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１
．
離
島
振
興
法
な
か
り
せ
ば
―
森 

國
久
の
遺
言

�

森
国
久
顕
彰
会
副
会
長　
田
口 

宏
昭

森 

國
久
は
人
生
を
二
度
生
き
た

私
と
森�

國
久
と
の
出
遇
い
は
、七
年
ほ
ど
前
に
偶
然
に
目
に
し
た
一

冊
の
ア
ル
バ
ム
だ
っ
た
。
彼
の
遺
族
か
ら
借
り
た
そ
の
ア
ル
バ
ム
に
書

き
付
け
ら
れ
て
い
た
メ
モ
書
き
を
一
字
一
句
丹
念
に
読
み
、
整
理
し
て

み
る
と
、
そ
こ
に
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
の
は
二
十
篇
前
後
の
詩
だ
っ

た
の
だ
。

森�

國
久
は
天
草
の
離
島
で
あ
る
樋ひ

の

島し
ま

に
生
ま
れ
、旧
制
八や

つ

代し
ろ

中
学
校

を
卒
業
す
る
と
、
そ
の
年
に
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
に
渡
り
、
日
本
の
大

衆
的
な
全
国
紙
で
あ
っ
た
「
二
六
新
報
」
の
記
者
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、

一
回
目
の
兵
役
勤
務
を
経
て
熊
本
県
警
警
察
官
と
な
り
、
人
吉
で
牛
島

政
子
と
結
婚
し
て
い
る
。
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
二
回
目
の
兵
役
に
就
い

て
中
国
広
東
省
広
州
に
派
遣
さ
れ
、
戦
地
で
軍
曹
に
昇
進
、
同
年
一
二

月
末
に
除
隊
と
な
っ
た
。
除
隊
後
は
、
熊
本
県
警
に
復
職
し
た
が
、
終

戦
後
の
Ｇ
Ｈ
Ｑ
統
治
に
よ
っ
て
公
職
追
放
処
分
を
受
け
た
た
め
、
八
代

市
で
団
体
役
員
を
務
め
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
思
い
も
か
け
な
い
こ
と
が
彼
の
運
命
を
変
え
る
。
一
九

五
一
年
の
あ
る
日
、
海
を
渡
っ
て
故
郷
・
樋
島
の
青
年
た
ち
が
、
八
代

市
に
あ
っ
た
國
久
の
自
宅
に
予
告
も
な
し
に
押
し
か
け
て
き
た
の
だ
。

そ
の
場
で
樋
島
村
長
選
へ
の
出
馬
を
要
請
さ
れ
、
立
候
補
。
三
八
歳
の

若
さ
で
初
当
選
し
た
。

政
治
家
・
森 

國
久
の
強
み

樋
島
村
長
に
就
任
し
た
森�

國
久
は
、そ
れ
ま
で
の
停
滞
し
た
村
政
の

殻
を
打
ち
破
り
、
矢
継
ぎ
早
に
改
革
を
押
し
す
す
め
た
。
お
も
な
内
容

は
次
の
通
り
。

森
国
久
顕
彰
会
副
会
長　

田
口 

宏
昭

同　
理
事　

森 

純
子

森 
國
久
と
離
島
振
興
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①�
税
を
滞
納
し
て
い
る
村
民
の
家
を
全
職
員
に
戸
別
訪
問
さ
せ
て
説
得

