
野
上
彌
生
子
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
時
代

安
住
の
場
か
ら
の
逸
脱

佐
々
木
亜
紀
子

は
じ
め
に

　
野
上
彌
生
子
は
「
縁
」
に
よ
っ
て
、
明
治
四
十
年
二
月
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
（
十
－
五
）
で
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
果
た
し
た
。
よ
く
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
「
縁
」
は
夏
目
漱
石
の
推
薦
文
「
漱
石
氏
来
書
」
を
戴
い
て
巻
頭
を
飾
っ
た
。
以
後
彌
生
子
は
「
縁
」
を
含
め
て
十
六
篇
の
小
説
と

二
篇
の
〈
写
生
文
〉
、
そ
し
て
一
篇
の
翻
訳
と
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
し
た
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
は
こ
の
う
ち
五
篇
の
小
説
を
巻
頭
に
掲
載

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
）

し
、
あ
る
と
き
は
讃
辞
ま
で
も
添
え
る
と
い
う
好
意
的
な
扱
い
で
遇
し
た
。
だ
が
大
正
元
年
十
一
月
の
「
私
信
」
を
最
後
に
、
彌
生
子
は
発
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
3
）

の
場
を
他
誌
に
移
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
野
上
彌
生
子
「
明
暗
」
の
行
方
」
に
お
い
て
も
、
「
明
暗
」
の
可
能
性
と
し
て

ふ
れ
た
。
本
稿
は
そ
の
補
い
を
含
め
た
続
編
で
あ
る
。

　
彌
生
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
関
わ
っ
た
明
治
四
十
年
二
月
か
ら
の
五
年
あ
ま
り
の
期
間
を
、
彌
生
子
の
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
と
名

づ
け
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
か
ら
の
逸
脱
の
あ
り
さ
ま
と
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
の
訣
別
の
糸
口
を
さ
ぐ
り
た
い
。

一33一



一
、
　
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
〈
写
生
文
〉
か
ら
ス
タ
イ
ル
と
し
て
の
〈
写
生
文
〉
へ

　
野
上
彌
生
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
し
た
作
品
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
十
九
篇
で
あ
る
。
高
濱
虚
子
と
月
評
担
当
者
を
除
く
と
、
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
4
）

四
十
年
か
ら
の
わ
ず
か
五
年
あ
ま
り
で
十
九
篇
と
い
う
の
は
決
し
て
少
な
い
掲
載
数
で
は
な
い
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
側
に
漱
石
や
豊
一
郎
へ

の
慮
り
が
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
あ
る
期
間
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
が
彌
生
子
を
高
く
評
価
し
て
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
5
）

こ
と
を
証
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
彌
生
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
「
歓
迎
」
さ
れ
る
も
の
を
こ
そ
、
書
い
て
い
っ
た
と
い
え
る
。
彌
生
子
の
「
ホ

ト
ト
ギ
ス
」
掲
載
作
品
の
い
か
な
る
あ
り
よ
う
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
「
歓
迎
」
さ
れ
た
の
か
。
ま
ず
二
篇
の
〈
写
生
文
〉
か
ら
検
討
し
た
い
。

　
既
に
拙
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
の
彌
生
子
に
は
、
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
〈
写
生
文
〉
認
識
が
あ
っ
た
。
そ
の
認
識

か
ら
、
現
在
「
野
上
彌
生
子
全
集
」
で
随
筆
に
分
類
さ
れ
て
い
る
「
芽
生
」
と
「
私
信
」
と
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
し
た
。

　
「
芽
生
」
は
「
喜
（
写
生
文
）
」
と
い
う
「
課
題
」
に
応
じ
た
も
の
で
、
掲
載
に
あ
た
っ
て
も
課
題
に
応
募
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
他
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
6
）

三
篇
と
と
も
に
、
「
喜
」
の
見
出
し
の
な
か
に
収
め
ら
れ
た
。
「
春
先
の
庭
を
眺
め
て
ゐ
る
と
」
と
い
う
一
節
に
始
ま
り
、
「
う
れ
し
い
」
あ
る

い
は
「
嬉
し
い
」
と
五
度
畳
み
掛
け
た
う
え
に
、
「
嬉
し
く
思
は
れ
る
」
と
再
び
結
ぶ
文
が
続
く
。
決
し
て
名
文
と
は
言
え
な
い
も
の
だ
が
、
「
抽

　
　
　
注
（
7
）

象
的
な
課
題
」
で
あ
る
「
喜
」
の
総
題
に
ふ
さ
わ
し
く
す
る
た
め
の
彌
生
子
の
苦
心
の
跡
が
み
ら
れ
る
。
出
歩
く
こ
と
の
少
な
い
彌
生
子
が
自

宅
の
庭
を
舞
台
に
し
て
筆
を
す
す
め
る
さ
ま
は
、
病
床
か
ら
「
小
園
の
記
」
を
記
し
た
子
規
に
通
じ
る
よ
う
で
あ
る
。
か
つ
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

（⊥

o
ー
五
）
で
は
「
庭
園
を
写
生
せ
よ
」
と
い
う
．
課
題
」
を
出
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
「
芽
生
」
の
舞
台
は
、
課
題
へ
の
応
募
と
し
て
「
ホ
．

ト
ト
ギ
ス
」
の
意
思
に
寄
り
添
う
こ
と
を
意
識
し
た
彌
生
子
な
り
の
選
択
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
8
）

　
高
濱
虚
子
は
「
写
生
文
四
法
」
で
「
日
常
あ
り
ふ
れ
た
事
を
写
生
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
場
合
の
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、
「
平
凡
陳
腐
な
事
を

な
る
べ
く
精
細
に
且
つ
誠
ら
し
く
叙
す
る
。
（
中
略
）
特
別
に
鋭
敏
な
頭
で
観
察
す
る
と
人
々
の
気
の
つ
か
ぬ
処
を
見
出
す
。
（
中
略
）
こ
れ
も
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作
文
家
の
力
を
尽
す
べ
き
点
だ
」
と
勧
め
て
い
る
。
彌
生
子
は
黒
い
庭
土
や
垣
根
の
木
に
「
芽
生
」
を
見
つ
け
る
と
い
う
濃
や
か
な
〈
観
察
〉

　
　
　
　
　
　
　
注
（
9
）

に
よ
っ
て
、
「
季
の
感
じ
」
を
表
現
す
る
〈
写
生
文
〉
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
こ
の
〈
写
生
文
〉
「
芽
生
」
は
約
一
年
後
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
さ
れ
た
「
或
日
の
朝
食
前
」
に
応
用
さ
れ
た
。
「
或
日
の
朝
食

前
」
で
は
、
「
芽
生
」
と
同
じ
く
、
春
に
自
宅
の
小
さ
な
庭
の
黒
い
土
や
木
々
に
見
ら
れ
る
「
芽
生
」
を
待
ち
受
け
る
喜
び
が
、
当
時
の
彌
生

子
に
非
常
に
近
い
境
遇
の
「
私
」
の
一
人
称
で
語
ら
れ
て
い
る
。
「
芽
生
」
で
「
こ
れ
ら
の
芽
生
は
小
さ
い
此
庭
の
長
い
お
友
達
で
あ
る
」
と

ま
と
め
ら
れ
た
感
慨
も
、
「
或
日
の
朝
食
前
」
に
は
「
芽
生
は
春
毎
に
変
ら
ず
こ
の
静
か
な
小
さ
い
庭
を
訪
ね
て
呉
れ
る
親
切
な
友
達
で
あ
り

ま
し
た
」
と
あ
る
。
彌
生
子
の
く
写
生
文
V
「
芽
生
」
と
、
小
説
「
或
日
の
朝
食
前
」
の
距
離
が
極
近
い
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
二
作
を
つ
な

ぐ
〈
観
察
〉
は
、
〈
写
生
文
〉
に
と
っ
て
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
条
件
で
あ
る
が
、
彌
生
子
に
と
っ
て
は
「
作
物
」
の
た
め
の
技
法
で
も
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
0
）

彌
生
子
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
を
す
る
前
に
「
明
暗
」
を
書
き
、
そ
れ
に
対
し
て
夏
目
漱
石
か
ら
次
の
よ
う
な
批
評
を
与
え
ら

れ
た
。
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警
句
は
大
変
多
し
此
警
句
に
費
や
せ
る
労
力
を
挙
げ
て
人
間
其
の
も
の
・
心
機
の
隠
見
す
る
観
察
に
費
や
し
た
ら
ば
是
よ
り
も
数
十
等
面
白

