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星
』
と
い
っ
た
文
芸
誌
に
つ
い
て
い
ち
早
く
着
目
・
言
及
し
た
の
が
藤
森
清
で

あ
る
。
（
５
）

藤
森
は
テ
ク
ス
ト
に
「
引
用
」
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
文
学
作
品
や
文
芸
誌

の
「
固
有
名
」
が
担
う
機
能
を
指
摘
し
て
い
る
が
（
後
述
）、
一
方
で
「
田
舎

教
師
」
が
以
下
の
よ
う
な
雑
誌
の
「
固
有
名
」
を
も
記
し
て
い
る
点
は
従
来
着

目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
引
用
す
る
の
は
、着
任
前
に
清
三
が
校
長
宅
を
訪
れ
、

「
校
長
の
室
」
に
目
を
向
け
る
場
面
で
あ
る
。
（
６
）

（
前
略
）
茅
葺
屋
根
の
一
軒
立
で
は
あ
る
が
、
つ
く
り
は
総
て
百
姓
家

の
構
で
、
広
い
入
口
、
六
畳
と
八
畳
と
続
い
た
室
の
前
に
小
さ
な
庭
が
あ

る
ば
か
り
で
、
細
君
の
だ
ら
し
の
な
い
姿
も
、
子
供
の
泣
顔
も
、
茶
の
間

の
長
火
鉢
も
、
畳
の
汚
れ
て
破
れ
た
の
も
、
表
か
ら
く
る
人
の
眼
に
皆
映

つ
た
。
校
長
の
室
に
は
学
校
管
理
法
や
心
理
学
や
教
育
時
論
の
赤
い
表
紙

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
ど
が
見
え
た

0

0

0

0

0

0

。（
三
）

開
発
社
よ
り
明
治
一
八
年
四
月
に
創
刊
さ
れ
た
教
育
雑
誌
『
教
育
時
論
』は
、

明
治
二
〇
年
代
に
は
既
に
「
代
表
的
な
教
育
雑
誌
と
し
て
数
え
ら
れ
」、「
時

は
じ
め
に

田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』（
左
久
良
書
房
、明
治
四
二
年
一
〇
月
）
を
め
ぐ
っ

て
こ
れ
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
論
考
は
膨
大
な
数
に
登
る
。
宇
野
憲
治
や
（
１
）
安
藤
恭

子
は
（
２
）

早
い
時
期
に
こ
れ
ら
を
系
統
づ
け
て
整
理
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
も
挙
げ

ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
林
清
三
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
実
在
の
小
学
校
教
員
・
小

林
秀
三
の
「
日
記
」
（
３
）と

の
関
連
性
に
つ
い
て
は
特
に
多
く
の
指
摘
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
い
わ
ば
「
田
舎
教
師
」
論
に
お
け
る
一
つ
の
前
提
と
も
言
え
る
も
の
だ

が
、
そ
の
一
方
で
物
語
化
さ
れ
た
「
日
記
」
と
し
て
の
側
面
に
の
み
収
斂
し
な

い
表
現
性
に
着
目
し
た
研
究
も
数
多
く
な
さ
れ
て
い
る
。
特
に
近
年
で
は
テ
ク

ス
ト
外
の
諸
言
説
と
の
関
係
性
に
も
考
察
が
及
び
、
（
４
）「
田
舎
教
師
」
は
同
時
代

の
言
説
状
況
を
戦
略
的
に
取
り
込
み
な
が
ら
構
築
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
捉

え
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
。

清
三
が
愛
読
す
る
「
武
蔵
野
」
な
ど
の
文
学
作
品
や
『
文
芸
倶
楽
部
』・『
明

『
田
舎
教
師
』
の
「
理
想
」
の
行
方

︱ 

林
清
三
を
取
り
巻
く
言
葉
と
ま
な
ざ
し 

︱

出

　

木

　

良

　

輔
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も
ち
ろ
ん「
田
舎
教
師
」の
表
現
性
を
同
時
代
の
文
化
・
社
会
状
況
の「
再
現
」

性
に
の
み
単
純
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。考
え
て
み
た
い
の
は
、「
田
舎
教
師
」

と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
、明
治
後
期
の
教
員
を
取
り
巻
く
言
説
編
成
を
反
映
し「
再

現
」
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
を
相
対
化
す
る
よ
う
な
可
能
性
を
も
有
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
林
清
三
と
い
う
教
員
を
取
り
巻
く
人
々
や
言
葉
の
あ

り
よ
う
に
つ
い
て
検
討
し
、「
田
舎
教
師
」
の
教
員
表
象
に
つ
い
て
再
考
す
る

こ
と
が
本
稿
の
主
眼
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
ま
ず
、
清
三
に
対
し
「
人
間
と
し

て
の
理
想
の
ラ
イ
フ
」（
十
四
）
を
説
く
山
形
古
城
（
成
願
寺
住
職
）
の
語
り

や
彼
が
勧
め
る
『
武
蔵
野
』
が
明
治
後
期
の
教
育
の
言
説
空
間
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
か
を
確
認
し
、
清
三
と
い
う
教
員
に

と
っ
て
そ
れ
ら
の
言
説
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
ち
得
た
の
か
考
察
す
る
。
加

え
て
、
遊
郭
通
い
や
借
金
の
滞
納
と
い
っ
た
自
堕
落
な
生
活
に
向
か
い
な
が
ら

も
「
真
面
目
」
に
な
っ
て
ゆ
く
清
三
の
姿
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
こ
と
で
、
清

三
の
内
面
変
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
追
う
。

ま
た
、こ
の
よ
う
な
清
三
の
内
面
は
ほ
と
ん
ど
が
独
白
な
ど
の
形
で
語
ら
れ
、

読
者
に
の
み
提
示
さ
れ
て
い
る
。
清
三
の
死
後
を
描
く
物
語
結
末
部
に
お
い
て

こ
の
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
効
果
を
生
ん
で
い
る
の
か
、
彼
の
教
え
子
で
あ
り
後

に
小
学
校
教
員
に
な
っ
た
と
さ
れ
る
田
原
秀
子
の
存
在
に
着
目
し
つ
つ
検
討
を

加
え
た
い
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
を
通
じ
て
、「
田
舎
教
師
」
と
い
う
、
明
治
後
期
の
学

事
の
代
表
的
と
思
え
る
教
育
問
題
を
と
り
あ
げ
」
る
こ
と
を
特
長
と
す
る
「
教

育
時
事
報
道
誌
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
う
。
（
７
）

当
時
の
同
誌
に
は
紅
色
の

表
紙
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、「
赤
い
表
紙
」
と
い
う
引
用
部
の
記
述
と
も
合
致

す
る
。
さ
ら
に
付
け
加
え
て
お
く
と
、
校
長
宅
を
訪
れ
た
際
に
『
教
育
時
論
』

を
目
に
す
る
と
い
っ
た
内
容
の
記
述
は
モ
デ
ル
の
「
日
記
」
に
は
存
在
し
て
い

な
い
た
め
、
（
８
）「
校
長
の
室
」
や
『
教
育
時
論
』
を
描
く
一
連
の
場
面
は
花
袋
の

創
作
と
考
え
て
良
い
だ
ろ
う
。「
田
舎
教
師
」
に
は
、教
育
雑
誌
と
い
う
メ
デ
ィ

ア
を
通
し
て
教
育
関
係
の
時
事
や
文
化
・
思
想
の
学
習
に
努
め
る
地
方
在
住
教

員
（
校
長
）
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

も
っ
と
も
、
右
の
引
用
部
直
後
の
「
学
校
教
授
法
の
実
験
に
興
味
を
持
つ
人

間
と
、
詩
や
歌
に
あ
く
が
れ
て
居
る
青
年
と
が
か
う
し
て
長
く
相
対
し
て
坐
つ

た
。」（
三
）
と
い
う
一
節
か
ら
も
垣
間
見
え
る
よ
う
に
、
こ
の
場
面
に
お
い
て

は
文
学
青
年
・
清
三
が
校
長
と
対
比
さ
れ
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
点
こ
そ
が

重
要
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
だ
と
し
て
も
、
教
育
雑
誌
『
教
育
時

論
』
の
名
が
こ
こ
に
記
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
は
さ
ほ
ど
小
さ
く
な
い
は
ず
だ
。
（
９
）

先
に
触
れ
た
藤
森
は
、実
在
の
文
学
作
品
や
文
芸
誌
の「
固
有
名
」を
多
数「
引

用
」
す
る
「
田
舎
教
師
」
か
ら
「
明
治
30
年
代
の
時
代
状
況
、
特
に
そ
の
文
学

的
状
況
を
再
現
し
よ
う
と
い
う
意
図
」が
読
み
取
れ
る
と
説
く
。
し
て
み
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
同
じ
く
実
在
の
教
育
雑
誌
の
名
を
も
映
す
「
田
舎
教
師
」
は
、
明

治
後
期
の
教
員
た
ち
を
取
り
巻
く
言
説
状
況
と
も
接
続
さ
れ
得
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か（

10
）
。
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に
は
中
等
・
高
等
学
校
へ
の
転
任
と
い
っ
た
、あ
ら
ゆ
る
階
層
上
昇
が
「
虚
栄
」

の
発
露
な
ど
と
し
て
否
定
的
に
語
ら
れ
る
と
共
に
、
そ
れ
を
志
向
す
る
教
員
に

「
俗
物
」
な
ど
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
が
貼
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
と
な
る（

