
し
て
移
り
住
む
。
そ
の
爲
め
に
前
の
住
居

に
し
て
．
。
上
に
は
草
や
カ
ヤ
で
圓
錐
形
ま
た
は
方
錐
形
、

或
は
両
面
流
し
の
屋
根
を
葺
い
た
ら
し
い
・
か
上
る
住
居

趾
は
本
縣
で
は
今
ま
で
に
入
間
郡
高
麗
村
臺
、
同
郡
高
萩

村
女
影
。
同
郡
鴎
獺
村
水
子
、
北
足
立
郡
大
久
保
村
上
峰

等
に
完
全
に
見
ら
れ
、
其
他
に
も
澤
山
あ
る
筈
だ
が
、
大

抵
地
表
下
一
一
尺
か
一
一
一
尺
の
所
に
あ
る
か
ら
道
路
工
事
か
、

開
墾
作
業
の
折
で
無
く
て
は
見
出
す
こ
と
が
少
な
い
。

Ｄ
一
世

一
一
〈

こ
の
賞
時
の
住

家
は
建
築
は
簡
箪

で
あ
り
Ｄ
必
ず
し

も
一
戸
の
内
に
親

子
引
績
い
て
住
ん

だ
の
で
は
無
い
。

親
が
死
ぬ
と
其
の

死
骸
は
住
宅
と
共

に
そ
の
儀
火
葬
に

し
て
貝
殻
等
に
て

隠
蔽
し
、
子
供
等

は
近
く
の
別
の
所



跡
は
自
然
に
貝
塚
と
な
っ
て
し
ま
ふ
・
北
足
立
郡
川
口
市
《

新
郷
の
貝
撮
か
ら
は
四
五
尺
の
貝
鴨
岫
下
に
住
居
跡
が
あ

り
、
そ
こ
に
人
骨
が
四
人
分
ほ
ど
横
臥
し
て
完
全
に
出
て

來
て
居
る
。
之
は
ア
イ
ヌ
の
習
俗
で
あ
る
と
い
ば
れ
る
。

石
器
時
代
の
海
岸
線
で
面
白
い
も
の
は
北
埼
玉
那
須
影

村
か
ら
志
多
見
村
，
艫
羽
村
．
加
須
村
に
か
け
て
畑
の
中

に
一
大
砂
丘
と
松
林
の
長
く
蓮
型
て
居
る
の
が
兇
ら
取
る

そ
の
景
色
は
恰
も
海
岸
に
於
け
る
砂
丘
を
見
る
如
く
で
。

此
の
砂
山
は
往
菅
の
東
京
灘
の
海
岸
線
の
名
残
り
で
あ
る

「
奈
良
時
代
に
至
っ
て
も
埼
玉
の
入
江
と
云
は
れ
た
東
京
灘

の
北
端
は
賞
に
此
の
北
埼
玉
迄
も
入
り
込
ん
で
居
た
こ
と

が
知
ら
れ
る
。
大
鰐
に
は
ア
イ
ヌ
民
族
が
關
東
地
方
一
面

に
住
ん
で
居
に
の
と
大
和
民
族
が
西
方
か
ら
漸
次
東
へ
’
進

ん
で
來
仁
の
で
．
ア
イ
ヌ
人
は
東
北
方
に
遁
ひ
込
誤
れ
て

行
っ
た
と
老
へ
ら
れ
・
遺
跡
の
上
か
ら
見
て
も
大
鰐
繩
文

式
土
器
の
上
方
部
に
彌
生
式
土
器
が
散
布
し
て
居
る
。

ま
た
所
に
よ
っ
て
は
繩
文
式
許
り
出
て
彌
生
式
の
見
え

な
い
所
も
あ
り
轍
繩
文
式
と
彌
生
式
遺
物
と
が
同
一
位
置

か
ら
出
で
居
て
、
ア
イ
ヌ
と
大
和
民
族
と
の
混
合
居
住
し

て
居
た
と
恩
は
る
よ
も
の
も
め
る
。

回
巴

て
石
器
で
作
っ
た
武
器
等
は
鐵
を
以
て
作
ら
れ
る
や
う
に

な
っ
た
。
鐵
の
刀
や
鎧
。
甲
冑
な
ど
が
出
て
来
た
り
す
る

一
七

唇
夕

一
一
、
古
墳
』
時
代
ザ

か
Ａ
る
未
開
な
石
器
時
代
に
も
支
那
大
陸
か
ら
の
交
通

が
あ
っ
て
彼
地
に
用
ひ
ら
れ
て
居
た
銅
器
等
が
九
州
方
面

か
ら
中
國
．
關
西
へ
と
輸
入
さ
れ
て
、
文
化
は
石
器
時
代

か
農
、
銅
器
時
代
へ
と
進
ん
で
來
仁
。
然
し
關
東
地
方
で
は

ま
だ
銅
器
時
代
の
遺
物
を
確
め
る
遺
跡
は
發
見
さ
れ
な
い

Ｗ̄

曾
て
秩
父
都
小
鹿

野
附
近
で
こ
の
銅
・

器
時
代
の
銅
鋒
を

損
し
た
石
製
品
が

發
見
さ
れ
た
こ
と

が
ぬ
る
が
そ
れ
は

や
上
時
代
の
下
つ

れ
も
の
と
恩
ふ
。

青
銅
器
時
代
に

次
い
で
、
鐵
器
の

製
作
が
輸
入
さ
れ

ザ



時
代
を
銅
潴
時
代
に
な
ら
っ
て
鐵
器
時
代
と
い
ふ
・
こ
の

時
代
に
な
る
と
最
早
ゃ
貝
塚
な
ど
は
や
ら
な
く
な
り
、
曰

、
℃
１
０

用
器
具
も
彌
生
式
が
進
歩
し
て
朝
鮮
陶
器
の
影
響
を
受
け

て
製
作
も
優
秀
に
な
っ
て
來
る
。
勿
論
從
來
關
東
地
方
に

澤
山
居
た
ア
イ
ヌ
人
も
漸
次
東
北
地
方
に
週
ひ
ま
く
ら
れ

は
ん
え
ん

て
、
大
部
分
は
大
和
民
族
が
蘂
筵
し
て
来
た
。
こ
の
時
代

に
な
る
と
大
和
民
族
は
死
人
を
葬
る
に
支
那
大
陸
の
風
に

，
な
ら
っ
て
厚
葬
を
以
て
し
、
大
き
な
墳
墓
を
作
っ
て
葬
る

や
；
掻
州
牝
。
其
の
墳
墓
は
多
く
平
地
上
に
醤
…
れ
て

死
骸
を
寝
棺
に
入
れ
、
石
室
を
作
っ
て
之
に
安
置
し
⑪
石

室
の
上
を
土
砂
を
以
て
盛
り
上
げ
て
、
大
き
な
士
漫
頭
を

造
る
の
で
之
を
古
墳
と
稽
・
す
る
。

，
古
墳
の
形
式
に
は
圖
墳
．
方
墳
・
前
方
後
圖
墳
・
上
圓

下
方
境
等
の
数
種
が
ぁ
印
、
最
遇
後
期
に
な
る
と
地
下
に

穴
を
横
に
穿
っ
た
地
下
擴
式
と
か
入
口
を
井
戸
の
殉
う
に

掘
り
下
げ
た
堅
穴
式
と
か
の
も
の
も
あ
る
・
古
墳
の
周
園

や
外
側
に
は
土
で
僥
い
て
造
っ
た
埴
輪
の
人
形
や
馬
形
、

は
に
わ

家
形
，
武
具
、
圓
筒
等
帆
立
て
並
べ
ら
れ
‘
圖
筒
埴
輪
は

恰
も
垣
を
回
ら
し
た
や
う
に
數
多
く
並
べ
ら
れ
る
。
寝
棺

の
中
の
死
骸
の
上
に
は
身
に
つ
け
て
居
た
耳
輪
。
頭
飾
り

の
王
類
、
冠
．
刀
鏡
刈
靴
等
が
入
れ
ら
れ
、
棺
の
外
で
あ

'

、

ロ

一
入

る
石
室
内
に
は
食
器
と
か
生
活
用
品
等
を
並
べ
置
か
れ
る

之
は
當
時
の
人
々
の
思
想
で
は
人
間
は
死
ん
で
も
、
天

國
に
て
同
じ
形
式
の
生
活
を
爲
す
の
だ
と
考
へ
ら
れ
・
畠

沈
鍵
魂
は
一
且
肉
鵠
か
ら
離
れ
て
も
、
死
骸
を
保
存
し
て

置
け
ば
、
再
び
戻
っ
て
来
る
こ
と
が
あ
る
と
恩
は
れ
れ
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
時
代
を
ぱ
一
に
古
墳
時
代
と
い
び
り
大

艘
に
於
て
今
か
ら
三
千
年
前
か
ら
千
五
百
年
前
後
ま
で
と

云
は
れ
る
。

わ
が
園
で
は
講
頻
の
最
も
多
く
存
す
る
の
は
九
州
地
方

と
、
大
和
。
山
城
地
方
と
關
東
地
方
の
一
一
寵
域
で
あ
り
ｐ

關
東
地
方
で
は
上
野
圏
（
群
馬
縣
）
と
武
蔵
北
牛
（
埼
玉
、

東
京
）
と
で
あ
る
。
本
縣
の
内
で
最
も
大
形
な
古
墳
の
め
、

る
の
は
北
埼
玉
郡
埼
玉
村
古
墳
群
を
中
心
と
し
、
同
郡
荒

木
村
眞
観
寺
古
墳
、
太
田
村
眞
名
板
古
墳
・
棺
間
村
天
王

塚
古
墳
踵
南
埼
玉
郡
付
君
村
永
明
寺
古
墳
で
あ
り
、
大
里

郡
で
は
三
尻
村
古
墳
吉
見
村
青
山
古
墳
・
比
企
郡
で
は

野
木
村
古
墳
・
唐
子
付
青
鳥
古
墳
．
小
川
釘
大
塚
古
墳
等

で
何
れ
も
小
山
の
や
う
な
形
を
し
た
古
墳
が
あ
る
・
形
は

小
さ
い
が
數
の
多
く
群
集
し
て
居
る
の
は
兒
王
郡
の
金
屋

村
．
秋
平
村
．
旭
村
附
近
．
、
大
里
郡
岡
部
村
・
小
原
村
、

秩
父
郡
荒
川
沿
岸
、
北
足
立
都
鴻
巣
町
附
近
で
仰
ｂ
ｍ
Ｌ
鍵
ｉ
Ｉ

２
隊



へ他一》づ二つの古墳は殆ん必縣内全膿に直って存在》埼玉、比企郡Ｑ甫牛と。〉東京の腫域を包めた部分
。
、

‐
が
．
、
、

し
て
居
る
ｏ

で
あ
る
。

．
／

古
墳
時
代
に
な
Ⅱ
ろ
と
我
國
の
文
化
も
相
當
に
開
け
ｐ
中
知
々
夫
國
造
は
出
雲
民
族
の
末
孫
で
、
今
日
の
北
埼
玉

央
政
府
は
大
和
に
在
り
各
地
方
に
は
地
方
長
官
で
あ
る
國
郡
忍
Ｄ
埼
玉
村
附
迩
に
居
住
し
て
ｐ
地
方
を
治
め
だ
が
、

沁
造
な
ど
が
置
か
れ
⑩
政
治
の
形
態
も
整
っ
て
来
た
。
關
東
其
の
人
々
の
墳
墓
が
埼
玉
村
古
墳
群
で
あ
り
、
附
近
を
流

で
は
崇
榊
天
皇
刈
絢
術
（
凡
そ
千
九
百
五
十
年
前
）
脇
蝋
移
れ
ろ
荒
川
の
清
流
に
沼
ふ
て
遡
り
、
秩
父
山
塊
の
内
の
盆
．

／

鰄總乢凝瀦縞悩鑑蹴航Ⅷ助鰍噸脚馴礫鴻叩繊蕊紗肌肌艸臓馴繊總舳榊
縣
で
あ
り
、
知
知
夫
は
秩
父
で
其
時
の
秩
父
國
の
範
鬮
は
足
立
郡
の
桶
川
ｂ
川
田
谷
附
近
に
居
住
し
て
居
て
ｂ
東
京

現
在
の
秩
父
、
兒
玉
。
大
里
灯
北
埼
玉
と
比
企
の
北
半
を
灘
の
漸
次
南
方
に
退
く
の
を
開
拓
し
、
賞
時
は
海
邊
の
岬

、
包
含
し
た
歴
域
で
あ
る
。
こ
の
當
時
は
關
東
か
ら
中
央
政
と
し
て
風
景
の
良
い
足
立
鑿
地
の
尖
端
に
自
己
の
組
先
を

府
即
ち
大
和
朝
廷
へ
の
連
絡
は
中
山
道
を
経
由
し
た
の
で
祭
っ
た
も
の
が
今
の
大
宮
市
氷
川
紳
肚
で
あ
り
、
其
の
人

知
々
夫
（
埼
玉
縣
）
か
ら
上
野
（
群
馬
縣
）
信
濃
（
長
野
縣
）
美
々
の
墳
墓
は
川
田
谷
村
古
墳
や
對
岸
の
比
企
郡
野
木
村
古

濃
（
岐
阜
縣
）
近
江
（
滋
賀
縣
）
山
城
（
京
都
府
）
大
和
（
奈
良
境
で
あ
る
。
そ
の
内
に
秩
父
國
造
の
勢
力
範
園
は
漸
次
西

縣
）
と
公
式
の
交
通
が
“
開
け
て
居
た
。
従
っ
て
政
府
の
命
北
の
荒
川
沿
岸
に
移
韓
し
て
秩
父
は
郡
名
と
し
て
残
り
Ｄ

令
の
傳
建
や
ｄ
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
轍
入
も
此
の
順
路
を
取
や
武
蔵
圏
造
脹
統
合
さ
れ
て
遂
に
武
藏
國
の
名
に
依
っ
て
銃

っ
て
入
っ
て
來
る
の
で
、
上
野
と
知
々
夫
は
密
接
な
關
係
一
せ
ら
る
人
に
至
っ
た
・

に
あ
る
。

／
之
等
の
間
に
』
墨
行
天
皇
の
御
代
（
今
か
ら
凡
そ
千
八
百

詮
跡
雛
篭
鰄
露
篭
川
Ⅷ
溺
朏
篭
議
蘂
鵬
鍾
斌
露
艤
讓

志
は
後
に
武
蔵
と
書
か
れ
・
今
日
の
入
間
、
北
足
立
、
南
方
に
造
は
れ
、
日
本
武
尊
は
常
陸
筑
波
山
か
ら
の
歸
り
途

