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束天井島の｢倍大｣の哲理　(趣野崎よ　り)
徹　影　(5月中旬)　田淵行男jn

七
〇
年
代
を
占
う

戦
略
核
兵
器
廃
棄
｡

第
二
次
朝
鮮
戦
争
勃
発
｡

局
地
戦
争
な
お
続
く
｡

日
本
経
済
の
高
度
成
長
世
界
第
一
位
｡

排
日
運
動
起
る
｡

国
際
通
貨
市
場
円
買
い
白
熱
｡

宇
宙
･
海
洋
開
発
進
む
｡

マ
ス
･
レ
ジ
ャ
ー
(
大
衆
余
暇
)
は
､
国
境
､

大
洋
､
宇
宙
空
間
を
越
え
る
｡

巨
人
旅
客
機
墜
落
､
九
〇
〇
人
死
亡
｡

与
･
野
党
の
勢
力
均
衡
｡

安
保
条
約
廃
止
｡

国
会
議
員
汚
職
､
大
量
蔚
正
｡

ガ
ン
の
病
因
発
見
さ
れ
る
｡

平
均
寿
命
五
年
延
長
｡

健
康
保
険
制
度
統
一
､
全
面
国
営
｡

関
東
地
方
大
震
災
､
東
京
漬
滅
｡

過
密
都
市
の
開
発
中
止
`
地
方
都
市
繁
栄
｡

地
方
自
治
体
再
編
成
｡

国
土
総
合
開
発
計
画
･
も
う
か
る
と
き
に
だ
け

協
力
す
る
｡

ポ
ー
タ
ブ
ル
電
子
計
算
機
の
出
現
､
珠
算
塾
大
い

に
栄
え
る
｡

過
疎
と
老
人
対
簾
進
ま
ず
'
主
婦
よ
-
家
庭
へ

帰
れ
｡

無
気
力
､
無
関
心
､
無
責
任
｡

人
間
疎
外
か
ら
人
間
相
互
間
の
連
詩
意
識
の
復

活
｡

政
府
の
仕
事
は
先
づ
生
活
環
境
の
浄
化
｡

自
然
保
護
公
害
対
策
優
先
､
産
業
開
発
制
限
｡

公
害
対
策
を
し
ぶ
る
企
業
は
す
べ
て
倒
産
｡

野
生
動
物
の
徹
底
的
保
護
'
狩
猟
の
全
面
禁
止

鉄
砲
を
う
ち
た
い
方
は
ア
ラ
ス
カ
へ
ど
う
ぞ
｡

博
物
館
や
下
水
道
の
な
い
と
こ
ろ
に
人
住
ま
ず
｡

清
い
空
気
　
銃
や
く
太
陽
　
映
え
る
緑

(
山
犬
)
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光前寺｢本堂｣　　　　　駒ヶ根博物館絹｢光説寺｣より

｣
語物‥

博ど･
山

山

　

の

　

犬

-

信

州

伊

那

地

方

の

事

例

-

村
松
家
の
守
り
神

長
野
県
下
伊
那
郡
天
竜
村
神
原
向
方
(
む
か
か
た
)

の
村
松
家
で
は
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
の
頭
骨
を
､
家
の
守

り
神
と
し
て
祖
っ
て
い
た
｡

そ
の
由
来
に
つ
い
て
､
こ
の
地
方
に
ふ
る
く
か
ら

勢
力
を
は
っ
て
い
i
'
熊
谷
家
に
つ
い
て
記
し
た
｢
熊

谷
家
伝
記
｣
に
詳
し
く
記
さ
れ
て
い
る
.

