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伊
予
聖
人

近
藤
篤
山
先
生
と

大
生
院
公
民
館
の
感
動
講
座
に
つ
い
て

伊
予
聖
人
と
称
え
ら
れ
た
近
藤
篤
山
先
生
は
、
土
居
町
に
生

ま
れ
ま
し
た
。
大
阪
、
江
戸
で
学
び
立
派
な
学
者
と
し
て
高
く

評
価
を
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
川
之
江
で
塾
を
開
き
、
小
松
藩
の

藩
校

養
正
館
の
先
生
と
し
て
、
素
晴
ら
し
い
成
績
を
あ
げ
た

優
れ
た
教
育
者
で
す
。
小
松
藩
の
先
生
と
し
て
迎
え
ら
れ
た
頃

に
は
年
老
い
た
両
親
が
大
生
院
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。
小
松
に

自
分
の
屋
敷
を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
先
生
は
、
毎
月
十
日
間
の

三
年
両
親
の
住
ん
で
い
る
大
生
院
ま
で
帰
っ
て
親
孝
行
を
し
た

と
言
わ
れ
ま
す
。
感
動
講
座
で
は
こ
の
親
孝
行
の
為
に
通
っ
た

道
を
「
篤
山
の
孝
道
を
訪
ね
て
」
と
題
し
て
事
業
を
行
っ
て
い

ま
す
。

以
下
は
平
成
十
四
年
九
月
一
日

「
近
藤
篤
山
と
大
生
院
」
の

講
演
会
の
内
容
で
す
。

尚
、
高
橋

恵

公
民
館
長
の
講
演
内
容
は
録
音
機
器
の
不
調

に
よ
り
撮
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
の
で
当
日
会
場
に
て
配
布
さ

れ
た
レ
ジ
ュ
メ
の
内
容
を
掲
載
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

■
小
松
藩
と
大
生
院

大
生
院
公
民
館
長

高
橋

恵

関
が
原
の
合
戦
の
功
績
に
よ
り
西
条
の
一
柳
直
盛
に
六
万
八

千
石
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
の
三
男

直
頼
に
一
万
石
を
与
え
小

松
藩
が
始
ま
る
。
一
六
三
六
年
初
代

直
頼
公
よ
り
八
代

頼
紹

公
ま
で
続
く
。
そ
の
屋
敷
付
近
に
低
い
松
が
群
生
し
て
い
た
こ

と
か
ら
、
小
松
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
小
さ
な
藩
で
松

山
藩
、
西
条
藩
、
天
領
に
挟
ま
れ
る
よ
う
な
形
で
藩
が
あ
っ
た
。

人
口
も
少
な
く
、
城
で
は
な
く
陣
屋
が
存
在
し
て
い
た
。
東
部

の
萩
生
、
大
生
院
、
半
田
、
上
島
山
を
飛
び
藩
と
定
め
た
。

大
生
院
の
沿
革

豊
臣
氏
の
時
代
は
長
曽
我
部
の
所
領
で
あ
っ
た
。
天
正
十
三

年
四
国
征
伐
後
に
小
早
川
隆
景
に
移
っ
た
。
天
正
十
五
年
福
島

正
則
に
属
し
、
慶
長
五
年
に
加
藤
嘉
明
に
、
寛
永
四
年
に
蒲
生

忠
則
に
移
る
。
寛
永
十
年
に
一
柳
家
へ
移
る
。
明
治
時
代
に
西
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条
ぶ
ん
と
新
居
浜
ぶ
ん
に
分
か
れ
る
。

鮭
川
の
分
水
に
つ
い
て

天
正
の
乱
以
降
に
上
島
山
村
と
半
田
村
へ
と
分
水
が
行
わ
れ

た
。
承
応
年
間(

一
六
五
二
～
一
六
五
五)

に
時
刻
に
よ
る
分
水

か
ら
分
岐
に
よ
る
分
水
に
変
わ
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

井
堰
の
保
守
管
理

小
松
藩
普
請
奉
行
資
材
の
提
供
を
す
る
。
上
島
山
村
、
大
生

院
村
、
半
田
村
が
使
役
を
提
供
し
た
。
各
村
の
負
担
率
は
現
在

も
継
続
さ
れ
て
い
る
。

■
近
藤
篤
山
と
正
法
寺

正
法
寺
住
職

大
西
大
寛

こ
ん
ば
ん
は
。
今
日
各
地
か
ら
お
寺
に
お
い
で
下
さ
り
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
先
程
の
尺
八
の
音
色
に
耳
を
傾
け

て
お
り
ま
す
と
、
当
山
の
八
代
目
の
住
職

榮
澄
上
人
と
申
し

ま
し
て
、
ち
ょ
う
ど
文
化
、
文
政
か
ら
天
保
に
か
け
て
住
職
を

し
て
い
た
方
で
す
が
、
そ
の
方
と
篤
山
さ
ん
が
親
し
く
お
話
を

さ
れ
て
い
た
詩
が
浮
か
ん
で
ま
い
り
ま
す
。
そ
の
漢
詩
と
言
う

の
は
、

冬
夜
遊
正
法
寺

天
寒
諸
品
静

寺
晩
対
空
山

鐘
歇
雲
松
外

燭
明
窓
竹
間

杯
盤
忘
世
間

談
話
叩
玄
関

名
利
百
年
事

何
如
一
夜
閑

と
い
う
も
の
で
す
。「
燭
明
は
窓
竹
の
間
」
と
い
う
の
は
、
篤

山
さ
ん
と
榮
澄
さ
ん
が
二
人
で
、
今
は
客
殿
に
な
っ
て
お
り
ま

す
が
、
そ
の
当
時
は
本
堂
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
こ
の
一

間
に
障
子
が
あ
り
、
天
保
時
代
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
の
で
す
が
、

