
や

終
戦
前
後
は
、
食
糧
難
か
ら
誰
も
が
栄
養
失
調
に
近
い
痩
せ
た
人
が
多
く
、

米
の
生
産
地
で
あ
り
な
が
ら
化
学
肥
料
も
農
薬
も
な
い
時
代
で
、
働
き
手

の
い
な
い
田
圃
は
荒
れ
果
て
て
、
一
反
歩
か
ら
の
収
量
も
六
’
七
俵
と
い
っ

た
と
こ
ろ
か
。
そ
れ
も
一
人
当
り
の
保
有
米
は
、
翌
年
の
た
め
の
種
子
と
、

年
齢
別
に
一
日
何
合
と
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
ほ
か
は
全
部
供
出
割
当

て
さ
れ
る
。
農
家
で
あ
っ
て
も
腹
い
っ
ぱ
い
喰
く
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ

ブ
（
》
Ｏ

《
註
Ⅱ
昭
和
十
五
年
四
月
二
十
四
日
、
米
・
塩
・
衣
類
な
ど
生
活
必
需

品
十
品
目
が
配
給
切
符
制
度
と
な
り
、
米
は
、
六
歳
か
ら
十
歳
ま
で

二
○
○
グ
ラ
ム
（
約
一
合
四
勺
）
、
十
一
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
は
三

い
え

五
○
グ
ラ
ム
（
約
二
合
四
勺
）
の
配
給
と
な
り
、
生
産
者
と
錐
ど
も

こ
の
基
準
で
保
有
米
が
計
算
さ
れ
、
他
は
強
制
供
出
さ
せ
ら
れ
た
。
》

彼
女
に
く
ら
べ
て
他
の
娘
た
ち
は
ス
リ
ム
で
あ
っ
た
し
、
も
う
一
つ
の

理
由
は
、
Ｔ
子
と
い
う
娘
が
も
う
一
人
居
た
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
呼
ば

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
山
源
の
赤
煉
瓦
塀
の
前
の
石
柱
に
腰
掛
け
て
い
た
男
が
あ
っ

た
。
道
路
と
の
境
界
を
示
す
こ
の
等
間
隔
に
建
て
ら
れ
た
石
柱
と
石
柱
の

間
に
は
太
い
鉄
の
鎖
で
つ
な
が
っ
て
い
た
も
の
だ
が
、
戦
時
中
軍
に
よ
る

さ
む
ざ
む

強
制
徴
発
で
今
は
石
柱
だ
け
が
寒
々
と
立
ち
並
ん
で
い
る
。

七
時
十
分
前
に
来
た
男
の
服
装
は
、
白
の
長
袖
ワ
イ
シ
ャ
ツ
を
腕
ま
く

り
し
、
ズ
ボ
ソ
の
中
に
入
れ
ず
に
裾
の
両
は
じ
を
前
で
結
ん
で
、
ハ
ソ
チ

ソ
グ
を
頭
に
乗
せ
、
黒
の
ズ
ボ
ン
に
下
駄
履
き
、
伊
達
眼
鏡
を
か
け
た
不

良
っ
ぽ
い
姿
で
北
側
を
向
い
て
坐
っ
て
い
た
。

何

旧
暦
の
六
月
二
十
三
日
は
、
金
木
町
川
倉
の
審
の
河
原
地
蔵
尊
の
大
祭

で
あ
る
。

男
は
、
何
も
か
も
忘
れ
、
仲
間
と
同
人
雑
誌
作
り
に
熱
中
し
て
い
た
。

勤
め
の
帰
り
に
、
駅
前
の
農
業
会
に
立
寄
っ
た
。
昨
年
ま
で
勤
務
し
て
い

た
事
務
室
に
は
誰
も
居
ら
ず
、
暗
い
裸
電
球
が
一
つ
ポ
ッ
ン
と
あ
た
り
を

照
ら
し
て
い
た
。
当
直
の
職
員
は
奥
の
宿
泊
室
で
ラ
ジ
オ
で
も
聞
い
て
い

る
の
か
、
出
て
く
る
様
子
も
な
い
。
男
は
な
ん
と
な
く
電
話
室
に
入
り
込

ん
で
電
話
機
の
ハ
ソ
ド
ル
を
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
受
話
器
を
取
っ
た
。
Ｉ

う

で
電
話
機
の
ハ
ソ
ド
ル
を
ぐ
る
ぐ
る
回
し
て
受
話
器
を
取
っ
た
。
１

番
へ
：
。
…
。
と
交
換
手
の
声
が
伝
わ
っ
て
き
た
。
何
処
へ
か
け
る
と
い

当
て
も
な
く
ハ
ソ
ド
ル
を
回
し
た
の
だ
が
、
電
話
の
向
う
か
ら
聞
き
覚

カ
タ
カ
タ
と
下
駄
の
音
を
響
か
せ
な
が
ら
、
ゆ
る
い
坂
道
を
小
走
り
に

彼
女
は
息
を
は
ず
ま
せ
な
が
ら
男
が
坐
っ
て
い
る
石
柱
の
前
で
ピ
タ
リ
と

足
を
止
め
た
。
約
束
し
た
人
と
違
う
若
者
と
思
っ
た
の
か
、
一
瞬
一
Ｉ
こ

い

歩
後
へ
下
が
っ
た
。
男
は
、
「
行
ぐ
が
…
」
と
ゆ
っ
く
り
立
ち
上
っ
た
。

彼
女
は
汗
を
か
い
た
の
か
白
い
ハ
ン
カ
チ
で
小
鼻
の
あ
た
り
を
拭
き
な
が

ら
「
あ
ァ
、
び
っ
く
り
し
た
。
誰
か
と
思
っ
た
。
：
…
。
」

「
近
道
を
行
こ
う
。
」
男
が
先
に
立
っ
て
歩
き
、
二
’
三
歩
後
を
彼
女
は
つ

い
て
行
く
。
こ
の
道
は
、
町
の
人
か
、
嘉
瀬
・
喜
良
市
な
ど
周
辺
の
村
人

た
ち
よ
り
歩
か
な
い
畑
の
作
場
道
で
あ
る
。
街
を
出
て
左
手
に
火
葬
場
を

見
て
、
津
鉄
の
線
路
を
越
え
て
畑
道
に
な
っ
た
。
道
巾
は
三
尺
二
米
）

ぐ
ら
い
か
、
左
側
に
は
り
ん
ご
園
の
防
風
林
と
し
て
落
葉
松
の
並
木
が
続

き
、
そ
こ
を
過
ぎ
れ
ば
急
な
坂
道
に
入
っ
て
ゆ
く
。
足
も
と
が
悪
く
、
薄

暗
い
中
を
電
池
も
な
く
唯
悪
路
に
全
神
経
を
集
中
し
て
進
ん
で
ゆ
く
。

ま
ぐ
さ

芦
野
の
畑
地
帯
と
七
夕
野
の
秣
場
の
丘
陵
の
間
の
深
い
沢
地
か
ら
集
め

ら
れ
た
沢
水
が
藤
枝
溜
池
へ
流
れ
落
ち
る
妻
ノ
神
川
に
は
一
丈
（
約
三
米
）

ほ
ど
の
丸
太
が
四
本
渡
さ
れ
て
お
り
、
二
人
は
お
っ
か
な
い
（
不
安
定
な
）

腰
つ
き
で
ソ
ロ
リ
ソ
ロ
リ
と
渡
っ
た
。
目
の
前
に
は
、
老
松
の
陰
に
お
堂

ふ
ん
い
き
た
だ
よ

が
見
え
て
異
様
な
雰
囲
気
が
漂
う
様
に
伝
わ
っ
て
く
る
。

「
こ
の
坂
を
上
れ
ば
、
す
ぐ
お
堂
だ
：
．
…
。
い
い
ナ
、
大
丈
夫
だ
ナ
…

：
。
。
」
「
う
ん
。
…
…
。
」
彼
女
は
、
上
ず
つ
た
声
を
出
し
て
、
遂
に
男
の
ワ

イ
シ
ャ
ツ
の
裾
を
握
り
し
め
て
い
た
。
距
離
は
短
い
が
坂
は
急
で
あ
っ
た
。

や
ぶ

左
側
の
薮
の
中
に
根
本
が
腐
り
か
か
っ
た
径
五
寸
ほ
ど
の
杭
に
〃
蛇
塚
〃
と

ひ
と
こ
と

薄
れ
た
文
字
が
読
ま
れ
る
。
「
足
も
と
に
気
を
つ
け
ろ
…
：
．
。
」
一
言
も
言

え
の
あ
る
声
が
耳
に
伝
わ
っ
て
き
た
。

「
Ｔ
さ
ん
か
。
：
．
…
今
夜
審
の
河
原
へ
行
っ
て
み
な
い
が
？
…
…
。
」
暫

ら
く
沈
黙
が
あ
っ
た
。

「
行
っ
て
み
た
い
：
：
：
／
、
。
」
少
し
上
ず
つ
た
よ
う
な
声
が
返
っ
て
き
た
。

や
ま
げ
ん

「
そ
れ
じ
ゃ
、
七
時
に
山
源
の
煉
瓦
塀
の
前
で
待
っ
て
い
る
…
：
．
。
」
と

言
っ
て
電
話
を
切
っ
た
。
な
ん
と
な
く
電
話
し
て
、
な
ん
と
な
く
こ
ん
な

約
束
が
出
来
て
し
ま
っ
た
。

彼
女
を
男
の
仲
間
た
ち
は
〃
デ
ブ
Ｔ
子
〃
と
呼
ん
で
い
た
。
勿
論
内
緒
の

ふ
と

呼
び
名
で
あ
る
。
決
し
て
〃
デ
ブ
〈
肥
満
）
〃
と
言
わ
れ
る
程
太
っ
て
い
る

た
い
く

わ
け
で
は
な
い
。
い
わ
ゆ
る
健
康
優
良
児
の
体
躯
で
あ
る
。
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光
景
が
ふ
と
脳
裏
を
よ
ぎ
っ
た
。
積
み
上
げ
ら
れ
た
周
囲
に
は
、
ロ
ー
ソ

じ
か

ク
線
香
が
直
に
地
面
に
立
て
ら
れ
、
微
風
に
ゆ
ら
め
い
て
幻
想
的
な
風
景

を
か
も
し
出
し
て
い
る
。

イ
タ
コ
の
小
屋
は
、
上
に
天
幕
を
張
り
、
三
方
を
ヨ
シ
ズ
で
囲
っ
た
簡

む
ら

む
せ

単
な
も
の
で
、
開
か
れ
た
方
の
前
に
は
お
が
様
連
中
が
連
が
り
、
咽
び
泣

き
の
声
が
あ
ち
こ
ち
に
聞
こ
え
て
く
る
。

盲
目
の
イ
タ
コ
が
多
く
、
親
指
ほ
ど
も
あ
る
黒
光
り
す
る
玉
の
数
珠
を

ほ
と
け

回
し
な
が
ら
独
特
の
節
回
し
で
仏
お
ろ
し
の
口
寄
せ
を
し
て
い
る
。
ど
の

つ
マ
つ

小
屋
も
満
員
で
弓
の
弦
を
鳴
ら
し
な
が
ら
祭
文
を
唱
え
て
い
る
イ
タ
コ
も

た
け
こ
う
り

居
る
。
イ
タ
コ
の
傍
に
は
、
介
添
え
の
若
い
女
が
小
型
の
竹
行
李
の
中
に

口
寄
せ
料
を
入
れ
た
り
、
依
頼
者
の
順
番
を
決
め
た
り
忙
し
く
立
ち
働
い

て
い
た
。

た
た
ず

二
人
は
暫
ら
く
、
涙
を
流
し
て
い
る
お
が
様
連
中
の
後
に
佇
ん
で
聞
い

て
い
た
。
彼
女
は
わ
か
っ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
で
か
、
い
や
周
囲
の

