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モ
ン
ゴ
ル
｜
白
鵬
や
鶴
竜
な
ど
強

い
お
相
撲
さ
ん
、
チ
ン
ギ
ス
ハ
ー
ン
な

ど
歴
史
で
学
ん
だ
こ
と
、
モ
ン
ゴ
ル
民

話
『
ス
ー
ホ
の
白
い
馬
』
な
ど
、
少
し

は
知
っ
て
い
た
が
、
自
分
に
は
関
わ
り

の
な
い
国
だ
と
思
っ
て
い
た
。
そ
ん
な

私
が
モ
ン
ゴ
ル
に
強
い
関
心
を
持
つ
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
ご
近
所
の
知
人
が

モ
ン
ゴ
ル
留
学
生
の
お
世
話
を
さ
れ
て

い
て
、
ご
自
宅
で
馬
頭
琴
の
ホ
ー
ム
コ

ン
サ
ー
ト
や
交
流
会
が
開
か
れ
た
折
り

に
参
加
し
た
の
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
。 

以
来
、
モ
ン
ゴ
ル
に
魅
せ
ら
れ
行
っ

て
み
た
い
と
い
う
想
い
が
募
っ
た
。
そ

し
て
あ
る
年
の
夏
、
そ
の
想
い
を
か
な

え
る
こ
と
が
出
来
た
。 

モ
ン
ゴ
ル
の
地
を
一
歩
踏
む
と
、
心

に
響
く
馬
頭
琴
の
音
色
、
草
原
に
し
み

渡
る
ホ
ー
ミ
ー
の
歌
声
。
羊
の
群
れ
や

馬
の
嘶
き
。
大
草
原
を
吹
き
渡
る
緑
に

染
ま
っ
た
風
。
夜
空
に
降
り
そ
そ
ぐ
満

天
の
星
々
…
…
。
私
は
モ
ン
ゴ
ル
の
風

を
胸
い
っ
ぱ
い
に
吸
い
こ
ん
だ
。 

 

ま
た
、
果
て
し
な
い
砂
漠
を
初
め
て

自
分
の
目
で
見
た
り
、
モ
ン
ゴ
ル
独
特

の
食
事
や
ゲ
ル
で
の
宿
泊
、
乗
馬
体
験

な
ど
を
通
じ
て
、
厳
し
い
自
然
条
件
の

中
で
生
活
す
る
現
地
の
人
た
ち
と
ふ
れ 

  

合
う
こ
と
が
出
来
た
の
は
私
の
貴
重
な 

財
産
と
な
っ
た
。 

 

モ
ン
ゴ
ル
の
朝 

 

 
 

 

あ
か
る
み
は
じ
め
た 

東
の
空 

 

私
は 

そ
の
時
を
ま
っ
た 

  

は
る
か
な
大
草
原
の 

む
こ
う
か
ら 

 

の
ぼ
っ
て
く
る
太
陽 

  

ぱ
あ
ー
っ
と 

ほ
ゝ
を
照
ら
す 

 

と
同
時
に 

  

ダ
ー
ク
ブ
ル
ー
の
大
地
が 

み
ど
り
の
大
草
原
に 

か
わ
る 

  

届
い
た
ば
か
り
の 

 

朝
一
番
の
光 

  

私
は
両
手
に
す
く
っ
て 

 

い
っ
き
に
の
み
ほ
し
た 

  
モ
ン
ゴ
ル
の
大
草
原
の 

 

爽
や
か
な 

朝
の
一
杯
を 

（
詩
集
『
み
ど
り
の
風
に
つ
つ
ま
れ
て
』
よ
り
） 

 
 

 

 

帰
国
し
た
私
は
、
旅
の
感
動
、
思
い 

    

出
や
体
験
な
ど
を
手
作
り
の
詩
集
『
て

の
ひ
ら
詩
集
』
に
収
め
て
皆
さ
ん
に
読

ん
で
も
ら
っ
て
い
る
が
、
あ
る
日
、
そ

れ
を
見
た
出
版
社
か
ら
詩
集
と
し
て
刊

行
す
る
話
が
も
ち
あ
が
り
、
折
り
し
も

モ
ン
ゴ
ル
・
日
本
国
交
樹
立
40
周
年
に

当
た
る
年
に
『
み
ど
り
の
風
に
つ
つ
ま

れ
て
』
を
出
版
し
た
。
ま
た
45
周
年
に

は
『
は
る
か
な
大
空
の
む
こ
う
か
ら
』

を
出
版
す
る
こ
と
も
出
来
た
。 

 

ま
た
、
手
作
り
詩
集
『
て
の
ひ
ら
詩

集
』
は
引
き
続
き
発
行
し
て
い
て
、
今

36
号
を
数
え
て
い
る
。 
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一
九
四
三
年
、
兵
庫
県
養
父
市
生
ま
れ
。 

少
年
詩
、
童
話
、
絵
本
を
執
筆
。
日
本
児
童
文
学

者
協
会
会
員
、
東
北
ア
ジ
ア
の
会
会
員
。 

詩
集
『
何
か
い
い
こ
と
が
起
こ
り
そ
う
な
』

（
ら
く
だ
出
版
）
『
み
ど
り
の
風
に
つ
つ
ま
れ
て
』

（
ユ
ー
フ
ォ
ー
ブ
ッ
ク
ス
）
『
は
る
か
な
大
空
の

む
こ
う
か
ら
｜
モ
ン
ゴ
ル
の
旅
｜
』
（
同
）
他

多
数
出
版
。 

永
窪

な
が
く
ぼ 

綾
子

あ
や
こ 

 