お
そ
ら
く
二
人
で
夜
が
更
け
る
ま
で
談
に
興
じ
、
い
ろ
い
ろ
話

4

を
さ
れ
て
お
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

「
杯
盤
に
世
間
を
忘
れ
る
」、
粗
末
な
食
事
で
は
あ
る
が
二
人
で

食
べ
て
、
世
間
の
俗
事
を
忘
れ
、
佛
法
の
話
を
さ
れ
て
お
ら
れ

た
よ
う
で
す
。
そ
し
て
、「
名
利

百
年
の
事
」
と
言
っ
て
お
り
ま

す
か
ら
利
益
と
か
名
声
と
か
い

う
も
の
は
長
く
て
も
百
年
の
事

で
は
な
い
か
と
い
っ
て
、
人
間

と
し
て
の
生
き
方
を
二
人
で
い

ろ
い
ろ
話
し
て
お
ら
れ
た
よ
う

で
す
。
そ
の
様
子
が
尺
八
を
聞

き
な
が
ら
う
か
ん
で
ま
い
り
ま

し
た
。

さ
て
限
ら
れ
た
時
間
で
す
の
で
、
当
時
の
住
職
と
篤
山
さ
ん

の
こ
と
に
つ
い
て
話
さ
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
篤
山
さ
ん
は
伊
予

聖
人
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
よ
う
に
大
変
立
派
な
方
で
す
。
小
さ

い
と
き
か
ら
親
孝
行
を
さ
れ
、
最
終
的
に
は
学
問
よ
り
も
孝
行

を
取
ら
れ
た
人
で
す
。
生
き
方
自
体
が
聖
人
で
あ
っ
た
ひ
と
で

す
。

正
法
寺
の
僧
侶
と
篤
山
先
生

左
下
図

徳
見
堂

そ
の
方
と
先
ほ
ど
の
榮
澄
さ
ん
と
い
う
お
坊
さ
ん
は
、
檀
家

の
方
か
ら
名
前
と
は
別
に
徳
の
あ
る
僧
侶
と
い
う
意
味
で
「
徳

僧
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
方
で
す
。
こ
の
方
が
天
保
元
年
ご
ろ
徳

見
堂
に
六
十
歳
く
ら
い
で
隠
居
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
徳
見

堂
は
明
治
初
期
、
寺
子
屋
と
し
て
大
生
院
小
学
校
の
も
と
に
な

り
ま
し
た
。
ま
た
雨
乞
い
が

大
変
上
手
な
方
で
あ
っ
た
そ

う
で
小
松
藩
の
七
ケ
寺
中
の

一
ケ
寺
と
し
て
下
島
山
郡
と

上
島
山
郡
を
統
括
し
て
雨
乞

い
を
し
て
い
た
寺
で
あ
り
ま

し
た
。
今
、
雨
乞
い
と
言
う

と
皆
様
大
変
非
科
学
的
と
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
江
戸
時
代
、
雨
が
ふ
ら

な
い
こ
と
は
今
以
上
に
深
刻
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な
問
題
で
す
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
神
仏
に
祈
る
こ
と
に
よ
っ

て
雨
を
降
ら
せ
解
決
し
て
も
ら
う
法
に
長
け
た
方
で
す
。
ま
た

お
弟
子
さ
ん
と
し
て
榮
教
ー
榮
鳳
ー
榮
尊
と
い
っ
た
方
々
や
他

た
く
さ
ん
の
僧
侶
を
育
成
さ
れ
ま
し
た
。

さ
て
今
度
は
、
栄
澄
さ
ん
の
末
の
お
弟
子
さ
ん
で
、
榮
尊
さ

ん
の
こ
と
を
少
し
話
し
ま
す
。
彼
は
弟
子
の
中
で
は
一
番
長
く

三
十
五
年
程
こ
の
寺
の
住
職
を
さ
れ
ま
し
た
。
天
保
元
年
～
文

政
二
年
ま
で
住
職
で
し
た
。
そ
の
方
は
、
篤
山
さ
ん
と
い
う
よ

り
、
次
男
の
簣
山
と
号
し
た
、
真
助
さ
ん
と
お
付
き
合
い
が
あ

り
ま
し
た
。
余
談
で
す
が
、
篤
山
さ
ん
は
高
太
郎(

た
か
た
ろ

う)

と
い
う
の
で
す
け
れ
ど
も
お
寺
に
手
紙
を
お
く
る
と
き
は
、

相
手
が
お
坊
さ
ん
だ
か
ら
本
名
を
名
乗
る
の
を
憚
っ
て
、
こ
の

名
で
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
栄
尊
さ
ん
は
、
実
際
は

栄
澄
さ
ん
が
六
十
歳
の
こ
ろ
の
お
弟
子
さ
ん
で
、
そ
の
兄
弟
子
、

榮
教
さ
ん
は
三
年
間
住
職
を
つ
と
め
た
の
ち
西
条
の
宝
蓮
寺
に

行
か
れ
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
の
榮
鳳
さ
ん
は
住
職
に
な
っ
て
一
、

二
年
後
病
気
で
亡
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
で
す
か
ら
榮
尊
さ

ん
は
、
か
な
り
若
く
住
職
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
そ
の
当
時
の
過
去
帳
や
書
類
を
整
理
し
て
い
る
う
ち
同

じ
住
職
と
し
て
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
で
住
職
を
さ
れ
て
お
ら
れ

た
の
か
興
味
を
も
ち
ま
し
て
十
年
前
に
い
ろ
い
ろ
と
調
べ
ま
し

て
資
料
を
つ
く
り
ま
し
た
。
皆
様
の
手
元
に
あ
る
の
は
そ
の
一

部
で
す
。
ど
う
か
後
で
み
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
機

会
が
あ
れ
ば
、
当
時
の
ご
住
職
の
様
子
を
ま
た
話
し
た
い
と
思

い
ま
す
。

最
後
に
、
法
句
経
と
い
う
お
経
に
「
花
の
香
り
は
風
に
し
た

が
っ
て
広
が
っ
て
い
く
が
、
よ
き
人
の
香
り
は
風
に
さ
か
ら
っ

て
広
が
っ
て
い
く
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
篤
山
先
生
の

歩
ん
で
こ
ら
れ
た
足
跡
と
、
徳
行
は
時
代
こ
え
て
学
ぶ
べ
き
も

の
が
た
く
さ
ん
あ
る
と
思
い
ま
す
。
正
法
寺
に
は
現
在
火
災
な

ど
で
明
治
時
代
や
大
正
時
代
の
書
簡
な
ど
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て