ふ
ん
い
き
に
誘
わ
れ
て
だ
ろ
う
貰
い
泣
き
を
し
て
い
た
。

男
は
、
「
お
い
、
行
こ
う
…
…
。
」
彼
女
の
肩
を
小
突
い
た
。
二
人
は
無

言
の
ま
ま
立
ち
上
っ
て
堂
の
裏
を
回
っ
て
、
参
道
と
丘
陵
の
間
、
盆
地
に

な
っ
て
い
る
所
の
踊
り
場
の
方
へ
と
足
を
運
ん
だ
。
既
に
踊
り
の
輪
が
作

ら
れ
て
い
て
、
月
の
出
て
い
な
い
暗
い
晩
な
の
に

へ
今
夜
の
お
月
様
青
山
抱
い
て

お
ら
も
抱
き
た
や
十
七
・
八

な
ど
の
歌
声
が
聞
こ
え
る
。
泣
い
て
笑
っ
て
踊
っ
て
、
今
夜
は
参

詣
人
に
と
っ
て
年
一
度
の
最
高
の
お
楽
し
み
の
日
な
の
だ
。

わ
ず
に
彼
女
は
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
裾
を
離
さ
な
い
。
登
り
切
っ
た
と
こ
ろ
が

ひ
と
い
き

参
道
だ
っ
た
。
彼
女
は
汗
か
き
ら
し
く
、
参
道
に
着
い
た
と
こ
ろ
で
一
息

入
れ
、
上
気
し
て
い
た
顔
や
首
の
汗
を
ふ
く
。
参
道
の
両
側
に
は
、
数
百

年
前
か
ら
ど
っ
し
り
と
腰
を
据
え
つ
け
た
と
思
わ
れ
る
老
松
が
、
あ
ち
こ

ち
へ
太
い
根
を
張
り
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
並
木
を
作
っ
て
い
る
。
そ
の
老
松

と
老
松
の
間
に
露
店
が
並
ん
で
、
カ
ー
バ
イ
ト
を
燃
や
す
ア
セ
チ
レ
ン
ガ

ス
灯
が
悪
臭
を
撒
き
散
ら
し
、
簡
単
な
天
幕
を
雨
除
け
に
張
っ
て
あ
る
が
、

と
て
も
屋
台
と
は
言
え
な
い
、
両
脇
に
り
ん
ご
箱
三
個
づ
つ
重
ね
て
台
と

し
そ
の
上
に
戸
板
を
乗
せ
た
と
い
う
風
の
店
で
あ
る
。
売
っ
て
い
る
も
の

と
言
え
ば
、
玩
具
の
店
が
二
軒
、
氷
水
屋
が
一
軒
、
そ
の
他
何
処
か
ら
食

材
を
仕
入
れ
来
た
の
か
お
で
ん
屋
が
大
き
な
鍋
か
ら
湯
気
を
上
げ
て
、
食

に
お

欲
を
そ
そ
る
匂
い
を
発
散
さ
せ
て
道
行
く
人
々
の
足
を
止
め
さ
せ
て
い
る
。

不
思
議
な
こ
と
に
は
商
品
が
何
も
並
ん
で
居
ら
ず
、
入
口
に
氷
を
入
れ

む
し
ろ

た
大
き
な
水
桶
を
置
い
た
だ
け
の
茶
屋
②
が
広
い
面
積
を
取
り
、
荒
席
の

上
に
ゴ
ザ
を
敷
い
た
座
敷
を
作
っ
て
い
る
の
が
三
軒
ほ
ど
あ
っ
た
。

先
ず
は
地
蔵
様
に
参
詣
を
、
と
お
堂
の
中
へ
二
人
は
入
っ
て
行
っ
た
。

も
う
も
う

中
は
、
香
煙
蒙
々
と
た
ち
こ
め
て
天
井
か
ら
赤
い
幼
児
の
着
物
や
わ
ら
じ

な
ど
所
せ
ま
し
と
ぶ
ら
下
が
り
、
幻
想
的
と
い
う
か
、
異
様
と
い
う
か
、

お
ど
ろ
お
ど
ろ
し
い
何
ん
と
も
形
容
し
難
い
様
想
で
あ
っ
た
。

正
面
の
丈
余
も
あ
る
木
像
の
地
蔵
尊
に
合
掌
し
た
。
脇
に
も
二
体
、
少

し
背
の
低
い
地
蔵
様
、
ま
た
足
下
に
も
何
体
か
の
地
蔵
群
、
そ
れ
ぞ
れ
に

〃
、
Ｊ
む
つ

供
物
が
山
の
よ
う
に
供
え
ら
れ
、
ロ
ー
ソ
ク
が
立
ち
並
び
線
香
か
ら
煙
り

が
立
ち
の
ぼ
っ
て
い
た
。

テ

先
刻
見
た
お
茶
屋
は
、
休
み
処
な
の
だ
っ
た
。
数
人
の
お
が
様
た
ち
が

ゴ
ロ
寝
し
て
身
体
を
休
め
て
い
る
。
踊
り
の
輪
も
大
分
大
き
く
広
が
っ
て

い
る
。
踊
り
の
輪
の
中
か
ら
、
す
Ｉ
と
抜
け
て
ゆ
く
手
拭
い
で
頬
か
ぶ
り

し
た
男
女
の
二
人
連
れ
が
丘
の
陰
の
方
へ
行
っ
た
。
彼
女
も
、
そ
ち
ら
に

何
か
あ
る
の
か
と
で
も
思
っ
た
の
か
、
足
を
向
け
た
。
Ｉ
「
お
い
、
そ
っ

ち
へ
行
く
な
：
：
：
ｏ
戻
ろ
う
。
」
男
は
怒
っ
た
よ
う
に
言
っ
て
参
道
の
方
へ

と
足
速
や
に
歩
い
た
。
彼
女
は
あ
わ
て
て
男
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
裾
に
し
が

み
つ
い
て
き
た
。
こ
の
暗
く
な
っ
た
異
様
な
雰
囲
気
の
中
に
取
り
残
さ
れ

る
こ
と
を
恐
れ
た
の
だ
ろ
う
。

川
倉
の
村
の
方
向
へ
五
十
米
ほ
ど
歩
く
と
十
字
路
に
な
っ
て
い
て
左
へ

曲
っ
た
。
両
側
は
リ
ソ
ゴ
畑
で
あ
る
。
淋
し
い
道
を
更
に
百
米
も
進
ん
だ

ろ
う
か
県
道
に
出
た
。
彼
女
は
そ
こ
で
男
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
か
ら
手
を
離
し

た
。

七
時
に
待
ち
合
わ
せ
場
所
か
ら
ず
－
と
歩
き
ど
う
し
だ
っ
た
。
一
度
も

腰
を
下
ろ
し
て
休
ん
で
い
な
い
。
流
石
若
い
二
人
で
も
大
分
疲
れ
た
。
と

せ

に
角
九
時
前
に
は
彼
女
を
送
り
届
け
な
け
れ
ば
と
気
が
急
い
て
い
る
が
男

の
方
が
参
っ
た
。
津
鉄
の
踏
切
り
を
越
え
、
芦
野
公
園
駅
前
に
来
た
時
、

し
つ
ら

「
少
し
休
ん
で
行
こ
う
．
…
・
・
。
」
と
駅
舎
の
外
腰
壁
に
設
え
た
木
製
の
長
椅

子
に
先
に
坐
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
彼
女
も
男
の
傍
に
無
言
で
静
か
に
腰

を
下
ろ
し
た
。

こ
わ

’
「
ど
う
で
あ
っ
た
…
…
。
」
「
う
ん
：
．
。
怖
か
っ
た
…
…
。
」
並
ん
で

坐
っ
て
い
る
と
彼
女
の
体
温
が
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
気
が
し
て
息
苦
し

く
な
り
、
十
分
ほ
ど
も
休
ん
だ
ろ
う
か
、
男
は
立
ち
上
が
っ
た
。
休
ん
だ

堂
の
右
手
北
側
窓
の
下
に
一
段
高
い
座
に
机
を
並
べ
数
人
の
僧
呂
と
講

中
の
役
員
五
’
六
人
で
認
論
文
の
受
付
け
で
筆
を
走
ら
せ
、
読
経
の
声
、

鐘
の
音
が
響
く
そ
の
前
に
は
身
内
を
亡
く
し
た
信
者
た
ち
で
あ
ろ
う
順
を

待
っ
て
列
を
つ
く
っ
て
並
ん
で
い
た
。

男
は
、
彼
女
を
そ
っ
と
突
っ
つ
い
て
地
蔵
尊
の
裏
手
の
方
へ
回
っ
た
。

そ
こ
に
は
段
々
が
天
井
近
く
ま
で
設
け
ら
れ
、
数
百
体
、
い
や
千
体
以
上

こ
ろ
も

の
小
さ
な
石
地
蔵
が
所
狭
し
と
安
置
さ
れ
て
い
る
。
年
に
一
度
の
衣
替
え

か
、
真
新
し
い
男
の
子
、
女
の
子
の
着
物
が
着
せ
替
え
ら
れ
、
又
豆
し
ぼ

り
の
手
拭
い
を
首
に
か
け
ら
れ
た
地
蔵
様
、
い
ろ
い
ろ
な
布
地
の
頭
巾
や

赤
い
ビ
ロ
掛
け
（
よ
だ
れ
が
け
）
を
着
け
た
も
の
、
様
々
で
あ
る
。
お
堂

の
両
側
の
板
壁
に
も
、
わ
ら
じ
、
草
履
や
死
者
が
生
前
身
に
つ
け
た
で
あ

ろ
う
シ
ャ
シ
や
ズ
ボ
ソ
な
ど
い
つ
ぱ
い
に
掛
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ

の
供
養
の
品
々
で
埋
め
つ
く
さ
れ
て
い
た
。

わ
へ
だ

中
年
の
お
が
様
た
ち
は
、
ど
の
地
蔵
様
に
も
分
け
隔
て
な
く
線
香
、
ロ
－

と
な

ソ
ク
を
立
て
、
口
の
中
で
ぶ
つ
ぶ
つ
自
宗
派
の
お
経
で
も
唱
え
て
い
る
の

だ
ろ
う
、
入
れ
代
り
、
立
ち
代
り
拝
ん
で
い
く
。

信
仰
の
な
い
若
い
男
女
は
邪
魔
に
な
ら
な
い
よ
う
、
お
堂
の
外
へ
出
た
。

お
堂
の
南
側
の
空
地
に
は
十
カ
所
ほ
ど
の
イ
タ
コ
の
小
間
が
設
け
ら
れ

て
い
る
。
一
坪
ほ
ど
の
小
さ
い
小
間
で
あ
る
。
又
、
先
程
上
っ
て
き
た
蛇

塚
の
あ
る
附
近
に
は
、
数
カ
所
石
を
積
ん
だ
場
所
が
あ
る
。
地
蔵
和
賛
に

歌
わ
れ
る
〃
一
重
積
ん
で
は
父
の
為
、
二
重
積
ん
で
は
母
の
為
、
砿
め
ば

お
さ
な
ど

崩
さ
れ
・
：
…
〃
幼
子
が
密
の
河
原
で
鬼
に
責
め
ら
れ
、
崩
さ
れ
る
の
を
、

も
み
じ
の
よ
う
な
小
さ
な
手
か
ら
血
を
流
し
て
又
積
み
上
げ
る
。
と
い
う

－19－ -18-

Ⅱ



か
え
 

後
は
却
っ
て
疲
れ
が
ひ
ど
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
が
、
早
く
彼
女
を

