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は
じ
め
に

  

二
世
紀
半
以
上
に
わ
た
る
徳
川
幕
藩
体
制
が
崩
壊
し
、
明
治
維
新
の
も
と
新
し
い
国
家
体
制
が
形
成
さ
れ
、
西

洋
を
モ
デ
ル
に
し
な
が
ら
近
代
国
家
が
形
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
長
い
鎖
国
政
策
か
ら
開
国
に
踏

み
切
っ
た
時
代
変
革
、
西
洋
諸
国
へ
の
文
化
的
衝
撃
の
反
映
で
も
あ
っ
た
。
西
洋
と
い
う
文
明
国
家
へ
の
憧
憬
と

共
に
近
代
国
家
形
成
が
富
国
強
兵
、
殖
産
興
業
、
さ
ら
に
「
学
制
」
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
教
育
が
そ
の
経
綸
と

さ
れ
て
い
っ
た
。
そ
の
理
念
「
邑
ニ
不
学
ノ
戸
ナ
ク
」
と
い
っ
た
教
育
政
策
と
い
う
国
是
の
遂
行
は
、
一
方
で
近

代
社
会
、
と
り
わ
け
教
育
か
ら
疎
外
さ
れ
た
人
々
も
生
み
出
し
て
い
っ
た
。
そ
の
一
例
が
貧
し
さ
故
に
、
あ
る
い

は
障
害
が
あ
る
が
故
に
学
校
に
行
け
な
い
子
ど
も
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
障
害
の
中
で
も
視
覚
障
害
の
問
題
に
眼
を
向
け
て
み
よ
う
。
近
世
に
お
い
て
盲
人
の
生
活
安
定
に
一
定

の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
「
当
道
座
」
の
制
度
は
維
新
と
と
も
に
、
一
八
七
一
（
明
治
四
）
年
に
廃
止
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
明
治
維
新
を
起
点
に
し
た
近
代
化
は
盲
人
た
ち
に
と
っ
て
過
酷
な
も
の
と
な
っ
て
い
っ
た
。
そ
う
し

大
村
善
永
研
究
ノ
ー
ト

　
　

―
そ
の
生
涯
と
事
績―

室
田　

保
夫
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た
こ
と
を
背
景
に
明
治
初
期
に
お
い
て
は
英
国
留
学
の
経
験
あ
る
山
尾
庸
三
に
よ
る
建
白
書
が
提
出
さ
れ
た
。
ま

た
、
京
都
に
お
い
て
は
古
川
太
四
郎
の
京
都
盲
唖
院
の
設
立
、
東
京
で
は
古
川
正
雄
や
中
村
正
直
ら
に
よ
っ
て
楽

善
会
訓
盲
院
が
設
立
さ
れ
た
。
そ
し
て
明
治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て
各
地
に
盲
学
校
が
出
来
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
視
覚
障
害
児
者
た
ち
は
と
も
す
れ
ば
盲
学
校
を
修
了
し
た
あ
と
、
高
等
教
育
か
ら
疎
外
さ
れ
て
き
た
し
、
近

代
的
な
職
業
を
得
る
に
も
容
易
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
う
し
た
中
、
一
八
八
九
年
の
創
立
に
な
る
関
西
学
院
は
大
正
初
期
か
ら
視
覚
に
障
害
が
あ
る
学
生
を
受
け
入

れ
て
き
た
歴
史
が
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
熊
谷
鉄
太
郎
や
岩
橋
武
夫
ら
の
人
物
を

高
等
教
育
の
場
に
受
け
入
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
に
は
そ
れ
に
関
与
し
た
好
本
督
の
存
在
も
忘
れ
る
こ
と
が
出
来

な
い
。
熊
谷
は
関
学
の
神
学
部
で
学
ん
だ
あ
と
、
盲
人
伝
道
に
挺
身
す
る
が
、
そ
の
一
環
と
し
て
当
時
大
阪
市
立

盲
唖
学
校
で
学
ん
で
い
た
岩
橋
武
夫
と
の
邂
逅
が
あ
り
、
大
正
中
期
に
岩
橋
も
関
西
学
院
で
英
文
学
を
学
ぶ
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
岩
橋
は
昭
和
初
期
か
ら
関
西
学
院
で
教
え
な
が
ら
多
く
の
視
覚
に
障
害
の
あ
る
学
生
と
接
触
す

る
こ
と
に
な
り
、
大
村
善
永
、
本
間
一
夫
、
高
尾
正
徳
、
下
村
仁
、
瀬
尾
真
澄
ら
多
く
の
人
材
を
世
に
送
り
出
す

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
彼
等
に
つ
い
て
は
未
だ
不
明
の
点
が
多
く
、
岩
橋
武
夫
や
本
間
一
夫
以
外
殆
ど
研
究
の
対

象
と
も
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
関
西
学
院
史
の
一
コ
マ
の
み
な
ら
ず
、
社
会
福
祉
、
と
り
わ
け
障

害
児
者
福
祉
の
歴
史
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教
史
の
課
題
で
も
あ
る
の
だ
。
換
言
す
れ
ば
関
西
学
院
が
日
本
の
近
代

に
於
い
て
果
た
し
た
重
要
な
役
割
の
歴
史
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ま
で
か
か
る
人
物
に
つ
い
て
十
分
に
調
査
、
研
究
が
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

　

こ
の
小
論
は
関
西
学
院
で
学
ん
だ
大
村
善
永
と
い
う
人
物
に
焦
点
を
あ
て
て
、
彼
の
生
涯
と
事
業
を
素
描
し
て

い
く
。
と
こ
ろ
で
、
大
村
に
つ
い
て
は
阿
佐
博
の
「
先
達
に
学
び
業
績
を
知
る 

満
州
の
盲
人
福
祉
に
献
身
し
た
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大
村
善
永
」
と
い
う
簡
単
な
伝
記
が
あ
る
程
度
で
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
研
究
が
な
さ
れ
て
き

て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。
た
だ
彼
に
は
八
四
歳
の
時
、
記
し
た
『
三
死
一
生
』
と
い
う
自
伝
が
あ
る
。
こ
こ

で
は
そ
れ
を
一
つ
の
手
掛
か
り
と
し
、
彼
の
生
涯
と
事
業
を
概
観
し
、
大
村
善
永
研
究
の
一
里
塚
と
し
て
お
き
た

い
。
大
村
は
一
九
四
〇
年
、「
満
洲
」
の
奉
天
（
現
瀋
陽
市
）
に
わ
た
り
、
該
地
で
の
盲
人
た
ち
の
福
祉
事
業
を

展
開
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
福
祉
の
歴
史
か
ら
み
れ
ば
そ
れ
が
重
要
な
業
績
で
あ
り
、
ま
た
戦
後
は
シ
ロ
ア
ム

教
会
を
中
心
に
し
た
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
活
動
、
あ
る
い
は
盲
人
伝
道
と
彼
の
活
動
の
範
囲
は
広
い
。
も
ち
ろ
ん

社
会
事
業
と
い
う
視
点
か
ら
は
満
洲
の
社
会
事
業
史
、
あ
る
い
は
植
民
地
の
社
会
事
業
史
の
重
要
な
課
題
で
は
あ

る
が
、
た
だ
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
と
し
、
し
た
が
っ
て
こ
の
小
論
は
大
村
に
つ
い
て
の
大
凡

の
生
涯
と
事
績
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
を
第
一
義
の
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
章　

誕
生
、
満
洲
、
岡
山
、
そ
し
て
朝
鮮
へ

（
一
）
誕
生

　

さ
し
あ
た
り
大
村
の
関
西
学
院
入
学
ま
で
を
瞥
見
し
て
お
こ
う
。
大
村
の
誕
生
か
ら
少
年
時
代
に
つ
い
て
は
彼

の
自
伝
『
三
死
一
生
』
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
大
村
善
永
は
日
露
戦
争
が
勃
発
す
る
寸
前
の
一
九
〇
四
（
明
治

三
七
）
年
一
月
七
日
、
山
梨
県
東
山
梨
郡
八
幡
村
北
（
現
山
梨
市
北
部
）
で
誕
生
し
た
。
父
房
太
郎
、
母
る
い
の

六
番
目
の
子
ど
も
で
あ
り
、
大
村
家
は
農
業
と
養
蚕
を
生
業
と
し
て
い
た
。
大
村
家
は
維
新
前
、
苗
字
帯
刀
を
ゆ

る
さ
れ
た
家
柄
で
あ
り
、
比
較
的
裕
福
な
家
庭
環
境
で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
彼
の
生
涯
に
お
い
て
、

大
き
な
思
想
的
影
響
を
受
け
た
の
が
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
る
が
、
こ
の
点
を
少
し
ふ
れ
て
お
き
た
い
。
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そ
も
そ
も
維
新
後
、
山
梨
県
に
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
た
の
は
明
治
一
〇
年
代
で
あ
る
。
カ
ト
リ
ッ
ク
は

一
八
七
八
年
か
ら
伝
道
を
開
始
し
て
い
る
。
大
村
家
と
関
係
の
深
い
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
は
七
七
年
か
ら
カ
ナ
ダ
メ

ソ
ジ
ス
ト
の
Ｃ
・
Ｓ
・
イ
ビ
ー
と
平
岩
愃
保
が
伝
道
を
開
始
し
た
こ
と
に
よ
る
。
明
治
二
〇
年
代
も
メ
ソ
ジ
ス
ト

が
甲
府
を
中
心
に
伝
道
を
行
っ
て
お
り
、
旧
家
で
あ
る
大
村
家
は
こ
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
伝
道
に
お
い
て
恰
好

の
対
象
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
結
果
、
祖
父
や
そ
の
兄
弟
、
そ
し
て
父
と
そ
の
子
供
た
ち
の
多
く
が
ク

リ
ス
チ
ャ
ン
と
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
う
し
た
環
境
を
看
過
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。

　

大
村
家
の
こ
と
で
も
う
一
つ
言
及
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
祖
父
の
長
男
た
る
房
太
郎
に
対
す

る
偏
愛
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
に
、
二
男
壬
作
、
三
男
章
作
、
四
男
貞
平
の
三
人
が
申
し
合
わ
せ
て
家
出
を
し
て

い
る
。
ち
な
み
に
四
男
貞
平
は
通
信
官
吏
と
な
り
、
通
信
監
理
局
勤
め
と
な
り
後
に
満
洲
に
出
て
、
善
永
の
養
父

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
大
村
の
自
伝
の
タ
イ
ト
ル
は
『
三
死
一
生
』
で
あ
る
が
人
生
に
お
い
て
三
回
、
死
に
目
に
あ
っ
た

と
し
て
い
る
。
そ
の
第
一
回
目
が
二
歳
の
時
で
あ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
村
社
の
秋
祭
り
の
時
、
肥
溜
に
落
ち
、
危

う
く
命
を
落
と
し
そ
う
に
な
っ
た
経
験
で
あ
る
。
こ
れ
が
自
伝
の
「
三
死
」
の
中
の
最
初
の
「
死
」
の
体
験
で
あ
っ

た
。
も
ち
ろ
ん
幼
年
期
の
こ
と
で
あ
り
、
彼
の
記
憶
に
定
か
に
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

（
二
）
養
子―

満
洲
へ

　
『
三
死
一
生
』
に
よ
れ
ば
、
幼
年
時
代
に
大
村
の
「
生
涯
を
一
変
す
る
出
来
事
」
が
起
る
。
三
歳
の
夏
に
「
満

洲
の
お
じ
ち
ゃ
ん
」、
す
な
わ
ち
「
子
供
の
な
い
叔
父
夫
婦
」
の
家
に
養
子
に
出
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
叔

父
と
は
既
述
し
た
四
男
の
大
村
貞
平
で
あ
る
。
離
別
の
当
日
を
「
母
の
な
げ
き
も
か
い
な
く
遂
に
運
命
の
日
は
来
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た
。
紺
が
す
り
の
着
物
に
、
甲
斐
絹
の
へ
こ
帯
を
胸
高
に
し
め
て
、
叔
父
に
手
を
ひ
か
れ
、
屋
敷
の
定
口
を
い
そ

い
そ
と
下
り
て
ゆ
く
わ
が
子
の
後
姿
を
見
送
る
母
、
姉
、
兄
た
ち
そ
の
上
、
親
し
い
近
所
の
人
々
ま
で
誰
ひ
と
り

別
れ
を
惜
し
み
、
涙
に
く
れ
な
い
者
は
な
か
っ
た
と
い
う
」
と
思
い
出
を
記
し
て
い
る
。
叔
父
夫
婦
と
の
生
活
は

満
鉄
線
の
熊
岳
城
駅
近
く
に
あ
る
通
信
監
理
局
の
官
舎
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
近
所
の
労
働
者
、
工
夫
の
お
か
み
さ

ん
、
宋
と
い
う
中
国
人
工
夫
の
親
切
さ
、「
こ
う
い
う
素
朴
な
人
た
ち
の
中
に
、
私
は
幼
な
い
な
が
ら
も
実
母
の

愛
を
代
行
す
る
無
垢
な
善
意
を
感
じ
な
が
ら
育
っ
て
来
た
よ
う
に
思
う
」
と
述
懐
し
て
い
る
。
熊
岳
城
は
大
連
か

ら
北
に
二
〇
〇
キ
ロ
近
く
に
位
置
し
て
お
り
、
近
く
に
温
泉
の
あ
る
風
光
明
媚
な
場
所
で
、
眼
を
患
う
前
の
大
村

に
は
明
確
に
当
時
の
風
景
が
脳
裏
に
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
ま
さ
に
原
風
景
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

さ
て
熊
岳
城
で
の
生
活
の
後
、
養
父
の
引
っ
越
し
の
た
め
に
大
連
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
大
村
は
「
大
連
は
ロ

シ
ヤ
の
占
領
下
に
あ
っ
た
時
代
に
設
計
さ
れ
た
町
で
、
立
派
な
港
が
あ
り
、
街
路
は
真
す
ぐ
に
走
っ
て
、
両
側
に

は
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
き
つ
め
た
歩
道
が
設
け
ら
れ
き
れ
い
な
店
や
、
会
社
が
並
ん
で
い
た
。
街
路
樹
は
よ
く
手
入
さ

れ
、
四
、五
月
に
は
ア
カ
シ
ア
の
花
が
よ
い
香
り
を
た
だ
よ
わ
せ
た
。
一
番
立
派
な
の
は
、
中
央
の
大
広
場
だ
っ

た
」
と
当
時
の
様
子
を
回
顧
す
る
。
当
初
、
こ
の
大
広
場
の
近
く
に
あ
っ
た
小
学
校
か
ら
、
三
年
生
の
時
、
西
公

園
の
中
に
新
築
さ
れ
た
第
三
小
学
校
に
転
校
し
て
い
る
。

　

そ
の
後
、
ま
た
養
父
の
転
勤
で
旅
順
（
現
大
連
）
に
引
っ
越
す
。
旅
順
は
二
〇
三
高
地
を
は
じ
め
、
日
露
戦
争

時
の
激
戦
地
で
あ
っ
た
。
大
村
は
満
洲
で
唯
一
の
官
立
中
学
で
あ
っ
た
旅
順
中
学
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ

こ
に
お
い
て
も
養
父
が
長
春
に
移
る
こ
と
に
な
り
、
彼
は
中
学
校
の
寄
宿
舎
に
て
学
生
生
活
を
送
る
。
寄
宿
舎
で

は
高
等
学
校
を
目
指
し
て
日
夜
、
学
問
に
励
ん
だ
こ
と
と
思
わ
れ
る
。
か
く
て
、
一
九
二
一
（
大
正
一
〇
）
年
四

月
、
一
七
歳
の
と
き
、
彼
は
岡
山
の
第
六
高
等
学
校
に
入
学
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
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（
三
）
第
六
高
等
学
校
入
学
と
退
学

　

当
時
、
高
等
学
校
は
向
学
心
の
あ
る
若
者
の
憧
れ
の
教
育
機
関
で
あ
り
、
大
村
も
岡
山
で
の
学
生
生
活
を
送
る
。

も
ち
ろ
ん
高
等
学
校
に
進
学
で
き
る
学
生
は
限
ら
れ
て
い
た
し
、
幸
福
な
家
庭
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
は
推
察
さ
れ

る
。
大
村
が
選
ん
だ
の
は
岡
山
に
あ
る
第
六
高
等
学
校
で
あ
っ
た
。
六
校
は
一
九
〇
〇
（
明
治
三
三
）
年
三
月
に

岡
山
市
に
設
立
さ
れ
た
官
立
の
旧
制
高
等
学
校
で
あ
り
、名
門
で
あ
っ
た
。
大
村
は「
校
庭
を
へ
だ
て
て
寮
が
あ
っ

た
。
そ
の
東
側
に
松
の
み
ど
り
の
濃
い
操
山
を
背
負
い
、
南
側
に
広
い
芝
生
を
へ
だ
て
て
山
陽
女
学
校
の
建
物
が

望
見
さ
れ
た
。
学
校
の
寮
は
南
か
ら
南
寮
、
中
寮
、
北
寮
と
二
階
建
て
の
建
物
が
平
行
し
、
そ
の
間
に
高
い
松
の

木
が
そ
び
え
、
そ
の
根
本
に
沈
丁
花
が
花
盛
り
だ
っ
た
。
私
は
北
寮
二
階
の
四
号
室
に
入
れ
ら
れ
た
。
定
員
は
八

名
で
内
二
名
は
二
年
生
だ
っ
た
。
出
身
地
や
性
格
が
そ
れ
ぞ
れ
違
っ
て
い
て
も
、
若
人
ら
し
い
お
お
ら
か
さ
が
全

体
の
雰
囲
気
を
な
ご
や
か
に
し
て
く
れ
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。
大
村
は
こ
の
憧
れ
の
六
校
入
学
を
果
し
、
学
生

生
活
を
満
喫
し
、
未
来
に
夢
を
託
し
希
望
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

　

し
か
し
、
一
年
生
の
暮
れ
に
眼
の
病
気
の
兆
候
が
あ
ら
わ
れ
、
岡
山
医
大
病
院
の
眼
科
で
診
察
を
受
け
、
そ
の

結
果
、
急
性
網
膜
炎
と
い
う
診
断
を
受
け
一
年
間
の
休
学
を
進
言
さ
れ
た
が
、
無
理
し
て
期
末
試
験
を
受
け
二
年

生
へ
の
進
級
を
見
届
け
て
、
急
遽
満
洲
へ
帰
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
ロ
シ
ア
町
の
満
鉄
病
院
に
行
き
診
察
を
受

け
た
時
、
出
血
を
見
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
網
膜
硝
子
体
出
血
」
と
い
う
難
病
の
た
め
、
入
院
を
余
儀
な
く
さ

れ
た
。
そ
の
入
院
も
重
症
の
診
断
で
一
人
部
屋
に
移
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
時
の
心
情
を
彼
は
後
に
な
っ
て
で
あ
る

