
の
位
置
は
明
か
で
覆
い
が
七
〇
〇
年
後
は
大
沼
動
が
起

る
怒
ら
ば
山
腹
噴
火
が
夜
は
可
能
と
恩
は
れ
る
｡

三
七
次
の
大
噴
火
に
於
い
て
大
正
熔
岩
よ
か
･鮭
基
性

在
る
熔
岩
が
流
出
さ
れ
る
怒
ら
､
最
早
其
の
噴
火
は
今

迄
の
楼
島
火
山
の
活
動
と
し
て
取
扱
は
れ
る
事
が
出
来

沿
｡
此
の
如
き
大
噴
火
の
起
る
べ
d
tJ時
期
は
線
断
を
許

さ
伯
が
､

一
九
か
二
二
年
頃
よ
-
以
後
に
轍
縛
す
べ
き
休

止
期
の
永

さ
轟
爆
教
性
と
在
る
べ
き
で
あ
る
｡

四
.
大

正
噴
火
に
よ
っ
て
沈
降
せ
る
梯
島
及
び
総
見

島
帝
北
牛
地
域
の
上
昇
は
末
だ
其
の
沈
降
畳
の
牢
を
横

森
せ
る
に
過
ぎ
ざ
る
む
以
っ
て
地
力
撃
的
ほ
近
-
大
噴

火
が
起
る
も
の
と
は
考

へ
ら
れ
粕
｡

玉
.
次
の
大
活
動
も
有
史
時
代
の
例
の
如
-
前
駆
た

る
小
噴
火
を
持
つ
か
少
-
と
も
火
山
性
地
震
の
頻
教
を

以
っ
て
前
兆
が
示
さ
れ
る
｡

園
に
楼
島
の
繰
倉
的
火
山
地
質
学
的
報
告
は
最
近
難

詰

｢
火
山
｣
第
二
懸
三
挽
上
に

｢
日
本
火
山
誌
｣
第

1

稗
と
し
て
編
輯
さ
れ
た
｡

良

人

退

却

の
朝

鮮
〇滴

洲

(
一
傭
人
記
者
の
溝
鮮
視
察
記
)

日
本
の
満
鮮
拓
殖
の
動
機

遠
-
か
ら
物
を
眺
め
て
ゐ
る
歓
洲
人
に
は
.
敢
初
に

朝
鮮
､
次
で
浦
洲
､
そ
し
て
数
週
間
前
か
ら
は
溝
洲
に

白
人
追
却

の
糊
肝

｡
鵬
洲

高

木

直

明

隣
接
す
る
支
那
河
北
地
方

へ
と
延
び
る
H
本
の
ア
rr,h
ヤ

大
陸

へ
の
膨
脹
の
動
機
は
'
人
口
の
過
剰
と

(
一
年
に

甘
常
人
噂
加
)
､
乙
の
過
剰
人
口
を
収
容
し
養
ふ
べ
き
士

薫
七

四
五



地
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妨
二
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四
各

地
を
海
外
に
求
め
ん
と
す
る
日
本
の
意
問
に
あ
る
と
は

は
れ
る
で
あ
ら
う
.
併
し
rJ
れ
は
甚
だ
皮
相
夜
見
解
で

あ
る
.
日
本
は
事
薯
､
攻
だ
-

住
民
を
養
以
得
る
の

で
あ
る
｡
最
近
数
年
問
の
農
業
技
術
の
磯
連
は
､
痛
田

面
積
に
於
で
約
二
割
､
収
穫
高
に
於
て
約
五
割
を
鞠
加

す
る
の
結
果
を
得
た
｡
故
は
日
本
は
於
で
は
フ
ラ
ン
ス

の
小
変
と
同
様
､
rJ
れ
以
上
の
静
聴
を
計
る
必
要
は
な

い
､
問
題
は
過
剰
米
を
如
何
に
虞
分
す
る
か
ほ
あ
る
O

次
に
ア
ジ
ヤ
大
陸

へ
の
膨
脹
を
促
す
79
の
は
､
大
量

移
民
の
必
要
で
は
を

い
｡
六
千
五
盲
験
常
人
の
内
海
外

に
居
住
す
る
日
本
人
の
数
は
僅
々
盲
験
菌
に
過
ぎ
職
安

状
で
あ
る
｡
日
本
人
は
決
し
て
移
住
に
通
す
る
開
民
で

は
な

い
｡
気
候
の
鼻
化
が
他
の
如
何
在
る
問
民
よ
与
も

鬼
門
で
あ
る
｡
し
か
も
朝
鮮

･
溝
洲
何
れ
も
冬
季
は
塞

き
が
と

て79
厳
し
い
土
地
で
あ
る
か
ら
､
木
と
紙
の
家

に
住
ん

で裳
n
ほ
封
す
る
抵
抗
力
の
薄
霧
在
日
本
の
農

民
に
は
到
底
寄
少
附
け
夜

い
｡
そ
の
上
､
日
本
の
盤
民
.

