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台
湾
の
美
談
の
行
方

―
―
あ
る
日
本
人
教
師
の
碑
を
め
ぐ
っ
て
―
―

伊 

藤　

龍 

平

は
じ
め
に

　

説
話
研
究
に
お
け
る
美
談
は
、
例
え
ば
、
重
信
幸
彦
に
よ
る
魅
力
的
な

仕
事
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず（
１
）、

い
ま
だ
充
分
に
認
知
さ
れ
て
は
い
な
い

よ
う
だ
。
そ
の
理
由
を
斟
酌
す
る
に
、
日
本
の
説
話
史
に
美
談
を
位
置
づ

け
た
と
き
、
所
詮
は
近
代
に
生
ま
れ
て
消
え
た
鬼
子
的
存
在
と
目
さ
れ
て

い
る
か
ら
だ
と
察
せ
ら
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
美
談
を
自
己
犠
牲
の
精
神
に
も
と
づ
く
、
人
間
の
有

り
得
べ
き
生
の
か
た
ち
を
説
く
物
語
と
定
義
づ
け
る
な
ら
ば
、
あ
ま
た
の

説
話
の
ジ
ャ
ン
ル
中
に
事
例
を
見
い
だ
せ
る
。
た
と
え
近
代
を
美
談
全
盛

の
時
代
と
位
置
づ
け
る
に
せ
よ
、
近
代
以
前
の
説
話
―
―
例
え
ば
、
仏
教

説
話
の
高
僧
伝
や
儒
教
説
話
の
孝
子
譚
、
キ
リ
ス
ト
教
説
話
の
聖
人
伝
な

ど
に
描
か
れ
る
理
想
的
な
人
間
の
生
き
方
を
、
美
談
の
範
疇
に
含
め
る
こ

と
も
不
可
能
で
は
な
い
。
ま
た
、
近
代
以
降
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
身
の

回
り
に
も
、
美
談
と
い
う
言
葉
は
生
き
て
使
わ
れ
て
い
る
。

　

今
後
の
美
談
研
究
の
可
能
性
は
、
美
談
を
こ
と
さ
ら
に
近
代
と
い
う
枠

に
押
し
込
め
ず
に
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
日
本
と
い
う
枠
に
も
押
し
込
め
ず

に
、
大
所
高
所
か
ら
捉
え
な
お
す
点
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
美
談
を
理
想
的
な
人
の
生
の
あ
り
か
た
を
説
い
た
話
と
定
義
づ

け
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
そ
れ
が
誰
に
と
っ
て
理
想
的
な
の
か
、
と
い
う

問
題
も
重
要
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
近
代
と
い
う
時
代

を
想
定
す
る
と
き
、
一
見
明
瞭
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
国
民
国
家
が
形
成

さ
れ
て
い
く
過
程
で
、
為
政
者
が
「
国
民
」
を
創
る
た
め
に
提
供
し
た
の

が
美
談
な
の
だ
、
と
。
つ
ま
り
は
、
権
力
者
が
国
民
と
な
る
べ
き
人
々
の

前
に
美
談
を
用
意
し
た
の
だ
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
確
か
に
、
重
信
が
提

示
し
た
、
戦
時
下
に
広
め
ら
れ
た
美
談
（
軍
国
美
談
、
銃
後
美
談
な
ど
）

に
つ
い
て
は
、
こ
の
図
式
で
概
ね
見
通
し
が
立
つ
。

　

し
か
し
、
こ
の
答
え
は
美
談
が
美
談
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
を
満
た

し
て
い
て
も
、
十
分
条
件
を
満
た
し
て
は
い
な
い
。
権
力
者
が
美
談
を
創

る
、
或
い
は
利
用
す
る
例
が
多
い
の
は
諾
え
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
権

力
な
き
と
こ
ろ
に
美
談
は
生
成
し
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
発
生
す
る
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か
ら
で
あ
る
。
近
代
美
談
の
生
成
過
程
に
お
い
て
、
権
力
者
の
果
た
し
た

役
割
は
少
な
く
な
い
が
、
そ
の
点
の
み
を
強
調
す
る
の
は
、
美
談
と
い
う

ジ
ャ
ン
ル
が
抱
え
込
む
問
題
系
を
矮
小
化
す
る
だ
け
だ
ろ
う
。

　

本
稿
で
取
り
上
げ
る
の
は
、
日
本
統
治
時
代
の
台
湾
で
亡
く
な
っ
た
、

あ
る
教
員
を
め
ぐ
る
美
談
で
あ
る
。

　

山
岡
栄
（
一
九
〇
二
～
三
〇
）
と
い
う
そ
の
人
物
は
、
大
雨
で
増
水
し

た
川
の
中
洲
に
取
り
残
さ
れ
た
台
湾
人
の
子
ど
も
を
救
お
う
と
し
て
川
に

飛
び
込
み
、
命
を
落
と
し
た
。
山
岡
栄
の
話
は
、
日
本
統
治
下
の
台
湾
で

美
談
と
し
て
喧
伝
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
国
民
党
が
台
湾
を
統
治
す
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
語
ら
れ
な
く
な
り
、
や
が
て
民
主
化
時
代
を
迎
え
る
に

至
っ
て
復
活
し
た
。

　

本
稿
で
は
近
現
代
の
台
湾
を
例
に
、
山
岡
栄
の
話
が
歩
ん
だ
道
を
辿
り
、

美
談
と
い
う
説
話
ジ
ャ
ン
ル
の
性
質
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
。
重
信
に
は

「
美
談
の
「
ゆ
く
え
」」
と
い
う
論
考
が
あ
る
が
、本
稿
の
題
は
そ
れ
に
倣
っ

て
「
台
湾
の
美
談
の
行
方
」
と
し
た
。
頭
に
「
台
湾
の
」
と
い
う
三
語
を

冠
し
た
だ
け
だ
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
見
え
て
く
る
風
景
は
よ
ほ
ど
異

な
っ
た
も
の
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。

一
、
昭
和
五
年
、
台
中
州
東
勢
郡
新
社
庄
の
水
害

　

昭
和
五
年
（
一
九
三
〇
）
五
月
九
日
の
台
湾
中
部
は
梅
雨
前
線
の
影
響

で
集
中
豪
雨
に
見
舞
わ
れ
、
各
地
に
大
き
な
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
山
岡

栄
の
事
故
の
一
報
を
奉
じ
た
の
は
五
月
十
一
日
付
の
『
臺
灣
日
日
新
報
』

で
、「
生
徒
を
救
は
ん
と
し
て
／
教
員
急
流
の
た
め
溺
死
／
危
險
だ
つ
た

六
名
の
生
徒
と
父
二
名
は
減
水
の
た
め
漸
く
助
か
る
」「
山
岡
君
の
死
は

全
く
教
育
界
の
美
談
／
小
野
訓
導
の
殉
職
に
比
す
べ
き
も
の
／
玉
手
教
育

課
長
談
」「
故
山
岡
教
諭
の
假
葬
儀
執
行
／
臺
中
の
中
尊
寺
で
」
等
々
の

見
出
し
を
掲
げ
、
大
き
く
紙
面
を
割
い
て
報
じ
て
い
る
。
ま
た
、
翌
五
月

十
二
日
付
の
『
臺
灣
日
日
新
報
』
漢
文
版
で
も
「
山
岡
君
之
死
斯
界
美
談

／
玉
手
課
長
談
」
と
の
見
出
し
で
報
じ
て
い
る
の
で
、
台
湾
人
の
中
高
年

層
の
日
本
語
未
習
得
者
に
も
事
件
は
伝
え
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
こ
で
「
山
岡
君
の
死
は
全
く
教
育
界
の
美
談
」（
日
文
版
）、「
山
岡
君

之
死
斯
界
美
談
」（
漢
文
版
）
と
、
事
件
報
道
の
初
期
か
ら
「
美
談
」
の

語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
留
意
し
て
お
き
た
い
。

　

五
月
十
四
日
付
『
臺
灣
日
日
新
報
』
に
も
「
哀
れ
尊
き
犠
牲
／
山
岡
教

諭
に
恩
命
／
生
徒
父
兄
を
救
助
せ
ん
と
し
洪
水
の
爲
め
遂
に
死
す
」
と
続

報
が
載
せ
ら
れ
、
さ
ら
に
五
月
十
九
日
付
『
臺
灣
日
日
新
報
』
で
も
、
山

岡
栄
の
顔
写
真
と
台
湾
に
駆
け
付
け
た
栄
の
父
親
と
校
葬
の
様
子
の
写
真

を
載
せ
、「
悲
し
み
新
た
な
る
山
岡
榮
氏
の
校
葬
／
啜
り
泣
き
の
聲
の
中

に
十
七
日
し
め
や
か
に
執
行
」「
靈
を
慰
め
る
た
め
遭
難
碑
を
建
立
」「
父

君
語
る
」
と
報
じ
て
い
る
。
一
方
、
地
方
紙
で
あ
る
五
月
十
五
日
付
『
臺

南
新
報
』
で
も
「
公
學
校
生
徒
八
名
を
救
は
む
と
し
て
身
を
殺
し
た
東
勢

國
民
學
校
助
教
諭
の
美
挙
」
と
報
じ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
台
湾
内
で
は
大
き
く
報
じ
ら
れ
た
同
事
件
も
、
日
本
内

