
一
　
は
　
じ
　
め
　
に

　
平
成
二
十
一
年
三
月
、
新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
が
公
示
さ
れ
た
。

本
稿
で
は
ま
ず
、
こ
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
ど
の
よ
う
な
古
典
の
学
習

指
導
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
か
確
認
す
る
。
次
に
、
そ
う
し
た
古
典
の
学
習
指

導
を
教
室
で
展
開
す
る
に
お
よ
び
、
い
か
な
る
観
点
か
ら
の
教
材
化
が
考
え
ら

れ
る
の
か
、
そ
の
一
例
を
示
し
た
い
。

二
　
新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
に
お
け
る
古
典
の

学
習
指
導

　
こ
こ
で
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
目
指
す
古
典
の
学
習
指
導
に
つ
い
て

確
認
す
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
学
習
指
導
要
領
中
の
「
古
典
Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
の

「
２
　
内
容
」
項
に
つ
い
て
簡
単
に
整
理
し
て
み
た
い
。

【
新
し
い
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
　
古
典
Ａ
・
古
典
Ｂ
の
内
容
】

２
　
内
容

（
１
）
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

【
表
現
を
味
わ
う
―
古
語
、
現
代
語
と
の
つ
な
が
り
】

イ
　
古
典
特
有
の
表
現
を
味
わ
っ
た
り
、
古
典
の
言
葉
と
現
代
の
言
葉
と

の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
し
た
り
す
る
こ
と
。（
Ａ
）

【
内
容
読
解
（
語
句
・
構
造
）―
意
味
や
内
容
の
理
解
】

ア
　
古
典
に
用
い
ら
れ
て
い
る
語
句
の
意
味
、
用
法
及
び
文
の
構
造
を
理

解
す
る
こ
と
。（
Ｂ
）

イ
　
古
典
を
読
ん
で
、
内
容
を
構
成
や
展
開
に
即
し
て
的
確
に
と
ら
え
る

こ
と
。（
Ｂ
）

【
内
容
読
解
（
思
想
・
感
情
）

 　
　
　
　
　
 ―
も
の
の
見
方
を
広
げ
、
人
間
・
社
会
・
自
然
等
を
考
察
】

ア
　
古
典
な
ど
に
表
れ
た
思
想
や
感
情
を
読
み
取
り
、
人
間
、
社
会
、
自

然
な
ど
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
。（
Ａ
）

【
第
　
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
　
研
究
協
議
】
１

５０
「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
」
学
習
指
導

―
―
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
に
焦
点
を
あ
て
た
教
材
化
―
―

武
　
久
　
康
　
高
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ウ
　
古
典
を
読
ん
で
、
人
間
、
社
会
、
自
然
な
ど
に
対
す
る
思
想
や
感
情

を
的
確
に
と
ら
え
、
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊
か
に
す
る

こ
と
。（
Ｂ
）

【
内
容
読
解
（
作
品
価
値
）―
作
品
価
値
の
考
察
】

エ
　
古
典
の
内
容
や
表
現
の
特
色
を
理
解
し
て
読
み
味
わ
い
、
作
品
の
価

値
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
。（
Ｂ
）

【
伝
統
と
文
化
へ
の
理
解
】

エ
　
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
課
題
を
設
定
し
、
様
々
な
資
料
を

読
ん
で
探
究
し
て
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る

こ
と
。（
Ａ
）

【
中
国
と
の
関
係
―
自
文
化
の
理
解
】

ウ
　
古
典
な
ど
を
読
ん
で
、
言
語
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
中
国

の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。（
Ａ
）

オ
　
古
典
を
読
ん
で
、
我
が
国
の
文
化
の
特
質
や
我
が
国
の
文
化
と
中
国

の
文
化
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。（
Ｂ
）

※
【
　
　
】
内
の
語
句
、
お
よ
び
ゴ
シ
ッ
ク
体
表
記
は
稿
者
に
よ
る
。

　
　（
Ａ
）（
Ｂ
）
は
そ
れ
ぞ
れ
「
古
典
Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
を
指
す
。

　
以
上
の
資
料
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
「
古
典
Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
の
「
２
　

内
容
」
項
に
つ
い
て
、
大
ま
か
な
学
習
内
容
ご
と
に
題
（【
　
】
で
示
し
て
い
る
）

を
つ
け
て
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
古
語
と
現
代
語
と
の
つ
な
が

り
を
理
解
し
た
り
、
中
国
と
の
関
係
か
ら
伝
統
や
自
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る

と
い
っ
た
内
容
と
と
も
に
、
特
に
古
典
作
品
の
読
解
に
関
わ
っ
て
、【
意
味
や
内

容
の
理
解
】（
語
句
や
構
成
に
着
目
し
て
意
味
内
容
を
理
解
す
る
。
Ｂ
ア
・
Ｂ
イ
）、【
も

の
の
見
方
を
広
げ
、
人
間
・
社
会
・
自
然
等
を
考
察
】（
古
典
に
表
れ
た
人
間
、
社

会
、
自
然
な
ど
に
対
す
る
思
想
や
感
情
を
と
ら
え
、
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
豊
か
に
す

る
。
Ａ
ア
・
Ｂ
ウ
）、【
作
品
価
値
の
考
察
】（
内
容
や
表
現
の
特
色
を
理
解
し
て
読
み
味

わ
い
、
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
Ｂ
エ
）
と
い
っ
た
学
習
内
容
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。

　
こ
こ
で
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
特
徴
と
し
て
注
目
し
た
い
の
が
【
作
品
価

値
の
考
察
】、
つ
ま
り
「
内
容
や
表
現
の
特
色
を
理
解
し
て
読
み
味
わ
い
、
作
品

の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
」（「
古
典
Ｂ
」「
２
　
内
容
」
エ
）
と
い
う
学
習
指

導
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
現
行
の
学
習
指
導
要
領
に
あ
る
「
文
章
や
作
品
の
表
現

上
の
特
色
を
理
解
し
、
優
れ
た
表
現
に
親
し
む
こ
と
」（「
古
典
」「
２
　
内
容
」
エ
）

が
、「
内
容
や
表
現
の
特
色
を
理
解
し
て
読
み
味
わ
い
、
作
品
の
価
値
に
つ
い
て

考
察
す
る
こ
と
」
と
変
更
さ
れ
た
も
の
で
、
特
に
「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考