明
徳
二
年
(
三
一
九
一
)
辛
未
`
伊
勢
の
国
鈴
鹿

郡
久
我
庄
関
雛
の
地
士
`
村
松
兵
衛
尉
菅
原
正
員
と

い
う
者
が
､
こ
の
地
の
見
違
と
い
う
と
こ
ろ
に
隠
れ

住
み
､
そ
こ
を
切
払
い
て
い
た
が
､
そ
れ
か
ら
三
年

だ
っ
た
､
応
永
元
年
(
一
三
九
四
)
甲
戌
に
､
只
今

ま
で
の
住
所
よ
り
南
方
に
当
る
向
う
の
方
に
､
場
所

が
よ
く
､
要
害
も
よ
ろ
し
い
土
地
が
あ
る
の
で
､
｢
何

方
｣
と
名
づ
け
､
屋
敷
場
を
見
立
て
て
引
移
っ
た
｡

こ
の
村
松
が
､
向
方
に
屋
敷
場
を
見
立
て
る
時
､

狼
が
一
疋
出
て
き
た
の
で
､
村
松
親
子
が
追
い
ま
わ

す
と
に
げ
､
追
う
の
を
止
め
る
と
立
ち
も
ど
り
､
つ

い
に
は
､
場
所
の
よ
い
所
に
ね
て
い
た
の
で
､
村
松

が
立
寄
っ
て
､
こ
れ
を
討
ち
取
っ
た
｡

そ
の
あ
た
り
は
､
前
後
が
ひ
ら
け
て
い
で
宜
い
所

な
の
で
'
こ
こ
を
屋
敷
と
定
め
､
普
請
を
し
て
､
こ

こ
に
引
移
っ
た
.
と
こ
ろ
が
､
そ
の
翌
年
の
正
月
､

村
松
の
家
内
が
い
さ
さ
か
わ
ず
ら
う
こ
と
が
あ
っ
た

そ
こ
で
､
陰
陽
師
を
た
の
ん
で
､
口
ま
せ
を
し
て
も

ら
っ
た
｡
そ
の
口
上
せ
の
こ
と
ば
に

｢
我
は
､
お
ま
え
が
信
ず
る
山
の
神
で
あ
る
｡
お

前
が
､
山
道
に
迷
い
∴
永
代
の
住
所
を
見
眠
い
そ

う
な
の
で
､
道
案
内
を
し
た
｡
と
こ
ろ
が
､
お
前

は
'
こ
の
自
分
を
討
ち
と
め
て
し
ま
っ
た
｡
自
分

を
討
っ
た
こ
と
は
い
と
あ
な
い
が
､
そ
の
報
い
の

供
饗
を
し
な
い
の
は
う
ら
め
し
い
｡
｣

と
'
涙
を
流
し
て
語
っ
た
｡

村
松
は
､
こ
れ
を
闘
い
で
感
じ
入
り
､

向

　

　

山

　

　

雅

　

　

重

｢
そ
の
､
狼
の
あ
た
ま
を
拾
っ
て
き
て
､
家
の
内

に
祖
り
ま
す
｣

と
､
か
た
く
誓
っ
た
の
で
､
陰
陽
師
は
顔
色
を
や
わ

ら
げ
'

｢
永
代
､
こ
の
家
の
守
護
の
神
と
な
る
で
あ
ろ
う
｡
｣

と
､
い
い
､
こ
の
家
の
主
婦
に
つ
い
て
い
た
山
の
神

は
､
は
な
れ
て
`
主
婦
の
わ
ず
ら
い
は
す
っ
か
り
よ

く

な

っ

た

｡

　

-

と
､
い
う
の
で
あ
る
o

村
松
氏
は
､
き
っ
そ
く
､
先
年
討
ち
と
っ
た
狼
-

ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
　
ー
　
の
､
あ
L
J
ま
を
拾
っ
て
き
て
､
こ

れ
を
｢
山
の
神
｣
の
御
神
体
と
し
て
家
の
神
棚
に
祖

り
､
そ
れ
を
家
の
守
り
神
｢
お
大
様
｣
と
し
て
'
代

々
あ
が
め
伝
え
て
き
た
｡

そ
の
｢
お
大
様
｣
は
､
な
か
く
､
村
松
家
に
祖
り

伝
え
ら
れ
て
き
た
が
､
昭
和
六
年
(
一
九
三
一
)
`

村
松
家
が
､
故
あ
っ
て
こ
の
地
を
去
り
'
名
古
屋
に

移
る
と
き
､
家
屋
敷
を
人
手
に
渡
し
､
こ
の
お
犬
様

を
､
家
の
後
の
太
子
堂
の
傍
に
小
袖
を
作
り
､
そ
こ

に
祖
っ
て
撞
い
て
行
か
れ
た
｡

ひ
と
び
と
は
､
こ
の
お
犬
様
を
尊
信
し
､
詞
の
扉

を
開
け
る
よ
う
な
こ
と
は
､
決
し
て
し
な
い
の
で
あ

る
が
'
昭
和
三
十
二
年
八
月
十
四
日
､
縁
あ
っ
て
は

じ
め
て
開
扉
す
る
席
に
通
る
こ
と
が
で
き
て
､
親
し

-
そ
の
お
犬
様
を
拝
す
る
こ
と
が
で
き
た
｡

神
体
を
納
め
た
白
木
の
箱
の
蓋
の
表
に
は

応
永
年
間

忠

　

犬

　

霊

　

骨

　

納

当
時
代
　
村
松
兵
衛
尉

と
あ
り
'
蓋
の
裏
に
由
緒
が
記
さ
れ
て
い
る
｡

口

　