地
に
お
い
て
は
、
全
国
紙
で
報
じ
ら
れ
た
形
跡
は
な
い
。
管
見
に
入
っ
た

限
り
で
は
、
山
岡
栄
の
地
元
・
愛
媛
県
の
地
方
紙
『
伊
豫
新
報
』
昭
和
五
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年
五
月
十
五
日
付
で
「
教
へ
子
を
救
ひ
教
師
が
溺
死
／
臺
中
國
民
學
校
に

ゐ
た
山
岡
榮
氏
／
中
山
町
の
父
親
が
急
行
」
と
の
見
出
し
で
報
じ
ら
れ
た

の
が
唯
一
の
例
だ
が
、
僅
か
二
段
の
小
さ
な
記
事
で
あ
る
。

　

一
方
、『
臺
灣
敎
育
』
三
三
五
号
（
昭
和
五
年
）
で
は
早
速
特
集
が
組

ま
れ
て
い
る
。
寄
稿
者
は
多
い
が
、
な
か
で
も
石
塚
英
蔵
（
台
湾
教
育
会

総
裁
）、
杉
本
良
（
台
湾
総
督
府
文
教
局
長
）、
水
越
幸
一
（
台
中
州
知
事
）

と
い
っ
た
錚
々
の
名
が
目
を
引
く
。

　

二
〇
〇
七
年
四
月
か
ら
五
月
に
か
け
て
、
現
地
で
あ
る
東
勢
鎮
・
新
社

郷
を
訪
れ
た
私
は
、
土
地
の
古
老
か
ら
次
の
よ
う
な
お
話
を
伺
っ
た
。
話

者
は
邱
國
源
さ
ん
（
一
九
二
六
年
、東
勢
鎮
生
）、傅
茂
金
さ
ん
（
一
九
二
六

年
、
東
勢
鎮
生
）、
陳
潭
さ
ん
（
一
九
二
九
年
、
東
勢
鎮
生
）
の
三
人
で

あ
る（
２
）。邱 

「
放
課
後
の
と
き
に
、
ち
ょ
う
ど
夕
立
が
来
た
。
そ
し
て
あ
の
子

ど
も
が
…
…
橋
通
ら
な
い
と
ね
、
う
ち
帰
れ
な
い
ん
だ
。
あ
の
先

生
が
連
れ
て
帰
っ
て
、
溺
れ
て
…
…
」

―
―
溺
れ
て
、
ど
う
な
っ
た
ん
で
す
か
―
―

邱
「
死
ん
だ
よ
」

陳
「
子
ど
も
た
ち
の
ね
、帰
る
ア
レ
を
ね
、保
護
す
る
。
溺
れ
か
か
っ

た
子
ど
も
を
助
け
よ
う
と
し
て
流
さ
れ
た
」

傅 

「
溺
れ
か
か
っ
た
子
ど
も
を
助
け
る
た
め
に
、
自
分
を
犠
牲
に
し

て
」

　
　
　
　
　
（
中
略
）

―
―
い
つ
頃
の
お
話
で
し
ょ
う
か
ね
？
―
―

傅
「
昭
和
…
…
昭
和
時
代
だ
な
」

陳
「
昭
和
十
四
、五
年
あ
た
り
だ
な
」

傅
「
そ
う
」

―
―
こ
の
お
話
は
み
な
さ
ん
知
っ
て
い
ま
す
か
―
―

傅
「
知
っ
て
る
。
学
校
の
先
生
が
よ
く
言
う
」

―
―
学
校
の
先
生
が
？　

公
学
校
の
話
？
―
―

傅
「
つ
ま
り
美
談
だ
な
。
ひ
と
つ
の
美
談
」

　

こ
こ
で
も
期
せ
ず
し
て
話
者
が
「
美
談
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
点

に
留
意
し
た
い
。
話
者
の
一
人
が
事
件
を
「
昭
和
十
四
、五
年
あ
た
り
」
の

出
来
事
と
話
し
て
い
る
の
は
記
憶
違
い
だ
が
、
そ
れ
な
り
に
理
由
が
あ
っ

た
。
昭
和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
に
山
岡
栄
十
周
忌
の
記
念
式
典
が
大
々

的
に
催
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る（
３
）。

　

話
者
の
発
言
に
「
学
校
の
先
生
が
よ
く
言
う
」
と
あ
る
よ
う
に
、
山
岡

栄
の
美
談
は
当
地
で
は
学
校
行
事
化
し
て
い
た
。
先
ほ
ど
紹
介
し
た
話
者

は
三
人
と
も
新
社
公
学
校
で
は
な
く
、
東
勢
公
学
校
の
卒
業
だ
が
、
こ
の

地
域
の
学
校
で
は
ど
こ
で
も
行
な
っ
て
い
た
（「
公
学
校
」
は
台
湾
人
子

弟
向
け
の
初
等
教
育
機
関
。
日
本
人
子
弟
向
け
の
「
小
学
校
」
と
区
別
さ

れ
る
）。
で
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
行
事
が
行
な
わ
れ
て
い
た
の
か
。

陳
潭
さ
ん
（
前
記
）
と
張
秋
貴
さ
ん
（
一
九
三
一
年
、
東
勢
鎮
生
）
の
証

言
を
紹
介
す
る（
４
）。
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張 

「
ほ
と
ん
ど
、あ
の
と
き
、毎
年
の
よ
う
に
行
っ
て
い
る
よ
。
毎
年
、

あ
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
こ
っ
ち
か
ら
学
生
行
く
で
し
ょ
？　

歩

い
て
行
く
で
し
ょ
？　

先
生
が
何
名
か
連
れ
て
」

陳
「
代
表
と
し
て
ね
」

張 

「
あ
る
は
ず
だ
。忘
れ
た
か
も
し
ら
ん
け
ど
ね
。あ
る
よ
、毎
年
ね
。

あ
の
時
期
に
着マ
マい

た
ら
、
校
長
先
生
が
ね
、
朝
会
で
話
し
た
あ
と
、

今
度
、
先
生
ね
、
ど
の
教
室
に
行
っ
て
も
、
再
び
こ
う
い
う
こ
と

言
う
ん
だ
よ
。
こ
れ
が
ひ
と
つ
の
社
会
的
な
教
育
だ
か
ら
」

　

同
じ
く
、
劉
吉
平
さ
ん
（
一
九
二
八
年
、
新
社
郷
生
）、
頼
運
和
さ
ん

（
一
九
二
八
年
、
東
勢
鎮
生
）
か
ら
は
次
の
よ
う
な
お
話
を
伺
っ
た
。
劉

さ
ん
は
事
件
の
あ
っ
た
新
社
の
出
身
で
、
少
年
時
代
に
式
典
に
参
加
し
て

い
る
。
一
方
、
頼
さ
ん
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
山
岡
栄
の
美
談
復
活

の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
に
な
っ
た
人
物
で
あ
る（
５
）。

劉 

「
昔
、
国
民
学
校
時
代
は
毎
年
五
月
九
日
に
ね
、
東
勢
郡
役
所
の

…
…
東
勢
郡
と
い
う
の
が
あ
る
で
し
ょ
？
…
…
東
勢
郡
役
所
主
催

の
、
何
ち
ゅ
う
か
な
ぁ
、
ま
ぁ
、
追
悼
式
み
た
い
な
も
の
が
ね
、

あ
る
ん
で
す
よ
。
あ
の
と
き
に
群
衆
が
来
る
ん
で
す
よ
。
そ
し

て
、
あ
そ
こ
場
所
が
ね
、
狭
い
も
ん
だ
か
ら
農
学
校
の
生
徒
、
国

民
学
校
の
生
徒
は
、
た
だ
六
年
生
、
六
年
生
と
農
学
校
の
生
徒
が

…
…
」

―
―
何
を
や
っ
た
ん
で
す
か
？
―
―

劉
「
記
念
碑
の
前
で
ち
ょ
っ
と
…
…
」

頼 

「
花
を
捧
げ
た
り
し
て
ね
、
お
線
香
を
あ
げ
た
り
、
山
岡
先
生
の

面
影
を
偲
び
な
が
ら
…
…
」

劉
「
そ
う
そ
う
、
大
体
そ
ん
な
も
ん
だ
な
」

　

