
誤
錢
笙
誕
の
地

生
誕
碑
の
誕
生

平
成
元
年
五
月
三
十
日
午
前
十
時
か
ら
、
会
津
若

松
市
米
代
二
丁
目
一
1
二
三
の
私
宅
の
門
前
で
、
「
山

本
覚
馬
先
生
・
新
島
八
重
夫
人
の
生
誕
碑
L
 
の
除
幕

式
が
キ
リ
ス
ト
教
式
に
挙
行
さ
れ
ま
し
た
。

松
山
義
則
同
志
社
総
長
さ
ん
は
じ
め
京
都
か
ら
十

数
名
の
先
生
方
が
お
い
で
に
な
り
、
学
校
法
人
同
志

社
と
し
て
正
式
に
建
立
さ
れ
た
の
で
す
か
ら
、
私
宅

と
し
て
は
名
誉
こ
の
う
え
な
い
こ
と
で
、
家
族
一
同

非
常
に
緊
張
し
て
こ
の
朝
を
迎
え
ま
し
た
。

私
宅
の
細
い
道
路
を
お
い
た
向
い
側
は
、
八
百
坪

ほ
ど
広
い
空
地
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
一
角
に
白

い
テ
ン
ト
を
二
張
り
張
っ
て
、
椅
子
を
五
、
六
0
席

設
け
、
門
前
に
で
き
た
ぱ
か
り
の
生
誕
碑
の
前
に
は

宮
崎
十
三
八

花
束
が
飾
ら
れ
、
石
塀
の
前
に
も
べ
ゴ
ニ
ャ
の
花
が

植
え
ら
れ
る
な
ど
、
い
っ
も
と
ち
が
っ
て
美
し
く
飾

)、

ら
れ
た
門
前
に
は
百
人
ほ
ど
の
人
が
集
ま
り
讃
美
歌

の
コ
ー
ラ
ス
と
と
も
に
除
幕
式
が
始
ま
っ
た
の
で
す

か
ら
、
近
所
の
人
た
ち
は
何
事
か
と
、
驚
い
た
に
ち

が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

折
し
も
門
前
の
赤
松
は
新
緑
の
葉
が
緑
色
を
引
立

て
て
い
ま
し
た
し
、
松
陰
か
ら
は
ち
ょ
う
ど
盛
り
の

「
コ
ン
フ
ィ
ダ
ン
ス
L
と
い
う
つ
る
バ
ラ
が
花
を
の
ぞ

か
せ
て
い
ま
し
た
の
で
、
式
前
に
降
っ
て
き
た
小
雨

も
僅
か
で
止
ん
で
、
天
上
の
覚
馬
先
生
や
八
重
夫
人

も
微
笑
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
し
た
。

碑
は
台
石
と
も
で
高
さ
約
一
メ
ー
ト
ル
、
会
津
磐

梯
山
を
思
わ
せ
る
形
の
蛇
紋
石
に

山
本
覚
馬
生
誕
の
地

新
島
八
重

と
格
調
高
い
行
書
体
の
文
字
で
刻
ま
れ
そ
の
左
に

は
、
新
島
八
重
の
直
筆
の
歌

明
日
の
夜
は

い
づ
こ

何
国
の
誰
か

な
が
む
ら
ん

な
れ
し
御
城
に

残
す
月
か
げ

八
重
子

が
記
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
裏
面
は
松
山
総
長
撰
文
に

よ
る
山
本
兄
妹
生
誕
碑
の
由
緒
が
刻
ま
れ
て
ぃ
ま

す
。

新
裏
生
誕
碑
と
山
本

こ
の
碑
が
建
立
さ
れ
る
に
到
り
ま
し
た
経
過
を
少

し
申
し
あ
げ
ま
す
と
、
私
は
数
年
前
東
京
神
田
錦
町

で
「
新
島
襄
生
誕
碑
L
 
に
偶
然
出
会
い
ま
し
た
。

そ
の
日
は
私
の
次
男
の
結
婚
式
で
、
早
く
か
ら
神

田
の
学
士
会
館
の
式
場
へ
出
か
け
ま
し
た
が
、
花
婿

の
父
と
し
て
は
待
機
時
問
を
も
て
余
し
て
、
あ
の
付

近
を
散
歩
し
て
い
ま
し
た
と
こ
ろ
、
学
士
会
館
の
南

側
に
あ
の
生
誕
碑
を
見
っ
け
た
の
で
す
。

新
島
襄
先
生
が
こ
ん
な
処
で
生
れ
た
と
は
、
ハ
テ

ナ
と
思
い
ま
し
た
が
、
説
明
板
を
読
ん
で
納
得
が
で
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き
ま
し
た
0

新
島
襄
先
生
の
父
は
安
中
藩
士
(
群
馬
県
)
で
し

た
が
、
安
中
藩
江
戸
屋
敷
が
こ
の
神
田
錦
町
に
あ
っ

て
、
当
時
の
江
戸
勤
務
の
藩
士
は
家
族
同
伴
で
こ
の

屋
敷
に
住
ん
で
い
ま
し
た
の
で
、
襄
先
生
も
天
保
十

四
年
(
一
八
四
三
)
一
月
十
四
日
、
こ
の
地
で
生
れ

た
旨
が
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。

こ
の
新
島
先
生
の
生
誕
碑
を
見
て
か
ら
、
私
の
心

は
山
本
覚
馬
・
八
重
兄
妹
生
誕
碑
を
夢
想
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。
同
志
社
の
創
立
者
が
新
島
襄
先
生

で
あ
る
こ
と
は
有
名
で
す
が
、
襄
先
生
一
人
で
創
立

、
、

さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
山
本
覚
馬
と
い
う
同
志
が
創

立
に
協
力
し
た
か
ら
同
志
社
が
生
れ
た
の
で
あ
り
、

新
島
夫
人
と
な
っ
た
妹
の
山
本
八
重
も
創
立
者
の
一

人
と
一
言
っ
て
ょ
い
の
で
し
よ
う
。

そ
う
な
ら
ば
新
島
襄
生
誕
碑
の
つ
ぎ
に
は
、
山
本

覚
馬
兄
妹
生
誕
碑
も
建
立
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま

た
私
単
独
で
も
建
て
ね
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し

た
。

そ
れ
は
私
の
今
住
ん
で
い
る
家
が
昔
の
会
津
若
松

よ
わ
が
い

城
下
郭
内
の
米
代
四
ノ
丁
に
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
山

本
家
が
建
っ
て
い
た
場
所
に
当
る
こ
と
を
知
っ
て
い

た
か
ら
で
し
た
0

私
が
今
の
場
所
に
住
居
を
定
め
た
の
は
、
昭
和
四

十
三
年
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
田
圃
だ
っ
た
と

こ
ろ
を
埋
め
た
て
て
小
さ
な
家
を
新
築
し
た
も
の
で

す
か
ら
、
当
時
は
そ
の
よ
う
な
由
緒
の
地
と
は
知
ら

な
い
で
移
り
住
ん
だ
の
で
す
。

そ
の
後
間
も
な
く
郷
土
史
編
集
に
関
係
し
て
い
ま

し
た
の
で
会
津
若
松
城
下
の
古
い
地
図
を
見
る
機
会

が
あ
り
、
私
宅
の
と
こ
ろ
は
、
天
保
年
間
の
地
図
で

は
「
山
本
権
八
L
、
慶
応
年
間
の
地
図
で
は
「
山
本
覚

馬
L
 
と
表
示
し
て
あ
り
ま
し
て
、
兄
妹
の
生
誕
地
で

あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
う
し
て
私
宅
の
あ
る
場
所
が
山
本
兄
妹
の
家
の

