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シ､
ン二へ

四
本
足
の
ニ
ワ
ト
リ

六
月
二
十
一
日
付
け
の
毎
日
新
聞
に
､
こ
ん
を
記

事
が
載
っ
て
い
た
｡
秋
田
大
学
で
`
学
生
に
､
ニ
ワ

ト
リ
の
絵
を
描
か
せ
た
と
こ
ろ
､
毎
年
一
〇
-
一
五

%
が
"
四
本
足
の
ニ
ワ
ト
リ
〃
を
描
い
た
と
い
う
の

で
あ
る
｡
担
当
教
授
の
話
で
は
｢
冗
談
で
は
な
-
､

た
ぶ
ん
安
定
が
惑
い
か
ら
､
突
か
い
棒
と
し
て
'
二

本
書
m
,
加
え
た
の
で
は
あ
い
か
｡
｣
と
い
う
｡

私
達
の
子
供
の
頃
は
､
ど
こ
の
家
で
も
ニ
ワ
ト
リ

の
五
羽
や
十
羽
は
'
飼
っ
て
い
て
､
卵
を
自
家
用
に

し
て
い
た
も
の
だ
｡
と
こ
ろ
が
､
今
で
は
､
農
家
で

も
め
っ
た
に
見
か
け
な
い
｡
ど
こ
で
見
か
け
る
か
と

い
う
と
､
養
鶏
舎
の
中
に
､
そ
れ
こ
そ
機
械
の
部
品

の
よ
う
に
並
ん
で
い
る
｡
そ
の
う
ち
卵
と
い
う
の
は
､

機
械
で
造
ら
れ
る
と
い
う
事
に
で
も
在
る
の
で
は
な

い
か
｡と

こ
ろ
で
､
二
本
足
で
は
､
安
定
が
惑
い
か
ら
､

四
本
足
に
し
た
と
い
う
の
は
､
き
わ
め
て
r
d
P
理
的
､

科
学
的
｣
発
想
で
あ
る
と
思
う
｡
現
代
人
の
心
理
の

一
側
面
を
､
も
の
の
み
ご
と
に
'
象
徴
し
て
い
る
の

で
は
あ
い
だ
ろ
う
か
～
科
学
は
､
現
実
の
人
間
-
⊥
自

然
の
関
わ
り
の
中
か
ら
生
れ
た
｡
中
世
の
信
仰
I
I
迷

信
の
谷
間
か
ら
､
人
間
を
救
っ
た
事
は
､
今
で
も
へ

誇
ら
し
げ
に
､
語
ら
れ
て
い
る
｡
だ
が
､
そ
の
よ
う

に
し
て
得
ら
れ
た
科
学
的
｢
真
理
｣
で
､
逆
に
現
実

を
観
よ
う
と
す
る
時
｢
科
学
的
普
遍
性
｣
の
名
の
下

に
､
多
様
な
現
実
を
｢
い
び
つ
を
形
｣
で
切
っ
て
し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
｡
現
在
､
進
行
し
て
い

る
自
然
破
壊
の
問
題
も
又
､
そ
う
し
た
発
想
と
無
縁

で
は
な
い
よ
う
を
急
が
す
る
｡

ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
画
一
化
は
､

一
面
の
合
理
性
や
有
効
性
を
持
つ
が
､
そ
れ
は
多
様

を
自
然
を
も
画
一
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
｡科

学
的
知
識
が
､
現
実
か
ら
か
い
離
し
､
独
り
歩

き
す
る
時
に
　
〝
四
本
足
の
ニ
ワ
ト
リ
〟
は
生
れ
る
｡

私
達
は
'
｢
科
学
性
｣
を
粉
飾
し
た
エ
セ
科
学
主

義
や
'
い
わ
ゆ
る
科
学
の
限
界
を
見
つ
め
､
現
実
の

中
で
､
物
を
観
て
ゆ
き
た
い
も
の
だ
｡(

荒
井
今
朝
一
)
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昭和2 6年の軍団豊山一行　自照岳班

北
ア
為
右
衛
門
吊
岩
で
の
遭
難

青

　

