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こ
の
夏
配
達
さ
れ
た
、
さ
る
新
聞
の
家
庭
用
付
録
に
「
オ
カ
ネ
の
値
打
ち
」
と
い
う
記
事
に
あ
わ
せ
て
、

明
治
か
ら
昭
和
に
い
た
る
五
十
銭
銀
貨
の
実
物
大
の
図
譜
が
載
っ
て
い
た
。
い
ま
の
十
円
青
銅
貨
を
、
昭

和
八
年
の
五
十
銭
銀
貨
の
う
え
に
の
せ
て
み
る
と
、
ぴ
た
り
と
合
う
ば
か
り
で
な
く
ギ
ザ
の
数
ま
で
百
三

十
二
、
そ
っ
く
り
同
じ
で
あ
る
。
物
価
指
数
（
昭
和
九
　
十
一
年
消
費
者
物
価
指
数
）
で
は
か
る
と
、

「
満
州
国
皇
帝
」
が
「
友
邦
」
日
本
に
挨
拶
に
く
る
こ
ろ
の
五
十
銭
で
買
え
た
品
物
を
買
う
の
に
、
今
日

の
百
三
十
二
円
い
る
か
ら
、
こ
れ
ま
た
ギ
ザ
数
で
あ
る
。

　
そ
の
昭
和
の
五
十
銭
玉
が
出
た
と
き
、
な
ん
と
い
う
ケ
チ
な
国
に
な
っ
た
か
と
、
明
治
者
は
嘆
い
た
も

の
だ
。
明
治
末
期
の
少
年
で
あ
る
わ
た
し
ど
も
が
費
っ
た
五
十
銭
玉
は
ず
っ
と
大
き
く
て
ど
っ
し
り
し
て

い
た
が
、
図
譜
で
し
ら
べ
て
み
る
と
日
露
戦
争
以
前
の
も
の
は
、
も
ひ
と
つ
大
き
く
て
直
径
三
・
一
五
セ

ン
チ
、
目
方
は
一
二
・
五
グ
ラ
ム
あ
る
。
昭
和
の
五
十
銭
に
く
ら
べ
る
と
、
目
方
で
二
倍
半
あ
ま
り
、
直

径
で
一
・
三
四
倍
。
こ
の
堂
々
た
る
五
十
銭
銀
貨
が
、
明
治
三
年
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
五
十
銭
図
譜
を
眺
め
て
い
る
と
、
手
に
し
た
こ
と
の
な
い
人
も
、
な
に
か
し
ら
日
本
の
国
力
は
、
明
治

を
溯
さ
か
の
ぼる
に
し
た
が
っ
て
ゆ
た
か
だ
っ
た
よ
う
な
錯
覚
に
お
そ
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
き
ょ
う
び
昭
和
の
痩や
せ
細
っ
た
五
十
銭
玉
を
、
何
枚
か
残
し
て
い
る
家
庭
が
ど
れ
く
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ら
い
あ
る
か
？
　
　
日
露
戦
争
前
の
あ
の
大
五
十
銭
玉
を
、
水
瓶
に
三
ば
い
た
め
て
い
る
山
奥
の
大
地
主

の
噂
を
、
子
供
の
と
き
聞
い
た
お
ぼ
え
が
私
に
は
あ
る
。

　
明
治
三
、
四
年
と
い
え
ば
、
五
十
銭
で
米
一
斗
買
え
た
、
ほ
や
ほ
や
の
明
治
政
府
は
、
内
外
山
積
の
難

問
題
で
、
の
る
か
そ
る
か
と
い
う
と
き
で
あ
る
。
財
政
計
画
は
あ
っ
て
な
き
が
ご
と
く
、
や
り
く
り
算
段

も
底
を
つ
い
た
こ
ろ
で
、
そ
の
と
き
こ
の
堂
々
た
る
五
十
銭
新
銀
貨
を
つ
く
っ
た
わ
け
を
、
考
え
て
み
よ

う
。

　
こ
の
大
五
十
銭
玉
は
、
二
枚
で
一
円
、
そ
れ
だ
け
の
重
さ
の
一
円
銀
貨
も
、
べ
つ
に
つ
く
ら
れ
て
い
た

の
だ
が
、
こ
の
一
円
新
銀
貨
は
、
開
港
い
ら
い
貿
易
に
用
い
ら
れ
て
き
た
「
米
ド
ル
」
や
「
墨
銀
」
の
一

ド
ル
銀
貨
と
同
品
位
同
価
値
の
も
の
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
一
円
銀
貨
は
貿
易
銀
と
称
し
て
、
明
治
十
一
年
ま
で
開
港
場
以
外
の
内
地
通
用
を
禁
じ
ら
れ
て
い

た
も
の
だ
が
、
明
治
四
年
六
月
十
六
日
か
ら
新
円
と
旧
銀
貨
（
一
分
銀
）
の
交
換
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ

て
、
一
分
銀
三
百
十
一
個
を
も
っ
て
新
貨
幣
百
円
と
交
換
改
鋳
す
る
旨
を
発
表
し
て
い
る
。

　
旧
幕
以
来
の
一
分
銀
は
四
個
を
も
っ
て
金
一
両
、
四
百
個
が
金
百
両
と
交
換
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、

