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夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
や
ん
』
論―

坊
っ
ち
や
ん
は
何
処
か
ら
何
処
へ
行
く
か―

島
崎
藤
村
と
函
館―

『
津
軽
海
峡
』
を
中
心
に
、
藤
村
ら
し
い
一
つ
の
予
定
調
和―

修
士
論
文
題
目
及
び
内
容
の
要
旨

　青
年
期
女
子
の
両
親
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
精
神
的
健
康
に
つ
い
て

　

―

き
ょ
う
だ
い
関
係
の
視
点―

　地
方
都
市
の
内
発
型
地
域
振
興
の
研
究
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夏
目
漱
石
の『
坊
っ
ち
や
ん
』は
明
治
三
十
九
年
四
月
の
俳
句
雑
誌『
ホ
ト
ト

ギ
ス
』に
百
五
十
頁
全
文
掲
載
さ
れ
た
小
説
で
、
日
本
の
近
代
文
学
作
品
と
し

て
は
人
々
に
広
く
親
し
ま
れ
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
で
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
。
贅
言
で
は
あ
る
が『
坊
っ
ち
や
ん
』と
双
璧
と
言
う
と

『
銀
河
鉄
道
の
夜
』く
ら
い
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
辺
り
の
事
情
を『『
坊
っ
ち
や

ん
』事（
１
）典
』の「
は
じ
め
に
」が
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
の
で
引
用
す
る
。

夏
目
漱
石『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』は
、
日
本
人
に
最
も
親
し
ま
れ
た
小
説
の
一

つ
で
あ
ろ
う
。
明
治
三
九
年
四
月『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』に
発
表
さ
れ
て
以
来
、

「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」と
呼
ば
れ
た
男
が「
四
国
辺
の
あ
る
中
学
校
」（
一
）に
赴
任

し
、
い
ろ
い
ろ
な
騒
動
を
惹
き
起
こ
し
て
一
月
で
東
京
に
舞
い
戻
っ
て
く

る
話
は
、
一
〇
〇
年
以
上
の
長
き
に
わ
た
っ
て
親
し
ま
れ
て
き
た
。
江
戸

っ
子
で
あ
る
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
歯
切
れ
の
い
い
語
り
は
、
そ
れ
ま
で
の
近
代

小
説
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
斬
新
な
文
体
で
あ
り
、
単
純
明
快
な
行
動
と

相
ま
っ
て
多
く
の
読
者
を
魅
了
し
て
き
た
。
単
行
本
・
全
集
・
新
書
・
文

庫
な
ど
、『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』を
収
め
た
書
籍
の
種
類
は
優
に
二
〇
〇
を
超
え

て
い
る
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』は
ま
た
、
教
科
書
教
材
に
採
用
さ
れ
、
児
童
文

学
と
し
て
扱
わ
れ
る
場
合
も
し
ば
し
ば
で
あ
る
。
映
画
・
テ
レ
ビ
ド
ラ

マ
・
ア
ニ
メ
・
漫
画
な
ど
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
翻
訳
さ
れ
る
機
会
も
多
く
、

パ
ロ
デ
ィ
作
品
も
次
々
と
生
み
出
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
と
さ
れ
て
い
る
松

山
で
の
人
気
は
、
ひ
と
き
わ
高
く
、「
坊
っ
ち
ゃ
ん
ス
タ
ジ
ア
ム
」・「
坊

伊　

狩　
　
　

弘

っ
ち
ゃ
ん
饅
頭
」を
始
め
、
作
品
に
ち
な
ん
だ
施
設
・
商
店
・
土
産
物
な

ど
は
数
知
れ
な
い
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』は
ま
さ
に「
国
民
的
」名
作
で
あ
る
。

以
上
に
続
い
て
、
こ
の
よ
う
な『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』の
人
気
は「
主
人
公
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
」す
な
わ
ち「
素
朴
に
喜
び
か
つ
怒
り
、
裏
表
の
な
い
性
格
で
卑
怯
な

ふ
る
ま
い
を
す
る
人
間
を
弾
劾
す
る
」性
格
と
行
動
に「
読
み
手
は
共
鳴
し
、
な

つ
か
し
い
気
持
ち
を
覚
え
」る
所
に
あ
る
と
す
る
。
し
か
し『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』は
、

そ
の
よ
う
に「
勧
善
懲
悪
」の
体
裁
を
採
り
な
が
ら
も
決
し
て「
絵
空
事
」で
は
な

い
と
し
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

明
治
二
八
年
英
語
教
師
と
し
て
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
に
赴
任
し
た
際
の
経

験
に
基
づ
い
て
書
か
れ
た
こ
の
小
説
に
は
、
漱
石
の
見
た
過
渡
期
の
地
方

都
市
の
姿
が
鮮
や
か
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
近
代
化
が
急
速
に
進
み
、
諸

制
度
が
改
め
ら
れ
、
人
や
物
が
頻
繁
に
行
き
交
う
。
他
者
と
触
れ
合
う
機

会
の
増
加
に
比
例
し
て
、
人
と
の
摩
擦
が
生
じ
、
心
に
葛
藤
を
抱
え
る
度

合
い
も
高
ま
っ
て
い
く
。
極
め
つ
け
の
学
歴
エ
リ
ー
ト
で
あ
っ
た
漱
石
は
、

『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』を
書
く
に
当
た
っ
て
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
を
自
身
と
ず
ら
し
、

旧
い
価
値
観
に
こ
だ
わ
る
人
物
像
に
設
定
し
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
時

流
に
乗
っ
た
者
た
ち
の
浮
薄
さ
が
露
わ
と
な
り
、
作
品
は
諷
刺
性
を
備
え

る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
坊
っ
ち
ゃ
ん
で
あ
る
限
り
、
社
会

で
の
成
功
は
望
む
べ
く
も
な
い
。
こ
れ
ま
で
の
歩
み
を
ふ
り
か
え
る
語
り

手
と
し
て
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
、
意
識
に
屈
折
を
抱
え
込
ま
ざ
る
を
え
な
か

夏
目
漱
石
『
坊
っ
ち
や
ん
』
論

　
　

―
坊
っ
ち
や
ん
は
何
処
か
ら
何
処
へ
行
く
か
―
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っ
た
。『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』は
、
わ
か
り
や
す
い
物
語
の
先
に
翳
り
を
帯
び
た

奥
行
き
は
ら
む
作
品
で
も
あ
る
。
多
面
的
な
表
情
を
持
ち
、
読
む
た
び
に

発
見
を
も
た
ら
す
ゆ
え
に
、
わ
ず
か
原
稿
用
紙
一
五
〇
枚
の
中
編
小
説
は
、

支
持
さ
れ
て
き
た
と
言
え
よ
う
。

以
上「
は
じ
め
に
」か
ら
引
用
し
た
が
、
全
体
と
し
て
穏
当
な
評
価
で
あ
ろ
う

が
、
し
か
し
細
か
く
考
え
る
と
こ
れ
は『
坊
っ
ち
や
ん
』と
い
う
小
説
の
全
体
像

や
問
題
点
に
迫
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。
そ
も
そ
も
漱
石
は
ど
の
よ
う
な
思

考
回
路
を
通
し
て
約
十
年
前
の
松
山
の
体
験
を
こ
の
小
説
に
仕
立
て
る
こ
と
を

思
い
立
っ
た
の
か
。
そ
の
根
本
的
な
モ
チ
ー
フ
や
テ
ー
マ
は
何
だ
っ
た
の
か
。

「
歯
切
れ
の
い
い
語
り
」や「
裏
表
の
な
い
性
格
」は
確
か
に
そ
う
で
あ
ろ
う
が
、

「
お
れ
は
」「
お
れ
が
」と
い
う
一
人
称
独
白
体
小
説
の
直
線
的
展
開
、
善
悪
二
類

型
的
な
人
物
配
置
と
い
か
に
も
短
慮
な
結
末
の
単
純
さ
幼
稚
さ
、
さ
ら
に
清
と

い
う
江
戸
時
代
の
御
女
中
の
成
れ
の
果
て
的
下
女
の
存
在
な
ど
は
モ
デ
ル
も
居

な
い
よ
う
な
の
で
、
ど
こ
か
ら
そ
の
よ
う
な
発
想
が
生
ま
れ
た
の
か
、
ま
た
マ

ド
ン
ナ
と
言
わ
れ
る
聖
女
の
堕
罪
な
ど
疑
問
は
色
々
と
あ
る
。

『
坊
っ
ち
や
ん
』は
明
治
三
十
九
年
の
三
月
頃
に
想
を
得
て
、
一
月
足
ら
ず
で

執
筆
し『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』に
発
表
し
た
速
成
的
な
小
説
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て

い
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
胚
胎
期
間
、
即
ち
物
語
の
成
立
す
る
ま
で
に
相

当
の
時
間
と
成
立
の
為
の
諸
契
機
が
必
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

坊
っ
ち
ゃ
ん
は「
あ
る
私
立
の
中
学
校
」を
卒
業
し
、
兄
か
ら
貰
っ
た
六
百
円
を

学
資
に
し
て「
物
理
学
校
」に
通
い
、「
四
国
辺
の
あ
る
中
学
校
」の「
数
学
の
教

師
」に
な
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
満
二
十
歳
を
い
く
ら
も
越
え
な
い
年
齢
で
四

国
に
行
き
、
一
か
月
程
勤
務
し
て
帰
京
し
た
。
そ
の
後「
お
れ
」は「
街
鉄
の
技

手
」に
な
っ
て
清
と
暮
ら
し
て
い
た
の
だ
が
、
清
は「
今
年
の
二
月
肺
炎
に
罹
つ

て
死
ん
で
仕
舞
つ
た
」（
十
一
）の
で
あ
る
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
帰
京
後
、
清
は
何

年
生
き
た
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
、
清
の
死
後
、
二
十
歳
か
ら
左
程
遠
く
な

い
時
点
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
こ
の
小
説
を
語
っ
た
よ
う
な
形
に
は
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
に
比
し
て
漱
石
が『
坊
っ
ち
や
ん
』を
世
に
送
る
迄
の
経
過
は
そ
う
単
純

で
は
な
く
、
年
齢
も
昔
式
に
数
え
れ
ば
四
十
歳
、
不
惑
の
年
で
あ
っ
た
。
そ
こ

で
、
漱
石
が
帝
国
大
学
を
卒
業
し
て
か
ら『
坊
っ
ち
や
ん
』を
発
表
す
る
ま
で
の

軌
跡
を『
漱
石
研
究
年
表
（
２
）
』な
ど
か
ら
辿
っ
て
み
る
。

明
治
二
十
六
年
七
月
、
夏
目
金
之
助
は
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
科
第
二

回
を
卒
業
し
た
。
英
文
の
卒
業
生
は
金
之
助
一
人
、
文
科
大
学
は
全
部
で
十
五

名
卒
業
で
あ
っ
た
。
そ
の
後
、
大
学
院
に
進
み
、
そ
の
年
の
十
月
に
高
等
師
範

学
校
の
英
語
嘱
託
に
な
る
。
月
額
三
十
七
円
五
十
銭
の
給
与
を
貰
い
、
そ
の
中

か
ら
奨
学
金
返
済
の
七
円
五
十
銭
を
引
き
、
更
に
父
へ
送
金
十
円
、
そ
の
他
に

製
艦
費
一
割
と
し
て
三
円
七
十
五
銭
が
引
か
れ
る
。
従
っ
て
手
許
に
残
る
の
は

十
六
円
程
度
と
思
わ
れ
る
。

明
治
二
十
七
年
二
月
、
風
に
罹
り
咽
喉
を
痛
め
血
痰
出
る
。
医
者
に
、
肺
結

核
だ
と
言
わ
れ
る
。
が
、
軽
い
も
の
で
あ
る
。
三
月
九
日
付
、
菊
池
謙
二
郎
宛

書
簡
に「
実
は
去
る
二
月
初
め
風
邪
に
か
ゝ
り
候
処
其
後
の
経
過
よ
ろ
し
か
ら

ず
い
た
く
咽
喉
を
痛
め
夫
よ
り
細
き
絹
糸
の
如
き
血
少
々
痰
に
混
じ
て
咯
出
仕

り
候
故
従
来
の
遺
伝
と
伝
染
と
両
方
へ
転
ん
で
も
外
れ
そ
う
の
な
き
小
生
故
直

ち
に
医
師
の
診
察
を
受
け
候
処
只
今
の
処
に
て
は
心
配
す
る
程
の
事
は
な
く
矢

張
り
平
生
の
如
く
勉
学
致
し
て
も
よ
ろ
し
く
只
日
々
滋
養
物
を
食
し
身
体
の
衛

養
を
怠
ら
ぬ
様
に
す
る
事
専
一
な
り
」云
々
と
書
き
、「
何
と
な
う
死
に
来
た
世

の
惜
し
ま
る
ゝ
」な
ど
と
句
を
添
え
て
い
る
。
ま
た
大
弓
の
流
行
に
倣
っ
て
自

ら
も
弓
を
引
い
て
い
る
と
書
き
、「
大
弓
や
ひ
ら
り
〳
〵
と
梅
の
花
」「
矢
響
の

只
聞
ゆ
な
り
梅
の
中
」の
二
句
も
書
き
添
え
た
。
五
月
、
結
核
の
症
状
は
消
え

る
。八

月
に
松
島
へ
の
旅
を
し
た
。
上
野
午
前
六
時
四
十
分
発
、
仙
台
午
後
七
時

着
。
七
時
四
十
分
鹽
竈
停
車
場
着
と
い
う
よ
う
な
旅
だ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
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何
日
の
旅
を
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
九
月
四
日
付
子
規
宛
書
簡
に
は「
拝
啓

昨
夜
又
々
持
て
余
し
た
る
酒
嚢
飯
袋
を
荷
ひ
て
の
そ
〳
〵
と
帰
京
仕
り
候
小
生

の
旅
行
を
評
し
て
健
羨
々
々
と
仰
せ
ら
る
ゝ
段
情
な
き
事
に
御
座
候
元
来
小
生

の
漂
泊
は
此
三
四
年
来
沸
騰
せ
る
脳
漿
を
冷
却
し
て
尺
寸
の
勉
強
心
を
振
興
せ

ん
為
の
み
に
御
座
候
去
す
れ
ば
風
流
韻
事
抔
は
愚
か
只
落
付
か
ぬ
尻
に
帆
を
挙

げ
て
歩
け
る
丈
歩
く
外
他
の
能
事
無
之
願
く
ば
到
る
処
に
不
平
の
塊
ま
り
を
分

配
し
て
成
し
崩
し
に
心
の
穏
か
な
ら
ざ
る
を
慰
め
度
と
存
候
へ
ど
も
何
分
其
甲

斐
な
く
理
性
と
感
情
の
戦
争
益
劇
し
く
恰
も
虚
空
に
つ
る
し
上
げ
ら
れ
た
る
人

間
の
如
く
に
て
天
上
に
登
る
か
奈
落
に
沈
む
か
運
命
の
定
ま
る
ま
で
は
安
心
立

命
到
底
無
覚
束
候
俊
鶻
一
搏
起
て
ば
将
に
蒼
穹
を
摩
す
べ
し
只
此
頸
頭
の
鉄
鎖

を
断
ず
る
の
斧
な
き
を
如
何
せ
ん
抔
と
愚
痴
を
こ
ぼ
し
居
候
も
必
竟
驀
向
に
直

前
す
る
の
勇
気
な
く
な
り
候
為
と
深
く
慚
愧
に
不
堪
去
月
松
島
に
遊
ん
で
瑞
巌

寺
に
詣
で
し
時
南
天
棒
の
一
棒
を
喫
し
て
年
来
の
累
を
一
掃
せ
ん
と
存
候
へ
ど

も
生
来
の
凡
骨
到
底
見
性
の
器
に
あ
ら
ず
其
丈
は
断
念
致
し
候
故
踵
を
回
ら
し

て
故
郷
に
帰
る
や
否
や
再
び
半
肩
の
行
李
を
理
し
て
南
相
の
海
角
に
到
り
日
夜

鹹
水
に
浸
り
」云
々
と
あ
る
。
お
そ
ら
く
鎌
倉
辺
り
で
泳
い
で
い
る
う
ち
に
八

朔（
新
暦
で
八
月
三
十
一
日
）つ
ま
り
二
百
十
日
の
荒
波
に
揉
ま
れ
た
の
だ
と
言

う
。
こ
の
書
簡
を
見
る
に
、
漱
石
は
八
月
に
か
な
り
の
期
間
仙
台
近
辺
に
滞
在

し
、
瑞
巌
寺
に
中
原
南
天
棒（
鄧
州
）を
訪
ね
て
禅
の
悟
り
を
開
こ
う
と
し
た
模

様
で
あ
る
。
南
天
棒
は
明
治
二
十
四
年
に
赴
任
し
た
が
、
漱
石
が
参
禅
し
た

翌
々
年
の
二
十
九
年
に
寺
で
起
こ
っ
た
失
態
の
責
任
を
と
っ
て
瑞
巌
寺
か
ら
仙

台
の
大
梅
寺
に
転
じ
た
。
大
梅
寺
は『
草
枕
』に「
泰
安
さ
ん
は
、
そ
の
後
発
奮

し
て
、
陸
前
の
大
梅
寺
へ
行
つ
て
、
修
行
三
昧
ぢ
や
。」（
五
）と
し
て
出
て
く
る

古
刹
で
あ
る
。
あ
る
い
は
漱
石
は
瑞
巌
寺
に
赴
く
前
に
国
居
国
師
創
建
に
な
る

こ
の
大
梅
寺
を
訪
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
書
簡
は
日
清
戦
争
開
戦
か
ら

一
月
余
り
の
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
戦
争
に
は
何
も
触
れ
て
い
な
い
で

自
ら
の
悟
り
の
境
地
に
悶
え
る
こ
と
ば
か
り
が
綴
ら
れ
る
。
青
年
ら
し
い
自
己

追
求
自
我
確
立
に
焦
慮
し
た
こ
と
の
表
れ
と
も
見
ら
れ
る
が
、
漱
石
の
精
神
的

ス
タ
ン
ス
が
社
会
に
向
か
う
よ
り
も
自
己
内
部
に
向
い
が
ち
で
あ
る
こ
と
の
表

れ
と
言
え
よ
う
。
漱
石
は
社
会
の
中
の
自
分
の
安
定
を
求
め
る
以
上
に
、
人
間

存
在
そ
の
も
の
の
根
本
的
安
定
と
悟
達
と
を
重
ん
じ
る
人
間
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。

こ
の
年
の
暮
れ
に
円
覚
寺
参
禅
を
試
み
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
が
、
神
経
衰

弱
の
悪
化
に
よ
る
一
連
の
行
動
と
も
見
ら
れ
る
。

十
二
月
二
十
三
日
夜
、
ま
た
は
翌
日
朝
か
ら
翌
年
七
日
ま
で
、
菅
虎
雄
の
紹

介
で
鎌
倉
円
覚
寺
に
釈
宗
活
を
訪
ね
、
帰
源
院
に
入
り
、
釈
宗
演
の
指
導
を
受

け
、「
父
母
未
生
以
前
本
来
の
面
目
」と
い
う
公
案
を
貰
う
。
戦
争
も
い
よ
い
よ

激
し
さ
を
増
し
た
こ
の
時
期
の
年
末
年
始
の
二
週
間
参
禅
す
る
と
い
う
の
は
や

は
り
漱
石
と
い
う
人
間
の
特
性
、
社
会
と
の
距
離
感
を
見
る
こ
と
が
出
来
よ
う
。

明
治
二
十
八
年
三
月
三
日
、
正
岡
子
規
は『
日
本
』の
従
軍
記
者
と
し
て
広
島

に
向
か
っ
た
。
同
じ
頃
、
漱
石
も
西
漸
の
途
に
就
く
。
三
月
十
八
日
付
菊
池
謙

二
郎
宛
書
簡
で「
小
生
儀
今
般
愛
媛
県
尋
常
中
学
へ
赴
任
の
事
と
粗
決
定
」と
書

き
送
り
、
赴
任
の
た
め
に
五
十
円
程
金
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
書
く
。
そ
し
て
高

等
師
範
学
校
と
東
京
専
門
学
校
を
辞
し
て
、
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
嘱
託
教
員
に

な
る
こ
と
に
決
め
る
。
外
人
教
師
な
み
の
待
遇
な
ら
行
く
と
申
し
出
た
よ
う
で
、

よ
く
知
ら
れ
る
通
り
月
給
は
八
十
円
、
住
田
昇
校
長（
明
治
28
年
10
月
16
日
に

休
職
。
実
際
に
狸
と
い
う
あ
だ
名
だ
っ
た
よ
う
だ
）は
月
給
六
十
円
で
あ
っ
た
。

序
な
が
ら
英
語
の
西
川
忠
太
郎
は
四
十
円
、
数
学
の
渡
辺
は
三
十
五
円
、
漱
石

と
同
期
に
赴
任
し
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
モ
デ
ル
に
擬
せ
ら
れ
る
弘
中
又
一
は
二
十

円
、
体
操
の
浜
本
は
助
教
諭
で
十
二
円
、
書
記
寒
川（
寒
川
鼠
骨
の
父
）も
十
二

円
だ
っ
た
。

漱
石
の
松
山
行
き
の
行
程
を
辿
る
と
、
明
治
二
十
八
年
四
月
七
日
、
午
前
十

一
時
四
十
五
分（
推
定
）新
橋
停
車
場
を
発
つ
。
八
日
午
前
七
時
三
十
五
分
、
神
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戸
停
車
場
に
到
着
。
午
前
九
時（
推
定
）神
戸
発
の
汽
車
で
広
島
に
向
か
う
。
午

後
五
時
五
十
六
分
、
広
島
停
車
場
に
着
い
た
。
宇
品
へ
人
力
車
で（
推
定
）向
か

う
。
宇
品
か
ら
船
に
乗
り
三
津
浜
港
へ
漕
ぎ
出
し
、
九
日
午
後
、
東
京
か
ら
ま

る
二
日
が
か
り
で
三
津
浜
に
到
着
し
た
。
午
後
一
時
四
十
一
分
三
津
浜
港
発
の

伊
予
軽
便
鉄
道
に
乗
り
、
古こ

町ま
ち

停
車
場
を
経
て
、
二
十
分
ほ
ど
か
か
っ
て
、
外と

側が
わ（
松
山
市
）停
車
場
に
辿
り
着
く（
運
賃
三
銭
五
厘
）。
車
屋
に
宿
屋
に
行
く
こ

と
を
命
ず
る
と
城き

戸ど

屋や
（
松
山
市
三
番
町
、
現
松
山
市
二
番
町
四
〇
一
の
七
）に

連
れ
て
行
か
れ
、
竹
の
間
に
通
さ
れ
る
。
茶
代
十
銭
を
出
し
、
十
畳
に
五
畳
の

次
の
間
付
き
の
部
屋
に
部
屋
を
変
え
ら
れ
た
。
茶
代
を
奮
発
す
る
辺
り
は
小
説

と
殆
ん
ど
同
じ
で
あ
る
。
翌
日
の
四
月
十
日
、
嘱
託
教
員
の
辞
令
出
る
。
嘱
託

な
の
で
学
級
担
任
や
宿
直
勤
務
は
な
か
っ
た
。
小
説
で
宿
直
の
晩
に
生
徒
か
ら

い
た
ず
ら
を
さ
れ
る
と
い
う
筋
立
て
は
、
他
の
教
師
か
友
人
達
か
ら
聞
い
て
着

想
し
た
も
の
で
で
も
あ
ろ
う
か
。

漱
石
在
職
時
代
の
中
学
の
教
頭
は
理
学
士
の
横
地
石
太
郎
で
住
田
校
長
が
休

職
し
た
後
は
校
長
代
理
と
な
っ
た
。
帝
国
大
学
応
用
化
学
科
を
卒
業
し
た
理
学

士
で
漱
石
と
親
し
く
、
共
に
釣
り
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。
作
中
に
坊
っ
ち
ゃ
ん

が
、
赤
シ
ャ
ツ
、
野
だ
い
こ
と
釣
り
に
出
か
け
る
場
面
が
あ
り
、
そ
の
中
に
出

て
来
る
科
白
か
ら
四
十
島
が
タ
ー
ナ
ー
島
と
名
づ
け
ら
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
挿

話
は
横
地
と
の
釣
り
の
記
憶
を
再
現
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
漱
石
は
後
に「
私

の
個
人
主
義
」（
大
正
３
・
11
）と
い
う
講
演
の
中
で「
一
年
の
後
私
は
と
う
〳
〵

田
舎
の
中
学
へ
赴
任
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
伊
予
の
松
山
に
あ
る
中
学
校
で
す
。

貴
方
が
た
は
松
山
の
中
学
と
聞
い
て
御
笑
ひ
に
な
る
が
、
大
方
私
の
書
い
た

「
坊
ち
や
ん
」で
も
御
覧
に
な
つ
た
の
で
せ
う
。「
坊
ち
や
ん
」の
中
に
赤
シ
ヤ
ツ

と
い
ふ
渾
名
を
有
つ
て
ゐ
る
人
が
あ
る
が
、
あ
れ
は
一
体
誰
の
事
だ
と
私
は
其

時
分
よ
く
訊
か
れ
た
も
の
で
す
。
誰
の
事
だ
つ
て
、
当
時
其
中
学
に
文
学
士
と

云
つ
た
ら
私
一
人
な
の
で
す
か
ら
、
も
し「
坊
ち
や
ん
」の
中
の
人
物
を
一
々
実

在
の
も
の
と
認
め
る
な
ら
ば
、
赤
シ
ヤ
ツ
は
即
ち
か
う
い
ふ
私
の
事
に
な
ら
な

け
れ
ば
な
ら
ん
の
で
、

―
甚
だ
有
難
い
仕
合
せ
と
申
し
上
げ
た
い
や
う
な
訳

に
な
り
ま
す
。」と
語
っ
た
。
実
際
に
赤
シ
ャ
ツ
を
着
て
い
た
か
ど
う
か
、
赤
シ

ャ
ツ
が
流
行
っ
て
い
た
と
い
う
証
言
も
あ
る
よ
う
だ
が
定
か
で
な
い
。

弘
中
又
一（
数
学
）は
先
に
も
述
べ
た
が「
坊
っ
ち
ゃ
ん
」の
モ
デ
ル
に
擬
せ
ら

れ
る
教
師
で
あ
る
。
明
治
六
年
生
ま
れ
で
、
同
志
社
普
通
学
校
を
経
て
、
漱
石

よ
り
一
月
半
遅
れ
て
赴
任
し
た
。
漱
石
が
熊
本
に
転
勤
し
た
の
と
同
じ
く
、
翌

年
四
月
に
弘
中
も
熊
谷
中
学
に
転
任
し
た
の
で
、
偶
然
と
は
言
え
小
説
の
中
の

坊
っ
ち
ゃ
ん
と
山
嵐
の
辞
職
と
相
似
し
て
い
る
。
弘
中
は
同
志
社
で
身
に
付
け

た
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
精
神
、「
子
供
の
よ
う
に
純
粋
で
自
分
を
飾
ら
な
い
温
か
い

人
柄
や
、
自
分
が
良
い
と
信
じ
た
こ
と
は
積
極
的
に
行
動
し
、
正
義
を
貫
こ
う

と
す
る
性
質
は
、
ま
さ
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。」と
中
野
登
志
美

は
説
明
し
て
い
る
。

さ
て
、
松
山
に
赴
任
し
た
漱
石
は
、
五
月
十
日
ま
で
に
道
後
温
泉
に
二
三
回

出
掛
け
て
い
る
。「
道
後
温
泉
は
余
程
立
派
な
る
建
物
に
て
八
銭
出
す
と
三
階

に
上
り
茶
を
飲
み
菓
子
を
食
ひ
湯
に
入
れ
ば
頭
ま
で
石
鹸
で
洗
つ
て
呉
れ
る
と

い
ふ
様
な
始
末
随
分
結
好
に
御
座
候
」（
５
月
10
日
、
狩
野
亨
吉
宛
）と
書
簡
中

に
あ
る
。
明
治
二
十
八
年
八
月
二
十
七
日
、
漱
石
の
借
家（
松
山
市
二
番
町
八

番
戸
上
野
義
方
の
離
れ
、
二
階
建
て
、
二
階
が
六
畳
・
三
畳
、
一
階
が
六
畳
・

四
畳
半
）に
正
岡
子
規
が
来
て
、
二
階
部
分
を
居
室
に
し
た
。
子
規
は
十
月
十

九
日
ま
で
、
五
十
二
日
間
そ
こ
に
滞
在
し
、
柳
原
極
堂
や
村
上
霽
月
ら
と
と
も

に
運
座
を
催
し
た
り
散
策
し
て
句
作
し
た
り
し
、
漱
石
も
盛
ん
に
句
作
し
た
。

子
規
は
五
月
二
十
三
日
に
神
戸
に
上
陸
し
、
し
ば
ら
く
入
院
し
た
後
退
院
、
須

磨
保
養
院
に
入
り
、
八
月
二
十
日
に
保
養
院
を
出
、
松
山
に
帰
省
し
た
の
で
あ

る
。
そ
の
後
漱
石
に
は
中
根
鏡
と
の
見
合
い
話
が
あ
っ
た
り
し
て
、
年
末
に
は

東
京
へ
帰
り
、
鏡
と
の
婚
約
が
成
る
。
翌
明
治
二
十
九
年
一
月
七
日
、
再
び
松

4



山
に
向
い
、
三
月
に
は
熊
本
五
高
へ
の
転
任
が
内
定
し
た
。
そ
し
て
四
月
十
日
、

松
山
の
三
津
浜
港
を
出
発
、
宇
品
、
広
島
を
経
て
汽
船
で
門
司
に
着
い
た
。
十

三
日
、
久
留
米
を
経
て
池
田（
現
、
上
熊
本
駅
）停
車
場
に
着
き
、
四
月
十
四
日
、

第
五
高
等
学
校
教
授（
嘱
託
）に
着
任
し
た
の
で
あ
る（
月
給
百
円
）。

そ
し
て
六
月
九
日
、
広
島
県
深
安
郡
福
山
町
西
町
士
族
中
根
重
一
長
女
キ
ヨ
、

数
え
年
二
十
歳
、
戸
籍
キ
ヨ
、
通
称
鏡
子
、
と
結
婚
式
を
挙
げ
た
。
漱
石
は
東

京
に
戻
り
た
い
意
向
が
強
か
っ
た
よ
う
だ
が
、
次
第
に
東
京
を
遠
ざ
か
り
、
遂

に
は
ロ
ン
ド
ン
ま
で
西
漸
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
頃
の
漱
石
の
経
済
状
態
は
、

月
給
は
百
円
だ
が
、
そ
こ
か
ら
製
艦
費
十
円
を
引
か
れ
、
さ
ら
に
奨
学
金
の
返

済
が
七
円
五
十
銭
、
父
直
克
に
仕
送
り
十
円
、
姉
ふ
さ
に
仕
送
り
三
円
、
書
籍

費
二
十
円
で
、
残
っ
た
五
十
円
程
度
が
家
計
費
で
あ
っ
た
。
父
は
翌
明
治
三
十

年
六
月
二
十
九
日
に
歿
し
た
の
で
、
仕
送
り
は
必
要
な
く
な
る
。
ま
た
兄
の
直な
お

矩か
た（
な
お
た
だ
）は
父
の
死
後
、
宅
地
や
家
屋
を
売
却
し
、
引
越
し
し
た
と
い
う

の
で
、
幾
分『
坊
っ
ち
や
ん
』の
兄
さ
ん
に
通
う
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の

頃
奨
学
金
の
返
済
も
完
了
し
た
の
で
余
裕
が
出
来
た
よ
う
だ
。
明
治
三
十
年
十

二
月
二
十
八
日
か
ら『
草
枕
』の
モ
デ
ル
で
あ
る
小お

天あ
ま

温
泉
に
出
掛
け
る
な
ど
、

特
段
の
変
化
も
事
件
も
な
い
よ
う
だ
が
、
翌
年
に
な
る
と
九
月
頃
に
は
、
鏡
子

の
悪
阻
と
ヒ
ス
テ
リ
ー
が
ひ
ど
く
な
っ
た
。
明
治
三
十
二
年
五
月
三
十
一
日
、

長
女
筆
が
誕
生
し
た
。
同
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
山
川
信
次
郎
と
と
も
に
阿
蘇

