
内
堀
通
り
の
ゆ
っ
く
り
と
し
た
坂
道
を
下
る

と
、
威
厳
を
誇
る
堂
々
と
し
た
建
物
が
見
え
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
、
丹
下
健
三
氏
設
計
に
な
る
と

こ
ろ
の
「
最
高
裁
判
所
」
で
あ
る
。

新
憲
法
公
布
後
三
○
年
、
最
高
裁
判
所
は
憲
法

の
番
人
と
し
て
司
法
界
に
君
臨
し
て
来
た
。
戦
前

の
大
審
院
と
比
べ
る
と
、
内
容
と
い
い
、
範
囲
と

い
い
、
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
強
大
に
な
っ
た
。

戦
後
社
会
の
急
激
な
変
化
は
、
当
時
予
想
も
し

な
か
っ
た
環
境
・
公
害
・
日
照
な
ど
多
く
の
法
律

を
生
み
出
し
た
。
そ
の
間
、
平
和
憲
法
は
一
頁
し

な
お
著
者
の
邦
訳
論
文
と
し
て
は
「
技
術
に
お
そ
の
紹
介
記
事
が
新
聞
等
に
報
道
さ
れ
て
い
た

け
る
新
し
い
選
択
」
（
「
世
界
」
一
九
七
六
年
三
が
、
ま
と
ま
っ
た
書
評
と
し
て
は
、
「
世
界
経
済
」

月
、
岩
波
書
店
）
が
あ
る
。
ま
た
内
容
に
つ
い
て
（
一
九
七
六
年
七
月
、
世
界
経
済
調
査
会
）
、
「
経

の
紹
介
と
し
て
は
「
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
経
済
」
済
評
論
」
（
一
九
七
六
年
八
月
、
日
本
評
論
社
）
、

（
山
岡
喜
久
男
著
、
「
ア
ジ
ア
の
平
和
と
宗
教
１
」
「
経
済
セ
ミ
ナ
」
（
一
九
七
六
年
九
月
、
日
本
評

世
界
宗
教
者
会
議
日
本
委
員
会
刊
に
所
収
）
を
参
論
社
）
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
（
Ｂ
六
判
・
二
三

照
さ
れ
る
と
よ
い
。
本
書
の
邦
訳
刊
行
当
時
は
、
四
頁
・
佑
学
社
刊
・
価
一
二
○
○
円
）

和
田
英
夫
著
一
蓬
憲
法
と
最
高
裁
判
所
」中

央
学
術
研
究
所
研
究
員
山
野
井
克
典

て
守
ら
れ
て
来
た
が
、
勿
論
平
穏
で
あ
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。
第
九
条
（
戦
争
の
放
棄
）
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
、
ま
す
ま
す
論
議
の
的
に
な
っ
て
い
る

