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月報「ひ」               令和 2年 4月 26日発行 第 25号 

 

領  綱 

一 

私
逹󠄁
は
明
徳
を
明
ら
か
に
し
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
国
家
の
鎮
護
と
な
り
ま
す 

一 

私
逹󠄁
は
大
和
世
界
を
建
設
し
ま
す 

第 25号 

月 1 回 発 行 

ひの心を継ぐ会 

〒799-1336 

住所:愛媛県西条市

上市甲 720-1 

 

 

よ
く
働
き
、
よ
く
眠
り
て
目
覚
め
た
る
暁
の
心
に
こ
れ
を
見
よ
。
静
坐
調
息
一
念
不
動
の
相
に

こ
れ
を
観
よ
。
主
一
無
適
誠
敬
を
致
せ
る
自
己
の
心
に
こ
れ
を
看
取
せ
よ
。
鎮
魂
神
に
帰
せ
る

心
に
こ
れ
を
体
得
せ
よ
。
湛
然
た
る
太
古
の
静
寂
の
中
に
、
凝
然
と
し
て
一
念
未
生
ぜ
ず
、
太

虚
そ
の
も
の
の
心
で
あ
る
。
こ
の
心
こ
そ
、
火
来
れ
ば
火
に
応
じ
、
水
来
れ
ば
水
に
応
じ
、
春
風

と
な
り
、
秋
風
と
も
な
り
、
目
高
遊
ぶ
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
と
も
な
れ
ば
、
百
獣
を
驚
か
す
万
雷

の
滝
津
瀬
と
も
な
る
。千
変
万
化
時
に
応
じ
機
に
発
す
る
心
で
あ
り
、
森
羅
万
象
を
現
じ
る
宇

宙
の
相
で
あ
る
。太
虚
の
心
、０
の
心
な
の
で
あ
る
。 

 
 

自
己
に
徹
し
て
是
を
観
よ
！ 

 
 

歴
歴
昭
昭
た
る
実
相
で
あ
る
。 

 
 

「
０
」
は
無
限
の
数
を
含
む
「
０
」
で
あ
り
、す
べ
て
の
数
は
「
０
」
よ
り
生
じ
て
「
０
」
に
帰
る
。 

 
 

「
零
」
は
万
有
を
内
蔵
す
る
「
零
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
物
は
、
「
零
」
よ
り
発
し
て
「
零
」
に
復

る
。 

 
 

「
０
」
は
未
だ
「
一
」
を
発
せ
ざ
る
「
０
」
で
あ
り
、
初
め
終
り
な
き
永
遠
の
「
０
」
の
時
で
あ

り
、
行
き
て
極
り
な
き
無
極
の
「
０
」
の
処
で
あ
る
。故
に
、
何
処
も
「
０
」
の
時
に
あ
り
、何
処
も

「
０
」
の
処
に
あ
る
。何
時
も
永
遠
の
時
で
あ
り
、何
処
も
無
窮
の
処
で
あ
る
。 

 
「
０
」
は
円
妙
「
○
」
よ
り
発
想
さ
れ
た
記
号
で
あ
ろ
う
。
「
０
」
は
玄
妙
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
、

何
時
も
発
動
せ
ん
と
す
る
、零
活
な
る
「
は
じ
め
」
で
あ
り
「
太
虚
」
で
あ
る
。（
以
下
次
号
） 

    

個
の
陰
電
子
か
ら
成
る
も
の
、
第
三
は
、
一
個
の
陽
子
二
個
の
中
性
電
子
に
対
し
て
一
個
の
陰

電
子
か
ら
成
る
も
の
で
あ
る
が
、
第
二
第
三
の
核
に
中
性
電
子
を
有
す
る
も
の
は
重
水
素
と

呼
ば
れ
、
こ
れ
が
水
爆
に
利
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
様
に
宇
宙
構
造
の
原
子
の
数
理
が
明
か
に
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
は
、
銀
を
金
に

し
、
鉛
を
銀
に
す
る
こ
と
も
可
能
に
な
っ
た
。
や
が
て
、
堆
く
積
ま
れ
た
ガ
ラ
ス
や
自
動

車
な
ど
の
廃
品
、
ビ
ニ
ー
ル
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
な
ど
の
不
用
品
も
、
鉛
や
銀
や
金
に
再
錬

金
さ
れ
る
に
至
る
で
あ
ろ
う
。
宇
宙
は
数
理
に
よ
っ
て
構
造
さ
れ
て
居
り
、
更
に
創
造
さ

れ
、
造
化
さ
れ
て
い
く
。
数
は
天
地
の
「
一
」
で
あ
る
。 

 

前
号
の
補
説 

 

