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放
翁
東
籬
の
記
に
い
ふ
、

　
「
放
翁
告
帰
（
退
官
し
て
隠
居
す
る
こ
と
）
の
三
年
、
舎
東
の
茀
地
ぶ
つ
ち
（
草
の
生
ひ
し
げ
る
土
地
）
を
闢

　
く
。
南
北
七
十
五
尺
、
東
西
或
ひ
は
十
有
八
尺
に
し
て
贏の
び
、
或
ひ
は
十
有
三
尺
に
し
て
縮
ま
る
。
竹

　
を
插
ん
で
籬り
と
為
す
、
其
地
の
数
の
如
し
。
五
石
瓮
（
か
め
）
を
※うづ
め
、
泉
を
瀦た
め
て
池
と
為
し
、
千

　
葉
の
白
芙
※
（
蓮
）
を
植
う
。
又
た
木
の
品
（
木
の
類
）
若
干
と
草
の
品
若
干
を
雑
へ
植
う
。
之
を
名

　
づ
け
て
東
籬
と
曰
ふ
。
放
翁
日
に
其
間
に
婆
娑
（
歩
き
廻
は
る
こ
と
）
、
其
の
香
を
※と
り
以
つ
て
臭
ぎ
、

　
其
の
穎
ほ
さ
きを
擷つ
み
以
て
玩
ぶ
。
朝
に
は
灌
ぎ
莫
に
は
鉏
た
が
やす
。
凡
そ
一
甲
拆たく
（
草
木
の
新
芽
を
包
め
る
薄
き

　
皮
の
開
く
こ
と
）
一
敷
栄
（
花
の
し
げ
り
咲
く
こ
と
）
、
童
子
皆
な
来
り
報
じ
て
惟
だ
謹
む
。
放
翁
是

　
に
於
て
本
草
を
考
へ
、
以
て
其
の
性
質
を
見
、
離
騒
を
探
り
、
以
て
其
の
族
類
を
得
、
之
を
詩
爾
雅
及

　
び
毛
氏
郭
氏
の
伝
に
本
づ
け
、
以
て
其
の
比
興
を
観
、
其
の
訓
詁
を
窮
め
、
又
下
つ
て
は
博
く
漢
魏
晋

　
唐
以
来
を
取
り
、
一
篇
一
詠
も
遺
す
者
な
く
、
古
今
体
制
の
変
革
を
反
覆
研
究
す
。
間まま
亦
吟
諷
し
て
長

　
謡
、
短
草
、
楚
詞
、
唐
律
を
為
り
、
風
月
煙
雨
の
態
度
に
酬
答
す
。
蓋
し
独
り
身
目
を
娯
み
、
暇
日
を

　
遣
る
の
み
に
あ
ら
ず
。
昔
は
老
子
書
を
著
は
し
末
章
に
曰
ふ
『
小
国
寡
民
、
其
の
食
を
甘
し
と
し
、
其

　
の
服
を
美
し
と
し
、
其
の
居
に
安
ん
じ
、
其
の
俗
を
楽
む
。
隣
国
相
望
み
て
、
鶏
犬
の
声
相
聞
ゆ
る
も
、
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民
、
老
死
に
至
る
ま
で
相
往
来
せ
ず
。
』
と
。
其
の
意
深
し
矣
。
老
子
を
し
て
一
邑
一
聚
を
得
せ
し
め

