
大
日
本
育
英
会

昭
和
十
七
年
の
七
月
、
私
は
、
内
閣
か
ら
大
蔵
省
主
計
局
に
復
帰
し
て
、
文
部
省
と
南
洋
庁
と
の
主
査
を
命

ぜ
ら
れ
た
。
当
時
我
が
国
は
、
東
条
内
閣
の
下
、
国
を
挙
げ
て
総
力
戦
体
制
を
整
備
し
つ
つ
あ
っ
た
。
文
教
行

政
の
面
に
も
、
そ
の
余
波
を
う
け
、
或
は
そ
の
時
流
に
便
乗
し
て
、
科
学
技
術
の
振
興
、
師
範
学
校
の
昇
格
、

英
才
教
育
の
助
長
、
東
洋
文
化
の
開
発
そ
の
他
が
、
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
。

東
大
に
第
二
工
学
部
が
出
来
、
各
大
学
の
理
工
学
部
の
講
座
が
無
闇
に
増
設
さ
れ
、
或
は
、
全
国
各
地
に
、

高
等
工
業
学
校
や
、
医
学
専
門
学
校
等
所
謂
、
理
科
系
の
学
校
が
新
設
さ
れ
た
の
も
そ
の
頃
で
あ
る
。
又
帝
大

の
附
属
医
専
を
始
め
と
し
て
、
夜
間
高
工
が
既
存
の
学
校
に
附
設
さ
れ
、
或
は
、
高
等
商
業
学
校
を
高
等
工
業

学
校
に
改
組
す
る
等
と
い
う
荒
っ
ぽ
い
手
段
が
講
ぜ
ら
れ
た
の
も
、
斯
様
な
風
潮
を
背
景
に
し
て
で
あ
っ
た
。

各
帝
大
と
有
数
の
単
科
大
学
に
大
学
院
が
附
設
さ
れ
、
各
大
学
に
無
数
の
研
究
所
が
設
立
さ
れ
た
の
も
、
正
し

く
、
そ
の
時
期
で
あ
っ
た
。
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大
日
本
育
英
会
の
設
立
も
、
又
決
し
て
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
野
に
遺
賢
な
か
ら
し
め
、
凡
て
の
英
才

を
聖
戦
に
参
往
さ
せ
る
た
め
に
は
、
英
才
を
抱
き
つ
つ
、
家
貧
し
く
学
資
乏
し
き
が
故
に
進
学
の
道
を
塞
い
で

は
い
け
な
い
と
い
う
の
で
、
育
英
事
業
が
、
国
の
手
に
よ
っ
て
始
め
て
組
織
的
に
と
り
上
げ
ら
れ
た
。
当
時
の

大
蔵
大
臣
は
賀
屋
興
宣
氏
、
主
計
局
長
は
植
木
庚
子
郎
氏
（
現
代
議
士
）
で
、
こ
の
仕
事
は
、
植
木
氏
と
私
が
、

大
げ
さ
に
言
え
ば
、
心
血
を
注
い
で
や
り
途
げ
た
仕
事
で
あ
る
。

育
英
事
業
と
い
う
の
は
、
何
も
こ
れ
が
始
め
て
の
試
み
で
は
な
く
、
既
に
、
全
国
各
地
の
旧
藩
主
や
篤
志
家

に
よ
っ
て
相
当
広
範
囲
に
営
ま
れ
て
い
た
。
私
の
郷
里
香
川
県
に
お
い
て
も
、
松
平
伯
爵
の
庇
護
の
下
に
香
川

県
育
英
会
が
あ
り
、
坂
出
市
の
素
封
家
鎌
田
勝
太
郎
氏
の
出
捐
の
も
と
に
鎌
田
共
済
会
が
あ
っ
て
、
私
も
こ
の

両
育
英
会
の
お
世
話
で
、
大
学
ま
で
の
進
学
を
恵
ま
れ
た
一
人
で
あ
る
。
数
多
く
の
人
々
が
、
こ
う
し
て
各
々

そ
の
出
身
地
の
育
英
会
の
手
に
よ
っ
て
、
高
等
教
育
を
受
け
、
立
身
の
緒
口
を
掴
む
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
こ
れ
ま
で
の
育
英
会
は
、
お
し
な
べ
て
、
私
的
な
寄
附
行
為
に
よ
る
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
国
又
は

