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に
維
章
は
、
大
阪
控 

                              

豪
夫 

 

 

以
下
、
同
書
か
ら
引
用
し
な

が
ら
、
早
田
家
と
八
代
目
に

つ
い
て
素
描
し
ま
す
。
な
お

同
書
で
は
「
伝
之
助
」
と
表
記

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
署
名
の

文
字
を
尊
重
し
て
旧
字
の

「
傳
之
助
」
を
使
い
ま
す
。 

 

 

名
望
家
早
田
家
の
系
譜 

  

『
早
田
伝
之
助
翁
伝
』（
以
下
『
翁
伝
』）
の
冒
頭
に

は
、
早
田
家
が
、 

 

早
田
家
は
福
島
県
伊
達
郡
桑
折
町
大
字
北
半

田
字
御
免
町
の
現
在
地
に
居
住
し
、
徳
川
時
代

幕
府
直
轄
で
経
営
さ
れ
て
き
た
半
田
銀
山
の
御

用
商
人
と
し
て
代
々
鉱
山
の
鉱
木
及
び
諸
資
材

食
糧
等
の
納
入
を
し
て
い
る
名
望
家
で
、
自
ら

は
何
十
人
と
雇
人
を
持
ち
、
農
業
を
営
ん
で
き

た
農
家
で
あ
っ
て
、（
中
略
）
代
々
庄
屋
、
名
主

等
を
務
め
、
特
に
桑
折
代
官
所
の
信
任
厚
く
、

地
方
住
民
の
難
事
の
調
停
役
と
し
て
は
代
々
の

当
主
が
何
時
も
陣
頭
に
立
ち
、 

 

と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
、
早
田
家
が

幕
府
直
轄
半
田
銀
山
の
中
心
的
な
御
用
商
人
で
あ
っ

た
こ
と
に
加
え
て
、
代
々
庄
屋
あ
る
い
は
名
主
と
し

て
地
元
民
の
世
話
役
を
担
っ
て
き
た
名
望
家
で
あ
っ

た
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

弘
道
と
い
う
心
学
の
号
を
も
つ
六
代
目
傳
之
助

は
、
多
数
の
弟
子
を
も
つ
心
学
の
師
で
あ
る
と
と
も

に
、
先
代
か
ら
引
き
継
い
だ
郡
内
名
主
代
表
の
里
長

で
し
た
。
文
政
五
年
（
一
八
二
二
）
に
は
、
多
大
の
功

績
に
よ
り
名
字
帯
刀
を
許
さ
れ
て
、
六
代
目
早
田
傳

之
助
と
な
り
ま
し
た
。 

 

幼
名
武
助
の
七
代
目
は
、
幕
府
が
慶
応
二
年
（
一
八

六
六
）
に
半
田
銀
山
を
閉
山
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
働

き
先
を
失
っ
た
地
元
民
を
救
済
す
る
た
め
に
、
幕
府

よ
り
銀
山
を
借
り
受
け
て
、
翌
慶
応
三
年
か
ら
事
業

を
再
開
し
ま
し
た
。
新
鉱
脈
を
発
見
す
る
な
ど
の
成

果
が
挙
が
っ
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
三
年
（
一
八
七

〇
）
に
坑
内
炭
酸
ガ
ス
中
毒
事
故
が
起
き
た
際
、
七
代

目
は
制
止
を
振
り
切
っ
て
入
坑
し
、
死
亡
し
ま
し
た
。

こ
の
事
故
の
あ
と
、
半
田
銀
山
は
廃
坑
と
な
り
ま
し

た
。 

 

七
代
目
が
事
故
死
を
遂
げ
た
と
き
に
生
ま
れ
た
ば

か
り
の
赤
子
で
あ
っ
た
八
代
目
早
田
傳
之
助
が
、「
締

約
書
」
筆
頭
署
名
人
の
「
鹿
児
島
県
士
族
五
代
友
厚
代

理 

早
田
傳
之
助
」
で
す
。 

 

八
代
目
傳
之
助
と
五
代
友
厚 

 

七
代
目
の
死
去
に
よ
り
、
早
田
家
は
赤
子
の
八
代

目
を
除
く
と
、「
女
ば
か
り
の
世
帯
」
に
な
り
ま
し
た
。 

そ
こ
に
後
見
人
の
よ
う
に
し
て
現
れ
た
の
が
五
代
友

厚
で
し
た
。
筆
者
の
推
測
で
す
が
、
有
望
な
鉱
山
を
探

締
約
書
（
大
阪
商
工
会
議
所
所
蔵
） 

本
紙
第
18
号
掲
載
の
拙
稿
「
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
基
調
講
演
『
五
代
の
鉱
山
業
』
報

告
」
に
、
明
治
九
年
七
月
八
日
に
半
田
銀

山
側
と
地
元
農
民
側
で
交
わ
さ
れ
た
本

邦
初
の
公
害
防
止
協
定
と
言
う
べ
き
「
締

約
書
」
の
内
容
と
そ
の
背
景
を
紹
介
し
ま

し
た
。
そ
の
際
、
「
締
約
書
」
に
お
け
る

銀
山
側
の
署
名
者
を
「
五
代
の
代
理
人
と

鉱
長
吉
田
の
二
名
」
と
書
い
た
も
の
の
、

代
理
人
の
氏
名
「
早
田
傳
之
助
」
を
記
し

ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
本
紙
に
連
載
す
る

「
五
代
の
生
涯
の
偉
業 

『
弘
成
館
』
鉱

山
業
（
三
）」
第
12
号
）
で
「
締
約
書
」

を
取
り
あ
げ
た
と
き
に
は
、
「
半
田
銀
山

鉱
長
吉
田
市
十
郎
と
北
半
田
村
・
南
半
田

村
・
谷
地
村
・
塚
野
目
村
・
伊
達
崎
村
の

各
総
代
等
と
の
間
で
『
締
約
書
』
が
交
わ

さ
れ
ま
し
た
」
と
書
い
て
、
代
理
人
そ
の

も
の
を
抜
か
し
ま
し
た
。
氏
名
は
「
締
約

書
」
の
記
載
で
分
か
っ
て
い
た
の
で
す

が
、
人
物
像
に
つ
い
て
筆
者
が
知
ら
な
か

っ
た
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
杜
撰
か
つ
失

礼
な
書
き
方
を
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

そ
の
後
幸
運
な
こ
と
に
、
当
代
理
人
の

こ
と
が
分
か
る
文
献
を
入
手
す
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、「
五