に
当
た
ら
せ
、
村
の
赤
字
財
政
を
速
や
か
に
黒
字
へ
と
転
換
。

②�

橋
の
開
通
後
を
見
通
し
て
海
運
業
に
て
こ
入
れ
す
る
た
め
に
、
船
舶

の
大
型
化
を
推
奨
し
、
併
せ
て
船
舶
の
上
級
免
許
を
取
得
し
や
す
く

す
る
た
め
、
島
に
講
習
会
場
と
試
験
会
場
を
誘
致
。

③�

長
崎
県
の
対
馬
の
漁
協
に
対
し
、
対
馬
海
域
で
イ
カ
漁
に
参
加
で
き

る
よ
う
自
ら
現
地
で
交
渉
。

④�

農
業
振
興
を
図
る
た
め
農
業
大
学
講
座
を
開
設
し
、
自
ら
も
講
師
と

し
て
養
豚
業
を
推
奨
。

⑤�

地
域
の
青
年
た
ち
の
意
見
や
夢
を
取
り
入
れ
て
地
域
振
興
の
「
一
〇

年
計
画
」
を
自
ら
策
定
。

國
久
が
他
の
追
随
を
容
易
に
許
さ
な
か
っ
た
理
由
は
、
何
事
も
率
先

し
て
自
ら
考
案
し
、
職
員
に
提
案
し
て
計
画
を
練
ら
せ
、
議
会
で
承
認

を
取
り
つ
け
、
住
民
に
推
奨
し
て
い
っ
た
こ
と
に
あ
る
。
彼
は
リ
ー
ダ

ー
の
重
要
な
資
質
で
あ
る
、
頭
脳
の
は
た
ら
き
の
緻
密
さ
と
柔
軟
さ
を

バ
ラ
ン
ス
よ
く
併
せ
持
ち
、
何
よ
り
住
民
思
い
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
三
つ
の
要
素
を
ブ
レ
ず
に
持
ち
続
け
た
こ
と
が
森�

國
久
と
い
う
政

治
家
の
強
み
で
あ
っ
た
。

離
島
振
興
法
成
立
に
向
け
て

森�

國
久
は
自
治
体
の
長
と
し
て
離
島
振
興
に
懸
命
に
取
り
組
ん
だ

が
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
た
の
は
、

離
島
振
興
法
と
い
う
か
け
が
え
の
な

い
存
在
で
あ
っ
た
。
彼
は
、
同
法
の

成
立
に
深
く
関
わ
っ
て
い
く
。

離
島
関
係
議
員
に
よ
っ
て
一
九
五

三
年
三
月
の
通
常
国
会
に
か
け
ら
れ

る
予
定
で
あ
っ
た
離
島
振
興
法
の

「
原
」
法
案
は
、突
然
の
国
会
解
散
に

よ
り
審
議
未
了
と
な
り
、
七
月
に
予

定
さ
れ
て
い
る
次
の
国
会
ま
で
上
程

を
待
つ
こ
と
と
な
っ
た
。
上
程
予
定
の
法
案
は
、
不
本
意
な
内
容
の
も

の
で
、
修
正
案
を
次
期
国
会
に
か
け
て
ほ
し
い
と
関
係
者
は
願
っ
て
い

た
が
、
政
権
党
の
首
脳
部
に
お
け
る
修
正
無
し
の
上
程
案
と
す
る
方
針

は
揺
る
が
な
か
っ
た
。

そ
う
し
た
中
、
一
四
人
の
発
起
人
に
よ
っ
て
「
全
国
離
島
民
代
表
者

決
起
大
会
」
が
呼
び
か
け
ら
れ
た
。
こ
の
動
き
を
知
っ
た
森�

國
久
は
、

数
人
の
同
志
と
と
も
に
国
会
内
で
開
催
さ
れ
た
決
起
大
会
の
会
場
に
、

招
請
状
な
し
の
自
主
参
加
で
姿
を
現
し
て
い
る
。
國
久
は
こ
の
場
で
議

長
に
発
言
を
求
め
、
同
意
を
得
る
と
、
天
草
の
窮
状
を
訴
え
る
熱
弁
を

奮
い
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
起
人
の
一
人
に
選
任
さ
れ
る
。
そ
の
後
、
六

月
二
七
日
か
ら
二
八
日
ま
で
と
い
う
過
密
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の
な
か
、
法

案
修
正
と
資
料
準
備
作
業
の
一
員
と
し
て
奮
闘
し
た
。
幸
い
に
も
、
二

森 國久の政治家としての手腕について語る田
口宏昭氏。
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九
日
か
ら
始
ま
っ
た
審
議
を
通
し
て
、
修
正
案
は
衆
議
院
お
よ
び
参
議

院
の
本
会
議
に
お
い
て
、
満
場
一
致
で
可
決
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

離
島
振
興
法
の
成
立
と
同
じ
月
に
「
全
国
離
島
振
興
協
議
会
（
全
離

島
）」
が
発
足
、
國
久
は
副
会
長
の
一
人
に
選
任
さ
れ
た
。
ま
た
、
翌
々

年
の
一
九
五
五
年
一
月
に
は
「
内
閣
離
島
振
興
対
策
審
議
会
」
の
委
員

に
任
命
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
で
は
、
担
当
省
庁
単
独
に
離
島
予
算
の
立

