
と
龍
燗
鯖
蘭
卜
黙
っ
脳
岫
懸
鰯
窯
呵

ｊ蝋費用をつぎ込んで製作にふみきったのだ
雲
歴
ろ
う
か
・
馨
、
韓
鬮
併
合
１
０
０
年
と
い
う

の
歴
史
の
節
目
の
年
に
当
て
て
放
映
す
る
の
だ
る

上
薑
ぅ
か
．
昨
年
放
映
の
５
回
を
観
た
が
、
ド
ラ
マ

榊鋼》繍鰯黙鮒鯛鐸鰄椰瞬
ｒ
の
際
し
て
も
、
少
な
か
ら
ず
影
響
が
あ
る
と
危
機

マｊ感鶏》野人公は日清日露戦争の軍
一つ《五人、秋山真之、好古の兄弟と正岡子規だ。
ド
る
貸
し
い
青
年
た
ち
の
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー

Ｋ
く
と
、
小
国
日
本
が
戦
争
に
勝
っ
て
坂
を
登
っ
て

Ⅲ
ｂ
歌
濡
嬬
附
随
売
州
剛
締
氾
岬
Ⅲ
》

の
信
頼
だ
。
プ
ロ
ロ
ー
グ
で
は
、
「
坂
の
上
に

協

定今ド 昨
年
ｎ
月
か
ら
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
５
回
に
わ
た
り

ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
第
一
部
を
放
映
し
た
・

後
も
全
皿
回
を
３
年
が
か
り
で
放
映
す
る
予

だ
。
原
作
者
、
司
馬
遼
太
郎
本
人
が
「
戦
争

｜
好
視
聴
率
を
記
録
し
た

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ド
ラ
マ
「
坂
の

上
の
雲
」

流
れ
る
雲
を
見
つ
め
前
だ
け
を
見
て
歩
い
た
明

治
の
人
々
」
を
讃
え
る
。
エ
ピ
ロ
ー
グ
で
は
「
当

時
の
日
本
人
は
、
知
恵
と
勇
気
と
幸
運
を
す
か

さ
ず
掴
む
外
交
能
力
の
限
り
を
尽
く
し
て
、
日

露
戦
争
と
い
う
大
仕
事
に
こ
ぎ
つ
け
た
。
」
と
、

日
露
戦
争
を
賛
美
し
、
今
年
放
映
予
定
の
第
一
一

部
の
宣
伝
を
し
て
い
た
。

視
聴
率
は
関
東
地
方
の
リ
サ
ー
チ
で
最
高

四
・
６
％
（
第
２
回
）
、
最
低
皿
・
９
％
（
第

５
回
）
だ
っ
た
。
、
王
演
の
本
木
雅
弘
、
阿
部
寛
、

香
川
照
之
、
ナ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
渡
辺
謙
を
は
じ

め
と
す
る
豪
華
俳
優
陣
も
好
視
聴
率
の
原
因
だ

ろ
う
。
９
条
を
護
る
発
言
を
し
て
い
る
俳
優
、

西
田
敏
行
や
米
倉
斉
加
年
も
出
演
し
て
い
た
・

印
象
に
残
っ
た
の
は
、
伊
藤
博
文
を
加
藤
剛

が
演
じ
て
い
た
こ
と
だ
。
ド
ラ
マ
で
は
、
伊
藤

博
文
は
国
民
思
い
の
慎
重
な
平
和
主
義
者
と
し

て
描
か
れ
て
い
る
。
軍
備
拡
張
を
主
張
す
る
井

上
薫
、
陸
奥
宗
光
に
対
し
て
「
バ
カ
な
こ
と
を

言
う
な
。
国
民
は
重
税
に
あ
え
い
で
い
る
。
」

ロ
シ
ア
と
の
戦
い
に
備
え
よ
う
と
す
る
一
一
人
に

対
し
て
「
お
前
ら
正
気
か
。
武
器
を
背
景
に
し

た
外
交
は
外
交
で
は
な
ど
と
叫
ぶ
場
面
も
あ

る
。
国
際
情
勢
を
考
え
悩
み
ぬ
い
た
末
に
、
国

民
の
た
め
に
戦
争
や
む
な
し
の
決
意
を
す
る
伊

藤
の
心
情
に
、
視
聴
者
が
感
情
移
入
し
や
す
い

演
出
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
「
大
岡
越
前
」

の
清
廉
潔
白
な
加
藤
剛
の
イ
メ
ー
ジ
が
助
け
て

い
る
と
感
じ
た
。
「
つ
く
る
会
」
の
歴
史
教
科

書
が
伊
藤
博
文
を
讃
え
る
特
集
ペ
ー
ジ
を
設
け

て
い
る
が
、
そ
の
記
述
に
重
な
る
よ
う
な
伊
藤

博
文
像
だ
。

ド
ラ
マ
で
は
「
日
清
戦
争
と
は
何
か
」
と
テ

ニ
ド
ラ
マ
と
「
つ
く
る
会
」

が
描
く
祖
国
防
衛
と
し

て
の
戦
争

Ｕ
吉

さいたまの教育と文化Ｎｏ５７２０
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震隣
国
と
の
友
好
を
深
め
る
ｌ
韓
国
併
合
１
０
０
年