送
り
届
け
よ
う
と
い
う
気
持
が
先
行
し
て
、
二
人
は
又
会
話
も
な
く
歩
き

続
け
た
。
 

局
の
裏

ロ
の
ガ
ラ
ス
戸
を
開
け
て
中
へ
入
っ
た
の
を
見
届
け
て
か
ら
男

は
自
転
車
に
跨
っ
た
。
 振
り
返
っ
て
見
る
と
、
彼
女
は
ガ
ラ
ス
戸
の
内
側

に
立
っ
て
い
て
見
送
っ
て
く
れ
た
。
 

旧
暦
六
月
二
十
三
日
の
夜
の
二
時
間
で
あ
っ
た
。
 

ー
昭
和
二
十

二
年
八
月
の
日
記
か
ら

ー
 

《註
、
男
は
後
年
、
川
倉
養
の
河
原
地
蔵
講
中
総
代
な
ど
も
務
め
た
八

十
歳
過
ぎ
の
長
老
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
o
 廿
ワ
ダ
シ
は
、
地
蔵

講
の
役
員
を
五
十
年
近
く
も
務
め
ま
し
た
じ
ゃ
。
川
倉
賓
の
河
原
地
蔵
尊

は
、
下
北
の
恐
山

（
日
本
三
大
霊
場
の
ー
つ
）
を
開
基
し
た
慈
覚
大
師
が

開
い
た
も
の
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
じ
ゃ
。
 こ
こ
が
特
別
有
名
に

な
っ
た
理
由
が
三
つ
あ
る
の
さ
。
 そ
の
ー

つ
は
寄
進
さ
れ
た
石
の
地
蔵
様

の
数
の
多
い
事
。
 二
つ
に
は
、
イ
タ
コ

（
座
女
）
が
多
く
集
る
こ
と
o
三

つ
目
は
、
旧
六
月
ニ
十
三
日
夜
に
限
っ
て
女
の
性
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
。
 

か
げ
 

こ
の
日
は
、
近
郷
近
在
を
は
じ
め
陰

（
山
の
陰
の
意
、
東
津
軽
郡
）
か
ら

も
、
遠
く
は
松
前

（
北
海
道
）
な
ど
か
ら
も
参
詣
者
が
来
た
も
ん
だ
。
そ

れ
は
や
は
り
幼
く
し
て
亡
く
し
た
悲
し
い
子
供
の
供
養
ゃ
、
戦
争
に
取
ら

れ
て
帰
っ
て
来
な
い
夫
を
イ
タ
コ
に
仏
お
ろ
し
を
し
て
も
ら
う
事
、
そ
れ

よ
り
も
何
よ
り
も
、
何
年
も
我
慢
し
続
け
た
身
体
の
ほ
て
り
を
、
こ
の
夜

ひ
と
夜
だ
け
は
充
分
に
満
し
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
あ
 
。
 

ま
あ
、
こ
の
夜
だ
け
は
何
処
の
誰
と
知
ら
な
い
相
手
と
寝
て
も
、
誰
も

不
義
を
し
て
い
る
な
ど
と
言
わ
な
い
o
い
わ
ば
天
下
公
認
の
加
響

の
性
の

解
放
の
日
だ
も
の
 
。
 

こ
れ
は
何
時
ご
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の

か
知
ら
な
い
。
 ワ
ダ
シ
が
三
十
代
で
講
中
の
役
員
に
な
っ
た
時
に
は
周
知

の
事
実
で
、
新
米
は
腕
に
講
中
と
書
い
た
腕
章
を

つ
け
て
事
故
が
あ
っ

て

は
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
境
内
を
二
人
一
組
で

一
時
間
置
き
ぐ

ら
い
に

巡
回
す
る
の
だ
が
、
あ
っ
ち
こ
っ
ち
に
油
紙
を
敷
い
て
大
き
な
風
呂
敷
で

身
体
を
覆
っ
て
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
身
体
が
カ
ッ
カ
ッ
と
 

母
 
て
 

火
照
っ
た
も
の
だ
じ
ゃ
 
。
 

こ
れ
は
、
誰
が
決
め
た
と
い
う
事
で
は
な
く
自
然
に

（
暗黙
の
）
ル

ー
 

ル
が
あ
っ
て
の
う
。
 一
晩
に

一
人
し
か
相
手
に
し
な
い
こ
と
。
 誰
と
寝
た

と
い
う
事
は
、
口
が
裂
け
て
も
言
わ
な
い
こ
と
。
 こ
れ
は
知
ら
な
い
相
手

と
抱
き
合
っ
た
時
の
場
合
だ
が
 
。
 

ま
あ
、
年
に

一
度
の
女
子
の
性
の
解
放
は
決
し
て
み
だ
ら
な
も
の
で
は

な
い
。
 キ
チ
ン
と
し
た
も
ん
だ
。
ー
 
昔
は
、
親
が
決
め
た
と
お
り
嫁
に

行
か
ね
ば
な
ら
な
く
て
、
な
ん
ぼ
好
き
だ
馳
糾

コ
あ
っ
て
も

一
緒
に
な
れ

な
か
っ
た
o
嫁
に
行
っ
た
晩
げ
に
は
じ
め
て
男
の
配
見
た
と
い
う
の
が
数

多
く
あ
っ
た
も
ん
だ
。
 そ
う
い
う
女
は
、
せ
め
て
一
夜
だ
け
で
も
好
き
で

あ
っ
た
人
さ
抱
か
れ
て
み
た
い
と
い
う
時
は
、
旧
六
月
二
十
三
日
の
夜
賓

の
河
原
さ
お
参
り
に
く
れ
ぱ
、
誰
に
言
わ
れ
る
事
も
な
く
目
的
が
達
せ
ら

れ
る
の
だ
 
。
 
そ
れ
か
ら
、
旅

（
他
町村
）
か
ら
来
た
人

（
ほ
と
ん
ど

は
女
の
人
）
は
、
風
呂
敷
包
に

ニ
ギ
リ
メ
シ
、
そ
の
中
に
は
必
ず
梅
干
し
 

あ
ぷ
ら
が
み
 

を
入
れ
て
、
そ
れ
に
油
紙
は
欠
か
せ
な
い
も
ん
で
し
た
。
 油
紙
は
、
ご
存
 

じ
の
と
お
り
夜
露
が
降

り
て
も
濡
れ
な
い
よ
う
に
、
地
面
に
敷
く
も
の
だ

ね
。
 

そ
れ
か
ら
梅
干
し
は
、
 

こ
れ
は
ま
た
生
活
の
知
恵
と
で
も
 

ひ
に
ん
 
ほ
と
け
 

い
う
も
ん
で
し
ょ

う
な
。
 

避
妊
の
た
め
な
ん
だ
。
 イ
タ
コ
の
仏
お
ろ

し
で
、
亡
く
な
っ
た
夫
の
た
め
涙
を
流
し
、

そ
れ
か
ら
盆
踊
り
で
ひ
と
汗

流
し
、
空
腹
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
休
み
茶
屋
で
風
呂

敷
包
み
を
ほ
ど
い
て

ニ
ギ
リ
メ
シ
を
喰
う
。
 そ
の
時

ニ
ギ
リ
メ
シ
の
中
に
入
れ
て
き
た
梅
干
し

は
紙
に
包
ん
で
懐
に
し

ま
っ
て
置
く
ん
だ
ね
。
 ひ
と
休
み
し
た
と
こ
ろ
で
、
 

手
拭
い
で
頬
か
ぷ
り
し
て
又
踊
り
の
輪
に
入
っ
て
ゆ
く
。
 

そ
の
中
で

相
手
が
見
つ
か
れ
ば
、

二
人
で
そ
っ
と
踊
り
の
輪
か
ら
抜
け
て
ゆ
く
。
場

所
は
明
る
い
う
ち
に
あ
る
程
度
見
当
を
つ
け

て
お
く
の
だ
ろ
う
。
 こ
の
場
 

お
な
ご
 

で
は
殆
ん
ど
女
子
が
主
動
的
だ
ね
 
。
 

昔
の
女
子
は
、
ズ

ロ
ー
ス
な
ん
て
穿
か
な
い
。
腰
巻
だ
ね
。
赤
い
腰
巻
 

さ
る
ま
た
 
ふ
ん
ど
し
 

を
着
け
て
い
た
の
だ
よ
。

男
も
申
又
よ
り
揮
の
人
が
多
か
っ

た
ね
。
 

ー
女
子
は
、

事
を
は
じ
め
る
前
に
、
自
分
の
ま
ん
じ
ゆ
う
（
女
性
器
）
 

の
中
に
梅
干
し
を
押
し
込
む
の
だ
。
梅
干
し

の
酸
で
男
の
精
子
を
殺
し
て
 

で
つ
か
ぷ
と
 

し
ま
う
と
い
う
ん
だ
ろ
う
。
終
戦
後
は
、
男
が
鉄
兜

（
軍
隊
で
支
給
し
た

ゴ
ム
サ
ッ
ク
）
を
持
っ

て
き
て
使
う
の
も
多
く
な
っ
た
ね
 
。
 

や
は

り
サ
ッ
ク
の
方
が
安
全
だ
も
の

ね
 
。
 

事
を
済
ま
せ
た
後
は
、
休
み
茶
屋
で
ゆ
っ
く
り
眠
り
、
二
十
四
日
に
は

晴
々
と
し
た
顔
付
き

で
家
へ
帰
っ
て
ゆ
く
ん
だ
ね
。
休
み
茶
屋
で
は
雑
魚

寝
だ
、
旅
の
女
子
た
ち
が
多
か
っ

た
ね
 
。
 

よ
ろ
こ
び
 

さ
あ
、
そ
の
翌
日
が
大
変
な
ん
だ
。
年
に

一
度
の
信
者
の
歓
喜
の

後
仕
末
は
、

講
中

の
若
い
衆
が
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ぞ
れ
 
 

カ
ケ
ゴ

（
魚
篭
）
を
腰
に
下
げ
て
、
そ
の
頃
は
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
も
肥
料
の

空
袋
も
無
い
時
代
だ
。
 広
い
境
内
を
五
ー
六
人
の
若
い
衆
が
梅
干
し

の
種

と
ゴ
ム
サ
ッ
ク
を
探
し
歩
い
て
拾
い
集
め
る
の
だ
。
 

そ
れ
で
も
後
日

小
学
校
の
先
生
か
ら
講
中
の
方
へ
申
し
入
れ
が
あ
っ
て
「
子
供
た
ち
が
学

校
で
風
船
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
遊
ん
で
い
る
の
を
、
よ
く
よ
く
見
た
ら
ゴ

ム

サ
ッ
ク
だ
っ
た
。
ど
こ
か
ら
出
し
た
、
と
聞
い
た
ら
養
の
河
原
か
ら
拾
っ

て
来
た
と
い
う
だ
。
講
中
で
も
気
を
つ
け

て
こ
ん
な
も
の
を
落
し

て
置
か

な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
」
だ
と
さ
。
こ
れ
ほ
ど
の
広
い
境
内
だ
も
 

く
ど
く
 

の
見
落
し
が
あ
っ
て
無
理
な
い
と
思
う
よ
。
仏
様
が
授
け
た
功
徳

の
結
果

だ
も
の
、
み
ん
な
で
大
目
に
見
て
も
ら
い
た
い
よ
。
 

さ
て
、
ワ
ダ
シ
が
五
十
年
近
い
講
中
役
員
を
し

て
い
る
間
の
う
ち

忘
れ
る
事
の
出
来
な
い
大
事
件
が
あ
っ
た
な
あ
。
 

そ
れ
は
、
確
か
戦

争
中
の
時
だ
っ
た
な
あ
 

お
堂
の
中
の
人
影
も
薄
く
な
っ

て
、
訊
論
文

書
き
の
坊
さ
ん
も
講
中
役
員
も
ヤ
レ
ヤ
レ

ー
服
と
い
う
時
に
、
外
回
り

の

若
い
衆
が
賭
け
込
ん
で
来
て
「
大
変
だ
ノ
、
変
な
う
な
り
声
を
出
し

て
い

る
組
が
い
る
ノ
。」
と
い
う
の
で
、
病
気
に
で
も
な
っ
た
の
か
と
思
っ

て
一
一
 

ー
三
人
の
役
員
と
一
緒
に
走
っ
て
行
っ
て
み
る
と
、
堂
の
裏
側
の
丘
の
陰

の
方
で
重
な
り
合
っ
て
る
男
の
方
が
今
に
も
死
に
そ
う
な
う
め
き
声
を
出

し
て
い
た
の
だ
。
 
「
ど
う
し
た
ば
？
 
。

」
と
声
を
か
け
る
と
「
 

抜

け
な
く
な
っ
た
。」
と
い
う
ん
だ
。
 さ
あ
、
そ
れ
は
大
変
と
い
う
の
で
、
若

い
衆
を
村
へ
走
ら
せ
、
荷
馬
車
に
長
持
を
つ
け
て
く
る
よ
う
に
命
じ
た
。
 

と
っ
さ
の
判
断
だ
が
、
長
持
を
持
っ
て
来
い
と
言
っ
た
の
は
我
な
が
ら
気

が
利
い
た
も
ん
だ
と
、
後
で
他
の
役
員
方
か
ら
も
誉
め
ら
れ
た
よ
。
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じ
の
と
お
り
夜
露
が
降
り
て
も
濡
れ
な
い
よ
う
に
、
地
面
に
敷
く
も
の
だ

