
大
正
問
隼
六
月
ニ
守
司
自
芳
三
南
面
開
催
物
語
可
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毎
月
-
回
一
向
型
有
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一
一
蹴
人
の
日
本
工
業
担

一定一-=固

ゴ己

一
欧
人
の
日
本
工
業
観=大;

主家:

豊明

序

言

大
戦
後
.
殊
に
最
近
数
年
来
に
於
け
る
我
図
工
業
の
目
安
し

き
海
外
進
出
は
周
知
の
如
く
に
極
め
て
強
〈
賦
洲
人
の
閥
心
を

そ
‘
‘
り
立
て
た
問
題
で
あ
る
。

い
ふ
ま
で
も
な
く
此
の
日
本
工

業
の
飛
躍
的
議
展
は
一
方
に
於
い
て
西
欧
経
済
へ
の
鹿
迫
と
い

ふ
影
響
を
件
っ
て
ゐ
た
。
そ
れ
が
原
因
で
此
の
問
題
を
繰
る
奮

産
業
諸
圏
内
の
論
議
は
、
動
も
す
れ
ば
換
め
或
る
成
心
を
以
で

注
さ
れ
従
っ
て
叉
屡
均
一
定
の
偏
見
に
陥
る
の
を
売
れ
左
か
っ

た
。
ド
ク
ト
ル
・
1
F
.

フ
レ
ヒ
ト
は
か
込
る
事
情
に
顧
み
て
、
事

態
の
客
観
的
民
義
を
把
握
す
る
翁
に
は
し
ば
ら
く
西
欧
粧
済
封

日
本
経
済
の
問
題
に
闘
す
る
日
本
人
殊
に
指
導
的
経
済
人
及
び

第
四
十
五
巻

七
一
四

一一

第
五
競

新
聞
論
設
の
見
解
に
聴
く
必
要
あ
り
と
認
め
、
さ
う
し
た
方
法

長

で
此
の
問
題
を
創
的
献
に
し
た
一
つ
の
拙
潟
を
試
み
て
ゐ
る
。
同

ヒ
問
題
を
取
扱
勺
で
従
来
か
ら
欧
州
人
聞
に
普
通
に
行
は
れ
て

来
た
観
察
と
や
a
h

趣
を
呉
に
し
た
と
と
ろ
が
る
る
-
欧
洲
人
の

日
本
工
業
翻
と
し
て
以
下
に
そ
れ
を
紹
介
し
ゃ
う
と
関
心
ム
。

剛・.闘・l

広
業
の
鑓
進
に
封
ナ
る
岡
本
人
の
雄
策

人
が
若
し
日
本
工
業
の
躍
進
に
針
す
る
指
導
階
級
日
本
人
の

言
設
を
綜
括
的
に
検
討
し
て
見
る
な
ら
ば
、
先
づ
第
一
に
日
本

経
桝
躍
進
の
背
後
に
あ
る
も
の
は
た
r
k
農
業
国
の
工
業
化
と

い
ふ
こ
と
だ
け
で
は
た
く
て
、
更
に
他
に
た
ほ
一
居
意
義
深
き

或
る
も
の
が
そ
こ
に
隠
れ
て
ゐ
る
と
の
結
論
に
遠
せ
ざ
る
を
得

-
泣
か
ら
う
。
然
る
に
こ
れ
ま
で
多
〈
の
欧
洲
人
は
日
本
の
経
済

的
表
展
が
単
に
農
業
図
の
ヱ
業
化
と
い
ふ
ζ

と
以
外
の
な
に
も

の
で
も
友
い
と
解
し
、
従
っ
て
そ
の
護
展
も
鵜
て
問
も
友
〈
停

止
す
る
一
時
の
現
象
で
あ
る
と
見
て
ゐ
る
。
し
か
し
、

か
L
る

見
解
は
誤
謬
一
Y
あ
る
。
日
本
の
経
桝
的
褒
展
と
い
ふ
こ
と
の
意

味
は
結
局
人
類
の
約
三
分
の
二
を
包
括
す
る
東
亜
の
天
地
か
ら
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白
色
人
種
を
永
線
的
に
瓢
逐
す
る
と
い
ふ
と
と
に
蹄
着
し
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
、