「

⑥
＝

亡

彌

￣

九



に
本
縣
の
兒
玉
、
秩
父
の
山
地
を
経
て
．
多
摩
郡
か
ら
甲

汁
斐
毎
梨
縣
）
に
久
ら
仇
泄
ｏ
次
い
で
景
行
天
皇
が
關
東
に

行
》
幸
．
せ
ら
れ
、
今
日
の
東
京
鶴
を
船
に
て
通
過
さ
れ
て
安

房
の
浮
島
や
下
総
葛
飾
郡
に
來
遊
さ
れ
だ
・
此
時
秩
父
國

造
の
人
々
が
出
迎
へ
て
天
皇
を
迎
へ
奉
っ
た
こ
と
が
魔
史

の
上
に
見
え
て
居
り
、
關
東
各
地
に
現
存
す
る
古
墳
や
其

の
中
か
ら
發
見
さ
れ
る
種
々
の
撞
鹸
は
之
等
の
史
實
を
明

瞭
に
證
明
し
て
居
る
。

古
墳
時
代
も
段
々
と
経
０
頃
に
な
る
と
厚
葬
の
風
も
す

北
舵
、
ま
龍
一
方
に
經
濟
的
状
態
が
餘
り
大
き
な
古
墳
を

、
築
造
す
る
こ
と
が
出
來
な
く
な
っ
た
の
で
、
地
下
に
横
穴

善
掘
っ
て
死
骸
遊
牧
め
る
こ
と
が
流
行
し
て
來
北
⑲
之
を

横
穴
式
と
い
ひ
、
栃
木
縣
．
千
葉
縣
。
榊
奈
川
縣
に
も
存

在
し
て
居
る
が
、
夫
が
群
集
を
爲
し
て
居
る
の
で
有
名
な

・
１
、

の
は
本
縣
の
比
企
郡
西
吉
見
村
の
吉
見
百
穴
で
、
其
の
数

は
←
一
所
に
二
百
八
十
を
数
へ
、
今
日
い
ば
ゅ
る
共
同
墓
地

の
先
駆
を
爲
す
§
の
で
あ
る
。
こ
の
吉
見
百
穴
を
今
で
も

松
山
騨
仁
は
「
古
代
住
居
の
跡
」
と
案
内
板
に
記
し
て
居

る
が
Ｄ
夫
は
誤
り
で
全
く
の
墳
墓
で
あ
り
勺
古
墳
末
期
の

‐
も
の
と
し
て
學
界
で
は
確
定
さ
れ
て
居
治
。
之
と
園
じ
も

の
は
吉
見
の
外
に
大
里
郡
小
原
村
に
も
あ
り
、
ま
た
東
京

牌

Iノ

〆

二
○

一
都
下
の
多
摩
川
下
流
沿
岸
に
も
所
々
に
の
る
。

顔
抱
い
て
犬
が
寝
て
彩
り
菊
の
花

三
人
は
淋
し
過
ぎ
極
り
後
の
月

？
．
’

２

Ｆ’ 璃
魁

’
'
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〃
か

矛
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一
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7

F
・へ

に聞くプ
ーヱ

○

Ｐ
Ｇ

戸
弓

ぴ
に
關
東
大
會
に
晴
れ
の
優
勝
校
と

な
り
埼
玉
ス
ポ
ー
ツ
の
だ
め
に
寓
丈

の
氣
を
は
い
た
縣
北
の
名
門
・
熊
谷

「
榮
冠
涙
あ
り
」
と
い
う

言
葉
が
あ
り
ま
す
が
勝
利
者

が
い
か
に
獣
々
と
し
て
日
頃

の
訓
練
に
精
進
す
る
か
。
こ 議 、

Ｉ１１１
－ＴｒＨ lilll場

所

日
時高
校
野
球
部
ナ
イ
ン
の
な
蛍
ｊ
～
し
い
鵠

験
を
伺
い
ま
し
ょ
う
。

》
◇
，

◇

０
１
口
一
一
一

河
合
巍

熊
高
祇
脅
科
教
室
・

昭
和
二
十
一
一
一
年
七
月
一
一
十
一
日

ポ
ー
ィ
ヱ
カ
ウ
ト
埼
玉
縣
珊
盟

山
口
英
・
和

ポ
ー
ィ
ス
カ
ウ
ト
浦
和
隊
長
に

松山川人

書鰭J雲－エー▲

者艫鑪二全史簑
酒北禰荻部

。

■
や

■勺

回
ら』

～

。
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司
會
者
（
山
口
）

》
本
日
は
大
鍵
お
疲
れ
の
と
こ
ろ
、

わ
き
え
、
お
集
り
下
さ
い
ま
し
て
有

難
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
は
諸
君
の

溌
潮
と
し
れ
又
希
望
に
満
ち
北
御
顔

を
拝
見
し
大
鍵
う
れ
し
く
恩
ひ
き
す

諸
識
は
今
大
會
に
お
い
て
郷
土
の

名
瀞
の
沈
め
に
堂
々
と
戦
わ
れ
み
ご

と
晴
れ
の
優
勝
を
獲
得
さ
れ
ま
し
て

郷
士
野
球
界
の
偉
容
を
お
示
し
に
な

馴
鰍
螂
鰡
鱒
騨
噸
纈
Ⅱ
州
印

の
巧
績
は
縣
民
の
ひ
と
し
く
感
謝
す

る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
Ｃ
ｊ

今
日
は
あ
の
日
の
感
激
を
新
に
さ

れ
ま
し
て
色
々
藷
君
の
御
感
想
な
り

御
意
見
な
り
を
腹
藏
な
く
受
け
賜
り

龍
い
と
思
い
ま
す
か
く
し
て
今
後
に

お
け
る
ス
ポ
ー
ツ
文
化
護
展
の
ｂ
一

、

仏
》

ロ

P

字一

Ｌ
・
一
一
一
一
’

す
る
所
で
あ
り
ま
す
。
又
諸
鴛
も
同
ゲ
ー
ム
を
幾
度
も
や
っ
た
事
が
一
番

感
の
事
と
恩
ひ
ま
す
。

感
銘
深
い
と
思
い
ま
す
ｏ
と
に
角
さ

よ
な
ら
ゲ
ー
ム
と
い
う
の
は
、
ど
れ

司
會
者
（
山
口
）

ん
場
で
勝
利
を
得
る
の
で
す
か
ら
大

●

今
大
餅
を
通
じ
て
諸
君
の
一
番
心
．
接
戦
を
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
感
じ
た
事
。
つ
ま
り
非
常
に
感
銘
そ
し
て
得
龍
最
後
の
一
黙
が
結
局
さ

び
れ
事
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
・

よ
芯
ら
ゲ
ー
ム
で
す
か
ら
．
そ
の
時

川
野
邊
（
主
將
）

の
感
激
は
想
像
が
つ
く
と
思
い
ま
す

し
か
し
何
と
い
っ
て
も
Ｐ
闇
東
大

ｉ
先
づ
吾
々
は
縣
下
大
會
で
優
勝
し
、
・
會
に
優
勝
し
龍
事
が
一
・
番
う
れ
し
か

綾
い
て
關
東
大
會
に
臨
む
事
に
な
り
ｏ
七
。

ま
し
た
が
岸
埼
玉
職
は
従
来
よ
刈
低

４
１
１

く
評
債
さ
れ
て
い
に
の
で
・
・
私
達
は
司
會
着
く
山
口
）

先
づ
熊
高
の
爲
で
は
な
く
刀
郷
士
埼

玉の爲に戦い畠し龍・そし正至『て巫削肌洲伽ⅧⅦ他臘湘唾哩仲
縣
民
の
篤
に
寓
丈
の
氣
を
吐
き
ｂ
埼
す
が
・

玉
ス
ポ
ー
ツ
界
護
展
の
よ
き
糸
口
を
石
崎
（
一
塁
）

作
っ
た
と
い
う
事
で
す
。

’
例
え
ば
攻
撃
手
の
ス
イ
ン
グ
で
如

山
本
（
右
）

何
に
す
れ
ば
よ
い
ヒ
ッ
ト
が
出
る
か

。
。
』
・

優
勝
し
仁
事
は
何
‐
と
い
っ
て
も
う
或
は
守
備
の
場
合
も
そ
の
通
り
で
、

ノ

’

多
極
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顛
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〆
「
．
ｂ

胤
一
い
欲
す
ｐ
；
白

ば
夏
の
籔
下

バ
ラ
砦
へ
産
あ

勝?雛

「
‐
１

－
．

塵
匹
河
か
の
薩
翌

猟
⑰

B::轍;:Ⅲ ■

灘
甘

。
△
、
宮

偶・幟へ融

姻
羅
就
鱒

勺
句
Ｌ
Ｍ
９
６

Ｄ
へ
志

順
陥，
．
『
●
沙

，
ｂ

が
④

駐‐，

る
誇
示

今
迄
、

』
Ｉ
Ｄ
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一
、
｜
『
我
が
剛
に
瀦
必
Ｕ
ろ
ボ
・
Ｉ
イ
ス
カ
ウ
ト
運
動

二
．
榔
建
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
一
同
木
聯
盟

三
、
本
縣
に
擬
け
）
一
ろ
祁
建
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
・
と
現
在

ロ、ｊ〃｜〃且□・ログｒ已筥●グーグー▲ぴし〃ク０。■Ｆｂｆ〃〃ｒ〃Ｐ●ヨロ９‐００４〃〃ｌＰｐ●二、、クーワロロ、■■▽〃且『ひクグヅβダニ■’夕タグ、、■げび日、、ＬＣＯＵＱ●

一
、
我
が
園
に
於
け
る

ボ！．一一》一一一一一一一一一○ス一一一一一一一一一一一一一一一一一鞠一一一一一一一一一“一弓運動

明
治
以
後
我
が
陶
の
・
少
年
識
育
は
一
一
・
學
校
識
育
寓
能
時

代
で
．
｜
祇
愈
識
育
を
資
雄
す
る
機
關
極
め
て
少
く
一
一
・
叉
其

の
釦
織
並
に
敦
育
乳
一
画
至
っ
て
匠
々
で
．
其
の
發
逹
も
極
め

順

序

岸』

陽
少
年
鬮
等
は
其
の
異
彩
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

大
班
十
年
、
天
皇
陛
下
、
皇
太
子
殿
下
で
あ
ら
せ
も
れ

し
時
。
親
し
く
賦
羅
巴
各
國
御
巡
行
英
國
御
滞
在
中
・
同
．

年
五
月
廿
一
日
エ
ヂ
ン
パ
ラ
市
に
於
け
る
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ

ト
大
倉
に
臨
御
あ
ら
せ
ら
れ
β
創
始
ベ
ー
デ
ン
ポ
ー
イ
ル

を
ど
脳

卿
を
御
調
兇
の
上
御
詞
を
賜
り
Ｐ
且
つ
属
從
の
後
藤
新
乎

仙
に
ｂ
「
日
本
に
も
か
上
る
通
勤
が
望
ま
し
い
」
と
仰
せ

ら
れ
・
感
激
し
た
同
伯
は
蹄
朝
後
御
聖
慮
に
臆
え
て
本
運

動
を
蟹
施
せ
ん
と
し
、
徴
時
東
京
市
よ
り
慰
勢
金
と
し
て

聡
ら
れ
し
十
寓
圓
を
其
の
誤
上
創
立
基
金
に
充
て
、
塚
」
上

に
ボ
ー
く
ス
カ
ウ
ト
日
本
聯
盟
は
、
東
京
市
に
於
て
初
め

て
醐
々
の
灘
を
あ
げ
た
の
で
あ
る
。

翌
十
一
年
四
月
十
三
日
静
岡
市
に
於
て
、
杢
國
少
年
圏

代
表
希
愈
議
を
開
き
ｂ
少
年
圏
日
本
聯
盟
巧
組
織
壁

＝

Ｐ

|Ｉ

２
１
０ 磯
目
性
的
傳
統
を
有
す
る
穏
璽

十
－

印
］
り
１
時
【
の
謬
垂
周
の

の
邪
避
閏
冗
の
靜
仰
を
動
凹
（
⑪
朝

一

一

七

唱
門
餉
干
半
巾
、

教
育
寵
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一
？
、
子

の
■
｜

レ
ー
■
ぃ

■
《
▽■
１
「
菖
國
際
少
年
運
動
ポ
１
イ
ス
カ
ウ
ト
は
Ｖ
す
ぱ
ら
し
ぎ
激
し
’

１
。
Ｉ
。
‐
‐
「
．
□
‐
。
｜
Ｐ
４
・
が
▽
ｒ
ロ
》

一
Ｊ
育
家
一
べ
北
デ
ン
ポ
ー
ト
エ
ル
卿
の
努
力
に
よ
り
、
今
や
世
界
（

ｌ
的
に
展
開
き
れ
、
少
年
の
愛
の
握
手
を
麺
し
町
世
界
平
和
密

ｈ
の
賓
現
憩
期
訂
“
べ
く
、
各
國
一
様
に
此
の
運
動
に
奔
命
し

っ
上
あ
る
こ
と
は
ｂ
幾
多
新
聞
雑
誌
に
散
干
見
す
る
所
で
あ

る
ｐ
米
國
厄
民
の
該
運
動
に
對
す
る
肚
會
的
認
識
に
は
ｙ
全

ｊ
；
く
（
感
激
措
く
能
は
ざ
る
も
の
が
あ
る
・
已
本
に
於
て
鍵
・
再

建
の
議
が
起
り
刀
昨
年
・
一
月
元
日
本
聯
盟
理
事
東
京
市
聯

・
合
少
年
鬮
々
長
三
島
通
陽
氏
を
中
央
準
備
委
員
長
腫
蕊
け

ポ
Ｊ
イ
ス
カ
ゥ
ト
再
建
準
備
委
員
會
を
開
設
し
た
の
で
ぁ

・
つ
○
○
６
．
．
．
‐
・

開
設
に
關
し
て
ば
囑
總
司
令
部
民
間
情
報
識
育
局
ダ
・
－

ん
ギ
ン
危
氏
・
〉
（
青
少
年
教
育
部
長
）
の
識
力
に
よ
つ
「
淀
乙
と
は

上
開
す
迄
微
な
い
ｗ
Ｑ
が
随
工
再
建
錨
Ｉ
イ
ス
カ
Ⅲ
戊
卜
日
本
聯

・
盟
忍
愈
患
振
出
し
一
か
ら
再
出
發
し
た
い
次
第
で
あ
る
０

一
二
ロ
ｕ
‐
険
。
Ｊ
Ｊ
Ｃ
．
←
一
・
一
口
。
●
．
’
・
し
ワ
レ
。
■
・
今
ロ
◆

ぼ正へＬ（＃ん．？．ｗ・翁．『貧〆・》、へ〉（シ・」（Ｐ虻・久」．薮旦丁．｛？」一）沖８ｈ千・・・て、』』必・》Ｙｒ弘、‐ＬＪ“
・
●
１
０
。
‐
ｐ
Ｐ
１
Ｉ
Ｉ
や
□
い
い
□
■
‐
け
。
●
’
一
▲
‐
泊
尖
０
■
ト
ー
□
●
⑨
。
｜
」
ｂ
Ｂ
Ｊ
ｌ
ｊ

