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東
奥
に
生
ま
れ
た
日
本
の
国
士 

本 ほ
ん

多 だ

庸
一

よ
う
い
ち 

   

一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
四
月
六
日
は
、
朝
か
ら
春
雨
が
こ
や
み

 

な
く
降
り
続
い
て
い
た
。
午
後
二
時
、
東
京
青
山
学
院
の
講
堂
で
は
、
先
月
二
十
六
日
、
長

崎
で
亡
く
な
っ
た
本
多
庸
一
の
葬
儀
が
、
し
め
や
か
に
、
し
か
も
盛
大
に

 

と
り
行
な
わ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
で
行
な
わ
れ
た
追
悼
会
で
は
、
友
人
、
知
人
が
次
々
に
立

っ
て
庸
一
の
思
い
出
や
人
と
な
り
を
語
っ
た
が
、
宗
教
家
の
内
村
鑑
三
は

 

「
宗
教
家
と
し
て
偉
大
だ
っ
た
本
多
君
は
、
ま
た
政
治
家
と
し
て
も
立
派
な
手
腕
を
も
っ
て

い
た
。
彼
に
若
し
政
治
的
な
野
心
が
あ
っ
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
日
本
一
の

 

衆
議
院
議
長
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。」
と
述
べ
た
。
ま
た
友
人
の
押
川
方ま

さ

義よ
し

は
「
本
多
君
は
、

一
教
会
を
興
し
て
得
々
と
し
て
い
る
人
で
は
な
い
。
一
大
学
を
建
て
て

 

満
足
す
る
人
で
も
な
い
。
本
多
君
は
国
士
で
あ

 

る
。
天
下
の
重
大
事
を
託
し
得
る
人
で
あ
る
。

人
は
本
多
君
を
基
督
教
化
せ
ら
れ
た
武
士
だ
と
言
う
が
、
私
は
彼
の
こ
と
を

 

、
武
士
道
化
せ
ら
れ
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
る
と
言
い
た
い
。
各
国
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
キ

リ
ス
ト
教
が
あ
る
よ
う

 

に
、
日
本
に
武
士
道
化
し
た
基
督
教
が
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る

 

。」
と
、
力
を
こ
め

 

て
語
っ
た
。 

 

菊
池
九
郎
と
と
も
に
∧
本
県
に
お
け
る

 

明
治
維
新
の
二
偉
人
∨
と
呼
ば
れ
る
本
多
庸
一
は
、
宗
教
家
と
し
て
、
ま
た
教
育
家
、
政
治
家
と
し
て
、
ま
さ
に
津
軽
が

生
ん
だ
偉
大
な
人
物
で
あ

 

る
。 

 

一
八
四
八
年
（
嘉
永
元
）
十
二
月
十
三
日
、
庸
一
は

 

、
津
軽
藩
士
本
多
東
作
の
長
男
と
し
て
、
在
府
町
に
生
ま
れ
た
。
幼
名
を
徳
蔵
と
い
っ
た
。
こ
の
本
多
家
は
大
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変
由
緒
の
あ
る
家
柄
で
、
先
祖
は
、
深
津
作
兵
衛
親
久

ち
か
ひ
さ

（
本
多
豊
後
守
の
子
）
と
い
い
、
徳
川
家
康
に
仕
え
て
い
た
の
だ
が
、
家
康
の
養
女
で
あ
る
満
天
姫
が
、
二
代

藩
主
信
枚
に
嫁
入
り
し
た
際
、
満
天
姫
に
付
い
て
津
軽
へ
下
り
、
そ
の
儘ま

ま

津
軽
藩
の
家
臣
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

三
代
深
津
安
左
衛
門
の
時
、
先
祖
の
姓
の

 

「
本
多
」
を
名
の
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
九
代
目
の
東
作
は
、
三
百
石
取
の
藩
士
で
あ
っ
た
。 

 

生
ま
れ
つ
き
聡
明
だ
っ
た

 

徳
蔵
は
、
十
歳
の
頃
、
藩
学
校
の
稽
古
館
に
入
学
し
た
が
、
そ
の
頃
す
で
に
「
大
学
」「
中
庸
」「
論
語
」「
孟
子
」
と
い
う
難
し
い
漢
籍