が
、「
一
人
病
床
に
身
を
横
た
え
て
い
る
と
、
き
の
う
ま
で
こ
の
世
の
春
を
一
身
に
、
若
さ
を
謳
歌
し
た
高
校
学
生
、

今
は
う
ら
ぶ
れ
て
、
い
つ
失
明
す
る
と
も
知
れ
な
い
悲
運
に
泣
き
、
不
安
の
黒
雲
は
も
く
も
く
と
心
の
中
を
這
い

ず
り
ま
わ
っ
て
い
る
。
つ
い
先
日
ま
で
胸
ふ
く
ら
ま
せ
希
望
に
あ
ふ
れ
て
い
た
前
途
が
今
や
す
っ
か
り
暗
に
閉
ざ
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さ
れ
る
思
い
だ
っ
た
」
と
苦
渋
な
心
境
を
吐
露
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
希
望
か
ら
失
望
へ
の
転
落
と
い
う
体
験
は
、

後
に
関
西
学
院
で
恩
師
と
な
る
岩
橋
武
夫
が
早
稲
田
入
学
後
、
一
年
で
網
膜
剥
離
と
な
り
、
失
明
し
帰
阪
し
た
体

験
と
重
な
る
。
こ
う
し
て
大
村
も
僅
か
一
年
に
お
い
て
高
等
学
校
生
活
を
断
念
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
た
だ
当

時
、
彼
は
完
全
失
明
と
い
う
症
状
で
は
な
か
っ
た
。　

（
四
）
朝
鮮
で
の
農
業
経
営

　

一
九
二
三
年
七
月
、
大
村
は
大
連
か
ら
豪
華
客
船
サ
イ
ベ
リ
ヤ
丸
に
て
帰
郷
す
る
。
一
九
歳
の
大
村
は
お
お

よ
そ
一
六
年
ぶ
り
に
故
郷
の
地
を
踏
ん
だ
。
ち
な
み
に
二
ケ
月
後
の
九
月
一
日
、
関
東
大
震
災
が
勃
発
す
る
。
翌

二
四
年
六
月
、
二
〇
歳
に
な
っ
た
大
村
は
甲
府
に
て
徴
兵
検
査
を
受
け
る
。
結
果
は
視
力
が
問
題
と
な
り
「
丁
種

不
合
格
」
と
な
っ
た
。
そ
し
て
大
連
に
帰
り
、
養
父
母
の
援
助
も
あ
り
、
朝
鮮
全
羅
北
道
に
て
農
業
経
営
を
す
る

こ
と
に
な
る
。
朝
鮮
で
の
農
業
経
営
に
は
矢
崎
清
七
・
そ
の
え
夫
妻
の
支
援
を
受
け
て
い
る
。
そ
の
え
は
実
姉
で

あ
る
。「
そ
の
う
ち
、
村
落
内
で
は
相
当
顔
の
き
く
義
兄
の
き
も
入
り
で
、
二
〇
坪
ほ
ど
の
家
屋
敷
と
三
町
歩
あ

ま
り
の
田
地
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出
来
た
。
水
田
作
り
に
は
、
ま
る
っ
き
り
素
人
の
私
は
し
ば
ら
く
義
兄
の
家

に
住
み
込
ん
で
朝
鮮
で
の
農
業
の
実
地
を
習
得
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
農
業
の
方
は
成
功

を
収
め
た
が
、
再
び
マ
ラ
リ
ヤ
と
い
う
病
魔
が
大
村
を
襲
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
罹
患
が
因
で
わ
ず
か
に
残
さ
れ

て
い
た
視
力
も
完
全
に
失
な
わ
れ
、
奈
落
の
底
に
突
き
落
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
失
明
当
時
を
大
村
は
次
の
よ
う

に
回
顧
し
て
い
る
。

　
　

思
え
ば
十
七
歳
の
春
、
若
人
た
ち
の
あ
こ
が
れ
の
的
、
旧
制
高
等
学
校
に
入
学
を
ゆ
る
さ
れ
、
若
人
の
夢

を
ま
ん
き
つ
し
て
い
た
そ
の
幸
せ
の
絶
頂
に
、
思
い
も
か
け
ず
目
を
患
い
、
そ
の
頃
と
し
て
は
最
新
の
治
療
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に
打
ち
こ
ん
だ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
学
問
へ
の
進
路
は
完
全
に
と
ざ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
医
師
の
す
す
め
と
、

養
父
母
の
ゆ
る
し
を
得
て
、
十
六
年
振
り
に
郷
里
に
帰
り
、
農
業
へ
の
希
望
を
見
出
し
て
朝
鮮
に
ま
で
来
た

の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
今
は
小
さ
な
田
園
王
国
の
夢
さ
え
奪
い
去
ら
れ
、
何
を
目
あ
て
に
生
き
た
ら
よ
い
の

か
全
く
希
望
を
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

  

ち
な
み
に
、
兄
の
勇
は
大
連
の
勤
務
を
辞
め
て
、
青
山
学
院
の
神
学
部
に
復
学
し
卒
業
後
は
教
会
活
動
に
挺
身

し
て
い
た
。
そ
し
て
兄
か
ら
点
字
聖
書
を
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
点
字
に
て
聖
書
を
読
み
、
信
仰
を
深
め
る
に

あ
た
っ
て
、
神
や
イ
エ
ス
へ
の
疑
問
が
生
じ
、
大
村
は
あ
る
日
自
殺
を
決
行
し
よ
う
と
し
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
。

む
し
ろ
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
信
仰
に
生
き
る
こ
と
の
決
断
が
な
さ
れ
た
。
本
間
は
当
時
を
「
ほ
ん
と
う
の
愛
に
目

ざ
め
た
私
の
魂
は
こ
の
時
に
初
め
て
〝
絶
望
か
ら
希
望
へ
〞〝
死
か
ら
生
へ
〞〝
滅
び
か
ら
救
い
〞
へ
と
呼
び
返
さ

れ
た
の
で
あ
る
」
と
回
顧
し
て
い
る
。

　

人
生
に
前
向
き
に
歩
み
始
め
た
そ
の
頃
、
大
阪
か
ら
『
点
字
毎
日
』
を
取
り
寄
せ
、
そ
れ
を
購
読
し
て
お
り
、

点
字
を
習
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
、
ア
ン
・
サ
リ
バ
ン
の
存
在
、
そ
し
て
岩
橋
武
夫
の
こ
と
等
々

を
知
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
情
報
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
村
は
再
び
学
問
へ
の
情
熱
が
再
燃
し
、
大
阪
行

き
を
覚
悟
す
る
。
そ
し
て
養
父
に
向
学
の
志
を
打
明
け
て
承
諾
を
得
、
希
望
す
る
内
地
行
き
が
実
現
す
る
こ
と
に

な
る
。
か
く
て
大
阪
に
赴
き
、
大
阪
毎
日
新
聞
社
に
て
中
村
京
太
郎
、
大
野
加
久
治
、
長
岡
加
藤
治
ら
と
面
会
し
、

日
本
の
盲
界
事
情
や
盲
人
と
し
て
生
き
る
心
が
ま
え
等
を
聞
き
、
自
ら
の
手
で
も
っ
て
新
し
い
人
生
を
切
り
拓
い

て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
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第
二
章　

関
西
学
院
時
代

 （
一
）
関
西
学
院
入
学

　

大
村
が
関
西
学
院
に
入
学
す
る
前
の
状
況
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
回
顧
が
あ
る
。
市
立
盲
学
校
寄
宿
舎
に

て
一
週
間
宿
泊
し
、
盲
教
育
の
実
地
研
修
を
受
け
た
。
そ
の
後
、
岩
橋
武
夫
の
近
所
に
下
宿
し
関
学
入
学
の
準
備

を
し
た
と
あ
り
、
岩
橋
の
妹
の
静
子
が
週
二
回
英
文
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
練
習
を
み
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て

一
九
二
九
（
昭
和
四
）
年
四
月
、岩
橋
の
秘
書
に
付
き
添
わ
れ
て
文
学
部
長
ウ
ッ
ズ
ウ
ォ
ー
ス
（W

oodsw
oorth

）

に
面
接
し
た
が
、
そ
の
結
果
、
一
年
間
は
聴
講
生
と
し
て
勉
強
し
、
成
績
次
第
で
本
科
生
と
い
う
こ
と
に
落
着
し

た
。
と
も
あ
れ
、
こ
う
し
て
大
村
の
関
西
学
院
入
学
が
実
現
し
た
。

　

入
学
式
は
、
学
長
ベ
ー
ツ
（C.J.L.Bates
）
の
英
語
に
よ
る
式
辞
が
あ
っ
た
。
学
院
は
原
田
の
森
の
学
舎
か
ら

新
し
く
こ
の
上
ケ
原
に
移
転
し
た
。
そ
れ
は
大
学
四
〇
周
年
を
記
念
し
て
の
、
そ
し
て
大
学
設
置
と
い
う
大
き
な

目
標
が
背
景
に
あ
っ
た
。
当
時
、
ベ
ー
ツ
は
新
し
い
出
発
に
あ
た
っ
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

わ
が
学
院
は
四
部
か
ら
成
立
し
、
中
学
部
、
高
等
商
業
学
部
、
文
学
部
、
神
学
部
に
分
か
れ
て
ゐ
る
、
学
院

の
教
育
方
針
は
宗
教
と
教
育
の
調
和
を
骨
子
と
し
て
進
ん
で
ゐ
る
、
宗
教
を
抜
き
に
し
た
教
育
は
あ
ま
り
に

も
物
質
的
で
精
神
的
要
素
を
や
ゝ
も
す
る
と
見
失
な
は
れ
る
こ
と
が
あ
る
、
夫
故
に
教
育
に
よ
る
宗
教
、
宗

教
に
よ
る
教
育
と
い
ふ
理
想
に
立
つ
て
宗
教
が
迷
信
に
な
ら
ず
、
教
育
が
物
質
的
に
な
ら
ぬ
や
う
に
こ
の
二

者
の
調
和
を
求
め
て
ゐ
る
、
そ
し
て
全
人
主
義
の
人
格
建
設
に
重
き
を
置
き
、
飽
ま
で
も
学
生
の
自
由
を
尊

重
し
て
ゐ
る
、
我
学
院
の
モ
ツ
ト
ー
は
マ
ス
タ
リ
ー
・
フ
オ
ア
・
サ
ー
ビ
ス
、
青
年
よ
汝
は
主
と
な
れ
、
強

く
あ
れ
、
而
し
て
そ
れ
は
人
に
奉
仕
す
る
が
為
め
に
自
主
の
人
と
な
れ
、
真
理
は
将
に
汝
を
自
由
に
な
ら
し
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め
る
、
真
理
を
土
台
と
し
た
自
由
で
あ
る
、
斯
く
し
て
人
に
奉
仕
す
る
そ
の
精
神
こ
そ
武
士
道
の
精
神
で
あ

り
中
世
紀
の
ナ
イ
ト
の
精
神
で
あ
る
、
か
か
る
幻
と
信
仰
を
も
て
る
教
養
あ
る
青
年
を
養
成
し
、
又
教
師
と

学
生
は
親
子
兄
弟
の
親
密
さ
と
和
気
藹
々
た
る
う
ち
に
教
育
を
つ
ゞ
け
て
ゐ
る
、
こ
ゝ
に
関
西
学
院
の
学
院

た
る
使
命
が
あ
る
、
故
に
我
が
学
院
は
教
育
と
同
時
に
尚
ほ
一
つ
の
使
命
あ
る
学
校
で
あ
る
こ
と
を
識
つ
て

も
ら
ひ
た
い
。

　

こ
う
し
た
一
貫
と
し
た
使
命
を
も
っ
た
学
院
の
方
針
を
聞
き
な
が
ら
、
キ
リ
ス
ト
者
で
も
あ
る
大
村
の
心
は
喜

び
に
溢
れ
て
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。
そ
し
て
「
翌
日
の
始
業
日
は
朝
、
猛
烈
な
雨
だ
っ
た
。
神
戸
の
前

校
舎
か
ら
、
こ
の
春
越
し
た
ば
か
り
の
ス
パ
ニ
ッ
シ
ュ
ス
タ
イ
ル
の
新
校
舎
は
、
元
、
田
ん
ぼ
だ
っ
た
だ
け
に
通

学
路
は
泥
沼
同
然
で
あ
る
。
私
が
寮
の
玄
関
を
出
し
ぶ
っ
て
い
る
と
、宇
都
宮
と
い
う
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が〝
お
ぶ
っ

て
上
げ
よ
う
〞
と
大
き
な
背
中
に
私
を
ひ
ょ
い
と
の
せ
て
向
う
が
わ
に
無
事
着
陸
と
い
う
ひ
と
こ
ま
も
あ
っ
た
」

と
学
友
と
の
仄
々
と
し
た
想
い
出
を
語
っ
て
い
る
。
ま
た
「
英
文
科
一
学
年
は
六
十
人
と
い
う
若
人
を
集
め
て
い

た
。
そ
の
大
教
室
は
ぬ
り
立
て
の
壁
の
匂
い
や
、
し
た
み
の
塗
料
が
鼻
を
つ
い
た
が
、
す
べ
て
が
新
鮮
で
好
感
が

持
て
た
。
寮
で
は
毎
朝
食
事
前
に
集
会
室
に
集
っ
て
寮
生
の
祈
祷
会
が
開
か
れ
た
。
全
員
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か

な
か
っ
た
が
、
私
は
支
障
の
な
い
か
ぎ
り
に
毎
朝
出
席
し
た
」
と
も
あ
る
。
視
覚
に
障
害
を
も
っ
て
い
た
と
は
い

え
、
多
く
の
人
々
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
学
院
生
活
を
送
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

  

ま
た
同
じ
英
文
科
で
和
歌
山
出
身
の
島
史
也
と
い
う
同
級
生
と
は
親
し
く
交
わ
っ
て
い
る
。
島
は
大
村
と
同
様

に
寮
に
入
り
、
生
活
面
に
お
い
て
も
支
援
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
島
の
主
唱
で
週
に
一
回
一
室
に
集
っ
て
、
準
備

し
た
論
説
、
エ
ッ
セ
ー
、
詩
な
ど
を
発
表
し
合
い
、
そ
こ
で
は
文
学
論
が
自
由
、
活
発
に
た
た
か
わ
さ
れ
た
り
し

て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
大
村
は
「
水
を
得
た
魚
」
の
如
く
学
院
生
活
を
満
喫
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
大
村
の
学
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院
時
代
に
関
西
学
院
は
念
願
の
大
学
昇
格
が
実
現
す
る
。
一
九
三
二
（
昭
和
七
）
年
三
月
七
日
に
大
学
令
に
よ
る

関
西
学
院
大
学
が
設
立
が
認
可
さ
れ
、
学
院
全
体
と
し
て
喜
び
で
高
揚
し
て
い
た
。

（
二
）
卒
業
を
め
ぐ
っ
て

　

大
村
は
大
学
四
年
生
の
時
、
関
西
学
院
新
聞
か
ら
原
稿
を
依
頼
さ
れ
、「
闇
に
生
活
す
る
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル

の
文
章
を
書
い
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
最
初
に
入
学
式
で
の
嬉
し
涙
に
ふ
れ
、
関
学
入
学
に
至
る
自
分
の
履
歴
を

記
し
、「
恰
も
砂
漠
を
旅
す
る
旅
人
が
砂
塵
に
吹
き
ま
く
ら
れ
暑
さ
と
戦
ふ
幾
十
日
か
の
旅
路
か
ら
や
つ
と
緑
の

オ
ア
シ
ス
に
辿
り
つ
い
た
や
う
に
魂
の
曠
野
を
あ
て
ど
な
く
さ
ま
よ
う
て
来
た
こ
の
青
年
は
今
や
、
曾
て
味
つ
た

智
恵
の
実
を
再
び
取
り
生
命
の
泉
を
掬
し
、
物
象
の
世
界
は
失
は
れ
て
も
聴
覚
と
触
覚
を
通
じ
て
心
霊
の
糧
を

豊
か
に
享
受
す
る
身
と
な
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
そ
の
喜
び
は
如
何
ば
か
り
だ
つ
た
で
せ
う
」
と
感
慨
を
語
る
。

そ
し
て
以
下
の
よ
う
に
関
学
の
前
途
を
期
待
す
る
。

普
通
な
ら
ば
闇
の
中
に
捨
て
ら
れ
て
顧
み
ら
れ
な
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
彼
が
普
通
人
と
肩
を
並
べ
て
ひ

と
し
く
光
明
の
前
途
へ
と
精
進
の
一
路
へ
と
辿
り
得
る
こ
と
は
た
ゞ
に
彼
一
個
に
と
つ
て
驚
く
べ
き
恩
典

た
る
に
止
ま
ら
ず
又
運
命
開
拓
の
象
徴
と
し
て
他
を
刺
激
す
る
大
な
る
も
の
あ
る
を
信
じ
ま
す
。
諸
外
国

で
は
各
大
学
に
於
て
盲
人
に
も
そ
の
門
戸
を
開
放
し
盲
人
の
社
会
的
活
動
も
可
成
り
み
る
べ
き
も
の
が
あ

り
ま
す
。
翻
つ
て
我
国
を
見
ま
す
に
盲
人
と
云
へ
ば
鍼
、
灸
、
按
摩
か
琴
の
師
匠
な
ど
よ
り
他
に
は
殆
ど

為
す
べ
き
こ
と
が
な
く
高
等
の
学
府
は
視
力
に
欠
陥
あ
る
も
の
ゝ
入
学
を
許
さ
ず
向
上
の
道
を
絶
た
れ
た

若
き
盲
人
達
は
徒
ら
に
卑
屈
す
る
の
外
な
い
現
状
で
あ
り
ま
す
。
然
る
に
當
学
院
は
多
年
弱
者
の
友
た
る

キ
リ
ス
ト
の
精
神
に
沿
ひ
、
女
子
や
盲
人
を
も
そ
の
資
格
あ
る
も
の
に
は
こ
れ
を
入
学
せ
し
め
つ
ゝ
あ
る
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こ
と
は
校
風
の
一
大
誇
り
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
今
や
大
学
昇
格
を
実
現
し
洋
々
た
る
前
途
に
向
つ
て
一

歩
を
踏
み
出
し
た
関
西
学
院
が
そ
の
表
面
的
発
展
と
共
に
内
面
的
に
も
益
々
そ
の
使
命
を
発
揮
す
べ
き
こ

と
を
信
じ
て
疑
ひ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
文
章
が
「
大
学
昇
格
祝
賀
号
」
に
収
載
さ
れ
て
刊
行
さ
れ
た
の
は
、
四
年
生
の
卒
業
間
近
の
年
末
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
い
わ
ば
文
章
全
体
が
彼
の
四
年
間
の
総
括
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
大
村
は
四
年
生
に
な
り
卒
業
論
文
と
い
う
難
題
に
ぶ
つ
か
る
。こ
れ
に
は
ロ
マ
ン
派
の
詩
人
ジ
ョ
ン
・