ね
。
．
…
：
そ
れ
か
ら
梅
干
し
は
、
…
…
こ
れ
は
ま
た
生
活
の
知
恵
と
で
も

ひ
に
ん

ほ
と
け

い
う
も
ん
で
し
ょ
う
な
。
。
：
・
・
・
避
妊
の
た
め
な
ん
だ
。
イ
タ
コ
の
仏
お
ろ

し
で
、
亡
く
な
っ
た
夫
の
た
め
涙
を
流
し
、
そ
れ
か
ら
盆
踊
り
で
ひ
と
汗

流
し
、
空
腹
に
な
っ
た
と
こ
ろ
で
休
み
茶
屋
で
風
呂
敷
包
み
を
ほ
ど
い
て

ニ
ギ
リ
メ
シ
を
喰
う
。
そ
の
時
ニ
ギ
リ
メ
シ
の
中
に
入
れ
て
き
た
梅
干
し

は
紙
に
包
ん
で
懐
に
し
ま
っ
て
置
く
ん
だ
ね
。
ひ
と
休
み
し
た
と
こ
ろ
で
、

手
拭
い
で
頬
か
ぶ
り
し
て
又
踊
り
の
輪
に
入
っ
て
ゆ
く
。
…
…
そ
の
中
で

相
手
が
見
つ
か
れ
ば
、
二
人
で
そ
っ
と
踊
り
の
輪
か
ら
抜
け
て
ゆ
く
。
場

所
は
明
る
い
う
ち
に
あ
る
程
度
見
当
を
つ
け
て
お
く
の
だ
ろ
う
。
こ
の
場

お
な
ど

で
は
殆
ん
ど
女
子
が
主
動
的
だ
ね
…
：
・
・

は

昔
の
女
子
は
、
ズ
ロ
ー
ス
な
ん
て
穿
か
な
い
。
腰
巻
だ
ね
。
赤
い
腰
巻

さ
る
主
た
ふ
ん
ど
し

を
着
け
て
い
た
の
だ
よ
。
男
も
申
又
よ
り
揮
の
人
が
多
か
っ
た
ね
。

Ｉ
女
子
は
、
事
を
は
じ
め
る
前
に
、
自
分
の
ま
ん
じ
ゅ
う
（
女
性
器
）

の
中
に
梅
干
し
を
押
し
込
む
の
だ
。
梅
干
し
の
酸
で
男
の
精
子
を
殺
し
て

て
つ
か
ぶ
と

し
ま
う
と
い
う
ん
だ
ろ
う
。
終
戦
後
は
、
男
が
鉄
兜
（
軍
隊
で
支
給
し
た

ゴ
ム
サ
ッ
ク
）
を
持
っ
て
き
て
使
う
の
も
多
く
な
っ
た
ね
。
…
…
や
は

り
サ
ッ
ク
の
方
が
安
全
だ
も
の
れ
…
…
。

事
を
済
ま
せ
た
後
は
、
休
み
茶
屋
で
ゆ
っ
く
り
眠
り
、
二
十
四
日
に
は

晴
々
と
し
た
顔
付
き
で
家
へ
帰
っ
て
ゆ
く
ん
だ
ね
。
休
み
茶
屋
で
は
雑
魚

寝
だ
、
旅
の
女
子
た
ち
が
多
か
っ
た
ね
…
．
：
。

よ
ろ
こ
び

Ｉ
さ
あ
、
そ
の
翌
日
が
大
変
な
ん
だ
。
年
に
一
度
の
信
者
の
歓
喜
の

後
仕
末
は
、
講
中
の
若
い
衆
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ

か
え

後
は
却
っ
て
疲
れ
が
ひ
ど
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
が
、
早
く
彼
女
を

送
り
届
け
よ
う
と
い
う
気
持
が
先
行
し
て
、
二
人
は
又
会
話
も
な
く
歩
き

続
け
た
。

局
の
裏
口
の
ガ
ラ
ス
戸
を
開
け
て
中
へ
入
っ
た
の
を
見
届
け
て
か
ら
男

は
自
転
車
に
跨
っ
た
。
振
り
返
っ
て
見
る
と
、
彼
女
は
ガ
ラ
ス
戸
の
内
側

に
立
っ
て
い
て
見
送
っ
て
く
れ
た
。

旧
暦
六
月
二
十
三
日
の
夜
の
二
時
間
で
あ
っ
た
。

ｌ
昭
和
二
十
二
年
八
月
の
日
記
か
ら
ｌ

《
註
、
男
は
後
年
、
川
倉
套
の
河
原
地
蔵
講
中
総
代
な
ど
も
務
め
た
八

十
歳
過
ぎ
の
長
老
か
ら
次
の
よ
う
な
話
を
聞
い
た
。
Ⅱ
ワ
ダ
シ
は
、
地
蔵

講
の
役
員
を
五
十
年
近
く
も
務
め
ま
し
た
じ
ゃ
。
川
倉
奏
の
河
原
地
蔵
尊

は
、
下
北
の
恐
山
（
日
本
三
大
霊
場
の
一
つ
）
を
開
基
し
た
慈
覚
大
師
が

開
い
た
も
の
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
の
じ
ゃ
。
こ
こ
が
特
別
有
名
に

な
っ
た
理
由
が
三
つ
あ
る
の
さ
。
そ
の
一
つ
は
寄
進
さ
れ
た
石
の
地
蔵
様

の
数
の
多
い
事
。
二
つ
に
は
、
イ
タ
コ
（
巫
女
）
が
多
く
集
る
こ
と
。
三

つ
目
は
、
旧
六
月
二
十
三
日
夜
に
限
っ
て
女
の
性
が
解
放
さ
れ
る
こ
と
。

か
げ

こ
の
日
は
、
近
郷
近
在
を
は
じ
め
陰
（
山
の
陰
の
意
、
東
津
軽
郡
）
か
ら

も
、
遠
く
は
松
前
（
北
海
道
）
な
ど
か
ら
も
参
詣
者
が
来
た
も
ん
だ
。
そ

れ
は
や
は
り
幼
く
し
て
亡
く
し
た
悲
し
い
子
供
の
供
養
や
、
戦
争
に
取
ら

れ
て
帰
っ
て
来
な
い
夫
を
イ
タ
コ
に
仏
お
ろ
し
を
し
て
も
ら
う
事
、
そ
れ

よ
り
も
何
よ
り
も
、
何
年
も
我
慢
し
続
け
た
身
体
の
ほ
て
り
を
、
こ
の
夜

ひ
と
夜
だ
け
は
充
分
に
満
し
た
い
と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
か

な
あ
…
…
。

カ
ケ
ゴ
（
魚
篭
）
を
腰
に
下
げ
て
、
そ
の
頃
は
、
ビ
ニ
ー
ル
袋
も
肥
料
の

空
袋
も
無
い
時
代
だ
。
広
い
境
内
を
五
’
六
人
の
若
い
衆
が
梅
干
し
の
種

と
ゴ
ム
サ
ッ
ク
を
探
し
歩
い
て
拾
い
集
め
る
の
だ
。
。
：
…
そ
れ
で
も
後
日

小
学
校
の
先
生
か
ら
講
中
の
方
へ
申
し
入
れ
が
あ
っ
て
「
子
供
た
ち
が
学

校
で
風
船
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
遊
ん
で
い
る
の
を
、
よ
く
よ
く
見
た
ら
ゴ
ム

サ
ッ
ク
だ
っ
た
。
ど
こ
か
ら
出
し
た
、
と
聞
い
た
ら
春
の
河
原
か
ら
拾
っ

て
来
た
と
い
う
だ
。
講
中
で
も
気
を
つ
け
て
こ
ん
な
も
の
を
落
し
て
置
か

な
い
よ
う
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
」
だ
と
さ
・
こ
れ
ほ
ど
の
広
い
境
内
だ
も

く
ど
く

の
見
落
し
が
あ
っ
て
無
理
な
い
と
思
う
よ
。
仏
様
が
授
け
た
功
徳
の
結
果

だ
も
の
、
み
ん
な
で
大
目
に
見
て
も
ら
い
た
い
よ
。

ｌ
さ
て
、
ワ
ダ
シ
が
五
十
年
近
い
講
中
役
員
を
し
て
い
る
間
の
う
ち
一

忘
れ
る
事
の
出
来
な
い
大
事
件
が
あ
っ
た
な
ぁ
。
…
…
そ
れ
は
、
確
か
戦
皿

争
閉
時
だ
っ
た
な
過
ｌ
お
畠
中
の
人
影
も
薄
く
な
っ
て
、
誠
論
文
一

書
き
の
坊
さ
ん
も
講
中
役
員
も
ヤ
レ
ャ
レ
一
服
と
い
う
時
に
、
外
回
り
の

若
い
衆
が
賭
け
込
ん
で
来
て
「
大
変
だ
／
、
、
変
な
う
な
り
声
を
出
し
て
い

る
組
が
い
る
／
、
。
」
と
い
う
の
で
、
病
気
に
で
も
な
っ
た
の
か
と
思
っ
て
二

’
三
人
の
役
員
と
一
緒
に
走
っ
て
行
っ
て
み
る
と
、
堂
の
裏
側
の
丘
の
陰

の
方
で
重
な
り
合
っ
て
る
男
の
方
が
今
に
も
死
に
そ
う
な
う
め
き
声
を
出

し
て
い
た
の
だ
。
「
ど
う
し
た
ぱ
？
．
．
…
。
。
」
と
声
を
か
け
る
と
「
．
：
…
抜

け
な
く
な
っ
た
。
」
と
い
う
ん
だ
。
さ
あ
、
そ
れ
は
大
変
と
い
う
の
で
、
若

い
衆
を
村
へ
走
ら
せ
、
荷
馬
車
に
長
持
を
つ
け
て
く
る
よ
う
に
命
じ
た
。

と
っ
さ
の
判
断
だ
が
、
長
持
を
持
っ
て
来
い
と
言
っ
た
の
は
我
な
が
ら
気

が
利
い
た
も
ん
だ
と
、
後
で
他
の
役
員
方
か
ら
も
誉
め
ら
れ
た
よ
。

ま
あ
、
こ
の
夜
だ
け
は
何
処
の
誰
と
知
ら
な
い
相
手
と
寝
て
も
、
誰
も

お
な
ご

不
義
を
し
て
い
る
な
ど
と
言
わ
な
い
。
い
わ
ば
天
下
公
認
の
女
子
の
性
の

解
放
の
日
だ
も
の
。
…
・
。
こ
れ
は
何
時
ご
ろ
か
ら
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の

