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舘
林
見
聞
記
o

　
田
ど
す
か
れ
畑
と
な
り
て
よ

し
き
り
も

　
す
ま
ず
な
り
た
る
沼
ぞ
悲
し

き　
舘
林
の
生
ん
だ
文
豪
田
山
花

袋
の
歌
で
あ
る
。

　
私
は
初
め
て
親
の
膝
も
と
を

離
れ
三
年
の
歳
月
を
送
つ
た
、

い
わ
ば
第
二
の
故
郷
と
も
い
う

べ
き
舘
林
！
、
、
ふ
と
し
た
機
会

に
恵
ま
れ
て
、
丸
三
年
ぶ
り
で

訪
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。

　
舘
林
市
は
、
皇
太
子
妃
美
智

子
殿
下
の
ゆ
か
り
の
地
と
し
て

大
き
く
報
道
さ
れ
た
の
で
知
つ

て
い
る
方
も
多
い
と
思
う
が
、

賭
恥
夢
瞳
離
麟
獣

の
所
在
地
と
し
て
有
名
で
あ

る
。
私
は
こ
の
、
関
東
平
野
の

中
心
に
位
置
す
る
静
か
な
城
下

町
が
す
．
こ
く
気
に
い
つ
て
い

た
。　

あ
い
に
く
小
雨
が
降
つ
て
い

た
が
時
間
の
都
合
も
あ
つ
た
の

で
、
街
を
横
切
り
城
沼
に
出
て

み
た
。

　
明
治
の
文
学
史
上
忘
れ
る
こ

と
の
で
き
な
い
も
の
N
一
つ
と

し
て
、
自
然
主
義
思
潮
の
擾
頭

と
共
に
、
私
生
活
を
赤
裸
々
と

書
き
世
間
を
驚
愕
さ
せ
た
「
蒲

S

生

団
」
の
著
者
、

り
に
居
を
構
え
て
い
た
の
で
あ

つ
た
。

　
私
は
花
袋
の
家
が
貸
家
と
な

り
、
売
家
と
な
つ
て
い
る
と
聞

ぎ
、
市
や
県
で
何
と
か
な
ら
ぬ

も
の
か
と
心
を
暗
く
し
た
。
そ

の
家
の
近
く
に
元
舘
林
城
主
の

後
喬
が
住
ん
で
い
た
と
い
わ
れ

る
お
屋
敷
が
あ
り
、
今
上
陛
下

が
ま
だ
皇
太
子
殿
下
で
あ
つ
た

こ
ろ
訪
れ
た
こ
と
が
あ
る
と
聞

か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、

入
つ
て
み
る
気
に
な
り
、
お
と

な
つ
た
が
人
の
気
配
が
な
い
。

仕
方
な
く
裏
へ
廻
つ
て
み
る
と

若
い
婦
人
が
子
供
を
し
き
り
に

あ
や
し
て
い
た
。

　
私
は
庭
を
み
せ
て
頂
き
た
い

と
許
可
を
得
、
改
め
て
庭
を
見

て
驚
い
た
。
も
の
す
．
こ
い
荒
れ

　
　
　
　
　
　
山
田
花
袋
も
ま

た
、
こ
の
城
沼
を
愛
し
、
ほ
と

様
で
あ
る
。
二
、
三
年
は
手
入

驚
．
』
レ
環

●

　
　
　
　
日
俳
中
里
支
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
声

音
立
て
て
牡
丹
崩
る
る
夜
の
し

じ
ま
　
　
　
　
　
　
峰
　
月

片
想
い
せ
し
彼
の
人
か
田
植
笠

れ
を
し
な
か
つ
た
と
思
わ
れ

る
。
戦
前
こ
の
裏
庭
か
ら
、
つ

つ
じ
ケ
岡
へ
の
眺
望
は
天
下
の

美
観
を
誇
つ
た
と
い
う
が
、
今

は
見
る
影
も
な
い
。
栄
枯
盛
衰

は
世
の
な
ら
い
か
も
知
れ
な
い

が
、
こ
の
痛
ま
し
い
現
実
を
見

せ
つ
け
ら
れ
、
い
た
た
ま
れ
な

く
な
り
逃
げ
る
よ
う
に
し
て
辞

し
沼
に
下
り
た
。

　
城
沼
は
六
ヘ
ク
タ
1
ル
位
は

あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
沼
を
横
切

る
唯
一
の
橋
、
太
鼓
橋
が
赤
く

く
つ
き
り
と
浮
か
ん
で
い
る
。

そ
し
て
石
一
つ
な
い
道
が
沼
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
春
　
雷

し
つ
か
り
と
妻
だ
き
長
き
田
植

終
る
　
　
　
　
　
　
露
丘

終
業
ベ
ル
織
娘
は
き
出
す
虹
の

中
　
　
　
　
　
　
　
仁
　
寿

雨
晴
れ
て
早
乙
女
の
帯
の
目
に

し
み
る
　
　
　
　
　
桂
　
仙

古
酒
新
酒
厨
房
に
満
ち
春
は
ゆ

沿
つ
て
公
園
ま
で
続
い
て
い
る

が
、
そ
の
昔
こ
の
道
も
附
近
の

田
圃
も
沼
で
あ
つ
た
と
い
う
。

年
々
埋
め
ら
れ
て
出
来
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
沼
に
は
わ
ず
か
に

