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悪
魔
に
毛
を
一
本
渡
す
と
、
霊
魂
ま
で
持
つ
て
往
か
ず
に
は
置
か
な
い
と
云
ふ
、
西
洋
の
諺
が
あ
る
。

　
あ
い
つ
は
何
も
書
か
な
い
奴
だ
と
い
ふ
善
意
の
折
紙
で
も
、
何
も
書
け
な
い
奴
だ
と
い
ふ
悪
意
の
折
紙

で
も
好
い
。
そ
れ
を
持
つ
て
ゐ
る
間
は
無
事
平
穏
で
あ
る
。
そ
し
て
此
二
つ
の
折
紙
の
価
値
は
大
し
て
違

つ
て
は
ゐ
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
ど
う
か
し
た
拍
子
に
何
か
書
く
。
譬
へ
ば
人
生
意
気
に
感
ず
と

い
ふ
や
う
な
、
お
め
で
た
い
、
子
供
ら
し
い
、
頗
る sentim

ental 

な
わ
け
で
書
く
。
さ
あ
、
書
く
さ
う

だ
な
と
云
ふ
と
、
こ
ゝ
か
ら
も
、
か
し
こ
か
ら
も
書
け
と
迫
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
何
を
書
い
た
ら
好
か
ら

う
か
。
役
所
か
ら
帰
つ
て
来
た
時
に
は
へ
と
〳
〵
に
な
つ
て
ゐ
る
。
人
は
晩
酌
で
も
し
て
愉
快
に
翌
朝
ま

で
寐
る
の
で
あ
ら
う
。
そ
れ
を
僕
は
ラ
ン
プ
を
細
く
し
て
置
い
て
、
直
ぐ
起
き
る
覚
悟
を
し
て
一
寸
寐
る
。

十
二
時
に
目
を
醒
ま
す
。
頭
が
少
し
回
復
し
て
ゐ
る
。
そ
れ
か
ら
二
時
ま
で
起
き
て
ゐ
て
書
く
。

　
昼
の
思
想
と
夜
の
思
想
と
は
違
ふ
。
何
か
昼
の
中
解
決
し
兼
た
問
題
が
あ
つ
て
、
そ
れ
を
夜
な
か
に
旨

く
解
決
し
た
積
で
、
翌
朝
に
な
つ
て
考
へ
て
見
る
と
、
解
決
に
も
何
に
も
な
つ
て
ゐ
な
い
こ
と
が
折
々
あ

る
。
夜
の
思
想
に
は
少
し
当
に
な
ら
ぬ
処
が
あ
る
。

　
詩
人
に
は B

alzac 

の
や
う
に
、
夜
物
を
作
つ
た
人
も
あ
る
。
宵
に
寐
か
し
て
置
い
た Lassailly 

が
午

前
一
時
に
な
る
と
喚
び
起
さ
れ
る
。B

alzac 

は
か
う
云
つ
た
さ
う
だ
。
君
は
ま
だ
夜
寐
る
悪
癖
が
已
ま
な

3



い
な
。
夜
は
為
事
し
ご
と
を
す
る
も
の
だ
よ
。
さ
あ
、
こ
こ
に
咖
啡
が
あ
る
。
こ
れ
を
飲
ん
で
目
を
醒
ま
し
て
、

為
事
に
掛
か
り
給
へ
と
い
ふ
。
卓
の
上
に
は
白
紙
が
畳
ね
て
あ
る
。B

alzac 

は
例
の
僧
衣
を
著
て
、
部
屋

の
中
を
あ
ち
こ
ち
歩
き
な
が
ら
口
授
す
る
。Lassailly 

は
そ
れ
を
朝
の
七
時
ま
で
書
か
せ
ら
れ
る
の
で
あ

つ
た
さ
う
だ
。
併
し B

alzac 

は
午
前
八
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で
役
所
の
事
務
を
執
つ
て
は
ゐ
な
か
つ
た
。

そ
こ
を
思
ふ
と
僕
の
夜
の
思
想
は
い
よ
〳
〵
当
に
な
ら
な
く
な
る
。
先
づ
兎
も
角
も
机
に
向
つ
て
、
筆
を

手
に
取
つ
て
、
何
を
書
か
う
か
と
考
へ
る
。
小
説
に
は
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う
い
ふ
風
に
書
く
べ
き
で
あ