都
食
入
は
他
の
問
民

と

は
大

い
に

風
俗
習
慣
を
異
に

し
､
し
か
も
そ
の
生
活
様
式
を
容
易
に
棄
て
得
な

い
｡

節
五
紙

票

八

四
六

更
に
又
'
ア
.I,h
ヤ
大
陸

へ
の
移
住
困
難
の
最
も
版
本

的
を
班
由
は
､
朝
鮮

･
満
洲
の
鼻
働
賃
銀
の
低
廉
を
rJ

と
で
あ
る
｡
朝
鮮
人

･
捕
洲
人
の
藤
準
生
活
費
は
日
本

人
の
車
簡
以
下
で
足
る
｡
こ
J
か
ら
猛
烈
在
競
争
が
起

る
｡
を
の
結
英
軍
に
日
本
の
農
民
や
碁
働
者
が
閣
外
で

堂
活
の
粗
を
稼
iI
rJ
と
が
不
可
能
に
な

る

の
み

な
ら

ず
､
日
本
が
新
し
-
土
地
を
併
合
す
れ
ば
す
る
程
益
々

弊
政
の
低
廉
を
静
働
者
が
績
々
日
本

へ
移
住
す
る
乙
と

J
を
み
､
日
本
か
ら
大
陸

へ
移
住
す
る
ど
乙
ろ
の
話
で

は
な

い
｡
か
う

い
ふ
帯
で

1
九

一
七
年
か
ら

一
九
二
七

年
ま
で
宵
常
人
以
上
の
朝
鮮
人
が
歩
働
者
と
し
て
日
本

へ
稼
ぎ
に
凍

てゐ
る
｡
そ
し
て
近
年
欧
洲
諮
問
が
外
聞

移
民
に
勤
し

で制
定
し
た
も
の
と
瓶
似
の
新
移
民
制
限

蔭
が
あ
る
に
も
係
ら
ず
'
内
約
三
十
商
人
が
内
地
は
定

任
し
た
｡

海
外
に
居
住
す
る
日
本
入
官
常
人
の
内
約
単
数
は
官

吏
及
び
軍
人
で
七
十
商
内
至
二
十
寓
が
商
人
'
蔑
ろ
約

三
十
常
人
が
異
の
農
民
で
あ
る
｡

故
に
日
本
膨
脹
の
異
の
原
因
は
'
大
陸
に
於
け
る
闘



防
上
の
安
金
を
確
保
し
､
賂
凍
起
-
程
べ
き
他
問
の
侵

略
p
殊
に
航
重
機
に
よ
る
襲
撃
を
不
可
能
な
ら
し
め
ん

と
す
る
欲
望
と
'
今

一
つ
は
飲
み
は
労
働
賃
銀
の
高
い

欧
洲
の
ど
の
問
か
ら
男
ふ
よ
与
も
安
倍
で
.
工
業
用
原

料
を
称
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
｡

満

洲

の

占

領

日
本
の
膨
脹

(
こ
れ
は
必
飴
的
擁
結
と
し
で
白
人
の

退
却
と
在
る
の
で
あ
る
が
)
を
十
分
に
了
解
す
る
た
め

に
は
最
近
四
十
年
間
に
起
っ
た
重
要
事
件
を
想
起
す
る

必
要
が
あ
る
｡

一
八
九
六
年
､

p
シ
ャ
は
シ
べ
リ
ヤ
鎖
道
建
設
に
頂

い
て
支
那
領
土
で
あ
る
溝
洲
に
縦
断
政
道
敷
設
柿
を
獲

得

し'
附
属
地
を
設
け
る
と
北
ハほ
､
北
方
で
は
'1
ル
ピ

ン
｡
長
春
(
今
の
新
京

)･奉
天
'
南
方
で
は
大
越
等
の

市
術
を
或
は
鍵
鼓
し
或
は
磯
連
せ
し
め
て
rJ
れ
を
主
穿

停
車
場
と
し
た
｡

ロ
シ
ャ
と
の
fJ
の
隣
接
槻
係
は
日
本

の
周
防
を
甚
だ
不
安
な
ら
し
め
漆
に

1
九
〇
四
-
五
年

の
日
露
戦
軍
と
在
つ
ね
O
そ
の
経
基
口
本
は
朝
鮮
の
保

護
種
を
獲
程
L
t(
.t
九

一
〇
年
朝
鮮
を
併
合
し
た
｡)
満

白
人
退
却
の
朝
脈

B
献
酬

洲
は
於
て
は
乙
の
城
道
の
南
申
分
即
ち
長
春
よ
-
大
連

ま
で
が
日
本
の
勢
力
下
に
入
っ
た
｡
rJ
れ
が
後
に
至
っ

て
日
本
膨
脹
の
基
鮎
と
在
る
の
で
あ
る
｡

一
九
三

一
年
に
は
日
本
は
満
洲
の
武
力
占
領
を
賓
行

L
t
併
合
で
も
な
け
れ
ば
勿
論
保
護
で
79
を
5'
一
種
の

形
式
の
下
に
満
洲
の
質
種
を
担
っ
た
｡
次
で
今
年

一
九

三
五
年
に
は
t

p
シ
ャ
を
し

て'
を
の
最
後
の
基
瓢
光

る
末
文
政
道
を
譲
渡
す
る
の

止
む
な

き
ほ
至
ら

し
め

た
.
ソ
グ
ィ
エ
ッ
ト
骨
層
の
手
に
ょ
-1
引
揚
げ
は
最
近
終

了
し
ね
が
.
rJ
れ
で
ロ
シ
ャ
人
の
溝
洲
退
却
が
完
了
し

光
輝
で
あ
る
｡

最
後
に

一
九

1I
四
年
の
世
界
大
戦
の
結
果
､
日
本
は

太
平
洋
に
あ
っ
溌
猫
逸
領

カ
p
-
ン
･
マ
ー
シ
ャ
ル
･

マ
リ
ヤ
ナ
の
諸
島
を
占
領
し
､
後
乙
れ
等
諸
島
の
委

任

統
治
椎
を
位
相
し
た
事
賓
も
忘
れ
て
は
な
ら
を
い
O

以
上
は
'
極
め
て
簡
単
で
は
あ
る
が
最
近
数
十
年
間

に
於
け
る
白
人
の
ア
ジ
万
退
却
の
歴
史
で
あ
る
｡
し
か

79
を
の
影
響
す
る
と
こ
ろ
甚
だ
大
在
る
も
の
が
あ
る
｡

伊

｡
ユ
紛
軍
に
封
す
る
日
本
の
悪
政
は
乙
の
歴
史
を
再

三
究

四
七
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谷

び
今
円
の
ト
ピ
ッ
ク
た
ら
し
ひ
る
に
十
分
で
あ
ら
う
｡

朝

鮮

に

て

関
釜
連
絡
触
呂
慶
丸
で
下
関
出
帆
､
翌
早
朝
釜
山
に

上
陸
t
た
｡
上
陸
し
て

一
番
最
初
に
話
し
か
け
て
米
食

の
は
例
の
如
-
日
本
の

一
官
憲
で
あ
る
｡
彼
は
感
激
に

名
刺
を
差
し
出
し
.
我
々
ほ
も
名
刺
を
Ⅲ
rb
A
こ
と
を

乞
ふ
｡
物
柔
ら
か
夜
調
子
で
誼
を
始

め
る
｡
甚
だ
娩
曲

は
我
々
の
旅
行
に
就
て
蝿

々
と
質
問
を
す
る