摺
引
輔
別
‐
舟
１
Ｊ
ｌ
埴
則
ｌ
柵
Ｊ
１
＃
ｉ
ｌ
ｊ
１
ｌ
Ｉ
１
１

ロ
ッ
プ
を
出
し
て
講
釈
を
し
て
い
る
。
「
戦
争

の
原
因
は
、
朝
鮮
半
島
の
地
理
的
存
在
で
あ

る
。
」
「
日
本
は
情
・
ロ
シ
ア
が
朝
鮮
半
島
を
支

配
す
る
の
を
恐
れ
た
。
そ
う
な
れ
ば
、
清
・
ロ

シ
ア
な
ど
他
の
帝
国
主
義
諸
国
と
日
本
が
隣
接

す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
」
と
解
説
す
る
。
や

ら
な
け
れ
ば
、
日
本
が
い
ず
れ
や
ら
れ
て
し
ま

う
、
明
治
の
戦
争
に
は
正
当
防
衛
的
な
意
味
が

大
き
か
っ
た
の
だ
と
す
る
論
調
は
、
「
つ
く
る

会
」
の
教
科
書
と
同
じ
で
あ
る
。

「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
も
、
日
清
戦
争
の

前
に
特
集
「
朝
鮮
半
島
と
日
本
」
を
組
み
、
ド

ラ
マ
と
同
じ
説
を
書
い
て
い
る
。
「
清
以
上
に

お
そ
ろ
し
い
大
国
は
、
不
凍
港
を
求
め
て
東
ア

ジ
ア
に
目
を
向
け
始
め
た
ロ
シ
ア
だ
っ
た
。
ロ

シ
ア
は
１
８
９
１
年
（
明
治
型
年
）
に
シ
ベ
リ

ア
鉄
道
の
建
設
に
着
手
し
、
そ
の
脅
威
は
ひ
た

ひ
た
と
迫
っ
て
き
た
。
朝
鮮
半
島
が
、
東
方
に

領
土
を
拡
大
し
つ
つ
あ
る
ロ
ン
ア
の
支
配
下
に

入
れ
ば
、
日
本
を
攻
撃
す
る
格
好
の
基
地
と
な

り
、
島
国
の
日
本
は
、
自
国
の
防
衛
が
困
難
に

な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
」
（
自
由
社
ｐ
１
６
３
）

ド
ラ
マ
も
「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
も
、
な

ぜ
日
清
戦
争
を
書
く
前
に
、
こ
う
し
た
講
釈
を

い
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
戦
争
の
経
過
を
丹
念
に

見
て
い
け
ば
大
義
の
な
い
戦
争
で
あ
る
こ
と
が

明
白
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
「
正
当
防
衛
」

□
凸
■
０
１
Ｉ
ｒ
０
ｌ
９
Ｉ
Ｉ
Ｉ
－
Ｉ
Ｐ
Ⅱ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｉ
ｊ
Ｊ
ｈ
‐

