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１ 

は
じ
め
に 

国
分
一
太
郎
は
国
語
教
育
者
と
し
て
出
発
し
、
戦
後
は
「
生
活
綴
方
運
動
」
を
積
極
的
に
展

開
し
、
理
論
的
実
践
的
指
導
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
た
。
そ
の
功
績
に
つ
い
て
は
今
日
、

色
褪
せ
る
こ
と
な
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
意
義
を
め
ぐ
る
議
論
、
考
察
も
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
方
で
、
戦
時
下
に
あ
っ
て
国
分
一
太
郎
の
戦
時
体
験
と
し
て
の
民
衆
像
が
、
そ
の
後
の
実
践

活
動
に
ど
の
よ
う
に
投
影
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
、
詳
細
に
語
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
推
移
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
先
行
研
究
を
補
遺
す
る
試
み
と
し
て
、
従
来
看

過
さ
れ
て
い
た
著
作
に
つ
い
て
と
り
あ
げ
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
中
国
民
衆
へ
の
眼
差
し
を
検
証

し
て
み
た
い
と
思
う
。
取
り
上
げ
る
記
事
は
『
兵
隊
』
に
掲
載
さ
れ
た
文
章
で
あ
る
。
『
兵
隊
』

は
日
中
戦
争
の
勃
発
後
に
出
さ
れ
た
、
前
線
兵
士
の
手
記
、
座
談
会
、
戦
場
と
な
っ
た
当
地
の

風
物
詩
な
ど
を
ス
ケ
ッ
チ
的
に
掲
載
し
た
も
の
で
、
伏
字
も
な
く
比
較
的
率
直
な
当
時
の
戦
場
、

銃
後
の
社
会
生
活
な
ど
が
描
か
れ
て
い
る
。
日
中
戦
争
中
の
昭
和
14
年
5
月
～
19
年
2
月
、

中
国
の
広
東
で
南
支
派
遣
軍
報
道
部
が
刊
行
し 

(

全
36
冊)

、
検
閲
も
な
く
、
兵
士
た
ち
が
自

由
に
執
筆
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
、
他
に
類
の
な
い
雑
誌
で
あ
る
。
Ｂ
５
判
型
で
月
二
回
を

標
準
に
刊
行
さ
れ
、
頁
数
は
七
十
頁
内
外
で
カ
ラ
ー
の
表
紙
の
ほ
か
、
と
き
に
は
カ
ラ
ー
印
刷

の
折
込
み
ま
で
挿
入
さ
れ
、
写
真
も
ふ
ん
だ
ん
に
収
録
さ
れ
る
な
ど
、
日
本
の
先
進
印
刷
技
術

を
喧
伝
し
た
よ
う
な
節
も
見
ら
れ
る
。
同
時
に
そ
う
し
た
工
夫
は
戦
時
下
の
戦
闘
行
為
が
侵
略

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
事
実
を
広
く
周
知
せ
し
め
る
意
図
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
⑴

。 

創
刊
号(

昭
和
14
年
７
月)

に
南
支
派
遣
軍
司
令
官
・
安
藤
利
吉
中
将
が
雑
誌
発
行
の
目
的
を

冒
頭
で
「
大
東
亜
共
栄
圏
確
立
の
理
想
を
果
た
す
た
め
、
戦
友
相
互
の
絆
を
固
く
す
る…

」
こ

と
だ
と
し
て
い
る
。
雑
誌
の
大
半
は
兵
隊
の
随
筆
・
手
記
・
小
説
・
詩
・
短
歌
・
俳
句
・
川
柳

で
占
め
ら
れ
て
い
る
。
軍
の
機
密
に
触
れ
る
も
の
や
戦
争
批
判
は
な
い
が
、
行
間
か
ら
兵
士
た

ち
の
素
顔
が
読
み
取
れ
る
も
の
も
あ
る
。
絵
画
、
曲
線
美
豊
か
な
姑
娘
（
ク
ー
ニ
ャ
ン
、
中
国

人
女
性)

を
描
い
た
も
の
、
風
物
の
ス
ケ
ッ
チ
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。 

“
”
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図
⑴ 

『
兵
隊
』
表
紙
・
裏
表
紙
に
は
現
地
の
風
景
、
植
物
な
ど
も
こ
の
ん
で
描
か
れ
た
。 

（
復
刻
版
、
刀
水
書
房
に
よ
る
） 

  

と
こ
ろ
で
い
く
つ
か
の
国
分
一
太
郎
に
つ
い
て
の
書
誌
を
検
分
す
る
に
、
戦
後
の
綴
り
方
教

育
の
推
進
者
と
し
て
の
輝
か
し
い
功
績
へ
の
顕
彰
、
評
価
が
主
流
で
あ
り
、
そ
の
早
期
の
教
育

思
想
の
形
成
に
、
若
き
日
の
国
分
一
太
郎
の
従
軍
体
験
が
ど
の
よ
う
に
介
在
し
、
投
影
し
て
い

っ
た
の
か
に
つ
い
て
は
殆
ど
明
記
さ
れ
て
お
ら
ず
、
い
わ
ば
国
分
の
空
白
部
分
と
な
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
人
物
像
で
あ
る
。 

  
 

国
分
一
太
郎 

こ
く
ぶ
ん
い
ち
た
ろ
う 

1
9
1
1
-
1
9
8
5
 

児
童
文
学
作
家
、
評
論
家
。
山
形

県
に
生
ま
れ
、
山
形
師
範
学
校
を
卒
業
。
教
員
生
活
中
、
非
合
法
的
な
組
合
運
動
で
検
挙
さ

れ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
現
在
の
日
本
児
童
文
学
者
協
会
設
立(

1
9
4
6
)

、
日
本
作
文
の

会
を
結
成
（1

9
5
0

）
に
参
加
す
る
。
『
鉄
の
町
の
少
年
』(

1
9
5
4
)

、
『
リ
ン
ゴ
畑
の
四
日
間
』

(
1
9
5
6
)

な
ど
、
民
主
主
義
的
人
間
像
確
率
の
過
程
を
わ
か
り
や
す
く
読
み
や
す
い
物
語
で
描

き
、
若
い
作
家
た
ち
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
ま
た
、『
生
活
綴
方
読
本
』(

1
9
5
7
)

な
ど
で

綴
方
運
動
に
も
主
導
的
な
役
割
を
果
た
す
。(

神
宮
輝
夫
『
日
本
大
百
科
全
書
』
ニ
ッ
ポ
ニ
カ)

 

  

戦
時
下
の
国
分
の
従
軍
体
験
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
い
く
つ
か
の
考
察
が
あ
る
も

の
の
、
十
全
に
検
証
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
戦
時
体
験
が
ど
の
よ
う
に
順
化
な
い
し
浄
化
さ

れ
、
思
想
的
に
〈
止
揚
〉
さ
れ
て
い
っ
た
か
は
、
国
分
自
身
の
総
括
が
最
優
先
さ
れ
る
の
で
あ

る
が
、
そ
の
自
ら
の
手
記
的
な
検
証
が
な
さ
れ
て
い
な
い
以
上
、
残
さ
れ
た
文
章
か
ら
考
察
を

試
み
る
ほ
か
は
な
い
。 

 

 

２ 

国
分
一
太
郎
の
従
軍
関
係
記
事
一
覧 

 

戦
前
戦
中
の
国
分
一
太
郎
の
従
軍
体
験
関
連
の
記
事
に
つ
い
て
は
前
田
（1

9
9
8
,
 
2
0
0
1

）
の

報
告
が
重
要
で
あ
る
が
、
補
充
し
た
も
の
を
含
め
て
次
に
掲
げ
た
。 

図
⑵ 

国
分
一
太
郎
戦
時
下
著
作
一
覧
（
発
表
順
、
『
』
は
雑
誌 

*

は
単
行
本
） 

 

⑴
～
⑶
『
兵
隊
』
は
南
支
派
遣
軍
報
道
部
編
集
の
雑
誌
、
刀
水
書
房
復
刻
。
兵
士
の
日
常
を

記
録
し
た
も
の
。
⑷
、
⑹
の
『
台
湾
時
報
』
は
台
湾
総
督
府
発
行
。
⑻
⒄
⒅
大
日
本
雄
弁
社
は

現
在
の
講
談
社
。
⑾
『
教
室
』
は
出
所
不
明
。
⒀
当
該
号
に
掲
載
無
し
。
所
在
不
明
。
⒆
『
国

論文。報告・エッセイ題目 掲載雑誌、出版社 発表年次 

⑴  花花嫁嫁宣宣撫撫 『『兵兵隊隊』』第第 88 号号  1939.9.15 

⑵ 筆筆談談帖帖かからら 『『兵兵隊隊』』第第 99 号号  1939.10.20 

⑶ 戴戴緑緑帽帽のの話話 『『兵兵隊隊』』第第 1111 号号  1940.1.1 

⑷ 広東だより 『台湾時報』248 号、250 号 1940.8/10 

⑸『センチノガン』* 帝国教育会出版部 1941.1.30 

⑹ 創作 南の人 第一回*、第二回* 『台湾時報』253 号、254 号 1941.1/2 

⑺ 支那の子供 教育科学研究会編 『児童文化（上）』西村書店 1941.2 

⑻ 水牛番の子供* 『少年倶楽部』大日本雄弁社 1941.4 

⑼ 旧秩序支那における児童文化 巽聖歌編 『新児童文化』有光社 1-4 冊 1941.4 

⑽ 未来亜細亜伝承童話覚書* 『出征将兵作品集・戦線点描』 1941.4 

⑾ 広東子供生活ノート 『教室』 1941.5 

⑿『外国権益』* 厚生閣 1941.5.1 

⒀ 広東生活ノート  『教育』岩波書店 月刊 1941.5 

⒁『戦地の子供』 中央公論社 Ｂ6 450 頁 1941.6.18 

⒂ アジア的人間像の創成 『教育』岩波書店 月刊 1941.9 

⒃ 書評 近藤えい子『厨にありて』 『教育』岩波書店 月刊 1941.9 

⒄ 戦場の幻燈* 『少年倶楽部』大日本雄弁社 1941.10 

⒅ 一条の道* 『少年倶楽部』大日本雄弁社 1941.11 

⒆ 支那における国語教育と児童文化の問題 『国語文化』 1941.11 
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語
文
化
』
は
育
英
書
院
発
行
の
月
刊
誌
。
短
い
エ
ッ
セ
イ
も
の
か
ら
単
行
本
ま
で
さ
ま
ざ
ま
で

あ
る
。
ま
と
め
れ
ば
数
巻
に
な
ろ
う
。 

「
国
分
と
い
え
ば
生
活
綴
方
、
生
活
綴
方
と
い
え
ば
国
分
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
今
日
で
も
国

分
に
対
す
る
評
価
は
依
然
と
し
て
こ
の
点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。
各
種
研
究
会
、
お
よ
び

発
表
さ
れ
た
論
攷
に
も
そ
の
傾
向
は
明
ら
か
で
あ
る
。
一
方
、
津
田(

1
9
8
6
,
2
0
0
2
)

、
同(

1
9
9
9
)

、

前
田
均(

1
9
9
8
)

、
同(

2
0
0
1
)

、
成
重(

2
0
0
8
)