を
、
す
べ
て
暗
誦
で
き
る
ほ
ど
に
な
っ
て
い

 

た
。
七
人
弟
妹
の
長
男
だ
っ
た
徳
蔵
は
、
よ
く
弟
や
妹
の
面
倒
を
見
た
。
だ
か
ら
親
や
祖
父
も
、
才
能
豊
か
で
思
い
や
り

の
あ
る
こ
の
徳
蔵
を
本
多
家
の
跡
と

 

り
息
子
と
し
て
、
大
い
に
頼
り
に
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。 

 

当
時
の
世
の
中
は

 

、
勤
王
派
（
薩
長
方
）
と
佐
幕
派
（
徳
川
方
）
の
二
派
に
分
か
れ
、
互
い
に
相
争
う
と
い
う
混
沌

こ
ん
と
ん

と
し
た
時
代
で
、
徳
蔵
や
喜
代
太
郎
（
菊
池
九

郎
）
ら
の
青
年
武
士
は
、
佐
幕
派
で
あ
る

 

津
軽
藩
の
代
表
と
な
っ
て
、
庄
内
藩
（
山
形
）
と
同
盟
を
と
り
決
め
る
な
ど
の
仕
事
に
走
り
回
っ
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
津

軽
藩
が
土
壇
場
に
な
っ
て
勤
王
派
に
乗
り
換
え
た
こ

 

と
か
ら
、
あ
く
ま
で
も
佐
幕
派
を
主
張
す
る
徳
蔵
等
は
宙
に
浮
い
た
存
在
と
な
り
、
死
を
決
意
し
て
脱
藩
す
る
が
、

彼
等
の
才
能
と
行
動
力
を
惜
し
ん

 

だ
藩
主
（
承
昭
公
）
は
特
に
そ
の
罪
を
許
し
、
帰
藩
を
命
じ
た
の
で
あ
る
。（「
菊
池
九
郎
」
の
稿
参
照
） 

 

徳
蔵
か
ら
庸
一
と
改
名
し

 

た
本
多
は
、
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
）、
藩
の
命
令
で
県
外
留
学
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
藩
で
は
、
激
し
く
移
り
変
わ
る
今
の
時
代
に

遅
れ
な
い
た
め
に
、
前
途
有
為
の

 

青
年
た
ち
の
な
か
か
ら
、
能
力
の
あ
る
も
の
を
選
抜
し
、
先
進
の
藩
へ
送
っ
て
、
新
知
識
を
吸
収
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。 
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菊
池
九
郎
は
鹿
児
島
の
英
学
校
へ

 

、
庸
一
は
長
州
（
山
口
県
）
ま
で
行
く
つ
も
り
だ
っ
た
の
だ
が
、
彼
は
そ
の
目
的
地
を
横
浜
に
か
え
た
。
と
い
う
の
は
、
か
ね
て

か
ら
、
洋
行
の
希
望
を
持
っ
て

 

い
た
庸
一
は
、
長
州
よ
り
は
こ
の
横
浜
が
、
そ
の
機
会
が
多
い
だ
ろ
う
と
判
断
し
た
の
で
あ
る
。 

 

庸
一
は
、
英
学
（
語
学
）
を
学
ぶ
た

 

め
に
、
宣
教
師
の
ブ
ラ
ウ
ン
夫
人
の
塾
に
入
っ
た
。
士
族
の
家
に
生
ま
れ
、
幼
い
時
か
ら
漢
籍
や
武
道
を
習
っ
て
き
た
庸
一
に

と
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
は
全
く
関
心
の
な
い
も
の
だ
っ

 

た
が
、
語
学
を
学
ぶ
に
は
外
国
人
が
一
番
良
い
と
い
う
こ
と
で
、
英
語
修
得
と
い
う
、
た
だ
そ
の
た
め
に
入
学

し
た
の
で
あ
る
。
今
は
こ
う
し

 

て
外
人
か
ら
教
え
を
受
け
る
身
だ
が
、
い
ず
れ
は
必
ず
追
い
越
し
て
み
せ
る
ぞ
、
と
い
う
意
気
込
み
で
、
庸
一
は
学
問
に
打
ち
込
ん
だ

