
発　行

NPO法人高島藤樹会
〒520－1224

滋賀県高島市安曇川町上小川225－1
藤樹書院・良知館内

電話・FAX O740（32）4156
範 �Sr く　　　ヽ 

（題字は、竹脇雲脚先生によるものです）

（
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財
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藤
樹
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表
理
事

渕
日
　
豊
朗

「
遠
く
居
て
　
母
の
あ
か
ぎ
れ
　
涙
す

る
」
　
藤
樹
か
る
た
の
　
〝
あ
か
ぎ
れ
こ
う

薬
〟
　
の
読
み
札
で
す
。
小
さ
い
こ
ろ
に
聞

い
た
藤
樹
先
生
の
逸
話
で
最
も
印
象
深

か
っ
た
も
の
で
す
。
勉
学
の
た
め
に
故
郷

を
離
れ
た
藤
樹
が
、
薬
を
母
の
た
め
に
と

持
ち
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
母
は
学
び
の
道
半

ば
だ
と
叱
っ
て
帰
る
よ
う
に
い
う
と
い
う

も
の
で
す
。
そ
の
あ
と
、
藤
樹
の
母
を
思

う
気
持
ち
と
そ
れ
に
対
す
る
母
の
厳
し
さ

に
つ
い
て
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の

と
き
、
は
る
ば
る
帰
っ
て
き
た
藤
樹
に
母

親
は
そ
う
は
し
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
し

た
。
そ
の
後
、
学
校
で
歴
史
を
学
び
、
わ

が
子
が
成
長
し
、
仕
事
で
多
く
の
若
い
人

た
ち
と
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
中
で
、
藤

樹
の
時
代
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
思
い
な
が

ら
、
で
も
こ
の
逸
話
は
今
も
苦
も
母
の
心

の
中
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と

を
考
え
さ
せ
よ
う
と
す
る
題
材
だ
と
思
う

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
高
島
藤
樹
会
が
作

製
し
た
藤
樹
紙
芝
居
に
は
、
そ
ん
な
母
の

気
持
ち
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

あ
か
ぎ
れ
こ
う
薬
の
逸
話
が
実
際
に

あ
っ
た
も
の
か
ど
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん

が
、
藤
樹
が
著
し
た
『
鑑
草
（
か
が
み
く

さ
）
』
の
教
子
報
（
ぎ
ょ
う
し
ほ
う
）
に
『
孟

子
年
た
け
て
…
（
中
略
）
…
此
の
た
て
た

る
機
を
断
る
に
異
な
ら
ず
と
、
甚
だ
し
く

戒
め
給
ひ
ぬ
。
』
　
（
孟
母
断
機
（
も
う
ば

だ
ん
き
）
　
の
逸
話
）
か
ら
き
て
い
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
こ
の
話
は
、

漢
の
劉
向
（
り
ゆ
う
き
ょ
う
）
　
の
　
「
列
女

伝
（
れ
つ
じ
ょ
で
ん
）
」
　
の
中
の
　
「
郷
孟

珂
母
（
す
う
の
も
う
か
の
は
は
）
」
　
の
孟

母
三
遷
　
（
も
う
ぽ
き
ん
せ
ん
）
　
の
後
に
出

て
き
ま
す
し
、
「
韓
詩
外
伝
　
（
か
ん
し
が

い
で
ん
）
　
」
　
に
も
あ
る
そ
う
で
、
ど
れ
が

原
典
な
の
か
、
誰
が
作
っ
た
の
か
も
よ
く

わ
か
ら
な
い
よ
う
で
す
。

孟
母
断
機
の
逸
話
に
は
孟
子
が
学
問
の

途
中
で
、
な
ぜ
家
に
帰
っ
て
き
た
か
が
あ

り
ま
せ
ん
が
、
「
あ
か
ぎ
れ
こ
う
薬
」
に

は
、
藤
樹
が
学
問
の
途
中
で
は
る
ば
る
家

に
戻
っ
た
理
由
が
あ
り
、
こ
の
話
で
は
そ

の
方
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

藤
樹
か
る
た
に
も
そ
れ
が
強
調
さ
れ
て
い

ます。私
は
最
近
、
八
十
六
歳
の
母
を
亡
く
し

ま
し
た
。
三
・
四
年
前
ま
で
は
自
動
車
で

出
か
け
る
の
が
好
き
だ
っ
た
母
親
に
声
を

か
け
て
、
琵
琶
湖
を
回
っ
た
り
小
浜
や
三

方
五
湖
に
連
れ
出
し
た
り
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
で
続
け
て
い
た
良
知
館
の
生
花
を
買
い

に
行
っ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
二
年
前
に

骨
折
し
て
車
い
す
生
活
に
な
り
出
か
け
た

い
と
言
わ
な
く
な
り
ま
し
た
。
母
が
亡
く

な
っ
た
今
、
親
孝
行
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
悔
い
る
私
自
身
に
　
「
出
掛

け
た
い
と
言
っ
て
い
た
時
に
で
き
る
だ
け

の
こ
と
は
出
来
た
ん
か
な
あ
」
と
言
い
聞

か
せ
て
い
ま
す
。

あ
か
ぎ
れ
こ
う
薬
の
話
は
、
母
の
子
に

対
す
る
厳
し
さ
や
愛
情
と
共
に
子
が
母
に

今
で
き
る
だ
け
の
こ
と
を
し
て
お
く
こ
と

の
大
切
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
逸
話
な
の

だ
と
実
感
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
人
と

の
関
わ
り
で
は
、
今
や
ら
な
く
て
も
後
で

で
き
る
、
い
つ
で
も
で
き
る
と
考
え
て
は

い
け
な
い
と
い
う
こ
と
も
含
ま
れ
て
い
る

と
思
い
ま
す
。

物
事
は
、
そ
れ
を
勉
強
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
そ
の
深
さ
が
わ
か
っ
て
く
る
も
の
で

す
が
昨
年
度
か
ら
藤
樹
書
院
に
関
わ
ら
せ

て
い
た
だ
き
、
高
島
藤
樹
会
に
も
入
れ
て

い
た
だ
き
、
少
し
遅
い
の
で
す
が
、
こ
れ

か
ら
藤
樹
の
学
問
の
深
さ
に
触
れ
ら
れ
る

よ
う
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

「
あ
か
ぎ
れ
こ
う
薬
」
の
話
は
、
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
で
な
ん
で
も
注
文
で
き
、
宅

配
便
で
ど
こ
へ
で
も
届
け
て
く
れ
る
現
代

で
は
、
直
接
会
っ
て
手
渡
し
す
る
こ
と
、

直
接
会
っ
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る

こ
と
の
大
切
さ
を
伝
え
る
話
に
な
る
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。



高島藤樹会の活動 
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塾
長
　
田
中
　
浩
行

「
藤
樹
人
間
学
塾
」
　
で
は
、
藤
樹
先
生

の
著
書
を
中
心
に
藤
樹
思
想
を
学
ぶ
と
と

も
に
、
今
日
的
意
義
を
自
分
の
頭
で
考

え
、
仲
間
と
議
論
し
な
が
ら
考
え
を
深
め
、

日
々
の
生
活
の
場
で
実
践
す
る
こ
と
を
目

的
に
毎
月
原
則
第
一
土
曜
日

の
午
後
、
開
催
し
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
そ
の
模
様
を
お
伝

