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い
ち
に
ち
（
２
）　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
前
　
田
　
　
勉

吹
雪

川
面
を
走
り

河
原
の
雪
か
ら
は
み
出
た
木
の
枝
先
が

激
し
く
震
え
て
い
る

若
草
色
の
橋
が

途
中
か
ら
灰
色
の
点
描
と
な
っ
て

見
え
な
い
向
こ
う
岸
へ

伸
び
て
い
た
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誰
も
い
な
い
河
川
敷

風
切
り
音
で
途
切
れ
た
ハ
ク
チ
ョ
ウ
の
声
が

い
つ
も
よ
り
哀
し
げ
に

海
の
風
に
乗
っ
て
流
さ
れ
て
く
る

　
届
か
な
い
よ
う
に

　
悲
し
み
へ

　
流
さ
れ
な
い
よ
う
に

　
限
ら
れ
た
時
間
へ

　
目
に
見
え
な
い
位
置
に
立
た
さ
れ
て

　
不
条
理
劇
で
も
な
い
の
に

　
両
手
で
耳
を
塞
ぎ
目
を
閉
じ
口
を
噤つ
ぐ

ん
で
　

　
あ
と
は
何
が
で
き
る

　
届
か
な
い
よ
う
に

　
数
え
る
こ
と
を
や
め
た

　
い
ち
に
ち
　
の
時
間
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何
が
で
き
る
　
ナ
ニ
ガ
デ
キ
ル

　　
遅
い
朝

　
あ
な
た
は
自
分
の
中
の
今
　
を
止
め
て

　
ず
っ
と

　
窓
に
舞
う
雪
華
を
眺
め
て
い
た
　

　羽
ば
た
く
音
が
近
づ
く

ア
イ
ヌ
コ
タ
ン
で
聞
い
た
ム
ッ
ク
リ
の
音
に
似
て

ギ
ュ
ン
ギ
ュ
ン
と
力
強
く
響
か
せ

頭
上
を
飛
ん
で
い
る
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生
活
の
柄　
６

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
横
　
山
　
　
仁

夜
中
　
寝ね

ら
え
ね
が
っ
た

と
い
う
老
母
は
　
日
中

赤
ん
坊
の
よ
う
に

し
ぜ
ん
に
眠
っ
て
い
る

と
き
お
り
　
い
び
き
を
か
い
た
り
し
て

　
　（
ど
こ
か
ら
き
て
　
ど
こ
へ
）

柴
田
正
夫
さ
ん
の
「
遺
書
」
は

「
少
年
の
指
紋
が

く
っ
き
り
つ
い
」
た
「
和
紙
の
白
紙
」
だ
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　（
ど
こ
か
ら
き
て
　
ど
こ
へ
）

鳴
ら
な
い
目
覚
ま
し
時
計
の
音
を

少
年
は
　

雪
の
胎
内
で

ぐ
ず
ぐ
ず
し
な
が
ら

き
い
て
い
る

　
　（
ど
こ
か
ら
き
て
　
ど
こ
へ
）

こ
こ
ろ

の
い
れ
も
の
が
　
か
え
る
と
き

こ
こ
ろ
も

ま
た
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蝶
ケ
岳
か
ら
常
念
岳
へ
稜
線
漫
歩
（
二
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
片
　
津
　
　
森

【
二
日
目
】

夜
中
、
三
時
半
こ
ろ
ト
イ
レ
に
起
き
た
。
戻
っ
て
か
ら
間

も
な
く
ご
来
光
を
見
よ
う
と
周
り
で
身
支
度
を
す
る
音
が
し
た

の
で
、
こ
ち
ら
も
起
き
る
こ
と
に
し
た
。
肌
寒
い
中
、
は
る
か

東
の
方
、
安
曇
野
市
街
に
か
か
る
雲
の
上
か
ら
日
が
昇
っ
て
く

る
の
を
見
て
い
た
。
反
対
側
を
振
り
返
る
と
、
穂
高
連
峰
の
上

部
に
そ
の
朝
日
が
当
た
っ
て
明
る
く
な
っ
て
い
た
。
モ
ル
ゲ
ン

ロ
ー
ト
…
…
あ
れ
が
そ
れ
か
と
思
っ
た
。
い
つ
か
見
た
写
真
で

は
も
っ
と
赤
く
照
ら
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
っ
た
が
。
あ
れ
が

モ
ル
ゲ
ン
ロ
ー
ト
。

五
時
半
か
ら
の
朝
食
を
終
え
て
、
六
時
出
発
。
一
つ
宿
に

泊
ま
っ
た
人
が
向
か
っ
て
い
け
る
コ
ー
ス
は
五
本
あ
る
。
昨
日

登
っ
て
き
た
三
股
へ
の
下
山
路
、
大
滝
山
を
経
て
徳
本
峠
へ
の

路
、
ヒ
ュ
ッ
テ
近
く
か
ら
上
高
地
と
横
尾
を
結
ぶ
コ
ー
ス
の
途

中
に
あ
る
徳
澤
に
至
る
路
、
常
念
岳
へ
向
か
う
途
中
か
ら
東
の

横
尾
方
面
へ
下
る
路
、
そ
し
て
常
念
岳
へ
の
路
。
こ
ち
ら
は
常

念
岳
へ
向
か
う
が
、
そ
の
山
頂
を
踏
ん
で
か
ら
後
、
常
念
小
屋

ま
で
行
っ
て
泊
ま
る
か
、
手
前
の
分
岐
を
下
っ
て
三
股
に
下
る

か
保
留
中
だ
。
常
念
岳
へ
の
到
着
時
刻
次
第
だ
と
思
っ
て
い
る

が
、そ
の
目
安
を
決
め
る
と
こ
ろ
ま
で
詰
め
て
い
な
い
。
ま
あ
、

ゆ
っ
く
り
歩
い
て
行
こ
う
。

ぽ
か
ん
と
晴
れ
た
朝
の
稜
線
歩
き
。
こ
れ
が
い
い
。
展
望

は
よ
く
、
穂
高
も
槍
も
昨
日
と
変
わ
ら
ず
く
っ
き
り
見
え
て
い

る
。
時
折
そ
れ
ら
連
峰
を
眺
め
つ
つ
、
高
地
の
乾
い
た
空
気
の

中
、
砂
礫
を
踏
ん
で
歩
く
。
こ
の
感
じ
が
た
ま
ら
な
い
。
靴
の

音
も
気
持
ち
が
い
い
。
時
間
は
た
っ
ぷ
り
あ
る
。
少
し
前
を
行

く
人
の
背
中
の
ザ
ッ
ク
の
揺
れ
に
も
、
地
面
に
落
ち
た
影
に
も

の
ん
び
り
し
た
山
の
朝
を
感
じ
る
。同
じ
方
向
へ
向
か
う
人
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
ペ
ー
ス
で
歩
い
て
行
く
。
誰
か
に
無
理
に
合
わ
せ

る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
、
三
々
五
々
と
い
っ
た
あ
り
か
た
が

気
に
入
っ
て
い
る
。
目
的
が
同
じ
な
ら
、
い
つ
か
ま
た
顔
を
合

わ
せ
る
だ
ろ
う
。

横
尾
分
岐
、
小
ピ
ー
ク
、
蝶
槍
、
い
く
つ
か
の
鞍
部
や
樹
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林
帯
。
そ
れ
ら
を
通
過
し
、
前
を
行
く
男
性
を
追
い
越
そ
う
と