代
友
厚
代
理 

早
田
傳
之
助
」
に
つ
い
て

書
き
ま
す
。 
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造
幣
局
「
五
代
友
厚
と 

桜
ま
つ
り
」 

  

本
年
三
月
二
七
日
、
大
阪
市
北
区
の

造
幣
局
に
お
い
て
例
年
の
行
事
で
あ
る

標
記
企
画
が
大
阪
市
立
大
学
同
窓
会

（
五
代
友
厚
記
念
事
業
委
員
会
）
の
主

催
の
も
と
に
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の

企
画
で
筆
者
八
木
が
「
半
田
銀
山
の
公

害
防
止
協
定
」
と
い
う
講
演
を
し
た
の

で
す
が
、
そ
こ
に
遥
々
半
田
銀
山
の
地

元
の
福
島
県
伊
達
郡
桑
折
町
（
こ
お
り

ま
ち
）
か
ら
教
育
委
員
の
鈴
木
キ
ヨ
子

さ
ん
に
来
場
い
た
だ
き
ま
し
た
。
筆
者

が
講
演
前
に
鈴
木
さ
ん
に
ご
挨
拶
し
た

折
に
、
鈴
木
さ
ん
は
持
参
の
『
早
田
伝
之

助
翁
伝
』（
早
田
伝
之
助
翁
伝
記
刊
行
会

会
長
佐
藤
酉
三
、
昭
和
六
十
年
〈
一
九
八

五
〉）
を
貸
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。 

こ
の
伝
記
は
桑
折
町
の
名
家
で
あ
る

早
田
家
の
九
代
目
早
田
傳
之
助
の
伝
記

な
の
で
す
が
、
上
記
「
締
約
書
」
で
五
代

友
厚
の
代
理
を
つ
と
め
た
の
は
、
八
代

目
の
早
田
傳
之
助
で
し
た
。
そ
の
伝
記

に
八
代
目
が
九
代
目
の
父
君
と
し
て
登

場
す
る
の
で
、
八
代
目
早
田
傳
之
助
の

あ
ら
ま
し
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

D
r
ea
m 

五
代
塾
顧
問 

八
木
孝
昌 

五
代
友
厚
代
理 

早
田
傳
之
助 

五
代
の
生
涯
の
偉
業 

「弘
成
館
」鉱
山
業 

（八
） 
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し
て
い
た
五
代
の
も
と
に
廃
坑
の
半
田
銀
山
が
候
補

と
し
て
寄
せ
ら
れ
、
そ
れ
を
入
手
す
る
た
め
に
情
報

を
集
め
た
と
こ
ろ
、
事
故
に
よ
っ
て
廃
抗
と
な
る
ま

で
、
銀
山
経
営
に
当
た
っ
て
い
た
早
田
家
の
こ
と
が

分
か
り
ま
す
。
そ
こ
で
五
代
は
早
田
家
に
挨
拶
に
行

っ
た
、
と
い
う
次
第
で
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

『
翁
伝
』
に
は
八
代
目
が
五
代
の
世
話
に
な
っ
た
様

子
が
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

  
 

 

こ
の
人
は
生
れ
る
と
す
ぐ
父
親
が
鉱
山
で
殉

職
後
、
伝
之
助
を
襲
名
、
若
旦
那
と
し
て
母
親
の

百
合
子
さ
ん
に
育
て
ら
れ
ま
し
た
。
当
時
は
地

方
に
学
校
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
若

干
身
体
が
弱
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
自
宅
に

先
生
を
お
招
き
し
て
泊
り
込
ん
で
も
ら
い
教
育

を
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
先
生
の
紹

介
斡
旋
を
し
て
下
さ
っ
た
方
は
五
代
友
厚
と
い

う
人
で
、
明
治
の
元
勲
の
一
人
で
（
注
：
五
代
は

元
勲
に
含
ま
れ
な
い
）
大
阪
商
工
会
（
注
：
大
阪

商
法
会
議
所
）
初
代
会
頭
に
も
な
り
、
政
府
の
造

幣
局
を
創
設
、
全
国
の
金
銀
鉱
山
を
数
十
ケ
所

も
経
営
し
た
経
済
界
の
第
一
人
者
で
し
た
。
半

田
銀
山
も
事
故
発
生
後
五
代
氏
が
永
年
経
営
し

ま
し
た
の
で
、
時
折
り
見
廻
り
に
来
る
度
毎
に

早
田
宅
に
泊
り
親
交
が
あ
り
、
伝
之
助
の
成
長

を
見
て
お
り
、
母
百
合
子
さ
ん
の
頼
み
を
受
け

て
逐
次
日
本
で
も
有
名
な
先
生
を
頼
ん
で
く

れ
、
仙
台
市
に
在
っ
た
「
養
軒
堂
」
と
い
う
塾
校

よ
り
代
る
代
る
先
生
を
招
き
、
一
般
教
育
を
し

て
も
ら
っ
た
の
で
す
。 

  
 

 