お
り
ま
せ
ん
が
、
天
保
時
代
、
篤
山
さ
ん
の
こ
ろ
の
書
類
は
な

ぜ
か
ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
に
何
杯
も
で
て
き
ま
し
た
。
こ
の
こ
と
は
、

あ
な
が
ち
偶
然
で
は
な
く
私
達
を
含
め
、
大
勢
の
方
に
篤
山
さ

ん
の
説
か
れ
た
孝
行
や
慎
独
と
い
っ
た
教
え
が
今
の
世
に
こ
そ

必
要
に
な
り
、
平
成
に
な
っ
て
襖
の
下
ば
り
や
、
壁
紙
等
か
ら

現
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
り
し
て
お
り
ま
す
。
あ
ま
り

い
い
お
話
に
は
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
こ
れ
で
私
の
お
話
を
終

わ
ら
せ
て
も
ら
い
ま
す
。
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■
「
伊
予
聖
人
」
近
藤
篤
山元

新
居
浜
西
高
校
長

三
木

忠

三
木
と
申
し
ま
す
。
私
は
土
居
町
の
中
村
と
い
う
と
こ
ろ
に

住
ん
で
お
り
ま
す
。
私
も
お
寺
に
ご
縁
が
あ
り
ま
し
て
土
居
の

見
寿
院(

け
ん
じ
ゅ
い
ん)

と
い
う
御
室
派
の
お
寺
で
そ
こ
の
総

代
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。
聞
く
と
こ
ろ
に
よ
る
と

正
法
寺
さ
ん
も
仁
和
寺
を
本
山
と
さ
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。
さ
て
こ
ち
ら
の
お
寺
と
の
関
係
は
私
が
新
居
浜
西
高
校
の

校
長
を
し
て
い
る
と
き
、
高
校
の
印
刷
物
を
岡
田
弘
文
堂
と
い

う
印
刷
屋
さ
ん
に
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
。
そ
ん
な
折
、
今

か
ら
十
三
、
四
年
前
弘
文
堂
さ
ん
か
ら
こ
ち
ら
の
お
寺
で
篤
山

さ
ん
の
書
簡
が
襖
の
下
貼
り
か
ら
出
て
き
た
の
で
調
べ
て
く
れ

な
い
か
と
い
う
こ
と
で
こ
の
お
寺
の
書
簡
を
調
べ
さ
せ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
篤
山
さ
ん
の
次
男
の
簣
山(

き
ざ
ん)

先
生
が
榮
尊

さ
ん
に
漢
文
を
教
え
ら
れ
て
い
て
、
こ
こ
に
も
レ
ッ
ス
ン
に
来

ら
れ
た
お
り
文
章
を
作
っ
た
ら
、
簣
山
先
生
を
通
じ
て
篤
山
先

生
に
添
削
を
し
て
も
ら
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。
こ
れ
を
読
ま
せ

て
も
ら
い
ま
し
た
。

大
生
院
と
正
法
寺

ま
ず
篤
山
先
生
の
こ
と
を
話

す
前
に
大
生
院
の
こ
と
を
お
話

し
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
大

生
院
の
名
は
、
先
程
お
話
が
あ

り
ま
し
た
よ
う
に
石
鉄
山

往

生
院

正
法
寺
か
ら
名
が
と
ら

れ
て
い
ま
す
。
ふ
つ
う
村
々
が

で
き
る
と
い
う
の
は
、
室
町
時
代
や
戦
国
時
代
な
の
で
す
が
、

此
の
お
寺
は
奈
良
時
代
に
上
仙
さ
ん
と
い
う
方
に
よ
っ
て
創
建

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
方
は
石
鎚
山
で
修
行
を
積
ん
だ
お
坊
さ
ん

で
神
通
力
を
も
っ
て
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
お

坊
さ
ん
だ
け
で
は
お
寺
の
運
営
で
き
ま
せ
ん
の
で
そ
の
当
時
こ

の
地
域
を
開
発
し
た
豪
族
の
秦
氏
が
自
分
の
寺
の
住
職
と
し
て

名
高
い
上
仙
師
を
招
い
た
と
寺
伝
に
は
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
秦

さ
ん
と
い
う
苗
字
は
こ
の
地
域
や
西
条
に
か
け
て
多
く
お
ら
れ

ま
す
。
だ
い
た
い
中
国
か
ら
の
帰
化
人
の
系
統
だ
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
そ
れ
以
外
に
正
法
寺
は
こ
の
地
域
の
中
心
で
あ
り
非

常
に
栄
え
て
い
た
よ
う
で
す
。
秀
吉
の
四
国
征
伐
の
と
き
に
焼



7

近藤篤山と大生院

失
し
ま
す
が
そ
れ
ま
で
は
前
の
田
の
あ
た
り
に
、
七
堂
伽
藍
を

有
す
る
大
寺
院
で
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
、

往
生
院
正
法
寺
が
あ
る
村
と
い
う
こ
と
で
、
往
生
院
と
い
う
名

が
つ
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
「
往
生
」
と
言
う
名
は
本
来
極

楽
に
行
く
と
い
う
意
味
で
良
い
こ
と
な
の
で
す
が
、
現
在
使
っ

て
い
る
よ
う
に
亡
く
な
る
と
い
う
意
味
合
い
が
強
く
な
り
、

「
大
」
と
い
う
字
に
改
ま
り
ま
し
た
。
本
来
は
極
楽
往
生
を
願

う
意
味
で
秦
氏
が
建
て
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

篤
山
先
生
一
家

次
に
小
松
藩
の
資
料
を
見
て
見
ま
す
と
、
村
の
広
さ
人
口
石

高
な
ど
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。
明
治
三
十
年
に
大
生
院
は
新
居

浜
に
編
入
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
一
部
、
西
の
三
十
五
％
分
が

