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・
、

御

郷
擢

挨

私
は
一
月
二
十
五
日
に
執
行
さ

れ
ま
し
た
東
郷
農
業
協
同
組

合
、
森
林
組
合
及
共
済
組
合
の

理
事
並
監
事
の
選
挙
の
結
果
、

　
の
理
事
に
選
任
さ
れ
更
に
去

み
ご
月
一
日
の
役
員
会
で
こ
の

三
団
体
の
組
合
長
に
選
任
さ
れ

　
　
第
で
あ
り
ま
す
。

　
　
知
の
よ
う
に
、
私
は
現
在

．
三
才
な
が
ら
も
村
長
の
璽
責
を

け
が
し
そ
の
他
に
も
農
業
委
員

長
を
は
じ
め
相
当
多
数
の
団
体

長
に
就
任
い
た
し
て
い
ま
す
の

で
、
こ
の
上
、
更
に
役
職
に
就

任
す
る
こ
と
は
、
村
民
の
皆
さ

ん
に
、
大
変
御
迷
惑
を
か
け
、

ひ
い
て
は
凡
ゆ
る
村
政
の
発
展

を
阻
害
す
る
こ
と
を
憂
う
る
の

で
あ
り
ま
す
。
特
に
農
協
他
二

団
体
の
組
合
長
は
そ
の
団
体
の

重
要
性
或
は
現
況
よ
り
し
て
多

忙
で
あ
る
村
長
の
兼
職
を
以
て

糞

意
　
　
　
　
農
業
協
周

東
郷
村
森

　
　
　
　
　
　
　
林
組
合
長
理
事

　
　
　
　
農
業
共
済

　
　
　
　
　
黒
　
　
木
　
　
翻

し
て
は
到
底
そ
の
目
的
を
完
遂

す
る
こ
と
の
出
来
な
い
こ
と
は

火
を
見
る
よ
り
明
ら
か
な
事
実

で
あ
り
ま
す
の
で
、
農
協
の
仕

事
に
専
従
し
得
る
他
に
立
派
な

人
格
者
の
就
任
方
を
熱
望
し
村

長
と
し
て
の
私
の
就
任
に
つ
い

て
は
躊
躇
し
た
の
で
あ
り
ま
す

が
、
こ
の
際
私
が
就
任
を
こ
ば

む
こ
と
は
益
々
東
郷
農
協
の
運

営
を
危
機
に
追
い
込
む
結
果
と

も
な
り
ま
す
の
で
一
応
承
諾
し

て
、
去
る
二
月
五
日
就
任
し
た

次
第
で
あ
り
ま
す
。

然
し
な
が
ら
私
は
経
済
に
関
す

る
識
見
も
な
く
又
体
験
も
全
然

な
い
の
で
組
合
員
の
皆
様
の
御

期
待
に
副
う
こ
と
が
難
し
い
か

ろ
う
と
想
い
ま
す
が
、
と
に
も

か
く
に
も
全
力
を
尽
し
て
努
力

致
し
ま
す
の
で
隅
今
後
絶
大
な

る
御
協
力
と
御
指
導
を
お
願
い

申
上
げ
ま
す
。
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東
郷
農
協
の
整
備
促
進
に
つ
き

