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建
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の
理
想
を
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法
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如
何
な
る
川
も
決
し
て
営
初
よ
り
大
河
で
な
い
。
黄
河
、

揚
子
江
の
大
佐
以
て
し
で
も
、
そ
の
源
に
湖
れ
ば
、

寛
に
谷
聞
の
小
川
で
あ
る
。
た

T
幾
多
の
支
流
を
A
口

せ

.

訟

の

づ

か

ら

千

里

の

長

江

と

な

る

。

ま

と

と

に

一

切

の

長

江

夫
河
の
偉
大
は
己
れ
に
注
ぎ
入
る
一
切
の
水
K
、
構
ふ
と
と
ろ
を
興
へ
る
と
と
に
存
ず
る
。
河
江
は
か
く
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
己
れ
を

落
ち
来
る
綿
べ
て
の
水
を
東
梅
陀
郷
閣
は
し
め
行
く
開
花
、

豊
か
に
し
大
を
く
し
、
強
く

r

ず
る
。

と
の
と
と
は
、
五
口
等
の
精
神
的
生
活
に
於
て
も
同
然
で
あ
る
。
個
人
の
魂
.

而
し
て
民
族
の
精
神
も
ま
た
、

決
し
て
生
れ
な
が
ら
に
豊
富
・
世

巌
・
偉
大
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
は
博
く
謬
び
、
細
か
忙
息
ひ
、

篤
く
行
ひ
、

る
と
と
に
よ
っ
て
、
歩
K

偉
大
と
な
り
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
一
千
チ
ヱ
は
、
偉
大
左
は

そ
の
魂
に
入
り
来
る
一
切
を
抱
擁
し
て
構
丸
と
と
ろ
を
之
に
興
へ

「
方
向
を
輿
へ
る
と
と
だ
」
と
道
破
し
た
。

方
向

¥ 

を
興
〈
る
C
と
構
ふ
と
と
ろ
を
知
ら
し
め
る
と
'
と
が
、
取
り
も
直
さ
十
偉
大
訟
る
揖
の
カ
で
あ
る
口

と
の
カ
を
H
H
へ
た
る
魂
除
、

純
ベ
て
を
受
砂



容
れ
て
己
れ
の
糟
紳
を
塑
か
陀

L
.

一
切
の
も
の
に
異
個
の
意
義
と
慣
健
と
を
興
へ
る
。

然
る
に
方
両
を
他
忙
奥
へ
る
た
め
に
は
‘
必
十
自
ら
目
指
す
曹
と
と
ろ
、
行
奇
策
か
ん
と
す
る
と
と
ろ
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

て
糠
べ
て
己
れ
に
入
り
来
る
も
の
を
事
ゐ
る
と
と
が
で
き
.
結
べ
て
を
寧
ゐ
つ
つ
己
れ
を
偉
大
な
ち
し
め
る
と
と
が
で
き
る
。

そ
れ
故
比
五
口
等
の
魂
の
護
展
と
充
賓
と
は
‘

旦
か
く
ず
る
と
と
に
よ
っ
て
、

と
れ
あ
り
て
初
め

目
指
す
と
と
ろ
.

魂
の
潜
ふ
と
と
ろ
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
理
想
で
あ
る
口

あ
る
っ
か
く
し
て
偉
大
な
る
べ
き
魂
は
、
何
を
さ
て
治
き
先
づ
駐
巌
偉
烈
な
る
理
想
佐
堅
確
に
抱
持
す
る
魂
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

確
乎
不
動
の
理
想
あ
り
て
初
め
て
可
能
で

ー一

日
本
精
神
の
数
あ
る
特
徴
の
う
ち
、
そ
の
最
も
著
し
き
も
の
は
、
入
り
来
る
組
べ
て
の
思
想
・
文
明
に
「
方
向
を
奥
へ
る
」
と
と
で
あ
る
。
そ

れ
放
に
吾
等
は
日
本
精
神
を
偉
大
な
り
と
す
る
。
そ
は
ま
さ
し
く
一
切
の
支
流
を
合
せ
て
其
れ
を
大
海
に
郷
閣
は
し
め
、

か
な
ら
し
む
る
長
江
大
河
の
偉
大
で
あ
る
。
五
口
々
は
先
づ
支
那
思
想
及
び
文
明
と
接
鯛

ιて
之
を
吾
有
と
し
、

且
之
に
よ
り
て
己
れ
を
盟

弐
い
で
印
度
思
想
及
び
文
明
と
接

蝿
し
て
之
を
吾
有
と
し
た
。
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亜
細
亜
精
神
の
取
極
と
も
い
ふ
べ
き
此
等
の
思
想
並
陀
文
明
は
、
貴
に
白
木
精
榊
に
よ
り
て
正
し
き
方
向
を
奥
へ
ら

れ
た
る
が
故
K
.