き
も
の
が
出
来
る
べ
し
（
中
略
）

　
明
暗
の
如
き
詩
的
な
警
句
を
連
発
す
る
作
家
は
も
つ
と
詩
的
な
る
作
物
を
か
く
べ
し
。
（
中
略
）
人
情
も
の
を
か
く
丈
の
手
腕
は
な
き
な
り
。

非
人
情
の
も
の
を
か
く
力
量
は
充
分
あ
る
な
り
。
絵
の
如
き
も
の
、
肖
像
の
如
き
も
の
、
美
文
的
の
も
の
を
か
け
ば
得
所
を
発
揮
す
る
と
同
時

に
弱
点
を
露
は
す
の
不
便
を
免
が
る
・
を
得
べ
し
。

漱
石
が
こ
こ
で
勧
告
し
て
い
る
の
は
、
〈
観
察
〉
に
筆
を
費
や
し
た
〈
写
生
文
〉
ス
タ
イ
ル
の
「
作
物
」
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。

〈
写
生
文
V
「
芽
生
」
と
小
説
「
或
日
の
朝
食
前
」
と
に
は
、
漱
石
批
評
の
力
学
が
微
妙
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彌
生
子
の



　
さ
て
い
ま
ひ
と
つ
の
〈
写
生
文
〉
「
私
信
」
は
、
「
お
藤
さ
ん
」
へ
の
書
簡
と
い
う
設
定
で
あ
る
。
送
付
さ
れ
た
書
物
と
手
紙
に
対
す
る
返
礼

に
始
ま
り
、
「
大
津
順
吉
」
の
話
題
か
ら
内
村
鑑
三
の
瞥
咳
に
接
し
た
よ
う
す
が
、
「
森
の
学
校
」
の
思
い
出
と
と
も
に
に
語
ら
れ
て
い
る
。
「
不

自
由
な
視
覚
」
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
村
の
容
貌
、
話
し
方
、
声
な
ど
を
精
細
に
述
べ
て
い
く
部
分
は
、
い
か
に
も
〈
写
生
文
〉
ら
し
い
。
だ

が
彌
生
子
が
こ
の
作
品
を
〈
写
生
文
〉
と
の
明
確
な
認
識
の
下
に
発
表
し
た
か
ど
う
か
は
確
認
で
き
な
い
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
誌
上
で
は
こ
の

作
品
の
ジ
ャ
ン
ル
を
小
説
と
も
〈
写
生
文
〉
と
も
明
示
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
し
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
は
書
簡
形
式
の
も
の
を
〈
写

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
n
）

生
文
〉
に
分
類
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
が
「
私
信
」
を
〈
写
生
文
〉
と
み
な
す
こ
と
は
彌
生
子
に
予
想
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

ま
た
現
在
随
筆
に
分
類
さ
れ
て
い
る
「
私
信
」
と
い
う
同
じ
題
名
の
作
品
を
、
大
正
四
年
九
月
に
は
「
青
鞘
」
に
、
昭
和
八
年
五
月
に
は
「
婦

人
公
論
」
に
彌
生
子
は
掲
載
し
て
い
る
。
〈
写
生
文
〉
を
随
筆
の
一
種
と
考
え
れ
ば
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
「
私
信
」
は
や
は
り
〈
写
生
文
〉
と

し
て
書
か
れ
た
と
し
て
よ
い
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
私
信
」
に
あ
る
よ
う
な
過
去
回
想
の
内
容
は
、
〈
写
生
文
〉
で
あ
る
よ
り
小
説
に
近
接
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
「
学
校
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
2
）

ゐ
た
頃
」
の
「
私
」
は
、
の
ち
の
「
私
」
に
よ
っ
て
因
果
で
統
合
さ
れ
て
物
語
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
小
説

的
手
法
で
あ
る
。
ま
た
次
章
で
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
し
た
彌
生
子
の
小
説
は
、
〈
写
生
文
〉
の
傾
向
を
帯
び
た
作

風
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
非
人
情
の
も
の
」
を
書
く
よ
う
漱
石
に
勧
め
ら
れ
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
推
挙
さ
れ
た
彌
生
子
の
辿
る
べ
き
道
で
あ
っ

た
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
の
作
風
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
「
歓
迎
」
さ
れ
る
小
説
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
だ
っ
た
の
だ
。
彌
生
子
に
と
っ
て
、

〈
写
生
文
〉
を
旗
印
に
掲
げ
る
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
関
わ
る
こ
と
は
、
〈
写
生
文
〉
ス
タ
イ
ル
の
小
説
を
書
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
裏
を
返

せ
ば
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
〈
写
生
文
〉
認
識
を
崩
壊
さ
せ
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
。
「
私
信
」
が
彌
生
子
の
最
後
の
〈
写
生
文
〉
と
な
っ
た
の
は
、

ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
〈
写
生
文
〉
認
識
が
彌
生
子
の
な
か
で
崩
れ
、
文
章
の
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
、
〈
写
生
文
〉
を
捉
え
な
お
し
て
い
っ

た
結
果
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
「
私
信
」
と
同
じ
く
書
簡
形
式
で
、
身
辺
に
材
を
と
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
も
の
も
、
多
く
は
小
説
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
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大
正
五
年
ま
で
で
さ
え
、
「
婦
人
画
報
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
手
紙
」
「
婦
代
の
讃
美
」
「
御
返
事
」
「
染
井
よ
り
」
（
二
作
）
「
故
郷
よ
り
」
が
あ
る
。

小
説
に
書
簡
形
式
を
用
い
る
の
は
、
む
ろ
ん
一
人
彌
生
子
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
時
代
の
文
脈
で
読
み
解
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
同
時
に
、

小
説
の
成
熟
や
外
国
文
学
の
受
容
の
問
題
に
も
関
わ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
そ
れ
ら
を
検
証
す
る
ゆ
と
り
は
な
い
。
た
だ
し
彌
生
子
に
限
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
M
）

て
い
え
ば
、
一
人
称
で
身
辺
を
語
る
書
簡
形
式
の
〈
写
生
文
〉
は
、
書
簡
体
小
説
や
、
小
説
の
装
置
と
し
て
の
「
手
紙
」
と
有
機
的
に
結
び
つ

く
は
ず
の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
「
私
信
」
は
、
彌
生
子
の
小
説
技
法
と
密
接
に
関
わ
る
場
所
に
位
置
す
る
〈
写
生
文
〉
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
の
二
篇
の
〈
写
生
文
〉
は
他
の
小
説
と
ご
く
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
彌
生
子
は
や
が
て
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
で
は
な
く
、
小
説
を
作
る
ひ
と
つ
の
ス
タ
イ
ル
と
し
て
〈
写
生
文
〉
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ

れ
は
彌
生
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
か
ら
離
脱
す
る
た
め
の
一
過
程
で
も
あ
っ
た
。

二
、
「
歓
迎
」
さ
れ
る
小
説

　
彌
生
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
載
せ
た
小
説
は
次
の
十
⊥
ハ
篇
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
縁
」
「
七
夕
さ
ま
」
「
柿
羊
黄
」
「
お
隣
」
「
病
人
」
「
鳩

公
の
話
」
「
林
檎
」
「
墓
地
を
通
る
」
「
母
上
様
」
「
閑
居
」
「
飼
犬
」
「
墓
地
を
通
る
（
第
二
）
」
「
父
親
と
三
人
の
娘
』
（
第
六
章
ま
で
）
「
秋
の
一

日
」
「
夫
婦
者
」
「
或
日
の
朝
飯
前
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
小
説
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
形
式
、
文
体
、
内
容
に
つ
い
て
、
次
に
詳
し
く
検
討
し
、

彌
生
子
の
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
を
考
え
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
5
）

　
ま
ず
第
一
に
一
話
完
結
の
短
い
形
式
、
す
な
わ
ち
「
写
生
文
風
の
短
い
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
共
通
し
て
い
る
。
彌
生
子
が
「
縁
」
よ
り
前

に
書
い
た
と
い
わ
れ
る
「
明
暗
」
は
全
七
章
か
ら
な
り
、
短
編
で
は
な
い
。
大
正
十
一
年
の
「
海
神
丸
」
以
後
も
、
長
編
小
説
を
多
く
書
き
上

げ
て
い
る
。
だ
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
し
た
十
六
篇
が
こ
と
ご
と
く
短
編
な
の
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
「
歓
迎
」
さ
れ
る
よ
う
「
写
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
6
）

