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福
井
藩
お
雇
い
教
師
ル
セ

l

山

下

英

1 

ま
え
が
き

ル
セ

l
(〉
寄
包

F
E可
)
に
つ
い
て
筆
者
出
井

リ
フ
ィ
ス
と
福
井
』
の
な
か
で
、
福
井
の
英
学
の
伝

統
を
つ
く
っ
た
人
と
し
て
ル
セ

l
を
書
い
た
。
そ
し

て
「
ル
セ

l
に
対
す
る
人
物
評
価
は
低
か
っ
た
」
と

述
べ
た
が
、
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
あ
っ
た
。

一
つ
は
福
井
藩
と
交
か
は

r雇
い
の
契
約
の
更
新

が
な
か
っ
た
こ
と
で
、
ル
セ
ー
は
そ
れ
を
希
望
し
て

い
た
が
、
理
由
も
分
ら
な
い
ま
ま
に
解
雇
さ
れ
た
。

し
か
し
藩
で
は
は
っ
き
り
言
え
な
い
何
か
ル
セ
1

に

不
利
な
理
由
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。

も
う
一
つ
は
明
新
館
の
学
生
で
あ
っ
た
隣
町
千
百
里

の
話
で
あ
る
。
「
折
も
学
校
に
西
洋
人
を
蒋
用
し
た
の

山
下

福
井
藩
お
雇
い
教
師
ル
セ

l

は
藩
の
明
新
館
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
最
初
に
来
た

者
は
ル
セ
イ
で
あ
っ
た
。
ル
セ
イ
の
居
る
聞
に
グ
リ

フ
ィ
ス
が
来
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス
は
神
学
博
士
の
称
号

こ
ぴ
き

を
有
し
て
居
っ
た
が
、
ル
セ
イ
は
木
挽
で
あ
っ
た
ら

し
い
。
グ
リ
フ
ィ
ス
の
使
者
が
陰
口
で
ル
セ
イ
を
木

挽
木
挽
と
言
っ
て
お
っ
た
・
:
。
L

木
挽
と
い
う
言
葉
に

ど
ん
な
意
味
合
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
だ
け
の
理
由
で
簡
単
に
ル
セ

l
を
評
価
し
よ

う
と
し
た
の
は
軽
率
で
あ
っ
た
。
ル
セ
!
の
名
誉
の

た
め
に
も
ル
セ
ー
そ
の
人
を
見
直
し
て
か
か
ら
な
け

れ
ば
い
け
な
い
と
思
い
始
め
た
。
う
っ
か
り
し
て
グ

リ
フ
ィ
ス
の
陰
に
な
っ
て
、
こ
の
明
新
館
最
初
の
外

国
人
教
師
の
存
在
が
埋
没
さ
れ
て
は
歴
史
を
見
誤
る

こ
と
に
な
る
。

福
井
県
立
藤
島
高
等
学
校
『
百
三
十
年
史
』
(
一
九

八
八
年
一
一
月
刊
)
の
な
か
で
、
お
雇
い
英
国
人
語

学
教
師
ル
セ

l
に
つ
い
て
気
の
毒
な
評
価
し
か
与
え

ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
し
っ
か
り
書
い
て
お
か
な

い
と
『
グ
リ
フ
ィ
ス
と
福
井
』
の
ル
セ
ー
だ
け
で
も

の
を
書
か
れ
て
は
大
変
な
こ
と
に
な
る
と
痛
感
し
た
。

明
治
の
日
本
の
西
洋
教
育
に
貢
献
し
た
外
国
人
教

師
の
事
蹟
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
試
み
た
最
初
の
人

は
、
自
ら
も
お
雇
い
教
師
で
あ
っ
た
グ
リ
フ
ィ
ス
で

あ
っ
た
。
一
九

O
一
年
(
明
治
三
四
)
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
州
イ
サ
カ
の
教
会
で
牧
師
を
し
て
い
た
グ
リ
フ
ィ

ス
は
、
日
本
政
府
に
一
展
わ
れ
た
外
国
人
の
調
査
に
乗

り
出
し
た
。
そ
れ
は
葉
書
に
よ
る
調
査
依
頼
だ
が
、

ザ
・
ヤ
ト
イ
(
寸
回
開
ペ
〉
寸
OH)

が
日
本
人
か
ら
忘

れ
ら
れ
た
存
在
に
な
り
、
そ
の
業
績
が
日
本
史
の
上

で
無
視
さ
れ
て
い
る
の
を
見
逃
す
こ
と
が
出
来
な
か

っ
た
。
し
か
し
定
着
性
の
乏
し
い
お
雇
い
だ
け
に
調

査
は
成
果
を
生
ま
な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。

一
九
二
四
年
(
大
正
二
二
)
一
二
月
七
日
、
大
日

本
文
明
協
会
は
明
治
文
化
発
祥
記
念
会
を
組
織
し
て
、

そ
の
主
な
事
業
計
画
は
、
「
明
治
初
年
以
来
日
本
に
渡

来
し
日
本
の
新
文
明
の
建
設
に
与
っ
て
力
あ
っ
た
諸

外
人
の
功
績
を
穎
彰
せ
ん
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。
」

(
「
は
し
が
き
」
)
お
そ
ら
く
こ
う
し
た
目
的
を
か
か

げ
た
日
本
人
に
よ
る
調
査
は
こ
れ
が
鴨
矢
で
あ
ろ
う
。

会
は
『
明
治
文
化
発
祥
記
念
誌
』
を
出
版
し
て
、
「
明

治
文
化
に
寄
与
せ
る
欧
米
人
の
略
歴
」
(
同
月
、
『

asa

eH凡
足
、
。
ミ
合
唱
柏
町
3

$
、
吉
見
包
向
。
σミ
コ
.
言
同
町
、
窓

H
F同
N
W
N
h
m
S
高
円
台
」
町
、
お
お
ぱ
見
町
さ
の
な
一
足
尽
き
芯
凡
お

』

h
m
S
N円
暗
主
と
し
て
約
四
百
名
の
名
前
、
国
籍
、
傭

い
期
間
、
事
蹟
を
表
に
し
て
発
表
し
た
。

し
か
し
同
じ
「
は
し
が
き
」
で
、
ち
ょ
っ
と
気
に
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な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
「
明
治
初
年
欧
化
万
能
の
頃
に

は
、
諸
般
の
新
し
き
学
問
を
得
る
た
め
に
は
、
そ
の

師
と
し
て
の
人
選
な
ど
は
極
め
て
杜
撰
な
る
も
の
で

あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
例
へ
ば
英
語
の
出
来

る
人
と
見
れ
ば
、
そ
の
人
格
の
問
題
な
ど
に
は
何
等

頓
着
な
く
師
と
し
て
英
語
の
教
へ
を
乞
ふ
と
い
ふ
が

如
き
も
の
で
あ
っ
た
と
い
ふ
が
、
従
っ
て
多
く
の
新

日
本
の
文
明
の
建
設
に
与
っ
た
外
人
中
に
も
種
々
な

る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
」

事
実
そ
う
い
う
例
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
グ
リ
フ
ィ

ス
は
こ
う
は
し
な
か
っ
た
、
個
々
人
の
功
罪
を
間
わ

ず
、
公
平
に
依
頼
し
て
い
る
。
ル
セ
ー
は
い
う
ま
で

も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
横
浜
で
医
師
で
宣
教
師
の
ヘ
ボ

ン
及
ぴ
宣
教
師
ブ
ラ
ウ
ン
を
知
り
、
か
つ
(
升
)
ル
ベ
ツ

キ
の
斡
旋
を
う
け
て
福
井
藩
に
雇
わ
れ
た
人
物
で
あ

る
。
先
の
大
日
本
文
明
協
会
の
記
念
誌
に
は
ル
セ
ー

の
名
は
な
い
が
、
も
し
杜
撰
な
人
選
の
一
人
と
考
、
え

ら
れ
て
は
大
変
で
あ
る
。

ル
セ

l
は
グ
リ
フ
ィ
ス
と
ほ
と
ん
ど
見
昨
宇
齢
と

思
わ
れ
る
。
一
八
七

O
年
(
明
治
三
)
、
福
井
に
来
た

時
、
二
六
歳
で
あ
っ
た
ろ
う
。
翌
年
二
八
歳
の
グ
リ

フ
ィ
ス
が
や
っ
て
き
た
。
幸
い
に
福
井
当
時
の
グ
リ

フ
ィ
ス
の
日
記
、
手
紙
が
現
存
し
て
い
る
の
で
、
そ

に後(時 でこ
よはラ、次こか
っルフ松によら
てセカ原ルうグ

lデ)セ。リ
そがイイ言 l フ
のグオ成に イ

人リ の習ス
格 フ ハ 見 つ の
をイ|たた 見
考スン教学 た
えに)師生 ル
て送のルの セ
みつ文(セー | 
たたT 章す|人 の
い三手で「をで 生
。通)知小石 活
のり泉裂 が
手、八受浮
紙最雲当 ん