易
八
卦
の
数
理
の
所
に
、「
先
天
図
」
の
み
掲
げ
て
、「
後
天
図
」
を
お
と
し
て
い
た
か

ら
此
所
に
出
し
て
お
く
。「
先
天
図
」
は
説
卦
伝
第
三
章
に
「
天
地
位
を
定
め
、
三
沢
気
を

通
じ
、
雷
風
相
薄
り
、
水
火
相
射
わ
ず
、
八
卦
相
錯
わ
る
。
往
を
数
う
る
者
は
順
に
し
て
、

来
を
知
る
者
は
逆
な
り
。
是
の
故
に
易
は
逆
数
な
り
。」
の
文
に
よ
る
も
の
、
邵
康
節
は
、

之
を
伏
義
八
卦
の
位
な
り
と
曰
う
。
先
天
の
学
と
い
う
も
の
。「
後
天
図
」
は
説
卦
伝
第
五

章
に
「
帝
は
震
に
出
で
、
巽
に
斉
い
、
離
に
相
見
、
坤
に
致
役
し
、
兌
に
説
言
し
、
乾
に

戦
い
、
坎
に
労
し
、
艮
に
成
言
す
。
万
物
震
に
出
づ
、
震
は
東
方
な
り
。
巽
に
斉
う
。
巽

は
東
南
な
り
。
斉
う
と
は
万
物
の
潔
斎
を
言
う
な
り
。
離
と
は
明
か
な
り
。
万
物
皆
相
見

る
。
南
方
の
卦
な
り
。
聖
人
南
面
し
て
天
下
を
聴
き
、
明
に
嚮
い
て
治
む
。
蓋
し
諸
を
此

に
取
る
な
り
。
坤
と
は
地
な
り
。
万
物
皆
養
を
致
す
。
故
に
坤
に
致
役
す
と
曰
う
。
兌
は

正
秋
な
り
。
万
物
の
説
ぶ
所
な
り
。
故
に
兌
に
説
言
す
と
曰
う
。
乾
に
戦
う
。
乾
は
西
北

の
卦
な
り
。
陰
陽
相
薄
る
を
言
う
な
り
。
坎
は
水
な
り
。
正
北
方
の
卦
な
り
。
労
卦
な
り
。

万
物
の
帰
す
る
所
な
り
。
故
に
坎
に
労
す
と
曰
う
。
艮
は
東
北
の
卦
な
り
。
万
物
の
終
を

成
す
所
に
し
て
、
而
し
て
始
を
成
す
所
な
り
。
故
に
艮
に
威
厳
す
と
曰
う
。」
と
あ
り
。
此

の
章
は
八
卦
の
方
位
を
明
言
す
る
。
邵
康
節
の
文
王
八
卦
、
後
天
の
学
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
之
に
後
冊
十
二
支
を
配
す
る
。 

 

来
卍
（
ひ
だ
り
ま
ん
じ
）
は
誤
り
な
り
と
し
て
い
る
。 

 

平
凡
社
の
百
科
事
典
に
よ
る
と
、
卍
は 

と
も
書
く
。前
者
は
中
心
か
ら
周
囲
に
左
旋
し
た
も
の
、

後
者
は
右
旋
し
た
も
の
。こ
れ
は
太
陽
が
光
を
放
っ
て
い
る
状
態
を
象
形
化
し
た
も
の
ら
し
い
。
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
で
は
太
陽
神
ヴ
ィ
シ
ヌ
の
胸
部
の
旋
毛
を
示
す
も
の
と
さ
れ
、仏
教
で
も
仏
陀
の
胸
や
足

う
ら
に
現
わ
れ
る
瑞
相
と
さ
れ
ジ
ャ
イ
ナ
教
で
も
使
用
さ
れ
る
。
ヒ
ン
ド
ウ
教
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
で
は

右
旋
と
左
旋
と
に
意
義
の
区
別
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、中
国
や
日
本
で
は
区
別
が
な
く
、
仏
教
の
標

識
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

卍
と
卐
、
い
ず
れ
が
右
旋
か
。
色
々
論
議
が
あ
る
が
卍
は 

の
形
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
う
だ
と

す
れ
ば 

は
白
毫
の
右
旋
だ
か
ら
卍
が
「
み
ぎ
ま
ん
じ
」
と
す
る
が
よ
い
と
思
う
。 

 

瑞
祥
は
右
ま
ん
じ
で
よ
い
が
、
仏
の
世
相
、
宇
宙
の
作
用
に
は
、
前
か
ら
述
べ
て
き
た
っ
た
よ
う

に
陰
陽
奇
遇
右
旋
左
旋
も
あ
る
。
従
っ
て
卍
卐
い
ず
れ
も
あ
っ
て
よ
い
。
伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は

天
地
神
仏
の
実
相
を
明
か
に
示
し
給
う
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

北
極
上
空
に
お
け
る
霊
感
か
ら
、地
球
の
地
軸
磁
場
に
及
び
、
北
極
紫
微
宮
か
ら
、
天
之
御
柱
、陰

陽
奇
遇
右
旋
左
旋
に
及
び
、
河
図
洛
書
の
「
北
を
一

は
じ
め

」
と
す
る
神
理
を
観
て
き
た
の
で
あ
っ
た
が
、

こ
こ
に
至
っ
て
私
は
、こ
の
神
理
は
神
理
と
し
な
が
ら
も
、
更
に
根
元
初
始
の
と
こ
ろ
を
見
極
め
ね
ば

な
ら
な
く
な
っ
た
。
「
本
来
無
東
西
、何
処
有
南
北
、迷
故
三
界
城
、悟
故
十
方
空
」
の
空
な
る
世
界

で
あ
る
。地
上
の
限
定
さ
れ
た
場
所
に
於
て
は
、
北
に
一
を
見
た
て
て
東
西
南
北
を
定
め
る
こ
と
は

決
し
て
迷
う
が
故
で
は
な
い
。
陰
陽
二
神
の
神
言
と
行
為
は
天
之
御
柱
を
見
立
て
て
こ
れ
を
教
示

し
給
い
、
日
本
は
こ
の
道
に
よ
っ
て
国
生
み
神
生
み
を
し
て
神
道
に
よ
る
日
本
道
を
成
し
き
た
っ
て

居
り
、中
国
に
道
を
垂
れ
て
河
図
洛
書
八
卦
九
疇
洪
範
を
生
み
な
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
北
極