察
す
る
」
と
い
う
点
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
こ
の
変
更
点
以

外
、
現
行
の
「
古
典
講
読
」「
古
典
」
と
新
し
い
「
古
典
Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
と
の

読
解
指
導
内
容
に
あ
ま
り
大
き
な
相
違
は

そ
こ
か
ら
見
て
も
、
こ
の

「
作
品
の
価
値
を
考
察
す
る
」
と
い
う
学
習
指
導
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の

特
色
と
も
い
え
る
学
習
活
動
と
い
え
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
小
・
中
学
校
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
で
は
「
伝
統
的
な

言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ
、
小
学
校
低
学
年
か

ら
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
の
学
習
指
導
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ

の
小
学
校
か
ら
始
ま
る
古
典
学
習
指
導
の
ゴ
ー
ル
こ
そ
、
高
等
学
校
の
「
古
典

Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
の
授
業
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
こ
の
「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て

考
察
す
る
」
と
い
う
「
古
典
Ｂ
」
の
学
習
は
、「
価
値
の
考
察
」
と
い
う
高
度
な

な
い
。

（
注
１
）
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内
容
を
も
っ
て
、
小
学
校
か
ら
は
じ
ま
る
十
二
年
間
の
古
典
学
習
― 
―
特
に
古

典
作
品
の
読
解
に
関
し
て
― 
―
の
到
達
点
と
も
い
え
る
学
習
と
し
て
、
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
上
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
で
は
、
こ
の
「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
」
と
い
う
学
習
指
導
は
、

ど
の
よ
う
な
教
材
を
用
い
る
こ
と
で
よ
り
豊
か
に
実
践
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
次
節
に
お
い
て
検
討
し
た
い
。

三
　「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
」
学
習
指
導
例 

―
―
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
に
焦
点
を
あ
て
た
教
材

　
　
化
―
―

　
古
典
作
品
を
読
ん
で
い
る
と
、
そ
の
設
定
や
展
開
、
人
物
造
型
な
ど
に
い
く

つ
か
の
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
例
え
ば
そ
れ
は
、
男

主
人
公
が
人
里
離
れ
た
場
所
で
美
女
を
発
見
す
る
と
い
う
話
や
継
子
譚
・
悲
恋

遁
世
譚
な
ど
の
話
型
、「
葎
の
宿
の
女
」
と
い
っ
た
女
性
登
場
人
物
の
モ
チ
ー
フ

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
の
存
在
は
、
当
時
の
物
語
創
作
者

や
読
者
が
共
有
し
て
い
た
認
識
の
あ
り
よ
う
を
我
々
に
教
え
て
く
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
が
個
々
の
作
品
内
で
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
意
味
づ
け
ら
れ
て
い

る
の
か
に
つ
い
て
は
、「
話
型
」
や
「
構
造
」「
引
用
」
等
の
問
題
と
絡
め
、
今

ま
で
も
古
典
文
学
研
究
の
な
か
で
様
々
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

　
本
稿
で
提
案
し
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
の
語
ら
れ
方

（
①
作
品
内
部
で
の
語
ら
れ
方
、
②
作
品
外
部
で
の
語
ら
れ
方
）
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と

を
通
じ
て
、「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
」
古
典
の
学
習
指
導
で
あ
る
。

　
ま
ず
①
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
―
―
物
語
創
作
者
や
読
者

の
共
通
理
解
に
支
え
ら
れ
た
型
―
―
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う

な
立
場
か
ら
い
か
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
考
察
を
目
指
す
学
習
指
導
を

提
案
し
た
い
。

　
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
お
け
る
類
型
パ
タ
ー
ン
の
語
り
（
誇
張
さ
れ

た
り
ず
ら
さ
れ
た
り
、
他
の
モ
チ
ー
フ
と
の
関
わ
り
で
意
味
性
が
変
容
さ
れ
た
り
な
ど
）
を
、

当
時
の
共
通
理
解
に
支
え
ら
れ
た
語
り
（
＝
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
）
と
当
該
作
品

と
の
〈
対
話
〉
の
結
果
、
生
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
捉
え
る
。
そ
し
て
、
そ
こ

で
の
〈
対
話
〉
の
質
―
―〈
対
話
〉
に
よ
っ
て
い
か
な
る
社
会
や
人
間
へ
の
問
い
か
け
・

批
評
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
―
―
を
も
っ
て
、
そ
の
「
作
品
の
価
値
」
を
議
論
し
て

い
く
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
古
典
作
品
内
に
お
け
る
類
型
パ
タ
ー

ン
の
語
ら
れ
方
に
焦
点
を
あ
て
た
学
習
指
導
と
い
え
る
。

　
ま
た
一
方
で
、
こ
の
よ
う
に
現
代
の
教
室
に
お
い
て
、
類
型
化
し
た
パ
タ
ー

ン
に
焦
点
を
あ
て
る
学
習
を
お
こ
な
う
際
に
は
、
②
の
よ
う
な
古
典
作
品
外
部

で
の
語
ら
れ
方
に
も
考
察
の
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、

立
石
和
弘
の
次
の
意
見
が
参
考
に

話
型
分
析
は
、
物
語
叙
述
の
み
を
対
象
化
す
る
の
で
は
な
く
、
物
語
文
学

を
読
み
解
き
、
要
約
し
た
言
説
を
も
俎
上
に
上
せ
、
そ
の
再
帰
的
な
相
互

連
関
に
お
い
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。（
中
略
）
話
型
分
析
を
作
品
分

析
と
し
て
の
み
行
う
の
で
は
不
充
分
で
あ
り
、
我
々
読
み
手
も
ま
た
物
語

に
緊
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
個
々
の
作
品

分
析
が
、「
物
語
を
め
ぐ
る
物
語
」
の
枠
組
み
を
相
対
化
し
、
逆
に
我
々
の

物
語
を
対
象
化
す
る
こ
と
で
作
品
の
読
み
か
え
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な