そ
う
こ
う
し
て
い
る
内
に
結
核
に
か
か
り
、

闘
病
生
活
に
入
っ
た
訳
で
す
。
（
中
略
）
病
気
の

こ
と
を
知
っ
た
五
代
氏
が
心
配
し
て
、
早
速
東
京

に
出
来
た
ば
か
り
の
順
天
堂
病
院
の
初
代
院
長

に
半
田
迄
来
て
診
て
も
ら
い
、
以
後
こ
の
佐
藤
院

長
の
指
示
に
従
っ
て
一
生
終
っ
て
い
ま
す
。
佐
藤

院
長
が
後
に
、
俺
は
日
本
一
の
医
者
、
日
本
一
の

患
者
は
早
田
だ
と
い
っ
た
そ
う
で
、
先
生
の
指
示

通
り
の
生
活
を
し
ま
し
た
の
で
健
康
は
平
均
に

維
持
し
、
家
業
そ
の
他
は
支
障
な
く
運
営
さ
れ
て

い
っ
た
の
で
す
。 

  

以
上
の
叙
述
で
、
五
代
と
早
田
家
の
つ
な
が
り
が

分
か
り
ま
し
た
が
、『
翁
伝
』
の
当
人
で
あ
る
九
代
目

傳
之
助
が
同

書
の
一
章
と

な
っ
て
い
る

翁
へ
の
聞
き

書
き
の
中
で

八
代
目
と
五

代
に
つ
い
て

語
っ
て
い
ま
す
。
次
に
そ
れ
を
見
ま
す
。 

  

九
代
目
傳
之
助
（
穂
陽
）
の
五
代
評 

  

『
翁
伝
』
に
収
め
ら
れ
る
九
代
目
傳
之
助
の
聞
き
書

き
「
早
田
穂
陽
（
穂
陽
は
号
）
述 

わ
が
心
の
世
界
」

（
大
橋
冨
士
子
整
記
）
に
は
、
五
代
と
早
田
家
と
の
関

係
や
五
代
の
ひ
と
と
な
り
が
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
ま
す
。
地
域
農
業
振
興
に
尽
く
し
た
九
代
目
は

畜
産
功
労
者
と
し
て
藍
綬
褒
章
を
受
章
し
た
福
島
県

の
名
士
で
、
競
走
馬
の
育
成
に
実
績
を
挙
げ
て
、
福
島

競
馬
場
馬
主
協
会
長
や
日
本
中
央
競
馬
会
名
誉
顧
問

を
務
め
た
著
名
人
で
も
あ
り
ま
し
た
。 

 

五
代
友
厚
と
い
う
人
が
、
こ
の
鉱
山
を
経
営

す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
来
ら
れ
た
。
私
は
知
ら

な
い
が
、
聞
く
と
こ
ろ
よ
る
と
、
家
の
奥
座
敷

に
よ
く
五
代
さ
ん
が
泊
っ
て
お
ら
れ
た
そ
う

だ
。
弘
成
館
と
い
っ
て
ね
、
五
代
さ
ん
の
仕
事

場
の
名
な
の
だ
。
こ
こ
は
半
田
の
弘
成
館
、
東

京
に
も
弘
成
館
が
あ
り
、
大
阪
に
も
弘
成
館
が

あ
る
。（
中
略
）
五
代
さ
ん
と
い
う
人
は
、
第
一

流
中
の
一
流
の
人
な
の
だ
が
、
そ
の
人
が
大
変

私
の
父
を
、
ど
う
い
う
わ
け
だ
か
知
ら
な
い
が
、

か
わ
い
が
っ
て
く
れ
た
ん
で
す
ね
。 

 

 
 

 

う
ち
の
親
父
は
若
い
時
か
ら
胸
を
患
っ
た
か

ら
、
何
し
ろ
胸
を
患
え
ば
死
な
な
く
て
は
な
ら

な
い
と
い
う
時
代
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
大
変
だ

と
い
う
の
で
、
東
京
か
ら
お
医
者
様
を
頼
ん
だ
。

初
代
順
天
堂
の
院
長
を
、
五
代
さ
ん
が
呼
ん
で

下
さ
っ
た
ん
だ
ね
。
そ
れ
で
助
か
っ
た
ん
だ
。 

  
 

 

半
田
銀
山
の
ほ
う
も
、
将
軍
時
代
の
勝
手
な

や
り
か
た
と
ち
が
っ
て
、
五
代
さ
ん
が
や
る
よ

う
に
な
っ
て
、
五
代
さ
ん
は
無
論
だ
が
、
鉱
長
さ

ん
も
職
員
も
、
み
ん
な
な
か
な
か
立
派
な
ジ
ェ

ン
ト
ル
マ
ン
で
す
よ
。
東
京
や
京
都
や
大
阪
か

ら
来
た
よ
う
だ
ね
。
そ
う
し
た
立
派
な
人
た
ち

ば
か
り
来
て
、
や
っ
た
鉱
山
な
の
だ
か
ら
、
唯
の

銀
山
で
は
な
い
で
す
よ
。
ま
だ
五
代
さ
ん
は
若

か
っ
た
ん
だ
が
ね
。 

  
 

 