12
）
。

地
方
で
の
教
職
に
一
生
を
捧
げ
る
教
員
を
「
村
夫
子
」
な
ど
と
称
し
な
が
ら

神
聖
化
す
る
明
治
後
期
の
教
育
言
説
だ
が
、
そ
れ
ら
の
語
り
と
「
田
舎
教
師
」

の
登
場
人
物
た
ち
の
語
り
、
と
り
わ
け
都
市
と
地
方
を
め
ぐ
る
そ
れ
の
あ
り
よ

う
を
対
比
し
て
み
る
と
、
林
清
三
と
い
う
地
方
在
住
教
員
を
取
り
巻
く
言
葉
が

同
時
代
の
文
脈
の
中
で
持
ち
得
た
意
味
も
浮
上
し
て
く
る
。
教
員
の「
都
会
熱
」

を
諌
め
る
言
説
は
明
治
三
〇
年
代
の
『
教
育
時
論
』
に
も
複
数
見
ら
れ
る
が（

13
）
、

都
市
と
地
方
を
語
る
教
育
雑
誌
掲
載
記
事
の
一
例
と
し
て
興
味
深
い
の
が
天
野

雉
彦
「
都
会
よ
り
田
舎
へ
」（『
教
育
学
術
界
』
明
治
四
一
年
一
一
月
）
だ
。
こ

こ
に
は
以
下
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

君
都
会
の
生
活
は
罪
の
生
活
だ
よ
。
都
会
の
住
人
は
、
旅
心
で
、
尻
が

落
ち
付マ
マ

い
て
居
な
い
処
か
ら
、「
旅
の
恥
は
か
き
捨
て
」
と
い
ふ
考
が
都

会
に
住
む
凡
て
の
人
々
の
心
の
底
に
潜
ん
で
居
る
。
都
会
が
罪
悪
の
淵
叢

と
な
る
の
は
こ
れ
か
ら
起
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
富
者
の
専
横
、
貴
族

の
跋
扈
、
官
吏
の
収
賄
、
軍
人
の
腐
敗
、
貴
婦
人
の
虚
栄
、
男
女
学
生
の

堕
落
と
、
ご
つ
た
が
へ
し
に
、
殆
ん
ど
罪
の
塵
塚
の
感
が
あ
る
。

「
都
会
」
に
住
む
「
僕
」
が
「
田
舎
」
に
住
む
「
君
」
に
語
り
か
け
る
形
式
の

テ
ク
ス
ト
だ
が
、
都
市
へ
の
移
動
を
否
定
的
に
語
る
教
育
言
説
の
パ
タ
ー
ン
が

こ
こ
で
も
反
復
さ
れ
て
い
る
。
同
時
に
、「
富
者
の
専
横
」
や
「
貴
族
の
跋
扈
」

校
教
員
を
描
く
言
説
が
持
ち
得
た
意
味
や
批
評
性
を
捉
え
て
ゆ
く
こ
と
が
本
稿

の
狙
い
で
あ
る
。

一
、「
武
蔵
野
」
と
い
う
教
育
装
置

「
田
舎
教
師
」
は
、「
人
間
と
し
て
の
理
想
の
ラ
イ
フ
」
や
「
理
想
的
な
生
活
」

（
二
十
六
）
を
模
索
し
、
様
々
な
方
向
に
揺
れ
動
く
小
学
校
教
員
・
林
清
三
の

姿
を
描
き
出
す
。
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
「
理
想
」
な
る
も
の
を
め
ぐ
る
語
り

の
様
相
に
つ
い
て
、
同
時
代
の
教
育
雑
誌
が
教
員
た
ち
に
対
し
提
示
し
て
い
た

「
理
想
的
な
生
活
」
の
あ
り
よ
う
を
確
認
し
な
が
ら
検
討
し
て
ゆ
く
。

明
治
後
期
の
教
育
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
教
育
小
説
」
と
「
田
舎
教
師
」
の

関
係
性
に
つ
い
て
は
和
田
敦
彦
が
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
。
和
田
は
同
時
代
の

「
教
育
小
説
」
群
と
「
田
舎
教
師
」
の
共
通
性
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
も
、「
理
想

の
小
学
教
員
像
を
描
き
出
そ
う
と
す
る
」「
教
育
小
説
」
と
違
っ
て
「
具
体
的

な
理
想
像
や
、
具
体
的
に
成
し
遂
げ
た
何
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
特
に
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
名
」
が
残
る
、
石
碑
が
残
る
」
と
い
う
「
田
舎
教
師
」
の

物
語
の
特
異
性
を
指
摘
す
る（

11
）
。

こ
こ
で
言
う
「
教
育
小
説
」
と
は
教
員
を
読
者
と
し
て
想
定
す
る
教
訓
小
説

の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
の
多
く
は
功
名
心
を
忘
れ
て
地
方
や
郊
外
で
の
教
職
に

一
生
を
捧
げ
る
よ
う
な
（
特
に
小
学
校
）
教
員
を
神
聖
な
る
〈
理
想
の
教
員
像
〉

と
し
て
表
象
す
る
。
一
方
で
こ
う
し
た
小
説
や
論
説
な
ど
も
含
め
た
同
時
代
の

教
育
言
説
に
お
い
て
は
、
都
市
へ
の
転
勤
や
実
業
界
・
政
界
へ
の
進
出
、
さ
ら
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る
教
育
言
説
に
お
い
て
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
他
で
も
な
い

国
木
田
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
例
え
ば
、
同
文
館
発
行

の
教
育
雑
誌
『
教
育
学
術
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
抱
檞
生
（
沼
田
笠
峰
）「
東
京

西
郊

汽

車
の
窓
」（『
教
育
学
術
界
』
明
治
四
〇
年
一
二
月
）
の
語
り
手
は
独
歩
の
「
武

蔵
野
」
と
実
際
の
武
蔵
野
の
光
景
を
重
ね
あ
わ
せ
、
以
下
の
よ
う
に
語
る
。

六
年
の
昔
、
汽
車
の
窓
で
『
武
蔵
野
』
を
読
ん
だ
、
而
も
そ
れ
は
、
徒

ら
に
文
字
を
辿
つ
た
の
み
で
あ
つ
た
。爾
来
六
年
を
経
て
ま
た
秋
を
迎
へ
、

身
は
武
蔵
野
の
片
ほ
と
り
に
在
つ
て
、
同
じ
く
汽
車
の
窓
で
『
武
蔵
野
』

の
一
節
を
心
に
浮
べ
る
。
あ
ら
、
武
蔵
野
！
　
い
ま
さ
ら
に
昔
な
つ
か
し

い
矣
。（
中
略
）

見
よ
、
野
末
に
さ
び
し
い
一
軒
家
か
ら
も
、
夕
の
燈
火
が
漏
れ
て
、
楽

し
さ
う
な
団ま
と
ゐ欒

の
聞こ

え
（
マ
マ
）

が
聞
こ
え
る
で
は
な
い
か
。（
中
略
）
け
れ
ど
も
、

憐
れ
む
べ
し
！
　
遊
子
の
懐
に
は
、
う
す
寒
い
秋
風
が
吹
き
入
る
外
、
何

物
を
も
取
り
入
る
こ
と
は
出
来
な
い
。

郊
外
の
「
一
軒
家
」
に
見
え
る
「
団ま
と
ゐ欒

」
を
美
し
く
理
想
的
な
も
の
と
し
て

提
示
し
、
一
方
で
そ
れ
を
享
受
し
得
な
い
「
遊
子
」、
い
わ
ば
社
会
的
成
功
を

求
め
て
移
動
を
繰
り
返
す
人
々
を
「
憐
れ
む
」べ
き
も
の
と
し
て
語
る
記
述
だ
。

「
武
蔵
野
」
に
描
か
れ
る
よ
う
な
牧
歌
的
な
郊
外
の
美
が
こ
う
し
た
論
理
を
支

え
る
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
時
に
「
何

で
も
好
い
か
ら
」「
社
会
を
風
靡
す
る
や
う
な
こ
と
」（
二
十
六
）
や
「
何
か
一

つ
大
き
な
こ
と
で
も
為
た
い
」（
三
十
六
）
な
ど
と
語
り
、
様
々
な
手
段
で
階

を
「
都
会
の
生
活
」
の
象
徴
と
し
て
語
る
右
の
記
述
が
、
東
京
を
「
人
の
弱
点

を
利
用
し
た
り
、
朋
党
を
作
つ
て
人
を
陥
れ
た
り
、
一
歩
で
も
人
の
さ
き
に
出

や
う
出
や
う
と
齷
齪
し
て
居
る
」
人
々
の
「
蝸
牛
角
上
の
争
闘
」
の
場
と
し
て

語
り
（
十
四
）、「
人
間
と
し
て
の
理
想
の
ラ
イ
フ
」
か
ら
程
遠
い
場
と
し
て
位

置
づ
け
て
ゆ
く
山
形
古
城
の
言
説
と
似
通
っ
た
も
の
で
も
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ

な
い
。
都
市
と
地
方
を
め
ぐ
る
古
城
の
語
り
は
、
教
員
を
取
り
巻
く
同
時
代
言

説
の
あ
り
よ
う
を
な
ぞ
る
か
の
よ
う
な
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
だ
。

清
三
に
対
し
古
城
が
国
木
田
独
歩
の
『
武
蔵
野
』
を
読
む
よ
う
勧
め
る
と
い

う
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
こ
の
こ
と
を
裏
付
け
る
。「
武
蔵
野
」や「
忘
れ
得
ぬ
人
々
」は
、

清
三
の
「
自
然
の
見
方
」
に
影
響
を
与
え
た
も
の
と
し
て
し
ば
し
ば
注
目
さ
れ

て
き
た
が（

14
）
、
永
井
聖
剛
が
指
摘
す
る
よ
う
に
地
方
生
活
を
送
る
清
三
の
（「
屈

折
し
た
」）
現
状
肯
定
を
支
え
る
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
が
機
能
し
て
い
る
点
に