に
高
天
原
を
思
い
、
そ
こ
に
紫
微
宮
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
及
び
天
津
神
々
在
ま
す
と
見
る
も
よ

い
。
世
界
紅
卍
字
会
の
よ
う
に
太
乙
北
極
真
経
を
説
く
も
よ
い
。
尊
敬
す
る
先
達
の
神
仙
達
は
、
明

か
に
そ
れ
を
観
て
い
よ
う
。が
、
私
は
更
に
究
極
を
探
ね
た
い
の
で
あ
る
。古
事
記
の
「
あ
め
つ
ち
の
は

じ
め
の
と
き
」
の
「
は
じ
め
」
、
「
一
」
よ
り
以
前
の
「
は
じ
め
」
則
ち
「
０
」
零
を
「
は
じ
め
」
と
す
る

「
は
じ
め
」
で
あ
る
。
初
め
な
き
初
め
と
初
め
と
す
る
初
め
で
あ
る
。
「
天
地
」
は
無
限
の
広
が
り
空

間
で
あ
り
、
無
窮
の
流
れ
の
時
間
で
あ
る
。広
が
り
な
き
広
が
り
、
流
れ
な
き
流
れ
、
そ
の
初
め
な
き

初
め
、
名
も
無
く
業
も
無
き
唯
一
絶
対
の
世
界
、
そ
の
天
地
で
あ
り
、
そ
の
初
め
で
あ
る
。
そ
こ
が

高
天
原
で
あ
り
、
天
之
御
中
主
神
は
そ
こ
に
「
な
り
ま
せ
る
」
の
で
あ
る
。 

粋
な
生
命
は
自
ら
神
理
に
協
う
の
で
あ
る
。
美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
意
に
協
う
こ
と
で

あ
り
、
そ
の
一
体
と
な
っ
た
境
地
は
小
さ
い
自
己
を
忘
却
し
て
天
に
い
た
る
感
動
無
我
の
世

界
、
そ
こ
は
中
央
の
五
の
世
界
、
そ
こ
は
天
之
御
柱
の
世
界
で
天
之
御
中
主
神
の
世
界
に
い
た

る
位
で
あ
る
。
偉
大
な
る
生
命
の
須
佐
男
命
の
感
動
か
ら
生
れ
た
響
、
和
歌
は
自
ら
伊
邪
那

岐
伊
邪
那
美
の
神
言
に
協
い
、
神
々
も
弥
栄
へ
を
祝
し
た
ま
う
て
、
い
よ
い
よ
に
白
雲
を
四
方
八

方
に
立
ち
騰
ら
し
め
給
う
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
男
女
の
道
の
み
で
は
な
い
こ
の
陰
陽
奇
遇
の
道

に
協
っ
た
と
き
、
天
之
御
中
主
神
の
神
霊
に
触
れ
て
一
大
感
動
が
全
身
心
に
み
ち
る
の
で
あ

る
。伊
邪
那
岐
神
の
神
言
は
最
極
の
教
示
で
あ
る
。 

 

美
斗
能
麻
具
波
比
は
最
も
神
聖
神
妙
な
る
が
故
に
隠
所
に
お
こ
す
も
の
、
八
雲
八
重
垣
の
奥

深
く
「
つ
ま
ご
み
」
す
べ
き
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
性
で
あ
る
。
慎
ま
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
然
ら
ず

ん
ば
、
そ
の
子
孫
に
純
粋
な
る
人
の
子
は
生
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 

 

神
道
（
八
）
（
大
和
世
界
の
建󠄁
設
）       

竹
葉 

秀
雄 

古
事
記  

宇
宙
の
創
始 

         

「
０

は
じ
め

（
零
）
」
の
と
き 

  

そ
れ
で
は
、
こ
の
虚
し
く
空
な
る
０
は
、
果
し
て
本
当
に
何
も
な
い
空か

ら

な
の
で
あ
ろ
う
か
。
何

も
無
い
無
か
ら
有
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
か
。０
が
真
に
何
も
な
い
零
で
あ
る
な
ら
ば
決
し
て
「
一
」

は
生
じ
な
い
。
実
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
蔵
し
た
、
一
切
の
法
、
一
切
の
神
力
、
一
切
の
藏
、
一
切
の

事
を
、
す
べ
て
蔵
し
た
虚
し
さ
で
あ
り
、
空
な
の
で
あ
る
。
「
真
空
妙
有
」
な
の
で
あ
る
。
「
絶
対

無
」
な
る
が
故
に
「
絶
対
有
」
な
る
「
絶
対
無
」
な
の
で
あ
る
。
何
を
以
て
こ
れ
を
証
す
る
か
。 

 