あ
っ
た
跡
と
わ
か
り
ま
す
と
、
東
隣
は
伊
東
左
大
夫

と
い
う
藩
校
日
新
館
の
漢
学
の
先
生
宅
で
、
そ
こ
の

息
子
の
悌
次
郎
は
、
隣
の
八
重
姉
さ
ん
か
ら
南
向
い

.

.

.

.

、
'
'

,

、
.
.

貫
ノ

蚕
伽

に
あ
っ
た
角
場
で
、
鉄
砲
の
撃
ち
方
を
習
っ
て
い
た

こ
と
を
私
は
思
い
出
し
ま
し
た
。
八
重
姉
さ
ん
は
藩

の
砲
術
師
南
の
娘
だ
け
あ
っ
て
、
女
な
が
ら
も
鉄
砲

の
名
人
と
い
わ
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。
悌
次
郎
は
後

に
白
虎
隊
自
刃
十
九
士
の
一
人
と
な
り
ま
す
。

う
宝

悌
次
郎
は
何
度
練
習
し
て
も
、
な
か
な
か
上
手
く

撃
て
ま
せ
ん
。
実
弾
を
撃
っ
と
き
の
霜
音
を
気
に
し

て
、
引
金
を
引
く
前
に
ど
う
し
て
も
眼
を
つ
む
っ
て

し
ま
う
の
で
、
弾
丸
は
的
に
当
ら
な
い
こ
と
が
多
い

の
で
す
。
そ
の
た
び
毎
に

「
お
く
び
ょ
う
も
の
ノ
.
」

「
眼
を
つ
ぶ
っ
て
は
ダ
メ
ッ
L

と
、
八
重
か
ら
叱
ら
れ
て
ぱ
か
り
い
ま
し
た
。

こ
ん
な
光
景
が
私
宅
か
ら
東
隣
を
見
て
い
る
と
思

い
浮
ぶ
の
で
し
た
。

読
み
易
い
碑
文
を

こ
の
よ
う
な
と
き
に
、
昭
和
六
十
三
年
秋
、
山
本

覚
馬
の
遺
跡
を
訪
ね
て
会
津
若
松
市
に
お
い
で
に
な

つ
て
い
た
同
志
社
総
長
松
山
義
則
先
生
ご
一
行
が
私

宅
に
来
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
率
直
に
兄
妹
の
生
誕
碑

を
設
け
て
ほ
し
い
旨
を
申
し
あ
げ
ま
し
た
。

総
長
先
生
は
熱
心
に
私
の
話
を
聞
い
て
く
だ
さ

り
、
そ
の
と
き
は
そ
の
ま
ま
帰
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ

の
年
の
暮
に
は
同
志
社
々
史
資
料
室
長
の
河
野
仁
昭

゛
」
」
ー

゛
一

,×4゛"、ぐー#毛ノ゛、亙遷"1T,,yン、

建立された生誕の碑

^〆,
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先
生
が
再
び
来
宅
さ
れ
、
生
誕
碑
建
立
の
話
は
い
よ

い
よ
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
は
早
速
河
野
先
生
と
ご
相
談
し
、
市
内
の
石
万

建
設
と
い
う
石
屋
さ
ん
に
依
頼
し
て
石
を
捜
し
に
歩

き
ま
し
た
。
幸
い
に
も
蛇
紋
石
の
光
沢
の
い
い
石
が

少
し
小
ぶ
り
で
し
た
が
石
屋
さ
ん
の
先
々
代
の
頃
か

ら
保
存
さ
れ
て
い
た
も
の
が
あ
り
、
そ
の
問
何
度
か

来
宅
さ
れ
た
河
野
先
生
や
施
設
課
長
さ
ん
と
具
体
案

を
進
め
ま
し
た
。

碑
表
面
の
行
書
体
の
文
字
は
、
東
京
マ
ー
ル
社
発

行
の
王
超
、
・
馬
放
南
共
著
『
新
行
書
体
』
と
い
う
デ

ス
プ
レ
イ
書
体
の
本
か
ら
、
工
子
ず
っ
拾
っ
て
採
用

し
ま
し
た
0

ま
た
八
重
が
戊
辰
戦
争
の
鶴
ケ
城
籠
城
戦
落
城
の

か
ん
ぎ
し

一
剛
夜
城
内
の
白
壁
に
箸
で
刻
み
つ
け
た
と
い
う
「
明

日
の
夜
は
ー
し
の
和
歌
は
、
会
津
で
は
非
常
に
有

名
で
す
の
で
、
河
野
先
生
の
ご
提
案
に
ょ
り
、
同
志

社
に
遺
さ
れ
て
い
た
八
重
直
筆
の
も
の
を
入
れ
る
こ

と
に
し
ま
し
た
。
こ
の
方
が
単
な
る
生
誕
碑
よ
り
も

文
学
碑
ら
し
い
味
が
出
せ
る
と
、
人
の
意
見
は
一

致
し
た
の
で
す
。

し
か
し
八
重
の
直
筆
は
余
り
に
達
筆
で
、
現
代
人

に
は
と
て
も
読
め
ま
せ
ん
の
で
、
裏
面
に
明
朝
体
の

読
み
易
い
文
字
で
こ
の
歌
を
再
録
し
、
同
時
に
松
山

総
長
さ
ん
に
撰
文
を
お
願
い
し
て
、
簡
単
に
兄
妹
出

生
の
由
来
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
裏
面
の
文
字
は
、
総
長
さ
ん
の
サ
イ
ン

以
外
は
、
八
重
の
和
歌
の
読
解
同
様
横
太
明
朝
体

を
用
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
同
じ
く
マ
ー
ル
社
発
行
の

杉
山
金
三
著
『
横
太
明
朝
体
』
と
い
う
レ
タ
リ
ン
グ

の
本
か
ら
一
{
子
工
子
拾
っ
て
採
用
し
た
も
の
で
す
。

そ
の
理
由
は
、
少
く
と
も
百
年
後
い
や
数
百
年

後
で
も
、
ま
た
現
代
で
も
最
も
多
く
の
人
か
ら
親
ま

れ
、
読
め
る
文
字
は
、
明
朝
体
で
あ
る
と
信
じ
た
か

ら
で
す
。

ま
た
私
宅
の
門
前
の
石
塀
の
一
部
を
手
前
に
移
動

『
.