も
注
目
す
べ
き
だ
ろ
う（

15
）
。
特
に
「
武
蔵
野
」
に
描
か
れ
る
牧
歌
的
で
平
和
な

郊
外
生
活
の
イ
メ
ー
ジ
は
、上
京
経
験
者
の
古
城
が
語
る
「
蝸
牛
角
上
の
争
闘
」

に
満
ち
た
「
都
会
」
の
イ
メ
ー
ジ
と
相
補
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ

と
が
可
能
だ
ろ
う
。「
田
舎
」
│
「
都
会
」
と
い
う
二
元
論
的
な
発
想
に
基
づ

い
て
前
者
を
聖
・
善
な
る
も
の
、
後
者
を
俗
・
悪
な
る
も
の
と
し
て
語
る
こ
れ

ら
の
言
説
を
吸
収
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
清
三
は
自
ら
の
地
方
生
活
を
、
そ
し

て
そ
こ
で
「
名
誉
」
と
縁
遠
い
小
学
校
教
員
の
職
に
身
を
置
く
こ
と
を
「
理
想

の
ラ
イ
フ
」
と
し
て
称
揚
し
、
自
己
を
慰
藉
し
て
ゆ
く
。

何
よ
り
重
要
な
の
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
地
方
や
郊
外
で
の
生
活
を
賛
美
す
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素
が
出
そ
ろ
っ
て
い
た
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

17
）
。
ま
た
、
柳
田
國
男

も
武
蔵
野
に
代
表
さ
れ
る
郊
外
や
地
方
で
の
生
活
を
理
想
化
す
る
当
時
の
言
説

状
況
を
「
武
蔵
野
趣
味
」
と
い
う
言
葉
で
捕
捉
し
て
い
る
よ
う
に（

18
）
、
こ
の
よ

う
に
郊
外
や
地
方
で
の
生
活
を
過
剰
な
ま
で
に
美
化
す
る
記
述
は
教
育
雑
誌
に

お
い
て
の
み
展
開
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

と
は
い
え
、
先
述
の
通
り
教
員
の
階
層
上
昇
や
都
市
へ
の
移
動
に
対
す
る
否

定
的
な
表
現
を
反
復
し
て
き
た
教
育
雑
誌
に
お
い
て
、「
武
蔵
野
」
の
固
有
名

が
用
い
ら
れ
な
が
ら
郊
外
や
農
村
で
の
生
活
が
美
化
さ
れ
て
い
た
事
実
は
看
過

出
来
な
い
。
以
上
見
て
き
た
教
育
雑
誌
掲
載
記
事
か
ら
は
、
地
方
在
住
教
員
の

上
昇
願
望
を
抑
制
し
、
い
わ
ば
「
ク
ー
ル
・
ア
ウ
ト
」（

19
）
を
促
す
教
育
装
置
と
し
て

「
武
蔵
野
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
が
機
能
し
て
い
た
可
能
性
を
見
出
す
こ
と
も
可

能
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
「
武
蔵
野
」
な
ど
を
読
む
こ
と
で
地
方
生
活
を
「
理
想
の

ラ
イ
フ
」
と
し
て
見
出
し
、
都
市
へ
の
憧
れ
や
〈
立
身
出
世
〉
願
望
を
鎮
め
て

ゆ
く
と
い
っ
た
清
三
の
態
度
は
、
明
治
後
期
の
文
学
や
メ
デ
ィ
ア
、
教
育
言
説

に
よ
っ
て
促
さ
れ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ（

20
）
。
こ
う
し
た
意
味
で
、「
武
蔵
野
」

受
容
を
通
し
て
「
田
舎
」で
の
教
員
生
活
に
充
足
感
を
見
出
し
て
ゆ
く
清
三
は
、

明
治
後
期
の
教
育
言
説
を
従
順
に
内
面
化
し
た
教
員
読
者
と
し
て
の
側
面
を
無

自
覚
な
が
ら
も
抱
え
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

二
、「
辛
い
悲
し
い
ラ
イ
フ
」

以
上
の
よ
う
な
諸
言
説
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
清
三
は
「
田
舎
」
と
い
う
場

層
上
昇
を
試
み
る
清
三
の
よ
う
な
教
員
に
対
し
、
右
の
よ
う
な
言
説
は
批
評
性

を
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
武
蔵
野
」
は
郊

外
生
活
を
称
揚
す
る
教
育
言
説
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び
付
け
ら
れ
、
い
わ
ば

一
種
の
教
育
装
置
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
独
歩
の
「
武
蔵
野
」
の
名
を
直
接
は
挙
げ
ず
と
も
、
武
蔵
野
と

い
う
土
地
と
「
自
然
」
へ
の
憧
憬
を
打
ち
出
す
も
の
、
い
わ
ば
「
武
蔵
野
」
を

反
復
す
る
か
の
如
く
美
化
さ
れ
た
郊
外
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
押
し
付
け
る
よ
う

な
も
の
も
教
育
雑
誌
掲
載
記
事
の
中
に
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。「
宛
然
一
幅

の
画
の
中
に
立
つ
て
る
様
な
心
地
」
を
も
た
ら
す
武
蔵
野
の
自
然
の
中
で
「
僕

は
、
此
の
景
色
に
一
年
中
酔
つ
て
見
た
い
」
と
語
る
人
物
像
を
描
き
出
す
石
野

石
碌
「
小説

洪
水
」（『
小
学
校
』
明
治
四
一
年
七
月
五
日
）
が
そ
の
一
例
だ
。
先

の
「
東
京

西
郊

汽
車
の
窓
」
の
書
き
手
で
あ
る
沼
田
笠
峰
は
、「
八
王
子
の
一
日
」（『
教

育
学
術
界
』
明
治
四
三
年
一
月
）
で
も
「
落
葉
地
に
敷
く
冬
の
郊
外
の
さ
ま
は
、

い
か
に
詩
趣
ゆ
た
か
な
眺
め
で
あ
ら
う
」「
武
蔵
野
の
初
冬
は
、
い
か
に
自
然

の
児
の
胸
を
躍
ら
せ
る
で
あ
ら
う
ぞ
」
な
ど
と
、
武
蔵
野
で
の
郊
外
生
活
を
理

想
化
す
る
。

も
っ
と
も
、
永
井
聖
剛
は
『
文
章
世
界
』
に
お
い
て
も
「
功
名
心
に
囚
わ
れ

な
い
地
方
生
活
に
こ
そ
「
理
想
の
ラ
イ
フ
」
が
存
す
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
、
さ

ら
に
そ
の
道
徳
＝
価
値
観
を
共
有
で
き
る
者
た
ち
の
共
同
体
が
排
他
的
な
力
を

行
使
し
さ
え
し
て
い
」
た
可
能
性
を
指
摘
し（

16
）
、
山
本
歩
も
「「
文
章
世
界
」
の

誌
上
に
は
既
に
、「
田
舎
」、
無
名
、
教
師
、
夭
折
な
ど
の
『
田
舎
教
師
』
の
要
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で
「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
の
生
涯
」
す
な
わ
ち
「
少
年
少
女
の
無
邪
気
な
伴

侶
と
し
て
一
生
を
送
る
」
こ
と
を
「
孤
独
な
」
し
か
し
「
理
想
的
な
生
活
」
と

し
て
意
識
し
始
め
る
点
だ
ろ
う
。「
人
間
と
し
て
の
理
想
の
ラ
イ
フ
」
を
説
き
、

地
方
生
活
を
賞
賛
す
る
山
形
古
城
の
言
葉
や
彼
が
勧
め
る
『
武
蔵
野
』
が
こ
う

し
た
清
三
の
内
面
形
成
に
影
響
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。

要
す
る
に
こ
れ
ら
は
「
田
舎
」
で
「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
」
と
し
て
生
き

る
こ
と
こ
そ
が「
尊
い
神
聖
な
」も
の
で
あ
り「
理
想
的
な
生
活
だ
」と
す
る〈
教

育
〉
を
清
三
に
施
す
言
説
だ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
良
い
。
小
林
秀
三
も
『
武

蔵
野
』
の
感
想
を
「
日
記
」
に
綴
っ
て
い
る
が
、
清
三
が
愛
読
す
る
書
物
と
し

て
「
田
舎
教
師
」
に
「
引
用
」
さ
れ
る
『
武
蔵
野
』
は
先
に
述
べ
た
通
り
時
代

状
況
の
「
再
現
」
に
の
み
終
始
す
る
よ
う
な
単
純
な
も
の
で
は
な
く
、
清
三
と

い
う
教
員
を
〈
教
育
〉
す
る
言
説
装
置
と
し
て
再
配
置
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

も
っ
と
も
、『
武
蔵
野
』
を
称
揚
す
る
古
城
の
言
説
と
同
時
代
の
教
育
言
説

の
相
同
性
に
つ
い
て
こ
こ
で
改
め
て
言
及
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
確

認
し
て
お
き
た
い
の
は
、「
田
舎
」
の
「
辛
い
悲
し
い
ラ
イ
フ
」
を
「
発
見
」

（
二
十
九
）
す
る
こ
と
で
、
清
三
の
中
で
神
聖
化
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
「
田
舎
」

イ
メ
ー
ジ
が
結
局
は
解
体
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
だ
。「
田
舎
も
矢
張
り
争
闘
の
巷

利
欲
の
世
で
あ
」り
さ
ら
に
は「
存
外
猥
褻
で
淫
靡
で
不
潔
で
あ
る
」な
ど
、「
武

蔵
野
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
「
田
舎
」
の
あ
り
よ
う
を
目
の