グ
リ
フ
ィ
ス
日
記
及
び
手
紙
の
な
か
の
ル
セ

l

二
人
の
出
会
い
は
一
八
七
一
年
(
明
治
四
)
三
月

一
O
日
の
夜
、
食
事
を
共
に
し
た
。
ル
セ

l
比
注
可
市

井
藩
学
校
に
於
て
語
学
及
諸
学
科
伝
習
の
た
め
教
師

た
ら
ん
事
相
違
無
之
事
L

と
な
っ
て
い
る
が
、
英
語

に
和
訳
を
加
え
て
教
授
す
る
こ
と
の
で
き
る
、
当
時

少
な
い
外
国
人
の
一
人
で
あ
っ
た
。
ル
セ
|
は
福
井

に
来
て
九
カ
月
を
過
し
て
い
た
が
、
グ
リ
フ
ィ
ス
が

福
井
に
着
い
た
三
月
四
日
に
は
福
井
を
し
ば
ら
く
離

れ
て
横
浜
に
い
た
ら
し
く
、
「
英
語
教
師
の
ル
セ

l
氏

は
二
日
前
の
夜
、
福
井
に
も
ど
り
ま
じ
た
。
氏
は
昨

年
の
八
月
か
ら
福
井
に
来
て
い
ま
す
。
年
は
私
ぐ
ら

い
で
青
白
い
顔
の
お
と
な
し
そ
う
な
青
年
で
す
が
、

頭
に
知
識
が
い
っ
ぱ
い
つ
ま
っ
た
抜
け
自
の
な
い
人

で
す
。
日
本
に
五
年
い
た
の
で
日
本
語
を
流
暢
に
話

し
ま
す
。
」
と
初
対
面
の
印
象
を
故
郷
の
姉
マ
ー
ガ
レ

ッ
ト
へ
書
き
送
っ
て
い
る
。

そ
の
後
、
ル
セ
!
の
福
井
を
出
る
六
月
三

O
日
ま

で
の
四
カ
月
あ
ま
り
、
二
人
は
し
ば
し
ば
外
出
し
て
、

城
下
、
寺
、
神
社
、
墓
地
、
祭
を
見
物
、
奥
越
の
鉱

山
、
松
岡
の
瓦
工
場
、
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
産
の
牛
を

見
に
馬
で
出
か
け
で
い
る
。
と
は
い
っ
て
も
「
ル
セ

l
氏
は
あ
ま
り
外
出
し
ま
せ
ん
。
せ
い
ぜ
い
田
舎
や

郊
外
へ
銃
猟
に
行
く
だ
け
で
す
が
、
私
は
毎
日
、
町

に
出
ま
す
。
こ
こ
の
人
々
の
生
活
を
見
た
り
、
習
慣

や
特
色
を
研
究
し
ま
す
。
私
は
町
の
生
活
の
明
暗
の

下
で
の
日
本
人
の
持
っ
て
生
れ
た
性
格
は
見
飽
き
が

し
ま
せ
ん
。
L

と
姉
へ
書
く
。

と
い
う
わ
け
だ
か
ら
、
い
ろ
ん
な
点
で
グ
リ
フ
ィ

ス
の
趣
味
に
一
致
せ
ず
、
意
見
が
合
わ
ず
、
ル
セ

l

に
賛
成
で
き
な
い
こ
と
も
グ
リ
フ
ィ
ス
に
は
多
く
あ

っ
て
、
住
む
世
界
が
違
う
の
だ
と
割
り
切
っ
て
い
る
。

趣
味
と
い
う
と
、
ル
セ
|
は
申
し
分
の
な
い
野
菜
畑

を
作
り
、
彼
か
ら
も
ら
っ
た
種
か
ら
、
レ
タ
ス
、
ラ

デ
ィ
ッ
シ
ュ
、
カ
ン
グ
ロ
ー
ブ
、
ス
イ
カ
、
キ
ャ
ベ

ツ
、
カ
リ
フ
ラ
ワ
、
マ
メ
、
ス
カ
ッ
シ
ュ
、
キ
ュ
ウ

リ
、
リ
マ
マ
メ
が
グ
リ
フ
ィ
ス
の
菜
園
を
に
ぎ
わ
し

た
。
ま
た
福
井
の
土
地
が
絹
糸
を
と
る
の
に
絶
好
と
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に
ら
ん
だ
ル
セ

l
は
、
蚕
か
ら
ま
ゆ
作
り
を
始
め
、

二
千
ド
ル
の
収
入
を
当
て
込
ん
だ
蚕
が
病
気
に
か
か

っ
て
か
え
っ
て
損
を
し
た
。
私
生
活
で
は
ル
セ

l
に

仮
の
妻
(
洋
妾
)
が
い
た
が
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
来
る

直
前
に
、
そ
の
妻
を
家
か
ら
出
し
て
い
た
こ
と
を
グ

リ
フ
ィ
ス
は
知
り
「
日
本
に
い
る
百
人
の
独
身
者
の

九
九
人
ま
で
が
そ
う
だ
」
と
姉
に
伝
え
て
い
る
。
こ

う
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
耳
に
ル

セ
!
の
教
師
と
し
て
の
能
力
と
誠
実
に
つ
い
て
の
ず

い
ぶ
ん
聞
き
捨
て
な
ら
ぬ
証
言
が
入
っ
て
き
て
い
た
。

考
え
方
が
全
く
違
う
と
い
っ
て
も
、
福
井
藩
庁
と

話
し
合
う
時
は
二
人
は
つ
ね
に
心
を
一
つ
に
し
て
対

応
し
た
。
藩
の
提
供
す
ふ
寸
ド
ロ
ツ
パ
風
の
家
の
土

3 
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(福井市立郷土歴史博物館蔵)

地
選
ぴ
や
、
藩
知
事
の
別
荘
へ
夕
食
に
招
か
れ
て
い

っ
し
ょ
に
行
う
た
時
な
ど
、
藩
の
主
だ
っ
た
役
人
ら

と
改
良
す
べ
き
点
や
新
し
い
文
明
の
知
識
の
話
や
学

校
の
仕
事
な
ど
に
つ
い
て
の
話
し
合
い
で
は
、
意
見

を
異
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

六
月
七
日
の
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
記
に
よ
る
と
、
「
ル

セ
l
氏
が
か
な
り
ふ
さ
い
で
い
た
。
」
グ
リ
フ
ィ
ス
は

六
月
一
五
日
、
(
繭
藤
敏
、
子
本
久
信
、
三
回
八
郎
を

夕
食
に
招
い
た
の
も
ル
セ

l
の
こ
と
で
の
相
談
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
夜
、
ル
セ
!
と
一
二
時
ま

で
話
し
て
い
る
。
姉
宛
の
手
紙
で
書
く
。
「
ル
セ

l
氏

は
契
約
が
更
新
さ
れ
な
い
の
に
す
っ
か
り
気
落
ち
し

て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
も
う
一
年
当
て
に
し
て
い

た
の
に
。
確
か
に
収
入
な
し
に
知
ら
な
い
国
を
、
漂
う

の
は
つ
ら
い
こ
と
で
す
。
彼
の
俸
給
は
年
二
、
四

0

0
ド
ル
で
、
八

0
0ド
ル
の
生
活
費
を
と
っ
た
残
り

の
一
、
六

0
0ド
ル
は
昔
の
借
金
と
「
馬
L

(

女
の
俗

語
)
に
払
い
ま
し
た
。
し
か
し
冗
談
に
も
な
ら
な
い

実
際
の
こ
と
で
、
気
の
毒
で
す
。
私
と
う
ま
が
合
う

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
彼
は
愉
快
な
、
人
づ
き

合
い
の
よ
い
、
気
楽
に
折
あ
い
よ
く
や
っ
て
い
け
る

男
で
す
。
L

六
月
二

O
B、
ル
セ
!
の
注
文
し
た
本
が
着
い
た
。

七

0
0ド
ル
分
の
本
の
山
に
グ
リ
フ
ィ
ス
は
感
嘆
し

た
。
二
六
日
、
ル
セ

l
が
日
本
人
は
そ
の
場
限
り
で
、

本
当
の
こ
と
を
云
わ
な
い
と
腹
を
立
一
て
て
い
る
と
記

し
て
、
我
々
(
外
国
人
)
の
体
面
の
感
覚
は
日
本
で

は
必
ず
侮
辱
さ
れ
る
と
グ
リ
フ
ィ
ス
は
一
般
に
西
洋

と
日
本
の
社
会
感
覚
の
較
差
に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を

得
な
か
っ
た
。
つ
い
に
江
戸
か
ら
郵
便
で
七
月
二
日

で
切
れ
る
契
約
の
更
新
は
な
さ
れ
な
い
と
の
知
ら
せ

を
受
け
る
。
た
し
か
に
ル
セ

l
を
解
雇
に
し
た
福
井

藩
の
事
情
は
グ
リ
フ
ィ
ス
の
日
記
及
び
手
紙
か
ら
だ

け
で
は
十
分
に
言
い
尽
せ
な
い
。

ル
セ
!
の
去
っ
た
日
の
こ
と
は
日
記
に
も
手
紙
に

も
残
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
日
記
か
ら
引
用
し
た

い
。
「
六
月
三
十
日
金
曜
日
今
日
、
ル
セ

l
氏
が

福
井
を
去
っ
た
。
六
時
に
起
き
た
。
朝
食
後
、
馬
に

乗
っ
て
、
ル
セ

l
氏
と
出
か
け
た
。
カ
メ
(
ル
セ

l

氏
の
召
使
)
と
そ
の
妻
、
私
の
年
と
っ
た
料
理
番
ミ

ノ
ス
ケ
と
そ
の
妻
と
に
別
れ
を
告
げ
た
。
学
校
か
ら

は
斎
藤
、
佐
々
木
、
田
川
の
三
人
に
、
佐
々
木
、
岩

淵
、
私
、
井
上
、
ド
ン
キ
ホ
ー
テ
(
白
い
服
に
長
靴

の
)
と
二
人
の
役
人
が
馬
に
乗
っ
た
。
召
使
二
人
と

そ
の
妻
は
駕
寵
に
乗
り
、
ル
セ

l
氏
の
荷
物
は
荷
馬

に
の
せ
た
。
学
生
十
二
人
が
茶
屋
ま
で
一
塁
の
距
離

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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を
歩
い
た
。
三
里
行
っ
た
と
こ
ろ
で
ル
セ