生
年
か
ら
推
察
す
る
に
、
劉
さ
ん
が
参
加
し
た
の
は
昭
和
十
五
年
の
十

周
忌
記
念
式
典
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
式
典
に
出

席
し
て
い
た
山
岡
栄
夫
人
に
も
、
劉
さ
ん
は
顔
を
合
わ
せ
て
い
た
は
ず
で

あ
る
。
た
だ
、
劉
さ
ん
の
記
憶
に
は
残
っ
て
い
な
か
っ
た
が
。

二
、「
美
談
」
生
成
の
背
景

　

そ
れ
で
は
、
山
岡
栄
と
は
ど
の
よ
う
な
人
物
だ
っ
た
の
か
。
次
に
『
中

山
町
誌
』
か
ら
引
用
す
る（
６
）。

　

氏
は
明
治
三
五
年
（
１
９
０
２
）
十
月
二
三
日
中
山
町
大
字
出
淵

に
う
ま
れ
た
。
伊
予
実
学
校
卒
業
後
は
中
山
青
年
団
の
指
導
、
農
業

改
良
等
に
力
を
尽
く
し
、
や
が
て
伊
予
郡
れ
ん
ご
う
青
年
団
長
と
な

っ
て
ま
す
ま
す
生
年
指
導
に
尽
力
し
た
。
も
ち
ろ
ん
徳
望
手
腕
共
に

高
く
、
特
に
選
ば
れ
て
昭
和
御
大
典
に
は
地
方
施
饌
に
招
か
れ
記
念

章
を
賜
っ
た
。

　

昭
和
五
年
四
月
大
志
を
抱
い
て
台
湾
に
渡
り
、
農
林
国
民
学
校
に

奉
仕
し
子
弟
の
教
導
に
専
心
し
た
。
教
育
愛
に
燃
え
一
人
一
人
の
生
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徒
に
熱
情
を
傾
け
指
導
に
当
た
っ
た
氏
の
薫
化
は
、
日
浅
い
に
も
拘

わマ

マず
父
兄
の
信
望
子
弟
の
敬
慕
を
一
身
に
集
め
て
い
た
。

　

右
の
記
事
に
は
誤
り
が
あ
り
、
山
岡
栄
が
台
湾
に
渡
っ
た
の
は
事
故
の

前
年
の
昭
和
四
年
暮
れ
で
あ
る
。
渡
台
後
、
半
年
足
ら
ず
で
事
故
に
遭
っ

た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
後
、「
五
月
九
日
朝
来
の
豪
雨
で
」
云
々

と
事
件
の
顛
末
が
記
さ
れ
た
の
ち
、
次
の
よ
う
に
続
け
ら
れ
る
。

　

こ
の
壮
烈
な
行
動
は
鬼
神
も
泣
か
し
め
る
も
の
が
あ
っ
た
。
こ
の

教
育
精
神
に
燃
え
た
行
動
と
責
任
感
の
強
い
こ
と
は
誠
に
教
育
者
の

鑑
で
あ
っ
て
、
悲
報
が
伝
わ
る
と
台
湾
島
民
挙
げ
て
こ
の
壮
烈
な
死

を
悼
ん
だ
と
い
わ
れ
る
。
台
湾
教
育
会
総
裁
よ
り
表
彰
状
を
贈
ら
れ
、

校
葬
の
栄
に
浴
し
た
。

　

山
岡
栄
の
ご
息
女
は
皆
ご
健
在
で
あ
る
。
そ
こ
で
愛
媛
県
伊
予
市
中
山

町
在
住
の
長
女
・
山
岡
町
子
さ
ん
（
一
九
二
五
年
生
）、
三
女
・
亀
岡
洵

子
さ
ん
（
一
九
三
〇
年
生
）
の
も
と
を
訪
問
し
、
お
話
を
伺
っ
た（
７
）。

　

豪
農
で
あ
る
山
岡
家
は
地
方
の
名
士
で
、
お
話
を
伺
う
か
ぎ
り
、
恵
ま

れ
た
少
年
時
代
を
送
っ
た
ら
し
い
。
長
じ
て
後
は
、
尺
八
を
趣
味
と
し
、

自
宅
に
茶
室
を
作
る
な
ど
、
文
化
人
と
し
て
の
面
目
を
躍
如
と
さ
せ
る
逸

話
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
本
業
の
ほ
う
で
も
、
当
時
は
ま
だ
珍
し
か
っ
た
ト

マ
ト
の
栽
培
に
乗
り
出
す
な
ど
、
進
取
の
気
性
に
富
み
、
長
男
で
あ
る
の

に
ブ
ラ
ジ
ル
へ
の
移
民
を
志
す
と
い
っ
た
、
開
拓
精
神
も
持
ち
合
わ
せ
て

い
た
。
そ
の
一
方
で
、
日
本
に
残
し
て
き
た
妻
子
に
パ
イ
ナ
ッ
プ
ル
を
贈

る
な
ど
の
心
配
り
も
忘
れ
な
か
っ
た
。　

　

没
後
は
『
中
山
町
誌
』
に
も
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
昭
和
十
年

（
一
九
三
五
）
に
は
、伊
予
郡
れ
ん
ご
う
青
年
団
、中
山
青
年
団
の
尽
力
で
、

地
元
の
盛
景
寺
内
に
も
殉
職
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
た
。
記
念
式
典
は
学
校

で
行
な
わ
れ
、
当
時
小
学
四
年
生
の
町
子
さ
ん
が
式
辞
を
呼
ん
だ
と
い
う
。

美
談
化
は
日
本
内
地
に
お
い
て
も
進
ん
で
い
た
。

　

現
実
に
一
人
の
人
間
が
亡
く
な
っ
て
い
る
以
上
、
不
謹
慎
な
表
現
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
生
徒
を
救
お
う
と
し
て
川
に
飛
び
込
み
、
命
を
落

と
す
と
い
う
の
は
、
美
談
の
話
型
の
一
つ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
。『
中
山

町
誌
』
の
文
章
に
「
こ
の
壮
烈
な
行
動
は
鬼
神
も
泣
か
し
め
」
云
々
と
あ

る
の
も
定
型
表
現
だ
が
、
山
岡
栄
の
事
故
の
前
後
、
各
地
で
殉
職
教
師
の

美
談
が
語
ら
れ
て
い
た
。

　

先
に
紹
介
し
た
『
臺
灣
日
日
新
報
』
の
見
出
し
に
「
小
野
訓
導
の
殉
職

に
比
す
べ
き
も
の
」
と
あ
っ
た
が
、
こ
の
小
野
訓
導
こ
そ
、
殉
職
教
師
の

美
談
の
典
型
と
呼
ぶ
べ
き
存
在
だ
っ
た
。
宮
城
県
刈
田
郡
宮
尋
常
高
等
小

学
校
の
訓
導
だ
っ
た
小
野
さ
つ
き
（
当
時
二
十
一
歳
）
が
、
溺
れ
る
生
徒

を
助
け
る
た
め
に
川
に
飛
び
込
み
、
命
を
落
と
し
た
の
は
大
正
十
一
年

（
一
九
二
二
）
七
月
七
日
。
う
ら
若
き
女
性
教
員
の
死
は
人
々
の
同
情
を

惹
き
、
大
正
十
一
年
中
に
、
中
田
武
雄
『
烈
婦
小
野
訓
導
』（
私
家
版
）、

佐
藤
武
『
小
野
訓
導
の
死
と
其
の
前
後
』（
私
家
版
）、
日
下
慶
太
郎
『
噫

故
小
野
訓
導
』（
刈
田
郡
教
育
会
）
と
い
っ
た
本
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
ほ

か
、
斎
藤
子
郊
作
詞
、
山
田
耕
作
作
曲
の
唱
歌
「
小
野
訓
導
の
歌
」
が
作
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ら
れ
て
い
る
。
こ
の
美
談
は
台
湾
教
育
界
に
も
波
紋
を
及
ぼ
し
『
臺
灣
敎

育
』
二
三
四
号
（
大
正
十
一
年
）
に
「
小
野
訓
導
の
殉
職
よ
り
得
た
る
教
訓
」

と
い
う
記
事
が
載
せ
ら
れ
、
義
援
金
の
募
集
を
呼
び
か
け
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
動
き
に
触
発
さ
れ
た
の
か
、大
正
十
二
年
に
は
、田
淵
巌
『
教

育
美
談　

噫
殉
職
の
十
訓
導
』（
日
比
書
院
）
と
い
う
本
が
出
版
さ
れ
て

い
る
。
同
書
に
は
殉
職
し
た
十
人
の
教
師
の
逸
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
の
筆
頭
に
掲
げ
ら
れ
た
の
が
小
野
訓
導
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
救
助
の
た

め
に
川
に
飛
び
込
ん
で
亡
く
な
っ
た
教
師
の
例
と
し
て
、
第
二
章
に
は
松

本
虎
雄
訓
導
の
話
（
東
京
府
町
田
市
・
玉
川
上
水
）
が
、
第
六
章
に
は
三

浦
某
訓
導
の
話
（
岐
阜
県
加
茂
郡
下
麻
生
町
・
飛
騨
川
）
が
載
せ
ら
れ
て

い
る
。

　