と
い
う
弁
解
を
強
調
せ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に

思
え
る
。
実
際
の
日
清
戦
争
は
ど
の
よ
う
に
し

て
始
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

１
８
９
４
年
１
月
、
朝
鮮
で
東
学
農
民
革
命

が
始
ま
っ
た
。
こ
れ
を
鎮
圧
す
る
た
め
に
朝
鮮

政
府
に
依
頼
さ
れ
て
清
国
が
出
兵
、
居
留
民
保

護
を
名
目
に
日
本
も
出
兵
し
た
。
し
か
し
６
月
、

日
清
の
派
兵
を
民
族
的
危
機
と
見
た
東
学
農
民

軍
と
朝
鮮
政
府
が
和
議
を
結
び
、
農
民
の
闘
争

は
収
ま
っ
た
た
め
、
両
国
と
も
派
兵
の
名
分
を

失
っ
た
。
朝
鮮
政
府
は
日
清
両
軍
の
撤
退
を
要

求
。
清
は
撤
退
に
応
じ
る
こ
と
に
し
た
も
の
の
、

日
本
は
日
清
両
国
で
朝
鮮
の
内
政
に
干
渉
す
る

提
案
を
す
る
な
ど
、
策
を
弄
し
て
撤
兵
を
拒
み

戦
争
に
持
ち
込
ん
だ
。
日
清
戦
争
の
宣
戦
布
告

は
８
月
１
日
で
あ
る
が
、
そ
れ
よ
り
前
７
月
泌

日
に
日
本
が
朝
鮮
の
王
宮
を
攻
撃
し
て
占
領
し

国
王
を
虜
に
し
た
事
実
は
、
こ
の
戦
争
の
本
質

を
示
し
て
い
る
。
「
朝
鮮
の
独
立
」
を
名
分
に

し
な
が
ら
、
武
力
で
親
日
政
権
を
作
り
、
ソ
ウ

ル
（
現
）
を
中
心
と
す
る
物
流
を
押
さ
え
て
、

清
と
の
戦
争
を
有
利
に
運
ん
だ
。

東
学
農
民
革
命
軍
は
、
秋
に
斥
倭
を
掲
げ
て

再
び
蜂
起
し
た
が
、
日
本
軍
は
近
代
兵
器
を
用

い
て
徹
底
的
な
殺
戦
を
行
っ
た
。
全
州
一
帯
で

自
治
を
行
っ
た
東
学
農
民
革
命
は
、
朝
鮮
歴
史

上
画
期
的
な
で
き
ご
と
だ
っ
た
。
社
会
改
革
を

．
。
□
ｌ
‐
‐
，
‐
．
要
‐
評
，
・
ｑ
Ｉ

ｊ
．
。

掲
げ
て
立
ち
上
が
っ
た
農
民
軍
と
朝
鮮
政
府
が

和
議
を
結
び
歩
み
出
し
た
と
た
ん
に
、
日
本
軍

は
朝
鮮
の
改
革
の
可
能
性
を
、
武
力
で
奪
い

去
っ
た
の
で
あ
る
。

ド
ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
で
は
、
東
学
農

民
革
命
を
「
東
学
党
の
乱
」
と
い
う
用
語
を

用
い
て
、
「
大
規
模
な
農
民
反
乱
が
お
き
た
。
」

と
い
う
一
言
で
終
わ
ら
せ
て
い
る
。
「
つ
く
る

会
」
の
教
科
書
は
「
申
午
農
民
戦
争
と
よ
ば
れ

る
暴
動
が
お
こ
っ
た
。
」
と
記
述
。
（
自
由
社
ｐ

１
６
４
）
「
乱
」
「
反
乱
」
「
暴
動
」
と
い
う
語

に
は
社
会
の
安
定
を
暴
力
で
乱
す
と
い
う
否
定

的
な
意
味
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
も
ド

ラ
マ
と
「
つ
く
る
会
」
教
科
書
の
歴
史
観
が
見

え
る
。

ド
ラ
マ
に
は
日
清
戦
争
で
命
や
財
産
を
奪
わ

れ
た
東
ア
ジ
ア
民
衆
へ
の
配
慮
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
東
京
書
籍
師
年
版
中
学
歴
史
教
科
書
に