な
ど
国
分
に
対
す
る
一
定
の
評
価
の
中
で
戦
時
下

の
彼
の
活
動
に
つ
い
て
検
証
を
こ
こ
ろ
み
る
作
業
も
行
わ
れ
て
き
た
⑵

。
侵
略
の
偽
証
を
さ
ぐ

る
作
業
は
、
あ
ら
た
め
て
教
育
の
本
質
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
短
期
間
に
従
軍
し
た
若
気
の
い

た
り
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
現
代
の
教
育
、
ア
ジ
ア
連
帯
の
思
想
に
か
か
わ
り
を
も
つ
内
実
も
見

い
だ
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
転
向
か
戦
争
協
力
か
、
と
い
う
問
題
設
定
は
、
そ
れ
以
前
に
教

育
の
根
幹
、
本
質
に
も
関
わ
る
重
要
な
検
討
課
題
で
あ
る
。 

 

３ 

「
花
嫁
宣
撫
」
に
み
る
中
国
民
衆
像 

国
分
一
太
郎
の
掲
載
記
事
は
計
三
回
み
ら
れ
る
が
、
本
稿
で
は
二
篇
（
図
⑵
に
挙
げ
た
も
の

の
濃
字
記
事
）
を
取
り
上
げ
る
。（
の
ち
に
『
外
国
権
益
』
に
所
収
）
ま
ず
は
「
花
嫁
宣
撫
」
で

あ
る
。
題
目
か
ら
見
て
遭
遇
し
た
現
地
の
婚
礼
の
花
嫁
と
宣
撫
が
ど
う
結
び
つ
く
か
は
判
然
と

し
な
い
。
そ
も
そ
も
宣
撫
と
は
、
き
わ
め
て
軍
事
的
な
色
彩
の
強
い
容
疑
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、 

  

戦
争
及
び
事
変
の
場
合
、
占
領
地
の
人
民
に
対
し
、
そ
の
戦
争
の
意
義
、
占
領
国
の
こ
れ

か
ら
の
意
図
な
ど
を
宣
伝
し
、
私
事
的
に
こ
れ
を
撫
育
す
る
仕
事
に
当
た
る
団
体
を
宣
撫
班

と
い
う
の
で
、
こ
れ
は
支
那
事
変
に
お
い
て
初
め
て
使
わ
れ
た
名
称
で
あ
り
、
そ
の
前
に
こ

の
名
称
の
使
わ
れ
た
例
は
な
い
。
（
『
興
亜
ノ
ー
ト
』1

9
3
9
:
1
6

） 

 の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
人
心
の
安
定
に
は
「
私
事
的
な
撫
育
」
も
奨
励
さ
れ
た
。
宣
撫

班
の
仕
事
は
具
体
的
に
は
避
難
民
を
無
事
に
帰
順
さ
せ
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
は
市
街
地
に
赴

い
て
宣
伝
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
た
。
さ
ら
に
新
民
会
の
施
策
や
東
亜
新
秩
序
の
宣
伝
、

日
本
語
・
日
本
文
化
の
普
及
が
任
務
と
さ
れ
た
。
ま
た
医
療
班
に
よ
り
負
傷
詳
住
民
の
治
療
に

あ
た
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
戦
場
と
は
ま
た
異
な
っ
た
銃
後
の
日
常
で
あ
る
が
、
日
本
軍
と
い
う

日
本
人
と
避
難
民
、
占
領
地
の
民
衆
と
の
言
語
接
触
が
発
生
し
た
こ
と
は
、
ま
た
戦
争
の
中
の

日
常
を
顕
わ
に
し
た
⑶

。
国
分
の
文
章
に
描
か
れ
た
光
景
は
そ
の
一
場
面
で
あ
る
。
以
下
、
本

文
を
全
掲
す
る
（
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
た
。
言
及
関
連
箇
所
の
傍
線
は
筆
者
）
。 

 
 

 

 
 

 

花
嫁
宣
撫 

報
道
部
街
頭
宣
伝
班 

 

国
分
一
太
郎 

 

そ
の
日
は
き
っ
と
黄
道
吉
日
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

 
 

 

前
進
し
た
軍
隊
の
靴
跡
を
探
し
探
し
、
白
い
砂
山
を
越
え
て
ゆ
く
と
、
私
達
は
先
ず
古

め
か
し
い
リ
ズ
ム
の
ラ
ッ
パ
の
音
を
き
い
た
。
赤
い
着
物
を
つ
け
た
少
年
た
ち
を
先
頭
に

し
て
、
美
し
い
カ
ゴ
を
か
つ
い
だ
人
々
の
群
が
近
づ
い
て
来
た
。
大
き
な
提
灯
も
交
っ
て

い
る
。
葬
式
の
列
が
山
路
を
た
よ
り
に
こ
ち
ら
へ
来
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
ラ
ッ
パ
を

吹
く
少
年
た
ち
の
頬
っ
ぺ
た
の
ふ
く
ら
み
が
よ
く
わ
か
る
頃
に
は
、
そ
れ
が
嫁
入
り
の
行

列
で
あ
る
こ
と
を
私
は
聞
か
さ
れ
た
。
物
珍
し
さ
に
私
は
う
っ
と
り
し
た
。
行
列
が
私
達

と
ゆ
き
ち
が
い
に
な
り
、
カ
ゴ
を
か
つ
ぐ
男
の
肩
で
ギ
ー
ギ
ー
と
い
う
音
が
聞
え
た
そ
の

後
も
、
私
は
ふ
り
か
え
っ
て
な
が
め
て
い
た
。
部
落
の
共
同
用
具
だ
と
い
う
長
い
真
鍮
の

ラ
ッ
パ
も
、
け
ば
け
ば
し
く
塗
っ
た
カ
ゴ
も
珍
し
か
っ
た
。
軍
隊
は
討
伐
前
進
を
な
し
、

私
達
は
宣
撫
行
軍
を
つ
づ
け
て
い
く
。
こ
ん
な
日
に
花
嫁
の
行
列
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
、

特
に
大
陸
ら
し
い
光
景
で
あ
る
。
広
東
の
街
で
、
は
ら
ん
で
い
る
女
を
見
る
時
で
さ
え
、

こ
の
戦
の
巷
で
と
指
な
ど
折
っ
て
み
た
く
な
る
私
は
、
今
こ
う
し
て
花
嫁
の
行
列
を
見
送

り
な
が
ら
、
人
生
の
い
と
な
み
事
に
思
い
ふ
け
っ
た
。 

「
君
た
ち
も
こ
ん
な
に
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
？
」 

 
 

 

や
が
て
私
は
宣
伝
員
の
女
に
か
ら
か
っ
て
見
た
。
「
ム
ハ
イ
ヤ
ー
、
ム
ハ
イ
ヤ
ー
」
（
注

「
違
う
違
う
」
）
と
二
人
の
女
は
弁
解
し
た
。
あ
れ
は
田
舎
の
娘
だ
か
ら
と
説
明
し
た
。 

 

 
 

 

と
こ
ろ
で
、
水
葵
の
紫
の
花
が
一
面
咲
い
て
い
る
た
ん
ぼ
を
通
り
、
沙
田
抽
の
子
供
の

頭
く
ら
い
あ
る
青
い
実
の
下
を
く
ぐ
っ
て
、
別
の
村
に
は
い
っ
た
時
、
私
た
ち
は
そ
こ
で

も
花
嫁
の
行
列
に
い
き
あ
た
っ
た
。
カ
ゴ
の
扉
は
し
め
ら
れ
て
い
て
、
覗
く
こ
と
も
で
き

な
い
が
、
で
き
た
ら
覗
い
て
み
た
い
気
持
は
胸
に
あ
ふ
れ
た
。
扉
に
手
を
か
け
ら
れ
ぬ
寂

し
さ
を
こ
の
暑
い
日
ざ
し
に
び
っ
し
り
と
閉
め
ら
れ
て
、
か
つ
が
れ
て
い
く
の
は
、
さ
ぞ

苦
し
か
ろ
う
と
同
情
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
紛
ら
わ
し
た
。 

 
 

 

幾
つ
か
の
村
で
宣
伝
演
説
を
や
り
、
最
後
に
私
た
ち
は
〇
〇
に
つ
い
た
。
こ
の
部
落
は

昔
か
ら
土
匪
の
巣
窟
だ
と
い
う
定
評
が
あ
る
と
い
い
村
長
が
土
匪
の
親
分
で
あ
り
、
部
落

に
は
機
関
銃
さ
え
あ
っ
た
と
い
う
。
だ
が
、
土
民
の
船
を
借
り
て
川
を
渡
り
、
日
ざ
し
が

ま
ぶ
し
い
程
て
り
つ
け
る
村
に
は
い
っ
た
時
、
村
人
は
す
っ
か
り
逃
げ
去
っ
て
い
た
。
生
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れ
た
ば
か
り
の
あ
ひ
る
や
ひ
よ
こ
だ
け
が
黄
色
く
細
か
に
動
い
て
い
た
。
お
び
え
る
豚
が
、

大
陸
で
な
く
て
は
見
ら
れ
な
い
す
さ
ま
じ
さ
で
逃
げ
か
く
れ
た
。 

「
不
使
慌
、
不
使
怕
！
」 

 
 

 
桃
色
の
、
十
二
三
匹
の
仔
の
群
と
、
わ
ず
か
に
居
残
っ
た
お
婆
さ
ん
た
ち
と
、
豚
の
親

達
に
、
私
た
ち
は
宣
撫
の
言
葉
を
な
げ
か
け
た
。
そ
し
て
私
達
は
笑
い
崩
れ
た
。
人
を
あ

つ
め
て
宣
伝
演
説
の
仕
様
も
な
い
の
で
あ
る
。
軍
隊
の
一
部
は
、
後
の
山
の
峯
に
旗
を
た

て
て
、
こ
の
山
を
越
し
て
逃
げ
去
っ
た
者
ど
も
を
偵
察
し
て
い
た
。 

 
 

 

や
が
て
私
達
が
村
の
三
辻
ま
で
と
ど
い
た
時
、
わ
い
わ
い
と
さ
わ
い
で
い
る
兵
隊
た
ち

を
発
見
し
た
。
笑
い
さ
ざ
め
き
、
あ
け
ろ
あ
け
ろ
と
さ
け
ん
で
い
る
兵
隊
達
の
真
中
に
は
、

こ
こ
に
も
花
嫁
の
カ
ゴ
が
鎮
座
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
カ
ゴ
か
き
や
ラ
ッ
パ
吹
き
達
は
逃

げ
失
せ
た
の
か
。
そ
ば
に
は
と
き
ど
き
と
（
原
文
マ
マ
）
お
び
え
て
い
る
一
人
の
老
婆
が

立
っ
て
い
た
。
老
婆
が
う
ろ
た
え
た
声
で
何
か
を
叫
び
出
す
と
、
兵
隊
達
は
ひ
と
と
き
し

い
ん
と
な
っ
た
。
と
、
カ
ゴ
の
中
で
、
シ
ク
シ
ク
と
泣
く
声
が
聞
え
て
来
た
。 

 
 

 

い
る
の
だ
。
い
る
の
だ
と
兵
隊
達
は
又
さ
わ
い
だ
。
お
婆
さ
ん
は
又
あ
わ
て
出
し
て
、

カ
ゴ
の
廻
り
を
ぐ
る
ぐ
る
と
駆
け
回
っ
た
。 

 
 

 