そ
も
そ
も
こ
の
一
分
銀
三
百
十
一
個
を
も
っ
て
米
銀
百
ド
ル
と
交
換
す
る
こ
と
に
き
め
た
の
は
、
お
吉きち
で

名
高
い
ハ
リ
ス
の 

狡  

猾 

こ
う
か
つ

と
、
幕
府
役
人
の
ま
ぬ
け
さ
に
基
づ
く
、
日
本
に
と
っ
て
の
大
失
敗
で
あ
っ
た
。
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と
い
う
の
も
そ
の
時
　
　
一
八
五
八
（
安
政
五
）
年
正
月
江
戸
で
調
印
さ
れ
た
日
米
通
商
条
約
第
五
条

で
「
外
国
の
貨
幣
は
日
本
貨
幣
同
種
類
の
同
量
を
以
て
通
用
す
べ
し
」
と
き
め
た
の
だ
が
、
同
種
類
の
同

量
を
も
っ
て
は
、
金
貨
は
金
貨
、
銀
貨
は
銀
貨
と
、
同
じ
重
さ
で
交
換
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
品
位
は
互

い
に
論
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
秤
は
か
りの
一
方
に
一
分
銀
を
一
方
に
ド
ル
銀
を
の
せ

て
、
三
百
十
一
個
対
百
枚
と
い
う
比
率
が
双
方
で
確
認
さ
れ
、
こ
の
条
約
を
継
承
し
た
明
治
政
府
も
、
こ

れ
に
従
う
ほ
か
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
な
ぜ
そ
れ
が
日
本
に
と
っ
て
の
大
損
に
な
っ
た
か
？
　
ち
ょ
っ
と
見
に
は
た
い
へ
ん
「
紳
士
的
」
な
ハ

リ
ス
の
出
方
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
日
本
よ
り
も
「
文
明
開
化
」
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
貨
幣

は
本
位
貨
幣
た
る
金
貨
、
補
助
貨
幣
た
る
銀
貨
、
量
目
も
品
位
も
ち
ゃ
ん
と
整
っ
て
、
間
然
す
る
と
こ
ろ

が
な
い
。
当
年
の
日
本
に
も
、 

保 

字 
金 

ほ
う
じ
き
ん

や
古
二
朱
金
の
よ
う
な
、
世
界
の
ど
こ
に
出
し
て
も
ひ
け
を
と

ら
ぬ
良
品
位
の
金
貨
は
あ
る
が
、
安
政
二
分
判
の
よ
う
に
、
保
字
金
の
半
値
に
及
ば
ぬ
悪
い
金
貨
が
あ
る
。

銀
貨
に
い
た
っ
て
は
、
天
保
一
分
銀
、
嘉
永
一
朱
銀
と
、
し
だ
い
に
品
位
が
落
ち
て
、
統
一
が
な
い
。
そ

れ
を
だ
ま
っ
て
ア
メ
リ
カ
の
金
銀
貨
と
、
同
じ
量
目
で
換
え
る
と
い
う
の
は
ナ
ン
ト
紳
士
的
な
謙
譲
で
は

な
い
か
。

　
た
し
か
に
領
事
ハ
リ
ス
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
生
れ
の
熱
心
な
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
で
あ
っ
た
が
、
つ
い
こ

5



の
ほ
ど
ま
で
な
が
い
こ
と
東
洋
貿
易
に
従
事
し
て
き
た
ぬ
け
め
の
な
い
商
人
で
も
あ
っ
た
。
立
派
な
品
位

の
ア
メ
リ
カ
銀
貨
を
、
も
っ
と
も
悪
い
品
位
の
日
本
銀
貨
　
　
安
政
一
分
銀
　
　
と
量
目
で
交
換
し
て
百

ド
ル
に
つ
き
三
百
十
一
個
と
な
る
。
三
百
十
一
個
の
一
分
銀
を
、
当
時
の
貨
幣
制
度
に
従
う
と
一
分
銀
四

個
で
小
判
一
枚
と
な
る
の
だ
か
ら
、
金
貨
に
換
え
る
と
金331

／4

＝77.777

両
を
得
る
。
か
り
に
こ
の
金

貨
が
、
最
も
品
位
の
悪
い
安
政
二
分
判
だ
っ
た
と
し
て
も
、
七
十
七
両
三
分
で
百
五
十
五
個
半
の
安
政
二

分
判
を
、
れ
い
の
「
同
種
類
同
量
」
の
原
則
で
ア
メ
リ
カ
金
貨
と
交
換
す
れ
ば
、
百
五
十
ド
ル
余
り
に
な

る
と
い
う
こ
と
は
、
ハ
リ
ス
は
チ
ャ
ン
と
見
越
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
ぬ
れ
手
で
粟
の
百
ド
ル
に
つ
き