今
日
ま
で
共
の
生
命
を
護
持
し
長
養
さ
れ
て
来
た
。
支
那
思
想
の
精
華
、
従
っ
て
支
那
文
明
の
根
底
は
.
孔
孟
の
教
で
は
な
い

か
。
而
し
て
共
の
教
が
日
本
に
活
き
て
支
那
に
死
ん
だ
の
だ
印
度
文
明
の
精
華
と
い
ふ
べ
き
悌
敢
に
就
い
て
も
亦
同
様
で
あ
る
。
悌
歌
は
途
に
印

セ
イ
ロ

ν

度
を
輿
し
、
又
は
救
ひ
得
ぎ
り
し
の
み
な
ら
や
、
印
度
も
悌
教
左
生
か
し
得
な
か
っ
た
。
今
や
悌
教
は
.
僅
か
に
錫
蘭
島
に
於
て
小
一
来
的
信
仰
者

の
少
敷
を
有
ナ
る
以
外
殆
ん
H

と
印
度
に
そ
の
跡
を
絶
っ
て
し
ま
っ
た
。
第
二
の
故
郷
と
も
い
ふ
べ
き
支
那
に
於
て
も
、
今
や
悌
教
は
漠
聾
絞
経
と

堂
塔
伽
鑑
と
を
磁
し
て
、
過
ぎ
し
世
の
盛
大
そ
偲
ば
し
む
る
に
止
ま
b
J
、
支
那
民
族
の
信
仰
生
活
と
風
す
る
馬
牛
と
な
り
果
て
た
。
濁
り
吾
が
日

本
に
於
て
の
み
悌
陀
の
繭
音
に
含
ま
れ
た
弘
一
切
の
要
素
が
、
そ
の
登
る
べ
き
至
高
の
階
ま
で
高
め
ら
れ

J
今
日
猶
闘
民
の
宗
教
的
生
活
を
律
す

る
生
き
た
る
信
仰
と
な
っ
て
ゐ
る
。

日
本
民
族
が
卒
く
よ
り
支
那
及
び
印
度
の
思
想
文
明
と
接
蝿
ぜ
る
と
と
は
.
と
れ
を
し
て
精
神
的
に
支
那
の
一
省
か
.
若
し
く
は
印
度
の
一
植

民
地
た
ら
し
め
易
い
や
う
に
思
は
れ
る
口
さ
-P
な
が
ら
宜
巌
の
如
を
園
民
的
自
傘
ξ
有
機
的
統
一
と
は
、
亜
細
亜
文
明
の
雨
極
よ
り
押
し
寄
せ
る



日
本
民
族
の
最
も
光
柴
と
ず
る
誇
は
.
車
に
政
治
的
の
み
た
ら
4
y
，
そ
の
謹

寸
翠
だ
も
外
来
の
影
響
の
た
め
に
.
白
家
の
異
面
白
を
傷
つ
け
ら
れ
ざ
り
し
事
で
あ
る
。

吾
等
の
態
度
を
伎
の
支
那
人
が
濫
り
に
他
閣
の
文
明
を
蔑
視
し
.
自
ら
そ
の
固
掘
に
甘
ん
や
る
が
如
ぎ
笑
ふ
べ
き
払
円
高
と

他
閣
の
文
明
に
封
し
て
、
恰
も
楚
人
が
越
人
の
肥
帯
を
見
る
が
如
き
無
席
畳
そ
以
て
す
る
は
、
支
那
人
の
態
度
で
あ
る
。

然
る
に
吾
等
は
、
亜
細
亜
大
陸
に
暁
含
呑
へ
る
文
化
の
花
の
轍
入
せ
ら
る
L
毎
に
、
つ
ね
に
新
な
る
凪
ず
に
胸
を
躍
ら
せ
て
来
た
。
最
初
コ
一
韓
一
文

明
に
接
し
た
る
時
も
.
吾
等
は
他
園
民
の
遁
従
を
許
さ
ぬ
敏
感
と
‘
驚
嘆
す
べ
き
自
由
な
る
批
判
的
精
神
と
を
以
て
、
仔
細
に
之
を
観
察
し
熱
心

に
之
を
研
究
し
た
口
而
し
て
此
の
巌
粛
な
る
努
力
は
.
そ
れ
等
の
文
明
を
遺
憾
な
く
了
解
し
て
、
之
を
園
民
的
生
命
の
内
容
と
し
て
揖
取
し
了
る

smw 

ま
で
槙
け
ら
れ
売
。
官
目
な
崇
拝
は
.
吾
等
の
断
じ
て
せ
ぬ
所
で
あ
る
。
同
時
に
偏
狭
な
る
排
斥
も
.
亦
吾
等
の
決
し
て
敢
て
吐
ぬ
所
で
お
る
。