か
知
ら
な
い
。
ワ
ダ
シ
が
三
十
代
で
講
中
の
役
員
に
な
っ
た
時
に
は
周
知

の
事
実
で
、
新
米
は
腕
に
講
中
と
書
い
た
腕
章
を
つ
け
て
事
故
が
あ
っ
て

は
い
け
な
い
と
い
う
わ
け
で
境
内
を
二
人
一
組
で
一
時
間
置
き
ぐ
ら
い
に

巡
回
す
る
の
だ
が
、
あ
っ
ち
こ
つ
ち
に
油
紙
を
敷
い
て
大
き
な
風
呂
敷
で

身
体
を
覆
っ
て
、
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
を
見
て
、
身
体
が
カ
ッ
カ
ッ
と

ほ
て

火
照
っ
た
も
の
だ
じ
ゃ
．
：
：
。

こ
れ
は
、
誰
が
決
め
た
と
い
う
事
で
は
な
く
自
然
に
（
暗
黙
の
）
ル
ー

ル
が
あ
っ
て
の
う
。
一
晩
に
一
人
し
か
相
手
に
し
な
い
こ
と
。
誰
と
寝
た

さ

と
い
う
事
は
、
口
が
裂
け
て
も
言
わ
な
い
こ
と
。
こ
れ
は
知
ら
な
い
相
手

と
抱
き
合
っ
た
時
の
場
合
だ
が
．
：
…
。

ま
あ
、
年
に
一
度
の
女
子
の
性
の
解
放
は
決
し
て
み
だ
ら
な
も
の
で
は

な
い
。
キ
チ
ン
と
し
た
も
ん
だ
。
Ｉ
昔
は
、
親
が
決
め
た
と
お
り
嫁
に

な
じ
み

行
か
ね
ば
な
ら
な
く
て
、
な
ん
ぼ
好
き
だ
馴
染
．
あ
っ
て
も
一
緒
に
な
れ

つ
ら

な
か
っ
た
。
嫁
に
行
っ
た
晩
げ
に
は
じ
め
て
男
の
面
見
た
と
い
う
の
が
数

多
く
あ
っ
た
も
ん
だ
。
そ
う
い
う
女
は
、
せ
め
て
一
夜
だ
け
で
も
好
き
で

あ
っ
た
人
さ
抱
か
れ
て
み
た
い
と
い
う
時
は
、
旧
六
月
二
十
三
Ｈ
の
夜
審

の
河
原
さ
お
参
り
に
く
れ
ば
、
誰
に
言
わ
れ
る
事
も
な
く
目
的
が
達
せ
ら

れ
る
の
だ
…
：
．
。
そ
れ
か
ら
、
旅
（
他
町
村
）
か
ら
来
た
人
（
ほ
と
ん
ど

は
女
の
人
）
は
、
風
呂
敷
包
に
ニ
ギ
リ
メ
シ
、
そ
の
中
に
は
必
ず
梅
干
し

あ
ぶ
ら
が
み

を
入
れ
て
、
そ
れ
に
油
紙
は
欠
か
せ
な
い
も
ん
で
し
た
。
油
紙
は
、
ご
存

－20－
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ー
 
待
つ
時
間
は
長
い
。
 そ
の
間
、
人
が
近
づ
か
な

い
よ
う
に
役
員
の
人

た
ち
が
周
囲
を
固
め
て
い
た
ね
。
何
か
異
常
な
出
来
事
が
起
っ
た
と
感
じ

た
人
々
は
遠
巻
き

に
し
て
見
守
っ
て
い
る
。
 よ
う
ゃ
く
来
た
荷
馬
車
の
上

の
長
持
ち
の
中
へ
、
男
女

二
人
を
そ
っ
と
入
れ
て
、
若
い
衆
三
人
に
役
員

一
人
を
つ
け
て
五
所
川
原
の
病
院
ま
で
運
ば
せ
た
。
 

ー
金

木
に
は
町
医
者
だ
け
で
病
院
も
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
そ
ん
な
姿

が
噂
話
に
な
る
事
を
恐
れ
た
か
ら
だ
が
、
遠
い
道
を
五
所
川
原
ま
で
連
れ

て
行
っ
た
こ
と
は
果
し
て
正
解
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
 
。

女
は
男
の
胸

に
顔
を
押
し

つ
け
た
ま
ま
、
 一
度
も
顔
を
上
げ
な
か
っ
た
し
、
男
の
腰
に

強
く
抱
き

つ
い
て
い
た
の
で
、
持
ち
上
げ
た
若
い
衆
の
話
に
よ
る
と
、
三

人
掛
り
で
、
 一
人
は
頭
の
方
、

一
人
は
腰
、
 一
人
は
足
と
い
う
風
に
、

一
、
 

二
の
三
で
長
持
に
移
し
た
の
だ
が
、
米
俵
よ
り
も
、
丸
太
を
持
ち
上
げ
る

よ
り
も
重
か
っ
た
と
言
っ
て
い
た
ね
。
 

［
最
新川
倉
賓
の
河
原
風
景
］
 

平
成
十
年

（
一
九
九
八
年
）
の
旧
暦
六
月
二
十
三
日
は
新
暦
の
八
月
十

四
日
で
あ
っ
た
。
 今
年
の
天
候
は
不
順
、
朝
晩
低
温
で
日
中
も
二
十
六
、
 

七
度

C
に
な
っ
た
日
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
。
梅
雨
明
け
が
宣
言

さ
れ
な
い
う
ち
に
秋
の
気
配
、
こ
ん
な
異
常
な
日
が
続
い
た
。
こ
の
日
も

朝
方
両
で
午
後
に
晴
れ
て
き
た
八
月
十
二
日
の
午
後
、
十
何
年
ぷ
り
に
川

倉
賓
の
河
原
地
蔵
堂
を
訪
ね
て
み
た
。
 

①
 
山
 
門
 
先
ず
最
初
に
目
に
入
っ
た
の
は
山
門
、
変
っ
た
山
門
で
あ
 

あ
 
う
ん
 

る
。
 両
脇
に
 
「
阿
・
云
」
の
仁
王
像
が
立
っ

て
い
る
。
 門
の
上
に
は
天
台
 

女
は
、
親
の
決
め
た
と
こ
ろ
へ
嫁
に
や
ら
れ
、
纏
な
騨
染
み
の
男
に
赤

紙

（招
集
令
状
）
が
来
て
、
八
月
末

（新
暦
）
入
隊
が
決
っ
て
い
た
そ
う
 

こ
ん
じ
ょう
 

だ
。
こ
れ
が
今
生
の
別
れ
に
な
る
か
と
思
い
思
わ
ず
力
が
入
っ
た
の
だ
ろ

う
。
わ
か
る
よ
う
な
気
も
す
る
ね
。
 

こ
ん
な
話
は
、
枝
葉
が

つ
い
て
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
広
が
る
も
ん
だ
が
、
 

現
場
を
見
て
い
た
人
た
ち
も
、
明
日
は
我
が
身
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と

思
っ
た
も
の
か
、
誰
も
噂
を
流
し
た
者
は
居
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
 ヒ
ソ
ヒ

ソ
と
語
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
情
の
目

で
見
て
い
て
、
面
白

半
分
に
言
う
人
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
 

そ
れ
も
地
蔵
尊
信
仰
を
持
つ

人
々
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
、
 ワ
ダ
シ
は
思
っ
て
い
る
。
 お

な
ご
 

こ
こ
川
倉
賓
の
河
原
の
地
は
、
旧
六
月
二
十
三
日
夜
、
女
子
の
性
が
解

放
さ
れ
る
聖
な
る
土
地
で
す
じ
ゃ
。
》
 

ひ
え
 

宏
糸
の日
枝

神
社
の
鳥

居
に
見
ら

れ
る
よ
う

な
形
の
合

堂
彩
翼
今

て
い
る
。
 

数
百
年

の
時
を
見
 

-22- 

て
き
た
参
道
の
老
松
の
並
木
は
、
左
側
に
押
し
や
ら
れ
、
山
門
か
ら
本
堂

へ
と
広
い
参
道
が
造
成
さ
れ

て
い
た
。
 

②
 
川
倉
豊
野
川
原
地
蔵
尊
案
内
板
 
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
「
こ
こ

川
倉
の
賓
の
川
原
は
慈
覚

大
師
の
開
創
と
伝
え
ら
れ
る
点
は
下
北
の
恐
山

と
同
様
で
あ
る
が
、
天
空
か
ら
お
燈
明
が
降
り
、
握
る
と
一
体
の
地
蔵
尊

が
出
土
、
こ
れ
を
安
置
し
た
の
が
そ
の
始
ま
り
と
も
い
う
。
文
化

・
文
政

の
頃
か
ら
参
詣
人
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お
よ
そ
一
七
〇
年
も
前

か
ら
民
間
信
仰
の

メ
ッ
カ
と
し
て
支
え
ら
れ
、
例
大
祭
（
旧
暦
の
六
月
一
一

十
二
日
よ
り
二
十
四
日
ま
で
）
 

に
は
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ

う
。
特
に
鎌
倉
時

代
以
前
か

ら
い
た
と
さ
れ
る
座
女

（
イ

タ
コ
）
の
ロ
寄
せ

（
霊
媒
）
 

も
行
わ
れ
る
場
所
と
な
っ
て

い
る
。」
下
段
に
ロ

ー
マ
字
で

書
か
れ
、
日
本
人
だ
け
で
な

く
、
広
く
外
人
に
も
案
内
し

て
い
る
。
信
仰
と
い

う
よ
り

観
光
宣
伝
の

一
端
か
？

・
 

金
木
郷
土
史
に

は

「
前
略
 

ー
現
在
の
姿
に
な
っ
た
の
は

雲
祥
寺
十
五
世

愚
全
和
尚
、
 

或
い
は
十
六
世

夫
栄
山
和
尚
 
 

の
頃
か
ら
と
す
れ
ば

（東
北
大
学
楠
助
教
授
談
、
中
外
日
報
紙
に
詳
細
報

道
さ
れ
て
い
る
）
な
っ
と
く
出
来
よ
う
。
随
っ
て
開
創
は
慈
覚
大
師
、
中

興
は
雲
祥
寺
開
基
繁
翁
茂
和
尚
、
再
中
興
は
雲
祥
寺
十
五
世
或
い
は
十

六

世
と
す
る
の
が
定
説
で
あ

る
。
ー
後
略
）
 

慈
覚
大
師

（
七
九
四
ー
八
六
四
年
）
は
第
三
世
天
台
宗
座
主
で
円
仁
と

い
う
僧
で
あ
る
。
 

金
木
郷
土
史
に
よ
れ
ぱ
、
 
「
川
倉
村
は
寛
文
四
年

（
一
六
六
四
年
）
津

軽
郡
高
辻
村
之
帳
に
、
初
め
て
ク
川
倉
村
二
百
二
十
石
五
斗

4と
表
れ
て
い

る
。
川
倉
村
の
名
称
は
、
津
軽
三
代
藩
主
信
義
が
、
正
保
年
間
に
津
軽
統

一
ま
で
の
戦
没
者
の
供
養
と
、
地
元
開
拓
事
業
に
汗
を
流
し
死
ん
で
い
っ

た
農
民
を
供
養
す
る
た
め
、
川
倉
観
音
の
勧
請
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
。
 

と
あ
る
が
、
読
者
は
、
慈
覚
大
師
の
生
存
し
た
時
代
と
川
倉
村
の
記
録
に

表
れ
る
年
代
に
約
八
百
年
の
差
は
あ
る
が
、
地
蔵
信
仰
の
伝
承
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。
 

③
 
本
堂
と
御
本
尊
 
本
堂
は
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
年
）
に
改
築

さ
れ
、
そ
れ
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
石
柱
に
は
「
賓
の
河
原
地
蔵
尊
」
 

と
表
記
さ
れ
、
側
面
に
昭
和
五
七
年
旧
六
月
二
十
二
日
 
本
堂
改
築
記
念

と
あ
り
、
又
大
工
松
川
建
設
松
川
秀
一
、
大
工
泉
谷
建
設
泉
谷
則
昭
、
石

工
板
柳
町
安
田
石
材
株
式
会
社
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
 

御
本
尊
は
、
身
代
り
地
蔵
と
も
延
命
地
蔵
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
本
堂