・
ま
し
て
は
組
合
員
の
皆
さ
ん
よ

b
今
ま
で
大
変
御
協
力
を
い
た

．
・
い
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
不

幸
に
し
て
そ
の
途
中
に
於
て
御

承
知
の
板
谷
製
炭
事
業
に
よ
る

一
千
七
十
余
万
円
の
赤
字
欠
損

問
題
が
発
生
し
、
役
員
が
総
選
一

職
を
す
る
結
果
と
な
り
ま
し
た

こ
と
は
東
郷
農
協
再
建
の
上
に
・

誠
に
遣
憾
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ

で
あ
り
ま
す
。

そ
の
後
こ
の
欠
損
金
の
処
理
問

題
も
関
係
者
の
御
協
力
に
よ
り

金
四
百
二
十
余
万
円
を
前
二
回

の
役
員
が
之
を
負
担
し
残
金
約

六
百
五
十
万
円
は
全
組
合
員
が

之
を
負
担
す
る
こ
と
と
な
っ
て

一
応
の
解
決
を
見
ま
し
た
が
一

千
二
百
余
名
の
組
合
員
の
中
に

は
従
来
の
赤
字
に
加
え
て
今
回

の
問
題
を
御
心
配
の
余
り
農
協

に
対
ず
る
骨
頼
を
欠
ぎ
従
っ
て

熱
意
あ
る
協
力
を
欠
く
も
の
が

出
て
来
る
の
で
は
な
い
か
と
私

は
憂
慮
い
た
し
て
い
る
次
第
で

あ
り
ま
す
。

勿
論
農
協
の
現
状
は
容
易
な
ら

ざ
る
状
態
で
あ
り
ま
し
て
、
今

こ
こ
で
お
互
組
合
員
が
一
大
決

意
を
示
さ
な
け
れ
ば
解
散
の
已

む
な
き
に
至
る
．
も
の
と
思
う
の

で
あ
り
ま
す
。

申
し
扇
ぐ
る
ま
で
も
な
く
農
業

．
協
同
組
合
は
農
村
の
経
済
的
中

一
心
機
関
で
あ
り
精
神
の
寄
り
処

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い

ま
す
。

今
こ
こ
で
組
合
の
不
幸
に
あ
た

り
組
合
員
が
寸
描
し
組
合
の
運

営
に
対
す
る
協
力
に
熱
意
を
欠

・
ぐ
こ
と
が
あ
っ
た
と
す
る
な
ら

ば
、
農
協
σ
運
営
は
更
に
行
き

詰
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で

あ
り
ま
す
の
で
、
組
合
の
再
建

に
つ
い
て
今
こ
こ
で
更
に
今
ま

で
よ
り
も
強
く
而
も
高
度
の
御

．
協
力
を
お
願
い
申
し
上
げ
た
い

の
で
あ
り
ま
す
。

　
「
農
協
が
倒
れ
て
は
困
る
、
然

　
し
協
力
は
出
来
な
い
」
・
．
・
・
　
　
捨
て
て
、
お
互
を
信
じ
極
量
の

と
の
矛
盾
し
た
考
奥
方
で
“
，
農
至
誠
と
熱
情
で
固
く
団
結
し
組

．
協
の
振
興
が
果
し
て
実
現
出
来
合
員
一
丸
と
な
っ
て
農
協
他
二

得
る
で
も
よ
う
が
回
、
・
　
　
　
団
体
の
振
興
に
最
大
の
努
力
を

　
と
き
が
湘
て
ば
怠
風
も
襲
．
来
尽
し
二
度
と
再
び
今
回
の
如
き

　
し
、
農
村
恐
悦
心
φ
つ
ま
し
よ
こ
と
の
発
生
せ
ざ
る
こ
と
を
誓

　
う
。
日
常
の
生
活
に
於
て
も
博
い
併
せ
て
先
駈
各
位
並
に
組
合

意
の
薫
煙
時
に
於
て
略
自
分
を
員
の
皆
様
の
絶
大
な
る
御
協
力

　
救
う
も
の
は
、
、
・
あ
く
ま
で
鼠
壁
を
お
願
い
申
し
上
げ
て
就
任
の

　
で
あ
り
協
同
の
力
で
あ
る
こ
と
御
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。

　
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
と
思
い
尚
新
し
い
栂
員
に
選
任
さ
れ
た

　
ま
す
。
　
　
　
　
　
　
　
　
・
人
達
に
つ
い
て
は
既
に
御
承
知

一
農
協
に
対
す
る
色
々
な
不
平
不
と
は
思
い
ま
す
が
次
の
よ
う
な

　
満
は
率
直
に
意
見
を
申
し
出
で
方
々
が
就
任
さ
れ
ま
し
た
の
で

暗
き
い
。
私
は
組
合
員
の
皆
様
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

暴
動
薩
暴
農
協
専
噸
藤
（
羽
馴

合
の
内
容
や
現
状
を
よ
く
託
つ
　
森
林
・
共
済
組
合

　
て
戴
き
今
後
の
組
合
運
営
の
方
専
務
理
事
　
田

　　　　　よ　き
春の木立に小斧振ることのかなしさよ

　　　前後不覚に伐りくづしけり　　（牧水）

㎜
針
を
お
互
の
話
し
合
の
上
で
決

定
い
た
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。一

私
は
又
こ
の
際
農
協
の
整
備
充

．
実
に
全
力
癒
尽
し
て
努
力
せ
ら

れ
ま
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ

の
離
任
に
当
っ
て
は
従
来
に
そ

の
例
を
見
な
い
負
担
を
負
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
奈
須
組

合
長
を
初
め
旧
役
員
の
皆
様
に

対
し
心
か
ら
お
詫
び
を
申
し
上

げ
る
と
共
に
、
そ
の
態
度
と
御

心
情
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
た
心

か
ら
敬
意
と
謝
意
を
表
す
る
も

一
の
で
あ
り
ま
す
。

私
は
新
旧
役
員
の
皆
様
は
勿

論
、
組
合
員
の
皆
様
と
共
に
、

こ
の
際
一
切
の
行
き
が
か
り
を
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東
郷
村
議
会
臨
時
議
会
は
暗
和