木

治

北
ア
ル
プ
ス
連
峰
へ
の
登
山
は
､
昔
は
信
仰
と
か

狩
猟
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
が
､
明
治
時
代
近
代

登
山
の
夜
明
け
と
と
も
に
､
山
を
科
学
す
る
登
山
､

ス
ポ
ー
ツ
と
し
て
の
登
山
と
な
り
､
更
に
最
近
で
は

観
光
的
要
素
が
多
分
に
加
あ
っ
た
､
軽
い
気
詩
で
の

登
山
を
す
る
者
が
非
常
に
多
く
在
っ
た
｡
そ
れ
に
つ

れ
夏
山
で
も
遭
難
と
い
う
悲
劇
を
繰
返
す
数
が
多
く

在
っ
て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
悲
劇
は
心
掛
け
や
装
備
の

不
完
全
さ
､
ち
ょ
っ
と
し
た
気
象
の
変
化
に
よ
っ
て

も
よ
-
起
っ
て
い
る
｡
落
石
､
雷
雨
､
転
落
､
増
水

な
ど
気
象
の
急
変
に
原
因
す
る
も
の
が
多
い
｡

登
山
の
盛
ん
に
在
っ
た
こ
の
頃
は
､
学
生
､
生
徒
､

各
種
山
岳
会
､
会
社
､
工
場
な
ど
の
集
団
登
山
が
夏

山
で
は
非
常
に
多
-
在
っ
た
｡
中
で
も
山
麓
の
学
校

の
集
団
登
山
は
､
大
正
の
中
頃
か
ら
行
な
わ

れ
て
き
た
｡
伝
統
を
も
つ
こ
れ
ら
の
学
校
で

は
､
経
験
を
生
か
し
て
慎
重
に
決
行
さ
れ
て

き
て
い
る
が
､
そ
れ
で
も
悲
劇
は
根
絶
さ
れ

な
い
｡六

五
年
回
顧
(
大
町
高
校
史
)
の
昭
和
二

十
六
年
の
条
に
次
の
記
事
が
あ
る
｡
｢
六
月

三
十
日
第
四
回
全
校
集
団
登
山
挙
行
､
烏
帽

子
岳
へ
栂
池
､
白
馬
岳
'
八
方
山
､
鹿
島
槍

ヶ
岳
､
針
ノ
木
岳
､
燕
岳
､
燕
-
槍
ヶ
岳
縦

走
､
常
念
1
-
煎
縦
走
等
北
ア
ル
プ
ス
全
速
蜂

五
〇
〇
名
参
加
｡
原
光
義
君
為
右
衛
門
吊
岩

地
占
,
 
:
.
?
墜
落
死
｡

戦
後
の
計
り
知
れ
な
い
不
安
と
虚
脱
状
況

の
中
か
ら
脱
却
し
､
よ
り
崇
高
を
精
神
を
求

め
て
､
こ
の
意
義
と
目
的
の
た
め
に
北
ア
教

室
を
設
け
て
の
最
初
の
悲
劇
で
あ
る
｡
｣
と

あ
る
｡六

月
三
十
日
へ
北
ア
十
一
峰
へ
集
団
登
山

し
た
そ
の
中
の
常
念
､
燕
終
走
隊
五
十
八
名

車
の
二
年
生
､
原
光
義
君
(
十
六
才
)
　
の
遭

難
の
こ
と
で
あ
る
｡

六
月
三
十
日
常
念
小
屋
に
一
泊
し
た
一
行

は
､
小
雨
さ
え
渡
っ
た
早
朝
の
濃
霧
が
晴
れ

天
候
が
好
転
し
た
の
で
'
梨
子
田
'
青
木
(

筆
者
)
､
清
水
O
B
､
笠
原
リ
ー
ダ
ー
の
指

揮
に
よ
り
､
本
日
の
コ
ー
ス
で
あ
る
桜
通
岳
-
束
天

井
岳
･
⊥
人
天
井
岳
-
蒸
山
荘
へ
と
出
発
し
た
｡
途
中

大
天
井
岳
の
西
肩
で
昼
食
を
と
り
'
昨
夜
燕
山
荘
で

一
泊
し
た
煎
隊
の
十
数
名
が
大
天
井
の
頂
上
ま
で
出

迎
え
て
-
れ
た
の
で
合
流
し
､
午
後
一
時
に
大
天
井

岳
の
頂
上
を
出
発
し
た
｡
切
通
し
の
危
険
を
箇
所
も

無
事
通
過
し
､
遭
難
現
場
二
〇
メ
ー
ト
ル
の
手
前
で

更
に
隊
列
を
整
え
て
進
ん
だ
が
､
標
高
二
六
八
二
メ

ー
ト
ル
為
右
衛
門
吊
岩
と
い
う
地
点
で
､
原
君
は
ス

リ
ッ
プ
に
よ
る
転
落
遭
難
を
し
た
｡
こ
の
場
所
は
高

瀬
川
渓
谷
よ
り
か
ら
申
川
谷
側
に
出
る
尾
根
道
の
曲

り
く
ね
っ
た
悪
路
の
上
に
､
幅
四
メ
ー
ト
ル
位
の
残

雪
が
あ
り
､
薮
が
多
-
見
通
し
の
悪
い
地
点
で
あ
っ

た
｡
(
現
柾
は
相
当
に
よ
-
道
を
直
し
で
あ
る
)
　
｢

落
ち
た
｣
の
叫
び
声
と
と
も
に
､
笠
原
､
清
水
O
B
'