そ
の
時
、
私
達
の
宣
伝
員
が
、「
不
使
慌
、
不
使
怕
」
を
叫
ん
で
近
づ
い
た
。
日
本
兵
は

珍
し
い
か
ら
さ
わ
ぐ
の
だ
と
声
を
か
け
た
。
二
人
の
女
宣
伝
員
が
そ
れ
に
次
い
で
、「
不
使

驚
、
々
々
々
」
（
注
「
驚
か
な
い
で
」
）
と
言
い
そ
え
た
。
す
る
と
老
婆
は
顔
を
あ
げ
て
、

ほ
っ
と
し
た
よ
う
に
息
を
つ
い
た
。
そ
れ
か
ら
静
か
に
手
を
の
ば
し
て
、
馬
大
元
帥
と
か

か
れ
た
赤
い
扉
を
、
お
も
む
ろ
に
開
き
は
じ
め
た
。 

 
 

 

頬
の
豊
か
な
ま
る
顔
の
花
嫁
が
あ
ら
わ
れ
た
。
つ
の
か
く
し
の
布
を
ず
ら
し
て
い
て
、

眼
の
あ
た
り
は
わ
か
ら
な
い
。
右
の
口
も
と
に
黒
子
の
あ
る
花
嫁
だ
っ
た
。
は
じ
め
は
う

つ
む
い
て
は
ず
か
し
が
っ
た
。 

 
 

 

つ
づ
い
て
私
ど
も
の
宣
伝
員
は
、
老
婆
と
開
帳
さ
れ
た
花
嫁
に
今
日
の
次
第
を
説
明
し

た
。
日
本
軍
隊
の
来
た
わ
け
は
、
遊
撃
隊
や
土
匪
を
ほ
ろ
ぼ
し
に
来
た
の
で
あ
る
。
村
の

良
民
を
ま
も
る
た
め
に
来
た
の
で
あ
る
。
結
婚
式
の
日
に
こ
ん
な
悲
し
い
こ
と
が
あ
っ
て

気
の
毒
だ
が
、
も
し
も
お
前
の
亭
主
と
な
る
人
が
良
民
な
ら
、
や
が
て
ま
も
な
く
帰
る
だ

ろ
う―

―

こ
う
い
う
意
味
の
演
説
だ
そ
う
だ
。
こ
れ
は
後
で
き
い
た
の
だ
が
、
そ
の
時
で

も
私
に
は
わ
か
っ
て
い
た
。
な
ぜ
と
い
え
ば
、
演
説
が
終
る
と
老
婆
は
だ
ん
だ
ん
と
顔
を

あ
げ
、
し
ま
い
に
は
に
っ
こ
り
笑
い
出
し
た
。
か
く
て
私
達
も
兵
隊
達
も
、
そ
の
花
嫁
を

ま
ん
中
に
し
て
、
白
光
の
中
に
大
笑
い
し
た
。
こ
う
い
う
土
匪
の
村
に
嫁
入
り
す
る
。
こ

の
村
娘
の
身
の
上
を
思
い
な
が
ら
、
私
は
山
の
い
た
だ
き
を
な
が
め
て
い
た
。
花
嫁
の
夫

よ
良
民
で
あ
れ
！
あ
の
峰
を
越
え
て
帰
っ
て
来
い
！
そ
の
頂
に
は
、
一
人
の
兵
隊
の
銃
剣

が
今
し
キ
ラ
リ
と
閃
い
て
い
た
。 

 

こ
こ
に
は
、
例
え
ば
、
同
じ
く
宣
撫
工
作
に
従
事
し
た
木
原
孝
一
の
「
戦
争
の
中
の
建
設
」

（1
9
4
1

）
に
み
る
よ
う
な
ス
ト
イ
ッ
ク
な
感
傷
は
皆
無
と
言
っ
て
よ
い
。
た
と
え
ば
、
木
原
は

侵
攻
し
た
農
村
集
落
で
目
撃
し
た
光
景
を
次
の
よ
う
に
綴
っ
て
い
る
⑷

。 

  
…

…

僕
は
木
製
の
粗
末
な
椅
子
に
腰
を
掛
け
た
。
す
る
と
入
口
の
煉
瓦
壁
に
も
た
れ
て
十

二
三
歳
の
少
女
が
オ
カ
ッ
パ
頭
を
か
し
げ
て
僕
を
見
つ
め
て
い
る
の
だ
っ
た
。
黒
い
頭
髪

と
円
い
頬
と
少
し
尖
っ
た
顎
と
そ
し
て
素
直
に
伸
び
切
っ
た
足
。
僕
は
ふ
と
何
か
を
ね
だ

る
時
の
妹
の
半
ば
傾
い
た
額
を
思
い
出
し
た
。
僕
に
は
そ
の
少
女
が
微
か
に
笑
い
出
し
そ

う
に
思
わ
れ
た
。
妹
は
そ
う
し
た
時
に
白
い
歯
を
大
切
そ
う
に
一
寸
の
ぞ
か
せ
る
の
が
癖

で
あ
っ
た
。
思
わ
ず
僕
は
そ
の
少
女
を
見
つ
め
な
が
ら
笑
い
掛
け
た
。
一
瞬
の
後
僕
は
云

い
知
れ
ぬ
強
烈
な
も
の
で
胸
を
突
か
れ
て
し
ま
っ
た
。
少
女
の
眼
は
微
笑
を
含
ん
で
は
い

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

占
領
者
の
高
慢
な
思
い
込
み
と
は
裏
腹
に
怯
え
す
く
む
少
女
の
対
照
的
な
描
写
こ
そ
を
国
分

は
描
く
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
木
原
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。
路
傍
で
麻
雀
に
明
け

暮
れ
る
民
衆
の
姿
。
食
糧
さ
え
あ
れ
ば
幾
日
で
も
続
け
て
い
る
。 

 

…
…

彼
等
を
働
か
せ
る
も
の
は
食
糧
の
不
足
だ
け
だ
。
彼
等
に
文
化
を
与
え
生
活
を
与
え

る
の
は
一
体
如
何
な
も
の
な
の
か
。
彼
等
は
何
に
よ
っ
て
動
く
の
だ
ろ
う
。
彼
等
の
生
活

を
建
設
す
る
も
の
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
す
べ
て
不
可
解
の
ま
ま
薄
暗
い
煉
瓦
の

中
に
沈
ん
で
い
る
。…

…
 

 
二
十
歳
前
の
木
原
と
十
歳
年
上
の
国
分
の
感
性
と
を
分
か
つ
も
の
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ

れ
は
自
ら
の
言
語
力
、
自
ら
の
感
性
で
体
制
に
か
か
わ
ら
ず
思
考
し
、
記
録
す
る
希
求
性
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
異
文
化
へ
の
眼
差
し
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
の
か
。
標
語
と
し
て
の

「
明
朗
」
や
「
建
設
」
と
い
う
言
葉
は
夜
郎
自
大
の
宣
揚
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

国
分
は
多
作
で
、
作
文
教
師
の
名
を
恣
に
す
べ
く
多
く
の
見
聞
録
を
も
の
し
た
が
、
内
面
的
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な
表
出
は
こ
と
ご
と
く
排
し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
こ
に
あ
げ
た
「
花
嫁
宣
撫
」
も
そ

の
一
つ
で
、
実
に
淡
々
と
し
た
筆
致
で
書
い
て
い
る
。
最
初
、
標
題
か
ら
花
嫁
が
宣
撫
班
に
協

力
し
て
い
る
図
を
思
い
描
い
た
が
、
実
は
カ
ゴ
の
中
に
入
れ
ら
れ
た
花
嫁
を
兵
隊
た
ち
が
興
味

津
々
で
見
入
っ
て
い
る
。
そ
こ
へ
、
女
宣
伝
員
が
か
け
つ
け
、
こ
わ
が
る
花
嫁
に
「
怖
が
ら
な

い
で
」
と
説
明
し
て
い
る
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
情
景
で
あ
る
が
、
こ
の
女
宣
伝
員
に
つ
い
て
は

「
君
た
ち
も
こ
ん
な
に
し
て
い
く
の
だ
ろ
う
」
と
花
嫁
姿
を
想
像
さ
せ
る
か
ら
か
い
を
投
げ
か

け
た
り
し
て
い
る
だ
け
で
、
女
宣
伝
員
が
「
売
国
奴
」
と
し
て
「
聖
戦
」
に
参
加
し
て
い
る
複

雑
な
心
情
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
は
微
塵
も
な
い
。
こ
う
し
た
無
邪
気
と
も
思
え
る
光
景
が
「
明

朗
建
設
」
の
象
徴
な
の
か
。
女
宣
伝
員
が
「
ム
ー
ハ
イ
ヤ
ー
」
（
「
ち
が
う
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
」
）

と
い
っ
て
弁
解
し
て
い
る
無
邪
気
な
様
子
し
か
描
か
れ
て
い
な
い
。
広
東
語
で
「
ハ
イ
ヤ
ー
」

は
「
そ
う
だ
」「
ム
ー
」
は
そ
の
打
ち
消
し
語
と
い
う
説
明
も
な
い
。
ど
う
い
う
い
き
さ
つ
で
女

宣
伝
員
が
「
宣
撫
行
軍
」
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
に
つ
い
て
も
触
れ
て
い
な
い
。

こ
の
一
文
か
ら
、
読
み
解
く
こ
と
が
出
来
る
の
は
、
宣
撫
行
軍
の
実
態
で
あ
る
。
同
時
に
匪

賊
、
土
匪
を
「
討
伐
」
す
る
た
め
の
行
軍
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
皇
軍
」
と
い
う
軍
隊
用
語
は

出
て
こ
な
い
が
、「
行
軍
」
＝
「
皇
軍
」
が
国
分
の
中
に
も
同
居
し
て
い
た
ふ
し
が
あ
る
。
ま
た
、

こ
の
一
文
に
は
宣
撫
工
作
を
す
る
上
で
の
貧
し
い
中
国
語
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。「
不
使
慌
、
不

使
怕
！
」（
「
あ
わ
て
る
な
、
こ
わ
が
る
な
」
）
は
中
国
の
抗
日
ド
ラ
マ
・
映
画
に
も
出
て
き
そ
う

で
あ
る
。
兵
士
が
携
行
し
た
「
兵
隊
支
那
語
」「
軍
用
支
那
語
」
等
に
も
そ
の
記
載
が
あ
る
か
ど

う
か
、
検
証
し
て
み
る
必
要
が
あ
ろ
う
⑸

。

４

「
姑
娘
宣
撫
行
」
に
描
か
れ
た
〈
宣
撫
〉
の
実
態

國
分
の
記
事
に
登
場
す
る
女
宣
伝
員
の
実
態
に
つ
い
て
は
、『
兵
隊
』
の
第
一
七
号
（
一
九
四

一
・
一
）
に
矢
崎
裕
久
「
姑
娘
宣
撫
行
」
と
い
う
詩
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
日
本
軍
に
同
行
す

る
中
国
人
女
性
宣
撫
員
の
様
子
が
具
体
的
に
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
次
に
全
文
を
転
写
す
る
。