へ
行
き
、
戸と

下し
た

温
泉
、
内
う
ち
の

牧ま
き

温
泉
に
泊
ま
っ
た
。
こ
れ
は『
二
百
十
日
』の
モ
デ

ル
で
あ
る
。
明
治
三
十
三
年
五
月
十
二
日
、
英
語
研
究
の
た
め
、
文
部
省
第
一

回
給
費
留
学
生
と
し
て
、
神
田
乃
武
と
共
に
満
二
ヶ
年
イ
ギ
リ
ス
留
学
を
命
ぜ

ら
れ
る
。
現
職
の
ま
ま
で
、
年
額
千
八
百
円
の
留
学
費
が
支
給
さ
れ
る
も
の
で
、

月
額
百
五
十
円
で
あ
る
か
ら
五
高
の
給
料
の
五
割
増
し
で
、
現
代
の
貨
幣
価
値

に
換
算
す
る
と
月
給
百
万
円
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
が
、
ロ
ン
ド
ン
の
物
価
に
換

算
す
る
と
月
給
二
十
万
円
に
も
な
ら
ぬ
安
月
給
で
あ
っ
た
。
ま
た
妻
の
鏡
に
は

休
職
給
と
し
て
月
に
二
十
五
円
が
支
給
さ
れ
た
が
、
製
艦
費
の
二
円
五
十
銭
を

引
か
れ
た
の
で
、
二
十
二
円
五
十
銭
の
手
取
り
で
あ
る
。
当
時
は
日
清
戦
争
後

の
所
謂
臥
薪
嘗
胆
の
時
代
で
あ
っ
た
。
日
本
は
小
型
の
巡
洋
艦
程
度
の
船
舶
を

作
る
こ
と
は
で
き
た
が
、
大
型
の
軍
艦
を
建
造
す
る
技
術
は
な
く
、
殆
ん
ど
英

国
製
の
船
舶
を
購
入
し
て
い
た
た
め
、
日
露
戦
争
を
想
定
し
て
日
本
中
が
軍
艦

な
ど
の
購
入
費
な
ど
と
し
て
税
金
を
取
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
九
月
八
日
、
漱
石

は
横
浜
港
で
プ
ロ
イ
セ
ン
号
に
乗
っ
た
。
そ
し
て
十
月
二
十
八
日
、
パ
リ
を
出

発
し
、
船
と
列
車
を
乗
り
継
い
で
ロ
ン
ド
ン
に
到
着
し
た
。
ロ
ン
ド
ン
の
第
一

回
目
の
下
宿
に
行
っ
た
が
、
一
日
食
事
つ
き
で
約
六
円（『
研
究
年
表
』）と
い
う

か
ら
一
日
の
宿
代
が
今
の
貨
幣
価
値
に
換
算
し
て
数
万
円
で
あ
ろ
う
。
漱
石
は

度
々
物
価
高
に
驚
く
手
紙
を
送
っ
て
い
る
が
、
下
宿
料
の
高
い
の
に
は
参
っ
た

よ
う
だ
。
二
回
目
の
下
宿
は
一
週
分
が
二
ポ
ン
ド
で
あ
る
。
円
に
換
算
す
る
基

準
が
不
明
で
あ
る
が
、
だ
い
た
い
十
円
程
度
で
、
今
の
価
格
に
し
て
四
万
円
く

ら
い
だ
ろ
う
か
。
一
か
月
に
す
る
と
四
十
円
に
な
る
か
ら
、
手
当
の
三
分
の
一

は
こ
れ
に
消
え
る
わ
け
だ
。
三
回
目
の
下
宿
は
一
週
二
十
五
シ
リ
ン
グ
と
い
う

か
ら
二
万
五
千
円
く
ら
い
だ
ろ
う
か
。
と
も
か
く
百
五
十
円
の
手
当
は
暮
し
に

も
勉
強
に
も
全
く
不
十
分
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
明
治
三
十
年
代
の
ロ
ン
ド
ン
は

世
界
の
富
を
一
手
に
集
め
、
産
業
と
貿
易
の
世
界
セ
ン
タ
ー
で
あ
っ
た
の
で
、

日
本
の
物
価
感
覚
と
比
較
す
る
と
少
な
く
と
も
五
倍
か
十
倍
の
違
い
が
あ
っ
た

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
年
の
暮
れ
に
鏡
子
宛
の
手
紙
で
は
、「
当
地
に
て
は
金

の
な
い
の
と
病
気
に
な
る
の
が
一
番
心
細
く
候
病
気
は
帰
朝
迄
は
謝
絶
す
る
積

な
れ
ど
金
の
な
き
に
は
閉
口
致
候
日
本
の
五
十
銭
は
当
地
に
て
は
殆
ん
ど
十
銭

か
二
十
銭
位
の
資
格
に
候
十
円
位
の
金
は
二
三
回
ま
ば
た
き
を
す
る
と
烟
に
な

り
申
候
今
度
の
下
宿
は
頗
る
き
た
な
く
候
へ
ど
も
安
直
故
辛
防
致
居
候
可
成
衣

食
を
節
し
て
書
物
丈
で
も
買
へ
る
丈
買
は
ん
と
存
候
故
非
常
に
く
る
し
く
候

（
以
下
略
）」（
明
治
33
年
12
月
26
日
付
）と
書
い
て
い
る
。
そ
の
頃
藤
代
禎
輔
宛
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の
葉
書
に
は
、
い
ろ
い
ろ
と
書
物
が
欲
し
い
け
れ
ど
も「
一
寸
目
ぼ
し
い
の
は

三
四
十
円
以
上
だ
か
ら
手
の
つ
け
様
が
な
い
」と
書
く
。『
三
四
郎
』の
中
に
三

四
郎
の
母
親
が
野
々
宮
に
手
紙
を
寄
越
し
て
、「
何
で
も
参
拾
円
あ
る
と
、
四

人
の
家
族
が
半
年
食
つ
て
行
け
る
と
書
い
て
あ
つ
た
が
」と
い
う
場
面
が
あ
り
、

い
く
ら
田
舎
で
も
安
す
ぎ
る
様
だ
と
野
々
宮
は
言
う
が
、
三
四
郎
の
方
は
少
し

納
得
す
る
。
熊
本
の
田
舎
で
は
四
人
家
族
が
半
年
程
も
暮
せ
る
金
が
、
ロ
ン
ド

ン
で
は
本
一
冊
も
買
え
る
か
買
え
な
い
か
と
い
う
彼
我
の
経
済
格
差
が
存
在
し

た
の
は
事
実
だ
ろ
う
。
ま
た
、
鏡
子
に
宛
て
、「
此
地
に
て
物
価
の
高
き
は
一

寸
靴
一
足
を
買
ひ
候
て
も
十
円
位
は
か
ゝ
り
候
に
て（
中
略
）日
本
の
一
円
と
当

地
の
十
円
位
な
相
場
か
と
存
候
」と
か
、「
日
本
に
居
る
内
は
か
く
迄
黄
色
と
は

思
は
ざ
り
し
が
当
地
に
き
て
見
る
と
自
ら
己
れ
の
黄
色
な
る
に
愛
想
を
つ
か

し
申
候
其
上
背
が
低
く
見
ら
れ
た
者
に
は
無
之
非
常
に
肩
身
が
狭
く
候（
以
下

略
）」（
明
治
34
年
１
月
22
日
付
）と
か
と
書
い
て
い
る
。
友
人
に
宛
て
て
は「
僕

は
英
語
研
究
の
為
に
留
学
を
命
ぜ
ら
れ
た
様
な
も
の
ゝ
二
年
間
居
つ
た
つ
て
到

底
話
す
事
抔
は
満
足
に
は
出
来
な
い
よ
第
一
先
方
の
言
ふ
事
が
確
（
し
か
）と
分
ら
な
い

か
ら
な
情
な
い
有
様
さ
殊
に
当
地
の
中
流
以
下
の
言
葉
は
Ｈ
ノ
音
を
皆
抜
か
し

て
鼻
に
か
ゝ
る
様
な
実
に
曖
昧
な
い
や
な
語
だ
」（
２
月
９
日
、
狩
野
亨
吉
ほ
か

宛
）と
書
く
。
ロ
ン
ド
ン
の
物
価
高
や
金
が
す
べ
て
の
世
界
へ
の
嫌
悪
感
、
物

質
主
義
的
資
本
主
義
社
会
へ
の
危
機
感
な
ど
が
漱
石
を
次
第
に
現
代
文
明
に
対

す
る
逃
避
意
識
、
厭
離
意
識
を
醸
成
し
た
と
す
れ
ば
、『
坊
っ
ち
や
ん
』の
構
想

の
一
端
は
そ
の
よ
う
な
処
に
も
胚
胎
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。

鏡
子
の
父
親
に
は「
欧
州
今
日
文
明
の
失
敗
は
明
か
に
貧
富
の
懸
隔
甚
し
き

に
基
因
致
し
候
此
不
平
均
は
幾
多
有
為
の
人
材
を
年
々
餓
死
せ
し
め
凍
死
せ
し

め
若
く
は
無
教
育
に
終
ら
し
め
却
つ
て
平
凡
な
る
金
持
を
し
て
愚
な
る
主
張
を

実
行
せ
し
め
る
傾
な
く
や
と
存
候
幸
ひ
に
し
て
平
凡
な
る
も
の
も
今
日
の
教
育

を
受
く
れ
ば
一
応
の
分
別
生
じ
且
耶
蘇
教
の
随（
情
）性
と
仏
国
革
命
の
殷
鑑
遠

か
ら
ざ
る
よ
り
是
等
庸
凡
な
る
金
持
共
も
利
己
一
遍
に
流
れ
ず
他
の
為
め
人
の

為
に
尽
力
致
候
形
跡
有
之
候
は
今
日
失
敗
の
社
会
の
寿
命
を
幾
分
か
長
く
す
る

事
と
存
候
日
本
に
て
之
と
同
様
の
境
遇
に
向
ひ
候
は
ゞ
（
現
に
向
ひ
つ
ゝ
あ
る

と
存
候
）か
の
土
方
人
足
の
智
識
文
字
の
発
達
す
る
未
来
に
於
て
は
由
々
し
き

大
事
と
存
候　

カ
ー
ル
マ
ー
ク
ス
の
所
論
の
如
き
は
単
に
純
粋
の
理
窟
と
し
て

も
欠
点
有
之
べ
く
と
は
存
候
へ
ど
も
今
日
の
世
界
に
此
説
の
出
づ
る
は
当
然
の

事
と
存
候
小
生
は
固
よ
り
政
治
経
済
の
事
に
暗
く
候
へ
ど
も
一
寸
気
焔
が
吐
き

度
な
り
候
間
斯
様
な
事
を
申
上
候「
夏
目
が
知
り
も
せ
ぬ
に
」抔
と
御
笑
被
下
間

敷
候
」（
明
治
35
年
３
月
15
日
付
、
中
根
重
一
宛
）と
書
い
て
、
西
洋
文
明
批
評

を
行
っ
て
い
る
。
西
洋
文
明
社
会
は
失
敗
し
て
お
り
、
キ
リ
ス
ト
教
の
チ
ャ
リ

テ
ィ
精
神
で
辛
う
じ
て
崩
壊
や
革
命
を
免
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
マ
ル
ク
ス

思
想
で
は
資
本
主
義
社
会
は
必
ず
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
革
命
を
招
来
し
、
社
会
主
義

社
会
に
移
行
す
る
よ
う
に
言
う
の
は
理
論
的
に
欠
陥
が
あ
ろ
う
が
、
今
日
の
よ

う
に
金
銭
万
能
物
質
万
能
で
は
マ
ル
ク
ス
の
よ
う
な
思
想
が
現
れ
る
の
も
無
理

な
い
。
日
本
も
下
層
階
級
の
者
ま
で
が
多
少
の
知
識
を
有
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、

社
会
混
乱
が
出
来
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
漱
石
の
危
惧
は
日
比
谷
暴
動
や

米
騒
動
な
ど
に
あ
る
程
度
は
現
実
化
し
た
と
も
言
え
る
。
こ
う
し
て
金
銭
に
恬

淡
だ
っ
た
過
去
の
書
生
然
と
し
た
漱
石
は
こ
の
辺
か
ら
次
第
に
変
貌
し
、
金
銭

社
会
に
対
す
る
神
経
過
敏
な
拒
絶
反
応
、
或
は
欧
州
文
明
欧
風
化
に
嫌
悪
や
恐

怖
を
覚
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
日
本
社
会
が
地
方
都
市
ま

で
も
が
西
洋
文
明
の
悪
弊
に
染
ま
り
つ
つ
あ
る
よ
う
な
風
潮
に
は
何
ら
か
の
抵

抗
、
拒
否
を
示
す
べ
き
だ
、『
坊
っ
ち
や
ん
』の
作
意
に
そ
の
よ
う
な
思
い
が
潜

ん
で
い
る
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
お
、
引
用
し
た
岳
父
中
根
宛
の
書
簡
に

は「
御
辞
職
後
多
少
御
困
難
の
御
模
様
も
承
は
り
痛
心
致
し
候
」云
々
と
あ
り
、

中
根
重
一
は
内
務
省
を
辞
し
、
五
十
歳
そ
こ
そ
こ
で
浪
々
の
身
と
な
る
。
官
僚

の
悲
哀
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
と
し
て
鏡
子
は
漱
石
の
留
学
中
、
貧
窮
に
陥
り
、
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借
金
も
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
も
漱
石
の
精
神
を
悩
ま
せ
た
こ

と
は『
道
草
』に
徴
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
正
岡
子
規
は
明
治
三
十
五
年
九

月
十
七
日
に
亡
く
な
り
、
漱
石
は
帰
国
の
前
月
の
十
一
月
に
子
規
の
死
を
知
っ

た
。
十
二
月
五
日
、
日
本
郵
船
博
多
丸
に
乗
り
、
地
中
海
、
ス
エ
ズ
運
河
、
イ

ン
ド
洋
を
経
て
ほ
ぼ
五
十
日
に
及
ぶ
航
海
を
経
て
翌
年
一
月
二
十
三
日
神
戸
に

上
陸
し
た
。
そ
し
て
、
午
後
六
時
十
五
分
発
の
急
行
に
乗
車
し
、
約
十
五
時
間

で
新
橋
駅
に
到
着
し
た
。
鏡
子
は
国
府
津
ま
で
出
迎
え
に
出
て
、
東
京
牛
込
区

矢
来
町
の
中
根
重
一
方
に
一
先
ず
落
ち
着
い
た
。
三
月
三
日
、
本
郷
区
千
駄
木

町
五
十
七
番
地
の
所
謂
猫
の
家
に
転
居
し
た
。
そ
の
後
を
大
ま
か
に
辿
る
と
、

三
月
末
に
は
第
五
高
等
学
校
、
依
願
免
官
、
四
月
に
第
一
高
等
学
校
英
語
嘱
託

の
辞
令
を
受
け
る
。
年
俸
は
七
百
円
で
あ
る
か
ら
月
給
に
す
る
と
五
十
八
円
余

り
に
な
る
。
同
月
、
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
講
師
に
な
る
。
こ
ち
ら
は
年
俸

八
百
円
で
、
月
給
に
す
る
と
六
十
六
円
余
り
で
あ
る
。
五
月
二
十
二
日
に
、
一

高
生
の
藤
村
操
が
華
厳
の
瀧
に
投
身
自
殺
し
た
が
、
漱
石
は
藤
村
が
下
読
み
を

し
て
こ
な
い
こ
と
を
二
度
注
意
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
、
心
配
し
た
と
い
う
。

漱
石
は
後
に
こ
れ
に
関
し
て「
水
底
の
感
」と
い
う
新
体
詩
を
作
り
、
寺
田
寅
彦

に
送
っ
た
。
夏
頃
に
は
神
経
衰
弱
が
ひ
ど
く
な
っ
て
、
鏡
子
と
九
月
頃
ま
で
別

居
し
た
。
漱
石
は
神
経
が
内
攻
し
過
敏
に
反
応
す
る
時
非
常
に
攻
撃
的
に
な
る

ら
し
く
、
些
細
な
事
に
も
非
常
に
腹
を
立
て
た
り
時
に
は
家
人
を
殴
っ
た
り
し

た
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
。

明
治
三
十
七
年
に
な
っ
て
も
神
経
衰
弱
は
続
い
た
よ
う
で
あ
る
。
二
月
に
は

い
よ
い
よ
日
露
戦
争
始
ま
っ
た
が
、
漱
石
は
先
に
挙
げ
た「
水
底
の
感
」を
寺
田

に
送
る
く
ら
い
だ
か
ら
戦
争
に
は
余
り
関
心
が
な
か
っ
た
と
見
て
よ
い
。
漱
石

は
大
体
に
お
い
て
社
会
的
事
象
、
特
に
戦
争
な
ど
に
対
し
て
傍
観
者
的
で
観
照

的
な
態
度
を
と
る
こ
と
が
多
く
、
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
な
接
し
方
を
す
る
と

こ
ろ
に
ユ
ー
モ
ア
や
詩
趣
が
生
ず
る
。『
草
枕
』『
満
漢
と
こ
ろ
〴
〵
』な
ど
に
そ

れ
は
顕
著
で
、
命
が
け
の
戦
争
も
漱
石
に
と
っ
て
は
瑣
事
で
あ
り
人
生
の
大
事

で
は
な
い
。
大
事
は
ど
う
や
ら
哲
学
や
宗
教
の
領
域
に
あ
る
よ
う
な
の
で
、
そ

れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
雲
烟
過
眼
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。
し
か
し
完
全
に
雲
烟
過

眼
し
た
か
と
言
う
と
僧
侶
の
よ
う
に
は
自
己
滅
却
は
出
来
な
か
っ
た
よ
う
で
、

そ
こ
に
文
学
や
詩
歌
が
出
来
た
、
と
い
う
の
は『
草
枕
』の
冒
頭
を
な
ぞ
る
よ
う

だ
が
、
事
実
漱
石
文
学
は
現
実
や
自
我
か
ら
の
脱
却
解
脱
の
感
情
を
糧
に
文
学

に
向
お
う
と
し
た
気
味
が
あ
る
。
漱
石
が
現
実
か
ら
脱
却
し
て
い
た
よ
う
に
錯

覚
し
て
い
た
の
は
か
つ
て
の
書
生
的
な
友
情
ホ
モ
ジ
ニ
ア
ス
共
同
体
で
、
端
的

に
は
子
規
の
友
情
と
俳
句
の
生
活
の
中
に
自
我
脱
却
の
端
緒
が
あ
っ
た
と
仮
想

し
た
の
で
あ
ろ
う
。『
坊
っ
ち
や
ん
』の
中
の
坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
の
団
結
は
無

私
友
情
共
同
体
の
疑
似
的
形
態
と
言
っ
て
も
よ
く
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
前
近

代
的
人
間
結
合
の
様
相
で
、
そ
れ
に
対
す
る
赤
シ
ャ
ツ
と
野
だ
い
こ
の
悪
知
恵

グ
ル
ー
プ
は
カ
ネ（
組
織
支
配
）と
オ
ン
ナ
に
よ
る
利
益
誘
導
型
近
代
型
の
人
間

紐
帯
で
あ
ろ
う
。
漱
石
は
古
め
か
し
い
道
義
的
人
間
観
に
基
づ
く
無
私
の
共
同

意
識
に
対
す
る
誘
惑
憧
憬
の
よ
う
な
感
情
が
あ
り
、
そ
れ
が
種
々
の
小
説
の
中

に
現
れ
て
対
立
軸
の
一
方
を
形
作
る
。
漱
石
の
志
向
性
は
大
き
く
二
方
向
に
向

か
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
一
つ
は
過
去
の
無
私
的
だ
っ
た
書
生
時
代
の
交

友
、
こ
れ
は
明
治
二
十
年
代
の
学
生
時
代
、
取
り
分
け
正
岡
子
規
と
の
友
情
を

中
心
と
し
た
時
代
の
思
い
出
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
明
治
二
十
七
年
頃
に
始
ま

る
禅
寺
で
の
悟
り
の
方
向
で
あ
り
、
こ
れ
は
晩
年
ま
で
続
く
。
さ
て
、
そ
の
年

の
六
月
か
七
月
、
黒
い
猫
が
迷
い
込
み
、
い
く
ら
追
い
出
し
て
も
入
っ
て
来
た

の
で
、
漱
石
は
同
情
す
る
が
鏡
子
は
猫
嫌
い
な
の
で
追
い
出
し
た
い
と
思
っ
た

と
こ
ろ
、
老
婆
の
按
摩
に
、
爪
の
先
ま
で
黒
い
福
猫
だ
か
ら
飼
え
ば
家
が
繁
盛

す
る
と
言
わ
れ
、
飼
う
気
に
な
っ
て
猫
を
飼
う
。
い
よ
い
よ
小
説
家
夏
目
漱
石

の
登
場
が
近
づ
い
た
わ
け
で
あ
る
。
九
月
、
明
治
大
学
予
科
の
講
師
と
な
り
土

曜
日
に
四
時
間
で
月
俸
三
十
円
で
あ
る
か
ら
、
家
計
的
に
は
相
当
豊
か
に
な
っ
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た
で
あ
ろ
う
が
、
三
つ
の
学
校
を
掛
け
持
つ
心
労
、
煩
雑
さ
、
鬱
陶
し
さ
な
ど

は
神
経
衰
弱
を
亢
進
さ
せ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
ん
な
中
、
十
一
月
中
旬
、

高
浜
虚
子
に
勧
め
ら
れ
、「
山
会
」に
出
す『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』（
題
名
未
定
）を

書
き
始
め
た
。
猫
に
仮
託
し
て
人
間
社
会
へ
の
鬱
憤
を
晴
ら
そ
う
と
し
た
こ
の

小
説
が
日
露
戦
争
の
二
百
三
高
地
の
激
戦
の
最
中
に
書
か
れ
た
こ
と
は
漱
石
文

学
の
特
質
の
一
面
を
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。
と
も
あ
れ
小
説
家
夏
目
漱
石
の
誕

生
で
あ
る
。
翌
明
治
三
十
八
年
一
月
の『
ホ
ト
ヽ
ギ
ス
』に『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

が
掲
載
さ
れ
た
。
し
か
し
教
員
生
活
は
ま
だ
続
い
て
い
る
。
十
月
に『
吾
輩
は

猫
で
あ
る
』上
篇
が
出
版
さ
れ
、
二
十
日
で
初
版
は
売
り
切
れ
た
と
い
う
。
日

露
講
和
条
約
、
焼
き
討
ち
事
件
な
ど
世
の
中
は
騒
然
と
し
て
い
た
の
だ
が
、
漱

石
に
は
風
馬
牛
だ
っ
た
よ
う
で
、
書
簡
な
ど
を
見
て
も
全
く
関
心
が
な
い
。
十

一
月
に
は『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』の
印
税
を
貰
い
、
外
套
や
二
重
廻
し
を
あ
つ
ら

え
、
あ
と
は
歳
末
や
出
産
の
費
用
に
し
た
。
初
版
発
行
部
数
が
千
か
二
千
か
不

明
確
の
た
め
印
税
の
額
は
、
百
四
十
二
円
五
十
銭
か
、
そ
の
倍
の
二
百
八
十
五

円
か
不
明
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
か
な
り
の
大
金
を
手
に
し
た
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
十
二
月
十
四
日
に
四
女
ア
イ
が
出
生
し
た
。

こ
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
て
、
年
が
明
け
た
明
治
三
十
九
年
三
月
十
四
日
の

頃
、『
坊
っ
ち
や
ん
』の
構
想
を
突
然
得
た
ら
し
い
。
十
七
日（
土
）頃
か
ら『
坊

っ
ち
や
ん
』を
書
き
始
め
た
。
三
月
二
十
三
日
ま
で
に『
坊
っ
ち
や
ん
』を
百
九

枚
ま
で
書
き
。
三
月
中
に
脱
稿
し
た
。
四
月
一
日
に『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』四
月
号
で

『
坊
っ
ち
や
ん
』を
読
ん
だ
。
発
売
は
十
日
で
あ
る
。
定
価
は
五
十
二
銭
、
発
売

部
数
は
五
千
五
百
部
で
あ
る
。「
雑
誌
五
十
二
銭
と
は
驚
ろ
い
た
。
今
迄
雑
誌

で
五
十
二
銭
の
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
夫
で
五
千
五
百
部
売
れ
た
ら
日
本
の
経
済

も
大
分
進
歩
し
た
も
の
と
見
て
是
か
ら
続
々
五
十
二
銭
を
出
し
た
ら
よ
か
ら
う

と
思
ひ
ま
す
。」（
四
月
一
日
付
、
高
浜
虚
子
宛
）と
漱
石
は
書
き
送
っ
た
。
四
月

三
十
日
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』の
稿
料
と
し
て
三
十
八
円
五
十
銭
、『
坊
っ
ち

や
ん
』の
分
と
し
て
百
四
十
八
円
を
受
け
取
っ
た
。
以
上
が
漱
石
が
帝
国
大
学

を
卒
業
し
て
や
が
て
松
山
に
赴
任
し
た
辺
り
か
ら『
坊
っ
ち
や
ん
』を
世
に
送
る

ま
で
、
十
数
年
の
漱
石
の
生
涯
の
あ
ら
ま
し
で
あ
る
。

で
は
こ
の
国
民
的
人
気
小
説『
坊
っ
ち
や
ん
』は
ど
う
い
う
小
説
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
奇
し
く
も『
坊
っ
ち
や
ん
』の
出
る
前
月
に
島
崎
藤
村
の『
破
戒
』が
自
費

出
版
さ
れ
て
た
ち
ま
ち
大
き
な
評
判
に
な
っ
た
。
漱
石
も
一
冊
買
っ
て
感
銘
を

綴
っ
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
る
。『
破
戒
』と『
坊
っ
ち
や
ん
』と
、
内
容
は
全
然
異

な
る
も
の
の
ど
ち
ら
も
地
方
の
学
校
を
舞
台
に
し
、
教
員
が
主
人
公
の
作
品
で

あ
る
。
ま
た
学
校
内
の
権
力
闘
争
を
背
景
に
複
数
の
教
員
が
一
人
の
女
性
を
競

合
す
る
の
も
似
て
い
る
。
学
校
内
の
争
い
が
決
着
し
最
終
的
に
教
員
が
学
校
を

去
る
の
も
同
じ
で
、
同
時
期
に
似
た
よ
う
な
小
説
が
世
に
現
れ
た
の
は
偶
然
だ

が
因
縁
め
い
て
い
る
。
藤
村
も
漱
石
も
大
き
い
社
会
的
格
差
は
あ
る
も
の
の
英

語
の
教
員
で
あ
る
の
も
一
致
す
る
。
一
方
は
部
落
問
題
を
扱
う
社
会
的
小
説
で
、

も
う
一
つ
は
何
や
ら
私
闘
め
い
た
喧
嘩
沙
汰
で
終
わ
る
と
い
う
の
が
決
定
的
な

違
い
と
言
え
る
が
、
藤
村
に『
破
戒
』を
書
か
せ
た
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
が
社
会
的

差
別
に
対
す
る
思
想
的
憤
激
や
批
判
で
あ
っ
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
し
、
逆
に

『
坊
っ
ち
や
ん
』は
単
純
幼
稚
な
坊
っ
ち
や
ん
先
生
を
田
舎
の
中
学
に
解
き
放
っ

て
暴
れ
さ
せ
た
全
く
の
ス
ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
そ
う
単

純
に
も
見
ら
れ
ま
い
。
今
迄
見
た
よ
う
に
漱
石
は
東
京
生
ま
れ
の
江
戸
っ
子
育

ち
で
は
あ
る
が
、
作
中
に
度
々
言
わ
れ
る
単
純
軽
薄
な
江
戸
っ
子
で
は
な
い
。

松
山
に
赴
任
し
た
の
も
種
々
理
由
は
考
え
ら
れ
る
が
そ
こ
が
子
規
の
故
郷
で
あ

る
こ
と
も
影
響
し
た
に
相
違
な
い
。
東
京
か
ら
松
山
、
松
山
か
ら
熊
本
、
熊
本

か
ら
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
よ
う
に
西
漸
し
て
再
び
東
京
に
戻
っ
た
コ
ー
ス
を
考
え
、

東
京
に
戻
っ
て
教
員
生
活
に
苦
し
み
つ
つ
、
い
よ
い
よ『
猫
』辺
り
で
正
し
く
自

己
本
位
の
自
分
を
回
復
す
る
契
機
を
摑
み
か
け
た
漱
石
が
、
単
な
る
落
語
的
な

悪
漢
vs
正
義
漢
の
痛
快
悪
者
退
治
小
説
を
書
い
た
と
も
思
え
な
い
。
否
、
漱
石
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は
そ
の
積
り
で
書
い
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
出
来
上
が
っ
た
小
説
は
漱
石
の
作

意
を
超
え
て
よ
り
深
長
な
意
味
性
を
内
在
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
て
よ

い
。
文
学
作
品
は
往
々
に
し
て
そ
の
よ
う
に
作
者
の
意
図
を
超
え
た
読
み
の
深

淵
を
読
者
に
提
供
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
最
初
の
問
題
と
し
て
こ
の
小
説
の
主
人
公
で
あ
り
語
り
手
で
あ
る「
坊

っ
ち
や
ん
」と
は
何
者
で
あ
る
か
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
う
し
た
点
に
関
し
て

坂
本
浩
は
漱
石
が
狩
野
亨
吉
に
宛
て
た
書
簡
に「
僕
は
洋
行
か
ら
帰
る
時
船
中

で
一
人
心
に
誓
つ
た
。
ど
ん
な
事
が
あ
ら
う
と
も
十
年
前
の
事
実
は
繰
り
返
す

ま
い
。」（
明
治
39
年
10
月
23
日
付
）と
あ
る
の
を
重
視
し
、
こ
の「
十
年
前
の
事

実
」と
は
松
山
行
き
を
指
す
と
考
え
、「
家
庭
の
不
和
か
ら
逃
避
し
、
失
恋
の
苦

し
み
か
ら
遁
走
し
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
厭
世
的
な
気
持
ち
を
忘
却
し
よ
う
と

南
の
島
の
美
し
い
自
然
を
求
め
た
と
き
の
退
嬰
的
な
態
度
を
い
っ
て
い
る
の

だ
。」と
松
山
行
き
の
原
因
を
厭
世
観
に
よ
る
脱
落
的
遁
走
だ
と
推
量
し
、
だ
か

ら
ロ
ン
ド
ン
に
い
る
時
獲
得
し
た
自
己
本
位
に
再
度
立
ち
返
る
べ
く『
坊
っ
ち

や
ん
』を
書
い
た
の
だ
と
推
測
し
、
更
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」が
退
嬰
的
・
消
極
的
な
方
へ
傾
い
て
い
る
の
に
気
づ

い
た
漱
石
が
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
う
一
つ
の
道
と
し
て「
坊
つ
ち
や
ん
」

を
思
い
立
っ
た
と
き
、
か
つ
て
の
都
落
ち
を
真
正
面
か
ら
否
定
す
る
作
品

を
書
く
の
は
、
き
わ
め
て
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。

「
坊
つ
ち
や
ん
」執
筆
時
の
漱
石
は
数
え
年
で
四
十
歳
で
あ
る
。
松
山
時
代

は
二
十
九
歳
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
作
品
の
主
人
公
は
物
理
学
校

卒
業
し
た
て
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
に
そ
れ
よ
り
も
七
、
八
歳
少
な
い
年
ご

ろ
の
若
造
と
な
っ
て
い
る
。
人
生
経
験
も
乏
し
く
、
生
活
上
の
苦
し
み
も

し
ら
ぬ
純
粋
素
朴
な
青
年
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
苦
沙
弥
も
迷
亭
も
ほ

ぼ
当
時
の
漱
石
の
等
身
像
で
あ
っ
た
の
に
、
こ
の
主
人
公
が
人
生
の
出
発

点
で
あ
る
基
本
型
に
遡
行
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
は
き
わ
め
て
簡
単
明
瞭
な
単
線
に
よ
っ
て
形

づ
く
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
と
も
と「
坊
つ
ち
や
ん
」と
い
う
呼
称
そ
の
も

の
が
二
通
り
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
一
つ
は
、
身
分
あ
る
人
や
他
人
を

尊
敬
す
る
語
で
あ
っ
て
、
こ
の
方
は
お
清
が
用
い
る
意
味
で
あ
る
。
他
の

一
つ
は
、
あ
ま
や
か
さ
れ
て
育
っ
た
た
め
世
事
に
通
ぜ
ぬ
男
と
い
う
語
で

あ
っ
て
、
こ
れ
は
彼
の
敵
方
が
用
い
る
意
味
で
あ
る
。
こ
の
主
人
公
は
、

時
と
場
合
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
二
重
の
、
そ
の
い
ず
れ
か
一
方
の
意