は
旅
順
虐
殺
に
関
す
る
挿
絵
が
載
っ
た
。
「
都

市
に
攻
め
入
る
日
本
軍
」
と
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
、

「
市
街
戦
で
は
兵
士
だ
け
で
な
く
一
般
市
民
も

犠
牲
に
な
っ
た
。
」
（
ｐ
２
１
４
）
と
説
明
し
て

い
る
。
旅
順
虐
殺
は
ｎ
月
ｎ
日
、
日
本
軍
が
中

国
の
海
運
・
軍
事
の
重
要
都
市
で
あ
っ
た
旅
順

を
攻
略
し
た
直
後
に
起
こ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の

戦
闘
の
報
復
感
情
に
か
ら
れ
た
日
本
側
が
、
戦

闘
放
棄
し
た
兵
士
と
一
般
市
民
を
対
象
に
虐
殺

２１



を
行
っ
た
。
虐
殺
さ
れ
た
人
数
は
中
国
の
研
究

で
は
１
万
８
千
人
、
日
本
の
研
究
で
は
二
千
人

か
ら
六
千
人
と
ば
ら
つ
き
が
あ
る
が
、
大
変
な

数
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
「
住
民
へ

の
大
虐
殺
」
と
欧
米
で
も
報
道
さ
れ
て
、
国
際

問
題
と
な
っ
た
。

ド
ラ
マ
「
坂
の
上
の
雲
」
に
は
旅
順
虐
殺
は

出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、
旅
順
陥
落
の
３
日
前
、

主
人
公
の
一
人
秋
山
好
古
率
い
る
騎
兵
大
隊
が

清
国
の
大
軍
と
遭
遇
す
る
場
面
が
出
て
く
る
。

こ
の
戦
闘
で
日
本
側
に
犠
牲
が
出
て
、
そ
の
恨

み
が
旅
順
虐
殺
に
つ
な
が
っ
た
と
も
い
わ
れ
て

い
る
が
、
ド
ラ
マ
で
は
大
軍
に
遭
遇
し
て
酒
を

あ
お
り
な
が
ら
奇
天
烈
に
ふ
る
ま
う
好
古
を
、

「
穏
や
か
な
青
年
が
自
己
教
育
で
こ
こ
ま
で
豪

放
に
成
長
し
た
」
と
称
え
、
清
国
軍
の
士
気
の

低
さ
を
強
調
す
る
だ
け
だ
っ
た
。

ド
ラ
マ
に
は
、
戦
争
に
よ
る
中
国
住
民
の
犠

牲
を
に
お
わ
せ
る
場
面
も
出
て
き
た
。
記
者
と

し
て
従
軍
し
た
正
岡
子
規
が
柳
樹
屯
で
中
国
民

衆
の
冷
た
い
視
線
に
戸
惑
う
場
面
で
あ
る
。
略

奪
す
る
日
本
兵
に
中
国
の
老
人
が
言
う
。
「
も

う
こ
の
村
に
は
な
に
も
な
い
。
あ
ん
た
ら
が
す

べ
て
持
っ
て
行
っ
た
」
「
こ
の
子
の
親
は
お
ま

え
ら
に
殺
さ
れ
た
。
い
つ
か
き
っ
と
こ
の
子
が

親
の
敵
を
討
つ
。
‐
｜

こ
の
事
実
を
書
こ
う
と
し
て
日
本
の
軍
人
と

争
い
に
な
る
子
規
。
そ
の
子
規
に
森
林
太
郎
が

語
る
。
「
維
新
と
文
明
開
化
の
輸
出
は
朝
鮮
に

も
向
け
ら
れ
る
。
彼
ら
に
し
た
ら
迷
惑
な
こ
と

だ
ろ
う
。
」
戦
争
と
東
ア
ジ
ア
民
衆
の
苦
悩
と

の
関
係
を
ど
う
描
く
の
か
と
見
て
い
た
ら
、
「
帝

国
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
。
列
強
は
キ
バ
か
ら

血
を
滴
ら
せ
て
い
る
食
肉
獣
で
あ
っ
た
。
」
と
、

唐
突
に
ま
と
め
て
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。

結
局
ド
ラ
マ
は
、
東
ア
ジ
ア
民
衆
の
苦
し
み

も
、
部
下
を
失
い
自
信
を
な
く
す
秋
山
真
之
の

悩
み
も
「
帝
国
主
義
の
時
代
だ
っ
た
。
ど
の
国

も
自
国
の
利
己
的
利
益
の
み
で
動
い
て
い
た
。

戦
争
は
当
た
り
前
の
こ
と
だ
っ
た
。
」
と
い
う

論
を
か
ぶ
せ
て
、
戦
争
を
正
当
化
し
て
い
く
。

四
世
紀
が
帝
国
主
義
の
時
代
で
あ
っ
た
こ
と

は
、
ド
ラ
マ
が
声
だ
か
に
叫
ば
な
く
て
も
明
ら

か
な
こ
と
だ
。
大
切
な
の
は
、
今
を
生
き
る
私

た
ち
が
歴
史
を
ど
う
見
て
、
何
を
学
び
、
ど
う

生
か
し
て
い
く
か
で
は
な
い
か
。
他
国
を
躁
鯛

し
て
多
数
の
日
本
人
も
命
を
落
と
し
た
過
去
の

戦
争
を
、
帝
国
主
義
の
時
代
だ
か
ら
と
し
て
美

化
す
る
ド
ラ
マ
を
、
今
日
の
公
共
放
送
が
宣
伝

す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
現
在
に
お
い
て
、
国
際

紛
争
の
解
決
の
た
め
に
は
外
交
や
話
し
合
い
な

ど
の
平
和
的
手
段
で
な
く
、
武
力
に
よ
る
解
決

も
辞
さ
な
い
と
言
う
考
え
に
組
み
す
る
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
に
、
過
去
の
戦
争
を

賛
美
し
、
国
の
た
め
に
身
を
尽
く
す
こ
と
を
良

し
と
す
る
、
「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
は
採
択

率
を
上
げ
て
子
ど
も
た
ち
を
侵
食
し
よ
う
と
し

て
い
る
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
は
、
昨
年
「
坂
の
上
の
雲
」
放
映
を