小
舟
が
二
三
艘
、
名
も
知
れ
ぬ

水
鳥
が
四
五
羽
浮
ん
で
い
る
の

み
で
あ
る
。
花
袋
の
寂
し
い
気

持
が
は
じ
め
て
わ
か
る
よ
う
な

気
が
し
た
。

　
つ
つ
じ
ケ
岡
公
園
は
、
既
に

時
期
を
過
ぎ
人
影
も
な
く
、
わ

ず
か
に
私
と
北
海
道
か
ら
来
た

と
い
う
老
夫
婦
の
み
で
あ
つ

た
。
つ
つ
じ
ケ
岡
は
三
・
三
へ

：
■
を

　
　
薫

藁
醸
旨

【写真】上はつつじケ岡のつつじ

　　下は城沼の太鼓橋

｝
く
　
　
　
　
紫
江

雲
低
き
梅
雨
の
泥
田
に
稚
魚
放

っ
　
　
　
　
　
　
　
哲
　
仙

谷
川
の
青
葉
を
く
ぐ
り
舟
す
べ

る
　
　
　
　
　
　
　
　
清
　
流

三
尺
寝
人
の
噂
を
き
き
な
が
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
秋
　
陽

幼
児
駈
く
一
つ
の
蝶
に
繰
ら
れ
一

ク
タ
ー
ル
で
、
山
つ
っ
じ
を
は

じ
め
霧
島
、
れ
ん
げ
、
さ
つ
き
．

等
二
十
余
種
、
そ
の
数
五
千
本

と
云
わ
れ
、
樹
の
高
さ
五
メ
ー

ト
ル
、
直
径
十
四
・
五
セ
ソ
チ

に
も
及
ぶ
大
き
い
も
の
も
あ
つ

て
、
私
達
雪
国
の
山
つ
つ
じ
と

は
比
較
に
な
ら
ね
程
の
大
株
で

あ
る
。
私
は
園
内
の
あ
ず
ま
や

に
老
夫
婦
を
誘
い
、
問
わ
れ
る

ま
ま
に
っ
っ
じ
ケ
岡
の
悲
し
い

由
来
を
語
つ
た
。

　
慶
長
十
年
、
時
の
舘
林
城
主

榊
原
康
政
の
側
室
に
、
お
辻
の

方
と
い
う
絶
世
の
美
女
が
い
た

が
、
正
室
の
花
房
は
、
も
し
お

辻
に
男
子
で
も
生
れ
て
は
後
々

の
為
に
よ
く
な
い
と
、
あ
ら
ゆ

る
手
段
を
用
え
て
お
辻
を
虐
待

し
た
。
お
辻
は
思
い
あ
ま
つ
て

春
も
お
ぼ
ろ
な
三
月
六
日
の
夜

侍
女
お
松
と
共
に
城
沼
に
入
水

自
殺
を
し
て
し
ま
つ
た
。
城
主

康
政
は
い
た
く
悲
し
み
、
生
前

お
辻
が
好
ん
で
い
た
つ
つ
じ
の

一
株
を
沼
の
南
端
の
ほ
と
り
に

植
え
、
そ
の
霊
を
慰
め
た
の
で

あ
る
が
、
心
の
支
え
を
失
つ
た

康
政
は
翌
年
お
辻
の
後
を
追
い

黄
泉
の
客
と
な
つ
た
。

　
そ
れ
よ
り
二
十
二
年
後
、
寛

永
四
年
康
政
の
孫
忠
次
が
、
領

内
の
新
田
郡
田
島
郷
か
ら
勾
当

遺
愛
の
つ
つ
じ
八
百
八
株
を
移

植
し
、
代
々
の
城
主
が
こ
の
花

の
保
護
に
努
め
た
。
こ
れ
が
つ

つ
じ
ケ
岡
公
園
の
由
来
で
あ

る
。

　
今
で
も
お
手
植
の
つ
つ
じ
が

半
分
枯
れ
か
」
つ
て
残
つ
て
い

，
る
が
、
三
百
五
十
年
も
経
つ
て

い
る
今
日
は
た
し
て
本
当
に
お

手
植
の
つ
つ
じ
か
ど
う
か
疑
問

　
よ
う
や
く
雨
も
止
ん
だ
の
で

私
は
遠
来
の
旅
人
と
別
れ
、
更

に
つ
つ
じ
の
ト
γ
ネ
ル
を
く
ぐ

り
な
が
ら
、
そ
の
昔
美
し
い
姫

君
達
が
、
花
の
色
に
染
ま
り
な

が
ら
、
や
は
り
こ
の
木
の
下
を

通
つ
た
に
違
い
な
い
と
想
像
し

な
が
ら
公
園
を
後
に
し
た
。

招
魂
祭
執
行

　
昨
年
よ
り
復
活
し
た
招
魂
祭

が
、
十
二
日
午
前
九
時
よ
り
桔

梗
原
に
お
い
て
、
村
傷
庚
軍
人

会
、
遺
族
会
の
共
催
に
よ
り
来

賓
御
遺
族
多
数
参
加
の
も
と
に

厳
か
に
執
行
さ
れ
た
。

　
こ
ど
も
の
気
持

　
村
の
教
育
委
員
会
で
は
、
婦

人
学
級
の
資
料
と
す
る
た
め
、

こ
の
た
び
村
内
の
小
中
学
校
の

子
供
た
ち
の
作
文
を
集
録
し
、

部
落
に
配
布
し
た
が
、
こ
れ
が

各
家
庭
に
回
覧
さ
れ
、
夕
食
後

の
家
庭
団
樂
の
中
で
、
子
供
に

読
ん
で
も
ら
う
な
ど
し
て
、
非

常
な
反
響
を
よ
ん
で
い
る
が
、

教
育
委
員
会
で
は
、
こ
の
資
料

が
、
た
だ
家
庭
の
話
し
合
い
に

と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
み
ん
な

の
集
り
な
ど
に
、
大
い
に
利
用

さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
。
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準
用
河
川
に
編
入