五
代
さ
ん
は
鉱
山
を
十
年
も
二
十
年
も
や
っ

た
の
で
は
な
い
。
半
田
銀
山
を
や
り
は
じ
め
た

ば
か
り
。
ま
だ
歴
史
も
何
も
な
い
。
大
し
た
鉱
山

で
は
な
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
そ
れ
も
ま

だ
五
代
さ
ん
が
三
十
何
歳
か
の
若
さ
で
（
注
：
取

得
時
で
満
三
八
歳
、
天
皇
行
幸
時
で
四
〇
歳
）
、

天
皇
陛
下
を
お
招
き
す
る
と
い
う
こ
と
が
唯
の

人
に
で
き
ま
す
か
。
そ
こ
に
ど
う
も
、
五
代
さ
ん

と
い
う
人
は
、
稀
な
る
人
間
だ
、
と
私
は
思
っ
て

い
る
。
そ
う
い
う
人
に
ぴ
っ
た
り
つ
い
て
い
ろ

い
ろ
お
世
話
に
な
っ
た
り
、
ご
指
導
に
預
か
っ

た
ん
で
す
か
ら
ね
、
う
ち
の
父
は
。
そ
れ
で
東
京

に
も
度
々
行
っ
て
、
偉
い
人
た
ち
と
も
お
つ
き

合
い
し
て
い
る
。 

  

こ
の
よ
う
な
発
言
か
ら
は
、
五
代
が
早
田
家
の
厚

い
信
認
を
得
て
い
た
こ
と
が
伺
え
ま
す
。
本
稿
冒
頭

に
出
て
く
る
鉱
長
の
吉
田
市
十
郎
は
、
か
つ
て
五
代

が
薩
英
戦
争
の
折
に
英
国
海
軍
の
捕
虜
に
な
っ
た
あ

と
、
武
州
下
奈
良
村
の
名
主
吉
田
市
右
衛
門
（
四
代

目
）
の
屋
敷
に
潜
伏
し
た
、
そ
の
と
き
の
吉
田
家
の
養

子
で
す
。
五
代
に
は
い
っ
た
ん
結
ん
だ
り
、
世
話
に
な

っ
た
り
し
た
人
間
関
係
を
大
切
に
し
て
、
後
々
ま
で

生
か
し
て
ゆ
く
顕
著
な
特
質
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の

こ
と
が
八
代
目
早
田
傳
之
助
と
の
関
係
に
も
現
れ
て

い
ま
す
。 

  

「
締
約
書
」
調
印
代
理
人
の
理
由 

  

本
稿
の
最
後
の
問
題
は
、
五
代
が
何
故
「
締
約
書
」

調
印
に
代
理
人
を
立
て
た
か
、
で
す
。
明
治
九
年
の
時

点
で
、
慶
応
三
年
の
父
親
事
故
死
の
折
に
「
生
れ
た
ば

か
り
」
だ
っ
た
八
代
目
傳
之
助
は
十
歳
ほ
ど
で
し
た

か
ら
、
調
印
式
に
臨
む
貫
禄
は
あ
り
ま
せ
ん
。
五
代
が

「
代
理
」
を
立
て
た
理
由
を
推
測
す
る
と
、
二
つ
の
こ

と
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

 

一
つ
は
、
地
元
の
名
望
家
で
あ
る
と
と
も
に
、
半
田

銀
山
の
旧
経
営
者
で
あ
っ
た
早
田
家
に
花
を
も
た
せ

る
た
め
で
す
。
調
印
に
臨
む
地
元
の
村
々
の
代
表
た

ち
も
調
印
相
手
と
し
て
早
田
家
の
八
代
目
は
異
存
の

な
い
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。
こ
の
代
理
の
立
て
方
は
、
調

印
の
二
週
間
ほ
ど
前
の
明
治
天
皇
半
田
銀
山
行
幸
の

折
の
案
内
役
が
五
代
で
は
な
く
、
鉱
長
の
吉
田
市
十

郎
で
あ
っ
た
こ
と
と
同
じ
発
想
に
よ
る
も
の
で
す
。 

 

も
う
一
つ
の
理
由
は
、
慶
応
四
年
（
一
八
六
八
）
の

戊
辰
戦
争
に
お
け
る
薩
長
を
中
心
と
し
た
官
軍
の
会

津
攻
め
が
地
元
福
島
県
に
大
き
な
傷
跡
と
強
い
怨
嗟

の
念
を
残
し
て
い
る
と
い
う
事
情
で
し
た
。
五
代
に

は
、
薩
摩
出
身
の
自
分
が
天
皇
行
幸
の
案
内
役
を
務

め
た
り
、
調
印
式
の
鉱
山
側
代
表
に
な
っ
た
り
す
れ

ば
、
地
元
の
人
た
ち
の
薩
長
官
軍
へ
の
わ
だ
か
ま
り

を
刺
激
し
か
ね
な
い
と
い
う
配
慮
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
推
測
で
き
る
根
拠

が
一
つ
あ
り
ま
す
。 

 

拙
著
『
新
・
五

代
友
厚
伝
』
に

「
惣
難
獣
」
と
い

う
五
代
作
の
戯

作
を
論
じ
た
節

が
あ
り
ま
す
。
そ

れ
は
「
明
治
元
戊

惣難獣（大阪商工会議所所蔵） 

（『早田伝之助翁伝』より） 
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辰
中
春
の
頃
、
諸
国
の
山
奥
等
よ
り
、
異
形
の
獣
生
じ
、

爰
（
こ
こ
）
か
し
こ
に
集
屯
し
て
、
万
民
を
悩
（
な
や

ま
す
）
事
甚
し
く
、
依
て
退
散
の
事
を
、
神
に
祈
念
仕

給
ゑ
」
で
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
詳
述
は
避
け
ま
す
が
、

「
惣
難
獣
」
は
戊
辰
戦
争
の
会
津
攻
め
等
で
蛮
行
を

振
る
っ
た
官
軍
を
指
し
て
い
る
と
筆
者
は
解
釈
し
て

い
ま
す
。
実
際
、
官
軍
の
参
謀
と
し
て
奥
羽
に
乗
り
込

ん
だ
、
長
州
の
奇
兵
隊
あ
が
り
の
世
良
修
蔵
は
、
雑
多

な
農
兵
等
で
補
強
さ
れ
た
官
軍
の
野
蛮
な
振
舞
い
を

象
徴
す
る
よ
う
な
成
り
上
が
り
者
で
し
た
。
そ
う
い

う
官
軍
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
五
代
は
官
軍
に
あ

ら
ず
ば
人
に
あ
ら
ず
の
風
潮
の
中
で
、
そ
れ
を
「
惣
難

獣
」
と
し
て
戯
作
の
か
た
ち
で
批
判
し
た
の
で
し
た
。 

 