と
れ
を
欧
羅
巴
に
封
し
で
言
ふ
時
‘
亜
細
亜
は
揮
然
た
る
一
如
を
な
し
芝
.
西
洋
文
明
と
相
封
ず
る
東
洋
文
明
を
成
し
て
ゐ
る
。
固
よ
り
東
洋

精
神
は
.
異
れ
る
園
土
陀
於
て
異
れ
る
表
現
を
な
し
て
ゐ
る
。
而
も
そ
れ
等
は
皆
、
一
つ
大
洋
に
起
伏
す
る
女
波
男
波
に
遁
ぎ
ぬ
口
亜
細
亜
諸
国

の
文
明
は
、
み
な
統
一
あ
る
亜
細
亜
を
物
語
る
口
然
る
に
此
の
「
複
雑
の
中
に
存
ず
る
統
ご
を
、
わ
け
て
も
鮮
か
に
賓
現
し
て
、
亜
細
亜
の
一

如
を
最
も
十
全
に
護
揮
す
る
の
が
、
常
に
日
本
圃
民
の
光
柴
あ
る
特
槽
で
あ
っ
た
D

而
し
て
世
界
に
比
類
な
き
皇
統
の
蓮
綿
と
し
未
村
人
曾
て
異
邦

k

l

G

 

の
怨
服
を
受
付
ざ
る
崇
高
な
る
自
隼
ム
」

.1先
砲
の
思
想
.
感
情
を
保
つ
に
至
便
な
る
地
理
的
位
置
と
が
、

護
持
者
た
る
に
趨
久
し
め
た
口
さ
れ
ば
吾
等
の
今
日
の
意
識
は
、
費

K
E細
亜
意
識
の
綜
合
で
あ
h
y
、

あ
る
。
日
本
文
明
の
意
義
及
び
債
値
は
費
に
此
の
離
に
存
ず
る
。

時
陀
於
て
も
.

徳
的
宗
教
的
‘

そ
れ
等
の
文
明
の
奴
隷
と
な
る
と
と
は
な
か
っ
た
。

乃
至
轟
桁
尚
生
活
に
於
て
.

斯
く
言
へ
ば
ム
」
て
、

同
視
し
て
は
な
ら
ぬ
口

- 5ー

日
本
を
し
て
亜
細
毘
思
想
及
び
文
明
の

吾
等
の
文
明
は
会
亜
細
亜
思
想
の
表
現
で

支
部
を
見
ょ
。
王
室
の
一
顛
覆
、
塞
外
民
族
の
入
冠
、
兇
暴
な
る
民
衆
の
掠
奪
.
組
ぺ
て
此
等
の
出
来
事
が
幾
度
と
た
く
操
返
さ
れ
た
矯
め
に
.

A
T
日
残
る
所
の
も
の
は
.
唯
究
唐
代
諸
帝
の
光
柴
と
宋
代
社
舎
の
文
雅
と
を
偲
ば
し
め
る
文
皐
や
遺
跡
が
t
u
る
に
遇
空
ぬ
口
そ
の
文
明
の
根
底
を

な
ぜ
る
儒
教
及
び
老
子
款
の
精
榊
は
亡
び
果
て
、
此
の
精
神
が
生
み
出
し
た
る
美
は
し
き
事
術
も
‘

叉
之
を
印
度
に
見
よ
ロ

決。

打
積
け
る
天
災
や
鞍
範
の
た
め
に
消
え
失
せ

a
の
そ
か
わ
.
，

ア
ン
チ
オ
グ
や
ア
レ
キ
サ
ン
ド

p
wパ
の
帝
王
を

L
て
‘
そ
の
甑
を
仰
が
し
め
た
る
阿
育
宝
の
世
巌
も
.
今
は
潅
バ

1



ル一
1
F
阜
、
倒
伊
伊
紛
の
頚
れ
た
石
垣
に
悲
し
き
.
耳
目
影
を
留
あ
る
に
遁
ぎ
泊
。
詩
型
カ
l

p
グ
l
サ
の
筆
ず
ら
も
.
品
開
旦
聾
し
離
か
り
し
趨
目
玉
。

比
類
な
き
柴
華
も
、
畳
め
て
跡
な
き
美
は
し
を
夢
と
な
っ
た
ロ
婆
羅
門
の
聖
地
の
水
は
掴
れ
、
悌
陀
の
教
は
生
命
を
失
っ
た
。
印
度
事
術
の
世
麗