当
た
り
に
す
る
清
三
の
姿
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
地
方
生
活
を
美
化
し
て
描
く

教
育
言
説
と
「
武
蔵
野
」
の
双
方
を
相
対
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。

や
、
そ
こ
で
小
学
校
教
員
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
都
市
生
活
よ
り
も
価
値
あ
る

「
理
想
の
ラ
イ
フ
」と
し
て
見
出
し
て
ゆ
く
。そ
し
て
そ
れ
と
並
行
す
る
よ
う
に
、

小
学
校
教
員
の
職
を
め
ぐ
る
清
三
の
語
り
に
も
変
化
が
生
じ
始
め
る
。

（
前
略
）「
自
分
は
ど
ん
な
事
業
を
す
る
に
し
て
も
、
社
会
の
改
良
で
も

思
想
界
の
救
済
で
も
、
そ
れ
は
何
を
す
る
に
し
て
も
、
人
間
と
し
て
生
き

て
居
る
上
は
生
ら
れ
る
だ
け
の
物
質
は
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て

そ
れ
は
成
る
べ
く
自
分
が
社
会
に
尽
し
た
仕
事
の
報
酬
と
し
て
受
け
度
い

と
自
分
は
思
ふ
。
そ
れ
に
は
自
分
は
小
学
校
の
教
員
か
ら
段
々
進
ん
で
中

学
程
度
の
教
員
に
な
ら
う
か
。
そ
れ
と
も
自
分
は
こ
の
高
き
美
し
き
小
学

教
員
の
生
涯
を
以
て
満
足
し
や
う
か
」
な
ど
と
考
へ
る
こ
と
も
あ
る
。
一

方
に
は
多
く
の
友
達
の
や
う
に
花
々
し
く
世
の
中
に
出
て
行
き
度
い
と
は

思
ふ
が
、
又
一
方
で
は
小
学
教
員
を
尊
い
神
聖
な
も
の
に
し
て
、
少
年
少

女
の
無
邪
気
な
伴
侶
と
し
て
一
生
を
送
る
方
が
理
想
的
な
生
活
だ
と
も
思

つ
た
。
友
に
離
れ
、
恋
に
離
れ
、
社
会
に
離
れ
て
、
わ
ざ
と
こ
の
孤
独
な

生
活
に
生
き
や
う
と
い
ふ
や
う
な
反
抗
的
な
考
も
起
つ
た
。（
二
十
六
）

「
一
方
に
は
多
く
の
友
達
の
や
う
に
花
々
し
く
世
の
中
に
出
て
行
き
度
い
と

は
思
」い
な
が
ら
も「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
の
生
涯
」を
全
う
す
る
こ
と
を「
理

想
的
な
生
活
だ
と
も
思
」
う
な
ど
、
清
三
の
「
理
想
」
は
揺
ら
ぎ
始
め
る
。
そ

し
て
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
着
任
直
後
か
ら
「
一
生
小
学
校
の
教
員
を
す

る
気
は
な
い
」（
三
）
こ
と
を
校
長
に
仄
め
か
し
、「
一
生
小
学
校
に
勤
め
て
ゐ

る
人
間
」（
十
五
）
を
蔑
視
す
る
よ
う
な
独
白
を
述
べ
て
き
た
清
三
が
、
こ
こ
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で
一
夜
を
過
ご
し
た
こ
と
を
「
堕
落
」（
三
十
二
）
と
捉
え
た
り
、「
自
己
の
境

遇
と
女
に
対
す
る
自
己
の
関
係
と
を
真
面
目
に
考
へ
」
た
時
に
「
自
分
は
小
学

校
教
員
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
こ
と
が
鳥
渡
で
も
知
れ
ゝ
ば
勤
め
て
居
る
こ
と
の

出
来
ぬ
身
の
上
で
あ
る
」（
三
十
四
）
と
い
う
葛
藤
が
語
ら
れ
る
の
も
、
清
三

が
「
小
学
校
教
員
」
に
対
す
る
社
会
の
ま
な
ざ
し
を
規
律
と
し
て
内
面
化
し
て

い
る
が
故
の
こ
と
だ
。

教
員
に
対
す
る
社
会
の
ま
な
ざ
し
、
換
言
す
れ
ば
当
時
の
教
員
を
取
り
巻
く

言
説
の
あ
り
よ
う
を
清
三
は
確
か
に
理
解
し
内
面
化
し
て
い
た
の
だ
。
し
か
し

彼
が
「
不
真
面
目
な
生
活
」
に
陥
っ
て
ゆ
く
様
を
描
く
一
連
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に

は
、
明
治
期
の
社
会
に
お
い
て
「
理
想
」
と
さ
れ
る
教
員
像
と
重
な
り
合
う
こ

と
の
出
来
な
い
清
三
と
、
彼
の
葛
藤
が
描
か
れ
て
い
る
。

三
、「
検
定
試
験
を
受
ん
と
す
、
科
目
は
植
物
に
志
す
」

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、そ
の
後
「
急
に
真
面
目
に
な
つ
た
」（
四
十
）

清
三
の
姿
に
つ
い
て
も
見
て
お
き
た
い
。
清
三
の
「
真
面
目
」
さ
は
、
日
記
を

書
く
と
い
う
行
為
と
も
対
応
し
て
い
る（

22
）
。
明
治
三
五
年
の
秋
、
遊
郭
通
い
を

始
め「
不
真
面
目
な
生
活
」に
陥
っ
た
頃
か
ら
中
断
し
て
い
た
日
記
は
、彼
が「
真

面
目
に
な
つ
た
」
と
さ
れ
る
翌
年
一
一
月
一
五
日
に
再
開
さ
れ
る
の
だ
。
こ
の

日
記
の
記
述
の
中
で
も
注
目
す
べ
き
は
、「
真
面
目
に
な
つ
た
」
清
三
の
変
化

と
彼
の
「
向
上
」
心
を
示
す
形
で
、「
検
定
試
験
」
受
験
の
意
向
が
以
下
の
よ

う
に
記
さ
れ
る
点
だ
。

こ
の
「
発
見
」
を
描
く
一
節
以
降
、
清
三
が
「
機
織
女
」
た
ち
に
「
学
校
の

先
生
さ
ん
！
」「
い
ゝ
男
の
林
さ
ん
！
」（
二
十
九
）
と
挑
発
さ
れ
た
り
、
盆
踊

り
の
際
「
女
づ
れ
」
に
同
じ
よ
う
に
絡
ま
れ
た
挙
句
「
学
校
の
先
生
が
あ
ま
つ

ち
よ
に
酷
め
ら
れ
て
居
る
！
」（
三
十
）
と
嘲
笑
さ
れ
る
な
ど
、「
田
舎
」
の
「
猥

褻
で
淫
靡
」
な
側
面
が
強
調
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
学
校
の
先
生
」
の
価
値
ま

で
も
が
貶
め
ら
れ
る
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
集
中
的
に
語
ら
れ
て
ゆ
く
こ
と
も

重
要
だ
ろ
う
。
古
城
の
発
言
や
「
武
蔵
野
」
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
た
「
田
舎
」

の
イ
メ
ー
ジ
に
入
っ
た
亀
裂
は
ほ
ぼ
同
時
に
、「
田
舎
」
で
教
職
に
身
を
捧
げ

る
「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
」
と
し
て
の
自
意
識
に
ま
で
及
ん
で
ゆ
く
の
だ
。

「
田
舎
」
へ
の
失
望
感
は
、
清
三
が
遊
郭
に
「
新
し
い
希
望
」（
三
十
一
）
を

求
め
て
ゆ
く
こ
と
の
遠
因
と
な
っ
て
ゆ
く
の
だ
が
、
遊
郭
通
い
や
借
金
の
滞
納

（
三
十
一
〜
三
十
六
）
と
い
っ
た
「
不
真
面
目
な
生
活
」（
四
十
）
を
描
く
一
連

の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
」「
少
年
少
女
の
無
邪
気
な
伴
侶
」

な
ど
と
い
う
理
想
化
さ
れ
た
教
員
イ
メ
ー
ジ
と
は
重
ね
難
い
清
三
の
姿
を
映
し

出
す
。
特
に
中
田
遊
郭
通
い
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
モ
デ
ル
の
「
日
記
」
に
該
当

す
る
記
述
が
存
在
し
な
い
箇
所
と
し
て
多
く
の
注
目
を
集
め
て
き
た
が
、
こ
の

行
為
が
清
三
の
「
不
真
面
目
な
生
活
」
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か

だ
ろ
う
。

ま
た
、
こ
の
遊
郭
通
い
に
際
し
て
繰
り
返
さ
れ
る
清
三
の
内
的
独
白
は
、
小

堀
洋
平
が
言
う
よ
う
に
「
自
己
の
社
会
的
位
置
に
対
す
る
清
三
の
自
覚
」
（
21
）

を
、

あ
る
い
は
彼
の
職
業
意
識
を
示
し
て
い
る
点
で
も
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
遊
郭
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て
あ
げ
る
こ
と
が
出
来
る
」か
ら
と
清
三
に
受
験
を「
常
に
勧
め
た
」と
い
う「
検

定
試
験
」（
十
五
）は
、小
学
校
教
員
検
定
試
験
を
指
す
と
捉
え
る
の
が
妥
当
だ（

24
）
。

先
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
「
小
学
校
の
教
員
か
ら
段
々
進
ん
で