に
入
っ
て
正
面
に
御
本
尊
、
左
右
二
体
づ
つ
の
石
地
蔵
も
安
置
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
数
十
年
前
か
ら
変
り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
物
の
本
に
よ
れ

ば
、
地
蔵
信
仰
は
平
安
時
代
中
期
ょ
り
高
ま
り
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
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ｌ
待
つ
時
間
は
長
い
。
そ
の
間
、
人
が
近
づ
か
な
い
よ
う
に
役
員
の
人

た
ち
が
周
囲
を
固
め
て
い
た
ね
。
何
か
異
常
な
出
来
事
が
起
っ
た
と
感
じ

た
人
々
は
遠
巻
き
に
し
て
見
守
っ
て
い
る
。
よ
う
や
く
来
た
荷
馬
車
の
上

の
長
持
ち
の
中
へ
、
男
女
二
人
を
そ
っ
と
入
れ
て
、
若
い
衆
三
人
に
役
員

一
人
を
つ
け
て
五
所
川
原
の
病
院
ま
で
運
ば
せ
た
。

ｌ
金
木
に
は
町
医
者
だ
け
で
病
院
も
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
そ
ん
な
姿

が
噂
話
に
な
る
事
を
恐
れ
た
か
ら
だ
が
、
遠
い
道
を
五
所
川
原
ま
で
連
れ

て
行
っ
た
こ
と
は
果
し
て
正
解
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
。
…
・
・
・
女
は
男
の
胸

に
顔
を
押
し
つ
け
た
ま
ま
、
一
度
も
顔
を
上
げ
な
か
っ
た
し
、
男
の
腰
に

強
く
抱
き
つ
い
て
い
た
の
で
、
持
ち
上
げ
た
若
い
衆
の
話
に
よ
る
と
、
三

人
掛
り
で
、
一
人
は
頭
の
方
、
一
人
は
腰
、
一
人
は
足
と
い
う
風
に
、
一
、

二
の
三
で
長
持
に
移
し
た
の
だ
が
、
米
俵
よ
り
も
、
丸
太
を
持
ち
上
げ
る

よ
り
も
重
か
っ
た
と
言
っ
て
い
た
ね
。

［
最
新
川
倉
奏
の
河
原
風
景
］

平
成
十
年
二
九
九
八
年
）
の
旧
暦
六
月
二
十
三
日
は
新
暦
の
八
月
十

四
日
で
あ
っ
た
。
今
年
の
天
候
は
不
順
、
朝
晩
低
温
で
日
中
も
二
十
六
、

七
度
Ｃ
に
な
っ
た
日
は
数
え
る
ほ
ど
し
か
な
か
っ
た
。
梅
雨
明
け
が
宣
言

さ
れ
な
い
う
ち
に
秋
の
気
配
、
こ
ん
な
異
常
な
日
が
続
い
た
。
こ
の
日
も

朝
方
両
で
午
後
に
購
れ
て
き
た
八
月
十
二
日
の
午
後
、
十
何
年
ぶ
り
に
川

倉
審
の
河
原
地
蔵
堂
を
訪
ね
て
み
た
。

①
山
門
先
ず
最
初
に
目
に
入
っ
た
の
は
山
門
、
変
っ
た
山
門
で
あ

あ
う
ん

る
。
両
脇
に
「
阿
。
云
」
の
仁
王
像
が
立
っ
て
い
る
。
門
の
上
に
は
天
台

十
二
日
よ
り
二
十
四
日
ま
で
）

に
は
多
く
の
参
拝
者
で
賑
わ

う
。
特
に
鎌
倉
時
代
以
前
か

ら
い
た
と
さ
れ
る
巫
女
（
イ

タ
こ
の
口
寄
せ
（
霊
媒
）

も
行
わ
れ
る
場
所
と
な
っ
て

い
る
。
」
下
段
に
ロ
ー
マ
字
で

書
か
れ
、
日
本
人
だ
け
で
な

く
、
広
く
外
人
に
も
案
内
し

て
い
る
。
信
仰
と
い
う
よ
り

観
光
宣
伝
の
一
端
か
？

金
木
郷
土
史
に
は
「
前
略

ｌ
現
在
の
姿
に
な
っ
た
の
は

雲
祥
寺
十
五
世
愚
全
和
尚
、

或
い
は
十
六
世
夫
栄
山
和
尚

て
き
た
参
道
の
老
松
の
並
木
は
、
左
側
に
押
し
や
ら
れ
、
山
門
か
ら
本
堂

へ
と
広
い
参
道
が
造
成
さ
れ
て
い
た
。

②
川
倉
害
野
川
原
地
蔵
尊
案
内
板
に
は
こ
う
書
か
れ
て
い
る
「
こ
こ

川
倉
の
審
の
川
原
は
慈
覚
大
師
の
開
創
と
伝
え
ら
れ
る
点
は
下
北
の
恐
山

と
同
様
で
あ
る
が
、
天
空
か
ら
お
燈
明
が
降
り
、
握
る
と
一
体
の
地
蔵
尊

が
出
土
、
こ
れ
を
安
置
し
た
の
が
そ
の
始
ま
り
と
も
い
う
。
文
化
・
文
政

の
頃
か
ら
参
詣
人
が
増
え
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
お
よ
そ
一
七
○
年
も
前

か
ら
民
間
信
仰
の
メ
ッ
カ
と
し
て
支
え
ら
れ
、
例
大
祭
（
旧
暦
の
六
月
二

１
１

壺

著

き
虻

嘩
藍

：
革

：

！
：
ビ

f
P

携
官

F
F

F

E
E

お
さ
な
じ

女
は
、
親
の
決
め
た
と
こ
ろ
へ
嫁
に
や
ら
れ
、
幼
な
馴
染
み
の
男
に
赤

紙
（
招
集
令
状
）
が
来
て
、
八
月
末
（
新
暦
）
入
隊
が
決
っ
て
い
た
そ
う

こ
ん
じ
よ
う

だ
。
こ
れ
が
今
生
の
別
れ
に
な
る
か
と
思
い
思
わ
ず
力
が
入
っ
た
の
だ
ろ

う
。
わ
か
る
よ
う
な
気
も
す
る
ね
。

こ
ん
な
話
は
、
枝
葉
が
つ
い
て
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
広
が
る
も
ん
だ
が
、

現
場
を
見
て
い
た
人
た
ち
も
、
明
日
は
我
が
身
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
と

思
っ
た
も
の
か
、
誰
も
噂
を
流
し
た
者
は
居
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
ヒ
ソ
ヒ

ソ
と
語
ら
れ
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
情
の
目
で
見
て
い
て
、
面
白

半
分
に
言
う
人
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
．
：
…
そ
れ
も
地
蔵
尊
信
仰
を
持
つ

人
々
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
る
と
、
ワ
ダ
シ
は
思
っ
て
い
る
。

お
な
ど

こ
こ
川
倉
春
の
河
原
の
地
は
、
旧
六
月
二
十
三
日
夜
、
女
子
の
性
が
解

放
さ
れ
る
聖
な
る
土
地
で
す
じ
や
。
》

ひ
え

一
歪
お
且
恢

神
社
の
鳥

居
に
見
ら

れ
る
よ
う

な
形
の
合

掌
堰
か
乗
っ

て
い
る
。

数
百
年

の
時
を
見

の
頃
か
ら
と
す
れ
ば
（
東
北
大
学
楠
助
教
授
談
、
中
外
日
報
紙
に
詳
細
報

道
さ
れ
て
い
る
）
な
っ
と
く
出
来
よ
う
。
随
っ
て
開
創
は
慈
覚
大
師
、
中

興
は
雲
祥
寺
開
基
繁
翁
茂
和
尚
、
再
中
興
は
雲
祥
寺
十
五
世
或
い
は
十
六

世
と
す
る
の
が
定
説
で
あ
る
。
ｌ
後
略
）

慈
覚
大
師
（
七
九
四
’
八
六
四
年
）
は
第
三
世
天
台
宗
座
主
で
円
仁
と

い
う
僧
で
あ
る
。

金
木
郷
土
史
に
よ
れ
ば
、
「
川
倉
村
は
寛
文
四
年
二
六
六
四
年
）
津

軽
郡
高
辻
村
之
帳
に
、
初
め
て
〃
川
倉
村
二
百
二
十
石
五
斗
〃
と
表
れ
て
い

る
。
川
倉
村
の
名
称
は
、
津
軽
三
代
藩
主
信
義
が
、
正
保
年
間
に
津
軽
統

一
ま
で
の
戦
没
者
の
供
養
と
、
地
元
開
拓
事
業
に
汗
を
流
し
死
ん
で
い
っ

た
農
民
を
供
養
す
る
た
め
、
川
倉
観
音
の
勧
請
に
は
じ
ま
る
と
さ
れ
る
。

と
あ
る
が
、
読
者
は
、
慈
覚
大
師
の
生
存
し
た
時
代
と
川
倉
村
の
記
録
に

表
れ
る
年
代
に
約
八
百
年
の
差
は
あ
る
が
、
地
蔵
信
仰
の
伝
承
と
理
解
す

べ
き
で
あ
ろ
う
。

③
本
堂
と
御
本
尊
本
堂
は
昭
和
五
十
七
年
（
一
九
八
二
年
）
に
改
築

さ
れ
、
そ
れ
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
石
柱
に
は
「
春
の
河
原
地
蔵
尊
」

と
表
記
さ
れ
、
側
面
に
昭
和
五
七
年
旧
六
月
二
十
二
日
本
堂
改
築
記
念

と
あ
り
、
又
大
工
松
川
建
設
松
川
秀
一
、
大
工
泉
谷
建
設
泉
谷
則
昭
、
石

工
板
柳
町
安
田
石
材
株
式
会
社
と
刻
ま
れ
て
い
る
。

御
本
尊
は
、
身
代
り
地
蔵
と
も
延
命
地
蔵
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
本
堂

に
入
っ
て
正
面
に
御
本
尊
、
左
右
二
体
づ
っ
の
石
地
蔵
も
安
置
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
は
数
十
年
前
か
ら
変
り
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
物
の
本
に
よ
れ

ば
、
地
蔵
信
仰
は
平
安
時
代
中
期
よ
り
高
ま
り
、
こ
の
世
と
あ
の
世
と
の
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境
に
い
て
、
冥
途
に
行
く
者
の
苦
難
を
救
う
と
い
う
地
蔵
の
性
格
は
、
道

祖
神
の
信
仰
と
も

結
び

つ
い
て
、
地
蔵
像
の
ほ
と
ん
ど
が
村
境
や
道
の
辻
 

に
ま
つ
ら

れ
て
い
る

の
だ
と
い

う
。
 

御
本
尊

に
つ
い
て
 
 

は
い
ろ
い
ろ
な
伝
説
が
あ
る
。
 こ
れ
も
金
木
郷
土
史
の
中
の

一
節
で
あ
る
。
 

「
 

大
師
自
作
の
石
像
地
蔵
尊
が
明
治
中
期
ま
で
記
ら
れ
て
あ
っ
た
。
 

（賓
の
川
原
代
表
役
員
中
谷
定
五
郎
翁
談
、
昭
和
四
十
六
年
五
月
九
十
六

歳
で
没
）
そ
の
古
来
か
ら
の
地
蔵
尊
像
は
現
在

紛
失
し
て
な
い
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
中
谷
翁
の
談
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
年
頃
藤
枝
村
の
某
信
者