鑿
士
。
嘩
厩

lliilILI
Fyｼ、＞,フ

》』

：
Ｊ
則
悲
而

に
活
動
形
閉
鎖
刃
現
識
議
録
出
願
加
盟
隊
は
た
表
の
遡
り

》
で
あ
る
。ボ
ー
イ
ス
カ
ヴ
ト
口
假
加
盟
除
数
．

Ｌ
（
昭
和
廿
一
一
一
、
一
一
、
】
○
日
現
在
）

α
玄
や
く
一
鮒
岬
前

Ｅ
←
は
】

意
義
な
る
再
建
蝋

鐸
軍
家
脇
唾
瑛
写
翻
行
『
千
千
ｍ

二
九

ア
エ
イ
ヤ
〆
丁

獅欝蝋■一一一口。
、
熱
東
嘉
司
』
（

厚
意
医
的
？
（
へ

し
弦
の
“

が
一
律



」
～

一
一
一
、
本
縣
に
於
け
る
再
建
運
動
“
と
現
況
ｉ

昭
和
二
十
二
年
七
月
十
五
日
、
、
埼
玉
縣
軍
政
部
教
育
主
．

■2

Ⅲ
一
一
炉
に

ひ

。
－
●

心
三
○
、

動
の
提
案
が
あ
り
、
同
主
任
よ
り
筆
者
を
通
じ
日
本
聯
盟

理
事
長
三
島
通
陽
氏
に
交
渉
が
あ
り
仁
・

筆
者
は
當
時
縣
砒
會
教
育
課
に
勤
務
し
、
該
通
勤
に
關

心
を
持
っ
て
い
た
關
係
上
、
同
氏
よ
り
更
に
筆
者
に
蓮
絡

が
あ
り
、
よ
っ
て
両
者
相
携
え
て
七
月
廿
五
曰
ス
カ
ッ
ト

氏
を
軍
政
部
に
訪
ね
？
氏
を
中
心
に
再
建
に
開
す
る
其
鵠

的
計
劃
を
進
め
、
早
急
實
施
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ

マ
Ｃ
Ｏ先
づ
第
一
に
精
鰯
》
者
を
養
成
す
る
た
め
に
、
秩
父
長
瀞

に
於
て
ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
實
修
所
を
開
設
し
、
其
の
修
了

者
を
以
て
隊
編
成
を
企
劃
し
た
の
で
あ
る
。

右
賞
修
所
は
九
月
廿
五
日
よ
り
五
日
間
に
亙
り
、
長
瀞

の
森
に
於
て
開
設
，
所
長
に
日
本
聯
盟
理
事
長
三
島
通

陽
．
副
所
長
に
木
部
理
事
内
田
二
郎
氏
に
委
嘱
し
、
所

生
十
八
名
を
訓
練
し
た
の
で
あ
る
。
猶
此
の
質
施
期
間

中
．
線
司
令
部
教
育
部
長
タ
イ
バ
ー
氏
は
親
し
く
覗
察

’
せ
ら
肛
、
又
数
々
の
訓
瀞
を
よ
せ
ら
れ
た
。

次
に
團
員
の
訟
衡
で
あ
っ
た
ｏ
團
員
の
詮
衡
に
就
て
は

凡
そ
次
の
黙
が
蕊
げ
ち
れ
だ
。

Ｌ
浦
和
市
の
在
籍
者
で
市
に
永
年
定
着
性
を
有
す
る

６
口



に
一
旦
り
八
十
名
の
團
員
を
獲
得
し
北
の
で
あ
る
。

か
く
て
團
員
を
一
一
隊
に
編
成
し
・
指
導
員
を
両
分
し
て

一
一
隊
に
配
鴎
毎
週
準
備
訓
練
を
施
し
、
十
月
一
一
十
五
日
午

前
十
時
を
期
し
、
秋
晴
の
軍
政
部
庭
前
に
於
て
心
来
賓
と

し
て
ラ
ィ
ァ
ン
司
令
官
、
西
村
知
事
、
松
井
市
長
を
初
め

多
数
参
列
の
下
に
、
厳
耐
裡
に
結
團
の
式
遊
撃
げ
・
各
關
・

係
者
よ
り
力
弧
ざ
藤
援
の
訓
辞
を
受
け
た
の
で
あ
る
。

教
育
の
内
容
は
縦
を
逐
い
護
表
す
る
こ
と
Ａ
す
る
も
Ｕ

要
は
よ
き
村
民
よ
き
町
民
よ
言
市
民
よ
き
國
民
を
作
り
、

更
に
一
歩
進
ん
で
國
際
兄
弟
愛
に
よ
る
愛
他
精
榊
に
よ
り

世
界
平
和
の
永
遠
性
弩
笹
目
的
と
す
る
。
そ
れ
が
た
め
に
心

身
共
に
健
全
な
る
ス
カ
ウ
ト
に
仕
立
て
、
人
類
と
し
て
の

共
同
生
活
の
眞
の
コ
ツ
を
し
っ
か
り
つ
か
ま
せ
る
鮎
を
主

義
と
し
て
進
み
た
い
。

埼
玉
縣
内
に
於
け
る
既
成
隊
は
本
庄
ポ
Ⅲ
イ
ス
撒
立
＋

塩原氏忍ボーイスカウト（高野氏）がある。（、

右ｑ
憤
慨
叩
の
下
に
各
●
在
璽
桟
竈
長
の
御
蔀
壼
慮

壱
一
一
庄
打
ら
る
『
・
布

囚
兀
（
α
訊
司
斗
蒜
沙
配
シ
白
壁
類
か

髄
露
》
瞳
操
行
善
良
曇
塗
蔵
塁
秀
鍾
裁
鑓
濡
鶴

露
窪
読

■
二

〆

Ｉ 、
ボ
ー
イ
。
ス
カ
ウ
ド
の
モ
ッ
ト
ー

圏
ち
か
い

私
ば
塩
響
に
か
け
て
次
の
一
一
一
峰
の
賞
行
を
誓
い
ま
す
ｏ

『
刺
と
國
に
誠
を
識
し
お
き
て
を
守
り
ま
す
。

一
ｐ
い
つ
も
他
の
人
々
を
援
け
ま
ず
。

一
、
鴨
を
躯
く
し
心
を
す
こ
や
か
に
徳
を
養
い
ま
す
。

・
囹
お
き
て

ミ
ヌ
カ
ウ
ト
は
誠
鐡
で
あ
る

二
、
ス
カ
ウ
ト
は
忠
節
を
つ
く
す

三
、
ス
カ
ウ
ト
は
人
の
力
に
な
る

申一
四
、
ス
カ
ウ
ト
は
友
献
に
厚
い

五
、
ス
カ
ウ
ト
は
職
儀
殖
し
い

六
、
ス
カ
ウ
ト
は
親
切
で
あ
る

七
、
ス
カ
ウ
ト
は
従
順
で
あ
る

八
、
ス
カ
ウ
ト
は
快
折
で
あ
る

九
、
ス
カ
ウ
ト
は
便
素
で
あ
る

十
、
ス
カ
ウ
ト
は
勇
敢
で
あ
る

土
、
ス
カ
ウ
ト
は
純
潔
で
あ
る

二
、
ス
カ
ウ
ト
は
っ
シ
し
み
深
い

□

Ｉ
Ｉ
ｉ
－

ニミ
ー＝

､

。
』
」
（



「

￣

Ｉ 一一．一一一

天
然
紀
念
物
に
に
沿
う
民
家
数
戸
の
庭
前
の
樹
木
や
裏
山
の
竹
林
や
雑
木

は
動
物
田
卜
仙
砿
。
、
林
に
巣
を
管
む
も
の
で
、
春
彼
岸
に
飛
ん
で
来
て
秋
彼
岸

砿
物
の
一
一
一
種
類
が
に
飛
び
去
る
習
性
を
持
っ
て
い
る
ｏ
群
棲
す
る
期
間
は
一
・
》

月
下
旬
か
ら
九
月
下
旬
に
至
る
六
ヶ
月
で
、
そ
の
間
に
産

上
の
→
ｏ
』
・

木
縣
内
で
保
存
卵
育
離
し
て
繁
殖
す
る
の
で
」
・
毎
年
飛
来
の
箇
所
は
異
動

法
に
よ
っ
て
國
務
す
『
ね
雫
繩
う
な
一
・
」
と
は
な
い
。
ま
北
日
本
塒
有
の
畜
養
動
物

わ
け
い

大
臣
が
指
定
さ
れ
で
倭
鶏
が
あ
る
・
こ
れ
は
直
域
を
限
ら
ず
媛
難
の
主
産
地
』

幸
も
の
に
動
物
で
で
あ
る
埼
玉
縣
一
圓
が
指
定
‐
さ
れ
て
い
る
。
嬢
鶏
の
飼
養

は
ん
し
ょ
く

は
そ
の
蕃
殖
地
と
者
は
保
存
上
そ
の
改
良
，
と
愛
護
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

し
て
一
定
の
麗
域
な
い
。
こ
の
外
に
保
存
法
に
よ
っ
て
知
事
の
仮
指
定
し
髄

を
限
っ
て
保
存
指
見
沼
の
源
氏
螢
が
あ
る
。
大
宮
市
の
東
方
処
沼
代
用
水
の

さ
ぎ

定
さ
れ
お
鷺
が
あ
》
沿
岸
に
、
一
定
の
匝
域
を
限
り
滅
亡
の
防
止
ど
行
い
そ
の

蕃
殖
を
岡
っ
て
い
る
ｑ

か
Ｃ
Ｏ

カ
ヤ

ヒ
カ
リ
っ
ケ
．

即
ち
北
足
立
郡
次
に
植
物
で
は
樫
、
榧
、
藤
．
も
み
じ
．
光
鮮
等
が

野
田
村
代
山
の
野
指
定
一
濁
れ
て
い
る
。
襖
は
北
足
立
郡
北
本
宿
村
の
「
石
戸

田
村
総
蕃
殖
地
で
蒲
櫻
」
Ｔ
、
こ
の
櫻
は
山
櫻
の
一
種
で
の
っ
て
．
択
一
兀
廻

げ
ん
と
う
ほ
う
け
ん

江
戸
時
代
か
ら
南
り
一
一
一
丈
一
尺
も
あ
っ
て
馬
琴
の
玄
洞
方
一
一
一
一
回
に
戴
っ
て
い
る

部
の
瀧
山
。
と
総
し
有
名
な
も
の
で
山
梨
縣
の
山
高
紳
代
櫻
・
岐
阜
縣
の
根
尾
，

う
す
ず
み
ざ
く
ら
が
．
Ｄ
や
ど
げ
は
ざ
く
ら
』
．
．
・
・

て
有
名
な
も
の
で
谷
の
薄
墨
櫟
．
識
岡
縣
の
狩
宿
圷
馬
樫
・
輻
島
縣
の
一
一
一
審

あ
る
。
」

の
瀧
櫻
と
共
に
襖
の
五
大
巨
木
、
と
稲
す
大
樹
で
あ
る
。

ｕ
回
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癬
烹
：

一
、
今
ま
で
あ
っ
た
軍
隊
に
似
て
い
る
組
織
の
警
備
隊

が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
。

二
、
従
来
警
察
で
行
っ
て
い
れ
種
々
雑
多
な
仕
事
、
例

＄

え
ば
衛
生
の
砒
事
と
か
、
工
場
關
係
、
保
嶮
關
係

動
静
關
係
に
つ
い
て
の
行
政
は
警
察
か
ら
離
し
て

夫
々
別
の
所
で
専
問
的
に
や
る
よ
う
に
芯
つ
れ
こ

し
」
Ｏ

」
二
、
國
内
の
制
度
の
切
替
に
お
く
れ
な
い
よ
う
に
弊
察

官
の
教
育
が
大
那
で
す
か
ら
新
し
く
警
察
官
の
學

校
を
設
鰍
に
り
、
み
な
さ
ん
か
ら
親
し
ま
れ
る
よ

う
に
制
服
の
狐
を
愛
え
又
サ
ー
ベ
ル
を
艤
止
し
れ

こ
と
。
な
ど
で
あ
り
典
す
。

さ
て
、
そ
う
こ
う
し
て
い
る
間
に
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

警
察
制
度
の
一
番
く
わ
し
い
ヴ
ァ
レ
ン
タ
ィ
ン
氏
と
オ
ラ

ン
ダ
ー
氏
が
我
が
國
仁
來
ら
れ
て
い
る
ノ
ー
調
係
研
究
さ

れ
た
結
果
、
岡
本
の
警
察
制
度
を
ど
の
よ
う
に
か
え
な
け

’三
ｍ
今
箪
で
よ
く
咽
わ
れ
て
鮒
懸

行
う
た
め
に
あ
っ
た
特
高
瞥

關
を
廃
止
し
た
こ
と
。
な
ど

そ
の
次
に
は

Ｉ｡

Ｉ僻
警
察
践
粋
瀞
慰
塵
議
醸
請
熱
溌
勝
麗
騨
蝿
意
灘
鰻
鑑
識
繊
鏡
綴
測
礎
諦
騨
鶉
の
鍵
霧

す
か
。
こ
の
日
は
「
日
本
園
憲
法
が
施
行
せ
ら
れ
偽
に
至
』

つ
だ
記
念
す
べ
菖
曰
で
す
。
憲
法
に
は
國
家
の
大
本
と
な

る
い
ろ
’
ｌ
な
こ
と
が
定
め
ら
伽
て
お
り
ま
す
が
警
察
制

’
庇
を
改
革
し
な
け
れ
ば
．
な
ら
な
い
直
接
に
關
係
の
あ
る
規

定
と
し
て
、

ｊ

一
、
國
民
の
一
人
々
々
の
人
格
を
尊
重
し
、
そ
の
人
の
擢

利
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
』
」
と
（
人
権
尊
重
）

一
一
、
い
ろ
’
～
な
桃
限
老
縣
や
市
町
村
に
も
た
せ
て
夫
々

地
方
住
民
の
自
治
組
織
を
弧
化
す
る
こ
と
。
．
！

な
ど
が
定
め
ら
れ
て
お
り
段
す
。
こ
の
こ
と
は
後
で
く
わ

し
く
説
明
し
ま
す
が
非
常
に
大
事
な
こ
と
な
の
で
す
。

こ
う
い
う
憲
法
の
定
め
を
基
に
し
て
政
府
で
い
ろ
』
～
準

備
を
進
め
て
い
る
所
へ
、
昭
和
一
一
十
一
一
年
九
月
十
一
ハ
日
附

で
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
元
帥
が
片
山
内
閣
総
理
大
臣
に
あ
て
４

「
警
察
制
度
改
革
に
關
す
る
書
簡
」
を
寄
せ
ら
れ
れ
の
で

す
。
そ
こ
で
政
府
は
こ
の
方
針
に
よ
っ
て
警
察
法
案
と
い

一
一
一
九
・

ロ



■



LlillII
五
に
命
令
し
あ
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
し
⑩
並
偲
遡
の
場
合
・

に
は
お
互
に
他
所
の
脈
に
行
っ
て
警
察
の
仕
事
は
出
来
な

い
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
相
互
に
協

力
し
あ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
叉
一
旦
自
分
の
所
で

始
っ
た
犯
罪
に
つ
い
て
ば
縣
内
は
勿
論
の
こ
と
全
國
の
ど

こ
ｊ
ｒ
Ｉ
迄
消
超
か
け
て
行
っ
て
掴
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す