高橋村長

　
年
々
七
川
、
稲
荷
川
は
雪
解

け
期
、
雨
出
水
時
に
は
全
川
を

通
じ
大
き
な
災
害
を
出
し
、
交

通
は
も
と
よ
り
、
人
家
、
耕
地

に
極
め
て
大
き
な
被
害
を
あ
た

え
、
こ
れ
の
復
旧
及
び
治
水
費

に
は
年
々
多
額
の
金
を
要
し
、

関
係
住
民
の
経
済
を
圧
迫
し
、

村
の
負
担
も
又
財
政
上
に
大
き

な
比
重
を
示
し
、
今
日
い
た
る

と
こ
ろ
被
害
を
蒙
つ
た
儘
放
置

さ
れ
て
い
る
現
状
と
な
つ
て
い

る
。
ひ
と
度
こ
の
よ
う
な
中
に

出
水
に
見
舞
わ
れ
た
ら
、
そ
の

被
害
は
実
に
想
像
の
出
来
な
い

大
き
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
村
で
は
、
関
係
住
民
と

一
緒
に
な
つ
て
知
事
に
対
し
、

こ
の
両
川
を
県
の
管
理
と
し
て

も
ら
い
た
い
と
再
三
請
願
を
重

ね
て
き
た
が
、
よ
う
や
く
こ
の

度
県
報
を
以
つ
て
七
月
一
日

付
、
河
川
法
に
規
定
し
た
事
項

を
準
用
す
る
河
川
に
認
定
す
る

旨
、
次
の
通
り
告
示
が
あ
つ

た
。
▽
七
川
“
左
岸
中
星
村
大

字
田
沢
字
二
俣
口
、
右
岸
同
村

大
字
田
沢
字
藤
掛
地
内
村
道
橋

藤
掛
り
橋
以
下
信
濃
川
合
流
点

に
至
る
。

▽
稲
荷
川
“
左
右
岸
と
も
中
里

村
大
字
倉
俣
小
弓
返
り
地
内
第

三
号
砂
防
北
堤
以
下
清
津
川
合

流
点
に
至
る
。

　
ち
な
み
に
両
川
の
治
収
費
、

水
害
損
失
額
を
み
れ
ば
、
蝕
十

年
間
で
八
千
万
円
に
も
の
ぼ
つ

て
い
る
。

　
準
用
河
川
と
は
、
前
記
の
通

り
河
川
法
を
準
用
す
る
も
の
で

県
の
管
理
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
一
で
い
る
よ
う
な
も
の
で
、
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「

今
ま
で
の
よ
う
に
許
可
な
く
、
『
で
は
い
く
ら
み
ん
な
が
働
い
て

砂
利
や
石
を
採
取
し
た
り
、
提
㎜
も
楽
に
は
な
ら
な
い
し
、
溢
線

防
敷
に
木
を
立
～
、
た
り
、
河
川
㎜
に
住
ん
で
い
る
者
、
耕
地
を
も

噺
籏
硬
総
撰
艶
鐙
貿
い
る
者
．
不
安
．
攣
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
採
取
し
｝
幸
い
こ
の
度
永
い
間
の
願
望

よ
う
と
す
る
者
は
役
場
の
土
木
が
か
な
い
準
用
河
川
に
編
入
さ

課
に
よ
く
手
続
方
法
を
き
い
て
れ
心
か
ら
村
民
の
み
な
さ
ん
と

や
つ
て
下
さ
い
）
こ
の
こ
と
に
一
共
に
喜
び
た
い
。
今
後
県
当
局

留
篇
帳
襲
鱗
撞
讐
嚢
縫
腰
蹄
て
治
水

る
こ
と
は
貧
乏
神
を
背
負
こ
ん
　
　
と
喜
び
を
語
つ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
t

社
会
体
育

　
　
〃

粛
、
霜
k
澄
『

　
民
踊
ば
年
々
盛
ん
に
な
つ
て

ゆ
き
ま
す
が
、
し
か
し
単
に
踊

る
こ
と
の
み
で
あ
つ
て
は
な
ら

な
い
。
踊
る
こ
と
が
何
故
よ
い

か
少
し
考
え
て
み
た
い
。

　
社
会
人
は
教
育
を
受
け
る
意

志
が
、
学
校
に
於
け
る
児
童
生

徒
よ
り
極
め
て
少
な
い
。
故
に

同
じ
体
育
を
行
う
に
も
、
本
質

的
な
体
育
と
い
う
よ
り
む
し
ろ

大
部
分
レ
ク
リ
ェ
ー
シ
ョ
ソ
と

し
て
民
踊
を
行
う
の
で
す
。
従

つ
て
民
踊
は
社
会
体
育
の
一
つ

で
あ
つ
て
、
社
会
教
育
活
動
の

中
で
、
主
と
し
て
身
体
的
運
動

を
通
じ
て
お
こ
な
う
教
育
で
あ

と民
踊つ

にい
て

り
、
健
康
で
有
能
な
人
を
つ
く

り
あ
げ
よ
う
と
云
う
教
育
活
動

で
あ
り
ま
す
。

　
で
は
ど
ん
な
効
果
が
あ
る
の

か
と
い
い
ま
す
と
、

①
わ
れ
わ
れ
の
人
生
に
楽
し
み

　
と
明
る
さ
を
与
え
る
。

②
生
活
を
楽
し
む
こ
と
に
よ
つ

　
て
早
く
仕
事
の
疲
労
を
拭
い

　
去
り

③
職
業
に
よ
る
悪
影
響
を
出
来

　
る
だ
け
防
止
し
、
又
固
癖
を

　
矯
正
す
る
に
役
立
ち

㈲
健
康
な
心
身
を
も
つ
人
を
つ

　
く
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
生
産

　
能
率
を
高
め

⑤
大
勢
で
踊
る
こ
と
に
よ
り
社

　
会
性
を
溺
養
す
る
こ
と
が
で

　
き
り
⇔
Q

　
等
々
、
そ
の
意
義
は
極
め
て

大
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
公

民
舘
で
は
今
年
も
民
踊
講
習
会

を
左
記
に
よ
り
行
う
計
画
を
た

て
て
い
ま
す
が
、
老
人
も
若
い

人
も
多
数
参
加
し
、
楽
し
い
ひ

と
と
き
を
送
り
、
明
日
へ
の
原

動
力
と
し
て
頂
き
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
期
　
日
　
　
　
会
　
場