　
ば
、
蓋
し
真
に
以
て
此
を
致
す
に
足
ら
む
。
於あ
虖あ
、
吾
が
東
籬
、
又
た
小
国
寡
民
の
細
な
る
者
か
。
開

　
禧
元
年
四
月
乙
卯
誌
す
。
」

　
私
は
こ
の
一
文
を
読
ん
で
、
放
翁
の
晩
年
に
お
け
る
清
福
を
羨
む
の
情
に
耐
へ
な
い
。

　
私
は
元
か
ら
宏
荘
な
邸
宅
や
華
美
な
居
室
を
好
ま
な
い
が
、
殊
に
晩
年
隠
居
す
る
に
至
つ
て
か
ら
は
、

頻
り
に
小
さ
な
室
が
二
つ
か
三
つ
か
あ
る
に
過
ぎ
な
い
庵
の
や
う
な
家
に
住
み
た
い
も
の
と
、
空
想
し
続

け
て
ゐ
る
。
頼
山
陽
が
日
本
外
史
を
書
い
た
山
紫
水
明
楼
は
、
四
畳
と
二
畳
と
の
二
間
か
ら
成
つ
て
ゐ
た

も
の
だ
と
云
ふ
が
、
今
私
は
、
書
斎
と
寝
室
を
兼
ね
る
の
な
ら
、
四
畳
半
か
三
畳
で
結
構
だ
し
、
書
斎
だ

け
な
ら
三
畳
か
二
畳
で
結
構
だ
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
代
り
私
は
家
の
周
囲
に
な
る
べ
く
多
く
の
空
地
を

残
し
て
お
き
た
い
。
広
々
と
し
た
土
地
を
取
囲
ん
だ
屋
敷
の
一
隅
に
小
さ
な
住
宅
の
建
つ
て
ゐ
る
の
が
好

ま
し
い
。
残
念
な
こ
と
に
、
京
都
に
は
、
借
り
よ
う
と
思
つ
て
も
、
そ
ん
な
家
は
殆
ど
な
い
。

　
京
都
人
は
ど
う
い
ふ
も
の
か
、
せ
ゝ
つ
こ
ま
し
い
中
庭
を
好
ん
で
ゐ
る
。
郊
外
の
相
当
広
い
所
で
も
京

都
人
が
家
を
設
計
す
る
と
な
る
と
、
座
敷
と
座
敷
と
に
挾
ま
れ
た
中
庭
を
作
つ
て
、
そ
の
狭
い
所
へ
、
こ

て
〳
〵
と
沢
山
の
石
を
運
ん
で
来
て
、
山
を
築
き
池
を
掘
り
、
石
橋
を
架
け
石
燈
籠
を
据
ゑ
、
松
を
植
ゑ

 

木  

槲 

も
く
こ
く

を
植
ゑ
躑
躅
つ
つ
じ
を
植
ゑ
な
ど
し
て
、
お
庭
ら
し
い
も
の
を
作
る
。
た
と
ひ
小
さ
な
借
家
の
僅
か
な
空
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地
で
も
、
な
る
べ
く
そ
れ
に
似
た
も
の
に
す
る
の
が
、
京
都
人
の
流
儀
だ
が
、
私
は
さ
う
し
た
人
為
的
な

庭
を
好
ま
な
い
。
た
ゞ
の
平
地
に
植
ゑ
ら
れ
た
色
々
な
種
類
の
花
卉
に
取
囲
ま
れ
て
ゐ
る
家
　
　
家
の
小

さ
な
割
に
地
面
の
広
い
の
が
望
み
で
あ
る
。
私
は
東
籬
の
記
を
読
ん
で
、
ち
よ
つ
と
そ
ん
な
風
な
住
ひ
を

想
像
す
る
の
で
あ
る
。

　
放
翁
は
五
つ
の
石
瓮
を
埋
め
、
そ
れ
に
泉
を
貯
へ
て
沢
山
の
白
蓮
を
植
ゑ
た
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
私
も

出
来
る
こ
と
な
ら
、
さ
う
し
た
水
は
欲
し
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
今
か
ら
三
十
年
前
、
始
め
て
京
都
へ
赴
任