も
の
も
あ
る
。
最
高
裁
判
所
は
、
そ
れ
ら
の
変
化

に
対
し
、
あ
る
と
き
は
判
例
変
更
を
も
っ
て
、
あ

る
と
き
は
新
し
い
解
釈
を
示
し
て
対
応
し
て
来

た
。
そ
の
中
で
最
も
試
練
と
な
っ
た
の
が
、
昭
和

四
十
四
年
に
始
ま
る
い
わ
ゆ
る
〃
司
法
の
危
機
″

で
あ
ろ
う
。
裁
判
所
の
人
事
問
題
・
思
想
問
題

で
、
裁
判
所
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。

最
高
裁
判
所
の
判
例
は
、
政
治
・
経
済
・
教
育

・
労
働
な
ど
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
非
常
に
重
要
な

影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
そ
の
存
在
の
問

わ
れ
る
と
こ
ろ
は
大
き
い
。
最
高
裁
判
所
に
関
す

る
問
題
は
、
日
本
に
お
け
る
現
代
社
会
の
頂
点
を

な
す
も
の
と
し
て
、
私
た
ち
国
民
に
と
っ
て
、
注

目
す
べ
き
多
く
の
問
題
を
か
か
え
て
い
る
の
で
あ

る
。

私
が
最
高
裁
判
所
に
興
味
を
お
ぼ
え
た
の
は
、

昭
和
三
十
四
年
の
「
砂
川
事
件
判
決
」
の
と
き
で

あ
る
。
こ
の
事
件
の
東
京
地
裁
は
、
あ
の
有
名
な

「
伊
達
判
決
」
と
し
て
国
論
を
二
分
し
た
判
決
で

あ
っ
た
。
同
じ
事
件
を
判
断
す
る
の
に
、
最
高
裁

の
十
五
人
の
裁
判
官
の
全
員
が
、
全
く
逆
の
判
断

を
し
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
最
高
裁
判
所
の
存
在
と

か
性
格
に
つ
い
て
興
味
を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

昭
和
三
十
四
年
と
い
え
ば
、
皇
太
子
殿
下
ご
成

婚
で
、
世
は
お
祝
い
ム
ド
に
つ
つ
ま
れ
て
い
た

年
で
あ
っ
た
。
私
は
田
舎
か
ら
上
京
し
た
ば
か
り

で
、
右
も
左
も
わ
か
ら
な
い
頃
で
あ
っ
た
し
、
学

問
に
対
し
て
も
、
は
っ
き
り
と
し
た
目
標
が
あ
っ

た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
判
決
が

l7E



書評／『憲法と最高裁判所』

憲
法
と
い
う
の
に
目
を
向
け
る
原
因
と
な
っ
た
の

は
事
実
で
あ
っ
た
。

新
憲
法
公
布
三
○
周
年
の
本
年
、
憲
法
を
は
じ

め
と
す
る
司
法
問
題
に
つ
い
て
改
め
て
考
え
て
み

る
こ
と
も
意
義
あ
る
こ
と
と
思
い
、
こ
の
「
憲
法

と
最
高
裁
判
所
」
（
和
田
英
夫
著
）
を
読
ん
で
み

た
。

著
者
は
、
現
在
明
治
大
学
教
授
と
し
て
、
憲
法

・
行
政
を
担
当
し
て
お
り
、
永
年
の
あ
い
だ
司
法

制
度
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
来
た
学
者
で
あ
る
。

面
白
い
こ
と
に
、
教
授
が
最
高
裁
判
所
と
本
格
的

に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
の
が
、
こ
の
砂
川
事

件
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
。
学
者
の
眼
か
ら

も
、
こ
の
判
決
は
興
味
の
対
象
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
そ
し
て
教
授
が
、
各
所
で
研
究
発
表
し
た

も
の
に
基
づ
い
て
、
大
幅
に
書
き
改
め
た
も
の
が

本
書
で
あ
る
。
最
高
裁
を
理
解
す
る
に
は
手
頃
な

書
物
で
あ
る
と
思
う
。

内
容
を
見
る
と
、
第
一
章
最
高
裁
判
所
、
第
二

章
最
高
裁
判
所
に
お
け
る
裁
判
行
動
分
析
と
そ
の

限
界
、
第
三
章
憲
法
と
最
高
裁
判
所
と
な
っ
て
い

る
。
著
者
は
最
高
裁
判
所
を
三
つ
の
柱
に
分
け
て

検
討
を
加
え
て
い
る
。
そ
れ
は
①
審
判
機
関
と
し

て
の
最
高
裁
判
所
、
②
司
法
行
政
機
関
と
し
て
の

最
高
裁
判
所
、
そ
し
て
③
法
と
政
治
の
中
の
最
高

裁
判
所
で
あ
る
。

最
高
裁
を
論
ず
る
場
合
、
ど
う
し
て
も
触
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
に
、
組
織
・
人
事
・
権
能

と
い
っ
た
問
題
が
あ
る
。
現
在
十
五
人
の
裁
判
官

が
、
大
法
廷
・
小
法
廷
に
分
か
れ
て
、
あ
ら
ゆ
る

上
告
審
を
裁
く
わ
け
で
あ
る
が
、
上
告
件
数
の
多

量
か
ら
く
る
重
圧
は
、
ど
う
し
て
も
避
け
ら
れ
な

い
。
昭
和
四
十
六
年
度
の
上
告
件
数
を
み
る
と
、

民
事
事
件
・
刑
事
事
件
を
合
わ
せ
た
だ
け
で
も
、

新
規
に
受
理
し
た
も
の
四
一
二
五
件
、
処
理
し
た

も
の
四
○
八
七
件
、
次
年
廻
し
と
な
っ
た
も
の
二

四
○
八
件
と
な
っ
て
い
る
。
即
ち
一
日
に
十
二
’