す
る
工
事
を
し
て
、
碑
を
建
立
す
る
敷
地
約
一
坪
を

設
け
、
台
石
も
石
屋
さ
ん
と
あ
ち
こ
ち
歩
い
て
適
当

な
庭
石
を
造
園
業
者
の
石
置
場
か
ら
見
っ
け
、
運
ん

で
も
ら
い
ま
し
た
。

こ
う
し
て
生
誕
碑
が
誕
生
し
ま
し
た
。

会
津
、
、
の
山
本
家

順
序
が
逆
に
な
り
ま
し
た
が
、
最
後
に
山
本
兄
妹

の
会
津
時
代
に
触
れ
ま
す
と
、

山
本
覚
馬
先
生
は
、
文
政
十
一
年
戊
子
(
一
ハ
ニ

八
)
正
月
十
一
日
、
会
津
若
松
城
下
、
米
代
四
ノ
丁

に
生
れ
ま
し
た
。
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
社
『
山
本
覚
馬
伝
』

で
は
「
土
手
内
の
屋
敷
で
生
れ
た
」
、
浜
岡
光
哲
氏
の

『
山
本
覚
馬
翁
略
伝
』
で
は
「
会
津
城
郭
内
」
と
あ
り

ま
す
。会

津
若
松
城
下
峡
蒲
生
氏
郷
が
城
主
時
代
の
文

祿
二
年
(
一
五
九
一
己
頃
そ
れ
ま
で
城
北
を
東
か

ら
西
に
流
れ
て
い
た
車
川
と
い
う
川
を
堰
き
止
め
、

東
山
溪
谷
(
東
山
温
泉
の
あ
る
溪
谷
)
か
ら
流
れ
出

る
水
は
城
南
を
流
れ
る
羽
黒
川
(
現
湯
川
)
一
本
に

し
、
車
川
跡
を
外
濠
と
す
る
士
手
を
東
1
北
1
西
と

廻
わ
し
て
城
の
外
郭
と
し
ま
し
た
。

こ
れ
が
蒲
生
氏
郷
の
城
下
町
設
計
の
基
本
で
す

外
郭
内
を
郭
内
と
称
し
て
全
部
武
家
屋
敷
の
み

゛
)
、

力と
し
、
郭
外
に
は
町
人
(
職
人
・
商
人
)
の
た
め
の
城

号

'、

碑陰
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f
味

下
町
を
つ
く
つ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま

す
。

つ
ま
り
「
士
手
内
」
と
か
「
郭
内
」

と
い
う
の
は
鶴
ケ
城
(
会
津
若
松
城
)

の
廻
り
の
武
家
屋
敷
街
で
、
非
常
に
広

い
範
囲
を
指
し
、
そ
の
南
端
に
あ
る
の

が
米
代
四
ノ
丁
な
の
で
す
。

つ
ま
り
こ
の
米
代
四
ノ
丁
は
城
の
南

西
三
百
メ
ー
ト
ル
の
距
離
で
す
か
ら
、

徒
歩
五
分
で
西
出
丸
の
濠
に
達
し
ま

】
弓
:
勺

,
点
 
L
、
弐
亀
゛
、
当

.
妾
、
、
 
t
 
孟
疑
柚
゛

、
壬
亀
一
、
鳥
、
王
^
、
、
一
、
.

.
゛
、
御
ぼ
へ
^
三
↑
小
、
.
季
一

■
゛
、
、
、
哩
、
,
主
毛
一
.
一

,
、
亀
毛
、
誠
、
毛
畢
一
、
寄
呈
~

チ
る
,
、
μ
、
重
.

宣
出
る
宙
!
、
一
一
・
'
一
一
、
*
γ
・

劃
叫
ご
N
、
脳
、
一
毎

一

す
。

ま
た
前
書
に
は
山
本
家
の
扶
持
「
禄
は
極
め
て
薄

く
十
人
扶
持
」
と
あ
り
ま
す
が
、
父
の
権
八
は
百
五

十
石
で
、
息
子
の
覚
馬
も
成
長
し
て
軍
事
取
調
大
砲

頭
取
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
そ
の
役
料
と
し
て
拝
領

し
た
十
五
人
扶
持
が
誤
り
伝
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い

で
し
よ
う
か
0

つ
ま
り
郭
内
は
上
中
級
武
士
の
住
宅
街
で
、
下
級

武
士
は
郭
外
に
い
ま
し
た
。
従
っ
て
山
本
家
は
会
津

藩
中
級
武
士
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
ょ
い
で
し
よ
う
。

ま
だ
ま
だ
書
き
た
い
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回

紙
数
は
つ
き
ま
し
た
の
で
欄
筆
し
ま
す
。
屋
史
家
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会
津
・
こ
こ
ろ
の
郷
里