中
学
程
度
の
教
員
に
な
ら
う
か
」「
そ
れ
と
も
自
分
は
こ
の
高
き
美
し
き
小
学

教
員
の
生
涯
を
以
て
満
足
し
や
う
か
」
と
、
二
つ
の
生
き
方
の
間
で
揺
れ
る
清

三
の
内
面
を
描
い
て
も
い
た
。
し
か
し
「
文
検
」
受
験
の
意
向
を
示
す
右
の
記

述
か
ら
は
、
最
終
的
に
「
中
学
程
度
の
教
員
」
を
志
向
し
て
ゆ
く
清
三
の
姿
を

読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、「
文
検
」
受
験
の
企
図
が
中
等
教
員
へ
の
転
身
の
意
志
を
直
ち

に
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。例
え
ば
寺
﨑
昌
男
は
、高
難
易
度
だ
っ
た「
文
検
」

に
は
教
員
志
望
以
外
の
受
験
者
が
多
数
存
在
し
、
彼
ら
が
自
ら
の
学
力
を
証
明

す
る
手
段
と
し
て
「
文
検
」
を
利
用
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る（

25
）
。

そ
の
よ
う
に
清
三
が
自
己
肯
定
の
手
段
と
し
て
「
文
検
」
に
臨
も
う
と
し
て
い

た
と
考
え
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

だ
と
し
て
も
、「
急
に
真
面
目
に
な
」
り
、
な
お
か
つ
「
日
記
に
書
け
ぬ
や

う
な
こ
と
は
せ
ぬ
」（
四
十
）
こ
と
に
価
値
を
見
出
し
た
清
三
が
、
中
等
教
員

の
資
格
取
得
の
機
会
で
あ
る
「
文
検
」
受
験
の
意
向
を
小
畑
に
伝
え
、
そ
れ
を

日
記
に
も
記
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
は
小
さ
く
な
い
。
こ
の
時
期
の
教
育
言
説

が
教
員
の
階
層
上
昇
を
否
定
的
に
語
っ
て
い
た
事
実
を
再
度
引
き
合
い
に
出
す

ま
で
も
な
く
、「
文
検
」
受
験
の
意
向
は
同
時
に
「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
の

生
涯
を
以
て
満
足
」
す
る
こ
と
へ
の
拒
否
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
は
ず
だ

明
治
三
十
七
年
、

一
月
一
日
│
│
新
し
き
生
命
と
革
新
と
を
与
ふ
べ
く
、
新
し
く
苦
心
と
成

功
と
喜
び
と
悲
し
み
と
を
下
す
べ
く
新
年
は
来
れ
り
。
若
き
信
念
は
向

上
の
好
機
な
り
。
願
は
く
ば
清
く
楽
し
き
生
活
を
営
ま
し
め
よ
。
△「
新

年
を
床
の
青
磁
の
花
瓶
に
母
が
好
み
の
蔓
梅
も
ど
き
」
△
小
畑
に
手
紙

出
す
、
こ
れ
よ
り
勉
強
し
て
二
年
三
年
の
後
、
検
定
試
験
を
受
ん
と
す
、

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

科
目
は
植
物
に
志
す
由
言
ひ
や
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
四
十
一
）

清
三
が
受
験
を
志
す
「
検
定
試
験
」
は
、
明
治
一
七
年
に
制
度
化
さ
れ
た
文

部
省
師
範
学
校
中
学
校
高
等
女
学
校
教
員
検
定
試
験
（「
文
検
」）
を
指
す
と

考
え
て
良
い
。
こ
の
資
格
試
験
は
、
高
等
師
範
学
校
や
文
理
科
大
学
と
い
っ
た

高
等
教
育
機
関
を
経
て
い
な
い
人
々
が
中
等
教
員
免
許
を
得
る
た
め
の
機
会
で

あ
り
、「
初
等
教
員
に
と
っ
て
中
等
教
員
へ
の
上
昇
移
動
の
重
要
な
手
段
」
で

あ
っ
た
と
い
う（

23
）
。

な
お
、
清
三
の
よ
う
な
無
資
格
の
教
員
に
小
学
校
正
教
員
資
格
を
与
え
る
試

験
は
「
文
検
」
と
は
別
に
存
在
し
て
い
た
（
小
学
校
教
員
検
定
試
験
）。
小
学

校
教
員
検
定
試
験
は
倫
理
や
国
語
、
算
術
、
図
画
と
い
っ
た
複
数
の
科
目
が
課

さ
れ
る
試
験
で
あ
り
、「
文
検
」の
よ
う
に
植
物
科
単
体
で
の
受
験
は
出
来
な
い
。

清
三
が
明
治
三
七
年
頃
に
「
文
検
」
受
験
を
志
し
て
い
た
こ
と
は
こ
の
点
か
ら

も
明
ら
か
だ
ろ
う
。「
田
舎
教
師
」
に
お
い
て
は
し
ば
し
ば
小
学
校
教
員
検
定

試
験
と
「
文
検
」
が
共
に
「
検
定
試
験
」
と
い
う
言
葉
で
語
ら
れ
る
た
め
分
か

り
づ
ら
く
な
っ
て
い
る
が
、
校
長
が
「
資
格
さ
へ
あ
れ
ば
、
月
給
も
ま
だ
上
げ
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四
、「
教
へ
子
」
の
ま
な
ざ
し

あ
る
秋
の
日
、
和
尚
さ
ん
は
、
庇
髪
に
結
つ
て
、
矢
絣
の
紬
に
海
老
茶

の
袴
を
穿
い
た
女
学
生
風
の
娘
が
、
野
菊
や
山
菊
な
ど
一
束
に
し
た
の
を

持
つ
て
、（
中
略
）
林
さ
ん
の
墓
の
所
在
を
聞
い
て
、
其
前
で
人
目
も
忘

れ
て
久
し
く
泣
い
て
居
た
と
い
ふ
こ
と
を
上
さ
ん
か
ら
聞
い
た
。（
中
略
）

処
が
そ
れ
か
ら
二
年
ほ
ど
し
て
、
其
墓
参
を
し
た
娘
が
羽
生
の
小
学
校

の
女
教
員
を
し
て
居
る
と
い
ふ
話
を
聞
い
た
。「
あ
の
娘
は
林
さ
ん
が
弥

勒
で
教
へ
た
生
徒
だ
と
サ
」
と
上
さ
ん
は
何
処
か
で
聞
い
て
来
て
和
尚
さ

ん
に
話
し
た
。（
六
十
四
）

後
に「
羽
生
の
小
学
校
の
女
教
員
」と
な
っ
た
と
語
ら
れ
る「
女
学
生
風
の
娘
」

は
、「
浦
和
の
師
範
学
校
」（
四
十
三
）
に
通
っ
て
い
た
田
原
秀
子
と
考
え
て
差

し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
清
三
の
教
え
子
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
彼
と
同
じ
小
学
校

教
員
の
職
に
就
く
存
在
と
し
て
設
定
さ
れ
た
秀
子
だ
が
、
彼
女
を
含
め
「
田
舎

教
師
」
に
登
場
す
る
女
性
た
ち
と
清
三
と
の
関
係
性
に
つ
い
て
は
既
に
い
く
つ

か
の
考
察
が
あ
る
。
例
え
ば
神
田
知
怜
は
、
彼
女
た
ち
が
い
ず
れ
も
「「
都
会

的
な
要
素
を
持
つ
」
と
い
う
点
で
共
通
し
た
特
徴
を
持
」
つ
と
指
摘
し
、
清
三

は
彼
女
た
ち
を
羽
生
や
浦
和
と
い
っ
た
土
地
と
「
紐
づ
け
」
る
こ
と
で
「
田
舎

に
都
会
的
な
要
素
を
ち
り
ば
め
」、「
都
会
へ
の
あ
こ
が
れ
」
を
満
た
そ
う
と
し

て
い
た
の
だ
と
説
く（

27
）
。
浦
和
や
弥
勒
、
後
に
羽
生
と
「
紐
づ
け
」
ら
れ
た
秀

子
も
そ
う
し
た
女
性
の
一
人
と
い
う
わ
け
だ
。

か
ら
だ
。
こ
の
何
気
な
い
日
記
の
記
述
か
ら
も
、
や
は
り
「
高
き
美
し
き
小
学

教
員
の
生
涯
」
と
は
違
う
生
き
方
を
選
び
取
り
つ
つ
あ
る
清
三
の
姿
が
露
呈
し

て
い
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
い
が
、「
田
舎
教
師
」
の
物
語
は
最
終
的
に
都
市
へ

の
進
出
も
「
文
検
」
受
験
も
遂
げ
る
こ
と
な
く
死
ん
で
ゆ
く
清
三
の
姿
を
描
き

出
す
。
林
清
三
と
い
う
一
人
の
小
学
校
教
員
は
、
い
か
な
る
階
層
上
昇
を
も
果

た
さ
な
い
・
果
た
せ
な
い
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
て
ゆ
く
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、

地
方
の
小
学
校
教
員
と
し
て
一
生
を
終
え
た
清
三
は
、
同
時
代
の
教
育
言
説
に

お
い
て
「
理
想
」
と
さ
れ
る
教
員
の
生
き
方
を
実
質
的
に
反
復
し
て
し
ま
っ
て

い
る
こ
と
と
な
る
。
そ
う
考
え
る
と
、
清
三
の
死
後
に
建
立
さ
れ
る
「
自
然
石

の
石
碑
」
と
そ
こ
を
訪
れ
る
「
女
学
生
風
の
娘
」（
六
十
四
）
の
存
在
が
担
う

意
味
に
つ
い
て
も
再
考
の
余
地
が
生
じ
る
。

和
田
敦
彦
は
、こ
れ
ら
を
描
き
出
す
結
末
部
か
ら
「
無
名
な
の
に
名
が
残
る
、

何
に
も
な
っ
て
い
な
い
の
に
名
が
残
る
、
と
い
う
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
奇
妙
さ
」