梨
子
田
､
青
木
両
教
諭
､
松
田
､
鎌
倉
､
飯
島
等
が

下
降
､
そ
の
間
五
分
-
十
分
位
と
思
わ
れ
る
｡
遭
難

の
原
君
は
頭
部
を
岩
と
雪
渓
の
間
に
突
込
み
､
体
の

一
部
も
入
っ
て
い
た
の
で
落
下
が
停
止
さ
れ
た
と
思

わ
れ
る
｡
た
た
ち
に
四
メ
ー
ト
ル
下
方
に
一
坪
位
の

平
地
を
作
り
､
そ
こ
ま
で
運
び
下
ろ
し
て
注
射
を
し
､

頭
部
の
傷
を
包
帯
し
た
が
､
容
態
は
殆
ん
ど
絶
望
的

で
あ
っ
た
｡
転
落
は
約
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
下
方
で
､

傾
斜
度
は
三
〇
度
位
で
あ
り
､
雪
渓
の
途
中
は
薮
が

多
-
､
岩
石
も
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
出
て
お
り
､
最
も

条
件
の
悪
い
場
所
で
も
あ
っ
た
｡
す
ぐ
後
を
歩
い
て

い
た
学
友
は
､
あ
お
向
に
な
り
､
足
を
下
方
に
向
け

て
ス
リ
ッ
プ
し
た
と
い
う
｡

傷
の
手
当
そ
の
他
で
一
時
間
余
､
筆
者
の
燕
山
荘

へ
の
二
回
の
救
援
(
梨
子
田
教
諭
､
清
水
O
B
'
生

徒
数
名
は
現
場
で
見
守
る
)
往
復
で
見
通
を
得
､
岡

村
､
黒
岩
(
大
工
)
､
特
に
黒
岩
氏
(
煎
山
荘
従
業

貝
で
筆
者
の
劫
を
友
達
)
の
親
身
を
活
躍
で
､
ダ
ケ

カ
ン
バ
の
担
架
を
急
造
し
､
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
谷

底
か
ら
一
寸
刻
み
に
尾
根
道
ま
で
引
上
げ
た
が
､
そ

の
途
中
で
絶
命
し
た
｡
更
に
筆
者
の
知
人
で
有
明
山

案
内
人
組
合
の
田
口
､
吉
田
両
氏
の
救
援
が
中
房
よ

り
あ
り
'
生
徒
有
志
十
数
名
と
共
に
､
夜
十
一
時
頃

ま
で
に
燕
山
荘
へ
運
び
込
ん
だ
｡
そ
し
て
夜
食
を
済

ま
せ
､
生
徒
十
故
人
の
屈
強
の
者
と
､
青
木
､
梨
子

田
両
教
諭
に
前
記
の
吉
田
'
田
口
両
氏
の
運
搬
で
､

電
池
と
ロ
ー
ソ
ク
の
灯
を
た
よ
り
に
夜
を
徹
し
て
燕

岳
の
急
坂
を
夜
明
ま
で
に
申
房
に
下
っ
た
｡
桜
沢
の

地
点
で
松
川
村
消
防
団
'
隣
組
の
救
援
隊
に
合
流
し
､

一
の
瀕
で
有
明
駐
在
所
受
持
巡
査
と
隣
組
の
医
者
菅

沢
氏
に
よ
り
検
死
を
汚
せ
､
ト
ラ
ッ
ク
で
昼
近
く
に

松
川
の
生
家
に
帰
っ
た
｡

大
町
駅
の
下
車
口
の
天
井
に
登
山
の
安
全
を
祈
念

し
た
母
子
像
の
情
愛
に
充
ち
た
油
絵
の
額
が
あ
る
｡

こ
の
絵
は
遭
難
に
よ
り
子
を
失
っ
た
母
の
気
詩
を
描

い
た
も
の
と
思
あ
れ
る
｡
子
を
失
っ
た
母
の
悲
嘆
は

ど
ん
左
で
あ
っ
た
ろ
う
か
｡
元
気
で
昏
々
と
し
て
出

発
し
た
息
子
が
ト
ラ
ッ
ク
で
屍
と
な
っ
て
帰
っ
て
き

た
｡
｢
元
気
で
行
っ
た
の
に
-
-
､
今
は
こ
の
よ
う

杏
-
-
｣
と
遺
体
に
と
り
つ
い
た
姿
､
そ
の
日
'
私

も
二
日
と
一
晩
一
睡
も
せ
ず
の
体
で
そ
の
ま
な
ざ
し

を
受
け
と
め
た
が
'
人
の
子
の
父
と
し
て
､
そ
の
死

の
厳
粛
さ
と
恐
し
さ
を
痛
感
し
､
生
き
て
い
る
こ
と

の
は
か
な
さ
を
強
く
感
じ
た
｡

遭
難
と
い
う
も
の
は
'
人
間
が
予
期
し
な
い
､
全

く
思
い
も
よ
ら
な
い
と
こ
ろ
に
あ
る
も
の
で
あ
る
｡

四
十
二
年
の
深
志
高
校
の
西
穂
高
岳
の
雷
撃
遭
難
も

そ
う
で
あ
る
が
､
原
君
の
転
落
も
そ
う
い
う
向
が
あ

っ
た
と
思
う
｡
山
登
り
す
る
者
の
､
特
に
指
導
者
と

な
る
者
は
､
常
に
心
の
奥
底
に
不
慮
の
落
穴
を
想
定

し
っ
つ
､
細
心
に
し
て
大
胆
な
登
山
の
計
画
を
せ
ね

ば
な
ら
な
い
｡

原
君
の
遭
難
の
原
因
の
一
つ
に
屑
物
の
問
題
が
あ

っ
た
と
私
は
考
え
て
い
る
｡
当
時
は
終
戦
六
年
目
で

物
資
が
少
し
出
ま
わ
り
か
け
た
時
代
で
､
ど
ん
を
物

資
も
な
か
な
か
手
に
入
ら
な
か
っ
た
｡
原
君
の
葬
儀

の
前
日
､
お
母
さ
ん
が
｢
こ
ん
な
新
し
い
良
い
靴
を

履
い
て
行
っ
て
-
!
｡
｣
と
言
っ
て
､
私
の
目
の
前

に
出
し
て
-
れ
た
遺
品
の
靴
は
､
底
裏
に
丸
鋲
を
打

っ
た
新
調
の
軍
隊
靴
で
あ
っ
た
｡
怒
ら
-
履
物
の
な

い
当
時
で
あ
る
か
ら
､
息
子
の
た
め
に
手
を
尽
し
て

買
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡
軍
隊
靴
は
平
地
で
も
滑

り
易
-
'
ま
し
て
急
傾
斜
の
雪
渓
を
歩
く
時
は
滑
っ

て
危
険
こ
の
上
も
な
い
｡
当
時
の
登
山
の
履
物
と
し

て
は
､
登
山
靴
は
金
の
あ
る
登
山
家
の
は
く
も
の
と
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濾)