碑

｢
此
ノ
霊
骨
ハ
､
応
永
年
問
`
当
村
ノ
開
祖
､

村
松
兵
衛
尉
氏
､
当
地
発
見
ノ
際
､
同
氏
ノ
案

内
ト
ナ
リ
シ
モ
､
其
ノ
動
作
ヲ
蛍
ラ
ス
､
只
､

山
狗
ナ
ル
ヲ
恐
レ
､
之
ヲ
危
害
卜
思
ヒ
､
遂
二

斬
捨
ダ
リ
｡
然
ル
ニ
兵
衛
ハ
､
全
ク
吾
一
一
忠
犬

タ
ル
ヲ
推
察
シ
テ
､
此
ノ
遺
骸
ヲ
祭
､
永
遠
二

言
ガ
家
門
ノ
守
護
ノ
神
ト
シ
テ
崇
へ
リ
ト
､
口

碑
ニ
ナ
ル
｡
云
々
｡

維
時
､
昭
和
六
年
五
月
二
日

当
時
戸
主
村
松
芙
ハ
事
状
二
依
り
､
当
邸

ヲ
去
ル
一
一
付
キ
'
誌
レ
之
｡

こ
の
上
箱
の
中
に
､
御
神
体
を
入
れ
た
木
箱
が
細

っ
て
い
る
｡

箱
は
､
割
取
り
材
を
､
ヤ
リ
カ
ン
ナ
(
槍
飽
)
か
セ

シ
な
ど
で
削
っ
た
板
で
入
念
に
こ
し
ら
え
て
あ
る
｡

そ
の
深
く
か
よ
ぎ
っ
て
い
る
蓋
を
あ
げ
る
と
､
ご
神

体
の
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
の
頭
骸
骨
が
出
て
き
た
｡

な
か
い
年
月
､
家
の
内
に
祖
ら
れ
て
い
だ
た
め
か

焚
き
火
の
煙
な
ど
で
'
い
つ
と
な
く
､
ふ
す
ぶ
れ
て

き
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
､
漆
で
も
か
け
た
か
と
思
わ

れ
る
ほ
ど
に
黒
い
｡

す
で
に
下
ア
ゴ
の
部
分
は
な
く
､
牙
も
右
側
は
脱

落
し
て
な
く
･
奥
の
歯
も
`
や
は
り
右
側
二
本
が
､

近
い
年
ご
ろ
に
脱
落
し
た
ら
し
い
あ
と
を
み
せ
て
い

る
｡
頭
骸
骨
の
前
後
の
長
さ
二
十
二
･
七
セ
ン
チ
メ

ー
ト
ル
｡こ

れ
が
､
｢
家
伝
記
｣
の
つ
た
え
る
ご
と
く
､
六
百

去
来
し
て
､
思
わ
ず
吐
息
が
も
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡

ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
を
､
山
の
神
'
も
し
く
は
､
山
の
神

の
使
い
と
し
て
信
仰
す
る
　
-
　
と
`
い
っ
た
す
が
だ

は
､
ふ
ろ
く
､
日
本
人
の
間
に
伝
え
ら
れ
て
き
た
信

仰
の
ひ
と
つ
の
姿
で
は
な
か
ろ
う
か
｡

光
前
等
の
早
太
郎

長
野
県
駒
ヶ
根
市
赤
穂
､
宝
横
山
光
前
寺
は
､
中

央
ア
ル
プ
ス
西
駒
ヶ
岳
を
指
呼
の
う
ち
に
の
ぞ
高
景

勝
の
地
は
あ
る
天
台
宗
の
寺
院
で
あ
る
が
､
こ
こ
に

早
大
神
の
伝
説
が
あ
る
｡

正
和
年
中
(
二
三
二
-
三
二
六
)
に
､
遠
州
府

中
(
磐
田
市
)
の
天
神
社
の
怪
神
を
退
治
し
て
､
里
民

の
背
を
除
い
た
｢
早
太
郎
｣
と
い
ち
霊
犬
が
あ
る
｡

こ
の
天
神
社
の
祭
の
前
に
､
年
ご
ろ
の
娘
の
あ
る

家
の
屋
根
に
白
羽
の
矢
が
た
つ
｡
す
る
と
､
そ
の
娘

は
､
祭
に
イ
ケ
ー
三
(
犠
)
と
し
て
祭
壇
に
供
え
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
く
`
そ
の
夜
更
け
､
こ
の
イ
ケ
ニ