三
十
四
年
一
月
三
十
日
午
前
十

時
村
会
議
事
堂
に
招
集
せ
ら
れ

会
期
一
日
間
で
次
の
事
件
を
審

議
原
案
ど
お
り
可
決
確
定
し

た
。△

議
案
．
第
一
号
　
職
員
の
分
限

の
手
続
き
及
び
効
果
に
関
す
る

条
例
制
定
の
件

◎
本
件
地
方
公
務
員
法
の
規
定

に
よ
り
職
員
の
意
に
反
す
る
降

任
、
免
職
、
及
び
休
職
の
手
続

き
及
び
効
果
に
関
し
規
定
す
る

条
例
の
制
定
で
原
案
ど
お
り
可

決
確
定
し
た
。
層

△
議
案
第
二
号
職
員
の
懲
戒

の
手
続
き
及
び
効
果
に
関
す
る

条
例
制
定
の
件

◎
本
件
も
地
方
公
務
員
法
の
規

．
定
に
よ
り
職
員
の
懲
戒
の
手
続

き
及
び
効
果
に
関
し
規
定
す
る

条
例
で
原
案
ど
お
り
可
決
確
定

し
た

△
議
案
第
三
号
　
国
民
健
康
保

険
法
の
制
定
に
伴
う
国
民
健
康

保
険
事
業
の
応
急
措
置
に
関
す

る
条
例
制
定
の
件

◎
本
件
は
新
ら
し
く
国
民
健
康

保
険
法
が
制
定
せ
ら
れ
た
こ
と

に
よ
る
圃
事
業
の
応
急
措
置
に

関
す
る
条
例
の
制
定
で
原
案
ど

お
り
可
決
確
定
し
た

△
議
案
第
四
号
　
昭
和
三
十
三

年
度
盛
郷
村
歳
入
歳
出
予
算
の

追
加
更
正

◎
本
件
は
耕
地
災
害
復
旧
事
業

中
、
中
島
頭
首
工
外
二
地
区
の

工
事
取
止
め
に
よ
る
更
正
が
主

な
る
も
の
で
他
に
若
干
の
追
加

更
正
あ
り
実
質
的
に
は
一
一

〇
、
五
六
三
円
の
減
額
と
な
り

歳
入
歳
出
予
算
現
計
五
五
、
一

六
四
、
五
八
三
円
で
原
案
ど
お

り
可
決
確
定
し
た

△
議
案
欝
五
号
　
昭
和
三
十
三

年
度
東
郷
村
国
民
健
康
保
険
事

，

“r

ｵ
躍

二
　
月
　
の
　
雨

，
牧

水

1　・’、

～‘

窓
さ
き
の
暗
ぐ
な
り
た
る
き
さ
ら
ぎ
の
強
降
雨
を
見
て
な
ま
け
を
り

き
さ
ら
ぎ
は
春
の
は
じ
め
は
年
ご
ど
に
わ
れ
の
こ
こ
ろ
の
さ
び
し
が

る
月

う
つ
う
つ
と
煙
草
の
酔
の
か
う
じ
来
し
窓
辺
小
暗
く
雨
の
降
る
な
り

業
勘
定
特
別
会
計
歳
入
歳
出
予

算
の
追
加
更
正

◎
本
件
実
質
的
に
は
八
○
、
二

五
六
円
の
追
加
と
な
り
歳
入
歳

出
共
予
算
現
計
八
（
二
六
五
、

六
四
二
円
で
原
案
ど
お
り
可
決

確
定
し
た

△
議
案
第
六
号
　
昭
和
三
十
三

年
度
東
郷
村
国
民
健
康
保
険
薗

営
診
療
施
設
勘
定
特
別
会
計
歳

入
歳
出
予
算
の
追
加
更
正

⑥
本
件
薬
品
代
の
購
入
が
主
な

る
も
の
で
実
質
追
加
四
〇
五
、

八
六
〇
円
で
歳
入
歳
出
共
に
予

算
現
計
六
、
五
七
〇
、
二
八
一

“

円
と
な
り
原
案
ど
お
り
可
決
確

定
し
た
　
，
．

△
議
案
第
七
号
　
村
長
、
助

役
、
収
入
役
退
職
慰
労
金
支
給

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て
（
議
員
提
出

議
案
）

◎
本
件
現
行
条
例
で
は
再
選
さ

れ
又
は
重
任
し
た
者
に
つ
い
て

は
最
終
退
職
の
時
に
支
給
す
る

規
定
で
あ
り
こ
れ
で
は
村
財
政

運
営
上
支
障
が
あ
る
の
で
一
期

毎
に
慰
労
金
を
支
給
す
る
こ
と

を
規
定
し
た
改
正
条
例
で
原
案

ど
お
り
可
決
確
定
し
た
。

灘
．

§
＝
毒
隻
一
枷
§
ヨ
一
§
§
雛
芭
§
竃
窪
≡
一
≡
隣
棒
§
§
一

派
出
所
だ
よ
り

三
≡
一
富
3
一
霜
一
一
騙
一
一
≡
躍
＝
翼
一
二
一
匹
富
轟
一
葦
一
一
≡
鎚
一
一
一
一
≡
一
一
一
犀

　
　
　
山
陰
部
長
派
出
所

◎
蛸
“
塔
等
の
防
犯

　
措
置
、
．

第
一
線
に
あ
み
我
等
警
察
官
は

受
持
区
内
を
警
ち
し
又
は
巡
回

連
絡
そ
の
他
を
通
じ
て
犯
罪

（
事
故
）
の
予
防
と
既
発
犯
罪

（
違
反
）
の
検
挙
と
各
種
の
願

届
の
処
理
に
当
っ
て
良
好
な
公

衆
関
係
の
保
持
に
努
め
て
い
る

と
ζ
ろ
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

等
は
警
察
の
一
方
的
活
動
の
み

を
も
っ
て
し
て
は
そ
の
目
的
を

達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で

常
に
皆
様
方
の
積
極
的
な
協
力

を
要
望
し
て
い
る
処
で
あ
り
ま

し
て
、
更
に
防
犯
効
果
の
実
を

あ
げ
る
た
め
に
警
察
で
は
皆
さ

ん
の
内
で
住
家
を
一
時
留
守
に

す
る
よ
う
な
場
合
（
昼
夜
間
を

と
わ
ず
継
続
的
に
家
を
留
守
に

す
る
家
庭
又
ば
老
人
子
供
な
ど

が
留
守
居
を
し
て
い
る
家
庭
）

に
留
守
の
期
間
（
出
発
及
び
帰

宅
予
定
時
間
）
必
要
が
あ
れ
ば

事
故
の
際
の
連
絡
先
及
び
連
絡

方
法
等
を
電
話
そ
の
他
の
方
法

に
よ
っ
て
受
持
区
内
の
派
出
所

駐
在
所
に
連
絡
し
て
貰
っ
て
、

こ
れ
に
よ
軒
そ
の
派
出
所
、
駐

在
所
で
は
警
ら
又
は
巡
回
連
絡

等
の
勤
務
を
通
じ
て
留
守
宅
に

対
す
る
巡
回
を
強
化
し
て
、
盗

難
、
火
災
等
の
予
防
に
当
る
こ

と
に
し
た
の
で
今
後
皆
様
方
の

御
協
力
に
よ
り
防
犯
の
徹
底
を

図
り
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
連

絡
方
を
御
願
い
し
ま
す
。

◎
道
路
へ
の
撒
水
に

　
注
意

最
近
急
に
寒
波
が
お
そ
っ
て
来

ま
し
た