は
じ
め
に

郷
里
会
津
若
松
の
友
人
宅
に
遊
ん
だ
幼
い
日
の
頃

を
思
い
起
こ
す
と
き
、
今
で
も
鮮
明
に
思
い
浮
か
ぶ

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
真
黒
い
柱
の
一
隅
が
深
く

削
り
取
ら
れ
た
跡
で
あ
る
。
「
こ
れ
刀
傷
な
ん
だ
っ

て
し
と
友
人
は
話
し
て
く
れ
た
。
今
か
ら
お
よ
そ
百

二
十
年
前
、
会
津
戊
辰
戦
争
で
戦
場
と
な
っ
た
城
下

町
に
残
る
数
少
な
い
武
家
屋
敷
に
は
、
今
日
で
も
戦

闘
の
傷
跡
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

恐
る
恐
る
、
傷
跡
に
触
れ
る
と
、
会
津
武
士
の
無

念
の
叫
び
が
幼
い
私
の
こ
こ
ろ
に
も
聞
こ
え
て
く
る

よ
う
な
思
い
で
あ
っ
た
。

会
と
京
都

往
時
を
偲
ぶ
こ
と
が
で
き
る
城
下
町
も
、
年
々
開

健
悟

若

月

発
が
進
み
、
次
第
に
都
市
化
し
て
行
く
中
で
、
幼
い

日
に
目
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
「
時
代
L
 
が
消
え
て

行
く
の
は
、
止
む
を
得
な
い
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

一
九
八
二
年
八
月
一
日
、
「
同
志
社
新
島
研
究
会
L

主
催
に
ょ
り
、
地
方
講
演
会
が
会
津
若
松
で
開
催
さ

れ
た
。
「
山
本
覚
馬
先
生
召
天
九
十
周
年
記
念
L
事
業

の
一
環
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
郷
里
に
戻
っ
て
い

た
私
に
と
っ
て
も
、
会
津
と
京
都
と
の
紳
が
強
ま
る

こ
と
を
願
い
、
地
元
の
郷
土
史
家
の
方
々
の
協
力
を

呼
び
か
け
て
当
日
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
。

会
津
に
お
い
て
、
山
本
覚
馬
・
八
重
兄
妹
に
関
心

を
抱
か
れ
る
方
は
多
く
は
な
い
。
戊
辰
戦
争
後
山

本
家
が
京
都
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
は
、
会
津
と
の
関

わ
り
を
稀
薄
に
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
に
焼
土
と
化
し

た
会
津
に
は
、
研
究
対
象
と
な
る
第
一
次
資
料
を
欠

い
て
い
る
こ
と
も
、
会
津
と
山
本
家
と
の
関
わ
り
を

見
え
に
く
く
し
て
い
る
0

こ
う
し
た
中
で
開
催
さ
れ
た
講
演
会
に
、
四
十
名

近
く
参
集
さ
れ
た
こ
と
は
、
つ
の
慶
事
で
あ
っ
た

こ
と
と
思
う
0

同
年
、
同
志
社
新
島
研
究
会
発
行
の
『
新
島
研
究
、

に
、
山
本
家
ゆ
か
り
の
遺
跡
等
に
つ
き
原
稿
を
依
頼

さ
れ
、
人
づ
て
に
会
津
一
円
を
踏
査
す
る
こ
と
に
な

つ
九今

に
残
る
山
本
家
ゆ
か
り
の
跡

直
接
山
本
家
に
関
わ
る
遺
跡
を
辿
っ
て
行
く
と
、

ニ
カ
所
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
山
本
覚
馬
.
八
重
兄

妹
の
生
家
跡
、
覚
馬
・
八
重
の
父
山
本
権
八
の
葺

山
本
家
菩
提
寺
に
残
る
墓
の
三
力
所
で
あ
る
。
(
『
新

島
研
究
』
第
六
四
号
の
拙
文
を
参
照
し
て
い
た
だ
け

る
と
幸
い
で
あ
る
)
。

覚
馬
・
八
重
兄
妹
の
生
家
跡
は
、
郷
土
史
家
宮
崎

十
三
八
氏
の
敷
地
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
宮
崎
氏

の
ご
好
意
に
ょ
っ
て
、
京
都
・
同
志
社
と
の
関
わ
り

を
深
め
る
弾
み
と
な
っ
た
。
会
津
の
お
城
「
鶴
ケ
城
」

と
は
本
の
目
と
鼻
の
先
で
、
山
本
家
の
人
々
は
、
終

日
お
城
を
仰
い
で
過
し
て
い
た
こ
と
を
仂
佛
と
さ
せ

る
。
そ
れ
に
、
お
城
の
西
側
を
走
る
道
路
は
、
大
町
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通
り
(
旧
日
光
街
道
)
と
し
て
往
来
の
激
し
い
主
要

路
で
あ
り
、
覚
馬
.
八
重
兄
妹
は
、
一
日
幾
度
と
な

く
通
っ
た
の
で
あ
る
。
今
日
、
山
本
家
を
偲
ぶ
面
影

は
、
会
津
戊
辰
戦
争
を
免
れ
た
幾
っ
か
の
屋
敷
に
わ

ず
か
に
見
ら
れ
る
程
度
で
あ
る
が
、
覚
馬
が
幼
い
日

よ
り
よ
く
川
遊
び
し
た
大
き
な
川
、
湯
川
は
、
昔
も

今
も
、
豊
か
な
水
量
を
も
っ
て
南
方
す
ぐ
近
く
を
流

れ
て
い
る
。

山
本
覚
馬
に
と
っ
て
会
津
時
代
を
大
半
過
ご
し
た

「
会
津
藩
校
日
新
館
L
は
、
覚
馬
を
育
て
、
覚
馬
を

世
に
送
り
出
し
た
精
神
的
母
胎
で
あ
っ
た
(
『
新
島
研

究
』
第
六
六
号
の
拙
文
を
参
照
。
)
覚
馬
の
家
か
ら
北

ヘ
二
丁
行
っ
た
と
こ
ろ
に
日
新
館
が
あ
り
、
千
人
に

及
ぶ
藩
士
の
子
弟
が
学
ん
だ
の
で
あ
る
。
十
一
歳
か

ら
十
八
歳
ま
で
を
文
武
両
道
に
亙
り
伝
授
さ
れ
、
「
大

君
の
菱
一
心
大
切
に
忠
勤
に
存
ず
べ
く
L
(
会
津
藩

祖
保
科
正
之
の
精
神
を
示
す
『
家
訓
十
五
条
1
其

一
』
)
と
、
「
大
君
L
 
即
ち
将
軍
へ
の
恭
順
を
も
っ
て

会
津
武
士
の
志
と
し
た
の
で
あ
る
。
覚
馬
は
、
二
十

九
歳
の
折
、
日
新
館
教
諭
と
な
り
、
蘭
学
所
設
置
を

実
現
し
て
そ
の
教
授
の
任
に
当
た
っ
た
。
藩
主
に
従

つ
て
上
洛
す
る
ま
で
の
八
年
間
は
、
覚
馬
に
と
っ
て

会
津
時
代
の
最
も
充
実
し
た
日
々
を
過
す
こ
と
と
な

つ
た
。
三
百
に
の
ぽ
る
藩
校
中
屈
指
と
称
賛
さ
れ
た

日
新
館
は
、
東
西
百
二
十
間
、
南
北
六
百
問
に
及
ぶ

大
校
舎
で
あ
っ
た
が
、
今
日
、
往
時
を
偲
ぷ
遺
構
は

「
天
文
台
跡
L
 
の
み
で
あ
る
。

覚
馬
・
八
の
父
山
本
八
の
墓

山
本
家
に
関
わ
る
第
二
の
ゆ
か
り
の
遺
跡
は
「
山

本
権
八
の
墓
」
で
あ
る
。
山
本
家
に
は
、
家
督
を
継

ぐ
男
子
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
娘
佐
久

の
婿
養
子
と
し
て
永
岡
繁
之
助
(
、
永
岡
家
四
男
)
が

山
本
家
に
入
る
こ
と
と
な
っ
た
。
永
岡
家
は
、
山
本

家
と
は
通
り
を
隔
て
て
右
隣
り
四
軒
目
に
あ
り
、
そ

の
交
流
は
親
密
度
を
深
め
て
い
た
。
家
督
を
継
い
だ

繁
之
助
は
「
権
八
L
 
の
名
を
継
い
で
い
る
。
覚
馬

.