⑨

集団登山の引率者として

丸　山　精

舵物情.
ヒ山

考
え
ら
れ
て
お
り
､
多
-
は
れ
ー
ケ
じ
で
､
最
適
で
上

等
品
が
ゴ
ム
底
足
袋
と
相
場
が
決
っ
て
い
た
時
代
で

あ
る
か
ら
､
軍
隊
靴
を
許
可
し
た
の
は
､
経
験
が
少

な
く
､
知
恵
が
ま
わ
ら
な
か
っ
た
た
め
と
思
う
｡

次
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
､
安
心
感
と
い
お
う
か
'

気
の
ゆ
る
み
と
い
お
う
か
､
そ
の
こ
と
で
あ
る
｡
二

日
目
､
常
念
小
屋
を
出
発
し
て
か
ら
大
天
井
岳
の
西
･

肩
ま
で
は
､
す
で
に
十
枚
回
の
登
山
経
験
を
も
つ
私

が
笠
原
リ
ー
ダ
ー
の
後
に
つ
き
､
彼
を
ア
ド
バ
イ
ズ

し
､
五
十
人
名
を
ま
と
め
つ
つ
進
ん
で
来
た
が
へ
昼

食
時
に
昨
夜
燕
山
荘
に
一
泊
し
た
十
数
名
が
下
川
教

諭
と
共
に
､
大
天
井
岳
の
頂
上
ま
で
迎
え
に
来
て
く

れ
た
｡
そ
こ
で
こ
れ
か
ら
先
の
道
路
状
況
も
わ
か
っ

た
し
､
す
で
に
檎
隊
の
五
十
余
名
-
も
午
前
中
に
通
っ

た
後
で
も
あ
る
の
で
'
職
員
も
O
B
も
生
徒
も
少
々

安
易
感
を
も
っ
た
｡
ま
た
､
こ
こ
は
危
険
度
の
少
な

い
ア
ル
プ
ス
銀
座
で
あ
る
と
い
う
観
念
も
あ
っ
た
｡

更
に
悪
い
こ
と
に
は
､
大
天
井
岳
か
ら
の
出
発
は
笠

原
リ
ー
ダ
ー
の
常
念
隊
の
隊
列
の
中
に
燕
隊
の
出
迎

え
姐
も
渡
っ
た
の
で
､
隊
と
し
て
集
団
行
動
に
楔
が

入
っ
た
結
果
と
な
っ
た
｡
愚
経
験
者
の
私
も
安
心
感

で
､
こ
こ
か
ら
最
後
尾
に
つ
い
た
｡
大
天
井
-
燕
間

の
尾
根
の
南
側
に
は
､
こ
の
年
吹
き
た
ま
り
の
雪
が

多
く
､
雪
庇
も
各
所
に
あ
っ
た
｡
所
々
に
あ
る
四
-

五
メ
ー
ト
ル
の
雪
渓
の
ト
ラ
バ
ー
ス
は
'
一
足
一
足

の
動
作
が
必
要
で
あ
り
､
最
先
頭
の
リ
ー
ダ
ー
は
常

に
雪
道
づ
く
り
で
進
ん
だ
｡
雪
渓
の
斜
め
下
降
の
ト

ラ
バ
ー
ス
は
滑
る
こ
と
に
注
意
を
集
中
し
を
け
れ
ば

危
険
で
あ
る
｡
恐
ら
-
腐
っ
た
雪
に
滑
っ
た
の
で
あ

ろ
う
｡
不
注
意
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
私
が
先
頭
に
お

っ
た
ら
と
悔
ま
れ
て
な
ら
を
い
｡
(
私
は
昭
和
十
四

年
六
月
､
原
君
の
墜
落
地
点
か
ら
四
-
五
メ
ー
ト
ル

は
じ
か
ら
作
れ
ば
全
山
の
要
所
は
殆
ん
ど
墓
場
に
な

り
､
山
の
神
聖
上
､
観
光
上
あ
る
い
け
還
撹
上
大
問

題
で
あ
る
と
反
対
さ
れ
､
ま
た
国
法
上
か
ら
も
許
可

が
で
き
を
い
と
の
こ
と
だ
っ
た
｡
そ
こ
で
計
画
を
変

更
し
て
風
致
を
そ
こ
な
わ
な
い
　
｢
為
右
衛
門
吊
岩
｣

と
い
う
地
籍
を
示
す
道
標
と
し
て
許
可
を
得
た
｡
私

は
現
地
に
一
人
で
三
回
登
山
し
､
学
校
で
作
っ
た
ブ

ロ
ン
ズ
の
道
標
を
技
術
者
と
と
も
に
背
負
上
げ
､
尾

枝
道
の
上

線
　
部
の
岩
石

集
団
登
山
と
い
う
と
学
校
集
団
登
山
が
代
表
さ
れ

る
が
'
広
い
立
場
か
ら
考
え
る
と
､
市
民
登
山
か
ら

信
仰
的
グ
ル
ー
プ
の
登
山
ま
で
､
い
ろ
い
ろ
な
も
の

が
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
登
山
に
は
山
の
高
低
と
か
難
易

と
か
に
か
か
わ
り
な
く
､
一
貫
し
て
引
率
に
は
安
全

に
対
し
て
の
常
識
的
な
指
導
者
を
選
ぶ
こ
と
が
大
切

で
あ
る
｡
そ
こ
で
'
引
率
者
に
対
し
て
望
ま
れ
る
基

本
的
な
条
件
を
次
に
あ
げ
て
み
た
｡

㈲
一
つ
の
登
山
行
動
を
通
じ
て
､
安
全
か
つ
満
足

で
き
る
山
行
計
画
を
立
て
ら
れ
る
､
経
験
の
豊
か
を

請