し
た
時
、
千
賀
博
士
の
と
こ
ろ
へ
挨
拶
に
行
つ
た
ら
、
そ
れ
は
藁
葺
の
家
だ
つ
た
が
、
客
間
の
南
は
広
々

と
し
た
池
に
な
つ
て
ゐ
て
、
よ
く
肥
え
た
緋
鯉
が
、
盛
ん
な
勢
で
新
陳
代
謝
す
る
水
の
中
を
游
ぎ
廻
つ
て

ゐ
た
。
私
は
そ
れ
を
見
て
、
ひ
ど
く
羨
ま
し
か
つ
た
も
の
だ
。
そ
こ
は
下
鴨
神
社
の
す
ぐ
側
で
、
高
野
川

の
河
水
が
絶
え
ず
滲
透
し
て
ゐ
る
低
地
な
の
で
、
少
し
土
を
掘
る
と
恐
ら
く
か
う
し
た
清
泉
が
自
然
に
迸

り
出
て
ゐ
た
の
で
あ
ら
う
。
総
じ
て
京
都
の
や
う
な
、
山
に
囲
ま
れ
た
狭
い
盆
地
の
中
を
川
が
流
れ
て
ゐ

る
処
で
は
、
山
手
に
限
ら
ず
市
中
で
も
、
少
し
ば
か
り
土
を
掘
り
抜
く
と
水
の
ふ
き
出
る
場
所
が
多
い
の

で
あ
る
。

　
放
翁
は
更
に
樹
木
の
類
若
干
と
草
花
の
類
若
干
と
を
雑
へ
植
ゑ
た
と
云
つ
て
ゐ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
私
の

最
も
真
似
し
た
く
思
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
私
は
大
学
生
時
代
、
下
宿
に
居
た
頃
に
は
、
縁
日
で
売
る
草
花
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の
鉢
を
よ
く
買
つ
て
来
て
、
机
の
上
や
手
摺
の
あ
た
り
に
置
い
て
楽
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
頃
、
そ
ん

な
こ
と
を
す
る
仲
間
は
殆
ど
一
人
も
居
な
か
つ
た
の
で
、
君
は
花
が
余
程
す
き
だ
と
見
え
る
な
と
、
人
か

ら
云
は
れ
〳
〵
し
て
ゐ
た
も
の
だ
、
今
、
晩
年
に
及
ん
で
、
も
し
私
を
し
て
好
む
所
を
縦
ま
に
す
る
を
得

せ
し
め
た
な
ら
、
私
は
自
分
の
書
斎
を
取
巻
く
に
様
々
な
る
草
花
を
以
て
す
る
で
あ
ら
う
、
私
は
松
だ
の

木
槲
だ
の
を
庭
へ
植
ゑ
よ
う
と
は
思
は
な
い
。
総
じ
て
陽
を
遮
る
樹
木
の
類
は
、
無
花
果
だ
け
は
私
の
好

物
な
の
で
例
外
だ
が
、
な
る
べ
く
少
い
の
が
望
ま
し
い
。
紅
梅
の
一
株
、
た
ゞ
そ
れ
だ
け
で
事
は
足
り
る
。

花
も
つ
け
ず
実
も
つ
け
な
い
も
の
で
は
、
私
は
た
ゞ
竹
だ
け
を
愛
す
る
。
し
か
し
そ
れ
も
脩
竹
千
竿
な
ど

い
ふ
や
う
な
鬱
陶
し
い
も
の
は
、
自
分
の
住
ひ
と
し
て
は
嫌
ひ
だ
。
書
斎
の
丸
窓
の
側
に
、
ほ
ん
の
二
、

三
本
の
竹
が
あ
れ
ば
よ
い
と
思
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
余
の
空
地
に
は
、
人
為
的
な
築
山
な
ど
作
ら
ず
、
石
燈

籠
な
ど
も
置
か
ず
、
全
部
平
地
に
し
て
そ
こ
へ
草
花
を
一
面
に
植
ゑ
た
い
。
草
花
と
い
つ
て
も
、
私
は
西

洋
か
ら
来
た
ダ
リ
ヤ
な
ど
、
余
り
派
手
な
も
の
は
好
ま
な
い
。
百
日
草
、
桔
梗
、
芍
薬
、
牡
丹
、
け
し
、

さ
う
し
た
昔
か
ら
日
本
に
あ
る
種
類
の
も
の
が
好
ま
し
い
。
さ
う
は
い
ふ
も
の
の
、
今
の
私
に
と
つ
て
は
、