案
と
執
行
を
可
能
と
す
る
「
独
立
項
目
」
化
に
つ
い
て
尽
力
、
振
興
予

算
の
執
行
が
滞
り
が
ち
で
あ
っ
た
状
況
の
打
破
を
実
現
し
た
。森�

國
久

が
離
島
振
興
活
動
に
お
い
て
、
全
国
的
な
立
場
の
任
を
果
た
し
、
同
士

た
ち
と
手
を
携
え
て
交
流
で
き
た
こ
と
は
、
彼
が
広
い
視
野
を
持
つ
た

め
の
財
産
と
な
っ
た
。
全
離
島
が
発
行
（
の
ち
に
日
本
離
島
セ
ン
タ
ー
よ
り

発
行
）
す
る
『
し
ま
』
に
掲
載
さ
れ
る
記
事
も
、
彼
に
と
っ
て
は
ど
れ

も
新
鮮
で
あ
っ
た
。

天
草
架
橋
運
動
と
宮
本
常
一
と
の
関
わ
り

森�

國
久
は
、
首
長
と
し
て
次
々
と
改
革
を
進
め
た
だ
け
で
な
く
、
広

域
行
政
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
。
彼
は
四
一
歳
で
「
熊
本
県
離
島

振
興
協
会
」
の
副
会
長
に
就
任
し
、
県
の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
頭
角
を
現

し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
広
域
行
政
の
推
進
は
、
天
草
架
橋
を
確
実
に

実
現
す
る
た
め
の
國
久
流
の
布
石
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
深
謀
遠
慮
が
働

い
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
天
草
架
橋
は
、
天
草
全
二
四
万
人
の
住
民
に

関
わ
る
大
事
業
で
、
個
々
の
市
町
村
が
自
身
の
利
害
関
係
だ
け
で
判
断

し
自
己
主
張
ば
か
り
し
て
い
て
は
、
と
て
も
実
現
は
叶
わ
な
い
。
ま
ず

「
天
草
は
一
つ
」
と
い
う
意
識
を
持
つ
必
要
が
あ
っ
た
。

國
久
は
、
昭
和
二
九
年
九
月
に
開
催
さ
れ
た
全
離
島
の
理
事
会
の
席

で
、
民
俗
学
者
で
全
離
島
初
代
事
務
局
長
の
宮
本
常
一
と
論
争
に
な
っ

た
。
予
算
の
増
額
を
求
め
る
國
久
に
対
し
て
、
宮
本
は
地
元
の
熱
意
こ

そ
が
重
要
と
主
張
し
、
互
い
に
譲
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
宮
本
が
沖

縄
の
戦
後
復
興
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
り
は
じ
め
る
と
、
や
が
て
そ
の
話

が
一
同
の
胸
を
打
ち
、
論
争
の
幕
は
静
か
に
下
ろ
さ
れ
た
と
い
う
。

そ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
は
、
宮
本
常
一
の
先
生
で
財
界
人
の
渋
沢
敬
三