民
衆
の
希
望
も
あ
り
、
西
条
に
合
併
し
ま
す
。
市
ノ
川
に
あ
っ

た
ア
ン
チ
モ
ニ
ー
の
鉱
石
な
ど
は
、
小
松
藩
の
記
録
を
み
ま
す

と
非
常
に
大
切
な
も
の
で
し
た
。
輝
安
鉱
は
か
つ
て
茶
筒
で
す

と
か
印
刷
に
使
う
合
金
と
し
て
用
い
ら
れ
て
お
り
ま
し
た
。
篤

山
先
生
に
つ
い
て
で
す
が
、
私
が
住
ん
で
い
た
所
が
、
小
林
村

の
隣
で
し
て
、
篤
山
先
生
の
家
は
庄
屋
の
次
の
う
ち
に
な
り
ま

す
。
庄
屋
は
西
山
家
と
言
い
、
そ
の
次
に
高
橋
と
中
川
と
い
う

組
頭
が
い
ま
し
た
。
そ
の
高
橋
と
い
う
家
が
先
生
の
家
に
あ
た

り
ま
す
。
本
姓
は
高
橋
と
言
い
お
父
さ
ん
は
高
橋
甚
内
と
言
い

ま
す
。
ど
う
し
て
近
藤
か
と
い
う
と
そ
の
前
の
お
じ
い
さ
ん
が
、

天
満
村
の
近
藤
か
ら
養
子
に
き
て
お
り
ま
し
た
。
小
林
村
は
小

さ
く
貧
し
い
村
で
、
川
が
な
く
日
照
り
に
な
る
と
水
が
な
く
な

り
、
大
雨
に
な
る
と
崩
れ
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
中
村
や
藤
原

は
天
領
で
あ
っ
た
の
で
優
先
的
に
水
が
引
か
れ
ま
し
た
が
小
林

村
は
中
々
引
け
な
い
た
め
、
溜
め
池
が
多
く
作
ら
れ
ま
し
た
。

天
明
の
飢
饉
の
折
、
先
生
の
一
家
は
、
貧
し
く
な
り
家
を
出
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
り
ま
し
た
。
先
生
が
六
歳
の
こ
ろ
で
す
。

お
母
さ
ん
は
川
之
江
の
半

田
の
矢
野
と
言
う
庄
屋
か

ら
き
て
お
り
、
そ
の
時
、

実
家
に
呼
び
戻
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。
篤
山

先
生
と
弟
（
三
品
容
斎
、

後
に
西
条
藩
の
儒
官
）
を

残
し
、
家
に
帰
ら
れ
ま
し

た
。
お
母
さ
ん
は
、
後
に

東
予
市
の
黒
川
家
に
再
婚

さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
よ
う

に
小
さ
な
頃
、
非
常
に
苦
労
を
さ
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
お
父
さ

8

ん
は
、
先
生
達
を
連
れ
て
別
子
銅
山
の
小
役
人
と
し
て
働
き
に

行
く
こ
と
と
な
り
ま
す
。
当
時
村
を
出
る
時
、
用
い
ら
れ
た
身

分
証
の
控
え
が
土
居
の
見
寿
院(

高
橋
家
の
菩
提
寺)

に
残
っ
て
お

り
ま
す
。
庄
屋
の
西
山
家
と
見
寿
院
が
連
名
で
許
可
書
を
高
橋

甚
内
の
名
で
だ
し
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
中
萩
の
飯
尾
家
に
養

子
と
い
う
肩
書
き
で
行
か
せ
ま
す
。
姓
も
高
橋
で
行
く
と
家
に

傷
が
つ
く
の
で
中
萩
に
あ
る
大
村
と
い
う
姓
で
そ
こ
の
養
子
と

い
う
形
で
こ
ら
れ
ま
す
。
先
生
は
幼
少
の
と
き
、「
大
八
」
の
ち

に
「
太
郎
」
も
う
少
し
先
に
「
高
太
郎
」
に
な
り
、
高
橋
の
姓

を
除
き
近
藤
の
姓
を
名
乗
り
別
子
銅
山
へ
中
萩
の
飯
尾
家
を
通

じ
大
村
の
姓
で
山
へ
い
か
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
小
さ
い
頃
を
過

ご
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
別
子
銅
山
は
当
時
全
国
か
ら
流
れ

者
が
多
く
来
て
い
て
、
喧
嘩
は
よ
く
あ
る
し
、
酒
を
飲
ん
で
暴

れ
た
り
す
る
も
の
が
い
た
り
、
泥
棒
も
よ
く
あ
る
し
、
山
崩
れ

も
起
き
も
す
る
わ
け
で
、
先
生
の
お
父
さ
ん
は
真
面
目
な
方
で
、

こ
ん
な
と
こ
ろ
で
は
教
育
は
で
き
な
い
と
思
い
山
を
下
る
決
心

を
さ
れ
ま
す
。
村
を
出
る
と
き
に
色
々
な
と
こ
ろ
か
ら
た
く
さ

ん
の
借
金
を
す
る
の
で
す
が
、
庄
屋
の
西
山
家
が
中
に
入
っ
て

後
始
末
を
し
て
出
ら
れ
ま
し
た
。
で
す
か
ら
先
生
は
、
初
め
は

別
子
銅
山
の
役
人
に
読
み
書
き
を
な
ら
っ
た
り
、
別
子
山
の
お

寺
で
習
っ
た
り
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

大
阪
で
勉
強
、
開
塾

そ
の
後
、
子
供
二
人
で
京
都
に
行
き
医
者
に
な
ろ
う
と
決
心

さ
れ
て
行
か
れ
る
わ
け
で
す
が
、
京
都
は
大
火
事
だ
っ
た
も
の

で
途
中
の
大
阪
で
と
ど
ま
り
、
川
之
江
出
身
の
尾
藤
次
洲
先
生

が
塾
を
開
い
て
い
る
の
を
聞
き
、
そ
こ
に
い
か
れ
ま
し
た
。
非

常
に
貧
し
く
一
日
一
食
の
生
活
を
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
も
お
か
ら

・

・

・

と
芋
だ
け
と
い
っ
た
内
容
で
勉
強
さ
れ
た
わ
け
で
す
。
そ
の
う

ち
篤
山
先
生
の
友
人
は
や
せ
細
っ
て
い
る
姿
を
み
て
死
ん
で
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
さ
れ
た
の
で
す
が
、
先
生
は
「
勉

