
 

昭
和
二
十
七
年 

 
恍
と
し
て
日
輪
冬
の
瀬
を
渡
る 

読
み
＝
こ
う
と
て 

に
ち
り
ん
ふ
ゆ
の 

せ
を
わ
た
る 

季
語
＝
冬
（
夏
） 

恍
と
し
て
は
、
う
っ
と
り
、
ぼ
ん
や
り
の
意
味
。
瀬
は
場
所
、
川
の
渡
る
所
。
こ
の

場
合
固
く
い
う
と
、
太
陽
が
通
る
黄
道
。 

風
が
無
く
、
も
や
が
懸
か
っ
た
よ
う
な
冬
の
日
太
陽
が
空
の
決
め
ら
れ
た
道
を
渡
る

よ
う
に
回
っ
て
行
く
。 

 

こ
の
句
も 

『
山
國
の
虚
空
日
渡
る
冬
至
か
な
／
蛇
笏
』
を
意
識
し
て
い
そ
う
で
あ
る
。 

  

風
花
や
喨
々
と
ひ
く
獅
子
の
笛 

読
み
＝
か
ざ
ば
な
や 

ろ
う
ろ
う
と
ひ
く 

し
し
の
ふ
え 

季
語
＝
獅
子
の
笛
（
新
年
）
＝
季
違
い 

甲
州
の
冬
は
寒
い
が
雪
の
日
は
少
な
い
。
日
本
海
側
大
荒
れ
、
と
い
う
冬
型
気
圧
配

置
に
な
る
と
、
強
い
北
風
が
吹
き
、
晴
れ
た
空
に
風
花
が
舞
う
。 

晴
れ
た
正
月
の
風
景
で
あ
る
。
獅
子
舞
は
青
年
団
が
主
催
し
て
各
家
を
回
っ
た
。
あ

ま
り
に
し
つ
こ
く
脅
迫
的
な
獅
子
舞
の
年
も
あ
り
、
子
供
が
恐
怖
で
固
ま
っ
た
り
、
夜

中
に
う
な
さ
れ
た
り
、
と
後
で
物
議
を
か
も
し
た
事
も
あ
っ
た
。 

  

突
き
崩
す
榾
の
年
輪
雪
降
れ
り 

読
み
＝
つ
き
く
ず
す 

ほ
た
の
ね
ん
り
ん 

ゆ
き
ふ
れ
り 

季
語
＝
雪
（
冬
） 

饒
舌
の
婦
が
去
る
軒
の
雪
し
づ
る 

読
み
＝
じ
ょ
う
ぜ
つ
の 

ふ
が
さ
る
の
き
の 

ゆ
き
し
ず
る 

季
語
＝
雪
（
冬
） 

 

し
づ
る
、
と
い
う
言
葉
は
古
語
辞
典
に
も
な
い
。
ど
こ
か
の
古
典
に
埋
も
れ
て
い
る

か
、
は
た
ま
た
造
語
か
。 

 

し
垂
る
＝
し
だ
る
、
は
し
だ
れ
桜
と
い
う
よ
う
な
例
も
あ
り
、
し
だ
る
な
ら
垂
れ
さ

が
る
と
言
う
意
味
で
、
つ
ら
ら
な
の
か
、
と
思
う
が
饒
舌
の
婦
に
よ
っ
て
浪
費
さ
せ
ら

れ
た
時
間
を
表
わ
す
に
は
軒
の
雪
を
解
か
し
た
い
。 

 

し
づ
、
に
は
下
と
い
う
意
味
も
あ
り
そ
う
な
の
で
、
滴
る
と
解
釈
し
て
も
無
理
は
な

い
か
？
。
と
に
か
く
、
辞
書
に
も
な
い
言
葉
を
使
わ
れ
る
と
、
解
釈
に
困
る
。 

こ
の
饒
舌
の
婦
、
に
心
当
た
り
が
何
人
か
い
な
い
で
も
な
い
。
ま
、
甲
州
の
婦
人

は
、
ま
ず
は
気
が
利
い
て
ま
め
な
手
八
丁
で
あ
る
が
、
口
八
丁
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。 

 

 
 

 

娶
る
人
逃
く
人
峡
の
冬
深
し 

読
み
＝
め
と
る
ひ
と 

ぬ
く
ひ
と
か
い
の 

ふ
ゆ
ふ
か
し 

季
語
＝
冬
深
し
（
冬
） 

娶
る
に
は
妻
を
娶
る
以
外
の
意
味
は
無
い
の
で
、
こ
こ
で
妻
を
娶
っ
て
住
み
つ
く
人
、

逃
く
人
は
、
こ
の
村
で
の
生
活
を
終
え
、
村
を
去
る
人
の
意
味
。
こ
の
時
代
だ
と
次
三

男
に
は
仕
事
が
無
く
、
近
隣
農
家
に
婿
に
入
る
か
、
都
会
に
出
る
か
で
あ
っ
た
。 

  
観
相
の
灯
も
如
月
の
う
る
ほ
い
に 

読
み
＝
か
ん
そ
う
の 

ひ
も
き
さ
ら
ぎ
の 

う
る
ほ
い
に 

季
語
＝
如
月
（
春
） 

 

二
月
で
は
夜
は
ま
だ
猛
烈
に
寒
い
の
で
あ
る
が
、
二
月
の
声
を
聞
く
と
一
月
と
は
別

の
華
や
ぎ
を
感
ず
る
。
観
相
す
な
わ
ち
辻
占
師
も
寒
い
で
あ
ろ
う
が
二
月
の
声
を
聞
く



と
そ
の
灯
り
が
春
め
い
て
見
え
る
。 

 
観
相
な
ど
は
坂
井
の
村
は
勿
論
、
韮
崎
に
も
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
ら
甲
府
の
夜

の
風
景
で
あ
ろ
う
。
帰
り
は
ど
う
し
た
の
か
心
配
に
な
る
。 

  

梅
か
ほ
り
軍
鶏
夕
光
（
カ
ゲ
）
を
曳
き
歩
む 

読
み
＝
う
め
か
ほ
り 

し
ゃ
も
ゆ
う
か
げ
を 

ひ
き
あ
ゆ
む 

季
語
＝
梅
（
春
） 

 

軍
鶏
を
家
で
飼
っ
た
と
言
う
話
は
聞
い
た
事
が
無
い
が
、
近
所
あ
る
い
は
、
親
戚
の

家
な
ど
で
は
飼
っ
た
事
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
勿
論
、
食
用
で
あ
る
。 

 

い
ず
れ
食
わ
れ
る
身
と
は
夢
に
も
思
わ
ず
、
軍
鶏
の
雄
鷄
が
満
開
の
梅
の
木
の
下
を

悠
然
と
歩
い
て
い
る
。 

                 

雪
積
む
木
音
を
ひ
そ
め
て
暮
れ
急
ぐ 

読
み
＝
ゆ
き
つ
む
き 

お
と
を
ひ
そ
め
て 

く
れ
い
そ
ぐ 

季
語
＝
雪
（
冬
） 

 

 

雪
景
色
二
題
。 

上
は
縁
側
か
ら
錠
口
（
道
路
か
ら
の
入
り
口
）
を
見
て
い
る
。
左
か
ら
画
面
に
入
っ

て
来
て
い
る
い
る
木
は
今
も
シ
ン
ボ
ル
・
ツ
リ
ー
の
木
犀
。
そ
の
下
、
錠
口
脇
左
の
四

角
い
の
は
杉
の
生
垣
。
生
垣
の
内
側
に
ゴ
ー
ル
デ
ン
デ
リ
シ
ャ
ス
種
の
林
檎
の
木
が
一

本
あ
っ
た
の
が
写
っ
て
い
る
。
そ
の
向
こ
う
の
畑
の
中
の
小
屋
は
鶏
小
屋
で
、
現
在
も

土
台
が
残
っ
て
い
る
。
画
面
右
の
木
は
梅
の
木
で
、
中
梅
と
呼
ん
で
い
た
お
お
ぶ
り
の

実
が
生
っ
た
が
、
今
は
枯
れ
て
し
ま
っ
て
無
い
。
そ
の
下
の
四
角
は
山
の
落
葉
な
ど
を

集
め
て
囲
っ
て
お
く
場
所
。
そ
れ
に
被
っ
て
画
面
中
央
右
端
に
今
は
背
を
低
く
し
た
杉

の
生
け
垣
が
見
え
る
。
遠
景
は
、
雪
で
霞
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
当
時
家
が
一
軒
も