文
風
の
短
い
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
心
が
け
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
漱
石
の
言
を
借
り
れ
ば
、
「
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
ー
か
ら
出
る
興
味
」
よ
り
「
パ
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ノ
ラ
マ
的
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
」
に
重
心
を
お
い
た
と
い
え
る
。
「
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
ー
」
す
な
わ
ち
因
果
関
係
や
筋
書
き
よ
り
、
あ
る
ひ
と
時

を
切
り
取
っ
て
描
い
て
見
せ
た
よ
う
な
も
の
を
、
彌
生
子
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
大
正
四
年
以
来
一
つ

の
小
説
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
は
、
前
編
の
み
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
、
後
編
は
「
中
央
公
論
」
に
掲
載
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
7
）

た
。
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
を
一
篇
の
小
説
と
読
め
ば
、
い
か
に
も
「
小
説
ら
し
い
」
構
想
や
因
果
律
が
描
か
れ
て
い
る
。
だ
が
前
編
の
み
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
1
8
）

は
、
あ
ら
ゆ
る
不
運
や
不
幸
が
、
何
の
解
決
も
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
詩
的
な
悲
哀
と
し
て
、
風
景
に
収
敏
さ
れ
て
終
わ
っ
て
い
る
。
「
パ
ノ
ラ

マ
的
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ョ
ン
」
に
重
心
を
お
け
ば
、
運
命
を
激
変
さ
せ
る
よ
う
な
事
件
は
描
か
れ
ず
、
時
間
は
お
お
む
ね
滞
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

ゆ
え
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
十
⊥
ハ
篇
は
共
通
し
て
、
切
り
取
っ
た
ひ
と
時
を
描
く
「
短
い
も
の
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
前
章
で
引
用
し
た
漱
石

の
「
明
暗
」
評
で
い
う
「
絵
の
如
き
も
の
、
肖
像
の
如
き
も
の
」
で
あ
る
。

　
そ
し
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
し
た
小
説
に
共
通
し
て
み
ら
れ
る
第
二
の
特
徴
は
文
体
に
あ
る
。
た
と
え
ば
「
縁
」
を
み
て
み
よ
う
。

一
叢
の
白
萩
が
暗
く
な
る
。
森
の
間
に
は
本
堂
の
棟
瓦
が
そ
の
日
影
を
反
し
て
水
銀
色
に
光
る
。
そ
の
時
（
中
略
）
一
羽
の
小
鳥
が
と
ん
で

来
た
。
（
中
略
）
そ
の
羽
に
ふ
れ
た
白
い
花
が
左
に
し
な
ふ
。
と
た
ん
に
花
の
か
げ
か
ら
細
い
魏
竿
の
先
が
二
寸
ほ
ど
顔
を
出
す
。
夫
を
見

つ
け
る
と
又
ぴ
い
く
く
と
鳴
い
て
小
鳥
は
ま
ひ
立
つ
。
大
分
追
ひ
ま
は
さ
れ
て
疲
れ
た
も
の
と
見
え
て
、
遠
く
も
逃
げ
え
ず
に
軒
の
側

の
木
犀
に
来
て
又
と
ま
る
。
垣
の
間
か
ら
白
い
坊
主
あ
た
ま
が
ち
ら
り
と
見
え
た
。
（
「
ち
ら
り
」
の
傍
点
は
原
文
に
よ
る
。
）
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注
（
1
9
）

　
主
に
「
ー
ル
」
に
な
る
動
詞
の
終
止
形
、
い
わ
ば
〈
現
在
〉
形
式
が
文
末
に
重
ね
て
配
さ
れ
、
あ
る
ひ
と
時
の
〈
観
察
〉
を
報
告
し
て
い
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
0
）
　
　
　
・
　
、
　
、
　
・

か
の
よ
う
な
文
体
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
特
に
彌
生
子
の
初
期
の
作
品
に
頻
出
す
る
特
徴
で
あ
る
。
三
谷
邦
明
は
「
近
代
小
説
の
成
立
は
、

こ
の
散
文
小
説
に
お
け
る
〈
過
去
〉
形
式
を
い
か
な
る
姿
で
実
現
す
る
か
と
言
う
戦
い
の
中
か
ら
産
出
さ
れ
た
と
言
え
る
」
と
述
べ
、
二
葉
亭

四
迷
の
「
浮
雲
」
が
「
序
々
に
で
は
あ
る
が
「
た
」
が
頻
出
し
て
く
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
「
ト
書
の
特
性
は
現
在
形
で
あ
り
」
「
ト
書
は



あ
く
ま
で
も
傍
観
者
で
あ
り
、
登
場
人
物
の
心
理
へ
と
下
降
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
と
論
じ
て
い
る
。
ま
た
「
近
代
小
説
に
お
い
て
は
、
「
た
」

が
筋
書
を
展
開
す
る
〈
話
素
〉
的
な
役
割
を
、
「
る
」
が
そ
の
〈
描
写
〉
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
の
が
私
の
考
え
方
な
の
だ
」
と
も
述
べ
る
。

こ
の
三
谷
論
を
彌
生
子
に
当
て
は
め
て
言
い
換
え
れ
ば
、
「
縁
」
は
「
登
場
人
物
の
心
理
へ
と
下
降
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
」
「
ト
書
」
の
よ
う

な
〈
現
在
〉
形
式
の
文
体
で
あ
り
、
「
ー
ル
」
に
よ
る
〈
描
写
〉
は
な
さ
れ
て
い
る
が
、
い
ま
だ
「
近
代
小
説
」
に
は
な
り
得
て
い
な
い
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
1
）

　
ま
た
「
見
え
た
」
と
い
う
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
四
方
太
の
説
く
写
生
文
論
に
合
致
し
た
方
法
で
も
あ
る
。

　
▲
自
叙
体

　
写
生
文
に
記
者
を
本
位
と
し
て
書
く
事
は
殆
ど
通
則
の
や
う
に
な
つ
て
居
る
。
（
中
略
）
自
叙
体
を
用
ふ
る
利
益
が
二
つ
あ
る
。
即
ち
其
一

　
つ
は
読
者
を
記
者
と
同
位
置
に
立
た
せ
る
事
、
（
中
略
）
先
づ
読
者
が
余
と
か
自
分
と
か
い
つ
て
居
る
記
者
を
想
像
し
、
終
に
は
全
く
記
者

　
と
一
致
し
て
自
ら
観
察
す
る
や
う
に
感
ず
る
の
で
あ
る
。
（
中
略
）
其
二
は
静
物
写
生
の
場
合
に
利
益
が
あ
る
。
（
中
略
）
赤
い
物
が
あ
る

　
と
い
ふ
よ
り
も
赤
い
物
が
見
え
た
と
い
ふ
方
が
写
生
的
筆
法
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
2
）

　
こ
の
一
文
は
正
岡
子
規
が
「
絞
事
文
」
で
「
作
者
の
見
た
事
だ
け
を
見
た
と
し
て
記
さ
ん
に
は
、
（
中
略
）
読
者
を
し
て
作
者
と
同
一
の
地

位
に
立
た
し
む
る
の
敷
力
は
あ
る
べ
し
」
と
述
べ
た
こ
と
を
受
け
継
い
で
い
る
。
要
す
る
に
先
の
「
縁
」
の
よ
う
な
文
体
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
3
）

の
〈
写
生
文
〉
に
則
る
方
法
な
の
で
あ
る
。
ま
た
〈
観
察
〉
す
る
主
体
を
子
供
に
す
る
こ
と
で
、
夏
目
漱
石
の
い
う
「
熱
烈
な
調
子
を
避
け
る
」

こ
と
に
成
功
し
た
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
「
七
夕
さ
ま
」
で
は
姉
の
実
ら
ぬ
恋
を
目
の
当
た
り
に
し
な
が
ら
、
無
邪
気
に
鞠
つ
き
を
す
る
「
私
」

は
何
の
感
慨
も
述
べ
な
い
。
〈
実
ら
ぬ
恋
〉
〈
秘
め
ら
れ
た
恋
情
〉
と
い
っ
た
テ
ー
マ
は
、
「
七
夕
さ
ま
」
以
外
に
「
柿
羊
養
」
や
「
墓
地
を
通

る
」
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
も
「
ゆ
と
り
が
あ
る
」
「
逼
つ
て
居
ら
ん
」
「
屈
托
気
が
少
な
い
」
と
い
っ
た
〈
写
生
文
〉
ら
し
い
〈
観