し
た
と
き
に
、
そ
の
人
か
ら
声
を
か
け
ら
れ
た
。
昨
日
、
山
頂

に
何
人
か
居
合
わ
せ
た
中
の
一
人
で
、
今
朝
も
食
事
の
テ
ー
ブ

ル
が
同
じ
人
だ
っ
た
よ
う
だ
。
こ
の
人
と
は
常
念
岳
ま
で
お
お

む
ね
同
行
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
静
岡
か
ら
来
た
と
い
っ
た
。

こ
の
山
は
初
め
て
。
来
週
、
あ
の
奥
穂
高
岳
へ
行
く
の
だ
と
い

う
。
岩
場
の
と
こ
ろ
で
コ
ケ
モ
モ
の
実
を
摘
ん
で
は
口
に
入
れ

て
い
る
。
こ
の
実
は
疲
れ
を
と
る
の
で
と
て
も
い
い
と
、
私
に

も
勧
め
て
よ
こ
し
た
。
噛
む
と
酸
っ
ぱ
い
。
ミ
ネ
ラ
ル
分
を
含

ん
で
い
そ
う
だ
。

さ
ら
に
進
ん
で
い
く
と
、
よ
う
や
く
常
念
岳
の
山
体
が
姿

を
現
し
た
。
白
っ
ぽ
い
無
数
の
岩
石
が
山
肌
に
動
脈
を
つ
く
っ

て
、
そ
こ
を
皆
登
っ
て
い
る
。
か
な
り
高
い
と
こ
ろ
を
ゆ
く
登

山
者
が
ア
リ
の
よ
う
に
見
え
る
。
こ
ち
ら
も
、
彼
ら
に
続
い
て

い
く
。
岩
と
岩
の
間
を
上
り
、
岩
の
上
に
上
が
っ
た
り
、
間
を

回
り
込
ん
だ
り
し
つ
つ
、ぐ
ん
ぐ
ん
高
度
を
上
げ
て
い
く
。さ
っ

き
立
っ
て
い
た
最
後
の
ピ
ー
ク
も
最
低
鞍
部
も
は
る
か
下
に
見

え
、
か
と
思
う
と
ガ
ス
が
隠
し
て
し
ま
う
。
ル
ー
ト
は
左
の
方

へ
逸
れ
て
い
き
、
そ
れ
に
従
っ
て
い
く
と
、
下
に
今
ま
で
見
え

た
最
低
鞍
部
は
見
え
な
く
な
っ
た
。
さ
っ
き
ス
ケ
ッ
チ
ブ
ッ
ク

を
開
い
て
（
何
も
描
け
な
か
っ
た
が
）
い
る
う
ち
に
、
静
岡
の

人
は
か
な
り
先
行
し
て
い
た
が
、
と
う
と
う
追
い
つ
い
た
。
そ

の
後
は
私
が
先
に
な
る
。
一
〇
時
一
〇
分
、常
念
岳
山
頂
（
二
、

八
五
七
メ
ー
ト
ル
）
に
着
い
た
。

こ
の
山
の
名
の
由
来
に
つ
い
て
、「
日
本
百
名
山
」（
深
田

久
弥
）
に
は
日
本
ア
ル
プ
ス
の
パ
イ
オ
ニ
ア
で
あ
る
ウ
ェ
ン
ス

ト
ン
が
道
案
内
の
猟
師
か
ら
聞
い
た
と
い
う
話
が
紹
介
さ
れ
て

い
る
。「
昔
、
密
猟
者
が
こ
の
山
の
谷
間
で
野
営
し
て
い
る
と
、

頂
上
か
ら
風
に
乗
っ
て
夕
べ
の
勤
行
の
お
経
と
鐘
の
音
が
聞
こ

え
て
き
た
。
そ
れ
が
夜
通
し
続
く
の
で
、
密
猟
者
は
良
心
の
呵

責
に
あ
い
、
再
び
こ
の
山
に
近
づ
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
そ
れ

を
聞
き
伝
え
た
麓
の
人
々
は
、
こ
の
山
に
常
念
坊
と
い
う
名
前

を
付
け
た
と
い
う
。
常
に
念
じ
て
い
る
僧
の
い
る
山
の
意
で
あ

る
。（
略
）昔
は
常
念
岳
と
は
言
わ
ず
常
念
坊
と
呼
ん
で
い
た
」。

さ
て
、
こ
の
先
を
ど
う
す
る
の
か
ま
だ
決
め
か
ね
て
い
た
。

三
股
か
ら
登
り
、
蝶
ケ
岳
か
ら
常
念
岳
ま
で
尾
根
を
歩
い
た
。

で
、
こ
の
先
、
常
念
小
屋
に
泊
っ
て
か
ら
明
日
下
る
か
、
小
屋

に
向
か
わ
ず
に
、
今
日
こ
こ
か
ら
三
股
へ
下
る
か
。
パ
ン
を
食

べ
な
が
ら
登
山
地
図
の
コ
ー
ス
タ
イ
ム
を
見
る
と
、
三
股
駐
車

場
ま
で
の
下
り
の
所
要
時
間
は
四
時
間
五
十
分
と
な
っ
て
い
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て
、
休
憩
時
間
を
余
分
に
と
っ
て
も
午
後
三
時
半
か
ら
遅
く
と

も
四
時
に
は
三
股
駐
車
場
に
着
け
る
計
算
だ
。
そ
れ
な
ら
安
曇

野
イ
ン
タ
ー
か
ら
秋
田
へ
の
帰
路
を
少
し
で
も
北
上
で
き
る
。

そ
う
踏
ん
で
下
山
を
決
め
た
の
だ
っ
た
。

山
頂
か
ら
少
し
下
る
と
常
念
小
屋
へ
通
じ
る
路
が
左
へ
分

か
れ
て
い
た
。
こ
の
分
岐
を
右
へ
行
く
。
分
岐
付
近
に
腰
を
下

ろ
し
た
若
者
た
ち
の
間
か
ら
韓
国
語
ら
し
い
会
話
が
聞
こ
え
て

き
た
。

白
っ
ぽ
い
巨
岩
が
重
な
っ
た
り
横
を
向
い
た
り
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
ル
ー
ト
に
な
っ
て
い
た
。
角
ば
っ
た
部
分
が
上
を
向

い
て
い
る
そ
の
頭
を
踏
ん
で
、
一
歩
一
歩
飛
び
石
伝
い
に
下
っ

た
。
こ
れ
に
は
注
意
を
要
し
た
。
足
を
滑
ら
せ
た
り
、
く
じ
い

た
り
し
た
ら
、
か
な
り
厄
介
な
こ
と
に
な
る
。
右
は
崖
に
な
っ

て
切
れ
落
ち
て
い
る
。
ガ
ス
の
向
こ
う
か
ら
登
山
者
が
登
っ
て

き
た
。
そ
の
ザ
ッ
ク
の
大
き
い
こ
と
。
腕
を
胸
の
前
に
組
ん
で

い
て
、
黙
想
で
も
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
ん
な
ふ
う
に

し
て
登
っ
て
き
た
ん
だ
ろ
う
な
あ
。
互
い
に
相
手
を
除
け
な
が

ら
す
れ
違
っ
た
。
岩
に
注
意
を
集
め
な
が
ら
下
る
う
ち
に
前
常

念
に
着
い
た
。
数
人
が
休
ん
で
い
た
。
こ
っ
ち
は
少
し
休
ん
だ

だ
け
で
下
り
を
再
開
し
た
。

少
し
経
っ
て
か
ら
、
登
り
の
男
性
と
立
ち
話
を
し
た
。
な

ん
で
も
今
朝
三
股
に
来
て
み
た
と
こ
ろ
駐
車
場
が
満
杯
だ
っ
た

の
で
、
一
旦
町
ま
で
戻
り
、
タ
ク
シ
ー
で
引
き
返
し
て
登
山
口

に
着
い
た
。
そ
れ
か
ら
八
時
半
の
登
山
開
始
だ
っ
た
の
だ
と
い

う
。
こ
の
コ
ー
ス
の
登
り
は
余
程
の
健
脚
で
な
け
れ
ば
や
め
た

方
が
よ
い
と
、
昨
日
、
登
山
開
始
後
す
ぐ
に
見
た
看
板
に
注
意

書
き
が
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
コ
ー
ス
を
登
っ
て
き
た
の
だ
な
こ