の
だ
が
、
朝
夕
ブ
ラ
ウ
ン
夫
人
へ

 

接
し
て
い
る
う
ち
に
、
夫
人
の
崇
高
な
人
格
や
、
そ
の
伝
道
に
か
け
る
情
熱
に
心
を
動
か
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
庸
一
自
身
も
次
第

に
宗
教
に
関
心
を
持
つ
よ
う
に
な

 

っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
翌
一
八
七
一
年
（
明
治
四
）、
廃
藩
置
県
が
実
施
さ
れ
る
や
、
留
学
生
に
対
す
る
援
助
の
資
金
が
続
か

な
く
な
り
、
や
む
を
得
ず
み
な

 

帰
郷
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
学
業
を
中
断
さ
れ
て
落
胆
し
て
い
る
庸
一
を
見
た
父
は
、
代
々
家
に
伝
わ
る
刀
剣
や
書
画
を
売
却
し
て
資

金
を
作
り
、
そ
れ
を
旅
費
や

 

学
費
と
し
て
与
え
た
。
喜
ん
だ
庸
一
は
、
翌
年
再
び
横
浜
に
赴
き
、
ブ
ラ
ウ
ン
夫
人
の
も
と
で
勉
学
を
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
が
、

庸
一
は

 

そ
の
年
の
五
月
、
つ
い
に
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
の
洗
礼
を
受
け
た
の
で
あ
る
。
二
十
三
歳
で
あ
っ
た
。 

 

日
本
で

 

切
支
丹
禁
止
令
が
と
か
れ
た
の
は
、
一
八
七
三
年
（
明
治
六
）
二
月
の
こ
と
だ
か
ら
、
庸
一
の
洗
礼
は
そ
の
約
一
年
前
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
し

 

て

も
、
当
時
の
キ
リ
ス
ト
教
は
、
異
国
の
人
々
の
信
じ
る
邪
教
と
し
て
、
日
本
人
の
間
に
は
あ
ま
り
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
。
い
や
、
切
支
丹
伴
天
連

バ

テ

レ

ン

と
し
て
懼お

そ

れ
ら
れ
、
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毛
嫌
い
さ
れ
た
江
戸
時
代
の
名
残
り
が
ま
だ
あ
っ
た
。
だ
か
ら
入
信
す
る
に
は
、
相
当
の

 

勇
気
を
要
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
武
士
階
級
の
子
弟
の
入
信
は
、
特
別
に

困
難
が
伴
な
っ
た
。
親
か
ら
の
勘
当
、
そ

 

し
て
自
ら
出
世
の
道
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
と
い
う
覚
悟
が
必
要
で
あ

 

っ
た
。 

 

弘
前
の
あ
る
士
族
は
、
子
供
が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
に
な
っ
た
と
聞
い
て
大
い
に
怒
り
、
子
供
を
岩
木
川
に
連
れ
て
い
き
、
首
す
じ
を
摑つ

か

ん
で
水
に
浸
け
乍な

が

ら
、 

「
邪
教
で
あ
る
バ
テ
レ
ン
を
信
じ
る
な
ど
、
ご
先
祖
様
の
名
を
汚
す
も
の
だ
。
こ
の
わ
し
が
禊

み
そ
ぎ

を
し
て
そ
の
汚
れ
を
と
っ
て
や
る
！
」 

 

と
叱
り
つ
け
た
と

 

い
う
。
そ
ん
な
時
代
で
あ
っ
た
。 

 

先
祖
伝
来
の
宝
物
を

 

売
り
払
っ
て
ま
で
学
資
金
を
用
意
し
た
父
東
作
が
、
頼
み
に
し
て
い
た
庸
一
の
入
信
を
聞
い
て
、
大
い
に
力
を
落
と
し
た
の
も
当
然
の
こ
と
だ

ろ
う

 

。 

  

一
八
七
四
年
（
明
治
七
）
、
庸
一
は

 

乞
わ
れ
て
、
東
奥
義
塾
の
塾
長
と
し
て
赴
任
し
た
。
義
塾
を
創
設
し
た
菊
池
九
郎
が
、
か
つ
て
の
同
士
で
あ
っ
た
庸
一
の
手
腕