た
る
作
品
は
蒙
古
人
の
狼
霜
と
、
同
士
駅
徒
の
狂
暴
た
る
偶
像
破
壊
主
義
と
欧
側
傭
兵
の
無
理
な
る
蹴
暴
と
に
よ
り
て
.
殆

ρ
E其
の
姿
を
失

っ
て
し
ま
っ
売
口
我
等
は
唯
だ
ア
ジ
ヤ
ン
グ
鏑
寺
の
彫
壁
や
、
エ
ル
ロ
ラ
の
彫
刻
や
.
オ
リ
ツ
サ
の
彫
岩
や
最
後
に
は
今
日
の
日
用
品
に
工
h
y
て

僅
か
に
過
去
を
懐
ひ
得
る
に
遁
ぎ
ぬ
。
然
る
に
濁
-P
日
本
に
於
て
の
み
)
亜
細
直
の
歴
史
的
富
が
護
持
さ
れ
て
来
た
。
孔
老
の
教
も
、
品
開
陀
の
繭

昔
も
?
其
の
最
も
美
は
し
き
果
責
を
此
園
に
於
て
結
ん
だ
口
而
し
て
其
等
の
理
想
の
兵
間
的
表
現
な
る
事
柄
も
、

ら
れ
た
る
貴
を
遺
品
に
工
り
て
、
時
代
を
謡
ふ
で
辿
る
と
と
が
で
き
る
。
而
し
て
日
本
が
能
く
か
く
の
如
く
な
る
そ
得
た
の
は
既
に
述
べ
た
る
如

く
.
日
本
精
神
が
.
一
切
に
方
向
を
奥
へ
る
カ
を
具
へ
て
ゐ
る
た
め
で
あ
・
夕
、
市
し
て
能
く
一
切
に
正
し
き
方
向
を
興
へ
る
と
と
が
で
き
る
の
は

取
り
も
直
さ
や
正
じ
き
理
想
を
抱
く
が
故
時
あ
る
。

此
の
園
に
於
て
の
み
持
ち
停
へ

然
ら
ば
そ
の
理
想
と
は
何
か
口
五
口
等
の
胞
先
が
此
の
園
を
肇
む
る
に
賞
-P、
会
心
会
霊
を
拳
げ
て
確
立
せ
る
理
想
は
貨
に
寸
あ
ま
つ
ひ
っ
智
の

み
さ
か
え
.
る
め
っ
ち
と
と
も
に
か
智
り
な
け
む
」
と
と
で
あ
っ
た
u

げ
に
日
本
建
園
の
理
想
は
.
此
の
一
・
伺
陀
聾
さ
れ
、
此
の
一
勾
と
そ
‘

事
記
・
日
本
書
紀
の
中
軸
で
あ
る
。
古
事
記
・
日
本
書
紀
の
紳
代
念
に
於
け
る
自
齢
一
切
の
立
言
は
、

の
も
の
と
い
ふ
と
と
が
出
来
る
。

古

-6-

要
す
る
に
此
の
一
事
を
推
巌
に
す
る
た
め

高
世
一
系
の
理
想
は
、
飴
り
に
屡
々
口
頭
に
上
守
ら
れ
た
詩
に
、
今
の
世
の
人
々
は
却
っ
て
そ
の
中
に
含
ま
る
る
深
奥
た
る
意
義
を
反
省
し
よ

う
と
せ
ぬ
傾
が
あ
る
。
而
も
車
陀
之
を
外
面
の
み
に
就
い
て
見
る
も
、
古
代
時
園
の
建
園
思
想
の
中
、
か
く
の
如
く
雄
揮
忙
し
℃
確
信
に
充
ち
た

る
も
の
が
他
に
も
あ
る
か
。
吾
等
の
知
る
限

hZ於
て
は
、
僅
か
に
葉
の
始
皇
帝
が
股
を
始
皇
帝
と
し
い
ト
一
世
三
世

3
停
へ
て
寓
控
室
ち
ん
と

豪
語
し
た
。
而
も
費
際
は
僅
か
に
二
世
に
し
て
亡
閣
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
支
那
の
拳
者
は
、
始
皇
帝
の
抱
け
る
如
き
高
世
一
系
の
理
想
を
以
て

罵
突
す
べ
き
不
可
能
の
夢
と
な
し
.
革
命
卸
ち
王
朝
の
交
替
を
営
然
の
事
と
し
た
。
然
る
に
一
昔
が
固
に
於
て
は
.
支
那
に
於
て
談
罵
の
種
と
注
れ