姑
娘
宣
撫
行

群
報
道
部

矢
崎
裕
久

清
楚
な
支
那
服
を
着
た

中
華
の
乙
女
達
が

日
本
の
宣
撫
員
と
ゝ
も
に

街
頭
へ

部
落
へ

野
へ

山
へ

前
線
へ
と

前
進
し
て
ゆ
く
。

彼
女
達
は
宣
撫
班
。

は
じ
め
彼
女
達
が

戦
争
の
た
ゞ
中
の

前
途
の
混
沌
と
し
た
道
で

恐
怖
の
感
情
の
う
ち
に

生
れ
て
は
ぢ
め
て

目
前
に

日
本
の
兵
隊
を
見

日
本
人
を
知
り

そ
し
て
皇
軍
の
良
心
を
通
し
て 

 
 

 
 

 
 

 

日
本
の
真
意
を
知
っ
た
時

彼
女
達
の
内
部
に
は

新
し
き
変
化
が
起
っ
た

新
し
き
精
神
が
萌
芽
し
た

建
設
へ
の
高
き
意
志
が
つ
き
上
っ
た
。

彼
女
達
は

身
命
を
賭
し
て
悔
い
ざ
る

一
ツ
の
進
路
を
発
見
し
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

そ
の
高
い
目
的
に

彼
女
達
は
身
命
を
投
じ
た
。

彼
女
達
は
宣
撫
班
。

彼
女
達
は
皇
軍
と
と
も
に

泥
と
埃
と
汗
に
ま
み
れ
つ
ゝ
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我
々
と
同
じ
や
う
に

新
し
き
建
設
へ
の

高
き
望
み
と

意
志
の
火
が

大
き
な
宝
玉
の
如
く
に

光
り
輝
い
て
い
た
。

中
華
人
の
彼
女
達
は

中
華
人
の
弾
丸
に
よ
っ
て

何
時

た
ほ
れ
る
か

わ
か
ら
な
か
っ
た

だ
が
、
建
設
の
礎
石
！

そ
の
栄
光
が

霊
魂
の
誇
り
が

我
々
と
同
じ
や
う
に
彼
女
達
の
い
の
ち
に
も

熱
き
火
を
そ
ゝ
ぎ

血
と
銃
火
の
咆
哮
す
る

前
線
へ
と

進
ん
で
ゆ
く
。

彼
女
達
の
内
部
に
は

何
時
た
ほ
れ
て
も

悔
ひ
な
い
精
神
が 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

直
立
し
て
ゐ
た
。

我
々
と
同
じ
や
う
に

生
命
を
挺
し
て

進
ん
で
ゆ
く
彼
女
達
の 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

胸
の
底
に
は

生
死
を
つ
ら
ぬ
い
て

前
進
し
て
ゆ
く
意
志
の
焔
を

燃
え
た
ゝ
し
て
ゐ
た
。

今
日
は
東
明
日
は
西
へ
と

進
ん
で
ゆ
く

彼
女
達
は
宣
撫
班
。

部
落
に
て
彼
女
達
は

病
め
る
農
夫
に
薬
を
あ
た
へ

垢
に
よ
ご
れ
た
子
供
の

黒
い
手
を
と
り

き
た
な
い
皮
膚
の
き
ず
口
に

薬
を
ぬ
っ
て
や
る
。

彼
女
達
は

群
衆
の
前
に
立
っ
て
説
く

日
華
親
善
の
真
義
を
、

永
久
和
平
之
大
道
を
、

明
朗
広
東
農
村
建
設
を
。

彼
女
達
は
マ
イ
ク
ロ
フ
オ
ン
の
前
に

肩
を
な
ら
べ
て
立
ち 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

声
高
ら
か
に
唱
和
す
る

東
亜
空
晴
和
初
見
曙
光
明-

―

と

興
亜
の
曲
を

和
平
奮
闘
救
中
国―

―

と

擁
護
汪
精
衛
の
歌
を
。

彼
女
達
の
一
歩
一
歩
の
前
進
に
は

た
ゆ
ま
ざ
る
努
力
に
は

汗
滴
る
足
跡
に
は
た
と
へ

ち
い
さ
く
と
も
建
設
の
芽
が

天
に

地
に

人
に

ま
か
れ
て
ゆ
く
。

彼
女
達
は
宣
撫
班
。

（
挿
絵
同
筆
者
昭
和
一
六
年
一
月
作
）
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短
い
行
間
を
強
い
て
設
け
て
詠
嘆
的
に
讃
歌
す
る
宣
撫
の
光
景
が
よ
み
が
え
る
。
空
白
の
紙

面
に
は
写
真
の
代
り
に
兵
隊
の
描
い
た
ス
ケ
ッ
チ
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
「
彼
女
達
は
宣
撫
班
」

で
く
く
ら
れ
る
四
つ
の
詩
群
に
は
、
女
性
宣
撫
員
の
輝
か
し
き
姿
の
み
描
か
れ
、
醜
悪
な
も
の

に
は
一
切
耳
目
を
閉
ざ
し
て
い
る
。
日
華
事
変
の
写
真
集
に
は
、
こ
う
し
た
宣
撫
班
の
宣
伝
す

る
写
真
が
散
見
さ
れ
る
が
、
科
学
的
発
明
に
よ
る
マ
イ
ク
ロ
フ
ォ
ン
を
も
つ
彼
女
達
の
心
中
は

い
か
ば
か
り
で
あ
っ
た
か
。
古
き
支
那
と
い
う
呼
称
で
は
な
く
、「
中
華
」
を
用
い
て
建
設
の
槌

音
を
響
か
せ
よ
う
と
し
た
意
気
込
み
が
感
じ
ら
れ
る
。 

戦
後
、
こ
う
し
て
強
制
的
に
参
加
さ
せ
ら
れ
た
女
性
た
ち
は
日
本
軍
へ
の
戦
争
協
力
者
と
し

て
「
漢
奸
」
の
汚
名
を
着
せ
ら
れ
、
長
く
蔑
ま
れ
た
歴
史
が
あ
っ
た
こ
と
も
銘
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
が
、
戦
争
は
か
く
も
醜
悪
な
媚
態
を
遺
し
た
の
で
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
、
ま
ず
、

女
性
宣
撫
員
の
日
常
を
「
詩
」
と
い
う
表
現
手
段
に
扽
そ
う
と
し
た
心
理
で
あ
る
。
作
者
の
文

芸
趣
味
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
抒
情
的
に
感
慨
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
事
実
を
歪

曲
、
美
化
し
よ
う
と
す
る
心
理
も
汲
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
文
学
的
に
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
、

よ
り
民
衆
の
側
に
寄
り
添
う
と
い
う
発
想
は
、
こ
の
ほ
か
従
軍
作
家
の
題
材
に
も
し
ば
し
ば
見

ら
れ
る
。
青
江
舜
二
郎
の
『
女
性
宣
撫
員
』
は
そ
の
代
表
的
な
作
品
で
あ
る
。 

田
中 

(
2
0
1
5

）
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
日
本
軍
は
侵
略
し
た
現
地
の
子
供
、
婦
女
を
盾
に

親
善
を
宣
伝
す
る
と
い
う
行
動
は
侵
略
の
擬
態
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
る
。
日
本
軍
は
子
供
と

婦
女
子
を
擁
護
す
る
こ
と
で
、
民
衆
に
興
味
を
抱
か
せ
、
安
心
感
、
信
頼
感
を
抱
か
せ
よ
う
と

し
た
。
こ
の
民
心
掌
握
は
時
に
女
性
を
性
の
対
象
と
し
て
扱
う
こ
と
も
忘
れ
な
か
っ
た
。
侵
略

し
た
村
落
の
女
性
を
集
め
さ
せ
、
そ
の
中
か
ら
器
量
の
よ
い
女
性
を
「
選
別
」
し
て
日
本
軍
に

同
行
さ
せ
る
。
こ
れ
も
ま
た
侵
略
行
為
の
も
う
一
つ
の
擬
態
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。 

 

５ 

「
興
亜
の
園―

―

大
陸
に
唄
う
」 

と
こ
ろ
で
国
分
一
太
郎
が
従
軍
し
た
の
は
南
支
広
東
が
中
心
で
あ
る
。
の
ち
に
海
南
島
に
も

足
を
伸
ば
し
て
い
る
が
、『
戦
地
の
子
供
』
に
描
か
れ
た
よ
う
に
民
衆
の
あ
ど
け
な
い
、
愚
直
な

生
活
の
姿
態
の
み
で
、
侵
略
の
傷
痕
に
は
一
切
触
れ
て
い
な
い
。
戦
時
報
道
は
言
論
統
制
が
敷

か
れ
、「
明
朗
建
設
」
の
慶
賀
的
記
事
の
み
が
採
用
さ
れ
た
。
思
想
戦
、
情
報
戦
で
も
あ
っ
た
戦

時
下
で
の
メ
デ
ィ
ア
工
作
に
つ
い
て
は
本
稿
で
詳
し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
が
、
一
例
を
あ
げ

れ
ば
、
朝
日
新
聞
社
の
戦
時
刊
行
物
『
ア
サ
ヒ
グ
ラ
フ
』（
３
３
巻
２
１
号
、
昭
和
十
四
年
十
一

月
二
十
二
日
号
）
掲
載
記
事
が
あ
る
。
時
期
的
に
も
国
分
の
従
軍
時
期
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ

こ
に
は
「
興
亜
の
園 

大
陸
に
唄
う
」
と
い
う
見
出
し
の
も
と
、
四
枚
の
写
真
と
と
も
に
、
占

領
下
の
民
衆
像
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
文
章
は
藤
浦
誠
、
写
真
撮
影
は
丸
山
・
鈴
木
特
派
員
と

あ
る
。
最
初
に
次
の
よ
う
な
詩
が
載
っ
て
い
る
。 

 

興
亜
の
園
に 

咲
く
花
の 

 
 

 
 

五
色
の
い
ろ
か 

か
ぐ
わ
し
く 

き
の
う
ふ
の
憂
ひ 

雲
は
れ
て 

 
 

け
ふ 

晴
れ
や
か
に 

微
笑
み
ぬ 

 

あ
る
ひ
は 

夢
に 

ま
ぼ
ろ
し
に 

 

描
き
し 

秋
ぞ 

い
ま
こ
そ
は 

蒼
空 

高
く 

日
の
丸
は 

 
 

 
 

御
旗
の
許
に 

安
ら
け
く 

 

花
の 

誘
ひ
に 

つ
ど
ひ
来
し 

 
 

小
鳥
の 

声
の 

楽
し
さ
に 

清
き 

誓
い
の 

わ
か
う
ど
が 

 
 

手
を
ふ
り
歌
ふ 

大
合
唱 

 

 
 

 

 

図
⑶ 

掲
載
の
写
真
は
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
の
上
⑷
と
し
た
⑵
（
筆
者
所
蔵
） 

 
同
ペ
ー
ジ
に
は
「
合
名
会
社
三
星
絵
具
製
造
所
」
の
広
告
が
あ
り
、
四
枚
の
写
真
に
は
そ
れ
ぞ

れ
次
の
よ
う
な
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
が
つ
い
て
い
る
。 

 

⑴ 

平
和
に
輝
く
広
東
の
街
、
疾
風
迅
雷
の
皇
軍
の
進
攻
に
全
同
胞
の
血
を
沸
か
し
た
の

も
、
は
や
一
年
前
。
一
年
間
の
戦
火
は
、
今
は
街
中
の
明
る
い
喜
び
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、

中
山
記
念
堂
か
ら
市
中
を
望
む
姑
娘
た
ち
の
姿
も
心
か
ら
た
の
し
そ
う
だ
。 
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⑵ 