る
と
い
ふ
事
を
聞
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
し
か
も
抒
情
詩
と
戯
曲
と
で
な
い
限
の
作
品
は
、
何
で
も
小
説
と
い

ふ
概
念
の
中
に
入
れ
ら
れ
て
ゐ
る
や
う
だ
。
戯
曲
な
ぞ
に
は
そ
ん
な
註
文
が
な
い
が
、
こ
れ
は
丸
で
度
外

視
せ
ら
れ
て
ゐ
る
為
め
で
あ
る
ら
し
い
。

　
そ
の
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う
い
ふ
風
に
書
く
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
教
は
、
昨
今
の
新
発
明
で
ゝ
も
あ
る

や
う
に
説
い
て
聞
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
随
つ
て
あ
い
つ
は
十
年
前
と
書
振
が
変
ら
な
い
と
い
ふ
の
は
、

殆
ど
死
刑
の
宣
告
に
な
る
。
果
し
て
そ
ん
な
も
の
で
あ
ら
う
か
。Stendhal 

は
千
八
百
四
十
二
年
に
死
ん

で
ゐ
る
。
あ
の
男
の
書
い
た
も
の
な
ど
は
、
今
の
人
が
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う
い
ふ
風
に
書
け
と
い
ふ
要

求
を
、
理
想
的
に
満
足
さ
せ
て
ゐ
は
し
な
い
か
と
さ
へ
思
は
れ
る
。
凡
て
世
の
中
の
物
は
変
ず
る
と
い
ふ

側
か
ら
見
れ
ば
、
刹
那
々
々
に
変
じ
て
已
ま
な
い
。
併
し
変
じ
な
い
と
い
ふ
側
か
ら
見
れ
ば
、
万
古
不
易
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で
あ
る
。
此
頃
囚
は
れ
た
、
放
た
れ
た
と
い
ふ
語
が
流
行
す
る
が
、
一
体
小
説
は
か
う
い
ふ
も
の
を
か
う

い
ふ
風
に
書
く
べ
き
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
ひ
ど
く
囚
は
れ
た
思
想
で
は
あ
る
ま
い
か
。
僕
は
僕
の
夜
の