強
で
死
ぬ
こ
と
は
な
い
、
心
配
し
な
い
で
く
れ
」
と
言
わ
れ
た

そ
う
で
す
。

今
の
生
徒
と
だ
い
ぶ
違
い
ま
す
ね
。
一
日
一
食
で
い
つ
も
着

て
い
る
も
の
は
同
じ
、
そ
う
い
う
苦
し
い
中
で
勉
強
を
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
頃
、
尾
藤
二
洲
先
生
も
貧
し
か
っ
た
の
で
す
が
、

篤
山
先
生
の
学
友
が
あ
ま
り
に
心
配
し
て
い
る
の
で
下
宿
を
し

て
い
た
ら
お
金
も
か
か
る
と
い
う
こ
と
で
、
兄
弟
を
す
ま
わ
せ

手
元
で
勉
強
さ
せ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
二
洲
先
生
は
入
門
し
て

二
年
ほ
ど
で
幕
府
の
昌
平
黌(

昌
平
坂
学
問
所)

へ
招
か
れ
て
行

く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
篤
山
先
生
達
は
、

困
り
別
子
村
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
お
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父
さ
ん
と
相
談
し
ま
し
た
が
、
別
子
山
に
戻
っ
て
も
、
ど
う
に

も
な
ら
な
い
の
で
ま
た
大
阪
に
行
き
塾
を
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
塾
を
ひ
ら
か
れ
て
三
年
目
に
二
洲
先
生
か
ら
、
江
戸
に

出
て
こ
い
と
何
度
も
声
が
か
か
る
の
で
す
が
行
く
お
金
も
な
い

と
い
う
こ
と
で
し
た
。「
せ
め
て
片
道
の
お
金
だ
け
で
も
都
合
で

き
な
い
の
か
」
と
い
う
内
容
の
手
紙
も
あ
り
ま
す
。
二
洲
先
生

は
自
分
の
と
こ
ろ
に
き
た
ら
何
と
で
も
し
て
や
る
と
い
う
様
子

で
、
小
松
町
の
近
藤
家
で
見
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
心
を
打
た

れ
ま
し
た
。
そ
う
い
う
こ
と
で
篤
山
先
生
は
、
別
子
の
お
父
さ

ん
の
と
こ
ろ
に
戻
り
ま
し
た
。
そ
の
当
時
義
理
の
お
母
さ
ん
も

き
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
ま
で
二
洲
先
生
が
言
っ
て
く
だ
さ
る
の

と
お
金
も
な
い
為
、
篤
山
先
生
の
み
昌
平
黌
に
行
く
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。
当
時
、
昌
平
黌
は
旗
本
直
参
の
子
弟
か
、
諸
藩
の

儒
者
の
息
子
が
入
学
す
る
と
こ
ろ
で
し
て
、
篤
山
先
生
な
ど
は

入
学
資
格
も
な
い
し
、
お
金
も
な
い
の
で
す
が
二
洲
先
生
は
自

分
の
家
の
書
生
と
し
て
昌
平
黌
に
入
れ
る
わ
け
で
す
。
必
要
最

小
限
の
期
間
、
卒
業
ま
で
普
通
三
年
か
か
る
の
で
す
が
、
二
年

九
ケ
月
で
親
孝
行
を
し
な
く
て
は
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
郷

里
に
戻
ら
れ
ま
し
た
。
し
か
し
別
子
山
に
い
て
も
仕
方
が
な
い

の
で
二
洲
先
生
の
出
身
地
の
川
之
江
で
塾
を
開
か
れ
ま
し
た
。

川
之
江
で
塾
を
開
き
十
八
人
の
弟
子
を
熱
心
に
教
育
さ
れ
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
を
小
松
の
竹
鼻
生
脩
と
い
う
方
が
小
松
の
殿
様

の
頼
親
公
に
川
之
江
に
優
秀
で
熱
心
な
先
生
が
お
ら
れ
る
の
で
、

小
松
で
養
生
館(

学
問
所)

を
作
ろ
う
と
し
て
い
る
所
だ
か
ら
先

生
と
し
て
お
迎
え
ま
し
ょ
う
と
薦
め
ら
れ
た
こ
と
で
、
小
松
か

ら
お
招
き
が
か
か
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
享
和
二
年(

一
八
〇
二

年
）
の
こ
と
で
す
。
し
か
し
川
之
江
の
弟
子
達
は
非
常
に
悲
し

ん
だ
の
で
、
放
っ
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
ず
、

大
生
院
へ

下
図

小
松
図
書
館
蔵

篤
山
先
生
父
を
迎
え
る
図

こ
の
地(

大
生
院
）
に
や

っ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
は

っ
き
り
わ
か
り
ま
せ
ん
が

ど
う
も
今
の
小
学
校
の
あ

た
り
だ
そ
う
で
す
。
そ
の

時
お
父
さ
ん
は
別
子
山
で

苦
労
し
て
お
り
ま
す
。
寒

い
う
え
に
家
も
板
張
り
で

粗
末
で
し
た
。
篤
山
先
生

は
人
一
倍
親
孝
行
で
し
た

10

の
で
、
な
ん
と
か
自
分
の
く
ら
し
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と

い
う
こ
と
と
、
小
松
藩
で
の
仕
事
が
決
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、

お
父
さ
ん
を
呼
び
ま
す
。
当
時
二
洲
先
生
と
の
手
紙
で
小
松
藩

へ
仕
え
る
こ
と
に
対
し
て
、「
一
万
石
程
度
の
藩
な
の
で
川
之
江

で
塾
を
開
い
て
い
る
の
と
変
わ
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
よ
く

考
え
な
さ
い
」
と
い
っ
た
内
容
の
手
紙
も
で
て
き
ま
す
。
し
か

し
小
松
の
お
殿
様
と
竹
鼻
先
生
は
熱
心
に
「
賓
師(

ひ
ん
し)

の

礼
」
を
も
っ
て
迎
え
る
と
い
っ
て
頼
ん
で
こ
ら
れ
ま
し
た
。
つ

ま
り
殿
様
の
先
生
と
し
て
む
か
え
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
す
。

給
料
は
た
く
さ
ん
出
せ
な
い
が
米
五
十
俵
の
現
物
支
給
で
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
当
時
の
小
松
藩
は
困
窮
し
て
い
て
、