エ
は
神
に
召
さ
れ
で
､
ふ
た
た
び
､
姿
を
あ
ら
わ
す

こ
と
が
な
い
｡

あ
る
年
､
あ
ま
り
に
不
審
に
思
っ
た
旅
の
僧
が
､

ひ
そ
か
に
う
か
が
い
見
る
に
`
夜
更
け
に
､
あ
や
し

い
緋
々
(
ひ
び
)
　
-
　
サ
ル
の
年
経
だ
と
思
わ
れ
る
姿

も
の
か
ど
う
か

は
､
に
わ
か
に

断
ず
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
し

て
､
な
か
-
家

の
守
り
神
と
し

て
､
｢
お
犬
神

｣
と
あ
が
め
ら

れ
て
き
た
重
さ

の
せ
ま
る
も
の

が
あ
り
`
箱
を

納
め
､
詞
の
扉

を
関
し
て
､
ほ

っ
と
す
る
と
と

も
に
､
そ
の
神

秘
感
が
胸
中
を
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光　前　古　　　　　早太郎護符

.
請物-

請ど山

の
も
の
神
が
､
あ
ら
わ
れ
て
､
よ
ろ
こ
び
､
舞
い
お

ど
り
､｢

こ
の
こ
と
を
､
信
州
信
濃
の
､
へ
エ
ボ
ウ
タ
ロ

ウ
に
知
ら
れ
る
な
｡
｣

と
､
う
だ
い
は
や
し
て
､
イ
ケ
…
を
さ
ら
う
と
英

に
､
い
づ
こ
と
も
な
く
影
を
消
し
て
し
ま
っ
た
｡

そ
こ
で
､
土
地
の
者
は
､
信
濃
路
に
へ
エ
ポ
ウ
タ

ロ
ウ
と
い
う
も
の
を
探
し
も
と
め
た
と
こ
ろ
∴
｣
の

光
前
寺
に
､
｢
灰
坊
太
郎
｣
の
名
の
よ
う
に
､
毛
色
が

灰
色
で
､
た
け
だ
け
し
い
犬
が
飼
わ
れ
て
い
た
｡
寺

に
乞
う
て
･
そ
の
犬
を
借
り
う
げ
､
あ
く
る
年
の
祭

に
は
､
こ
の
灰
坊
大
神
を
､
イ
ケ
ー
三
の
柩
の
う
ら

に
納
め
て
祭
壇
に
供
え
て
お
い
た
｡

夜
ふ
け
て
､
あ
ら
わ
れ
た
怪
し
げ
な
神
と
た
た
か

い
･
そ
れ
を
倒
し
た
が
､
深
い
傷
に
､
や
が
て
､
灰

坊
太
郎
も
息
を
ひ
き
と
っ
て
し
ま
っ
た
｡

ひ
と
び
と
は
∵
｣
の
灰
坊
太
郎
の
功
績
に
報
い
る

た
め
､
天
神
社
の
社
里
美
坊
弁
存
が
筆
写
の
筆
写

の
大
股
岩
壁
ハ
首
巻
を
､
正
和
五
年
(
≡
=
ハ
)
丙

辰
卯
月
八
日
に
光
前
寺
へ
施
大
し
た
と
い
う
｡

そ
の
大
破
若
経
と
い
う
の
か
寺
に
伝
え
ら
れ
て
お

り
､
古
風
な
石
壇
風
な
､
早
太
郎
の
碁
が
寺
内
に
祖

ら
れ
て
あ
る
｡

灰
坊
太
郎
は
,
怪
神
と
た
た
か
っ
て
､
そ
れ
を
､

う
ち
倒
し
た
ほ
ど
の
は
た
ち
ぎ
を
も
っ
て
い
た
と
い

う
と
こ
ろ
か
ら
･
｢
霊
犬
　
早
太
郎
｣
と
あ
が
め
ら
れ

て
き
た
わ
け
で
あ
る
｡

光
前
寺
の
本
尊
は
不
動
尊
で
あ
る
｡
こ
の
不
動
尊

の
お
使
い
と
し
て
､
犬
は
昔
か
ら
信
仰
さ
れ
て
き
て

い
る
｡
そ
の
光
前
寺
に
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
の
仔
が
す
み
つ

い
て
育
て
ら
れ
､
そ
れ
が
､
こ
う
し
た
は
た
ら
さ
を

し
た
と
い
う
伝
説
は
､
不
動
尊
の
霊
験
を
さ
ら
に
あ

ら
た
か
な
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
､
ふ
ろ
く
か
ら
､

ひ
と
び
と
に
語
り
伝
え
ら
れ
､
そ
の
信
仰
を
あ
つ
め

る
所
縁
と
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
o

こ
の
光
前
寺
の
寺
内
の
念
仏
堂
に
､
体
の
が
っ
し

り
し
た
坊
さ
ん
が
い
た
｡

秋
の
日
ざ
し
の
あ
た
た
か
い
日
に
､
と
り
い
れ
た

大
豆
を
`
む
し
ろ
に
ひ
ろ
げ
て
､
槌
で
う
っ
て
い
た

と
き
､
ふ
と
気
が
つ
く
と
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
が
､
そ
ば
へ

来
て
`
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
て
い
る
.

そ
こ
は
剛
腹
な
坊
さ
ん
だ
か
ら
､
知
ら
ぬ
振
り
を

し
て
い
て
不
意
に
と
び
か
か
り
'
馬
乗
り
に
な
っ
て

う
ま
く
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
の
両
耳
を
つ
か
ん
で
､
頭
を
押

え
つ
け
て
し
ま
っ
た
｡

そ
し
て
､
大
声
を
あ
げ
て
飯
た
き
ば
あ
さ
ん
を
よ

ぴ
･
｢
槌
を
取
っ
て
く
れ
｣
と
い
う
が
'
ば
あ
さ
ん
は

こ
わ
く
て
､
ふ
る
え
て
い
で
､
近
寄
れ
な
い
､
そ
こ

で
､
だ
ん
だ
ん
い
ざ
る
よ
う
に
し
て
へ
今
ま
で
豆
を

打
っ
て
い
た
槌
に
近
づ
き
､
そ
れ
を
取
ろ
う
と
し
だ

ひ
ょ
う
し
に
､
右
腕
へ
か
み
つ
か
れ
た
｡

し
か
し
､
気
づ
よ
く
槌
を
に
ぎ
っ
て
､
つ
い
に
叩

き
殺
し
て
し
ま
っ
た
が
∵
｣
の
傷
か
も
と
で
病
気
に

重
知
手
中
主
犬
草
丈
絆
-

′

力

男

､

)

-

)

I

)

圃
藍
昭
蹄
勢
子

な
り
､
つ
い
､
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

こ
れ
は
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
が
､
狂
犬
病
み
た
い
な
も

の
に
な
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
る

こ
の
話
は
､
文
久
こ
ろ
(
一
八
六
一
-
一
八
六
三
)

の
こ
と
で
'
そ
の
こ
ろ
､
十
三
歳
で
あ
っ
た
後
の
光

前
専
任
職
吉
沢
義
道
師
の
話
を
､
弟
子
の
光
前
寺
住

職
吉
沢
豊
道
師
が
`
築
著
蓋
調
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る

中
央
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
∴
｣
の
光
前
寺
へ
､
百
余

年
前
は
､
た
し
か
に
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
が
出
た
こ
と
は
`