に
密
着
さ

せ
た
｡
そ

の
年
の
七

.
*
　
月
十
日
全

需
　
枝
登
山
の

二
日
目
､

学
校
長
等
は
大
沢
寺
に
赴
き
慰
霊
読
経
し

廻
っ
た
箇
所
で
五
メ
ー
ト
ル
位
雪
渓
を
落
ち
､
ピ
ッ

ケ
ル
で
制
動
し
て
命
拾
い
し
た
経
験
が
あ
る
｡
)
蛋

山
は
帰
着
す
る
ま
で
､
安
心
感
や
安
易
感
は
禁
物
で

あ
る
と
し
み
じ
み
感
じ
た
｡

昭
和
三
十
三
年
は
原
光
義
君
の
七
年
忌
に
あ
た
る

の
で
'
現
場
に
慰
霊
碑
を
と
考
え
た
｡
私
は
そ
の
許

可
を
得
る
た
め
､
松
本
､
大
町
の
営
林
署
に
日
参
し

た
｡
山
の
関
係
者
の
言
分
は
､
遭
難
者
の
慰
霊
碑
を

私
は
前
日
槍
隊
に
加
わ
っ
て
現
場
に
行
き
､
檎
隊
全

員
と
共
に
慰
霊
式
を
行
在
っ
た
｡
全
貝
で
花
束
を
投

じ
､
生
徒
会
長
の
除
幕
と
全
員
の
礼
拝
で
式
を
閉
じ

た
｡
そ
し
て
'
槍
隊
は
槍
へ
､
私
は
牛
首
の
小
屋
ま

で
見
送
り
､
下
山
し
た
｡

こ
の
避
難
以
後
の
第
一
回
目
の
北
ア
教
室
で
は
､

｢
山
を
科
学
す
る
｣
と
い
う
目
標
を
か
か
げ
た
｡
し

か
し
､
地
質
､
動
植
物
､
昆
虫
､
気
象
､
山
の
保
健
､

あ
る
い
は
私
の
提
唱
し
た
全
山
へ
の
登
山
者
の
実
態

調
査
等
の
研
究
的
な
仕
事
は
し
だ
い
に
影
が
蒋
-
杏

り
､
体
育
登
山
オ
ン
リ
ー
と
在
り
､
無
事
登
山
さ
え

で
さ
れ
ば
と
い
う
風
に
変
化
し
て
き
た
｡

し
か
し
､
こ
の
全
校
一
斉
の
登
山
は
､
若
い
彼
ら

の
心
に
大
き
く
食
い
入
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
｡
原

君
の
同
級
生
で
あ
る
丸
山
玉
樹
君
の
翌
々
年
の
卒
業

式
の
答
辞
に
｢
私
達
は
創
立
五
十
周
年
を
迎
え
､
意

義
あ
る
大
中
の
写
経
の
摂
取
と
'
-
-
中
略
-
･
･
危

険
と
苦
難
に
前
､
ズ
な
が
ら
も
楽
し
-
登
っ
た
全
校
登

山
の
壮
挙
に
'
い
よ
い
よ
深
め
ら
れ
ま
し
た
｡
…
‥

後
略
｣
と
感
慨
を
述
べ
て
い
る
｡
こ
の
原
君
ら
の
同

級
生
の
中
に
､
日
本
で
有
名
を
登
山
家
で
あ
る
平
村

克
敏
君
や
曽
根
原
恵
夫
君
ら
が
い
る
の
も
偶
然
と
は

思
え
な
い
｡
(
元
大
町
高
校
教
諭
'
北
安
曇
誌
編
覚

書
貝
大
町
市
文
化
財
保
護
審
議
委
員
)

人
で
あ
り
た
い
｡

㈲
　
集
団
行
動
に
必
要
な

秩
序
と
規
律
､
義
務
と
責

任
等
を
正
し
-
認
識
し
て

互
い
に
を
ご
や
か
を
グ
ル

ー
プ
を
つ
-
っ
て
登
山
で

き
る
よ
う
を
内
面
的
能
力

の
待
ち
主
で
あ
り
た
い
｡

㈲
　
身
心
と
も
に
優
れ
て

引
率
者
と
し
て
の
責
務
の

完
遂
に
労
を
お
し
ま
な
い

人
｡
基
礎
知
識
と
技
術
の

修
得
に
常
に
努
力
し
､
｢

慎
重
に
し
て
大
胆
｣
な
､

｢
自
己
を
知
り
'
引
き
返

す
勇
気
｣
の
あ
る
精
神
の

持
ち
主
で
あ
り
た
い
｡

次
に
引
率
者
に
選
ば
れ

た
人
は
､
次
の
よ
う
密
事

前
の
指
導
を
し
て
お
-
こ

と
が
大
切
と
考
え
る
｡

㈲
　
チ
ー
ム
ワ
ー
ク
が
生
ま
れ
る
よ
う
､
お
互
い
に

心
の
交
流
が
で
き
る
会
合
を
も
つ
こ
と
｡

㈲
　
食
糧
に
つ
い
て
の
基
本
的
を
考
え
方
の
指
導
｡

㈲
　
装
備
に
つ
い
て
の
知
識
と
正
し
い
使
い
方
の
練

習
｡
こ
れ
に
よ
り
､
安
全
度
が
高
ま
っ
て
-
る
｡

㈲
　
地
図
上
の
登
山
を
し
､
概
略
を
つ
か
ま
せ
る
こ

と
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
余
裕
が
生
ま
れ
て
-
る
｡

㈲
　
安
全
対
籍
が
一
段
と
強
化
さ
れ
る
よ
う
､
救
急

法
､
救
急
的
対
策
､
ト
ラ
ン
シ
ー
バ
ー
の
使
い
方
'