七
月
二
十
二
日
　
貝
野
小
学
校

七
月
二
十
九
日
　
倉
俣
小
学
校

七
月
三
十
日
　
高
道
山
小
学
校

七
月
三
十
一
日
　
田
沢
小
学
校

尚
右
開
会
時
間
は
何
れ
も
午
後

八
時
よ
り
十
時
迄
で
す
。

水
難
事
故
防
止
は
ー

口
み
ん
な
の
協
力
で

　
雨
雲
の
間
か
ら
と
き
ど
き
照

る
陽
射
し
は
日
一
日
と
強
く
な

つ
て
来
て
、
本
格
的
な
夏
の
来

る
の
も
間
近
で
あ
る
。
子
供
達

は
涼
を
求
め
て
川
へ
行
く
こ
と

が
多
く
な
る
と
思
い
ま
す
が
、

毎
年
七
月
か
ら
八
月
に
か
け
て

最
も
水
難
事
故
が
多
く
発
生
し

県
の
統
計
に
よ
る
と
、
海
よ
り

も
川
に
多
い
。

　
昨
年
の
県
内
児
童
生
徒
の
水

難
事
故
に
よ
る
死
亡
者
数
は
、

小
学
生
が
三
十
三
人
で
最
も
多

く
、
中
学
生
八
人
、
高
校
生
一

人
で
、
計
四
十
二
名
の
犠
牲
者

を
出
し
て
い
ま
す
。

　
尚
こ
の
内
訳
を
み
る
と
水
泳

よ
り
も
遊
び
に
行
つ
て
の
事
故

や
、
川
に
転
落
し
て
死
亡
し
た

も
の
の
方
が
多
い
の
で
す
。

　
教
育
委
員
会
で
は
学
校
に
対

し
次
の
よ
う
な
点
に
留
意
す
る

よ
う
通
知
し
ま
し
た
が
、
学
校

だ
け
に
ま
か
し
て
お
か
ず
地
域

や
家
庭
に
於
い
て
協
力
し
な
け

れ
ば
、
大
切
な
わ
が
子
の
生
命

を
水
難
か
ら
守
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
思
い
ま
す
の
で
、
み
ん

な
で
注
意
し
合
い
ま
し
よ
う
。

　
　
指
導
上
の
注
意

◇
安
全
な
水
泳
区
域
を
設
け
管

　
理
者
を
配
置
す
る
。

◇
学
校
の
水
難
防
止
対
策
を
家

　
庭
及
び
地
域
社
会
に
周
知
さ

　
せ
る
こ
と
。

◇
二
人
以
上
の
組
を
つ
く
つ
て

　
行
動
し
、
う
ち
一
人
以
上
の

　
も
の
が
交
代
で
監
視
の
任
に

　
当
る
よ
う
指
導
す
る
。

◇
行
先
、
友
人
名
、
帰
宅
の
時

　
刻
な
ど
を
保
護
者
に
告
げ
、

　
許
可
を
得
る
様
に
指
導
す
る
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道
徳
教
育
上
の
諸
問
題

福

　
文
部
省
と
日
教
組
が
四
つ
に

組
ん
で
論
争
し
て
来
た
道
徳
教

育
と
い
う
大
相
撲
も
、
社
会
の

多
く
の
素
朴
な
人
々
の
支
持
に

よ
り
文
部
省
の
寄
り
切
り
勝
ち

に
終
つ
た
か
の
様
に
み
え
る
。

し
か
し
道
徳
教
育
の
問
題
は
文

部
省
と
日
教
組
だ
け
の
問
題
で

は
な
く
日
本
人
全
体
の
間
題
で

あ
る
か
ら
、
私
達
も
真
剣
に
考

え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
口
に
道
徳
教
育
と
い
つ
て
も

大
き
す
ぎ
る
の
で
、
い
く
つ
か

の
問
題
に
わ
け
て
考
え
て
み
た

い
◎

　
e
道
徳
は
絶
対
に
か
わ
ら

　
　
な
い
か

　
今
か
ら
千
二
、
三
百
年
位
前

の
奈
良
、
平
安
時
代
に
は
氏
ノ

上
、
氏
人
、
部
、
奴
、
卑
、
と

い
う
階
級
制
度
が
き
び
し
く
守

ら
れ
て
い
た
。
氏
ノ
上
は
一
族

の
長
、
氏
人
は
一
族
の
主
立
、

部
は
小
作
人
又
は
奴
隷
頭
、
奴

卑
は
奴
隷
で
あ
る
。
氏
ノ
上
、

氏
人
は
完
全
な
る
自
由
人
で
あ

り
、
部
は
若
干
の
制
限
を
の
ぞ

い
て
は
自
由
で
あ
つ
た
。
奴
隷

で
あ
る
奴
卑
は
全
く
自
由
が
な

い
ば
か
り
で
な
く
、
氏
ノ
上
や

氏
人
の
所
有
す
る
労
働
力
と
い

う
一
つ
の
財
産
で
あ
つ
て
、
そ

の
あ
つ
か
い
は
家
畜
と
同
じ
で

原

滋

あ
つ
た
。
氏
ノ
上
や
氏
人
は
奴

隷
を
持
つ
こ
と
に
後
め
た
さ
を

感
じ
る
ど
こ
ろ
か
、
多
く
持
つ

事
に
誇
り
を
持
つ
て
い
た
。
一

方
奴
や
卑
も
自
分
達
の
生
活
に

な
ん
の
う
た
が
い
も
持
た
な
か

つ
た
の
で
あ
る
。
人
を
人
と
し

て
あ
つ
か
わ
ね
事
が
当
然
と
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
つ
た
。
鎌
倉