の
で
道
路
沿
い
に
お
住

い
の
方
は
、
氷
る
よ
・
フ
な
寒
い

朝
晩
は
道
路
に
撒
水
せ
ぬ
よ
う

に
し
て
下
さ
い
。

自
動
車
や
自
転
車
が
ス
リ
ッ
プ

し
て
交
通
事
故
の
原
因
と
も
な

り
ま
す
。

◎
自
転
車
の
防
犯
登

　
録

新
に
自
転
車
を
購
入
し
又
は
売

買
交
換
さ
れ
た
方
や
異
動
の
あ

っ
た
方
へ
防
犯
登
録
又
は
異
動

手
続
き
を
し
て
な
い
方
は
早
目

に
手
続
き
を
す
ま
せ
て
自
転
車

の
防
犯
に
協
力
臨
御
願
い
し
ま

す
。◎

犯
罪
⑳
早
期
腐
田

　
と
現
鰯
傑
艀

犯
罪
は
小
さ
い
も
の
で
も
す
べ

て
早
目
に
届
出
る
と
共
に
現
場

は
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と

が
大
切
で
あ
り
ま
す
。

◎
け
ん
銃
の
届
出
違
動

　
　
に
協
力
し
て
下
さ
い

最
近
け
ん
銃
等
を
使
用
し
た
兇

悪
犯
罪
が
全
国
各
地
で
続
発
し

私
共
の
生
活
を
お
び
や
か
し
て

い
る
こ
と
ほ
御
承
知
の
通
り
で

あ
り
ま
す
。
本
県
に
お
き
ま
し

て
も
旧
軍
隊
時
代
の
も
の
や
海

外
な
ど
か
ら
持
ち
帰
え
っ
た
も

の
な
ど
相
当
あ
る
そ
う
で
す
。

そ
こ
で
二
月
中
を
「
け
ん
銃
な

ど
の
発
見
拾
得
の
届
出
勧
奨
運

動
月
間
」
と
し
て
県
下
を
あ
げ

て
防
犯
運
動
を
行
う
こ
と
に
な

り
ま
し
た
。

、
皆
様
の
な
か
で
旧
軍
隊
時
代
の

も
の
や
海
外
か
ら
引
き
揚
げ
の

と
き
持
ち
帰
っ
た
も
の
な
ど
を

置
き
忘
れ
て
い
て
大
掃
除
や
遺

品
整
理
の
と
き
な
ど
に
発
見
さ

れ
た
方
が
あ
り
ま
し
た
ら
す
ぐ

も
よ
り
の
部
長
派
出
所
や
駐
在

所
に
届
出
て
下
さ
い
。

も
し
盗
れ
て
た
り
し
て
そ
れ
が

犯
罪
に
翻
れ
た
ら
全
く
大
変
な

こ
と
で
す
持
っ
て
い
て
も
何
の

役
に
も
立
た
な
い
も
の
で
す
。

こ
の
際
処
分
し
て
自
分
も
安
心

し
又
他
人
に
悪
用
さ
れ
な
い
よ

う
に
し
ま
し
よ
う
。

自
分
で
届
出
る
の
が
都
合
の
悪

い
方
は
部
落
の
区
長
さ
ん
や
組

合
長
さ
ん
を
通
じ
て
も
良
い
の

で
す
秘
密
は
絶
対
に
守
り
ま

す
。

▲
旧
暦
の
一
月
二
十
西
a
碑

「
火
よ
け
地
蔵
」
の
縁
日
で

．
蔵
さ
ん
の
ま
つ
っ
て
あ
る
地
で

は
お
ま
い
り
の
善
男
善
女
で
賑

う
こ
と
だ
ろ
う
。
又
江
野
に
あ

古
く
か
ら
ま
つ
ら
れ
て
い
た

が
、
今
度
地
も
と
の
人
達
が
新

し
く
お
堂
を
建
て
て
木
の
番
も

高
い
中
に
地
蔵
さ
ん
を
安
置
ル

た
そ
う
だ
。

▲
人
が
生
き
て
行
く
上
に
信
仰

は
大
事
な
こ
と
で
あ
る
が
信
仰

も
純
化
さ
れ
た
信
仰
で
な
い
・

と
、
迷
信
に
堕
し
て
恐
ろ
し
い

結
果
を
う
む
場
合
が
多
い
。

火
防
地
蔵
も
同
じ
で
こ
れ
を
信

仰
し
さ
え
ず
れ
ば
火
難
は
の
が

れ
る
と
信
じ
切
る
こ
と
は
禁
物

で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
も
各
個
人

個
人
が
「
火
の
用
心
」
を
す
る

こ
と
が
第
一
で
あ
る
。

●
「
何
事
も
あ
な
た
ま
か
せ
」
で

あ
っ
て
は
大
変
で
あ
る
。

▲
地
蔵
尊
は
釈
迦
仏
の
付
託
を

受
け
て
無
仏
の
世
界
に
位
し
で

六
道
（
地
獄
、
餓
鬼
、
畜
生
、

修
羅
、
人
間
、
天
上
道
）
の
衆

生
を
化
幽
す
る
と
い
う
菩
薩
で
、

あ
る
。
　
「

袈
裟
を
つ
け
て
錫
杖
と
宝
珠
を
．

持
つ
形
相
円
満
な
地
蔵
尊
の
姿
．

に
接
し
て
は
仏
の
慈
悲
が
し
み

じ
み
と
身
に
迫
っ
て
来
る
。
」

▲
キ
リ
ス
ト
の
と
い
た
愛
、
釈

迦
の
慈
悲
、
孔
子
の
仁
み
い
つ

れ
も
究
極
は
感
謝
の
生
活
を
教
．

え
て
い
る
の
で
あ
る
。
世
の
中

の
す
べ
て
の
人
が
真
の
信
仰
に

生
き
る
時
、
世
の
中
は
初
め
て

平
和
が
訪
ず
れ
る
で
あ
ろ
5
。

▲
暦
の
上
で
は
す
で
に
春
だ
。

ど
こ
と
な
く
春
の
き
ざ
し
は
感

ぜ
ら
れ
ん
で
も
な
い
『
梅
一
輪

一
輪
ほ
ど
の
あ
た
た
か
さ
（
子

規
）
』
の
感
が
深
い
。
」

　
梅
林
の
遙
か
に
見
ゆ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
水
田
か
な

心
、
の
と
も
し
び

寒
さ
に
ふ
る
え
た
者
ほ
ど
、
太
陽
の
暖
か
さ
を
感
じ
る
。

人
生
の
悩
み
を
く
ぐ
っ
た
者
ほ
ど
、
生
命
の
尊
ざ
を
知
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン

自
分
の
本
音
で
な
い
生
活
を
す
れ
ば
、
そ
の
部
分
は
死
ん

で
し
ま
っ
て
い
る
　
　
　
，
　
　
　
　
倉
　
田
　
百
　
三

吾
々
は
二
つ
の
耳
を
持
ち
、
一
枚
の
舌
を
持
っ
て
い
る
、

つ
ま
り
、
沢
撫
，
解
て
少
な
く
し
ゃ
べ
る
為
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
イ
オ
ゲ
ネ
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，
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層
し

吉
野
林
業
を
み
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
低
　
　
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
議
　
小