を
見
出
し
て
い
る（

26
）
。
し
か
し
「
何
に
も
な
っ
て
い
な
い
」
ば
か
り
か
、
先
に

見
た
通
り
「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
の
生
涯
を
以
て
満
足
」
す
る
こ
と
を
拒
否

し
た
清
三
は
、
同
時
代
の
教
育
言
説
が
批
判
を
差
し
向
け
る
よ
う
な
教
員
と
し

て
の
側
面
を
有
し
て
も
い
た
。に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
を
頌
徳
す
る
か
の
如
く「
石

碑
」
が
建
立
さ
れ
、
そ
こ
に
か
つ
て
の
教
え
子
が
訪
れ
る
と
い
う
物
語
の
結
末

を
以
下
で
改
め
て
問
題
と
し
て
み
た
い
。
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「
不
真
面
目
な
生
活
」
な
ど
と
い
っ
た
諸
々
の
事
実
が
常
に
秀
子
の
あ
ず
か
り

知
ら
な
い
と
こ
ろ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
清
三
の

内
面
は
独
白
や
日
記
の
記
述
と
い
っ
た
形
で
語
ら
れ
、
読
者
に
の
み
提
示
さ
れ

て
い
る
。
言
う
な
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
総
体
が
描
き
出
す
林
清
三
と
、
秀
子
が
思

い
描
く
「
恋
し
き
な
つ
か
し
き
先
生
」
林
清
三
と
の
間
に
は
些
か
の
ズ
レ
が
あ

る
の
だ
。

清
三
と
同
じ
く
小
学
校
教
員
と
な
っ
た
秀
子
に
と
っ
て
、「
恋
し
き
な
つ
か

し
き
先
生
」
林
清
三
と
の
交
流
は
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
。
彼
女
の
教
員
生
活
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
語
ら
れ
て
お
ら
ず
、
そ
れ

ゆ
え
ど
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
卒
業
後

も
続
く
彼
ら
の
親
密
な
交
流
の
あ
り
よ
う
や
「
石
碑
」
に
訪
れ
る
秀
子
の
描
写

を
踏
ま
え
る
な
ら
、「
恋
し
き
な
つ
か
し
き
先
生
」
あ
る
い
は
「
高
き
美
し
き

小
学
教
員
」
と
し
て
の
林
清
三
を
心
に
と
ど
め
続
け
る
一
人
の
教
員
と
し
て
田

原
秀
子
を
捉
え
る
こ
と
も
出
来
る
は
ず
だ
。
時
に
教
職
を
蔑
視
す
る
よ
う
な
清

三
の
内
面
独
白
や
「
不
真
面
目
な
生
活
」
を
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
秀
子
に
と
っ

て
、
清
三
は
あ
く
ま
で
「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
の
生
涯
を
以
て
満
足
し
」、

地
方
の
小
学
校
教
員
の
職
に
一
生
を
捧
げ
た
畏
敬
す
べ
き
存
在
に
他
な
ら
な
い

の
だ
。

「『
田
舎
教
師
』
の
展
開
は
、
主
人
公
が
運
命
に
抗
い
、
境
遇
か
ら
の
脱
却
を

図
り
な
が
ら
も
、挫
折
し
て
い
く
過
程
と
と
も
に
あ
る
」
と
述
べ
る
岸
規
子
は
、

「
田
舎
教
師
」
の
物
語
の
結
末
に
つ
い
て
「
清
三
に
注
が
れ
る
ひ
で
子
の
眼
差

し
か
し
、
清
三
と
秀
子
の
交
友
の
ユ
ニ
ー
ク
な
あ
り
よ
う
や
、
教
員
と
教
え

子
と
い
う
彼
ら
の
関
係
性
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
歌
・
新
体
詩
と

い
っ
た
文
学
的
な
言
葉
を
媒
介
と
し
た
彼
ら
の
交
友
は
、
文
学
に
没
頭
し
て
い

た
か
つ
て
の
清
三
の
姿
を
呼
び
戻
す
も
の
で
も
あ
る
。
病
に
蝕
ま
れ
つ
つ
あ
る

清
三
に
光
明
を
も
た
ら
す
か
の
如
く
現
れ
た
「
愛
す
る
な
つ
か
し
の
教
へ
子
」

秀
子
と
「
恋
し
き
な
つ
か
し
き
先
生
」
清
三
（
四
十
七
）
の
親
密
な
関
係
性
は
、

一
見
す
る
と
教
え
子
の
卒
業
後
も
彼
ら
の
「
無
邪
気
な
伴
侶
」
で
あ
ろ
う
と
す

る
「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
」
と
し
て
清
三
を
再
生
さ
せ
る
装
置
の
よ
う
に
も

映
る
だ
ろ
う
。

一
方
、「
鳥
渡
見
ぬ
間
に
非
常
に
大
人
び
た
」
秀
子
の
姿
や
「
女0

に
は
娘
に

な
つ
た
隔
て
が
何
処
と
な
く
出
て
居
る
し
、
男0

に
は
生
徒
と
し
て
よ
り
も
娘
と

い
ふ
感
じ
が
い
つ
も
の
隔
て
の
な
い
会
話
を
さ
ま
た
げ
た
」（
四
十
三
）
と
い

う
一
節
に
よ
っ
て
、教
員
と
教
え
子
と
い
う
か
つ
て
の
関
係
が
「
男
」
と
「
女
」

の
そ
れ
に
変
容
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
示
唆
さ
れ
る
。
こ
の
き
わ
ど
さ

は
二
人
の
間
に
「
隔
て
」
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
が
、
清
三
は
羽
生
へ
の
転
居
に

際
し
て
「
ひ
で
子
を
自
分
の
家
庭
に
ひ
き
つ
け
て
考
へ
」
始
め
、
彼
女
の
「
明

か
な
笑
顔
を
得
た
」「
新
家
庭
」
の
「
幸
福
」
な
あ
り
よ
う
を
夢
想
し
て
ゆ
く

（
四
十
九
）。
清
三
を
「
少
年
少
女
の
無
邪
気
な
伴
侶
」
へ
と
揺
り
戻
す
か
の
よ

う
に
描
か
れ
た
清
三
と
秀
子
の
関
係
だ
が
、
言
う
な
れ
ば
清
三
は
自
ら
の
「
幸

福
」
を
満
た
す
「
伴
侶
」
と
し
て
の
役
割
を
秀
子
に
期
待
し
始
め
る
の
だ
。

た
だ
し
そ
れ
以
上
に
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
清
三
の
内
面
や
そ
れ
以
前
の
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間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
に
浮
上
さ
せ
る
も
の
と
し
て
も
捉
え
ら
れ
る

だ
ろ
う
。お

わ
り
に

戦
争
報
道
に
一
喜
一
憂
す
る
病
床
の
清
三
の
姿
、
あ
る
い
は
「
遼
陽
の
攻
略

の
結
果
を
、
死
の
床
に
横
つ
て
考
へ
て
ゐ
る
小
さ
な
あ
は
れ
な
日
本
国
民
の
心

は
、
や
が
て
こ
の
世
界
的
光
栄
を
齎
し
得
た
日
本
国
民
す
べ
て
の
心
で
は
な
い

か
」
と
い
っ
た
花
袋
の
言
は（

29
）
、
日
露
戦
争
期
の
青
年
像
と
そ
の
「
哀
愁
」
を
描

く
物
語
と
し
て
の
色
合
い
を
「
田
舎
教
師
」
に
強
固
に
付
与
し
続
け
て
き
た
と

言
え
る
。
そ
れ
に
よ
り
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
小
学
校
教
員
の
職

と
階
層
上
昇
や
自
己
実
現
と
の
間
で
揺
ら
ぎ
、
最
終
的
に
は
後
者
を
志
向
し
た

は
ず
の
清
三
が
志
半
ば
で
病
没
す
る
こ
と
で「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
の
生
涯
」

を
遂
げ
た
人
物
の
如
く
頌
徳
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
歪
な
結
末
を
こ
の
テ
ク
ス

ト
は
描
い
て
い
る
。「
田
舎
教
師
」
が
描
き
出
す
「
哀
愁
」
と
は
、
自
身
の
「
心

の
底
」
を
「
誰
も
知
つ
て
呉
れ
る
も
の
ゝ
な
い
」
ま
ま
こ
の
世
を
去
っ
て
い
っ

た
清
三
の
「
心
の
寂
し
さ
」
で
も
あ
ろ
う
。

教
職
を
蔑
視
し
つ
つ
も
そ
こ
に
身
を
寄
せ
て
い
た
清
三
だ
が
、
山
形
古
城
の

発
言
や「
武
蔵
野
」な
ど
の
言
説
を
取
り
込
み
な
が
ら「
高
き
美
し
き
小
学
教
員
」

「
少
年
少
女
の
無
邪
気
な
伴
侶
」
な
ど
と
い
っ
た
い
か
に
も
理
想
的
な
教
員
イ

メ
ー
ジ
を
徐
々
に
意
識
し
内
面
化
し
て
ゆ
く
。
し
か
し
な
が
ら
最
終
的
に
そ
う

し
た
イ
メ
ー
ジ
と
同
一
化
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
自
己
を
生
き
て
ゆ
く
清
三
を

し
は
、
彼
の
生
が
今
な
お
人
々
の
心
に
生
き
続
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い

る
」
と
し
、「
ま
さ
に
清
三
は
、
彼
を
知
る
人
々
の
暖
か
い
眼
差
し
に
包
ま
れ

て
、
そ
の
一
生
を
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
だ
と
結
論
付
け
る（

28
）
。
岸

が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
清
三
が
「
境
遇
か
ら
の
脱
却
を
図
り
な
が
ら
も
、
挫
折