い
か
。

な
る
。

（
注
２
）

―　　―７９



話
型
分
析
は
、「
物
語
叙
述
」（
＝
①
作
品
内
部
で
の
話
型
の
語
ら
れ
方
）
と
「
物
語

文
学
を
読
み
解
き
、
要
約
し
た
言
説
」（
＝
②
作
品
外
部
で
の
話
型
の
語
ら
れ
方
）
の

両
者
を
対
象
と
し
、
そ
の
相
互
連
関
に
お
い
て
お
こ
な
う
必
要
が
あ
る
。
そ
れ

は
、
我
々
読
み
手
が
「
物
語
に
緊
縛
さ
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、「
物
語
叙

述
」
中
の
話
型
の
分
析
（
＝
①
作
品
内
部
で
の
話
型
の
語
ら
れ
方
の
分
析
）
が
、
我
々

の
認
識
を
縛
っ
て
い
る
「
物
語
を
め
ぐ
る
物
語
」―
―「
共
同
体
に
都
合
の
よ
い
物
語

に
要
約
さ
れ
、
圧
縮
さ
れ
て
流
通
し
て

作
品
に
関
す
る
語
り
―
―
を
相
対
化
し
、

一
方
で
こ
う
し
た
我
々
を
と
り
ま
く
「
物
語
を
め
ぐ
る
物
語
」
の
対
象
化
（
＝

②
作
品
外
部
で
の
話
型
の
語
ら
れ
方
の
分
析
）
に
よ
り
、「
物
語
叙
述
」
へ
の
新
た
な

読
み
が
可
能
に
な
る
と
い
う
。

　
例
え
ば
、「
男
主
人
公
が
人
里
離
れ
た
場
所
で
美
女
を
発
見
す
る
と
い
う
話
」

や
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
な
ど
の
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
に
関
し
て
、
教
科
書

の
リ
ー
ド
文
な
ど
作
品
外
部
で
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
い
か
な
る
コ
ン
テ
ク

ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
「
共
同
体
に

都
合
の
よ
い
物
語
に
要
約
さ
れ
」、
教
室
で
の
読
み
に
一
定
の
方
向
性
を
与
え
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、「
作
品
の
価
値
」
の
考
察
を
目
指
す
古
典
学
習
指
導
で
は
、
こ
う
し

た
「
物
語
を
め
ぐ
る
物
語
」（
＝
②
作
品
外
部
で
の
話
型
の
語
ら
れ
方
）
に
つ
い
て
も

俎
上
に
の
せ
、「
共
同
体
に
都
合
の
よ
い
物
語
に
要
約
さ
れ
」
る
な
ど
、
そ
の
言

説
の
偏
向
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
古
典

や
こ
の
話
型
に
つ
い
て
語
る
言
説
の
枠
組
み
が
相
対
化
さ
れ
、
今
ま
で
の
古
典

に
対
す
る
自
己
の
認
識
や
向
き
合
い
方
に
つ
い
て
も
対
象
化
が
お
こ
な
わ
れ
る
。

そ
う
し
た
局
面
に
お
い
て
、
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
の
語
ら
れ
方
を
め
ぐ
る
、

作
品
と
学
習
者
と
の
新
た
な
〈
対
話
〉
の
場
が
生
み
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

い
る
」

（
注
３
）

し
て
、
そ
の
作
品
と
学
習
者
と
の
〈
対
話
〉
を
通
じ
て
、
作
品
と
類
型
化
し
た

パ
タ
ー
ン
と
の
〈
対
話
〉
の
質
を
教
室
で
考
察
し
て
い
く
（
＝
①
作
品
内
部
で
の

話
型
の
語
ら
れ
方
の
分
析
）。
そ
こ
で
こ
そ
、「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
」

と
い
っ
た
学
習
が
教
室
で
成
立
し
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
節
で
は
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
の
語
ら
れ
方
に
焦
点
を
あ
て
る
こ

と
を
通
じ
て
、「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す
る
」
古
典
の
学
習
指
導
の
あ
り

方
を
述
べ
て
き
た
。
し
か
し
、
叙
上
の
こ
と
を
教
室
で
お
こ
な
う
に
際
し
、
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
が
高
校
生
の
教
材
と
し
て
適
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
む
ろ
ん
そ
れ
は
生
徒
の
状
況
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
で
あ
ろ

う
が
、
こ
こ
で
は
教
材
化
の
基
準
と
し
て

　
①
多
く
の
作
品
に
確
認
で
き
る

　
②
高
校
生
の
比
べ
読
み
や
調
べ
学
習
に
も
対
応
で
き
る
難

　
③
現
代
の
学
習
者
の
興
味
関
心
に
も
合
致
す
る

を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

　
次
節
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
基
準
に
合
致
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
類
型
化
し

た
パ
タ
ー
ン
（「
男
が
女
を
盗
む
話
」）
を
取
り
出
し
、
問
題
と
し
う
る
で
あ
ろ

う
観
点
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

四
　
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
に
焦
点
を
あ
て
た
作
品
分
析

例
―
―
男
が
女
を
盗
む
話
―
―

（
１
）「
男
が
女
を
盗
む
話
」
の
表
現
性
　
―
―
女
が
合
意
し
て
い
る
場
合
―
―

　『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
や
『
大
和
物
語
』「
安
積
山
伝
説
」、『
更
級
日
記
』

「
竹
芝
伝
説
」
な
ど
の
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
は
、
教
材
と
し
て
多
く
の
教
科
書

易
度
（
注
４
）
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に
載
録
さ
れ
て
お
り
、
高
校
生
に
も
お
な
じ
み
の
話
型
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

し
、
こ
の
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
表
現
性
を
担

う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
竹
村
信
治
は
、「
中
古
の
文
芸
テ
キ
ス
ト
」
に

お
い
て
「『
女
性
掠
奪
』
の
物
語
モ
テ
ィ
ー
フ
」
は
三
類
型
あ
る
と
し
、
そ
れ
ぞ

れ
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て

【
Ⅰ
型
】
女
が
掠
奪
に
合
意
し
て
い
る
場
合

（『
古
事
記
』
速
総
別
王
・
女
鳥
王
譚
、
定
家
改
訂
以
前
の『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」、

※

『
源
氏
物
語
』
夕
顔
・
光
源
氏
須
磨
流
謫
譚
、『
更
級
日
記
』「
竹
芝
伝
説
」）

【
Ⅱ
型
】
終
始
拒
絶
し
て
い
る
場
合
（『
大
和
物
語
』　
段
）

１５４

【
Ⅲ
型
】
掠
奪
さ
れ
て
後
や
が
て
男
を
受
け
入
れ
て
い
く
場
合

（『
大
和
物
語
』　
段
「
安
積
山
伝
説
」）

１５５

※
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
が
【
Ⅰ
型
】
に
入
っ
て
い
る
理
由