こ
れ
ら
の
美
談
の
主
人
公
像
は
奇
妙
な
ほ
ど
似
て
い
る
。
美
談
に
お
い

て
は
、
一
回
性
の
行
為
が
普
遍
化
さ
れ
、
そ
の
行
為
か
ら
遡
っ
て
主
人
公

の
人
と
な
り
が
語
ら
れ
る
。
何
よ
り
も
、
美
談
と
は
「
行
為
」
そ
の
も
の

な
の
だ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
別
途
、
考
察
の
必
要
が
あ
る
。

　

と
も
か
く
も
、
山
岡
栄
の
行
為
は
殉
職
教
師
の
美
談
の
系
譜
に
加
え
ら

れ
た
の
で
あ
る
。

　

問
題
を
敷
衍
さ
せ
れ
ば
、
近
代
に
は
職
業
別
の
美
談
も
好
ま
れ
て
い
た
。

管
見
に
入
っ
た
例
を
挙
げ
る
と
、『
逓
信
職
員
善
行
美
談
』（
内
山
小
夜
吉
、

東
學
社
、
昭
和
十
四
年
）、『
消
防
職
員
善
行
美
談
』（
吉
田
豊
巳
、
東
學
社
、

昭
和
十
四
年
）
等
々
。
こ
こ
で
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
公
僕
で
あ
る

こ
と
を
強
い
ら
れ
る
公
務
員
た
ち
で
あ
る
。
教
員
の
美
談
も
こ
の
系
譜
に

含
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

ま
た
、
近
代
美
談
の
な
か
に
は
災
害
美
談
の
系
譜
も
あ
る
。
緊
急
時
に

お
い
て
も
冷
静
に
行
動
し
、
自
己
を
犠
牲
に
し
て
他
者
を
救
っ
た
人
々
の

物
語
で
あ
る
。
平
時
で
は
な
く
、
有
事
の
美
談
と
い
う
意
味
で
は
、
軍
国

美
談
（
銃
後
美
談
を
含
む
）
と
も
通
ず
る
も
の
で
あ
る
。
災
害
美
談
は
単

独
で
語
ら
れ
る
よ
り
、
美
談
「
集
」
と
し
て
編
ま
れ
る
こ
と
の
ほ
う
が
多

か
っ
た
。
例
え
ば
、『
台
風
水
害
遭
難
學
童
美
談
』（
大
阪
府
学
務
課
、
昭

和
九
年
、宝
文
館
）、『
關
西
大
風
水
害　

岡
山
を
中
心
の
美
談
と
悲
話
』（
坂

井
延
治
郎
、
昭
和
九
年
、
新
時
代
社
）
な
ど
の
例
で
あ
る
。

　

台
湾
に
お
い
て
も
、
災
害
美
談
は
生
成
し
て
い
た
。
時
代
は
少
し
下
る

が
、昭
和
十
年
の
台
湾
大
地
震
の
際
に
、君
が
代
を
歌
い
な
が
ら
亡
く
な
っ

た
詹
徳
坤
少
年
を
め
ぐ
る
「
君
が
代
少
年
」
の
話
が
あ
る（
８
）。

同
話
も
『
臺

灣
敎
育
』（
昭
和
十
年
）
の
初
出
の
際
に
は
、「
震
災
美
談
」
と
い
う
見
出

し
で
列
挙
さ
れ
た
美
談
集
の
な
か
の
一
話
だ
っ
た
。
山
岡
栄
の
話
も
、
災

害
美
談
の
系
譜
に
連
ね
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

さ
て
、
山
岡
栄
の
美
談
に
つ
い
て
考
え
る
う
え
で
、
忘
れ
て
は
な
ら
な

い
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
事
故
の
あ
っ
た
昭
和
五
年
の
台
中
で
は
、
台
湾
近

代
史
の
み
な
ら
ず
日
本
近
代
史
に
残
る
大
事
件
が
あ
っ
た
。
植
民
地
下
台

湾
最
大
の
抗
日
武
装
蜂
起
・
霧
社
事
件
で
あ
る（
９
）。

　

先
住
民
タ
イ
ヤ
ル
族
の
起
こ
し
た
霧
社
事
件
に
つ
い
て
詳
述
す
る
余
裕

は
な
い
が
、
事
件
と
い
う
よ
り
も
、
台
湾
で
戦
争
が
起
こ
っ
た
と
捉
え
た

ほ
う
が
事
実
に
近
い
。
霧
社
公
学
校
の
襲
撃
に
始
ま
る
叛
乱
は
翌
年
の
五

月
ま
で
続
き
、
七
〇
〇
名
に
及
ぶ
タ
イ
ヤ
ル
族
の
人
が
死
亡
し
た
。
そ
し

て
霧
社
事
件
が
起
き
た
際
の
台
中
州
知
事
が
、
山
岡
栄
の
碑
を
建
立
し
、
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『
臺
灣
敎
育
』
三
三
五
号
（
前
記
）
の
追
悼
特
集
に
も
寄
稿
し
て
い
る
水

越
幸
一
な
の
で
あ
る
。
な
お
、
水
越
は
事
件
の
鎮
圧
に
当
た
っ
た
の
ち
引

責
辞
任
し
て
い
る
。

　

山
岡
栄
の
話
は
、
平
時
で
は
な
く
有
事
下
の
美
談
で
あ
っ
た
。
昭
和
五

年
は
日
中
戦
争
が
始
ま
っ
た
年
で
も
あ
る
が
、
台
湾
住
民
に
と
っ
て
、
当

面
の
問
題
は
霧
社
事
件
の
ほ
う
で
あ
る
。
植
民
地
の
美
談
に
つ
い
て
考
え

る
に
は
、
外
地
の
お
か
れ
た
個
々
の
状
況
に
目
配
り
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

三
、「
地
方
化
」
さ
れ
る
美
談

　

近
代
以
降
、
美
談
が
語
ら
れ
た
有
力
な
場
が
学
校
だ
っ
た
。
教
科
書
を

メ
デ
ィ
ア
と
し
、
教
員
を
語
り
手
、
生
徒
を
聞
き
手
と
し
て
、
美
談
は
全

国
津
々
浦
々
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　

事
態
は
近
代
日
本
を
支
え
た
植
民
地
に
お
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
自
己

犠
牲
の
物
語
と
い
う
定
義
に
も
と
づ
い
て
、
公
学
校
の
国
語
教
科
書
に
載

る
美
談
を
列
挙
し
て
み
る
と
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）
刊
行
の
第
三

期
『
公
學
校
用

國
語
讀
本
』
に
、「
水
兵
の
母
」「
廣
瀬
中
佐
」「
空
の
勇
士
」「
楠

公
父
子
」「
忠
犬
ぽ
ち
」「
震
災
美
談
」「
呉
鳳
」
が
載
り
、
昭
和
十
二
年

刊
行
の　

第
四
期『
公
學
校
用

國
語
讀
本
』に「
西
住
大
尉
」「
小
さ
い
傳
令
使
」「
廣

瀬
中
佐
」「
空
の
奮
戦
」「
杉
本
中
佐
」「
呉
鳳
」「
芝
山
巌
」
が
載
る
。
活

字
化
さ
れ
て
は
い
な
い
と
は
い
え
、
山
岡
栄
の
美
談
は
、
こ
れ
ら
の
美
談

群
と
と
も
に
台
湾
の
学
校
空
間
の
中
に
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
日
本
人
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
後
発
的
に
与
え

ら
れ
た
台
湾
人
の
児
童
が
聞
く
美
談
が
、
内
地
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
て

よ
い
は
ず
が
な
い
。
先
に
挙
げ
た
美
談
の
な
か
で
、
本
島
人
（
台
湾
人
）

が
主
人
公
の
話
は
「
呉
鳳
」
の
み
で
）
（（
（

、
あ
と
は
す
べ
て
内
地
人
（
日
本
人
）

が
主
人
公
の
話
で
あ
る
（「
芝
山
巌
」
は
、
話
の
舞
台
は
台
湾
だ
が
、
主

人
公
は
日
本
人
）。
先
に
挙
げ
た
の
は
、
同
時
代
の
説
話
に
限
定
し
た
が
、

実
際
に
は
、
楠
正
成
父
子
の
話
の
よ
う
な
歴
史
時
代
が
舞
台
の
美
談
も
あ

る
。
こ
れ
ら
は
外
地
の
子
供
た
ち
に
と
っ
て
は
、
実
感
を
伴
い
に
く
い
も

の
だ
っ
た
ろ
う
。

　