｡
余
は
こ

の
日
本
官
憲
の
態
度
が
挑
戦
的
だ
と
も
悪
意
が
あ
る
と

も
云
ふ
の
で
は
な

い
が
､
無
遠
慮
は
絶
え
ず
監
視
n
れ

る
の
ほ
は
如
何
に
辛
抱
強

い
旅
行
者
で
も
う
ん
ぎ
-
し

て
し
ま
ふ
｡

釜
山
か
ら
汽
車
に
乗
る
こ
と
数
時
間
ほ
し
三
月
城
に

着
-
｡
人
口
三
十
五
箇
の
内
日
本
人
が
入
歯
を
占
め

て

ゐ
る
｡
乙
の
衛
は
最
近
数
年
間
に
目
覚
ま
し

い
畿
展

を

し
た
け
れ
ど
も
日
本
内
地
の
同
じ
位
の
都
骨
に
較
べ
る

と
未
だ
造
か
に
非
近
代
的
で
あ
る
｡
二
十
卑
近
-
も
こ

の
地
に
在
任
す
る

ll
フ
ラ
ン
ス
商
人
は
朝
鮮
に
於
け
る

H
本
人
の
努
力
を
詳
し
-
語
っ
て
呉
れ
た
0

節
兄
妹

蓋

〇

四
八

占
領
督
初
に
あ
つ
て
は
､
武
力
が
行
使

さ
れ
た
0
し

か
し
'
朝
鮮
人
位
に
進
ん
だ
人
民
に
封
し
て
乙
の
シ
ス

テ
ム
を
月
払
る
rJ
と
は
､
我
ら
に
怜
恵
の
念
を
強
め
溝

を
深
め
'
内
地
人

｡
鮮
人
両
者
の
間
を
益
々
離
隔
せ
し

め
る
ほ
過
ぎ
拍
乙
と
ik
悟
っ
た
日
本
人
は
､
徐
々
は
統

治
怯
む
綬
和
し
て
い
っ
た
｡
今
H
で
7g
ま
だ
-

朝
鮮

人
各
部
を
心
服
せ
し
め
る
ま
で
に
は
到
っ
て
ゐ
覆

い
が

多
数
の
朝
鮮
人
は
彼
等
瓶
カ
で
は
到
底
今
日
の
如

き
泰

平
と
軽
鱒
的
磯
展
を
遮
げ
る
乙
と
は
出
来
な
か
っ

た
で

あ
ら
う
と

い
ふ
乙
と
は
秘
め
て
ゐ
る
｡
爾
来
朝
鮮
粟
居

住
す
る
二
千
二
百
寓

の
人
々
は
完
金
な
る
平
和
を
享
受

し
て
ゐ
る
.
鎖
道
･道
路
･電
燈
晶
鞄
詣
･撃
枚
等
到
る
盛

は
創
設
さ
れ
或
は
横
張
さ
れ
た
｡
金
山
｡柵
花
栽
培
･牧

畜
･冶
金
工
業
｡炭
坑
'
特
に
農
業
は
素
晴
ら
し

い
登
壇

を
遼
げ
た
｡
斯
-
の
如
-
繁
発
を
極
め
て
ゐ
る
現
在
で

は
此
虞
に
は
､
失
業
も
生
活
難
も
な

い
､
像
算
に
は
赤

字
が
夜

い
｡
昨
年
凍
米
債
が
五
割
近
-
も
騰
貴
し
て
懐

工
合
も
恵
-
在

い
｡
と
こ
ろ
で
日
本
は
朝
鮮
米
の
内
地

移
出
高
を
制
限
し
て
ゐ
る
が
こ
れ
は
即
ち
日
本
膨
脹
の



原
因
が
決
し
て
食
棟
を
求
め
る
ほ
あ
る
の
で
は
な

い
こ

と
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
O
陶
枕
率
は
日
本
は
封
し
て

も
他
の
関
々
に
勤
し
で
も
同
率
で
は
あ
る
が
.
日
本
は

準

い
の
と
､
日
本
物
債
の
慣
格
低
廉
の
籍
､
臥
本
は
他

の
閥
と
の
祝
辞
に
は
何
ら
の
懸
念
も
な

い
｡

と
は
云
っ
て
も
日
本
は
朝
鮮
統
治
上
幾
多
の
困
難
に

遭
遇
し
っ
ゝ
あ
る
｡
を
の

l
つ
は
､
内
地
人
が
盛
に
土
地

を
買
ふ
た
め
に
土
地
を
失
っ
た
朝
鮮
人
が
槍
加
す
る
rJ

と
で
あ
る
.
こ
れ
と
同

一
の
問
題
が
パ
レ
ス
タ
イ
ツ
に

も
起
っ
た
｡

'ユ
ダ
ヤ
人
が
ア
ラ
ビ
ヤ
人
か
ら
大
量
の
土

地
を
買
っ
た
～
め
に
'
ア
ラ
ビ
ヤ
人
は
速
に
法
律
上
土

地
所
有
楯
を
喪
失
し
､
折
角
手
に
入
れ
た
金
も
滑
費
し

て
し
ま
っ
た
と
在
る
と
忽
ち
生
活
の
粗
を
程
る
乙
と
が

出
凍
覆

い
｡
そ
の
為
に
彼
等
は
い
つ
の
間
ほ
か
配
骨
の

脅
威
と
改
み
'
安
寧
秩
序
素
乱
の
因
と
在
っ
た
の
で
あ

る
｡
朝
鮮
に
も
約
二
十
商
人
の
遊
民
が
rJ
れ
と
似
ね
状

感
に
あ
る
0
近
代
的
信
仰
た
る
共
産
主
義
が
こ
の
間
閲

に
乗
じ
で
彼
等
農
民
の
間
に
急
速
に
以
ろ
が
つ
ね
｡

.今

山
つ
の
困
難
は
'
満
洲
に
於
け
る
場
合
と
同
様
､

白
人
退
却
の
朝
鮮

｡
浦
洲

あ
る
種
の
産
業
の
磯
連
で
あ
る
0
内
地
に
比
し
静
銀
が

空
値
以
下
で
あ
る
た
め
は
､
日
本
は
と
っ
て
恐
る
ベ
p
,

脅
威
と
在
る
可
能
性
が
あ
る
.
東
城
で
は
鮮
人
鼻
働
者

は

1
旦

二
-
四
フ
ラ
ン
を
程
､

一
ケ
月
約
宵
フ
ラ
ン
で

巣
に
生
活
し

て
ゐ
る
｡
鮮
人
農
夫
は
月
五
十

フ
ラ
ン
も

あ
れ
ば
家
族
を
養
払
得
る
｡

日
本
人
の
カ
で
今
日
の
敬
蓮
が
成
し
遼
げ
ら
れ
ね
の

を
目
撃
し
て
ゐ
る
老
鮮
人
達
は
日
本
の
占
領
を
戚
謝
し

て
ゐ
る
｡
こ
れ
に
反
し
青
年
達
は

(
喫
む
と
過
ぐ
れ
ば

暑
さ
忘
れ
る
で
)
最
早
日
本
の
保
護
を
ど
必
要
と
し
な

い
'
嫌

々
を
が
ら
保
護
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
と
ま
で
断
言

す
る
.
旅
し

一
般
人
民
と
の
関
係
は
相
瞥
固
滑
に
5,
つ

て
ゐ
る
｡

フ
ラ
ン
ス
が
ア
ル
ヂ
ェ
リ
ヤ

･
モ
ロ
ッ
コ
｡
印

度
支
那
等
ほ
於
で
行
っ
て
ゐ
る
と
同
様
'

朝
鮮
に
於
で

も
大
部
分
の
公
職
を
鮮
人
自
身
の
手
に
委
託
し
得
る
範

で
あ
る
.