無
か
っ
た
と
言
う
訳
で
は
な
い
。 

 

下
は
家
の
東
側
か
ら
見
た
榮
助
の
雪
か
き
姿
。
雪
が
着
い
た
木
は
全
て
柿
の
木
で
あ

る
。
榮
助
の
左
手
、
現
在
は
作
業
小
屋
＝
旧
蚕
室
は
、
当
時
「
隣
屋
敷
」
と
呼
ん
で
い

た
畑
で
、
麦
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
野
菜
な
ど
を
植
え
た
。
榮
助
の
左
手
後
方
の
四
角
い

も
の
は
杉
の
生
け
垣
と
そ
れ
に
続
く
板
塀
、
そ
の
手
前
は
「
甘
百
」
と
い
う
甘
柿
の
木
。 

 



甘
百
は
甘
い
百
匁
柿
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
大
き
な
甘
柿
で
、
中
る
と
旨
い
柿
で
あ

る
が
、
往
々
に
し
て
渋
い
実
が
あ
り
、
他
所
様
に
差
し
上
げ
る
に
は
危
険
な
柿
で
あ
っ

た
。
右
手
の
一
段
低
い
畑
の
中
に
鶏
小
屋
が
見
え
る
。 

雪
か
き
は
そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
屋
敷
の
前
を
責
任
範
囲
と
し
て
、
前
の
道
路
を
最
低
人

が
通
れ
る
よ
う
に
す
る
。 

 

志
村
家
は
『
隣
屋
敷
』
も
含
め
て
そ
の
責
任
範
囲
が
広
く
、
余
所
の
三
～
四
倍
は
あ

る
の
で
雪
か
き
は
大
変
で
あ
る
。 

  

荒
神
の
注
連

シ

メ

な
お
し
ろ
き
追
儺
の
爐 

読
み
＝
こ
う
じ
ん
の 

し
め
な
な
お
し
ろ
き 

つ
い
な
の
ろ 

季
語
＝
追
儺
（
春
） 

追
儺
（
つ
い
な
）
は
、
宮
中
行
事
で
、
鬼
を
払
う
儀
式
。
節
分
の
元
に
な
っ
た
。 

荒
神
様
は
、
火
、
竈
の
神
様
で
、
当
時
は
、
竈
の
上
に
祀
っ
て
あ
っ
た
。
そ
の
名
の

通
り
、
荒
ぶ
る
神
、
祟
る
神
で
、
ゆ
め
お
ろ
そ
か
に
し
て
は
な
ら
な
い
。
お
供
え
の
餅

は
他
の
神
様
よ
り
一
段
多
い
三
段
重
ね
と
決
ま
っ
て
い
た
。 

お
正
月
に
張
っ
た
注
連
縄
も
ま
だ
新
し
い
節
分
の
頃
で
あ
る
。 

  

風
荒
ぶ
山
に
聴
き
と
む
彼
岸
鐘 

読
み
＝
か
ぜ
す
さ
ぶ 

や
ま
に
き
き
と
む 

ひ
が
ん
か
ね 

季
語
＝
彼
岸
（
春
） 

 

彼
岸
で
あ
る
。
こ
の
風
が
日
本
海
低
気
圧
に
よ
る
南
風
な
の
か
、
名
残
り
の
寒
波
の

北
風
な
の
か
、
迷
う
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
黙
榮
の
感
覚
で
は
こ
れ
は
南
風
で
あ
る
。
埃

を
含
ん
だ
生
暖
か
い
風
が
吹
き
荒
ん
で
い
る
中
、
ど
こ
か
で
撞
く
鐘
の
音
が
す
る
。
黙

榮
は
こ
の
頃
す
で
に
か
な
り
耳
が
遠
か
っ
た
は
ず
な
の
で
、
本
当
に
聞
こ
え
て
い
た
の

か
、
想
像
な
の
か
。 

 
 

 

水
温
み
健
康
に
夜
々
寝
溺
る
る 

読
み
＝
み
ず
ぬ
る
み 

け
ん
こ
う
に
よ
よ 

ね
お
ぼ
る
る 

季
語
＝
水
温
み
（
春
） 

 

エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
を
感
ず
る
句
で
あ
る
。 

  

燕
来
る
機
織
る
母
が
老
い
ゆ
く
欅 

読
み
＝
つ
ば
め
く
る 

は
た
お
る
は
は
が 

お
い
ゆ
く
き 

季
語
＝
燕
（
夏
） 

 

母
と
は
、
は
つ
の
事
で
あ
る
。
老
い
ゆ
く
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
頃
は
つ
は
六
十

歳
位
の
筈
で
あ
る
。
老
い
ゆ
く
と
言
う
歳
で
も
な
か
ろ
う
に
と
思
う
。 

 
 

『
織
り
励
む
姑 ハ

ハ

の
筬
音

ハ
タ
オ
ト

麦
を
踏
む
／
黙
榮
』 

 

 

こ
れ
は
、
昭
和
二
十
二
年
の
句
で
あ
る
が
、
随
分
と
調
子
が
違
う
。
五
年
の
間
に
機

織
り
の
音
も
老
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
は
つ
は
こ
の
後
十
年
も
し
な
い
で
病
気
で
逝
く

こ
と
に
な
る
の
で
、
老
い
も
早
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
家
族
の
感
覚
と
し
て
の
判

断
で
あ
る
が
、
こ
の
二
句
は
数
メ
ー
ト
ル
と
は
離
れ
て
い
な
い
同
じ
場
所
で
作
ら
れ
た

も
の
で
あ
ろ
う
。 

 は
つ
の
機
織
り
は
、
繭
を
煮
て
糸
を
取
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
。
繭
の
糸
口
を
ひ

っ
か
け
る
に
は
、
卯
の
花
の
ざ
ら
ざ
ら
の
葉
っ
ぱ
が
最
適
で
、
よ
く
学
校
の
帰
り
に
採

っ
て
来
る
よ
う
命
じ
ら
れ
た
。
染
色
は
ど
こ
か
に
依
頼
し
た
の
か
、
糸
を
染
め
た
と
い

う
話
は
聞
か
な
い
し
、
見
た
事
も
無
い
。 

染
め
た
糸
は
完
成
品
を
予
測
し
て
組
み
合
わ
せ
て
縦
糸
と
し
て
機
織
り
機
に
セ
ッ
ト

し
、
横
糸
は
手
動
の
杼
（
シ
ャ
ト
ル
）
に
仕
込
ま
れ
た
糸
巻
き
に
セ
ッ
ト
し
て
、
足
踏

み
で
交
差
さ
せ
た
縦
糸
の
間
を
通
し
た
。
杼
を
通
す
（
カ
ラ
リ
）
と
、
縦
糸
全
部
を
カ

バ
ー
し
て
い
る
巨
大
な
櫛
の
よ
う
な
道
具
で
横
糸
を
詰
め
る
（
ト
ン
ト
ン
）。
織
っ
た
布



は
「
内
織
り
」
と
し
て
、
一
寸
他
所
行
き
の
着
物
、
上
等
の
半
纏
な
ど
に
な
っ
た
。 

家
内
は
結
婚
し
て
初
め
て
の
冬
、
ゆ
り
が
作
っ
て
く
れ
た
、
は
つ
婆
さ
ん
内
織
生
地

の
綿
入
れ
半
纏
を
持
っ
て
い
る
。 

  