え
い
た
し
ま
す
。

一
月
六
日
（
土
）
　
午
後
、

第
7
7
回
人
間
学
塾
を
安
曇
川

公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

今
回
か
ら
中
江
藤
樹
原

著
・
西
晋
一
郎
通
釈
　
『
中

庸
解
・
通
釈
』
を
テ
キ
ス
ト

に
学
び
始
め
ま
し
た
。
『
中

庸
』
　
は
、
孔
子
の
教
え
を
孔

子
の
孫
に
あ
た
る
子
忠
が
解

き
明
か
し
、
ま
と
め
た
書

物
で
す
。
そ
の
　
『
中
庸
』

読
み
下
し
文
を
素
読
し
た

後
、
『
論
語
』
　
と
『
大
学
』
、

『
中
庸
』
の
関
係
、
「
大
学
の
三
綱
領
」

の
説
明
を
し
ま
し
た
。
そ
し
て
中
江
藤
樹

の
　
「
孝
の
思
想
」
に
つ
い
て
解
説
し
、
本

書
は
　
『
中
庸
』
を
藤
樹
思
想
で
解
釈
し
た

も
の
だ
と
話
し
ま
し
た
。

す
る
と
初
参
加
の
人
か
ら
　
「
今
ま
で
疑

問
に
思
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
目
か

ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
ま
し
た
」
　
と
嬉
し
い
言

葉
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

二
月
四
日
（
日
）
午
後
、
第
7
8
回
人
間

学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

最
初
に
＝
」
坂
村
真
民
話
集
一
〇
〇
選
』

の
話
を
し
ま
し
た
。
円
貨
寺
派
管
長
の
横

田
南
嶺
師
が
選
ば
れ
た
素
晴
ら
し
い
詩

集
で
す
。
そ
し
て
『
中
庸
』
を
素
読
し
、

一
二
中
庸
解
・
通
釈
』
に
入
り
ま
し
た
。
前

文
で
　
「
中
庸
は
明
徳
の
別
名
な
り
」
と
言

い
切
ら
れ
て
い
る
意
味
を
説
明
し
ま
し
た
。

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、
約
二
千
五
百

年
前
の
同
時
期
に
槽
遡
、
孔
子
、
キ
リ
ス

ト
、
モ
ハ
メ
ッ
ド
が
現
れ
、
そ
の
教
え
が

現
代
ま
で
続
い
て
い
る
意
味
は
何
か
と
い

う
問
い
が
出
さ
れ
、
皆
で
議
論
し
ま
し
た
。

三
月
三
日
（
土
）
午
後
、
第
7
9
回
人
間

学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

最
初
に
ア
ッ
プ
ル
創
業
者
ス
テ
ィ
ー

ブ
・
ジ
ョ
ブ
ズ
氏
の
名
ス
ピ
ー
チ
の
話
を

し
ま
し
た
。
「
・
・
・
人
生
の
時
間
は
限

ら
れ
て
い
ま
す
。
何
よ
り
も
大
事
な
こ
と

は
自
分
の
心
と
直
感
に
従
っ
て
そ
の
時
間

を
使
う
勇
気
を
持
つ
こ
と
で
す
・
・
・
」

次
に
『
中
庸
解
』
冒
頭
の
　
「
天
の
命
ず

る
之
を
性
と
請
う
」
か
ら
始
め
ま
し
た
。

藤
樹
思
想
は
「
全
孝
」
　
の
教
え
が
根
本
に

あ
り
ま
す
。

中
江
藤
樹
の
日
本
陽
明
学
の
教
え
は
、

地
域
の
枠
を
超
え
た
普
遍
性
が
あ
り
、
大

河
ド
ラ
マ
の
「
西
郷
ど
ん
」
も
陽
明
学
を

信
奉
し
て
偉
大
な
こ
と
を
成
し
遂
げ
ま
し

た
。
今
回
初
参
加
の
四
名
の
う
ち
三
名
が

高
島
市
外
か
ら
の
方
で
し
た
。

藤
樹
先
生
の
素
晴
ら
し
い
教
え
を
地
域

外
に
も
し
っ
か
り
発
信
し
て
、
も
っ
と
世

間
に
知
ら
し
め
る
必
要
が
あ
る
と
話
し
合

い
ま
し
た
。

塾
終
了
後
、
場
所
を
替
え
て
和
や
か
に

懇
親
会
を
楽
し
み
ま
し
た
。

四
月
七
日
（
土
）
午
後
、
第
5
0
回
人
間

学
塾
を
安
曇
川
公
民
館
で
行
い
ま
し
た
。

『
中
庸
』
を
素
読
後
、
『
中
庸
解
』
　
の

「
君
子
は
そ
の
見
ざ
る
所
に
戒
慎
す
」
　
の

項
を
学
び
ま
し
た
。
魚
が
水
を
離
れ
て
は

生
き
ら
れ
な
い
よ
う
に
人
は
道
を
離
れ
て

生
き
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
物
事
の
見
え

な
い
所
、
聞
こ
え
な
い
所
、
隠
れ
て
い
る

所
に
真
実
が
あ
り
、
そ
れ
は
時
に
顕
在
化

す
る
も
の
だ
。
従
っ
て
君
子
　
（
教
養
人
）

は
独
（
一
人
で
居
る
時
）
を
慎
ん
で
悪
い

行
い
を
戒
め
、
善
い
行
い
を
し
よ
う
と
す

る
。
私
た
ち
も
そ
う
あ
り
た
い
も
の
だ
。

フ
リ
ー
ト
ー
キ
ン
グ
で
は
、
現
代
社
会

で
は
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
中
で
自
己
顕
示
す

る
こ
と
が
当
た
り
前
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
が
、
却
っ
て
東
洋
思
想
の
　
「
慎
独
」
を

実
行
す
る
こ
と
に
よ
り
、
相
手
に
通
じ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
意
見
が

出
ま
し
た
。

「
藤
樹
人
間
学
塾
　
今
後
の
予
定
」

5
月
1
9
日
S
、
◎
6
月
2
日
3
、

7
月
7
日
（
土
）
、
　
8
月
5
日
（
日
）
、

◎
9
月
1
日
（
土
）
、
　
1
0
月
6
日
全
き
、

日
月
3
日
（
士
）
、
◎
1
2
月
1
日
（
十
干

時
間
　
1
5
時
～
1
7
時
（
原
則
）

場
所
　
安
曇
川
公
民
館

⑨
印
は
塾
を
終
了
後
、
別
場
所
で
懇
親
会
あ
り



藤
樹
先
生
が
、
晩
年
に
書
院
で
人
々
に
教

え
て
お
ら
れ
た
の
は
、
お
よ
そ
三
百
八
十
年

前
で
あ
る
。
江
戸
時
代
初
期
の
日
本
の
人
口

は
約
三
千
万
人
と
推
測
さ
れ
る
。
九
十
％
以

上
が
農
民
で
あ
っ
た
。
生
産
量
も
消
費
量
も

今
ほ
ど
多
く
な
か
っ
た
か
ら
、
物
流
量
も
限

ら
れ
て
い
た
。
生
活
圏
が
限
定
さ
れ
て
い
る

か
ら
、
武
士
を
除
い
て
は
、
人
々
の
知
識
や

情
報
量
は
至
極
限
ら
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

今
日
の
私
た
ち
の
生
活
は
、
物
流
量
、
情

報
量
、
活
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
三
点
に
お
い
て

飛
躍
的
を
増
加
が
見
ら
れ
る
。
私
達
は
、
よ

り
多
く
の
物
、
よ
り
多
く
の
情
報
を
求
め
て
、

よ
り
多
く
の
金
銭
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
獲
得
に

明
け
暮
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

現
代
社
会
は
、
人
々
が
生
活
す
る
の
に
大

変
厳
し
い
時
代
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
が
、
人

間
の
悩
み
と
か
幸
せ
は
、
い
つ
の
時
代
に
も

そ
れ
な
り
の
重
み
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
。
江
戸
時
代
の
人
々
の
悩
み
が
軽
い
も
の