味
を
帯
び
て
登
場
し
て
い
る
（
３
）
。

漱
石
が
松
山
に
行
っ
た
こ
と
を
一
概
に「
退
嬰
的
な
態
度
」と
断
定
出
来
る
も

の
か
ど
う
か
。
漱
石
が
英
国
か
ら
帰
国
し
た
明
治
三
十
五
年
冬
の
船
上
で
堅
く

決
意
し
た
十
年
前
の
こ
と
と
は
松
山
に
都
落
ち
し
た
こ
と
を
指
す
の
で
は
な
く
、

明
治
二
十
五
年
に
北
海
道
岩
内
に
戸
籍
を
移
し
て
徴
兵
逃
れ
を
し
た
こ
と
、
こ

の
年
に
子
規
は
大
学
を
退
学
し
て
俳
句
の
道
に
進
む
べ
く「
日
本
」に
入
社
し
た

が
、
漱
石
は
英
文
学
の
学
徒
た
る
こ
と
を
捨
て
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
を
指

す
と
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
以
来
夏
目
金
之
助
と
し
て
英
語
の
教
員
を
勤
め
て

来
た
、
言
わ
ば
学
校
や
文
部
省
の
下
僚
に
甘
ん
じ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
些
か

の
金
銭
の
た
め
に
腰
を
折
る
生
活
は
、
漱
石
の
愛
し
た
陶
潜
が
五
斗
米
の
為
に

腰
を
折
る
能
わ
ず
と
言
っ
た
生
き
方
を
捨
て
、
体
制
に
順
応
す
る
道
で
あ
っ
た
。

帰
国
直
後
は
周
知
の
よ
う
に
家
庭
が
貧
困
の
極
み
に
瀕
し
て
い
た
た
め
に
糊
口

の
道
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
か
ら
四
年
し
て
遂
に
漱

石
は
自
己
本
位
の
道
に
進
み
出
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
坊
っ

ち
や
ん
と
い
う
人
物
の
輪
郭
が
一
定
程
度
浮
き
彫
り
に
な
る
よ
う
だ
。
坊
っ
ち

や
ん
＝
漱
石
と
考
え
る
こ
と
は
無
論
出
来
な
い
訳
だ
が
、
こ
の
小
説
が
坊
っ
ち

や
ん
の
一
人
称「
お
れ
」に
よ
る
語
り
で
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
て
も
、

既
に
中
年
期
に
達
し
た
漱
石
が
、
そ
れ
ま
で
の
人
生
を
反
語
的
に
総
和
し
た
中

か
ら
抽
出
し
た
主
人
公
は
、
第
一
に
社
会
的
規
矩
準
縄
に
覊
束
さ
れ
な
い
人
物
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だ
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
漱
石
は
社
会
的
不
服
従
英
雄
、
不
遇
独
善
の
自
由

人
と
い
っ
た
反
ア
ン
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ィ

時
代
人
的
な
存
在
、
も
っ
と
言
え
ば
反
俗
の
乱
暴
者
、
近
代
と

封
建
時
代
の
狭
間
を
行
き
来
す
る
放バ
ガ
ボ
ン
ド

浪
者
の
よ
う
な
人
物
、
そ
し
て『
坊
っ
ち

や
ん
』の
主
人
公
を
貫
く
の
は
社
会
不
適
応
の
小
児
性
で
あ
り
成
熟
の
拒
否
で

あ
る
か
ら
文
字
通
り
の
世
間
知
ら
ず
の（
と
い
う
よ
り
、
世
間
を
知
り
た
く
な

い
）坊
っ
ち
や
ん
を
描
き
た
か
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

坂
本
は「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
」と
い
う
性
格
と
清
か
ら
見
た
性
格
の
二
面
性
に

着
目
し
な
が
ら
次
の
よ
う
に
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
を
論
ず
る
。

一
方
か
ら
見
れ
ば
、
反
抗
・
意
地
っ
張
り
・
乱
暴
と
な
り
、
他
方
か
ら

見
れ
ば
、
正
直
・
謙
虚
・
正
義
感
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
相
対
立
し
た
二

面
観
が
な
ぜ
生
ま
れ
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
単
純
・
素
朴
で
あ
る
か
ら

だ
。
一
般
に
は
複
雑
・
多
岐
な
も
の
が
さ
ま
ざ
ま
な
解
釈
を
生
み
出
す
よ

う
に
考
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
文
学
上
に
お
け
る
性
格
描

写
は
そ
う
で
は
な
い
。
か
え
っ
て
、
単
一
な
も
の
、
純
粋
な
も
の
ほ
ど
、

相
対
立
す
る
把
握
を
生
じ
さ
せ
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
こ
そ
基
本

型
の
持
つ
特
色
は
あ
る
か
ら
だ
。
分
裂
し
混
濁
し
た
も
の
は
、
そ
の
基
本

型
の
応
用
、
も
し
く
は
崩
壊
の
姿
で
し
か
な
い
。「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」で
、

漱
石
自
ら
の
等
身
大
と
し
て
主
人
公
た
ち
の
多
様
化
し
た
性
格
を
描
い
た

作
者
は
、
今
や
原
典マ
マ

に
立
ち
戻
っ
て
、
そ
の
出
発
点
で
あ
る
基
本
型
に
迫

ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
に「
坊
つ
ち
や
ん
」の
主
人
公
の
性
格
の
創
造
が
あ
っ

の
で
あ
る
。
そ
こ
に
清
を
し
て「
あ
な
た
は
慾
が
す
く
な
く
つ
て
、
心
が

綺
麗
だ
」（
一
）と
言
わ
し
め
た
理
由
が
あ
る
。
純
粋
・
無
垢
と
い
っ
て
も

い
い
。

坂
本
は
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
性
格
を「
単
純
・
素
朴
」「
純
粋
・
無
垢
」と
考
え
、
そ

の
よ
う
な
性
格
が
社
会
か
ら
対
立
し
た
二
面
的
な
評
価
を
得
る
も
と
と
な
っ
た

と
説
明
す
る
。
し
か
し
既
述
し
た
よ
う
に
こ
の
小
説
は
坊
っ
ち
や
ん
の
一
人
称

で
語
ら
れ
て
お
り
、
す
べ
て
の
言
説
は
名
前
の
分
ら
な
い
あ
る
人
物
、
東
京
に

生
ま
れ
て
四
国
の
ど
こ
か
の
中
学
に
赴
任
し
た
が
一
か
月
程
で
退
職
し
た
若
い

数
学
の
先
生
の
思
っ
た
こ
と
や
見
た
こ
と
で
一
元
的
に
語
ら
れ
る
形
で
あ
る
か

ら
、
自
己
回
帰
・
自
照
文
学
の
様
相
す
ら
あ
る
わ
け
で
、
小
説
内
言
説
を
元
に

し
て
性
格
論
を
云
々
す
る
こ
と
は
些
か
躊
躇
わ
れ
る
。「
親
譲
り
の
無
鉄
砲
で

小
供
の
時
か
ら
損
ば
か
り
し
て
居
る
。」（
一
）と
い
う
書
き
出
し
は
有
名
で
、
確

か
に
こ
の
主
人
公
は
小
さ
い
時
か
ら
乱
暴
者
で
喧
嘩
早
く
、
損
得
勘
定
で
動
く

人
間
で
は
な
い
よ
う
に
書
か
れ
、
そ
の
点
は
江
戸
時
代
の
侠
客
に
も
擬
さ
れ
そ

う
だ
。
村
上
浪
六
の
撥
鬢
小
説
中
の
人
物
や
講
談
本
の
主
人
公
な
ど
に
似
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
。
が
、
物
理
学
校（
理
科
大
）に
通
っ
て
数
学
を
修
め
た
経
緯

や
そ
の
後
の
展
開
は
エ
リ
ー
ト
志
向
で
あ
り
、
べ
ら
ん
め
え
の
一
本
気
と
は
言

え
な
い
。
小
説
の
中
で
案
外
金
銭
に
細
か
く
、
カ
ネ
に
関
す
る
記
述
が
多
い
の

は
誰
し
も
気
が
付
く
と
こ
ろ
で
、
計
算
高
い
と
ま
で
は
言
え
な
い
が
カ
ネ
に
無

頓
着
と
は
言
え
な
い
。
よ
く
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
物
理
学
校
に
入
っ
て
四

国
に
行
く
ま
で
の
経
緯
は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

九
州
へ
立
つ
二
日
前
兄
が
下
宿
へ
来
て
金
を
六
百
円
出
し
て
是
を
資
本

に
し
て
商
買
を
す
る
な
り
、
学
資
に
し
て
勉
強
す
る
な
り
、
ど
う
で
も
随

意
に
使
ふ
が
い
ゝ
、
其
代
り
あ
と
は
構
は
な
い
と
云
つ
た
。（
中
略
）兄
は

夫
か
ら
五
十
円
出
し
て
之
を
序
に
清
に
渡
し
て
く
れ
と
云
つ
た
か
ら
、
異

議
な
く
引
き
受
け
た
。

お
れ
は
六
百
円
の
使
用
法
に
就
て
寐
な
が
ら
考
へ
た
。（
中
略
）資
本
抔

は
ど
う
で
も
い
ゝ
か
ら
、
こ
れ
を
学
資
に
し
て
勉
強
し
て
や
ら
う
。
六
百

円
を
三
に
割
つ
て
一
年
に
二
百
円
宛
（
ず
つ
）使
へ
ば
三
年
間
は
勉
強
が
出
来
る
。

三
年
間
一
生
懸
命
に
や
れ
ば
何
か
出
来
る
。
夫
か
ら
ど
こ
の
学
校
へ
這
入

ら
う
か
と
考
へ
た
が
、
学
問
は
生
来
ど
れ
も
こ
れ
も
好
き
で
な
い
。
こ
と

に
語
学
と
か
文
学
と
か
云
ふ
も
の
は
真
平
御
免
だ
。
新
体
詩
な
ど
ゝ
来
て
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は
二
十
行
あ
る
う
ち
で
一
行
も
分
ら
な
い
。（
中
略
）

卒
業
し
て
か
ら
八
日
目
に
校
長
が
呼
び
に
来
た
か
ら
、
何
の
用
だ
ら
う

と
思
つ
て
、
出
掛
け
て
行
つ
た
ら
、
四
国
辺
の
あ
る
中
学
校
で
数
学
の
教

師
が
入
る
。
月
給
は
四
十
円
だ
が
、
行
っ
て
は
ど
う
だ
と
云
ふ
相
談
で
あ

る
。愈

約
束
が
極
ま
つ
て
、
も
う
立
つ
と
云
ふ
三
日
前
に
清
を
尋
ね
た
ら
、

北
向
の
三
畳
に
風
邪
を
引
い
て
寐
て
居
た
。
お
れ
の
来
た
の
を
見
て
、
起

き
直
る
が
早
い
か
、
坊
っ
ち
や
ん
何
時
家
を
お
持
ち
な
さ
い
ま
す
と
聞
い

た
。
卒
業
さ
へ
す
れ
ば
金
が
自
然
と
ポ
ツ
ケ
ツ
ト
の
中
に
湧
い
て
来
る
と

思
つ
て
居
る
。
そ
ん
な
に
え
ら
い
人
を
つ
ら
ま
へ
て
、
ま
だ
坊
っ
ち
や
ん

と
呼
ぶ
の
は
愈
馬
鹿
気
て
居
る
。（
一
）

次
も
有
名
な
一
節
で
あ
る
が
、
茶
代
を
は
ず
ん
で
驚
か
せ
る
場
面
で
あ
る
。

道
中
を
し
た
ら
茶
代
を
や
る
も
の
だ
と
聞
い
て
居
た
。
茶
代
を
や
ら
な

い
と
粗
末
に
取
り
扱
は
れ
る
と
聞
い
て
居
た
。
こ
ん
な
、
狭
く
て
暗
い
部

屋
へ
押
し
込
め
る
の
も
茶
代
を
や
ら
な
い
所せ

ゐ為
だ
ら
う
。
見
す
ぼ
ら
し
い

服な

り装
を
し
て
、
ズ
ツ
ク
の
革
鞄
と
毛
繻
子
の
蝙
蝠
傘
を
提
げ
て
る
か
ら
だ

ら
う
。
田
舎
者
の
癖
に
人
を
見
（
み
く
び
）括
つ
た
な
。
一
番
茶
代
を
や
つ
て
驚
か
し

て
や
ら
う
。
お
れ
は
是
で
も
学
資
の
余
り
を
三
十
円
程
懐
に
入
れ
て
東
京

を
出
て
来
た
の
だ
。
汽
車
と
汽
船
の
切
符
代
と
雑
費
を
差
し
引
い
て
、
ま

だ
十
四
円
程
あ
る
。
み
ん
な
や
つ
た
つ
て
是
か
ら
は
月
給
を
貰
ふ
ん
だ
か

ら
構
は
な
い
。
田
舎
者
は
し
み
つ
た
れ
だ
か
ら
五
円
も
や
れ
ば
驚
ろ
い
て

目
を
廻
す
に
極
つ
て
居
る
。

五
円
の
茶
代
は
明
治
半
ば
な
ら
今
の
金
額
に
し
て
三
万
円
程
度
、
日
露
戦
争

の
話
が
出
て
い
る
の
で
明
治
の
末
頃
と
考
え
る
と
、
そ
れ
で
も
二
万
円
ほ
ど
の

価
値
が
あ
ろ
う
。
既
述
し
た
が『
三
四
郎
』に
あ
る
と
お
り
、
田
舎
で
は
一
月
五

円
位
で
家
族
四
人
が
暮
ら
せ
た
わ
け
で
、
そ
の
く
ら
い
の
金
を
茶
代
に
奮
発
し

た
の
で
あ
る
。
金
で
面
を
張
る
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
が
、
二
十
歳
を
幾
つ
も

越
え
な
い
若
造
が
茶
代
で
吃
驚
さ
せ
る
の
は
普
通
に
考
え
る
と
嫌
味
で
生
意
気

で
あ
る
。
が
、
漱
石
の
作
意
と
し
て
は
逆
で
あ
っ
て
、
要
す
る
に
カ
ネ
離
れ
が

よ
く
金
銭
に
無
頓
着
、
あ
る
い
は
潔
癖
な
人
間
と
し
て
形
象
し
て
い
る
の
で
、

後
で
山
嵐
の
一
銭
五
厘
に
拘
っ
た
り
、
増
俸
を
断
っ
た
り
と
い
う
の
も
カ
ネ
に

潔
癖
で
カ
ネ
や
モ
ノ
を
超
越
し
た
人
間
で
あ
る
証
し
な
の
で
あ
ろ
う
。
要
す
る

に
江
戸
時
代
の
武
士
や
漱
石
が
好
ん
だ
六
朝
時
代
の
陶
淵
明
や
カ
ネ
を
阿
堵
物

と
言
っ
た
晋
の
王
衍
の
よ
う
に
カ
ネ
を
軽
蔑
し
て
い
る
よ
う
な
人
物
と
し
て
描

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
が
、
明
治
時
代
に
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
実
践
す
る
の
は

現
実
的
で
は
な
く
、
や
は
り
次
に
見
ら
れ
る
小
児
性
向
、
簡
単
に
言
え
ば
餓
鬼

っ
ぽ
さ
な
の
で
あ
る
。

こ
の
主
人
公
は
人
の
こ
と
を
気
に
か
け
る
気
分
屋
で
あ
る
の
が
不
思
議
で
あ

る
。
素
朴
で
純
粋
な
人
物
は
田
舎
者
を
軽
蔑
し
た
り
、
赤
シ
ャ
ツ
や
野
だ
い
こ

の
言
動
に
一
々
神
経
を
尖
ら
せ
た
り
す
る
か
疑
問
で
あ
る
。
田
舎
の
人
々
よ
り

清
の
方
が「
人
間
と
し
て
頗
る
尊
と
い
。」と
か「
立
派
な
人
間
だ
。」（
四
）な
ど
と

東
京
人
と
田
舎
者
と
を
品
隲
す
る
か
も
問
題
だ
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
点
か
ら
す

る
と
、
こ
の
主
人
公
は
素
朴
で
あ
る
よ
り
は
江
戸
っ
子
な
ど
と
い
う
小
さ
な
こ

と
鼻
に
か
け
る
根
性
の
小
さ
い
人
物
、
自
分
の
物
差
し
で
判
断
す
る
よ
り
外
な

い
よ
う
な
人
間
だ
と
言
う
方
が
ま
ず
は
適
当
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
江
戸

っ
子
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
少
な
く
も
こ
の
主
人
公
は
単
純
素
朴
と
は
言

え
な
い
、
強
い
て
言
え
ば
小
児
性
の
人
物
と
言
え
る
。
そ
れ
は
漱
石
が
そ
う
で

あ
っ
た
と
言
う
の
で
な
く
、
社
会
か
ら
逸
脱
若
し
く
は
不
適
応
的
存
在
の
志
向

が
漱
石
の
心
内
の
奥
底
に
マ
グ
マ
の
よ
う
に
溜
ま
っ
て
い
て
、
そ
の
一
つ
の
現

れ
と
し
て
こ
の
小
説
の
小
児
的
な
主
人
公
が
造
型
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
後
で
見
る
が
、
例
え
ば『
そ
れ
か
ら
』の
長
井
代
助
は
い
つ
ま
で
も
社
会

に
適
応
せ
ず
破
滅
的
に
な
っ
て
い
く
点
で『
坊
っ
ち
や
ん
』の
主
人
公
を
原
ア
ー
キ
タ
イ
プ
型
に
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し
た
変
ト
ラ
ン
ス
フ
ォ
ー
ム

形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

今
も
述
べ
た
が
次
に
問
題
に
す
べ
き
は
作
中
度
々
言
わ
れ
る「
江
戸
っ
子
」と

い
う
こ
と
と
、
小
説
の
枠
を
決
定
す
る
清
と
い
う
老
下
女
の
存
在
で
あ
る
。
坊

っ
ち
や
ん
は
宿
直
の
晩
に
生
徒
か
ら
イ
ナ
ゴ
を
床
に
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
二
階

の
廊
下
に
仕
掛
け
ら
れ
た
障
害
物
で
脛
を
打
ち
、
ど
う
す
る
こ
と
も
で
出
来
ず
、

次
の
よ
う
に
思
う
。

正
直
に
白
状
し
て
し
ま
ふ
が
、
お
れ
は
勇
気
の
あ
る
割
合
に
智
慧
が
足
り

な
い
。
こ
ん
な
時
に
は
ど
う
し
て
い
ゝ
か
薩
張
り
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
ら

な
い
け
れ
ど
も
、
決
し
て
負
け
る
積
り
は
な
い
。
此
儘
に
済
ま
し
て
は
お

れ
の
顔
に
か
ゝ
は
る
。
江
戸
っ
子
は
意
気
地
が
な
い
と
云
は
れ
る
の
は
残

念
だ
。
宿
直
を
し
て
鼻
垂
れ
小
僧
に
か
ら
か
は
れ
て
、
手
の
つ
け
様
が
な

く
つ
て
、
仕
方
が
な
い
か
ら
泣
寐
入
り
に
し
た
と
思
は
れ
ち
や
一
生
の
名

折
だ
。
是
で
も
元
は
旗
本
だ
。
旗
本
の
元
は
清
和
源
氏
で
、
多
田
の
満
仲

の
後
裔
だ
。
こ
ん
な
土
百
姓
と
は
生
れ
か
ら
し
て
違
ふ
ん
だ
。
只
智
慧
の

な
い
所
が
惜
し
い
丈
だ
。

こ
の
江
戸
っ
子
と
い
う
こ
と
と
旗
本
云
々
に
関
し
て
坂
本
は「
江
戸
っ
子
気

質
と
い
う
の
は
、
支
配
者
で
あ
る
旗
本
意
識
か
ら
出
た
も
の
で
は
な
く
、
被
支

配
者
の
庶
民
の
側
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
辻
褄
の
合
わ
ぬ
放

言
と
い
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
坊
っ
ち
ゃ
ん
が
口
か
ら
出
ま
か
せ
の
嘘

を
吐
い
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
モ
ッ
ト
ー
た
る
正
直
に
背
く
こ
と
に
な
る
し
、
そ

う
信
じ
こ
ん
で
い
た
と
す
れ
ば
理
屈
に
合
わ
ぬ
無
智
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
も
し
主
人
公
が
旗
本
の
直
系
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
親
爺
は
幕
末
の
旗
本
で

あ
っ
た
は
ず
で
、
何
に
も
し
な
い
で
ぶ
ら
ぶ
ら
し
な
が
ら
息
子
の
悪
口
ば
か
り

言
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
背
馳
す
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
の
妻
の
お
袋
だ
っ

て
役
者
の
よ
う
な
兄
ば
か
り
可
愛
が
る
と
い
う
の
は
旗
本
の
後
裔
た
る
家
柄
に

は
ふ
さ
わ
し
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
は
っ
き
り
言
え
る

こ
と
は
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
自
己
矛
盾
で
あ
り
、
そ
れ
に
気
づ
か
ぬ
彼
の
無
智
と

い
う
点
で
あ
る
。」と
述
べ
る
。
し
か
し
小
児
性
で
社
会
不
適
応
の
人
物
を
主
人

公
に
し
、
そ
の
人
物
の
一
人
称
語
り
で
展
開
す
る
こ
の
小
説
は
、
全
体
と
し
て

コ
ミ
カ
ル
な
風カ
リ
カ
チ
ュ
ア

刺
画
的
作
風
で
あ
り
、
現
実
に
触
れ
る
、
触
れ
な
い
と
い
う
議

論
で
言
え
ば
明
ら
か
に
触
れ
な
い
小
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
同
時
期
に
刊
行
さ
れ

た『
破
戒
』を
思
い
比
べ
れ
ば
明
白
で
、
地
方
の
学
校
と
地
域
社
会
を
舞
台
に
す

る
小
説
で
あ
っ
て
も
筆
致
、
内
容
と
も
に
大
き
な
違
い
が
あ
る
。
そ
う
考
え
る

と
風
刺
画
的
小
説
に
現
実
的
な
裏
付
け
や
根
拠
・
合
理
性
を
求
め
る
の
は
木
に

縁
り
て
魚
を
求
む
類
の
見
当
違
い
の
虞
が
あ
る
。
坊
っ
ち
や
ん
が
思
う「
旗
本
」

や「
多
田
の
満
仲
」云
々
は
べ
ら
ん
め
い
の
勢
い
で
口
が
滑
っ
た
程
度
の
こ
と
で
、

さ
ほ
ど
重
視
す
る
必
要
は
な
か
ろ
う
。
旗
本
だ
の
満
仲
だ
の
と
大
風
呂
敷
を
広

げ
た
と
こ
ろ
が
、「
智
慧
の
な
い
」と
落
ち
を
つ
け
た
の
が
ご
愛
敬
で
漱
石
の
好

き
な
落
語
の
乗
り
な
の
だ
ろ
う
か
。

で
は
坊
っ
ち
や
ん
が
江
戸
っ
子
を
自
任
し
て
、
事
有
る
毎
に
江
戸
っ
子
気
取

り
で
い
る
こ
と
は
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の
か
。
小
谷
野
敦
は
無
鉄
砲
な
少
年
の

様
子
が
勝
小
吉『
夢
酔
独
言
』に
相
似
し
て
い
る
こ
と
な
ど
を
挙
げ
、「
坊
っ
ち

ゃ
ん
の
反
骨
精
神
と
は
、「
旗
本
」の
、
つ
ま
り
武
士
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、
町
人

文
化
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
た「
江
戸
っ
子
」の
精
神
と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
」

と
述
べ
る
。
そ
し
て
江
戸
っ
子
定
義
の
諸
説
を
参
照
し
、
江
戸
っ
子
は「
⑴
上

層
町
人　

⑵
下
層
町
人　

⑶
御
家
人
」の
三
種
類
が
あ
り
、
坊
っ
ち
や
ん
の
江

戸
っ
子
と
し
て
の
自
己
認
識
は「
町
人
で
は
な
く
、
旧
幕
臣
の
思
想
的
系
譜
を

引
く
も
の
だ
」と
考
え
ら
れ
る
と
い
う
。
小
谷
野
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

漱
石
は
、
江
戸
の
町
人
文
化
が
生
み
出
し
た「
戯
作
」か
ら
、
そ
の
語
り

口
を
学
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
こ
に
現
れ
る
抵
抗
精
神
は
、
む
し
ろ

英
文
学
者
と
し
て
彼
が
学
ん
だ
ス
ウ
ィ
フ
ト
に
近
い
の
で
あ
る
。
彼
は
講

演「
私
の
個
人
主
義
」で
、「
個
人
主
義
」を
、「
解
り
易
く
云
へ
ば
、
党
派
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の
目
を
気
に
す
る
小
人
物
で
、
正
義
感
や
反
権
力
と
は
無
縁
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

先
述
し
た
村
上
浪
六
撥
鬢
小
説
の
下
町
奴
な
ど
は
侠
客
で
あ
り
、
実
在
の
人
物

で
も
な
い
の
で
そ
れ
を
以
て
モ
デ
ル
に
擬
す
る
の
は
適
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

坊
っ
ち
や
ん
や
こ
の
小
説
の
中
に
御
家
人
、
旗
本
の
系
譜
や
佐
幕
派
の
問
題
を

考
え
る
説
は
他
に
も
あ
る
が
、
武
士
は
大
義
や
虚
名
に
命
を
賭
す
る
も
の
で
、

小
さ
な
正
義
感
や
意
趣
返
し
に
等
し
い
夜
討
ち
な
ど
は
余
り
に
小
粒
な
小
身
者

的
な
遣
り
口
で
あ
ろ
う
。
揚
句
に
帰
京
し
て「
街
鉄
の
技
手
」に
な
り
、「
月
給

は
二
十
五
円
」の
生
活
に
満
足
し
た
の
は
、
清
と
二
人
で
小
市
民
的
生
活
に
安

住
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
小
説
に
お
け
る
坊
っ
ち
や
ん
の

江
戸
っ
子
吹
聴
は
何
か
と
言
う
と
、
単
純
に
江
戸
っ
子
は
東
京
っ
子
で
は
な
く
、

江
戸（
時
代
）、
旧
時
代
に
ス
タ
ン
ス
を
置
い
て
い
る
人
物
と
考
え
れ
ば
い
い
の

で
は
な
い
か
。
勿
論
坊
っ
ち
や
ん
は
江
戸
時
代
の
人
間
で
は
な
い
の
だ
が
、
清

と
い
う
下
女
を
媒
介
と
し
て
旧
時
代
の
通
俗
倫
理
観
を
道ク
リ
テ
リ
オ
ン

徳
規
準
と
す
る
人
物
、

そ
れ
が
江
戸
っ
子
で
あ
り
坊
っ
ち
や
ん
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
漱
石
は
英
語
英

文
学
を
専
門
に
し
て
倫
敦
に
留
学
し
た
日
本
の
近
代
人
エ
リ
ー
ト
代
表
の
よ
う

な
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
反
近
代
人
・
反
西
欧
の
近
代
人
的
な
思
考
と
性
向
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
誰
し
も
感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
三
好
行
雄
は
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。

福
田
恆
存
に
よ
れ
ば
、（「
現
代
日
本
思
想
大
系
」32
の「
反
近
代
の
思

想
」の
解
説
、
引
用
者
注
）夏
目
漱
石
は〈
日
本
の
近
代
化
＝
西
洋
化
の
、

つ
ま
り「
文
明
開
化
」の
贋
物
性
に
い
ち
は
や
く
気
づ
い
て
い
た
〉思
想
家

で
あ
り
、〈
し
か
し
、
近
代
そ
の
も
の
の
危
機
と
い
う
自
覚
は
さ
ほ
ど
つ

よ
く
な
い
。
事
実
、
そ
う
い
う
言
葉
も
使
っ
て
い
な
い
〉。「
現
代
日
本
の

開
化
」で
、
漱
石
は
た
し
か
に
西
欧
の
近
代
が
み
ず
か
ら
内
包
す
る
危
機

に
つ
い
て
な
ど
、
ひ
と
こ
と
も
語
っ
て
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
文
明
開

化
の
外
発
性
、
つ
ま
り
開
化
の
方
式
を
き
び
し
く
批
判
し
て
は
い
る
が
、

心
が
な
く
つ
て
理
非
が
あ
る
主
義
な
の
で
す
」と
説
明
し
て
い
る
。
な
る

ほ
ど
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
行
動
は
、
時
に
判
断
を
誤
る
に
し
て
も「
理
非
」を

貫
こ
う
と
し
て
い
る
し
、
赤
シ
ャ
ツ
、
野
だ
い
こ
の
行
動
は
、「
党
派
的
」

な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
白
だ
。

と
こ
ろ
で「
理
非
」と
は
何
か
。
正
論
か
。
し
か
し
、
正
論
を
言
い
つ
の

る
の
は「
野
暮
の
骨
頂
」で
は
な
い
か
。
坊
っ
ち
ゃ
ん
は
野
暮
を
言
い
つ
づ

け
る
。
バ
ッ
タ
事
件
、
吶
喊
事
件
に
対
す
る
彼
や
山
嵐
の
考
え
方
は
、
こ

れ
を
邪
気
の
な
い
い
た
ず
ら
と
し
て
笑
っ
て
済
ま
す「
い
き
な
は
か
ら
い
」

の
で
き
な
い
彼
ら
の
真
面
目
さ
、
つ
ま
り「
野
暮
」の
好
例
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、
す
で
に
あ
る
程
度
の
慣
習
が
成
立
し
た
閉
じ
た
社

会
で
、
新
任
教
師
に
対
す
る
通
過
儀
礼
と
も
言
う
べ
き
い
た
ず
ら
に
目
く

じ
ら
立
て
て
い
た
の
で
は
、
共
同
体
は
立
ち
行
か
な
い
。
同
時
に
、「
抵

抗
精
神
」と
は
最
終
的
に
は
、
こ
の
コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ン
に
敢
え
て
意マ
マ

義

を
申
し
立
て
る「
野
暮
」な
精
神
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
通
人
の
精
神
と
は

相
い
れ
な
い
。
実
際
こ
の
作
品
の
な
か
で
、
一
番「
江
戸
っ
子
」的
な
の
は
、

素
町
人
根
性
丸
出
し
の
野
だ
い
こ
で
あ
ろ
う
（
４
）
。

小
谷
野
は
結
局
江
戸
っ
子
と
坊
っ
ち
や
ん
の
関
係
に
つ
い
て
断
案
は
せ
ず
、

曖
昧
な
ま
ま
に
先
の
⑶
を
坂
田
金
時
や
八
犬
士
に
ま
で
淵
源
を
遡
っ
た
り
す
る

の
だ
が
、
そ
れ
は
坊
っ
ち
や
ん
の
原
型
に
し
て
は
余
り
に
迂
遠
と
い
う
か
遙
か

に
遠
す
ぎ
る
よ
う
で
あ
る
。
結
局
江
戸
っ
子
と
作
中
の
坊
っ
ち
や
ん
の
関
係
が

よ
く
分
か
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
小
谷
野
が
指
摘
す
る
と
お
り
実
際
問
題
と
し

て
江
戸
っ
子
に
抵
抗
精
神
や
反
骨
を
見
る
事
は
出
来
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
は

実
例
と
し
て
尾
崎
紅
葉
の
小
市
民
性
や
小
島
政
二
郎『
眼
中
の
人
』に
見
ら
れ
る

江
戸
っ
子
気
質
、
久
保
田
万
太
郎
や
谷
崎
潤
一
郎
の
描
く
下
町
庶
民
な
ど
、
ど

れ
を
取
っ
て
も
意
気
地
の
な
い
小
市
民
で
、
反
権
力
の
気
骨
と
か
野
太
さ
な
ど

は
大
体
に
お
い
て
地
方
出
身
者
に
見
ら
れ
る
性
質
で
あ
る
。
江
戸
の
庶
民
は
人
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文
明
開
化
自
体
、
つ
ま
り
西
洋
の
近
代
化
を
理
念
と
す
る
日
本
の
近
代
化

を
批
判
し
て
は
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。〈
急
に
自
己
本
位
の
能
力
を
失
つ

て
外
か
ら
無
理
押
し
に
押
さ
れ
て
否
応
な
し
に
其
云
ふ
通
り
に
し
な
け

れ
ば
立
ち
行
か
な
い
と
い
ふ
有
様
〉を
漱
石
は
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
か
り
に
日
本
の
開
化
が〈
自
己
本
位
の
能
力
〉に
よ
っ
て
、
か
れ
の
い

う〈
西
洋
の
開
化（
即
ち
一
般
の
開
化
）〉を
内
発
的
に
推
移
し
て
ゆ
く
可
能

性
が
の
こ
さ
れ
て
い
た
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
を
決
し
て
否
定
す
る