「
歌
書
よ
り
も
軍
書
に
悲
し
吉

野
山
」
源
平
の
戦
、
或
は
南
朝

北
朝
の
黒
山
に
吉
野
山
の
悲
劇

は
日
本
歴
史
に
尽
く
る
処
を
知

ら
な
い
。

然
し
私
は
今
、
歌
書
や
軍
書
よ

り
も
吉
野
林
業
書
に
喜
び
と
感

激
と
渇
仰
を
禁
じ
得
な
い
の
で

あ
る
。

秋
田
の
杉
、
木
曽
の
檜
、
吉
野

の
杉
、
こ
れ
等
は
日
本
に
於
け

る
林
業
の
花
形
で
あ
っ
て
山
に

生
き
る
略
の
、
山
に
志
す
も

の
、
山
を
治
む
る
も
の
一
度
は

こ
れ
等
の
山
を
駿
渉
し
新
か
な

霊
験
に
触
る
べ
き
で
あ
る
と
思

．
り
。

幸
、
昨
年
の
拾
月
吉
野
林
業
を

観
る
機
会
を
得
た
の
で
、
そ
の

一
端
を
記
し
大
方
の
参
老
に
資

し
た
い
と
思
う
。

吉
野
林
業
は
奈
良
県
吉
野
川
上

流
地
帯
即
ち
川
上
村
、
東
吉
野

村
を
中
心
署
し
た
地
域
を
指
す

の
で
あ
る
が
、
古
々
発
達
し
た

極
め
て
集
約
的
な
密
植
「
間
伐

と
高
伐
期
の
三
業
と
旧
小
川
村

に
明
治
末
期
よ
り
始
ま
っ
た
磨

丸
太
生
産
を
目
的
と
す
る
杉
の

枝
打
ち
を
行
う
仕
立
作
業
が
吉

野
林
業
の
特
徴
で
あ
る
。

町
当
り
一
万
本
以
上
と
云
ヶ
極

端
な
密
植
と
植
付
後
奏
弐
、
参

年
頃
か
ら
五
年
毎
位
に
弱
度
の

間
伐
を
繰
返
し
、
長
い
の
に
な

る
と
百
七
拾
年
を
越
え
る
様
な

高
伐
期
の
施
業
が
あ
る
が
、
こ

れ
は
そ
の
か
み
灘
の
銘
酒
と
タ

イ
ア
ッ
プ
し
酒
樽
、
樽
丸
の
材

料
を
生
産
す
る
目
的
と
し
た
為

で
あ
る
。

京
学
仕
立
（
京
木
山
）

吉
野
地
方
で
磨
丸
太
の
こ
と
を

雄
木
と
い
う
。
こ
れ
は
け
だ
し

京
都
の
北
山
に
そ
の
濫
筋
が
あ

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。

旧
小
川
村
は
川
上
村
の
様
に
地

理
的
に
恵
ま
れ
て
い
な
い
の
で

皆
伐
を
繰
返
し
甚
だ
し
き
地
力

を
消
耗
し
た
。
そ
こ
で
低
伐
期

の
小
径
木
で
も
垂
木
と
し
て
有

利
に
磨
丸
太
を
生
産
す
る
様
に

な
っ
た
。

町
当
り
一
万
丑
千
本
の
極
端
な

密
植
を
し
枝
打
ち
と
間
伐
を
綿

密
に
行
う
の
で
あ
る
が
、
更
に

「
人
工
小
川
し
ゅ
ぼ
」
と
云

い
、
つ
～
じ
の
枝
を
使
っ
て
生

木
を
し
ぼ
り
磨
丸
太
を
生
産
す

る
。
所
謂
集
約
林
業
で
あ
る
。

こ
う
し
た
林
業
経
営
の
発
達
過

程
に
於
て
こ
の
地
方
に
借
地
林

業
、
山
守
制
度
及
び
大
森
林
所

有
者
の
存
在
と
云
う
、
特
殊
な

制
度
が
発
生
し
た
が
記
述
は
省

略
し
よ
う
。

全
面
積
の
中
針
葉
樹
の
人
工
造

林
は
八
○
％
以
上
で
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
が
杉
、
僅
か
三
割
程
度