が
、
太
平
洋
戦
争
終
盤
の
沖
縄
戦
に
よ
っ
て
荒
廃
し
た
沖
縄
各
地
の
学

校
の
再
建
の
た
め
、「
南
方
同
胞
援
護
会
」
の
会
長
と
し
て
全
国
の
児
童

に
献
金
を
呼
び
か
け
た
話
で
あ
る
。
大
勢
の
子
ど
も
た
ち
が
こ
れ
に
応

え
て
献
金
を
行
な
い
、
こ
の
動
き
に
心
を
動
か
さ
れ
た
進
駐
軍
（
Ｇ
Ｈ

Ｑ
）
が
た
だ
ち
に
立
派
な
校
舎
を
次
々
と
建
て
て
い
っ
た
。
子
ど
も
た

ち
が
寄
せ
た
金
額
の
多
少
は
問
題
で
は
な
く
、
大
切
な
の
は
、
熱
意
が

為
政
者
の
心
を
動
か
し
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

森�

國
久
は
静
か
に
そ
の
こ
と
を
悟
り
、熊
本
に
戻
っ
て
か
ら
具
体
策

を
練
り
上
げ
、「
天
草
架
橋
期
成
準
備
会
」
の
席
上
で
「
一
人
一
円
献

金
」
を
提
案
し
た
。
そ
の
後
、
紆
余
曲
折
は
あ
っ
た
が
、
天
草
架
橋
建

設
決
定
ま
で
の
八
年
間
、
天
草
諸
島
は
熱
く
燃
え
上
が
り
、
燃
え
続
け
、

國
久
の
過
労
死
の
五
年
後
、
つ
い
に
五
本
の
橋
が
一
挙
に
完
成
し
た
の

で
あ
る
。
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２
．
島
を
歩
く
こ
と
、
島
人
と
出
遇
う
こ
と

―
森 

國
久
の
草
の
根
民
主
主
義
の
実
践

�

森
国
久
顕
彰
会
理
事　
森 

純
子

住
民
に
「
あ
う
（
遇
う
）」
こ
と
の
意
義

私
の
父
・
森�

國
久
は
、
一
九
五
三
年
七
月
の
通
常
国
会
に
離
島
振
興

法
案
が
審
議
に
か
け
ら
れ
る
直
前
か
ら
、
数
人
の
仲
間
と
と
も
に
国
会

内
に
泊
ま
り
込
み
、
修
正
案
の
可
決
に
向
け
た
準
備
に
奮
闘
し
た
そ
う

で
あ
る
。
同
法
の
制
定
や
、
数
次
に
わ
た
る
改
正
な
ど
離
島
振
興
運
動

に
深
く
関
わ
っ
た
父
は
、
最
後
ま
で
離
島
の
行
く
末
を
案
じ
つ
つ
、
六

一
年
六
月
に
亡
く
な
っ
た
。
こ
の
時
、
私
は
一
〇
歳
で
あ
っ
た
。
多
忙

な
人
だ
っ
た
た
め
と
も
に
過
ご
し
た
時
間
は
短
く
、
父
に
つ
い
て
の
記

憶
は
少
な
い
が
、自
分
な
り
に
見
聞
き
し
た
限
り
で
森�

國
久
の
人
間
像

と
政
治
姿
勢
な
ど
を
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
交
え
な
が
ら
話
し
た
い
。

國
久
の
真
骨
頂
は
、「
歩
き
、
自
分
の
目
で
見
て
確
か
め
、
住
民
の
生

の
声
に
耳
を
傾
け
、
速
や
か
に
施
策
に
そ
れ
を
反
映
さ
せ
る
」
こ
と
に

あ
っ
た
。
役
場
と
自
宅
の
行
き
帰
り
は
、
決
し
て
前
日
と
同
じ
道
を
通

ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
母
は
、全
国
離
島
振
興
協
議
会
（
全
離
島
）
発
行

の
機
関
誌
『
し
ま
』
に
寄
稿
予
定
の
原
稿
に
、
以
下
の
よ
う
に
記
し
て

い
る
。「
出
張
以
外
は
乗
馬
ズ
ボ
ン
、ハ
ン
チ
ン
グ
帽
、ス
テ
ッ
キ
片
手

に
タ
オ
ル
で
汗
を
拭
き
拭
き
、一
年
一
日
の
ご
と
く
『
村
の
公
僕
で
す
』

と
言
っ
て
寸
暇
を
惜
し
ん
で
地
方
政
治
に
取
り
く
ん
だ
。
夫
は
、
役
場

森 
國
久
の
遺
言

令
和
五
年
の
七
月
で
離
島
振
興
法
は
成
立
七
〇
周
年
の
節
目
を
迎
え

た
。
振
り
返
る
と
、
七
〇
年
前
の
初
代
振
興
法
の
成
立
を
、
森�

國
久
は

と
て
も
喜
び
、「
離
島
振
興
法
な
か
り
せ
ば
」
と
口
癖
の
よ
う
に
語
り
、

終
生
こ
の
法
に
感
謝
の
念
を
持
ち
続
け
た
と
い
う
。

彼
は
、
離
島
住
民
や
離
島
振
興
の
関
係
者
に
と
っ
て
、
思
わ
ず
身
の

引
き
し
ま
る
よ
う
な
発
言
を
し
て
い
た
。
そ
れ
は
、「
法
に
基
づ
く
離
島

の
地
域
指
定
に
甘
ん
じ
、
受
け
身
の
気
持
ち
が
も
し
離
島
住
民
の
あ
い

だ
に
広
が
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
郷
土
発
展
一
〇
〇
年
の
計
を
毒
す
る
恐