わ
け
で
は
な
い
。（
中
略
）　

漱
石
は
た
し
か
に
西
欧
流
の〈
近
代
の
危
機
〉

を
認
識
し
た
思
想
家
で
は
な
い
。
し
か
し
、
個
人
主
義
の
主
張
に
あ
え
て

〈
徳
義
〉の
錘
鉛
を
つ
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
き
、
そ
れ
と
は
別
な
か
た

ち
で
、〈
近
代
の
危
機
〉に
迫
ろ
う
と
し
て
い
た
思
想
家
で
あ
っ
た
。《
我

は
我
の
行
く
べ
き
道
を
勝
手
に
行
く
丈
で
、
さ
う
し
て
是
と
同
時
に
、
他

人
の
行
く
べ
き
道
を
妨
げ
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
る
時
あ
る
場
合
に
は
人
間

が
ば
ら
〳
〵
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。》　

漱
石
の
い
う
個
人
主
義

が
、
人
間
的
連
帯
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
本
質
と
し
て
ふ
く
ま
な
い
の
は
注
意

さ
れ
て
よ
い
。
漱
石
の
た
え
ず
く
り
か
え
し
た
主
題
で
あ
る
。
同
時
に
個

人
主
義
が
連
帯
へ
の
方
向
を
閉
ざ
し
た
ゆ
え
に
、
金
力
や
権
力
の
恣
意
に

托
し
て
、〈
徳
義
〉が
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
事
情
も
見
や
す
い
だ
ろ

う
。
漱
石
の
志
向
に
い
わ
ば
利
他
的
個
人
主
義
の
方
向
が
あ
っ
た
の
は
事

実
で
あ
る
。
し
か
し
語
の
正
し
い
意
味
で
、
利
他
的

3

3

3

な
個
人
主
義
な
ど
、

漱
石
は
い
ち
ど
も
信
じ
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
（
５
）
。

坊
っ
ち
や
ん
は
決
し
て
道
学
者
の
よ
う
な
堅
物
で
な
く
、
武
士
の
よ
う
に
片

意
地
を
張
る
痩
せ
我
慢
タ
イ
プ
で
は
な
い
。
天
麩
羅
蕎
麦
や
団
子
を
沢
山
食
べ

る
食
い
意
地
の
張
る
人
物
で
あ
る
。
但
し
、
生
の
ま
ま
の
自
分
を
偽
ら
ず
飾
ら

ず
と
い
う
点
で
は
小
児
的
で
俗
っ
ぽ
く
は
あ
っ
て
も
近
代
と
い
う
時
代
が
齎
し

た
小
賢
し
い
小
我
と
は
無
縁
の
存
在
の
よ
う
に
見
え
る
。
そ
の
拠
り
所
に
な
っ

て
い
る
の
が
清
で
あ
る
。
清
―
江
戸
っ
子
―
坊
っ
ち
や
ん
の
系
譜
を
赤
シ
ャ
ツ

―
マ
ド
ン
ナ
と
対
照
さ
せ
る
と
、「
ラ
フ
ハ
エ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
」が『
坊
っ
ち
や

ん
』的
世
界
の
負
の
面
を
象
徴
し
て
い
る
の
が
分
る
。
坊
っ
ち
や
ん
が
赤
シ
ヤ

ツ
、
野
だ
い
こ
と
釣
り
に
行
く
プ
ロ
ッ
ト
で
、
野
だ
い
こ
は
四
十
島
の
松
の
木

を「
全
く
タ
ー
ナ
ー
で
す
ね
。
ど
う
も
あ
の
曲
り
具
合
つ
た
ら
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

タ
ー
ナ
ー
そ
つ
く
り
で
す
よ
」と
言
い
、「
あ
の
岩
の
上
に
、
ど
う
で
す
、
ラ
フ

ハ
エ
ル
の
マ
ド
ン
ナ
を
置
い
ち
や
」と
戯
れ
た
。
マ
ド
ン
ナ
は
言
う
ま
で
も
な

く
聖
母
マ
リ
ア
で
あ
り
、
イ
エ
ス
を
生
む
母
で
あ
る
。
西
欧
文
化
の
精
華
と
も

言
う
べ
き
マ
ド
ン
ナ
を
赤
シ
ヤ
ツ
の
邪
心
の
対
象
た
る
遠
山
の
お
嬢
さ
ん
に
準

え
、
し
か
も
そ
の
お
嬢
さ
ん
は
萩
野
さ
ん
曰
く「
不
慥
な
マ
ド
ン
ナ
さ
ん
」で
、

多
分
に
現
実
的
利
得
に
幻
惑
さ
れ
て
う
ら
な
り
君
を
裏
切
る
不
徳
義
漢
、
現
世

的
打
算
の
出
来
る
女
性
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点
は
こ
の
段
階
で

は
見
え
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
聖
母
マ
リ
ア
も
利
欲
に
動
か
さ
れ
る
世
界
、
小

さ
な
利
欲
に
惹
か
れ
る
お
嬢
さ
ん
、
田
舎
の
中
学
校
内
の
勢
力
争
い
に
蠢
く
人

間
の
様
子
な
ど
な
ど
、
そ
れ
が
漱
石
の
書
き
た
か
っ
た
坊
っ
ち
や
ん
的
世
界
で

あ
り
、
そ
の
反
措
定
が
清
で
あ
っ
た
。
坊
っ
ち
や
ん
は
釣
り
を
止
め
て
次
の
よ

う
に
思
う
。

す
る
と
二
人
は
小
声
で
何
か
話
し
始
め
た
。
お
れ
に
は
よ
く
聞
え
な

い
。
又
聞
き
た
く
も
な
い
。
お
れ
は
空
を
見
な
が
ら
清
の
事
を
考
へ
て
居

る
。
金
が
あ
つ
て
、
清
を
つ
れ
て
、
こ
ん
な
奇
麗
な
所
へ
遊
び
に
来
た
ら

嘸
愉
快
だ
ら
う
。
い
く
ら
景
色
が
よ
く
つ
て
も
野
だ
抔
と
一
所
ぢ
や
詰
ら

な
い
。
清
は
皺
苦
茶
だ
ら
け
の
婆
さ
ん
だ
が
、
ど
ん
な
所
へ
連
れ
て
出
た

つ
て
恥
づ
か
し
い
心
持
ち
は
し
な
い
。
野
だ
の
様
な
の
は
、
馬
車
に
乗
ら

う
が
、
船
に
乗
ら
う
が
、
凌
雲
閣
へ
の
ら
う
が
、
到
底
寄
り
付
け
た
も
の

ぢ
や
な
い
。
お
れ
が
教
頭
で
、
赤
シ
ヤ
ツ
が
お
れ
だ
つ
た
ら
、
矢
っ
張
り

お
れ
に
へ
け
つ
け
御
世
辞
を
使
つ
て
赤
シ
ヤ
ツ
を
冷
か
す
に
違
な
い
。
江

14



戸
っ
子
は
軽
薄
だ
と
云
ふ
が
成
程
こ
ん
な
の
が
田
舎
巡
り
を
し
て
、
私
は

江
戸
っ
子
で
げ
す
を
繰
り
返
し
て
居
た
ら
、
軽
薄
は
江
戸
っ
子
で
、
江
戸

っ
子
は
軽
薄
の
事
だ
と
田
舎
者
が
思
ふ
に
極
ま
つ
て
る
。（
五
）

こ
の
よ
う
に
清
は「
馬
車
」「
船
」「
凌
雲
閣
」な
ど
と
い
う
近
代
的
な
装
置
の
対

照
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
古
風
で
は
あ
っ
て
も
表
裏
の
な
い
道
徳
の
化
身
の
如
く

人
格
化
さ
れ
て
い
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
箇
所
だ
が
、
次
に
引
い
て
お
く
。

此
下
女
は
も
と
由
緒
の
あ
る
も
の
だ
つ
た
さ
う
だ
が
、
瓦
解
の
と
き
に
零

落
し
て
、
つ
い
奉
公
迄
す
る
様
に
な
つ
た
の
だ
と
聞
い
て
居
る
。
だ
か
ら

婆
さ
ん
で
あ
る
。
此
婆
さ
ん
が
ど
う
云
ふ
因
縁
か
、
お
れ
を
非
常
に
可
愛

が
つ
て
呉
れ
た
。（
略
）

母
が
死
ん
で
か
ら
清
は
愈
お
れ
を
可
愛
が
つ
た
。
時
々
は
子
供
心
に
な

ぜ
あ
ん
な
に
可
愛
が
る
の
か
と
不
審
に
思
つ
た
。（
中
略
）

愈
約
束
が
極
ま
つ
て
、
も
う
立
つ
と
云
ふ
三
日
前
に
清
を
尋
ね
た
ら
、

北
向
の
三
畳
に
風
邪
を
引
い
て
寐
て
居
た
。
お
れ
の
来
た
の
を
見
て
、
起

き
直
る
が
早
い
か
、
坊
っ
ち
や
ん
何
時
家
を
お
持
ち
な
さ
い
ま
す
と
聞
い

た
。
卒
業
さ
へ
す
れ
ば
金
が
自
然
と
ポ
ツ
ケ
ツ
ト
の
中
に
湧
い
て
来
る
と

思
つ
て
居
る
。
そ
ん
な
に
え
ら
い
人
を
つ
ら
ま
へ
て
、
ま
だ
坊
っ
ち
や
ん

と
呼
ぶ
の
は
愈
馬
鹿
気
て
居
る
。

清
の
よ
う
な
存
在
は
古
め
か
し
く
、
あ
る
意
味
滑
稽
で
役
立
た
ず
で
あ
る
。

坊
っ
ち
や
ん
と
い
う
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
の
乗
る
痩
せ
馬
ロ
シ
ナ
ン
テ
、
従
者
の

サ
ン
チ
ョ
・
パ
ン
サ
の
よ
う
な
存
在
と
言
っ
て
も
よ
い
。
坂
本
は
清
の
坊
っ
ち

や
ん
へ
の
愛
情
は「
従
た
る
も
の
が
主
た
る
も
の
へ
捧
げ
る
絶
対
的
な
敬
愛
の

念
」だ
と
す
る
。
し
か
し
何
故
に
清
は
坊
っ
ち
や
ん
を
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
高
く

買
う
の
か
。
兄
は
色
白
で
芝
居
の
女
形
が
得
意
の
よ
う
な
男
で
あ
る
か
ら
清
の

気
性
に
合
わ
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
坊
っ
ち
や
ん
だ
け
を
特
別
視
し

て
無
条
件
で
崇
敬
す
る
の
は
、
理
由
が
よ
く
分
か
ら
な
い
、
愚
者
の
愛
情
と
も

見
得
る
。
漱
石
の
作
意
を
考
え
て
み
る
と
、
要
す
る
に
利
害
得
失
を
度
外
視
し
、

な
ぜ
度
外
視
す
る
か
の
理
由
さ
え
も
越
え
た
無
私
の
奉
仕
、
無
私
の
信
頼
の
人

間
関
係
、
そ
の
尊
さ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。
小
谷
野
は「『
坊
つ
ち
や
ん
』

に
登
場
す
る
女
性
は
、「
清
―
マ
ド
ン
ナ
」と
い
う
両
極
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
清
の
ほ
う
は
、
無
条
件
で
坊
っ
ち
ゃ
ん
の「
無
垢
」を
受
け
入
れ
る
女
で
あ
り
、

マ
ド
ン
ナ
の
ほ
う
は
、
た
め
ら
わ
ず
赤
シ
ャ
ツ
の
実
益
を
取
る
女
な
の
だ
。」と

説
明
す
る
。
実
際
に
漱
石
の
着
任
し
た
愛
媛
県
尋
常
中
学
校
は
、
教
頭
横
地
石

太
郎
理
学
士
は
六
十
円
の
月
給
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
モ
デ
ル
に
も
擬
さ
れ
る
数

学
・
英
語
の
弘
中
又
一
は
二
十
円
で
三
倍
の
差
が
あ
っ
た
わ
け
で
、
う
ら
な
り

の
古
賀
先
生
の
月
給
は
そ
れ
に
近
い
と
す
れ
ば
、
給
料
三
倍
の
教
頭
先
生
に
到

底
勝
て
な
い
。

清
と
マ
ド
ン
ナ
に
関
し
て
佐
伯
順
子
が
掬
す
べ
き
論
述
を
為
し
て
い
る
（
６
）
。

「
み
ん
な
が
悪
る
く
云
ひ
ま
す
」と
マ
ド
ン
ナ
の〝
心
変
わ
り
〟は
地
域
社

会
の
誹
謗
中
傷
の
的
と
な
っ
て
い
る
が
、
マ
ド
ン
ナ
本
人
の
意
志
を
無
視

し
た
、
こ
の
地
域
社
会
の〝
制
裁
〟は
、『
草
枕
』の
那
美
さ
ん
へ
の
、
地
元

の
人
々
の
冷
た
い
視
線
に
も
呼
応
す
る
。『
草
枕
』の
那
美
さ
ん
も
、
京
都

で
好
き
に
な
っ
た
男
性
と
の
結
婚
を
許
さ
れ
ず
、
さ
ら
に
別
の
男
性
と
の

〝
脅
迫
結
婚
〟が
破
綻
し
て
、
狂
女
と
噂
さ
れ
る
よ
う
な
精
神
的
に
鬱
屈
し

た
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
の
不
遇
は
、
親
や
親
戚
の
意
志

に
よ
っ
て
結
婚
す
る
こ
と
が
社
会
慣
習
で
あ
っ
た
時
代
に
、
女
性
が
自
分

で
結
婚
相
手
を
決
定
し
よ
う
と
し
た
こ
と
へ
の
、
一
種
の〝
処
罰
〟と
み
な

す
こ
と
が
で
き
る
。
小
森
陽
一
も
主
張
す
る
よ
う
に
、
女
性
を
、
男
性
社

会
を
支
え
る〝
道
具
〟と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
ホ
モ
・
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
社

会
で
は
、
女
性
が
結
婚
に
あ
た
っ
て
自
己
決
定
権
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る

こ
と
は
、
男
性
の
支
配
を
逸
脱
す
る
越
権
行
為
と
な
る（
小
森
陽
一『
漱
石

を
読
み
な
お
す
』筑
摩
書
房
、
平
成
七
、
引
用
者
）。
那
美
さ
ん
同
様
、
社
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会
規
範
の
要
求
す
る
結
婚
か
ら
逸
脱
し
、
主
体
的
選
択
を
望
ん
だ
マ
ド
ン

ナ
は
、
地
域
社
会
か
ら
の
孤
立
と
悪
評
と
い
う〝
処
罰
〟を
身
に
受
け
て
い

る
。
し
か
も
、
男
た
ち
の
宴
席
で
は
、「
か
の
不
貞
無
節
な
る
御
転
婆
を

事
実
の
上
に
於
て
慙
死
せ
し
め
ん
事
を
希
望
し
ま
す
」と
、
冗
談
と
は
い

え
、
死
に
値
す
る
罪
を
犯
し
た
女
性
と
さ
え
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
恋

愛
結
婚
と
い
う
自
身
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
節
目
に
自
己
決
定

権
を
行
使
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
男
性
社
会
の
倫
理
に
も
と
る
、
不
貞

無
節
」な
罪
と
な
る
の
で
あ
る
。

彼
女
が
彼
女
自
身
の
名
前
で
は
な
く
、「
マ
ド
ン
ナ
」と
い
う
通
称
で
呼

ば
れ
て
い
る
の
は
、
こ
う
し
た
男
性
同
盟
に
よ
る
女
性
の
主
体
的
セ
ク
シ

ュ
ア
リ
テ
ィ
の
剥
奪
を
象
徴
し
て
い
る
。
メ
ア
リ
ー
・
デ
イ
リ
ー
の
議
論

に
あ
る
よ
う
に
、「
マ
ド
ン
ナ
」＝
聖
母
マ
リ
ア
と
は
、
男
権
的
な
キ
リ

ス
ト
教
世
界
に
お
い
て「
処
女
」と
い
う
形
で
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
剥

奪
さ
れ
、
男
性
の
管
理
下
に
置
か
れ
た
存
在
で
あ
る（D

aly,M
ary The 

M
etaethics of Radical Fem

inism
,1990　

引
用
者
注
）。
聖
母
信
仰

の
特
質
と
し
て「
徹
底
し
て
身
体
的
な
も
の
、
生
理
的
な
も
の
か
ら
遠
ざ

け
ら
れ
る
志
向
」（
関
一
敏『
聖
母
の
出
現

―
近
代
フ
ォ
ー
ク
・
カ
ト
リ

シ
ズ
ム
考
』1993　

引
用
者
注
）が
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
主
体
的

セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
否
定
さ
れ
た『
坊
つ
ち
や
ん
』の
ヒ
ロ
イ
ン
の
性
格

は
、
そ
の
名
前
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

円
運
動
に
中
心
の
存
在
が
必
要
な
よ
う
に
、
男
性
集
団
は
現
実
の
女
性

を
蔑
視
し
排
除
し
つ
つ
、
自
ら
の
存
在
確
認
の
た
め
の
行
動
の
中
心
点
と

し
て
、
幻
想
と
し
て
の
女
性
像
を
必
要
と
す
る
。『
坊
つ
ち
や
ん
』と
い
う

ド
ラ
マ
は
、
声
を
奪
わ
れ
た
聖
母
を
中
核
と
し
た
男
性
集
団
の
葛
藤
の
ド

ラ
マ
で
あ
り
、
男
た
ち
は
脱
性
化
さ
れ
た
聖
母
と
い
う
中
心
を
周
り
続
け
、

聖
母
自
身
の
意
志
と
は
無
関
係
に
、
男
性
結
社
の
美
意
識
に
基
づ
く
自
己

充
足
的
、
自
己
満
足
的
な
男
性
集
団
の
成
員
相
互
の
葛
藤
と
い
う
運
動
を

繰
り
返
す
。
男
た
ち
は
喧
嘩
す
る
か
ら
仲
が
悪
い
の
で
は
な
く
、
逆
に
、

喧
嘩
す
る
こ
と
で
、
闘
争
や
流
血
を
美
化
す
る
自
分
た
ち
の
価
値
観
を
相

互
に
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）

「
清
は
皺
苦
茶
だ
ら
け
の
婆
さ
ん
」と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
彼
女
に

は
明
ら
か
に
若
い
女
性
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
は
欠
如
し
て
い
る
が
、
こ

れ
は
、
聖
母
マ
リ
ア
の
処
女
と
い
う
形
で
の
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
剥
奪

と
同
値
で
あ
り
、
男
主
人
公
も
女
性
の
主
体
的
あ
る
い
は（
男
性
に
と
っ

て
）過
剰
な
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
へ
の
嫌
悪
か
ら
、「
若
い
女
も
嫌
で
は
な

い
が
、
年
寄
を
見
る
と
何
だ
か
な
つ
か
し
い
心
持
ち
が
す
る
」と
、
む
し

ろ
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
を
剥
奪
さ
れ
た
女
性
に
安
心
感
を
覚
え
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
脱
性
化
さ
れ
た
聖
母
マ
リ
ア
を
眺
め
る
時
の
男
性
の
安
心

感
と
同
質
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。「
清
」と
い
う
名
も
文
字
ど
お
り
、

清
い
こ
と
、
性
的
な
純
潔
を
連
想
さ
せ
る
名
で
あ
る
。

右
の
よ
う
な
論
述
を
全
て
了
と
す
る
の
は
い
さ
さ
か
躊
躇
さ
れ
る
。
と
い
う

の
も『
坊
っ
ち
や
ん
』と
い
う
物
語
は
肉
付
け
に
当
た
る
部
分
が
乏
し
い
、
即
ち

空
白
の
多
い
小
説
で
、
清
も
マ
ド
ン
ナ
も
内
面
化
さ
れ
た
人
物
と
し
て
書
か
れ

て
い
な
い
の
で
、
こ
の
小
説
か
ら
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
よ
う
な
問
題
を
抽
出

で
き
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
念
が
出
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ド
ン
ナ
の
変
心

譚
は
赤
シ
ヤ
ツ
の
陰
謀
や
芸
者
遊
び
、
そ
し
て
坊
っ
ち
や
ん
と
山
嵐
の「
天
誅
」

ご
っ
こ
の
出
し
に
使
わ
れ
て
い
る
き
ら
い
も
あ
る
。
う
ら
な
り
君
の
流
謫
の
悲

哀
も
本
人
の
口
か
ら
直
接
的
に
語
ら
れ
る
の
で
な
く
、
ほ
と
ん
ど
萩
野
の
御
婆

さ
ん
か
ら
の
伝
聞
で
あ
る
。
マ
ド
ン
ナ
は
本
当
に
学
士
の
称
号
と
カ
ネ
に
目
が

眩
ん
で
赤
シ
ヤ
ツ
に
鞍
替
え
し
た
の
か
真
相
は
不
明
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
小
説

は
後
述
す
る
が
事
の
真
相
の
穿
鑿
は
あ
ま
り
意
味
が
な
い
よ
う
で
あ
る
。
し
か

し
、
佐
伯
の
所
説
に
も
あ
る
よ
う
に
、
マ
ド
ン
ナ
と
言
う
仇
名
を
冠
せ
ら
れ
た
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町
一
番
の
美
形
を
巡
っ
て
中
学
校
教
員
内
に
隠
微
な
軋
轢
が
潜
在
し
、
そ
の
他

に
山
嵐
と
い
う
仇
名
の
数
学
教
員
堀
田
も
邪
魔
者
と
し
て
排
除
の
標
的
で
あ
っ

て
、
う
ら
な
り
君
の
古
賀
と
山
嵐
の
両
方
に
シ
ン
パ
シ
ー
を
感
じ
、
赤
シ
ヤ
ツ

野
だ
い
こ
連
合
に
反
感
を
感
じ
た
坊
っ
ち
や
ん
先
生
が
、
自
ら
巻
き
添
え
を
買

っ
て
出
て
中
学
を
去
る
。
坊
っ
ち
や
ん
先
生
は
う
ら
な
り
君
に
も
山
嵐
に
も
何

等
利
害
関
係
は
な
く
、「
あ
ん
な
奸
物
を
あ
の
儘
に
し
て
置
く
と
、
日
本
の
為

に
な
ら
な
い
か
ら
、
僕
が
天
に
代
つ
て
誅
戮
を
加
へ
る
ん
だ
」と
い
う
山
嵐
の

言
葉
に
同
調
す
る
。
つ
ま
り
赤
シ
ヤ
ツ
ら
が
奸
物
だ
か
ら
と
い
う
、
ど
こ
か
古

め
か
し
い
侠
客
じ
み
た
心
情
の
赴
く
ま
ま
に
乱
暴
に
及
ん
だ
わ
け
で
、
赤
シ
ヤ

ツ
教
頭
が
弟
や
新
聞
社
ま
で
使
っ
て
山
嵐
を
陥
れ
た
と
す
れ
ば
こ
れ
は
か
な
り

悪
質
な
陰
謀
家
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
も
確
た
る
証
拠
の
あ
る
わ
け
で
な
い
。
四

国
の
田
舎
町
に
マ
ド
ン
ナ
と
言
わ
れ
る
欧
風
の
美
女
が
い
て
、
そ
れ
も
本
人
が

そ
う
言
っ
た
の
で
な
く
西
洋
美
術
を
専
門
に
し
て
い
る
画
学
の
吉
川
が
勝
手
に

名
付
け
た
も
の
で
、
そ
の
女
性
が
封
建
道
徳
に
反
す
る
よ
う
な
婚
約
破
棄
を
行

っ
た
ら
し
い
。
赤
シ
ヤ
ツ
教
頭
は
以
前
か
ら
学
校
内
の
権
力
闘
争
で
山
嵐
排
撃

を
企
ん
で
い
た
よ
う
だ
。
と
い
っ
た
わ
け
で
、
山
嵐
・
坊
っ
ち
や
ん
連
合
は

「
奸
物
」に「
天
誅
」を
加
え
る
と
い
う
如
何
に
も
旧
式
な
言
葉
を
並
べ
て
、
結
局

や
っ
た
こ
と
と
言
え
ば
ど
う
も
子
供
っ
ぽ
い
憂
さ
晴
ら
し
に
近
い
。
こ
れ
も
よ

く
知
ら
れ
る
一
節
だ
が
引
い
て
お
く
。

山
嵐
は
愈
辞
表
を
出
し
て
、
職
員
一
同
に
告
別
の
挨
拶
を
し
て
浜
の
港

屋
迄
下
つ
た
が
、
人
に
知
れ
な
い
様
に
引
き
返
し
て
、
温ゆ
泉
の
町
の
枡
屋

の
面
二
階
へ
潜
ん
で
、
障
子
へ
穴
を
あ
け
て
覗
き
出
し
た
。（
中
略
）角
屋

か
ら
出
る
二
人
の
影
を
見
る
や
否
や
、
お
れ
と
山
嵐
は
あ
と
を
尾
け
た
。

一
番
汽
車
は
ま
だ
な
い
か
ら
、
二
人
と
も
城
下
迄
あ
る
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
温
泉
の
町
を
は
づ
れ
る
と
一
丁
許
り
の
杉
並
木
が
あ
つ
て
左
右
は

田
圃
に
な
る
。（
中
略
）「
貴
様
等
は
奸
物
だ
か
ら
、
か
う
や
つ
て
天
誅
を

加
へ
る
ん
だ
。
こ
れ
に
懲
り
て
以
来
つ
ゝ
し
む
が
い
ゝ
。
い
く
ら
言
葉
巧

み
に
弁
解
が
立
つ
て
も
正
義
は
許
さ
ん
ぞ
」と
山
嵐
が
云
つ
た
ら
両
人
共

だ
ま
つ
て
ゐ
た
。

温
泉
の
町
の
枡
屋
の
面
二
階
」に
潜
伏
し
、
障
子
に
穴
を
あ
け
て
覗
く
と
い

う
現
代
の
写
真
週
刊
誌
ま
が
い
の
監
視
と
腹
立
ち
ま
ぎ
れ
の
鉄
拳
制
裁
、
卵
投

げ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
要
す
る
に
四
国
の
田
舎
町
に
も
吹
い
て
来
た
悪

し
き
近
代
の
風（
ア
ノ
ミ
ー
）に
靡
く
者
た
ち
と
、
そ
れ
に
反
抗
す
る
古
風
な
道

義
の
持
主
た
ち
の
児
戯
め
い
た
反
乱
と
い
っ
た
ふ
う
に
捉
え
る
こ
と
が
一
応
出

来
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
で
再
び
原
点
に
戻
っ
て『
坊
っ
ち
や
ん
』と
い
う
小
説
を
簡
単
に
ま
と
め

る
と
、
江
戸
っ
子
を
自
称
し
、
旧
式
な
正
義
感
と
喧
嘩
っ
早
さ
が
自
慢
で
や
や

軽
薄
で
世
間
知
ら
ず
、
向
こ
う
見
ず
な
若
者「
お
れ
」が
、
異
界
と
も
言
え
る
よ

う
な
四
国
の
田
舎
町
の
中
学
に
突
然
現
れ
る
。
す
る
と
す
ぐ
に
生
徒
と
教
師
と

地
元
の
人
達
の
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
、
と
い
う
か
潜
在
的
な
悶
着
や
罪
障
に
巻

き
込
ま
れ
て
行
き
、
遂
に
は
自
ら
短
気
を
起
こ
し
て
一
月
ば
か
り
の
う
ち
に

「
不
浄
の
地
」を
去
り
、
東
京
へ
戻
る
と
い
う
話
で
あ
る
。
田
舎
町
の
風
儀
が
衰

え
た
の
は
坊
っ
ち
や
ん
に
言
わ
せ
る
と
封
建
時
代
か
ら
の
習
慣
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
そ
れ
は
坊
っ
ち
や
ん
流
の
短
絡
的
考
え
な
の
か
ジ
ョ
ー
ク
な
の
か
。

祝
勝
会
で
学
校
は
御
休
み
だ
。（
中
略
）生
徒
が
あ
や
ま
つ
た
の
は
心
か

ら
後
悔
し
て
あ
や
ま
つ
た
の
で
は
な
い
。
只
校
長
か
ら
、
命
令
さ
れ
て
、

形
式
的
に
頭
を
下
げ
た
の
で
あ
る
。
商
人
が
頭
許
り
さ
げ
て
、
狡ず
る

い
こ
と

を
や
め
な
い
の
と
一
般
で
生
徒
も
謝
罪
丈
は
す
る
が
、
い
た
づ
ら
は
決
し

て
や
め
る
も
の
で
な
い
。
よ
く
考
へ
て
見
る
と
世
の
中
は
み
ん
な
此
生
徒

の
様
な
も
の
か
ら
成
立
し
て
居
る
か
も
知
れ
な
い
。
人
が
あ
や
ま
つ
た
り

詫
び
た
り
す
る
の
を
、
真
面
目
に
受
け
て
勘
弁
す
る
の
は
正
直
過
ぎ
る
馬

鹿
と
云
ふ
ん
だ
ら
う
。
あ
や
ま
る
の
も
仮
り
に
あ
や
ま
る
の
で
、
勘
弁
す
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る
の
も
仮
り
に
勘
弁
す
る
の
だ
と
思
つ
て
れ
ば
差
し
支
な
い
。
も
し
本
当

に
あ
や
ま
ら
せ
る
気
な
ら
、
本
当
に
後
悔
す
る
迄
叩
き
つ
け
な
く
て
は
い

け
な
い
。

お
れ
が
組
と
組
の
間
に
這
入
つ
て
行
く
と
、
天
麩
羅
だ
の
、
団
子
だ
の
、

と
云
ふ
声
が
堪
へ
ず
す
る
。（
中
略
）こ
ん
な
卑
劣
な
恨
性
は
封
建
時
代
か

ら
、
養
成
し
た
此
土
地
の
習
慣
な
ん
だ
か
ら
、
い
く
ら
云
つ
て
聞
か
し
た

つ
て
、
教
へ
て
や
つ
た
つ
て
、
到
底
直
り
つ
こ
な
い
。（
中
略
）ど
う
し
て

も
早
く
東
京
へ
帰
つ
て
清
と
一
所
に
な
る
に
限
る
。
こ
ん
な
田
舎
に
居
る

の
は
堕
落
し
に
来
て
居
る
様
な
も
の
だ
。
新
聞
配
達
を
し
た
つ
て
、
こ
ゝ

迄
堕
落
す
る
よ
り
は
ま
し
だ
。（
十
）

そ
し
て
極
め
つ
け
は
最
後
の
方
の
次
の
引
用
で
あ
る
。
本
当
に
そ
こ
は「
不

浄
の
地
」な
の
か
。

其
夜
お
れ
と
山
嵐
は
此
不
浄
の
地
を
離
れ
た
。
船
が
岸
を
去
れ
ば
去
る

程
い
ゝ
心
持
ち
が
し
た
。
神
戸
か
ら
東
京
迄
は
直
行
で
新
橋
へ
着
い
た
時

は
、
漸
く
娑
婆
へ
出
た
様
な
気
が
し
た
。
山
嵐
と
は
す
ぐ
分
れ
た
ぎ
り
今

日
迄
逢
ふ
機
会
が
な
い
。（
十
一
）

こ
の
よ
う
に
見
渡
す
と
、
こ
の
小
説
の
一
応
の
構
造
の
よ
う
な
形
で
あ
る

「
清
vs
マ
ド
ン
ナ
」の
対
照
的
構
図
が
、
坊
っ
ち
や
ん（
山
嵐
、
う
ら
な
り
君
）vs

赤
シ
ヤ
ツ
・
野
だ
い
こ
の
敵
対
的
構
図
と
重
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し

そ
れ
は
語
り
手
で
も
あ
る
坊
っ
ち
や
ん
の
側
か
ら
小
説
を
読
む
と
、
と
い
う
前

提
で
の
考
察
で
、
清
も
マ
ド
ン
ナ
も
与
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
あ
る
し
、
た
ぶ
ん
赤

シ
ヤ
ツ
ら
も
何
で
自
分
た
ち
が
天
誅
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
、
さ
っ
ぱ
り
分
か