察
〉
で
描
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
〈
観
察
〉
の
態
度
は
「
閑
居
」
の
津
瀬
子
に
お
い
て
完
壁
に
近
い
形
で
実
現
す
る
。
「
足
塞
」
で
「
病
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弱
」
な
津
瀬
子
は
「
所
有
し
た
小
い
世
界
の
些
細
な
事
故
、
極
幽
か
な
現
象
に
も
細
か
い
留
意
と
観
照
を
怠
ら
な
」
い
。
そ
し
て
「
津
瀬
子
の

思
ふ
事
、
考
ふ
る
事
、
念
ず
る
事
の
凡
て
は
、
悉
く
そ
の
湖
に
画
の
様
な
影
を
ひ
た
し
て
過
ぎ
る
。
昨
夜
の
夢
の
舟
、
里
…
衣
の
尼
、
亡
き
母
、

弟
、
少
女
、
こ
れ
等
は
今
真
昼
の
夢
の
画
を
此
湖
に
浮
べ
ま
し
た
」
と
あ
る
通
り
、
行
動
を
阻
ま
れ
て
い
る
津
瀬
子
は
〈
観
察
〉
し
、
思
念
も

実
景
も
た
だ
「
画
」
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
態
度
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
〈
写
生
文
〉
に
繋
が
っ
て
い
た
こ
と
は
容
易
に
推
し

量
ら
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
漱
石
の
「
明
暗
」
評
で
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
あ
る
「
労
力
」
を
「
観
察
に
費
や
し
」
「
非
人
情
の
も
の
」
「
絵
の
如

き
も
の
、
肖
像
の
如
き
も
の
」
を
書
く
こ
と
の
実
践
で
も
あ
っ
た
こ
と
が
判
る
。

　
第
三
に
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
の
内
容
は
、
社
会
や
人
の
生
き
方
の
問
題
に
対
し
て
、
客
観
的
立
場
を
保
持
し
て
い
る
点

で
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
先
の
三
谷
論
や
〈
観
察
〉
に
関
わ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
「
非
人
情
」
を
獲
得
し
、
迫
ら
な
い
立
場
で
〈
観
察
〉
す

る
〈
語
り
手
〉
や
主
人
公
た
ち
に
は
、
物
事
を
激
し
い
主
観
に
よ
っ
て
語
る
道
が
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
。
片
上
天
弦
も
〈
写
生
文
〉
は
「
人
事
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
⌒
2
4
）

り
は
自
然
、
た
と
ひ
人
事
を
写
し
て
も
必
ず
外
面
か
ら
見
た
と
こ
ろ
だ
け
で
、
決
し
て
内
部
へ
衝
き
込
ん
で
は
ゆ
か
ぬ
」
と
説
明
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
先
述
し
た
「
閑
居
」
の
「
只
一
人
の
骨
肉
で
、
且
つ
た
“
一
人
の
友
で
あ
る
」
弟
と
暮
ら
し
て
い
る
津
瀬
子
は
、
弟
が
ほ
か
の
女
性

と
結
婚
す
る
こ
と
を
お
も
っ
た
と
き
に
も
、
感
じ
る
の
は
「
　
味
の
寂
実
」
ば
か
り
で
あ
る
。
津
瀬
子
の
よ
う
に
結
婚
の
意
思
が
な
い
の
は
、

「
明
暗
」
の
幸
子
も
同
じ
で
あ
る
。
幸
子
は
弟
で
は
な
く
兄
が
い
る
が
、
両
親
が
な
く
、
二
人
で
「
友
情
」
を
も
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
こ
と
も

共
通
し
て
い
る
。
だ
が
「
明
暗
」
で
は
、
兄
の
結
婚
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
兄
妹
の
関
係
や
幸
子
自
身
の
立
場
の
変
化
を
、
「
堪

え
が
た
い
苦
悩
」
あ
る
い
は
「
屈
辱
と
激
昂
の
痛
み
」
と
連
ね
る
。
こ
の
激
し
さ
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
津
瀬
子
に
は
な
い
。
津
瀬
子
は
「
自

分
と
弟
と
の
間
に
当
然
お
か
れ
て
来
べ
き
小
許
の
隔
た
り
に
思
ひ
至
」
る
と
い
う
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
「
歓
迎
」
さ
れ

る
た
め
に
抑
圧
さ
れ
た
も
の
を
こ
こ
に
み
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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三
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
か
ら
の
逸
脱

　
彌
生
子
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
し
た
小
説
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
こ
そ
「
歓
迎
」
さ
れ
る
「
写
生
文
風
」
の
形
式
と
文
体
と
内
容
と

を
備
え
た
小
説
で
あ
っ
た
。
だ
が
大
正
元
年
十
一
月
を
最
後
に
発
表
の
場
を
他
誌
へ
移
し
た
。
そ
れ
は
彌
生
子
が
「
社
会
的
な
動
き
に
対
す
る

麗
」
を
盛
る
小
説
を
に
向
か
・
て
三
た
か
ら
で
あ
る
・
・
社
会
的
な
動
き
に
対
す
る
閑
心
」
と
は
、
．
明
暗
・
を
反
故
に
し
．
縁
・
を
．
歓

迎
」
す
る
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
寄
り
添
う
た
め
に
一
旦
封
印
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
の
あ
り
さ
ま
を
よ
り
詳
細
に
見
極
め
る
た
め
に
、
彌
生
子

の
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
以
外
の
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
小
説
を
以
下
に
検
討
す
る
。

文
体
か
ら
み
る
と
二
佛
麟
」
の
よ
う
な
ご
く
初
期
の
も
の
は
・
先
に
掲
げ
た
・
縁
」
の
特
徴
的
な
文
体
に
類
似
し
た
傾
向
が
あ
る
。
ま

た
モ
チ
ー
フ
の
扱
い
も
前
章
で
述
べ
た
よ
う
な
「
逼
つ
て
居
ら
ん
」
「
ゆ
と
り
」
が
み
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
だ
が
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
2
7
）

助
川
が
「
儒
教
的
通
念
へ
の
無
批
判
性
」
と
論
じ
た
よ
う
に
、
問
題
意
識
の
希
薄
さ
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　
た
と
え
ば
「
池
畔
」
で
は
、
同
窓
会
で
会
っ
た
女
友
だ
ち
が
、
「
節
子
さ
ん
」
が
離
縁
に
な
っ
た
と
い
う
話
題
を
す
る
。
学
校
時
代
「
一
等

無
邪
気
で
、
苦
労
が
な
さ
そ
う
だ
つ
た
」
と
い
う
節
子
は
、
放
蕩
家
の
夫
の
家
か
ら
唐
突
に
離
縁
さ
れ
た
と
い
う
。
だ
が
節
子
の
家
は
、
捜
が

「
お
内
輪
に
中
々
勢
力
」
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
上
節
子
の
母
は
戸
主
で
あ
る
兄
と
は
義
理
の
親
子
で
あ
る
。
そ
の
た
め
節
子
は
「
お
帰
り
に

な
つ
て
・
も
、
い
ろ
く
御
心
配
ら
し
い
」
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
不
遇
に
堪
え
て
い
る
友
人
の
話
も
、
「
女
は
あ
、
し
た
羽
目
に
な
る
と

心
細
い
の
ね
え
」
と
言
い
つ
つ
も
、
「
皆
様
が
い
ろ
く
に
変
つ
て
し
ま
ふ
」
と
い
う
一
般
論
で
片
付
け
て
、
「
余
興
の
太
神
楽
」
が
鳴
り
出
し

て
終
わ
る
。
こ
こ
に
は
友
人
の
境
遇
を
単
に
噂
話
の
よ
う
に
扱
っ
て
し
ま
う
し
か
な
い
同
級
生
た
ち
の
冷
酷
さ
へ
の
非
難
も
み
ら
れ
な
い
。
だ

が
結
論
を
出
す
前
に
「
池
畔
」
の
前
月
に
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
柿
羊
箋
」
と
比
較
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
「
柿
羊
黄
」
に
は
「
池
畔
」
と
そ
っ
く
り
の
境
遇
の
、
同
じ
名
を
持
つ
「
お
節
さ
ん
」
の
は
な
し
が
、
「
吉
田
さ
ん
」
に
よ
っ
て
「
時
子
」
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た
ち
に
語
ら
れ
て
い
る
。
お
節
は
離
婚
し
た
の
ち
実
家
へ
も
帰
れ
ず
、
実
家
の
近
く
の
草
葺
の
家
に
独
り
住
ま
い
を
し
て
い
る
と
い
う
。
お
節

は
実
家
へ
帰
れ
ぬ
理
由
を
「
色
々
訳
が
あ
る
」
と
し
か
言
わ
な
い
。
そ
し
て
「
池
畔
」
に
は
な
い
後
日
談
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
「
柿
羊
菱
」