れ
が
あ
る
」
と
い
う
厳
し
い
警
告
で
あ
っ
た
。

離
島
振
興
の
未
来
に
つ
い
て
、
國
久
の
想
い
を
代
弁
さ
せ
て
い
た
だ

く
と
、「
知
惠
を
絞
り
互
い
に
手
を
取
り
合
い
、自
ら
の
郷
土
を
自
ら
振

興
さ
せ
る
た
く
ま
し
い
意
欲
が
離
島
住
民
に
あ
っ
て
こ
そ
、
振
興
予
算

は
離
島
住
民
の
地
力
を
養
い
、

持
続
可
能
な
郷
土
を
発
展
さ

せ
る
原
資
と
し
て
大
い
に
役

立
つ
の
で
あ
り
、
そ
の
と
き

は
じ
め
て
離
島
振
興
法
は
真

の
意
味
に
お
い
て
命
を
吹
き

込
ま
れ
た
活
き
た
法
と
な

る
」
の
で
あ
る
。

若き日の森 國久。
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に
出
勤
す
る
時
や
帰
る
時
は
同
じ
道
は
決
し
て
歩
か
な
い
。
何
故
な
ら
、

『
町
の
人
に
遇
う
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、
町
民
の
声
を
聞
け
る
か
ら
だ
』

と
言
っ
て
、
町
民
と
の
ふ
れ
あ
い
を
よ
り
大
切
に
し
た
」

こ
う
し
た
政
治
姿
勢
に
も
と
づ
く
成
果
の
中
か
ら
、
四
つ
の
事
例
を

紹
介
す
る
。

①
住
民
の
手
に
よ
る
村
道
舗
装

樋
島
に
は
舗
装
道
路
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
森�

國
久
は
、老
人
が

ぬ
か
る
み
の
坂
道
を
苦
労
し
な
が
ら
歩
く
光
景
を
み
て
、「
ば
あ
ち
ゃ

ん
、
き
つ
か
な
。
何
と
か
す
る
か
ら
」
と
声
を
か
け
、
あ
る
計
画
を
決

意
し
実
行
に
移
し
た
。
樋
島
村
長
就
任
時
、
村
は
赤
字
財
政
で
道
路
整

備
の
予
算
を
組
め
な
か
っ
た
が
、
財
政
が
黒
字
に
な
っ
て
か
ら
道
路
整

備
を
す
る
の
で
は
な
く
、
セ
メ
ン
ト
の
み
村
の
予
算
で
用
意
し
、
住
民

に
協
力
を
呼
び
か
け
て
、
砂
利
集
め
と
舗
装
工
事
の
労
力
を
提
供
し
て

も
ら
い
な
が
ら
、
村
内
の
道
路
の
す
べ
て
を
コ
ン
ク
リ
ー
ト
で
舗
装
し

た
の
で
あ
る
。
盆
暮
れ
に
は
帰
省
し
た
青
年
た
ち
が
中
心
に
な
り
、
ほ

ん
の
数
年
で
山
道
ま
で
全
舗
装
化
を
完
成
さ
せ
た
。

國
久
は
こ
の
こ
と
を
「
石
こ
ろ
が
道
に
こ
ろ
が
っ
て
い
て
も
そ
れ
は
、

役
場
が
や
る
こ
と
と
決
め
て
い
る
と
す
れ
ば
、
国
民
が
悪
い
の
か
。
そ

う
で
は
な
い
。
決
し
て
村
民
は
、
道
の
石
こ
ろ
を
除
け
よ
う
と
し
な
い

訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
し
な
い
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
政
治
の
愛
情
の
欠