　
現
在
、
広
く
流
通
し
て
い
る
本
文
は
定
家
本
系
統
の
も
の
で
、
そ
の
本
文
の
記
述
で

い
く
と
「
芥
川
」
は
【
Ⅲ
型
】（
掠
奪
さ
れ
て
後
や
が
て
男
を
受
け
入
れ
て
い
く
場
合
）

に
分
類
さ
れ
る
。
し
か
し
竹
村
は
、「
女
（
の
）
こ
ヽ
ろ
（
を
）
あ
わ
せ
て
」（【
Ⅰ

型
】）
が
「
芥
川
」
本
来
の
本
文
で
あ
り
、
そ
れ
を
定
家
が
「
か
ら
う
し
て
ぬ
す
み
い

て
ヽ
」（【
Ⅲ
型
】）
に
変
え
た
と
指
摘
す
る
（
注
５
竹
村
論
文
、
九
二
～
九
三
ペ
ー
ジ
）。

こ
こ
で
は
竹
村
の
指
摘
に
従
い
、『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
を
【
Ⅰ
型
】
に
入
れ
て
お
く
。

　
さ
ら
に
こ
の
【
Ⅰ
型
】
に
つ
い
て
、
上
代
以
来
の
物
語
モ
テ
ィ
ー
フ
と
の
相

同
性
か
ら
、
本
話
型
を
「
政
治
的
事
象
を
（
王
の
女
の
）
掠
奪
・
討
伐
譚
を
も
っ

て
語
る
物
語
類
型
の
一
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
で
あ
る
と
し
、
定
家
改
訂
以
前
の

い
る
。

（
注
５
）

『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」（【
Ⅰ
型
】
女
が
掠
奪
に
合
意
し
て
い
る
）
の
叙
述
中
に
は

　
①
女
を
と
り
返
し
た
側
に
立
っ
て
語
ら
れ
る
場
合

＝
政
治
的
対
立
者
排
除
の
正
当
化
、
王
権
の
聖
性
担
保
に
む
け
た
王
権

の
側
か
ら
の
語
り

　
②
女
を
盗
ん
だ
側
に
立
っ
て
語
ら
れ
る
場
合

＝
排
除
さ
れ
る
者
へ
の
「
共
鳴
共
感
を
誘
う
」
語
り

の
二
つ
の
立
場
か
ら
の
語
り
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
「
芥
川
」
後
半
の
解
説

部
分
を
①
に
該
当
す
る
〝
王
権
の
側
か
ら
の
語
り
〟、
ま
た
前
半
の
歌
物
語
部
分

を
②
に
あ
た
る
〝
敗
者
の
心
情
へ
の
共
鳴
共
感
を
誘
う
か
た
ち
で
語
ら
れ
た

「
業
平
韜
晦
の
自
己
語
り
」〟
だ
と
論
じ
て
い
る
。

　
た
し
か
に
「
芥
川
」
後
半
の
解
説
部
分
で
は
、
女
が
の
ち
の
后
・
鬼
が
基
経

国
経
と
さ
れ
、
こ
の
兄
弟
に
高
子
が
と
り
返
さ
れ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
な
ど
、

〝
王
権
の
側
か
ら
の
語
り
〟
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
語
り
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た

前
半
の
歌
物
語
部
分
で
も
、
男
の
歌
に
託
さ
れ
た
「
女
を
失
っ
た
嘆
き
」
を
主

題
と
し
、
そ
の
主
題
の
再
現
に
む
け
て
叙
述
が
な
さ
れ
る
な
ど
、
男
の
心
情
に

寄
り
添
っ
た
語
り
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
、〝
排
除
さ
れ
る
者

へ
の
「
共
鳴
共
感
を
誘
う
」
語
り
〟
と
い
え
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
竹
村
は
「
男
が
女
を
盗
む
話
」、
と
り
わ
け
「
女
が
掠
奪
に
合
意

し
て
い
る
場
合
」
に
つ
い
て
、
そ
の
語
り
と
上
代
以
来
の
物
語
モ
テ
ィ
ー
フ

（『
古
事
記
』
速
総
別
王
・
女
鳥
王
譚
な
ど
）
と
の
類
型
性
か
ら
、
当
該
モ
テ
ィ
ー
フ

が
担
う
政
治
的
意
味
を
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
段
の
な
か
に
見
（
①
②
）、
そ
の

表
現
性
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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（
２
）
教
科
書
教
材
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
の
表
現
性

　
し
か
し
、
以
上
の
よ
う
に
定
家
改
訂
以
前
の
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
の
表
現

性
を
見
定
め
る
と
し
て
も
、
現
在
教
科
書
に
と
ら
れ
て
い
る
本
文
は
定
家
本
系
、

つ
ま
り
合
意
な
き
ま
ま
女
が
掠
奪
さ
れ
た
（
＝
男
が
女
を
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
」

た
）
と
さ
れ
る
本
文
で
あ
る
（【
Ⅱ
型
】、
あ
る
い
は
【
Ⅲ
型
】）。
そ
の
た
め
教
材
分

析
は
、
こ
う
し
た
記
述
を
も
つ
定
家
本
系
本
文
（
以
下
、「
教
材
本
文
」
と
す
る
）
に

対
し
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
で
は
、
合
意
な
き
ま
ま
「
男
が
女
を
盗

む
」
と
い
っ
た
類
型
パ
タ
ー
ン
は
、
こ
の
教
材
本
文
の
中
で
ど
の
よ
う
な
表
現

性
を
担
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、
教
材
本
文
「
芥
川
」
の
前
半
は
歌
物
語
と
な
っ
て
お
り
、

歌
に
託
さ
れ
た
男
の
心
情
が
本
話
の
主
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
歌
に
至
る
ま
で

の
物
語
部
分
で
は
、
そ
う
し
た
主
題
の
再
現
に
む
け
た
叙
述
が
、
男
へ
の
「
共

鳴
共
感
を
誘
う
」
語
り
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
く
。
本
話
で
い
え
ば
、
や
っ
と