l
氏
に
別

れ
を
告
げ
て
、
福
井
へ
も
ど
っ
た
。
」
手
紙
に
は
ル
セ

l
氏
と
の
友
情
は
楽
し
く
有
益
で
あ
っ
た
、
最
良
の

友
と
し
て
別
れ
た
と
書
き
、
ル
セ

l
氏
と
そ
の
妻
、

横
浜
か
ら
グ
リ
フ
ィ
ス
に
つ
い
て
来
た
片
目
の
犬
も

去
っ
て
い
っ
た
こ
と
が
分
っ
た
。
「
今
、
外
国
産
で
自

然
の
生
き
も
の
は
、
私
の
自
国
の
花
と
ロ
ッ
キ
ー
山

脈
の
町
ク
レ
ス
ト
ン
で
少
女
か
ら
買
っ
た
サ
ボ
テ
ン

だ
け
で
す
。
L

と
、
ル
セ

l
が
去
っ
て
少
し
も
淋
し
い

と
は
思
わ
な
い
と
書
き
な
が
ら
、
最
愛
の
姉
へ
感
傷

的
に
な
っ
て
い
た
。

東
京
に
い
る
ル
セ
ー
か
ら
の
手
紙
が
着
い
た
の
が

八
月
四
日
、
そ
れ
に
よ
る
と
ル
セ

l
は
米
国
経
由
で

帰
国
す
る
つ
も
り
ら
し
い
。
も
し
彼
が
フ
ィ
ラ
デ
ル

フ
ィ
ア
に
来
た
ら
、
一
晩
泊
め
て
あ
げ
て
ほ
し
い
と

頼
み
、
「
そ
う
す
れ
ば
姉
さ
ん
は
ル
セ

l
氏
を
「
福
井
L

の
ポ
ン
プ
の
一
つ
に
利
用
し
て
、
こ
の
場
所
に
つ
い

て
あ
ら
ゆ
る
事
実
を
汲
み
出
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ル
セ

l
氏
は
そ
れ
を
パ
ラ
色
に
塗
る
と
は
思
い
ま
せ

ん
。
少
く
と
も
こ
の
冬
、
横
浜
で
会
っ
た
時
は
、
私

に
そ
、
つ
い
、
つ
こ
と
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ル
セ

l
氏

は
福
井
で
よ
く
働
き
ま
し
た
。
彼
は
契
約
が
更
新
さ

れ
な
い
と
知
り
驚
く
ば
か
り
で
し
た
。
だ
か
ら
彼
は

こ
こ
で
ル
セ

l
に
関
し
て
そ
の
手
紙
の
一
部
を
引
用

す
る
と
、
「
私
は
こ
れ
ま
で
波
澗
に
富
ん
だ
人
生
を
送

っ
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
だ
け
の
話
で
す
が
、

な
つ
か
し
い
先
生
な
の
で
申
し
あ
げ
ま
す
。
お
そ
ら

く
よ
ろ
こ
ん
で
い
た
だ
け
る
で
し
ょ
う
が
、
私
は
友

人
の
故
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ

l
ン
の
「
心
」
(
こ
れ
は

私
に
捧
げ
ら
れ
た
)
の
中
の
論
文

h
n
o
s認
さ
ミ
N
.

誌

の
本
人
な
の
で
す
。
こ
の
中
で
ハ

l
ン
が
話
し
て
い

る
英
国
人
の
先
生
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
ル
セ

l
先
生
で
、

き
っ
と
憶
え
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い
ま
す
。
も
ち

ろ
ん
、
ハ

l
ン
な
り
に
話
の
大
要
を
潤
色
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
ご
承
知
の
よ
う
に
出
来
事
を
理
想
化
す

る
た
め
で
す
が
、
大
体
の
と
こ
ろ
こ
の
論
文
は
あ
る

時
期
ま
で
の
私
の
人
生
の
歴
史
を
物
語
っ
て
い
ま

す
。
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

同
森
は
も
う
一
通
の
手
紙
(
一
九

O
五
年
四
月
二

『
保
守
主
義
者
』
の
英
国
人
教
師
ル
セ

1

0

日
付
)
で
、
グ
リ
フ
ィ
ス
の
質
問
に
答
え
て
、
「
ル

ハ
l
ン
の
『
心
開
。
開
。
問
。
』
は
「
詩
人
、
学
セ

l
先
生
に
つ
い
て
最
後
に
聞
い
た
の
は
、
彼
は
日

者
、
そ
し
て
愛
国
者
な
る
我
が
友
人
、
雨
森
信
成
」
本
の
北
部
で
農
場
主
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

へ
献
呈
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
第
一

O
章
の
『
保
守
主
す
。
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
後
で

義
者
』

(
h
D
5
3ミ
ミ
)
は
雨
森
信
成
が
モ
デ
ル
述
べ
る
こ
と
に
し
て
、
ま
ず

1
F保
守
王
義
者
』
か
ら

(
注
目
)

で
あ
る
。
こ
れ
は
グ
リ
フ
ィ
ス
へ
の
雨
森
の
手
紙
(
一
英
国
人
教
師
ル
セ
!
の
部
分
を
読
ん
で
み
よ
う
。

九
O
四
年
一
二
月
一
二
日
付
)
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
(
原
文
の
漢
字
は
新
字
体
に
改
め
た
|
筆
者
)

福
井
や
福
井
の
人
の
こ
と
を
好
意
的
に
話
さ
な
い
で

し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
お
願
い
で
す
か
ら
、
で
き
る
だ

け
親
切
に
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
彼
と
私
は
い
つ

も
互
い
に
す
ば
ら
し
く
う
ま
く
い
っ
て
い
た
の
で
す

か
ら
。
現
在
、
ル
セ

l
氏
は
外
国
人
居
留
地
に
家
を

構
え
て
、
学
校
を
開
い
て
い
ま
す
。
」
(
八
月
一
八
日
付
)

欧
風
化
の
波
は
福
井
の
風
俗
に
も
及
ん
で
き
て
、

青
少
年
の
服
装
や
整
髪
が
欧
風
化
し
な
が
ら
、
と
き

ど
き
ち
ょ
ん
ま
げ
を
残
し
て
上
着
と
ズ
ボ
ン
を
着
け

て
い
た
り
、
米
国
人
と
同
じ
身
な
り
を
し
て
い
る
の

に
下
駄
を
は
い
て
歩
く
こ
っ
け
い
な
風
景
を
見
る
に

つ
け
、
三
年
も
た
た
な
い
う
ち
に
こ
れ
ら
の
青
少
年

は
す
べ
て
髪
を
切
て
、
洋
服
を
着
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う
と
評
し
て
い
た
ル
セ
!
の
こ
と
を
グ
リ
フ
ィ
ス

は
思
い
出
し
て
い
た
。
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城
下
の
若
武
士
達
は
、
間
も
な
く
西
洋
人
を
見