死
ん
で
し
ま
ふ
ま
で
、
た
と
ひ
ど
ん
な
小
さ
な
庵
に
し
ろ
、
自
分
の
好
み
に
従
つ
て
経
営
し
得
る
や
う
な

望
み
は
絶
対
に
な
い
。
た
ゞ
放
翁
の
文
な
ど
読
ん
で
ゐ
る
と
、
つ
い
羨
ま
し
く
な
つ
て
、
は
か
な
き
空
想

を
そ
れ
か
ら
そ
れ
へ
と
逞
く
す
る
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
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放
翁
の
東
籬
は
羨
ま
し
い
。
だ
が
、
老
子
の
小
国
寡
民
は
ま
た
こ
れ
に
も
増
し
て
羨
ま
し
く
思
は
れ
る
。

　
大
国
衆
民
、
富
国
強
兵
を
目
標
に
、
軍
国
主
義
、
侵
略
主
義
一
点
張
り
で
進
ん
で
来
た
我
が
日
本
は
、

大
博
打
の
戦
争
を
始
め
て
一
敗
地
に
ま
み
れ
、
明
九
月
二
日
に
は
、
米
国
、
英
国
、
ソ
ヴ
エ
ッ
ト
聯
邦
、

中
華
民
国
等
々
の
聯
合
国
に
対
し
無
条
件
降
伏
の
条
約
を
結
ば
う
と
し
て
ゐ
る
。
誰
も
彼
も
口
惜
し
い
、

く
や
し
い
、
残
念
だ
と
云
つ
て
、
悲
ん
だ
り
憤
つ
た
り
し
て
ゐ
る
最
中
だ
が
、
元
来
敗
戦
主
義
者
で
あ
る

私
は
大
喜
び
に
喜
ん
だ
。
こ
れ
ま
で
の
国
家
と
云
ふ
の
は
、
国
民
の
大
多
数
を
抑
圧
す
る
た
め
の
、
少
数

の
権
力
階
級
の
弾
圧
機
構
に
過
ぎ
な
い
。
戦
争
に
負
け
て
そ
の
弾
圧
機
構
が
崩
壊
し
去
る
端
を
開
け
ば
、

大
衆
に
と
つ
て
こ
れ
く
ら
ゐ
仕
合
せ
な
こ
と
は
な
い
の
だ
。
私
は
、
日
本
国
民
が
之
を
機
会
に
、
老
子
の

謂
は
ゆ
る
小
国
寡
民
の
意
義
の
極
め
て
深
き
を
悟
る
に
至
れ
ば
、
今
後
の
日
本
人
は
従
前
に
比
べ
却
て
遙

に
仕
合
せ
に
な
る
も
の
と
信
じ
て
ゐ
る
。
元
来
、
外
、
他
民
族
に
向
つ
て
暴
力
武
力
を
用
ふ
る
国
家
は
、

内
、
国
民
（
被
支
配
階
級
）
に
対
し
て
も
ま
た
暴
力
的
武
力
的
圧
制
を
な
す
を
常
と
す
る
。
他
国
を
侵
略

す
る
こ
と
に
よ
り
主
と
し
て
利
益
す
る
も
の
は
、
少
数
の
支
配
階
級
権
力
階
級
に
止
ま
り
、
そ
れ
以
外
の

一
般
民
衆
は
、
た
か
／
″
＼
そ
の
お
こ
ぼ
れ
に
霑
う
る
ほふ
に
過
ぎ
ず
、
し
か
も
年
百
年
中
、
圧
制
政
治
の
下
に

窒
息
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
決
し
て
幸
福
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
の
だ
。
今
や
日
本
は
、

敗
戦
の
結
果
、
武
力
的
侵
略
主
義
を
抛
棄
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
来
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
早
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く
も
国
民
の
自
由
は
、
見
る
〳
〵
う
ち
に
伸
張
さ
れ
ん
と
し
て
ゐ
る
。
有
り
難
い
こ
と
な
の
だ
。
も
し
そ