の
人
も
さ
っ
き
の
人
も
。そ
の
健
脚
者
が
ふ
っ
と
指
を
向
け
た
。

そ
の
先
の
岩
の
上
で
鳥
が
動
い
た
。
何
？
　
ホ
シ
ガ
ラ
ス
だ
と

小
さ
な
声
で
教
え
て
く
れ
た
。
全
体
は
黒
っ
ぽ
い
褐
色
だ
が
、

首
か
ら
胸
に
か
け
て
白
い
斑
点
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
。
そ
の
斑

点
が
名
に
ホ
シ
の
つ
く
由
来
だ
と
、
以
前
、
ネ
ッ
ト
で
調
べ
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
下
界
の
カ
ラ
ス
よ
り
一
回
り
か
二
回
り
小
さ

く
、
目
つ
き
も
か
わ
い
い
も
の
だ
が
、
啼
き
声
は
ガ
ア
ガ
ア
と

（
ネ
ッ
ト
の
某
サ
イ
ト
で
は
啼
き
声
も
聞
け
る
）
と
い
う
も
の

で
、
や
は
り
カ
ラ
ス
の
仲
間
だ
と
納
得
が
い
く
。
秋
田
駒
ケ
岳

に
も
生
息
し
て
い
る
こ
と
は
聞
い
た
こ
と
は
あ
る
が
、
実
際
に

こ
の
目
で
確
か
め
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
彼
と
別
れ
て
か
ら
間
も
な
く
、
山
体
の
上
部
を
覆
っ
て

い
る
ガ
ス
の
中
か
ら
よ
う
や
く
下
へ
抜
け
出
た
よ
う
だ
。
下
っ
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て
い
く
先
の
方
が
は
っ
き
り
見
え
て
き
た
。
さ
ら
に
下
る
う
ち

に
安
曇
野
市
街
が
見
え
た
。
路
は
徐
々
に
樹
林
帯
の
中
に
入
っ

て
行
く
。

ア
オ
モ
リ
ト
ド
マ
ツ
の
林
を
延
々
と
下
っ
た
。
気
が
つ
く

と
、
左
足
の
小
指
の
付
け
根
が
靴
の
中
で
痛
み
始
め
て
い
る
。

樹
間
の
向
こ
う
に
、
対
面
す
る
山
の
斜
面
が
見
え
隠
れ
し
て
き

た
。
地
図
に
あ
る
崩
沢
尾
根
の
北
側
斜
面
だ
ろ
う
。
や
が
て
、

若
い
男
性
が
女
児
を
連
れ
て
登
っ
て
き
た
。
さ
っ
き
急
に
下
か

ら
泣
き
声
が
聞
こ
え
た
が
こ
の
子
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
す
れ

違
っ
て
か
ら
一
時
間
も
た
た
な
い
う
ち
に
そ
の
二
人
が
下
り
て

き
て
、
私
を
追
い
越
し
て
い
っ
た
。
今
度
は
女
児
が
お
ん
ぶ
さ

れ
て
い
た
。
何
だ
か
キ
ツ
ネ
に
で
も
遭
遇
し
た
か
の
よ
う
だ
っ

た
。
親
子
ら
し
い
二
人
の
こ
と
を
思
い
返
し
な
が
ら
下
っ
て
い

く
と
、
間
も
な
く
、
二
人
が
路
傍
で
休
ん
で
い
る
姿
が
見
え
た
。

女
児
の
服
装
か
ら
地
元
の
人
ら
し
い
と
想
像
し
た
。
長
い
長
い

下
り
に
閉
口
し
て
い
た
の
で
、
登
山
口
ま
で
ど
の
く
ら
い
か
男

性
に
尋
ね
て
み
る
と
、
登
り
の
時
に
一
時
間
か
か
っ
た
の
で
、

下
り
は
四
十
分
く
ら
い
だ
と
思
う
、
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
ま
だ

そ
の
く
ら
い
残
っ
て
い
る
の
か
と
思
っ
た
が
、
気
を
取
り
直
し

て
下
っ
た
。

沢
の
音
が
次
第
に
大
き
く
な
っ
て
き
た
。
本
沢
だ
ろ
う
。
傾

斜
が
緩
や
か
に
な
り
、
や
が
て
平
坦
路
に
変
わ
っ
て
、
と
う
と

う
三
時
二
十
分
、
登
山
口
に
到
着
し
た
。
駐
車
場
で
車
に
ザ
ッ
　

ク
を
下
ろ
し
た
の
は
三
時
四
十
分
だ
っ
た
。

　
　
山
日
記
（
平
成
二
十
六
年
九
月
）
か
ら
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水
田
と
ツ
バ
メ
（
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
藤
　
た
だ
し

　
　
　
　
　
　

　
　
・
榎
と
い
う
名
字

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
昭
和
二
九
年
に
発
行
さ
れ
た
「
豊
岩
郷
土
誌
」
に
よ
る
と
、

一
六
七
二
年
（
寛
文
一
二
年
）
豊
岩
前
郷
か
ら
四
戸
の
農
家
が

川
岸
に
移
住
し
た
と
あ
る
。【
四
ツ
小
屋
村
誌
で
は
一
六
六
二

年
（
寛
文
二
年
）
と
あ
る
】（
伊
藤
勘
左
エ
門
、
伊
藤
助
右
エ

門
、
榎
佐
五
右
エ
門
、
榎
藤
右
エ
門
の
四
家
が
宗
家
に
当
る
と

い
う
）。
こ
の
四
戸
の
う
ち
、
伊
藤
と
い
う
名
字
は
豊
岩
前
郷

に
も
あ
る
が
、
榎
は
豊
岩
に
は
無
い
た
め
、
ど
の
よ
う
な
経
緯

が
あ
っ
た
の
か
調
べ
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

　「
豊
岩
郷
土
誌
」
に
よ
る
と
、
豊
岩
は
縄
文
時
代
に
は
人
が

暮
ら
し
た
形
跡
が
あ
り
、
土
器
や
石
器
な
ど
が
発
掘
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、
西
側
の
山
の
背
に
あ
る
山
道
を
辿
っ
て
ゆ
く
と
、

人
の
足
形
を
大
き
く
し
た
よ
う
な
窪
地
が
あ
り
、
古
代
人
が
生

活
し
た
跡
が
あ
る
と
い
う
。
古
代
人
が
ず
っ
と
こ
の
地
に
暮
ら

し
て
い
た
の
か
ど
う
か
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
八
〇
一
年
（
延

歴
二
〇
年
）
頃
、
豊
岩
の
最
も
古
い
部
落
と
言
わ
れ
る
前
郷
は

す
で
に
部
落
を
形
成
し
て
い
た
と
い
わ
れ
、
原
始
的
な
農
耕
が

行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
こ

の
地
に
寺
屋
敷
や
神
社
も
多
く
あ
っ
た
と
古
文
書
に
載
っ
て
い

る
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
資
料
を
見
る
と
、
地
形
の
利
を
生
か
し
て
こ
の
地