ら
ぬ
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

そ
し
て
マ
ド
ン
ナ
と
呼
ば
れ
る
遠
山
の
お
嬢
さ
ん
は
こ
の
二
派
を
生
み
出
す

中
心
人
物
、
悪
の
根
源
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ

う
か
。『
坊
っ
ち
や
ん
』と
い
う
小
説
は
、
東
京
か
ら
四
国
の
中
学
校
に
赴
任
し

た
主
人
公
の
惹
き
起
こ
す
ど
た
ば
た
喜
ス
ラ
ッ
プ
ス
テ
ィ
ッ
ク

劇
の
様
相
を
呈
し
て
い
る
の
で
、
特
に

深
い
人
間
関
係
は
存
在
し
な
い
。
が
、
う
ら
な
り
君
の
流
謫
を
画
策
し
た
根
本

は
や
は
り
マ
ド
ン
ナ
の
存
在
で
あ
る
。
と
な
れ
ば
マ
ド
ン
ナ
は
男
性
た
ち
の
ホ

モ
ジ
ニ
ア
ス
な
社
会
に
罅
を
入
れ
る
危
険
な
聖
母
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
漱
石
の
文
学
で
は『
そ
れ
か
ら
』や『
こ
こ
ろ
』に
見
ら
れ
る
と
お
り
、
女

性
や
恋
愛
は
社
会
秩
序
を
乱
す
べ
き
、
危
険
で
神
聖
な
ゲ
ー
ム
な
の
で
あ
る
。

或
は
中
学
校
と
い
う
明
治
学メ
リ
ト
ク
ラ
シ
ー

歴
支
配
の
末
端
組
織
が
四
国
の
田
舎
町
に
も
上
陸

し
た
こ
と
が
抑
々
地
方
の
醇
風
美
俗
を
頽
廃
さ
せ
る
原
因
だ
つ
た
か
も
し
れ
な

い
。
中
央
か
ら
伝
播
す
る
悪
風
が
純
朴
た
る
べ
き
生
徒
た
ち
を「
い
た
づ
ら
丈

で
罰
は
御
免
蒙
る
な
ん
て
下
劣
な
根
性
が
ど
こ
の
国
に
流
行
る
と
思
つ
て
る
ん

だ
。
金
は
借
り
る
が
、
返
す
こ
と
は
御
免
だ
と
云
ふ
連
中
は
み
ん
な
、
こ
ん
な

奴
等
が
卒
業
し
て
や
る
仕
事
に
相
違
な
い
。
全
体
中
学
校
へ
何
し
に
這
入
つ
て

る
ん
だ
。
学
校
へ
這
入
つ
て
、
嘘
を
吐
い
て
、
誤
魔
化
し
て
、
蔭
で
こ
せ
〳
〵

生
意
気
な
悪
い
た
づ
ら
を
し
て
、
さ
う
し
て
大
き
な
面
で
卒
業
す
れ
ば
教
育
を

受
け
た
も
ん
だ
と
癇
違
い
を
し
て
居
や
が
る
。
話
せ
な
い
雑
兵
だ
。」（
四
）と
坊

っ
ち
や
ん
を
憤
慨
さ
せ
た
よ
う
な
下
卑
た
根
性
に
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
う
し
た

風
潮
に
流
さ
れ
て
、
聖
母
の
よ
う
な
マ
ド
ン
ナ
も
カ
ネ
に
目
が
眩
ん
で
容
易
に

心
変
わ
り
す
る
女
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
く
も
な
い
。
中
学
校
内
部
の
力
関

係
も
虚
々
実
々
で
あ
り
、
実
情
は
分
か
ら
な
い
な
が
ら
、
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
前

任
者
が
何
ら
か
の
校
内
紛
擾
に
巻
き
込
ま
れ
て
免
職
の
悲
哀
を
嘗
め
た
ら
し

い
と
、
釣
り
船
の
中
で
聞
か
さ
れ
る
。
す
る
と
坊
っ
ち
や
ん
は
、「
赤
シ
ヤ
ツ

は
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
と
笑
つ
た
。
別
段
お
れ
は
笑
は
れ
る
様
な
事
を
云
つ
た
覚
は
な

い
。
今
日
只
今
に
至
る
迄
是
で
い
ゝ
と
固
く
信
じ
て
居
る
。
考
へ
て
見
る
と
世

間
の
大
部
分
の
人
は
わ
る
く
な
る
事
を
奨
励
し
て
居
る
様
に
思
ふ
。
わ
る
く
な

ら
な
け
れ
ば
社
会
に
成
功
し
な
い
も
の
と
信
じ
て
居
る
ら
し
い
。
た
ま
に
正
直

な
純
粋
な
人
を
見
る
と
、
坊
ち
や
ん
だ
の
小
僧
だ
の
と
難
癖
を
つ
け
て
軽
蔑
す
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る
。
夫
ぢ
や
小
学
校
や
中
学
校
で
嘘
を
つ
く
な
、
正
直
に
し
ろ
と
倫
理
の
先
生

が
教
へ
な
い
方
が
い
ゝ
。
い
つ
そ
思
ひ
切
つ
て
学
校
で
嘘
を
つ
く
法
と
か
、
人

を
信
じ
な
い
術
と
か
、
人
を
乗
せ
る
策
を
教
授
す
る
方
が
、
世
の
為
に
も
当
人

の
為
に
も
な
る
だ
ら
う
。
赤
シ
ヤ
ツ
が
ホ
ヽ
ヽ
ヽ
と
笑
つ
た
の
は
、
お
れ
の
単

純
な
の
を
笑
つ
た
の
だ
。
単
純
や
真
率
が
笑
は
れ
る
世
の
中
ぢ
や
仕
様
が
な
い
。

清
は
こ
ん
な
時
に
決
し
て
笑
つ
た
事
は
な
い
。
大
に
感
心
し
て
聞
い
た
も
ん
だ
。

清
の
方
が
赤
シ
ヤ
ツ
よ
り
余
っ
程
上
等
だ
。」（
五
）と
思
う
。
こ
う
し
て
坊
っ
ち

や
ん
は
田
舎
町
に
渦
巻
く
俗
悪
な
人
間
に
愛
想
を
つ
か
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

し
か
し
今
の
引
用
を
見
る
と
坊
っ
ち
や
ん
は
世
間
知
ら
ず
な
の
で
は
な
く
、

世
故
に
長
け
た
生
き
方
を
拒
絶
す
る
強
い
ポ
リ
シ
ー
を
持
つ
頑
固
な
人
物
と
思

わ
ざ
る
を
得
な
い
。「
正
直
な
純
粋
な
人
」に
対
し
て
世
間
は「
坊
っ
ち
や
ん
だ

の
小
僧
だ
の
」と
否
定
的
評
価
を
す
る
が
、
そ
れ
な
ら
学
校
で
嘘
つ
き
の
術
な

ど
を
教
え
る
方
が
い
い
だ
ろ
う
と
述
懐
す
る
坊
っ
ち
や
ん
は
、
単
純
で
幼
稚
だ

が
強
い
潔
癖
感
を
持
っ
て
本
音
と
建
て
前
の
使
い
分
け
を
拒
む
。
い
っ
た
い
、

こ
の
坊
っ
ち
や
ん
は
い
つ
ど
こ
で
こ
の
よ
う
な
反
骨
の
天
邪
鬼
根
性
を
身
に
付

け
た
の
だ
ろ
う
。
反
骨
天
邪
鬼
も
い
い
が
強
い
て
事
を
荒
立
て
ず
、
超
然
と
し

て
い
る
と
い
う
態
度
も
あ
る
は
ず
だ
の
に
、
こ
の
主
人
公
は
直
に
喧
嘩
腰
に
な

る
。
自
分
か
ら
進
ん
で
相
手
の
拒
否
反
応
を
誘
っ
て
い
る
よ
う
で
も
あ
る
。
郷

に
入
っ
て
は
郷
に
従
え
と
い
う
よ
う
な
処
世
訓
は
こ
の
男
は
全
く
知
ら
な
い
の

だ
ろ
う
か
、
と
次
々
に
疑
問
が
湧
く
。
そ
れ
は
結
局
漱
石
が
そ
の
よ
う
に
、
地

域
社
会
や
学
校
制
度
そ
の
他
の
近
代
的
制
度
な
ど
の
制
約
か
ら
自
由
で
あ
り
た

い
、
社
会
常
識
を
強
制
す
る
圧
力
に
は
反
発
抵
抗
す
る
と
い
う
志
向
性
や
、
清

に
よ
っ
て
人
格
化
さ
れ
て
い
る
封
建
時
代
的
倫
理
感
へ
の
共
感
を
主
人
公
に
付

与
し
て
い
た
か
ら
に
ほ
か
な
る
ま
い
。
少
し
横
道
に
逸
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な

坊
っ
ち
や
ん
の
系
譜
は『
そ
れ
か
ら
』の
代
助
に
も
見
る
事
が
出
来
る
。。

「
僕
の
知
つ
た
も
の
に
、
丸
で
音
楽
の
解わ
か

ら
な
い
も
の
が
あ
る
。
学
校

の
教
師
を
し
て
、
一
軒
ぢ
や
飯
が
食
へ
な
い
も
ん
だ
か
ら
、
三
軒
も
四
軒

も
掛
け
持
を
や
つ
て
ゐ
る
が
、
そ
り
や
気
の
毒
な
も
ん
で
、
下
読
を
す
る

の
と
、
教
場
へ
出
て
器
械
的
に
口
を
動
か
し
て
ゐ
る
よ
り
外
に
全
く
暇
が

な
い
。
た
ま
の
日
曜
抔
は
骨
休
め
と
か
号
し
て
一
日
ぐ
う
〳
〵
寐
て
ゐ
る
。

だ
か
ら
何ど

こ所
に
音
楽
会
が
あ
ら
う
と
、
ど
ん
な
名
人
が
外
国
か
ら
来き

や
う

と
聞き
ゝ

に
行
く
機
会
が
な
い
。
つ
ま
り
楽が
く

と
い
ふ
一
種
の
美
く
し
い
世
界
に

は
丸
で
足
を
踏
み
込
ま
な
い
で
死
ん
で
仕
舞
は
な
く
つ
ち
や
な
ら
な
い
。

僕
か
ら
云
は
せ
る
と
、
是
程
憐
れ
な
無
経
験
は
な
い
と
思
ふ
。
麺ぱ

ん麭
に
関

係
し
た
経
験
は
、
切
実
か
も
知
れ
な
い
が
、
要
す
る
に
劣
等
だ
よ
。
麺
麭

を
離
れ
水
を
離
れ
た
贅
沢
な
経
験
を
し
な
く
つ
ち
や
人
間
の
甲
斐
は
な
い
。

君
は
僕
を
ま
だ
坊
っ
ち
や
ん
だ
と
考
へ
て
る
ら
し
い
が
、
僕
の
住
ん
で
ゐ

る
贅
沢
な
世
界
で
は
、
君
よ
り
ず
つ
と
年
長
者
の
積
り
だ
」（
二
の
三
）

右
は
長
井
代
助
が
久
し
振
り
に
平
岡
常
次
郎
に
会
っ
て
食
事
を
し
、
ニ
コ
ラ

イ
の
復
活
祭
を
見
た
つ
い
で
に
広
小
路
を
歩
い
て
上
野
の
夜
桜
を
見
た
と
い
う

優
雅
な
体
験
談
を
語
っ
た
後
に
、
平
岡
と
の
処
世
談
義
の
一
環
と
し
て
為
さ
れ

た
発
言
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
う
掛
け
持
ち
教
師
は
漱
石
自
身
の
体
験
を
援
用
し

た
も
の
だ
ろ
う
。
ロ
ン
ド
ン
か
ら
帰
国
し
た
漱
石
は
三
校
で
教
鞭
を
執
っ
て
稼

い
だ
。
そ
し
て「
麺
麭
に
関
係
し
た
経
験
」云
々
に
於
け
る
麺
麭
と
は
要
は
カ
ネ

で
あ
り
、
カ
ネ
を
得
る
た
め
に
世
の
中
に
交
じ
っ
て
齷
齪
し
、
自
由
を
失
い
個

性
を
犠
牲
に
す
る
生
活
を
指
す
。
そ
の
よ
う
な
生
活
は
劣
等
で
芸
術
も
何
も
な

い
惨
め
な
も
の
だ
。
こ
の
考
え
方
は
或
る
意
味
で
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
説
く
人
間

疎
外
論
に
近
い
。
自
分
を
疎
外
す
る
労
働
に
よ
っ
て
労
働
者
は
人
間
性
を
失
っ

て
行
く
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
平
岡
は
、
代
助
が
坊
っ
ち
や
ん
だ
か
ら
そ
ん
な

暢
気
な
こ
と
を
言
う
と
思
っ
て
い
る
が
、
代
助
は
自
分
の
住
む
世
界
で
は
自
分

の
方
が
老
練
熟
達
者
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
つ
ま
り
芸
術
な
ど
に
関
し
て
平
岡

は
素
人
で
あ
り
、
代
助
は
高
級
な
趣
味
を
会
得
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
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な
論
理
を
振
り
回
す
の
が
、
抑
々
坊
っ
ち
や
ん
の
証
拠
で
あ
る
こ
と
に
代
助
は

気
付
か
な
い
。

次
の
引
用
は
、
代
助
と
平
岡
の
働
く
、
働
か
な
い
論
議
で
あ
る
。
代
助
は

「
日
本
対
西
洋
の
関
係
が
駄
目
だ
か
ら
働
か
な
い
」と
い
う
奇
妙
な
理
屈
を
こ
ね

た
。
す
る
と
平
岡
は
言
う
。

「
そ
い
つ
は
面
白
い
。
大
い
に
面
白
い
。
僕
見
た
様
に
局
部
に
当
つ
て
、

現
実
と
悪
闘
し
て
ゐ
る
も
の
は
、
そ
ん
な
事
を
考
へ
る
余
地
が
な
い
。
日

本
が
貧
弱
だ
つ
て
、
弱
虫
だ
つ
て
、
働
ら
い
て
る
う
ち
は
、
忘
れ
て
ゐ
る

か
ら
ね
。
世
の
中
が
堕
落
し
た
つ
て
、
世
の
中
の
堕
落
に
気
が
付
か
な
い

で
、
其
中う
ち

に
活
動
す
る
ん
だ
か
ら
ね
。
君
の
様
な
暇
人
か
ら
見
れ
ば
日
本

の
貧
乏
や
、
僕
等
の
堕
落
が
気
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
此
社

会
に
用
の
な
い
傍
観
者
に
し
て
始
め
て
口
に
す
べ
き
事
だ
。
つ
ま
り
自
分

の
顔
を
見
る
余
裕
が
あ
る
か
ら
、
さ
う
な
る
ん
だ
。
忙
が
し
い
時
は
、
自

分
の
顔
の
事
な
ん
か
、
誰
だ
つ
て
忘
れ
て
ゐ
る
ぢ
や
な
い
か
」

平
岡
は
嘵し
や
べ舌
つ
て
る
う
ち
、
自
然
と
此
比
喩
に
打ぶ

つ
か
つ
て
、
大
い
な

る
味
方
を
得
た
様
な
心
持
が
し
た
の
で
、
其そ

こ所
で
得
意
に
一
段
落
を
つ
け

た
。
代
助
は
仕
方
な
し
に
薄
笑
ひ
を
し
た
。
す
る
と
平
岡
は
す
ぐ
後
を
附

加
え
た
。

「
君
は
金
に
不
自
由
し
な
い
か
ら
不い

け可
な
い
。
生
活
に
困
ら
な
い
か
ら
、

働
ら
く
気
に
な
ら
な
い
ん
だ
。
要
す
る
に
坊ぼ
つ

ち
や
ん
だ
か
ら
、
品
の
好い

い

様
な
こ
と
許ば
つ

か
り
云
つ
て
ゐ
て
、

―
」

代
助
は
少
々
平
岡
が
小こ

憎に
く
らし
く
な
つ
た
の
で
、
突
然
中
途
で
相
手
を
遮さ
へ

ぎ
つ
た
。

「
働
ら
く
の
も
可い

い
が
、
働
ら
く
な
ら
、
生
活
以
上
の
働
は
た
ら
きで
な
く
つ
ち

や
名
誉
に
な
ら
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
神
聖
な
労
力
は
、
み
ん
な
麺パ

ン麭
を
離
れ

て
ゐ
る
」（
六
の
八
）

引
用
の
中
で
平
岡
は
代
助
を
坊
っ
ち
や
ん
と
規
定
し
て
、
坊
っ
ち
や
ん
だ
か

ら
働
か
な
い
ん
だ
と
代
助
を
詰
る
の
に
対
し
、
代
助
は
カ
ネ
の
た
め
に
働
く
の

は
い
け
な
い
の
だ
と
や
や
的
外
れ
な
反
論
を
す
る
。「
神
聖
な
労
力
」と
い
う
よ

う
な
観
念
が
ど
の
よ
う
な
労
働
を
表
す
の
か
、
果
た
し
て
代
助
は
こ
の
世
に
お

い
て「
神
聖
な
労
力
」を
発
現
し
得
る
の
か
、
す
る
積
り
が
あ
る
の
か
と
言
う
と
、

『
そ
れ
か
ら
』の
中
で
は
そ
れ
に
対
す
る
回
答
は
見
当
た
ら
な
い
。
友
人
の
妻
を

恋
慕
す
る
こ
と
が「
神
聖
な
労
力
」に
当
た
ら
な
い
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と『
坊
っ
ち
ゃ
ん
』に
お
け
る
破
天
荒
な
教
師
ぶ
り
は

代
助
の
原
ア
ー
キ
タ
イ
プ
型
と
も
考
え
ら
れ
、
騒
ぎ
を
起
こ
し
て
清
の
も
と
へ
帰
っ
て
行
く
パ

タ
ー
ン
は
、
世
の
中
か
ら
排
除
破
滅
す
る
代
助
に
類
似
す
る
と
も
見
得
る
。
拙

稿
で『
そ
れ
か
ら
』に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
、
参
考
ま

で
に
引
い
て
み
る
（
７
）
。

（
美
千
代
と
父
親
の
）諸
事
情
は
鏡
子
の
父
親
中
根
重
一
の
経
歴
に
倣
っ

た
の
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
す
る
と
三
千
代
が
上
京
し
て
間
も
な
く
父
親

は
破
産
し
、
菅
沼
と
母
親
が
死
ん
だ
時
に
は
既
に
北
海
道
に
出
稼
ぎ
に
行

っ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
千
代
へ
の
手
紙
に
は「
東
京
の
方
へ

出で

た
い
が
都
合
は
つ
く
ま
い
か
と
云
ふ
事
や
、

―
凡
て
憐
れ
な
事
ば
か

り
書か

い
て
あ
つ
た
。」の
で
あ
る
。
か
く
て
三
千
代
は
親
や
親
戚
に
は
頼
れ

ず
子
供
も
お
ら
ず
、
夫
は
失
業
し
、
持
病
の
心
臓
病
を
患
っ
て
い
る
と
い

う
最
低
レ
ベ
ル
の
生
存
を
甘
受
せ
ざ
る
を
得
な
い
女
で
あ
る
。
同
情
以
外

の
感
情
で
こ
う
し
た
女
に
接
近
す
る
者
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
十
数

年
来
の
親
友
の
妻
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
見
た
よ
う
に
代
助
は
父
の
住

む
世
界
に
も
平
岡
の
住
む
世
界
に
も
積
極
的
に
参
加
で
き
な
い
、
即
ち
カ

ネ
の
世
の
中
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
が
出
来
な
い
人
間
で
あ
り
、
カ
ネ

的
な
世
界
の
住
人
に
な
る
こ
と
を
ど
う
し
て
も
肯
定
出
来
な
い
。
そ
の
よ

う
な
人
間
で
あ
る
代
助
は
平
岡
に
よ
っ
て
世
の
中
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
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を
煽
動
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
父
か
ら
勧
め
ら
れ
る
縁
談
も
相
俟
っ
て
結
局

逆
煽
動
的
に
世
の
中
か
ら
脱
落
す
る
道
に
進
む
こ
と
を
選
択
す
る
、
そ
れ

が
三
千
代
へ
の
愛
の
本
質
だ
と
言
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。
だ
か
ら
そ
の
相
手

と
し
て
は
無
で
あ
る
よ
う
な
三
千
代
し
か
な
か
っ
た
。
三
千
代
と
代
助

は
、
石
川
三
四
郎
の
言
う
二
人
の
温
煖
即
ち
人
の
自
然
的
な
結
合
を
回
復

す
べ
く
結
ば
れ
ん
と
す
る
が
、
そ
れ
は
三
千
代
の
死
病
と
代
助
の
狂
的
破

滅
に
於
い
て
成
功
す
る
し
か
な
か
っ
た
。
即
ち
世
の
中
の
一
員
で
あ
る
こ

と
を
放
棄
断
念
す
る
、
そ
れ
は
原
始
的
無
政
府
主
義
、
若
し
く
は
陶
淵
明

の
田
園
回
帰
的
現
世
厭
離
志
向
に
近
く
、
三
千
代
は
代
助
の
そ
の
志
向
の

道
連
れ
に
な
る
こ
と
を
予
め
定
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
が

『
そ
れ
か
ら
』に
お
け
る「
自
然
」の
本
質
で
あ
ろ
う
。『
そ
れ
か
ら
』は
一
つ

の
予
定
調
和
的
世
界
を
成
し
て
お
り
、
代
助
の
前
に
平
岡
と
三
千
代
が
出

現
す
る
事
が
分
か
っ
た
時
か
ら
、
平
岡
の
カ
ネ
的
世
界（
陽
画
）と
代
助
の

非
カ
ネ
的
世
界（
陰
画
）は
三
千
代
の
無
の
世
界
に
止
揚
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
代
助
が
逆
に
三
千
代
の
道
連
れ
に
さ
れ
た
と
も
言
え
る
。
漱
石
文

学
に
描
か
れ
る
女
は
や
や
類
型
的
だ
が
、
概
し
て
男
の
友
情
ユ
ー
ト
ピ
ア

を
破
壊
す
る
癌
的
な
存
在
と
し
て
現
れ
る
。
男
達
の
ホ
モ
ジ
ニ
ア
ス
な
共

同
態
も
近
代
学
校
制
度
の
齎
し
た
擬
似
的
な
共
同
態（
サ
ロ
ン
）で
、
少
数

の
特
権
的
知
識
人
の
共
同
態
は
封
建
社
会
の
中
間
集
団
な
ど
と
は
違
っ
て

国
家
の
中
枢
を
担
う
支
配
階
層
の
予
備
軍
的
存
在
で
あ
り
、
帝
国
大
学
を

頂
点
と
し
た
学
歴
社
会
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
一
翼
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
壊
す

も
の
が
オ
ン
ナ
で
あ
る
と
も
言
え
る
。
代
助
が
自
然
に
帰
る
過
程
を
考
え

る
と
、
ま
ず
三
年
前
の「
渡
金
」的
自
分
か
ら
や
が
て「
真
鍮
」で
い
い
の
だ

と
悟
っ
た
段
階
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
此
の
度
の
第
一
段
階
は
、
代
助
の

神
聖
労
働
観
な
ど
の
空
論
か
ら
カ
ネ
が
支
配
す
る
普
通
社
会
へ
の
回
帰

（
寺
尾
の
よ
う
な「
社
会
の
児
」）、
次
い
で
第
二
段
階
と
し
て
制
度
の
埒
外

へ
脱
落
す
る
無
政
府
主
義
的
飛
躍（「
自
然
の
児
」）と
い
う
、
二
段
階
の
過

程
を
踏
む
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
な
考
察
が
多
少
と
も
肯
綮
に
中
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
原
型
を

『
坊
っ
ち
や
ん
』に
見
る
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

全
体
と
し
て
ま
と
め
て
み
る
と
、
夏
目
漱
石
は
日
本
の
近
代
文
学
を
作
り
上

げ
た
作
家
で
あ
り
、
日
本
が
近
代
化
を
為
し
と
げ
た
明
治
と
い
う
時
代
を
代
表

す
る
作
家
で
あ
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
漱
石
と
漱
石

文
学
が
近
代
主
義
的
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
、
む
し

ろ
反
近
代
主
義
の
一
面
を
強
く
持
つ
と
思
わ
れ
る
。
漱
石
は
ロ
ン
ド
ン
留
学
中

に
近
代
主
義
的
に
発
展
し
た
イ
ギ
リ
ス
社
会
を
目
の
当
た
り
に
し
、
十
分
に
味

わ
っ
た
。
そ
し
て
イ
ギ
リ
ス
の
資
本
主
義
社
会
が
失
敗
の
社
会
で
あ
る
と
直
感

的
に
察
し
た
。
そ
の
直
感
の
根
源
は
要
す
る
に
カ
ネ
、
即
ち
イ
ギ
リ
ス
が
徹
底

し
た
カ
ネ
社
会
で
、
貧
富
の
差
が
人
間
を
駄
目
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。
そ
こ
で
、
日
本
は
ま
だ
そ
こ
ま
で
発
展
し
て
い
な
い
が
、
こ
の
ま
ま
進

め
ば
日
本
も
イ
ギ
リ
ス
の
よ
う
な
失
敗
の
社
会
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
直
感
的

な
危
惧
が
漱
石
の
心
の
底
に
深
く
植
え
付
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
英
文
学
を

専
門
に
し
て
、
英
語
を
商
売
に
し
た
漱
石
で
あ
る
が
、『
坊
っ
ち
や
ん
』が
数
学

の
教
師
で
英
語
で
な
い
の
は
何
か
の
一
つ
の
示
唆
で
あ
ろ
う
が
、
英
語
の
国
イ

ギ
リ
ス
に
強
い
嫌
悪
や
危
機
感
を
も
っ
て
帰
国
し
た
。
そ
し
て
神
経
衰
弱
の

中
か
ら『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』『
坊
っ
ち
や
ん
』の
自
己
仮
託
小
説
を
生
み
出
し

た
。
ロ
ン
ド
ン
か
ら
見
た
東
京
、
東
京
か
ら
見
た
松
山
、
熊
本
な
ど
を
総
合
的

に
眺
め
、
旅
が
生
み
出
す
新
鮮
と
苦
痛
、
近
代
社
会
の
苦
艱
か
ら
脱
出
す
る
行

先
は
何
処
か
、
と
い
っ
た
煩
悶
を
諧
謔
的
に
ま
た
軽
快
痛
快
に
笑
い
話
の
よ
う

に
吐
露
し
た
も
の
が『
坊
っ
ち
や
ん
』で
は
な
い
か
。
漱
石
の
観
照
的
態
度
、
現

実（
近
代
）と
の
距
離
感
は
そ
う
し
た
近
代
主
義
へ
の
嫌
悪
や
離
脱
願
望
に
よ
る

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
三
好
行
雄
は「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
代
精
神
が
そ
の
内
部
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に
弱
点
や
危
機
を
は
ら
ん
で
い
た
と
し
た
ら
、
西
欧
と
の
接
触
に
よ
っ
て
は
じ

ま
っ
た
日
本
の
近
代
精
神
も
ま
た
同
種
の
弱
点
や
危
機
を
は
ら
ん
だ
は
ず
で
あ

る
。
外
発
的
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
毒
は
毒
で
あ
る
。
む
ろ
ん
外
発
的
で
あ

っ
た
ゆ
え
に
、
毒
が
い
ち
じ
る
し
く
薄
め
ら
れ
た
と
い
う
事
情
は
い
っ
ぽ
う
に

あ
る
。
ひ
と
び
と
は
毒
の
存
在
に
な
が
く
気
づ
か
な
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
気
づ

い
た
と
き
で
さ
え
、
撃
つ
べ
き
敵
は
日
本
の
近
代
精
神
で
は
な
く
、
近
代
の
外

発
性
と
い
う
抽
象
的
な
概
念
に
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
外
発
を
う
な
が
し
た
西
欧

そ
の
も
の
の
内
部
に
発
見
さ
れ
る
と
い
う
奇
妙
な
事
態
が
生
じ
た
。」（「
漱
石
の

反
近
代
」）と
言
う
。
俳
人
で
も
あ
っ
た
漱
石
は
、
反
近
代
の
現
実
離
脱
欲
求
を

バ
ネ
に
し
て
創
作
に
臨
ん
だ
。『
坊
っ
ち
や
ん
』も
そ
の
よ
う
な
小
説
と
し
て
読

め
る
。
隠
遁
の
風
流
人
、
市
井
の
隠
者
の
よ
う
な
脱
社
会
、
脱
近
代
の
退
行
的

存
在
へ
の
志
向
は
漱
石
の
な
か
に
常
に
あ
っ
た
。
し
か
し
江
戸
っ
子
の
坊
っ
ち

や
ん
は
四
国
の
あ
る
町
の
俗
臭
芬
々
た
る
田
舎
者
た
ち
に
辟
易
憤
慨
し
て
、
そ

れ
へ
の
虚
し
い
抵
抗
を
試
み
た
が
、
そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
正
義
の
鉄
拳
制
裁

や
徳
義
の
凱
歌
を
上
げ
る
に
は
至
ら
ず
、
付
和
雷
同
の
憂
さ
晴
ら
し
的
な
闇
討

ち
で
し
か
な
か
っ
た
。

注（
１
）　
「『
坊
ち
ゃ
ん
』事
典
」（
勉
誠
出
帆
、
平
成
26
）参
照
。

（
２
）　

荒
正
人『
増
補
改
訂
漱
石
研
究
年
表
』（
集
英
社
、
昭
和
59
）参
照
。

（
３
）　

坂
本
浩『
夏
目
漱
石
―
作
品
の
深
層
世
界
―
』（
明
治
書
院
、
昭
和
54
）参
照
。

（
４
）　

小
谷
野
敦『
夏
目
漱
石
を
江
戸
か
ら
読
む
』（
中
公
新
書
、
平
成
７
・
３
）参
照
。

（
５
）　

三
好
行
雄『
日
本
文
学
の
近
代
と
反
近
代
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
昭
和
47
）所
収「
漱
石
の
反

近
代
」（
初
出
は『
国
文
学
』昭
和
40
・
８
）参
照
。

（
６
）　

佐
伯
順
子「
聖
母
を
囲
む
男
性
同
盟　
『
坊
つ
ち
や
ん
』に
お
け
る
男
色
的
要
素
」（『
漱
石
研

究
』12
号
、
平
成
11
・
10
）で
は
マ
ド
ン
ナ
や
清
、
さ
ら
に
芸
者
小
鈴
ら
に
注
目
し
、
こ
の

小
説
を「
声
を
奪
わ
れ
た
聖
母
を
中
核
と
し
た
男
性
集
団
の
葛
藤
の
ド
ラ
マ
」で
あ
る
と
い

う
よ
う
に
捉
え
た
こ
と
は
、
漱
石
文
学
の
特
徴
を
言
い
当
て
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
の
指
摘
を「
同
性
集
団
の
男
色
的
絆

―
「
日
本
的
エ
ト
ス
」の
あ
り
か
」ま
で
図
式
的

に
拡
大
し
た
の
は
、
論
を
急
ぎ
過
ぎ
た
き
ら
い
が
あ
ろ
う
。

（
７
）　

拙
稿「
夏
目
漱
石
文
学
の
研
究
―
『
そ
れ
か
ら
』を
中
心
に
―
」（『
人
文
学
会
誌
』平
成
27
・

３
）

本
稿
は
平
成
二
十
九
年
八
月
十
八
日
～
二
十
日
に
渡
っ
て
中
国
延
吉
市
の
延

辺
大
学
で
開
催
さ
れ
た
言
語
文
化
比
較
研
究
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
研

究
発
表
に
基
づ
く
も
の
て
あ
る
。
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島
崎
藤
村
と
函
館
、
並
び
に『
津
軽
海
峡
』（『
新
小
説
』明
治
37
・
12
）に
つ
い

て
概
説
し
て
み
た
い
。
明
治
三
十
七
年
七
月
に
藤
村
が『
破
戒
』出
版
費
用
を
借

り
る
た
め
に
妻
冬
子
の
実
家
、
函
館
の
秦
家
に
行
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ

る
。
藤
村
は
三
十
三
歳
と
い
う
若
さ
で
あ
り
、
小
諸
義
塾
に
赴
任
し
て
六
年
目

の
夏
を
迎
え
た
頃
で
あ
り
、
四
月
に
は
三
女
の
縫
子
が
生
れ
て
い
る
。
藤
村
の

兄
や
姉
は
ど
う
し
て
い
た
か
と
言
え
ば
、
姉
の
園
は
既
に
精
神
肉
体
を
病
ん
で

次
第
に
廃
疾
が
深
ま
っ
て
い
た
。
長
兄
秀
雄
は
金
塊
引
揚
げ
と
い
う
途
方
も
な

い
詐
欺
事
件
に
関
与
し
た
た
め
に
貧
乏
教
師
の
藤
村
に
無
心
を
繰
り
返
し
、
や

が
て
下
獄
す
る
。
藤
村
自
身
は
新
体
詩
人
か
ら
小
説
家
へ
の
転
身
過
程
で
試
行

錯
誤
の
苦
し
み
の
中
に
あ
り
、
三
十
五
年
に
発
表
し
た
双
子
の
小
説
の
片
割
れ

『
旧
主
人
』は
モ
デ
ル
問
題
が
風
紀
を
紊
乱
す
る
と
の
嫌
疑
を
被
り
、
発
禁
処
分

と
な
る
。
次
の
年
に
書
い
た『
爺
』『
老
嬢
』も
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
的
な
作
風
を
脱
し
き