挟
ん
で
２
回
、
ア
ー
カ
イ
ブ
ス
「
司
馬
遼
太
郎

雑
談
一
昭
和
へ
の
道
」
誰
が
魔
法
を
か
け
た
か
」

（
１
９
８
６
年
）
を
放
映
し
た
。
司
馬
の
ペ
ン

ネ
ー
ム
が
「
司
馬
遷
に
遼
か
及
ば
ず
」
か
ら
き

て
い
る
こ
と
は
有
名
だ
。
司
馬
は
番
組
で
中
国
、

朝
鮮
に
対
す
る
好
意
を
語
り
、
自
分
が
体
験
し

た
昭
和
の
戦
争
の
酷
さ
を
憤
る
。
彼
は
日
本
は

な
ん
で
こ
ん
な
く
だ
ら
な
い
戦
争
を
し
て
き
た

の
だ
ろ
う
と
考
え
続
け
た
。
司
馬
が
行
き
つ
い

た
の
は
、
明
治
の
人
た
ち
は
頑
張
り
、
明
治
憲

法
も
悪
く
は
な
か
っ
た
が
、
日
露
戦
争
後
に
統

帥
権
の
運
用
を
間
違
っ
て
軍
部
の
独
裁
を
許
し

た
た
め
に
、
破
滅
に
向
か
っ
て
い
っ
た
と
い
う

「
栄
光
の
明
治
」
「
暗
黒
の
昭
和
」
二
元
論
だ
。

歴
史
を
連
続
し
た
も
の
と
捉
え
な
い
司
馬
の
二

元
論
は
理
解
が
不
可
能
だ
が
、
結
局
、
司
馬
は

読
者
に
心
地
よ
い
「
栄
光
の
明
治
」
を
描
い
て

■■■■■

￣

■■■■■

「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書

が
ね
ら
い
と
し
て
い
る

戦
争
が
で
き
る
国

2２さいたまの教育と文化No.訂



．
。
ｐ
巴
Ｊ
Ｐ
剋
已
ｌ
ｉ
ｂ
・
■
７
．
，
口
Ｔ
ｌ
・
◆
叩
出

Ｆ
１
小
小
い
Ⅱ
レ
ル
レ
ト
ー
ト
■
Ⅱ
０
ｒ
恥
１
Ｆ
み
▲
．

露隣
国
と
の
友
好
を
深
め
る
ｌ
韓
国
併
合
１
０
０
年

ｌ
ｉ
ｉ
ｉ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ

『
鷲
評
…
》
ぞ
Ｔ
〆
魂
｝
》
》
可
》
》
ｈ
鐸
１
４
：
ｊ
巧
了
…
？
八
汗
：
』
八
ｊ
ｒ
罹
卜
癬
十
：

ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
を
生
み
だ
す
一
方
で
「
昭
和
の

暗
黒
」
は
小
説
に
し
な
か
っ
た
。

つ
く
る
会
の
藤
岡
信
勝
は
、
明
治
の
戦
争
を

美
し
く
描
い
て
く
れ
た
「
坂
の
上
の
雲
」
を
評

価
し
、
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
に
も
期
待
を
寄
せ
て
い

た
。
会
歴
史
通
』
２
０
０
９
年
ｎ
月
号
）
し
か

し
、
司
馬
の
二
元
論
は
藤
岡
史
観
と
は
異
な
る

よ
う
だ
。
「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
で
は
昭
和

の
戦
争
も
「
暗
黒
」
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。

「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
は
、
戦
前
教
育
に

回
帰
し
よ
う
と
す
る
教
科
書
で
あ
る
。
戦
前
教

育
は
「
天
照
大
神
」
、
「
神
武
天
皇
」
「
日
本
武

尊
」
「
神
功
皇
后
」
「
仁
徳
天
皇
」
な
ど
の
神
話

を
、
子
ど
も
に
繰
り
返
し
注
入
し
、
現
身
神
で

あ
る
天
皇
に
対
す
る
忠
が
民
衆
に
と
っ
て
何
よ

り
も
大
切
な
価
値
と
し
た
。
国
家
や
支
配
層
の

政
策
を
誤
り
の
な
い
も
の
と
し
、
戦
争
を
一
貫

し
て
賛
美
す
る
教
育
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

歴
史
学
と
無
縁
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
注
入
の
繰
り

返
し
に
よ
っ
て
、
国
民
は
主
体
的
で
科
学
的
な

思
考
を
奪
わ
れ
た
。