五
割
の
も
う
け
は
た
い
し
た
腕
だ
。

　
同
じ
手
品
で
古
二
朱
金
と
換
え
れ
ば
、
米
銀
貨
百
ド
ル
が
米
金
貨
二
百
三
十
ド
ル
二
六
余
と
な
っ
て
も

ど
り
、
保
字
金
な
ら
ば
じ
つ
に
三
百
四
十
四
ド
ル
二
五
と
な
っ
て
も
ど
る
。
鎖
国
日
本
の
金
銀
比
価
が
世

界
の
金
銀
比
価
と
こ
ん
な
開
き
を
も
っ
て
い
た
こ
と
が
、
目
の
つ
け
ど
こ
ろ
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
貿
易
の
開
始
と
と
も
に
、
日
本
の
金
貨
は
洪
水
の
よ
う
に
海
外
に
流
れ
去
っ
て
し
ま
う
。
当
年
の
外
字

新
聞
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
開
港
第
一
年
度
の
日
本
輸
出
総
額
は
英
貨
に
換
算
し
て
百
万
ポ
ン
ド
、
そ
の
う

ち
現
実
の
商
品
　
　
茶
と
生
花
　
　
は
二
十
万
ポ
ン
ド
、
の
こ
り
八
十
万
ポ
ン
ド
の
大
部
分
は
貴
金
属
す

な
わ
ち
黄
金
だ
っ
た
と
い
う
。
八
十
万
ポ
ン
ド
は
小
判
に
し
て
約
百
万
両
に
あ
た
っ
て
い
る
。
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当
時
国
内
市
場
に
流
通
し
て
い
た
金
貨
は
、
保
字
金
約
三
百
六
十
三
万
両
、
古
二
朱
金
八
百
十
二
万
両
、

安
政
二
分
判
二
百
三
十
七
万
両
、
正
字
金
九
万
両
、
合
計
一
、
四
二
一
万
両
と
推
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、

連
日
の
金
貨
輸
出
が
ど
ん
な
に
日
本
を
み
す
ぼ
ら
し
い
金
欠
国
に
し
た
か
、
し
か
も
そ
れ
が
物
一
つ
買
わ

ぬ
タ
ダ
金
の
輸
出
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
何
人
も
民
族
の
憤
り
を
新
た
に
す
る
に
違
い
な
い
。

　
さ
て
明
治
四
年
六
月
と
い
え
ば
、
貿
易
開
始
後
あ
し
か
け
十
四
年
め
に
あ
た
っ
て
い
る
。 

桜 

田 

門 

さ
く
ら
だ
も
ん
事

変
か
ら
戊
辰
ぼ
し
ん
戦
争
に
い
た
る
大
小
幾
多
の
政
争
や
内
乱
を
そ
の
あ
い
だ
に
さ
し
は
さ
ん
で
、
混
乱
し
き
っ

て
い
る
日
本
幣
制
を
、
金
銀
両
本
位
の
円
制
度
に
切
替
る
と
い
う
は
な
れ
わ
ざ
が
、
ど
う
し
て
あ
の
貧
乏

政
府
に
で
き
た
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　
イ
ギ
リ
ス
公
使
パ
ー
ク
ス
が
京
都
政
権
の
支
持
者
と
し
て
あ
ら
わ
に
立
現
わ
れ
た
の
は
、
明
治
元
年
九

月
二
十
一
日
（
会
津
あ
い
づ
落
城
の
一
日
ま
え
に
あ
た
る
）
、
横
須
賀

よ
こ
す
か

造
船
所
を
差
押
え
た
フ
ラ
ン
ス
の
債
権
を

解
除
す
る
た
め
の
五
十
万
円
を
横
浜
の
イ
ギ
リ
ス
系
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
バ
ン
ク
か
ら
新
政
権
に
融
通
し
た

の
が
は
じ
ま
り
で
あ
る
。
　
　
そ
れ
ま
で
の
裏
面
工
作
の
こ
と
は
さ
て
お
く
と
し
て
。

　
二
度
め
は
明
治
二
年
十
一
月
十
二
日
付
で
「
英
国
最
高
バ
ス
勲
位
」
ホ
レ
ー
シ
ォ
・
ネ
ル
ソ
ン
・
レ
ー

と
天
皇
の
名
に
お
い
て
契
約
し
た
鉄
道
公
債
ま
た
は
ロ
ン
ド
ン
公
債
と
よ
ば
れ
て
い
る
英
貨
一
〇
〇
万
ポ

ン
ド
公
債
で
正
式
の
名
称
は
「
日
本
帝
国
政
府
英
貨
百
万
ポ
ン
ド
関
税
公
債
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
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こ
の
ネ
ル
ソ
ン
・
レ
ー
は
そ
れ
ま
で
中
国
の
総
税
務
司
を
つ
と
め
て
、
パ
ー
ク
ス
と
は
中
国
い
ら
い
の