八
重
兄
妹
は
、
山
本
権
八
・
佐
久
の
長
男
・
長
女
と

し
て
誕
生
し
た
。

山
本
権
八
は
、
会
津
戊
辰
戦
争
に
て
、
敗
戦
(
開

城
)
直
前
に
戦
死
し
て
い
る
。
権
八
は
六
十
一
歳
と

な
っ
て
い
た
た
め
、
会
津
藩
軍
制
で
は
「
玄
武
隊
」

(
五
十
歳
以
上
)
に
配
属
さ
れ
た
。
老
齢
の
権
八
に
と

つ
て
は
、
老
骨
に
鞭
打
っ
て
の
奮
戦
で
あ
っ
た
ろ
う
。

敗
戦
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
明
治
元
年
(
一
八
六
八
)

九
月
十
七
日
、
お
城
か
ら
六
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
南
下
し

た
、
ノ
堰
の
戦
い
で
権
八
は
絶
命
し
た
。
開
城
は

そ
の
五
日
後
の
二
十
二
日
で
あ
る
。

勝
者
西
兵
は
、
会
兵
戦
死
者
の
火
葬
埋
葬
を
許

さ
な
か
っ
た
た
め
、
屍
体
は
野
曝
し
の
ま
ま
で
あ
っ

た
。
正
式
に
埋
葬
許
可
が
出
さ
れ
た
の
は
、
明
治
二

年
(
一
八
六
九
)
二
月
二
四
日
の
こ
と
で
あ
り
、
山

本
権
八
が
埋
葬
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
数
力
月
後

の
こ
と
で
あ
る
。
一
年
近
く
野
曝
し
と
さ
れ
た
こ
と

を
思
う
と
、
勝
者
に
と
っ
て
会
津
が
い
か
に
強
い
憎

悪
を
抱
か
せ
た
か
が
理
解
で
き
る
。

会
津
戊
辰
戦
争
に
ま
つ
わ
る
悲
話
は
、
会
津
の
歴

史
そ
の
も
の
と
言
え
る
。
新
島
襄
と
結
婚
し
た
八
重

よ
、

一
八
八
七
年
(
明
治
十
)
夏
夫
襄
の
静
養

に
同
行
し
て
北
海
道
を
訪
れ
て
い
る
。
札
幌
滞
在
中

の
お
世
話
を
し
た
内
藤
兼
備
の
妻
ユ
キ
は
、
旧
姓
日

向
と
一
言
い
、
会
津
出
身
で
あ
っ
た
。
八
重
に
と
っ
て

ユ
キ
と
の
出
会
い
は
、
積
年
の
思
い
を
分
か
ち
合
え

る
「
戦
友
L
 
と
の
再
会
で
も
あ
っ
た
。
ユ
キ
の
父
日

山本権八の墓
(ーノ堰の光明寺内)
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け
て
み
ま
し
た
ら
、
よ
く
渉
み
込
む
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
。
そ
の
時
は
、
神
仏
の
お
引
き
合
わ
せ
と
手
を