福
島
県
人
の
心
情
が
理
解
で
き
た
五
代
は
、
自
分

は
表
舞
台
に
立
た
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
控
え
た
位
置

に
身
を
置
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
『
翁
伝
』

は
八
代
目
の
母
堂
で
あ
る
百
合
子
刀
自
（
と
じ
）
の
次

の
よ
う
な
官
軍
と
の
武
勇
譚
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

  
 

 

明
治
維
新
の
時
、
官
軍
が
東
軍
を
追
っ
て
来

た
時
、
途
中
物
資
の
強
奪
の
た
め
立
ち
寄
っ
た

際
な
ど
は
、
男
女
雇
人
を
全
部
逃
が
し
て
置
い

て
自
分
一
人
が
残
り
、
た
す
き
を
掛
け
手
拭
い

を
冠
っ
て
女
中
に
な
り
す
ま
し
て
、
風
呂
の
火

を
た
き
な
が
ら
官
軍
と
渡
り
合
い
、
家
の
人
は

今
留
守
で
私
は
女
中
で
あ
る
と
言
い
張
り
、
官

軍
を
追
払
っ
た
と
い
う
肝
玉
の
大
き
い
度
胸
も

あ
り
、
大
家
の
支
配
者
と
し
て
申
分
の
な
い
女

丈
夫
だ
っ
た
そ
う
で
す
。 

  

五
代
が
も
し
薩
摩
出
身
丸
出
し
の
よ
う
な
実
業
家

で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
う
い
う
刀
自
が
采
配
を
振

る
う
早
田
家
へ
自
由
に
出
入
り
で
き
た
と
は
思
え
ま

せ
ん
。
薩
摩
出
身
で
あ
り
な
が
ら
、
官
軍
の
奥
羽
攻
め

に
は
批
判
的
で
あ
り
、
福
島
県
民
の
心
情
に
共
感
で

き
た
五
代
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
早
田
家
と
親
交
を

結
び
、
半
田
銀
山
操
業
に
対
す
る
地
元
農
民
の
要
求

に
も
誠
実
に
対
応
し
、
最
終
的
に
半
田
銀
山
が
地
元

の
大
き
な
産
業
に
成
長
す
る
道
筋
を
整
え
る
こ
と
が

で
き
た
の
で
し
た
。『
翁
伝
』
が
描
く
五
代
像
は
、「
政

商
五
代
説
」
が
描
く
悪
徳
商
人
像
と
何
と
大
き
く
隔

た
っ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
！ 

今
回
は
「
五
代
友
厚
代
理 

早
田
傳
之
助
」
と
い
う

「
締
約
書
」
の
一
行
か
ら
五
代
を
考
え
ま
し
た
。 

     

D
r
eam

五
代
塾
会
員 

河
本
雪
夫 

 

日
本
は
明
治
維
新
に

よ
り
徳
川
体
制
か
ら
天

皇
の
体
制
に
一
新
さ
れ

た
。
こ
の
原
動
力
と
な
っ

た
の
が
体
制
矛
盾
に
目

覚
め
た
下
層
武
士
の
若

者
た
ち
で
あ
っ
た
。
彼
等

が
旗
印
と
し
た
の
が
尊

王
攘
夷
で
あ
る
。
こ
の
言

葉
の
思
想
的
バ
ッ
ク
ボ

ー
ン
に
な
っ
た
の
が
朱
子
学
、
陽
明
学
で
あ
っ
た
。
こ

の
朱
子
学
を
読
み
解
く
こ
と
で
当
時
の
志
士
た
ち
の

行
動
の
源
が
分
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

明
治
維
新
は
一
般
的
に
は
徳
川
幕
藩
体
制
に
よ
る

封
建
的
支
配
か
ら
欧
米
的
な
近
代
国
家
へ
の
変
革
と 

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
維
新
の
志
士
た
ち
は
西

洋
哲
学
を
学
ん
で
近
代
国
家
建
設
を
志
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
え
な
い
面
が
あ
る
。