し
て
い
く
過
程
」を「
田
舎
教
師
」の
物
語
が
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
だ
。

こ
こ
ま
で
に
確
認
し
て
き
た
通
り
、
清
三
の
生
前
最
後
に
な
さ
れ
よ
う
と
し
て

い
た
「
境
遇
か
ら
の
脱
却
」
の
試
み
こ
そ
が
「
文
検
」
受
験
で
あ
り
、
そ
れ
も

ま
た
病
に
よ
り
「
挫
折
」
し
て
い
っ
た
の
だ
。

一
方
で
、こ
う
し
た
清
三
の
内
面
の
実
態
を
あ
ず
か
り
知
ら
な
い
他
者
の「
心

に
生
き
続
け
て
い
る
」
清
三
と
は
、
あ
く
ま
で
他
者
の
眼
に
映
る
像
イ
メ
ー
ジと

し
て
の

清
三
に
過
ぎ
な
い
は
ず
だ
。
む
し
ろ
清
三
は
、
彼
の
内
面
を
あ
ず
か
り
知
ら
な

い
他
者
に
囲
繞
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
。
事
実
こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
自
身
の
「
心

の
底
」
を
「
誰
も
知
つ
て
呉
れ
る
も
の
ゝ
な
い
心
の
寂
し
さ
」（
二
十
二
）
に

嘆
息
す
る
清
三
の
姿
を
描
い
て
も
い
る
。

繰
り
返
し
に
な
る
が
、「
不
真
面
目
な
生
活
」
を
経
て
最
終
的
に
「
文
検
」

受
験
を
志
向
し
た
清
三
が
そ
の
欲
望
を
果
た
せ
な
い
ま
ま
死
ん
で
ゆ
く
様
を

「
田
舎
教
師
」は
描
い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
清
三
の
欲
望
あ
る
い
は「
心
の
底
」

は
彼
の
死
に
よ
っ
て
覆
い
隠
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、死
後
清
三
は
「
石
碑
」に
よ
っ

て
頌
徳
さ
れ
、〈
理
想
の
教
員
像
〉
の
如
く
表
象
さ
れ
る
。
清
三
の
教
え
子
で

あ
り
教
員
と
な
っ
た
田
原
秀
子
が
こ
の
「
石
碑
」
に
訪
れ
る
様
を
描
く
結
末
部

は
、
秀
子
と
い
う
他
者
の
目
に
映
る
清
三
と
テ
ク
ス
ト
総
体
が
語
る
清
三
と
の
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舎
教
師
」
は
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

＊
引
用
は
全
て
初
出
に
依
る
。引
用
に
際
し
て
旧
漢
字
は
現
行
の
も
の
に
改
め
、

ル
ビ
は
適
宜
省
略
し
た
。
ま
た
傍
点
は
全
て
私
に
付
し
た
。
本
稿
は
、
第
56

回
花
袋
研
究
学
会
定
期
大
会
（
平
成
二
八
年
六
月
一
八
日
、於
・
東
洋
大
学
）

で
の
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
発
表
に
際
し
て
多
く
の
ご
教
示
を

賜
っ
た
方
々
に
記
し
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
本
稿
は
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費

（
特
別
研
究
員
奨
励
費
・
課
題
番
号
１
８
Ｊ
０
０
０
２
１
）
に
よ
る
成
果
の

一
部
で
あ
る
。

【
注
】

（
1
）
宇
野
憲
治
「
田
舎
教
師
│
問
題
点
の
整
理
と
ひ
と
つ
の
感
想
」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑

賞
』
昭
和
五
七
年
七
月
）

（
2
）
安
藤
恭
子
「
田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
平
成
四
年
四
月
）

（
3
）「
日
記
」
本
文
は
小
林
一
郎
『
田
山
花
袋
「
田
舎
教
師
」
モ
デ
ル
の
日
記
所
収
』（
ア

サ
ヒ
社
、
昭
和
三
八
年
一
二
月
）
お
よ
び
『
増
補
　
田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』
の
モ

デ
ル
日
記
原
文
と
解
読
所
収
』（
創
研
社
、
昭
和
四
四
年
一
月
）
に
よ
り
公
に
さ
れ

て
い
る
。

（
4
）
例
え
ば
山
本
歩
「「
待
ち
か
ね
」
ら
れ
た
物
語
│
『
田
舎
教
師
』
予
告
記
事
の
考
察
」

（『
人
文
論
究
』
平
成
二
六
年
一
二
月
）
は
、『
文
章
世
界
』
な
ど
に
掲
載
さ
れ
た
「
田

舎
教
師
」
の
「
予
告
記
事
」
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。

（
5
）
藤
森
清
「『
田
舎
教
師
』
の
自
然
描
写
　
影
響
に
つ
い
て
自
己
言
及
的
に
語
る
テ
ク

ス
ト
」（『
語
り
の
近
代
』
有
精
堂
、
平
成
八
年
四
月
）

映
す
「
田
舎
教
師
」
は
、
同
時
代
言
説
が
描
く
〈
理
想
の
教
員
像
〉
へ
の
接
近

／
離
反
と
い
う
構
造
に
お
い
て
清
三
の
内
面
と
そ
の
変
化
を
表
象
し
て
い
る
と

も
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
に
図
式
的
な
把
握
に
の
み
収
ま
ら
な
い
表
現
性
を
こ
の

テ
ク
ス
ト
が
有
し
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
り
、
そ
う
し
た
側
面
を
捉
え
て
ゆ

く
上
で
も
重
要
な
の
が
清
三
の
死
後
を
描
く
結
末
部
だ
ろ
う
。
清
三
の
「
不
真

面
目
な
生
活
」
も
「
心
の
底
」
も
知
ら
ぬ
ま
ま
「
石
碑
」
の
前
で
落
涙
す
る
教

え
子
・
田
原
秀
子
を
結
末
部
に
描
く
こ
の
物
語
は
、
後
に
小
学
校
教
員
と
な
る

秀
子
が
清
三
を
〈
理
想
の
教
員
像
〉
と
し
て
崇
敬
し
続
け
て
ゆ
く
可
能
性
を
も

抱
え
込
ん
で
い
る
と
は
言
え
ま
い
か
。
彼
の
「
心
の
底
」
を
あ
ず
か
り
知
ら
な

い
他
者
の
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
清
三
の
生
の
あ
り
よ
う
は
半
ば
一
方
的
に
規
定

さ
れ
、
時
に
美
化
さ
れ
て
ゆ
く
の
だ
。

「
田
舎
教
師
」
は
こ
の
よ
う
に
、
他
者
の
言
葉
や
ま
な
ざ
し
に
取
り
巻
か
れ

た
学
校
教
員
・
林
清
三
の
姿
を
描
き
出
す
。
死
後
建
立
さ
れ
た
「
石
碑
」
は
清

三
を
人
々
の
記
憶
に
残
し
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
他
者

が
思
い
描
く
林
清
三
と
い
う
虚
構
で
し
か
な
い
。
明
治
後
期
の
教
育
言
説
に
お

い
て
「
理
想
」
と
さ
れ
る
教
員
の
生
き
方
を
は
か
ら
ず
も
全
う
し
て
ゆ
く
清
三

と
、
そ
の
「
心
の
底
」
を
知
ら
ぬ
ま
ま
彼
の
死
を
悼
む
秀
子
の
姿
を
描
く
「
田

舎
教
師
」
の
物
語
は
、
林
清
三
と
い
う
教
員
像
が
美
化
・
理
想
化
さ
れ
た
虚
構

と
し
て
生
き
続
け
る
可
能
性
を
も
内
包
し
て
い
る
。
他
者
の
言
葉
や
ま
な
ざ
し

に
取
り
巻
か
れ
、時
に
一
方
的
に
規
定
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
学
校
教
員
を「
田
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（
12
）
明
治
期
の
教
育
言
説
や
「
教
育
小
説
」
の
表
現
が
内
包
す
る
力
学
の
あ
り
よ
う
に
つ