こ
の
話
で
は
っ
き
り
す
る
｡

山
の
犬
退
治

こ
の
光
前
寺
に
ほ
ど
近
い
'
上
種
村
(
駒
ヶ
根
市

赤
穂
)
で
'
天
保
十
五
年
(
一
八
四
四
)
に
､
ヤ
マ
ノ

イ
ヌ
を
退
治
し
た
記
録
が
あ
る
｡
(
庄
屋
､
小
町
谷

権
三
郎
の
役
用
日
記
)

-
九
月
三
日
､
長
石
衛
門
の
女
房
と
､
架
蔵
の

悼
(
せ
が
れ
)
の
二
人
が
き
て
｢
北
原
､
女
体
､
へ

山
ノ
犬
が
日
中
に
出
'
藤
石
工
門
が
馬
を
番
原
(
局

を
放
牧
す
る
原
を
い
う
こ
と
は
)
へ
出
し
て
お
い
た

と
こ
ろ
を
､
食
い
倒
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
､
夜
昼
共

に
油
断
成
り
難
く
思
あ
れ
ま
す
か
ら
､
村
中
の
惣
人

足
で
､
犬
猟
を
し
て
い
た
だ
き
た
い
｣
と
願
い
出
て

き
た
｡

し
か
し
､
イ
ノ
シ
シ
や
シ
カ
と
は
違
い
､
と
て
も

追
い
散
ら
す
こ
と
は
出
来
難
い
か
ら
､
猟
師
へ
申
付

け
､
撃
ち
と
ら
せ
る
の
か
い
い
と
い
う
の
で
`
村
役

の
大
北
と
相
談
し
て
､
そ
う
定
め
､
猟
師
清
吉
･
伊

三
郎
の
二
人
に
､
テ
つ
と
し
て
自
分
と
も
三
人
が
揃

っ
て
､
唐
松
新
田
(
上
穂
の
う
ち
､
一
ぽ
ん
山
付
き

の
ム
ラ
)
の
金
左
工
門
の
と
こ
ろ
へ
八
つ
こ
ろ
(
午

後
二
時
)
行
き
､
そ
こ
で
三
人
を
ふ
や
し
て
､
手
分

け
で
所
々
へ
行
っ
た
｡

と
こ
ろ
が
､
猟
師
中
へ
燈
硝
一
斤
を
渡
し
て
ほ
し

い
と
い
う
の
で
､
町
方
へ
金
左
工
門
を
や
り
､
一

斤
買
わ
せ
て
'
そ
れ
を
一
人
前
､
二
十
匁
づ
つ
渡
し

た
〇

九
月
六
日
､
猟
師
清
吉
が
来
て
'
｢
け
さ
､
堅
剛

新
田
(
唐
松
新
田
の
南
､
一
ぽ
ん
山
付
き
の
ム
ラ
)

の
上
で
山
犬
を
一
疋
打
っ
た
｣
と
届
出
た
｡
そ
こ
で

村
役
人
五
人
が
見
分
に
い
っ
て
た
し
か
め
た
｡

九
月
十
四
日
に
∵
｣
の
山
ノ
犬
退
治
の
費
用
の
精

算
を
し
た
｡

一

､

金

一

分

　

犬

代

一
､
金
二
分
　
猟
師
手
間

-
､
二
匁
二
分
四
厘
　
四
十
三
工
(
冒
)
半
之
内

外
一
一
､
焔
硝
一
斤
　
十
六
匁

此
分
`
玉
葉
外
二
道
候

〆
､
五
十
八
匁
二
分
四
厘

つ
ま
り
`
こ
の
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
一
疋
の
退
治
に
､
手
間

日
致
､
延
四
十
三
日
半
掛
り
'
褒
美
､
手
間
､
玉
薬

代
等
`
総
入
用
が
銀
五
十
八
匁
二
分
四
厘
か
か
っ
た

あ
げ
で
あ
る
｡

当
時
の
銀
相
場
を
､
金
一
両
に
銀
六
十
匁
と
み
る

に
､
ほ
ぼ
金
一
両
に
近
い
費
用
が
掛
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
o

ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
の
書
を
防
ぐ
と
い
う
こ
と
に
'
な
み

な
み
な
ら
ぬ
村
入
用
が
か
か
る
と
い
う
こ
と
と
と
も

に
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
一
疋
が
出
て
さ
て
も
､
馬
を
食
い

殺
す
ほ
ど
書
が
ひ
ど
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
｡

お
く
り
犬

昭
和
十
六
年
､
上
伊
那
郡
赤
穂
町
中
割
(
現
･
駒

ヶ
根
高
赤
穂
)
の
大
北
家
､
北
村
政
胤
氏
(
七
十
七

才
)
の
談
｡

-
　
昔
は
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
が
多
か
っ
だ
｡
と
な
り
の

源
九
郎
じ
じ
か
'
光
前
寺
へ
行
っ
て
い
た
が
､
よ
く
ぞ

の
帰
り
に
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
に
お
く
ら
九
だ
そ
う
で
あ