こ
れ
は
広
東
大
南
路
に
誕
生
し
た
姑
娘
達
の
日
本
語
の
学
校
。
名
前
は
広
東
女
子
美

術
職
業
学
校
。
難
し
い
日
本
語
で
は
あ
る
が
、
新
し
い
東
洋
平
和
建
設
の
息
吹
は
、
う
ら

若
き
支
那
女
性
達
の
胸
に
も
、
強
く
逞
し
く
燃
え
上
が
っ
て
い
る
。 

⑶ 
多
少
及
び
腰
で
は
あ
る
が
、
草
履
履
き
に
巻
脚
絆
、
そ
れ
に
半
ズ
ボ
ン
と
い
ふ
緊
張

ぶ
り
。
広
東
軍
警
教
訓
練
所
の
射
撃
訓
練
だ
。 

⑷ 

今
日
も
ま
た
青
空
。
苦
し
か
っ
た
一
年
前
の
涙
ぐ
ま
し
い
努
力
と
温
か
い
建
設
の
お

蔭
で
、
あ
た
し
達
は
幸
福
だ
。
今
和
や
か
に
そ
よ
吹
く
美
し
い
風
に
よ
っ
て
掲
げ
ら
れ
た

日
華
の
国
旗
が
翻
る
。 

  

こ
う
し
た
戦
時
下
の
民
衆
を
美
化
し
た
描
写
が
一
般
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
国
分

の
眼
差
し
も
十
分
、
そ
の
「
空
気
に
同
調
し
」
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
。 

 

６ 

「
戴
緑
帽
の
話
」
に
み
る
中
国
民
衆
像 

 

も
う
一
つ
の
文
章
は
『
兵
隊
』
十
一
号
に
掲
載
さ
れ
た
記
事
で
あ
る
。
以
下
は
全
文
で
あ
る
。 

  
 

暑
く
て
た
ま
ら
な
い
の
で
、
私
は
道
端
の
溝
か
ら
一
枚
の
葉
っ
ぱ
を
む
し
っ
た
。
水
草
の

一
種
だ
が
、
名
前
は
わ
か
ら
な
い
。
里
芋
の
葉
っ
ぱ
に
似
て
、
大
き
な
と
こ
ろ
が
、
私
に
は

適
切
な
の
だ
。
戦
闘
帽
を
ぬ
い
で
、
葉
柄
の
部
分
を
そ
の
後
ろ
の
縁
に
は
め
こ
み
、
静
か
に

又
か
ぶ
っ
て
み
た
。
葉
っ
ぱ
の
冷
や
や
か
さ
が
「
う
な
じ
」
に
触
れ
、
快
い
ほ
ど
涼
し
い
の

だ
。
後
か
ら
照
り
つ
け
る
南
支
那
の
強
烈
な
太
陽
も
何
の
そ
の
だ
。
こ
う
し
て
私
は
〇
〇
部

隊
の
兵
隊
さ
ん
の
様
に
、
帽
子
の
後
部
に
緑
の
ビ
ラ
ビ
ラ
を
つ
け
た
。 

 
 

そ
れ
と
一
緒
に
、
私
は
甘
口
軍
曹
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
私
が
短
期
現
役
に
は
い
っ
た

の
は
、
昭
和
六
年
で
、
満
洲
事
変
の
起
る
少
し
前
、
ち
ょ
う
ど
八
月
三
十
一
日
ま
で
入
隊
し

て
い
た
。
八
月
初
の
演
習
の
時
、
班
長
の
甘
口
軍
曹
は
、
う
な
じ
に
野
蕗
の
葉
を
垂
れ
る
方

法
を
教
え
て
く
れ
た
。
顔
の
形
が
「
ガ
マ
口
」
に
似
て
い
る
こ
と
と
そ
の
名
前
へ
の
聯
想
と
、

あ
の
防
熱
装
置
を
教
え
て
く
れ
た
こ
と
の
二
つ
で
、
私
は
い
ま
だ
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。
帽
子

の
後
に
ビ
ラ
ビ
ラ
を
垂
れ
た
兵
隊
さ
ん
を
眺
め
る
度
、
い
つ
も
甘
口
軍
曹
を
思
い
出
す
の
だ
。 

 
 

だ
か
ら
し
て
大
陸
の
名
も
知
ら
な
い
水
草
の
葉
を
垂
れ
な
が
ら
も
、
や
っ
ぱ
り
私
は
甘
口

軍
曹
を
思
い
出
し
た
。
甘
口
軍
曹
は
あ
の
後
満
洲
事
変
に
出
征
し
た
ら
し
い
。
或
は
名
誉
の

戦
死
を
遂
げ
た
の
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
論
功
労
賞
の
活
字
に
そ
の
姓
名
を
見
た
よ
う
な

記
憶
も
あ
る
。
が
そ
れ
は
何
か
の
間
違
い
で
、
或
は
こ
の
事
変
に
も
出
征
し
、
将
校
に
で
も

な
っ
て
、
例
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
の
だ
。
や
っ
ぱ
り
頭
の
後
部
に
葉
っ

ぱ
を
垂
れ
た
甘
口
中
尉
殿
が
、
今
日
み
た
い
な
炎
天
下
に
討
伐
を
な
さ
っ
て
い
な
い
と
も
限

ら
な
い
。 

 
 

こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
、
歩
き
に
く
い
石
畳
の
道
を
歩
い
て
い
る
と
、
後
か
ら
つ
い
て
来

る
広
東
人
の
宣
伝
員
達
が
、
何
か
ワ
イ
ワ
イ
と
騒
ぎ
出
し
た
。
話
は
私
に
向
け
か
け
ら
れ
て

い
る
。 

「
何
だ
ね
。
疲
れ
た
の
か
い
？
」 
 

 

ふ
り
む
い
た
私
の
後
頭
部
を
さ
し
て
、
宣
伝
員
達
は
、
と
が
め
出
し
た
。
下
手
な
日
本
語

で
い
う
の
で
あ
る
。 

「
イ
イ
エ
。
コ
レ
イ
ケ
マ
セ
ン
。
戴
緑
帽
イ
ケ
マ
セ
ン
」 

「
え
？ 

コ
レ
、
大
ヘ
ン
、
ス
ズ
シ
イ
デ
ス
」
、 

「
不
好
呀
。
中
国
戴
緑
帽
、
不
好
呀
！
」 

 
 

こ
ん
ど
は
顔
を
し
か
め
、
広
東
語
で
せ
ま
っ
て
来
る
。
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。
私
は

こ
の
頃
よ
く
聞
く
「
没
有
問
題
」
（
問
題
外
）
と
い
う
熟
語
を
思
い
出
し
た
。 

「
日
本
、
没
有
問
題
呀
。
好
涼
呀
！
」 

 
 

 

甘
口
軍
曹
の
伝
授
に
よ
り
、
せ
っ
か
く
涼
し
く
な
っ
た
と
い
う
の
に
、
何
を
う
る
さ
い
こ

と
を
ぬ
か
す
の
だ
。
私
は
、「
日
本
、
没
有
問
題
」
を
く
り
か
え
し
て
、
と
っ
と
と
前
進
を
続 

け
た
の
だ
。 

「
戴
緑
帽
、
日
本
没
有
問
題
！
中
国
有
問
題
呀
！
」 

 
 

女
の
宣
伝
員
達
も
意
味
あ
り
げ
に
く
す
く
す
笑
い
な
が
ら
、
私
の
後
か
ら
つ
い
て
来
る
。 

 
 

や
が
て
楊
桃
の
黄
色
い
若
芽
が
ふ
い
た
或
る
村
に
は
い
ろ
う
と
し
た
時
、
一
人
の
宣
伝
員

が
私
の
前
に
来
て
頭
を
下
げ
た
。
彼
の
眼
は
曇
っ
て
い
た
。
嘆
願
す
る
よ
う
に
し
ゃ
べ
る
の

を
聞
け
ば
、
ど
う
も
私
の
葉
っ
ぱ
の
た
め
、
宣
伝
の
効
果
さ
え
減
少
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

私
は
は
じ
め
て
び
っ
く
り
し
た
。
帽
子
を
は
ず
し
、
少
し
し
な
び
て
暖
か
く
な
っ
た
葉
っ
ぱ

を
手
に
と
っ
た
。
と
、
女
の
宣
伝
員
が
奪
う
よ
う
に
そ
れ
を
受
け
と
っ
て
、
小
川
の
中
に
投

げ
棄
て
た
。
私
は
何
だ
か
力
が
抜
け
、
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
寂
し
く
な
っ
た
。
何
か
恥
し
い
こ

と
を
し
た
よ
う
な
気
持
も
し
た
。
暑
い
こ
と
も
忘
れ
去
っ
て
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
考

え
続
け
た
。
宣
伝
に
さ
し
つ
か
え
る
と
い
う
の
な
ら
仕
方
が
な
い
。
私
達
の
務
が
お
ろ
そ
か

に
な
る
、
こ
う
思
っ
て
あ
き
ら
め
た
。
ま
も
な
く
そ
の
村
の
宣
伝
も
よ
い
成
績
で
終
了
し
、

私
達
は
船
に
乗
っ
た
。
川
を
わ
た
っ
て
南
京
に
帰
る
の
で
あ
る
。
船
底
に
坐
る
と
、
私
は
手

帳
を
出
し
、
一
人
の
宣
伝
員
の
前
に
つ
き
出
し
た
。 
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「
ハ
イ
、
ム
ハ
イ
、
戴
緑
帽
？
」 

「
ハ
イ
」
と
私
は
う
な
づ
い
た
。
笑
い
な
が
ら
彼
の
書
い
て
よ
こ
し
た
手
帳
に
は
、「
戴
緑
帽

ハ
広
東
人
ノ
妻
、
改
メ
テ
嫁
ス
ル
コ
ト
、
就
チ
二
重
結
婚
ノ
コ
ト
」
と
漢
字
だ
け
で
書
か
れ

て
あ
る
。
人
妻
が
他
の
男
と
関
係
す
る
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
普
通
の
花
嫁
は
赤
い
帽
子

を
か
ぶ
っ
て
ゆ
く
。
そ
れ
に
対
し
て
緑
の
帽
子
と
い
う
の
だ
そ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
で
は

中
国
有
問
題
で
あ
る
わ
け
だ
。
こ
の
事
実
は
日
本
だ
っ
て
大
い
に
問
題
あ
り
だ
。
そ
の
た
め

に
中
国
人
は
、
決
し
て
緑
の
帽
子
を
か
ぶ
ら
な
い
と
い
う
。
も
し
も
私
が
あ
の
ま
ま
村
に
は

い
っ
た
ら
嘲
笑
さ
れ
、
そ
ん
な
奴
に
つ
れ
ら
れ
た
宣
伝
員
の
話
な
ど
は
信
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ

う
と
い
う
わ
け
だ
。 

 
 

甘
口
軍
曹
伝
来
の
あ
の
防
熱
装
置
が
、
こ
ん
な
大
問
題
に
な
ろ
う
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。

私
は
宣
伝
員
達
に
ひ
そ
か
に
感
謝
し
た
が
、
こ
ん
な
深
い
わ
け
は
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
代