に
は
あ
る
。
お
節
が
吉
田
に
丸
髭
の
髪
を
遺
し
て
自
殺
し
た
と
い
う
手
紙
を
、
お
節
の
父
親
が
そ
の
遺
髪
と
と
も
に
送
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
の
後
日
談
は
、
時
子
か
ら
聞
か
さ
れ
た
「
兄
様
」
が
「
ハ
・
ハ
・
ハ
・
、
そ
り
や
面
白
い
。
」
と
笑
い
飛
ば
し
、
「
証
拠
品
」
の
遺
髪
は

半
年
経
っ
て
も
出
さ
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
信
懸
性
に
疑
問
が
残
っ
た
ま
ま
と
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
「
池
畔
」
と
「
柿
羊
糞
」
と
を
比
較
す
る
と
、
節
子
の
境
遇
が
「
池
畔
」
に
は
よ
り
具
体
的
に
示
さ
れ
て
あ
り
、
そ
れ
は
家
父

長
制
の
ひ
ず
み
へ
の
言
及
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
ま
た
親
し
さ
か
ら
と
は
い
え
、
．
嫁
に
行
つ
て
又
戻
つ
て
来
る
や
う
な
奴
あ
磯
な

女
ぢ
や
な
い
」
と
お
節
を
非
難
す
る
吉
田
に
比
べ
れ
ば
、
「
池
畔
」
の
同
級
生
た
ち
は
女
の
心
細
さ
に
思
い
至
っ
て
い
る
分
、
節
子
に
近
し
い

と
も
い
え
る
。
ま
た
節
子
の
自
殺
は
た
し
か
に
「
不
徹
底
で
あ
る
と
は
い
え
、
前
近
代
的
習
俗
の
充
満
し
て
い
た
当
時
に
あ
っ
て
」
の
「
せ
い

三
ぱ
い
の
抵
抗
で
あ
り
、
自
呈
張
で
あ
・
た
と
も
髪
鑛
」
る
・
だ
が
・
柿
藁
」
の
自
殺
に
三
て
の
言
及
が
・
吉
田
が
時
子
た
ち

に
話
し
た
軽
口
の
続
き
の
よ
う
な
設
定
で
あ
る
以
上
、
現
実
性
か
ら
遠
退
き
、
真
摯
な
問
題
提
起
に
な
り
え
な
い
で
終
わ
っ
て
い
る
。
彌
生
子

が
「
柿
羊
菱
」
と
「
池
畔
」
の
い
ず
れ
を
先
に
執
筆
し
終
え
た
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
書
き
込
め
な
か
っ
た
も

の
を
、
翌
月
の
「
中
央
公
論
」
の
「
池
畔
」
に
別
の
形
で
表
現
し
た
と
い
う
こ
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
こ
に
は
家
父
長
制
の
ひ
ず
み
に

ふ
れ
る
よ
う
な
社
会
の
問
題
や
、
現
実
的
な
女
性
の
あ
り
よ
う
を
表
現
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
み
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
次
の
魚
住
折
盧
の
「
飼

犬
」
（
明
治
四
＋
三
＋
・
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
謬
は
的
を
得
て
い
る
・
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漱
石
氏
が
此
人
の
作
を
紹
介
し
て
其
女
ら
し
い
の
を
推
賞
せ
ら
れ
た
や
う
に
記
憶
し
て
ゐ
る
。
然
し
此
「
飼
犬
」
は
所
謂
女
ら
し
い
書
き
振

で
は
な
い
。
（
中
略
）
此
庭
に
示
さ
れ
た
調
子
か
ら
推
し
て
ど
う
や
ら
此
人
が
、
人
生
全
饅
に
封
し
て
コ
ン
ゴ
ン
シ
ヨ
ナ
ル
な
態
度
で
満
足

出
来
な
く
な
つ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
ひ
、
之
か
ら
所
謂
「
婦
人
問
題
」
な
ど
に
も
鰯
て
来
る
の
で
は
な
か
ら
が
か
と
思
ふ
。
又
然
か
望
む



の
で
あ
る
。

　
折
盧
は
具
体
的
な
指
摘
は
し
て
い
な
い
が
、
「
所
謂
「
婦
人
問
題
」
な
ど
に
も
鰯
て
来
る
の
で
は
な
か
ら
う
か
」
と
評
し
た
の
は
「
飼
犬
」

の
次
の
部
分
に
注
目
し
た
か
ら
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
女
の
行
儀
作
法
」
と
し
て
「
坐
し
て
は
畳
三
ひ
ら
の
向
に
、
立
つ
て
は
両
眼
と
同
じ
高

さ
に
瞳
を
置
く
」
と
「
昔
風
の
母
か
ら
」
教
え
ら
れ
て
い
た
曾
代
子
が
、
「
ク
リ
ス
ト
教
主
義
の
学
校
」
で
「
如
何
な
る
場
合
で
も
目
を
伏
せ

る
も
の
ち
や
あ
り
ま
せ
ん
」
と
「
全
然
反
対
な
教
訓
」
を
受
け
た
こ
と
を
回
想
す
る
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
あ
と
「
曾
代
子
は
幼
友
達
で

育
つ
た
良
人
の
目
の
中
さ
へ
、
如
何
な
る
色
を
し
て
居
る
の
か
本
統
は
知
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
」
と
語
ら
れ
る
。
「
昔
風
の
」
「
行
儀
作
法
」

を
相
対
化
す
る
視
点
か
ら
、
男
女
の
人
間
的
関
わ
り
に
思
い
至
っ
て
い
る
一
節
で
あ
る
。
「
其
女
ら
し
い
の
を
推
賞
」
し
て
文
壇
デ
ビ
ュ
ー
に

手
を
貸
し
た
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
彌
生
子
と
の
間
に
生
じ
た
亀
裂
を
、
魚
住
は
察
知
し
た
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
先
の
「
柿
羊
糞
」
と
「
池
畔
」
の
よ
う
に
、
同
じ
素
材
を
別
々
の
作
品
に
し
た
も
の
が
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
に
も
う
ひ
と

組
あ
る
。
そ
れ
は
明
治
四
十
五
年
四
月
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
夫
婦
者
」
と
、
二
ヵ
月
後
の
同
年
六
月
の
「
女
学
世
界
」
に
掲

載
さ
れ
た
「
女
の
心
」
で
あ
る
。
「
夫
婦
者
」
は
、
同
郷
の
清
三
と
結
婚
し
た
「
お
春
」
を
中
心
に
、
三
人
称
で
描
か
れ
て
い
る
。
東
京
住
ま

い
の
お
春
夫
婦
は
子
ど
も
も
な
く
、
「
暢
気
」
に
暮
ら
し
て
い
る
。
十
歳
以
上
年
の
離
れ
た
清
三
は
明
る
い
気
象
で
は
あ
る
が
、
放
蕩
家
で
派

手
な
生
活
を
好
み
、
未
だ
実
家
か
ら
月
々
の
仕
送
り
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
夫
婦
に
あ
る
朝
、
清
三
の
実
家
か
ら
手
紙
が
舞
い
込
む
と
こ
ろ
か

ら
「
夫
婦
者
」
は
始
ま
り
、
夜
に
な
っ
て
、
手
紙
に
あ
っ
た
清
三
の
両
親
の
上
京
に
つ
い
て
夫
婦
が
話
す
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。

　
「
女
の
心
」
で
は
「
お
春
」
な
ら
ぬ
「
春
江
さ
ん
」
が
放
蕩
な
夫
の
行
状
に
悩
む
手
紙
を
、
堅
気
な
夫
を
も
つ
友
子
が
受
け
取
る
と
こ
ろ
か

ら
始
ま
る
。
春
江
は
「
物
を
読
ん
だ
り
す
る
事
は
好
き
な
方
で
は
な
い
」
お
春
と
同
じ
く
、
「
余
り
勉
強
家
で
な
い
や
う
」
だ
っ
た
と
い
う
。

そ
し
て
姑
を
か
つ
て
は
「
叔
母
様
」
と
よ
ん
で
い
た
お
春
と
同
じ
く
、
ま
だ
学
生
で
兄
の
よ
う
に
し
て
育
っ
た
人
と
若
く
し
て
結
婚
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
「
女
の
心
」
と
「
夫
婦
者
」
と
は
明
ら
か
に
同
じ
素
材
を
扱
っ
て
い
る
。
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だ
が
「
女
の
心
」
に
は
、
春
江
の
聞
き
役
と
な
り
判
断
を
下
す
友
子
が
登
場
す
る
と
い
う
違
い
が
あ
り
、
さ
ら
に
大
き
な
違
い
と
し
て
は
、