美
談
と
は
、
理
想
的
な
人
間
の
在
り
方
を
、
具
体
的
な
行
為
を
通
し
て

説
く
話
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
読
み
手
・
聞
き
手
の
誰
も
が
な
ぞ
る

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
常
人
に
真
似
で
き
な
い
よ

う
な
超
人
的
な
行
為
は
、
美
談
に
は
相
応
し
く
な
い
の
だ
。
美
談
の
主
人

公
が
、
平
素
は
没
個
性
で
あ
る
の
も
そ
う
し
た
理
由
に
よ
る
と
い
え
よ
う
。

中
内
敏
夫
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
突
出
し
た
個
性
よ
り
も
、
群
衆
に

埋
没
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
新
た
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
こ
そ
が
、
美

談
の
主
人
公
の
行
為
に
相
応
し
い
）
（（
（

。
日
常
の
延
長
線
上
に
お
か
れ
る
非
日

常
的
行
為
が
美
談
の
要
諦
な
の
で
あ
る
。
美
談
的
行
為
を
い
か
に
身
近
に

感
じ
さ
せ
ら
れ
る
か
、
そ
の
橋
渡
し
を
す
る
と
こ
ろ
が
教
員
の
腕
の
見
せ

所
と
い
え
よ
う
。

　

こ
の
問
題
の
解
決
策
の
一
つ
が
、
台
湾
の
教
育
界
で
行
な
わ
れ
て
い
た
、

教
材
を
「
地
方
化
」
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
新
荘
郡
國
語
研
究
班
の
「
讀

方
敎
授
の
地
方
化
に
關
す
る
研
究
」
と
い
う
論
文
で
は
「
讀
方
敎
授
の
地

方
化
の
方
法
と
し
て
凡
そ
二
つ
の
部
面
が
考
へ
ら
れ
る
」
と
し
て
見
解
が
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述
べ
ら
れ
て
い
る
）
（（
（

。

　

同
論
文
に
よ
る
と
、「
一
は
地
方
か
ら
生
れ
た
敎
材
を
そ
の
ま
ゝ
兒
童

に
提
示
す
る
も
の
で
あ
り
、
之
を
地
方
的
方
法
と
呼
ぶ
」
と
し
て
い
る
。

具
体
的
に
は
「
郷
土
讀
本
（
副
讀
本
）
を
提
供
す
る
と
か
、
郷
土
か
る
た

を
作
成
さ
せ
る
と
か
、
其
地
方
特
有
な
る
敎
材
に
よ
つ
て
兒
童
の
一
般
的

陶
冶
を
目
圖
す
る
も
の
」
と
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
「
二
は
與
へ
ら
れ

た
る
敎
材
を
地
方
化
郷
土
化
す
る
方
法
で
地
方
化
的
方
法
と
呼
ぶ
」
と
い

い
、
具
体
的
に
は
「
國
家
の
要
求
か
ら
與
へ
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
敎
材
を
そ

の
地
方
の
自
然
及
文
化
と
結
合
し
て
理
解
を
容
易
な
ら
し
め
や
う
と
す
る

も
の
」
と
し
て
い
る
。

　

そ
の
う
え
で
同
論
文
で
は
「
地
方
化
の
實
際
」
と
題
し
、「
地
方
の
實

際
生
活
の
上
に
必
要
な
材
料
を
も
つ
て
編
纂
せ
る
地
方
的
讀
本
」
を
作
成

し
て
授
業
で
副
読
本
と
し
て
用
い
る
こ
と
を
薦
め
て
い
る
。
続
け
て
低
学

年
・
中
学
年
・
高
学
年
と
学
年
別
に
三
つ
の
要
点
を
述
べ
て
お
り
、「
傳
説
、

地
方
的
偉
人
」
の
資
料
を
用
い
る
必
要
性
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
具
体
例

と
し
て
「
危
篤
の
妻
女
を
顧
み
ず
國
勢
調
査
完
了
」「
實
父
の
危
篤
を
秘

し
て
出
征
し
た
警
官
美
談
」
と
い
う
話
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
と
も
に
公

務
員
が
主
人
公
で
あ
り
、
ま
た
、
後
者
の
話
は
霧
社
事
件
を
題
材
と
し
て

い
る
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
と
興
味
深
い
。

　

山
岡
栄
の
美
談
は
、
副
読
本
に
こ
そ
な
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
教
材
の

地
方
化
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た
話
だ
と
い
え
る
。
こ
の
場
合
の
「
地
方
化
」

は
台
湾
全
土
と
い
う
よ
り
、
も
っ
と
地
域
に
密
着
し
た
も
の
だ
っ
た
。
山

岡
栄
の
美
談
は
、
教
室
空
間
で
は
台
中
州
の
新
社
と
東
勢
と
い
う
小
村
で

の
み
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
山
岡
栄
以
外
に
も
、
台
湾
で
美
談
の
主
人
公
と
し
て
語
ら
れ
た

殉
職
教
員
は
他
に
も
い
た
可
能
性
は
あ
る
。
植
民
地
下
の
台
湾
に
は
、
殉

職
し
た
教
員
を
「
英
霊
」
と
し
て
祀
る
装
置
が
あ
っ
た
（
こ
こ
で
は
「
英

霊
」
と
い
う
語
を
比
喩
的
に
用
い
て
い
る
）。
戦
死
し
た
英
霊
に
と
っ
て

の
靖
國
神
社
に
相
当
す
る
施
設
が
、
台
湾
の
殉
職
教
員
た
ち
に
は
あ
っ
た
。

そ
れ
は
台
北
の
芝し
ざ
ん
が
ん

山
巌
神
社
で
あ
る
。

　

日
本
に
よ
る
植
民
地
統
治
が
始
ま
っ
た
翌
年
の
明
治
二
十
九
年

（
一
八
九
六
）、
台
北
の
芝
山
巌
学
堂
で
六
人
の
教
員
（
六
氏
先
生
）
が
抗

日
ゲ
リ
ラ
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
殉
職
記
念
碑
が
建
て
ら
れ
、

台
湾
の
教
育
界
で
は
、
犠
牲
に
な
っ
た
六
人
の
教
員
の
志
を
「
芝
山
巌
精

神
」
と
称
し
て
模
範
と
し
た
。
奇
し
く
も
、
山
岡
栄
が
亡
く
な
っ
た
昭
和

五
年
に
は
芝
山
巌
神
社
が
創
建
さ
れ
て
、
台
湾
教
育
に
殉
じ
た
教
員
を
祀

る
よ
う
に
な
っ
た
。
終
戦
ま
で
の
十
五
年
間
で
、
そ
の
数
は
実
に
三
三
〇

人
に
及
ぶ
。
毎
年
二
月
一
日
に
は
慰
霊
祭
が
行
な
わ
れ
、そ
の
様
子
は
『
臺

灣
敎
育
』
紙
上
に
報
告
さ
れ
て
い
る
。

　

山
岡
栄
も
「
芝
山
巌
精
神
」
の
体
現
者
と
し
て
祀
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
。
次
に『
芝
山
巌
史
』の「
東
勢
農
林
補
習
國
民
學
校
助
敎
諭　

山
岡
榮
」

の
項
を
紹
介
す
る
）
（（
（

。

　

氏
は
愛
媛
縣
の
人
、
大
正
九
年
十
一
月
同
縣
の
伊
豫
郡
立
實
業
學

校
本
科
を
卒
業
し
、
農
會
に
職
を
奉
じ
同
地
方
の
農
事
發
達
に
盡
す

處
あ
り
、
昭
和
四
年
末
渡
臺
し
、
昭
和
五
年
三
月
東
勢
農
林
補
習
國
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民
學
校
助
敎
諭
心
得
を
拜
命
す
。
同
年
五
月
助
敎
諭
に
任
ぜ
ら
る
、

こ
の
月
九
日
人
命
救
助
の
爲
殉
職
死
去
せ
ら
る
、
そ
の
爲
め
臺
灣
敎

育
會
よ
り
表
彰
せ
ら
る
。

　

一
九
四
五
年
、
日
本
政
府
に
よ
る
植
民
地
支
配
が
終
わ
り
、
中
国
国
民

党
が
台
湾
を
統
治
す
る
よ
う
に
な
る
と
、
芝
山
巌
神
社
は
撤
去
さ
れ
、
殉

職
記
念
碑
も
倒
さ
れ
た
。
二
・
二
八
事
件
と
そ
れ
に
続
く
白
色
テ
ロ
と
戒

厳
令
、
そ
し
て
言
論
弾
圧
と
徹
底
し
た
反
日
教
育
の
も
と
、
日
本
人
に
ま

つ
わ
る
美
談
は
封
印
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
山
岡
栄
の
美
談
も
例
外
で
は