相
棒
で
あ
っ
た
。
こ
の
公
債
の
日
本
政
府
委
員
は
民
部
大
蔵
大
輔 

大  

隈  

重  

信 

お
お
く
ま
し
げ
の
ぶ

と
少
輔
伊 

藤 

博 

文 

い
と
う
ひ
ろ
ぶ
み

で

あ
る
が
、
さ
な
き
だ
に
財
源
に
く
る
し
ん
で
い
た
他
省
方
面
の
閣
僚
か
ら
、
不
急
事
業
と
い
う
の
で
猛
烈

な
反
対
を
う
け
た
の
を
あ
え
て
押
切
っ
て
調
印
し
た
の
は
鉄
道
と
は
表
看
板
で
、
そ
の
じ
つ
こ
の
百
万
ポ

ン
ド
の
大
半
を
あ
て
が
っ
て
幣
制
改
革
を
行
う
の
が
、
主
目
的
で
あ
っ
た
。

　
幣
制
改
革
と
い
え
ば
名
は
い
い
が
、
そ
の
じ
つ
こ
の
年
正
月
い
ら
い
、
パ
ー
ク
ス
を
先
頭
に
た
て
た
外

国
公
使
団
か
ら
、
矢
の
さ
い
そ
く
を
う
け
て
き
た
贋
貨
問
題
の
し
め
く
く
り
で
あ
る
。

　
贋
貨
問
題
と
い
う
の
は
戊
辰
戦
争
で
、
官
賊
両
軍
と
も
に
軍
費
の
捻
出
に
く
る
し
ん
で
さ
か
ん
に
贋
貨

を
鋳
造
し
た
。
会
津
藩
と
薩
藩
が
そ
の
双
璧
で
二
朱
金
が
最
も
多
く
つ
く
ら
れ
た
が
、 

太  

政  

官  

札 

だ
じ
ょ
う
か
ん
さ
つ

の

不
融
通
に
く
る
し
ん
だ
明
治
政
府
が
東
京
大
阪
の
金
銀
座
で
濫
造
さ
せ
た
一
分
銀
貨
も
、
贋
貨
と
い
う
に

ち
か
い
品
質
の
も
の
だ
っ
た
。

　
そ
の
結
果
ほ
ん
と
う
に
苦
し
ん
だ
者
は
人
民
で
あ
っ
た
。
会
津
贋
金
が
も
た
ら
し
た
悪
性
イ
ン
フ
レ
は
、

領
内
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
ひ
ろ
く
信
越
関
東
に
ま
た
が
る
「
世
な
お
し
一
揆
」
を
元
年
、
二
年
に
わ

た
っ
て
激
発
さ
せ
て
い
る
。
贋
貨
を
正
貨
に
引
換
え
る
こ
と
を
人
民
が
要
求
す
る
の
は
、
旧
藩
の
権
利
義

務
の
い
っ
さ
い
が
名
目
（
版
籍
奉
還
）
だ
け
で
も
新
政
府
に
引
き
つ
が
れ
た
い
ま
と
な
っ
て
は
、
な
お
さ
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ら
正
当
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
外
国
公
使
が
そ
れ
を
要
求
す
る
の
は
、
正
当
で
あ
っ
た
か
？
　
明
治
政
府
が
濫
造
し
た
一
分
銀

が
贋
貨
に
ち
か
い
も
の
だ
っ
た
に
せ
よ
、
れ
い
の
「
同
種
同
量
」
の
条
約
文
が
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
一
分

銀
三
百
十
一
個
を
も
っ
て
米
ド
ル
な
り
メ
キ
シ
コ
ド
ル
な
り
香
港
ド
ル
な
り
、
精
粗
さ
ま
ざ
ま
の
外
国
銀

貨
一
ド
ル
と
引
換
え
ら
れ
る
権
利
（
⁉
）
が
あ
ろ
う
。
す
く
な
く
と
も
、
文
句
を
つ
け
ら
れ
る
条
約
上
の

理
由
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
小
判
買
い
で
儲
か
っ
た
あ
い
だ
は
だ
ま
っ
て
こ
の
条
約
を
お
し
つ
け
て
お
い
て
、
も
う
小
判
が
日
本
中

に
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
　
　
あ
る
に
し
て
も
三
井
や
鴻こう
ノ
池いけ
や
大
大
名
の
金
蔵
の
奥
ふ
か
く
死
蔵
さ

れ
て
し
ま
っ
た
今
日
と
な
っ
て
、
銀
貨
の
品
質
に
文
句
を
つ
け
て
「
贋
貨
」
と
い
う
の
は
居
直
り
強
盗
と

い
う
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
先
頭
に
英
国
公
使
パ
ー
ク
ス
が
立
っ
て
い
た
。

　
他
方
ア
メ
リ
カ
公
使
デ
・
ロ
ン
グ
は
、
戊
辰
内
乱
の
火
事
場
に
つ
け
こ
ん
で
、
慶
応
三
年
十
二
月
二
十

三
日
付
で
、
徳
川
幕
府
か
ら
江
戸
横
浜
間
の
鉄
道
利
権
を
、
米
国
市
民
ボ
ル
ト
メ
ン
（
じ
つ
は
米
国
領
事

館
員
）
の
名
で
獲
得
し
て
い
た
。
相
当
の
金
は
出
し
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
昭
和
終
戦
後
の
軍
部
書
類
と
ひ