公
共
団
体
が
財
政
的
に
関
連
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
少
な
か
っ
た
。
今
度
は
、
国
が
直
接
こ
の
仕
事
の
経
営
の

主
体
と
な
り
、
財
政
上
の
主
体
に
も
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
か
ら
、
ど
う
い
う
理
念
に
よ
っ
て
、
こ
の

制
度
を
打
建
て
る
か
が
、
当
然
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
大
き
い
問
題
に
な
っ
た
。
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大
蔵
省
の
役
人
と
い
う
の
は
、
職
業
柄
、
何
を
や
る
に
し
て
も
、
な
る
べ
く
金
を
か
け
な
い
よ
う
に
心
懸
け

る
本
能
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
こ
と
は
、
確
か
に
一
面
、
よ
い
こ
と
に
は
違
い
な
い
が
、
他
面
、
そ
の
た
め
に

中
途
半
端
の
も
の
が
出
来
上
っ
て
、
悔
を
後
年
に
残
す
場
合
も
あ
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
一
般
に
金
を
使
う

こ
と
は
む
ず
か
し
い
仕
事
で
あ
る
。
殊
に
公
金
を
扱
う
こ
と
は
、
難
事
中
の
難
事
で
あ
る
。
私
な
ど
は
、
勿
論

貧
困
に
育
っ
た
身
で
あ
る
か
ら
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
寸
銭
を
惜
し
む
本
能
に
お
い
て
は
、
人
に
劣
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、
私
の
予
算
査
定
は
、
大
抵
の
場
合
、
き
び
し
か
っ
た
。
大
日
本
育
英
会
も
、
不
幸

に
し
て
、
き
び
し
い
私
が
そ
の
産
婆
役
に
め
ぐ
り
合
せ
た
わ
け
だ
。

最
初
私
が
考
え
た
こ
と
は
、
国
が
育
英
事
業
に
手
を
出
す
に
し
て
も
、
何
も
、
既
存
の
育
英
事
業
と
競
合
す

る
必
要
は
な
い
。
既
存
の
育
英
事
業
で
以
て
、
ま
だ
救
い
出
し
き
れ
な
い
英
才
が
あ
り
と
せ
ば
、
そ
れ
を
こ
そ

国
の
手
に
よ
っ
て
進
学
せ
し
め
る
こ
と
に
す
べ
き
だ
。
そ
れ
に
は
、
何
を
措
い
て
も
、
先
ず
、
所
謂
、「
英
才
」

と
い
う
も
の
は
、
一
体
ど
う
い
う
程
度
の
目
安
で
選
び
出
す
か
と
い
う
問
題
に
出
く
わ
す
わ
け
で
あ
る
。
何
で

も
漢
字
で
、「
英
」
と
い
う
と
千
人
に
一
人
の
逸
材
を
い
う
の
だ
そ
う
だ
が
、
そ
う
な
る
と
、
と
び
っ
き
り
の

秀
才
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
。「
俊
」
と
い
い
、「
英
」
と
い
う
語
は
、
今
日
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

に
、
ぞ
ん
ざ
い
な
も
の
で
は
な
い
。
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と
こ
ろ
が
、
一
つ
の
町
村
立
の
学
校
で
も
一
年
の
児
童
数
は
、
五
十
名
乃
至
百
名
程
度
で
あ
っ
て
、
千
人
に

一
人
の
英
才
を
選
び
出
す
に
足
る
大
数
に
は
達
し
な
い
。
な
る
ほ
ど
中
学
校
に
す
れ
ば
二
千
な
り
三
千
の
児
童

の
中
か
ら
選
び
出
し
た
英
才
が
居
る
に
違
い
な
い
と
い
う
け
れ
ど
も
、
小
学
校
か
ら
中
学
に
進
み
得
な
い
ま
ま

で
、
家
庭
の
事
情
か
ら
既
に
脱
落
し
た
英
才
が
洩
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
ど
う
し
て
も
英
才
選
別
の
基
礎

は
、
義
務
教
育
で
あ
る
小
学
校
に
お
か
な
い
と
困
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
一
単
位
の
小
学
校
で
は
、
児

童
数
が
足
り
な
い
の
で
、
本
当
の
英
才
を
選
び
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
怨
み
が
あ
る
。
試
験
に
よ
る
と
し
て
も
、