思
想
を
以
て
、
小
説
と
い
ふ
も
の
は
何
を
ど
ん
な
風
に
書
い
て
も
好
い
も
の
だ
と
い
ふ
断
案
を
下
す
。

　C
arneval 

の
祭
の
や
う
に
、
毎
年
選
ん
だ
王
様
を
担
い
で
廻
つ
て
、
祭
が
過
ぎ
れ
ば
棄
て
ゝ
顧
み
な
い

の
が
、
真
の
文
学
発
展
の
歴
史
で
あ
ら
う
か
。
去
年
の
王
様
は
誰
で
あ
つ
た
か
。
今
年
の
王
様
は
誰
で
あ

る
か
。
そ
れ
を
考
へ
て
見
た
ら
、
泣
き
た
い
人
は
確
に
泣
く
こ
と
の
出
来
る
処
が
あ
る
が
、
同
時
に
笑
ひ

た
い
人
は
確
に
笑
ふ
こ
と
の
出
来
る
処
が
あ
り
は
す
ま
い
か
。

　
こ
れ
は
高
慢
ら
し
い
事
を
書
い
た
。
こ
ん
な
事
を
書
く
筈
で
は
な
か
つ
た
。
併
し
儘
よ
。
一
旦
書
い
た

も
の
だ
か
ら
消
さ
ず
に
置
か
う
。

　Strindberg 

に
死
人
の
踊
と
い
ふ
脚
本
が
あ
る
。
主
人
公
の Edgar 

と
い
ふ
男
は
、
幕
が
開
く
と
い
き

な
り
心
臓
病
の
発
作
で
死
ん
だ
や
う
に
な
る
。
妻
が
喜
ぶ
。
最
後
に
幕
に
な
る
前
に
、
二
度
目
の
発
作
で

本
当
に
死
ぬ
る
。
初
に
死
ん
で
か
ら
後
に
、Edgar 
は
名
聞
を
求
め
る
。
利
欲
に
耽
る
。
そ
れ
が
本
当
に

死
ぬ
ま
で
已
ま
な
い
。
そ
れ
が
死
者
の
踊
で
あ
る
。
僕
に
物
を
書
け
と
い
ふ
の
は
、
死
者
に
踊
れ
と
云
ふ

や
う
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
僕
は
ふ
と
思
ひ
出
し
た
事
が
あ
つ
て
、
明
け
て
置
い
た
初
の
一
行
に
「
新
喜
楽
」
と
書
い
た
。
そ
し
て
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こ
れ
は
広
告
し
た
時
、
引
力
の
あ
り
さ
う
な
題
号
だ
と
思
つ
た
。
此
頃
物
を
書
い
て
人
の
注
意
を
惹
か
う

と
い
ふ
に
は
、
少
し scandal 

の
気
味
を
帯
び
て
ゐ
な
く
て
は
だ
め
な
や
う
だ
。
併
し
雑
誌
の
体
面
と
い

ふ
も
の
が
あ
る
。
僕
は
さ
う
思
つ
て
、
新
喜
楽
の
三
字
に
棒
を
引
い
て
、
傍
へ
「
追
儺
」
と
書
い
た
。
こ

れ
な
ら
少
く
も
真
面
目
に
見
え
る
。
僕
は
豆
打
の
話
を
し
よ
う
と
思
ふ
。
そ
し
て
其
豆
打
は
築
地
の
新
喜

楽
で
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
僕
が
此
話
を
す
る
こ
と
の
出
来
る
の
は M

. F 

君
の
お
蔭
で
あ
る
。

僕
は
追
儺
と
書
い
た
左
傍
に
、
「M

. F 

君
に
献
ず
」
と
書
か
う
か
と
思
つ
た
。
書
籍
に dedicate 

す
る

と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
以
上
は
、
雑
誌
の
中
に
書
い
た
も
の
に
も
そ
れ
が
あ
つ
て
も
好
く
は
あ
る
ま
い
か
。

「
翻
訳
の
権
利
を
保
留
す
」
、
「
転
載
を
禁
ず
」
な
ぞ
は
、
雑
誌
に
も
随
分
あ
る
で
は
な
い
か
。
併
し
謹

厳
と
い
ふ
字
を
僕
の
形
容
に
使
ふ
こ
と
に
極
め
て
ゐ
る
新
聞
記
者
諸
君
が
狼
狽
し
て
は
気
の
毒
だ
と
思
つ

て
止
め
た
。M

. F 

君
は
劇
談
会
で
二
三
度
出
会
つ
た
人
で
あ
る
。
二
月
三
日
の
午
後
六
時
に
、
僕
を
新

喜
楽
へ
案
内
し
た
。
活
版
の
案
内
状
に
、
何
某
も
呼
ん
で
あ
る
か
ら
来
い
と
い
ふ
書
添
が
し
て
あ
つ
た
。

所
謂
何
某
が
女
性
の
名
や
何
ぞ
で
な
い
こ
と
は
、
僕
を
呼
ぶ
の
で
あ
る
か
ら
言
ふ
こ
と
を
待
た
な
い
。
役

所
は
四
時
に
引
け
る
。
卓
の
上
に
出
し
て
あ
る
取
扱
中
の
書
類
を
、
非
常
持
出
の
箪
笥
に
し
ま
つ
て
鍵
を

掛
け
る
。
帽
を
被
る
。
刀
を
吊
る
。
雨
覆
を
著
る
。
い
つ
も
と
違
つ
て
、
何
と
な
く
気
が
引
き
立
つ
て
ゐ

る
。
い
つ
も
で
も
内
へ
素
直
に
帰
ら
れ
る
日
は
少
い
。
宴
会
は
沢
山
あ
る
。
二
箇
所
を
断
つ
て
一
箇
所
に
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往
く
と
い
ふ
や
う
な
日
も
あ
る
。
併
し
い
つ
も
往
く
所
は
極き
ま
つ
て
ゐ
る
。
偕
行
社
、
富
士
見
軒
、
八
百