と
力
に
期
待
し
た
の
で
あ
る

 

。
二
十
五
歳
と
い
う
若
き
塾
長
で
あ
っ
た
。 

 

庸
一
は
、
宣
教
師
の
ジ
ョ
ン
・
イ
ン
グ
を
伴
っ
て

 

弘
前
へ
や
っ
て
き
た
。
庸
一
は
の
ち
に
「
明
治
の
初
年
、
西
洋
の
先
進
国
に
比
し
、
著
し
く
立
ち
遅
れ
て
い
る

 

祖

国
を
し
て
、
い
か
に
そ
の
水
準
ま
で
高
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
で
あ
っ
た
」
と
語
っ
て
い
る

 

が
、
諸
外
国
に
負
け
ぬ
立
派
な
学
校
、
す
ぐ
れ
た
教
育
を
実
践
し
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て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
よ

 

き
教
師
が
必
要
で

 

あ
る
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

イ
ン
グ
は
、
熱
心
な

 

宣
教
師
で
あ
り
、
ま
た
秀
れ
た
教
師
で
あ
っ
た
。
義
塾
で
は
、
破
格
の
待
遇
で
イ
ン
グ
を
迎
え
た
。
当
時
、
日
本
人
教
師
の

 

給
料
が
二
円
か
ら

五
円
と
い
う
と
き
、
イ
ン
グ
に
は
、
住
宅
を
与
え
た
他
に
、
百
六
十
七
円
の
給
料
を
支
給
し

 

た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
待
遇
を
も
っ
て
し
て
も
、
是
非
必
要
な
教
師

で
あ
っ
た
。
こ
の
イ
ン
グ
の
来
弘
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
東
奥
義
塾
は
無
論
の
こ
と
、
弘
前
に

 

キ
リ
ス
ト
教
が
広
ま
る
一
つ
の
機
運
が
で
き
た
の

 

で
あ
る
。 

 

一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
七
月
、
東
北
各
地
を

 

ご
巡
幸
な
さ
れ
て
い
た
明
治
天
皇
が
、
青
森
へ
立
ち
寄
ら
れ
る
際
、
東
奥
義
塾
の
生
徒
た
ち
が
、
英
学
の
学
習
ぶ
り

を
天
皇
に
お
見
せ
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の

 

名
誉
あ
る
生
徒
に
選
ば
れ
た
の
は
、
珍
田
捨
巳
（
の
ち
の
各
国
大
使
、
侍
従
長
）
伊
東
重
（
の
ち
の
弘
前
市
長
、
医
師
）

佐
藤
愛
麿
（
の
ち
に
各
国
大
使
）
等
十
人
の

 

秀
才
達
で
あ
っ
た
。 

 

菊
池
九
郎
、
ジ
ョ
ン
・
イ
ン
グ
に
引
率
さ
れ
た

 

十
名
の
生
徒
は
、
馬
車
に
乗
っ
た
り
、
山
道
を
歩
い
た
り
し
て
青
森
へ
出
か
け
た
。
そ
し
て
、
七
月
十
五
日
午
前
十

時
、
青
森
蓮
心
寺
で
お
休
み
の
天
皇
の
前
で

 

、
彼
等
は
堂
々
と
、
英
語
の
作
文
、
講
演
、
英
語
の
唱
歌
な
ど
を
実
演
し
た
。
み
ち
の
く
の
果
て
の
こ
の
青
森
で
、
こ
の

よ
う
な
進
ん
だ
教
育
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

 

、
天
皇
や
随
臣
の
者
は
大
い
に
驚
か
れ
た
と
い
う
。
生
徒
達
は
最
後
に
「
天
皇
頌
歌
」
を
英
語
で
唄
っ
た
。
こ
れ
は
賛

美
歌
五
十
番
の
歌
詞
を
、
天
皇
を
讃ほ

め
た
た
え
る
内
容
に
代
え
た
も
の
で
、
演
出
と
指
導
は
も
ち
ろ
ん
イ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
生
徒
達
の
こ
の
立
派
な
実
演
に
感
嘆
さ
れ