 
 

蛇
笏
師
は
雪
隠
で
よ
く
読
書
を
さ
れ
る
と
か 

師
に
倣
う
古
き
雪
隠
竹
の
秋 

読
み
＝
し
に
な
ら
う 
ふ
る
き
せ
っ
ち
ん 

た
け
の
あ
き 

季
語
＝
竹
の
秋
（
春
） 

 

蛇
笏
に
こ
ん
な
習
慣
が
あ
っ
て
、
そ
の
成
果
と
し
て
の
雪
隠
で
の
読
書
の
句
が
あ
る

か
ど
う
か
は
判
ら
な
い
が
、
こ
の
時
代
の
黙
榮
が
そ
う
い
う
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
習

慣
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
文
学
史
上
の
ト
リ
ビ
ア
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。 

  

こ
の
古
き
雪
隠
は
陶
器
類
一
切
無
し
の
全
木
製
で
、「
四
角
く
っ
て
汚
い
」
金
隠
し
が

付
い
て
い
た
。
従
っ
て
落
語
の
「
大
工
調
べ
」
で
政
五
郎
の
、
ケ
チ
で
金
に
汚
く
、
物

事
に
融
通
も
利
か
な
い
大
家
へ
の
悪
態
「
こ
の
金
隠
し
っ
」
も
一
発
で
理
解
で
き
た
。 

  

野
は
花
菜
不
具
の
娘
縁
を
得
て
去
れ
る 

読
み
＝
の
は
は
な
な 

ふ
ぐ
の
こ
え
ん
を 

え
て
さ
れ
る 

季
語
＝
花
菜
（
春
） 

 

近
所
の
娘
さ
ん
が
お
嫁
に
い
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
幸
多
か
れ
と
祈
る
。 

  

野
外
蚕
に
明
け
の
月
光
霜
の
ご
と 

読
み
＝
や
が
い
こ
に 

あ
け
の
げ
っ
こ
う 

し
も
の
ご
と 

季
語
＝
蚕
（
春
） 

家
の
中
だ
け
で
は
場
所
が
足
り
な
く
な
る
の
で
、
外
壁
に
簡
単
な
屋
根
を
架
け
て
雨

を
し
の
ぎ
、
そ
こ
に
蚕
を
放
し
た
。
後
に
は
庭
に
テ
ン
ト
や
鉄
骨
の
簡
易
建
物
を
建
て

て
蚕
室
と
し
た
。 

蚕
を
外
に
出
す
の
は
五
齢
で
あ
る
か
ら
、
無
茶
苦
茶
忙
し
い
時
期
で
あ
る
。
明
け
の

月
光
な
ど
作
業
の
場
へ
の
絶
好
の
照
明
で
あ
る
。 

 郭
公
や
桑
刈
ら
れ
野
路
あ
か
ら
さ
ま 

読
み
＝
か
っ
こ
う
や 

く
わ
か
ら
れ
の
じ 

あ
か
ら
さ
ま 

季
語
＝
か
っ
こ
う
（
夏
） 

 

昭
和
二
十
年
代
に
は
桑
取
り
は
葉
っ
ぱ
だ
け
を
摘
み
取
る
方
法
と
、
枝
ご
と
切
り
取

る
方
法
が
混
在
し
、
前
の
句
の
よ
う
に
、
屋
外
に
蚕
座
（
櫓
）
を
作
っ
て
飼
う
場
合
は

枝
ご
と
切
っ
た
。
切
ら
れ
た
後
の
桑
畑
は
桑
の
台
だ
け
が
残
っ
た
裸
の
状
態
に
な
る
。 

   
 

長
男
泰
元 

バ
ラ
の
卓
子
子
も
少
年
期
ク
オ
レ
読
む 

読
み
＝
ば
ら
の
た
く
し 

こ
も
し
ょ
う
ね
ん
き 

く
お
れ
よ
む 

季
語
＝
バ
ラ
（
夏
） 

こ
の
ク
オ
レ
は
後
に
同
じ
本
を
私
も
読
ん
だ
。
イ
タ
リ
ア
を
舞
台
の
少
年
群
像
物
語

ク
オ
レ
は
戦
前
戦
中
に
流
行
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
読
ま
れ
な
く
な
っ
た
し
、
そ
の

名
を
聞
き
も
し
な
く
な
っ
た
。
本
国
イ
タ
リ
ア
で
も
そ
の
あ
ま
り
に
国
粋
主
義
的
内
容

が
時
代
に
合
わ
ず
読
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
。 

 

 

上
簇
の
灯
を
煌
々
と
風
冷
ゆ
る 

読
み
＝
じ
ょ
う
ぞ
く
の 

ひ
を
こ
う
こ
う
と 

か
ぜ
ひ
え
る 

季
語
＝
バ
ラ
（
夏
） 



季
語
＝
冷
ゆ
（
秋
） 

 
蚕
は
幼
虫
時
代
は
密
集
し
て
い
る
が
、
十
分
桑
を
喰
っ
て
塾
蚕
、
い
わ
ゆ
る
「
ひ
き

た
」
状
態
に
な
る
と
繭
の
作
り
ど
こ
ろ
を
求
め
て
放
浪
を
始
め
る
。
放
浪
し
な
く
て
も

喰
っ
た
桑
の
枝
や
そ
の
辺
の
隙
間
に
繭
を
作
り
た
が
る
。
繭
を
作
る
前
に
排
泄
す
る
の

で
、
そ
の
排
せ
つ
物
で
周
辺
や
隣
人
（
隣
虫
？
）
の
作
っ
た
繭
を
汚
す
。
従
っ
て
、
ひ

き
た
ら
直
ち
に
繭
を
作
る
座
で
あ
る
「
も
ず
」
に
移
す
。
こ
の
作
業
が
上
簇
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
は
手
早
く
、
か
つ
大
量
の
柔
ら
か
い
芋
虫
を
傷
つ
け
な
い
よ
う
に
扱
う
素
早

く
も
優
し
い
手
指
に
よ
る
熟
練
の
技
が
必
要
で
、
作
業
は
風
が
冷
え
る
夜
中
に
か
か
る

事
も
当
た
り
前
で
あ
っ
た
。 

も
ず
は
繭
を
作
る
に
最
適
環
境
で
あ
る
か
ら
蚕
は
安
心
し
て
そ
こ
に
繭
を
作
り
始
め

る
。
人
間
と
し
て
も
密
集
し
て
繭
を
作
っ
て
く
れ
る
の
で
後
が
楽
で
あ
る
。
こ
の
句
の

時
代
の
繭
は
藁
を
ア
コ
ー
デ
ィ
オ
ン
状
に
織
っ
た
藁
も
ず
で
あ
っ
た
と
思
う
。 

昭
和
三
十
年
代
に
な
る
と
ボ
ー
ル
紙
で
作
っ
た
回
転
も
ず
が
一
般
的
に
な
っ
た
。
こ

れ
は
、
ひ
き
る
と
繭
の
サ
イ
ズ
に
合
っ
た
隙
間
を
求
め
て
放
浪
し
、
基
本
的
に
重
力
に

逆
ら
う
方
向
に
移
動
し
た
が
る
性
質
を
う
ま
く
利
用
し
て
ボ
ー
ル
紙
の
小
部
屋
に
ま
ん

べ
ん
な
く
蚕
を
落
ち
着
か
せ
て
繭
を
作
ら
せ
、
そ
の
繭
を
も
ず
か
ら
外
す
の
も
楽
な
絶

妙
な
仕
掛
け
で
、
養
蚕
の
最
後
ま
で
使
わ
れ
た
。 

 

回
転
簇
は
、
分
解
し
て
仕
舞
わ
れ
て
お
り
、
い
ざ
鎌
倉
を
前
に
組
み
立
て
た
。
回
転

簇
の
組
み
立
て
は
子
供
の
重
要
な
仕
事
で
あ
っ
た
。
組
立
て
が
間
に
合
わ
ず
、
手
待
ち

が
生
じ
た
り
す
る
と
子
供
で
も
容
赦
な
い
罵
声
が
飛
ぶ
。 

  