で
あ
っ
た
と
は
、
到
底
考
え
ら
れ
な
い
。
「
翁

問
答
」
の
中
で
、
藤
樹
先
生
が
語
る
「
心
の

平
安
」
は
、
物
、
情
報
、
活
動
の
量
に
か
か

わ
ら
ず
、
私
た
ち
が
自
分
の
生
活
、
人
生
、

生
き
方
を
冷
静
に
見
つ
め
る
と
き
、
極
め
て

重
要
な
要
素
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

周
囲
の
人
々
に
対
す
る
表
情
、
言
葉
づ
か

い
、
ま
な
ざ
し
、
思
い
や
り
の
振
る
舞
い
こ

そ
、
責
任
あ
る
仕
事
、
豪
族
と
の
ふ
れ
あ
い
、

社
会
の
信
頼
を
得
る
基
盤
で
は
恋
い
だ
ろ
う

か。

「
藤
樹
紙
芝
居
」
の
紹
介
⑲

『
臓
と
戦
う
』

（解説）中
江
藤
樹
先
生
は
、
お
じ
い
さ
ん
の
吉
長

（
よ
し
な
が
）
　
と
、
お
ば
あ
さ
ん
の
甫
東
（
ほ

と
う
）
　
の
住
む
、
大
洲
藩
（
愛
媛
県
）
　
へ
移
っ

て
暮
ら
し
始
め
ま
す
。

ま
も
な
く
、
大
洲
藩
の
飛
び
地
（
藩
領
か
ら

離
れ
て
管
理
す
る
土
地
）
　
で
あ
る
風
早
（
か
ざ

は
や
）
　
へ
、
吉
長
が
奉
行
と
し
て
妻
、
与
右
衛

門
さ
ん
を
伴
い
赴
任
し
ま
す
。
今
回
は
史
実
と

し
て
藤
樹
先
生
年
譜
に
も
記
さ
れ
て
い
る
、
そ

こ
で
あ
っ
た
お
話
を
紙
芝
居
に
描
き
ま
し
た
。

そ
の
風
早
で
の
三
年
目
の
秋
は
、
長
雨
に
よ

る
米
の
不
作
で
、
き
き
ん
に
見
舞
わ
れ
、
飢
え

死
に
を
心
配
し
た
農
民
た
ち
の
間
で
生
活
不
安

か
ら
混
乱
が
生
じ
、
浮
き
足
だ
ち
ま
す
。
そ
ん

な
時
、
な
ら
ず
者
の
須
ト
（
す
ぼ
く
）
　
と
い
う

男
が
、
人
心
を
乱
す
こ
と
を
目
的
に
農
民
た
ち

へ
他
の
藩
領
な
ど
へ
の
逃
亡
を
そ
そ
の
か
し
、

風
早
郡
内
を
乱
し
始
め
ま
す
。
そ
の
た
め
、
農

民
た
ち
の
間
か
ら
は
、
み
ん
を
が
逃
げ
出
す
噂

が
出
て
き
ま
す
。
そ
れ
を
知
っ
た
書
長
は
、
奉

行
職
と
し
て
須
卜
の
言
動
を
諌
め
る
た
め
に
家

を
訪
れ
ま
す
。

し
か
し
、
家
か
ら
出
て
き
た
須
卜
は
隙
を
見

て
、
刀
で
吉
長
に
切
り
か
か
っ
て
き
ま
す
。
突

然
の
こ
と
で
か
ろ
う
じ
て
身
を
か
わ
し
た
次
の

瞬
間
、
持
っ
て
い
た
槍
で
須
卜
を
突
き
刺
し
て

し
ま
い
ま
す
。
そ
の
様
子
を
陰
か
ら
見
て
い
た

須
卜
の
妻
が
、
吉
長
に
襲
い
掛
か
り
、
身
を
守

る
た
め
に
、
再
び
槍
で
刺
し
て
二
人
と
も
命
を

落
と
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
の
風
早
郡

は
、
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
、
次
第
に
治
安
が

安
定
し
て
い
き
ま
す
。
吉
辰
は
、
槍
の
名
手
で

も
あ
っ
た
が
、
結
果
的
に
二
人
の
人
を
死
な
せ

て
し
ま
い
ま
す
。

吉
長
に
と
っ
て
不
本
意
で
、
悔
い
の
残
る
事

件
と
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
領

民
か
ら
ば
慕
わ
れ
る
奉
行
で
あ
っ
た
こ
と
が
当

時
の
資
料
な
ど
か
ら
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
吉
長

は
二
年
後
の
一
六
二
二
年
に
病
浸
し
ま
す
。

但
し
、
こ
の
紙
芝
居
で
は
、
子
ど
も
た
ち
へ

読
み
聞
か
せ
の
配
慮
か
ら
、
史
実
と
は
異
な
り

「
捕
ま
え
た
」
　
と
し
て
描
い
て
い
ま
す
。
ま
た
、

与
右
衛
門
と
呼
ば
れ
て
い
た
時
代
の
藤
樹
先
生

が
、
こ
の
事
件
に
警
護
な
ど
で
関
わ
り
、
緊
迫

し
た
状
況
下
で
雄
々
し
く
振
る
舞
っ
た
様
子
も

伝
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
風
早
で
の
経
験
が
、
後

の
大
洲
や
近
江
に
帰
っ
て
か
ら
の
生
き
方
に
大

き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
伝
え
ら
れ
て
い
ま

す。
（紙芝居）

①
　
四
国
大
洲
藩
の
飛
び
地
、
風
早
（
か

ざ
は
や
）
　
へ
移
っ
て
の
生
活
も
三
年
目
。

郡
（
こ
お
り
）
奉
行
の
お
じ
い
さ
ん
吉
長

（
よ
し
な
が
）
、
そ
し
て
お
ば
あ
さ
ん
の

甫
東
　
（
ほ
と
う
）
　
と
、
い
っ
し
ょ
に
暮
ら

す
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
十
三
歳
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
お
米
の
取
入
れ
の
季
節
と
い

う
の
に
連
日
、
大
雨
が
続
い
て
い
ま
す
。

吉
長
　
「
こ
の
大
雨
は
、
い
っ
た
い
、
い
つ

ま
で
続
く
の
た
。
毎
日
、
雨
が
降
り
続

い
て
、
田
ん
ぼ
が
水
の
中
に
沈
ん
で
し

ま
い
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
せ
っ
か
く

実
っ
た
稲
穂

が
、
腐
っ
て

し
ま
う
で
は

な
い
か
。
心

配
な
こ
と
だ
。

ち
ょ
っ
と
見

回

り

を

し

て
く
る
。
与

右
衛
門
、
お

前
も
、
い
っ

し
ょ
に
来
な
さ
い
。
」

お
じ
い
さ
ん
は
、
雨
が
降
り
続
く
空
を

見
上
げ
な
が
ら
、
笠
を
か
ぶ
り
、
蓑
合
羽

（
み
の
か
っ
ぱ
）
　
（
藁
で
で
き
た
合
羽
）

を
着
て
、
言
い
ま
し
た
。

与
右
衛
門
「
は
い
、
わ
か
り
ま
し
た
。
」

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
返
事
を
す
る
と
急

い
で
、
外
へ
出
る
準
備
を
し
ま
し
た
。

お
ば
あ
さ
ん
　
「
道
も
田
ん
ぼ
も
、
わ
か
ら

な
い
く
ら
い
の
大
雨
に
な
っ
て
い
ま
す

か
ら
、
気
を
つ
け
て
く
だ
さ
い
よ
。
」

心
配
す
る
お
ば
あ
さ
ん
の
言
葉
を
聞
き

な
が
ら
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
雨
が
早
く
止

ん
で
ほ
し
い
と
願
い
ま
し
た
。

吉
長
「
で
は
、
行
っ
て
く
る
。
」

お
じ
い
さ
ん
と
、
与
右
衛
門
さ
ん
は
、

降
り
し
き
る
雨
の
中
を
出
か
け
ま
し
た
。

②
　
大
雨
で
、
見
渡
す
田
畑
が
、
海
の
よ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
ぬ
か
る
ん
だ
道
を
、