が

（特
に
名
を
秘
す
）
病
気
平
癒
祈
願
の
た
め
同
家
に
拝
請
し
、
供
養
の

あ
と
箱
舟
に
乗
せ
て
藤
枝
溜
池
横
断
の
帰
途
、
中
程
で
水
中
に
取
り
落
し
 

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
 

 
そ
の
後
数
回
さ
が
し
た
が
っ
い
に
発
見
で
き
な
か
っ

た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら

考
え
る
と
本
尊
は
身
代

り
地
蔵
尊
ら
し

く
、
そ

の
大
き
さ
も

一
人
で
持

ち
運
べ
る
程
度
の
も
の

で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。」
 

嘉
瀬
に
は
こ
ん
な
伝

説
が
残
さ
れ

て
い
る
。
 

小
栗
崎
村
に
数
百
年
も

経
っ
た
と
思
わ
れ

る
楠

の
木
が
あ
っ
た
。
明
治

の
中
頃
川
倉
の
地
蔵
尊

が
紛
失
し
た
と
聞
き
、
 

嘉
瀬
の
賓
の
河
原
（
現
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在
の
第
三
保
育
所
の
前
）
と
一
緒
に
川
倉
の
養
の
河
原
本
尊
と
し

て
木
像

の
地
蔵
様
を
寄
進
し
よ
う
と
信
者
た
ち
が
相
談
っ

て
、
そ
の
楠
ノ
木
の
巨

木
を
切
り
、

一
本
の
木
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
丈
余
の
大
き

な
木
像
地
蔵
尊
を
一
一

体
作
っ
て
も
ら
い
、
根
本
の
方
か
ら

の
は
嘉
瀬
の
賓
の
河
原
へ
、
上
の
方

は
川
倉
の
賓
の
河
原
へ
安
置
し
た
と
い
う
。
そ
の
後

昭
和
五
十
年
代
嘉

瀬
の
賓
の
河
原
の
地
蔵
尊
は
火
災
 
蛇
塚
の

由

で
焼
失
し
た
o
川
倉
の
賓
の
河
原
の
地
蔵
尊
は

そ
の
 
ら

舞

苅
準
奪
1
十

後
ど
う
な
った
の
か
？o
 

？
暑
麟
緯
浮

④
 
蛇
塚
の
由
来
説
明

板
と
無
縁
仏
供
養
之
碑
 
本
 

マ
み
i
・
責2
fろ
サ

堂
の
南
側
に
昔
は
イ
タ
コ
の
小
屋
が
建
て
ら
れ
た
小
 
さ
さ
《
帯反
養
l」
し・

さ
な
広
場
の
南
東
の
少
し

下
っ
た
と
こ
ろ
に
、
蛇
塚
 
讐
佐

一
z
ろ
吊
で
 

の
由
来
と
書
か

れ
た
説
明
板
が
建
て
ら
れ
て
あ
る
。
 

了
f
h
ツ
膏
年前
 

そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
 
「
こ
の
 
（●
オJ特
征
済f（あ
矩
上
敬

蛇
塚
は
明
治
十
六
年
よ
り
十
九

年
頃
ま
で
の
間
春
か
旦
各

拘
i
n素
‘
丹
上
 

ら
秋
頃
に

か
け
て
赤
色
を
し
た
蛇
が
現
れ
人
が
通
る

．
」ト
き
rら
にど
ケー
・、
ろ

度
ご
と
に
無
数
に
か
ま
首
を
も
た
げ
る
よ
う
に
な
、
っ
 H・
残
＋
ト房
紀
f
り
二

た
o
こ
の
異
様
な
さ
ま
を
不
思
議
に
思
っ
て
「
イ
タ
 
中
一
鼻
井
雫
ィ
コク
、
、J
 

コ
」
に

ロ
寄
せ
し
て
貰
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
天
明
 
い

ー
I
七
ー
毛、
ちケ

L
 

の
飢
謹
で
餓
死
し
た
た
く
さ
ん
の
無
縁
俳
が
供
養
を

一
 i叱
一

n済
一讐
奉

（
 

乞

う

て
お

る
と

の
こ
と
で
あ
っ

た
の
で

こ
の
処
に

塚

r
め
ー
下
き
1
二
、
字
っ
「h
 

と
蛇
が
現
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
誰
れ
云
う
と
も
な

．
 

審
牙
マ

ー
 

く
蛇
塚
と
言
い
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
 

，
 

そ
も
そ
も
今
か
ら
約
二
百
年
前
天
明

二
、
三
、
四
年
と
相
続
く
大
凶
作
 

（
天
明
の
飢
謹
）
の
た
め
、

南
部
上
磯
方
面
よ
り
又
遠
く
北
海
道
方
面
か

ら
の
人
々
が
食
物
を
求
め
歩
き

路
上
に
餓
死
す
る
人

そ
の
累
を
な
し
、
床

屋
、
代
官
所
の
郷
蔵
も
底
を
つ
き
地
元
民
さ
い
も
草
の
根
や
木

の
実
を
食

べ
て
飢
を
し
の
い
だ
と
云
う
、
こ
の
時
餓
死
し
た
人
々
を

大
き
な
穴
を
堀
り
幾
十
人
も
一
緒
に
埋
め
た

（
イ
ゴ
ク
穴

と
い
わ
れ
る
）
と
い
う
。
 

中
で
も
賓
の
川
原
イ
ゴ
ク
穴
は
そ
の
代
表
的
な
大
き
な
も

の
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。
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覆・らq 守

境
に
い
て
、
冥
途
に
行
く
者
の
苦
難
を
救
う
と
い
う
地
蔵
の
性
格
は
、
道

祖
神
の
信
仰
と
も
結
び
つ
い
て
、
地
蔵
像
の
ほ
と
ん
ど
が
村
境
や
道
の
辻

④
蛇
塚
の
由
来
説
明
板
と
無
縁
仏
供
養
之
碑
本
？
鈴
‐
〒
賛
及
一
ｒ
・
ゞ
ろ
半
釧
之
蜘
篤
↓
豊
‐
た
仏
／
・

堂
の
南
側
に
昔
は
イ
タ
コ
の
小
屋
が
建
て
ら
れ
た
小
一
さ
帝
儲
ｆ
典
蔭
乞
て
ち
，
；
ら
ち
呂
少
斗
筈

さ
な
広
場
の
南
東
の
少
し
下
っ
た
と
こ
ろ
に
、
蛇
塚
一
等
仁
一
↑
鋤
ん
．
・
ろ
，
や
〃
少
↓
陵
。
．
》
ろ
典
，
集
縫
壷
塊
均
‐
ル
ー

鯵
９
？
…
少
マ
か
笠
帆
ぞ
，
レ
・
’
ず
、
津
螺
子
画
佐
グ
ー
八
号
ｔ
殉
肱
〃
〃
た

の
由
来
と
書
か
れ
た
説
明
板
が
建
て
ら
れ
て
あ
る
。

幸
ゞ
：
↓
奇
妙
島
ウ
帝
年
爺
筵
珂
一
三
詔
心
弓
皐
画
廊

そ
れ
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
の
室
押
緋
婆
税
且
珊
煮
語
ｊ
之
迄
″
鐙
築
寮
、
罰

蛇
塚
は
明
治
十
六
年
よ
り
十
九
年
頃
ま
で
の
問
春
か
》
令
徒
や
ｆ
の
ｆ
壁
良
一
準
え
塾
翻
累
〃
ご
↑

夜
昼
侭
官
許
の
祁
鋳
牙
奇
ぞ
う
隠
起
も
扉
．
γ
学
殖
や
ｆ
１
食
〆
》

ら
秋
頃
に
か
け
て
赤
色
を
し
た
蛇
が
現
れ
人
が
通
る
一
食
令
藻
》
Ｉ
詞
・
今
炉
・
芦
，
．
・
鼻
錐
尾
上
》
余
“
冬
啄
矢
《
暖

度
ご
と
に
無
数
に
か
ま
首
を
も
た
げ
る
よ
う
に
な
っ
－
９
錠
尤
，
霧
痘
ｆ
か
。
今
曾
《
砧
興
る
）
ｇ
う

た
。
こ
の
異
様
な
さ
ま
を
不
思
議
に
思
っ
て
「
イ
タ
ゞ
令
吻
寒
罫
？
●
コ
ク
捲
汲
“
堤
掬
迄
＄
〃
．
‐
て
お
皇
た
豊

．
」
に
口
寄
せ
し
て
貰
っ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
天
明
瀧
詳
諦
苛
“
峰
璽
寸
え
壽
寸

の
飢
饅
で
餓
死
し
た
た
く
さ
ん
の
無
縁
佛
が
供
養
を
・
母
零
月
雷
諭
こ
徒
、
蒋
岻
・
・
↑
・
一
得
と
を
』

乞
う
て
お
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
の
で
こ
の
処
に
塚
狗
ｌ
ｒ
か
，
琴
‐
一
・
字
参
学
‐
展
接
ぎ
Ｉ
’
矛
．
参
・
７

を
建
て
ね
ん
ご
ろ
に
弔
っ
た
と
こ
ろ
其
の
後
不
思
議
先
成
蓉
窪
評
ぅ
李
封
奇
一
宇
三
画

と
蛇
が
現
れ
な
く
な
り
ま
し
た
が
誰
れ
云
う
と
も
な

律
可
河
弔
些
萸
尋
議
中

く
蛇
塚
と
言
い
伝
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

在
の
第
三
保
育
所
の
前
）
と
一
緒
に
川
倉
の
審
の
河
原
本
尊
と
し
て
木
像
そ
も
そ
も
今
か
ら
約
二
百
年
前
天
明
二
、
三
、
四
年
と
相
続
く
大
凶
作

の
地
蔵
様
を
寄
進
し
よ
う
と
信
者
た
ち
が
相
談
っ
て
、
そ
の
楠
ノ
木
の
巨
（
天
明
の
飢
鰹
）
の
た
め
、
南
部
上
磯
方
面
よ
り
又
遠
く
北
海
道
方
面
か

木
を
切
り
、
一
本
の
木
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
丈
余
の
大
き
な
木
像
地
蔵
尊
を
二
ら
の
人
々
が
食
物
を
求
め
歩
き
路
上
に
餓
死
す
る
入
そ
の
累
を
な
し
、
床

体
作
っ
て
も
ら
い
、
根
本
の
方
か
ら
の
は
嘉
瀬
の
饗
の
河
原
へ
、
上
の
方
屋
、
代
官
所
の
郷
蔵
も
底
を
つ
き
地
元
民
さ
い
も
草
の
根
や
木
の
実
を
食

糊
鞘
職
繩
繼
雛
難
船
際
繩
一
簗
塚
畠
来
ｌ
■
■
蕊
測
誕
卿
漣
編
、
｜
悠
鯛
蠅
蛾
繩

で
焼
失
し
た
。
川
倉
の
饗
の
河
原
の
地
蔵
尊
は
そ
の
・
乃
蕊
勤
準
掌
ｉ
尤
年
？
鮒
条
鷺
翁
瀞
で
と
い
わ
れ
る
）
と
い
う
。

｜
埠
雛
澱
輝
溌
蕊
滞
甑
中
で
も
妻
の
川
原
イ
ゴ
ク
穴
は
そ
の
代
表
的
な
大
き
な
も

後
ど
う
な
っ
た
の
か
？
。

④
蛇
塚
の
由
来
説
明
板
と
無
縁
仏
供
養
之
碑
本
。
卜
１
．
秒
息
修
：
～
ｆ
ｌ
ｉ
旦
削
学
に
↓
吹
乏
八
Ａ
／
・
の
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
て
お
り
ま
す
。

岡
一鷺 ．:『子

ー-勺。
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影 《
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》