ツ
ェ
ル
ト
ザ
ッ
ク
の
使
い
方
の
指
導
を
行
な
う
｡

㈲
　
雨
天
時
､
官
等
に
対
す
る
研
究
｡
こ
れ
に
よ
り
､

登
山
の
難
し
さ
を
知
る
と
同
時
に
､
正
し
い
行
動
が

で
き
る
｡

こ
れ
ら
を
学
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
､
難
し
い
登
山
も
'

安
全
で
あ
る
た
め
に
は
基
本
的
を
も
の
を
マ
ス
タ
ー

す
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
悟
る
で
あ
ろ
う
｡

ま
た
､
た
だ
人
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
と
い
う
よ

う
を
他
力
本
願
的
な
も
の
で
は
な
-
､
自
分
の
登
山

で
あ
る
と
い
う
認
識
も
生
ま
れ
て
く
る
だ
ろ
う
｡
そ

し
て
'
精
神
的
に
も
肉
体
的
に
も
､
本
当
に
自
分
の

登
山
行
動
に
責
任
が
も
て
､
楽
し
い
山
行
が
で
き
る

も
の
と
思
う
｡

次
に
実
際
の
登
山
行
動
で
必
要
と
思
わ
れ
る
の
は
､

用
　
出
発
前
の
棺
神
的
､
肉
体
的
異
状
の
調
査
｡

㈲
　
準
備
体
操
､
荷
物
の
点
検
､
靴
下
､
履
物
の
指

導
｡㈲

　
荷
物
の
負
い
方
､
歩
き
方
､
登
る
順
序
'
休
憩

な
ど
の
時
間
の
と
り
方
'
水
･
お
や
つ
･
食
事
の
と

り
方
の
指
導
｡

㈲
　
そ
の
他
､
行
動
中
に
細
か
い
集
団
へ
の
注
意
力

が
要
請
さ
れ
る
｡
例
え
ば
､
弱
い
者
を
先
へ
出
す
と

か
､
荷
物
を
軽
-
す
る
と
か
､
そ
の
集
団
に
あ
っ
た

登
り
方
の
指
導
が
必
要
と
さ
れ
る
｡
引
率
者
は
落
伍

者
が
出
る
前
に
適
当
を
処
置
を
と
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
｡
従
っ
て
､
引
率
者
は
行
動
中
は
常
に
危
険
を

伴
牟
っ
登
山
行
動
に
気
を
安
め
る
こ
と
な
-
､
ふ
だ

ん
か
ら
緊
張
の
連
続
に
耐
え
ら
れ
る
訓
練
を
し
て
お

か
な
け
れ
ば
在
ら
な
い
｡
こ
の
登
山
が
成
功
の
う
ち

に
終
っ
て
こ
そ
､
は
じ
め
て
登
山
の
喜
び
が
味
わ
え

る
わ
け
だ
｡
も
し
事
故
で
も
起
っ
た
ら
､
死
ぬ
ま
で

残
る
心
の
痛
手
と
な
っ
て
し
ま
う
｡

最
後
に
､
集
団
の
引
率
を
引
き
受
け
る
に
当
っ
て
､

そ
の
人
の
自
信
と
覚
悟
が
登
山
の
成
功
か
否
か
を
決

定
さ
せ
る
も
の
と
思
う
｡
引
率
者
は
幣
に
謙
虚
で
､

こ
の
計
画
を
完
遂
さ
せ
る
た
め
に
全
力
投
球
を
お
し

ま
ず
､
信
念
に
立
っ
た
決
断
力
の
腹
だ
け
は
ほ
し
い

も
の
で
あ
る
｡

(
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
専
門
主
事
)
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小
鳥
の
声
を
聞
く
会

五
月
二
十
五
日
(
土
)
､
二
十
六
日
(
日
)
　
に
か

け
て
大
町
山
岳
博
物
館
で
は
､
大
町
市
公
民
館
､
大

町
市
商
工
観
光
課
を
ど
と
共
催
で
｢
小
鳥
の
声
を
聞

-
会
｣
を
開
催
し
た
｡
山
博
で
は
こ
の
探
鳥
会
を
'

昭
和
三
十
四
年
か
ら
恒
例
の
行
事
と
し
て
毎
年
計
画

し
､
鹿
島
-
黒
沢
高
原
､
佐
野
坂
を
ど
で
行
な
っ
て

き
た
が
､
今
年
は
昨
年
と
同
様
､
山
岳
総
合
セ
ン
タ

ー
で
一
泊
し
､
山
岳
博
物
館
東
の
鷹
狩
山
を
会
場
と

し
た
｡
参
加
者
は
主
催
者
側
も
含
め
約
七
十
名
で
､

降

　

旗

　

英

　