の
思
い
で
手
に
入
れ
た
女
を
失
っ
て
し
ま
う
男
、
そ
の
男
の
一
途
さ
や
嘆
き
が

主
題
化
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
教
材
本
文
前
半
は
男
の
心
情

に
寄
り
添
っ
た
物
語
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
注
意
し
た
い
の
が
、
教
材
本
文
で
の
男
は
【
Ⅰ
型
】（「
女
が
掠
奪
に
合
意

し
て
い
る
場
合
」）
と
は
異
な
り
、
合
意
な
き
ま
ま
女
を
掠
奪
し
て
い
る
点
。
つ
ま

り
別
の
視
点
か
ら
読
め
ば
、
教
材
本
文
は
突
然
男
に
拉
致
さ
れ
て
し
ま
っ
た
女

の
話
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
教
材
本
文
か
ら
は
そ
う
し
た
悲
惨
な
女
の
姿
は
見
出
し
に
く
い
。

な
ぜ
な
ら
、
教
材
本
文
前
半
は
男
の
心
情
に
寄
り
添
っ
た
歌
物
語
で
あ
る
た
め
、

男
は
あ
く
ま
で
も
愛
す
る
女
を
失
っ
た
被
害
者
と
し
て
語
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
は
、
男
の
心
情
に
寄
り
添
っ
て
語

ら
れ
る
が
ゆ
え
に
「
純
愛
」
や
「
悲
恋
」
と
し
て
意
味
づ
け
ら
れ
、
そ
こ
で
は

真
の
被
害
者
で
あ
る
「
盗
ま
れ
た
」
女
の
心
情
は
忘
却
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
こ
う
し
た
教
材
本
文
の
意
味
づ
け
は
、
作
品
外
部
で
の
話
型
の
語
ら

れ
方
（「
物
語
文
学
を
読
み
解
き
、
要
約
し
た
言
説
」）
と
も
連
動
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
、
教
科
書
の
挿
絵
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
て
い
る
「
伝
俵
屋
宗
達

『
伊
勢
物
語
図
色
紙
』」。
こ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
見
つ
め
合
う
男
女
の
構
図
は
、

両
者
に
確
か
な
愛
情
が
あ
る
こ
と
を
印
象
付
け
る
。
そ
の
た
め
こ
の
挿
絵
の
存

在
は
、「
盗
ま
れ
た
」
女
側
に
立
っ
た
教
室
で
の
読
み
を
困
難
に
す
る
だ
ろ
う
。

　
ま
た
教
科
書
ガ
イ
ド
で
も
、「
本
文
に
『
盗
み
出
で
て
』
と
あ
る
が
、
女
の
意

志
を
無
視
し
た
も
の
で
は
な
く
、
女
も
心
を
許
し
て
い
た
こ
と
は
、
闇
に
光
る

露
に
つ
い
て
男
に
あ
ど
け
な
く
尋
ね
て
い
る
こ
と
で
分
か
る
」（
東
京
書
籍
『
国

語
総
合
（
古
典
編
）』
教
科
書
ガ
イ
ド
）
な
ど
、
こ
こ
で
の
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
が

お
互
い
の
合
意
に
よ
る
も
の
と
し
て
説
明
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
言
説
の
存
在

が
、
教
室
で
男
の
心
情
に
寄
り
添
っ
た
読
み
を
形
成
す
る
一
要
因
と
な
っ
て
い

る
と
い
え
よ
う
。

　
加
え
て
、
教
科
書
に
よ
っ
て
は
後
半
の
解
説
部
分
を
省
略
し
て
い
る
も
の
が

あ
る
が
、
こ
う
し
た
処
置
も
、
教
材
本
文
を
男
の
心
情
に
同
化
し
た
「
純
愛
」

や
「
悲
恋
」
話
と
し
て
読
も
う
と
す
る
欲
望
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

解
説
部
分
は
前
半
の
歌
物
語
部
分
の
記
述
を
対
象
化
す
る
語
り
を
持
つ
ゆ
え
、

そ
れ
ら
を
並
置
す
る
こ
と
で
、
歌
物
語
部
分
の
語
り
（
＝
男
へ
の
「
共
鳴
共
感
を

誘
う
」
語
り
）
が
対
象
化
さ
れ
、
そ
の
語
る
立
場
を
も
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
が

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
例
え
ば
、
解
説
部
分
の
語
り
（「
か
た
ち
の
い
と

め
で
た
く
お
は
し
け
れ
ば
、
盗
み
て
負
ひ
て
い
で
た
り
け
る
」（
＝
美
人
だ
っ
た
の
で
盗
ん

だ
と
い
う
、
男
の
好
色
性
を
表
す
）
や
「
い
み
じ
う
泣
く
人
の
あ
る
を
聞
き
つ
け
て
」（
＝
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連
れ
去
ら
れ
た
女
の
悲
し
み
を
表
す
）
な
ど
）
と
前
半
部
分
と
を
比
較
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
語
る
立
場
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
男
の
行
為
を
「
純
愛
」
と
し

て
語
る
、
歌
物
語
部
分
の
言
説
の
偏
向
を
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
も
可
能
と
な
る

だ
ろ
う
。

　
以
上
、（
２
）
で
は
、
教
科
書
教
材
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
に
お
け
る
「
男

が
女
を
盗
む
話
」
の
語
ら
れ
方
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
本
話
は
合
意
な
き

ま
ま
女
が
掠
奪
さ
れ
た
（
＝
男
が
女
を
「
か
ら
う
じ
て
盗
み
出
で
」
た
）
パ
タ
ー
ン
と

な
っ
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
前
半
の
歌
物
語
部
分
で
は
男
の
心
情
に
寄
り

添
っ
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
、
男
の
行
動
が
一
途
な
「
純
愛
」
に
基
づ

く
も
の
と
し
て
語
ら
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
が
「
盗
ま
れ
る
」
女
の
心
情
へ
の
忘
却

を
促
す
言
説
と
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、
同
様
の
こ
と
は
、

教
科
書
の
挿
絵
や
教
科
書
ガ
イ
ド
の
記
述
に
も
見
ら
れ
、
こ
れ
ら
作
品
外
部
の

言
説
も
学
習
者
の
読
み
を
方
向
付
け
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。