足
利
時
代
に
も
下
人
と
称
す
る

奴
隷
が
い
た
。
徳
川
時
代
の
道

徳
は
士
農
工
商
と
い
う
階
級
を

き
び
し
く
守
る
事
に
あ
つ
た
。

身
分
に
満
足
し
階
級
制
度
の
不

合
理
さ
を
考
え
な
い
こ
と
が
美

徳
と
さ
れ
、
家
の
中
に
も
男
と

女
、
長
男
と
次
三
男
、
父
と
子

と
い
う
厳
然
た
る
階
級
制
度
が

持
ち
こ
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し

白
井
権
八
が
旗
本
に
反
抗
し
た

事
に
代
表
さ
れ
る
様
に
庶
民
は

じ
よ
じ
よ
に
で
は
あ
る
が
階
級

制
度
を
く
ず
し
て
い
つ
た
。
忠

臣
蔵
は
今
も
人
々
に
も
て
は
や

さ
れ
る
。
吉
良
上
野
介
の
悪
人

ぶ
り
が
い
か
に
も
す
さ
ま
じ

く
、
四
十
七
士
の
苦
心
は
人
々

の
同
情
を
買
う
為
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
冷
静
に
考
え
て
み
れ
ば

吉
良
上
野
介
の
首
を
切
つ
た
と

て
浅
野
内
匠
頭
の
命
が
取
り
か

え
さ
れ
る
も
の
で
も
な
文
御

家
の
再
建
が
出
来
る
は
ず
も
な

い
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
四
十

七
士
は
仇
討
を
し
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
幕
府
の
一
方
的

な
処
置
に
対
し
、
吉
良
上
野
の

首
を
ち
よ
ん
切
る
こ
と
に
よ
っ

て
間
接
的
に
抗
議
し
た
も
の
と

解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
る
…
…
。

つ
ま
り
武
士
の
社
会
に
お
い
て

も
上
が
下
を
絶
対
に
支
配
す
る

こ
と
に
従
わ
な
い
空
気
が
あ
ら

わ
れ
て
来
た
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
昭
和
二
十
二
年
に
改
正
さ

れ
る
ま
で
の
民
法
、
つ
ま
り
古

い
民
法
で
は
如
何
な
る
場
合
で

も
妻
は
夫
に
従
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
つ
た
。
事
実
こ
の
民
法