明
治
維
新
に
は
尊
王
思
想
が
最
大
の
テ
ー
マ
で
あ

り
、
そ
の
流
れ
は
水
戸
光
圀
を
上
流
と
し
、
水
戸
陽
明

学
を
下
流
と
す
る
系
譜
で
あ
る
。 

井
伊
大
老
を
暗
殺
し
た
水
戸
浪
士
、
長
州
の
高
杉

晋
作
、
久
坂
玄
瑞
、
伊
藤
博
文
、
山
形
有
朋
な
ど
を
輩

出
し
た
松
下
村
塾
の
吉
田
松
陰
、
薩
摩
の
西
郷
隆
盛

な
ど
は
陽
明
学
の
信
奉
者
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
朱
子

学
・
陽
明
学
」
が
明
治
維
新
に
与
え
た
影
響
が
み
ら
れ

る
の
で
あ
る
。 

明
治
維
新
は
尊
王
攘
夷
を
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
起
こ
さ

れ
た
反
乱
で
あ
る
が
中
心
は
尊
王
に
あ
り
攘
夷
は
手

段
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
孝
明
天
皇
は
攘
夷
を

本
気
で
主
張
し
て
い
た
が
、
し
か
し
諸
外
国
の
主
張

を
受
け
入
れ
て
も
尊
王
思
想
だ
け
は
守
り
通
し
た
の

で
あ
る
。 

朱
子
学
の
思
想
に
よ
れ
ば
王
は
あ
く
ま
で
も
天
皇

で
あ
り
幕
府
は
そ
の
行
政
機
関
に
す
ぎ
な
い
の
に
そ

の
立
場
が
逆
転
し
て
い
る
と
い
う
の
が
水
戸
陽
明
学

を
学
ん
だ
志
士
た
ち
の
反
乱
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
明

治
政
府
の
中
枢
に
な
っ
た
薩
長
の
高
官
た
ち
は
、
尊

王
は
妥
協
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
が
攘
夷
は
簡

単
に
捨
て
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。 

政
府
の
中
枢
を
離
れ
た
五
代
友
厚
は
尊
王
攘
夷
と
い

う
思
想
を
ど
こ
ま
で
突
き
詰
め
て
い
た
か
不
明
で
あ

る
。
明
治
新
政
府
の
中
で
西
洋
合
理
主
義
的
立
場
に

立
ち
、
政
府
か
ら
中
立
的
な
フ
リ
ー
ハ
ン
ド
を
保
っ

た
た
め
に
彼
が
今
評
価
さ
れ
て
い
る
経
済
活
動
が
比

較
的
自
由
に
で
き
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

五
代
友
厚
を
語
る
と
き
薩
摩
の
人
た
ち
と
肌
合
い

が
あ
わ
な
か
っ
た
の
は
案
外
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
原
因

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
が
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視

点
に
立
っ
て
活
動
で
き
た
の
も
攘
夷
と
い
う
呪
縛
に

縛
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。 

     

D
r
eam

五
代
塾
会
員 

川
口
由
美
子 

 
「
開
拓
使
官
有
物
払
下
げ
事
件
」
に
つ
い
て
の
教

科

書

の

訂

正

経

過

は

D
r
eam

五
代
塾
新
聞
で
掲

載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の

中
心
人
物
で
も
あ
る
黒
田

清
隆
に
つ
い
て

4

月
下

旬
の
北
海
道
旅
行
で
興
味

深
い
事
績
二
件
に
遭
遇
し
た
。 

一
件
は
北
海
道
新
日
高
町
に
あ

る
サ
ラ
ブ
レ
ッ
ド
ロ
ー
ド
新
冠
の

二
十
間
道
路
（
桜
並
木
）
で
黒
田
清

隆
が
北
海
道
開
拓
使
長
官
時
代
に

こ
の
日
高
に
野
生
馬
の
群
れ
を
み

て
産
馬
改
良
に
最
適
の
地
で
あ
る

と
判
断
し
、
広
大
な
土
地
を
サ
ラ

ブ
レ
ッ
ド
育
成
地
と
し
て
開
拓
、

現
在
の
家
畜
改
良
セ
ン
タ
ー
新
冠
牧
場
及
び
周
辺
の

日
高
優
駿
ロ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
大
正
５

年
か
ら
３
年
の
月
日
を
か
け
エ
ゾ
ヤ
マ
サ
ク
ラ
な
ど

を
移
植
し
、
幅
二
十
間
（
36
ｍ
）
約
７
㎞
の
行
啓
道

路
と
し
て
職
員
た
ち
が
作
っ
た
の
が
現
在
の
素
晴
ら

し
い
桜
並
木
で
観
光
名
所
と
な
っ
て
い
る
。 

も
う
一
件
は
札
幌
の

羊
ヶ
丘
に
建
つ
ク
ラ
ー

ク
博
士
だ
。
黒
田
清
隆

が
１
８
７
１
年
に
留
学

生
七
名
と
共
に
渡
米
し

開
拓
精
神
に
満
ち
溢

れ
、
気
候
も
類
似
し
て

い
た
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
（
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
北

東
部
地
方
・
現
６
州
）
を
北
海
道
開
拓
の
模
範
と
す
る

こ
と
に
決
め
、
農
務
局
長
官
の
ホ
ー
レ
ス
ケ
プ
ロ
ン

を
開
拓
使
顧
問
と
し
て
迎
え
開
拓
に
関
し
指
導
を
受

け
た
。
実
際
の
教
育
に
関
し
マ
サ
チ
ュ
セ
ッ
ツ
農
科

大
学
学
長
で
あ
っ
た
ク
ラ
ー
ク
博
士
を
招
聘
す
る
と

い
う
こ
と
に
吉
田
清
成
駐
米
公
使
（
五
代
友
厚
引
率

の
薩
摩
ス
チ
ュ
ー
デ
ン
ト
と
し
て
英
国
留
学
）
や
、
ま

た
そ
の
大
学
で
の
教
え
子
で
あ
っ
た
新
島
襄
な
ど
の

働
き
が
あ
り
、
二
年
の
約
束
を
博
士
は
一
年
で
達
成

す
る
と
い
う
意
気
込
み
で
来
日
。
わ
ず
か
約
９
か
月

の
滞
在
期
間
で
あ
っ
た
が
開
拓
精
神
を
日
本
の
若
者

た
ち
に
伝
え
、
離
日
す
る
と
き
に
あ
の
有
名
な
『
青
年

よ
大
志
を
抱
け
』
の
言
葉
を
残
し
た
。 

五
代
友
厚
と
同
じ
く
黒
田
清
隆
も
海
外
の
技
術
者

や
知
識
人
を
日
本
の
未
来
の
た
め
に
招
聘
し
大
き
な

遺
産
と
し
て
種
を
ま
い
て
い
た
結
果
が
現
在
に
残
っ

て
い
る
こ
と
に
非
常
に
感
銘
を
受
け
た
。 

明
治
維
新
と
朱
子
学 

北
海
道
旅
行 

黒
田
清
隆
と
の
出
会
い 

下関戦争（Wikipedia より） 
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D
r
eam

五
代
塾
顧
問 

曾
野
豪
夫 

 