合
わ
せ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
し
と
は
、
ユ
キ
の
晩
年

の
述
懐
で
あ
る
(
北
海
道
新
聞
、
一
九
八
七
年
四
月

十
五
日
付
夕
刊
掲
載
記
事
よ
り
)
。
ユ
キ
に
と
っ
て

も
、
八
重
に
と
っ
て
も
、
戦
争
の
悲
惨
さ
は
こ
こ
ろ

の
奥
深
く
に
刻
み
込
ま
れ
た
焼
印
で
あ
っ
た
。
こ
う

し
た
悲
話
は
国
家
老
西
郷
頼
母
一
族
二
十
一
人
の

壮
絶
な
自
刃
十
六
、
七
歳
で
構
成
さ
れ
た
、
白
虎

二
番
士
中
隊
員
十
九
名
の
自
刃
全
十
名
中
一
名
が

生
存
し
、
そ
の
状
況
が
判
明
し
た
)
な
ど
、
今
日
に
至

つ
て
も
、
会
津
で
は
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

現
在
、
山
本
権
八
の
墓
が
建
っ
て
い
る
ノ
堰
の

光
明
寺
は
無
住
の
お
寺
で
あ
る
。
一
ノ
堰
の
戦
い
で

戦
死
し
た
四
十
七
名
は
、
大
き
な
塚
に
合
葬
さ
れ
て

い
る
。
今
日
残
る
山
本
権
八
の
墓
は
、
そ
れ
以
降
に

建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
五
基
あ
る
墓
石
の
一
っ

と
し
て
、
静
か
に
什
ん
で
い
る
。
村
人
た
ち
の
集
会

所
で
も
あ
り
、
子
供
た
ち
の
遊
び
場
と
な
っ
て
い
る

光
明
寺
境
内
は
、
い
つ
も
奇
麗
に
清
掃
さ
れ
、
お
墓

も
よ
く
管
理
さ
れ
て
い
る
。
村
人
た
ち
の
好
意
に
応

え
る
た
め
に
も
、
関
係
筋
の
手
立
て
が
待
た
れ
る
。

山
本
馬
・
八
重
兄
妹
生
碑
建
立

山
本
家
ゆ
か
り
の
第
三
は
、
山
本
家
の
菩
提
寺
「
臨

ν

向
左
衛
門
は
町
奉
行
と
し
て
参
戦
し
、
ユ
キ
の
兄

共
々
戦
死
し
て
い
る
。
ユ
キ
は
こ
の
時
十
八
歳
娘

子
隊
で
活
躍
し
て
い
る
。
敗
戦
後
の
翌
年
、
ユ
キ
は

家
紋
の
っ
い
た
羽
二
重
の
着
物
と
上
ア
ゴ
の
腐
乱
死

体
を
竹
や
ぶ
で
発
見
し
た
。
家
紋
か
ら
ユ
キ
は
、
そ

の
人
物
が
割
腹
し
て
果
て
た
父
に
違
い
な
い
と
確
信

し
た
。
「
身
内
の
者
の
血
を
骨
に
つ
け
る
と
に
じ
む
と

い
う
の
で
、
娘
の
わ
た
し
が
指
先
を
切
っ
て
血
を
つ

.
一

/

一
、

済
宗
宝
雲
山
大
竜
寺
L
 
で
あ
る
。

大
竜
寺
は
、
羽
州
最
上
よ
り
会
津
へ
移
封
と
な
っ

た
保
科
正
之
に
随
従
し
た
御
供
寺
で
あ
り
、
寛
永
二

十
年
(
一
六
四
三
)
の
開
閼
で
あ
る
。
お
城
よ
り
北

東
へ
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
位
置
し
、
小
高

い
山
並
み
の
中
復
に
あ
る
。
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
北
に

は
、
会
津
戊
辰
戦
争
悲
話
の
一
っ
と
し
て
語
り
伝
え

ら
れ
て
い
る
「
白
虎
隊
士
十
九
名
」
の
自
刃
の
山
、

飯
盛
山
が
あ
る
。

大
竜
寺
を
お
訪
ね
し
た
折
、
住
職
増
子
大
道
師
に

山
本
家
の
お
墓
に
つ
い
て
懇
切
に
説
明
い
た
だ
い

た
。

山
本
家
の
累
代
の
お
墓
は
、
元
来
定
ま
っ
た
墓
所

に
並
べ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。
散
在
し
て
い
た

墓
石
が
、
前
住
職
に
ょ
り
本
堂
前
の
一
隅
に
集
め
ら

れ
た
。
折
し
も
、
会
津
藩
礼
法
の
祖
、
小
笠
原
長
時

残
後
四
百
年
忌
に
、
小
笠
原
家
墓
所
の
大
改
修
が
行

わ
れ
、
隣
接
し
て
い
た
山
本
家
の
墓
石
は
、
無
縁
の

墓
と
し
て
再
び
移
設
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
無
縁

と
は
い
ぇ
、
会
津
藩
史
に
そ
の
名
を
と
ど
め
る
山
本

家
を
無
縁
仏
と
し
て
遠
の
け
る
に
は
忍
び
ず
、
苦
慮

の
末
、
墓
所
の
北
隅
の
一
角
に
、
山
本
家
の
墓
石
七

基
が
移
さ
れ
た
。
左
隅
に
は
、
八
重
の
手
に
な
る
「
山

本
家
之
墓
L
 
と
の
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
八
重

山本家の墓(山本家の菩提寺、臨済宗宝雲山大竜寺内)
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が
亡
く
な
る
一
年
前
の
建
立
で
あ
り
、
そ
の
経
緯
は

不
明
で
あ
る
が
、
京
都
在
住
の
八
重
が
大
竜
寺
に
石

碑
建
立
の
依
頼
を
し
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
増
子
住

職
に
も
、
そ
の
辺
り
は
不
明
と
の
こ
と
で
あ
る
。

大
竜
寺
に
残
る
過
去
帳
に
は
、
山
本
家
十
二
番
目

に
「
覚
馬
娘
妙
了
童
女
万
延
元
年
(
筆
者
注

.

一
八
六
0
)
十
月
十
二
日
L
 
と
記
載
さ
れ
て
い
る
。

覚
馬
の
長
女
「
峰
」
は
そ
の
前
年
に
誕
生
し
て
い
る
0

「
妙
了
童
女
」
は
次
女
と
し
て
生
ま
れ
、
問
も
な
く
亡

く
な
っ
た
、
と
思
わ
れ
る
。
覚
馬
に
と
っ
て
、
妻
宇

良
と
の
最
も
充
実
し
た
会
津
時
代
を
仂
佛
と
さ
せ

る
0

大
竜
寺
の
ご
好
一
に
よ
っ
て
、
山
本
家
の
背
景
が

墓
碑
と
過
去
帳
か
ら
伺
わ
れ
た
が
、
私
自
身
、
こ
の

折
に
、
山
本
覚
馬
.
八
重
兄
妹
を
顕
彰
す
る
も
の
が

欲
し
い
、
と
の
思
い
を
強
く
抱
い
た
。
新
島
研
究
会

の
方
々
の
熱
意
と
共
に
、
会
津
と
京
都
と
を
直
結
す

る
顕
彰
碑
は
、
百
二
十
年
近
く
顧
み
ら
れ
る
こ
と
が

な
か
っ
た
、
同
志
社
創
設
の
恩
人
で
あ
り
、
良
き
協

力
者
で
あ
っ
た
、
山
本
覚
馬
・
八
重
兄
妹
に
対
す
る

私
た
ち
の
感
謝
の
記
念
碑
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

い
」
に
始
ま
り
、
各
種
の
研
究
会
の
展
開
同
志
社

校
友
会
福
島
県
支
部
発
足
の
た
め
に
、
同
志
社
理
事

長
室
長
の
木
村
健
二
氏
と
佐
川
正
曉
氏
の
来
会
を
受

、

更
に
同
志
社
社
史
資
料
室
長
の
河
野
仁
昭
氏
の

け来
会
と
、
同
志
社
の
対
応
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
行

う
や
く
、
覚
馬
と
八
重
の
ふ
る
さ
と
会
津
に
花
開
い

た
こ
と
に
ょ
り
、
今
後
の
研
究
に
一
っ
の
布
石
と
な

る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

今
後
の
顕
彰
と
し
て
、
地
元
会
津
若
松
と
京
都

.

同
志
社
が
、
一
ノ
堰
光
明
寺
、
大
竜
寺
の
墓
地
に
関

連
の
碑
を
建
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
一
層
会

津
と
京
都
と
の
距
離
感
は
縮
ま
り
、
山
本
覚
馬
.
ハ

重
兄
妹
は
も
っ
と
身
近
な
存
在
と
し
て
、
多
く
の

人
々
の
こ
こ
ろ
を
と
ら
え
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
0

会
津
戊
辰
戦
争
後
す
っ
か
り
と
り
残
さ
れ
て
来

た
会
津
一
円
の
開
発
が
急
速
に
進
め
ら
れ
て
い
る
0

田
園
地
帯
も
、
次
第
に
宅
地
化
さ
れ
、
工
業
団
地
と

し
て
様
変
わ
り
す
る
地
域
も
現
わ
れ
て
い
る
。
会
津

発
展
の
た
め
に
は
必
要
不
可
欠
な
開
発
で
は
あ
る
0

こ
の
よ
う
な
今
日
こ
そ
、
こ
こ
ろ
の
故
郷
と
し
て
、

広
く
深
く
、
山
本
覚
馬
・
八
重
を
育
ん
だ
会
津
を
紹

介
し
、
理
解
す
る
こ
と
が
、
京
都
・
同
志
社
に
と
っ

て
も
、
有
益
で
あ
る
こ
と
を
思
う
。
一
層
の
ビ
尽
力

を
切
に
願
う
も
の
で
あ
る
。

(
一
九
七
五
〔
昭
和
五
十
〕
年
大
学
神
学
部
卒
業
・
一
九
七
七
〔
昭

和
五
十
二
〕
年
大
学
院
神
学
研
究
科
博
士
課
程
前
期
課
程
修
了

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
筑
波
学
園
教
会
牧
師
)