勘
、
湖
月
、
帝
国
ホ
テ
ル
、
精
養
軒
抔
と
い
ふ
所
で
あ
る
。
下
つ
て
は
宝
亭
、
富
士
見
楼
な
ど
と
い
ふ
こ

と
も
あ
る
。
併
し
新
喜
楽
と
は
珍
ら
し
い
。
常
磐
、
小
常
磐
、
瓢
屋
な
ん
ぞ
は
稀
に
往
く
こ
と
が
あ
る
。

新
喜
楽
に
至
つ
て
は
、
丸
で
未
知
の
世
界
で
あ
る
。
新
喜
楽
に
往
く
と
い
ふ
の
は
、
知
ら
ぬ
処
に
通
ず
る

戸
を
開
け
る
や
う
で
、
何
か
期
待
す
る
所
が
あ
る
や
う
な
心
持
で
あ
る
。
女
の
綺
麗
な
の
が
ゐ
る
だ
ら
う

と
思
ふ
為
め
で
は
な
い
。
今
の
自
然
派
の
小
説
を
見
れ
ば
、
作
者
の
空
想
は
い
つ
も
女
性
に
支
配
せ
ら
れ

て
ゐ
る
が
、
あ
れ
は
作
者
の
年
が
若
い
か
ら
か
と
思
ふ
。
僕
の
や
う
に
五
十
近
く
な
る
と
、
性
欲
生
活
が

生
活
の
大
部
分
を
占
め
て
は
ゐ
な
い
。
矯
飾
し
て
言
ふ
の
で
は
な
い
。
矯
飾
し
て
、
そ
れ
が
何
の
用
に
立

つ
も
の
か
。
只
未
知
の
世
界
と
い
ふ
こ
と
が
僕
を
刺
戟
す
る
の
で
あ
る
。
譬
へ
ば
ま
だ
読
ん
だ
事
の
な
い

書
物
の
紙
を
紙
切
小
刀
で
切
る
時
の
感
じ
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
役
所
を
出
て
電
車
に
乗
る
。
灰
色
の
空

か
ら
細
い
雨
が
折
々
落
ち
て
来
る
日
で
あ
る
。
電
車
の
中
で
読
む
本
を
用
意
し
て
ゐ
る
が
、
四
時
過
の
電

車
で
は
め
つ
た
に
読
め
な
い
。
本
願
寺
前
で
降
り
る
。
大
抵
此
辺
だ
ら
う
と
思
つ
て
、
堀
ば
た
の
方
へ
向

い
て
、
一
軒
一
軒
見
て
往
く
。
小
綺
麗
な
家
に
堀
越
と
い
ふ
標
礼
が
あ
る
。
二
三
度
逢
つ
た
事
が
あ
る
の

で
、
こ
ゝ
に
ゐ
る
な
と
思
ふ
。
長
靴
を
よ
ご
す
ま
い
と
思
つ
て
飛
び
〳
〵
歩
く
。

　
と
う
〳
〵
新
喜
楽
を
見
付
け
た
。
堀
ば
た
の
通
に
出
る
角
の
家
で
あ
つ
た
。
格
子
戸
の
前
で
時
計
を
見
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る
。
馬
鹿
に
早
い
。
ま
だ
四
時
三
十
分
だ
か
ら
、
約
束
の
時
間
ま
で
は
、
一
時
間
半
も
あ
る
。
格
子
戸
を