他
の
藩
士
だ
と
石
高
は
そ
れ
な
り
に
貰
っ
て
い
た
が
、
実
際
は

三
分
の
一
し
か
貰
っ
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。
篤
山
先
生
の

五
十
俵
と
い
う
の
は
あ
ま
り
い
い
給
料
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
小

松
藩
と
し
て
は
精
一
杯
の
給
料
で
し
た
。
喜
多
川
と
い
う
家
老

が
四
百
石
で
し
て
当
時
、
一
柳
の
分
家
と
喜
多
川
の
二
件
し
か

家
は
な
く
、
四
百
石
で
も
実
際
は
三
分
の
一
で
し
て
、
篤
山
先

生
よ
り
多
く
は
な
り
ま
す
が
篤
山
先
生
の
五
十
俵
と
い
う
の
は
、

侍
で
も
上
の
侍
の
給
料
に
相
当
し
ま
し
た
。
そ
の
時
期
に
川
之

江
の
弟
子
達
は
篤
山
先
生
が
行
か
れ
る
の
を
悲
し
み
惜
別
の
表

を
だ
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
小
松
の
近
藤
家
に
あ
り
ま
す
。
そ

れ
で
小
松
と
川
之
江
の
両
方
と
も
見
る
事
と
な
り
、
そ
の
中
間

に
あ
る
大
生
院
に
住
み
ま
し
た
。
孝
行
す
る
た
め
、
お
父
さ
ん

を
呼
び
寄
せ
こ
こ
か
ら
川
之
江
に
教
え
に
も
行
く
し
、
小
松
へ

も
賓
師
の
礼
と
い
う
こ
と
で
七
人
だ
て
の
籠
が
迎
え
に
き
ま
し

た
。
四
人
は
担
ぎ
手
に
な
り
、
残
り
は
本
を
持
っ
た
り
、
雨
具

を
持
っ
た
り
の
者
が
前
に
一
人
付
き
大
生
院
ま
で
送
り
迎
え
を

し
ま
し
た
。
そ
う
い
う
待
遇
で
小
松
と
川
之
江
を
レ
ッ
ス
ン
し

て
い
ま
し
た
。
お
父
さ
ん
が
大
生
院
に
き
た
の
は
一
八
〇
二
年

(

享
和
二
年)

十
二
月
で
し
て
、
本
当
に
い
た
の
は
享
和
三
年
か

ら
文
化
三
年
で
す
か
ら
あ
し
か
け
四
年
ほ
ど
の
短
い
期
間
で
し

た
。
そ
の
間
大
生
院
に
お
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
時
に
他
の
人
達
と
先
生
は
話
が
中
々
合
わ
な
い
の
で
、

こ
こ
の
お
坊
さ
ん
と
話
を
し
て
い
た
の
が
先
程
の
「
冬
夜
遊
正

法
寺
」
と
い
う
も
の
で
、「
遊
」
と
い
う
の
は
本
当
に
遊
ぶ
と
い

う
意
で
は
な
く
話
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
る
い
は
そ
こ

の
漢
詩
が
あ
る
よ
う
に
、
川
之
江
の
ほ
う
の
話
は
決
ま
っ
た
け

れ
ど
ま
だ
正
式
に
役
職
に
就
い
て
い
な
い
と
き
、
こ
こ
を
通
っ

て
別
子
山
に
行
っ
て
い
た
頃
、
渦
井
川
で
足
を
洗
っ
た
詩
が
で

て
い
ま
す
。
そ
れ
は
寛
政
九
年
、
丁
度
こ
こ
か
ら
戻
っ
て
き
て
、

川
之
江
で
塾
を
開
く
時
で
す
。
次
に
で
て
い
る
正
法
寺
で
お
坊

さ
ん
と
語
り
明
か
し
た
漢
詩
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
お
そ
ら
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く
文
化
元
年
か
、
文
化
二
年
の
こ
ろ
の
漢
詩
で
す
。
こ
の
お
寺

は
格
式
が
高
く
古
い
お
寺
で
当
時
の
お
坊
さ
ん
も
徳
も
高
い
方

で
し
た
の
で
篤
山
先
生
も
何
回
か
こ
ら
れ
て
お
話
を
さ
れ
て
い

た
の
で
し
ょ
う
ね
。
篤
山
先
生
は
儒
学
で
す
の
で
仏
教
の
方
、

真
言
宗
の
お
話
は
お
坊
さ
ん
に
お
話
を
き
か
れ
た
の
で
し
ょ
う
。

で
す
か
ら

漢
詩
の
内
容

「
こ
の
お
寺
の
あ
る
と
こ
ろ
夜
は
山
と
空
に
対
し
非
常
に
静
か

で
ひ
っ
そ
り
と
し
た
場
所
で
あ
る
。
も
う
晩
に
な
っ
て
お
寺
の

鐘
は
鳴
ら
な
く
な
る
が
、
窓
か
ら
見
え
る
光
は
、
竹
の
影
を
通

し
て
見
え
る
。
そ
こ
で
寺
に
あ
が
る
と
杯
と
御
馳
走
を
盛
っ
た

お
皿
で
歓
待
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
こ
で
仏
門
の
教
え
を
乞
い
、

夜
遅
く
ま
で
語
り
明
か
し
ま
し
た
。
世
の
中
で
は
名
声
と
利
益

と
い
っ
た
も
の
は
、
い
く
ら
長
生
き
を
し
た
と
し
て
も
精
々
百

年
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
今
晩
こ
の
よ
う
に
の
ど
か
に
話
す
と

い
う
こ
と
は
、
こ
れ
は
な
ん
と
も
い
え
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
こ

う
い
う
貴
重
な
時
間
は
め
っ
た
に
得
ら
れ
な
い
ど
の
よ
う
に
し

て
こ
の
よ
う
な
機
会
を
ま
た
得
よ
う
か
」
と
い
う
歌
を
つ
く
ら

れ
て
い
ま
す
ね
。
篤
山
先
生
は
八
十
一
才
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。

当
時
と
し
て
は
か
な
り
の
長
生
き
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
正
月
の