わ
り
に
、
ち
ょ
っ
と
頸
の
と
こ
ろ
を
な
で
て
見
せ
、
も
う
一
度
、「
日
本
没
問
題
」
と
い
っ
て

み
た
。
同
は
そ
れ
を
き
く
と
、
又
思
い
出
し
た
よ
う
に
大
笑
い
し
た
。
し
か
し
そ
れ
に
は
、

今
や
批
難
す
る
声
は
含
ま
れ
な
か
っ
た
。
一
人
の
女
な
ど
は
靴
で
船
底
を
た
た
い
て
笑
い
崩

れ
た
。
私
は
こ
う
し
て
戴
緑
帽
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
。 

 

題
目
の
「
戴
緑
帽
」
に
は
「
だ
い
ろ
つ
も
う
」
と
ル
ビ
が
あ
る
。
ほ
か
に
も
中
国
語
部
分
に

は
広
東
語
の
不
正
確
な
発
音
の
ル
ビ
が
あ
る
。
現
在
で
も
使
用
さ
れ
る
俗
語
で
あ
る
が
、
こ
れ

を
介
し
て
中
国
人
の
宣
伝
員
と
の
や
り
と
り
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
宣
伝
員
、
つ
ま

り
中
国
人
宣
撫
員
が
登
場
す
る
。
宣
伝
員
に
は
女
性
も
ふ
く
ま
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
国
分
に
文

化
発
想
の
違
い
へ
の
注
意
を
差
し
向
け
て
い
る
の
だ
が
、
緑
の
帽
子
（
ビ
ラ
ビ
ラ
）
を
頭
の
後

ろ
に
つ
け
る
発
想
の
起
点
と
な
っ
た
の
は
満
洲
事
変
で
功
績
の
あ
っ
た
甘
口
軍
曹
の
防
熱
装
置

の
発
案
で
あ
る
。
か
つ
て
世
話
に
な
っ
た
甘
口
軍
曹
の
こ
と
に
想
い
を
馳
せ
、
今
頃
は
土
匪
の

征
伐
で
功
績
を
あ
げ
て
い
る
だ
ろ
う
、
な
ど
と
書
き
、
中
国
民
衆
に
寄
り
添
う
以
前
に
も
兵
士

と
し
て
の
矜
持
を
忘
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
宣
伝
員
ら
に
注
意
さ
れ
た
こ
と
で
は
、
宣
伝
の
効

果
、
成
績
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
要
す
る
に
傍
線
を
引
い
た
よ
う
な
箇
所
に
は
、
民
衆

へ
の
親
近
感
と
い
う
よ
り
も
統
治
者
、
占
領
者
と
し
て
の
日
本
人
が
主
役
の
目
線
描
写
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
と
い
う
点
を
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
置
き
方
は
国
分
独
特
の

も
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
無
意
識
に
も
こ
う
し
た
場
面
の
設
定
が
生
じ
た
の
は
、
国
分
の
民
衆

対
処
の
限
界
性
を
も
示
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。 

 
 

な
お
、
も
う
一
篇
の
「
筆
談
帖
か
ら
」
（
第
九
号
）
に
も
「
料
理
」
「
栽
培
」
と
い
う
中
国
語

を
め
ぐ
る
文
化
習
慣
の
誤
解
、
同
文
同
種
主
義
に
よ
る
解
釈
の
違
い
が
あ
り
、
こ
れ
は
筆
談
に

よ
ら
ず
と
も
現
在
で
も
生
じ
か
ね
な
い
異
言
語
異
文
化
接
触
の
場
面
と
し
て
、
あ
る
意
味
で
貴

重
な
体
験
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
の
意
義
は
感
じ
ら
れ
な
い
。 

 

以
上
、
国
分
の
「
花
嫁
宣
撫
」
と
「
戴
緑
帽
」
に
書
か
れ
た
内
容
か
ら
、
中
国
民
衆
を
ど
う

と
ら
え
て
い
た
か
を
瞥
見
し
た
。
こ
う
し
た
観
点
、
視
点
は
著
作
の
『
戦
地
の
子
供
』
の
延
長

に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
少
年
少
女
を
観
察
の
対
象
と
す
る
よ
り
は
、
郊
外
の
民
衆
を
登
場
さ

せ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
日
頃
の
年
少
者
と
の
接
触
に
よ
る
視

点
、
発
想
の
習
慣
が
投
影
さ
れ
て
い
な
い
と
も
い
え
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
筆
者
の
印
象

に
と
ど
め
た
い
。 

 
 ７ 

中
国
人
宣
伝
員
の
手
記
に
み
る
東
亜
建
設
の
虚
実 

 

雑
誌
『
兵
隊
』
に
は
、
国
分
の
記
事
以
外
に
も
宣
撫
に
関
す
る
記
事
が
豊
富
に
掲
載
さ
れ
、

ま
た
た
と
え
ば
「
日
語
教
師
の
座
談
会
」
な
ど
。
日
本
語
教
師
の
苦
労
話
な
ど
も
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
執
筆
者
も
早
期
に
は
火
野
葦
平
や
神
山
潤
、
松
本
健
哉
と
い
っ
た
面
々
が
筆
を
振
る

っ
て
い
る
。
当
時
の
日
本
兵
士
の
中
国
民
衆
像
を
知
る
た
め
の
一
級
資
料
と
い
え
る
所
以
で
あ

る
。
「
男
装
の
麗
人
」
（
松
本
健
哉
）
に
は
、
女
子
宣
伝
員
を
探
し
て
ま
わ
る
「
苦
労
」
が
書
か

れ
て
い
る
。 

  
 

私
た
ち
は
、
も
う
十
日
余
り
も
「
女
」
を
探
し
求
め
て
い
た
。
最
初
は
、
若
く
て
、
声
量

が
あ
っ
て
、
女
学
校
以
上
の
学
力
で
と
、
い
ろ
ん
な
条
件
を
つ
け
て
い
た
が
、
だ
ん
だ
ん
譲

歩
し
て
、
年
齢
や
容
貌
や
学
力
な
ど
は
ど
う
で
も
い
い
、
と
に
か
く
、
人
前
に
出
て
話
を
し

て
く
れ
る
女
で
あ
っ
た
ら
雇
い
入
れ
よ
う
と
い
う
最
後
の
線
ま
で
へ
り
く
だ
っ
た
。
そ
れ
で

も
い
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
ほ
と
ほ
と
あ
き
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
三
十
人
に
余
る
、

若
い
ピ
チ
ピ
チ
し
た
広
東
報
道
部
の
婦
人
宣
伝
員
た
ち
を
頭
に
思
い
浮
べ
、
あ
の
中
の
一
人

か
二
人
で
も
連
れ
て
来
れ
ば
よ
か
っ
た
と
後
悔
し
た
。 

  

結
局
は
日
本
軍
の
侵
攻
に
よ
っ
て
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
髪
を
短
く
し
て
「
男
装
」
し
て

い
た
女
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
な
る
。
宣
撫
の
も
う
ひ
と
つ
の
姿
が
垣
間
見
え
て
く
る
。 

本
稿
で
は
国
分
の
記
事
に
描
か
れ
た
中
国
人
宣
伝
員
（
宣
撫
員
）
に
つ
い
て
み
て
き
た
が
、

以
下
で
は
中
国
人
の
手
記
を
紹
介
す
る
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
疑
問
に
思
わ
れ
る
の

は
、
こ
れ
ほ
ど
の
完
璧
な
日
本
語
が
本
人
自
身
の
手
で
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
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い
う
信
憑
性
で
あ
る
。
他
に
も
中
国
人
に
よ
る
手
記
が
あ
る
が
、
そ
の
ど
れ
も
が
日
本
側
の
一

定
の
指
示
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
た
ふ
し
が
窺
わ
れ
る
こ
と
に
も
注
意
し
て
お
き
た
い
。 

  

女
子
宣
伝
員 

 
 

陳
眉 

 

昨
年
十
一
月
、
私
が
田
舎
か
ら
広
州
に
帰
っ
た
時
、
先
ず
目
に
つ
い
た
の
は
日
本
の
兵
隊

さ
ん
で
し
た
。
手
に
は
銃
を
か
ま
え
、
そ
の
先
に
は
鋭
利
な
銃
剣
が
光
っ
て
い
ま
し
た
。
威

風
凛
々
、
そ
の
時
、
私
は
と
て
も
お
そ
ろ
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
の
中
の
一
人
の
兵
隊

さ
ん
が
、
私
の
そ
ば
を
通
り
す
ぎ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
顔
に
は
和
ら
か
な
笑
い
が
み
な

ぎ
り
、
又
持
っ
て
い
た
一
箱
の
お
菓
子
を
私
の
妹
に
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
時
又
何
か
を
お

っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
何
と
い
っ
た
の
か
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
が
、
日

本
の
兵
隊
が
凶
悪
だ
と
は
ど
う
し
て
も
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
私
の
心
は
そ
の
時
や
や

安
定
し
た
の
で
す
。
第
一
の
印
象
は
、
日
本
兵
は
そ
ん
な
に
恐
ろ
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で

し
た
。 

そ
れ
か
ら
私
の
眼
前
に
あ
ら
わ
れ
た
の
は
、
多
く
の
標
語
と
広
東
迅
報
に
の
っ
て
い
る
、

日
華
親
善
や
中
日
提
携
等
の
こ
と
ば
で
し
た
。
け
れ
ど
も
私
は
ふ
と
考
え
ま
し
た
。
こ
れ
は

字
を
知
っ
て
い
る
者
知
識
階
級
に
対
し
て
、
は
じ
め
て
効
果
の
あ
る
も
の
で
、
一
般
民
衆
は

き
っ
と
口
頭
の
宣
伝
を
求
め
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
時
私
は
も
う
黄
色
人
種
聨
合
の

必
要
を
し
き
り
に
考
え
て
い
た
の
で
す
。
私
の
第
二
の
印
象
は
「
日
本
人
を
仇
敵
視
す
る
必

要
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
。 

そ
こ
で
昨
年
十
二
月
、
私
は
思
い
き
っ
て
現
在
の
報
道
部
宣
伝
班
に
は
い
り
ま
し
た
。
そ

の
時
す
で
に
三
人
の
同
じ
女
の
仲
間
が
あ
っ
て
、
わ
た
し
よ
り
も
よ
ほ
ど
前
に
参
加
し
て
い

た
の
で
し
た
。
第
二
日
目
に
は
広
州
市
内
の
恵
福
路
、
長
寿
路
、
河
南
の
小
港
路
な
ど
の
宣

伝
に
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
広
州
の
市
民
は
一
日
一
日
と
多
く
な
り
ま
し
た
。
私
達
は
蓄
音

機
を
使
っ
て
人
々
を
呼
び
集
め
、
演
説
や
紙
芝
居
を
や
り
ま
し
た
。
私
は
「
ニ
ュ
ー
ス
」
を

き
か
せ
る
役
目
に
つ
き
ま
し
た
。
こ
れ
は
な
か
な
か
聴
衆
の
興
味
を
ひ
き
ま
せ
ん
の
で
、
材

料
を
集
め
る
の
に
苦
心
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
て
市
内
宣
伝
に
し
た
が