前
述
の
数
の
世
界
に
於
て
も
０
か
ら

＋

プ
ラ
ス
マ
イ
ナ
ス

－
が
生
じ
そ
れ
は
無
限
に
伸
び
て
行
く
、
＋
－
が
生

じ
た
と
同
時
に−

1

マ
イ
ナ
ス
イ
チ

が
生
じ
て
い
る
。
子
が
生
じ
た
時
に
母
が
生
じ
た
と
同
義
で
あ
る
。−1

は
+

一
と
同
時
に
無
限
に
伸
び
て
行
く
。
子
の
子
は
無
限
に
生
ま
れ
て
い
く
。
親
の
親
は
無
限
の
古

に
及
ぶ
。+1

は
つ
ね
に−

1

と
有
っ
て
、
合
し
て
０
に
還
え
る
。子
は
母
と
合
し
て
一
体
の
仁
に
復

す
る
。母
子
未
だ
分
か
れ
ざ
る
零
に
復
す
る
。０
は
数
の
中
心
基
準
で
も
あ
る
。 

 
   

 

単
な
る
左
右
の
み
で
な
く
、
前
後
、
上
下
、
面
、
立
体
あ
ら
ゆ
る
関
係
に
於
て
然
り
で
あ
る
。
零

は
天
之
御
中
主
神
の
世
界
で
あ
り
、+

は
高
御
産
巣
日
神
、
一
は
神
産
巣
日
神
の
世
界
で
あ
る
。 

 
 

現
代
の
物
理
学
も
こ
れ
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
い
る
が
、
我
々
は
之
を
他
に
求
む
に
及
ば
な

い
。
一
番
確
か
な
る
自
己
の
心
に
こ
れ
を
証
す
る
が
よ
い
。
宇
宙
内
の
こ
と
は
自
己
の
心
に
存
す

る
の
で
あ
る
。 

 

よ
く
働
き
、
よ
く
眠
り
て
目
覚
め
た
る
暁
の
心
に
こ
れ
を
見
よ
。
静
坐
調
息
一
念
不
動
の
相
に

こ
れ
を
観
よ
。
主
一
無
適
誠
敬
を
致
せ
る
自
己
の
心
に
こ
れ
を
看
取
せ
よ
。鎮
魂
神
に
帰
せ
る
心

に
こ
れ
を
体
得
せ
よ
。
●
然
た
る
太
古
の
静
寂
の
中
に
、
凝
然
と
し
て
一
念
未
生
ぜ
ず
、
太
虚
そ

の
も
の
の
心
で
あ
る
。こ
の
心
こ
そ
、火
来
れ
ば
火
に
応
じ
、
水
来
れ
ば
水
に
応
じ
、
春
風
と
な
り
、

秋
風
と
も
な
り
、目
高
遊
ぶ
小
川
の
せ
せ
ら
ぎ
と
も
な
れ
ば
、
百
獣
を
驚
か
す
万
雷
の
滝
津
瀬
と

も
な
る
。
千
変
万
化
時
に
応
じ
機
に
発
す
る
心
で
あ
り
、
森
羅
万
象
を
現
じ
る
宇
宙
の
相
で
あ

る
。太
虚
の
心
、０
の
心
な
の
で
あ
る
。 

 

事
故
に
徹
し
て
是
を
観
よ
！ 

 

歴
歴
昭
昭
た
る
実
相
で
あ
る
。 

 

「
０
」
は
無
限
の
数
を
含
む
「
０
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
数
は
「
０
」
よ
り
生
じ
て
「
０
」
に
帰
る
。 

 

「
零
」
は
万
有
を
内
蔵
す
る
「
零
」
で
あ
り
、
す
べ
て
の
物
は
、「
零
」
よ
り
発
し
て
「
零
」
に
復
る
。 

 

「
０
」
は
未
だ
「
一
」
を
発
せ
ざ
る
「
０
」
で
あ
り
、
初
め
終
り
な
き
永
遠
の
「
０
」
の
時
で
あ
り
、

行
き
て
極
り
な
き
無
極
の
「
０
」
の
処
で
あ
る
。故
に
、何
処
も
「
０
」
の
時
に
あ
り
、何
処
も
「
０
」 

の
処
に
あ
る
。
何
時
も
永
遠
の
時
で
あ
り
、
何
処
も
無
窮
の
処
で
あ
る
。 

 

「
０
」
は
円
妙
「
○
」
よ
り
発
想
さ
れ
た
記
号
で
あ
ろ
う
。「
０
」
は
玄
妙
思
議
す
べ
か
ら
ざ
る
、
何

時
も
発
動
せ
ん
と
す
る
、
零
活
な
る
「
は
じ
め
」
で
あ
り
「
太
虚
」
で
あ
る
。
（
以
下
次
号
） 

 

無
限
・
・
・
・
・
・
+
3
　
　
+
2
　
　
+
１
　
　
｜
　
　
−
1
　
　
−
2
　
　
−
3
・
・
・
・
・
・
無
限
　
　

正
の
数
（
+
）
←
―
―
―
―
―
―
―
0
―
―
―
―
―
―
―
―
→
負
の
数
（
−
）
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第
三
章 

農
民
生
活
の
倫
理
的
考
察 

 
 
 

 
 

菅
原 

兵
治 

～
第
二
節 

批
判
～ 

 

 

以
上
、
概
説
せ
る
諸
態
度
に
就
き
、
左
に
私
共
の
反
省
し
考
慮
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
点
を
述
べ
て
見