そ
の
方
法
自
体
に
欠
階
が
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。

と
こ
ろ
が
も
う
一
つ
の
困
難
に
ぶ
つ
か
る
。
そ
れ
は
小
さ
い
時
は
神
童
で
も
、
大
き
く
な
る
と
凡
才
に
な
っ

て
し
ま
う
人
も
あ
れ
ば
、
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
り
得
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
英
才
を
選
び
出
す
基
盤
は
、

多
少
意
に
沿
わ
な
い
ま
で
も
、
な
る
べ
く
広
く
と
っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
色
々

考
え
あ
ぐ
ん
だ
末
、
私
は
、
小
学
校
六
年
の
全
児
童
の
一
割
と
い
う
員
数
を
、
国
営
育
英
事
業
の
一
応
の
基
礎

員
数
と
し
た
。

斯
く
し
て
得
た
基
礎
員
数
に
、
貧
困
率
と
死
亡
率
と
を
乗
じ
て
得
た
年
々
歳
々
の
要
助
成
員
数
か
ら
、
既
存

の
育
英
制
度
で
救
う
こ
と
が
で
き
る
員
数
を
控
除
し
て
、
育
英
事
業
の
対
象
員
数
を
算
出
し
た
。
勿
論
、
貧
困
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率
な
ど
と
い
う
変
数
は
、
そ
う
簡
単
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
数
字
で
は
な
い
。
そ
し
て
詳
細
な
こ
と
は
、

一
々
記
憶
し
て
い
な
い
が
、
と
も
か
く
斯
く
し
て
算
出
し
た
年
度
別
の
対
象
員
数
は
、
予
想
よ
り
は
遥
か
に
少

い
数
字
に
な
り
、
予
算
も
大
し
た
数
字
に
上
ら
な
か
っ
た
こ
と
だ
け
は
記
憶
し
て
い
る
。
私
が
あ
や
し
い
高
等

数
学
を
駆
使
し
た
の
も
そ
の
頃
で
、
局
長
や
課
長
が
な
か
な
か
の
み
こ
め
な
か
っ
た
滑
稽
な
場
面
も
あ
っ
た
。

次
に
、
私
の
基
本
的
な
問
題
は
、
一
体
こ
の
育
英
制
度
の
や
り
方
を
、
給
費
に
す
る
か
、
貸
費
に
す
る
か
と

い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
貸
費
に
し
た
場
合
の
複
利
計
算
と
貸
費
に
要
す
る
事
務
費
を
計
算
し
て
、
そ

の
現
価
を
求
め
る
と
、
同
じ
金
額
で
ど
の
程
度
の
員
数
に
給
費
が
で
き
る
か
を
計
算
し
た
。
勿
論
、
種
々
の
想

定
に
基
づ
い
た
計
算
で
は
あ
っ
た
が
、
同
一
金
額
で
貸
費
で
き
る
員
数
の
約
二
分
の
一
は
同
じ
金
額
で
給
費
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
結
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
は
、
基
礎
員
数
を
、
前
述

の
よ
う
に
甘
く
と
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
制
限
す
る
と
い
う
意
味
も
手
伝
っ
て
、
給
費
制
度
を
主
張
し

た
も
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
私
の
提
案
に
対
し
て
、
文
部
省
は
も
と
よ
り
大
蔵
省
の
主
脳
部
ま
で
が
、
こ
れ
は
「
き
つ
す
ぎ

る
」
と
い
っ
て
、
何
と
か
も
っ
と
甘
く
し
て
く
れ
と
い
う
注
文
が
起
っ
た
。
私
は
そ
の
理
由
が
、
極
め
て
根
拠

に
乏
し
い
俗
論
で
あ
る
と
い
う
の
で
大
い
に
反
論
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
俗
論
の
中
で
、
一
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つ
私
の
肺
腑
を
衝
い
た
言
葉
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
こ
の
育
英
予
算
を
審
議
し
て
い
た
或
る
日
の
こ
と
、

植
木
主
計
局
長
は
、
こ
う
言
い
出
し
た
。「
自
分
は
、
貧
し
い
家
に
生
れ
て
、
到
底
上
級
学
校
に
進
学
で
き
る

身
分
で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
已
む
な
く
姓
を
変
え
て
養
子
に
行
き
、
養
家
か
ら
一
高
、
東
大
へ
と
進
学
さ

せ
て
貰
っ
た
の
だ
。
男
が
自
分
の
姓
を
変
え
る
と
い
う
こ
と
は
辛
い
こ
と
だ
。
し
か
し
、
向
学
心
を
も
っ
て
い