こ
れ
を
現
解
す
る
潟
に
指
導
階
級
日
本

人
の
各
種
言
論
か
ら
と

L
K
引
用
す
る
と
と
が
出
来
る
。
た
と

へ
ば
、

日
本
紡
競
業
の
指
導
者
た
る
祉
長
津
田
氏
は
『
亜
細
亜

は
決
し
て
白
人
演
劇
の
舞
豪
で
は
一
泣
い
』
と
説
明
し
て
ゐ
る
。

叉
他
の
日
本
経
済
指
導
者
は
和
蘭
の
一
犬
紡
績
業
者
に
向
っ
て

市
川
の
や
う
に
言
明
し
て
ゐ
る
。
郎
ち
『
街
々
に
見
れ
ぽ
小
さ
い

け
れ
ど
も
線
綿
花
併
せ
れ
ば

E
大
の
額
に
建
ナ
る
東
亜
十
億
の

人
口
の
牒
民
力
、

と
れ
を
湖
裁
的
忙
支
配
す
る
と
い
ふ
こ
と
が

日
本
の
日
様
訟
の
で
あ
る

4
u
か
L

る
廿
一
回
設
の
中
に
窺
は
れ
る

性
質
の
日
本
人
の
努
力
が
、
西
欧
経
済
に
封
し
て
如
何
に
重
大

な
意
味
を
持
っ
か
と
い
ふ
こ
と
は
、
現
今
白
人
諸
岡
民
に
叫
到
す

る
日
本
人
の
精
神
的
態
度
を
見
れ
ば
一
居
明
白
に
友
る
。
近
時

日
本
の
諸
大
新
聞
に
英
文
を
以
て
現
は
れ
た
詩
論
説
を
編
纂
し

た
も
の
が
伊
太
利
で
出
版
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
そ
れ
を
諌
む
と
右

の
こ
と
に
つ
い
て
有
益
友
示
唆
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
る
。

そ
と
に
は
色
L
R

左
こ
ん
」
が
遁
ぺ
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
共
の
中
に

日
本
は
世
界
市
場
を
分
割
す
る
目
的
を
以
て
欧
洲
工
業
閣
と
の

一
一
蹴
人
白
日
本
工
業
規

協
商
に
入
る
と
と
に
針
し
て
甚
だ
気
乗
薄
で
あ
る
・
そ
れ
は
協

商
に
よ
っ
て
商
戦
主
格
結
せ
し
め
得
る
と
は
信
じ
ら
れ
な
い
か

ら
で
る
る
、

と
い
ふ
と
と
が
い
は
れ
て
ゐ
る
。
商
戟
は
今
日
迄

も
常
に
存
在
し
て
来
た
し
、
今
後
も
亦
常
に
存
在
す
る
で
あ
ら

ぅ
、
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
欧
洲
工
業
閣
と
の
経
済
闘
争
に
射
す

る
此
の
日
本
の
莞
悟
と
い
ふ
も
の
は
、
皐
ヰ
見
欧
洲
工
業
に
封
抗

し
て
日
本
が
比
較
的
廉
債
の
商
品
を
供
給
し
得
る
と
の
線
信
に

立
脚
し
て
ぬ
る
。

か
自
ぬ
る
優
越
的
信
念
が
白
色
人
種
止
の
経
済

闘
争
の
問
題
陀
如
何
に
日
本
人
を
気
負
は
し
め
て
ゐ
る
か
と
い

ふ
と
と
は
・
突
の
や
う
左
新
聞
論
説
か
ら
も
窺
知
す
る
こ
と
が

出
来
る
。

『
現
時
吾
等
の
商
品
は
世
界
の
凡
有
る
港
、
凡
有
る

圏
、
逮
き
ア
フ
リ
カ
の
諾
地
方
か
ら
、
欧
洲
、
ア
メ
リ
カ
に
至

る
ま
で
到
る
と
こ
ろ
に
克
溢
し
て
ゐ
る
。
日
本
製
商
品
(
沼
主
。

ロ

」
m

名
古
)