た
い
と
思
う
。
而
し
て
是
れ
亦
実
は
自
ら
を
修
む
る
資
料
と
し
た
い
が
故
で
あ
る
。 

 
    

彊
義
的
態
度 

 
 

先
ず
第
一
に
彊
義
的
態
度
で
あ
る
が
、
之
は
第
一
節
に
於
て
、
已
に
農
民
の
理
想
と
す
べ
き

態
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
就
い
て
述
べ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
今
又
改
め
て
説
く
必
要
も
な
い
と

思
う
の
で
、其
他
の
態
度
に
就
い
て
述
べ
て
見
た
い
と
思
う
。 

 
    

無
自
覚
的
態
度 

 
 

無
自
覚
的
態
度―

―

素
直
に
考
え
れ
ば
こ
れ
で
は
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
何
人
も
肯
か
れ

る
こ
と
で
あ
る
が
、
然
し
実
際
世
間
に
於
て
は
案
外
此
の
態
度
若
し
く
は
之
に
近
い
態
度
を
珍

重
が
る
向
が
少
く
な
い
。曰
く
、百
姓
に
文
句
は
要
ら
ぬ
。
唯
黙
っ
て
働
け
ば
そ
れ
で
い
い
じ
ゃ
な

い
か
と
。
黙
っ
て
働
く―

―

そ
れ
は
勿
論
結
構
な
こ
と
だ
。
農
業
に
限
ら
ず
、
す
べ
て
の
職
業
皆

然
り
、
働
く
時
は
つ
べ
こ
べ
文
句
を
並
べ
た
て
て
い
る
よ
り
は
黙
っ
て
働
く
方
が
よ
い
こ
と
は
勿

論
で
あ
る
。
然
し
黙
っ
て
働
く
と
い
う
こ
と
は
、
何
も
言
う
べ
き
場
合
に
も
言
い
得
ぬ
労
役
の
道

具―
―

農
奴
化
し
て
了
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
言
う
べ
き
義
理
道
理
も
知
ら
ぬ

も
の
が
文
句
を
言
わ
ぬ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
格
別
尊
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
然
も

世
間
往
々
従
来
の
主
知
主
義
的
教
育
に
こ
り
ご
り
し
て
、
義
を
解
し
、
道
を
知
り
、
学
を
修
め
、

業
を
習
い
、
説
く
べ
き
場
合
に
堂
々
説
示
喝
破
す
る
こ
と
ま
で
を
、
所
謂
「
文
句
」
と
い
う
こ
と

と
誤
解
し
唯
牛
馬
の
如
く
働
く
の
を
珍
重
が
る
傾
向
が
少
く
な
い
よ
う
で
あ
る
。
之
に
就
い
て

山
鹿
素
行
の
士
道
論
中
の
次
の
一
節
は
大
い
に
啓
蒙
の
砭
針
と
な
る
で
あ
ろ
う
。 

 
 

「
大
丈
夫
の
養
い
正
し
か
ら
ざ
る
時
は
、
唯
剛
強
な
る
を
専
ら
と
し
て
、
衣
服
よ
り
飲
食
居

宅
の
体
、
言
語
動
容
に
至
る
ま
で
、
専
ら
す
ね
こ
ば
り
て
、
木
の
は
し
の
如
く
取
り
ま
わ
し
、
是

れ
則
ち
大
丈
夫
の
法
な
り
と
思
う
の
輩
あ
り
。
甚
だ
以
て
あ
や
ま
れ
り
。
（
後
略
）―

風
度
章

―

」 

 
 

尤
も
農
道
の
本
質
よ
り
見
て
こ
の
態
度
は
、
軽
薄
な
る
偏
文
的
態
度
に
比
す
れ
ば
稍
愛
す
べ

き
点
も
あ
る
が
、
決
し
て
中
正
な
り
と
は
言
い
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
殊
に
日
本
農
民
は
、
大
農

組
織
の
下
に
雇
傭
労
役
者
と
し
て
使
役
せ
ら
る
る
日
傭
的
農
業
労
働
者
と
は
大
い
に
其
の
趣

を
異
に
し
、仮
令
五
段
百
姓
と
雖
も
独
立
せ
る
一
家
を
経
営
し
、男
子
な
ら
ば
一
度
は
必
ず
其

の
戸
主
と
な
り
、
女
子
な
ら
ば
必
ず
其
の
主
婦
と
な
る
の
で
あ
る
。
況
ん
や
一
方
、
社
会
的
に

之
を
見
れ
ば
所
謂
「
公
民
」
と
し
て
、
地
方
自
治
の
事
に
も
参
画
し
て
行
か
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で

あ
る
。
無
自
覚
的
態
度
は
決
し
て
其
の
生
活
を
永
安
な
ら
し
む
る
所
以
の
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

猶
此
処
に
一
言
付
け
加
え
て
お
き
た
い
事
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
自
覚
的
態
度
の
者
が
働
い