数
日
の
滞
在
で
'
乙
の
図
が
極
め
て
よ
-
統
治
rb
れ

て
ゐ
る
､
多
数
の
朝
無
人
は
飲
み
に
ょ
-
統
治
さ
れ
過

ぎ

てゐ
る
と
き

へ
云
ふ
で
あ
ら
う
が
'
兎
に
角
朝
鮮
は

二
七
1

円
九



地
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二
十
四
食

卓
越
せ
る
施
政
方
針
と
順
調
在
る
鮭
鱗
状
藤
は
あ
る
と

の
印
象
を
輿

へ
ら
れ
ね
｡
併
し
今
日
で
は
日
本
膨
脹
の

摘
心
は
各
部
満
洲
に
集
ま
っ
て
ゐ
る
｡

田

満

提

携

日
本
人
と
共
に
満
洲
問
を
語
る
時
､
和
事
を
怒
ら
す

せ

い
と
瓜
ふ
な
ら
ば
決
し
て

｢
貴
閥
の
植
民
地
｣
と
か

｢
貴
国
の
保
護
闘
｣
と

い
っ
た
言
盛
を
用
弘
で
は
な
ら
覆

い
O
何
と
在
れ
ば
練
で
の
日
本
人
が
確
信
を
以
て
､
蒲

洲
図
は
完
全
老
親
立
問
で
あ
る
､
軍
に
日
本
と
共
同
利

審
の
怯
約
に
調
印
し
て
ゐ
る
ほ
過
ぎ
内
と
断
言
し
て
樽

か
ら
沿
か
ら
で
あ
る
｡
乙
の
怯
約
､
否
議
定
巻
は

1
九

三
二
年
九
月
十
五
日
に
締
結
rD
れ
hN
も
の
で
､
軍
事
同

児
の
名
に
よ
っ

て､
必
要
期
間
日
本
,uJ
を
の
軍
隊
を
駐

屯
せ
し
ひ
る
の
槽
利
を
輿

へ
､
外
問
の
す
べ
て
の
侵
略

に
封
す
る
問
防
を
委
託
し
て
ゐ
る
｡

ア
ジ
ヤ
に
於
で
は
'
言
弟
が
欧
洲
に
於
け
る
よ
少
も

蕗
か
ほ
大
き
在
役
割
を
演
ず
る
｡
他
聞
軍
隊
が
厳
然
と

永
久
的
に
駐
屯
す
る
問
に

｢
狗
立
｣
と

い
ふ
形
容
詞
を

附
け
る
こ
と
を
許
し
て
ゐ
る
の
だ
か
ら
｡
し
か
し
列
囲

節
五
蚊

孟

二

五
〇

は
乙
の
術
語
に
､
か
･･J
る
更
改
を
夜
す
乙
と
は
は
未
だ

賛
成
し
て
ゐ
な

い
と
信
ず
べ

き
で
あ
ら
う
､
サ
ン
サ
ル

グ
ァ
ド
ル
を
除

い
て
は
今
日
攻
で
､
rJ
の
新
開
家
を
正
式

に
歌
論
し
た
図
は

1
問
も
な

い
か
ら
で
あ
る
｡

然
ら
ば
日
本
は
満
洲
問
が
列
間
に
よ
っ
て
東
証
さ
れ

る
に
至
る
fJ
と
藍

輿
に
希
望
し

てゐ
る
や
盃
や
(
疑
夜

さ
を
穆
覆

い
｡
若
し
承
諌
n
れ
J
ば
列
間
の
外
交
的
代

表
者
領
事
が
駐
在
す
る
こ
と
に
夜
-
'
日
本
は
乙
の
新

開
家
と
闘
係
を
有
す
る
唯

一
の
閲

で
は
夜
-
在
る
か
ら

で
あ
る
｡
講
定
番
に
よ
っ
て
絶
て
の
閥
に
封
し
門
戸
開

放
の
主
轟
が
訟
め
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
'
新
し

-
関
係
を
結
べ
ば
他
の
列
間
も
亦
僅
か
夜
が
ら
乙
の
問

の
事
業
に
割
ら
込
み
得
る
｡
故
は
支
那
と
の
利
審
紬
係

が
英
米
程
緊
密
で
覆

い
フ
ラ
ン
ス
は
も
つ
と
自
由
に
遠

慮
を
-
､
他
に
率
先
し
て
事
態
を
寵
容
し
賓
際
的
在
踊

係
を
結
ぶ
べ
き
で
あ
る
｡
現
在
の
事
態
は
ソ
ブ
ィ
エ
ッ
ト

ロ
シ
ャ
の
場
合
と
同
様
早
晩
全
世
界
の
問
々
が
こ
れ
を

寵
め
る
に
至
る
で
あ
ら
う
｡

兎
に
角
満
洲
囲
自
身
が
燭
立
を
宣
言
し
日
本
が
そ
の



宣
言
の
確
賓
な
る
rJ
と
を
鳥
貌
し
た
以
上
ー
我
々
が
荷

康
穂
急
硬
以
上
は
碑
閥
主
義
者
で
あ
る
乙
と
は
少
し
塾

で
は
な
か
ら
う
か
.

満
洲
皇
帝
に
韻
を
賜
ふ

日
本
文
は
溝
洲
に
在
任
す
る
多
数
の
歓
洲
人
は
､
日

本
の
終
局
の
目
的
は
､

皇

帝
を
北
京
の
帝
位
に
も
つ
が

せ
申
し
上
げ
る
に
あ
る
と
断
言
し
て
ゐ
る
｡
併
し
何
人

も
確
信
を
も
っ
て
日
本
図
策
の
秘
密
と
そ
の
賂
衆
を
知

っ
て
ゐ
る
と
高
言
し
碍
る
も
の
は
な

い
.

新
京
(
昔
の
長
春
)
は
建
設
途
上
の
満
洲
岡
の
骨
腫
で

現
在
は
乙
の
地
に
鼻
骨
が
准
す
｡
大
和
ホ
テ
ル
に
屠
る

と
満
洲
樹
外
交
部
か
ら
馬
前
が
か
J
つ
ね
'
明
朝
謁
見

を
賜
ふ
と
の
話
で
あ
る
｡
夕
方
頃
日
本
人
と
支
那
人
と

二
名
の
通
辞
宜
が
凍
訪
し
凍
み
謁
見
に
踊
す
る
儀
他
を

詳
し
-
数

へ

て英
れ
ね
｡
金
は
既
に
謁
見
の
申
竺

1
三

商
人
で
ゐ
た
の
で
別
日
は
乙
の
二
人
に
件
ほ
れ
て
邦
謁

す
る
の
ガ
と
皿
つ
ね
｡
支
邦
人
の
方
が
余
の
言
葉
を
迫

課
し
､
日
本
人
の
方
は
そ
れ
を
聞

い
て
ゐ
る
の
で
あ
る

然
る
に
日
本
御
訪
問
以
凍
こ
れ
が
改
め
ら
れ
､
支
部
人

白
人
退
却
の
湖
即

･
満
州

の
迫
鐸
官
の
み
が
謁
見
に
同
伴

す
る
と

の

fJ
と
で
あ

る
0皇

帝
の
御
住
居
は
撃
枚
の
様
な
雑
物
で
支
那
皇
帝
の

後
場
者
に
は
細
腰
し
か
ら
ぬ
暇
の
御
殿
で
あ
る
｡
亀
帝

は
狭

い
政
務
宴
で
貴
の
フ
ロ
ッ
ク
コ
ー
ト
を
召
さ
れ
､
椅

子
の
前
に
泡
立
ち
に
な
つ
72
俵
､
泰
が
賜
謁
の
御
他
を

英
語
で
申
し
上
げ
る
の
む
A
聞
き
に
な
っ
て
ゐ
る
｡
次

で
畠
覇
は
御
前
に
坐
っ
て
詰
む
す
る
よ
う
に
と
仰
せ
ら

れ
た
O
話
は
約
三
十
分
以
上
も
薦

い
た
が
其
の
間
に
役

割
が
逆
に
な
る
こ
と
が
礎
あ
っ
た
｡
世
界
の
情
勢
ほ
的

し
特
に
洗

い
御
輿
昧
計
芸

持
ち
に
夜
-
余
が
訪
れ
力
闘

々
ほ
就
て
刺
し
-
種
々
の
御
質
問
を
敬
せ
ら
れ
た
｡
皇

帝
は
英
語
は
勝
る
御
堪
能
に
腫
ら
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
儀
機
上
､
通
滞
官
が
余
の
言
基
を
支
那
語
に
翻
鐸
す