れ
更
に
一
歩
を
進
め
、
こ
ゝ
二
、
三
年
の
う
ち
に
国
を
挙
げ
て
ソ
ヴ
エ
ッ
ト
組
織
に
で
も
移
る
こ
と
が
出

来
た
な
ら
、
そ
れ
か
ら
四
、
五
年
の
内
に
は
、
戦
前
の
生
活
水
準
を
回
復
す
る
こ
と
が
出
来
、
そ
の
後
は

ま
た
非
常
な
速
度
を
以
て
民
衆
の
福
祉
は
向
上
の
一
路
を
辿
る
こ
と
と
も
な
ら
う
。

　
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
今
で
は
ソ
ヴ
エ
ッ
ト
聯
邦
の
一
部
と
な
つ
て
ゐ
る
コ
ー
カ
サ
ス
を
思
ひ
浮
べ
る
。

こ
の
コ
ー
カ
サ
ス
は
、
欧
露
と
小
亜
細
亜
と
を
繋
ぐ
喉
頸
の
や
う
な
と
こ
ろ
で
、
南
は
ト
ル
コ
と
ペ
ル
シ

ャ
に
境
を
接
し
、
東
は
カ
ス
ピ
海
、
西
は
黒
海
に
面
し
て
ゐ
る
四
十
余
万
平
方
キ
ロ
の
土
地
で
、
そ
の
面

積
は
ほ
ゞ
日
本
の
本
土
と
同
じ
で
あ
る
が
、
（
日
本
の
本
土
は
約
三
十
八
万
平
方
キ
ロ
、
戦
前
の
総
面
積

は
六
十
七
万
五
千
平
方
キ
ロ
で
あ
つ
た
、
）
住
民
の
数
は
僅
に
千
二
百
万
で
、
戦
前
の
日
本
の
総
人
口
一

億
五
百
万
に
比
ぶ
れ
ば
、
殆
ど
十
分
の
一
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
も
そ
れ
が
若
干
の
自
治
州
と
七
つ
の
共
和

国
に
分
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
小
国
寡
民
の
地
と
称
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
し
か
も
こ
の
コ
ー
カ
サ
ス
は
、
第
一
次
世
界
戦
争
以
前
の
帝
政
時
代
に
は
、
到
る
と
こ
ろ
に
富
豪
貴
族

の
別
荘
が
あ
り
、
ツ
ァ
ー
の
離
宮
も
あ
つ
て
、
富
豪
や
貴
族
が
冬
は
避
寒
に
、
夏
は
避
暑
に
訪
れ
た
と
こ

ろ
で
、
ク
リ
ミ
ヤ
地
方
と
と
も
に
、
ロ
シ
ヤ
の
楽
園
と
称
さ
れ
て
ゐ
る
地
方
で
あ
る
。
一
般
に
園
芸
に
適

し
て
を
り
、
特
に
黒
海
沿
岸
で
は
、
非
常
に
い
ゝ
林
檎
や
梨
や
桃
を
産
す
る
ば
か
り
か
、
バ
ツ
ー
ム
市
附
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近
か
ら
は
、
蜜
柑
、
レ
モ
ン
、
橄
欖
の
実
な
ど
が
盛
ん
に
産
出
さ
れ
、
葡
萄
も
亦
た
沢
山
取
れ
、
「
新
鮮

な
果
物
を
食
は
う
と
す
る
者
は
、
必
ず
コ
ー
カ
サ
ス
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
称
さ
れ
て
ゐ
る
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
「
絵
を
描
か
う
と
す
る
者
も
、
変
つ
た
人
情
風
俗
に
接
し
よ
う
と
す
る
者
も
、
湯
治
の

た
め
に
は
病
人
も
、
み
な
必
ず
コ
ー
カ
サ
ス
へ
行
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
称
さ
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
は

第
一
に
風
景
絶
佳
の
地
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
コ
ー
カ
サ
ス
軍
道
の
風
光
の
雄
大
秀
麗
は
、
遍
あ
ま
ねく
日
本
内
地