う
こ
と
数
ヵ
月
、
た
ま
た
ま
汪
精
衛
先
生
が
和
平
宣
言
を
発
表
さ
れ
ま
し
た
の
で
、
私
達
の

仕
事
は
ま
す
ま
す
忙
し
く
な
り
ま
し
た
。
幾
日
か
の
街
頭
宣
伝
に
よ
っ
て
、
民
衆
の
大
部
分

は
遂
に
知
り
ま
し
た
。「
中
国
は
戦
争
を
し
て
は
い
け
な
い
！
」
民
衆
は
み
な
和
平
精
神
に
赴

く
の
で
し
た
。
私
達
は
更
に
色
々
な
方
法
を
思
い
、
事
実
を
も
っ
て
白
人
人
種
の
陰
謀
と
有

形
無
形
的
侵
略
に
つ
い
て
話
し
ま
し
た
。
阿
片
戦
争
の
こ
と
、
植
民
地
化
し
た
我
が
国
の
こ

と
、
我
が
国
の
基
金
白
銀
が
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
し
か
も
当
政
府
が
そ
れ
に
す
っ
か

り
利
用
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
な
ど
で
す
。
か
く
て
現
在
の
広
州
の
人
々
は
誰
も
黄
色
人
種

聨
合
、
日
華
親
善
の
必
要
を
さ
と
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
み
な
宣
伝
の
効
果
だ
と
は
い
い
ま
せ

ん
。
た
だ
民
衆
の
思
想
が
覚
醒
さ
れ
て
来
た
と
い
え
ば
足
り
る
の
で
す
。 

広
州
市
内
の
宣
伝
が
い
ら
な
く
な
る
と
、
私
達
は
農
村
方
面
に
で
か
け
ま
し
た
。
真
っ
先

に
佛
山
に
い
き
ま
し
た
。
ま
も
な
く
そ
の
期
間
も
増
加
し
て
き
ま
し
た
。
一
日
か
ら
一
週
、

一
週
か
ら
十
日
の
出
張
へ
と
増
加
し
、
遂
に
は
四
十
幾
日
の
宣
伝
戦
と
さ
え
な
り
ま
し
た
。 

け
れ
ど
も
こ
の
仕
事
は
私
達
を
大
へ
ん
喜
ば
せ
ま
し
た
。
あ
る
時
は
遠
い
道
を
て
く
て
く

と
歩
む
猛
烈
な
太
陽
の
下
で
仕
事
を
す
る
と
は
い
え
、
わ
ず
か
な
時
間
の
辛
苦
で
あ
り
ま
す
。

仕
事
が
終
る
と
私
達
の
気
持
は
非
常
に
愉
快
に
な
る
の
で
す
。
仕
事
の
最
中
は
厳
粛
な
気
持

で
、
一
言
の
冗
談
も
言
い
ま
せ
ん
が
、
休
み
に
な
る
と
大
口
を
あ
い
て
話
し
、
又
大
笑
い
を

す
る
の
で
す
。
苦
し
み
は
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
更
に
部
隊
が
下
さ
っ
た
サ
イ
ダ

ー
な
ど
が
あ
る
と
、
私
達
は
気
狂
の
よ
う
に
飲
み
ほ
し
ま
し
た
。
も
は
や
何
の
心
配
が
い
る

も
の
で
し
ょ
う
か
。
生
ま
れ
つ
き
い
た
ず
ら
っ
こ
の
私
は
、
一
日
中
談
笑
の
中
に
暮
ら
し
、

私
の
一
生
も
こ
う
あ
っ
て
く
れ
と
祈
る
ほ
ど
で
し
た
。
痛
苦
や
困
難
な
ど
は
感
じ
ら
れ
な
く

な
り
ま
し
た
。
ど
こ
に
出
張
し
よ
う
が
、
問
題
は
な
く
な
り
ま
し
た
。
所
が
変
れ
ば
、
そ
の

環
境
が
変
わ
り
気
分
も
変
り
ま
す
が
、
私
の
心
は
の
ん
き
に
な
り
ま
し
た
。 

最
近
私
達
は
江
門
に
出
張
宣
伝
を
し
ま
し
た
。
あ
そ
こ
は
も
う
す
っ
か
り
恢
復
し
て
大
へ

ん
に
ぎ
や
か
に
な
り
、
夜
で
も
人
々
は
雑
踏
し
て
い
ま
し
た
。
江
門
は
元
来
有
名
な
碼
頭
で

す
か
ら
、
人
民
も
割
合
に
知
識
に
と
ん
で
い
ま
す
。
私
の
宣
伝
も
大
へ
ん
楽
し
く
き
い
て
く

れ
ま
し
た
。 

そ
こ
の
部
隊
の
命
令
で
、
私
達
は
前
線
討
伐
に
も
つ
い
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
と
き
び
っ

く
り
す
る
こ
と
が
起
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
一
般
の
軍
船
に
の
っ
て
私
た
ち
が
眠
り
に
つ
い
た

時
、
に
わ
か
に
機
関
銃
の
音
が
ま
す
ま
す
多
く
な
っ
た
の
で
す
。
た
だ
山
の
上
に
向
か
っ
て

発
せ
ら
れ
た
の
で
ほ
っ
と
安
心
し
ま
し
た
。
十
一
時
、
は
じ
め
て
私
達
は
上
陸
し
、
農
民
達

に
向
っ
て
、
人
民
に
危
害
を
加
え
な
い
こ
と
、
汝
等
に
代
っ
て
敵
を
う
つ
の
だ
と
い
う
こ
と

を
知
ら
せ
ま
し
た
。
中
国
人
が
来
た
の
で
彼
ら
の
心
は
や
や
安
定
し
た
ら
し
く
、
私
達
は
そ

の
後
四
五
日
の
仕
事
を
終
え
、
広
州
に
帰
り
ま
し
た
。 

こ
う
い
う
生
活
を
し
て
も
は
や
一
年
近
く
た
ち
ま
し
た
。
私
は
ど
う
い
っ
た
ら
よ
い
か
わ

か
り
ま
せ
ん
。
た
ゞ
私
の
見
識
と
経
験
が
ふ
え
た
こ
と
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
又
私
の
身
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体
は
強
健
に
な
り
ま
し
た
。
私
の
脳
み
そ
も
少
し
は
ふ
え
た
で
し
ょ
う
。
キ
モ
ッ
タ
マ
も
大

き
く
な
っ
た
よ
う
で
す
。
私
は
た
だ
感
謝
し
ま
す
。
こ
れ
は
み
な
報
道
部
が
私
に
下
さ
っ
た

賜
物
で
す
。
そ
れ
に
こ
の
一
年
広
東
の
復
興
ぶ
り
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
日
本
の
軍
隊

が
私
達
に
も
た
ら
し
た
贈
り
も
の
で
す
。 

  

こ
こ
に
は
宣
伝
員
の
日
常
生
活
が
や
や
誇
張
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
ど
こ
で
日
本
語
の
訓

練
を
受
け
た
の
か
も
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
文
化
の
齟
齬
に
よ
る
苦
悩
な
ど
も
一
切
な
い
。

報
道
部
の
日
本
人
が
（
あ
る
い
は
国
分
自
身
で
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
）
適
当
に
脚
本
を

書
か
せ
た
か
の
よ
う
な
節
も
う
か
が
わ
れ
る
。
と
は
い
え
、
各
地
の
占
領
地
で
布
告
を
読
み
、

ま
た
街
頭
宣
伝
を
す
る
宣
伝
員
の
姿
が
目
に
浮
か
ぶ
。
日
本
軍
は
彼
ら
を
思
想
・
情
報
戦
と
し

て
活
用
し
た
後
、
ど
の
よ
う
な
処
遇
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
戦
後
、
彼
女
達
の
運
命

に
想
い
を
馳
せ
る
こ
と
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
す
べ
て
は
戦
争
に
よ
っ
て
費
消
さ
れ
た
か
の

よ
う
で
、
人
生
を
翻
弄
さ
れ
た
こ
と
に
対
す
る
重
い
読
後
感
し
か
残
ら
な
い
⑸

。 
 

お
わ
り
に 

 

戦
地
で
編
集
・
刊
行
さ
れ
た
雑
誌
と
し
て
現
地
の
風
土
風
俗
・
庶
民
民
衆
の
暮
ら
し
（
冠
婚

葬
祭
も
含
め
）
を
ス
ケ
ッ
チ
し
た
『
兵
隊
』
は
多
く
の
検
証
す
べ
き
内
容
が
満
載
さ
れ
て
い
る
。

各
頁
の
ヘ
ッ
ダ
ー
に
は
「
護
国
の
英
霊
を
敬
仰
せ
よ
」「
敵
意
な
き
支
那
民
衆
を
愛
隣
し
恩
威
並

び
施
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」「
自
惚
と
油
断
は
何
よ
り
も
禁
物
で
あ
る
」
と
い
っ
た
訓
示
も
書
か
れ
て

い
る
。
戦
場
に
お
け
る
前
線
・
銃
後
を
問
わ
ず
異
言
語
・
異
文
化
・
異
民
族
の
接
触
場
面
が
記

録
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
は
き
わ
め
て
稀
少
な
資
料
で
あ
る
⑹

。
本
稿
で
は
日
本
軍
の
〈
宣

撫
〉
活
動
に
つ
い
て
、
国
分
一
太
郎
の
文
章
を
対
象
に
考
察
を
進
め
た
が
、
こ
の
ほ
か
に
も
、

『
兵
隊
』
に
は
宣
撫
活
動
に
つ
い
て
は
「
宣
伝
隊
」「
宣
伝
員
」
と
い
う
呼
称
で
書
か
れ
た
も
の

も
含
め
れ
ば
、
相
当
数
が
散
見
さ
れ
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
げ
ら
れ
る
⑹

。 
  

 

「
宣
撫
の
原
理
」
（
古
賀
部
隊
・
田
中
秀
苗
） 

 
 

「
路
傍
に
拾
っ
た
小
さ
い
宣
撫
」
（
西
田
隊
・
大
池
二
喜
造
） 

 
 

 
 

「
皇
軍
と
兵
隊
・
広
東
語
」
「
男
装
の
麗
人
」
（
松
永
健
哉
） 

 
 

「
兵
隊
と
宣
撫
」
（
石
松
隊
・
小
野
正
一
） 

  

こ
の
ほ
か
本
稿
で
言
及
し
た
中
国
人
宣
伝
員
（
宣
撫
班
員
）
に
よ
る
手
記
も
あ
る
が
、
そ
れ

ら
に
描
か
れ
た
内
容
、
描
写
の
背
景
に
つ
い
て
も
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

 

日
中
戦
争
下
に
お
け
る
日
本
軍
兵
士
と
現
地
住
民
と
の
言
語
文
化
の
接
触
か
ら
、
も
う
一
つ

の
戦
場
の
日
常
が
垣
間
見
え
る
。
そ
の
記
録
か
ら
何
を
後
世
の
教
訓
と
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

 

戦
時
下
に
お
い
て
は
〈
文
化
侵
略
〉
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
現
地
の
宣
撫
活
動
に
従
事

し
た
宣
撫
員
に
は
侵
略
の
意
図
・
自
覚
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
他
民
族
へ
の
言
語

文
化
の
教
化
・
普
及
活
動
に
は
目
に
見
え
ぬ
抑
圧
、
民
族
優
位
の
思
想
が
潜
在
し
て
い
た
こ
と
は
確

か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
現
在
も
な
お
、
日
本
語
教
育
と
い
う
姿
態
で
世
界
各
地
に
日
本
語
が
〈
輸
出
〉

さ
れ
て
い
る
現
況
を
考
え
れ
ば
、
か
つ
て
の
不
幸
な
歴
史
に
お
い
て
も
言
語
文
化
接
触
が
あ
っ
た
事

実
を
克
明
に
記
録
・
観
察
し
、
負
の
遺
産
が
あ
れ
ば
謙
虚
に
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
⑺