る
と
の
理
想
を
奉
巴
、
能
く
之
を
費
現
し
て
今
日
に
至

p.
更
に
未
来
水
劫
に
友
ぽ
ざ
ん
と
し
て
居
る
。
そ
は
ま
さ
し
く
人
類
の
臨
歴
史
に
於
け
る

羅
馬
法
王
朝
に
就
い
て
下
の
如
く
論

E
売
主
品
開
同
い
馳
祉

K
齢
忙
1
f

人
制
む
作
h
y
し
事
業
の
ラ

ア
個
め
不
可
思
酷
で
あ
る
日

曾
て
マ
コ

I
レ
ー
は
、



『
羅
馬
歌
舎
の
如
く
研
究
の
償
値
あ
る
も
の
は
稀
で
あ
る
o

r
腫
が
メ
シ
テ
オ
ン
よ
り
上
り
し
時
、

て
唯
だ
此
の
教
舎
だ
け
で
②
る
。

と
の
教
舎
の
歴
史
は
.
人
類
文
明
の
三
大
時
期
を
繋
ぐ
も
の
で
あ
る
。
噂
牲
を
境

フ
ラ
ピ
ヤ
の
園
戯
場
に
ジ
ラ
フ
ム
」
虎
と
が
腫
け
廻
り
し
時
ま
で
人
心
を
湖
ら
せ
得
る
も
の
は
、

世
界
に
於

齢
は
赤
見
の
如
く
稚
い
」
左
。
然
る
に

皇
統
連
綿
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
一
清
そ
の
驚
を
大
に
し
た
に
相
還
な
W
O

，

加
ふ
る
に
天
つ
日
嗣
、
天
壌
と
共
に
無
窮
な
る
と
と
は
、
更
に
重
大
な
る
内
田
町
意
義
を
有
し
て
ゐ
る
ロ

確
に
把
持
し
採
れ
る
が
故
に
、
今
日
在
る
そ
得
た
の
で
あ
る
o

皇
統
が
前
向
世
一
系
な
る
魚
に
は
・

世
界
に
於
て
其
の
系
園
の
遺
き
を
替
る
最
も
永
続
し
た
る
王
室
も
、
之
を
羅
馬
法
王
朝
に
比
す
れ
ば
、
其
の
年

わ
が
皇
室
は
、
法
王
朝
に
比
し
て
一
屠
久
し
い
庵
史
を
有
し
て
ゐ
る
。
若
し
マ
コ
ペ
レ
l
ξ

て
日
本
。

以
て

如
何
な
る
例
外
も
な
し
に
、
主
樺
が
薄
弱
微
力
企
た
る
か
ら
で
あ
る
口

町
内
弘
弘

D
z
m
こ

と

お

ま

み

h
O
L

と
ず
く
巳

事
動
疏
命
の
卜
苅
御
食
園
」
と
な
し
、

わ
が
日
本
民
族
は
.
比
の
理
想
を
竪

日
本
民
族
が
禽
世
に
調
立
し
繁
柴
す
る
と
'
と
そ

直
ち
に
日
本
閤
民
の
永
遠
の
稜
展
と
い
ふ
と
と
在
意
味
す
る
口
闘
刷
乱
れ
て
民
亡
ぶ

そ
れ
故
に
日
本
の
古
典
が
.
日
本
を

必
須
の
傑
件
と
す
る
。

そ
れ
故
に
高
世
一
系
と
い
ふ
と
と
は
、

市
し
て
園
鋭
れ
て
民
亡
ぶ
原
因
は
、

3

・n
h

孟
テ
、
h
F

一

「
夫
雲
へ
耐
併
す
限
}
岱
肢
の
士
渡
る
極
み
、

若
し
「
御
代
々
々
の
聞
に
、

ま
つ
ろ
は
ね
識
を
奴
も
あ

- 7ー

れ
ば
、

神
代
の
古
事
の
ま
に

f
¥
.
犬
御
稜
威
を
か
が
や
か
し
て
、
た
ち
ま
ち
打
減
し
給
ふ
も
の
ぞ
L

と
し
て
、
吾
園
の
主
権
を
高
古
不
動
の
礎

ま
さ
し
く
園
家
永
遠
の
般
市
柴
の
礎
を
置
け
る
も
の
で
あ
る
口

の
上
に
置
き
た
ま
ふ
と
'
と
は
、

四

し
た
。

天
皇
と
は
「
天
神
に
し
て
皇
帝
」
の
意
味
で
診
る
。

而
し
て
正
口
が
園
は
文
字
通
り
に
紳
園
で
あ
り
.

天
神
に
し
て
皇
帝
た
る
君
主
を
事
巴
て
、
比
の
日
本
圃
を
建
設

天
皇
は
現
神
で
あ
り
P

天
皇
の
治
世
は
神
世
で
あ
る
左
信
じ
て
ゐ
た
c

試
み
に
寓
葉
集
を

其
の
奉
事
せ
る
天
皇
の
世
を
直
ち
に

さ
て
、

吾
等
の
祖
先
は
、

覆
め
ば
.