そ
の
た
め
、「
作
品
の
価
値
」
の
考
察
を
目
指
す
古
典
の
学
習
指
導
で
は
、
そ
れ

ぞ
れ
が
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
い
か
に
語
ら
れ
、
そ
れ
が
い
か
な
る
効
果
を
生

ん
で
い
る
の
か
に
つ
い
て
学
ん
で
い
く
よ
う
な
指
導
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
よ
う
。

（
３
）『
大
和
物
語
』　
段
、『
源
氏
物
語
』
柏
木
の
恋

１５４

　
と
こ
ろ
で
、
以
上
の
よ
う
な
教
科
書
教
材
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」
の
位
相
は
、

他
作
品
と
比
較
す
る
こ
と
で
よ
り
明
ら
か
と
な
る
。
例
え
ば
、『
大
和
物
語
』　１５４

段
は
、「
京
よ
り
来
た
り
け
る
男
」
が
「
い
と
清
ら
に
て
あ
り
け
る
」
大
和
の
女

を
垣
間
見
て
、「
盗
み
て
か
き
抱
き
て
馬
に
う
ち
の
せ
て
逃
げ
」
る
。
そ
の
後
、

女
は
龍
田
山
に
連
れ
て
行
か
れ
て
乱
暴
さ
れ
、
そ
の
場
で
歌
を
詠
ん
で
死
ん
で

し
ま
う
。
本
段
は
以
上
の
よ
う
な
話
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
「
い
と
あ
さ
ま
し

う
お
そ
ろ
し
う
思
ひ
け
り
」、「
女
、
お
そ
ろ
し
と
思
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
」
な

ど
、
盗
ま
れ
た
女
の
心
情
が
縷
々
語
ら
れ
て
お
り
、「
男
が
女
を
盗
む
」
行
為
の

持
つ
暴
力
性
が
露
わ
に
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
歌
を
詠
み
息
絶
え
た
女
を
見
て
、

男
は
意
外
な
こ
と
と
し
て
驚
き
涙
し
て
い
る
（「
い
と
あ
さ
ま
し
う
て
な
む
、
男
抱

き
も
ち
て
泣
き
け
る
」）
の
だ
が
、
こ
の
驚
き
の
叙
述
に
は
、「
女
を
盗
む
」
行
為
に

お
い
て
、
い
か
に
男
が
自
分
勝
手
で
あ
り
女
の
心
情
に
無
頓
着
で
あ
る
か
、
と

い
う
語
り
手
の
批
評
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
ま
た
、
同
様
の
例
と
し
て
は
『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
と
女
三
宮
の
密
通
に
つ

い
て
の
語
り
を
あ
げ
る
こ
と
が
で

　
女
三
宮
を
偶
然
垣
間
見
た
柏
木
は
、「
わ
が
昔
よ
り
の
心
ざ
し
の
し
る
し
あ
る

べ
き
に
や
と
契
り
う
れ
し
き
心
地
」（
新
編
全
集
『
源
氏
物
語
』
④
「
若
菜
上
」
一
四

四
）
が
す
る
。
女
三
宮
を
垣
間
見
で
き
た
こ
と
で
、
自
分
の
恋
情
が
報
わ
れ
る
前

兆
だ
と
一
方
的
に
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。
む
ろ
ん
こ
こ
で
の
柏
木
に
は
、〝
垣
間

見
に
よ
る
恋
の
始
ま
り
と
成
就
〟
と
い
う
、
王
朝
物
語
に
お
け
る
男
主
人
公
の

類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
が
意
識
さ
れ
て
い
よ
う
。

　
そ
の
後
、
思
い
を
募
ら
せ
た
柏
木
は
、「
見
ず
も
あ
ら
ず
見
も
せ
ぬ
人
の
恋
し

く
は
あ
や
な
く
今
日
は
な
が
め
暮
ら
さ
む
」（『
伊
勢
物
語
』
九
九
段
）
を
引
い
た
手

紙
を
女
三
宮
に
送
る
（
④
「
若
菜
上
」
一
四
八
）。
こ
の
歌
は
業
平
か
ら
二
条
后
へ

の
歌
と
も
伝
え
ら
れ
て
お
り
（「『
見
も
せ
ぬ
人
の
恋
し
き
は
』
な
ど
申
す
こ
と
も
、
こ

の
（
業
平
と
二
条
后
の
）
御
な
か
ら
ひ
の
ほ
ど
と
こ
そ
は
う
け
た
ま
は
れ
」
新
編
全
集
『
大

鏡
』
二
九
）、
柏
木
が
高
貴
な
女
（
二
条
后
）
を
盗
む
男
主
人
公
（
業
平
）
に
自
己

像
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
そ
し
て
密
通
の
時
、
女
三
宮
を
見
た
柏
木
は
理
性
を
失
い
、「
い
づ
ち
も
い
づ

き
る
。

（
注
６
）
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ち
も
率
て
隠
し
た
て
ま
つ
り
て
、
わ
が
身
も
世
に
経
る
さ
ま
な
ら
ず
、
跡
絶
え

て
や
み
な
ば
や
と
ま
で
思
ひ
乱
れ
」
る
（
④
「
若
菜
下
」
二
二
六
）。
昔
男
よ
ろ
し

く
、
柏
木
は
こ
こ
で
高
貴
な
女
（
女
三
宮
）
を
盗
む
こ
と
を
思
う
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
同
衾
後
、
柏
木
は
自
分
へ
の
共
感
を
女
三
宮
に
求
め
る
。
業
平
と
二
条
后

と
の
関
連
か
ら
考
え
る
と
、
こ
れ
は
互
い
に
心
通
わ
せ
る
男
女
（「
女
（
の
）
こ
ヽ

ろ
（
を
）
あ
わ
せ
て
」）
に
自
分
た
ち
の
「
恋
愛
」
を
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
行

為
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
女
三
宮
は
沈
黙
を
続
け
る
。
す
る

と
柏
木
は
、
宮
を
「
か
き
抱
き
て
」
格
子
の
所
ま
で
行
き
、「
す
こ
し
思
ひ
の
ど

め
よ
と
思
さ
ば
、
あ
は
れ
と
だ
に
の
た
ま
は
せ
よ
」（
④
「
若
菜
下
」
二
二
八
）
と
、

さ
ら
に
「
あ
は
れ
」
の
共
感
を
求
め
続
け
る
の
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
女
三
宮
か