み
ど
り
の
風
に
つ
つ
ま
れ
て 

永
窪
綾
子 

い
な
な 
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皆
さ
ん
こ
ん
に
ち
は
。

皆
さ
ん
と
お
会
い
で
き
て

大
変
う
れ
し
い
で
す
。
渋

沢
栄
一
が
こ
こ
に
立
っ
て

い
た
ら
、
必
ず
こ
の
言
葉

を
言
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

渋
沢
栄
一
は
、
人
が
大

好
き
な
ん
で
す
。
人
を
幸

せ
に
す
る
こ
と
を
大
事
に
し
た
の
で
す
ね
。

こ
の
ベ
ー
ス
が
あ
っ
た
か
ら
五
百
の
会
社
、

六
百
の
福
祉
事
業
に
携
わ
る
こ
と
が
で
き

た
の
だ
と
思
い
ま
す
。 

渋
沢
栄
一
が
、
生
ま
れ
た
の
は
一
八 

四
〇
年
、
ア
ヘ
ン
戦
争
の
年
。
亡
く
な
っ

た
の
は
満
州
事
変
の
年
。
国
内
外
で
五
つ

の
戦
争
が
あ
っ
た
激
動
の
時
代
に
九
十
二

年
間
の
人
生
を
送
り
ま
し
た
。 

ど
う
い
う
環
境
で
育
っ
た
か
と
い
う

と
、
田
舎
で
す
。
情
報
源
の
利
根
川
、
そ

の
向
こ
う
に
日
光
連
山
。
上
毛
三
山
。
そ

し
て
、
真
正
面
に
、
い
つ
見
て
も
自
分
の

ス
タ
ン
ス
を
持
っ
て
い
る
赤
城
山
。
こ
の

赤
城
山
と
論
語
で
す
ね
。
こ
れ
が
栄
一
の

精
神
形
成
上
と
思
想
上
に
大
き
な
役
割
を

果
た
し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

渋
沢
栄
一
が
生
ま
れ
た
家
は
、
麦
と
養 

    蚕
、
藍
玉
の
製
造
、
そ
れ
か
ら
藍
玉
の
販

売
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
、
五
歳
の

頃
か
ら
論
語
な
ど
を
勉
強
し
て
い
ま
し
た
。

漢
詩
、
十
八
史
略
と
か
で
す
。
そ
れ
か
ら

剣
道
。
十
歳
の
頃
か
ら
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん

に
書
も
教
え
て
も
ら
っ
て
い
ま
す
。
お
米

は
で
き
な
か
っ
た
が
、
も
の
す
ご
く
い
い

環
境
で
育
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
事

実
だ
と
思
う
の
で
す
。 

ま
た
、
十
三
歳
の
頃
か
ら
、
た
で
藍
を

買
い
付
け
に
行
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
う

ま
く
い
っ
た
の
で
す
。
お
父
さ
ん
や
お
じ

い
ち
ゃ
ん
の
や
り
方
を
見
て
、
品
質
の
見

極
め
や
人
に
接
す
る
こ
と
の
大
事
さ
を
学

ん
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
か
な
と
思
う
の
で
す

ね
。
こ
れ
が
、
渋
沢
栄
一
の
人
間
関
係
の

構
築
の
一
助
に
な
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

さ
ら
に
、
栄
一
の
人
生
に
と
っ
て
キ
ー

マ
ン
と
な
る
徳
川
慶
喜
や
大
隈
重
信
、
伊

藤
博
文
、
西
郷
隆
盛
等
と
い
う
人
た
ち
に

出
会
う
「
強
運
」
が
あ
り
ま
す
。 

十
六
歳
の
時
、
お
父
さ
ん
の
代
わ
り
に
、

岡
部
の
陣
屋
に
行
く
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
お
役
人
か
ら
無
理
な
こ
と
を

吹
っ
掛
け
ら
れ
ま
し
た
。
良
い
返
事
を
し

な
か
っ
た
ら
、
罵
詈
雑
言
を
言
わ
れ
、
自

分
が
百
姓
商
人
だ
と
い
う
こ
と
を
、
嫌
と

い
う
程
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
時

の
シ
ョ
ッ
ク
が
後
の
徳
川
幕
府
を
倒
す
、

と
い
う
思
い
に
つ
な
が
っ
た
よ
う
で
す
。 

二
十
二
歳
の
時
に
取
引
先
の
番
付
表

を
作
り
、宴
会
を
開
き
ま
し
た
。す
る
と
、

な
ん
で
あ
ん
な
若
い
の
が
俺
の
上
座
な
ん

だ
っ
て
、
荒
れ
た
み
た
い
で
す
。
ど
う
い

う
基
準
で
大
関
・
関
脇
な
ど
を
決
め
た
と

思
い
ま
す
か
。
た
で
藍
の
品
質
で
す
。
い

い
も
の
を
作
れ
ば
信
用
が
高
ま
る
、
高
く

売
れ
る
と
説
得
し
ち
ゃ
っ
た
そ
う
で
す
。

翌
年
か
ら
、
皆
さ
ん
の
目
の
色
が
変
わ
っ

た
そ
う
で
す
。
こ
の
後
、
こ
れ
が
ど
う
い

う
組
織
に
活
か
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
か
。

東
京
商
工
会
議
所
の
設
立
で
す
。 

二
十
四
歳
ま
で
の
養
蚕
経
験
、
学
問
経

験
、
藍
玉
の
製
造
販
売
、
商
人
経
験
、
そ

し
て
、
こ
う
い
う
組
織
を
作
る
経
験
。
こ

れ
が
全
部
、後
で
活
き
て
く
る
の
で
す
ね
。 

次
に
渋
沢
栄
一
の
行
動
で
す
。
十
六
歳

の
時
に
嫌
な
経
験
を
し
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
も
あ
っ
て
、
徳
川
幕
府
を
倒
す
。
加
え