は
到
ら
ぬ
隈
も
友
く
顧
客
を
呼
ん
で
簾
債
の
放
に

寅
ら
れ
て
行
〈
。
水
が
低
き
陀
向
っ
て
流
れ
る
と
同
様
、
輸
出

商
業
は
回
収
も
廉
債
た
慣
俗
を
以
℃
す
る
提
供
者
の
手
に
集
中
ず

る
も
の
友
の
で
あ
る
ω

と
れ
は
人
間
必
要
性
の
法
則
に
よ
っ
て

然
る
の
で
あ
る
・
』
而
し
て
、
右
に
い
は
れ
る
人
間
必
要
性
の

第
四
十
五
巻

七
一
五

一

第
五
挽



一
欧
人
の
日
本
工
業
観

法
則
友
る
も
の
を
日
本
人
は
次
の
事
情
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
て

ゐ
る
。
同
〈
『
諮
問
附
等
英
人
及
び
一
般
欧
洲
人
は
卿
等
の
高
利

潤
及
び
卿
等
の
閣
の
努
働
者
の
高
き
生
活
程
度
を
逗
求
し
て
沿

り
、
五
口
等
は
玉
川
等
の
閣
の
弊
働
者
へ
肝
叫
労
働
機
舎
を
準
備
す
る

と
と
L
、
並
び
に
ア
ジ
ヤ
入
、
ア
フ
リ
カ
人
、
南
米
諸
岡
人
及

び
国
内
剛
容
等
そ
の
生
活
上
の
必
要
と
い
ふ
こ
と
、
此
の
二
つ

の
と
と
を
考
へ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
日
本
よ
り
右
の
諸
園
民
に

提
供
す
る
と
と
ろ
の
物
の
債
格
が
欧
洲
工
業
か
ら
の
半
額
に
営

っ
て
ゐ
る
の
に
、
何
故
彼
等
は
歓
洲
口
聞
を
貿
は
ね
ば
た
ら
ね
の

で
あ
ら
う
か
‘
』
と
。
西
欧
諸
岡
人
は
以
上
の
諸
言
設
に
接
し
て

必
や
や
、
自
己
の
存
在
の
基
礎
を
脅
す
日
本
経
済
の
進
出
に
封

し
何
と
し
て
も
結
束
し
て
と
れ
に
針
抗
せ
ね
ば
友
ら
ぬ
と
の
確

信
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
と
と
で
あ
ら
う
。
し
か
し
、
そ
れ
よ
り