で
土
地
を
耕
し
、雄
物
川
の
魚
を
捕
っ
た
り
、山
の
山
菜
を
採
っ

た
り
し
て
、
私
達
の
祖
先
は
営
々
と
暮
ら
し
て
き
た
の
だ
な
と

思
う
。

　
一
方
で
戦
国
時
代
に
は
秋
田
城
之
介
の
一
族
で
安
東
義
仁
が

前
郷
の
西
方
の
山
手
に
白
華
城
と
い
う
城
を
築
い
た
。
こ
の
白

華
城
は
数
代
続
き
、
安
東
季
林
（
ス
エ
ス
ゲ
）
の
代
に
最
も
栄

え
、
近
隣
の
椿
川
や
添
川
そ
し
て
石
田
坂
に
も
支
城
が
作
ら
れ

て
い
た
と
い
う
か
ら
、
こ
の
頃
は
人
の
出
入
り
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
の
白
華
城
は
一
五
六
七
年
（
永
禄
一
〇
年
）
正
月

一
五
日
、
川
向
か
い
に
あ
る
豊
島
城
の
豊
島
玄
蕃
の
夜
襲
に
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あ
っ
て
落
城
す
る
。

　
季
林
は
命
か
ら
が
ら
逃
げ
る
こ
と
が
出
来
た
が
、
安
東
家
の

多
く
の
武
士
は
斬
殺
さ
れ
た
と
い
う
。
そ
の
後
、
季
林
の
主
で

あ
る
安
東
実
季
が
豊
島
城
を
攻
め
、
季
林
の
旧
領
は
復
活
し
、

一
六
〇
二
年
（
慶
長
七
年
）
徳
川
幕
府
に
よ
る
国
替
え
で
安
東

実
季
が
常
陸
の
国
に
転
封
さ
れ
る
ま
で
白
華
城
は
存
続
し
た
と

い
う
。

　
同
じ
く
昭
和
二
九
年
に
発
行
さ
れ
た
「
四
ツ
小
屋
村
誌
」
の

中
に
、「
四
ツ
小
屋
村
里
民
教
訓
書
」
と
い
う
項
が
あ
り
、
白

華
城
が
落
城
し
た
件
に
触
れ
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　「
此
里
素
豊
岩
之
土
地
に
し
て
四
面
漠
々
た
る
萱
野
な
り
し

を
、
三
百
年
の
む
か
し
、
前
郷
の
白
華
の
館
落
去
之
後
、
安
藤

家
之
愛
士
四
方
へ
散
在
せ
し
、内
よ
り
豊
巻
の
里
に
隠
住
之
輩
、

此
里
の
萱
守
と
な
り
て
、
四
軒
の
小
屋
を
結
住
居
せ
し
は
そ
も

此
村
之
艸
創
に
し
て
、
四
ツ
小
屋
と
い
う
村
名
は
こ
れ
よ
り
ぞ

始
ま
り
け
ん
」。（
原
文
の
ま
ま
）

　
こ
の
「
四
ツ
小
屋
村
里
民
教
訓
書
」
に
つ
い
て
は
、
原
本
が

不
明
で
あ
る
と
、複
写
し
た
榎
恒
吉
氏
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
、
白
華
城
が
敵
の
襲
撃
に
会
い
、
落
城
し
た
際
に
四

散
し
た
安
藤
家
の
愛
士
が
萱
野
に
住
み
、
萱
守
と
し
て
暮
ら
し

て
い
た
の
が
そ
も
そ
も
四
ツ
小
屋
の
始
ま
り
と
書
い
て
あ
る
。

　
ま
た
、「
続
秋
田
の
む
か
し
む
か
し
」（
秋
田
魁
新
報
社
刊
）

の
四
ツ
小
屋
の
項
に
は
、「
も
と
は
豊
岩
村
野
方
と
呼
ん
だ
。

川
向
か
い
に
豊
岩
村
の
萱
野
が
あ
っ
て
、
仁
井
田
の
人
た
ち
が

み
だ
り
に
刈
り
と
る
の
で
、
番
小
屋
を
建
て
た
。
こ
れ
が
四
ツ

小
屋
の
創
世
記
（
原
文
の
ま
ま
）」
と
あ
る
。
萱
は
屋
根
の
葺

き
替
え
や
簾
の
材
料
と
し
て
重
宝
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
豊
岩
前
郷
か
ら
移
っ
た
四
戸
の
農
家
は
、「
四
ツ
小
屋
村
里

民
教
訓
書
」
や
「
続
秋
田
の
む
か
し
む
か
し
」
に
あ
る
よ
う
に

萱
守
を
し
な
が
ら
雄
物
川
の
岸
に
住
み
始
め
、
開
墾
を
し
て
畑

を
少
し
ず
つ
広
げ
て
い
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
ま
た
、
そ
こ
に
移
っ
た
人
た
ち
が
古
く
か
ら
豊
岩
に
定
住
し

て
い
た
農
家
の
家
系
で
は
な
く
、
安
東
家
に
仕
え
て
い
た
武
士

と
か
、
他
の
土
地
か
ら
や
っ
て
来
た
人
達
で
あ
れ
ば
、
豊
岩
に

こ
の
名
字
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
だ

と
思
う
。

　
江
戸
時
代
は
武
家
や
公
家
、
そ
れ
か
ら
一
部
の
者
以
外
は
、

名
字
を
持
っ
て
い
て
も
使
用
す
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
て
い
た
と

い
う
か
ら
、
検
地
帳
な
ど
に
あ
る
田
畑
の
持
ち
主
の
と
こ
ろ
に

は
名
前
だ
け
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
時
代
が
明
治
に
な
っ
て
名
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字
を
使
う
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ
て
か
ら
、名
字
が
急
に
増
え
、

使
わ
れ
始
め
た
せ
い
な
の
か
、
秋
田
県
公
文
書
館
に
あ
る
古
い

文
書
で
榎
と
い
う
名
字
で
載
っ
て
い
た
の
は
明
治
一
九
年
の
も

の
が
一
件
だ
け
で
、
そ
れ
以
前
の
文
書
を
見
つ
け
る
こ
と
は
出

来
な
か
っ
た
。

　
榎
と
い
う
名
字
は
全
国
に
分
布
し
、
秋
田
県
で
は
一
六
〇
軒

ほ
ど
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
の
名
字
の
ル
ー
ツ
や
ど
の
よ
う
に
秋

田
で
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
か
、
今
回
調
べ
て
み
た
が
結
局
わ
か

ら
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
。

　
だ
が
、
普
段
は
行
く
こ
と
も
な
い
公
文
書
館
に
足
を
運
び
、

貴
重
な
絵
図
や
公
文
書
を
見
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
収
穫
だ
っ

た
。
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　雑
　
記
（
11）

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

　
　

横
　

山
　

　
仁

　
目

ウ
ロ

コ
だ

っ
た

の
は

、
飯

山
一

郎
氏

の
「

て
げ

て
げ

」
（

http://grnba.jp）
で

あ
っ

た
。

（
引

用
開

始
）

　
◆

平
成

30/02/19（
月

）
２

　
　