な
い
。
先
の
劉
吉
平
さ
ん
と
頼
運
和
さ
ん
と
の
会
話
に
も
、
こ
ん
な
や
り

と
り
が
あ
っ
た
。
劉
さ
ん
の
発
言
に
「
僕
が
在
職
中
に
」
と
あ
る
の
は
、

新
社
郷
公
所
（
役
場
）
に
勤
め
て
い
た
頃
と
い
う
意
味
）
（（
（

。

劉
「
終
戦
後
、
も
う
蒋
介
石
が
来
て
い
る
で
し
ょ
う
？
」

頼 

「（
碑
が
）
取
り
壊
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
幸
い
だ
っ
た
。
あ
ん
な

と
こ
ろ
に
隠
れ
て
い
る
か
ら
、
今
ま
で
残
っ
て
お
っ
た
。
そ
れ
が

も
し
、
そ
の
記
念
碑
が
町
の
な
か
に
あ
っ
た
ら
…
…
」

劉 

「
う
ん
、
本
当
だ
本
当
だ
。
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
も

ち
ろ
ん
僕
が
在
職
中
に
ね
、
何
べ
ん
も
考
え
た
よ
。
こ
れ
少
し
予

算
を
組
ん
で
、
五
月
九
日
に
何
か
記
念
行
事
で
も
や
っ
て
み
よ
う

か
な
っ
て
、
何
べ
ん
も
考
え
た
よ
。
と
こ
ろ
が
時
代
も
時
代
で
、

戒
厳
令
で
し
ょ
う
？　

そ
う
い
う
こ
と
、
や（

で

き

な

い

）

り
き
れ
な
い
よ
」

　

国
民
党
統
治
下
の
台
湾
に
お
い
て
も
、
美
談
は
必
要
と
さ
れ
た
。
か
つ

て
日
本
政
府
が
台
湾
人
を
日
本
人
に
し
よ
う
と
し
た
よ
う
に
、
国
民
党
政

府
も
台
湾
人
を
中
国
人
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
具
体
的
に
は
、
孔

子
や
孟
子
と
い
っ
た
古
典
時
代
の
人
物
の
ほ
か
、
近
現
代
の
人
物
で
は
、

国
父
・
孫
文
や
、蒋
中
正
（
介
石
）
総
統
の
少
年
時
代
の
挿
話
な
ど
で
あ
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

四
、
民
主
化
時
代
の
美
談
の
行
方

　

一
九
八
八
年
に
蒋
經
國
総
統
が
死
去
し
、
李
登
輝
が
総
統
に
就
任
す
る

と
、
台
湾
の
民
主
化
は
急
速
に
進
ん
だ
。
一
九
九
六
年
、
初
め
て
の
国
政

選
挙
で
李
登
輝
が
総
統
に
再
選
さ
れ
、
二
〇
〇
〇
年
に
は
民
進
党
の
陳
水

扁
が
総
統
に
就
任
し
、
国
民
党
が
野
党
に
な
る
。
こ
の
時
点
で
、
台
湾
の

民
主
化
は
完
成
し
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
う
し
た
時
代
の
う
ね
り
の
な
か

で
、
日
本
の
植
民
地
時
代
に
対
す
る
評
価
も
変
わ
っ
て
い
っ
た
。

　

民
主
化
期
の
台
湾
に
お
い
て
、
山
岡
栄
の
美
談
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ

た
の
だ
ろ
う
か
。

　
『
新
社
郷
誌
』（
一
九
九
八
年
、
新
社
郷
）
に
は
「
勝
蹟
篇
」「
人
物
篇
」

の
二
か
所
に
山
岡
栄
に
関
す
る
記
述
が
あ
る
。
試
み
に
、「
勝
蹟
篇
」
の

「
殉
職
山
岡
先
生
之
碑
」
を
紹
介
す
る
と
、
ま
ず
、
山
岡
先
生
の
人
と
な

り
を
「
為
人
熱
心
豪
爽
、
親
切
和
藹
」
と
紹
介
し
た
う
え
で
、
五
月
九
日

の
事
件
に
つ
い
て
の
解
説
が
な
さ
れ
、そ
の
行
為
を
「
義
勇
」「
葬
列
殉
職
」

と
評
し
て
い
る
。
そ
し
て
「
山
岡
先
生
は
日
本
人
だ
が
、
国
籍
に
関
係
な
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く
、
台
湾
の
学
生
を
救
お
う
と
し
た
犠
牲
の
精
神
は
称
揚
さ
れ
る
べ
き
で

あ
る
。
ま
た
、
記
念
碑
の
周
辺
の
環
境
を
整
備
し
、
六
十
八
年
前
の
こ
の

壮
烈
な
事
績
を
伝
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
」（
原
文
中
国
語
）
と
結
ん
で

い
る
。
殉
職
記
念
碑
の
写
真
も
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
記
事
の
内
容
と
も
ど

も
、
国
民
党
時
代
に
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
時
期
、
植
民
地
時
代
の
日
本
人
の
美
談
が
復
活
し
た
り
、
新
た
に

生
成
し
た
り
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
苗
栗
縣
の
「
日
露
戦
役
望
樓
記
念

碑
」
も
「
台
湾
光
復
紀
念
碑
」
と
し
て
復
興
し
（
一
九
九
八
年
）、
屏
東

縣
に
は
医
師
・
池
上
一
郎
博
士
を
記
念
し
た
「
池
上
文
庫
」
が
創
設
さ
れ

（
二
〇
〇
一
年
）、
嘉
義
縣
に
は
技
師
・
八
田
與
一
の
墓
の
脇
に
「
紀
念
堂
」

が
建
て
ら
れ
た（
二
〇
〇
一
年
）。
芝
山
巌
事
件
の
六
氏
先
生
に
つ
い
て
も
、

破
棄
さ
れ
て
い
た
伊
藤
博
文
揮
毫
の
殉
職
記
念
碑
が
再
建
さ
れ
、
士
林
國

民
小
學（
芝
山
巌
学
堂
の
後
衛
）の
Ｏ
Ｂ
有
志
に
よ
っ
て「
六
氏
先
生
之
墓
」

も
建
立
さ
れ
た
（
一
九
九
五
年
）。

　

一
連
の
現
象
が
起
こ
っ
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
は
言
え
な
い
。

個
々
の
事
例
の
慎
重
な
検
討
が
必
要
に
な
る
が
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、

植
民
地
時
代
に
国
語
（
日
本
語
）
教
育
を
受
け
た
世
代
の
老
人
た
ち
が
、

何
ら
か
の
か
た
ち
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
戦
前
に
日
本

政
府
の
皇
民
化
教
育
を
受
け
、
戦
後
の
国
民
党
政
府
の
恐
怖
政
治
を
体
験

し
て
い
た
彼
ら
彼
女
ら
は
、
概
し
て
、
好
意
的
に
日
本
統
治
時
代
を
振
り

返
る
。
是
非
は
さ
て
お
き
、こ
の
世
代
の
台
湾
人
の
日
本
観
・
日
本
人
観
が
、

日
本
人
の
美
談
復
活
・
生
成
の
背
景
に
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
そ
し
て

言
論
の
自
由
が
保
障
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
期
と
、
彼
ら
が
リ
タ
イ
ア

し
、
歴
史
と
自
分
の
人
生
を
回
顧
す
る
時
期
と
が
重
な
っ
た
。

　

山
岡
栄
の
話
の
場
合
、
先
に
紹
介
し
た
頼
運
和
さ
ん
が
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

に
な
っ
た
。
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
生
ま
れ
の
頼
さ
ん
は
、
東
勢
鎮
の

出
身
だ
が
、
実
は
山
岡
栄
の
こ
と
は
長
ら
く
忘
れ
て
い
た
。
そ
の
頼
さ
ん

が
、
な
ぜ
山
岡
栄
の
美
談
普
及
に
取
り
組
む
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

　

手
元
に
『
山
岡
先
生
愛
在
新
社
／
七
七
周
年
追
思
紀
念
活
動
』
と
い
う

冊
子
が
あ
る
。
二
〇
〇
七
年
五
月
九
日
、
山
岡
栄
の
七
十
七
年
忌
に
記
念

式
典
が
催
さ
れ
た
折
に
配
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
台
中
縣
政
府
、
台
中
縣

政
府
教
育
局
、
台
中
縣
文
化
局
、
新
社
郷
公
所
が
主
催
者
に
名
を
連
ね
、

協
力
に
新
社
高
級
中
学
（「
高
級
中
学
」
は
「
高
等
学
校
」
の
意
。
山
岡

栄
の
勤
務
し
て
い
た
農
林
国
民
学
校
の
後
衛
）、
白
冷
圳
社
区
総
体
栄
造

促
進
会
の
名
が
あ
り
、
協
賛
に
は
十
一
も
の
団
体
が
加
わ
っ
て
い
る
。
冒

頭
に
置
か
れ
た
、
山
岡
先
生
紀
念
公
園
管
理
委
員
会
に
よ
る
「
追
思
紀
念

活
動
構
想
」
に
、
そ
の
間
の
顛
末
が
記
さ
れ
て
い
る
。

　