キ
ー
ツ
を
選
び
、
そ
の
中
の
「O

de

（
オ
ー
ド
）」
に
焦
点
を
絞
っ
て
執
筆
し
た
。
し
か
し
卒
論
と
は
い
え
、
自

由
に
研
究
を
し
よ
う
と
思
え
ば
彼
一
人
で
は
心
許
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
こ
で
卒
論
研
究
に
力
を
貸

し
た
の
が
平
間
輝
男
と
い
う
学
生
で
あ
っ
た
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
買
っ
て
出
た
平
間
は
千
葉
県
銚
子
出
身
の

後
輩
で
あ
る
。
大
村
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
干
天
に
慈
雨
」
の
心
境
で
あ
っ
た
。
平
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
懐

し
て
い
る
。

そ
れ
か
ら
と
い
う
も
の
彼
は
毎
日
の
よ
う
に
学
院
の
図
書
館
か
ら
参
考
資
料
を
借
り
て
く
る
。
本
屋
に
行
っ

て
は
何
か
買
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
を
私
の
本
棚
に
お
い
て
片
端
し
か
ら
読
む
、
そ
れ
で
も
足
り
な
い
と
ば

か
り
、
私
を
散
歩
に
連
れ
出
し
て
は
、
林
の
中
の
切
り
株
や
、
橋
の
ら
ん
か
ん
に
腰
か
け
さ
せ
て
は
読
む
。

極
端
な
の
は
、
私
を
床
や
に
つ
れ
て
い
っ
て
、
刈
っ
て
も
ら
っ
て
い
る
間
、
そ
ば
に
腰
か
け
て
読
む
と
い

う
具
合
。
私
が
頼
ん
だ
個
所
に
は
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
し
て
寮
に
帰
っ
て
か
ら
点
字
に
写
さ
せ
て
く
れ
る

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
一
人
の
学
生
の
献
身
が
文
学
部
長
夫
人
の
ミ
セ
ス
・
ウ
ッ
ズ
ウ
ォ
ー
ス
の
耳
に
も
入
り
、
彼
女
も

手
伝
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ち
な
み
に
こ
の
平
間
と
い
う
学
生
の
妹
が
後
に
大
村
の
妻
と
な
る
平
間
き
み
で
あ
る
。
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卒
論
の
タ
イ
ト
ル
は
「A

 Study on K
eats's O

des

」
で
、
英
文
タ
イ
プ
二
一
枚
の
も
の
で
あ
る
。
周
知
の
よ

う
に
タ
イ
ト
ル
中
のO

de

と
は
特
殊
の
主
題
で
し
ば
し
ば
特
定
の
人
や
物
に
寄
せ
る
抒
情
詩
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
・

キ
ー
ツ 
（John K

eats, 1795-1821

）
は
一
八
世
紀
末
に
ロ
ン
ド
ン
で
生
ま
れ
た
ロ
マ
ン
派
詩
人
で
あ
る
。
バ
イ

ロ
ン
（George Gordon Byron

）
ら
と
も
親
交
が
あ
っ
た
が
、
両
親
と
死
別
し
、
大
学
教
育
を
受
け
て
い
な

い
。
一
八
一
七
年
に
最
初
の
詩
集
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
四
年
後
二
一
年
、
二
五
歳
で
結
核
の
た
め
に
夭
逝
し
た
。

一
九
年
に“O

de to a N
ightingale”

や“T
o A
utum

n”

な
ど
六
編
の
オ
ー
ド
や
バ
ラ
ッ
ド
、
物
語
詩
な
ど
多

く
の
傑
作
を
書
い
た
。
大
村
が
キ
ー
ツ
を
選
ん
だ
理
由
は
、
二
五
歳
と
い
う
若
さ
で
無
念
の
死
を
遂
げ
た
人
物
へ

の
共
感
と
そ
の
オ
ー
ド
の
持
つ
魅
力
的
な
世
界
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

  

と
も
あ
れ
、
大
村
は
一
九
三
三
年
三
月
、
優
秀
な
成
績
で
学
院
を
卒
業
し
た
。
大
村
の
関
学
時
代
の
世
相
は
世

界
不
況
、
満
洲
事
変
、
五
・
一
五
事
件
等
が
勃
発
し
た
。
と
り
わ
け
満
州
事
変
は
彼
の
心
に
気
に
か
か
っ
た
こ
と

で
あ
っ
た
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
暗
い
世
相
を
反
映
し
、
就
職
難
の
時
代
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
横
浜

訓
盲
院
で
働
く
場
を
得
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
幸
運
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

第
三
章　

横
浜
訓
盲
院
教
師

 

（
一
）
教
師
と
し
て

　

関
西
学
院
を
卒
業
し
た
大
村
は
横
浜
訓
盲
院
の
教
師
と
な
る
。
院
長
は
ギ
デ
オ
ン
・
Ｆ
・
ド
レ
ー
パ
ー
（Gideon 

F.D
raper

）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
七
年
間
教
師
を
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
施
設
の
淵
源
は
一
八
八
九

年
九
月
二
六
日
に
設
立
さ
れ
た
「
盲
人
福
音
会
」
と
い
う
民
間
の
も
の
で
あ
っ
た
。
施
設
は
キ
リ
ス
ト
教
主
義
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で
運
営
さ
れ
て
お
り
、
関
学
で
学
ん
だ
先
輩
の
熊
谷
鉄
太
郎
も
か
つ
て
こ
こ
で
教
え
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
大

村
は
『
横
浜
訓
盲
院
』
の
中
で
「
わ
た
し
は
一
九
二
九
年
中
途
失
明
者
と
し
て
、
関
西
学
院
文
学
部
に
入
学
し
、

一
九
三
三
年
、
卒
業
と
共
に
今
村
先
生
の
御
世
話
で
横
浜
訓
盲
院
に
奉
職
、
一
九
三
九
年
日
中
戦
争
の
激
し
い
さ

な
か
、
小
さ
い
時
か
ら
育
っ
た
大
陸
の
人
々
へ
の
恩
返
し
の
つ
も
り
で
満
洲
に
渡
り
、
彼
地
の
盲
人
の
福
祉
と
教

育
に
挺
す
べ
く
院
を
辞
し
た
者
で
あ
り
ま
す
」
と
当
時
を
語
っ
て
い
る
。
文
中
の
今
村
先
生
と
は
後
の
当
院
理
事

長
に
も
な
っ
た
今
村
幾
太
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
在
院
時
代
を
次
の
よ
う
に
回
顧
し
て
い
る
。

今
在
任
中
で
一
番
印
象
深
か
っ
た
こ
と
の
一
つ
は
就
任
後
間
も
な
く
、
元
院
長
ギ
デ
オ
ン
・
Ｆ
・
ド
レ
ー
パ
ー

博
士
の
お
宅
を
お
訪
ね
し
た
時
の
こ
と
で
す
。
山
手
の
丘
の
中
腹
に
建
て
ら
れ
た
宣
教
師
館
を
訪
れ
た
日
は

お
だ
や
か
な
春
日
和
で
し
た
。
庭
先
の
大
き
な
び
わ
の
木
の
上
で
小
鳥
達
が
わ
た
し
を
歓
迎
す
る
か
の
よ
う

に
し
き
り
に
囀
っ
て
い
ま
し
た
。
ド
レ
ー
パ
ー
夫
妻
を
初
め
、
令
嬢
の
ウ
イ
ニ
フ
レ
ッ
ド
・
メ
リ
オ
ン
両
姉

妹
と
歓
談
の
後
、
外
に
出
る
と
ミ
ス
・
メ
リ
オ
ン
が
庭
先
の
花
壇
か
ら
小
さ
な
花
を
と
っ
て
出
来
立
て
の
背

広
の
衿
に
つ
け
て
く
だ
さ
り
、「
こ
れ
シ
ネ
ラ
リ
ア
」
と
云
わ
れ
ま
し
た
。
わ
た
し
は
ま
だ
目
が
見
え
た
頃

好
き
だ
っ
た
シ
ネ
ラ
リ
ア
の
青
空
に
よ
う
に
清
ら
か
な
花
を
思
い
出
し
、
若
さ
の
希
望
に
胸
を
ふ
く
ら
ま
せ

た
も
の
で
す
。
…
…
略
…
…
訓
盲
院
時
代
に
は
山
本
先
生
初
め
、
先
輩
同
僚
の
先
生
が
た
か
ら
多
く
の
御
指

導
、
御
鞭
撻
を
受
け
ま
し
た
。
経
験
の
浅
い
若
僧
の
教
師
は
大
し
た
働
ら
き
も
出
来
ず
、
皆
さ
ん
に
御
迷
惑

を
か
け
た
こ
と
を
思
っ
て
、
お
恥
し
い
限
り
で
す
。
ど
う
か
主
の
恵
み
と
多
く
の
人
々
の
愛
顧
に
支
え
ら
れ

て
九
十
年
の
歴
史
を
歩
ん
で
来
た
横
浜
訓
盲
院
が
い
つ
ま
で
も
主
の
御
栄
光
に
奉
仕
さ
れ
ま
す
よ
う
、
願
っ

て
や
み
ま
せ
ん
。

　

大
村
は
就
職
し
た
翌
年
の
三
月
二
四
日
、
関
学
時
代
の
級
友
平
間
輝
雄
の
妹
き
み
と
ド
レ
ー
パ
ー
院
長
司
式
の



21

大村善永研究ノート

も
と
で
結
婚
式
を
挙
げ
る
こ
と
に
な
っ
た
。「
訓
盲
院
の
裏
門
か
ら
程
近
い
借
家
の
新
家
庭
は
、
神
の
恵
の
も
と

平
和
に
明
け
暮
れ
た
。
翌
三
月
に
は
長
女
は
る
み
、
二
年
お
い
て
長
男
美
国
が
与
え
ら
れ
た
。
若
い
親
達
は
失
敗

を
繰
り
返
し
な
が
ら
も
こ
の
時
代
が
一
番
平
和
で
楽
し
か
っ
た
」
と
後
年
に
な
っ
て
回
顧
し
て
い
る
。

（
二
）
辞
職
を
め
ぐ
っ
て

　

大
村
の
訓
盲
院
時
代
、一
九
三
七
年
七
月
に
日
中
戦
争
が
勃
発
し
、中
国
大
陸
は
ま
す
ま
す
戦
禍
が
激
し
く
な
っ

て
い
く
。
そ
れ
以
前
、
関
学
生
の
時
で
あ
る
が
三
一
年
九
月
に
は
「
満
洲
事
変
」
が
勃
発
し
、
翌
年
二
月
、
国

際
連
盟
が
派
遣
し
た
リ
ッ
ト
ン
卿
（V

. A
. G. R. Lytton

）
を
団
長
と
す
る
調
査
団
が
派
遣
さ
れ
た
。
一
方
、
日

本
は
三
月
一
日
に
、「
満
州
国
」
の
建
国
を
宣
言
し
、
既
成
事
実
で
も
っ
て
調
査
団
に
抗
し
た
。
翌
年
「
満
州
国
」

の
不
承
認
を
内
容
と
す
る
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
が
総
会
で
採
択
さ
れ
、
日
本
は
国
際
連
盟
を
脱
退
し
た
。
こ
う
し
た

世
界
の
流
れ
と
日
本
が
と
っ
た
方
向
と
の
齟
齬
の
歴
史
が
あ
り
、
日
本
は
溥
儀
を
た
て
て
傀
儡
国
家
満
洲
国
を
国

策
と
し
て
展
開
し
て
い
き
、
世
界
と
の
溝
を
広
げ
て
い
く
。
こ
う
し
た
国
際
情
勢
は
満
洲
を
故
郷
と
す
る
大
村
の

気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。　

　

と
こ
ろ
で
一
九
三
七
年
四
月
、
日
本
国
内
に
お
い
て
は
大
村
の
恩
師
で
も
あ
る
岩
橋
武
夫
の
尽
力
も
あ
り
、
ヘ

レ
ン
・
ケ
ラ
ー
が
来
日
し
大
歓
迎
が
な
さ
れ
た
。
ケ
ラ
ー
は
国
内
各
地
に
お
い
て
講
演
を
し
て
回
っ
た
が
、
満
洲

を
も
訪
問
す
る
。
し
か
し
日
中
戦
争
の
勃
発
と
と
も
に
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
時
の
日
本
と
中
国
と
の
関
係

の
悪
化
、
と
り
わ
け
満
洲
の
状
況
を
大
村
は
常
に
気
に
か
け
て
い
た
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
当
時
の
大
村
は

非
戦
論
者
と
し
て
述
懐
さ
れ
て
い
る
。
横
浜
訓
盲
院
の
大
多
数
が
好
戦
論
者
で
あ
っ
た
。
し
か
し
大
村
と
同
様
二

人
の
教
師
が
そ
れ
に
疑
問
を
感
じ
て
い
た
。
河
原
と
真
船
教
諭
で
あ
る
。
こ
う
し
た
考
え
方
が
訓
盲
院
内
で
軋
轢
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を
生
じ
た
よ
う
で
あ
り
、
三
人
は
辞
職
し
、
真
船
と
大
村
は
共
に
朝
鮮
か
ら
満
洲
、
中
国
の
北
方
の
方
に
視
察
旅

行
を
企
て
て
い
る
。
そ
の
後
、「
大
義
名
分
を
欠
い
た
日
中
戦
争
の
ご
ま
か
し
に
何
と
し
て
も
納
得
が
出
来
ず
」

大
村
は
岩
橋
武
夫
の
紹
介
で
フ
レ
ン
ド
協
会
委
員
長
の
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ボ
ー
ル
ズ
博
士
夫
妻
を
訪
ね
て
、
そ
の
敷

地
内
の
一
室
で
起
居
し
、
満
洲
国
に
対
す
る
建
白
書
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
き
ボ
ー
ル
ズ
は
「
大
村
君

は
、
君
が
横
浜
訓
育
（
マ
マ
）院

に
教
鞭
を
執
つ
て
居
ら
れ
た
五
六
年
間
、
私
の
知
人
で
あ
り
、
ま
た
、
過
去
半
歳
に
亘
て
、

君
が
基
督
友
会
本
部
に
居
住
さ
れ
た
間
親
し
く
交
つ
た
関
係
上
、
私
は
君
の
将
来
の
事
業
に
対
し
深
き
興
味
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
。
私
は
君
の
人
格
と
手
腕
と
、
及
び
君
が
奉
天
の
盲
人
延
い
て
は
全
満
の
盲
人
に
使
命
を
感
じ
、

此
の
為
に
献
身
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
態
度
に
対
し
強
い
敬
意
を
払
ふ
も
の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
次
章

で
み
る
よ
う
に
、
大
村
は
満
洲
へ
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

大
村
が
満
洲
で
の
盲
人
事
業
を
決
意
し
た
の
は
一
九
三
九
年
夏
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
三
七
年
七
月

の
日
中
戦
争
勃
発
が
大
き
な
要
因
と
な
っ
て
い
た
。
幼
い
時
を
過
ご
し
た
満
洲
は
彼
に
と
っ
て
故
郷
で
も
あ
っ
た
。

「
学
友
の
幾
人
か
は
勇
躍
征
途
に
つ
き
、
そ
の
或
る
者
は
軍
刀
を
揮
つ
て
敵
陣
に
突
入
し
、
遂
に
護
国
の
鬼
と
化

し
た
。
然
る
に
己
は
眼
盲
ひ
た
る
が
故
に
余
り
に
も
為
す
無
き
を
嘆
ず
る
思
ひ
が
次
第
に
深
ま
つ
て
行
つ
た
。
同

時
に
め、
、
、
く
ら
だ
か
ら
敵
陣
に
見
え
る
事
は
出
来
な
く
と
も
、
日
本
盲
人
の
名
に
於
て
積
年
の
菲
政
と
戦
乱
に
喘
ぐ

悲
惨
な
大
陸
の
盲
人
に
援
助
の
手
を
さ
し
伸
べ
た
な
ら
ば
、
亜
細
亜
民
族
協
和
の
一
助
と
も
な
る
で
あ
ら
う
と
の

考
へ
が
起
つ
て
来
た
」
と
動
機
を
披
瀝
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
一
九
三
九
年
夏
に
職
を
辞
し
、
同
僚
の
真
船
と
と
も
に
大
陸
の
盲
人
事
情
を
視
察
し
た
の
で
あ
る
。
そ

の
結
果
「
満
洲
に
盲
人
の
保
護
並
び
に
教
育
の
施
設
が
必
要
な
る
事
を
痛
感
し
た
」
。
か
く
て
翌
一
九
四
〇
年
三

月
六
日
に
「
建
白
書
」
を
満
洲
国
政
府
、
畑
総
裁
に
陳
情
し
た
の
で
あ
る
。
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第
四
章　
「
満
洲
盲
人
保
護
並
び
に
教
育
に
関
す
る
建
白
書
」
を
め
ぐ
っ
て

　

大
村
が
提
出
し
た
建
白
書
は
「
満
洲
盲
人
保
護
並
び
に
教
育
に
関
す
る
建
白
書
」（
以
下
「
建
白
書
」
と
略
す
）

と
し
て
、
満
洲
に
渡
る
前
、
一
九
四
〇
年
七
月
に
刊
行
さ
れ
た
『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』
と
い
う
小
著
に
収
載
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
著
は
兄
の
大
村
勇
が
編
集
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
著
の
内
容
に
つ
い
て
次
章
で
取

り
上
げ
た
い
。
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
は
こ
の
著
に
掲
載
さ
れ
た
「
建
白
書
」
の
み
言
及
す
る
こ
と
に
す
る
。「
建

白
書
」
は
、
一
「
趣
意
」、
二
「
盲
人
福
祉
事
業
に
就
て
」、
三
「
盲
教
育
に
就
て
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
て
、
大

凡
四
〇
〇
〇
字
の
長
文
で
あ
る
。

　
「
趣
意
」
の
冒
頭
で
「
古
今
東
西
の
歴
史
を
按
ず
る
に
、
国
家
社
会
文
明
の
尺
度
は
鰥
寡
孤
独
不
具
廃
疾
等
の

弱
者
が
保
護
せ
ら
れ
、
救
済
せ
ら
る
ゝ
程
度
に
あ
り
と
謂
ひ
つ
可
し
。
即
ち
欧
米
の
諸
文
明
国
に
あ
り
て
は
一
般

文
化
の
進
歩
に
並
行
し
て
、
病
院
、
特
種
学
校
、
養
老
院
等
の
施
設
完
備
せ
ら
れ
、
欧
米
人
が
未
開
の
国
土
を
開

拓
せ
ん
と
す
る
や
先
づ
医
療
、
教
育
、
救
済
等
の
施
設
を
急
ぎ
て
、
人
心
を
案
ん
ず
る
は
幾
多
の
実
例
に
見
る
所

な
り
」
と
述
べ
る
。
そ
し
て
日
本
の
該
事
業
も
明
治
維
新
以
来
少
し
ず
つ
、
発
展
を
遂
げ
て
き
た
。
し
か
し
翻
っ