子

小
学
生
､
中
学
生
の
参
加
が
目
立
っ
た
｡
大
町
市
内

の
人
が
大
部
分
で
あ
っ
た
が
､
松
本
市
や
伊
那
市
な

ど
か
ら
の
参
加
者
も
あ
っ
た
｡

五
月
二
十
五
日
は
午
後
五
時
か
ら
山
岳
総
合
セ
ン

タ
ー
で
受
け
付
を
は
じ
め
'
開
会
式
､
オ
リ
エ
ン
テ

ー
シ
ョ
ン
を
行
な
い
'
食
事
の
時
に
は
参
加
者
全
員

が
自
己
紹
介
を
や
り
､
自
分
の
年
や
学
校
な
ど
を
ユ

ー
モ
ア
を
混
じ
え
た
り
緊
張
し
た
り
し
な
が
ら
､
な

ご
や
か
を
雰
囲
気
で
行
を
お
れ
た
｡

食
事
の
あ
と
は
'
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
野

鳥
の
学
習
で
､
長
野
市
商
都
小
学
校
の
佐

野
昌
男
先
生
に
い
ろ
い
ろ
な
野
鳥
や
め
ず

ら
し
い
ス
ズ
メ
の
生
活
様
式
､
植
物
な
ど

の
説
明
を
､
一
時
間
半
に
わ
た
っ
て
し
て

い
た
だ
い
た
｡
小
学
校
二
年
生
か
ら
六
十

五
才
の
方
ま
で
幅
広
い
参
加
者
を
相
手
に

小
学
生
に
も
わ
か
り
､
大
人
に
も
お
も
し

ろ
い
と
い
う
条
件
を
満
足
さ
せ
る
の
は
む

す
か
し
い
こ
と
だ
｡
小
学
生
の
中
に
は
ス

ラ
イ
ド
を
見
た
と
た
ん
､
｢
あ
/
あ
れ
は

ム
ク
ド
リ
だ
｣
と
叫
ぶ
子
や
､
｢
あ
の
鳥

は
家
に
も
き
た
よ
｣
と
説
明
す
る
子
な
ど

講
師
の
一
方
的
な
お
話
で
は
な
-
､
対
話

的
な
雰
囲
気
が
よ
か
っ
た
と
思
う
｡

そ
の
あ
と
外
に
出
て
博
物
館
の
前
庭
や

動
物
園
で
星
座
観
察
を
行
な
っ
た
｡
さ
い

お
い
晴
れ
て
い
て
､
星
座
観
察
に
は
も
っ

て
こ
い
の
空
だ
｡
光
化
学
ス
モ
ッ
グ
と
や

ら
で
以
前
よ
り
も
弱
々
し
-
見
え
る
星
の

光
も
､
ま
だ
大
町
で
は
ず
い
ぶ
ん
と
美
し

い
｡
何
だ
か
安
心
す
る
と
同
時
に
寂
し
く

も
田
い
う
｡

翌
日
の
朝
早
い
出
発
の
た
め
に
､
九
時

二
十
分
に
は
消
灯
の
予
定
だ
っ
た
が
少
し

遅
れ
た
｡
山
岳
総
合
セ
ン
タ
ー
の
宿
泊
施
設
は
一
部

屋
に
八
人
が
入
れ
る
ベ
ッ
ド
シ
ス
テ
ム
に
在
っ
て
お

り
､
友
だ
ち
ど
う
し
で
参
加
を
申
し
込
ん
だ
小
中
学

生
の
中
に
は
､
こ
の
宿
泊
が
楽
し
み
で
来
た
ら
し
い

子
が
多
-
､
な
か
を
か
渡
て
-
れ
な
い
の
に
は
困
っ

た
｡

二
十
六
日
は
四
時
起
床
､
ま
た
う
す
暗
さ
が
残
っ

て
い
る
湿
っ
た
空
気
の
中
に
飛
び
出
し
て
'
い
く
と
､

も
う
い
ろ
い
ろ
を
烏
が
さ
え
ず
っ
て
い
る
｡
｢
皆
､

ち
ゃ
ん
と
起
き
ら
れ
た
か
を
｡
鳥
た
ち
は
早
起
き
を

ん
だ
か
ら
､
早
く
出
て
こ
な
い
と
鳴
か
を
-
な
っ
ち

ゃ
う
ぞ
｣
な
ど
と
思
い
を
が
ら
待
つ
｡
四
時
半
に
は

そ
の
日
に
参
加
す
る
人
も
加
わ
っ
て
､
博
物
館
裏
の

鷹
狩
山
ま
で
探
鳥
に
出
か
け
る
｡
鷹
狩
山
は
標
高
一

一
六
六
メ
ー
ト
ル
で
'
頂
上
ま
で
三
メ
ー
ト
ル
は
ど

の
道
が
つ
い
て
い
る
｡
道
の
端
ま
で
い
ろ
い
ろ
を
木

々
や
草
花
が
は
え
で
あ
り
'
小
学
校
低
学
年
か
ー
主
ハ

十
才
以
上
の
方
々
ま
で
幅
広
い
階
層
を
対
象
と
し
て

の
探
鳥
会
に
は
､
ま
あ
ま
あ
の
コ
ー
ス
で
あ
る
｡
大

人
中
心
､
小
中
学
生
を
中
心
と
し
た
四
十
人
ほ
ど
の

二
班
を
編
成
し
､
そ
れ
ぞ
れ
の
班
に
一
人
ず
つ
指
導

者
が
つ
-
｡
前
の
班
が
出
発
し
て
か
ら
､
二
十
分
ぐ

ら
い
遅
れ
て
も
う
一
つ
の
班
が
出
か
け
る
｡
こ
の
日

確
認
さ
れ
た
鳥
は
､
佐
野
先
生
の
メ
モ
に
よ
る
と
二

十
五
種
で
あ
る
｡
ハ
シ
ボ
ツ
ガ
ラ
ス
､
ム
ク
ド
リ
､

カ

ケ

ス

､

ス

ズ

メ

､

ホ

オ

ジ

ロ

､

ノ

ジ

コ

､

キ

セ

キ

レ
イ
､
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
､
モ
ズ
､
ア
カ
モ
ズ
　
(
巣
と