吾
等
は
随
所
に
「
す
め
ら
ぎ
は
紳
に
し
在
せ
ば
」
と
い
ふ
歌
詞
に
接
す
る
o

営
時
の
人
々
は
、

「
榊
世
L

と
呼
び
、
天
皇
の
行
幸
を
「
雨
降
L

と
い
ひ
、
彼
等
自
身
を
つ
す
め
ら
vd
の
紳
の
宮
人
」
左
呼
ん
で
ゐ
た
。

誼
」
と
は
、
天
皇
が
紳
の
ま
に
/
¥
日
本
国
家
を
治
め
給
ふ
遣
で
あ
h
y
、
日
本
圃
民
が
一
紳
の
ま
に
ま
に
天
皇
に
仕
ヘ
奉
る
遣
の
と
と
で

い
は
ゆ
る
「
紳
な
が
ら
の

同
時
に
、

あ
る
。天

皇
位
一
仰
と
仰
ぐ
日
本
圃
民
の
信
仰
は
、

敵
米
人
に
は
容
易
に
理
解
し
得
た
い
と
し
て
も
、
i

東
洋
に
於
て
は
決
し
て
合
得
す
る
に
難
か
ら
ぬ
信



父
を
巌
に
ず
る
は
天
に
配
す
る
よ
り
犬
な
る
は
真
し
」
と
い

父
に
於
て
天
を
認
め
る
と
と
‘
即
ち
父
を
天
と
す
る
と
ξ
で
あ
る
u

そ
れ
故
に
蹟
記
に
は
「
仁
人
の
親
に

事
ふ
る
や
天
に
事
ふ
る
が
如
〈
、
天
に
事
ふ
る
や
、
親
に
事
ふ
る
如
く
す
」
と
説
い
て
ゐ
る
。
そ
は
父
母
陀
封
ず
る
孝
行
が
.
其
の
本
質
に
於
て

宗
教
的
な
る
と
み
」
を
明
示
す
る
も
の
に
し
て
、
家
族
に
於
け
る
父
母
は
、
家
族
生
活
に
於
け
る
宗
教
的
封
象
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
宗
教
と

は
、
自
己
の
生
命
の
本
棋
を
認
識
し
て
、
之
を
敬
愛
し
之
に
随
順
す
る
と
と
で
あ
る
つ
父
母
は
取
り
も
直
さ
や
吾
等
の
最
も
直
接
な
る
生
命
の
本

源
な
る
が
故
花
、
之
を
政
愛
し
之
内
札
随
順
す
る
と
と
は
、
最
も
根
本
的
な
る
宗
教
で
あ
る
。
而
し
て
車
問
等
は
、
父
母
よ
り
湖
り
て
一
家
の
租
先
に

友
び
.
之
を
一
磨
高
〈
生
命
の
本
源
と
し
て
崇
拝
す
る
。
多
く
の
家
族
が
結
合
し
て
部
族
そ
形
成
す
れ
ば
、
諸
家
族
の
共
同
祖
先
た
る
部
族
榊
が

各
家
放
の
阻
先
よ
り
も
一
層
高
位
の
紳
と
し
て
崇
拝
さ
れ
る
口
弐
い
で
多
く
の
部
族
が
一
個
の
闘
家
に
統
一
せ
ら
れ
る
に
及
び
.
部
族
会
胞
の
組

先
が
囲
砲
と
し
て
圃
民
崇
拝
の
封
象
と
な
る
。
然
る
に
多
く
の
囲
家
に
在
り
で
は
、
内
外
幾
多
の
原
因
に
よ
り
て
、
建
国
営
初
の
岡
家
的
生
命
が

中

断

ま

た

は

断

滅

し

た

話

に

、

自

ら

消

滅

せ

ぎ

る

を

得

な

か

っ

た

。

仰
で
あ
る
。
試
み
に
孝
経
を
嬬
け
ぽ
「
孝
は
弐
そ
躍
に
す
る
よ
り
大
た
る
は
莫
く
、

ふ
一
伺
が
あ
る
。

天
に
配
す
る
と
は
、

'" 

そ
れ
等
の
園
々
に
於
て
は
、
園
家
の
生
命

直
ち
に
宇
宙
会
障
の
本
諒
た
る
紳
を
天
父
と
し
て
仰
い
で
ゐ
る
。
唯
帽
凡
主
口
園
に
於
で
は
建
園
こ
の
か
た
今
日
に
歪