て
満
洲
を
み
る
と
「
満
洲
国
は
建
国
日
尚
ほ
浅
き
に
も
拘
ら
ず
、
国
家
百
般
の
施
設
頓
に
進
捗
し
、
今
や
世
界
驚

異
の
焦
点
た
り
。
上
に
仁
慈
な
る　

皇
帝
陛
下
を
戴
き
、
下
万
民
衣
食
足
り
、
善
政
の
徳
化
辺
境
に
洽
く
、
国
民

挙
つ
て
新
政
を
謳
歌
す
る
に
至
れ
る
は
、
寔
に
慶
賀
に
堪
へ
ざ
る
所
な
り
。
不
肖
今
般
満
洲
に
到
り
、
備
に
国
内

の
事
情
を
察
し
、
甞
て
不
肖
が
少
年
時
代
を
化
育
を
受
け
た
る
当
時
を
回
想
し
、
転
た
今
昔
の
感
に
堪
へ
ざ
る
も

の
あ
り
た
り
。
唯
茲
に
遺
憾
と
し
た
る
一
事
は
特
種
教
育
及
び
社
会
事
業
、
特
に
盲
人
に
対
す
る
保
護
並
に
教
育

施
設
の
甚
だ
微
々
た
る
事
な
り
」
と
い
う
。
日
本
が
中
国
に
侵
略
し
て
い
っ
て
い
る
と
い
う
痛
み
は
な
い
が
、
大
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村
自
身
が
幼
少
年
時
を
過
ご
し
た
関
係
が
述
べ
ら
れ
、
満
洲
の
盲
人
に
対
す
る
「
保
護
及
び
教
育
」
施
設
は
、
日

本
国
内
に
比
し
著
し
い
不
備
の
状
況
で
あ
る
と
い
う
指
摘
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
の
満
洲
視
察
に
基
づ
い
て
の
発
言

で
あ
る
。
保
健
、
医
療
も
不
完
全
で
あ
り
、
加
え
て
彼
等
の
職
業
も
な
く
「
盲
人
の
大
多
数
は
徒
食
者
又
は
乞
食

な
り
」
と
論
じ
、
彼
等
が
非
常
に
不
遇
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
を
憂
慮
す
る
。
そ
れ
は
彼
等
に
原
因
が
あ

る
の
で
は
な
く
、「
失
明
て
ふ
一
小
欠
陥
の
補
は
れ
ざ
る
故
な
り
」
と
指
弾
す
る
。
政
治
的
な
意
味
は
さ
て
置
き
、

如
何
に
彼
等
に
対
す
る
事
業
を
展
開
し
、
現
状
を
少
し
で
も
打
破
し
て
、
彼
等
が
幸
福
に
暮
ら
し
て
い
け
る
よ
う

に
と
い
う
思
い
が
吐
露
さ
れ
て
い
る
。
大
村
が
育
っ
た
地
の
同
類
に
対
す
る
同
情
か
ら
の
発
言
と
捉
え
ら
れ
よ
う
。

　

二
の
「
盲
人
福
祉
事
業
に
就
て
」
で
は
、
冒
頭
の
「
盲
人
を
救
護
す
る
は
先
づ
衣
食
よ
り
し
て
教
育
に
及
ば
ざ

る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
表
現
に
彼
の
構
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
盲
人
教
育
と
保
護
事
業
と
の
一
体
化
を
は
か
っ

て
い
く
こ
と
が
大
き
な
目
標
と
な
る
。
具
体
的
に
は
「
満
洲
盲
人
福
祉
協
会
」
を
設
置
し
こ
こ
を
拠
点
に
し
て
、

盲
人
会
館
と
盲
学
校
を
設
置
し
事
業
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
具
体
的
に
は
盲
人
会
館
の
事
業
は
、

　
（
一
）
盲
人
調
査
…
…
地
方
別
盲
人
の
個
別
的
及
び
統
計
的
調
査
を
為
す
。　

　
（
二
）
盲
人
保
護
…
…
盲
人
の
身
の
上
相
談
に
応
じ
、
又
貧
困
、
病
弱
、
老
衰
の
盲
人
を
救
護
す
。

　
（
三
）
医
療
保
護
…
…
病
院
と
連
絡
を
と
り
、
失
明
防
止
、
開
眼
手
術
、
眼
疾
治
療
其
他
の
医
療
を
な
す
。

  

（
四
）
成
人
教
育
…
…
教
育
適
齢
を
越
え
た
る
成
盲
人
に
対
し
、
盲
人
会
館
又
は
巡
回
教
室
に
於
い
て
、
若
く

は
個
別
訪
問
に
よ
り
て
、
点
字
の
読
み
書
き
等
の
教
授
及
び
授
産
を
為
す
。
ま
た
会
館

に
点
字
図
書
館
を
設
け
て
閲
覧
に
供
し
、
会
館
の
講
堂
に
於
て
、
修
養
、
娯
楽
、
宣
伝

等
を
目
的
と
す
る
集
会
を
開
く
。　

　
（
五
）
製
作
所
及
び
出
版
所
…
…
盲
人
の
職
工
を
雇
傭
し
て
手
工
業
、
点
字
出
版
等
に
従
事
せ
し
む
。



25

大村善永研究ノート

　
（
六
）
合
作
社
…
…
盲
人
の
為
め
の
購
買
、
販
売
、
信
用
、
利
用
等
の
利
便
を
図
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
具
体
的
な
盲
人
施
策
を
構
想
し
、
上
申
し
た
の
で
あ
る
。

　

三
の
「
盲
教
育
に
就
て
」
で
は
、
近
代
教
育
の
「
智
育
偏
重
」
を
指
弾
し
、「
精
神
教
育
」
と
「
労
作
教
育
」

を
も
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
具
体
的
に
は
「
労
作
教
育
」
を
「
特
種
学
校
」
に
お
い
て
重
要
視
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
満
洲
国
に
あ
り
て
は
農
業
が
国
家
生
産
の
首
位
を
占
め
、
且
つ

農
家
出
身
の
盲
人
が
大
多
数
な
る
べ
き
を
以
つ
て
、
満
洲
の
盲
学
校
に
於
て
は
農
業
教
育
を
第
一
位
に
推
す
を
適

当
」
と
し
、
そ
の
具
体
案
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
針
灸
、
按
摩
等
の
療
術
を
習
得
せ
し
む
る
と
し
て
い
る
。
さ

ら
に
「
凡
そ
事
業
の
成
否
は
之
に
当
る
人
物
如
何
に
在
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
と
り
わ
け
特
殊
事
業
に
至
り
て
は
、

こ
う
し
た
事
業
を
遂
行
し
て
い
く
た
め
の
人
物
が
一
番
肝
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、

斯
く
し
て
機
構
と
人
と
の
完
全
な
る
調
和
を
見
、
国
民
挙
つ
て
此
事
業
を
賛
助
し
、
資
材
を
投
じ
て
博
愛
慈

善
の
道
に
精
進
す
る
に
至
ら
ば
即
ち
国
を
挙
げ
て
王
道
楽
土
た
る
に
邇
か
ら
ん
。
満
洲
盲
人
を
思
ふ
情
切
な

る
余
り
、
敢
て
尊
厳
を
犯
し
、
涕
泣
し
て
謹
み
て
献
策
す
。
幸
に
嘉
納
を
得
ば
、
之
が
実
現
に
関
し
て
は
不

肖
も
亦
第
二
の
故
郷
満
洲
の
為
め
に
、
犬
馬
の
労
を
辞
せ
ざ
る
べ
し
。
希
く
は
不
肖
の
微
衷
を
酌
ま
れ
、
不

幸
な
る
満
洲
盲
人
福
祉
の
為
め
一
臂
の
労
を
惜
し
ま
れ
ざ
ら
ん
事
を
。

と
結
ん
で
い
る
。
大
村
の
当
時
の
肩
書
と
し
て
「
東
京
盲
人
会
館
調
査
委
員
」
と
「
関
東
盲
人
事
業
連
盟
幹
事
」

と
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
住
所
は
「
東
京
市
芝
区
三
田
台
町
一
ノ
十
三
番
地
」
と
あ
る
。
こ
う
し
た
満
洲
で
の

同
じ
苦
し
み
を
持
つ
人
々
へ
の
支
援
を
彼
は
訴
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
建
白
書
」
に
描
か
れ
た
構
想
が
後
の
満

洲
へ
の
移
住
と
事
業
の
核
と
な
っ
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
く
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
て
い
る
。
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第
五
章　
『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』
を
め
ぐ
っ
て

　

大
村
の
兄
、
大
村
勇
は
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
七
月
に
小
雑
誌
『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』
を
編
集
し
発
行

し
て
い
る
。
そ
し
て
多
く
の
人
か
ら
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
収
集
し
、
こ
の
著
が
刊
行
さ
れ
た
。
以
下
、
掲
載
順
に
執
筆

者
の
肩
書
、
タ
イ
ト
ル
を
原
文
ど
お
り
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

  

中
央
盲
人
福
祉
協
会
会
長
大
久
保
利
武
「
大
村
善
永
氏
を
推
薦
す
」、
東
京
盲
人
会
館
常
務
理
事
大
河
原
欽
吉

「
大
村
善
永
君
の
計
画
」、
大
阪
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
館
長
岩
橋
武
夫
「
一
粒
の
麦
地
に
落
ち
て
死
な
ず
ば―

大
村
善
永

君
を
推
薦
す
る
の
辞
」、
関
西
学
院
長
ベ
ー
ツ
博
士
「
満
洲
盲
人
の
福
音
」（W

ork A
m
ong Blind People O

f 

M
anchuria

）、
奥
島
太
一
郎
「
推
薦
の
辞
」、
日
本
メ
ソ
ジ
ス
ト
奉
天
教
会
牧
師
平
野
一
城
「
贖
罪
愛
の
進
路
」、

基
督
友
会
委
員
長
ギ
ル
バ
ア
ト
・
ボ
ー
ル
ス
「
大
村
君
夫
妻
を
推
薦
す
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
彼
の
関
学
時
代
の
恩
師
岩
橋
武
夫
と
学
院
長
で
あ
っ
た
ベ
ー
ツ
の
文
章
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
く
こ
と

に
し
よ
う
。
岩
橋
は
日
中
戦
争
と
第
二
次
大
戦
の
勃
発
と
い
う
世
界
状
況
を
背
景
に
、「
ア
ジ
ア
に
黎
明
の
光
を

も
た
ら
す
べ
く
立
ち
上
つ
た
我
等
一
億
の
国
民
が
世
界
に
振
り
出
し
た
『
王
道
楽
土
』
の
大
手
形
が
不
渡
り
に
な

ら
ぬ
様
、
一
に
も
二
に
も
こ
れ
を
行
動
に
於
い
て
実
証
す
べ
き
日
が
刻
々
に
迫
つ
て
ゐ
る
」
と
事
業
の
意
味
を
述

べ
、「
日
満
支
を
結
ぶ
共
同
帯
と
し
て
愛
盲
事
業
が
黎
明
期
に
立
つ
日
本
に
取
つ
て
如
何
に
必
要
欠
く
可
か
ら
ざ

る
の
聖
業
の
一
つ
で
あ
る
か
は
以
上
述
べ
た
処
に
照
ら
す
も
明
ら
か
で
あ
ら
う
。
何
と
な
れ
ば
闇
に
住
む
百
万
余

の
人
々
に
光
り
が
も
た
ら
さ
れ
て
こ
そ
黎
明
の
ア
ジ
ア
た
る
を
得
る
か
ら
で
あ
る
。
…
…
略
…
…
一
人
の
闘
士
が

身
を
挺
し
て
友
邦
満
洲
国
同
憂
の
友
に
対
し
教
育
社
会
事
業
の
分
野
に
於
て
な
す
あ
ら
ん
と
発
願
す
る
に
至
つ
た

事
は
誠
に
近
頃
の
快
事
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
「『
光
は
東
方
よ
り
』
と
す
る
な
ら
ば
そ
の
光
り
が
今
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日
本
よ
り
満
洲
に
延
び
様
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
私
は
同
じ
光
り
が
隣
邦
支
那
の
天
地
に
も
愛
盲
の
烽
火
と
し

て
延
び
ん
事
を
待
望
し
つ
ゝ
大
村
君
を
紹
介
す
る
言
葉
と
し
た
い
」
と
結
ん
で
い
る
。

　

一
方
、
関
西
学
院
長
ベ
ー
ツ
は
「W

ork A
m
ong Blind People O

f M
anchuria

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も

と
で
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
を
残
し
て
い
る
。

I have heard w
ith great interest of the plan of m

y good friend and form
er student M

r.Y
.      

O
m
ura, to go to M

anchukuo and there establish a school for blind people in that coutry.  

T
his is a lofty vision and a noble ideal. It calls for the spirit of adventure and sacrifice, 

w
hich  I know

 that he possesses in a high degree.

W
hen M

r. O
m
ura w

as a student in K
w
ansei Gakuin it w

as alw
ays an inspiration for m

e      

to talk to him
.  H
is courage and spiritual vision lifted him

 on to a higher level of living, and     

m
ade possible achievem

ents that w
ere not realized by som

e other students w
ho w

ere not        

handicapped as he through loss of sight. H
is life and w

ork w
ith us testified to the fact that 

God com
pensates us for our losses in other and better w

ays if w
e but trust in H

im
 and 

m
ake ourselves available for H

is Service.

It is an inspiring fact that, as w
e read in the N

ew
 T
estam

ent, our Lord Jesus Christ 

alw
ays responded to the call of the blind, and w

ith love and deep com
passion opened their 

eyes and restored their sight.  Even though w
e m
ay not alw

ays be able to do that w
e 

can do m
uch to alleviate their distresses by opening the eyes of their m

inds and hearts 

through education and religion, and thereby help them
 to live enlightened and contented 
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lives.

F
or this great service of love M

r. O
m
ura is w

ell fitted by character, training and           

experience, and w
e m
ay look for real success in that w

ork to w
hich he feels D

ivinely 

Called.

　

ベ
ー
ツ
は
こ
こ
で
大
村
を
「
良
き
友
」「
教
え
子
」
と
呼
び
、
彼
の
満
洲
で
の
事
業
を
「
崇
高
な
る
識
見
」「
理

想
」
と
称
し
て
い
る
。
ま
た
関
学
時
代
、
学
長
と
一
学
生
の
関
係
で
あ
っ
た
が
、
大
村
と
語
る
こ
と
は
「
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
で
あ
っ
た
と
述
懐
し
、
か
か
る
事
業
を
遂
行
し
て
い
く
こ
と
に
、
そ
の
人
格
、
才
能
、
経
験
と

も
に
最
適
で
あ
る
と
支
援
を
送
っ
た
の
で
あ
る
。
ベ
ー
ツ
の
障
害
者
に
対
す
る
信
頼
と
一
人
の
人
間
と
し
て
の
認

識
が
窺
え
る
し
、
教
育
の
原
点
の
よ
う
な
も
の
が
察
知
で
き
る
。

　

と
も
あ
れ
こ
う
し
て
大
村
は
、
満
洲
で
の
盲
人
福
祉
へ
の
構
想
を
抱
い
て
一
九
四
〇
年
九
月
一
四
日
、
一
家
を

挙
げ
て
満
洲
に
移
住
す
る
。
そ
れ
は
、
中
学
ま
で
育
っ
た
い
わ
ば
「
故
郷
」
へ
の
回
帰
で
も
あ
っ
た
。

第
六
章　

満
洲
時
代
（
一
）―

奉
天
盲
人
福
祉
協
会
の
創
立―

（
一
）『
愛
盲
之
烽
火
』
を
め
ぐ
っ
て

　

満
洲
に
渡
っ
た
大
村
は
奉
天
に
て
起
居
す
る
こ
と
に
な
る
。
当
初
か
ら
、
大
村
は
山
梨
に
帰
郷
し
た
時
、
世
話

に
な
っ
た
平
野
一
城
奉
天
青
葉
教
会
牧
師
に
頼
る
こ
と
に
な
る
。
大
村
は
彼
を
「
精
神
面
の
お
や
じ
」
と
称
し
て

い
る
。
大
村
の
来
奉
に
は
満
洲
帝
国
初
代
の
国
務
総
理
鄭
孝
胥
と
親
交
の
あ
っ
た
大
久
保
利
武
の
推
薦
が
あ
っ

た
。
そ
し
て
早
速
、
構
想
の
実
現
に
奔
走
し
、
一
九
四
一
年
三
月
に
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
の
発
会
式
を
挙
行
す
る
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こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
大
村
は
一
九
四
一
（
康
徳
八
）
年
一
〇
月
五
日
、『
愛
盲
之
烽
火
』
と
い
う
著
を
編
集
し
奉
天
盲
人

福
祉
協
会
か
ら
上
梓
す
る
。
こ
こ
で
こ
の
著
作
を
紐
解
い
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
著
に
は
「
序
言
」（
奉
天

市
副
市
長
）
に
続
き
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
の
「
趣
意
書
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。「
趣
意
書
」
に
引
き
続
き
、
第

一
部
「
論
説
」
と
第
二
部
「
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
成
る
」、
そ
し
て
第
三
部
「
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
の
展
望
」
と

い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
趣
意
書
で
あ
る
が
、
そ
の
冒
頭
は
「
我
が
満
洲
帝
国
は
建
国
日
尚
ほ
浅
き
に
も
拘
ら
ず
国
運
頓
に
勃
興
し

之
に
伴
つ
て
我
が
奉
天
市
が
国
内
第
一
の
産
業
交
通
の
要
衝
と
し
て
飛
躍
的
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
事
は
誠
に
慶

賀
の
至
り
で
あ
り
ま
す
。
実
に
都
市
の
興
隆
は
国
力
の
消
長
を
卜
す
る
も
の
で
あ
り
ま
し
て
都
市
の
充
実
改
善
は

近
代
国
家
の
等
し
く
講
究
す
る
所
で
あ
り
ま
す
。
然
し
て
市
民
中
の
不
具
廃
疾
者
等
に
対
す
る
衛
生
保
護
教
育
等

の
所
謂
社
会
事
業
施
設
も
亦
競
つ
て
充
実
に
努
め
て
ゐ
る
所
で
あ
り
ま
す
」
と
し
て
、
次
の
様
に
論
じ
る
。

　

我
が
満
洲
国
に
於
き
ま
し
て
も
今
や
此
種
施
設
の
必
要
性
が
叫
ば
れ
既
に
成
果
の
見
る
べ
き
も
の
尠
く

あ
り
ま
せ
ん
。
然
る
に
独
り
盲
人
の
福
祉
施
設
に
至
つ
て
は
殆
ど
手
が
つ
け
ら
れ
て
ゐ
な
い
有
様
で
あ
り

ま
す
。
医
学
上
の
各
種
統
計
に
よ
り
ま
す
と
満
洲
国
人
の
過
半
数
は
ト
ラ
ホ
ー
ム
患
者
で
あ
つ
て
内
数
パ
ー