叉
他
所
で
起
っ
た
犯
罪
で
も
そ
の
率
件
が
自
分
の
町
に
影

響
を
及
し
て
き
れ
と
き
に
ば
敢
然
と
し
て
つ
か
ま
え
る
こ

と
が
で
ざ
る
の
で
す
か
ら
、
犯
罪
事
件
を
解
決
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
地
域
の
上
で
何
一
つ
の
制
限
も
な
い
こ
と
を

よ
く
御
承
知
お
き
下
さ
い
。

そ
の
第
三
は
寓
が
一
に
も
國
内
に
非
常
事
態
が
護
生
し

枢
場
合
に
ど
う
な
る
か
と
い
う
定
め
が
設
け
て
あ
り
ま
す

非
常
事
態
と
い
う
の
は
例
え
ば
昨
年
の
大
水
害
の
場
合
と

ﾛ

２
Ｎ
開
７
３

フ

皿
し
強
自
治
詣
磐
皀
察
と
に
△

つ

で

Ｚ
』
７
催
一
圏

祭
雌
塵
家
剛
力
醤
し
基
い
て
我
が
國
ぱ
竈
備
遁
撤
塵

■■ロロⅡⅡⅡⅡⅡⅡ０ⅡＵｌⅡ０■ⅡⅡ■Ⅱ■■■■■Ⅱ００Ⅱ０００００ｕ０Ｂ０Ｉ００Ｄ■８口１１日００００．７１■：‐’’－－－釦．且曰■Ⅱ■■■■■０１０■■ＵＩ０ｌＩ’－－‐’‐‐‐‐㈹‐‐‐Ｉ■■■■■■■■■■■■■’０■■■■０。■■■■■▽１日■且■■■ⅡⅢ■■■■■Ⅲ■■■■■■■■Ⅱ■ⅡⅡⅡⅡⅡＩＩＩＩＩＩＩＩ－ｌＩ０ｌ

官
癩
御
用
蓬
（
事
務
用
函
、
一
般
〕
▲

本
多
千
口
四
斫
郎
・
坐
曰
、
商
と
店
几
Ａ

Ｌ
Ｌ
浦
和
『
市
岸
町
六
の
八
ユ
ハ
ー
ぃ
ｙ
』
ト

ー
《
ユ
ハ
ー
ゾ
電
話
捕
刺
一
一
四
八
一
一
一
一
霧
が
〉
十
口
》
－
１
芝

工
，
Ｌ
〆
：
▲
（
Ｊ
イ
ト
ヤ
『
三
〆
》
四
Ⅱ
］
Ｙ
八
一
、
．
■
｝
汗
「
冴
弍
や
」
》
▲
〈
へ
ぶ
れ
〕
一
・
一

参
り
ま
し
よ
う
。

●

の
場
合
に
は
内
閣
総
理
大
臣
が
塗
國
又
は
へ
一
部
の
直
域
写
丁

こ
そ
こ
應
對
し
て
國
家
非
常
事
態
が
發
生
し
れ
の
だ
と
い
へ
．
』
Ｆ

う
布
告
を
發
し
ま
す
Ｐ
そ
う
す
る
と
内
閣
総
理
大
臣
に
よ
｛
も

っ
て
一
時
的
に
塗
瞥
察
が
統
制
さ
れ
、
國
家
地
方
警
察
蟹
・
上

向
日
泊
鵠
警
察
も
颪
別
な
し
に
指
揮
命
令
が
一
本
に
な
っ
て
Ｌ

必
要
な
幽
趨
区
が
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
の
く
わ
～

し
い
と
．
と
は
後
で
叉
述
べ
る
こ
と
に
致
し
ま
し
ょ
う
。
：
ｆ

以
上
が
今
度
で
き
た
警
察
法
の
大
き
な
特
徴
で
す
が
次
》
＆

に
新
し
い
制
段
を
圖
解
し
て
そ
の
一
つ
ｊ
ｌ
ｌ
を
説
明
し
て

、

⑨
’
■

芦
【
窪
貞
一
・
山
口
季



、

■
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（
公
安
委
員
倉
に
つ
い
て
（
て
｝
（”戸１－竿

紘
》
察
法
の
特
徴
の
中
で
警
察
の
民
主

４
ま
し
だ
が
、
そ
の
際
に
公
安
委
員
が
」
響

し
或
は
上
に
立
つ
に
指
揮
す
る
と
申
し

と
を
も
う
少
し
く
わ
し
く
述
べ
て
み
ま

員
が
集
っ
て
開
く
脅
議
が
公
安
委
員
會
で
す
が
ゴ
そ
の
公

安
委
員
愈
に
國
家
公
安
委
員
會
と
都
遁
府
縣
公
安
委
員
繍

と
市
町
村
公
安
委
員
と
三
つ
の
種
類
が
あ
り
ま
す
ｕ
國
家

公
安
委
員
は
五
人
で
内
閣
総
理
大
臣
が
國
會
の
同
意
》
笹
経

て
任
命
し
ま
す
。

公
鍵
委
鐵
は
五
年
間
勤
砂
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す

が
今
回
に
限
っ
て
そ
の
中
の
一
人
が
一
年
間
、
一
人
が
二

年
間
、
一
人
が
一
一
一
年
Ⅲ
、
一
人
が
四
年
間
、
一
人
が
五
年

閥
勤
め
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
毎
蝿
幽
人
づ
山
交
替
し
て

ゆ
き
ま
す
。
國
家
公
安
委
員
曾
て
は
ど
う
い
う
仕
事
を
す

る
か
と
い
よ
ま
す
と
、

一
、
雌
凹
察
に
は
弊
察
だ
け
で
使
え
る
特
別
の
響
察
通
信

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
施
設
の
中
國
家
地

方
馨
察
に
鴎
す
る
も
の
を
維
持
し
こ
れ
を
管
理
す
る
こ

と
。

ロー
』
』 祭
の
脈
匝
津
守
に
圷
堂

縣
に
警
察
學
校
茄
が
あ
り
ま
す
が
こ
れ
ら
の
教
育
機
關
Ｐ
訂
』

や
そ
の
外
の
教
養
施
設
ぞ
維
持
し
管
理
す
る
こ
と
。
（
〈

囚
、
國
家
地
方
警
察
に
つ
い
て
の
警
察
職
員
を
採
用
し

仁
り
す
る
問
題
（
人
事
と
い
Ａ
ま
す
）
｝
や
お
金
が
ど
れ

位
か
Ｌ
る
か
蓬
調
べ
に
り
、
支
挑
を
し
た
り
す
る
問
題

（
橡
算
と
い
上
ま
す
）
警
察
本
部
の
課
を
幾
つ
お
く
と

か
瞥
察
署
や
駐
在
所
を
ど
こ
に
お
く
か
と
い
う
よ
う
な
》

問
題
（
組
織
と
い
上
ま
き
こ
の
人
事
豫
算
紐
織
の
仕

事
を
ひ
っ
く
る
め
て
灘
察
の
行
政
管
理
と
い
Ｌ
ま
す
。

五
、
指
紋
と
か
、
似
か
ょ
Ｏ
仁
犯
罪
の
や
り
か
渡
の
蒐

集
統
計
を
と
る
こ
と
。
又
犯
罪
事
件
の
統
計
醤
ま
と
め

る
こ
と
。

六
、
國
家
非
常
事
態
に
對
虚
す
る
龍
酌
の
計
聲
を
粒
て
ｌ

そ
の
賞
施
に
つ
げ
て
準
備
し
て
翁
峪
）
こ
と
。
・

七
、
皇
室
の
警
備
に
關
念
渇
こ
迄
獺
心
へ
衝
愈
そ
の
他
③
□
爪一瓦。。
■
７

Ｆ
・
；
．
灼
掴
三
Ｊ
羅
型
ｊ
ｆ
Ｚ
ｉ
－
Ｊ
．

叺

欝徽繍．一》篭１１３璽臘一半：、巾蝋纐：
餌

の
教
養
繕
施
數
種
獺
に
憲
璽
尿
催
霧
察
ユ
ハ
闇

、

』
唾
重
手
隣
賦
聖
の
り
、
Ｌ
各
歯
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綿のな人本ぱう識い蝋椅＃し漆ととずは

岡長めつぼ勿黍な制然もと（ここ:勝者片.，Ｉし例仇で
家と；』て禰論關ら映し愛か脇崇來なづｕえしき
公''千こお岡女かなｉＭｉｊＨｌけいすすそど法」己（Ｘいま
安八とら１ｉｉｉｌのらいな家なぅろ￣のムイｌｋい刑條廿
委で密’'１、方澱とけ公け制人ご意いへ顛罰イ!'：ん
ｌｌお伽蛍一で．』くい肛安ｉｌ１ｕＬがう味う１．いｃル)』が
は（）イ「す人ｉこふぱ委吠が三いがむ法リillIIMf〉そ
こまじｃ（Ⅶ＃と＋IiリスLMjMt）人ラ分ナー罰にりれ
(）しで＋）了１１Ｗ|簿がＩ９ＭｌリにＩノリ以人るかでに蕊ま以
法ｆニォごｌｌｊｊなでも）pil災蛍、‐ｆはよし難虚‘|/,1す外
務●か人縣のきめにつせ委同なうい論せ刑･に
締ｃ院いでまり住てん負時肛に言厳らと設
裁，法人すす段ん年・仁になな業者れぃ↑二′

,；擢薫霞婁。箙意蒼蒼凶蓋準看るく
じ近裁家にのる何のこかすり蕊のがプニ
程まと公五で人才仁と或か畿治はめ<
度でし、安人、で以はははらす塵いりさ
のはう垂の廣芯上賛で同説が者けまん
報検官員中くけと格きじ明へ、なすの
訓熟職に－日れい霧な政を何破いがむ

】｝

◇
足
立
郡
の
大
別
所
◇

浦
和
市
に
別
川
川
が
あ
る
。
こ
の
別
所
と
云
う
地
名
は

（
各
地
に
あ
る
か
、
肌
斯
川
は
浦
和
市
に
合
併
し
た
元
六
辻

村
の
大
字
で
、
昔
は
澗
立
し
施
別
所
村
で
あ
っ
た
。
こ
の

別
所
は
雛
愈
川
代
の
豪
傑
岡
部
六
彌
太
の
領
地
で
、
足
立

六
別
所
、
一
つ
む
め
患
し
こ
の
別
所
の
地
名
を
探
し
て
見

る
と
五
ヶ
所
判
明
し
一
ヶ
所
が
不
明
で
あ
る
。
即
ち

浦
和
別
川
川
指
脇
村
大
字
指
扇
別
所
、

宮
原
村
大
字
大
杯
別
所
（
今
大
営
市
に
合
併
）

伊
奈
村
大
半
小
塗
別
所
勅
地
常
光
付
大
字
常
光
別
所
叶

岡
部
六
郷
太
山
澱
は
瀦
保
蕊
の
支
族
で
元
暦
年
巾
搬
津
國

一
の
杼
の
合
戦
で
軍
功
が
あ
三
ト
人
で
、
大
里
郡
岡
部
村

を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。
五
人
の
委
員
の
一
間

で
一
人
の
委
員
長
を
選
び
ま
す
。
委
員
長
は
一
年
間
勤
め

る
こ
と
に
な
っ
て
い
段
す
が
二
度
三
度
同
じ
人
が
選
ば
れ

て
も
よ
い
の
で
す
。
委
員
長
は
會
議
を
ま
と
め
て
そ
の
結

果
を
本
部
長
南
を
通
じ
て
指
圏
す
る
わ
け
で
す
。

國
家
公
安
委
員
會
の
外
に
蓮
っ
尤
樅
限
を
も
つ
都
道
府

縣
の
公
錠
委
員
倉
と
市
町
村
の
公
安
委
員
會
と
が
あ
り
ま

す
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
回
に
説
明
す
る
こ
と
に
致

し
ま
す
○

に
住
ん
で
同
村
傘
Ⅱ
満
寺
に
蕊
が
あ
る
。

ロ

匹
誘
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■
一

●

入
肛
に
入
れ
て
、
虐
待
し
た
と
い
う
話
が
あ
り
ま
す
。
或

時
大
工
さ
ん
が
お
出
入
り
の
お
祀
に
よ
ば
れ
て
、
折
詰
を

一
脚
も
ら
っ
て
蹄
り
ま
し
れ
が
、
大
工
さ
ん
は
老
父
に
は

少
し
胤
與
え
な
い
で
、
そ
の
御
馳
走
を
子
供
と
二
人
で
食

べ
て
し
ま
い
ま
し
に
。
そ
の
時
に
子
供
が
父
に
向
っ
て
申

す
の
に
、
「
お
父
さ
ん
こ
の
空
い
れ
折
函
を
下
さ
い
」
と
云

っ
た
。
父
の
大
工
は
何
に
す
る
の
だ
と
聞
き
ま
す
と
、
子

供
は
答
え
て
言
う
に
は
「
お
父
さ
ん
が
年
老
い
て
か
ら
押

入
に
入
れ
て
こ
の
窒
函
に
食
物
を
入
れ
て
進
め
ま
す
」

と
●
印
し
た
の
で
、
大
工
さ
ん
は
大
い
に
悟
っ
て
そ
れ
か
ら

前
非
か
一
悔
い
て
老
父
に
孝
行
を
つ
く
し
れ
と
い
う
こ
と
で

あ
り
ま
す
。
こ
の
事
寳
は
古
い
お
話
で
す
が
諸
君
は
ど
う

請
え
ま
す
か
。

今
度
ア
メ
リ
カ
陸
軍
所
有
の
映
蔦
機
が
本
縣
に

和
常
數
貸
興
せ
ら
れ
、
皆
様
の
御
希
望
に
應
か

ろ
事
に
な
っ
て
居
り
ま
す
。
大
い
に
御
利
用
し

て
下
さ
い
。
筒
詳
細
は
各
地
か
事
務
所
へ

埼
玉
縣
祗
會
教
育
課

当
》
比
ロ

!！
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は
し
か
き

今
日
、
足
袋
を
知
ら
ぬ
人
や
、
足
袋
を
用
い
ぬ
人
は
な

い
と
い
わ
れ
魚
す
。
斯
様
に
一
般
肚
會
屑
に
普
及
さ
れ
た

布
製
の
足
袋
は
、
賞
に
そ
の
起
源
を
尋
ね
て
見
ま
す
ｌ
案

外
新
し
い
も
の
で
あ
り
ま
し
て
、
足
袋
が
我
が
國
の
各
階

級
を
通
じ
て
愛
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
は
明
治
以
來
の
こ

と
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
就
き
ま
し
て
は
後
で
、
や

Ｌ
詳
し
く
お
話
し
申
し
上
げ
た
い
と
存
じ
ま
す
。

『
足
袋
は
純
日
本
的
な
貨
物

私
共
の
身
邊
を
見
廻
し
ま
し
て
、
純
日
本
的
と
申
す
べ

き
も
の
は
案
外
少
な
く
、
大
抵
ア
ジ
ア
大
陸
か
ら
或
は
西

洋
か
ら
舶
来
し
た
も
の
が
多
い
の
で
す
。
け
れ
ど
も
鍵
や

座
蒲
圏
や
障
子
は
ど
う
だ
と
い
う
説
が
起
る
で
あ
り
ま
せ

一
足
頚
二
囮
’