に
よ
つ
て
苦
し
め
ら
れ
た
女
性

言
葉
に
つ

　
言
葉
は
自
分
の
考
え
て
い
る

こ
と
の
象
徴
で
す
が
、
極
め
て

千
変
万
化
な
不
完
全
な
象
徴
で

あ
る
と
云
う
こ
と
が
出
来
ま

す
。
例
を
上
げ
る
な
ら
ば
、
私

が
こ
こ
に
「
雪
」
と
云
つ
て
も

み
な
さ
ん
に
ど
の
よ
う
な
イ
メ

ー
ジ
を
与
え
る
で
し
よ
う
か
。

或
る
人
は
、
阿
寺
山
に
ほ
ん
の

り
と
薄
化
粧
を
し
た
よ
う
に
降

り
積
つ
た
雪
を
連
想
す
る
か
も

知
れ
な
い
し
、
又
他
の
人
は
、

自
分
の
家
の
庭
に
積
つ
た
雪
を

想
い
起
す
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

が
ず
い
分
多
く
い
る
の
で
あ
る

が
、
一
般
的
に
は
夫
の
権
力
は

強
く
振
り
ま
わ
す
事
が
出
来
な

か
つ
た
。
な
ぜ
な
ら
夫
と
妻
が

よ
く
話
し
合
い
、
協
力
し
な
け

れ
ば
円
満
で
平
和
な
豊
か
な
家

庭
を
作
る
こ
と
は
出
来
な
か
つ

た
か
ら
で
あ
る
。
妻
は
夫
に
反

抗
す
る
こ
と
は
な
い
に
し
て
も

我
が
家
の
幸
福
の
た
め
に
は
必

ず
意
見
を
発
表
し
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り

如
何
な
る
場
合
も
妻
は
夫
に
従

う
べ
し
と
す
る
封
建
的
な
民
法

は
実
際
生
活
の
中
で
は
価
値
を

失
い
つ
つ
あ
つ
た
の
で
あ
る
。

庶
民
も
政
治
に
参
加
さ
せ
よ
と

い
て

s

生

即
ち
「
言
葉
は
単
純
に
見
え
る

け
れ
ど
も
、
個
人
個
人
の
既
往

の
経
験
に
応
じ
、
別
々
に
解
釈

さ
れ
る
も
の
で
、
必
ず
し
も
両

方
に
同
一
の
価
値
を
も
つ
て
い

る
も
の
で
は
な
い
」
と
、
ア
メ

リ
カ
の
教
育
家
ブ
ラ
ソ
ダ
ー
マ

シ
ユ
ー
ズ
は
云
つ
て
い
ま
す
。

そ
こ
で
我
々
は
言
葉
を
余
程
選

択
し
て
使
用
し
な
け
れ
ば
、
自

己
の
意
思
を
満
足
に
伝
え
る
二

と
が
出
来
な
い
と
思
い
ま
す
。

時
に
は
誤
解
さ
れ
る
場
合
も
多

い
の
で
す
。

強
く
要
求
さ
れ
た
薩
長
の
藩
閥

政
府
は
明
治
二
十
三
年
つ
い
に

国
会
を
開
い
た
。
奈
良
、
平
安

あ
る
い
は
徳
川
時
代
の
道
徳
観

か
ら
見
た
ら
驚
く
べ
き
変
化
と

い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第

二
次
世
界
大
戦
後
で
き
た
憲
法

に
ょ
り
、
す
べ
て
の
人
間
が
平

等
に
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
つ

た
。
憲
法
が
ア
メ
リ
カ
か
ら
お

し
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
か
ら
改

正
す
べ
し
と
云
う
人
も
、
こ
の

憲
法
が
保
障
す
る
人
間
平
等
の

精
神
を
悪
い
と
云
う
こ
と
は
出

来
な
い
。
道
徳
は
時
代
と
共
に

変
る
。
今
日
、
奴
や
卑
又
は
下

人
を
認
め
る
者
は
な
い
。
切
り

す
て
御
免
と
い
う
武
士
の
特
権

を
よ
し
と
す
る
者
も
な
い
。
道

徳
は
時
代
と
共
に
変
る
か
ら
、

親
が
子
に
、
大
人
が
子
供
に
、

教
師
が
生
徒
に
自
分
の
道
徳
観

を
お
し
つ
け
る
こ
と
は
可
愛
い

子
供
達
の
成
長
を
そ
害
す
る
事

に
な
る
。
で
は
道
徳
教
育
は
で

き
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
そ
う
で

は
な
い
。
こ
れ
ら
の
道
徳
教
育

は
『
ど
う
し
た
ら
、
自
分
も
、

友
達
も
、
隣
の
人
達
も
幸
福
に

な
れ
る
か
』
を
『
考
え
、
実
行

す
る
』
態
度
、
習
慣
を
育
て
る

こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
言
葉
は
両
方
に
同
一
の
定
っ

た
価
値
を
持
つ
て
い
な
い
と
云

い
ま
し
た
が
、
多
分
に
共
通
性

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
つ
と
し

て
雰
囲
気
が
上
げ
ら
れ
ま
す

が
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
使
用

す
る
か
に
よ
つ
て
雰
囲
気
の
良

い
悪
い
が
定
つ
て
き
ま
す
。

　
結
婚
式
や
お
祝
い
の
時
に
は

縁
起
を
か
つ
ぎ
、
縁
起
の
悪
い

言
葉
を
使
わ
な
い
習
慣
が
あ
り

ま
す
が
、
こ
う
云
う
時
の
雰
囲

気
は
、
重
大
な
意
義
を
も
つ
も

の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
れ
を

こ
わ
す
こ
と
は
大
き
な
罪
で
あ

る
と
云
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　
「
良
い
言
葉
は
良
い
心
よ
り

出
た
言
葉
で
あ
り
、
悪
い
言
葉

は
悪
い
心
よ
り
出
た
言
葉
で
あ

つ
て
言
葉
に
は
霊
魂
が
こ
も
つ

て
い
る
」
と
云
う
コ
言
霊
の
思

想
」
が
あ
り
ま
す
が
、
言
葉
に

霊
魂
が
こ
も
つ
て
い
る
か
ど
う

か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
「
良
い

言
葉
は
良
い
心
よ
り
出
た
言
葉

で
あ
り
、
悪
い
言
葉
は
悪
い
心

よ
り
出
た
言
葉
で
あ
る
」
こ
と

に
間
違
い
は
な
い
で
し
よ
う
。

　
こ
の
良
い
心
よ
り
出
た
言
葉

は
又
美
し
い
言
葉
で
あ
り
、
美

し
い
言
葉
が
又
良
い
雰
囲
気
を

つ
く
り
出
す
こ
と
は
云
う
ま
で

も
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
　
（
次
号
へ
続
く
）
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こ
れ
か