放
蕩
な
夫
を
も
つ
こ
の
二
人
の
妻
の
、
そ
の
夫
に
対
す
る
態
度
が
あ
げ
ら
れ
る
。
「
夫
婦
者
」
の
お
春
は
夫
が
「
家
を
明
け
」
る
と
、
「
し
よ
ん

ぼ
り
と
ラ
ン
プ
の
前
に
坐
」
っ
た
り
、
「
何
と
云
ふ
事
な
し
に
た
“
悲
し
い
心
細
い
涙
が
枕
の
上
に
冷
た
く
流
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
あ
っ
て

も
、
月
日
を
経
る
と
笑
い
話
と
し
て
「
良
人
を
責
め
て
は
笑
」
う
。
こ
れ
に
比
し
て
「
女
の
心
」
の
春
江
は
若
い
こ
ろ
か
ら
「
春
公
は
焼
き
餅

や
で
困
る
よ
」
と
夫
に
い
わ
れ
、
．
私
の
身
の
上
は
小
説
見
た
や
う
ね
」
と
悲
観
し
て
い
た
。
そ
し
て
今
度
は
「
朝
夕
人
知
れ
ず
挟
を
絞
つ
て

ゐ
」
る
よ
う
な
「
女
の
心
の
底
の
苦
し
み
を
」
聞
い
て
ほ
し
い
と
「
せ
つ
ば
詰
つ
た
悲
し
い
手
紙
」
（
傍
点
は
原
文
に
よ
る
。
）
を
送
る
。

　
こ
の
違
い
は
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
は
な
じ
ま
な
い
話
題
を
「
女
学
世
界
」
に
は
書
き
込
ん
だ
彌
生
子
の
意
図
を
顕
在
化
さ
せ
て
い
る
。
「
女

の
心
」
で
は
、
聞
き
役
の
友
子
が
初
め
は
「
一
時
の
腹
立
た
し
さ
妬
ま
し
さ
さ
へ
忍
ん
で
ゐ
れ
ば
、
頓
て
勝
利
は
春
江
さ
ん
に
帰
る
の
で
は
な

い
か
－
ご
と
判
断
を
下
す
。
だ
が
春
江
の
苦
悩
す
る
姿
か
ら
・
男
の
麟
」
と
い
う
こ
と
に
思
い
至
り
・
春
江
か
ら
・
私
見
た
や
う
な
事
の
苦

労
」
で
自
殺
し
た
あ
る
夫
人
の
話
や
、
あ
る
貴
夫
人
が
夫
の
死
顔
を
見
つ
め
て
「
私
は
こ
れ
で
ゃ
っ
ビ
安
心
し
ま
し
た
」
（
傍
点
は
原
文
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
ん
と
う

る
。
）
と
言
っ
た
話
を
聞
き
、
「
真
実
の
女
の
心
と
云
ふ
も
の
を
覗
い
て
見
た
や
う
な
気
が
い
た
し
ま
し
た
」
と
い
う
。

同
じ
素
材
を
扱
い
な
が
ら
、
．
夫
婦
者
・
の
お
春
は
・
お
父
さ
ん
が
是
5
1
蜘
か
に
や
成
ら
ん
と
仰
し
や
つ
た
ん
で
」
清
三
と
結
婚
し
た
と
い

い
、
清
三
が
「
道
楽
者
」
で
あ
っ
て
も
「
も
う
帰
る
家
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
思
い
決
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
暢
気
な
」
お
春
の
生
活

が
そ
の
ま
ま
で
立
ち
行
く
は
ず
が
な
い
と
い
う
人
世
の
暗
黒
面
は
次
の
よ
う
に
末
尾
に
記
さ
れ
て
い
る
。
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其
人
（
引
用
者
注
…
清
三
の
母
）
は
夫
婦
の
間
に
一
人
も
子
供
の
出
来
な
い
の
を
、
う
ま
ず
婦
の
罪
の
深
い
女
と
し
て
お
春
を
憎
ん
で
る
と

云
ふ
噂
を
考
へ
出
し
て
、
お
春
は
今
ま
で
に
な
い
空
怖
ろ
し
い
不
思
議
な
物
が
、
自
分
達
夫
婦
に
逼
ま
つ
て
来
る
や
う
な
気
が
し
た
。

子
供
を
持
た
な
い
長
男
の
妻
が
「
罪
の
深
い
女
」
と
し
て
憎
悪
の
対
象
に
な
り
得
る
と
い
う
不
条
理
な
現
実
も
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
は
「
空



怖
ろ
し
い
不
思
議
な
物
」
と
記
さ
れ
て
終
わ
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
同
じ
素
材
で
書
か
れ
た
作
品
が
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
以
外
の
場
で
は
社
会
の
問
題
や
、
現
実
的
な
女
性

の
あ
り
よ
う
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
彌
生
子
の
「
社
会
的
な
動
き
に
対
す
る
関
心
」
が
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
以
外
の
場
所
で
、

よ
り
深
め
ら
れ
書
き
込
ま
れ
た
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
小
説
の
内
容
が
社
会
の
問
題
へ
と
拡
が
っ
て
い
け
ば
、
当
然
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

に
掲
載
し
た
よ
う
な
短
い
一
話
完
結
と
い
う
器
に
は
盛
り
き
れ
な
く
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
彌
生
子
の
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
以
前

の
唯
一
の
小
説
「
明
暗
」
が
、
短
編
で
は
な
か
っ
た
の
は
偶
然
で
は
な
い
。
そ
し
て
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
の
作
品
と
し
て
は
比
較
的
長

さ
の
あ
る
「
女
同
士
」
は
、
「
前
近
代
的
の
遺
習
」
へ
の
「
一
応
の
客
観
化
」
が
あ
り
、
「
彌
生
子
の
作
品
世
界
に
成
熟
の
跡
が
み
ら
れ
る
」
と

　
注
（
3
1
）

助
川
が
評
価
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
注
目
す
べ
き
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
女
同
士
」
は
明
治
四
十
一
年
十
二
月
に
「
国
民
新
聞
」
に
十
六
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た
。
両
親
が
既
に
な
く
、
兄
と
育
っ
た
主
人
公

お
菅
は
、
そ
の
生
い
立
ち
に
お
い
て
は
「
明
暗
」
の
幸
子
に
も
共
通
す
る
。
だ
が
お
菅
も
そ
の
友
人
の
「
お
せ
き
」
も
、
と
も
に
幸
子
の
よ
う

な
激
し
さ
や
新
し
さ
は
な
い
。
二
人
と
も
勧
め
ら
れ
る
縁
談
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
「
前
近
代
的
」
な
生
き
方
を
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
に

却
っ
て
筋
書
は
よ
り
現
実
性
を
お
び
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
殊
に
お
せ
き
は
お
菅
の
次
兄
と
の
断
ち
難
い
相
思
の
恋
情
を
抱
い
て
い
な
が
ら
、

代
議
士
で
も
あ
る
地
主
の
娘
と
し
て
、
亡
き
姉
の
許
婚
と
結
婚
し
て
「
純
然
た
る
農
夫
の
妻
」
に
な
る
。
「
熱
心
に
勉
強
」
す
る
「
何
所
か
ら

見
て
も
東
京
の
お
嬢
さ
ん
」
ら
し
い
人
で
も
あ
っ
た
だ
け
に
、
側
に
い
る
お
菅
は
二
人
を
危
ぶ
み
つ
つ
み
て
い
る
。
し
か
し
「
心
な
ら
ぬ
結
婚

を
迫
ま
ら
れ
て
」
入
水
し
た
隣
村
の
小
娘
の
話
を
聞
い
た
お
せ
き
が
、
「
中
々
死
ね
る
も
の
ち
や
あ
り
ま
せ
ん
わ
」
と
「
農
夫
の
妻
」
と
し
て

生
き
る
覚
悟
を
語
る
。
こ
こ
で
は
く
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
V
の
彌
生
子
が
繰
り
返
し
書
い
た
〈
秘
め
ら
れ
た
恋
情
〉
と
で
も
い
う
べ
き
テ
ー

マ
が
、
客
観
的
に
眺
め
ら
れ
る
だ
け
に
終
わ
っ
て
い
な
い
。
動
か
し
難
い
現
実
の
重
さ
の
た
め
に
、
成
就
し
か
ね
る
恋
愛
が
あ
る
こ
と
を
納
得