る
｡
英
語
で
申
し
上
げ
て
ゐ
る
時
に
特
に
興
味
を
御
覚

え
に
な
っ
た
箇
所
で
は
必
ず
戚
款
の
御
言
葉
を
御
洩
L

に
な
る
が
適
評
官
が
､
通
滞
申
し
上
げ
る
場
合
に
も
皇

帝
は
前
と
同

一
の
箇
所
で
は
再
び
同

1
の
御
言
兼
を
御

繰
返
し
に
な
る
｡
酔
王
の
機
能
は
rJ
れ
を
必
要
と
す
る

i.I:L.9:.一

:<
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球

妨

二
十
別
懇

の
で
あ
ら
う
か
｡
=
本
御
訪
問
の
話
が
出
光
時
､

皇
肝
は
､｢
元
首
相
互
の
訪
問
は
歓
洲
は
於
で
は
屡
々
行

は
れ
る
rJ
と
で
あ
る
が
ア
ジ
ヤ
に
於
で
は
未
曾
有
の
出

水
罫
で
あ
っ
て
t
か
～

る
倉
見
は
日
満
雨
間
の
撒
水
に

歴
史
的
に
寛
大
在
る
意
義
を
輿

へ
る
も
の
で
あ
る
｡｣
と

仰
せ
ら
れ
た
O
又
日
本
に
於
で
皇
帝
並
び
に
随
員
が
受

け
ら
れ
た
熱
誠
な
る
歓
迎
を
心
か
ら
喜
ぶ
と
も
仰
せ
ら

れ
た
｡
謁
見
を
絶
ら
ん
と
す
る
に
皆
か
皇
帝
は
い
と
79

御
気
軽
は
侍
従
を
港
召
し
ほ
な
ら
二
兆
の
御
第
異
を
溢

覗
-
寄
せ
に
在
-
御
署
名
の
上
下
錫
さ
れ
た
｡

ー

新
京
滞
在
中
は
内
閣
の
更
迭
が
行
は
れ
ね
｡
敬
表
さ

れ

た
排
由
に
よ
る
と
､
閣
員
の
年
櫛
を
著
-
す
る
必
要

か
ら
だ
J
J
い
ふ
C>
余
は
新
線
班
大
臣
眼
且ぷ
恵
将
軍
を
訪

ね
た
J.
日
本
人
の
次
官

(
溝
洲
閥
政
府
の
各
省
に
は
日

本
人
の
次
官
が
居
て
省
の
賓
槽
を
撮
っ
て
ゐ
る
｡)
に
案

内
さ
れ
Y
賂
軍
の
家

へ
行
っ
た
｡
長

い
支
那
服
を
着
た

賂
軍
は
外
囲
語
が
少
し
も
話
せ
覆

い
と
迫
鐸
ru
せ
ね
｡

飴

-
に
簡
明
在
談
話
か
ら
却
七
色
々
在
不
都
合
を
産
む

や
う
夜
こ
と
が
あ
っ
て
は
と
の
懸
念
を
持
っ
た
の
で
あ

節
五
紙

孟
凹

光
二

ら

ち
ノ
O

三
十
を
越
す
か
越
さ
ぬ
位
の
非
常
に
若

い
文
政
部
大

臣
(
院
振
鐸
)
は
極
め
て
無
邪
乗
在
調
子
で
､
何
分
坐
れ

て
始
め
で
大
臣
に
在
っ
た
の
で
外
人
記
者
を
如
何
咋
待

遇
す
べ
き
か
叉
何
を
請
す
べ
き
か
判
ら
覆

い
'
ま
あ
茶

で
も

一
杯
飲

ん
で
呉
れ
と
云
っ
た
｡

日
本
大
使
舶
来
軍
司
令
官
宙
賂
軍
は
快
-
余
歓

迎

へ

色
々
異
聞
に
答

へ
て
余
の
好
奇
心
を
補
足
さ
せ
よ
う
と

す
る
｡
賂
罫
は
浦
洲
地
図
の
前
に
立
ち
'
少
し
79
曝
す

所
を
-
溝
洲
の
匪
賊
討
伐
作
戦
を
詳
細
は
説
明
す
る
｡

｢
匪
賊
は
主
と
し
て
大
連
の
東
方
及
び
新
家
の
兼
北
方

の
山
地
は
住
人
で
ゐ
る
｡
そ
の
数
は
漸
次
減
少
し
･つ
･J.

あ
る
が
我
軍
の
損
客
も
同
様
減
少
し
っ
J
あ
っ

て､
一J

九
三
二
年
に
は
二
千
名
の
兵
が
戦
死
し
た
が

一

九三
四

年
に
は
二
百
名
､

一
九
三
五
年
に
は
米
だ
二
十
名
を
越

え
て
ゐ
老

い
｡
匪
賊
の
活
動
は
特
に
夏
活
幣
と
な
る
｡

草
地
の
為
農
作
物
の
収
穫
が
不
良
で
食
糧
の
敏
乏
す
る

時
に
は
定
は
甚
だ
し

い
｡
今
だ
ほ
戴
砲
や
機
猟
銃
を
持

つ
匪
腰
(
啓
莱
北
軍
の
戎
兵
)

が山
を
降
-
住
民
や
旅
行



者
を
襲
撃
掠
奪
包
容
し
い
ii{
!
ほ
す
る
u
其
の
数
は
現

在
約
二
常
五
千
棟
で
､
時
に
は
支
部
.･
朝
鮮
の
共
産
主

義
者
の
支
援
を
受
け
て
ゐ
る
rJ
と
r
J
へ
あ
る
｡
住
民
の

保
護
を

一
層
確
賢
な
ら
し
め
ん
が
為
'
浦
洲
人
は
義
勇

兵
囲

･
偵
察
隊
を
作
カ
､
必
要
に
聴
じ
で
は
匪
賊
討
伐

に
も
参
加
し
､
日
本
人
は
種
々
の
情
報
を
新
す
役
を
絡

め
て
ゐ
る
｡
現
在
で
は
約

1
寓
の
溝
洲
人
が
兵
籍
に
入

っ
て
日
本
軍
と
協
力
し
て
ゐ
る
次
第
で
あ
る
｡L

日
本
の
占
領
に
よ
カ
､
匪
賊
の
跳
染
す
る
地

方
も
農

作
物
の
収
穫
が
埼
加
す
る
と
典
に
住
民
の
亜
活
も
徐
々

に
安
定
す
る
で
あ
ら
う
か
ら
､
匪
賊
も
亦
武
器
を
手
ほ

し
危
険
を
冒
し
て
ま
で
食
操
を
汲
み
糊
口
の
絵
を
求
め

る
必
要
が
無
-
な
る
で
あ
ら
う
｡
か
-
し
て
匪
賊
商
頁

も
rJ
J
数
年
後
に
は
昔
の
語
草
と
な
み
歴
史
の
領
域
に

入
る
EI
が
氷
る
で
あ
ら
う
.

新

京

の
大

工
事

新
京
の
日
本
最
高
代
表
者
(組
務
長
官
)長
岡
氏
は
余

を
案
内
し
て
岡
部
建
設
工
事
を
見
せ
て
英
れ
カ
.
そ
の

プ

リ
.ン
シ
プ

ル
は
フ
ラ
ン
ス
が
北
ア
フ
リ
カ
の
都
市
に

白
人
退
却
の
瑚
肝
.

浦
洲

用
S
ね
の
J
J
同

1
で
あ
る
0
薯
市
術
は
そ
の
･健
に
L
tf

A
き
'
都
市
設
計
撃
の
最
新
脅
織
を
疎
み
入
れ
撒
水
の

磯
展
膨
脹
を
十
分
考
慮
に
い
れ
た
設
計
の
79
と
は
'
野

原
の
具
申
は
新
市
街
を
作
る
の
で
あ
る
｡

コ
ソ
n
ル
ド

焼
場
位
の
大
き
さ
の
磨
場

へ
諸
官
省
を
集
め
る
計
量

で

二
三
の
も
の
は
既
に
完
成
し
て
ゐ
る
｡
rJ
の
大
焼
場
を

中
心
と
し
て
屋
形
に
放
射
す
る
大
道
路
79
日
下
盛
A
柱

工
事
中
で
あ
る
｡
こ
の
他
､
大
公
開

･
五
大
病
院

･;
運

動
場

･
競
馬
場

･
ゴ
ル
フ
リ
ン
ク
･
公
設
市
場

･
博
物

館

･
同
番
館

･
動
物
園

･
棉
物
園
等
も
亦
設
計
施
行
中

で
あ
る
｡
是
等
の
大
工
事
は
五
ヶ
年
計
豊
寛
は
よ
っ

て

同
時
は
着
手
さ
れ
た
も
の
で
'
初
年
度
換
算
は
約
三

億

フ
ラ
ン
で
あ
る
｡

長
岡
氏
の
言
に
は
れ
ば
､
日
本
占
領
以
前
の
備
洲
に

は
百
六
十

一
種
の
貨
幣
が
流
通
し
て
ゐ
光
CJ
日
本
は
是

等
の
貨
幣
を
回
収
し
囲
家
の
保
管
す
る
唯

一
棟
数
の
貨

幣
を
制
定
し
､
乙
ゝ
ほ
始
め
て
満
洲
の
金
融
の
安
金
が

爆
雷
さ
れ
た
｡

政
道
は
金
浦
洲
園
内
に
教
達
し

一
日
平
均
敬
基
米
の

毒
誠

五
三
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妨

二

十

四
海

割
合

で
敷
設
さ
れ
て
ゐ
る
｡
地
道
工
事
用
特
別
列
革
が

光
づ
枕
木
を
運
搬
し
て
並
べ
る
と
､
す
ぐ
そ
の
上
は

レ

ー
ル
か
1の
せ
て
行
-
'

レ
ー
ル
が
連
結
ru
れ
る
と
も
う

麓
葉
を
開
始
す
る
｡
か
-
し

て地
道
網
は
三
年
間
ほ
お

千
基
米
か
ら

一
寓
基
米
を
突
破
す
る
の
勢
で
あ
る
0
電

燈
及
び
瓦
斯
は
他
の
大
部
分
の
事
業
と
同
様
牛
寮
費
即

ち
政
府
と
民
間
工
業
家
が
参
加
し
全
領
土
内
に
急
速
に

発
達
し
っ
!
あ
る
｡
六
寓
基
光
に
達
す
る
新
道
路
も
五

ケ
年
内
に
完
成
の
漁
定
で
約
四
宵
常
人
の
労
働
者
が
こ

れ
に
従
事
し
て
ゐ
る
｡
航
塞
網
は
既
に
金
大
都
市
間
を

通
路
し
､
七
千
基
米
の
電
信
電
話
新
線
79
五
ケ
年
内
に

架
設
n
れ
る
で
あ
ら
う
｡
最
近
ま
で
光
岡
の
ス
タ
ン
ダ

ー
ド
'