一
九
八
八
年
秋
に
は
、
同
志
社
総
長
の
松
山
義
則

氏
を
は
じ
め
関
係
者
の
来
会
の
運
び
と
な
り
、
「
生
誕

碑
L
建
立
は
決
定
的
と
な
っ
た
。
こ
の
時
に
は
私
は
、

会
津
を
離
れ
て
い
た
が
、
同
志
社
の
熱
意
と
、
会
津

の
郷
土
史
家
の
ご
好
意
と
が
相
俟
っ
て
、
「
生
誕
碑
L

建
立
へ
と
進
め
ら
れ
た
こ
と
は
、
郷
里
を
会
津
に
持

つ
同
志
社
人
に
と
っ
て
、
こ
れ
以
上
の
喜
び
は
な
い
0

お
わ
り
に

一
九
八
九
年
五
月
三
0
日
、
山
本
覚
馬
・
八
重
兄

妹
生
誕
の
地
に
「
記
念
碑
除
幕
式
、
が
行
わ
れ
地

元
よ
り
会
津
若
松
市
長
を
初
め
、
多
く
の
方
々
が
参

列
さ
れ
た
。
殊
に
、
敷
地
を
こ
こ
ろ
よ
く
提
供
さ
れ

た
宮
崎
十
三
八
氏
の
ご
厚
意
、
会
津
と
京
都
と
を
結

ぶ
、
強
い
紳
と
な
っ
こ
と
は
忘
れ
難
い
こ
と
で
あ
る
。

一
九
八
二
年
八
月
、
新
島
研
究
会
の
森
中
章
光
氏

を
初
め
五
名
の
方
々
が
、
会
津
の
地
に
お
い
て
「
山

本
覚
馬
先
生
L
 
講
演
会
を
開
催
さ
れ
て
七
年
の
歳
月

が
流
れ
た
。
多
く
の
方
々
の
熱
意
と
祈
り
と
が
、
よ

一
九
八
三
年
五
月
七
日
、
京
都
・
同
志
社
で
開
催

さ
れ
た
「
山
本
覚
馬
先
生
召
天
九
十
周
年
記
念
の
集

た
0

つ

た
0

-205-



新
島
八
重
夫
人
の
お
雛
様

同
志
社
時
報
(
第
八
十
一
号
)
の
イ
ン
タ
ビ
ュ

1
●

ル
ー
ム
で
、
武
間
冨
貴
夫
人
が
新
島
八
重
の
お
雛
様

の
こ
と
に
ふ
れ
て
お
ら
れ
、
非
常
に
興
味
深
く
読
ま

せ
て
い
た
だ
い
た
。

「
お
ぱ
さ
ま
は
、
数
種
の
お
雛
様
三
人
官
女
や
五

人
嚇
そ
れ
に
お
雛
様
の
お
道
具
類
を
沢
山
お
も
ち
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
毎
年
三
月
に
な
る
と
押
入
の
お

人
形
箱
か
ら
お
人
形
を
大
事
に
と
り
出
し
て
、
久
し

ぶ
り
に
会
う
人
に
話
し
か
け
る
よ
う
に
挨
拶
し
な
が

ら
、
一
っ
一
っ
丁
寧
に
顔
を
絹
の
き
れ
で
ふ
き
、
雛

壇
に
か
ざ
っ
て
楽
し
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
御
節
句

が
す
ん
で
片
づ
け
る
時
も
、
お
一
人
で
一
っ
一
っ
の

人
形
に
、
ま
た
来
年
迄
と
話
し
か
け
て
仕
錘
っ
て
居

ら
れ
た
の
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
あ
の
お
人
形
や

胸
を
と
き
め
か
せ
て
、
そ
っ
と
襖
を
あ
け
る
と
、

お
座
敷
の
一
角
が
は
な
や
い
で
い
る
。
細
い
お
鼻
の

す
ず
や
か
な
顔
だ
ち
で
、
と
て
も
美
し
い
お
雛
様
だ
。

き
り
っ
と
ひ
き
し
ま
っ
て
、
な
ん
と
も
い
ぇ
な
い
気

品
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
こ
れ
こ
そ
新
島
先
生
ご
一

家
の
部
始
終
を
み
て
き
た
お
雛
様
だ
。
こ
の
お
雛

様
を
い
と
お
し
み
な
が
ら
眺
め
て
お
ら
れ
る
八
重
夫

人
を
、
新
島
先
生
は
き
っ
と
や
さ
し
く
み
つ
め
て
お

ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
明
る
い
春
の
日
射
し
が
ゆ
ら

め
い
て
、
そ
ん
な
情
景
が
う
か
び
あ
が
り
、
お
二
人

の
声
が
聞
え
て
く
る
よ
う
だ
。
先
生
は
八
重
夫
人
の

少
女
時
代
の
思
い
出
話
に
耳
を
か
た
む
け
て
お
ら
れ

た
か
も
し
れ
な
い
。
と
き
に
は
、
先
生
の
教
え
子
が
、

お
よ
ば
れ
に
あ
ず
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
た
ろ
う
か
。

八
重
夫
人
と
お
雛
様
の
写
っ
て
い
る
黄
ば
ん
だ
新
聞

や
ア
ル
バ
ム
を
見
せ
て
い
た
だ
き
な
が
ら
、
お
雛
様

と
向
き
合
っ
て
い
る
と
、
同
志
社
の
歳
月
の
移
り
か

わ
り
を
み
て
い
る
よ
う
で
、
お
人
形
に
こ
め
ら
れ
て

い
る
時
問
の
不
思
議
に
ひ
き
こ
ま
れ
て
ゅ
く
。

末
光
信
三
先
生
は
、
新
島
襄
先
生
亡
き
あ
と
、
さ

び
し
そ
う
に
し
て
お
ら
れ
る
八
重
夫
人
を
聖
書
研
究

会
に
誘
っ
て
、
い
っ
し
ょ
に
聖
書
を
読
み
、
と
も
に

)し

話
し
ム
ロ
う
こ
と
で
慰
め
ら
れ
た
と
い
う
。
ア
ル
バ
ム

の
な
か
に
は
、
そ
の
聖
書
研
究
会
の
写
真
も
あ
り
、

富
沢
玲
子

お
道
具
類
今
ど
こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
ね
。
L

気
丈
な
八
重
夫
人
の
や
さ
し
い
し
ぐ
さ
と
そ
の
情

景
が
目
に
う
か
ん
で
く
る
よ
う
な
い
き
い
き
し
た
お

話
し
ぶ
り
に
、
お
も
わ
ず
ひ
き
こ
ま
れ
て
し
ま
う

た
ま
た
ま
、
そ
の
話
題
の
お
雛
様
に
会
う
幸
運
に

恵
ま
れ
た
。
そ
れ
は
同
志
社
女
子
高
校
校
長
と
し
て

多
く
の
貢
献
を
さ
れ
た
末
光
信
三
先
生
の
お
宅
に
あ

り
、
ご
子
息
の
力
作
先
生
(
工
学
部
教
授
)
が
た
い

せ
っ
に
う
け
つ
い
で
、
毎
年
か
ざ
っ
て
お
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
を
ふ
と
耳
に
し
た
0
 