ら
共
感
の
言
葉
が
漏
ら
さ
れ
る
こ
と
は
最
後
ま
で
な
い
。

　
密
通
後
、
源
氏
に
露
顕
し
た
こ
と
を
知
っ
た
柏
木
は
病
が
ち
と
な
り
、
つ
い

に
は
死
へ
と
向
か
っ
て
い
く
。
そ
う
し
た
柏
木
が
、
最
後
ま
で
女
三
宮
に
求
め

続
け
た
の
が
自
分
へ
の
共
感
で
あ
っ
た
（
④
「
柏
木
」
二
九
一
）。
だ
が
女
三
宮
は
、

「
お
ほ
か
た
の
あ
は
れ
ば
か
り
は
思
ひ
知
ら
る
れ
ど
」（
④
「
柏
木
」
二
九
二
）、
柏

木
の
恋
心
に
つ
い
て
は
、
最
後
ま
で
「
う
た
て
に
の
み
思
」
っ
て
い
る
の
で
あ

る
（
④
「
柏
木
」
三
一
九
）。

　
以
上
の
よ
う
な
柏
木
の
恋
を
、「
男
が
女
を
盗
む
話
」
と
の
関
連
か
ら
ま
と
め

れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
柏
木
は
、
自
分
と
女
三
宮
と
の
関
係
を
、
業

平
と
二
条
后
と
の
関
係
に
重
ね
合
わ
せ
よ
う
と
し
た
。
そ
の
た
め
、
女
三
宮
に

も
二
条
の
后
の
よ
う
な
、
男
の
気
持
ち
へ
の
共
感
（「
女
（
の
）
こ
ヽ
ろ
（
を
）
あ

わ
せ
て
」【
Ⅰ
型
】）
を
求
め
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
結
局
、
男
に
と
っ
て
都
合
の
い

い
幻
想
を
女
に
強
要
す
る
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。「
盗
ま
れ
る
」
女
三
宮
に

と
っ
て
、
そ
ん
な
男
に
押
し
付
け
ら
れ
た
幻
想
は
迷
惑
な
こ
と
で
し
か
な
い
の

で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
に
関
わ
る

「
恋
愛
」
の
幻
想
に
囚
わ
れ
た
男
の
姿
が
批
評
的
に
描
か
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

（
４
）『
源
氏
物
語
』
紫
の
上
の
人
生

　
教
科
書
教
材
で
あ
る
『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」、
ま
た
『
大
和
物
語
』　
段
、

１５４

『
源
氏
物
語
』
の
柏
木
の
恋
を
み
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、「
男
が
女
を
盗
む
話
」

は
男
の
立
場
か
ら
語
ら
れ
て
お
り
、「
盗
ま
れ
る
」
女
の
側
に
立
っ
た
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
男
た
ち
は
、
容
易
に
こ
の
類
型
化
し
た

パ
タ
ー
ン
に
同
化
し
、
同
じ
よ
う
な
幻
想
に
生
き
よ
う
と
す
る
。
で
は
、
女
た

ち
は
、
こ
の
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
と
ど
の
よ
う
に
〈
対
話
〉
し
て
い
っ
た
の

で
あ
ろ
う
か
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、『
源
氏
物
語
』
に
お
け

る
紫
の
上
の
語
ら
れ
方
は
参
考
に
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
立
石
和
弘
の
的

確
な
指
摘
が
あ
る
の
で
、
以
下
引
用
し
て
み

歌
物
語
の
嫁
盗
み
は
、
女
が
死
ん
で
終
わ
る
の
が
常
套
で
あ
っ
た
。『
源
氏

物
語
』
の
若
紫
掠
奪
は
、
そ
う
し
た
物
語
の
定
型
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ

の
後
に
女
が
生
き
延
び
た
と
き
、
ど
の
よ
う
な
生
が
あ
り
え
る
の
か
を
描

い
て
い
る
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
ひ
と
つ
の
実
験
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

／
「
思
い
通
り
に
な
る
女
」
と
い
う
幻
想
と
向
き
合
い
、
そ
の
欲
望
に
応

え
続
け
て
き
た
の
は
、
正
式
な
結
婚
を
拒
ま
れ
、
強
引
に
連
れ
出
さ
れ
、

屋
敷
に
据
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
夫
以
外
に
身
を
置
く
場
所
を
失
っ
た
か
ら

で
あ
っ
た
。
理
想
的
な
妻
と
し
て
の
端
正
な
振
る
舞
い
も
、
理
想
的
で
あ

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
が
あ
っ
た
。
／
物
語
は
そ
う
し
た
環
境
を
設
定
す
る

こ
と
で
、
求
め
ら
れ
て
い
る
役
割
を
演
じ
、
男
の
幻
想
と
向
き
合
い
な
が

た
い
。

（
注
７
）
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ら
、
や
が
て
、
そ
れ
と
齟
齬
を
き
た
し
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
内
奥

を
抱
え
込
む
紫
の
上
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
く
。
／
紫
の
上
の
内
面
を

通
し
て
批
判
さ
れ
、
相
対
化
さ
れ
て
い
く
も
の
は
、
男
社
会
に
あ
っ
て
、

物
の
よ
う
に
し
て
扱
わ
れ
る
女
、
思
い
通
り
に
な
る
存
在
と
し
て
扱
わ
れ

る
女
の
位
置
づ
け
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
そ
れ
は
、
掠
奪
す
る
男
の
幻
想
そ

の
も
の
で
あ
っ
た
。

　
立
石
の
指
摘
で
注
目
す
べ
き
は
、
紫
の
上
の
人
生
と
は
「
盗
ま
れ
た
女
」
の

そ
の
後
で
あ
り
、
作
品
で
は
そ
う
し
た
女
に
「
ど
の
よ
う
な
生
が
あ
り
え
る
の

か
」
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
と
す
る
点
で
あ
る
。

　
前
述
し
た
よ
う
に
、「
男
が
女
を
盗
む
」
行
動
は
、「
盗
ま
れ
た
女
」
の
側
へ

の
配
慮
を
欠
い
た
、
男
の
幻
想
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
支
配
さ
れ
て
い
た
。
そ