迫
皿
ｑ

苧
一一一

に
ま
つ
ら

れ
て
い
る

の
だ
と
い

う
。

御
本
尊

に
つ
い
て

は
い
ろ
い
ろ
な
伝
説
が
あ
る
。
こ
れ
も
金
木
郷
土
史
の
中
の
一
節
で
あ
る
。

「
ｌ
大
師
自
作
の
石
像
地
蔵
尊
が
明
治
中
期
ま
で
祀
ら
れ
て
あ
っ
た
。

（
春
の
川
原
代
表
役
員
中
谷
定
五
郎
翁
談
、
昭
和
四
十
六
年
五
月
九
十
六

歳
で
没
）
そ
の
古
来
か
ら
の
地
蔵
尊
像
は
現
在
紛
失
し
て
な
い
が
、
そ
の

理
由
と
し
て
中
谷
翁
の
談
に
よ
れ
ば
、
明
治
二
十
年
頃
藤
枝
村
の
某
信
者

が
（
特
に
名
を
秘
す
）
病
気
平
癒
祈
願
の
た
め
同
家
に
拝
請
し
、
供
養
の

あ
と
箱
舟
に
乗
せ
て
藤
枝
溜
池
横
断
の
帰
途
、
中
程
で
水
中
に
取
り
落
し

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
数
回
さ
が
し
た
が
つ
い
に
発
見
で
き
な
か
つ

た
と
い
う
。
こ
れ
か
ら

考
え
る
と
本
尊
は
身
代

り
地
蔵
尊
ら
し
く
、
そ

の
大
き
さ
も
一
人
で
持

ち
運
べ
る
程
度
の
も
の

で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ

る
。
」嘉

瀬
に
は
こ
ん
な
伝

説
が
残
さ
れ
て
い
る
。

小
栗
崎
村
に
数
百
年
も

経
っ
た
と
思
わ
れ
る
楠

の
木
が
あ
っ
た
。
明
治

の
中
頃
川
倉
の
地
蔵
尊

が
紛
失
し
た
と
聞
き
、

嘉
瀬
の
套
の
河
原
（
現
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そ
の
イ
ゴ
ク
穴
が
此
の
場
所
に
位
置
す
る
処
で
す
。
 

ご
遠
路
は
じ
め
近
隣
の
ご
参
拝
の
皆
様
に
は
ご
先
祖
様
と
お
ぼ
し
め
し
 

下
さ
い
ま
し
て
心
か
ら
合
掌
し
ご
供
養
さ
れ
ま
す
ょ
う
お
願
い
申
し
上
げ
 

ま
す
。
 

昭
和
五
十

六
年
 
旧
六
月
二
十
三
日
 

賓
の
河
原
地
蔵
尊
講
中
 

」
 

道
路
を
は
さ
ん
で
北
側
に
「
無
縁
仏
供
養
之
碑
」
が
中
央
に
、
左
右
に
 

大

・
小
二
体
の
石
地
蔵
が
安
置
さ
れ
た
お
堂
が
あ
る
。
 

⑤
 
後
生
車
 
蛇
塚
の
説
明
板
か
ら
す
ぐ
西
側
に
は

「後
生
車
」
が
林
立
 

し
て
い
る
。
 こ
れ
は
確
か
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
、
も
う
車
が
数
十
年
の
 

さ
び
 

年
を
経
て
錆
で
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
ゃ
、
針
金
で
輪
を
作
っ
た
よ
う

な
も
の
ま
で
数
十
本
見
ら
れ
る
が
、
唯
不
思
議
な
こ
と
に

は
新
し
く
建
て
 

モ
と

う
ば
 

ら
れ
た
も
の
が
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
に
代
っ

て
か
卒
塔
婆
が

二
十
何
本
か

立
っ
て
お
り
、
変
っ
た
と
こ
ろ
で
は
「
世
界
人
類
が
平
和
で

あ
り
ま
す
よ

う
に
」
と
仏
教
徒
以
外
の
方
の
建

て
ら
れ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。
 

「
後
生
車
」
は
ど

こ
の
村
に
も
、
村
は
ず
れ

の
石
地
蔵
様
の
脇
に
立
っ

て
い
る
の
を
子
供
の
頃

の
記
憶
か
ら
、
そ
の
車
を
廻
し
て
止
り
方
が
静
か

に
止
れ
ぱ
極
楽
、
逆
戻
り
す
れ
ば
死
ん
で
か
ら
地
獄
へ
行
く
の
だ
と
聞
い

た
も
の
で
あ
る
。
 

死
後
極
楽
に
生
れ
る
こ
と
、
来
世
の
安
楽
、
極
楽
往
生
願
う
。
 た
め
に
 

ぼ
だ
い
 

と
む
ら
 

建
て
ら
れ
た
後
生
車

と
死
者
の
菩
提
を
弔
う
卒
塔
婆
も
最
終
的
に
は
同
じ

意
味
を
持
ち
も

の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。
 

刺
 

生
 

唯
 

⑥
 
座
 
女
 
昔
は

後
生
車
の
前
あ

た
り
に
座
女
の
小
間
が
十
以
上
も
並

ん
で
い
て
、
仏
お
ろ
し
を
す
る
人

々
や
、
見
学
に
来
た
人

た
ち
で
通
り
抜
 

一2(3- 

（坐 女） 

（石が積まれた賓の河原） 
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け
る
こ
と
も
出
来
な
い
賑
い
ぷ
り
で
あ
っ
た
。
 そ
れ
が
本
堂
の
改
築
で
敷

地
が
せ
ま
く
な
っ

た
関
係
か
ら
か
、
今
は
イ
タ
コ
小
屋
は
本
堂
の
す
ぐ
後

に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
 八
月
十
五
日
の
午
後
に
行
っ
て
み
た
ら
、
既
に
多

く
の
イ
タ
コ
は
帰
っ
た
後
で
、
 
一
人
だ
け
ロ
寄
せ
を
し

て
い
た
。
 そ
れ
を

外
人
が
ビ
デ
オ
で
撮
し

て
い
る
場
面
を
写
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。
 

⑦
 
寮
の
河
原
 
妻
の
神
川
か
ら
登
る
旧
道
路
の
両
側
に
は
石
が
積
ま
れ

た
賓
の
河
原
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
小
さ
な
石
地
蔵
が
立
ち
、

写
真
に
見
え

る
風
車
の
場
所
は
石
の
積
ま
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。

こ
れ
も
昔
と
は
大
 
 

き
な
様
変
り
で
、
風
車
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
時
ご
ろ
か

ら
な
の
か
。
 
「
一
重
積
ん
で
は
父
の
為
、
二
重
積
ん
で
は
母
の
為
、
積
め

ぱ
崩
さ
れ
 

」
 
のイ
メ
ー
ジ
は
全
く
な
く
な
り
、
何
か
華
ゃ
か
な
風
景

に
見
え
た
。
 

⑧
 
水
子
地
蔵
堂
と
賓
の
河
原
事
務
所
 
水
子
地
蔵
堂
も
事
務
所
も
本
堂

改
築
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
事
務
所
は
昔
も
平
家
建
て
で
線

香
・
ロ
ー
ソ
ク

・
草
履
な
ど
売
っ
て
い
た
の
を
記
憶
し

て
い
る
。
 今
は
一
一

階
建
で
階
下
は
売
店
で
、
前
記
の
品
の
外
に
手
拭
い
ゃ
本
な
ど
も
並
べ
ら
 

け
る
こ
と
も
出
来
な
い
賑
い
ぶ
り
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
本
堂
の
改
築
で
敷

地
が
せ
ま
く
な
っ
た
関
係
か
ら
か
、
今
は
イ
タ
コ
小
屋
は
本
堂
の
す
ぐ
後

に
建
て
ら
れ
て
い
た
。
八
月
十
五
日
の
午
後
に
行
っ
て
み
た
ら
、
既
に
多

く
の
イ
タ
コ
は
帰
っ
た
後
で
、
一
人
だ
け
口
寄
せ
を
し
て
い
た
。
そ
れ
を

外
人
が
ビ
デ
オ
で
撮
し
て
い
る
場
面
を
写
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

⑦
寳
の
河
原
妻
の
神
川
か
ら
登
る
旧
道
路
の
両
側
に
は
石
が
積
ま
れ

た
實
の
河
原
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
小
さ
な
石
地
蔵
が
立
ち
、
写
真
に
見
え

る
風
車
の
場
所
は
石
の
積
ま
れ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
こ
れ
も
昔
と
は
大

そ
の
イ
ゴ
ク
穴
が
此
の
場
所
に
位
置
す
る
処
で
す
。

ご
遠
路
は
じ
め
近
隣
の
ご
参
拝
の
皆
様
に
は
ご
先
祖
様
と
お
ぼ
し
め
し

下
さ
い
ま
し
て
心
か
ら
合
掌
し
ご
供
養
さ
れ
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上
げ

ま
す
。昭

和
五
十
六
年
旧
六
月
二
十
三
日

春
の
河
原
地
蔵
尊
講
中
」

道
路
を
は
さ
ん
で
北
側
に
「
無
縁
仏
供
養
之
碑
」
が
中
央
に
、
左
右
に

大
・
小
二
体
の
石
地
蔵
が
安
置
さ
れ
た
お
堂
が
あ
る
。

⑤
後
生
車
蛇
塚
の
説
明
板
か
ら
す
ぐ
西
側
に
は
「
後
生
車
」
が
林
立

し
て
い
る
。
こ
れ
は
確
か
昔
か
ら
あ
っ
た
も
の
で
、
も
う
車
が
数
十
年
の

さ
び

年
を
経
て
錆
で
薄
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
や
、
針
金
で
輪
を
作
っ
た
よ
う

な
も
の
ま
で
数
十
本
見
ら
れ
る
が
、
唯
不
思
議
な
こ
と
に
は
新
し
く
建
て

そ
と
う
ば

ら
れ
た
も
の
が
見
当
ら
な
い
。
そ
れ
に
代
っ
て
か
卒
塔
婆
が
二
十
何
本
か

立
っ
て
お
り
、
変
っ
た
と
こ
ろ
で
は
「
世
界
人
類
が
平
和
で
あ
り
ま
す
よ

う
に
」
と
仏
教
徒
以
外
の
方
の
建
て
ら
れ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
。

「
後
生
車
」
は
ど
こ
の
村
に
も
、
村
は
ず
れ
の
石
地
蔵
様
の
脇
に
立
っ

て
い
る
の
を
子
供
の
頃
の
記
憶
か
ら
、
そ
の
車
を
廻
し
て
止
り
方
が
静
か

に
止
れ
ぱ
極
楽
、
逆
戻
り
す
れ
ば
死
ん
で
か
ら
地
獄
へ
行
く
の
だ
と
聞
い

た
も
の
で
あ
る
。

死
後
極
楽
に
生
れ
る
こ
と
、
来
世
の
安
楽
、
極
楽
往
生
願
う
。
た
め
に

ぼ
だ
い
と
む
ら

建
て
ら
れ
た
後
生
車
と
死
者
の
菩
提
を
弔
う
卒
塔
婆
も
喰
終
的
に
は
同
じ

意
味
を
持
ち
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う
。

(坐女）

イ
タ
コ

イ
‐
タ
コ

⑥
巫
女
昔
は
後
生
車
の
前
あ
た
り
に
巫
女
の
小
間
が
十
以
上
も
並

ん
で
い
て
、
仏
お
ろ
し
を
す
る
人
々
や
、
見
学
に
来
た
人
た
ち
で
通
り
抜

き
な
様
変
り
で
、
風
車
が
建
て
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
何
時
ご
ろ
か

ら
な
の
か
。
．
重
積
ん
で
は
父
の
為
、
二
重
積
ん
で
は
母
の
為
、
積
め

ば
崩
さ
れ
…
：
．
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
全
く
な
く
な
り
、
何
か
華
や
か
な
風
景

に
見
え
た
。

⑧
水
子
地
蔵
堂
と
奏
の
河
原
事
務
所
水
子
地
蔵
堂
も
事
務
所
も
本
堂

改
築
後
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
、
事
務
所
は
昔
も
平
家
建
て
で
線

香
・
ロ
ー
ソ
ク
・
草
履
な
ど
売
っ
て
い
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
今
は
二

階
建
で
階
下
は
売
店
で
、
前
記
の
品
の
外
に
手
拭
い
や
本
な
ど
も
並
べ
ら

(石が積まれた賓の河原） (後生車）
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