ら
の

稲
の
病
害
虫
三
つ

イ
モ
チ
病

帆
薫
レ
攣

中
魚
中
部
地
区
普
及
所

永
井
秀
夫

　
梅
雨
も
あ
け
、
本
格
的
な
夏

が
や
つ
て
き
そ
う
で
す
。

　
暑
い
夏
に
な
り
ま
す
と
、
ま

た
、
い
ろ
ん
な
病
害
虫
も
出
て

き
ま
す
。
苦
労
し
て
育
て
て
き

た
作
物
を
病
気
や
虫
に
や
ら
れ

な
い
よ
う
に
守
つ
て
や
る
こ
と

が
、
こ
れ
か
ら
の
大
切
な
農
作

業
の
一
つ
と
言
え
ま
す
。

　
　
　
　
　
◇

　
〃
古
く
し
て
新
し
い
イ
モ
チ

　
病
〃

　
昨
年
は
、
頸
イ
モ
チ
、
枝
梗

イ
モ
チ
に
や
ら
れ
て
、
　
「
ハ

ザ
」
の
下
が
敷
い
た
よ
う
に
粉

が
落
ち
ま
し
た
。
今
年
は
こ
ん

な
ミ
ジ
メ
な
目
に
あ
わ
な
い
よ

う
に
今
か
ら
心
が
け
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

　
イ
モ
チ
病
は
、
天
気
の
具
合

に
よ
つ
て
発
生
が
随
分
違
つ
て

き
ま
す
。
一
口
に
言
つ
て
温
度

が
高
く
、
湿
度
が
多
い
と
た
く

さ
ん
出
て
来
ま
す
。

　
去
年
の
よ
う
に
七
月
、
八
月

の
天
候
の
具
合
で
、
葉
イ
モ
チ

病
が
少
な
か
つ
た
の
で
す
が
、

八
月
の
中
ば
過
ぎ
か
ら
九
月
に

入
つ
て
イ
モ
チ
病
菌
が
広
が

り
、
頸
イ
モ
チ
、
枝
梗
イ
モ
チ

が
広
が
つ
た
の
で
す
。
そ
こ
で

今
年
は

◎
葉
イ
モ
チ
病
U
ぼ
つ
く
イ

モ
チ
の
班
点
が
見
え
て
き
ま
し

た
。
イ
モ
チ
の
班
点
を
良
く
見

て
下
さ
い
。
班
点
を
見
付
け
た

ら
農
協
か
普
及
所
へ
持
つ
て
行

つ
て
調
べ
て
も
ら
つ
て
下
さ

い
。
消
毒
を
す
べ
き
か
ど
う
か

を
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
一
般
的
に
言
つ
て
、
毎
年
イ

モ
チ
の
出
る
所
、
広
が
り
そ
う

の
場
合
は
是
非
消
毒
が
必
要
で

す
。◎

頸
イ
モ
チ
、
枝
梗
イ
モ
チ
h

穂
が
出
る
直
前
に
降
雨
、
曇

天
、
低
温
多
湿
、
日
照
不
足
、

風
通
し
の
悪
い
場
合
は
、
多
く

出
る
と
思
つ
て
下
さ
い
。

　
消
毒
は
こ
う
い
う
場
合
は
一

斉
消
毒
が
良
い
で
し
よ
う
。
時

期
は
、
一
回
の
場
合
は
、
穂
が

出
る
直
前
で
す
。
二
回
の
場
合

は
穂
が
出
る
前
と
、
穂
が
垂
れ

る
頃
の
二
回
で
す
。

　
　
　
　
　
　
◇

　
〃
新
し
い
病
気
、
モ
ソ
ガ
レ

　
病
〃

　
去
年
あ
た
り
か
ら
大
部
あ
ち

こ
ち
に
出
は
じ
め
ま
し
た
。
水

際
に
指
で
押
し
た
よ
う
な
白
い

紋
が
出
来
ま
す
。
こ
の
紋
が
だ

ん
く
上
の
方
に
広
が
つ
て
い

き
、
多
い
と
き
は
二
～
三
割
の

減
収
が
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
に
は
今
ま
で
良
い
薬
が

無
か
つ
た
の
で
す
が
、
今
度

「
モ
ソ
ゼ
ツ
ト
」
と
い
う
良
い

薬
が
出
来
ま
し
た
。
し
か
し
こ

の
薬
は
使
い
方
に
よ
つ
て
は
、

薬
害
が
大
き
い
の
で
充
分
農
協

や
普
及
所
の
指
導
を
受
け
て
使

つ
て
下
さ
い
。

　
大
体
次
の
よ
う
な
こ
と
を
基

準
に
し
て
使
う
よ
う
に
し
ま

一
す
。

一
①
肇
塑
草
丈
の
半
分
位
ま

　
で
枯
れ
た
田
ぼ
に
撒
く
。
乾

　
田
早
性
か
ら
中
性
に
被
害
が

　
多
い
し
、
温
度
の
高
い
年
に

　
発
生
が
多
い
。

②
粉
剤
三
％
、
水
和
剤
で
二
千

　
五
百
倍
を
株
元
に
着
く
よ
う

　
に
均
一
に
ま
く
。
む
ら
に
な

　
る
と
薬
害
が
で
や
す
い
。

一
⑧
撒
布
時
期
は
大
体
七
月
十
日

｝
頃
か
ら
二
十
五
日
頃
に
な
る

｝
よ
う
で
墓
天
候
に
ょ
つ

　
て
随
分
異
な
り
ま
す
。

④
葉
害
は
分
け
つ
最
盛
期
と
穂

　
朶
み
期
、
播
揃
期
に
特
に
大

一
野
喜
ξ
す
か

一
ら
、
薬
を
撒
布
し
よ
う
と
す
る

．
時
は
是
非
御
相
談
下
さ
い
。

　
〃
見
付
け
に
く
い
「
ウ
ソ

　
カ
」
類
〃

　
ウ
ソ
カ
数
で
は
、
こ
の
地
帯

で
「
モ
ジ
ロ
ウ
ソ
カ
」
　
「
ト
ビ

イ
ロ
ウ
ソ
カ
」
「
ツ
マ