る
｡
い
つ
か
知
ら
ぬ
ま
に
後
を
つ
け
て
く
る
の
で
､

用
心
し
な
が
ら
く
る
と
､
途
中
の
塩
木
の
林
を
ぬ
け

る
と
､
た
い
か
い
は
な
れ
て
し
ま
う
｡

コ
ケ
ル
(
転
ぶ
)
と
､
と
び
つ
か
れ
る
か
ら
､
こ

け
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
る
｡

山
の
も
の
は
､
火
を
一
番
お
そ
れ
る
か
ら
'
火
打

を
打
っ
て
､
タ
.
ハ
つ
を
吸
い
は
じ
め
る
と
､
そ
の
火

を
み
て
逃
げ
出
す
｡

朝
早
く
､
山
仕
事
な
ど
に
い
く
時
は
､
食
わ
え
キ

セ
ル
を
し
て
行
く
｡
す
る
と
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
が
い
て
も

よ
げ
ろ
か
ら
い
い
｡
そ
れ
で
な
い
と
､
馬
が
フ
ウ
フ

ウ
言
っ
て
い
て
動
か
な
い
の
で
､
気
づ
い
て
見
た
ら

ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
が
道
は
た
に
眼
を
光
ら
し
て
い
た
な
ど

と
い
う
こ
と
が
多
か
っ
だ
｡
-
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の　の

話猟
o師

1970. I.25 読物檀ど山

家
で
は
､
馬
が
ふ
う
ふ
う

い
っ
て
､
お
ど
ろ
い
て
逃
げ

て
き
た
の
で
､
こ
れ
は
お
か

し
い
と
探
し
に
い
っ
て
'
骨

を
拾
っ
て
き
た
と
い
う
-
｡

昭
和
二
十
五
年
十
月
十
五

日
､
入
野
谷
の
奥
､
上
伊
那

伊
那
里
村
奥
浦
(
現
･
長
谷

村
･
ム
ラ
は
す
で
に
な
い
)

薬
子
一
之
城
さ
ん

-
　
四
十
七
､
八
年
前
だ

が
小
瀬
戸
(
三
窪
川
の
上
流

昭
和
二
十
五
年
十
月
十
四
日
､
上
伊
那
郡
藤
沢
村

(
現
･
高
遠
町
)
の
秋
山
つ
る
(
八
十
才
)
さ
ん
の
話
｡

-
　
こ
の
辺
は
､
中
馬
(
チ
ュ
ウ
マ
･
鳥
追
い
)
か

せ
ぎ
で
家
を
お
こ
し
た
家
が
多
い
｡
馬
を
三
匹
も
四

匹
も
も
ち
､
甲
州
の
韮
崎
に
通
い
､
ま
た
諏
訪
へ
日

帰
り
と
か
せ
い
だ
も
の
で
あ
る
｡

金
沢
峠
を
､
日
が
暮
れ
て
か
ら
越
え
て
く
る
と
'

犬
に
お
く
ら
れ
る
｡
こ
の
オ
ク
リ
イ
ヌ
を
よ
げ
ろ
た

め
に
､
お
ム
ス
ビ
を
に
ぎ
っ
て
､
赤
･
･
､
ソ
を
つ
け
た

も
の
を
用
意
し
て
い
っ
た
｡

オ
ク
リ
イ
ヌ
に
出
あ
う
と
`
こ
の
お
ム
ス
ビ
を
投

げ
て
や
る
｡
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
が
そ
れ
を
よ
ろ
こ
ん
で
食

べ
て
い
る
間
に
､
無
事
帰
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
る

と
い
う
わ
け
で
､
こ
の
ム
ス
ど
の
こ
と
を
ト
ウ
ゲ
ム

ス
ビ
(
峠
握
飯
)
と
い
う
｡
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
は
塩
気
を

ほ
し
か
る
か
ら
､
こ
の
ム
ス
ピ
が
､
オ
ク
リ
イ
ヌ
を

除
け
る
に
よ
か
っ
た
わ
け
で
､
中
馬
追
い
の
人
は
､

夜
道
の
用
心
は
､
こ
の
峠
握
飯
を
き
つ
と
用
意
し
て

い
っ
た
も
の
で
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
に
送
ら
れ
る
と
､
な

け
る
も
の
と
な
っ
て
い
た
｡

そ
れ
で
､
中
馬
追
い
で
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
に
食
あ
れ

た
人
は
な
い
｡

け
れ
ど
'
う
っ
か
り
し
て
い
て
'
食
わ
れ
た
人
は

あ
る
｡
北
原
(
藤
沢
の
う
ち
の
ム
ラ
)
の
､
馬
喰
さ
で

ジ
ロ
ユ
さ
の
家
､
ト
ク
サ
と
い
う
人
の
お
ぢ
い
き
ま

-
　
こ
の
人
が
､
金
沢
峠
の
裾
で
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
に