踏
み
し
め
る
よ
う
に
歩
き
な
が
ら
、
お
じ

い
さ
ん
は
、
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

吉
長
「
こ
れ
は
、
大
変
を
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。
昨
日
は
、
ま
だ
、
稲
穂
が
少
し



見
え
て
い
た
が
、
今
日
は
、
何
も
見
え

ないぞ。」

与
右
衛
門
さ
ん
も
、
海
の
よ
う
に
な
っ

た
田
ん
ぼ
を
見
る
の
は
、
初
め
て
で
す
。

与
右
衛
門
「
お
じ
い
さ
ん
、
田
ん
ぼ
の
お

米
は
、
ど
う
な
る
ん
で
す
か
。
」

吉
長
「
今
、
雨
が
止
ん
で
く
れ
れ
ば
よ
い

が
、
こ
の
ま
ま
続
く
と
、
米
は
一
粒

も
取
れ
な

く
な
る
だ

ろ
う
。
田

ん
ぼ
を
作

っ
て
い
る
、

み
ん
な
の

こ
と
が
心

配
だ
。
様

子
を
見
に

行
こ
う
。
」

お
じ
い
さ
ん
と
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
雨

の
激
し
く
降
る
中
を
近
く
の
農
家
の
方
へ

歩
い
て
い
き
ま
し
た
。

②
　
吉
長
「
弥
平
は
、
い
る
か
な
。
」

弥
平
き
ん
の
豪
の
戸
を
開
け
て
、
声
を

か
け
ま
し
た
。

弥
平
「
あ
っ
、
こ
れ
は
お
奉
行
様
。
ど
う

し
て
こ
こ
へ
上

表
合
羽
は
着
て
い
て
も
、
ず
ぶ
ぬ
れ
姿

の
お
奉
行
と
、
与
右
衛
門
さ
ん
が
立
っ
て

い
る
の
を
見
て
弥
平
さ
ん
は
、
び
っ
く
り

し
ま
し
た
。

吉
長
　
「
弥
平
、
田
ん
ぼ
が
大
変
を
こ
と

に
な
っ
て
い
る
な
。
」

弥
平
「
は
い
、
降
り
続
く
長
雨
で
、
田
ん

ば
が
水
に
沈
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
。
わ

し
ら
農
民
は
何
も
で
き
ず
、
こ
の
ま
ま

で
は
、
食
べ
る
米
も
あ
り
ま
せ
ん
し
、

来
年
の
春
に
播
く
種
子
も
取
れ
ま
せ

ん
。
お
奉
行
様
、
何
と
か
助
け
て
く
だ

さい。」

話
を
す
る

う
ち
に
弥
平

さ
ん
の
目
か

ら
は
、
涙
が

あ
ふ
れ
て
き

ま
し
た
。

次
に
行
っ

た
甚
平
さ
ん

の
家
で
も
、

ぽ
ろ
ぽ
ろ
涙

を
流
し
な
が
ら
言
い
ま
す
。

甚
平
一
こ
の
ま
ま
で
は
、
わ
し
ら
は
、
も

う
飢
え
死
に
す
る
か
、
こ
こ
か
ら
逃
げ

だ
す
し
か
、
方
法
が
あ
り
ま
せ
ん
。
」

お
奉
行
は
、
続
い
て
大
吉
さ
ん
の
家
に

も
行
っ
て
み
ま
し
た
。

太
古
「
も
う
稲
穂
が
腐
っ
て
き
て
い
る
ん

で
す
。
こ
れ
で
は
一
粒
の
米
も
と
れ
な

い
よ
。
わ
し
ら
は
、
み
ん
な
、
生
き
て

い
け
ま
せ
ん
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
で

し
ょ
う
か
。
」

あ
っ
ち
の
豪
、
こ
っ
ち
の
家
と
、
ど
こ

へ
行
っ
て
も
み
ん
な
同
じ
よ
う
に
、
泣
き

な
が
ら
訴
え
ま
し
た
。

雨
の
中
を
集
ま
っ
て
き
た
多
く
の
農
民

た
ち
は
、
不
安
と
悲
し
さ
で
、
胸
が
い
っ

ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

松
吉
さ
ん
が
言
い
ま
し
た
。

松
吉
「
わ
し
ら
ば
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
飢

え
死
に
す
る
の
を
待
つ
だ
け
で
す
。

『
も
う
風
早
で
は
暮
ら
せ
な
い
か
ら
、

よ
そ
へ
行
こ
う
。
』
と
、
人
か
ら
も
、

言
わ
れ
て
い
る
ん
で
す
。
」

④
　
梅
助
さ
ん
や
、
竹
吉
さ
ん
も
言
い
ま

した。
権
助
「
『
こ
こ
に
い
た
ら
、
飢
え
死
に
だ

ぞ
』
と
、
言
わ
れ
た
ん
で
す
。
」

竹
吉
「
わ
し
も
『
他
に
、
も
っ
と
暮
ら
し

や
す
い
、
よ
い
所
が
あ
る
』
と
、
ろ
う

に
ん
（
仕
え
る
主
人
の
い
な
い
侍
）
　
の

須
卜
（
す
ぼ
く
）
さ
ん
か
ら
言
わ
れ
ま

した。」
農
民
た
ち
の
訴
え
を
聞
い
て
。
お
奉
行

は
考
え
込
み
ま
し
た
。

吉
長
「
あ
の
な
ら
ず
者
の
須
卜
が
、
み
ん

な
に
言
い
ふ
ら
し
て
い
る
の
だ
な
。
こ

れ
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
。
農
民
た
ち

が
こ
こ
を
出
て
し
ま
っ
た
ら
田
畑
を
守

る
も
の
が
い
な
く
な
り
、
土
地
が
荒
れ

て
し
ま
う
。

そ
れ
だ
け

は
何
と
し

て
も
止
め

な
け
れ
ば

い
け
裸
出

お
奉
行
は
、

み
ん
な
に
言

い
ま
し
た
。

吉
長
「
よ
い

か
、
み
ん

な
。
須
卜
が
な
ん
と
言
お
う
と
、
そ
ん

な
口
車
に
乗
っ
て
は
を
ら
ん
ぞ
。
今
は
、

ど
こ
へ
に
げ
て
行
っ
て
も
、
暮
ら
し
は

変
わ
ら
ぬ
。
今
年
は
こ
ん
な
悪
い
年
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
お
前
た
ち
が
食

べ
る
米
は
、
よ
そ
か
ら
買
っ
て
で
も
用

意
を
す
る
。
飢
え
死
に
は
さ
せ
な
い
ぞ
。

わ
し
が
お
前
た
ち
を
守
り
、
来
年
も
米

が
作
れ
る
よ
う
に
約
束
す
る
。
だ
か
ら
、

風
早
か
ら
出
て
行
く
こ
と
な
ど
、
考
え

る
な
。
そ
れ
よ
り
も
、
今
年
の
米
が
少

し
で
も
取
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
み

ん
な
で
手
を
尽
く
す
の
だ
。
だ
か
ら
、

今
日
は
家
へ
帰
れ
。
」

お
奉
行
の
言
葉
に
、
農
民
た
ち
は
、
少

し
、
安
心
し
た
よ
う
に
う
な
ず
い
て
帰
っ

て
行
き
ま
し
た
。

吉
長
「
与
右
衛
門
、
聞
い
た
か
。
今
、
農

民
た
ち
が
ど
ん
な
に
苦
し
い
思
い
を
し

て
い
る
か
、
し
っ
か
り
覚
え
て
お
き
な

さ
い
。
そ
の
苦
し
み
を
減
ら
し
、
助
け

る
の
が
奉
行
の
仕
事
な
の
だ
。
」

お
奉
行
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
に
言
い
ま

した。
⑤
　
吉
長
「
与
右
衛
門
、
わ
し
は
、
こ
れ

か
ら
須
ト
に
会
っ
て
大
事
な
話
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
お
前
は
、
こ
こ
か