て
或
る
程
度
の
産
を
成
し
た
後
に
伴
い
易
い
危
険
で
あ
る
。
即
ち
無
自
覚
的
態
度
の
者
が
働
い

て
金
が
た
ま
る
よ
う
に
な
る
と
、
内
的
理
想
精
神
に
欠
け
て
い
る
が
故
に
、
昨
日
ま
で
の
勤
労

的
態
度
を
一
変
し
て
、
兎
も
す
れ
ば
外
的
享
楽
に
趨
る
こ
と
な
し
と
せ
ぬ
も
の
で
あ
る
。
私
共

は
世
間
往
々
に
し
て
此
の
事
実
を
見
る
が
、
殊
に
無
知
な
労
働
者
の
生
活
等
を
見
る
時
、
其
の

日
常
に
於
て
か
か
る
事
例
に
接
す
る
こ
と
が
決
し
て
珍
し
く
は
な
い
の
で
あ
る
。
深
く
考
え
ね

ば
な
ら
ぬ
こ
と
と
思
う
。 
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山
崎
闇
斎
先
生
自
賛
と
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス                 

 

三
浦 

夏
南 

 

  
 

山
崎
闇
斎
先
生
自
賛
の
中
に
「
神
垂
祈
祷

し
ん
す
い
き
と
う

、
冥
加
正
直

め
い
か
し
ょ
う
じ
き

」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
簡
単
に
説

明
す
る
と
神
の
お
与
え
に
な
る
目
に
見
え
な
い
ご
加
護
は
、
ひ
た
す
ら
に
祈
り
、
素
直
な
心
を

持
つ
者
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
語
の
持
つ
深
い
意
味
に
関
し
て
は
、崎
門
学

き

も

ん
が
く

の
泰
斗

た

い

と

近
藤
啓
吾
先
生
の
著
書
に
詳
し
い
の
で
割
愛
す
る
が
、
ウ
イ
ル
ス
騒
動
に
動
揺
す
る
現

在
に
あ
っ
て
、
こ
の
お
言
葉
は
心
の
支
え
に
成
る
も
の
と
思
う
。
人
と
の
接
触
を
出
来
る
だ
け
避

け
、
手
洗
い
う
が
い
を
徹
底
す
る
な
ど
、
物
理
的
な
対
策
ば
か
り
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の

根
底
に
あ
る
魂
の
清
浄
を
主
と
し
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
物
質
的
努
力
も
裏
目
に
出
る
こ
と

が
多
々
あ
る
で
あ
ろ
う
。
病
は
気
か
ら
と
い
う
言
葉
も
あ
る
通
り
、
心
に
描
い
た
も
の
は
肉
体
に

表
現
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
私
も
幼
少
よ
り
ス
ポ
ー
ツ
の
世
界
で
生
き
て
来
た
為
、
体

調
の
管
理
に
は
人
一
倍
気
を
遣
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
特
に
チ
ー
ム
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
っ
た

の
で
、
大
事
な
大
会
前
に
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
感
染
者
を
出
す
と
そ
れ
ま
で
の
皆
の
努
力
が
無
に

帰
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
元
々
心
配
性
な
性
格
も
あ
っ
て
、
手
洗
い
う
が
い
、マ
ス
ク
な
ど
出
来

る
対
策
は
徹
底
的
に
、
異
常
な
ま
で
に
行
っ
て
い
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
そ
う
い
っ
た
と
き
に
限
っ

て
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
感
染
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
苦
い
経
験
も
あ
る
。
感
染
し
た
く
な
い
、
感
染

さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
強
く
病
気
を
掴
み
過
ぎ
る
と
、
却
っ
て
病
気
を
呼
び
寄
せ
て
し
ま
う
も

の
だ
と
、
体
験
的
に
気
付
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
高
校
時
代
の
友
人
に
、
自
分
は
馬
鹿
だ
か
ら
風

邪
を
ひ
か
な
い
、ひ
い
て
も
気
付
く
頭
が
な
い
か
ら
、生
れ
て
か
ら
風
邪
に
す
ら
か
か
っ
た
こ
と
が

な
い
と
豪
語
し
て
い
た
人
が
何
人
も
い
た
。
彼
等
の
無
頓
着
は
手
放
し
で
称
賛
す
る
こ
と
は
出

来
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
確
固
た
る
自
信
は
確
か
に
結
果
と
し
て
病
を
退
け
て
い
た
よ
う
に
思

う
。ま
た
少
し
体
調
が
悪
い
と
感
じ
た
ら
、
敢
え
て
全
力
で
走
り
込
み
を
し
た
り
、水
風
呂
に
浸

か
っ
て
気
合
い
を
入
れ
る
と
い
う
人
も
い
た
が
、
こ
の
人
も
常
に
健
康
を
維
持
し
て
い
た
。
小
中

学
校
の
同
級
生
で
、
ど
れ
だ
け
寒
い
雪
の
降
る
日
で
も
必
ず
半
袖
半
ズ
ボ
ン
で
登
校
し
、
決
し

て
上
着
を
身
に
付
け
な
い
と
い
う
ポ
リ
シ
ー
を
持
っ
た
人
も
い
た
が
、
彼
は
学
業
も
極
め
て
優
秀

で
、
且
つ
皆
勤
賞
で
あ
っ
た
と
思
う
。
心
配
性
で
対
策
ば
か
り
に
拘
っ
て
い
た
私
よ
り
も
豪
胆
な

る
彼
等
の
方
が
、
「
本も

と

を
重
ん
ず
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
直
感
的
に
出
来
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
手
洗

い
う
が
い
が
大
切
な
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
病
の
観
念
を
魂
の
表
面
か
ら
禊
祓
う