間
家
の
腰
史
的
進
化
.
一
貫
相
続
し
て
中
絶
せ
ざ

p
し
の
み
な
ら
や
、
園
組
の
直
系
蓮
綿
と
し
て
圃
家
に
君
臨
し
給
ふ
が
故
花
、
園
民

の
天
皇
に
封
ず
る
開
係
は
‘
其
の
本
質
に
於
て
父
母
陀
封
ず
る
子
女
の
開
係
主
同
一
で
あ
る
。
子
女
が
父
母
に
劃
し
て
正
し
き
闘
係
を
賛
現
寸
る

と
と
が
、
取
り
も
直
さ
十
孝
で
あ
る
o

同
様
に
日
本
圃
民
が
、
天
皇
に
封
し
て

E
し
き
開
係
を
賢
現
す
る
と
と
が
忠
で
あ
る
o
さ
れ
ほ
と
そ
.
吾

が
固
に
於
て
は
、
古
よ
り
忠
孝
一
本
と
言
は
れ
て
ゐ
る
口
そ
は
日
本
の
天
皇
は
.
家
族
の
父
‘
部
族
の
放
長
が
、
共
同
生
活
髄
の
自
然
の
稜
撞
に

伴
ひ
て
園
家
の
君
主
と
な
り
以
て
今
日
に
及
べ
る
が
故
で
怠
る
。
即
ち
日
本
に
於
て
は
、
園
臨
忙
於
て
園
自
然
的
生
命
の
本
調
そ
認
め
、
闘
阻
の
直

系
で
る
担
、
且
園
組
の
精
神
を
如
買
に
現
在
ま
で
護
持
し
給
ふ
天
皇
叫
位
、
紳
と
し
て
仰
ぎ
奉
る
の
で
あ
る
。
吾
等
は
永
遠
無
鳴
に
一
系
蓮
綿
の
天

皇
を
奉
じ
‘
謹
未
掠
際
と
の
囲
土
に
撮
り
.
担
先
の
志
業
を
継
承
し
て
歩
々
之
を
議
行
し
、
め
が
圃
腫
を
し
て
・
い
や
が
上
に
光
輝
あ
る
も
の
た
ら