て
も
貧
し
い
た
め
に
、
心
な
ら
ず
も
、
こ
う
し
た
道
を
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人
が
多
か
ろ
う
。
自
分
は
、

日
本
の
後
進
青
年
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
辛
酸
を
な
め
さ
す
に
忍
び
な
い
。
そ
こ
で
自
分
は
、
非
常
な
情
熱
を

傾
け
て
、
こ
の
制
度
の
発
足
に
努
力
し
て
い
る
の
だ
。
大
平
君
、
ど
う
か
自
分
の
心
情
を
汲
み
と
っ
て
、
で
き

る
だ
け
多
く
の
人
に
、
こ
の
恩
恵
が
均
霑
き
ん
て
ん

さ
れ
る
よ
う
に
考
え
て
も
ら
い
た
い
。」

植
木
主
計
局
長
は
、
涙
を
浮
べ
て
、
私
に
こ
う
し
て
協
力
を
求
め
ら
れ
た
。
彼
は
私
の
上
司
で
あ
り
、
予
算

編
成
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
主
計
局
長
で
あ
り
、
見
方
に
よ
っ
て
は
、
国
務
大
臣
以
上
の
権
力
者
で
あ
っ
た
と

も
言
え
る
が
、
こ
の
人
が
、
自
分
の
身
の
上
に
よ
せ
て
赤
心
を
吐
露
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
数
字
と

論
理
一
点
張
り
で
頑
張
っ
て
い
た
私
の
頑
強
な
気
持
も
、
こ
の
言
葉
を
聞
い
て
雪
が
陽
光
に
解
け
て
行
く
よ
う

に
、
解
け
て
行
っ
た
。
私
は
植
木
主
計
局
長
の
意
を
体
し
て
、
当
初
の
私
の
提
案
を
大
幅
に
是
正
し
、
給
費
を

貸
費
に
改
め
て
、
国
会
に
提
出
し
た
。
そ
し
て
今
日
の
大
日
本
育
英
会
は
、
昭
和
十
八
年
度
か
ら
発
足
し
た
の
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で
あ
っ
た
。

植
木
主
計
局
長
は
、
昭
和
二
十
七
年
、
私
と
時
を
同
じ
う
し
て
、
福
井
県
か
ら
衆
議
院
議
員
に
選
出
さ
れ
た
。

そ
の
選
挙
戦
に
於
け
る
演
説
で
も
、「
自
分
は
、
大
蔵
省
在
勤
時
代
に
色
々
な
仕
事
を
し
た
が
、
と
り
わ
け
大

日
本
育
英
会
を
、
今
、
香
川
県
で
同
じ
選
挙
を
戦
っ
て
い
る
同
僚
大
平
正
芳
君
と
協
力
し
て
、
作
り
上
げ
た
こ

と
が
、
終
生
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
立
派
な
記
念
碑
で
あ
る
。」
と
述
懐
さ
れ
た
。「
君
は
福
井
県
で
も
当
選

す
る
よ
。」
等
と
よ
く
冗
談
に
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
私
を
し
て
言
わ
し
む
れ
ば
、
大
日
本
育
英
会
の
礎
石
は
、

植
木
さ
ん
の
飾
り
気
の
な
い
至
純
な
後
進
を
思
う
同
情
心
が
、
こ
れ
を
永
久
に
据
え
た
の
で
あ
っ
て
、
私
な
ど

が
、
こ
れ
に
あ
や
か
っ
て
お
ほ
め
を
い
た
だ
く
の
は
勿
体
な
い
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
今

日
ま
の
あ
た
り
見
る
大
日
本
育
英
会
の
育
英
事
業
が
、
こ
う
し
た
先
輩
の
至
純
な
支
持
と
愛
顧
を
寸
刻
も
忘
れ

な
い
で
、
員
数
と
金
額
の
多
く
を
誇
る
前
に
、
感
恩
と
責
任
感
に
立
脚
し
て
実
り
豊
か
な
も
の
に
成
長
し
充
実

し
て
参
る
よ
う
祈
ら
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
。
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教
　
育
　
財
　
政

教
育
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
勿
論
こ
れ
に
要
す
る
財
源
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
そ
の
優
劣
を
判
断
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
小
さ
い
塾
の
中
で
、
新
し
い
日
本
を
打
建
て
る
基
礎
を
培
っ
た
松
下
村
塾
も
あ
っ
た
。
学
校
が