三
件
を
処
理
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
ま
さ
に
超

人
的
な
ス
ケ
ジ
ュ
ル
で
あ
り
、
こ
こ
に
裁
判
遅

延
の
問
題
が
当
然
な
が
ら
起
っ
て
く
る
。
こ
こ
か

ら
波
及
的
に
、
定
員
制
の
問
題
、
最
高
裁
判
所
調

査
官
の
問
題
、
国
民
の
司
法
参
加
の
問
遡
が
論
じ

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
に
つ
い

て
論
ず
る
ス
ペ
ス
は
な
い
が
、
著
者
は
こ
れ
ら

の
問
題
に
つ
い
て
根
本
的
に
考
え
直
す
こ
と
の
必

要
性
を
提
起
し
、
次
の
三
つ
を
あ
げ
て
い
る
。
①

最
高
裁
判
所
に
強
力
な
補
助
部
門
を
設
け
る
こ

と
。
②
最
高
裁
判
所
の
審
判
機
能
の
効
率
と
充
実

に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
、
最
高
裁
判
所
の
機
構
改

革
を
す
る
こ
と
。
③
最
高
裁
判
所
が
現
に
所
管

し
、
処
理
し
て
い
る
膨
大
な
諸
業
務
を
洗
い
な
お

し
た
上
、
こ
れ
ら
の
諸
権
限
を
可
能
な
限
り
、
思

い
切
っ
て
高
等
裁
判
所
以
下
の
下
級
裁
判
所
に
委

譲
分
散
さ
せ
る
こ
と
。
私
も
全
く
賛
成
で
あ
る
。

一
つ
の
事
件
に
一
○
年
も
二
○
年
も
か
か
る
よ
う

で
は
、
本
来
の
審
判
機
能
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。

こ
の
あ
た
り
で
本
格
的
に
メ
ス
を
入
れ
る
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

今
一
つ
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
第
三
章
憲
法

と
最
高
裁
判
所
で
あ
る
。
新
憲
法
の
中
に
採
り
入

れ
ら
れ
た
裁
判
所
の
権
限
の
一
つ
に
、
違
憲
立
法

審
査
権
が
あ
る
。
す
べ
て
の
法
律
が
、
憲
法
に
違

反
し
な
い
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
わ
け
で
あ
る
。

新
し
い
司
法
制
度
が
で
き
て
以
来
、
最
高
裁
判
所

に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
来
た
法
令
の
解
釈
適
用
に
関

す
る
憲
法
判
断
は
、
量
的
に
も
か
な
り
の
件
数
に

の
ぼ
る
。
憲
法
判
断
は
、
普
通
の
賃
貸
借
の
よ
う

な
民
事
事
件
と
は
違
い
、
政
治
の
根
幹
に
も
関
連

す
る
の
で
、
特
別
の
重
要
性
を
も
っ
て
く
る
。
従
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っ
て
憲
法
判
断
は
裁
判
所
の
み
な
ら
ず
、
憲
法

が
保
障
す
る
国
会
・
内
閣
と
い
う
権
力
分
立
の
政

治
的
背
景
に
つ
い
て
も
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
あ
た
り
に
着
目
し
て
、
ア
メ
リ
カ
で

は
「
政
治
法
律
学
」
と
い
っ
た
新
し
い
言
葉
も
生

ま
れ
て
い
る
と
い
う
。

教
授
は
、
こ
の
章
で
近
年
の
判
例
の
中
か
ら
、

憲
法
判
断
と
し
て
、
最
も
興
味
深
い
二
つ
の
事
件

を
と
り
あ
げ
て
い
る
。
一
つ
は
昭
和
四
十
八
年
四

月
の
尊
属
殺
違
憲
判
決
で
あ
り
、
二
つ
は
同
年
同

月
の
全
農
林
判
決
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
判
決
と

も
司
法
界
の
み
な
ら
ず
、
マ
ス
コ
ミ
も
大
き
く
取

り
あ
げ
た
判
決
な
の
で
、
振
り
返
っ
て
み
た
い
と

田
噌
っ
。

ま
ず
尊
属
殺
違
憲
判
決
で
あ
る
が
、
最
高
裁
大

法
廷
は
、
刑
法
第
二
○
○
条
に
か
か
る
尊
属
殺
事

件
に
お
い
て
、
同
条
が
憲
法
十
四
条
に
違
反
し
、

無
効
で
あ
る
と
し
て
、
初
の
違
憲
判
決
を
下
し

た
。
似
た
よ
う
な
事
件
に
関
し
て
は
、
す
で
に
昭

和
二
十
五
年
十
月
に
最
高
裁
の
判
決
が
あ
り
、
二

対
十
三
で
合
憲
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ

が
こ
の
判
決
で
は
十
四
対
一
と
逆
転
し
た
。
従
っ

て
、
刑
法
第
二
○
○
条
は
、
そ
の
機
能
を
停
止
す

る
に
至
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
事
件
は
栃
木
の
親
殺
し
と
し
て
、
そ
の
内