こ
ろ
の
、
川
之
江
の
人
が
持
っ
て
い
る
書
が
あ
り
ま
す
。「
好
み

て
住
す
」「
白
雲
紅
樹
の
裏
」
こ
こ
は
住
み
心
地
が
よ
い
。
白
雲

と
い
う
の
は
こ
の
山
の
後
ろ
か
ら
銅
山
越
え
の
雲
を
い
う
の
で

し
ょ
う
。
紅
樹
と
い
う
の
は
、
冬
に
赤
い
と
言
え
ば
梅
か
椿
が

考
え
ら
れ
ま
す
。
私
は
椿
と
解
し
た
い
。
と
い
う
の
は
こ
の
山

に
は
た
く
さ
ん
椿
が
あ
り
ま
す
か
ら
。
正
法
寺
の
こ
と
で
し
ょ

う
ね
。

下
図

薬
師
堂
裏
の
藪
椿
樹
齢
推
定
二
百
年

そ
し
て
「
君
と
と
も
に

同
じ
く
唱
す
」
こ
れ
は
お
父

さ
ん
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
長

い
間
苦
労
を
か
け
た
お
父
さ

ん
に
孝
行
が
で
き
る
し
小
松

藩
へ
の
就
職
も
決
ま
っ
た

し
、
こ
の
と
き
は
既
に
讃
岐

か
ら
お
嫁
さ
ん
も
、
も
ら
っ

て
い
た
の
で
、
今
大
変
う
れ

し
い
と
言
う
事
で
し
ょ
う
。

次
の
書
は
そ
こ
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
で
し
て
、
字
か
ら
い

12

う
と
そ
ん
な
に
年
を
と
ら
れ
て
か
ら
の
も
の
で
は
な
い
と
思
い

ま
す
。
十
四
字
あ
っ
て
七
言
の
対
句
に
な
っ
て
い
ま
す
。
二
、

二
、
三
に
切
っ
て
読
ん
で
み
ま
す
と
、「
微
吟
」「
緩
節
」「
還
帰

晩
」「
一
任
」「
春
風
」「
拂
面
吹
」
春
の
詩
と
い
う
の
は
す
ぐ
わ

か
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
春
の
宵
、
こ
こ
に
い
た
と
き
か
、

小
松
か
ら
訪
ね
て
き
た
と
き
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
ゆ
る
や
か

な
漢
詩
の
節
ま
わ
し
を
自
分
で
吟
じ
た
ら
、
丁
度
カ
ラ
オ
ケ
で

歌
う
よ
う
に
小
声
で
う
た
わ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
晩
帰
り
な
が

ら
う
た
っ
た
。
そ
う
す
る
と
春
風
が
自
分
に
気
持
ち
よ
く
あ
た

る
こ
と
だ
と
、
と
い
っ
た
詩
で
す
。
お
父
さ
ん
は
、
先
生
が
小

松
の
儒
官
に
な
ら
れ
て
か
ら
も
生
き
て
お
ら
れ
ま
し
た
。
篤
山

先
生
の
孝
行
の
話
が
で
て
き
ま
す
。
篤
山
崧
書
と
あ
り
ま
す
。

篤
山
と
名
乗
る
の
は
、
相
手
が
目
下
に
な
る
と
き
に
使
わ
れ
て

い
ま
す
。
同
僚
も
し
く
は
上
の
方
に
は
高
太
郎
で
い
き
ま
す
。

篤
山
先
生
の
本
当
の
名
は
春
崧(

し
ゅ
ん
す
う)

と
言
い
ま
す
。

近
藤
家
は
代
々
「
春
」
が
つ
き
ま
す
。「
春
」
が
つ
い
て
い
な
い

の
は
謙
遜
し
て
崧
書
と
だ
け
記
し
て
い
ま
す
。
七
十
五
歳
の
と

き
の
字
で
す
。

篤
山
先
生
の
教
え

最
後
に
篤
山
先
生
の
教
え
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。
男
子
向

け
に
は
「
三
戒
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。

一
つ
は
「
立
志
」
人
間
は
、
志
を
た
て
な
く
て
は
な
ら
な
い

(

自
分
が
や
る
べ
き
こ
と
）
か
つ
そ
れ
は
高
い
も
の
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
（
高
天
ハ
カ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
）
天
に
ま
で
届
く
位
の
、

そ
う
し
な
い
と
進
歩
が
な
い
。
私
が
川
之
江
で
校
長
を
し
て
い

る
と
き
も
野
球
な
ら
甲
子
園
に
行
け
と
、
大
学
な
ら
一
番
い
い

と
こ
ろ
に
行
け
と
言
い
続
け
て
い
ま
し
た
。
そ
う
思
っ
て
い
な

け
れ
ば
甲
子
園
な
ど
は
行
け
ま
せ
ん
し
、
思
っ
て
い
た
と
し
て

も
行
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
け
た
ら
行
く
な
ど
と
い

っ
た
考
え
で
は
ま
ず
無
理
で
す
。
だ
か
ら
志
を
し
っ
か
り
持
て

と
い
う
こ
と
を
一
番
目
に
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

二
番
目
に
は
「
己
求
（
き
ゅ
う
き
）」
こ
れ
は
人
の
せ
い
に
し

な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
う
ま
く
事
が
運
ば
な
か
っ
た
時
は
、

自
分
の
ど
こ
が
足
り
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
反
省
し
な

さ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
先
生
が
悪
い
、
友
達
が
悪
い
、
世
間

が
悪
い
、
親
が
生
ん
だ
の
が
悪
い
と
か
言
っ
た
の
で
は
進
歩
が

あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
己
に
求
め
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
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最
後
は
「
慎
独
」
こ
れ
は
人
間
一
人
で
い
る
と
き
に
最
も
真

面
目
で
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
お
巡

り
さ
ん
が
見
て
い
な
い
時
だ
け
、
交
通
違
反
し
な
い
と
か
、
あ

る
い
は
ス
ー
パ
ー
で
お
ば
さ
ん
が
見
て
い
な
い
か
ら
万
引
き
し

よ
う
と
か
、
先
生
が
み
て
い
な
い
か
ら
タ
バ
コ
を
吸
っ
て
み
よ

う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ど
う
し
て
か
と
い
う
と
先
生
や
人
は
、