も
先
に
第
一
に
日
本
粧
済
の
躍
進
が
抑
も
何
に
起
闘
す
る
か
を

静
に
考
察
す
る
と
と
る
が
た
け
れ
ば
た
ら
た
い
。

日
本
経
済
躍
進
の
根
本
原
因

欧
洲
人
は
従
来
岡
際
政
治
の
問
題
で
も
又
閥
際
経
済
の
問
題

で
も
と
も
す
れ
ば
狭
極
左
る
欧
洲
人
的
蹴
野
に
と
ぢ
瀧
つ
で
も

第
四
十
五
巻

A
F五
島
耳

七

六

四

の
を
見
て
来
た
。

欧
洲
人
は
日
本
経
済
に
よ
る
脅
威

誼
し
、

の
問
題
を
た
ピ
『
賃
銀
の
問
題
』
と
し
て
の
み
観
察
し
て
来
た
の

で
あ
る
。
此
の
程
の
見
解
に
針
し
で
は
嘗
て
日
本
の
犬
蔵
大
臣

高
橋
氏
が
或
る
公
開
の
講
演
の
中
で
次
の
や
う
に
反
駁
し
て
ゐ

答
。
即
ち
、

日
本
製
輪
同
商
口
肝
の
廉
債
な
る
原
因
は
経
幣
制
度

の
好
都
合
な
る
に
悶
る
の
で
め
っ
宅
、

-一二

F
I
コ
E
F
，、、
J
F
L
a

、

川
コ
立
れ
恥
h
r
Hむ
『

府

H
U
E
A

に
基
〈
生
産
費
安
に
あ
る
の
で
は
決
し
て
泣
い
、
と
い
ふ
の
で

あ
る
。
同
様
友
言
明
を
日
本
商
工
合
議
所
合
頭
郷
氏
か
ら
も
開

〈
と
と
が
出
来
る
。
紋
は
次
の
如
〈
説
明
す
る
。
即
ち
、
日
本

の
賃
銀
水
準
は
闘
門
布
揚
の
水
準
か
ら
見
て
決
し
て
低
〈
た
い

と
い
ふ
の
で
あ
る
。
経
済
制
度
の
問
題
に
劃
し
で
は
又
先
に
皐

げ
た
津
田
氏
が
吹
の
や
う
に
い
ふ
て
ゐ
る
。

『
統
制
経
済
は
た

ピ
奮
産
業
闘
の
悲
鳴
に
他
た
ら
た
い
も
の
で
あ
っ

τ
、
主
門
等
に

は
吾
闘
の
青
年
産
業
の
震
に
自
由
商
業
の
道
が
必
要
友
の
で
あ

る
。
此
の
際
奮
産
業
園
の
奴
隷
に
左
っ
て
統
制
経
済
の
高
歌
を

放
吟
し
て
は
左
ら
血
の
で
あ
る
o
』

と
れ
ら
日
本
経
済
指
導
者
階
級
よ
り
の
統
制
経
済
反
封
の
見

餅
に
劃
し
て
は
殴
洲
人
と
し
て
た
三
次
の
と
と
だ
け
を
、
い
ふ



て
お
か
ね
ば
な
ら
ね
。
印
ち
、
欧
洲
人
と
雄
も
亦
決
し
て
統
制

経
済
が
絶
封
的
の
意
味
で
最
善
の
制
度
で
あ
る
と
考
へ
て
ゐ
る

語
で
は
な
い
の
で
あ
る
と
。
畢
寛
そ
れ
は
た
ピ
必
要
の
生
ん
だ

産
物
に
過
ぎ
た
い
と
見
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ

L
に
統
制

経
済
共
の
も
の
に
つ
い
て
の
原
現
的
論
争
守
試
む
べ
き
絵
地
は

存
し
て
ゐ
左
い
。
し
か
し
、
吾
等
と
し
て
は
と
れ
に
関
聯
し
て

次
の
と
と
だ
け
は
自
ら
明
か
に
承
知
し
て
な
か
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
即
ち
、
統
制
経
済
は
現
に
一
定
の
利
益
を
生
む
け
れ
ど
も

骨
刊
の
利
徒
は
高
慣
な
る
組
織
.
高
憤
怠
る
原
恨
の
犠
性

E
以
て

購
ひ
と
ら
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
賭
で
あ
る
。
日
本
の
大
蔵
大
臣
高