一崎一一玉一個一一全一國’一旧一間一一燭｜｜間一一個一一隅一一田一一國｜一同一一剛一一四
三
橋
鶯
貞

｡

話’
－－－

」
鶴
砂
骨
沈
。

う
が
、
そ
の
生
産
方
法
が
順
序
よ
く
發
逢
の
階
梯
を
経
た

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
賞
に
珍
ら
し
い
も
の
で

あ
り
ま
し
て
、
私
の
信
ず
る
虚
に
よ
れ
ば
、
足
袋
事
業
以

外
に
、
以
上
述
べ
ま
し
た
條
件
を
滿
足
さ
せ
る
も
の
は
容

易
に
見
出
し
難
い
と
恩
は
れ
ま
す
。

足
袋
が
か
ぐ
の
如
き
興
味
深
き
意
味
の
も
の
で
あ
る
と

い
う
こ
と
は
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
氣
づ
か
れ
な
い
よ

う
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
蝋
足
袋
が
吾
々
に
と
っ
て
餘
り
親

し
み
が
あ
り
過
ぎ
て
、
平
凡
に
な
っ
て
了
つ
だ
と
い
う
理

由
か
ら
で
あ
り
蛍
せ
う
が
、
そ
れ
と
も
燈
臺
下
晴
し
で
、

脚
下
に
存
在
す
る
た
め
で
あ
り
ま
せ
ぅ
か
。
と
に
か
く
足

袋
の
護
達
を
考
え
ま
す
と
、
私
共
の
経
済
生
活
の
進
歩
が

ま
ざ
〈
１
１
明
瞭
に
想
い
出
せ
る
の
で
あ
り
蛍
し
て
、

ロ

五
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本
人
の
生
活
の
進
歩
を
最
も
典
型
的
に
代
表
的
に
教
え
て

呉
れ
る
も
の
で
あ
り
き
す
。

二
・
足
袋
の
起
源

一
鰐
足
袋
と
い
う
言
葉
の
起
源
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん

「
一
一
一
一
口
海
」
に
瞳
弓
邑
賦
と
い
う
和
蘭
語
か
ら
来
た
の
で
は

な
い
か
と
あ
り
ま
し
た
が
、
和
蘭
と
の
交
通
が
開
か
れ
る

以
前
に
、
足
袋
は
箪
皮
、
踏
皮
と
書
か
れ
て
あ
り
、
Ｊ
長

も
っ
と
古
く
に
は
多
蝋
趾
籍
か
れ
て
居
り
ま
し
た
の
で
す

ず
っ
と
青
の
靴
下
は
機
と
孵
せ
ら
れ
た
も
の
で
、
丁

度
今
日
朝
鮮
で
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
と
そ
の
形

を
殆
ん
ｆ
同
じ
く
し
て
居
り
ま
し
た
。
足
袋
と
樅
や
今
日

の
靴
下
と
の
間
に
於
き
き
し
て
、
著
し
く
異
つ
れ
特
徴
は

シ
マ
先
き
が
親
指
と
他
の
四
本
の
指
と
が
分
け
ら
れ
て
あ

る
黙
で
あ
り
蛍
す
。
初
期
の
足
袋
は
皮
製
で
、
熊
の
皮
や

猿
の
皮
な
ど
で
造
ら
れ
て
居
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
が
、

昔
の
貴
族
は
外
國
風
の
生
活
を
し
て
機
を
用
い
て
居
り
き

し
た
の
で
、
恐
ら
く
源
氏
物
語
の
紫
式
部
の
頃
、
武
士
階

級
の
間
に
皮
足
袋
が
用
い
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
ら

う
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
、
皮
足
袋
の
起
源
は
可

成
り
古
く
、
約
一
千
年
を
経
て
い
る
と
申
し
得
る
の
で
あ

り
ま
す
○

ご）
⑪

一
一

一
二
、
皮
足
袋
一
と
一
皮
足
袋
屋

皮
足
袋
は
徳
川
時
代
に
至
り
ま
す
ま
で
魔
く
庶
民
階
級

に
漸
次
用
い
ら
れ
ま
し
龍
が
、
今
日
の
よ
う
←
に
足
袋
を
誰

も
は
く
と
い
う
わ
け
に
は
行
き
。
ま
せ
ん
で
し
だ
。
我
が
帆

先
の
大
部
分
は
素
足
で
ま
い
参
を
過
し
て
居
り
・
ま
し
だ
。

昔
の
糟
巻
物
な
ど
壹
璋
｜
一
雨
一
見
ま
す
と
、
雪
の
降
っ
て
い
る
曰
の

合
戦
に
、
武
士
が
素
足
で
居
り
・
二
一
弐
）
す
。

先
年
私
は
一
鵬
島
縣
下
に
ス
キ
ー
に
・
ま
い
り
ま
し
た
虚
」
．

宿
屋
の
番
頭
が
素
足
で
藁
草
履
．
》
》
一
ら
け
だ
埋
け
で
雪
の
中

を
出
迎
え
て
呉
れ
て
荷
物
を
背
負
っ
て
呉
れ
た
の
に
は
、

全
く
驚
き
・
ま
し
化
ｏ
吾
々
の
祗
先
も
餘
程
頑
固
な
足
を
持

っ
て
い
れ
・
と
恩
は
れ
ま
す
。
声

皮
足
袋
が
専
ら
用
い
ら
れ
化
當
時
に
於
き
ま
し
て
、
専

問
的
な
皮
足
袋
屋
が
あ
っ
化
も
の
か
－
Ｆ
と
う
か
と
い
う
疑
問

を
抱
き
．
ま
し
て
、
古
い
繕
の
中
に
皮
足
袋
屋
を
發
見
し
よ

う
と
い
た
し
ま
し
た
が
．
．
仲
々
見
つ
か
り
●
ま
せ
ん
。
北
画

。
。
、
。
Ｃ
Ｏ
⑰
。
ｊ

埼
玉
聯
川
越
の
喜
多
院
と
い
う
有
名
な
寺
の
本
堂
に
ぁ
ｒ
０

。
ま
す
。
職
人
糟
づ
く
し
の
屏
風
が
ぁ
一
・
り
・
ま
す
。

子
」
肛
は
國
寶
に
な
っ
て
居
り
。
ま
」
’
－
９
が
、
｜
そ
の
中
の
繕
の

一
枚
に
皮
師
が
あ
り
、
こ
の
皮
帥
の
店
先
に
、
数
足
の
皮

五
三
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１
１

足
袋
が
品
さ
れ
て
居
り
ま
す
の
を
見
つ
け
牛
ふ
し
た
。
離
れ

の
作
で
あ
る
か
、
専
門
家
の
間
に
も
意
見
が
分
れ
て
居
る

し
》
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
と
に
か
く
そ
の
繪
は
徳
川

初
期
の
も
の
で
あ
り
坐
（
す
。
そ
れ
に
よ
り
ま
す
と
、
皮
足

袋
は
潤
立
し
に
足
袋
屋
で
な
く
て
、
皮
屋
で
作
ら
れ
て
居

っ
た
も
の
で
あ
る
と
認
め
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、

未
だ
営
時
は
職
業
の
分
化
が
進
ま
か
、
皮
足
袋
屋
と
い
う

も
の
が
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
４
（
す
。

四
、
木
綿
足
袋
の
始
め

今
日
、
吾
々
が
足
袋
と
申
し
出
ふ
す
と
、
皮
足
袋
を
想
い

浮
べ
る
人
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰
れ
で
も
木
綿
足
袋
こ
そ
今

日
の
足
袋
山
普
通
の
観
念
で
す
。
こ
の
木
綿
足
袋
は
徳
川

一
一
一
代
將
軍
家
光
の
頃
、
長
岡
一
一
一
齋
と
い
う
茶
人
の
お
母
さ

‐
ん
が
創
め
て
造
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
・
・
一
一
一
百
年

程
の
青
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
の
で
、
巣
薑
し
て
何
人
が
オ
リ

ヂ
ナ
ル
の
作
者
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
詮
議
立
て
る
こ
と
は

む
づ
か
し
い
こ
と
で
す
。
然
し
次
の
一
一
つ
の
こ
と
は
言
い

得
る
と
思
い
ま
す
ｏ

第
一
、
足
袋
は
吾
々
の
座
る
と
い
う
こ
と
を
、
通
常
の

姿
勢
と
致
す
こ
と
人
な
っ
た
の
と
期
を
等
し
く
し
て
い
る

こ
‐
と
で
す
。
春
は
座
る
と
い
う
こ
と
は
塗
り
裳
せ
ん
で
し

へ

Ｐ

。
五
四

仁
Ｑ
あ
ぐ
ら
、
立
ひ
ざ
な
ど
が
通
常
で
あ
り
ま
し
た
。
徳

川
時
代
以
前
の
繪
薑
に
よ
り
ま
す
と
、
い
ろ
ん
な
姿
勢
が

あ
り
蛍
し
た
。
こ
れ
が
徳
川
一
一
、
一
一
一
代
將
軍
頃
に
座
る
と
い

う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
鍵
と
い
う
も
の

は
座
敷
に
敷
き
つ
め
て
あ
り
き
せ
ん
で
し
た
。
今
日
の
座

蒲
鬮
の
様
に
、
座
敷
の
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
移
動
し
て
用
い

“
ら
れ
て
居
っ
た
も
の
で
す
。
そ
れ
が
矢
張
り
徳
川
一
一
一
代
將

軍
家
光
の
頃
に
、
座
敷
一
杯
に
鍵
を
敷
き
つ
め
る
こ
と
Ａ

な
）
り
ま
し
た
Ｏ

つ
ま
り
、
私
の
観
察
で
は
、
露
庭
敷
と
座
る
姿
勢
Ｌ
足

、
袋
と
は
殆
ん
的
と
同
時
に
生
れ
た
も
の
と
致
し
半
子
。
勿
論

こ
の
過
程
に
は
茶
室
の
影
響
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が

職
國
時
代
の
我
國
民
生
活
は
疲
弊
困
鹸
し
て
居
っ
て
落
ち

つ
き
の
な
い
も
の
で
あ
り
ｊ
）
ふ
し
た
が
、
家
康
が
天
下
を
統

一
し
て
、
一
一
一
代
將
軍
の
時
に
至
り
ま
す
と
、
一
般
の
経
済

生
活
が
非
常
に
護
達
し
て
始
め
て
座
っ
た
落
ち
つ
き
の
あ

る
雀
活
に
入
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
恩
は
れ
ま
す
。

第
一
底
、
木
綿
足
袋
は
江
戸
時
代
に
先
づ
發
達
を
し
北

と
い
宗
〃
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
東
京
こ
そ
今
日
の
足
袋
の
發

群
地
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

昔
時
は
日
本
文
化
の
中
心
が
關
西
で
あ
り
ま
し
た
が
、

ロ



函

家
康
が
幕
府
を
江
戸
に
開
い
て
か
ら
、
政
治
と
文
化
の
中

心
が
江
戸
に
移
っ
て
來
ま
し
に
。
こ
の
傾
向
は
初
期
の
木

綿
足
袋
の
護
達
に
最
も
明
白
に
現
は
れ
て
居
り
蛍
す
。

四
代
將
軍
家
綱
の
明
暦
四
年
砿
月
江
戸
に
大
火
が
起
り
蛍

し
て
、
江
戸
の
大
半
を
焼
き
つ
く
し
、
死
者
十
一
寓
人
を

Ⅱ
し
よ
し
て
、
こ
の
火
事
は
振
袖
火
事
と
稲
さ
れ
、
よ
く

物
語
に
よ
っ
て
傳
え
ら
れ
て
居
り
ま
す
。
こ
の
天
災
こ
そ

足
袋
を
民
衆
化
す
る
大
き
な
動
因
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

そ
の
理
由
は
こ
う
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
大
火
後
江
戸
に
於

て
は
、
火
消
の
制
度
が
整
備
さ
れ
ま
し
て
、
火
事
装
束
と

し
て
革
羽
織
、
革
頭
巾
が
採
用
さ
れ
ま
し
に
。
こ
の
革
羽

織
は
豐
太
闇
が
、
或
火
災
に
手
柄
を
立
て
先
堀
丹
後
守
直

・
寄
に
畷
つ
れ
と
い
う
こ
と
に
起
源
す
る
も
の
で
す
が
、
振

袖
火
事
以
後
、
革
羽
織
が
流
行
し
て
、
そ
の
結
果
、
鹿
革

の
他
殿
を
騰
貴
さ
せ
て
了
い
Ｊ
）
《
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
れ
蛍

で
は
専
ら
鹿
革
製
足
袋
で
あ
り
Ｊ
）
へ
し
た
の
か
、
經
濟
的
の

代
用
品
と
し
て
木
綿
を
採
用
す
る
こ
と
Ｌ
な
っ
た
の
で
す

五
、
木
綿
足
袋
屋
の
起
り

木
綿
は
遠
く
朽
武
天
皇
の
御
代
に
傳
來
し
髄
も
の
で
あ

り
ま
す
が
、
徳
川
時
代
に
は
各
地
に
普
及
致
し
て
安
債
に

生
産
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
れ
も
の
で
あ
り
ま
す
。

廿
砂

今
日
で
云
う
な
ら
ば
、
羊
毛
の
代
り
に
、
ス
テ
ー
プ
イ

フ
ア
イ
冠
－
を
代
用
す
る
と
同
じ
理
由
で
革
に
代
っ
て
木

綿
が
用
い
ら
れ
て
、
足
袋
が
江
戸
に
於
て
先
づ
民
衆
化
し

た
の
が
、
江
戸
か
ら
漸
次
地
方
に
及
び
ま
し
て
、
日
本
全

國
に
普
及
す
る
こ
と
Ａ
な
っ
た
の
で
す
。

で
あ
り
ま
す
か
ら
江
戸
が
足
袋
の
本
場
で
あ
り
ま
す
。

日
本
に
於
け
る
足
袋
屋
と
云
う
も
の
も
、
日
本
橋
人
形
町

に
現
は
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
關
係
で
足
袋
の
本
場
が

東
京
に
あ
り
ま
す
だ
め
、
關
西
で
は
今
日
に
至
り
ま
し
て

も
、
東
京
疋
袋
と
い
う
も
の
を
珍
重
い
た
し
、
足
袋
の
や

か
ま
し
い
人
は
、
特
に
東
京
足
袋
と
銘
打
つ
北
も
の
を
今

日
も
な
お
買
っ
て
穿
い
て
居
り
ま
す
。
東
京
は
足
袋
と
深

い
關
係
に
あ
り
ま
す
た
め
、
一
艦
に
東
京
人
は
足
袋
に
深

い
理
解
を
有
し
て
居
り
ま
し
て
、
よ
い
足
袋
を
は
く
人
が
、

多
い
た
め
、
足
袋
を
趙
乃
技
術
も
こ
Ｌ
に
最
も
よ
く
發
達

し
て
、
だ
ん
ノ
ト
、
す
れ
れ
る
傾
向
は
あ
り
ま
し
て
も
な
お

今
日
著
名
な
足
袋
店
が
存
在
」
て
居
る
よ
う
な
次
第
で
す

六
、
足
袋
の
構
造

足
袋
の
構
造
の
鍵
化
に
就
き
ま
し
て
は
ｂ
詳
細
に
豆
り

難
い
の
で
す
が
。
最
初
は
筒
長
琲
押
し
ま
し
て
、
深
い
も

の
で
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
甲
馳
が
無
く
、
紐
付
き
で

二
□

五
五



あ
り
蛍
し
た
。
底
は
最
初
刺
底
で
あ
っ
化
の
が
、
後
に
は

雲
齋
が
用
一
い
ら
れ
る
こ
と
‐
異
な
り
ま
し
北
。

現
今
の
足
袋
は
、
座
敷
足
袋
と
地
下
足
袋
に
大
別
す
る

こ
と
が
出
來
ま
す
。
地
下
足
袋
に
は
ゴ
ム
の
使
用
が
多
く

行
は
れ
て
居
り
ま
す
が
、
座
敷
足
袋
の
材
料
は
キ
ャ
ラ
コ

米
子
、
別
珍
、
コ
ー
ル
天
な
ど
が
主
要
な
も
の
で
あ
る
こ

と
は
皆
様
の
御
承
知
の
如
く
で
あ
り
段
す
。
然
し
最
初
の

足
袋
は
、
手
織
の
白
木
細
で
造
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
ま
す