で
き
る
か
た
ち
で
示
し
え
て
い
る
。
こ
れ
は
や
は
り
「
写
生
文
風
の
短
い
も
の
」
で
は
盛
り
き
れ
な
い
内
容
で
あ
ろ
う
。

　
た
だ
し
彌
生
子
は
こ
の
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
に
、
本
来
ひ
と
つ
の
小
説
で
あ
る
べ
き
も
の
を
、
別
々
の
雑
誌
に
掲
載
す
る
と
い
う
試
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み
を
始
め
て
い
る
。
明
治
四
十
五
年
一
月
の
「
婦
女
界
」
に
「
お
由
」
、
「
東
京
日
日
」
に
「
巳
の
吉
の
或
日
」
、
同
年
三
月
の
「
淑
女
か
・
み
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
3
2
）

に
「
朋
輩
」
を
載
せ
て
い
る
が
、
こ
の
三
作
は
主
人
公
を
換
え
て
書
い
た
連
作
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
先
述
し
た
同
年
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲

載
し
た
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
第
六
章
ま
で
）
と
、
翌
年
八
月
「
中
央
公
論
」
に
掲
載
し
た
「
テ
レ
ジ
ヤ
の
か
な
し
み
」
も
連
作
で
あ
る
。

独
立
し
た
一
作
一
作
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を
連
ね
て
新
た
な
物
語
を
タ
ペ
ス
ト
リ
ー
の
よ
う
に
織
り
上
げ
て
い
く
と
い
う
こ
の
方
法
は
、
い
ず

れ
「
真
知
子
」
や
「
迷
路
」
に
も
応
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
以
外
の
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
小
説
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
か
ら
逸
脱
す
る
内
容
や
方
法
を
盛
り
込
ん
で
い

た
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
「
歓
迎
」
さ
れ
る
小
説
を
書
き
つ
つ
も
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
て
い
く
も
の
を
も
書
く
と
い
う
振
幅
が
彌
生
子
の
〈
「
ホ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
（
3
3
）

ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
振
幅
の
中
で
、
〈
写
生
文
〉
を
ス
タ
イ
ル
と
し
て
認
識
す
る
に
至
り
、
翻
訳
と
い
う
作
業
を
も
重

ね
て
い
く
。
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
い
う
安
住
の
場
と
の
訣
別
は
こ
の
よ
う
に
用
意
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）

32（
4
）

（
5
）

　
　
注

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
「
消
息
」
に
は
、
「
七
夕
さ
ま
」
に
対
し
て
は
「
漱
石
評
。
大
傑
作
な
り
。
」
と
あ
り
、
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
（
第
六
章
ま
で
）

に
は
「
巻
頭
彌
生
子
夫
人
の
小
説
是
非
共
読
者
の
再
読
を
煩
し
候
。
」
と
記
さ
れ
て
あ
る
。
尚
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
引
用
は
「
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
複

刻
版
」
（
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
和
四
十
八
）
に
よ
る
。

た
だ
し
、
昭
和
五
年
一
月
と
昭
和
十
三
年
四
月
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
は
総
題
の
も
と
無
題
で
応
問
を
寄
せ
て
い
る
。

「
愛
知
淑
徳
大
学
国
語
国
文
　
第
二
十
二
号
」
（
愛
知
淑
徳
大
学
国
文
学
会
、
一
九
九
九
・
三
）
所
収
。
尚
、
以
下
に
「
拙
稿
」
と
あ
る
も
の
は
、
す

べ
て
こ
の
「
野
上
彌
生
子
「
明
暗
」
の
行
方
－
漱
石
の
批
評
を
軸
に
ー
」
を
指
す
こ
と
と
す
る
。

た
と
え
ば
東
京
版
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
の
明
治
年
間
の
掲
載
数
は
、
瀬
沼
茂
樹
「
漱
石
と
そ
の
門
下
達
」
（
「
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
複
刻
版
別
冊
」
日
本
近

代
文
学
館
、
昭
和
四
十
八
）
に
よ
れ
ば
、
‘
寺
田
寅
彦
は
十
四
篇
、
野
上
白
川
は
小
説
と
評
論
と
を
併
せ
て
十
四
篇
、
鈴
木
三
重
吉
は
六
篇
、
野
村
伝

四
は
六
篇
で
あ
る
と
い
う
。

漱
石
は
彌
生
子
の
「
縁
」
に
寄
せ
た
推
薦
文
の
な
か
で
、
「
こ
れ
（
引
用
者
注
…
「
縁
し
を
た
の
も
し
が
つ
て
歓
迎
す
る
も
の
は
ホ
ト
・
ギ
ス
丈
だ

一46一
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））
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（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

ら
う
と
思
ひ
ま
す
。
」
（
傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
。
特
に
注
が
な
け
れ
ば
以
下
同
じ
。
）
と
述
べ
た
。

引
用
は
「
野
上
彌
生
子
全
集
」
（
岩
波
書
店
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

福
田
清
人
は
「
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
と
写
生
文
L
（
「
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
複
刻
版
別
冊
」
日
本
近
代
文
学
館
、
昭
和
四
十
八
）
の
な
か
で
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」

に
お
け
る
〈
写
生
文
〉
推
進
の
過
程
を
論
じ
、
「
第
十
四
巻
第
一
号
（
明
治
四
三
年
一
〇
月
）
よ
り
、
第
十
四
巻
第
十
二
号
（
明
治
四
四
年
七
月
）

ま
で
は
抽
象
的
な
課
題
期
と
称
し
て
い
い
」
と
し
て
い
る
。

「
國
民
新
聞
」
（
明
治
三
十
九
・
十
二
・
十
三
）
。
引
用
は
「
定
本
　
高
濱
虚
子
全
集
第
十
二
巻
」
（
毎
日
新
聞
社
、
昭
和
四
十
九
）
に
よ
る
。

阪
本
四
方
太
「
文
章
談
」
（
明
治
三
十
九
・
七
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
）
。

野
上
彌
生
子
宛
の
夏
目
漱
石
書
簡
（
書
簡
番
号
7
6
9
）
。
引
用
は
「
漱
石
全
集
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
～
一
九
九
九
）
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。

た
と
え
ば
「
私
信
」
の
前
月
号
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
（
十
六
－
一
）
で
は
安
部
能
成
が
「
東
北
の
友
に
」
と
題
し
て
「
S
君
」
へ
、
坂
本
雪
鳥
が
「
小

包
に
添
へ
て
」
と
題
し
て
「
K
君
」
へ
の
書
簡
形
式
の
も
の
を
掲
載
し
て
い
る
。
冷
花
の
「
乱
調
」
も
虚
子
へ
の
私
信
部
分
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
で
は
、
明
治
四
十
五
年
に
入
っ
て
か
ら
、
書
簡
形
式
の
小
説
評
や
劇
評
が
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
大
正
二
年
一
月
の
「
ホ
ト

ト
ギ
ス
」
（
十
六
ー
四
）
に
は
し
げ
著
「
君
さ
ま
へ
」
が
、
同
年
十
二
月
の
胡
枝
花
女
著
「
道
後
の
佐
代
ち
や
ん
へ
」
が
〈
写
生
文
〉
と
し
て
扱
わ

れ
て
い
る
こ
と
が
、
目
次
な
ど
か
ら
確
認
で
き
る
。

周
知
の
よ
う
に
「
学
校
に
ゐ
た
頃
」
の
「
私
」
は
、
の
ち
に
「
森
」
の
「
菊
地
加
根
」
と
し
て
「
虚
構
を
と
」
（
「
森
」
「
作
者
の
言
葉
」
…
昭
和
四

十
七
・
五
「
新
潮
」
）
っ
て
描
か
れ
た
。

書
簡
形
式
が
彌
生
子
の
小
説
に
初
め
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
明
治
四
十
五
年
四
月
に
「
新
小
説
」
に
発
表
し
た
「
曙
の
窓
よ
り
」
で
あ
り
、
「
私
信
」

は
二
作
目
に
な
る
。
た
だ
し
「
曙
の
窓
よ
り
」
は
竜
子
と
光
子
の
往
還
に
な
っ
て
い
る
。

手
紙
が
装
置
と
し
て
用
い
ら
れ
た
も
の
は
、
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
だ
け
で
も
、
「
林
檎
」
「
母
上
様
」
「
父
親
と
三
人
の
娘
」
「
夫
婦