契
機
に
な
っ
た
の
は
、
二
〇
〇
三
年
、
偶
々
台
湾
に
赴
任
し
て
い
た
山

岡
栄
の
親
戚
の
川
舩
淳
彦
氏
（
当
時
、
台
湾
フ
ァ
ナ
ッ
ク
勤
務
）
が
記
念

碑
を
探
り
出
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
久
し
く
忘
れ
ら
れ
て
い

た
山
岡
栄
は
俄
か
に
脚
光
を
浴
び
る
こ
と
に
な
る
。
同
年
九
月
二
十
六
日

付
け
『
中
國
時
報
』
に
、「
中
日
師
生
情
縁
／
搭
起
兩
國
友
誼
橋
」「
日
籍

老
師
捨
己
救
人
／
塵
封
故
事
重
新
傳
誦
／
促
成
新
社
郷
和
愛
媛
縣
中
山
町

擬
締
結
姊
妹
士
」
な
る
見
出
し
で
、
山
岡
栄
の
事
績
を
大
々
的
に
報
じ
、

併
せ
て
、
写
真
三
葉
（
山
岡
栄
の
写
真
、
十
年
忌
で
栄
夫
人
が
記
念
碑
を

訪
れ
た
と
き
の
写
真
、
ご
息
女
三
人
の
写
真
）
も
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
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地
域
興
し
の
気
運
も
あ
っ
た
。
川
舩
氏
が
来
訪
し
た
二
〇
〇
三
年
に「
新

故
郷
社
区
営
造
計
画
」
の
一
環
と
し
て
、
山
岡
栄
の
碑
の
周
囲
を
美
化
し
、

公
園
を
創
ろ
う
と
い
う
計
画
も
持
ち
上
が
っ
て
い
た
。
翌
二
〇
〇
四
年
に

は
、
同
じ
く
山
岡
栄
の
親
戚
に
当
た
る
松
井
一
夫
氏
が
新
社
を
訪
問
し
て
、

記
念
碑
の
脇
に
桜
の
苗
を
植
樹
し
た
。
二
〇
〇
五
年
に
は
、
白
冷
圳
社
区

総
体
栄
造
促
進
会
の
理
事
長
ら
四
人
が
日
本
愛
媛
県
中
山
町
を
訪
問
し
て

山
岡
栄
の
遺
族
に
会
い
、
盛
景
寺
の
殉
職
記
念
碑
を
見
学
し
た
。
そ
の
う

ち
の
一
人
が
、
日
本
語
翻
訳
担
当
の
頼
運
和
さ
ん
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
山

岡
栄
の
事
績
に
感
服
し
た
頼
さ
ん
は
、
日
本
統
治
時
代
の
美
談
復
活
の
橋

渡
し
役
を
買
っ
て
出
た
の
で
あ
る
。

　
『
山
岡
先
生
愛
在
新
社
／
七
七
周
年
追
思
紀
念
活
動
』
に
は
、
当
日
の

式
典
の
タ
イ
ム
テ
ー
ブ
ル
と
、
山
岡
栄
の
事
績
が
綴
ら
れ
て
い
る
。
初
め

に
「
歴
史
沿
革
」
の
項
を
新
社
高
級
中
学
の
生
徒
・
曾
晏
祝
さ
ん
が
書
き
、

そ
の
後
に
台
中
州
知
事
・
水
越
幸
一
の
碑
文
の
原
文
と
中
国
語
訳
と
、
先

に
紹
介
し
た
『
中
山
町
誌
』
の
記
事
の
原
文
と
中
国
語
訳
が
続
く
。
こ
れ

ら
の
中
国
語
訳
を
作
成
し
た
の
が
頼
さ
ん
だ
っ
た
。

　

頼
さ
ん
は
記
念
式
典
の
運
営
計
画
に
も
参
加
し
て
い
る
。
地
元
の
中
高

生
に
よ
る
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
や
小
学
生
に
よ
る
二
胡
（
胡
弓
）
の
演
奏
は
学

校
側
の
計
画
だ
が
、
小
学
生
の
児
童
が
「
七
里
ヶ
浜
の
哀
歌
」
を
日
本
語

で
歌
っ
た
の
は
頼
さ
ん
の
発
案
で
あ
る
。
頼
さ
ん
に
そ
の
意
図
を
伺
っ
た

と
こ
ろ
、
水
難
事
故
に
よ
る
犠
牲
者
と
い
う
点
で
連
想
が
つ
な
が
る
か
ら

と
の
こ
と
。
美
談
が
べ
つ
の
美
談
を
引
き
寄
せ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。

当
日
は
頼
さ
ん
に
よ
る
「
七
里
ヶ
浜
の
哀
歌
」
の
話
の
解
説
と
歌
詞
の
中

国
語
訳
も
配
ら
れ
た
。

　

七
十
七
年
忌
の
記
念
式
典
に
は
私
も
参
加
し
た
。
当
初
は
端
の
ほ
う
で

見
学
し
て
い
る
つ
も
り
だ
っ
た
が
、
日
本
人
は
川
舩
氏
と
私
だ
け
だ
っ
た

の
で
、
遺
族
の
代
わ
り
に
引
っ
張
り
出
さ
れ
、
代
表
し
て
献
花
を
し
た
。

当
日
は
テ
レ
ビ
局
や
新
聞
社
も
取
材
に
来
て
い
て
、
こ
の
日
の
様
子
は

二
〇
〇
七
年
五
月
十
日
付
『
自
由
時
報
』
に
「
緬
懷
山
岡
老
師
新
社
學
子

奏
樂
曲
」と
し
て
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
が
美
談
生
成
に
関
与
し
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。
山
岡
栄
の
事
件
の

第
一
報
を
伝
え
た
『
臺
灣
日
日
新
報
』
が
、
す
で
に
事
件
を
「
美
談
」
と

し
て
紹
介
し
て
い
る
の
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　

山
岡
栄
の
美
談
復
活
の
き
っ
か
け
作
っ
た
も
う
一
人
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン

が
、
台
中
縣
議
会
議
員
の
陳
萬
通
氏
で
あ
る
）
（（
（

。
も
と
も
と
新
社
郷
の
郷
長

（「
郷
」
は
「
村
」、「
郷
長
」
は
「
村
長
」
の
意
）
を
務
め
て
い
た
陳
氏
は
、

日
本
語
教
育
に
も
力
を
入
れ
て
い
た
。
山
岡
栄
の
記
念
公
園
の
開
発
計
画

も
陳
氏
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
式
典
に
合
わ
せ
て
開
か
れ
た
討
論
会

（
私
も
出
席
し
て
い
た
）
で
は
、
記
念
碑
を
整
備
し
て
観
光
客
を
呼
び
込

め
な
い
か
と
も
話
し
て
い
た
。
美
談
復
活
の
動
機
の
一
つ
と
し
て
、
ツ
ー

リ
ズ
ム
の
問
題
が
浮
上
し
て
こ
よ
う
。

　

山
岡
栄
の
追
悼
式
典
は
そ
の
後
も
毎
年
開
催
さ
れ
、
今
年
（
二
〇
一
〇

年
）
で
四
回
目
を
迎
え
た
。
私
が
参
加
し
た
の
は
一
回
目
だ
け
だ
が
、
手

元
に
頼
さ
ん
か
ら
い
た
だ
い
た
『
山
岡
老
師
愛
在
新
社
／
七
八
周
年
追
思

紀
念
活
動
』（
二
〇
〇
八
年
）
と
い
う
冊
子
が
あ
る
の
で
、
こ
の
年
の
活

動
内
容
は
概
ね
判
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
殉
職
記
念
碑
の
写
生
大
会
な
ど
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も
行
な
わ
れ
て
い
る
。
参
加
し
た
の
は
、
新
社
の
小
中
高
生
五
十
四
名
。

優
秀
作
品
は
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
も
載
せ
ら
れ
て
い
た
。
碑
と
い
う
事
物
が

美
談
語
り
の
契
機
に
な
っ
て
い
る
点
に
留
意
し
た
い
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
山
岡
栄
の
美
談
は
、
日
本
統
治
時
代
の

台
湾
に
お
い
て
生
成
し
、
植
民
地
統
治
が
終
わ
り
、
国
民
党
時
代
が
始
ま

る
と
と
も
に
消
滅
し
（
も
し
く
は
、
潜
行
し
）、
民
主
化
時
代
に
な
っ
て

復
活
し
た
）
（（
（

。
た
だ
し
、
復
活
し
た
と
い
っ
て
も
、
今
日
の
山
岡
栄
の
美
談

の
語
ら
れ
方
と
、
植
民
地
時
代
の
そ
れ
と
で
は
大
き
く
異
な
る
。
何
が
異

な
る
か
と
い
う
と
、
権
力
者
の
関
与
の
有
無
で
あ
る
。

　