が
檜
を
混
え
て
い
る
。
町
当
り

，
の
蓄
積
は
七
九
八
石
で
人
工
林

の
針
葉
樹
の
み
で
は
八
三
〇
石

を
越
え
る
こ
の
数
字
は
豊
富
な

蓄
積
を
誇
る
国
有
林
平
均
蓄
積

の
二
倍
に
近
い
も
の
で
、
全
国

民
有
林
で
は
最
大
だ
そ
う
で
あ

る
。以

上
が
吉
野
林
業
の
概
況
で
あ

る
が
私
達
が
視
察
し
た
川
上
村

は
そ
の
吉
野
林
業
の
中
心
地

．
野

9

弘

で
、
村
の
概
況
は
人
口
一
一
、

六
八
二
人
、
‘
土
地
は
実
測
面
積

に
よ
る
と
田
五
反
七
畝
、
畑
一

〇
三
町
三
反
七
畝
、
山
林
、
二

五
、
二
七
七
町
五
反
九
重
で
人

．
口
も
面
積
も
、
わ
が
東
郷
村
と

略
同
じ
。
昭
和
三
十
一
年
の
決

算
が
五
千
七
百
万
円
の
歳
入
で

こ
れ
も
大
体
同
じ
で
あ
っ
て
た

だ
、
税
収
入
が
三
千
九
百
万
円

あ
る
が
そ
の
中
約
二
千
万
円
が

木
材
取
引
税
の
収
入
と
な
っ
て

い
る
。
即
ち
森
林
資
源
に
よ
る

税
収
入
が
全
収
入
の
三
分
の
一

を
占
め
て
い
る
と
云
う
こ
と
で

あ
る
。
川
の
流
域
に
沿
っ
て
奥

に
進
め
ば
進
む
程
、
山
亦
山
で

あ
る
が
、
そ
の
山
に
全
山
と
云

う
位
造
林
が
な
さ
れ
て
お
り
、

嵌
肥
に
近
い
出
身
で
あ
る
と
云

う
友
人
も
遂
に
口
が
き
け
な
く

な
る
と
云
う
状
態
で
あ
っ
た
。

案
内
さ
れ
て
中
腹
の
山
に
入
っ

た
の
で
あ
る
が
丁
度
五
反
歩
位

の
面
積
に
百
七
拾
年
目
経
た
杉

が
穆
蒼
と
し
て
立
っ
て
い
た
。

．
一
番
大
き
木
で
周
囲
が
目
通
り

八
、
九
尺
、
反
当
五
十
本
目
、

五
反
歩
で
二
百
本
内
外
の
山

で
、
試
に
価
格
を
聞
い
て
み
る

と
、
最
高
一
本
が
七
拾
万
円
位

と
云
う
。
一
本
平
均
四
十
万
円

に
し
て
反
当
二
千
万
円
、
五
反

歩
で
約
壱
億
円
の
山
で
あ
る
。

普
通
三
、
四
十
年
の
立
木
価
格

が
石
当
り
二
千
五
百
円
位
で
本

村
あ
た
り
の
倍
の
価
格
で
あ

る
。
京
阪
神
に
近
く
て
輸
送
に

便
利
だ
と
云
う
こ
と
が
、
こ
の

林
業
を
発
達
さ
せ
、
又
価
格
の

　
面
に
於
て
も
有
利
な
取
引
が
行

、　
わ
れ
る
条
件
の
一
つ
に
な
っ
て

　
い
る
の
で
あ
ろ
う
喝
川
上
村
の

　
林
業
は
発
祥
既
に
参
百
五
拾
年

　
を
閲
し
、
そ
の
間
に
土
倉
庄
三

　
郎
翁
を
始
め
古
老
先
輩
達
の
孜

　
r
々
と
し
て
倦
ま
ざ
る
苦
心
と
経

　
験
に
よ
り
、
今
日
全
国
無
比
の

　
人
工
造
林
と
し
て
天
下
に
誇
る

　
美
林
の
形
態
を
整
え
て
い
る
の

　
で
あ
る
。

　
時
代
の
変
遷
は
そ
の
木
材
需
給

　
の
面
に
於
て
醸
造
容
器
材
の
需

　
要
が
少
な
く
な
る
と
共
に
質
よ

　
り
量
の
声
に
応
じ
て
、
吉
野
式

　
集
約
林
業
に
変
革
を
与
え
今
、

　
宿
題
と
し
て
経
済
的
粗
大
成

　
育
、
挿
木
苗
養
成
、
吉
野
杉
苗

　
の
改
良
馬
地
力
減
退
の
対
策
、

　
等
々
尚
解
決
す
べ
き
問
題
を
多

　
々
残
し
て
い
る
。

　
以
上
、
視
察
の
概
要
を
記
し
た

　
の
で
あ
る
が
本
村
の
気
候
、
地

勢
等
よ
り
考
察
し
て
思
い
半
を

過
ぎ
る
も
の
が
あ
る
。
今
日
農

業
経
営
の
危
機
が
叫
ば
れ
て
い

る
時
（
こ
の
問
題
を
解
決
す
る

一
つ
の
方
法
と
し
て
山
林
の
演

題
を
解
決
す
る
こ
と
が
大
事
で

あ
る
と
思
う
。
今
、
此
処
に
具

体
的
名
案
を
提
示
す
る
暇
は
な

い
が
本
村
百
年
の
大
計
を
立
て

る
上
か
ら
も
単
に
山
の
所
有
者

だ
け
で
な
く
総
て
の
人
々
が
山

林
開
発
に
関
心
を
持
つ
べ
き
で

は
な
か
ろ
う
か
。

山
を
つ
く
る
に
は
金
銭
的
な
利

害
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、

真
実
に
山
を
愛
し
て
こ
そ
始
め

て
山
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
に
は
冒
頭
に
云
っ
た
人
々
、

特
に
若
い
人
達
が
天
下
の
懸
盤

を
視
察
す
る
こ
と
に
あ
る
。
九

州
で
は
妖
肥
、
日
田
、
矢
部
等

全
国
に
も
誇
る
観
光
と
実
利
を

兼
ね
た
名
山
が
あ
る
。

今
年
こ
そ
生
活
の

合
理
化
を
計
り
ま
し
よ
う

三
十
四
年
を
迎
え
あ
ら
た
な
気

持
で
、
も
う
今
年
の
計
画
が
樹

・
て
ら
れ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。昔

の
人
も
コ
年
の
計
は
元
旦

に
あ
り
し
と
云
う
ほ
ど
、
新
年

度
ご
と
に
「
今
年
こ
そ
」
と
意

気
ご
ん
で
は
お
り
ま
す
。
、

こ
の
様
な
計
画
は
多
か
れ
少
な
，

か
れ
、
各
家
に
も
樹
て
ら
れ
、

又
個
人
と
し
て
も
樹
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
家
族
全
部
の

計
画
、
い
わ
ゆ
る
家
と
し
て
の

計
画
と
云
う
も
の
は
、
ま
と
ま

る
こ
と
が
困
難
な
よ
う
で
す
。

と
申
し
ま
す
と
、
自
分
の
家
の

牧
山
が
ど
の
位
あ
る
の
か
、
そ

の
内
必
要
な
生
活
費
が
ど
れ
だ

け
と
、
又
肥
料
費
を
ど
れ
だ
け

使
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
に
対

し
て
の
攻
口
が
ど
の
位
あ
っ
た

か
、
と
云
う
こ
と
が
は
っ
き
り

し
て
お
り
ま
す
と
、
家
と
し
て

協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
計

画
が
出
来
る
の
で
は
な
い
か
と
．

思
い
ま
す
。

子
供
さ
ん
の
教
育
費
が
ど
の
位

必
要
か
、
魚
や
そ
の
他
こ
ん
ぶ

等
の
費
用
、
叉
一
年
間
に
ど
れ

だ
け
お
米
が
必
要
な
の
か
、
は

っ
き
り
知
る
た
め
に
は
、
め
ん

ど
う
で
も
嘱
家
計
簿
を
記
入
す

る
こ
と
が
必
要
で
す
。

家
計
簿
を
つ
け
て
い
る
あ
る
主

婦
の
話
は
、
医
療
費
が
他
に
比

べ
て
、
非
常
に
多
い
こ
と
に
気

（第87号〉
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一
月
三
十
臼
に
諸
塚
村
役
場
で