さ
っ
そ
く
力
作
先
生

に
お
た
ず
ね
し
て
み
る
と
、
「
つ
ぎ
の
雛
祭
に
見
せ
て

あ
げ
る
よ
し
と
一
言
っ
て
く
だ
さ
っ
た
。
そ
し
て
昨
年

の
三
月
、
賀
茂
教
会
の
礼
拝
の
後
で
、
と
う
と
う
見

せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ
た
。
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学
生
に
か
こ
ま
れ
た
八
重
夫
人
が
写
っ
て
い
て
、
そ

の
そ
ば
に
末
光
信
三
先
生
が
ひ
か
え
て
お
ら
れ
る
0

当
時
ま
だ
小
さ
か
っ
た
力
作
先
生
は
、
八
重
夫
人
に

か
わ
い
が
ら
れ
、
鞠
を
も
ら
わ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た

と
の
こ
と
0

子
ど
も
の
お
ら
れ
な
か
っ
た
八
重
夫
人
は
、
末
光

先
生
ご
一
家
の
あ
た
た
か
い
お
心
に
た
い
し
、
大
切

に
し
て
い
た
お
雛
様
を
う
け
つ
い
で
も
ら
う
こ
と

で
、
感
謝
の
気
持
を
表
わ
さ
れ
た
の
だ
ろ
う
。
同
志

社
女
子
高
校
時
代
の
校
長
先
生
で
あ
っ
た
末
光
信
三

先
生
の
お
人
柄
に
接
し
、
個
人
的
に
も
ず
っ
と
尊
敬

し
て
い
た
わ
た
し
に
は
、
い
か
に
も
と
深
く
納
得
す

る
も
の
が
あ
る
。
先
生
は
不
幸
な
状
況
に
あ
る
人
び

と
に
、
い
つ
も
や
さ
し
く
援
助
の
手
を
さ
し
の
べ
て

)し

お
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

力
作
先
生
は
「
こ
の
雛
人
形
が
ぽ
く
の
家
に
あ
る

こ
と
は
、
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
武
問
夫
人
が

『
ど
こ
に
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
』
と
い
わ
れ
て
、
河
野

さ
ん
が
『
存
じ
ま
せ
ん
』
と
応
え
て
い
る
く
ら
い
だ

か
ら
ね
」
と
、
同
志
社
時
報
に
そ
の
記
事
が
の
っ
て

い
る
こ
と
を
教
え
て
く
だ
さ
っ
た
。
「
こ
の
雛
人
形
は

ず
っ
と
わ
が
家
で
大
切
に
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ

て
い
る
。
」
お
二
人
の
お
子
様
の
ど
ち
ら
が
継
が
れ
る

に
し
て
も
、
そ
の
次
の
代
の
跡
継
ぎ
も
す
く
す
く
と

育
っ
て
お
ら
れ
、
お
雛
様
の
将
来
は
安
泰
で
あ
る
0

同
志
社
女
子
中
学
高
校
同
志
社
大
学
を
経
て
、

わ
た
し
は
現
在
も
大
学
の
事
務
に
勤
め
さ
せ
て
い
た

だ
い
て
い
る
が
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
で
五
年
ほ
ど

前
か
ら
人
形
に
惹
か
れ
て
、
写
真
を
写
す
よ
う
に
な

つ
た
。
す
る
と
、
不
思
議
に
人
形
を
め
ぐ
っ
て
い
ろ

ん
な
方
が
心
を
ひ
ら
い
て
く
だ
さ
り
、
珍
し
い
人
形

、
、
一
叉

ゞ

.
一呉

に
出
会
え
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
幸
運
に
恵
ま
れ
る

こ
と
に
も
な
っ
た
0
 
は
る
か
遠
く
の
人
に
思
え
て
い

た
八
重
夫
人
が
急
に
身
近
に
感
じ
ら
れ
、
何
と
も
い

え
な
い
親
し
み
が
わ
い
て
く
る
。

わ
た
し
の
雛
人
形
は
旅
順
に
置
き
去
り
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
あ
の
頃
は
人
形
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
0

と
こ
ろ
が
、
わ
た
し
に
娘
が
生
ま
れ
た
と
ミ
祖
父

が
百
年
前
フ
ラ
ン
ス
か
ら
持
ち
帰
っ
た
人
形
が
さ
ま

ぎ
ま
の
変
転
を
経
て
、
娘
の
も
と
に
と
ど
い
た
0
 
ボ

ロ
ボ
ロ
に
な
っ
て
は
い
た
が
、
フ
エ
ル
ナ
ン
.
ゴ
ー

チ
ェ
と
い
う
名
人
の
作
だ
と
い
う
こ
と
が
数
年
一
剛
に

わ
か
る
な
ど
、
こ
の
人
形
に
ま
つ
わ
る
歴
史
が
す
こ

し
ず
つ
明
ら
か
に
な
り
、
人
形
と
い
う
も
の
に
無
関

心
で
は
い
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
人
形
を
通
し
て
、
時

代
の
様
子
や
そ
れ
を
と
り
ま
く
人
び
と
の
心
が
、
ふ

つ
と
見
え
て
く
る
よ
う
な
気
が
す
る
か
ら
だ
0

人
形
の
運
命
も
ま
た
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
。
そ
れ
だ

ナ
一
L
、

激
し
く
時
代
の
変
転
す
る
な
か
で
、
お
雛
様

を
持
ち
こ
た
え
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
、
並
大
抵
の
こ

と
で
は
な
い
と
思
う
。
お
雛
様
の
か
た
わ
ら
に
は
、

今
は
亡
き
末
光
信
三
先
生
と
奥
様
の
信
子
先
生
の
お

写
真
が
ほ
ほ
え
ん
で
お
ら
れ
、
話
題
の
お
雛
様
は
今

も
幸
せ
そ
う
に
健
在
で
あ
っ
た
。

(
大
学
神
学
部
事
務
室
職
旦

゛

立"之

八重夫人のお雛様その後(1988年3月)
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