ピ
ア
ニ
ス
ト
の
フ
ジ

子
・
ヘ
ミ
ン
グ
さ
ん
が

四
月
に
亡
く
な
り
ま
し

た
ね
。
昭
和
六
年
生
れ
、

私
の
二
歳
年
長
の
九
十

二
歳
で
し
た
。 

六
〇
歳
代
に
入
っ
た
私
は
梅
田
の
大
き
な
ビ
ル
に

あ
る
天
井
の
高
い
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
リ
ラ
ク
ゼ
ー

シ
ョ
ン
・
マ
ッ
サ
ー
ジ
サ
ロ
ン
に
月
に
二
回
程
通
っ

て
い
ま
し
た
。 

一
九
八
八
年
満
五
十
五
歳
の
直
前
、
朝
日
新
聞
に

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
が
工
業
投
資
促
進
顧
問
を

募
集
し
て
い
る
と
の
記
事
を
見
て
応
募
し
、
幸
い
に

も
採
用
が
決
ま
り
ま
し
た
。
五
年
間
勤
務
の
の
ち
、
一

九
九
〇
年
代
後
半
は
㈶
大
阪
府
臨
海
り
ん
く
う
セ
ン

タ
ー
に
五
年
間
勤
務
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
頃
の
こ

と
で
す
。 

あ
る
時
、
心
地
よ
く
マ
ッ
サ
ー
ジ
を
受
け
て
い
る

と
、B

GM

か
ら
ピ
ア
ノ
演
奏
の
「
ラ
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
」

の
曲
が
流
れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。
そ

の
時
は
曲
名
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。BG
M

は
次
々
と

他
の
ピ
ア
ノ
曲
に
移
り
、
ま
た
「
ラ
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
」

の
調
べ
が…

 

そ
し
て
突
然
戦
前
シ
ド
ニ
ー
の
子
供

時
代
（
幼
稚
園
～
小
学
校
一
年
生
）
の
記
憶
が
蘇
り
ま

し
た
。
こ
の
曲
は
母
が
よ
く
弾
い
て
い
た
曲
だ
、
と
。

そ
の
こ
と
を
若
い
マ
ッ
サ
ー
ジ
嬢
に
語
り
、
気
持
ち

よ
く
ほ
ぐ
さ
れ
た
身
を

阪
急
電
車
に
ゆ
だ
ね
て

苦
楽
園
の
自
宅
に
帰
り

ま
し
た
。 

次
回
行
く
と
、
し
ば
ら

く
う
と
う
と
と
し
て
あ

れ
？
と
思
い
、
マ
ッ
サ
ー
ジ
嬢
に
た
ず
ね
ま
し
た
。

「
先
ほ
ど
か
ら
同
じ
曲
ば
か
り
流
れ
て
い
る
が…

」

「
は
い
、
曾
野
さ
ん
が
前
回
こ
の
曲
が
好
き
だ
、
と
言

わ
れ
ま
し
た
の
で
こ
の
曲
の
み
を
連
続
再
生
で
き
る

よ
う
に
新
し
い
テ
ー
プ
に
録
音
し
て
お
き
ま
し
た
。

い
い
曲
で
す
ね
～
」
目
が
覚
め
た
！
「
あ
り
が
と
う
。

で
も
他
の
お
客
さ
ん
が…

」「
他
の
お
客
さ
ん
は
気
が

つ
か
れ
な
い
と
思
い
ま
す
よ…

う
ふ
ふ
。」
そ
れ
か
ら

は
毎
週
通
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

浪
々
の
身
と
な
っ
た
二
〇
〇
〇
年
頃
、
私
は
西
宮

の
自
宅
か
ら
神
戸
六
甲
に
あ
る
娘
の
婚
家
先
に
向
け

て
一
人
車
を
運
転
し
て
い
ま
し
た
。
カ
ー
ラ
デ
ィ
オ

か
ら
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
ピ
ア
ノ
独
演
が
幾
つ
か
流
れ
て