セ
ン
ト
は
失
明
し
て
居
り
、
之
に
傷
痍
や
諸
種
の
疾
患
に
よ
る
失
明
者
を
加
へ
れ
ば
恐
ら
く
満
洲
盲
人
の

数
は
数
十
万
に
達
す
る
で
あ
ら
う
と
思
は
れ
ま
す
。
速
か
に
眼
の
衛
生
思
想
の
普
及
と
失
明
の
防
止
を
図

ら
な
け
れ
ば
そ
の
将
来
は
実
に
憂
慮
す
べ
き
も
の
が
あ
り
ま
す
。
蓋
し
人
生
の
不
幸
失
明
に
勝
る
も
の
は

あ
り
ま
せ
ん
。
か
か
る
不
幸
な
盲
人
を
保
護
教
育
等
の
福
祉
施
設
に
よ
つ
て
精
神
的
経
済
的
に
自
力
更
生

せ
し
め
る
事
は
国
家
社
会
連
帯
の
義
務
で
あ
る
と
思
ひ
ま
す
。
又
現
に
視
力
の
低
下
と
失
明
者
の
増
加
は
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国
防
力
の
強
化
と
生
産
力
の
増
大
に
重
大
支
障
を
来
す
事
多
言
を
要
し
ま
せ
ん
。

　

茲
に
奉
天
市
が
官
民
協
力
し
て
他
都
市
に
率
先
し
失
明
の
防
止
と
盲
人
の
福
祉
増
進
に
寄
与
せ
ん
と
す
る

事
の
徒
爾
な
ら
ざ
る
を
確
信
致
し
ま
す
。
幸
ひ
に
貴
下
の
御
賛
同
を
得
て
本
計
画
の
実
現
を
見
る
事
が
出
来

ま
す
な
ら
ば
私
共
の
欣
快
之
に
過
ぐ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

　
　
　

何
卒
応
分
の
ご
支
援
を
切
望
い
た
し
ま
す
。　
　

康
徳
八
年
三
月
八
日

　

第
一
部
は
論
説
と
し
て
、
満
洲
医
科
大
学
医
院
長
で
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
理
事
で
も
あ
る
船
石
晋
一
が
「
満
洲

に
於
け
る
失
明
者
の
状
態
」
と
い
う
論
文
を
書
い
て
い
る
。
こ
の
船
石
論
文
に
続
き
大
村
は
、「
世
界
に
於
け
る

盲
人
福
祉
事
業
」
と
い
う
論
文
を
執
筆
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
「
こ
の
優
れ
た
る
特
性
感
覚
を
充
分
に
動
員
し
て

国
家
に
貢
献
せ
し
む
る
所
に
盲
教
育
や
福
祉
事
業
の
目
標
が
お
か
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
論
じ
、「
盲
人
と

職
業
」
に
ふ
れ
て
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。

出
来
得
る
限
り
広
い
範
囲
に
盲
人
の
徳
性
感
覚
を
活
用
し
得
る
生
産
的
な
仕
事
を
与
へ
て
彼
等
を
し
て
小
に

し
て
は
一
家
、
大
に
し
て
は
国
家
社
会
に
貢
献
し
得
る
と
の
自
信
を
持
た
し
む
る
と
共
に
そ
の
生
活
を
自
ら

の
手
に
よ
つ
て
保
証
せ
し
む
る
事
が
望
ま
し
い
。
そ
れ
に
は
欧
米
に
於
け
る
様
に
授
産
所
や
、
製
造
所
を
設

け
て
、
織
物
、
編
物
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
編
み
、
製
本
、
製
靴
、
等
に
従
事
せ
し
め
る
と
か
農
場
を
開
い
て
蔬
菜
、

果
樹
、
花
卉
等
の
栽
培
、
豕
、
山
羊
、
雉
、
兎
等
の
小
家
畜
の
飼
育
、
農
畜
産
加
工
等
を
や
ら
せ
る
と
か
言

つ
た
集
団
的
職
業
対
策
を
主
と
し
、
特
に
優
秀
な
者
は
進
ん
で
常
人
に
伍
し
、
職
場
に
入
ら
せ
る
と
か
高
等

の
学
校
に
学
ば
せ
て
智
的
職
業
に
従
事
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
人
生
の
汚
点
と
も
見
ら
れ
勝
ち
な
盲
人
が
国
家
有
用
の
人
的
資
源
と
し
て
明
朗
な
生
活
を
営
む
事

と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
単
に
彼
等
自
身
の
幸
福
と
な
る
ば
か
り
で
無
く
、
一
般
人
を
鼓
舞
激
励
し
、
社
会
全
体
を
明
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朗
に
す
る
で
あ
ら
う
」
と
論
じ
、
ま
た
職
業
対
策
の
み
が
、
盲
人
の
対
策
で
は
な
く
、
教
育
や
対
策
に
向
け
て
の

根
本
的
な
こ
と
を
付
随
し
て
行
う
必
要
性
を
説
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
福
祉
協
会
を
基
点
に
し
て
種
々

の
事
業
や
団
体
が
設
立
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

 （
二
）
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
の
設
立
と
展
開

　

既
述
し
た
よ
う
に
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
は
一
九
四
一
年
三
月
に
設
立
さ
れ
、
市
公
署
三
階
正
庁
に
お
い
て
設
立

の
式
典
が
挙
行
さ
れ
、
会
長
に
は
鄭
奉
天
市
長
が
、
副
会
長
に
多
田
晃
副
市
長
が
就
任
し
た
。
そ
し
て
常
務
理
事

に
龐
行
政
所
長
が
就
き
、
大
村
は
そ
の
主
事
、
そ
し
て
啓
明
学
園
園
長
と
し
て
任
命
さ
れ
て
い
る
。
協
会
の
当
面

の
最
重
点
事
業
と
し
て
啓
明
学
園
の
設
営
が
あ
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
そ
れ
は
一
一
月
一
日
に
開
校
さ
れ
る
に
至

る
。
ま
た
翌
年
一
〇
月
に
は
一
般
盲
人
の
自
治
的
組
織
「
盲
人
団
」
が
結
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
協
会
は
「
護

眼
運
動
」
や
「
眼
の
保
護
週
間
」
等
の
事
業
を
展
開
し
て
い
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
次
章
で
論
じ
る
こ
と
に

す
る
。

　

さ
て
、
こ
の
協
会
の
結
成
さ
れ
た
年
、
す
な
わ
ち
一
九
四
一
年
一
二
月
八
日
、
日
本
は
ハ
ワ
イ
真
珠
湾
を
攻
撃

し
、
米
英
に
対
し
て
宣
戦
布
告
を
し
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
突
入
し
て
い
く
。
こ
う
し
た
戦
争
に
よ
っ
て
生
じ
る

相
当
な
困
難
の
中
で
、
三
年
を
経
て
『
創
業
三
年
之
回
顧
』
と
い
う
著
作
を
上
梓
す
る
が
、
こ
の
事
業
に
つ
い
て

次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

今
や
大
陸
の
盲
人
も
永
世
の
眠
り
か
ら
醒
め
て
王
道
の
光
に
浴
し
、
大
東
亜
共
栄
の
栄
光
に
与
ら
ん
と
し
て

ゐ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
近
く
は
国
都
新
京
に
も
盲
人
福
祉
協
会
の
誕
生
を
見
ん
と
し
、
漸
次
国
内
各
区
域
の

愛
盲
の
聖
火
が
点
ぜ
ら
れ
る
こ
と
ゝ
思
わ
れ
ま
す
。
か
く
し
て
全
国
数
十
万
の
盲
人
に
国
家
の
恩
沢
が
及
び
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ま
す
な
ら
ば
そ
れ
は
盲
人
に
と
つ
て
の
幸
福
に
留
ら
ず
、
今
ま
で
盲
人
を
家
族
の
中
に
持
つ
て
絶
え
ざ
る
苦

悩
と
肩
身
の
せ
ま
さ
と
を
味
つ
て
ゐ
た
数
百
万
の
親
が
、
子
が
、
妻
が
、
夫
が
後
顧
の
憂
ひ
無
く
し
て
、
或

ひ
は
米
英
撲
滅
の
第
一
線
に
、
或
ひ
は
銃
後
の
生
産
増
強
に
勇
躍
邁
進
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
り
ま
せ
う
。

ま
た
本
事
業
に
依
つ
て
失
明
の
重
大
性
が
国
民
一
般
に
認
識
せ
ら
れ
、
国
民
挙
つ
て
貴
重
な
両
眼
を
愛
護
し

つ
ゝ
日
々
の
職
場
に
敢
闘
し
ま
す
な
ら
ば
国
力
の
増
大
と
聖
戦
の
完
遂
は
一
層
容
易
に
な
る
で
あ
り
ま
せ

う
。

　

そ
し
て
大
村
は
「
本
協
会
創
業
の
三
年
は
謂
は
ゞ
満
洲
盲
人
福
祉
事
業
の
試
作
時
代
で
あ
り
ま
し
た
。
世
界
の

各
国
は
そ
れ

巨
費
を
投
じ
て
事
業
の
完
璧
を
期
し
各
国
各
々
国
情
に
応
じ
て
事
業
に
特
徴
を
持
つ
て
ゐ
る
の

で
あ
り
ま
す
が
我
が
満
洲
国
の
如
き
民
族
協
和
の
王
道
国
家
に
於
て
は
お
の
ず
か
ら
他
国
に
類
を
見
ざ
る
新
機
軸

を
生
み
出
す
べ
き
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
意
味
に
於
て
本
協
会
過
去
三
年
の
経
験
は
誠
に
貴
重
な
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。
私
共
は
こ
の
経
験
を
充
分
に
生
か
し
、
将
来
世
界
文
化
の
最
高
峰
を
ゆ
く
我
が
満
洲
国
に
ふ
さ
わ
し
い
盲
人

福
祉
事
業
の
確
立
に
資
し
た
い
と
思
ひ
ま
す
」
と
抱
負
を
語
っ
て
い
る
。
満
洲
国
と
い
う
傀
儡
の
国
家
と
い
う
幻

想
は
み
ら
れ
ず
、
大
村
に
は
た
だ
懐
か
し
い
「
第
二
の
故
郷
」
と
い
う
認
識
が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
日

本
の
中
国
本
土
へ
の
侵
略
と
い
う
視
点
は
な
く
、
満
洲
は
日
本
の
延
長
上
に
あ
り
、
極
楽
王
土
の
「
満
州
国
」
建

国
と
い
う
認
識
が
強
く
発
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
満
洲
へ
の
認
識
は
当
時
の
多
く
の
日
本
人
の
も
っ
て
い
た

も
の
で
あ
ろ
う
し
、
大
村
は
政
治
的
課
題
よ
り
も
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
生
活
、
そ
し
て
彼
等
の
福
祉
の
課
題
に

果
敢
に
挑
戦
し
て
い
る
と
い
う
思
念
が
窺
が
わ
れ
る
。
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第
七
章　

満
洲
時
代
（
二
）―

奉
天
で
の
諸
事
業―

（
一
）
奉
天
省
盲
人
調
査

  

既
述
し
た
よ
う
に
大
村
は
一
九
四
四
年
に
『
創
業
三
年
之
回
顧
』
と
い
う
著
を
満
州
盲
人
協
会
か
ら
上
梓
す
る

が
、
こ
の
著
は
協
会
創
立
後
三
年
の
事
業
報
告
と
と
も
に
そ
の
成
果
の
発
表
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
こ
の
内
容
に
つ

い
て
少
し
論
じ
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
を
盲
人
調
査
、
啓
明
学
園
、
老
人
団
、
そ
し
て
そ
の
他
の
事
業
の

四
つ
に
つ
い
て
ふ
れ
て
お
き
た
い
。

　

第
一
の
「
盲
人
調
査
」
で
あ
る
が
、
こ
の
協
会
が
取
り
組
む
べ
き
調
査
は
、「
市
内
盲
人
の
実
態
調
査
」、「
盲

児
の
教
育
施
設
の
設
営
」、「
市
内
外
に
於
け
る
失
明
防
止
運
動
」で
あ
っ
た
。
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
が
さ
し
あ
た
り
、

重
要
な
事
業
と
し
て
い
る
の
が
盲
人
の
実
態
調
査
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
み
て
お
き
た
い
。
社
会
事
業
が

国
家
の
要
請
に
応
え
て
い
く
た
め
に
は
、「
事
業
対
象
と
な
る
べ
き
人
員
の
社
会
に
於
け
る
実
態
を
調
査
し
、
精

密
な
る
記
録
、
統
計
等
に
よ
つ
て
来
る
原
因
を
究
明
」
し
て
い
く
こ
と
が
第
一
に
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
そ
れ
に

基
づ
き
原
因
の
解
決
、
そ
し
て
組
織
的
方
法
で
も
っ
て
積
極
的
に
指
導
錬
成
が
必
要
で
あ
る
と
、
す
な
わ
ち
第
一

盲
人
調
査
、
第
二
失
明
防
止
、
第
三
に
教
育
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
ト
ラ
コ
ー
マ
疾
患
に
つ
い
て
詳
述
し
、
次

に
統
計
表
と
し
て
「
盲
人
統
計
表
」「
失
明
原
因
統
計
表
」「
失
明
年
齢
及
現
在
年
齢
統
計
表
」「
職
業
別
統
計
表
」

が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
奉
天
市
の
数
字
は
な
い
が
、「
奉
天
省
下
盲
人
数
統
計
表
」
を
掲
げ
て
お
く
。



34

奉天省下盲人數統計表

奉　天　市（未　了）
撫　順　市
遼　陽　市
鞍　山　市
營　口　市
本　溪　湖（未解答）
鐵　嶺　縣
瀋　陽　縣
鐵　嶺　縣
撫　順　縣
淸　原　縣
營　　　口（未解答）
康　平　縣
遼　中　縣
復　　　縣
遼　陽　縣
新　民　縣
海　城　縣
法　庫　縣
本 溪 湖 縣
興　京　縣
蓋　平　縣
　合　　　　計

　總　　　　計

種　　別
地　　名

全　　盲 準　　盲 半　　盲

  46
  99
  47
  66

  38
 193
 157
  56
  41

  83
 174
 145
 322
 625
 240
 112
  58
  55
 119
2676

   8
   3
   2
   1

   2
  16
   8
   8
  14

  10
   7
  11
   5
  53
  19
  11
   9
   6
   3
 196

   2
   4
   2
   5

  11
   9
  17
   1
   3

   4
   4
   7
   4
  19
   8
  16
   3
   2
   1
 122

2994

全
盲
ハ
明
暗
ヲ
辨
ゼ
ザ
ル
モ
ノ

準
盲
ハ
一
米
ノ
距
離
ニ
於
テ
指
ノ
數
ヲ
辨
別
シ
得
ザ
ル
モ
ノ

半
盲
ハ
一
米
乃
至
三
米
ノ
距
離
ニ
於
テ
指
ノ
數
ヲ
辨
別
シ
得
ザ
ル
モ
ノ

備　

老{
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（
二
）
啓
明
学
園
を
め
ぐ
っ
て

　

大
村
が
当
初
か
ら
奉
天
で
展
開
す
る
重
要
な
施
設
の
一
つ
は
啓
明
学
園
の
経
営
で
あ
っ
た
。
当
時
、
当
地
に
は

盲
人
の
施
設
と
し
て
英
国
の
宣
教
師
が
経
営
す
る
「
重
明
瞽
目
院
」
と
い
う
施
設
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
女
子
盲

児
の
施
設
で
男
子
の
も
の
が
必
要
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
一
九
四
一
年
一
一
月
に
開
園
式
を
挙
行
し
、
大
村
は
そ
の

園
長
と
な
っ
た
。
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
の
最
重
要
事
業
の
一
つ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
啓
明
学
園
は
奉
天
城
内

大
南
門
裡
の
前
学
舎
に
お
い
て
、鄭
禹
奉
天
市
長
ら
の
出
席
の
下
、開
校
式
を
挙
げ
た
。『
愛
盲
之
烽
火
』に
よ
れ
ば
、

こ
の
著
の
刊
行
が
一
〇
月
で
あ
る
の
で
、
ま
だ
学
校
開
校
の
準
備
段
階
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
『
創
業

三
年
之
回
顧
』
を
紐
解
け
ば
、
三
年
間
の
実
績
が
分
か
る
。
市
長
は
祝
辞
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
…
前
略
…
…
見
ら
る
ゝ
通
り
啓
明
学
園
の
発
足
は
甚
だ
小
規
模
で
あ
り
ま
す
。
然
し
乍
ら
大
樹
と
云
へ
ど

も
先
づ
小
さ
き
種
子
が
蒔
か
れ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
良
き
樹
木
を
得
る
た
め
に
は
良
き
種
子
を
蒔
か
な

く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
の
意
味
に
於
き
ま
し
て
啓
明
学
園
が
最
も
選
ば
れ
た
る
良
き
種
子
と
し
て
こ
の
地

に
蒔
か
れ
ま
し
た
こ
と
は
最
も
大
い
な
る
喜
び
で
あ
り
ま
す
。
願
く
は
こ
の
小
さ
き
種
子
が
天
の
恵
み
と
在

奉
天
官
民
諸
氏
の
御
協
力
に
依
り
ま
し
て
人
生
最
大
の
不
幸
を
換
へ
て
人
間
が
其
の
苦
難
を
如
何
に
突
破
し

得
る
か
と
云
ふ
尊
い
証
明
を
立
て
得
る
、
聖
な
る
道
場
た
ら
し
む
る
と
共
に
こ
れ
に
よ
り
多
く
の
目
の
見
え

る
一
般
学
生
児
童
を
鼓
舞
激
励
し
、
延
い
て
は
国
家
の
仁
徳
を
中
外
に
宣
揚
し
以
つ
て
王
道
楽
土
の
実
現
に

寄
与
せ
ん
と
欲
す
る
次
第
で
あ
り
ま
す
。 

　

開
校
当
時
は
五
名
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
増
加
し
三
年
後
に
は
二
七
名
と
な
っ
て
い
る
。
満
洲
最
初
の
盲
学
校

と
し
て
開
校
さ
れ
た
が
、
男
子
の
み
で
あ
っ
た
。
全
人
的
国
民
教
育
の
方
針
で
生
徒
は
す
べ
て
寄
宿
舎
で
生
活
し
、

「
家
庭
的
雰
囲
気
の
う
ち
に
規
律
的
錬
成
を
施
」
し
て
明
朗
快
濶
な
少
年
に
教
育
す
る
と
し
て
い
る
。
第
二
に
教
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材
は
国
民
学
校
の
そ
れ
に
準
拠
し
、
点
字
は
日
文
と
満
文
を
教
え
て
い
る
が
、
日
文
の
進
歩
が
著
し
い
と
し
て
い

る
。
第
三
に
情
操
教
育
と
し
て
ハ
ー
モ
ニ
カ
の
合
奏
を
教
え
て
い
る
。
第
四
に
作
業
科
に
お
い
て
木
工
や
毛
糸
編