テ
キ
サ
ス
爾
石
油
骨

批
及
び
英
周
の
ア
.I,h
ヤ
石

油
骨
朴
の
手
は
あ
っ
た
石
油
は
数
週
間
前
か
ら
溝
洲
問

政
府
の
専
裏
と
夜
㌔

外
囲
食
酢
は
髄
様
件
で
事
業
を

停
止

｡
閉
鎖
す
る
ほ
決
し
た
乙
と
は
人
の
知
る
所
で
あ

る
0以

上
は
日
下
着

々
進
捗
中

の
大

計

墓
の
拙
要

で
あ

る
｡
数
年
後
完
成
の
暁
に
は
満
洲
閲
は
極
東
の

li
等
囲

_解
証
紙

写

実

誠
凹

と
な
る
で
あ
ら
う
.
こ
れ
が
纏
で
の
欧
洲
人
が
知
ら
ぬ

ば
在
ら
ぬ
楠
洲
関
税
賓
の
姿
で
あ
る
｡
こ
れ
は
決
し
て

極
東
の
み
の
問
題
で
は
夜

5,､
我
々
欧
洲
人
自
身
の
運

命
は
重
大
な
る
影
響
を
及
ぼ
七
7と
し
叉
撒
水
に
於
て
も

及
ぼ
す
で
あ
ら
う
｡

大
連
と
南
満
洲
疎
通

新
京
か
ら
満
洲
問
の
大
貿
易
港
大
連
は
行
-
負
.
我

々
は
日
本
の
誇
る
世
邪
教
新
式
列
車
｢
ア
Jr,h
ヤ
L
に
乗
っ

た
｡
乙
れ
は
昨
年
の
シ
カ
ゴ
博
覚
骨
で
賞
讃
を
博
し
ね

の
と
殆
ど
同
じ
も
の
で
あ
る
O

竜
デ

ル
は
疑
7P
夜
-
莱

岡
で
あ
る
が
建
造
し
光
の
は
日
本

人
で
あ
る
｡

一
技
師

の
説
明
に
ょ
れ
ば
原
債
は
ア
メ

-
カ
の
原
型
よ
わ
十
倍

以
上
も
安

い
と

い
ふ
｡
窓
を
閉
め

てふ
い
で
も
車
内
は

常
に

一
定
過
度
を
保
つ
や
う
に
作

られ
外
来
の
侵
入
を

避
け
る
為
に
手
風
琴
式
の
幌
で
各
箱
が
連
結
さ
れ
て
ゐ

る
0
平
均
時
通
約
官
基
米
新
京

･
大
連
間
七
宵
基
米
を

七
時
間
草
で
走
る
｡

大
連
に
は
日
本
園
外
に
於
け
る
最
大
事
業
で
あ
-
､

日
米
膨
脹
の
根
幹
た
る
南
満
洲
地
道
食
酢
が
あ
る
0
溝



蛾
は
米
図
の
加
泰
陀
太
平
禅
骨
乱
の
如
-
銭
道
の
み
な

ら
ず
蛾
濫
沿
線
の
全
産
業
を
包
宿
し
資
本
金
四
十
億

フ

ラ
ン
p
を
の
純
益
年
額
四
億

フ
ラ
ン
に
蓮
せ
ん
と
し
て

ゐ
る
｡

一
幹
部
の
語
る
所
に
ょ
れ
ば
溝
洲
は
日
本
に
と

ら
'
印
度
の
英
問
に
99
け
る
と
同
様
の
関
係
に
あ
る
､

即
ち
日
本
の
工
業
用
原
料
晶
の
タ
ン
ク
で
あ
る
｡

溝
助
は
､
ホ
テ
ル
･
港
滞

･
銭

･
有
数
の
助
川

･
大

豆
畑

｡
冶
金
工
場

･
貿
易
部

･
盲
嚢
店

｡
聾
校

･
病
院

倶
東
部

･
薯
廟
所

･
化
準
工
業
骨
就

･
汽
鹿
骨
融
等
を

所
有
す
る
｡
満
洲
開
教
の
馬
如
何
に
整
然
た
る
組
織
的

方
法
を
探

っ
て
ゐ
る
か
を
知
る
ほ
は
浦
鋤
の
博
物
館
を

見
る
の
が

一
番
で
あ
る
｡
大
連
博
物
館
に
は
美
術
は

一

つ
も
覆

い
'
そ
の
代
-
浦
洲
の
翫
物

･
工
業
袈
晶

･
農

産
物
等
の
見
本
は
誼
-
陳
列
ruれ
､
乙
れ
ら
産
業
に
関

す
る
数
多
の
統
計
表
が
掲
げ
ら
れ
て
ゐ
る
｡
乙
ゝ
で
瓜

以
出
す
の
は
ソ
ゲ
ィ
エ
ッ
ト
ロ
シ
ャ
の
ゴ
ス
プ
ラ
ン
の
雰

囲
気
､
五
ヶ
年
計
蓋
の
基
礎
で
あ
わ
､
経
済
界
各
部
門

の
要
求
す
る
年
進
度
を
全
能
力

む
畢
げ
で
科
撃
的
に
規

定
す
る
彼
の
尤
大
在
る
組
織
で
あ
る
｡

白
人
退
却
の
朝
鮮

｡
満
洲

補
洲
産
業
の
王
座
を
青

ひ

る
も
の
は
大
豆
で
溝
洲
に

於
け
る
経
済
生
活
の
主
役

を

勤
め
､
日
本
内
地

へ
も
盛

に
移
出
n
れ
て
ゐ
る
｡
固
-
て
夜
か
-

容
易
に
食
べ

ら
れ
な

い
rJ
の
小
n
夜
豆
が

(
フ
ラ
ン
ス
人
の
多
数
は

大
豆
を
知
ら
覆

い
)
驚
-
程
多
数
の
品
に
鍵
化
す
る
｡

第

一
に
食
用
､
工
業
用
の
油
が
取
れ
る
｡
乙
の
油
を
絞

っ
た
後
の
大
豆
柏
は
水
魔
を
加

へ
て
魔
縮
L
t
瑞
相
の

グ

ル
ユ
ヰ

エ
ー
ル
産
の
乾
酪
に
似
た

丸

い
大

き
を

パ
ン

の
形

に
す
る
､
rJ
れ
は
家
畜
の
飼
料
と
在
る

｡
ド
イ
ツ

一
ケ
閥
で
年
に
育
苗
噸
以
上
購
入
し
て
ゐ
光
が
今
で
は

経
鱗
的
窮
乏
の
為
止
む
夜
-
輸
入
量

を牛
分
は
制
限
し

て
ゐ
る
O
来
園
も
年
五
寓
噸
買
ふ
｡
こ
の
他
大
豆
か
ら

は
石
鹸
及
び
酪
素
セ
ル
ロ
イ
ド
に
似
た
ゴ
ム
状
物
贋
が

と
れ
る
､
こ
れ
は
日
本
工
業
界
各
方
南
に
無
限
の
需
要

が
あ
る
食
感
に
製
造

さ
れ
て
ゐ
る
｡

大
連
博
物
館
を
訪
ね
る
怒
ら
ば
､
補
洲
は
於
け
る
日

本
の
政
策
は
誼
-
龍
明
ru
れ
る
で
あ
ら
う
､
何
と
在
れ

ば
浦
洲
鯛
は
絶
て
の
79
の
､
鎖

｡
銅

･
石
炭

.
酸
化

ヤ

グ
ネ

シ
ュ
ー
ふ
｡
大
群
石

｡
石
英

･
塩
草

･
綿
花

･
米
･

.Ll]讃

就

.i.
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二
十
凹
馨

家
畜
及
び
数
百
種
の
化
撃
製
品
を
出
す
か
ら
.