き
て
何
れ
も
母
が
よ
く
弾
い
て
い
た
曲
で
あ
る
こ
と

を
懐
か
し
み
、
車
を
歩
道
側
に
停
め
て
じ
っ
と
聞
き

ほ
れ
て
い
ま
し
た
。
や
が
て

N
H
K

の
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー

と
演
奏
者
の
対
談
が
始
ま
り
、
初
め
て
こ
の
ピ
ア
ニ

ス
ト
が
フ
ジ
子
・
ヘ
ミ
ン
グ
さ
ん
と
い
う
名
前
で
、
簡

単
な
経
歴
を
知
り
ま
し
た
。
そ
し
て
あ
の
マ
ッ
サ
ー

ジ
サ
ロ
ン
で
聞
い
て
い
た
ピ
ア
ノ
曲
が
「
ラ
・
カ
ン
パ

ネ
ラ
」
で
、
そ
の
他
の
す
べ
て
が
フ
ジ
子
・
ヘ
ミ
ン
グ

さ
ん
の
弾
い
て
い
た
も
の
だ
っ
た
と
思
い
い
た
り
ま

し
た
。 

す
ぐ
に

CD

を
購
入
し
ま

し
た
。
い
ま
、
そ
のC

D

を
聞

き
な
が
ら
、
五
代
さ
ん
と
は

余
り
関
係
の
な
い
話
を
書
い

て
読
者
に
申
し
訳
な
い
気
持

ち
で
お
り
ま
す
。
父
は
兼
松

の
シ
ド
ニ
ー
店
に
昭
和
二
年

以
来
、
二
回
合
計
十
五
年
間

駐
在
し
て
い
ま
し
た
。
シ
ド

ニ
ー
の
家
の
応
接
室
の
書
棚
に
五
代
龍
作
編
『
五
代

友
厚
傳
』
が
並
べ
て
あ
り
ま
し
た
。
私
が
生
れ
た
昭
和

八
年
の
刊
行
。
な
ぜ
こ
の
伝
記
が
シ
ド
ニ
ー
に
あ
っ

た
の
か
。
実
は
、
私
の
母
方
祖
父
永
見
省
一
の
妻
綾

（
つ
ま
り
私
の
外
祖
母
）
は
、
五
代
友
厚
の
娘
武
子
、

藍
子
と
従
姉
妹
同
士
だ
っ
た
か
ら
で
す
。（
本
紙
第
十

一
、
十
四
、
十
六
号
参
照
） 

次
号
へ
続
く 

◆
第
14
回D

r
e
a
m

五
代
塾
セ
ミ
ナ
ー
実
施 

４
月
20
日
（
土
）
定

例
の
セ
ミ
ナ
ー
（
五
代

友
厚
勉
強
会
）
を
開
催

し
た
。
（
参
加
者

15

名
） 文

久
３
年
（
１
８
６

３
）
７
月
８
日
、
五
代

は
横
浜
で
英
国
旗
艦

か
ら
脱
出
し
、
清
水
卯

三
郎
の
紹
介
で
武
州

下
奈
良
村
の
吉
田
市
右
衛
門
邸
に
潜
伏
、
翌

年
１
月
に
長
崎
に
戻
り
酒
井
三
蔵
邸
や
グ
ラ
バ
ー
邸

に
潜
ん
だ
。
こ
の
間
、
薩
英
戦
争
時
の
対
応
が
藩
内
か

ら
五
代
や
寺
島
へ
の
批
判
は
強
く
、
小
松
帯
刀
が
上

海
亡
命
を
勧
め
た
位
尋
常
で
は
な
か
っ
た
。 

こ
の
様
な
状
況
下
、
文
久
４
年
（
１
８
６
４
）
６
月

頃
、
五
代
は
藩
内
批
判
や
過
激
攘
夷
派
の
国
内
混
乱

を
憂
慮
し
つ
つ
も
、
次
元
の
異
な
る
「
開
国
・
近
代
化
」

へ
の
「
上
申
書
」
を
藩
に
提
案
し
た
。 

「
上
申
書
」
は
約1

3
,0
00

語
を
超
え
る
意
見
具
申

書
と
な
っ
て
お
り
、
前
文
と
本
文
に
構
成
さ
れ
、
前
文

は
一
言
謝
罪
を
述
べ
、
大
半
は
「
現
今
天
下
の
事
変
」

に
対
し
藩
が
と
る
べ
き
施
策
を
提
案
し
た
い
と
言
っ

て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
世
界
情
勢
と
日
本
情
勢
、
及
び
藩

が
と
る
べ
き
方
向
に
つ
い
て
「
富
国
の
マ
ニ
フ
ェ
ス

ト
（
宣
言
）
」
と
呼
ぶ
べ
き
見
解
が
書
か
れ
て
い
る
。 

本
文
は
本
紙
面
で
は
言
い
表
せ
な
い
が
、
極
々
簡

単
に
ま
と
め
る
と
、
貿
易
拡
大
、
産
業
振
興
、
人
材
育

成
の
三
つ
を
押
さ
え
た
も
の
で
、
具
体
的
商
品
名
、
価

格
ま
で
網
羅
し
た
、
詳
細
に
し
て
具
体
的
で
あ
る
の

が
興
味
深
い
。 

五
代
の
上
申
書
を
読
み
解
く
と
、
そ
の
後
の
明
治

政
府
の
「
殖
産
興
業
」
策
が
い
か
に
五
代
の
想
定
に
入

っ
て
い
た
か
が
う
か
が
い
知
れ
る
。 

前
文
は
本
紙
面
三
段
目
に
、
現
代
語
訳
（『
新
・
五

代
友
厚
伝
』
よ
り
引
用
）
を
掲
載
し
た
の
で
是
非
読
ん

で
頂
き
た
い
。（
川
口
建
） 

◆
第
15
回D

r
e
am

五
代
塾
セ
ミ
ナ
ー
予
定 

日
時
：
６
月
15
日
（
土
）
14
時
～
16
時 

（
500
円
） 

場
所
：
川
口
宅 

勉
強
内
容
・
進
行
（
川
口
建
） 

教
材
：「
開
学
の
祖 

五
代
友
厚
小
伝
」（
著
者
八
木 

孝
昌
・
非
売
品
）
18
話
の
第
５
話
「
薩
摩
藩
英 

国
留
学
と
五
代
の
ビ
ジ
ョ
ン
」 

（連絡先:川口建） 
Email：gogoken12345@gmail.com 

Tel：080-4497-5688 

HP：https://www.dream-godai.com 

Dream五代塾活動状況 

シドニーの家 昭和 8 年（1933） 

フジ子・ヘミングさんの 

CD ジャケット 

オーストラリア製自動 

ピアノで練習する筆者 

昭和 9 年（1934） 

「
ラ
・
カ
ン
パ
ネ
ラ
」 

幼
い
日
の
シ
ド
ニ
ー
で
の 

思
い
出
の
旋
律 

 

 

 

本紙を２０２１年３月に 

創刊し、今回 20回の 

発刊を迎えることができました。 

愛読して頂いている皆様に心より

お礼を申し上げます。 

当塾の理念「赤心」継がん（せきし

んつながん）を再認識し、五代さん

の精神・事績を本紙を通し未来へ

継げていきます。今後ともご指導

ご鞭撻の程、宜しくお願いします。 

編集後記 

mailto:gogoken12345@gmail.com
https://www.dream-godai.com/