れ
ず
、
藤
村
に
は
文
学
の
本
道
に
踏
み
出
す
べ
き
自
信
が
ま
だ
持
て
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
中
で
藤
村
は
隣
人
の
教
師
か
ら
大
江
磯
吉
の
こ
と

を
知
り
、
さ
ら
に
花
袋
か
ら『
罪
と
罰
』を
借
覧
し
、
三
十
七
年
一
月
に
は
白か

し檮

山や
ま

い
そ
じ
、
三
村
喜
乃
子
、
丸
山
晩
霞
ら
と
と
も
に
飯
山
真
宗
寺
を
再
度
訪
れ
、

い
よ
い
よ『
破
戒
』の
構
想
を
固
め
て
行
っ
た
。
し
か
し
折
も
折
、
日
本
は
と
う

と
う
ロ
シ
ア
と
の
戦
争
に
突
入
し
、
国
民
の
関
心
は
す
べ
て
戦
争
に
向
い
て
行

く
。
日
本
人
は
出
征
兵
士
な
ら
ず
と
も
生
き
る
か
死
ぬ
か
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ

れ
た
わ
け
で
、
そ
の
よ
う
な
状
況
下
で
一
人
藤
村
は
孜
々
と
し
て
自
分
だ
け
の

伊　

狩　
　
　

弘

島
崎
藤
村
と
函
館

　
　

―
『
津
軽
海
峡
』
を
中
心
に
、
藤
村
ら
し
い
一
つ
の
予
定
調
和
―

仕
事
に
打
ち
込
め
る
の
か
。
函
館
の
岳
父
秦
慶
治
が
快
く
貸
金
に
応
ず
る
だ
ろ

う
か
、
等
々
藤
村
の
前
に
は
幾
つ
も
難
関
が
あ
っ
た
。
盟
友
の
花
袋
は
博
文
館

の
特
派
員
に
な
っ
て
大
陸
に
渡
る
と
い
う
。
小
諸
か
ら
出
征
す
る
若
者
も
多
い
。

そ
の
よ
う
な
心
の
動
揺
を
抑
え
て
、
藤
村
は
七
月
二
十
二
日
、
小
諸
義
塾
の
夏

季
休
暇
を
待
っ
て
遠
路
は
る
ば
る
函
館
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
海
を
越
え
る
と

い
う
こ
と
、
水
路
の
危
難
に
臨
む
と
い
う
こ
と
が
藤
村
に
前
年
の
藤
村
操
の
華

厳
の
瀧
自
殺
事
件
を
想
起
さ
せ
た
の
で
あ
ろ
う
。
函
館
行
き
の
旅
は
そ
の
年
の

十
二
月
に『
津
軽
海
峡
』と
い
う
小
品
と
な
っ
た
。
そ
れ
以
前
に
、
飯
山
真
宗
寺

に
度
々
出
か
け
た
こ
と
が
機
縁
と
な
っ
て
藤
村
は『
椰
子
の
葉
蔭
』（
明
治
37
・

３
、『
明
星
』）を
書
い
た
が
、
そ
れ
は
ロ
ン
ド
ン
か
ら
イ
ン
ド
聖
跡
探
査
の
旅

に
出
掛
け
、
ロ
ン
ド
ン
に
戻
る
途
次
に
マ
ル
セ
イ
ユ
港
で
客
死
し
た
真
宗
寺
の

井
上
寂
英
の
娘
婿
藤
井
宣
正
の
事
績
を
手
紙
風
に
綴
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の

軌
跡
は
や
は
り
海
を
越
え
て
死
に
逢
着
す
る
と
い
う
も
の
で
、
宣
正
が
ロ
ン
ド

ン
を
出
発
し
た
の
は
明
治
三
十
五
年
九
月
で
、
小
説
の
冒
頭
に「
信
州
水み
の
ち内
郡ご
ほ
り

飯
山
の
草
菴
に
て
／
父
上
様
／
帰
東
の
途
次
／
僧
な
に
が
し
よ
り
」と
い
う
宛

名
書
き
の
あ
る
体
裁
を
と
っ
て
い
る
。「
帰
東
の
途
次
」と
い
う
の
は
ロ
ン
ド
ン

か
ら
イ
ン
ド
に
向
か
う
旅
の
途
中
、
ス
エ
ズ
運
河
の
入
り
口
の「
ポ
オ
ト
、
セ

イ
ド
」（
ポ
ー
ト
サ
イ
ド
）か
ら
出
し
た
手
紙
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
蛇
足
な
が

ら
井
上
寂
英
の
娘
婿
と
し
て
は
つ
る
枝
と
結
婚
し
た
童
謡
作
家
、
歌
謡
研
究
者

の
高
野
辰
之
も
有
名
で
、
高
野
は
真
宗
寺
に
下
宿
し
て
小
学
校
教
員
を
二
年
間
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勤
め
た
後
、
上
京
し
た
。『
椰
子
の
葉
蔭
』は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

十
月
七
日

猊げ
い

下か

に
は
其
後
御
機
嫌
麗
し
く
、
先
月
下
旬
ま
で
英イ
ギ
リ
ス

吉
利
に
御ご

留り
う

錫し
や
く、
随

行
の
諸
氏
と
も
〴
〵
倫ロ
ン
ド
ン敦
の
南
な
る
海
岸
に
残
暑
を
送
り
居
ら
る
ゝ
と
こ

ろ
へ
、
わ
れ
取
調
を
急
ぎ
、
一
行
に
加
は
り
、
先
月
二
十
五
日
い
よ
〳
〵

印イ
ン
ド度
へ
向
け
て
倫
敦
を
出
発
い
た
し
候
。
例
の
霧
深
く
、
英
吉
利
海
峡
浪

も
高
か
ら
ず
。『
ビ
ス
ケ
イ
』湾
ま
た
頗
る
平
穏
。
地
中
海
は
席
上
を
行
く

が
如
く
に
当
地
ま
で
参
り
候
。
帰
東
の
途
次
、
倫
敦
よ
り
出
し
た
る
一
通

は
欧ヨ
ー
ロ
ツ
パ

羅
巴
に
て
認
め
た
る
最
後
の
書
翰
に
て
候
ひ
き
。
さ
だ
め
し
父
上
は

信
濃
な
る
飯
山
の
僧
房
に
あ
り
て
、
海
外
の
通
信
読
む
こ
と
を
喜
び
た
ま

ふ
な
ら
む
。

こ
う
し
て
藤
井
宣
正
は
イ
ン
ド
聖
跡
探
査
に
従
事
し
た
が
、
熱
帯
の
悪
疫
に

罹
っ
た
の
か
、
イ
ギ
リ
ス
に
帰
る
途
中
、
病
に
倒
れ
た
。
小
説
は
コ
ロ
ン
ボ
港

で
最
後
の
便
り
を
認
め
る
と
こ
ろ
で
終
わ
る
。「
噫
、
今
は
思
ひ
の
こ
す
こ
と

な
し
。
男
子
と
生
れ
て
、
偉
お
ほ
い
な
る
所
願
の
た
め
に
倒
る
ゝ
は
、
無む

益や
く

の
業
に
も

あ
る
ま
じ
く
候
。
父
上
よ
、
さ
ら
ば
。
印
度
洋
の
激
浪
怒
涛
、
片へ
ん

時じ

も
休
息
せ

ざ
る
の
音
を
聞
き
つ
ゝ
、
孤
灯
の
も
と
に
こ
の
た
よ
り
を
認
む
。」と
い
う
末
尾

の
一
節
は
、
悲
壮
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
藤
村
が
実
際
に
真
宗
寺
に
赴
き
、
宣
正

の
絵
葉
書
な
ど
を
見
、
寂
英
の
話
を
聞
い
て
感
動
し
て
書
い
た
も
の
で
あ
り
、

父
と
子
を
め
ぐ
る
生
と
死
の
ド
ラ
マ
は『
破
戒
』の
構
想
に
も
影
響
し
た
と
も
考

え
ら
れ
る
。

さ
て
、
藤
村
が
函
館
に
行
く
前
年
、
既
述
し
た
よ
う
に
藤
村
操
と
い
う
一
高

生
が
華
厳
の
滝
に
飛
び
込
み
自
殺
を
し
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
。
夏
目
漱
石

が
英
語
を
教
え
て
い
た
こ
の
一
高
生
は
所
謂
哲
学
自
殺
を
し
た
と
言
わ
れ
て
い

る
が
、
藤
村
が
ど
の
程
度
知
っ
て
い
て『
津
軽
海
峡
』に
こ
の
青
年
の
死
を
採
り

入
れ
た
の
か
は
不
明
だ
が
、
藤
村
よ
り
十
四
歳
年
下
の
こ
の
少
年
と
藤
村
と
は

因
縁
め
い
た
繋
が
り
が
あ
っ
た
。

明
治
三
十
六
年
五
月
二
十
二
日
、
第
一
高
等
学
校
生
徒
藤
村
操
、「
巌
頭
の

感
」を
残
し
日
光
華
厳
の
滝
に
投
身
自
殺
。
操
の
祖
父
藤
村
正
徳
は
盛
岡
藩
士
、

父
の
胖
は
明
治
維
新
後
に
北
海
道
に
渡
り
、
事
業
家
と
し
て
成
功
し
た
。
操
は

明
治
十
九
年
七
月
二
十
日
に
北
海
道
で
生
ま
れ
、
十
二
歳
で
札
幌
中
学
入
学
直

後
ま
で
北
海
道
で
暮
ら
し
た
。
明
治
三
十
二
年
に
父
胖
が
死
去
し
た
の
で
東
京

に
移
り
住
み
、
開
成
中
学
か
ら
一
年
飛
び
級
し
、
京
北
中
学
編
入
を
経
て
第
一

高
等
学
校
に
入
学
し
た
。
父
親
は
屯
田
銀
行
頭
取
、
操
の
弟
、
藤
村
朗
は
三
菱

地
所
社
長
、
妹
の
夫
は
安
倍
能
成
で
漱
石
門
下
生
、
胖
の
弟（
操
の
叔
父
）は
那

珂
通
世
、
歴
史
学
者
。
藤
村
が
ど
こ
ま
で
操
の
経
歴
を
知
っ
た
か
不
明
だ
が
、

藤
村
の
フ
ァ
ム
フ
ァ
タ
ル（
多
分
一
生
を
左
右
し
た
で
あ
ろ
う
、
運
命
の
女
）で

あ
る
佐
藤
輔
子
の
家
は
盛
岡
南
部
藩
士
で
、
花
巻
の
支
城
に
勤
め
、
父
親
の
昌

蔵
は
城
代
御
取
次
役
で
維
新
を
迎
え
た
。
輔
子
は
明
治
二
十
八
年
五
月
に
北
海

道
御
料
局
官
吏
で
あ
る
鹿
討
豊
太
郎
と
結
婚
し
、
同
年
八
月
十
三
日
に
悪
阻
の

た
め
死
去
し
た
。
鹿
討
豊
太
郎
は
昌
蔵
の
最
初
の
妻
鹿
討
マ
サ
の
弟
で
あ
る

（
花
巻
の
鹿
討
立
太
の
長
男
）。
藤
村
の
人
生
行
路
を
羈
束
し
方
向
づ
け
た
輔
子

と
の
出
会
い
と
死
別
、
ま
た
秦
冬
子
と
の
結
婚
と
死
別
、
そ
し
て
冬
子
と
の
結

婚
と
死
別
が
こ
ま
子
と
の
叔
姪
の
悪
因
縁
を
招
来
し
、
最
後
に
は
静
子
と
の
再

婚
か
ら
南
米
な
ど
へ
の
巡
礼
の
旅
に
つ
な
が
っ
た
わ
け
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
輔

子
は
北
海
道
に
関
係
深
く
、
ま
た
藤
村
操
の
人
生
と
も
重
な
る
所
が
大
き
か
っ

た
。
操
の
自
殺
と
巌
頭
の
感
は
明
治
中
期
の
青
年
に
大
き
い
影
響
を
与
え
、
模

倣
者
が
四
十
人
も
自
殺
し
、
三
年
後
に
は
岡
山
の
女
学
生
松
岡
千
代
が
自
殺
し
、

哲
学
自
殺
が
流
行
し
た
。
藤
村
も『
春
』に
あ
る
よ
う
に
岸
本
捨
吉
の
死
の
一
歩

手
前
ま
で
行
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
操
の
死
に
は
共
感
し
た
と
思
わ
れ
る
。

少
し
先
を
急
い
だ
が
、
今
見
た
よ
う
に
藤
村
の
人
生
と
文
学
は
見
え
な
い
糸

で
操
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
何
ら
か
の
因
縁
で
繋
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
キ

24



リ
ス
ト
教
的
な
物
語
に
導
か
れ
る
の
か
は
即
断
出
来
な
い
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
モ
ナ
ド
論
の
よ
う
な
予
定
調
和
的
世
界
を
作
っ
て
い
る
こ
と
は
言
え
そ
う
で

あ
る
。
藤
村
は
姪
こ
ま
子
と
の
妊
娠
に
進
退
窮
し
て
パ
リ
に
逃
避
す
る
こ
と
を

決
断
し
た
が
、
そ
の
逃
避
行
と
函
館
及
び
志
賀
村
へ
の
決
死
的
旅
路
を
重
ね
る

よ
う
に
し
て『
突
貫
』（
大
正
２
・
１『
太
陽
』、『
微
風
』所
収
）を
書
い
た
。「
突

貫
」は「
吶
喊
」で
も
あ
り
、
死
地
に
向
っ
て
決
死
の
突
撃
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。

藤
村
は
あ
る
い
は
二
度
と
日
本
に
戻
ら
な
い
よ
う
な
悲
壮
な
決
意
で
、
四
人
の

子
供
達
と
妊
婦
の
こ
ま
子
を
残
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
向
っ
た
の
で
あ
る
。

夏
休
も
近
づ
い
た
。
私
は
自
分
の
仕
事
の
た
め
に
い
ろ
〳
〵
心
配
し
な

け
れ
ば
成
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
多
分
函
館
の
阿お
や
ぢ爺
に
話
し
た
ら
、
私
の

願
ひ
は
聞
い
て
貰
へ
る
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
手
紙
で
は
駄
目
だ
。
そ
の
相

談
の
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
自
分
で
出
掛
け
な
け
れ
ば
成
ら
な
い
。

津
軽
海
峡
を
越
さ
う
。
そ
れ
よ
り
外
に
私
は
現
在
の
沈
滞
し
た
生
活
を

突
き
破
る
方
法
が
無
い
。

い
よ
〳
〵
函
館
へ
向
け
て
小
諸
を
発
つ
。
斯
の
旅
の
危
険
で
あ
る
か
奈ど

何う

か
は
、
東
京
ま
で
行
つ
て
見
た
模
様
で
な
け
れ
ば
解
ら
な
い
。
兎
に
角
、

小
諸
を
発
つ
こ
と
に
す
る
。

東
京
へ
着
い
た
。
カ
ア
キ
イ
色
の
軍
服
は
初
め
て
私
の
眼
に
映
つ
た
。

（
略
）青

森
か
ら
先
の
航
海
が
絶
え
て
居
る
や
否
や
は
東
京
の
旅や
ど
や宿
で
も
解
ら

な
い
。
兄
も
久
し
振
で
逢
ひ
に
来
て
、
気
を
着
け
て
行
け
と
言
つ
て
呉
れ

た
。
定
期
船
は
出
る
ら
し
い
。
今
度
の
旅
に
は
初
め
て
函
館
を
見
て
、
親

戚
の
人
達
に
逢
ふ
と
い
ふ
楽
み
が
あ
る
。
私
は
行
け
る
と
こ
ろ
ま
で
行
つ

て
見
る
。（
略
）

到
頭
函
館
へ
来
た
。（
略
）

末
広
町
に
は
阿
爺
の
家
の
懇
意
な
陶せ
と
も
の
や

器
屋
が
あ
る
。
そ
こ
の
旦
那
に
誘

は
れ
て
養
育
院
を
見
に
行
つ
た
。
私
は
貧
し
い
子
供
を
前
に
置
い
て
、
小

さ
な
お
伽
話
を
一
つ
し
た
。
丁
度
そ
の
話
を
し
て
聞
か
せ
て
居
る
最
中
に
、

尋た

常ゞ
な
ら
ぬ
屋そ

と外
の
様
子
で
、
敵
の
艦
隊
が
津
軽
海
峡
を
通
過
ぎ
た
こ
と

を
知
つ
た
。
私
は
三
日
ば
か
り
早
く
函
館
へ
着
い
て
好
か
つ
た
。

帰
り
に
乗
つ
た
駿
河
丸（
註
、『
津
軽
海
峡
』で
夫
婦
の
乗
っ
た
船
の
名

は
駿
河
丸
で
あ
る
）は
敵
艦
に
追
掛
け
ら
れ
た
と
い
ふ
船
だ
。

藤
村
が
函
館
に
渡
っ
た
時
、
青
函
連
絡
船
は
ま
だ
就
航
し
て
お
ら
ず
、
日
本

郵
船
の
船
が
青
森
と
函
館
の
間
を
つ
な
い
で
い
た
。
し
か
し
大
き
な
船
を
横
付

け
す
る
岸
壁
は
ま
だ
な
く
、『
津
軽
海
峡
』本
文
に
も
あ
る
と
お
り
、
旅
客
は
い

っ
た
ん
艀
に
乗
り
、
そ
こ
か
ら
本
船
に
乗
り
移
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
日
露

戦
争
勃
発
以
前
で
も
津
軽
海
峡
を
越
え
る
こ
と
は
、
気
楽
で
安
全
な
船
旅
で
は

な
か
っ
た
。
と
い
う
の
も
今
で
は
あ
ま
り
語
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
が
、
明
治
三

十
六
年
十
月
、
即
ち
藤
村
が
函
館
を
目
指
す
九
ヵ
月
前
、
津
軽
海
峡
で
は
悲
惨

な
海
難
事
故
が
起
き
た
。
藤
村
も
当
然
そ
の
事
故
は
記
憶
し
て
居
た
と
思
わ
れ

る
。明

治
三
十
六
年
十
月
二
十
九
日
午
前
四
時
頃
、
前
日
の
夜
、
悪
天
候
の
中
を

青
森
港
を
出
港
し
た
日
本
郵
船
の
東
海
丸
は
猛
吹
雪
、
濃
霧
に
よ
っ
て
難
航
し
、

松
前
半
島
の
矢
越
岬
の
沖
合
で
ロ
シ
ア
の
貨
物
船
プ
ロ
グ
レ
ス
号
に
船
腹
に
衝

突
さ
れ
、
浸
水
し
た
。
東
海
丸
は
明
治
三
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
グ
ラ
ス
ゴ
ー
の

JG

ロ
ー
リ
ー
社
製（ACAN

TH
A

号
）、
八
年
に
郵
便
汽
船
の
三
菱
会
社
が
購
入

し
東
海
丸
と
改
め
、
西
南
戦
争
や
台
湾
出
兵
に
軍
用
船
と
し
て
使
わ
れ
た
。
浸

水
し
傾
い
た
東
海
丸
の
船
長
久
田
佐
助
三
十
九
歳
は
、
乗
員
乗
客
の
全
員
を
救

命
ボ
ー
ト
に
乗
せ
、
自
分
は
船
に
残
っ
て
沈
没
の
瞬
間
ま
で
非
常
汽
笛
を
鳴
ら

し
続
け
て
船
と
運
命
を
共
に
し
た
。
汽
笛
を
聞
い
た
プ
ロ
グ
レ
ス
号
が
戻
っ
て

き
て
五
十
七
人
が
救
助
さ
れ
た
が
、
激
浪
に
よ
り
ボ
ー
ト
が
転
覆
し
、
四
十
七

人
は
亡
く
な
っ
た
。
久
田
佐
助
は
元
治
元
年
石
川
県
鵜
川
村
に
生
ま
れ
、
明
治
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二
十
六
年
に
東
京
商
船
学
校（
現
東
京
海
洋
大
学
）を
卒
業
し
、
日
本
郵
船
に
入

社
、
遭
難
の
年
に
東
海
丸
の
船
長
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
久
田
の
行
為

は
船
員
の
鑑
と
さ
れ
、『
小
学
国
語
読
本
』に
も
採
り
上
げ
ら
れ
た
。
能
登
町
菅

原
神
社
に
久
田
船
長
碑
が
あ
り
、
毎
年
追
悼
式
典
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
一
例
を

見
て
も
津
軽
海
峡
は
日
露
戦
争
前
も
危
険
な
海
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
る
。
繰
返

す
よ
う
だ
が
、
そ
の
危
険
が
戦
争
の
為
何
倍
に
も
な
っ
た
津
軽
海
峡
、
そ
し
て

当
時
の
日
本
に
は
ま
だ
ロ
シ
ア
の
軍
艦
を
撃
退
す
る
に
足
る
海
軍
力
は
な
か
っ

た
し
、
大
き
な
軍
艦
は
殆
ん
ど
が
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
外
国
か
ら
買
っ
た
も
の
で

日
本
製
は
小
型
の
も
の
が
少
し
あ
る
く
ら
い
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
遼
東
半
島
の

攻
撃
な
ど
に
船
舶
の
大
半
を
注
ぎ
込
ん
で
い
た
の
で
、
津
軽
海
峡
を
ロ
シ
ア
の

軍
艦
か
ら
守
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
も
の
と
見
え
る
。

さ
て『
津
軽
海
峡
』は
藤
村
操
に
見
立
て
た
息
子
柳
之
助
を
亡
く
し
た
中
年
の

夫
婦
が
主
人
公
で
、
息
子
を
失
っ
た
妻
を
慰
め
る
た
め
に
北
海
道
へ
巡
礼
の
旅

に
出
た
二
人
は
船
上
で
息
子
に
生
き
写
し
の
青
年
に
逢
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー

で
あ
る
。自

分
の
家
内
は
耳
が
遠
い
も
の
で
す
か
ら
、
傍
へ
倚
つ
て
余
程
大
き
な

声
を
出
さ
な
い
と
聞
え
ま
せ
ん
。
乗
船
の
時
刻
が
近
い
た
の
に
、
ま
だ
家

内
は
仕
度
も
し
な
い
で
、
旅や
ど
や舎
の
二
階
の
窓
に
倚よ

り
凭か
ゝ

つ
て
居
り
ま
し
た
。

丁
度
其
窓
の
外
に
は
青
森
の
港
が
見
え
る
。
暗
碧
の
色
の
海
、
群
れ
て
飛

ぶ『
ご
め
』、
ま
た
は
こ
れ
か
ら
自
分
等
夫
婦
を
乗
せ
て
、
函
館
へ
向
け
て

出
帆
す
る
と
い
ふ
二に

本ほ
ん

檣マ
ス
トの
駿
河
丸
、
そ
の
郵
船
会
社
の
定
期
船
が
湾
頭

に
碇
泊
し
て
居
る
光あ
り
さ
ま景
を
眺
め
て
茫
然
思
ひ
沈
ん
で
居
た
の
で
す
。
い
つ

も
斯
う
い
ふ
時
に
は
亡
く
な
つ
た
忰
せ
が
れ
を
憶
出
し
て
泣
い
て
居
る
、
と
い
ふ

こ
と
は
、
直
に
其
後
姿
で
知
れ
た
。
自
分
は
丁と
ん

と
一
つ
家
内
の
肩
を
叩
い

て
、

『
さ
あ
、
仕
度
だ
、
仕
度
だ
。』

と
急せ

き
た
て
ま
し
た
。

其
日
は
航
海
を
す
る
に
申
分
な
い
天
気
で
し
た
。
浦ウ
ラ
ジ
オ汐
の
露
艦
が
一
度

こ
の
津
軽
海
峡
を
通
過
し
て
か
ら
、
太
平
洋
沿
岸
に
出
没
す
る
と
い
ふ
の

で
、
定
期
の
航
行
は
す
べ
て
断
絶
の
き
の
ふ
け
ふ
、
た
ゞ
こ
の
青
森
函
館

間
ば
か
り
は
五
六
日
以
前
か
ら
汽
船
の
往
復
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し
た
。

自
分
等
夫
婦
も
折せ
つ
か
く角
玆こ
ゝ
ま
で迄
来
て
引
返
す
の
は
残
念
で
す
し
、
そ
れ
に
露
艦

は
伊
豆
の
大
島
あ
た
り
を
遊い
う
よ
く弋
し
て
居
る
と
い
ふ
話
で
、
昨
夜
は
ま
た
敵

艦
隊
殲せ
ん
め
つ滅
の
噂
が
伝
は
る
と
同
時
に
、
或
新
聞
社
は
号
外
を
発
し
た
位
で

す
か
ら
、
あ
る
ひ
は
其
が
事
実
に
近
い
こ
と
か
と
も
思
つ
て
、
格
別
其そ

ん様

な
こ
と
は
気
に
も
留
め
な
い
で
旅や
ど
や舎
を
出
ま
し
た
。

藤
村
の
函
館
行
き
の
行
程
と
日
露
戦
争
の
激
戦
の
様
子
を
並
べ
て
見
れ
ば
、

当
時
の
緊
張
感
は『
津
軽
海
峡
』に
描
か
れ
る
中
年
夫
婦
の
浮
世
離
れ
し
た
よ
う

な
巡
礼
の
旅
の
姿
と
は
大
い
に
違
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
。
既
述

し
た
よ
う
に
藤
村
は
明
治
三
十
七
年
七
月
二
十
二
日
に
上
京
し
て
長
兄
秀
雄
に

会
っ
た
。
秀
雄
は
禁
錮
刑
に
処
せ
ら
れ
る
直
前
で
あ
ろ
う
。
二
十
五
日
に
上
野

を
発
っ
て
二
十
六
日
に
青
森
着
。
鳴
海
要
吉
、
秋
田
雨
雀
の
面
会
を
受
け
る
。

二
十
七
日
に
函
館
に
渡
っ
た
の
で
あ
る
。
蛇
足
な
が
ら
田
山
花
袋
は
そ
の
頃
第

二
軍
と
と
も
に
遼
東
半
島
を
北
上
し
、
半
島
の
北
の
付
け
根
あ
た
り
、
蓋
平
盆

地
の
東
寄
り
の
古こ

か

し
家
子
と
い
う
村
に
駐
屯
し
て
い
た
。
南
山
と
金
州
城
の
激
戦

の
二
か
月
後
の
頃
で
あ
る
。
遼
東
半
島
で
は
第
二
軍
は
遼
陽
や
瀋
陽
に
向
っ
て

北
上
し
、
乃
木
の
第
三
軍
は
海
軍
の
要
請
に
よ
っ
て
旅
順
攻
撃
に
と
り
か
か
る

こ
と
に
な
る
。
そ
の
頃
日
本
の
近
海
で
は
浦
塩
艦
隊
が
我
が
物
顔
に
日
本
船
舶

の
攻
撃
を
繰
り
返
し
て
い
た
。

『
津
軽
海
峡
』に
も
登
場
す
る
悪
名
高
い
ロ
シ
ア
の
装
甲
巡
洋
艦
、
ロ
シ
ヤ
・

リ
ュ
ー
リ
ッ
ク
・
グ
ロ
ム
ブ
イ
は
日
露
戦
争
開
戦
早
々
か
ら
日
本
沿
岸
を
航
行

す
る
船
舶
を
攻
撃
し
た
。
明
治
三
十
七
年
二
月
十
一
日（
日
露
戦
争
勃
発
の
翌

26



日
）、
ロ
シ
ヤ
、
リ
ュ
ー
リ
ッ
ク
、
グ
ロ
ム
ボ
イ
と
巡
洋
艦
ボ
ガ
ツ
ィ
リ
、
レ

ナ
は
津
軽
半
島
西
岸
に
現
れ
、
小
樽
に
向
か
う
途
中
の
全
勝
丸
と
那
古
浦
丸
を

攻
撃
、
全
勝
丸
は
逃
げ
た
が
那
古
浦
丸
は
青
森
県
の
十
三
湖
の
沖
合
二
十
キ
ロ

辺
り
で
撃
沈
さ
れ
た
。
那
古
浦
丸
は
通
常
は
米
穀
輸
送
船
だ
が
、
こ
の
時
は
酒

田
か
ら
北
海
道
へ
出
稼
ぎ
に
行
く
漁
民
八
百
人
が
乗
船
し
て
い
て
、
全
員
犠
牲

と
な
っ
た
。
五
月
に
な
る
と
、
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
か
ら
朝
鮮
半
島
東
岸
に
出
撃

し
、
二
十
五
日
、
元
山
沖
に
至
り
、
停
泊
中
の
五
洋
丸
を
撃
沈
、
さ
ら
に
海
軍

輸
送
船
の
貨
客
船
金
州
丸
三
九
六
七
ｔ
を
撃
沈
し
た
。
六
月
十
五
日
、
沖
ノ
島

付
近
の
玄
界
灘
で
、
陸
軍
運
送
船
和
泉
丸
撃
沈
、
常
陸
丸
撃
沈
、
佐
渡
丸
大
破

の
損
害
を
被
っ
た
。
軍
艦
と
言
っ
て
も
軍
需
物
資
を
運
ぶ
た
め
に
民
間
の
船
を

転
用
し
た
船
が
殆
ん
ど
で
あ
り
、
ま
た
民
間
の
船（
商
船
・
漁
船
な
ど
）も
無
差

別
に
攻
撃
さ
れ
た
。
六
月
十
八
日
は
、
巴
港
丸
他
が
停
船
を
命
じ
ら
れ
、
安
静

丸
、
八
幡
丸
撃
沈
、
博
通
丸
拿
捕
、
宝
徳
丸
略
奪
と
い
う
被
害
を
受
け
た
。
六

月
三
十
日
に
は
、
元
山
港
に
水
雷
艇
が
侵
入
し
、
帆
船
幸
運
丸
と
清
渉
丸
百
二

十
二
ｔ（『
津
軽
海
峡
』に「
敵
は
あ
の
帆
船
の
清
渉
丸
を
す
ら
撃
沈
し
て
、
船
荷

と
金
銭
と
を
掠
奪
し
た
と
い
ふ
程
の
手
合
で
す
か
ら
」と
書
か
れ
る
船
）を
攻
撃

炎
上
さ
せ
た
。
ロ
シ
ヤ
他
の
三
隻
は
元
山
港
の
沖
に
居
た
。

七
月
二
十
日
か
ら
の
二
週
間
位
、
浦
塩
艦
隊
は
文
字
通
り
日
本
近
海
を
荒
ら

し
ま
わ
っ
た
。
七
月
二
十
一
日
の『
函
館
新
聞
』に
、「
露
艦
津
軽
海
峡
を
通
過

す
」の
見
出
し
の
下
に「
露
艦
三
隻
本
日
午
前
三
時
三
十
分
白
神
灯
台
沖
を
通
過

し
漸
次
東
に
向
つ
て
進
行
し
今
朝
五
時
頃
当
函
館
山
沖
を
通
過
し
只
今
茅
部
郡

臼
尻
方
面
に
在
り
大
森
浜
沖
通
過
の
際
は
肉
眼
に
て
三
隻
の
烟
を
揚
けマ
ヽ

つ
ゝ
進

行
す
る
を
招
魂
社
堤
上
に
見
た
る
も
の
あ
り
と
云
ふ
之
れ
と
同
時
に
総
て
の
船

舶
は
出
港
を
停
止
せ
ら
れ
た
り
」と
報
じ
ら
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
浦
塩
艦
隊
は