桑
刈
ら
れ
ド
ッ
と
麦
秋
農
婦
の
葬 

読
み
＝
く
わ
か
ら
れ 

ど
っ
と
ば
く
し
ゅ
う 

の
う
ふ
の
そ
う 

季
語
＝
麦
秋
（
夏
） 

 

葬
式
と
火
事
は
待
っ
た
な
し
で
あ
る
。
不
祥
事
を
起
こ
し
て
村
か
ら
付
き
あ
い
を
拒

否
さ
れ
た
場
合
で
も
、
葬
式
と
火
事
は
村
人
に
手
伝
っ
て
貰
え
た
。
こ
れ
を
称
し
て
村

八
分
と
言
っ
た
。 

 

村
八
分
と
は
関
係
な
く
て
も
、
や
っ
と
春
蚕
が
終
わ
り
休
む
間
も
な
く
麦
刈
り
、
さ

ら
に
そ
の
ま
ま
田
植
え
に
雪
崩
れ
込
む
と
い
う
無
茶
苦
茶
に
忙
し
い
農
繁
期
の
真
っ
只

中
で
あ
る
が
、
死
人
が
出
た
ら
、
村
中
総
出
で
農
作
業
は
休
ん
で
葬
式
を
出
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

   

つ
ば
め
孵

カ

ヘ

る
土
間
の
蚕
や
ぐ
ら
盛
食
期 

読
み
＝
つ
ば
め
か
え
る 

ど
ま
の
こ
や
ぐ
ら 

せ
い
し
ょ
く
き 

季
語
＝
つ
ば
め
（
夏
） 

 

五
齢
に
な
っ
た
蚕
の
上
簇
数
日
前
は
喰
い
盛
り
と
言
っ
て
、
猛
烈
な
勢
い
で
桑
を
喰

う
、
こ
の
時
期
の
蚕
に
十
分
な
桑
を
喰
わ
せ
る
と
そ
れ
だ
け
し
っ
か
り
と
し
た
繭
を
作

っ
て
く
れ
る
。
蚕
飼
い
の
正
念
場
で
あ
る
。 

   

御
嶽
吉
沢
の
Ｋ
尼
新
家
一
泊
、
後
恋
に
生
き
た
と
聞
く
美
し
い
尼
弟
子 

《
こ
の
謎
め
い
た
前
書
き
は
、
ま
ず
、
新
家
に
泊
っ
た
尼
さ
ん
の
後
日
談
な
の
で
、

こ
の
句
集
を
編
む
に
当
た
っ
て
書
い
た
物
で
、
作
句
の
時
の
物
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

御
嶽
吉
沢
は
多
分
地
名
で
、
御
嶽
昇
仙
峡
の
入
り
口
に
あ
る
集
落
で
あ
る
吉
沢
の
事

で
あ
ろ
う
。
地
図
で
見
る
と
さ
し
て
大
き
く
な
い
集
落
に
幾
つ
か
の
寺
が
あ
る
の
で
な

に
か
特
別
な
と
こ
ろ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。》 

 

尼
弟
子
の
指
の
哀
艶
蜜
柑
む
く 

読
み
＝
あ
ま
で
し
の 

ゆ
び
の
あ
い
え
ん 

み
か
ん
む
く 

季
語
＝
蜜
柑
（
冬
） 

  

冬
磧
葬
列
照
ら
れ
遠
ざ
か
る 



読
み
＝
ふ
ゆ
か
わ
ら 

そ
う
れ
つ
て
ら
れ 

と
う
ざ
か
る 

季
語
＝
冬
（
冬
） 

磧
は
河
原
の
意
味
。
坂
井
に
は
河
原
は
無
い
の
で
、
塩
川
か
釜
無
川
べ
り
の
葬
式
風

景
で
あ
ろ
う
。 

 

耕
衣
つ
け
し
盥
に
喜
雨
の
侏
儒
お
ど
る 

読
み
＝
の
ら
ぎ
つ
け
し 

た
ら
い
に
き
う
の 

じ
ゅ
じ
ゅ
お
ど
る 

季
語
＝
喜
雨
（
夏
） 

 

手
錬
れ
の
句
で
あ
る
。 

   厨
裏
棲
み
古
り
母
と
親
し
蟇 

読
み
＝
く
り
や
う
ら 

す
み
ふ
り
は
は
と 

し
た
し
が
ま 

季
語
＝
蝦
蟇
（
夏
） 

 

 

こ
の
写
真
は
、.

家
の
裏
庭
で
サ
フ
ラ
ン
の
花
を
摘
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

サ
フ
ラ
ン
は
可
憐
な
紫
色
の
花
で
、
花
を
摘
ん
だ
あ
と
、
大
変
な
手
間
を
か
け
て
め

し
べ
だ
け
を
取
っ
て
乾
燥
さ
せ
、
甲
府
の
生
薬
屋
に
売
っ
て
現
金
収
入
と
し
た
。
し
か

し
、
昭
和
も
下
る
と
、
生
薬
の
産
地
管
理
が
煩
く
な
り
、
場
違
い
な
品
は
引
き
取
っ
て

貰
え
な
く
な
っ
た
。 

自
家
用
で
は
、
サ
フ
ラ
ン
を
料
理
に
使
う
事
は
無
く
、
数
本
の
乾
燥
め
し
べ
に
お
湯

を
差
し
、
金
赤
色
の
お
茶
に
し
て
飲
ん
だ
。
砂
糖
を
少
し
入
れ
た
サ
フ
ラ
ン
は
風
邪
を

ひ
い
た
時
の
定
番
だ
っ
た
。 

 

こ
の
名
残
の
サ
フ
ラ
ン
は
今
で
も
ほ
ぼ
同
じ
場
所
に
あ
る
。 

 

 
 

は
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
も
う
一
つ
。 

 
前
の
畑
で
ゴ
ー
ル
デ
ン
デ
リ
シ
ャ
ス
を
作
っ
て
い
た
の
で
、
収
穫
期
に
は
家
ま
で
買

い
に
来
る
人
に
は
売
っ
て
い
た
が
、
処
理
し
き
れ
な
い
分
は
す
り
お
ろ
し
て
ジ
ュ
ー
ス

に
し
た
。
こ
れ
に
ク
エ
ン
酸
を
加
え
れ
ば
ア
ル
コ
ー
ル
発
酵
し
な
い
ら
し
い
が
、
は
つ

は
そ
ん
な
こ
と
お
構
い
な
し
に
発
酵
さ
せ
て
リ
ン
ゴ
酒
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
。
リ
ン

ゴ
酒
は
秘
蔵
酒
と
し
て
、
榮
助
が
飲
ん
だ
り
、
客
に
振
舞
っ
た
り
し
た
。 

好
事
魔
多
し
、
誰
か
の
密
告
が
あ
っ
て
、
は
つ
は
警
察
署
に
引
っ
張
ら
れ
た
。
警
察

で
も
泰
然
と
お
か
み
さ
ん
を
通
し
、
凄
え
ば
あ
さ
ん
だ
、
と
感
心
さ
れ
て
帰
っ
て
き
た
。

母
＝
姑 

は
つ 
妙
織
大
姉 

は
つ
は
い
つ
も
和
服
を
着
て
い
た
。
野
良

に
出
る
事
は
生
涯
な
く
「
大
家
の
お
か
み
さ

ん
」
で
通
し
た
。 

 

榮
助
と
は
つ
は
よ
く
衝
突
し
て
い
た
が
、

俳
句
の
中
で
は
黙
榮
は
、
は
つ
に
優
し
い
。 

ゆ
り
の
叔
母
に
あ
た
り
、
は
つ
の
妹
か
つ

の
連
れ
合
い
新
津
耕
平
が
榮
助
の
小
学
校

の
先
生
だ
っ
た
、
と
い
う
の
が
縁
で
深
澤
榮

助
は
志
村
家
に
婿
入
り
し
た
。 

 