橋
氏
が
自
国
商
品
の
康
債
の
原
因
を
共
の
経
済
制
度
の
特
殊
性

の
中
に
求
め
た
の
は
蓋
し
右
に
い
へ
る
と
こ
ろ
と
同
ビ
も
の
に

着
眼
し
た
結
果
で
る
ら
う
。

叉
日
本
商
品
廉
債
の
原
因
を
円
本
の
賃
銀
が
欧
洲
の
そ
れ
よ

り
も
低
い
と
い
ふ
こ
と
に
基
く
低
賃
銀
の
中
に
端
的
に
求
め
て

い
っ
て
は
怒
ら
ね
と
い
ふ
事
柄
に
つ
き
日
本
紡
績
業
の
代
表
者

岡
田
氏
が
ロ
ン
ド
ン
で
突
の
如
〈
説
明
し
て
ゐ
る
。

第
一
に
、

日
本
以
外
の
他
国
に
僻
労
働
者
の
搾
取
が
友
い
と
い

一
一
散
人
の
日
本
工
業
現

ふ
な
ら
、
事
情
は
日
本
で
も
同
じ
で
あ
る
。
持
働
時
聞
は
ヱ
揚

法
に
て
制
限
さ
れ
て
ゐ
て
決
し
て
屡
々
考
へ
ら
れ
る
や
う
た
長

さ
に
は
な
っ
て
ゐ
・
な
い
。
寅
際
紡
績
業
で
は
一
交
代
八
時
間
半

以
上
に
出
て
は
ゐ
な
い
。
又
日
本
紡
績
業
民
行
は
れ
て
ゐ
る
報

酬
制
度
は
諸
外
国
の
そ
れ
と
異
る
事
情
に
な
っ
て
ゐ
て
、
持
働

者
の
矯
に
利
用
さ
れ
る
各
種
の
繭
利
施
設
は
共
の
費
用
の
半
額

を
雇
主
が
負
捲
し
て
ゐ
る
。
か
く
て
日
本
川
労
働
者
の
受
け
る
支

沸
は
半
ろ
高
位
に
属
し
て
ゐ
る
と
い
へ
る
。

官
二
E
w

d
f
'
J
l
 

日
本
持
働
品
官
の
生

γ

出
欣
態
は
欧
洲
持
働
宥
の
そ
れ

と
比
較
し
て
決
し
て
低
級
な
の
で
は
な
い
。
日
本
の
生
活
状
態

は
確
に
非
常
に
廉
債
で
は
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
亨
禦
や
満

足
の
賠
で
日
本
人
の
生
活
が
欧
米
人
の
そ
れ
よ
り
貧
弱
で
あ
る

ム
」
見
て
は
早
計
だ
。
気
候
、
風
土
.
侍
統
等
の
閥
係
で
日
本
の

生
活
様
式
は
欧
米
に
於
け
る
そ
れ
に
針
し
て
特
殊
の
も
の
に
な

っ
て
ゐ
る
。
そ
と
に
、

日
本
で
は
比
較
的
廉
債
で
生
活
上
の
浦

足
を
得
ら
れ
る
原
因
が
あ
る
。

第
三
に
、

日
本
で
は
家
族
制
度
が
行
は
れ
て
ゐ
て
そ
れ
が
日

本
の
生
活
を
廉
慣
に
す
る
に
輿
っ
て
力
が
あ
り
、
共
の
利
径
は
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一
一
散
人
白
日
本
工
業
親