日
本

国
の

借
金

が
１

１
０

０
兆

円
？

　
日

本
国

に
は

「
借

金
」

な
ど

な
い

！
こ

の
こ

と
が

↑
分

か
ら

な
い

と
↓

何
も

見
え

な
い

三
橋

貴
明

氏
が

↓
卓

越
し

た
見

解
を

示
し

て
い

る
．

イ
タ

リ
ア

の
債

務
比

率
は

国
内

総
生

産
（

Ｇ
Ｄ

Ｐ
）

比

１
３

２
％

と
、

ユ
ー

ロ
圏

で
ギ

リ
シ

ャ
に

次
い

で
２

番
目

に
高

い
。

２
０

１
１

年
の

よ
う

な
債

務
危

機
が

再
来

す
れ

ば
、

も
ろ

い
立

場
に

あ
る

。

何
し

ろ
、

イ
タ

リ
ア

は
ユ

ー
ロ

加
盟

国
で

あ
り

、
独

自
通

貨
国

で
は

あ
り

ま
せ

ん
。

イ
タ

リ
ア

政
府

は
借

り
入

れ
た

ユ
ー

ロ
に

つ
い

て
、

中
央

銀
行

の
国

債
買

取
で

「
対

処
」

す
る

わ
け

に
は

い
か

な
い

の
で

す
。

イ
タ

リ
ア

と
日

本
が

決
定

的
に

違
う

の
は

、
日

本
政

府
の

財
政

破
綻

は
あ

り
得

な
い

（
負

債
が

１
０

０
％

日
本

円
建

て
で

あ
る

た
め

）
も

の
の

、
イ

タ
リ

ア
は

あ
り

得
る

と
い

う
点

で
す

。
そ

れ
は

ま
あ

、
イ

タ
リ

ア
政

府
は

勝
手

に
ユ

ー
ロ

を
発

行
す

る
こ

と
は

で
き

ま
せ

ん
の

で
、

当
然

な
が

ら
デ

フ
ォ

ル
ト

の
可

能
性

は
あ

り
ま

す
。

と
は

い
え

、
こ

の
種

の
「

日
本

と
イ

タ
リ

ア
の

違
い

」
に

つ
い

て
無

視
し

、
イ

タ
リ

ア
政

府
が

財
政

危
機

に
追

い
込

ま
れ

た
際

に
、

「
イ

タ
リ

ア
は

破
綻

し
た

。
日

本
の

状
況

は
イ

タ
リ

ア
よ

り
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も
悪

い
。

日
本

も
破

綻
す

る
」

と
、

や
っ

て
く

る
の

が
、

日
本

の
財

務
省

を
は

じ
め

と
す

る
財

政
破

綻
主

義
者

た
ち

の
テ

ン
プ

レ
ー

ト
で

す
。

日
本

と
イ

タ
リ

ア
は

違
う

。
日

本
政

府
の

負
債

は
１

０
０

％
日

本
円

建
て

で
、「

子
会

社
」

の
日

銀
が

買
い

取
れ

ば
実

質
的

に
返

済
負

担
が

消
滅

す
る

。
イ

タ
リ

ア
の

場
合

は
、

同
じ

こ
と

が
で

き
な

い
。

こ
の

当
た

り
前

の
「

事
実

」
だ

け
で

も
、

日
本

国
民

は
あ

ら
か

じ
め

共
有

し
て

お
く

必
要

が
あ

る
と

思
う

の
で

す
。

イ
タ

リ
ア

に
は

あ
り

ま
す

が
、

日
本

に
「

国
の

借
金

問
題

」
な

ど
あ

り
ま

せ
ん

。
 （

記
事

）

日
本

政
府

が
発

行
し

た
国

債
を

，
日

本
銀

行
が

円
（

￥
）

を
増

刷
し

て
買

う
．

こ
れ

は
↑

「（
国

や
国

民
の

）
借

金
」

で
は

な
く

，「
国

富
（

国
家

の
富

）」
だ

！

「
日

本
は

１
１

０
０

兆
円

も
の

借
金

が
あ

る
！

」
と

，み
～

ん
な

，
思

っ
て

る
．

し
か

し
…

そ
の

１
１

０
０

兆
円

は「
借

金
」で

は
な

い
！

返
す

必
要

な
し

！
と

い
う

考
え

方
は

，「
メ

ス
ペ

サ
ド

（
m

espesado）」
氏

と
い

う
識

者
が

『
放

知
技

』
に

昨
年

か
ら

書
い

て
き

て
く

れ
た

の
で

，
ワ

シ
の

仲
間

は
（

常
識

と
し

て
）

皆
知

っ
て

い
る

．

「
日

本
の

借
金

は
１

１
０

０
兆

円
！

」
と

，
み

～
ん

な
が

思
っ

て
い

た
コ

ト
が

，
間

違
い

！
と

い
う

こ
と

が
分

か
る

と
，

心
が

ス
ー

ッ
と

軽
く

な
っ

て
，

日
本

の
未

来
が

明
る

く
見

え
て

き
ま

す
．

で
す

か
ら

，
上

の
文

章
を

（
長

い
！

と
思

わ
ず

に
）

良
～

く
読

ん
で

み
て

下
さ

い
．

飯
山

 一
郎

 （
72） 

（
引

用
終

わ
り

）

　
か

つ
て

経
済

に
関

す
る

入
門

書
な

ど
を

い
ろ

い
ろ

よ
ん

だ
が

、
こ

の
よ

う
な

こ
と

は
、

書
い

て
い

な
か

っ
た

よ
う

に
お

も
え

る
。

な
お

、
引

用
文

中
の

（
記

事
）

と
い

う
の

は
、

引
用

元
に

リ
ン

ク
さ

れ
て

い
る

と
い

う
こ

と
。

　
ま

た
「

放
知

技
」

の
№

534（
2018/02/27 (Tue)）

で
、
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m
espesado

氏
は

、
大

前
研

一
氏

の
「

ニ
ュ

ー
ス

時
評

」
に

ふ
れ

述
べ

て
い

る
。

 
　（
引

用
開

始
）

　
緊

縮
財

政
を

「
ま

じ
め

な
」

政
策

だ
と

主
張

す
る

。
わ

ざ
と

で
す

か
ね

？
そ

れ
と

も
財

務
省

と
結

託
し

て
る

？
　

そ
れ

に
で

す
よ

。
緊

縮
財

政
を

取
っ

た
ら

デ
フ

レ
は

ま
す

ま
す

ひ
ど

く
な

り
、

長
期

金
利

は
更

に
下

が
る

は
ず

で
、

国
債

は
急

騰
し

、
ハ

イ
パ

ー
デ

フ
レ

（
そ

ん
な

言
葉

あ
る

ん
か

い
な

？
？

）
に

な
る

は
ず

で
、

経
済

理
論

的
に

も
正

反
対

の
こ

と
を

言
っ

て
い

る
の

は
何

な
ん

で
す

か
ね

？
　

と
い

う
わ

け
で

、
こ

の
人

も
経

済
評

論
家

と
し

て
は

全
く

信
用

出
来

な
い

人
の

一
人

で
あ

る
こ

と
が

確
定

し
ま

し
た

ね
。

 
（

引
用

終
わ

り
）

　
異

議
な

～
し

、
だ

な
。

　
ま

た
、

m
espesado

氏
が

紹
介

し
て

い
た

、「
零

細
応

援
」

と
い

う
人

の
「

働
く

人
の

ケ
イ

ン
ズ

革
命

」（
https://

am
eblo.jp/reisaiouen/）

で
は

、「
建

物
固

定
資

産
税

と
消

費
税

を
廃

止
し

、
法

人
税

と
所

得
累

進
課

税
を

強
化

す
れ

ば
、

賃
金

の
上

昇
を

伴
う

良
い

イ
ン

フ
レ

が
起

こ
り

、
格

差
が

是
正

さ
れ

日
本

経
済

は
回

復
す

る
。

通
貨

発
行

権
を

持
ち

生
産

大
国

で
あ

る
日

本
に

、
デ

フ
ォ

ル
ト

ま
た

は
ハ

イ
パ

ー
イ

ン
フ

レ
の

到
来

と
い

う
意

味
に

お
け

る
財

政
危

機
は

存
在

し
な

い
。」

と
し

て
、

も
っ

と
詳

し
く

解
説

し
て

い
る

。

　
　