グ
ロ
ヨ

ス
ハ
イ
」
の
三
つ
位
と
覚
え
て

下
さ
い
。
実
物
を
見
な
が
ら
覚

え
る
の
が
一
番
で
す
。

　
薬
は
セ
ジ
ロ
と
ト
ビ
イ
。
は

B
H
C
で
良
い
の
で
す
が
、
ツ

マ
グ
ロ
ヨ
コ
バ
イ
は
、
B
H
C

　
　
　
　
　
ち
　
　
や
　
　
ち
　
　
へ

で
は
ダ
メ
、
マ
ラ
メ
ソ
と
い
う

の
を
使
い
ま
す
。

　
そ
の
時
期
に
な
り
ま
す
と
、

技
術
員
も
廻
つ
て
行
き
、
消
毒

す
る
か
ど
う
か
な
ど
決
め
た
い

と
思
い
ま
す
が
み
な
さ
ん
か
ら

も
良
く
田
ぼ
を
見
廻
つ
て
も
ら

い
た
い
と
思
い
ま
す
。
大
体
次

の
様
な
所
に
注
意
し
て
下
さ
い

①
通
風
の
悪
い
所
、
山
陰
屋

　
敷
周
辺
、
堤
防
沿
に
注
意
。

②
成
虫
よ
り
も
幼
虫
（
小
さ
く

　
て
仲
々
見
付
け
に
く
い
が
、

　
こ
の
被
害
も
大
き
い
）
に
注

　
意
田
ぼ
の
中
に
も
注
意
。

③
灯
の
下
に
と
ん
で
く
る
虫
を

　
良
く
見
て
お
く
こ
と
。

　
な
ど
で
す
。

子
供
川
に
落
ち

て
死
ぬ

　
一
日
午
後
四
時
頃
、
通
り
山

農
業
樋
口
二
二
さ
ん
方
二
女
洋

子
ち
や
ん
は
、
遊
び
中
裏
の
用

水
路
に
落
ち
溺
死
し
た
。

村
民
球
技
大
会

　
　
勝
敗
よ
り
も
参
加
〃

　
公
民
舘
及
び
青
年
会
共
催
で

例
年
行
つ
て
来
た
村
民
球
技
大

会
を
今
年
も
社
会
体
育
の
振
興

と
、
村
民
相
互
の
親
睦
を
は
か

る
趣
旨
の
も
と
に
、
八
月
二
日

に
挙
行
す
べ
く
準
備
を
進
め
て

お
り
ま
す
。

　
種
目
は
野
球
、
卓
球
、
籠
球

排
球
の
四
種
目
で
あ
る
が
、
み

ん
な
の
積
極
的
な
協
力
と
参
加

を
期
待
し
て
い
る
。

　
具
体
的
計
画
に
つ
い
て
は
後

一日
青
年
会
の
責
任
者
等
を
通
じ

て
発
表
す
る
。

新
購
入
図
書
紹
介

　
　
教
　
　
　
養

「
困
つ
て
い
る
’
二
〇
の
教
育

問
題
・
梅
根
悟
」
「
青
年
へ
の
手

紙
・
柳
田
謙
十
郎
他
」
「
青
年
の

心
理
と
教
育
・
野
上
俊
夫
」
「
子

供
を
め
ぐ
る
村
の
道
徳
・
後
藤

敏
夫
他
」
「
戦
後
日
本
の
思
想
．

久
野
久
他
」
「
日
本
の
歴
史
巻

五
・
読
売
新
聞
社
」
「
政
治
、
経

済
・
大
宅
壮
こ
「
主
婦
の
生
活

設
計
・
山
本
雅
雄
他
」
「
テ
ー
ラ

ー
の
生
し
方
・
大
島
義
治
」
「
面

接
・
堀
川
真
義
」
「
セ
ル
フ
サ
ー

ビ
ス
の
仕
方
・
栗
屋
義
能
」
「
ア

ク
・
ア
ク
・
レ
ー
ル
・
ヘ
イ
エ
ル

ダ
ー
ル
」
「
農
家
の
ふ
だ
ん
着
」

「
農
家
の
衣
生
活
」
「
現
代
夫
婦

論
・
亀
井
勝
一
郎
」
「
新
潟
警
察

史
」

　
　
農
　
　
　
業

「
イ
ネ
作
の
相
談
・
菅
原
友
太
」

　
「
農
薬
便
覧
・
香
月
繁
孝
他
」

「
営
農
気
象
読
本
・
中
原
孫
士
旦

　
「
図
説
農
業
経
営
・
加
藤
育
三

他
」
「
図
説
新
し
い
稲
作
・
天
野

克
巳
」

（
公
民
舘
）

　
　
小
　
　
説

「
牧
歌
・
草
川
俊
」
「
夢
去
り
ぬ
．

井
上
友
一
郎
」
「
男
が
爆
発
す

る
・
柴
田
鎌
三
郎
」
「
素
足
の
娘

・
佐
多
稲
子
」
「
夜
を
背
に
昼
を

お
も
て
に
・
佐
多
稲
子
」
「
鎮
西

八
郎
・
南
条
範
夫
」
「
海
の
地
図

・
石
原
慎
太
郎
」
「
梨
の
花
．
中

野
重
治
」
「
お
れ
に
は
朝
が
な

い
・
北
小
路
正
彦
」
「
三
太
記
．
伊

藤
氷
之
介
」
「
記
念
碑
．
堀
田
善

衛
」
「
大
阪
城
物
語
Φ
・
村
上
元

三
」
「
生
き
て
い
る
ユ
ダ
．
尾
崎

秀
樹
」
「
地
獄
の
底
ま
で
つ
き

合
う
ぜ
・
松
浦
健
郎
」
「
日
日
の

死
・
山
川
方
夫
」
「
牡
丹
の
あ
る

家
・
佐
多
稲
子
」
「
代
償
．
佐
野

洋
」
「
迷
子
の
天
使
・
石
井
桃
子
」

　
「
剣
魔
主
膳
・
朱
雀
八
郎
」
「
湖

畔
の
人
・
源
氏
鶏
太
」
「
妖
怪
を

見
た
・
小
堀
甚
三
」
「
青
い
梢
。

北
条
誠
」
　
「
続
推
理
試
験
．
三

宮
佳
景
」
　
「
人
間
の
壁
後
鐘
．

石
川
達
三
」
　
「
新
編
夢
介
め
お

と
旅
・
山
手
樹
一
郎
」
「
三
つ
首

搭
・
横
溝
正
史
」