し
め
ね
ば
な
ら
ぬ
。

圃
租
に
封
ず
る
宗
教
的
関
係
も
、

- 8ー

の
本
源
た
る
閏
砲
を
認
め
歩
、

る
ま
で
、
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編
ん
輯

f麦

~e 

神
代
よ
り
、
観
れ
ぬ
ひ
と
筋
の
足
音
を
つ
ピ
け
て

き
た
皇
紀
二
千
六
百
年
の
朝
は
、
今
中
我
キ
円
前
面

に
蒼
た
と
開
い
た
。
&
世
界
の
東
も
西
も
‘
飢
雲
の

下
に
裸
債
を
噛
み
合
せ
て
、
季
節
の
鈴
い
風
と
も

つ
れ
新
し
い
歳
月
の
頁
を
忘
れ
て
も
ゐ
や
う
な
か

に
、
わ
が
大
和
民
族
だ
け
は
、
と
の
輝
〈
空
の
奥
に

か
け
た
硝
伸
子
を
つ
た
っ
て
静
代
に
さ
か
の
ぼ
る
o
a

東
亜
の
新
秩
序
、
光
は
東
方
よ
り

l
!と
の
紳
代
よ

り
の
意
志
は
、
我
々
の
鰻
内
に
渡
り
わ
た
っ
て
ゐ
る

の
を
鑑
え
る
。
A
と

L

に
意
義
深
い
新
年
放
を
江
湖

に
治
る
o
A
晶
智
頭
先
づ
大
川
博
士
に
、
「
建
闘
の
理

想
」
を
聴
か
う
。
次
に
注
精
衡
(
注
兆
銘
〉
氏
の
撃

を
、
火
野
牽
平
氏
の
「
職
塵
」
を
‘
a
宮
田
宗
治
氏

切
「
湘
一
切
γ
コ
ナ
六
百
年
の
は
じ
切
に
」
の
詩
は
、
や

供
の
た
め
に
・
と
あ
る
が
、
子
供
の
た
め
の
も
の
と
限

る
べ
き
で
は
な
い
の
で
あ
る
0

4

「
新
秩
序
」
と
い
ふ

‘
熟
請
は
現
代
の
合
言
薬
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ

ほ
ど
に
、
東
亜
は
さ
て
捨
曹
関
内
の
時
間
一
枇
A
W
岡
崎
が
、

前
進
の
一
迭
に
生
き
た
た
め
の
飢
れ
で
、
秩
序
を
求

め
て
ゐ
る
や
う
で
あ
る
。
教
育
界
の
上
暦
に
立
ゆ
ハ
早

め
た
と
加
者
悶
の
穏
を
・
と
ら
へ
た
の
が
文
筆
だ
と
す

=
れ
ば
、
そ
の
文
唱
が
園
球
し
で
如
何
な
る
貨
の
も
の
で

=
あ
っ
た
か
‘
又
此
後
如
何
な
る
方
向
に
議
み
得
る
も

巴
の
か
ど
う
か
を
一
臆
確
か
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

=
A
野
論
家
青
柳
優
氏
は
ζ

の
調
答
〈
総
の
な
か
へ
、

氏
狗
特
の
メ
ス
を
れ
?
と
突
§
立
て
弘
、
忽
ち
ジ
グ
一
本
誌
は
漏
・
支
・
鮮
・
牽
本
誌
会
料
二
銭
主
題

ザ

グ

に

切

り

裂

い

た

。

「

主

主

教

育

者

」

や

「

綴

一

然

州

都

関

税

湘

開

計

円

以

さ

の

も

だ

f
kし
た
世
論
円

2
に
一
物
も
残

l

i

-

-

バ
ハ
判

U11uIlli---

き
ず
解
決
さ
れ
主
で
あ
る
0

4

お

な

じ

み

の

品

川

同

同

ト

〕

川

戸

同

什

戸

時

筆

者

麻

生

、

長

沼

雨

先

生

の

新

春

心

象

風

求

.

我

々

三

一

ヶ

月

分

一

金

一

国

八

十

銭

け
何
か
を
教
へ
ら
れ
る

0
2
4よ
っ

て

f
る

利

パ

刑

判

記

品

到

劃

新
皐
却
え
ま
た
幾
人
も
の
輔
校
児
童
を
U

る

と

主

ぺ

1
1
J
1小
よ

主

ふ

。

と

の

不

幸

な

児

童

た

ち

の

取

扱

ひ

を

、

後

卜

い

同

区

民

団

川

川

崎

藤

山

石

男

先

生

の

一

文

を

過

し

て

、

今

か

ら

十

分

心

準

外

岡

一

ヶ

年

分

一

金

十

闘

七

十

六

銭

備
し
て
お
い
て
裁
き
た
い
。
&
「
欧
米
の
鵡
法
」
は

近
〈
質
視
す
る
岡
民
感
校
の
教
科
に
謝
す
る
示
唆
を

多
分
に
A
白
ん
で
ゐ
る
と
確
信
す
る
。
A
第
九
州
芥
川

賞
候
補
の
光
同
文
雄
氏
の
小
説
、
一
ア
ヂ
オ
で
お
な
じ

み
の
西
山
氏
の
童
話
、
川
崎
両
小
校
高
等
二
年
生
の

山
口
孝
一
一
況
の
純
良
な
「
質
朝
日
日
記
」
は
い
づ
れ
も

新
春
誌
上
の
光
輝
で
あ
る
と
自
負
す
る
。
A
諸
賢
の

よ
き
泰
を
教
壇
の
上
に
税
一
附
し
つ

L
O

ハ.
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混

A
V
本
誌
の
御
註
交
は
す
べ
て
前
金
の
と
と

A
V
御
怠
金
は
な
る
べ

C
振
替
貯
金
の
と
と

(
振
替
用
紙
は
郵
便
局
に
ど
ざ
い
ま
す
〉

郵
券
代
用
は
一
一
割
帯
に
願
ひ
ま
す
。

A
V
相
互
の
利
怨
で
す
か
ら
成
ぺ
〈
余
年
分

一
年
分
の
御
鱗
識
を
お
願
ひ
致
し
ま
す

A
V
臨
時
槍
刊
特
別
扱
等
は
定
債
不
同
に
つ

き
御
申
込
金
の
最
後
決
算
の
際
不
足
額

を
頂
戴
い
た
し
ま
す
。

A
V
前
金
切
の
場
合
は
封
筒
に
前
金
切
の
捺

印
詮
い
た
し
ま
す
。

意編曾究都導指習車

運亙亙週間
十十

接印印!'EI縞 R四
幸一刷局1)行斡年年

ー白骨 U 酌 1・人人人 十
量蓄量所3宝 一二
一、『也繭草 月月
f山k耳tf{; • ~帝ご石相相 十
叢阪京戸ム~JI\竺都殺 八

六一四歪自 -PV2川賀賀日日
一一五四回目ョ主刷T 霊童印
ーーnーー-..ー・堕軍詞 l量生H 且u
3:::0/-\八.....-~~手疋ナ詩 編
八五七五一会由義曾雲 行本
番番番番番畏民地E止高夫ヲヨた