＊

　
こ

こ
数

年
、

明
治

維
新

を
見

直
す

動
き

が
あ

る
よ

う
に

お
も

え
る

。
た

ん
に

、
わ

た
し

の
目

が
そ

こ
に

い
く

よ
う

に
な

っ
た

だ
け

か
も

し
れ

な
い

が
、

た
と

え
ば

、
天

木
直

人
氏

は
、「

実
話

Ｂ
Ｕ

Ｎ
Ｋ

Ａ
タ

ブ
ー

（
コ

ア
マ

ガ
ジ

ン
社

）」
か

ら
と

し
て

、
メ

ル
マ

ガ
で

紹
介

し
て

い
る

。（
天

木
直

人
の

メ
ー

ル
マ

ガ
ジ

ン
２

０
１

７
月

１
２

月
２

３
日

第
１

０
０

２
号

）
　（
引

用
開

始
）

　　
　

日
本

を
ダ

メ
に

し
た

幕
末

・
維

新
の

ク
ズ

、
ワ

ー
ス

ト
１

５
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そ

の
最

新
号

（
２

０
１

８
年

２
月

号
）

に
、

明
治

維
新

を
次

の
よ

う
に

酷
評

し
た

記
事

を
見

つ
け

た
。

　「
明

治
維

新
１

５
０

周
年

だ
そ

う
で

す
。

ま
あ

、
そ

れ
か

ら
わ

ず
か

６
０

数
年

後
に

は
無

謀
な

太
平

洋
戦

争
に

突
入

す
る

わ
け

で
、

維
新

な
ど

し
な

い
方

が
マ

シ
だ

っ
た

の
で

す
が

、
大

河
ド

ラ
マ

な
ど

は
未

だ
に

維
新

万
歳

で
す

・
・

・
」

　
こ

う
前

置
き

を
し

て
、

維
新

の
英

雄
と

皆
が

思
っ

て
い

る
人

物
た

ち
を

次
の

よ
う

に
悪

い
者

か
ら

順
に

次
の

よ
う

に
寸

評
し

て
酷

評
し

て
い

る
。

　
こ

れ
に

は
笑

っ
て

し
ま

っ
た

。

　
同

時
に

妙
に

な
っ

と
く

さ
せ

ら
れ

た
。

１
　

　
吉

田
松

陰
　

　
テ

ロ
リ

ス
ト

養
成

指
導

者
２

　
　

西
郷

隆
盛

　
　

暗
殺

好
き

の
戦

争
屋

３
　

　
大

久
保

利
通

　
粛

清
を

く
り

返
す

独
裁

者
４

　
　

坂
本

龍
馬

　
　

武
器

商
人

の
パ

シ
リ

５
　

　
高

杉
晋

作
　

　
で

き
も

し
な

い
攘

夷
を

騒
ぐ

６
　

　
大

村
益

次
郎

　
靖

国
問

題
の

火
付

け
役

７
　

　
伊

藤
博

文
　

　
上

が
死

ん
で

総
理

に
な

れ
た

だ
け

８
　

　
板

垣
退

助
　

　
何

で
も

反
対

す
る

ク
レ

ー
マ

ー
９

　
　

大
隈

重
信

　
　

バ
カ

大
学

を
設

立
１

０
　

福
沢

諭
吉

　
　

拝
金

主
義

の
西

洋
か

ぶ
れ

１
１

　
勝

海
舟

　
　

　
ア

メ
リ

カ
行

っ
て

大
物

気
取

り
１

２
　

土
方

歳
三

　
　

負
け

戦
を

続
け

る
空

気
を

読
め

な
い

男
１

３
　

井
上

馨
　

　
　

財
閥

と
癒

着
し

た
汚

職
１

４
　

山
県

有
朋

　
　