お
ど
さ
れ
て
､
乗
っ
て
い
た
馬
か
ら
落
ち
て
食
い
殺

さ
れ
て
し
ま
っ
た
｡

)
へ
猟
に
行
っ
て
い
て
､
犬
を
小
舎
の
外
に
つ
な
い

で
お
い
て
寝
て
い
た
ら
､
夜
な
か
に
､
犬
が
え
ら
い

勢
い
で
と
び
こ
ん
で
き
た
が
､
何
の
こ
と
だ
か
わ
か

な
い
｡

次
の
朝
､
出
て
み
る
と
､
小
屋
の
西
側
を
､
ヤ
マ

イ
ヌ
が
通
っ
た
足
あ
と
が
あ
っ
た
｡
そ
の
ヤ
マ
イ
ヌ

の
臭
い
が
わ
か
っ
て
､
犬
は
と
び
ん
で
き
た
ら
し
い

同
､
十
月
十
七
日
､
同
じ
く
入
野
谷
の
奥
`
上
伊

那
郡
伊
那
里
村
塩
平
(
現
･
長
谷
村
)
の
宮
下
吉
蔵

(
五
十
三
才
)
さ
ん
の
話
｡

-
　
晩
方
､
塩
を
括
っ
て
歩
く
も
の
で
は
な
い
｡

も
し
へ
必
要
が
あ
っ
て
､
持
っ
て
歩
く
と
き
は
､
上
へ

オ
キ
(
脹
)
を
の
せ
て
い
く
も
の
だ
｡
夜
､
塩
を
借

り
に
い
く
と
き
､
｢
オ
キ
を
の
せ
て
も
ら
っ
て
こ
い
｣

と
い
っ
た
｡
背
の
人
は
か
な
ら
ず
そ
う
い
っ
た
-
｡

こ
れ
は
､
塩
分
を
ほ
し
く
て
､
近
よ
っ
て
く
る
ヤ

マ
イ
ヌ
を
用
心
し
て
の
こ
と
で
あ
る
｡
塩
を
持
っ
て

歩
か
な
い
｡
ど
う
し
て
も
持
っ
て
歩
く
必
要
の
あ
る

と
き
は
､
火
を
の
せ
て
い
く
､
と
､
い
う
の
は
'
山

深
い
土
地
の
人
の
心
掛
け
と
し
て
心
う
だ
れ
る
｡

-
　
オ
ク
リ
イ
ヌ
は
､
｢
ど
っ
こ
い
し
ょ
｣
と
言
え

ば
か
じ
ら
れ
な
い
｡
家
で
飼
っ
て
い
た
犬
が
`
ヤ
マ

ノ
イ
ヌ
に
食
い
殺
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
｡
ク
ル
マ
ヤ

の
方
で
食
あ
れ
た
こ
と
が
あ
る
｡
け
れ
ど
､
自
分
が

覚
え
て
か
ら
は
ヤ
マ
イ
ヌ
の
姿
は
見
な
い
｡

家
の
お
祖
父
さ
ん
(
七
十
七
才
で
死
)
の
話
だ
が

ヤ
マ
イ
ヌ
が
庭
の
あ
た
り
に
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
｡

上
の
ク
ポ
あ
た
り
で
暗
い
て
い
だ
｡
な
ど
と
話
し
て

-

れ

た

｡

　

-

こ
れ
ら
を
綜
合
し
て
み
る
に
明
治
の
な
か
は
こ
ろ

ま
で
､
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
は
､
信
州
伊
那
の
山
の
村
に
い

た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
と
､
い
い
う
る
で
あ
ろ
う

山
住
様
･
三
峯
様

昭
和
八
年
九
月
二
十
二
日
か
ら
二
十
四
日
､
下
伊

那
郡
上
村
程
野
1
-
南
ア
ル
プ
ス
山
麓
の
い
わ
ゆ
る

遠
山
地
方
の
奥
地
で
､
イ
ノ
シ
シ
の
書
を
防
ぐ
さ
ま

を
見
た
｡

夜
の
う
ち
に
出
て
き
て
､
畠
の
作
物
を
-
い
荒
し

て
こ
ま
る
の
で
､
い
ろ
い
ろ
な
工
夫
を
し
て
い
る
｡

ソ
メ
と
い
っ
て
､
飽
屑
な
ど
へ
石
油
を
浸
し
た
も

の
を
た
て
た
り
､
女
の
髪
の
毛
を
樺
へ
つ
け
て
置
い

た
り
す
る
｡

カ
つ
と
い
っ
て
火
を
点
す
や
り
方
も
あ
る
｡
ポ
ロ

の
長
い
紐
へ
火
を
つ
け
､
そ
の
悪
臭
と
火
の
色
で
お

ど
す
も
の
｡
カ
ン
テ
ラ
を
提
灯
の
中
へ
入
れ
て
つ
る

し
て
お
い
た
り
､
収
獲
期
な
ど
に
､
シ
シ
小
屋
で
大

き
な
た
き
火
を
し
た
り
す
る
｡

ド
ゥ
ヅ
キ
と
い
っ
て
､
流
れ
川
に
添
水
(
そ
う
ず
)

を
仕
掛
け
て
音
を
た
て
る
｡
シ
シ
小
屋
で
大
き
い
焚

き
火
を
し
な
か
ら
､
石
油
か
ん
な
ど
を
た
た
い
て
の

シ
シ
追
い
も
す
る
｡

ま
た
､
畠
の
ま
わ
り
へ
､
シ
シ
ワ
チ
と
い
っ
て
'

す
っ
か
り
柵
を
繕
っ
て
'
猪
が
入
れ
ぬ
よ
う
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
｡