卵

)

､

ヒ

ヨ

ド

リ

､

キ

ビ

タ

キ

､

オ

オ

ル

リ

､

ウ

グ

イ

ス

､

セ

ン

ダ

イ

ム

シ

ク

ィ

､

メ

ボ

ソ

ム

シ

ク

ィ

､

マ

ミ

ジ

ロ

､

タ

ロ

ッ

グ

ミ

'

コ

ル

リ

､

イ

ワ

ツ

バ

メ

､

コ

ゲ

ラ

'

ト

ビ

､

ホ

ト

ト

ギ

ス

､

カ

ッ

コ

ウ

､

キ

ジ

で
あ
る
｡

｢
ほ
ら
､
今
鳴
い
て
い
る
｢
ツ
ツ
ピ
ー
､
ツ
ツ
ピ

ー
｣
と
い
う
の
が
シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
で
す
｡
｣

｢
な
る
ほ
ど
｣
と
い
う
顔
つ
き
で
皆
そ
ち
ら
に
注
意

を
集
中
す
る
｡
初
め
て
探
鳥
会
に
参
加
す
る
と
い
う

人
が
大
部
分
な
の
で
､
鳴
き
方
を
区
別
し
た
り
姿
を

確
認
す
る
の
は
'
な
か
を
か
む
ず
か
し
い
よ
う
だ
が

一
生
懸
命
で
あ
る
｡

七
時
過
ぎ
に
鷹
狩
山
の
頂
上
に
着
き
､
す
で
に
泊

勤
し
は
じ
め
た
大
町
市
街
や
'
眼
の
前
に
広
が
る
北

ア
ル
プ
ス
を
眺
め
な
が
ら
朝
食
を
と
る
｡

こ
こ
で
唐
花
見
'
相
川
､
清
音
の
滝
の
方
へ
ハ

イ
キ
ン
グ
に
行
-
班
と
博
物
館
ま
で
戻
っ
て
解
散
す

る
駐
と
に
別
れ
る
｡
ハ
イ
キ
ン
グ
に
行
っ
た
の
は
二

十
名
ぐ
ら
い
で
､
小
学
生
が
大
部
分
で
あ
る
｡
探
鳥

会
の
時
は
息
を
ひ
そ
め
'
足
音
を
さ
せ
な
い
よ
う
に

と
､
や
や
緊
張
し
た
雰
囲
気
で
あ
っ
た
が
､
今
度
は

す
っ
か
り
昇
り
き
っ
た
太
陽
の
も
と
を
友
だ
ち
ど
う

し
で
話
を
し
た
り
､
山
菜
を
採
っ
た
り
､
草
花
の
説

明
を
問
い
た
り
の
三
時
間
ほ
ど
の
ハ
イ
ク
で
あ
る
｡

ム
ラ
サ
キ
ヤ
シ
オ
ツ
ツ
ジ
や
セ
イ
ヨ
ウ
タ
ン
ポ
ポ
が

い
た
る
と
こ
ろ
咲
き
み
だ
れ
て
い
た
｡

今
回
初
め
て
の
試
み
と
し
て
､
一
般
参
加
者
に
対

し
て
､
｢
小
鳥
の
声
を
聞
-
会
｣
に
参
加
し
て
の
感

想
や
意
見
を
書
い
て
郵
送
し
て
い
た
た
く
よ
う
お
願

い
し
た
｡
十
三
通
ほ
ど
送
ら
れ
て
き
た
が
､
そ
の
中

で
､
行
事
の
日
程
に
も
う
少
し
時
間
的
に
ゆ
と
り
を

も
た
し
た
ら
ど
う
か
と
い
う
意
見
が
目
立
っ
た
｡
確

か
に
､
あ
ま
り
に
も
ぎ
っ
し
り
と
組
み
込
み
す
ぎ
､

特
に
集
団
生
活
に
慣
れ
て
い
な
い
子
供
に
と
っ
て
は
､

少
し
き
つ
か
っ
た
の
で
け
な
い
か
と
思
う
｡
実
際
､

す
べ
て
の
日
程
が
時
間
的
に
少
し
ず
つ
遅
れ
て
い
っ

た
の
は
､
役
員
の
段
取
り
が
良
く
な
か
っ
た
こ
と
も

さ
る
こ
と
を
が
ら
､
や
は
り
､
日
程
の
組
み
方
に
無

理
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
｡

そ
の
他
に
'
テ
ー
プ
に
よ
る
小
鳥
の
声
の
学
習
､

烏
の
生
態
､
見
わ
け
方
に
つ
い
て
の
基
礎
知
識
の
学

習
の
必
要
､
珪
編
成
の
問
題
､
実
施
回
数
の
問
題
､

一
般
社
会
人
の
参
加
の
少
を
い
こ
と
な
ど
が
出
さ
れ

た
｡
こ
れ
ら
の
意
見
の
中
に
は
､
財
政
面
や
行
政
面

か
ら
考
え
て
い
か
を
け
れ
ば
在
ら
な
い
問
題
も
多
-
､

自
然
保
護
運
動
と
い
う
も
の
､
更
に
は
人
間
を
も
含

ん
だ
自
然
と
い
う
も
の
を
'
も
う
一
度
考
え
て
み
る

必
要
が
あ
る
の
を
感
じ
た
｡
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