老
害

政
治

家
の

巨
頭

１
５

　
岩

倉
具

視
　

　
偽

勅
を

つ
く

る
君

側
の

奸

　
も

ち
ろ

ん
、

こ
れ

れ
ら

寸
評

の
根

拠
を

そ
れ

ぞ
れ

詳
し

く
解

説
し

て
い

る
。

　　
そ

し
て

、
切

っ
て

返
す

刀
で

、
維

新
・

幕
末

の
歴

史
を

十
分

に
知

ら
な

い
ま

ま
こ

れ
ら

歴
史

上
の

人
物

を
尊

敬
す

る
の

は
止

め
ま

し
ょ

う
と

し
め

く
く

っ
て

い
る

。

　
こ

の
筆

者
は

た
だ

者
で

は
な

い
。
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（
引

用
終

わ
り

）

　
実

話
BU

N
KA

タ
ブ

ー
編

集
部

の
ツ

イ
ッ

タ
ー

で
は

、「
2017

年
12

月
22

日
　

天
木

直
人

さ
ん

が
弊

誌
を

読
ん

で
ら

っ
し

ゃ
る

と
は

…
…

た
ま

た
ま

こ
の

号
を

手
に

取
っ

た
だ

け
か

も
し

れ
ま

せ
ん

が
、

な
ん

て
物

好
き

な
…

…
。」

と
あ

っ
た

。
ま

た
、

他
で

、「
百

田
応

援
団

の
弊

誌
と

し
て

は
残

念
…

」
と

あ
る

の
で

、
雑

誌
の

位
置

づ
け

は
、

い
わ

ゆ
る

右
な

の
だ

ろ
う

。
　  そ

の
後

、「
天

木
直

人
の

メ
ー

ル
マ

ガ
ジ

ン
」

２
０

１
８

月
１

月
５

日
第

１
３

号
で

は
、「

今
年

を
明

治
維

新
の

再
評

価
議

論
活

発
化

の
元

年
に

し
た

い
」

と
し

て
、「

き
ょ

う
１

月
５

日
の

毎
日

新
聞

の
オ

ピ
ニ

オ
ン

コ
ラ

ム
「

論
点

」
は

、
明

治
１

５
０

年
を

考
え

る
と

題
し

て
識

者
三

名
の

意
見

を
掲

載
し

て
い

た
。」

と
し

て
、

次
の

よ
う

に
か

い
て

い
る

。
  

（
引

用
開

始
）

　
し

か
し

、
私

が
注

目
し

た
の

は
、

原
田

伊
織

と
い

う
作

家
が

語
っ

て
い

た
要

旨
次

の
評

価
だ

。

　
原

田
氏

は
、

２
０

１
２

年
に

発
表

し
た

「
明

治
維

新
と

い
う

過
ち

」
と

い
う

本
で

、
明

治
維

新
論

争
に

火
を

つ
け

た
と

言
わ

れ
て

い
る

人
で

あ
る

と
紹

介
さ

れ
て

い
る

。

　「
ネ

ト
ウ

ヨ
は

私
を

『
左

翼
の

反
日

主
義

者
』

と
呼

び
、

一
方

で
（

左
翼

か
ら

は
）『

右
翼

の
軍

国
主

義
者

』
と

も
批

判
さ

れ
る

。
中

に
は

脅
迫

ま
が

い
の

も
の

も
あ

る
。

ど
う

し
て

こ
う

も
短

絡
的

に
な

る
の

か
・・・

こ
ん

な
寛

容
性

の
な

い
国

に
な

っ
た

元
凶

を
作

っ
た

の
が

長
州

藩
士

た
ち

だ
。

長
州

出
身

の
元

老
た

ち
に

よ
る

明
治

の
『

長
州

藩
閥

』
政

治
は

大
正

以
降

も
今

に
至

る
ま

で
『

長
州

型
』

政
治

と
し

て
日

本
の

政
治

風
土

の
中

で
続

い
て

い
る

。
特

徴
は

、
憲

法
を

は
じ

め
と

す
る

法
律

よ
り

も
、

天
皇

を
重

視
し

利
用

し
て

し
ま

う
こ

と
。

幕
末

に
は

・
・

・
倒

幕
の

御
旗

と
し

て
利

用
し

た
が

、
明

治
以

降
は

ま
さ

に
『

天
皇

原
理

主
義

』
と

な
り

、
国

家
を

破
壊

に
導

い
た

。
そ

れ
以

前
の

日
本

に
は

天
皇

を
神

聖
化

し
た

『
原

理
主

義
』

な
ど

は
存

在
し

な
か

っ
た

。
　

も
う

一
点

は
、

富
国

強
兵

、
殖

産
興

業
の

名
の

下
で

政
治

と
軍

部
、

軍
事

産
業

で
も

あ
っ

た
財

界
と

が
癒

着
す

る
社

会
を

生
み

出
し

た
事

だ
ろ

う
。

こ
れ

が
私

の
い

う
『

長
州

型
』

政
治

で
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あ
る

。
明

治
５

０
年

は
寺

内
正

毅
、

１
０

０
年

は
佐

藤
栄

作
、

そ
し

て
１

５
０

年
は

安
倍

晋
三

と
、い

ず
れ

も
山

口
県

（
長

州
）

出
身

の
首

相
の

下
で

祝
典

が
営

ま
れ

る
の

は
た

だ
の

偶
然

と
思

い
た

い
が

、
戦

後
の

自
民

党
政

権
は

一
貫

し
て

こ
の

長
州

型
か

ら
抜

け
き

れ
な

か
っ

た
。

　
最

大
の

問
題

は
歴

史
の

『
検

証
』

が
行

わ
れ

な
か

っ
た

こ
と

だ
。『

明
治

維
新

至
上

主
義

者
』

で
あ

る
司

馬
遼

太
郎

氏
は

敬
愛

す
る

大
学

の
大

先
輩

で
は

あ
る

が
、『

そ
れ

だ
け

は
違

い
ま

す
よ

』
と

言
い

た
い

。
ど

れ
ほ

ど
無

駄
な

命
が

あ
の

原
理

主
義

の
名

の
下

に
葬

り
去

ら
れ

た
か

。
そ

の
『

過
ち

』
の

検
証

も
反

省
も

な
く

、
日

本
は

二
度

目
の

破
滅

（
敗

戦
）

を
迎

え
た

の
だ

が
、

戦
後

も
検

証
は

行
わ

れ
ず

、
ず

る
ず

る
と

今
も

明
確

な
外

交
方

針
す

ら
な

く
、

業
界

と
の

癒
着

が
ニ

ュ
ー

ス
に

な
る

・
・

・
　

１
５

０
年

前
は

私
た

ち
の

祖
父

や
曽

祖
父

が
生

き
て

い
た

時
代

で
あ

り
、

そ
う

遠
い

時
間

の
流

れ
で

は
な

い
・

・
・

ま
だ

手
の

届
く

と
こ

ろ
に

あ
り

、
検

証
は

間
に

合
う

。
勝

者
に

都
合

の
い

い
歴

史
に

洗
脳

さ
れ

る
こ

と
な

く
、

少
々

歯
切

れ
が

悪
く

と
も

、
史

実
は

史
実

と
し

て
真

面
目

に
向

き
合

う
勇

気
を

持
ち

た
い

・
・

・
」

　
私

は
こ

の
原

田
氏

の
著

書
を

読
ん

で
は

い
な

い
が

、
鈴

木
荘

一
氏

の
書

い
た

「
明

治
維

新
の

正
体

」（
毎

日
ワ

ン
ズ

）
の

本
で

明
治

維
新

に
対

す
る

ひ
と

つ
の

見
方

に
触

れ
、

明
治

維
新

に
対

す
る

自
ら

の
無

知
と

、
明

治
維

新
の

複
雑

さ
に

認
識

を
新

た
に

し
た

。
（

引
用

終
わ

り
）

　
明

治
維

新
と

言
え

ば
、

秋
田

で
は

吉
田

昭
治

氏
だ

が
、

数
年

前
に

な
く

な
っ

て
い

る
。

ご
意

見
を

聞
い

て
み

た
か

っ
た

。
　

ま
た

、「
日

本
を

守
る

の
に

右
も

左
も

な
い

―
人

類
を

破
滅

に
導

く
マ

ス
コ

ミ
・

官
僚

・
学

者
た

ち
。

マ
ス

コ
ミ

さ
え

倒
せ

ば
、

支
配

勢
力

は
瓦

解
す

る
―

」（
http://blog.nihon-syakai.