た
天
皇
は
、
下
賜
金
と
し
て
生
徒
達
に
五
円
宛
を

 

与
え
た
他
、
イ
ン
グ
に
は
、
特
別
に
拝
謁
を
仰
せ
つ
け
た
の
で
あ
る
。 
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こ
れ
ら
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
天
皇
に
随
行
し

 

て
き
た
岸
田
吟
香
と
い
う
新
聞
記
者
に
よ
っ
て
、
逐
一
東
京
に
送
ら
れ
、
東
京
日
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。
実
は
こ

の
岸
田
、
か
つ
て
横
浜
に
於
て
庸
一
と
共
に
学
ん

 

だ
間
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
格
別
好
意
的
に
紹
介
し
て
く
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
東
北
の
地
弘

前
の
東
奥
義
塾
の
名
は
、
一
躍
全
国
に
知
れ
わ

 

た
っ
た
の
で
あ
る
。 

  

塾
長
で
あ

 

り
、
ま
た
牧
師
で
も
あ
っ
た
庸
一
は
、
毎
日
曜
の
午
後
、
義
塾
の
講
堂
で
説
教
に
立
ち
、
伝
道
活
動
を
続
け
て
い
た
が
、
生
徒
の
他
に
も
、
一
般
人
の
参

加
者
が
多
く
な
っ

 

た
の
で
、
一
八
七
六
年
（
明
治
九
）
の
十
月
に
は
弘
前
教
会
を
創
立
し
た
。
こ
の
時
長
老
と
し
て
本
多
庸
一
と
川
村
敬
三
が
選
ば
れ
た
。
ま
た
翌
十

年
に
は

 

日
曜
学
校
が
正
式
に
発
足
、
本
多
庸
一
が
校
長
と
な
っ
た
が
、
こ
の
時
も
多
数
の
人
た
ち
が
洗
礼
を
受
け
て
い
る
。 

 

当
時
の

 

入
信
者
に
、
意
外
と
士
族
出
身
者
で
あ
る
知
識
階
級
の
子
弟
や
家
族
の
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
先
輩
と
し
て
の
本
多
等
の
影
響
が
大
き
か
っ
た
と
思
わ

れ
る

 

。 

 

教
育
と
伝
道
に

 

明
け
暮
れ
て
い
た
庸
一
は
、
ま
た
一
方
で
は
、
菊
池
九
郎
と
共
に
、「
自
由
民
権
」
の
啓
蒙
運
動
に
も
加
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
板
垣

退
助
等
が
強
く
政
府
に

 

要
求
し
て
い
た
、
民
選
議
院
設
立
に
か
か
わ
る
運
動
で
、
当
時
、
そ
の
気
運
が
広
く
全
国
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
弘
前
に
お

け
る
民
権
運
動
の
中
心
は

 

、
東
奥
義
塾
で
あ
っ
た
。 



 7 

「
東
北
の
振
る
わ
な
い
の
は

 

、
気
候
や
地
理
的
条
件
の
不
利
が
原
因
で
は
な
い
。
団
結
心
に
欠
け
、
知
識
が
低
い
か
ら
だ
。
こ
れ
を
直
す
に
は
、
正
し
い
主
義
を
決
め
、

こ
れ
に
よ
っ
て
人
々
を
団
結
さ

 

せ
、
知
識
を
深
め
さ
せ
る
べ
き
だ
」 

 

庸
一
等
は
こ
う
主
張
し
て
、
こ
の
地
方
の
後
進
性
を
払
拭

ふ
っ
し
ょ
く

す
る
た
め
に
と
、
こ
の
自
由
民
権
と
い
う
、
民
主
主
義
運
動
に
も
力
を
注
い
で
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ

う
し
て
政
治
運
動
に
も
意
欲
的
な

 

活
動
を
し
て
い
た
庸
一
は
、
一
八
八
二
年
（
明
治
十
五
）
に
県
会
議
員
に
な
る
や
、
四
年
間
、
議
長
と
し
て
そ
の
す
ぐ
れ
た
手
腕
を

発
揮
し
た
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
と

 
か
く
対
立
し
が
ち
だ
っ
た
津
軽
と
南
部
の
間
を
う
ま
く
調
和
さ
せ
、
わ
だ
か
ま
り
を
無
く
さ
せ
る
事
に
つ
と
め
た
の
で
、
名
議
長
本