と
し
く
、
明
徴
は
ど
こ
に
も
残
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
許
可
状
を
た
ね
に
し
て
、
米
公
使
か
ら
明
治
政
府
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に
、
そ
の
確
認
を
き
び
し
く
要
求
し
て
く
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
明
治
政
府
は
日
本
国
民
に
鉄
道
を
経
営

さ
せ
る
方
針
で
あ
る
と
い
っ
て
つ
っ
ぱ
ね
さ
せ
た
陰
の
演
出
者
は
、
こ
れ
ま
た
ハ
リ
ー
・
パ
ー
ク
ス
で
あ

っ
た
。

　
鉄
道
利
権
を
め
ぐ
る
米
英
公
使
の
さ
や
あ
て
は
し
だ
い
に
激
し
く
な
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
い
ま
は

筆
を
は
ぶ
く
。

　
パ
ー
ク
ス
の
強
引
戦
法
が
当
面
の
勝
ち
を
制
し
て
英
貨
百
万
ポ
ン
ド
の
借
金
を
お
世
話
い
た
し
ま
し
ょ

う
、
鉄
道
は
国
営
と
い
う
こ
と
に
し
て
ア
メ
リ
カ
を
こ
と
わ
り
、
さ
し
あ
た
り
東
京
横
浜
間
の
建
設
に
百

万
ポ
ン
ド
の
半
金
を
あ
て
、
残
り
半
金
を
贋
貨
引
換
に
あ
て
る
こ
と
で
二
大
問
題
を
い
っ
き
ょ
解
決
す
る

が
よ
ろ
し
い
　
　
と
い
う
、
お
そ
る
べ
き
示
唆
を
鵜
呑
う
の
み
に
し
た
の
が
明
治
二
年
十
一
月
五
日
、
岩
倉
右
大

臣
邸
で
持
た
れ
た
日
英
秘
密
会
談
の
あ
り
よ
う
で
あ
っ
た
。
同
月
十
二
日
付
の
ネ
ル
ソ
ン
・
レ
ー
と
の
契

約
書
が
「
海
関
税
公
債
」
と
謳うた
っ
て
い
る
の
は
、
こ
の
百
万
ポ
ン
ド
の
抵
当
に
現
在
お
よ
び
将
来
の
日
本

海
関
税
の
全
部
を
あ
て
て
い
た
か
ら
で
、
そ
の
ほ
か
に
な
お
、
こ
の
公
債
で
建
設
さ
れ
る
全
鉄
道
の
利
益

ま
で
が
抵
当
に
ひ
き
あ
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
利
子
は
年
一
割
二
分
。

　
こ
の
よ
う
な
内
容
を
も
つ
、
正
当
な
手
続
（
！
）
の
う
え
で
、
翌
明
治
三
年
三
月
下
旬
の
ロ
ン
ド
ン
タ

イ
ム
ス
に
、
ネ
ル
ソ
ン
・
レ
ー
の
名
を
も
っ
て
発
表
さ
れ
た
日
本
公
債
が
、
利
子
年
九
分
で
あ
っ
た
こ
と
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つ
ま
り
、
公
債
を
買
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
平
民
に
は
レ
ー
閣
下
は
九
分
の
利
子
を
支
払
い
、
日
本
政

府
か
ら
は
一
割
二
分
を
う
け
と
っ
て
三
分
の
利
さ
や
を
稼
ぐ
こ
ん
た
ん
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
が
大
隈
・

伊
藤
に
わ
か
っ
た
と
き
、
御
両
人
に
と
っ
て
最
悪
の
日
が
到
来
す
る
。
彼
ら
の
こ
の
最
悪
の
日
こ
そ
は
、

そ
の
日
ま
で
袖
に
さ
れ
つ
づ
け
て
き
た
ア
メ
リ
カ
公
使
デ
・
ロ
ン
グ
に
と
っ
て
最
良
の
日
と
は
な
る
。
東

京
外
交
界
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
は
、
パ
ー
ク
ス
の
手
を
去
っ
て
デ
・
ロ
ン
グ
に
う
つ
る
。
「
幣
制
改
革
」

の
範
を
合
衆
国
に
と
る
た
め
に
、
伊
藤
少
輔
は
七
カ
月
間
ア
メ
リ
カ
に
わ
た
る
。
そ
の
七
カ
月
の
あ
い
だ

に
新
橋
横
浜
間
の
「
国
鉄
」
第
一
線
が
起
工
さ
れ
る
。
レ
ー
の
世
話
で
届
い
た
イ
ギ
リ
ス
製
の
機
関
車
六

台
と
レ
ー
ル
等
々
は
、
中
古
品
を
含
ん
で
い
た
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
「
文
明
開
化
」
の
欧
米
諸
本