て
、
横
浜
に
白
人
が
い
る
の
で
、
日
本
も

ア
ヘ
ン
戦
争
の
中
国
の
よ
う
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
、
国
民
の
安
全
、
幸

せ
の
た
め
に
、
こ
れ
を
な
ん
と
か
防
が
な

く
て
は
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、
攘
夷
を
し

よ
う
と
し
ま
し
た
。 

二
十
四
歳
の
時
、
た
っ
た
百
姓
七
十
名

（
内
武
士
五
名
）
で
、
高
崎
城
を
乗
っ
取

り
武
器
を
奪
い
、
横
浜
に
行
き
、
白
人
を

斬
る
と
い
う
計
画
を
た
て
ま
し
た
。で
も
、

決
行
直
前
に
中
止
で
す
。
情
報
が
漏
れ
て

国
家
反
逆
罪
で
指
名
手
配
さ
れ
ま
す
。 

そ
こ
で
、
京
都
へ
行
っ
て
一
橋
慶
喜
と

会
い
ま
す
。
な
ぜ
出
会
え
た
か
。
人
脈
で

す
ね
。
二
十
歳
の
頃
、
江
戸
の
海
保
漁
村

塾
で
一
橋
慶
喜
の
側
近
の
平
岡
円
四
郎
と

出
会
っ
て
、
気
に
入
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
を
つ
て
に
会
い
に
行
き
、
平
岡
円
四

郎
は
、
す
ぐ
に
一
橋
慶
喜
に
推
薦
し
て
く

れ
た
の
で
す
。 

そ
し
て
、
二
十
五
歳
で
一
橋
家
に
仕
官

し
、
武
士
に
な
る
と
す
ぐ
に
、
自
前
の
兵

隊
を
持
ち
ま
し
ょ
う
と
慶
喜
に
提
案
し
ま

す
。
で
は
、
備
中
・
播
州
・
泉
州
に
行
っ

て
、
兵
隊
を
集
め
て
こ
い
と
言
わ
れ
、
渋

沢
栄
一
は
苦
労
し
て
六
百
人
集
め
て
き
ま

し
た
が
、
兵
隊
を
集
め
て
い
る
傍
ら
で
、

別
の
こ
と
も
や
っ
て
き
ま
し
た
。
あ
ち
ら

は
い
い
お
米
が
で
き
ま
す
。
ほ
か
に
も
綿

花
、
硝
石
。
そ
の
お
米
を
大
阪
の
酒
造
会

社
に
三
割
高
く
売
り
ま
し
た
。
綿
花
、
綿

を
作
る
会
社
を
作
り
ま
し
た
。そ
の
結
果
、

一
橋
家
の
財
政
を
、
三
年
で
立
て
直
し
て

し
ま
い
ま
し
た
。 

と
こ
ろ
が
、
三
年
後
、
慶
喜
が
第
十
五

代
将
軍
徳
川
慶
喜
と
な
り
ま
す
。
渋
沢
栄

一
、
こ
れ
は
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
み
た
い
で

所
沢
図
書
館
文
化
講
演
会 

渋
沢
栄
一
の
歴
史
的
役
割
と
人
物
像 

一
万
円
の
肖
像
・
真
打
登
場
！！ 

講
師 
塚
田 

允
氏 

令
和
元
年
七
月
二
十
七
日
（
土
）
会
場
：
所
沢
図
書
館

本
館 
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す
。
徳
川
幕
府
を
倒
そ
う
と
し
た
人
間
で