底
は
絹
糸
な
ど
で
刺
し
た
も
の
で
賞
に
見
事
で
は
あ
り
ま

す
が
未
だ
足
袋
屋
と
い
う
も
の
が
な
か
っ
た
時
代
に
は
、

皆
各
自
家
庭
で
手
製
し
ま
し
に
凹
め
、
仕
立
が
甚
だ
粗
雑

で
あ
る
こ
と
を
苑
か
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
足
袋
屋
が
始
め

て
生
れ
ま
し
た
の
は
寓
治
二
年
で
あ
り
ま
し
て
、
今
か
ら

百
七
十
年
程
以
前
、
櫻
井
六
右
術
門
と
い
う
人
に
よ
っ
て

開
か
れ
ま
し
北
。
こ
の
人
が
足
袋
屋
の
開
租
と
も
云
う
べ

き
で
あ
り
ま
す
。
一
一
一
一
口
ひ
換
え
き
す
と
、
明
暦
の
大
火
が
あ

っ
た
翌
年
に
江
戸
に
潤
立
し
た
足
袋
の
手
工
業
が
始
め
て

確
立
さ
れ
た
の
で
あ
り
ま
す
。

然
し
専
門
的
な
足
袋
屋
が
追
々
と
發
達
い
た
し
ま
し
北

が
、
田
舎
な
ど
で
は
、
大
抵
は
自
家
製
で
間
に
合
は
せ
る

か
、
或
は
農
家
を
廻
っ
て
歩
く
足
袋
職
人
が
あ
り
裳
し
て

衣
服
鈩
避
っ
に
除
り
布
れ
で
、
手
間
賃
を
貰
っ
て
足
袋
を

造
っ
て
歩
い
た
も
の
で
す
。
西
洋
の
經
濟
史
に
よ
く
出
る

ア
ィ
テ
ィ
ナ
リ
ー
・
ス
ワ
ー
カ
ー
が
我
が
足
袋
産
業
に
も

存
在
い
た
し
て
居
り
ま
し
に
。

足
袋
と
い
う
も
の
は
、
一
見
し
ま
す
と
形
も
小
さ
く
ま

と
ま
り
易
い
、
造
る
に
も
左
程
の
技
術
を
必
要
と
し
な
い

よ
う
に
恩
は
れ
ま
す
が
、
仲
々
左
程
で
は
な
い
の
で
す
。

一
人
前
の
足
袋
職
人
と
な
る
に
は
、
永
い
歳
月
、
年
期
奉

公
を
せ
ね
ば
な
り
よ
せ
ん
で
し
れ
。
手
工
業
と
し
て
の
足

袋
屋
は
明
治
時
代
に
は
、
曰
本
到
る
虚
に
在
り
ま
し
に
。

こ
の
頃
に
製
造
せ
ら
れ
た
足
袋
は
、
今
日
の
機
械
生
産
の

足
袋
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ
程
、
あ
ら
ゆ
る
黙
に
優
れ
て
居

っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

七
、
足
袋
産
業
の
發
逹

現
今
は
、
足
袋
は
老
若
の
魑
別
な
く
、
き
た
年
中
何
時

で
も
用
う
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
徳
川
時
代
に
は
喧
し

い
徒
が
あ
り
ま
し
て
、
足
袋
を
は
く
こ
と
に
は
種
々
の
制

限
が
あ
り
ま
し
た
。
年
令
五
十
に
な
ゑ
か
、
或
は
病
氣
の

も
の
で
な
い
と
足
袋
は
庶
災
階
級
の
間
で
は
着
用
が
川
來

な
か
つ
北
の
で
す
。
ま
た
、
欝
暦
九
月
の
節
句
か
ら
翌
年

三
月
の
節
句
ま
で
竺
な
い
と
足
袋
を
は
く
こ
と
は
出
來
な

５
０

五

六



か
つ
左
の
で
あ
り
ま
す
。
明
治
と
な
っ
て
斯
く
の
如
き
制

限
が
無
く
な
り
、
ま
た
人
口
が
増
加
す
る
に
わ
れ
足
袋
の

需
要
闇
多
く
な
る
に
つ
れ
て
、
在
来
の
小
化
榔
の
手
工
業

的
足
袋
廃
業
で
は
需
要
を
充
賞
す
る
こ
と
は
困
難
と
な
り

足
袋
産
業
は
手
工
業
か
ら
家
内
工
業
え
、
産
業
進
化
の
一

階
梯
を
進
め
堂
し
た
。

殊
に
關
東
で
は
聯
勤
獅
恥
脱
げ
肝
に
、
關
西
で
は
大
阪

に
完
成
ざ
肛
尤
家
内
工
業
が
發
達
し
ま
し
た
・
と
の
生
産

組
織
の
下
に
於
て
は
「
問
屋
」
域
は
「
寓
取
屋
」
と
い
う

も
の
が
中
心
に
な
り
ま
し
て
多
数
の
足
袋
職
人
に
材
料

を
渡
し
て
製
造
の
各
過
程
を
経
過
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り

ま
し
て
、
分
業
が
可
能
と
さ
れ
る
結
果
、
可
成
り
多
数
の

足
袋
が
製
造
さ
ぃ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
方
法
は
今
日

に
至
り
ま
し
て
も
、
行
は
肌
て
居
り
ま
し
て
、
現
に
東
京

と
か
大
阪
と
か
行
田
な
ど
に
於
て
は
、
こ
の
組
織
で
多
數

の
足
袋
が
製
産
さ
れ
て
居
り
ま
す
。

八
、
足
袋
の
エ
塲
生
産

足
袋
が
大
規
模
な
工
場
生
産
と
な
り
、
機
械
が
應
川
さ

れ
る
に
至
っ
た
の
は
、
日
清
戦
役
の
頃
か
ら
の
こ
と
で
あ

り
、
明
治
三
十
年
頃
か
ら
こ
の
傾
向
に
拍
車
が
人
け
ち
肌

九
州
久
留
米
、
大
阪
府
堺
市
等
に
は
大
規
模
な
処
袋
工
場

ロマ
ヰ
？

ヘヲ島ﾌらづbジハ甲庵グ妃二へ￣写為や～へ‐”令甲匙､、

發刊をji}Ｂふ
ハグマミグミタ、ｸﾞ､〆､グン､ｸﾞﾐｿﾞ､ハゾ、へべへへへ

時
間
を
ま
も
る
Ⅱ
樂
し
い
時
闇
が
多
く
な
る

秤
に
し
た
し
む
Ⅱ
砿
し
い
配
給
が
得
ら
飾
る

汚
水
汚
物
を
片
付
け
る
Ⅱ
悪
い
病
氣
が
な
く
な
る

迷
信
を
追
放
す
る
Ⅱ
生
活
が
明
る
く
な
る

窓
を
あ
け
て
外
氣
を
Ⅱ
健
康
が
訪
れ
る

。
み
ん
な
で
こ
う
す
れ
ば

一
一

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
日
本
聯
盟

理
事
長

ご
丘
．
’

三
島
通
陽

事
務
所
九
ノ
内
千
代
田
ピ
ル
内

五
七



工
場
制
度
の
特
徴
は
大
賢
本
に
よ
る
こ
と
▲
、
大
勢
の

弊
働
者
が
一
つ
の
建
物
の
中
に
集
め
ら
れ
て
、
細
い
、
分

業
過
程
が
行
は
れ
る
と
い
う
こ
と
で
初
り
ま
す
・
機
械
の

使
川
と
分
業
に
よ
り
ま
し
て
、
一
足
の
足
袋
を
透
る
平
均

時
間
は
八
分
間
を
出
で
な
い
と
い
う
こ
と
で
の
り
ま
す
９

粁
、
手
工
業
時
代
に
は
、
一
日
一
足
と
い
う
こ
と
が
標
準

で
聯
○
だ
の
に
比
較
し
て
、
誠
に
非
常
な
る
鐵
化
で
あ
り

ま
す
。
然
し
、
今
日
の
足
袋
工
場
の
職
人
は
足
袋
を
造
に

何
十
分
の
一
か
の
分
業
の
一
工
程
の
み
に
熟
練
し
て
い
て

も
、
完
全
に
一
足
の
足
袋
を
裁
断
か
ら
仕
上
げ
ま
で
を
い

た
す
こ
と
を
心
得
て
居
り
ま
せ
ん
。

戦
後
日
本
釜
國
で
一
箇
年
ど
れ
程
の
足
袋
が
生
産
さ
れ

る
か
は
は
っ
き
り
致
し
蛍
せ
ん
が
恐
ら
く
、
四
億
足
に
近

つ
ち

ぃ
足
袋
が
需
要
さ
れ
る
と
恩
は
れ
半
ふ
す
。
然
し
近
年
洋
服

が
普
及
い
た
し
て
参
り
ま
し
た
の
で
、
人
口
の
増
加
す
る

割
合
に
は
足
袋
の
需
要
は
増
加
し
な
い
ど
恩
は
れ
畠
す
。

従
っ
て
△
泌
佼
の
足
袋
産
業
は
、
そ
れ
だ
け
の
行
詰
り
を
感

ず
る
わ
け
と
な
ら
う
と
恩
は
れ
よ
す
。
然
し
近
年
地
下
足

袋
が
護
達
し
て
殆
ん
ど
草
鮭
を
駆
逐
し
て
了
い
ま
し
た
・

九
、
足
袋
事
業
の
開
拓
、
宜
傳

が
設
立
せ
ら
れ
る
に
至
夛
し
も
の
で
す
。

ワ

五
入

な
お
戦
後
の
日
本
經
濟
を
救
う
の
に
、
も
う
一
つ
の
新

し
い
足
袋
事
業
の
道
が
あ
り
半
子
。
世
界
の
各
地
に
は
未

》
Ｌ
素
足
で
い
る
民
族
が
印
度
。
ア
フ
リ
カ
に
澤
山
居
り
ま

す
。
我
國
の
木
綿
産
業
が
安
便
な
綿
布
を
提
供
し
て
裸
の

人
々
に
着
物
を
き
せ
ま
し
た
が
、
足
袋
事
業
、
こ
の
裸
足

の
人
々
に
は
き
も
の
を
は
か
せ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
西
瀧

の
靴
も
日
本
の
地
下
足
袋
も
不
調
和
で
あ
り
ま
す
。
新
し

い
工
夫
が
必
要
と
思
い
ま
す
。

｛
ｏ
、
日
本
人
の
足

足
袋
は
あ
だ
山
か
く
、
私
共
の
足
を
保
護
し
て
く
れ
ま

す
と
同
時
に
、
決
し
て
靴
の
よ
う
に
足
を
い
た
め
つ
け
ま

せ
ん
。
私
は
か
つ
て
瞥
學
の
立
場
か
ら
足
の
こ
と
を
書
い

た
書
物
を
ょ
ん
摺
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
西
洋
人
の
足
は

靴
の
た
め
に
殆
ん
ど
奇
形
的
に
な
っ
て
ゐ
る
も
の
が
多
い

と
い
う
こ
と
で
す
ｃ
日
本
人
の
他
の
人
種
と
の
随
別
は
、

足
の
指
を
見
れ
ば
わ
か
る
と
い
う
ほ
ど
に
、
・
日
本
人
の
足

が
自
然
的
に
美
し
く
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
全
く
足
袋
の

御
か
げ
で
あ
り
ま
し
て
、
ベ
ル
リ
ン
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
に

於
て
、
幾
多
の
我
が
選
手
が
輝
々
た
る
名
聲
を
の
こ
し
屯

こ
と
は
、
足
の
彊
さ
に
よ
る
虚
が
少
な
く
な
い
と
恩
は
れ

＄
《
寸
診
。

８



吾
々
は
徒
ら
に
外
國
仁
か
戴
肌
る
こ
と
な
く
、
足
袋
を

愛
川
し
て
、
足
袋
を
基
調
と
し
れ
日
本
潤
特
の
生
活
様
式

を
ま
も
っ
て
行
き
た
い
し
思
い
ま
す
。

む
す
び

以
上
の
こ
と
を
要
約
い
た
し
ま
す
と
、
足
袋
は
我
鬮
岡

有
の
貨
物
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
仁
め
、
そ
の
製
作
技
術
も