し
て
、
そ
う
し
た
「
盗
ま
れ
た
」
後
の
環
境
（
＝
正
式
な
結
婚
で
は
な
い
状
態
）
を

女
が
生
き
延
び
て
い
く
た
め
に
は
、
男
の
「
思
い
通
り
に
な
る
」「
理
想
的
な

妻
」
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
男

の
幻
想
と
向
き
合
い
」、「
思
い
通
り
に
な
る
女
」
と
し
て
生
き
て
き
た
紫
の
上

も
、
や
が
て
「
齟
齬
を
き
た
し
、
そ
こ
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
内
奥
を
抱
え
込
」

ん
で
生
き
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
紫
の
上
の
姿
を
通
し
て
作
品
で
批
評
さ
れ
て
い
る
の
が
、
そ
の
よ

う
に
女
を
扱
っ
て
い
く
「
男
の
幻
想
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
、

女
に
は
「
ど
の
よ
う
な
生
が
あ
り
え
る
の
か
」
と
い
う
問
い
が
、
作
品
か
ら
読

者
に
投
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
男
が
女
を
盗
む
話
」
と

い
っ
た
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
と
作
品
と
が
〈
対
話
〉
を
し
、
そ
の
結
果
、
社

会
や
人
間
へ
の
問
い
か
け
・
批
評
が
な
さ
れ
る
、
そ
う
し
た
局
面
を
見
出
す
こ

と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
〈
対
話
〉
に
よ
っ
て
問
い
の
深
ま
り

が
見
ら
れ
る
教
材
に
こ
そ
、
そ
の
「
作
品
の
価
値
」
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
、

新
し
い
学
習
指
導
要
領
が
目
指
す
よ
う
な
学
習
を
、
教
室
で
よ
り
豊
か
に
実
践

し
う
る
の
で
あ
る
。

五
　
お
　
わ
　
り
　
に

　
最
後
に
本
稿
の
内
容
を
簡
単
に
ま
と
め
た
い
。
本
稿
で
は
、
新
し
い
学
習
指

導
要
領
が
目
指
す
古
典
指
導
の
特
色
と
し
て
「
作
品
の
価
値
に
つ
い
て
考
察
す

る
」
と
い
う
学
習
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
次
に
、
そ
う
し
た
学
習
を
よ
り

豊
か
に
実
践
す
る
た
め
、
類
型
化
し
た
パ
タ
ー
ン
の
語
ら
れ
方
（
①
作
品
内
部
で

の
語
ら
れ
方
、
②
作
品
外
部
で
の
語
ら
れ
方
）
に
焦
点
を
あ
て
、
そ
こ
で
の
〈
対
話
〉

の
あ
り
よ
う
を
考
察
す
る
学
習
を
提
案
し
た
。
さ
ら
に
、
そ
の
例
と
し
て
「
男

が
女
を
盗
む
話
」
を
取
り
あ
げ
、
分
析
の
視
点
を
提
示
し
た
。
今
後
は
、
こ
う

し
た
教
材
化
に
よ
っ
て
い
か
な
る
授
業
展
開
が
考
え
ら
れ
る
の
か
、
さ
ら
に
考

察
を
深
め
た
い
。

付
記
　
本
研
究
は
、
文
部
科
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
（
基
盤
（
Ｃ
））（
課
題

番
号
２
１
５
３
０
９
４
９
）
の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。

注１
　
こ
れ
以
外
の
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
「
古
典

Ａ
」
の
「
内
容
」
に
お
い
て
、
現
行
の
「
古
典
講
読
」
の
「
内
容
」
に
は
な

か
っ
た
、「
エ
　
伝
統
的
な
言
語
文
化
に
つ
い
て
の
課
題
を
設
定
し
、
様
々
な

―　　―８５



資
料
を
読
ん
で
探
究
し
て
、
我
が
国
の
伝
統
と
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め

る
こ
と
」
と
い
う
学
習
内
容
が
追
加
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ

れ
は
、
小
・
中
学
校
の
新
し
い
学
習
指
導
要
領
に
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
と

国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
」
が
新
設
さ
れ
る
と
い
っ
た
、「
伝
統
的
な
言
語

文
化
」
の
指
導
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
方
針
が
あ

ら
わ
れ
た
も
の
と
い
え
る
。

２
　
立
石
和
弘
「
女
性
拉
致
の
話
型
組
成
」（『
国
文
学
』
第
五
〇
巻
四
号
、
学

燈
社
、
二
〇
〇
五
、
六
三
ペ
ー
ジ
）

３
　
注
２
立
石
論
文
、
六
三
ペ
ー
ジ
。

４
　
新
し
い
学
習
指
導
要
領
「
古
典
Ａ
」「
古
典
Ｂ
」
の
「
内
容
」
に
お
い
て
は
、

古
典
の
読
解
に
関
わ
る
指
導
例
と
し
て
、
時
代
や
題
材
を
同
じ
く
す
る
古
典

作
品
と
の
読
み
比
べ
（
Ａ
ウ
・
Ｂ
イ
）
や
文
章
中
の
表
現
を
根
拠
と
し
た
話

し
合
い
（
Ｂ
ウ
）、
課
題
の
設
定
・
調
査
・
報
告
（
Ｂ
エ
）
な
ど
の
活
動
が
例

示
さ
れ
て
い
る
。

５
　
竹
村
信
治
「
伊
勢
物
語
『
芥
川
』
段
小
考
」（『
国
語
教
育
研
究
』
第
四
八

号
、
二
〇
〇
七
・
三
、
九
二
ペ
ー
ジ
）

６
　
柏
木
の
物
語
と
「
男
が
女
を
盗
む
話
」
と
の
関
わ
り
は
、
王
権
の
問
題
や

柏
木
の
政
治
的
な
位
置
づ
け
な
ど
問
題
と
す
べ
き
点
は
多
い
。
し
か
し
こ
こ

で
は
、
身
勝
手
な
男
の
幻
想
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
側
面
に
つ
い
て
の
み
取
り

あ
げ
て
い
る
。

７
　
立
石
和
弘
『
男
が
女
を
盗
む
話
　
紫
の
上
は
「
幸
せ
」
だ
っ
た
の
か
』（
中

公
新
書
、
二
〇
〇
八
・
九
、
一
五
八
～
一
五
九
ペ
ー
ジ
）

―　　―８６