陥
と
言
え
よ
う
」
と
語
っ
て
い
る
。

②
水
源
探
索
か
ら
簡
易
水
道
の
敷
設

今
か
ら
七
〇
年
ほ
ど
前
は
、
熊
本
県
内
で
も
水
道
が
整
備
さ
れ
て
い

る
市
町
村
は
少
な
く
、
ま
た
全
国
の
離
島
に
お
い
て
も
「
水
」
問
題
は

死
活
問
題
で
あ
っ
た
。
当
時
の
『
し
ま
』
で
も
水
問
題
を
テ
ー
マ
に
し

た
座
談
会
が
企
画
さ
れ
、
國
久
も
参
加
し
、
積
極
的
に
発
言
し
て
い
る

（
第
四
号
）。
水
問
題
で
の
大
き
な
焦
点
は
「
水
涸
れ
」
で
あ
っ
た
。
幸
い

な
こ
と
に
樋
島
村
で
は
水
涸
れ
の
心
配
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の
か
わ
り

限
ら
れ
た
共
同
井
戸
に
大
き
な
不
便
や
苦
労
が
あ
っ
た
。
彼
は
、
地
元

の
女
性
の
水
汲
み
と
水
運
び
の
苦
労
を
見
か
ね
て
休
日
を
返
上
し
、
自

ら
水
源
を
求
め
て
山
を
歩
き
ま
わ
り
、
水
源
を
み
つ
け
る
と
、
県
下
で

い
ち
は
や
く
簡
易
水
道
の
工
事
に
着
手
、
短
期
間
で
そ
れ
を
実
現
し
た
。

③
無
灯
火
地
域
の
解
消

町
村
合
併
に
よ
り
、
龍
ヶ
岳
町
長
と
な
っ
た
國
久
は
、
町
内
に
無
灯

火
地
域
が
残
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
そ
の
地
域
は
開
拓
集
落
で
あ

り
、
住
民
か
ら
話
を
聞
き
取
り
、
隣
村
と
協
力
し
な
が
ら
地
方
債
を
起

債
し
、
電
力
会
社
と
直
談
判
で
交
渉
に
あ
た
っ
て
、
速
や
か
に
無
灯
火

地
域
の
解
消
を
図
っ
た
。

④
移
動
役
場
の
設
置

國
久
は
、
柔
軟
な
発
想
で
、
町
独
自
の
取
り
組
み
と
し
て
「
移
動
役
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場
」
と
い
う
制
度
を
定
着
さ

せ
た
。
こ
の
制
度
は
、
交
通

の
不
便
な
集
落
へ
町
長
と
役

場
職
員
が
出
か
け
て
行
き
、

住
民
個
別
の
困
り
ご
と
や
要

望
を
直
接
聴
き
と
る
と
と
も

に
、
簡
単
な
行
政
事
務
の
手

続
き
も
行
な
っ
た
た
め
、
住

民
に
は
と
て
も
好
評
で
あ
っ

た
。

「
歩
く
こ
と
」
は«

草
の
根
民
主
主
義»

の
原
点

「
歩
け
ば
さ
ま
ざ
ま
な
人
に
遇
う
こ
と
が
で
き
る
」と
い
う
森�

國
久
の

行
動
原
則
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
発
見
を
生
み
出
し
た
。
彼
に
と
っ
て
歩
く

こ
と
は
、
社
会
の
中
で
日
の
光
が
当
た
ら
な
い
よ
う
な
底
辺
の
人
び
と

を
、
見
落
と
さ
な
い
、
見
過
ご
さ
な
い
と
い
う
姿
勢
に
つ
な
が
っ
て
お

り
、
そ
の
人
び
と
に
光
を
当
て
、
速
や
か
に
課
題
を
解
決
し
て
い
っ
た
。

そ
の
事
例
を
二
つ
紹
介
す
る
。

一
つ
目
は
、
国
に
先
駆
け
て
行
な
わ
れ
た
一
九
六
一
年
の
「
龍
ヶ
岳

町
福
祉
三
条
例
」
で
あ
る
。
こ
の
条
例
は
、
経
済
成
長
の
影
で
、
国
の

福
祉
政
策
か
ら
漏
れ
て
い
た
離
島
社
会
の
底
辺
の
人
び
と
に
光
を
当
て

る
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
国
の
母
子
福
祉
年
金
制
度
は
死
別
の
場
合