昭
和
三
十
六
年
、
六
十
九
歳
で
他
界
。 



ク
エ
ン
酸
投
入
を
約
束
さ
せ
ら
れ
た
と
い
う
が
、
そ
ん
な
事
を
は
つ
が
守
っ
た
か
ど
う

か
。 残

念
な
が
ら
、
そ
し
て
当
た
り
前
で
あ
る
が
、
私
は
、
は
つ
の
リ
ン
ゴ
酒
を
飲
ん
だ

事
が
な
い
。
後
に
フ
ラ
ン
ス
で
シ
ー
ド
ル
に
出
会
っ
た
時
、
こ
の
話
を
思
い
出
し
た
も

の
で
あ
る
。
シ
ー
ド
ル
は
口
当
た
り
の
良
い
発
泡
酒
で
あ
る
。 

 秋
と
な
る.
夜
気
そ
く
〱
と
水
盗
む 

読
み
＝
あ
き
と
な
る 
や
き
そ
く
そ
く
と 

み
ず
ぬ
す
む 

季
語
＝
秋
（
秋
） 

そ
く
〱
＝
忙
し
く
せ
わ
し
く
。 
盗
む
＝
人
に
き
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
。 

 

晩
酌
を
欠
か
さ
な
か
っ
た
榮
助
、
夜
中
に
酔
い
覚
め
の
水
を
飲
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
実

際
酔
い
覚
め
の
水
は
旨
い
と
常
々
言
っ
て
い
た
。 

 

『
酔
い
覚
め
の
水
千
両
と
値
が
決
ま
り
／
三
笑
亭
可
楽
・
う
ど
ん
屋
』 

 

 

水
は
台
所
に
水
甕
が
あ
っ
た
。
十
リ
ッ
ト
ル
の
バ
ケ
ツ
十
杯
分
く
ら
い
は
あ
る
大
き

な
甕
で
、
井
戸
か
ら
水
を
運
ん
で
水
甕
を
満
た
し
て
お
く
の
は
小
学
生
の
役
で
あ
っ
た
。

始
め
両
手
で
一
つ
の
バ
ケ
ツ
を
支
え
て
い
た
も
の
が
、
い
つ
の
ま
に
か
両
手
に
一
つ
づ

つ
下
げ
て
運
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
は
つ
は
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
だ
っ
て
、
昔
は
ほ

う
や
っ
て
運
ん
だ
だ
よ
」
と
言
っ
た
。 

   
 

泰
元
の
遠
足
に
つ
い
て
八
月
富
士
見
高
原
に
遊
ぶ
日
野
敏
子
碑 

《
私
の
時
に
は
す
で
に
そ
う
い
う
習
慣
は
無
か
っ
た
が
、
泰
元
の
小
学
生
時
代
は
父

兄
が
遠
足
や
更
に
修
学
旅
行
に
ま
で
同
行
し
た
。
勿
論
同
行
し
た
の
は
父
兄
全
員
で
は

無
く
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
の
役
員
か
何
か
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
子
供
達
の
安
全
確
保
が
名
目
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
楽
し
み
の
旅
行
と
云
う
意
味
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。》 

 

尾
の
花
か
げ
真
実
囁
く
敏
子
の
碑 

読
み
＝
お
の
は
な
か
げ 

ま
こ
と
さ
さ
や
く 

と
し
こ
の
ひ 

季
語
＝
尾
の
花
（
秋
） 

 日
野
敏
子
な
る
人
物
は
、
女
流
の
俳
人
で
あ
ろ
う
と
い
う
推
定
は
出
来
る
が
、
詳
し

い
事
は
判
ら
な
い
。
女
性
人
名
辞
典
、
文
人
辞
典
等
に
あ
た
っ
て
も
判
ら
な
か
っ
た
。

従
っ
て
キ
ー
ワ
ー
ド
の
「
真
実
囁
く
」
の
意
味
が
判
ら
な
い
。
足
利
幕
府
の
縁
者
に
も

日
野
敏
子
と
い
う
女
性
は
い
な
い
。 

蛇
笏
が
句
碑
を
立
て
て
も
名
前
が
忘
れ
去
ら
れ
た
ら
侘
び
し
さ
し
か
無
い
と
、
弟
子

が
蛇
笏
句
碑
を
立
て
る
の
を
な
か
な
か
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
が
、
判
る
気
が
す
る
。 

 

行
く
夏
の
雨
が
す
ず
ろ
に
韮
咲
け
り 

読
み
＝
ゆ
く
な
つ
の 

あ
め
が
す
ず
ろ
に 

に
ら
さ
け
り 

季
語
＝
夏
（
夏
）、
韮
咲
く
、
韮
の
花
（
夏
）
＝
季
重
ね 

漫
ろ 

宛
て
の
無
い
さ
ま
。 

何
か
深
い
意
味
を
含
む
の
か
思
わ
せ
ぶ
り
で
あ
る
が
、
ち
ょ
っ
と
判
り
か
ね
る
。 

 
 

 

田
水
涸
れ
新
月
青
き
夕
焼
中 

読
み
＝
た
み
ず
か
れ 

し
ん
げ
つ
あ
お
き 

ゆ
う
や
け
ち
ゅ
う 

季
語
＝
夕
焼
（
夏
）、
新
月
（
秋
）
＝
季
違
い 

 
田
水
涸
れ
と
は
穏
や
か
で
は
な
い
。
涸
れ
と
言
っ
て
い
る
か
ら
に
は
人
為
的
に
落
と

し
た
の
で
は
な
く
、
用
水
路
が
渇
水
で
涸
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
う
な
る
と
明
日
の
天
気
を
約
束
す
る
夕
焼
も
恨
め
し
い
だ
け
で
あ
る
。
夕
焼
の
中

の
新
月
が
青
い
と
い
う
様
相
も
凄
み
が
あ
る
。
こ
の
先
ど
う
な
る
の
か
。 

  



忌
の
簾
き
び
し
く
静
か
な
る
残
暑 

読
み
＝
い
み
の
れ
ん 

き
び
し
く
し
ず
か
な
る 

ざ
ん
し
ょ 

季
語
＝
残
暑
（
秋
） 

 

  
 

泰
元
受
持 

田
中
先
生
の
病
気
見
舞
正
楽
寺
へ 

二
句 

 

《
正
楽
寺
は
茅
ヶ
岳
の
麓
の
村
。
お
そ
ら
く
バ
ス
で
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。》 

 

草
を
干
す
秋
暑
静
か
に
山
館 

読
み
＝
く
さ
を
ほ
す 

し
ゅ
う
し
ょ
し
ず
か
に 
や
ま
や
か
た 

季
語
＝
秋
暑
（
秋
） 

 虫
干
し
の
衣
美
し
く
乙
女
病
む 

読
み
＝
む
し
ぼ
し
の 

こ
ろ
も
う
つ
く
し
く 

お
と
め
や
む 

季
語
＝
虫
干
し
（
夏
） 

 

私
は
田
中
先
生
に
も
縁
無
く
、
ど
ん
な
先
生
だ
っ
た
の
か
ど
ん
な
乙
女
だ
っ
た
の
か

全
く
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
句
で
見
る
限
り
、
鄙
に
は
稀
な
才
媛
美
女
の
よ
う

に
思
え
る
。
父
兄
が
お
見
舞
い
に
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
一
寸
重
い
、
長
い
病
で

あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

榮
助
は
元
教
師
と
云
う
事
か
ら
、
こ
の
頃
、
小
学
校
、
中
学
校
の
先
生
と
は
個
人
的

に
も
親
し
く
付
き
合
っ
て
い
た
。 

  

 

 
 