net/）
で

は
、「【

幕
末

維
新

の
代

理
人

】　
<

プ
ロ

ロ
ー

グ
>

激
動

の
時

代
、

金
貸

し
に

手
を

貸
し

た
幕

末
維

新
の

代
理

人
」

と
い

う
よ

う
な

記
事

を
読

む
こ

と
が

で
き

る
。

　　
＊

　　
魁

2017
年

12
月

22
日

号
に

、
西

木
正

明
氏

が
「

覇
権

国
家

不
在

の
気

配
」

で
、「

覇
権

国
家

に
不

可
欠

な
の

が
、

大
方

の
国

々
が

納
得

す
る

仲
裁

力
だ

。
そ

れ
に

は
あ

る
種

の
人

徳
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な
ら

ぬ
国

家
徳

が
必

須
で

あ
る

。
軍

事
力

や
経

済
力

だ
け

で
は

、
世

界
の

覇
権

国
家

に
は

な
れ

な
い

。」
と

し
て

、
ト

ラ
ン

プ
発

言
に

触
れ

、「
一

つ
間

違
う

と
第

３
次

世
界

大
戦

の
誘

発
に

つ
な

が
り

か
ね

な
い

」
と

か
い

て
い

る
。

　
し

か
し

、
ア

メ
リ

カ
こ

そ
が

、
国

家
徳

ど
こ

ろ
か

、
い

ち
ゃ

も
ん

国
家

、
な

ら
ず

者
国

家
だ

と
い

う
こ

と
は

、
す

こ
し

本
や

ネ
ッ

ト
な

ど
で

調
べ

れ
ば

わ
か

る
こ

と
だ

ろ
う

に
、

そ
れ

だ
け

洗
脳

さ
せ

ら
れ

て
い

る
の

か
し

ら
ん

。
そ

れ
と

も
、

メ
デ

ィ
ア

の
要

請
か

な
。

　　
つ

い
で

に
ア

メ
リ

カ
に

ふ
れ

る
と

、
マ

グ
ロ

に
か

ん
し

て
、

つ
ぎ

の
よ

う
な

記
事

を
見

つ
け

た
。（「

Ｎ
Ｅ

Ｗ
Ｓ

ポ
ス

ト
セ

ブ
ン

」
2012.09.15）

　（
引

用
開

始
）

　　
マ

グ
ロ

を
ス

ポ
ー

ツ
で

釣
る

米
国

人
「

絶
滅

危
惧

だ
か

ら
保

護
」

の
傲

慢

　
豊

か
な

自
然

に
恵

ま
れ

た
日

本
で

は
、

海
の

幸
、

山
の

幸
を

凝
ら

し
た

世
界

一
の

食
文

化
が

育
ま

れ
て

き
た

。
寿

司
、

和
牛

、
日

本
米

な
ど

、
海

外
で

高
く

評
価

さ
れ

る
料

理
・

食
材

は
多

い
。

し
か

し
、

そ
の

日
本

の
食

卓
が

危
機

に
瀕

し
て

い
る

。
鮮

魚
が

食
べ

ら
れ

な
く

な
り

、
味

噌
や

豆
腐

が
食

卓
か

ら
消

え
る

日
が

や
っ

て
く

る
か

も
し

れ
な

い
。

そ
の

背
後

に
は

、
ア

メ
リ

カ
の

政
治

的
意

図
や

中
国

の
拡

張
、

そ
し

て
“内

な
る

敵
”の

存
在

が
あ

る
。

“外
圧

”が
日

本
の

食
文

化
を

脅
か

す
事

例
の

最
た

る
も

の
が

、
マ

グ
ロ

・
ク

ジ
ラ

問
題

だ
ろ

う
。

　
築

地
の

中
央

卸
売

市
場

で
毎

年
盛

り
上

が
り

を
見

せ
る

マ
グ

ロ
の

初
競

り
。

落
札

価
格

は
急

騰
し

、
5

年
前

ま
で

1
本

500
万

円
程

度
だ

っ
た

も
の

が
、

今
年

は
5649

万
円

（
大

間
産

、
269kg）

の
過

去
最

高
額

と
な

っ
た

。

「
高

級
モ

ノ
の

競
り

で
は

中
国

が
存

在
感

を
見

せ
て

い
ま

す
。

昨
年

は
香

港
の

寿
司

チ
ェ

ー
ン

が
3249

万
円

で
落

札
し

ま
し

た
し

、
今

年
も

途
中

で
中

国
の

業
者

が
5000

万
円

台
の

値
を

示
し

ま
し

た
。

落
札

し
た

日
本

の
寿

司
チ

ェ
ー

ン
の

オ
ー

ナ
ー
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は
『

海
外

に
持

っ
て

行
か

れ
る

よ
り

、
日

本
で

お
い

し
い

マ
グ

ロ
を

食
べ

て
欲

し
い

』
と

頑
張

っ
た

そ
う

で
す

」（
築

地
の

マ
グ

ロ
仲

卸
業

者
）

　
中

国
の

拡
張

だ
け

で
は

な
い

。

　
野

生
生

物
の

国
際

取
引

を
規

制
す

る
ワ

シ
ン

ト
ン

条
約

会
議

に
大

西
洋

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

禁
輸

案
が

提
起

さ
れ

た
の

は
2

年
前

の
こ

と
。

欧
米

が
支

持
し

た
提

案
（

提
案

国
・

モ
ナ

コ
）

は
大

差
で

否
決

さ
れ

た
が

、
世

界
の

ク
ロ

マ
グ

ロ
の

約
8

割
を

消
費

す
る

日
本

へ
の

批
判

は
や

ま
な

い
。

だ
が

、
そ

も
そ

も
欧

米
に

批
判

の
資

格
が

あ
る

の
か

疑
問

だ
。

東
京

海
洋

大
学

の
末

永
芳

美
教

授
が

説
明

す
る

。

「
ア

メ
リ

カ
で

は
、

大
西

洋
ク

ロ
マ

グ
ロ

の
ス

ポ
ー

ツ
フ

ィ
ッ

シ
ン

グ
が

弁
護

士
や

医
師

な
ど

富
裕

層
の

間
で

盛
ん

で
す

。
『

ゲ
ー

ム
・

ハ
ン

テ
ィ

ン
グ

』
な

ど
と

称
し

て
重

さ
や

体
長

を
競

う
。

彼
ら

は
重

さ
や

長
さ

を
測

っ
て

写
真

を
撮

っ
た

ら
、

マ
グ

ロ
を

浜
に

埋
め

て
廃

棄
し

て
き

た
の

で
す

。

　
そ

の
後

、
1980

年
代

に
は

マ
グ

ロ
が

日
本

で
高

く
売

れ
る

こ
と

に
気

付
き

、
素

人
た

ち
が

一
攫

千
金

に
乗

り
出

し
た

時
期

も
あ

っ
た

。
彼

ら
が

も
っ

と
自

由
に

ス
ポ

ー
ツ

フ
ィ

ッ
シ

ン
グ

を
楽

し
む

た
め

、
環

境
団

体
と

組
ん

で
マ

グ
ロ

漁
の

禁
止

・
制

限
に

乗
り

出
し

た
経

緯
が

あ
り

ま
す

」

　
末

永
氏

に
よ

れ
ば

、
ICCAT（

大
西

洋
マ

グ
ロ

類
保

存
国

際
委

員
会

）
が

米
国

に
割

り
当

て
る

漁
獲

枠
（

948.7t）
の

お
よ

そ
半

分
が

ス
ポ

ー
ツ

フ
ィ

ッ
シ

ン
グ

消
費

な
の

だ
と

い
う

。
つ

ま
り

毎
年

400
～

500tが
レ

ジ
ャ

ー
目

的
で

消
え

て
い

る
の

だ
（

日
本

の
同

漁
獲

枠
は

1000t強
）。

マ
グ

ロ
を

釣
り

上
げ

て
は

埋
め

る
人

間
に

「
絶

滅
危

惧
だ

か
ら

保
護

し
ろ

」
と

言
わ

れ
て

も
説

得
力

は
な

い
。

※
SAPIO

2012
年

9
月

19
日

号
（

引
用

終
わ

り
）

　
　

　
＊

　
2018

年
2

月
24

日
の

「
netgeek.biz」

に
よ

れ
ば

、 「『
嘘

の
新

聞
』

と
検

索
す

る
と

検
索

エ
ン

ジ
ン

が
朝

日
新

聞
を

候
補
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　あとがき

◆この冬は調べものがあって図書館に通うことが多
かった。寒い家の中にいるよりは暖房の利いた施設の
方が過ごしやすかったが、ついつい眠くなり、スイミ
ン（睡眠）グスクールになることもしばしばだった。（Ｔ）

◆戦前にも「横濱に住んでゐた俳句や短歌を作る人達」
で発行していた「海市」という文藝雜誌があることが
わかった。同人の一人笹澤美明氏が出した詩集は『海
市帖』（湯川弘文社、昭和 18 年 2 月）、定價一圓五拾錢、
三千部とあった。すげぇー。（Ｊ）

◆書店に行くと“語彙力”という文字の付く本がやた
らと多い。チラリ立ち読みしてみると、語彙“数”で
はなく誤用を例示しているものが多い。正しく使える
かどうかの“力”。読んでいて成る程、と感じた私のよ
うな人が多いということなのか？（B）

◆年が改まってから毎日冷えた。雪も降ったが近所に
除雪車が来たのは一度だけ。路上の雪が雨と混ざって
シャーベットになることは少なく、夜間に凍りついて
は滑って歩きにくくなる日も多かった。昨年暮れに畑
から引き揚げて、庭の隅に埋めておいてダイコン数本
を、2月初めに掘り起こそうとしたが、土はガチンガ
チンになっていて、植栽ベラでは歯が立たず、クワを
使ってようやく 1本抜いただけにした。残ったやつは
まだ土の中だ。どうなっているだろう。ウフフ。（K）
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に
出

す
こ

と
が

分
か

っ
た

。
ど

う
い

う
ア

ル
ゴ

リ
ズ

ム
な

の
か

は
分

か
ら

な
い

が
、

日
本

人
の

一
般

常
識

と
し

て
正

式
に

認
定

さ
れ

た
も

同
然

だ
ろ

う
。」

　
ネ

ッ
ト

で
は

、
朝

日
の

で
っ

ち
上

げ
は

有
名

だ
か

ら
、

当
然

な
ん

だ
ろ

う
な

。
毎

月
、

自
費

で
福

島
を

取
材

し
て

い
る

烏
賀

陽
弘

道
氏

（
元

朝
日

記
者

）
に

は
、『「

朝
日

」
と

も
あ

ろ
う

も
の

が
。』（

河
出

文
庫

）
と

い
う

著
書

も
あ

る
が

、
ろ

く
に

取
材

も
で

き
な

く
な

っ
た

り
し

て
、

辞
め

た
と

い
う

。