博
物
館
に
附
属
し
て
'
不
断
の
活
動
を
感
け
る
二
大

特
別
賓
戯
所
が
あ
る
.
捕
洲
闘
士
の
富
源
を
如
何
に
利

用
す
べ
0
,か
と
日
夜
化
撃
的
研
究
を
怠
ら
老
い
｡
官
五

十
人
の
口
本
人
技
師
と
五
十
人
の
補
洲
人
技
師
を
擁
す

る
rJ
の
二
大
賓
戯
所
の
研
究
費
は
年
五
官
常

フ
ラ
ン
は

上
る
｡
而
し

て乙
の
費
用
は
政
府
に
よ
っ
て
保
管
rb
れ

新
教
児
あ
る

毎に
試
廟
研
究
の
後
､
新
工
業
食
酢
が
創

立
さ
れ
る
O
rJ
れ
等
の
骨
牡
は
政
府
と
民
間
資
本
家
と

か
ら
平
分
づ
J
出
資
さ
れ
る
.
満
洲
欄
の
各
班
的
開
磯

の
為
､
日
本
人
に
ょ
つ
て
採
用
n
れ
て
ゐ
る
か
.J
る
組

織
的
方
蔭
は
'
そ
の
ヒ
ン
ト
を
ド
イ
ツ
か
ら
得
て
ゐ
る

瓢
が
多
々
あ
る
｡

阿

片

薯

我
々
は

一
夜
､
大
連
の
阿
片
績
む
二
三
見
物
し
た
｡

阿
片
緒
に
は
色
々
の
等
級
が

あ
る
｡
ブ

ル
ジ
ョ
ア
階
級

の
人
々
の
は

1i
種
の
倶
楽
部
と

い
ふ
厳
が
あ
わ
'
小
部

屋
に

一
人
又
は
二
人
宛
入
っ
て
阿
片
を
吸
ふ
.
も
少
し

下
の
階
級
の
者
の
は
十
人
宛
入
れ
る
小
さ
夜
宴
が
作
ら

節
五
班

孟
(

五
六

れ
て
ゐ
る
｡
乙
ゝ
ほ
在
る
J
1)清
潔
の
邸
も
鎗
程
怪
し
-

怒
る
.

.i
番
の
見
も
の
は
筈
カ
の
阿
片
緒
で

1
宴
に
五

十
人
以
上
も
入

-
木
製

の
仕
切
萩
の
上
で
吸

ふ
て
ゐ

る
｡
彼
等
は

1
煙
管
に
つ
き
約
五
十
サ
ン
チ
ー
ム
支
沸

ふ
｡
是
等
の
部
屋
々
々
か
ら
教
散
す
る
臭
気
と
悲
惨
を

光
覚
は
､
新
補
洲
閥
の
都
市
計
量

･
保
健
衛
生
計
童
と

此
蛭
す
る
時
賓
に
寒
心
す
べ

き
封
照
を
在
し
て
ゐ
る
｡

阿
片
問
題
を
授
与
日
本
新
聞
と
支
郵
新
聞
の
間
に
猛

烈
夜
論
帝
を
頂
け
て
ゐ
る
｡
支
部
人
は
日
本
人
が
阿
片

の
俸
播
む
防
止
せ
ず
寧
ろ
親
か
ほ
炎
勘
し
て
ゐ
る
と
責

め
'
日
本
人
は
そ
の
禁
止
に
努
力
し
っ
J
あ
る
が
吸
飲

者
の
健
康
を
考
慮
す
る
怒
ら
ば
急
激
在
る
禁
示
は
却
て

有
藩
で
あ
る
'
漸
進
的
に
行
は
ね
ば
在
ら
ぬ
と
主
張
す

る
｡
而
し
て
阿
片
は
日
本
政
府
の
尊
裏
で
あ
る
O

一
方

は
於
で
は
､
そ
の
有
審
在
る
所
以
を
説
明
す
る
食
感
に

ポ
ス
タ
ー
を
出
し
て
ゐ
る
(
殊
に
畢
校
内
に
)が
し
か
も

毎
年
阿
片
尊
費
に
JI"

数
千
常

フ
ラ
ン
の
利
益
を
収
め

つ
!
あ
る
現
状
で
あ
る
｡
満
洲
閣
内
の
金
大
都
市
は
於

で
は
敢
少
限
度
に
許
可
し
て
ゐ
る
が
､
FJ
の
悲
し
む
べ



き
取
引
を
絶
滅
せ
し
め
る
で
あ
ら
う
と

い
ふ
約
鬼
を
果

し
て
円
本
政
府
が
守
る
や
否
や
は
時
が
澄
明
す
る
で
あ

ら
う
〇

日
シ
ャ
の
名
接

大
連

か
ら
再
び
汽
車
に
乗

っ
て
北
湖
洲
に
向
山
奉
天

に
至
る
｡
乙
･J
は
日
露
我
軍
最
後
の
大
骨
戟
が
行
は
れ

カ
所
.
到
る
虞
に

p
シ
ャ
の
足
跡
を
留
め
て
ゐ
る
｡
ゴ

ビ
沙
漠
か
ら
吹
-
風
に
'
黄
塵
寓
史
柊
尺
を
押
ぜ
ざ
る

乙
と
も
屡

々
あ
ゎ

p
ン
ド
ン
の
｢
濃
霧
｣
を
憩
は
せ
る
轟

で
あ
る
｡
馬
車

｡
鋪
道
等
既
に

や
シ
ャ
の
穿
国
衆
を
戚

ず
る
､
乗
合
馬
車

は

Ⅴ
シ
ャ
風
に
馬
を
繋

い
だ

｢
イ
ス

ブ
ォ
ル
チ
ッ
ク
｣
で
あ
る
が
駁
者
は
み
す
ぼ
ら
し

い
正
展

正
銘
の
支
郵
苦
カ
で
あ
る
｡
rJ
J
に
は
最
早

p
シ
ャ
人

は

1
人
も
ゐ
覆

い
｡
更
に
北
上
し
て
新
京
は
至
れ
ば
初

め
て

ロ
シ

ャ
人
の

レ
ス
I
I
ラ
ン

｡
カ
バ
レ
を
見
る
｡

p･
シ
ャ
建
築
物
と
日
本
建
築
物
の
相
違
は
雨
間
の
列

車
の
相
違
同
様
直
ぐ
目
に
つ
-
｡
短
躯
輝
小
の
日
本
人

は
商
事
小
型
に
造
る
が

宜
姫
長
身
の

p
シ

ャ
人
は
そ
れ

は
比
例
し
て
十
分
の
ス
ペ
ー
ス
を
必
要
と
す
る
｡
日
本

白
人
汲
軸
の
朝
鮮

｡
鵬
洲

ホ
テ
ル

の
部
屋
は
極
め
て
小
n
-

ロ
･b
ヤ
の
は
腐

い
O

日
本

の
列
車

は
フ
ラ
ン
ス
の
と
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
が

温
か
に
軌
道
の
廉

い
ロ
シ
ャ
の
列
車

は

五
割
以
上
屯
潤

い
｡

ハ
ル
ビ
ン
に
到
着
し
て
直
ち
に
束
附
-
fJ
と
は
p

シ
ャ
人
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た
町
の
道
路
は
日
本
の
道
路

よ
与
も
ず

つ
と
幅
が
頗

い
｡

ハ

ル

ビ

ン

ハ
ル

ビ
ン
に
到
着
す
る
､
風
塵

わ
な
町
で
あ
る
｡
準

壷
牛
露

の
新
種
的
外
観
数
量
し
て

ゐ
る
の
む
見
る
の
は

我
々
が
最
後
で
は
在
か
ら
う
か
｡
我

々
が
通
過
し
た
後

で
t
と
云
っ
て
79
僅
か
数
週
間
前
の
こ
と
で
あ
る
が
を

の
特
色
の

一
牛
は
既
に
失
れ
て
ゐ
る
に
相
違
夜

レ
.
何

と
な
れ
ば
白
色
人
種
と
黄
色
人
種
と
の
人
種
劇
最
後
の

1
幕
が
乙
の
地
で
偶
ぜ
ら
れ
ね
か
ら
｡

我
々
が

乙
の
町

へ
来
た
時
は

レ
ス
ト
-
ラ
ン
も
カ
.'l

レ
も
沸
き
返
っ
て
ゐ
ね
｡
毎
夜

ロ
シ
ャ
人
の
客
で

一
杯

で
あ
る
｡
併
し
こ
れ
ら
の

レ
ス
ト
-
ラ
ン
や
カ
バ

レ
ほ

と

つ
て
こ
れ
が
最
後
の
賑
以
と
な
る
の
で
は
在
か
ら
う

か
｡
今
こ
ん
な
は
輝
.日
の
客
で
賑
は
っ
て
ゐ
た
の
は
.