る
機
会
を
得
た
。
そ
れ
は
藩
侯
に
依
っ
て
、
彼
等

の
為
め
に
召
し
抱
へ
ら
れ
た
教
師
で
英
国
人
で
あ

っ
た
。
彼
は
藩
兵
に
護
衛
せ
ら
れ
て
来
た
。
そ
し

て
名
士
と
し
て
彼
を
厚
遇
せ
よ
と
の
命
が
下
っ
た
。

彼
は
木
版
画
の
外
国
人
の
様
に
、
全
く
醜
く
は
な

か
っ
た
。
尤
も
毛
は
赤
く
眼
の
色
は
変
っ
て
居
た
。

併
し
顔
は
さ
う
い
や
な
顔
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は

直
に
倦
ま
ざ
る
観
察
の
目
標
と
な
り
、
又
永
く
さ

う
で
あ
っ
た
。
ど
れ
程
彼
の
一
挙
一
動
が
注
視
せ

ら
れ
た
か
は
、
西
洋
人
に
関
す
る
明
治
以
前
の
珍

妙
な
迷
信
を
知
ら
ぬ
者
に
は
推
測
さ
れ
な
い
。
西

洋
人
は
知
的
で
恐
ろ
し
い
動
物
と
考
へ
ら
れ
た
が
、

一
般
に
普
通
の
人
間
と
は
思
は
れ
な
か
っ
た
。
彼

等
は
人
間
よ
り
も
、
寧
ろ
動
物
に
近
い
も
の
と
考

へ
ら
れ
た
。
彼
等
の
身
体
は
毛
深
く
珍
奇
な
形
態

を
有
し
、
歯
は
人
間
の
歯
と
は
異
な
り
、
内
蔵
は

特
殊
な
も
の
で
、
道
念
は
魔
物
の
道
念
で
あ
る
と

サ
ム
ラ
イ

考
へ
ら
れ
た
。
武
士
は
さ
う
で
も
な
い
が
、
民
衆

が
外
人
を
見
て
畏
憶
し
た
の
は
、
形
態
上
か
ら
で

は
な
く
、
迷
信
か
ら
の
恐
怖
で
あ
っ
た
。
日
本
人

は
農
民
で
も
決
し
て
臆
病
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ

山
下

福
井
藩
お
雇
い
教
師
ル
セ

l

る
。
併
し
彼
が
当
時
の
外
人
に
対
す
る
感
情
を
知

る
に
は
、
日
支
両
国
に
共
通
で
あ
っ
た
、
超
自
然

力
を
備
へ
て
、
人
聞
の
形
態
を
装
ひ
得
る
動
物
に

就
て
、
又
は
半
人
半
神
の
動
物
の
存
在
、
又
は
古

い
絵
本
に
あ
る
荒
唐
な
動
物
1

脚
の
長
い
、
手
の

長
い
、
そ
し
て
詳
の
あ
る
怪
物
(
足
長
手
長
)
で
、

怪
談
の
挿
絵
に
描
か
れ
た
り
、
或
は
北
斎
の
筆
で

滑
稽
に
描
か
れ
た
り
し
て
居
る
も
の
に
就
て
の
、

古
い
信
念
を
若
干
知
悉
す
る
こ
と
を
要
す
る
。
実

際
新
来
の
異
人
等
の
容
貌
は
、
支
那
の
あ
る
へ
ロ

ド
タ
ス
に
依
っ
て
語
ら
れ
た
架
空
談
に
確
設
を
与

ふ
る
様
に
見
え
、
彼
等
が
着
け
た
衣
服
は
、
人
間

な
ら
ぬ
部
分
を
隠
蔽
す
る
為
め
に
、
考
案
さ
れ
た

様
に
思
は
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
新
来
の
英
国

人
教
師
は
、
幸
に
も
、
自
分
は
其
事
実
を
知
ら
ず

に
居
た
が
、
珍
獣
を
観
察
す
る
様
な
態
度
で
内
々

観
察
さ
れ
て
居
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
学
生
か

ら
は
た
だ
鄭
重
に
礼
遇
さ
れ
て
居
た
。
彼
等
は
『
師

に
対
し
て
は
影
を
踏
む
こ
と
も
な
ら
ぬ
』
と
教
ふ

る
支
那
の
経
典
に
従
っ
て
彼
を
遇
し
た
。
兎
に
角

サ
ム
ラ
イ

武
士
の
学
生
に
は
、
師
が
有
く
も
教
へ
能
ふ
限
り

は
、
其
完
全
に
人
間
た
る
と
否
と
は
問
題
で
な
か

っ
た
。
義
経
は
天
狗
か
ら
剣
法
を
授
け
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
其
外
、
人
間
な
ら
ぬ
者
が
学
者
で
あ
り
、

詩
人
で
あ
っ
た
例
が
あ
る
。

併
し
礼
節
の
仮
面
を
少
し
も
外
づ
き
ず
に
、
外

人
教
師
の
習
性
を
精
細
に
視
察
さ
れ
た
。
そ
し
て

其
視
察
を
比
較
し
あ
っ
て
、
出
来
た
最
終
の
判
断

は
全
く
喜
ば
し
い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
教
師
自

身
は
両
万
手
挟
ん
だ
弟
子
達
か
ら
、
己
に
ど
ん
な

評
釈
が
下
さ
れ
た
か
は
夢
想
だ
も
為
し
得
な
か
一
っ

た
。
又
教
室
で
作
文
を
監
督
し
て
居
る
中
に
、
つ

ぎ
の
や
う
な
会
話
の
行
は
れ
て
居
る
の
を
了
解
し

得
た
と
て
、
彼
が
心
の
平
和
は
増
進
さ
れ
る
事
は

あ

な
か
っ
た
ら
う
。
|
『
彼
の
肉
の
色
を
見
給
へ
、

柔
ら
か
き
う
で
な
い
か
。
造
作
も
な
く
一
撃
で
首

は
落
ち
る
だ
ら
う
』

或
る
時
彼
は
、
彼
等
の
相
撲
の
取
り
方
を
試
み

さ
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
た
だ
慰
み
の
為
め
と
彼
は

想
像
し
た
。
併
し
実
は
彼
等
が
彼
の
体
力
を
測
る

企
て
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
は
力
士
と
し
て
高
い

評
価
を
宙
開
ち
得
な
か
っ
た
。
『
腕
は
確
か
に
強
い
』

一
人
が
云
っ
た
。
『
併
し
腕
を
使
ふ
時
、
身
体
の
使

ひ
方
を
知
ら
ぬ
。
そ
し
て
腰
が
甚
だ
弱
い
。
片
附

け
る
の
に
骨
は
折
れ
ぬ
』

『
外
国
人
と
』
他
の
一
人
が
云
っ
た
。
『
戦
ふ
の
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は
楽
だ
と
思
ふ
』