輪
奐

り
ん
か
ん

の
美
を
誇
り
、
設
備
の
充
実
と
豊
富
な
蔵
書
を
か
ち
得
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
何
も
意
と
す
る
に
足
り
な

い
。
立
派
な
教
育
内
容
を
も
ち
、
立
派
な
人
物
を
養
成
し
な
け
れ
ば
、
無
用
の
長
物
に
な
り
か
ね
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
終
戦
の
前
後
か
ら
、
我
が
国
の
文
教
行
政
は
、
学
校
の
新
設
拡
充
、
教
職
員
の
待
遇
改
善
等
、

謂
わ
ば
、
外
形
的
な
充
実
を
計
る
に
急
で
あ
っ
て
、
教
育
内
容
の
こ
と
は
お
き
ざ
り
に
さ
れ
て
い
た
怨
み
が
あ

る
。
私
が
大
蔵
省
主
計
局
で
文
部
省
の
主
査
を
や
っ
て
い
た
昭
和
十
七
年
、
文
部
省
は
、
何
と
十
五
の
高
工
、

十
一
の
医
専
、
四
の
高
師
を
一
挙
に
新
設
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
不
敵
な
要
求
を
提
出
し
て
き
た
。
そ
の
他

数
多
の
研
究
所
の
新
設
も
併
せ
要
求
し
て
き
た
。

私
は
そ
の
尨
大
な
要
求
を
受
け
て
、
実
の
と
こ
ろ
唖
然
と
し
た
。
勿
論
予
算
の
当
初
要
求
と
い
う
も
の
は
、

決
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
通
過
す
る
等
と
は
考
え
て
い
な
い
こ
と
位
は
、
百
も
承
知
で
あ
っ
た
。
だ
が
も
う
少

し
真
面
目
に
提
案
し
て
も
ら
い
度
い
と
思
っ
た
。
学
校
を
新
設
す
る
こ
と
を
、
株
式
会
社
の
設
立
の
よ
う
に
、
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無
造
作
に
考
え
ら
れ
て
は
、
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
学
校
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
経
営
が
う
ま
く
行
か
な

け
れ
ば
、
株
式
会
社
の
よ
う
に
簡
単
に
解
散
す
る
わ
け
に
も
行
か
な
い
。
卒
業
生
と
在
校
生
と
そ
の
父
兄
と
い

う
も
の
は
、
そ
の
学
校
に
、
利
害
と
打
算
を
超
え
た
執
着
と
誇
り
と
を
も
っ
て
い
る
も
の
だ
。
そ
れ
を
簡
単
に

解
散
さ
せ
る
等
と
い
う
離
れ
業
は
、
到
底
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
過
去
に
お
い
て
も
、
閉
校
し
た
学
校
と
い

う
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
余
り
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
従
っ
て
、
学
校
を
設
立
す
る
等
と
い
う
こ
と
は
、
慎
重
の

上
に
も
慎
重
を
期
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
ん
な
に
沢
山
の
学

校
を
一
度
に
造
っ
て
く
れ
等
と
い
う
の
は
、
何
と
し
た
こ
と
だ
ろ
う
と
天
を
恐
れ
な
い
大
胆
な
要
求
に
公
憤
を

禁
じ
得
な
か
っ
た
。
私
は
、
こ
の
学
校
新
設
予
算
と
取
組
む
に
当
り
、
ど
こ
に
メ
ス
を
入
れ
る
べ
き
か
を
種
々

苦
慮
し
た
揚
句
、
こ
う
い
う
資
料
の
要
求
を
先
ず
文
部
省
に
し
た
。
当
時
の
文
部
省
の
会
計
課
長
は
、
現
東
京

教
育
大
学
長
の
柴
沼
氏
で
あ
っ
た
。

「
貴
方
の
方
で
は
、
高
工
を
十
五
新
設
し
て
く
れ
と
い
う
の
だ
が
、
一
体
ど
う
い
う
根
拠
で
こ
れ
を
要
求
さ

れ
る
の
で
す
か
。
大
蔵
省
に
し
て
み
て
も
、
学
校
の
数
が
多
い
程
よ
い
か
ら
作
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
の
で

は
、
御
相
手
に
な
れ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
こ
で
、
御
面
倒
で
も
、
こ
れ
だ
け
の
学
校
の
新
設
を
目
論