容
が
あ
ま
り
に
も
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
で
あ
り
、
反
社

会
的
な
内
容
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
事
件
の
特
異
性

が
と
り
あ
げ
ら
れ
た
。
お
よ
そ
親
を
殺
す
と
い
う

こ
と
は
、
よ
く
よ
く
の
事
情
の
場
合
が
多
い
が
、

こ
の
場
合
も
そ
う
だ
。
私
は
思
う
の
で
あ
る
が
、

こ
の
事
件
も
、
被
告
に
対
し
て
多
分
に
同
情
す
べ

き
点
が
多
く
、
重
罰
す
る
に
は
し
の
び
な
い
と
い

う
〃
情
″
が
働
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
親

を
大
切
に
す
る
と
い
う
思
想
は
、
儒
教
思
想
を
侯

つ
ま
で
も
な
く
、
古
今
東
西
共
通
し
た
思
想
で
あ

ろ
う
し
、
と
り
わ
け
仏
教
で
は
、
最
も
基
本
的
な

考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
た
め
仏
教
か
ら
い
え
ば
、

親
を
殺
す
よ
う
な
極
悪
人
は
、
軍
罰
に
処
し
て
も

当
然
と
い
う
考
え
方
も
あ
ろ
う
，
機
会
が
あ

れ
ば
、
仏
教
観
か
ら
み
た
尊
属
殺
違
憲
判
決
と
い

う
§
の
を
考
え
て
み
た
い
と
魁
う
が
こ
の
判

決
以
後
、
す
で
に
発
表
さ
れ
た
改
正
刑
法
草
案
で

も
、
尊
属
殺
重
罰
規
定
は
お
か
れ
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
親
を
殺
害
し
た
場
合
で
も
、
普
通
の
殺
人

と
同
じ
に
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
全
農
林
判
決
で
あ
る
。
こ
れ
は
組
合
幹

部
が
争
議
行
為
を
あ
お
っ
た
と
し
て
、
国
家
公
務

員
法
に
違
反
し
、
刑
事
責
任
に
問
わ
れ
た
ケ
ス

で
あ
る
。
私
企
業
の
場
合
と
違
っ
て
、
公
務
員
の

場
合
は
、
国
家
公
務
員
法
と
か
公
労
法
で
争
議
行

為
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
昭
和
四
十
一
年

十
月
の
全
逓
中
郵
判
決
、
昭
和
四
十
四
年
四
月
の

都
教
組
判
決
の
二
つ
の
判
決
は
、
労
働
法
上
、
画

期
的
と
い
わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
労
働
界
に
と

っ
て
は
ま
こ
と
に
前
進
し
た
判
決
で
あ
っ
た
。
そ

れ
が
、
こ
の
全
農
林
判
決
で
は
八
対
七
の
一
票
差

で
一
八
○
度
の
判
例
変
更
が
な
さ
れ
る
に
至
っ

た
。
公
務
員
に
規
定
さ
れ
た
争
議
行
為
の
禁
止

と
、
公
務
員
と
い
え
ど
も
認
め
ら
れ
て
い
る
憲
法

上
の
労
働
基
本
権
に
対
し
、
調
和
を
ど
こ
に
求
め

る
か
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
判
決
の
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
で
あ
っ
た
。

国
民
の
十
人
に
一
人
は
公
務
員
と
い
わ
れ
る
日

本
の
社
会
で
は
、
公
務
員
の
ス
ト
が
国
民
の
大
多

数
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
に
な
る
。
最
も
極
端
な

例
が
国
鉄
ス
ト
で
あ
る
。
自
分
達
の
要
求
を
主
張

す
る
の
も
良
い
が
、
国
民
に
迷
惑
を
か
け
て
は
、

国
民
の
支
持
は
得
ら
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

こ
の
問
題
は
更
に
今
後
の
研
究
に
待
た
な
け
れ
ば

ワ
今

ワ
ー

『
１
人
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な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