ら
屋
敷
へ
帰
っ
て
、
奉
行
所
の
者
た
ち

に
そ
の
こ
と
を
伝
え
な
さ
い
。

道
が
と
て
も
悪
い
か
ら
、
十
分
に
、

気
を
つ
け
て
帰
る
よ
う
に
。
」

与
右
衛
門
「
は
い
、
で
は
先
に
帰
っ
て
、

そ
の
よ
う
に
伝
え
ま
す
。
」



与
右
衛
門
さ
ん
は
、
足
を
し
っ
か
り
と

踏
み
し
め
な
が
ら
、
帰
っ
て
行
き
ま
し
た
。

お
奉
行
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
が
帰
っ
て

行
く
の
を
見
届
け
て
か
ら
須
卜
に
会
っ
て
、

話
を
し
よ
う
と
須
卜
の
家
へ
、
や
っ
て
き

ま
し
た
。

吉
長
「
須
卜
は
い
る
か
。
話
が
あ
る
。
入

るぞ。」

お
奉
行
が
、

家
の
外
で
声
を

か
け
る
と

須
卜
「
あ
っ
、

お
奉
行
様
、

こ
れ
は
、
こ

れ
は
、
こ
れ

は
。
あ
の
う
、

私
に
何
の
ご

用
で
し
ょ
う
が
。
」

お
奉
行
が
家
へ
入
ろ
う
と
す
る
と
、

須
卜
は
、
い
き
な
り
刀
で
切
り
か
か
り
ま

した。
須ト　「やっー」、

お
奉
行
が
自
分
を
捕
ま
え
に
来
た
と

思
っ
た
の
で
す
。

吉
長
「
何
を
す
る
か
！
。
無
礼
者
。
」

間
一
髪
、
危
う
く
身
を
か
わ
し
た
、
お

奉
行
は
、
須
卜
の
手
か
ら
刀
を
た
た
き
落

と
す
と
、
腕
を
取
り
、
ね
じ
伏
せ
て
近
く

に
あ
っ
た
縄
で
、
縛
り
あ
げ
て
し
ま
い
ま

した。
吉
良
　
「
須
卜
よ
、
お
前
は
、
人
が
嫌
が
る

こ
と
や
悪
い
こ
と
ば
か
り
を
し
て
、
み

ん
な
に
迷
惑
を
か
け
、
嫌
わ
れ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
ら
ぬ
か
。
今
度
は
、
大
雨