生
産
組
織
も
日
本
人
自
身
で
工
夫
し
發
逹
せ
し
め
ね
ば
な

り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
故
、
わ
た
く
し
共
の
經
濟
生
活

の
進
化
を
最
も
代
表
的
に
現
は
し
た
居
る
の
で
す
。
こ
れ

か
ら
、
毎
日
足
袋
を
は
く
に
つ
れ
、
以
上
の
こ
と
を
想
う

時
、
限
り
な
き
興
味
が
湧
き
起
る
こ
と
Ｌ
存
じ
蛍
す
。

ａ
シ
ベ
リ
ヤ
鐵
遁
は
五
沢
６
、
超
廣
軌
と
い
．
、
〈
も
の
で

あ
っ
て
例
外
で
あ
る
。

●

１
贋
軌
…
…
四
呪
八
吋
半
で
戯
、
米
の
各
國
、
朝
鮮

滿
鐡
等
、
こ
れ
を
標
準
軌
道
と
い
ふ
。

２
狭
軌
…
…
三
沢
六
吋
で
我
が
國
内
地
の
鐵
道
は

鐵
道
の
軌
幅

災

之
に
脇
す
る
。空
、

｛
も

美
し
い
模
様
や

幾
何
圖
の
様
な
複
雑
な
線
を

霞
い
て
は
消
し
，
消
し
て
は
霞
く

銀
色
の
細
い
無
数
の
線
を

四
角
な
窓
硝
子
の
上
に

縦
横
無
霊
に
引
い
て
ゐ
る

無
言
の
聲
家
、
不
言
の
數
學
春

汽
車
の
窓
に
降
り
注
ぐ
雨

車
・
窓
の
雨野
口
貞
雄

絶
え
間
な
く
降
る
雨
は

艦
々
ど
走
る
列
車
の
喬
に

織
り
こ
く
っ
て
し
ま
っ
て
ゐ
る

け
肌
ど
跡
唖
の
様
な
雨
は
。

締
め
切
っ
た
汽
車
の
窓
に

し
き
り
と
何
か
誓
い
て
ゐ
る

口

五
九

⑧



國境を越へて吾等は往かん
、

ボー箸スカウト蕊隊

一周年を趣へて

ＢｙＥｉｗａ,Yanlaguchi
色

幸
い
に
も
一
・
」
の
粗
述
に
よ
り
ま
し

て
讃
者
の
方
々
が
我
等
の
ボ
ー
イ
・

ス
カ
ウ
ト
運
動
に
對
す
る
一
端
で
も

御
理
解
下
さ
れ
ば
筆
者
の
最
も
幸
い

と
す
る
所
で
す
◎

北
も
の
で
あ
り
ま
す
ｂ

際
に
於
け
る
速
記
録
よ
り
、

ボ
ー
イ
ス
カ
ウ
ト
結
成
一
周
年
を

迎
へ
ま
し
た
の
で
、
九
月
十
日
浦
和

市
委
員
會
室
で
浦
和
除
名
隊
の
班
長

次
長
を
網
羅
し
化
反
省
會
を
行
い
ま

し
た
。
そ
し
て
今
後
に
於
け
る
ス
カ

女
卜
運
動
の
圓
滑
な
護
展
を
期
す
べ

く
、
皆
の
腹
繊
の
無
い
意
見
初
交
換

を
行
い
ま
し
た
。
こ
の
記
事
は
そ
の

嫡
出
し

～へソ、リーゴージベジベジヘーヘジヘーヘンヘニヘー、ニーハ■

〆

巳

８

座
談
會

。

○
河
合
「
皆
ん
な
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ

矛
に
な
っ
て
非
常
に
有
益
で
あ
っ
強

と
か
又
こ
の
蘂
し
き
は
ボ
ー
イ
・
ス

カ
ウ
ト
で
な
け
れ
ば
味
ふ
事
が
出
来
・

な
か
っ
た
と
思
っ
た
事
が
あ
る
で
し

ょ
う
」

○
籾
山
「
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト
は
國

際
的
で
六
月
の
ラ
ー
リ
ー
の
時
や
米

國
の
ボ
ー
イ
。
ス
カ
ウ
ト
の
総
長
の

追
悼
會
に
霧
雨
坂
の
識
會
に
行
っ
た

時
な
ど
各
國
の
ス
カ
ウ
ト
と
國
境
を

趣
へ
た
友
情
で
五
に
ス
カ
ウ
ト
運
動

に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
。
こ
の
様
に

ス
カ
ウ
ト
に
は
國
境
が
無
い
と
云
ふ

事
、
こ
れ
は
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト
の

み
の
持
つ
喜
び
で
あ
る
と
思
い
ま
す

こ
の
意
味
で
も
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ

ト
世
界
聯
盟
へ
一
日
も
早
く
加
盟
し

て
戴
き
度
い
と
思
い
ま
す
」

六

○



礎
心
し
て
い
ま
す
」

○
笹
村
「
そ
れ
だ
け

の
自
覺
と
ほ
こ
り
が

無
け
ぃ
ば
．
嘘
だ
と
恩

、
い
ま
す
」

○
石
井
「
さ
あ
次
は

な
に
か
ね
」

○
名
倉
「
自
分
は
少

し
前
ま
で
は
エ
ン
ヂ

、
色
の
ネ
ッ
カ
チ
ー
フ

を
付
け
る
と
な
ん
だ

か
寒
氣
が
し
た
が
近

頃
は
大
分
な
れ
て
來

ま
し
だ
。
僕
は
も
と
，
ｌ
～
氣
が
小
さ

か
つ
れ
か
ら
、
き
め
と
に
か
く
班
長

と
な
り
班
員
こ
そ
少
な
い
が
一
班
の

長
と
な
り
今
日
迄
ど
う
や
ら
こ
う
や

○
古
山
「
そ
う
だ
。
僕
も
そ
の
黙
非

常
に
嬉
し
い
で
す
。
本
営
に
ボ
ー
イ

ス
カ
ウ
ト
運
動
こ
そ
世
界
平
和
樹
立

の
尖
端
を
行
く
も
の
で
あ
る
と
僕
は

、￣～戸､-戸～／ヘーヘー,、-ゴーーヘーー、./へ.￣、＝ヘーヘーヘグヘ.ゴヘー、－ヘーベーー

語る人ご
〕

￣ヘーンーーンーンミーー～、ソ､￣～～｡､ゲヘーーーヘーグーゲ､－－－グヘプヘーグ

ボーイ・スカウト》瀞ﾛ隊指導員

河．合巍山口英和

石井英－高橋泰雄
弁上疋和鈴木安久三

松．本昭雄

一
つ
天
幕
で
班
員
と
共
に
生
活
し
、

色
々
計
薑
し
て
班
員
の
意
見
を
聞
き

そ
れ
を
ま
と
め
て
行
く
、
こ
の
事
は

簡
箪
な
様
で
す
が
仲
々
む
づ
か
し
い

イ
・
ス
カ
タ
ト
に
な
っ
に
お
蔭
だ
と

嬉
し
く
思
っ
て
い
巣
す
。
山
に
海
に

いち

てや

來つ
まて

し來
ﾌﾞこて

ｏや
こつ

れと

は統
僕卒
が_力
ボーが

１付

ボーイ･スカウト浦和塚第一隊員

古山洋，右（浦高一學年）

名倉清吉（・同）

高窪利男（同）

登坂貞夫（同）

吉岡義雄（同）

ボーイ･スカウト瀞ﾛ第二隊員

田村茂樹（浦商二學年）
阿佐児定夫（同）

籾山定彦（浦高二學年）
森垣英壱（同）

笹村一雄（同）

古川巖（同一學年）
砂原博黍（同併設中）

－

口

た
。
恰
度
名
倉
識
と
同
じ
様
な
氣
が

致
し
ま
す
」

○
田
村
「
僕
の
班
は
皆
小
さ
父
新
制

中
學
一
、
二
年
）
か
ら
そ
の
黙
や
り
ょ

事
で
し
た
。
今
日
は
大
分
人
の
意
見

を
纏
め
て
行
く
要
領
が
わ
か
り
、
そ

の
黙
も
大
鍵
う
れ
し
く
思
っ
て
居
り

ま
す
」

一
ハ
ー

員協簿蕊騰全蒔衾臺
ま訓黙な６が龍来るｿか少一弓
し練大り班、のな事ｌらさ目



い
で
ず
」

○
山
ロ
ブ
ど
う
だ
ｏ
人
の
意
見
を
纏

め
る
力
が
、
ス
カ
ー
ト
に
な
っ
て
付

く
事
は
確
か
だ
。
將
來
大
い
に
皆
に

働
い
て
も
ら
わ
ん
な
ら
ん
か
ら
な
」

○
古
川
「
僕
は
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト

に
な
っ
て
何
よ
り
樂
し
い
の
は
キ
ャ

ン
プ
。
フ
ァ
ィ
ャ
ー
だ
（
野
醤
地
で
皆

ん
な
が
夜
警
火
を
取
り
園
ん
で
歌
や

劇
を
し
て
、
そ
の
日
を
梁
し
く
暮
す

も
の
で
こ
の
際
に
終
け
る
行
動
は
班
・

箪
位
を
原
則
と
し
て
ゐ
ま
す
）
之
が

非
常
に
面
白
い
。
叉
こ
の
結
果
人
の

前
に
立
つ
事
が
わ
り
に
平
氣
に
な
り

誤
す
。
こ
の
鮎
内
氣
な
僕
に
は
非
常

に
良
い
と
思
い
ま
す
」

○
淺
見
「
そ
う
だ
。
キ
ャ
ン
プ
・
フ
ァ

ィ
ャ
ー
は
僕
等
の
渦
占
物
だ
。
叉
僕

は
ス
カ
ウ
ト
に
な
っ
て
常
識
が
護
達

し
畠
し
た
。
結
繩
法
、
救
助
法
、
氣

象
観
測
、
測
量
等
の
訓
練
は
案
外
日

ロ
℃

常
生
活
に
役
に
立
つ
事
が
多
い
ん
で

す
」

○
森
垣
「
僕
は
就
會
的
訓
練
が
出
来

る
事
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
例
へ
ぱ

今
迄
は
市
役
所
へ
足
を
一
歩
も
踏
み

入
れ
た
事
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

今
日
の
様
に
市
役
所
へ
時
々
出
入
り

し
北
り
又
交
麹
整
理
を
し
た
り
と
に

か
く
そ
の
方
面
に
於
け
る
祗
會
的
訓

練
が
出
来
る
事
が
よ
い
と
思
っ
て
居

り
と
《
す
」

○
高
窪
「
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト
に
な
っ

て
友
達
と
放
行
に
行
く
機
會
が
増
え

に
事
で
す
。
こ
れ
は
は
な
は
だ
何
ん

で
も
な
い
話
い
様
で
す
が
、
團
結
心

を
や
し
な
ふ
に
最
も
良
い
方
法
だ
と

思
い
ま
す
。
同
じ
釜
で
同
じ
天
幕
で

一
つ
毛
布
に
二
人
寝
て
、
な
ん
だ
歌

仁
な
つ
ち
窓
っ
龍
（
爆
笑
）
相
臺
互
扶

・
肋
の
精
榊
を
發
揮
し
て
共
に
暮
す
こ

の
様
な
親
し
み
の
あ
る
生
活
が
ど
ん

な
に
自
外
蓬
の
將
來
に
盆
を
輿
へ
る

事
で
し
ょ
う
」

○
吉
岡
「
そ
れ
は
事
寳
だ
。
僕
な
ん
か

い
つ
も
そ
の
事
で
考
へ
さ
せ
ら
れ
る

よ
。
あ
の
大
自
然
の
中
に
ぼ
う
よ
う

さ
れ
邪
念
を
去
っ
て
修
養
す
る
あ
の

榊
聖
な
姿
、
い
っ
た
い
何
走
以
て
か

こ
れ
に
巷
え
ん
だ
」

山
口
「
大
分
熱
が
上
っ
て
來
尤
ね
」

○
登
坂
「
自
分
は
ス
カ
ー
ト
は
全
然

不
良
に
な
ら
な
い
と
云
ふ
事
鵬
よ
い

と
思
い
ま
す
。
先
づ
吾
々
に
は
學
校

と
ス
カ
ウ
ト
運
動
と
こ
の
二
つ
で
忙

が
し
く
不
良
に
な
る
暇
な
ど
な
い
ん

で
す
」
（
大
笑
）

○
河
合
「
ス
カ
ウ
ト
に
は
三
つ
の
響

や
お
き
て
が
あ
る
か
ら
な
。
醤
と
お

き
て
は
一
ペ
ー
ジ
に
あ
り
ま
す
」

○
河
合
「
ス
カ
ウ
ト
は
餘
暇
を
利
用

し
て
修
養
す
る
ん
だ
よ
」

○
笹
村
「
自
分
は
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト

８

｛ハーー

や



と
な
っ
て
活
躍
し
た
事
を
申
し
述
べ

た
い
と
思
い
ま
す
。
或
日
曜
日
班
員

全
部
で
仲
仙
遁
の
電
柱
に
賄
っ
て
あ

る
ポ
ス
タ
ー
取
り
を
や
り
や
れ
ノ
ー

と
思
っ
て
居
る
時
に
突
然
サ
イ
レ
ン

が
鳴
り
ひ
ど
き
火
災
を
つ
げ
た
。
ふ

と
見
る
と
意
外
に
も
郵
便
局
の
附
近

で
あ
る
．
と
が
わ
か
っ
た
の
で
、
す

ぐ
皆
と
一
緒
に
現
場
に
か
け
つ
け
日

頃
の
訓
練
川
の
ロ
ー
プ
を
張
っ
て
交

通
整
理
を
や
り
ま
し
た
。
こ
れ
も
は

な
は
だ
簡
軍
な
譲
で
す
が
、
ス
カ
ー

ト
訓
練
を
や
つ
て
ゐ
れ
ぱ
こ
そ
、
あ

れ
だ
け
の
行
動
が
出
来
に
と
思
い
ま

す
。
誰
も
ほ
め
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
．

だ
け
ど
内
心
非
常
に
喜
し
か
っ
た
」

○
河
合
「
諸
君
の
今
後
の
班
蓮
醤
に

つ
い
て
何
か
」

○
古
山
「
今
迄
は
氣
の
く
し
や
ノ
ー

し
た
時
な
ど
は
反
省
す
る
事
な
ん
か

て
ん
で
、
畑
来
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

□

色
々
班
長
と
し
て
苦
勢
し
て
ゐ
る
せ

い
か
、
か
な
り
物
解
り
が
よ
ぐ
な
っ

て
来
た
様
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
ス

カ
ウ
ト
訓
練
の
御
蔭
で
す
」

○
河
合
「
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト
に
な
っ

て
色
々
自
分
自
身
教
育
さ
れ
た
事
だ

ろ
う
」

○
笹
村
「
自
分
は
痛
切
に
感
じ
て
ゐ

る
事
で
す
が
人
間
に
は
敬
け
ん
な
態

度
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。
班

長
に
な
っ
て
か
ら
は
指
導
者
の
立
場

鮴Ⅶ、糀醐鯰騨朏雛朏汕
し
な
く
な
り
ま
し
た
」

○
石
井
「
勿
論
目
上
の
人
形
尊
敬
す
．

ろ
氣
持
が
無
け
れ
ば
い
け
な
い
と
恩

ふ
れ
。
ど
う
も
若
い
時
は
目
上
の
上

げ
足
を
取
り
た
が
っ
て
困
る
よ
」

○
河
合
「
で
は
班
員
の
指
導
に
つ
い

て
何
か
、
田
村
君
一
つ
」

○
田
村
「
自
分
の
班
で
は
班
員
に
成

■

E３

る
べ
く
大
人
の
悪
い
所
を
兇
ぜ
な
い

様
に
し
て
い
ま
す
。
そ
う
す
る
事
が

不
良
化
し
な
い
最
善
の
方
法
と
思
い

蛍
す
」

○
名
倉
「
異
議
あ
り
。
い
や
一
寸
反
駁

す
る
様
で
す
が
（
山
口
）
そ
う
だ
こ
Ａ

だ
よ
意
見
を
職
か
わ
き
な
け
り
や
、

は
り
や
い
が
な
い
よ
。
大
分
軌
道
へ

乗
っ
て
來
仁
な
（
大
笑
）
僕
の
古
で

緑
は
そ
の
逆
で
す
。
大
人
の
悪
い
方
面

を
大
い
に
見
せ
る
事
に
よ
っ
て
自
己

反
省
を
や
っ
て
も
ら
ふ
そ
の
方
が
か

へ
つ
て
い
上
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い

ま
す
」

○
砂
原
「
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
意
義

が
あ
り
ま
す
Ｃ
な
る
程
今
の
方
法
は

一
應
う
な
ず
け
ま
す
が
僕
は
反
對
し

ま
す
。
何
故
な
ら
ば
大
人
の
悪
い
面

を
見
て
そ
胸
が
悪
い
と
目
鳧
す
る
事

が
果
し
て
小
さ
な
子
供
に
出
來
ろ
か

ど
う
か
と
疑
問
に
思
い
ま
す
。
大
鰐

｛〈



悪
に
そ
ま
り
や
す
い
の
が
普
通
じ
ゃ

な
い
ん
で
し
ょ
う
か
」

○
山
口
「
能
轍
栓
、
君
の
意
見
も
、
も
っ

と
も
だ
。
し
か
し
名
倉
君
の
説
も
又

面
白
と
い
恩
ふ
。
に
ご
名
倉
君
の
場

合
は
班
長
が
よ
く
班
員
を
リ
ー
ド
し

て
指
導
し
て
や
ら
ぬ
と
砂
原
潜
の
一
一
一
一
口

つ
れ
様
な
結
果
に
な
る
。
名
倉
淵
の

班
員
は
年
金
が
大
き
く
て
よ
く
自
分

と
云
騨
〈
も
の
を
几
る
目
が
あ
る
。
善

悪
の
識
別
が
出
来
る
ん
で
、
田
村
譜

の
方
は
班
員
の
年
令
が
小
さ
く
て
そ

の
結
果
君
の
様
な
方
針
を
取
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
と
恩
ふ
の
だ
。
つ
ま
り
は
年