松
前
半
島
の
白
神
岬
を
通
過
し
、
函
館
沖
を
通
過
し
午
前
六
時
こ
ろ
恵
山
の
沖

合
で
高
島
丸
を
撃
沈
し
た
。『
函
館
新
聞
』に「
高
嶋マ
ヽ

丸
撃
沈
さ
る
」の
見
出
し
の

下
に「
東
京
湾
汽
船
会
社
所
有
船
高
島
丸
は
当
地
会
所
町
三
田
銃
砲
店
の
火
薬

を
搭
載
し
て
一
昨
日
午
後
一
時
岩
手
県
宮
古
港
を
出
帆
し
た
る
も
の
に
し
て
本

日
午
前
十
一
時
頃
に
は
当
港
へ
入
港
の
予
定
な
る
が
今
に
入
港
せ
ざ
る
の
み
な

ら
ず
盛
岡
な
る
三
田
銃
砲
店
の
本
店
よ
り
昨
日
午
後
四
時『
高
島
丸
は
撃
沈
さ

れ
た
』と
の
簡
単
な
る
電
報
あ
り
た
る
由
な
る
も
其
他
に
就
て
は
全
く
不
明
に

し
て
同
船
の
扱
店
な
る
樋
口
回
漕
店
へ
も
何
等
の
報
も
な
き
を
以
て
同
回
漕
店

に
て
は
東
京
な
る
東
京
湾
汽
船
会
社
へ
照
会
し
た
る
由
其
後
の
報
に
依
れ
はマ
ヽ

今

朝
六
時
恵
山
沖
に
て
露
艦
に
撃
沈
さ
れ
乗
員
一
同
ボ
ー
ト
に
て
椴と
ど
ほ
っ
け
む
ら

法
華
村
に
上

陸
し
た
り
と
」と
あ
る
。
椴
法
華
村
は
恵
山
の
麓
に
あ
る
村
で
現
在
は
函
館
市

と
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
全
く
の
民
間
の
商
船
も
浦
塩
艦
隊
は
無
差
別
に
攻
撃

し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
藤
村
の
乗
船
し
た
日
本
郵
船
の
船
も
ロ
シ
ア
艦
隊
に
見

つ
か
れ
ば
危
険
な
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
浦
塩
艦
隊
は
こ
う
し
て
高
島
丸

を
沈
め
た
後
、
さ
ら
に
恵
山
沖
で
英
国
船
サ
マ
ラ
を
掠
奪
の
後
に
釈
放
、
喜
宝

丸
、
百
四
十
ｔ
の
木
造
帆
船
を
撃
沈
、
北
生
丸
、
九
十
一
ｔ
の
木
造
帆
船
を
掠

奪
の
後
爆
沈
、
本
州
東
岸
を
南
下
し
つ
つ
英
国
の
船
や
ド
イ
ツ
の
船
、
日
本
の

船
を
次
々
に
攻
撃
し
、
駿
河
湾
ま
で
到
達
し
、
同
じ
コ
ー
ス
で
八
月
二
日
に
ウ

ラ
ジ
オ
ス
ト
ク
に
無
事
帰
港
し
た
。
津
軽
海
峡
を
通
っ
た
の
は
七
月
三
十
日
頃

か
と
思
わ
れ
る
。
藤
村
が
函
館
に
渡
っ
た
の
は
７
月
27
日
、
函
館
か
ら
青
森
に

戻
っ
た
の
が
八
月
三
日
で
あ
る
か
ら
、
浦
塩
艦
隊
が
津
軽
海
峡
を
通
っ
て
本
州

東
岸
で
暴
れ
ま
わ
り
、
帰
港
し
た
の
と
入
れ
違
い
と
い
う
か
僅
か
な
差
で
し
か

な
か
っ
た
。
日
本
海
軍
は
旅
順
港
の
封
鎖
作
戦
な
ど
で
手
い
っ
ぱ
い
で
、
日
本

近
海
の
民
間
の
船
を
守
る
余
力
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
そ
う
考
え
る
と
藤
村
の

函
館
行
き
は
決
死
の
覚
悟
で
敢
行
さ
れ
た
も
の
と
言
え
、
既
述
し
た
よ
う
に
花

袋
が
第
二
軍
に
従
軍
し
、
七
月
末
頃
は
大
石
橋（
遼
陽
ま
で
八
十
㎞
く
ら
い
の

要
衝
）あ
た
り
の
戦
闘
を
見
て
い
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
藤
村
も
戦
争
に
直
面

し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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そ
の
後
こ
れ
ら
の
浦
塩
艦
隊
は
ど
う
な
っ
た
か
と
言
う
と
、
八
月
十
日
に
旅

順
艦
隊
は
旅
順
港
を
出
て
東
郷
艦
隊
と
戦
い
大
敗
し
、
主
力
は
旅
順
港
に
戻
り
、

そ
の
他
の
船
は
上
海
な
ど
で
武
装
解
除
さ
れ
た（
黄
海
海
戦
）。
そ
れ
を
知
ら
な

い
ロ
シ
ヤ
他
の
浦
塩
艦
隊
は
旅
順
艦
隊
と
合
流
し
よ
う
と
朝
鮮
半
島
東
岸
を
南

下
し
て
来
た
。
上
村
中
将
率
い
る
第
二
艦
隊
は
朝
鮮
海
峡
と
対
馬
海
峡
に
迎
撃

部
隊
を
配
置
し
、
十
四
日
に
蔚
山
の
沖
で
発
見
し
て
攻
撃
し
た
。
リ
ュ
ー
リ
ッ

ク
は
大
破
し
て
自
沈
、
ロ
シ
ヤ
と
グ
ロ
ン
ボ
イ
は
大
破
し
な
が
ら
も
逃
走
し
た
。

第
二
艦
隊
は
追
撃
を
諦
め
、
戦
闘
は
五
時
間
で
終
了
し
た
。
追
撃
で
き
な
か
っ

た
の
は
当
時
の
軍
艦
の
能
力
の
限
界
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
五
日
後
、
乃

木
第
三
軍
の
旅
順
第
一
回
総
攻
撃
が
行
わ
れ
、
日
本
軍
は
一
万
五
千
人
以
上
の

死
傷
者
を
出
し
な
が
ら
攻
略
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

『
津
軽
海
峡
』は
、
藤
村
操
の
両
親
に
見
立
て
た
中
年
の
夫
婦
が
浦
塩
艦
隊
の

攻
撃
で
危
う
い
船
旅
を
し
て
、
船
上
で
息
子
に
生
き
写
し
の
青
年
に
出
会
う
。

や
が
て
浦
塩
艦
隊
の「
ロ
シ
ヤ
」他
の
軍
艦
が
接
近
し
て
も
う
駄
目
か
と
思
っ
た

時
、「
吾
艦
艇
」の
出
現
に
よ
っ
て
や
っ
と
の
こ
と
で
助
か
る
。
す
る
と
下
船
の

時
、
そ
の
青
年
の
連
れ
の
男
、
じ
つ
は
唯
の
同
船
者
で
浮
浪
の
護
摩
の
灰
の
よ

う
な
男
に
荷
物
を
盗
ま
れ
る
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
。
語
り
手
で
も
あ
る

夫
は
息
子
を
失
っ
て
惑
乱
の
極
に
あ
る
妻
を
慰
め
る
た
め
に
こ
の
北
海
道
へ
の

旅
を
思
い
立
っ
た
の
で
あ
る
。「
ま
さ
か
忰
が
あ
ん
な
悲
惨
な
最
後
を
し
よ
う

と
も
思
は
な
け
れ
ば
、
そ
れ
が
為
に
夫
婦
し
て
斯
な
旅
行
に
出
よ
う
と
も
思
は

な
か
つ
た
の
で
す
。
日に
ち

々〳
〵

の
出
来
事

―
誰
に
其
が
解
り
ま
せ
う
。
斯
な
奥
州

の
東
の
隅は
て

で
夏
の
一
夜
を
明
す
の
も
思
ひ
が
け
な
い
の
で
す
。
斯
な
船
に
乗
る

の
も
思
ひ
が
け
な
い
の
で
す
。
第
一
、
斯
う
し
て
津
軽
海
峡
を
通
る
の
も
思
ひ

が
け
な
い
の
で
す
。」と
い
う
状
態
で
、
夫
婦
二
人
で
巡
礼
の
旅
に
出
た
の
で
あ

る
。
既
述
し
た
が
、
藤
村
に
と
っ
て
十
七
歳
の
操
の
死
は
関
西
漂
泊
の
途
中
に

死
に
突
き
当
た
っ
た
経
験
と
重
な
っ
て
身
に
つ
ま
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。『
春
』は
ま
だ
書
い
て
い
な
い
わ
け
だ
が
、
後
の『
春
』の
岸
本
捨
吉
の

形
象
に
操
の
姿
が
投
影
し
た
か
も
し
れ
な
い
。

さ
て
漸
く
船
が
出
帆
し
て
陸
奥
湾
か
ら
海
峡
に
出
る
あ
た
り
に
差
し
掛
か
っ

た
。

平た
ひ
ら
だ
て
舘
の
灯
台
を
遠
く
白
く
背う
し
ろ後
に
見
て
、
青
森
湾
を
出
は
づ
れ
た
頃
は
、

日
も
次
第
に
高
く
な
り
ま
し
た
。
日
本
海
の
方
面
か
ら
押
寄
せ
て
来
る
深

藍
色
の
暖
流
は
舷
ふ
な
べ
りの
左
右
に
鳴
り
溢
れ
て
、
日
の
光
に
照
り
輝
く
の
で
し

た
。
船
旅
の
徒つ
れ
ぐ然
に
、
人
々
は
甲
板
の
上
を
往
つ
た
り
来
た
り
し
て
眺
め

る
。
自
分
も
ま
た
舷
の
欄
干
に
倚
り
凭
つ
て
、
夏
潮
の
音
に
聞
き
恍ほ

れ
て
、

そ
の
清さ
は
や
か爽
な
七
月
下
旬
の
海
の
声
に
心
を
澄
ま
し
て
居
る
と

―
つ
い
ま

た
忰
の
こ
と
を
考
へ
る
。
烈
し
い
追お
も
ひ
で懐
の
情
は
胸む
な
い
た壁
を
衝
い
て
湧
き
上
り

ま
し
た
。
親
の
口
か
ら
言
ふ
の
も
異い

な
も
の
で
す
が
、
夭わ
か
じ
に死
す
る
位
の
奴

で
す
か
ら
、
早
く
か
ら
世
の
中
の
歓う
れ

し
い
や
哀か
な

し
い
が
解
つ
て
、
同
じ
学

校
の
生
徒
仲
間
で
も
万
事
に
敗ひ
け

を
取
る
柳
之
助
で
は
な
か
つ
た
の
で
す
。

世
間
を
観
る
に
、
信
仰
の
無
い
今
の
時と
き
よ代
は
青
年
の
心
を
静
に
さ
せ
て
置

き
ま
せ
ん
。
忰
の
短
い
生
涯
が
矢や
は
り張
其
で
し
た
。
飽
く
こ
と
を
知
ら
な
い

忰
の
や
う
な
精
神
は
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
是
世
の
事わ

ざ業
と
光ほ
ま
れ栄
と
衰お
と
ろ
へ頽
と

を
嗅
ぎ
尋
ね
て
、
人
生
と
い
ふ
も
の
ゝ
意
味
を
窮
め
ず
に
は
居
ら
れ
な
か

つ
た
の
で
す
。
飛
ん
だ
量
見
違
ひ
の
大お
ほ
べ
ら
ぼ
う

箆
棒
と
、
物
見
高
い
人
々
に
は
睨

ま
せ
て
置
い
て
、
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
悲か
な
し
み慨
を
懐ふ
と
こ
ろ中
に
し
な
が
ら
、
黙
つ
て

現こ
の
よ世
を
去
る
時
の
其こ
ゝ
ろ
も
ち

心
持
は
ど
ん
な
で
し
た
ら
う
か
。
思
想
の
上
の
絶
望

―
と
い
ふ
こ
と
が
彼あ

ん様
な
青
年
の
一
生
に
も
言
へ
る
も
の
な
ら
、
そ
れ

は
確
に
柳
之
助
の
儚
は
か
な
い
潔
い
さ
ぎ
よい
最
後
で
せ
う
。
凡
夫
の
か
な
し
さ
、
学
問
し

て
反
つ
て
無
学
と
い
ふ
こ
と
を
知
り
ま
し
た
の
が
忰
の
不
ふ
し
あ
は
せ幸
で
し
た
。
噫
、

忰
は
学
問
を
捨
て
た
の
で
す
。
学
問
も
ま
た
忰
を
捨
て
た
の
で
す
。
到
頭

日
光
へ
出
か
け
て
行
つ
て
、
華
厳
の
瀧
へ
落
ち
て
死
に
ま
し
た
。（
中
略
）
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あ
ゝ
、
忰
が
傷
い
た
ま
し
い
思
を
為
尽
し
て
、
死
と
い
ふ
こ
と
に
想
ひ
到
つ
た
時

に
も
、
よ
も
や
そ
の
為
に
父
が
白た
は
け痴
に
な
り
、
母
が
狂
き
ち
が
ひに
な
つ
て
、
昼
は

昼
で
哭な

き
、
夜
は
夜
で
思
ひ
、
斯
う
し
て
北
海
ま
で
も
さ
ま
よ
つ
て
行
か

う
と
は
、
夢
に
も
想
像
し
な
か
つ
た
こ
と
で
せ
う
。
斯
う
い
ふ
自
分
は
、

平
々
凡
々
な
、
し
か
し
安し
づ
か静
な
無
事
な
生
涯
を
田
舎
に
送
つ
て
来
た
男
な

ん
で
す
。
ど
う
で
せ
う
、
こ
の
平
和
な
生
涯
が
四
十
三
年
目
に
ぐ
わ
ら
り

と
一
変
し
て
了
つ
た
と
は
。
実
に
、
自
分
等
夫
婦
は
漂
泊
す
る
巡
礼
の
思

で
し
た
。
七
月
の
海
の
空
気
を
吸
つ
て
、
二
人
の
馬
鹿
は
互
に
一
人
息
子

の
死
を
冥
想
し
な
が
ら
、
夢
の
や
う
に
潮
の
鳴
る
音
を
聞
い
て
居
り
ま
し

た
の
で
す
。

右
に
引
用
し
た
よ
う
に
操
と
思
し
き
息
子
の
死
に
際
会
し
た
中
年
夫
婦
は
心

の
動
揺
錯
乱
を
鎮
め
る
た
め
に
北
へ
の
旅
に
出
た
の
だ
が
、
明
治
時
代
の
新
し

い
青
年
の
心
の
悶
え
の
よ
う
な
も
の
と
、
旧
時
代
の
遅
れ
た
考
え
に
捉
わ
れ
た

ま
ま
の
自
分
等
と
の
落
差
を
巡
礼
に
よ
っ
て
埋
め
よ
う
と
す
る
よ
う
で
あ
る
。

藤
村
は
明
治
の
新
し
い
時
代
に
英
語
を
専
門
と
し
、
一
度
は
キ
リ
ス
ト
教
の
洗

礼
を
受
け
た
の
で
あ
る
か
ら
、
亡
く
な
っ
た
両
親
の
考
え
方
生
き
方
と
は
全
く

異
な
る
人
生
に
進
み
出
た
わ
け
で
、
こ
の
小
説
と
は
反
対
の
立
場
な
が
ら
も
時

代
の
推
移
と
青
年
の
生
き
方
の
問
題
は
大
き
な
前
提
と
し
て
脳
裏
に
あ
っ
た
と

思
わ
れ
る
。
さ
て
や
が
て
船
中
に
昼
飯
が
配
ら
れ
る
。
弁
当
を
持
っ
て
二
人
の

青
年
が
夫
婦
の
傍
で
食
い
始
め
た
。
そ
の
一
人
の
若
者
は
亡
く
な
っ
た
息
子
に

生
き
写
し
で
あ
っ
た
。「
噫
、
斯
な
船
の
中
で
、
死
ん
だ
子
に
邂め
ぐ
り
あ逅
ふ
と
い
ふ

筈
も
無
い
の
で
す
が
、
そ
こ
が
そ
れ
思お
も
ひ
な做
し
の
故せ
ゐ

で
、
も
し
是こ
つ
ち方
か
ら
声
を
掛

け
た
ら
、『
父お
と
つ上
さ
ん
、
父
上
さ
ん
』と
自
分
の
手
を
執
つ
て
、
幽あ
の
よ界
の
深ふ
し
ぎ秘
と

恐お
そ
れ怖
と
苦し
る
し
み痛
と
を
訴
へ
は
す
ま
い
か

―
ど
う
見
て
も
忰
だ
、
柳
之
助
だ
、
と

親
馬
鹿
の
迷
想
か
ら
、
斯
な
途
方
も
無
い
こ
と
を
考
へ
ま
し
た
。」と
い
う
こ
と

で
、
つ
い
に
そ
の
青
年
に
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
と
聞
く
。
青
年
は「
江
州
」だ
と

答
え
、
仙
台
に
叔
父
が
い
る
の
で
出
て
来
た
が
叔
父
は
戦
争
に
行
き
不
在
だ
。

そ
れ
で
北
海
道
に
仕
事
を
探
し
に
行
く
と
言
う
。
江
州
、
仙
台
は
藤
村
に
と
っ

て
忘
れ
ら
れ
な
い
土
地
で
あ
る
。
藤
村
は
自
ら
の
青
春
の
彷
徨
に
準
え
、
藤
村

操
の
形
代
の
よ
う
な
旅
行
く
青
年
を
配
役
と
し
た
。
青
年
と
共
に
飯
を
食
う
男

は「
酒
と
女
に
身
を
持
崩
し
て
、
五
稜
郭
あ
た
り
へ
行
つ
て
雪ゆ
き
ぞ
り橇
を
曳
く
と
い

ふ
、
流
れ
渡
り
の『
あ
ん
こ
さ
ん
』を
想
ひ
出
さ
せ
る
」怪
し
い
男
で
、
こ
れ
は

行
き
ず
り
の
護
摩
の
灰
で
あ
っ
た
。「
あ
ん
こ
さ
ん
」と
は「
兄
こ
」の
訛
り
で
、

ア
ニ
さ
ん
、
つ
ま
り
流
れ
者
の
労
務
者
と
い
っ
た
と
こ
ろ
か
。

船
旅
に
倦
ん
で
甲
板
で
ご
ろ
ご
ろ
す
る
者
が
い
る
午
後
一
時
頃
、
例
の
あ
ん

こ
さ
ん
の
よ
う
な
男
は
船
べ
り
か
ら
海
上
を
見
て
い
る
。
煙
が
見
え
る
と
い
う

の
で「
自
分
」す
な
わ
ち
語
り
手
の
中
年
男
も
立
っ
て「
海
峡
の
東
」を
見
詰
め
た
。

既
述
し
た
が
、
浦
塩
艦
隊
が
帰
港
の
途
に
就
い
て
津
軽
海
峡
を
航
行
し
た
の
は

明
治
三
十
七
年
七
月
三
十
日
と
推
定
さ
れ
る
。
藤
村
は
そ
れ
に
合
わ
せ
て
、
夫

婦
が
海
を
渡
っ
た
日
を
七
月
三
十
日
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
あ
れ
彼
の
煙
が
君
の
目
に
は
見
え
な
い
の
か
い
。』

こ
の
二
人
の
対は
な
し話
に
不
審
を
打
つ
て
、
自
分
も
檣
の
側
を
離
れ
た
。
遠

く
海
峡
の
東
を
眺
め
る
と
、
烏
賊
の
水む

れ族
が
乗
つ
て
下
る
と
い
ふ
暗
濁
色

の『
親
潮
』、
そ
の
千
島
海
流
は
水
平
線
の
と
こ
ろ
を
浸
し
て
、
日
光
の
反

射
を
受
け
て
、
白
く
黄
に
光
り
ま
し
た
。
天
空
に
横
は
る
も
の
は
団
々
と

し
た
雲
の
群
。
七
月
三
十
日
の
午
後
の
日
ざ
か
り
で
、
盛
夏
極
熱
の
暑
は

こ
の
海
を
焼
く
か
と
思
は
れ
ま
し
た
。
水
平
線
の
上
は
唯
一
面
紫
が
ゝ
つ

た
灰
色
。
空
気
は
濁
つ
て
、
別
に
煙
ら
し
い
も
の
が
、
目
に
入
る
で
も
な

か
つ
た
。
先さ
つ
き刻
か
ら
安
楽
椅
子
の
上
に
長
く
な
つ
て
、
静
に『
共
同
海
損

法
』を
読
ん
で
居
た
船
長
は
、
と
見
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
観
橋
に
登
つ

て
、
し
き
り
に
望
遠
鏡
で
眺
め
入
つ
て
居
た
の
で
す
。

急
に
自
分
等
は
不
安
の
念
に
襲
は
れ
ま
し
た
。
船
は
青
森
を
抜
錨
し
て
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か
ら
、
彼
是
四
十
海
里
も
進
行
し
て
来
ま
し
た
ら
う
か
、
右
舷
大お
ほ
ま
み
さ
き

間
崎
を

望
ん
で
駛
航
し
て
ま
ゐ
り
ま
す
と
、
丁
度
そ
の
大
間
崎
の
方
角
に
あ
た
つ

て
、
雲
の
や
う
な
煙
が
認
め
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
た
。
二
十
分
ば
か
り
し

て
、
同
じ
や
う
な
第
二
の
煙
が
顕あ
ら
は出
れ
る
。
つ
ゞ
い
て
第
三
。
そ
れ
は
太

平
洋
沿
岸
に
出
没
す
る
と
い
ふ
噂
の
あ
つ
た
浦
塩
艦
隊
で
、
大
間
崎
か
ら

龍
飛
崎
の
方
角
を
望
ん
で
、
三
海
里
ば
か
り
の
沖
合
を
海
岸
に
沿
ひ
な
が

ら
徐
行
し
て
来
た
の
で
す
。
次
第
に
接
近
し
て
、
や
が
て
彼
我
の
距
離
が

五
海
里
に
な
る
と
、
艦
影
も
判
然
し
ま
し
た
。
黒
鼠
色
の
三
隻
の
敵
艦
が
、

武
装
の
無
い
自
分
等
の
船
の
方
へ
向
い
て
、
殺
気
を
帯
び
て
寄
り
進
ん
で

来
た
時
は
、
船
員
も
乗
客
も
総
立
に
な
つ
た
。
敵
の
陣
形
は
単
縦
で
、
各

艦
約
半
海
里
の
間
隔
を
置
い
て
、
先
頭
に『
ロ
シ
ヤ
』

―
『
グ
ロ
ン
ボ

イ
』

―
後
れ
て
、『
リ
ュ
ウ
リ
ッ
ク
。』

歓う
れ

し
哀か
な

し
い
追お
も
ひ
で懐
も
、
幻ま
ぼ
ろ
し想
も
、
こ
の
意
外
な
翹な
が
め望
の
為
に
破ぶ
ち
こ
は砕
さ
れ

て
了
ひ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
乗
客
一
同
が
死
を
覚
悟
し
た
時
、
函
館
方
面
か
ら
日
本
の
軍
艦

が
来
た
た
め
に
ロ
シ
ア
艦
艇
は
遁
走
し
、
駿
河
丸
は
危
う
く
難
を
逃
れ
、
四
時

の
定
刻
に
函
館
港
の
港
口
に
着
い
た
。
因
み
に「
共
同
海
損
法
」と
は
船
舶
に
関

わ
る
事
故
に
際
し
て
船
体
や
荷
物
な
ど
の
損
害
を
公
平
に
負
担
す
る
法
律
で
あ

る
。
艀
に
乗
り
桟
橋
に
上
っ
た
時
は
乗
客
は
回
生
の
喜
び
に
震
え
た
の
で
あ
る

が
、
夫
婦
は
息
子
の
形
代
の
よ
う
な
書
生
に
別
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
辛
さ
に
茫
然
自

失
し
て
自
分
の
荷
物
を
盗
ら
れ
た
こ
と
に
も
気
付
か
な
い
。
巡
査
に
言
わ
れ
て

初
め
て
盗
ら
れ
た
と
分
っ
た
の
だ
が
、
書
生
が
巡
査
の
検
束
を
受
け
た
。
自

分
は「
決
し
て
こ
の
青
年
が
烏う
さ
ん散
な
も
の
で
は
無
い
と
弁
い
ひ
ほ
ど
き解
し
て
や
」
っ
た
の

で
あ
る
。
最
後
に
青
年
は「
近
江
国
栗
太
郡
草
津
町
」の「
西
川
廉
太
郎
」「
十
九

歳
」と
巡
査
に
答
え
去
っ
て
行
く
。
夫
婦
は
そ
の
後
姿
を
眺
め
、「
麦
藁
の
夏
帽

子
、
白
地
の
飛か
す
り白
の
書
生
姿
、
そ
の
青
年
の
形か
た
ち像
が
群ひ
と
ぐ衆
の
中
に
没は
い

つ
て
、
最

後
に
隠
れ
て
見
え
な
く
な
る
迄
見
送
り
ま
し
た
。」と
い
う
所
で
小
説
は
終
わ
る
。

『
緑
葉
集
』の
中
で
も
余
り
重
視
さ
れ
な
い
短
編
小
説
で
あ
る
が
、
明
治
三
十
年

代
の
世
相
や
青
年
を
考
え
る
契
機
を
幾
つ
か
持
つ
し
、
死
と
再
生
と
い
う
点
で

『
破
戒
』の
成
立
に
も
関
わ
る
と
も
見
ら
れ
る
。

『
津
軽
海
峡
』の
他
に
藤
村
は
函
館
に
関
係
す
る
小
品
と
し
て『
ト
ラ
ピ
ス
ト
』

（『
食
後　

新サ
ブ
タ
イ
ト
ル

藤
村
集
』〈
明
治
45
・
４
、
博
文
館
〉所
収
、
初
出
は『
時
事
新
報
』

明
治
44
・
９
・
29
～
10
・
１
、『
時
事
新
報
』に「
十
人
並
」の
総
題
の
下
に
十
二

作
を
連
載
し
た
も
の
の
一
つ
）を
書
い
て
い
る
。
そ
の
頃
藤
村
は
妻
を
亡
く
し
、

厭
世
頽
廃
虚
無
の
人
生
観
に
取
り
つ
か
れ
て
い
た
こ
ろ
で
あ
り
、
索
漠
た
る
人

生
、
荒
涼
た
る
心
の
ま
ま
で
あ
る
な
ら
ば
お
寺
に
住
ん
で
人
と
交
わ
り
を
断
っ

て
暮
ら
す
の
と
同
様
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
感
想
を
持
っ
た
よ
う
で
、
そ
れ
が

こ
の
短
編
に
表
れ
て
い
る
。
藤
村
が
明
治
三
十
七
年
の
函
館
の
旅
の
途
次
に
ト

ラ
ピ
ス
ト
を
訪
ね
た
確
証
は
な
い
の
で
、
作
中
に「
斯
の
夏
、
北
海
道
へ
行
つ

て
来
た
美
術
家
の
土
産
話
が
、
私
の
胸
に
浮
び
ま
し
た
。」と
あ
る
と
お
り
、
友

人
か
ら
の
伝
聞
に
基
づ
く
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
函
館
に
八
日
間
も
居
た

の
で
あ
る
か
ら
慶
治
の
案
内
で
ト
ラ
ピ
ス
ト
を
訪
ね
た
こ
と
は
あ
り
そ
う
で
あ

る
。

函
館
か
ら
船
で
日
帰
り
に
出
来
る
と
こ
ろ
に
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
村
と
い
ふ

の
が
有
り
ま
す
。
そ
こ
ま
で
行
く
に
は
貧
し
い
荒
れ
た
野
を
通
る
の
だ
さ

う
で
し
て
。
ど
う
し
て
斯
様
な
処
に
斯
様
な
立
派
な
建た

て築
物も
の

が
有
る
か
と

思
は
れ
る
ほ
ど
、
驚
く
や
う
な
煉
瓦
造
が
立
つ
て
居
る
と
申
し
ま
す
。
道

路
な
ぞ
も
実
に
立
派
な
も
の
が
開
い
て
あ
る
。
ト
ラ
ピ
ス
ト
の
村

―
一

寸
聞
く
と
、
日
本
の
内
に
其
様
な
処
が
有
る
か
と
思
ふ
や
う
で
す
が
、
仏

蘭
西
の
方
か
ら
渡
つ
て
来
た
古
い
宗
派
が
有
り
ま
し
て
、
そ
の
僧ば
う
さ
ん侶
達
の

切
開
い
た
と
こ
ろ
だ
さ
う
で
す
。
畢つ
ま
り竟
そ
の
大
き
な
建
築
物
は
修
道
院
で

す
。
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こ
う
し
て
ト
ラ
ピ
ス
ト
に
宿
泊
し
た
体
験
を
聞
き
伝
え
で
語
る
の
だ
が
、
そ

こ
で
は
無
言
の
行
と
激
し
い
労
働
と
が
大
切
な
規
律
で
あ
る
と
言
い
な
が
ら
、

「
私
」は
だ
ん
だ
ん
身
に
つ
ま
さ
れ
る
。
そ
れ
は「
斯
様
な
町
中
に
住す
ま
ひ居
は
致
し

て
居
り
ま
し
て
も
、
真
に
知
つ
た
人
が
少
い
と
す
れ
ば
、
荒
涼
と
し
た
北
海

道
の
原
野
と
択
ぶ
と
こ
ろ
が
無
い
」と
い
う
思
い
に
捉
え
ら
れ
た
た
め
で
あ
る
。

そ
し
て
次
の
よ
う
に
述
懐
し
た
。

恐
ら
く
、
私
の
や
う
に

―
北
海
道
ま
で
行
か
な
く
と
も
、
自
分
も
ト
ラ

ピ
ス
ト
か
、
と
疑
ふ
や
う
な
も
の
は
、
広
い
世
間
に
め
づ
ら
し
く
な
か
ら

う
と
思
ひ
ま
す
。
墓

―
沈
黙
と
労
働

―
僅
か
な
音
楽

―
僅
か
な
色

彩

―
丁
度
あ
の
僧
侶
達
は
、
私
共
の
生
活
の
光さ

ま景
を
極
く
簡
単
に
形
に

表
し
て
見
せ
て
呉
れ
る
や
う
な
気
も
致
し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
な
人
生
索
漠
の
観
は
明
治
末
の
藤
村
の
強
く
感
じ
た
も
の
で
、

『
破
戒
』出
版
に
前
後
し
た
三
女
児
の
病
死
辺
り
か
ら
実
は
徐
々
に
忍
び
寄
っ
た

も
の
だ
ろ
う
。
そ
の
後『
春
』を
書
い
て
や
や
上
向
い
た
か
に
見
え
る
が
、
高
瀬

慎
夫
の
死
に
続
い
て
妻
冬
子
が
産
褥
死
す
る
に
及
ん
で
、
自
分
の
文
学
活
動
が

身
近
な
人
々
の
死
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
よ
う
な
頽
廃
意
識
は
や
が
て
こ
ま
子
と
の
イ
ン
セ
ス
ト
を
招
来
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。

し
か
し
藤
村
の
文
学
的
生
涯
は
そ
う
し
た
蹉
跌
を
も
や
が
て
有
意
味
化
し
な

が
ら
予
定
調
和
的
に
進
行
す
る
。
函
館
と
フ
ラ
ン
ス
と
藤
村
は
細
い
線
で
結
ば

れ
て
や
が
て『
夜
明
け
前
』の
喜
多
村
瑞
見
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
栗
本
鋤
雲
が
不

思
議
な
因
縁
で
浮
上
す
る
。
藤
村
は
明
治
二
十
五
年
、
数
え
二
十
一
歳
、
栗
本

鋤
雲
に
漢
詩
文
、
田
辺
蓮
舟
に
中
国
文
学
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
に
逃

避
行
し
た
時
に
鋤
雲『
暁
窓
追
録
』を
携
え
愛
読
し
た
。
鋤
雲
は
函
館
奉
行
を
勤

め
た
際
、
フ
ラ
ン
ス
書
記
官
メ
ル
メ
デ
・
カ
シ
ョ
ン
に
日
本
語
を
教
え
、
カ
シ

ョ
ン
か
ら
仏
語
を
習
い
、
慶
応
三
年
に
フ
ラ
ン
ス
行
き
の
特
使
を
命
ぜ
ら
れ
、

明
治
元
年
に
帰
国
し
た
。『
匏
菴
十
種
』の「
暁
窓
追
録
」な
ど
に
フ
ラ
ン
ス
事
情

な
ど
の
記
述
あ
る
。
藤
村
は
フ
ラ
ン
ス
で
そ
れ
ら
を
読
み
、『
夜
明
け
前
』の
喜

多
村
瑞
見
に
結
び
着
い
た
。

栗
本
鋤
雲『
匏
菴
遺
稿
』（
明
治
33
・
５
）の「
箱
舘
叢
記
」を
引
く
と
鋤
雲
は
函

館
に
つ
い
て「
城
下
松
前
を

指　

す

三
千
軒
、
江
刺
千
軒
、
箱
舘
千
軒
、
と
は
松
前
人
が
常

に
北
海
の
殷
富
を
誇
る
所
の
語
な
り
し
が
、
予
が
籍
を
箱
舘
に
移
せ
し
安
政
五

年
に
は
、
既
に
官
地
と
な
り
三
四
年
の
星
霜
を
経
過
し
、
殊
に
渡
海
越
年
の
二

税
を
廃
し
て
広
く
四
方
の
民
を
募
召
あ
り
し
を
以
て
、
移
り
住
む
者
日
月
多
を

加
へ
た
れ
ば
、
殆
ん
ど
二
千
戸
近
く
に
至
れ
り
。」と
記
す
。
幕
末
の
函
館
の
殷

賑
た
る
様
子
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
藤
村
は
鋤
雲
が
頑
迷
固
陋
な
人
物
で
な
く
、