す
か
ら
ね
。
そ
の
時
の
渋
沢
栄
一
の
所
属

は
、
徳
川
幕
府
の
陸
軍
奉
行
所
で
し
た
。 

一
八
六
六
年
十
二
月
、そ
の
奉
行
所
に
、

京
都
見
廻
組
の
大
沢
源
次
郎
を
捕
ま
え
ろ

と
指
示
が
き
た
の
で
す
。
国
家
反
逆
罪
で

指
名
手
配
。
こ
れ
が
ま
た
、
腕
が
立
つ
人

だ
っ
た
か
ら
、
奉
行
所
も
心
配
し
て
栄
一

に
新
選
組
を
つ
け
ま
し
た
が
、
栄
一
は
、

新
選
組
を
外
に
置
い
て
、
大
沢
が
い
る
お

寺
に
踏
み
込
ん
で
、
近
藤
勇
と
二
人
だ
け

で
捕
ま
え
て
し
ま
い
ま
す
。
ま
さ
に
男
の

背
中
で
す
ね
。
正
義
、
動
じ
な
い
、
責
任

感
が
あ
る
。
こ
う
い
う
所
は
、
渋
沢
栄
一

の
言
動
の
随
所
に
見
ら
れ
ま
す
。 

こ
の
直
後
、
突
然
フ
ラ
ン
ス
へ
留
学
す

る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
仕
事
は
、
慶
喜
の

弟
の
徳
川
昭
武
の
身
の
回
り
の
世
話
と
金

庫
番
で
す
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
行
き
は
、
渋

沢
栄
一
に
と
っ
て
、
幸
運
で
良
い
結
果
を

生
み
ま
す
。 

ま
ず
、
強
運
で
す
ね
。
一
八
六
七
年
一

月
横
浜
出
港
で
す
。こ
の
後
、大
政
奉
還
、

坂
本
龍
馬
暗
殺
、
上
野
彰
義
隊
、
戊
辰
戦

争
な
ど
が
起
き
ま
す
。
こ
ん
な
や
ば
い
と

き
に
日
本
に
い
な
い
の
で
す
。
本
当
に
こ

の
人
は
運
が
い
い
で
す
ね
。 

フ
ラ
ン
ス
へ
行
く
ま
で
の
間
に
香
港･

上
海･

マ
カ
オ
・
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
等
の
植
民

地
を
み
て
い
る
の
で
す
よ
。
そ
の
悲
惨
な

状
態
を
み
て
、
日
本
を
絶
対
に
植
民
地
主

義
に
し
て
は
駄
目
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

ス
エ
ズ
を
馬
車
で
通
っ
た
と
き
、
ス
エ

ズ
運
河
は
造
成
中
で
し
た
。
あ
の
大
事
業

を
民
間
が
や
っ
て
い
る
、
こ
の
事
は
、
後

の
渋
沢
栄
一
の
判
断
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
と
思
う
の
で
す
ね
。 