『
剣
で
戦
ふ
の
は
楽
だ
ら
う
』
と
一
人
が
答
へ

た
。
『
併
し
彼
等
は
、
鉄
砲
や
大
砲
の
使
用
法
は
、

我
々
よ
り
も
上
手
だ
よ
』

『
我
々
だ
っ
て
上
手
に
な
れ
る
さ
』
最
初
の
一

人
が
云
っ
た
。
『
西
洋
の
戦
法
に
習
っ
て
仕
舞
へ
ば

洋
兵
は
恐
る
、
に
足
ら
ん
』

『
外
人
は
』
も
う
一
人
が
云
っ
た
。
『
我
々
の
様

に
丈
夫
で
な
い
。
直
ぐ
疲
れ
る
、
そ
し
て
寒
気
に

弱
い
。
我
々
の
先
生
も
冬
中
室
に
ど
っ
さ
り
火
を

お
こ
し
て
置
く
ぢ
ゃ
な
い
か
。
我
々
は
五
分
間
と

其
処
に
居
る
と
頭
痛
が
し
て
来
る
』

こ
ん
な
事
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
若
者
等
は
教

師
に
対
し
て
は
親
切
で
あ
っ
た
の
で
、
教
師
も
彼

等
を
愛
し
た
。

も
っ
と
も
こ
の
逸
話
か
ら
ル
セ

l
の
授
業
の
内
容

は
ほ
と
ん
ど
不
明
だ
が
、
騒
然
と
し
て
い
な
が
ら
地

方
の
青
少
年
が
初
め
て
接
す
る
唐
人
(
と
外
国
人
は

呼
ば
れ
て
い
た
)
へ
の
好
奇
の
目
に
満
ち
た
教
室
を

想
像
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
う
い
う
な
か
に
あ

っ
て
、
松
原
(
雨
森
)
の
よ
う
に
ル
セ
ー
か
ら
熱
心

に
英
語
を
学
ん
で
い
た
者
も
あ
っ
た
。
グ
リ
フ
ィ
ス

の
手
紙
に
「
七
人
の
若
い
僧
が
ル
セ

l
氏
か
ら
英
語
、

私
か
ら
化
学
を
熱
心
に
習
っ
て
い
ま
す
。
L

と
い
っ
た

文
に
も
そ
れ
が
垣
間
見
ら
れ
る
。
後
に
グ
リ
フ
ィ
ス

の
『
皇
国
』
執
筆
を
助
け
た
俊
オ
今
立
吐
酔
も
こ
の

僧
侶
の
一
人
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
奇
才
松
原
は
誰
よ

り
も
こ
れ
ら
外
国
人
か
ら
西
洋
文
化
を
身
体
で
受
け

と
め
て
い
っ
た
タ
イ
プ
の
青
年
で
、
夏
休
み
明
け
の

九
月
に
入
っ
て
、
横
浜
へ
出
て
行
く
時
、
す
で
に
ル

セ
!
と
グ
リ
フ
ィ
ス
の
両
先
生
か
ら
知
っ
た
と
思
わ

れ
る
宣
教
師
ブ
ラ
ウ
ン
の
学
校
が
目
標
で
あ
っ
た
。

絵
か
ら
抜
け
出
た
の
で
は
な
い
生
身
の
外
人
を
前

に
し
て
、
何
か
し
て
試
し
て
み
た
い
少
年
の
無
邪
気

な
郷
捻
が
生
じ
る
の
は
自
然
だ
っ
た
ろ
う
。
西
洋
人

と
の
相
撲
の
場
面
は
力
(
体
の
)
と
カ
(
武
の
)
の

少
年
ら
し
い
対
抗
意
識
で
あ
っ
た
が
、
ハ

l
ン
は
そ

こ
に
西
洋
文
化
の
カ
と
武
士
道
精
神
の
相
克
も
暗
示

し
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
実
際
は
ル
セ
ー

は
腰
抜
け
で
は
な
く
、
後
に
岩
手
の
牧
場
で
仕
事
を

す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
外
国
で
普
通
の
草
刈
鎌
を
使

う
だ
け
の
体
力
も
な
い
と
日
本
人
労
働
者
を
見
て
い

た
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、
教
師
自
身
は
学
生
か
ら
自

分
に
ど
ん
な
評
釈
が
下
さ
れ
た
か
は
夢
想
だ
に
し
な

か
っ
た
と
い
う
が
、
グ
リ
フ
ィ
ス
へ
の
手
紙
で
ル
セ

ー
は
「
雨
森
が
最
初
に
あ
っ
た
外
国
人
を
ど
う
思
つ

た
か
知
り
た
い
」
と
も
書
い
た
。
そ
し
て
更
に
、

「
(
我
々
の
少
年
た
ち
)
の
だ
れ
が
日
本
の
偉
大
な
覚

醒
の
な
か
で
名
を
あ
げ
て
い
る
か
を
知
り
た
い
。
」
と

も
。
こ
の
こ
と
は
『
保
守
主
義
者
』
か
ら
の
こ
の
欧

文
の
最
後
の
「
こ
ん
な
事
が
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
若

者
等
を
教
師
に
対
し
て
は
親
切
で
あ
っ
た
の
で
、
教

師
も
彼
等
を
愛
し
た
。
」
の
真
実
を
雄
弁
に
物
語
っ
て

い
る
だ
ろ
、
7
0

グ
リ
フ
イ
ス
に
送
っ
た
ル
セ

l
の
手
紙

「
ま
え
が
き
」
で
三
通
の
手
紙
を
紹
介
し
た
が
寸
南

部
L

か
ら
の
第
一
の
手
紙
は
全
文
を
紹
介
し
、
あ
と

の
「
南
ア
フ
リ
カ
」
か
ら
の
二
通
は
こ
の
論
文
に
必

要
な
箇
所
だ
け
を
紹
介
す
る
こ
と
に
す
る
。

グ
リ
フ
ィ
ス
様
一
八
七
二
年
一
二
月
二
九
日

貴
兄
か
ら
拝
受
し
た
手
紙
に
、
日
本
紙
に
鉛
筆

の
走
り
書
き
(
一
八
七
二
年
一
二
月
九
日
付
)
で

失
礼
し
ま
し
た
が
、
家
か
ら
の
手
紙
を
転
送
し
て

い
た
だ
い
た
お
礼
を
書
き
忘
れ
て
い
ま
し
た
。
ど

う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

私
あ
て
の
手
紙
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
こ
れ
か
ら

も
転
送
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
う
れ
し
い
で
す
。
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日
本
の
こ
の
地
方
に
し
て
は
、
非
常
に
温
和
な

季
節
を
過
し
て
い
ま
す
。
一
一
月
一

O
日
に
雪
が

降
り
ま
し
た
が
、
降
っ
て
は
解
け
の
く
り
返
し
で
、

今
日
は
南
風
が
吹
い
て
、
雪
も
霜
も
ど
ん
ど
ん
消

え
て
そ
の
跡
形
も
あ
り
ま
せ
ん
。
一
週
間
前
に
浅

い
池
が
一
面
に
凍
っ
て
、
そ
の
上
を
人
が
渡
り
ま

し
た
。
普
通
は
一
晩
で
固
く
凍
り
ま
す
が
、
昼
、

陽
が
照
る
と
急
速
に
融
け
ま
す
。
北
風
の
あ
た
る

日
陰
は
融
け
ま
せ
ん
。

普
段
に
吹
く
風
は
南
西
風
で
、
一
月
は
こ
れ
ま

で
以
上
に
厳
し
い
寒
気
に
な
り
そ
う
で
す
。

農
場
の
あ
る
と
こ
ろ
は
海
岸
に
接
し
、
長
さ
約

三
五
マ
イ
ル
の
平
坦
な
海
側
の
台
地
で
、
奥
地
に

深
〈
続
い
て
い
ま
す
。
北
は
横
浜
と
呼
ぶ
連
山
と

そ
の
向
う
に
田
名
部
山
脈
が
あ
り
ま
す
。
北
西
は

青
森
あ
た
り
の
丘
陵
地
で
す
が
、
そ
こ
へ
は
道
一

本
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

平
地
の
道
路
に
は
半
里
ご
と
に
主
要
な
場
所
へ

の
距
離
を
示
め
す
標
柱
が
あ
る
だ
け
で
す
。
私
は

八
戸
か
ら
二
五
マ
イ
ル
の
と
こ
ろ
に
い
ま
す
。
半

マ
イ
ル
先
の
森
に
六
軒
の
農
家
が
あ
り
、
そ
の
村

の
名
を
谷
地
頭
と
い
い
ま
す
。
そ
こ
は
八
戸
か
ら

回
名
部
へ
径
が
通
じ
る
と
こ
ろ
で
、
追
放
さ
れ
た

7 

山
下

福
井
藩
お
雇
い
教
師
ル
セ

1

会
津
人
が
す
ん
で
い
ま
す
。
一
マ
イ
ル
先
の
道
の

な
い
と
こ
ろ
に
山
中
と
呼
ぶ
も
う
一
つ
の
都
市

(
グ
)
が
あ
り
、
会
津
人
の
農
家
六
軒
が
あ
り
ま
す
。

ど
の
家
も
南
に
向
い
て
い
て
、
西
南
の
方
角
に
居

間
、
西
北
に
貯
蔵
部
屋
が
あ
り
ま
す
。
普
通
、
真

中
に
台
所
と
仕
事
場
が
あ
り
、
東
の
方
角
に
家
畜

が
い
ま
す
。
平
均
一

O
l
一
一
一
頭
の
馬
、
乳
牛
、

牡
牛
で
す
。
屋
根
は
藁
ぶ
き
で
、
炉
は
床
の
穴
で

す
。
紙
障
子
の
ぜ
い
た
く
を
犯
し
て
い
る
家
が
少

し
あ
り
ま
す
。
冬
は
家
を
閉
め
き
っ
て
、
炉
辺
に

坐
り
、
た
だ
酒
を
飲
み
、
食
べ
て
い
る
だ
け
だ
そ

う
で
す
。
多
く
の
人
が
煙
で
目
を
や
ら
れ
ま
す
。

こ
の
地
方
は
桑
が
生
い
茂
っ
て
い
ま
す
が
、
紙
は

作
っ
て
い
ま
せ
ん
。
米
は
ぜ
い
た
く
品
で
、
酒
は

必
需
品
で
す
。
た
ば
こ
も
そ
う
で
、
上
手
に
栽
培

し
て
い
ま
す
。
主
食
は
稗
、
粟
、
黍
、
蕎
で
す
。

麦
は
痩
せ
て
い
ま
す
。
磯
臼
は
手
で
ま
わ
し
ま

す
。
八
戸
で
一
番
の
商
売
は
平
た
く
円
い
(
江
戸

マ
ー
ケ
ッ
ト

で
は
丸
い
)
餅
で
、
市
か
ら
酒
を
飲
ん
で
帰
る
時

の
家
族
へ
の
み
や
げ
に
農
夫
は
こ
れ
を
買
い
ま
す
。

良
い
種
も
利
益
に
な
る
で
し
ょ
う
。
農
夫
は
何

で
も
よ
く
育
つ
よ
う
に
除
草
し
て
お
こ
う
と
は
し

ま
せ
ん
。
し
か
し
肥
料
は
惜
し
み
ま
せ
ん
。
農
具

は
江
戸
で
使
わ
れ
て
い
る
の
と
あ
ま
り
違
い
ま
せ

ん
が
、
彼
ら
に
も
西
洋
の
農
具
の
便
利
な
こ
と
が

分
か
り
、
冬
(
八
戸
の
鍛
治
屋
は
我
々
が
仕
事
に

使
う
道
具
を
い
く
つ
か
作
っ
て
く
れ
ま
し
た
が
、

そ
れ
は
作
り
賃
よ
り
も
作
り
方
を
習
う
た
め
で
し

た
大
工
も
閉
じ
目
的
で
、
同
じ
時
期
に
や
っ
て
き

ま
す
。
我
々
は
二
輪
荷
車
、
ま
ぐ
わ
、
手
押
し
二

輪
車
、
鋤
、
ま
た
ぐ
わ
な
ど
を
作
り
ま
す
。
撃
、

ハ
ロ
ォ
、
去
勢
牛
の
引
く
大
ま
ぐ
わ
は
こ
こ
で
す

で
に
作
ら
れ
て
い
て
、
他
の
多
く
の
小
道
具
と
同

様
に
見
事
な
出
来
映
え
で
す
。

外
国
の
普
通
の
草
刈
鎌
は
使
う
だ
け
の
体
力
も

要
領
も
な
い
の
で
扱
い
き
れ
ま
せ
ん
。

2
フ
ィ
ー

ト
型
は
彼
ら
に
重
す
ぎ
る
と
分
か
り
ま
し
た
。

も
ち
ろ
ん
下
層
階
級
聞
の
教
育
は
不
十
分
で
す
。

私
の
期
待
す
る
宗
教
は
未
知
で
、
む
し
ろ
最
も
未

開
の
状
態
で
す
。
最
近
、
結
婚
が
た
く
さ
ん
あ
り

ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
我
々
は
花
嫁
た
ち
の
健
康
を

祝
し
て
酒
で
乾
杯
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
酒
か
ら
酒
は
北
カ
ロ
ラ
イ
ナ
知
事
か
ベ
ト