国
と
ゲ
ー
ジ
を
同
じ
く
す
る
広
軌
で
は
な
く
て
植
民
地
の
、
「
軽
便
鉄
道
」
で
あ
る
狭
軌
か
ら
成
っ
て
い

た
こ
と
は
、
す
べ
て
こ
れ
、
居
留
地
外
国
商
館
の
た
め
の
「
贋
貨
」
引
換
に
、
公
債
の
大
半
を
割
か
ね
ば

な
ら
ぬ
や
り
く
り
さ
ん
だ
ん
が
、
さ
せ
た
わ
ざ
と
見
て
よ
い
。

　
わ
た
し
は
そ
の
よ
う
に
見
る
者
で
あ
る
が
、
論
証
の
筆
は
こ
の
小
文
で
は
割
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
小

文
の
目
的
は
、
ロ
ン
ド
ン
公
債
百
万
ポ
ン
ド
、
邦
貨
換
算
四
百
七
十
八
万
余
円
の
う
ち
、
横
浜
東
京
鉄
道

諸
機
械
に
支
払
わ
れ
た
も
の
が
百
四
十
六
万
余
円
、
こ
れ
に
た
い
し
て
百
九
十
八
万
余
円
と
い
う
も
の
が

「
銀
塊
百
九
万
二
千
六
百
八
十
七
オ
ン
ス
五
分
の
一
、
一
分
銀
七
十
八
万
二
千
六
百
十
五
個
六
分
七
厘
」
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の
購
入
費
に
あ
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
一
分
銀
こ
そ
は
居
留
地
外
人
か
ら
明
治
政
府
が
買
上

げ
た
「
贋
金
」
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
銀
塊
こ
そ
は
そ
れ
の
代
り
に
ひ
き
わ
た
す
明
治
新
銀
貨

　
　
合
衆
国
の
一
ド
ル
銀
貨
に
は
お
よ
ば
ぬ
と
し
て
も
、
当
時
の
ア
ジ
ア
貿
易
に
も
っ
ぱ
ら
通
用
し
た
メ

キ
シ
コ
銀
と
リ
ン
ク
す
る
品
質
と
重
量
を
、
直
径
三
・
一
五
セ
ン
チ
、
目
方
一
二
・
五
グ
ラ
ム
、
ギ
ザ
百

三
十
二
と
い
う
外
形
に
お
さ
め
る
た
め
の
手
品
の
た
ね
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
を
証
し
た
い
と
い

う
に
あ
る
。

　
つ
い
で
に
い
え
ば
、
こ
の
十
進
法
の
ア
メ
リ
カ
明
治
幣
制
で
、
「
銭
」sen 

が
出
現
す
る
の
も
、
名
前

の
う
え
ま
で cent 

に
リ
ン
ク
し
た
向
米
一
辺
倒
の
け
っ
か
で
あ
ろ
う
か
も
し
れ
ぬ
。

　
そ
の
た
め
に
、
明
治
四
年
六
月
三
十
日
付
、
大
蔵
少
輔
伊
藤
博
文
か
ら
大
隈
（
重
信
）
参
議
、
井
上

（
馨
か
お
る）
大
蔵
少
輔
、
渋
沢
（
栄
一
）
大
民
権
大
丞
あ
て
の
書
簡
か
ら
、
次
の
部
分
を
引
用
し
ま
し
ょ
う

（
以
下
候
文
を
現
代
文
に
翻
訳
し
た
）
。

　
「
一
昨
二
十
八
日 

兵  

庫 

ひ
ょ
う
ご

着
港
、
昨
日
十
一
番
会
社
（
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
バ
ン
ク
の
こ
と
）
ロ
ッ
セ
ル
、

　
ゴ
ロ
ン
ビ
ー
両
人
に
面
会
し
た
と
こ
ろ
、
造
幣
寮
開
設
後 

追  

々 

お
い
お
い

外
国
人
か
ら
地
金
を
差
出
し
、
新
旧

　
政
府
か
ら
発
行
の
一
分
銀
三
百
十
一
個
を
以
て
新
金
百
円
に
引
換
く
れ
る
よ
う
願
出
て
い
る
が
、
造
幣

　
寮
規
制
に
照
せ
ば
、
直じか
に
引
換
る
と
い
う
主
意
で
は
な
く
、
三
百
十
一
個
を
百
円
に
均
し
い
も
の
と
見み
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做な
し
、
こ
れ
を
う
け
と
り
、
鋳
造
す
る
た
め
規
則
通
り
二
分
の
鋳
造
料
を
受
取
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と

　
で
あ
る
の
で
、
そ
の
よ
う
に
指
図
し
て
お
い
た
か
ら
、
議
論
区
々
に
な
ら
な
い
よ
う
、
御
承
知
お
き
い

　
た
だ
き
た
く
、
こ
の
儀
に
つ
い
て
は
動やや
も
す
れ
ば
各
国
公
使
か
ら
も
異
議
申
出
る
や
も
計
り
が
た
く
、

　  