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
二
年
間
、
フ
ラ
ン
ス

人
の
銀
行
家
と
仲
良
く
な
り
ま
す
。
銀

行
っ
て
、
情
報
が
一
番
集
ま
っ
て
き
ま
す
。

外
交
、
産
業
、
政
治
、
教
育
、
物
流
等
、

相
当
な
情
報
を
得
た
と
思
い
ま
す
。 

そ
し
て
、
帰
っ
て
来
た
ら
も
う
明
治
元

年
。
翌
年
、
大
隈
重
信
か
ら
大
蔵
省
に
来

い
っ
て
誘
わ
れ
、
入
省
直
後
、
富
岡
製
糸

場
を
作
る
責
任
者
と
な
り
ま
す
が
、
渋
沢

栄
一
の
基
本
的
な
考
え
方
は
、
税
金
は
国

民
の
た
め
に
使
う
、
残
っ
た
ら
軍
費
。
大

隈
等
と
は
全
然
意
見
が
違
う
の
で
す
。 

で
も
、
渋
沢
栄
一
は
、
一
人
一
人
は
全

部
素
晴
ら
し
い
長
所
を
持
ち
、
ま
た
、
自

分
は
不
足
し
て
い
る
所
も
い
っ
ぱ
い
あ
る
、

そ
れ
を
他
の
人
に
カ
バ
ー
し
て
も
ら
う
、

と
い
う
考
え
方
の
人
で
し
た
。
だ
か
ら
意

見
が
合
わ
な
く
て
も
、
良
好
な
交
友
が
で

き
た
の
で
す
ね
。 

そ
し
て
、
大
蔵
省
に
い
た
こ
と
で
、
大

隈
重
信
、
大
久
保
利
通
、
伊
藤
博
文
、
井

上
馨
、
木
戸
孝
允
、
勝
海
舟
、
西
郷
隆
盛
、

三
条
実
美
、
岩
倉
具
視
等
、
明
治
時
代
を

作
っ
た
人
々
と
も
出
会
え
た
の
で
す
ね
。 

ま
た
、
廃
藩
置
県
に
お
い
て
も
、
各
藩

に
あ
っ
た
膨
大
な
借
金
を
う
ま
く
処
理
し

て
い
ま
す
。そ
の
他
に
、携
わ
っ
た
の
は
、

小
学
校
制
度
、
銀
行
制
度
、
鉄
道
制
度
、

郵
便
制
度
、
経
費
削
減
等
で
す
。 

し
か
し
、
問
題
の
欧
米
視
察
の
岩
倉
具

視
一
行
が
帰
っ
て
く
る
二
か
月
前
に
、
渋

沢
栄
一
は
、大
蔵
省
を
辞
め
て
い
た
の
で
、

大
久
保
利
通
と
西
郷
隆
盛
の
確
執
の
渦
中

に
巻
き
込
ま
れ
な
く
て
済
ん
だ
み
た
い
で

す
。
西
郷
と
は
一
橋
家
に
い
た
と
き
に
知

り
合
っ
て
、
非
常
に
仲
が
良
く
、
意
見
が

一
致
し
た
部
分
が
あ
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。 

一
八
七
三
年
、
渋
沢
栄
一
は
日
本
で
最

初
の
銀
行
、
第
一
国
立
銀
行
を
作
り
、
紙

幣
の
紙
を
作
る
と
い
う
の
で
王
子
製
紙
、

日
本
で
最
初
の
株
式
会
社
を
作
り
ま
し
た
。 

こ
う
し
て
、
渋
沢
栄
一
は
、
五
百
の
会

社
の
設
立
に
関
与
し
ま
し
た
。
会
社
が
軌

道
に
乗
る
と
、
若
い
人
に
事
業
を
委
ね
育

成
し
ま
し
た
。
会
社
が
儲
か
っ
た
ら
株
は

持
た
ず
に
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
配
当

し
て
、
一
人
で
も
多
く
の
人
に
幸
せ
に

な
っ
て
ほ
し
い
。
自
分
の
ス
タ
ン
ス
は
、

常
に
し
っ
か
り
持
っ
て
人
生
を
送
っ
て
い

た
み
た
い
で
す
ね
。 

さ
ら
に
、
携
わ
っ
た
福
祉
事
業
は
、
六

百
だ
そ
う
で
す
。
こ
れ
は
、
お
母
さ
ん
が

非
常
に
慈
悲
深
い
方
だ
っ
た
そ
う
で
、
そ

う
い
う
遺
伝
子
が
大
き
く
影
響
し
た
と
思

い
ま
す
。
日
本
の
国
家
予
算
の
半
分
が
軍

事
予
算
と
い
う
時
に
、
福
祉
に
予
算
な
ん

か
い
き
ま
せ
ん
よ
ね
。
栄
一
は
現
在
の
お

金
で
十
八
億
円
寄
付
し
ま
し
た
。
ま
た
、

渋
沢
栄
一
が
先
頭
に
立
つ
と
本
当
に
多
く

の
寄
付
が
集
ま
っ
た
み
た
い
で
す
ね
。 

最
後
に
、
世
界
恐
慌
が
あ
り
ま
し
た
。

日
本
に
二
十
万
人
く
ら
い
の
生
活
困
窮
者

が
で
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
救
お
う
と
で
き

た
の
が
救
護
法
。
け
れ
ど
も
、
な
か
な
か

予
算
化
し
な
い
の
で
、
困
っ
た
関
係
者
が

栄
一
の
と
こ
ろ
に
相
談
に
来
ま
し
た
。
そ

の
時
、
九
十
一
歳
で
病
気
だ
っ
た
に
も
拘

ら
ず
、
話
を
聞
い
て
、
医
者
が
止
め
る
の

に
よ
し
わ
か
っ
た
、
こ
れ
か
ら
大
蔵
大
臣

の
所
に
行
っ
て
く
る
、
二
十
万
人
の
命
が

助
か
る
な
ら
、俺
は
死
ん
で
も
本
望
だ
と
。

渋
沢
栄
一
の
信
念
は
、
常
に
自
分
の
事
よ

り
、
み
ん
な
の
幸
せ
の
た
め
に
何
が
で
き

る
か
。
こ
れ
が
一
番
大
事
だ
っ
た
み
た
い

で
す
ね
。
人
が
好
き
だ
っ
た
の
で
す
ね
。 

渋
沢
栄
一
を
学
べ
ば
、
日
本
の
近
代
史

が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。
皆
さ
ん
、
よ
か
っ

た
ら
渋
沢
栄
一
記
念
館
へ
も
ぜ
ひ
お
越
し

く
だ
さ
い
。 

 

《 

講
師
紹
介 

》 

塚
田

つ

か

だ 

允
ま
こ
と 

氏 
 

渋
沢
栄
一
記
念
館
解
説
員 

龍
門
社 

深
谷
支
部
幹
事 
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所
沢
の
地
を
舞
台
に
、
日
本
や
地
域

に
お
け
る
歴
史
が
生
ま
れ
、
そ
し
て

数
々
の
記
録
が
刻
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

そ
の
一
部
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

航
空
発
祥
の
地 

明
治
42
年
７
月
、
勅
令
に
よ
り
臨
時

軍
用
気
球
研
究
会
（
以
下
「
研
究
会
」

と
い
う
）
が
陸
軍
工
兵
師
団
に
発
足
し
、

航
空
機
に
関
す
る
研
究
が
開
始
さ
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
研
究
会
は
試
験

場
候
補
地
を
探
し
、
い
く
つ
か
の
候
補

地
を
検
討
し
た
結
果
、
当
時
の
所
沢
町

か
ら
松
井
村
周
辺
の
地
域
に
決
定
し
、

わ
が
国
で
初
め
て
の
飛
行
場
が
開
設
さ

れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
落
雷
の
危

険
が
少
な
い
こ
と
や
起
伏
が
少
な
い
こ

と
が
選
考
の
理
由
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

飛
行
場
の
整
備
は
、
明
治
43
年
10
月

に
着
工
さ
れ
、
格
納
庫
・
気
象
測
定
所
・

軽
油
庫
・
滑
走
路
な
ど
が
つ
く
ら
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
飛
行
機
を
運
搬
す
る
た

め
、
所
沢
駅
か
ら
の
新
道
を
通
し
ま
し

た
。
現
在
、
御
幸
町
に
あ
る
飛
行
機
新

道
と
呼
ば
れ
て
い
る
道
で
す
。 

  

 

 
 

   

 
所
沢
飛
行
場
で
の
初
飛
行
は
、
明
治

44
年
４
月
５
日
午
前
４
時
に
開
始
さ

れ
ま
し
た
。
ま
ず
、
徳
川
好
敏
大
尉
の

ア
ン
リ
・
フ
ァ
ル
マ
ン
機
が
５
時
10
分
、

約
10
ｍ
ま
で
飛
揚
し
約
１
分
で
着
陸
、

続
い
て
、
日
野
熊
蔵
大
尉
の
ラ
イ
ト
機

は
、
50
ｍ
上
昇
し
、
飛
行
距
離
４
０
０

０
ｍ
、
飛
行
時
間
は
３
分
30
秒
で
し
た
。

日
野
大
尉
は
同
日
、
２
回
目
の
飛
行
に

よ
り
、
１
２
０
ｍ
に
上
昇
し
、
飛
行
距

離
17
・
５
㎞
、
飛
行
時
間
18
分
に
達
し

ま
し
た
。
こ
の
デ
ー
タ
が
、
当
時
の
新

記
録
で
し
た
。 

 