の
被
害
で
困
っ
て
い
る
農
民
に
『
こ
こ

を
出
て
、
よ
そ
へ
行
け
』
と
、
け
し
か

け
て
い
る
で
は
な
い
か
。
今
は
、
ど
こ

へ
行
っ
て
も
、
暮
ら
し
は
変
わ
ら
ぬ
。

そ
れ
が
わ
か
ら
ぬ
か
。
」

身
体
を
柱
に
縛
ら
れ
て
動
け
な
い
須
卜

に
話
し
か
け
ま
し
た
。

⑥
　
須
ト
「
こ
の
雨
で
米
が
取
れ
ず
、
飢

え
死
に
す
る
農
民
を
お
奉
行
は
救
う
こ

と
が
出
来
る
の
か
。
」

須
卜
は
、
柱
に
し
ぼ
ら
れ
た
ま
ま
で
お

奉
行
を
に
ら
み
つ
け
る
よ
う
に
し
て
言
い

返
し
ま
し
た
。

吉
長
「
農
民
や
、
村
人
の
命
を
守
る
の
は

奉
行
の
責
任
だ
。
み
ん
な
が
食
べ
る
米

は
大
洲
藩
が
全
力
を
あ
げ
て
、
よ
そ
か

ら
買
い
集
め
る
。
だ
か
ら
絶
対
に
、
飢

え
死
に
を
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
は
し
な

い。」
須
ト
　
「
年
貢
を
取
り
立
て
る
だ
け
の
お

奉
行
に
、
そ
ん
な
こ
と
が
出
来
る
も
の

か。」
吉
長
「
だ
ま
れ
。
も
う
、
お
前
の
言
う
こ

と
な
ど
を
聞
く
も
の
は
、
だ
れ
も
お
ら

ぬ
。
わ
し
も
、
も
う
こ
れ
以
上
、
お
ま

え
に
か
か
わ
っ
て
な
ど
、
お
れ
ぬ
。
」

そ
の
時
、
物
陰
か
ら
見
て
い
た
須
卜
の

妻
が
、
長
い
樺
で
お
そ
い
か
か
り
ま
し
た
。

須
ト
の
妻
「
え
い
っ
、
」

吉
長
　
「
あ
っ
、
な
に
を
す
る
！
」

声
と
同
時
に
、
お
奉
行
は
、
ひ
ょ
い
と

身
を
か
わ
し
て
、
樺
を
引
っ
張
る
と
、
妻

は
す
か
さ
れ
、

か
べ
に
突
き

当
た
っ
て
気

を
失
い
、
倒

れ
て
し
ま
い

した。ち
ょ
う
ど
、

そ
の
時
、
奉

行
所
か
ら
役

人
た
ち
が
駆

け
つ
け
て
き
ま
し
た
。

奉
行
所
役
人
「
お
奉
行
、
大
丈
夫
で
す
か
、

お
け
が
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
与
右
衛
門

さ
ん
か
ら
、
須
卜
の
家
へ
向
か
わ
れ
た

と
聞
き
、
急
い
で
来
ま
し
た
。
し
か
し
、

す
ご
い
雨
で
遅
く
な
り
ま
し
た
。
」

吉
長
　
「
私
は
大
丈
夫
だ
、
そ
れ
よ
り
も

こ
の
須
卜
た
ち
を
奉
行
所
へ
連
れ
て
行

け。」役
人
た
ち
が
須
卜
夫
婦
を
連
れ
て
い
く

の
を
見
届
け
て
か
ら
お
奉
行
は
、
も
う
何

も
な
か
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
て
奉
行
所
へ

帰
り
ま
し
た
。

⑦
　
そ
の
夜
、
お
じ
い
さ
ん
は
今
日
の
出

来
事
を
、
お
ば
あ
さ
ん
と
与
右
衛
門
さ
ん

に
、
話
し
ま
し
た
。

吉
長
「
与
右
衛
門
、
お
前
も
水
に
沈
ん
で

い
る
田
ん
ぼ
を
見
て
回
っ
た
が
、
ど
の

よ
う
に
思
っ
た
か
。
」

与
右
衛
門
「
は
い
、
こ
の
雨
で
、
も
し
お

米
が
取
れ
な
け
れ
ば
、
皆
さ
ん
が
心
配

し
て
い
た
よ
う
に
生
き
て
い
け
な
い
の

で
す
ね
、
ど
う
な
る
の
で
す
か
。
」

吉
長
「
そ
う

だ
、
も
し

も
大
き
な

き

き

ん

（
日
照
り

や
水
害
で

米
な
ど
が

取
れ
な
い

こ
と
）
が

起
れ
ば
、

農
民
た
ち
は
食
べ
物
が
な
く
な
り
、
生

き
ら
れ
ず
、
こ
こ
を
逃
げ
出
す
こ
と
に

な
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
ぬ

よ
う
に
、
困
っ
て
い
る
時
は
、
何
と
し

て
も
助
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
。

そ
こ
で
、
み
ん
な
が
こ
の
土
地
で
、
安

心
し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
守
る
の
が
、

奉
行
や
侍
の
仕
事
だ
。
だ
か
ら
、
須
卜

の
よ
う
に
世
の
中
を
乱
そ
う
と
す
る
者

は
命
を
か
け
て
で
も
防
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
だ
ぞ
。
」

与
右
衛
門
「
は
い
、
お
じ
い
さ
ん
の
言
わ

れ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
覚
え
て
お
き

ま
す
。
で
も
、
須
卜
は
ど
う
な
る
の
で

すか。」

吉
長
「
須
卜
が
『
悪
か
っ
た
』
と
心
か
ら

あ
や
ま
れ
ば
、
許
し
て
や
ろ
う
と
思
う
。

し
か
し
、
与
右
衛
門
。
今
日
の
事
件
で

須
卜
の
仲
間
た
ち
が
、
助
け
よ
う
と
し

て
、
押
し
か
け
て
来
る
か
も
し
れ
な
い
。

お
前
も
、
も
う
十
三
才
だ
。
奉
行
所
の

者
と
い
っ
し
ょ
に
、
し
っ
か
り
見
張
り

を
し
な
さ
い
。
」



与
右
衛
門
「
は
い
。
わ
か
り
ま
し
た
。
」

与
右
衛
門
さ
ん
は
、
は
っ
き
り
と
大
き

な
声
で
、
返
事
を
し
ま
し
た
。

⑧
　
そ
れ
か
ら
数
日
後
の
夜
の
こ
と
で
す
。

お
奉
行
の
屋
敷
に
突
然
、
火
の
矢
（
矢
の

先
に
火
を
つ
け
た
も
の
）
　
が
数
本
打
ち
込

ま
れ
ま
し
た
。

奉
行
所
役
人
「
大
変
で
す
。
お
奉
行
。
お

屋
敷
と
奉
行
所
に
、
火
の
矢
が
打
ち
込

ま
れ
ま
し
た
。
火
は
す
ぐ
に
消
し
ま
し

た
が
、
曲
者
（
く
せ
も
の
）
は
逃
が
し

て
し
ま
い
ま
し
た
。
」

吉
長
「
よ
し
、
わ
か
っ
た
。
み
ん
な
に
も

気
を
つ
け
る
よ
う
う
に
伝
え
よ
。
」

奉
行
所
役
人

「はい、

わ
か
り
ま

した。」
役
人
は
、

走
っ
て
奉
行

所
へ
戻
っ
て

行
き
ま
し
た
。

お
奉
行
は
、

『
き
っ
と
須

卜
の
仲
間
の
仕
業
だ
』
　
と
、
思
い
ま
し
た
。

火
の
矢
は
、
幸
い
、
す
ぐ
に
消
さ
れ
、

火
事
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

吉
長
「
須
卜
の
息
子
や
仲
間
が
、
屋
敷
に

火
の
矢
を
打
ち
込
ん
で
き
た
の
だ
。
こ

の
さ
わ
ざ
の
問
に
、
わ
し
や
役
人
が
、

屋
敷
の
外
へ
出
て
き
た
ら
、
切
り
か
か

っ
て
、
須
ト
を
取
り
返
そ
う
と
思
っ
て

来
た
の
だ
ろ
う
。
今
夜
か
ら
ば
、
奉
行

所
の
全
員
が
交
代
で
、
三
度
ず
つ
、
屋

敷
と
奉
行
所
の
見
回
り
を
し
て
、
警
戒

す
る
。
よ
い
な
ー
」

お
奉
行
は
、
役
人
た
ち
を
集
め
る
と
、

こ
の
よ
う
に
命
じ
て
屋
敷
や
奉
行
所
を
、

し
っ
か
り
と
守
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

吉
長
「
与
右
衛
門
、
お
前
も
み
ん
な
と
一

緒
に
交
代
で
見
回
り
を
す
る
の
だ
。
よ

い
か
、
相
手
は
、
い
つ
、
ど
の
よ
う
に

お
そ
っ
て
く
る
か
わ
か
ら
ぬ
。
気
を
ぬ

か
ず
に
、
し
っ
か
り
と
注
意
を
し
て
、

見
回
る
の
だ
。
」

与
右
衛
門
「
は
い
、
気
を
つ
け
て
見
回
り

ます。」
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
大
き
な
声
で
答
え

ま
し
た
。

⑨
　
お
じ
い
さ
ん
は
、
与
右
衛
門
さ
ん
が
、

こ
わ
が
ら
ず
に
し
っ
か
り
と
答
え
た
の
で

頼
も
し
く
感
じ
ま
し
た
。

吉
長
「
与
右
衛
門
、
お
ま
え
に
こ
の
刀
を

与
え
る
。
賊
が
お
そ
っ
て
き
た
ら
、
こ

れ
で
戦
う
の
だ
。
」

お
じ
い
さ
ん
は
そ
う
言
っ
て
、
与
右
衛

門
さ
ん
に
長
い
刀
を
渡
し
ま
し
た
。

で
も
、
与
右
衛
門
さ
ん
は
、
木
刀
で
剣

術
の
稽
古
は
し
て
い
ま
す
が
、
ま
だ
一
度

も
刀
で
、
人
と
戦
っ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
本
物
の
長
い
刀
を
持
つ
の
も
初
め
て