み
、学
校
農
園
に
お
い
て
の
蔬
菜
花
卉
の
栽
培
、小
動
物
の
飼
育
、ま
た
上
級
に
な
れ
ば
按
摩
術
も
教
授
し
て
い
る
。

　

全
寮
制
で
あ
っ
た
の
で
、
大
村
と
と
も
に
妻
き
み
の
援
助
も
大
き
か
っ
た
。
後
年
き
み
は
「
言
語
、
習
慣
の
ち

が
う
異
国
で
、
自
分
の
子
供
の
ほ
か
に
三
十
名
近
い
、
目
は
見
え
な
い
が
非
常
に
元
気
で
優
秀
な
男
の
子
達
の
世

話
を
一
手
に
引
受
け
た
私
は
未
熟
な
信
仰
で
は
あ
り
ま
し
た
が
、
た
だ
ひ
た
む
き
に
主
に
つ
か
え
る
思
い
で
盲
児

た
ち
の
身
の
ま
わ
り
の
世
話
に
、
使
用
人
と
共
に
立
ち
働
い
た
も
の
で
し
た
。
一
つ
家
に
住
み
、
一
つ
釜
の
ご
は

ん
を
食
べ
て
す
ご
し
た
盲
児
た
ち
と
、
私
共
と
の
間
柄
は
、
ほ
ん
と
う
の
親
子
と
少
し
も
変
ら
ず
、
彼
ら
は
私
た

ち
を
〝
お
父
さ
ん
〞〝
お
母
さ
ん
〞
と
呼
ん
で
親
し
ん
で
く
れ
ま
し
た
」
と
回
顧
し
て
い
る
。

                                                                          

（
三
）
盲
人
団
に
つ
い
て

　

日
本
で
は
大
日
本
盲
人
会
が
結
成
さ
れ
て
い
た
が
、
満
洲
に
お
い
て
も
一
九
四
二
年
一
〇
月
三
〇
日
、
奉
天
盲

人
福
祉
協
会
の
傘
下
の
も
と
に
、「
盲
人
団
」
と
い
う
組
織
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

そ
の
「
結
成
趣
意
書
」

は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

大
東
亜
戦
争
の
勃
発
と
そ
の
戦
果
と
は
過
去
に
於
い
て
全
く
米
英
の
植
民
地
化
せ
ん
と
し
た
る
東
亜
の
天
地

に
東
亜
諸
民
族
が
相
寄
り
相
助
け
て
共
存
共
栄
の
新
秩
序
を
建
設
せ
ん
と
す
る
に
至
ら
し
め
た
り
。
こ
の
時

に
当
り
我
が
満
洲
国
は
建
国
十
周
年
を
慶
祝
す
る
と
共
に
親
邦
日
本
に
協
力
し
て
新
東
亜
の
建
設
に
絶
大
な

る
貢
献
を
な
し
つ
ゝ
あ
り
。
国
民
は
挙
げ
て
こ
の
回
天
の
偉
業
に
参
画
せ
ん
が
為
め
に
孜
々
営
々
と
し
て
生

業
に
い
そ
し
み
つ
ゝ
あ
り
。
実
に
国
家
が
個
人
に
期
待
す
る
所
今
日
の
如
く
大
な
る
は
無
し
。
我
等
盲
人
は
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不
幸
に
し
て
有
用
な
る
五
官
の
一
を
失
し
た
り
と
雖
も
尚
ほ
残
余
の
感
覚
を
以
つ
て
こ
れ
を
補
ひ
、
健
全
な

る
頭
脳
と
肉
体
と
を
以
つ
て
、
日
々
国
恩
の
下
に
生
を
楽
し
み
つ
ゝ
あ
り
、
何
ぞ
我
等
又
国
民
の
一
員
と
し

て
起
つ
て
滅
私
奉
公
の
実
を
挙
げ
得
ざ
る
。
こ
ゝ
に
於
い
て
か
我
等
は
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
の
麾
化
に
馳
せ

参
じ
、
盲
人
団
を
結
成
し
て
自
治
共
同
以
つ
て
相
互
の
福
祉
を
図
る
と
共
に
微
力
を
結
集
し
て
い
さ
ゝ
か
な

り
と
も
国
家
に
奉
仕
せ
ん
と
す
る
所
以
な
り
。
…
…
以
下
略
…
…                                          

　

そ
し
て
以
下
の
よ
う
な
事
項
を
申
し
合
わ
せ
て
い
る
。

一
、
吾
等
は
奉
天
省
下
各
県
地
区
盲
人
団
結
成
の
機
運
を
促
進
し
て
之
を
全
国
に
及
し
可
及
的
速
か
に
満

洲
帝
国
盲
人
会
（
仮
称
）
の
結
成
を
期
す
。

一
、
吾
等
は
満
洲
盲
人
の
名
に
於
て
本
年
度
中
に
軍
用
飛
行
機
の
献
納
を
期
す
。

一
、
吾
等
は
盲
人
団
運
動
を
協
和
会
運
動
に
合
流
す
る
こ
と
を
期
す
。    

一
、
吾
等
は
按
摩
、
卜
易
及
音
楽
の
特
殊
技
能
を
以
つ
て
軍
及
職
場
に
対
し
慰
問
奉
仕
の
実
践
を
期
す
。

一
、
吾
等
は
防
空
監
視
員
、
工
員
等
聴
覚
及
触
覚
を
活
用
し
得
る
勤
務
に
採
用
さ
れ
ん
こ
と
を
期
す
。

一
、
吾
等
は
満
洲
帝
国
盲
人
福
祉
協
会
の
早
期
実
現
を
期
す
。

  

こ
の
よ
う
に
盲
人
団
の
結
成
は
組
合
費
を
徴
収
し
、
団
員
同
志
の
福
祉
向
上
を
目
指
す
も
の
で
あ
り
、
例
え
ば

貧
困
家
庭
の
盲
児
を
啓
明
学
園
に
入
学
さ
せ
る
救
済
費
に
充
当
す
る
相
互
扶
助
的
な
役
割
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
同
時
に
、
こ
の
団
体
は
戦
争
へ
の
積
極
的
な
協
力
を
明
確
に
謳
っ
て
い
る
こ
と
も
看
過
す
べ
き
で
は
な
い
。

 

（
四
）
そ
の
他
の
事
業
、
傷
痍
軍
人
の
保
護

　
（
ⅰ
）
岩
橋
武
夫
の
招
聘
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一
九
四
三
年
、
盲
人
福
祉
協
会
の
理
事
会
は
盲
人
文
化
講
演
会
と
盲
人
福
祉
思
想
の
普
及
目
的
の
為
に
岩
橋
武

夫
と
宮
城
道
雄
の
満
洲
へ
の
招
聘
を
決
定
し
た
。
そ
の
た
め
に
大
村
は
同
年
三
月
、
久
し
ぶ
り
に
招
聘
の
為
に
妻

と
二
人
で
大
阪
に
行
っ
て
い
る
。
岩
橋
は
教
え
子
と
の
誼
で
も
あ
っ
た
か
、
招
聘
に
賛
同
し
た
が
、
宮
城
は
実
現

で
き
な
か
っ
た
。
そ
し
て
同
年
秋
に
岩
橋
武
夫
を
満
洲
の
地
に
迎
え
、
講
演
会
を
開
催
し
視
覚
障
害
者
の
福
祉
の

向
上
の
た
め
の
運
動
が
実
現
し
た
。
岩
橋
の
講
演
は
奉
天
、
新
京
、
ハ
ル
ピ
ン
、
錦
州
、
安
東
で
持
た
れ
、
そ
の

会
は
盛
況
で
あ
っ
た
。

　
（
ⅱ
）
眼
の
保
護
週
間

  

国
民
の
眼
に
対
す
る
衛
生
思
想
を
普
及
さ
せ
て
い
く
必
要
も
あ
っ
た
。
日
本
国
内
に
お
い
て
は
そ
の
一
環
と
し

て
失
明
防
止
運
動
は
中
央
盲
人
福
祉
協
会
の
主
唱
に
よ
っ
て
、
九
月
一
八
日
を
「
眼
の
記
念
日
」
と
し
て
全
国
的

に
展
開
さ
れ
て
い
た
。
奉
天
に
お
い
て
も
一
九
四
一
年
か
ら
九
月
一
八
日
を
中
心
と
す
る
一
週
間
を
保
護
週
間
と

し
て
開
始
さ
れ
て
い
た
。
一
回
目
は
都
市
を
中
心
に
実
施
さ
れ
た
が
、
二
年
目
は
市
の
外
郭
地
区
や
平
生
医
療
に

恵
ま
れ
な
い
と
こ
ろ
で
実
施
さ
れ
大
き
な
成
果
を
上
げ
た
。
四
三
年
の
第
三
回
目
は
政
府
の
計
画
「
厚
生
週
間
運

動
」
に
連
動
し
、
市
の
防
疫
科
と
共
に
ト
ラ
コ
ー
マ
、
結
核
及
び
花
柳
病
に
対
す
る
撲
滅
運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
運
動
、あ
る
い
は
事
業
は
失
明
の
原
因
疾
患
と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、効
果
が
あ
っ
た
と
報
じ
て
い
る
。

　
（
ⅲ
）
盲
人
文
化
展
覧
会

　

こ
れ
は
一
般
の
人
た
ち
へ
の
盲
人
文
化
の
啓
発
の
た
め
、
そ
の
実
情
を
知
ら
せ
て
い
く
事
業
で
あ
る
。

一
九
四
二
（
康
徳
九
）
年
が
満
洲
建
国
一
〇
周
年
に
あ
た
り
、
そ
れ
を
機
に
協
会
も
盲
人
文
化
博
覧
会
を
開
催
し

た
。
出
品
物
は
盲
教
育
に
関
す
る
資
料
、
盲
人
用
器
具
機
材
、
盲
人
製
作
品
、
盲
人
文
化
に
関
す
る
資
料
、
盲
人

職
業
に
関
す
る
資
料
、
失
明
軍
人
に
関
す
る
資
料
、
失
明
防
止
に
関
す
る
資
料
、
其
他
盲
人
福
祉
に
関
す
る
資
料
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と
な
っ
て
い
る
。

　
（
ⅳ
）
失
明
軍
人
の
事
業

　

大
村
は
敗
戦
の
色
が
か
な
り
濃
く
な
っ
た
一
九
四
五
年
五
月
、
奉
天
陸
軍
病
院
庶
務
課
長
陸
軍
軍
医
中
佐
の
訪

問
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
中
国
戦
線
で
眼
を
負
傷
し
た
兵
が
増
加
し
、
そ
の
再
教
育
と
生
活
訓
練
の
依

頼
で
あ
っ
た
。『
三
死
一
生
』
の
回
顧
に
よ
れ
ば
、
こ
の
中
佐
の
懇
願
に
心
を
動
か
さ
れ
て
週
二
回
ず
つ
、
陸
軍

に
出
向
し
数
十
名
の
失
明
兵
に
、
失
明
者
と
し
て
の
世
に
処
す
る
心
が
け
や
点
字
を
教
授
し
た
こ
と
が
記
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
後
さ
ら
に
失
明
兵
の
増
加
に
伴
い
奉
天
市
の
郊
外
の
満
鉄
の
休
憩
所
を
接
収
し
、
そ
こ
に
「
奉
天
失

明
軍
人
教
育
所
」
を
設
け
六
〇
余
名
を
移
し
た
。
管
理
者
は
田
中
陸
軍
中
尉
で
、 

大
村
は
教
官
に
任
じ
ら
れ
て
い

る
。
か
く
て
七
月
か
ら
こ
こ
に
宿
泊
し
指
導
に
あ
た
っ
た
と
あ
る
。
し
か
し
、「
そ
の
間
不
衛
生
な
城
内
の
生
活

の
中
で
、
家
で
は
二
人
の
女
児
を
失
」
う
と
い
う
不
幸
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、満
洲
で
の
盲
人
を
対
象
に
し
た
事
業
は
戦
争
の
影
を
落
と
し
な
が
ら
も
、軌
道
に
乗
り
つ
つ
あ
っ

た
が
、
一
方
、
戦
争
は
日
ご
と
に
激
し
さ
を
増
し
、
そ
の
終
末
は
決
定
的
と
な
っ
て
い
く
。
一
九
四
五
年
八
月

一
〇
日
の
ソ
連
の
参
戦
は
、
敗
色
が
濃
い
中
で
そ
れ
に
追
い
打
ち
を
か
け
、
敗
戦
を
決
定
づ
け
る
も
の
と
な
っ
た
。

一
四
日
、
大
村
一
家
は
身
重
の
妻
と
と
も
に
温
泉
地
五
竜
背
に
疎
開
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
翌
日
天
皇
の
放
送
「
詔

勅
」
を
聴
く
こ
と
に
な
る
。
五
竜
背
に
は
共
産
党
八
路
軍
が
駐
留
し
、
一
応
生
活
は
安
定
し
た
。
九
月
四
日
に
無

事
、
女
児
を
出
産
し
、
め
ぐ
み
と
命
名
さ
れ
た
。
そ
し
て
翌
九
月
に
引
き
上
げ
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま

り
敗
戦
か
ら
こ
の
五
竜
背
に
お
い
て
約
一
年
間
生
活
し
た
の
で
あ
る
。
気
に
な
る
啓
明
学
園
は
戦
後
、
奉
天
市
に

移
管
さ
れ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
宣
教
会
経
営
の
「
重
明
女
盲
院
」
と
合
併
し
、「
瀋
陽
市
盲
校
」
と
し
て
継
続
し
て

い
る
。
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第
八
章　

戦
後―

シ
ロ
ア
ム
教
会
の
創
設

（
一
）
シ
ロ
ア
ム
教
会
の
設
立  

　

さ
て
大
村
は
戦
後
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
引
き
上
げ
船
に
て
凡
そ
六
年
ぶ
り
に
故
国
の
土
を
踏
ん
だ
。
恐
ら

く
彼
が
感
じ
た
心
の
景
色
は
焼
け
野
原
か
ら
懸
命
に
生
き
て
い
る
日
本
人
の
姿
で
あ
っ
た
ろ
う
。
廃
墟
の
中
で
如

何
に
行
く
べ
き
か
を
大
村
は
新
し
い
生
き
方
を
こ
の
日
本
で
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
当
初
大
村

一
家
が
身
を
寄
せ
た
の
は
兄
の
阿
佐
ヶ
谷
の
牧
師
館
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
大
村
は
家
族
や
旧
友
の
好
本
督
ら
と
の

再
会
を
と
お
し
て
、
今
自
分
が
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
原
点
に
戻
り
、
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
誠
実
に
生

き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
か
く
て
大
村
は
神
学
専
門
学
校
（
現
東
京
神
学
大
学
）
の
聴
講
生
に
な
り
、
神
学

の
研
究
を
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
神
学
を
修
め
た
あ
と
補
教
師
の
試
験
に
合
格
し
、
日
本
キ

リ
ス
ト
教
団
の
補
教
師
に
就
い
た
。
ま
た
恩
師
岩
橋
の
紹
介
も
あ
り
、
当
時
盲
人
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
会
、
東
京
盲

人
会
館
（
現
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
協
会
）
と
も
関
係
を
持
ち
、
盲
人
た
ち
へ
の
伝
道
活
動
を
中
心
に
据
え
る
よ
う
に

な
っ
た
。
ま
た
会
館
内
で
、
中
途
失
明
者
に
対
し
て
英
語
や
点
字
を
教
授
し
て
い
っ
た
が
、
こ
こ
で
聖
書
研
究
会

を
主
宰
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
シ
ロ
ア
ム
教
会
の
原
点
と
も
な
っ
た
。
そ
し
て
阿
佐
ヶ
谷
か
ら
高
田
馬

場
の
ほ
ど
近
い
と
こ
ろ
に
家
（「
真
珠
の
家
」）
を
取
得
し
た
。

　

こ
の
よ
う
な
経
緯
の
も
と
、一
九
四
八
（
昭
和
二
三
）
年
に
、シ
ロ
ア
ム
伝
道
所
を
開
設
す
る
こ
と
に
な
る
。「
か

く
し
て
一
九
四
八
年
六
月
十
日
主
の
日
に
、
盲
人
会
館
二
階
の
講
堂
に
お
い
て
、
シ
ロ
ア
ム
伝
道
所
の
創
立
礼

拝
が
、
盲
人
求
道
者
を
中
心
に
、
な
り
立
て
の
伝
道
師
、
私
の
司
式
に
よ
っ
て
と
り
行
わ
れ
た
。
説
教
者
に
は
兄

勇
教
師
が
迎
え
ら
れ
た
。
教
区
主
事
佐
藤
春
吉
牧
師
が
、
教
区
山
谷
省
吾
先
生
の
祝
辞
を
代
読
さ
れ
た
」
と
あ
る
。
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日
曜
礼
拝
は
こ
の
盲
人
会
館
で
、
祈
祷
会
は
近
く
の
「
真
珠
の
家
」
で
守
り
続
け
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
ま

た
新
し
く
礼
拝
堂
も
新
築
さ
れ
て
、
五
〇
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
は
新
礼
拝
堂
で
執
り
行
わ
れ
た
。
そ
し
て
牧
師
館
も

新
築
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
五
二
年
に
は
シ
ロ
ア
ム
幼
稚
園
を
設
立
し
、
そ
の
園
長
と
も
な
っ
た
。「
善
永
が
牧

師
と
し
て
、
こ
の
三
十
年
間
教
会
に
仕
え
た
中
で
、
最
も
教
勢
が
上
り
、
教
会
内
に
活
気
が
満
ち
あ
ふ
れ
て
い
た

の
は
一
九
六
〇
〜
六
八
年
の
こ
ろ
で
、
元
気
の
よ
い
若
者
た
ち
が
多
く
出
入
り
し
て
い
ま
し
た
」
と
あ
る
。
そ
の

後
は
多
く
の
宣
教
師
や
支
援
の
学
生
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ら
に
よ
っ
て
シ
ロ
ア
ム
教
会
は
支
え
ら
れ
て
い
っ
た
。

（
二
）「
日
本
盲
人
会
連
合
」
と
「
日
本
盲
人
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
協
議
会
」

　

こ
こ
で
戦
後
の
視
覚
障
害
者
福
祉
に
眼
を
転
じ
て
み
る
と
、「
盲
人
の
文
化
的
、
経
済
的
向
上
と
社
会
的
地
位

の
躍
進
を
図
り
、
進
ん
で
平
和
日
本
建
設
の
た
め
、
真
に
人
道
的
使
命
に
立
脚
し
、
社
会
公
共
の
た
め
に
寄
与

せ
ん
」、
と
す
る
理
想
を
掲
げ
一
九
四
八
年
八
月
一
七
日
と
翌
日
、
大
阪
府
下
貝
塚
市
に
お
い
て
全
国
か
ら
七
〇