「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
は
、
さ
す
が
に
神

話
か
ら
始
ま
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
「
神

武
天
皇
と
東
征
伝
承
「
｜
「
日
本
の
神
話
」
（
自
由

社
ｐ
皿
、
饗
、
妬
）
に
３
ペ
ー
ジ
を
当
て
、
伝

承
で
あ
っ
て
も
、
天
皇
を
礼
賛
し
た
物
語
は
古

代
の
人
が
国
家
や
天
皇
に
つ
い
て
も
っ
て
い
た

Ｉ
上
『
几
錨
〉
；
卍
Ⅱ
ｍ
Ⅷ
刈
刈
Ⅲ
‐
１
，
－

・０．１．９．。が‐呼甥｛．』１．’１・』・仇瞭噸胖－１１肝卜」

思
想
を
知
る
う
え
で
大
切
な
手
が
か
り
に
な

る
、
と
し
て
い
る
。
ど
ん
な
目
的
で
誰
が
「
古

事
記
」
「
日
本
書
紀
」
の
編
纂
を
必
要
と
し
た

の
か
、
資
料
を
客
観
的
に
検
討
す
る
姿
勢
は
見

え
ず
、
古
代
の
入
み
ん
な
に
自
然
発
生
的
に
、

す
ぐ
れ
た
指
導
者
Ⅱ
天
皇
へ
の
尊
敬
が
生
ま
れ

て
い
た
か
の
よ
う
に
描
い
て
い
る
。
昭
和
天
皇

の
特
集
も
自
由
社
版
で
は
２
ペ
ー
ジ
に
拡
大
し

た
。
生
徒
た
ち
に
天
皇
へ
の
尊
敬
の
念
を
刷
り

込
み
た
い
意
図
が
透
け
て
見
え
る
。

戦
前
の
国
史
教
科
書
で
は
、
天
皇
が
政
治
の

中
心
と
な
る
明
治
維
新
を
特
筆
す
べ
き
こ
と
と

し
て
描
い
た
が
、
つ
く
る
会
の
教
科
書
も
明
治

維
新
を
、
武
士
の
自
己
犠
牲
の
上
に
行
わ
れ
た

改
革
で
あ
る
と
高
く
評
価
し
て
い
る
。
中
国
、

朝
鮮
は
そ
の
よ
う
な
改
革
が
で
き
な
か
っ
た
と

見
下
す
よ
う
に
書
き
、
以
後
、
ア
ジ
ア
蔑
視
の

記
述
を
重
ね
て
い
る
。

日
清
戦
争
に
際
し
て
は
、
前
述
の
よ
う
に
朝

鮮
半
島
が
情
や
ロ
シ
ア
の
支
配
下
に
入
れ
ば
、

日
本
の
安
全
は
確
保
で
き
な
い
と
い
う
祖
国
防

衛
論
を
し
く
。
「
日
清
戦
争
は
装
備
十
訓
練
十

規
律
十
国
民
意
識
の
差
で
日
本
が
勝
利
」
と
い

う
記
述
も
あ
る
。
三
国
干
渉
の
記
述
に
は
く
や

し
さ
が
霞
ん
で
お
り
、
日
露
開
戦
と
戦
争
の
勝

利
は
壮
大
な
物
語
の
様
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。

「
日
本
海
海
戦
」
の
特
集
は
「
バ
ル
チ
ッ
ク

艦
隊
せ
ま
る
」
と
「
日
本
の
大
勝
利
」
の
見
出

し
を
つ
け
、
「
世
界
の
海
戦
史
上
、
こ
れ
ほ
ど

完
全
な
勝
利
を
収
め
た
例
は
な
か
っ
た
」
と
讃

え
て
い
る
。
（
自
由
社
ｐ
１
７
１
）
「
戦
争
っ
て

か
っ
こ
い
い
ね
」
「
ワ
ク
ワ
ク
す
る
ね
」
と
子

ど
も
た
ち
を
誘
う
よ
う
な
戦
争
読
み
物
に
な
っ

て
い
る
。
戦
争
の
犠
牲
や
当
時
の
反
戦
の
言
論

に
つ
い
て
は
書
か
れ
な
い
。
こ
の
特
集
に
は
、

「
坂
の
上
の
雲
」
の
東
郷
平
八
郎
と
秋
山
真
之

が
登
場
す
る

今
年
放
映
予
定
の
「
坂
の
上
の
雲
」
第
二
部

で
は
、
こ
の
日
露
戦
争
の
シ
ー
ン
も
描
か
れ
る

の
だ
ろ
う
か
。
昨
年
、
ド
ラ
マ
の
終
盤
で
は
ロ

シ
ア
脅
威
論
が
広
瀬
武
夫
の
口
か
ら
語
ら
れ
て

｢つくる会」の教科書は戦前の国史教科書に掲載
された絵を載せている。戦艦三笠の東郷平八郎

(中央）と横に立つ秋山真之。
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「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
も
ド
ラ
マ
「
坂
の