或
る
童
子
の
死
を
悼
む
二
句 

奥
津
城
の
露
に
褪
せ
ゆ
く
わ
ら
べ
碗 

読
み
＝
お
く
つ
き
の 

つ
ゆ
に
あ
せ
ゆ
く 

わ
ら
べ
わ
ん 

 
 

季
語
＝
露
（
夏
） 

わ
ら
べ
椀
は
、
子
供
の
墓
の
供
物
椀
。
前
書
き
が
「
死
を
悼
む
」、
で
あ
る
か
ら
椀
は

ま
だ
真
新
し
い
筈
で
あ
る
。
黙
栄
は
こ
の
椀
は
、
こ
の
場
所
で
露
に
褪
せ
て
い
く
の
で

あ
ろ
う
と
言
う
感
慨
で
見
て
い
る
。 

妙
な
誉
め
方
で
あ
る
が
、
黙
栄
の
野
辺
送
り
の
句
に
は
良
い
句
が
多
い
。 

 

露
万
斛
之
夛
敝

シ

タ

ベ

の
使
負
い
ゆ
か
む 

 
 
 
 

憶
良
の
歌
に
寄
せ
る 

読
み
＝
つ
ゆ
ば
ん
こ
く 

し
た
べ
の
つ
か
い 

お
い
ゆ
か
む 

 
 

季
語
＝
露
（
夏
） 

季
語
の
「
露
」
は
涙
も
含
む
で
あ
ろ
う
。
万
斛
は
涙
が
何
石
も
流
れ
る
の
意
味
。 

 憶
良
の
歌
と
は
万
葉
集
巻
の
五 

『
若
け
れ
ば
道
行
き
知
ら
じ
賄

ま
ひ

は
せ
む
下
方

し
た
へ

の
使
負
ひ
て
通
ら
せ
』 

 

幼
く
し
て
死
ん
だ
子
供
を
悼
む
歌
で
、『
こ
ん
な
に
幼
い
の
だ
か
ら
あ
の
世
に
向
か
う

道
も
知
ら
な
い
だ
ろ
う
、
お
礼
（
お
供
物
）
は
あ
げ
る
か
ら
、
あ
の
世
か
ら
の
使
い
よ
、

こ
の
子
を
背
負
っ
て
行
っ
て
や
っ
て
く
れ
』。
之
夛
敝
は
万
葉
仮
名
。 

黙
栄
は
憶
良
と
し
て
い
る
が
、
万
葉
集
編
者
は
、
伝
憶
良
と
し
て
作
風
が
似
て
い
る

の
で
憶
良
の
歌
に
並
べ
た
と
し
て
い
る
。 

 

黙
栄
の
野
辺
送
り
の
句
の
常
套
で
、
二
句
ペ
ア
で
あ
る
が
、
こ
の
二
句
は
両
方
と
も

高
い
調
子
で
あ
る
。 



 

こ
の
句
は
、
ゆ
り
の
い
う
「
難
し
い
事
を
言
っ
て
脅
か
す
」
黙
榮
俳
句
の
典
型
で
あ

ろ
う
。
初
め
て
見
た
時
、
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
手
を
付
け
て
良
い
や
ら
皆
目
わ
か
ら
な

か
っ
た
。
こ
ん
な
句
を
作
ら
れ
た
ら
、
後
で
解
説
を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
者
に
と
っ
て

は
大
変
で
あ
る
。 

    

端
居
す
や
来
し
方
星
に
似
て
は
る
か 

読
み
＝
は
し
い
す
や 

こ
し
か
た
ほ
し
に 

に
て
は
る
か 

季
語
＝
端
居
（
夏
） 

端
居
は
縁
側
な
ど
家
の
端
の
部
分
に
居
て
涼
ん
で
い
る
事
。 

黙
榮
三
十
八
歳
、
随
分
と
大
仰
か
つ
老
生
し
た
句
で
あ
る
。 

   

有
明
の
冴
ゆ
る
金
環
秋
蚕
飼
う 

読
み
＝
あ
り
あ
け
の 

さ
ゆ
る
き
ん
か
ん 

あ
き
ご
か
う 

季
語
＝
秋
蚕
（
秋
） 

有
明
け
の
空
に
金
環
が
あ
る
と
言
う
句
で
あ
る
。
金
環
と
言
っ
て
い
る
の
で
こ
れ
は

金
星
で
は
な
い
。
ま
た
、
金
環
食
の
太
陽
が
東
の
空
に
あ
る
状
態
を
、
有
明
け
の
金
環

冴
ゆ
る
、
と
は
言
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。 

調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
二
七
年
八
月
六
日
の
明
け
方
に
皆
既
月
食
が
あ
っ
た
。
前
後

の
句
か
ら
見
て
こ
の
句
が
、
そ
の
時
詠
ま
れ
た
と
し
て
も
無
理
は
な
い
し
、
例
年
通
り

で
あ
る
と
、
蚕
は
五
齢
に
か
か
っ
た
頃
で
、
暗
い
う
ち
に
起
き
て
の
桑
取
り
に
追
わ
れ

る
時
期
で
あ
る
。
と
も
あ
れ
、
有
明
け
の
空
の
金
環
は
き
れ
い
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
思

う
。 

 

 
 

新
家 

お
と
り
様
逝
く
二
句 

 

  

夜
葬
り
の
火
に
露
光
る
曼
珠
沙
華 

読
み
＝
よ
は
ぶ
り
の 

ひ
に
つ
ゆ
ひ
か
る 

ま
ん
じ
ゅ
し
ゃ
げ 

季
語
＝
曼
珠
沙
華
（
秋
） 

葬
り
、
葬
に
「
り
」
の
送
り
仮
名
が
し
て
あ
っ
て
、
葬
に
振
り
仮
名
が
な
い
。
で
き

た
ら
二
字
で
読
み
た
い
。
色
々
調
べ
た
が
「
は
ぶ
り
」
と
読
む
の
が
最
適
解
で
あ
ろ
う
。 

 

葬
式
が
夜
で
あ
る
の
は
、
別
に
特
殊
な
宗
教
的
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
な
い
。
曼
珠

沙
華
の
頃
で
あ
る
か
ら
、
秋
蚕
の
喰
い
盛
り
か
何
か
で
無
茶
苦
茶
忙
し
い
時
期
で
あ
っ

昭
和
十
八
年
夏
、
富
三
氏
出
征
。 

 

前
列
中
央
が
富
三
、
そ
の
向
か

っ
て
右
が
、
お
と
り
さ
ん
。 

 
 

 

後
列
右
端
、
榮
助
。
そ
の
左
、

泰
元
を
抱
い
た
ゆ
り
、
は
つ
。 

ゆ
り
は
、
は
つ
よ
り
小
柄
だ
っ

た
の
で
何
か
台
に
載
っ
て
い
る
。 

 
 

後
列
左
か
ら
二
人
目
、
白
い
浴

衣
姿
、
好
平
。 

 

富
三
氏
は
甲
府
四
十
九
連
隊
に

召
集
さ
れ
、
南
方
に
展
開
。
終
戦

を
ジ
ャ
ワ
で
迎
え
、
昭
和
二
十
三

年
帰
還
。
そ
し
て
昭
和
二
十
四
年

満
恵
さ
ん
を
娶
る
。
翌
年
長
男
保

則
君
誕
生
。 



た
の
で
あ
ろ
う
。
土
葬
だ
っ
た
こ
の
時
代
、
葬
式
と
火
事
は
待
っ
た
無
し
で
あ
る
か
ら

な
ん
と
か
人
手
が
工
面
で
き
る
夜
中
の
葬
式
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 
前
の
方
に
麦
秋
の
頃
の
葬
式
の
句
が
あ
り
、
夏
に
は
ど
こ
か
の
童
が
逝
っ
た
。 

  

秋
梅
雨

ツ

ユ

の
霽ハ

れ
間
の
星
や
柩
出
す 

読
み
＝
あ
き
づ
ゆ
の 

は
れ
ま
の
ほ
し
や 

ひ
つ
ぎ
だ
す 

季
語
＝
秋
梅
雨
（
秋
） 

 