ま
た
、
同
年
６
月
９
日
早
朝
、
徳
川

大
尉
は
、
ア
ン
リ
・
フ
ァ
ル
マ
ン
機
で
、

川
越
往
復
飛
行
に
成
功
し
ま
し
た
。
最

初
の
場
外
飛
行
と
も
い
う
べ
き
壮
挙
で
、

高
度
４
５
０
ｍ
、
距
離
42
㎞
、
35
分
に

わ
た
る
飛
行
時
間
で
し
た
。 

 

そ
の
ほ
か
、
研
究
会
が
製
作
し
た
わ

が
国
初
め
て
の
国
産
軍
用
機
「
会
式
１

号
機
」(

※)

が
、
明
治
44
年
10
月
13
日

に
初
飛
行
に
成
功
、
所
沢
飛
行
場
で
作

ら
れ
た
飛
行
船
「
雄
飛
号
」
が
、
大
正

５
年
１
月
21
日
所
沢
か
ら
大
阪
ま
で

を
初
飛
行
な
ど
、
数
々
の
記
録
が
所
沢

飛
行
場
で
生
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。
日

本
の
航
空
史
は
、
ま
さ
に
所
沢
か
ら
は

じ
ま
っ
た
、
と
も
い
え
ま
す
。 

 

※
会
式
１
号
機
…
臨
時
軍
用
気
球
研
究

会
式
、
略
し
て
会
式
と
命
名
さ
れ
た
。
当
時

は
、
設
計
・
製
作
を
監
督
し
た
徳
川
好
敏
に

因
ん
で
「
徳
川
式
」
と
も
呼
ば
れ
て
い
た
。 

 

【
参
考
文
献
】 

『
所
沢
市
史 

下
』
所
沢
市
史
編
さ
ん
委
員

会/

編 
所
沢
市 

『
と
こ
ろ
ざ
わ
歴
史
物
語
』
所
沢
市
教
育 

委
員
会/

編 

所
沢
市
教
育
委
員
会 

『
雄
飛
』
所
沢
航
空
資
料
調
査
収
集
す
る
会

/

編 

所
沢
航
空
資
料
調
査
収
集
す
る
会 

木
村
・
徳
田
両
中
尉
墜
落
事
件 

大
正
２
年
３
月
28
日
、
木
村
鈴
四
郎

陸
軍
砲
兵
中
尉
と
徳
田
金
一
陸
軍
歩
兵

中
尉
の
両
名
が
操
縦
す
る
ブ
レ
リ
オ
式

飛
行
機
が
所
沢
飛
行
場
を
目
前
に
し
て

墜
落
し
、
わ
が
国
初
の
航
空
機
事
故
に

よ
る
犠
牲
者
と
な
り
ま
し
た
。
こ
の
日
、

陸
軍
省
が
航
空
機
の
重
要
性
を
説
く
た

め
、
青
山
練
兵
場
で
行
っ
た
観
覧
飛
行

の
帰
路
、
両
中
尉
の
搭
乗
し
た
ブ
レ
リ

オ
機
が
午
前
11
時
59
分
高
度
３
０
０

ｍ
を
飛
行
中
、
突
風
を
受
け
て
左
翼
が

折
れ
、
旧
松
井
村
下
新
井
柿
木
台
に
墜

落
し
ま
し
た
。 

現
在
、
航
空
記
念
公
園
に
両
中
尉
記

念
塔
、
墜
落
地
に
は
「
木
村
・
徳
田
両

中
尉
殉
職
記
念
碑
」
が
建
っ
て
い
ま
す
。 

所
沢
・は
じ
め
て
物
語 

航空発祥の碑 

両中尉記念塔 

アンリ･ファルマン機 

所沢航空発祥記念館 

にて展示中 

 

木村・徳田両中尉

殉職記念碑 
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保
健
所
発
祥
の
地 

昭
和
12
年
、
東
京
市
・
京
橋
の
「
都

市
保
健
館
」
と
共
に
、
公
衆
衛
生
の
技

術
者
養
成
の
機
関
と
し
て
、
所
沢
に
「
農

村
保
健
館
」(

埼
玉
県
特
別
衛
生
地
区
保

健
館)

が
開
設
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
保
健

館
は
今
日
の
保
健
所
の
先
駆
け
と
な
っ

た
こ
と
か
ら
、
所
沢
は
「
保
健
所
発
祥

の
地
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

 