狭
義
の
家
族
だ
げ
で
紅
〈
底
-
K
貧
乏
在
親
族
に
迄
及
ん
で
そ
れ

が
生
活
の
安
定
を
保
た
せ
る
に
貢
献
し
て
ゐ
る
。
失
業
問
題
が

日
本
で
窮
迫
性
の
も
の
に
な
ら
左
い
原
閃
が
こ
h

に
あ
る
。

円
本
経
済
の
特
殊
性
を
語
る
以
上
の
判
断
を
日
凡

て
、
始
め
て
人
は
日
本
人
が
彼
等
の
飛
躍
的
渡
良
に
劃
し
て
泣

線
じ
て
、

さ
れ
る
附
洲
諸
問
M

刊
の
防
禦
間
守
を
前
に
し
て
平
郁
確
信
の
飴

度
を
失
は
十
に
着
々
議
定
の
目
標
に
進
ん
で
行
く
所
以
を
現
解

ナ
る
こ
と
が
出
来
る
。
此
の
黙
に
つ
い
て
一
日
本
新
聞
論
設
は

参
考
に
た
る
こ
と
を
い
っ
て
ゐ
る
。
日
く
『
凡
有
る
産
業
の
任

務
は
圏
内
園
外
の
需
要
の
鵠
に
生
産
費
低
き
商
品
を
つ
く
っ
て

と
れ
を
廉
債
で
顧
客
に
寅
る
と
い
ふ
と
と
に
あ
る
。
日
本
の
産

業
は
偏
に
此
の
目
標
を
追
求
し
て
ゐ
る
だ
け
の
乙
と
で
あ
る
o』

と
。
か
L

る
道
に
沿
ふ
て
日
本
が
進
み
行
〈
限
り
日
本
経
済
褒

展
の
背
後
に
は
鵜
て
少
く
と
も
東
亜
に
於
け
る
図
際
政
治
上
の

一
新
時
代
が
又
自
ら
作
っ
て
起
っ
て
来
る
で
あ
ら
う
。

回

結

言

右
の
時
間
所
に
引
即
さ
れ
て
ゐ
る
日
本
人
諸
氏
の
言
説
た
あ
も

第
四
十
五
巻

第
五
抗

" 

七

" 