ロ
リ
ア
ム
ヴ
ィ
ナ
ス
ビ

l
に
似
合
っ
た
で
し
ょ

う
。
花
嫁
の
一
人
は
約
八
マ
イ
ル
先
か
ら
、
朝
の
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暗
い
う
ち
に
馬
の
背
に
乗
っ
て
出
発
し
、
運
ば
れ

て
き
ま
し
た
。
そ
の
夜
は
酒
を
飲
ん
で
過
し
、
次

の
日
も
同
じ
で
、
花
婿
は
台
所
で
給
仕
し
ま
す
。

そ
の
夜
は
花
嫁
の
奪
い
合
い
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は

花
嫁
が
い
っ
し
ょ
に
寝
る
機
会
で
す
。
そ
の
あ
と

彼
ら
は
夫
婦
に
な
っ
た
と
見
倣
さ
れ
、
花
婿
は
そ

の
花
嫁
だ
け
を
所
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

こ
の
習
慣
は
た
し
か
に
先
に
述
べ
た
二
つ
の
村
の

例
で
、
そ
れ
が
ど
の
く
ら
い
広
ま
っ
て
い
る
か
は

分
か
り
ま
せ
ん
。

人
の
こ
と
は
こ
れ
く
ら
い
に
し
て
、
今
度
は
自

分
の
こ
と
を
少
し
。
二
カ
月
ほ
ど
前
、
八
戸
で
投

函
し
た
貴
兄
へ
の
最
初
の
手
紙
で
、
蛇
口
山
水
と

い
う
名
の
活
動
的
な
男
の
こ
と
を
書
き
ま
し
た
が
、

私
に
八
戸
で
学
校
を
始
め
て
ほ
し
い
と
い
い
ま
し

た
政
府
の
費
用
で
八
戸
に
学
校
を
設
立
す
る
認
可

が
お
り
た
と
信
じ
ま
す
。
こ
こ
で
は
私
な
し
に
は

何
も
や
れ
な
い
の
で
、
小
さ
な
組
織
が
で
き
次
第
、

多
分
ま
た
教
え
る
仕
事
に
つ
く
で
し
ょ
う
。
も
し

私
が
任
命
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
、
江
戸
の
文
部

大
臣
の
承
認
が
い
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

青
森
か
、
こ
こ
か
ら
だ
と
青
森
よ
り
も
約
八
里
も

遠
い
弘
前
に
学
校
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

青
森
に
は
以
前
か
ら
学
校
が
あ
り
ま
し
た
。
最
初

に
大
と
小
の
両
方
が
あ
り
、
大
は
小
か
ら
始
め
て

い
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
は
大
学
校

に
な
る
予
定
で
す
。

月
給
は
高
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
も
し
学
校

が
盛
ん
に
な
れ
ば
間
違
い
な
く
月
給
は
上
る
で
し

ょ
う
。
私
の
日
本
語
の
勉
強
は
よ
く
憶
え
る
こ
と

と
、
手
の
あ
い
て
い
る
時
は
ヘ
ボ
ン
の
和
英
語
林

集
成
と
ホ
フ
マ
ン
の
日
本
語
文
法
、
い
ろ
ん
な
話

題
を
話
す
訓
練
の
お
か
げ
で
進
歩
し
て
い
ま
す
。

も
し
ヘ
ボ
ン
博
士
が
横
浜
に
お
い
で
な
ら
、
ど

う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
伝
え
く
だ
さ
い
。
ヘ
ボ
ン
夫
人

に
も
。世

界
の
出
来
事
に
つ
い
て
何
か
情
報
、
例
え
ば

ジ
ュ
ネ
|
ヴ
決
断
や
ア
ラ
パ
マ
要
求
の
よ
う
な
情

報
を
送
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。
私
は
そ
う
い
う
こ

と
に
暗
く
、
貴
兄
の
外
に
約
三
カ
月
、
一
通
の
手

紙
を
受
け
取
っ
て
い
ま
せ
ん
。
貴
兄
の
手
紙
は
江

戸
か
ら
普
通
一

O

一
二
日
で
青
森
に
と
ど
き
ま

す
。
し
か
し
私
の
手
紙
が
い
っ
と
ど
く
の
か
ど
う

か
知
り
た
く
て
仕
方
が
あ
り
ま
せ
ん
。
も
し
と
ど

か
な
い
な
ら
、
貴
兄
か
ら
何
も
期
待
し
ま
せ
ん
が
、

も
し
と
ど
く
な
ら
、
ま
た
ご
面
倒
で
も
お
手
紙
が

い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。

私
は
こ
の
地
方
の
説
明
で
、
八
戸
ま
で
二
五
マ

イ
ル
の
道
程
に
あ
る
町
を
列
挙
す
る
の
を
忘
れ
て

い
ま
し
た
。
一
里
の
所
、
根
井
村
、
六
軒
。
三
里

の
所
、
三
沢
、
約
一
五
軒
。
六
里
半
の
所
、
百
石
、

二
五
軒
、
七
里
半
の
所
、
市
川
、
二

O
軒
。
市
川

と
八
戸
の
閑
二
里
半
の
所
に
数
件
ず
つ
散
在
し
て

い
ま
す
。

農
家
は
用
心
深
く
平
野
を
避
け
、
普
通
は
森
の

真
ん
中
に
家
を
建
て
、
土
地
を
開
墾
し
、
木
を
伐

採
し
、
地
株
は
そ
の
ま
ま
腐
ら
せ
て
肥
料
に
し
ま

す。
魚
油
を
精
製
す
る
良
い
方
法
と
そ
の
過
程
で
何

を
直
す
か
そ
の
心
得
を
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。

米
国
で
は
ど
ん
な
方
法
で
炭
酸
カ
リ
を
作
り
ま

す
か
。
戸
外
や
炉
で
木
を
燃
や
し
、
次
に
そ
の
灰

を
水
に
つ
け
た
あ
と
、
水
分
を
抜
く
だ
け
で
い
い

の
で
す
か
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て
み
ま
し
た
が
、

ど
う
い
う
わ
け
か
少
量
し
か
と
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

手
紙
を
二
通
同
封
し
ま
し
た
。
投
函
し
て
く
だ

さ
る
と
あ
り
が
た
い
で
す
。
貴
兄
へ
の
払
い
も
ど

し
に
郵
便
代
五

0
セ
ン
ト
を
同
封
し
ま
し
た
。
英
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国
へ
の
一
通
お
そ
ら
く
郵
便
代
は
倍
か
か
る
で
し

ト
品
、
「
ノ

ア
ル
フ
レ
ッ
ド

敬
具

ル
セ

l

大
学
南
校

W

E
グ
リ
フ
ィ
ス
様
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私
事
に
な
る
が
、
一
九
九