畢    
竟  

ひ
っ
き
ょ
う

こ
れ
ら
の
儀
は
未
だ
詳
細
の
談
判
は
遂
げ
て
な
き
こ
と
ゆ
え
、
御
心
得
の
た
め
申
あ
げ
て
お

　
き
ま
す
。
」

　
旧
幕
時
代
に
は
、
交
換
に
際
し
て
鋳
造
手
数
料
を
と
る
と
い
う
あ
た
り
ま
え
の
権
利
す
ら
、
う
ち
す
て

お
い
た
の
を
、
こ
ん
ど
は
一
方
的
に
主
張
し
た
か
ら
、
そ
の
つ
も
り
で
い
て
く
れ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
「
政
府
で
鋳
造
の
一
分
銀
一
個
ご
と
に
そ
の
量
目
百
三
十
四
ゲ
レ
イ
ン
ト
ロ
イ
で
、
則
す
な
わち
メ
キ
シ
コ
銀

　
百
ド
ル
に
適
応
す
べ
き
三
百
十
一
個
の
量
目
は
四
万
千
六
百
七
十
四
ゲ
レ
イ
ン
で
あ
る
。
こ
の
量
目
を

　
保
有
し
て
お
れ
ば
、
造
幣
寮
で
受
取
る
け
れ
ど
も
、
も
し
三
百
十
一
個
で
右
の
量
目
に
不
足
す
れ
ば
、

　
増
加
さ
せ
る
か
、
或
は
当
人
こ
れ
を
肯
じ
な
け
れ
ば
差
返
す
べ
き
で
あ
る
。
」

　
メ
キ
シ
コ
銀
や
香
港
ド
ル
は
、
中
国
で
さ
ん
ざ
ん
使
用
さ
れ
た
あ
と
の
も
の
と
し
て
磨
損
毀
傷
し
て
目

方
の
減
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
交
換
の
ば
あ
い
に
は
、
受
取
る
の
は
外
人
所
有
の
日

本
の
一
分
銀
で
、
渡
す
銀
貨
は
新
鋳
の
一
円
銀
貨
だ
か
ら
、
目
方
を
厳
重
に
す
る
と
い
う
の
は
一
分
銀
の

ほ
う
で
あ
る
。
そ
の
一
分
銀
と
い
う
の
が
、
ハ
リ
ス
時
代
の
最
悪
銀
貨
だ
っ
た
安
政
一
分
銀
す
ら
、
も
う

13



明
治
四
年
ご
ろ
は
市
場
か
ら
姿
を
没
し
て
、
も
っ
と
悪
い
「
ド
ロ
銀
」
　
　
こ
れ
は
、
安
政
一
分
銀
な
ど

と
引
換
え
に
幕
府
が
外
人
か
ら
う
け
と
っ
た
メ
キ
シ
コ
ド
ル
や
香
港
ド
ル
の
ド
ル
銀
を
、
手
数
料
な
し
で

改
鋳
し
て
つ
く
っ
た
一
分
銀
の
こ
と
で
「
ド
ル
」
と
「
泥
」
を
か
よ
わ
せ
た
粗
悪
銀
貨
の
代
名
詞
　
　
だ

の
、
そ
れ
よ
り
も
っ
と
も
っ
と
悪
い
戊
辰
戦
争
い
ら
い
の
各
藩
密
造
の
贋
一
分
銀
や
、
そ
れ
に
た
い
し
て

あ
ま
り
い
ば
れ
な
い
明
治
政
府
鋳
造
の
一
分
銀
や
が
、
横
行
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
ど
だ
い
量
目
な
ど
は

め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
で
あ
っ
た
。
質
は
と
も
か
く
、
せ
め
て
量
目
だ
け
で
も
頑
張
ろ
う
ぜ
と
い
う
し
だ
い
。
と

こ
ろ
が
そ
れ
に
つ
づ
い
て
　
　

　
「
右
の
と
お
り
取
り
き
め
れ
ば
、
量
目
に
お
い
て
の
損
減
は
持
主
（
外
人
）
の
損
失
で
あ
っ
て
、
品
位

　
の
高
下
は
政
府
の
得
失
に
か
か
る
で
あ
ろ
う
。
量
目
は
通
用
中
に
必
ず
些
少
の
磨
消
を
す
る
も
の
と
認

　
め
ら
れ
る
か
ら
、
そ
の
（
外
人
の
）
訴
訟
（
文
句
）
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
品
位

　
に
い
た
っ
て
は
か
つ
て
政
府
の
不
正
か
ら
生
ず
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
い
い
遁
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も

　
の
で
あ
る
。
」

　
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
バ
ン
ク
を
通
じ
て
政
府
に
提
出
さ
れ
る
外
人
所
有
の
「
ド
ロ
銀
」
以
下
の
「
贋
造
」

一
分
銀
の
山
に
た
い
し
て
、
ギ
ザ
も
真
新
し
い
一
円
銀
貨
ま
た
は
一
円
金
貨
を
、
安
政
条
約
で
き
め
た
百

三
十
一
個
対
百
枚
の
交
換
比
率
で
、
惜
み
な
く
与
え
た
と
い
う
証
拠
だ
け
は
、
以
上
で
も
う
十
分
だ
ろ
う
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と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
念
の
た
め
手
紙
の
そ
の
つ
ぎ
の
一
文
は
　
　