東
臼
杵
郡
の
産
業
振
興
の
研
究

発
表
会
が
行
わ
れ
本
村
か
ら
は

芸
名
の
青
年
が
参
加
し
た
が
そ

の
う
ち
「
経
営
の
安
定
を
図
る

養
豚
」
を
殖
表
し
た
川
船
の
矢

野
克
幸
君
と
．
「
わ
た
し
達
の
ク

ラ
ブ
活
動
（
食
生
活
調
査
と
改

善
の
実
践
）
」
を
発
表
し
た
坪

谷
の
矢
野
勝
子
さ
ん
と
矢
野
久

美
子
さ
ん
が
東
臼
杵
郡
を
代
表

し
て
県
に
出
場
す
る
こ
と
に
な

っ
た
。

東臼杵青年産振大会で発表する

　　　　　矢野勝子さんと久美子さん

2
一
一
≡
養
＝
多
気
§
一
≡
§
二
手
≡
§
垂
陶
一
一
蓬
躍
躍
蓬
旨
一
一
一
馨
≡
垂
一
富
一
葦
琵
§
一
一
一
一
蓬
＝
霞
一
語
蓉

付
き
、
色
々
と
考
え
た
結
果
、

子
供
が
足
を
怪
我
し
て
毎
日
医

者
に
通
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
の

子
供
は
庭
先
に
ガ
ラ
ス
が
あ
っ

た
の
で
怪
我
し
た
の
で
す
。

そ
れ
が
一
回
で
な
く
、
二
、
三

回
も
ガ
ラ
ス
で
怪
我
を
す
る
の

で
す
。

そ
こ
で
主
婦
の
人
達
が
集
り
、

家
の
周
囲
を
掃
除
す
る
こ
と
を

約
束
し
ま
し
た
。
そ
し
て
ガ
ラ

ス
や
破
物
は
、
箱
を
作
り
気
付

い
た
人
が
、
こ
の
箱
に
入
れ
る

様
に
な
り
、
今
で
は
子
供
も
安

心
し
て
遊
べ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
い
う
話
も
あ
り
ま
す
。

ご
の
様
に
家
計
簿
は
、
色
々
と

生
活
の
欠
点
も
利
点
も
知
ら
せ

て
く
れ
る
よ
い
資
料
に
も
な
り

ま
す
。
■

生
活
技
術
の
向
上
も
生
活
の
合

理
化
を
計
る
に
も
、
ま
ず
私
達

の
生
活
を
は
っ
き
り
知
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

今
年
こ
そ
合
理
的
な
明
る
い
生

活
が
出
来
る
よ
う
に
、
お
互
に

努
力
い
た
し
ま
し
よ
う
。

農
協
再
建
に
つ
と
め
よ
う

農
協
の
現
状
内
容
に
付
き
ま
し

て
は
組
合
員
の
方
々
は
充
分
御

承
知
の
事
で
御
座
い
ま
す
の
で

差
控
致
し
ま
す
が
、
農
協
は
私

が
二
一
も
無
く
柑
の
唯
一
つ
の

経
済
団
体
で
あ
り
私
共
に
な
く

て
ほ
な
ら
な
い
組
合
と
思
い
ま

す
。尚

又
国
と
農
民
と
の
つ
な
が
り

も
農
協
の
強
穐
目
的
の
為
、
総

て
の
事
業
が
農
協
を
通
レ
て
行

わ
れ
て
居
り
ま
す
の
で
農
協
が

倒
産
す
る
事
に
な
り
ま
す
と
其

矢
　
野
　
．
　
通

の
面
に
大
変
迷
惑
不
便
を
蒙
る

こ
と
は
火
を
見
る
よ
り
も
明
ら

か
な
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
出
来
事
に
付
き
ま
し
て

は
色
々
批
判
御
意
見
等
も
あ
る

事
と
思
い
ま
す
が
、
是
は
是
と

し
非
は
非
と
し
て
組
合
員
の
気

分
を
一
新
す
る
意
味
を
も
つ
て

思
切
つ
た
内
容
の
再
検
討
事
集

縮
少
も
止
む
得
ぬ
事
と
思
い
ま

す
。
な
ん
と
か
し
て
再
建
を
望

む
一
人
で
御
座
い
ま
す
。
　
・
・

　
　
　
、
、
，
～

陰

、、、、、、、、、、

よ
い
子
の
十
三
條

元
気
で
生
き
生
き
し
た
子
■

す
な
お
で
明
か
る
い
子

お
ち
つ
い
て
話
を
き
く
子

ま
わ
り
の
こ
と
を
よ
く
見
、
考
え
る
子

行
儀
の
よ
い
子

友
だ
ち
と
な
か
よ
く
遊
ぶ
子

他
人
に
迷
惑
を
か
け
ぬ
子

自
分
で
で
き
る
こ
と
は
自
分
で
す
る
子

よ
く
考
え
て
し
っ
か
り
話
の
で
き
る
子

よ
く
勉
強
す
る
子

　
、．

識

村
奨
学
金
貸
与

申
込
み
に
つ
い
て

本
村
の
奨
学
金
は
次
の
要
領
で

貸
与
い
た
し
ま
す
の
で
希
望
の

方
は
早
目
に
申
込
み
下
さ
い
。

　
　
．
記

一
、
資
金
の
貸
与
を
受
け
る
者

　
の
資
格

ω
本
村
に
本
籍
を
有
す
る
も
の

吻
公
認
の
高
等
学
校
以
上
の
学

　
校
に
在
籍
す
る
学
生
生
徒

㈹
学
渠
成
績
優
良
で
志
操
堅
実

　
な
も
の

ω
身
体
強
健
な
も
の

㈲
学
資
に
乏
し
い
も
の

二
、
貸
与
手
続

ω
提
出
す
べ
き
書
類

　
学
資
金
貸
満
願
、
履
歴
書
、

　
学
業
成
績
証
厨
気

働
提
出
期
限

　
昭
和
三
十
四
年
四
月
十
目

三
、
学
資
貸
与
額

　
高
等
学
校
　
　
五
百
円

　
大
学
校
　
　
壱
千
円

四
、
貸
与
者
の
決
定

　
四
月
中
旬
影
野
委
員
会
に
於

　
て
決
定
す
る

五
、
備
考

　
不
明
の
点
は
村
教
育
委
員
会

　
事
務
局
に
間
合
せ
下
き
い
。

秋
深
き
と
う
げ
の
枯
葉
も
皆
散

り
て
ふ
み
て
帰
り
ぬ
夕
ぐ
れ
の

み
ち
　
　
　