と
い
う
精
神
的
浄
化
と
一
体
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

闇
斎
先
生
は
克
己
の
精
神
烈
烈
た
る
求
道
者
で
あ
る
が
、
そ
の
根
底
に
は
常
に
神
へ
の
祈
り

と
子
供
の
よ
う
な
素
直
で
純
真
な
真
心
を
大
切
に
さ
れ
た
方
で
あ
っ
た
。
こ
の
謙
虚
な
神
へ
の

祈
り
を
抜
き
に
し
て
克
己
の
修
練
に
入
る
と
、
自
己
の
弱
小
感
か
ら
欲
望
を
掴
ん
で
し
ま
い
、

却
っ
て
人
欲
に
振
り
回
さ
れ
て
し
ま
う
。
先
生
は
本
を
重
ん
ず
る
と
と
も
に
、
末
の
部
分
ま
で

徹
底
さ
れ
る
豪
胆
に
し
て
繊
細
な
方
で
あ
る
が
、
本
が
出
来
て
い
な
け
れ
ば
、
末
を
幾
ら
励
ん

で
も
効
果
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
か
つ
て
人
の
何
倍
も
対
策
を
し
て
い
た
私
が
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に

感
染
し
た
よ
う
に
逆
効
果
に
な
る
こ
と
す
ら
あ
る
。
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
猛
威
を
振
る
う
今
こ

そ
、
祈
り
の
原
点
に
帰
り
、
心
を
清
浄
に
保
ち
た
い
も
の
で
あ
る
。 
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と
よ
く
も
農
園
だ
よ
り                        

三
浦 

美
恵  

 
 

 
 

今
月
は
ネ
ギ
・
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
の
手
入
れ
、
春
野
菜
の
手
入
れ
、
夏
野
菜
の
播
種
、
里
芋
の
準

備
・定
植
を
行
い
ま
し
た
。 

 
 

ま
ず
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
育
て
て
い
る
ネ
ギ
と
ア

ス
パ
ラ
ガ
ス
に
つ
い
て
で
す
。ハ
ウ
ス
内
は
露
地
栽
培

と
比
較
し
て
湿
度
管
理
・
水
や
り
に
経
験
や
見
極

め
が
必
要
な
た
め
、
栽
培
経
験
の
あ
る
人
に
教
え

て
も
ら
い
な
が
ら
育
て
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
春
の

暖
か
な
日
差
し
を
受
け
、
日
に
日
に
葉
が
大
き
く

成
長
し
て
い
ま
す
。
ア
ス
パ
ラ
ガ
ス
は
一
株
か
ら
何

本
も
の
茎
が
の
び
て
お
り
、
こ
の
調
子
で
行
け
ば
六
月
か
ら
収
穫
が
で
き
る
そ
う
で
す
。
ネ
ギ

は
三
箇
所
で
時
期
を
ず
ら
し
て
栽
培
し
て
い
ま
す
が
、
ハ
ウ
ス
で
育
て
て
い
た
も
の
は
収
穫
で
き

る
ま
で
に
生
長
し
、
少
し
ず
つ
地
元
の
産
直
市
へ
出
荷
を
始
め
ま
し
た
。 

 
 

続
い
て
春
野
菜
に
つ
い
て
で
す
。
春
野
菜
を
植
え
て
い
る
畑
は
散
歩
圏
内
に
あ
る
た
め
、
二
人

の
子
ど
も
を
連
れ
て
様
子
を
見
に
行
っ
た
り
、
収
穫
を
し
た
り
、
新
た
な
種
を
播
い
た
り
し
て

き
ま
し
た
。秋
に
植
え
て
い
た
新
玉
ね
ぎ
が
よ
う
や
く
獲
れ
始
め
、収
穫
し
た
も
の
は
そ
の
日
の

う
ち
に
食
卓
に
並
び
ま
す
。
畑
の
様
子
や
子
供
達
の
畑
で
の
様
子
を
話
し
な
が
ら
、
シ
ャ
キ
シ
ャ

キ
の
新
玉
ね
ぎ
を
サ
ラ
ダ
に
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
大
根
、
カ
ブ
、
ニ
ン
ニ
ク
、
ブ
ロ

ッ
コ
リ
ー
、キ
ャ
ベ
ツ
、
ケ
ー
ル
、ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
枝
豆
も
伸
び
て
き
て
い
る
の
で
、収
穫
が
待
ち
遠

し
い
で
す
。 

 
 

次
に
夏
野
菜
の
播
種
で
す
。
ト
マ
ト
、ピ
ー
マ
ン
、キ
ュ
ウ
リ
、
ナ
ス
、
シ
ソ
、
ズ
ッ
キ
ー
ニ
、ゴ
ー
ヤ
、

白
ネ
ギ
、
ス
イ
カ
を
セ
ル
ト
レ
ー
や
ポ
ッ
ト
に
植
え
て
い
き
ま
し
た
。
ビ
ニ
ー
ル
ハ
ウ
ス
で
育
て
て

い
る
の
で
す
が
、
少
し
ず
つ
か
わ
い
い
芽
が
出
て
き
て
お
り
、
様
子
を
見
に
行
く
の
が
日
々
の
楽

し
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
夏
野
菜
は
或
る
程
度
大
き
く
な
れ
ば
、
庭
に
あ
る
ミ
ニ
菜
園
に
定