の
み
を
対
象
と
し
た
が
、
町
の
条
例
で
は
、
離
別
及
び
事
実
上
の
離
婚

も
含
め
て
認
定
し
た
。
障
害
児
年
金
条
例
も
、
当
時
流
行
し
た
小
児
麻

痺
は
、
国
の
施
策
で
は
援
助
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
が
、
国

に
先
駆
け
て
「
障
が
い
者
」
と
し
て
認
定
し
て
い
る
。
戦
没
者
年
金
条

例
に
つ
い
て
は
、
国
の
恩
給
や
援
護
法
を
受
け
て
い
な
い
軍
属
・
準
軍

属
の
遺
族
か
ら
、
在
日
朝
鮮
人
に
至
る
ま
で
支
給
さ
れ
た
。

も
う
一
つ
は
、「
村
立
家
政
学
院
」
の
設
立
で
、中
学
卒
業
ま
た
は
同

程
度
の
能
力
を
有
す
る
女
子
を
対
象
と
し
た
「
勤
労
青
年
学
級
」
的
な

事
例
で
あ
る
。
修
学
期
間
は
一
年
、
希
望
し
た
ら
何
回
で
も
入
学
可
能

で
、
校
舎
は
小
中
学
校
を
利
用
し
、
昼
夜
間
コ
ー
ス
が
あ
り
、
授
業
料

は
無
料
で
あ
っ
た
。
当
時
の
島
の
女
子
に
と
っ
て
は
こ
の
上
な
い
貴
重

な
教
育
の
場
と
な
り
、
多
く
の
卒
業
生
は
経
済
的
に
自
立
し
、
地
域
の

担
い
手
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

國
久
は
、
あ
る
年
の
村
立
家
政
学
院
の
同
窓
会
で
、
生
徒
た
ち
や
卒

業
生
を
前
に
「
民
主
主
義
と
は
何
か
と
い
え
ば
、
自
分
の
信
ず
る
主
張

と
相
手
方
が
正
し
い
と
し
て
主
張
す
る
考
え
方
を
、
よ
く
聞
い
て
調
和

さ
せ
て
行
く
こ
と
だ
と
思
う
。
こ
こ
か
ら
正
し
い
判
断
が
生
ま
れ
、
社

会
生
活
に
ノ
ー
、
イ
エ
ス
を
言
え
る
勇
気
が
養
わ
れ
る
。
新
時
代
の
女

子
青
年
は
意
見
を
問
わ
れ
て
も
は
っ
き
り
い
え
る
だ
け
の
気
構
え
と
勉

強
が
格
別
大
事
だ
と
思
う
」
と
、
語
り
か
け
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
森�

國
久
は
、住
民
を
分
け
隔
て
な
く
人
間
と
し
て
尊
重

し
、「
所
を
同
じ
く
し
て
生
き
る
」
す
べ
て
の
住
民
の
安
全
と
安
心
を
追

離島振興法十周年式典で、國久の遺影を掲
げる森 政子夫人。
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求
す
る«

草
の
根
民
主
主
義»

を
真
に
貫
い
た
政
治
家
で
あ
っ
た
。

森 

國
久
の
信
念
を
後
世
に

こ
の
よ
う
に
《
草
の
根
民
主
主
義
》
を
貫
き
、
離
島
振
興
や
天
草
架

橋
運
動
に
先
頭
に
立
っ
て
一
〇
年
間
心
血
を
注
い
だ
森�

國
久
は
、過
労

の
た
め
四
八
歳
で
逝
去
し
た
。
し
か
し
天
草
五
橋
の
開
通
式
に
立
つ
こ

と
が
な
か
っ
た
せ
い
か
、
彼
の
名
前
は
何
故
か
消
え
去
り
、
天
草
の
地

元
に
お
い
て
さ
え
も
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
。
私
は
、
こ
の
よ
う
な
状
況

に
忸
怩
た
る
想
い
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
た
が
、
家
族
と
し
て
口
を

開
き
語
る
に
は
「
た
め
ら
い
」
が
あ
り
、
半
世
紀
近
く
封
印
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