上
の
雲
」
も
「
暴
動
」
「
反
乱
」
と
し
か
書
か

い
た
。
「
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク
の
意
味
を
知
っ

て
い
る
か
。
東
を
征
服
し
ろ
と
言
う
意
味
だ
。

ロ
シ
ア
は
中
国
、
朝
鮮
、
日
本
を
狙
っ
て
い
る
。
」

ド
ラ
マ
と
「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
で
繰
り
返

し
語
ら
れ
る
ロ
シ
ア
脅
威
論
。
し
か
し
、
ロ
シ

ア
は
「
満
州
」
を
確
保
し
よ
う
と
は
し
た
が
、

朝
鮮
を
植
民
地
化
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
な

か
っ
た
こ
と
は
、
多
く
の
歴
史
資
料
が
証
明
し

て
い
る
。
最
近
の
研
究
か
ら
は
、
ロ
シ
ア
は
「
南

満
州
」
を
放
棄
し
て
も
日
本
と
の
戦
争
を
回
避

し
よ
う
と
し
た
事
実
が
判
明
し
て
い
る
。

戦
争
を
す
る
た
め
に
、
ど
こ
か
を
敵
国
と
し

て
そ
の
脅
威
を
国
民
に
煽
る
こ
と
は
、
戦
争
を

準
備
し
た
い
人
た
ち
の
常
套
手
段
だ
。
現
在
で

も
、
改
憲
や
日
米
安
保
の
堅
持
を
唱
え
る
人
た

ち
は
、
こ
と
さ
ら
に
中
国
や
北
朝
鮮
の
「
脅
威
」

を
叫
ぶ
。
子
ど
も
が
戦
争
ア
レ
ル
ギ
ー
で
は
、

将
来
、
改
憲
は
で
き
な
い
。
「
つ
く
る
会
」
の

教
科
書
は
歴
史
の
ね
つ
造
を
は
か
り
、
子
ど
も

の
心
に
戦
争
を
準
備
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

四

韓
国
併
合
１
Ｃ
Ｏ
年
の

年
、
東
学
農
民
革
命
の

地
を
訪
ね
て

な
い
東
学
農
民
革
命
。
朝
鮮
で
は
、
そ
の
思
想

性
と
社
会
改
革
に
向
か
っ
た
動
き
へ
の
評
価
を

込
め
「
革
命
」
「
運
動
」
と
呼
ぶ
。
収
奪
さ
れ

て
い
た
農
民
が
自
ら
の
声
を
上
げ
、
政
府
に
抗

議
し
、
改
革
を
要
求
し
た
運
動
と
し
て
韓
国
の

歴
史
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
さ
れ
て
い
る
の

だ
。
指
導
者
の
全
琿
準
は
非
両
班
で
あ
り
、
東

学
は
「
人
す
な
わ
ち
天
」
と
す
る
平
等
思
想
の

も
と
、
寡
婦
の
再
婚
や
農
地
の
均
分
耕
作
な
ど

の
画
期
的
な
政
策
を
掲
げ
た
。

東
学
農
民
軍
は
、
日
本
の
干
渉
、
支
配
に
抗

し
て
第
二
次
農
民
戦
争
を
闘
う
が
、
そ
の
中
で

の
犠
牲
者
は
５
万
人
に
及
ぶ
と
い
う
。
日
清
戦

争
で
の
日
本
軍
死
者
は
お
よ
そ
２
万
人
、
中
国

軍
死
者
が
３
万
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
上
回
る
、

朝
鮮
民
衆
の
犠
牲
は
教
科
書
に
も
書
か
れ
て
い

な
い
。
東
学
農
民
革
命
に
つ
い
て
研
究
を
深
め
、

日
清
戦
争
の
中
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
、
こ
の

戦
争
の
本
質
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

韓
国
併
合
１
０
０
年
の
今
年
、
東
学
農
民
戦

争
、
最
後
の
激
戦
地
と
い
わ
れ
る
広
州
、
牛
金

峠
（
ウ
グ
ム
テ
ィ
）
を
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
す

る
機
会
を
得
た
。
こ
こ
は
「
斥
倭
斥
化
」
の
旗

を
掲
げ
て
ソ
ウ
ル
に
向
か
い
北
上
し
た
農
民
軍

が
、
日
本
・
朝
鮮
政
府
軍
と
激
突
し
た
地
だ
。

地
元
の
中
学
校
教
師
、
鄭
善
元
さ
ん
が
説
明

し
て
下
さ
っ
た
。
道
を
は
さ
ん
で
向
こ
う
側
の

山
に
１
万
人
の
農
民
軍
、
こ
ち
ら
側
の
山
に
日

本
軍
・
官
軍
（
朝
鮮
政
府
軍
）
が
向
き
合
い
ｎ

月
９
日
朝
９
時
頃
、
戦
闘
が
始
ま
っ
た
。
ソ
ウ

ル
に
い
た
３
千
人
の
日
本
軍
の
う
ち
８
百
人
位

が
こ
こ
に
回
さ
れ
た
と
い
う
。
お
互
い
が
数
ｍ

の
所
ま
で
近
づ
い
て
戦
う
、
山
の
中
で
の
せ
め

ぎ
合
い
で
あ
っ
た
。
農
民
軍
の
勇
敢
な
戦
い
ぶ

り
が
記
録
に
残
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
農
民

軍
は
破
れ
た
。
そ
の
原
因
は
武
器
の
違
い
だ
っ

た
。
農
民
軍
の
武
器
は
竹
や
り
が
中
心
で
、
竹

や
り
、
に
火
縄
銃
１
位
の
割
合
。
日
本
軍
は
近

代
的
な
ラ
イ
フ
ル
銃
や
機
関
銃
で
猛
攻
撃
し

た
。
後
に
捕
え
ら
れ
た
全
琿
準
の
裁
判
記
録
で

は
、
１
万
人
い
た
農
民
軍
を
点
呼
す
る
と
３
千

人
に
な
っ
て
お
り
、
再
度
攻
撃
し
た
後
ま
た
点

呼
す
る
と
５
百
人
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
。
亡

く
な
っ
た
人
が
あ
ま
り
に
多
く
、
以
後
数
年
間

は
あ
ち
こ
ち
に
死
体
が
残
っ
て
い
た
と
い
う
地

域
の
人
の
話
も
あ
る
。

鄭
さ
ん
は
東
学
農
民
革
命
の
意
義
に
つ
い
て

も
語
っ
た
。
東
学
農
民
革
命
は
、
情
・
ロ
シ
ア
・

日
本
と
の
関
係
の
中
で
民
衆
の
生
活
を
ど
う
良

く
し
て
い
く
か
を
め
ざ
す
闘
い
と
な
っ
た
。
日

本
の
意
図
は
、
慶
福
宮
を
抑
え
、
官
軍
と
一
緒

に
な
っ
て
農
民
軍
を
た
た
き
、
韓
国
を
植
民
地

化
す
る
た
め
の
戦
争
で
あ
っ
た
。
ロ
シ
ア
と
の

２４さいたまの教育と文化No.5７
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鱈匿種
提
幼
馨
纏
腫
梅
川
鶴
儒
搭
、
わ
り
陣