多
の
名
は
、
い
や
が
上
に
も
高
ま

 

っ
た
の
で
あ
る
。 

 

一
八
八
八
年
（
明
治
二
十
一
）
の

 

九
月
、
本
多
は
ア
メ
リ
カ
に
遊
学
し
た
。
三
十
九
歳
に
な
っ
て
い
た
。
一
八
七
〇
年
（
明
治
三
）、
藩
に
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
と

き
、
将
来
是
非
と
も
洋
行
し
よ
う
と

 

決
め
て
横
浜
を
え
ら
ん
だ
本
多
の
、
十
八
年
目
に
し
て
初
め
て
実
現
し
た
洋
行
で
あ
っ
た
。 

 

ア
メ
リ
カ
に
上
陸
し
た
彼
は
、
ま

 

ず
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
州
ノ
ー
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
の
伝
道
者
夏
期
学
校
に
入
学
し
た
。
そ
の
翌
年
の
二
月
十
一
日
、
日
本
で
は
帝
国

憲
法
が
発
布
さ
れ
た
。
そ
の
内
容
を

 

ア
メ
リ
カ
で
聞
い
た
本
多
は
、
大
い
に
悩
ん
だ
。
憲
法
に
よ
る
と
、
宗
教
家
と
代
議
士
は
兼
ね
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
の
で

あ
る
。
牧
師
で
あ
り
、
教
育
家
で
あ

 

り
、
そ
の
上
政
治
に
も
関
心
の
あ
っ
た
本
多
と
し
て
は
、
今
後
ど
の
道
を
選
択
す
る
か
が
問
題
と
な
っ
て
く
る
。
し
か
も
、
憲
法

発
布
と
と
も
に
国
会
開
設
の
準
備
が

 

始
ま
り
、
わ
が
国
初
の
帝
国
議
会
が
開
か
れ
る
と
あ
っ
て
、
自
薦
他
薦
の
代
議
士
候
補
の
名
前
が
と
び
か
い
、
政
界
は
騒
然
と
な
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っ
て
い
た
。
勿
論
、
本
多
も
そ

 

の
候
補
の
一
人
に
な
っ
て
い
た
し
、
東
京
の
近
衛
篤
麿
公
か
ら
は
、
至
急
帰
国
す
る
よ
う
に
と
の
連
絡
も
届
い
て
い
た
の
だ
っ
た
。 

 

九
月
の
あ
る
日
、
本
多
は
、
ス
ク
ラ
ン
ト
ン
市
で

 

、
友
人
の
岩
村
透
と
会
っ
て
い
た
。
岩
村
は
、
高
知
県
の
出
身
で
の
ち
に
美
術
学
校
教
授
と
な
っ
た
人
で
あ
る
。

彼
は
、
将
来
の
事
で
悩
ん
で
い
る
ら
し
い
本
多
を
慰
め
よ
う
と
、
近
く
に
あ
る
風
光
明め

い

媚び

な
、
カ
ム
ベ
ル
ス
・
リ
ッ
ヂ
の
丘
に
誘
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

夕
方
頃
、
二
人
は
ピ
ッ
ト
ン
の
駅
ま
で
や
っ
て

 

き
た
。
そ
の
日
は
日
曜
日
で
汽
車
の
通
過
回
数
も
少
な
か
っ
た
の
で
、
二
人
は
線
路
を
伝
っ
て
、
サ
ス
ケ
ハ
ナ
河
の

鉄
橋
迄
や
っ
て
き
た
。
本
多
は
、
無
言
で
夕
暮
れ

 

の
田
園
風
景
を
眺
め
て
い
る
。
そ
の
沈
ん
だ
様
子
を
み
て
は
、
岩
村
も
何
故
か
声
を
か
け
に
く
く
、
同
じ
よ
う
に
黙

し
て
い
た
。
と
そ
の
時
、
岩
村
は
、
背
後
に

 

列
車
の
音
を
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
て
、
思
わ
ず
振
り
返
っ
て
み
た
。
疾
走
し
て
い
る
汽
車
が
、
み
る
み
る
こ
ち
ら
に
近