転
機
は
、
一
〇
年
ほ
ど
前
に
廃
校
に
な
っ
た
故
郷
の
小
学
校
の
校
舎

を
前
に
し
た
際
、
父
と
病
床

で
最
後
に
交
わ
し
た
「
も
う

学
校
は
出
来
た
か
」
と
い
う

言
葉
を
ふ
と
思
い
出
し
た
こ

と
だ
っ
た
。
か
つ
て
小
学
校

に
は
五
百
人
以
上
が
通
い
、

校
庭
に
は
児
童
の
声
が
響
き

渡
っ
て
い
た
が
、
今
日
の
島

に
子
ど
も
の
姿
は
な
い
。
そ

の
と
き
私
は
、
天
草
の
地
に

で
き
る
限
り
足
を
運
び
、
寂
し
い
町
し
か
知
ら
な
い
子
ど
も
た
ち
と
遇

い
、彼
ら
に
森�

國
久
の
挑
戦
の
姿
を
伝
え
て
い
こ
う
と
決
心
し
た
の
で

あ
る
。
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
私
は
『
地
方
創
生
に
賭
け
た
男
―
天
草

架
橋
・
離
島
振
興
に
命
を
賭
し
た
森
國
久
』
を
島
の
同
級
生
と
執
筆
し
、

二
〇
一
七
年
に
「
森
国
久
顕
彰
会
」
を
設
立
し
た
。

数
年
前
、
天
草
の
小
学
校
に
勤
め
る
先
生
と
の
出
遇
い
が
あ
り
、
森�

國
久
と
顕
彰
会
活
動
に
深
く
共
感
し
て
い
た
だ
き
、
先
生
の
指
導
の
も

と
「
森
國
久
物
語
」
と
い
う
劇
が
上
演
さ
れ
た
。
劇
を
演
じ
た
児
童
た

ち
は
じ
つ
に
楽
し
そ
う
で
、活
き
活
き
と
光
り
輝
い
て
い
た
。「
青
年
の

力
こ
そ
離
島
復
興
の
土
台
だ
」
と
語
っ
た
國
久
の
言
葉
を
信
じ
、
子
ど

も
た
ち
が
彼
か
ら
知
恵
を
学
び
、
郷
土
愛
を
育
み
、
島
で
生
き
る
希
望

を
見
出
し
て
、
い
つ
か
故
郷
の
活
性
化
と
創
生
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
す
る
人

材
と
な
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
期
待
し
た
い
。�

（
抄
録
：
本
多�

俊
貴
）

田
口 

宏
昭（
た
ぐ
ち 

ひ
ろ
あ
き
）

一
九
四
四
年
大
阪
府
生
ま
れ
。京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
退
学
。専
門
は

医
療
社
会
学
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
、死
の
社
会
文
化
論
。熊
本
大
学
附
属
図
書
館
長
・
熊
本

大
学
理
事
・
副
学
長
を
経
て
、二
〇
一
一
年
退
職
。熊
本
大
学
名
誉
教
授
・
顧
問
。『
森
國
久
と
草
の

根
民
主
主
義—

天
草
架
橋
と
離
島
創
生
に
懸
け
た
不
屈
の
生
涯—

』（
熊
日
出
版
、二
〇
二
二
年
）
ほ
か

著
書
多
数
。

森 
純
子（
も
り 

じ
ゅ
ん
こ
）

一
九
五
一
年
熊
本
県
天
草
郡
龍
ヶ
岳
町（
現
上
天
草
市
）樋
島
で
森 

國
久
の
次
女
と
し
て
生
ま
れ
る
。

民
間
企
業
退
職
後
、熊
本
労
働
局
嘱
託
職
員
に
。二
〇
一
四
年
の
退
職
後
は
、キ
ャ
リ
ア
カ
ウ
ン
セ
ラ

ー
、産
業
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
な
ど
に
従
事
し
、現
在
は
森
国
久
顕
彰
会
の
理
事（
事
務
局
）
と
し
て
活
動

中
。共
編
著
『
地
方
創
生
に
賭
け
た
男
―
天
草
架
橋
・
離
島
振
興
に
命
を
賭
し
た
森
國
久
』（
熊
本
出

版
文
化
会
館
、二
〇
一
六
年
）
が
あ
る
。

エピソードとともに森 國久の故郷にかける想
いについて紹介する森 純子氏。