関
係
で
植
民
地
化
は
ｎ
年
お
く
れ
た
が
。
日
本

軍
は
東
学
農
民
全
体
で
５
万
人
を
殺
し
た
と
い

う
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
地
で
の
戦
い
は
反
帝

国
主
義
を
め
ざ
す
運
動
の
始
ま
り
だ
。
当
時
の

人
口
の
３
分
の
１
が
、
重
要
都
市
の
半
分
が
東

学
農
民
革
命
に
加
わ
っ
た
。

東
学
農
民
軍
対
し
て
、
大
本
営
か
ら
「
こ
と

ご
と
く
殺
裁
す
べ
し
」
と
い
う
命
令
が
朝
鮮
各

地
に
打
電
さ
れ
た
。
朝
鮮
政
府
は
こ
の
皆
殺
し

ウグムティの東学農民記念塔の碑文。１９７３年朴正煕によって建てら

れた｡碑文は正しく歴史を伝えていないとする地域の人たちによって、
｢朴正煕」などの文字が削られている。

命
令
を
拒
否
し
た
が
、
日
本
軍
が
各
地
で
命
令

を
実
行
し
た
こ
と
は
、
陣
中
日
誌
で
確
か
め
ら

れ
る
。
大
本
営
は
さ
ら
に
東
学
農
民
軍
を
職
減

す
る
た
め
の
３
中
隊
を
派
遣
す
る
が
、
こ
れ
ら

は
伊
藤
博
文
を
含
む
大
本
営
で
立
案
さ
れ
た
。

（
井
上
勝
生
「
歴
史
地
理
教
育
２
０
１
０
年
７

月
号
」
東
学
農
民
軍
を
戯
減
し
た
日
本
軍
）

東
学
農
民
革
命
軍
職
滅
か
ら
ｎ
年
後
、
日
露

戦
争
に
勝
っ
た
日
本
は
、
韓
国
の
外
交
権
を
奪

い
保
護
国
化
し
た
。
そ
し
て
１
９
１
０
年
の
韓

国
併
合
。
他
国
を
武
力
で
侵
略
し
支
配
し
て

い
っ
た
過
去
は
癒
え
な
い
傷
を
残
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
１
０
０
年
は
東
ア
ジ
ア
に
信
頼

と
平
和
を
築
い
て
い
く
１
０
０
年
で
あ
り
た

い
。
そ
の
た
め
に
は
過
去
の
歴
史
を
学
び
合

い
、
歴
史
認
識
を
話
し
合
い
、
未
来
を
つ
く
る

教
育
の
交
流
を
進
め
て
い
く
こ
と
が
大
切
だ
と

思
語
う
。

日
韓
の
草
の
根
の
交
流
は
広
が
っ
て
い
る

私
も
ｎ
年
ほ
ど
前
か
ら
、
日
韓
教
師
の
授
業

実
践
交
流
に
参
加
し
て
多
く
の
も
の
を
得
た
。

現
在
は
「
向
か
い
合
う
日
本
と
韓
国
・
朝
鮮
の

歴
史
・
近
現
代
編
」
の
出
版
を
め
ざ
し
、
日
韓

双
方
の
原
稿
を
検
討
す
る
な
か
で
理
解
を
深
め

て
い
る
。
市
民
ど
う
し
が
交
流
し
、
困
難
が
あ
っ

て
も
話
し
合
う
努
力
を
続
け
る
。
そ
の
プ
ロ
セ

ス
が
平
和
の
構
築
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

叱汁・’一

２
０
０
９
年
の
採
択
で
つ
く
る
会
系
教
科
書

採
択
率
は
扶
桑
社
版
０
．
６
％
、
自
由
社
版
１
．

１
％
、
合
計
１
．
７
％
と
な
っ
た
。
横
浜
市
８

区
で
自
由
社
が
採
択
さ
れ
、
坊
年
の
前
回
採
択

と
比
べ
４
倍
強
に
増
加
し
て
し
ま
っ
た
。

来
年
２
０
１
１
年
、
再
び
中
学
校
教
科
書
の

採
択
が
あ
る
。
現
在
、
埼
玉
県
ｕ
採
択
地
区
の

す
べ
て
で
、
歴
史
は
東
京
書
籍
版
が
採
択
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
「
坂
の
上
の
雲
」
の
司
馬

史
観
が
一
定
の
支
持
を
得
て
い
る
風
潮
も
あ

り
、
市
民
が
何
か
を
し
な
く
て
は
と
考
え
て
、

所
沢
の
市
民
グ
ル
ー
プ
で
学
習
会
を
行
っ
て
き

た
。
地
元
選
出
の
衆
議
院
議
員
３
人
を
招
い
て

集
会
も
行
っ
た
。
「
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
（
育

鵬
社
・
自
由
社
）
を
採
択
さ
せ
な
い
要
望
書
を

つ
く
り
、
運
動
を
進
め
て
い
る
。

教
科
書
採
択
地
区
は
複
数
の
自
治
体
に
ま
た

が
る
。
他
の
市
町
村
の
市
民
と
協
力
し
、
平
和

な
未
来
と
子
ど
も
の
幸
せ
に
つ
な
が
る
教
育
や

教
科
書
に
つ
い
て
話
し
合
い
、
市
民
の
力
を
広

げ
て
い
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

（
元
所
沢
市
内
中
学
校
教
師
）

力、
。

五
各
地
域
で
教
科
書
採
択

に
向
け
た
運
動
を
。

２５