見
て
い
な
く
て
も
己
の
良
心
は
そ
れ
を
見
て
い
る
で
は
な
い
か
。

天
も
見
て
い
る
で
は
な
い
か
。
神
様
も
仏
様
も
全
部
肺
か
ら
脾

臓
の
中
ま
で
全
て
お
見
通
し
だ
。
だ
か
ら
だ
れ
も
見
て
い
な
い

と
い
う
こ
と
は
な
い
。
独
り
で
い
る
と
き
も
真
面
目
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

「
四
如
」
教
え

下
図

小
松
図
書
館
蔵

四
如
の
教
え

ま
た
女
の
人
に
対
し
て
は
「
四
如
」
の
教
え
と
い
う
の
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
女
性
の
為
の
四
つ
の
心
得
で
す
。
例
を
あ
げ

て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
上
ニ
仕
ウ
ル
ハ
布
団
ヲ
敷
ク
ガ
如
ク
フ
ッ
コ
リ
ト
」
上
と
い

う
の
は
上
役
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
女
の
人
は
当
時
就
職

し
て
い
ま
せ
ん
か
ら
、
上
の
人
と
い
う
の
は
両
親
か
旦
那
さ
ん

の
こ
と
で
す
。
布
団
を
き
っ
ち
り
と
敷
く
よ
う
に
ほ
っ
こ
り
と

正
し
く
す
る
こ
と
。「
客
ヲ
モ
テ
ナ
ス
ハ
家
具
ヲ
扱
ウ
ガ
如
ク
ガ

タ
ピ
シ
ト
セ
ズ
」
例
え
ば
お
客
さ
ん
が
来
た
と
き
に
、
こ
の
忙

し
い
時
に
来
や
が
っ
て
と
か
言
っ
た
り
し
て
、
机
を
蹴
っ
た
り
、

箒
を
逆
さ
に
立
て
た
り
し
た
ん
で
は
い
け
な
い
の
で
す
。
自
分

の
鏡
台
や
箪
笥
を
扱
う
よ
う
に
や
さ
し
く
扱
い
な
さ
い
。

「
下
ヲ
扱
ウ
ハ
火
ヲ
炊
ク
如
ク
ス
ゴ
サ
ズ
、
フ
ス
ベ
ズ
」
下
の

者
を
扱
う
と
き
は
火
を
焚
く
と
き
の
よ
う
に
。「
ス
ゴ
サ
ズ
」
と

い
う
の
は
か
ま
ど
に
た
く
さ
ん
焚

き
物
を
入
れ
る
こ
と
。（
た
く
さ

ん
仕
事
を
言
い
つ
け
る
こ
と
の
た

と
え
）「
フ
ス
ベ
ズ
」
と
い
う
の

は
、
薪
が
多
い
と
く
す
べ
て
し
ま

う
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
と
同
時

に
、
い
い
年
を
し
て
こ
ん
な
こ
と

も
で
き
な
い
の
か
、
と
叱
っ
た
り

し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
意
味
で
、

す
ご
さ
ず
、
く
す
べ
ず
と
い
う
こ

14

と
で
す
。

最
後
は

「
身
ノ
働
キ
ハ
水
ヲ
扱
ウ
ゴ
ト
ク
惜
シ
ゲ
ナ
ク
サ
ッ
パ
リ
ト

シ
テ
」
女
の
人
は
腰
が
重
く
て
は
い
け
な
い
。
水
を
扱
う
如
く

率
先
し
て
い
そ
い
そ
と
、
自
分
の
体
を
使
う
と
き
に
は
行
い
な

さ
い
。

右
「
四
如
の
教
え
は
婦
女
子
の
わ
ざ
の
常
な
れ
ば
折
に
ふ
れ
、

か
え
り
み
戒
し
む
べ
き
こ
と
に
な
ん
（
竹
馬
主
人
）」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
先
生
は
年
を
と
ら
れ
て
か
ら
、
篤
と
い
う
字
を
分

解
し
て
「
竹
」「
馬
」
に
分
け
ら
れ
ま
し
た
。「
竹
」
を
先
生
は

節
が
あ
り
、
節
操
あ
る
と
言
っ
て
好
ま
れ
ま
し
た
。

そ
う
い
う
こ
と
で
男
性
は
「
三
戒
」、
女
性
は
「
四
如
の
教
え
」

を
説
か
れ
ま
し
た
。
今
で
も
先
生
の
説
か
れ
た
こ
と
は
通
用
い

た
し
ま
す
。
ま
た
「
上
ニ
使
ウ
ル
ハ
」
と
い
う
の
は
封
建
的
と

か
現
在
で
は
言
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
当
時
、
女
性
は
就
職
な
ど

し
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
か
ら
、
年
寄
り
を
大
事
に
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
旦
那
さ
ん
を
大
事
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
れ
は
今
も
い
っ
し
ょ
で
あ
り
ま
す
。

今
日
は
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
充
分
お
話
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
こ
う
い
う
篤
山
先
生
ゆ
か
り
の
地
、
土
居
の
私
の

い
る
村
と
小
松
町
と
図
書
館
の
あ
た
り
、
そ
し
て
こ
の
小
松
藩

で
あ
り
ま
し
た
大
生
院
、
特
に
正
法
寺
を
中
心
と
し
、
新
居
浜

で
は
一
番
い
い
環
境
だ
と
思
い
ま
す
。
一
番
遅
れ
て
い
る
と
言

う
人
も
い
ま
す
が
、
町
中
よ
り
ず
っ
と
い
い
と
思
い
ま
す
。「
白

雲
紅
樹
」
で
す
し
、
創
造
セ
ン
タ
ー
は
あ
り
ま
す
し
、
科
学
博

物
館
も
あ
る
し
、
お
寺
も
あ
り
ま
す
し
、
こ
う
い
う
と
こ
ろ
は

新
居
浜
に
は
あ
ま
り
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
こ
こ
を
中
心
に
教
育
文

化
の
町
と
し
て
発
展
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。
ご
清
聴
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

※
転
載
を
な
さ
る
場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

音
声
反
訳

大
西
覚
朗