O
年
夏
、
筆
者
は
米
国

ラ
ト
ガ

l
ス
大
学
図
書
館
の
文
書
室
で
グ
リ
フ
ィ

ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
調
べ
て
い
て
、
こ
の
手
紙
に

初
め
て
気
が
付
い
た
。
ル
セ

l
の
南
ア
フ
リ
カ
か
ら

の
こ
通
の
手
紙
は
す
で
に
読
ん
で
い
た
が
、
日
本
滞

在
中
の
し
か
も
福
井
を
出
さ
れ
て
か
ら
の
ル
セ
!
の

足
跡
に
つ
い
て
は
殆
ん
ど
手
が
か
り
が
な
か
っ
た
だ

け
に
、
こ
の
手
紙
の
存
在
は
貴
重
で
あ
り
喜
び
で
あ

っ
た
。拙

著
『
グ
リ
フ
ィ
ス
と
福
井
』
の
執
筆
中
に
ル
セ

ー
の
こ
と
で
、
今
か
ら
一
四
年
前
に
青
森
県
三
沢
市

教
育
委
員
会
か
ら
資
料
を
い
た
だ
い
た
。
そ
の
な
か

告
主
一
沢
市
史
』
に
は
ル
セ

l
を
雇
入
れ
た
時
狩
安
任

の
著
葺
唱
時
牧
五
年
紀
事
』
か
ら
の
引
用
が
あ
り
、
そ

れ
に
よ
る
と
ル
セ
!
と
マ
キ
ノ
ン
の
両
英
国
人
は
一

八
七
二
年
(
明
治
五
)
六
月
一
八
日
、
陸
路
東
京
を

山
下

福
井
藩
お
雇
い
教
師
ル
セ
l

令
悶
対
?
一
Z
的
品
正

f
r品
岨
月
十
品
事
仇

T
品
ゐ
h
v
h

いちゐ由よ

忍
れ
ヲ
五
五
4
4礼
花
ふ

悼
の
何
回
悼
枠
児
Y

り
5
1

J
M町

BEL-守
事

i品

車

O
A
w
e
d
y偽
録

台
4
t
J

白
川
川
町

F
J
L
r
語同一

壇
場
か
露

34一

4
A
&
ι
主
午
、
宮
@
電
子

世
キ
長
め
延
砂
偽
札
叫
一

日
時
も
れ

ie点
門
可
ゆ
主

叶
リ
ー
寸
叶
叶

出
発
し
、
七
月
八
日
青
森
県
の
支
庁
七
戸
に
着
く
。

牧
場
に
な
る
谷
地
頭
(
ヤ
チ
ガ
シ
ラ
)
に
は
同
年
八

月
一
一
日
で
あ
っ
た
。
ル
セ

l
の
手
紙
は
周
年
一
一
一

月
二
九
日
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
半
年
と
た
っ
て
い
な

い
が
、
マ
キ
ノ
ン
の
こ
と
に
は
触
れ
ず
、
す
で
に
教

師
の
話
が
持
掛
け
ら
れ
て
い
る
。
凡
締
)
一
一
一
五
ド
ル

の
五
カ
年
契
約
を
、
三
カ
年
後
の
一
八
七
四
年
(
明

治
七
)
四
月
六
日
、
ル
セ

l
が
条
約
を
解
い
て
独
り

去
っ
て
行
っ
た
訳
が
想
像
き
れ
る
。

広
沢
に
よ
れ
ば
ル
セ

l
は
「
書
生
よ
り
起
て
学
問

も
出
来
、
到
る
処
先
生
と
呼
ば
れ
其
交
際
も
此
に
準

じ
た
り
L

、
マ
キ
ノ
ン
は
「
真
箇
の
農
夫
、
容
貌
言
語

共
に
都
也
。
然
れ
ど
も
幼
よ
り
勉
強
に
耐
へ
一
一
一
歳

よ
り
能
く
自
己
の
力
に
食
て
身
体
を
保
つ
を
得
た
り
。

日
本
に
来
り
横
浜
に
在
て
馬
車
屋
の
働
き
を
な
す
。
」

こ
の
二
人
は
し
ば
し
ば
意
見
が
合
わ
ず
、
「
互
に
抵
抗

力
を
出
し
争
ひ
日
に
止
ま
ず
、
或
は
対
椅
三
日
語
を

接
せ
ず
、
ル
セ

l
出
で
牧
場
に
在
て
後
に
マ
キ
ノ
ン

の
来
る
を
見
れ
ば
避
け
去
り
、
或
は
二
人
の
指
命
す

る
趣
各
異
に
し
て
傭
夫
業
に
就
く
能
は
ず
、
L

と
い
う

状
態
に
な
っ
た
と
い
う
。
(
『
閲
牧
五
年
紀
事
』
)

そ
こ
で
二
人
の
分
掌
を
定
め
る
こ
と
に
し
て
、
ル

セ
l
は
牧
事
関
係
の
補
助
や
執
算
・
測
量
・
翻
訳
に
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当
た
り
、
マ
キ
ノ
ン
は
菜
園
の
耕
植
・
牛
馬
の
牧
養
・

器
械
の
修
理
、
こ
の
た
め
の
人
夫
賃
な
ど
を
支
払
う

こ
と
に
な
っ
た
。

手
紙
の
な
か
に
追
放
さ
れ
た
会
津
人
の
農
家
の
こ

と
が
で
て
く
る
が
、
筆
者
は
品
柑

r郎
の
遺
書
』
と

い
う
文
章
を
読
み
涙
し
た
こ
と
を
思
い
出
し
た
。
柴

は
会
津
藩
上
級
武
士
の
家
に
生
れ
、
幼
少
に
し
て
斗

南
藩
の
暮
ら
し
で
辛
酸
を
嘗
め
た
、
後
の
陸
軍
大
将

で
あ
る
。
兄
の
四
朗
は
『
佳
人
之
奇
遇
』
の
著
者
と

し
て
有
名
で
あ
る
。
実
は
こ
の
英
語
に
堪
能
の
四
朗

は
広
沢
の
牧
場
の
た
め
に
、
ル
セ

l
と
マ
キ
ノ
ン
の

通
訳
と
し
て
斗
南
に
来
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
の
遺
書
の
な
か
か
ら
そ
の
農
家
の
有
り
様
を
描

い
た
部
分
を
書
き
写
し
て
参
考
に
供
し
よ
う
。

余
の
一
家
は
働
き
手
の
太
一
郎
兄
不
在
の
た
め
、

翌
年
春
ま
で
向
町
の
工
藤
林
蔵
の
空
家
を
借
用
せ

り
。
間
口
三
間
ば
か
り
の
底
造
り
に
て
、
六
畳
の

二
階
と
炉
の
あ
る
十
畳
ば
か
り
の
台
所
兼
用
の
板

敷
と
、
屋
後
に
納
屋
あ
り
。
建
具
あ
れ
ど
畳
な
く
、

障
子
あ
れ
ど
貼
る
べ
き
紙
な
し
。
板
敷
に
は
驚
を

敷
き
、
骨
ば
か
り
な
る
障
子
に
は
米
俵
等
を
藁
縄

に
て
縛
り
つ
け
戸
障
子
の
代
用
と
し
、
炉
に
焚
火

し
て
寒
気
を
し
の
が
ん
と
せ
る
も
、
陸
奥
湾
よ
り
そ
し
て
彼
の
こ
と
を
書
く
な
ら
、
思
い
出
し
て
ほ
し

吹
き
つ
く
る
北
風
強
く
部
屋
を
吹
き
抜
け
、
炉
辺
い
こ
と
が
あ
る
と
云
っ
て
、
グ
リ
フ
ィ
ス
と
福
井
へ

に
あ
り
て
も
氷
点
下
十
度
十
五
度
な
り
。
炊
き
た
導
入
し
た
石
版
印
刷
機
と
ひ
ら
が
な
印
刷
の
こ
と
、

サ
ム
ラ
イ

る
粥
も
石
の
ご
と
く
凍
り
、
こ
れ
を
解
か
し
て
畷
ル
セ

l
が
武
士
に
茶
の
栽
培
と
絹
生
産
を
始
め
て
、

る
。
衣
服
は
凍
死
を
ま
ぬ
が
れ
る
程
度
な
れ
ば
、
こ
れ
を
輸
出
し
て
藩
に
ド
ル
を
入
れ
る
よ
う
話
し
た

幼
き
余
は
冬
期
間
四
十
日
ほ
ど
熱
病
に
躍
り
た
る
こ
と
、
そ
の
た
め
に
武
士
に
六
年
間
の
手
当
を
与
え

も
、
祷
な
け
れ
ば
米
俵
に
も
ぐ
り
て
苦
し
め
ら
る
。
て
、
こ
の
産
業
を
始
め
さ
せ
て
、
武
士
が
独
立
で
き
る

『
あ
る
明
治
人
の
記
録
』
六
二
頁
。
よ
う
に
な
る
こ
と
を
主
張
し
た
こ
と
な
ど
で
あ
っ
た
。

福
井
で
い
ち
ば
ん
会
い
た
い
人
民
鴎
)
者
の
橋
本

最
後
に
グ
リ
フ
ィ
ス
へ
送
っ
た
ル
セ

l
の
南
フ
ラ
で
あ
る
と
書
い
た
。
宣
教
師
ヘ
ボ
ン
博
士
、
ブ
ラ
ウ

ン
ス
、
ト
ラ
ン
ス
パ

l
ル
州
パ

l
パ
シ
ト
ン
の
金
鉱
ン
、
フ
ル
ベ
ッ
キ
は
ま
だ
生
存
し
て
い
る
か
。
お
雇

の
町
か
ら
の
二
通
の
手
紙
だ
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
南
い
外
国
人
教
師
ブ
リ
ン
ク
リ

l
、
ミ
ル
ン
、
ア

l
ノ

部
と
函
館
で
マ
ラ
リ
ア
熱
に
か
か
り
、
一
八
七
五
年
ル
ド
ら
は
日
本
の
女
性
と
結
婚
し
て
い
る
と
思
う
。

(
明
治
八
)
英
国
へ
帰
っ
た
。
し
か
し
一
八
八
七
年
日
本
の
女
性
は
こ
ち
ら
に
来
て
い
る
オ
ラ
ン
ダ
の
女

(
明
治
二

O
)
両
親
の
死
後
、
ア
フ
リ
カ
へ
渡
っ
た
性
よ
り
節
操
が
あ
り
、
良
い
夫
人
に
な
る
だ
ろ
う
と

と
い
う
。
気
候
が
良
く
て
英
国
へ
も
ど
る
気
は
な
い
。
結
ん
で
い
た
。
ル
セ

l
の
い
る
町
も
オ
ラ
ン
ダ
人
が

月
に
四
、
五

0
0ポ
ン
ド
の
金
を
産
出
す
る
金
鉱
と
多
く
移
り
住
ん
で
い
て
、
オ
ラ
ン
ダ
語
系
方
一
言
の
タ

四
四
エ
ー
カ
ー
の
農
場
の
所
有
者
で
あ
る
。
旅
に
出

l
ル
語
が
語
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
手
紙
の
ル
セ

l
は

れ
る
な
ら
、
も
う
一
度
、
日
本
を
見
た
い
。
グ
リ
フ
六
四
歳
ぐ
ら
い
の
年
令
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、