。 
 

附
記 

 

筆
者
は
大
学
卒
業
（
一
九
七
四
年
）
後
、
ほ
と
ん
ど
間
を
お
か
ず
し
て
財
団
法
人
海
外
技
術
者
研

修
協
会
に
奉
職
、
以
来
今
日
ま
で
途
中
大
学
院
で
の
期
間
を
は
さ
み
な
が
ら
国
内
外
の
機
関
に
お
い

て
、
半
世
紀
近
く
日
本
語
を
教
え
る
仕
事
を
な
り
わ
い
と
し
て
き
た
。
多
国
籍
の
学
習
者
に
向
か
い

合
う
中
で
、
か
つ
て
戦
争
の
推
移
と
と
も
に
日
本
語
を
外
地
に
普
及
せ
し
め
た
歴
史
が
、
脳
裏
を
離

れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
学
習
者
の
文
化
背
景
、
習
慣
を
知
る
こ
と
な
く
し
て
日
本
語
教
育

な
ど
と
い
う
上
か
ら
目
線
の
指
導
が
う
ま
く
い
く
は
ず
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
。
あ
れ
か
ら
半
世
紀

近
く
流
れ
た
。
い
ま
、
大
学
の
職
務
を
離
れ
る
時
、
反
省
す
べ
き
こ
と
が
多
々
あ
る
の
を
禁
じ
得
な

い
が
、
最
後
に
こ
の
小
文
を
も
っ
て
民
衆
へ
の
接
近
と
理
解
が
い
か
に
多
く
の
課
題
を
は
ら
み
、
困

難
で
あ
る
の
か
を
記
録
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

註 ⑴ 

創
刊
か
ら
７
号
ま
で
「
遍
以
多
以
」「
へ
い
た
い
」
と
表
記
さ
れ
た
。
復
刻
『
雑
誌 

兵
隊
』
全
36

冊
（2

0
0
4
.
7
 

刀
江
書
院
）
を
参
照
し
た
。
最
近
の
研
究
で
は
、
宮
本
（2

0
2
0

）
が
あ
る
。
そ

の
全
貌
に
つ
い
て
は
石
田
一
郎
ら
の
座
談
会
（2

0
0
2

）
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
知
る
こ
と
が
で
き
る
。 

⑵ 
津
田
は
『
国
分
一
太
郎 

転
向
と
抵
抗
の
は
ざ
ま
』（
三
一
書
房 

1
9
8
6

）
が
増
補
改
訂
さ
れ
た

新
版
で
は
『
国
分
一
太
郎 

抵
抗
と
し
て
の
生
活
綴
方
運
動
』（
社
会
評
論
社 

2
0
1
0

）
と
変
更

さ
れ
て
お
り
、「
転
向
と
抵
抗
の
は
ざ
ま
」
が
意
図
的
に
削
除
さ
れ
、「
抵
抗
」
だ
け
が
残
さ
れ
、

「
生
活
綴
方
運
動
」
が
い
っ
そ
う
称
揚
さ
れ
て
い
る
。 

⑶ 

宣
撫
員
の
活
動
の
実
態
に
つ
い
て
は
小
島
利
八
郎
（1942

）
、
青
江
舜
二
郎
（1970

）
、
ま
た
上

田
廣
（1940

）
な
ど
の
従
軍
作
家
（
兵
隊
作
家
）
に
も
断
片
的
な
が
ら
綴
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
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竹
内
（1992

）
は
「
あ
あ
大
東
亜
共
栄
圏
」
（
難
民
の
思
想
／
建
国
の
思
想
／
宣
撫
の
思
想
）

に
お
い
て
満
洲
国
建
国
か
ら
満
蒙
開
拓
団
の
潰
走
に
至
る
、
そ
の
萌
芽
か
ら
崩
壊
ま
で
の
過
程

で
宣
撫
と
い
う
思
想
の
位
置
づ
け
を
行
っ
て
い
る
。 

⑷ 
木
原
孝
一
の
『
戦
争
の
中
の
建
設
』
は
石
川
巧
・
川
口
隆
行
（2013

）
か
ら
と
っ
た
。 

⑸ 

日
本
軍
兵
士
の
携
行
し
た
軍
用
支
那
語
を
は
じ
め
と
す
る
語
学
書
の
実
態
に
つ
い
て
は
、
田
中

（2015b
）
に
比
較
的
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。 

⑸ 

と
く
に
松
本
健
哉
は
宣
撫
活
動
と
し
て
の
日
本
語
学
校
の
位
置
づ
け
に
苦
悶
し
た
様
子
が
「
日

語
学
校
」
と
い
う
創
作
に
た
く
し
て
い
る
。
田
中
（2015

）
に
全
文
を
収
録
。 

⑺ 

近
年
、
中
国
で
は
戦
時
期
の
宣
撫
関
連
の
資
料
の
検
証
が
進
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
、
黄
彩
霞
・

王
升
遠(

2
0
1
8
)

、
張
憲
文
主
編
《
日
本
侵
華
図
志
》
（2

0
1
5

）
な
ど
。 

 

参
考
文
献
（
一
部
） 

《
日
本
語
文
献
》 

青
江
舜
二
郎1

9
7
0
 

『
大
日
本
宣
撫
官 

あ
る
青
春
の
記
録
』
芙
蓉
書
房 

石
川
巧
・
川
口
隆
行2

0
1
3

『
戦
争
を
〈
読
む
〉
』
ひ
つ
じ
書
房 

石
田
一
郎
・
大
濱
徹
也
・
鈴
木
正
夫

2
0
0
2

「
兵
隊
の
投
稿
雑
誌
『
兵
隊
』
を
め
ぐ
っ
て
」
『
刀
水
』

N
o
.
6
 

刀
水
書
房 

井
上
寿
一2

0
0
7

『
日
中
戦
争 

前
線
と
銃
後
』
講
談
社
学
術
文
庫 

原
本
『
日
中
戦
争
下
の
日
本
』

講
談
社
選
書
メ
チ
エ 

 

上
田
廣1

9
4
0

『
り
ん
ふ
ん
戦
話
集
』
河
出
書
房 

川
村
湊2

0
0
0

『
作
文
の
中
の
大
日
本
帝
国
』
岩
波
書
店 

黄
自
進
・
劉
建
輝
・
戸
部
良
一2

0
1
7

『
日
中
戦
争
と
は
何
だ
っ
た
の
か
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

小
島
利
八
郎1

9
4
2

『
宣
撫
官
』
錦
城
出
版
社 

 
 

 

坂
本
礒
穂1

9
4
1

「
教
育
書
評 

国
分
一
太
郎
著
『
戦
地
の
子
供
』
」
、
『
教
育
』
52
号 

岩
波
書
店 

新
東
亜
研
究
会
編1

9
3
9

『
興
亜
ノ
ー
ト 

新
東
亜
の
時
事
問
題
早
わ
か
り
』
国
民
図
書
協
会 

竹
内
実1

9
9
2

『
日
本
人
に
と
っ
て
の
中
国
像
』
（
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
岩
波
書
店 

田
中
寛

2
0
1
5
a

「
戦
争
が
遺
し
た
日
本
語
⑴
「
少
国
民
綴
り
方
」
戦
時
童
話
の
世
界
」 

同
『
戦
時
期

に
お
け
る
日
本
語
・
日
本
語
教
育
論
の
諸
相 

日
本
言
語
文
化
政
策
論
序
説
』
所
収
、
ひ
つ
じ
書
房 

田
中
寛

2
0
1
5
b

「
戦
争
が
遺
し
た
日
本
語
⑵
「
憲
兵
支
那
語
」
と
「
軍
用
支
那
語
」
を
中
心
に
」 

同

『
戦
時
期
に
お
け
る
日
本
語
・
日
本
語
教
育
論
の
諸
相 

日
本
言
語
文
化
政
策
論
序
説
』
所
収
、
ひ

つ
じ
書
房 

田
中
寛2

0
1
8

「
文
学
作
品
に
み
る
日
中
戦
争
下
の
〝
言
語
接
触
〟
」
、
『
教
職
課
程
セ
ン
タ
ー
紀
要
』

N
o
.
3
 

大
東
文
化
大
学
教
職
課
程
セ
ン
タ
ー 

9
1
-
1
0
2
 

津
田
道
夫1

9
8
6

『
国
分
一
太
郎 

転
向
と
抵
抗
の
は
ざ
ま
』
三
一
書
房
、
の
ち
に
『
国
分
一
太
郎 

抵

抗
と
し
て
の
生
活
綴
方
運
動
』
社
会
評
論
社 

2
0
1
0
 

改
訂
新
版 

津
田
道
夫1
9
9
9

「
国
分
一
太
郎 

東
シ
ナ
海
を
渡
る
」
、
石
塚
正
英
編
集
『
海
越
え
の
思
想
家
た
ち
』
、

社
会
評
論
社 

成
実
朋
子2

0
0
8

「
国
分
一
太
郎
と
「
中
国
」—

『
戦
地
の
子
供
』
を
め
ぐ
っ
て
」
大
阪
国
語
教
育
研

究
会
『
小
田
迪
夫
先
生
古
稀
記
念
論
文
集
』 

前
田
均1

9
9
8

「
国
分
一
太
郎
の
戦
時
下
の
作
品
に
つ
い
て
」『
天
理
大
学
学
報
』
第4

9

巻
第2

号 

第

1
8
7

輯 
1
1
1
2
 
 

前
田
均

2
0
0
1

「
国
分
一
太
郎
の
従
軍
体
験
に
基
づ
く
作
品
群
」
『
日
本
語
・
日
本
文
学
の
研
究
：
前

田
冨
禎
先
生
退
官
記
念
論
集
』
前
田
冨
禎
先
生
退
官
記
念
論
集
刊
行
会
編 

 

宮
本
め
ぐ
み2020

「
雑
誌
『
兵
隊
』
に
掲
載
さ
れ
た
中
国
現
代
文
学
作
品
」
『
中
国
文
学
会
報
』
第

三
九
号 

お
茶
の
水
女
子
大
学
中
国
文
学
会 

山
中
恒2

0
1
0

『
戦
時
児
童
文
学
論 

小
川
未
明
、
浜
田
広
介
、
坪
田
譲
治
に
沿
っ
て
』
大
月
書
店 

復
刻
『
雑
誌
兵
隊
』2

0
0
4
.
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全3
6

冊 

南
支
派
遣
軍
報
道
部 

刀
水
書
房 

 

《
中
国
語
》 

黄
彩
霞
・
王
升
遠(

2
0
1
8
)

〝
不
拿
武
器
〟
的
侵
略
：
日
本
対
華
〝
宣
撫
工
作
〟
與
〝
宣
撫
文
学
〟
研

究
争
議
〉
、
《
山
東
社
会
科
学
》2

0
1
8
.
6
 

8
4
-
9
0
 

呉
艶(

2
0
1
8
)

〈
日
本
侵
華
戦
争
時
期
的
“
筆
杆
部
隊
”
〉
、《
南
開
学
報
》：
哲
学
社
会
科
学
版
（
天
津
） 

2
0
1
8
.
6
 

1
0
4
-
1
1
3
 

張
憲
文
主
編
《
日
本
侵
華
図
志
》
全
二
五
巻 

山
東
画
報
出
版
社 

2
0
1
5
 

な
ど 

     