　
「
横
浜
出
帆
前
十
一
番
会
社
（
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
バ
ン
ク
）
と
取
極
て
お
い
た
一
分
銀
代
価
は
ロ
ン
ド

　
ン
で
払
渡
し
、
（
鉄
道
公
債
で
は
ロ
ン
ド
ン
で
入
手
し
た
金
で
現
地
で
オ
リ
エ
ン
タ
ル
・
バ
ン
ク
本
社

　
に
支
払
い
）
残
高
と
造
幣
勘
定
向
の
払
方
を
差
引
い
た
新
金
貨
十
八
万
八
千
六
百
二
十
三
円
五
十
三
セ

　
ン
ト
を
大
阪
で
十
一
番
会
社
へ
渡
す
こ
と
を
約
束
し
て
お
き
ま
し
た
が
、
右
の
内
七
万
八
千
円
は
神
戸

　
で
渡
し
て
く
れ
、
残
金
は
新
貨
を
以
て
横
浜
で
受
取
た
い
と
願
出
ま
し
た
に
つ
き
、
聞
届
ま
し
た
。
残

　
金
だ
け
の
船
賃
と
請
負
金
（
保
険
料
）
を
横
浜
ま
で
の
積
り
で
く
れ
て
や
る
ま
で
の
こ
と
で
す
。
」

　
新
造
幣
寮
は
大
阪
の 

住  
友 

す
み
と
も

屋
敷
に
新
設
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
大
阪
で
渡
す
約
束
の
金
額
の
一
部

を
横
浜
ま
で
送
る
た
め
の
輸
送
費
と
保
険
料
は
政
府
の
損
に
な
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
ま
し
ょ
う
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。
な
か
な
か
心
づ
か
い
の
こ
ま
か
な
伊
藤
少
輔
で
あ
っ
た
証
拠
は
、
明
治
五
年
十
一
月
三
日
付
、

そ
の
と
き
は
工
部
大
輔
た
い
ふ
遣
外
副
使
と
し
て
在
米
中
の
彼
か
ら
愛
妻
お
梅
に
送
っ
た
手
紙
に
、

　
「
ま
ゆ
げ
を
た
て
た
る
も
、
か
ね
を
お
と
し
た
る
も
、
至
極
し
ご
く
よ
き
こ
と
な
り
。
し
か
し
、
こ
こ
ろ
で
、

　
お
さ
き
（
長
州
の
方
言
生
意
気
の
意
）
に
な
ら
ぬ
よ
ふ
、
御
つ
つ
し
み
あ
り
た
き
も
の
に
て
候
。
こ
の

　
た
び
の
手
紙
（
妻
か
ら
う
け
と
っ
た
ば
か
り
の
）
は
、
よ
ほ
ど
字
も
よ
く
か
け
て
、
よ
み
や
す
く
、
さ

　
だ
め
し
御
手
習
の
勢
に
之これ
有
る
可
く
と
ぞ
ん
じ
候
。
し
か
し
な
が
ら
、
か
な
の
つ
か
ひ
か
た
、
ま
だ
じ
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う
ぶ
ん
に
お
も
ひ
申
さ
ず
、
よ
く
よ
く
お
ん
お
ぼ
へ
な
さ
る
べ
く
候
。
い
つ
も
お
な
じ
こ
と
な
が
ら
、

　
む
え
き
の
金
を
つ
か
は
ぬ
よ
う
御
用
心
」

　
伊
藤
が
責
任
者
で
あ
っ
た
大
阪
造
幣
寮
の
諸
機
械
は
、
パ
ー
ク
ス
の
世
話
で
上
海
の
中
古
品
を
買
い
こ

ん
だ
も
の
で
、
技
師
キ
ン
ド
ル
も
英
人
で
あ
っ
た
が
、
蒸
気
力
は
不
足
す
る
、
炉
壺
は
し
だ
い
に
こ
わ
れ

る
と
い
う
あ
り
さ
ま
で
、
予
定
の
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
ー
は
容
易
に
発
揮
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
明
治
八
年

ま
で
に
、
金
貨
五
千
三
十
三
万
八
千
余
円
、
一
円
銀
貨
四
百
八
十
六
万
三
千
余
円
、
五
十
銭
・
二
十
銭
・

十
銭
銀
貨
一
千
一
百
二
万
一
千
余
円
を
鋳
造
し
て
い
る
。

　
明
治
三
年
昭
和
四
年
の
刻
印
を
も
つ
大
五
十
銭
銀
貨
は
、
ざ
っ
と
こ
の
よ
う
な
運
命
の
象
徴
と
し
て
う

ま
れ
で
た
も
の
で
あ
る
。
表
の
デ
ザ
イ
ン
は
神
鏡
に
菊
桐
を
あ
し
ら
い
、
裏
に
は
竜
模
様
が
あ
る
。
外
国

の
貨
幣
は
総
じ
て
君
主
ま
た
は
元
首
の
顔
が
鋳
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
ま
ね
も
し
た
い
が
竜
顔
は
お
そ
れ

多
い
と
あ
っ
て
、
竜
紋
に
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
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