ま
れ
る
文
部
省
と
し
て
は
、
工
業
技
術
者
を
、
ど
の
産
業
に
ど
れ
だ
け
配
置
で
き
る
よ
う
に
し
度
い
か
と
い
う
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基
礎
的
な
計
画
が
お
あ
り
の
こ
と
と
思
い
ま
す
。
つ
い
て
は
、
一
つ
そ
の
資
料
を
い
た
だ
い
て
検
討
し
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。」

柴
沼
さ
ん
は
暫
く
考
え
こ
ま
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
「
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
企

画
院
の
方
と
も
相
談
し
て
、
お
答
え
し
ま
す
か
ら
、
暫
く
猶
予
を
願
い
た
い
。」
と
言
っ
た
。
二
、
三
日
し
て
、

柴
沼
さ
ん
は
「
御
要
求
の
資
料
の
作
成
は
、
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
注
文
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
間
で
、
色
々
考

慮
し
ま
し
た
が
、
昭
和
十
四
年
と
い
う
年
が
、
日
本
の
各
産
業
が
、
最
も
よ
く
技
術
者
や
技
能
者
に
恵
ま
れ
た

年
で
、
労
務
者
に
対
す
る
技
能
者
の
割
合
が
一
番
高
い
年
で
す
。
そ
の
後
は
動
員
の
た
め
年
と
共
に
悪
く
な
っ

て
来
ま
し
た
。
文
部
省
と
し
て
は
、
結
局
、
昭
和
十
四
年
の
状
況
に
ま
で
早
く
と
り
も
ど
し
た
い
と
思
い
ま
し

て
、
理
科
系
統
の
学
校
の
増
設
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。」

そ
こ
で
私
は
、「
そ
れ
で
は
、
現
有
施
設
に
収
容
中
の
学
生
が
、
新
増
設
の
学
級
の
完
成
年
度
（
昭
和
二
十

二
年
度
）
に
お
い
て
全
部
卒
業
し
た
暁
に
は
、
ど
う
い
う
状
態
に
な
り
ま
す
か
。
つ
ま
り
、
養
成
中
の
学
徒
が

全
部
卒
業
し
て
職
業
に
配
置
さ
れ
た
場
合
、
文
部
省
の
要
求
さ
れ
て
い
る
昭
和
十
四
年
度
の
水
準
に
ま
で
到
達

で
き
る
か
ど
う
か
、
一
つ
調
べ
て
み
て
い
た
だ
け
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
を
見
た
上
で
大
蔵
省
と
し
て
の
態

度
を
決
め
ま
し
ょ
う
。」
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文
部
省
は
、
私
の
要
求
に
よ
っ
て
、
完
成
年
度
に
於
け
る
技
能
者
と
労
働
者
の
比
率
を
計
算
し
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
結
果
は
、
学
校
を
増
設
し
た
り
、
学
級
を
増
加
し
な
い
で
も
、
現
存
の
施
設
で
、
既
に
文
部
省
の
要

求
を
充
た
し
て
尚
余
り
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
寸
法
で
、
医
専
に
つ
い
て
も
高
師

に
つ
い
て
も
、
同
じ
結
果
を
得
た
の
で
、
私
は
、
ス
ッ
パ
リ
と
学
校
増
設
案
を
一
蹴
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
昭
和
十
七
年
も
お
し
つ
ま
っ
た
大
晦
日
の
夕
刻
で
あ
っ
た
。
昭
和
十
八
年
度
の
予
算
の
計
数
整
理

を
了
え
、
一
月
四
日
の
初
閣
議
に
提
出
す
べ
き
書
類
を
ま
と
め
た
上
で
、
机
の
上
を
片
付
け
て
帰
宅
の
準
備
に

と
り
か
か
っ
た
時
に
、
私
は
植
木
主
計
局
長
か
ら
呼
出
を
受
け
た
。
今
頃
一
体
何
だ
ろ
う
。
大
晦
日
で
早
く
帰

っ
て
一
風
呂
浴
び
て
、
楽
し
い
正
月
を
待
と
う
と
考
え
て
い
る
の
に
、
局
長
は
何
と
情
の
な
い
人
だ
ろ
う
と
、