イ

ス

著

の

吋

官

ミ
S
Q号
ぱ
同
さ
な
誌
と
吋
言
は
た
し
て
ど
ん
な
余
生
を
送
つ
た
の
だ
ろ
う
。

」
町
、
む
芯
目
的
問
ミ
ミ
0
3

凡

S
N
U
G
e及
。
誌
も
買
っ
て
読
ん

(
注
目
)

で
い
る
。
と
く
に
前
者
に
は
ル
セ
|
は
自
分
の
名
を

見
つ
け
て
よ
ろ
こ
ん
だ
。

注
1

福
井
県
郷
土
新
書
5

五
四
)
八
月
刊
。

一
九
七
九
年
(
昭
和
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「
比
約
定
は
明
治
三
年
六
月
二
日
西
洋
千

八
百
七
一
年
第
六
月
三
十
日
よ
り
翌
年
同
月
間

日
迄
一
年
を
期
す
べ
き
事
」
(
福
井
藩
庁
の
代
た

る
小
笠
原
代
参
事
君
と
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
ル
セ

l
君
と
の
左
の
約
定
取
扱
書
第
五
ケ
燦
)
。

『
福
井
中
学
創
立
五
十
周
年
記
念
録
』
一
九

三
一
年
(
昭
和
六
)
勝
山
千
百
里
談
勝
山
は

福
井
中
学
で
明
治
二
二
年
二
五
年
、
三
一
年

i
四
二
年
、
英
語
・
地
理
・
数
学
・
博
物
を
教
え

3 

11 

た
4

(

注
2
)
の
約
定
取
扱
書
、
第
九
ケ
僚
「
ル

セ
|
君
病
気
之
節
六
月
期
限
迄
奉
職
之
見
込
み

無
之
侯
得
者
フ
ル
へ
ツ
キ
君
へ
引
渡
し
可
申

事」
5

青
森
県
『
二
一
沢
市
史
』
の
「
広
沢
牧
場
」
八

十
頁
に
、
「
時
に
ル
セ

l
年
三
十
二
、
暫
く
プ
ラ

イ
キ
ス
ト
ン
に
依
っ
て
画
館
に
在
り
し
が
又
辞

し
て
東
京
に
赴
け
り
L

と
あ
る
の
に
見
当
を
つ

け
た
。
注
目

-
H
を
参
考
せ
よ
。

6

F
国
内
門
田
門
出

O

国
巾
白
ヨ
一
『
心
』
図
。
同
O
N
~
。
!

E
S
S丸
岡
町
雪

R
M
b
¥
H
e
s
g町
hssm可

h
$
 

そ
の

1
。
一
八
七
二
年
(
明
治
五
)

月

7 

山
下

福
井
藩
お
雇
い
教
師
ル
セ
1

二
九
日
付
。
青
森
南
部
。

そ
の

2
。
一
九

O
八
年
(
明
治
四
二
八
月

一
四
日
付
。

南
ア
フ
リ
カ
、
ト
ラ
ン
ス
パ

l
ル
、
パ

l
パ

ー
ト
ン
。

そ
の

3
。
一
九

O
八
年
(
明
治
四
ご

一
月
八
日
付
。

南
ア
フ
リ
カ
、
ト
ラ
ン
ス
パ

l
ル
、
パ

l
バ

ト
ン
。

(
米
国
ニ
ュ

l
ジ
ャ

l
ジ
州
立
ラ
ト
ガ

l
ス

大
学
図
書
館
グ
リ
フ
ィ
ス
・
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

蔵
。
)

(注
2
)
の
約
定
取
扱
書
、
第
一
ケ
係
。

福
井
藩
庁
の
グ
リ
フ
ィ
ス
と
の
約
定
取
扱
書
。

第
二
ケ
条
、
「
一
福
井
藩
庁
よ
り
グ
リ
フ
ィ
ス

君
へ
欧
羅
巴
形
の
建
家
を
設
け
相
渡
す
へ
し
尤

家
財
器
具
食
料
召
遣
等
の
儀
は
同
人
の
関
係
た

る
へ
き
事
Lき

と
し

叩
斎
藤
敏
|
少
参
事
、
明
新
館
学
校
幹
事
。

千
本
蒔
右
衛
門
久
信
|
副
参
事
。
三
岡
八
郎
H

由
利
公
正
(
一
八
七

O
年
以
降
)
。
「
三
岡
は
一

八
六
八
年
の
称
賛
に
値
す
る
働
き
の
た
め
に
収

入
を
受
け
、
ま
た
長
い
間
、
福
井
に
お
け
る
改

8 9 

革
と
国
情
に
あ
っ
た
進
歩
の
代
表
者
で
あ
っ

た
。
」
(
グ
リ
フ
ィ
ス
著
『
皇
国
』
)

日
「
人
間
雨
森
信
成
付
」
山
下
英
一
(
「
若
越

郷
土
研
究
第
三
十
三
巻
四
号
、
一
九
一
号
L
)

ロ
戸
沢
正
保
訳
(
小
泉
八
雲
全
集
第
五
巻
昭

和
一
二
年
刊
家
庭
版
、
第
一
書
房
一
)

日
コ
ニ
沢
市
史
下
巻
』
(
青
森
県
三
沢
市
、
昭

和
四
二
年
八
月
二
五
日
発
行
)
「
広
沢
牧
場
」
の

記
事
。

M

一
八
三

O
年
(
天
保
二
生
れ
。
一
八
九
一

年
(
明
治
二
四
)
残
。
会
津
藩
士
。
一
八
七

O

年
(
明
治
三
)
、
会
津
藩
が
下
北
半
島
斗
南
へ
移

封
さ
れ
る
と
、
少
参
事
に
な
り
、
廃
藩
置
県
後

の
一
八
七
二
年
(
明
治
五
)
、
北
部
第
七
大
区
五

小
区
百
石
村
大
字
谷
地
頭
地
内
の
広
原
に
牧
場

を
聞
く
。

日
『
開
牧
五
年
記
事
』
(
著
述
人
広
沢
安
任
、

青
森
県
第
弐
蔵
判
章
。
発
党
人
、
江
島
喜
兵
衛
、

東
京
日
本
橋
区
本
石
町
二
丁
目
九
番
地
。
明
治

一
二
年
五
月
発
行
。
木
版
)
。

凶
『
北
奥
路
程
記
』
か
ら
谷
地
頭
、
根
井
の
あ

る
略
図
。
八
戸
工
専
の
本
田
敏
雄
先
生
か
ら
い

た
だ
い
た
資
料
で
、
年
代
は
不
祥
だ
が
幕
末
の

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）
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も
の
で
、
活
字
化
さ
れ
て
い
な
い
と
聞
く
。

口
外
国
人
雇
入
条
約
(
外
務
省
)
初
条
寸
皇
暦

明
治
五
年
壬
申
四
月
即
ち
西
暦
千
八
百
七
二
年

五
月
よ
り
来
る
丑
年
三
月
迄
五
ヶ
年
の
閑
陸
奥

地
方
牧
畜
繁
殖
の
為
の
英
人
ル
セ

l
、
マ
キ
ノ

ン
両
人
雇
入
申
す
べ
き
也
。
」

日
『
あ
る
明
治
人
の
記
録
l
会
津
人
柴
五
郎
の

遺
書
』
石
光
真
人
編
著
(
中
公
新
童
回
一
九
七
一

年
五
月
発
行
)
柴
五
郎
l
一
八
五
九
年
(
安
政

六
)
生
れ
。
一
九
四
五
年
(
昭
和
二

O
)
に
残

す。
日
福
井
藩
が
建
て
る
計
画
の
外
国
人
の
家
に
つ

い
て
の
原
注
「
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
ル
セ

l
氏
と

い
う
約
二
カ
月
間
私
と
い
っ
し
ょ
に
働
い
て
い

た
イ
ギ
リ
ス
人
は
六
月
に
福
井
を
離
れ
て
、
イ

ギ
リ
ス
式
農
業
と
牧
畜
を
教
え
に
陸
奥
の
青
森

へ
行
っ
た
。
L

加
橋
本
綱
維
。
一
八
四
一
年
(
天
保
一
二
)
生

れ
、
一
八
七
八
年
(
明
治
一
一
)
残
。
福
井
藩

医
橋
本
長
綱
の
子
で
橋
本
左
内
は
そ
の
兄
で
あ

る
。
弟
綱
常
と
と
も
に
藩
命
に
よ
り
長
崎
で
蘭

学
を
オ
ラ
ン
ダ
軍
医
ボ

i
ド
イ
ン
、
オ
ラ
ン
ダ

人
シ
ン
ト
レ
ル
か
ら
学
ぶ
。
福
井
藩
医
じ
な
っ

て
か
ら
一
八
六
七
年
(
慶
応
一
二
)
再
ぴ
長
崎
で

オ
ラ
ン
ダ
人
マ
ン
ス
フ
ィ
ル
ト
に
つ
い
て
医
学

修
行
を
し
た
。

『若越郷土研究』（福井県郷土誌懇談会）