植
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
畑
は
、
今
月
頭
ま
で
空
き
ス
ペ
ー
ス
だ
っ
た
庭
を
耕
し
、
牛
糞
、

石
灰
を
入
れ
て
土
づ
く
り
を
行
い
、
子
ど
も
た
ち
が
毎
日
水
や
り
や
様
子
を
見
に
い
け
る
場
所

に
し
た
も
の
で
す
。
面
積
は
六
ｍ×

一
〇
ｍ
と
小
さ
い
で
す
が
、
毎
日
の
水
や
り
が
家
の
水
道
か
ら

で
き
る
こ
と
や
、
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
場
・
仕
事
場
に
な
る
こ
と
か
ら
急
き
ょ
作
り
ま
し
た
。
今

年
の
夏
は
、こ
の
畑
か
ら
も
た
く
さ
ん
の
野
菜
を
収
穫
で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 
 

最
後
は
里
芋
の
準
備
・定
植
に
つ
い
て
で
す
。
今
年
の
主

力
と
な
る
里
芋
で
す
が
、
そ
の
畝
を
た
て
て
マ
ル
チ
を
張

る
た
め
の
マ
ル
チ
ャ
ー
と
い
う
機
械
が
、
つ
い
に
届
き
ま
し

た
。
畑
は
、
濡
れ
た
ま
ま
の
状
態
で
耕
す
と
い
び
つ
な
形
に

土
が
固
ま
り
、
里
芋
の
生
育
に
も
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま

た
肥
料
を
入
れ
た
後
に
雨
が
降
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
の
肥

料
が
流
れ
、
土
も
固
ま
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
、畑
が
乾

い
て
い
る
状
態
で
、雨
の
前
に
肥
料
を
ふ
っ
て
耕
耘
し
、
マ
ル

チ
を
張
る
と
い
う
一
連
の
作
業
を
終
え
て
し
ま
わ
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ト
ラ
ク
タ
ー
を
一
台
し
か
持
っ
て

い
な
い
私
達
は
、
一
気
に
四
反
分
の
畑
を
耕
耘
し
、
そ
の
後

マ
ル
チ
ャ
ー
を
ト
ラ
ク
タ
ー
に
付
け
換
え
て
も
ら

っ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
マ
ル
チ
張
り
が
で
き
ま
せ

ん
。
天
気
予
報
を
確
認
す
る
と
、
五
日
後
か
ら

一
週
間
程
度
の
雨
が
降
る
と
分
か
り
、
朝
は
六

時
か
ら
、
夜
は
日
の
入
り
後
ラ
イ
ト
を
つ
け
て

七
時
過
ぎ
ま
で
、
ほ
ぼ
休
憩
無
し
で
作
業
を
し

て
行
き
ま
し
た
。
注
文
し
た
ば
か
り
で
マ
ル
チ
の

調
整
が
う
ま
く
い
か
ず
、ど
う
な
る
こ
と
か
と
心

配
し
ま
し
た
が
、
五
日
間
で
何
と
か
雨
の
前
日

の
夕
方
に
準
備
が
終
わ
っ
た
時
に
は
、
達
成
感
で

一
杯
で
し
た
。
そ
の
後
、
土
が
乾
い
た
畑
か
ら
写

真
左
の
移
植
機
を
使
っ
て
里
芋
を
定
植
し
、
今

は
畝
間
を
整
え
て
排
水
を
作
っ
て
い
る
所
で
す
。

今
年
の
秋
冬
に
た
く
さ
ん
の
里
芋
が
収
穫
で
き

る
よ
う
、
日
々
見
回
り
を
し
な
が
ら
大
切
に
育

て
て
行
こ
う
と
思
い
ま
す
。 
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★
今
後
の
予
定 

 
 
 

来
月
も
、
今
月
に
引
き
続
き
勉
強
会
は
休
止
致
し
ま
す
。
復
帰
の
目
途
が
立
ち

ま
し
た
ら
、
本
稿
に
て
ご
連
絡
差
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
一
燈
照
偶 

万
燈
照
国 

 
 

ひ
の
心
を
継
ぐ
会
は
竹
葉
秀
雄
・
近
藤
美
佐
子
両
先
生
の
精
神
を
継
承
し
、
発

展
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
生
ま
れ
た
会
で
す
。
一
人
の
「
ひ
」
の
精
神
が
周

囲
の
人
々
の
心
に
「
ひ
」
を
燈
し
、
や
が
て
そ
れ
が
国
を
照
ら
す
「
ひ
」
に
な
る
こ

と
を
願
い
、
活
動
を
行
つ
て
お
り
ま
す
。
皆
様
に
は
何
卒
ご
理
解
と
ご
支
援
を
賜

り
ま
す
よ
う
、
宜
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

★
年
会
費 

・
一
般
会
員 

 
 
 
 
 

三
千
円 

・
賛
助
会
員 

 
 

 
 
 

一
万
円 

・
特
別
賛
助
会
員 

 
 
 

三
万
円 

・
支
援
会
員 

 
 
 
 
 

一
万
円 

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fpark18.wakwak.com%2F~osyare%2F5-back.html&psig=AOvVaw3WOby9qwl95pjFZcTbmn-i&ust=1587956059598000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJCb6r6LhekCFQAAAAAdAAAAABAE