心
中
不
平
を
抱
い
て
局
長
室
に
入
っ
た
。
局
長
は
、
言
下
に
、「
君
、
長
野
に
高
工
を
、
前
橋
に
医
専
を
、

夫
々
作
る
こ
と
に
し
て
予
算
を
計
上
し
て
も
ら
い
た
い
」
と
言
っ
た
。
私
が
、「
そ
れ
は
ど
う
い
う
わ
け
で
す

か
。
私
と
文
部
事
務
当
局
と
の
間
に
は
、
既
に
学
校
を
一
つ
も
造
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
ち
ゃ
ん
と
話
が
つ

い
て
お
り
ま
す
の
に
」
と
殆
ん
ど
反
抗
的
に
拒
絶
の
姿
勢
で
抗
議
し
た
。
局
長
は
、
浮
か
ぬ
顔
を
し
て
、「
い

や
、
こ
れ
は
手
の
届
か
な
い
と
こ
ろ
で
決
め
ら
れ
た
の
だ
。
ど
う
に
も
な
ら
ん
の
だ
。
と
も
か
く
も
計
上
し
て

く
れ
」
と
繰
返
し
て
言
う
の
で
あ
っ
た
。
高
工
と
か
、
医
専
を
つ
く
る
場
合
の
初
年
度
の
経
費
は
、
当
時
の
金

で
一
校
当
り
、
五
、
六
十
万
円
で
あ
っ
た
、
私
は
学
科
、
学
級
、
教
授
、
助
教
授
の
定
員
並
に
営
繕
費
等
を
決

め
て
、
柴
沼
会
計
課
長
に
来
て
も
ら
っ
た
。
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「
長
野
に
高
工
、
前
橋
に
医
専
を
作
れ
と
上
司
が
言
う
の
で
一
応
こ
の
よ
う
に
格
好
を
つ
け
ま
し
た
が
、
文

部
省
は
こ
の
二
つ
の
学
校
を
御
受
取
り
に
な
り
ま
す
か
」
と
私
は
柴
沼
さ
ん
に
尋
ね
た
。
内
心
私
は
、
柴
沼
さ

ん
か
ら
、「
そ
れ
は
折
角
だ
が
御
断
り
い
た
し
ま
す
。
文
部
大
臣
（
当
時
の
文
相
は
橋
田
邦
彦
氏
で
あ
っ
た
）

が
知
ら
な
い
う
ち
に
、
ど
こ
か
の
闇
取
引
で
で
き
た
学
校
な
ど
は
、
文
部
省
と
し
て
は
迷
惑
で
す
」
と
い
う
言

葉
を
半
ば
期
待
し
て
お
っ
た
が
、
柴
沼
さ
ん
は
、「
有
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
い
っ
て
叮
重
に
御
礼
を
言
っ

て
、
二
つ
の
学
校
の
経
費
を
も
っ
て
帰
ら
れ
た
。
柴
沼
さ
ん
の
御
立
場
と
し
て
は
已
む
を
得
な
か
っ
た
こ
と
で

あ
っ
た
ろ
う
。

こ
の
闇
取
引
と
い
う
の
は
、
当
時
の
蔵
相
賀
屋
興
宣
氏
と
、
信
州
出
身
の
青
木
一
男
氏
（
当
時
の
大
東
亜
大

臣
）
並
び
に
、
上
州
出
身
の
星
野
直
樹
氏
（
当
時
の
内
閣
書
記
官
長
）
と
の
間
に
交
わ
さ
れ
た
話
合
で
あ
っ
た

こ
と
は
後
で
判
っ
た
。
折
角
の
学
校
新
設
反
対
の
私
の
立
場
は
三
人
の
政
治
家
に
よ
っ
て
、
部
分
的
に
改
訂
さ

せ
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
次
の
年
は
、
最
早
、
私
は
、
文
部
省
主
査
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
次
々

と
専
門
学
校
が
矢
鱈
に
増
設
さ
れ
て
、
栄
養
失
調
の
学
校
が
雨
後
の
筍
の
よ
う
に
ふ
え
た
わ
け
で
あ
る
。
終
戦

後
、
我
が
国
は
、
七
十
二
と
か
の
国
立
大
学
を
擁
し
て
い
る
が
、
学
校
の
大
量
生
産
が
、
教
育
の
振
興
に
プ
ラ

ス
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
私
が
殊
更
批
評
し
な
く
て
も
、
世
の
識
者
が
そ
の
解
答
を
与
え
て

く
れ
る
で
あ
ろ
う
。
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