こ
の
保
健
所
が
あ
っ
た
場
所
は
、
所

沢
駅
の
東
側
付
近
で
、
現
在
、
駅
ロ
ー

タ
リ
ー
の
中
央
通
り
入
口
付
近
に
「
保

健
所
発
祥
の
地
」
の
碑
と
「
保
健
所
発

祥
之
地
由
来
記
」
の
副
碑
が
設
置
さ
れ

て
い
ま
す
。
副
碑
に
は
、
次
の
よ
う
に

書
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

「
昭
和
５
年 

米
国
ロ
ッ
ク
フ
ェ
ラ
ー

財
団
か
ら
わ
が
国
に
公
衆
衛
生
技
術
者

教
育
機
関
を
寄
付
す
る
意
向
が
示
さ
れ
、

昭
和
６
年 

中
央
に
教
育
機
関
の
公
衆

衛
生
院
を
置
き
、
都
市
及
び
農
村
地
区

に
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
臨
地
訓
練
機
関
の
保

健
館
を
設
置
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。(

中

略)  
 
 

昭
和
12
年
１
月
４
日 

本
県
は
所
沢

町
に
県
立
特
別
衛
生
地
区
保
健
館
の
設

置
を
告
示
し
、
町
村
組
合
共
同
病
院
内

に
仮
事
務
所
を
置
き
、
農
村
保
健
館
の

業
務
を
開
始
し
た
。(

以
下
省
略)

」 

 
所
沢
が
設
置
場
所
に
選
ば
れ
た
理
由

の
一
つ
は
、
当
時
所
沢
町
外
６
ヵ
村(

富

岡
村
、
山
口
村
、
小
手
指
村
、
吾
妻
村
、

松
井
村
、
柳
瀬
村)
に
よ
る
町
村
組
合
立

の
病
院
が
あ
り
、
そ
の
設
備
や
活
動
が

評
価
さ
れ
た
た
め
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

保
健
館
は
昭
和
13
年
町
村
組
合
立

病
院
に
隣
接
し
て
建
て
ら
れ
、
全
面
的

な
活
動
を
開
始
し
ま
し
た
が
、
昭
和
16

年
に
保
健
所
法
に
基
づ
い
て
、
所
沢
保

健
所
と
改
称
し
ま
し
た
。 

 

こ
の
保
健
館
の
初
代
館
長
は
、
与
謝

野
寛
・
晶
子
夫
妻
の
長
男
で
あ
る
、
与

謝
野
光
で
し
た
。 

光
は
、
の
ち
に
「
全
国
各
県
と
六
大

都
市
か
ら
各
１
名
の
所
長
候
補
者
が
選

ば
れ
て
、
所
沢
駅
前
の
旅
館
に
缶
詰
と

な
っ
て
、
数
日
間
講
義
や
、
実
習
に
励

ま
れ
た
こ
と
も
懐
し
い
想
ひ
出
で
あ
る
。

(

中
略)

保
健
所
の
幾
多
の
輝
か
し
い
成

果
に
就
て
は
語
る
人
も
あ
る
こ
と
で
あ

ら
う
か
ら
略
す
と
し
て
も
、
結
核
予
防

対
策
と
し
て
の
Ｂ
Ｃ
Ｇ
接
種
は
初
め
て

所
沢
で
実
施
さ
れ
た
の
で
あ
る
し
、
ツ

ベ
ル
ク
リ
ン
反
応
判
定
基
準
も
此
処
で

研
究
さ
れ
て
決
ま
っ
た
事
を
書
き
誌
し

て
置
き
た
い
。」（
『
農
村
保
健
館
40
周

年
を
記
念
し
て
』）
と
書
い
て
い
ま
す
。 

 

ま
た
、
光
の
妻
迪
子
は
、
そ
の
時
の

様
子
を
「
昭
和
十
三
年
の
春
、
私
達
は

所
沢
に
町
役
場
の
き
も
煎
り
で
、
よ
い

貸
家
を
見
つ
け
て
貰
い
引
っ
越
し
た
。

駅
か
ら
は
少
し
遠
い
が
、
広
い
家
で
庭

も
か
な
り
あ
っ
た
。
一
坪
ほ
ど
の
た
た

き
の
踏
み
込
み
に
四
畳
半
の
玄
関
、
本

床
つ
き
で
広
縁
も
つ
い
た
八
畳
の
座
敷

を
入
れ
て
階
下
が
四
間
に
二
階
が
二
間

の
ま
だ
新
し
い
建
物
で
ゆ
っ
た
り
し
て

い
て
、
南
面
の
つ
き
山
の
あ
る
庭
に
は

よ
い
枝
ぶ
り
の
木
な
ど
が
植
え
て
あ
っ

て
心
地
よ
か
っ
た
。(

中
略)

光
は
保
健

館
の
開
館
式
を
ひ
か
え
、
そ
の
準
備
に

日
々
追
わ
れ
て
い
た
。
日
本
で
初
め
て

の
農
村
保
健
所
第
一
号
と
し
て
、
米
国

で
学
ん
だ
こ
と
を
生
か
し 

い
か
に
日

本
に
そ
れ
を
う
ま
く
取
り
入
れ
る
か
、

集
め
ら
れ
た
人
材
は
、
そ
の
道
の
よ
り

ぬ
き
の
人
達
、(

中
略)

そ
ば
に
い
る
者

ま
で
心
の
た
か
ぶ
り
を
感
じ
る
よ
う
な

意
気
ご
み
で
活
気
に
あ
ふ
れ
、
町
の
人

た
ち
の
心
を
動
か
す
も
の
が
あ
っ
た
。

時
は
公
衆
衛
生
の
黎
明
期
、
理
想
と
信

念
に
燃
え
た
若
々
し
い
一
団
の
門
出
で

あ
っ
た
。」(

『
想
い
出
』)