秋
黴
雨
（
あ
き
つ
い
り
）
は
季
語
で
あ
る
が
、
秋
梅
雨
と
い
う
季
語
と
し
て
歳
時
記

に
載
っ
て
な
い
。
霽
れ
は
晴
れ
に
同
じ
で
あ
る
が
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
ん
な
字
を
あ
て
た
の

は
霽
れ
は
雨
が
上
が
っ
て
奇
麗
に
晴
れ
る
と
い
う
意
味
が
強
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

  

地
球
儀
の
海
の
半
球
秋
灯
澄
む 

読
み
＝
ち
き
ゅ
う
ぎ
の 

う
み
の
は
ん
き
ゅ
う 

あ
き
ひ
す
む 

季
語
＝
秋
灯
（
秋
） 

こ
こ
に
詠
ま
れ
て
い
る
地
球
儀
の
事
は
覚
え
て
い
る
。
泰
元
用
に
買
っ
た
直
径
十
五

セ
ン
チ
位
の
可
愛
い
物
だ
っ
た
。
地
球
儀
の
海
の
半
球
と
は
、
南
太
平
洋
を
中
心
と
し

た
半
球
で
、
地
球
儀
で
見
る
と
陸
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
海
の
色
の
青
一
色
で
あ
る
。 

  

夕
陽
燃
ゆ
峽

ハ
ザ
マ

の
白
膠
木

ヌ

ル

デ

お
く
て
刈
り 

読
み
＝
ゆ
う
ひ
も
ゆ 

は
ざ
ま
の
ぬ
る
で 

お
く
て
か
り 

季
語
＝
晩
稲
（
お
く
て
）
刈
る
（
秋
） 

漢
字
が
多
い
句
な
の
に
、
季
語
の
晩
稲
を
お
く
て
と
わ
ざ
わ
ざ
平
仮
名
に
し
て
隠
し

た
よ
う
な
句
で
あ
る
。
実
際
さ
ら
っ
と
読
ん
だ
の
で
は
、「
難
し
い
言
葉
で
脅
か
す
」
黙

榮
マ
ジ
ッ
ク
に
か
か
っ
て
し
ま
い
、
お
く
て
が
赤
く
紅
葉
し
た
ヌ
ル
デ
に
懸
か
る
形
容

詞
か
何
か
か
と
思
っ
て
し
ま
う
。「
山
本
＝
や
ん
も
と
」
田
ん
ぼ
の
上
の
土
手
に
ヌ
ル
デ

が
群
生
し
て
お
り
、
秋
に
は
き
れ
い
に
紅
葉
し
た
。 

 

「
刈
る
ほ
ど
に
山
風
の
た
つ
晩
稲
か
な
／
蛇
笏
」 

  

享
け
こ
ぼ
す
麦
蒔
き
祝ホ

ぎ
の
酒
熱
く 

読
み
＝
う
け
こ
ぼ
す 

む
ぎ
ま
き
ほ
ぎ
の 

さ
け
あ
つ
く 

季
語
＝
麦
蒔
き
（
冬
） 

享
け
る
は
、
神
に
供
物
を
捧
げ
る
の
意
味
、
ま
た
音
か
ら
受
け
る
の
意
味
も
あ
る
。

従
っ
て
享
け
こ
ぼ
す
と
い
う
こ
の
句
は
神
々
と
の
酒
宴
の
情
景
で
あ
る
。 

 

麦
蒔
き
の
句
が
何
句
か
あ
る
が
、
夏
か
ら
ず
っ
と
続
い
た
農
作
業
が
、
秋
蚕
、
稲
刈

り
、
麦
蒔
き
と
終
わ
る
と
大
団
円
を
迎
え
、
所
謂
農
閑
期
に
入
る
。 

 

榮
助
は
、
熱
燗
と
い
う
よ
り
、
飛
び
切
り
燗
が
好
み
だ
っ
た
。 

 

 

冬
に
入
る
桑
の
葉
も
ろ
き
帰
省
道 

読
み
＝
ふ
ゆ
に
い
る 

く
わ
の
は
も
ろ
き 

き
せ
い
み
ち 

季
語
＝
冬
に
入
る
（
冬
） 

帰
省
道
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
甲
府
か
ら
ボ
ロ
電
こ
と
山
梨
交
通
電
鉄
の
電
車
で
古

市
場
駅
ま
で
行
き
、
そ
こ
か
ら
落
合
村
塚
原
ま
で
歩
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
現
在
は

桃
と
李
、
そ
れ
に
柿
の
大
果
物
産
地
で
あ
る
が
、
当
時
は
養
蚕
地
帯
で
あ
っ
た
。 

秋
蚕
で
取
り
残
さ
れ
、
一
霜
喰
っ
た
桑
の
葉
は
一
寸
触
れ
た
だ
け
で
パ
ラ
リ
と
落
ち

る
。
そ
れ
は
心
地
よ
い
位
の
も
ろ
さ
で
あ
る
。 

  

風
呂
熱
く
稲
架
を
か
わ
か
す
風
つ
の
る 

読
み
＝
ふ
ろ
あ
つ
く 

は
さ
を
か
わ
か
す 

か
ぜ
つ
の
る 

季
語
＝
稲
架
（
秋
） 



榮
助
は
ぬ
る
い
湯
が
好
き
だ
っ
た
。
何
に
つ
け
対
照
的
な
人
だ
っ
た
榮
助
の
兄
の
忠

良
は
他
の
人
に
は
手
も
入
れ
ら
れ
な
い
熱
湯
風
呂
を
好
ん
だ
。 

そ
の
榮
助
が
熱
め
の
風
呂
に
入
っ
て
外
を
吹
き
つ
の
る
風
、
季
節
か
ら
い
っ
て
北
風
、

の
音
を
聞
き
な
が
ら
。
山
本
田
ん
ぼ
の
稲
架
＝
う
し
、
に
架
け
た
稲
の
事
に
思
い
を
寄

せ
て
い
る
。 

  

夜
も
た
ぎ
る
味
噌
豆
の
釜
ち
ゝ
ゐ
老
ゆ 

読
み
＝
よ
も
た
ぎ
る 
み
そ
ま
め
の
か
ま 

ち
ち
い
お
ゆ 

季
語
＝
味
噌
炊
き
（
冬
） 

味
噌
を
作
る
た
め
に
、
大
豆
を
炊
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
好
平
は
竈
の
火
を
焚
く
の

が
好
き
だ
っ
た
。
九
十
歳
位
ま
で
鶏
を
飼
っ
た
が
、
そ
の
餌
は
、
文
献
調
査
し
て
購
入

し
た
鶏
用
飼
料
や
貝
の
粉
や
魚
粉
や
な
ん
や
か
や
に
数
々
の
野
菜
や
葉
っ
ぱ
を
刻
ん
で

入
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
を
竈
で
煮
て
与
え
て
い
た
。
購
入
飼
料
は
土
間
で
セ
メ
ン
ト
を
混

ぜ
る
よ
う
捏
ね
回
し
た
が
、
子
供
の
頃
相
方
を
命
じ
ら
れ
た
。 

 

 

 

 

鶏
は
平
飼
い
で
は
な
く
、
一
羽
づ
つ
の
ケ
ー
ジ
で
飼
い
、
文
字
通
り
の
閻
魔
帳
に
産

卵
記
録
を
取
り
、
一
定
の
成
績
以
下
の
鶏
は
廃
鶏
と
し
て
業
者
に
下
げ
渡
し
た
。
家
ま

で
卵
を
買
い
に
来
る
人
へ
の
値
付
け
も
適
宜
で
は
な
く
、
直
近
の
甲
府
の
市
場
卸
売
価

格
を
新
聞
で
調
べ
て
売
っ
て
い
た
。
万
事
元
銀
行
員
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