今
、
著
者
の
引
用
に
従
っ
て
、
二
つ
の
判
例
を

眺
め
た
が
、
私
た
ち
に
と
っ
て
興
味
あ
る
憲
法
判

断
に
関
す
る
争
い
は
、
津
地
鎮
祭
違
憲
訴
訟
や
長

沼
基
地
訴
訟
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ま
だ
ま

だ
沢
山
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
司
法
制
度
と
い

う
も
の
は
、
私
達
国
民
に
と
っ
て
な
じ
み
の
薄
い

も
の
で
あ
る
し
、
縁
の
遠
い
も
の
で
あ
る
と
い
う

観
念
が
あ
る
。

法
治
国
家
の
中
で
生
き
て
い
る
以
上
は
、
ど
う

し
て
も
法
律
特
に
憲
法
か
ら
は
眼
を
離
す
こ
と
が

で
き
な
い
。
そ
こ
に
国
民
主
権
と
し
て
の
責
務
が

あ
る
と
い
え
よ
う
。

私
は
今
、
宗
教
団
体
の
職
員
と
し
て
、
そ
し
て

仏
教
を
学
ぶ
者
の
立
場
の
者
と
し
て
、
司
法
参
加

ふ
と
し
た
機
会
が
あ
三
Ｌ
私
は
一
筆
典
座
教
訓

禅
心
の
生
活
」
を
読
む
こ
と
に
な
っ
た
。
本
書

は
鎌
倉
仏
教
の
立
役
者
の
一
人
で
あ
る
道
元
禅
師

篠
原
寿
雄
著
「
典
座
教
訓
禅
心
の
生
活
』

を
考
え
て
み
た
い
と
思
う
。

司
法
参
加
と
い
う
の
は
、
国
民
が
何
ら
か
の
形

式
で
司
法
の
分
野
に
加
わ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
例

え
ば
国
民
審
査
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
更
に
起
訴

が
相
当
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
検
察
審
査
会
、
民

間
人
が
裁
判
に
参
加
す
る
陪
審
員
制
度
（
日
本
で

は
行
わ
れ
て
な
い
）
の
検
討
な
ど
が
な
さ
れ
て
い

る
。
日
本
は
、
何
で
も
言
え
る
し
、
何
で
も
書
け

る
自
由
な
社
会
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
己
の
利
益

だ
け
を
、
権
利
だ
と
主
張
し
て
い
た
の
で
は
、
本

当
の
民
主
主
義
社
会
と
は
い
え
な
い
。
〃
法
″
と

い
う
も
の
に
、
正
し
く
眼
を
向
け
、
守
る
べ
き
戒

律
は
守
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
法
治
国
家
と
し
て
の

義
務
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
（
Ｂ
六
判
・
二

三
五
頁
・
学
陽
書
房
刊
・
価
一
三
○
○
円
）

中
央
学
術
研
究
所
研
究
員
斉
藤
和
子

の
「
典
座
教
訓
」
を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
。

典
座
教
訓
は
、
佃
た
ち
が
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て

修
行
す
る
場
所
（
叢
林
）
の
団
体
生
活
を
維
持
さ

サ
ー
い
当
こ

せ
て
い
く
た
め
に
あ
る
規
則
（
清
規
）
の
一
つ
で
あ

る
。
道
元
は
、
こ
の
他
に
も
、
叢
林
の
生
活
に
つ

い
て
や
、
修
行
僧
た
ち
に
対
し
て
幾
つ
か
清
規
を

制
定
し
て
い
る
が
、
典
座
教
訓
は
、
こ
れ
ら
の
中
で

最
初
に
定
め
ら
れ
た
も
の
で
、
嘉
禎
三
年
（
一
二

三
七
）
春
、
道
元
が
三
十
八
城
の
時
、
京
都
、
深

草
の
興
聖
寺
に
て
、
漢
文
体
で
記
し
た
も
の
で
あ

る
。
僧
た
ち
が
修
行
す
る
団
体
に
は
代
表
者
と
し

て
の
住
持
と
い
う
職
が
あ
り
、
そ
れ
を
補
佐
す
る

幹
部
と
し
て
六
つ
の
知
事
と
い
う
職
が
あ
る
。
典

座
も
こ
の
六
知
事
の
一
つ
で
あ
り
、
叢
林
に
集
ま

っ
て
く
る
修
行
僧
の
食
事
を
作
り
、
配
膳
し
、
修

行
僧
に
食
べ
さ
せ
、
そ
の
後
、
鍋
、
桶
の
道
具
類

を
洗
い
、
各
々
置
く
べ
き
所
に
置
く
、
と
い
う
一

連
の
仕
事
を
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

典
座
教
訓
は
、
典
座
職
に
あ
る
僧
の
修
業
の
在
り

方
に
つ
い
て
、
細
や
か
に
教
え
て
い
る
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
を
述
べ
た
の
で
は
典
座
と
い
う
職

は
誰
で
も
、
た
や
す
く
勤
め
ら
れ
そ
う
で
あ
る

が
、
な
か
な
か
そ
う
は
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
ば
、
す
ぐ
れ
た
先
輩
た
ち
が
勤
め
た
も
の

で
あ
り
、
全
身
心
を
傾
け
て
、
さ
さ
い
な
こ
と
で

も
怠
ら
ず
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
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