こ
う
し
て
､
イ
ノ
シ
シ
の
書
を
防
ぐ
こ
と
に
努
力

し
て
も
､
い
つ
か
､
す
さ
を
見
て
､
畠
の
作
物
を
食

い
荒
さ
れ
て
し
ま
う
｡

一
晩
に
五
疋
も
で
て
き
て
､
畠
の
イ
モ
な
ど
を
は

る
と
､
人
が
百
日
ぐ
ら
い
か
か
っ
て
掘
っ
た
く
ら
い

は
､
掘
り
荒
し
て
し
ま
う
｡
シ
シ
オ
イ
を
し
て
､
ち

ょ
っ
と
の
ゆ
だ
ん
で
､
居
眠
り
を
し
て
い
た
､
そ
ん

な
す
ぎ
に
､
す
っ
か
り
畠
を
や
ら
れ
た
な
ど
と
い
う

こ
と
が
多
い
｡

そ
こ
で
､
神
だ
の
み
を
す
る
こ
と
に
な
る
｡

山
住
様
(
遠
州
山
住
神
社
)
や
､
三
寒
様
(
武
州

一
一
重
神
社
)
､
こ
れ
は
､
い
ず
れ
も
ヤ
マ
ノ
イ
ヌ
を

使
者
と
し
て
い
る
神
で
あ
る
が
､
神
様
を
迎
え
て
き

て
`
畠
を
守
っ
も
ら
う
｡

上
村
程
野
の
鎌
倉
知
義
氏
談
　
-
　
｢
去
年
は
､
シ

シ
ワ
チ
を
二
重
に
も
こ
し
ら
え
た
り
､
シ
シ
小
屋
で

追
っ
た
り
し
た
が
､
今
年
は
山
住
様
を
た
の
ん
で
き

た
か
ら
追
わ
な
い
､
山
住
様
が
追
っ
て
く
だ
ざ
る
か

ら
絶
対
に
追
わ
な
い
､
作
の
中
へ
入
っ
て
も
荒
さ
ず

に
と
ん
で
出
て
し
ま
う
｡
｣

程
野
の
某
氏
談
　
-
　
｢
去
年
は
シ
シ
オ
イ
に
出
た

二
､
三
人
が
山
住
様
を
迎
え
て
き
た
だ
け
で
あ
っ
た

が
､
そ
れ
ら
の
人
は
助
か
り
､
そ
の
作
問
に
な
ら
ぬ

も
の
は
食
べ
ら
れ
た
｡
そ
れ
で
､
こ
と
し
は
､
村
中

山
住
様
を
迎
え
て
き
て
や
っ
て
い
る
｡
皆
､
祈
祷
し

て
や
っ
て
い
る
が
､
効
め
が
た
し
か
に
あ
る
の
で
感

心
し
て
い
る
｡
上
程
野
の
蚕
王
様
の
と
こ
ろ
へ
山
住

様
を
祖
っ
て
い
る
が
'
ご
飯
､
洗
米
､
お
燈
明
を
供

え
る
｡
供
え
に
い
く
人
は
体
を
浄
め
て
い
く
｡
山
住

様
を
迎
え
て
き
た
仲
間
の
者
が
'
交
代
で
お
供
え
に

行
く
の
で
あ
る
｡
｣

上
村
八
丁
島
南
村
末
吉
氏
談
　
-
　
｢
こ
の
辺
で
は

三
寒
様
を
た
の
ん
で
き
た
｡
代
参
が
行
っ
て
日
限
を

き
っ
て
借
り
て
き
た
が
､
お
札
を
畑
の
周
り
に
だ
て

て
あ
る
だ
け
で
番
を
し
な
い
が
`
こ
と
し
は
三
寒
様

に
ま
か
せ
き
り
で
､
ち
ょ
っ
と
も
出
な
い
｡
こ
と
し

は
じ
め
て
だ
が
､
三
峯
様
が
効
く
｡
｣
山
住
様
や
三

寒
様
の
お
札
は
､
箱
へ
納
め
た
り
､
一
枚
板
へ
ち
ょ

っ
と
屋
根
を
つ
け
た
も
の
へ
撮
っ
た
り
し
て
､
亀
の

甲
や
､
そ
の
畔
な
ど
へ
祖
っ
て
お
く
｡

八
月
の
お
盆
す
ぎ
に
､
代
参
が
お
詰
り
し
て
､
お

金
を
出
し
て
､
ご
祈
祷
を
し
て
も
ら
い
'
十
月
末
こ

ろ
ま
で
日
を
限
っ
て
か
り
て
く
る
｡
返
す
と
き
に
お

札
を
持
っ
て
い
-
｡

山
住
様
､
三
峯
様
を
か
り
て
き
た
ら
､
ソ
メ
や
シ

ソ
オ
イ
は
禁
物
､
ど
こ
ま
で
も
信
じ
き
れ
は
い
い
｡

疑
う
こ
と
は
い
け
ぬ
､
と
言
っ
て
い
る
｡
(
四
五
･
-

･
一
八
稿
)
　
　
(
長
野
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文
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保
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委
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)

一
山
と
博
物
珪
祷
琵
摘
一
1
.
.
?
日
発
行

i
　
発
行
所
震
県
大
町
姉
壷
.
味
.
q
 
e
O
I
唯
物
競

…
印
刷
所
大
町
市
貢
輩
タ
イ
ム
ス
印
刷
部

-

　

　

定

価

　

年

額

　

三

〇

〇

円

(

送

料

共

)

　

(

切

手

不

可

)