者
」
「
或
日
の
朝
食
前
」
が
あ
る
。

「
夏
目
先
生
の
思
ひ
出
－
修
善
寺
に
て
ー
」
（
初
出
は
昭
和
十
・
五
「
文
芸
」
三
－
五
。
「
夏
目
先
生
の
こ
と
1
修
繕
（
マ
マ
）
寺
に
て
ー
」
）

に
は
「
（
引
用
者
注
…
夏
目
先
生
に
）
見
て
頂
い
た
の
は
「
縁
」
と
云
ふ
、
そ
の
頃
「
ほ
と
と
ぎ
す
」
を
中
心
と
し
て
は
や
つ
て
ゐ
た
写
生
文
風
の

短
い
も
の
で
あ
つ
た
」
「
先
生
か
ら
、
こ
れ
で
よ
い
と
云
は
れ
る
こ
と
が
最
上
の
名
誉
で
あ
り
、
満
足
で
あ
つ
た
」
と
あ
る
。

「
文
学
雑
話
」
（
明
治
四
十
一
・
十
「
早
稲
田
文
学
」
三
十
五
号
）
に
は
「
写
生
文
は
パ
ノ
ラ
マ
的
エ
キ
ス
テ
ン
シ
ヨ
ン
が
重
で
コ
ー
ザ
リ
テ
ィ
ー
か

ら
出
る
興
味
が
主
で
は
無
い
」
と
あ
る
。
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〔「

ﾌ
が
た
り
」
解
説
〕
（
「
昔
が
た
り
」
ほ
る
ぷ
出
版
、
昭
和
四
十
七
）
。

拙
稿
（
注
（
3
）
）
で
既
に
論
じ
た
。

い
わ
ゆ
る
「
ル
止
め
」
「
ル
形
」
。
尚
、
山
本
雅
子
「
活
用
語
尾
「
ー
タ
」
「
ー
ル
」
の
機
能
－
新
聞
記
事
を
言
語
材
料
と
し
て
ー
」
（
「
愛
知
教

育
大
学
大
学
院
　
国
語
研
究
第
三
号
」
一
九
九
五
二
三
を
参
考
に
し
た
。

「
近
代
小
説
の
言
説
．
序
章
－
小
説
の
〈
時
間
〉
と
雅
文
体
あ
る
い
は
亀
井
秀
雄
「
感
性
の
変
革
」
を
読
む
ー
」
（
「
物
語
文
学
の
言
説
」
有
精

堂
、
一
九
九
二
）
。

注
（
9
）
に
同
じ
。

「
日
本
附
録
週
報
」
（
明
治
三
十
三
・
一
・
二
十
九
）
。
引
用
は
「
子
規
全
集
　
第
十
四
巻
」
（
講
談
社
、
昭
和
五
十
一
）
に
よ
る
。

夏
目
漱
石
の
「
写
生
文
」
（
「
読
売
新
聞
」
、
明
治
四
十
・
一
・
二
十
）
に
は
「
写
生
文
家
は
地
団
太
を
踏
む
熱
烈
な
調
子
を
避
け
る
。
（
中
略
）
写
生

文
家
の
か
い
た
も
の
に
は
何
と
な
く
ゆ
と
り
が
あ
る
。
逼
つ
て
居
ら
ん
。
屈
托
気
が
少
な
い
」
（
傍
点
は
原
文
に
よ
る
。
）
と
あ
る
。

「
文
壇
最
近
の
趨
勢
」
（
明
治
四
十
一
・
一
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
十
一
ー
四
）
。

「
妻
と
母
と
作
家
の
統
一
に
生
き
た
人
生
」
（
昭
和
四
十
二
・
一
「
婦
人
公
論
」
五
十
二
ー
一
）
。
尚
、
本
作
は
竹
西
寛
子
の
聞
書
に
よ
る
。

「
佛
の
座
」
（
明
治
四
十
．
七
「
中
央
公
論
」
二
十
二
－
七
）
の
「
中
」
冒
頭
は
「
お
時
さ
ん
の
紫
の
緒
の
重
ね
草
履
と
、
お
貞
さ
ん
の
萌
黄
の
緒
の

重
ね
草
履
が
、
観
音
山
の
青
葉
の
中
を
並
ん
で
下
り
る
。
お
時
さ
ん
は
（
中
略
）
白
藤
を
さ
げ
て
居
る
。
長
い
花
房
が
長
い
袖
と
共
に
た
れ
て
、
道

草
の
上
を
す
れ
く
に
行
く
。
お
貞
さ
ん
は
（
中
略
）
黙
つ
て
歩
り
く
。
「
疲
れ
や
し
な
く
つ
て
？
」
と
お
時
さ
ん
が
き
く
。
「
い
こ
え
。
」
と
お
貞

さ
ん
は
矢
張
り
傭
む
い
て
歩
り
く
L
で
あ
る
。

助
川
徳
是
「
野
上
彌
生
子
と
大
正
教
養
派
」
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
九
。

渡
辺
澄
子
「
野
上
彌
生
子
の
文
学
」
桜
楓
社
、
昭
和
五
十
九
。

魚
住
折
蔵
「
十
月
の
小
説
」
（
明
治
四
十
三
・
十
一
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
十
四
ー
二
）
。

大
正
三
年
か
ら
始
ま
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
貞
操
論
争
」
の
な
か
で
、
「
「
男
子
の
貞
操
」
を
問
題
化
し
た
の
は
、
伊
藤
野
枝
の
「
貞
操
に
就
い
て
の
雑
感
」

（「

ﾂ
鞘
」
一
九
一
五
．
二
）
で
あ
っ
た
」
（
小
森
陽
一
「
結
婚
を
め
ぐ
る
性
差
」
「
日
本
文
学
」
一
九
九
八
・
十
一
）
。
野
枝
は
「
男
子
に
貞
操
が
無

用
な
ら
ば
女
子
に
も
同
じ
く
無
用
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
、
い
わ
ば
「
女
子
の
貞
操
」
だ
け
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
「
不
公
平
」
を
突
い

て
い
る
。
「
女
の
心
」
は
そ
う
い
う
意
味
の
「
不
公
平
」
に
言
及
し
て
い
る
の
で
は
な
い
が
、
「
青
鞘
」
の
論
争
に
つ
な
が
っ
て
い
く
よ
う
な
も
の
を

包
含
し
て
い
た
と
も
い
え
よ
う
。
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（
3
1
）
　
注
（
2
7
）
に
同
じ
。

（
3
2
）
　
「
お
由
」
に
は
大
工
と
見
合
い
を
し
た
「
女
中
」
「
お
由
」
が
登
場
す
る
。
お
由
に
は
弟
が
お
り
、
実
家
の
継
母
と
の
間
に
は
確
執
が
あ
る
こ
と
が
「
お

　
　
由
」
に
は
語
ら
れ
て
い
る
。
「
巳
の
吉
の
或
日
」
で
は
奉
公
先
か
ら
大
工
へ
嫁
い
だ
姉
を
持
つ
「
巳
の
吉
」
が
、
継
母
の
叱
咤
を
受
け
た
と
あ
り
、

　
　
　
そ
の
境
遇
か
ら
、
お
由
は
巳
の
吉
の
姉
と
推
量
さ
れ
る
。
そ
し
て
「
朋
輩
」
に
は
、
同
じ
名
で
境
遇
も
よ
く
似
た
お
由
が
そ
の
朋
輩
「
き
く
」
と
と

　
　
も
に
、
「
お
由
」
の
後
日
談
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

（
3
3
）
　
紙
幅
の
関
係
で
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
翻
訳
「
鳥
の
讃
美
」
（
レ
オ
パ
ル
デ
ィ
）
に
つ
い
て
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
翻
訳
は
明
治

　
　
　
四
十
四
年
九
月
の
「
青
鞘
」
創
刊
号
に
掲
載
の
予
告
が
あ
る
が
、
同
年
十
一
月
の
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
事
情
は
不
明
だ
が
、
「
青
鞘
」

　
　
　
と
の
意
思
の
齪
鱈
が
あ
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
彌
生
子
は
〈
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
時
代
〉
が
過
ぎ
て
か
ら
、
「
傳
説
の
時
代
」
（
尚
文
堂
、
大
正
二
年

　
　
　
七
月
）
や
「
ソ
ー
ニ
ャ
・
コ
ヴ
ァ
レ
フ
ス
カ
ヤ
」
（
「
青
鞘
」
、
大
正
二
年
十
一
月
か
ら
）
な
ど
、
多
く
の
翻
訳
を
し
て
い
る
。

＊
引
用
に
お
い
て
は
、
新
字
体
に
改
め
た
部
分
も
あ
る
。
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