柔
軟
な
考
え
の
持
ち
主
だ
っ
た
こ
と
に
感
動
し
、
江
戸
時
代
に
も
そ
の
よ
う
な

日
本
人
の
居
た
こ
と
を
多
と
し
て
、
藤
村
童
話
に
も
書
い
て
い
る
。

『
力
餅
』（
昭
和
15
・
11
）の「
栗
本
先
生
」に
は
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

物
に
さ
き
が
け
す
る
の
と
、
し
ん
が
り
を
つ
と
め
る
の
と
で
は
、
ど
つ

ち
が
勇
気
が
要
る
で
せ
う
。
前
の
方
の
人
は
進
ん
で
刺と
げ

の
あ
る
茨
い
ば
ら
の
道
を

切
り
開
い
て
行
く
の
で
す
か
ら
勇
気
が
な
く
て
は
叶
は
な
い
こ
と
で
す
が
、

後
の
方
の
人
と
て
勇
気
が
要
る
こ
と
に
か
け
て
は
そ
れ
に
劣
り
ま
せ
ん
。

皆
さ
ん
も
ご
存
じ
の
や
う
に
、
こ
の
日
本
の
御
国
が
明
治
の
御
代
と
な

る
前
は
、
徳
川
の
世
の
末
で
あ
り
ま
し
た
。
最
早
徳
川
の
世
の
中
も
是
迄

と
思
ふ
も
の
は
、
大
概
の
人
が
戸
惑
ひ
し
て
、
仕
事
も
ろ
く
に
手
に
つ
か

な
か
つ
た
中
で
、
よ
く
跡
始
末
を
怠
ら
な
か
つ
た
三
人
の
人
が
あ
り
ま
す
。

皆
さ
ん
は
、
岩
瀬
肥
後
、
小を
ぐ
り
か
う
づ
け
の
す
け

栗
上
野
介
の
名
を
覚
え
て
置
い
て
頂
き
た
い
。

こ
ゝ
に
お
話
し
し
よ
う
と
す
る
栗
本
先
生
も
、
さ
う
い
ふ
三
人
の
中
の
一

人
で
す
。

栗
本
先
生
は
若
い
時
の
名
を
哲て
つ
さ
ん三
と
い
ひ
、
年
を
と
つ
て
か
ら
の
号
を

鋤
雲
と
い
ひ
ま
し
た
。
先
生
は
額
も
広
く
、
鼻
も
厚
く
、
耳
や
口
も
大
き
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か
つ
た
も
の
で
す
か
ら
、『
お
化
け
栗
本
』の
異
名
を
と
つ
た
く
ら
ゐ
で
す
。

そ
れ
ほ
ど
並
は
づ
れ
た
容
貌
の
持
主
で
し
た
。
も
と
も
と
本
草
学
と
い
ふ

学
問
の
家
柄
を
つ
い
で
薬
草
の
こ
と
に
く
は
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
徳
川
幕

府
の
製
薬
局
に
つ
と
め
た
医
者
の
出
で
あ
り
ま
し
た
が
、
事
情
が
あ
つ
て

北
海
道
の
方
へ
や
ら
れ
、
函
館
奉
行
組
頭
と
い
ふ
役
目
に
つ
き
ま
し
た
。

先
生
が
頭
を
持
ち
上
げ
た
の
も
そ
の
頃
か
ら
で
す
。

当
時
の
函
館
あ
た
り
は
ま
だ『
蝦
夷
地
』と
言
ひ
ま
し
て
、
開
け
た
ば
か

り
の
さ
み
し
い
と
こ
ろ
で
し
た
が
、
先
生
は
六
年
も
そ
の
さ
み
し
い
と
こ

ろ
に
辛
抱
し
て
、
病
院
や
医
学
所
を
建
て
た
り
、
薬
草
園
を
開
い
た
り
、

松
杉
そ
の
他
の
木
の
苗
を
内
地
か
ら
移
し
植
ゑ
さ
せ
た
り
し
ま
し
た
。
そ

の『
蝦
夷
地
』に
緬
羊
や
牛
を
飼
ひ
、
養
蚕
の
業
に
就
く
も
の
が
出
来
た
の

も
、
先
生
の
監
督
で
は
じ
め
た
こ
と
な
の
で
す
。
疏
水
の
工
事
を
起
し
て

久く

根ね

別べ
つ

川が
は

と
い
ふ
と
こ
ろ
か
ら
舟
を
函
館
へ
通
す
や
う
に
し
た
の
も
先
生

で
し
た
。（
中
略
）

わ
た
し
は
自
分
の
心
も
柔
く
感
じ
易
い
年
頃
に
、
栗
本
先
生
の
や
う
な

人
を
知
つ
た
こ
と
を
幸し
あ
は
せ福
に
思
ひ
ま
す
。
わ
た
し
が
本
所
の
北
二
葉
町
を

お
訪
ね
し
た
頃
は
、
先
生
は
最
早
七
十
を
越
し
て
ゐ
ま
し
て
、
い
ろ
い
ろ

な
種
類
の
芍
薬
を
庭
に
植
ゑ
、
そ
の
住
居
を
も『
借
紅
居
』と
名
づ
け
て
、

長
い
生
涯
の
を
は
り
の
方
の
日
を
送
つ
て
ゐ
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
藤
村
は
鋤
雲
を
回
想
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
既
に『
夜
明
け

前
』を
完
成
し
、
静
子
夫
人
と
と
も
に
南
米
北
米
欧
州
を
旅
し
て『
巡
礼
』（
昭
和

15
・
２
）を
刊
行
し
た
後
で
あ
る
か
ら
、
三
十
数
年
前
に
冬
子
の
実
家
に
借
金

を
頼
み
に
行
っ
た
旅
と
そ
の
副
産
物
と
し
て
書
い
た『
津
軽
海
峡
』の
巡
礼
の
旅

と
を
函
館
の
町
の
基
礎
を
作
っ
た
鋤
雲
と
を
想
起
し
た
と
思
わ
れ
る
。

安
東
璋
二
は
、
次
の
よ
う
に
藤
村
と
函
館
に
つ
い
て
述
べ
る
。

木
村
熊
二
は
藤
村
を
の
ち
小
諸
義
塾
に
誘
う
が
、、
そ
の
木
村
と
親
し

か
っ
た
明
治
女
学
校
の
校
長
巌
本
善
治
が
秦
冬
子
を
藤
村
に
ひ
き
会
わ
せ

た
。
木
村
と
巌
本
は
勝
海
舟
門
下
で
、
そ
の
海
舟
は「
赤
貧
洗
う
が
如
き

若
い
日
を
、
函
館
の
豪
商
渋
田
利
右
衛
門
の
庇
護
で
学
問
が
出
来
た
と
い

う
不
思
議
な
糸
で
つ
な
が
っ
て
い
た
。」（
秦
良
平
氏
、「
島
崎
藤
村
学
会
会

報
」第
10
号
、
平
成
９
・
９
、
秦
良
平
氏
は
冬
子
の
姉
ア
サ
の
お
孫
さ
ん

で
、
藤
村
学
会
の
講
演
の
中
で
、
学
生
時
代
に
藤
村
に
面
会
し
た
こ
と
が

あ
る
と
話
さ
れ
た
、
引
用
者
注
）。
す
な
わ
ち
海
舟
、
巌
本
、
木
村
の
師

弟
は
そ
れ
ぞ
れ
の
線
で
函
館
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
一
方
も
と
幕
臣
求
め

ら
れ
な
が
ら
新
政
府
に
は
仕
え
ず
、
在
野
で
活
躍
し
て
い
た
と
い
う
意
味

で
こ
の
三
人
は
鋤
雲
に
つ
な
が
る
。
鋤
雲
と
藤
村
と
函
館
の
間
に
も
、
そ

れ
を
つ
な
ぐ
人
間
の
系
譜
が
潜
在
的
に
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。

藤
村
の
生
に
鋤
雲
が
蘇
え
る
の
は
、
大
正
二
年
パ
リ
の
客
舎
で『
暁
窓

追
録
』を
読
み
返
し
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
フ
ラ
ン
ス
の
旅
の
意
味
に
つ

い
て
は
い
ろ
い
ろ
論
じ
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
彼
が
鋤
雲
の
フ
ラ
ン
ス
見
聞

録
に
ど
れ
だ
け
感
銘
触
発
さ
れ
る
も
の
が
あ
っ
た
か
、
以
後
の
藤
村
を
考

え
る
う
え
で
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
直
接
に
は「
仏
蘭
西
だ
よ
り
」に
そ

の
消
息
が
窺
え
る
が
、
亀
井
勝
一
郎
も
い
う
よ
う
に
、
そ
こ
に
文
明
批
評

家
と
し
て
の
藤
村
の
新
生
面
が
現
れ
た
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
も
含
め
て

藤
村
が
鋤
雲
の
叙
述
か
ら『
夜
明
け
前
』の
構
想
を
示
唆
さ
れ
る
契
機
も
、

こ
の
時
代
か
ら
直
接
す
る
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
（
１
）
。

ま
と
め
て
述
べ
る
と
、『
破
戒
』は
死
と
再
生
の
物
語
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が

出
来
よ
う
が
、『
津
軽
海
峡
』は
短
篇
で
、『
破
戒
』自
費
出
版
金
策
の
た
め
の
函

館
旅
行
を
ア
レ
ン
ジ
し
た
副
産
物
的
な
小
説
と
見
做
さ
れ
て
い
る
が
、
藤
村
文

学
を
貫
く
死
と
再
生
的
な
テ
ー
マ
を
藤
村
操
の
投
身
事
件（
こ
こ
に
漱
石
と
の

関
係
も
出
来
て
い
る
）に
絡
め
た
小
説
と
見
做
す
こ
と
が
出
来
る
。
夫
婦
の
巡

礼
の
旅
は
遥
か
に
、
藤
村
の
フ
ラ
ン
ス
行
き
と
藤
村
静
子
の
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
ペ
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ン
倶
楽
部
の
旅
と
い
う
未
来
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
テ
ー
マ
で
あ
り
、
さ
ら
に

栗
本
鋤
雲
の
函
館
と
フ
ラ
ン
ス
行
き
を
日
露
戦
争
の
地
平
に
取
り
込
む
よ
う
な

視
野
を
含
み
と
し
て
持
っ
た
、
藤
村
文
学
と
近
代
史
の
接
点
を
包
み
込
ん
だ
小

説
で
あ
る
。
日
本
の
近
代
と
反
近
代
の
矛
盾
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、『
津

軽
海
峡
』の
中
に
先
に
引
用
し
た「
信
仰
の
無
い
今
の
時
世
」云
々
の
一
節
は
、

藤
村
自
身
の『
春
』の
彷
徨
に
重
な
る
と
こ
ろ
も
あ
り
、
ま
た
透
谷
の
自
死
に
つ

な
が
る
苦
悩
も
あ
り
、『
破
戒
』の
猪
子
の
死
も
想
起
さ
せ
る
。
そ
し
て
操
の
死

が
多
く
の
模
倣
自
殺
を
生
ん
だ
現
象
も
た
だ
の
模
倣
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
と

思
わ
れ
る
。「
信
仰
の
無
い
今
の
時
代
」と
あ
る
通
り
、
近
代
化
の
過
程
で
あ
ま

り
に
多
く
の
思
想
や
夢
想
が
青
年
の
心
を
攪
乱
し
、
前
時
代
と
の
紐
帯
を
切
断

し
た
た
め
に
青
年
た
ち
の
中
に
は
狂
乱
す
る
者
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
操
の「
巌
頭
の
感
」の
中
に
も「
ホ
レ
ー
シ
ョ
の
哲
学
竟
に
何
等
の
オ
ー

ソ
リ
チ
ィ
を
價
す
る
も
の
ぞ
」云
々
と
あ
る
。『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』の
登
場
人
物
に

事
寄
せ
て
、
遺
書
を
残
す
と
い
う
の
は
秀
才
ら
し
い
仕
業
で
も
あ
り
、
ま
た
子

供
じ
み
た
浅
薄
な
気
取
り
と
も
見
ら
れ
、「
曰
く
不
可
解
」と
喝
破
し
た
の
も
若

者
の
早
合
点
、
性
急
な
短
絡
的
理
解
に
過
ぎ
な
い
、
と
は
言
え
、
急
激
な
変
化

と
、
世
界
を
相
手
に
す
る
日
本
、
日
本
人
と
い
っ
た
途
方
も
な
い
空
想
が
青
年

の
心
を
動
揺
さ
せ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
悲
劇
的
顕
現
と
し
て
操
の
哲
学
自
殺
が

出
来
し
た
と
も
言
え
る
。
そ
れ
が
青
年
の
焦
慮
焦
燥
に
火
を
つ
け
、
多
数
が
模

倣
自
殺
し
よ
う
と
言
え
る
。
さ
て
、
哲
学
自
殺
の
華
厳
の
瀧
を
起
点
と
し
、
巡

礼
の
旅
で
新
開
地
に
向
か
う
父
母
が
津
軽
海
峡
船
上
で
我
が
子
の
形
代
に
出
会

い
、
さ
ら
に
ロ
シ
ア
浦
塩
艦
隊
に
遭
遇
す
る
と
い
う
藤
村
の
筋
書
き
は
、
哲
学

と
い
う
西
洋
的
近
代
文
化
の
普
及
と
日
光
中
禅
寺
湖
か
ら
流
れ
る
下
る
華
厳
の

瀧
投
身
に
見
ら
れ
る
古
い
芝
居
じ
み
た
日
本
流
儀

―
古
め
か
し
い
修
行
者
が

繋
が
る
、
言
わ
ば
近
代
と
非
近
代
が
程
よ
く
調
和
し
て
い
る
、
藤
村
的
予
定
調

和
と
も
言
う
も
の
で
、
う
ま
く
出
来
す
ぎ
と
も
見
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
行
き
つ

戻
り
つ
し
な
が
ら
独
自
の
近
代
を
構
成
し
た
日
本
の
近
代
文
学
の
精
髄
、
そ
れ

ゆ
え
に
や
や
繊
弱
で
厚
み
の
無
い
人
間
と
社
会
の
理
解
状
態
を
如
実
に
露
呈
し

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

注（
１
）　

安
東
璋
二「
藤
村
と
函
館　

―
栗
本
鋤
雲
・
亀
井
勝
一
郎
を
め
ぐ
っ
て

―
」（『
島
崎
藤

村
研
究
』平
成
10
・
９
）

本
論
考
は
平
成
二
十
九
年
七
月
二
十
九
日
、
函
館
湯
の
川
温
泉
花
び
し
ホ
テ

ル
に
於
て
開
催
さ
れ
た
日
本
近
代
文
学
会
北
海
道
・
東
北
地
区
合
同
研
究
集
会

に
お
け
る
口
頭
発
表
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
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調査方法

【第一回目】

アンケートの一番初めにきょうだいの有無、何人きょうだいか、出生順位を記入してもらい、その

後にここ5、6年で親子関係やきょうだい関係に変化があったかどうかについて、記述式で記入して

もらった。また、佐々木・佐藤（2008）の質問項目を用いて、各感情と両親に対するイメージの項目

についてもっとも当てはまる～もっともあてはまらないの7件法を使用した。

【第二回目】

第一回目の調査項目に加え、落合ら（1996）の質問項目の親子関係について7件法を使用し、小島

（2011）の家族関係単純図式投映法を用いてアンケートを制作した。

調査対象

【第一回目】

2016年2月中旬、数回に分けてMG大学の学生100名にアンケート調査を実施した。

【第二回目】

2016年11月中旬～ 12月上旬に分けて、MG大学生185名にアンケート調査を実施した。

総括

本研究は出生順位が異なることできょうだい関係・親子関係に差がでるのかを調べることを目的と

した。その結果、親子関係やきょうだい関係に変化を見出すのは、未曾有の出来事よりもライフイベ

ントによるものの方が大きいことが分かった。父親と母親の仲が良いと、子どもは肯定的感情を抱き

やすいことが分かった。

青年期を迎えた女子大学生は思春期を迎えるきょうだいを気にかけたり、長子や次子の場合は親と

きょうだいの間を取り持っていたりする事が分かった。また、家族関係を客観的に見ることが可能と

なり、親子の問題以外にも祖父母と親の関係についても気にかけている人がいる事も分かった。また、

末子は父親と離れた関係を築きたい可能性が示唆された。

父親や母親の性格に対して良いイメージを持っている人が多く、特に同性の母親に対し良いイメー

ジを抱いていることが分かった。出生順位による差はほとんど見られなかったことから、出生順位に

よる育て方に違いは出るとしても、青年期になると両親に対して適度な距離を測りつつ、理解を深め

る関係になる可能性が示唆された。

出生順位によって親子関係やきょうだい関係に差が出るのではなく、きょうだいの性別によって親

の関わり方が変わってくる可能性が示唆された。今回の研究では女子大学生のみの調査となり、性別

や年齢差について検討出来ずにいるので、偏った結果となっている。次に生かす場合は、より幅の広

い層に対して調査することが必要になるだろう。

（7）



菊田　あみ

問題と目的

近年、少子化が騒がれ二人きょうだい又は一人っ子家庭が多くなっている中、未曾有の災害や身近

なライフイベントにおいて家庭の関係が壊れてしまうことも少なくない。また、格差社会が広がり皆

等しい環境で子育てをするのが難しくなって来ているその中で、親子関係は多様な関係性になって来

ていると思われる。

父母関係や父母に対する肯定的な認知は、肯定的感情を多く持つことを促進している。また、卒業

研究の調査では、否定的感情への可能性が大きかったのは、親子の間で否定的感情が扱われなくなっ

ていることを示していると佐々木・佐藤（2008）は述べている。また、高橋江梨子（2009）の研究の考

察では、きょうだいのいる子の場合、両親とも指導的であったり、子どもを差別的に扱ったりする場

合がある。その時に、きょうだいという、特別な関係の持つ相補性が発揮され、親の脅威を切り抜け

る場合がある。また、ひとりっ子の場合には両親とも指導重視であると認知している子が多い。これ

は、一般的なひとりっ子に対する過保護や甘やかしなどのイメージとは異なると述べている。

これらの先行研究に基づき、ひとりっ子ときょうだいを持つ子と親の関わり方を卒論に続いて調査

したいと考えた。第一回の調査では長子は末子より母親からの期待が大きい（幸田・城谷　1981）と

いうことから、他のきょうだいよりも厳しくしつけられる結果両親に対するイメージがあまり良く無

い。次子・末子は長子よりも優しい環境で育てられると思うので、両親に対して良いイメージを抱き

やすい。ひとりっ子は両親からの期待を一心に受け向上的だが、他にきょうだいが居ないため、両親

に対して良いイメージを抱くという仮説を立て質問項目を先行研究から選定し、女子大学生100名に

対してアンケート調査を行った。

全体を通して、両親に対するイメージが肯定的感情に繋がっていることが示唆された。

第一回目の調査では「親子関係と学生の感情」という視点で分析を行ってきた。

第二回目の調査では、両親のしつけの仕方と、両親に対してどのようなイメージを持っているかを

調べることを目的とした。両親新しく追加された親の関わり方と家族関係単純図式投影法を行い、心

理的な距離を表出させることで、女子大学生の家族関係について調査した。また、女子大学生にのみ

アンケートを実施するので、母親よりも父親を疎む気持ちが現れるだろうと仮説を立て、出生順位に

よって家族関係の近さについて調べることで、生まれた順番と親子の仲の良さ調べることを目的とし

た。

青年期女子の両親に対するイメージと精神的健康について
―きょうだい関係の視点―

修士論文題目及び内容の要旨
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や企画について考えることが必要になってくると思われる。

⑥戦国ＢＡＳＲＡがきっかけとなって白石市へ観光に来るお客が増えたが、ブームの衰退によって

観光客が減少するのをくい止め、地域振興につながるような何かとってかわることができる大き

なきっかけを生み出すアイディアが必要になってくると思われる。
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ている条件とは、地域振興を率先して行うリーダーの存在であり、彼らのさまざまな経験から培って

きた発想やアイディアであることがわかる。また、その発想やアイディアを実現しようとして挑戦す

る前向きな姿勢は、今までなかった新しい商品や市場を作り出すことを可能にしている。

さて、地域振興の新しいリーダーたちを考察して分かった事柄は前述したが、ここでは、今後の地

域振興を引っ張っていく新しいリーダーに求められるものは何かを考えたい。では、いったいそれは

何だろうか。

新しいリーダーたちは周囲との交流や情報交換を積極的に行い、常日ごろから情報を発信する姿勢

が見られる。このことはすなわち、さまざまな情報をキャッチするアンテナを張っているということ

であり、キャッチした情報をもとに次のアクションへとつなげている。また、生み出したことを積極

的に発信し、情報の拡大にも力を入れている。こういった、情報キャッチのアンテナを張る、情報を

受け取りまた送るというような情報網を密にするといった点が求められるのではないだろうか。発信

の手段は、主にインターネット、テレビやラジオなどのメディアが考えられるが、本人が自ら出演し

情報の発信を行うことも多く、積極的で前向きな行動力も必要不可欠な要素である。

また、新しいことを生み出すために失敗を恐れず挑戦するという貪欲さや他企業と協力し合ってい

いものをつくるという姿勢は重要であるとともに必要であると強く感じた。可能性を信じて向き合い、

やれる限界まで諦めないこと、お互いの持つノウハウや技術、発想を最大限に活かして商品をつくる

ことで次へとつなげる可能性やきっかけを生み出すこともある。そして、生み出した商品が白石市の

ＰＲに役立つこともある。そういった、絶好の機会を生み出しうまく活かすことができる能力も求め

られるのではないだろうか。

ここまで新しいリーダーに求められることは何かを考えてきたが、一番重要なのは、地元である白

石市への愛着や地域の人を大事に思う気持ちである。今、地域振興を担っているあたらしいリーダー

たちは、地元の外の世界との接点を広く形づくりつつも、何よりも、自分たちの地元への愛着を土台

にしつつ、その新しい資質を具体的な成果に結び付けているといえる。

（今後必要、大切になるであろうことのまとめ）

①企業間の垣根を超えた交流と情報交換の場をつくり、新企画立案のきっかけなどを模索する機会

を確保する。事業内容・業種などを問わず、すべての企業が参加し、気軽にコミュニケーション

を図ることが可能な場が必要である。

②地元の中小企業の活動の幅を広げていくことができるような地元企業が中心となる体制の整備や

制度の充実に力を入れる。

③若者の力が重要であり、地元で若者がいきいきと働けるような環境整備や一度地元を離れても戻

って来られるような工夫が必要である。

④新しい地域資源を掘り起こすことで地域振興の発展や事業拡大の可能性が生まれるかもしれな

い。新しい資源としてあげられるもののなかに、廃校となって使われなくなってしまった建物や

空き工場がある。それを活用した地域振興策、有効活用実現の充実のための具体的なアイディア

が必要になってくると思われる。

⑤鬼小十郎まつりなどのイベントの帰りの観光客をそのまま帰らせてしまうのはもったいない。そ

こで、衰退しつつある商店街を活気づかせ、観光客に白石市の魅力を知ってもらえるような工夫
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③新しいリーダーたちは、地域外での経験のほか、地域の外の世界との豊かな人脈をもっていて、

それを新しい事業や活動に生かしている。

このように、本論文では、新しいリーダー個々人とその経歴や人脈についても注目し、これまでに

どのような人生経験をしてきたのか、その経験が活動にどう関わっているのかということについても

考察したいと考えている。仮説の検証を含めた調査結果は、第３章と終章のまとめのなかで触れる。

本論文の構成は、大まかに、外来型地域振興について（歴史など）→現在の地域振興の現状→調査結

果を含めた新しいリーダーたちの活動や人物について→これからの白石市の地域振興の課題や方向性

→全体のまとめである。これらをとおして、白石市の内発型地域振興の中心である地元企業で活躍す

る新しいリーダーたちはどのような人たちなのか。また、実際にどのような活動や事業を行い、今後

どのような活動、企画を考えているのかなどの調査結果から考察、分析し、今後の地域振興の課題や

方向性などを見出すことを最終目標とする。

結果

新しいリーダーたちは、白石市の地域振興に役立ちたいという思いが強く、県外などでのさまざま

な経験を通して改めて白石市の魅力に気が付き、そこで培った経験や発想が白石市での仕事に生かさ

れている。また、他企業や周囲の人と積極的に情報交換やコミュニケーションを図り、新しいアイデ

ィアや企画を生み出すための労力は惜しまない。そして、どの方も受身な姿勢ではなく、自分から前

向きに情報発信をしている。白石市の認知度や知名度を向上させ、より多くの人に白石市に来てほし

い、知ってほしいと考えるとともに地元を出た若者が戻ってこられるような環境づくりや若い社員が

いきいきと働ける職場づくりを目指している。しかも県外との接点も大切にし、事業拡大に意欲的に

取り組んでいる。これらをとおして、地域振興のリーダーたちは、かつては閉鎖的な傾向であったの

が、今では開放的でオープンな雰囲気へと変わってきたということであり、姉妹都市との交流など違

う地域や場所に住む人との交流も盛んになってきている。これからも地元企業とタッグを組んで新商

品の開発を行うなどの活動は増えていくだろうし、外来型の企業や県外の企業と手を組んで活動する

ことも増えていくことであろう。

次に調査にあたり立てた三つの仮説について、いったいどうであったのか見ていく。序章で記して

おいた仮説は、つぎの三つであった。

①新しいリーダーたちは、比較的若い人たちである。

②新しいリーダーたちは、若いがゆえに、新しい発想やアイディア、また、柔軟な思考や経験をも

っている。

③新しいリーダーたちは、地域外での経験のほか、地域の外の世界との豊かな人脈をもっていて、

それを新しい事業や活動に生かしている。

この三つの仮説について簡単にまとめると、①はさまざまな年代の方がいらっしゃり、平均50代

前後あたりである。比較的若い人であるといえる。②は考察の結果などから見ても、全員が新しい発

想やアイディア、柔軟な思考や経験をもっている。③については、地域外での経験や人脈を現在の事

業に生かし、これからの活動に生かそうと考えている方が多くいらっしゃった。

このように見てくると、固有な地域資源を活用したさまざまな地場産業のあり方とそれを可能にし
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であるのか）、発想、活動、つながりネットワーク（市内・市外・県外・海外）、世代交代の程度など

に注目したい。特にこの中でもつながりネットワークというキーワードはとても重要性が高いように

思われる。新しいリーダー達のアイディアや工夫、発想には、周囲との情報交換や交流が極めて強い

影響を与えていることが多く、だからこそ他にはない地域固有の資源を活かした新商品が生まれ、そ

れがヒットすることもあるからである。新しい地場産業の担い手達は、彼らが住んでいる地域の内部

であろうが外部であろうが周囲とのつながりを大切にし、新たな発見や新発想のきっかけを見つける

動きを積極的に行っている。そういった新しいリーダーを中心に周囲への働きかけやアイディアの売

り込みを自発的に行ってきた地域の地場産業が成功する例も増えてきている（例えば、福井県鯖江市

のメガネなど）。

本論文では、新しいリーダー層の現状とその可能性に注目する視点と平行させながら地域固有の資

源に着目した内発型地域振興のこれからの可能性についても深く考察したい。地域固有の資源を最大

限活かすためにはどのような努力や工夫が必要なのか、そしてそれを実現させる新しいリーダー層と

はどのような人たちなのかについて考え、地場産業についてとことん掘り下げてみたい。

また、上に記した目的と視点のもと、新しい内発型地域振興が持つ地域振興にとっての重要性や多

様（固有）な地域資源を活かした地場産業の具体的なあり方、またそのときの新しいリーダー層の現状

とその可能性について、事例を通して明らかにしたい。

この事例対象については、宮城県白石市の内発型地域振興に貢献する地元企業、およびその企業で

活躍する新しいリーダーたちとその活動としたい。なぜならば、ここ白石市においては、本論で詳し

く述べるように、そのさまざまな地域資源を活かしつつ、多様な地場産業が展開してきているからで

あり、また、近年になってその活性化が図られて、それがかなりの成功をおさめつつあるからである。

また、地域資源を活かした新たな産業も芽を吹きつつあるからである。さらには、白石城の復元を活

かした新しい観光振興もかなりのところまで効果を出しているからである。しかも、これも本論で詳

しく見ていくが、これらの動きをリードしているのが、多くの場合、これまでとは異なった、若手の

リーダー層であるからである。

調査の方法としては、基礎的な資料の収集を踏まえつつ、詳しいヒアリング調査を実施することに

したい。そのなかで、企業の事業内容および地域振興に関する質問をこちらから投げかけ、その質問

に答えて頂くというインタビューのような対話形式をとることとした。このような調査方法を実施す

ることによって、企業や事業の概要、そして地域振興への取り組みの概要について知ることができる

とともに、相手がどのような人物なのかがよく分かり、また生きた情報を直接聞くことができると考

えたからである。また、お話しをお聞きするなかで今後の地域振興へのヒントなどを見つけることが

できるのではないか、今まで知らなかった世界をより深く知ることができるのではないかと思ったか

らである。このヒアリング調査の結果は主に第３章で記述し、終章では結果から見えてくる、考えら

れる地域振興の課題や新しいリーダーの可能性などについてまとめたいと思う。

次に、この調査実施にあたり立てた仮説は、次の三つのとおりである。
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本論文では、近年における地方都市の地域振興、とりわけ内発型地域振興を取り扱う。このときに、

内発型地域振興の多様化という点に注目してみていきたい。具体的には、固有な地域資源を活用した

さまざまな地場産業のあり方とそれを可能にしている条件を実証的に明らかにしたい。つまり、各々

の地方都市においてどのような地域資源が掘り起こされ、それがどのような地場産業へと結実してい

るのかを実証的に明らかにすることで、すでに指摘されてきた外来型地域振興にとって代わる新たな

内発型地域振興の課題と方向性を明らかにしようと思う。それをとおして、市場のグローバル化とい

う今日的状況にあって固有の地域資源に根ざした地場産業のこれからの方向と課題を明らかにできる

のではないだろうか。

このときに、本論文では次のような視点から考察を展開する。それは、地場産業をリードする新し

いリーダー層とその属性や活動に注目するという視点である。なぜならば、地域経済全般を見渡すと

き、一方では、行政担当者を含め地域企業の経営者や事業者の世代交代は進みつつあるように見える

が、しかし他方で、地域固有の資源を多様に活かした内発的な地域振興に向けて地域を盛り立ててい

く新しいリーダー層の育成も急がれているからである。

このような状況にあって、自治体の中には、地域リーダー育成プランの計画を立てる自治体や地域

も出てきているが、なかなかその計画を達成できないことの方が多いようである。だが近年の内発型

地域振興の多様化やグローバル化といった新しい地場産業の成功の要となり得るのは、そのような状

況を自覚しつつ新しい地場産業のあり方を模索しようとするこの「新しいリーダー層」であると考え

る。新しい地場産業への工夫や発想は従来の地場産業や担い手からではなく、今後の新しい若手のリ

ーダーのアイディアやその活動から生まれていくのではないかと思う。地場産業を含めた地域振興の

新しい形を模索していくという点においても、新しいリーダーはどの地域にも必要不可欠になるであ

ろう。この点も考慮して、すでに動き出している新しいリーダー層のその属性や活動から今後の地域

振興の可能性や方向性などを考え、また今後のリーダー達に期待されるものはなにか、地場産業のあ

り方はどのようであればよいのかなどを深く考察していきたい。

上に記したように、グローバルな経済状況が進む中、地域固有の資源をさまざまに交差させた新し

い地場産業の動向とその可能性を担保するには、それに対応した新しい地域リーダー層の出現が欠か

せないと思う。しかし、これまでの地場産業研究においては、地場産業そのものの歴史や現状や課題

について問題にしたものは多いが［伊藤　2011］［小原　1996］、地場産業の新しい展開を担うリーダ

ー層とその内容に着目した研究はほとんど見当たらない。本論文では、地場産業研究のそうしたスキ

マをなんとかして埋めようとする試みでもある。

さて、本論文では、新しいリーダー層の注目すべき具体的なポイントとして、属性（どのような人
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