宕
九

五
七
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第
二
十
四
雀

日
本
政
府
が
数
週
間
前
に
買
収
し
た
束
支
銭
道
の
従
業

員
は
解
雇
手
皆
を
支
細
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ
た
か
ら
で
あ

る
｡
数
日
後
に
は
こ
れ
ら
の
従
業
員
は
､
或
る
者
は
ソ

デ
ィ
エ
ッ
ト
ロ
シ
ャ
へ
､
或
る
者
は
遠

い
異
園
の
童
を
n

L
で
放
浪
の
麓
に
出
る
の
で
あ
ら
う
｡
殊
に
哀
れ
な
の

は
カ
バ
レ
の
女
性
で
あ
る
｡
踊
子
で
あ
-
同
時
に
賀
春

婦
で
あ
る
彼
女
等
も
や
が
て
は
磯
俄
に
苦
し
む
時
が
来

る
で
あ
ら
う
｡
明
日
の
fJ
と
夜
ど
-
よ
く

せ
ず
に
唯

け
ふ
の
日
を
楽
し
-
暮
せ
ば
よ
い
と

5,
ふ

ロ
シ
ャ
流
の

考
で
春
菊
貰
う
ほ
唱
以
踊
っ
て
は
ゐ
で
も
や
は
ら
彼
等

に
残
さ
れ
た
明
日
の
運
命
は
よ
-
知
っ
て
ゐ
る
｡

末
文
銭
道
は
以
後
北
楓
銭
道
と
改
綱
さ
れ
る
で
あ
ら

う
が
.
rJ
の
銭
道
も
我
々
通
過
後
数
日
に
L
tJ
完
全
に

ロ
シ
ャ
人
の
手
か
ら
日
本
人
の
手

へ
渡
n
れ
ね
｡
そ
し

て
我
々
は
数
名

の
ロ
シ
ャ
従
業
員
に
ょ
っ
て
サ
ー
ヴ
ィ

ス
さ
れ
た
最
後
の
旅
行
者
で
あ
る
｡

是
等
盆
従
業
員
は
多
額
の
即
席
手
骨
を
受
取
っ

て来

前
艮
-
使
っ
て
ゐ
る
､
貯
金
在
ピ
ソ
ゲ
ィ
エ
ツ
ト
ロ

シャ

ヘ
持
ち
掠
っ
た
と
で
何
に
79
在
ら
ぬ
と
考

へ
で
ゐ
る
者

節
五
娩

天
〇

五

八

が
多

い
や
う
で
あ
る
O
併
し
.1
度
乙
の
線
香
花
火
が
滑

え
ね
ら
明
日
か
ら
如
何
な
る
ん
だ
ら
う
.

架
支
政
道
七
千
の
従
業
員
は
彼
等
の
給
料
で
直
接

･

間
接
は

.1
ル
ピ
ン
在
任
七
寓
の
ロ
シ
ャ
人
を
生
活
さ
せ

て
凍
カ
｡
今
後
は
彼
等
従
業
員
の
地
位
は
す
べ
て
日
溝

雨
図
人
は
よ
っ
て
占
め
ら
れ
A
と
し
て
ゐ
る
｡
そ
れ
と

同
時
に
､
無
論
明
ら
さ
ま
に
そ
う
と
は
云
は
覆

い
が
､

ロ
シ
ャ
人
の
占
め
て
ゐ
る
乙
の
町
の
公
私
の
椅
子
も
手

の
附
-
所
か
ら
徐
々
は
円
満
爾
図
人
と
入
れ
背

へ
ら
れ

て
し
ま
ふ
だ
ら
う
｡

'1
ル
ピ
ン
の
B
シ
ャ
居
留
民
は
愈

々
蕉
活
の
道
を
奪
は
れ

て行
-
｡
か
-
て
数
年
後
否
恐

ら
-
数
ヶ
月
後
に
は
､

一
八
九
六
年
に
露
問
皇
帝
陛
下

に
よ
っ
て
創
ら
れ
た
歴
史
あ
る
rJ
の
町
で
､
正
業
を
潜

ん
で
生
活
し
縛
る
ロ
シ
ャ
人
は

一
人
79
ゐ
老

い
で
あ
ら

う
｡
蓬
に
白
色
人
種
は
黄
色
人
種
の
魔
迫
を
受
け
て
撤

退
し
終
ら
ん
と
し
て
ゐ
る
｡
恰
も
嘗
て
ア
メ
リ
カ
イ
ン

デ
ィ
ヤ
ン
が
白
人
侵
入
の
前
に

退
却
し
た

の
と
同
じ
で

あ
る
｡
丁
度
そ
の
場
に
行
き
合
せ
た
我
々
欧
洲
<
に
と

っ
て
は
思
想

･
囲
籍
の
如
何
を
問
は
ず
､
悲
し
-
も
亦



費
ふ
べ
き
光
覚
で
あ
る
｡

撒
水
に
数
々
の
蒐
大
問
題
を
残
す
乙
の
姿
を
後
に
し

て
.
我
々
は
黄
色
人
の
世
界
に
暇
お
告
げ
シ
べ
-
ヤ
経

由
鋸
閲
の
途
に
つ
い
た
｡
匪
賊
の
吏
衆
に
射
し
て
我
々

の
列
車
を
保
護
す
る
口
溝
雨
間
の
兵
士
が
､
銃
朗
を
光

ら
せ
な
が
ら
無
関
心
に
我
々
を
兇
法
っ
て
ゐ
る
｡

シ
ュ
レ
ー
ベ
ル
氏
柚
恥
施
行
紀
抄
粋

(
イ
リ
エ
ス
ト
ラ
シ
rn
ン
試
<
月
十
日
舵
)

南
懐
仁
が
支
那
に
紹
介
し
た
世
界
地
理
書
に
就
て

目

一
､
は

し

i..I.､
心

･3

三
､
押

力

凹
､
坤

料

■t
ヽ
h
r

叶
ヽ

17.i

カ

Eノ
班川令

川 .心 耳L!

.ヽ

_ヽド

吐
ヽ

l｢

.1じ

｣ノ
山

川
′

カ

ノ

点
け

七

㌧

氷

洋
史

上

に
及

ぼ

せ
る
好
鮮

八
､
結

吉

相
憶
仁
が
東
灘
に
紹
介
し
た
他
罪
地
珊
譜
に
就
て

鮎

洋

信

太

郎

B
r
は

し

が

き

キ

新
教
田
収
蔵
の
著
錆

高
岡
地
名
捷
璽

革
水
勢

丑
刊
)

は
記
す
窪
田
茂
超
の
序
に
も
'
西
洋
地
排
撃
の
精
評
を

記
し
'

つ
ゞ
い
て
｢
如
我
虫
部
'
四
線
海
岸
､奥
岬
.
屈
曲

平
直
'
内
地
山
脈
水
路
､州
郡
城
郭
､偵
分
粒
折
､
精
子
邦

人
所
袈
之
国
数
等
夷
､
而
荷
以
禽
獣
硯
之
可
乎
tL
云
々

と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
如
-
､
江
月
時
代

(
支
那
ほ
て
は

明
未
よ
-
晴
求
に
至
る
時
代
)
世
界
地
Igj.を
撃
ぶ
者
は

r･l(
]

五
九