人
の
参
加
を
得
て
「
日
本
盲
人
会
連
合
」（「
日
盲
連
」）
が
組
織
さ
れ
、
結
成
大
会
が
催
さ
れ
た
。
そ
し
て
会
長

に
は
岩
橋
武
夫
が
就
任
し
、
大
村
は
理
事
と
し
て
「
渉
外
部
長
」
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
ま
た
こ
の
年
の
大
き

な
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
、
八
月
末
に
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
二
度
目
の
来
日
が
あ
っ
た
。
日
盲
連
の
結
成
は
こ
の
ヘ
レ

ン
・
ケ
ラ
ー
の
来
日
を
意
識
し
て
結
成
さ
れ
た
如
く
、
来
日
歓
迎
の
宣
言
と
決
議
が
な
さ
れ
た
。
宣
言
に
は
「
時

は
来
た
。
新
時
代
の
太
陽
は
昇
ら
ん
と
し
て
い
る
。
今
回
、
は
る
ば
る
来
朝
せ
ん
と
す
る
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
女
史

の
、
献
身
的
愛
盲
の
赤
誠
に
応
へ
、
こ
こ
に
挙
国
的
な
盲
界
の
一
大
統
合
を
期
し
た
我
等
は
、
敗
戦
の
混
迷
と
彷

徨
よ
り
起
ち
上
り
、
盲
人
の
文
化
的
、
経
済
的
向
上
と
、
社
会
的
地
位
の
躍
進
を
図
り
、
進
ん
で
平
和
日
本
建
設

の
た
め
、
真
に
人
道
的
使
命
に
立
脚
し
、
社
会
公
共
の
た
め
に
寄
与
せ
ん
こ
と
を
誓
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
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こ
う
し
た
戦
後
の
視
覚
障
害
者
た
ち
の
運
動
に
も
大
村
は
参
加
し
て
い
る
。
こ
の
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
来
日
を
契

機
に
し
て
、
翌
年
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
が
日
の
目
を
み
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

大
村
の
戦
後
の
福
祉
活
動
を
語
る
と
き
、も
う
一
つ
の
運
動
を
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は「
日

本
盲
人
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
協
議
会
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
協
議
会
の
前
身
と
し
て
、
戦
前
か
ら
「
盲
人
基
督
信

仰
会
」
と
い
う
存
在
が
あ
っ
た
。
戦
後
、
既
述
の
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
来
日
に
際
し
、
ジ
ョ
ン
・
ミ
ル
ト
ン
協
会
総

主
事
の
ス
ト
フ
ァ
ー
夫
妻
も
来
日
し
、
ス
ト
フ
ァ
ー
は
「
盲
聾
唖
の
福
祉
」
に
つ
い
て
各
地
を
講
演
し
た
。
こ
れ

が
契
機
と
な
っ
て
一
九
五
〇
年
八
月
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
と
盲
人
側
の
双
方
が
出
席
し
、
日
本
盲
人
キ
リ
ス
ト

教
伝
道
協
議
会
の
発
起
人
会
が
開
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
か
ら
は
、
友
井
禎
（
総
主
事
）、

柏
井
光
蔵
（
伝
道
部
長
）、
高
橋
良
（
主
事
）
が
出
席
し
、
盲
人
側
か
ら
は
好
本
督
、
中
村
京
太
郎
、
熊
谷
鉄
太
郎
、

喜
久
田
倫
章
、
今
村
幾
太
ら
と
共
に
大
村
も
出
席
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
五
一
年
七
月
、
箱
根
に
お
い
て
日
本
盲

人
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
協
議
会
の
創
立
総
会
が
持
た
れ
、
こ
こ
に
全
国
的
な
組
織
が
な
り
、
盲
人
伝
道
は
さ
ら
な
る

展
開
を
み
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
の
総
会
で
盲
人
側
か
ら
選
出
さ
れ
た
代
表
者
は
一
四
名
で
、
こ
の
内
、
熊

谷
鉄
太
郎
、
岩
橋
武
夫
、
本
間
一
夫
、
大
村
善
永
、
瀬
尾
真
澄
の
五
名
が
関
学
の
出
身
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の

委
員
長
に
は
好
本
督
が
副
委
員
長
に
柏
井
光
蔵
が
就
き
、
今
駒
泰
成
が
事
務
局
の
活
動
を
遂
行
し
て
い
っ
た
。
ち

な
み
に
そ
の
後
、
好
本
が
英
国
に
帰
国
し
た
後
は
柏
井
が
一
九
七
四
（
昭
和
四
九
）
年
一
二
月
ま
で
そ
の
職
に
つ

い
て
い
る
。
大
村
も
中
央
委
員
と
し
て
春
秋
の
巡
回
伝
道
に
お
い
て
、
盲
学
校
や
教
会
で
の
伝
道
集
会
に
出
か
け

東
奔
西
走
の
日
々
を
送
る
こ
と
に
な
る
。

　

し
か
し
大
村
も
病
と
歳
に
は
勝
て
な
か
っ
た
。
一
九
七
八
年
四
月
二
日
、
湯
河
原
の
万
葉
荘
で
行
わ
れ
て
い
た

関
東
地
区
盲
信
徒
修
養
会
で
の
説
教
の
席
上
で
倒
れ
た
。
そ
の
後
診
断
の
結
果
脳
腫
瘍
が
原
因
で
あ
っ
た
が
、
八
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月
に
手
術
を
し
快
復
す
る
。
人
生
三
回
目
の
「
死
」
と
の
闘
い
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
後
八
一
年
に
は
隠
退
し
名
誉

牧
師
と
な
っ
た
。
そ
し
て
大
村
は
八
九
年
二
月
二
二
日
、
八
五
歳
で
も
っ
て
天
に
召
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

シ
ロ
ア
ム
教
会
は
大
村
の
没
後
も
二
〇
〇
八
年
六
月
に
「
創
立
六
〇
周
年
記
念
礼
拝
」
を
執
り
行
い
、現
在
に
至
っ

て
い
る
。

お
わ
り
に

  

以
上
大
急
ぎ
で
大
村
善
永
の
生
涯
と
そ
の
事
業
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
。
比
較
的
裕
福
な
家
に
誕
生
し
な
が
ら

も
、
幼
い
時
に
満
洲
に
住
む
叔
父
の
家
に
養
子
に
や
ら
れ
、
異
国
の
地
で
少
年
時
代
を
過
ご
し
、
中
学
を
卒
業
し
、

岡
山
の
六
校
に
入
学
し
夢
多
き
学
窓
生
活
を
送
ろ
う
と
し
て
い
た
矢
先
、
眼
を
患
い
退
学
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。

失
意
に
中
で
今
度
は
朝
鮮
に
て
農
業
に
励
む
も
、
今
度
は
マ
ラ
リ
ヤ
が
も
と
で
完
全
に
光
を
失
い
仕
事
を
断
念
せ

ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
中
、
大
村
は
聖
書
と
共
に
点
字
を
取
得
し
新
し
く
生
き
て
い
く
こ
と
を
決
心
し

て
い
く
。
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
や
岩
橋
武
夫
の
生
き
方
が
彼
の
羅
針
盤
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
意
を
決
し
て
大

阪
に
出
て
、
関
西
学
院
に
学
ぶ
こ
と
に
な
る
。
英
文
学
を
専
攻
し
四
年
間
勉
学
に
励
み
、
卒
業
後
は
横
浜
訓
盲
院

で
教
育
職
と
し
て
働
く
。
日
本
が
世
界
大
恐
慌
、
昭
和
恐
慌
、
満
洲
事
変
、
五
・
一
五
事
件
、
二
・
二
六
事
件
、
日

中
戦
争
等
々
、
一
五
年
戦
争
と
い
う
激
動
期
の
青
春
時
代
で
あ
っ
た
。

　

横
浜
訓
盲
院
も
一
九
四
〇
年
に
辞
め
て
、
再
度
満
洲
の
土
を
踏
む
こ
と
に
な
る
。
彼
が
気
に
な
っ
た
の
は
日
本

で
な
く
満
洲
に
住
む
視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
々
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
彼
に
は
日
本
政
府
の
満
洲
政
策
に

つ
い
て
、
ど
れ
ほ
ど
見
え
て
い
た
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
の
こ
と
が
政
治
を
超
え
て
気
に
か
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か
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
奉
天
（
瀋
陽
）
で
の
時
代
は
太
平
洋
戦
争
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
彼
は
こ
こ
で
奉
天
盲

人
福
祉
協
会
で
の
事
業
、
そ
し
て
啓
明
学
園
と
い
う
視
覚
障
害
の
子
供
た
ち
の
学
校
を
創
設
し
、
そ
の
事
業
に
打

ち
込
ん
で
い
っ
た
。
し
か
し
日
本
は
敗
戦
を
迎
え
て
、
帰
国
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

帰
国
後
は
日
本
盲
人
会
連
合
や
日
本
盲
人
キ
リ
ス
ト
教
伝
道
協
議
会
の
設
立
に
関
与
し
、
信
仰
と
福
祉
事
業
に

関
わ
り
な
が
ら
、
一
方
で
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
者
と
し
て
、
東
京
に
シ
ロ
ア
ム
教
会
を
設
立
し
、
あ
る
い
は
盲
人

伝
道
に
粉
骨
砕
身
し
牧
会
活
動
を
中
心
に
生
き
て
い
っ
た
。
大
村
は
晩
年
に
自
叙
伝
『
三
死
一
生
』
の
執
筆
に
多

く
の
労
力
を
費
や
し
た
。
大
村
は
そ
の
末
尾
を
「
三
回
の
死
に
直
面
し
な
が
ら
、
不
思
議
に
も
守
ら
れ
、
助
け
ら

れ
て
今
日
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
、
主
が
私
に
な
し
給
う
た
愛
の
奇
跡
で
あ
る
。
唯
聖
名
を
崇
め
、
主
を
讃

美
し
た
い
」
と
い
う
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。

　

こ
の
小
論
は
「
は
じ
め
に
」
で
も
断
っ
た
よ
う
に
、
大
村
の
生
涯
と
そ
の
事
績
に
つ
い
て
概
略
を
記
し
た
に
過

ぎ
な
い
。
大
村
に
つ
い
て
の
史
料
を
ま
だ
渉
猟
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
の
点
字
雑
誌『
黎
明
』

に
も
執
筆
し
て
お
り
、
そ
う
し
た
史
料
を
利
用
し
て
い
な
い
。
大
村
研
究
の
深
化
は
今
後
の
課
題
と
し
、
所
期
の

目
的
を
達
し
た
今
、
一
先
ず
擱
筆
す
る
こ
と
と
す
る
。

【
注
】

（
１
）
代
表
的
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
と
、
熊
谷
鉄
太
郎
に
つ
い
て
は
、
玉
田
敬
次
『
熊
谷
鉄
太
郎
』（
日
本
盲
人
福
祉

研
究
会
、
一
九
八
五
）
が
ま
と
ま
っ
た
伝
記
と
し
て
あ
る
。
岩
橋
武
夫
に
つ
い
て
は
、
関
宏
之
『
岩
橋
武
夫
』（
日

本
盲
人
福
祉
研
究
会
、
一
九
八
三
）、
拙
論
「
岩
橋
武
夫
研
究
覚
書―
そ
の
歩
み
と
業
績
を
中
心
に
」『
関
西
学

院
大
学
人
権
研
究
』（
第
一
三
号
）
等
が
あ
る
。
ま
た
『
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
四
十
年
史
』（
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
、
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一
九
七
二
）
や
日
本
ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス
21
世
紀
研
究
会
編
『
わ
が
国
の
障
害
者
福
祉
と
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
』（
教
育

出
版
、
二
〇
〇
二
）
も
岩
橋
の
業
績
全
般
に
ふ
れ
て
い
る
。　

（
２
）
本
間
一
夫
に
つ
い
て
は
池
田
澄
子
『
愛
の
点
字
図
書
館
長
：
全
盲
を
の
り
こ
え
て
日
本
点
字
図
書
館
を
作
っ
た
本

間
一
夫
』（
偕
成
社
、
一
九
九
四
）、
古
澤
敏
雄
『
本
間
一
夫
こ
の
人
、
そ
の
時
代
』（
善
本
社
、
一
九
九
七
）
等

が
あ
る
。
ま
た
高
尾
正
徳
に
関
し
て
は
彼
の
業
績
を
讃
え
て
『
追
悼
文
集　

光
を
も
と
め
て
』（
島
根
ラ
イ
ト
ハ

ウ
ス
、
一
九
九
〇
）
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。
関
学
の
出
身
者
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
た
拙
稿
「
関
西
学
院
に
お

け
る
福
祉
の
系
譜―

戦
前
を
中
心
に
し
た
素
描―

」『
社
会
福
祉
学
の
展
望
』（
相
川
出
版
、
二
〇
一
二
）
も
参

看
さ
れ
た
い
。

（
３
）
こ
の
論
文
は
『
視
覚
障
害
』
第
二
八
一
号
（
二
〇
一
一
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
ほ
か
に
彼
の
生
涯
を
簡
単

に
ふ
れ
た
も
の
と
し
て
阿
佐
博
「
大
村
善
永
」『
道
ひ
と
す
じ　

昭
和
を
生
き
た
盲
人
た
ち
』（
あ
づ
さ
書
店
、

一
九
九
三
）
一
三
五
〜
一
四
〇
頁
、
が
あ
る
。
ま
た
最
近
、
関
西
学
院
大
学
出
版
会
か
ら
英
文
で
出
版
さ
れ
た

Chizuru Saeki

の
著SIG

H
T

L
E

SS A
M

B
A

SSA
D

O
R

S 

は
大
村
の
満
洲
で
の
事
業
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
著

の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
は
「Iw
ahashi T

akeo and H
is Follow

er's Cultural D
iplom

acy through Social 
W
elfare for the Blind in A

sia, 1937
ー1957

」
で
あ
り
、
福
祉
史
と
い
う
よ
り
政
治
文
化
史
的
な
分
析
が

興
味
深
い
。

（
４
）
こ
の
大
村
の
自
伝
『
三
死
一
生
』（
ぎ
ょ
う
せ
い
、
一
九
八
八
）
は
、
彼
の
妻
き
み
の
語
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、 

あ
る
日
、
大
村
が
書
き
溜
め
た
点
字
の
原
稿
を
前
に
し
て
次
の
様
に
語
っ
た
と
い
う
。「
こ
れ
を
墨
字
に
直
し
た

い
の
だ
が
、
書
い
て
く
れ
な
い
か
。
自
分
は
中
途
失
明
者
と
し
て
人
並
で
は
な
い
言
わ
ば
苦
難
の
道
を
歩
ん
で

来
た
。
苦
難
の
道
と
は
言
え
、
い
つ
も
主
が
先
に
立
ち
給
う
て
手
を
と
っ
て
共
に
歩
ん
で
く
だ
さ
っ
た
。
そ
の

こ
と
の
証
し
を
さ
せ
て
頂
き
た
い
事
と
、
誠
に
至
ら
ぬ
者
で
あ
っ
た
が
、
自
分
が
こ
の
世
に
生
き
て
い
た
と
い

う
し
る
し
を
残
し
た
く
て
、
数
年
前
か
ら
少
し
づ
つ
書
き
溜
め
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
点
字
で
は
ど
う
に
も
な

ら
な
い
か
ら
墨
字
に
書
き
直
し
て
く
れ
な
い
か
」（
一
三
八
頁
）
と
。
こ
う
し
た
彼
の
想
い
が
込
め
ら
れ
た
も
の
で
、
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か
つ
夫
婦
の
証
し
と
も
い
え
る
自
伝
で
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
自
伝
で
あ
る
が
故
に
、
思
い
違
い
や
当
時
の
回
顧

が
合
理
化
さ
れ
て
い
る
点
が
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
出
来
る
だ
け
客
観
的
に
見
て
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は

い
う
ま
で
も
な
い
。

（
５
）「
滿
洲
」
は
周
知
の
と
お
り
、
地
域
と
し
て
は
現
在
の
中
国
東
北
部
に
位
置
す
る
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の

言
葉
の
意
味
を
考
慮
し
「
満
州
」
で
な
く
「
満
洲
」
と
表
示
し
て
お
く
。
ま
た
地
名
に
つ
い
て
で
あ
る
が
奉
天
（
現

瀋
陽
市
）
等
を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。
満
洲
関
係
の
も
の
は
今
、
多
く
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
さ
し
あ
た
り
滿

洲
の
歴
史
に
つ
い
て
は
小
林
英
夫
『〈
満
洲
〉
の
歴
史
』（
講
談
社
、
二
〇
〇
八
）
等
を
主
に
参
照
し
た
。

（
６
）『
日
本
キ
リ
ス
ト
教
歴
史
大
事
典
』（
教
文
館
、
一
九
九
三
）
の
「
山
梨
県
」（
一
四
四
二
頁
）
の
項
を
参
照
。

（
７
）『
三
死
一
生
』
一
五
頁
。

（
８
）
同
右
、
一
六
頁
。

（
９
）
同
右
、
同
頁
。

（
10
）
同
右
、
一
九―

二
〇
頁
。

（
11
）
同
右
、
二
四
頁
。

（
12
）
同
右
、
三
四
頁
。

（
13
）
同
右
、
三
六
頁
。

（
14
）
同
右
、
四
〇
頁
。

（
15
）『
関
西
学
院
新
聞
』
第
四
〇
号
（
一
九
二
九
年
五
月
二
〇
日
）。                            

（
16
） 『
三
死
一
生
』
四
四
頁
。

（
17
）
同
右
、
四
四
頁
。

（
18
）『
関
西
学
院
新
聞
』
大
学
昇
格
祝
賀
号
（
一
九
三
二
年
一
二
月
二
〇
日
）。

（
19
）『
三
死
一
生
』、
四
九
頁
。

（
20
）
こ
の
大
村
の
卒
業
論
文
は
関
西
学
院
史
編
纂
室
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
表
紙
に
は
「A

 Study on K
eats's 
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O
des as T

he Graduation T
hesis by Y

. O
m
ura 1933

」
と
タ
イ
プ
で
記
さ
れ
て
お
り
、
本
文
は
と
こ
ろ
ど

こ
ろ
に
修
正
が
入
っ
て
い
る
。

（
21
）『
関
西
学
院
新
聞
』
第
八
六
号
（
一
九
三
三
年
三
月
二
〇
日
）
に
は
第
四
三
回
卒
業
式
の
模
様
が
報
じ
ら
れ
て
い
る
。

ベ
ー
ツ
院
長
は
卒
業
生
に
「
卒
業
後
も
関
西
学
院
の
数
年
の
生
活
に
於
て
体
得
せ
ら
れ
た
自
由
と
キ
リ
ス
ト
教

的
愛
の
精
神
を
根
底
に
大
い
に
社
会
に
活
躍
せ
ら
れ
る
や
う
と
卒
業
生
を
鼓
舞
す
る
辞
を
述
べ
ら
れ
た
」
と
報

じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
卒
業
生
名
簿
が
あ
り
、
大
村
は
英
文
学
科
三
〇
名
の
中
で
秋
田
正
男
、
生
島
泰
蔵
と
と

も
に
名
前
の
上
に
「
優
秀
」
と
い
う
二
文
字
が
付
さ
れ
て
あ
る
。　
　
　

（
22
）
横
浜
訓
盲
院
に
つ
い
て
は
横
浜
訓
盲
院
『
光
を
求
め
て
九
十
年
』（
横
浜
訓
盲
院
、一
九
七
九
）
を
主
に
参
照
し
た
。

横
浜
訓
盲
院
は
一
八
八
九
年
（
明
治
二
二
）
年
九
月
二
六
日
、
ア
メ
リ
カ
人
ミ
セ
ス
Ｃ
・
Ｐ
・
ド
レ
ー
パ
ー
に
よ
っ

て
キ
リ
ス
ト
教
主
義
の
盲
人
保
護
施
設
・
機
関
と
し
て
「
盲
人
福
音
会
」
と
い
う
名
称
で
創
設
さ
れ
、
一
九
〇
〇

年
に
神
奈
川
県
よ
り
私
立
学
校
と
し
て
認
可
さ
れ
「
横
浜
基
督
教
訓
盲
院
」
と
改
称
さ
れ
た
。
一
九
二
四
年 

文

部
省
よ
り
私
立
盲
学
校
と
し
て
許
可
さ
れ
「
横
浜
訓
盲
院
」
と
改
称
さ
れ
た
。

（
23
）『
光
を
求
め
て
九
十
年
』
一
六
三
頁
。

（
24
）
同
右
、
一
六
三
〜
一
六
四
頁
。

（
25
）『
三
死
一
生
』
五
六
頁
。

（
26
）
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
の
日
本
で
の
講
演
や
満
洲
へ
の
行
程
に
つ
い
て
は
、
岩
橋
英
行
『
青
い
鳥
の
う
た
』（
日
本
放

送
出
版
協
会
、一
九
八
〇
）
に
詳
し
い
。
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー
が
下
関
か
ら
釜
山
へ
と
向
か
っ
た
の
は
七
月
一
一
日
で
、

既
に
日
中
戦
争
は
勃
発
し
、
奉
天
、
大
連
に
は
行
っ
た
が
、
南
京
、
北
京
に
は
行
け
ず
、
日
本
に
引
き
返
す
こ

と
に
な
る
（
同
書
、
八
七
頁
）。

（
27
）
例
え
ば
、『
三
死
一
生
』
に
お
い
て
「
訓
育
院
で
は
昼
や
す
み
に
な
る
と
男
子
職
員
が
土
手
の
芝
生
に
あ
ぐ
ら
を

か
い
て
、
盛
ん
に
戦
争
批
判
を
た
た
か
わ
せ
た
。
残
念
な
こ
と
に
大
多
数
が
好
戦
論
、
私
た
ち
は
二
、三
人
だ
け

が
非
戦
論
で
あ
っ
た
」（
五
六
頁
）、
あ
る
い
は
「
そ
の
中
で
戦
争
反
対
を
主
張
し
て
い
た
私
の
立
場
は
い
つ
も
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孤
独
で
あ
っ
た
」（
五
七
頁
）
と
あ
る
。

（
28
）『
三
死
一
生
』
五
七
頁
。

（
29
）
手
塚
竜
磨
「
日
本
に
お
け
る
平
和
運
動
推
進
の
先
駆
者
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ボ
ー
ル
ズ
」『
英
学
史
の
周
辺
』（
吾
妻
書

房
、
一
九
六
八
）
に
よ
れ
ば
、
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ボ
ー
ル
ズ
（Bow

les, Gilbert 1869-1960

）
は
米
国
ア
イ
オ
ワ

州
で
生
ま
れ
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
友
会
の
宣
教
師
と
し
て
、
一
九
〇
一
年
に
夫
妻
で
来
日
。
普
連
土
女
学
校

の
理
事
長
と
し
て
、
ま
た
日
語
文
化
学
校
の
創
設
、
日
本
キ
リ
ス
ト
教
友
会
の
組
織
化
に
尽
力
し
た
が
、「
平
和

運
動
の
推
進
者
」（
二
〇
五
頁
）
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
ボ
ー
ル
ズ
は
「
無
二
の
親
友
で
あ
っ
た
新
渡

戸
稲
造
と
と
も
に
ク
エ
カ
ー
主
義
に
も
と
づ
く
絶
対
平
和
運
動
に
挺
身
し
『
太
平
洋
の
か
け
は
し
』
と
な
っ
て

平
和
の
維
持
に
つ
と
め
た
け
れ
ど
も
、
つ
い
に
日
米
間
の
開
戦
と
な
り
帰
国
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
」（
二
〇
七
頁
）。

大
村
が
こ
こ
で
彼
の
平
和
思
想
の
影
響
を
受
け
た
こ
と
も
推
察
さ
れ
る
が
、
満
洲
で
直
接
的
に
は
平
和
運
動
を

し
て
い
な
い
。
し
か
し
ボ
ー
ル
ズ
も
期
待
し
た
よ
う
に
、
滿
洲
で
の
盲
人
に
対
す
る
活
動
そ
の
も
の
が
、
平
和

と
関
係
す
る
と
い
う
認
識
で
は
な
か
っ
た
か
。

（
30
）
大
村
勇
編
『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』（
一
九
四
〇
）
二
五
頁
。

（
31
）
同
右
、
二
〜
三
頁
。

（
32
）
同
右
、
三
頁
。

（
33
）「
満
洲
盲
人
保
護
並
び
に
教
育
に
関
す
る
建
白
書
」『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』
五
〜
一
一
頁
。

（
34
）
大
村
が
提
出
し
た
建
白
書
に
対
す
る
回
答
に
「
し
か
る
と
こ
ろ
満
洲
国
は
建
国
以
来
日
尚
浅
く
、
諸
種
の
対
策
に

よ
う
や
く
手
を
つ
け
初
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
と
く
に
盲
人
な
ど
障
害
者
に
対
す
る
施
策
は
一
刻
も
ゆ
る
が
せ

に
な
し
得
な
い
こ
と
を
痛
感
し
て
お
り
、
貴
方
に
お
い
て
地
方
的
事
業
の
開
発
に
尽
力
さ
れ
ん
こ
と
を
期
待
す

る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
た
主
旨
が
記
さ
れ
て
お
り
、「
対
満
事
務
局
を
通
じ
、
以
上
の
よ
う
な
回
答
を
受
け
取
っ

た
私
は
、
滿
洲
国
内
最
大
の
人
口
を
持
つ
奉
天
市
で
の
『
地
方
的
開
発
』
に
大
き
な
希
望
を
つ
な
ぐ
こ
と
が
出

来
た
」（『
三
死
一
生
』
五
八
頁
）
と
記
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
滿
洲
の
社
会
事
業
、
と
り
わ
け
こ
う
し
た
視
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覚
障
害
者
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
重
要
な
保
健
衛
生
と
関
連
を
持
ち
な
が
ら
展
開
さ
れ
て
い
く
必
要
が
あ
る
が
、

そ
れ
へ
の
対
策
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
満
洲
で
の
社
会
事
業
の
歴
史
に
つ
い
て
は
沈
潔

『「
満
洲
国
」
社
会
事
業
史
』（
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九
六
）
が
あ
る
。

（
35
）『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』（
一
九
四
〇
）
は
大
村
勇
が
編
集
を
し
て
い
る
が
、「
あ
と
が
き
」
に
お
い
て
、「
昨
夏
、

私
は
実
弟
大
村
善
永
か
ら
、
滿
洲
に
於
け
る
盲
人
教
育
事
業
に
献
身
せ
ん
と
の
決
意
を
聞
い
た
時
、
不
自
由
な
身

を
以
つ
て
、
而
も
家
族
を
抱
へ
て
、
か
か
る
途
に
進
む
事
を
肉
親
の
一
人
と
し
て
頗
る
危
ん
だ
が
、
其
の
後
の

彼
の
熱
意
と
、
綿
密
な
る
思
慮
と
、
十
字
架
の
主
に
従
ふ
信
仰
の
決
意
と
を
見
、
更
ら
に
今
回
の
私
自
身
の
視

察
旅
行
に
よ
つ
て
得
た
経
験
を
通
し
て
、
今
や
、
弟
の
此
の
企
に
対
し
て
満
腔
の
賛
意
と
同
情
と
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
」
と
記
し
て
い
る
。
ち
な
み
に
大
村
勇
（
一
九
〇
一
〜
一
九
九
一
）
は
一
九
二
八
年
、
青
山
学
院
神
学

部
卒
業
後
、
千
葉
教
会
の
牧
師
、
阿
佐
ヶ
谷
教
会
の
牧
師
歴
任
、
ボ
ス
ト
ン
大
学
に
留
学
、
戦
前
か
ら
、
戦
後

に
か
け
て
日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
の
要
職
に
就
き
、
ま
た
青
山
学
院
神
学
部
長
、
東
京
神
学
大
理
事
長
等
を
も
歴

任
し
て
い
る
。
著
書
に
『
主
を
求
め
よ
そ
し
て
生
き
よ
：
大
村
勇
説
教
集
』（ 

キ
リ
ス
ト
新
聞
社
、
一
九
七
四
）、

阿
佐
ヶ
谷
教
会
編
『
輝
く
明
け
の
明
星
：
大
村
勇
説
教
集
』（ 

日
本
基
督
教
団
阿
佐
ヶ
谷
教
会
、
一
九
九
一
）
等

が
あ
る
。 

（
36
）『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』
一
六
〜
一
七
頁
。

（
37
）
同
右
、
一
八
頁
。

（
38
）
同
右
、
二
一
頁
。

（
39
）『
三
死
一
生
』
六
〇
頁
。
失
明
当
時
帰
郷
し
た
時
、
平
野
が
山
梨
の
日
下
部
教
会
の
牧
師
を
し
て
い
た
そ
の
時
か

ら
の
関
係
で
あ
る
。『
満
洲
の
盲
人
に
光
を
』
の
中
で
も
、
平
野
は
大
村
が
満
洲
の
調
査
に
入
っ
た
時
に
再
会
し
、

大
村
が
「
日
本
人
に
代
っ
て
罪
滅
ぼ
し
を
す
る
気
持
で
す
」
と
吐
露
し
た
こ
と
を
受
け
「
之
れ
は
決
し
て
祖
国
を

恥
か
し
め
る
言
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
大
陸
の
幸
薄
き
盲
友
を
思
ふ
人
類
愛
の
ほ
と
ば
し
り
で
あ
る
と
共
に
、

誠
に
祖
国
日
本
の
民
族
運
動
に
強
き
責
任
を
感
ず
る
真
の
愛
国
者
の
止
み
が
た
き
魂
の
告
白
で
あ
る
」（
二
四
頁
）
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と
述
べ
て
い
る
。

（
40
）『
愛
盲
之
烽
火
』（
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
、
一
九
四
一
）
序
言
。

（
41
）
大
村
善
永
編
『
愛
盲
之
烽
火
』。
こ
の
著
の
「
編
輯
後
記
」
に
は
「
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
は
同
主
事
大
村
善
永
氏

の
渡
満
に
依
つ
て
活
発
な
活
動
を
開
始
し
た
。
と
、
同
時
に
か
ね
て
本
問
題
に
絶
大
の
関
心
を
寄
せ
て
来
ら
れ

た
鄭
奉
天
市
長
の
「
熱
」
で
拍
車
を
か
け
ら
れ
た
。
更
に
多
田
副
長（
マ
マ
）市
の
力
で
こ
れ
に
揺
ぎ
な
い
基
礎
工
事
が

ほ
ど
こ
さ
れ
た
。
医
大
の
船
石
博
士
の
御
協
力
と
各
委
員
の
挨
拶
と
祝
辞
は
本
協
会
が
将
来
果
す
べ
き
幾
多
の

社
会
事
業
を
暗
示
し
て
余
り
あ
る
こ
と
ゝ
思
ふ
」
云
々
と
記
さ
れ
、
最
後
に
「
若
素
製
薬
株
式
会
社
」
が
こ
の

出
版
の
費
用
を
負
担
し
た
こ
と
の
感
謝
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
42
）『
愛
盲
之
烽
火
』
三
〜
四
頁
。

（
43
）
同
右
、
一
一
〜
一
八
頁
。

（
44
）
大
村
善
永
編
『
創
業
三
年
之
回
顧
』（
奉
天
盲
人
福
祉
協
会
、一
九
四
四
）
二
〜
三
頁
。
こ
の
著
の
表
紙
に
は
「
創

立
三
週
年
記
念
号
」
と
な
っ
て
い
て
、
中
の
文
章
は
す
べ
て
日
本
語
と
中
国
語
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。

（
45
）
同
右
、
三
頁
。

（
46
）
同
右
、
七
〜
八
頁
。

（
47
）
同
右
、
一
一
頁
。

（
48
）
大
村
き
み
は
当
時
の
こ
と
に
つ
き
「
奉
天
に
は
す
で
に
宣
教
師
の
手
に
よ
っ
て
重
明
瞽
目
院
と
云
う
盲
女
子
の
た

め
の
学
校
が
あ
っ
た
の
で
、
私
共
は
男
盲
児
だ
け
を
対
象
と
す
る
啓
明
学
園
を
創
立
し
て
、
全
寮
制
の
学
園
の
形

成
に
全
力
投
球
し
ま
し
た
」
と
あ
る
『
シ
ロ
ア
ム
教
会
三
十
年
の
歩
み
』（
シ
ロ
ア
ム
教
会
、一
九
七
九
）
一
二
頁
。

（
49
）『
創
業
三
年
之
回
顧
』
一
九
〜
二
〇
頁
。

（
50
）
大
村
は
「
啓
明
学
園
は
寄
宿
舎
兼
校
舎
に
元
気
の
い
い
男
の
子
ば
か
り
三
十
名
を
抱
え
て
割
れ
ん
ば
か
り
の
賑
や

か
さ
だ
っ
た
」（『
三
死
一
生
』
七
七
頁
）
と
回
顧
し
て
い
る
。

（
51
）『
シ
ロ
ア
ム
教
会
三
十
年
の
歩
み
』
一
三
頁
。
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（
52
）『
創
業
三
年
之
回
顧
』
二
七
頁
。

（
53
）
同
右
、
二
九
頁
。

（
54
）『
シ
ロ
ア
ム
教
会
三
十
年
の
歩
み
』
一
頁
。

（
55
）『
三
死
一
生
』
九
八
頁
参
照
。

（
56
）
同
右
、
一
〇
六
〜
一
〇
七
頁
。

（
57
）『
シ
ロ
ア
ム
教
会
三
十
年
の
歩
み
』
二
三
頁
。

（
58
）
日
本
盲
人
会
連
合
五
十
年
史
編
集
委
員
会
編
『
日
本
盲
人
会
連
合
五
十
年
史
』（
日
本
盲
人
会
連
合
、
一
九
九
八
）

四
六
頁
。
同
著
に
よ
れ
ば
大
村
も
こ
の
集
会
に
参
加
し
て
い
る
。

（
59
）
同
右
、
同
頁
。

（
60
）
同
右
、
四
七
頁
。
ち
な
み
に
「
決
議
」
は
「
一
、
我
等
は
、
日
本
盲
人
の
福
祉
と
文
化
の
向
上
の
た
め
、
平
和
の

戦
士
た
ら
ん
こ
と
を
期
す
る
。
一
、我
等
は
世
界
的
標
準
に
立
つ
盲
人
社
会
立
法
の
制
定
を
期
す
る
。
一
、我
等
は
、

旧
職
業
の
保
全
と
、新
職
業
の
開
拓
育
成
に
努
め
る
。
一
、我
等
は
、今
ま
さ
に
展
開
し
つ
つ
あ
る
ヘ
レ
ン
・
ケ
ラ
ー

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
対
し
、
全
面
的
に
協
力
す
る
」（
同
書
、
四
七
頁
）
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

（
61
）
こ
の
間
の
経
緯
に
つ
い
て
は
石
松
量
蔵
『
盲
人
と
キ
リ
ス
ト
教
の
歩
み
』（
日
本
盲
人
基
督
教
伝
道
協
議
会
、

一
九
五
九
）
四
五
〜
四
七
頁
を
参
照
し
た
。

（
62
）
同
右
、
四
八
頁
。

（
63
）
当
時
の
こ
と
に
つ
い
て
、
大
村
き
み
は
「
一
九
五
一
年
（
昭
和
二
六
年
）
か
ら
一
九
六
六
年
に
か
け
て
は
、
教
会

の
仕
事
と
あ
い
ま
っ
て
盲
人
伝
道
に
最
も
力
が
注
が
れ
ま
し
た
。
一
九
五
一
年
に
日
本
盲
人
キ
リ
ス
ト
教
伝
道

協
議
会
が
組
織
さ
れ
、
全
国
レ
ベ
ル
で
盲
人
へ
の
伝
道
が
強
力
に
す
す
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
中
央

委
員
に
え
ら
ば
れ
た
善
永
は
、
そ
の
仕
事
の
一
つ
と
し
て
、
全
国
に
あ
る
盲
学
校
と
、
そ
の
付
近
に
あ
る
教
会

へ
の
巡
回
伝
道
を
、他
の
盲
人
牧
師
と
共
に
荷
う
使
命
を
与
え
ら
れ
ま
し
た
」（『
シ
ロ
ア
ム
教
会
三
十
年
の
歩
み
』

一
九
頁
）
と
回
顧
し
て
い
る
。
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補
注　

こ
の
論
文
に
お
い
て
、
視
覚
に
障
害
の
あ
る
人
の
用
語
と
し
て
、
当
時
一
般
的
に
使
わ
れ
て
い
た
「
盲
人
」
を

使
用
し
て
い
る
。
ま
た
、
史
料
中
に
不
適
切
な
言
葉
が
あ
る
が
、
史
料
の
価
値
を
尊
重
し
、
そ
の
ま
ま
引
用
し
た
。

※
付
記

　
　

こ
の
小
論
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、
阿
佐
ヶ
谷
教
会
の
大
村
栄
牧
師
、
シ
ロ
ア
ム
教
会
の
加
藤
誠
・
豊
子
牧
師

に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
学
院
史
編
纂
室
の
皆
様
に
は
大
村
に
関
す
る
史
料
閲
覧
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
川

崎
啓
一
氏
か
ら
は
大
村
の
卒
業
論
文
の
存
在
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
記
し
て
感
謝
致
し
ま
す
。
な
お
、
こ
の

小
論
は
昨
年
一
一
月
九
日
の
第
三
七
回
関
西
学
院
史
研
究
会
に
於
け
る
「
関
西
学
院
と
福
祉
の
系
譜―

岩
橋
武
夫
と

そ
の
周
辺―

」
と
い
う
発
表
か
ら
大
村
善
永
に
焦
点
を
あ
て
て
論
究
し
た
も
の
で
あ
る
。