今
日
の
山
岡
栄
の
美
談
は
、
日
本
政
府
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
個
人
レ

ベ
ル
の
日
本
人
の
思
惑
と
も
無
関
係
な
と
こ
ろ
で
復
活
し
た
。
私
が
紹
介

す
る
ま
で
は
、
関
係
者
以
外
で
山
岡
栄
の
美
談
復
活
の
事
実
を
知
る
日
本

人
は
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
む
ろ
ん
台
湾
当
局
と
も
関
係
は
な
い
。

台
中
縣
政
府
が
乗
り
出
し
た
の
は
、
美
談
復
活
が
軌
道
に
乗
っ
た
後
で
あ

る
。
今
日
の
山
岡
栄
の
美
談
は
、
権
力
な
き
美
談
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
権
力
な
き
美
談
と
い
い
な
が
ら
、
式
典
で
生
徒
た
ち
に
意
味

も
判
ら
な
い
日
本
語
の
歌
を
歌
わ
せ
た
り
、
記
念
碑
の
絵
を
描
か
せ
た
り

と
い
っ
た
行
為
に
、
あ
る
種
の
権
力
性
が
生
じ
て
い
る
の
は
認
め
ざ
る
を

得
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
、
大
人
対
子
供
、
教
員
対
生
徒
と
い
う
立
場

に
よ
っ
て
生
ず
る
権
力
性
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
美
談
と
い
う
形
式
そ

の
も
の
に
内
包
さ
れ
た
権
力
性
な
の
だ
と
捉
え
た
ほ
う
が
よ
い
。

　

説
話
に
は
、
聞
き
手
の
理
想
的
な
反
応
を
期
待
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
あ

る
。
例
え
ば
、
笑
話
や
怪
談
、
哀
話
、
艶
笑
譚
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
）
（（
（

。
美

談
も
そ
の
範
疇
に
入
れ
ら
れ
る
が
、
聞
き
手
に
主
人
公
の
行
為
へ
の
共
感

と
、
行
為
の
再
現
を
迫
る
と
い
う
意
味
で
、
前
四
者
（
笑
話
、
怪
談
、
哀

話
、
艶
笑
譚
）
よ
り
も
強
制
力
は
強
い
。
美
談
が
持
つ
権
力
性
と
は
、
話

の
場
を
維
持
す
る
た
め
の
振
る
舞
い
が
強
要
さ
れ
る
点
に
あ
る
と
思
う
の

だ
が
、
そ
れ
を
解
明
す
る
に
は
、
ま
た
べ
つ
の
論
考
が
必
要
と
な
る
。

　

か
く
の
ご
と
く
、
時
代
に
翻
弄
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
山
岡
栄
の
美
談
だ

が
、
説
話
史
上
の
評
価
と
は
べ
つ
に
し
て
、
子
ど
も
を
助
け
よ
う
と
し
て

自
ら
の
命
を
落
と
し
た
氏
の
行
動
が
色
褪
せ
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
と
書

き
添
え
て
お
く
。

註（
１
） 

重
信
幸
彦「
銃
後
の
美
談
か
ら
―
総
力
戦
下
の「
世
間
」話
・
序
説
―
」

『
口
承
文
藝
研
究
』
二
三
号　

二
〇
〇
〇
年

 

重
信
幸
彦
「「
美
談
」
の
ゆ
く
え
―
宮
古
島
「
久
松
五
勇
士
」
を

巡
る
「
話
」
の
民
族
誌
―
」『
民
族
学
研
究
』
六
五
巻
四
号　

二
〇
〇
一
年

（
２
） 
二
〇
〇
七
年
四
月
二
十
三
日
調
査
。
傅
茂
金
さ
ん
宅
に
て
。
お
話

は
日
本
語
で
伺
っ
た
（
以
下
同
）。

（
３
） 

山
岡
栄
の
十
周
忌
記
念
式
典
に
つ
い
て
は
、
小
林
廣
三
郎
「
殉

職
山
岡
助
教
諭
十
年
祭
参
列
記
」（『
臺
中
州
敎
育
』
七
巻
五
号
、
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一
九
三
九
年
、
台
中
州
教
育
会
）
に
詳
細
が
載
せ
ら
れ
て
い
る
。

（
４
） 

二
〇
〇
七
年
四
月
二
十
三
日
調
査
。
張
秋
貴
さ
ん
宅
に
て
。

（
５
） 
二
〇
〇
七
年
五
月
八
日
調
査
。
劉
吉
平
さ
ん
宅
に
て
。

（
６
） 『
中
山
町
誌
』
一
九
六
五
年
、
中
山
町

（
７
） 

二
〇
〇
八
年
四
月
一
日
調
査
。
山
岡
町
子
さ
ん
宅
に
て
。

（
８
） 

美
談
「
君
が
代
少
年
」
の
顛
末
に
つ
い
て
は
、
村
上
政
彦
『
君
が

代
少
年
を
探
し
て
』（
二
〇
〇
二
年
、
平
凡
社
）
参
照
。

（
９
） 

霧
社
事
件
に
関
す
る
研
究
書
は
多
い
が
、
こ
こ
で
は
左
記
二
冊
を

記
す
。

 

中
川
浩
一
・
和
歌
森
民
男
編
著
『
霧
社
事
件
―
台
湾
高
砂
族
の
蜂

起
―
』
一
九
八
〇
年
、
三
省
堂

 

邱
若
龍
著
、
江
淑
秀
・
柳
本
通
彦
訳
『
霧
社
事
件
―
台
湾
原
住
民
、

日
本
軍
へ
の
魂
の
戦
い
―
』
一
九
九
三
年
、
現
代
書
館

（
10
） 

呉
鳳
は
清
朝
期
の
役
人
で
、
自
ら
の
命
を
犠
牲
に
し
て
原
住
民
の

「
出
草
（
首
狩
り
）」
の
習
俗
を
止
め
さ
せ
た
と
い
う
が
、
実
在
は

覚
束
な
い
。
呉
鳳
に
つ
い
て
は
、
左
記
論
文
を
参
照
。

 

下
村
作
次
郎
『「
呉
鳳
」
関
連
資
料
集
』
一
、二
巻
（
二
〇
〇
七
年
、

緑
蔭
書
房
）
に
詳
し
い
。

 

駒
込
武
「
植
民
地
教
育
と
異
文
化
認
識
―
「
呉
鳳
伝
説
」
の
変
容

過
程
―
」『
思
想
』
八
〇
二
号
、
一
九
九
一

（
11
） 

中
内
敏
夫
『
軍
国
美
談
と
教
科
書
』
一
九
八
八
年
、
岩
波
書
店

（
12
） 

新
荘
郡
國
語
研
究
班
「
讀
方
敎
授
の
地
方
化
に
關
す
る
研
究
」『
國

語
教
育
の
諸
問
題
』
一
九
三
二

（
13
） 『
芝
山
巌
史
』
一
九
三
二
年
、
台
湾
総
督
府

（
14
） 

註
（
５
）
に
同
じ
。

（
15
） 

先
に
紹
介
し
た
『
新
社
郷
誌
』
が
編
纂
さ
れ
た
と
き
の
郷
長
（
村
長
）

が
陳
萬
通
氏
で
あ
る
。

（
16
） 

な
お
、二
〇
〇
八
年
に
国
民
党
が
政
権
政
党
に
復
活
し
て
以
来
、『
新

社
郷
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
』（
二
〇
〇
七
年
閲
覧
）
に
あ
っ
た
山
岡
栄
の

記
事
が
削
除
さ
れ
て
い
る
。

（
17
） 

口
承
文
芸
研
究
史
に
お
け
る
「
怪
談
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
扱
い

方
に
つ
い
て
は
、
高
木
史
人
「
怪
談
の
階
段
」（『「
学
校
の
怪
談
」

は
さ
さ
や
く
』
二
〇
〇
五
年
、
青
弓
社
）
参
照
。
敷
衍
さ
せ
れ
ば
、

関
敬
吾
『
日
本
昔
話
集
成
』
な
ら
び
に
『
日
本
昔
話
大
成
』
以
来

の
昔
話
分
類
に
あ
る
「
笑
話
」
の
位
置
付
け
の
問
題
と
も
関
わ
る
。

 

（
い
と
う
・
り
ょ
う
へ
い
／
台
湾
・
南
台
科
技
大
学
）

〔
追
記
〕

　

本
稿
脱
稿
後
の
九
月
二
十
四
日
、
山
岡
栄
の
美
談
復
活
の
キ
ー
パ
ー

ソ
ン
と
な
っ
た
頼
運
和
さ
ん
が
亡
く
な
っ
た
。
謹
ん
で
ご
冥
福
を
お
祈

り
す
る
と
と
も
に
、
碑
の
行
方
を
見
守
っ
て
い
き
た
い
。