を
周
遊
し
た
筆
者
も
、
そ
の
比
を
求
む
る
に
苦
し
む
」
と
、
正
親
町
季
董
氏
は
言
つ
て
ゐ
る
。
第
二
に
そ

こ
に
様
々
な
人
種
が
住
ん
で
を
り
、
し
か
も
そ
れ
ら
の
人
種
が
各
〻
風
俗
習
慣
を
異
に
し
て
ゐ
る
か
ら
で

あ
る
。
な
か
ん
づ
く
ゴ
ー
ル
ッ
ク
人
の
服
装
は
非
常
に
美
し
い
も
の
で
、
男
子
は
、
羊
の
毛
皮
で
作
つ
た

高
い
帽
子
を
冠
り
、
裾
長
の
外
套
を
着
、
そ
の
上
か
ら
銀
で
飾
つ
た
細
い
帯
を
し
め
、
そ
の
帯
に
は
必
ず

短
剣
を
挾
ん
で
ゐ
る
。
女
に
は
ま
た
美
人
が
多
い
の
で
昔
か
ら
有
名
で
あ
る
。
自
然
コ
ー
カ
サ
ス
の
山
中

に
は
美
し
い
ロ
マ
ン
ス
の
花
が
咲
い
た
こ
と
も
屡
〻
あ
り
、
詩
人
プ
ー
シ
ュ
キ
ン
や
文
豪
ト
ル
ス
ト
イ
な

ど
は
、
よ
く
か
う
し
た
ロ
マ
ン
ス
に
取
材
し
て
、
有
名
な
作
品
を
残
し
て
ゐ
る
。
第
三
に
、
そ
こ
に
は
山

間
の
到
る
と
こ
ろ
に
温
泉
が
出
て
を
り
、
そ
し
て
総
て
の
温
泉
場
は
、
以
前
の
ツ
ァ
ー
の
離
宮
や
貴
族
た

ち
の
別
荘
と
共
に
今
で
は
み
な
民
衆
の
も
の
と
な
つ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
げ
に
コ
ー
カ
サ
ス
こ
そ
は
、

老
子
の
「
小
国
寡
民
、
其
の
食
を
甘
し
と
し
、
其
の
服
を
美
し
と
し
、
其
の
居
に
安
ん
じ
、
其
の
俗
を
楽
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む
」
と
言
へ
る
も
の
の
模
型
と
謂
つ
て
差
支
あ
る
ま
い
。
私
は
宏
荘
な
邸
宅
に
住
む
よ
り
も
、
小
さ
な
庵

に
住
む
の
を
好
む
と
同
じ
や
う
に
、
軍
国
主
義
、
侵
略
主
義
一
点
張
り
の
大
国
の
一
員
た
る
よ
り
も
、
か

う
し
た
小
国
寡
民
の
国
の
一
員
た
る
こ
と
を
、
寧
ろ
望
ま
し
と
す
る
人
間
な
の
で
、
こ
れ
か
ら
先
き
の
日

本
が
、
ど
う
な
る
か
知
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
軍
国
主
義
が
一
朝
に
し
て
崩
壊
し
去
る
今
日
に
際
会
し
て
、

特
殊
の
喜
び
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
あ
ゝ
コ
ー
カ
サ
ス
！
　
京
都
の
市
民
の
数
倍
に
も
足
ら
ぬ
人
口
か
ら
成
る
小
さ
な
〳
〵
共
和
国
、
冬
暖

か
に
夏
涼
し
く
、
食
甘
く
し
て
服
美
し
く
、
人
各
〻
そ
の
俗
を
楽
し
み
そ
の
居
に
安
ん
ず
る
小
国
寡
民
の

こ
の
地
に
無
名
の
一
良
民
と
し
て
晩
年
書
斎
の
傍
に
一
の
東
籬
を
営
む
こ
と
が
出
来
た
な
ら
ば
、
地
上
に

お
け
る
人
生
の
清
福
こ
れ
に
越
す
も
の
は
な
か
ら
う
と
思
ふ
。
今
私
は
ス
タ
ー
リ
ン
や
モ
ロ
ト
フ
等
の
偉

大
さ
よ
り
も
、
窃
に
、
こ
れ
ら
の
偉
人
に
よ
つ
て
政
治
の
行
は
れ
て
ゐ
る
聯
邦
の
片
隅
に
、
静
か
に
余
生

を
送
り
つ
ゝ
あ
る
で
あ
ら
う
無
名
の
逸
民
を
羨
む
の
情
に
耐
へ
得
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
昭
和
二
十
年
九
月
一
日
稿
）
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