づ
い
て
く
る
で
は
な
い
か

 

。 

「
あ
ぶ
な
い
！ 

汽
車
が

 

来
た
ぞ
！
」 

 

前
を
歩
い
て
い
た
本
多
の

 

背
中
に
、
岩
村
は
大
声
で
叫
ん
だ
。
然
し
、
考
え
事
を
し
て
い
る
本
多
の
耳
に
は
、
そ
の
声
が
届
か
な
か
っ
た
。
岩
村
は
、
鉄
橋
の
端
に

い
た
が
、
真
中
頃
に
い
る

 

本
多
に
は
も
う
逃
げ
場
が
な
い
。 

「
本
多
ァ
！ 

危
な
い

 

！ 

と
び
下
り
ろ
！
」 

 

鉄
橋
に
人
影
を
発
見
し
た

 

列
車
は
、
何
度
も
警
笛
を
な
ら
し
た
。
本
多
が
驚
い
て
振
り
向
い
た
と
き
、
列
車
は
轟
音
を
立
て
て
鉄
橋
を
渡
っ
て
い
た
。 
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列
車
の
去
っ
た
あ
と
を

 

、
岩
村
は
鉄
橋
へ
か
け
出
し
た
。 

「
お
い
、
本
多
ッ
、
大
丈
夫
か

 

！
」 

 

本
多
は
、
枕
木
の
端
の
ほ
う

 

に
丸
く
な
っ
て
う
ず
く
ま
っ
て
い
た
。
岩
村
の
声
を
聞
い
た
庸
一
は
、
ニ
ッ
コ
リ
と
笑
っ
て
立
ち
上
が
っ
た
。
間
一
髪
の
と
こ
ろ
で
助

か
っ
た
の
だ
。
通
過
の
際
、
上
衣
が

 

車
輪
に
ふ
れ
た
か
、
端
の
ほ
う
が
裂
け
て
い
た
。
ま
さ
に
奇
跡
だ
っ
た
。 

「
風
を
切
っ
て
進
む
列
車
の
た
め

 
、
先
生
の
髪
の
毛
は
、
ま
る
で
秋
風
に
揺
れ
る
ス
ス
キ
の
よ
う
に
波
打
っ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
だ
け
で
も
、
ど

ん
な
に
危
険
で
あ
っ
た
か
が
、
よ

 

く
わ
か
り
ま
す
。
」 

 

岩
村
は
、
の
ち
に
こ
の
時
の

 

事
を
、
こ
う
語
っ
て
い
る
。 

 

文
字
通
り
、
九
死
に
一
生
を

 

得
た
本
多
は
、
こ
れ
を
機
会
に
心
中
深
く
決
心
す
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
今
回
の
こ
の
事
件
は
、
自
分
に
対
す
る
神
の
警
告
で
あ
る
、

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
宗
教
界
に

 

と
ど
ま
る
べ
き
か
、
政
界
に
進
む
か
、
い
ろ
い
ろ
と
迷
っ
た
が
今
こ
そ
は
っ
き
り
し
た
。
政
界
を
す
て
て
宗
教
の
道
一
筋
に
進
む
べ

き
だ
。
そ
れ
が
神
の
声
だ
、
と
思
っ
た

 

。
本
多
は
ま
も
な
く
、
ニ
ュ
ー
ジ
ャ
ー
ジ
ー
州
マ
デ
ソ
ン
市
に
あ
る
、
ド
ル
ー
神
学
校
に
入
学
し
た
。
本
格
的
に
神
学
の
勉
強

を
始
め
た
の
で
あ
る

 

。 
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一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三
）
、
青
山
学
院
長
と
な

 

っ
た
本
多
は
、
以
後
十
七
年
間
を
キ
リ
ス
ト
教
教
育
に
捧
げ
た
。
ま
た
日
本
各
地
を
伝
道
旅
行
し
て
歩
き
な
が

ら
キ
リ
ス
ト
教
新
教
各
派
の
連
合
の
中
心
人
物
と

 

し
て
、
そ
の
指
導
に
あ
た
っ
た
。 

 