です。
与
右
衛
門
「
長
い
刀
は
こ
ん
な
に
重
い
の

か。」与
右
衛
門
さ
ん
は
、
初
め
て
持
っ
て
、

お
ど
ろ
き
ま
し
た
が
、
賊
と
戦
う
こ
と
は
、

少
し
も
怖
い
と
は
、
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

次
の
日
も
、
そ
の
次
の
日
も
、
火
の
矢

が
屋
敷
に
飛
ん
で
き
ま
し
た
が
、
み
ん

な
の
守
り
で
、

火
は
す
ぐ
消

し
止
め
ら
れ

ま
し
た
。

与
右
衛
門

さ
ん
は
見
回

り
を
し
な
が

ら、

「
来
ら
れ
る

も
の
な
ら

来
て
み
ろ
、
相
手
に
な
っ
て
や
る
。
」

と
、
心
で
つ
ぶ
や
き
、
し
っ
か
り
、
そ
の

役
目
を
果
た
し
て
い
ま
し
た
。

吉
長
「
そ
ろ
そ
ろ
、
大
勢
で
奉
行
所
を
お

そ
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
み
ん
な

で
し
っ
か
り
と
守
り
を
固
め
よ
。
」

お
奉
行
は
全
員
を
集
め
て
声
を
か
け
ま

した。そ
し
て
、
次
の
日
の
夜
遅
く
お
奉
行
が

再
び
み
ん
な
を
集
め
て
、
言
い
ま
し
た
。

吉
長
「
ど
う
や
ら
今
夜
、
賊
が
お
そ
っ
て

く
る
よ
う
だ
。
今
夜
は
門
を
開
い
て
お

く
。
賊
が
入
っ
て
き
た
ら
捕
ま
え
る
の

だ。」お
奉
行
の
言
葉
を
聞
い
た
、
み
ん
な
は

緊
張
し
ま
し
た
。

⑮
　
奉
行
所
役
人
「
い
よ
い
よ
来
る
か
。
」

奉
行
所
の
役
人
た
ち
は
決
め
ら
れ
た
場

所
で
賊
が
来
る
の
を
待
ち
構
え
て
い
る
と

つ
い
に
や
っ
て
き
ま
し
た
。
須
卜
の
息
子

を
大
将
に
、
そ
の
仲
間
た
ち
が
屋
敷
を
お

そ
っ
て
き
た
の
で
す
。
役
人
の
ひ
と
り
が

小
声
で
み
ん
な
に
声
を
か
け
ま
し
た
。

奉
行
所
役
人
「
来
た
ぞ
！
。
み
ん
な
気
を

つ
け
て
守
れ
。
」

奉
行
所
役
人
「
よ
し
！
。
」

み
ん
な
が
緊
張
の
中
で
、
大
き
く
う
な

ず
き
、
目
く
ぼ
せ
し
ま
し
た
。
暗
い
中
で
、

何
人
の
賊
が
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
。

い
く
つ
も
の
足
音
が
し
ま
す
。

与
右
衛
門
さ
ん
は
手
に
力
を
こ
め
、

ぐ
つ
！
と
こ
ぶ
し
を
握
り
し
め
ま
し
た
。

『
賊
が
か
か
っ
て
き
た
ら
切
る
こ
と
に

なる』与
右
衛
門
さ
ん
は
、
刀
に
手
を
か
け
、

構
え
ま
し
た
。

そ
の
時
、

お
奉
行
や
与

右
衛
門
さ
ん

の
前
に
、
賊

が
姿
を
現
し

ま
し
た
。
与

右
衛
門
さ
ん
は

『
来
た
I
・
』
と

思
い
ま
し
た
。

お
奉
行
の

吉
長
は
、
『
ビ
ュ
ー
ビ
ュ
ー
』
と
、
得
意

の
槍
を
持
っ
て
振
り
回
し
ま
し
た
。

吉
長
　
「
お
前
た
ち
、
悪
い
こ
と
に
こ
り
ず
、

い
つ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
続
け

る
の
だ
。
ど
う
し
て
も
須
卜
を
助
け
た

い
な
ら
、
か
か
っ
て
こ
い
。
」

賊
た
ち
は
、
刀
を
抜
い
て
、
今
に
も
と
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び
か
か
り
そ
う
に
し
て
い
ま
す
。

お
奉
行
が
一
段
と
大
き
な
声
で
言
い
ま

した。
吉
長
「
お
前
た
ち
、
命
が
惜
し
け
れ
ば
、

今
す
ぐ
に
こ
こ
を
立
ち
去
れ
。
真
剣
勝

負
を
し
た
い
な
ら
か
か
っ
て
こ
い
！
」

⑪
　
お
奉
行
の
大
き
な
声
に
、
賊
た
ち
は

後
ず
さ
り
を
し
て
、
一
瞬
『
シ
ー
ン
』
と

静
ま
り
、
前
へ
出
よ
う
か
、
逃
げ
よ
う
か

と
迷
っ
て
い
ま
し
た
。
次
の
瞬
間
、
須
卜

の
息
子
が
大
き
な
声
を
出
し
ま
し
た
。

須
卜
の
息
子
「
逃
げ
ろ
I
L

そ
の
声
に
、
賊
た
ち
は
、
ほ
じ
か
れ
た

よ
う
に
、

賊
の
仲
間
「
わ
ぁ
っ
－
。
」

い
っ
せ
い
に
刀
を
放
り
投
げ
て
、
逃
げ

出
し
ま
し
た
。
役
人
た
ち
は
、
賊
を
追
い

か
け
よ
う
と
し
ま
し
た
。

吉
長
「
追
う
の
は
や
め
ろ
。
逃
げ
た
い
も

の
は
逃
が
し
て
や
れ
。
」

お
奉
行
が
言
い
ま
し
た
。

の
手
を
見
つ
め
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
か
月
後
、
お
奉
行
は
牢
屋