と
書
い
て
い

ま
す
。 

所
沢
保
健
所
は
、
そ
の
後
、
昭
和
39

年
に
現
在
の
け
や
き
台
に
新
築
移
転
し

ま
し
た
が
、
平
成
22
年
に
保
健
所
再
編

に
伴
い
狭
山
市
稲
荷
山
に
移
転
、「
狭

山
保
健
所
」
と
し
て
現
在
に
至
っ
て
い

ま
す
。 
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所
沢
図
書
館
で
は
、
図
書
館
に
親
し

ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
子
ど
も
た
ち
を

対
象
に
、
利
用
方
法
や
館
内
の
説
明
を

す
る
図
書
館
見
学
を
行
っ
て
い
ま
す
。

希
望
に
よ
り
、
同
時
に
、
お
は
な
し
会
・

自
由
読
書
・
個
人
貸
出
も
行
っ
て
い
ま

す
。 本

館
で
は
、
今
年
の
４
月
か
ら
11
月

ま
で
に
、
小
学
２
年
生
の
皆
さ
ん
が
９

校
・
８
９
６
人
も
来
て
く
れ
ま
し
た
。 

 
 

こ
の
図
書
館
見
学
が
ど
の
よ
う
に
行

わ
れ
る
の
か
、
そ
の
様
子
を
ご
紹
介
し

ま
す
。 

ま
ず
初
め
に
、
図
書
館
の
中
で
静
か

に
す
る
こ
と
な
ど
を
約
束
し
て
館
内
に

入
り
ま
す
。 

          

次
に
、
ク
ラ
ス
ご
と
に
分
か
れ
て
、

各
階
を
巡
り
な
が
ら
説
明
を
聞
き
ま
す
。

特
に
、
普
段
は
入
れ
な
い
場
所
に
入
る

と
、
皆
、
嬉
し
そ
う
な
様
子
で
す
。
１

階
に
あ
る
電
動
書
庫
で
は
、
書
棚
が
動

く
の
を
見
て
「
お
お
っ
」
と
驚
き
の
声

が
上
が
り
ま
す
。
図
書
館
の
中
が
入
り

組
ん
で
い
る
た
め
、
迷
子
に
な
ら
な
い

よ
う
に
つ
い
て
行
き
ま
す
。 

１
階
で
は
児
童
書
の
本
の
並
べ
方
の

説
明
を
受
け
た
後
、
室
内
を
見
学
し
ま

す
。
２
階
で
は
画
面
に
触
る
と
本
の
情

報
が
分
か
る
、
デ
ジ
タ
ル
サ
イ
ネ
ー
ジ

に
釘
付
け
で
す
。
３
階
で
は
、
分
厚
い

事
典
類
が
並
ぶ
本
棚
の
間
を
緊
張
し
な

が
ら
通
り
ま
す
。 

お
は
な
し
会
で
は
、
怖
い
お
は
な
し

に
小
さ
く
飛
び
上
が
っ
た
り
、
楽
し
い

絵
本
に
笑
い
声
が
起
き
た
り
し
ま
す
。 

図
書
館
の
利
用
案
内
や
質
疑
応
答
で

は
、
皆
、
熱
心
に
手
を
挙
げ
て
、
発
言

が
な
か
な
か
途
切
れ
ま
せ
ん
。 

自
由
読
書
の
時
間
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
本
を
熱
心
に
読
む
姿

や
、
お
友
達
と
仲
良
く
１
冊
の
本
を
読

む
姿
な
ど
が
見
ら
れ
ま
す
。
終
了
時
間

ぎ
り
ぎ
り
ま
で
本
を
離
さ
な
い
子
も
い

ま
し
た
。 

帰
り
際
に
、
「
図
書
館
は
初
め
て
だ

け
ど
楽
し
か
っ
た
」「
ま
た
、
来
る
ね
」

な
ど
の
感
想
を
言
わ
れ
る
と
図
書
館
員

と
し
て
嬉
し
く
思
い
ま
す
。
見
学
当
日

の
夕
方
に
、
お
母
さ
ん
と
本
を
借
り
に

来
て
く
れ
た
子
も
い
ま
し
た
。 

 

図
書
館
見
学
を
き
っ
か
け
に
、
本
や

図
書
館
の
こ
と
を
好
き
に
な
っ
て
も
ら

え
れ
ば
、
こ
ん
な
に
嬉
し
い
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

来
館
さ
れ
た
時
に
図
書
館
見
学
が
行

わ
れ
て
い
る
場
合
は
、
ご
理
解
、
ご
協

力
の
程
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。 

 

      
 
 

   

編
集
後
記 

今
回
は
「
所
沢
・
は
じ
め
て
物
語
」

と
題
し
、
全
国
で
所
沢
に
初
め
て
で
き

た
も
の
を
紹
介
し
ま
し
た
。
私
は
所
沢

市
出
身
で
す
が
、
所
沢
が
保
健
所
の
発

祥
の
地
で
あ
る
こ
と
を
、
今
回
初
め
て

知
り
ま
し
た
。
ま
だ
ま
だ
所
沢
に
つ
い

て
知
ら
な
い
こ
と
が
た
く
さ
ん
あ
り
そ

う
で
す
。
図
書
館
を
活
用
し
て
、
所
沢

に
つ
い
て
も
っ
と
学
び
た
い
で
す
。（Ⅰ

） 

図
書
館
見
学
っ
て
な
あ
に
？ 

  

ま
す 
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