、

　
　
越
申
一
一
年
　
池
田
奈
津
江

谷
川
の
さ
さ
や
く
音
に
足
を
と

め
み
れ
ば
黄
色
い
い
ち
よ
う
の

摩
る

　
　
越
中
一
年
甲
斐
イ
ワ
エ

ダ
み
の
水
い
つ
ば
い
た
ま
っ
て

ゆ
っ
た
り
と
お
山
の
か
げ
を
映

し
て
い
る
よ

　
　
歌
集
「
ひ
こ
ば
え
」
か
ら

糟も心
匠」．」一

．
●
｝

ρ冒　　　　　≒｛　 勘

㌧黛…ミ＝

　
難
い
道

　
　
生
名
六
年
目
尾
崎
・
正
則

暗
い
道
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぼ
く
は
一
人
で
帰
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
じ
ぶ
ん
の
足
で
石
が
と
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
た
び
に
心
臓
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
っ
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
う
す
ぐ
墓
所
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ど
う
し
て
一
通
ろ
う
か
と
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
考
え
て
い
る
う
ち
に
墓
所
が
来

鮪
－
、
響
マ

　　

@　

@℃

D
芸
讐
饒
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ば
く
は
　
な
お
一
そ
う
速
く
走

劉
．
　
つ
燃
る
の
を
止
め
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胸
の
鳴
る
音
が
ド
ツ
キ
ン
　
ド

　
　
越
中
二
年
　
日
高
勝
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ッ
キ
ン
と
聞
こ
え
る

夕
ぐ
れ
に
帰
り
を
急
ぐ
わ
れ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
ろ
を
ふ
り
か
え
っ
て
見
る

友
枯
葉
ふ
み
つ
つ
峠
を
登
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勇
気
も
な
か
っ
た

　
　
越
中
一
年
　
河
野
浩
幸
も
う
家
の
光
の
見
え
る
所
ま
で

朝
つ
ゆ
が
草
に
ポ
ト
リ
と
一
し
来
て
い
た
’

ず
く
朝
日
を
う
け
て
銀
色
に
ひ
ぼ
く
は
　
灯
だ
け
を
見
な
が
ら

か
る
　
　
　
　
　
帰
っ
た
，
．
～
」
、
べ

　
　
越
中
二
年
山
本
芳
手
・
　
交
葉
「
　
凱
　
一
．
》
ち

、
　
、
　
」

～
．
麟

　
　
福
小
六
年
　
川
越
　
正
広

秋
の
空
晴
れ
わ
た
る
転
た
か
一
．

羽
　
　
－

　
　
福
小
六
年
松
田
　
次
美

秋
の
朝
田
ん
ぼ
に
お
り
る
は

の
む
れ

　
　
絶
妙
六
年
川
越
伊
既
望

冬
の
道
ざ
く
ざ
く
歩
く
霜
柱

　
　
福
小
六
年
　
松
葉
　
敏
一

村
の
道
つ
ん
と
し
て
い
る
じ
ぞ

う
さ
ん

　
　
文
東
「
わ
か
あ
ゆ
」
か
ら

家
㎜
庭
㎜
欄

一
、
ば
れ
い
し
ょ
の
い
た
め
藏

材
料
（
五
人
前
）

　
ば
れ
い
し
ょ
中
一
〇
コ
、
．
玉

　
葱
中
一
コ
、
人
参
一
本
、
キ
、

　
ヤ
ペ
ッ
五
枚
、
．
玉
子
一
コ

作
り
方

1
、
ば
れ
い
し
ょ
と
人
参
は

　
で
て
う
す
切
り
と
し
玉
ね
ぎ

　
と
キ
ヤ
ペ
ツ
は
せ
ん
切
に

　
る
。

2
、
フ
ラ
イ
鍋
に
油
を
熱
し
た

　
中
で
、
こ
の
野
菜
全
部
を
妙

　
め
塩
噌
胡
椒
で
味
を
つ
け

　
る
。
　
　
　
　
　
　
　
．

3
、
別
に
玉
子
を
油
を
熱
し
た

　
フ
ラ
イ
パ
ン
に
割
り
お
と
し
．

　
て
、
目
玉
焼
に
作
る
。

4
、
皿
に
い
た
め
野
菜
を
た
つ

　
ぶ
り
盛
っ
た
上
に
こ
の
目
霊

　
焼
を
の
せ
、
あ
れ
ば
ト
マ
ト

　
ケ
チ
ャ
ッ
プ
等
を
か
け
て
い

　
た
弱
く
ソ
ー
ス
で
も
よ
い
。

二
、
ポ
テ
ト
コ
ロ
ッ
ケ

材
料
（
五
人
前
V

　
じ
ゃ
が
い
も
五
コ
、
玉
子
一

　
コ
、
小
麦
粉
、
パ
ン
粉
、
一
一

　
油
、
バ
タ
ー
（
マ
ー
ガ
リ
ン
）

作
り
方

1
、
玉
子
は
固
ゆ
で
に
し
、
費

　
み
だ
け
を
細
か
に
つ
ぶ
ず
。

2
、
ば
れ
い
し
ょ
は
丸
の
ま
、

　
ゆ
で
で
、
突
き
つ
ぶ
し
た
中

　
ヘ
バ
タ
ー
を
大
さ
じ
二
杯
入

　
れ
る
。

3
、
そ
の
中
に
塩
小
さ
じ
躍
で

　
味
を
つ
け
、
黄
み
を
入
れ
て

　
ま
ぜ
合
す
。

4
、
子
供
が
好
む
よ
う
に
リ
ン

　
ゴ
形
、
木
の
葉
形
、
コ
ッ
ペ

形
な
ど
好
み
に
ま
と
め
て
、

小
麦
粉
、
と
き
宝
子
、
u
パ
》

　
粉
の
順
に
乙
う
も
を
O
け
熱

　
し
た
油
で
あ
げ
る
。
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