は
い
る
。
中
は
叩
き
で
、
綺
麗
に
洗
つ
て
あ
る
。
泥
靴
の
痕
が
附
く
。
嫌
な
心
持
が
す
る
。
早
過
ぎ
る
こ

と
わ
り
を
言
つ
て
上
る
と
、
二
階
へ
案
内
せ
ら
れ
る
。
東
と
南
と
を
押
し
開
い
た
、
縁
側
な
し
の
広
間
で

あ
る
。
西
が
床
の
間
で
、
北
が
勝
手
か
ら
の
上
り
口
に
通
ず
る
。
時
刻
に
な
る
ま
で
気
長
に
待
つ
積
で
、

東
南
の
隅
に
胡
坐
を
か
い
た
。
家
が
新
し
い
。
畳
が
新
し
い
。
畳
に
焼
焦
し
が
一
つ
な
い
の
は
、
此
家
に

来
る
客
は
特
別
に
行
儀
が
好
い
の
か
知
ら
ん
な
ぞ
と
思
ふ
。
兎
に
角
心
持
が
好
い
。
女
中
が
茶
と
菓
子
を

運
ん
で
来
る
。
笑
つ
た
り
余
計
な
事
を
言
つ
た
り
せ
ず
に
下
つ
て
行
く
の
が
気
に
入
る
。
著
も
の
も
沈
黙

の
色
で
あ
つ
た
。
茶
を
飲
ん
で
し
ま
ふ
。
菓
子
を
食
つ
て
し
ま
ふ
。
持
つ
て
ゐ
た
本
を 

引 

繰 

返 

ひ
つ
く
り
か
へ
し
て
見

た
が
読
む
気
に
も
な
ら
な
い
。
葉
巻
を
出
し
て
尻
尾
を
咬
み
切
つ
て
、
頭
の
方
を
火
鉢
の
佐
倉
に
押
附
お
つ
ゝ
け

て
燃
や
す
。
周
囲
が
ひ
つ
そ
り
と
す
る
。
堀
ば
た
の
方
の
往
来
に
足
駄
の
音
が
す
る
。
丈
の
高
い m

assif

 

な
障
子
の
、
す
わ
つ
て
肱
の
届
く
あ
た
り
に
、
開
閉
の
出
来
る
や
う
に
、
小
さ
い
戸
が
二
枚
づ
ゝ
嵌
め

て
あ
る
。
そ
れ
を
開
け
て
見
た
が
、
横
町
へ
で
も
曲
つ
た
と
見
え
て
、
人
は
見
え
な
い
。
総
て
の
物
が
灰

色
に
な
つ
て
、
海
軍
の
参
考
品
陳
列
館
の
け
ば
〳
〵
し
い
新
築
ま
で
が
、
そ
の
灰
色
の
一
刷
毛
を
な
す
ら

れ
て
ゐ
る
。
兵
学
校
の
方
か
ら
空
車
が
一
つ
出
て
来
て
、
ゆ
る
〳
〵
と
西
の
方
へ
行
つ
た
。
戸
を
締
め
る
。

電
灯
が
附
く
。
僕
は
烟
草
を
ふ
か
し
な
が
ら
座
敷
を
見
て
、
か
う
思
つ
た
。
広
い
、
あ
か
る
い
、
綺
麗
な
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間
で
、
な
ん
に
も
目
の
邪
魔
に
な
る
も
の
が
無
い
。
嫌
な
額
な
ん
ぞ
も
無
い
。
避
く
べ
か
ら
ざ
る
遺
物
と

し
て
床
の
間
は
あ
つ
て
も
、
掛
物
も
花
も
目
立
た
ぬ
程
に
し
て
あ
る
。
胡
坐
を
か
い
て
旨
い
物
を
食
つ
て
、

芸
者
の
す
る
事
を
見
て
ゐ
る
に
は
、
最
も
適
当
な
場
所
だ
。
物
質
的
時
代
の
日
本
建
築
は
こ
れ
だ
と
云
つ

て
も
好
か
ら
う
、
と
い
ふ
や
う
な
事
を
思
つ
た
。
此
時
僕
の
す
わ
つ
て
ゐ
る
処
と diagonal 

に
な
つ
て
ゐ

る
、
西
北
の
隅
の
襖
が
す
う
と
開
い
て
、
一
間
に
は
い
つ
て
来
る
も
の
が
あ
る
。
小
さ
い
萎
び
た
お
婆
あ

さ
ん
の
、
白
髪
を
一
本
並
べ
に
し
て
祖お
母ば
子こ
に
結
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
が
赤
い
ち
や
ん
〳
〵
こ