本
多
は
、
宗
教
家
の
み
な
ら
ず
、
政
治
家
と
の

 

交
友
も
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
来
訪
も
多
か
っ
た
。
日
清
、
日
露
両
戦
役
の
時
に
は
、
時
の
桂
首
相
や
小
林
外
相
の
依

頼
で
、
欧
米
の
各
国
を
旅
行
し
な
が
ら
、
日
本
の

 

立
場
と
行
動
を
弁
明
し
、
各
国
の
日
本
に
対
す
る
理
解
と
協
力
を
説
い
て
回
っ
た
の
で
あ
る
。 

「
先
生
の
考
え
を
伺
う
た
め
に
、
政
界
の
要
人
が

 

よ
く
訪
ね
て
き
て
い
ま
し
た
。
も
し
も
先
生
が
政
界
に
進
ん
で
い
た
な
ら
、
お
そ
ら
く
一
国
の
総
理
に
な
っ
て
い
た

で
し
ょ
う

 

。
」 

 

の
ち
に

 

本
多
の
あ
と
を
つ
い
だ
高
木
任
太
郎
青
山
学
院
長
は
、
よ
く
こ
う
話
し
て
い
た
と
い
う
。 

 

一
九
〇
七
年
（
明
治
四
十
）、
青
山
学
院
長
を

 

辞
し
た
本
多
は
、
日
本
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
の
監
督
と
し
て
、
全
国
各
地
を
精
力
的
に
伝
道
旅
行
し
て
回
っ
た
。
北
海

道
か
ら
沖
縄
ま
で
、
家
庭
を
か
え
り
み
る
い
と

 

ま
も
な
い
程
に
多
忙
な
毎
日
だ
っ
た
。
一
日
数
回
に
及
ぶ
講
演
や
演
説
、
当
時
腰
痛
に
苦
し
ん
で
い
た
本
多
は
、
注
射

を
打
ち
な
が
ら
も
こ
れ
を
続
け
た
と
い
う

 

。 

 

一
九
一
二
年
（
明
治
四
十
五
）
の
三
月
、
日
本
メ
ソ
ジ
ス
ト
教
会
第
五
回
西
部
年
会
に
招よ

ば
れ
た
本
多
は
、
夫
人
と
と
も
に
長
崎
へ
や
っ
て
き
た
が
、
こ
の
時
三
十

九
度
の
高
熱
と
い
う
状
態
だ
っ
た

 

。 
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本
多
は
、
医
師
の
制
止
も
聞
か
ず

 

、
熱
を
お
か
し
て
会
に
出
た
。
そ
し
て
倒
れ
た
。 

 

三
月
二
十
二
日
、
容
体
が
悪
化
し

 

て
つ
い
に
入
院
し
た
。
チ
フ
ス
で
あ
っ
た
。
病
院
長
を
は
じ
め
、
一
同
の
必
死
の
看
護
と
祈
り
の
甲
斐
も
な
く
、
二
十
六
日
午
前

十
時
三
十
分
、
遂
に
息
を
引
き
と

 

っ
た
。
今
は
の
き
わ
の
本
多
は
、
熱
に
う
か
さ
れ
な
が
ら
も
、
何
度
と
な
く
「
大
計
画
、
大
計
画
」
と
叫
ん
だ
と
い
う
。
本
多
の
脳

中
を
か
け
巡
っ
た
大
計
画
と
は

 

、
一
体
な
ん
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
六
十
三
歳
で
あ
っ
た
。 

 

一
九
一
三
年
（
大
正
二
）
十
月
、
弘
前
市
元
寺
町
の

 

日
本
キ
リ
ス
ト
教
団
弘
前
教
会
の
庭
に
、
大
き
な
記
念
碑
が
建
立
さ
れ
た
。
石
碑
に
は
、
本
多
の
愛
弟
子
で
あ

る
岡
田
哲
蔵
（
英
文
学
者
）
の
案
文
で
、
つ
ぎ
の
よ
う

 

な
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
。 

  
 
 
 
 

東
奥
に
生
れ
し 

 

日
本
の

 

国
士 

 
 
 
 
 

日
本
に
生
れ
し 

 

霊
界
の

 

大
人 
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