に
入
っ
て
い
る
須
卜
に
言
い
ま
し
た
。

吉
長
「
須
卜
よ
、
お
前
の
息
子
や
仲
間
は
、

奉
行
所
を
お
そ
っ
て
き
た
が
、
『
命
が

惜
し
い
』
と
、
刀
を
捨
て
て
、
こ
こ
か

ら
逃
げ
出
し
て
い
っ
た
ぞ
。
お
前
も
人

間
だ
、
命
が
惜
し
け
れ
ば
助
け
て
や
る
。

今
ま
で
の
こ
と
を
あ
や
ま
り
、
仲
間
と

共
に
こ
れ
か
ら
風
早
の
み
ん
な
が
、
平

和
に
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う
に
し
っ
か

り
働
く
気
が
あ
る
か
。
さ
あ
、
ど
う
す

る
ー
・
考
え
ろ
。
」

だ
ま
っ
て
話
を
聞
い
て
い
た
須
卜
は
決

心
し
た
よ
う
に
言
い
ま
し
た
。

⑫
　
須
ト
「
私
は
ま
だ
死
に
た
く
な
い
。

こ
れ
か
ら
も
生
き
て
い
き
た
い
。
だ
か

ら
、
こ
れ
か
ら
は
み
ん
な
の
力
に
な
れ

る
よ
う
に
、
が
ん
ば
る
か
ら
助
け
て
く

だ
さ
い
。
お
願
い
し
ま
す
。
」

須
卜
は
、
お
奉
行
の
顔
を
し
っ
か
り
見

な
が
ら
何
回
も
頭
を
下
げ
ま
し
た
。

吉
長
「
よ
し
、
本
当
に
そ
の
よ
う
に
考
え

る
な
ら
、
牢
屋
か
ら
出
し
て
や
ろ
う
。

し
か
し
、
も
し
そ
の
約
束
を
破
っ
た
ら
、

そ
の
時
は
命
は
な
い
と
思
え
。
」

こ
う
し
て
、
須
卜
夫
婦
は
、
牢
屋
か
ら

出
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
日
か
ら
、
ふ
た
た

び
、
事
件
が
起
こ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

吉
長
「
よ
う
や
く
元
の
静
け
さ
に
戻
っ
た

よ
う
だ
。
し
か
し
、
大
変
な
事
件
で

あ
っ
た
。
こ
れ
か
ら
も
、
み
ん
な
が
安
心

し
て
暮
ら
せ
る
よ
う
に
守
っ
て
い
く
の

し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
間
も
な
く

が
、
奉
行
所

の
仕
事
で
あ

る
こ
と
を
忘

れ
て
は
な
ら

ぬぞ。」お
奉
行
は
、

奉
行
所
の
役

人
や
与
右
衛

門
さ
ん
に
話

お
じ
い
さ
ん
の

吉
長
は
、
風
早
の
奉
行
と
し
て
、
い
ろ
い

ろ
な
こ
と
が
あ
っ
た
三
年
間
の
仕
事
を
終

え
ま
し
た
。

吉
長
「
与
右
衛
門
、
大
洲
へ
戻
っ
た
ら
ど

ん
な
こ
と
が
し
た
い
と
思
う
か
。
」

与
右
衛
門
「
は
い
。
私
は
風
早
で
い
ろ
ん

な
こ
と
を
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。
人

々
が
、
幸
せ
に
暮
ら
せ
る
こ
と
の
大
切

さ
が
、
分
か
り
ま
し
た
。

私
は
、
自
分
が
大
人
に
な
っ
た
時
、

恥
ず
か
し
く
な
い
生
き
方
が
で
き
る
よ

う
に
も
っ
と
、
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を

学
び
た
い
と
思
い
ま
す
。
」

二
人
の
話
を
聞
い
て
い
た
お
ば
あ
さ
ん

は
、
『
与
右
衛
門
さ
ん
が
と
て
も
頼
も
し

く
な
っ
た
。
』
　
と
、
う
れ
し
く
思
い
ま
し

た。

や
が
て
三
人
は
大
洲
へ
と
戻
っ
て
行
き

ま
し
た
が
、
与
右
衛
門
さ
ん
に
と
っ
て
、

生
涯
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
風
早
で
の

三
年
間
と
な
っ
た
の
で
し
た
。

（
お
し
ま
い
）

フ
ォ
ト
ニ
ュ
ー
ス

新
旭
商
・
北
小
学
校
は
、
北
小
学
校

へ
保
末
理
事
が
出
席



良
知
館
通
信
⑦

中
江
藤
樹
墓
所

山
本
　
義
雄

先
生
は
、
慶
安
元
年
（
一
六
四
八
）
八
月

二
十
五
日
朝
六
時
四
十
一
歳
の
若
さ
で
亡
く

な
り
、
遺
体
は
門
弟
た
ち
に
よ
っ
て
屋
敷
の

北
側
に
手
厚
く
埋
葬
さ
れ
た
。
し
か
し
、
明

暦
年
中
（
明
暦
元
年
へ
一
六
五
五
）
～
三
年

（
一
六
五
七
）
）
に
屋
敷
内
に
葬
る
こ
と
を

禁
止
す
る
と
い
う
お
ふ
れ
が
あ
り
、
先
生
の

遺
体
を
掘
り
出
し
て
、
玉
林
寺
の
こ
の
地
へ

移
さ
れ
た
。
中
江
家
は
玉
林
寺
の
檀
家
で

あ
っ
た
た
め
、
儒
式
を
以
っ
て
葬
っ
た
の
で

あ
る
。玉

林
寺
の
門
前
の
一
画
に
南
口
を
設
け
た

東
西
八
・
五
m
、
南
北
八
・
五
m
の
斉
垣

の
中
に
は
、
向
か
っ
て
左
側
に
　
（
北
の
方

角
が
大
事
な
人
）
藤
樹
先
生
墓
の
石
碑
が
南

向
き
、
ま
た
そ
の
右
側
に
は
先
生
の
母
市

（
八
十
八
歳
牢
）
　
の
石
碑
、
そ
の
手
前
の

拝
座
の
隣
に
三
男
弥
三
郎
の
常
省
先
生
墓

（
六
十
二
歳
辛
）
　
の
石
碑
が
西
向
き
に
あ

る
。
こ
の
三
氏
の
土
饅
頭
の
か
た
ち
を
し
た

墳
墓
の
周
り
に
見
ら
れ
る
斉
垣
は
、
享
保

六
年
　
（
一
七
二
一
）
　
に
京
都
同
志
を
は
じ

め
二
百
十
七
名
の
全
国
の
同
志
の
熱
意
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
。
先
生
が
亡
く
な
っ
て
、

七
十
三
年
も
過
ぎ
て
か
ら
の
出
来
事
で
あ
る
。

全
集
五
巻
に
よ
る
と
、
享
保
五
年
小
川
村

に
住
む
大
森
周
助
が
上
京
し
た
折
に
御
墓
所

の
青
垣
が
破
損
し
て
い
る
由
を
京
都
同
志
の

河
合
徳
右
衛
門
に
話
し
た
。
こ
れ
を
聞
い
た

京
都
同
意
は
深
く
心
配
し
周
囲
を
石
で
し
て

は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
大
森
は
こ

の
こ
と
を
高
島
同
意
の
安
原
蓄
蔵
ら
と
相
談

す
る
と
　
〝
重
畳
の
御
車
〟
と
言
っ
た
。
高
島

同
意
は
、
南
小
松
の
石
屋
八
郎
兵
を
呼
び
石

垣
の
相
談
を
し
て
、
そ
の
委
細
を
記
し
た
書

状
を
河
合
の
も
と
へ
持
参
し
た
。
河
合
ら
京

都
同
意
が
総
代
と
な
り
、
国
々
の
諸
生
に
建

設
費
を
募
り
、
享
保
六
年
八
月
に
で
き
あ

が
っ
た
。
な
お
、
二
百
十
七
名
の
地
域
別
内

訳
は
京
都
三
十
一
、
江
戸
四
十
八
、
姫
路

十
四
、
伊
勢
・
津
十
五
、
会
津
七
十
八
、
高

田
村
中
十
四
、
阿
波
十
二
、
桑
名
五
名
で
あ

る
。
墓
所
は
、
生
誕
四
百
年
の
記
念
行
事
に

際
し
て
、
高
島
市
文
化
財
課
の
支
援
と
助
言

に
よ
っ
て
、
藤
樹
書
院
の
国
史
跡
の
追
加
と

し
て
平
成
十
九
年
七
月
二
王
ハ
日
に
指
定
さ

れた。

賛
助
会
員
一
覧

ご
協
力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

○
ウ
ェ
ス
ト
レ
イ
ク
ホ
テ
ル
可
以
登
楼

○
株
式
会
社
大
山
建
設

○
川
島
酒
造
株
式
会
社

○
株
式
会
社
桑
原
組

○
有
限
会
社
宏
和
商
事

○
税
理
士
法
人
・
小
畑
会
計
事
務
所

○
有
限
会
社
白
浜
荘

○
社
会
福
祉
法
人
新
旭
み
の
り
会

○
ソ
エ
ダ
株
式
会
社

○
株
式
会
社
T
A
D
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

○
鉄
屋
商
事
株
式
会
社

○
株
式
会
社
戸
井
薬
局

○
と
も
栄
藤
樹
街
道
本
店

○
中
村
印
刷
株
式
会
社

○
株
式
会
社
中
村
測
量
設
計

○
ニ
ッ
ケ
イ
工
業
株
式
会
社

○
八
田
建
設
株
式
会
社

○
有
限
会
社
馬
場
塗
装

〇
三
田
村
印
刷
株
式
会
社

○
有
限
会
社
綿
庄
食
品
店

あ
と
が
き

昔
の
常
識
は
今
の
非
常
識
、

今
の
常
識
は
将
来
非
常
識
に
？

事
務
次
官
の
セ
ク
ハ
ラ
疑
惑
が
世
間
を
騒

が
せ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
女
優
へ
の
セ
ク
ハ

ラ
か
ら
端
を
発
し
た
　
〝
M
e
 
T
O
O
　
（
告

発
）
運
動
〟
　
が
広
が
り
つ
つ
あ
り
ま
す
。
さ

ら
に
児
童
生
徒
へ
の
体
罰
、
優
生
保
護
法
に

も
と
づ
く
不
妊
手
術
、
酒
気
帯
び
運
転
、
電

車
内
で
の
喫
煙
‥
‥
こ
う
し
た
行
為
は
、
今

で
は
決
し
て
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一

昔
前
に
は
、
黙
認
、
あ
る
い
は
見
過
ご
さ
れ

て
き
た
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
も
、
も
っ
と
昔
は
、
男
女
別
学
で

女
性
に
は
参
政
権
が
な
い
、
結
婚
や
就
職

に
際
し
て
の
身
元
調
査
、
未
成
年
者
の
飲
酒

規
制
が
な
い
‥
‥
な
ど
、
今
で
は
考
え
ら
れ

な
い
こ
と
が
当
た
り
前
に
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
所
謂
「
常
識
（
的
）
」
　
の
変
化
・
進
展

な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
で
は
、
三
十
年
先
、
今
の
「
常
識
（
的
）
」

は
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
子
ど
も
の
貧
困
、
老
人
の
孤
独
死
、
ホ
ー

ム
レ
ス
の
人
達
の
存
在
、
農
山
村
部
の
荒
廃
、

「
ど
の
学
校
で
も
起
こ
り
う
る
」
と
言
わ
れ

る
い
じ
め
、
多
く
の
自
殺
者
の
存
任
、
格
差

が
あ
た
り
ま
え
の
社
会
・
・
・
・
今
の
こ
れ
ら
の

現
象
は
？

三
十
年
後
に
は
「
そ
ん
な
お
か
し
な
現
象

が
、
三
十
年
前
に
は
当
た
り
前
だ
っ
た
と
は

信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
」
　
と
の
つ
ぶ
や
き
が
あ

る
の
で
し
ょ
う
ね
。
（
H
・
M
）