を
著
て
ゐ
る
。
左
の
手
に
桝
を
わ
き
挾
ん
で
、
ず
ん
〳
〵
座
敷
の
真
中
ま
で
出
る
。
す
わ
ら
ず
に
右
の
手

の
指
尖
を
一
寸
畳
に
衝
い
て
、
僕
に
挨
拶
を
す
る
。
僕
は
あ
つ
け
に
取
ら
れ
て
見
て
ゐ
る
。
「
福
は
内
、

鬼
は
外
。
」
お
婆
あ
さ
ん
は
豆
を
蒔
き
は
じ
め
た
。
北
が
は
の
襖
を
開
け
て
、
女
中
が
二
三
人
ば
ら
〳
〵

と
出
て
、
翻こぼ
れ
た
豆
を
拾
ふ
。
お
婆
あ
さ
ん
の
態
度
は
極
め
て
活
々
と
し
て
ゐ
て
気
味
が
好
い
。
僕
は
問

は
ず
し
て
新
喜
楽
の
お
上
な
る
こ
と
を
暁
つ
た
。

　N
ietzsche 

に
芸
術
の
夕
映
と
い
ふ
文
が
あ
る
。
人
が
老
年
に
な
つ
て
か
ら
、
若
か
つ
た
時
の
事
を
思

つ
て
、
記
念
日
の
祝
を
す
る
や
う
に
、
芸
術
の
最
も
深
く
感
ぜ
ら
れ
る
の
は
、
死
の
魔
力
が
そ
れ
を
籠
絡

し
て
し
ま
つ
た
時
に
あ
る
。
南
伊
太
利
に
は
一
年
に
一
度
希
臘
の
祭
を
す
る
民
が
あ
る
。
我
等
の
内
に
あ

る
最
も
善
な
る
も
の
は
、
古
い
時
代
の
感
覚
の
遺
伝
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
日
は
既
に
没
し
た
。
我
等
の
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生
活
の
天
は
、
最
早
見
え
な
く
な
つ
た
日
の
余
光
に
照
ら
さ
れ
て
ゐ
る
と
い
ふ
の
だ
。
芸
術
ば
か
り
で
は

な
い
。
宗
教
も
道
徳
も
何
も
か
も
同
じ
事
で
あ
る
。

　
暫
く
し
て M

. F 

君
が
来
た
。
い
つ
も
の
背
広
を
著
て
来
て
、
右
の
平
手
を
背
後
に
衝
い
て
、
体
を
斜

に
し
て
雑
談
を
す
る
。
ど
う
し
て
も
人
魚
を
食
つ
た
嫌
疑
を
免
れ
な
い
人
で
あ
る
。
僕
は
豆
打
の
話
を
し

た
。
「
さ
う
か
。
そ
れ
は
面
白
い
。
み
ん
な
が
来
て
か
ら
も
う
一
遍
遣
ら
し
て
遣
る
。
」

　
そ
れ
か
ら
み
ん
な
が
来
た
。
い
づ
れ
も
福
々
し
い
人
達
で
あ
つ
た
。
選
抜
の
芸
者
が
客
の
数
よ
り
多
い

程
押
し
込
ん
で
き
た
。

　
二
度
目
の
豆
打
は
余
り
注
意
を
惹
か
ず
に
し
ま
つ
た
。

　
話
は
こ
れ
丈
で
あ
る
。
批
評
家
に
衒
学
の
悪
口
と
い
ふ
の
を
浚
ふ
機
会
を
与
へ
る
為
め
に
、
少
し
書
き

加
へ
る
。

　
追
儺
は
昔
か
ら
有
つ
た
が
、
豆
打
は
鎌
倉
よ
り
後
の
事
で
あ
ら
う
。
面
白
い
の
は
羅
馬
に
似
寄
つ
た
風

俗
の
あ
つ
た
事
で
あ
る
。
羅
馬
人
は
死
霊
を lem

ur 
と
云
つ
て
、
そ
れ
を
追
ひ
退
け
る
祭
を
、
五
月
頃
真

夜
な
か
に
し
た
。
そ
の
式
に
黒
豆
を
背
後
へ
投
げ
る
事
が
あ
つ
た
。
我
国
の
豆
打
も
初
は
背
後
へ
打
つ
た

の
だ
が
、
後
に
前
へ
打
つ
こ
と
に
な
つ
た
さ
う
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
明
治
四
十
二
年
五
月
）
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