い
て
は
、
注
11
和
田
論
に
加
え
、
拙
稿
「
教
育
雑
誌
『
教
育
学
術
界
』
の
〈
文
学
〉

と
青
年
教
員
│
中
内
蝶
二
「
寒
梅
」
を
め
ぐ
っ
て
│
」（『
国
語
教
育
論
叢
』
平
成

二
七
年
二
月
）
あ
る
い
は
「〈
田
舎
教
師
〉
の
欲
望
を
さ
え
ぎ
る
│
明
治
四
〇
年
代
、

教
育
界
の
な
か
の
文
学
│
」（『
日
本
文
学
』
平
成
二
八
年
九
月
）
な
ど
で
も
既
に
論

じ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。

（
13
）
例
え
ば
香
月
喜
六
「
都
会
熱
と
農
業
教
育
」（
明
治
三
四
年
一
二
月
五
日
）、
小
笠
原

萄
根
「
都
会
の
教
員
と
田
舎
の
教
員
」（
明
治
三
五
年
一
二
月
一
五
日
）
な
ど
。
香

月
に
よ
れ
ば
「
都
会
熱
」
は
横
井
時
敬
の
造
語
で
あ
る
。
農
学
博
士
の
横
井
は
「
田

舎
に
於
け
る
都
会
熱
並
に
之
が
対
策
」（『
大
日
本
農
会
報
』
明
治
三
四
年
一
月
）
に

お
い
て
、
地
方
農
村
か
ら
都
市
へ
の
人
口
流
出
を
「
都
会
熱
」
と
称
し
問
題
視
し
た
。

小
笠
原
も
地
方
在
住
教
員
の
「
都
会
熱
」
を
戒
め
、
彼
ら
に
「
良
書
の
精
読
」
を
勧

め
る
。
こ
の
よ
う
な
意
見
は
明
治
三
〇
〜
四
〇
年
代
の
教
育
言
説
に
通
底
し
て
見
ら

れ
る
。

（
14
）
亀
井
秀
雄
「
物
語
の
な
か
の
文
学
史
」（『
明
治
文
学
史
』
岩
波
書
店
、
平
成
一
二
年

三
月
）
お
よ
び
注
5
藤
森
論
。

（
15
）
永
井
聖
剛
「
田
舎
教
師
の
復
讐
│
田
山
花
袋
『
田
舎
教
師
』
に
お
け
る
自
己
肯
定
の

方
法
│
」（『
日
本
近
代
文
学
』
平
成
一
八
年
五
月
）

（
16
）
注
15
に
同
じ
。

（
17
）
注
4
山
本
論
。

（
18
）
柳
田
國
男
「
武
蔵
野
の
昔
」（『
登
高
行
』
大
正
八
年
七
月
・
大
正
九
年
六
月
）

（
19
）
竹
内
洋
『
立
身
出
世
主
義
﹇
増
補
版
﹈
│
近
代
日
本
の
ロ
マ
ン
と
欲
望
』（
世
界
思

想
社
、
平
成
一
七
年
三
月
）
よ
り
借
用
し
た
用
語
で
あ
る
。
竹
内
は
、
地
方
在
住
の

青
年
た
ち
が
独
学
の
手
段
と
し
て
利
用
し
て
い
た
中
学
講
義
録
が
「
実
は
体
よ
く
野

心
を
あ
き
ら
め
（
ク
ー
ル
・
ア
ウ
ト
）
さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
」
可
能
性
を
指
摘
し
て

い
る
。

（
6
）
引
用
部
に
付
し
た
漢
数
字
は
「
田
舎
教
師
」
の
章
番
号
を
表
す
。
以
下
同
様
。

（
7
）『
教
育
時
論
』
の
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
「
各
誌
解
題
」（
教
育
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
史

研
究
会
編
『
教
育
関
係
雑
誌
目
次
集
成
』
第
Ⅰ
期
・
教
育
一
般
編
　
第
二
〇
巻
（
日

本
図
書
セ
ン
タ
ー
、
昭
和
六
二
年
八
月
））
を
参
照
し
た
。

（
8
）
た
だ
し
「
日
記
」に
は
「
夜
学羽

生校
のに

中
井
氏
荒
川
氏
を
訪
ひ
、「
時
論
」を
か
り
て
見
る
」

（
明
治
三
三
年
一
一
月
二
日
）
と
い
う
記
述
も
存
在
す
る
。
こ
れ
が
『
教
育
時
論
』

を
指
す
可
能
性
は
高
い
が
、
明
治
三
〇
年
代
に
は
『
時
論
』（
時
論
社
）
を
含
め
『
○

○
時
論
』
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
雑
誌
が
複
数
存
在
す
る
た
め
断
定
は
避
け
た
い
。

（
9
）
明
治
三
〇
年
代
に
は
既
に
多
数
存
在
し
た
教
育
雑
誌
の
中
で
も
『
教
育
時
論
』
が
選

ば
れ
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
だ
ろ
う
。『
教
育
時
論
』
は
第
六
六
号
（
明
治
二
〇

年
二
月
）
以
降
「
文
芸
」
欄
を
設
置
し
て
小
説
や
和
歌
な
ど
を
ほ
ぼ
毎
号
掲
載
し
て

お
り
（
こ
れ
以
前
に
も
「
雑
記
」
欄
に
和
歌
の
類
が
少
数
な
が
ら
掲
載
さ
れ
る
こ
と

は
あ
っ
た
。
明
治
二
三
年
一
一
月
五
日
発
行
の
第
二
〇
〇
号
以
降
は
「
文
芸
史
伝
」

欄
に
改
称
）、
花
袋
も
こ
こ
に
小
品
「
ひ
と
時
雨
」（
第
五
六
〇
号
、
明
治
三
三
年

一
一
月
五
日
）
を
寄
せ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
田
山
花
袋
「
ひ
と
時
雨
」」

（『
花
袋
研
究
学
会
々
誌
』
平
成
二
八
年
六
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
10
）
後
年
、
花
袋
は
「
教
育
圏
外
か
ら
観
た
現
時
の
小
学
校
」（『
小
学
校
』
大
正
五
年
六

月
一
日
）
に
お
い
て
「
小
学
校
教
師
を
し
た
経
験
」
が
自
分
に
あ
れ
ば
「『
田
舎
教

師
』
な
ど
も
、
も
つ
と
巧
く
書
け
た
で
あ
ら
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
記
事
か
ら

は
、
明
治
後
期
の
小
学
校
教
員
の
生
活
実
態
や
教
員
社
会
の
あ
り
よ
う
に
花
袋
が
関

心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
や
、
そ
れ
を
写
実
的
に
描
出
す
る
こ
と
を
「
田
舎
教
師
」
の

「
巧
」さ
の
要
件
と
し
て
重
く
見
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
拙
稿「
田
山
花
袋「
教

育
圏
外
か
ら
観
た
現
時
の
小
学
校
」」（『
花
袋
研
究
学
会
々
誌
』
平
成
二
八
年
六
月
）

参
照
。

（
11
）
和
田
敦
彦
「〈
田
舎
教
師
〉
テ
ク
ス
ト
群
と
読
者
│
〈
記
号
〉
へ
の
奉
仕
│
」（『
日

本
文
学
』
平
成
九
年
年
六
月
）
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（
26
）
注
11
に
同
じ
。

（
27
）
神
田
知
怜
「
配
置
さ
れ
た
女
性
た
ち
―
『
田
舎
教
師
』
論
―
」（『
近
代
文
学
研
究
と

資
料
　
第
二
次
』
平
成
二
八
年
三
月
）

（
28
）
岸
規
子
「『
田
舎
教
師
』
を
巡
る
一
考
察
」（『
花
袋
研
究
学
会
々
誌
』
平
成
一
五
年

三
月
）

（
29
）
田
山
花
袋
『
東
京
の
三
十
年
』（
博
文
館
、
大
正
六
年
六
月
）

│
で
き
・
り
ょ
う
す
け
、
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
│

（
20
）
注
14
亀
井
論
は
清
三
が
「
新
聞
を
読
む
青
年
と
し
て
設
定
」
さ
れ
て
い
る
点
に
着
目

し
、
新
聞
と
い
う
「
メ
デ
ィ
ア
が
田
舎
に
ま
で
浸
透
し
て
」
清
三
の
「
自
足
し
た
生

活
意
識
を
ゆ
る
が
」し「
感
情
を
方
向
づ
け
て
し
ま
う
」様
を
読
み
取
る
。
も
っ
と
も
、

小
林
秀
三
の
「
日
記
」
に
も
彼
が
新
聞
を
読
ん
で
い
た
こ
と
を
示
す
記
述
が
多
々
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
亀
井
論
は
右
の
「
設
定
」
に
花
袋
の
創
作
性
を
認
め
過
ぎ

て
い
る
よ
う
に
も
映
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
様
々
な
言
説
や
メ
デ
ィ
ア
が

清
三
の
自
己
形
成
に
関
与
し
て
い
る
と
い
う
観
点
を
亀
井
論
と
本
稿
は
共
有
し
て
い

る
と
言
え
る
。

（
21
）
小
堀
洋
平
「『
田
舎
教
師
』
に
お
け
る
花
柳
界
│
そ
の
虚
構
の
意
義
に
つ
い
て
│
」

（『
花
袋
研
究
学
会
々
誌
』
平
成
二
八
年
六
月
）

（
22
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
田
中
祐
介
編
『
日
記
文
化
か
ら
近
代
日
本

を
問
う
　
人
々
は
い
か
に
書
き
、
書
か
さ
れ
、
書
き
遺
し
て
き
た
か
』（
笠
間
書
院
、

平
成
二
九
年
一
二
月
）
も
手
が
か
り
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
書
所
収
の
複
数
の
論
考
が

指
摘
す
る
よ
う
に
近
代
日
本
に
お
い
て
日
記
を
書
く
こ
と
は
学
校
教
育
の
中
で
用
い

ら
れ
て
き
た
行
為
で
あ
り
、
教
育
制
度
の
中
で
推
奨
さ
れ
価
値
付
け
ら
れ
て
き
た
行

為
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
意
味
で
も
、
日
記
の
再
開
が
清
三
と
い
う
教
育
者
の

「
真
面
目
」
さ
、
勤
勉
さ
を
象
徴
す
る
行
為
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
興
味

深
い
。

（
23
）
山
田
浩
之
『
教
師
の
歴
史
社
会
学
│
戦
前
に
お
け
る
中
等
教
員
の
階
層
構
造
│
』（
晃

洋
書
房
、
平
成
一
四
年
三
月
）

（
24
）
小
学
校
教
員
検
定
試
験
に
つ
い
て
は
、
中
島
太
郎
編
『
教
員
養
成
の
研
究
』（
第
一

法
規
出
版
株
式
会
社
、
昭
和
三
六
年
二
月
）
な
ら
び
に
水
原
克
敏
『
近
代
日
本
教
員

養
成
史
研
究
│
教
育
者
精
神
主
義
の
確
立
過
程
│
』（
風
間
書
房
、
平
成
二
年
一
月
）

を
参
照
し
た
。

（
25
）
寺
崎
昌
男
・
「
文
検
」
研
究
会
編
『「
文
検
」
の
研
究
│
文
部
省
教
員
検
定
試
験
と
戦

前
教
育
学
』（
学
文
社
、
平
成
九
年
二
月
）