の
ム
県
備
は
私
に
於
い
て
別
段
に
調
査
し
た
誇
で
は
左
〈
た
Y

原
文
を
紹
介
し
た
に
渦
ぎ
泣
い
の
で
、

こ
れ
は
読
者
の
諒
承
を

得
た
い
。
抑
も
私
が
と

L
に
此
の
紹
介
を
試
み
た
動
機
は
、
日

本
商
品
の
廉
債
従
っ
て
日
本
工
業
躍
迭
の
問
題
に
つ
き
版
文
部
中

者
が
従
来
週
有
の
険
米
人
的
態
度
を
些
一
か
離
れ
て
単
に
日
本
の

低
賃
銀
と
い
し
山
に
と
佐
と
紅
へ
P
L

の
段
耀
非
維
に
終
る
に
と
な

く
進
ん
で
た
ほ
一
居
深
き
と
と
み
に
何
等
か
別
の
良
原
因
を
求

め
ん
と
し
て
ゐ
る
態
度
の
異
色
た
る
に
興
味
を
惹
か
れ
た
賠
に

あ
る
。
た
ピ
そ
と
に
於
い
て
日
本
人
の
言
設
を
資
料
と
し
て
捉

へ
ら
れ
た
と
と
ろ
の
所
謂
日
本
経
済
設
展
の
永
鎖
性
と
い
ふ
乙

と
へ
の
原
因
と
い
ふ
も
の
に
闘
し
て
、
大
い
に
疑
問
が
る
る
。

原
文
筆
者
が
捉
へ
た
と
乙
ろ
の
共
の
員
原
因
は
結
局
次
の
二
臨

に
鶴
着
す
る
ο
第
一
離
は
、
日
本
の
経
済
制
度
に
於
い
て
は
欧
側

の
そ
れ
に
於
け
る
よ
り
も
自
由
放
任
制
が
一
一
暦
濃
厚
に
現
は
れ

て
ゐ
る
と
い
ふ
乙
と
で
あ
る
。
第
二
割
は
、

日
本
で
は
生
前
様

式
の
特
殊
性
が
根
擦
に
た
っ
て
国
民
の
生
計
が
比
較
的
廉
債
で

あ
り
得
る
と
と
.
並
び
に
昭
利
施
設
が
褒
達
し
て
ゐ
る
と
と
、
乙

れ
ら
二
つ
の
事
情
の
一
治
蔭
T
生
活
上
の
栴
剰
に
悪
影
響
を
奥
へ



ゃ
に
比
較
的
低
賃
銀
が
可
能
で
る
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。

先
づ
経
怖
統
制
の
端
技
展
が
生
産
費
割
高
の
原
因
と
し
て
把
握

さ
れ
で
ゐ
る
と
い
ふ
と
と
は
筒
K

の
生
産
経
済
に
於
け
る
粧
品
百

一
麿
事
態
の
真
相
を
捉
へ
て

ゐ
る
と
い
へ
る
の
で
め
る
。
し
が
し
、
経
済
統
制
の
務
展
は
市

経
済
的
立
場
か
ら
と
れ
を
見
て
、

揚
の
狭
化
と
香
一
本
集
中
の
愛
展
ム
」
い
ふ
二
大
原
因
か
ら
惹
起
さ

れ
る
岡
氏
鰹
枠
内
各
種
利
害
相
刻
の
務
展
、
世
界
経
縄
問
に
於
け

る
閥
民
主
義
の
激
化
、
破
壊
的
問
内
市
場
競
争
、
間
防
経
済
の

掛
六
強
化
等
々
凡
そ
今
H
の
各
委
本
主
義
的
潤
民
経
済
上
陀
共

罰
的
に
起
っ
て
来
て
ゐ
る
府
史
的
諸
契
機
が
相
侍
っ
て
と
れ
を

必
至
友
ら
し
め
て
ゐ
る
の
で
あ
っ
て
、
既
に
今
日
及
び
明
日
の

日
本
経
済
は
此
の
黙
に
於
い
て
何
等
欧
洲
経
済
と
類
を
異
に
す

る
特
殊
性
を
持
っ
て
ゐ
る
需
で
は
友
い
。

突
に
は
先
陀
皐
げ
ら
れ
た
種
h

左
る
事
情
が
某
礎
に
左
っ
て

日
本
で
は
生
前
上
の
隔
利
を
段
損
す
ろ
徐
容
な
し
に
比
較
的
低

賃
銀
が
永
綬
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
勲
、
乙
れ
は
或
る
判
明
度

迄
所
謂
日
本
の
特
殊
事
態
友
る
も
の
を
原
理
的
に
把
握
し
て
肯

撲
に
雷
っ
た
見
解
で
あ
る
と
い
へ
友
い
と
と
は
左
い
。
し
か
し
、

一
一
敏
人
の
日
本
工
業
担

だ
か
ら
と
い
っ
て
従
来
日
本
工
業
上
各
般
の
労
働
政
策
が
右
に

所
謂
特
殊
事
態
に
籍
口
し
て
過
度
に
内
外
に
於
け
る
消
費
者
利

潤
と
並
び
に
企
業
資
本
利
潤
と
の
作
出
に
偏
傾
し
正
し
き
意
味

の
持
働
力
再
生
産
を
等
閑
に
し
て
来
た
跡
が
全
然
志
い
と
い
へ

る
で
る
ら
う
か
。
工
業
持
働
力
供
給
の
地
域
的
母
胎
た
る
農
村

公
共
費
と
更
に
各
持
働
者
出
身
家
族
の
共
同
生
品
川
費
と
に
針
す

る
五
常
た
負
捨
分
を
問
避
す
る
貨
銀
政
策
、
双
ぴ
従
業
者
健
康

へ
の
積
極
的
顧
慮
乏
し
き
努
働
時
間
政
策
は
た
と
へ

時
自勺

て
剖

q
t
士
官
。
痩
吹
雪
印
ど
証
、
¥
?
"
E
p
f
j
i廿

k
r

i
t
u
-
-
A
J
Z
V
がい

4
7
社
E
f
J
N
J
e
z
c
時
日
μ
E
F

1
2
・

hv
同
応

日
に
か
は
農
村
疲
弊
‘
国
民
叫
四
位
の
悪
化
と
い
ふ
が
如
キ
形
態

を
持
つ
反
逆
の
匁
を
し
て
園
民
経
済
全
植
の
生
産
力
の
根
抵
に

劃
す
る
破
壊
的
作
用
を
違
う
せ
し
め
ヂ
に
ゐ
か
た
い
の
で
あ
る
。

要
之
、
日
本
経
済
の
永
領
的
躍
進
を
可
能
左
ら
し
む
べ
き
契
機

を
求
む
れ
ぽ
私
は
底
筆
者
と
所
見
を
同
じ
く
し
な
い
。
科
勝
一
・
の

褒
達
、
有
利
た
る
生
産
資
源
利
刷
の
確
保
、
努
働
す
る
者
の
健

力
熟
練
道
徳
性
の
優
越
的
賞
力
、
以
上
の
三
要
件
が
費
現
出
来

る
時
に
原
築
者
の
恐
れ
且
つ
理
期
す
る
日
本
経
済
褒
展
の
永
続

性
が
始
め
て
共
の
可
能
を
保
詮
さ
れ
得
る
の
で
・
な
か
ら
う
か
。
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