 

好
平 

 
昭
和
三
十
年
頃 

六
十
代
半
ば
。 

 甲
府
商
業
学
校
の
ご
く
初
期
の

生
徒
で
、
同
窓
会
は
送
り
迎
え
付

き
で
席
は
壇
上
だ
っ
た
。 

元
銀
行
員
、
終
生
算
盤
と
帳

簿
、
そ
れ
に
煮
豆
と
鶏
を
愛
し

た
。
酒
が
飲
め
な
い
甘
党
だ
っ

た
。
長
岩
と
号
し
、
比
悪
も
詠
ん

だ  

好平のデザイン・制作によるアルバムの表

紙。白いエナメルで洒落たロゴを使って描

いている。 

西暦の日付け、ローマ字の K.SHIMURA

が新鮮である。 

好平のデザイン・制作によるアルバムの表

紙。白いエナメルで洒落たロゴを使って描い

ている。 

西暦の日付け、ローマ字の K.SHIMURA

が新鮮である。 

 

1932年7月には、ロサンゼルス・オリン

ピックが開かれ、馬術の西武一中佐や競泳陣

が活躍した。 

同
ア
ル
バ
ム
に
あ
る
好
平

の
写
真
（
左
）。
大
き
な
集

合
写
真
を
切
り
取
っ
た
よ

う
な
体
裁
で
あ
る
。
甲
府
商

業
学
校
入
学
時
か
？
。 

だ
と
し
た
ら
明
治
三
七
年

（
一
九
〇
三
年
）。 

我
家
で
一
番
古
い
写
真

で
あ
る
。 



う
な
う
影
た
ち
ま
ち
長
し
冬
至
暮
る 

読
み
＝
う
な
う
か
げ 

た
ち
ま
ち
な
が
し 

と
う
じ
く
る 

 
季
語
＝
冬
至
（
冬
） 

太
陽
は
標
高
二
千
五
百
メ
ー
ト
ル
級
の
山
（
総
称
し
て
西
山
）
に
沈
む
の
で
、
関
東

平
野
の
平
地
ほ
ど
長
い
影
を
引
く
こ
と
は
な
い
が
、
そ
の
か
わ
り
、
あ
っ
と
い
う
間
に

暮
れ
て
し
ま
う
。 

 ま
さ
に 

 

『
山
國
の
虚
空
日
わ
た
る
冬
至
か
な
／
蛇
笏
』
の
世
界
で
あ
る
。 

 

う
な
う
、
は
畝
を
切
る
で
、
耕
し
て
柔
ら
か
く
し
て
あ
る
地
面
に
何
か
を
植
え
る
為

に
、
鍬
を
使
っ
て
土
を
掘
っ
て
溝
を
切
っ
て
行
く
作
業
を
云
う
。
鍬
と
い
う
の
は
華
奢

な
道
具
な
の
で
、
振
り
回
す
も
の
で
は
な
い
。
テ
レ
ビ
や
映
画
で
百
姓
が
鍬
を
頭
の
上

ま
で
振
り
上
げ
た
り
す
る
が
と
ん
で
も
な
い
姿
で
あ
る
。 

  

ね
む
る
山
襞
に
沈
み
て
人
棲
む
灯 

読
み
＝
ね
む
る
や
ま 

ひ
だ
に
し
ず
み
て 

ひ
と
す
む
ひ 

季
語
＝
眠
る
山
、
山
眠
る
（
冬
） 

 

い
か
に
も
、
雲
母
派
ら
し
い
句
で
あ
る
。
飯
田
龍
太
の
句
と
言
っ
て
も
通
り
そ
う
、

と
言
っ
た
ら
身
内
の
贔
屓
が
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

 

近
隣
の
訃
を
つ
ぎ
〲
に
年
暮
る
ゝ 

読
み
＝
き
ん
り
ん
を 

ふ
に
つ
ぎ
つ
ぎ
に 

と
し
く
る
る 

季
語
＝
年
暮
る
る
（
冬
） 

 

確
か
に
葬
式
の
多
か
っ
た
年
の
よ
う
で
あ
る
。 

榮
助
は
長
生
き
で
あ
っ
た
の
で
最
晩
年
は
ほ
と
ん
ど
全
て
の
友
に
先
立
た
れ
た
。
友

や
知
り
合
い
の
訃
報
を
聞
き
続
け
る
の
は
彼
に
と
っ
て
悲
し
い
事
で
あ
っ
た
。
死
の
数

年
前
か
ら
は
一
切
の
年
賀
状
の
や
り
と
り
も
や
め
て
し
ま
っ
た
。 

  

冬
深
し
み
な
低
く
点
く
農
家
の
灯 

読
み
＝
ふ
ゆ
ふ
か
し 

み
な
ひ
く
く
つ
く 

の
う
か
の
ひ 

季
語
＝
冬
深
し
（
冬
） 

昭
和
二
十
七
年
は
、
記
録
的
に
冬
が
早
く
、
東
京
で
十
一
月
半
ば
に
初
氷
が
張
っ
た
。 

そ
の
寒
い
冬
の
風
景
で
あ
る
。 

 

二
句
前
の
句
に
似
て
い
る
。
と
も
に
飯
田
龍
太
の
代
表
作 

 

『
大
寒
の
一
戸
も
か
く
れ
な
き
故
郷
／
龍
太
』 

 

を
連
想
さ
せ
る
が
、
龍
太
の
句
は
昭
和
三
十
四
年
発
表
な
の
で
、
黙
榮
句
の
方
が
先

で
あ
る
。 

晩
年
の
榮
助
は
、
酔
っ
た
上
で
の
俳
句
談
議
で
、
若
い
頃
黙
榮
と
し
て
直
接
師
と
仰

い
だ
蛇
笏
の
句
よ
り
、
龍
太
の
句
を
高
く
評
価
し
て
い
た
。
龍
太
に
自
分
の
感
覚
を
被

せ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

 

悪
酔
い
す
る
と
、
自
分
が
山
櫨
に
出
入
り
し
始
め
た
頃
は
中
学
生
だ
っ
た
龍
太
を
洟

垂
れ
呼
ば
わ
り
す
る
事
も
あ
っ
た
が
。 

  山
の
娘
群
る
ゝ
廉
賣
台
も
年
つ
ま
る 

読
み
＝
や
ま
の
こ
む
る
る 

れ
ん
ば
い
だ
い
も 

と
し
つ
ま
る 

季
語
＝
年
つ
ま
る
（
冬
） 

 

韮
崎
の
洋
品
店
の
店
先
の
光
景
か
。
こ
の
時
代
の
韮
崎
の
商
店
街
の
羽
振
り
は
凄
く

「
売
っ
て
や
る
」
と
云
う
態
度
で
、「
穂
坂
や
藤
井
の
者
が
韮
崎
で
買
物
を
す
る
の
は
地



元
民
と
し
て
の
義
務
」
位
に
考
え
て
い
た
、
と
後
々
ま
で
ゆ
り
が
怒
っ
て
い
た
。 

山
の
娘
と
は
随
分
な
言
い
方
で
あ
る
。
黙
榮
の
悪
筆
で
は
山
の
狼
と
見
え
て
ど
き
っ

と
し
た
。 

  

か
え
り
花
水
翳

カ

げ

い
つ
か
冷
え
深
く 

読
み
＝
か
え
り
は
な 

み
ず
か
げ
い
つ
か 

ひ
え
ふ
か
く 

季
語
＝
冷
え
、
冷
ゆ
（
秋
） 

返
り
咲
き
の
花
が
水
に
映
っ
て
い
る
。
何
の
花
か
判
ら
な
い
が
、
本
来
春
に
咲
く
花

で
あ
ろ
う
。
そ
の
返
り
咲
き
の
花
が
ひ
っ
そ
り
と
水
面
に
映
っ
て
い
る
。 

 

  
 

 

     
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

昭
和
二
十
七
年 

終
り 