令
の
差
に
よ
っ
て
方
法
が
蓮
ふ
と
い

ふ
だ
け
石
と
恩
ふ
れ
」

○
鈴
木
「
今
の
教
育
は
昔
と
違
ひ
、
子

供
⑪
長
所
を
生
か
し
大
い
に
伸
ば
し

て
や
る
。
指
導
者
は
ま
あ
子
供
の
惑

い
方
へ
行
か
な
い
様
仁
か
ぢ
を
取
っ

て
や
る
。
こ
の
様
に
あ
ま
り
干
渉
し

固
■

な
い
方
が
よ
い
と
思
う
の
汚
」

○
古
山
「
自
分
は
班
長
に
は
或
程
度

威
厳
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
い

ま
す
。
ど
う
も
弱
い
所
を
見
せ
る
と

つ
け
上
っ
て
来
ま
す
ね
。
し
か
し
そ

の
反
面
又
人
の
頭
に
立
つ
も
の
は
慈

愛
心
が
な
く
て
は
こ
い
叉
班
員
が
な

つ
か
な
い
。
ま
あ
そ
の
虚
の
「
こ
つ
」

が
む
づ
か
し
い
で
す
ね
」

○
高
窪
「
仲
々
む
つ
静
し
い
で
す
。
班

員
の
中
で
４
學
校
で
級
長
な
ん
か
し

て
い
る
者
は
何
時
白
學
校
で
學
友
を

リ
ー
ド
し
て
い
る
關
係
が
仲
々
指
導

が
む
つ
か
し
い
で
す
ね
。
ど
ん
な
事

で
も
反
對
し
に
い
の
で
す
ね
。
し
か

し
今
で
は
よ
く
お
互
が
理
解
し
合
っ

て
い
る
か
ら
う
ま
く
い
っ
て
い
ま
す

が
」

○
名
倉
「
自
分
の
所
も
や
は
り
同
じ

だ
そ
の
時
蛾
反
對
の
理
由
を
よ
く
た

図
し
意
兇
の
違
う
黙
を
皆
が
徹
底
的

Ｆ

Ｑ

８

に
研
究
し
合
う
。
そ
し
て
御
互
が
了

解
す
る
ま
で
や
り
ぬ
く
。
こ
の
方
法

淡
よ
い
と
思
い
ま
す
」

○
登
坂
「
い
ず
こ
も
同
じ
秋
の
夕
暮

で
す
ね
」
．

○
石
井
「
と
に
か
く
ど
ん
な
不
愉
快

の
事
も
キ
ャ
ン
プ
に
行
き
一
つ
天
幕

で
寝
れ
ば
そ
れ
つ
き
り
忘
れ
る
よ
」

○
登
坂
「
本
営
で
す
。
先
だ
っ
て
の

三
浦
半
島
え
の
合
同
ヤ
ン
プ
で
一
際

二
隊
の
い
が
み
合
い
は
全
然
解
消
し

ま
し
北
。
近
頃
自
分
は
一
隊
、
二
隊

が
非
常
に
親
密
に
な
つ
れ
事
を
心
か

ら
嬉
し
く
思
っ
て
居
り
ま
す
。
（
合
同

キ
ャ
ン
プ
に
参
加
し
北
の
は
浦
和
第

一
隊
、
第
二
隊
、
本
庄
隊
、
忍
隊
の

四
隣
で
し
た
と
．

○
名
倉
「
僕
の
今
の
念
願
は
浦
和
隊

一
隊
、
二
隊
だ
け
で
こ
の
秋
ど
こ
か

へ
キ
ャ
ン
プ
に
行
き
度
い
ん
で
す
と

○
山
口
「
龍
の
も
し
い
よ
」

六

四



○
笹
村
「
自
分
の
班
で
は
年
令
の
差

が
大
き
い
ん
で
す
。
年
令
の
小
さ
い

者
は
良
く
な
つ
く
が
大
き
い
の
は
駄

目
で
．
班
長
に
己
人
的
感
情
で
反
對

す
る
事
が
あ
る
。
し
か
し
自
分
は
反

對
す
る
も
の
は
一
應
そ
の
意
見
を
實

践
し
て
や
る
。
勿
論
重
要
な
事
は
別

で
す
が
、
そ
し
て
そ
の
結
果
を
見
る

事
に
し
て
ゐ
ま
す
。
成
程
自
分
の
や

り
方
は
消
極
的
の
様
に
几
え
誤
す
が

そ
し
て
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
ど
う
だ

霧
の
計
書
は
ま
ず
い
じ
ゃ
な
い
か
。

と
な
Ｏ
得
さ
せ
る
。
勿
論
自
分
も
人

間
で
す
か
ら
間
違
っ
て
居
る
事
は
あ

り
ま
す
が
ね
（
大
笑
）
ま
あ
皆
責
任
観

念
が
強
い
か
ら
明
る
い
班
に
な
る
と

思
い
ま
す
」

○
籾
山
「
自
分
の
班
は
年
令
の
差
が

あ
ま
り
な
い
が
．
班
長
の
云
会
（
事
も

よ
く
き
上
班
長
を
立
て
ｋ
呉
れ
る
の

で
喜
こ
ん
で
居
り
蛍
す
」

ロ

○
河
合
「
仲
々
優
秀
だ
ね
」

○
古
川
「
自
分
の
方
で
は
個
尤
々
々

に
責
任
を
分
擴
し
て
や
っ
て
い
ま
す

例
へ
ば
會
計
係
Ｌ
記
録
係
、
計
書
係

調
査
係
等
こ
う
す
る
事
が
責
任
観
念

の
掘
養
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
隊
長

に
出
す
班
報
告
書
な
ど
で
も
各
自
交

替
で
や
っ
て
居
り
ま
す
」

○
山
口
「
で
は
次
に
皆
の
希
望
を
伺

は
う
」

○
淺
見
「
来
年
か
ら
の
合
同
野
誉
地

決
定
は
自
分
達
の
意
見
を
聞
い
て
や

っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
」

○
石
井
「
し
か
し
そ
れ
は
勿
論
だ
が

と
に
か
く
縣
の
合
同
野
瞥
な
ん
だ
か

ら
意
見
の
其
申
は
か
る
が
調
達
の
恩

ふ
通
り
に
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
努

力
は
す
る
」

○
吉
岡
「
早
く
助
成
會
を
結
成
し
て

戴
き
度
い
と
思
い
ま
す
」

○
山
口
「
し
か
し
助
成
會
が
出
來
尤

￣
￣

＆

か
ら
と
い
っ
て
何
の
こ
と
で
も
助
成

會
に
た
よ
る
と
い
ふ
他
力
本
願
じ
ゃ

駄
目
だ
よ
。
ど
う
も
消
逵
は
助
成
會

仁
對
し
て
頼
ろ
う
と
し
て
い
る
が
そ

れ
で
は
助
成
會
の
意
味
は
無
い
ん
だ

よ
。
自
分
の
力
で
や
れ
る
事
は
何
で

も
や
る
Ｃ
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
て

も
出
来
な
い
と
い
ふ
時
に
肋
成
會
の

力
を
借
り
る
ん
だ
ね
。
經
濟
的
問
題

…
然
り
だ
。
吾
々
は
潤
力
で
立
上
る

と
い
。
封
信
念
が
無
く
て
は
駄
目
だ
」

○
古
川
「
班
別
章
や
、
除
別
章
等
全

部
き
ち
ん
と
揃
え
て
も
ら
い
た
い
と

思
い
よ
す
」

○
河
合
「
今
の
所
ま
だ
ユ
ー
ー
フ
オ
ー

ム
産
揃
へ
る
事
が
許
さ
れ
て
い
な
い

か
ら
し
ば
ら
く
見
合
わ
し
て
い
る
ん

だ
が
、
ま
あ
適
當
に
や
っ
て
置
け
ば

よ
い
じ
ゃ
な
い
か
」

○
名
倉
「
老
へ
る
よ
り
生
む
が
や
す

し
で
工
風
し
て
自
分
で
作
る
ん
で
す

六
五



、

“
ね
。
案
外
よ
い
の
が
出
来
懇
》
《
す
」
○
石
井
「
よ
い
事
を
し
て
い
れ
ば
自

○
吉
岡
「
も
つ
と
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
然
と
認
め
て
臭
れ
る
よ
」

卜
を
一
般
人
に
認
識
し
て
も
ら
い
に
○
河
合
「
皆
さ
ん
大
鍵
御
苦
鍔
様
で

い
も
の
で
す
ね
」

し
た
。
今
後
大
い
に
や
り
ま
せ
う
」

く
ｌ
く
く
ｌ
く
く
く
く
ｌ
く
ｆ
く
く
く
～
１
１
？
，
～
～
く
く
く
く
ｌ
ｊ
、
ｌ
く
↑
く
く
，
し
く
ぺ
く
ｉ
ｌ
ｌ
ｊ
ｊ
～
く
く
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ノ
ー
ノ
？
，

自
由
と
ポ
！
”
知
日
ス
カ
ウ
ロ
酢
に
つ
い
て

浦
和
市
祇
會
教
育
主
事
屋
代
忠
正

一
學
校
で
も
愈
就
で
も
電
車
の
中
で
沼
ら
ど
ん
な
に
他
の
人
達
程
，
』
迷
惑
を

も
湯
屋
の
中
で
も
恐
ら
く
人
の
集
ろ
か
け
る
で
あ
ら
う
。
そ
れ
に
市
長
は

と
こ
ろ
に
聞
く
一
一
一
一
口
葉
の
一
つ
。
そ
れ
朝
八
時
に
き
ち
ん
と
執
務
し
て
い
る

は
自
由
と
云
ふ
こ
と
ば
で
あ
る
。
自
と
信
じ
て
い
る
』
斯
う
考
へ
て
く
る

由
と
は
と
老
へ
た
ら
非
常
に
む
づ
か
と
魁
少
し
く
ら
い
だ
る
い
と
か
休
み

し
い
が
或
る
外
人
が
こ
う
し
た
説
明
龍
い
と
か
云
ふ
自
分
だ
け
の
慾
望
の

を
し
て
居
っ
た
の
で
御
参
考
に
供
し
鰯
に
他
の
人
の
自
由
を
さ
土
《
た
げ
て

た
い
。
『
今
朝
は
ど
う
も
鵠
が
だ
る
は
な
ら
な
い
。
即
ち
自
己
の
自
由
の

い
。
起
き
た
く
な
い
。
休
み
た
い
。
爲
に
他
の
大
き
な
關
係
を
持
つ
人
達

も
つ
と
寝
て
い
た
い
。
こ
の
こ
と
は
の
自
由
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。
又

自
分
個
人
の
自
由
だ
。
休
み
に
け
り
道
路
を
自
動
車
で
時
速
四
十
哩
の
ス

や
＃
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
…
と
、
恩
ピ
ト
ー
ト
で
走
る
こ
と
は
自
分
の
自
由

ｂ
、
了
，
，
ｂ
Ｊ
ｈ
；
・
侭
耐
ノ
ョ
刈
乳
ｊ
ｏ
ｐ
Ｌ
小
心
し
一
Ｃ
－
レ
ヘ
リ
ｐ
９
ｏ
海
命
ノ
濫
辿
比
回
邑
ニ
シ
メ
ヨ
ゴ
歯
守
苛
影

１１
ワ

■
画
串

Ｇ

８

一〈全〈

も
居
れ
ば
子
供
も
居
る
婦
人
も
歩
い

て
い
る
。
斯
う
し
仁
人
達
も
皆
道
路

を
通
行
す
る
自
由
を
持
っ
て
い
る
の

に
時
速
四
十
哩
で
光
つ
た
う
斯
う
し

に
人
達
弧
皆
非
常
な
迷
惑
を
受
け
る

こ
と
に
な
る
。
即
ち
自
分
一
人
の
自

由
の
鴬
に
他
の
多
く
の
人
達
の
自
由

を
．
奪
っ
て
は
な
ら
な
い
。
自
己
の
自

由
は
他
人
の
自
由
を
恩
ふ
時
ｚ
を
停

止
せ
ね
ば
な
ら
な
い
』
と
。

此
の
一
一
一
一
口
葉
は
ボ
ー
イ
・
ス
カ
ウ
ト

に
は
最
も
大
切
な
薮
訓
で
あ
り
叉
將

來
皆
が
國
際
的
に
役
立
つ
人
に
な
る

篤
に
こ
う
し
た
方
面
に
充
分
な
訓
練

を
受
け
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
恩

ふ
。
緯
で
作
っ
た
規
約
、
定
め
、
徒

は
つ
ま
り
そ
れ
紗
）
し
っ
か
り
守
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
分
の
自
由
と
他
の
人

の
自
由
を
認
め
合
っ
て
共
に
梁
し
く

愉
快
に
基
し
て
ゆ
け
る
根
本
を
な
す
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